
&
や
ゆ
£
局
、
第

第
十
九
容
第
一
一
瞬
昭
和
三
十
五
年
七
月
護
行

中

園

古

代

の

麻

織

物

生

産

佐

藤

武

敏

中
国
に
お
け
る
衣
料
生
産
の
歴
史
を
ふ
り
返
っ
て
み
る
と
、
高
級
衣
料
は
古
代
か
ら
近
代
迄
絹
織
物
が
主
で
あ
る
の
に
謝
し
、

は
古
く
は
廊
や
葛
な
ど
が
用
い
ら
れ
た
が
、
元
・
明
以
後
綿
織
物
の
普
及
に
よ
っ
て
肺
織
物
は
し
だ
い
に
衰
識
し
た
よ
う
で
あ
る
。

中
園
の
織
物
史
の
研
究
は
、
こ
れ
迄
絹
織
物
と
綿
織
物
と
に
も
つ
ば
ら
力
が
そ
そ
が
れ
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
に
関
す
る
研
究
は
、
豊
か
な

成
果
を
あ
げ
て
き
た
。
こ
れ
に
ひ
き
か
え
、
麻
織
物
に
関
す
る
研
究
は
き
わ
め
て
乏
し
く
、

と
り
わ
け
経
済
史
的
な
観
貼
か
ら
取
扱
っ
た
研
究

は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
資
料
の
不
足
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
さ
ら
に
ま
た
次
の
よ
う
な
見
解
が
支
配
的
で
あ
っ
た

こ
と
に
よ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
中
園
古
代
の
廊
織
物
の
生
産
は
、
そ
の
生
産
技
術
や
生
産
形
態
伝
ど
に
お
い
て
あ
ま
り
饗
佑
が
な
か

っ
た
、
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
た
と
え
ば
李
創
農
は
、
先
秦
雨
漢
時
代
の
布
鳥
の
生
産
は
自
給
自
足
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
し
、
ま
た
侯
外
壁

つ
ま
り
農
村
副
業
の
形
で
行
わ
れ
、
生
産
の
主
な
措
い
手
は
農
村
婦
女
子
で
あ
っ
た

一
般
の
衣
料
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ま

え

カ2

き

1 

に
よ
る
と
、
古
代
の
布
の
生
産
は
農
業
と
結
合
し
た
形
、

と
し
て
い
る
。
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し
か
し
こ
れ
ら
の
中
園
古
代
の
織
布
業
を
自
給
自
足
と
規
定
す
る
見
解
に
は
多
少
の
異
設
が
あ
る
。
た
と
え
ば
近
年
楊
寛
は
、
戟
園
時
代
家

内
工
業
で
生
産
さ
れ
た
布
鳥
は
商
品
の
性
質
を
お
び
て
い
た
、
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
首
時
は
ま
だ
4

小
部
分
。
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
し
て

い
る
。

そ
こ
で
私
は
、
中
園
古
代
の
腕
織
物
生
産
に
闘
す
る
考
察
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
と
り
わ
け
次
の
よ
う
な
諸
問
題
に
焦
貼
を
お
く
こ
と
に

〆
F

-

、
。

、
L
ヂ
れ

、

ν

第
一
に
中
園
古
代
の
麻
織
物
生
産
に
お
い
て
商
品
生
産
(
巌
密
に

い
え
ば
軍
純
商
品
生
産
)
が
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
、
行
わ
れ
た
と
す
れ
ば

ど
の
程
度
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
。i

次
に
中
国
古
代
に
お
い
て
商
品
生
産
が
お
こ
っ
た
と
し
た
な
ら
、

E
の
よ
う
に
し
て
可
能
と
な
っ
た
か
、
生
産
技
術
や
生
産
形
態
の
面
で
何

ら
か
の
襲
化
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
。

最
後
に
戟
園
時
代
か
ら
漢
代
に
か
け
て
麻
織
物
生
産
は
ど
の
よ
う
に
護
展
し
て
い
く
か
、
ま
た
そ
の
性
格
を
ど
の
よ
う
に
考
う
べ
き
か
、
と

い
う
こ
と
な
と
で
あ
る
。
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し
か
し
こ
れ
ら
の
諸
問
題
に
入
る
前
に

一
際
職
園
時
代
以
前
の
腕
織
物
生
産
の
情
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
出
費
し
よ
う。

註
(
1
)
李
錫
幾

「
先
楽
雨
漢
経
務
史
稿
」

一
七
五
|
一
七
六
ペ
ー
ジ。

(2)
侯
外
脱
「
論
中
園
封
建
制
的
形
成
及
其
法
典
化
」
(
「
中
園
古
代
史
分
期
問
題
討
論
集
」
所
蚊
)
五
三
九
|
五
四
五

ペ
ー
ジ。

(
3
)
楊
寛
「
戦
闘
史
」
三
四
ぺ
1
3
。

股
周
時
代
の
肺
織
物
生
産

廠

織

物

の

起

源

合
嘗
時
の
蹴
布
そ
の
も
の
は
ま
だ
輩
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
次
の
よ
う
な
間
接
的
な
資
料
に
よ
っ
て
推
定
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
一
つ

中
闘
に
お
け
る
肺
織
物
の
起
源
は
、
今
回
世
界
の
他
の
諸
地
域
と
同
様
新
石
器
時
代
道
湖
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
中
園
の
場



く
に
仰
苗
の
も
の
に
つ
い
て
は
、

は
や
土
器
の
表
面
に
残
っ
て
い
る
織
物
文
で
あ
る
。
河
南
省
堀
池
勝
仰
留
村
や
同
省
安
腸
後
岡
出
土
器
面
に
は
鵬
織
物
の
あ
と
が
見
ら
れ
、
と

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
苧
廊
が
使
用
さ
れ
た
、
と
推
定
し
て
い
る
。
ま
た
近
年
江
南
出
土
の
印
紋
向
に
も
肺
織
物

の
あ
と
が
見
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。

も
う
一
つ
は
、
紡
錘
車
の
出
土
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
首
に
紡
糸
に
使
用
さ
れ
た
か
ど
う
か
疑
問
も
あ
る
が
、
ア
ン
、
タ
l
ソ
ン
や
モ

ン
テ
ル
の
調
査
に
よ
る
と
、
先
史
時
代
の
紡
錘
車
は
、
中
園
で
現
在
な
お
使
用
さ
れ
て
い
る
紡
錘
車
と
少
し
も
遣
わ
な
い
と
の
べ
て
お
り
、

「
輝
牒
霊
掘
報
告
」
も
股
代
の
紡
錘
車
に
つ
い
て
同
様
の
こ
と
を
の
べ
て

い
る
。
た
だ
し
語

E
聞
が
四
川
省
で
調
査
し
た
結
果
に
よ
る
と
、
今

日
麻
糸
を
紡
ぐ
の
は
ま
っ
た
く
手
仕
事
で
、
遭
具
は
用
い
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
ホ
ン
メ
ル
は
糸
車
を
使
用
し
て
い
る
例
を
報
告
し
て

い
る
。
先
史
時
代
の
麻
糸
の
紡
糸
は
、
糸
車
の
使
用
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
紡
錘
車
を
用
い
る
方
法
、
手
に
よ
る
方
法
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。

先
史
時
代
の
妨
錘
車
の
出
土
は
、
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か
な
り
慶
い
分
布
を
示
し
て
お
り
、
西
は
甘
粛
、
東
は
熱
河
、
南
は
漸
江
迄
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
紡
錘

車
に
は
石
製
と
陶
製
と
が
あ
り
、
陶
製
の
も
の
に
は
彩
文
の
あ
る
の
も
見
ぷ
〉
る
。
紡
錘
車
の
分
布
か
ら
肺
織
物
が
各
地
で
生
産
さ
れ
た
こ
と
が

推
定
さ
れ
る
が
、
首
時
の
肺
織
物
生
産
の
詳
し
い
情
況
は
不
明
で
あ
る
。e

段
周
時
代
の
腫
代
に
入
る
と
、
蹴
織
物
生
産
の
情
況
が
い
く
ら
か
明
あ
か
に
な
る
。

甲
骨
文
に
は
肺
や
麻
織
物
閥
係
の
記
事
は
見
え
な
い

生

産

形

f

が
、
新
石
器
時
代
と
同
様
腕
織
物
生
産
左
推
定
さ
せ
る
間
接
的
な
資
料
が
残
っ
て

い
る
。

そ
の
一
つ
は
、
土
器
や
銅
器
に
附
着
し
て
い
る
織
物

文
で
あ
る
。
張
龍
炎
は
「
出
土
し
た
土
器
の
な
か
に
縄
紋
印
、
布
紋
印
が
あ
デ
」
と
か
ら
股
代
廊
が
あ
っ
た
乙
と
が
推
知
乞
い
い
る
」
と
い
い
、

李
演
は
「
股
域
の
西
北
地
斜
坑
と
中
部
墓
葬
一
八

・
二
よ
り
出
土
し
た
克
形
銅
器
の
上
に
き
わ
め
て
顕
著
な
布
紋
が
印
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
」
と
し
て
お
り
、
岩
間
徳
也
氏
も
同
氏
が
所
離
し
て
い
た
股
境
出
土
と
お
ぼ
し
き
銅
支
の
上
に
布
紋
が
見
ら
れ
、
こ
れ
は
麻
布
で

あ
ろ
う
と
推
定
し
引
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
一
九
五
五
年
鄭
州
か
ら
出
土
し
た
駐
代
の
銅
盆
に
も
布
の
あ
と
が
護
見
さ
札
刊
い
る
。

3 

衣
に
新
石
器
時
代
と
同
様
の
紡
錘
車
、が
段
塩
、
鄭
州
、
輝
鯨
琉
璃
閣
な
ど
の
諸
遺
蹟
か
ら
護
見
さ
れ
て
い
る
。
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さ
て
股
代
か
ら
周
代
に
か
け
て
の
廊
織
物
の
生
産
形
態
は
、
衣
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
恩
わ
れ
る
。
そ
れ
は

ω王
室
直
営
工
作

場
の
生
産
と

ω村
落
共
同
盟
の
生
産
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く
考
え
て
み
よ
う
。

ω王
室
直
営
工
作
場
の
生
産

股
櫨
の
遺
蹟
の
一
つ
に
通
常
復
穴
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
穴
居
の
あ
と
で
、
形
式
に
は
固
形
、

楕
固
形
、
方
形
、
長
方
形
な
ど
が
あ
り
、
直
僅
は
約
二

|
四
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
は
遁
常
二
メ
ー
ト
ル
位
。
嘗
時
坑
の
上
に
園
い
を
し
、
木
で
屋

根
を
つ
く
り
、
茅
淡
な
ど
で
覆
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
輩
作
賓
は
「
こ
の
種
の
復
穴
は
、
駐
代
百
工
臣
僕
の
居
住
し
た
と
こ
ろ
、
或
は
工

作
場
か
貯
蔵
所
の
役
目
を
な
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
推
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
復
穴
か
ら
紡
錘
車
な
ど
も
出
土
し
て
い
る
。
お
そ

ら
く
こ
う
し
た
復
穴
で
紡
糸
や
織
布
な
ど
も
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
仕
事
を
携
嘗
し
た
の
は
、
お
も

に
復
穴
に
居
住
し
て
い
た
殿
王
室
の
隷
属
民
た
ち
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

例
村
落
共
同
盟
の
生
産

こ
れ
に
つ
い
て
は
資
料
が
乏
し
く
、
あ
ま
り
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
私
は

「
漢
書
」
食
貨
志
上
の
衣
の
文
は
か
な

- 4ー

り
古
い
っ
た
え
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

冬
民
銃
入
、
婦
人
間
巷
相
従
夜
績
、
女
工
一
月
得
四
十
五
日
、
必
相
従
者
、
所
以
省
費
燦
火
、
同
功
拙
而
合
習
俗
也

こ
の
資
料
に
よ
る
と
、
①
紡
績
の
仕
事
は
、
冬
期
つ
ま
り
農
閑
期
の
夜
行
わ
れ
る
こ
と
、

⑨
生
産
の
直
接
携
賞
者
は
、
農
村
婦
女
子
で
あ
る

こ
と
、

①
婦
女
子
の
勢
働
期
聞
は
ご
月
に
し
て
四
十
五
日
」
で
あ
る
こ
と
、
④
村
落
内
に
共
同
作
業
所
が
あ
り
、
そ
の
作
業
所
で
共
同
作
業

が
行
わ
れ
る
こ
と
、
⑤
共
同
作
業
が
行
わ
れ
る
意
味
は
、

れ
る
と
い
う
貼
に
あ
る
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
。

一
つ
は
燈
火
燃
料
の
簡
約
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
同
一
技
術
で
同
一
製
品
が
つ
く
ら

こ
の
う
ち
@
の
婦
女
子
の
努
働
期
間
「
一
月
に
し
て
四
十
五
日
」
に
つ
い
て
は
、
服
愛
は
「
一
月
の
申
ま
た
は
夜
中
ナ
十
五
日
た
る
を
得
、
す

つ
ま
り
(
同
出
〉

8
E
+
(湖
町一山)
呂
田
H
古
田
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
郭
沫
若
は
服
慶
の
説
を
敷

桁
し
て
首
時
婦
女
子
の
労
働
さ
え
激
し
く
、
一
日
十
八
時
間
も
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
と
し
に
ほ
る
。
な
お
こ
れ
は
車
に
婦
女
子
の

労
働
時
聞
が
長
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
肺
の
手
紡
ぎ
作
業
が
か
な
り
の
勢
苦
を
件
う
仕
事
で
あ
る
こ
と
宕
も
意
味
す
る
も
の

ベ
て
四
十
五
日
な
り
」
と
解
し
て
い
る
。



で
あ
ろ
う
。
後
世
の
文
献
で
あ
る
が

「
天
工
開
物
」
俳
句
上
衣
服
夏
服
に
よ
る
と
、
麻
の
繊
維
を
細
く
裂
い
て
績
み
つ
な
ぐ
の
に
非
常
な
手
間

一
日
の
働
き
で
や
っ
と
三
|
五
銑
の
重
さ
の
糸
を
得
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。

!
と
こ
ろ
で
村
落
共
同
瞳
で
生
産
さ
れ
た
麻
布
は
、
一
日
一
村
落
共
同
曜
も
し
く
は
そ
の
村
落
共
同
盟
が
領
主
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
場
合

は
領
主
に
踊
麗
し
、
そ
こ
か
ら
再
ひ
村
民
に
分
配
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

「
詩
経
」
幽
風
七
月
の
詩
に
、

dv

〉

、品

、

A

B

，

・
刀
、
刀
、
刀

f
d

七
月
流
火
、
九
月
授
衣
、

一
之
日
虜
輩
、
二
之
日
栗
烈
、
無
衣
無
褐
、
伺
以
卒
歳

と
見
え
る
。
こ
の
詩
の
他
の
箇
所
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
公
子
や
田
酸
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
農
村
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
農
村
で
は
九

月
に
公
子
よ
り
冬
の
衣
服
を
興
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
村
落
の
共
同
作
業
所
で
製
作
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

製

造

こ

の

時

期

の
麻
織
物
の
具
造
技
術
こ
つ
い
て
ま
、
断
片
的
な
こ
と
し
か
分
ら
な
い
が
、
ま
ず
重
か
ら
繊
維
を
抽
出
す
る
迄
の
工

技

術

7

v

b

、

程
と
し
て
、
肺
を
水
に
浸
す
こ
と
が
行
わ
れ
た
。

「
詩
経
」
陳
風
東
門
之
池
に
、

東
門
之
池
、
可
以
温
廊
、
彼
美
淑
姫
、
可
輿
暗
歌
、
東
門
之
池
、
可
以
植
貯
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衣
に
紡
糸
は

た と
見
え
る
。
こ
こ
で
い
う
麻
と
は
大
麻
で
、
貯
と
は
い
ち
び
つ
ま
り
の
E
ロ
阿
古
Z
で
あ
ろ
う
。

新
石
器
時
代
と
同
様
紡
錘
車
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

嘗
時
の
紡
錘
車
に
は
石
製
と
向
製
と
が
あ
っ

織
布
技
術
は
、
今
日
残
っ
て
い
る
嘗
時
の
織
布
の
痕
迩
か
ら
推
測
す
る
ほ
か
な
い
。
前
に
あ
げ
た
岩
間
徳
也
氏
沓
蕪
の
股
瀦
出
土
と
お
ぼ
し

き
銅
支
の
上
の
布
紋
に
つ
い
て
、
同
氏
の
調
査
に
よ
る
と
、
そ
の
布
紋
は
三
・
コ
一セ
ン
チ
の
幅
で
、
帯
肢
を
な
し
、
一
セ
ン
チ
卒
方
に
経
続
四

八
本
、
緯
稽
一
八
本
で
、
そ
の
織
目
が
至
っ
て
組
大
な
こ
と
か
ら
、
周
代
の
三
O
升
の
肺
布
(
「
儀
鵡
」
士
冠
躍
爵
弁
服
1

l
古
は
入

O
績
を

も
っ
て
一
升
と
し
た
か
ら
、
三

O
升
は
幅
賢
二
尺
ニ
寸
の
経
緯
二
、
四

O
O本
〉
は
周
尺
七
寸
二
分
(
替
造
尺
)
説
を
と
っ
て
算
出
す
れ
ば
、

一
セ
ン
チ
の
経
鶴
田
七
・

三
四
本
と
な
っ
て
頗
る
近
似
せ
る
こ
と
、
さ
ら
に
布
紋
が
鮮
明
に
印
象
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
繊
維
が
頗
る
強
靭
で
、

水
穏
に
封
し
耐
久
力
に
富
み
、
相
嘗
長
期
間
禽
朽
し
な
か
っ
た
の
に
ま
つ
こ
と
、
緯
鵠
を
な
す
繊
維
が
分
離
し
て
か
つ
経

5 

ま
た
布
紋
の
経
、
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の
か
か
っ
て

い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
こ
と
な
ど
の
諸
貼
か
ら
肺
布
で
あ
ろ
う
、
と
推
定
さ
れ
た
。
し
か
し
民
の
調
査
で
織
目
が
粗
大
だ
と
い

う
の
は
絹
織
物
に
比
較
し
て
の
こ
と
で
あ
っ

て

(
因
に
シ

ル
パ
ン
の
調
査
に
よ
る
と
、
段
嘘
出
土
と
っ
た
え
ら
れ
る
青
銅
製
鉱
に
附
着
し
た

ヨ
コ
糸
一
七
本
と
な
っ
て
い
る
)
廊
織
物
と
し
て
は
き
わ
め
て
精
密
な
方
で
あ
る
。
後

絹
織
物
の
断
片
は一

セ
ン
チ
卒
方
に
タ
テ
糸
七
二
本、

に
脈
織
物
の
種
類
を
説
明
す
る
際
詳
述
す
る
が
、
三
O
升
布
は
腕
織
物
で
は
最
も
精
密
な
も
の
で
あ
る
。

た
だ
駐
代
か
ら
何
升
布
と
い
う
種
類

分
け
が
行
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
私
は
疑
問
に
思
っ
て
い
る
。
織
物
の
密
度
の
精
組
は
、
織
機
の
護
達
と
必
ず
し
も
密
接
な
閥
係
は
な
い
よ
う

で
、
わ
が
園
の
場
合
い
ざ
り
機
の
方
が
古
問
機
よ
り
精
密
な
密
度
の
も
の
が
織
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
は
非
常
な
労
力
と
多
く

の
時
間
と
を
必
要
と
す
る
。
股
代
の
機
織
技
術
は
、
そ
れ
程
高
く
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
岩
間
氏
が
そ
の
痕
迩
を
護
見
さ
れ
た
精
密
な
廊
織
物

は
、
お
そ
ら
く
段
王
室
の
隷
属
民
た
ち
に
よ
ゆ
非
情
な
努
力
と
多
く
の
時
聞
を
か
け
て
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う

b

こ
れ
に
封
し
て
一
般
農

村
の
婦
女
子
に
よ
っ
て
副
業
的
に
生
産
さ
れ
た
製
品
は
、
透
か
に
低
級
で
粗
末
な
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

性

産

肺
織
物
の
産
地
は
、
首
時
衣
料
を
自
給
自
足
す
る
の
が
建
前
だ
っ
た
と
す
る
と
、
か
な
り
麗
い
地
域
に
わ
た
っ
て
製
作
が
行
わ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
臓
を
産
す
る
に
適
し
た
地
方
で
は
よ
り
盛
ん
に
廊
織
物
が
生
産
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
文
献
に
つ
た
え
ら
れ
る
臨
も
し

く
は
腕
織
物
の
産
地
を
見
て
み
る
と
、

- 6 一

「
詩
経
」
荷
風
雨
山
に

顎
蹴
如
之
何
、
衡
従
其
畝

と
う
た
わ
れ
て
い
る。

斉
は
山
東
省
臨
尚
豚
地
方
で
あ
る
。
次
に
同
書
王
風
正
中
有
廊
に
、

正
中
有
廊
、
彼
留
子
瑳
、
彼
留
子
嵯
、
将
其
来
施
施

と
見
え
る
。
馬
瑞
辰
の
「
毛
詩
停
鎗
通
稗
」
に
よ
る
と
、
留
は
大
夫
の
氏
で
、
劉
と
通
用
し
、
春
秋
の
劉
子
の
邑
で
、

「
漢
書
」
地
理
志
で
は

河
南
郡
繰
氏
鯨
あ
た
り
と
さ
れ
る
。
ま
た
前
に
引
用
し
た
陳
風
の
陳
の
都
宛
正
は
河
南
省
准
陽
鯨
に
あ

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る。

次
に
園
風
七

月
に
も
怖
や
蹴
織
物
の
こ
と
が
見
え
る
が
、
幽
は
今
日
の
侠
西
省
邪
州
と
さ
れ
る
。

「
詩
経
」
以
外
で
は
、
製
作
年
代
に
つ
い
て
問
題
が
あ
る
が

「
番
経
」
高
責
矯
に



青
州
:
:
:
厩
貢
盟
締
、
海
物
惟
錯
、
岱
献
綿
某

務
州
・
・・
・
・
・
廠
貢
漆
某
稀
貯

青
州
は
山
東
地
方
で
、

で
、
こ
の
地
方
の
特
産
物
の
一
つ
が
好
で
あ
る
。
貯
は
「
詩
経
」
陳
風
東
門
之
池
の
場
合
と
同
様
い
ち
び
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

要
す
る
に
「
詩
経
」
や
「
書
経
」
に
よ
る
と
、
戦
園
時
代
以
前
の
肺
の
主
産
地
は
、
山
東
、
向
南
、
快
西
な
ど
で
、
そ
の
う
ち
河
南
は
大
麻

と
い
ち
び
、
他
は
大
肺
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
こ
う
し
た
自
然
的
篠
件
記
恵
ま
れ
た
特
産
地
で
は
、
い
く
ら
か
徐
剰
‘

こ
の
地
方
の
特
産
物
の
一
つ
に
某
が
あ
る
。
来
は
大
麻
の
う
ち
オ
ア
サ
に
あ
た
る
。
務
州
は
河
南
地
方

と
見
え
る
。

生
産
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

「
書
経
」
高
責
に
も
見
え
る
よ
う
に
特
産
地
か
ら
徐
剰
の
麻
が
貢
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、

'「
詩
経
」
衛
風
境
の
詩
に
、
「
境
之
蛍
蛍
、
抱
布
貿
締
」
と
見
え
る
。
こ
の
布
に
つ
い
て
は
、
布
銭
の
意
味
に
解
す
る
設
も

あ
る
が
、
境
を
本
地
の
民
で
な
く
、
他
所
か
ら
入
り
込
ん
で
く
る
民
と
し
、
そ
れ
が
肺
布
を
も
っ
て
衛
の
あ
た
り
の
女
の
仕
事
と
し
て
い
る
生

と
解
す
る
読
を
と
り
た
い
。
と
す
る
と
、
鈴
剰
の
麻
布
が
物
々
交
換
の
封
象
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
は
一
つ
は
、

糸
と
交
換
に
く
る
、
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註
(
1
)
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
著
三
森
定
男
誇
「
支
那
遠
古
の
文
化
」
三
七
|
三
八
ペ
ー
ジ
。

〈

2
)
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
著
松
崎
欝
和
謬
「
黄
土
地
帯
」
三

O
O
ぺ
!
ッ
。

(
3
)
の
・

ζ
o
E
m
一τ
ω
音
色
ロ
m
g
o
F
E
r
-ロE
口
問
自
由
与
え

(ω
三

3
ロ
百
三
日
巧
E
S
S
E
-
2
0同
任
命

H
E
-
-
2
3
0
1
0・
5
r

〉
同
】
司
巾
ロ
去
同
)

(
4
)
認
日
一同
編
著
「
中
華
民
間
工
婆
箇
説
」
て
織
夏
布
、
萱
、
績
幅
削
参
照
。

(
5
)

閉
山

-
P出
O
B自
己
日

(
U
7
5
由
主
君
。
H
F
F
E
ω

一--

(6)
石
龍
過
江
水
庫
文
物
工
作
像
「
湖
北
京
山
天
門
考
古
渡
掘
筒
報
」
(
「
考
古
遇
訊
」
一
九
五
六
年
三
貌
)
。

(
7
)
張
龍
炎
「
般
史
強
測
」
(
「
金
陵
拳
報
」
創
刊
鋭
一
九
ゴ
二
年
五
月
〉
。

7 
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(
8
)
李
済
「
術
身
葬
」
(
「
安
陽
護
施
報
告
」
第
三
冊
四
六
六
ペ
ー
ジ)。

(
9
)
岩
間
徳
也
「
般
虚
出
土
文
形
兵
探
に
現
は
れ
た
る
銅
銭
の
布
紋
に
就
い
て
」
(
「
満
洲
穆
報
」
第
四
、

(
日
)
許
順
湛
編
著
「
燦
嫡
的
鄭
州
商
代
文
化
」

一
八
ペ

ー
ジ
。

(
日
)
輩
作
賓
「
甲
骨
率
五
十
年
」
四

0
ペ
ー
ジ
。

(
ロ
)
郭
抹
若

「
奴
隷
制
時
代
」

一
六
ぺ
!
?
。
な
お
郭
氏
も
本
文
に
引
い
た
「
漢
番
」
食
貨
志
の
文
は
必
ず
も
と
づ
く
と
こ
ろ
が
あ
っ

た
、
と
考
え
て
い
る
。

(
臼
)
一

鉢
を

O
、
六
七
グ
ラ
ム
と
し
て
計
算
す
る
と
、

三
|
五
録
は
、
二
、
O
一
三
、
三
五
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
な
お
わ
が
闘
の
新
潟
豚
小
千
谷
市
で
は
、

聯
糸
を
つ
く
る
の
に
熟
練
し
た
人
で
一
日
五
匁
(
一
八
、
七
五
グ
ラ
ム
)
、
普
通
は
三
|
四
匁
(
一
一
、
二
五

i
一
五
グ
ラ
ム
)
と
さ
れ
て
い
る
。
麻
の

手
紡
ま
が
い
か
に
労
苦
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
か
が
わ
か
る
。

(
M
H
)

好
の
古
い
も
の
を
苧
蹴
と
す
る
説
と
い
ち
び
と
す
る
設
と
が
あ
る
が
、
天
野
一
元
之
助
数
授
稿
「
中
園
之
廊
考
」
に
し
た
が
っ
て
い
ち
び
設
を
と
っ
た
。

(
日
)
岩
間
氏
前
掲
論
文
参
照
。

(
日
)
〈
HdFω

〕
『

7
5ロリ
ω
ニ
r
四
円
。

S

F
巾ペ
=
M
O
U
E目
的
門
司
(
切
呂
町
何
〉

Z
0・
P

HCω
吋

)

(
刀
)
自
加
田
誠
「
詩
経
」
四
八
ペ

ー
ジ。
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一
九
三
六
年
、

一l
七
ぺ
1
ヲ
ゴ

戟
園
時
代
の
商
品
生
産

戦
園
時
代
の

周
末
、
肺
の
特
産
也
な
ど
で
臨
も
し
く
ま
蹴
織
物
の
徐
剰
生
産
が
笹
生
し
た
こ
と
は
前
節
で
見
た
遁
り
で
あ
る
が
、
戟
園
時

鈴

剰

生

産

j

ト

代
に
入
り
徐
剰
生
産
の
量
は
さ
ら
に
増
加
し
た
、

と
考
え
ら
れ
る
。

戟
園
時
代
の
徐
剰
生
産
物
は
、
ま
ず
貢
租
と
し
て
園
家
の
手
に
枚
め
ら
れ
た
。

「
韓
非
子
」
外
儲
説
右
上
に
妻
子
の
こ
と
ば
と
し
て

夫
田
成
氏
甚
得
湾
民
、
其
於
民
也
、
:
:
:
終
歳
布
鳥
取
二
制
駕
、
徐
以
衣
士

と
見
え
る
。
鄭
玄
は
、

一
制
を
一
丈
八
尺
の
長
さ
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
田
成
氏
は
、
民
か
ら
徴
枚
し
た
布
烏
は
三
一
丈
六
尺
だ
け
を
手
許
に
残

し
、
他
は
士
に
輿
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た

「
孟
子
」
謹
心
下
篇
に
、
孟
子
の
こ
と
ば
と
し
て
、

有
布
檎
之
征
粟
米
之
征
力
役
之
征
、
君
子
用
其
て
綬
其
二
、
用
其
二
而
民
有
拝
、
用
其
三
而
父
子
離



と
見
え
る
。
越
肢
の
注
で
は
、
征
は
賦
で
弘
園
に
軍
放
の
こ
と
が
あ
っ
た
場
合
に
徴
護
さ
れ
る
も
砂
で
、
布
績
の
征
の
荷
は
、
軍
卒
の
友
を
九
/

く
る
も
の
、
捜
は
鎧
甲
を
縫
う
糸
と
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
文
は
必
ず
し
も
趨
岐
の
よ
う
に
非
常
の
場
合
の
こ
と
と
解
す
る
必
要
は
な
く
、
一

般
胞
な
税
の
種
類
を
の
べ
た
も
の
と
解
し
て
差
支
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
そ
れ
は
孟
子
の
税
に
謝
す
る
見
解
で
あ
っ
て
、
事
質
布
鰻
の
征
が

行
わ
れ
た
か
ど
う
か
疑
問
も
あ
る
が
、
私
は
毎
年
恒
常
的
に
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
、
と
考
え
る
。

攻
に
徐
剰
の
廊
織
物
は
、
商
品
と
し
て
市
場
に
流
通
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

「
孟
子
」
勝
文
公
上
篇
に
よ
る
と
、
農
家
涯

の
許
行
た
ち
が
穀
物
と
冠
の
絹
、
食
器
、
農
具
な
ど
と
を
物
々
交
換
し
た
こ
と
が
っ
た
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
嘗
時
の
農
民
は
お
も
に

物
』
ベ
交
換
で
衣
料
や
農
具
を
獲
得
し
た
と
説
く
人
た
ち
も
い
る
。
お
そ
ら
く
貨
幣
の
浸
透
し
な
い
地
域
の
農
民
は
、
物
々
交
換
に
よ
る
ほ
か
な

か
っ
た
が
、
し
か
し
「
孟
子
」
の
こ
の
っ
た
え
は
、
農
家
涯
と
い
う
特
殊
な
主
張
に
も
と
づ
い
た
生
活
を
行
っ
て
い
る
人
た
ち
の
こ
と
で
あ

「
孟
子
」
膿
文
公
上
篇
に
は
、
別
に
衣
の
よ
う
な
陳
相
の
こ
と
ば
も
見
え
て
い
る
。

る
従
許
子
之
遁
、
則
市
買
不
託
、
圏
中
無
備
、
雄
使
五
尺
之
童
適
市
、
莫
之
或
欺
、
布
島
長
短
問
、
則
買
相
若
、
廊
捜
綿
努
軽
重
問
、
則
買
相

若
、
五
穀
多
寡
問
、
則
買
相
若
、
属
大
小
問
、
則
買
相
若

- 9ー

が
附
さ
れ
、

こ
れ
に
よ
る
と
、
市
場
で
布
島
、
蹴
棲
赫
紫
、
五
穀
、
履
な
ど
が
商
品
と
し
て
買
賀
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
債
格

お
そ
ら
く
現
金
で
取
引
が
行
わ
れ
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
。
貨
幣
の
浸
透
し
て
い
る
地
域
の
農
民
た
ち
は
、
現
金
を
も
っ
て
市
場

で
衣
料
な
ど
を
購
入
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
明
確
に
つ
た
え
て

い
る
の
は
、

「
漢
書
」
食
貨
志
上
に
見
え
る
李
慢
の
読
で
あ
る
。
李

慢
は
護
地
力
の
説
、
卒
耀
法
を
説
く
前
に
、
首
時
の
農
家
経
慣
の
分
析
を
行
っ
て

い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、

ム
ユ
夫
挟
五
口
、
治
田
百
晦
、
歳
枚
晦
一
石
字
、
震
粟
百
五
十
石
、
除
十
一
之
税
十
五
石
、
徐
百
三
十
五
石
、
食
人
月
一
石
半
、
五
人
移
歳

矯
粟
九
十
石
、
徐
有
四
十
五
石
、
石
三
十
矯
銭
千
三
百
五
十
、
除
世
間
嘗
新
春
秋
之
洞
、
用
銭
三
百
、
徐
千
五
十
、
衣
人
率
用
鏡
コ一百、

人
格
歳
用
千
五
百
、
不
足
四
百
五
十
、
不
幸
疾
病
死
喪
之
費
、
及
上
賦
欽
叉
未
輿
此

と
見
え
、
戟
園
時
代
の
初
期
貌
の
文
侯
の
こ
ろ
貌
の
地
方
の
農
家
で
は
、
一
人
一
年
の
衣
料
費
が
三

O
O鏡
、
五
人
家
族
で
は
、

五

9 

て
五
0
0
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錨
と
な
り
、
現
金
支
出
中
最
大
の
費
目
と
な
っ

て
い
る
。
し
か
も
こ
こ
に
見
え
る
農
家
は
決
し
て
特
殊
な
農
家
で
は
な
く
、
首
時
の
標
準
的
な

農
家
で
あ
る
。
戟
園
初
期
こ

の
よ
う
に
衣
料
を
購
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
農
家
が
あ
ら
わ
れ
て

い
る
こ
と
は
、

そ
の
反
面
肺
織
物
な
ど
の
徐

剰
生
産
を
行
い
、
し
か
も
そ
れ
を
商
品
と
し
て
版
賓
す
る
生
産
者
が
か
な
り
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
乙
う
し
た
商
品
生
産
は
一
憧
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
雷
時
の
肺
織
物
の
生
産
形
態
と
生
産
技
術
の
南
面

か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。

姓

曜

「

左
時
間
」
成
公
二
年
に
楚
が
魯
の
地
を
侵
し
た
の
で
、
魯
で
は
楚
に
執
断
、
執
誠
、
織
妊
全
部
で一

O
O人
を
お
く
つ
だ
と
つ

wπ

創
見

た
え
ら
れ
る
。

杜
預
の
注
で
は
、
執
聞
は
匠
人
、
執
舗
は
女
工
、
織
紅
は
給
布
を
織
る
も
の
、
と
な
っ
て

い
る
。
織
妊
は
「
謹
記
」
内
則
に
よ

る
と
、
「
執
廊
系
、
治
総
繭
、
織
紅
組
制
」
と
見
え
、
肺
織
物
や
絹
織
物
を
つ
く
る
女
工
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
工
人
た
ち
は
、
お
そ
ら

く
魯
圃
の
官
営
工
作
場
に
隷
属
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
春
秋
時
代
か
ら
戟
園
時
代
に
か
け
て
の
官
営
工
作
場
に
お
い
て
、
や
は
り
肺
織
物

の
生
産
が
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

し
か
し
戦
国
時
代
に
入
る
と
、
{
自
営
工
作
場
の
生
産
は
そ
れ
程
盛
ん
に
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
の
で
は
な

-10-

か
っ
た
ろ
う
か

。
そ
れ
は
農
村
の
生
産
が
増
加
し
た
こ
と
と
園
家
は
農
村
か
ら
貢
租
と
し
て
徴
牧
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

戦
園
時
代
の
農
村
に
お
け
る
蹴
織
物
生
'
産
の
直
接
の
措
い
手
は
、
設
周
時
代
と
同
様
農
村
の
婦
女
子
で
あ
っ
た
。

男
子
が
耕
し
、
女
子
が
織

「
墨
子
」
非
繁
上
、
非
命
下
、
辞
過
篤
、
「
呂
氏
春
秋
」
士
容
論
上
農
篇
、
「
周
植
」
考
工
記
な
ど
に
見
え
る
。
た
だ
婦
女

る
と
い
う
設
が
、

子
の
紡
織
に
従
事
す
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
「
自
民
春
秋
」
士
容
論
上
農
篇
に
は
、

是
以
春
秋
冬
夏
、
皆
有
肺
来
綿
繭
之
功
、
以
力
婦
数
也
、
是
故
丈
夫
不
織
而
衣
、
婦
人
不
耕
而
食

と
見
え
、

四
季
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
或
は
戟
園
時
代
も
末
期
に
な
る
に
つ
れ
、

一
部
農
家
で
は
四
季
を
通
じ
て
行
う
よ

う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

五
つ
こ
、

サ
J

J
，
J
J

さ
ら
に
生
産
形
態
の
鑓
化
で
重
要
な
こ
と
は
、
戟
園
時
代
村
落
共
同
瞳
が
或
る
程
度
分
解
し
、
農
家
の
経
慣
が
そ
れ
ぞ
れ
濁
立
す
る
よ
う
に

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
李
憧
が
嘗
時
の
標
準
的
農
家
の
経
済
を
数
理
的
に
分
析
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

つ
ま
り
嘗
時
農
家
の
経



慣
が
そ
れ
ぞ
れ
濁
立
す
る
に
い
た
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
農
家
が
そ
れ
ぞ
れ
濁
立
し
た
結
果
、
麻
布
の
生
産
は
、
従
来
の
よ
う
に
共
同
作
業

所
で
共
同
作
業
の
形
で
行
わ
れ
る
の
で
な
く
、
各
農
家
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
行
わ
れ
る
よ
、
つ
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
各
農
家
の
労
働
意
欲
を

促
進
さ
せ
た
、

と
推
測
さ
れ
る。

な
お
ま
た
共
同
瞳
の
或
る
程
度
の
分
解
に
よ
り
、
農
家
聞
の
労
働
力
に
相
違
が
生
じ
た
よ
う
で
あ
る
。
嘗
時
の
文
献
に
は
、
農
家
の
祉
曾
的

階
層
の
相
違
に
よ
り
家
族
員
数
が
異
な
る
こ
と
が
屡
々
見
え
て
い
る
。
「
孟
子
」
高
章
下
篇
に
は
上
層
農
家
が
九
l
八
人
、
中
層
農
家
が
七
|

六
人
、
下
層
農
家
が
五
人
と
見
え
、
「
櫨
記
」
王
制
に
は
、
上
農
九
人
、
そ
の
次
は
八
人
、
そ
の
衣
は
七
人
、
そ
の
衣
は
六
人
、
下
農
夫
は
五

人
と
見
え
、
「
呂
氏
春
秋
」
士
容
論
上
農
篇
に
は
上
田
夫
九
人
、
下
田
夫
五
人
と
見
え
、
「
周
櫨
」
地
宮
小
笥
徒
に
は
、
上
地
の
家
七
人
、
中

地
の
家
六
人
、
下
地
の
家
五
人
、
と
見
え
、
「
管
子
」
授
度
篇
に
は
、
上
農
五
人
、
中
農
四
人
、
下
農
三
人
と
見
え
て
い
る
。
富
裕
な
農
家

は
、
い
ず
れ
も
中
乃
至
下
程
度
の
農
家
に
く
ら
べ
て
そ
の
家
族
の
員
数
が
多
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
富
裕
な
農
家
ほ
ど
労
働

-11ー

力
に
憲
ま
れ
て
い
た
、
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
は
富
裕
な
農
家
が
撃
に
農
業
労
働
力
に
恵
ま
れ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
工
業
労
働
力
に

も
恵
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
廊
の
特
産
地
で
は
こ
う
し
た
工
業
労
働
力
は
、
首
然
肺
織
物
の
生
産
に
向
け
ら
れ
、
齢
剰
生
産
を
も
行

う
よ
う
に
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

「
管
子
」
禁
戴
篇
に
、

夫
民
之
所
生
、
衣
輿
食
也
、
食
之
所
生
、
水
輿
土
也
、
所
以
富
民
有
要
、
食
民
有
率
、
率
三
十
畝
両
足
於
卒
歳
、
歳
粂
美
悪
、
畝
取
一

石、

則
人
有
三
十
石
、
果
旗
素
食
嘗
十
石
、
糠
枇
六
畜
嘗
十
石
、
則
人
有
五
す
石
、
布
烏
麻
糸
努
入
奇
利
、
未
在
共
中
也

と
見
え
、
各
種
の
副
業
が
農
家
を
富
裕
な
ら
し
め
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
布
鳥
麻
糸
の
生
産
も
努
入
の
奇
利
と
さ
れ
て
い
る
。

製

造

衣
K
嘗
時
の
麻
織
物
の
製
造
技
術
を
見
て
み
る
と
、
製
線
工
程
や
紡
績
工
程
迄
立
、
あ
ま
り
饗
七
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

技

術

=
t

イ

出
土
の
戟
園
時
代
の
紡
錘
車
は
、
前
代
と
襲
っ
て
い
な
い
。
織
布
技
術
に
つ
い
て
は
麻
織
物
の
場
合
明
ら
か
で
な
い
が
、
太
田
英
購
缶
は
、
絹

織
物
を
中
心
に
古
代
申
園
の
機
法
の
費
遁
を
、
①
原
始
機
(
無
機
蓋
貫
刀
持
機
〉
、

②
曾
母
投
朽
閏
機
(
有
機
蔓
貫
刀
行
機
〉
、
①
膝
鯨
壷
象
園

11 
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(
管
大
持
機
〉
、

@
絹
機
(
箆
稜
機
)
と
し

hir
る
。
そ
し
て
先
秦
時
代
は
貫
万
一
什
機
で
、
最
初
は
無
機
華
、
後
に
有
機
憂

に
進
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
或
は
腕
織
物
の
場
合
も
は
じ
め
は
無
機
蓋
で
、
職
国
時
代
に
有
機
牽
が
貸
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
、ア
か
。

因

に
太
田
氏
の
計
算
に
よ
る
と
、
原
始
機
の
機
織
作
業
動
作
数
は
、
合
計
一
八
で
あ
る
の
に
封
し
、
曾
母
投
行
機
は
一
五
で
あ
る
と
い
う
か
ら
、

機
法
技
術
の
改
革
は
、
航
織
物
の
生
産
量
の
増
加
に
い
く
ら
か
影
響
を
及
ぼ
し
た
、
と
推
定
さ
れ
る
。

廠

織

物

商

品
生
産
の
護
展
と
と
も
に
蹴
織
物
の
規
格
が
一
定
し
、
織
物
の
種
類
が
増
加
し
た
。

の

規

格

ま
ず
織
物
の
規
格
が
一
定
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

「
韓
非
子
」
外
儲
説
右
上
に
、

突
起
術
左
氏
中
人
也
、
使
其
妻
織
組
、
而
幅
狭
於
度
、
英
子
使
更
之
、
其
妻
目
、
謡、

目
、
吾
始
経
之
、
而
不
可
更
也
、
奥
子
出
之
、
:
:
:

及
成
復
度
之
、

果
不
中
度
、

英
子
大
怒
、

其
妻
封

機
(
古
式
布
機
)
、

と
見
え
、
組
に
一
定
の
度
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
織
物
に
つ
い
て
は
、

「
躍
記
」
王
制
に

-12-

布
鳥
精
鋭
不
中
数
、
幅
貨
狭
不
中
量
、
不
粥
於
市
、

と
さ
れ
、
布
鳥
の
幅
が
規
格
を
は
ず
れ
て
い
る
も
の
は
、
市
場
で
買
賀
す
る
こ
と
が
禁
ぜ
ら
れ
た
e

そ
し
て
織
物
の
幅
と
長
さ
に
つ
い
て
は

「
漢
書
」
食
貨
志
下
に

太
公
魚
周
立
九
府
閣
法
、

:
:
:
布
鳥
賢
二
尺
二
寸
矯
幅
、
長
四
丈
矯
匹

と
見
え
る
。
こ
の
文
で
は
、
布
鳥
の
帽
は
二
尺
二
寸
と
な
っ
て
い
る
。
戟
園
時
代
の
一
尺
が
各
国
同
じ
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
問
題
で
あ
る
が
、

た
と
え
ば
楊
寛
の
研
究
に
よ
る
と
、
秦
の
商
峡
量
か
ら
計
算
し
た
秦
の
一
尺
は
二
三
、

O
入
八
六
四
セ
ン
チ
で
あ
る
と
い
う
。
た
だ
し
こ
の
文

で
は
、
曹
の
太
公
望
日
尚
が
制
定
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
果
し
て
太
公
望
日
尚
時
代
か
ら
右
の
よ
う
な
規
格
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
疑
わ
し

い
が
、
残
図
は
古
く
か
ら
織
物
業
の
中
心
地
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
旗
門
園
あ
た
り
か
ら
二
尺
二
寸
と
い
う
布
鳥
の
規
格
が
定
ま
り
、

そ
れ
が
し
だ

い
に
各
国
に
波
及
し
て
ゆ
き
、
秦
漢
時
代
に
は
全
園
的
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
次
に
な
ぜ
二
尺
二
寸
が
布
鳥
の
幅
の
規
格
と
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
か
。
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
分
ら
な
い
が
、

一
つ
の
仮
説
を
の



ベ
る
主
、
織
物
の
幅
は
わ
れ
わ
れ
の
衣
服
の
袖
巾
と
縫
代
か
ら
生
じ
、
長
さ
は
身
頃
と
衿
と
在
と
の
和
に
よ
っ
て
生
ず
る
。
つ
ま
り
或
る
時
代

の
織
物
の
巾
と
長
さ
は
、
衣
服
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
向
ん
い
て
い
る
。
そ
こ
で
織
物
の
巾
を
考
え
る
前
に
衣
服
の
袖
巾
と
縫
代
と
を
考
え

「
韓
記
」
深
衣
、
玉
藻
を
資
料
と
し
て
、
袖
は
肩
か
ら
肘
迄
の
柑
二
尺
二
寸
に
つ
づ
け
て
そ
の
先
に

て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
尚
柔
和
は
、

つ
け
二
尺
二
寸
と
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
か
ら
織
物
の
巾
が
決
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

廠
織
物
次
に
廊
織
物
の
種
類
で
あ
る
が
、
中
園
古
代
の
肺
織
物
は
す
べ
て
卒
織
で
、
そ
の
種
類
は
織
り
方
の
精
組
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ

の

種

類

a

t

る
だ
け
で
あ
る
。

「
儀
櫨
」
喪
服
に
よ
る
と
、
蹄
布
は
大
功
と
小
功
と
に
分
た
れ
、
大
功
は
七
・
八
・
九
升
布
、
小
功
は
一

0
・
一
一
・
一
一
一
升
布
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
ほ
か
粗
い
の
に
紙
と
呼
ば
れ
る
麻
布
が
あ
り
、
こ
れ
は
一
五
升
の
牢
分
と
さ
れ
る
。
細
い
の
で
は
「
儀
種
」
士
冠
植
の
疏
に
よ
る

と
、
皮
弁
の
服
(
朝
服
)
は
一
五
升
布
、
問
先
は
三

O
升
布
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
升
に
よ
る
麻
布
の
分
類
が
最
も
早
く
見
え
る
の
は
、
「
園
語
」
魯
語
上
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
七
升
布
が
見
え
、
こ
れ
は
妾
が
着
る

組
末
な
衣
に
用
い
た
と
さ
れ
る
。
私
は
春
秋
時
代
か
ら
戟
園
時
代
に
か
け
て
、
肺
布
の
種
類
が
噌
し
、
升
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

一
升
は
「
園
語
」
掌
昭
の
注
に
よ
る
と
、
一
八
十
棲
矯
升
」
と
見
え
て
い
る
よ
う
に
八
十
本
の
タ
テ
糸
を
意
，

。。1ム

た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。

味
す
る
。
し
た
が
っ
て
七
升
と
は
、
五
六

O
本
の
糸
で
、
こ
れ
が
二
尺
二
寸
の
幅
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

今
日
戟
園
時
代
の
麻
布
の
質
物
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
に
湖
南
省
長
沙
出
土
の
も
の
が
あ
る
。
「
長
沙
護
掘
報
告
」
六
四
ペ

ー
ジ
に
よ
る
と
、

長
沙
遺
蹟
の
四

O
六
暁
墓
か
ら
蹴
織
物
の
断
片
が
出
土
し
た
こ
と
が
っ
た
え
ら
れ
、
中
央
人
民
政
府
紡
織
工
業
部
の
鑑
定
の
結
果
は
、
次
の
通

り
に
な
っ
て
い
る
。

:
・
所
附
戟
園
墓
的
織
物
残
片
二
小
片
、
経
用
顕
微
鏡
聾
定
得
下
列
結
果

13 

ー
、
此
織
物
原
料
弁
非
輩
糸
構
成
、
取
繊
維
物
中
経
紗
中

Z
軍
根
繊
維
以
四

O
O倍
額
微
鏡
観
測
、
可
以
看
出
織
維
雌
曾
被
細
菌
侵
蝕
(
此

乃
年
久
丹
深
躍
有
的
現
象
)
、
井
在
外
観
上
田
可
看
出
其
錆
苧
麻
績
維
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2
、
此
織
物
的
構
成
篤
卒
紋
組
織
、
其
経
緯
密
度
如
下
、
経
紗
毎
一

O
公
分
二
八

O
根
、
緯
紗
毎
一

O
公
分
二
四

O
根
、
輿
現
在
棉
布
(
龍

頭
細
布
毎
一

O
公
分
経
二
五
回
緯
二
四
八
)
比
較
要
緊
密
三
、

四
六
%

3
、
由
此
可
見
三
千
年
前
、
我
園
卸
有
腕
織
物
、
由
其
織
物
之
精
細
而
論
、
可
以
知
道
我
園
古
代
紡
織
技
術
之
高
起
、

以
上
系
初
歩
意
見
、

今
后
如
過
有
専
問
研
究
紡
織
歴
史
時
擬
再
作
進
一
歩
的
研
究

こ
れ
に
よ
る
と
、
長
沙
出
土
の
肺
布
残
片
は
苧
腕
繊
維
で
あ
る
こ
と
、
織
り
方
は
卒
織
、
そ
の
経
緯
の
密
度
は
一

0
セ
ン
チ
に
タ
テ
糸
二
入

O
本
、
ヨ

コ
糸
二
四

O
本
で
あ
り
、
現
在
の
棉
布
た
と
え
ば
龍
頭
細
布
よ
り
緊
密
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
点
れ
て
い
る
。

長
沙
出
土
の
麻
布
を
升
に
あ
て
は
め
る
と
、
一

0
セ
ン
チ
に
二
八

O
本
と
す
れ
ば
、
幅
二
尺
二
寸
〈
一
尺
二
三
セ
ン
チ
説
を
と
る
)
に
は
一

四
一
六

・
八
本
で

入
O
本
を
一
升
と
す
る
と

一
四
一
六

・
八
本
は
一
七

・
七
一
と
な
り
、
大
鰻
一
八
升
布
と
考
え
ら
れ
る
。
師
布
と
し
て

は
上
等
な
品
に
属
す
る
。

一
櫨
こ
の
麻
布
残
片
が
護
見
さ
れ
た
長
沙
の
四

O
六
暁
基
は

「
長
沙
護
掘
報
告
」
六
ペ

ー
ジ
に
よ
る
と
、
墓
道
の

-14ー

あ
る
長
方
坑
に
厩
し
、
長
さ
四

・
八
メ
ー
ト
ル
、
幅
三

・
七
五
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
七

・
五
メ

ー
ト
ル
と
な

っ
て
い
る
。
多
層
の
棺
榔
も
保
存
さ

れ
、
副
葬
品
は
同
報
告
書
二
五
ペ

ー
ジ
に
よ
る
と
、
木
偶
、
竹
簡
、
木
矛
、
漆
弓
、
綿
織
口
問
、
竹
盤
、
席
、
漆
盾
残
片
な
ど
か
な
り
豊
富
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
首
時
の
上
層
階
級
の
人
の
墓
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
こ
で
四

O
六
瞭
墓
の
麻
布
は
、
楚
の
官
管
工
作
場
で
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
と
忠
わ
れ
る
。

粧

産

戟
園
時
代
の
肺
…
織
物
の
主
産
地
は
、
そ
れ
以
前
と
同
じ
く
、
華
北
が
中
心
で
、
華
北
の
肺
織
物
は
大
肺
か
い
ち
び
が
主
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
L
か
し
長
沙
遺
蹟
か
ら
か
な
り
精
巧
な
麻
布
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
南
方
で
も
し
だ
い
に
盛
ん
に
生
産
が

行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る

こ
と
、

ま
た
楚
の
地
方
の
肺
織
物
は
、
苧
麻
が
主
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

註
(
1
)
太
田
英
蔵
「
市
代
中
閣
の
機
織
技
術
」
(
「
史
林
」
第
三
四
谷
、

(
2
)
楊
寛
「
中
国
歴
代
尺
度
考
」
九
二
ペ
ー
ジ。

一
・
二
合
併
披
)



(
3
)
中
原
虎
男
「
織
物
雑
考
」
三
三
五
ぺ

l
u
。

(
4
)
拘
問
実
和
著
秋
田
成
明
課
「
支
那
歴
代
風
俗
事
物
考
」
六
一
ぺ

1
少
。

四

漢
代
に
お
け
る
肺
織
物
生
産
の
護
展
と
そ
の
性
格

主

産

地

の

嫌

大

殖
列
俸
に
は
、

都
魯
・
・
・
・
・
・
頗
有
桑
肺
・
.. 

祈
畑
水
以
北
宜
五
穀
桑
麻
之
畜
・
..... 

旗
門
魯
千
畝
桑
廊
・
.. 

な
ど
と
見
え
、
漢
代
山
東
地
方
が
肺
の
栽
培
に
遁
し
、
布
鳥
の
生
産
に
し
た
が
う
人
が
多
か
っ
た
こ
と
が
っ
た
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
瞳
錨

漢
代
に
入
り
、
肺
織
物
の
生
産
は
さ
ら
に
護
展
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、

ま
ず
嘗
時
の
主
産
地
か
ら
見
て
み
よ
う
。

4

「
史
記
」
貨

論
」
本
議
篇
に
ば
、

売
議
之
漆
締
稀
貯

と
見
え
、
河
南
地
方
が
貯
の
特
産
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
山
東
、
河
南
地
方
は
漢
代
以
前
か
ら
の
腕
織
物
の
生
産
地
常
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
漢
代
新
興
の
肺
織
物
工
業
地
帯
と
し
て
四
川
地
方
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
四
川
地
方
は
、
漢
以
前
か
ら
腕
織
物
が
生
産
さ
れ
て
い

た
よ
う
で
、
た
と
え
ば
「
後
漢
書
」
南
鐙
西
南
夷
俸
に
よ
る
と
、
秦
代
巴
の
民
が
「
戸
出
幌
布
入
丈
二
尺
」
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
四
川
地

方
の
肺
織
物
生
産
が
本
格
的
に
盛
ん
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
漢
代
に
入
っ
て
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

吏
之
所
入
、

- 15ー

問
者
郡
闇
或
令
民
作
布
紫
、
吏
留
難
輿
之
矯
市
、

昔
、
女
工
再
税
、
未
見
輪
之
均
也

非
濁
'
湾
陶
之
綴
萄
漢
之
布
也
、

「
瞳
錨
論
」
本
議
篇
に
は
、

亦
民
間
之
所
矯
耳
、
行
姦
貰
乎
、
農
民
重

15 

と
見
え
る
。
こ
の
文
で
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
、
萄
漢
つ
ま
り
四
川
地
方
が
蹴
織
物
の
特
産
地
と
し
て
有
名
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、

ま
た
特
産
地
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だ
け
で
な
く
そ
の
他
の
地
方
に
も
賢
く
布
鳥
の
生
産
が
課
せ
ら
れ
、
国
家
の
均
輪
法
の
封
象
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る

3

四
川
地
方
の
廊
織
物
生
産
は
、
後
漢
時
代
に
一
一
層
の
護
展
を
見
た
よ
う
で
あ
る
。

「
後
漢
書
」
公
孫
述
俸
に
功
曹
李
熊
が
公
孫
述
に
説
い
た

こ
と
ば
と
し
て

今
山
東
餓
鑑
、
人
庶
相
食
、
兵
所
属
滅
城
邑

E
境
、
萄
地
沃
野
千
里
、
土
嬢
膏
眼
、
果
質
所
生
、
無
穀
而
飽
、
女
工
之
業
覆
衣
天
下
、

と
見
え
る
。
こ
れ
は
必
ず
し
も
肺
織
物
と
な
っ
て

い
な
い
が
、
後
漢
時
代
の
四
川
地
方
の
織
物
業
の
盛
ん
な
さ
ま
を
っ
た
え
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
は
首
然
肺
織
物
も
含
ま
れ
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
四
川
地
方
の
ほ
か
に
南
の
地
方
の
布
の
生
産
も
噌
加
し
た
よ
う
で
あ
る
。

「
後
漢
書
」
南
鐙
西
南
夷
列
俸
に
、

秦
昭
王
使
臼
起
伐
楚
略
取
後
夷
、
始
置
斡
中
郡
、
漢
興
改
矯
武
陵
、
歳
令
大
人
輪
布
一
匹
小
口
二
丈
、
是
謂
賓
布

一
丈
は
一

O
尺
で
あ
る
か
ら
、

一
匹
は

「
説
文
」
に
よ
る
と
四
丈
と
さ
れ
る
。

一
尺
を
二
三
セ
ン
チ
と
し
て
一
丈
は

と
見
え
る
。

メ
ー
ト
ル

四
丈
で
は
、
九

・二
メ
ー
ト
ル
と
な
る
。

一
年
に
大
人
一
匹
、
小
人
二
丈
と
い
う
と

一
家
族
の
負
措
す
る
布
は
か
な
り
の
量
に

F
O
 

噌

E
A

な
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
武
陵
地
方
の
布
の
生
産
量
が
か
な
り
高
か
っ
た
た
め
で
あ
る
、

と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た

「
後
漢
書
」
皇
后
紀
(
明
徳
馬
皇
后
)
に

「
白
越
三
千
端
」
と
見
え
、
白
越
は
越
布
と
さ
れ
る
。

一
端
は
二
丈
で
あ
る

O

A
-
-

、
0
0
0

端
が
明
徳
馬
皇
后
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
い
え
ば
、
越
布
の
生
産
量
も
か
な
り
多
か
っ
た
、

と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
漢
代
以
降
四
川
お
よ
び
江
南
地
方
が
し
だ
い
に
蹴
織
物
の
中
心
と
な
っ
た
こ
と
に
つ

い
て
は
、

し
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る。

今
日
苧
蹴
の
成
長
に
は
北
緯

一
五
度
か
ら
四
二
度
迄
の
地
方
が
最
も
遁
し
、
中
園
で
は
湖
北
省
附
近
が
最
大

の
産
地
と
さ
れ
て
い
る
。
も
う
一
つ
肺
織
物
の
機
織
に
あ
た
っ
て
、
あ
ま
り
乾
燥
し
て
い
る
と
糸
が
切
れ
易
い
の
で
、
適
度
の
滅
度
が
要
求
さ

れ
る。

四
川
や
江
南
地
方
の
濃
度
は
、
お
そ
ら
く
廊
織
物
の
製
造
に
適
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
以
上
の

二
貼
に
つ
い
て
は
、
漢
代
と
今
日
と
で
四
川
や
江
南
地
方
の
自
然
的
な
篠
件
に
大
差
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
前
提
に
な
る

が
、
こ
れ
に
闘
し
て
は
拙
稿
「
申
圏
古
代
の
漆
器
工
挺
」
に
お
い
て
す
で
に
ふ
れ
土
。

一
つ
は
原
料
と
な
る
苧
肺
の
栽
培
に
適



遠
距
離
以
上
の
よ
う
な
主
産
地
の
績
大
、
生
産
量
の
増
加
に
伴
っ
て
流
通
も
活
滋
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
漢
代
の
肺
織
物
の
流
通
で

交

易

注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
戟
園
時
代
に
引
績
い
て
イ
ン
タ
ー
ロ
ー
カ
ル
な
買
買
が
行
わ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
遠
距
離
交
易
が
お
こ
っ
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

イ
ン
タ
ー
ロ
ー
カ
ル
な
交
易
に
つ
い
て
は
、
漢
代
居
延
地
方
で
流
通
し
た
布
の
う
ち
母
蔦
布
、
校
布
な
ど
は
、
産
地
が
明
ら
か
で
な
い
が
、

お
そ
ら
く
前
漢
中
晩
期
透
郡
地
方
で
生
産
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
、
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

遠
距
離
交
易
に
つ
い
て
い
う
と
、
と
く
に
四
川
地
方
産
の
も
の
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
前
に
あ
げ
た
「
後
漢
書
」
公
孫
述
俸
に
、
四
川
‘

地
方
の
女
工
の
業
が
天
下
を
お
お
っ
た
と
見
え
、
四
川
地
方
の
織
物
が
慶
く
中
国
の
各
地
に
流
通
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

そ
の
二
三
の
賓

例
を
次
に
見
て
み
よ
う
。

「
居
延
漢
簡
」
容
三
器
物
類
に
、

- 17ー

出
資
漢
入
稜
布
十
九
匹
入
寸
大
牢
寸
直
四
千
三
百
二
十
給
吏
秩
百
一
人

と
見
え
る
。
四
川
由
民
漢
郡
地
方
産
の
布
が
漢
代
居
延
地
方
に
流
通
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
の
手
で
ど
の
よ
う
な
経
路

を
へ
て
流
通
し
た
か
わ
か
ら
な
い
。
入
醍
布
は
入
升
布
の
こ
と
で
、
あ
ま
り
上
等
な
品
物
で
は
な
い
。

四
川
地
方
の
布
は
、
遠
く
圏
外
へ
も
流
通
し
た
よ
う
で
あ
る
。

臣
在
大
夏
時
、
見
耳
竹
杖
萄
布
、
間
安
得
此
、
大
夏
園
人
目
、
吾
責
人
往
市
之
身
毒
園
、
身
毒
圏
在
大
夏
東
南
司
教
千
里
、
其
俗
土
著
、
奥

大
夏
問
、
而
卑
禄
暑
熱
、
其
民
乗
象
以
載
、
其
園
臨
大
水
意
、
以
霧
度
之
、
大
夏
去
漢
高
二
千
皇
居
西
南
、
今
身
毒
叉
居
大
夏
東
南
数
千
里

有
萄
物
、
此
其
去
萄
不
遠
突

と
見
え
、
萄
布
が
遠
く
大
夏
(
パ
ク
ト
リ
ア
〉
造
流
通
し
た
こ
と
、
そ
の
流
通
の
経
路
は
、

身
毒
園
(
イ

ン
ド
〉
か
ら
大
夏
の
商
人
が
買
い
求

め
た
こ
と
、
な
ど
が
わ
か
る
。

生

産

形

態

「漢
書
」
張
懇
俸
に
、

17 

漢
代
に
お
け
る
踊
織
物
生
産
の
上
昇
社
、
ど
う
い
う
生
産
形
態
、
ど
う
い
う
生
産
技
摘
を
背
景
に
お
こ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
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ま
ず
主
産
形
態
に
つ

い
て
見
る
と
、
基
本
的
に
は
戟
園
時
代
と
縫
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
農
村
婦
女
子
の
手
に
よ
る
副
業
で

あ
っ
た
よ
う
で
、

二
夫
不
耕
、
或
受
之
機
、

流
行
語
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
特
産
地
で
は
、

一
婦
不
織
、
或
受
之
寒
」
(
「
漢
書
」
食
貨
士
山
上
引
く
買
誼
の
こ
と
ば
に
見
え
る
)
が
、
嘗
時
の

一
部
専
門
の
織
布
業
者
が
護
生
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
遺
憾
な
が
ら
資
料
が
乏
し
い
の
で
あ
る
が
、
衣
の
よ
う
な
貼
か
ら
推
測
さ
れ
る
。

0
0
0畝
が
有
利
な
投
資
事
業
の
一
つ
に
あ
げ
ら
れ
、
そ
れ
は
一

O
O寓
銭
の
資
本
の
値
打
が
あ
り
、
毎
年
二

O
宮
内
鎮
の
利
盆
を
約
す
る
と
さ

れ
る
。
お
そ
ら
く
臨
の
特
産
地
で
は
か
な
り
大
規
模
に
栽
培
す
る
農
家
が
あ
ら
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
・大
規
模
な
麻
栽
培

「
史
記
」

貨
柏
市
列
停
に
は
旗
門
魯
地
方
で
桑
麻

業
者
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
蹴
は
、
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
自
身
投
資
事
業
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
廊
栽

培
業
者
が
直
接
腕
織
物
業
迄
経
営
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い

。
私
の
考
え
で
は
、
農
家
や
紡
糸
業
者
に
買
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

「
管
子
」
軽
重
甲
篇
に
、

首
時
紡
糸
業
者
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
は

桓
公
憂
北
郭
民
之
食
、
召
管
子
而
間
目
、
北
郭
者
、
重
聴
捜
之
虻
也
、

以
唐
園
億
本
利
、
震
此
有
道
乎
、
:
:
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「
管
子
」
軽
重
篇
は
、
漢
代
に
つ
く
ら
れ
た
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。
北
部
の
貧
民
が
さ
さ
や
か
な
農
業
経
営
の
努
ら
履
つ
く

り
ゃ
纏
つ
く
り
を
副
業
と
し
て

い
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
爆
や
績
の
原
料
で
あ
る
廊
は
、
多
く
肺
栽
培
業
者
よ
り
買
入
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た

と
見
え
る
。

こ
れ
ら
の
紡
糸
業
者
に
よ
っ
て
紡
が
れ
た
肺
糸
は
、
多
く
専
門
の
織
布
業
者
に
お
さ
め
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
う
し
た
専
門

の
織
布
業
者
は
、
多
く
は
貧
農
か
ら
輔
化
し
た
人
た
ち
で
、
ほ
と
ん
ど
小
規
模
経
営
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

漢
代
麻
織
物
の
盛
行
に
よ
っ
て
最
も
利
益
を
得
た
の
は

一
部
特
産
地
帯
の
肺
栽
培
業
者
と
肺
織
物
の
販
貰
商
人
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て

い
h

っ
と

「
史
記
」
貨
殖
列
停
に
一
年
に
鳥
期
間
細
布
一

、

0
0
0鈎
(
一
鈎
は
三

O
斤
つ
ま
り
七

・
六
八
キ
ロ

グ
ラ

ム
)
を
取
扱
う
商
人
は
、

そ
の
富
千
乗
の
家
に
比
せ
ら
れ
る
こ
と
が
見
え
て
い
る
。
鳥
羽
問
細
布
を
取
扱
う
織
物
商
人
の
う
ち
か
な
り
大
資
本
の
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
が
、
か
れ
ら
の
一取
扱
う
布
は
細
布
で
あ
り
、
高
級
な
麻
織
物
に
属
す
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
都
市
に
居
住
す
る
専
門
の
織
布
業

者
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。



衣
に
一
般
的
な
農
家
の
副
業
に
眼
を
移
す
と
、
漢
代
麻
お
よ
び
麻
織
物
を
生
産
す
る
農
家
は
、
地
域
的
に
か
な
り
慶
く
分
布
し
て
い
た
が
、

し
か
し
こ
う
し
た
農
家
に
封
す
る
園
家
の
貢
租
は
重
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
前
漢
時
代
は
織
物
を
貢
租
の
封
象
と
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
が
、
し
か
し
武
帝
時
代
は
均
輪
法
が
行
わ
れ
、
四
川
地
方
の
布
だ
け
で
な
く
、
慶
く
民
間
に
布
繋
を
つ
く
ら
せ
、
そ
れ
を
安
く
強
制
買

そ
こ
で
農
民
や
農
村
婦
女
子
が
そ
の
負
携
に
苦
し
ん
だ
こ
と
は
、
前
に
引
用
し
た
「
堕
錨
論
」
本
議
篇
に
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ

上
し
た
。

る
後
漢
時
代
は

「
後
漢
書
」
百
官
志
大
司
農
に
銭
穀
布
鳥
を
掌
る
専
職
が
見
え
る
。
ま
た
貫
際
布
調
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、

「
後
漢
書
」
明

帝
紀
に
中
元
二
年
租
調
を
赦
し
た
こ
と
が
見
え
、
こ
れ
は
そ
れ
以
前
租
調
が
あ
っ
た
こ
と
を
一
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
同
書
章
帝
紀
元
和

二
年
に
よ
る
と
、
洛
陽
の
民
に
戸
ご
と
に
一
匹
、
同
書
鶴
帝
紀
永
元
元
年
に
よ
る
と
、
雨
戸
に
一
匹
の
布
を
賜
っ
た
、

と
見
え
て
い
る
が
、
こ

れ
ら
の
布
は
、
調
と
し
て
徴
枚
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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後
漢
時
代
織
物
を
調
と
し
て
徴
牧
す
る
こ
と
が
屡
々
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
農
家
の
織
物
生
産
が
増
加
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
と

と
も
に
、
農
家
の
徐
剰
生
産
が
国
家
の
手
に
吸
牧
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
農
家
の
副
牧
入
の
増
加
、
農
家
の
経
済
的
な
成
長
が
阻
ま
れ
た
、
と

い
え
る
。
さ
ら
に
極
端
な
場
合
は
、
農
家
を
困
窮
さ
せ
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
桓
帝
の
時
代
河
内
郡
に
課
せ
ら
れ
た
絹
織
物
の
負
措

の
た
め
農
民
の
聞
に
は
流
亡
す
る
も
の
さ
え
あ
ら
わ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
聯
織
物
の
場
合
も
こ
れ
と
同
様
な
こ
と
が
お
こ
っ
た
と
思
わ

才、

る結
局
漢
代
に
お
け
る
蹴
織
物
の
生
産
増
加
は
、
大
商
人
や
園
家
の
枚
入
を
増
さ
し
め
る
も
の
で
あ
っ

て、

経
済
的
な
成
長
を
促
進
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
漢
代
麻
織
物
が
慶
く
流
通
し
た
の
は
、
多
く
園
家
や
商
人
た
ち
を
媒
介
と
す
る
も

一
般
農
家
や
都
市
の
織
布
業
者
の

の
で
あ
り
、
直
接
生
産
者
は
あ
ま
り
関
係
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

製

造
技

術

費
掘
報
告
」

漢
代
の
肺
織
物
の
製
造
技
術
は
、
製
線
工
程
や
紡
績
工
程
迄
は
、
従
来
に
く
ら
べ
あ
ま
り
饗
化
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。

「
長
沙

19 

一
O
二
ペ
ー
ジ
に
は
、
前
漢
後
期
の
陶
製
紡
輪
車
が
っ
た
え
ら
れ
て
い
る
が
、
形
や
大
き
さ
は
鹿
代
の
と
大
差
が
な
い
。
ま
た
ベ
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ル
グ
マ
ン
は

エ
チ
ナ
河
近
く
の
漢
代
の
塞
の
遺
蹟
か
ら
糸
谷
竿
(
色
印
片
山
内
向
〉
を
護
見
し
た
、

ハ
3
)

と
の
べ
て
い
る
。

た
だ
漠
代
に
は
、
こ
う
し
た
紡
錘
車
の
ほ
か
に
糸
車
も
使
用
さ
れ
た
よ
う
で
、
山
東
省
膝
豚
の
壷
象
石
に
は
糸
車
ら
し
き
も
の
が
見
え
て
い

る
。
と
す
る
と
従
来
の
紡
錘
車
よ
り
は
紡
糸
の
能
率
が
ず
っ
と
上
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

で

機
織
技
術
は
、
太
田
氏
の
説
に
よ
る
と
、
管
大
仔
機
の
古
式
布
機
が
漢
代
に
普
及
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
古
式
布
機
の
作
業
動
作
数
は
九

た
だ
「
准
南
子
」
天
文
訓
に

ち
ょ
う
ど
原
始
機
の
中
十
分
で
あ
る
。
漢
代
の
布
自
の
規
格
は
、
戦
園
時
代
と
同
様
幅
二
尺
二
寸
で
あ
る
。

「
幅
賢
二
尺
七
寸
」

と
見
え
て
い
る
。
こ
れ
は
必
ず
ひ
も
布
鳥
と
な
っ
て
い
な
い
が
、
こ
の
文
の
す
ぐ
後
に
「
四
丈
一
匹
」
と
見
え
て

い
る
の

で
、
布
烏
も
含
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
或
は
一
部
に
慶
巾
の
も
の
が
あ
ら
わ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
も
し
資
巾
の
も
の
が
あ
ら
わ
れ
た

と
す
る
と
、
機
織
技
術
の
進
歩
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

廠
織
物

漢
代
の
腕
織
物
の
種
類
立
、
戦
園
時
代
と
同
様
織
り
方
の
精
粗
に
よ
っ
て
各
種
の
升
布
に
分
け
ら
れ
る
。

の

種

類

、t

に
は
七
段
布
が
見
え
~
そ
れ
は
徒
隷
に
着
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「
漢
書
」
壬
葬
俸
に
は
、

〔
天
鳳
三
年
〕
五
月
、
葬
下
更
総
制
度
目
、
予
遁
陽
九
之
院
百
六
之
禽
、
園
用
不
足
、
民
人
騒
動
、
自
公
卿
以
下
、

「
史
記
」
孝
景
本
紀

ハH
v

n
L
 

一
月
之
様
、
十
覗
布
二

匹
、
或
講
一
匹

と
見
え
る
。
こ
れ
に
よ
り
十
股
布
は
、
官
吏
の
吏
械
に
代
用
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
か
な
り
の
生
産
量
を
み
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
し
、
王

界
首
時
十
蹴
布
二
匹
の
慣
値
が
島
一
匹
に
該
首
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
豆
之
食
、
足
於
中
菟
突
」
と
見
え
る
。

七
稜
布
、
八
段
布
、
九
稜
布
な
ど
が
見
え
る
。

さ
ら
に
ま
た
「
妻
子
春
秋
」
内
篇
雑
下
に
も

愛
子
の
こ
と
ば
と
し

て、

「
十
稜
之
布
、

こ
の
ほ
か
居
延
漢
簡
に
は
、

漢
代
の
肺
織
物
の
質
物
に
つ
い
て
は
、
私
が
築
浪
遺
蹟
出
土
の
も
の
を
し
ら
ベ
た
結
果
を
報
告
し
よ
う
。
築
浪
遺
蹟
出
土
の
肺
織
物
と
い
う

の
は
、

四
川
地
方
で
つ
く
ら
れ
た
漆
器
の
素
地
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
、

い
わ
ゆ
る
萄
漢
の
布
の
買
物
と
思
わ
れ
る
。
私
が
し
ら
、
へ
た
の
は

穐
浪
王
好
基
四
六
脱
出
土
の
銅
覆
輪
鮒
換
と
同
じ
く
王
町
墓
出
土
の
爽
材
製
耳
杯
の
断
片
で
あ
る
。
両
者
の
織
り
方
は
、

い
ず
れ
も
卒
織
。



本
の
糸
は
、
幾
本
か
の
繊
維
か
ら
成
立
っ
て
い
る
こ
と
が
五

O
倍
の
顕
微
鏡
抜
大
に
よ
っ
て
う
か
が
わ
れ
る
。

一
本
の
糸
の
幅
は
、
大
韓

0
・

六
セ
ン
チ
強
、
密
度
は
、
一
セ
ン
チ
に
つ
い
て
タ
テ
糸
、
ヨ
コ
糸
と
も
一
五
|
一
六
本
で
あ
る
。
こ
れ
を
升
布
に
あ
て
は
め
る
と
、
一
セ
ン
チ

一
六
本
と
す
る
と
、

二
尺
二
寸
(
五
。

・
六
セ
ン
チ
〉
で
は
入

O
九

・
六
本
、
八

O
本
を
一
升
と
し
て
計
算
す
る
と
、

一
0
・一

二
と
な
り
〆

大
韓
一

O
升
布
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
使
用
さ
れ
た
肺
は
、
苧
麻
の
よ
う
で
あ
る
。

後
漢
時
代
に
入
る
と
、
漆
器
の
素
地
は
爽
貯
製
が
多
く
な
っ
て
く
る
が
、
こ
れ
は
後
漢
時
代
に
蹴
織
物
の
生
産
が
増
加
し
て
く
る
こ
と
と
も

閥
係
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
も
前
掲

「
漢
書
」
王
葬
停
の
記
事
と
併
せ
て
考
え
る
と
、
王
葬
時
代
か
ら
後
漢
時
代
に
か
け
て
一

O
升
布

が
か
な
り
多
く
生
産
さ
れ
、
流
通
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

な
お
こ
う
し
た
織
り
方
の
精
組
に
よ
っ
て
種
類
分
け
が
な
さ
れ
る
と
共
に
、
地
方
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
濁
自
の
織
物
が
つ
く
ら
れ
、
そ
う
し

た
織
物
に
は
地
方
名
そ
の
他
が
冠
せ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
前
に
見
た
よ
う
に
居
延
漢
簡
に
お
そ
ら
く
地
方
名
と
思
わ
れ
る
の
を
冠
し
た
布
が

見
え
る
し
、
ま
た
後
漢
時
代
四
川
透
匿
の
哀
牢
夷
に
よ
り
つ
く
ら
れ
た
関
干
細
布
(
「
後
漢
書
」

西
南
夷
停
)
、

や
は
り
四
川
の
巴
族
に
属
す
る

昌
人
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
緋
(
「
説
文
」
)
、
武
陵
地
方
で
つ
く
ら
れ
た
賓
布
今
後
漢
書
」
西
南
夷
列
停
)
、
越
地
方
で
つ
く
ら
れ
た
臼
越

(
「
後
漢
書
」
皇
后
紀
〉
な
ど
も
見
え
て
い
る
。
関
干
細
布
は
、
「
後
漢
書
」
に
よ
る
と
、
「
織
成
文
章
如
綾
錦
」
と
さ
れ
る
。
ま
た
耕
は
、

「説
文
」
で
は
「
殊
纏
布
也
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
徐
中
野
は
さ
ら
に
「
殊
其
績
色
市
相
聞
織
之
、
嘗
印
ム
「
篠
紋
布
、
耕
卸
謂
傑
文
併
行

之
意
」
と
の
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
技
術
的
に
も
か
な
り
精
巧
な
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

- 21ー

註
(
1
)

「
人
文
研
究
」
第
九
各
十
一

貌
所
載
。

(2)
陳
直
「
爾
漢
経
済
史
料
論
叢
」
六
六
ぺ
1
ッ
。
陳
氏
は
ほ
か
に
宛
布
を
あ
げ
て
い
る
が
、

(
3
)
前
掲
の
・
忌

g
z
z
の
論
文
に
見
え
て
い
る
。

(
4
)
徐
中
傍
「
巴
萄
文
化
初
論
」
(
「
四
川
大
事
事
報
」
紅
曾
科
事

一
九
五
九
年
二
貌
)
。

ζ

れ
は
冗
布
を
さ
す
よ
う
で
あ
る
。

21 
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五

む

.す

び

以
上
中
闘
古
代
の
肺
織
物
生
産
に
つ
い
て
私
見
を
の
ベ
て
き
た
が
、
要
約
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

ω中
闘
の
蹴
織
物
の
起
源
は
、
新
石
器
時
代
迄
測
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
昔
時
の
詳
し
い
情
況
は
不
明
で
あ
る
。
般
か
ら
周
に
か
け
て
の
肺

織
物
生
'
廷
は
、
大
髄
自
給
自
足
で
あ
る
が
、
周
末
い
く
ら
か
徐
剰
生
産
が
量
生
し
、
物
々
交
換
の
形
で
取
引
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

股
周
時

代
は
王
室
の
隷
廊
民
の
生
産
と
、
村
落
共
同
髄
の
生
産
と
が
行
わ
れ
た
。
技
術
的
に
は
ま
だ
低
い
段
階
に
あ
り
、
今
日
そ
の
痕
逃
が
残
っ
て
い

る
股
代
の
精
巧
な
蹴
織
物
は
、
王
室
の
隷
属
民
の
多
く
の
労
力
と
長
い
時
聞
を
か
け
て

つ
く
ら
れ
た
も
の
で
、
農
家
の
婦
女
子
に
よ

っ
て
つ
く

ら
れ
た
も
の
は
、
遥
か
に
低
級
で
組
末
な
も
の
で
あ
っ
た
。

ω戦
闘
時
代
に
は
か
な
り
の
徐
剰
生
産
が
護
生
し
、

一
部
は
貢
租
と
し
て
園
家
に
お
さ
め
ら
れ
た
が
、
他
は
商
品
と
し
て
市
場
に
流
通
し
、

貨
幣
経
憐
の
浸
透
し
た
地
方
の
農
民
は
、
現
金
を
も
っ
て
蹴
織
物
を
購
入
し
た
。
戦
園
時
代
に
多
く
の
徐
剰
生
産
が
叢
生
し
た
の
は
、
お
も
に

生
産
形
態
の
艶
化
に
よ
る
も
の
で
、
村
落
共
同
幽
胞
が
或
る
程
度
分
解
し
、
廊
織
物
生
産
は
共
同
作
業
に
か
わ
っ
て
個
々
の
農
家
で
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
と
と
く
に

一
部
富
裕
農
家
で
は
、
労
働
力
に
徐
裕
が
宜
じ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

技
術
的
に
は
織
布
技
術
の
面
で

ま
た
織
り
方
の
密
度
に
よ
る
い
く
つ
か
の
種
類

- 22一

多
少
の
進
歩
が
見
ら
れ
る
。
な
お
商
品
生
産
の
護
生
に
件
っ
て
肺
織
物
の
規
格
が
で
き
上
り
、

が
あ
ら
わ
れ
た
。

ω漢
代
と
り
わ
け
後
漢
時
代
廊
織
物
生
産
は
一
一
層
護
展
し
た
よ
う
で
、
主
産
地
は
山
東
、
河
南
地
方
か
ら
さ
ら
に
四
川
や
江
南
地
方
へ
鎖
大

し
、
ま
た
流
通
範
囲
も
問
地
的
な
質
問
円
だ
け
で
な
く
、
遠
距
離
交
易
も
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
う
し
た
生
産
の
護
展
は
、
農
家
の
副
業
生
産
の
上
昇

と
い
う
こ
と
の
ほ
か
都
市
に
専
門
的
な
紡
糸
業
者
や
織
布
業
者
が
謹
生
し
た
こ
と
に
よ
る
。
た
だ
し
専
門
の
紡
糸
業
者
や
織
布
業
者
は
、
貧
農

か
ら
嶋
化
し
た
零
細
業
者
が
多
く
、
か
れ
ら
に
よ
っ
て
製
造
さ
れ
た
上
布
は
、
む
し
ろ
織
物
商
人
に
利
益
を
も
た
ら
し
た
。
ま
た
農
村
の
生
産

も
岡
家
の
貢
租
と
し
て
徴
枚
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
農
家
自
瞳
の
枚
入
を
こ
と
さ
ら
噌
加
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
結
局
漢



代
肺
織
物
生
産
の
上
昇
に
よ
っ
て
大
き
な
利
益
を
得
た
の
は
、
大
資
本
の
肺
栽
培
業
者
や
織
物
商
人
と
園
家
で
あ
っ
た
ω

な
お
漢
代
に
は
紡
糸

や
機
織
の
技
術
に
輩
遼
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
、
生
産
の
上
昇
に
影
響
し
た
と
思
わ
れ
る
。
嘗
時
の
肺
織
物
の
種
類
と
し
て
は
、
と
く
に
一

O
升

布
の
生
産
が
増
し
た
よ
う
で
、
こ
の
ほ
か
密
度
に
よ
る
種
類
だ
け
で
な
く
、
地
方
の
濁
自
の
技
術
に
よ
る
織
物
が
か
な
り
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に

五
っ
こ
。

寸
J

J

，
争
J(

附
記
)
本
稿
執
筆
後
「
左
停
」
裏
公
二
十
八
年
に
引
か
れ
た
長
子
の
ど
と
ば
に
、
「
E
夫
富
如
布
吊
之
有
幅
Z

局
、
震
之
制
度
、
使
無
遷
也
」
と
見
え
て

い
る
の
を
知
っ
た
。

乙
れ
も
賓
の
っ
た
え
で
あ
り
、
本
文
で
の
べ
て
い
る
よ
う
に
湾
で
は
か
な
り
古
く
か
ら
布
吊
の
規
格
が
一
定
レ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
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