
全
-
け
久
局
、
。
ル

第
二
十
七
巻
第
四
競
昭
和
四
十
四
年
三
月
設
行

洪

武

か

ら

永

築

'̂' 

|

|

初

期

明

朝

政

樺

の

性

格

|
|

宮

l崎

市

定

二三四五

一
克
・
明
革
命
の
印
象
と
現
寅

一
冗
・
明
革
命
中
の
連
鎖
性

太
組
の
政
策
に
お
け
る
元
・
明
の
断
紹

永
築
帝
政
治
の
回
鋳
性

結

論

と

徐

論

- 1一

元
・
明
革
命
の
印
象
と
現
寅

元
・
明
の
交
替
は
民
族
革
命
の
代
表
的
な
例
と
し
て
、
屡
々
辛
亥
革
命
と
比
較
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
一
は
モ
ン
ゴ
ル
征
服
王
朝
を
北
方
に
騒

逐
し
、
他
は
満
洲
族
出
身
の
清
朝
を
打
倒
し
、
何
れ
も
そ
の
結
果
と
し
て
中
園
民
族
の
自
由
を
恢
復
し
た
革
命
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
併
し
な

が
ら
仔
細
に
観
察
す
る
と
南
者
の
聞
に
は
、
相
嘗
大
き
な
差
違
も
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
は
辛
亥
革
命
は
最

初
か
ら
民
族
革
命
を
意
識
し
た
運
動
に
よ
る
成
果
で
あ
っ
た
が
、
元
・
明
革
命
の
ほ
う
は
、
そ
の
黙
が
甚
だ
す

っ
き
り

L
な
い
の
で
あ
る
。

363 
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元

・
明
交
替
の
民
族
革
命
的
な
性
質
を
強
調
す
る
立
場
に
立
っ
さ
い

い
つ
も
引
用
さ
れ
る
の
は
、
明
の
太
租
洪
武
寅
録
巻
二
六
、
洪
武
二

年
二
月
壬
子
の
僚
の
記
載
で
あ
る
。

詔
し
て
衣
冠
を
復
す
る
こ
と
唐
制
の
如
く
な
ら
し
む
。
初
め
元
の
世
組
は
朔
漠
よ
り
起
り
て
、
以
て
天
下
を
有
す
。
悉
く
胡
俗
を
以
て
中
園

の
制
を
嬰
易
す
。
士
庶
み
な
抑
髪
椎
単
宍
深
槍
の
胡
帽
。
衣
服
は
勝
摺
窄
袖
及
び
耕
線
腰
砲
を
な
し、

婦
女
は
窄
袖
の
短
衣
を
衣
、
下
に
祷

裳
を
服
し
、
復
た
中
園
衣
冠
の
奮
な
し
。
甚
し
け
れ
ば
其
の
姓
氏
を
易
え
て
胡
名
と
な
し
、
胡
語
を
習
う
。
俗
化
既
に
久
し
く
悟
と
し
て
惟

し
む
を
知
ら
ず。

上
久
し
く
こ
れ
を
厭
う
。
是
に
至
り
悉
く
命
じ
て
衣
冠
を
復
し
て
唐
制
の
如
く
な
ら
し
む
。
土
民
み
な
頂
に
束
髪
し
、
官

は
則
ち
烏
紗
の
帽
、
園
領
の
抱
、
束
帯
黒
靴
(
中
略
)
。

其
の
排
髪
椎
髪
、
胡
服
胡
語
胡
姓
は

一
切
禁
止
し
、

劃
酌
損
盆
す
る
こ
と
、
λえ

な

聖
心
よ
り
断
じ
た
り
。
是
に
お
い
て
百
有
能
年
の
胡
俗
、
悉
く
中
園
の
蓄
に
復
せ
り
実
。

こ
の
一
節
は
何
孟
春
の
除
多
序
録
摘
抄
に
殆
ど
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
明
貫
銭
が
印
刷
設
行
さ
れ
る
前
か
ら
、
我
々
も
容
易
に

し
て
抱
い
て
い
た
よ
う
に
は
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

」
れ
が
清
代
の
場
合
だ
と
、

た
と
え
失
敗
に
終
っ
た
と
し
て
も
、

太
卒
天
園
は

- 2 ー

知
る
こ
と
を
得
た
事
責
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
記
事
か
ら
、
我
々
は
明
朝
廷
嘗
局
者
が
初
め
か
ら
嬢
夷
的
な
敵
悔
心
を
征
服
者
元
王
朝
に
針

堂
々
と
撤
を
と
ば
し
て
征
服
者
の
罪
悪
を
数
え
て
、
倶
に
天
を
戴
か
ざ
る
仇
敵
と
き
め
つ
け
て
い
る
が
、
明
朝
興
起
の
場
合
は
ど
う
も
様
子
が

違
う
の
で
あ
る
。

だ
い
い
ち
、
こ
の
詔
の
渡
せ
ら
れ
た
日
付
が
問
題
に
な
る
。
そ
れ
は
太
租
が
即
位
し
た
洪
武
元
年
で
は
あ
る
が
正
月
元
日
で
は
な
く
、
二
月

十
一

日
と
い
う
中
途
半
端
な
日
で
あ
る
。

こ
れ
は

こ
の
詔
が
肇
園
の
大
方
針
と
し
て
宣
言
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

草
に
躍
制
の
問
題
と
し

て
、
極
め
て
事
務
的
に
片
付
け
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

更
に
洪
武
元
年
と
は
、

貫
は
太
租
が
郭
子
輿
に
身
を
投
じ
た
壬

辰
ヘ
一

三
五
二
)
か
ら
数
え
て
買
に
十
七
年
目
に
嘗
る
。
そ
ん
な
ら
い
っ
た
い
こ
の
長
い
間
、
太
組
は
元
王
朝
を
ど
う
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う

よ

μ
こ
の
間
に
答
え
る
た
め
に
、
極
め
て
注
意
す
べ
き
一
事
買
が
あ
る
。
太
租
が
即
位
の
前
年
へ
一
三
六
七
年
〉
、
蘇
州
の
張
土
誠
を
卒
、
げ
た
際
、



元
の
宗
室
神
保
大
王
、
及
び
黒
漢
等
九
人
を
捕
虜
と
し
た
が
、
そ
の
ま
ま
放
免
し
て
大
都
へ
還
し
て
や
っ
た
。
そ
の
時
持
参
さ
せ
た
元
の
順
帝

あ
て
の
書
面
に

先
に
は
天
が
金
宋
を
棄
て
し
と
き
、
暦
教
は
般
下
の
租
宗
に
あ
り
た
り
。
故
に
縫
担
部
落
を
も
っ
て
事
を
沙
漠
に
起
し
、
中
園
に
入
り
て
民

に
主
と
な
る
。
停
え
て
百
年
に
及
び
股
下
に
至
る
。
海
内
丘
ハ
輿
り
、
豪
傑
紛
起
し
、
中
原
を
擾
飢
す
。
邑
里
粛
僚
と
し
、
た
と
い
遺
民
あ
る

も
、
ま
た
朝
秦
暮
楚
の
時
に
慮
る
。
民
庶
の
安
か
ら
ざ
る
、
己
に
十
七
載
な
り
会
。
予
の
如
き
者
も
、
父
母
は
元
初
天
下
を
定
む
る
時
に
生

る
。
彼
の
時
、
法
度
巌
明
に
し
て
愚
頑
を
し
て
威
に
畏
れ
徳
を
懐
わ
し
む
。
強
も
弱
を
凌
が
ず
、
衆
も
寡
に
暴
な
ら
ず
。
民
に
あ
り
て
は
父

父
た
り
、
子
子
た
り
、
夫
夫
た
り
、
婦
婦
た
り
。
各
そ
の
生
に
安
ん
じ
、
恵
み
こ
れ
よ
り
大
な
る
は
な
し
。
古
は
帝
王
混
一
す
る
も
中
原
に

四
夷
を
治
め
ず
。
惟
だ
殿
下
の
租
宗
は
四
海
内
外
、
殊
方
異
類
も
量
く
土
彊
と
な
る
。
亙
古
に
無
き
と
こ
ろ
な
り
。
量
に
意
わ
ん

や
、
辛
卯
の
年
、
妖
人
横
起
し
、
三
年
に
も
な
ら
ざ
る
問
、
四
海
内
外
、
勢
い
瓦
解
の
如
し
。
股
下
震
と
嘗
て
賂
に
命
じ
て
征
伐
す
る
も
、

園
勢
日
に
衰
え
、
妖
気
愈
ミ
盛
ん
な
り
(
中
略
〉。

こ
れ
蓋
し
股
下
、
組
宗
の
震
す
所
を
睦
す
る
能
わ
ず
、
故
に
天
栴
に
こ
れ
を
棄
て
ん
と

す
る
こ
と
、
金
・
宋
を
棄
て
し
時
の
如
く
、
事
救
う
べ
か
ら
ず
。
予
は
も
と
庶
民
、
置
に
因
り
て
兵
を
起
し
、
郷
里
を
保
障
す
。
官
軍
隔
絶

し
、
迭
に
衆
の
推
戴
す
る
所
と
な
る
。
数
年
以
来
、
衆
を
輯
め
、
江
東

・
雨
漸

・
湖
湘

・
雨
准

・
漢
河

・
江
西

・
嶺
贋
を
撫
育
し
、
人
生
理

に
安
ん
ぜ
り
(
中
略
〉
。

|
|
傍
鮎
著
者
|
|

止
ま
り
、

-3-

と
あ
り
、
こ
れ
は
ど
う
讃
ん
で
も
民
族
革
命
の
意
気
に
燃
え
た
宣
言
中
の
言
葉
で
は
な
い
。
革
命
意
識
そ
の
も
の
が
甚
だ
低
調
で
あ
っ
て
、
強

い
て
言
え
ば
、
停
統
的
な
中
園
流
の
天
命
思
想
を
つ
つ
ま
し
や
か
に
述
べ
た
だ
け
で
、
中
に
は
元
初
の
政
治
を
寵
歌
す
る

一
節
も
見
え
、
元
軍

の
こ
と
を
官
軍
と
さ
え
よ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

後
世
か
ら
見
て
不
可
解
の
現
象
は
、
買
は
嘗
時
に
あ
っ
て
は
極
め
て
自
然
な
事
態
の
推
移
で
あ
っ
た
。
も
し
矛
盾
を
感
ず
る
な
ら
ば
、
そ
れ

365 

は
後
世
の
讃
者
の
方
が
悪
い
の
で
あ
る
。
抑
も
元
末
諸
方
に
割
援
し
た
英
雄
に
は
祉
舎
の
あ
ぶ
れ
者
が
多
か
っ
た
。
韓
山
童

・
韓
林
児
は
邪
教

の
秘
密
結
社
の
教
主
で
あ
り
、
劉
一
隅
通

・
徐
書
輝
は
そ
の
流
を
く
み
、
陳
友
諒
・
明
玉
珍
は
更
に
そ
の
末
流
に
属
し、

明
の
太
租
朱
元
環
も
同
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じ
系
統
か
ら
出
た
。
こ
れ
に
劃
す
る
張
土
誠

・
方
園
珍
は
瞳
密
貰
者
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
反
健
制
勢
力
は
特
に
異
民
族
た
る
元
王
朝
下
で
あ
る

が
故
に
設
生
し
た
も
の
で
な
く
、
い
か
な
る
王
朝
の
下
に
も
常
に
存
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
彼
等
の
革
命
運
動
は
単
な
る
反
鰻
制

運
動
の
形
を
と

っ
て
進
行
し、

嬢
夷
思
想
は
も
し
あ
っ
て
も
、
利
用
さ
れ
た
に
過
ぎ
ず
、
第
二
次
的
な
意
味
し
か
持
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

殊
に
朱
元
埠
の
場
合
、
彼
が
相
手
と
し
て
戦

っ
た
の
は
元
軍
よ
り
も
、
自
己
と
同
じ
経
歴
を
も
っ
た
新
興
勢
力
に
射
し
て
で
あ
っ
た
。
従

っ
て

撰
夷
思
想
よ
り
も
む
し
ろ
仲
間
同
志
に
お
け
る
競
争
心
の
方
が
強
か
司
た
。
こ
の
よ
う
な
環
境
の
下
に
、
上
述
の
元
帝
に
輿
う
る
書
が
書
か
れ

た
の
で
あ
る
。

元
末
に
お
け
る
新
興
勢
力
が
多
く
枇
舎
か
ら
は
み
出
し
た
あ
ぶ
れ
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

一
般
知
識
階
級
と
の
聞
に
微
妙
な
開
係
を
生
み
出

し
た
。
知
識
階
級
は
進
ん
で
彼
等
に
加
携
し
よ
う
と
せ
ず
、
彼
等
も
ま
た
知
識
階
級
を
敵
視
し
た
。
明
の
李
延
星
の
南
呉
奮
話
録
巻
十
九
、
任

惟
州
の
僚
に

元
末
飢
離
し
て
よ
り
、
世
家
甲
族
、
毎
に
茶
毒
に
遭
う
。
吾
月
号
に
恨
々
。

- 4 ー

と
あ
り
、
階
級
闘
争
の
面
が
強
く
現
わ
れ
た
。
そ
こ
で
中
園
人
出
身
の
官
僚
は
、
反
っ
て
元
朝
の
忠
臣
と
し
て
難
に
殉
ず
る
者
が
多
く
、
殊
に

科
穆
出
身
者
が
そ
う
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
既
に
趨
翼
が
廿
二
史
割
記
、
巻
三
十
、
元
末
殉
難
者
多
準
士
の
燥
で
指
摘
し
た
一通
り
で
あ
る
。

こ
の
黙
が
元
明
革
命
と
辛
亥
革
命
と
の
間
で
大
い
に
異
っ
た
所
で
あ
る
。
由
来
、
民
族
主
義
な
る
も
の
は
も
っ
ぱ
ら
知
識
階
級
の
聞
に
酒
養

さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
辛
亥
革
命
は
書
生
の
手
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
。
然
る
に
元
明
の
際
に
は
、
知
識
階
級
は
叛
乱
軍
に
参
加
す
る
の
を

屑
し
と
し
な
か

っ
た
し
、
新
興
勢
力
も
ま
た
知
識
階
級
を
利
用
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
元
明
革
命
に
お
い
て
援
夷
思
想
の
稀
薄
で
あ

そ
の
献
策
を
利
用
し
た

っ
た
一

原
因
で
あ
ろ
う
。

た
だ
そ
の
聞
に
お
い
て
明
の
太
組
の
み
は
冗

こ
と
が
そ
の
成
功
の
原
因
と
さ
れ
る
。
併
し
こ
れ
を
事
責
に
徴
す
る
と
、
彼
と
い
え
ど
も
決
し
て
後
世
考
え
ら
れ
る
ほ

E
調
書
人
を
傘
重
し
た

と
は
思
わ
れ
な
い
。
彼
が
讃
室
田
人
を
待
遇
し
た
の
は
漢
の
高
租
程
度
で
あ
っ
た
。
中
園
流
の
文
化
園
家
の
復
活
な
ど
は
彼
の
眼
中
に
な
か

っ
た

ら
し
く
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
折
角
、
天
子
の
位
に
つ
き
、
洪
武
と
年
続
を
定
め
た
際
に
も
、
正
月
元
日
と
い
う
日
を
選
ん
で
大
競
令
を
決
裂
し

つ
と
め
て
讃
書
人
を
幕
下
に
招
い
て
優
待
し
、



て
圏
是
を
四
方
に
頒
布
し
よ
う
と
せ
ず
、
正
月
四
日
と
い
う
日
に
そ
れ
を
貧
施
し
た
の
で
あ
る
。

い
つ
や
っ
て
も
い
い
仕
事
を
、
手
の
す
い
た

時
に
極
め
て
事
務
的
に
慮
理
し
た
、
と
い
っ
た
感
じ
で
あ
る
。

一
元
・
明
革
命
中
の
連
績
性

さ
ま
で
嬢
夷
的
な
敵
悔
心
を
有
し
な
か

っ
た
結
果
、
蒙
古
的
な
気
風
を
知
ら
ず
知
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
縫
承
す
る
と

こ
ろ
が
多
か

司
た
。
そ
の
中
で
比
較
的
早
く
豪
古
風
の
流
儀
を
改
め
た
の
は
、
右
を
向
ぶ
と
い
う
習
慣
で
あ
る
。
洪
武
寅
銀
各
二
て
呉
元
年

(
一
三
六
七
年
〉
多
十
月
丙
午
の
僚
に

太
租
は
蒙
古
に
劃
し
て
、

命
じ
て
百
官
の
瞳
儀
は
、
倶
に
左
を
向
ば
し
む
。
右
相
園
を
改
め
て
左
相
固
と
な
し
、
左
相
闘
を
右
相
園
と
な
す
。
除
の
官
も
か
く
の
如
く

す。

- 5一

と
あ
り
、
こ
れ
は
洪
武
改
元
の
前
年
で
、
蘇
州
の
張
士
誠
を
卒
、げた
直
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
、
左
・
右
相
園
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
李
善

長
と
徐
達
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
や
が
て
翌
年
に
天
子
の
位
に
つ
き
、
園
放
を
立
て
改
元
す
る
準
備
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

洪
武
改
元
の
後
、
衣
冠
を
唐
制
に
改
め
た
の
は
前
述
の
如
く
、
そ
の
二
月
の
こ
と
で
あ
り
、

八
月
己
卯
に
書
籍
・
田
器
の
税
を
除
き
、
三
年

五
月
己
亥
に
科
奉
を
設
け
て
士
を
と
る
の
詔
が
護
せ
ら
れ
、
次
第
に
開
明
政
策
が
取
ら
れ
た
が
、
併
し
直
ち
に
そ
れ
で
宋
代
の
よ
う
な
文
化
園

家
が
復
活
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
蒙
古
的
な
武
官
を
向
び
、
文
官
を
賎
め
る
風
は
そ
の
後
長
く
明
の
朝
廷
に
残
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
太
租
の
政
策
に
由
来
し
、
太
租
の
政
策
は
元
朝
を
踏
襲
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。

太
組
の
臣
僚
に
は
李
善
長
・
胡
惟
庸
・
正
康
洋
等
を
頭
と
す
る
文
官
系
統
と
、
徐
達
・
常
遇
春
等
の
武
官
系
統
と
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
南
者

に
劃
す
る
待
遇
に
は
判
然
と
差
別
が
あ
っ
た
。
洪
武
三
年
(
一
三
七

O
年
〉
大
い
に
功
臣
を
封
じ
た
時
、
上
席
の
左
丞
相
李
善
長
の
歳
緑
は
四

千
石
で
あ
っ
た
の
に
封
し
、
次
席
の
右
丞
相
徐
達
は
反

っ
て
五
千
石
で
あ
っ
た
。
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洪
武
十
二
年
、
右
丞
相
在
康
洋
は
死
を
賜
わ
っ
た
が
、
そ
の
妾
の
陳
氏
な
る
も
の
が
殉
死
L
た
。
調
査
す
る
と
こ
れ
は
陳
知
賑
な
る
者
の
女
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で
、
混
入
さ
れ
て
奴
牌
と
な
り
、
在
贋
洋
に
下
賜
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
太
組
は
大
い
に
立
腹
し
、

》
)
し
し

在
官
の
婦
女
は
た
だ
功
臣
の
家
に
の
み
給
す
。
文
臣
は
何
を
以
て
給
す
る
を
得
ん
。

こ
の
分
配
に
関
係
し
た
左
丞
相
の
胡
惟
庸
以
下
、
六
部
の
堂
腐
は
み
な
躍
罰
を
受
け
た
(
明
史
容
一
九
六
胡
惟
府
間
内
)
。

劉
基
の
毒
殺
疑
獄
に
閲
し
て
責
任
を
問
わ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

在

康

洋

等

は

文

臣

と

は

稿

せ

ら

れ

る

が
、
質
際
は疋
円
吏
的
な
事
務
官
上
り
で
あ
る
の
に
封
し
、
劉
基
は
文
臣
中
の
文
臣
と
も
稽
す
べ
き
儒
臣
で
あ
る
。
劉
基
は
普
、
通
に
太
組
の
開
園

」
の
在
康
洋
の
罪
状
は
、

李
善
長
、

佐
命
の
功
臣
と
稀
せ
ら
れ
る
が
、
賓
は
そ
れ
は
ず
っ
と
後
世
に
な
っ
て
か
ら
定
め
ら
れ
た
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
洪
武
三
年
の
功
臣
に
劃
す
る
賞

賜
を
見
て
も
劉
基
の
歳
株
は
二
百
四
十
石
で
、
こ
れ
を
武
臣
の
棟
梁
た
る
徐
達
の
五
千
石
に
比
べ
る
と
、
寅
に
二
十
分
の
一
に
す
、
ぎ
な
い
。
然

る
に
後
世
文
官
が
失
第
に
勢
力
を
得
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
彼
の
死
後
の
待
遇
が
次
第
に
向
上
し
た
。
正
徳
九
年
(
一
五
一
四
年
)
に
は
太

師
を
贈
り
、
文
成
と
誼
さ
れ
、
嘉
靖
十
年
ハ
一
五
三
一
年
)
に
な
っ
て
、
武
官
の
徐
達
が
太
租
の
廟
に
配
享
さ
れ
て
い
る
の
に
封
し
、
文
官
の
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代
表
と
し
て
劉
基
が
併
せ
て
配
一
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
し
太
租
が
知
っ
た
な
ら
ば
苦
い
顔
を
し
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
要
す
る
に

太
租
の
時
代
、
武
臣
が
最
も
傘
く
、
事
務
官
上
り
の
文
臣
が
こ
れ
に
次
ぎ
、
儒
臣
、
が
最
も
賎
し
か
司
た
。
こ
の
三
段
階
は
何
か
し
ら
蒙
古
時
代

の
蒙
古

・
漢
人

・
南
人
の
三
階
級
を
連
想
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
劉
基
、
及
び
彼
と
並
び
稿
せ
ら
れ
る
宋
擦
は
共
に
東
南
の
人
で
あ
る
。

文
臣
の
軽
視
は
太
組
の
後
、
相
嘗
長
く
縫
績
し
た
。

こ
れ
は
車
に
太
租
の
個
人
的
な
趣
味
に
よ

っ
て
生
じ
た
傾
向
で
な
く
、
嘗
時
の
一
般
的

な
風
向
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
こ
の
風
向
が
次
第
に
解
消
さ
れ
て
ゆ
く
経
過
を
辿
る
こ
と
は
、
逆
に
太
組
時
代
の
賦
況
を
知
る
た
め
好
個

の
手
懸
り
と
な
る
で
あ
ろ
う。

胡
康
は
建
文
二
年

(
一
四
O
O年
〉
の
科
翠
の
際
の
朕
元
及
第
で
あ
る
。
成
租
に
迎
降
し
て
重
用
さ
れ
、
文
淵
聞
大
皐
土
と
な
り
、
氷
袋
十
六

年
(
一
四
一
八
年
)
に
卒
し
た
が
、
明
史
巻
一
四
七
、
彼
の
俸
に

暗
部
向
書
を
贈
り
、
文
穆
と
誼
す
。
文
臣
の
誼
を
得
る
は
康
よ
り
始
ま
る
。

と
あ
る
。
昔
時
の
大
皐
土
は
皇
太
子
付
の
家
庭
教
師
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
皇
太
子
が
即
位
し
て
仁
宗
と
な
る
と
、
胡
康
は
少
師
を
加
贈



さ
れ
た
。

張
玉
は
元
朝
に
仕
え
た
武
附
円
で
あ
る
が
、
洪
武
中
に
来
闘
し
、
靖
難
の
役
に
成
組
に
従
っ
て
戦
死
し
た
。
そ
の
子
の
張
輔
は
英
園
公
に
封
ぜ

ら
れ
た
が
仁
宗
の
時
、
そ
の
従
兄
の
張
信
を
帝
に
推
拳
し
た
。
張
信
は
讃
書
人
で
、
建
文
二
年
に
郷
試
第
一
に
拳
げ
ら
れ
、
嘗
時
兵
部
左
侍
郎

に
ま
で
準
ん
で
い
た
。
仁
宗
は
一
見
し
て
気
に
入
っ
た
と
見
え
、
武
冠
を
と
り
よ
せ
て
こ
れ
に
冠
ら
せ
、
錦
衣
衛
指
揮
同
知
に
改
め
、
世
襲
を

許
し
た
。
明
史
巻
一
四
五
、
張
玉
付
俸
に

時
に
開
園
を
去
る
こ
と
未
だ
遠
か
ら
ず
。
武
階
重
き
が
故
な
り
。

と
説
明
す
る
が
、
文
官
よ
り
も
武
官
が
重
く
、
従
っ
て
文
官
か
ら
武
官
に
改
め
る
の
が
特
典
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
後
世
か
ら
は
理
解
で
き

:
、
。

え
し次

に
重
幅
は
洪
武
中
の
太
拳
生
出
身
で
、
後
に
成
組
、
宣
宗
の
時
に
南
京
兵
部
と
な
っ
た
。
明
史
巻
一
五
四
、
彼
の
本
俸
に
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英
宗
即
位
し
、
少
保
を
加
え
、
南
京
守
備
裏
城
伯
(
李
隆
)
の
機
務
に
参
賛
せ
し
む
。
留
都
の
文
臣
が
機
務
に
参
す
る
は
一
繭
よ
り
始
ま
る
。

と
あ
る
が
、
貫
は
こ
の
時
、
黄
一
帽
の
方
が
李
隆
よ
り
も
官
位
が
上
で
あ
っ
た
。
併
し
職
務
と
し
て
武
官
の
李
隆
の
方
が
上
位
な
の
で
、
彼
は
常

に
李
隆
を
正
座
に
す
え
て
自
ら
そ
の
傍
に
坐
し
た
。
そ
こ
で
李
隆
の
方
で
も
、
公
務
よ
り
退
い
た
時
に
は
、
寅
一
帽
を
上
座
に
坐
ら
せ
た
と
い

ぅ
。
後
に
参
賛
機
務
は
守
備
よ
り
濁
立
し
て
南
京
兵
部
向
書
の
粂
職
と
な
り
、

こ
れ
あ
る
が
た
め
に
、
南
京
六
部
の
中
で
兵
部
が
最
も
重
職
と

稽
せ
ら
れ
る
に
至

っ
た
(
明
史
容
七
五
職
官
志
)
。

こ
の
よ
う
に
武
官
が
重
ん
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
明
か
に
蒙
古
の
影
響
で
あ
る
。
元
代
に
は
蒙
古
人
は
凡
て
軍
籍
に
あ
り
、
夫
々
の
身
分
に
従
っ

て
賂
校
、
或
い
は
下
士
卒
と
し
て
勤
務
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
明
代
は
こ
の
制
を
受
け
つ
ぎ
、
百
戸
所
鎮
撫
以
上
は
世
官
と
稽
し
、

兵
卒
は
軍
戸
世
籍
と
稽
し
、
夫
々
そ
の
地
位
を
世
襲
し
た
の
で
あ
る
。
後
世
か
ら
見
る
と
こ
の
軍
務
の
世
襲
は
甚
だ
窮
屈
な
束
縛
で
あ
っ
た
か

の
如
く
感
ぜ
ら
れ
る
が
、
園
初
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
そ
う
で
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
軍
戸
は
何
よ
り
も
生
活
の
安
定
を
得
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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明
の
太
租
が
諸
子
を
分
封
し
た
同
姓
封
建
制
も
ま
た
元
の
封
建
を
員
似
た
の
で
あ
っ
て
、
漢
の
そ
れ
と
は
大
い
に
性
質
を
異
に
す
る
。
も
っ
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と
も
明
貫
録
は
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
奇
怪
な
事
買
を
俸
え
る
。
す
な
わ
ち
洪
武
貫
録
巻
二
五
、
洪
武
元
年
正
月
丙
戊
の
僚
に

上
文
援
に
御
し
太
子
側
に
侍
す
。
因
っ
て
問
う
、
近
く
儒
臣
と
鰹
史
を
講
読
す
る
は
何
の
事
ぞ
。
割
て
日
く
、
昨
漢
書
の
七
園
漢
に
飯
す
る

の
事
を
講
ず
。
迭
に
問
う
、
此
れ
曲
直
何
れ
に
あ
る
や
。
針
て
日
く
、
曲
七
園
に
あ
り
。
上
回
く
、
此
れ
講
官
一
偏
の
説
の
み
。
宜
し
く
言

う
べ

し
、
景
帝
太
子
た
り
し
時
、
嘗
て
博
局
を
投
げ
て
呉
王
世
子
を
殺
し
、

以
て
そ
の
怨
を
激
す
。
帝
た
る
に
及
ん
で
、
叉
晃
錯
の
読
を
聴

き
、
軽
意
諸
侯
の
土
地
を
賄
側
す
。
七
園
の
饗
、
質
に
此
に
由
る
と
。
若
し
諸
子
の
た
め
に
此
を
講
ず
る
な
ら
ば
、
首
に
言
う
ベ
し
、
藩
王

は
必
ず
上
天
子
を
隼
び
、
下
百
姓
を
撫
し
、
園
家
の
藩
輔
と
な
り
、
以
て
天
下
の
公
法
を
携
む
る
な
か
れ
と

(下
略
)。

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
話
が
あ
ま
り
よ
く
出
来
す
ぎ
て
い
る
か
ら
、
恐
ら
く
永
楽
帝
の
時
代
に
な
っ
て
儒
臣
が
曲
筆
で
っ
ち
あ
げ
た
も
の
で
あ
ろ

う

明
代
の
諸
王
は
土
地
人
民
を
支
配
せ
ず
、

た
だ
歳
除
を
賜
わ
り
、
荘
田
を
所
有
す
る
。
外
に
直
属
軍
陵
を
掌
握
し
て
い
て
園
防
に
嘗
る
が
、
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こ
れ
は
元
の
封
建
制
度
の
精
神
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
も
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
。

太
租
は
文
勝
一
ゐ
士
を
好
ま
ず
、
そ
の
毒
手
に
か
か
っ
て
殺
さ
れ
た
文
士
は
、
有
名
な
高
啓
等
多
数
に
上
る
。
元
朝
に
仕
え
た
官
僚
も
例
と
し

て
慮
分
を
蒙
っ
た
。
李
延
呈
の
南
呉
奮
話
録
巻
一
九
、
顧
思
聴
の
僚
に

洪
武
の
年
、
元
の
故
官
は
例
と
し
て
臨
濠
に
徒
さ
る
。

と
あ
り
、
元
代
に
栄
達
し
た
官
僚
の
中
で
、
障
問
順
し
て
太
租
に
重
用
さ
れ
た
の
は
危
素
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
と
稿
せ
ら
れ
る
。

併
し
ま
だ
官
位
を
得
な
い
下
級
の
脅
吏
は
、
恐
ら
く
そ
の
ま
ま
身
分
を
保
持
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
し
官
街
か
ら
一
切
の

脅
吏
を
追
放
す
る
と
、
そ
の
日
か
ら
地
方
政
治
は
た
ち
ま
ち
停
頓
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
王
析
の
、績
文
献
通
考
巻
五
十
に
、
嫁
吏
額
擢
姓

名
と
い
う
篠
が
あ
り
、
洪
武
年
聞
に
吏
員
か
ら
兵
部
向
警
に
な
っ
た
膝
徳
懲
以
下
の
名
を
列
す
る
。
こ
の
人
は
明
史
巻
一
三
八
楊
思
儀
の
篠
下

の
付
俸
に
も
簡
単
な
履
歴
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
尤
も
此
等
の
事
賓
は
文
臣
の
地
位
が
甚
だ
低
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
も
あ
る
が
、
同

時
に
ま
た
吏
員
昇
進
の
途
が
聞
か
れ
て
い
た
こ
と
、
元
代
と
あ
ま
り
一異
な
ら
な
か
っ
た
誼
援
と
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



こ
れ
と
併
せ
考
う
べ
き
は
元
代
の
白
話
聖
旨
の
や
り
方
が
そ
の
ま
ま
明
代
に
受
け
つ
が
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
元
代
に
は
必
闇
赤
な
る
官
が
常

に
天
子
の
側
に
侍
し
て
天
子
と
大
臣
と
の
問
答
を
蒙
古
語
で
書
き
と
り
、
こ
れ
に
俗
語
盟
の
中
園
語
詳
を
副
え
て
護
布
さ
れ
た
。
そ
の
標
本
は

元
典
章
や
、
各
地
に
残
る
聖
旨
砕
に
よ
っ
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
明
代
で
も
天
子
の
言
葉
は
そ
の
ま
ま
嘗
時
の
白
話
睦
で
書
き
と
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
此
等
は
後
世
の
記
録
'に
は
す
っ
か
り
書
き
改
め
て
載
せ
ら
れ
る
が
、

時
に
は
原
形
を
留
め
て
保
存
さ
れ
た
も
の
が
あ

る
。
天
下
郡
園
利
病
書
記
官
一
八
、
蘇
州
税
糧
の
僚
に

(
洪
武
)
六
年
入
月
奉
旨
。
今
年
三
四
月
中
。
蘇
州
各
鯨
小
民
歓
食
。

曾
数
府
豚
郷
里
接
情
。

我
想
那
小
百
姓
。

好
生
生
受
。

原
借
的
糧

米
。
不
須
還
官
。
都
菟
了
。

と
あ
り
、
さ
な
が
ら
元
典
章
を
讃
む
よ
う
な
感
じ
で
あ
る
。
こ
の
聖
旨
を
寓
し
た
の
は
恐
ら
く
翰
林
院
に
属
す
る
起
居
注
官
で
あ
ろ
う
。
と
ま

れ、

-こ
れ
が
富
官
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
太
組
は
富
官
に
文
字
を
習
う
こ
と
を
禁
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
起
居
注

官
は
洪
武
中
に
罷
め
ら
れ
た
が
、
白
話
聖
旨
は
其
後
も
引
績
き
存
在
し
た
。
永
繁
一
八
年
、

チ
ム

l
ル
王
朝
の
シ
ャ
ハ
ル
ク
の
使
者
が
北
京
へ
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着
い
て
、
永
繁
帝
に
謁
見
し
た
が
、
そ
の
際
の
見
聞
を
次
の
如
く
記
し
て
い
る
。

玉
座
の
左
右
に
一
人
宛
の
美
し
い
少
女
が
あ
り
、
髪
を
頭
上
に
束
ね
、
大
き
な
員
珠
の
耳
飾
り
を
つ
け
、
顔
頚
も
露
わ
し
た
ま
ま
、
手
に
紙

と
筆
と
を
持
ち
、
帝
の
設
す
る
言
語
を
書
き
取
ら
ん
と
待
ち
構
え
て
い
る
。
天
子
の
言
語
は
か
く
し
て
記
録
に
留
め
ら
れ
、

子
が
宮
中
に
蹄
り
た
る
後
に
進
呈
さ
れ
、
天
子
の
添
削
を
請
う
も
の
と
す
る
。

」
の
記
録
は
天

然
る
後
に
こ
れ
が
詔
書
と
な
っ
て
、

大
臣
の
許
へ
届
け
ら

れ
、
貧
行
に
移
さ
れ
る
(
叶
，
Y
2白
ロ

O
T
河
内

-
2
5
5
仏

2
〈
OU『白
m
m
p
H，O
B巾
口
、
・
〉

B

Z
回凹包
m
p
ω
ロ
r
m
w
r
H
o
r
m
R・
世
月
間
W
B
1
H
2同

円
古
関

r間
同
三
・
司
曲
三
回
・
民
∞
ω)
。

こ
の
記
録
係
り
が
果
し
て
女
性
で
あ
っ
た
か
は
疑
わ
し
い
。
女
官
中
に
女
史
と
い
う
職
が
あ
っ
た
が
)

は
思
わ
れ
な
い
。
恐
ら
く
こ
れ
は
官
官
で
あ
り
、
司
雄
監
に
属
す
る
乗
筆
太
監
、
若
し
く
は
障
堂
太
監
で
あ
ろ
う
。
永
繁
以
後
は
、
園
初
の
官

官
に
劃
す
る
禁
制
が
撤
慶
さ
れ
、
反
っ
て
重
用
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
ま
れ
白
話
聖
旨
は
其
後
も
更
に
長
く
績
い
た
の
で
あ

」
れ
は
王
言
を
掌
る
も
の
と

と
見
え
、

371 



372 

り
、
現
允
明
の
前
聞
記
、
妻
代
夫
死
の
僚
に

成
化
十
三
年
三
月
十
六
日
。
奉
聖
旨
。
是
。
都
鏡
死
罷
。
欽
此
。

の
如
き
記
事
が
見
出
さ
れ
る
。

王
言
の
佳
裁
の
上
で
も
明
朝
は
元
代
の
奮
を
そ
の
ま
ま
受
け
つ
い
だ
貼
が
多
い
の
で
あ
る
。

太
租
が
蒙
古
に
劃
し
て
、
果
敢
に
民
族
闘
争
を
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
に
は
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
な
お
存
績
す
る
蒙
古
勢
力
の

強
大
な
の
を
俸

っ
た
た
め
で
あ
る
。
清
朝
末
期
、
満
洲
族
が
殆
ど
完
全
に
中
闘
化
さ
れ
、
そ
の
根
接
地
た
る
東
北
三
省
す
ら
漠
化
さ
れ
了

っ
た

の
と
異
り
、
内
外
蒙
古
は
ま
だ
そ
の
ま
ま
蒙
古
民
族
の
住
地
で
あ
り
、

蒙
古
人
の
軍
隊
は
華
北
の
要
地
に
駐
屯
し
て
、
そ
の
数
は
決
し
て
少
な

く
な
い
。
蒙
古
語
も
公
用
語
と
し
て
十
分
な
威
巌
を
保
っ
て
い
た
こ
と
、
清
末
の
満
洲
語
が
死
語
と
化
し
た
の
と
は
同
日
の
談
で
な
い
。

太
旭
が
張
士
誠
を
破

っ
た
直
後
、
元
の
宗
室
神
保
大
王
等
を
北
京
の
元
朝
廷
に
迭
還
し
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
質
は
同
時
に
河
南
に
あ
っ

た
嬢
廓
帖
木
見
の
許
に
書
を
透
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
洪
武
貫
録
巻
二
十
、
呉
元
年
九
月
戊
戊
の
僚
に

閤
下
若
し
大
義
を
存
せ
ば
、
宜
し
く
師
放
を
整
え
、
命
を
朝
に
聴
き
、
四
方
の
貢
賦
を
京
に
入
ら
し
め
、
或
い
は
時
に
朝
廷
に
赴
き
、
君
と
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共
に
大
事
を
謀
り
、
以
て
天
下
を
安
ん
じ
て
可
な
り
。
然
ら
ず
ん
ば
名
は
臣
子
た
り
、
市
し
て
朝
廷
の
様
、
軍
門
に
専
ら
に
さ
る
。
た
と
い

此
の
心
、
自
ら
以
て
忠
と
な
す
も
、
安
ん
ぞ
能
く
人
議
を
兎
れ
ん
や
。
若
し
猶
議
し
て
決
せ
ず
ん
ば
、
恐
ら
く
は
襲
部
属
よ
り
生
ぜ
ん
。
事

言
い
難
き
も
の
あ
り
。
閤
下
果
し
て
君
に
忠
な
ら
ば
、
嘗
に
赤
心
を
以
て
之
に
事
う
べ
く
、
若
し
他
国
あ
ら
ば
、
速
か
に
宜
し
く
竪
兵
、
以

て
境
土
を
固
め
よ
(
中
略
)
。

即
日
諸
軍
屯
駐
し
て
内
に
在
り
、

聞
に
居
り
鋭
を
養
う
。

閤
下
若
し
力
を
借
ら
ん
と
欲
せ
ば

但
だ

一
使
を

遣
わ
し
て
至
れ
。
即
時
調
設
し
て
鷹
援
せ
ん
。

と
あ
り
、
こ
れ
は
蹴
廓
帖
木
見
に
謀
反
を
勤
め
た
手
紙
で
あ
っ
て
、
蒙
古
君
臣
の
離
聞
を
計
っ
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
質
現
し
な

か
っ

た
が
、
太
租
の
希
草
し
た
の
は
蒙
古
が
分
裂
し
て
く
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
若
し
も
一
致
協
力
し
て
抵
抗
さ
れ
て
は
困
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
蒙
古
が
否
躍
な
く
一
致
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
よ
う
に
、
中
園
人
の
民
族
意
識
を
昂
揚
さ
せ
、
援
夷
思
想
を
鼓
舞
す
る
よ
う
な
こ
と
は
手

控
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
役
に
た
た
ぬ
観
念
論
に
左
右
さ
れ
る
よ
う
な
空
想
家
で
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
利
盆
を
傘
重
す
る
貫
際
家
で
あ



っ
た
。幸

い
に
し
て
元
朝
廷
は
太
租
が
想
像
し
た
よ
り
以
上
に
疲
弊
し
て
い
た
。
そ
れ
は
糧
食
の
不
足
に
苦
し
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
元
朝
は
毎

年
三
百
高
石
前
後
の
米
を
江
南
か
ら
海
運
で
北
京
に
運
ん
で
い
た
が
、
方
園
珍
、
張
士
誠
が
江
漸
の
海
岸
を
占
援
し
て
か
ら
、
南
方
の
米
が
全

然
北
上
し
な
く
な
っ
た
。

太
組
の
洪
武
元
年
は
、
江
南
の
海
運
が
打
撃
を
蒙
り
初
め
て
か
ら
約
十
年
ほ
ど
後
に
嘗
る
か
ら
、
こ
の
間
に
年
来
の
蓄
積
は
大
方
使
い
果
し

て
し
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
大
将
軍
徐
達
等
が
大
軍
を
率
い
て
北
征
す
る
と
、
蒙
古
人
を
含
め
て
元
の
持
土
は
、
議
期
し
た
程
の
抵
抗

も
な
く
、
相
率
い
て
降
参
し
、
元
の
順
帝
は
北
京
を
す
て
て
長
城
の
北
に
逃
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
天
子
と
そ
の
側
近
は
蒙
古
へ
逃
げ

こ
ん
だ
が
、
困
っ
た
の
は
こ
れ
に
従
っ
て
い
た
多
数
の
官
僚
、
軍
隊
で
あ
る
。
蒙
古
地
方
は
面
積
は
贋
い
が
生
産
力
が
低
い
。
到
底
多
数
の
新

来
の
客
を
容
れ
る
わ
け
に
行
か
な
い
。

ま
た
従
来
中
園
の
内
地
に
生
活
し
て
、
知
ら
ず
知
ら
ず
に
中
園
様
式
に
同
化
さ
れ
た
蒙
古
人
は
、
急
に

附
近
を
去
り
か
ね
て
い
た
と
こ
ろ
を
、
再
び
明
か
ら
攻
撃
を
受
け
る
と
、

お
め
お
め
と
降
人
に
な
っ
て
出
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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生
活
程
度
の
低
い
遊
牧
生
活
に
返
ろ
う
と
し
て
も
無
理
で
あ
る
。

一
た
び
北
方
に
走
っ
た
蒙
古
人
集
圏
も
ま
だ
中
園
に
未
練
が
あ
っ
て
長
城
の

太
組
は
此
等
の
蒙
古
か
ら
の
降
人
を
北
方
の
園
境
線
に
配
置
し
て
防
衛
に
嘗
ら
せ
た
。
そ
の
中
心
は
第
四
子
燕
玉
、
後
の
成
組
、
永
築
帝
が
鎖

守
す
る
北
卒
府
で
あ
る
。
ま
た
詔
し
て
蒙
古
人
と
色
白
人
た
る
こ
と
を
問
わ
ず
、
才
能
あ
る
者
を
拳
げ
て
擢
用
す
る
を
許
し
た
。
こ
れ
は
軍
職

の
み
と
は
限
ら
な
い
で
、

文
職
に
も
登
用
し
た
。

例
え
ば
洪
武
初
年
、

廉
州
知
府
と
し
て
政
績
を
あ
げ
た
脱
因
の
如
き
者
が
あ
る
(
明
史
容

一

三
へ
周
検
出
博
)
。

明
史
巻
一
五
六
は
明
初
蒙
古
そ
の
他
の
諸
部
落
の
降
人
の
列
停
で
あ
る
が
、
そ
の
賛
に

明
輿
り
、
諸
番
部
は
太
租
の
功
徳
を
懐
い
、
多
く
築
い
て
内
附
す
。
姓
名
を
賜
い
、
官
職
を
授
く
る
者
、
勝
げ
て
紀
す
べ
か
ら
ず
。

と
あ
り
、
同
巻
中
に
見
え
る
呉
允
誠
は
も
と
蒙
古
人
把
都
帖
木
見
で
あ
り
、
そ
の
蹄
付
は
永
繁
三
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
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帝
思
う
に
、
蒙
古
人
に
同
名
多
け
れ
ば
、
嘗
に
姓
を
賜
い
て
之
を
別
つ
べ
し
と
。
向
書
劉
儒
、
洪
武
の
故
事
の
如
く
、
編
し
て
勘
合
を
な
さ
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ん
と
請
う
。

と
あ
り
、
新
奮
姓
名
の
封
照
表
を
作
成
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

太
組
は
単
に
降
人
の
姓
名
を
漢
風
に
改
め
た
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
血
液
の
同
化
を
計
っ
た
。
す
な
わ
ち
部
族
人
同
士
の
婚
姻
を
禁
止
し
て
、

必
ず
中
園
人
と
結
婚
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
併
し
此
等
の
同
化
政
策
は
必
ず
し
も
立
法
措
置
を
ま
た
な
い
で
も
、
自
然
に
進
行
し
た
で
あ
ろ
う

こ
と
は
中
園
の
長
い
歴
史
が
事
貫
に
よ
っ
て
謹
明
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

通
観
す
る
に
中
園
史
上
に
お
い
て
文
武
官
の
地
位
、
か
こ
の
よ
う
に
顛
倒
し
た
時
代
は
、
元
代
を
除
い
て
外
に
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、

そ
れ

が
元
代
の
影
響
に
よ
る
と
解
し
な
け
れ
ば
説
明
が
つ
か
ぬ
こ
と
を
物
語
る
。
嘗
時
の
文
臣
、
特
に
儒
臣
は
武
臣
の
狼
戻
な
の
を
憎
ん
だ
。
明
軍

の
行
く
と
こ
ろ
、
元
朝
下
の
土
大
夫
階
級
は
何
れ
も
屠
滅
を
蒙
っ
た
こ
と
前
述
の
如
く
で
あ
る
が
、

」
れ
は
彼
等
に
同
志
的
な
好
意
を
よ
せ
る

明
朝
儒
臣
の
黙
覗
で
き
な
い
俊
行
で
あ
っ
た
。

元
朝
に
仕
え
た
進
士
た
ち
が
多
く
難
に
殉
じ
た
こ
と
は
越
翼
が
既
に
論
じ
た
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
の
外
に
、
或
い
は
詩
書
冠
晃
の
家
、
或
い
は
元
朝
の
臣
子
の
誇
り
を
も
っ

て
夫
婦
と
も
に
難
に
殉
じ
た
事
賓
が
、
元
史
巻
二

O
て
列
女
俸

に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
元
史
列
女
停
な
る
も
の
は
極
め
て
特
異
な
文
献
で
、
明
の
太
租
の
洪
武
年
間
に
成
り
な
が
ら
、
明
軍
の
鐙
行
を
指
摘
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し
た
個
所
が
あ
る
。

観
音
奴
の
妻
、
卜
顔
的
斤
は
蒙
古
氏
に
し
て
宗
王
黒
閣
の
女
な
り
。
大
都
が
兵
を
被
り
し
と
き
、
卜
顔
的
斤
は
そ
の
夫
に
謂
い
て
日
く
、
我

は
乃
ち
園
族
、
且
つ
年
少
、
必
ず
人
に
容
れ
ら
れ
ず
。
量
一
死
を
惜
し
み
て
以
て
家
園
を
辱
し
め
ん
や
と
。
迭
に
自
結
し
て
死
す
。
時
に
張

棟
の
妻
王
氏
、
家
人
に
語
げ
て
日
く
、
吾
は
朕
元
の
妻
た
り
。
義
と
し
て
辱
め
ら
る
べ
か
ら
ず
と
。
井
に
赴
い
て
死
す
(
中
略
〉。

安
志
道
の
萎
劉
氏
は
順
州
の
人
な
り
。
志
道
及
び
劉
氏
の
弟
明
理
、
並
び
に
進
士
の
第
に
登
る
。
劉
氏
丘
ハ
を
避
け
、
岩
冗
中
に
匿
る
。
軍
至

り
、
之
を
汚
さ
ん
と
欲
す
。
劉
氏
臼
く
、
我
が
弟
と
夫
と
皆
準
土
な
り
。
我
量
汝
が
辱
を
受
け
ん
や
と
。
軍
土
丘
ハ
を
以
て
そ
の
帥
躍
を
磨
す
。

劉
大
い
に
罵
り
撃
を
報
め
ず
。
軍
怒
り
乃
ち
其
の
舌
を
鈎
断
し
、
含
糊
し
て
死
す
。

安
謙
の
妻
越
氏
は
大
都
の
人
。
兵
大
都
を
破
る
。
越
氏
の
子
婦
、
温
氏
高
氏
、
孫
婦
高
氏
徐
氏
。

皆
委
色
あ
り
ハ
中
略
〉
。

皆
井
に
赴
-い
て



死
す
。

右
の
文
中
に
あ
る
軍
士
は
、
賊
と
書
い
て
な
い
か
ら
明
か
に
明
兵
で
あ
る
。
場
所
が
書
い
て
な
い
が
、
大
都
陥
落
の
記
事
に
挟
ま
れ
て
い
る

か
ら
、
こ
れ
も
大
都
に
お
け
る
出
来
事
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
で
み
る
と
明
軍
の
行
篤
は
、
列
女
博
の
前
の
部
分
に
記
さ
れ
て
い
る
流
賊

の
そ
れ
と
少
し
も
異
る
と
こ
ろ
な
い
。
明
史
編
纂
に
嘗
っ
た
儒
臣
た
ち
は
、

こ
の
明
軍
将
兵
の
無
規
律
、
残
忍
に
射
し
、
欽
定
の
正
史
と
い
う

舞
蓋
に
お
い
て
、
怒
を
こ
め
て
告
設
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
蟹
行
を
制
止
し
な
か
っ
た
太
組
の
無
関
心
に
抗
議
す
る
と
共
に
、

併
せ
て
何
時
ま
で
も
下
積
み
に
さ
れ
て
い
る
文
臣
の
欝
憤
を
も
晴
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
猪
疑
心
の
人
一
倍
深
い
太
租
で
あ
る
が
、

皐
の
悲
し
さ
で
、
こ
ん
な
翻
弄
を
受
け
た

4

こ
と
に
、
つ
い
気
付
か
な
い
で
す
ん
だ
。
洪
武
と
い
う
時
代
は
、

な
空
気
の
た
だ
よ
う
世
の
中
で
あ
っ
た
。
観
念
的
に
ば
か
り
史
を
讃
も
う
と
す
る
と
、

そ
こ
は
無

」
の
よ
う
に
何
と
も
い
え
ぬ
異
様

」
の
聞
の
員
相
が
つ
か
め
な
い
で
あ
ろ
う
。

太
組
の
政
策
に
お
け
る
元
・
明
の
断
絶
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上
述
す
る
所
を
組
合
し
て
観
察
す
る
と
、
太
粗
の
政
治
は
初
め
か
ら
蒙
古
に
劃
し
て
民
族
革
命
を
主
張
す
る
意
識
が
極
め
て
低
く
、
や
が
て

奮
来
の
蒙
古
風
を
改
め
た
り
、
蒙
古
降
人
を
同
化
し
た
り
す
る
政
策
も
、
甚
だ
緩
漫
に
極
め
て
徐
々
に
し
か
寅
施
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
清

末
の
激
烈
な
革
命
思
想
に
比
べ
る
と
同
日
の
談
で
な
く
、
従
っ
て
若
し
清
末
の
例
か
ら
類
推
し
て
元

・
明
革
命
を
見
ょ
う
と
す
る
と
大
き
な
見

嘗
違
い
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

併
し
な
が
ら
中
園
人
で
あ
る
太
組
に
は
、

や
は
り
中
園
人
と
し
て
の
理
想
が
あ
っ
た
。
太
組
が
蒙
古
の
遺
風
を
知
ら
ず
知
ら
ず
踏
襲
す
る
と

一
方
に
は
甚
だ
大
な
る
相
異
が
生
じ
た
の
は
嘗
然
で
あ
る
。
太
租
が
意
識
し
て
元
代
の
蓄
に
反
し
て
新
た
に
採

」
ろ
が
多
か
司
た
と
し
て
も
、

用
し
た
政
策
の
う
ち
、
最
も
著
し
い
の
は
そ
の
鎖
園
政
策
で
あ
る
。
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従
来
は
元
王
朝
の
下
に
中
園
・
満
洲
・
蒙
古
そ
の
他
近
隣
諸
園
を
含
め
て
、
東
亜
共
同
鐙
と
も
い
う
べ
き
大
な
る
通
商
。
フ
ロ
ッ
ク
が
形
成
さ

れ
て
い
た
。
市
し
て
長
い
東

E
の
歴
史
上
で
常
に
敵
封
欄
係
に
あ
っ
た
蒙
古
人

・
満
洲
人
な
ど
が
、
卒
和
に
且
つ
自
由
に
中
園
人
と
貿
易
す
る
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こ
と
が
出
来
た
貼
が
特
に
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
然
る
に
明
の
太
祖
は
こ
の
東
亜
共
同
艦
を
解
瞳
し
、
中
園
を
そ
の
中
か
ら
股
退
さ
せ
て
、

中
園
人
の
中
園
、
光
祭
あ
る
孤
立
を
宣
言
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
に
東
は
朝
鮮
、
南
は
安
南
、

中
園
か
ら
分
離
し
て
、
単
な
る
朝
貢
閣
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ

た。

西
は
チ
ベ
ッ
ト

・
西
域
、
北
は
蒙
古
が

併
し
な
が
ら
此
等
の
諸
閣
は
歴
史
的
に
中
園
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
全
然
分
離
し
て
し
ま
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

特
に
彼
等
は
中
園
と
通
商
し
て
、
中
園
の
物
資
を
入
手
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
が
買
は
明
の
太
租
の
揖
い
所
で
あ
る
。

中
園
と
通
商
を
希

草
す
る
外
園
は
、
先
ず
そ
の
君
長
が
明
の
主
権
を
認
め
て
そ
の
層
圏
と
な
り
、
朝
貢
の
義
務
を
果
す
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
。

こ
の
朝
貢
に
附
帯

し
て
朝
貢
使
随
員
と
中
園
人
民
と
の
聞
の
貿
易
が
認
可
さ
れ
る
。

こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
朝
貢
貿
易
制
度
で
あ
る
。
朝
貢
園
と
な
っ
た
外
園
の
君
長

は
よ
く
そ
の
人
民
を
取
締
っ
て
、
中
園
及
び
中
園
友
好
園
に
射
し
て
非
違
を
な
さ
ざ
る
責
任
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
翠
に
朝
貢
園
と

い
う
名
分
に
よ
る
だ
け
で
は
な
い
。
中
園
か
ら
興
え
ら
れ
た
朝
貢
貿
易
と
い
う
莫
大
な
恩
典
を
享
受
し
て
い
る
徳
義
に
報
い
る
べ
き
だ
と
い
う

義
務
を
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
中
園
は
世
界
の
中
央
に
位
し
、
そ
の
気
が
中
正
で
あ
る
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
産
物
を
所
有
し
て

諸
外
閣
の
風
土
は
一
方
に
偏
し
て
特
殊
な
産
物
し
か
有
せ
ず
、

自
給
自
足
で
き
る
が
、

ヲ
ゲ
の
園
民
が
人
間
ら
し
い
文
化
生
活
を
迭
る
た
め
に
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は
、
必
ず
中
園
と
交
易
と
し
て
そ
の
必
需
品
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
貿
易
は
中
園
で
必
要
と
せ
ず
し
て
、
諸
外
園
に
と
っ
て
不
可
歓
で

あ
り
、
従
っ
て
そ
の
許
可
は
中
園
の
外
闘
に
射
す
る
莫
大
な
恩
恵
で
あ
る
、

と
の
理
論
で
あ
る
。
既
に
中
園
は
外
園
貿
易
を
必
要
と
せ
ぬ
の
で

あ
る
か
ら
、
中
園
人
は
海
外
に
渡
航
す
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
紛
擾
を
避
け
る
た
め
に
固
く
こ
れ
を
禁
止
す
る
。
若
し
欲
す
る
な
ら
ば
、
外

園
人
の
方
か
ら
、
中
間
へ
出
向
い
て
貿
易
に
従
事
す
れ
ば
よ
い
。
そ
こ
で
い
わ
ゆ
る
鎖
園
令
が
下
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
鎖
園
と
は
中
園
の

絶
封
的
な
封
鎖
を
意
味
す
る
の
で
な
く
、
極
め
て
巌
重
な
貿
易
統
制
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
我
が
園
徳
川
時
代
の
鎖
園
と
略
々
向
性
質
の
も
の

で
あ
る
。

元
代
か
ら
、

明
の
太
租
が
鎖
闘
政
策
を
採
用
す
る
に
至
っ
た
動
機
は
、
彼
が
都
を
南
京
に
嚢
め
た
こ
と
と
関
連
を
も
っ
。
南
京
に
近
い
江

・
漸
の
海
岸
は

い
わ
ゆ
る
倭
冠
の
警
が
屡
々
報
、
ぜ
ら
れ
た
地
方
で
あ
る
。
而
し
て
倭
冠
な
る
も
の
は
そ
の
賞
、
中
闘
沿
海
の
人
民
が
日
本
人
を
誘



引
し
て
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
周
知
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
封
庭
す
る
最
も
有
効
な
方
法
は
、
中
園
と
外
園
と
の
人
民
を
隔
絶
し
、
君

主
と
君
主
と
の
外
交
関
係
を
主
軸
と
し
て
、
貿
易
を
こ
れ
に
附
帯
せ
し
め
る
に
如
く
は
な
い
。
こ
れ
が
鎖
園
主
義
で
あ
り
、
朝
貢
貿
易
制
度
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
同
じ
方
法
が
、
次
に
北
方
、
蒙
古
・
満
洲
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
の
太
組
は
高
里
長
城
、
及
び
こ
れ
に
接
績
す
る
遼

東
遊
婚
の
線
を
華
夷
の
境
と
し
、
こ
の
園
境
を
保
全
し
て
中
園
の
卒
和
を
保
ち
、
夷
の
放
に
華
を
第
せ
ざ
る
を
念
願
し
た
。
も
っ
と
も
こ
の
園

境
を
防
衛
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
外
部
に
前
進
基
地
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
、
長
城
外
に
た
と
え
ば
第
十
七
子
寧
王
を
封
じ
て
大
寧
衡

を
設
置
し
た
り
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
を
元
代
の
四
海
を
混
一
し
よ
う
と
い
う
政
策
に
比
べ
れ
ば
、
著
し
く
退
嬰
的
で
あ
る
。

太
租
の
北
方
に
劃
す
る
退
嬰
策
の
原
因
の
一
は
、
そ
の
南
京
葉
都
が
然
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
蒙
古
・
満
洲
は
南
京
か
ら
は
蝕
り
に
遠
距
離

強
大
な
軍
陵
を
園
境
に
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

に
あ
る
。
こ
の
遠
隔
の
蕃
地
を
完
全
に
内
地
化
す
る
は
も
と
よ
り
不
可
能
事
で
あ
り
、
叛
服
常
な
き
異
民
族
を
十
分
に
威
匪
す
る
た
め
に
は
、

か
く
て
は
圏
内
に
南
北
二
つ
の
中
心
が
護
生
す
る
虞
れ
が
あ
る
。
故
に
異
民
族
内
部
の
事
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件
に
は
深
く
立
入
る
こ
と
な
く
、
中
園
の
安
寧
を
主
た
る
目
的
と
し
て
、
貿
易
の
利
を
食
ら
わ
せ
つ
つ
、
朝
貢
服
属
せ
し
む
る
を
有
利
と
考
え

た
の
で
あ

っ
た
。

更
に
太
粗
の
退
嬰
策
の
直
接
的
原
因
は
、
洪
武
五
年
に
お
け
る
大
将
軍
徐
遠
の
蒙
古
遠
征
軍
が
、

ト
ラ
河
畔
に
お
い
て
、
大
敗
北
を
蒙

っ
た

こ
と
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
向
う
所
敵
の
な
か
っ
た
徐
達
の
大
軍
に
し
て
、

数
首
問
の
軍
を
失
っ
て
敗
退
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
蒙
古
全
土
を
卒
定

す
る
こ
と
の
い
か
に
困
難
で
あ
る
か
は
、
太
粗
も
痛
く
思
い
知
ら
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
か
く
し
て
周
園
の
異
民
族
は
、
中
園
か
ら
一
躍
分
離

さ
れ
た
外
園
、
乃
至
は
朝
貢
園
と
な
り
、
中
園
は
中
園
人
の
彊
域
を
領
土
と
し
た
皐
一
民
族
園
家
と
し
て
、
そ
の
中
央
部
に
首
都
を
擁
す
る
新

型
の
園
家
に
生
れ
か
わ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
中
園
歴
史
上
に
は
、
南
京
を
都
と
す
る
統
一
園
家
は
嘗
て
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

377 
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四

永
繁
帝
政
治
の
回
蹄
性

既
に
太
組
の
末
年
か
ら
そ
の
傾
向
が
現
わ
れ
初
め
て
い
た
文
臣
の
撞
頭
は
、
次
の
建
文
帝
の
時
代
に
な
っ
て
表
面
化
し
て
き
た
。
こ
の
傾
向

は
本
来
必
然
的
な
も
の
で
あ
り
、

て
、
文
が
興
る
こ
と
を
待
草
す
る
。
こ
こ
に
い
う
文
と
は
膏
吏
的
な
貫
務
の
文
で
は
な
く
、
開
学
問
的
な
書
香
を
も
っ
文
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ

卒
和
が
恢
復
さ
れ
る
と
共
に
武
官
は
働
く
場
所
が
な
く
な
り
、

中
園
社
禽
文
化
の
古
い
俸
統
は
武
を
僅
せ

で
科
穆
出
身
の
賀
子
澄

・
斉
泰
、

さ
て
は
宋
凍
の
門
生
で
あ
っ
た
方
孝
濡
等
が
建
文
帝
に
用
い
ら
れ
て
園
策
決
定
に
参
興
す
る
新
局
面
が
生
じ

た
。
併
し
こ
れ
は
結
果
と
し
て
失
敗
に
移
っ
た
。
太
租
の
方
針
を
受
け
つ
い
で
、

な
お
武
事
を
専
途
に
動
ん
で
い
た
燕
王
、
後
の
成
組
永
祭
帝

の
た
め
に
塵
倒
さ
れ
て
、
建
文
政
権
は
あ
え
な
く
浪
落
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

成
租
は
太
組
の
第
四
子
で
、
洪
武
三
年
に
燕
王
に
封
ぜ
ら
れ
た
が
、
賓
際
に
北
卒
に
鎖
し
た
の
は
洪
武
十
二
年
で
あ
っ
た
。
北
卒
は
言
う
ま
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で
も
な
く
元
の
大
都
で
あ
り
、
遼
金
以
来
、
北
方
民
族
が
中
園
を
支
配
す
る
た
め
に
設
け
た
最
大
、
最
重
要
の
軍
事
基
地
で
あ
っ
た
。
明
の
太

租
は
こ
の
地
を
占
領
す
る
と
、
逆
に
こ
れ
を
以
て
北
方
民
族
を
控
制
す
る
た
め
の
前
進
基
地
と
し
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
多
数
の
降
人
が
配
置

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
明
史
巻
七
七
、
食
貨
志
に

徐
達
が
沙
漠
を
卒
ぐ
る
や
、

北
卒
山
後
の
民
三
蔦
五
千
八
百
徐
戸
を
徒
し
て
、

し
、
民
と
な
す
者
に
は
回
を
給
す
。
叉
沙
漠
の
遺
民
三
寓
二
千
八
百
戸
を
以
て
北
平
に
屯
田
す
。
屯
二
百
五
十
四
を
置
き
、
地
を
開
く
こ
と

諸
府
衡
に
散
慮
し
、

籍
し
て
軍
と
な
す
者
に
は
衣
糧
を
給

千
三
百
四
十
三
頃
。

と
あ
り
、
明
史
巻
一
二
五
、
徐
達
俸
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
洪
武
四
年
の
こ
と
で
あ
り
、
諸
府
衡
と
は
北
卒
近
傍
の
地
方
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
い
う
土
地
で
あ
る
か
ら
燕
王
の
北
卒
府
は
士
馬
精
強
と
稽
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

併
し
太
租
は
燕
王
だ
け
を
特
に
強
カ
に
仕
立
て
た
の
で
は
な
い
。
山
西
に
は
菅
王
が
あ
っ
て
燕
王
に
劣
ら
ぬ
兵
力
を
も
ち
、
ま
た
洪
武
二

十
六
年
、
北
卒
の
北
、
喜
峯
口
外
の
大
寧
に
封
ぜ
ら
れ
て
赴
任
し
た
寧
王
は
太
租
の
第
十
七
子
で
あ
る
が
、
帯
甲
入
蔦
、
革
車
六
千
、
そ
の



勢
い
は
燕
王
を
凌
ぐ
程
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
。
明
史
巻
一
四
五
、
陳
亨
俸
に

北
卒
は
勢
い
弱
く
し
て
、
大
寧
行
都
司
の
領
す
る
所
の
輿
州
・
営
州
二
十
能
衛
は
み
な
西
北
の
精
鋭
な
り
。
架
顔
・
泰
寧
・

一
帽
除
の
三
衛
の

元
の
降
持
の
統
す
る
所
の
番
騎
強
卒
は
尤
も
購
勇
な
り
。

と
あ
り
、
靖
難
の
役
に
お
い
て
燕
王
が
成
功
し
た
の
は
、
先
ず
彼
が
寧
王
を
証
い
て
、
此
等
の
蒙
古
部
陵
を
掌
握
し
た
所
に
原
因
が
あ
っ
た
。

燕
王
が
建
文
帝
政
権
を
倒
し
、
皇
帝
(
成
租
永
築
帝
〉
と
し
て
北
京
政
権
を
樹
立
す
る
と
、
こ
れ
は
車
な
る
主
権
者
交
替
以
上
の
政
治
革
命

を
意
味
し
た
。

永
祭
帝
政
権
が
、
建
文
帝
政
権
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
そ
の
文
臣
政
治
を
打
倒
し
て
、
太
租
時
代
の
武
臣
政
治
を
復
活
し
た
貼
に
あ
る
。
明

史
巻
一
四
五
、
挑
慶
孝
俸
に

ひ
と
り
道
術
(
挑
康
孝
)
の
み
策
を
定
め
て
兵
を
起
す
。

と
あ
り
、
こ
の
道
街
は
太
組
が
選
ん
で
燕
王
に
配
置
し
た
信
で
儒
書
に
通
じ
、
詩
を
善
く
し
た
と
い
う
が
、
も
ち
ろ
ん
皐
者
肌
の
儒
臣
で
は
な

(
永
柴
)
帝
の
藩
邸
に
あ
る
や
、
接
す
る
所
は
み
な
武
人
な
り
。
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か
っ
た
。
建
文
帝
を
倒
し
て
即
位
し
た
後
、
進
士
出
身
の
解
鱈
を
用
い
た
が
、
後
に
訣
裁
を
加
え
た
貼
も
太
粗
の
気
風
に
似
た
所
が
あ
る
。
外

に
文
臣
、
責
准
・
胡
贋
・
金
幼
孜
・
楊
士
奇
・
楊
柴
な
ど
を
重
用
し
た
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
秘
書
官
、
乃
至
は
家
庭
激
師
以
上
の
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
反
っ
て
重
ん
ず
る
所
は
、
張
輔
・
宋
歳
・
呉
允
誠
等
の
武
臣
に
あ
っ
た
。

併
し
な
が
ら
成
租
の
政
策
は
、
父
の
太
租
と
大
い
に
異
な
り
、
殆
ど
百
八
十
度
の
轄
回
を
途
げ
た
貼
が
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
劉
外
姿
勢
が
消

極
策
か
ら
積
極
策
に
か
わ
り
、
こ
れ
に
伴
っ
て
父
の
奮
都
南
京
を
棄
て
、
自
己
の
封
地
北
京
を
首
都
と
し
た
事
責
で
あ
る
。

太
組
の
北
透
に
謝
す
る
消
極
策
も
、
時
に
は
勢
い
に
動
か
さ
れ
て
、
積
極
策
に
一
時
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
も
な
い
で
は
な
か
っ
た
。
洪
武

二
十
年
、
二
十
一
年
に
鴻
勝
、
藍
玉
等
が
大
軍
を
率
い
て
北
征
し
、
北
元
の
丞
相
納
恰
出
を
降
し
、
つ
い
で
北
元
主
股
古
思
帖
木
見
を
捕
魚
児

海
に
破
っ
た
如
き
は
そ
の
例
で
あ
る
。

併
し
そ
の
後
、
成
組
の
靖
難
の
役
の
聞
に
、
北
方
蒙
古
に
射
す
る
防
備
が
手
薄
に
な
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
幸
い
な
こ
と
に
嘗
時
蒙
古
は

379 
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二
勢
力
に
分
裂
し
、
東
方
に
は
北
元
の
後
を
う
け
る
韓
担
部
の
本
雅
失
里
が
買
力
者
の
阿
魯
台
に
よ
っ
て
、
西
域
の
チ
ム

l
ル
大
王
の
許
か
ら

呼
び
か
え
さ
れ
て
擁
立
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
劃
し
て
西
方
に
は
新
興
の
瓦
刺
部
が
勢
い
壷
ん
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。

、
氷
繁
七
年
(
一
四

O
九
年
〉
、
帝
が
本
雅
失
里
の
許
へ
朝
貢
を
勧
め
に
や
っ
た
使
者
が
殺
さ
れ
た
の
で
、
大
将
軍
丘
一
帽
を
し
て
北
征
せ
し
め

た
と
こ
ろ
、
彼
は
敵
の
説
計
に
陥
っ
て
戦
死
し
た
。
翌
年
、
帝
自
ら
五
十
蔦
と
稿
す
る
大
軍
を
率
い
て
親
征
し
、
西
に
向
っ
て
本
雅
失
里
を
斡

難
河
畔
に
破
り
、
東
に
向
つ
に
輿
安
嶺
で
阿
魯
台
に
打
撃
を
興
え
て
こ
れ
を
降
し
た
。

東
方
韓
担
部
が
明
に
破
ら
れ
て
衰
え
る
と
、
代
っ
て
勢
い
を
得
た
の
が
西
方
の
瓦
刺
部
で
あ
り
、

亡
命
し
て
き
た
本
雅
失
里
を
殺
し
、
東
に

向
っ
て
韓
担
部
を
侵
し
た
。
永
繁
十
二
年
、
帝
は
瓦
刺
を
親
征
し
、
忽
蘭
忽
失
温
に
お
い
て
大
曾
戦
し
、
火
器
の
力
に
よ
っ
て
大
い
に
敵
を
破

る
こ
と
が
で
き
た
。
瓦
刺
部
は
こ
れ
に
懲
り
て
、
使
を
迭
っ
て
謝
罪
開
眼
し
た
。

然
る
に
瓦
刺
が
衰
え
る
と
、
再
び
強
盛
に
な
っ
た
の
が
龍
鞄
の
阿
魯
台
で
あ
り
、
西
に
向
っ
て
瓦
刺
を
侵
し
、

に
至
っ
た
。
、
氷
繁
帝
は
今
度
は
再
び
阿
魯
台
に
向
っ
て
討
伐
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

や
が
て
明
の
透
境
を
も
伺
う
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永
繁
二
十
年
、
帝
は
第
三
回
の
親
征
に
出
護
し
た
が
、
阿
魯
台
は
明
軍
と
の
決
戦
を
避
け
て
遠
く
に
逃
れ
た
の
で
、
殆
ど
成
果
が
得
ら
れ
な

か
っ
た
。
績
く
翌
年
の
第
四
回
、
更
に
そ
の
翌
年
の
第
五
回
も
空
し
く
沙
漠
に
大
軍
を
往
復
さ
せ
て
示
威
運
動
を
行
な
っ
た
だ
け
に
終
っ
た
。

併
し
な
が
ら
中
園
人
の
天
子
が
、
自
ら
丘
(
を
率
い
て
外
蒙
古
に
進
出
し
て
戦
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
、
長
い
中
園
の
歴
史
に
お
い
て
空

前
絶
後
の
社
翠
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
漢
の
武
帝
ゃ
、
唐
の
太
宗
は
武
威
を
漠
北
に
輝
か
せ
た
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
将
軍
を
波
遣
し

て
戦
争
さ
せ
た
の
で
あ
っ
て
、
自
ら
は
都
に
あ
っ
て
、
遁
か
に
撃
援
を
迭
っ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
。
永
築
帝
が
親
ら
五
回
に
亙
っ
て
沙
漠
に
出

撃
し
た
に
つ
い
て
は
、
齢
程
の
決
心
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
明
か
に
彼
の
理
想
は
父
の
太
租
と
は
齢
程
異
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
意
圃

す
る
も
の
は
、

中
園
人
の
中
園
で
は
な
く
、
中
園
を
中
心
と
し
た
東

E
共
同
健
の
形
成
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
言
い
か
え
れ
ば
、
こ
れ
は
元

帝
閣
の
復
活
で
あ
る
。
彼
は
自
ら
元
の
世
租
の
再
来
を
以
て
任
じ
た
と
見
ら
れ
な
く
も
な
い
。

こ
の
こ
と
は
彼
の
封
南
方
政
策
に
よ
っ
て
も
傍
註
さ
れ
る
。
彼
は
安
南
の
内
観
に
乗
じ
、
兵
を
出
し
て
全
土
を
卒
定
し
た
。
こ
の
場
合
も
、



安
南
の
内
蹴
は
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
な
く
、
既
に
太
租
の
時
か
ら
起
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
太
租
は
こ
れ
を
外
園
の
事
件
と
し
て
放
任
し
た

の
に
反
し
、
永
繁
帝
は
好
機
逸
す
べ
か
ら
ず
と
し
て
兵
を
進
め
て
一

奉
に
内
地
化
を
計
吹
た
の
で
あ
る
。
こ
の
安
南
は
元
の
世
相
が
西
識
を
卒

定
し
た
時
、
部
将
冗
良
晴
台
を
や
っ
て
征
服
さ
せ
た
所
で
あ

っ
た
。

永
祭
帝
は
安
南
に
深
入
り
し
す
ぎ
た
が
、
そ
れ
以
上
に
蒙
古
に
深
入
り
し
す
、
ぎ
た
。
自
己
が
元
の
世
租
の
再
来
た
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も

全
豪
古
を
支
配
下
に
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
こ
れ
だ
け
蒙
古
に
深
入
り
す
れ
ば
、
必
然
の
結
果
と
し
て
北
京
に
常
駐
し
て
、

こ
こ
を
作
戦
根
接
地
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

か
く
し
て
北
京
選
都
が
貫
現
さ
れ
、
、
氷
繁
帝
は
い
よ
い
よ
元
の
世
租
の
後
継
者
た
る
色

彩
を
強
く
打
出
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

、
氷
繁
帝
は
北
京
が
創
業
の
地
で
あ
り
、

且
つ
戦
略
上
の
要
衝
で
あ
る
か
ら
、
即
位
の
後
も
こ
れ
を
見
放
す
わ
け
に
は
行
か
な
か
っ
た
の
で
、

永
築
元
年
正
月
に
、
従
来
の
北
卒
府
の
名
を
改
め
、
北
京
を
立
て
順
天
府
と
名
付
け
た
。
併
し
首
都
は
依
然
と
し
て
南
京
麿
天
府
で
あ
っ
た
の

で
、
北
京
を
行
在
と
稿
し
た
。
正
統
政
府
は
南
京
に
お
か
れ
、
北
京
は
政
府
の
出
張
所
、
そ
の
六
部
は
行
在
六
部
、
す
な
わ
ち
行
部
で
し
か
な

か
っ
た
。
然
る
に
年
と
共
に
北
京
の
比
重
が
増
し
て
き
た
。
永
楽
四
年
、
北
京
新
宮
殴
の
建
設
が
着
手
さ
れ
、
十
九
年
に
完
成
す
る
と
、
南
北

の
地
位
が
逆
轄
し
、
北
京
が
京
師
と
稿
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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洪
武
か
ら
永
楽
へ
の
饗
化
は
、
車
に
永
楽
帝
の
個
人
的
な
趣
好
を
以
て
説
明
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
は
大
き
な
東
直
全
鐙
の
動
き
を
背

景
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
元
帝
園
は
明
に
よ
っ
て
滅
亡
せ
し
め
ら
れ
た
が
、
世
界
の
大
勢
は
元
帝
園
の
復
活
を
必
要
と
感
じ
た
の
で
あ
る
。

結
局
、
明
王
朝
が
建
園
の
理
想
に
反
し
、
自
ら
援
質
し
て
元
帝
園
の
後
継
者
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
こ
の
轄
身
が
成
功
し
た
か
否

か
は
ま
た
自
ら
別
の
問
題
で
あ
る
。

五

結

E命

と

島余

論
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中
園
と
蒙
古
と
満
洲
と

こ
の
三
者
を
合
し
た
慶
大
な
地
域
と
人
民
と
を
結
合
し
て
一
つ
の
共
同
韓
を
形
成
す
る
こ
と
は
至
難
の
業
で
あ
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る
。
中
園
史
上
、

一
時
的
に
そ
れ
が
出
現
し
た
例
は
度
々
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
永
綴
し
た
例
は
極
め
て
少
な
く
、
こ
れ
あ
る
は
元
帝
園
を
以
て

フ
ビ
ラ
イ
汗
世
租
の
手
腕
を
以
て
す
る
も
、
そ
の
一
代
の
聞
に

は
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
次
代
成

鴨
矢
と
す
る
。
し
か
も
そ
れ
は
英
主

宗
の
縫
承
の
世
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

き
れ
ば
永
楽
帝
が
そ
の
在
位
二
十
三
年
の
聞
に
、
元
代
の
蓄
領
域
を
恢
復
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
か
ら
と
い

司
て
、
彼
の
無
力
を
責
め

る
こ
と
は
首
ら
な
い
。

併
し

其
後
の
推
移
を
見
る
と
、

彼
の
子
孫
の
代
に
お
い
て
も

蒙
古
を
屈
服
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
か
司

た
事
情
の
中

に
、
何
か
し
ら
明
王
朝
の
本
質
的
な
弱
貼
が
露
呈
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

明
王
朝
は
太
租
の
個
人
的
性
格
が一
示
す
よ
う
に
、
根
本
的
な
紋
陥
を
有
し
て
い
た
。
そ
れ
は
中
園
人
の
中
聞
と
い
う
民
族
主
義
風
潮
と
濁
裁

君
主
制
と
の
侍
統
の
波
に
乗
り
、
こ
れ
を
利
用
し
た
王
朝
的
エ
ゴ
イ
ス
ム
で
あ
る
。
一
王
朝
は
自
身
を
永
遠
に
侍
え
た
い
と
い
う
願
望
が
あ
る

エ
ゴ
イ
ズ
ム
傾
向
を
有
す
る
の
は
嘗
然
で
あ
る
が
、
さ
り
と
て
明
の
場
合
は
除
り
に
度
が
過
ぎ
た
。
王
室
と
光
輝
を
必
ず
い
そ
う
な
功
臣

限
り
、

し
か
し
家
族
を
含
め
て
功
臣
を
殺
裁
し
て
お
い
て
、

そ
の
あ
と
一
家
を
各
地
に
分
封
し
て
王
と
し
た
の
で
は
そ
の
効
果
が
相
殺
さ
れ
て
し
ま
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は
、
何
の
理
由
も
な
く
片
端
か
ら
屠
殺
さ
れ
た
。
尤
も
こ
れ
は
大
局
的
に
見
て
其
後
の
祉
舎
の
安
定
に
寄
興
し
た
黙
が
な
い
と
は
言
え
な
い
。

ぅ
。
況
ん
や
如
向
な
る
効
果
を
仲
け

っ
た
こ
と
で
あ
れ
、
多
数
の
無
事
の
人
聞
を
屠
殺
す
る
こ
と
は
、
人
道
上
か
ら
許
さ
る
べ
き
で
は
な
い。

い
わ
ゆ
る
朝
貢
貿
易
制
度
も
ま
た

一
方
に
お
い
て
は
自
園
の
人
民
を
、
他
方
に
お
い
て
は
外
園
の
人
民
を
犠
牲
に
供
し
て
顧
み
な
い
利
己

的
な
政
策
で
あ

っ
た
。
通
商
貿
易
は
人
類
の
本
能
的
に
近
い
欲
望
と
い

っ
て
よ
く
、

い
わ
ゆ
る
有
史
以
前
の
古
代
か
ら
、
世
界
の
人
類
の
聞
に

お
い
て
、
色
々
な
形
で
普
遍
的
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
統
制
を
加
え
る
の
は
、
よ
く
よ
く
の
理
由
が
な
け
れ
ば
認
め
ら
る
ベ

き
で
な
い
。
然
る
に
明
王
朝
は
単
な
る
政
策
の
都
合
で
、
海
外
渡
航
を
欲
す
る
自
閣
の
人
民
に
絶
劃
の
禁
止
を
命
じ
、
渡
来
を
欲
す
る
外
園
人

民
に
苛
酷
な
制
限
を
科
し
た
。
し
か
も
王
室
が
欲
す
る
時
に
は
、
鄭
和
の
遠
征
の
よ
う
な
大
規
模
な
貿
易
巡
躍
を
行
わ
せ
た
。
莫
大
な
園
費
を

投
じ
、
大
動
員
を
行
い
、
そ
し
て
獲
物
は
凡
て
王
室
に
揖
附
属
す
る
の
で
あ
る
。
明
代
の
い
わ
ゆ
る
倭
冠
な
る
現
象
は
、
こ
の
王
朝
エ
ゴ
イ
ズ
ム

に
劃
す
る
人
民
の
反
抗
で
あ
っ
て
、
そ
の
犠
牲
者
は
外
な
ら
ぬ
人
民
で
あ
っ
た
が
、
併
し
結
局
の
と
こ
ろ
は
、
こ
れ
が
明
を
滅
亡
に
導
く
一
原



考
察
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

因
と
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
永
楽
帝
の
針
北
方
政
策
も
、

ほ
ぼ
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
事
情
を
背
景
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
諜
想
し
て

永
楽
帝
が
元
の
世
租
の
後
縫
者
に
な
ろ
う
と
し
て
な
り
得
な
か
っ
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
武
力
に
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し

か
し
た
だ
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
何
と
な
れ
ば
彼
は
、
東
の
韓
担
部
に
劃
し
で
も
、
西
の
瓦
刺
部
に
劃
し
て
も
、

撃
を
興
与
え
て
、
こ
れ
を
鯖
服
さ
せ
る
に
成
功
し
た
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
彼
等
は
間
も
な
く
叛
き
去
っ
て
再
び
敵
劃
す
る
の
で
あ
る
が
、
む
し

ろ
こ
の
黙
に
重
要
な
問
題
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。

一
度
は
し
た
た
か
打

東
E
の
形
勢
は
宋
代
以
後
の
近
世
に
入
っ
て

中
園
周
圏
の
異
民
族
が

夫
々
旺
盛
な
民
族
的
自
費
を
起
し
た
事
賓
が
顕
著
に
認
め
ら
れ

る
。
併
し
な
が
ら
こ
の
民
族
的
自
費
も
絶
針
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
政
治
・
経
慣

・
文
化
な
ど
に
お
け
る
中
園
の
優
位
を
考
慮
す
れ
ば
、
自

然
に
そ
こ
に
現
質
的
な
政
策
の
線
が
現
わ
れ
て
く
る
。
た
だ
し
も
し
中
園
が
あ
ま
り
に
身
勝
手
な
中
華
主
義
、
中
園
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
態
度
を

示
せ
ば
、
こ
れ
に
反
援
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
は
自
然
で
あ
る
。
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韓
鞄
部
の
阿
魯
台
、が
、
何
故
に
永
楽
帝
に
反
抗
を
企
て
た
か
、
そ
の
聞
の
事
情
は
あ
ま
り
明
白
で
な
い
。
併
し
単
に
、
夷
秋
は
叛
服
常
な
ら

ず
、
と
い
う
よ
う
な
中
園
的
な
解
樟
で
は
濁
善
す
ぎ
る
。
ま
た
単
に
政
策
の
拙
劣
と
い
う
よ
り
以
上
に
、
異
民
族
と
し
て
我
慢
の
で
き
な
い
博

統
的
な
制
夷
策
が
暴
露
さ
れ
て
、
彼
等
の
憤
激
を
買

っ
た
も
の
で
な
い
か
。
中
園
は
常
に
以
夷
制
夷
の
故
智
を
以
て
外
闘
に
墓
み
、
分
割
統
治

の
希
墓
を
す
て
な
い
。
故
に
蹄
降
者
が
あ
れ
ば
、
事
情
の
如
何
を
問
わ
ず
牧
容
す
る
。
阿
魯
台
が
叛
去
す
る
直
前
、
永
楽
十
八
年
、
九
月
乙
酉

の
こ
と
と
し
て
、
永
楽
貫
録
各
一
一
七
に

韓
組
の
恰
臥

・
股
歓

・
愛
不
干

・
廼
馬
万
ノ
等
来
蹄
し
、
願
わ
く
は
京
師
に
居
ら
ん
と
奏
す
。
命
じ
て
暗
品
を
正
千
戸
と
な
し
、
脱
歓
を
副
千

戸
と
な
し
、
愛
不
千

・
廼
馬
デ
等
を
百
戸
と
な
し
、
賜
予
す
る
こ
と
例
の
如
し
。

と
あ
り
、
既
に
先
例
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
様
な
納
叛
の
事
寅
は
こ
の
時
に
限
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う。

瓦
刺
も
縫
担
も
、
勢
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い
盛
ん
に
な
る
と
明
に
寵
す
る
傾
向
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
明
の
方
で
も
、
韓
担
が
盛
ん
に
な
れ
ば
瓦
刺
を
助
け
、
瓦
刺
が
盛
ん
に
な
れ
ば
髄
担
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を
助
け
る
と
い
う
常
套
手
段
を
と
る
の
で
、
こ
れ
に
封
す
る
反
躍
と
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

併
し
何
よ
り
も
重
要
な
理
由
は
、
永
楽
帝
が
父
太
組
の
鎖
園
主
義
、
朝
貢
貿
易
制
度
を
、
租
法
と
い
う
名
分
に
よ

っ
て
、
そ
の
ま
ま
踏
襲
し

た
貼
に
蹄
せ
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
外
園
人
民
の
針
中
園
貿
易
に
劃
す
る
強
い
欲
求
を
人
魚
的
に
制
限
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
代
償
と
し
て
外
園

君
長
に
は
も
っ
と
寛
大
な
特
典
を
興
え
る
べ
き
で
あ
っ

た
。
た
と
え
ば
宋
朝
が
契
丹
に
興
え
た
歳
幣
、
銀
絹
五
十
寓
は
、
多
額
の
よ
う
に
見
え

て
、
寅
は
卒
和
の
代
償
と
し
て
決
し
て
高
慣
に
す
ぎ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
い
わ
ば
後
湛
園
援
助
費
の
如
き
性
質
の
も
の
で
、
屈
辱

と
考
え
る
の
は
思
い
過
ご
し
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
比
べ
て
明
朝
廷
の
外
園
君
主
に
輿
え
る
賜
興
は
甚
だ
貧
弱
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
太
租
は
貧

乏
人
か
ら
の
出
身
で
あ
り
、
大
鋭
窮
乏
の
後
に
即
位
し
た
の
で
あ
，る
か
ら
仕
方
な
い
。
永
楽
帝
の
時
代
に
は
園
運
も
隆
盛
に
赴
き
、
産
業
も
復

興
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
も
っ
と
鷹
揚
に
振
舞

っ
て
も
よ
か
司

た
の
で
あ
る
。
彼
は
財
政
の
使
い
方
を
知
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
最
後
に
外
征

の
た
め
に
莫
大
な
浪
費
を
強
い
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
も
結
局
、

そ
の
極
端
な
王
朝

エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
首
然
の
蹄
結
で
あ
り
、
こ
れ
を
可
能
な
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め
で
あ
っ

た。

そ
し
て
最
後
に
、
こ
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
政
策
の
破
綻
か
ら
、

そ
の
民
族

エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
、
こ
れ
に
加
う
る
に
宋
代
以
後
の
君
主
濁
裁
曲
目
制
を
以
て
し
た
た

王
朝
の
滅
亡
へ
の
道
を
暴
走
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
う
い
う
鈷
を

ら
し
め
た
の
は
、
停
統
的
な
中
閣
の
中
華
主
義
、

指
摘
す
る
歴
史
家
が
甚
だ
勘
い
の
は
不
思
議
で
あ
る
。

以
下
は
除
論
で
あ
る
。
歴
史
に
は
断
絶
の
面
と
、
連
績
の
面
と
、
二
つ
の
面
が
あ
る
が
、
そ
の
外
に
回
開
性
の
面
、
が
あ
る
。
元

・
明
革
命
は

た
し
か
に
民
族
革
命
に
相
違
な
く
、
そ
こ
に
大
き
な
断
絶
が
認
め
ら
れ
る
。

併
し
如
何
な
る
場
合
に
も
、
歴
史
上
の
断
絶
に
は
完
全
な
る
断
絶

こ
れ
を
過
去
の
歴
史
に
見
る
も
、

は
あ
り
え
な
い
。

必
ず
ど
こ
か
に
連
績
の
面
が
残
る
も
の
で
あ
る
。

唐
代
の
律
は

王
朝
の
交
替
に
関
係
な

く
、
宋
一
代
を
通
じ
て
根
本
法
典
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
次
に
明
以
後
の
例
で
は
、
大
明
曾
典
が
異
民
族
園
家
た
る
清
朝
の
初
期
に
用
い
ら
れ

た
こ
と
は
甚
だ
異
様
な
感
を
興
え
る
。
史
料
叢
刊
初
編
上
に
牧
め
ら
れ
た
天
聴
朝
臣
工
奏
議
上
に
、
天
聴
六
年
正
月
、
高
鴻
中
が
刑
部
事
宜
を

陳
じ
た
る
奏
に
射
し

上
識
あ
り
、
凡
そ
事
は
凡
て
大
明
禽
典
に
照
し
て
行
な
え。



と
見
え
て
い
る
。
さ
れ
ば
元
・
明
革
命
の
場
合
に
も
意
外
に
も
連
績
の
面
が
強
か
っ
た
と
い
っ
て
も
、
別
に
驚
く
に
嘗
ら
な
い
。
こ
の
革
命
は

初
め
か
ら
意
識
さ
れ
た
民
族
革
命
と
い
う
よ
り
は
、
結
果
と
し
て
生
じ
た
民
族
革
命
で
あ

っ
た
と
い
う
方
が
遁
嘗
か
も
し
れ
な
か

司
た
。
従
っ

て
断
絶
の
面
は
極
め
て
徐
々
に
現
わ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
甚
だ
不
徹
底
な
黙
が
後
世
ま
で
蔑
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

太
組
が
賓
施
し
た
最
大
の
断
絶
は
、
元
代
の
東

E
共
同
桂
か
ら
脱
退
し
、
中
園
人
の
中
園
に
立
寵
り
、
鎖
国
を
断
行
し
た
黙
に
あ
る
。
然
る

に
次
の
永
楽
帝
の
時
代
に
な
り
、
強
い
団
関
性
が
現
わ
れ
て
、
再
び
元
代
の
よ
う
な
東

E
共
同
睡
眠
の
再
建
が
企
て
ら
れ
た
。
永
楽
帝
は
こ
の
艶

で
、
元
の
世
租
の
再
来
と
も
い
え
る
。
類
似
の
現
象
は
歴
史
上
に
屡
々
現
わ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

ス
タ
ー
リ
ン
は
レ
l

ニ
ン
よ
り
も
ピ
l
タ

l
大
帝
に
似
、

ヒ
ッ
ト
ラ
ー
は
カ
イ
ザ
l
に
似
た
。

日
本
で
も
傘
王
嬢
夷
運
動
に
始
ま
っ
た
筈
の
王
政
復
古
は
、
結
局
、
東
京
へ
都
を
遷
し
て

開
園
主
義
に
轄
向
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
寅
は
こ
の
よ
う
な
断
絶
・
連
績
・
回
簡
の
展
開
の
聞
に
、
そ
の
園
の
園
民
性
が
最
も
よ
く
看
取
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
過
去
か
ら
の
断
絶
を
標
携
す
る
革
命
の
中
に
意
外
な
連
績
が
存
在
し
そ
の
断
絶
も
や
が
て
、
ゆ
り
か
え
し
的
な
回
婦
に
落
付
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く
と
い
う

一
種
の
法
則
は
、
単
に
過
去
だ
け
で
な
く
、
現
在
に
も
ま
た
未
来
に
も
出
現
す
る
で
あ
ろ
う
。
現
今
の
中
園
も
恐
ら
く
こ
の
類
型
に

よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
部
分
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
具
鐙
的
に
何
が
連
績
で
あ
り
、
何
が
回
婦
で
あ
る
か
は
讃
者
の
判
断
に
委
ね
よ
う。

(
蝕
白
録
)
燕
雲
十
六
州
の
地
園

近
頃
多
く
出
た
概
読
書
の
記
載
中
、
宋
・
遼
時
代
の
所
謂
、
燕
雲
十
六
州
の
地
園
ほ
ど
種
々
に
誤
っ
て
い
る
も
の
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
の
原
因
は
根
擦
に
さ
れ
た
箭
内
亙
博
士
の
東
洋
譲
史
地
園
の
こ
の
部
分
が
、
色
を
塗
り
違
え
て

い
た
震
で
あ
る
。
抑
も
十
六

州
の
中
、
議
・
莫
二
州
は
周
の
世
宗
が
依
復
し
た
が
、
次
に
遼
の
聖
宗
が
宋
の
太
宗
か
ら
易
州
を
奪
取
し
、
連
淵
の
和
約
で
は
現
肢

を
そ
の
ま
ま
承
認
し
た
の
で
、
以
後
問
題
の
地
は
貫
際
に
は
十
五
州
だ
っ
た
。
管
・
卒
の
諸
州
は
勿
論
こ
の
外
に
あ
る
。
空
前
の
名

著
に
し
て
更
に
和
田
博
士
の
校
閲
を
経
て
、
な
お
こ
の
誤
り
が
あ
る
。
こ
の
頃
概
読
書
に
筆
を
と
る
こ
と
数
次
、
著
述
の
難
き
を
歎

ず

る

や

切

な

る

も

の

が

あ

る

。

(

宮

崎

市

定

)
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