
タ
ト
リ
£
局
、
。
ル

第
二
十
八
巻

第
二
・
三
合
併
競

昭
和
四
十
四
年
十
二
月
護
行

中
園
天
文
皐
の
護
達
と
そ
の
限
界

薮

内

清

中
園
天
文
皐
の
パ
タ
ー
ン
は
、

ほ
ぼ
漢
代
に
で
き
あ
が
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
後
の
天
文
皐
は
、
こ
う
し
た
パ
タ
ー
ン
の
中

- 1ー

で
、
ゆ
る
や
か
な
速
度
で
設
展
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
天
動
説
か
ら
地
動
説
へ
と
準
ん
だ
、
革
命
的
な
で
き
ご
と
は
、

つ
い
に
み
ら
れ
な

か
っ
た
。

天
文
拳
の
誕
生
は
、
何
れ
の
古
代
文
明
に
お
い
て
も
、
そ
の
文
明
と
と
も
に
は
じ
ま
っ
た
。
中
園
で
は
最
初
の
歴
史
的
王
朝
で
あ
る
肢
に
お

い
て
、
天
文
皐
は
暦
法
の
分
野
で
誕
生
し
た
。
月
の
み
ち
か
け
の
周
期
に
従
っ
て
、
一
月
を
三
十
日
と
二
十
九
日
の
大
小
に
分
け
二
年
の
周
期

に
合
わ
せ
る
た
め
、
十
二
か
月
の
一
年
を
卒
年
と
し
、
二
、
三
年
に
一
回
の
閏
月
を
お
き
、
閏
年
に
は
十
三
か
月
が
ふ
く
ま
れ
た
。
す
な
わ
ち

①
 

段
代
に
は
、
太
陰
太
陽
暦
が
成
立
し
た
。
し
か
し
嘗
時
の
太
陰
太
陽
暦
は
、
董
作
賓
が
い
う
の
と
は
ち
が
っ
て
、
四
分
暦
の
よ
う
な
高
次
な
も

の
で
は
な
か

っ
た
。
太
陰
太
陽
暦
で
、
も

っ
と
も
難
し
い
問
題
は
、
置
閏
法
で
あ
っ
た
。
四
分
暦
で
は
、
十
九
年
に
七
か
月
の
閏
月
を
お
く
と

い
う
メ
ト
ン
周
期
、
さ
ら
に
七
十
六
年
を
周
期
と
し
て
、
季
節
と
月
相
と
が
完
全
に
復
掃
す
る
と
い
う
、
カ
リ
ポ
ス
周
期
を
基
礎
と
す
る
が
、
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こ
う
し
た
十
九
年
法
や
七
十
六
年
は
、
股
代
に
は
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
知
識
は
、

@
 

時
代
に
知
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

は
る
か
お
く
れ
て
、
戟
園

メ
ト
ン
及
び
カ
リ
ポ
ス
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
名
を
冠
す
る
周
期
を
提
唱
し
た
ギ
リ
シ
ア
の
天
文
皐
者
で
あ
る

が
、
中
園
人
が
こ
う
し
た
知
識
を
ギ
リ
シ
ア
か
ら
皐
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。
股
周
の
時
代
、
す
な
わ
ち
千
年
に
近
い
長
い
期
間
に
中
園
人
自
ら

が
、
自
然
の
注
意
深
い
観
察
に
よ
っ
て
聞
学
び
と
っ
た
知
識
で
あ
っ
た
。
き
わ
め
て
プ
ラ
チ
カ
ル
な
民
族
で
あ
っ
た
中
園
人
が
、
賞
用
的
な
暦
法

に
つ
い
て
、
ギ
リ
シ
ア
人
よ
り
劣

っ
て
い
る
と
レ
う
理
由
は
少
し
も
な
か
っ
た
。

暦
法
の
確
立
と
と
も

@
 

に
、
天
践
の
観
測
、
こ
と
に
木
星

(
歳
星
〉
の
観
測
が
行
わ
れ
、
こ
の
位
置
に
よ
っ
て
園
々
の
運
命
を
占
う
分
野
説
が
誕
生
し
た
。
す
な
わ
ち

四
分
暦
が
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
戦
園
時
代
は

中
園
文
明
が
も
っ
と
も
生
気
を
持
っ
た
時
代
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
次
が
地
上
の
一
園
乃
至
二
園
を
支
配
し
た
。
木
星
が
ど
の
衣
に

来
る
か
に
よ

っ
て
、
支
配
さ
れ
る
園
の
運
命
が
占
わ
れ
る
。
こ
の
十
二
次
は
、
多
分
に
ハ
ビ
ロ
ン
に
起

っ
た
寅
遁
十
二
宮
と
似
て
い
る
。
ま
た

赤
道
に
沿

っ
た
天
空
を
十
二
等
分
し
、
こ
れ
を
十
二
次
と
呼
び
、

一 2~ 

天
空
を
二
十
八
の
不
等
間
隔
に
分
つ
二
十
八
宿
も
早
く
か
ら
中
園
に
知
ら
れ
た
が
、
こ
れ
も
イ
ン
ド
に
類
似
な
も
の
が
存
在
し
た
。
戟
園
時
代

は
、
暦
法
及
び
占
星
術
が
は
じ
め
て
組
織
さ
れ
た
時
代
で
、
そ
の
詳
し
い
内
容
は
漢
代
の
著
述
、
す
な
わ
ち
『
史
記
』
、

『
漢
書
』
な
ど
に
し

る
さ
れ
た
。
現
在
の
天
文
皐
は
精
密
科
目
学
の
一
つ
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
天
文
と
い
う
語
は
、
占
星
術
的
な
立
場
か
ら
考
え
ら
れ
た
天
鰻
現
象

の
意
で
あ
る
。
『
易
』
繋
僻
上
に
「
天
は
象
を
垂
れ
、
吉
凶
を
し
め
す
L

と
あ
る
よ
う
に
、
天
佳
現
象
は
皐
な
る
自
然
現
象
で
は
な
く
、
支
配

者
に
射
し
政
治
の
善
悪
を
告
げ
、
天
が
支
配
者
へ
の
警
告
を
行
う
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
中
園
の
政
治
思
想
に
お
い
て
は
、
支
配
者
は
天
の
子

で
あ
り
、
天
の
意
志
に
従
っ
て
政
治
を
行
う
こ
と
が
政
治
の
理
想
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
中
園
に
お
け
る
天
は
、
創
造
紳
で
は
な
か
っ
た
が
、

政
治
道
徳
の
規
準
と
な
る
も
の
で
、
政
治
理
念
の
中
心
に
お
か
れ
た
。
天
を
祭
る
祭
天
の
儀
は
、
天
子
の
特
様
で
あ
り
、
ま
た
義
務
で
も
あ
っ

た
。
こ
の
ば
あ
い
、
天
の
意
志
は
、
天
盤
現
象
を
通
じ
て
支
配
者
に
啓
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
天
鰻
現
象
の
中
に
は
、
比
較
的
容
易

に
そ
の
法
則
性
乃
至
周
期
性
が
把
握
さ
れ
る
面
と
、
一
見
、
怒
意
的
で
あ
り
ほ
と
ん
ど
人
知
を
越
え
て
理
解
で
き
な
い
面
と
が
あ
っ
た
。
前
者

は
暦
法
と
し
て
睦
系
づ
け
ら
れ
、
後
者
は
占
星
術
の
封
象
と
な
っ
た
。
し
か
も
こ
の
二
つ
の
分
野
は
、
と
も
に
中
園
の
政
治
に
と
っ
て
重
要
な



も
の
と
な
っ
た
。

『
史
記
』
に
は
じ
ま
る
正
史
の
中
に
、
「
律
暦
士
山
」
(
『
史
記
』
で
は
「
暦
書
」
)
と
「
天
文
志
」
(
「
天
官
書
」
〉
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
を
と
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
天
鐙
現
象
は
、
窮
極
的
に
お
い
て
、
人
知
の
理
解
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う

@
 

思
想
は
、
中
圏
人
に
は
牢
固
と
し
て
消
え
去
ら
な
か
っ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
は
宗
教
の
支
配
し
た
時
代
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
劉
し
、
統
一
園
家
が
成
立
し
た
秦
漢
時
代
か
ら
は
、
中
闘
で
は
政
治
が

す
べ
て
に
優
先
し
た
。
秦
漢
の
時
代
に
、
天
子
を
頂
貼
と
す
る
官
僚
制
度
が
確
立
し
、
し
か
も
天
子
の
濁
裁
制
は
時
代
と
と
も
に
強
固
な
も
の

と
な
っ
た
。
天
文
皐
も
ま
た
、
政
治
の
支
配
を
ま
ぬ
が
れ
な
か
っ
た
。
『
史
記
」
天
官
書
で
は
、
星
座
を
総
稿
し
ゼ
天
官
と
い
っ
た
。
天
と
地

と
の
卒
行
性
を
主
張
す
る
思
想
に
本
づ
い
て
、
地
上
の
官
僚
制
度
に
な
ぞ
ら
え
て
、
地
上
の
星
座
に
も
こ
の
官
僚
制
度
に
本
づ
く
名
稿
が
つ
け

ら
れ
た
。
い
わ
ば
星
座
も
、
官
制
上
の
名
稿
が
つ
け
ら
れ
た
。
し
か
も
「
天
官
書
」
に
は
じ
ま
る
占
星
術
は
、
天
子
や
そ
れ
が
支
配
す
る
園
家

の
運
命
を
占
う
も
の
で
、
公
的
占
星
術
の
部
類
に
属
し
た
。
こ
の
種
の
占
星
術
は
、
バ
ビ
ロ
ン
に
行
わ
れ
た
が
、
ギ
リ
シ
ア
に
な
る
と
個
人
の

運
命
を
占
う
ホ
ロ
ス
コ
ー
プ
占
星
術
が
流
行
し
は
じ
め
た
。
占
星
術
の
面
か
ら
だ
け
み
て
も
、
中
園
で
行
わ
れ
た
君
主
濁
裁
制
が
天
文
撃
に
強

く
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
個
人
の
運
命
は
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
。
政
治
を
す
べ
て
に
劃
し
て
優

先
さ
せ
る
と
い
う
思
想
は
、
天
文
筆
の
い
ま
一
つ
の
部
分
|
暦
法
に
も
影
響
を
輿
え
た
。
現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
暦
法
と
い
え
ば
、
月

- 3一

日
を
配
嘗
し
、
週
日
や
祝
日
を
書
き
込
む
技
術
、
も
し
く
は
そ
の
結
果
に
本
づ
く
カ
レ
ン
ダ
ー
の
編
纂
を
意
味
す
る
。
し
か
し
中
園
で
い
う
暦

法
は
、
こ
う
し
た
面
を
包
括
し
な
が
ら
、
い
っ
そ
う
康
範
な
内
容
を
持
っ
た
。
単
に
月
日
の
配
嘗
だ
け
で
な
く
、
日
月
食
の
諜
報
、
五
星
(
五

つ
の
惑
星
〉
の
位
置
計
算
な
ど
、
天
鐙
現
象
の
中
か
ら
そ
の
法
則
性
が
把
握
で
き
る
も
の
の
す
べ
て
が
、
暦
法
の
劃
象
と
な
っ
た
。
暦
法
は
、

天
文
計
算
表
を
意
味
し
た
。
『
史
記
』
暦
書
で
は
、
単
に
月
日
を
配
嘗
す
る
四
分
暦
の
計
算
法
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
『
漢
書
』
律
暦
志
に

は
じ
ま
り
、
そ
れ
以
後
の
正
史
で
は
、
日
月
食
や
五
星
の
位
置
計
算
を
ふ
く
め
た
も
の
が
、
そ
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
天
睡
眠
現
象
の
す
べ
て

が
、
支
配
者
に
と
っ
て
大
き
な
闘
心
事
で
あ
っ
た
と
い
う
事
賓
が
、
こ
こ
に
も
強
く
反
映
し
て
い
る
。
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秦
に
は
じ
ま
っ

た
君
主
濁
裁
の
官
僚
制
度
は
、
漢
代
に
お
い
て
完
成
さ
れ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
天
文
皐
を
研
究
す
る
機
関
も
、
官
僚
制
度

の
中
に
組
み
こ
ま
れ
た
。

『
史
記
』
の
撰
者
司
馬
遷
は
、
こ
う
し
た
官
臆
の
長
官
で
あ
る
太
史
令
と
な

っ
た
。
司
馬
遷
の
ば
あ
い
は
、
そ
れ
以

や
が
て
太
史
令
は
天
文
筆
研
究
の
専
門
職
と
な

っ
た
。
天
文
翠
研
究
の
官
臆
と
そ
の
長
官
の
名

前
の
博
統
に
従

っ
て
史
官
を
{兼
ね
て
い
た
が
、

稿
は
、
時
代
に
よ

っ
て
い
く
ぶ
ん
饗
化
は
あ
る
が
、

し
か
し
何
回
と
な
く
行
わ
れ
た
易
姓
革
命
を
通
じ
、
二
千
年
以
上
を
通
じ
て
こ
の
制
度
は

存
績
し
、
清
末
に
至

っ
た
。
こ
の
官
聴
で
は
、
暦
法
の
研
究
と
暦
書
の
頒
布
、
公
的
占
星
術
の
た
め
の
天
文
観
測
が
中
心
で
あ
り
、
附
随
す
る

日
の
士
口
凶
を
務
測
す
る
一
種
の
占
星
術
と
が
あ

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
重
要
な
分
野
は
、
前
二
者
で
あ
っ
た
。

ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
中
世
は
、
皇
帝
の
権
威
は
ロ
l
マ
法
王
に
よ

っ
て
保
護
さ
れ
た
。
し
か
し
中
閣
の
ば
あ
い
は
、
ロ
ー
マ
法
王
の
如
き
も
の
は
存

在
し
な
か
っ
た
。
従
っ
て
支
配
者
は
自
ら
の
方
法
に
よ
っ
て
、
新
し
い
王
朝
の
成
立
を
権
威
づ
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
各
種
の
制
度
を

業
務
と
し
て
漏
刻
の
管
理
と
報
時
、

第
一
史
す
る
こ
と
ぞ
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
制
度
の
一
つ
と
し
て

「
改
正
朔
」
、

す
な
わ
ち
改
暦
が
行
わ
れ
た
。
漢
代
の
初
期
以
来
、
こ
の
問
題

- 4ー

は
幾
度
か
と
り
あ
げ
ら
れ
た
が
、
武
帝
の
太
初
元
年

(前

一
O
四
)
に
至
っ
て
、
は
じ
め
て
成
功
し
た
。
す
な
わ
ち
太
初
暦
に
よ
る
改
暦
で
あ

っ
た
。
こ
の
太
初
暦
は
、
前
漢
末
の
劉
散
に
よ
っ
て
増
補
さ
れ
、
三
統
暦
と
名
を
費
え
た
。
こ
れ
が
『
漢
書
』
律
暦
志
に
牧
録
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。漢

代
に
お
い
て
、
中
園
天
文
皐
の
パ
タ
ー
ン
が
き
ま

っ
た
と
い
う
の
は
、
次
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。

ま
ず
天
文
民
干の
研
究
範
圏
が
限
定
さ

れ
た
こ
と
で
あ
る
。
公
的
占
星
術
の
た
め
の
天
文
観
測
と
、
月
日
の
配
首
を
ふ
く
め
、

日
月
食
や
五
星
の
位
置
計
算
を
行
う
暦
法
と
が
、
官
僚

と
し
て
の
天
文
皐
者
の
主
要
な
仕
事
で
あ
っ
た
。
漢
代
か
ら
六
朝
に
か
け
て
、
蓋
天
設
と
か
海
天
読
と
か
い
っ
た
、
宇
宙
構
造
論
の
問
題
が
と

り
あ
げ
ら
れ
た
が
、
唐
代
に
な
る
と
、
こ
う
し
た
議
論
は
無
用
な
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
以
後
は
ほ
と
ん
ど
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
。
研
究

・範
圏
の
限
定
は
ま
た
、
暦
計
算
の
面
に
も
及
ん
だ
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
中
園
の
暦
法
は
贋
く
天
鐙
現
象
を
封
象
と
す
る
。
ギ
リ
シ
ア
で
は
地



球
中
心
の
宇
宙
モ
デ
ル
を
考
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
天
韓
位
置
を
園
運
動
の
組
合
せ
と
し
て
計
算
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
う
し
た
幾
何
皐
的
モ

デ
ル
の
考
想
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
数
皐
に
お
い
て
幾
何
皐
が
も
っ
と
も
護
達
し
た
と
い
う
事
賓
と
結
び
つ
く
の
で
あ
ろ
う
。

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
な

幾
何
皐
を
依
除
じ
、
算
術
や
代
数
計
算
に
す
ぐ
れ
た
能
力
を
護
揮
し
た
中
園
人
は
、
現
象
を
説
明
す
る
た
め
の
幾
何
皐
的
モ
デ
ル
を
考
え
る
こ

と
な
し
に
、
現
に
み
え
る
天
睦
現
象
の
中
に
法
則
性
を
見
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
。
初
期
の
暦
法
で
は
、
日
月
が
一
太
陽
年
と
一
朔
望
月
を
周

期
と
し
て
、
そ
の
運
行
を
規
則
正
し
く
行
う
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
中
園
の
暦
法
が
天
桂
現
象
の
法
則
性
を
護
見
し
た
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た

周
期
の
護
見
で
あ
っ
た
。
中
園
人
は
す
べ
て
の
現
象
が
あ
る
種
の
周
期
に
よ
っ
て
く
り
か
え
さ
れ
る
こ
と
を
確
信
し
た
。
三
統
暦
で
は
日
月
食

⑤
 

が
一
三
五
か
月
の
周
期
で
く
り
か
え
さ
れ
る
も
の
と
し
て
そ
の
法
則
性
を
護
見
し
た
し
、
ま
た
惑
星
の
運
動
が
禽
合
周
期
の
あ
い
だ
・
に
、
規
則

正
し
い
襲
化
を
行
う
こ
と
を
知
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
周
期
だ
け
で
は
、
十
分
な
諜
報
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、
漢
代
以
後
に
計
算
方
法
に

改
良
が
加
え
ら
れ
た
が
、
基
本
的
に
は
一
大
瞳
現
象
の
法
則
性
は
周
期
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
と
い
う
考
え
は
、
後
々
ま
で
も
つ
づ
い
た
。

宇
宙
の
幾
何
皐
的
モ
デ
ル
を
考
え
る
こ
と
は
、
賓
際
に
天
豊
が
ど
の
よ
う
な
朕
態
に
あ
る
か
を
想
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
日
食
は
太

陽
が
月
に
掩
わ
れ
る
た
め
に
起
る
現
象
で
あ
る
と
い
う
物
理
的
意
味
づ
け
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
天
文
同
学
者
に
よ
っ
て
早
く
か
ら
行
わ
れ
た
。
し
か

し
中
園
の
暦
法
で
は
、
こ
う
し
た
意
味
づ
け
は
、
あ
ま
り
強
調
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
「
律
暦
志
」
が
目
的
と
し
た
の
は
、
天
鐙
現
象
の

務
報
を
如
何
に
行
う
か
で
あ
っ
て
、
そ
の
物
理
的
意
堤
つ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
事
寅
に
お
い
て
、
中
園
の
天
文
皐
者
が
こ
う
し
た
現
象

の
奥
に
あ
る
委
を
全
く
知
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
彼
ら
は
正
面
か
ら
物
理
的
意
味
づ
け
を
と
り
あ
げ
よ
う
と
し
な
か
っ

恥
一
言
に
し
て
い
え
ば
、
彼
等
に
と
っ
て
必
要
な
の
は
計
算
の
結
果
が
現
象
と
一
致
す
る
こ
と
で
あ
り
、
計
算
の
理
論
的
基
礎
づ
け
で
は
な

か
っ
た
。
こ
う
し
た
暦
法
の
性
格
が
漢
代
に
で
き
あ
が
る
と
、
そ
れ
は
理
想
的
な
モ
デ
ル
と
し
て
後
世
に
う
け
つ
が
れ
た
。

中
園
に
お
け
る
天
文
皐
の
パ
タ
ー
ン
が
漢
代
に
で
き
、
し
か
も
そ
れ
が
固
定
化
し
た
こ
と
は
、
ま
ず
中
園
の
政
治
組
織
の
中
で
理
解
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
君
主
を
頂
貼
と
す
る
中
園
の
官
僚
制
の
中
に
、
天
文
患
の
研
究
が
組
み
こ
ま
れ
た
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
結
果

131 

を
天
文
拳
に
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
確
か
に
天
文
皐
の
護
達
に
有
利
な
面
は
あ
っ
た
。
王
朝
が
交
替
し
て
も
、
園
立
天
文
蔓
の
制

-5-
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度
は
依
然
と
し
て
存
績
し
、

そ
こ
で
は
天
文
観
測
が
絶
え
ず
行
わ
れ
、

暦
法
の
改
良
が
検
討
さ
れ
た
。

暦
法
は
王
朝
の
シ
ン
ボ
ル
と
考
え
ら

れ
、
暦
法
を
園
家
の
大
典
と
み
る
表
現
は
後
ま
で
そ
の
ま
ま
残
っ
た
が
、
し
か
し
事
寅
上
に
お
い
て
暦
法
へ
の
重
親
の
程
度
は
菅
代
以
後
、
よ

①
 

う
や
く
弱
ま
っ
て
く
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
閣
家
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
き
わ
め
て
ゆ
る
や
か
な
が
ら
、
天
文
同
学
者
の
努
力
に
よ

っ
て
暦
法
は
改
良
さ
れ
、
多
く
の
観
測
資
料
が
増
し
て
行
っ
た
。

し
か
し
皐
問
が
政
治
に
支
配
さ
れ
、
官
僚
制
の
中
で
育
成
さ
れ
た
こ
と
は
、

好
ま
し
い
結
果
だ
け
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
易
姓
革
命
に
よ
っ
て
新
し
い
王
朝
を
建
て
た
最
初
の
支
配
者
は
、
い
つ
の
ば
あ
い
に

し
か
し
二
代
三
代
と
進
む
に
つ
れ
、
彼
ら
は
政
権
を
維
持
す
る
こ
と
に
執
着
し
、
保
守
的
と

も
、
革
新
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
持
主
で
あ
っ
た
。

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
官
僚
制
の
中
に
く
み
こ
ま
れ
た
天
文
事
者
た
ち
は
、
職
務
と
し
て
き
め
ら
れ
た
業
務
を
守
り
、

そ
れ
以
外
の
仕
事
を
敢

え
て
行
お
う
と
し
な
く
な
っ
た
。
こ
う
し
た
天
文
拳
者
の
保
守
性
の
中
か
ら
は
、
革
新
的
な
研
究
が
生
れ
に
く
い
こ
と
も
、

ま
た
嘗
然
で
あ
っ

た
。
過
去
の
中
園
で
は
、
君
主
濁
裁
制
の
官
僚
制
が
持
績
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
天
文
皐
の
パ
タ
ー
ン
は
そ
の
政
治
形
態
と
同
じ
く
、
根
本
的

な
饗
化
は
つ
い
に
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
か
ら
と
い
っ
て
中
園
の
天
文
皐
に
設
展
が
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
後
漢

- 6 ー

時
代
に
行
わ
れ
た
月
の
運
動
に
お
け
る
不
等
の
研
究
、
六
朝
末
に
お
け
る
太
陽
運
動
の
不
等
の
瑳
見
、
・
惰
の
劉
熔
に
よ
る
補
間
法
、
唐
代
に
お

け
る
日
食
計
算
法
な
ど
、
元
の
授
時
暦
に
至
る
ま
で
、
絶
え
ず
新
し
い
研
究
が
行
わ
れ
た
J

し
か
し
こ
れ
ら
の
護
見
な
り
研
究
な
り
は
、
暦
計

算
の
改
良
に
必
要
な
知
識
で
あ
っ
て
、
暦
法
が
中
園
天
文
皐
の
主
流
で
あ
る
と
い
う
事
貧
は
、
全
く
嬰
ら
な
か
っ
た
。

中
閣
の
官
僚
制
に
お
い
て
、
科
奉
の
制
度
は
重
要
な
役
割
を
持
っ
た
。
陪
以
後
に
確
立
し
た
科
拳
の
制
度
の
中
で
、
君
主
の
濁
裁
制
は
い
よ

い
よ
強
め
ら
れ
た
。
科
奉
の
制
度
、
が
中
闘
に
お
け
る
自
然
科
皐
の
研
究
を
妨
げ
た
と
い
う
設
は
、
清
末
の
政
治
家
や
撃
者
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば

@
 

唱
え
ら
れ
た
。
彼
ら
に
よ
っ
て
こ
の
制
度
の
絞
陪
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
は
、
科
暴
の
試
験
が
儒
教
の
経
典
と
詩
文
に
通
達
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
合
格
が
可
能
と
な
る
こ
と
で
、
新
し
い
時
代
を
切
り
開
く
科
皐
技
術
を
事
ん
で
も
、
築
達
へ
の
這
に
役
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
で



あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
科
拳
の
制
度
に
も
、
す
ぐ
れ
た
黙
は
あ
っ
た
。
日
本
の
封
建
制
度
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
世
襲
制
は
、
中
園
の
ば
あ
い
に
は

な
か
っ
た
。
科
奉
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
に
開
放
さ
れ
、
才
能
と
努
力
に
よ
っ
て
準
士
に
合
格
す
れ
ば
、
築
達
が
約
束
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん

競
争
者
は
多
く
、
進
土
と
な
る
こ
と
は
容
易
で
な
か
っ
た
が
、
こ
の
制
度
が
果
し
て
き
た
役
割
は
大
き
か
っ
た
。
中
園
の
封
建
制
が
長
く
持
績

さ
れ
て
き
た
上
に
、
こ
の
制
度
は
飲
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
清
末
の
同
筆
者
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
才
能
に
恵
ま

れ
た
人
々
の
多
く
が
、
経
典
と
詩
文
を
拳
び
、
科
皐
技
術
を
軽
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
嘗
然
の
成
行
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
も
ち
ろ
ん
準
土
に
合
格
し
、
築
達
へ
の
道
を
約
束
さ
れ
た
人
々
の
中
に
も
科
皐
技
術
の
分
野
、
こ
と
に
暦
法
に
深
い
関
心
を
持
ち
、
自

ら
も
研
究
し
た
人
々
が
皆
無
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
暦
法
の
問
題
は
、
も
ち
ろ
ん
園
立
天
文
蓋
の
主
管
で
あ
っ
た
が
、
中
園
の
ば
あ
い
に

は
、
他
の
{
目
隠
の
役
人
も
こ
の
問
題
に
介
入
す
る
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
園
立
天
文
蓋
の
主
要
な
構
成
メ
ン
バ
ー
で
あ

@
 

る
下
級
官
僚
は
、
専
門
職
で
あ
っ
て
、
栄
達
へ
の
道
は
は
じ
め
か
ら
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
き
ま
っ
た
ル

l
テ
ィ
ン
・
ワ
l
ク
を
義
務
と

⑪
 

し
て
行
い
、
し
か
も
そ
れ
さ
え
も
遁
嘗
に
ご
ま
か
す
こ
と
に
も
な
っ
た
。
彼
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
、
科
奉
の
制
度
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。
科
事
の
制
度
は
、
政
治
的
人
聞
の
養
成
に
は
役
立
っ
た
が
、
科
皐
技
術
の
護
達
の
た
め
に
は
、
か
え
っ
て
マ
イ
ナ
ス
の
作
用
と
し

て
働
い
た
。
こ
う
し
た
中
園
の
封
建
性
と
封
際
的
な
の
は
、
江
戸
時
代
の
世
襲
制
度
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
日
本
の
ば
あ
い
に
は
、
幕
末
に

な
っ
て
身
分
制
度
は
次
第
に
く
ず
れ
て
く
る
が
、
そ
れ
以
前
に
は
士
農
工
商
の
匡
別
は
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
支
配
階
級
で
あ
る
土
の
身
分
も
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固
定
し
て
い
た
。
彼
ら
が
い
か
に
才
能
が
あ
り
、

ま
た
努
力
し
て
も
、

立
身
出
世
へ
の
遁
は
ほ
と
ん
ど
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
。
優
秀
な
人
材
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
封
し
僅
か
に
聞
か
れ
た
窓
|
|
長
崎
を
通
じ
て
、
新
し
い
科
準
を
吸
牧
し
、
彼
ら
の
不
満
を
護
散
し
た
。
こ
う
し
て
江
戸
時
代

に
蘭
皐
が
起
り
、

や
が
て
明
治
維
新
へ
と
進
ん
で
行
っ
た
。

裏
と
表
が
あ
る
よ
う
に
、
中
園
枇
舎
が
す
べ
て
政
治
優
先
の
原
則
に
従
っ
た
こ
と
は
、

に
、
中
園
の
進
歩
を
妨
げ
る
障
害
と
な
っ
た
。
過
去
の
歴
史
を
ふ
り
か
え
る
と
、
政
治
カ
の
弱
ま
っ
た
時
代
に
、
む
し
ろ
多
彩
な
皐
術
研
究
が

す
べ
て
の
も
の
に
、

す
ぐ
れ
た
貼
で
あ
る
と
同
時
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活
濯
に
行
わ
れ
て
き
た
事
買
が
認
め
ら
れ
る
。
戟
園
時
代
に
諸
子
百
家
の
活
躍
が
あ
っ
た
こ
と
、
六
朝
末
か
ら
晴
に
か
け
て
、
暦
法
が
劃
期
的
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な
進
歩
を
行
っ
た
こ
と
、
金
元
の
交
替
の
時
代
に
、
李
朱
醤
闘
争
が
起
り
、
天
元
術
の
護
明
、
さ
ら
に
授
時
暦
編
纂
の
準
備
が
行
わ
れ
た
こ
と
な

ど
、
い
く
つ
か
の
事
賓
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
政
治
的
動
範
は
、
し
ば
し
ば
皐
間
研
究
の
新
し
い
芽
を
つ
み
、
萌
え
出
ず
る
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
中
絶
し
て
し
ま
う
ζ

と
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
北
宋
の
浪
落
が
そ
う
し
た
事
賓
の
よ
い
例
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
北
宋
時
代
は
科
間
四
千
技

術
の
面
で
、
古
代
の
集
大
成
が
行
わ
れ
る
と
同
時
に
、
新
し
い
問
題
へ
の
意
欲
が
み
ら
れ
、
高
次
な
ア
カ
デ
ミ
ザ
ク
な
研
究
が
進
め
ら
れ
よ
う

と
し
た
。
し
か
し
金
の
南
下
に
よ
っ
て
北
宋
が
滅
ん
で
し
ま
っ
た
あ
と
に
は
、
華
北
の
み
に
ア
カ
デ
ミ
ザ
ク
な
俸
統
が
残
っ
た
の
に
封
し
、
南

宋
が
支
配
し
た
筆
中
及
び
そ
の
以
南
の
土
地
で
は
、
庶
民
を
中
心
と
し
た
摩
術
が
盛
ん
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
分
離
は
元
の
時
代
に
も
つ
づ
い

た
が
、
華
中
が
中
園
の
経
済
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
、
華
北
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
拳
聞
は
、
次
第
に
そ
の
停
統
を
失
っ
て
き
旬
。
そ

れ
に
代
っ
て
、
庶
民
を
基
盤
と
す
る
皐
術
の
み
が
盛
ん
と
な
っ
た
。
明
代
に
お
け
る
皐
術
の
衰
微
と
は
、
す
で
に
北
宋
の
滅
亡
と
と
も
に
始
ま

っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
庶
民
の
皐
術
も
、
強
力
な
政
治
の
支
配
か
ら
菟
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、

ニ
ー
ダ
ム
博
士
は
、
『
中
園
の
科
拳
と
文
明
』
と
い
う
大
著
の
中
で
、
十
五
世
紀
ま
で
の
科
拳
技
術
は
、
東
と
西
と
に
大
き
な
隔
た
り
は
な
く、

む
し
ろ
多
く
の
護
見
と
瑳
明
に
よ
っ
て
、
中
園
が
ま
さ
っ
て
い
た
こ
と
を
、
し
ば
し
ば
強
調
し
て
い
る
。
十
六
世
紀
の
初
頭
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
は

ヨ
l
ロ
ザ
パ
の
科
準
は
は
じ
め
て
中
園
に
先
ん
じ
て
い
る
こ
と
が
、
知
ら

い
う
ま
で
も
な
い
。
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イ
ン
ド
鰹
営
の
後
に
中
園
に
進
出
し
て
き
た
。
こ
の
時
に
な
っ
て
、ヨ

1
ロ
ザ
パ
の
科
皐
書
が
漢
罪
さ
れ
た
。
こ
と
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
科
摩
に
深
い

信
頼
を
寄
せ
た
徐
光
啓
は
、
西
洋
天
文
閉
与
を
基
礎
と
し
て
改
暦
を
行
う
こ
と
を
提
案
し
た
。
彼
は
謹
部
右
待
郎
か
ら
薗
部
尚
書
に
準
ん
だ
が
、

捜
部
は
も
と
も
と
儀
式
と
か
制
度
と
か
を
管
轄
す
る
官
酷
で
あ
り
、
暦
法
の
問
題
に
も
大
き
な
護
言
権
を
持
っ
て
レ
た
。
彼
の
提
案
は
容
れ
ら

れ
、
ま
ず
西
洋
天
文
書
の
一
大
集
成
と
も
い
う
べ
き
『
崇
踊
暦
書
』
の
編
纂
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
徐
光
啓
が
計
重
し
た
改
暦
は
、
徐
光
啓
の

死
と
、
つ
づ
い
て
起
っ
た
明
の
滅
亡
に
よ
っ
て
、
つ
い
に
明
代
で
は
成
功
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
清
朝
の
下
で
、
順
治
二
年
か
ら
西
洋
新
法
に

本
づ
く
時
憲
暦
の
頒
布
に
よ
っ
て
、
徐
光
啓
の
這
圃
は
賓
現
さ
れ
た
。
徐
光
啓
が
改
暦
の
準
備
と
し
て
の
『
崇
顧
暦
霊
園
』
の
編
纂
を
は
じ
め
る

こ
と
が
で
き
た
の
は
、
も
と
よ
り
彼
が
官
僚
と
し
て
高
い
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
が
原
因
し
て
い
る
が
、
し
か
し
暦
法
の
問
題
は
中
園
天
文
皐
の

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
多
数
の
耶
蘇
曾
土
の
入
園
と
と
も
に
、



主
一
流
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
し
ば
し
ば
徐
光
啓
が
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
西
洋
天
文
皐
か
ら
は
一
単
に
計
算
法
や
天
文
常
数
な
ど
を
借
り
る
だ
け

で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
知
識
を
大
統
暦
の
鋳
型
に
鋸
か
し
こ
む
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
大
統
暦
は
、
明
一
代
に
行
わ
れ
た
暦
法
で
あ
り
、
元
の

授
時
暦
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
に
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
西
洋
天
文
皐
を
と
り
入
れ
た
と
い
っ
て
も
、
中
園
天
文
壌
の
パ
タ
ー
ン
は
そ
の
ま
ま

持
績
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
保
守
涯
の
反
劃
を
抑
え
る
こ
と
も
、
徐
光
啓
の
カ
に
よ
っ
て
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
結
果
、

明
清
交
替
の
期
聞
を
遁
じ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
天
文
皐
が
か
な
り
停
わ
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
し
い
天
文
一皐
へ
の
展
開
は
起
ら
な
か
っ
た
。

四

以
上
、
中
園
の
皐
聞
が
政
治
の
支
配
を
強
く
受
け
、
そ
の
た
め
に
天
文
準
が
持
績
的
に
研
究
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ゆ
る
や
か
な
が
ら
も
、

そ
こ
に
準
歩
が
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
し
そ
の
反
面
、
本
質
的
に
大
き
な
饗
化
の
な
か
っ
た
官
僚
制
度
は
、

を
恒
久
化
し
、
新
し
い
研
究
へ
の
護
展
を
阻
止
す
る
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。

一
度
き
ま
っ
た
天
文
撃
の
パ
タ
ー
ン

中
園
に
お
け
る
天
文
皐
の
護
展
と
そ
の
限
界

- 9一

は
、
こ
う
し
た
中
園
批
禽
の
組
織
と
、
組
織
を
動
か
し
た
政
治
思
想
に
よ
っ
て
、
決
定
的
な
も
の
と
な
り
、
そ
こ
に
は
近
代
天
文
撃
の
勃
興
は

@
 

つ
い
に
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
中
園
社
禽
の
持
績
性
は
、
一
に
中
闘
が
置
か
れ
た
地
理
的
環
境
に
決
定
的
な
原
因
が
あ
る
と
い
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三
方
は
山
と
砂
漠
に
、
一
方
は
海
を
境
界
と
す
る
中
園
に
は
、
外
園
か
ら
の
あ
ら
ゆ
る
侵
入
を
妨
げ
る
の
に
も
っ
と
も
好

都
合
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
北
方
民
族
の
侵
略
は
絶
え
ず
中
闘
を
悩
ま
し
つ
づ
け
、
元
や
清
の
よ
う
に
、
北
方
民
族
が
中
園
を
支
配
し
た
こ
と

t4.ι
u
っ
こ
。

4
μ
4
d
-

中
d

し
か
し
北
方
民
族
は
、
中
園
よ
り
低
い
文
明
し
か
持
ち
あ
わ
さ
な
か
っ
た
。
高
い
文
明
を
持
っ
た
イ

γ
ド
や
イ
ス
ラ
ム
、
さ
ら
に

ヨ
l
ロ
ザ
パ
の
文
明
は
、
併
教
の
俸
来
を
除
け
ば
、
ご
く
僅
か
な
影
響
し
か
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。
天
文
皐
に
つ
い
て
い
え
ば
、
唐
代
に
イ
ン

ド
天
文
皐
、
元
明
に
イ
ス
ラ
ム
天
文
事
が
停
わ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
天
文
拳
は
中
園
の
そ
れ
に
比
べ
て
、
そ
れ
ほ
ど
す
ぐ
れ
た
精
度
を
期
待
す

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
明
清
時
代
の
ヨ

l
ロ
グ
パ
天
文
撃
は
、
主
と
し
て
十
五
、
六
世
紀
の
成
果
に
本
づ
く
も
の
で
あ
り
、
中
園
の
天
文

135 

拳
よ
り
ま
さ
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
こ
れ
を
俸
え
た
耶
蘇
曾
土
は
、
決
し
て
天
文
拳
の
専
門
家
で
も
な
け
れ
ば
、

ま
し
て
や
中
園
の
天
文
皐
を
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根
本
か
ら
蟹
革
し
よ
う
と
努
力
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
、
彼
ら
は
キ
リ
ス
ト
教
布
数
の
一
手
段
と
し
て
、
中
園
の
そ
れ
よ
り
も
優
位
に
あ
っ

た
ヨ

l
ロ
グ
パ
天
文
皐
を
紹
介
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
天
文
準
の
パ
タ
ー
ン
を
根
本
的
に
饗
え
、
同
時
に
中
園
吐
舎
を
嬰
草
さ
せ
る
よ
う
な

外
部
の
力
は
、
阿
片
戦
争
以
後
に
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

は
る
か
に
め
ぐ
ま
れ
た
地
理
的
環
境
に
お
か
れ
た
の
は
、

域
の
中
に
、
言
語
を
異
に
し
停
統
の
ち
が
っ
た
多
く
の
民
族
が
園
を
つ
く
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ヨ
l
ロ
ザ
パ
文
明
の
形
成
に
参
加
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
形
成
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
以
外
の
力
が
加
わ
っ
た
。
こ
の
ば
あ
い
中
園
の
貢
献
は
無
視
で
き
な
か
っ
た
。
イ
ス
ラ

中
園
に
比
べ
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ば
あ
い
で
あ
っ
た
。
中
圏
全
土
よ
り
せ
ま
い
地

ム
を
通
じ
て
ギ
リ
シ
ア
を
は
じ
め
、

は
る
か
遠
く
か
ら
中
閣
の
文
明
が
俸
え
ら
れ
た
。
中
園
か
ら
侍
わ
っ
た
火
薬
に
よ

っ
て
戟
争
の
様
式
は
一

獲
し
、
騎
士
階
級
の
浸
落
に
代
っ
て
民
衆
の
擾
頭
を
う
な
が
し
た
。
ま
た
中
閣
に
は
じ
ま
っ
た
製
紙
術
と
印
刷
術
と
は
、
こ
れ
ま
で
貴
族
や
借

侶
に
濁
占
さ
れ
て
い
た
翠
聞
を
、
庚
く
民
衆
に
開
放
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
民
衆
は
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
祉
舎
は
中
世
か
ら
近
代
へ
と
大
き
く
嬰
化
し
て
行
っ
た
。
彼
ら
は
ア
メ
リ
カ
を
護
見
し
、
ま
た
喜
墓
峰
を
ま
わ

っ
て
ア
ジ
ア
へ
進
出

- 10ー

す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
こ
に
も
中
園
で
護
見
さ
れ
た
磁
針
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
近
代
科
皐
は
、
こ
う
し
た
ヨ

l
ロ
ヅ
バ
の
饗
草

は
じ
め
て
生
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
も
ガ
リ
レ
オ
や
ケ
プ
ラ
ー
を
生
ん
だ
イ
タ
リ
ア
と
ド
イ
ツ
が
、
戦
争
の
被
害
を
受
け
て

に
よ
っ
て
、

長
い
沈
滞
に
陥
い
っ
た
時
に
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
ニ
ュ
l
ト

γ
が
活
躍
し
、
や
が
て
ま
た
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
す
る
大
陸
に
、
近
代
科
事
の
舞
蓋

は
移
っ
た
。
近
代
科
皐
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
起
っ
た
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
特
に
ア
ジ
ア
人
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
。
中
園

と
比
べ
る
時
に
、
そ
の
地
理
的
環
境
の
優
位
は
動
か
し
が
た
い
。
ゲ
ル
マ
ン
の
移
動
に
よ
っ
て
は
じ
ま
っ
た
中
世
の
暗
黒
時
代
の
あ
い
だ
、

ヨ

と
し
て
多
く
の
濁
立
園
家
が
つ
く
ら
れ
た
。

ー
ロ
ッ
パ
の
諸
民
族
は
長
い
苦
悩
を
耐
え
し
の
ん
で
来
た
。
こ
の
期
聞
を
通
じ
、
諸
民
族
は
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
惇
統
を
形
成
し
、
そ
れ
を
中
核

せ
ま
い
地
域
の
中
で
は
げ
し
い
競
争
を
つ
づ
け
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
園
々
は
、
イ
ス
ラ
ム
と
の

接
鯛
を
直
接
の
契
機
と
し
て
、
単
一
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
、
近
代
科
皐
の
形
成
に
準
展
し
て
行
っ
た
。
過
去
に
お
け
る
中
園
の
不
幸
は
、
そ
れ
が

ほ
ぼ
軍
一
の
漢
民
族
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
、
し
か
も
強
力
な
外
衆
文
明
の
歴
力
を
受
け
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



137 

註①
董
作
賓
『
肢
暦
盛
岡
』
(
一
九
四
九
〉
を
は
じ
め
、
同
氏
の
多
く
の
論
文

で
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
中
国
天
文
撃
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の

近
著
『
中
園
の
天
文
暦
法
』
〈
卒
凡
枇
、
一
九
六
九
)
を
参
.照
さ
れ
た

-u 

②
新
城
新
競

『東
洋
天
文
庫

4

研
究
』

ハ
一
九
二
八
)
三

0
ペ
ー
ジ
に
は
、

ギ
リ
シ
ア
の
メ
ト
ン
(
前
四
一
二
二
〉
及
び
カ
リ
ポ
ス
(
前
一
一
一
一
一
一
四
〉
に
先

ん
じ
て
、
十
九
年
法
及
び
七
十
六
年
法
が
中
園
で
知
ら
れ
て
い
た
と
い

う
。
四
分
暦
は
ま
た
七
十
六
年
法
と
も
呼
ば
れ
る
。

③
分
野
銃
に
従
い
、
木
星
の
位
置
に
よ
っ
て
星
占
い
を
行
う
こ
と
は
、
先

秦
の
古
典
で
あ
る
!『
左
侍
』
及
び
『
圏
一
語
』
に
詳
し
い
。

④
唐
代
の
資
料
に

a

よ
る
と
、
天
文
皐
者
の
務
報
が
は
ず
れ
、
日
食
が
起
ら

な
か
っ
た
ば
あ
い
、
も
と
も
と
起
る
べ
き
日
食
が
、
天
子
の
善
政
に
よ
っ

て
賓
現
し
な
か
っ
た
と
し
て
、
高
官
た
ち
が
天
子
に
祝
辞
を
述
べ
て
い

る
。
筆
者
編
『
中
国
中
世
科
事
技
術
史
の
研
究
』

(
一
九
六
三
ν

一
九
ペ

ー
ジ
参
照
。

③
ギ
リ
シ
ア
で
知
ら
れ
た
食
周
期
は
、
い
わ
ゆ
る
サ
ロ
ス
周
期
公
=
=
一
一

か
月
)
で
あ
っ
て
、
三
統
暦
の
そ
れ
と
は
ち
が
う
。
漢
代
に
な
っ
て
度
数

に
よ
る
天
僅
位
置
の
表
示
が
行
わ
れ
た
が
、
全
天
を
三
六

O
度
に
分
つ
パ

ピ
ロ
ン
の
方
法
と
ち
が
い
、
太
陽
が
一
日
に
一
度
を
動
く
と
考
え
、
従
っ

て
一
年
の
回
数
と
全
天
の
度
数
と
同
じ
数
値
で
あ
る
と
し
た
。
こ
う
し
た

相
違
は
あ
る
が
、
漢
代
に
は
じ
め
て
濠
天
儀
が
使
用
さ
れ
、
し
か
も
測
定

さ
れ
た
度
数
は
赤
道
と
北
極
を
規
準
と
し
た
。
し
か
も
責
道
座
標
も
現
行

の
も
の
と
ち
が
い
、
い
わ
ゆ
る
極
黄
道
座
標
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
ギ
リ

シ
ア
天
文
撃
の
影
響
が
前
一
世
紀
の
こ
ろ
中
国
に
及
ん
だ
の
で
は
な
い
か

と
推
定
さ
れ
る
。
『
中
園
の
天
文
暦
法
』
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
参
照
。

③
唐
代
に
は
日
月
食
の
計
算
法
が
よ
ほ
ど
改
良
さ
れ
た
が
、
そ
の
計
算
法

を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
月
食
は
、
月
が
地
球
の
影
に
掩
わ

れ
る
現
象
と
理
解
し
、
し
か
も
そ
の
時
々
の
月
の
翼
運
動
を
考
慮
L
て、

詳
細
な
計
算
を
行
っ
て
い
る
。
筆
者
著

『惰
唐
暦
法
史
の
研
究
』
ハ
一
九

四
四
)
一

O
四
ペ
ー
ジ
参
照
。

⑦
耳
日
以
後
、
暦
法
を
王
朝
の
シ

ン
ボ
ル
と
み
る
思
想
は
現
寅
に
衰
退
し

た
。
そ
の
結
果
、
一
つ
の
王
朝
の
下
で
数
回
の
改
暦
が
行
わ
れ
た
こ
と

も
、
決
し
て
珍
ら
し
く
な
く
な
っ
た
。

③
例
え
ば
康
有
潟
や
そ
の
弟
子
の
梁
瞥
超
な
ど
。
し
か
し
事
質
上
、
科
事

の
制
度
が
慶
止
さ
れ
る
の
は
、
清
が
滅
亡
す
る
僅
か
六
年
前
で
あ
っ
た
。

①
こ
う
し
た
専
門
職
に
は
、
容
易
に
人
材
が
得
ら
れ
な
い
た
め
、
し
ば
し

ば
他
の
部
局
へ
の
縛
出
が
禁
止
さ
れ
た
。

⑩
宋
沈
括
の
『
夢
渓
筆
談
』
容
八
に
は
、
嘗
時
の
天
文
事
者
の
如
何
に
業

務
を
怠
っ
た
か
を
述
べ
て
い
る
。
天
文
蓋
は
宮
廷
の
内
外
に
一
つ
ず
つ
置

か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
濁
立
の
観
測
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
異
常
な
天

纏
現
象
が
愛
見
さ
れ
る
と
、
宮
廷
内
の
天
文
昼
者
は
卸
刻
そ
の
結
果
を
天

子
に
報
告
し
た
。
翌
朝
、
宮
門
が
開
か
れ
た
後
、
そ
の
観
測
が
正
し
か
っ

た
か
ど
う
か
が
、
宮
廷
内
で
の
天
文
観
測
に
よ
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
こ

と
に
な
、っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
二
つ
の
天
文
蔓
で
は
、
あ
ら
か
じ
め
打
合

せ
を
行
い
、
時
に
は
観
測
事
賓
を
作
り
あ
げ
た
。

⑪
こ
う
し
た
事
問
の
分
離
の
結
果
、
金
元
の
侵
略
に
よ
っ
て
、
庶
民
を
中

心
と
し
た
皐
問
、
例
え
ば
民
間
敏
撃
の
如
き
が
愛
逮
す
る
4
う
に
な
っ

た
。
筆
者
編
『
宋
一
冗
時
代
の
科
事
技
術
史
』
ハ
一
九
六
七
)
、
八
一
|
六
ペ

ー
ジ
参
照
。
中
国
で
も
、
宋
元
明
を
経
て
筆
中
を
中
心
と
す
る
都
市
の
繁

-11ー
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栄
が
あ
っ
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
末
期
・
と
は
ち
が
い
、
都
市
に
封
し
で

も
政
治
の
支
配
は
強
く
、
庶
民
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
十
分
に
高
ま
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。

⑬

一

l
F
ム
博
士
は
、
同
d
b
h

句

R
S
R
q
¥
符
之
宮
町
内
・

5
2
(邦
謬
『
科

〔
附
論
〕
惇
統
醤
撃
の
問
題

日
本
で
は
明
治
初
年
に
侍
統
醤
皐
|
|
漢
方
署
皐
の
問
題
は
片
づ

け
ら
れ
た
。
西
洋
醤
撃
を
修
め
た
も
の
で
な
け
れ
ば
醤
師
の
兎
許
献

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
中
園

で
は
、
漢
方
留
皐
は
そ
の
ま
ま
に
残
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
現
在

き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
政
府
も
そ
の
重
要
性
と

有
効
性
と
を
さ
か
ん
に
と
り
あ
げ
て
い
る
。
最
近
の
人
民
中
園
な
ど

に
は
、
毎
披
の
よ
う
に
漢
方
醤
闘
争
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
そ

れ
は
単
に
有
効
性
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
政
治
路
線
に
つ
な
が
る

も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
裏
切
者
の
代
表
と
な
っ
た
劉
少
奇
は
、

は
げ
し
く
非

西
洋
瞳
皐
を
傘
重
し
漢
方
醤
撃
を
軽
親
し
た
と
し
て
、

難
さ
れ
て
い
る
。

シ
ェ
ー
マ
的
に
い
え
ば
、
西
洋
町
四
皐
は
都
市
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
に
奉

仕
す
る
も
の
、
そ
れ
に
封
し
漢
方
瞥
摩
は
農
村
務
働
者
に
奉
仕
す
る

事
の
科
撃
』
、
法
政
大
事
一
九
六
九
年
)
の
中
に
、
『
東
と
西
に
お
け

る
科
撃
』
な
る
論
文
を
寄
稿
し
、
そ
の
中
で
印
g関
口

5
3
(停
滞
)
と

い
う
言
葉
は
全
く
中
間
に
適
用
で
き
な
い
と
し
、
こ
れ
に
代
っ
て
、
中
閣

の
文
明
は

}dogso己
目
己
円
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

だ
か
ら
農
村
勢
働
者
を
基
盤
と

す
る
現
政
権
が
、
漢
方
醤
間
四
千
を
重
視
す
る
の
は
首
然
で
あ
る
。
こ
う

し
た
シ
ェ
ー
マ
の
形
成
に
は
、

か
な
り
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
背
景
が

あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
過
去
の
歴
史
に
も
原
因
が
あ
る
。
中
園
に

西
洋
菌
皐
が
は
い

っ
た
の
は
天
津
倹
約
以
降
の
こ
と
で
、
長
い
あ
い

- 12ー

だ
宣
数
師
醤
師
に
よ
る
病
院
や
中
園
人
留
師
の
養
成
が
行
わ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
病
院
は
都
市
に
集
中
し
、
治
療
を
求
め
る
の
は
ブ
ル
ジ
ョ

ア
屠
で
あ
っ
た
。
曹
師
養
成
に
お
い
て
は
、
少
数
の
エ
リ
ー
ト
を
つ

く
る
方
針
が
と
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
中
園
に
お
け
る
西
洋
監
察
は
、

植
民
ブ
ル
ジ
ョ
ア
に
奉
仕
す
る
醤
皐
と
み
ら
れ
る
経
過
を
た
ど
っ
て

き
た
。
も
ち
ろ
ん
都
市
周
迭
の
農
村
に
は
、

い
く
ら
か
西
洋
眠
園
祭
が

し
か
し
保
守
的
な
農
村
は
、
新
し
い
治
療
法
に
な
じ
も

う
と
し
な
か
っ
た
。

は
い
っ
た
。

中
華
民
国
の
時
代
は
、
西
洋
暫
皐
が
傘
重
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
。

し
か
し
圏
内
の
混
飽
に
よ
っ
て
醤
皐
数
育
は
十
分
に
行
わ
れ
ず
、
日


