
&
ト
‘
け
久
局
、
。
ル

第
二
十
入
巻
第
四
競
昭
和
四
十
五
年
三
月
瑳
行

中
園
上
代
の
都
市
園
家
と
そ
の
墓
地

|
|
商
巴
は
何
慮
に
あ
っ
た
か
1

1

宮

i奇

市

定

小
屯
は
股
虚
で
な
い

一 1-

周
の
武
王
に
滅
さ
れ
た
肢
の
都
、
商
邑
は
堂
々
た
る
都
市
圏
家
で
あ
っ
た
。
詩
経
の
商
頭
、

段
武
ば
股
に
都
合
」遷
し
た
盤
庚
の
甥
、
高
宗
武

丁
を
た
た
え
た
詩
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に

商
邑
翼
翼

四
方
之
極
1

1

商
の
都
城
は
何
と
社
麗
な
る
か
な
、

四
方
の
模
範
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く

と
あ
っ
て
、
そ
の
偉
容
が
偲
ば
れ
る
の
で
あ
る
が
、
さ
て
こ
の
商
邑
は
何
慮
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
今
時
、
こ
ん
な
質
問
を
出

す
と
言
下
に
、
こ
の
頃
盛
ん
に
考
古
事
的
護
掘
の
行
わ
れ
た
肢
虚
に
そ
れ
は
定
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
、
と
反
っ
て
不
審
が
ら
れ
る
か
も
知
れ

な
い
。
と
こ
ろ
が
私
は
買
は
、
現
今
普
通
に
股
虚
と
言
わ
れ
て
い
る
中
園
河
南
省
の
安
陽
鯨
下
の
小
屯
附
近
が
、
果
し
て
本
嘗
に
股
虚
で
あ
る

265 
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か
ど
う
か
に
疑
問
を
抱
い
て
レ
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
股
虚
な
る
地
名
が
現
今
の
よ
う
に
贋
く
常
識
化
し
た
の
は
決
し
て
そ
ん
な
に
古
い
こ

と
で
は
な
い
。
前
世
紀
の
移
り
頃
ま
で
は
河
南
省
の
ど
こ
に
も
股
虚
な
ど
い
う
地
名
は
知
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
。
土
地
の
人
も
知
ら
な
か

っ
た

し
、
地
固
に
も
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。
二
千
年
ほ
ど
の
長
い
間
、
全
く
忘
却
さ
れ
て
レ
た
地
名
が
古
典
の
中
か
ら
探
し
出
さ
れ
、
現
今
の
安

陽
豚
下
の
小
屯
附
近
に
比
定
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、

清
朝
末
期
、
そ
こ
か
ら
卜
僻
を
刻
し
た
甲
骨
片
が
出
土
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
以

後
の
こ
と
で
あ
る
。

古
代
の
占
卜
に
用
い
ら
れ
た
亀
甲
獣
骨
片
は
最
初
は
熱
病
に
効
能
が
あ
る
と
い
う
迷
信
的
な
意
味
で
、
民
間
契
と
し
て
賓
り
ひ
ろ
め
ら
れ
た

が
、
こ
れ
を
考
古
皐
的
な
遺
物
と
し
て
正
し
く
評
債
し
、
自
ら
そ
の
蒐
集
品
を
園
録
と
し
、

「
銭
雲
戴
亀
」
の一

書
を
世
に
問
う
た
の
は
、
文

与
者
と
し
て
も
有
名
な
劉
鳴
で
あ
る
(
一
九

O
三
年
〉
。
彼
は
こ
の
甲
骨
文
が
股
代
の
文
字
で
あ
る
こ
と
を
想
定
し
た
が
、

い
て
は
正
確
な
認
識
を
も
た
ず
、
人
体
て
の
誤
閉
そ
の
ま
ま
、
河
南
省
湯
陰
鯨
だ
と
信
じ
て
い
た
。
同
じ
誤
り
は
日
本
に
お
け
る
最
初
の
甲
骨

そ
の
出
土
地
に
つ

甲
骨
の
出
土
地
を
正
し
く
安
陽
鯨
下
の
小
屯
附
近
と
突
き
と
め
た
の
は
、

年
)
で
あ
り
、
文
字
の
誤
解
を
更
に
進
め
て
、
股
代
の
帝
王
の
名
が
そ
の
中
に
見
え
る
こ
と
を
主
張
し
‘

つ
い
で
研
究
に
着
手
し
た
碩
皐
羅
振
玉
(
一
八
六
六
|
一

九
四

O

- 2 一

文
研
究
家
、
林
泰
輔
博
士
に
よ

っ
て
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

い
よ
い
よ
甲
骨
が
股
代
遺
物
に
相
違

な
い
と
断
定
し
た
。
彼
は
そ
の
弟
子
た
ち
を
河
南
省
に
涯
遣
し
、
小
屯
附
近
に
お
い
て
貫
際
に
卜
僻
を
刻
し
た
甲
骨
片
が
地
表
に
散
在
し
、
更

に
文
字
の
な
い
も
の
が
各
地
に
堆
積
し
て
い
る
の
を
見
届
け
さ
せ
た
。
こ
の
小
屯
附
近
に
股
虚
な
る
地
名
を
興
え
た
の
は
、
賓
に
羅
振
玉
に
外

な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
正
に
彼
の
よ
き
協
力
者
、

王
園
維
が
述
べ
て
い
る
逼
り
で
あ
る。

(
甲
骨
)
文
字
を
審
樟
す
る
は
、
自
ら
羅
氏
を
以
て
第
)
と
魚
す
。
其
の
小
屯
の
故
肢
の
虚
た
る
を
考
定
し
、
及
び
股
帝
王
の
名
慌
を
審

稗
せ
し
は
、
み
な
羅
氏
よ
り
之
を
渡
し
た
り
。

(
静
庵
文
集
績
編
、
最
近
二
三
十
年
中
中
園
新
設
見
之
皐
問
)

こ
の
こ
と
は
言
い
か
え
れ
ば
、
股
虚
な
る
地
名
は
嘗
時
に
お
い
て
、
事
界
は
も
ち
ろ
ん
、
民
間
に
も
全
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語

る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
私
個
人
の
今
の
気
持
か
ら
言
え
ば
、
羅
振
玉
が
甲
骨
文
字
の
讃
解
に
多
大
の
業
績
を
あ
げ
た
の
は
、
そ
の
功
績
を



認
め
る
に
苔
か
で
な
い
が
、
甲
骨
の
出
土
地
に
肢
虚
な
る
地
名
を
比
定
し
た
の
は
、
あ
ま
り
に
物
を
多
く
識
り
す
ぎ
た
大
皐
者
の
勇
み
足
と
し

て
惜
し
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
小
屯
は
車
に
股
代
甲
骨
の
出
土
地
、
或
い
は
せ
い
ぜ
い
股
代
の
遺
蹟
と
い
う
だ
け
に
止
め
て
お
い
て
貰
い
た
か
っ

た
と
思
う
。

羅
振
玉
が
小
屯
を
漢
代
ま
で
俸
わ
っ
た
古
い
地
名
の
段
虚
に
比
定
し
た
根
擦
は
、
史
記
、
項
羽
本
紀
に
彼
が
秦
の
将
軍
、
章
聞
を
鉱
鹿
に
破

っ
た
後
、
こ
れ
と
和
睦
し
た
こ
と
を
記
し
た
次
の
文

羽
す
な
わ
ち
輿
に
、
垣
水
の
南
、
段
虚
の
上
に
期
う
。

に
依
っ
た
も
の
で
あ
る
。

垣
水
南
肢
虚
よ

と
こ
ろ
で
羅
振
玉
は

垣
水
の
南
に
密
接
す
る
肢
虚
の
ほ
と
り
、
と
解
し
て
小
屯
が
そ
の
傑
件
に
あ
う
と
考
え
た
ら
し
い
が
、

ば
、
こ
れ
は
誤
解
と
い
う
外
な
い
。
と
い
う
の
は
史
記
の
中
に
股
虚
の
位
置
を
記
し
た
箇
慮
が
外
に
あ
り
、
恐
ら
く
司
馬
遣
は
雨
者
を
讃
み
合

の
句
を
、

も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ

;_3-

せ
て
、
始
め
て
そ
の
場
所
が
正
確
に
把
握
で
き
る
よ
う
な
表
現
を
故
意
に
用
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
中
園
古
典
に
屡
々
見
ら
れ
る

常
套
手
段
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
史
記
、
衛
康
叔
世
家
に

周
公
旦
は
成
王
の
命
を
以
て
師
を
興
し
て
肢
を
伐
ち
、
武
庚
緑
父
と
管
叔
を
殺
し
、
察
叔
を
放
ち
、
武
庚
の
肢
の
絵
民
を
以
て
康
叔
を
封

じ
て
衛
君
と
な
し
、
河
・
漢
の
問
、
故
商
の
撞
に
居
ら
し
む
。

と
あ
り
、
こ
こ
に
い
う
故
商
の
撞
は
即
ち
肢
虚
に
外
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
浜
水
と
黄
河
の
間
に
あ
る
こ
と
を
一菅
っ
て
い
る
か
ら
、
前
の

項
羽
本
紀
の
垣
水
の
南
と
い
う
文
と
併
せ
て
、
始
め
て
股
虚
は
垣
水
と
浜
水
と
黄
河
と
に
よ
っ
て
圏
ま
れ
た
中
に
あ
る
こ
と
が
剣
る
の
で
あ

る
。
更
に
詳
し
く
い
え
ば

垣
水
の
南
、
浜
水
の
北
、
黄
河
の
西

267 

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

果
し
て
然
り
と
す
れ
ば
、

股
虚
は
小
屯
の
よ
う
に
、

あ
ま
り
に
垣
水
の
南
岸
に
密
接
し
す
ぎ
て
い
る
の
は
遁
嘗
で
な
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ぃ
。
こ
れ
で
は
淡
水
と
黄
河
と
の
間
と
は
言
え
な
い
。
股
虚
は
も
っ

と
東
南
に
下

っ
て
、
黄
河
に
近
い
卒
坦
部
の
中
央
に
出
て
こ
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
の
で
あ
る。

肢

・
衛
都
市
圏
家
は
何
庭
に
あ
っ
た
か

そ
も
そ
も
股
虚
と
は
如
何
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
も
自
明
の
理
の
よ
う
に
見
え
て
、
賓
は
そ
こ
に
大
き
な
誤
解
が
初
め
か
ら
存
在
し

た
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
先
ず
肢
虚
と
レ
う
時
の
虚
は
、
或
い
は
土
扇
を
加
え
て
櫨
に

つ
く
り
、

後
世
で
は
寧
ろ
こ
の
方
が
多
く
用
い

嘘
と
い
う
時
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
く
ど
く
言
え
ば
、

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
音
も
訓
も
雨
者
同
一
で
あ
る
。
虚
・
櫨
に
は
色
々
な
意
味
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
最
も
遁
首
し
た
訓
は
亡
園
之

亡
び
た
園
の
都
城
の
腰
祉
の
意
味
で
あ
る
。
劉
向
の
新
序
巻
四、

雑
事
第
四
の
中

昔
は
斉
の
桓
公
、
出
て
野
に
遊
び
、
亡
園
の
故
城
、
郭
氏
之
嘘
を
見
る
。
野
人
に
問
う
て
日
く
、
是
は
何
の
撞
た
る
か
。
野
人
日
く
、
是

- 4 ー

は
郭
氏
の
雄
た
り
。
桓
公
日
く
、
郭
氏
な
る
者
は
、
目
勾
ん
ぞ
撞
と
漏
り
し
ゃ
、

云
云
。

の
如
き
用
法
が
あ
る。

さ
れ
ば
股
虚
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
墜
に
肢
の
故
蹟
と
い
う
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、

股
王
朝
の
最
後
の
都
城
、
す
な
わ
ち

周
の
武
王
に
滅
、ほさ
れ
た
る
朝
歌
の
邑
の
贋
撞
と
い
う
意
味
に
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
虚
と
い
う
文
字
の
解
穫
の
上
か
ら
必
然

的
に
生
じ
た
意
味
で
あ
る
が
、
股
虚
の
場
合
に
は
更
に
そ
の
上
に
、
歴
史
事
賓
の
上
か
ら
必
然
的
に
生
じ
た
第
二
の
意
味
が
加
わ

っ
て

レ
る
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
股
虚
は
そ
の
ま
ま
周
代
の
街
園
の
都
城
に
利
用
さ
れ
た
事
買
で
あ
る
。

史
の
博
え
る
所
に
よ
る
と
、
周
の
武
王
は
材
王
を
滅
し
た
後
、

直
ち
に
股
王
朝
の
命
脈
を
絶
っ
た
の
で
な
く
、
材
の
子
、
武
庚
稔
父
を
立
て

て
肢
の
民
を
支
配
せ
し
め
、
こ
れ
に
弟
の
管
叔
と
察
叔
を
配
し
て
政
治
を
監
督
せ
し
め
た
。

い
わ
ゆ
る
三
監
で
あ
る。

然
る
に
武
王
死
し
て
成

王
が
嗣
ぎ
、
叔
父
の
周
公
が
掻
政
と
な
る
と
、

こ
れ
に
反
感
を
抱
い
た
管
叔
と
察
叔
と
は
、
様
父
と
共
に
周
に
叛
し
て
兵
を
血
ゃ
げ
た
。
そ
こ
で

周
公
は
三
監
を
征
し
て
'こ
れ
を
卒
、げ
、
管
叔
と
融
父
を
殺
し
、
察
叔
を
放
逐
し
た
。

さ
て
そ
の
跡
始
末
で
あ
る
が
、
残
訟
の
股
民
を
支
配
す
る



た
め
に
、
少
弟
の
康
叔
を
衝
君
に
封
じ
、
股
虚
を
そ
の
ま
ま
都
と
さ
せ
た
。
こ
の
こ
と
は
諸
書
に
略
々

一
致
し
た
記
載
が
あ
り
、
史
記
衛
康
叔

世
家
の
支
は
既
に
上
に
引
用
し
た
が
、
外
に
左
停
、
定
公
四
年
の
僚
に

康
叔
に
分
つ
に
、
大
路
少
島
、
絹
茂
精
雄
、
大
臣
、
段
民
七
族
(
中
略
)
を
以
て
し
、
命
ず
る
に
康
詰
を
以
て
し
て
、
段
虚
に
封
ず
。

と
あ
り
、
も
し
こ
の
「
股
虚
に
封
ず
」
と
い
う
句
を
皐
に
、

「
股
の
領
土
を
そ
の
ま
ま
輿
え
た
」
と
解
す
る
な
ら
ば
そ
れ
は
歴
史
的
な
解
轄
で

は
な
い
。
雷
時
の
社
舎
は
、
我
々
の
研
究
が
明
か
に
し
た
よ
う
に
都
市
園
家
の
時
代
で
あ
り
、
肢
も
周
も
、
ま
た
衛
も
そ
の
本
質
に
お
い
て
は

一
箇
の
都
市
圏
家
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
故
に
「
股
虚
に
封
ず
」
と
い
う
の
は
、
都
市
園
家
肢
の
滅
び
た
跡
へ
、
新
し
い
衛
な
る
都
市
圏
家
を

建
設
せ
し
め
た
と
い
う
、
甚
だ
限
定
さ
れ
た
意
味
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
股
虚
は
今
や
新
興
の
衡
の
都
と
し
て
生
れ
か
わ
り
、
以
後
史
上
に
お

い
て
衛
と
稽
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
然
る
に
そ
れ
が
再
び
段
虚
と
稿
せ
ら
れ
る
よ
う
に
逆
戻
り
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
を
知
る
た

め
に
は
、
其
後
の
衡
の
歴
史
を
辿
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、衛
は
初
代
康
叔
の
後
、
第
十
七
代
務
公
の
時
に
北
方
の
異
民
族
、

秋
(
翠
)
の
侵
入
を
蒙
っ

た
。
局
開
設
に
よ
れ
ば
麓
公
は
奇
妙
な
癖
が
あ
っ

- 5ー

て
鶴
を
好
み
、
鶴
を
大
夫
の
位
に
任
じ
て
高
椋
を
輿
え
、
出
入
に
軒
車
に
乗
せ
て
厚
遇
す
る

一
方
、
園
人
の
困
窮
を
顧
み
な
か
っ
た
。
そ
こ
で

秋
人
の
侵
入
を
受
け
た
さ
い
、
園
人
に
武
器
を
分
配
し
て
防
禦
に
嘗
ら
せ
よ
う
と
し
た
が
、
園
人
は
口
々
に
「
鶴
を
使
え
」
と
い
っ
て
君
主
の

命
に
鷹
じ
な
か

っ
た
。
こ
の
際
に
乗
じ
て
秋
人
は
衡
に
入
っ
て
殻
公
を
殺
し
た
が
、
恐
ら
く
都
城
は
こ
の
時
に
大
な
る
破
壊
を
蒙
っ
た
も
の
と

①
 

戴
公
を
立
て
て
曹
に
止
ま

っ
た
が
、
戴
公
は

一
年
な
ら
ず
し
て
死
ん

思
わ
れ
る
。

衛
人
は
東
に
走
り
、

殺
さ
れ
た
郭
公
の
伯
父
昭
伯
の
子
、

だ
。
戴
公
の
弟
、
文
公
は
嘗
時
東
方
に
勃
興
し
つ
つ
あ
っ
た
斉
の
桓
公
の
許
に
走
っ
て
救
を
求
め
た
。
斉
の
桓
公
は
諸
侯
と
共
に
秋
人
を
伐
つ

て
衡
を
助
け
、
文
公
を
楚
丘
に
都
せ
し
め
て
遺
民
を
牧
容
さ
せ
た
。
文
公
は
よ
く
そ
の
位
を
守
り
、
中
興
の
業
を
成
し
た
が
、
そ
の
子
成
公
の

時
、
更
に
都
を
殺
陽
に
移
し
た
。
こ
の
頃
南
方
に
楚
園
が
盛
ん
と
な
っ
て
北
方
の
菅
と
覇
を
争
い
、
衛
は
こ

の
園
際
紛
争
に
捲
き
こ
ま
れ
て
災

繭
を
蒙
る
こ
と
屡
々
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
地
が
交
遁
の
要
衝
に
嘗
る
た
め
に
経
済
的
な
繁
柴
を
保
っ
た
。
春
秋
末
の
孔
子
が
幾
度
か
寄
寓
し
た
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衛
は
こ
の
楼
陽
の
衛
で
あ
る
。
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さ
て
秋
人
の
侵
入
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
衡
の
最
初
の
都
は
其
後
ど
う
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
不
幸
に
し
て
我
々
は
そ
の
消
息
を
知
る
を
得

な
い
の
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
長
期
に
亘
っ
て
贋
祉
と
し
て
放
置
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
斉
の
桓
公
の
力
を
以
て
す
る
も
秋
人
を
完
全
に

騒
逐
し
て
衛
都
を
奪
還
し
、
街
人
を
故
郷
に
復
蹄
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
菅
が
斉
に
代
っ
て
覇
を
唱
え
る
に
及
び
、
こ
の
地
は
菅

の
勢
力
範
圏
に
野
し
た
。
漢
室
百
一
地
理
志
、
河
内
の
僚
に
こ
の
こ
と
を
述
べ
て

河
内

・
肢
虚
は
更
め
て
菅
に
属
す
。
康
叔
の
風
既
に
駄
ん
で
、
材
の
化
猶
お
存
す
。

と
い
っ
て
い
る
。
遷
都
後
の
衛
が
菅

・
楚
の
争
覇
戟
に
際
し
て
、
楚
に
興
し
て
菅
と
争
う
態
度
を
と

っ
た
理
由
は
、
菅
が
秋
人
退
去
の
後
も
、

衡
の
故
地
を
押
え
て
}
返
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
思
わ
れ
る
。

遁
か
に
後
世
の
も
の
で
あ
る
が
、

右
に
引
用
し
た
漢
書
の
文
に
、
股
虚
な
る
言
葉
が
便
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
漢
書
の
地
の
文
で
あ
り
、

衝

が

最

初

に

曹

、

更

に

楼

陽
へ
と
轄
々
と
都
を
移
す
に
及
ん

秋
人
が
衛
都
を
占
領
破
捜
し
、

次
に
楚
丘
、

で
、
従
来
衛
と
よ
ば
れ
て
い
た
地
貼
が
再
び
股
虚
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、

そ
れ
が
漢
代
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

何
故
か
と
い
え
ば
、

一
た
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び
腰
滅
し
た
衛
都
は
寅
は
他
に
適
賞
な
呼
び
方
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
衛
虚
と
言
お
う
と
す
る
と
、
衡
は
ま
だ
滅
び
て
い
な
い
か
ら
、
亡
園

扱
い
に
す
る
わ
け
に
行
か
な
い
。
衛
の
故
都
と
言
お
う
に
も
、
衝
は
あ
ま
り
に
度
々
都
を
移
し
て
い
る
の
で
、

数
箇
の
故
都
が
で
き
て
お
り
、

そ
の
何
れ
か
を
判
別
す
る
に
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
街
園
が
封
ぜ
ら
れ
た
以
前
の
名
、
股
虚
と
い
う
名
に
逗
る
の
が
最
も
遁
嘗
で
あ
る
。
そ
れ

は
恰
も
曹
、
楚
丘
、
殺
陽
が
、
次
々
に
衛
の
都
と
な
っ
た
時
に
は
、
何
れ
も
そ
の
間
だ
け
衡
と
よ
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
都
が
他
に
移
れ

ば
夫
々
一
得
び
元
の
名
に
逗
っ
て
、
曹
、
楚
丘
な
ど
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
と
同
然
で
あ
る
。

た
だ
今
の
場
合
は
、
股
だ
け
で
も
よ
い
の

で
あ
る
が
、
股
は
む
し
ろ
王
朝
名
と
し
て
逼
っ
て
い
る
の
で
、
間
違
い
な
い
よ
う
虚
字
を
つ
け
加
え
て
股
虚
と
し
た
の
で
あ
る
。
故
に
股
虚
な

る
名
稽
は
決
し
て
文
間
学
的
に
粉
飾
し
た
結
果
で
な
く
、
ま
た
後
世
普
ね
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
雅
名
で
も
な
く
、
貧
に
歴
史
的
必
然
に
よ

っ
て
自
然
に
生
じ
た
名
稽
に
外
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
繰
返
し
て
言
え
ば
、
股
虚
な
る
地
名
は
輩
に
肢
の
故
都
た
る
に
止
ま
ら
ず
、

不
可
避
的
に
衛
の
最
初
の
都
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
を



乗
ね
有
し
、
歴
史
上
に
は
雨
者
を
分
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
都
市
圏
家
は
少
く
も
三
回
の
破
壊
を
経
験
し

@
 

た
筈
で
あ
る
。
侍
読
に
よ
れ
ば
股
王
の
盤
庚
が
こ
の
都
に
蓮
っ
て
き
て
か
ら
二
百
九
十
年
の
後
に
材
王
の
時
、
周
の
武
王
の
侵
入
に
よ
る
最
初

の
破
擦
が
行
わ
れ

(前
一
一
一
一
一
一
年
)
、

ーに
劃
す
る
攻
撃
が
あ
っ
た
(
前
六
六

O
年〉。 つ

い
で
周
公
に
よ
る
旅
父
討
伐
の
際
の
破
援
が
あ
り
(
一
一
一
一
二
年
)
、

，最
後
に
秋
人
に
よ
る
衛
穂
公

そ
こ
に
は

そ
こ
で
若
し
何
人
か
が
肢
虚
に
お
い
て
考
古
皐
的
護
掘
を
行

っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、

少
く
も
三
層
の
文
化
遺
蹟
が
重
な
っ
て
い
る
の
を
護
見
す
る
筈
で
あ
る
。
恐
ら
く
そ
れ
は
西
方
に
お
け
る
ト
ロ
イ
の
遺
蹟
を
幼
併
さ
せ
る
も
の

が
あ
ろ
う
。
先
ず
上
部
に
は
衛
時
代
凡
そ
四
百
五
十
年
の
遺
祉
が
あ
り
、
そ
の
下
に
稔
父
時
代
の
約
二
十
年
間
の
遺
蹟
、
更
に
そ
の
下
に
股
代

二
百
九
十
年
の
遺
蹟
が
あ
る
。
時
々
〈
の
時
代
は
極
め
て
短
い
か
ら
こ
れ
を
無
一
蹴
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
お

衛
時
代
の
遺
物
屠
は

断
じ
て
無
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
衛
代
の
遺
物
を
避
け
て
、
そ
の
下
か
ら
股
代
の
遺
物
だ
け
を
取
り
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
逆

に
言
え
ば
最
初
か
ら
股
代
の
遺
物
だ
け
が
出
土
す
る
よ
う
な
遺
蹟
は
決
し
て
殻
虚
で
は
な
い
、
と
断
言
で
き
る
の
で
あ
る
。

安
陽
豚
下
の
小
屯
に
お
い
て
は
、
園
民
政
府
時
代
に
な
っ
て
度
々
考
古
率
的
な
護
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
が
、
迭
に
城
郭
の
存
在
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
出
土
遺
物
が
、
若
し
護
掘
調
査
に
従
事
し
た
皐

一7~ 
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小屯及び段虚附近概念圃

者
た
ち
の
断
定
す
る
よ
う
に
股
代
又
は
そ
れ
以
前
の
遺
物
遺
蹟
ば
か
り
で
あ
っ

た
な
ら
、
こ
れ
は
反
っ
て
此
地
が
股
虚
で
は
な
か

っ
た
こ
と
を
誼
明
す
る
も
の

に
外
な
ら
な
い
。

然
ら
ば
股
虚
は
い
っ
た
い
何
慮
に
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
史
記
の

言
う
所
に
従
っ
て

温
水
の
南
、
浜
水
の
北
、
黄
河
の
西

の
示
す
範
圏
内
で
探
す
よ
り
外
は
な
い
。
但
し
嘗
時
の
黄
河
は
今
の
開
封
の
あ

た
り
か
ら
念
角
度
に
北
へ
曲
り
、
大
行
山
脈
と
殆
ん
ど
卒
行
に
北
行
し
、
河
北
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卒
野
の
北
部
に
至
っ
て
東
に
折
れ
て
海
に
注
い
で
い
た
。
こ
の
黄
河
の
大
き
な
湾
曲
に
包
ま
れ
た
地
方
が
即
ち
河
内
で
あ

っ
て
、
そ
の
中
心
に

股

・
街
、が
存
在
し
た
。
恐
ら
く
こ
の
都
市
園
家
は
黄
河
に
近
く
位
置
し
、
肥
沃
な
卒
坦
部
を
周
圏
に
控
え
て
、

そ
の
域
内
の
人
口
を
養
わ
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

黄
河
が
流
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
土
地
が
附
近
に
比
べ
て
最
も
低
か

っ
た
事
賓
を
示
す
誼
援
で
あ
る
。
そ
し
て
後
世
、

黄
河
の
流

れ
が
他
に
移

っ
た
の
は
、
こ
の
地
方
が
泥
沙
や
黄
土
の
堆
積
に
よ

っ
て
地
表
が
高
ま
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
こ
の
土
沙
の
堆
積
の
厚
み
は
甚
だ

大
陸
的
で
あ
っ
て
、
我
々
の
想
像
を
絶
す
る
も
の
が
あ
る
。
恐
ら
く
股

・
衛
都
市
園
家
は
今
日
で
は
完
全
に
地
下
深
く
埋
設
し
、
地
表
に
は
何

等
の
痕
跡
を
留
め
ぬ
ま
で
に
姿
を
匿
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

項
羽
の
時
代
ま
で
、
確
か
に
股
虚
と
指
示
し
う
る
地
黙
が
存
在
し
た
こ
と

は
、
先
に
引
用
し
た
史
記
の
記
載
に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
が
、
こ
の
肢
虚
に
関
す
る
知
識
を
混
乱
さ
せ
た
の
は
、

漢
代
に
お
け
る
朝
歌
鯨
の
成
立

で
あ
る
。
周
知
の
如
く
肢
の
都
は
ま
た
朝
歌
と
よ
ば
れ
た
。
故
に
股
虚
は
も
と
の
朝
歌
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
然
る
に
そ
れ
と
は
別
に
新
し

い
朝
歌
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
起
源
は
項
羽
の
覇
王
時
代
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
秦
を
滅
し
て
全
園
に
劃
し
て
覇
権
を
握
る
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と
、
割
秦
戟
争
上
の
業
績
に
つ
い
て
大
い

に
論
功
行
賞
を
行
い
、
そ
の
好
む
所
の
持
軍
を
抜
擢
し
て
諸
侯
に
封
じ
た
が
、
そ
の
中
に
も
と
越
に

属
し
た
部
勝
、
司
馬
印
が
あ
っ
た
。
史
記
、
項
羽
本
紀
に

越
の
将
司
馬
印
は
河
内
を
定
め
、
数
々
功
あ
り
。
故
に
印
を
立
て
て
股
王
と
な
し
、
河
内
に
王
た
ら
し
め
、
朝
歌
に
都
せ
し
む
。

と
あ
り
、
河
内
を
領
し
て
股
王
と
競
し
、
都
を
朝
歌
と
稽
し
た
。
こ
の
朝
歌
は
、
す
ぐ
そ
の
上
文
に
股
虚
な
る
地
名
が
出
て
い
る
の
に
一
言
も

こ
れ
と
の
関
係
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
股
虚
と
は
別
の
地
黙
で
あ
っ
た
に
違
い
な
く
、
む
し
ろ
其
後
の
漢
代
の
朝
歌
鯨
に
接
績
す
る
も

@
 

の
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
こ
の
後
、
漢
楚
の
争
い
に
際
し
て
、
股
王
司
馬
印
は
殆
ん
ど
無
抵
抗
に
漢
に
降
り
、
恐
ら
く
そ
の
都
の
朝
歌
も
大

な
る
被
害
を
受
け
ず
、
漢
の
天
下
一
統
の
後
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
朝
歌
鯨
と
し
て
河
内
郡
に
属
せ
し
め
ら
れ
た
と
考
え
る
の
が
最
も
自
然
だ
か

ら
で
あ
る
。

漢
代
の
朝
歌
牒
が
、
首
時
股
虚
と
し
て
知
ら
れ
た
地
貼
と
全
く
異
っ
て
い
た
こ
と
は
他
に
も
謹
擦
が
あ
る
。
北
貌
の
臨
道
元
の
水
経
注
に
、
痘



水
と
決
水
の
二
流
を
述
べ

浜
水
は
元
甫
城
よ
り
東
南
し
、
朝
歌
鯨
の
北
を
蓬
た
り
。

垣
水
は
山
を
出
で
、
東
し
て
股
虚
の
北
を
運
た
り
。

と
あ
っ
て
、
肢
虚
は
史
記
の
記
載
と
全
く
同
じ
く
、
垣
水
の
南
に
あ
る
に
劃
し
、
朝
歌
牒
は
更
に
下

っ
て
南
方
に
あ
り
、
浜
水
の
南
に
位
置
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
股
虚
を
漢
代
の
朝
歌
鯨
と
匿
別
す
る
知
識
は
北
貌
時
代
ま
で
績
い
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
朝
歌
な
る
名
が
古
い
股
都
の
名
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
何
と
は
な
し
に
漢
代
の
朝
歌
が
股
代
の
朝
歌
と
同
一

で
あ
っ
た
よ
う
な
錯
魔
を
生
じ
、

唐
代
に
な
る
と
混
見
紛
糾
し
て
牧
拾

す
べ
か
ら
ざ
る
事
態
に
立
至
る
の
で
あ
る
。
漢
書
地
理
志
、
河
内
郡
朝
歌
鯨
の
篠
下
、

唐
の
顔
師
古
注
に

〔
朝
歌
鯨
〕
材
の
都
せ
し
所
、
周
の
武
王
の
弟
の
封
ぜ
ら
れ
し
所
に
し
て
、
名
を
衡
と
更
む
。

整
理
し
、
股
虚
な
る
土
地
の
特
殊
性
、

問
わ
ず
し
て
知
る
べ
き
で
あ
る
。

と
説
明
す
る
な
ど
は
、
そ
の
最
も
著
し
い
例
で
あ
る
。

併
し
な
が
ら
肢
虚
に
関
す
る
知
識
が
ま
だ
明
瞭
で
あ
っ
た
史
記
の
時
代
ま
で
の
史
料
を

そ
の
位
置
、
漢
代
の
朝
歌
鯨
と
の
関
係
を
明
か
に
し
て
行
け
ば
、
唐
代
人
の
認
識
の
誤
り
な
る
こ
と
は

-9-

小
屯
地
域
墓
地
の
年
代

羅
振
玉
が
股
虚
と
比
定
命
名
し
た
肢
虚
は
賓
は
股
虚
で
な
く
、
員
の
殿
虚
は
他
に
あ
っ
た
と
す
る
と
、
そ
ん
な
ら
い
っ
た
い
股
代
の
遺
物
と

思
わ
れ
る
も
の
の
出
土
す
る
小
屯
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
答
は
至
っ

て
簡
単
で
あ
る
。
考
古
皐
は
最
も
貫
誼
的
な
皐
問
で
あ
る
か
ら
、
調
査

の
結
果
に
即
し
て
、
た
だ
事
賓
の
ま
ま
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
。
併
し
も
し
こ
れ
を
古
文
献
に
連
絡
を
求
め
て
比
定
を
行
う
な
ら
ば
、
文
献
皐
上

の
約
束
に
従
っ
て
誤
り
な
き
を
期
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
あ
る
。
羅
氏
の
時
代
に
は
ま
だ
中
園
上
代
の
祉
舎
が
都
市
圏
家
の
紋
態
で
あ
っ

た
と
い
う
よ
う
な
認
識
が
な
く
、
ま
た
十
分
な
調
査
護
掘
も
行
わ
れ
な
い
で
、
た
だ
甲
骨
が
出
土
す
る
と
い
う
事
責
し
か
剣
っ
て
い
な
か
っ
た
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の
で
、
単
に
股
代
の
遺
物
が
出
る
か
ら
股
虚
で
あ
る
と
結
論
し
た
と
思
わ
れ
る
。

股
虚
は
必
ず
街
都
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
ま
で
は

考
え
及
ば
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

園
民
政
府
の
統

一
完
成
後
、
中
央
研
究
院
所
属
の
歴
史
語
言
研
究
所
に
よ
り
初
め
て
小
屯
地
域
の
科
準
的
調
査
護
掘
が
行
わ
れ
、

事
業
の
準

行
に
従
っ
て
彩
し
い
遺
物
遺
蹟
が
殻
見
さ
れ
て
世
界
の
皐
界
を
驚
か
す
に
至
っ
た
。
特
に
世
間
の
耳
目
を
衝
動
し
た
の
は
大
規
模
な
墳
墓
群
と

そ
の
豊
富
な
る
副
葬
品
の
設
見
で
あ
る
。

」
こ
で
我
々
に
と

っ
て
不
思
議
な
の
は
、

護
掘
調
査
の
嘗
事
者
が
こ
の
よ
う
な
新
事
賓
に
直
面
し

て
、
従
来
の
肢
虚
な
る
比
定
に
劃
し
て
些
か
も
疑
惑
を
抱
こ
う
と
せ
ず
、
反
っ
て
一
層
こ
の
地
が
股
虚
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
と
い
う
自

信
を
深
め
る
に
至
っ

た
ら
し
い
心
理
朕
態
で
あ
る
。

ど
う
や
ら
彼
等
は
思
い
が
け
ぬ
莫
大
な
牧
穫
に
狂
喜
し
て
、
文
献
的
な
考
誼
な
ど
は
最
早

一
世
の
碩
皐
羅
振
玉
、
王
国
維
等
に
劃
す
る
無
候
件
の

や
不
要
に
窮
し
た
と
感
違
い
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
っ
と
も
そ
の
背
後
に
は
、

信
頼
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

宏
大
な
墳
墓
の

一
群
が
設
見
さ
れ
、

し
か
も
殻
期
し
た
都
城
の
城
郭
ら
し
い
も
の
が

一
切
見
嘗
ら
な
か
っ
た
と
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き
、
彼
等
は
嘗
然
こ
れ
が
肢
の
園
都
で
あ
り
得
た
か
否
か
に
も
っ

と
疑
惑
を
抱
く
べ
き
筈
だ
っ

た
と
思
う
。
常
識
で
考
え
て
も
、
都
城
の
中
に

大
な
る
墳
墓
群
が
存
在
す
る
筈
が
な
い
で
は
な
い
か
。

古
墳
墓
の
存
在
す
る
範
園
は
最
初
は
痘
水
の
南
岸
に
限
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
が
、
や
が
て
北
岸
に
及
び
西
北
岡
に
お
い
て
も
大
な
る
墳
墓
の

瑳
掘
が
行
わ
れ
た
。
す
る
と
股
虚
の
範
園
は
何
の
疑
念
も
な
く
垣
水
北
部
に
ま
で
披
張
さ
れ
た
が
、
考
え
て
み
る
と
こ
れ
も
お
か
し
な
話
で
は

な
い
か
。
羅
振
玉
が
小
屯
附
近
を
肢
虚
に
比
定
し
た
最
も
重
な
理
由
は
、
そ
れ
が
垣
水
の
南
に
あ
る
と
い
う
史
記
の
記
載
に
合
致
す
る
か
ら
で

あ
っ
た
。
股
虚
が
温
水
の
南
北
に
亘
っ
て
は
、
こ
の
前
提
が
崩
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

股
代
の
遺
物
の
出
土
す
る
小
屯
附
近
は
そ
の
故
に
股
虚
で
あ
る
。
股
虚
で
あ
る
が
放
に
、
そ
こ
か
ら
出
土
す
る
も
の
は
股
代
の
遺
物
で
あ

る。

明
か
に
こ
の
よ
う
な
循
環
論
法
が
彼
等
を
呪
縛
し
、
こ
れ
以
外
の
考
え
を
容
れ
る
品
跡
地
な
ら
し
め
た
と
思
わ
れ
る
。

其
後
、

設
掘
に
従
事
し

た
皐
者
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
、
設
虚
調
査
と
銘
打
っ
た
報
告
が
次
々
に
出
版
さ
れ
た
。
併
し
私
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
墳
墓
群
の
護
見
が
行
わ



れ
た
時
、
こ
の
地
は
新
た
な
る
'事
貧
に
基
い
て
、
そ
の
ま
ま
墓
地
と
規
定
さ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
古
代
の
墓
地
は
如
何
な
る
も
の
か
を

改
め
て
検
討
す
べ
き
で
あ
っ

た。

い
か
な
る
理
想
的
な
目
的
を
以
て
す
る
に
せ
よ
、
新
し
い
植
民
地
を
建
設
す
る
時
に
は
、
先
ず
墓
地
と
牢
獄
を
必
要
と
す

る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
中
園
上
代
の
都
市
圏
家
は
そ
の
近
郊
に
丘
陵
を
求
め
て
墓
地
と
し
た
。
洛
邑
の
北
方
に
は
叩
山
が
あ
っ

て
最
も
有
名
で
あ
る
が
、
そ
の
外
に
も
折
に
ふ
れ
て
史
に
記
載
が
散
見
す
る
。

賓
の
桓
公
に
代
っ
て
晋
の
文
公
が
春
秋
第
二
の
覇
者
と
な
っ
た
時
、
彼
は
衛
の
東
南
方
に
あ
る
曹
園
を
攻
め
た
こ
と
が
あ
る
(
前
六
三
二

年
)
。
城
門
ま
で
押
し
ょ
せ
た
菅
軍
は
、

曹
人
の
必
死
の
反
撃
に
あ
っ
て
敗
れ
、

多
数
の
戟
死
者
を
遺
棄
し
て
後
退
し
た
。
勝
ち
誇
っ
た
曹
圏

は
敵
軍
の
屍
鐙
を
集
め
、
城
壁
の
上
に
曝
し
も
の
に
し
た
。
菅
の
文
公
は
部
下
の
献
策
に
従
い
、
曹
園
の
郊
外
に
あ
る
墓
地
に
陣
を
移
し
た
。

西
洋
の
諺
に
、

こ
れ
は
曹
園
の
人
民
に
大
き
な
衝
撃
を
輿
与
え
た
。
菅
軍
が
墓
を
掘

っ
て
祖
先
の
遁
瞳
を
痔
し
め
は
せ
ぬ
か
と
恐
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
曹
園

側
は
念
に
態
度
を
改
め
、
菅
の
戟
死
者
を
丁
重
に
棺
に
牧
め
て
、

菅
軍
の
許
へ
迭
り
か
え
し
て
や
っ
た
(
左
俸
俸
公
二
十
八
年
の
僚
〉
。
こ
の

時
は
菅
軍
は
威
嚇
し
た
だ
け
で
、
曹
の
墓
地
を
賞
際
に
稜
掘
す
る
に
至
ら
な
か

っ
た
が
、
相
似
た
る
場
合
に
そ
れ
が
惨
劇
と
な
っ
て
賓
現
し
た

-11ー 守

も
の
に
、
戟
園
時
代
に
お
け
る
即
墨
の
例
が
あ
る
。

斉
・
燕
の
聞
の
二
回
目
の
戦
い
で
、
燕
軍
に
敗
れ
た
費
は
七
十
徐
城
を
悉
く
失
い
、

た
だ
菖
と
卸
墨
の
み
が
斉
の
た
め
に
守
っ
た
。
即
墨
の

守
絡
が
回
皐
で
、
城
中
の
士
気
を
鼓
舞
す
る
た
め
に
反
聞
を
放
ち
、
こ
と
さ
ら
に
燕
軍
の
暴
虐
の
行
痛
を
挑
費
し
た
。
史
記
巻
八
十
二
国
軍
列

俸
に
、
燕
軍
が
郊
外
の
墓
地
を
荒
し
た
こ
と
を
述
べ

燕
軍
は
壷
く
聾
墓
を
掘
り
、
死
人
を
焼
く
。
卸
墨
の
人
、
城
上
よ
り
墓
見
し
、

み
な
沸
泣
し
、
共
に
出
て
戟
わ
ん
こ
と
を
欲
す
。

と
あ
っ
て
、
即
墨
の
墓
地
は
城
上
よ
り
墓
見
し
う
る
郊
外
に
あ
っ
た
の
で
あ
る

(
前
二
七
九
年〉。
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小
屯
地
方
は
肢
虚
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
股
・
衛
都
市
圏
家
、
す
な
わ
ち
股
虚
の
近
く
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
う
と
す
れ
ば
小

屯
附
近
の
墓
地
は
肢
・
衛
附
属
の
墓
地
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
十
分
な
理
由
を
も
っ
て
推
測
さ
れ
得
る
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
ま
で
瑳
見
さ
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れ
た
大
墳
墓
は
、
中
園
の
考
古
撃
者
た
ち
に
よ
っ
て
そ
の
悉
く
が
肢
の
王
墓
に
比
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
抑
も
ど
れ
ほ
ど
の
根

擦
を
有
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
日
迎
の
如
く
、
軍
に
股
虚
で
あ
る
か
ら
肢
の
遺
蹟
に
違
い
な
い
と
い
う
循
環
理
論
に
す
ぎ
ぬ
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
と
い
う
の
は
、
既
に
都
市
園
家
そ
の
も
の
が
肢
か
ら
衡
に
縫
承
し
て
い
る
以
上
、
そ
の
附
属
の
墓
地
も
亦
、
般
か
ら
衛
へ
繕
績
し
た
に

違
い
な
い
の
で
あ
る
。
少
く
も
衡
の
人
民
中
に
含
ま
れ
た
も
と
の
股
民
の
七
族
は
、
主
権
者
が
襲
っ
た
か
ら
と
言

っ
て
そ
の
墓
地
を
饗
え
た
と

は
思
わ
れ
な
い
。
も
と
も
と
股
民
の
方
が
文
化
的
に
は
先
進
で
あ
っ
た
か
ら
、
新
し
い
衝
は
高
般
に
つ
い
て
前
代
般
の
規
模
を
そ
の
ま
ま
踏
襲

し
た
と
見
る
の
が
至
嘗
で
あ
る
。

街
の
時
代
、

そ
の
近
郊
に
君
主
の
墓
地
か
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
明
瞭
な
記
載
が
歴
史
に
残
っ

て
レ
る
の
は
甚
だ
興
味
深
い
。
史
記
衛
康
叔
世

家
に
第
十
代
の
君
主
、
共
伯
の
非
業
な
最
期
を
述
べ
た
僚
が
あ
る。

衡
の
第
九
代
の
君
主
澄
侯
が
死
ん
で
、
そ
の
長
子
共
伯
践
が
代
っ
て
第
十
代
の
君
と
な
っ
た
。
共
伯
の
弟
に
和
な
る
者
が
あ
っ
て
父
に
寵

愛
さ
れ
、
特
に
多
く
の
賜
輿
を
給
せ
ら
れ
た
。
和
は
こ
の
財
を
以
て
死
土
を
養
い
、
ひ
そ
か
に
時
機
を
揖
っ
て

い
た
が
、

(
恐
ら
く
麓
侯

を
埋
葬
す
る
際
に
)
共
伯
を
墓
上
に
襲
撃
し
た
。
共
伯
は
麓
侯
の
墓
の
羨
(
連
絡
道
〉

に
入

っ
て
自
殺
し
た
の
で
、
こ
れ
を
麓
侯
の
傍
に
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葬
っ
た
。
和
が
自
立
し
て
衛
君
と
な

っ
た
が
、

こ
れ
が
第
十
一
代
の
武
公
で
あ
り
(
前
八

一
二
年
)
、

武
公
の
四
十
二
年
に
周
の
幽
王
が

滅
び
、
翌
年
卒
王
が
東
遷
す
る
に
際
し
て
武
公
は
周
を
助
け
て
功
が
あ
っ
た
。

こ
の
話
は
衛
君
濫
侯
の
墓
の
羨
に
言
及
し
て
い
る
貼
が
特
に
面
白
い
。
小
屯
附
近
で
瑳
見
さ
れ
た
大
墓
に
は
何
れ
も
東
西
南
北
の
四
道
、
若

し
く
は
南
北
二
道
の
羨
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

或
い
は
こ
れ
ら
の
墓
の

一つ
が
賓
際
に
麓
侯
の
墓
で
あ

っ
た
こ
と
も
、
決
し
て
あ
り
え
な
い
空

想
で
は
な
い
。

商
代
の
君
主
の
地
位
の
纏
承
は
果
し
て
常
に
卒
穏
に
行
わ
れ
た
か
否
か
、
史
に
殆
ん
ど
記
載
が
な
い
。
併
し
衛
園
に
お
い
て
は
麓
侯
以
後
の

歴
史
は
殆
ん
ど
革
命
の
連
績
で
あ
る
。
第
十

一
代
の
武
公
の
五
十
五
年
に
亘
る
長
い
治
世
と
、
こ
れ
に
績
く
荘
公
の
二
十
三
年
の
世
を
終
え
る

と
、
次
の
桓
公
は
弟
の
州
呼
に
殺
さ
れ
、
州
時
は
園
人
に
殺
さ
れ
、
代
っ
て
弟
の
宣
公
が
立
て
ら
れ
た
。
宣
公
は
不
徳
で
一
女
子
の
こ
と
か
ら



太
子
仮
と
そ
の
弟
の
欝
を
殺
し
た
の
で
人
墓
を
失
い
、
宣
公
の
死
後
代
っ
て
立
っ
た
子
の
恵
公
は
園
人
に
追
わ
れ
、
そ
の
子
の
韓
公
は
前
述
の

如
く
、
鶴
を
愛
し
て
園
人
に
叛
か
れ
秋
人
の
た
め
に
殺
さ
れ
た
。

小
屯
附
近
の
い
わ
ゆ
る
大
墓
に
お
い
て
移
し
い
殉
死
者
の
遺
穫
が
見
出
さ
れ
た
の
は
甚
だ
衝
撃
的
な
事
賞
で
、
こ
れ
を
古
代
野
蟹
の
風
習
と

言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
何
か
異
常
な
感
を
菟
れ
な
い
。
も
し
も
そ
の
あ
る
も
の
を
、
衛
墓
と
見
て
、
こ
れ
を
衛
に
お
け
る
歴

代
革
命
の
事
件
と
結
合
し
て
考
え
る
な
ら
ば
何
等
か
の
説
明
が
可
能
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
特
に
小
屯
の
劉
岸
に
お
け
る
大
墓
の
護
掘

の
際
に
認
め
ら
れ
た
注
目
す
べ
き
事
貫
は
、
数
箇
の
墓
に
お
い
て
羨
の
入
口
が
重
な
り
あ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
後
の
埋
葬

に
よ
っ
て
、
そ
の
前
の
埋
葬
の
際
の
羨
が
破
壊
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
の
埋
葬
者
が
、
前
の
墓
の
主
に
劃
し
て
敬
意
を
携
わ
な
か
っ
た

こ
と
を
意
味
す
る
。
若
し
も
前
に
埋
葬
の
行
わ
れ
た
墓
の
主
が
、
自
己
の
先
租
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
敬
意
を
抱
い
て
い
た
な
ら
ば
、

新
し
い

羨
に
よ
っ
て
古
い
羨
を
援
す
よ
う
な
仕
業
は
努
め
て
避
け
よ
う
と
し
た
に
相
違
な
く
、
叉
そ
れ
は
き
し
て
難
事
で
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。

小
屯
附
近
が
も
し
股
・
衛
都
市
圏
家
附
属
の
墓
地
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
墳
墓
が
肢

・
衛
二
代
に
亘
る
こ
と
が
あ
り
う
る
と
共
に
、

そ
の
附
近
か
ら
出
土
す
る
銅
器
な
ど
の
遺
物
も
亦
、
肢
と
衛
と
を
含
む
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
事
買
、

肢
か
ら
衛
へ
の
移
り
饗
り
に
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は
、
も
ち
ろ
ん
断
絶
の
面
も
あ
る
が
、
同
時
に
連
績
の
面
も
相
嘗
強
く
残
っ
て
い
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
君
主
が
股
か
ら
周
の

一
族
の
衛

そ
の
下
に
仕
え
た
股
民
七
族
は
連
績
の
面
を
代
表
す
る
。
恐
ら
く
衛
の
文
化
は
先
準
の
肢
の
影
響
を
蒙
る
こ

と
多
く
、
従
っ
て
銅
器
等
の
形
象
も
今
日
か
ら
肢
と
衛
と
を
判
別
す
る
こ
と
は
、
同
学
者
に
と
っ
て
恐
ら
く
容
易
で
あ
る
ま
い
。

に
襲
っ
た
の
は
断
絶
で
あ
る
が
、

同
じ
こ
と
は
甲
骨
片
に
つ
い
て
も
言
え
ぬ
だ
ろ
う
か
。

撃
者
は
甲
骨
と
さ
え
聞
け
ば
、
直
ち
に
そ
れ
を
股
に
結
び
つ
け
た
が
る
の
で
あ
る

が
、
占
卜
の
方
法
に
お
い
て
も
、
肢
か
ら
衛
に
襲
っ
た
其
時
か
ら
漣
か
に
卜
酔
が
姿
を
消
す
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

左捕時
、

信
公
十
九
年
(
前
六
四
一
年
〉
の
僚
に
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衛
は
こ
の
年
大
皐
で
あ
っ
た
の
で
、
文
公
は
山
川
に
祭
り
す
る
こ
と
に
つ
い
て
卜
を
行

っ
た
と
こ
ろ
不
吉
と
出
た
。

⑤
 

と
い
う
記
事
が
あ
る
。

こ
の
時
は
衛
が
既
に
新
都
の
楚
丘
に
移
っ
た
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
地
は
奮
都
た
る
股
虚
か
ら
そ
れ
ほ
ど
遠
く
は
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離
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
新
都
と
奮
墓
地
と
の
関
係
が
急
に
紹
た
れ
た
と
も
断
言
で
き
な
い
。
も
し
文
公
の
時
に
用

e

い
ら
れ
た
甲
骨
が
他
の
む

そ
れ
が
僕
倖
に
も
二
十
世
紀
の
考
古
撃
者
に
よ

っ
て
護
掘
さ
れ
た
と
し
た
な

の
と
一

緒
に
奮
墓
地
に
運
ば
れ
て

穴
を
掘

っ
て
埋
め
ら
れ
、

ら
ば
、
撃
者
た
ち
は
果
し
て
そ
れ
を
股
代
の
甲
骨
と
は
っ
き
り
見
分
け
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

更
に
史
記
巻
百
二
十
八
、
亀
策
列
俸
に
よ
る
と
、
漢
代
の
司
馬
遷
の
頃
ま
で
亀
甲
に
よ
る
占
卜
が
普
通
に
行
わ
れ
て

い
て
、
別
に
珍
ら
し
レ

現
象
で
は
な
か

っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
日
く

官同
組
の
時
に
至
り
、
秦
の
太
卜
の
官
は
天
下
始
め
て
定
ま
り
し
の
み
に
て
兵
革
未
だ
息
ま
ず
、
孝
恵
に
及
び
て
も
享
園
の
臼
少
く
、
呂
后

は
女
主
に
し
て
、
孝
文
孝
景
は
因
襲
す
る
の
み
な
る
に
よ
り
、
掌
故
は
未
だ
講
試
す
る
に
遣
あ
ら
ざ
り
き
。
父
子
時
官
の
世
々
其
の
精
徴

を
相
偉
う
あ
り
と
雄
も
、
深
妙
は
遺
失
す
る
所
多
し
。
今
上
の
卸
位
に
至
り
、
博
く
整
能
の
路
を
聞
き
、
悉
く
百
端
の
拳
を
延
く
。

伎

に
通
ず
る
の
土
は
威
な
自
ら
効
す
を
得
し
む
。
絶
倫
超
奇
な
る
者
を
右
と
な
し
、
阿
私
す
る
所
な
か
ら
し
む
。
数
年
の
問
、
太
卜
大
い
に
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集
曾
す
。
上
の
旬
奴
を
撃
ち
、
西
の
か
た
大
宛
を
嬢
い
、
南
の
か
た
百
越
を
牧
め
ん
と
欲
す
る
や
、
ト
箆
は
表
象
を
預
見
し
、
先
ず
其
の

利
を
圃
る
に
至
る
。
猛
賂
の
鋒
を
推
し
節
を
執
り
、
彼
に
勝
を
獲
る
に
及
ん
で
、

著
魯
・
時
日
も
亦
た
力
あ
り
。

此
に
於
い
て
上
尤
も
意

を
加
え
、
賞
賜
或
い
は
数
千
寓
な
る
に
至
る
。
丘
子
明
の
属
、
富
溢
貴
寵
、
朝
廷
を
傾
く
(
中
略
)
。
余
江
南
に
至
り
、
其
の
行
事
を
観

る
。
其
の
長
老
に
問
う
に
云
う
な
ら
く
、
砲
は
千
歳
に
し
て
乃
ち
蓮
葉
の
上
に
遊
ぶ
云
云
と。

な
お
こ
の
下
に
裕
先
生
の
補
記
が
績
く
の
で
あ
っ
て
、
亀
甲
に
よ
る
占
卜
は
決
し
て
股
代
の
専
有
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

四

今

後

の

課

題

い
わ
ゆ
る
股
周
革
命
は
中
園
の
歴
史
の一

つ
の
出
護
貼
と
し
て
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
私
は
長
い
間
そ
の
際

の
具
睦
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
得
る
こ
と
が
出
来
ぬ
の
に
苦
し
み
な
が
ら
、
そ
こ
に
何
か
も
や
も
や
し
た
も
の
が
纏
っ
て

い
る
の
を
梯
拭
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
も
や
も
や
は
中
園
上
代
を
都
市
園
家
時
代
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
・
次
第
に
簿
く
な
り
、

そ
れ
と
共
に
古
代
の
祉
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献
態
も
漸
ゃ
く
明
瞭
に
把
握
で
き
そ
う
に
な
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
今
度
は
股
虚
の
問
題
が
前
面
に
立
ち
ふ
さ
が

っ
て
、
私
の
古
代
史
理
解

を
妨
げ
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
凡
て
の
問
題
を
白
紙
に
戻
し
、
原
貼
に
立
返

っ
て
か
ら
、
私
の
理
解
す
る
所
を
主
と
し
て
歴
史
を
再
構
成
し

て
行
く
と
、
ど
う
し
て
も
今
迄
一
般
に
行
わ
れ
て
き
た
股
虚
に
関
す
る
遁
設
は
成
り
立
た
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
ら
ど
う
し
て
こ
の

よ
う
な
通
説
が
成
立
す
る
に
至
っ
た
か
。

従
来
の
上
代
史
の
編
年
盟
系
は
王
朝
の
存
在
を
過
大
に
評
債
し
す
ぎ
た
と
思
う
。
先
ず
、

夏
に
始
ま
り
、
夏
の
次
は
段
、
肢
の
次
は
西
周
で

あ
り
、
西
周
の
次
は
東
周
で
あ
り
、
東
周
に
至
っ
て
初
め
て
列
園
の
存
在
を
意
識
に
上
せ
、
春
秋
か
ら
戟
園
と
な
り
、
戦
圏
が
統
一
さ
れ
て
秦

と
な
り
漢
と
な
る
。
そ
れ
は
そ
れ
に
違
い
な
い
が
、
具
佳
的
な
文
化
の
瑳
展
を
辿
ろ
う
と
す
る
時
、
こ
の
年
表
の
瞳
系
は
甚
だ
不
親
切
で
は
な

か
ろ
う
か
。

肢
か
ら
西
周
へ
は
具
盤
的
に
言
え
ば
河
南
省
の
安
陽
附
近
か
ら
一
一
挙
に
快
西
省
の
長
安
附
近
へ
飛
ぶ
の
で
あ
る
が
、
こ

の
間
の
空

間
的
な
距
離
を
無
親
し
て
、
肢
の
誠
亡
の
直
後
を
す
ぐ
西
周
で
受
け
て
果
し
て
適
嘗
で
あ
ろ
う
か
。
現
時
中
園
考
古
屋

a

の
成
果
に
よ
れ
ば
、
段

代
の
豊
富
な
遺
蹟
、
遺
物
の
後
を
受
け
て
、
暫
く
周
代
の
空
白
な
時
代
が
績
く
と
言
わ
れ
る
の
は
、
お
か
し
な
話
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
よ

う
な
年
表
に
依
援
し
た
嘗
然
の
結
果
と
い
え
る
。
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私
は
都
市
園
家
時
代
の
祉
曾
に
お
い
て
は
、
後
世
の
よ
う
な
統

一
園
家
の
時
代
と
は
異
っ
た
観
黙
に
立
ち
、
異
っ
た
研
究
方
法
を
用
い
ね
ば

な
ら
ぬ
と
考
え
る
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
事
貨
の
連
績
に
重
き
を
お
き
、
多
数
の
都
市
園
家
の
中
か
ら
、
最
も
遁
嘗
な
も
の
を
選
ん
で
一
貫
し
た

年
表
を
作
成
し
、
こ
れ
を
座
標
と
し
て
遺
蹟

・
遺
物
の
編
年
鐙
系
を
考
案
す
べ
き
だ
と
い
う
提
案
で
あ
る
。
私
が
い
ま
考
え
て
い
る
年
表
は

股
ー
衡
|
戦
園
競
|
秦
|
漢

を
主
軸
と
す
る
。
股
衡
の
二
時
代
は
私
の
考
え
で
は
小
屯
が
そ
の
大
部
分
を
蔽
う
に
足
る
と
信
ず
る
。
問
題
は
衡
の
末
期
濃
陽
時
代
と
戦
園
競

と
で
あ
る
。
現
在
の
中
園
は
ま
だ
純
粋
な
皐
術
的
目
的
の
た
め
に
大
が
か
り
な
考
古
準
的
調
査
を
行
う
齢
裕
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
我
々
と
し
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て
も
別
に
急
ぐ
必
要
は
な
い
で
は
な
い
か
。
将
来
濃
陽
と
大
梁
す
な
わ
ち
開
封
の
地
下
調
査
が
行
わ
れ
た
な
ら
ば
、
衛
の
文
化
が
い
か
に
貌
に

影
響
を
及
ぼ
し
た
か
の
経
緯
が
知
ら
れ
、
更
に
貌
の
文
化
が
秦
に
、
ひ
い
て
は
漢
に
感
化
を
興
え
た
次
第
を
知
る
手
掛
り
を
掴
む
こ
と
が
で
き
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る
で
あ
ろ
う
。

物
の
編
年
髄
系
の
上
で
上
述
の
文
化
縫
承
園
が
貫
誼
さ
れ
た
な
ら
ば
、

そ
こ
か
ら
演
縛
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

私
は
常
に
中
園
古
代
史
研
究
の
成
功
か
否
か
は
、
そ
れ
が
う
ま
く
漢
代
ま
で
接
績
す
る
か
ど
う
か
に
懸
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
も
し
遺

そ
れ
に
洩
れ
た
西
周
、
東
周
、

更
に
は
鄭
、
魯
、
斉
な
ど
の
地
位
は
、

現
代
中
園
の
考
古
皐
者
た
ち
の
調
査
や
研
究
に
お
い
て
成
し
遂
げ
た
業
績
は
、

そ
れ
な
り
に
高
く
評
債
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
併
し
貫

際
に
設
掘
に
従
事
し
、
現
に
質
物
を
手
に
し
て
観
察
す
る
有
利
さ
が
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
、
歴
史
上
の
根
本
問
題
に
射
し
て
ま
で
、

等
の
意
見
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
ど
こ
に
も
な
い
。
正
直
に
私
の
感
想
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
中
園
史
の
研
究
は
も
し
従
来
の
ま
ま
の
や
り

一
々
彼

方
が
績
く
な
ら
ば
、
現
今
の
中
園
本
土
の
皐
者
に
は
安
心
し
て
任
せ
て
お
け
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
彼
等
は
皐
聞
の
周
園
を
取
巻
い
て
い
る

気
流
に
お
レ
て
は
甚
だ
準
歩
的
で
あ
り
、
時
に
は
急
進
的
で
あ
る
に
拘
わ
ら
ず
、
間
学
問
の
中
味
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
専
門
家
で
な
け
れ
ば
言

え
な
い
部
分
に
お
い
て
は
反
っ
て
保
守
的
で
あ
り
、
時
に
は
封
建
的
と
も
見
ら
れ
る
ほ
ど
事
大
的
で
あ
る
。
私
が
こ
ん
な
こ
と
を
此
慮
で
言
わ

ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
こ
れ
を
我
闘
で
こ
れ
か
ら
研
究
を
始
め
よ
う
と
す
る
若
い
皐
者
た
ち
に
劃
し
て
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
義
務
の
よ
う
な
も
の
を
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感
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

中
園
考
古
屋

4

に
つ
い
て
全
く
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
で
あ
る
私
が
こ
の
よ
う
な
論
考
を
纏
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

よ
く

一
目
瞭
然
に
問
題
を
整
理
し
て
お
い
て
く
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

殊
に
貝
塚
茂
樹
編
「
股
帝
園
」
、

日
本
の
専
門
家
が
手
際

樋
口
隆
康
著
「
北
京
原
人
か
ら
銅
器
ま

で
」
の
二
著
を
多
く
利
用
さ
せ
て
頂
い
た
こ
と
を
感
謝
す
る
。

註①
戴
公
の
曹
は
術
に
属
す
る
小
邑
で
、
史
記
曹
叔
世
家
の
曹
と
は
異
な

る。
②
股
都
の
縫
積
年
数
。
朱
右
曾
輯
録

「古
本
竹
書
紀
年
」
に

盤
庚
の
般
に
徒
り
し
よ
り
約
の
滅
ぶ
る
に
至
る
ま
で
七
百
七
十
三
年
、

更
に
都
を
徒
さ
ず

な
る
文
を
史
記
般
本
紀
正
義
よ
り
引
用
す
る
が
、
王
園
維
の
校
補

(海
寧

王
静
安
先
生
遺
書
第
三
十
六
冊
)
に
は
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園
維
案
ず
る
に
、
此
れ
亦
た
注
文
、
或
い
は
張
守
節
が
本
書
を
隠
括
せ

る
の
語
な
り
。

と
い
っ
て
、
右
は
竹
書
紀
年
の
本
文
で
な
い
と
主
張
す
る
。
何
れ
に
も
せ

よ
、
七
百
七
十
三
年
と
い
う
の
は
明
か
に
長
き
に
遇
、
ぎ
る
。
い
ま
普
通
の

説
に
従
っ
て
二
百
九
十
年
と
し
た
が
、
或
い
は
こ
れ
で
も
長
過
ぎ
る
か
も

知
れ
な
い
。
更
に
下
に
績
く
衡
の
都
で
あ
っ
た
時
代
の
四
百
五
十
年
も
同

様
に
長
過
ぎ
る
感
を
菟
れ
な
い
が
、

今
は
こ
の
鮎
に
深
く
立
入
ら
な
い
で

通
設
に
従
っ
て
お
い
た
。

③
肢
の
三
監
に
つ
い
て
。
前
漢
書
地
理
志
に

河
内
は
も
と
肢
の
替
都
な
り
。
周
既
に
肢
を
滅
し
其
の
畿
内
を
分
ち
て

三
園
と
矯
す
。

詩
風
の
細
川

・
庸
・
衛
園
こ
れ
な
り
。
(
師
古
田
く
、
対

城
よ
り
し
て
北
は
之
を
加
と
謂
い
、
南
は
之
を
庸
と
謂
い
、
東
は
之
を

衡
を
謂
う
)
。
却
は
以
て
討
の
子
武
庚
を
封
じ
、
庸
は
管
叔
こ
れ
に
ヲ

た
り
、
衡
は
諸
君
叔
こ
れ
に
弔
ア
た
り
、
以
て
段
民
を
監
す
。
之
を
三
監
と

謂
う
。
故
に
書
序
に
臼
く
、
武
王
崩
じ
て
三
監
酔
く
。
周
公
之
を
設

し
、
牽
く
其
地
を
以
て
弟
康
叔
を
封
じ
、
鋭
し
て
孟
侯
と
日
い
、

以
て

周
室
を
爽
輔
せ
し
む
。
部
庸
の
民
を
錐
邑
に
遷
す
。

と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
康
叔
は
領
土
と
し
て
は
三
監
の
地
全
部
を
得
た

が
、
人
民
は
先
に
奈
叔
の
領
し
た
般
民
だ
け
を
奥
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ

て
、
様
父
と
管
叔
の
領
し
た
般
民
は
洛
邑
へ
移
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
然

る
に
史
記
衡
康
叔
世
家
に
よ
れ
ば
本
文
中
に
引
用
し
た
如
く
、
康
叔
は
武

庚
稼
父
の
領
し
て
い
た
人
民
を
輿
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
て
不
一

致

が
あ
る
が
、
今
は
史
記
に
従
う
。
私
は
そ
こ
か
ら
康
叔
の
衛
園
は
禄
父
の

園
、
稔
父
の
園
は
討
王
の
殿
と
推
測
し
た
が
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
別
の

論
も
成
り
立
つ
。
康
叔
の
衡
は
薬
叔
の
衡
の
名
を
受
け
た
に
違
い
な
い
の

で
、
そ
の
土
地
も
薬
叔
の
園
を
襲
っ
た
と
も
受
取
れ
る
の
で
あ
る
。
或
い

は
こ
こ
に
引
か
れ
た
師
古
註
に
従
え
ば
、
約
王
の
本
来
の
般
都
は
三
監
時

代
に
一
時
放
棄
さ
れ
、
三
監
の
叛
乱
卒
定
後
に
、
康
叔
の
衛
園
に
よ

っ
て

復
興
さ
れ
た
と
い
う
見
解
も
成
立
つ
。
併
し
仰
れ
に
し
て
も
三
監
の
時
代

は
僅
に
十
年
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
長
さ
を
盤
庚
よ
り
対
王
に
至

る
ま
で
の
段
ゃ
、
康
叔
か
ら
路
公
に
至
る
ま
で
の
衡
と
比
較
す
る
と
、
殆

ん
ど
比
較
に
な
ら
な
い
短
時
日
で
あ
る
。

①
司
馬
印
と
司
馬
遷
。
史
記
太
史
公
自
序
に
よ
る
と
司
馬
印
と
司
馬
遷
と

は
同
原
の
一

族
で
あ
る
と
い
う
。
従
っ
て
司
馬
遷
は
司
馬
印
に
謝
し
て
特

ー

別
の
興
味
を
有
し
た
ら
し
く
、
彼
が
殿
虚
の
位
置
に
つ
い
て
明
確
な
知
識

が
あ
っ
た
の
は
、
何
等
か
の
便
宜
を
受
け
る
機
禽
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ

な
L

①

卜
と
盆
と
の
閥
係
。
文
公
に
よ
る
卜
の
結
果
が
不
吉
と
出
た
と
あ
る
の

は
明
ら
か
に
お
か
し
い
。
何
と
な
れ
ば
吉
凶
は
盆
卜
の
用
語
で
は
な
く
、

話
占
の
言
葉
だ
か
ら
で
あ
る
。
亀
卜
に
お
い
て
は
、
そ
の
結
果
は
最
も
具

題
的
に
言
い
表
わ
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
史
記
贋
太
公
世
家
に
周
の
文

王
が
強
に
出
ょ
う
と
し
て
ト
し
た
と
こ
ろ
、

獲
る
所
は
龍
に
非
ず
鳩
に
非
ず
、
虎
に
非
ず
熊
に
非
ず
、
獲
る
所
は
覇

王
の
輔
な
ら
ん
と

い
う
答
を
得
た
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
、
こ
れ
が
亀
卜
の
本
来
の
形
で
あ

る
。
こ
れ
に
劃
し
て
笈
占
は
陰
陽
の
二
極
を
立
て
、
そ
の
種
々
の
組
合
せ

に
よ
る
形
象
か
ら
士
口
凶
を
剣
断
す
る
。
亀
卜
は
い
わ
ば
汎
紳
論
的
、
笈
占

は
明
ら
か
に
二
元
論
で
あ
る
。

Q
E
占
に
つ
い
て
は
拙
稿
戸
m
U
Elm-o
マ

宮
B
m
E
庶

己

仏

念

仏

巾

U
E
E
t
oロ

g
(
U
E
5・
ロ
白
色
田
口
問
巾
白
弘
司

m
g
o
-
o
m
5
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州
市
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広
酔
宮
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匂
回
口
一
口
市
H
H
M
F
b
ヨ
-
一
目
・
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U
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g
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併
し
勉
卜
と
盆
占
と
は
長
い
時
間
の

経
過
と
共
に
互
い
に
相
混
浴
し

た
。
特
に
私
は
甲
骨
上
の
ト
僚
の
中
に
ゑ
を
成
分
と
す
る
文
字
、
た
と
え

ば
数
と
い
う
字
が
現
わ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
灸

は
盆
の
用
語
で
あ
る
。
私
は
寧
ろ
こ
の
事
質
か
ら
甲
骨
文
字
は
必
ず
し
も

そ
れ
ほ
ど
古
く
な
く
、
ま
た
そ
れ
ほ
ど
原
始
的
な
も
の
で
は
あ
る
ま
い
と

想
像
す
る
。
抑
も
書
鰻
が
古
い
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
そ
れ
が
古
い
時

代
に
書
か
れ
た
登
録
と
は
な
ら
な
い
。

占
卜
と
い
う
よ
う
な
古
風
な
職
業

に
は
古
い
仰
統
が
保
存
さ
れ
る
の
は
笛
然
の
こ
と
で
あ
る
。
い
か
に
古
い

仰
統
を
有
す
る
に
せ
よ
、
現
貨
に
そ
れ
が
書
か
れ
た
時
代
が
新
し
け
れ

ば
、
そ
こ
へ
他
の
世
界
か
ら
新
し
い
要
素
が
流
入
す
る
可
能
性
が
多
い
と

認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
う
一
つ
、
私
が
殿
代
の
甲
骨
と
し
て
間
違
い

な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
世
間
で
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
賓
年
代
の
古

い
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
た
い
の
は
、
私
の
史
観
か
ら
来
る
。
私
の
考

え
で
は
記
録
に
見
え
る
い
わ
ゆ
る
西
周
時
代
の
年
代
は
徐
り
に
も
長
す
ぎ

る
と
思
う
。
般
の
滅
亡
と
周
室
の
東
遷
と
は
、
周
民
族
の
東
方
へ
の
移
動

と
い
う

一
連
の
事
賓
で
あ
っ
て
、
雨
者
の
中
間
に
何
百
年
も
の
時
聞
が
あ

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
と
考
え
る
。

(
拙
著

「
中
関
古
代
史
概
論
」
ハ

ー

バ
ー
ド
・
燕
京

・
同
志
位
東
方
文
化
講
座
第
八
輯
)
。
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