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こ
れ
も
紹
興
脅
吏
、
又
は
紹
興
師
爺
と
関
係
を
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
清
代
に
お
い
て
、
江
滋
地
方
に
経
世
致
用
撃
が
提
唱
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ

も
多
か
れ
少
な
か
れ
紹
興
師
爺
と
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
と
思
う
。
因
み
に
紹
興

師
爺
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
市
定
氏
も
「
清
代
の
脅
吏
と
幕
友
」
ハ
東
洋
史
研
究

第
二
ハ
谷
第
四
政
一
九
五
八
年
)
に
説
明
を
さ
れ
て
い
る
。

衣
に
、
募
友
の
志
異
述
怪
と
幕
友
の
束
締
財
源
に
つ
い
て
、
著
者
は
、
清
代

の
幕
友
人
事
制
度
の
全
貌
を
究
明
す
る
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
面
に
亘
っ
て
詳
細
を

愛
さ
れ
た
。
し
か
し
、
制
度
史
研
究
と
し
て
、
談
狐
説
鬼
の
よ
う
な
細
か
い
こ

と
を
取
扱
う
よ
り
も
、
制
度
そ
の
も
の
を
維
持
さ
せ
る
経
済
的
基
盤
、
す
な
わ

ち
幕
友
の
束
筒
財
源
で
あ
る
隔
規
・
耗
羨
・
養
康
銀
等
に
つ
い
て
、
よ
り
深
い

関
心
を
持
つ
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
財
源
問
題
に
つ
い
て
も
、

宮
崎
氏

が
前
掲
の
論
考
で
詳
し
く
論
述
さ
れ
て
い
る
。
著
者
が
も
し
宮
崎
氏
の
設
を
活

用
さ
れ
れ
ば
、
束
筒
財
源
に
つ
い
て
の
説
明
は
も
っ
と
充
質
し
た
も
の
に
な
る

と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
幕
友
乃
至
奇
吏
の
研
究
に
つ
い
て
、
日
本
の
間
学
界
も
か
な
り
の
成

果
を
翠
げ
て
い
る
。
前
回
閣
の
宮
崎
氏
の
論
文
以
外
に
、
な
お
、
幾
つ
か
が
見
ら

れ
る
。
例
え
ば
、
服
部
字
之
吉
氏
『
清
図
通
考
』
第
二
篇
第
四
「
吏
卜
幕
友
」

(
三
省
堂
書
庖

一

九

O
五
年
)
、
細
井
田
田
治
氏
「
清
初
の
脅
吏
」
(
枇
曾
経
済

史
息
子
十
四
|
六
一
九
四
四
年
)
及
び
佐
伯
富
氏
「
膏
吏
制
度
の
成
立
」

(
岩
波
講
座
世
界
歴
史

9

一
九
七

O
年
二
月
)
等
の
如
く
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
論
文
も
、

官
と
吏
と
の
分
化
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
言
及
さ
れ
て
い

る
。
著
者
は
、
本
書
に
お
い
て
、
日
本
の
研
究
文
献
を
も
引
用
さ
れ
て
お
り
、

図
内
の
研
究
に
限
ら
ず
、
海
外
に
も
翻
野
を
開
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

筆
者
が
以
上
に
傘
げ
た
諸
研
究
を
も
活
用
さ
れ
た
ら
よ
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

〉フ
カ
。

以
上
、
本
書
に
糾
問
す
る
筆
者
の
讃
後
感
と
若
干
の
疑
問
鮎
を
述
べ
た
が
、
そ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
本
蓄
が
な
し
え
た
清
代
幕
友
制
度
に
関
す
る
賓
詩
的
議
成
果

に
比
べ
れ
ば
、
ほ
ん
の
殺
到
一
に
す
ぎ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
本
書
が
、
官
僚
制
度

の
本
質
を
理
解
す
る
上
で
脅
吏
と
と
も
に
不
可
散
な
存
在
で
あ
る
幕
友
を
制
度

史
的
に
解
明
し
た
好
者
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
最
後
に
、
著
者
の
窓
を

誤
解
し
た
り
、
本
書
を
充
分
に
紹
介
し
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
ひ
そ
か

に
恐
れ
て
い
る
。
著
者
な
ら
び
に
讃
者
の
御
海
容
を
お
願
い
し
た
い
。
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史
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(
こ
れ
は
、
木
古
、
と
く
に
第
五
章
の
原
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と
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こ
こ
で
取
り
あ
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よ
う
と
す
る
若
者
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、
一
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、
こ
れ

に
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の
雨
氏
に
よ
る
書
評
が
あ
る
が
、
我
闘
で
は

ま
だ
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
、
彼
土
の
宋
代
史
研
究
の
最
新
の
成
果

の
一
つ
を
紹
介
す
る
こ
と
に
も
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
た
め
、
潟
外
の
印
刷
介

動
向
に
い
加
'
知
で
あ
り
、
必
ず
し
も
泊
任
で
は
な
い
こ
と
を
知
り
つ
つ
も
紙
面
を

ふ
さ
が
せ
て
い
た
だ
い
た
。

前
説
き
に
俗
、
う
な
ら
ば
、
著
者
は
こ
の
書
物
で
、
前
近
代
中
国
に
お
い
て
地

方
行
政
の
日
常
茶
務
心
主
要
な
役
割
を
架
し
、
ま
た
一
方
で
、
民
衆
と
椴
力
と

の
綾
貼
と
し
て
意
義
が
あ
る
さ
ニ
ω
問。

O
B
2
Z
の
も
っ
て
い
た
「
機
能
L

と

「
制
度
L

と
を
解
明
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
守
己
品
。
。
回
日
『
の
評
語

と
し
て
は
、
以
下
、
「
服
役
」
を
充
て
て
お
く
、
こ
の
話
が
「
役
」
と
し
て
の

方
向
の
比
重
が
感
ぜ
ら
れ
る
の
に
到
し
て
、
著
者
の

i
E問。
O
B
n
2
は、

行
政
末
端
と
し
て
の
機
能
の
方
向
へ
の
比
重
が
感
ぜ
ら
れ
る
)
。
ま
た
、
と
く

に
市
宋
を
封
象
と
し
て
選
ん
だ
理
由
と
し
て
は
、
宋
代
が
、
後
代
の
各
王
朝
に

特
徴
的
な
要
素
の
は
じ
め
て
現
れ
る
、
改
革
と
急
速
な
鎚
化
の
時
代
で
あ
る
こ

と
、
日
本
の
研
究
者
に
よ
る
成
果
の
蓄
杭
が
あ
る
北
宋
と
は
異
な
り
、
南
宋
に

お
け
る
村
落
レ
ベ
ル
で
の
支
配
制
度
が
、
ま
だ
充
分
に
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
、
北
宋
で
根
を
お
ろ
し
た
も
の
が
開
花
し
た
の
が
、
南
宋
で
あ
る
こ

と
、
な
ど
を
翠
げ
て
い
る
。

ま
ず
、
以
下
羊
を
逐
っ
て
こ
の
書
物
の
内
容
を
要
約
し
て
み
た
い
。

第
一
章
「
序
章
」
こ
の
本
の
テ

1
7
で
あ
る
職
役
制
度
史
の
研
究
が
持

つ
意
義
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

前
近
代
中
闘
に
い
れ
汁
る
、
附
則
的
に
は
一
花
り
に
す
ぎ
な
い
官
ぽ
(
流
内
官
)

に
よ
る
地
力
支
配
は
、
存
吏
と
服
役
と
い
う
二
つ
の
存
在
を
通
じ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
は
じ
め
て
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
一
そ
こ
で
は
、
後
者
は
、
徴
税
・

文
hH
い
の
刊
行
送
・
秩
序
の
税
対
・
戸
口
一
統
計
と
い
っ
た
任
務
に
あ
た
り
、
上
↓

下
、
下

v
上
の
情
報
移
動
の
出
い
手
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
民
衆
と
他
力
と
の
中

間
に
立
つ
存
在
で
あ
り
、
そ
の
研
究
は
支
配
と
民
衆
の
立
正
や
力
と
の
関
係
と

い
う
広
泣
の
問
題
と
保
っ
て
い
る
と
九
州
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
章
に
は
、

秦
以
後
の
各
王
朝
の
地
方
支
配
の
シ
ス
テ
ム
の
控
濯
や
、
示
代
史
の
各
分
野
に

つ
い
て
の
概
説
が
述
べ
ら
れ
、
導
入
部
と
な
っ
て
い
る
。

第
二
章
「
北
宋
有
吏
と
服
役
」
北
宋
に
お
け
る
役
法
の
後
特
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る
。

ま
ず
、
宋
初
か
ら
王
安
石
の
出
現
ま
で
の
差
役
に
つ
い
て
、
各
役
職
(
里
正

・
戸
長
・
郷
い
い
子
・
呑
長
・
壮
7
)
の
選
任
法
と
職
務
内
容
と
を
説
明
し
、
民

宗
・
仁
宗
時
代
に
於
け
る
役
法
の
改
革
(
そ
れ
は
、
需
要
人
員
の
削
減
、
負
掘

の
再
配
分
、
地
域
的
不
公
卒
の
解
消
を
目
差
し
て
い
た
)
を
綬
て
、
王
安
石
が

授
場
し
て
、
十
以
役
ル
い
や
川
山
中
法
が
設
け
ら
れ
る
ま
で
の
経
過
を
書
い
て
い
る

(
菟
役
銭
そ
の
も
の
は
そ
れ
以
前
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
募
役
法
の
内

容
、
な
と
に
詳
し
い
)
。
以
佼
、
保
甲
制
の
各
初
織
が
従
来
の
職
役
の
機
能
を

奪
い
、
宣
仁
十
九
后
の
治
山
に
は
一
彼
持
出
し
た
が
、
哲
宗
親
政
に
な
っ
て
再
び
公
認

さ
れ
、
定
着
し
た
(
約
聖
一
亮
役
令
)
。
こ
の
結
果
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
村
落
組

-126ー
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織
に
は
、
こ
れ
以
後
二
つ
の
方
式
、
す
な
わ
ち
、

保
甲
の
役
職
者
逮
が
、
同
時
に
職
役
と
し
て
働
く
シ
ス
テ
ム

(
2
2
5
5己

的

u
、2
0
B〉

保
甲
と
職
役
と
の
共
存
シ
ス
テ
ム
(
含
巳
白
百
件
。
ョ
)

の
二
つ
が
併
存
し
て
、
そ
れ
が
南
宋
ま
で
緩
い
た
(
こ
の
問
題
は
、
後
章
で
さ

ら
に
燭
れ
ら
れ
る
)
。

第
三
章
「
南
宋
村
落
で
の
役
法
・
機
能
と
賞
施
方
法
」
南
宋
時
代
に
於

い
て
職
役
の
果
し
た
役
割
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

前
章
で
鰯
れ
た
役
法
に
於
け
る
二
つ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
南
宋
で
は
地
域
差
に

態
じ
て
併
存
し
た
が
、
そ
の
各
役
職
の
任
務
に
つ
い
て
、
園
家
に
よ
る
上
か
ら

の
支
配
や
、
街
門
の
脅
吏
な
ど
と
の
か
か
わ
り
を
考
え
つ
つ
、
同
六
組
問
的
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
秩
序
の
混
乱
に
針
す
る
釘
彪
は
、
北
宋
で
は
番
長
の

仕
事
で
あ
っ
た
の
が
、
南
宋
に
な
る
と
都
保
正
が
中
心
に
な
り
、
犯
罪
慢
査
や

犯
人
逮
捕
の
任
に
あ
た
る
な
ど
、
都
保
正
は
村
落
で
の
司
法
行
震
の
全
て
の
函

を
受
け
持
っ
た
。
ま
た
、
職
役
の
最
も
重
要
な
職
務
は
徴
税
で
あ
る
が
、
そ
の

手
鎖
き
、
経
界
法
の
随
行
、
二
つ
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
生
じ
る
差
異
、
徴
税

不
足
額
の
賠
償
義
務
に
よ
る
品
目
指
、
な
ど
に
つ
い
て
詳
し
い
記
述
が
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
他
、
情
報
(
文
書
〕
の
移
動
、
民
生
闘
係
と
い
っ
た
分
野
で
の
職
役

の
職
務
に
も
倒
れ
て
、
関
家
と
民
衆
の
接
鮎
と
し
て
の
彼
等
の
姿
を
明
ら
か
に

し
、
南
宋
後
半
に
は
、
都
保
正
が
末
端
行
政
の
中
枢
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。

第
四
章
「
村
落
に
お
け
る
役
法
」
南
宋
の
地
方
行
政
の
基
礎
構
造
に
つ

い
て
述
べ
て
い
る
。

南
宋
の
地
方
行
政
の
芸
能
躍
位
と
し
て
は
、
は
じ
め
に
は
郷
田
九
制
が
、
後
に

は
、
郷
都
保
制
が
用
い
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
人
口
増
加
へ
の
針
底
と
し
て
、
人

日
教
を
基
礎
と
す
る
後
者
が
有
利
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
(
今
ま
で
に
も
鰯

れ
ら
れ
て
き
た
如
く
)
村
々
で
の
職
役
に
は
、
保
甲
制
と
の
関
係
で
二
つ
の
シ

ス
テ
ム
が
あ
っ
た
。
北
宋
末
で
は
、
保
甲
と
職
役
と
の
二
重
組
織
が
中
心
で
あ

っ
た
の
が
、
金
の
侵
入
以
後
、
保
甲
の
役
職
者
還
が
職
役
を
粂
ね
る
シ
ス
テ
ム

が
、
長
江
デ
ル
タ
な
ど
か
ら
鎖
が
っ
て
主
流
と
な
り
、
前
者
は
透
境
地
域
に
残

る
の
み
と
な
っ
た
。
著
者
は
、
こ
の
交
替
は
、
後
者
が
保
甲
の
持
つ
警
察
力
の

故
に
、
徴
税
に
便
利
で
あ
る
と
と
も
に
、
人
口
が
多
く
且
つ
塑
か
な
地
域
に
適

し
て
い
た
こ
と
、
な
ど
に
由
来
し
た
も
の
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
る
。
さ
ら

に
、
後
者
の
シ
ス
テ
ム
の
鑓
形
で
あ
る
徴
税
甲
頭
制
に
つ
い
て
も
述
べ
、
こ
の

制
度
が
多
く
非
常
時
に
出
現
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
ま
た
、
保
伍
制
の
在

り
方
に
も
燭
れ
て
い
る
。
そ
し
て
章
末
で
は
、
地
方
行
政
に
も
、
宋
代
の
、
内

に
は
非
常
に
安
定
し
て
い
る
が
、
封
外
的
に
は
常
に
危
機
で
あ
る
欣
態
ゃ
、
宋

代
に
於
け
る
軍
事
制
度
の
性
格
が
、
反
映
し
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。

第
五
章
「
役
務
者
の
選
別
日
特
権
を
持
つ
戸
」
役
務
の
菟
除
と
い
う
形

で
現
れ
る
、
役
法
に
於
け
る
身
分
差
に
つ
い
て
、
そ
の
性
格
の
宋
代
で
の
襲
化

を
論
じ
て
い
る
。

色
々
な
理
由
に
よ
っ
て
税
や
賦
役
の
負
捻
か
ら
自
由
な
人
々
(
女
戸
・
問
中
丁

戸
・
官
戸
・
帰
国
道
戸
そ
の
他
)
の
特
権
は
、
本
来
は
就
役
の
義
務
を
完
全
に
菟

ぜ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
が
、
王
安
石
の
募
役
法
に
よ
る
菟
役
銭
の
徴
収
で

後
退
し
、
さ
ら
に
、
代
人
を
雇
用
し
て
役
に
就
か
せ
る
こ
と
だ
け
が
認
め
ら
れ

る
と
い
う
形
へ
と
愛
化
し
て
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
他
の
形
で
の
特
権
の
制

限
(
例
え
ば
、
特
権
を
受
け
る
資
格
の
殴
格
化
な
と
)
を
も
含
め
て
、
官
戸
を

は
じ
め
と
す
る
各
特
権
層
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
、
詳
細
な
制
度
上
の
務
濯
を
、
目
六

穂
的
事
例
を
淫
一
一
旗
げ
て
述
べ
、
一
方
で
、
代
人
雇
用
の
特
機
の
認
定
の
範
闘

が
扱
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
、
跡
付
け
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
代
人
雇
用

勾，

a
の
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の
繍
大
は
、
貨
幣
終
械
の
後
展
の
結
果
で
あ
り
‘
ま
た
、
出
身
階
層
や
個
人
的

情
況
で
は
な
く
、
「
宮
」
が
枇
両
日的
ハ
イ
ア
ラ
ー
キ
l
の
鍵
と
な
る
「
よ
り
閃

か
れ
た
此
ハ
ハシ
ス
テ
ム
」
へ
の
移
行
と
い
う
、
宋
代
の
中
関
吐
曾
が
終
験
し
て

い
た
後
本
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
る
。

第
六
章

「
文品川
N

作
製
と
戸
等
制
」
宋
代
の
地
方
行
政
に
お
け
る
文
書
手

総
き
と
役
法
と
の
か
か
わ
り
を
論
じ
て
い
る
。

宋
代
に
於
い
て
は
、
多
く
の
文
書
が
、
そ
の
作
製
や
改
訂
に
あ
た
っ
て
、
職

役
や
地
方
街
門
の
奇
吏
の
手
を
経
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
、
多
く
戸
を
単
位
と
し

て
い
た
が
、
砂
田
時
の
主
要
な
財
産
形
態
で
あ
る
土
地
に
闘
す
る
書
.
矧
が
一
番
重

要
で
、
そ
れ
に
基
づ
く
財
産
調
査
に
よ
っ
て
、
各
戸
は
等
級
わ
け
を
さ
れ
、
役

務
が
割
り
嘗
て
ら
れ
た
。
著
者
は
、
役
法
に
闘
す
る
書
類
の
個
々
に
つ
い
て
、

そ
の
手
協
同
き
に
鮒
れ
な
が
ら
、
制
度
の
質
施
に
よ
っ
て
設
生
し
た
問
題
が
ど
の

よ
う
に
解
決
さ
れ
た
か
、
茂
門
吏
の
果
し
て
し
た
機
能
、
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
。

一
方
、
中
央
政
府
は
、
収
入
の
磁
保
と
形
式
の
完
備
を
の
み
求
め
、

醤

類
自
仰
の
正
確
さ
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
も
、

忘
れ
て
い
な
い
。

第
じ
ヰ
「
新
し
い
負
慌
の
来
一準
と
徴
募
の
手
線
き
」
目
穴
健
的
な
役
務
負

抱
者
の
決
定
か
ら
、
着
任
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
と
、
代
一
夜
人
の
性
格
に
つ
い
て
論

じ
て
い
る
。

ま
ず
、
富
が
任
命
に
あ
た
っ
て
の
選
別
基
準
と
し
て
ま
す
ま
す
重
観
さ
れ
て

い
く
こ
と
に
つ
い
て
、
倍
役
法
の
施
行
な
ど
を
例
に
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
、

一
人
の
村
民
が
、
役
の
負
鍛
者
と
し
て
ど
の
よ
う
に
選
ば
れ
る
か
に
始
ま
り
、

召
換
欲
、
保
設
人
な
ど
、

着
任
ま
で
の
手
綴
き
を
整
理
し
、
色
々
の
口
賞
を
設

け
て
利
盆
を
得
ょ
う
と
す
る
混
同
吏
の
姿
と
、
賄
賂
・

訴
訟
な
ど
の
手
段
を
用
い

て
役
務
か
ら
遁
れ
よ
う
と
す
る
民
衆
の
姿
を
描
い
て
い
る
。
人
々
は
、
い
よ
い

よ
着
任
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
れ
ば
、
代
人
を
一
履
う
。
そ
の
出
臼
は
、
一
部
に
放

停
の
軍
人
も
い
た
が
、
大
部
分
は
、
現
任
、
ま
た
は
哲
任
の
育
吏
で
あ
っ
た
。

誌
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
に
よ
る
服
役
の
プ
ロ
フ

ェ
ッ
シ
ョ

ナ
ル
化
は
、

南
宋

一
般
の
傾
向
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
そ
の
費
用
負
鋸

を
ど
の
よ
う
に
分
配
す
る
か
が
、
人
々
に
と
っ
て
は
問
題
で
あ
っ
た
と
著
者
は

指
摘
し
て
い
る
。

第
八
章
「
問
題
貼
と
解
決
へ
の
探
究
」
代
人
雇
用
の
経
費
の
負
捻
を
め

ぐ
る
問
題
と
、

そ
の
解
決
へ
の
努
力
を
中
心
に
述
べ
て

い
る
。

基
本
的
に
は
、
北
宋
で
は
上
か
ら
、
南
宋
で
は
下
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
負
指
分

配
の
改
革
へ
の
試
み
が
み
ら
れ
た
。
北
宋
で
の
王
安
石
の
募
役
法
は
そ
の
一
つ

で
あ
る
が
、

一辰
一
役
銭
の
支
給
ハ
そ
の
基
金
は
、
常
一
中
倉
と
つ
な
が
り
を
持
っ
て

い
た
)
は
、
軍
費
の
不
足
か
ら
や
め
ら
れ
、
一
方
で
現
役
銭
は
取
り
つ
づ
け
ら

れ
た
に
も
か
か
わ
ら
す
、
代
人
は
間
人
一庭
用
と
な
っ
て
、
民
衆
の
負
揺
は
重
く

な
り
、
中
厨
階
級
を
中
心
に
俊
市
巾
す
る
人
々
が
出
た
。
し
か
し
、
南
宋
に
な
る

と
、
民
間
か
ら
新
し
い
制
度
H
H
義
役
が
後
生
す
る
。
そ
れ
は
、
義
国
を
財
源
と

し
て
持
ち
、

一隠
役
の
た
め
の
負
的
軽
減
に
機
能
し
た
。
運
営
方
法
に
か
な
り
の

地
域
差
を
含
み
つ
つ
、
義
役
は
宋
末
ま
で
敏
い
た
が
、
貧
し
い
人
々
に
は
必
ず

し
も
有
利
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
制
度
に
針
し
て
、
国
家
は
助
力
や
助

言
を
輿
え
は
し
た
が
、
主
醐
胞
は
民
衆
の
側
に
あ
り
、
ま
た
、
民
衆
の
畿
言
力
の

よ
り
大
き
い
、
議
役
と
い
う
形
も
存
在
し
た
。
こ
れ
ら
の
事
を
、
各
地
の
賢
例

を
媛
、げ
つ
つ
記
述
し
て
い
る
。
さ
ら
に
義
役
は
、
世
田
時
の
政
治
問
題
と
な
っ
た

が
、
祭
政
者
聞
の
議
論
で
は
、
役
の
負
掘
の
分
配
方
法
が
中
心
で
、
職
役
の
賞

際
の
機
能
に
は
閥
心
が
な
か
っ
た
こ
と
、
路
-
州
段
階
の
官
員
、
と
く
に
路
の

利
運
使
が
、
議
論
に
於
い
て
重
要
な
役
割
を
果
し
た
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
し
、

地
方
か
ら
の
改
革
提
案
の
中
央
で
の
虎
理
の
さ
れ
方
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
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る
。
最
後
に
著
者
は
、
こ
れ
ら
の
改
革
が
、
必
ず
し
も
脊
吏
の
不
正
を
除
く
こ

と
に
は
な
ら
ず
、
か
え
っ
て
腐
敗
を
増
す
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
に
鏑
れ
て
結
ん

で
い
る
。

第
九
章
「
結
論
」

主
な
内
容
は
、
こ
れ
ま
で
の
叙
述
の
要
約
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
腕
脚
レ

ベ
ル
の
統
治
機
能
が
村
で
は
職
役
に
集
中
し
て
お
り
、
彼
等
は
、
支
配
す
る
者

と
、
さ
れ
る
者
と
の
中
間
的
存
在
と
し
て
、
爾
方
の
出
現
化
に
敏
感
で
あ
り
、
村

落
で
の
役
法
の
愛
化
は
宋
の
枇
曾
の
制
捜
化
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
唐
ま
で
の
豪
族
や
明
清
の
宥
吏
や
郷
紳
と
、
職
役
と
を
比
較
し
て
結
ん
で

い
る
。
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以
上
の
要
約
に
よ
っ
て
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
こ
の
書
物
は
、
宋
代
の
職

役
に
つ
い
て
の
制
度
史
的
な
概
読
書
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
事
に
つ
い
て
は
、

著
者
自
身
も
前
書
き
で
、
現
存
す
る
史
料
の
性
格
や
研
究
動
向
か
ら
考
え
て
、

二
つ
の

著
述
目
的
の
う
ち
、
「
機
能
」
よ
り
も
「
制
度
」
の
方
へ
閥
心
を
向

け
、
枇
合
同
的
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
の
相
互
閥
係
、
制
度
の
動
態
的
な
機
能
な
ど
へ
の

祉
食
感
的
な
研
究
は
、
魅
カ
的
で
は
あ
る
、
が
こ
亡
で
は
避
け
て
、
制
度
の
記
述

に
よ
る
分
析
を
軸
と
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

宋
代
職
役
制
度
史
と
い
う
こ
の
本
の
主
題
に
つ
い
て
は
、
参
考
に
し
た
既
製

の
研
究
と
し
て
著
者
が
前
書
き
で
名
を
穆
げ
て
い
る
、
宮
崎
市
定
・
周
藤
吉
之

の
二
人
の
他
、
我
が
闘
で
は
、
曾
我
部
静
雄
(
『
宋
代
財
政
史
』
は
、
と
く
に

本
書
の
前
宇
部
で
屡
々
引
用
さ
れ
て
お
り
、
前
書
き
に
名
こ
そ
穆
げ
ら
れ
て
い

な
い
が
、
そ
の
頻
度
か
ら
言
え
ば
、
利
用
度
が
一
番
大
き
い
と
思
わ
れ
る
)
、

中
園
で
は
、
話
崇
岐
(
「
宋
役
法
述
」
燕
京
事
報
三
三
、
一
九
四
七
)
な
ど

の
先
人
の
研
究
が
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
従
来
の
研
究
に
比
べ
て
、
本
書
の
特
徴
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
個
別
的
な
制
度
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
上
述
の
人
々
の
研
究
を
は

じ
め
と
し
て
、
そ
の
他
に
も
多
く
の
業
績
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
本
の
内

容
が
、
利
用
し
て
い
る
史
料
の
範
闘
や
、
そ
れ
に
よ
っ
て
出
さ
れ
て
い
る
結
論

な
ど
で
、
そ
れ
ら
を
大
き
く
越
え
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
(
勿
論
こ
れ
は
、

こ
の
書
物
の
縦
説
書
と
し
て
の
債
値
を
減
じ
る
も
の
で
は
な
い
)
。
む
し
ろ
筆

者
に
と
っ
て
は
、
第
五
章
に
主
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
、
克
役
特
権
の
内
容

の
時
変
化
を
軸
と
し
た
、
著
者
の
宋
代
史
へ
の
鵡
貼
が
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
論
旨
に
つ
い
て
は
要
約
で
も
既
に
縮
れ
て
い
る
が
、
も
う
一
度
ま
と

め
て
み
た
い
。

著
者
は
、
官
戸
を
は
じ
め
と
す
る
特
権
層
の
菟
役
特
植
の
制
限
と
、
代
人
雇

用
の
資
格
綴
大
と
の
経
過
を
述
べ
た
後
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
宋
代

は
、
特
機
を
持
つ
人
々
を
減
ら
し
、
人
々
に
責
任
と
槽
力
を
持
た
せ
る
基
準
と

し
て
、
富
の
み
に
重
貼
を
置
く
方
向
の
礎
化
の
時
代
で
あ
っ
て
、
役
法
の
分
野

で
は
、
各
戸
の
富
(
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
戸
等
〉
の
み
が
そ
の
負
鎗
の
内
容

を
規
定
し
、
従
来
特
定
の
戸
に
輿
え
ら
れ
て
い
た
莞
役
の
特
権
は
、
代
人
を
雇

う
こ
と
に
よ

っ
て
、
自
身
で
職
務
に
就
く
こ
と
を
避
け
得
る
権
利
の
み
に
な
っ

て
い
っ
た
こ
と
に
、
そ
れ
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
す
る
。
戸
の
種
類
別
に
そ
の

意
義
を
考
え
る
な
ら
ば
、
官
戸
に
於
け
る
克
役
特
権
の
後
退
は
、
既
に
前
代
か

ら
始
ま
っ
て
い
た
官
僚
の
選
別
法
と
、
そ
の
選
別
針
象
と
な
る
階
層
と
の
後
化

の
反
映
で
あ
り
、
官
僚
一
位
曾
自
身
、
か
、
閉
ざ
さ
れ
た
グ
ル
ー
プ
か
ら
、
比
較
的

堕
か
な
人
々
か
ら
試
験
に
よ
っ
て
任
、
せ
ら
れ
た
士
大
夫
に
よ
る
、
よ
り
関
か
れ

た
園
健
(
郎
ち
特
機
階
層
と
い
う
よ
り
は
職
能
集
団
)
へ
と
獲
化
し
つ
つ
あ
っ

た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
。
信
道
戸
に
閥
し
て
は
、
各
宗
数
自
身
の
祉
曾

的
影
響
力
の
後
退
と
、
度
諜
が
閤
家
に
と
っ
て
は
財
源
と
な
り
、
富
人
に
と
っ
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て
は
経
済
的
義
務
の
が
れ
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
免
役
特
権
の

後
退
は
向
く
に
足
り
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
見
不
公
卒
に
思
わ
れ
る
女

戸
や
軍
丁
戸
な
ど
へ
の
謀
役
も
、
貨
幣
経
済
の
進
展
に
よ
っ
て
、
彼
等
に
と
っ

て
も
代
人一雇
用
が
可
能
と
な

っ
た
た
め
、
「
合
理
的
且
つ
公
卒
L

に
な
っ
た
と

言
う
(
以
上
、
主
と
し
て
、
一
二

0
1
一
頁
の
治
諭
じ
従
っ
て
ま
と
め
た
〉
。

以
上
の
級
な
著
者
の
議
論
は
、
我
々
と
は
綬
想
の
方
向
を
具
に
し
て
お
り
、

に
わ
か
に
首
肯
で
き
る
性
絡
の
も
の
で
は
俗
、い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

し
か

し
、
組
削
り
な
も
の
と
は
い
え
、
中
闘
史
へ
の
宋
代
の
位
置
つ
け
と
、
そ
れ
の

役
法
と
い
う
具
飽
的
側
面
へ

の
適
用
に
は
、
我
々
と
は
異
質
な
も
の
な
る
が
故

に、

興
味
深
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
出
物
の
本
来
の
テ
ー
マ
で
あ
る
、
役
法
制
度
史
の
分
野
に
於
け

る
個
別
的
問
題
で
注
目
す
べ
き
論
鮎
と
し
て
は
、
第
一
一印
恥
か
ら
第
五
れ
に
か
け

て
倒
れ
ら
れ
て
い
る
服
役
の
二
つ
の
シ
ス
テ
ム
の
併
存
の
問
題
が
あ
る
。
保
叩

制
の
各
役
臓
が
、

本
来
仙
…
刷
聞
係
な
職
伐
の
職
務
を
も
袋
ね
る
こ
と
は
、
王
安
石

の
時
に
も
見
ら
れ
た
が
、
制
度
と
し
て
定
者
し
た
の
は
、
紹
加
点
元
年
九
月
の
詔

級
以
後
の
こ
と
で
、
こ
の
間
制
は
南
宋
ま
で
紛
い
た
。
し
か
し
、
地
方
に
よ
っ

て
は
、
従
来
の
慈
役
の
シ
ス
テ
ム
(
戸
長
、
番
長
な
ど
)
が
残
存
し
て
、
職
務

に
充
て
ら
れ
て
い
た
。
既
に
曾
我
部
静
雄
(
前
叩
問
者
)
、
中
村
治
兵
術
(
『
支
那

地
方
自
治
経
遼
史
』
)
と
い

っ
た
先
町
内
T

が
、
事
抗
純
過
と
し
て
は
、
こ

の
貼
を

指
摘
し
て
い
る
が
、
著
者
は
二
つ
の
シ
ス
テ
ム
の
占
め
る
比
重
の
後
化
に
つ
い

て
述
べ
、
そ
の
立
誌
に
ま
で
論
及
し
て
い
る
。
以
下
、
若
者
の
論
旨
を
要
約
し

て
み
た
い
。

北
宋
時
代
に
は
、
募
伐
と
保
叩
の
二

つ
が
共
存
す
る
シ
ス

テ
ム
が
主
流
で
あ

っ
た
が
、
金
の
佼
入
以
後
、
二
つ
を
粂
職
す
る
シ

ス
テ
ム
が
、
一
耐
州
・
江
所
か

ら
扱
が
り
は
じ
め
て
主
流
と
な
り
、
前
者
は
一
繭
建

・
四
川
の
一
部
と
い

っ
た
趨

境
地
域
に
残
る
の
み
と
な
っ
た
。
こ
の
交
替
は
、
軍
事
面
で
は
、
金
の
侵
入
に

よ
る
混
飢
の
た
め
に
服
役
の
選
任
、
か
難
し
く
な
り
、
保
甲
を
そ
の
ま
ま
流
用
し

た
こ
と
に
由
来
す
る
が
、
卒
時
に
な
っ
て
も
そ
れ
が
紛
い
た
の
は
、
長
江
デ
ル

タ
が
即
位
生
地
の

一
つ
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
こ

の
方
式

が、

人
口
か
多
く
且
つ

盟
か
な
地
域
に

適
し
て
い
た
た
め
で
も
あ
っ
た
。
即

ち
、

一
つ
に
は
、
金
の
円
以
入
に
よ
っ
て
財
政
的
に
破
綻
を
き
た
し
て
い
た
宋
王

朝
に
と
っ
て
、
骨
必
要
な
財
似
で
あ
る
こ
れ
ら
の
地
峡
か
ら
の
牧
入
の
確
保
は
、

至
上
命
令
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
、
軍
な
る
服
役
で
は
無
く
、
山
口
祭
力
を
持
つ
保

甲
を
利
用
す
る
必
要
が
あ

っ
た
こ
と
、
も
う
一

つ
に
は
、
盟
か
な
人
々
に
と
っ

て
は
、

負
お
は
前
一
一
い
が
期
間
が
短
く
、
頻
度
も
少
な
い
こ
の
制
度
の
方
が
笠
ま

し
か

っ
た
こ
と
で
あ
る
と、

若
者
は
論
じ
て
い
る
。

一
方
、
治
拡
地
域
じ
附
し

て
は
、
中
央
に
と
っ
て
財
政
一山
で
の
重
要
性
が
少
な
く
、
新
制
度
で
は
人
々
の

負
れ
も
市
一
く
な
る
た
め
、
初
制
の
ま
主
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

こ
の
問
題
は、

従
来
の
米
代
役
法
に

つ
い
て

の
研
究
で
は
取
り
あ
げ
ら
れ
な

か
っ
た
も
の
で
あ
り、

我
々
の
関
心
を
引
き
付
け
る
。
た
だ
、
著
者
の
毅
怨
の

謀
本
で
あ
る
北
宋
に
お
け
る
こ
つ
の
シ
ス
テ
ム
の
闘
係
(
前
者
の
比
重
が
本
笛

に
そ
れ
ほ
と
大
き
か
っ
た
の
か
)
や
、

十
川
宋
で
の
新
し
い
シ
ス
テ
ム
の
普
及
過

程
に

つ
い
て
、
裂
付
げ
と
な
る
史
料
が
川
市
げ
ら
れ
て
い
な
い
鮎、

南
宋
に
於
け

る
二
つ

の
シ
ス

テ
ム
の
具
般
的
な
分
布
附
係
に
つ
い
て
の
言
及
が
少
な
い
熱
、

な
ど
に
疑
問
が
践
る
。

ハUつd唱よ

き
て
、
こ
の
川
物
で
、
著
者
に
紛
れ
て
お
い
て
欲
し
く
思
わ
れ
た
二、

三
の

貼
を
羅
列
し
て
み
た
い
。

ま
ず
保
甲
制
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
保
甲
制
に
つ

い
て
の
著
者
の
閥
心
は
、

行
政
組
織
の
末
端
と
し
て
の
性
格
が
中
心
と
な

っ
て
い
る
。

し
か
し
、
王
安
石
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の
保
甲
法
に
は
、
民
兵
制
度
と
し
て
の
性
格
が
本
来
的
に
あ
る
。
こ
れ
も
ま

た
、
園
家
機
力
と
民
衆
と
の
一
つ
の
か
か
わ
り
方
で
る
り
、
こ
う
し
た
側
面
か

ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
な
さ
れ
た
方
が
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

次
に
、
著
者
自
身
も
指
摘
し
て
い
る
如
く
、
権
力
の
地
方
支
配
に
は
、
脅
吏

と
職
役
の
二
つ
の
存
在
が
不
可
歓
で
あ
っ
た
。
こ
の
本
の
主
題
で
あ
る
後
者
と

と
も
に
、
前
者
も
ま
た
、
権
力
と
民
衆
と
を
繋
ぐ
も
の
で
あ
り
、
宋
代
以
降
の

中
間
品
川
合
を
彩
る
存
在
で
あ
る
。
こ
の
蒋
書
で
は
、
脅
吏
は
職
役
と
の
か
か
わ

り
で
し
か
登
場
し
て

こ
な
い
が
、
も
う
少
し
ま
と
ま

っ
た
取
り
上
げ
方
が
可
能

で
は
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
と
関
連
し
て
、
村
の
役
職
の
プ
ロ
フ
4

ツ

シ
ョ
ナ
ル
化
の
過
程
の
叙
述
、
か
各
章
に
分
散
し
て
お
り
、
著
者
の
構
想
が
把
握

し
に
く
か
っ
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

こ
れ
ら
の
鮎
は
、
こ
の
書
物
の
本
筋
と
は
外
れ
て
お
り
、
そ
れ
へ
の

言
及

は
、
か
え

っ
て
全
慢
の
構
成
を
破
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
意
識
的
に
避
け
ら
れ

た
の
か
も
し
れ
な
い
が
。

最
後
に
、
頭
理
で
あ
る
が
、
日
本
人
の
論
文
名
の
ロ

l
マ
ナ
イ
ズ
に
設
り
が

目
立
っ
た
こ
と
が
須
に
な
っ
た
こ
と
に
楓
刷
れ
て
こ
の
総
介
を
お
わ
り
た
い
(
同

様
の
課
り
を
、
我
々
も
異
園
語
の
文
献
を
利
用
す
る
際
に
犯
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
が)。

宋
代
の
役
法
は
、
こ
の
時
代
の
他
の
制
度
の
多
く
と
同
時
間
に
複
雑
な
タ
岐
な
も

の
で
あ
る
が
、
こ

の
著
書
で
は
、
そ
の
詳
細
に
亙
っ
て
叙
述
が
な
さ
れ
、
有
盆

な
研
究
書
と
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
欧
米
の
皐
界
に
科
益
す
る
と
こ
ろ
が
大
で

あ
ろ
う
。
役
法
と
同
様
に
多
く
の
内
容
を
持
つ
こ
の
書
物
の
内
容
を
、
充
分
に

は
紹
介
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
申
し
謬
け
な
く
、
ま
た
、
他
悶
語
な
る
が
放
の

頭
解
か
ら
、
著
者
へ
失
穫
の
二
百
僚
が
あ
ろ
う
こ
と
を
心
許
無
く
、
思
っ
て
い

る

。

(

森

田

憲

司

)

近
代
中
園
政
治
外
交
史

|
|
ヴ
ァ
ス
コ
・

ダ

・
ガ
マ
か
ら
五
四
運
動
ま
で
||

坂

野

正

高

著

昭
和
四
十
八
年
十
月

A
5
剣

六

二

五

頁

東
京
大
翠
出
版
曾

本
書
は
、
坂
野
正
高
氏
が
現
在
、
東
京
大
向
学
法
阻
宇
都
に
お
い
て
指
笛
さ
れ
て

い
る
「
ア
ジ
ア
政
治
外
交
史
L

と
い
う
題
目
の
講
義
ノ

l
ト
を
補
訂
し
た
近
代

中
関
外
交
史
の
紙
読
書
で
あ
る
。

戦
後
に
お
け
る
わ
が
閣
の
近
代
中
闘
外
交
史
研
究
が
決
し
て
活
綴
と
は
い
え

な
い
情
況
下
に
あ
っ
て
、

坂
野
氏
が
こ
の
分
野
の
研
究
に
精
力
的
に
取
組
ま
れ

て
き
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
特
に
総
理
街
門
設
立
に
闘
す
る
一
連

の
論
考
は
、
ウ
エ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
下
に
お
け
る
清
朝
外
務
官
制
の
袋
遜

を
清
朝
政
府
内
部
の
槌
力
関
字
と
閥
連
づ
け
な
が
ら
解
明
し
た
研
究
で
あ
り
、

氏
の
諮
研
究
中
の
白
眉
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
坂
野
氏
は
、
近
年
、

研
究
の
一
端
を
集
録
し
た
寸
近
代
中
閣
外
交
史
研
究
L

(

一
九
七

O
年
刊
〉、

外

交
史
研
究
の
理
論
的
枠
組
み
を
追
究
し
た
「
現
代
外
交
の
分
析
」
(
一
九
七
一

年
刊
)
を
上
梓
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
氏
の
長
年
に
わ
た
る
研
鍛
が
本
書
の
質

設
的
・
理
論
的
妥
付
と
な
っ
て
い
る
。

さ
て
、
本
書
の
内
容
を
知
る
の
に
便
利
で
あ
る
か
ら
、
章
別
構
成
を
記
し
て

お
こ
う
。

第
一
章

外
政
機
構
、
外
交
文
書
、
外
交
史
研
究
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