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『
清
帝
園
の
慮
衰
』
を
や
り
玉
に
上
げ
て
お
ら
れ
る
が
、
小
島
氏
自
身
、
『
数

養
人
の
東
洋
史
下
』
(
社
曾
思
想
社
一
九
六
六
年
版
)
九
九
頁
に
、

「天

王
は
自
殺
し
た
」
と
明
記
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
『
手
跡
』
の
刊
行
は
、

一
九
六
二
年
で
あ
る
か
ら
、
既
に
四
年
経
っ
て
い
る
。
榊
田
氏
を
非
難
さ
れ
る

前
に
、
太
卒
天
国
研
究
の
専
門
家
で
あ
る
小
島
氏
自
身
の
責
任
を
ま
ず
明
ら
か

に
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
、
忌
俸
の
な
い
感
想
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
誤
解
に
も
と
づ

く
見
嘗
遭
い
の
批
剣
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
筆
者
の
非
力
の
故
で
あ
り
、
お
許

し

い

た

だ

き

た

い

。

(

西

川

喜

久
子
)

辛
亥
革
命
史
研
究

中

村

書提
著

一
九
七
八
年
一
月
東
京

A
五
剣
本
文
三
六
五
頁

一
六
頁

未
来
社

索
引

本
書
は
著
者
中
村
義
氏
が
、
こ
こ
二
十
年
除
り
の
聞
に
設
表
さ
れ
た
、
辛
亥

革
命
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
論
稿
を
基
軸
に
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
た
労
作
で
あ

る
。
そ
れ
は
、

奮
稿
の
間
半
な
る
収
録
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
辛
丑
僚
約
よ
り

辛
亥
革
命
に
い
た
る
ま
で
の
湖
南
省
と
い
う
限
定
さ
れ
た
素
材
を
全
中
図
的
・

世
界
史
的
視
野
の
な
か
で
再
構
成
し
、
か
つ
辛
亥
革
命
を
生
み
出
し
た
主
観
的

僚
件
の
解
明
と
そ
れ
を
規
定
し
た
客
観
的
僚
件
の
分
析
に
焦
黙
を
あ
て
た
、
隆

系
性
を
も
っ
意
欲
的
な
叙
述
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
験
後
の
中
園
史
研
究

を
ふ
ま
え
た
著
者
の
明
確
な
立
場
と
辛
亥
革
命
研
究
の
深
化
の
過
程
、
お
よ
び

戦
後
の
日
本
に
お
け
る
辛
亥
革
命
史
研
究
の
一
つ
の
軌
跡
が
み
ご
と
に
あ
ら
わ

さ
れ
て
お
り
、
議
む
も
の
に
多
大
の
刺
激
を
輿
え
て
く
れ
る
。

本
書
の
構
成
の
内
的
連
関
性
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
本
書
は
、
『
歴
史

皐
研
究
』
一
八
八
統
合
九
五
五
年
十
月
〉
に
褒
表
さ
れ
た
著
者
の
庭
女
論
文

「
辛
亥
革
命
の
諸
前
提
」
を
「
原
型
」
と
し
、
さ
ら
に
そ
の
論
稿
の
な
か
で
著

者
が
提
示
さ
れ
た
辛
亥
革
命
前
史
の
研
究
課
題
|

|
①
帝
園
主
義
の
侵
略
と
そ

れ
に
照
廃
し
た
権
力
の
再
編
過
程
②
革
命
涯
の
形
成
過
程
③
一
革
命
涯
の
同
盟
軍

と
し
て
の
民
衆
運
動
④
立
憲
仮
の
形
成
過
程
な
ど
に
関
す
る
諸
問
題
|
|
が
、

本
書
の
な
か
で
相
互
に
密
接
な
関
連
性
を
輿
え
ら
れ
な
が
ら
自
己
完
結
し
た
も

の
で
あ
る
。
第
一

章

「
嬰
法
か
ら
新
政
へ
」

・
補
論
一
「
清
末
政
治
と
洋
務

波
」
は
①
の
テ
1
7
を
、
第
二
章
「
立
懲
波
の
思
想
と
行
動
」
・
第
五
章
「
湖

南
省
光
復
前
後
」
は
④
の
テ
1
7
を
、
第
一
一一
章

「革
命
援
の
思
想
と
行
動
」
は

②
の
テ
1
7
を
、
第
四
章
「
湖
南
民
衆
運
動
」
は
③
の
テ
1
7
を
そ
れ
ぞ
れ
論

詮
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
本
書
は
、
著
者
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
一

際
の
総
括
と
み
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
下
順
次
章
節
に
従
っ
て
、
そ

の
内
容
を
紹
介
し
て
い
く
。

-178ー

第

二

草

第

一
節
は
本
書
の
序
と
し
て
書
か
れ
、
本
書
の
位
置
づ
け
と
研
究

の
方
向
を
明
示
し
て
い
る
。
ま
ず
義
和
剛
事
件
を
は
さ
む
前
後
十
年
聞
を
「
帝

園
主
義
列
強
が
相
互
に
複
合
的
重
層
的
支
配
を
形
成
し
て
、
中
闘
を
墜
迫
し
、

世
界
分
割
を
完
結
さ
せ
た
」
時
期
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
新
し
い
よ
そ
お
い
を
も

っ
た
『
再
分
割
』
の
開
始
」
の
時
期
で
あ
る
と
規
定
し
た
。
具
程
的
に
は
そ
れ

は
、
列
強
が
清
朝
支
配
を
容
認
し
補
強
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
互
い
に
勢
力
分
野
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を
抜
大
し
、
共
同
し
て
中
園
の
民
衆
運
動
を
抑
墜
す
る
道
で
あ
っ
た
と
い
う
。

そ
の
な
か
で
日
本
が
「
ア
ジ
ア
唯
一
の
帝
園
主
義
圏
主
し
て
、
園
際
政
局
に
闘

輿
し
、
東
ア
ジ
ア
近
都
諸
民
族
の
摩
迫
者
」
と
な
っ
た
こ
と
を
重
視
す
る
。
本

節
で
は
、
大
江
志
乃
夫
の
「
日
本
の
確
保
し
た
市
場
は
華
北
で
し
か
な
か
っ

た
」
と
い
う
一
面
的
な
指
摘
と
そ
の
根
擦
と
な
っ
た
殿
中
卒
の
華
中
地
域
に
関

す
る
統
計
資
料
の
と
ら
え
方
の
誤
り
を
批
判
し
、
こ
の
時
期
の
華
中
(
と
く
に

爾
湖
地
区
)
へ
の
日
本
船
の
積
極
行
動
の
事
貧
を
も
観
座
に
入
れ
な
が
ら
、
日

本
の
封
中
園
侵
略
を
ト
ー
タ
ル
に
把
援
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
た
。
第
二
・
三

節
で
は
、
ま
ず
「
湖
南
侵
略
の
尖
兵
」
た
る
、
白
岩
龍
卒
の
八
面
六
管
の
活
躍
と

湖
南
汽
船
禽
祉
の
設
立
過
程
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
白
岩
が
あ
え
て
「
排
外
」
・

「
反
侵
略
」
思
想
の
強
烈
な
湖
南
に
乗
り
込
も
う
と
し
た
の
は
、
「
後
援
」
資
本

主
義
園
日
本
が
湖
南
市
場
へ
の
進
出
を
通
し
て
「
先
進
」
的
地
位
を
襲
得
せ
ん

が
た
め
で
あ
り
、
彼
の
こ
の
よ
う
な
執
念
と
行
動
力
が
近
衛
篤
麿
を
通
し
て
、

溢
津
祭
一
ら
の
代
表
的
な
プ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
を
動
か
し
、
一
九

O
二
年
九
月
の

湖
南
汽
船
曾
祉
の
設
立
と
な
っ
た
。
民
開
企
業
な
が
ら
政
府
・
財
界
・
軍
を
バ

ッ
ク
に
し
た
新
曾
祉
は
、
日
本
の
中
園
市
場
侵
略
の
先
頭
に
立
ち
、
ま
た
日
英

同
盟
を
背
景
に
列
強
の
利
盆
の
た
め
の
地
な
ら
し
と
し
て
、
湖
南
省
に
進
攻
し

た
。
そ
の
結
果
が
長
沙
・
湘
布
陣
・
常
徳
の
開
港
の
強
制
で
あ
る
。
そ
れ
が
湖
南

に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
、
世
界
史
的
に
は
湖
南
が
、
日
本
綿
糸
の
飛
躍
的

場
加
を
背
景
に
そ
の
販
賀
市
場
に
組
み
込
ま
れ
た
と
同
時
に
、
湖
南
米
の
輸
入

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
日
本
資
本
主
義
の
原
料
供
給
地
と
な
っ
た
こ
と
、
圏
内

的
に
は
水
運
の
盛
ん
な
湖
南
に
お
い
て
、
零
細
な
民
船
業
者
が
失
業
し
滋
民
が

増
加
し
た
こ
と
、
長
沙
が
政
治
都
市
か
ら
経
済
の
中
心
地
へ
と
移
行
し
つ
つ
、

漢
口
の
市
場

・
流
通
聞
に
従
属
し
、
か
つ
外
商
・
客
商
の
支
配
下
に
置
か
れ
た

こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。
第
四
節
で
は
、
一
八
九
六
年
親
獲
法
波
官
僚
が

園
際
的
・
圏
内
的
・
一
省
内
的
な
政
治
危
機
を
基
礎
に
破
務
総
局
を
設
立
し
、

「
自
力
更
生
」
に
よ
る
鎖
山
開
設
を
す
す
め
た
が
、
民
間
資
本
を
あ
て
に
し
た

経
営
と
西
洋
式
機
械
技
術
の
急
激
な
導
入
に
よ
っ
て
失
敗
し
た
。
そ
れ
に
か
わ

っ
て
洋
務
官
僚
盛
宣
懐
は
、
鍍
山
・
鍛
道
の
利
権
を
ね
ら
う
列
強
の
動
向
を

背
景
に
、
雨
湖
の
大
官
僚
張
之
洞
・
湖
南
立
憲
仮
熊
希
齢
ら
を
パ
イ
プ
役
に
し

な
が
ら
、
湖
南
に
洋
務
波
コ

1
ス
に
よ
る
鎖
山
開
設
の
寅
現
|
|
「
繍
務
鍛
路

公
共
章
程
」
二
十
二
僚
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
外
園
資
本
に
よ
る
鎖
山
投

資
の
強
力
な
推
進
l
|ι
を
は
か
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
一
九

O
三
年
金
省
破
務

総
公
司
が
成
立
し
た
こ
と
を
論
設
し
て
い
る
。

第
二
章
清
末
に
お
い
て
立
憲
波
が
撞
頭
し
て
く
る
過
程
を
、
麓
陵
の
磁
業

改
革
問
題
と
碍
漢
鍛
路
建
設
問
題
の
二
面
か
ら
取
り
上
げ
て
論
じ
て
い
る
。
第

一
節
で
は
、
「
辛
亥
革
命
直
後
、
湖
南
新
政
府
の
諸
経
費
と
し
て
麓
陵
磁
業
公

司
が
七
高
雨
を
献
金
し
た
」
事
責
を
ふ
ま
え
、
公
司
成
立
に
い
た
る
ま
で
の
盤

陵
の
磁
業
界
お
よ
び
湖
南
経
済
界
の
歴
史
的
特
質
を
明
ら
か
に
し
、
第
二
節
で

は
公
司
の
設
立
者
で
あ
り
、
磁
業
改
一革
の
立
役
者
と
な
っ
た
立
憲
汲
熊
希
齢
の

改
革
.
フ
ラ
ン
と
そ
の
貧
現
過
程
を
通
し
て
、
そ
れ
が
「
こ
の
時
期
の
立
憲
振
の

政
治
的
動
向
を
支
え
る
物
質
的
基
礎
」
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
分
析
し
て
い

る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
霞
陵
の
客
戸
・
碗
行
が
小
資
本
で
あ
る
た
め
に
安
定
性

が
な
く
、
政
治
・
経
済
的
に
は
流
、
通
過
程
に
強
く
依
存
し
て
い
る
吠
況
の
な
か

で
、
熊
希
齢
は
日
本
の
近
代
産
業
を
モ
デ
ル
と
す
る
磁
業
改
革
を
テ
コ
に
、

客
商
に
よ
る
湖
南
経
済
の
支
配
権
を
在
地
商
人
の
手
に
取
り
戻
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
土
着
偉
業
を
振
興
し
、
地
方
の
利
盆
を
擁
談
し
よ
う
と
し
た
の
だ
と
い

う
。
ひ
い
て
は
そ
れ
が
、
政
治
的
に
は
「
地
方
の
立
憲
仮
に
よ
る
中
失
事
制
に

到
す
る
自
立
化
の
主
張
」
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

第
三
節
で
は
、
前
節
に
お
い
て
地
方
経
済
自
立
の
要
求
を
掲
げ
た
湖
南
立
憲
汲

-179-
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の
、
政
治
的
結
集
を
促
進
し
た
も
の
は
、
喝
漢
鍛
路
の
利
権
回
牧
後
の
、
い
わ

ゆ
る
鍛
道
の
民
営
自
鱗
運
動
に
あ
る
と
分
析
す
る
。
回
収
後
、
鍛
道
経
借
権
を

め
ぐ
っ
て
「
官
率
紳
塀
」
を
主
張
す
る
保
守
源
郷
紳
層
(
王
先
謙

・
龍
湛
森
ら
)

と
民
営
白
地
怖
を
も
と
め
る
商
品
聞
を
中
心
と
す
る
新
興
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ

l

(
飽

湾

・
陳
文
薄
ら
)
が
封
立
し
た
こ
と
|
↓
政
府
・
張
之
洞
に
よ
っ
て
銭
路
線
公

司
が
保
守
振
を
ベ

l
ス
に
す
る
官
督
商
緋
と
さ
れ
た
こ
と
|
↓
張
之
洞

・
盛
宣

懐
ら
の
借
款
に
よ
る
建
設
計
査
の
推
進
と
い
う
よ
う
な
動
き
に
針
し
、
思
十
生
・

商
舎
・
諮
議
局
に
よ
る
借
款
反
射

・
民
営
自
緋
・
資
本
集
積
の
運
動
が
展
開
さ

れ
、
そ
の
指
導
的
役
割
を
掘
っ
た
の
が
立
懲
振
で
あ
っ
た
。
著
者
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
を
通
し
て
湖
南
地
方
統
治
機
構
内
の
イ
ニ
シ
ャ
チ
ブ
が
保
守
緩
か
ら
守
語

版
へ
移
行
し
て
い
っ
た
と
指
摘
す
る
。

第
三
掌
湖
南
革
命
波
の
誕
生
の
過
程
を
、
思
想
面
に
お
い
て
『
新
湖
南
』

の
著
者
揚
統
麟
と
経
済
面
に
お
い
て
革
命
源
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
l
高
之
議
を
取
り

上
げ
て
分
析
し
て
い
る
。
第
一
節
で
は
、
ま
ず
辛
丑
篠
約
締
結
後
の
政
治
鐙
制

「
新
政
」
が
、
張
之
洞

・
亥
世
凱

・
盛
宣
懐
ら
の
貿
緋
官
僚
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー

を
携
い
手
と
す
る
第
二
の
洋
務
運
動
で
あ
る
と
規
定
し
、
そ
の
な
か
で
主
に
日

本
留
患
を
経
験
し
た
新
知
識
人
が
、
革
命
か
改
良
か
を
め
ぐ
る
織
烈
な
論
争
を

繰
り
賢
げ
、
と
り
わ
け
長
沙
な
ど
都
市
の
謬
堂
を
舞
妥
に
新
知
識
人
の
革
命
思

想
が
清
朝
支
配
値
制
と
儒
数
数
民
平
に
闘
い
を
挑
ん
だ
こ
と
を
述
べ
る
。
第
二
節

で
は
、
楊
統
麟
の
『
新
湖
南
』
を
素
材
に
、
湖
南
に
お
け
る
革
命
源
の
戦
略
・

戦
術
の
青
潟
県
を
抽
出
す
る
。
彼
に
よ
る
と
湖
南
の
貧
困
の
原
因
は
帝
国
主
義

と
反
動
勢
力
に
あ
り
、
湖
南
の
製
革
の
目
標
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
原
型
は
賀
金
援

蜂
起
の
な
か
に
見
出
し
う
る
(
排
浦
と
排
外
の
統
て
秘
密
結
社
と
の
同
盟
が

そ
れ
で
あ
る
〉
と
い
う
。
か
く
て
彼
は
、
自
ら
を
含
め
た
中
等
祉
晶
聞
を
革
命
の

指
導
層
と
し
、
下
等
祉
舎
と
の
向
盟
に
よ
っ
て
上
等
社
曾
を
革
命
せ
ん
と
す
る

組
織
論
を
提
起
し
た
。
著
者
は
、
彼
の
革
命
論
・
組
織
論
に
つ
い
て
湖
南
の
現

欣
を
も
っ
と
も
よ
く
把
復
し
た
も
の
と
し
て
高
く
評
債
す
る
。
第
三
・
四
節
・

エ
ピ
ロ
ー
グ
で
は
、
百
円
之
護
の
革
命
的
生
涯
を
考
察
し
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ

ば
属
之
議
は
、
前
節
楊
の
革
命
理
論
を
貸
業
を
通
し
て
質
践
し
た
員
の
革
命
的

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
で
あ
っ
た
と
い
う
。
彼
の
活
動
は
、
車
に
無
産
化
し
た
直
接

生
産
者
層
を
貸
業
に
吸
牧
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
後
ら
を
革
命
的
に
数

育
し
組
織
す
る
と
い
う
政
治
的
側
面
を
も
ち
、
彼
は
同
学
界
と
商
界
を
革
命
の
接

黙
と
し
た
。
し
か
し
彼
は
、
針
米
ボ
イ
コ
ァ
ト
運
動
を
内
か
ら
蜘
出
航
し
た
商
界

の
要
た
る
商
舎
に
失
望
し
、
革
命
を
指
導
す
る
推
進
力
を
む
し
ろ
畢
生
に
も
と

め
て
工
作
す
る
よ
う
に
な
る
。
彼
の
期
待
す
る
四
月
子
生
像
と
は
、
牢
閉
山
子
学
勢
、
純

粋
で
知
性
的
な
、
前
術
的
役
割
を
措
い
う
る
皐
生
で
あ
っ
た
。
彼
の
こ
の
よ
う

な
期
待
に
こ
た
え
る
か
の
よ
う
に
、
湖
南
の
四
月
子
生
た
ち
は
革
命
運
動
に
お
け
る

前
術
的
中
核
部
隊
と
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。

第
四
章
主
に
一
九
一

0
年
四
月
の
長
沙
捻
米
を
分
析
し
て
い
る
。
第
一
節

で
は
拙
稿
「
孫
測
岡
田
に
お
け
る
革
命
蜂
起
」
・
「
長
沙
米
騒
動
と
民
衆
」
を
批
剣

し
つ
つ
、
次
の
よ
う
な
分
析
視
角
を
提
起
し
た
。
帝
図
主
義
支
配
と
湖
南
と
い

う
基
本
的
な
枠
組
の
な
か
で
、
つ
ま
り
帝
国
主
義
に
よ
る
湖
南
の
経
済
的
支
配

の
端
的
な
表
現
と
し
て
、
「
捨
米
」
を
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
と
。
第
二
節
で

は
、
長
沙
捨
米
の
経
過
を
丹
念
に
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
特
徴
を
浮
き
彫

り
に
し
て
い
る
。
経
過
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
最
初
(
四
月
十
一
日
)
は
自
然

稜
生
的
な
暴
動
で
あ
っ
た
の
に
、
四
月
十
三
J
十
四
日
を
境
に
、
外
閣
の
諸
施

設

・
街
門
、
大
官
僚

・
大
地
主
の
屋
敷
を
攻
撃
し
計
壷
性
の
あ
る
行
動
に
な
っ

た
こ
と
、
こ
れ
に
と
も
な
い
湖
南
統
治
を
め
ぐ
る
徳
督

・
巡
撫

・
布
政
使

・
郷

紳
ら
の
関
に
矛
盾

・
封
立
が
お
こ
っ
た
こ
と
、
四
国
摩
の
過
程
に
お
け
る
巡
防
省

の
活
趨
と
英
・
自
の
砲
艦
政
策
に
よ
る
軍
事
的
干
渉
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。
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第
三
節
で
は
次
の
三
貼
を
考
察
す
る
。

ω民
衆
の
攻
撃
の
矛
先
が
外
人
の
肉
腫

に
向
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
民
衆
運
動
の
主
種
的
成
長
と
考
え

る
べ
き
で
は
な
い
か
。

ω捨
米
の
原
因
を
米
不
足
・
米
償
値
上
り
論
に
と
ど
め

る
こ
と
は
、
帝
園
主
義
の
湖
南
侵
略
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
長
沙
捨

米
に
お
け
る
日
本
の
政
・
財
・
軍
一
鰻
と
な
っ
た
米
の
買
占
め
の
事
賞
お
よ
び

英
園
と
の
聞
に
結
ば
れ
た
マ
ッ
ケ
イ
俊
約
の
も
つ
侵
略
的
意
味
の
分
析
を
通
し

て
、
湖
南
米
が
列
強
と
く
に
日
・
英
の
資
本
に
操
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
。

ω捻

米
の
な
か
で
保
守
源
郷
紳
の
王
先
謙
・
葉
徳
輝
ら
は
買
占
め
の
元
兇
で
あ
っ
た

と
同
時
に
、
捨
米
を
利
用
し
て
、
銭
路
・
鎖
務
・
新
政
を
通
じ
て
失
墜
し
つ
つ
あ

る
自
ら
の
政
治
的
被
威
を
回
復
し
よ
う
と
し
た
こ
と
。
第
四
節
は
鎗
米
に
参
加

し
た
民
衆
の
特
徴
を
分
析
し
て
い
る
。
第
一
に
、
大
工
・
左
官
な
ど
の
職
人
が

目
立
っ
た
活
動
を
し
た
こ
と
を
取
り
上
げ
、
長
沙
開
港
お
よ
び
新
政
に
伴
う
建

築
プ
l
ム
の
な
か
で
、
職
人
が
な
ぜ
捨
米
に
参
加
し
た
の
か
を
問
う
。
そ
れ
は

外
園
人
も
省
蛍
局
も
他
省
の
業
者
・
職
人
を
導
入
し
て
、
湖
南
の
業
者
・
職
人

に
全
く
仕
事
を
さ
せ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
い
う
。
ま
た
保
守
源
郷
紳
が
捨

米
を
助
長
し
た
遠
因
の
一
つ
は
、
湖
南
の
練
梁
・
職
人
た
ち
と
保
守
波
郷
紳
の

閲
に
奮
く
か
ら
一
定
の
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
指
摘
す
る
。
第
二
に
、

四
月
十
四
日
を
境
に
拾
米
が
反
帝
園
主
義
的
様
相
を
帯
び
て
き
た
こ
と
に
劉

し
、
そ
れ
は
義
和
闘
員
の
一
部
で
あ
る
青
兵
・
黒
兵
や
白
蓮
在
理
教
徒
が
参
加

し
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
第
五
節
の
前
半
で
は
、
前
節
の
第
二
の
特
徴
を
ふ

ま
え
、
湖
南
禽
黛
の
主
勢
力
た
る
寄
老
舎
|
|
組
織
的
に
は
洪
江
曾
・
洪
一
踊
舎

な
ど
ー
ー
に
義
和
圏
・
白
蓮
数
系
秘
密
結
祉
の
影
響
が
這
一
入
り
込
む
こ
と
に
よ

っ
て
、
帯
枠
制
醐
醐
阻
蜂
起
以
後
分
散
し
て
勢
力
を
温
存
し
て
い
た
湖
南
曾
黛
の
力
量

が
飛
磁
的
に
設
展
し
、
そ
れ
が
辛
亥
革
命
の
主
力
軍
と
な
っ
た
こ
と
を
論
詮
す

る
。
後
半
で
は
、
湖
南
統
治
集
酬
の
最
右
翼
(
王
先
謙
・
葉
徳
輝
ら
保
守
波
郷

紳
〉
が
捨
米
の
責
任
を
問
わ
れ
て
庭
分
さ
れ
、
か
わ
っ
て
諌
延
随
・
龍
薄
ら
の

立
憲
一
淑
郷
紳
盾
が
「
湖
南
の
利
盆
」
の
擁
護
を
標
携
し
て
政
治
の
表
舞
墜
に
登

場
し
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
立
憲
振
は
、
清
朝
中
央
櫨
力
の
弱
化
・
官
僚
支

配
機
構
の
動
揺
の
な
か
で
、
自
ら
の
手
で
地
方
統
治
機
構
を
政
治
的
・
経
済

的
・
軍
事
的
に
掌
撞
し
、
迫
り
く
る
郷
村
秩
序
の
尉
壌
の
危
機
を
救
う
役
割
を

摺
っ
て
登
場
し
た
と
分
析
す
る
。

第
五
章
主
に
辛
亥
革
命
に
お
け
る
「
立
憲
波
」
の
動
向
に
ポ
イ
ン
ト
を
置

い
て
い
る
。
第
一
節
で
は
、
中
圏
全
鐙
お
よ
び
湖
南
に
お
け
る
革
命
情
勢
の
到

来
の
模
援
を
経
済
的
危
機
の
側
面
か
ら
分
析
し
、
主
に
皇
帝
波
に
組
す
る
立
態

波
が
、
清
朝
に
紹
笠
し
清
朝
の
終
駕
や
む
な
し
と
の
認
識
に
い
た
っ
た
政
治
的

危
機
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
節
で
は
、
湖
南
に
樹
立
さ
れ
た
革
命
政
権

が
わ
ず
か
十
日
で
立
憲
波
・
欝
勢
力
の
手
に
奪
取
さ
れ
た
問
題
を
、
槍
米
強
豚
一

の
主
力
軍
で
あ
っ
た
巡
防
省
統
領
策
中
川
浩
(
彼
は
革
命
前
夜
、
軍
事
面
の
み
な

ら
ず
、
政
治
・
経
済
・
教
育
の
分
野
に
お
い
て
も
指
導
的
地
位
に
あ
っ
た
)
の

庭
刑
を
通
し
て
考
え
る
。
立
態
汲
は
、
彼
を
ス
ケ

l
プ
ゴ

l
ト
に
し
て
彼
の
一

身
に
革
命
の
矛
先
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
イ
ニ
シ
ャ
チ
プ
に

よ
る
革
命
情
勢
の
リ
l
ド
と
位
制
維
持
を
は
か
り
、
ま
た
黄
の
死
を
百
パ
ー
セ

ン
ト
政
治
的
に
利
用
し
て
〈
黄
の
『
復
仇
』
を
錦
の
御
旗
と
し
て
)
反
革
命
の

巻
き
返
し
を
は
か
っ
た
と
い
う
。
第
三
節
で
は
、
『
湘
事
記
』
の
作
者
子
服
子

と
は
一
健
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
の
か
を
採
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

楊
世
駿
に
よ
る
「
子
照
子
は
譜
延
閣
の
秘
書
唐
乾
一
で
あ
る
」
と
の
指
摘
(
『
辛

亥
革
命
前
后
湖
南
史
事
』
二

O
六
頁
)
を
前
提
と
し
、
そ
の
筆
致
か
ら
麿
乾
一

の
寅
像
お
よ
び
『
湘
事
記
』
の
内
容
の
輿
僑
を
分
析
す
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、

『
湘
事
記
』
に
お
け
る
革
命
振
の
活
動
の
叙
述
に
は
信
怒
性
は
な
い
が
、
立
憲

汲
に
よ
る
反
革
命
工
作
や
諦
延
闘
政
権
の
反
革
命
的
行
潟
、
唐
乾
一
が
裳
世
凱
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と
諦
延
闘
の
パ
イ
プ
役
と
し
て
湖
南
を
友
の
支
配
下
に
置
く
策
謀
を
進
め
て
い

た
こ
と
な
ど
、
革
命
史
の
隠
さ
れ
た
一
面
が
よ
く
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
い

よソ。
補

論

一

本
章
で
は
貿
緋
官
僚
盛
宣
械
の
生
涯
を
辿
り
な
が
ら
、

清
末
政
治

の
諸
様
相
と
日
本
の
革
命
へ
の
釘
悠
を
採
る
。
第
一
節
J
三
簡
は
、
慮
宣
刷
闘
が

李
鴻
掌
の
幕
客
と
な
っ
て
か
ら
辛
亥
革
命
に
よ
る
失
脚
ま
で
の
政
治
的
・
経
済

的
活
動
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
招
商
局
の
経
営
を
遁
し
て
「
貸
業
の

才
」
を
設
揮
し
、
北
洋
波
の
一
官
僚
と
し
て
の
地
位
を
上
昇
さ
せ
、
日
清
戦
争

後
は
経
瀦
分
野
に
お
い
て
、
李
鴻
章
に
か
わ
る
「
洋
務
波
の
エ

l
ス
」
と
し
て

登
場
し
、
鍛
路
線
公
司
督
緋
と
な
っ
て
か
ら
は
、
張
之
洞
と
提
脱
し
つ
つ
清
末

の
餓
道
事
業
の
中
橋
に
位
置
し
た
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
た
彼
の

主
張
と
行
動
の
特
徴
に
つ
い
て
、
川
w彼
は
鍬
道
・
鎖
山

・
通
商
な
ど
に
は
熱
心

で
あ
っ
た
が
、
政
治
制
度
・
稔
制

・
文
化
思
想
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
す
る
と

こ
ろ
が
な
く
「
閥
家
的
椛
念
の
な
い
人
」

(張
努
)
で
あ
り
、
的
曾
図
藩
・
李

鴻
章

・
実
世
凱

・
張
之
洞
ら
が
地
方
郷
紳
層
を
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
政
治

勢
力
の
基
礎
を
固
め
た
の
に
劉
し
、
彼
の
地
方
レ
ベ
ル
で
の
関
心
は
、
も
つ
ば

ら
瞭
大
な
土
地
を
所
有
す
る
こ
と
と
関
連
企
業
に
姻
戚
・
同
郷
人
の
重
用
を
は

か
る
こ
と
に
あ
り
、
政
治
勢
力
と
し
て
の
地
方
郷
紳
と
く
に
立
愈
源
郷
紳
と
の

結
合
関
係
は
全
く
稀
薄
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
が
、
革
命
に
よ
る
失
脚
と
亡

命
を
除
儀
な
く
さ
れ
、
ま
た
失
脚
後
の
復
節
の
障
害
に
な
っ
た
と
指
摘
す
る
。

第
四
J
五
節
で
は
、
日
本
が
、
辛
亥
革
命
前
後
か
ら
盛
宣
懐
・
漢
冶
袴
公
司
を

媒
介
と
し
て
、
中
園
へ
経
済
的
佼
略
を
は
か
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
針
路
を
し

た
か
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
ま
ず
一
九

O
八
年
の
病
気
療
養
と
務
す
る
盛
宣

懐
の
訪
日
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
は
、
現
寅
に
は
日
本
の
政
財
界
の
有
力
者
と
の

懇
談
を
通
し
て
、
日
本
の
借
款
を
も
と
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
、
さ
ら
に
漢

冶
洋
の
寅
質
の
責
任
者
で
あ
っ
た
盛
宣
懐
の
亡
命
は
、
日
本
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
ア
メ
リ
カ

・
ド
イ
ツ
も
大
き
な
関
心
事
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
亡
命
を
登
策

し
利
用
し
て
、

自
閣
の
覇
権
を
鎖
大
し
よ
う
と
し
た
。
結
局
彼
は
日
本
に
亡
命

し
た
が
、
日
本
は
革
命
に
よ

っ
て
水
に
洛
ち
た
犬
を
助
け
出
し
、
そ
れ
を
利
用

し
て
中
園
市
場
へ
の
進
出
を
有
利
に
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
一
九
一
一
一
年
一

月
の
漢
冶
洋
公
司
日
華
合
勝
候
契
約
の
締
結
と
な
り
、
二
月
に
は
南
京
臨
時
政

府
が
そ
れ
を
承
認
す
る
に
い
た
っ
た
。
し
か
し
張
審
ら
の
新
政
府
内
部
か
ら

の
反
射
や
衰
世
凱
政
構
成
立
へ
と
向
う
政
治
情
勢
の
な
か
で
、
た
と
え
盛
宣
懐

が
公
司
に
お
い
て
ナ
ン
バ

ー
2
の
地
位
に
あ
っ
た
と
は
い
え
、
盛
の
得
意
と
す

る
公
機
力
を
利
し
て
の
私
財
蓄
積
の
圏
内
的
支
え
は
失
わ
れ
て
お
り
、
結
局
そ

の
頼
る
と
こ
ろ
は
血
縁
と
し
て
の
盛
フ
ァ
ミ
リ
ー
と
日
本
で
し
か
な
か
っ
た
。

一
方
公
司
は
園
有
化
の
方
向
に
向
う
が
、
そ
れ
は
結
局
、
実
世
凱
政
府
の
掌
握

下
に
置
か
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
か
く
て
日
本
は
使
用
償
値
の
低
下
し
た
盛

に
見
切
り
を
つ
け
、
新
た
に
勢
力
を
扶
殖
す
る
相
手
と
し
て
亥
世
凱
を
見
出

す
。
二
十

一
ケ
僚
要
求
の
公
司
の
件
は
こ
れ
を
誼
明
し
て
い
る
と
い
う
。

-182-
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著
者
の
辛
亥
革
命
研
究
の
覗
黙
は
、
本
書
の
な
か
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い

が
、
か
つ
て
著
者
が
『
東
洋
製
報
』
四
五
の
四
(
一
九
六
一
ニ
)
で
述
べ
ら
れ
た

よ
う
に
、

ω帝
園
主
義
時
代
の
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
日
中
関
係
か
ら
と
ら

え
る

ω牢
植
民
地
中
ナ
封
建
祉
舎
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
で
あ
る
帥
ア
ジ
ア
最
初
の

共
和
制
を
樹
立
し
た
革
命
で
あ
る
、
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
『
外
務
省

文
書
』
・
『
日
本
外
交
文
番
』
な
ど
日
本
側
の
資
料
を
脳
使
し
た

ωの
税
角
は
、
本

書
全
篇
に
流
れ
る
基
本
的
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
中
関
係
を
「
牢
植

民
地
の
深
化
U
侵
略
」
の
過
程
と
し
て
考
察
し
て
い
る
た
め
に
、
辛
亥
草
A
叩
研
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究
か
ら
何
を
皐
ぶ
べ
き
か
を
我
々
に
問
い
か
け
て
い
る
。
た
だ
日
本
が
湖
南
を

原
料
供
給
地
・
商
品
販
寅
市
場
と
化
し
た
過
程
は
よ
く
理
解
で
き
て
も
、
そ
れ

を
中
圏
内
部
か
ら
支
え
て
い
た
も
の
が
一
僅
何
で
あ
る
の
か
が
不
鮮
明
で
あ

る
。
そ
の
一
つ
と
し
て
貿
緋
官
僚
洋
務
波
の
形
成
を
分
析
さ
れ
て
は
い
る
が
、

彼
ら
と
民
衆
の
聞
に
介
在
す
る
外
商

・
客
商
な
ど
の
寅
態
や
流
通
機
構
そ
の
も

の
の
構
造
、
換
言
す
れ
ば
農
民
大
衆
が
ど
の
よ
う
な
形
で
世
界
資
本
主
義
隆
制

に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
の
か
が
明
瞭
に
描
き
出
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
構
造
を

明
確
に
す
る
こ
と
が
、
買
緋
化
し
た
清
朝
園
家
権
力
の
具
僅
的
内
容
を
解
く
鍵

と
な
ろ
う
。

ωの
分
析
調
角
の
な
か
で
は
、
立
憲
波
を
歴
史
的
に
ど
う
位
置
づ
け
る
か
が

重
要
な
課
題
で
あ
る
。
本
書
に
お
け
る
立
憲
波
の
分
析
の
比
重
は
極
め
て
大
き

い
。
著
者
は
、
磁
業
と
餓
道
の
問
題
を
契
機
に
湖
南
立
憲
波
が
土
着
産
業
の
振

興
と
湖
南
人
の
利
盆
を
叫
ん
で
清
朝
中
央
と
封
時
し
つ
つ
、
次
第
に
省
内
の
ヘ

ゲ
モ
ニ
ー
を
掌
擾
し
て
い
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
立
憲
波
の
進
出
過
程
そ

の
も
の
は
よ
く
跡
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
も
の
が
よ
く
理

解
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
辛
亥
革
命
が
何
故
に
農
村
嬰
革
を
も
た
ら
し
え
な
か

っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
立
憲
波
の
進
出
過
程
を
論
ず
る
だ
け
で
は
解
答
を
輿
え

た
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
現
寅
に
立
憲
波
は
、
新
政
・
憲
政
の
在

地
に
お
け
る
搭
い
手
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
彼
ら
は
そ
の
再
編
過
程
を
農
村
・
都

市
に
お
い
て
支
え
た
が
ゆ
え
に
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
り
え
た
と
い
う
分
析
視
角

が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
意
味
か
ら
も
、
新
政

・
憲
政
期
は
、
厳
密
に

段
階
的
に
区
分
し
て
把
援
さ
れ
る
べ
き
概
念
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
作
業
と
し

て
、
立
懲
波
の
基
盤
で
あ
る
商
曾
・
諮
議
局
な
ど
が
、
本
来
地
方
の
郷
紳
・
プ

ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
を
中
央
集
権
の
末
端
に
位
置
づ
け
、
官
を
補
佐
す
る
も
の
と
し

て
設
置
さ
れ
な
が
ら
、
何
故
に
自
己
運
動
を
展
開
し
え
た
の
か
、
ま
た
新
政
・

憲
政
は
新
た
な
る
税
の
牧
奪
を
意
味
す
る
が
、
そ
の
収
奪
過
程
の
な
か
で
在
地

の
い
か
な
る
階
層
が
い
か
な
る
役
割
を
果
し
た
か
な
ど
を
分
析
す
る
こ
と
が
必

要
と
な
ろ
う
。

帥
の
視
角
は
、
革
命
の
主
鐙
が
何
で
あ
る
の
か
を
問
う
て
い
る
。
本
書
で

は
、
皇
帝
専
制
の
復
活
を
許
さ
な
か
っ
た
力
の
源
泉
を
、
革
命
渡
と
そ
の
同
盟

軍
た
る
民
衆
の
闘
い
に
も
と
め
、
と
り
わ
け
長
沙
捨
米
を
例
に
あ
げ
て
、
獲
革

主
鰻
の
成
長
と
革
命
の
主
力
軍
で
あ
る
曾
黛
の
質
的
高
ま
り
を
論
じ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
民
衆
運
動
の
内
容
に
深
く
切
り
こ
ん
だ
指
摘
は
高
く
評
債
で
き
る

が
、
唐
突
の
感
が
し
な
い
で
も
な
い
。
少
な
く
と
も
革
命
前
十
J
二
十
年
間
の

湖
南
に
お
け
る
民
衆
運
動
が
、
ど
の
よ
う
な
段
階
的
後
展
と
主
観
的
成
長
を
と

げ
て
き
た
か
を
跡

e

つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
そ
の
指
摘
は
よ
り
堕
か
な
内

容
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
「
革
命
汲
と
そ
の
同
盟
箪
と
し
て
の
民
衆
」

像
が
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
る
が
、
そ
の
雨
者
の
関
係
を
明
確
に
問
う
論
考
が
な

い
た
め
、
や
や
も
す
れ
ば
百
円
や
楊
の
理
論
に
ひ
き
ず
ら
れ
た
理
念
的
な
把
擾
に

終
始
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
爾
者
を
つ
な
ぐ
媒
介
項
た
る
秘
密
結
社
の
研
究

は
極
め
て
重
要
な
課
題
と
い
え
る
。

以
上
思
い
つ
く
ま
ま
二
、

三
の
問
題
鮎
を
呈
し
て
み
た
。
そ
れ
は
と
り
も
な

お
さ
ず
、
著
者
に
答
愛
さ
れ
て
研
究
し
て
き
た
評
者
の
研
究
課
題
で
あ
る
と
も

い
え
る
。
批
評
ら
し
い
批
評
も
で
き
ぬ
ま
ま
紙
数
も
嚢
き
た
。
こ
の
よ
う
な
粗

雑
な
紹
介
に
よ
っ
て
本
書
の
償
値
を
傷
つ
け
、
敬
愛
す
る
著
者
に
封
し
非
躍
を

重
ね
て
い
る
だ
ろ
う
こ
と
を
寛
恕
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
(
清
水
稔
〉

-183ー


