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本
書
は
、
小
島
氏
が
過
去
二
十
年
聞
に
務
思
表
さ
れ
た
、
太
卒
天
国
を
中
心
と

す
る
諸
論
文
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
既
愛
表
論
文
の
す
べ
て
で
は

な
く
、
「
太
卒
天
国
の
思
想
」
(『
講
座
近
代
ア
ジ
ア
思
想
史
』

I

弘
文
堂

一
九
六

O
年
)
及
び

「
太
卒
天
国
」
(
『
世
界
の
歴
史
』
一
一
筑
摩
書
房

一

九
六
一
年
〉
は
、
本
書
に
攻
録
さ
れ
て
い
な
い
。
小
島
氏
は
、
載
後
、
「
停
滞

論
」
批
剣
を
課
題
と
し
て
再
出
愛
し
た
中
園
史
研
究
の
潮
流
の
中
で
、
太
卒
天

国
研
究
の
分
野
に
お
い
て
こ
の
課
題
と
と
り
組
ん
だ
、
数
少
な
い
研
究
者
の
一

人
で
あ
り
、
載
後
の
新
し
い
太
卒
天
国
研
究
の
開
拓
者
と
し
て
の
功
績
は
大
き

い
。
太
卒
天
国
に
言
及
す
る
研
究
者
が
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
小
島
氏
の
研
究

成
果
に
依
撮
し
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
の
反
面
、
氏
の

研
究
に
正
面
か
ら
批
剣
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

小
島
氏
自
身
、
「
あ
と
が
き
」
で
、
本
書
が

「
後
績
の
世
代
の
踏
み
肇
」
と
な

る
こ
と
を
望
ん
で
お
ら
れ
る
こ
と
で
も
あ
り
、
後
績
の
世
代
に
属
す
る
者
と
し

て
、
以
下
、
率
直
に
本
書
を
讃
ん
だ
感
想
と
、
い
く
つ
か
の
疑
問
を
記
さ
せ
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

研

以
下
、
前
半
で
、
各
論
文
の
簡
単
な
内
容
紹
介
を
行
な
っ
て
、
必
要
な
コ
メ

ン
ト
を
附
し
、
後
半
で
、
本
書
の
全
慢
に
か
か
わ
る
問
題
を
提
起
し
た
い
。

第

一
部

農
民
革
命
の
思
想

第
一
章
「
農
民
戦
争
に
お
け
る
宗
敬
1

結
社
宗
教
|
」
こ
の
論
文
は
、

本
書
の
中
で
筆
者
に
と
っ
て
は
最
も
讃
み
づ
ら
く
、
論
旨
を
要
約
し
に
く
い
の

で
あ
る
が
、
著
者
自
身
が
行
な
っ
て
い
る
ま
と
め
を
さ
ら
に
要
約
す
る
と
、
中

園
に
お
け
る
異
端
宗
教
の
特
質
は
、
第
一
に
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
カ

ソ
リ
ッ
ク
教
の
よ
う
な
園
教
が
存
在
し
な
い
た
め
に
、
邪
教
が
必
然
的
に
反
陸

制
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
第
二
に
、
奔
上
帝
数
を
例
外
と
し
て
、
異
端
宗
数

は
、
「
合
法
的
地
位
を
み
と
め
ら
れ
た
諸
宗
数
」
の
教
義
に
た
い
す
る
正
面
か

ら
の
批
判
・
抗
争
の
過
程
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
「
合
法
的
地
位
を

み
と
め
ら
れ
た
諸
宗
数
」
が
民
衆
の
中
に
ひ
ろ
が
る
に
つ
れ
、
そ
れ
と
は
こ
と

な
っ
た
色
合
い
を
も
っ
濁
自
の
民
開
宗
数
と
し
て
形
成
さ
れ
た
。
そ
の
濁
自
性

は
、
数
義
そ
の
も
の
よ
り
も
、
結
社
の
成
員
の
階
層
、
そ
の
生
活
援
式
や
感
情

の
ち
が
い
に
も
と
づ
く
、
組
織
の
あ
り
方
や
、
現
貧
の
行
動
様
式
の
ち
が
い
と

し
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
第
三
に
、
支
配
勢
力
に
と
っ
て
、
異
端

の
異
端
た
る
所
以
は
、
そ
の
数
義
自
僅
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
支
配

秩
序
か
ら
濁
立
し
た
組
織
、
思
想
と
し
て
形
成
さ
れ
、
一
定
の
祉
曾
的
経
済
的

僚
件
の
も
と
で
、
反
檀
制
的
な
革
命
行
動
の
組
織
に
鶴
化
し
得
る
可
能
性
を
も

っ
て
い
た
黙
に
あ
っ
た
、
と
い
う
。
つ
い
で
、
宋
代
以
降
の
異
端
宗
教
結
祉
の

組
織
と
行
動
を
検
討
し
、
そ
の
特
徴
と
し
て
、
第
一
に
、
禁
欲
的
徳
目
の
貧

践
・
祈
諸
問
・
諸
経
な
ど
に
よ
っ
て
「
現
世
利
一
隅
」
を
約
束
す
る
も
の
と
し
て
民

衆
の
中
に
浸
透
し
た
こ
と
、
第
二
に
、
「
下
積
み
の
民
衆
」
を
主
た
る
構
成
員

と
し
、
そ
れ
故
に
、
結
社
は
相
互
扶
助
の
機
能
を
果
た
し
、
「
卒
等
」
が
賓
現

さ
れ
て
い
た
が
、
「
卒
等
」
の
内
容
は
、
信
徒
の
生
活
の
あ
り
方
に
規
定
さ
れ
、
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地
域
的
保
件
の
ち
が
い
に
よ

っ
て
異
な
っ
て
い
た
こ
と
、
第
三
に
、
民
衆
を
主

た
る
構
成
員
と
し
た
こ
と
は
、
か
れ
ら
が
組
織
の
主
睦
で
あ
る
こ
と
と
同
じ
で

は
な
く
、
一
般
的
に
は
カ
リ
ス
マ
の
構
成
に
依
抽
嫁
し
て
、
彼
を
頂
黙
と
し
て
形

成
さ
れ
た
こ
と
、
第
四
に
、

組
織
の
構
造
は
家
父
長
制
的
で
あ
り
、
閉
鎖
性
、

分
散
性
が
濃
厚
で
あ
っ
た
こ
と
、
を
穆
げ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
そ
れ
自

障
は
反
値
制
の
必
然
性
を
も
た
な
い
異
端
宗
教
結
社
が
、
革
命
の
組
織
に
鶴
化

す
る
の
は
、
社
禽
的
政
治
的
経
済
的
な
危
機
の
局
面
に
お
い
て
で
あ
り
、
し
か

も
そ
れ
が
単
な
る
飢
餓
暴
動
で
は
な
く
、
権
力
の
ト
ー
タ
ル
な
否
定
を
め
ざ
す

革
命
運
動
と
し
て
爆
裂
す
る
に
は
、
「
受
命
説
」
が
必
要
で
あ
っ
た
。
即
ち

「菊
助
教
・
明
教
・
白
蓮
数

・
上
帝
数
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
中
園
の
「
邪
教
」

は
、
下
積
み
の
民
衆
U
主
と
し
て
は
農
民
を
主
な
構
成
員
と
す
る
こ
と
、
そ
し

て
「
粛
勧
下
生
」
「
明
王
出
世
」
「
上
帝
か
ら
の
受
命
」
訟
を
媒
介
と
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
農
民
の
革
命
闘
争
の
重
要
な
武
器
と
な
っ
た
。
だ
が
特
定
の
指
導

者
へ
の

〈
受
命
〉
が
革
命
の
媒
介
と
な
る
か
ぎ
り
、
民
衆
は
直
接
に
は
樹
立
さ

る
べ
き
権
力
の
主
臨
と
は
な
り
え
な
い
。
農
民
の
利
害
は
、

〈
受
命
者
〉

H
カ

リ
ス
マ
を
と
お
し
て
閲
接
に
表
現
さ
れ
る
し
か
な
い
L

と
い
う
の
が
結
論
で
あ

る。
第
二
章
「
奔
上
帝
数
と
拝
上
帝
品
聞
の
特
質
」
ま
ず
、
洪
秀
全
が
奔
上
帝

教
を
創
造
し
た
過
程
と
そ
の
特
徴
を
述
べ
、
最
も
早
く
書
か
れ
た
「
原
道
救
世

歌
」
(
一
八
四
五
|
四
六
年
)
に
は
、
「
地
上
の
革
命
に
結
び
つ
く
必
然
性
を

見
出
し
難
い
」
が
、
鹿
西
で
偶
像
破
壊
運
動
を
展
開
し
た
後
の
著
作
で
、
一
八

四
八
年
に
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
「
原
道
魔
世
訓
」
に
お
い
て
「
奔
上
出布教

は
は
じ
め
て
明
確
に
革
命
思
想
と
し
て
の
質
を
願
現
し
た
」
と
述
べ
、
奔
上
惰

曾
の
特
質
を
「
徹
底
し
た
偶
像
否
定
と
禁
欲
主
義
L

に
も
と
め
て
い
る
。
な
お

第
一
章
で
は
、
奔
上
帝
舎
の
特
質
は
「
統
一
性
と
集
中
性
、
原
理
と
し
て
の
開

放
性
と
禁
欲
主
義
」
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
こ
の
よ
う
な
特
質

を
も
っ
上
帝
舎
に
結
集
し
た
も
の
は
、
主
と
し
て
は
現
世
の
秩
序
の
中
で
、
最

も
抑
座
さ
れ
、

差
別
さ
れ
て
き
た
『
寒
苦
』

の
『
客
家
』
な
ら
び
に
少
数
民
族

の
貧
血
震
で
あ
っ
た
」
と
し
、
「
客
家
は
臨聞
東
で
も
、
鹿
西
で
も
、
た
ん
に
移
住

民
一
般
と
土
着
民
一
般
の
針
立
に
単
純
化
で
き
な
い
集
倒
的
な
差
別
を
土
着
民

集
園
か
ら
受
け
て
い
た
」
と
い
う
。
差
別
の
具
霞
的
内
容
と
し
て
は
、
客
家
が

ご
般
的
に
は
佃
曲
肢
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
」
及
び
庭
東
省
恩
卒
豚
の

「土
客
」
械
聞
に
つ
い
て
し
る
し
た
史
料
に
基
い
て
「
科
祭
に
態
.
す
る
に
は
土

着
民
康
生
の
身
許
保
誼
を
要
し
」
た
こ
と
、
ま
た
庚
西
省
賀
豚
の
客
家
の
農
民

が
裂
し
た
撤
文
に
「
籍
に
入
る
の
に
銀
を
と
ら
れ
た
L

と
あ
る
こ
と
を
翠
げ

て
、
「
客
家
の
中
の
科
患
に
感
じ
得
る
よ
う
な
地
主
的
階
層
も
ふ
く
め
て
、
様

々
の
差
別
を
、
集
幽
と
し
て
受
け
て
い
た
」
(
傍
黙
小
島
氏
〉
と
結
論
し
、

「
酷
烈
な
『
寒
苦
』
に
加
う
る
、
客
家
農
民
の
か
か
る
被
差
別
的
地
位

・
吠
態

こ
そ
が
、
現
存
秩
序
の
ト
ー
タ
ル
な
否
定
の
志
向
を
内
包
す
る
上
帝
舎
を
、
と

り
わ
け
て
か
れ
ら
が
受
け
い
れ
た
僚
件
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
二
つ
の
疑
問
を
出
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、

一
般
的
な
問
題
と
し

て
、
異
端
宗
教
結
社
が
「
下
積
み
の
民
衆
」
を
主
た
る
構
成
員
と
し
た
と
い
わ

れ
、
し
か
し
「
民
衆
を
主
た
る
構
成
員
と
し
た
こ
と
は
、
か
れ
ら
が
組
織
の
主

鐙
で
あ
る
こ
と
と
同
じ
で
は
な
い
」
と
し
て
い
る
が
、
一
方
で
ま
た
、
民
間
宗

教
結
社
の
濁
自
性
が
「
結
祉
の
成
員
の
階
層
、
そ
の
生
活
様
式
や
感
情
の
ち
が

い
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
結
社
の
濁
自
性
を
規
定
す
る
も
の

は
、
主
と
し
て
は
、
ま
ず
結
祉
の
主
鐙
で
あ
り
、
主
鐙
で
な
い
者
が
濁
自
性
を

規
定
す
る
と
い
う
の
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ぎ
に
、
上
帝
曾
の
特
質
に
つ

い
て
、
第
一
章
で
は
「
上
帝
舎
が
特
徴
的
に
持
ち
得
た
統
一
性
と
集
中
性
、
原

理
と
し
て
の
開
放
性
こ
そ
が
、
さ
き
の
禁
欲
主
義
と
と
も
に
、
上
帝
舎
を
し
て

-168ー



685 

こ
の
時
期
の
農
民
の
闘
争
の
中
心
的
存
在
た
ら
し
め
た
主
位
的
要
因
で
あ
っ

た
」
と
述
べ
、
白
蓮
数
結
社
と
異
な
る
黙
も
こ
の
統
一
性
と
集
中
性
、
原
理
と

し
て
の
開
放
性
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
上
帝
禽
の
特
質
H
H
濁
自
性
が
「
統
一

性
と
集
中
性
、
原
理
と
し
て
の
開
放
性
」
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
濁
自
性

は
、
上
帝
曾
の
成
員
|
|
小
島
氏
に
よ
れ
ば
「
寒
苦
」
の
「
客
家
」
な
ら
び
に

少
数
民
族
の
貧
農
|
|
の
階
層
、
そ
の
生
活
様
式
や
感
情
と
ど
の
よ
う
に
関
連

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
第
一
章
と
第
二
章
で
は
、

上
帝
曾
の
特
質

に
つ
い
て
の
捉
え
方
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
黙
は
後
述
す
る
。

第
二
部
太
卒
天
国
史
の
諸
問
題

第
一
章
「
十
九
世
紀
中
葉
に
お
け
る
農
民
闘
争
と
太
卒
天
国
」
こ
の
第

二
部
第
一
章
が
小
島
氏
の
本
来
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
り
、
本
書
の
柱
を
な
し

て
い
る
?
こ
の
部
分
は
、
小
島
氏
が
「
ま
え
が
き
」
で
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に

よ
れ
ば
、
宮
崎
市
定
氏
の
太
卒
天
国
非
農
民
戦
争
設
を
批
剣
す
る
目
的
で
垂
直
か

れ
た
、
と
あ
る
が
、
こ
の
論
文
の
原
型
は
、

筑
摩
『
世
界
の
歴
史
』
十
一
所
収

の
「
太
卒
天
国
」
に
見
ら
れ
る
。

ま
ず
、
湖
南
及
び
湖
北
南
部
で
一

八
三
0
年

代
か
ら
五

0
年
代
に
か
け
て
顕
著
に
な
る
郷
民
の
諸
闘
争
の
う
ち
、
権
力
と
の

武
力
抗
争
に
ま
で
設
展
し
た
も
の
に
つ
い
て
内
容
別
に
分
類
し
、
付
抗
糧
闘
争

か
ら
設
展
し
た
も
の
。
湖
北
省
の
崇
陽
・
遁
山
・
通
減
・

嘉
魚

・
由
民
済
・
湖
南

省
の
来
陽
・
安
化
の
諸
豚
で
起
っ
て
い
る
。
同
阻
米
・
拾
米
か
ら
展
開
し
た
も

の
。
湖
南
省
の
新
寧
・
武
岡
州
で
。
「
こ
こ
で
は
白
蓮
数
の
流
れ
を
く
む
背
蓮

数
の
結
社
が
経
済
的
な
闘
争
の
組
織
か
ら
権
力
闘
争
に
至
る
展
開
に
、
中
心
的

な
役
割
、
い
わ
ば
前
術
的
な
役
割
を
果
し
て
い
る
」
と
い
う
。
田
抗
租
闘
争
か

ら
展
開
し
た
も
の
。
湖
南
省
の
澄
州

・
石
門
豚
・
湖
北
省
の
松
滋
豚
で
。

「こ

こ
で
も
白
蓮
敬
の
結
社
(
「粛
匠
」
〉
が
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
る
」
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
つ
い
で
、
こ
の
三
形
態
の
闘
争
の
僚
件
と
性
絡
を
検
討

し
て
い
る
。
順
次
み
て
い
こ
う
。

H

抗
糧
暴
動
の
一
般
的
僚
件
H
H
全
園
共
通

の
僚
件
と
し

τ、
浮
腕
と
銀
債
の
高
謄
に
よ
る
寅
質
的
槍
税
、
及
び
収
奪
が
零

細
自
作
農
層
に
集
中
し
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
、
つ
い
で
、
現
実
に
暴
動
が
起
っ

た
地
域
に
共
通
す
る
諸
僚
件
と
し
て
、
①
土
地
の
生
産
性
が
低
い
山
関
部
な

い
し
逮
境
地
幣
で
あ
る
こ
と
。
②

佃
戸
・
自
作
農
が
、
主
穀
生
産
の
み
で
は

再
生
産
が
不
可
能
で
あ
る
た
め
に
、
副
業
と
し
て
商
品
生
産
あ
る
い
は
小
規
模

の
商
品
の
販
濯
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
。
③
監
生
、
秀
才
な
ど
の
身
分
を
も

ち
、
郷
居
地
主
と
思
わ
れ
る
も
の
が
指
導
的
役
割
を
果
し
て
い
る
こ
と
。
の
三

黙
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
山
関
部
な
い
し
進
境
地
幣
に
お
け
る
土
地
所

有
関
係
な
ら
び
に
階
級
構
成
に
つ
い
て
分
析
し
、
こ
の
地
域
で
は
、
生
産
力
の

低
さ
故
に
地
主
的
土
地
所
有
の
一
般
的
支
配
的
形
成
が
困
難
で
あ
り
、
自
作
・

自
小
作
が
村
落
内
で
高
い
比
重
を
し
め
て
い
た
、
と
い
う
。

こ
こ
で
若
干
の
疑
問
を
呈
し
た
い
。
ま
ず
、
山
開
部
、
遺
境
地
帯
と
い
う
地

理
的
僚
件
に
よ
っ
て
、
土
地
所
有
形
態
、
階
級
関
係
を
一
義
的
に
規
定
で
き
る

も
の
で
あ
ろ
う
か
。
生
産
性
の
低
い
山
開
部
、
遜
境
地
帯
で
も
、
た
と
え
ば
、

鹿
西
省
経
卒
豚
で
は
「
豚
内
近
山
之
回
、
出
於
自
耕
者
、
惟
武
卒
甫
里
等
庭
而

己
、
山
開
佃
衆
国
稀
、
供
不
及
求
」
(
民
圏
重
修
『
桂
卒
豚
士
山
』
巻
二
八
)
と

あ
り
、
山
間
部
で
地
主
の
土
地
所
有
が
進
ん
で
い
る
こ
と
を
知
り
得
る
し
、
ま

た、

由
国
東
省
の
従
化
懸
で
も
、
増
減
豚
と
の
豚
境
地
樽
の
山
開
部
に
あ
る
流
渓

盤
の
鴨
綱
と
い
う
土
地
の
こ
と
を
述
べ
て
、
「
而
網
中
之
回
、
多
田
脚
里
排
哩
刷
業

主
、
而
佃
戸
之
頑
梗
、
勝
租
遁
謀
、
毎
歳
之
賦
税
抱
累
駕
」
「
素
侍
山
蟹
抗
租

遁
紙
、
四
姓
之
回
主
、
亦
無
如
何
鷲
」
(
宣
統
重
修
『
従
化
豚
新
誌
』
麺
域
流

渓
俸
惹
)
と
記
し
て
い
る
。
土
地
所
有
形
態
、
階
級
関
係
は
土
地
の
生
産
性
の

高
低
の
み
な
ら
ず
、
商
品
経
携
の
浸
透
度
、
こ
れ
と
関
連
し
て
農
民
の
副
業
の

あ
り
方
に
規
制
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ぎ
に
、
郷
民
の
闘
争
が
抗
租
闘
争
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と
し
て
で
は
な
く
、
抗
糧
闘
争
と
し
て
設
展
し
た
一
つ
の
燦
件
と
し
て
、
郷
村

内
で
自
作

・
自
小
作
が
高
い
比
重
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
想
定
し
、
こ
れ
を
裏

づ
け
る
た
め
に
、
『
中
園
経
済
年
鑑
(
第
二
年
)
』
第
七
章
「
租
佃
制
度
」
の

統
計
を
用
い
て
い
る
が
、
小
島
氏
が
抗
糧
暴
動
が
起
っ
た
地
域
と
し
て
奉
げ
て

い
る
湖
北
省
崇
陽
・
通
山
・
逼
城
・
嘉
魚
・
贋
務
・
湖
南
省
来
陽
・
安
化
の
う

ち
、
統
計
の
紋
け
て
い
る
通
山
・

莱
陽
を
除
く
五
燃
に
つ
い
て
見
る
と
、
民
園

元
年
の
佃
戸
の
比
率
は
、
崇
陽
四
五
%
、
通
城
七
一
%
、
嘉
魚
八
%
、
慶
済
三

O
%
、
安
化
三
O
%
、
で
あ
り
、
嘉
魚
以
下
三
豚
は
、
た
し
か
に
佃
戸
の
比
率

が
低
く
、
自
作
・
自
小
作
の
比
率
が
高
い
と
い
っ
て
よ
い
が
、

崇
陽

・
遁
城
の

二
燃
に
つ
い
て
は
、
小
島
氏
も
認
め
て
い
る
通
り
、
佃
戸
の
比
率
は
低
く
な

い
。
も
っ
と
も
崇
陽
に
つ
い
て
は
、
小
島
氏
は
調
査
方
法
に
問
題
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
、
と
し
て
除
外
し
て
い
る
が
、
俵
り
に
崇
陽
に
つ
い
て
も
こ
の
数

字
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
自
作
・
自
小
作
の
比
率
が
高
い
の
は
五
豚

中
三
燃
に
と
ど
ま
る
。
逆
に
、
抗
租
暴
動
が
起
っ
た
地
域
と
し
て
と
り
あ
げ
て

い
る
湖
南
省
溜
州
(
豚
〉
・
石
門
に
つ
い
て
み
る
と
(
湖
北
省
松
滋
豚
は
統
計

を
飲
く
)
、
澄
州
(
豚
)
が
民
園
元
年
に
佃
戸
囚
O
%
、
自
作
三
O
U
A
、
自
小

作
三
O
%
、
石
門
が
民
園
二
十
年
に
(
元
年
の
統
計
を
紋
く
〉
佃
戸
二
O
V
A
、

自
作
五
O
%
、
自
小
作
コ
一
O
%
と
な
っ
て
お
り
、
抗
糧
暴
動
で
は
な
く
抗
租
暴

動
が
起
っ
た
燃
で
も
、
小
島
氏
が
使
用
し
て
い
る
統
計
表
に
よ
れ
ば
|
|
氏

は
、
抗
租
暴
動
に
つ
い
て
は
こ
の
統
計
を
無
観
し
て
い
る
が
|
|
自
作
・
自
小

作
の
比
率
が
高
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
小
島
氏
は
「
こ
の
よ
う
な
推
定
を

蛍
時
の
時
賂
で
、
微
量
的
統
計
的
に
確
認
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
、
「太

卒
天
国
期
の
自
作
・
自
小
作
の
比
重
は
、
民
園
初
年
よ
り
多
い
こ
と
は
あ
っ
て

も
少
な
か
っ
た
こ
と
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
」
と
し
て
、
『
中
園
経
済
年
鑑
』

の
統
計
を
、
そ
の
信
滋
性
に
疑
問
を
呈
し
な
が
ら
も
、
事
責
上
、
推
定
を
裏
づ

け
る
唯
一
の
根
録
と
し
て
用
い
て
い
る
。
嘗
時
の
時
貼
で
、
敏
量
的
に
確
認
す

る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
り
、
止
む
な
く
傍
澄
と
し
て
後
代
の
史
料
に
頼
ら
ざ
る

を
え
な
い
場
合
の
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
、
怒
意
的
な
利
用
は
つ
つ
し
む

べ
き
で
あ
ろ
う
。
立
誼
が
不
可
能
な
ば
あ
い
は
、
あ
く
ま
で
推
定
と
し
て
と
ど

め
て
お
く
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
生
産
性
の
低
い
山
間
部
の
郷
居

地
主
の
ば
あ
い
、
生
産
性
の
高
い
卒
地
の
郷
居
地
主
に
比
し
て
、
手
作
経
営
に

依
存
す
る
度
合
い
が
高
い
と
し
、
「
手
作
地
の
規
模
が
か
な
り
大
き
な
」
例
と

し
て
、
李
氏
に
つ
い
て
の
左
宗
裳
の
次
の
記
述
を
引
い
て
い
る
。
即
ち
、

「
叉

衣
日
勘
李
氏
之
回
、
時
正
牧
割
、
見
婦
女
左
持
竹
箕
、
右
蔵
短
沼
、
以
拾
柚
篤

名
、
続
殺
鴛
賞
者
累
累
、
及
返
庖
、
則
見
其
倒
後
傾
箆
、
比
多
較
寡
、
易
由
鼠
楽

雑
事
、
欣
欣
而
去
者
、
頃
刻
蓋
数
十
輩
」
。
し
か
し
、
こ
の
李
氏
の
回
に
つ
い

て
、
左
宗
裳
は
、
ま
た
、
「
至
李
氏
一
荘
、
梯
回
三
之
一
、
織
田
三
之
二
、
土

脈
頗
肥
、
水
源
亦
足
、
業
衣
未
篤
不
優
、
所
惜
者
、
本
荘
田
山
四
周
、
皆
輿
其

本
家
及
其
公
産
相
速
、
頗
多
互
混
、
恐
将
来
清
理
局
難
、

房
屋
在
諸
渦
中
、
雑

居
同
華
整
、
然
因
不
善
布
置
、
致
住
房
皆
苦
黒
暗

:
・
」
と
述
べ
て
お
り
、
李
氏

の
土
地
の
生
産
性
が
高
い
こ
と
を
認
め
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を
購
入
し
な

か
っ
た
の
は
、
李
氏
の
本
家
の
回
及
び
族
回
が
入
り
組
ん
で
混
在
し
て
い
て
、

境
界
を
確
定
し
難
い
こ
と
、
及
び
住
居
の
配
置
が
悪
い
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
と
し
て
い
る
。
即
ち
、
李
氏
は
、
山
間
部
に
居
住
す
る
地
主
で
は
あ
る

が
、
土
地
の
生
産
性
の
黙
で
い
え
ば
、
む
し
ろ
卒
地
の
郷
居
地
主
に
近
い
。
そ

の
李
氏
の
手
作
経
管
を
、
生
産
性
の
低
い
山
間
部
の
郷
居
地
主
の
そ
れ
を
代
表

す
る
も
の
と
す
る
の
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
見
婦
女
左
持
竹
箕
」
以
下
の

解
懇
で
、
「
婦
女
数
十
人
も
が
股
獲
に
動
員
さ
れ
:
:
」
と
し
て
い
る
が
、
こ

の
婦
女
は
牧
穫
に
動
員
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
落
ち
穂
拾
い
を
許
さ
れ
て
、
そ

の
折
、
公
認
の
落
ち
穂
の
ほ
か
に
、
稲
穂
(
的
判
穫
前
の
も
の
か
、
牧
穫
し
て
積
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ん
で
あ
る
も
の
か
、
不
明
だ
が
)
を
こ
っ
そ
り
摘
み
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
を
庖
(
お
そ
ら
く
李
氏
の
経
営
す
る
雑
貨
庖
で
あ
ろ
う
)
で
日
用
品
と
交
換

し
た
の
で
あ
る
。
小
島
氏
は
、
一
つ
の
仮
設
を
立
て
て
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
左

宗
裳
の
報
告
の
断
片
を
切
り
つ
な
い
で
い
る
が
、
左
宗
裳
の
報
告
の
全
陸
を
あ

り
の
ま
ま
に
諌
ん
で
「
山
閲
部
の
郷
居
地
主
」
の
姿
を
再
現
す
る
な
ら
ば
、
小

島
氏
の
描
い
た
も
の
と
は
、
か
な
り
異
な
っ
た
姿
が
浮
び
上
っ
て
く
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

口
阻
米
・
槍
米
暴
動
に
つ
い
て
は
、
重
田
氏
の
研
究
に
ほ
ぼ
全
面
的
に
依

捜
し
て
お
り
、
新
た
に
つ
け
加
え
た
黙
は
、
「
白
蓮
薮
の
流
れ
を
く
む
青
蓮
教

の
結
社
」
が
、
権
力
闘
争
へ
の
愛
展
に
果
し
た
役
割
を
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。
こ
の
黙
は
、

H
及
び
国
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
曾
黛
の
影
響
及
び
白
蓮
数
の
結

社
H

「
粛
匪
」
の
果
し
た
役
割
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
国
抗
租
闘
争
に

つ
い
て
は
、
一
八
五
六
年
、
湖
南
・
湖
北
の
三
州
豚
に
ま
た
が
っ
て
起
っ
た

「
窮
闘
の
飢
」
を
紹
介
し
、
と
く
に
滋
州
で
は
、
こ
の
前
年
に
反
鐙
金
闘
争
が

起
っ
て
お
り
、
「
滅
租
・
減
息

・
遊
金
の
撤
去
は
別
々
の
も
の
で
は
な
く
、

直

接
生
産
者
H
佃
農
の
、
再
生
産
を
防
衛
し
、
さ
ら
に
は
『
民
富
』
形
成
H
鎖
大

再
生
産
へ
の
道
を
切
り
開
こ
う
と
す
る
要
求
に
根
ざ
す
も
の
」
と
規
定
し
て
、

極
め
て
高
い
評
債
を
奥
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
「
全
く
階
級
的
な
」

闘
争
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、
「
寄
生
的
な
土
地
所
有
の
一
般
化
、
従
っ
て
村

落
が
主
と
し
て
は
佃
戸
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
」
か
ら
だ
と
い
う
。
こ
れ

は
、
江
掘
削
デ
ル
タ
に
お
け
る
一週
設
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
た
も
の
で
あ
り
、

「窮

園
の
乱
」
の
舞
憂
と
な
っ
た
湖
南
・
湖
北
の
諸
豚
に
即
し
て
立
詮
さ
れ
た
も
の

で
は
な
い
。
前
述
し
た
と
お
り
、
小
島
氏
が
抗
糧
闘
争
の
背
景
を
説
明
す
る
に

あ
た
っ
て
は
採
用
し
な
が
ら
、
抗
租
闘
争
に
お
い
て
は
無
視
さ
れ
た
『
中
園
経

済
年
鑑
』
の
統
計
か
ら
見
る
岡
山
り
、
こ
の
地
域
に
つ
い
て
「
寄
生
的
な
土
地
所

有
の
一
般
化
」
と
い
う
前
提
は
成
立
し
な
い
。

三
人
卒
天
国
と
農
民
」
の
項
で
は
、
「
農
民
戦
争
と
は
た
ん
に
武
装
せ
る
主

力
部
隊
に
よ
っ
て
闘
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
在
地
農
民
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
態

の
闘
争
を
ふ
く
み
、
こ
れ
に
支
え
ら
れ
、
ま
た
こ
れ
を
促
進
し
つ
つ
展
開
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
と
く
に
、
湖
北
省
東
南
部
の
抗
糧
暴
動
の
舞
肇
と

な
っ
た
諸
豚
で
、
太
卒
天
国
に
呼
臆
し
た
農
民
闘
争
が
高
揚
し
、
太
卒
天
国
設

展
の
基
盤
を
な
し
た
が
、
一
方
、
抗
租
闘
争
の
動
き
を
示
す
史
料
は
少
な
い
、

と
い
う
。
抗
糧
・
抗
租
・
捨
米
な
ど
、
在
地
の
農
民
の
諸
闘
争
が
、
そ
れ
自
鐙

と
し
て
は
「
流
賊
」
的
な
太
卒
天
国
に
貧
質
的
な
内
容
を
輿
え
て
い
る
、
と
い

う
の
が
小
島
氏
の
基
本
的
な
捉
え
方
で
あ
る
が
、
小
島
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
諸
闘
争
と
太
卒
天
国
が
直
接
結
び
つ
い
た
例
は
未
だ
見
出
せ
ず
、
た

だ
抗
糧
暴
動
に
つ
い
て
の
み
、
呼
臨
服
す
る
動
き
の
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
た
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
建
都
以
後
の
太
卒
天
国
政
権
の
性
格
の
捉
え
方
に

つ
い
て
は
後
述
す
る
。
つ
ぎ
に
、
「
清
朝
な
ら
び
に
郷
紳
の
封
腹
」
と
し
て
、

一
連
の
税
制
改
革
を
つ
う
じ
て
、
各
豚
各
郷
に
お
け
る
郷
紳
の
権
力
が
い
ち
じ

る
し
く
強
化
さ
れ
、
専
制
主
義
の
一
定
の
解
鐙
が
も
た
ら
さ
れ
た
、
と
述
べ

る
。
「
江
掘
削
地
方
に
お
け
る
抗
租
暴
動
と
太
卒
天
国
」
で
は
、
長
江
下
流
地
常

に
お
け
る
抗
糧
暴
動
の
あ
り
方
が
、
湖
北
・
湖
南
及
び
掘
削
江
奉
化
・
郵
豚
な
ど

の
そ
れ
と
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
、
長
江
下
流
地
帯
で
は
「
地
主
の
寄
生
的
な

土
地
所
有
の
よ
り
高
度
の
集
中
、
設
展
」
に
よ
り
、
村
落
連
合
的
な
組
織
を
持

っ
た
大
規
模
な
抗
糧
運
動
が
展
開
し
え
な
か

っ
た
、
と
い
う
。
ま
た
、
江
所
デ

ル
タ
地
帯
に
お
け
る
地
主
民
間
閣
は
、
共
通
し
て
傭
兵
的
性
格
を
持
っ
て
い
る
、

と
述
べ
、
大
地
主
・
大
商
人
・
高
利
貸
・
官
僚
の
劉
極
に
形
成
さ
れ
た
屠
大
な

無
産
遊
民
層
の
存
在
が
そ
の
基
盤
に
な
っ
て
い
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
た

と
え
ば
、
上
帝
禽
の
褒
鮮
地
質
西
省
の
「
無
所
有
の
貧
農
・
貧
民
」
と
、
こ
の
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「
無
産
遊
民
屠
」
と
の
相
違
貼
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

第
二
章
「
マ
ル
F
ス
の
『
太
卒
天
国
』
論
」
マ
ル
ク
ス
の
中
園
杜
舎
に

つ
い
て
の
停
滞
論
的
認
識
は
、
本
質
的
に
は
一
貫
し
て
幾
ら
ず
、
否
定
的
な

「
太
卒
天
国
」
像
は
、
こ
の
「
化
石
枇
曾
」
論
の
所
産
だ
っ
た
、
と
述
べ
、
通

設
的
見
解
を
再
確
認
し
た
も
の
。

第
三
章
『
李
秀
成
親
供
手
跡
』
考
一
九
六
二
年
に
華
北
で
『
手
跡
』
の

影
印
本
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
、
従
来
、
使
く
利
用
さ
れ
て
い
た

中
関
史
皐
曾
編
『
太
卒
天
国
日
』
(
紳
州
園
光
社
一
九
五
二
年
)
所
牧
の
「
李

秀
成
自
述
」
は
、
一
九
四
四
年
春
、
瞭
西
一
地
志
館
に
よ
り
源
遣
さ
れ
た
呂
集
義

が
、
九
如
堂
本
(
曾
園
藩
が
改
訂
し
て
軍
機
庭
に
塗

っ
た
も
の
の
副
本
を
、
清

末
に
九
如
堂
と
い
う
番
庖
が
刊
行
し
た
も
の
)
を
底
本
と
し
て
、
『
手
跡
』
と

封
照
し
、
こ
れ
を
『
手
跡
』
に
基
い
て
書
き
改
め
た
も
の
、
な
ら
び
に
呂
氏
が

撮
影
し
て
き
た
『
手
跡
』
の
一
部
の
篤
岡
県
を
、
羅
繭
綱
が
考
設
、
書
寓
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
李
秀
成
自
述
」
を
『
手
跡
』
と
封
照
し
て
み
る
と
、
多

く
の
省
略
・
誤
字
が
あ
り
、
字
数
も
『
手
跡
』
の

三
高
八
千
徐
字
に
針
し
、

「
李
秀
成
自
述
」
は
三
官
同
三
千
四
百
倣
字
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
。
な
か
で
も

重
大
な
ま
ち
が
い
と
し
て
「
自
述
」
で
は
洪
秀
全
は
「
服
毒
し
た
」
こ
と
に
な

っ
て
い
る
が
、
『
手
跡
』
に
は
「
病
死
」
と
記
さ
れ
て
い
る
駐
を
事
げ
て
い
る
。

私
自
身
、
か
つ
て
「
李
秀
成
自
述
」
に
基
き
、
李
秀
成
に
つ
い
て
も
述
べ
た
こ

と
が
あ
る
が
(
「
太
卒
天
国
運
動
」
『
東
洋
文
化
』
第
四
一
・
四
三
統
一
九
六

六
・
六
七
年
)
、
『
手
跡
』
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
以
上
、
今
後
は
こ
れ
に
よ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
小
島
氏
が
『
手
跡
』
に
も
と

e

つ
い
て
「
結
論
的
な
私

見
」
の
概
要
を
記
し
て
お
ら
れ
る
の
を
諌
ん
だ
限
り
で
は
、
慈
悲
、再開く
、
叛

将
・
敵
に
ま
で
慈
悲
を
及
ぼ
し
、
敵
・
味
方
の
意
識
が
稀
薄
で
、
「
天
命
の
布

石
」
「
命
数
」
を
信
じ
、
天
王
に
愚
忠
を
つ
く
し
た
李
秀
成
、
と
い
う
前
稿
で

の
李
秀
成
観
を
根
本
的
に
獲
更
す
る
必
要
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

第
四
章

2
A卒
天
国
運
動
の
歴
史
的
性
格
」
は
、
小
島
氏
の
太
卒
天
国
に

制
到
す
る
捉
え
方
全
般
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
内
容
紹
介
は
省
略

し
て
、
後
の
問
題
提
起
の
中
で
と
り
あ
げ
た
い
。

第
五
章
「
幕
末
日
本
と
太
卒
天
国
」
は
、
副
題
に
あ
る
と
お
り
、
水
戸
藩

の
あ
る
庄
屋
の
「
見
聞
録
」
を
紹
介
し
た
も
の
。
「
水
戸
論
叢
」
原
載
時
に
は

な
か
っ
た
詳
細
な
注
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
つ
い
で
に
注
を
追
加
さ
せ
て
い
た

だ
く
と
、
羅
森
著
「
南
京
紀
事
」
(
「
瀬
清
紀
事
」
〉
及
び
「
略
匪
大
略
」
に
つ

い
て
は
、
増
田
渉
著
『
西
摩
東
漸
と
中
園
事
情
』
(
岩
波
書
広
一
九
七
九
年
)

所
牧
の
「
『
瀬
清
紀
事
』
と
そ
の
筆
者
|
|
わ
が
園
に
俸
え
ら
れ
た
「
太
卒
天

国
」
に
つ
い
て
||
」
〈
原
載
『
中
園
の
言
語
と
文
翠
』

一
九
七
二
年
)
に
、

詳
細
か
つ
興
味
深
い
考
詮
が
な
さ
れ
て
い
る
。

第
三
部
「
近
代
農
民
運
動
史
研
究
の
親
黙
と
方
法
」
に
つ
い
て
は
、
紹
介

を
省
略
し
、
以
下
の
論
述
の
中
で
必
要
に
感
じ
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
い

が
、
「
楊
秀
清
許
債
を
め
ぐ
っ
て

|

|
一
九
七
七
年
」
に
射
し
て
、
一
言
述

べ
て
お
き
た
い
。
こ
の
一
文
は
、
今
回
新
た
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
も
の
で
、
中

園
に
お
け
る
楊
秀
清
許
債
の
襲
遜
を
、
文
革
以
前
、
文
革
中
、
「
四
人
組
」
遁

放
後
の
各
時
期
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
。
「
四
人
組
」
時
代
に
支
配
的
で
あ

っ
た
、
場
秀
清
を
「
傘
儒
」
の
代
表
者
と
き
め
つ
け
る
見
解
に
射
し
て
、
小
島

氏
は
、
「
誰
が
考
え
て
も
お
か
し
い
こ
う
い
う
見
解
」
と
き
め
つ
け
、
「
四
人

組
」
迫
放
後
の
新
し
い
動
き
の
代
表
と
し
て
、
古
家
少
卿
氏
の
論
文
を
詳
し
く
紹

介
し
て
い
る
。
文
革
の
中
で
様
々
の
鐙
験
を
強
い
ら
れ
、
苦
漉
を
な
め
た
中
園

の
研
究
者
遂
に
と
っ
て
、
楊
秀
清
許
債
の
問
題
は
、
単
純
に
拳
術
上
の
問
題
で

は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
り
、
書
家
氏
の
批
剣
が
持
つ
意
義
も
ま
た
、
そ
こ
に
あ
る

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
皐
問
上
、
「
誰
が
考
え
て
も
お
か
し
い
見
解
L

な
ら
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ぽ
、
皐
問
上
、
誰
で
も
容
易
に
批
剣
で
き
る
わ
け
で
あ
り
、
「
皐
術
書
」
で
あ

る
本
書
の
中
で
、
「
農
民
運
動
史
研
究
の
頑
黙
と
方
法
」
の
問
題
と
し
て
紹
介

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
研
究
者
が
嘗
面
し
て
い
る
「
覗
黙
と
方
法
」
の

問
題
の
一
歩
前
進
に
、
ど
の
よ
う
に
交
錯
す
る
と
考
え
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
小
島
氏
は
、
『
中
園
文
化
叢
書
』
六
(
大
修
館
書
庖

一

九

六
七
年〉

所
枚
の
「
農
民
戦
争
に
お
け
る
宗
教
」
の
末
尾
に
あ
っ
た
、
文
革
を
「
努
働
者
そ

し
て
農
民
が
直
接
に
政
治
、
経
済
、
社
禽
、
文
化
の
主
鐙
と
な
ろ
う
と
す
る
中

園
で
最
初
の
こ
こ
ろ
み
」
と
高
く
評
債
し
た
叙
述
を
、
本
室
百
枚
録
に
際
し
て
削

除
し
て
お
ら
れ
る
。
一
九
六
七
年
歯
時
の
文
革
に
射
す
る
氏
自
身
の
評
債
を
、

現
在
で
は
、
少
な
く
と
も
不
透
嘗
と
見
な
し
て
削
除
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、

今
回
こ
の
「
楊
秀
清
評
債
を
め
ぐ
っ
て
」
を
新
た
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
背
景
に

も
、
そ
れ
な
り
の
剣
断
が
働
い
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
小
島

氏
は
、
氏
自
身
の
文
革
許
債
に
つ
い
て
は
、
本
書
で
は
全
く
ふ
れ
て
お
ら
れ
な

い
|
|
寅
際
に
は
、
北
白
書
い
た
文
章
を
削
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
し
な
く

も
、
そ
の
一
端
を
か
い
閲
見
せ
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
。
「
中
園
に
お
け
る
楊
秀

清
脊
債
の
襲
遷
」
に
制
到
し
て
、
小
島
氏
が
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
て
こ
ら
れ
た

の
か
を
、
氏
の
文
革
錦
町
債
の
嬰
遜
と
か
か
わ
ら
せ
て
語
っ
て
い
た
だ
き
た
か
っ

た
、
と
い
う
感
想
を
持
っ

た
こ
と
を
-
記
し
て
お
き
た
い
。

つ
ぎ
に
、
本
書
全
健
に
か
か
わ
る
問
題
提
起
な
い
し
感
想
を
述
べ
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
。
第
一
に
、

太
卒
天
国
濁
自
の
性
絡
規
定
に

つ
い
て
。
本
書
を
手

に
し
て
、
私
は
、
ま
ず
最
初
に
第
二
部
第
四
章
「
太
卒
天
国
運
動
の
歴
史
的
性

格
」
を
讃
ん
だ
。
他
の
収
録
論
文
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
渡
表
嘗
時
に
靖
叫
ん
で

い
た
し
、
こ
の
章
の
後
半
は
「
新
た
に
書
下
し
」
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
ι

し
か
し
、
私
は
肩
す
か
し
を
く
わ
さ
れ
た
想
い
が
し
た
。
そ
こ
に
は
、
太

平
天
国
運
動
の
核
心
に
迫
ろ
う
と
す
る
意
欲
は
感
じ
ら
れ
な
か

っ
た
。
小
島
氏

は
、
上
帝
舎
を
「
現
世
の
秩
序
の
中
で
、
最
も
抑
摩
さ
れ
、
差
別
さ
れ
て
き
た

『
寒
苦
』
の
『
客
家
』
な
ら
び
に
少
数
民
族
の
貧
農
」
を
主
な
構
成
員
と
す
る

「思
想
的
宗
激
的
結
社
」
と
規
定
し
、
な
か
で
も
、
客
家
が

「
集
図
的
な
差

別
」
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
て
お
ら
れ
る
。
上
帝
倉
員
に
客
家
が
多
か

っ
た
こ
と
は
、
古
く
か
ら
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
客
家
が
土
着
民
か
ら

差
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
一
般
的
に
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
い
て
小
島
氏

の
新
味
を
奉
.け
れ
ば
、
「
集
図
的
な
差
別
」
を
受
け
て
い
た
、
と
い
う
黙
で
あ

ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
は
「
集
図
的
な
差
別
」
の
具
鐙
的
内
容
が
乏

し
く
、
説
得
力
が
よ
わ
い
。
客
家
、
少
数
民
族
は
、
庚
西
だ
け
で
な
く
、
慶
東

に
も
多
数
存
在
し
た
。
羅
香
林
者
『
客
家
研
究
導
論
』
に
よ
れ
ば
、
民
園
期
、

慶
東
一
省
だ
け
で
、
客
家
は
四
・
五
百
高
に
達
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
全
人
口

が
客
家
で
占
め
ら
れ
て
い
る
豚
が
三
十
徐
豚
、
多
数
が
客
家
で
占
め
ら
れ
て
い

る
豚
が
三
十
除
豚
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
洪
秀
全
は
、
出
圏
西
省
に
赴
く
前

に
、
慶
東
省
城
か
ら
、
順
徳
・
南
海
・
番
周
・
増
減
・
従
化
・
清
遼
・
英
徳
・

曲
江
・
陽
山
・
遠
山
な
ど
の
諸
豚
を
巡
回
し
て
布
数
に
つ
と
め
た
後
、
「
現
今

不
若
到
貸
西
也
」
と
言
っ
て
、
車
問
西
省
に
入
っ
た
と
い
う
事
賓
が
あ
る
(
「
太

卒
天
日
」
〉
。
以
上
の
諸
問
怖
に
は
、
順
徳
・
南
海
を
除
い
て
、
す
べ
て
客
家
が
多

数
居
住
し
て
お
り
、
英
徳
は
全
住
民
が
客
家
で
あ
る
と
い
う
(
羅
氏
に
よ
る
)
。

さ
ら
に
、
こ
の
う
ち
、
陽
山
・
遠
山
に
は
瑠
族
が
居
住
し
て
お
り
、
「
太
卒
天

日
」
に
「
到
南
江
排
〈
遠
山
〉
終
此
情
此
道
動
化
猪
人
」
と
あ
る
。
以
上
か

ら
、
洪
秀
全
は
、
慶
東
の
客
家
並
び
に
洛
族
居
住
匡
で
布
数
を
試
み
た
が
、
う

ま
く
い
か
ず
、
ー
ー
た
だ
落
族
に
は
あ
る
程
度
受
け
入
れ
ら
れ
た
|
|鹿
西
省

に
入
っ
た
こ
と
を
知
り
う
る
の
で
あ
る
。
客
家
と
土
着
民
の
矛
盾
よ
り
も
、
由
聞

東
と
出
回
西
、
と
く
に
痔
州
府
一
帯
の
祉
禽
的
経
済
的
保
件
の
違
い
が
、
よ
り
板

本
的
な
問
題
と
し
て
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
「
客
家
が
一
般
的
に
は
佃
農
と
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し
て
存
在
し
て
い
た
」
と
い
う
鮎
に
つ
い
て
も
、
お
そ
ら
く
そ
の
と
お
り
で
あ

ろ
う
が
、
客
家
の
佃
伎
と
土
着
民
の
佃
農
を
く
ら
べ
る
と
、
た
と
え
ば
、
「
(
傑

人
〉
男
女
倶
動
農
事
、
不
俸
辛
麟
刀
、
故
春
耕
秋
獲
、
絞
之
他
回
利
倍
、
多
居

積
之
家
、
有
国
者
威
願
批
輿
耕
種
」
(
同
治
『
潟
州
府
志
』
巻
四
風
俗
)
ま

た
、
「
惟
潮
態
嘉
民
籍
於
賞
者
、
頗
講
水
利
、
築
阪
池
、

化
現
時
府
筋
菅
限
、
其

人
粂
耐
動
苦
、
隣
加
熱
築
地
、
路
無
宿
草
二
室
而
知
、
震
彼
田
業
也
」
(
光
緒
『
且
貝

鯨
士
山
』
各
五
紀
人
風
俗
)
と
あ
る
よ
う
に
、
客
家
の
農
民
は
、
自
ら
の
能
力
と

勤
勉
に
よ
っ
て
生
産
を
高
め
、
経
済
的
地
位
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
土
着
民
を

し
の
い
で
い
た
、
と
も
い
え
る
の
で
あ

っ
て
、「
寒
苦
」
と
い
う
黙
で
い
え
ば
、

客
家
の
佃
農
が
、
「
現
世
の
秩
序
の
中
で
、
最
も
抑
座
さ
れ
、
差
別
さ
れ
て
き

た
」
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
科
穆
受
験
に
お
け
る
差

別
の
問
題
は
、
地
主
・
富
山
炭
層
に
と
っ
て
は
切
寅
で
あ
っ
て
も
、
一
般
民
衆
に

は
無
線
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
客
家
と
土
着
民
の
封
立
が
、
他
の
諸
矛
盾
に
ぬ
き

ん
で
て
、
太
卒
天
国
期
に
騎
西
で
激
化
し
て
い
た
と
い
う
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は

何
故
な
の
か
。
陵
西
社
曾
の
具
鐙
的
分
析
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
小
島

氏
は
、
「
酌
烈
な
『
寒
苦
』
に
加
う
る
、
客
家
農
民
の
か
か
る
被
差
別
的
地
位
・

吠
態
こ
そ
が
、
現
存
秩
序
の
ト
ー
タ
ル
な
否
定
の
志
向
を
内
包
す
る
上
帝
舎

を
、
と
り
わ
け
で
か
れ
ら
が
受
け
入
れ
た
篠
件
で
あ
っ
た
。
」
と
、
も
つ
ば
ら

超
歴
史
的
な
「
被
差
別
的
地
位
」
を
強
調
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
「
現
存
秩
序

の
ト
ー
タ
ル
な
否
定
」
を
受
け
入
れ
う
る
僚
件
に
お
か
れ
て
い
た
の
は
、
客
家

農
民
と
少
数
民
族
に
限
ら
れ
な
い
。
上
帝
敬
、
上
帝
舎
の
思
想
内
容
、
組
織
の

特
徴
の
分
析
と
、
康
西
社
告
聞
の
具
践
的
分
析
と
の
爾
面
か
ら
、
上
帝
曾
を
構
成

し
た
農
民
の
階
層
及
び
そ
の
歴
史
的
性
格
を
解
明
す
る
と
い
う
方
法
は
と
ら
れ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
上
帝
数
、
上
帝
舎
の
特
質
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

の
よ
う
な
内
容
を
も
っ
た
思
想
・
結
祉
を
、
何
故
、
客
家
農
民
と
少
数
民
族
が

と
り
わ
け
で
受
け
入
れ
た
の
か
、
そ
の
結
び
つ
き
の
必
然
性
が
明
ら
か
に
な

っ
て
い
な
い
。
た
だ
「
現
存
秩
序
の
ト
ー
タ
ル
な
否
定
」
と

「現
世
の
秩
序
の

中
で
最
も
抑
墜
さ
れ
、
差
別
さ
れ
て
き
た
『
寒
苦
』
の
『
客
家
』
な
ら
び
に
少

数
民
族
の
貧
農
」
が
無
媒
介
に
接
合
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
上
帝
曾
そ
の
も
の
の
歴
史
的
性
格
の
解
明
は
た
な
上
げ
さ
れ

た
ま
ま
、
抗
祖

・
抗
糧
・
捻
米
な
ど
、
従
来
の
研
究
に
よ
っ
て
一
態
の
経
済
史

的
意
義
つ
け
が
行
な
わ
れ
て
い
る
闘
争
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ

ば
外
か
ら
性
格
規
定
を
行
な
お
う
と
し
て
い
る
。
小
島
氏
も
言
わ
れ
る
通
り
、

太
卒
天
国
と
は
、
太
卒
軍
自
鐙
の
軍
事
闘
争
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

賢
い
意
味
で
の
太
一
中
天
国
の
闘
い
、
園
家
と
し
て
の
太
卒
天
国
の
性
格
い
か

ん
、
と
い
う
問
題
を
考
え
る
ば
あ
い
、
嘗
然
、
太
卒
軍
に
よ
っ
て
綱
渡
さ
れ
、

ま
た
、
太
卒
軍
を
直
接
・
開
接
に
支
え
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
農
民
闘
争
を

も
含
め
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
同
時
に
ま
た
、
い
わ
ば
狭

義
の
太
卒
天
国
、

上
帝
舎
、
太
卒
軍
、
太
卒
政
権
の
濁
自
の
階
級
的
歴
史
的
性

格
を
解
明
す
る
こ
と
も
重
要
な
課
題
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
園
家

と
し
て
の
太
卒
天
国
の
性
格
を
規
定
す
る
要
因
の

一
つ
で
も
あ
る
。
抗
租
・
抗

糧

・
捨
米
等
を
客
観
的
に
は
基
盤
と
し
て
い
た
に
せ
よ
、
直
接
に
は
こ
れ
と
結

び
つ
く
こ
と
な
く
、
清
朝
に
封
崎
し
て
、
十
徐
年
に
わ
た
っ
て
一
つ
の
政
権
が

存
績
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
島
氏
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
太
卒
政
権
の
性

格
規
定
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

第
三
部

1

「
中
園
に
お
け
る
太
一
中
天
国
研
究
の
動
向
」
(
上
〉
で
、
小

島
氏
は
、
農
民
闘
争
史
研
究
の
基
本
的
観
鮎
を
、
明
瞭
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
「
商
品
生
産
の
設
展
と
と
も
に
、
直
接
生
産
者
リ
佃
戸
の
経
済
的
自
立

性
が
た
か
ま
り
、
佃
戸
の
経
営
と
地
主
的
土
地
所
有
と
の
封
抗
関
係
が
明
確
に

現
わ
れ
て
く
る
と
い
う
基
本
線
の
上
に
、
明
末
か
ら
太
卒
天
固
ま
で
の
農
民
闘
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手
の
設
展
を
追
求
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
う
。
」
と
。
い
わ
ゆ
る
「
佃

戸
の
自
立
化
」
論
で
あ
る
。
太
卒
天
国
を
そ
れ
自
慢
は
「
流
賊
」
的
な
も
の
と

さ
れ
、
抗
租
・
抗
糧
・
拾
米
な
ど
の
在
地
の
諸
闘
争
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
外
か
ら
歴
史
的
性
格
を
賦
興
し
よ
う
と
さ
れ
て
き
た
小
島
氏
の
太
卒
天

国
研
究
は
、
こ
の
「
佃
戸
の
自
立
化
」
論
の
基
本
線
上
で
行
な
わ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
見
て
き
た
と
お
り
、
こ
の
基
本
線
一
本
で
は
、
太
卒

天
国
を
抱
渥
し
き
れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
上
帝
曾
の
ば
あ
い
、
上
帝

数
を
民
衆
が
受
け
入
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
楊
秀
清
・
驚
朝
貴
が
決
定
的
な
役
割

を
果
し
て
お
り
、
こ
の
楊
・
粛
に
代
表
さ
れ
る
「
貧
農
」
に
私
は
注
目
し
て
い

る
。
そ
の
際
、
土
地
所
有
の
み
な
ら
ず
、
商
品
経
済
へ
の
組
み
込
ま
れ
方
、
副

業
の
あ
り
方
な
ど
の
諸
側
面
に
光
を
あ
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
流
動
性

を
も
っ
た
「
貧
農
」
の
存
在
が
浮
び
上
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

る
。
「
佃
戸
の
自
立
化
」
に
沿
っ
た
設
展
の
コ

l
ス
を
一
方
に
設
定
す
る
こ
と

は
、
お
そ
ら
く
閲
遭
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
と
は
別
の
存
在
形
態
を

と
っ
て
い
る
「
貧
農
」
、
天
地
舎
や
上
帝
舎
の
主
鐙
と
な
っ
た
「
貧
農
」
の
生

産
諸
傑
件
、
階
級
的
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
太
卒
天
国
運
動

の
歴
史
的
性
格
は
解
明
さ
れ
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
小
島
氏
は
、
天
地
舎
を

「
農
民
の
上
に
か
ぶ
さ
る
『
四
つ
の
綱
』
を
突
き
破
る
も
の
と
し
て
、
郷
村
の

内
部
に
組
織
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
、
こ
の
綱
か
ら
抜
け
出
し
て
し
ま
っ
た
階
層

に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
〈
綱
〉
の
外
に
つ
く
ら
れ
た
ア
ウ
ト
ロ
!
の
組
織
L

と
規

定
し
て
い
る
が
(
「
農
民
と
革
命
」
『
中
園
文
化
叢
書
』
8

大
修
館
書
庖
一

九
六
八
年
所
蚊
〉
、
私
は
、
天
地
舎
を
こ
の
よ
う
に
脱
農
民
化
し
た
無
産
者
H

遊
民
・
流
民
・
失
業
者
の
組
織
と
規
定
す
る
こ
と
に
は
疑
問
を
持
っ
て
い
る
。

第
二
に
、
小
島
氏
の
太
卒
天
国
許
債
が
、
一
九
六
六
・
六
七
年
頃
を
境
と
し

て
大
き
く
蝿
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
太
卒
天
国
を
「
佃
戸
の

自
立
化
」
論
の
基
本
線
上
で
捉
え
る
と
い
う
小
島
氏
の
観
貼
・
方
法
は
一
貫
し

て
い
る
が
、
右
に
見
た
ご
と
く
、
こ
の
線
上
で
は
太
卒
天
国
を
把
握
し
き
れ
な

い
た
め
に
、
氏
は
、
太
卒
天
国
に
到
す
る
小
島
氏
自
身
の
確
た
る
評
債
を
打
ち

出
せ
ず
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
そ
の
評
債
を
二
穂
、
三
嶋
さ
せ
て
こ
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
小
島
氏
の
「
奮
設
」
と
「
新
設
」
の
遠
い
は
(
「
」
を
つ
け
た

の
は
、
氏
自
身
は
こ
の
区
別
を
全
く
し
て
お
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
)
、
一
言

で
い
う
と
、
「
着
目
読
」
で
は
、
太
卒
天
国
の
革
命
性
が
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
、
な
い
し
は
、
否
定
的
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
た
の
に
到
し
、

「
新
設
」
で
は
、
革
命
的
側
面
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
運
動
と
思
想
の
南
面
に
つ
い
て
指
摘
し
う
る
。
運
動
に
つ

い
て
い
え
ば
、
一
九
六
一
年
の
筑
摩
「
太
卒
天
国
」
で
は
、
「
太
卒
軍
の
行
動

そ
れ
自
鎧
は
従
来
の
農
民
暴
動
と
同
様
、
濃
厚
な
『
流
賊
』
的
色
彩
を
お
び
て

い
た
。

::・
逆
説
的
に
い
え
ば
、
太
卒
天
国
は
『
流
賊
』
で
あ
っ
た
か
ぎ
り
、

農
民
運
動
の
、
い
わ
ば
前
衛
た
り
え
た
の
で
あ
る
。
天
京
建
都
以
後
、
太
卒
天

国
指
導
者
は
『
流
賊
』
か
ら
『
園
家
』
へ
の
努
力
を
開
始
し
た
」
だ
が
「
園
家

と
し
て
の
太
卒
天
国
は
、
郷
民
に
と
っ
て
、
従
来
の
王
朝
と
同
様
、
た
ん
に
銭

糧
の
牧
奪
者
に
す
ぎ
な
く
な
っ
た
。
し
か
も
郷
官
に
は
、
一
般
に
『
貢
多
き

者
』
『
回
畝
多
き
者
』

『威
を
積
む
者
』
な
ど
が
運
用
さ
れ
た
」
(
傍
貼
小
島
氏
)

と
述
べ
て
い
た
。
私
は
皐
生
時
代
に
小
島
氏
の
こ
の
文
章
を
諌
ん
で
、
「
そ
ん

な
は
ず
は
な
い
。
こ
れ
で
は
太
卒
天
国
に
参
加
し
た
農
民
た
ち
が
浮
ば
れ
な
い

で
は
な
い
か
」
と
い
う
怨
い
を
抱
い
た
。
小
島
氏
の
「
太
卒
天
国
」
は
、
ス
メ

ド
レ
ー
の
『
偉
大
な
る
道
』
に
描
か
れ
て
い
る
太
卒
天
国
の
イ
メ
ー
ジ
と
も
大

き
く
異
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
六
六
年
十
一
月
に
愛
表
さ

れ
た
『
史
潮
』
論
文
(
本
書
枚
鍛
)
で
は
、
「
安
徽
で
は
こ
の
よ
う
に
太
卒
寧

と
共
に
『
官
紳
』
『
殿
富
』
に
劃
し
て
た
ち
上
っ
た
、
所
謂
『
土
匪
』
が
、
太
卒
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政
権
の
基
時
閣
を
な
す
『
郷
官
』
と
な

っ
て
、

安
定
し
た
政
権
を
作
っ
た
と
い
う

事
貧
も
み
ら
れ
る
」
ま
た
、
「
醤
に
照
し
て
糧
を
交
し
、
税
を
納
む
」
と
い
う

方
針
を
採
用
す
る
に
至
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
太
卒
天
国
政
権
の
性
質
の
愛

化
に
つ
ら
な
る
重
大
な
政
策
鶴
換
で
あ
っ
た
」
〈
傍
黙
小
島
氏
)
と
述
べ
、
建

都
後
、
「
照
沓
徴
湿
」
方
針
採
用
ま
で
の
太
卒
政
権
に
、
従
来
の
王
朝
と
は
異

な
っ
た
革
命
的
性
格
を
、
開
接
的
な
表
現
に
と
ど
ま
っ
て
は
い
る
が
、
認
め
て

い
る
。
こ
れ
は
重
要
な
襲
化
で
あ
る
。
小
島
氏
は
奮
設
で
は
、
建
都
イ
コ
ー
ル

王
朝
化
と
み
な
し
て
お
り
、

短
期
開
に
せ
よ
、
革
命
的
性
格
を
持
っ
た
政
権
が

成
立
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
て
は
い
な
か
っ
た
。
と
い
う
よ
り
も
、
建
都
直
後

の
太
卒
政
権
の
性
格
い
か
ん
、
を
ま
ず
問
題
と
し
て
設
定
し
、
こ
れ
を
事
寅
に
即

し
て
検
討
す
る
と
い
う
手
緩
き
を
ふ
む
こ
と
な
く
、
い
き
な
り
「
園
家
と
し
て

の
太
一
中
天
国
は
、
郷
民
に
と
っ
て
、
従
来
の
王
朝
と
同
様
、
た
ん
に
銭
糧
の
枚

奪
者
に
す
ぎ
な
く
な
っ
た
。
」
と
断
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
建
都
直
後
の
太

卒
政
権
の
性
格
を
ど
う
評
債
す
る
か
、
ど
の
時
貼
か
ら
、
ど
う
い
う
形
で
愛
質

が
は
じ
ま
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
は
、
事
貧
に
基
い
て
、
十
分
検
討
さ
る
べ

き
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
、
な
い
し
視
角

は
み
じ
ん
も
う
か
が
え
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
小
島
氏
は
、
『
史
潮
』
論
文

に
お
い
て
、
建
都
直
後
の
太
卒
政
権
の
性
格
い
か
ん
、
と
い
う
問
題
を
立
て
、

事
賞
に
基
い
て
こ
れ
を
検
討
し
、
結
論
を
出
す
、
と
い
う
手
績
を
ふ
む
こ
と
な

く
、
替
設
を
そ
れ
と
な
く
修
正
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
重
要
な
問

題
に
つ
い
て
、
見
解
の
修
正
が
行
な
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
島
氏

自
身
は
、
そ
の
根
蟻
と
な
る
論
詮
の
手
繍
き
を
省
い
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
見

る
と
、
こ
の
蝿
変
更
が
必
ず
し
も
氏
自
身
の
研
究
の
内
在
的
援
展
に
基
く
も
の
で

は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
印
象
を
拭
え
な
い
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
後
、
一
九
七
六
年
執
筆
の
『
原
典
中
園
近
代
思
想
史
』
第
一
冊
の
解

設
(
本
書
所
収
〉
で
は
、
「
嘗
時
の
傑
件
の
下
で
最
大
限
に
首
尾
一
貫
し
た
革

命
思
想
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
革
命
綱
領
、
統

一
的
な
革
命
軍
、
革
命
政
権
を
創

造
し
得
た
」
と
「
最
大
限
に
」
高
い
評
債
に
嬰
っ
て
い
る
。
「
天
朝
団
畝
制
度
」

の
抱
え
方
に
つ
い
て
も
、
一
九
六
一
年
の
筑
摩
「
太
卒
天
国
」
と
、
一
九
七
一

年
の
岩
波
「
太
卒
天
国
革
命
」
で
遭
い
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
、
河
鰭
源
治
氏
が

指
摘
し
て
お
ら
れ
る
が
(
「
太
卒
天
国
研
究
の
問
題
黙
」
『
近
代
中
園
』
第
一
巻

巌
南
堂
書
庖
一
九
七
七
年
〉
、
岩
波
「
太
卒
天
国
革
命
」
を
本
書
に
牧
録
す

る
に
あ
た
っ
て
、
河
鰭
氏
が
引
用
し
て
い
る
文
章
を
含
む
こ
頁
徐
を
削
除
し
て

お
ら
れ
る
(
岩
波
版
三
二
五
頁
十
三
行
目
か
ら
三
二
七
頁
十
六
行
目
ま
で
〉
。

思
想
の
問
題
で
い
え
ば
、
一
九
六

O
年
の
弘
文
堂
「
太
卒
天
国
の
思
想
」
で

は
、
「
洪
秀
全
の
『
受
命
』

の
思
想
が
い
か
に
荒
唐
無
稽
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ

は
嘗
時
に
お
い
て
、
農
民
を
専
制
王
朝
に
封
抗
し
て
組
織
し
て
行
く
、
唯
一
つ

可
能
な
道
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
」
「
上
帝
と
イ
エ
ス
へ
の
敬
奔
を
除
い
て
は

儒
教
倫
理
と
全
く
繁
わ
る
所
は
な
い
」
「
か
く
し
て
太
卒
天
国
に
は
専
制
主
義

以
外
の
政
治
鐙
制
を
樹
立
す
る
可
能
性
は
は
じ
め
か
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」

と
述
べ
て
お
り
、
「
禁
欲
主
義
こ
そ
が
、

太
卒
天
国
軍
の
規
律
を
支
え
、
民
衆

の
支
持
を
か
ち
得
た
基
本
的
な
要
因
で
あ
っ
た
。
」
と
一
態
述
べ
ら
れ
て
は
い

る
が
、
重
黙
は
こ
こ
に
は
置
か
れ
て
お
ら
ず
、
洪
秀
全
の
「
受
命
」
に
決
定
的

な
意
義
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、

農
民
は
、
「
受
命
」
者
洪
秀
全
に
動
員
さ
れ
る

受
身
の
存
在
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
一
九
六
七
年
の
大
修
館
「
農
民
戦
争
に
お

け
る
宗
教
」
(
本
書
枚
録
〉
で
は
、
「
上
帝
敷
が
『
上
帝
か
ら
の
受
命
』
設
を

媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

農
民
闘
争
の
重
要
な
武
器
と
な
っ
た
」
と
述
べ

「
上
帝
か
ら
の
受
命
」
イ
コ
ー
ル
革
命
思
想
の
成
立
と
す
る
捉
え
方
に
嬰
り
は

な
い
が
、
同
時
に
、
上
帝
舎
の
特
質
は
「
統
一
性
と
集
中
性
、
原
理
と
し
て
の

開
放
性
」
及
び
「
禁
欲
主
義
」
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
一
九
七
一
年
の
岩
波
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「
太
卒
天
国
革
命
」
及
び
一
九
七
六
年
の
岩
波
『
原
典
中
園
近
代
思
想
史
』
に

な
る
と
、
洪
秀
全
が
「
上
帝
か
ら
の
受
命
」
を
確
信
し
た
の
は
一
八
四
三
年
で

あ
る
の
に
、
一
八
四
五
J
四
六
年
に
書
か
れ
た
「
原
道
救
世
歌
」
に
は
「
地
上

の
革
命
に
結
び
つ
く
必
然
性
を
見
出
し
難
い
」
と
し
、
偶
像
破
壊
運
動
を
へ
た

後
に
は
じ
め
て
、
上
帝
教
は
革
命
思
想
に
描
開
化
し
た
、
と
い
う
捉
え
方
に
な
っ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
上
帝
か
ら
の
受
命
」
イ
コ

ー
ル
革
命
思
想
の
成
立
と
い

う
捉
え
方
で
は
な
く
、
媒
介
項
と
し
て
偶
像
破
嬢
運
動
が
置
か
れ
、
「
こ
の
徹

底
し
た
偶
像
否
定
と
禁
欲
主
義
こ
そ
は
、
・
・
・
上
帝
舎
を
し
て
上
帝
曾
た
ら
し

め
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
」
と
、
上
帝
舎
の
特
質
を
「
偶
像
否
定
と
禁
欲
主

義
」
に
求
め
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
上
帝
舎
、
上

帝
数
の
特
質
と
し
て
、
禁
欲
主
義
の
指
摘
が
一
貫
し
て
い
る
ほ
か
は
、
「
受
命
」

の
意
義
の
強
調
↓
「
受
命
」
の
意
義
と
あ
わ
せ
て
統
一
性

・
集
中
性
・
原
理
と

し
て
の
開
放
性
の
指
摘
↓
偶
像
否
定
の
意
義
の
強
調
と
、
そ
の
都
度
、
重
黙
の

お
き
ど
こ
ろ
が
繁
っ
て
き
て
い
る
。
と
く
に
最
後
の
偶
像
否
定
の
意
義
の
強
調

は
、
太
卒
天
国
の
思
想
に
つ
い
て
小
島
氏
が
従
来
書
い
て
こ
ら
れ
た
も
の
と

は
、
異
質
の
感
が
つ
よ
い
。
弘
文
堂
「
太
卒
天
国
の
思
惣
」
に
お
い
て
も
、
大

修
館
「
農
民
戟
争
に
お
け
る
宗
教
」
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
小
島
氏
の
方
法

は
、
思
想
や
民
衆
の
組
織
を
所
輿
の
も
の
と
し
て
静
態
的
に
捉
え
、
そ
の
構
造

を
分
析
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
り
、
矛
盾
を
は
ら
ん
で
展
開
し
て
い
く
そ
の
設

展
過
程
を
動
態
的
に
捉
え
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
は
い
な
い
。
そ
の
た
め
に

「
上
帝
か
ら
の
受
命
」
が
無
媒
介
に
革
命
思
想
の
成
立
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
と

い
う
、
観
念
的

・
図
式
的
把
握
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
岩
波

「
太
卒
天
国
革
命
」
及
び
『
原
典
中
園
近
代
思
想
史
』
で
は
、
洪
秀
全
の
思

想
、
上
帝
教
を
そ
の
設
展
過
程
に
お
い
て
捉
え
る
と
い
う
方
法
に
な
っ
て
お

り
、
そ
の
結
果
、
偶
像
破
境
運
動
の
意
義
が
浮
び
上
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ

る
。
小
島
氏
の
静
態
的
方
法
は
、
運
動
の
捉
え
方
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
太
卒

天
国
運
動
を
、
思
想
と
運
動
と
が
内
在
的
に
結
び
つ
き
、
相
互
に
規
定
し
あ
い

な
が
ら
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
設
展
し
て
い
く
も
の
と
し
て
捉
え
る
翻
貼
・
方
法
を

と
っ
て
は
い
な
い
。
建
都
以
後
、
出
現
質
ま
で
の
過
程
を
無
視
し
て
、
建
都
イ
コ

ー
ル
王
朝
化
と
み
な
す
園
式
的
把
握
は
、
小
島
氏
の
静
態
的
・
機
械
論
的
方
法

の
所
重
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

本
書
の
「
あ
と
が
き
」
に
「
再
録
に
あ
た
っ
て
は
、
す
べ
て
に
つ
い
て
必
要

最
低
限
の
加
筆

・
訂
正
を
行
な
っ
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
か
な
り
大
幅
な

削
除
も
行
な
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
小
島
氏
の
初
期

の
主
要
論
文
二
篇
は
牧
録
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
小
島
氏
自
身
、
以
上
の

よ
う
な
嬰
化
を
自
覚
し
て
お
ら
れ
、
現
在
の
到
達
熱
か
ら
、
既
設
表
論
文
に
射

す
る
取
捨
選
律
、
加
筆
、
訂
正
、
削
除
を
行
な
っ
て
、
本
章
闘
を
編
集
し
て
お
ら

れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
の
に
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
本
書
の
中
で
は

一

言
も
ふ
れ
て
お
ら
れ
な
い
。
長
年
同
一
の
テ
!
?
を
研
究
し
て
い
れ
ば
、
自
己

の
沓
設
を
改
め
る
必
要
が
生
じ
る
こ
と
は
、
骨
白
然
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
が
、

ど
こ
を
ど
う
描
変
え
た
の
か
、
何
が
契
機
と
な
っ
た
の
か
、
自
ら
の
研
究
の
深

化
・
渡
展
の
結
果
で
あ
る
の
か
、
内
外
の
研
究
の
深
化
・
設
展
の
結
果
で
あ
る

の
か
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
明
白
に
す
る
の
が
、
研
究
者
と
し
て
笠
ま
し
い
態
度

で
あ
ろ
う
。
と
く
に
小
島
氏
の
ば
あ
い
、
太
卒
天
国
運
動
の
捉
え
方
は
、
か
な

り
め
ま
ぐ
る
し
く
渡
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
形
で
一
書

に
ま
と
め
ら
れ
る
機
禽
に
、
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た

と
思
う
。
研
究
者
の
と
る
べ
き
態
度
の
問
題
と
し
て
も
う
一
つ
述
べ
さ
せ
て
い

た
だ
く
と
、
「
『
李
秀
成
親
供
手
跡
』
考
」
の
論
文
中
で
、
洪
秀
全
の
死
に
つ
い

て
、
『
手
跡
』
に
は
「
病
死
」
と
あ
る
の
に
、
「
服
毒
自
殺
」
設
が
従
来
ど
お

り
定
設
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
批
剣
し
、
一
九
七
七
年
刊
行
の
一
柳
田
信
夫
氏
の
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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
。
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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


