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札
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匂

H
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切
。
旬
。
辺
氏
可
宮
内
町
内
丸
|

植

松

正

「モ

ン
ゴ
ル
治
下
に
お
け
る
中
園
の
法
制
の
俸
統
|
|
一
一
一
九
一
年
の
法
典

の
復
原
1
|
」
と
題
す
る
木
書
は
、
ハ

I
ヴ
ァ

l
ド
大
謬
の
東
ア
ジ
ア
法
研
究

3
Z
E
2
5
何

ω
同
月
〉
∞
広
田
戸
俗
耳
〉
中
の

一
間
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
欧
米
に

お
け
る
元
代
法
制
史
研
究
に
関
す
る
最
新
の
成
泉
の
一
つ
で
あ
る
。
一
一
一
九
一

年
の
法
典
と
は
す
な
わ
ち
『
至
元
新
格
』
の
こ
と
で
あ
り
、
評
者
が
以
前
、
同

様
の
試
み
を
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
こ
に
紹
介
の
筆
を
と
ろ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
著
者

E
ロ
-
z
g問。
円

E
O
(uruo口
氏
は
、
現
在
は

ロ
ン
ド
ン
大
皐

に
あ
っ
て
ア
ジ
ア
法
の
講
師
を
さ
れ
て
お
り
、
我
が
園
に
も
か
つ
て
研
究
員
と

し
て
滞
在
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
本
惑
は
、
氏
が
ハ

l
ヴ

ァ
l
ド
大
摩
に
一
九

七
三
年
に
提
出
さ
れ
た
博
士
論
文
を
骨
子
と
し
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る。

本
書
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

序第

一

部

元

代

法

制

一

中

図
法
典
の
夜
建

二

刑

罰

盟

系

三

司

法

第

二

部

至

元

新

格

緒

言

至
元
新
絡
の
翻
誇

至
元
新
格
の
復
原
原
文

ま
ず
一
若
者
の
研
究
の
視
角
を
序
の
中
に
み
て
み
よ
う
。
氏
は
近
代
中
図
文
化

の
形
成
期
に
あ
た
る
宋

・
元

・
明
の
推
移
の
な
か
で
元
朝
の
革
新
的
役
割
が
解

明
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
元
代
の
法
制
に
焦
貼
を
あ
わ
せ
、
そ
の
歴
史
的

意
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
さ
れ
る
。
「
概
し
て
元
の
新
制
は
蒙
古
慣
習
法
の

衝
撃
に
よ

っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
り
な
が
ら
、
モ
ン
ゴ
ル
要
素
は

次
第
に
影
を
ひ
そ
め
、
中
闘
的
律
を
制
定
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
増
大
し
て
く

る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
奮
来
の
唐
律
型
の
法
律
で
は
な
く
、
元
代
に
濁
自
の
ゆ

き
方
を
示
し
た
。
「
中
園
に
停
統
の
あ
る
法
典
編
減
へ

の
依
存
と
先
例
か
ら
法

的
権
威
を
ひ
き
だ
す
よ
う
な
柔
軟
性
を
折
衷
し
た
」
と
こ
ろ
は
前
代
と
大
い
に

呉
な
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
元
朝
の
法
制
に
は
多
く
の
調
整
や
革
新
が
み
と
め

ら
れ
る
。
そ
し
て

「
そ
れ
ら
の
革
新
は
蒙
古
慣
習
法
と
中
図
的
法
原
理
と
の
衝

突
に
ク
ッ
シ
ョ
ン
の
役
目
を
は
た
す
べ
く
、
元
の
法
捜
系
に
新
た
な
要
素
を
も

ち
こ
ん
だ
の
み
な
ら
ず
、
つ
い
に
は
後
代
の
法
律
作
成
の
.プ
ロ
セ
ス
に
影
響
を

輿
え
た
」
の
で
あ
り
、

「
中
園
の
法
的
停
統
に
元
の
果
し
た
寄
輿
は
、
刑
罰
に

七
で
終
る
放
を
用
い
た
ど
こ
ろ
で
は
な
い
、
は
る
か
に
大
き
く
、
か
つ
意
義
深

い
も
の
が
あ
っ
た
」
と
言
わ
れ
る
。

そ
こ
で
氏
は

「
中
園
法
典
の
昨抗議
~」

に
お
い
て
、
元
代
の
法
血
ハの
状
況
を
三

期
に
区
分
し
て
叙
述
さ
れ
る
。
第

一
期
は

一一一
一
一
九
(太
宗
元
)
年
か
ら

一一

一

七
O
(至
元
七
)
年
で
あ
り
、
チ
ン
ギ
ス

・
ハ
ン
の
ヤ
サ
な
ど
蒙
古
法
と
金
の

泰
和
律
が
有
数
性
を
保
っ
て
い
た
時
期
で
あ
る
。

し
か
し
ヤ
サ
の
適
用
の
範
幽

n
u
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は
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

蒙
古
人
支
配
者
は
中
園
人
を
統
治
す
る
に
は
中

園
法
を
渡
還
さ
せ
る
こ
と
に
、
一
一
層
の
関
心
を
ょ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。

こ
の
過
程
で
初
期
の
中
園
的
法
規
が
提
案
、
公
布
さ
れ
る
。
第
二
期
の
一

二
七

一
(
至
元
八
〉
年
か
ら
一
三
二

O
(延
蹴
七
)
年
に
な
る
と
、
挑
権
、
史
天
津
、

耶
律
鋳
ら
が
そ
れ
ま
で
世
租
に
中
園
法
へ
の
注
意
を
喚
起
し
た
の
を
う
け
て、

一
二
七
一
(
至
元
八
〉
年
に
は
泰
和
律
が
緩
止
さ
れ
、
元
朝
猫
自
の
新
し
い
中

閣
法
|
|
新
律
、
新
法
|
1制
定
へ
の
動
き
が
活
滋
と
な
り
、
や
が
て
一

二
九

一
(
至
元
二
八
)
年
の
『
至
元
新
格
』
に
結
貧
す
る
。

そ
れ
が
成
宗
、
武
宗
、

仁
宗
期
に
お
け
る
律
令
制
定
へ
の
動
向
に
つ
な
が
っ

て
ゆ
く
。
こ
こ
に
お
い
て

文
献
皐
的
な
考
詮
を
踏
ま
え
て
、
『
大
徳
律
令
』
と

『
大
徳
典
章
』
、
ま
た

『
風

窓
宏
綱
』
と
『
大
元
遇
制
』
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
主
張
さ
れ
て

い
る
。

第
三
期
は
二
三
二
(至
治
元
)
年
か
ら

一
三
六
八
年
の
元
滅
亡
に
至

る
ま
で
で
あ
り
、
「
こ
の
時
、

帝
園
の
中
図
的
文
化
へ
の
遁
態
は
最
高
潮
に
達

し
た
」
と
い
う
。

笑
宗
期
に
は
、
仁
宗
の
時
か
ら
計
重
さ
れ
て
い
た

『
大
元
遇

制
』
の
完
成
を
見
る
。

『
元
典
章
』
の
成
立
も
こ
の
こ
ろ
で
あ
る
。
文
宗
期
の

『
経
世
大
典
L

『
成
憲
綱
要
』
、
順
帝
期
の

『至
正
保
格
』
な
ど、

中
図
的
法

律
の
制
定
が
相
次
ぎ
、
闘
律
制
定
へ
の
動
き
も
と
ど
ま
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
「
元
一

代
を
通
じ
て
、
中
図
的
律
を
制
定
す
る
た
め
に
、

中
園

人
の
官
僚
と
曲
家
古
人
の
支
配
者
の
綴
線
的
な
努
力
が
あ
っ

た
」
と
い
わ
れ
る。

中
央
ア
ジ
ア
文
化
と
の
接
燭
が
減
少
す
る
の
に
と
も
な
っ
て
、
元
朝
は
中
園
の

影
響
を
強
く
受
け
る
よ
う
に
な
り
、
と
く
に

一
三
二

O
(延
結
七
)
年
以
後

に
お
い
て
は
、

蒙
古
的
慣
習
の
中
図
的
制
度
へ
の
文
化
的
遊
感
(
円
C
H
E
Z
-

R
g自
日

o
E
2
8
)
は
願
者
に
な
っ
て
い
っ
た
と
結
ば
れ
る
。

第
二
の
「
刑
罰
鐙
系
」
に
お
い
て
は
、
前
代
か
ら
の
陸
系
が
蒙
古
の
法
や
慣

習
に
よ
っ
て
い
か
に
努
容
し
、
そ
し
て
明
、
清
代
に
ひ
き
つ
が
れ
た
か
を
め
ぐ

っ
て
法
準
的
な
考
察
が
加
え
ら
れ
る
。
ま
ず
「
五
刑
」
に
つ
い
て
は
、

凌
濯
が

死
刑
の

一
種
と
し
て
制
度
化
さ
れ
、

絞
刑
が
駿
止
さ
れ
た
こ
と
、

そ
の
一
方
で

賀
際
に
死
刑
者
数
が
減
じ、

究
刑
主
義
が
設
揮
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

流
刑
や
徒
刑
に
つ
い
て
は
、
本
来
遊
牧
民
族
で
あ
る
蒙
古
人
は
刑
罰
の
尺
度
と

し
て
罪
人
に
射
す
る
自
由
の
制
限
の
考
え
方
よ
り
も
、
む
し
ろ
出
軍
、
遷
徒
あ

る
い
は
労
役
の
意
味
を
増
大
さ
せ
た
と
い
う。

「補
助
的
財
産
刑
」

と
し
て
は
、

関
刑
の
こ
と
、
そ
れ
に
焼
埋
銀
や
養
演
の
費
を
支
例
う
罰
金
の
制
が
と
り
あ
げ

ら
れ
る
。
こ
う
し
た
財
産
刑
の
翠
還
に
と
も
な
っ

て
木
来
の
刑
罰
は
軽
減
さ

れ
、
雨
者
の
聞
の
理
想
的
な
バ
ラ

ン
ス
が
保
た
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
ほ

か
蒙
古
慣
習
法
の
影
響
と
し
て
、
加
害
者
委
附
(
ロ
O
H
宮
内
目
。
丘
三
口
)
、

「陪
九
」

の
罰
、

倍
臓
の
制
が
中
閣
の
刑
罰
位
系
に
新
し
い
傾
向
を
も
た
ら
し
た
と
指
摘

さ
れ
る
。
次
に
「
補
助
的
身
健
刑
」
と
し
て
、
タ
リ
ォ
、

刺
字
に
言
及
し
た
の

ち
、
刺
字
ず
み
の
罪
人
に
警
迩
人
、
す
な
わ
ち
補
助
的
警
察
官
の
役
割
を
諜
す

る
こ
と
が
、
元
代
に
は
じ
め
て
法
制
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
強
調
さ
れ
る。

第
三
の
「
司
法
」
に
お
い
て
は
、

ま
ず

「裁
判
の
機
構
と
手
綴
」
と
し
て
各

機
関
の
役
割
や
約
曾
制
が
権
力
均
衡
の
意
味
を
含
め
て
解
説
さ
れ
る
。
そ
し
て

こ
れ
が
前
代
よ
り
も
一
段
と
人
民
へ
の
保
護
に
数
果
的
に
機
能
し
た
。
と
同
時

に
、
約
命
制
や
監
察
制
に
よ

っ
て
完
全
な
司
法
の
溺
立
は
危
く
さ
れ、

訴
訟
の

最
終
的
な
解
決
を
遅
ら
せ
る
一

面
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
次
に

「特
別
管
轄

と
法
律
の
低
働

(ω宮
己
主
』
E
Z
E
n
z
oロ

Eι
。
。
ロ
岳
町
内
三

F
2
2ど
と

し
て
、
外
図
人
や
蒙
古
人
、
色
白
人
の
裁
判
に
関
連
し
て
大
宗
正
府
、
都
護
府

の
機
能
を
指
摘
し
、
な
お
異
民
族
聞
の
裁
判
、
軍
戸
や
結
戸
な
ど
諸
色
戸
計
に

関
わ
る
裁
判
の
あ
り
方
に
言
及
さ
れ
る
。

最
後
に

「法
律
の
専
門
職
化

9
0問主

F
o
r
g
oHE
Z
Bど
と
し
て
、

吏
患
の
設
述
、
法
律
書
編
纂
刊
行
の
盛
行
を

は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ヴ
ェ

ル
に
お
け
る
法
知
識
の
普
及
、
専
門
職
の
確
立

噌

E

‘
qo 

噌

E
--
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に
つ
い
て
叙
述
し
、
蒙
古
人
は
中
図
人
宮
人
の
協
力
の
も
と
に
、
従
来
み
ら
れ

な
い
ほ
ど
の
放
巣
的
で
成
熟
し
た
司
法
の
シ
ス
テ
ム
を
夜
迷
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
た
と
結
ぼ
れ
る
。

こ
こ
に
概
容
を
述
べ
た
第
一
部
は
、
第
二
部
の
『
至
元
新
格
』
の
謬
註
へ
の

背
景
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
欧
米
、
中
園
、
日
本
に
お
け
る
研
究
成

果
を
よ
く
整
理
し
、
ま
た
こ
れ
に
寅
詮
的
な
検
討
を
加
え
た
上
で
、
歴
史
的
あ

る
い
は
法
皐
的
な
見
地
か
ら
再
構
成
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
日

本
の
研
究
論
文
か
ら
は
宮
崎
市
定
氏
、
仁
井
田
殴
氏
は
じ
め
、
か
な
り
多
く
が
参

照
さ
れ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
分
野
の
研
究
に
は
、
中
関
に
お
け
る

沈
家
本
を
は
じ
め
と
す
る
成
果
が
あ
り
、
ま
た
欧
米
に
は
モ
ン
ゴ
ル
皐
の
一
分

野
と
し
て
の
リ
ヤ
ザ
ノ
ア
ス
キ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
成
果
が
あ
っ
た
わ
け
で
、

研
究
史
の
上
で
も
そ
れ
ぞ
れ
に
系
統
の
あ
る
諸
成
果
を
吸
収
、
総
合
し
て
ゆ
こ

う
と
す
る
著
者
の
積
極
的
な
意
欲
が
う
か
が
わ
れ
る
。
第
一
章
は
元
代
に
お
け

る
法
典
編
纂
の
関
史
の
役
割
を
果
す
も
の
で
あ
り
、
時
期
医
分
を
提
出
さ
れ
た

こ
と
と
と
も
に
、
大
い
に
後
人
を
御
盆
す
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。
ま
た
第
二
章

と
第
三
章
は
、
こ
と
に
法
皐
的
概
熱
か
ら
の
構
成
、

叙
述
に
注
意
を
喚
起
さ
せ

ら
れ
る
。

こ
こ
で
一
つ
だ
け
氏
の
所
説
に
異
を
唱
え
る
と
す
れ
ば
、
王
慌
の
建
議
に
い

う
「
至
元
新
法
」
の
扱
い
に
つ
い
て
で
あ
る
。
氏
は
王
悔
が
ヤ
サ
に
言
及
す
る

の
に
注
目
し
、
そ
の
建
議
を
至
元
五
年
あ
る
い
は
六
年
の
も
の
と
し
、
そ
れ
が

ま
た
第

一
期
に
お
い
て
ヤ
サ
が
影
響
力
を
保
っ
て
い
た
事
質
を
示
す
一
つ
の
根

竣
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
建
議
を
至
元
二
十

二
年
と
推
定
し
た
私
の
も
と
の
見
解
を
撤
回
す
べ
き
よ
う
に
も
思
え
な
い
(
拙

稿
「
索
輯
『
至
元
新
格
』
並
び
に
解
説
」
〈
『
東
洋
史
研
究
』
第
三

O
毎
第
四
銃

-一

九
七
二

・
所
牧
)
参
照
)
。
た
だ
し
、
私
が
こ
の

「使
民
三
十
五
事」

の

建
議
を
鳥
妥
筆
補
に
含
ま
れ
る
と
し
た
貼
は
訂
正
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

第
二
部
は
元
代
段
初
の
成
文
法
山内

『
至
元
新
格
』
の
復
原
と
諜
註
で
あ
る
。

氏
が
こ
れ
を
完
成
す
る
に
至
る
経
緯
に
つ
い
て
は
第
二
部
の
緒
言
の
中
で
述
べ

ら
れ
て
い
る
が
、

奇
し
く
も
私
も
同
じ
頃
(
一

九
七
二
)
、

同
様
に
『
至
元
新

格
』
の
復
原
を
試
み
て
本
誌
に
設
表
し
た
。
氏
は
博
士
論
文
の
執
筆
に
あ
た
っ

て
拙
稿
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
復
原
の
方

法
と
結
果
に
は
大
き
な
隔
た
り
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
『
至
元
新
格
』
が
英
誇

さ
れ
て
、
欧
米
の
研
究
者
に
は
こ
と
に
利
用
し
や
す
く
な
っ
た
こ
と
を
慶
び
た

t
v
 さ

て
氏
は

『
元
典
章
』
『
通
制
僚
格
』
か
ら
九
十
六
僚
の
復
原
候
文
を
集
め

た
が
、
こ
れ
は
私
が
九
十
五
僚
を
集
め
、
な
お
一

僚
を
留
保
し
て
参
考
と
し
て

掲
げ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
集
め
た
素
材
に
は
出
現
り
な
い
と
も
み
ら
れ
よ
う
。
次

に
こ
れ
を
『
吏
築
指
南
』
に
み
え
る
十
部
門
に
し
た
が
っ
て
排
列
す
る
わ
け
で

あ
る
が
、
こ
こ
に
は
少
々
見
解
を
異
に
す
る
黙
が
あ
る
。
私
は
排
列
し
た
全
保

文
に
仮
に
通
し
番
時
酬
を
附
し
、
氏
は
各
部
門
ご
と
に
番
践
を
附
さ
れ
た
が
、
い

ま
雨
者
の
封
照
表
を
作
成
し
て
、
そ
の
相
違
す
る
と
こ
ろ
を
示
し
て
お
く
。

但
し
、
氏
の
排
列
に
よ
っ
て
直
ち
に
私
の
排
列
を
全
面
的
に
訂
正
す
る
理
由

も
あ
ま
り
み
あ
た
ら
な
い
。
氏
の
方
法
は
排
列
の
不
確
定
な
も
の
は
候
文
の
内

容
に
よ
っ
て
決
定
し
よ
う
と
す
る
に
針
し
、
私
は
原
典
に
お
け
る
分
類
の
編
目

を
参
考
に
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
こ
の
よ
う
な
違
い
が
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

私
が
参
考
に
と
ど
め
た
姑
赤
関
係
の
一
僚
は
「
至
元
二
十
八
年
六
月
」
と
あ
る

べ
き
と
こ
ろ
が

「十
二
月
」
と
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
に
わ
か
に

『
至
元
新

格
』
の
一
僚
と
断
ず
る
の
を
ひ
か
え
た
の
で
あ
る
が
、
も
し
こ
れ
が
該
嘗
す
る

な
ら
ば
、
氏
の
よ
う
に
「
公
規
」
の
自
に
入
れ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

今
あ
る
い
は
氏
の
排
列
の
方
が
適
切
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
の
は
「
諸
街
市
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貨
物
云
云
」
(
の

r.
2
W理
財
8
〉
の
一
候
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
を
他
の
和
買

関
係
の
諸
僚
と
き
り
は
な
す
の
に
薦
踏
を
感
じ
て
賦
役
の
自
に
入
れ
た
の
で
あ

る
が
、
『
吏
率
指
南
』
に
理
財
を
説
明
し
て
「
主
卒
物
債
」
と
あ
る
の
と
一
致

す
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
私
が
「
諸
銭
穀
之
計
云
云
」
〈
植
松

U
、
。

r.2

W
課
程
1
)
の
僚
だ
け
を
あ
え
て
き
り
は
な
し
て
理
財
の
目
に
入
れ
た
の
は
理

由
の
あ
る
こ
と
で
、
こ
の
一
僚
が
誤
っ

て
課
程
類
の
諸
僚
の
冒
頭
に
お
か
れ
て

い
る
た
め
に
、

課
程
を
理
財
と
解
す
る
混
鋭
が
か
つ
て
生
じ
た
と
思
う
の
で
あ

る。
翻
誇
は
原
文
に
忠
寅
な
逐
語
誇
の
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
る
。

英
語
表
現
の
遁

切
さ
を
云
々
す
る
こ
と
は
評
者
に
は
手
に
あ
ま
る
こ
と
で
あ
る
が
、

翻
誇
の
手

掛
明
き
や
制
度
の
理
解
に
か
か
わ
っ
て
疑
問
が
な
い
で
は
な
い
。
-
公
規
叩
の
傑

中
「
依
例
迭
庫
」
の

一
旬
は
誇
文
が
紋
落
し
て
い
る
と
恩
わ
れ
る。

E
選
格
ロ

の
僚
の
末
尾
の
「
毎
月
通
行
類
洛
直
毅
省
部
路
分
准
此
」
の
と
こ
ろ
は

「直
毅

省
部
」
の
あ
と
で
切
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、

そ
の
前
で
切
る
べ
き
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
。
皿
治
民
2
の
僚
の
「
諸
村
主
首
使
佐
里
正
催
督
差
税
禁
止
違
法
」

の
う
ち
、
「
使
佐
」
を

g臼

5
2
Z
と
役
職
に
解
す
る
の
は
疑
問
で
、
主
首
の

職
務
を
規
定
し
た

一
僚
と
し
て
誇
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
刊H
課
程
2
の
僚

と
向
3
の
僚
に
「
行
省
戸
部
」
と
あ
る
の
は

「
行
省
の
戸
部
」
と
誇
す
べ
き
で

は
な
く
、
「
行
省
あ
る
い
は
戸
部
」

の
意
で
あ
る
。

医
防
盗
6
の
僚
に
「
町
南

方
見
有
箪
賊
去
庭
」

と
あ
る
と
こ
ろ
は

『
元
典
章
』
一
一
「
捕
盗
官
給
由
例
」

の
僚
に
よ

っ
て
「
即
日
」
と
校
す
べ
き
と
こ
ろ
と
思
う
。
最
後
に

附
さ
れ
た

『
至
元
新
格
』
の
原
文
は
、
印
刷
上
の
都
合
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

で
き
る
こ
と
な
ら
や
は
り
標
黙
を
附
し
て
呈
示
す
る
方
が
望
ま
し
い
と
思
う
。

元
朝
な
ど
い
わ
ゆ
る
征
服
王
朝
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
史
料
上
の
制
約
も
あ

っ
て
、
解
明
さ
れ
て
い
な
い
部
分
が
多
い
と
言
わ
れ
て
き
た
。

蒙
古
人
の
支
配

者
を
迎
え
た
中
園
人
が
こ
れ
に
い
か
な
る
針
態
を
示
し
、
歴
史
の
舞
筆
と
し
て

の
中
園
は
こ
れ
に
よ

っ
て
い
か
な
る
影
響
を
受
け
た
か
と
い
う
テ
1
マ
は
、
依

然
と
し
て
幾
ら
ぬ
関
心
事
で
あ
る
こ
と
を
本
書
は
示
し
て
い
る
。
ま
た
近
時
、

唐
律
の
英
誇
も
そ
の
第

一
怖
の
刊
行
を
み
た
(巧
・
』

o
z
g
p
M
J官
吋
が
お
旬

。
。
丸
、
・
〈
o
-
-
Y
H
可
申
)
。
。
F
・2
氏
の
こ
の
著
書
と
同
緩
、
基
礎
的
研
究
が
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欧
米
に
お
い
て
着
穴
に
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
傾
向
と
い
え
よ
う
。
日
本
の
ほ
か

の
諸
閣
に
お
け
る
成
果
に
注
意
を
向
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
ま

こ
と
に
首
然
と
も
い
う
べ
き
自
戒
の
念
を
こ
め
て
筆
を
お
き
た
い
。

勺
コ
ロ
n
o
gロ

C
ロ戸〈
O
H
3

門
司

H
V
可
。
印
日

-

H

由
吋
申

・

H
-
v
F
N
D印
日

u
E
・

年火

淳

卒
著

原明
代
蒙
古
史
研
究

若

松

寛

本
舎
は
、
若
者
荻
原
淳
平
氏
の
三
十
年
に
及
ぶ
明
代
家
古
史
研
究
の
成
果
を

集
大
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
、
我
固
に
は
こ
の
方
面
に
大
先
達
の

和
田
清
氏
が
あ
り
、
そ
の

『
東
亜
史
研
究

(
蒙
古
篇
〉
』
は
名
著
の
問
え
が
高

い
。
尤
も
和
問
氏
の
研
究
は
、
モ
ン
ゴ
ル
王
公
の
系
譜
の
作
成
や
戦
争
な
ど
を

中
心
と
す
る
狭
義
の
政
治
史
と
、
戦
争
な
ど
に
出
て
来
る
地
名
の
考
設
を
中
心

と
し
た
歴
史
地
理
的
研
究
と
に
殆
ん
ど
限
ら
れ
た
も
の
で
、
明
代
モ
ン
ゴ
ル
族

の
祉
品
目
や
文
化
に
つ

い
て
は
あ
ま
り
鮒
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
貼
で
荻
原
氏

の
若
書
は
、
明
家
交
渉
史
を
主
軸
に
し
て
、
そ
れ
を
め
く
っ
て
展
開
さ
れ
た
モ

ン
ゴ
ル
祉
舎
の
動
的
を
枇
舎
綬
桝
史
的
細
則
か
ら
考
』努
し
た
も
の
で
、
従
来
の

明
代
裟
古
史
研
究
に
新
し
い
展
望
を
聞
い
た
先
騒
的
業
績
と
言
え
よ
う
。

著
者
の
研
究
の
目
的
は
、
あ
く
ま
で
明
代
モ
ン
ゴ
ル
族
の
遊
牧
民
族
と
し
て

の
特
質
と
か
性
格
を
究
明
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
そ
の
場
合
の
研
究
方
法
と
し

て
は
、
や
は
り
著
者
自
ら
に
語
っ

て
も
ら
う
の
が
一
番
良
か
ろ
う
。

私
は
そ
れ
ら
を
究
明
す
る
た
め
に
は
、
間
早
に
政
治
史
的
な
槻
鈷
か
ら
の

み
な
ら
ず
、

む
し
ろ
祉
愈
経
的
史
的
な
似
拙
か
ら
考
察
し
て
み
る
必
裂
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
た
。

特
に
北
ア
ジ
ア
の

遊
牧
民
族
に
と
っ

て
、
地
理
的
に
郊
援
す
る
の
み
な
ら
ず
、
古
来
関
係
の
深
い
中
園
の
定
着

決
耕
枇
舎
と
の
接
聞
交
沙
、
そ
れ
は
戦
争
と
い
う
武
力
的
交
渉
で
あ
れ、

朝
賞
馬
市
な
ど
の
卒
和
的
交
沙
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
を
通
し
て
雨
者
の
相
違

す
な
わ
ち
異
質
黙
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
際
に
、
モ

ン
ゴ
ル
族
が
何
を

考
え
、
何
を
中
園
に
求
め
、
ど
の
よ
う
に
行
動
し
、
そ
の
結
果
い
か
な
る

影
響
が
生
じ
た
か
を
究
明
す
れ
ば
、

遊
牧
民
族
の
木
質
な
り
性
格
は
白
か

ら
解
明
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
旬
奴
以
来
遊
牧
民
族
と
中
園
農
耕

民
族
と
の
接
餓
交
渉
の
歴
史
は
長
い
が
、
こ
の
明
代
ほ
ど
こ
れ
ら
の
研
究

に
盟
富
な
資
料
を
残
し
た
時
代
は
な
い
。
私
は
明
代
の
モ
ン
ゴ
ル
族
の

そ

ン
ゴ
リ
ア
に
お
け
る
内
部
事
情
と
中
図
と
の
交
渉
を
関
連
づ
け
な
が
ら
木

研
究
を
行
な
っ

て
き
た
。
ま
た、

そ
う
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
狭
義
の
政

治
史
に
つ
い
て
も
、
和
田
氏
と
は
異
な
っ

た
見
解
を
う
る
に
い
た

っ
た
。

(一
二
頁
)

さ
て
、
本
書
の
構
成
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

以
下
に
各
章
に
つ
い
て
私
見
を

交
え
つ
つ
内
容
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

絡

言

第

一
章

元

朝

の
樹
v

桜
と
明
初
の

モ
ン
ゴ
ル
人

第
一
節
元
朝
の
そ
ン
ゴ

リ
ア
復
節

第

二

節

明

朝

治
下
に
入
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
人

第
三
節

「
病
難
の
愛
」
と
モ
ン
ゴ
ル
人

第
二
掌

エ
セ
ン

・
カ
l
ン
の
遊
牧
王
図

第
一
節
北
元
の
滅
亡
と
そ
の
後
の
モ
ン
ゴ
ル
祉
曾
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