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紅
蓮
教
と
寄
老
舎

野

口

銭

良E

fI， 

し

ヵ:

き

近
代
へ
の
胎
動
が
し
だ
い
に
活
濃
化
し
て
く
る
一
九
世
紀
な
か
ば
以
後
の
中
園
に
は
、
同
世
紀
一
初
頭
の
い
わ
ゆ
る
嘉
慶
白
蓮
数
の
蹴
に
み
ら

れ
る
性
向
と
は
異
な
っ
た
そ
れ
を
も
っ
宗
数
セ
ク
ト
の
活
動
が
顕
在
し
た
。
す
で
に
市
古
宙
三
・
小
島
菅
治
な
ど
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
よ
う

← 28ー

な
、
宗
数
セ
グ
ト
と
天
地
舎
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
禽
議
と
の
結
合
に
よ
る
反
権
力
闘
争
の
構
築
と
い
う
傾
向
の
存
在
が
そ
れ
で
あ
る
。
市
古
の
い

の
L

う
青
濯
数
と
天
地
禽
と
の
、
小
島
の
い
う

「務
匪
」
と
天
地
舎
と
の
結
合
の
姿
は
、
浅
井
紀
に
よ
っ
て
、

道
光
二
五
年
破
案
の
青
蓮
数
に
闘
す

る
論
考
の
な
か
で
、
さ
ら
に
確
め
陥
れ
た
。
ま
た
、
同
治
年
聞
の
江
西
省
と
そ
の
周
遁
に
存
在
し
た
紅
白
責
数
が
、

寄
老
舎
と
不
可
分
で
あ
っ

4-

た
こ
と
も
、
す
で
に
明
ら
か
で
あ
引
。
こ
れ
ら
が
、
い
ず
れ
も
時
の
樺
力
側
か
ら
は
つ
ね
に
弾
医
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で

も
な
い
。

以
上
は
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
は
奮
い
睦
質
を
具
備
し
て
い
て
も
、
そ
の
企
園
す
る
と
こ
ろ
が
別
に
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
は
い
え
、
禽

議
と
の
連
端
、
も
し
く
は
合
同
議
と
の

一
躍
性
を
保
ち
つ
つ
、
近
代
へ
の
動
輸
を
民
衆
サ
イ
ド
に
お
い
て
轄
じ
よ
う
と
し
た
と
結
果
的
に
評
債
し

い
わ
ば
先
進
的
な
役
割
を
果
し
た
秘
密
宗
数
セ
ク
ト
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
、
こ
れ
ら
と
は
掛
照
的
に
、
自
ら
の
宗
数
性
を

慈
善
的
活
動
と
民
衆
の
日
常
的
健
康
維
持
の
た
め
の
方
途
の
基
礎
に
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
官
憲
の
弾
匪
を
菟
れ
よ
う
と
し
た
、
員
空
教
の

よ
う
な
宗
教
セ
ク
ト
も
あ
っ
た
。

て
よ
い
よ
う
な
、



本
稿
で
と
り
上
げ
よ
う
と
す
る
紅
蓮
数
は
、
上
に
述
べ
た
う
ち
の
前
者
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
秘
密
宗
数
セ
ク
ト
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う

な
宗
教
で
あ
り
・
た
か
、
先
行
す
る
ど
の
よ
う
な
宗
数
結
社
に
宗
教
的
に
連
な
る
の
か
、
そ
れ
と
曾
黛
と
の
繋
が
り
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の

か
イ
嘗
面
、
こ
の
よ
う
な
課
題
を
た
て
て
こ
れ
に
答
え
つ
つ
、
近
代
化
過
程
に
お
け
る
こ
の
種
の
秘
密
宗
教
の
措
っ
た
歴
史
的
役
割
に
ま
で
及

ぶ
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

同
治
五
年
一
一
月
七
日
に
保
甲
の
局
紳
か
ら
の
報
に
援
し
た
江
西
省
義
寧
知
州
李
寅
清
は
、
差
役
を
率
い
、
保
甲
局
員
の
紳
董
と
協
同
し
て

管
内
を
巡
査
す
る
一
方
、
州
属
の
銅
鼓
替
の
兵
を
調
し
て
弾
匪
・
緯
捕
の
行
動
を
お
こ
し
た
。
李
寅
清
の
報
告
を
う
け
た
江
西
巡
撫
劉
坤
一

も
)
同
時
に
霊
州
に
駐
防
す
る
遊
撃
朱
長
設
に
長
字
替
の
兵
五

O
Oを
率
い
さ
せ
て
、
李
寅
清
に
合
流
さ
せ
た
。
江
西
省
北
西
部
の
地
方
官
憲

に
よ
る
剃
討
行
動
の
封
象
は
、
行
動
の
契
機
と
な
っ
た
局
紳
の
密
菓
に
述
べ
ら
れ
た
、
義
寧
州
清
涼
山
に
葉
集
し
て
い
る
紅
蓮
数
セ
ク
ト
で
あ

っ
た
。
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こ
れ
が
、
同
治
五
年
末
の
義
寧
州
に
お
け
る
紅
蓮
数
摘
震
の
護
端
で
あ
る
。
そ
の
顛
末
は
、
翌
同
治
六
年
三
月
二
八
日
附
で
劉
坤
一
の
手
に

au 

よ
っ
て
「
華
緋
義
情
数
匪
町
」
と
し
て
中
央
に
報
告
さ
れ
、
こ
れ
に
依
接
し
た
記
録
が
、
『
大
清
穆
宗
寅
録
』
巻
二

O
一
二
、
同
治
六
年
五
月
丁

卯
僚
に
あ
る
。
劉
坤
一
の
筆
を
な
ぞ
り
つ
つ
、
し
ば
ら
く
こ
の
事
件
を
あ
と
づ
け
て
み
よ
う
。

ひ
そ
か
に
勢
力
を
蓄
え
て
い
た
紅
蓮
教
徒
は
、
こ
の
と
し
一

O
月
二
五
日
に
州
城
攻
撃
の
時
期
を
約
束
し
た
が
、
約
束
の
一
一
月
八
日
の
夜

に
な
っ
て
域
内
の
守
備
の
巌
重
な
こ
と
を
み
て
約
一
月
聞
の
延
期
を
議
し
た
。
州
城
の
守
り
が
固
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
す
で
に
「
初
八
九
準

城
」
と
い
う
謡
言
の
流
布
に
気
づ
い
た
局
紳
の
報
告
に
よ
っ
て
、
知
州
李
寅
清
の
封
臨
応
策
が
施
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
き
に
記

し
た
よ
う
な
官
憲
側
の
先
制
行
動
の
結
果
と
し
て
、
一
一
月
-初
旬
に
、
李
観
芥
・
朱
以
洗
・
帥
世
江
・
頼
車
内
雲
・
挑
富
常
・
陳
惟
蓑
・
馬
廉

本
!
李
吉
芽
・
李
痢
芽
・
陳
準
恒
・
帥
世
湖
・
帥
経
春
の
ア
二
名
が
捕
え
ら
れ
た
1
5ち
銚
富
常
時
一他
の
逮
捕
者
が
あ
っ
た
と
き
の
訊
聞
に
備

419 
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え
て
し
ば
ら
く
監
候
と
す
る
こ
と
を
除
き
、
他
の
一
一
名
は
い
ず
れ
も
「
地
に
就
き
て
正
法
し
、
桑
首
し
て
衆
に
示
す
」
の
刑
に
慮
せ
ら
れ

た
。
繍
い
て
陳
心
庚
以
下
計
一
八
名
の
逮
捕
が
あ
っ
た
が
、
か
れ
ら
は
い
ず
れ
も
微
罪
で
あ
る
と
し
て
、
「
細
杖
保
田
押
」
に
昆
せ
ら
れ
た
。

以
上
が
、
義
寧
州
紅
蓮
数
事
件
の
概
要
で
あ
る
。
同
治
一

O
年
刊
の
『
義
寧
州
志
』
は
、
巻
一
四
、
武
備
志
、
武
事
に
お
い
て
こ
の
事
件
を

極
め
て
簡
単
に
記
し
、
李
寅
清
が
圏
勇
を
率
い
て
こ
れ
に
嘗
り
、
保
甲
を
奉
げ
て
「
匪
十
除
名
」
を
捕
斬
し
た
、
と
い
う
に
と
ど
ま
る
。
こ
れ

が
、
こ
の
時
期
の
こ
の
地
方
の
紅
蓮
数
の
絡
ま
る
事
件
の
最
-
初
で
あ
っ
た
。

こ
れ
だ
け
の
逮
捕
者
を
出
し
な
が
ら
、

義
寧
州
に
紅
蓮
数
を
も
ち
こ
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
人
々
は
、
捕
え
ら
れ
て
い
な
い
。
劉
坤
一
は
そ
こ

で
、
都
接
す
る
湖
南
・
湖
北
の
南
省
に
容
を
裂
し
て
、
「
数
を
悉
く
し
て
就
獲
し
、
法
に
牽
く
し
て
懲
帥
附
し
て
、
以
て
根
株
を
絶
ち
て
地
方
を

靖
ん
」
ぜ
ん
こ
と
を
期
す
る
こ
と
を
述
べ
て
、
こ
の
「
義
育
片
」
を
終
え
て
い
る
。
義
寧
州
に
紅
蓮
数
を
導
入
し
た
人
物
は
、
楊
換
一章一

・
曾
帽

し
か
も
、
曾
個
才
の
名

才
で
あ
る
、
と
「
義
信用
片
」
は
い
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
ど
の
地
方
か
ら
も
ち
こ
ま
れ
た
か
は
、
問
わ
れ
て
い
な
い
。

は
同
片
に
お
い
て
は
そ
の
一
箇
所
を
除
い
て
は
記
さ
れ
ず
、

「
在
逃
首
彩
要
犯
」
と
し
て
も
、
楊
換
一
章
の
名
が
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ

- 30ー

る
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楊
換
一章一
の
名
は
、
同
治
六
年
六
月
初
六
日
附
の
劉
坤
一
の
「
翻
陽
数
匪
宣
擾
嘗
経
兵
圏
撲
滅
撒
」
に
績
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で

は
、
か
れ
は
「
義
宵
州
逃
鹿
」
と
肩
書
き
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
割
陽
摺
」
は
、
同
治
六
年
な
か
ば
の
江
西
省
上
高
鯨
・
高
裁
賑
・
湖
南
省
副

陽
鯨
の
三
鯨
に
お
け
る
紅
蓮
敬
摘
設
事
件
と
、
そ
れ
ら
相
互
の
関
連
を
記
し
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
概
要
を
紹
介
す
る
。

楊
換
一
章
は
、
同
治
六
年
四
月
な
か
ば
ま
で
は
、
上
高
鯨
西
源
な
ど
の
と
こ
ろ
で
紅
蓮
数
の
布
教
活
動
を
行
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
か
れ

に
従
っ
て
入
激
し
た
黄
石
秀
・
胡
附
子
・
黄
新
設

・
黄
啓
生
な
ど
は
、
四
月
一
八
日
に
暴
動
を
お
こ
し
た
と
こ
ろ
、
上
高
知
鯨
王
維
新
の
摘
護

。。

に
あ
い
、
捕
え
ら
れ
て
瑞
州
府
に
解
迭
さ
れ
加
。

設

・
賞
各
設
が
逮
捕
さ
れ
、

同
じ
こ
ろ
、
知
照
江
壁
の
綿
指
揮
押
に
よ
る
紅
蓮
数
摘
震
が
、
震
州
管
都
司
江
清
の
鷹
援
を
う
け
て
高
載
鯨
で
も
行
な
わ
れ
、
察
碧
升
・
郎
啓

nv 

か
れ
ら
の
自
供
に
よ
っ
て
、
「
大
頭
目
」
は
義
寧
州
の
楊
姓
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
義
寧
州
の
楊
姓



が
楊
換
一
章
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
疑
い
な
い
と
し
て
よ
い
。

し
た
が
っ
て
楊
換
一
章
の
宗
敬
的
勢
威
ほ
、

一義
寧
州
・
上
高
鯨
・
寓
載
鯨
で
高
か
っ
た

の
で
あ
る
。

上
高
鯨

・
寓
載
鯨
の
事
件
の
捜
査
が
準
行
し
て
い
る
段
階
で
、
約
千
絵
人
の
紅
蓮
数
徒
が
湖
南
省
翻
陽
鯨
萎
虚
壊
侭
緊
り
、
李
某
の
房
屋
を

焼
き
、
男
女
を
殺
害
し
J

間
陽
の
官
兵
に
追
わ
れ
て
都
省
の
蔦
載
一
瞬
小
源
地
方
に
逃
入
す
る
、
と
い
う
事
件
が
あ
つ
や
さ
き
の
蔦
載
鯨
の
事

件
で
出
動
し
て
い
た
高
裁
知
豚
江
壁
・
京
州
著
都
司
江
清
は
、
劉
坤
一
に
よ
っ
て
波
遣
さ
れ
た
遊
撃
朱
長
震
と
と
も
に
、
園
練
の
力
を
借
り
な

が
ら
、
五
月
一
二
・
二
ニ
の
南
日
に
わ
た
っ
て
大
橋
・
由
一
良
・
朱
家
地
な
ど
の
と
こ
ろ
で
剃
討
行
動
を
展
開
し
、
「
首
逆
」
昔
一
宮
本
致
を
は
じ
め

一
六
人
の
「
匪
黛
」
を
逮
捕
し
た
。
こ
の
行
動
の
結
果
、
僅
か
に
数
十
人
が
「
四
散
奔
匿
」
し
た
ほ
か
、
す
べ
て
官
軍
の
た
め
に
蟻
滅
さ
れ

た
、
と
「
翻
陽
摺
」
は
停
え
、
恐
ら
く
こ
の
と
き
に
高
載
鯨
を
逃
れ
て
義
寧
州
に
至
っ
た
宜
恩
珠
な
ど
三
人
も
、
ー
知
州
李
寅
清
に
ょ
っ
一て
捕
え

伯
H
N

ら
れ
た
こ
と
が
附
記
さ
れ
る
。

翻
陽
鯨
か
ら
高
載
腕
怖
に
か
け
て
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
同
治
六
年
五
月
か
ら
湖
南
巡
撫
の
任
に
あ
っ
た
劉
幌
に
よ
っ
て
も
中
央
に
報
告
さ
れ

ω
 

て
い
る
。
同
治
六
年
五
月
の
「
撲
滅
湘
郷
曾
匪
並
撃
散
劃
陽
菊
匪
摺
」
の
後
牢
が
そ
れ
で
あ
る
。
但
し
、
こ
こ
で
は
楊
換
一
章
一
・
萎
本
致
以
下
、

劉
坤
一
の
「
翻
陽
摺
」
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
人
名
の
い
ず
れ
に
も
言
及
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
か
っ
、
紅
蓮
数
の
名
の
か
わ
り
に
そ
れ
を
「
費
匪
」
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と
表
現
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
官
同
載
鯨
に
お
け
る
動
向
は
い
っ
さ
い
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
劉
唱
の
翻
陽
豚
に
お
け
る
事
件
に
闘
す
る
記
述

は
、
劉
坤
一
の
そ
れ
に
比
べ
て
、
細
か
い
地
名
や
圏
紳
の
姓
名
な
ど
を
詳
記
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
た
だ
、
こ
の
事
件
に
絡
ま
る
首
魁
の
名
を

「
生
檎
匪
黛
」
の
自
供
に
よ
っ
て
唐
姓
の
も
の
で
あ
る
と
語
る
貼
が
、
劉
坤
一
の
「
劃
陽
摺
」
に
は
み
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
紅
蓮
教
も
し

く
は
「
資
匪
」
に
係
わ
る
記
述
も
、
総
じ
て
簡
で
効
る
。
劉
蝿
の
「
劃
陽
驚
匪
摺
」
に
よ
っ
た
『
大
清
穆
宗
貫
録
』
の
記
載
は
、
こ
の
事
件
を

寄
老
舎
に
よ
る
も
の
と
判
断
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

同
治
六
年
四
月
・
五
月
の
紅
蓮
数
事
件
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
省
を
異
に
す
る
江
西
省
高
載
鯨
・
上
高
豚
・
義
寧
州
と
湖
南
省
翻
陽
豚
と
に

421 

ま
た
が
っ
て
展
開
さ
れ
た
。
劉
坤
一
の
意
見
を
侠
つ
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
が
前
年
末
の
義
寧
州
に
お
け
る
事
件
と
同
じ
系
統
に
連
な
る
も
の
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で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
刷
。
但
し
、
楊
換
章
の
名
は
、
被
逮
捕
者
の
な
か
に
み
い
だ
せ
な
い
。
同
治
七
年
間
四
月
二

O
日
附
の
劉
坤
一
の

割引

「
准
誤
入
紅
白
黄
数
郷
愚
自
新
一
副
」
に
お
い
て
、

楊
換
章
は

「在
逃
首
犯
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
か
れ
は
恐
ら
く
高
裁
廓
に
お
い
て

も
翻
陽
膝
に
お
い
て
も
、
法
網
を
く
ぐ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

劉
坤
一
一
は
、
も
う
一
つ
の
紅
蓮
教
に
係
わ
る
事
件
を
、
中
央
に
報
告
し
て
い
る
。
そ
れ
は
同
治
六
年
末
、
も
し
く
は
翌
七
年
初
の
日
附
を
も
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っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
「
翠
緋
奉
新
数
匪
片
」
の
前
宇
に
述
べ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
江
西
省
奉
新
知
鯨
徐
廷
深
の
葉
報
に
基
づ
い
た

も
の
で
、
事
件
の
概
要
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

同
治
六
年
九
月
二
四
日
夜
、
四

O
人
儀
の
「
臣
徒
」
は
奉
新
鯨
上
富
地
方
の
西
坪
書
院
を
襲
い
、
園
局
の
軍
器
・
銀
南
を
奪
っ
て
一
名
を
殺

し
、
繍
い
て
同
地
方
の
街
森
・
太
振
の
二
庖
舗
を
襲
っ
て
、

銀
銭

・
貨
物
を
奪
っ
て
二
名
を
殺
し
た
。
こ
の
た
め
に
官
の
追
及
を
う
け
、
郷
圏

に
追
わ
れ
て
、
張
緩
生
・
王
義
設
・
羅
金
矯
・
劉
羅
生
・
孫
受
山
・
田
必
開
・
彰
士
山
躍
の
七
人
が
逮
捕
さ
れ
た
。
南
昌
知
府
臭
租
昌
の
訊
聞
に

劃
し
て
、
張
縫
生
・
王
義
設
は
「
在
逃
之
義
清
州
人
」
楊
寓
盛
に
従
っ
て
紅
蓮
教
に
入
敬
し
た
、
と
自
供
し
た
。
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こ
こ
に
-
記
さ
れ
る
楊
寓
盛
が
か
つ
て
の
楊
換
章
で
あ
る
と
い
う
記
述
は
、
い
ま
ま
で
の
所
見
の
う
ち
に
は
な
い
が
、
同
一
人
で
な
い
と
い
う

根
擦
も
な
い
。
し
か
し
、
楊
高
盛
は
曾
帽
才
を
「
数
頭
」
と
し
て
張
纏
生
ら
に
紹
介
し
、
劫
奪
の
貫
際
行
動
の
指
揮
を
か
れ
に
委
ね
て
い
る
こ

と
や
、
曾
梱
才
・
楊
蔦
盛
の
二
人
は
劉
坤
一
に
よ

っ
て
「
均
し
く
、

義
宵
州
の
数
匪
の
滋
事
案
の
内
の
、
網
を
漏
れ
し
要
犯
に
係
わ
る
」
と
把

握
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
か
ら
み
る
と
、
楊
高
盛
は
楊
換
章
と
同
一
人
で
あ
る
、
と
い
う
可
能
性
が
強
い
。
か
り
に
同
一
人
で
な
い
と
し
て
も
、

奉
新
聴
の
紅
蓮
敬
が
義
寧
州
か
ら
移
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
認
め
て
よ
い
。

供
に
よ
る
と
、

と
こ
ろ
が
、
こ
の
と
き
に
紅
蓮
数
徒
と
し
て
逮
捕
さ
れ
た
も
の
の
宗
数
系
列
に
、
も
う
一
つ
の
系
統
が
あ
っ
た
。
捕
え
ら
れ
た
羅
金
備
の
自

か
れ
は
「
在
逃
之
臨
江
府
人
」
陳
縫
端
を
師
と
し
て
「
入
数
喫
驚
」
し
た
、
と
さ
れ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
但
し
、
陳
縫

端
の
名
は
、
こ
れ
以
外
の
史
料
に
み
い
だ
せ
な
い
こ
と
、
紅
蓮
数
と
い
う
名
を
か
れ
に
絡
ん
で
は
明
記
せ
ず
に
、
単
に
「
入
数
喫
驚
」
と
い
う

言
い
方
を
し
て
い
る
こ
と
、

の
二
つ
は
、
同
一
集
圏
内
に
二
つ
の
宗
数
が
流
れ
こ
み
、
共
同
行
動
を
と
っ
た
、
・
と
も
考
え
さ
せ
る
材
料
で
あ
っ



て
、
奉
新
牒
の
紅
蓮
数
に
二
つ
の
流
れ
が
あ
っ
た
、
と
は
考
え
な
い
ほ
う
が
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
明
ら
か
な
こ
と
は

1

義
寧
州
か
ら
移
入

さ
れ
た
紅
蓮
教
を
受
容
し
た
も
の
が
、
奉
新
聴
に
も
存
在
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

劉
坤
一
が
「
奉
新
片
」
の
後
半
部
分
に
お
い
て
、
湖
南
省
翻
陽
豚
・
醒
陵
鯨
の
こ
と
と
し
て
報
告
す
る
内
容
は
、
劉
唱
の
「
劃
陽
醒
陵
摺
」

哨

υ

何

♂

何
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に
も
述
べ
ら
れ
る
。
但
し
、
劉
坤
一
の
翻
陽
鯨
・
醒
陵
懸
の
事
件
の
報
告
に
は
、
劉
唱
が
記
載
し
て
い
る
曾
帽
才
・
楊
換
章
の
名
は
み
え
ず
、

二
人
の
別
々
の
摺
に
共
通
し
て
名
を
み
せ
る
の
は
貰
護
香
た
だ
ひ
と
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
劉
蝿
の
上
奏
に
、
か
れ
ら
が
「
未
獲
」
の
「
紅
数

E
首
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
依
接
す
れ
ば
、
同
治
六
年
一
一
月
末
か
ら
翌
七
年
一
月
末
に
か
け
て
、

-江
西
省
に
西
接
す
る
湖
南
省
翻
陽
・
麗

陵
め
ニ
蘇
に
も
、
楊
焼
章
・
曾
岨
・
才
の
指
導
す
る
紅
蓮
数
の
根
が
張
ら
れ
て
い
た
、
と
知
り
得
る
。

曾
帽
才
の
名
は
、
劉
坤
一
の
「
紅
白
黄
数
議
」
に
「
在
逃
首
犯
」
と
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
同
治
『
翻
陽
豚
士
山
』
巻
=
ニ
、
兵
防
、
土
匪

之
難
は
、
同
治
六
年
ご
一
月
の
僚
に
繍
け
て
、
「
是
の
年
、
江
西
省
、
誘
い
て
曾
勘
才
を
捕
え
、
誌
に
伏
さ
し
む
る
に
至
る
」
と
い
い
、
劉
蝿

聞

の
同
治
七
年
一
一
月
の
日
附
を
も
っ
「
檎
獲
翻
陽
等
豚
舎
匪
懲
排
斥
」
い
で
は
、
こ
の
と
し
七
月
二

O
日
に
江
西
省
分
宜
燃
で
曾
欄
才
を
捕
え
た

と
い
っ
て
い
る
の
で
、

-そ
の
年
月
に
阻
簡
が
あ
る
と
は
い
え
、
官
憲
に
逮
捕
さ
れ
た
、
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
、
楊
換
章
に
つ
い
て
は
、

諸
書
に
逮
捕
の
こ
と
を
示
す
記
事
を
み
い
だ
し
得
な
い
。

・し
か
も
、
江
西
・
湖
南
の
省
一境
を
挟
む
こ
の
地
帯
に
お
い
て
、
こ
れ
以
後
か
れ
の
名
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を
聞
か
な
い
。

紅
蓮
数
の
名
は
、
同
治
六
年
末
以
後
し
ば
ら
く
記
録
上
に
あ
ら
わ
れ
な
い
が
、
同
治
九
年
三
月
以
後
に
お
い
て
、
江
西
省
新
昌
鯨
に
お
こ
っ

た
製
紙
第
働
者
の
賃
金
引
下
げ
反
謝
の
ス
ト
ラ
イ
キ
に
絡
ん
で
、
再
び
史
料
上
に
姿
を
あ
ら
わ
す
。
こ
の
事
件
は
、
劉
坤
一
の
同
治
九
年
六
月

du 

的
M
W

七
日
附
の
¥「
-
新
昌
民
数
滋
事
獲
犯
懲
排
摺
」
に
詳
し
い
。
そ
の
概
要
を
、
紅
蓮
教
の
摘
震
を
中
心
と
し
て
紹
介
す
れ
ば
、
衣
の
如
く
で
あ
る
。

新
昌
鯨
天
賓
郷
の
圏
局
紳
董
で
あ
っ
た
歳
貫
生
就
職
訓
導
の
郷
蕎
朋
は
、
同
地
方
の
特
産
で
あ
る
紙
の
製
造
業
を
営
ん
で
い
た
。
そ
の
作
業

は
、
紙
工
八
人
で
一
廠
を
構
成
し
、
別
に
一
人
の
包
頭
が
こ
れ
ら
を
と
り
ま
と
め
て
い
た
。
第
賃
は
、
前
年
に
と
り
き
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
ブ
同
治
九
年
三
月
、
筋
一得
朋
は
製
品
の
貰
れ
ゆ
き
不
振
を
理
由
に
、
各
廠
戸
と
は
か
つ
て
工
賃
を
一
人
一
日
銀
二
分
ず
つ
減
じ
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で
あ
り
、

か
つ
、

工
匠
の
停
工
が
お
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
包
頭
で
あ
っ
た
李
世
魁
・
李
世
見
・
何
一
艮
才
・
温
恰
高
は
紅
蓮
数
徒

聞

か
れ
ら
の
な
か
に
は
義
寧
州
を
原
籍
と
す
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
か
れ
ら
は
紅
蓮
教
の
「
頭
目
」
楊
長
受
・
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ょ
う
と
し
た
。
こ
れ
を
契
機
に
、

劉
洗
明
な
ど
を
遁
え
、
こ
れ
を
機
に
「
糾
衆
起
事
」
し
、
紳
富
を
襲
い
、
照
城
を
撞
く
こ
と
を
企
て
た
。
楊
長
受
ら
は
黛
興
の
も
の
を
義
寧
州

に
波
遣
し
て
衆
を
糾
合
さ
せ
、
四
月
一
三
日
に
新
昌
鯨
津
山
で
「
企
事
」
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
義
寧
州
で
は
知
州
王
維
新

に
よ
っ
て
、
新
田
園
鯨
に
い
こ
う
と
し
て
い
た
紅
蓮
数
徒
謝
景
震
が
逮
捕
さ
れ
、
こ
と
の
企
て
を
自
供
し
た
。
他
方
、
李
世
魁
等
は
、
停
工
で
食

に
困
っ
た
こ
と
か
ら
、
四
月
一

O
日
に
約
二

O
O人
の
紙
工
と
と
も
に
斜
巷
や
郷
家
村
の
廠
戸
を
襲
撃
し
、
穀
米
を
搬
出
す
る
な
ど
の
貫
力
行

動
を
行
な
っ
た
。
し
か
し
、
翌
一
一
日
か
ら
圏
勇
に
よ
る
迫
捕
が
は
じ
ま
り
、
一

O
名
徐
が
殺
さ
れ
、

一
O
名
品
駄
が
逮
捕
さ
れ
て
即
日
慮
刑
さ

れ
た
も
の
も
あ
っ
た
。
紅
蓮
数
徒
で
あ
っ
た
四
名
の
包
頭
も
逮
捕
さ
れ
、
二
名
は
在
監
中
に
病
死
し
、
他
は
「
殺
舞
棄
死
」
さ
れ
た
。
楊
長

受
・
劉
洗
明
は
、
紙
工
た
ち
が
殺
さ
れ
て
も
敢
え
て
阪
起
し
な
い
の
を
み
て
逃
れ
た
が
、
間
も
な
く
劉
洗
明
は
捕
え
ら
れ
て
病
死
し
た
。

以
上
が
、
新
日
間
鯨
の
事
件
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
紅
蓮
数
が
紙
工
の
ス
ト
ラ
イ
キ
を
契
機
と
し
て
、
よ
り
大
規
模
な
暴
動
を
お

こ
す
こ
と
を
企
て
た
が
、
紙
廠
の
工
人
と
「
数
匪
」
と
が
結
べ
ば
「

E
案
」
を
醸
す
で
あ
ろ
う
と
い
う
剣
断
に
よ
る
官
憲
側
の
先
制
に
よ
っ

て
、
鎮
座
さ
れ
て
移
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
-
新
昌
豚
の
事
件
に
も
、
さ
き
に
あ
げ
た
い
く
つ
か
の
紅
蓮
数
の
開
興
し
た
事
件
と
同
様

に
、
も
は
や
楊
換
一
章
も
曾
咽
才
も
い
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
義
寧
州
が
係
わ
っ
て
い
る
。
義
寧
州
は
、
こ
の
秘
密
宗
教
セ
ク
ト
の
本
擦
で
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
十
分
に
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
得
た
で
あ
ろ
う
同
時
代
編
刊
の
同
治
『
義
寧
州
志
』
は
、
官
撰
書
の
逼
例
で
あ
ろ
う
か
、
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知
り
た
い
こ
と
に
は
、
燭
れ
て
い
な
い
。

紅
蓮
敬
は
、
ど
ん
な
宗
数
で
あ
っ
た
か
。
こ
れ
を
解
く
手
が
か
り
は
、
劉
坤
一
が
残
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
か
れ
が
義
寧
州
の
事
件
を
慮

理
し
た
中
央
へ
の
報
告
で
あ
る
「
義
宵
片
」
に
よ
っ
て
、
紅
蓮
数
の
一
面
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
巌
密
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
義
寧



州
紅
蓮
数

ρ
特
殊
な
姿
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
地
域
一の
紅
蓮
数
に
共
通
す
る
と
は
い
え
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
以
下
に
そ
れ
を
紹
介
し
て

み
よ
う
。
依
援
す
る
と
こ
ろ
は
、
註
記
し
な
い
限
り
、
「
義
笥
片
」
で
あ
る
。

こ
の
宗
敢
に
は
、
特
定
の
経
巻
が
な
か
っ
た
。
劉
坤
一
は
、
「
其
の
致
、
s

並
び
に
経
巻
な
し
」
と
記
す
。
特
定
の
経
巻
を
も
た
な
い
秘
密
宗

数
は
、
珍
し
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
清
茶
門
教
の
よ
う
な
か
な
り
有
力
な
セ
ク
ト
に
あ
っ
て
も
、
あ
る
部
分
に
お
い
て
は
経
巻
を
所
持
せ
ず
、

凶

数
理
な
い
し
そ
の
類
い
の
も
の
は
、
ロ
俸
に
よ
っ
て
停
え
ら
れ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
清
茶
門
教
の
場
合
に
は
、
嘗
初
は
『
三
数
鹿
劫

穂
観
通
書
』
な
ど
の
一
経
巻
を
所
持
L
て
い
た
も
の
の
、
度
重
な
る
弾
匪
の
な
か
で
焼
致
せ
ら
れ
た
ま
ま
、
も
し
く
は
自
ら
の
手
で
そ
れ
を
放
撫

し
た
ま
ま
、
そ
れ
以
後
は
口
俸
に
頼
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
紅
蓮
散
の
場
合
は
、
嘗
初
か
ら
そ
れ
を
所
持
し
て
い
た
ふ
し
は
う
か
が
え
な
い
J

し
か
し
、
か
れ
ら
は
集
禽
に
際
し
て
口
稿
す
る
文
一
言
を
も
っ
て
い
た
。
他
の
秘
密
宗
教
セ
ク
ト
で
こ
の
よ
う
な
口
稽
句
を
も
っ
て
い
る
と

き
、
そ
れ
は
多
く
念
併
と
か
、
f

降
紳
h

の
た
め
の
稿
名
と
か
の
類
い
で
あ
っ
た
。
紅
蓮
数
で
は
、
二
脆
六
叩
頭
し
て
「
一
箇
圏
圏
六
合
育
、
三
八

二
一
一緊
随
身
、
陰
陽
造
得
漢
成
事
、
三
年
舎
下
三
年
春
」
の
四
句
を
念
稽
し
た
。
「
三
八
二
ご
が
「
洪
」
字
の
析
字
で
あ
る
こ
と
は
知
り
得

る
。
あ
る
い
は
第
一
句
も
析
字
に
類
す
る
隠
語
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
組
じ
て
こ
の
四
句
は
不
可
解
で
あ
る
。
「
洪
」
字
の
析
字

を
も
つ
こ
と
は
、
さ
き
に
紹
介
し
た
同
治
六
年
五
月
の
-翻
陽
豚
・
高
裁
鯨
に
お
け
る
事
件
を
、
清
朝
官
憲
が
『
大
清
穆
宗
貫
録
』
に
お
い
て
、

寄
老
舎
に
よ
る
事
件
で
あ
る
、
と
断
じ
て
い
る
こ
と
と
と
も
に
、
紅
蓮
数
が
寄
老
曾
と
密
接
に
繋
が
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
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な
¥お
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
詳
論
す
る
。

集
舎
な
ど
の
宗
教
的
行
事
は
、
毎
月
三
・
六
・
九
の
自
に
喫
驚
す
る
こ
と
、
朔
・
墓
に
上
香
す
る
こ
と
を
主
と
し
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
聞

に
香
・
燈
を
焼
貼
し
、
水
飯
を
供
し
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
こ
の
型
式
は
、
他
の
秘
密
宗
教
セ
ク
ト
と
相
似
で
あ
る
プ
ま
た
、
毎
月
九

日
の
喫
粛
日
を
も
っ
た
こ
と
か
ら
、
か
れ
ら
に
は
「
策
医
」
と
い
う
呼
び
名
も
輿
え
ら
れ
て
い
た
。

一劉
蝿
の
上
奏
は
、
か
れ
ら
を
お
し
な
べ

て
「
驚
匪
」
と
呼
ぶ
。
そ
の
数
徒
に
「
費
匪
」
と
い
う
名
を
輿
え
ら
れ
る
秘
密
宗
数
は
、
一
般
に
祷
数
と
も
い
わ
れ
、
羅
数
の
流
れ
を
ひ
く
も

の
が
多
く
、
こ
の
嘗
時
に
近
い
嘗
一
該
地
域
に
は
青
蓮
数
セ
ク
ト
が
活
躍
し
て
い
た
。
紅
蓮
数
が
「
資
匪
」
と
呼
ば
れ
る
背
景
に
は
、
そ
れ
が
羅

425 
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数
の
別
稀
で
あ
っ
た
か
ら
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
は
羅
教
の
特
徴
的
残
影
が
ほ
と
ん
ど
全
く
見
嘗
ら
な
い
。
羅
数
系
セ
ク
ト
と
紅

蓮
数
と
の
混
滑
が
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
る
こ
と
が
、
嘗
面
最
も
安
首
な
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
秘
密
宗
教
セ
ク
ト
に
は
、
呑
・
燈
の
奉
献
の
劉
象
と
な
る
崇
奔
神
格
の
存
在
を
う
か
が
う
史
料
的
記
録
が
な
い
。
羅
租
も
、
調
勤
併

も
、
無
生
老
母
も
姿
を
み
せ
な
い
。
僅
か
に
義
容
7

州
の
李
観
芥
に
、
あ
る
種
の
紳
権
的
要
素
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
の
み
で
あ

悶

-

る
。
身
世
に
あ
る
庇
痕
や
黒
子
な
ど
を
阜
県
相
で
あ
る
と
し
て
自
己
の
カ
リ
ス
マ
性
の
高
揚
に
利
用
す
る
こ
と
や
、
賓
剣
や
天
書
を
興
え
ら
れ
た

と
L
て
自
己
の
擢
威
化
に
繋
げ
る
こ
と
は
、
従
来
の
秘
密
宗
教
セ
ク
ト
に
前
例
を
み
い
だ
す
こ
と
が
難
し
く
な
い
。
大
衆
を
自
己
に
ひ
き
つ
け

る
時
の
、
奮
い
タ
イ
プ
の
宗
数
セ
ク
ト
の
常
套
手
段
で
あ
る
と
し
て
よ
く
、
紅
蓮
数
李
観
茶
の
場
合
も
例
外
で
は
な
い
。

紅
蓮
数
で
は
、
菟
劫
の
符
錨
を
所
持
し
て
い
た
。
文
盲
の
木
匠
に
道
士
の
符
鎮
で
あ
る
と
詐
っ
て
離
刻
さ
せ
た
印
を
紅
紙
に
捺
し
た
も
の

で
、
印
面
は
八
卦
競
圏
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
が
菟
劫
の
護
符
と
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
同
時
に
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
敷
銭
」
の
手
段
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
「
紅
蓮
致
、
久
し
か
ら
ず
し
て
事
を
起
こ
さ
ん
。
得
て
競
圏
の
印
僚
を
有
す
る
者
は
、
身
家
を
保
つ
可
し
」

が
、
護
符
筈
買
の
と
き
の
宣
傍
文
句
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
句
に
呼
雁
す
る
か
の
よ
う
に
、
「
-
初
八
九
準
城
」
の
謡
言
が
流
布
さ
れ
れ
ば
、
「
愚
民
、
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多
く
惑
わ
さ
れ
る
所
と
な
り
、
銭
を
出
だ
し
て
買
受
す
」
る
こ
と
に
な
る。

川町
的

μ

菟
劫
の
護
符
が
頁
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
は
、
紅
蓮
数
で
は
劫
の
到
来
が
宣
俸
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
「
初
八
九
準
城
」
の

内
包
す
る
と
こ
ろ
も
、
劫
の
一
種
と
考
え
ら
れ
る
。
到
来
す
る
劫
を
菟
れ
る
た
め
に
、
紅
蓮
敬
へ
の
入
数
が
勤
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
但
し
、

劫
災
到
来
の
宣
俸
と
避
劫
の
護
符
の
阪
買
と
が
、
「
散
銭
」
の
た
め
の
目
的
行
篤
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
嘗
時
の
官
憲
に
は
看
破
さ
れ
て

闘
し
た紅

蓮
数
の
利
盆
は
、
菟
劫
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
「
或
い
は
誤
り
て
誘
わ
れ
、
脅
か
さ
る
る
に
係
わ
っ
」
て
紅
蓮
数
徒
に
な
っ
た
も

の
が
い
た
こ
と
は
と
も
か
く
と
し
て
、
「
或
い
は
挟
仇
せ
ら
れ
て
誼
撃
し
」
た
も
の
の
ほ
か
、
紙
篠
競
圏
を
購
買
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
保
家
」

問

問

凶

「病
に
因
り
て
誤
り
信
じ
」
た
も
の
、
「
貧
利
」
と
い
う
文
言
で
入
敬
し
た
も
の
も
あ
っ
た
。
「
因
病
誤
信
」

し
よ
う
と
し
た
も
の
や
、

の
宅
も
の



や
「
貧
利
」
の
も
の
が
い
た
、

と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
宗
教
セ
ク
ト
の
宣
停
内
容
に
、
現
寅
的
・
功
利
的
な
願
望
満
足
の
部
分
が
少
な
く
な
か

っ
た
こ
と
を
も
の
語
っ
て
い
る
。

以
上
が
、
紅
蓮
数
の
宗
教
に
関
し
て
、
現
在
知
り
得
る
す
べ
て
で
あ
る
。
紅
蓮
教
は
特
定
の
紳
格
や
経
巻
を
所
持
し
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
以

前
に
お
け
る
秘
密
宗
教
セ
ク
ト
に
惇
承
さ
れ
た
よ
う
な
信
伸
形
態
を
縫
受
し
、
と
く
に
羅
数
系
の
セ
ク
ト
に
接
近
し
た
そ
れ
を
も
っ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
、
と
観
察
し
得
た
。
但
し
、
紅
蓮
数
が
ど
の
地
方
で
い
つ
創
唱
さ
れ
た
か
、
創
始
者
は
だ
れ
か
、
な
ど
の
こ
と
に
つ
い
て
は
未
詳
で

あ
る
。楊

焼
章
・
曾
帽
才
に
よ
っ
て
宣
停
・
編
成
さ
れ
た
紅
蓮
数
セ
ク
ト
は
、
義
寧
州
を
中
心
と
し
て
、

一次
の
よ
う
な
宗
教
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
も

っ
て
い
た
。
こ
れ
は
宗
数
的
階
層
で
あ
る
と
同
時
応
、
そ
こ
に
お
か
れ
た
職
制
の
名
稽
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
集
圏
の
軍
事
的
、
な
い
し
武

襲
的
階
層
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

楊
換
一章一
，・
曾
梱
才
が
「
師
」
と
い
わ
れ
て
別
格
で
あ
っ
た
こ
と
を
除
い
て
、

義
寧
州
に
一お
い
て
は
、
李
観
穿
が
「
統
管
内
盤
」
、
朱
以
洗
が

「
統
管
外
盤
」
と
さ
れ
て
い
た
。
「
内
盤
」
・
「
外
盤
」
と
い
う
責
任
分
播
を
示
す
職
暁
は
、
道
光
八
年
に
破
案
と
な
っ
た
河
南
・
快
西
に
ま
た
が

る
青
蓮
薮
セ
ク
ト
の
組
織
内
の
職
競
と
同
じ
で
あ
る
。
「
内
盤
」
と
は
、
さ
き
に
引
用
し
'た
劉
坤
一
の
「
義
禽
片
L

に
「
李
観
寡
を
奉
じ
て
主

と
な
す
」
と
記
さ
れ
、
ま
た
、
か
れ
が
貴
相
を
も
と
に
自
ら
を
カ
リ
ス
マ
的
地
位
に
お
こ
う
と
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
宗
教
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セ
ク
ト
内
を
統
轄
す
る
役
割
に
到
し
て
輿
え
ら
れ
た
職
競
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
外
盤
」
と
は
、
朱
以
洗
が
、
こ
れ
も
さ
き
に
記
し
た
よ
う
に
、

八
卦
競
圏
を
捺
司
し
た
護
符
を
作
製
し
て
販
賀
し
た
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
宗
数
の
劃
外
的
宣
布
と
金
銭
牧
入
と
を
掌
る
職
競
で
あ
っ
た
。

こ
の
南
者
の
下
に
、
儒
数
の
徳
目
で
も
あ
る
仁
・
義
・
趨
・
智
・
信
を
競
と
す
る
五
箇
集
圏
が
編
成
さ
れ
た
。
義
寧
州
に
は
そ
の
う
ち
の
仁

字
放

・
義
字
続

・
信
字
読
の
三
披
が
お
か
れ
た
。

躍
字
競
は
湖
南
省
劃
陽
鯨
に
、

一智
字
競
は
江
西
省
高
載
鯨
に
設
置
さ
れ
、
た
め
に
義
寧
州
の

教
徒
は
「
是
を
以
て
、
一
該
犯
等
、
未
だ
一
該
二
競
の
各
各
の
影
黛
の
姓
名
を
も
知
ら
ず
」
と
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
、
相
互
に
連
繋
は
な
く
、
僅
か

427 

に
「
師
」
の
楊
換
章
な
ど
に
お
い
て
の
み
繋
が
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
組
織
の
構
成
方
法
の
採
用
に
は
、

秘
密
保
持
と
い
う
香川
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味
と
、
官
憲
に
追
わ
れ
た
際
の
逃
亡
先
の
確
保
と
い
う
配
慮
と
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
但
し
、
劉
坤
一
・
劉
幌
の
潤
陽
鯨
・

高
裁
鯨
の
事
件
に
係
わ
る
上
奏
、
及
び
嘗
該
地
方
の
地
志
な
ど
の
関
連
史
料
に
は
、

躍
{
子
競

・
智
字
続
に
係
わ
る
記
載
は
な
く
、
後
述
す
る
蔦

載
鯨
の
場
合
の
ご
く
一
一
部
を
除
い
て
、
躍
・
智
の
二
競
内
の
組
織
な
ど
は
不
明
で
あ
る
。

義
寧
州
に
お
け
る
三
つ
の
競
に
は
、
お
の
お
の
「
正
帥
」
・
「
副
帥
」
・
「
四
協
官
」
・
「
将
軍
」
・
「
哨
長
」
・
「
百
長
」
な
ど
が
あ
っ
て
、
三
人
の

向

U

「
正
帥
」
と
二
人
の
「
将
軍
」
の
姓
名
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
劉
坤

一
の
「
新
昌
摺
」
に
記
さ
れ
て
い
る
義
寧
州
で
捕
縛
さ
れ
た
謝
景

設
に
つ
い
て
、

「
充
嘗
百
長
」
と
い
う
記
述
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
以
外
の
「
副
帥
」

・
「
四
協
官
」

F

・
「
哨
長
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

を
肩
書
き
と
す
る
具
鐙
的
な
姓
名
を
み
い
だ
し
得
な
い
。

義
寧
州
以
外
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
高
裁
鯨
に
は
、
劉
忠
潰
が

「
帥
」
と
し
て
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
。
但
し
、
加
」

れ
が
智
字
放
に
係
わ
る
の
か
、

さ
ら
に
正
・
副
の
い
ず
れ
で
あ
る
の
か
な
ど
に
つ
い
て
は
、

一
切
記
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
劉
坤

一
の
「
劃
陽
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摺
」
に
よ
る
と
、

高
裁
鯨
の
事
件
に
お
い
て
捕
縛
さ
れ
た
も
の
の
な
か
に
、

「千
穂
」
の
寸
偽
職
」
を
う
け
た
と
さ
れ
る
繋
碧
升
・
郎
啓
震
の

二
人
の
名
が
み
え
る
。
こ
れ
ら
が
智
字
暁
内
の
職
閥
抗
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
義
寧
州
の
三
競
内
の
列
記
さ
れ
た
職
競
以
外
に
、
古
問
載
鯨
に
お
け
る

組
織
濁
自
の
職
披
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
、

守「千
組
」
も
義
寧
州
に
お
け
る
紅
蓮
数
の
職
競
の

一
つ
と
し
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ

な
い
が
、
剣
然
と
し
な
い
。
さ
ら
に
、
劉
坤
一
の

T
奉
新
片
」
は
、
曾
幅
才
に
「
敬
頭
」
、
楊
寓
盛
に
「
師
」
と
肩
書
き
し
、
か
れ
ら
に
よ
っ
て

州

4

入
敬
し
た
も
の
に
「
将
軍
」
・
「
提
督
糧
官
」
の
職
競
が
輿
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
、
そ
れ
ら
に
「
偽
封
」
さ
れ
た
人
名
を
記
録
し
て
い
泊
。
奉

新
鯨
の
紅
蓮
数
セ
ク
ト
に
は
、
「
提
督
糧
官
」
と
い
う
職
競
も
あ
っ
た
、
と
知
り
得
る
。
奉
新
鯨
に
闘
し
て
は
、
次
の
こ
と
も
知
り
得
る
。
同
治州

訓
向

U

六
年
九
月
の
奉
新
豚
の
事
件
で
、
僅
か
七
名
し
か
逮
捕
で
き
な
か
っ
た
知
賑
徐
廷
探
が
「
摘
去
頂
戴
」
に
庭
せ
ら
れ
た
こ
と
は
か
つ
て
述
べ
た

が
、
か
れ
の
頂
戴
が
回
復
さ
れ
た
の
は
、
か
れ
が
そ
の
後
に
お
い
て
、
奉
新
・
新
昌
の
鯨
境
の
弔
馬
嶺
で
張
大
樹
・
羅
克
柏
の
二
人
を
逮
捕
し

た
か
ら
で
あ
る
。
七
人
の
逮
捕
は
頂
戴
摘
去
で
、
そ
れ
に
二
人
を
増
す
と
そ
れ
を
回
復
す
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
二
人
が
か
な
り
の
重
要
人
物

で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
「
粛
匪
数
匪
摺
」
に
よ
る
と
、
二
人
は
と
も
に
「
本
地
数
首
」
で
あ
り
、
羅
克
柏
は
「
正
頭
頂
」
1



張
大
樹
は
「
副
頭
頂
」
の
「
係
職
」
を
曾
帽
才
か
ら
う
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
奉
新
鯨
に
お
け
る
紅
蓮
数
の
責
任
者
は

張
大
樹
・
羅
克
柏
の
二
人
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
義
寧
州
の
よ
う
な
「
内
盤
」
・
「
外
盤
」
で
は
な
く
、
正
・
副
の
「
頭
頂
」
と
い
う
名
稽
で
そ

の
地
位
が
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
下
に
さ
き
に
記
し
た
「
将
軍
」
・
「
提
督
糧
官
」
な
ど
が
設
け
ら
れ
て
い
た
、
と
知
り
得
る
の
で
あ

る
と
こ
ろ
で
、
翻
陽
豚
に
は
紅
蓮
数
組
織
の
一
部
で
あ
る
瞳
字
競
が
お
か
れ
て
い
た
、
と
「
義
育
片
」
に
記
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
同
じ
劉

坤
一
の
「
翻
陽
摺
」
な
ど
、

九割
陽
鯨
に
お
け
る
紅
蓮
数
事
件
を
記
し
た
記
録
の
い
ず
れ
に
も
、
躍
字
践
と
い
う
文
字
は
み
え
て
も
そ
の
内
容
な

ど
の
記
載
は
な
い
o
t
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
躍
{
子
競
に
絡
ま
る
も
の
と
は
異
な
る
組
織
編
制
の
あ
っ
た
こ
と
が
、
f

「
翻
陽
摺
」
に
は
俸
え
ら
れ
て

い
る
?
創
ち
、
義
寧
州
の
楊
姓
を
「
大
頭
目
」
と
す
る
翻
陽
鯨
萎
慮
域
地
方
の
紅
蓮
数
セ
ク
ト
は
、
さ
き
に
紹
介
し
た
如
く
、
翻
陽
を
追
わ
れ

る
や
郵
接
の
江
西
省
高
載
麟
に
質
入
し
、
高
裁
知
照
江
壁
ら
に
よ
っ
て
槍
獲
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
に
捕
え
ら
れ
て
や
が
て
凌
濯
慮
死
に
な
っ
た

委
本
致
に
つ
い
て
、
か
れ
は
嗣
陽
霊
童
壊
の
人
で
「
紅
蓮
数
主
」
で
あ
り
、
「
妻
吉
群
雄
一
寸
四
十
除
人
と
興
に
、
温
-
頁
・
恭
・
峨
・
譲
の
五

替
を
編
立
す
。
昔
一
宮
本
致
は
一
一良
字
告
に
係
わ
り
、
4
4
r

吉
祥
は
恭
字
替
に
係
わ
る
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
五
替
に
お
い
て

- 39ー

は
、
義
寧
州
に
お
け
る
五
暁
の
場
合
と
同
じ
く
、
一
良
・
恭
の
二
皆
以
外
に
つ
い
て
は
、
「
其
蝕
の
三
替
の
頭
目
の
姓
名
は
、
省
記
す
る
能
わ
ず
」

と
あ
っ
て
、
そ
の
姓
名
す
ら
萎
本
致
・

一一皇
室
口
鮮
に
停
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
秘
密
保
持
の
た
め
の
方
途
で
あ
っ
た
ろ

う
か
。
そ
し
て
、
義
寧
州
の
事
件
の
仁
・
義
・
信
の
三
競
と
同
じ
く
、
翻
陽
豚
の
事
件
は
一
良
・
恭
の
二
替
の
手
に
よ
っ
て
企
画
・
護
動
さ
れ
て

い
る
。
あ
る
い
は
温
・
倹
・
譲
の
三
'替
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
五
践
の
場
合
と
同
じ
く
、

一
一
一
替
は
他
の
州
鯨
に
置
か
れ
て
い
た

し
か
し
、
現
地
の
人
を
い
わ
ば
本
地
の
紅
蓮
数
首
の
位
置
に
お
く
こ
と
、
か
れ
を
そ
の
一
員
と

し
て
五
箇
の
集
園
が
編
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
、
競
と
債
と
の
差
異
こ
そ
あ
れ
、
義
鐙
T

州
に
お
け
る
紅
蓮
教
の
組
織
原
理
と
同
じ
も
の
を

み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
五
営
の
名
稀
で
あ
る
温
・
一
良
・
恭
・
倹
・
譲
は
、
道
光
期
車
問
蓮
敬
セ
ク
ト
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
五
徳

聞

の
名
稀
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

一周
治
期
紅
蓮
敬
広
劃
す
る
道
光
期
青
蓮
教
の
影
響
、
な
い
し
要
素
の
混
入
を
う
か
が
わ
せ
る
に
足
る
。

の
か
、
こ
の
聞
の
こ
と
を
語
る
史
料
は
な
い
。
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腕
と
管
と
の
遣
い
は
、
次
の
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
卸
ち
、
五
つ
の
慌
の
組
織
を
記
し
た
「
義
脅
片
」
の
記
述
は
、
紅
蓮
数
の
宗
数
と
そ

の
周
遁
の
こ
と
が
ら
に
多
く
の
筆
を
費
し
て
い
た
。
こ
れ
に
劃
し
て
、
五
つ
の
替
の
組
織
を
記
し
た
「
間
陽
摺
」
は
、
昔
一
宮
本
致
を
「
紅
蓮
数

首
」
と
い
い
、

「数
匪
」
を
撲
滅
し
た
こ
と
を
報
告
す
る
こ
と
を
主
旨
と
し
な
が
ら
、
紅
蓮
数
の
宗
数
性
に
つ
い
て
は
僅
か
な
記
録
さ
え
も
み

せ
ず
、
か
え
っ
て
「
褒
衆
滋
事
」
・
「
謀
逆
」
な
ど
の
反
見
様
相
を
一
ボ
す
文
字
が
散
見
す
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
え
ば
、
競
の
稽
調
は
紅

蓮
数
の
宗
敬
セ
ク
ト
と
し
て
の
編
成
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
管
の
稽
謂
は
あ
る
い
は
そ
れ
と
重
な
っ
て
組
織
さ
れ
た
紅
蓮
数
の
武
力
行
動
の
場

合
の
編
成
で
あ
っ
た
、
と
も
い
え
る
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
示
す
史
料
を
絞
く
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
記
述
法
と
そ
の
内
容
と
か
ら
、
そ
の
よ
う

に
判
断
し
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
競
の
内
部
に
「
賂
軍
」
な
ど
の
職
競
の
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
剣
断
を
強
く
推
す
こ
と
を
た
め
ら
わ
せ
る
。

同
治
九
年
の
新
昌
鯨
に
お
け
る
紙
工
の
ス
ト
ラ
イ
キ
を
煽
り
、
こ
れ
に
乗
じ
た
事
件
に
お
い
て
は
、
「
新
昌
摺
」
に
よ
れ
ば
、

劉
洗
明
・
楊

長
受
は
と
も
に

「紅
蓮
数
頭
目
」
と
さ
れ
、
そ
の
下
に
紙
廠
の
包
頭
な
ど
と
し
て
紅
蓮
教
徒
が
属
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
官
憲
に
よ
る
鎮
座

後
の
在
暗
中
に
病
死
し
た
四
人
を
含
む
計
一

O
人
の
被
逮
捕
者
は
、
「
籍
は
義
甫

・
新
昌
、
及
び
湖
南
の
卒
江
等
の
州
燃
に
隷
す
」
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
こ
と
、
新
昌
鯨
の
事
件
に
絡
ん
で
義
寧
州
で
逮
捕
さ
れ
た
謝
景
護
が
「
百
長
」
に
充
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
は
、
あ
る
い
は
「
頭
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目
」
や
「
百
長
」
な
ど
の
稽
を
も
つ
も
の
は
義
寧
州
を
原
籍
と
す
る
人
々
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

新
昌
回
怖
の
紙
工
ス
ト
ラ
イ
キ
は
、
同
治
六
年
段
階
の
破
案
以
後
、
「
網
を
漏
る
る
こ
と
有
年
、
此
次
、
復
た
不
軌
を
謀
」
っ
た
「
紅
蓮
数
頭
目
」

劉
洗
明
が
、
何
一
良
才
・
温
恰
寓
な
ど
を
紙
廠
に
包
頭
と
し
て
迭
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
不
軌
」
の
時
機
を
う
か
が
っ
て
い
た
結
果
と
し
て

将
来
さ
れ
た
、
と
い
う
臆
測
も
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
奉
新
鯨
に
お
い
て
は
、
前
述
の
義
寧
州
や
翻
陽
豚
な
ど
に
お
け
る
よ
う
な
瞬
、

ま
た
は
替
に
類
い
す
る
紅
蓮
数
セ
ク
ト
の
組
織
を
、
積
極
的
に
み
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

以
上
に
お
い
て
、
曾
帽
才
・
楊
換
一
章
一
を
領
袖
と
す
る
紅
蓮
数
セ
ク
ト
の
同
治
中
葉
に
お
け
る
活
動
を
ほ
ぼ
観
察
し
終
え
た
。

こ
の
観
察
の
遁



程
で
、
紅
蓮
数
は
江
西
省
義
寧
州
を
中
心
と
し
て
、
周
鄭
の
上
高
豚
・
高
裁
鯨
・
奉
新
鯨
・
新
昌
同
師
、
湖
南
省
の
翻
陽
牒
・
醒
陵
鯨
に
ま
た
が

っ
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
。
同
治
『
高
裁
鯨
志
』
巻
一一
四
、
武
事
に
よ
れ
ば
、
さ
ら
に
宜
春
鯨
に
も
そ
の
力
は
及
ん
で
い
た
よ
う
で

あ
加
し
、
「
新
昌
摺
」
に
よ
れ
ば
、
嘗
一
該
事
件
で
の
被
逮
捕
者
の
な
か
に
は
湖
南
省
卒
江
蘇
に
隷
籍
す
る
も
の
も
い
た
、
と
俸
与
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
臨
江
府
の
人
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
録
も
存
在
し
た
。
江
西
省
北
西
部
と
湖
南
省
北
東
部
と
に
ま
た
が
っ
て
、
卸
ち

京
北
・
湘
北
の
地
に
、
紅
蓮
教
の
勢
力
が
存
在
し
た
こ
と
を
知
り
得
た
の
で
あ
る
。

聞

と
こ
ろ
で
、
曾
帽
才
と
い
う
大
物
は
、
さ
き
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
紅
白
責
教
を
総
理
す
る
人
物
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
劉
胞
の
「
翻
陽

腫
陵
摺
」
は
、
「
紅
数
E
首
」
と
し
て
「
未
獲
」
の
も
の
の
な
か
に
楊
換
一
章一

・
責
装
香
と
と
も
に
曾
欄
才
の
名
を
記
す
。
曾
幅
才
は
紅
白
責
数

と
く
に
紅
数
に
係
わ
る
人
物
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
こ
と
と
と
も
に
、
紅
蓮
数
が
紅
数
と
も
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を

の
な
か
で
も
、

知
り
得
る
。

- 41ー

紅
数
は
、
同
治
『
報
州
府
志
』
各
三
三
、
武
事
が
「
紅
教
の
劫
殺
凶
惇
を
合
し
て
、
以
て
飽
を
な
す
な
り
」
と
い
い
、

~劉
蝿
の
「
翻
陽
醒
陵

州
切

削

U

摺
」
が
「
紅
数
は
、
則
ち
醜
類
を
集
め
、

-支
矛
を
備
え
、
以
て
指
揮
を
轄
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
武
力
行
痛
を
圭
と
す
る
集
圏
で
あ
り
、
そ
の

た
め
の
大
衆
動
員
を
試
み
、

-促
す
集
圏
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
さ
き
に
み
た
よ
う
に
]
黄
数
・
白
数
と
一
瞳
不
可
分
の
集
圏
で
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
紅
敬
を
、
し
た
が
っ
て
紅
蓮
数
を
、
湖
南
省
に
お
け
る
寄
老
舎
の
別
稿
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
が
、
劉
眠
で
あ
る
。
か
れ
は
紅
数
・
賞

川
叫

“
桂

数

・
白
数
な
ど
を
「
湖
南
曾
匪
」
の
異
名
と
し
、
す
べ
て
白
蓮
の
飴
習
を
鍾
ぐ
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
か
れ
が
開
陳
オ

る
一
意
一
見
の
な
か
に
は
、
必
ず
し
も
首
肯
し
得
な
い
こ
と
が
ら
を
も
含
ん
で
は
い
る
が
、
紅
教
な
ど
が
寄
老
舎
の
異
稀
で
あ
る
と
述
べ
る
こ
と
を

参
酌
す
れ
ば
、

い
ま
ま
で
の
行
論
に
お
い
て
紅
蓮
数
と
記
し
て
き
た
こ
と
は
、
す
べ
て
紅
教
と
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
さ
ら
に
、
す

ま
さ
し
く
寄
老
舎
の
一
般
的
性
格
の
一
つ
と
し
て
描
寓
さ

ベ
て
寄
老
曾
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
し
か
も
湘
北
・
京
北
の
地
は
、

引

HU司
“岨ロ

れ
る
「
山
に
譲
る
」
と
い
う
表
現
に
ふ
さ
わ
し
い
地
で
あ
っ
た
。
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こ
の
可
能
性
は
、
次
の
三
貼
に
よ
っ
て
よ
り
高
い
も
の
と
な
ろ
う
。
曾
帽
才
・
楊
焼
章
な
ど
を
「
紅
数
亙
首
」
と
述
べ
た
劉
蝿
の
「
翻
陽
醒
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州
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陵
摺
」
が
、
同
じ
肩
書
き
で
呼
ぶ
も
の
の
一
人
で
あ
る
張
以
喜
、
即
ち
張
善
成
は
、
同
治
六
年
一
二
月
以
降
に
高
裁
豚
で
捕
え
ら
れ
た
が
、
か

れ
は
士
一
貫
守
東
と
い
う
人
物
と
と
も
に
こ
の
と
し
の
夏
に
「
謀
作
蹴
」
し
た
と
同
治
『
翻
陽
鯨
志
』
巻
二
二
、
兵
防
、
土
匪
之
難
は
停
え
、
そ
の

割
註
に
、
「
守
東
は
寄
老
舎
、
以
喜
は
紅
数
な
り
」
と
記
さ
れ
る
。
即
ち
、
紅
数
の
張
以
喜
、
即
ち
張
善
成
は
寄
老
舎
と
鄭
接
、
も
し
く
は
一

世
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
一
貼
で
あ
る
。
第
二
に
、
劉
嶋
の
「
剖
陽
懲
緋
片
」
は
、
曾
掴
才
を
「
舎
匪
渠
魁
」
と
呼
び
、
「
盈
次
に
、

4a 

あ
わ

“

"

江
・
楚
の
地
方
に
在
り
て
、
衆
を
糾
せ
て
凱
を
稽
う
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
劉
帳
は
、
一
連
の
上
奏
に
お
い
て
「
舎
匪
」
の
呼
稿
を
用
い
る
と

き
、
そ
れ
は
と
く
に
湖
南
省
の
寄
老
舎
を
指
す
こ
と
を
常
と
し
て
い
る
。
即
ち
、
曾
個
才
は
紅
蓮
数
の
「
師
」
で
あ
り
、
紅
数
の
「

E
首
」
で

あ
り
、
紅
白
責
敬
の
「
総
理
」
で
あ
り
、
そ
し
て
寄
老
禽
の
「
渠
魁
」
な
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
第
三
思
は
、
さ
き
に
記
し
た
紅
蓮
数
の
宗
教

的
部
分
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
紅
蓮
数
徒
の
口
念
す
る
四
句
の
な
か
に
は
、
寄
老
舎
に
特
有
の
隠
語
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
紅

蓮
数
は
寄
老
舎
の
別
の
謂
で
あ
っ
た
、
と
い
う
可
能
性
は
極
め
て
高
い
も
の
と
な
る
。
さ
ら
に
附
け
加
え
る
な
ら
ば
、
劉
掘
が
報
告
す
る
関
連

の
文
書
に
は
、
「
盟
を
結
び
て
奔
舎
し
、
生
死
を
同
に
せ
ん
こ
と
を
誓
う
一
、
「
結
び
て
弟
兄
と
な
り
、
生
死
を
同
に
せ
ん
こ
と
を
誓
う
」
と
い

う
、
寄
老
舎
の
形
成
に
絡
ま
る
常
套
句
が
、
し
ば
し
ば
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

凶

寄
老
舎
の
形
成
の
詳
細
に
つ
い
て
は
い
ま
は
燭
れ
な
い
が
、
湖
南
省
北
東
部
に
お
け
る
情
況
に
つ
い
て
、
劉
恨
は
、
太
卒
天
国
に
際
し
て
出

n
d
 

“目

丘
(
し
た
兵
勇
の
な
か
で
寄
老
舎
が
形
成
さ
れ
は
じ
め
た
、
と
論
じ
、
天
京
の
陥
落
以
後
、
官
兵
の
皆
丁
は
裁
撤
・
回
籍
さ
れ
た
が
、
管
丁
の
積

惇
の
性
は
す
で
に
馴
致
し
難
く
な
っ
て
お
り
、
寄
老
舎
に
入
曾
し
た
者
は
身
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
「
故
に
、
東
南
の

川町
“
世

大
局
既
に
定
ま
り
て
、
而
し
て
湖
南
の
膳
患
方
に
長
ぜ
ん
と
す
」
と
、
湖
南
の
特
殊
的
な
立
場
へ
と
論
を
移
す
。
湖
南
の
事
情
に
閲
し
て
は
さ

- 42ー

ら
に
こ
と
ば
を
縫
い
で
、
「
査
ベ
た
る
に
、
湖
南
の
寄
弟
舎
黛
の
人
、
数
多
に
し
て
紀
す
べ
か
ら
ず
」
と
い
い
、
そ
の
な
か
に
は
、
「
功
保
を
積

み
て
、
二
・
三
・
四
品
の
官
階
に
至
る
家
」
、
「
品
融
資
あ
り
て
、
法
か
に
は
異
志
を
萌
す
に
至
ら
ざ
る
者
」
、
「
江
・
湖
に
貿
易
し
て
心
に
劫
掠
を

憂
う
れ
ば
、
名
を
曾
中
に
控
け
て
、
翼
う
に
資
・
命
を
保
全
す
る
を
以
て
し
、
初
め
は
別
し
て
詑
謀
あ
る
に
非
ざ
る
者
」
も
い
る
、
と
述
べ
て

湖
南
省
寄
老
舎
の
勢
力
の
背
景
を
説
明
す
る
。
こ
う
し
た
湖
南
省
寄
老
舎
が
湘
郷
・
湘
漕
・
翻
陽
等
の
湖
南
省
北
東
部
一
帯
に
わ
た
っ
て
、



補日

「
屡
次
に
事
を
起
こ
す
は
、
則
ち
叉
た
端
侃
の
顛
露
せ
る
も
の
な
り
」
と
劉
慢
が
論
ず
る
よ
う
な
活
動
を
行
な
っ
制
。
同
治
六
年
一
一
月
二
六
・

凶

附

二
七
日
に
瞳
陵
鯨
で
事
件
を
お
こ
し
、
U

同
治
九
年
九
月
に
は
醒
陵
・
芹
郷
・
芹
揮
の
交
界
地
に
騒
動
を
試
み
た
な
ど
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。

近
代
へ
の
轄
換
を
民
衆
サ
イ
ド
に
立
っ
て
推
進
さ
せ
て
い
こ
う
と
し
た
と
も
い
え
る
寄
老
舎
の
よ
う
な
曾
黛
が
、
そ
の
初
動
に
近
い
段
階

で
、
こ
と
さ
ら
に
秘
密
宗
教
セ
ク
ト
の
形
態
を
と
っ
た
の
出
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
護
聞
に
射
す
る
基
本
的
な
回
答
の
一
つ
は
什
舎
篤
と
宗

数
セ
ク
ト
と
を
支
え
る
胎
盤
が
共
通
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
劉
唱
は
す
で
に
、
湖
南
署
老
舎
の
形
成
の
契
機
と
し
て
、

さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
太
卒
天
国
の
鎮
座
に
あ
た
っ
た
勇
丁
の
裁
撤
後
に
問
題
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
か
れ
が
い
う
よ
う
に
、
か
れ

し

た

が

馴

ら
が
「
績
惇
の
性
、
己
に
馴
え
難
き
に
属
す
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
か
れ
ら
は
い
わ
ば
原
籍
の
家
郷
広
再
び
う
け
い
れ
ら
れ
難
い
こ
と
を

い
う
の
で
あ
り
、
同
じ
事
情
は
、
同
治
間
報
州
府
士
山
』
巻
三
三
、
武
事
が
い
う
太
卒
天
国
倒
壊
後
の
「
漏
網
者
」
に
つ
い
て
も
い
い
得
る
。
か

れ
ら
は
、

い
わ
ゆ
る
「
亡
命
」
と
し
て
生
き
る
た
め
の
方
策
を
]
何
も
の
か
巳
求
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
情
況
に
追
い
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込
ま
れ
た
人
々
が
秘
密
的
な
宗
敬
セ
ク
下
の
潜
在
的
勢
力
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
前
近
代
以
来
の
傾
向
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
恐
ら
く
、

'曾
黛
側
は

は
じ
め
は
宗
数
と
し
て
誘
い
、
し
だ
い
に
武
力
行
使
の
反
権
力
集
固
に
換
骨
奪
胎
す
る
方
途
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
紅

蓮
数
は
紅
敬
で
あ
り
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
寄
老
舎
で
あ
っ
た
、
と
い
う
議
論
を
さ
き
に
述
べ
た
が
、

~前
引
の
同
治
『
翻
陽
将
士
山
』
巻
二
ニ
、
兵

防
、
土
匪
之
難
が
、
「
大
卒
、
逆
首
は
責
数
ーを
以
て
愚
民
を
覇
ぎ
、
劫
設
を
怖
浩
し
て
相
い
震
わ
す
。
而
し
て
、
紅
・
白
は
乃
ち
亡
命
を
褒
め

て、

-観
の
計
を
な
す
。
黄
数
は
初
め
茄
賛
す
る
も
、
後
、
悉
ノ
ヘ
酒
肉
に
塵
く
」
と
い
い
、
一「
初
め
、
責
数
の
吃
揖
測
を
以
て
、
人
を
誘
い
て
数
に

入
れ
、
権
い
で
、
L

由
数
の
紳
を
以
て
、
其
の
術
も
て
人
を
し
て
信
従
せ
し
め
、
而
し
て
後
、
紅
数
の
劫
殺
凶
惇
を
合
し
て
、
以
て
範
を
な
す
な

り
」
と
同
治
『
韓
州
府
志
』
-
巻
三
三
、
武
事
の
同
治
一
二
年
七
万
僚
が
述
べ
る
こ
と
は
、
秘
密
宗
教
セ
ク
ト
か
ら
禽
黛
へ
、
と
い
う
園
式
の
一

つ
の
パ
タ
ー
ン
を
一
ホ
す
も
の
で
あ
る
。
な
お
↓、
一紅
教
と
一
睡
で
あ
っ
た
黄
数
・
自
数
も
ま
た
、
究
極
に
お
い
て
寄
老
舎
に
繋
が
る
も
の
で
あ
っ

こ
う
し
た
人
タ
を
、

た
こ
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
い
。
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劫
読
に
ひ
き
ず
ら
れ
て
宗
数
セ
ク
ト
に
入
敬
し
た
人
々
の
動
機
は
、
さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
治
病
と
か
貧
利
と
か
で
あ
っ
た
。

し
か
し
寄
老
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含
側
は
、
「
各
省
の
招
募
せ
る
勇
丁
は
、
替
に
在
る
の
日
類
多
な
れ
ば
、
盟
を
結
び
て
奔
曾
し
、
生
死
を
同
に
せ
ん
と
誓
う
。
陣
に
上
り
賊
を
撃

企の

た

化

M
V

つ
に
期
り
て
は
、
力
を
協
わ
せ
、
心
を
同
じ
く
す
る
こ
と
、
乃
ち
久
し
き
を
歴
て
習
い
慣
れ
、
裁
撤
の
後
も
、
伯
お
復
た
勾
結
し
て
往
来
す
」

と
表
記
さ
れ
る
人
々
を
構
成
の
部
分
に
抱
え
た
集
固
で
あ
り
、
そ
の
故
に
ま
さ
に
「
其
の
徒
衆
、
復
た
多
く
戦
闘
に
習
れ
、
殺
人
・
放
火
も
、

品司かや

現
て
故
常
と
な
す
」
で
あ
っ
た
か
ら
、
即
物
的
希
求
を
も
っ
て
こ
れ
に
接
近
し
た
人
々
を
自
己
の
側
に
有
利
に
改
獲
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
っ

た
ろ
う
し
、
さ
ら
に
、
い
わ
ば
軍
事
的
武
力
行
動
と
そ
の
訓
練
と
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
曾
黛
な
ど
へ
の
封
慮
策
と
し
て
郷
紳
層
に
よ
っ
て

新
た
に
結
成
さ
れ
て
く
る
園
練
な
ど
に
勝
る
カ
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
か
れ
ら
は
、
「
従
前
の
各
種
の
数
匪
に
較
ぶ
る
に
、

倒

尤
も
制
し
難
し
と
な
す
」
と
警
戒
さ
れ
も
し
た
の
で
あ
る
。

菟
劫
を
材
料
と
し
た
結
社
加
入
の
呼
び
か
け
は
、
そ
の
結
社
が
反
官
憲
的
・
秘
密
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
暴
力
的
直
接
行
動
を
前

面
に
み
せ
な
い
貼
で
民
衆
に
う
け
い
れ
ら
れ
や
す
い
。
寄
老
舎
な
ど
の
曾
黛
が
宗
数
を
表
面
に
置
い
た
背
景
の
も
う
一
つ
に
、
宗
数
の
も
つ
必
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ず
し
も
反
権
力
的
に
は
み
え
な
い
性
格
、
菟
劫
の
た
め
の
自
己
犠
牲
へ
の
人
々
の
憧
慣
に
も
似
た
心
情
な
ど
を
か
れ
ら
が
利
用
し
よ
う
と
し
た

賄
、
を
穆
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
治
『
割
陽
鯨
士
山
』
巻
一
三
、
兵
防
、
土
匪
之
難
が
同
治
六
年
多
の
事
件
を
記
し
、
被
逮
捕
者
に
劃
す
る
訊

聞
の
こ
と
を
述
べ
た
な
か
で
、
「
之
を
鞠
す
る
に
、
自
ら
言
う
、
資
教
を
奉
ず
れ
ば
凱
を
な
さ
ず
し
て
、
其
の
罪
を
許
貰
せ
ら
る
と
て
、

以
て

之
を
誘
う
な
り
、
と
。
閉
ま
、
其
の
貰
を
吐
す
る
な
り
」
と
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
考
察
を
支
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
元
末
の
白
蓮
数
の
成
立

以
来
、

し
だ
い
に
反
擢
力
的
言
動
の
度
合
い
を
深
め
て
き
た
秘
密
宗
教
の
諸
セ
グ
ト
は
、

一
九
世
紀
に
い
た
っ
て
、
漸
く
政
治
的
反
権
力
行
動

へ
の
傾
斜
を
深
め
た
の
で
あ
る
。
但
し
、

い
ま
ま
で
の
行
論
に
お
い
て
す
で
に
感
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
、
秘
密
宗
教
セ
ク
ト
、
な
い
し
秘
密
宗
数

の
数
理
が
舎
常
時
な
ど
の
犠
れ
蓑
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
、
と
み
ら
れ
る
傾
向
が
強
い
が
、
果
し
て
そ
う
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
う
で
な
い

と
す
れ
ば
ど
う
考
え
る
べ
き
な
の
か
。
こ
う
し
た
諸
貼
に
つ
い
て
は
、
後
日
に
期
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

同
治
六
年
前
後
に
、
江
西
・
湖
南
の
交
界
の
地
方
、
即
ち
震
北
・
湘
北
の
い
く
つ
か
の
州
鯨
に
ま
た
が
っ
て
活
動
し
た
紅
蓮
数
セ
ク
ト
は
、

貨
は
そ
の
前
騒
的
セ
ク
ト
を
探
し
出
す
こ
と
が
難
し
い
。
劫
読
の
流
布
、
治
病
・
菟
劫
な
ど
の
現
世
的
利
盆
の
宣
停
、
上
香
・
黙
燈
・
戒
資
な



ど
の
宗
数
的
儀
式
の
存
在
な
ど
は
、
従
前
の
多
く
の
宗
数
セ
ク
ト
広
む
し
ろ
共
通
す
る
と
い
っ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
っ
て
、
ど
の
宗
教
セ
ク
ト

が
紅
蓮
敢
に
直
接
先
行
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
紅
蓮
数
が
経
巻
を
も
た
な
い
こ
と
、
そ
の
崇
拝
封
象
の
神
格

を
知
り
得
な
い
こ
と
は
、
こ
の
困
難
の
度
合
い
を
よ
り
増
加
さ
せ
る
。

同
治
『
韻
州
府
士
山
』
巻
三
一
ニ
、

一武
事
の
嘉
慶
一
四
年
僚
に
、
「
一
幅
建
の
紅
蓮
数
匪
彦
善
慶
、
信
・
曾
・
安
・
龍
・
長
・
定
の
諸
鯨
に
停
徒
し

た
れ
ば
、
匪
黛
蜂
衆
す
」
と
、
一
隅
建
省
に
紅
蓮
数
の
存
在
し
た
こ
と
が
俸
え
ら
れ
る
。
こ
の
記
録
の
依
擦
と
な
っ
た
同
治
『
安
遠
鯨
士
山
』
巻
五

之
二
、
武
事
は
、
や
や
詳
し
い
記
載
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
「
洪
蓮
数
」
と
記
さ
れ
る
。
「
紅
」
・
「
洪
」
と
も
に
同
一
耳
目
で
あ
る
の
で
字

の
異
な
り
を
気
に
し
な
く
て
も
よ
い
が
、
こ
れ
ら
の
記
事
に
一
ホ
さ
れ
る
紅
蓮
数
は
、
一
隅
建
省
か
ら
信
豊
・
曾
昌
・
安
遠
・
龍
南
4

長
寧
一・
定
南

と
い
う
讃
州
府
内
に
俸
播
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
本
稿
で
考
察
を
加
え
て
き
た
紅
蓮
数
の
活
躍
地
盤
と
は
、
江
西
省
内
に
お
い
て
地
理
的
な
封

極
に
存
在
し
た
も
の
で
あ
る
。
地
理
的
に
封
極
で
あ
る
か
ら
連
繋
の
可
能
性
が
な
い
、
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
嘉
慶
年
聞
の
韻
南
の
紅
蓮
教

と
同
治
年
聞
の
蒙
北
の
そ
れ
と
の
聞
の
脈
絡
を
示
唆
す
る
記
録
も
、
皆
無
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
嘉
慶
期
鞍
南
の
紅
蓮
数
を
同
治
期
蒙
北
の

紅
蓮
数
の
先
騒
と
定
め
る
こ
と
は
、
い
ま
は
で
き
な
い
。

4

同
治
期
霊
北
の
紅
蓮
数
の
先
騒
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
後
世
へ
の
繋
が
り
は
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
そ
れ
が
紅
数
の
別
稽
で
あ

っ
た
こ
と
、
紅
数
は
糞
敬
・
白
数
と
一
睡
の
セ
ク
ト
で
、
と
き
に
紅
白
責
教
と
も
呼
ば
れ
、
紅
教
は
そ
の
う
ち
で
最
も
武
力
的
に
突
出
し
た
部

分
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
部
分
は
宗
数
集
圏
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
武
力
集
圏
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
な
ど
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る

と
し
て
よ
い
。
そ
し
て
こ
の
部
分
は
、
嘉
慶
白
蓮
数
の
運
動
や
太
卒
天
国
の
運
動
の
周
漣
か
ら
涯
生
し
て
き
た
裁
革
の
勇
丁
や
、
そ
れ
に
類
い
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す
る
「
亡
命
」
・
「
遊
惰
」
の
も
の
を
抱
き
込
も
う
と
し
た
寄
老
舎
の
本
質
的
部
分
と
、
重
な
り
合
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
紅
蓮
数
は
寄
老

舎
の
構
成
要
素
の
重
要
な
部
分
を
そ
の
形
成
過
程
の
最
終
的
段
階
に
お
い
て
携
い
、
そ
こ
に
縫
承
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
し
で
、
重
北
・
湘
北
に

根
擦
を
お
き
、
活
躍
札
た
反
権
力
集
圏
は
、
ほ
ぽ
四

O
年
後
の
光
緒
三
二
年
一

O
月
、
同
盟
曾
曾
員
の
指
導
の
下
に
、
中
華
民
園
を
呼
慌
し
て

い
わ
ゆ
る
芹
翻
腫
起
義
を
企
て
、
辛
亥
革
命
へ
の
遁
を
拓
り
聞
く
重
要
な
一
石
を
投
ず
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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お

わ

り

fこ

同

教
箇
の
州
・
鯨
に
ま
た
が
っ
て
、
リ
ー
ダ
ー
シ

v
プ
を
握
る
数
人
の
も
の
に
よ
っ
て
、
中
央
政
府
の
行
政
単
位
ご
と
に
宗
教
的
セ
ク
ト
を
営

み
、
菟
劫
の
宣
停
と
護
符
の
版
賓
と
を
通
じ
て
、
地
方
郷
民
や
「
亡
命
」
や
の
セ
ク
ト
へ
の
編
成
化
と
散
銭
と
を
行
な
う
こ
と
を
最
も
初
期
的

な
活
動
と
し
て
、
寄
老
舎
の
そ
れ
は
始
ま
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
州
・
鯨
の
宗
教
セ
ク
ト
は
、
恐
ら
く
相
互
に
連
絡
性
に
乏
し
く
、
頂
貼
に
い
る

リ
ー
ダ
ー
に
よ
っ
て
の
み
連
繋
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
「
或
い
は
合
し
或
い
は
分
れ
、
忽
ち
散
じ
忽
ち
褒
り
」
と
い
う
表
現
は
、
こ
う
し
た
情

況
を
背
景
と
し
た
と
き
の
行
動
形
態
の
表
現
で
あ
ろ
う
し
、
官
憲
の
弾
匪
を
う
け
て
も
、

リ
ー
ダ
ー
は
つ
ね
に
「
逸
犯
」
で
あ
り
「
在
逃
」
で

あ
っ
た
こ
と
も
、
そ
う
し
た
情
況
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
初
期
の
寄
老
舎
は
従
来
か
ら
存
在
し
て
い
た
郷
村
内
部
の
農

同
開

民
や
民
衆
の
組
織
を
基
礎
と
し
て
組
織
形
成
を
は
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
同
治
期
の
京
北
・
湘
北
地
方
に
お
い
て
は
、
寄
老
曾
が
郷
村

民
衆
を
と
り
こ
み
や
す
い
形
の
宗
数
セ
ク
ト
を
媒
鐙
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
行
な
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
事
例
が
多
い
。
本
稿
で
い
え

ば、

義
寧
州
の
李
槻
芥
・
朱
以
洗
の
セ
ク
ト
、
制
陽
豚
の
萎
本
致
の
セ
ク
ト
、

奉
新
豚
の
羅
克
柏
・
張
大
樹
の
セ
ク
ト
、
新
昌
勝
の
楊
長
受
・

劉
洗
明
の
セ
ク
ト
、
高
載
鯨
の
劉
忠
潰
の
セ
ク
ト
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
う
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
宗
数
セ
ク
ト
は
、
そ
れ
が
形
成
さ
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れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
特
殊
性
を
負
っ
て
い
た
、
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
劉
蝿
が
湖
南
省
寄
老
舎
の
別
名
と
し
て
あ
げ

か
れ
は
「
皆
な
白
蓮
の
齢
習
を
腫
ぐ
」
と
い
う
も
の
の
、
寅
は
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
白
蓮
数
の
み
に
限
ら
ず
、
羅
教
や

青
蓮
教
や
奔
上
一
帝
教
や
そ
の
他
の
宗
教
の
信
仰
要
素
が
そ
れ
ぞ
れ
に
濃
淡
を
も
っ
て
混
入
し
た
結
果
の
異
稀
で
あ
っ
た
、
と
剣
断
し
て
よ
い
。

る
多
く
の
数
・

舎
を、

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
先
ず
宗
教
セ
ク
ト
と
し
て
郷
村
の
民
衆
を
動
員
・
組
織
す
る
と
い
う
、
同
治
年
聞
の
京
北
・
湘
北
の
寄
老
舎
の
組
織
原
理

が
動
か
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

沿
っ
た
か
に
み
え
る
、

宗
激
的
に
擬
袋
を
施
さ
れ
た
集
圏
は
、
や
が
て
段
階
を
追
っ
て
よ
り
武
力
的
な
行
動
を
め
ざ
す
集
圏
へ
の
轄
換
を
試
み
る
。
俸
統
的
数
皐
に

し
た
が
っ
て
親
権
力
的
に
み
え
る
宗
教
的
組
織
は
、
恐
ら
く
そ
れ
と
併
存
、
な
い
し
混
在
し
た
で
あ
ろ
う
軍
事
的
組
織



に
、
民
衆
掌
握
と
い
う
立
場
と
地
位
と
を
譲
っ
て
い
く
。
但
し
、

こ
の
場
合
に
も
、
組
織
の
単
位
に
輿
え
ら
れ
る
名
稽
に
、
宗
教
的
片
影
を
残

存
さ
せ
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
。

寄
老
禽
の
組
織
原
理
を
以
上
の
よ
う
陀
考
察
し
た
場
合
、
、紅
蓮
数
が
そ
こ
で
捲
う
役
割
は
次
の
よ
う
征
な
る
。
即
ち
、
室
北
-・
湘
北
の
寄
老

舎
の
形
成
過
程
に
お
け
る
最
終
の
段
階
、
い
わ
ば
寄
老
曾
と
し
て
の
買
を
表
現
す
る
一
歩
手
前
の
組
織
形
態
と
し
て
、
紅
蓮
教
は
あ
っ
た
、

と
。
寄
老
舎
と
表
裏
一
睡
の
委
を
ゐ
ーっ
紅
蓮
数
は
、
そ
れ
が
内
質
的
に
は
と
も
か
く
と
し
て
、
外
面
的
・
表
面
的
に
は
宗
教
の
瞳
裁
を
も
っ
て

い
る
と
い
う
事
貫
は
、
寄
老
舎
の
勢
力
を
温
存
し
、
成
長
さ
せ
る
た
め
の
原
動
力
た
り
得
た
、
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
同
時
代
に
湖
南
省
に
責
任
を
負
っ
た
劉
蝿
と
江
西
省
に
職
責
を
も
っ
た
劉
坤
一
と
の
聞
に
は
、
同
じ
事
件
、
同
じ
事
象

を
、
前
者
は
む
し
ろ
曾
黛
の
動
き
と
し
て
把
握
し
、
後
者
は
む
し
ろ
秘
密
宗
数
セ
ク
ト
の
活
動
と
し
て
捕
捉
す
る
と
い
う
差
異
が
あ
る
。
こ
の

差
異
の
生
ず
る
理
由
は
さ
ま
ざ
ま
に
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
自
論
に
ひ
き
つ
け
て
い
え
ば
、
前
述
来
の
寄
老
舎
形
成
期
に
お
け
る
曾
黛
・
宗
教
セ

ク
ト
と
い
う
こ
面
性
に
関
連
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
寄
老
舎
は
は
じ
め
湘
勇
の
な
か
に
組
織
さ
れ
、
つ
い
で
他
省
に
及
ん
だ
と
さ
れ

鴫

O

i

-

日仰が、

ζ

の
議
論
を
踏
ま
え
れ
ば
、
同
じ
時
貼
に
お
い
て
は
、
湖
南
省
は
寄
老
舎
形
成
に
閲
し
て
先
進
的
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
、
よ
り
強
く

舎
黛
的
側
面
が
突
出
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
江
西
省
は
そ
こ
に
鄭
接
す
る
と
は
い
え
、
そ
の
こ
と
に
闘
し
て
後
準
的
で
あ
っ
た
か
ら
、
宗
教

-47 -

セ
ク
ト
と
し
て
の
側
面
が
よ
り
強
く
露
呈
さ
れ
て
い
た
、
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

本
稿
に
燭
れ
た
諸
事
件
に
絡
ん
で
逮
捕
さ
れ
た
多
く
の
人
々
の
姓
名
を
み
る
と
、
た
と
え
ば
義
寧
州
の
事
件
に
お
け
る
李
観
穿
・
李
吉
芽
・

李
用
務
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
帥
世
江
・
帥
世
湖
の
よ
う
に
、
同
族
・
同
輩
で
は
な
い
か
と
疑
ろ
に
足
る
姓
名
の
所
有
者
を
み
い
だ
す
こ
と
が

で
き
る
。
狭
い
地
域
の
短
い
期
聞
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
同
族
・
同
輩
の
も
の
が
、
多
く
そ
れ
に
絡
ま
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
し

か
し
他
方
、
こ
れ
ら
が
本
姓
本
名
で
あ
っ
た
と
は
、
必
ず
し
も
い
え
な
い
。
ま
た
、
た
と
え
ば
上
高
鯨
の
黄
新
設
、
蔦
載
厭
の
賀
多
裂
・
郎
啓

護
、
奉
新
鯨
の
王
義
護
、
義
寧
州
の
謝
景
震
の
よ
う
に
、
所
属
鯨
を
異
に
し
、
姓
を
異
に
す
る
場
合
に
も
、
同
様
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
奮
い
タ
イ
プ
の
秘
密
宗
教
セ
ク
ト
に
は
、
し
ば
し
ば
こ
れ
に
類
似
の
命
名
法
部
存
在
し
、
そ
れ
は
同
志
的
結
束
の
堅
さ
を
示
す
た
め
の
行

437 
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矯
で
あ
っ
た
。
紅
蓮
数
の
場
合
も
偽
名
で
は
な
し
に
こ
う
し
た
命
名
法
が
存
在
し
、

は
、
寄
老
舎
の
性
格
を
考
え
る
上
で
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
そ
れ
が
初
期
寄
老
舎
に
尾
を
ひ
い
て
い
る
こ
と

註
山
市
古
宙
三
「
朱
九
時
冊
考
」
(
『
東
方
皐
』
一
二
、
一
九
五
二
年
。
の
ち
『
近

代
中
園
の
政
治
と
祉
舎
』
東
京
大
事
出
版
舎
、
一
九
七
一
年
に
牧
録
)。

凶
小
島
耳
目
治
「
太
卒
天
国
と
農
民
」
(
中
〉
の
一
・
一
一
ハ
『
史
潮
』
九
六
・

九
七
、
一
九
六
六
年
。
の
ち
『
太
卒
天
国
革
命
の
歴
史
と
思
想
』
研
文
出

版
、
一
九
七
八
年
に
牧
録
〉。

間
浅
井
紀
「
道
光
背
蓮
敬
案
に
つ
い
て
」
(
『
東
海
史
拳
』
一
一
、
一
九
七

七
年
〉。

凶

野

口
一銭
郎
「
清
末
江
西
の
紅
白
黄
数
」
(
『
歴
史
に
お
け
る
民
衆
と
文
化

|
|
酒
井
忠
夫
先
生
古
稀
祝
賀
記
念
論
集
|
|
』
図
書
刊
行
舎
、
一
九

八
二
年
〉
参
照
。

間

野

口
鍬
郎
「
艮
空
教
と
無
魚
数
l
l
aま
た
は
彦
組
経
と
羅
組
経
|
|
」

(
『
歴
史
人
類
』
九
、
一
九
人

O
年
〉
参
照
。

附
劉
坤
一
『
劉
忠
誠
公
遺
集
』
(
『
近
代
中
園
史
料
叢
刊
』
第
二
六
聴
所

枚
、
以
下
同
じ
〉
奏
疏
品
包
囲
所
枚
。
以
下
「
義
簿
片
」
と
略
記
す
る
。

m
劉
坤
一
『
劉
忠
誠
公
遺
集
』
奏
疏
倉
田
所
牧
ι

以
下
「
測
陽
摺
」
と
略

記
す
る
。

附
同
治
『
高
裁
勝
志
』
巻
一
四
、
武
事
が
、
同
治
六
年
五
月
篠
に
「
上
高

数
匪
賀
啓
生
等
謀
飢
」
と
記
し
、
さ
ら
に
「
先
是
四
月
間
、
上
高
井
頭
責

啓
生
等
、
以
符
篠
惑
衆
、
刑
牲
誓
衆
、
倦
貌
嗣
統
、
捕
惜
鈎
遜
測
匿
、
欲
籍

我
邑
。
四
月
十
八
日
、
饗
一
例
起
事
、
:
:
:
檎
啓
生
、
迭
府
伏
珠
、
井
査
獲

匪
議
十
一
名
、

置
之
獄
」
と
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
湖
陽
摺
」
の
記
述
を

補
っ
た
。
但
し
、
「
湖
陽
摺
」
で
は
、
責
啓
生
は
高
裁
豚
で
捕
え
ら
れ
た
、

と
記
さ
れ
、
黄
石
秀
・
胡
附
子
は
入
敬
し
て
は
い
る
が
「
並
未
篤
匪
」
と

さ
れ
、
糞
新
設
は
「
並
未
入
数
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
治
九
年
序

の
『
重
修
上
高
豚
志
』
は
、
巻
四
、
兵
衛
士
山
、
武
事
に
、
知
岡林
王
維
新
が

「募
勇
防
猪
」
し
た
と
同
治
六
年
五
月
僚
に
記
す
の
み
で
、
同
治
六
年
四

月
の
上
高
燃
に
お
け
る
紅
蓮
教
の
事
件
に
は
燭
れ
て
い
な
い
。

間
同
治
『
高
裁
豚
志
』
に
は
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
記
す
と
こ
ろ
が
な

、
。

、L
V

仰
向
治
『
高
裁
豚
志
』
巻
一
四
、
武
事
は
、
こ
の
事
件
の
測
腸
豚
に
お
け

る
初
動
を
五
月
七
日
、
高
裁
豚
へ
の
逃
入
を
同
一
一
日
と
記
し
、
そ
の
首

謀
者
を
萎
本
志
と
記
す
。
し
か
し
、
「
潤
陽
摺
」
は
高
裁
豚
へ
の
逃
入
を

一
O
日
と
し
、
首
謀
の
ひ
と
り
に
萎
本
致
の
名
を
あ
げ
る
。
ま
た
、
同
治

『
実
州
府
士
山
』
径
五
、
武
備
、
武
事
は
、
「
同
治
六
年
了
卯
五
月
初
七
日
、

潤
陽
驚
匪
昔一宮
本
志
等
、
糾
業
ニ
吉
徐
人
、
於
達
滑
地
方
偏
飢
。
初
九
日
、

鼠
高
裁
仙
源
」
と
、
前
二
史
料
と
異
な
っ
た
日
附
を
記
す
。
な
お
、
「
志
」

と
「
致
」
と
は
普
通
で
あ
る
。

凶
劉
坤
一
の
「
測
陽
摺
」
に
依
援
し
た
『
大
清
穆
宗
賓
録
』
の
記
録
は
、

- 48ー
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各
二

O
六
、
同
治
六
年
六
月
庚
子
僚
に
み
え
る
。

間

劉

幌

~『
劉
中
丞
奏
稿
恒
〈
『
近
代
中
園
史
料
叢
刊
』
第
一
一
輯
所
枚
、
以

下
同
じ
〉
巻
二
所
放
。
以
下
、
「
湖
陽
斎
匪
摺
」
と
略
記
す
る
6

な
お
、

劉
幌
の
奏
摺
な
ど
の
日
附
除
、
『
劉
中
丞
奏
稿
』
目
録
に
記
さ
れ
た
も
の

に
よ
る
。

間
『
大
清
穆
宗
貫
録
』
巻
二

O
五
、
同
治
六
年
六
月
葵
未
朔
僚
に
は
、
「
近

来
、
湖
南
各
属
寄
老
舎
匪
、
到
底
煽
誘
、
漕
伏
未
動
、
隠
患
甚
深
」
と
い

い
、
別
に
、
「
瀦
陽
股
匠
、
現
鼠
江
西
高
載
豚
交
界
之
富
渓
小
洞
嶺
」
と

記
す
。

凶
「
測
陽
摺
」
に
、
「
臣
査
閲
鍛
到
偽
印
、
奥
義
歯
周
一
案
相
向
。
而
係
一示尤

高府
惇
逆
、
其
震
同
彩
無
疑
。
且
高
齢
帆
・
上
高
、
1

復
有
義
信
用
逃
犯
楊
換
牽
等

誘
i
h
入
数
」
と
あ
る
。

間
劉
坤
一
『
劉
忠
誠
公
遺
集
』
公
服
各
二
所
牧
。
以
下
パ
「
紅
白
黄
数
議
」

と
略
記
す
る
。

附
劉
坤
一
明
劉
忠
誠
公
遁
集
』
奏
疏
巻
四
所
枚
。
以
下
、

一「
奉
新
片
」
と

記
す
。
こ
れ
に
は
日
附
を
依
い
て
い
る
が
、
劉
幌
『
劉
中
丞
奏
稿
』
巻
一
一
一

に
載
せ
る
「
査
緋
測
陽
随
陵
舎
匪
摺
」
(
以
下
、
「
測
陽
麓
陵
摺
」
と
略
記

す
る
〉
に
、
劉
峰
が
同
治
七
年
三
月
一
日
附
で
奉
じ
た
上
議
中
に
、
劉
坤

一
に
よ
る
奉
新
豚
の
事
件
に
関
す
る
報
告
の
あ
っ
た
旨
が
一記
さ
れ
て
い

る
、
と
述
べ
る
の
で
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
奉
新
片
」
の
下
i

限
の
時
期
を

割
り
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
奉
新
師
怖
の
事
件
の
こ
と
は
w

劉
坤
一
『
劉

忠
誠
公
遺
集
』
奏
疏
巻
四
が
同
治
七
年
六
月
一
一
一
日
附
で
載
せ
る
「
牽
獲

奉
新
等
豚
資
匪
敬
匪
分
別
懲
緋
摺
」
(
以
下
、
「
鷲
匪
敬
匪
摺
」
と
略
記
す

る
)
に
も
述
べ
ら
れ
る
。
な
お
1

『
大
清
穆
宗
貫
録
』
で
は
、
巻
二
二
六
、

同
治
七
年
三
月
己
酉
朔
僚
に
、
こ
の
事
件
が
記
さ
れ
る
。

間
『
大
清
穆
宗
貧
録
』
は
、
巻
二
一一
一
六
、
同
治
七
年
三
月
己
酉
朔
僚
に
、

こ
の
事
件
を
記
録
す
る
。

間
劉
院
は
寸
瀦
陽
陸
陵
摺
」
に
・お
い
て
の
み
、
曾
欄
材
と
記
す
。

一

仰
向
治
『
測
陽
勝
士
山
』
と
伺
治
『
高
載
豚
志
』
と
の
み
が
、
か
れ
の
名
に

「
圏
」
字
を
用
い
る
。

側
，

劉
眠
『
劉
中
丞
奏
稿
』
品
位
四
所
枚
。
以
下
、
「
測
陽
懲
緋
片
」
と
略
記

す
る
。

凶
劉
坤
一
『
劉
忠
誠
公
遺
集
』
奏
疏
巻
六
所
牧
。
以
下
、
「
新
昌
摺
」
と

略
記
す
る
。

悶
こ
の
事
件
を
載
せ
る
同
治
『
新
昌
勝
志
』

'傘
入
、
戎
政
志
、
園
練
始
末

は
、
農
勇
を
督
帯
し
て
こ
と
に
嘗
っ
た
数
果
を
の
み
強
調
し
て
、
事
件
自

慢
の
記
載
は
と
く
に
な
い
。
ま
た
、
『
大
清
穆
宗
貫
録
』
巻
二
八
七
、
同

治
九
年
七
回
刀
壬
辰
篠
に
、
劉
坤
一
の
摺
に
基
く
記
事
が
あ
る
。

'

聞
こ
れ
ら
の
う
ち
の
だ
れ
が
義
寧
州
人
で
あ
る
か
は
、
交
阪
上
か
ら
は
把

握
し
難
い
。

凶
喰
松
青
「
清
茶
門
考
析
」
(
一
九
人

O
年
、
天
津
南
聞
大
皐
主
催
の
明

清
史
園
際
皐
術
討
論
曾
に
お
け
る
口
頭
渡
表
ー
の
ち
『
明
清
史
園
際
皐
術

討
論
曾
論
文
集
』
天
津
人
民
出
版
社
、
一
九
八
二
年
に
牧
録
〉
。
な
お
、

清
茶
門
教
に
つ
い
て
は
、
浅
井
紀
「
明
清
時
代
に
お
け
る
聞
香
数
と
清
茶

門
教
|
|
灘
州
石
傍
口
王
氏
の
系
譜
|
|
」
(
鈴
木
中
正
編
『
千
年
王
図

的
民
衆
運
動
の
研
究
|
|
中
園
・
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
1

1
』
東
京
大

皐
出
既
禽
、
一
九
八
二
年
〉
参
照
。

悶
そ
れ
は
「
義
驚
片
」
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。
「
李
観
芥
、
脳
後

並
排
生
繭
黒
癒
、
日
漸
長
大
、
衆
人
謂
是
貴
相
。
李
観
芥
遂
貌
稽
得
有
丘
ハ

書
・
賓
剣
、
四
庭
煽
惑
ι

仁
・
義
・
信
三
競
匪
議
、
創
奉
李
観
芥
震
主
」
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側
同
治
『
測
陽
豚
志
』
巻
二
ニ
、
兵
防
、
土
匪
之
難
は
、
紅
蓮
教
と
と
も

に
胃
可
老
舎
を
織
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
糞
数
に
つ
い
て
、
「
以
資
数

穏
恩
民
、
怖
浩
劫
設
相
震
」
と
い
う
。

間
同
治
『
湖
陽
脈
士
山
』
袋
二
二
、
兵
防
、
土
匪
之
難
は
、
同
治
六
年
五
月

の
湖
陽
・
寓
載
の
雨
豚
の
事
件
を
記
し
て
、
そ
の
訊
聞
の
一
節
に
、
「
詞

其
設
云
、
遊
効
。
察
之
、
若
漁
利
者
所
震
」
と
い
う
。

凶
「
車
中
新
片
」
が
記
す
彰
志
躍
な
ど
の
場
合
に
み
ら
れ
る
。

捌
「
資
匪
敬
匪
摺
」
が
記
す
鍾
日
星
な
ど
の
場
合
に
み
ら
れ
る
。

側
こ
の
車
円
蓮
敬
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
『
大
清
宣
宗
貫
録
』
港
一
一
一
一
七
、

道
光
八
年
六
月
己
丑
篠
・
同
巻
一
一
一
一
九
、
道
光
人
年
七
月
甲
子
僚
な
ど
に

記
録
が
あ
る
。
な
お
、
浅
井
紀
「
道
光
背
蓮
教
案
に
つ
い
て
」
(
前
掲
〉

参
照
。

凶
「
.
畿
相
周
片
」
に
よ
れ
ば
、
仁
字
続
「
正
帥
」
は
帥
正
江
、
義
字
続
「
正

帥
」
は
頼
青
雲
、
信
字
放
「
正
帥
」
は
挑
富
常
で
あ
り
二
一
人
の
「
終
草
」

と
は
陳
惟
発
・
馬
簾
本
で
あ
る
。

回
「
奉
新
片
」
に
よ
れ
ば
、
「
賂
軍
」
は
張
緩
生
、
「
提
督
糧
官
」
は
王
義

設
で
あ
る
。

闘
野
口
銭
郎
「
清
末
江
西
の
紅
白
資
激
」
〈
前
掲
〉
。

凶
管
に
つ
い
て
は
、
屈
大
均
『
康
東
新
翠
巴
各
七
、
盗
の
項
に
専
の
「
山

盗
」
の
畿
に
関
す
る
記
述
-
か
あ
る
が
、
康
照
年
聞
の
庚
東
の
用
語
が
同
治

年
聞
の
湖
南
省
の
紅
蓮
激
組
織
の
そ
れ
に
も
有
数
で
あ
る
か
否
か
は
、
濯

が
に
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
軍
事
行
動
の
援
貼
、
な
い
し
単
位
と
じ

て
の
意
味
で
は
、
少
く
と
も
同
系
の
名
僻
と
し
て
理
解
し
て
よ
か
ろ
う
。

関
鈴
木
中
正
明
中
園
史
に
お
け
る
革
命
と
宗
教
』
(
東
京
大
皐
出
版
曾
、

一
九
七
四
年
〉
一
一
二
ハ
ベ

l
ジ。

間
註
闘
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
特
定
人
物
を
特
定
州
燃
に
原
籍
が
あ
っ
た

と
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
で
き
な
い
。

閉
そ
の
同
治
六
年
十
二
月
僚
に
、
「
又
有
義
寧
数
匪
曾
園
才
等
、
d

暗
糾
湖

陽
張
亦
貴
・
上
高
責
夜
番

・
宜
春
呉
元
蘭
等
、
在
宜
春
山
坑
沖
陳
仙
人

廟
、
俵
敬
紳
名
色
、
往
来
勾
結
、
賂
於
測
・
寓
交
界
之
曇
光
洞
起
事
」
と

あ
る
。

関

野

口
銭
郎

「
清
末
江
西
の
紅
白
責
数
」
(
前
掲
)
。
ま
た
、
劉
腿
の
「
湖

陽
懲
緋
片
」
も
、
日
銀
代
理
湖
腸
豚
知
際
銭
紹
文
訊
問
、
曾
楓
才
供
認
、

入
激
震
匪
一
、
総
理
責
紅
白
三
数
十
五
管
外
盤
、
得
授
偽
職
等
情
」
と
い
う
。

倒
さ
き
に
、
責
教
は
劫
設
を
術
浩
す
る
、
と
述
べ
た
史
料
を
示
し
た
が
、

同
じ
周
治
『
測
陽
豚
士
山
』
径
二
二
、
兵
防
、
土
匪
之
難
は
、
さ
ら
に
「
而

紅
・
白
、
乃
衰
亡
命
、
震
観
計
」
と
績
け
る
。

刷
劉
腿
の
「
藷
筋
在
籍
大
員
斡
緋
国
防
摺
」
ハ
劉
嶋
『
劉
中
丞
奏
稿
』
を

二
所
枚
。
以
下
、
「
図
防
摺
」
と
略
記
す
る
〉
に
、
「
匡
詳
査
品
位
宗
、
細
加

考
究
、
寄
弟
舎
之
起
、
始
於
四
川
、
流
於
貴
州
、
漸
及
於
湖
南
、
以
及
於

東
南
各
省
。
向
来
湖
南
曾
医
、
名
目
不
一
。
如
添
弟

・
串
子
・
紅
敬
・
糞

数
・
白
数
・
道
教
・
併
数
・
及
青
龍
・
白
虎
等
曾
類
、
皆
麗
白
蓮
之
除

習
。
託
苑
劫
以
篤
詞
、
或
合
或
分
、
忽
散
忽
索
。
其
畜
謀
思
還
、
本
木
E

於
厳
西
」
と
い
う
。

削
酒
井
忠
夫
「
現
代
中
園
の
秘
密
結
社
ハ
耕
曾
)
」
ハ
『
近
代
中
園
研
究
』

好
聞
辛
社
、
一
九
四
八
年
〉
一
四
一
ペ
ー
ジ
。

幽
同
治
『
高
裁
豚
志
』
巻
一
四
、
武
事
の
同
治
六
年
十
二
月
僚
に
繍
け

て
、
「
捕
殺
十
徐
・
人
、
生
檎
張
亦
貴
七
名
、
解
郡
島
県
一
示
」
と
あ
る
。
な
お
、

「
亦
」
は
「
以
」
に
普
通
で
あ
る
?

'Fa
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闘
「
潤
陽
懲
緋
片
」
に
、
「
医
査
、
曾
梱
才
，・
責
務
弘
容
二
犯
、
乃
舎
匪
渠
魁
、

昼
次
、
在
、
江
・
F

楚
地
方
、
糾
衆
稀
飢
」
と
い
う
。

凶
酒
井
忠
夫
「
清
末
の
禽
黛
と
民
衆
|
|
特
に
寄
老
舎
に
つ
い
て
|
|
」

(
『
歴
史
教
育
恒
一
一
一
一
↓
一
二
、
一
九
六
五
年
〉
・
渡
溢
惇
「
清
末
寄
老
舎

の
成
立
|
|
一
八
九
一
年
長
江
流
嫁
起
事
計
奮
の
背
景
|
|
」
(
『
近
代
中

園
農
村
祉
曾
史
研
究
|
|
東
洋
史
皐
論
集

8
1
l』
大
安
、
一
九
六
七

年
)
な
ど
参
照
。

同
「
圏
防
摺
μ

に
、
「
寧
輿
十
徐
年
、
湖
南
兵
勇
、
偏
布
各
省
。
其
在
営
者
、

往
往
輿
問
答
同
哨
之
人
、
結
震
弟
兄
、
v

誓
同
生
死
。
営
時
頗
資
其
力
、
浸

淫
既
久
、
一
二
校
鰭
之
徒
、
因
而
煽
結
。
於
是
、
寄
弟
禽
之
黛
以
衆
、
而

其
勢
亦
途
愈
張
」
と
述
べ
ら
れ
一る。

一

側
同
治
『
翰
州
府
志
』
巻
一
一
一
一
一
一
、
武
事
は
、
成
豊
二
年
一

O
月
に
績
豚

に
お
こ
っ
た
「
好
民
」
郭
老
六

、・
洪
隆
・
臭
羅
羅
な
ど
の
事
件
を
記
し
、

郭
老
六
な
ど
が
同
治
七
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
「
不
軌
」
を
謀
っ
た
こ
と

を
述
べ
る
が
、
そ
の
な
か
で
か
れ
ら
の
来
歴
に
関
連
し
て
、
「
白
血
つ
匪
之

滅
也
、
漏
網
者
多
、
以
習
激
震
名
。
有
帯
老
・
添
弟

・三
熱
曾
等
各
自
。

入
者
政
鶏
頭
、
飲
血
酒
震
誓
」
と
述
ベ
、
太
卒
天
国
の
運
動
に
従
事
し
た

も
の
の
な
か
に
も
、
そ
れ
に
敵
謝
し
た
も
の
の
な
か
に
み
ら
れ
た
と
同
様

に
、
曾
無
形
成
へ
の
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
を
俸
え
る
。

間
『
大
清
穆
宗
貧
録
』
巻
一
一
一
一
、
同
治
六
年
九
月
壬
子
僚
が
左
宗
裳
の

奏
に
依
嫁
し
て
、
「
近
年
、
寄
老
舎
陸
-
結
盟
E
R
集
。
凡
官
軍
駐
殺
鹿
所
、

潜
随
誘
煽
、
江
・
楚
・
勲
・
萄
、
所
在
皆
有
ア
明

・
甘
尤
験
。
寛
有
軍
管

武
職
人
員
、
保
至
二
三
品
者
、
公
然
入
舎
。
e

磐
不
畏
法
、
殊
可
詫
異
」
と

い
う
こ
と
も
、
同
治
六
年
前
後
の
耳
同
老
舎
の
動
静
を
説
明
し
た
も
の
で
あ

る。

同
開
問
治
『
腫
陵
勝
士
山
』
巻
六
、
武
備
、
兵
事
に
、
「
〈
同
治
〉
六
年
十
一
月

二
十
六
七
雨
目
、
復
有
寄
弟
禽
匪
之
案
:
:
:
」
と
あ
る
。

側
同
治
『
陸
陵
勝
志
』
即
位
六
、
武
備
、

E
〈
事
に
、
「
〈
同
治
V
J
九
年
秋
、
寄

匪
仰
費
動
於
湘
濠
・
2
朱
彦
h

r

塗
因
。
其
地
界
邑
西
南
隅
:
:
:
」
と
あ
り
、

同
治
『
洋
郷
鯨
士
山
』
巻
五
、
武
備
、
武
事
に
、
「
〈
同
治
〉
九
年
九
月
、
湖

南
舎
霞
-
信
飢
耐
湖
沼
掠
依
・
陸
交
界
慮
、
逼
曲
作
境
」
と
あ
る
。
な
お
、
と
の

事
件
に
関
し
て
は
、
劉
坤
一
『
劉
忠
誠
公
這
集
』
奏
疏
巻
六
に
、
「
湖
南

禽
匪
滋
事
調
波
兵
勇
分
投
堵
勅
摺
」
・

「
湖
南
曾
剣
撲
滅
江
境
防
師
分
別
撤

留
片
」
の
二
つ
の
報
告
が
あ
る
。

間
「
園
防
摺
」
。

削
「
湖
陽
斎
匪
摺
」
。

倒
「
圏
防
摺
」
。

倒

「圏
防
摺
」
。

倒
中
村
義
「
辛
亥
革
命
の
諸
前
提
|
|
と
く
に
湖
南
を
中
心
と
し
て
|
|
」

(
『
歴
史
皐
研
究
』
一
八
八
、
一
九
五
五
年
。
の
ち
『
辛
亥
革
命
史
研
究
』

未
来
位
、
一
九
七
九
年
に
牧
録
〉
・
清
水
稔
「
斧
湖
陵
に
お
け
る
革
命
蜂

起
に
つ
い
て
|
|
洪
江
曾
を
中
心
と
し
て
|
|
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
ニ

九
|
回
、
一
九
七
一
年
〉
、
及
び
中
村
義
『
前
掲
書
』
第
四
章
第
一
節
な

ど
参
照
。

一
ド

制
脚
本
稿
の
場
合
、
そ
れ
は
霞
幡
才
で
あ
り
、
，排
煙
草
で
あ
つ
だ
。

帥
酒
井
忠
夫
「
清
末
の
曾
黛
と
民
衆
」
(
前
掲
〉
参
照
。
こ
こ
に
い
う
「
郷

村
内
部
の
農
民
や
民
衆
の
組
織
」
と
い
う
概
念
に
は
、
秘
密
宗
教
セ
ク
ト

の
よ
う
な
組
織
も
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

開
王
天
奨
「
十
九
世
紀
下
傘
紀
中
図
的
秘
密
舎
祉
」
〈
『
歴
史
研
究
』
一
九

六
三
|
二
、
一
九
六
三
年
)
。
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THE HONGLIAN (RED LOTUS) SECT紅蓮教

　　

AND THE GELAO SOCIETY 爵老會

　　　　　　　　

NOGUCHI Tetsuro

　　

The Honglian sect as ａ mystical religion」lourished in some districts

situated on the boundary between Jiangxi 江西and Hunan湖南provinces.

They had no basic scriptures, and nature of the deiti卵they worshipped

isリnknown. But they made propaganda of their secular beりefit such as

healing the sick, sold protective charms against apocalyptic disasters and

practiced abstinence from meat. However, it also becomes clear from the

information transmitted that rather than being ａ mere religious sect. the

group was very active militarily, agitating the masses. attacking the gentry

and the rich of the area, and posing ａ serious threat to φe cities of the

provinces and the c!istricts.For these reasons, one local officia!considered

them 4ｓａ religious sect, another, however, the then newly emerging

Gelao society.

　　

The Hpnglian sect was also called Hongjiao (Red sect)紅教（△The

concept of imminent apocalyptic disasters, which they took over from the

so-called Huangjiao (Yellow Sect)黄教, was used in ａ very effective

way to win followers. The耳onglian sect gained strong momentum for

its formation from the unrest of the discharged militia directly after the

Ｔａｌか毎ｇrebellion. 太平天国　　　　　　，づ　　　　　ト　ペ……=ユ，

　

The head of the Honglian sect was at the same time the leader of

the Gelao society, which shows that both were･ actually only different

names for one and the same group. It had ａ hierarchical organizatior! for

military activities as well as for religious activities. And its character

of strict, secrecy can be observed in the fact that the、units ，9fthese

two organizations were connected each other only by the elite consisting

of its few members.

　　

Securing followers as ,ａ religion by promising the end of all political

unrest, the sect was gradually transformed 垣tｏａ group concentrating on

ｍ小tary action. Thus the Honglian sect did in ･姐ｃtmerely represent one

step in the process of the formation of the Gelao society. 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－2－


