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ま
と
め
ら
れ
、
愛
宕
氏
の
中
園
窯
業
史
に
闘
す
る
考
え
の
全
貌
を
容
易
に
手
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
後
皐
の
者
に
と
っ
て
大
獲
に
便
利
の
よ
い
こ
と
で

あ
る
。
関
連
す
る
分
野
の
研
究
者
に
も
多
大
の
盆
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
ろ

う
、
唐
宋
代
を
中
心
と
し
た
中
園
窯
業
史
に
関
す
る
研
究
が
一
般
に
編
ま
れ
た

こ
と
を
心
か
ら
喜
び
た
い
。

一
九
八
七
年
六
月
東
京
三
一

書
房

A
5
剣

四

七

八

頁

一

二

O
O
O園

中
央
大
事
人
文
科
畢
研
究
所
編

五
・
四
運
動
史
像
の
再
検
討

森

時

彦

本
書
は
、
中
央
大
皐
人
文
科
事
研
究
所
の
研
究
チ
l
ム
と
し
て
登
録
さ
れ
て

(1
)
 

い
る
五
・
四
運
動
史
研
究
舎
の
報
告
論
集
で
あ
る
。
質
質
は
論
文
集
で
あ
る

が
、
編
者
は
、
個
別
論
文
の
ょ
せ
あ
つ
め
に
お
わ
る
こ
と
を
い
さ
ぎ
よ
し
と
せ

ず
「
少
し
で
も
ま
と
ま
り
の
あ
る
論
文
集
」
(
四
八
五
頁
。
以
下
、
と
く
に
こ

と
わ
ら
な
い
か
ぎ
り
本
書
の
頁
数
〉
に
す
る
た
め
に
共
同
討
議
を
か
さ
ね
、
左

記
の
よ
う
に
各
論
文
が
一
章
ず
つ
を
構
成
す
る
よ
う
に
編
集
し
て
あ
る
。

序
論

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
一
章

第
五
一
章

第
六
章

第
七
章

補
論

五

・
四
運
動
史
像
再
検
討
の
親
黙

五
・
四
運
動
史
像
の
史
的
検
討

パ
リ
講
和
曾
議
と
山
東
主
権
回
枚
運
動

「
五
・
四
」
北
京
皐
生
運
動
断
面

五
四
期
上
海
の
社
曾
欣
況
と
民
衆

五
・
四
運
動
と
園
民
黛
勢
力

南
北
封
立
と
連
省
自
治
運
動

第
一
次
大
戦
期
に
お
け
る
中
園

「
園
民
経
済
」

成
長

『
悔
代
英
日
記
』
讃
書
割
記
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こ
こ
数
年
、
日
本
に
お
け
る
五
四
運
動
研
究
の
進
展
に
は
、
限
を
み
は
る
も

の
が
あ
る
。
京
都
で
は
一
九
八
二
年
か
ら
刊
行
の
は
じ
ま
っ
た

『
五
四
運
動
の

研
究
』
(
同
朋
合
)
が
、
現
在
す
で
に
第
四
函
ま
で
上
梓
さ
れ
、
近
々
最
後
の

第
五
函
三
加
も
刊
行
の
は
こ
び
と
な
る
激
定
で
あ
る
。
完
結
す
れ
ば
、
合
計
十

七
加
を
教
え
る
叢
書
と
な
る
。

こ
れ
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
東
京
で
も
本
書
の
よ
う
な
五
四
運
動
を
専
門
に

あ
っ
か
う
論
文
集
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
、
五
四
運
動
研
究
の
一
端
に
つ
ら
な

る
者
と
し
て
欣
快
に
た
え
な
い
。

一

、
き
て
本
書
の
主
眼
は
、
従
来
、
五
四
運
動
を
中
園
近
代
史
の
劉
期
と
し
て
位

置
づ
け
、
高
い
歴
史
評
債
を
あ
た
え
て
き
た
「
通
説
」
を
「
批
剣
的
に
検
討
」

し
、
「
通
読
」
一
が
「
歴
史
寅
態
と
は
需
離
し
た
五
・
四
運
動
史
像
」
(
四
五
頁
)

を
か
た
ち
づ
く
っ
て
き
た
こ
と
を
「
貧
歪
」
し
た
の
ち
、
さ
ら
に
「
史
貨
に
迫

る
新
た
な
五
・
四
運
動
史
像
」
(
二
一
-
一
頁
〉
を
構
築
す
る
こ
と
に
お
か
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
、
本
書
に
射
す
る
批
評
を
す
す
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
所
牧
論
文

一
々
に
つ
い
て
ま
ん
べ
ん
な
く
論
評
を
く
わ
え
る
と
い
う
方
針
は
と
ら
ず
、
本

書
の
主
眼
で
あ
る
「
通
説
」
の
再
検
討
に
も
っ
と
も
ふ
か
く
か
か
わ
る
部
分

(
お
も
に
序
論
か
ら
第
三
章
ま
で
〉
に
的
を
し
ぼ
っ
て
、
検
討
を
く
わ
え
て
い

く
こ
と
に
す
る
。

筆
者
た
ち
(
お
も
に
斉
藤
道
彦
、
笠
原
十
九
司
の
爾
氏
。
以
下
お
な
じ
〉
の

認
識
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
「
遁
説
的
な
」
五
四
運
動
論
は
、
「
寅
態
解
明
よ
り

も
意
義
づ
け
が
先
行
し
が
ち
」
(
・
は
貰
〉
で
あ
っ
た
。
中
で
も
、
毛
津
東
の
新

民
主
主
義
論
に
も
と
づ
く
五
四
運
動
論
は
、

抗
日
戦
争
中
の
政
治
的
要
請
に
こ

た
え
る
た
め
に
み
ち
び
き
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
歴
史
貧
態
と
は

需
離
し
て
お
り
、
歴
史
皐
的
に
は
一
一
顧
だ
に
あ
た
い
し
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
の
ち
の
歴
史
家
は
、
中
園
で
も
日
本
で
も
こ
の
設
を
「
金
科
玉
僚
の
如
く

引
用
」
(
四
二
貰
〉
し
て
き
た
た
め
に
、
五
四
運
動
の
貧
態
か
ら
か
け
は
な
れ

た
「
通
読
」
が
は
び
こ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
従

来
の
五
四
運
動
論
の
多
く
は
、
「
『
新
民
主
主
義
革
命
史
』
と
い
う
圃
式
の
奴

隷
で
あ
っ
た
と
い
う
黙
で
、
ほ
と
ん
ど
歴
史
事
と
は
言
い
え
な
い
水
準
に
と
ど

ま
っ
て
い
た
」
つ

二

O
頁
)
と
指
四
押
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
従
来
の
五
四
運
動
論
は
、
ほ
と
ん
ど
が
新
民
主
主
義
論
と
い
う
政

治
論
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
断
定
さ
れ
、
「
逼
設
」
と
い
う
名
稽
で
一
括

さ
れ
た
う
え
、
お
し
な
べ
て
歴
史
皐
の
名
に
値
し
な
い
も
の
と
、
全
否
定
が
な

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

寅
設
主
義
的
な
歴
史
皐
の
立
場
に
た
っ

五
四
運
動
の
研
究
と
い
う
黙
で
は
、

本
書
が
ほ
と
ん
ど
鳴
矢
で
あ
る
と
の
自
負

の
う
ら
が
え
し
で
も
あ
ろ
う
J

貧
際
、
本
書
の
前
半
に
お
い
て
は
、
「
貧
態
」、

「寅
像」
、

「史
貧
に
迫
る
」
、

「寅
像
に
接
近
す
る
」
等
々
の
こ
と
ば
が
、
随

所
に
く
り
か
え
し
用
い
ら
れ
て
い
る
。
五
回
運
動
の
「
貧
誼
的
な
」

研
究
と
い

う
黙
こ
そ
、

本
書
の
金
看
板
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う。

も
ち
ろ
ん
、
「
賓
詮
」
を
看
板
に
か
か
げ
た
か
ら
と
い

っ
て、

寅
際
に
運
用

さ
れ
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
本
書
の

「寅

誼
」
の
質
を
吟
味
す
る
こ
と
に
注
意
を
は
ら
い
な
が
ら
、
そ
の
「
賓
室
」
か
ら

み
ち
び
き
だ
さ
れ
て
き
た
「
史
貧
に
迫
る
五
・
四
運
動
史
像
」

な
る
も
の
の

「
賞
態
」
を
検
討
す
る
の
が
、
本
書
の
意
聞
に
ふ
さ
わ
し
い
書
評
の
仕
方
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
、
大
き
く
二
黙
に
わ
け
て
、

問
題
の
所
在
を
さ
ぐ

っ
て
い
き
た
い
。

第
一
の
問
題
黙
は
、

「
史
貧
に
迫
る
新
た
な
五
・
四
運
動
史
像
」
で
は、

「
五
・
四
運
動
を
第

一
次
大
戦
期
の
中
園
に
お
け
る
山
東
主
権
回
枚
運
動
史
の

ピ
l
F
の
一
つ
に
位
置
づ
け
」
(
八
五
頁
〉
、
「
山
東
主
権
回
牧
」
と
い
う
嘗
時

の
民
族
的
課
題
か
ら
五
四
運
動
の
性
格
を
規
定
し
て
い
く
方
法
が
採
用
さ
れ
て

-157ー



386 

い
る
こ
と
で
あ
る
。

筆
者
た
ち
の
主
張
で
は
、
新
た
な
五
四
運
動
史
像
を
構
成
す
る
た
め
に
は
、

従
来
の
時
期
区
分
を
ご
破
算
に
し
て
、
新
た
な
時
期
医
分
を
設
定
す
る
必
要
が

あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
一
九
一
四
年
の
日
本
の
山
東
出
兵
か
ら
一
九
二
二
年
の

ワ
シ
ン
ト
ン
舎
議
に
お
け
る
山
東
主
権
の
回
枚
ま
で
を
「
第
一
次
大
戦
期
」
と

す
る
。
こ
の
期
開
は
同
時
に
、
山
東
主
権
を
日
本
か
ら
回
牧
す
る
こ
と
が
、
中

園
の
お
も
な
民
族
的
課
題
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
聞
の
運
動

を
「
山
東
主
構
図
枚
運
動
」
と
総
務
す
る
。
さ
ら
に
山
東
主
権
回
牧
運
動
史
は

い
く
つ
か
の
段
階
に
わ
け
ら
れ
る
が
、
「
第
一
次
大
戦
直
後
の
パ
リ
講
和
舎
議

に
封
隠
し
て
展
開
さ
れ
た
山
東
主
構
図
牧
運
動
」
〈
八
五
頁
)
も
そ
の
一
段
階

で
あ
る
。
こ
の
「
パ
リ
和
舎
に
劉
す
る
山
東
主
権
回
枚
運
動
」
は
、
一
九
一
八

年
十
一
月
か
ら
一
九
年
六
月
ま
で
、
八
カ
月
ち
か
く
つ
づ
い
た
運
動
で
、
笠
原

氏
の
見
解
で
は
、
一
九
年
二
月
に
お
こ
っ
た
「
小
幡
事
件
」
(
「
日
使
桐
喝
事

件
」
と
も
よ
ば
れ
る
)
と
、
そ
れ
に
封
す
る
中
園
の
抗
議
運
動
を
メ
ル
ク
マ
ー

ル
と
し
て
、
一
九
年
三
月
を
も
っ
て
前
牢
期
と
後
牢
期
に
二
分
で
き
る
。
そ
し

て
五
四
運
動
と
は
、
「
パ
リ
和
舎
に
糾
問
す
る
山
東
主
権
回
牧
運
動
」
の
後
牢
期

に
お
け
る
ピ
ー
ク
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
定
義
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
い
ま
ま
で
と
は
こ
と
な
る
時
期
匡
分
を
ほ
ど
こ
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
「
従
来
、
漠
然
と
『
五
・
四
運
動
』
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
の
基
本
的

骨
格
が
明
確
に
」
(
五
頁
〉
な
っ
た
と
、
斉
藤
氏
は
い
う
。
つ
ま
り
、
五
四
運

動
も
し
ょ
せ
ん
は
山
東
主
権
回
枚
運
動
の
一
時
期
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
、
た

と
え
ピ
l
p
を
な
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
性
格
は
「
全
民
族
的
な
山
東
主

権
の
回
牧
運
動
」
つ
=
頁
〉
と
い
う
全
般
的
な
性
格
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
で

は
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

評
者
が
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
時
期
医
分
の
嘗
否
で
は

な
い
。
時
期
医
分
と
い
う
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
、
五
四
運
動
の
性
格
が

「
明
確
」
に
な
っ
た
と
思
っ
て
い
る
筆
者
た
ち
の

「貧
歪
」
の
あ
り
方
に
こ

そ
、
問
題
が
あ
る
。

筆
者
た
ち
の
お
こ
な
っ
た
時
期
医
分
に
よ
っ
て

「
明
確
に
」

な
っ
た
の
は
、

五
四
運
動
の
動
機
と
な
る
課
題
が
山
東
主
権
の
回
牧
に
あ
っ
た
と
い
う

一
事
に

す
ぎ
な
い
。

筆
者
た
ち
が
批
剣
し
て
や
ま
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
通
読
」
に
し
て

も
、
パ
リ
講
和
曾
議
に
お
い
て
山
東
主
権
の
回
枚
と
い
う
中
園
民
族
の
悲
願

が
、
日
本
を
は
じ
め
と
す
る
帯
一
園
主
義
列
強
関
の
関
取
引
に
よ
っ
て
葬
り
き
ら

れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
糾
問
す
る
民
族
的
な
憤
り
に
こ
そ
、
五
四
運
動
の
そ
も
そ

も
の
設
端
が
あ
っ
た
と
い
う
事
貨
を
、

否
定
し
て
い
る
も
の
は
な
い
。
山
東
主

権
の
回
牧
と
い
う
民
族
的
課
題
が
五
四
運
動
の
動
機
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ま
ぎ

れ
も
な
く
「
通
読
」
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
通
読
」
を
否
定
し
て
、
ま
っ
た
く
新
し
い
五
四
運
動
の

「
貧
像
」

を
提
示
し
よ
う
と
い
う
筆
者
た
ち
の
一意
気
込
み
か
ら
す
れ
ば
、
五
回

運
動
の
動
機
に
な
っ
た
課
題
を
指
摘
し
た
だ
け
の
段
階
で
、
性
急
に
五
四
運
動

の
性
格
を
き
め
て
か
か
る
の
で
は
な
く
、
五
回
運
動
の
展
開
過
程
を
も
じ
っ
く

り
分
析
し
た
う
え
で
、
そ
の
性
格
を
議
論
す
べ
き
で
あ
る
と
、

評
者
は
考
え
る

の
だ
が
、

筆
者
た
ち
は
ど
う
も
、
動
機
と
な
っ
た
課
題
だ
け
で
、
運
動
の
性
格

を
剣
断
で
き
る
と
の
見
解
を
お
も
ち
の
よ
う
で
あ
る
。

さ
も
な
け
れ
ば
、
笠
原
氏
の
論
文
の
よ
う
に
、
「
パ
リ
和
曾
に
謝
す
る
山
東

主
権
回
牧
運
動
の
前
牢
期
の
検
討
を
通
し
て
後
半
期
の
五

・
四
蓮
動
を
再
検
討

す
る
こ
と
を
目
的
」

〈
八
五
頁
〉
と
す
る
と
い
う
、
歴
史
皐
の
見
地
か
ら
し
て

奇
妙
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
モ
チ
ー
フ
の
論
文
が
、
ど
う
し
て
執
筆
可
能
で

あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
笠
原
氏
の
論
文
は
、

一
九
一
八
年
十
一
月
か
ら
一
九
年
一
一
一

月
ま
で
の
時
期
を
検
討
す
る
だ
け
で
、
一
九
年
五
J
六
月
の
五
四
運
動
そ
の
も
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の
の
分
析
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
五
四
運
動
の
性
格
を
猿
見
で
き
る
と
の
確
信

に
も
と
づ
い
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
山
東
主
構
図
枚
を
課

題
と
す
る
運
動
で
あ
る
以
上
、
前
牟
期
で
あ
れ
後
牟
期
で
あ
れ
、
運
動
の
質
に

は
ま
っ
た
く
繁
化
が
な
い
と
の
大
前
提
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
な
り
た
つ
推
論
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
預
言
者
的
な
」
方
法
が
、
は
た
し
て
「
貧
誼
主
義
」
を

標
携
す
る
歴
史
家
に
な
じ
む
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

筆
者
た
ち
の
と
っ
た
方
法
は
、
五
四
運
動
の
意
義
を
、
「
山
東
主
権
回
枚
」

と
い
う
第
一
次
大
戦
期
に
お
け
る
中
園
の
民
族
的
課
題
の
一
つ
の
中
に
解
消
さ

せ
、
そ
こ
か
ら
演
緯
的
に
五
四
運
動
の
「
基
本
性
格
」
な
る
も
の
を
推
断
し
て

い
る
山
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
筆
者
た
ち
の
と
な
え
る
「
貧
誼
」
の
賓
質
な
の
で

あ
る
。第

二
の
問
題
勲
は
、
「
史
賞
に
迫
る
新
た
な
五
・
四
蓬
動
史
像
」
~に
お
い
て

は
、
五
四
運
動
は
は
じ
め
か
ら
お
わ
り
ま
で
等
質
で
、
そ
の
展
開
過
程
の
中
で

質
的
繁
化
が
お
こ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
の
見
解
が
支
配
的
に
な
っ
て
い
る

こ
と
、
し
か
も
そ
の
結
果
と
し
て
、
一
九

一
九
年
五
|
六
月
の
五
回
運
動
は
、

一
貫
し
て
反
政
府
的
で
も
な
け
れ
ば
反
-
帝
園
主
義
的
で
も
な
く
、
た
だ
日
本
と

安
徽
汲
だ
け
に
反
劉
す
る
J

北
京
政
府
も
一
僅
と
な
っ
た
全
園
民
的
な
民
族
運

動
で
あ
っ
た
と
断
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

斉
藤
氏
は
、
「
山
東
主
権
回
牧
運
動
の
ピ
l

p
た
る
五
・
四
運
動
(
五
|
六

月
)
に
お
い
て
は
、

d

寅
態
的
に
は
『
反
軍
関
』
で
も
な
け
れ
ば
、
『
反
政
府
』

で
も
な
か
っ
た
」
(
一
九
八
頁
)
と
い
う
。
五
月
四
日
の
北
京
皐
生
運
動
が
、

北
京
政
府
で
は
な
く
、
お
も
に
日
本
と
そ
の
走
狗
と
み
な
さ
れ
た
賀
圏
三
官
僚

を
タ
l
ゲ
ッ
上
に
し
て
い
た
の
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
斉
藤
氏
は
さ
ら

に
、
五
月
七
日
附

『長
報
』
所
載
の
、
北
京
畢
生
の
徐
世
昌
大
線
統
へ
の
上
書

の
中
に
「
わ
が
大
総
統
は
光
明
正
大
」
な
る
一
句
が
あ
る
こ
と
を
根
援
に
し
て

拳
生
た
ち
が
反
政
府
間
で
な
か
っ
た
こ
と
を
念
押
し
し
て
い
る
(
二

O
頁)。

上
書
に
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
修
僻
的
文
言
を
根
嬢
に
す
る
「
貧
誼
」
方
法
に
は

疑
問
な
し
と
し
な
い
が
、
五
回
運
動
が
す
べ
り
だ
し
は
反
政
府
的
様
相
を
お
び

て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
大
方
の
一

致
す
る
見
方
で
あ
ろ
う
。
見
解
の
相
違
が

生
ず
る
の
は
、
そ
の
あ
と
で
あ
る
。

斉
藤
氏
自
身
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
五
月
十
九
日
か
ら
は
じ
ま
っ
た
北
京

の
「
厚
生
ゼ
ネ
・
ス
ト
」
を
契
機
に
、
北
京
政
府
は
運
動
の
取
締
り
を
つ
よ

め
、
二
十
一
日
に
は
「
北
京
は
完
全
に
軍
事
管
制
で
に
置
か
れ
」
ハ

一
九
六
頁
)

る
に
い
た

っ
た
。
そ
し
て
つ
い
に
六
月
三
日
の
大
賀
屋

(六一一一
運
動
)
へ
と
局

面
は
急
展
開
し
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
緊
迫
し
た
封
時
局
面
を

む
か
え
て
も
、
ー皐
生
た
ち
は
な
お
北
京
政
府
と
「
一
致
し
う
る
」
立
場
で
、
運

動
に
と
り
く
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

六
月
三
日
以
降
の
北
京
皐
生
運
動
を
、
ほ
と
ん
ど
『
長
報
』
の
記
事
だ
け
を

手
が
か
り
に
し
て
、
日
誌
風
に
お
っ
て
い
く
こ
と
で
、
斉
藤
氏
は
こ
の
問
題
の

解
答
に
あ
て
て
い
る
。
第
一
に
、
六
月
七
日
中
央
公
園
に
お
け
る
図
民
大
倉
の

六
大
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
中
に
も
、
ま
た
六
月
二
十
七
日
ベ
ル
サ
イ
ユ
講
和
傑
約
調

印
拒
否
を
要
求
す
る
請
願
圏
が
総
統
府
に
お
し
か
け
た
際
の
四
大
要
求
の
中
に

も
、
反
政
府
的
な
項
目
が
な
い
こ
と
、

第
二
に
、
軍
警
に
よ
っ
て
北
京
大
皐
に

拘
留
さ
れ
て
い
た
事
生
た
ち
が
、
軍
警
の
撤
牧
後
、
六
月
八
日
各
自
の
皐
校
へ

腸
還
す
る
に
際
し
、
「
中
華
民
園
高
裁
、
中
園
拳
界
高
裁
、
北
京
大
皐
高
裁
」

と
さ
け
ん
だ
こ
と
、
等
々
の
出
来
事
を
羅
列
し
た
の
ち
、
再
一
一一

「
こ
こ
に
至
っ

て
も
運
動
は
反
政
府
化
し
て
い
な
い
」

〈
一
九
八
頁
)
と
の
断
定
を
く
り
か
え

し
て
い
る
。
斉
藤
氏
に
し
て
み
れ
ば
、
地
元
の
北
京
で
夜
行
さ
れ
て
い
た

『農

報
』
と
い
う
原
典
資
料
の
ど
こ
に
も
、
反
政
府
的
傾
向
を
し
め
す
記
事
は
ま
っ

た
く
見
嘗
ら
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
軍
警
に
う
ら
み
を
も
っ
て
い
る
は
ず
の
被
拘
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留
間
宇
生
た
ち
で
さ
え
、
「
中
華
民
国
高
歳
」
を
さ
け
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
六

三
運
動
以
降
で
も
、
運
動
が
反
政
府
化
し
て
い
な
い
の
は
明
明
白
白
だ
と
い
う

と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
。

ま
ず
第
一
の
論
援
に
つ
い
て
い
え
ば
、

運
動
の
中
で
で
て
く
る
ス
ロ
ー
ガ
ン

な
り
要
求
な
り
が
、
つ
ね
に
運
動
の
最
大
限
綱
領
を
呈
示
し
て
い
る
と
は
か
マ

ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
斉
藤
氏
自
身
も
別
の
と
こ
ろ
で
ふ
れ
て
お
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
六
三
運
動
以
後
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
、
要
求
だ
け
は
、
特
別
で
、
運

動
の
最
大
限
綱
領
ま
で
ふ
く
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
き
っ
ち
り
と

論
置
し
た
う
え
で
な
い
か
ぎ
り
、
斉
藤
氏
自
身
の
論
法
か
ら
し
で
も
こ
れ
ら
を

反
政
府
的
か
い
な
か
の
剣
断
材
料
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

第
二
の
論
媛
で
あ
る
「
中
華
民
園
高
裁
」
と
い
う
シ
で
フ
レ
ヒ
コ
l
ル
に
つ

い
て
も
、
斉
藤
氏
は
、
中
華
民
園
と
は
北
京
政
府
の
こ
と
と
頭
か
ら
き
わ
め
て

か
か
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
だ
が
、
は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、

蛍
時
、
中
華
民
圏
の
正
式
政
府
と
し
て
園
際
的
に
承
認
さ
れ
て
い
た
の
は
北
京

政
府
だ
け
で
あ
る
が
、
辛
亥
革
命
か
ら
五
四
時
期
ま
で
の
歴
史
を
い
さ
さ
か
で

も
緩
い
た
こ
と
の
あ
る
人
な
ら
、
「
中
華
民
園
」
と
い
う
こ
の
こ
と
ば
に
、
い

か
な
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
か
は
、
ご
存
知
の
は
ず
で
あ
る
。
六

三
運
動
以
降
さ
け
ば
れ
た
「
中
華
民
園
高
説
」
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
「
北
京
政

府
高
裁
」
の
意
味
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
論
詮
し
な
い
か
ぎ
り
、
こ
れ
ま
た
論

援
と
は
な
り
え
な
い
ば
か
り
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
反
詮
に
す
ら
な
る
お
そ
れ

が
あ
る
。

こ
れ
ら
二
黙
は
ま
だ
し
も
、
「
寅
護
」
と
い
う
黙
で
よ
り
根
本
的
な
問
題

は
、
『
長
報
』
と
い
う
新
聞
だ
け
を
資
料
に
し
て
、
そ
の
字
面
に
反
政
府
的
な

こ
と
ば
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
、
そ
れ
で
事
た
れ
り
と
し
て
い
る
論
読
方
法

で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
五
月
二
十
三
日
北
京
政
府
は
、
皐
生
た
ち
の

『
五

七
』
日
刊
を
護
禁
底
分
に
し
、
『
農
報
』

『園
民
公
報
』
な
ど
の
一

般
新
聞
に

封
し
て
も
、

警
官
を
波
遣
し
て
検
閲
を
は
じ
め
、
七
月
七
日
ま
で
一
カ
月
中十
に

わ
た
っ
て
言
論
郵
墜
を
績
け
た
。
こ
の
こ
と
は
、
斉
藤
氏
自
身
も
、

き
わ
め
て

不
正
確
な
が
ら
、
検
閲
の
事
寅
だ
け
は
確
認
し
て
い
る
。

だ
と
す
れ
ば
、

『
長
報
』

は
北
京
政
府
の
完
全
な
監
視
下
に
あ
っ
た
わ
け

で
、
そ
の

『
農
報
』
に
反
政
府
的
な
記
事
を
求
め
る
の
は
、
そ
れ
こ
そ
虎
と
皮

を
謀
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
、
斉
藤
氏
は

な
ぜ
『
長
報
』
ば
か
り
に
こ
だ
わ
っ
て
、
反
政
府
的
で
な
か
っ
た
こ
と
の
論
謹

を
こ
こ
ろ
み
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

五
四
運
動
を
山
東
主
権
回
枚
運
動
と
い
う
、
北
京
政
府
も
一
鐙
と
な
っ
た
全

園
民
的
な
民
族
運
動
の
一
部
分
と
粋
づ
け
、
そ
の
劃
期
性
を
否
定
す
る
た
め
に

は
、
五
四
運
動
に
反
政
府
的
な
傾
向
を
み
と
め
る
の
が
不
都
合
な
こ
と
は
、
評

者
に
も
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、

筆
者
た
ち
は
「
遁
設
」
を
批
判
す
る
段
階

で
、
運
動
の
意
義
e

つ
け
よ
り
は
、
ま
ず
寅
態
解
明
を
優
先
さ
せ
る
立
場
を
表
明

し
た
は
ず
で
あ
る
。
も
し
そ
の
立
場
を
つ
ら
ぬ
く
と
す
れ
ば
、
自
か
ら
の
つ
く

っ
た
枠
組
に
し
ば
ら
れ
る
前
に
、
ま
ず
は
五
四
運
動
の
推
移
を
史
寅
に
即
し
て

お
っ
て
み
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

誤
解
の
な
い
よ
う
に
明
言
し
て
お
く
が
、

評
者
は
五
四
運
動
は

一
貫
し
て
反

政
府
的
な
運
動
で
は
な
か
っ
た
と
み
な
す
斉
藤
氏
の
見
解
に
反
射
し
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
五
回
運
動
は
最
初
か
ら
最
後
ま
で
反
政
府
的
な
運
動
で
あ
っ
た
と

主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
斉
藤
氏
の
こ
こ
ろ
み
て
い
る
よ

う
な
機
械
的
、

卒
板
的
な
二
者
捧
一
の
議
論
は
、
五
回
運
動
の
性
格
を
分
析
す

る
際
に
は
、
ほ
と
ん
ど
無
意
味
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

ま
ぎ
れ
も
な
く
、
五
四
運
動
は
パ
リ
講
和
曾
議
の
ゆ
く
え
に
亡
園
の
危
機
を

察
知
し
た
皐
生
た
ち
の
愛
園
心
が
導
火
線
に
な
っ
て
い
る
。
五
月
四
日
の
越
家
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棲
燐
打
ち
事
件
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
思
一
生
た
ち
の
怒
り
は
ま
ず
寅
園
三
官

僚
に
集
中
し
た
ァ
し
か
し
、
五
四
事
件
を
起
爆
剤
に
内
寅
園
官
僚
の
懲
罰
、
講

和
傑
約
調
印
拒
否
を
求
め
る
穫
が
全
園
に
庚
ま
る
と
、
北
京
政
府
は
運
動
の
取

締
り
に
の
り
だ
す
。
星
生
た
ち
の
要
求
を
無
視
し
て
賓
園
官
僚
を
庇
護
す
る
ば

か
り
か
、
運
動
が
高
揚
し
て
く
る
と
、
大
量
の
軍
警
を
く
り
だ
し
て
筆
生
た
ち

の
濁
墜
に
か
か
る
。
そ
の
頂
黙
に
六
三
運
動
が
あ
っ
た
。
首
然
の
要
求
が
武
方

に
よ
っ
て
摩
殺
さ
れ
よ
う
と
し
た
と
き
、
皐
生
た
ち
の
意
識
に
端
炭
化
は
お
こ
ら

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
寅
圏
三
官
僚
に
す
べ
て
の
憎
悪
を
む
け
て
い
た
皐
生

た
ち
の
感
性
認
識
は
‘
北
京
政
府
の
封
態
を
つ
ぶ
さ
に
侵
験
じ
て
い
く
過
程

で
、
や
が
で
寅
圏
三
官
僚
を
う
み
だ
す
母
燈
と
な
っ
た
軍
閥
政
治
モ
の
も
の
に

劃
す
る
批
剣
へ
と
、
深
化
し
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
可
能
性
を
、
斉
藤
氏
は
検
閲
下
に
あ
っ
た
『
農
報
』
の
字
面
に

そ
の
兆
し
が
な
い
と
し
て
否
定
し
さ
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
『
長
報
』
に

こ
だ
わ
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
う
ら
づ
け
を
み
い
だ
す
こ
と
は
、
さ
ほ
ど
困
難
で

は
な
い
。
北
京
政
府
の
報
道
管
制
が
は
じ
ま
っ
た
後
で
も
、
た
と
え
ば
、
五
月

二
十
八
日
の
ア
メ
リ
カ
系
英
字
紙
『
チ
ャ
イ
ナ
プ
レ
ス
(
大
陸
報
〉
』
は
、
同

紙
北
京
遁
信
員
が
北
{
庶
民
平
生
聯
合
舎
の
某
曾
員
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
内
容
を

惇
え
て
い
る
。
六
月
二
日
附
『
民
園
日
報
』
(
こ
の
新
聞
は
斉
藤
氏
も
ほ
か
の

と
こ
ろ
で
は
利
用
し
て
い
る
)
の
縛
載
・
翻
誇
に
よ
る
と
、
今
回
の
運
動
に
お

け
る
趣
旨
の
一
つ
は
、
「
政
治
に
濁
し
て
注
意
を
加
え
る
よ
う
、
各
界
の
人
民

《
郷
農
か
ら
苦
力
ま
で
)
を
喚
起
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
し
、
目
下
の
と
こ
ろ

中
園
の
政
権
を
に
ぎ
っ
て
い
る
の
は
、
「
専
ら
政
治
を
職
業
と
す
る
」
少
数
の

人
々
で
、
か
れ
ら
は
私
腹
を
こ
や
す
こ
と
し
か
考
え
て
い
な
い
か
ら
、
こ
の
ま

ま
で
は
、
中
園
の
政
治
は
永
遠
に
改
良
の
望
み
が
な
い
。
「
こ
れ
ら
の
政
客
を

打
倒
し
て
、
人
民
の
優
秀
な
分
子
が
政
事
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
、
某
曾
員
は
か
た
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
が
皐
聯
全
鐙
を
代
表
す
る
意
見
で
な

い
こ
と
は
子
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
意
見
を
内
部
に
は
ら

み
な
が
ら
、
運
動
は
爆
渡
的
高
揚
へ
と
む
か
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

有
名
な

「
北
京
市
民
宣
言
」

の
中
に
も
り
こ
ま
れ
た
「
直
接
行
動
に
よ
る
根
本
改
造
」

と
い
う
主
張
も
、
け
っ
し
て
陳
濁
秀
ら

一
部
の
急
進
的
な
文
化
人
の
う
き
あ
が

っ
た
議
論
だ
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

北
京
に
か
ぎ
っ
て
も
、
斉
藤
氏
の
断
定
を
く
つ
が
え
す
反
詮
に
は
こ
と
か
か

な
い
が
、
ま
し
て
五
四
運
動
に
お
け
る
最
高
の
運
動
形
態
を
ヲ
み
だ
し
た
上
海

に
限
を
穂
ず
れ
ば
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
反
設
を
み
い
だ
せ
る
。
ほ
か
の
材
料
を

も
ち
だ
す
ま
で
も
な
く
、
本
書
の
中
で
も
、

末
次
玲
子
氏
は
園
民
黛
員
孫
洪
伊

が
五
四
運
動
の
中
で
「
卒
民
の
革
命
」
の
展
望
を
い
だ
く
に
い
た
っ
た
経
緯
を

紹
介
し
た

'(
一
一
二
二
頁
〉
の
ち
、
園
民
大
舎
の
告
示
か
ら
「
こ
の
度
の
罷
市

は
、
北
京
頁
園
政
府
に
射
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
一
句
を
引
用
し
、

「園

民
集
系
は
自
分
ら
の
ヘ
モ
ゲ
ニ

l
の
も
と
に
努
働
者
が
、
反
日
・

反
政
府
運
動

に
参
加
す
る
こ
と
を
歓
迎
し
た
」

2
=
三
頁
)
と
叙
述
し
て
い
る
。
一
こ
の
指

摘
は
、
斉
藤
氏
の
断
定
と
ど
う
「
ま
と
ま
り
の
あ
る
も
の
」
に
な
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

一と
も
あ
れ
、
反
日
民
族
運
動
と
し
て
勃
愛
し
た
北
京
の
皐
生
運
動
が
、
北
京

政
府
と
の
遭
遇
戟
を
逼
し
で
、
運
動
主
慢
に
軍
閥
政
治
の
本
質
を
認
識
さ
せ
、

少
数
の
政
客
に
に
ぎ
ら
れ
て
い
た
政
権
を
民
衆
の
手
に
と
り
も
ど
す
べ
く
軍
閥

政
治
に
か
わ
る
政
治
形
態
を
模
索
さ
せ
は
じ
め
た
、
と
の
運
動
の
深
化
の
過
程

に
こ
そ
、
五
四
運
動
の
劃
期
佐
を
と
く
一
つ
の
鍵
が
あ
る
と
、

評
者
は
考
え
て

い
る
。筆

者
た
ち
の
い
ま
ひ
と
つ
の
主
張
で
あ
る
、
五
回
運
動
は
一

貫
し
て
反
喬
園

主
義
的
で
は
な
く
、
反
目
的
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
者
揮
一
の
見
解
に
つ
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い
て
も
、
向
じ
批
剣
が
あ
て
は
ま
る
。
斉
藤
氏
は
五
月
四
日
、
東
交
民
巷
で
ア

メ
リ
カ
公
使
館
に
提
出
さ
れ
た

「北
京
高
等
以
上
皐
生

一
高
一
五

O
O人
」
の

ア
メ
リ
カ
公
使
あ
て
請
願
書
に
「
大
ア
メ
リ
カ
高
裁
」
な
ど
親
米
的
な
文
言
が

あ
る
こ
と
(
一
八
頁
〉
を
根
援
に
、
五
四
運
動
が
親
米
、
反
日
の
性
格
を
お
び

て
い
た
と
主
張
す
る
。
く
り
か
え
し
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
問
題
の
性
質
か

ら
い
っ
て
、
鼠
平
生
た
ち
の
怒
り
が
ま
ず
日
本
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
た
し

か
だ
し
、
骨
同
時
の
中
園
の
知
識
人
に
濃
厚
な
親
米
感
情
が
存
在
し
た
こ
と
も
事

責
で
あ
る
。
だ
が
、
五
四
運
動
は
徹
頭
徹
尾
、
反
日
だ
け
の
運
動
だ
っ
た
と
い

う
命
題
を
謹
明
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
五
月
四
日
の
状
況
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後

の
運
動
の
展
開
、
と
り
わ
け
こ
の
問
題
を
考
え
る
際
の
焦
鮎
に
な
る
と
思
わ
れ

る
上
海
の
三
罷
闘
争
に
つ
い
て
も
、
検
討
を
く
わ
え
る
必
要
が
あ
る
は
ず
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
上
海
の
三
罷
闘
争
は
、
「
紙
数
の
関
係
上
」
(
・m
頁
〉
最
初

か
ら
分
析
劉
象
か
ら
除
外
さ
れ
、
北
京
で
の
展
開
す
ら
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て

は
五
月
四
日
の
こ
と
以
外
、
ま
っ
た
く
言
及
が
な
い
。
反
日
で
は
じ
ま
っ
た
運

動
は
、
反
日
だ
け
で
お
わ
る
は
ず
だ
と
い
う
筆
者
の
議
見
だ
け
が
、
い
ま
の
と

こ
ろ
こ
の
主
張
の
根
嬢
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
反
脅
一
園
主
義
の
問
題
に

つ
い
て
は
、

筆
者
た
ち
が
稼
見
で
は
な
く
貧
詮
研
究
を
呈
示
さ
れ
る
時
ま
で
、

ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
し
て
お
か
ざ
る
を
え
な
い
。

と
も
あ
れ
資
料
批
判
の
手
緩
き
を
お
こ
た
っ
た
ま
ま
、
資
料
の
字
面
だ
け
を

な
ぞ
る
作
業
の
く
り
か
え
し
に
よ
っ
て
、
自
か
ら
の
立
論
に
都
合
の
よ
い
記
述

の
み
を
羅
列
し
、
白
か
ら
の
枠
組
に
あ
わ
せ
て
史
貧
を
機
械
的
、
卒
板
的
に
裁

断
し
て
い
く
の
が
、
筆
者
た
ち
の
と
な
え
る
「
賃
設
」
の
、
い
ま
ひ
と
つ
の
貧

質
な
の
で
あ
る
。

以
上
、
二
黙
に
わ
た
っ
て
筆
者
た
ち
の
「
貧
歪
」
の
質
と
、
そ
こ
か
ら
み
ち

び
き
だ
さ
れ
た
「
史
貧
に
迫
る
新
た
な
五
・
四
運
動
史
像
」
の
貧
態
を
批
剣
的

に
検
討
し
た
。

最
後
に
も
う
一
結
、
先
行
の
研
究
に
封
す
る
筆
者
た
ち
の
姿
勢

に
つ
い
て
も
、
い
さ
さ
か
苦
言
を
呈
し
て
お
き
た
い
。
統
述
の
よ
う
に
、
筆
者

た
ち
は
五
四
運
動
研
究
の
過
去
の
業
績
を
「
ほ
と
ん
ど
歴
史
皐
と
は
言
い
え
な

い
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
」
と
総
括
し
て
い
る
。
過
去
の
業
績
を
、
ど
の
よ

う
に
総
括
し
よ
う
と
、
そ
れ
は
各
研
究
者
の
自
由
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
際
、
求

め
ら
れ
る
最
低
限
の
ル
l
ル
が
や
は
り
い
く
つ
か
は
あ
る
と
、
評
者
は
思
う
。

た
だ
一
つ
だ
け
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
あ
ま
り
に
も
蛍
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
過

去
の
業
績
を
正
確
に
理
解
し
た
う
え
で
、
し
か
る
の
ち
に
剣
定
を
く
だ
す
べ
き

だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
山
東
主
権
回
牧
運
動
の
前
半
期
に
お
け
る
北
京
政
権
の
動
向
を

分
析
し
た
笠
原
論
文
は
、
従
来
の
研
究
は
「
北
京
政
府
を
パ
リ
和
曾
に
封
し
て

都
耐
震
無
策
で
あ
っ
た
賓
園
政
府
、
あ
る
い
は
、
段
棋
瑞
・
安
徽
波
が
支
配
す
る

親
日
・
軍
関
政
府
と
思
純
に
把
え
て
い
た
」
(
一

O
九
頁
〉
と
き
め
つ
け
た
う

え
で
、
白
か
ら
の
論
文
の
濁
自
性
を
主
張
し
て
い
る
。
は
た
し
て
、

過
去
の
研

究
は
す
べ
て
、
笠
原
氏
の
き
め
つ
け
る
よ
う
な
か
た
ち
で
、
北
京
政
府
を
と
ら

え
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
笠
原
氏
が
自
に
し
て
い
る
は
ず
の
過
去
の
業
績
を一

つ
だ
け
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
狭
閲
直
樹

『
五
四
運
動
研
究
序
説
』
|

|
『
五

四
運
動
の
研
究
』
第
一
一
陶
同
朋
合
一
九
八
二
年
三
月
刊
所
枚
(
以
後

『序

説
』
と
略
稽
〉
は
笠
原
氏
が
日
本
に
お
け
る
「
逼
設
的
な
」
五
四
運
動
論
の
代

表
格
と
み
な
し
て
批
判
を
こ
こ
ろ
み
て
い
る
封
象
で
あ
る
か
ら
、
営
然
、
熟
議

さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、

『序
設
』
の
中
に
は
、
北
京
政
府
を
段
旗
瑞
・
安
徽
源
が
支
配

す
る
親
日
・
軍
閥
政
府
と
「
単
純
に
」
と
ら
え
て
い
る
部
分
な
ど
、

一
カ
所
と

し
て
み
あ
た
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ま
っ
た
く
逆
に
、
「
五
四
運
動
の
過
程

を
諸
階
級
の
封
立
抗
争
史
と
し
て
分
析
」
(『序
説
』
七
頁
〉
す
る
親
黙
か
ら
、
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わ
ざ
わ
ざ
第
一
章
で
二
十
数
頁
を
費
し
て
、
五
四
運
動
を
む
か
え
る
ま
で
の
北

京
政
府
の
権
力
構
造
を
詳
細
に
-
分
析
し
、
徐
世
昌
の
穴
総
統
一
就
任
以
後
の
北
京

政
権
は
徐
世
昌
を
保
偏
に
し
て
寅
権
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
段
旗
瑞
源

・
安
徽

振
と
、
そ
の
擁
立
を
う
け
な
が
ら
「
相
劉
的
に
自
立
」
(
『
序
説
』
二
八
頁
〉

し
て
、
自
か
ら
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
一確
立
し

T

ょ
う
と
す
る
徐
世
昌
源
、
さ
ら
に
反

安
徽
波
の
直
毅
源
も
か
ら
ん
で
、
復
雑
な
勢
力
バ
ラ
ン
ス
の
う
え
に
成
立
し
て

い
た
こ
と
を
、
軍
事
、
財
政
、
外
交
の
面
に
ま
で
眼
を
く
ば
り
な
が
ら
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
し
か
お
北
京
政
府
の
こ
の
ま
う
な
権
力
構
造
が
、
五
四
運
動
の

過
程
で
、
い
か
な
る
作
用
を
及
ぼ
し
、
ま
た
い
か
な
る
獲
動
を
へ
る
こ
と
に
な

っ
た
か
を
、
ひ
き
つ
づ
き
第
二
輩
、
第
三
章
で
執
劫
に
迫
求
し
つ
づ
け
て
い

る
。
北
京
政
府
の
複
雑
な
権
力
構
造
と
五
四
運
動
の
劇
的
な
展
開
を
有
機
的
に

結
び
つ
け
て
分
析
す
る
こ
と
こ
そ
、
『
序
説
』
の
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
に
ほ
か
な

ら
な
い
と
み
て
と
れ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
か
っ
、
『
序
説
』
は
北
京
政
府
を

「
単
純
に
」
段
旗
瑞
・
安
徽
波
の
親
日
・
軍
閥
政
府
と
と
ら
え
て
い
る
と
剣
断

す
る
と
す
れ
ば
、

笠
原
氏
は
白
か
ら
が
批
剣
を
い
ど
ん
で
い
る
封
象
の
内
容
す

ら
ま
と
も
に
理
解
し
え
て
な
い
こ
と
に
な
る
。

先
行
業
績
に
謝
す
る
筆
者
た
ち
の
挑
戦
は
、
笠
原
氏
の
よ
う
な
先
行
業
績
に

射
す
る
曲
解
あ
る
い
は
誤
解
ば
か
り
で
な
く
、
先
行
業
績
に
糾
問
す
る
無
知
な
い

し
は
無
視
に
よ
っ
て
も
さ
さ
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

斉
藤
氏
は
五
回
運
動
時
期
の
重
要
な
皐
生
園
陸
と
し
て
北
京
大
祭
卒
民
教
育

講
演
図
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
一
六
八
頁
か
ら
一
七
九
頁
ま
で
無

慮
一
二
頁
を
つ
い
や
し
て
、
最
近
復
刻
さ
れ
た

『北
京
大
祭
日
刊
』
と
い
う
資

料
の
中
か
ら
日
附
順
に
こ
の
講
演
閣
の
講
演
題
目
と
講
演
者
名
を
ぬ
き
だ
し
て

羅
列
し
て
い
る
(
も
ち
ろ
ん
講
演
題
目
は
日
本
語
誇
が
し
て
あ
る
)
。

原
資
料

の
羅
列
と
い
う
こ
の
作
業
に
よ
っ
て
、
斉
藤
氏
が
読
得
的
に
あ
き
ら
か
に
し
え

た
こ
と
は
予
評
者
の
み
る
と
こ
ろ
山
東
問
題
を
あ
つ
か
っ
た
演
題
が
五
四
蓮
動

以
前
に
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
五
四
運
動
勤
務
鼠
以
後
め
じ
ろ
お
し
に
で
て
く
る
と

い
う
一
事
だ
け
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
五
四
運
動
以
前
と
以
後
で
演
題
が
一
繁
す
る
と
い
う
の
は、

注

目
す
べ
き
指
摘
で
は
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
斉
藤
氏
の
オ

νジ
ナ
ル
な
指
摘
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
た
っ
ぷ
り
と
ス
ペ
ー
ス
を
と
っ
て
論
査
を
こ
こ
ろ
み
る
の
も
無

意
味
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
斉
藤
氏
は
一
切
ふ
れ
て
い
な
い

〈
意
識
的
か
無
一意
識
的
か
は
、
い
ま
は
と
わ
な
い
)
が
、
同
様
の
指
摘
は
、

『
序
説
』
三
九
頁
に
、
簡
潔
か
つ
的
確
に
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

既
述
の
よ
う
に
、
上
海
の
三
罷
闘
争
と
い
う
五
四
運
動
研
究
の
鍵
に
な
る
事
柄

さ
え
、
「
紙
数
の
関
係
上
」
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
い
ほ
ど
ス
4
J
ス
が
不
足
し

て
い
る
本
書
に
お
い
て
、
先
行
論
文
が
す
で
に
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
事
賓

を
、
な
ぜ
一
一
r

一
頁
も
の
貴
重
な
ス
ペ
ー
ス
を
浪
費
し
て
原
資
料
の
羅
列
と
い
う

も
っ
と
も
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
「
寅
鐙
」
方
法
で
、

事
あ
ら
た
に
指
摘
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か

っ
た
の
か
、
評
者
は
理
解
に
苦
し
む
。
し
か
も
、

『北
京
大
皐
日

刊
』
は
、

復
刻
さ
れ
た
お
か
げ
で
、
わ
れ
わ
れ
外
因
人
も
容
易
に
参
照
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
よ
し
ん
ば
『
北
京
大
皐
日
刊
』
が
な
く
と
も
、
斉
藤
氏

の
羅
列
し

5

た
講
演
題
呂
は
、
張
允
侯
等
線
『
五
四
時
期
的
社
圏
』
同

三

聯

書

庖
一
九
七
九
年
四
月
刊
の
「
北
京
大
皐
卒
民
数
育
講
演
圏
」
と
い
う
部
分

に
、
ま
と
め
て
牧
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
資
料
集
な
ら
、
い
や
し
く
も
五
四
運

動
1
関
心
を
も
っ
研
究
者
で
、
手
元
に
お
い
て
い
な
い
人
は
お
そ
ら
く
あ
る
ま

い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
先
行
業
績
に
劃
す
る
無
知
あ
る
い
は
無
視
が
う
み
だ

し
た
紙
幅
の
浪
費
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
ま
た
、
笠
原
氏
は
、

陸
徴
鮮

が
パ
リ
講
和
曾
議
に
赴
く
荊
に
来
日
し
た
際
、
内
国
外
相
と
の
曾
談
で
日
本
側

の
山
東
問
題
に
関
す
る
方
針
に
同
意
さ
せ
ら
れ
た
と
す
る
池
井
優
氏
の
見
解
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(
「
山
東
問
題
、
五
四
運
動
を
め
ぐ
る
日
中
関
係
」
|
|
『
法
準
研
究
』
第
四
三

巻
第
一
説
一
九
七

O
年
一

月
)
を
批
剣
し
、
「
陸
外
交
総
長
が
内
国
外
相
に

輿
え
た
『
同
意
』
な
る
も
の
は
、
雨
園
聞
の
合
意
事
項
と
し
て
数
力
を
期
待
で

き
る
よ
う
な
僚
件
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
(
一
二
一
頁
)
と
自
設
を
述
べ
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
の
内
田
・
陸
の
「
合
意
成
立
」
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
本
書
刊
行
の
十
年
も
前
に
、
藤
本
博
生
「
パ
リ
講
和
舎
議
と
日
本
・
中
園

|
|
『
人
種
案
』
と
日
使
桐
喝
事
件
|
|
」
|
|
『
史
林
』
第
五
九
巻
第
六
挽

一
九
七
六
年
十
一
月
が
員
正
面
か
ら
と
り
あ
げ
、
「
合
意
成
立
」
が
内
国
外
相

の
マ
ヌ
!
パ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
透
し
た
う
え
で
、

「
内
国
外
相
の
狭
智
は

現
代
の
多
く
の
日
本
の
外
交
史
家
の
目
を
も
歎
き
、
『
パ
リ
曾
議
が
貧
際
に
開

催
さ
れ
る
ま
で
、
日
本
は
中
園
側
が
反
射
す
る
と
は
拍
思
想
だ
に
し
な
か
っ
た
』

と
い
う
よ
う
な
見
解
を
可
能
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
〈
七
八
J
七
九
頁〉

と

の
深
い
洞
察
を
の
こ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
笠
原
氏
は
、

意

識
的
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
藤
本
氏
の
こ
の
指
摘
に
つ
い
て
一
言
半
句

も
言
及
し
て
い
な
い
。
過
去
の
業
績
と
の
格
闘
の
く
り
か
え
し
と
い
う
脇
田
み
の

中
か
ら
の
み
、
長
に
創
造
的
で
新
し
い
歴
史
像
の
構
築
も
可
能
に
な
る
も
の
と

評
者
は
理
解
し
て
い
る
が
、
笠
原
、
斉
藤
雨
氏
は
先
行
業
績
を

「
ほ
と
ん
ど
歴

史
拳
と
は
言
い
え
な
い
水
準
」
と
き
り
す
て
る
こ
と
で
、
そ
の
営
み
を
拒
紹
し

て
し
ま
っ
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
本
書
は
「
遁
設
的
な
」
五
四
運
動
史
像
に
か
わ
る

「
史
寅
に
迫
る
新
た
な
五
・
四
運
動
史
像
」
を
「
貧
誼
的
な
」
研
究
に
よ
っ

て

構
築
し
よ
う
と
す
る
意
欲
的
な
動
機
か
ら
編
ま
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
貧
際
に

え
ら
れ
た
果
貧
は
、
事
志
と
こ
と
な
り
、
「
貧
態
解
明
よ
り
も
意
義
づ
け
が
先

行
し
が
ち
」
と
い
う
批
剣
が
そ
の
ま
ま
か
え
っ
て
き
て
も
仕
方
の
な
い
よ
う
な

面
が
多
々
み
う
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
山
東
主
構
図
牧
と
い
う
嘗
時
の
民
族

的
課
題
の
中
に
、
五
四
運
動
の
「
基
本
性
格
」
を
解
消
さ
せ
、
そ
の
枠
組
か
ら

演
縛
的
に
、
五
四
運
動
は
一
貫
し
て
、

反
一
帝
園
主
義
的
で
は
な
く
反
日
だ
け
で

あ
り
、
反
政
府
的
で
は
な
く
北
京
政
府
も

一
健
と
な
っ
た
全
圏
民
的
な
主
権
回

牧
運
動
で
あ
っ
た
と
意
義
づ
け
、
五
四
蓮
動
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
展
開
過
程
に

は
か
た
く
目
を
つ
ぶ
っ
た
ま
ま
そ
の
劃
期
性
を
全
面
的
に
否
定
し
よ
う
と
い
う

の
が
、
本
書
の
え
が
き
だ
し
た
「
新
た
な
五
・
四
運
動
史
像
」
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
し
か
も
、
そ
の
論
鐙
の
方
法
は
、

「
貧
讃
的
な
」
五
四
運
動
研
究
の
パ
イ

オ
ニ
ア
を
自
任
し
て
い
る
わ
り
に
は
、
預
言
者
的
推
断
、
論
誼
ぬ
き
の
断
定
、

問
題
解
決
の
鍵
と
な
る
研
究
封
象
の
分
析
回
避
、
資
料
批
剣
の
紋
如
、
先
行
業

績
の
無
視
、
等
々
、
寅
護
主
義
と
は
ほ
ど
と
お
い
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

‘
匂

問
題
貼
は
な
お
多
い
と
は
い
え
、
多
数
の
研
究
者
を
組
織
し
て
研
究
舎
を
運

営
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
報
告
論
集
を
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
た
筆
者
た
ち
の
努
力
に

封
し
て
は
、
深
甚
の
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
近
い
将
来
に
筆
者
た
ち
の
意

園
を
十
分
に
寅
現
し
た
成
果
を
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
、
期
待
し
そ
や
ま
な
い
。
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註(
l
〉

本
書
は
五

・
四
運
動
研
究
禽
に
と
っ
て
は
、
そ
の
成
立
の
愛
端
と
な

っ
た

『講
座
中
園
近
現
代
史
』
第
四
巻
「
五
・
四
運
動
」
(
東
京
大
皐

出
版
曾

一
九
七
八
年
七
月
刊
)
、
中
開
報
告
で
あ
る
中
央
大
皐
人
文

科
皐
研
究
所
『
人
文
研
紀
要
』
第
二
競
(
一
九
八
三
年
七
月
〉
に
績

く
、
一
一一
つ
自
の
成
果
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

〈
2
〉
論
評
の
及
ば
な
い
ほ
か
の
章
の
筆
者
の
方
々
に
は
、

本
書
評
の
趣
旨

を
ご
理
解
の
う
え
、
ご
容
赦
い
た
だ
き
た
い
。
な
お
本
書
の
書-評
と
し

て
は
、
片
岡
一
忠
(『東
方
』
第
六
十
九
銃
一
九
八
六
年
十
二
月
〉、
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山
田
辰
雄
(
『
季
刊
中
園
研
究
』
一
九
八
七
年
七
月
続
可
金
子
肇

・
笹

川
裕
史
・
曾
国
三
郎
(
『
歴
史
皐
研
究
』

一
九
八
七
年
十
月
続
)
各
氏

の
も
の
が
あ
る
。
紹
介
は
後
藤
延
子
(
中
央
大
皐
『
皐
員
時
報
』
一
九

八
六
年
五
月
二
十
五
日
)
、
横
山
宏
章
(
『
週
刊
讃
書
人
』
一
九
八
六
年

七
月
二
十
一
日
)
雨
氏
の
も
の
が
あ
る
。

(

3

)

こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
山
田
辰
雄
氏
の
書
評
も
、
別
の
角
度
か
ら
批

剣
し
て
い
る
。

〈

4
〉
斉
藤
氏
は
、
「
頁
圏
三
官
僚
の
懲
罰
」
、
「
講
和
篠
約
調
印
拒
否
」
と

い
う
五
四
運
動
に
お
け
る
こ
大
要
求
は
副
次
的
な
も
の
で
、
「
五
・
四

運
動
(
一
九
一
九
年
五
|
六
月
)
の
主
目
標
は
あ
く
ま
で
山
東
主
権
回

枚
に
あ
る
」
(
六
頁
〉
と
述
べ
て
い
る
。

ハ
5
)

「
五
月
二
七
日
『
長
報
』
は
河
本
報
特
別
居
事
」
に
お
い
て
、
本
月

二
一
一
一
日
夜
八
時
、
京
師
警
察
艇
か
ら
の
通
達
が
あ
り
《
以
後
の
新
聞
原

稿
は
す
べ
て
、
検
閲
の
上
、
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
俸
え
て

い
る
」
一
(
一
九
七
頁
。
圏
貼
は
評
者
)
と
斉
藤
氏
は
述
べ
て
い
る
が
、

特
別
啓
事
は
五
月
二
十
四
日
か
ら
七
月
七
日
ま
で
『
長
報
』
紙
土
に
ほ

ぼ
毎
日
掲
載
さ
れ
、
七
月
八
百
に
検
関
解
除
の
啓
事
が
で
る
。
ま
た
た

ん
な
る
「
通
達
」
で
は
な
く
、
警
官
が
検
隠
の
た
め
直
接
源
遣
さ
れ
て

き
た
と
啓
事
に
は
さ
-れ
て
い
る
。

(
6
〉
五
四
運
動
は
反
政
府
的
で
一も
な
け
れ
ば
一、
反
帯
園
主
義
的
で
も
な
か

っ
た
と
主
張
す
る
筆
者
た
ち
に
と
っ
て
、
李
大
剣
、
陳
濁
秀
ら
新
文
化

運
動
を
唱
導
し
た
急
進
的
な
文
化
人
の
反
脅
園
主
義
的
、
反
軍
閥
的
な

言
論
を
、
五
四
運
動
の
展
開
と
き
り
は
な
し
て
論
じ
る
方
が
、
都
合
の

よ
い
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
一
端
を
示
し
た
よ
う

に
、
陳
濁
秀
、
李
大
剣
ら
は
、
時
代
の
流
れ
か
ら
超
越
し
た
抽
象
論
を

か
た
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
さ
に
時
代
の
流
れ
か
ら
思
想
の
糧

を
く
み
と
っ
て
も
い
た
の
で
あ
る
。
パ
リ
講
和
合
戸
議
を
列
強
の
「
分
賊

曾
議
」
(
盗
品
分
捕
曾
議
)
と
み
ぬ
き
、
一
帝
園
主
義
の
支
配
す
る
世
界

を
「
強
盗
世
界
」
と
喝
破
し
た
か
れ
ら
の
議
論
に
し
て
も
、
同
じ
こ
と

が
い
え
る
。
か
れ
ら
の
反
軍
閥
的
、
反
一
一
帝
園
主
義
的
な
言
論
を
、
五
四

運
動
の
展
開
と
き
り
は
な
し
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
お
、
五

四
運
動
と
新
文
化
運
動
を
一
種
と
し
て
み
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
議

論
は
、
筆
者
た
ち
の
夜
明
で
は
な
く
、
呂
寅
強
「
五
四
愛
園
運
動
的
愛

生
|
|
従
歴
史
背
景
到
立
郎
因
素
」
|
|
在
策
担
編
『
五
四
研
究
論
文

集
』
聯
経
出
版
事
業
公
司
民
園
六
十
八
年
五
月
刊
所
枚
に
あ
る
が、

筆
者
た
ち
は
注
記
し
て
い
な
い
。

(

7

)

以
上
と
同
じ
よ
う
な
趣
旨
の
こ
と
を
、
一
九
八
七
年
七
月
二
十
五

目、

中
央
大
皐
で
開
催
さ
れ
た
「
五
四
運
動
研
究
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
に

お
い
て
申
し
あ
げ
た
と
こ
ろ
、
斉
藤
氏
は
、
「
日
中
軍
事
協
定
反
封
運

動
か
ら
五
四
運
動
に
至
る
人
物
的
な
流
れ
を
ど
う
捉
え
て
い
く
か
」
と

い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
い
ま
ひ
と
つ
の
目
的
も
あ
っ

て、

「
か
な
り
ス
ペ
ー
ス
を
と
っ
た
」
と
穣
明
さ
れ
た
が
、

評
者
に
は

原
資
料
の
羅
列
で
人
物
的
な
流
れ
が
説
得
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

と
は
思
え
な
い
。
講
演
題
目
の
餐
化
、
人
物
的
な
流
れ
、
い
ず
れ
の
問

題
も
、
貴
重
な
紙
幅
を
費
や
し
て
原
資
料
の
す
べ
て
を
羅
列
し
な
け
れ

ば
「
貧
詮
」
で
き
な
い
よ
う
な
問
題
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
狭
閲
論

文
の
指
摘
を
無
視
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
斉
藤
氏
は
何
一
つ
こ
た
え

ら
れ
な
か
っ
た
。

(
8
〉
以
上
の
批
剣
も
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
提
示
し
た
が
、
笠
原
氏
は
「
わ

た
し
は
べ
つ
に
藤
本
先
生
の
論
文
を
知
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

-165ー
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論
文
の
注
記
に
も
紹
介
し
て
あ
り
ま
す
」
と
、

問
題
の
す
り
か
え
と
も

思
え
る
こ
た
え
を
さ
れ
た
。
評
者
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
論
文
の

冒
頭
に
お
け
る
準
設
整
理
の
段
階
で
藤
本
論
文
を
列
奉
し
た
か
ど
う
か

で
は
な
く
、
ほ
か
な
ら
ぬ
内
田

・
陵
の

「合
意
成
立
」
問
題
に
関
し

て
、
池
井
優
氏
の
見
解
を
批
剣
し
た
藤
本
論
文
の
指
摘
を
、
な
ぜ
明
示

し
な
か
っ
た
の
か
を
と
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
笠
原
氏
は
、

「
陸
徴
鮮

問
題
に
劃
す
る
捉
え
方
が
藤
本
先
生
と
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
私
の
分

析
で
書
い
た
わ
け
で
す
」
と
も
鮮
明
さ
れ
た
。

「
私
の
分
析
で
書
い」

て
い
た
だ
く
の
は
結
構
だ
が
、
そ
の
た
め
に
も
先
行
論
文
の
指
摘
を
明

示
し
て
、
ど
こ
ま
で
が
先
行
業
績
の
す
で
に
解
明
し
た
黙
で
、

ど
こ
か

ら
が
「
私
の
分
析
」
で
あ
る
か
を
明
確
に
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(

9

)

そ
の
ほ
か
、
「
花
工
夫
」
を
「
工
夫
を
し
」
(
一
七
一
頁
)
、
「
求

皐
」
を
「
血
中
を
求
め
る
」
(
二

O
一
-
一
頁
〉
と
す
る
な
ど
の
誤
謬
、
「
北

京
市
民
宣
言
」
が
上
海
で
散
布
さ
れ
た
(
一
二
頁
〉
と
す
る
事
貧
誤

認
、

一
九
一
九
年
四
月
二
十
一
日
の
外
交
調
査
委
員
舎
に
お
け
る
伊
東

巳
代
治
の
妥
言
を
、
「
中
圏
全
権
の
顧
維
鈎
が
日
中
協
約
を
無
視
し
て

青
島
の
直
接
還
付
を
主
張
し
た
こ
と
に
針
し
、
北
京
政
府
に
詰
問
し、

顧
維
鈎
等
を
戒
筋
す
る
こ
と
を
約
束
さ
せ
た
も
の
の
、

結
局
は
雲
煙
過

眼
に
附
し
去
ら
れ
云
々
」
(
一
三
二
頁
)
と
、
あ
た
か
も
日
本
側
が
北

京
政
府
か
ら
顧
維
鈎
ら
の
戒
筋
の
約
束
を
と
り
つ
け
な
が
ら
、
う
や
む

や
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
解
律
し
て
い
る
誤
讃
(
貧
際
は
牧

野
全
権
の
訓
令
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
側
が
北
京
政
府
と

の
交
渉
に
お
い
て
肝
腎
の
問
題
を
雲
煙
過
眼
に
附
し
去
っ
た
こ
と
を
伊

東
が
批
難
し
て
い
る
愛
言
)
、

等
々
貧
詮
主
義
に
反
す
る
例
は
枚
暴
に

い
と
ま
な
い
が
、
煩
雑
に
わ
た
る
の
で
一
々
は
指
摘
し
な
い
。

一
九
八
六
年
三
月
東
京

中
央
大
皐
出
版
部

A
5
剣

五

六

一

頁

四

五
O
O冨
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