
思
想
構
造
と
し
て
の
元
曲

赤

城

隆

1台

は

じ

め

に

一
公
権
力
の
姿
と
働
き

ω
「
公
案
」
へ
の
傾
斜
と
そ
の
本
質

ω
権
力
翻
の
問
題
|
|
権
力
へ
の
参
輿
と
権
力
の
恩
恵

ω
権
豪
勢
要
|
|
裏
返
し
の
公
権
力

ω
権
力
の
抽
象
性
と
非
紳
秘
性

二
近
世
祉
舎
の
遁
俗
規
範
と
債
値
観

ω
償
命
と
い
う
こ
と

ω
休
書
|
|
女
性
の
闘
い
方

ω
契
約
と
紛
争
さ
ら
に
善
悪
に
つ
い
て

お

わ

り

に
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t土

じ

め

本
稿
は
元
曲
の
諸
作
品
の
内
容
を
解
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
園
近
世
吐
舎
の
特
質
を
理
解
す
る
一
助
た
ら
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
元
曲

す
な
わ
ち
元
雑
劇
の
脚
本
は
い
う
ま
で
も
な
く
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
れ
こ
そ
が
中
園
文
事
史
上
に
お
い
て
特
徴
的
な
黙
で
あ
る

(

1

)

 

と
い
う
の
が
、
古
川
幸
女
郎
氏
の
強
調
す
る
こ
と
で
あ
る
し
、
ま
た
宮
崎
市
定
氏
の
名
著
の
一
つ
で
専
門
家
以
外
に
も
多
く
の
一
般
の
讃
者
を

35 
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得
て
い
る
と
思
わ
れ
る

一
著
は

『水
激
俸
』
を
重
要
素
材
と
し、

〈虚
構
の
中
の
史
貧
〉
と
い
う
副
題
を
も
っ
。
事
術
的
レ
ヴ

ェ
ル
の
塵
史

研
究
が
よ
り
庚
く
史
料
を
求
め
る
こ
と
は

一
般
論
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
し、

い
か
な
る
文
献
史
料
も
そ
の
記
述
者
、
集
成
編
纂
者
、

そ

れ
ら
関
わ
っ
た
様
々
な
立
場
の
人
聞
に
よ
る
作
魚
あ
る
い
は
偏
差
を
含
む
も
の
で
あ
れ
ば
、
元
曲
だ
け
を
排
除
す
る
理
由
は
な
い
。
そ
の
物
語

が
全
瞳
と
し
て
虚
構
で
舞
蓋
の
上
の
話
だ
と
し
て
も、

人
々
が
そ
れ
を
貌
て
共
感
を
魔
え
た
の
で
な
け
れ
ば
、

繰
り
返
し
上
演
さ
れ
る
こ
と

も
、
ま
し
て
脚
本
が
残
っ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
そ
の
貼
で
は
、
車
に
元
曲
作
者
個
人
の
思
想
の
表
明
に
と
ど
ま
ら
ず
、
観
客
た
ち

に
共
有
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
に
合
致
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
吉
川
氏
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
元
曲
に
つ
い
て
は
そ
の

(

3

)

 

文
事
的
な
評
債
以
前
に
中
園
祉
曾
史
の
史
料
と
い
う
利
用
法
が
先
行
し
て
い
た
。
現
在
は
そ
れ
以
後
さ
ら
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
精
綾
な
作
品
分

析
や
作
家
研
究
な
ど
の
成
果
の
利
用
も
可
能
に
な
っ
た
。
な
お
文
事
史

・
戯
曲
史
の
一
部
と
し
て
の
元
曲
研
究
も
、

そ
れ
を
元
朝
時
代
の
祉
曾

て
き
た
こ
と
、

の
歴
史
的
特
質
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
い
う
方
向
を
常
に
も
っ
て
き
た
。
嘗
然
で
は
あ
る
が
、

換
言
す
れ
ば
(
漢
民
族
か
ら
み
て
だ
が
〉
異
民
族
支
配
下
に
お
け
る
一
位
舎
の
問
題
を
特
徴
的
に
映
し
出
す
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ

一
方
で
元
朝
時
代
の
特
質
と
し
て
強
調
さ
れ
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た
と
え
ば
恋
意
一
的
な
権
力
の
震
動
な
ど
に
よ
る
法
治
の
壊
鋭
、か
、

〈

4
)

し
、
民
衆
は
そ
れ
を
翻
て
欝
憤
を
は
ら
し
た
、
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
元
朝
支
配
が
温
情
あ
ふ
れ
る
も
の
だ
っ
た
な
ど
と
言
い
た
い
の
で
は
な

い
け
れ
ど
、
そ
も
そ
も
法
治
の
接
観
が
元
朝
支
配
特
殊
の
事
態
か
ど
う
か
も
再
考
の
絵
地
が
あ
る
。
訴
訟
が
膏
吏
屠
の
介
在
を
通
じ
有
力
者
が

(

5

)

 

描
い
た
思
惑
の
と
お
り
に
蹄
結
す
る
、
そ
う
い
う
事
態
は
す
で
に
宋
朝
支
配
下
に
お
い
て
も
ふ

つ
う
に
み
ら
れ
た
の
だ
か
ら
、
と
く
に
元
朝
の

擢
力
者
層
だ
け
の
特
産
で
は
な
い
。
法
治
の
壊
凱
に
つ
い
て
こ
と
さ
ら
非
漢
民
族
の
支
配
に
限
っ
て
こ
れ
を
強
調
す
る
の
は
、
無
理
な
議
論
で

る
傾
向
を
も
っ
た
。

支
配
者
へ
の
怨
墜
と
し
て
雑
劇
の
裁
き
も
の
に
結
寅

あ
ろ
う
。
と
い
っ
て
、

元
泊
中
の
「
公
案
」
作
品
群
の
存
在
が
や
は
り
特
徴
的
な
こ
と
も
事
責
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
ま
た
考
え
て
お
く
こ

と
に
し
た
い
。
ま
た
登
場
人
物
の
角
色
す
な
わ
ち
配
役
の
類
型
性
や
、
劇
中
で
の
契
約
事
項
や
訴
訟
内
容
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
事
賓
の
デ
フ

ォ
ル
メ
で
あ
り
つ
つ
、
祉
舎
の
構
園
の
凝
縮
と
い
う
評
債
も
可
能
だ
ろ
う
。
観
客
は
無
知
で
は
な
い
。
祉
舎
の
ど
の
よ
う
な
階
層
が
ど
の
よ
う

な
行
動
を
と
る
か
、
世
の
中
の
約
束
事
は
ど
の
よ
う
な
要
件
を
備
え
て
行
な
わ
れ
る
か
、
そ
れ
ら
を
最
小
限
に
ま
で
切
り
詰
め
た
形
で
、
劇
中



に
取
り
込
む
工
夫
、
が
な
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
裁
く
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
結
婚
と
い
う
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
の

か
、
観
客
の
側
が
抱
く
通
念
と
基
本
的
に
重
な
ら
な
け
れ
ば
、
折
角
の
物
語
の
巧
み
な
展
開
も
空
々
し
い
も
の
に
な
る
。
そ
れ
は
一
方
で
し
ば

し
ば
筋
書
き
の
結
末
が
現
貧
に
は
あ
り
そ
う
も
な
い
も
の
だ
っ
た
り
、

い
さ
さ
か
荒
唐
無
稽
な
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
な
っ
て
い
る
こ
と
と
同
列

で
は
な
い
。

こ
う
し
た
諸
前
提
の
上
に
、
改
め
て
本
稿
の
基
本
的
覗
角
を
設
定
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
従
来
の
元
曲
研
究
と
り
わ
け
そ
の
歴
史
的
位
置
づ

け
を
め
ぐ
る
議
論
と
一
見
逆
に
み
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
元
曲
の
内
容
そ
の
も
の
か
ら
、
近
世
祉
舎
の
特
質
を
ど
の
よ
う
に
見
通
せ
る
か
、
と

い
う
方
向
性
で
あ
る
。
元
曲
諸
作
品
に
共
通
す
る
内
容
を
通
じ
て
、
そ
れ
ら
が
嘗
該
祉
舎
の
基
本
的
枠
組
み
と
ど
う
関
係
す
る
か
、
ど
の
よ
う

し
た
が
っ
て
遁
常
の
形
の
撃
読
史
的
検
討
す
な
わ
ち
元
曲
研
究
史
・
雑
劇
研
究
史
か
ら
論
を
進
め
る
形
は

敢
え
て
と
ら
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
十
分
な
紙
幅
の
徐
裕
の
も
と
で
別
に
行
な
わ
れ
た
方
が
よ
い
と
思
う
。
さ
し
あ
た
り
諸
作
品
に
特
徴
的
な
事

象
を
中
心
に
考
察
し
、
中
園
近
世
史
像
と
の
接
黙
部
分
に
つ
い
て
力
の
及
ぶ
限
り
慣
れ
て
み
た
い
と
思
う
。

な
本
質
に
根
ざ
す
か
を
考
え
た
い
。

本
論
的
な
解
析
に
入
る
前
に
、
元
曲
諸
作
の
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
し
、
後
段
で
繰
り
返
し
鯛
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
著
名
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な
典
型
的
作
品
だ
が
、
ご
く
手
短
に
示
し
て
お
く
。

(

6

)

 

『
醐
蝶
夢
』
の
あ
ら
す
じ

〔
模
子
〕

王
家
三
人
の
息
子
は
科
拳
を
め
ざ
し
て
受
験
勉
強
中
。
成
功
す
れ
ば
い
い
け
れ
ど
、
と
心
配
顔
な
母
。
父
親
は
息
子
達
の
た
め

に
文
具
を
買
い
に
行
っ
た
街
で
交
通
事
故
に
蓮
う
。
加
害
者
の
首
相
彪
は
擢
豪
勢
要
で
、
生
意
気
な
年
寄
だ
と
被
害
者
を
殺
し
て
し
ま
う
。
急

を
聞
い
て
騒
け
つ
け
た
三
兄
弟
は
非
を
認
め
ぬ
葺
を
殺
し
捕
え
ら
れ
る
。

〔
二
折
〕

鹿
舎
で
は
府
知
事
包
握
が
執
務
を
し
て
い
て
、
馬

泥
棒
を
裁
い
た
り
し
て
い
る
。
疲
れ
か
ら
偲
眠
し
た
包
握
の
夢
で
、
蝶
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
説
明
さ
れ
る
。
「
死
罪
事
件
で
す
」
と
起
こ
さ
れ

た
彼
は
、
三
兄
弟
と
そ
の
母
を
尋
問
す
る
。
殺
し
の
員
の
下
手
人
は
誰
か
と
い
う
調
べ
は
、
や
が
て
誰
を
死
刑
に
、
と
展
開
す
る
。

r-、

37 



38 

折

獄
中
の
兄
弟
達
に
差
し
入
れ
す
る
母
。
慮
刑
と
決
ま
っ
た
幼
い
三
男
と
の
別
れ
の
抱
擁
。
事
態
が
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
三
男
と
、

死
刑
執
行
係
と
の
奇
妙
で
滑
稽
な
や
り
と
り
。

〔四
折
〕

慮
刑
の
目
、
遺
鐙
を
引
取
に
来
て
、
生
き
た
三
男
に
再
合
目
し
て
驚
く
母
と
兄
た

ち
。
包
極
が
あ
ら
わ
れ
「
断
」
を
示
す
。

自
分
が
産
ん
だ
三
男
を
犠
牲
に
し
て
亡
夫
と
先
妻
の
聞
の
長
男

・
友
男
を
助
け
よ
う
と
し
た
(
こ

こ
は
夢
の
中
の
大
き
な
蝶
の
、
蜘
妹
の
築
に
か
か
っ
た
小
さ
な
蝶
た
ち
へ
の
行
動
と
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
で
あ
る
〉
母
を
讃
え
、

孝
行
息
子
た
ち
へ
の
褒
賞

任
官
で
、
幕
。

こ
の
中
に
含
ま
れ
る
諸
論
黙
を
ま
ず
羅
列
的
に
提
示
し
て
お
く
。
典
型
的
だ
と
い
う
意
味
は
、
内
容
と
展
開
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
特
徴
的

様
式

・
要
素
を
認
め
得
る
こ
と
に
由
来
す
る
。

①
全
瞳
が

「
公
案
」
と
い
わ
れ
る

〈
裁
き
も
の
〉
様
式

(
包
怒
が
主
人
公
の

「包
公
案
」
)

②
秀

才
す
な
わ
ち
科
奉
の
受
験
生
が
登
場

(

7

)

 

式
面
で
も
、
要
領
を
得
た
模
子
な
ど
全
睦
の
構
成
、
起
承
轄
結
が
ご
く
標
準
的
で
あ
る
。
虚
構
性
か
ら
く
る
問
題
を
指
摘
し
て
お
け
ば
、
筋
書

③
権
豪
勢
要
が
悪
役

④
善
玉
の
賢
婦
李
氏
〔
正
旦
〕

の
自
己
犠
牲

⑤
「
断
」
に
よ
る
結
末
。
こ
の
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き
の
結
末
に
そ
れ
が
著
し
い
。

荒
唐
無
稽
に
も
三
兄
弟
は
罪
を
克
れ
そ
れ
ぞ
れ
任
官
を
約
束
さ
れ
る
(
そ
れ
も
知
府
に
過
ぎ
な
い
包
径
が
ポ
ス
ト
ま

で
決
め
て
し
ま
う
)
。
現
貫
に
は
あ
り
得
な
い
結
末
だ
が

そ
こ
に
も

一
腰
の
筋
道
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
は
後
に
述
べ
る
。
寅
は
そ
こ
に
虚

と
買
が
同
居
し
て
い
る
元
曲
の
特
徴
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
そ
の
す
べ
て
が
〈
虚
構
の
中
の
史
貫
〉
と
ま
で
言
え
る
か
ど
う
か
わ

か
ら
な
い
が
、

さ
し
あ
た
り

〈
虚
構
の
中
の
員
寅
〉
と
い
う
評
債
ぐ
ら
い
は
で
き
る
だ
ろ
う
。

『
醐
蝶
夢
』

の
典
型
性
の
傍
謹
に
も
な
る
の

で
、
同
じ
作
家
の
手
に
な
る
有
名
作
品
を
も
う
ひ
と
つ
引
い
て
お
く
。

(
8
)
 

『
貸
蛾
寛
』
の
あ
ら
す
じ

秀
才
賓
天
章
は
金
貸
し
奈
婆
婆
か
ら
二
十
雨
の
借
り。

利
息
で
倍
に
な
っ
た
借
金
を
察
婆
婆
の
申
し
出
に
よ
り
、
七
歳
の
娘
端

雲
を
婆
婆
の
息
子
の
嫁
に
と
い
う
傑
件
で
帳
消
し
に
、
さ
ら
に
鷹
奉
の
放
費
ま
で
加
え
て
も
ら
う
が
、
唯

一
の
身
内
と
の
別
れ
は
辛
い
。

〔模
子
〕



〔
一
折
〕

(
9〉

醤
に
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
金
貸
し
奈
婆
婆
の
危
機
を
救
っ
た
張
父
子
は
察
と
父
、
賓
蛾
と
息
子
張
瞳
見
の
縁
組
を
提
案
し
、
そ
の
ま
ま
居

(

叩

)

坐
る
。
〔
二
折
〕
張
瞳
見
は
饗
慮
醤
を
お
ど
し
毒
薬
を
手
に
入
れ
、
そ
れ
を
賓
蛾
に
作
ら
せ
た
羊
吐
湯
に
混
入
し
病
床
の
禁
婆
婆
を
殺

そ
う
と
す
る
が
、
却
っ
て
自
分
の
父
を
毒
死
さ
せ
る
結
果
に
。
寅
蛾
を
親
殺
し
と
責
め
、
自
分
と
の
結
婚
か
裁
き
か
、
と
脅
す
が
賓
蛾
は
桓

寛
罪
を
主
張
す
る
貧
賎
だ
が
、
姑
に
殺
人
の
疑
い
が
及
び
そ
う
に
な
っ
て

十
三
年
後
、
す
で
に
夫
を
失
い
寡
婦
と
な
っ
た
端
雲
、
今
の
名
は
賓
蛾
は
義
母
と
二
人
暮
ら
し
。
行
き
掛
か
り
に
債
務
者
寮
宜

紹
の
意
志
堅
く
、
裁
き
の
場
に
引
き
出
さ
れ
る
。

〔
三
折
〕

彼
女
は
敢
え
て
罪
を
被
る
。
彼
女
は
自
分
の
寛
罪
の
謹
援
と
し
て
、
自
分
の
庭
刑
の
後
に
楚
州
が
三
年
皐
害
に
な
る
こ
と
な
ど
を
預
言
、
す

〔
四
折
〕
高
官
と
な
っ
て
後
、
行
方
の
知
れ
な
い
娘
の
こ
と
を
思
い
つ
つ
楚
州
に
巡
察
に
訪
れ
た
賓
天
章

そ
の
夢
枕
に
資
蛾
が
亡
霊
と
な
っ
て
現
れ
、
彼
女
自
身
が
嘗
地
の
寛
罪
事
件
の
や
聞
事
者
と
知
ら
せ

ベ
て
そ
の
と
お
り
に
な
る
。

は
書
類
を
黙
検
す
る
う
ち
に
う
た
た
寝
、

る
。
事
件
と
裁
き
の
関
係
者
を
召
喚
し
員
相
を
究
明
す
る
。

員
犯
人
や
誤
剣
閥
輿
の
官
吏
に
慮
罰
を
輿
え
、

賓
蛾
の
名
春
を
回
復
し
て
、
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幕
こ
れ
も
、
①
公
案

〈

U
〉

廉
訪
使
〉
に
よ
る
裁
き
の
改
正
、
な
ど
典
型
的
作
品
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
特
に
公
案
が
、
車
に
裁
き
で
決
着
す
る
様
式
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、

②
秀
才
の
登
場

③
賓
罪
の
雲
厚
と
仇
討
ち
の
賞
現

④
生
死
を
も
越
え
た
正
旦
貧
賎
の
活
躍

⑤
官
人
(
こ
こ
で
は
粛
政

寛
罪
が
清
官
に
よ
っ
て
正
さ
れ
る
と
い
う
、
言
わ
ば

「
雲
菟
」
物
語
形
式
を
と
る
の
を
常
套
と
す
る
見
本
の
よ
う
な
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
と
も

か
か
わ
り
、
③
で
ふ
た
つ
の
主
要
要
素
が
同
時
に
寅
現
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
は
作
者
の
手
腕
を
示
す
。
私
怨
私
憤
の
解
決
と
そ
れ
を
超

え
た
正
義
の
賓
現
と
が
み
ご
と
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
⑤
も
い
く
つ
か
の
側
面
に
関
わ
る
意
味
を
も
つ
が
、
そ
れ
は
本
論
に
お
い
て
論

じ
る
。
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公
権
力
の
姿
と
働
き

)
 

噌

E
A(
 

「
公
案
」

へ
の
傾
斜
と
そ
の
本
質

(ロ)

今
現
在
も
「
包
公
案
」
は
一
般
の
中
園
人
の
常
識
の
中
に
存
在
し
て
い
る
。
元
曲
で
は
典
型
的
な
「
公
案
」
以
外
に
も
、
物
語
の
構
造
が
類

似
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
裁
き
に
よ
る
結
末
だ
け
は
備
え
た
作
品
も
あ
る
。
た
と
え
ば
最
後
の
場
面
で
蒲
勤
隼
者
が
「
断
」
相
嘗

(
日
)

の
託
宣
を
下
す
作
品
な
ど
は
そ
の
例
で
、
こ
れ
ら
も
公
案
の
湊
種
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
終
幕
近
く
に
な
り
唐
突
に
官
人
役
「
孤
」
が
登
場

最
後
に
と
っ
て
つ
け
た
よ
う
な
官
人
の
登
場
場
面
が
用
意
さ
れ
て
い
た
り
す

す
る
場
合
、

物
語
の
大
筋
は
官
人
不
在
で
も
進
行
す
る
の
に
、

る
。
そ
れ
も
関
係
者
が
み
な
「
白
洲
」

へ
行
く
の
で
な
く
、

官
人
の
方
が
偶
然
に
も
現
場
に
到
着
し
た
り
す
る
。

ひ
る
が
え
っ
て
も
う
一
度

- 40ー

〈
裁
き
も
の
〉
の
内
容
を
考
え
て
み
る
と
、
寛
罪
雲
厚
の
物
語
い
わ
ば
雲
寛
型
の
も
の
が
多
い
。
そ
れ
も
員
犯
人
の
存
在
を
観
客
は
早
く
に
知

ら
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
罪
も
な
い
主
役
な
い
し
主
役
級
の
人
物
の
誰
か
に
寛
罪
が
ふ
り
か
か
る
難
儀
が
描
か
れ
る
。
よ
り
正
統
的
公
案
の

場
合
は
、
早
め
に
登
場
し
て
い
た
裁
き
手
た
る
官
人
が
、
知
恵
を
め
ぐ
ら
し
機
略
を
も
ち
い
て
最
後
に
員
相
を
明
ら
か
に
す
る
。
題
そ
の
も
の

に
も
、

そ
れ
を
示
す
も
の
が
多
い
。

「
智
勘
」
だ
と
か

「智
勝
」
だ
と
か

「智
斬
」
と
い
う
題
を
含
む
題
目
は
そ
う
い
う
類
で
あ
り
、

そ
こ
に

作
者
の
筆
さ
ば
き
の
冴
え
を
示
す
み
せ
ど
こ
ろ
で
も
あ
る
。

し
か
し
官
人
役
「
孤
」
が
曲
の
終
盤
に
初
め
て
現
わ
れ
て
も
、
そ
う
い
う
役
割
は

果
た
し
得
な
い
。
要
す
る
に
彼
の
役
割
は
、
誰
も
が
(
観
客
や
そ
の
時
黙
で
の
登
場
人
物
も
が
〉
す
で
に
知
っ
て
い
る
員
相
を
確
認
し
、

そ
れ
に
慮

断
を
輿
え
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
慮
断
と
言
っ
て
も
、

た
と
え
ば
殺
人
に
は
死
罪
が
、
儒
謹
に
は
無
数
が
宣
さ
れ
る
ほ
か
に
は
な
い
。
そ

れ
以
上
工
夫
の
し
ょ
う
が
な
い
。

で
は
な
ぜ
最
後
に
官
人
が
出
て
く
る
の
か
。
官
人
が
上
位
な
い
し
最
高
権
力
者
た
と
え
ば
皇
帝
の
全
擢
委
任
を
帯
び
て
現
わ
れ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
員
相
究
明
の
必
要
か
ら
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
そ
の
権
威
の
数
果
は
別
の
面
で
は
た
ら
く
。
幕
切
れ
で
い
ず
れ
の
官
人



役
も
が
丁
寧
に
行
な
う
の
は
何
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
慮
断
と
賞
罰
で
あ
る
。
官
人
に
よ
る
「
断
」
に
は
嘗
然
事
案
の
慮
理
に
関
す
る
部
分
が

含
ま
れ
る
。
員
犯
人
の
慮
断
や
紛
争
の
鎮
定
を
指
示
す
る
。
な
か
に
は

「夫
婦
の
よ
り
を
も
ど
せ
」
と
い
う
の
を
敷
命
と
し
て
停
え
る
場
合
ま

で
あ
り
、
そ
こ
だ
け
取
る
と
い
か
に
も
大
げ
さ
と
思
え
る
。

し
か
し
そ
れ
は
後
述
の
よ
う
に
、
全
髄
の
「
圏
園
」
の
一
環
で
あ
り
、
他
の
賞
罰

と
セ
ッ
ト
で
あ
る
。
不
遇
の
秀
才
に
射
す
る
官
人
地
位
の
付
興
や
要
職
ポ
ス
ト
へ
の
任
用
、
内
助
の
功
あ
る
妻
・
節
婦
へ
の
直
賞
、
事
件
解
決

荒
唐
無
稽
な
加
官
も
あ
る
が
、

の
協
力
者
へ
の
賞
金
(
多
く
は
賜
銀
)
な
ど
が
仔
細
に
指
示
さ
れ
る
。

そ
の
任
用
ポ
ス
ト
の
グ
レ
イ
ド
に
つ
い

て
少
な
く
と
も
関
係
者
相
互
聞
で
は
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
た
り
す
る
。
ま
た
女
性
へ
の
稿
競
授
興
た
と
え
ば
賢
徳
夫
人
を
授
け
る
も
の
も
多

い
。
善
玉
へ
の
稀
賛
と
恩
典
賜
輿
の
み
で
な
く
、
負
の
方
向
す
な
わ
ち
慮
罰
や
訓
戒
も
こ
ま
や
か
で
あ
る
。
殺
人
の
下
手
人
な
ど
が
死
罪
に
な

不
正
や
誤
断
の
官
・
吏
へ
の
任
用
取
消
や
詰
責
慮
分
、
偏
在
者
へ
の
杖
数
指
示
な
ど
ま
で
貫
に
仔
細
に
わ
た
る
。
さ

(

M

)

 

ら
に
は
必
ず
し
も
罪
人
で
は
な
い
け
れ
ど
、
家
長
と
し
て
不
行
届
き
が
あ
っ
た
か
ら
杖
幾
十
と
指
示
す
る
場
合
も
あ
る
。
そ
れ
は
法
刑
の
範
圏

る
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、

権
力
か
ら
の
託
宣
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
た
め
に
、
曲
の
末
尾
に
「
孤
」
の
登
場
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

「公
案
」
を
と
り
あ
え
ず
〈
裁
き
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を
越
え
て
、
本
来
あ
る
べ
き
闘
係
を
指
示
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
ま
さ
に
ト
ー
タ
ル
な
意
味
で
の
「
圏
園
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
上
位

も
の
〉
と
と
ら
え
て
誤
り
で
は
な
い
が
、
そ
の
も
っ
と
も
普
遍
的
な
要
素
は
、
幕
切
れ
に
お
け
る
擢
力
に
よ
る
公
的
宣
言
に
あ
る
と
考
え
る
。

(

日

)

そ
う
い
う
意
味
で
は
小
説
や
戯
曲
の
主
題
に
よ
る
分
類
の
一
群
と
し
て
「
公
案
」
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
語
を
そ
こ
に
納
め
る

こ
と
が
可
能
な
〈
構
造
〉
と
し
て
「
公
案
」
は
あ
る
の
で
あ
る
。

附
言
す
れ
ば
、
従
来
の
元
曲
研
究
で
は
「
公
案
劇
」

「
復
儲
劇
」

「
圏
園
劇
」
と
い
う
よ
う
な
分
類
が
用
い
ら
れ
て
き
た
し
、
研
究
の
便
宜

上
今
後
も
必
要
な
こ
と
に
は
ち
が
い
な
い
。

し
か
し
公
案
は
雲
寛
物
語
を
多
用
し

そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
が
圏
国
的
結
尾
を
も
っ
ハ
前
述
の
と

お
り
こ
こ
で
の
圏
固
と
は
も
は
や
狭
義
の
〈
夫
婦
や
親
子
の
圏
直
〉
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

〈
す
べ
て
ま
る
く
お
さ
ま
る
(
お
さ
め
る
)
〉
と
い
う
、
賞
事
者
を
含
め

た
全
面
的
解
決
の
意
で
用
い
て
い
る
)
。

雲
寛
も
嘗
の
寛
罪
で
非
業
の
死
を
と
げ
た
人
物
や
そ
の
身
内
か
ら
は
賞
質
的
復
儲
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
一
一
一

つ
の
分
野
は
緊
密
な
内
的
連
闘
を
も
つ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
さ
ら
に
先
に
示
し
て
お
い
た
『
貸
蛾
寛
』
で
わ
か
る
よ

41 



れ
る
の
は
、
①
員
相
の
解
明
、
と
同
時
に
、
②
娘
の
仇
討
ち
、

う
に
、
復
儲

・
仇
討
ち
は
賞
事
者
の
個
人
的
な
行
動
で
は
十
全
な
意
味
を
も
た
な
い
。
資
蛾
の
父
、
貿
天
童
の
嘗
地
へ
の
巡
察
を
機
に
果
た
さ

さ
ら
に
③
賓
蛾
の
名
春
の
公
的

42 

で
あ
る
。
そ
れ
は
既
に
示
し
た
と
お
り
だ
が
、

回
復
す
な
わ
ち
公
権
力
に
よ
る
宣
明
、
こ
そ
が
全
瞳
を
完
結
さ
せ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

(2) 

権
力
視
の
問
題
|
|
権
力
へ
の
参
興
と
権
力
の
恩
恵

元
曲
に
お
い
て
「
権
力
」
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
。
個
々
の
脚
本
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
が
お
り
、
ま
た
無
名
氏
の
作
と
し

(
国
〉

て
停
わ
る
作
品
も
あ
る
。
か
な
り
大
臆
な
推
論
で
あ
る
こ
と
を
承
知
で
諸
作
品
に
お
け
る
権
力
親
に
つ
い
て
線
瞳
的
に
論
じ
て
お
こ
う
。
個
々

の
劇
は
上
演
の
た
め
の
作
品
で
あ
り
、

ま
た
上
演
に
際
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
が
存
在
し
た
。
劇
圏
自
瞳
の
経
営
の
そ
れ
は
十
分
な
娯
楽
性
の

確
保
を
必
然
化
し
、
調
官
憲
的
な
そ
れ
は
官
人
役
の
描
寓
へ
の
一
定
の
慎
重
さ
を
求
め
た
と
し
て
蛍
然
の
こ
と
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
諸

作
品
に
は
「
権
力
」
が
、
時
に
洗
練
さ
れ
て
、
時
に
生
々
し
く
描
か
れ
る
。
舞
蓋
上
の
権
力
に
役
割
を
興
え
、
擢
力
が
劇
中
で
働
く
。
そ
れ
を

見
た
観
客
は
憤
っ
た
り
、
喜
ん
だ
り
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
公
案
の
最
後
が
「
断
」
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
人
々
は
現
買
の
権
力
を
あ
り
が
た

く
受
け
入
れ
た
の
だ
、
な
ど
と
は
言
え
な
い
し
、
芝
居
を
見
て
い
つ
も
反
権
力
と
い
う
想
い
を
強
く
共
有
し
た
、
と
も
言
い
難
い
。
そ
れ
は
様

- 42ー

々
な
局
面
で
、
多
様
な
形
で
描
か
れ
て
い
る
。
従

っ
て
巌
密
に
は
そ
の
局
面
ご
と
に
考
察
す
べ
き
だ
ろ
う
。

(

げ

〉

ま
ず
科
奉
で
あ
る
。
元
曲
の
登
場
人
物
に
頻
出
す
る
秀
才
と
は
科
奉
の
受
験
生
で
あ
り
、
彼
が
苦
撃
し
た
末
に
好
成
績
で
及
第
し
高
級
官
僚

(
路
〉

と
な
る
。
そ
し
て
家
族
や
妻
と
再
舎
を
果
た
す
。
最
も
よ
く
あ
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
再
舎
の
過
程
で
い
ろ
い
ろ
数
寄
な
運
命
に
も

て
あ
そ
ば
れ
て
ど
う
こ
う
、
と
い
う
筋
書
き
の
面
白
さ
が
劇
を
盛
り
上
げ
る
の
だ
が
、
基
本
パ
タ
ー
ン
は
貫
に
あ
っ
け
ら
か
ん
と
、
屈
託
な
く

ハ
ッ
ピ
ー
に
決
着
す
る
。
だ
い
た
い
に
お
い
て
、
劇
の
途
中
で
、
さ
あ
都
に
上
っ
て
受
験
だ
、
と
放
出
し
た
か
と
思
う
と
、
次
折
で
は
め
で
た

く
朕
元
で
及
第
、
高
官
と
な
っ
て
故
郷
へ
錦
を
、
な
ど
と
い
き
な
り
エ
リ
ー
ト
に
襲
身
し
て
い
た
り
す
る
。
も
ち
ろ
ん
元
曲
の
折
と
折
と
の
聞

が
十
数
年
と
い
う
例
は
少
な
く
な
い
し
、
科
暴
の
描
き
方
だ
け
粗
い
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
前
折
で
の
子
供
は
成
人
し
、
若
者
は
充
分
な
大
人



と
か
親
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
、
世
代
の
進
行
・
時
聞
の
経
過
を
一
気
に
果
た
す
、

数
果
的
な
省
略
と
い
ア
た
方
が
よ
い
。
さ
り
と
て
官
人
と

な
る
こ
と
が
、
必
ず
し
も
教
養
・
人
格
・
識
見
あ
る
登
場
人
物
の
成
功
へ
の
祝
福
ば
か
り
と
も
言
え
な
い
。
そ
も
そ
も
公
案
も
の
の
ほ
と
ん
ど

の
終
末
に
お
け
る
「
断
」
に
お
い
て
、
官
人
へ
の
取
り
立
て
が
賞
に
含
ま
れ
、
そ
れ
も
年
端
も
い
か
な
い
少
年
が
孝
の
故
に
知
事
の
座
を
約
束

さ
れ
た
り
す
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
升
官
費
財
の
公
的
保
詮
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
官
人
の
地
位
を
付
輿
し
、
家
族
・
一
族
に
祉
舎
的
建
血
管
と
富

を
約
束
す
る
。
そ
れ
が
官
僚
制
機
構
の
一
角
に
ス
テ
イ
タ
ス
を
獲
得
す
る
こ
と
の
数
果
で
、
抽
象
す
れ
ば
権
力
シ
ス
テ
ム
に
参
興
す
る
こ
と
で

(

印

)

得
ら
れ
る
利
得
で
あ
る
。
科
奉
を
通
じ
た
官
人
の
地
位
の
獲
得
と
経
済
的
・
法
的
な
優
位
性
の
結
び
つ
き
、
元
曲
も
そ
れ
を
前
提
に
し
て
い

る
。
作
品
中
に
は
秀
才
が
官
人
に
な
っ
た
か
ど
う
か
の
情
報
の
混
観
か
ら
、
そ
の
秀
才
に
劃
し
て
そ
の
周
圏
が
こ
ろ
こ
ろ
と
態
度
を
饗
え
る
あ

(

却

)

り
さ
ま
を
滑
稽
に
描
い
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
一
面
で
人
々
の
権
力
に
射
す
る
卑
屈
さ
の
風
刺
に
な
っ
て
お
り
、
升
官
の
祉
舎
的
数
果
が
直

裁
的
・
戯
霊
的
に
誇
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
突
き
放
し
た
樺
力
観
と
言
え
る
。
な
お
重
ね
て
い
え
ば
、
地
位
獲
得
の
数
果
は
ご
く
即
数
的
・

ひ
と
つ
の
強
調
貼
は
負
携
の
軽
減
で
あ
り
褒
賞
と
し
て
の
役
(
差
役
・
箔
役
')
の
克
除
で
あ
る
。
た
と
え
ば
終
幕

に
お
け
る

「
断
」
中
に
は
、
褒
賞
と
し
て
の
克
役
特
権
を
民
の
身
分
の
善
玉
の
誰
か
に
保
護
し
た
り
、
そ
の
裏
返
し
と
し
て
悪
玉
の
誰
か
に
は

「
元
来
士
分
(
官
戸
)
で
あ
る
が
懲
ら
し
め
と
し
て
降
格
し
民
と
同
じ
く
役
に
嘗
て
る
」
と
い
う
ケ
l
ス
が
少
な
く
な
い
。
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貫
質
的
な
形
で
表
示
さ
れ
る
。

な
お
科
奉
そ
の
も
の
に
つ
い
て
言
え
ば
、

周
知
の
よ
う
に
元
朝
時
代
で
は
ほ
と
ん
ど
賓
施
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
元
曲
作
品
で
は
宋
代
を

舞
蓋
と
す
る
作
品
も
多
く
、
準
行
上
は
都
合
が
よ
い
。
も
っ
と
も
唐
代
初
期
の
設
定
で
も
同
じ
よ
う
に
科
患
が
描
か
れ
る
の
で
、
時
代
考
謹
的

な
関
心
に
乏
し
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
な
お
元
曲
で
モ
デ
ル
と
な
る
官
僚
制
の
枠
組
み
は
、
線
じ
て
宋
代
的
な
も
の
と
元
代
的
事
象
の
混
滑

物
の
場
合
が
多
い
。
ま
た
元
曲
の
「
公
案
」

へ
の
志
向
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
現
寅
社
舎
に
お
け
る
訴
訟
の
高
い
頻
度
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
法

廷
に
封
す
る
心
理
的
匝
離
の
近
さ
か
ら
来
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
豊
富
な
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
て
い
る
し
、
筆
者
自

(
紅
)

身
も
そ
う
し
た
業
績
を
要
約
的
に
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
。
で
、
本
稿
の
目
的
と
関
係
す
る
範
圏
で
だ
け
言
い
添
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、

こ
う
し
た
権
力
機
構
に
参
興
す
る
こ
と
が
科
掌
合
格
の
数
果
だ
と
す
れ
ば
、
訴
訟
は
原
告
か
ら
み
て
権
力
の
援
用
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

43 
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は

〈
利
用
で
き
る
道
具
と
し
て
の
権
力
〉
と
い
う
と
ら
え
か
た
が
元
曲
中
に
は
強
い
こ
と
と
関
係
す
る
。

ら
れ
る
の
が
非
常
に
具
瞳
的
な
利
得
だ
と
い
う
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
権
力
に
よ
っ
て
得

(3) 

擢
豪
勢
要
|
|
一
裏
返
し
の
公
権
力

劇
の
冒
頭
で
は
登
場
人
物
が
手
短
に
自
分
の
役
柄
を
舞
蓋
上
で
述
べ
る
。
自
分
は
何
者
で
家
族
は
こ
れ
こ
れ
、

い
ま
ど
こ
へ
何
を
し
に
い
く

と
こ
ろ
か
、
と
い
う
具
合
に
。
悪
役
も
ま
た
自
ら
を
語
る
。

(

幻

)

「
櫨
豪
勢
要
」
が
い
る
。
そ
こ
で
特
徴
的
な
の
は
彼
ら
の
自
己
紹
介
の
内
容
は
「
特
権
」
を
軸
と
し
て
い
る
こ
と
だ
。
特
権
と
い
っ
て
も
、
自

明
の
悪
役
の
だ
か
ら
非
道
徳
的
・
反
社
曾
的
な
方
向
に
用
い
る
の
は
決
ま
っ
て
い
る
。
で
は
と
い
っ
て
、
そ
の
行
使
の
在
り
方
は
正
義
の
味
方

と
特
に
異
な
り
は
し
な
い
。
多
く
の
場
合
、
特
権
は
欽
賜
の
象
徴
物
の
威
力
で
あ
っ
た
り
、
そ
う
で
は
な
く
と
も
自
分
が
政
権
中
橿
と
強
い
コ

そ
の
悪
玉
の
擢
豪
勢
要
の
「
打
死
人
、
不
償
命
(
人
を
殺
し
て
も
死
刑
に
は
な
ら
ん
ど
と

お
そ
ら
く
お
お
い
に
憎
々
し
げ
に
名
乗
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が

典
型
的
悪
役
に

ネ
で
つ
な
が
っ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
の
誇
示
に
よ
る
。

(

お

)

い
う
せ
り
ふ
も
、
欽
旨
を
も
っ
て
涯
遣
さ
れ
た
清
官
が
〈
勢
創
金
牌
〉
を
手
に
し
て

「
先
斬
後
奏
(
斬
刑
を
質
施
し
て
後
に
上
奏
す
れ
ば
よ
い
〉
」
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と
専
断
楼
を
誇
示
す
る
の
も
同
列
で
あ
る
。
そ
の
本
質
は
超
越
的
櫨
力
で
あ
り
、

ネ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、

そ
の
源
泉
そ
の
も
の
は
無
色
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
が
誼
擦
に
、

そ
の
超
越
性
の
源
泉
は
皇
帝
権
力
な
い
し
そ
の
周
迭
と
の
コ

(

M

)

 

〈
勢
創
金
牌
〉
と
か
〈
紫
金
鎚
〉

と
い
う
象
徴
物
は
、
善
玉
の
手
に
も
ま
た
悪
玉
の
手
に
も
預
け
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
も
た
ら
さ
れ
る
結
果
は
直
接
に
行
使
す
る
者
の
意
志
に
よ

る
。
そ
の
源
泉
た
る
最
高
権
力
そ
れ
自
瞳
が
ど
の
よ
う
な
意
志
か
は
ふ
つ
う
は
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
「
駕
」
と
い
う
角
色
で
皇
帝

が
配
役
上
に
現
れ
る
場
合
も
、
主
役
で
な
い
こ
と
の
方
が
多
い
。
明
代
に
入
っ
て
か
ら
の
法
的
規
制
が
、
も
と
あ
っ
た
配
役
上
の
皇
一
帝
一
を
抹
消

い
き
な
り
最
高
権
力
が
舞
蓋
上
に
現
れ
る
よ
り
は
、
委
任
さ
れ
た
権
力
の
行
使
に
よ
る

さ
せ
た
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
演
劇
数
果
の
面
で
も
、

最
終
的
な
〈
正
義
の
勝
利
〉
に
い
た
る
、
波
凱
と
起
伏
に
富
ん
だ
筋
書
き
を
展
開
し
た
方
が
は
る
か
に
作
家
の
手
腕
の
ほ
ど
を
み
せ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

そ
れ
は
ま
た
「
清
官
」

へ
の
民
衆
の
願
望
や
偲
託
さ
れ
た
想
い
を
ど
れ
だ
け
劇
的
に
表
出
さ
せ
ら
れ
る
か
、

と
い
う
こ
と
で
も
あ



る
。
な
お
し
か
し
創
や
牌
子
そ
の
も
の
は
直
接
に
は
道
具
に
過
ぎ
な
い
。
嘗
然
そ
れ
ら
が
舞
蓋
上
の
小
道
具
だ
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
戯
曲

構
成
上
の
道
具
立
て
の
ひ
と
つ
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

公
案
的
物
語
の
結
末
は
「
断
」
に
よ
る
。

そ
れ
は
公
権
力
の
行
篤
そ
の
も
の
で
あ

り
、
そ
の
擢
力
機
構
の
頂
黙
で
あ
る
皇
一
一
帝
樺
力
と
い
う
最
強
カ
l
ド
を
い
つ
ど
こ
で
ど
れ
だ
け
有
数
に
使
え
る
か
と
い
う
、
ゲ
ー
ム
が
公
案
な

最
終
的
に
善
玉
の
(
大
陸
に
お
い
て
正
義
の
味
方
の
〉
勝
利
に
掃
結
す
る
の
を
見
て
溜
飲
を
下
げ
る
。

の
で
あ
る
。

観
客
は
そ
の
ゲ

l
ム
が
、

そ

れ
は
ま
こ
と
に
便
利
な
切
札
で
あ
る
が
、

そ
の
カ
l
ド
自
置
は
一
意
志
を
も
た
な
い
か
、

も
っ
た
と
し
て
も
軽
く
無
視
さ
れ
さ
え
す
る
の
で
あ

る。

(

お

)

す
ぐ
れ
た
包
公
案
の
ひ
と
つ
『
陳
州
耀
米
』
で
、
悪
役
劉
街
内
が
得
て
来
る
皇
帝
一
の
赦
文
は
、

ず
」
と
い
う
簡
潔
な
文
面
で
あ
る
。
本
来
の
一
意
園
は
悪
役
の
劉
街
内
か
ら
す
れ
ば
身
内
の
不
正
な
倉
官
ら
を
救
い
、
彼
ら
に
殴
殺
さ
れ
た
百
姓

張
の
問
題
は
と
り
あ
げ
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
都
か
ら
赦
文
を
も
っ
て
い
っ
た
現
地
で
は
、
張
の
息
子
が
包
掻
の
許
し
を
得

「
活
た
る
者
は
赦
し
、
死
し
た
る
者
は
赦
さ

悪
代
官
た
る
二
人
の
倉
官
は
す
で
に
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、

(お〉

『
魯
策
郎
』
で
は
包
掻
が
権
豪
勢
要
の
悪
業
を
別
人
名
で
上
奏
し
た
後
に
そ
の
敷
に
僅
か
に
筆
劃
を
加
え
、
嘗
の
悪
役
魯
粛
郎
を
慮
刑
し
て
し

ま
う
。
後
日
、
皇
帝
が
彼
を
呼
べ
と
指
示
す
る
の
に
包
握
が
「
彼
は
陛
下
の
命
で
す
で
に
虚
刑
さ
れ
て
お
り
ま
す
」
と
答
え
る
。
皇
帝
と
し
て

意
因
さ
れ
た
赦
文
の
数
果
が
逆
轄
す
る
と
い
う
話
柄
で
あ
る
。
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て
親
の
仇
を
討
っ
て
(
と
言
っ
て
も
近
世
日
本
で
は
な
い
か
ら
法
の
上
で
は
そ
の
時
黙
で
は
皐
な
る
殺
人
そ
れ
も
高
級
官
人
殺
し
な
の
だ
が
〉
生
き
て
お
り
、

ま
た

は
お
気
に
い
り
の
債
巨
を
包
掻
の
機
知
で
抹
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
筋
の
展
開
が
観
暴
と
言
え
ば
観
暴
だ
け
れ
ど
、
こ
こ
で
は
超

越
的
権
力
に
よ
っ
て
超
越
的
権
力
自
身
が
無
視
さ
れ
、
結
果
的
に
正
義
が
賓
現
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
話
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
、
観
客
に
と

つ
て
は
痛
快
こ
の
上
な
い
筋
書
き
で
あ
る
。

(4) 

擢
力
の
抽
象
性
と
非
神
秘
性

45 

言
い
た
い
の
は
こ
こ
で
の
擢
力
は
抽
象
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
前
述
の
よ
う
に
権
力
そ
の
も
の
に
善
悪
は
な
く
、
擢
力
の
果
た
す
数
力
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が
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
権
力
行
使
の
結
果
は
そ
れ
を
用
い
る
者
の
一
意
志
に
よ
る
。
超
越
的
権
力
の
源
泉
が
し
ば
し
ば
明
示
さ
れ
、

ほ
と
ん
ど
イ
ン
フ
レ
欣
態
だ
。
卒
た
く
言
え
ば
、
皇
帝
権
力
は
重
買
な
も
の
だ
し
、
少
な
く
と
も
物
語
の
展
開
に
は
便
利
こ
の
上
な
い
。
ま
た

そ
れ
は
何
ら
神
秘
性
を
と
も
な
わ
な
い
。
皇
帝
に
も
、
高
官
に
も
、

せ
り
ふ
中
で
は
傘
敬
が
恭
し
く
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
の
果
た
す
役

割
は
全
く
現
質
的
で
あ
り
功
利
的
で
あ
る
。
先
に
抽
象
的
だ
と
言
っ
た
の
は
そ
う
し
た
非
神
秘
性
と
買
は
同
義
で
あ

っ
て
、
権
力
行
使
自
瞳
が

何
ら
か
の
高
貴
な
属
性
と
か
侵
し
が
た
い
雰
囲
気
を
伴
う
こ
と
は
な
い
。

で
あ
る
か
ら
こ
そ
悪
役
も
ま
た
同
様
に
こ
れ
を
使
い
得
る
。
要
す
る

に
個
々
の
権
力
者
的
存
在
に
善
悪
の
属
性
は
あ
る
が
、
彼
ら
が
行
使
す
る
権
力
そ
の
も
の
が
懐
疑
の
封
象
に
は
な
ら
な
い
。
擢
力
の
暴
走
は
あ

そ
も
そ
も
権
力
行
使
が
恋
意
に
流
れ
る
の
も
日
常
で
あ
る
。
な
お
そ
の
権
力
を
支
え
る
機
構
の
存
在
と
そ
れ
へ
の
参
興
は
む
し
ろ
肯
定

る
し
、

的
に
描
か
れ
て
い
る
の
が
元
曲
の
櫨
力
に
針
す
る
基
本
的
な
傾
向
で
あ
る
。
登
場
人
物
が
最
終
的
に
神
仙
に
な
る
よ
う
な
宗
教
説
話
的
な
〈
達

成
の
物
語
〉
で
も
、
特
に
、
現
賀
社
舎
へ
の
敵
封
や
強
い
厭
世
観
を
表
明
す
る
こ
と
は
な
い
。

一
方
で
登
場
人
物
た
ち
が

「断」

を
恭
し
く
奔
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す
る
に
し
て
も
、
権
力
者
個
人
を
有
り
難
が
っ
て
い
る
様
で
も
な
い
。
彼
ら
が
喜
ん
で
迎
え
て
い
る
の
は
そ
こ
に
セ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
現
質
的

一
帽
利
で
あ
っ
た
。

公
案
を
中
心
と
し
た
元
曲
の
作
品
群
に
示
さ
れ
て
い
る
権
力
視
は
神
秘
性
を
幣
び
な
い
だ
け
に
、
政
治
的
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、

し
た
権
力
翻
こ
そ
が
政
治
文
化
を
構
成
す
る
重
要
要
素
で
あ
る
と
い
う
の
が
寅
態
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
政
治
文
化
と
い
う
語
を
用
い
た
の
は
、
政

治
世
界
を
素
材
に
す
る
文
事
作
品
の
存
在
、
た
と
え
ば
脚
本
や
小
説
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
中
園
近
世
以
降
の う

社
舎
で
あ
る
、

吐
舎
に
つ
い
て
、
最
近
の
事
読
の
基
本
的
動
向
と
し
て
は
、

(

幻

)

と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
枇
舎
の
中
で
人
々
は
し
ば
し
ば
相
互
に
訴
え
合
い
、

「
自
由
に
」
競
い
合
う

「
自
由
に
」

と
い
っ
て
も
、

中
国
に
そ
ん
な
自
由
な
祉
舎
な
ど
存
在
し
な
レ
と
い
う
の

が
、
こ
れ
ま
た
中
園
史
に
つ
い
て
は
ず

っ
と
有
力
な
事
設
で
あ
っ
た
。
封
建
祉
舎

・
家
父
長
制
と
い
っ
た
概
念
は
そ
う
し
た
こ
と
と
ほ
ぼ
同
義

で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
構
成
す
る
血
縁
・
血
縁
擬
制

・
地
縁
ま
た
秘
密
結
社
と
い
う
形
で
の
祉
曾
集
園
が
人
々

が
そ
れ
を
通
じ
て

〈
生
一、
き
抜
く
た
め
の
〉
人
的
結
集
燈
で
あ
っ
た
こ
と
も
否
定
し
得
な
い
。
そ
こ
に
は
、

(
必
ず
し
も
個
々
人
の
個
性
の
十
全
な
伸



長
の
た
め
で
は
な
い
が
)
、

構
成
員
個
々
の
才
費
の
瑳
揮
に
よ
っ
て
こ
そ
そ
の
集
圏
は
よ
り
有
力
な
結
合
瞳
た
り
得
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
結

果
が
集
圏
全
瞳
の
繁
築
を
逼
じ
て
各
構
成
員
に
一
帽
利
を
も
た
ら
す
、
と
い
う
認
識
が
働
い
て
い
る
。
そ
う
い
う
人
開
集
圏
の
も
っ
と
も
外
枠

に
、
そ
れ
ら
を
包
括
す
る
政
治
社
舎
が
存
在
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
競
い
争
い
闘
う
智
恵
と
努
力
、
そ
の
か
な
り
の
部
分
は
官
僚
制
・
政
治

機
構
を
自
己
の
側
の
利
得
の
た
め
に
ど
こ
ま
で
有
数
に
利
用
で
き
る
か
に
傾
注
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
は
き
わ
め
て
リ
ア
ル
な
権
力
視

が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
権
力
が
存
在
し
、

獲
得
が
か
か
っ
て
い
る
、

そ
れ
が
機
構
と
し
て
自
分
た
ち
の
前
に
門
を
設
け
て
い
る
。
そ
こ
に
自
分
た
ち
の
利
得
や
繁
築
の

そ
う
い
う
意
識
こ
そ
が
こ
の
よ
う
な
政
治
枇
舎
を
支
え
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
公
案
作
品
群
も
ま
た
素
朴
な
清
官
願

望
の
み
の
所
産
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
意
識
と
嫡
れ
合
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
存
在
し
得
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
意
味
で
、
公
案
作
品
の
出
現
を
「
法

的
暗
黒
時
代
の
民
衆
的
願
望
」
つ
ま
り
元
朝
支
配
者
に
よ
る
法
の
壌
範
だ
け
に
原
因
を
求
め
て
も
、
宋
代
か
ら
明
代
に
ま
た
が
る
訴
訟
社
合
的

な
深
化
と
の
整
合
的
説
明
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

近
世
祉
舎
の
逼
俗
規
範
と
債
値
観
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(1) 

償
命
と
い
う
こ
と

す
で
に
鏑
れ
た
中
に
、
擢
豪
勢
要
自
ら
の
常
套
句
と
し
て
「
人
を
殺
し
て
も
自
分
は
死
刑
に
な
ら
ぬ
」
と
い
う
特
権
宣
言
が
あ
っ
た
。
そ
れ

は
雪
菟
の
パ
タ
ー
ン
の
前
提
と
し
て
多
用
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、

そ
の
「
死
刑
」
の
原
表
記
「
償
命
」
と
い
う
語
を
手
が
か
り
に
少
々
考
え
て
み

た
と
え
ば
「
斬
」
の
よ
う
に
、
法
定
上
の
慮
刑
形
態
で
言
う
場
合
も
あ
る
が
、

用
い
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
現
代
漢
語
で
も
「
終
身
大
事
」
が
「
結
婚
」
と
い
う
意
味
で
、
日
常
の
用
法
に
お
い
て
は
「
そ
の
人
の
一
生
に
関
わ

〈

お

)

る
一
大
事
」
と
い
う
原
義
か
ら
は
離
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
こ
こ
で
あ
え
て
「
償
命
」
の
語
に
こ
だ
わ
る
の
は
曲
中
に
、
原
義
を
想
起
さ
せ

た
い
。
元
曲
で
死
刑
を
言
う
場
合
、

一
般
的
に
は
「
償
命
」
が

47 

る
物
語
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

『
醐
蝶
夢
』
で
包
盤
が
兄
弟
た
ち
の
母
親
か
ら
事
情
聴
取
す
る
と
き
、
最
初
は
基
彪
を
撲
殺
し
た
員
犯
人
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は
誰
か
、

と
問
う
の
だ
が
、
ら
ち
が
あ
か
な
い
と
悟
る
や
方
向
聴
換
す
る
。

つ
ま
り
誰
を
慮
刑
し
た
ら
よ
い
か
、
長
男
か
衣
男
か
あ
る
い
は
三

男
か
、

と
い
う
聞
い
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
員
相
究
明
と
は
全
然
違
う
。
最
終
的
に
は
包
揮
は
三
兄
弟
全
員
を
そ
の
孝
の
故
に
放
売
す
る

わ
け
で
、
権
豪
勢
要
葛
彪
の
自
業
自
得
の
死
に
劃
し
て
憤
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

そ
れ
が
兄
弟
ら
に
と

っ
て
父
の
仇
討
ち
で
あ
る
こ
と
を

承
知
し
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
こ
の
展
開
の
基
底
に
あ
る
の
は
「
人
が

一
人
死
ん
で
い
る
以
上
、
関
わ

っ
た
三
兄
弟
の
う
ち
誰
か
が
死
刑
に
な
っ

て
つ
ぐ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
論
理
で
あ
る
。

「
償
命
」
が
、
失
わ
れ
た
命
に
封
し
償
う
意
味
か
、
自
ら
の
命
を
以
て
す
る
こ
と
を

い
う
の
か
、
も
と
の
語
義
は
と
も
か
く
(
さ
ら
に
は
「
命
」
は
〈
い
の
ち
〉
な
の
か
一
態
詮
索
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い
が
)
、
こ
の
物
語
に
即
し
て
言
え

な
の
で
あ
る
。

そ
れ
も
官
人
の
死
者
に
つ
い
て
、
誰
か
一
個
の
命
を
も
っ
て
引
き
嘗
て
ざ
る
を
得
な
い
、
何
れ
の
側
か
ら
も
正
に
「
償
命
」

つ
ま
り
裁
き
の
質
質
は
、
下
手
人
特
定
の
た
め
の
取
り
調
べ
か
ら
、
誰
を
慮
刑
し
た
ら
よ
い
か
、
と
い
う
商
談
|
|
一
商
量
、
相

ば
、
死
者
一
人
、

談
と
い
う
意
味
で
の
|
|
に
獲
わ
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
現
質
の
死
罪
案
件
の
裁
き
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
全
然
別
問
題
で

棒
の
鹿
刑
を
も
っ
て
こ
れ
に
引
き
嘗
て
る
。
そ
れ
は
ハ
ッ
ピ
ー
な
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
必
要
な
準
備
で
あ
る
が
、

い
く
ら
な
ん
で
も
官
人
撲
殺
事
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あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
元
曲
自
盟
は
さ
ら
に
自
在
な
展
開
を
績
け
、
最
終
的
に
は
三
人
の
兄
弟
の
誰
で
も
な
く
、
同
日
に
慮
刑
さ
れ
た
馬
泥

件
の
犯
人
グ
ル
ー
プ
が
そ
の
孝
の
故
に
無
罪
放
克
な
ど
現
賓
に
あ
る
べ
く
も
な
い
。
そ
う
し
た
無
理
は
何
ら
か
の
合
理
性
と
引
き
替
え
の
は
ず

で
あ
る
。
そ
こ
で
貫
現
す
る
の
は
謂
わ
ば
「
償
命
の
論
理
」
で
あ
り
、

つ
ま
り
戯
曲
の
作
り
手
と
受
け
手
(
観
客
あ
る
い
は
讃
者
)
に
と
っ
て

失
な
わ
れ
た
生
命
に
は
等
量
の
償
い
が
必
要
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
牧
支
つ
ぐ
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
物
語
と
し
て
は
解
決
を
み
た
の
で

あ
る
。

(2) 

休
書
lll-女
性
の
闘
い
方

元
曲
に
は
旦
本
も
多
い
。
す
な
わ
ち
女
性
の
役
が
活
躍
し
、
秀
才
は
む
し
ろ
世
間
知
ら
ず
の
お
ぽ
っ
ち
ゃ
ん
で
あ
っ
た
り
、
撃
は
あ
る
が
甲

斐
性
の
な
い
男
だ
っ
た
り
す
る
。
正
旦
が
活
躍
し
て
彼
ら
に
幸
一
帽
を
も
た
ら
す
。
そ
の
場
合
、

お
お
よ
そ
は
秀
才
が
苦
難
を
乗
り
越
え
て
出
世



し
、
最
後
に
は
佳
人
と
結
ぼ
れ
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
結
婚
を
到
達
黙
と
す
る
お
定
ま
り
の
パ
タ
ー
ン
は
、
近
代
的
態
愛
と
は
遣
う
レ

忍
耐
や
夫
〈
と
な
る
は
ず
の
男
性
〉
へ
の
ひ
た
す
ら
な
信
頭
に
蓋
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

ベ
ル
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
で
も
男
女
の
聞
の
情
の
機
微
を
描
く
も
の
に
は
違
い
な
い
。
し
か
し
元
曲
の
中
の
女
性
の
活
躍
の
仕
方
は
、
車
に

(

却

)

た
と
え
ば
『
救
風
塵
』
の
趨
胎
児
は
自
ら
が
ま
十
一
帽
の
主

瞳
に
な
る
の
で
は
な
く
、
他
の
カ
て
フ
ル
の
た
め
に
大
活
躍
す
る
あ
る
種
の
ス
ー
パ
ー
ウ
ー
マ
ン
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
女
自
身

〈

叩

)

も
色
香
を
漂
わ
せ
つ
つ
、
智
恵
と
機
略
に
よ
っ
て
員
情
あ
る
秀
才
安
秀
賞
と
妹
分
の
カ
ッ
プ
ル
を
添
い
遂
げ
さ
せ
る
。
役
割
そ
の
も
の
は
基
本

的
な
と
こ
ろ
で
公
案
の
包
盤
と
も
共
通
す
る
。
こ
の
『
救
風
塵
』
も
そ
う
だ
が
、
男
女
な
い
し
夫
婦
に
関
係
す
る
題
材
の
物
語
に
は
、

し
ば
し

ば
「
休
書
」
が
登
場
す
る
。
そ
の
三
行
半
の
内
容
や
様
式
を
要
貼
的
に
劇
中
に
示
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

か
、
そ
の
文
面
は
か
く
か
く
で
あ
る
と
讃
み
上
げ
た
り
、
で
あ
る
。
な
か
で
興
味
深
い
の
は
、
筋
書
き
上
、
妻
の
側
が
要
求
し
て
夫
に
書
か
せ

左
手
の
五
指
の
摸
剣
が
い
る
と

る
場
合
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
妻
以
外
の
場
合
も
越
の
場
合
は
、
妹
分
の
宋
引
一章
を
救
い
出
す
た
め
に
敵
役
周
舎
に
言
い
寄
り
、
宋
へ
の
休
書
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を
書
か
せ
、
そ
れ
を
得
て
宋
に
員
貫
を
告
げ
て
と
も
に
出
奔
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
第
三
者
に
よ
る
策
略
に
は
違
い
な
い
が
、
越
の
意
園
は

妹
分
の
幸
一
帽
の
賓
現
で
あ
る
。
他
の
、
妻
自
ら
が
夫
に
要
求
す
る
物
語
で
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
夫
に
護
奮
を
促
す
た
め
と
い
う
員
意
が
臆
さ

れ
て
い
る
場
合
も
含
め
、
そ
れ
は
営
面
白
分
の
幸
福
の
た
め
に
、
つ
ま
り
次
の
結
婚
を
可
能
に
す
る
詮
明
書
と
い
う
意
味
合
い
で
あ
る
。

一
般

的
に
言
っ
て
、
休
書
作
成
は
婚
姻
に
お
け
る
夫
の
側
の
全
面
的
優
位
の
表
現
〈
家
父
長
的
権
力
の
行
使
)
で
あ
る
。
し
か
し
物
語
中
で
は
そ
れ
を

逆
手
に
と
っ
た
形
の
闘
い
方
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
舞
蓋
上
で
し
ぶ
し
ぶ
あ
る
い
は
う
っ
か
り
三
行
半
を
書
か
さ
れ
る
夫
役
に
は
滑

(

紅

)

稽
味
が
漂
う
。
ま
た
こ
う
し
た
趣
向
は
、
元
代
に
お
け
る
女
性
が
再
婚
す
る
ケ
l
ス
が
多
か
っ
た
こ
と
と
も
関
係
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
と

(

招

〉

も
か
く
婚
姻
は
契
約
で
あ
る
。
だ
か
ら
契
約
の
解
消
を
詮
明
す
る
一
本
が
あ
れ
ば
あ
と
は
こ
ち
ら
の
勝
手
次
第
:
:
:
と
い
う
展
開
に
な
る
。

契
約
は
も
ち
ろ
ん
履
行
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
現
寅
に
は
さ
れ
な
い
場
合
も
嘗
然
多
く
、
そ
れ
が
紛
争
と
な
る
。
そ
の
履
行
を
確
貫
に
す
る
た

め
、
契
約
に
あ
た
っ
て
中
人
・
見
人
と
い
う
よ
う
な
保
護
人
を
立
て
る
。
賓
際
の
文
書
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が
複
数
の
人
聞
の
こ
と
も
あ
る
。
雑

劇
の
舞
蓋
で
は
も
ち
ろ
ん
人
物
ひ
と
り
に
そ
の
役
を
振
れ
ば
十
分
だ
が
、
そ
れ
が
祉
長
だ
っ
た
り
す
る
の
は
い
か
に
も
元
代
的
色
彩
で
あ
る
。

49 
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こ
の
保
誼
人
が
い
る
か
ど
う
か
、
誰
な
の
か
と
い
う
問
い
が
、
諸
作
品
の
中
に
出
て
く
る
。
婚
姻
の
場
合
の
保
護
人
は
「
保
親
」
で
あ
る
。
男

女
の
関
係
を
主
題
と
し
た
作
品
に
、
こ
の
保
親
も
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
趨
自
身
も
最
終
幕
で
自
ら
が
カ
ッ
プ
ル
の
保
親
だ
っ
た
こ
と
を
謹
言

す
る
し
、
序
幕
で
周
舎
が
自
分
の
縁
談
を
寅
現
し
よ
う
と
ま
ず
探
す
の
も
保
親
で
あ
り
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
安
秀
賞
び
い
き
の
超
自
身
に
保
親

を
頼
も
う
と
し
て
断
わ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
契
約
を
守
る
、
あ
る
い
は
守
ら
せ
る
の
は
何
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
不
動
産
の
貰
買
で
も

将
来
に
わ
た
り
貰
買
営
事
者
以
外
か
ら
の
〈
と
い
っ
て
も
多
く
は
血
縁
だ
っ
た
り
す
る
が
)
ク
レ
ー
ム
・
干
渉
の
排
除
を
保
誼
さ
せ
る
。

そ
れ
は
代

債
を
支
掛
っ
た
側
に
劃
す
る
樺
利
、
所
有
権
等
の
保
歪
で
あ
る
。
保
親
の
場
合
、
媒
酌
人
と
い
う
よ
う
な
現
代
日
本
で
の
語
意
と
重
な
る
部
分

が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
、
縁
談
を
相
手
側
に
申
し
出
る
と
き
の
仲
介
者
と
し
て
、
職
業
的
(
と
い
っ
て
も
多
分
に
副
業
的
「
周
旋
屋
」
の
)
存

〈

お

〉

在
も
元
曲
中
に
描
か
れ
て
い
る
。
で
は
婚
姻
契
約
の
具
瞳
的
内
容
に
何
が
あ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
こ
に
は
経
済
関
係
が
存
在
す
る
。
趨
胎
児
の

場
合
、
開
封
か
ら
鄭
州
ま
で
周
舎
を
追
っ
て
い
く
際
に
、
議
め
祝
言
に
必
要
な
も
の
を
揃
え
て
運
ば
せ
て
い
く
。
そ
れ
は
後
に
宋
引
章
を
つ
れ

て
逃
げ
よ
う
と
す
る
越
に
向
か
い
周
舎
が
「
お
ま
え
は
す
で
に
嫁
い
だ
身
だ
か
ら
夫
の
わ
た
し
に
拘
束
さ
れ
る
」
と
主
張
す
る
の
に
劃
し
て

(

鈍

)

「
祝
言
に
も
ち
い
た
酒
も
羊
肉
も
紅
羅
も
す
べ
て
自
ら
用
一一
意
し
た
の
だ
か
ら
、
拘
束
さ
れ
る
義
理
は
な
い
」
と
切
り
返
す
前
提
で
あ
る
。
婚
姻
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に
お
い
て
祝
言
の
費
用
だ
け
が
要
件
で
も
な
い
だ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
物
語
中
で
は
〈
婚
姻
関
係
縫
績
の
義
務
は
相
手
側
の
婚
姻
儀
雄
の
経

済
的
負
措
に
よ
っ
て
生
じ
る
〉
と
い
う
論
理
に
な
っ
て
い
る
。
物
語
の
情
緒
面
は
男
女
の
機
微
と
し
て
展
開
さ
れ
な
が
ら
、
婚
姻
関
係
(
な
い

し
拘
束
力
の
源
泉
)
自
瞳
は
金
銭
の
問
題
で
あ
る
。

『
救
風
塵
』
は
審
者
の
身
請
け
話
だ
か
ら
特
殊
と
い
う
の
で
は
な
く
、
婚
姻
・
身
請
け
・
人

身
頁
買
の
聞
に
は
連
綾
性
が
存
在
す
る
。
そ
こ
に
は
元
代
の
女
性
が
性
的
存
在
と
し
て
夫
の
所
有
物
と
い
う
意
味
合
い
を
強
め
て
い
た
と
い
う

こ
と
も
関
係
す
る
か
も
知
れ
な
い
。

少
な
く
と
も
婚
姻
関
係
に
も
貰
買
行
震
と
同
様
に
物
質
的
に
計
算
可
能
な
部
分
が
あ
る
。

そ
れ
は
何
も

「
商
事
カ
ネ
だ
」
と
い
う
ご
く
単
純
な
逼
念
を
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、

あ
る
。
そ
し
て
嘗
然
そ
れ
は
〈
正
賞
な
取
り
分
〉
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
に
な
る
。

〈
正
賞
な
封
債
〉
と
い
う
概
念
で



(3) 

契
約
と
紛
争
さ
ら
に
善
悪
に
つ
い
て

「
公
案
」
の
中
に
は
契
約
の
不
履
行
を
主
題
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

(

お

)

『
合
同
文
字
』
で
は
、
劉
家
の
兄
弟
が
弟

一
家
の
飢
謹
か
ら
の

一
時
退

避
に
際
L
て
、
家
産
に
つ
い
て
の
相
績
擢
の
保
全
を
「
合
同
」
作
成
に
よ
っ
て
契
約
確
認
す
る
。
と
こ
ろ
が
退
避
先
で
弟
夫
婦
が
死
亡
し
、

そ

の
遺
児
が
成
長
し
て
は
じ
め
て
育
て
の
親
か
ら
「
貫
は
お
ま
え
ば
劉
家
の
子
だ
」
と
明
か
さ
れ
て
貫
家
を
訪
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
相
績
権
者
の

復
活
登
場
を
快
く
思
わ
な
い
兄
嫁
の
策
略
に
よ
り
骨
肉
の
紛
糾
が
生
じ
る
。
そ
の
〈
合
同
〉
は
家
産
の
牟
分
の
所
有
権
を
保
留
し
た
ま
ま
、
弟

夫
婦
が
他
所
に
移
動
す
る
こ
と
を
聾
し
て
い
る
。
つ
ま
り
故
あ
っ
て
家
産
の
在
る
場
所
か
ら
離
れ
る
が
そ
れ
は
相
績
擢
を
放
棄
す
る
意
味
で
は

(
町
四
〉

な
い
、
と
い
う
契
約
が
、
賞
事
者
双
方
が
同

一
文
面
の
謹
書
を
一
遁
づ
っ
所
持
す
る
こ
と
で
確
保
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
物
語
自
瞳
は
、
兄

嫁
が
姪
か
ら
だ
ま
し
と
っ
た
謹
書
を
、
包
握
が
智
恵
を
用
い
て
自
ら
提
出
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
追
い
込
む
筋
書
き
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
場
合
も
見
人
と
し
て
枇
長
が
登
場
す
る
。
前
節
に
紹
介
し
た
婚
姻
な
ど
は
も
ち
ろ
ん
他
人
同
士
の
聞
の
契
約
で
あ
る
。
骨
肉
の
聞
で
あ
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れ
ば
こ
そ
明
確
な
契
約
と
し
て
文
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
嘗
然
珠
想
さ
れ
る
相
績
を
め
ぐ
る
紛
宇
を
未
然
に
防
止
す
る
た

め
で
あ
る
。
元
曲
中
の
兄
弟
関
係
に
は
ふ
た
つ
の
封
照
的
な
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
『
醐
蝶
夢
』
に
お
け
る
よ
う
な
孝
友
篤
い
も
の
、
こ
れ
に
封

(
日
出
)

オ
る
、
『
殺
狗
勤
夫
」
に
お
け
る
よ
う
な
不
仲
な
兄
弟
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
、
物
語
が
始
ま
る
段
階
で
す
で
に
別
居
し
、
兄
は
邸
宅
に
住
ま

(
刊
叩
〉

い
弟
は
古
客
に
住
ん
で
お
り
|
|
「
古
客
住
ま
い
」
は
元
曲
に
お
い
て
は
貧
困
を
象
徴
|
|
兄
は
弟
を
疎
ん
じ
て
い
る
。
そ
の
原
因
に
つ
い
て

劇
中
に
説
明
は
な
い
が
、
一
般
的
に
は
相
績
問
題
が
暗
黙
の
背
景
と
考
え
ら
れ
、
お
そ
ら
く
兄
に
よ
る
家
産
濁
占
の
結
果
の
別
居
だ
ろ
う
。
骨

肉
の
聞
に
は
争
い
が
あ
る
。
正
確
に
は
骨
肉
な
れ
ば
こ
そ
争
う
の
で
あ
る
。
元
曲
に
お
け
る
契
約
と
そ
の
保
護
へ
の
執
着
は
そ
う
し
た
土
壌
の

上
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
契
約
は
皐
に
信
義
の
問
題
で
は
な
く
、
常
に
量
の
問
題
を
と
も
な
う
の
で
あ
る
。
相
績
で
言
え
ば
取
り
分
が
保

註
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、

そ
の
た
め
に
各
自
が
努
力
を
怠
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
ま
ず
文
書
交
換
に
よ
る
確
認
と
第
三
者
の
立
合
に

(

叩

)

よ
る
公
然
化
・
社
合
同
化
で
も
あ
る
。
無
名
氏
撰
『
看
銭
奴
』
に
描
か
れ
る
の
は
、
自
分
の
子
を
頁
る
人
身
貰
買
契
約
で
あ
る
。
筋
を
先
回
り
し
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て
言
え
ば
、
買
っ
た
側
の
策
略
で
頁
り
手
の
秀
才
周
築
租
は
結
局
ほ
と
ん
ど
た
だ
同
然
で
子
を
取
ら
れ
て
し
ま
う
が
、
こ
こ
で
も
そ
の
文
面
は

貰
買
嘗
事
者
と
仲
介
役
の
立
舎
人
が
契
約
内
容
を
確
認
し
た
と
い
う
書
式
を
と
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
貰
買
取
り
消
し
を
防
ぐ
意
味
で
、
そ
の
場

合
の
違
約
金
と
し
て
一
千
貫
紗
を
定
め
る
。
買
い
手
の
貰
仁
が
内
容
を
一
音
讃
し
こ
れ
で
け
つ
こ
う
と
早
速
子
供
の
身
柄
を
引
き
わ
た
す
よ
う
求

契
約
内
容
の
確
認
行
震
と
し
て
自
然
で
あ
る
。

(

川

制

)

な
み
に
こ
の
話
で
は
筋
書
き
の
設
定
か
ら
罰
紗
が
法
外
な
額
だ
が
、
違
約
防
止
規
定
を
盛
り
込
む
こ
と
は
理
に
か
な
う
も
の
だ
。
た
だ
し
こ
の

『
看
銭
奴
』
は
そ
う
し
た
煩
現
な
契
約
手
緩
き
ゃ
』
求
め
た
側
が
極
端
な
菩
音
ゆ
え
に
賞
質
代
金
を
踏
み
倒
す
と
い
う
、
や
や
こ
し
い
話
に
な
っ

て
い
る
の
だ
が
。

め
る

と
い
う
展
開
で
あ
る
。

一
音
請
に
は
舞
蓋
か
ら
観
客
へ
と
い
う
意
味
も
あ
ろ
う
が、

ち

契
約
と
は
数
量
で
明
示
し
、

(
川
弘
)

『
菟
家
債
主
』
は
自
分
の
息
子
た
ち
を
失
っ
た
父
親
が
超
自
然
的
能
力
を
あ
わ
せ
持
つ
知
事
の
は
か
ら
い
で
、
冥
界
の
主
か
ら
そ
の
事
由
の
説

計
算
で
き
る
は
ず
の
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
。

ひ
ど
く
長
期
的
な
計
算
こ
そ
が
主
題
に
な
る
場
合
も
あ
る
。

明
を
受
け
る
話
で
あ
る
。
彼
は
三
人
の
家
族
、
妻
も
孝
行
息
子
も
浪
費
ぐ
せ
の
息
子
も
す
べ
て
失
う
。
彼
自
身
に
は
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
因
果

に
よ
る
の
か
思
い
あ
た
る
ふ
し
が
な
い
。
彼
自
身
に
は
罪
も
ま
た
並
み
以
上
の
功
も
な
い
。
冥
界
の
主
は
彼
に
、
よ
く
稼
い
だ
息
子
は
か
つ
て
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家
か
ら
銀
を
盗
ん
で
い
っ
た
泥
棒
の
、
放
蕩
息
子
は
か
つ
て
彼
の
萎
に
預
け
た
銀
を
だ
ま
し
と
ら
れ
た
僧
侶
の
生
ま
れ
獲
わ
り
に
過
ぎ
な
い
こ

と
を
教
え
る
。
彼
ら
は
そ
の
元
の
額
に
長
年
の
利
息
を
加
算
し
て
そ
れ
ぞ
れ
稼
ぐ
か
浪
費
す
る
か
し
た
の
で
あ
っ
た
。
説
明
と
し
て
は
理
に
か

な
っ
て
い
る
が
、
物
語
と
し
て
は
全
然
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
は
な
い
。
計
算
は
合
う
に
し
て
も
、

ま
じ
め
な
人
聞
で
あ
る
主
人
公
の
も
と
に
富

が
戻
る
の
で
も
な
く
、

そ
も
そ
も
妻
子
は
生
き
返
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
劇
と
し
て
は
終
わ
り
で
あ
る
。
息
子
た
ち
の
名
前
は
そ
う
し
た
因
果
を

象
徴
し
て
一
隅
僧
・
乞
借
と
さ
れ
て
い
る
し
、

宗
教
的
な
意
味
で
因
果
麿
報
の
説
得
性
が
皆
無
と
も
言
え
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
物
語
の
前
面

に
出
て
い
る
の
は
む
し
ろ
み
ご
と
な
(
利
息
分
ま
で
配
慮
さ
れ
た
)
計
算
上
の
整
合
性
で
あ
る
。

話
の
筋
そ
の
も
の
は
異
相
究
明
型
で
あ
る
も
の

の
、
究
明
さ
れ
た
員
相
に
よ
っ
て
誰
も
救
済
さ
れ
て
い
な
い
一
見
不
思
議
な
物
語
で
あ
る
。
そ
の
主
題
は
救
済
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
禍

一
帽
の
数
量
的
な
整
合
性
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。



一
般
に
こ
れ
ら
か
ら
「
善
書
」
に
お
け
る
繭
一
幅
観
が
想
起
さ
れ
そ
う
だ
が
、
償
命
の
論
理
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、
正
義
そ
の
も
の
が
敷
量
的

整
合
で
充
足
す
る
も
の
な
ら
ば
、
貨
幣
経
済
の
浸
透
や
一
商
業
活
動
の
一
般
化
だ
け
が
倫
理
の
数
量
化
を
来
し
た
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
う
。

む
し
ろ
そ
も
そ
も
数
量
的
整
合
性
こ
そ
根
底
的
に
道
徳
や
祉
舎
倫
理
を
基
礎
か
ら
規
定
し
て
い
た
と
も
考
え
得
る
。
そ
の
一
意
味
で
中
園
近
世
の

社
曾
倫
理
は
、
数
量
的
表
示
と
具
現
形
式
の
明
瞭
な
中
に
は
じ
め
て
貫
現
さ
れ
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
具
現
形
式
と
は
す
で
に
述
べ

た
公
権
力
に
よ
る
宣
明
で
あ
り
、

一
見
抽
象
的
な
倫
理
的
債
値
で
あ
っ
て
さ
え
も
(
孝
や
友
も
)
個
人
内
的
に
あ
る
い
は
嘗
事
者
レ
ヴ
ェ
ル
に

お
い
て
完
結
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
ま
た
前
述
し
た
よ
う
に
元
曲
の
登
場
人
物
は
き
わ
め
て
類
型
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
劇
圏
の
規
模
・
経
営
面
か
ら
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。

(

必

〉

基
本
的
に
謡
の
部
分
が
正
旦
も
し
く
は
正
末
と
い
う
主
演
者
男
女
の
何
れ
か
に
よ
っ
て
措
わ
れ
る
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
た
だ
し
脇
役
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
場
合
、
性
格
づ
け
に
は
一
定
性
が
あ
る
が
、
善
悪
の
位
置
づ
け
は
と
り
あ
え
ず
中
立
的
な
も
の
も
あ
る
。
ま
た
基
本
的
な
角

色
が
役
の
性
格
づ
け
で
あ
る
の
に
劃
し
、
敢
え
て
言
え
ば
職
能
的
な
役
と
し
て
「
孤
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
前
述
し
た
公
案
的
展
開
と

〈
日
制
〉

の
関
係
で
眼
を
惹
く
。
ま
た
元
曲
の
基
本
が
勧
善
懲
悪
に
あ
る
の
は
そ
の
と
お
り
だ
け
れ
ど
、
善
玉
と
悪
玉
は
主
役
紐
に
も
主
役
紐
以
外
に
も
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配
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
胡
子
轄
・
柳
隆
卿
の
よ
う
な
小
悪
業
も
し
ば
し
ば
配
さ
れ
て
悪
玉
の
手
下
や
悪
へ
の
誘
惑
者
と
な
る
。

一
方
で
張
千
の

ご
と
く
ふ
つ
う
は
単
に
官
人
の
従
者
で
あ
っ
て
、
善
と
も
悪
と
も
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
存
在
も
あ
る
。
彼
が
仕
え
る
官
人
嘗
人
に
も
清
官
も
い
れ

ば
権
豪
勢
要
も
い
る
。
個
々
の
存
在
は
善
で
も
悪
で
も
あ
り
得
る
。
そ
れ
で
全
瞳
と
し
て
は
世
の
中
に
は
善
も
悪
も
ほ
ぼ
等
量
に
存
在
す
る
こ

と
に
な
る
。
動
善
懲
悪
と
い
う
の
は
筋
の
運
び
全
憧
と
し
て
は
言
え
る
に
せ
よ
、
存
在
の
在
り
方
と
し
て
の
善
悪
は
ほ
ぼ
相
半
ば
す
る
の
が
元

曲
に
描
か
れ
る
世
間
の
貫
態
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
悪
が
い
な
け
れ
ば
悪
の
懲
ら
し
ょ
う
も
な
い
か
ら
と
い
う
、
物
語
作
成
の
初
渡
的
事
情
に
も
よ

る
だ
ろ
う
が
、
世
間
の
善
悪
が
相
牢
ば
し
、
量
的
な
均
衡
が
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
元
曲
の
「
客
観
性
」
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
少

な
く
と
も
「
勧
善
懲
悪
」
の
展
開
は
「
善
悪
並
存
」
を
前
提
と
し
て
い
る
。
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お

わ

り

元
曲
作
品
を
素
材
に
含
め
歴
史
に
関
わ
る
テ

1
7
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
一
例
に
、
包
控
と
い
う
人
物
が
あ
る
。
す
で
に
本
稿
で
も
鰯
れ

て
き
た
公
案
の
主
要
登
場
人
物
で
あ
る
。
こ
の
北
宋
の
貫
在
人
物
か
ら
「
包
公
」
と
い
う
卓
越
し
公
正
な
裁
き
手
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
へ
の
歴
史

(必
)

(

M

W

)

的
形
成
に
つ
い
て
は
岩
城
秀
夫
氏
や
木
田
知
生
氏
に
よ
り
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
岩
城
氏
は
戯
曲
を
中
心
と
し
た
文
拳
研
究
の
立
場
か
ら
包
控
像

の
特
質
に
注
目
し
、
そ
の
属
性
を
明
ら
か
に
し
た
。
木
田
氏
の
場
合
は
、
民
間
停
承
と
の
関
わ
り
で
民
衆
と
劇
作
家
に
よ
っ
て
練
り
上
げ
ら
れ

て
い
っ
た
過
程
を
歴
史
研
究
の
眼
か
ら
深
く
考
究
さ
れ
て
い
る
。
雨
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
包
控
が
膏
吏
的
能
力
を
も
併
せ
持
ち
、
彼
ら
膏
吏

を
よ
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
得
た
卓
越
性
、
史
的
事
貫
と
し
て
の
公
正
な
裁
き
の
賓
績
、

さ
ら
に
決
し
て
名
門
で
は
な
い
出
自
へ
の
親
近
感
が
そ

の
人
気
の
要
因
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
劇
中
で
設
が
幽
・
冥
界
の
力
を
借
り
る
こ
と
で
正
義
の
裁
き
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
と
い
う
。
と
す

れ
ば
、
本
稿
に
論
じ
て
き
た
よ
う
な
き
わ
め
て
現
賓
的
な
権
力
視
に
基
礎
を
お
き
つ
つ
も
、
超
自
然
の
力
・
超
越
的
な
源
泉
に
よ
り
正
義
が
行
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な
わ
れ
る
こ
と
が

「公
」
の
賓
現
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
雲
寛
物
語
で
官
人
が
登
場
時
に
行
な
う
「
皇
帝
の
命
で
寛
罪
を
正
し
に
き
た
」
と

い
う
常
套
的
宣
言
は
、
観
客
や
讃
者
の
意
識
に
潜
在
す
る
そ
う
し
た
正
義
観
と
共
鳴
す
る
も
の
で
あ
る
〈
こ
こ
で
「
公
と
は
天
だ
」
と
い
う
溝

(

M
叩

)

口
雄
三
氏
の
所
読
を
想
起
し
た
く
な
る
〉
。
現
貫
社
舎
に
は
善
悪
が
等
し
く
存
在
す
る
。
擢
力
は
便
利
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
道
具
で
あ
る
。
だ

か
ら
そ
れ
を
引
き
寄
せ
る
た
め
に
人
々
は
競
う
。
し
か
し
な
お
、
そ
れ
は
決
し
て
す
さ
み
き
っ
た
世
界
で
は
な
い
。
何
の
正
義
も
存
在
し
な
い

と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
波
動
的
饗
化
は
あ
っ
て
も
祉
舎
の
求
心
力
は
維
持
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
正
義
は
ど
こ
か
彼
方
に
あ
れ
ば
よ
い

の
で
は
な
く
、
こ
の
世
間
に
お
い
て
形
を
も
っ
て
ま
た
量
的
な
均
衡
を
備
え
て
貫
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

本
稿
で
は
、
諸
作
品
と
り
わ
け
い
わ
ゆ
る
公
案
劇
と
そ
の
周
遁
の
作
品
群
を
中
心
に
政
治
社
舎
文
化
と
の
閲
係
を
論
じ
て
き
た
。
ま
た
諸
作

品
の
テ
キ
ス
ト
は
入
手
し
や
す
い
版
に
よ
っ
た
の
で
、
版
の
問
題
に
詳
し
い
専
門
家
か
ら
お
叱
り
を
頂
戴
し
そ
う
だ
。
な
お
そ
れ
は
最
終
的
に

元
曲
作
ロ
聞
が
文
字
と
し
て
定
着
し
た
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
内
容
が
盛
ら
れ
て
い
る
事
賓
、
換
言
す
れ
ば
史
料
と
し
て
の
豊
か
さ
・
重
層
性
に
も
着



〈
門
出
)

目
す
る
か
ら
で
あ
る
。
脚
本
と
い
う
基
本
的
性
格
か
ら
上
演
ご
と
に
そ
れ
は
手
を
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、

不
断
の
生
成
・
形
成
の
遁

程
を
へ
た
史
料
と
い
う
面
を
も
っ
。
そ
れ
は
ま
た
明
末
の
減
菅
叔
が
ど
の
よ
う
な
意
固
で
『
元
由
選
』
を
編
ん
だ
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
も
開

(

必

)

係
す
る
。
元
曲
か
ら
何
を
知
り
得
る
か
に
つ
い
て
、
狩
野
直
喜
民
は
は
や
く
に
、
元
曲
中
の
史
劇
に
つ
い
て
コ
二
園
士
山
戯
に
よ
り
三
園
時
代
の

ハ
却
)

よ
う
な
過
去
の
事
貫
を
知
り
得
る
」
と
す
る
素
朴
設
を
批
剣
し
、
元
曲
か
ら
は
元
代
の
祉
舎
生
活
こ
そ
を
知
り
得
る
の
だ
と
し
た
。
そ
れ
は
本

稿
で
も
す
で
に
ふ
れ
て
き
た
よ
う
な
官
名
や
食
生
活
な
ど
の
賞
際
的
側
面
に
お
い
て
、
い
か
に
も
元
朝
的
な
事
象
が
作
品
中
に
見
え
る
こ
と
で

(
印
〉

傍
註
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
『
延
安
府
』
に
お
い
て
、
入
府
宰
相
と
し
て
登
場
す
る
回
回
官
人
・
女
直
官
人
・
達
達
官
人
な
ど
、
ほ
と
ん

ど
種
族
代
表
的
な
様
相
を
呈
し
に
ぎ
や
か
で
あ
る
。
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
悪
役
麗
街
内
を
な
じ
っ
て
退
場
し
て
い
く
の
だ
が
、
な
か
で
も
達
達
官

(

日

〉

人
が
悪
役
に
向
か
い
「
達
達
人
と
思
っ
て
み
く
び
る
な
。
自
分
だ
っ
て
漢
語
が
讃
め
る
ん
だ
」
と
言
う
せ
り
ふ
は
微
笑
ま
し
く
、
ま
た
一
種
痛

快
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
文
字
へ
の
定
着
過
程
が
意
味
す
る
の
は
、
そ
れ
ら
元
代
的
内
容
を
含
み
つ
つ
明
末
の
土
人
の
立
場
か
ら
も
納
得
の
い

(

臼

〉

く
「
讃
む
脚
本
」
と
し
て
最
終
的
な
完
成
度
を
た
か
め
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
芝
居
小
屋
に
足
を
運
ん
で
演
目
に
封
す
る
ラ
イ
ヴ
な
反
麿
を

示
し
た
観
客
の
影
響
は
看
過
し
得
な
い
が
、
今
日
眼
に
す
る
脚
本
に
つ
い
て
言
え
ば
そ
の
民
衆
的
性
格
ば
か
り
強
調
す
る
の
で
は
や
は
り
一
面

的
で
あ
り
、
明
代
土
人
に
い
た
る
歴
史
的
経
験
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
成
熟
も
そ
こ
に
投
影
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
さ
か
の
ぼ
っ
て
初
期
の
作
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家
闘
漢
卿
に
し
て
も
、
金
文
京
氏
が
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
自
ら
の
役
割
を
自
負
し
祉
曾
的
地
位
を
高
め
つ
つ
あ
っ
た
元
代
の
醤
家
の
精
神

(

臼

)

を
、
そ
の
劇
作
に
お
い
て
表
現
し
た
と
も
言
え
る
。
相
麿
に
経
済
的
う
ら
づ
け
を
も
ち
、
そ
こ
そ
こ
の
人
物
と
交
流
し
、
遊
興
の
人
で
も
あ
っ

た
彼
の
一人
物
像
は
、
敢
え
て
貧
困
の
中
で
漢
族
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
彊
い
あ
げ
よ
う
と
す
る
よ
う
な
偏
狭
な
小
人
物
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
ほ
ど
遠

(

口

出

)

い
。
そ
れ
は
早
く
に
宮
崎
氏
が
指
摘
し
た
元
曲
作
家
像
と
矛
盾
し
な
い
。
彼
ら
の
作
品
は
官
制
な
ど
の
デ
ィ

l
テ
イ
ル
に
つ
い
て
時
代
考
詮
的

に
は
か
な
り
粗
い
面
・
雑
駁
な
面
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
祉
舎
や
制
度
の
根
幹
的
問
題
に
つ
い
て
要
黙
は
心
得
て
い
た
彼
ら
作
家
た
ち
は
、

(

部

)

あ
る
種
の
祉
曾
批
評
家
で
あ
り
、
事
情
逼
・
情
報
通
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
知
的
作
業
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
祉
舎
層
に
属
す
る
人
聞
の
債
値

観
や
願
望
が
合
流
し
、
個
々
の
作
品
に
結
自
問
し
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
基
礎
の
ひ
ろ
が
り
の
上
に
、
作
家
は
観
客
を
納
得
さ
せ
、
舞
蓋
に
喝
采
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を
送
り
つ
つ
闇
路
に
つ
か
せ
得
る
最
大
公
約
数
的
結
末
を
用
一
意
で
き
た
。
彼
ら
は
中
園
近
世
の
通
俗
規
範
の
共
有
者
で
あ
り
、
表
現
者
で
あ
っ

た。
古
川
幸
次
郎
氏
が
そ
の
研
究
の
中
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
元
曲
の
題
材
・
素
材
は
ふ
つ
う
全
く
の
創
作
で
は
な
く
て
、
貫
在
の
場
合
も
含

め
既
知
の
人
物
や
物
語
が
多
い
。
た
と
え
ば
宋
の
話
本
を
脚
色
構
成
し
た
例
で
言
え
ば
、
本
稿
で
も
す
で
に
燭
れ
た
『
合
同
文
字
』
が
そ
れ
で

あ
る
が
、
吉
川
氏
は
話
本
に
お
け
る
も
と
の
素
朴
な
物
語
が
四
折
雑
劇
の
巧
み
か
つ
劇
的
な
展
開
に
構
成
し
な
お
さ
れ
て
い
っ
た
黙
を
指
摘
し

(

白

山

)

て
い
る
。
こ
れ
で
わ
か
る
よ
う
に
元
曲
に
扱
わ
れ
る
主
題
に
は
前
代
以
来
の
縫
承
物
で
あ
る
部
分
も
あ
り
、
内
容
は
元
代
特
殊
の
事
情
と
ば
か

り
は
い
え
な
い
普
遍
性
を
も
っ
。

『
合
同
文
字
』
の
よ
う
な
相
績
紛
争
物
語
は
宋
の
時
代
す
で
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
い
た
し
、
そ
れ
は
元

代
に
入
っ
て
以
降
も
有
数
な
演
劇
的
素
材
と
し
て
一
層
の
定
着
を
み
た
。
ま
た
田
中
謙
二
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
元
曲
の
公
案
中
に
し

(

貯

)

ば
し
ば
出
る
「
い
ん
ち
き
裁
剣
」
の
パ
タ
ー
ン
は
、
語
り
物
と
し
て
の
読
公
案
に
由
来
し
、
必
要
に
鷹
じ
て
ア
レ
ン
ジ
を
加
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
も
素
材
と
表
現
の
継
承
に
他
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
そ
こ
に
関
わ
る

(日〉

〈
投
猪
で
悪
競
な
膏
吏
〉
の
世
界
を
活
き
活
き
と
描
寓
す
る
。
そ
れ
は
も
っ
と
も
元
曲
的
な
世
界
で
あ
る
。
無
名
氏
撰
『
九
世
間
居
』
で
は
、

裁
き
の
場
で
・
無
能
な
官
人
を
戯
董
化
し
観
客
の
笑
い
を
引
き
出
し
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人
材
登
用
の
試
験
場
で
貢
官
の
賊
皮
が
無
能
な
志
願
者
か
ら
賄
賂
を
と
ろ
う
と
す
る
も
の
の
、
官
人
王
伯
清
が
九
世
間
居
の
美
風
の
家
で
恩
人

で
も
あ
る
張
公
塞
の
家
の
二
三
男
の
推
薦
を
決
定
す
る
の
で
計
劃
を
果
た
さ
な
い
。
減
皮
は
去
り
ぎ
わ
に
「
オ
レ
の
賄
賂
は
パ

l
、
お
ま
え
ら

の
升
官
も
な
し
」
と
捨
て
ぜ
り
ふ
を
残
す

P

す
で
に
彼
が
字
を
「
要
紗
」
と
い
う
の
だ
と
名
乗
っ
た
と
こ
ろ
で
ニ
ヤ
ニ
ヤ
し
て
い
た
で
あ
ろ
う

(

臼

〉

観
客
は
事
の
願
末
に
「
や
っ
ぱ
り
な
」
と
得
心
し
た
で
あ
ろ
う
。
以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
雑
劇
・
元
曲
は
近
世
中
園
の
さ
ま
ざ
ま
な
祉

舎
事
象
や
そ
れ
へ
の
人
々
の
態
度
・
願
望
・
債
値
観
と
い
っ
た
も
の
を
豊
か
に
か
つ
通
底
的
に
盛
り
込
む
器
と
し
て
、
精
搬
な
構
造
と
活
力
を

合
わ
せ
持
っ
た
表
現
形
態
と
し
て
鍛
え
ら
れ
、
そ
の
洗
摸
さ
れ
た
完
成
態
が
文
字
に
よ
っ
て
定
着
さ
せ
ら
れ
た
。
本
稿
を
「
思
想
構
造
と
し
て

の
元
曲
」
と
題
し
た
所
以
で
あ
る
。
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註(

1

)

吉
川
幸
次
郎
『
元
雑
劇
研
究
』
一
九
四
八
(
『
吉
川
幸
次
郎
全
集
』

第
一
田
谷
筑
摩
書
房
一
九
六
八
)
。

(
2
〉
宮
崎
市
定
『
水
務
停
|
|
虚
構
の
な
か
の
史
寅
|
|
』
中
公
新
書

一
九
七
二
(
『
宮
崎
市
定
全
集
』
第
一
二
巻
岩
波
書
庖
、
所
枚
〉
。

(
3
〉
吉
川
幸
次
郎
「
元
曲
酷
寒
亭
」
は
し
が
き
一
九
四
八
(
『
全
集
』

第
一
五
巻
八
頁
)
。

(

4

)

こ
う
い
う
古
典
設
の
一
例
、
徐
朔
方
「
元
曲
中
的
包
公
戯
」
(
作
家

出
版
社
編
輯
部
編
『
元
明
清
戯
曲
研
究
論
文
集
』
作
家
出
版
社
出
版

一
九
五
七
所
枚
、
原
載
「
文
史
哲
」
一
九
五
五
年
九
月
続
)
。

(

5

)

佐
藤
明
「
前
近
代
中
園
の
地
域
支
配
の
構
図
l
|
南
宋
期
江
南
東
西

路
を
中
心
に
|
|
」
(
『
中
園
史
皐
』

一
一
九
九
一
〉
。

(

6

)

関
漢
卿
撰
「
包
待
制
三
勘
捌
蝶
夢
雑
劇
」
。
要
約
は
戚
懇
循
(
菅
叔
)

編
『
元
曲
選
』
中
華
室
一
回
局
(
一
初
版
一
九
五
八
〉
に
も
と
づ
く
。
本
稿

に
お
い
て
は
元
曲
作
品
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
同
書
の
喜
一
湾
中
華
書
局

版
お
よ
び
惰
樹
森
編
『
元
曲
選
外
編
』
中
華
書
局
(
初
版
一
九
五

九
)
に
よ
っ
て
い
る
。
本
作
品
に
は
吉
川
幸
次
郎
「
中
園
文
拳
入
門
」

一
九
五
一
ハ
『
吉
川
幸
次
郎
全
集
』
第
一
巻
筑
摩
書
房
一
九
六
八
〉

に
た
く
み
な
引
用
紹
介
が
あ
る
。

(
7
〉
王
園
維
は
、
元
幽
の
基
本
構
成
を
模
子
と
四
つ
の
折
と
考
え
た
が
、

そ
の
後
の
研
究
に
よ
り
、
元
刊
本
に
は
折
の
区
分
が
な
い
こ
と
な
ど
か

ら
、
現
在
で
は
模
子
や
折
は
明
人
の
手
で
加
え
ら
れ
た
標
示
と
み
る
の

が
逼
設
。
模
子
も
諮
の
部
分
の
正
曲
以
外
の
一
一
一
一
一
支
の
曲
そ
の
も
の
を

指
し
て
い
た
。
そ
の
後
次
第
に
劇
の
序
幕
や
補
助
的
挿
幕
の
意
味
で
使

わ
れ
、
さ
ら
に
清
代
で
は
白
話
小
説
の
ま
く
ら
部
分
を
模
子
と
稽
し

た
。
劇
構
成
に
つ
い
て
の
や
や
専
門
的
議
論
で
あ
る
が
、
舞
蜜
上
の
演

劇
か
ら
讃
む
戯
曲
へ
と
い
う
嬰
化
を
遂
げ
た
史
料
の
性
格
を
考
慮
す
る

上
で
参
考
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
黙
に
つ
い
て
は
、
岩
城
秀
夫
コ
冗
雑
劇

の
構
成
に
関
す
る
基
礎
概
念
の
再
検
討
」
一
九
六
一
・
一
九
六
二
(
同

『
中
園
戯
曲
演
劇
研
究
』
創
文
祉
一
九
七
三
所
牧
)
、
日
下
翠
「
模

子
考
」
一
九
八
五
(
同

『中
園
戯
曲
小
設
の
研
究
』
研
文
出
版
一
九

九
五
所
枚
)
。
王
園
維
の
研
究
は
辛
亥
革
命
後
の
日
本
亡
命
中
の
著

作
で
、
近
年
刊
行
の
和
語
、
『
宋
元
戯
曲
史
』
(
井
波
陵
一
語
卒
凡

枇
東
洋
文
庫
一
九
九
七
〉
は
誇
註
も
充
実
し
て
有
用
。

(
8
)

『
元
曲
選
』
所
枚
、
木
作
品
は
田
中
謙
二
編
『
戯
曲
集
上
』
(
中

園
古
典
文
皐
大
系
五
二
卒
凡
社
一
九
七

O
)
に
和
謬
が
あ
る
。

(

9

)

饗
虚
四
百
は
人
物
類
型
の
ひ
と
つ
「
や
ぶ
醤
者
」
が
登
場
す
る
と
き
の

遁
名
。
ま
た
し
ば
し
ば
素
行
が
よ
く
な
い
。
王
仲
文
撲
「
救
孝
子
賢
母

不
認
屍
雑
劇
」
(
『
元
幽
選
』
所
牧
)
も
そ
の
一
例
。
な
お
、
背
景
に

は
元
代
に
お
け
る
盤
療
水
準
の
改
良
で
醤
衆
療
法
の
墨
守
に
批
剣
が
生

じ
て
き
た
こ
と
が
あ
る
。
金
文
京
「
関
漢
卿
の
出
自
を
め
ぐ
っ
て
l
|

元
代
に
お
け
る
演
劇
隆
盛
の
一
背
景
」
(
佐
竹
靖
彦
他
編
『
宋
元
時
代

史
の
基
本
問
題
』
汲
古
書
院
一
九
九
六
所
枚
)
参
照
。

(
叩
)
羊
庇
湯
が
中
風
の
薬
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
註

の
金
文
京
論
文
を
参
照
。

〈
江
)
作
品
の
原
表
記
で
は
「
提
刑
按
察
粛
政
廉
訪
使
」
で
あ
り
、
時
期
に

よ
り
呼
稽
が
違
い
賞
質
は
同
じ
官
の
名
稽
〔
粛
政
廉
訪
使
の
呼
祷
は
至

元
二
十
八
年
(
一
二
九
一
)
以
降
〕
が
重
複
。
監
察
系
統
だ
と
強
調
す

る
の
は
、
元
代
に
お
け
る
監
察
制
度
の
整
備
と
関
係
し
よ
う
。
丹
羽
友
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三
郎
『
中
園
元
代
の
監
察
官
制
』
(
高
文
堂
出
版
社

提
刑
按
察
司
・
粛
政
探
訪
司
は
そ
の
第
四
一章
参
照
。

(
ロ
〉
岩
城
秀
夫

「
一
冗
の
裁
剣
劇
に
お
け
る
包
協
訟
の
特
異
性
」

一

九

五
九

(
同
氏
『
中
園
戯
曲
演
劇
研
究
』
創
文
社
一
九
七
三
所
牧
〉
、
に

よ
れ
ば
、
包
公
案
の
元
雑
劇
は
一
一
種
あ
り
、
現
存
し
な
い
が
元
・
明

代
に
上
演
さ
れ
た
演
目
を
加
え
る
と
一
六
種
に
及
ぶ
。

(
日
〉
鄭
廷
玉
撰
「
布
袋
和
向
忍
字
記
雑
劇
」
(
『
元
由
選
』
〉
の
幕
切
れ
近

く
で
登
場
し
た
布
袋
和
向
が
「
断
」
に
相
嘗
す
る
せ
り
ふ
を
述
べ
た
最

後
に
「
自
分
は
粛
勧
品
持
者
の
化
身
で
あ
る
」
と
宣
し
て
い
る
の
は

一
例

で
あ
る
。
ま
た
谷
子
敬
撰
「
呂
洞
賓
三
度
城
南
柳
雑
劇
」
(
『
元
由
選
』
)

も
類
似
す
る
。
な
お
後
者
作
品
に
は
池
田
大
伍
氏
に
よ
る
翻
謬
が
あ
る

(
池
田
誇
田
中
謙
二
補
註
『
元
曲
五
種
』
卒
凡
社
東
洋
文
庫
一

九
七
五
)
。

(
M
)

こ
れ
は
『
殺
狗
動
夫
』
の
場
合
で
、

孫
策
が
兄
、
孫
華
が
弟
。
雨
個

賊
子
と
は
兄
の
悪
友
柳
隆
卿
と
胡
子
縛
で
あ
る
。

「
這
一隅
個
賊
子
好
無
膿
也
。
各
打
九
十
。
震
民
首
差
。
孫
祭
主
家

不
正
。
持
親
兄
弟
口
刀
佳
。
本
一
該
杖
四
十
。
因
他
妻
楊
民
大
賢
。
菟

杖
。
楊
氏
輿
他
旋
表
門
間
。
孫
華
郎
授
本
庭
師
料
令
。
」
(
無
名
氏
撰

「
楊
氏
女
殺
狗
勧
夫
雑
劇
」
第
四
折
『
元
曲
選
』〉

前
註
(

8

)

の
謬
書
所
枚
。

(
日
〉
明
代
の
公
案
小
説
『
龍
園
公
案
』
な
ど
を
中
心
と
し
た
研
究
に
は
、

荘
司
格

一
『
中
園
の
公
案
小
説
』
(
研
文
出
版
一
九
八
八
)
が
あ

る。

〈
叩
山
)
無
名
氏
撰
の
中
に
は
俳
優
自
作
が
多
い
と
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
塑

富
な
舞
華
経
験
を
生
か
し
演
劇
的
数
果
に
長
け
た
作
品
が
多
い
こ
と

一
九
九
四
)
、

は
、
金
文
京
「
い
わ
ゆ
る
一
人
濁
唱
か
ら
み
た
元
雑
劇
の
特
色
」
(
『
田

中
謙
二
博
士
煩
誇
記
念
中
園
古
典
戯
曲
論
集
』
汲
古
書
院
一
九
九

一
)
参
照
。

(
ロ
)
科
奉
の
全
陸
像
に
つ
い
て
は
宮
崎
市
定
『
科
摩
史
』
(
卒
凡
社
東

洋
文
庫
一
九
八
七
、
原
著
秋
田
屋
一
九
四
六
〉
参
照
。

(
叩
印
〉
そ
う
し
た
作
品
の
例
と
し
て
、
無
名
氏
撰
「
孟
徳
耀
翠
案
驚
眉
雑

劇
」
〈
『
元
由
選
』
所
枚
)
。

〈
四
〉
宋
代
土
人
の
法
的
待
遇
に
つ
い
て
は
、
高
橋
芳
郎
「
宋
代
の
土
人
身

分
に
つ
い
て
」
〈
『
史
林
』
六
九
巻
三
挽
一
九
八
六
)
参
照
。

(
却
〉
鄭
廷
玉
撰
「
宋
上
皇
御
断
金
鳳
叙
雑
劇
」
(
『
元
曲
選
外
編
』
〉
で
宿

屋
の
庖
小
二
は
泊
ま
り
客
の
秀
才
越
国
明
の
身
分
の
努
縛
ご
と
に
こ
れ
に

削
到
す
る
態
度
を
め
ま
ぐ
る
し
く
第
え
る
。

(
氾
)
訴
訟
に
関
係
す
る
諸
研
究
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
近
世
地
方
政
治
の

諸
相
」
(
前
掲
『
宋
元
時
代
史
の
基
本
問
題
』
所
牧
)
お
よ
び
同

「
訴

訟
と
そ
の
周
透
||
中
圏
中
近
世
史
の
近
業
か
ら
|
|
」
(
『
史
潮
』

新
二
一
銃

一
九
八
七
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
詑
)
「
権
豪
勢
要
」
と
い
う
の
が
元
由
で
の
通
例
的
表
記
で
あ
る
が
、

「官
豪
勢
要
」
に
つ
い
て
は
、
植
松
正

「
元
典
章
・
逼
制
係
格
」
(
滋

賀
秀
三
編
『
中
閣
法
制
史
基
本
史
料
の
研
究
』
東
京
大
皐
出
版
舎

一
九
九
三
可

決
白
川
。
ま
た
同
コ
冗
靭
支
配
下
の
江
南
地
域
社
曾
」
(
前

掲
『
宋
元
時
代
史
の
基
本
問
題
』
所
収
)
に
こ
う
し
た
関
係
の
同
氏
の

研
究
を
リ
ス
ト

・
ア
ッ
プ
す
る
。

(
お
〉
こ
う
し
た
「
権
豪
勢
要
」
の
せ
り
ふ
の
例
を
あ
げ
る
と

「自
家
葛
彪
是
也
。
我
是
個
権
豪
勢
要
之
家
。
打
死
人
不
償
命
。

時
常
的
則
是
坐
牢
。
:
:
:
」
(
関
漢
卿
撰
「
馴
蝶
夢
」
第
一
折
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『
元
曲
選
』
〉
。

「
小
官
姓
葛
名
彪
。
:
:
:
我
是
権
豪
勢
要
之
家
。
累
代
答
綾
之

子
。
我
打
死
人
不
償
命
。
常
川
則
是
坐
牢
。
:
:
:
」
(
無
名
氏
撲

「
探
子
大
間
延
安
府
雑
劇
」
第
一
折
『
元
曲
選
外
編
』
〉
。

「
小
官
姓
鹿
名
動
。
官
封
街
内
之
職
。
我
是
穣
豪
勢
要
之
家
。
累

代
韓
首
綾
之
子
。
我
嫌
宮
小
不
倣
。
馬
痩
不
騎
。
打
死
人
不
償
命
。

若
打
死
一
個
人
。
如
同
担
殺
個
蒼
蝿
相
似
。
:
:
:
ι
(
武
漢
臣
撰

「
包
待
制
智
嫌
生
金
閣
雑
劇
」
第
一
折
『
元
曲
選
』
)
。

〈
勢
剣
金
牌
〉
を
作
品
の
中
に
み
る
と
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

「
王
法
僚
傑
訣
濫
官
。
免
官
清
正
寓
民
安
。
民
間
若
有
究
情
事
。

請
把
勢
剣
金
牌
仔
細
看
。
老
夫
大
輿
府
予
玉
傷
然
:
:
:
賜
輿
我
勢

剣
金
牌
。
先
斬
後
奏
。
専
一
睡
察
濫
官
汚
吏
。
」
(
王
仲
文
撰
「
救

孝
子
賢
母
不
認
屍
雑
劇
」
第
四
折
『
元
由
選
』
)
。

「
小
官
監
察
巡
按
李
廉
使
是
也
。
:
:
:
今
奉
聖
人
的
命
。
救
賜
勢

剣
金
牌
。
数
小
官
便
宜
行
事
。
先
斬
後
開
。
」
(
無
名
氏
撰
「
探

子
大
間
延
安
府
雑
劇
」
第
三
折
『
元
曲
選
外
編
』
)
。

(
お
〉
無
名
氏
撰
「
包
待
制
陳
州
纏
米
雑
劇
」
(
『
元
曲
選
』
〉
。
こ
の
作
品
に

つ
い
て
は
註
(
幻
〉
拙
稿
〈
一
九
九
六
)
、
木
田
知
生
「
包
怪
か
ら
「
包

公
」
へ
」
(
『
龍
谷
大
皐
論
集
』
第
四
二
二
鋭
一
九
八
三
)
参
照
。

(
お
)
関
漢
卿
撰
「
包
待
制
智
斬
魯
菊
郎
雑
劇
」
(
『
元
曲
選
』
〉
。
な
お
そ

の
模
子
で
は
や
は
り
こ
の
様
豪
勢
要
が
「
小
官
魯
資
郎
是
也
。
随
朝
数

載
。
謝
聖
恩
可
憐
。
除
授
今
職
。
小
官
嫌
官
小
不
倣
。
嫌
馬
痩
不
騎

0

・
:
」
と
名
乗
り
、
皇
帝
の
寵
臣
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。

(
幻
〉
大
津
正
昭
編
著
『
主
張
す
る
愚
民
た
ち
|
|
俸
統
社
舎
の
紛
争
と
解

決
法
|
|
』
(
角
川
書
庖
一
九
九
五
三
ま
た
小
林
一
美
「
中
園
農
民

(
M
A
〉

戦
争
史
論
の
再
検
討
」
(
森
正
夫
他
編
『
明
清
時
代
史
の
基
本
問
題
』

汲
古
書
院
一
九
九
七
、
所
枚
)
は
直
接
に
は
農
民
翻
を
扱
う
が
、
全

鐙
と
し
て
中
園
祉
禽
の
構
造
を
静
態
的
に
理
解
し
て
き
た
こ
と
へ
の
反

省
を
提
起
し
て
い
る
。

(
お
〉
胡
遁
「
終
身
大
事
」
は
、
二
十
世
紀
初
期
の
中
園
に
お
け
る
半
ば
開

明
的
な
イ
ン
テ
リ
家
庭
の
、
な
お
婚
姻
関
係
の
迷
信
・
禁
忌
か
ら
自
由

に
な
れ
な
い
爾
親
と
、
そ
の
設
得
を
振
り
切
っ
て
騒
落
ち
す
る
娘
を
描

〈
短
篇
戯
曲
。
内
容
的
に
は
「
結
婚
騒
動
」
な
の
で
、
雨
親
が
蓮
田
技
す

る
「
女
児
的
終
身
大
事
」
と
い
う
せ
り
ふ
は
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
響
き
、

娘
の
置
き
手
紙
の
「
這
是
該
見
聞
終
身
大
事
。
該
見
態
該
自
己
決
断
。
」

と
い
う
句
と
も
封
態
す
る
。
劇
中
の
せ
り
ふ
に
「
結
婚
」
「
親
事
」
と

い
う
語
奨
も
用
い
ら
れ
後
者
の
「
親
事
」
は
元
曲
で
も
多
用
さ
れ
て
い

る
語
。
(
「
終
身
大
事
」
は
『
胡
適
作
品
集
』
六
遠
流
出
版
公
司

一
九
八
六
、
所
枚
)
。

(
却
〉
関
漢
卿
撰
「
越
紛
見
風
月
救
風
塵
雑
劇
」
〈
『
元
曲
選
』
)
。
こ
れ
ら

女
性
を
主
役
と
す
る
作
品
群
の
研
究
に
小
林
亜
紀
子
「
元
雑
劇
・
旦
本

の
構
成
手
法
「
救
風
塵
」
「
傷
梅
香
」
「
争
報
怒
」
を
中
心
に
」
(
『
集

刊
東
洋
皐
』
七

O

一
九
九
三
)
が
あ
る
。

(
叩
)
小
林
氏
は
前
註
(
却
)
の
論
稿
で
、
趨
防
見
と
敵
役
周
合
の
針
決
が
結

局
は
裁
き
の
場
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
言
及
し
、
越
同
山
見
個
人
の
勝
利

の
上
位
に
裁
剣
が
存
在
す
る
の
で
な
く
、
裁
制
刊
は
そ
れ
ま
で
の
彼
女
の

活
躍
を
引
き
た
て
る
数
果
を
も
っ
、
と
指
摘
す
る
。
態
愛
劇
の
側
面
か

ら
言
え
ば
そ
の
と
お
り
だ
が
、
裁
き
が
な
ぜ
必
要
か
は
本
稿
の
前
段
で

述
べ
た
観
貼
か
ら
設
明
し
得
る
と
考
え
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
作
品
は

慾
愛
劇
も
公
案
劇
と
重
な
り
合
う
一
詮
と
言
え
る
と
思
う
。
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(
引
札
)
杜
芳
琴
(
欧
孝
明
-
譲
)
「
元
代
に
お
け
る
理
的
円
干
の
女
性
に
劃
す
る
影

響」

(
林
玲
子
・
柳
田
節
子
監
修
、
ア
ジ
ア
女
性
史
園
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
賀
行
委
員
舎
編
『
ア
ジ
ア
女
性
史
比
較
史
の
試
み
』
明
石
蓄
広

一
九
九
七
、
所
牧
〉

は
元
代
の
女
性
を
と
り
ま
く
扶
況
に
つ
い
て
ま
と

め
て
い
る
。

〈M
M

)

休
書
が
出
て
く
る
作
品
で
妻
の
側
が
催
促
す
る
話
に
な
っ
て
い
る
例

に
、
無
名
氏
撰
「
朱
太
守
風
雲
漁
樵
記
雑
劇
」
(
『
元
曲
選
』
)
、
鄭
廷

玉
撰
「
宋
上
皇
御
断
金
鳳
叙
雑
劇
」
〈
『
元
曲
選
外
編
』
)
を
あ
げ
ら
れ

る
。
郷
作
品
で
は
、
宿
屋
の
庖
小
二
が
秀
才
の
妻
李
氏
に
「
休
書
を
書

い
て
も
ら
い
も
っ
と
高
官
資
産
家
と
再
婚
す
る
な
ら
自
分
が
媒
酌
人
に

な
っ
て
や
る
」
と
け
し
か
け
る
場
面
が
冒
頭
の
模
子
に
あ
り
、
興
味
深

い
。
ま
た
石
君
資
撰
「
魯
大
夫
秋
胡
戯
萎
雑
劇
」

(
『
元
曲
選
』〉
で

は
、
十
年
後
め
で
た
く
任
官
し
て
故
郷
に
錦
を
飾
る
途
次
、
秋
胡
は
桑

畑
に
い
る
女
性
が
眼
に
つ
い
て
妻
と
は
知
ら
ず
に
撃
を
か
け
る
。
個
師
宅

後
、
秋
胡
は
母
親
に
出
世
を
報
告
し
金
塊
を
贈
っ
て
喜
ば
せ
る
が
、
萎

梅
英
は
態
度
を
硬
化
さ
せ
休
書
を
要
求
し
て
秋
胡
を
困
ら
せ
る
。

(
お
)
そ
う
い
う
例
と
し
て
無
名
氏
撰
「
越
匡
義
智
姿
符
金
錠
雑
劇
」
(
『
元

曲
選
外
編
』
〉
に
陳
婿
腐
な
る
女
性
が
登
場
し
て
い
る
が
、
作
中
で
の

杜
曾
的
地
位
は
低
く
「
口
利
き
」
的
な
存
在
。

(
鈍
)
元
曲
で
宴
席
の
ご
馳
走
に
用
い
ら
れ
る
の
は
羊
肉
で
あ
る
。
ハ
ッ
ピ

ー
な
幕
切
れ
に

「
そ
れ
で
は
酒
と
羊
の
肉
を
も
っ
て
ま
い
れ
」
と
い
う

句
が
諸
作
品
に
見
え
る
。
一
例
と
し
て
「
天
下
喜
事
。
無
過
父
子
園

因
。
殺
羊
造
泊
。
倣
個
慶
喜
鑓
席
。
」
(
張
園
賀
撲
「
羅
李
郎
大
間
相

園
寺
雑
劇
」
第
四
折
『
元
曲
選
』
)
。
な
お
元
代
の
食
生
活
に
つ
い
て

は
、
史
街
民
『
元
代
社
曾
生
活
史
』
(
中
園
祉
倉
科
皐
出
版
社

一
九

九
六
)
第
六
章
、
参
照
。

(
お
)

無
名
氏
撰
「
包
龍
閏
智
嫌
合
同
文
字
雑
劇
」
(
『
元
曲
選
』
)
こ
の
作

品
の
話
本
と
の
比
較
検
討
が
、
吉
川
幸
次
郎
「
元
雑
劇
研
究
」
(
全
集

版
二
二
二
頁
以
下
〉
に
あ
る
。
ま
た
荘
司
氏
も
註
(
日
)
著
書
の
二
四

頁
以
下
に
検
討
す
る
。
さ
ら
に
本
作
品
の
諸
版
本
の
詳
し
い
検
討
と
し

て
、
太
田
辰
夫
「
雑
劇
『
合
同
文
字
』
考
」
一
九
八
八
(
同
氏
『
中

園
語
文
論
集
語
皐
縞
元
雑
劇
編
』
汲
古
書
院
一
九
九
五
、
所

枚
)
参
照
。

(
お
)
作
品
中
で
劉
天
群
が
讃
み
上
げ
る
「
合
同
」
の
文
面
は
次
の
と
お

h
H

ノ。

「
東
京
西
関
義
定
坊
住
人
劉
天
群
。
弟
劉
天
瑞
。
幼
姪
安
住
。
則

篤
六
料
不
枚
。
奉
上
司
文
書。

分
房
減
口
。
各
廃
品
雌
熱
。
有
弟
劉

天
瑞
。
自
願
終
妻
帯
子
。
他
郷
愁
熱。

一
際
家
私
国
産
。
不
曾
分

男
。
今
立
合
同
文
書
二
紙
。
各
枚

一
紙
魚
照
。
立
文
書
人
剖
剤
耐

同
親
弟
劉
天
瑞
。
見
人
李
社
長
。
」

こ
の
文
面
は
荘
司
格
一
箸
に
も
引
く
が
、
そ
こ
で
は
「
六
料
」
を

「
六
科
」
と
す
る
。
字
鐙
も
近
く
、
ま
た
ど
ち
ら
で
も
意
味
は
通
じ
る

が
、
『
宋
曾
要
輯
稿
』
食
貨
で
の
用
法
は
「
料
」
が
ふ
つ
う
な
の
で
、

こ
ち
ら
の
方
が
本
来
の
用
字
だ
ろ
う
。
な
お
「
料
」
と
は
爾
税
の
各
回

徴
枚
を
指
す
の
で
、
六
料
と
は
す
な
わ
ち
三
年
の
意
で
あ
る
。

(
幻
)
無
名
氏
撰
「
楊
氏
女
殺
狗
動
夫
雑
劇
」
(
『
元
曲
選
』
)
な
お
註
(
日
比
〉

参
照
。

(
叩
叫
)
た
と
え
ば
王
寅
甫
撰
「
呂
蒙
正
風
雲
破
客
記
雑
劇
」
(
『
元
曲
選
外

編
』
)
で
は
、
呂
蒙
正
と
定
準
が
苦
息
干
し
て
お
り
、
洛
陽
の
域
外
の
破

瓦
客
に
住
ん
で
い
る
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
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(
ぬ
)
無
名
氏
撰
「
看
銭
奴
買
完
家
債
主
雑
劇
」

文
面
は
次
の
と
お
り
。

「
立
文
書
人
周
秀
才
。
因
信
用
無
銭
使
用
。
ロ
食
不
敷
。
難
以
度

目
。
情
願
賂
自
己
親
見
某
人
。
年
幾
歳
。
賓
興
財
主
劃
老
員
外
気

見
。
」
「
蛍
日
一
一
一
面
言
定
。
付
債
多
少
。
立
約
之
後
。
雨
家
不
許

反
悔
。
若
有
反
悔
之
人
。
罰
賓
紗
一
千
貫
輿
不
侮
之
人
使
用
。
恐

後
無
滋
。
立
比
文
書
。
永
遠
鴛
照
。
」
(
第
二
折
)
。

な
お
『
看
銭
奴
』
の
元
刊
・
明
刊
の
一
一
一
種
の
版
本
の
比
較
検
討
は
、

太
田
辰
夫
「
元
刊
本
『
看
銭
奴
』
考
」
一
九
七
八
(
前
掲
『
中
園
語

文
論
集
語
皐
編
元
雑
劇
編
』
所
枚
)
に
あ
り
、
元
刊
本
の
強
烈
な

人
民
性
と
、
明
本
に
お
け
る
稀
懇
微
、
温
化
を
指
摘
す
る
。
元
雑
劇
そ
の

も
の
の
研
究
資
料
と
し
て
元
刊
本
が
優
越
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
い

が
、
こ
う
し
た
後
の
附
加
間
部
分
が
も
っ
史
料
的
債
値
も
捨
て
が
た

い
。
ま
た
一
九
四
一
年
我
が
園
で
夜
見
さ
れ
た
明
人
凌
濠
初
の
『
拍
案

驚
奇
』
に
も
本
品
の
小
説
版
が
あ
り
、
こ
れ
と
の
比
較
検
討
は
、
日
下

翠
「
元
雑
劇
『
看
銭
奴
』
の
演
舞
」
一
九
八
五
(
同
氏
『
中
園
戯
曲

小
読
の
研
究
』
研
文
出
版
一
九
九
五
所
牧
)
、
参
照
。

(
川
叫
)
た
と
え
ば
山
本
英
史
氏
が
最
近
紹
介
し
た
文
書
は
、
典
賓
か
ら
紹
貰

へ
の
獲
更
事
例
に
こ
う
し
た
場
合
に
務
想
さ
れ
る
事
態
、
す
な
わ
ち
賓

却
後
の
親
戚
に
よ
る
訴
訟
の
回
避
な
ど
を
文
面
中
に
も
る
。
ま
た
書

式
・
用
語
も
曲
中
引
用
文
面
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
同
「
ハ
ー

バ
ー
ド
イ
エ
ン
チ
ン
画
書
舘
所
蔵
の
清
代
契
約
文
書
に
つ
い
て
」
(
『
東

洋
謬
報
』
七
九
巻
一
説
一
九
九
七
)
参
照
。

(
日
出
)
無
名
氏
撰
「
僅
府
君
断
究
家
債
主
雑
劇
」
(
『
元
曲
選
』
〉
。

(
必
〉
日
下
翠
「
「
正
末
」
・
「
正
旦
」
考
」
一
九
七
一
(
前
掲
『
中
園
戯
曲

(
『
元
曲
選
』
)
そ
の
契
約

小
説
の
研
究
』
所
牧
〉
。

(
円
相
)
田
中
謙
二
、
註
(

8

)

前
掲
編
謬
『
戯
曲
集
上
』
の
解
説
。

〈
必
)
岩
城
氏
は
包
怒
が
冥
界
・
幽
界
と
関
連
づ
け
ら
れ
、
ス
ー
パ
ー
ナ
チ

ュ
ラ
ル
な
力
の
裁
き
手
で
あ
る
特
異
性
は
、
雑
劇
の
演
出
数
果
の
た
め

形
成
さ
れ
た
と
す
る
。
註
(
ロ
)
論
文
、
参
照
。
こ
の
方
面
に
つ
い
て

は
、
阿
部
泰
記
「
包
公
案
に
お
け
る
亡
霊
裁
判
に
つ
い
て
|
|
「
夜
剣

陰
」
の
意
義
の
第
容
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
(
『
東
方
拳
』
九
三
輯
一
九

九
七
)
も
詳
論
す
る
。

〈
必
)
木
田
知
生
「
包
握
か
ら
「
包
公
」
へ
」
(
『
龍
谷
大
皐
論
集
』
第
四
二

二
挽
一
九
八
三
)
。

(
日
明
)
溝
口
雄
三
『
中
園
の
公
と
私
』
(
研
文
選
書
一
九
九
五
)
。

(

U

)

田
中
謙
二
註
(
円
相
〉
前
掲
稿
、
参
照
。

(
必
〉
赤
松
紀
彦
「
『
元
曲
選
』
が
め
ざ
し
た
も
の
」
一
九
九
一
(
前
掲

『
田
中
謙
二
博
士
演
害
時
一記
念
中
園
古
典
戯
曲
論
集
』
、
所
枚
)
。

(
川
相
)
狩
野
直
喜
「
支
那
戯
曲
略
史
」
第
六
一
章
、
(
『
支
那
小
設
戯
曲
史
』
み

す
ず
書
房
一
九
九
二
、
所
校
〉
。
な
お
こ
の
書
は
一
九
一
七
J
一八

年
の
講
義
用
原
稿
に
よ
る
も
の
。

(
印
)
無
名
氏
撰
「
探
子
大
間
延
安
府
雑
劇
」
(
『
元
曲
選
外
編
』
〉
。

(
日
)
「
我
雄
是
箇
達
達
人
。
落
在
中
原
地
面
。
我
坐
着
園
家
琴
堂
。
請

着
俸
稼
。
一
態
的
文
案
。
我
敢
差
了
些
見
腰
。
保
休
設
我
是
箇
逮

達
人
。
我
也
曾
讃
漢
見
文
書
O
i
-
-
守
職
居
官
民
父
母
。
何
私
用

法
壊
王
候
。
無
知
猪
吏
傷
人
命
。
保
罪
犯
菊
天
不
可
健
闘
。
」
。

(
臼
)
岩
城
秀
夫
氏
は
註
(

7

)

論
文
に
お
い
て
「
脚
本
が
刊
行
さ
れ
る
場

合
、
歌
曲
の
方
は
曲
譜
に
合
わ
せ
て
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
文
言
で

も
あ
る
か
ら
、
省
略
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
せ
り
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ふ
の
方
は
貫
際
の
舞
肇
で
話
さ
れ
た
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
ま
た
白
話

で
は
あ
る
と
し
て
も
、

書
か
れ
た
白
話
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

ま
た

讃
曲
と
し
て
で
あ
れ
ば
、
観
客
よ
り
は
議
室
百
人
を
一
意
識
し
た
整
理
が
な

さ
れ
た
こ
と
も
首
然
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
元
代
の
観
客
は
限
に
一

丁
字
な
き
人
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
明
代
の
戯
曲
の
讃
者

は
全
く
別
な
階
層
に
属
す
る
。
」
と
し
て
い
る
。
観
客
論
に
は
異
論
の

徐
地
あ
る
も
、
基
本
的
に
正
論。

(
臼
〉
金
文
京
註
(
9
〉
論
稿
、
参
照
。

(
臼
)
宮
崎
市
定
註
(
げ
)
著
書
で
、
氏
は
元
曲
の
文
鐙
に
つ
い
て
コ
冗
曲
の

文
は
古
典
的
修
飾
を
含
み
な
が
ら
決
し
て
純
呼
た
る
中
図
的
文
人
の
作

で
は
な
い
」

「
作
者
等
は
雅
俗
混
漏
の
数
育
を
受
け
た
る
嘗
時
の
知
識

層
に
相
漫
な
い
」

(
東
洋
文
庫
版
五
二
頁
〉
と
し
て
い
る
。
な
お
こ

れ
は
科
寧
慶
止
に
よ
っ
て
政
界
に
志
を
得
な
い
中
園
文
人
ば
か
り
が
雑

劇
脚
本
の
作
者
と
は
言
え
な
い
、
と
い
う
文
服
で
の
指
摘
で
あ
る
。

(
民
〉
『
陳
州
開
純
米
』
は
救
荒
愛
艇
に
関
わ
る
官
吏
の
不
正
を
描
き
、
細
部

は
と
も
か
く
官
倉
制
度
の
も
つ
問
題
黙
と
し
て
は
、
今
堀
誠
二
氏
の
詳

密
な
倉
制
研
究
で
の
指
摘
と
南
京
貼
は
符
合
す
る
。
今
世
紀
半
に
お
け
る

寅
詮
研
究
と
矛
盾
が
な
い
の
は
、
元
曲
作
者
は
経
験
や
捕
時
間
に
よ
り
嘗

時
に
お
け
る
杜
曾
の
常
識
を
共
有
し
て
い
た
た
め
だ
ろ
う
。
彼
ら
は
今

日
言
う
慈
能
界
の
人
々
だ
が
、
元
曲
の
官
場
描
篤
に
生
彩
が
あ
る
こ
と

も
含
め
、
彼
ら
は
か
な
り
の
事
情
通
・
情
報
通
で
も
あ
っ
た
。
な
お
今

堀
氏
の
倉
制
研
究
が
従
来
入
手
困
難
だ
っ
た
も
の
も
含
め
、
同
氏

『中

園
史
の
位
相
』
(
勤
草
書
房
一
九
九
五
〉
に

一
括
さ
れ
た
の
は
研
究

者
に
と
っ
て
員
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。

(
日
刊
)
吉
川
『
元
雑
劇
研
究
』
全
集
版
一
一
一
一
一
一
頁
以
下
。

(
幻
)
田
中
謙
二
註
(
必
)
前
掲
稿
、
参
照
。

(
四
叫
〉
無
名
氏
撰
「
張
公
義
九
世
間
居
雑
劇
」
(
『
元
曲
選
外
編
』
)。

(
印
)

せ
り
ふ
の
原
文
は

「
我
也
不
信
要
保
銀
子
。
仰
也
不
得
官
倣
。
我
家

去
也
。
」
(
第
二
折
て
な
お
配
役
上
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
に
つ
い
て
言
え

ば
、
戚
は
械
す
な
わ
ち
不
正
蓄
財
と
通
じ
、
要
紗
の
紗
は
紙
幣
だ
か

ら
、
「
戚
皮
、
字
は
要
紗
」
と
い
う
の
を
現
代
日
本
風
に
翻
案
す
れ
ば

「
ヨ
ク
ノ
カ
ワ
ハ
リ
オ
氏
、
ま
た
の
名
を
セ
ビ
リ
ヤ
の
試
験
官
」
と
で

も
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
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Ａ STATISTICAL STUDY OF SUCCESSFUL CANDIDATES

OF THE FINAL PALACE EXAMINATION AND THEIR

INITIAL APPOINTMENTS IN THE MING PERIOD BASED

　　　　　　　　

ONＴＯＮＧ-ＮＩＡＮ-ＣＨＩＬＵ同年歯録

Ono Koji

　　

The author presents ａ compleχ picture of the successful candidates of

the final palace examination particularly the connection between their ages

of passing the examination and initial appointments under the civil service

examination system of the Ming Dynasty. Recent studies, in his view,

failed to deal with this aspect of the examination system properly due to the

bias in the historical materials concerned.　Hence, this article tries to

reinforce our understanding of this aspect through statisticalanalysis based

on several　Ｔｏｎｅ-？ｌｉａｎ-chilu (Lists of successful candidates by order of

　　

●

　

a

　　

●seniority m age).

　　

It can be summarized as f0110ｗｓ:

　　

1. The Ming Jin-shi 進士’S average graduate age was about 31.

　　

2. Most of the Tin-shi graduates 進士及第者' initial appointments were

　　　

district magistrate 知蒜, secretary of the six ministries 六部主事, judge

　　　

of prefecture推官, messenger of the messenger office 行人司行人.

　　

3. The Jin-shi graduates preferred to receive the third-class ｈｏｎＯＵｒS三

　　　

甲and be appointed as judge of prefecture or district magistrate

　　　

rather than receive the second-class honours 二甲and be appointed

　　　

as secretary of the Siχ ministries.

ON THE YUAN OPERA 元曲AS AN ARTISTIC

　　　　

FORM TO EXPRESS THOUGHT

Akagi Ryuji

　　

Similar to today's musical dramaバhe Yuan opera are scenarios for

plays, composed of songs and words. These works were played in town
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theatresin the Yuan China. Many of the works had well-designed stories

and were popular in spite of their simplifies. Themes of the works are

mainly storiesof judgement especiallyon murder and inheritance dispute.

In other works, we find storiesof revenge upon powerful villain for the

unfortunate innocent or victim deceived｡

　　

Most of the works had ending that fair judgement was made by an

executive ｏ伍ｃｅｒ丘nally.He was ａ hero who was endowed with ultimate

authority by the emperor. This kind of conclusion pleased the audience

because the ｏ伍cersolved all the troubles,save the innocent criminal, and

finally declared the triumph of social justiceon stage. The audience did

not deny the ruling power and wished to getａ positionin the bureaucratic

hierarchy, though they hated the people who violated justice.　In these

most favoured entertainments, we can find as much politic-culturalvalue as

artisticaccomplishment｡

　　

The writers of scenario belonged to semi-intellectualclass,and some of

them even performed on stage themselves. Sometimes their names were

unknown. However, they knew the social problem in that time and were

able to understand the system of bureaucracy toａ certainｅχtent These

drama works had wonderful artisticform toｅχpresstheir thought.

　

SOME NOTES ON THE BUDDHIST TEMPLES IN

DADU大都THE CAPITAL OF THE YUAN DYNASTY

Nakamura Jun

　　

Buddhist temples were successively built in the capital,Dadu by the

Yuan Emperors. Some of these temples had Shenyudian 紳御殿, in

which the portraits of the builders,the Emperors and Empresses, were

placed.

　

All such temples had probably large structures in　Tibetan

Buddhistic style.

　　

In these temples which were built by Imperial edict,the Royal family

who had not ascended the throne were enshrined. ０ｎthe other hand, there

were the Emperors who had not been enshrined. These facts are nothing

but reflectionof politicalstrifesunrolled in successive reigns｡
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