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清
初
入
関
前
の
無
圏
黙
満
洲
文
指
案

『
先
、
ゲ

ン
ギ
ェ
ン

リ
ハ
ン
賢
行
典
例
』

|
|

清
朝
史
を
再
構
築
す
る
た
め
の
基
礎
研
究
の

一
環

と

し

て

|

|

を
め
ぐ

っ
て

石

橋

出一小

雄

四 =一 一

は

じ

め

に

《
漏
文
園
史
院
捲
》
に
つ
い
て

『
先
ゲ
ン
ギ
ェ
ン
H

ハ
ン
賢
行
典
例
』
を
め
ぐ
っ
て

お

わ

に
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一
七
世
紀
に
出
現
し
た
女
員
(
後
に
自
ら
満
洲
と
改
稽
)
族
の
清
朝
(
大
清
園
〉
は

一
般
に
、

中
華
世
界
に
君
臨
し
た
中
園
最
後
の
統

一
王
朝
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
大
清
園
を
歴
史
上
ど
の
よ
う
に
位
置
附
け
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
覗
動
か
ら
の
見
解
が
提

示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
未
だ
充
分
に
議
論
さ
れ
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
た
だ
近
年
、
従
来
の
通
読
と
は
異
な
る
中
園
あ
る
い
は
中
華

世
界
の
捉
え
方
を
提
示
す
る
と
共
に
、
こ
れ
ま
で
の
レ
わ
ば
個
の
有
り
様
を
分
析
す
る
研
究
方
法
の
中
で
匡
分
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
特
定
の
時

代
や
地
域
と
い
う
枠
を
越
え
、
園
際
秩
序
や
国
際
関
係
な
ど
、
濁
自
の
世
界
観
や
歴
史
観
に
基
く
貰
い
覗
野
か
ら
中
園
史
あ
る
い
は
中
華
世
界



(
1〉

史
を
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
論
文
集
、
概
設
室
宍
研
究
入
門
書
が
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
提
起
さ
れ
て
い
る
問
題
の
内
容
は
多
岐
に
亙

る
が
、
中
で
も
興
味
深
い
の
は
、
現
代
中
園
を
多
民
族
園
家
と
し
て
捉
え
る
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
鯖
結
す
る
中
園
史
上
の
動
向
を
再
検
討
す

る
前
提
の
一
つ
と
し
て
、
従
来
必
ず
し
も
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
多
民
族
園
家
と
し
て
捉
え
る
親
黙
が
提
示
さ
れ
、
し
か
も

そ
の
際
に
清
朝
と
の
関
わ
り
に
少
な
か
ら
ず
燭
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

筆
者
も
ま
た
清
朝
史
研
究
に
携
わ
る
立
場
か
ら
、
と
り
わ
け
一

O
世
紀
以
降
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
中
園
世
界
と
北
ア
ジ
ア
世
界
と
の
関
係
に

多
民
族
国
家
の
形
成
と
い
う
覗
艶
か
ら
捉
え
得
る
歴
史
上
の
襲
這
の
み
え
る
こ
と
や
、
中
園
最
後
の
統
一
王
朝
と
し
て
知
ら
れ
る
清
朝
の
特
徴

の
一
つ
に
、
こ
の
南
世
界
に
お
け
る
歴
史
上
の
関
係
を
背
景
と
し
て
出
現
し
、
現
代
中
園
に
連
な
る
多
く
の
要
素
を
含
む
、
中
華
世
界
に
君
臨

(
2〉

し
た
最
大
規
模
の
統
一

多
民
族
園
家
と
し
て
捉
え
得
る
貼
の
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
言
及
し
て
き
た
経
緯
が
あ
り
、
こ
う
し
た
一
連
の
問
題
提
起

に
は
特
に
注
目
し
て
い
る
。
し
か
し
、

一
口
に
多
民
族
園
家
と
し
て
捉
え
る
親
黙
と
い
っ
て
も
、
論
者
各
々
の
抱
え
る
問
題
劃
象
や
背
景
は
多

そ
の
全
て
に
亙

っ
て
多
民
族
園
家
の
視
貼
が
慶
く
認
識
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
を
積
み
重
ね
な
け
れ
ば
な
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様
で
あ
り
、

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
O
世
紀
以
降
に
お
け
る
遼
・
宋
・
金
の
襲
濯
に
一
三
世
紀
の
モ
ン
ゴ
ル
一
帝
国
を
め
ぐ
る
動
向
を
も
覗
野
に
入
れ
て
、

こ
う
し
た
歴
史
の
流
れ
の
中
か
ら
中
園
・
漢
族
世
界
や
北
ア
ジ
ア
世
界
の
枠
組
み
を
越
え
る
大
元
・
大
明
・
大
清
と
い
う
統
一
多
民
族
園
家
の

(

3

)

 

饗
蓮
が
生
ま
れ
、
そ
の
鯖
結
と
し
て
の
清
朝
と
い
う
一
つ
の
歴
史
上
の
位
置
附
け
が
生
じ
て
く
る
と
捉
え
た
場
合
、
清
朝
史
そ
れ
自
農
は
ど
の

よ
う
に
再
構
築
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
前
提
と
な
る
検
討
課
題
は
多
方
面
に
亙
る
が
、
先
ず
は
清
朝
に
お
け
る
こ
う
し
た
統
一
多
民
族

の
形
成
が
ど
の
よ
う
な
政
治
上
の
獲
遁
の
中
で

そ
れ
は
と
も
か
く
、

園
家
(
筆
者
は
そ
の
支
配
構
造
な
ど
に
み
ら
れ
る
特
徴
か
ら
統
一
複
合
多
民
族
園
家
と
し
て
捉
え
た
い
)

生
じ
た
も
の
な
の
か
を
検
討
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
、

既
に
若
干
の
考
察
を
試
み
て
き
た。

そ
の
際
、
清
朝
に
お
け
る
入
関
前
の
マ

ン
ジ

ュ
園
の
樹
立
、
ア
イ
シ
ン
園
の
形
成
、
大
清
園
の
成
立
か
ら
、
入
開
後
の
中
圏
内
地
の
卒
定
を

経
て
一
七
五

0
年
代
後
牢
(
第
六
代
高
宗
の
乾
隆
二
0
年
代
前
半
)
の
内
陸
ア
ジ
ア
を
含
む
最
大
領
域
の
形
成
に
至
る
過
程
が
、
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元
朝
(
大
元
)
の
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場
合
と
異
な
る
不
断
の
領
域
績
大
過
程
で
あ
る
こ
と
。
そ
の
意
味
か
ら
こ
の
最
大
領
域
が
形
成
さ
れ
る
ま
で
を
清
初
期
と
捉
え
た
上
で
同
時
期

の
政
治
上
の
動
向
を
整
理
し
て
み
る
と
、
多
民
族
園
家
と
し
て
の
清
朝
の
領
域
擦
大
過
程
は
、

ヌ
ル
ハ
チ
の
属
し
て
い
た
建
州
部
統
合
の
象
徴
で
あ
る
マ
ン
ジ
ュ
園
の
樹
立
」
、
②
「
中
園
東
北
部
に
お
け
る
女
員
(
満
洲
)
族
統
合
の
象
徴
で

あ
る
ア
イ
シ
ン
園
の
形
成
」
、

③
同
じ
く
「
東
北
部
で
の
満
洲

・
蒙
古
・
漢
族
統
合
の
象
徴
で
あ
る
大
清
園
の
成
立
」
、

入
関
前
(
清
初
前
期
)
に
お
け
る
、
①
「
太
粗

そ
し
て
入
開
後
〈
清
初

④
「
中
圏
内
地
に
お
け
る
漢
族
の
併
合
の
象
徴
で
あ
る
第
四
代
聖
租
康
照
一
帝
に
よ
る
中
園
統
ご
、
⑤
「
中
園
統
一
を
背
景
と
す

る
旗
(
満
洲

・
蒙
古

・
漢
)
・
漢
(
中
圏
内
地
〉
に
お
け
る
支
配
権
確
立
の
象
徴
で
あ
る
第
五
代
世
宗
薙
正
一
帝
一
の
紐
封
権
確
立
」、
⑤
「
そ
の
支
配

権
確
立
を
背
景
と
す
る
藩
(
蒙
古
・
西
蔵

・
回
)
の
併
合
の
象
徴
で
あ
る
乾
隆
時
代
に
お
け
る
最
大
領
域
の
形
成
」
と
い
う
、
大
き
く
六
つ
の
段

階
か
ら
な
る
政
治
上
の
獲
蓮
に
そ
の
ま
ま
反
映

・
象
徴
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
清
朝
の
政
治
上
の
動
向
と
多
民
族
園
家
と
し
て
震
展

・一旗
大
す
る

過
程
と
が
表
裏
一
盟
の
も
の
で
あ
っ
た
と
み
て
取
れ
る
こ
と
。
ま
た
こ
の
①
の
マ
ン
ジ
ュ
園
及
び
②
の
ア
イ
シ
ン
園
が
、
相
互
に
血
縁
上
や
民

後
期
)

の

た
貼
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
六
段
階
か
ら
な
る
清
朝
の
政
治
上
の
獲
濯
に
お
い
て
は
、

そ
の
嘗
初
の
段
階
か
ら
常
に
複
合
多
民
族
園
家
と
し
て
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族
上
の
結
合
闘
係
を
持
た
な
い
複
数
の
部
族
集
固
か
ら
成
る
と
い
う
、

不
安
定
な
要
素
を
抱
え
る
複
合
部
族
園
家
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い

の
性
格
を
培
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
清
朝
が
従
来
、
と
も
す
れ
ば
入
闘
の
前
・
後
で
不
連
績
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
が
ち
な
傾
向
の

あ
る
中
で
、

入
関
前
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
上
の
動
向
が
入
開
後
に
お
け
る
政
治
上
の
動
向
に
直
結
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
う
る
だ
け
で

な
く
、
多
民
族
園
家
へ
移
行
す
る
徴
候
も
既
に
入
関
前
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
上
の
動
向
の
中
に
現
れ
て
お
り
、

入
関
前
を
清
朝
の
盛
時

に
直
結
さ
せ
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
の
あ
る
こ
と
。
そ
の
際
、
複
合
多
民
族
園
家
と
し
て
の
清
朝
の
獲
這
は
そ
の
ハ
ン
権

・
皇
帝

擦
の
形
成
過
程
と
不
可
分
な
関
係
に
あ
り
、
と
り
わ
け
清
朝
の
盛
時
に
直
結
す
る
入
闘
前
の
時
代
に
お
け
る
第
二
代
太
宗
ホ
ン
H

タ
イ
ジ
に
よ

(

4

)

 

る
治
世
一

O
年
目
の
皇
帝
即
位
(
前
記
③
の
大
清
園
の
成
立
)
が
そ
の
分
岐
貼
と
し
て
大
き
な
意
一
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
言
及
し
た
。

従
っ
て
、
統

一
複
合
多
民
族
園
家
と
し
て
の
覗
貼
か
ら
清
朝
史
を
再
構
築
す
る
た
め
に
は
、

ホ
ン

u
タ
イ
ジ
の
時
代
と
そ
の
前
史
で
あ
る
ヌ

ル
ハ
チ
の
時
代
に
お
け
る
政
治
上
の
動
向
に
関
す
る
よ
り

一
層
の
検
討
を
重
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
ま
で
は
史
料
上
の
制



約
が
大
き
く
、
現
在
の
と
こ
ろ
土
木
だ
充
分
と
い
う
に
は
程
遠
い
研
究
肢
況
下
に
あ
る
。
し
か
し
近
年
、
中
圏
各
地
に
お
け
る
文
献
整
理
の
準
展

に
伴
っ
て
そ
の
所
職
文
献
の
内
容
が
把
握
し
や
す
く
な
り
、
同
時
に
そ
の
史
料
公
聞
が
進
め
ら
れ
た
結
果
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
さ
ま
ざ
ま
な
種

類
の
清
朝
に
関
わ
る
史
料
を
利
用
で
き
る
朕
況
が
生
ま
れ
て
き
た
。
筆
者
も
そ
の
恩
恵
に
預
か
っ
た
一
人
で
あ
り
、
約
二

O
年
前
か
ら
蓋
北
の

故
宮
博
物
院
(
以
下
、
華
北
故
宮
と
略
稽
)
で
清
朝
槍
案
史
料
類
を
貧
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
ほ
か
、

一
O
年
ほ
ど
前
か
ら
は
北
京
や
藩
陽
な
ど

で
も
清
朝
の
文
献
史
料
類
を
数
多
く
調
査
で
き
る
機
舎
に
め
ぐ
ま
れ
た
。

と
り
わ
け
，北
京
の
中
圏
第
一
歴
史
稽
案
館
〈
以
下
、
第
一
機
案
館
と
略

そ
の
一
つ
に
《
満
文
園
史
院
槍
》
と
し
て

'一
括
保

稀
)
で
は
ヌ
ル
ハ
チ
や
ホ
ン

u
タ
イ
ジ
の
時
代
に
関
わ
る
文
献
史
料
類
を
寅
見
で
き
た
が
、

そ
の
中
の
『
丙
子
年
四
月
〈
秘
録
〉
登
ハ
ン
大
位
檎
』

存
さ
れ
て
い
る
満
洲
文
橋
加
類
が
あ
る
。

(

5

)

 

論
考
を
既
に
護
表
し
て
い
る
が
、
今
回
の
標
題
に
示
し
た
『
先
ゲ
ン
ギ
ェ
ン
H

ハ
ン
賢
行
典
例
』
も
同
じ
く
《
瀬
文
園
史
院
槍
》
に
含
ま
れ
て

い
る
満
洲
女
檎
加
で
あ
る
。
そ
の
全
文
の
翻
需
を
終
え
、
他
の
関
係
史
料
と
の
劉
比
・
検
討
作
業
を
進
め
た
結
果
、
多
く
の
新
し
い
知
見
を
得

る
と
共
に
、
史
料
と
し
て
の
重
要
性
を
確
認
で
き
た
の
で
、
特
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
。
た
だ
、
こ
こ
で
検
討
結
果
の
全
て
を
報
告
す
る

こ
と
は
分
量
的
に
不
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
翻
誇
の
全
文
や
個
々
の
封
比
・
分
析
・
検
討
結
果
に
つ
い
て
は
近
く
引
き
績
い
て
瑳
表
す
る
議

定
の
別
稿
に
譲
り
、
本
稿
で
は
清
朝
史
を
再
構
築
す
る
た
め
の
基
礎
研
究
の
一
環
と
し
て
、
同
史
料
の
紹
介
を
中
心
に
些
か
言
及
し
て
お
き
た

(
拙
謬
に
よ
る
俵
薦
、

-以
下
同
様
)
に
基
づ
く
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な
お
《
瀬
文
園
史
院
槍
》
に
つ
い
て
は
、
中
園
で
そ
の
一
部
を
翻
誇
・
出
版
し
た
際
に
附
さ
れ
た
説
明
の
ほ
か
、
障
に
そ
の
中
の
『
天
聴
七

年
槍
』
の
貧
態
を
考
察
さ
れ
た
紳
田
信
夫
氏
、
あ
る
い
は
本
稿
で
取
り
上
げ
る
『
先
ゲ
ン
ギ
ェ
ン
H

ハ
ン
賢
行
典
例
』
の
冒
頭
部
分
を
め
ぐ
る

(

6

)

 

松
村
潤
氏
の
先
行
研
究
が
あ
り
、
そ
の
清
朝
史
研
究
に
お
け
る
根
本
史
料
と
し
て
の
重
要
性
が
具
瞳
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
《
満
文

圏
史
院
槍
》
の
楼
案
史
料
と
し
て
の
重
要
性
を
一
ポ
す
と
い
う
こ
と
で
は
雨
氏
の
検
討
成
果
で
充
分
で
あ
ろ
う
。
た
だ
一
般
に
史
料
の
存
在
が
贋

く
知
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
、
《
満
文
園
史
院
槍
》
全
瞳
に
亙
る
槍
案
史
料
と
し
て
の
特
質
を
把
握
す
る
た

め
に
は
そ
こ
に
含
ま
れ
る
他
の
楼
加
に
み
ら
れ
る
特
徴
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
こ
と
、
そ
令し
て
『
先
ゲ
ン
ギ
ェ
ン
H

ハ
ン
賢

473 
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行
典
例
』
を
取
り
扱
う
上
で
さ
ら
に
附
け
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
貼
も
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
屋
上
、
屋
を
架
す
こ
と
に
な
り
、
兆
一
一

か
繁
雑
に
は
な
る
が
、
最
初
に
先
行
研
究
と
は
異
な
る
翻
黙
か
ら
《
満
文
園
史
院
楢
》
の
特
徴
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
き
た
い
。

《
満
文
園
史
院
槍
》
に
つ
い
て

翻
課
し
た
季
、
氷
海
・
劉
景
憲
謬
編
『
崇
徳
三
年
満
文
槍
案
-
誇
編
』

第
一
檎
案
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る

《
満
文
園
史
院
槍
》
の
存
在
が
庚
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
管
見
の
限
り
で
は
、
そ
の

一
部
を

(
遼
渚
書
位
、
一
九
八
八
年
〉
や
中
圏
第
一
歴
史
楢
案
館
『
清
初
内
園
史
院
満

文
槍
案
書
編
』

(
上
・
中
・
下
、

光
明
日
報
出
版
社、

一
九
九
O
年〉

の
刊
行
を
契
機
と
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

同
館
所
臓
の
槍
案
史
料
類
に
つ

い
て
は
、
そ
れ
以
前
に
刊
行
さ
れ
た
中
圏
第
一
歴
史
楼
案
館
編
著
『
中
圏
第
一
歴
史
槍
案
館
蔵
楢
案
概
述
』

(
倦
案
出
版
社
、

一
九
八
五
年
)
に

よ
っ
て
そ
の
概
要
を
知
り
う
る
が
、

こ
と

《
滴
文
園
史
院
楼
》
に
関
す
る
説
明
は
皆
無
に
等
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、

の
瀬
文
指
案
誇
編
に
よ

っ
て
も
史
料
の
存
在
と
重
要
性
は
窺
い
知
れ
る
が
、
そ
の
全
容
や
賓
態
な
ど
は
依
然
、
不
明
瞭
な
ま
ま
で
あ
る
。

こ
の
二
種
類
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即
ち
、
前
者
の
八
七
年
附
け
「
前
言
」
に
は
第
一
槍
案
館
に
天
聴
元
三
六
二
七
〉
年
か
ら
順
治
一

八

(
一
六
六
一
)
年
ま
で
の
記
事
か
ら
な

る

《
園
史
院
稽
》
が
現
存
す
る
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
全
健
の
説
明
は
『
崇
徳
三
年
槍
』
に
限
定
さ
れ
て
い
る
上
に
、
翻
詳
の
底
本
は
原

本
で
は
な
く
、
北
京
圃
書
館
臓
の
潟
県
焼
き
附
け
本
で
あ
る
と
い
う
。

〈

7
)

雨
氏
も
燭
れ
て
い
る
よ
う
に
、
《
清
入
関
前
内
園
史
院
満
文
楢
案
》
が
第

一
槍
案
館
に
所
賦
さ
れ
て

お
り
、

一
一
一
〉
年
ま
で

の
記
事
か
ら
な
る
四
七
加
(
天
聴
朝
一
八
加

・
崇
徳
朝
二
九
朋

γが
現
存
す
る
と
あ
る
。

ま
た
後
者
(
上
)
の
八
六
年
附
け
「
詩
編
説
明
」
で
は
、
紳
回

・
松
村

天
聴
元
年
か
ら
崇
徳
八
(
一
六
回

し
か
し
後
者
の
場
合
、
天
聴
元
J
六
年
の
記

事
は
『
滴
文
老
捲
』
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
と
の
理
由
か
ら
誇
出
し
て
お
ら
ず
、

ま
た
天
聴
六
年
と
崇
徳
六
年
の
雨
記
事
は
散
失
・
鉄
落
し
て
い

る
と
の
こ
と
で
牧
録
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
、

こ
の
標
題
や
説
明
内
容
の
相
違
に
加
え
て
、
両
者
に
共
通
し
て
牧
鋒
さ
れ
て
い
る
崇
徳
三
年

の
記
事
を
劉
比
し
て
み
る
と
、

全
瞳
の
構
成
は
一
致
し
て
い
る
も
の
の
、

そ
の
翻
書
結
果
に
は
内
容
の
上
で
一
致
し
な
い
黙
が
多
く
、
こ
の
二

種
類
の
満
文
槍
案
-
語
編
を
見
る
限
り
で
は
、

そ
の
相
互
関
係
は
剣
然
と
し
な
い
の
で
あ
る
。



(
8〉

と
こ
ろ
で
一
九
九

O
年
に
た
ま
た
ま
第
一
稽
案
館
を
訪
問
す
る
機
舎
を
得
、
こ
の
満
洲
文
様
案
類
に
闘
す
る
説
明
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
《
清
入
関
前
内
園
史
院
満
文
橋
案
》
と
は
従
前
か
ら
の
逼
稽
を
も
と
に
翻
諜
出
版
時
に
附
さ
れ
た
標
題
に
過
ぎ
ず
、
九

(
9〉

O
年
嘗
時
に
お
け
る
登
録
分
類
上
の
名
稿
は
《
満
文
園
史
院
槍
》
で
、
一
般
的
に
は
車
に
《
園
史
院
稽
》
の
呼
稽
を
用
い
て
い
る
と
の
こ
と
で

ま
た
前
記
二
種
類
の
満
文
槍
案
書
編
の
原
本
は
い
ず
れ
も
こ
の
《
満
文
園
史
院
槍
》
に
含
ま
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

あ
り
、

そ
の

二
種
類
の
滴
文
楢
案
書
編
に
附
さ
れ
た
説
明
に
お
け
る
現
存
記
事
に
闘
す
る
年
代
の
相
違
が
問
題
と
な
る
。

槍
》
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
満
洲
文
稽
加
の
数
や
記
事
の
年
代
な
ど
の
全
容
に
つ
い
て
質
問
し
た
と
こ
ろ
、

場
合
、

そ
こ
で
《
瀬
文
園
史
院

よ
り
詳
細
な
説
明
を
受
け
た
。

嘗

時
聞
き
取
れ
た
範
囲
で
の
記
録
で
あ
り
、
一

O
年
近
く
経
過
し
た
現
在
で
は
既
に
内
容
が
風
化
し
て
い
る
と
の
危
倶
の
念
を
強
く
持
つ
が
、

あ
る
い
は
こ
れ
か
ら
閲
覧
す
る
場
合
に
は
多
少
な
り
と
も
参
考
に
な
る
黙
が
残
っ
て
い
る
か
と
も
思
い
、
こ
こ
に
そ
の
概
要
を
記
し
て
お
こ

う
即
ち
、

《
満
文
園
史
院
槍
》
は
、

も
と
も
と
秘
書
院
禅
、

票
簸
様
、

清
摺
楢
と
共
に
《
内
閣
満
文
楢
簿
》

一
九
八
九
年
に

《
内
閣
浦
文
楢
簿
》
を
整
理
し
直
し
た
際
、
そ
の
目
録
披

(
目
録
誠
二

O
O
ニ-|一

O
七、
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全
五
三
三
筋
〉
と
し
て
登
録
・
牧
諒
さ
れ
て
い
た
槍
加
類
で
あ
る
。

や
排
列
順
序
は
奮
制
に
倣
っ
た
が
、

『
貞
度
門
橋
案
』
(
貞
度
門
は
太
和
門
の
西
に
郷
接
し
、
侍
衡
直
宿
庭
の
置
か
れ
て
い
た
場
所
で
あ
る
が
、
楢
案
内
容

果
に
よ
れ
ば
、

の
詳
細
は
未
詳
)
か
ら
七
加
の
橋
加
を
移
動
・
補
充
す
る
と
共
に
、
秘
書
院
稽
を
秘
書
院
槍
と
密
本
槍
と
に
分
離
し
た
。
そ
の
整
理
直
後
の
結

《
漏
文
園
史
院
稽
》
に
は
天
命
年
聞
か
ら
康
照
元
(
一
六
六
二
〉
年
ま
で
の
記
事
が
含
ま
れ
て
お
り
、

組
数
一
二
二
加
が
三
九

箱
に
分
装
さ
れ
、
そ
の
登
録
の
倉
競
は

O
O
一
1
0三
九
(
う
ち
補
充
は
O
二
ハ
|
四
、

O
一
八
|
三
、

O
一
一
一
九
|
二
・
三
の
四
加
)
で
あ
る
。

参
考

ま
で
に
他
の
槍
加
類
に
つ
い
て
も
一
括
し
て
示
す
と

《
秘
書
院
稽
》
は
順
治
元
年
四
月
か
ら
康
照
二
七
年
一

O
月
ま
で
の
記
事
を
含
む
組
敷

七
八
加
が
二
二
箱
に
分
装
(
番
貌
O
四
六
1
0六
七
)
さ
れ
、

《
密
本
槍
》
は
順
治

一
O
年
正
月
か
ら
康
照
一

九
年
正
月
ま
で
の
記
事
を
含
む
綿

敷
一
五
三
加
が
一

O
入
箱
に
分
装
(
番
強
O
七
三
i
一八

O
)
さ
れ
、

《
票
築
楢
》
は
順
治
二
年
六
月
か
ら
順
治
九
年
九
月
ま
で
の
記
事
を
含
む

475 

穂
数
一

O
二
加
が
九
六
箱
に
分
装
(
番
貌
一
九
一
・
一
九
一

Il--一
二
八
五
〉
さ
れ
、

《
清
摺
槍
》
は
順
治
元
年
か
ら
嘉
慶
九
(
一八
O
四
〉
年
ま
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で
の
記
事
を
含
む
総
数

一
一
一

が
七
三
箱
に
分
装
(
番
銃二

δ
一
、t
三
七
一
二
、
う
ち
三
四
四
|
一
、
三
五
三
、
三
六
O
の
三
加
を
補
充
)
さ
れ
て

い
る
。

な
お
、
槍
加
類
相
互
で
登
録
の
巻
競
に
空
白
が
生
じ
て
い
る
の
は
、
今
後
の
補
充
に
備
え
る
慮
置
で
あ
る
。
ま
た

《
内
閣
満
文
槍
簿
》
に
は
従

前
よ
り
薙
正
元
(
一
七
二
三
)
年
か
ら
嘉
慶
八
年
ま
で
の
記
事
か
ら
な
る

《
内
閣
満
文
上
詠
楼
》
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、

八
九
年
に
整
理
し
た

際
に
は
奮
来
の
ま
ま
と
ど
め
て
移
動
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

以
上
の
説
明
か
ら
、

《
満
文
園
史
院
槍
》
な
ど
を
含
む
《
内
閣
満
文
楢
簿
》
に
は
、
障
時
移
動
・
補
充
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
流
動
性
の

あ
る
こ
と
が
窺
い
知
れ
よ
う
。
先
に
内
容
の
風
化
を
危
慎
す
る
と
記
し
た
一
因
は
こ
の
流
動
性
を
考
慮
し
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
第
一

櫨
案
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
他
の
槍
案
史
料
類
に
つ
い
て
も
嘗
て
般
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
前
記
二
種
類
の
漏
文
槍
案
書
編
に
み
ら
れ

る
標
題
や
説
明
内
容
の
相
違
も
、

そ
の
前
言
や
誇
編
説
明
の
日
附
け
を
考
慮
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
こ
の
貼
か
ら
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
な
く

も
な
い
。
と
な
れ
ば
、
縫
捜
し
て
同
槍
案
館
を
訪
問
し
、

《
満
文
園
史
院
槍
》
を
貫
見
す
る
し
か
な
い
。
九

O
年
の
場
合
は
数
日
聞
の
ご
く
短
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い
訪
問
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
取
り
敢
え
ず
無
作
痛
に
閲
覧
希
望
を
出
し
た
《
満
文
園
史
院
檎
》
の
敢
加
を
貫
見
す
る
こ
と
し
か
協
わ
な
か
っ

た
が
、
そ
こ
に
は
殆
ど
毎
葉
に
と
い
っ
て
も
、
過
言
で
は
な
い
ほ
ど
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
い
記
事
が
牧
録
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
塗
抹
・

加
筆
の
訂
正
が
各
所
に
み
ら
れ
る
な
ど
、
そ
の
史
料
と
し
て
の
重
要
性
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
翌
九
一
年
以
降
、
敷
固
に
亙
っ
て
第

一
橋
案
館
を
訪
問
す
る
機
舎
を
捻
出
し
て
は

《
瀬
文
園
史
院
櫨
》
及
び
そ
の
関
係
史
料
類
を
貧
見
し
た
。

そ
の
際
に
閲
覧
で
き
た
の
は

『
天
聴
九
年
槍
』
、
既
に
論
援
と
し
て
用
い
て
い
る
『
丙
子
年
四
月
〈
秘
録
〉
登
ハ
ン
大
位
檎
』
、
そ
れ
に
本
稿
で
取
り
上
げ
る
『
先
ゲ
ン
ギ
占

ン
H

ハ
ン
賢
行
典
例
』
な
ど
、
組
敷
二
ゴ
一
加
の
う
ち
の
ご
く
一
部
の
槍
珊
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
《
満
文
園
史
院
槍
》
に
閲
す
る
檎
案

史
料
と
し
て
の
特
徴
は
把
握
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
最
後
に
『
天
聴
九
年
楢
』
を
例
に
と
り
、

そ
の
貼
に
燭
れ
て
お
き
た
い
。
特
に
『
天
聴
九

年
楢
』
を
用
い
る
の
は
、
前
記
『
清
初
内
園
史
院
瀬
文
槍
案
書
編
』

(
上
〉
に
天
聴
九
年
の
記
事
が
書
出
さ
れ
て
い
る
上

そ
の
巻
頭
に
同
槍

加
の
表
紙
が
圃
版
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と

《
満
文
園
史
院
楢
》
と
同
じ
故
宮
博
物
院
文
献
館
蓄
蔵
の
宮
廷
楼
案
で
、
南
遁
を
経
て
現
在
は

蓋
北
故
宮
に
牧
蔵
さ
れ
て
い
る
満
洲
文
槍
加
の
所
調
『
奮
満
洲
楢
』

〈
以
下
、

『
奮
楢
』
と
略
記
)

に
牧
録
さ
れ
て
い
る
『
天
聴
九
年
槍
』

満



附
第
三
加
、
以
下
、

(

日

〉

『
滴
附
第
三
崩
』
と
記
す
)
を
か
つ
て
寅
見
し
た
経
緯
、が
あ
る
こ
と
な
ど
の
理
由
か
ら
、

《
漏
文
園
史
院
槍
》
の
特
徴
を
説
明

す
る
上
で
の
好
例
に
な
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

先
ず
《
内
閣
満
文
槍
簿
》
の
目
録
に
あ
る
《
瀬
文
園
史
院
槍
》
の
項
目
か
ら
『
天
聴
九
年
槍
』
を
探
す
と
、
そ
れ
は
二
箱
に
分
装
(
番
説
。

O
八
J
O
O九
〉
さ
れ
て
い
る
と
あ
る
。
同
一
の
も
の
が
何
ら
か
の
理
由
で
二
箱
に
分
装
さ
れ
て
い
る
の
か
と
考
え
、
閲
覧
手
績
き
を
経
て
寅

見
し
て
み
る
と
、
こ
の
二
箱
に
牧
め
ら
れ
た
『
天
聴
九
年
槍
』
は
そ
れ
ぞ
れ
濁
立
し
た
別
個
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
《
痛
文
園
史
院
槍
》
は

線
数
一
二
二
加
が
三
九
箱
に
分
装
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

一
箱
に
複
敷
の
楼
加
を
牧
め
て
い
る
場
合
の
あ
る
こ
と
は
窺
え
る
が
、
嘗
時
見
る

こ
と
の
で
き
た
目
録
の
記
載
か
ら
そ
の
詳
細
な
内
容
ま
で
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
賞
際
、
こ
の
場
合
に
も
目
録
の
各
競
に
は

O
O
八

と
O
O九
の
記
載
し
か
な
か
っ
た
、
が
、
書
庫
か
ら
出
て
き
た
前
者
に
は
二
加
(
番
競
O
O八
l
一、

O
O八
|
一
一
〉
、
後
者
に
は
一
加
(
巻
披
O
O

九
〉
が
牧
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
こ
の
三
加
に
お
け
る
表
紙
の
記
載
や
牧
録
し
て
い
る
月
な
ど
を
整
理
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
(
禰

最
初
に
各
競
O
O
八

(
以
下
、
八
|
-
と
略
構
)
の
表
紙
に
は
、

第
一
槍
案
館
の
登
録
票
(
中
圏
第
一
歴
史
楢
案
館
蔵
満
文
園
史
院
楢
、
全
宗
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洲
文
の
拙
誇
に
お
け
る
1
1
1
部
分
は
塗
抹
箇
所
、

〕
部
分
は
加
筆
箇
所
、
/
は
改
行
を
示
す
、
以
下
同
様
〉
。

鋭

O
二
、
目
録
貌
一

O
七
、
巻
貌
O
O八
、
加
銃
一
〉
以
外
に
蓄
中
央
檎
案
館
明
清
稽
案
部
の
登
録
票
(
全
宗
銃
二
、
編
銃
一
八
、
名
稽
「
園
史
楢
」
)
が

「
天
聴
九
年
楢
(
元
月
至
三
月
)
」
と
漢
字
表
記
さ
れ
た
題
策
が
あ
り
、
そ
の
題
策
の
下
に
は
満
洲
文
で
「
第
ご
と

添
附
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、

記
載
さ
れ
て
い
る
。
仏
収
録
し
て
い
る
月
は
題
策
の
記
載
と
同
じ
く
一
月
か
ら
三
月
ま
で
で
あ
る
。
衣
に
巻
競
O
O
八
|
二
(
以
下
、
八
l
二
と
略

稽
)
の
表
紙
に
は
、
第
一
槍
案
館
の
登
録
票
(
中
圏
第
一
歴
史
檎
案
館
蔵
漏
文
園
史
院
捲
、
全
宗
競
O
二
、
目
録
銃
一

O
七
、
巻
貌
O
O八
、
加
銃
二
)
だ

け
が
添
附
さ
れ
、
全
て
満
洲
文
で
「
〔
査
ベ
た
。
〕
/
天
聴
九
年
乙
亥
/
〔
改
修
を
終
え
た
。
〕
/
天
聴
〔
九
年
〕
乙
亥
九
年
/
〔
清
書
せ
よ
。
〕
/

〔
第
三
〕
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
牧
録
し
て
い
る
月
は
九
月
か
ら
一
一
一
月
ま
で
で
あ
る
。
そ
し
て
各
競
O
O九
(
以
下
、
九
と
略
稽
〉
の
表
紙

に
は
、
第
一
楢
案
館
の
登
録
票
(
中
圏
第
一
歴
史
楢
案
館
蔵
瀬
文
園
史
院
捲
、
全
宗
貌
O
二
、
目
録
銃
一

O
七
、
各
競
O
O九
、
加
銃
一
)
以
外
に
奮
故
宮
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博
物
院
文
献
館
の
登
録
票
(
満
字
八
一
五
)
が
添
附
さ
れ
、

満
洲
文
で
「
〔
査
ベ
た
。
〕
/
〔
照
合
し
た
。
〕

/
天
聴
乙
亥
九
年
の
槍
子
」
と
記
載
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さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
そ
の
「
査
ベ
た
。」
と
あ
る
加
筆
箇
所
の
側
に
さ
ら
に
算
用
数
字
で
「
二
、

一
七
」
と
加
筆
さ
れ
て
い
る
。
牧
録
し
て
い

る
月
は
一
月
か
ら
一
一
一
月
ま
で
で
あ
る
。

以
上
の
貼
か
ら
は

こ
の
二
箱
の
『
天
聴
九
年
楼
』
が
故
宮
博
物
院
文
献
館
(
一
九
二
五
年
に
成
立
し
た
故
宮
博
物
院
文
献
部
を
二
八
年
に
改
組
改

稿
、
後
五
一
年
に
は
故
宮
博
物
院
憎
案
館
と
改
稽
)
時
代
に
整
理
・
登
録
さ
れ
た
も
の
(
九
〉
と
、

中
央
楢
案
舘
明
清
橋
案
部
(
一
九
五
五
年
に
故
宮
博

物
院
機
案
館
か
ら
第
一
一
歴
史
繕
案
館
に
、
さ
ら
に
五
八
年
に
明
清
倦
案
館
に
改
稽
さ
れ
た
後
、
一
九
五
八
年
に
中
央
倦
案
館
が
正
式
に
成
立
し
た
際
に
編
入
改
稽
、

六
九
年
に
明
清
楢
案
部
と
し
て
中
央
指
案
舘
か
ら
分
離
郷
立
後
、
八
O
年
に
現
在
の
中
圏
第
一
歴
史
儲
案
館
に
改
組
改
稿
〉
時
代
に
整
理
・
登
録
さ
れ
た
も
の

(八
l
一
、
た
だ
し
そ
の
際
の
整
理
・
登
録
状
況
が
不
明
の
た
め
、
八
|
二
が
現
在
の
第
一
指
案
館
に
な
っ
て
か
ら
一
緒
に
さ
れ
た
も
の
な
の
か
は
未
詳
〉
と
で

あ
る
こ
と
、

入

(一

J
三
月
〉
に
「
第
一
」
と
、

八
ー
一
一
(
九
J
一
一
一
月
)
に
「
第
三
」
と
あ
り

か
つ
て
は
四
月
か
ら
八
月
ま
で
の
記
事

を
牧
録
し
た
「
第
一
ご
の
楢
加
の
存
在
し
た
こ
と
が
窺
え
る
こ
と
、
従
っ
て
入
|
一
・
二
と
九
と
は
も
と
も
と
別
個
に
一
月
か
ら
一
二
月
ま
で

を
終
え
た
。
清
書
せ
よ
。」
と
、

ま
た
九
に
は
「
査
ベ
た
。
照
合
し
た
。
」
と
満
洲
文
で
加
筆
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
時
期
は
不
明
で
あ
る
も
の
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の
記
事
を
牧
録
し
た
濁
立
の
も
の
(
ど
ち
ら
か
が
も
う
一
方
の
稿
本
で
あ
る
可
能
性
を
も
含
む
)
で
あ
る
こ
と
、
事
責
入
l
こ
に
は
「
査
ベ
た
。
改
修

の

こ
の
南
槍
加
は
そ
れ
ぞ
れ
か
つ
て
何
ら
か
の
目
的
で
他
の
同
様
な
性
格
の
記
録
類
で
」
れ
ら
の
倦
崩
相
互
の
可
能
性
を
も
含
む
)
と
に
お
け
る

記
載
内
容
の
照
合
・
改
修
・
清
書
の
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
と
共
に
、

さ
ら
に
別
の
『
天
聴
九
年
槍
』
の
存
在
す
る
可
能
性
の
あ
る

正
月
朔
壬
子
の
/
日
か
ら
記
し
た
梯
子
。
正
月
、
二
月
、
三
月
、

こ
と
な
ど
も
理
解
さ
れ
よ
う
。
寅
際
、
故
宮
牧
識
の
『
奮
槍
』
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
『
満
附
第
三
加
』
は
、
そ
の
冒
頭
に
「
O
天
聴
九
乙
亥
年

/
五
月
、
六
月
、
七
月
、
八
月
、
九
月
、

四
月
、

一O
月、

/
一
一
月
、

二
月
が
あ
る
。」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
(
編
印
本
九
|
四
O
六
七
頁
)
よ
う
に
、

八
ー
一
・
二
や
九
と
同
じ
韓
裁
で
同
年
一
月
か
ら
一
一
一
月
ま
で
の

記
事
を
轄
載
し
て
い
る
槍
加
で
あ
り
、

J¥ 

-
二
や
九
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
は
容
易
に
窺
え
る
。
そ
こ
で
次
に
、

八
l
一
・
二
と
九

と
の
関
係
は
勿
論
、

『
清
初
内
園
史
院
楠
文
槍
案
詩
編
』
の
底
本
や
蓋
北
故
宮
牧
臓
の
『
奮
槍
』
と
の
関
係
や
、

照
合
・
改
修
・
清
書
の
行
な

わ
れ
た
目
的
な
ど
の
問
題
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
牧
録
記
事
を
貫
際
に
劃
比
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。



『
清
初
内
園
史
院
満
文
槍
案
書
編
』
の
底
本
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
そ
の
書
出
に
際
し
て
底
本
に
お
け
る
塗
抹
や
加
筆
の

(

日

)

部
分
を
明
示
す
る
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
や
、
満
洲
文
と
中
園
文
と
に
お
け
る
文
法
上
の
相
違
か
ら
原
文
に
お
け
る
文
章
構
造
を
窺

な
お
こ
の
う
ち
、

L、。

h-z-
、

+

J

争
J

八
ー
一
・
二
と
九
の
い
ず
れ
か
、
あ
る
い
は
雨
者
を
底
本
に
し
た
の
か
は
、
語
文
で
見
る
限
り
、
判
断
で
き
な

一
月
か
ら
一
二
月
ま
で
の
記
事
を
一
績
き
に
し
て
牧
録
し
て
い
る
こ
と
や
そ
の
巻
頭
に
園
版
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
『
天
聴
九
年

い
知
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
、

橋
』
の
表
紙
に
故
宮
博
物
院
文
献
館
の
登
録
票
(
滴
字
八
一
五
)
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、

底
本
に
九
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
推
定
で
き

る。
と
こ
ろ
で
こ
の
『
天
聴
九
年
槍
』
の
表
紙
の
圃
版
(
設
明
が
全
く
な
い
た
め
に
撮
影
時
期
は
不
明
)
に
は
大
き
な
問
題
貼
が
一
つ
あ
る
。

の
表
紙
に
は
、
故
宮
博
物
院
文
献
舘
の
奮
登
録
票
(
満
字
八
一
五
U

が
添
附
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
第
一
楼
案
館
の
登
録
票
は
見
え
ず
、

即
ち
そ

ま
た
満

洲
文
に
よ
る
記
載
に
つ
い
て
も
「
〔
査
ベ
た
。
〕
/
天
聴
乙
亥
九
年
の
槍
子
」
と
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
登
録
票
の
添
附
位
置
や
書
き
込
ま
れ
た

数
字
の
字
形
、
満
洲
文
の
記
載
位
置
や
そ
の
筆
跡
な
ど
が
九
の
場
合
と
寸
分
遣
わ
ず
一
致
し
て
い
る
の
で
、
園
版
が
九
の
表
紙
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
園
版
で
は
見
え
な
い
第
一
槍
案
館
の
登
録
票
や
「
二
、
一
七
」
の
算
用
数
字
に
つ
い
て
は
撮
影
後
に
添
附
・
加
筆
さ
れ
た
と
考

- 61ー

え
れ
ば
さ
ほ
ど
の
問
題
で
は
な
い
が
、
九
の
表
紙
に
加
筆
さ
れ
て
い
る
満
洲
文
に
よ
る
「
照
合
し
た
。
」
と
い
う
記
載
が
圃
版
に
見
え
な
い
の

は
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

可
能
性
と
し
て
は

撮
影
後
に
そ
の
部
分
を
修
正
し
て
抹
消
し
た
か
、
撮
影
後
に
満
洲
文
で
加
筆
し
た
か
の
二
つ

で
あ
ろ
う
。
前
者
の
場
合
に
は
あ
く
ま
で
も
撮
影
・
焼
き
附
け
時
に
閥
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
九
を
取
り
扱
う
際
の
妨
げ
に
は
な
ら
な
い
。
問
題

と
な
る
の
は
後
者
の
場
合
で
あ
る
。

」
の
場
合
に
は
、

九
に
「
査
ベ
た
。
」
と
加
筆
し
た
時
期
と
は
遁
か
に
掛
け
離
れ
た
後
世
、
可
能
性
と
し

て
は
現
代
中
園
に
な
っ
て
か
ら
満
洲
文
に
よ
る
加
筆
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
ま
で
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
九
の
検
討
作
業
に

大
き
な
支
障
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、

「
査
ベ
た
。
」
と
「
照
合
し
た
。
」
と
が
似
た
字
瞳
の
満
洲
文
の
記
載
で
あ
る
か
ら
九
の

「
査
ベ
」

「
照
合
し
た
」
時
期
は
清
朝
時
代
の
同
時
期
か
ご
く
近
い
時
期
で
あ
ろ
う
と
捉
え
る
逼
常
一
般
の
前
提
が
崩
れ
る
こ
と
に
な
り
、
清

479 

朝
に
お
け
る
『
天
聴
九
年
槍
』
の
成
立
過
程
を
検
討
す
る
上
で
の
論
擦
に
は
な
ら
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
九
の
み
な
ら
ず
延
い
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《
満
文
園
史
院
槍
》
全
鐙
に
亙
る
槍
案
史
料
と
し
て
の
評
債
に
閥
わ
る
重
要
な
問
題
貼
と
考
え
る
が
、
今
、

す
る
に
足
る
史
料
や
情
報
を
持
た
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
留
意
す
べ
き
黙
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
取
り
敢
え
ず
は
通
常
一
般

の
前
提
に
従
い
、
同
時
期
に
「
査
ベ
」

「
照
合
し
た
」
と
捉
え
て
お
き
た
い
。

て
は

こ
の
問
題
を
さ
ら
に
検
討

そ
れ
で
は
、

ト

ι〉
円
ノ
。

八
ー
一
・
二
、
九
、
蓋
北
故
宮
牧
臓
の
『
膏
槍
』
に
お
け
る
牧
録
記
事
を
劃
比
し
て
、
そ
の
関
係
に
つ
い
て
些
か
考
察
し
て
み

た
だ
し
こ
こ
で
全
て
の
記
事
に
亙
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
別
稿
で
報
告
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
た
、

「
第
ご
と
記
載
さ
れ
て
一

J
一
一
一
月
の
記
事
を
牧
録
す
る
八
|
一
に
つ
い
て
は
、
全
く
同
一
の
鐙
裁
で
や
は
り
「
第
一
一
一
」
と
記
載
さ
れ
て
九
J

一
二
月
の
記
事
を
牧
録
す
る
八
|
二
と
本
来
一
緒
に
作
製
さ
れ
た
も
の
と
考

え

、

そ

こ

で

取

り

敢

え

ず

無

作

震

に

、

省
略
す
る
。

八
ー
二
、

『
繍
附
第
三
筋
』
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
一

O
月
一
日
及
び
同
二
日
附
け
記
事
の
冒
頭
部
分
を
封
比
し
て
み
る
と
、
塗
抹
・
加
筆
に
よ
る
内

容
改
獲
箇
所
以
外
の
記
載
は
人
名
表
記
の
一
箇
所
に

h
と
g
と
の
圏
軸
'
の
相
違
が
見
え
る
以
外
、
全
て
一
致
し
て
お
り
、
こ
の
三
者
が
密
接
な

九、
次
に
塗
抹
・
加
筆
に
よ
る
内
容
改
漢
の
あ
る
部
分
を
そ
れ
ぞ
れ
示
す
と
、
先
ず
八
|
二
の
場
合
に
は
、

O
一
O
月
朔
、
圏
内
の
全
て
の
漢
官
ら
、
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相
互
関
係
に
あ
る
全
く
同
一
性
格
の
槍
加
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
確
認
で
き
る
。

衆
秀
才
ら
、

ア
ン
パ
H

ジ
ャ
ン
ギ
ン
石
廷
柱
ら
の
等
級
の
衆
官
ら
が
書
を
奏
上
し
言
う
の
に

|はhv初
二
日
。
:
:
:
こ
の
八
人
の
大
臣
に
一
ニ

ル
か
ら
各
一
人
の
バ
ヤ
ラ
を
従
わ
せ
て
、
民
明
閣
の
北
、
長
城
の
境
の
喜
峰
ロ
・
潜
家
ロ
・

董
家
口
な
ど
の
門
に
書
を
〔
逸
ら
せ
る
た
め
に
〕
差
し
遣
わ
し
た
。
こ
れ
ら
の
者
に
差
し
遣
わ
し
た
書
の
言
。

「
ア
イ
a

シ
ン

〔
マ
ン
ジ

ニ
闘
の
ハ
ン
の
書
。
大
明
園
の
大
臣
ら
に
送
っ
た
。
こ
の
大
戦
は
も
と
も
と
我
ら
が
願
っ
て
始
め
た
も
の
で
は
な
い
。
汝
ら
の
大
明

〔
園
の
〕
皇
帝
が
境
外
の
イ
ェ
へ
に
味
方
し
て
、
我
ら
に
向
っ
て
大
戦
を
願
い
、
始
め
た
。
:

と
あ
る
(
一
二
一
一
一
J
四
葉
〉
。
衣
に
九
の
場
合
に
は
、

O
一
O
月
朔
に
、

〔
ア
ン
バ

u
ジ
ャ
ン
ギ
ン
石
廷
桂
〕

圏
内
の
全
て
の
漠
官
ら
、
衆
秀
才
ら
、

ア
ン
パ
H

ジ
ャ
ン
ギ
ン
石
廷
桂
ら
の
等



級
の
衆
官
ら
が
書
を
奏
上
し
て
言
う
の
に
は
〔
書
を
奏
上
し
〕
、
・
:

O
初
二
日
。
:
:
:
こ
の
入
人
の
大
臣
に
一
ニ
ル
か
ら
各
一
人
の
パ
ヤ
ラ
を
従
わ
せ
て
、
大
明
〔
園
〕

の
北
、
長
城
の
境
の
喜
峰
口
・
潜
家

ロ
・
董
家
口
な
ど
の
門
に
書
を
逸
ら
せ
る
た
め
に
差
し
遣
わ
し
た
。

こ
れ
ら
の
者
に
差
し
遣
わ
し
た
書
の
言
。

「
ア
イ
a

シ
ン

〔
マ
ン
ジ

ニ
園
の
ハ
ン
書
。
大
明
園
の
大
臣
ら
に
遺
っ
た
。
こ
の
大
戦
は
も
と
も
と
我
ら
が
願
っ
て
始
め
た
も
の
で
は
な
い
。
汝
ら
の
大
明
皇
一
帝

が
境
外
の
イ
ェ
へ
に
味
方
し
て
、
我
ら
に
向
っ
て
大
載
を
願
い
、
始
め
た

0

・

と
あ
る
(
一
一
一
一
O
J
一
葉
〉
。
そ
し
て
『
満
附
第
三
加
』
の
場
合
に
は
、

一
O
月
〔
記
せ
。
〕

O
朔
に
、

圏
内
の
全
て
の
漢
官
ら
、

衆
秀
才
ら
、

〔
ア
ン
バ
H

ジ
ャ
ン
ギ
ン
〕
石
廷
桂
ら
の
同
等
の
者
〔
等
級
の
衆

官
ら
が
書
を
奏
上
し
言
う
の
に
は
〕
、

〔
記
せ
。
〕

O
初
二
日
。
:
:
:
こ
の
八
人
の
大
臣
〔
に
〕

一
ニ
ル
か
ら
各
一
人
の
バ
ヤ
ラ
を
伴
わ
せ
て
〔
従
わ
せ
て
〕
、
大
明
の
北
、
長
城

の
境
の
喜
峰
口
・
潜
家
口
・
董
家
口
な
ど
の
門
に
書
を
逸
ら
せ
る
た
め
に
行
か
せ
た
〔
差
し
遣
わ
し
た
〕
。

こ
れ
ら
の
者
に
持
っ
て
行
か

- 63ー

せ
た
〔
差
し
遣
わ
し
た
〕
書
の
言
。

「
ア
イ
シ
ン
閣
の
ハ
ン
の
書
を
大
明
園
の
大
臣
ら
に
迭
っ
た
。
こ
の
大
戦
は
も
と
も
と
我
ら
が
願
つ

て
始
め
た
も
の
で
は
な
い
。
汝
ら
の
大
明
皇
一
一帝
が
境
外
の
イ
ェ
へ
に
味
方
し
て
、
我
ら
に
向
っ
て
大
戦
を
願
い
、
始
め
た
。
:
:
:

こ
の
三
者
に
お
け
る
塗
抹
・
加
筆
に
よ
る
内
容
改
饗
の
相
互
関
係
を
整
理
し
て
み
る
と
、
そ
こ
か
ら

は
『
漏
附
第
三
加
』
↓
入
|
二
↓
九
と
い
う
改
襲
過
程
が
窺
え
よ
う
。
こ
の
場
合
、
『
満
附
第
三
珊
』
に
あ
る
「
記
せ
。
」
、
入
ー
二
に
あ
る

「
査
ベ
た
。
改
修
を
終
え
た
。
清
書
せ
よ
。
」
、
九
に
あ
る
「
査
ベ
た
。
照
合
し
た
。
」
と
い
う
記
載
の
指
示
と
も
一
腰
は
符
合
す
る
よ
う
に
み

え
る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
で
も
八
|
ニ
に
お
け
る
一

O
月
二
日
附
け
記
事
に
見
え
る
「
汝
ら
の
大
明
〔
園
の
〕
皇
一
一
帝
」
の
内
容
改
襲
箇
所
、

印
ち
「
汝
ら
の
大
明
皇
帝
」
か
ら
「
汝
ら
の
明
園
の
皇
帝
」
に
改
出
現
さ
れ
た
箇
所
が
、
そ
の
改
察
後
の
結
果
を
入
l
二
の
指
示
に
従
っ
て
そ
の

と
あ
る
(
編
印
本
九
!
四
四
九
三
J
四
頁
)
。

ま
ま
「
清
書
」
し
た
筈
の
九
に
お
い
て
、

八
ー
二
に
お
け
る
改
襲
前
の
「
汝
ら
の
大
明
皇
一
帝
」
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
な
ど
、

問
題
貼
は
残

481 

る
。
こ
の
貼
は
他
の
記
事
に
お

い
て
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
入
|
一
・
二
、
九
、

『
満
附
第
三
加
』
の
場
合
、
密
接
な
相
互
関
係
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に
あ
る
全
く
同
一
性
格
の
楼
加
で
あ
る
こ
と
は
確
認
で
き
る
が
、
そ
の
内
容
改
獲
の
過
程
に
つ
い
て
は
『
満
附
第
三
朗
』
↓
八
二
↓
九
で
は

な
か
っ
た
か
と
の
推
定
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
例
か
ら
窺
え
る
内
容
を
直
ち
に
《
満
文
園
史
院
禅
》
と
蓋
北
故
宮
牧
臓
の
『
奮
楢
』
と
の
関
係
に
ま
で
抜
大
し
て
嘗
て
附
飲
め
る
こ
と
は

あ
ま
り
に
飛
躍
し
遁
ぎ
て
い
よ
う
。
た
だ
《
満
文
園
史
院
楼
》
と
『
奮
槍
』
と
が
密
接
な
相
互
関
係
に
あ
る
全
く
同

一
性
格
の
楼
婦
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
『
奮
槍
』
に
閲
し
て
は
以
前
、
そ
の
中
の
荒
字
槍
と
自
民
字
槍
と
の
二
箇
所
に
轄
載
さ
れ
て
い
る
天
命

(

ロ

〉

一
一
一
(
一
六
一
八
〉
年
四
月
一
五
日
附
け
の
記
事
を
、
『
満
文
老
橋
』
(
以
下
、
『
老
僧
』
と
略
蒋
)
に
轄
載
さ
れ
て
い
る
同
日
附
け
の
記
事
と
封
比

し
て
、
こ
の
三
者
に
お
け
る
塗
抹
・
加
筆
に
よ
る
内
容
改
漢
の
相
互
関
係
を
整
理
し
た
結
果
、
『
奮
槍
』
荒
{
子
槍
↓
『
奮
楢
』
自
民
字
橋
(
本
文

(

日

)

↓
一
度
目
の
改
繁
↓
一
一
度
目
の
改
努
)
↓
『
老
槍
』
と
い
う
改
獲
過
程
の
窺
え
る
こ
と
に
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
。
従
っ
て
、

《
満
文
園
史
院
槍
》

く
輔
載
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
、

は
『
老
楢
』
の
成
立
過
程
と
も
閲
係
が
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
但
し
、
先
に
例
示

・
引
用
し
た
『
天
聴
九
年
槍
』
の
記
事
が
『
老
楼
』
に
は
全

《
漏
文
園
史
院
槍
》
が
そ
の
ま
ま
『
老
槍
』
の
稿
本
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
よ
う
な
鈷
も
ま
た
見
え

- 64-

る
。
さ
ら
に
そ
の

『満
附
第
三
加
』
↓
入
|
一
丁
v
九
と
い
う
改
獲
過
程
を
推
定
し
た
天
聴
九
年

一
O
月

一
日
及
び
同
二
日
附
け
の
記
事
を
、
順

(

H

)

 

治
初
纂
『
大
清
太
宗
文
皇
一
帝
貫
録
』
の
満
洲
文
本
に
輔
載
さ
れ
て
い
る
同
日
附
け
の
記
事
と
封
比
し
て
み
る
と
、
僅
か
な
相
違
は
あ
る
が
、
九

に
お
け
る
改
襲
後
の
記
載
内
容
と
酷
似
し
て
い
る
こ
と
に
気
附
か
さ
れ
る
。
即
ち
、
《
満
文
園
史
院
槍
》
に
は
清
朝
の
賓
録
類
の
編
纂
遁
程
と

(

間

以

)

し
か
し
同
時
に
こ
の
場
合
、
神
田
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
清
朝
の
貫
録
類
に
轄
載
さ
れ
て

密
接
な
関
係
の
あ
る
こ
と
も
窺
え
る
の
で
あ
る
。

い
な
い
記
載
も
多
数
含
ま
れ
て
い
る
な
ど
、

《
満
文
園
史
院
楢
》
の
記
事
が
そ
の
ま
ま
清
朝
の
貫
録
類
の
稿
本
に
な
っ
て
い
る
と
俄
に
断
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、

例
え
ば
八
1

二
の
「
査
ベ
た
。

改
修
を
終
え
た
。
清
書
せ
よ
。
」
、

あ
る
い
は
九
の

「
査
ベ

た
。
照
合
し
た
よ

と
い
う
指
示
に
象
徴
さ
れ
る
内
容
改
慶
は
ど
の
よ
う
な
目
的
の
た
め
で
あ
っ
た
の
か
。
換
言
す
れ
ば
、

《
満
文
園
史
院
楼
》

に
牧
録
さ
れ
て
い
る
槍
加
類
は
ど
の
時
期
に
い
か
な
る
意
園
で
作
製
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
多
く
の
課
題
を
残
し
た
ま
ま
で
あ
る
が
、
少
な

く
と
も
筆
者
な
り
に
《
瀬
文
園
史
院
槍
》
に
お
け
る
槍
案
史
料
と
し
て
の
特
徴
の
一
端
を
説
明
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
で
は
そ
の
中
に
含



ま
れ
て
い
る
檎
加
の
一
つ
、

『
先
ゲ
ン
ギ
ェ
ン
H

ハ
ン
賢
行
典
例
』
の
こ
と
に
移
り
た
い
。

『
先
ゲ
ン
ギ
ェ
ン
H

ハ
ン
賢
行
典
例
』
を
め
ぐ
っ
て

こ
の
槍
加
の
存
在
を
知
っ
た
の
は
こ
で
述
べ
た
一
九
九

O
年
に
お
け
る
第
一
槍
案
館
訪
問
時
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
に
強
い
関
心
を
費
え
、

翌
九
一
年
に
他
の
槍
加
を
も
含
め
、
各
葉
の
記
載
内
容
を
調
べ
て
部
分
的
に
筆
寓
す
る
と
共
に
、
同
館
に
マ
イ
ク
ロ
H

フ
ィ
ル
ム
の
作
製
を
依

不
注
意
か
ら
一
時
期
フ
ィ
ル
ム
の
大
半
が
使
用
出
来
な
く
な
っ
た
上
に
、
九
二
年
か
ら
九
四
年
ま
で
同
館
を

(

日

)

訪
問
し
た
際
に
は
、
閲
覧
者
が
し
ば
し
ば
経
験
す
る
よ
う
に
、
館
側
の
事
情
で
同
槍
加
の
閲
覧
が
協
わ
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
翻
誇
・
整
理
・

(

臼

〉

検
討
作
業
は
九
六
年
の
再
開
ま
で
大
幅
に
遅
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
作
業
を
進
め
て
い
る
問
、
九
五
年
に
第
一
橋
案
館
で
史
料
調
査
さ
れ

頼
し
て
入
手
し
た
の
で
あ
る
が
、

た
神
田
信
夫
氏
が
『
天
聴
七
年
橋
』
を
め
ぐ
る
論
文
の

「
注
」
に
お
い
て
初
め
て
こ
の
槍
加
の
存
在
を
紹
介
さ
れ
、
績
い
て
松
村
潤
氏
が
同
楢

(
叩
叫
)

加
を
初
め
て
用
い
た
専
論
を
護
表
さ
れ
た
。
た
だ
松
村
氏
の
場
合
も
そ
の
検
討
針
象
は
主
と
し
て
官
頭
五
葉
ま
で
の
記
載
部
分
に
限
定
さ
れ
て

お
り
、
必
ず
し
も
こ
の
槍
加
の
記
載
全
韓
に
亙
る
特
徴
に
言
及
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
敢
え
て
こ
の
機
舎
に
同
櫨
加
を
取
り
上
げ

る
こ
と
に
し
た
。
な
お
、
そ
の
韓
裁
な
ど
、
松
村
氏
が
既
に
説
明
さ
れ
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
は
、
特
に
燭
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
鮎

- 65ー

を
除
き
、
重
複
を
避
け
る
意
味
か
ら
こ
こ
で
は
割
愛
し
た
。

《
満
文
園
史
院
槍
》
の
場
合
に
限
ら
ず

一
般
に
ど
の
槍
加
に
も
嘗
て
桜
ま
る
こ
と
で
あ
る
が
、
牧
録
記
事
を
論
擦
と
し
て
使
用
す
る
際
に
は

議
め
そ
の
作
成
年
代
、
記
載
上
の
特
徴
、
内
容
構
成
、
編
纂
目
的
な
ど
を
出
来
る
だ
け
整
理
・
検
討
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で

本
稿
で
は
主
に
こ
れ
ら
の
黙
を
中
心
に
説
明
す
る
と
共
に
、
若
干
の
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。

最
初
に
こ
の
楢
加
の
作
成
年
代
に
闘
す
る
黙
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
表
紙
の
記
載
内
容
と
牧
録
記
事
の

一
部
が
問
題
と
な
る
。
と
い
う
の
も

松
村
氏
は
こ
の
表
紙
に
見
え
る
記
載
を
論
擦
に
、

「
こ
の
珊
子
が
書
骨
局
さ
れ
た
の
は
天
聴
年
聞
で
あ
る
」
と
、
あ
る
い
は
ま
た
「
こ
の
紗
本
は

(

川

口

)

明
ら
か
に
天
聴
年
聞
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
」
と
断
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
賞
は
同
論
文
中
に
引
用
し
て
い
る
記
事
に
こ
の
論
擦
と
矛
盾

483 
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す
る
と
思
わ
れ
る
記
載
が
見
え
る
に
も
拘
ら
ず
、
氏
は
特
に
そ
の
貼
に
言
及
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
先
ず
、

」
の
貼
か
ら
整
理

検
討
し
て
み
た
い
。
こ
の
槍
加
の
表
紙
に
は
、
第
一
楢
案
館
の
登
録
票
(
中
圏
第
一
歴
史
楢
案
館
蔵
涌
文
園
史
院
構
、
全
宗
銃
O
二
、
目
録
銃
一

O
七、

巻
挽
O
O
一
、
加
挽
二
〉
が
添
附
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、

全
て
満
洲
文
で
(
原
本
に
は
加
筆
に
際
し
て
そ
の
該
嘗
箇
所
を
示
す
た
め
に
附
し
た
+
記
貌
が
見
え

る
が
、
拙
誇
で
は
全
て
省
略
し
た
、
以
下
同
様
〉
、

d
ト
『
己
¥
ロ
g
m
r
m
+
の
同
W
Z
C
C
H
Jヘ
何

Z

E
ロ

F
Z
E
¥
可
白
寸

Z
Y白

r
o
c
-
-
c
Z
Z
¥

』

5
5門
戸
口
白
色
同
月
岡
田
↓
仏
:
・
己
目
宮
町
一

5
・

〔
第
二

『
先
の

〔
ゲ
ン
ギ
ェ
ン
H

ハ
ン
の
賢
能
に
事
を
行
な
っ
た
事
例
・
全
一
七
篠
』

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

一
般
に
槍
案
史
料
の
原
本
を
貫
見
す
る
と
、
筆
跡
・
墨
色
の
相
違
が
明
瞭
で
、
加
筆
部
分
や
塗
抹
部
分
に
お
け
る
相
互

「
先
の
ハ
ン
の
賢
能
に
事
を
行
な
っ
た
事
例
・
全
一
七
篠
」

「
ゲ
ン
ギ
ェ
ン
」
、

関
係
を
明
瞭
に
識
別
で
き
る
が
、
こ
の
場
合
に
も
「
第
ご
、

の
相
互
で
筆
跡
・
墨
色
が
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
「
ゲ
ン
ギ
ェ
ン
」
が
完
全
な
加
閤
貼
文
字
で
あ
る
以
外
は
、
全
て
無
闇
馳
文
字

で
記
載
さ
れ
、
さ
ら
に
「
先
の
ハ
ン
の
:
:
:
」
の
一
部
に
墨
色
の
異
な
る
圏
貼
が
附
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
も
と
も
と
は
無
闇
貼
文

- 66ー

字
で
「
先
の
ハ
ン
の
賢
能
に
事
を
行
な
っ
た
事
例
・
全
一
七
篠
」
と
だ
け
記
載
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
後
か
ら
先
ず
「
第
ご
と
加
筆
し
、

決
い
で
有
閤
貼
文
字
で
「
ゲ
ン
ギ
ェ
ン
」
と
加
筆
さ
れ
た
こ
と
を
知
り
得
る
。
た
だ
「
ゲ
ン
ギ
ェ
ン
」
の
加
筆
時
期
と
「
先
の
ハ
ン
の
:
:
:
」

の
一
部
に
閤
貼
を
附
し
た
時
期
が
同
時
期
な
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
剣
別
で
き
な
か
っ
た
。

た
だ
有
閤
貼
文
字
の
創
始
は
一
般
に
天
聴
六
年

の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
加
筆
の
過
程
が
、

第
二
代
太
宗
の
天
聴
年
聞
に
は
太
租
の
こ
と
を

ロ巾ロ巾}戸市

E
ロ
(
先
汗
〉
と
稽
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

崇
徳
年
聞
に
な
る
と

同

m
w
F
L
N
E

}
晶
君
田
口
∞
仏
国
(
太
租
皇
一帝
)
と
稿
す
る
よ
う
に
な
る
か
ら
、
こ
の
加
子
が
書
寓
さ
れ
た
の
は
天
聴
年
聞
で
あ
る
。

と
断
定
す
る
松
村
氏
の
論
擦
に
直
接
影
響
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
表
紙
の
記
載
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
氏
の
断
定
は
安
蛍
と
言

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
こ
の
様
加
五
葉
の
表
か
ら
裏
に
か
け
て
牧
録
さ
れ
て
い
る
記
事
の
末
尾
部
分
に
は
、

「
太
租
ゲ
ン
ギ
ェ
ン
H

ハ
ン
も
亦
、
古
の
聖



人
よ
り
も
甚
だ
劣
る
こ
と
な
ど
ど
う
し
て
有
り
得
よ
う
か
。
」
と
あ
り
、

ヌ
ル
ハ
チ
を
「
太
田
雄
ゲ
ン
ギ
ェ
ン
H

ハ
ン
」
と

「
太
組
」
の
文
字

を
用
い
て
記
載
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

確
か
に
直
接
に
「
y
o
d
S
ロ
me
〈
皇
帝
ど
と
は
表
記
し
て
い
な
い
が
、

改
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
太
租

は
も
と
も
と
中
園
の
宗
法
で
始
租
の
廟
を
指
す
呼
稿
で
あ
り
、
中
園
で
皇
帝
の
霊
を
太
廟
に
洞
る
際
に
追
品
与
し
て
贈
る
廟
競
に
轄
用
さ
れ
、
特

に
そ
の
始
組
に
劃
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

筆
者
が
か
つ
て
『
丙
子
年
四
月
〈
秘
録
〉
登
ハ
ン
大
位
橋
』

に
よ
っ
て
ホ
ン
H

タ
イ
ジ
の
皇
一
一
帝
即
位
の
経
過
や
そ
の
父
ヌ
ル
ハ
チ
と
母
イ
ェ
へ
H

ナ
ラ
氏
の
誼
披
(
皇
帝
銃
・
皇
后
鋭
・
廟
銃
〉

丙
子
(
天
聴

一
O
)
年
四
月
八
日
に
満
洲
・
モ
ン
ゴ
ル
・
漢
族
の
三
園
に
よ
る
衆
議
決
定
の
形
式
で
ホ
ン
H

(以下、

『
登
ハ
ン
大
位

楢
』
と
略
稽
)

な
ど
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
で
は

タ
イ
ジ
を
皇
一
帯
一
守
口
項
目
立
回
)
に
推
戴
し
た
い
旨
を
奏
上
し
、

ホ
ン
H

タ
イ
ジ
が
こ
れ
を
受
諾
。
斎
戒
し
た
上
で
一
一
日
に
は
天
壇
に
赴
き
、

ホ
ン
日
夕
イ
ジ
を
稿
揚
し
て
寛
温
仁
聖
皇
帝

(
m
O
E
M
g
g
E
4
2
E百
E
ロ
g
pユロ
m
m
o
Eと、

徳
元
年
と
し
た
後
、
同
日
引
き
績
き
、

園
競
を
改
め
て
大
清
園
、
年
続
を
改
め
て
崇

ヌ
ル
ハ
チ
を
遁
写
し
て
そ
の
廟
位
を
立
て
る
こ
と
を
告
示
し
、
翌
一
二
日
に
施
行
し
た
。
事
賞
、

『
時
(
旦

- 67ー

ハ
ン
大
位
楢
』
に
輔
載
さ
れ
て
い
る
一
一
一
日
附
け
の
一
連
の
追
封
す
る
祭
瞳
記
事
や
、

同
日
附
け
の
追
隼
し
廟
位
を
立
て
る
蹴
文
な
ど
か
ら

は
、
こ
の
一
二
日
か
ら
崇
徳
の
元
競
を
賓
際
に
用
い
た
こ
と
や
、

ヌ
ル
ハ
チ
と
イ
ェ
へ

H

ナ
ラ
氏
に
劃
し
て
初
め
て
太
祖
・
太
后
の
廟
競
を
用

い
た
こ
と
な
ど
が
明
確
に
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
一
一
日
に
天
壇
で
祭
告
し
た
祝
文
及
び
翌
一
二
日
に
ヌ
ル
ハ
チ
・
イ
ェ
へ
日
ナ
ラ

氏
を
皇
一
一帝
・
皇
后
に
遁
封
し
た
祝
文
(
『
奮
稽
』
・

『老
楢
』
釆
牧
録
)
に
お
け
る
ホ
ン

u
タ
イ
ジ
の
言
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
(
抽
霧
中
の
パ
ラ
レ
ル
括
弧

年
と
し
た
」
、

「
衆
人
の
意
に
従
い
、
皇
帝
位

(
E
d
Z口
町
会
目
。
。
ユ
ロ
〉
を
受
け
て
、
園
競
を
改
め
て
大
清
園
、
年
競
を
改
め
て
崇
徳
元

「
股
を
稽
揚
し
、
皇
帝
一
位

2
Z
E
E
-
8
0
2口
)
に
附
け
、
園
競
を
改
め
て
大
清
園
、
年
競
を
改
め
て
崇
徳
元
年
と
し
た
」
と
あ

内
は
筆
者
、
以
下
同
様
)
、

り

そ
の
直
後
に
宣
揚
し
た
表
文
や
祝
文
な
ど
に
は
、

「
寛
温
仁
聖
皇
一帝

(問

O
M
5
2
2
E
d
z
ξ
2
5
2
E
Z高
官
官
ロ
〉
」
と
あ
り
、
『
奮
槍
』
や
『
老
槍
』
の
記
事
と
同
様
、
ホ
ン
H

タ
イ
ジ
に
封

「
皇
帝
一
位
(
宮
唱
E
m
E
8
2
5
)」
と
明
記
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

例
外
な
く

す
る
皇
一
帝
暁
に
は
全
て
「
吉
者
同
ロ
包
↑
」
で
は
な
く
「
宮
口
」
の
表
記
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ホ
ン
H

タ
イ
ジ
の
時
代
は
勿
論
、

ひ
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い
て
は
清
朝
に
お
け
る
ハ
ン
と
皇
帝
競
の
関
係
を
考
察
す
る
上
で
注
目
す
べ
き
黙
で
あ
り
、
崇
徳
年
聞
に
は
む
し
ろ
意
識
的
に
「
吉
若

Em--」
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の
表
記
を
用
い
ず
に

「
}
d

白
口
」

〈

勾

)

の
表
記
を
用
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
論
し
た
こ
と
が
あ
る
。
問
題
の
五
葉
の
記
事
に
は
二
一
J
三
世
紀
の

金
園
の
「
〔
太
租
〕

ア
グ
ダ
一
帝
(
吋
〉
円
U
N
C
ω
間
口
《

r
z
p〉
」
や

「
第
三
代
照
宗
皇
統
一
帝
〈
ニ
忠
一

V
-
2
-
E品
N
E
m
z
d〈

2
1
2
m
Eロ)」

の
記

載
も
見
え
る
が
、
こ
の
場
合
に
も
「
吉
者
自
立
こ
で
は
な
く

「
7
2」
と
表
記
し
て
い
る
。
従
っ
て
そ
の
末
尾
部
分
に
見
え
る
「
太
租
ゲ
ン
ギ

ェ
ン
H

ハ
ン
」
の
「
ハ

ン
」
は
ア
グ
ダ
一
帝
や
照
宗
皇
統
一
帝
一
の
場
合
と
同
様
の
表
記
と
言
え
な
く
も
な
い
。

『
登
ハ
ン
大
位
櫨
』
に
よ
っ
て
ヌ
ル
ハ
チ
に
劃
し
て
太
租
を
用
い
る
こ

と
が
崇
徳
元
年
四
月
二
一
日
以
降
に
始
ま

っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
と
、
こ

の
軸
'
は
他
の
橋
案
史
料
類
の
作
成
年
代
を
推
定
す

「
Z
ロ
」
の
表
記
の
こ
と
は
改
め
て
別
稿
で
取
り
扱
う
こ
と
と
し
、

る
上
で
の
大
き
な
指
標
と
な
り
得
ょ
う
。
寅
は
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
橋
加
の
記
載
以
外
に
も
、

『
嘗
槍
』
牧
録
の
『
天
聴
九
年
檎
』
な

ど
、
例
は
少
な
い
な
が
ら
天
聴
年
聞
の
日
附
を
附
し
た
記
事
に
「
太
-
組
ゲ
ン
ギ
ェ
ン
H

ハ
ン
」
の
記
載
が
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、

始
祖
の
廟
競
と
し
て
の
皇
帝
放
で
は
な
く
、
中
園
の
宗
法
に
倣
っ
て
単
な
る
一
族
あ
る
い
は
家
の
始
祖
の
廟
を
指
す
呼
稽
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
た
に
過
ぎ
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
う
で
あ
れ
ば
天
聴
年
聞
の
日
附
を
附
し
た
記
事
に
少
数
の
記
載
例
し
か
見
え
な
い
離
を
ど
う
理
解

- 68ー

す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
後
も
引
き
績
き
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
『
登
ハ
ン
大
位
檎
』
を

見
る
限
り
、
ヌ
ル
ハ
チ
に
劃
し
て
太
租
を
用
い
て
-
記
載
す
る
こ
と
は
崇
徳
元
年
四
月
一
二
日
以
降
に
始
ま
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
黙
が
正
し
い
な
ら
ば
、
問
題
の
五
葉
裏
に
見
え
る
記
事
が
記
載
さ
れ
た
の
は
、
崇
徳
元
年
四
月
一
二
日
以
降
の
こ
と
と
な
り
、
こ
の

檎
加
が
天
聴
年
聞
に
作
成
さ
れ
た
と
す
る
松
村
氏
の
断
定
は
必
ず
し
も
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

但
し
こ
こ
で
反
論
が
一
つ
珠
想
さ
れ
る。

こ
の
太
租
の
記
載
を
含
む
記
事
は
、
松
村
氏
が
、

『
内
園
史
院
檎
』
で
は
「
そ
の
脱
れ
た
子
の
名
は

P
E
S
o
そ
れ
か
ら
幾
代
暮
し
た
後
」
で
絞
遮
が
途
切
れ
て
お
り
、
そ
の
後
に
細
字
の

書
き
込
み
が
あ
り
、
金
の
歴
史
を
記
し
、
完
顔
の
金
園
と
〉

E
ロ
の

5
5
の
満
洲
固
と
の
護
鮮
の
地
は
同
一
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
書
き
込
み
の
部
分
は
太
租
武
皇
帝
貫
録
に
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。

(

幻

)

と
言
及
す
る
部
分
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
部
分
を
除
け
ば
こ
の
楼
加
に
は
ヌ
ル
ハ
チ
に
劃
し
て
太
租
を
用
い
た
記
載
が
一
切
見
え
な
い
か
ら
で



あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
部
分
が
崇
徳
元
年
四
月
二
一
日
以
降
に
加
筆
さ
れ
た
だ
け
に
過
ぎ
ず
、
松
村
氏
の
天
聴
年
間
作
成
設
は
否
定
で
き
な
い

と
の
反
論
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
場
合
、
書
き
込
み
部
分
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
直
ち
に
こ
の
檎
加
の
作
成
年
代
を
天
聴
年
聞
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
理

由
は
そ
の
記
載
形
態
に
あ
る
。

前
後
の
記
事
と
比
べ
て
遥
か
に
文
字
が
小
さ
く
、

前
後
の
記
事
と
同
じ
形
態
で
な
い
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ

る
。
し
か
し
ま
た
、
同
様
加
の
他
の
記
事
に
多
々
見
ら
れ
る
加
筆
部
分
の
よ
う
に
、
行
聞
や
儀
白
に
後
か
ら
書
き
加
え
ら
れ
た
よ
う
な
形
態
で

も
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
小
文
字
部
分
の
一
行
目
だ
け
は
前
の
記
事
の
行
の
並
び
か
ら
左
側
に
逸
れ
て
言
わ
ば
行
聞
に
あ
た
る
位
置
に
記
載
さ

れ
て
い
る
が
、
全
睦
は
前
後
の
記
事
に
重
な
る
位
置
に
併
記
す
る
形
態
で
記
載
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
何
よ
り
も
そ
の
末
尾
部
分
に
引

き
績
い
て
同
じ
行
の
並
び
で
後
の
記
事
を
記
載
し
て
い
る
貼
か
ら
は
、
こ
の
小
文
字
部
分
が
後
か
ら
加
筆
さ
れ
た
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な

い
。
喰
え
る
な
ら
ば
地
の
文
に
附
し
た
割
註
の
よ
う
な
記
載
形
態
で
あ
り
、
前
後
の
記
事
と
同
時
に
記
載
さ
れ
た
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
の

で
あ
る
。
事
貫
、
こ
れ
と
全
く
同
じ
形
態
の
記
載
は
こ
の
楼
加
二
ハ
葉
裏
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
記
事
に
も
、

そ
の
遺
っ
て
き
た
こ
と
は
考
慮
せ
ず
、
父
と
祖
父
の
仇
を
心
に
刻
み
、
ス
レ
H

ベ
イ
レ
自
ら
が
兵
を
一
気
に
撤
放
し
、
園
境
の
者
を
放
っ

て
、
漢
人
の
(
大
明
)
圏
を
討
た
せ
た
(
臼

8
2
Z
E〉
。
〔
O
古
く
は
漢
人
を
討
ち
卒
ら
げ
る
こ
と
を

8
0目白
B
E
(討
つ
)
と
言
っ
て
い

た
。
〕
こ
の
よ
う
に
討
た
せ
て
、
漢
人
の
清
河
畳
(
巳
o
司
自
白
石
島
白
〉
城

(
v
o
n
o
ロ
)
の
軍
隊
を
撃
破
し
て
、
人
を
多
敷
殺
し
、
馬
も
多
数

- 69ー

手
に
入
れ
た
。

や
は
り
篇
章
競
の
圏
黙
を
附
し
小
文
字
で
記
載
さ
れ
た
説
明
文
が
前
後
の
文
と
同
じ
行
の
並
び
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

場
合
は
内
容
か
ら
み
て
明
ら
か
に
割
註
に
相
嘗
す
る
附
記
で
あ
ろ
う
。
部
ち
問
題
の
五
葉
の
小
文
字
記
載
部
分
は
、

と
見
え
て
お
り
、

一
六
葉
の
場
合
と
同
様
、

こ
の
槍
加
に
お
け
る
記
載
上
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
文
中
に
説
明
文
を
小
文
字
で
附
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、

(

幻

)

小
文
字
部
分
に
お
け
る
前
後
の
記
事
と
の
記
載
の
相
互
関
係
や
改
襲
扶
況
か
ら
も
窺
え
る
の
で
あ
る
が
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
詳
細
は
別
稿
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に
譲
り
、
要
黙
だ
け
を
示
そ
う
。
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後
績
記
事
の
冒
頭
に
篇
章
競
の
圏
黙
が
附
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
松
村
氏
は
「
叙
述
が
途
切
れ
て
お
り
、
そ
の
後
に
細
字
の
書
き

込
み
が
あ
り
」
と
し
か
述
べ
て
い
な
い
が
、
小
文
字
部
分
の
前
後
に
あ
る
記
事
は
そ
の
ま
ま
〈
原
文
の
改
行
は
示
し
て
い
な
い
、
以
下
同
様
)
、

そ

れ
か
ら
幾
多
の
世
代
が
生
じ
た
後
、
」

「
ド
ゥ
ド
ゥ
H

メ
ン
テ
ム
は
有
徳
の
人
と
し
て
生
ま
れ
て
、
」
と
、
文
脈
上
、
繋
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
小
文
字
部
分
に
先
立
つ
記
事
に
は
「
ブ
ク
リ
山
の
麓
の
ブ
ル
フ
リ
池
の
岸
で
生
ま
れ
た
ブ
ク
リ
H

ヨ
ン
シ
ョ
ン
は
、

ド
リ
城
に
住
ん
で
、

オ
モ
ホ
イ
野
の
オ

混
劃
し
て
い
た
マ
ン
ジ
ュ
園
に
お
け
る
べ
イ
レ
と
な
っ
て
暮
ら
し
た
。
」
と
あ
り
、

ま
た
後
績
の
記
事
に
は
「
O
ド
ゥ
ド

ゥ
日
メ
ン
テ
ム
は
有
徳
の
人
と
し
て
生
ま
れ
て
、

(
仇
の
)
四
十
人
の
子
孫
の
者
を
、
そ
の
も
と
も
と
住
ん
で
い
た
オ
モ
ホ
イ
野
の
オ
ド
リ
城

か
ら
日
が
沈
む
の
方
角
に
一
千
五
百
里
の
先
に
あ
る
ス
ク
ス
フ
川
の
、

を
父
粗
の
仇
敵
と
し
て
殺
し
た
。

へ
ト
ゥ
H

ア
:
:
:
ア
ラ
と
い
う
名
の
地
に
欺
い
て
連
れ
て
来
て
、
品
ナ
分

「
ア
イ
シ
ン
(
金
)
の
第
三
代
の
照
宗
皇
統
一
帝
一
〈

r
F
5四
冨
耳
目
包

g
m
Eと
は
、

そ
れ
か
ら
そ
の
へ
ト
ゥ
H

ア
ラ
の
地
に
そ
の
ま
ま
住
ん
だ
。」
と

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
小
文
字
部
分
に
は

そ
の
祖
先
が
住
ん
で
い
た
舎
寧
府
の
故
郷
を
棄
て
、

漢
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人
の
(
地
の
)
沖
京
城
に
移

っ
た
。

第
一

O
代
の
時
に
道
理
が
崩
壊
す
る
た
め
に

園
民
は
皆
モ
ン
ゴ
ル
人
、

漢
人
に
な
っ
て
、

官

・
民

文

・
武
の
道
理
は
全
て
絶
え
果
て
た
。
故
地
に
残
っ
た
園
人
は
皆
、

エ
ジ
ェ
ン
も
な
く、

道
理
も
な
く
、
勝
手
に
暮
ら
し
て

〔
暮
ら
し
〕
、
世

代
に
つ
い
て
は
全
く
剣
ら
な
く
な
っ
て
、
判
然
と
は
し
な
い
も
の
の
多
く
の
世
代
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
曾
寧
府
と
オ
モ
ホ
イ
野
は

共
に
白
山
の
日
が
昇
る
側
に
あ
る
。
」
と
あ
る
。

即
ち
こ
の
小
文
字
部
分
は
、

前
後
の
記
事
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
オ
モ
ホ
イ
野
」
に
闘
す
る

ア
イ
シ
ン
(
金
)
と
マ
ン
ジ
ュ
と
に
お
け
る
園
の
起
源
が
一
つ
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
そ

(

お

〉

の
関
係
を
ヌ
ル
ハ
チ
に
直
接
結
び
附
け
て
マ
ン
ジ
ュ
園
及
び
ヌ
ル
ハ
チ
の
擢
威
を
明
示
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
た
だ

説
明
文
と
し
て
は
内
容
が
か
な
り
飛
躍
し
て
お
り
不
自
然
で
あ
る
。
こ
の
小
文
字
部
分
は
松
村
氏
も
鏑
れ
て
い
る
よ
う
に
太
組
武
皇
帝
一
貫
録
や

説
明
文
と
し
て
挿
入
さ
れ

し
か
も
そ
の
意
園
は

満
洲
貫
録
に
轄
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、

そ
の
理
由
の
一
つ
に
は
、
も
と
も
と
が
附
記
で
あ
る
上
に
こ
の
不
自
然
な
黙
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ

「
太
組
ゲ
ン
ギ
ェ
ン
H

ハ
ン
」
の
記
載
を
含
む
小
文
字
部
分
は
、
そ
の
前
後
の
記
事
と
同
時
に
附
記
さ
れ
た
言
わ
ば

割
註
部
分
と
し
て
ま
ず
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
な
れ
ば
や
は
り
こ
の
楼
加
が
天
聴
年
聞
に
作
成
さ
れ
た
と
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
。

る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、



も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
松
村
氏
の
天
聴
年
間
格
加
書
寓
読
は
氏
の
研
究
課
題
で
あ
る
清
朝
開
園
読
話
の
成
立
時
期
や
改
饗
過
程
を
検
討
す
る

上
で
の
前
提
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
検
討
結
果
に
ま
で
直
接
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
氏
は
こ
の
天
聴
年
間
作
成
読
を
論
擦
の
一

部
に
し
て
、

で、

し
か
も
崇
徳
初
纂
の
『
太
租
太
后
貫
録
』
の
草
稿
の
一
っ
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、

そ
し
て
こ
の
紗
本
は
明
ら
か
に
天
聴
年
聞
に
作
成
さ
れ
た
も
の

三
仙
女
俸
設
は
初
纂
本
に
あ
っ
た
も
の
で
あ

今
回
『
内
園
史
院
櫨
』
の
紗
本
に
は
、

三
仙
女
俸
設
が
記
さ
れ
て
お
り
、

り
、
順
治
重
修
本
を
そ
の
ま
ま
書
膚
局
し
た
に
違
い
な
い
か
ら
、
順
治
重
修
の
際
に
改
蹴
捜
し
た
と
い
う
設
は
訂
正
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し

て
こ
の
こ
と
は
『
内
園
史
院
槍
』
の
書
潟
年
代
が
、
天
聴
九
年
五
月
六
日
以
降
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

と
結
論
附
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
槍
加
に
「
太
-
組
ゲ
ン
ギ
ェ
ン
H

ハ
ン
」
の
記
載
が
見
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
氏

に
よ
る
何
ら
か
の
説
明
が
欲
し
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

牧
録
さ
れ
て
い
る
記
事
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
筆
者
は
こ
の
楢
加
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
記
事
の
大
部
分
に
つ
い
て
は
、
松
村
氏
と
は
別
の
硯
貼
か
ら
、
天
聴
年
聞
に
書
寓
さ
れ
た
も
の
と

と
こ
ろ
で
、
こ
の
槍
加
が
崇
徳
元
年
四
月
一
二
日
以
降
に
作
成
さ
れ
た
と
し
て
、

そ
の
場
合
、
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推
定
す
る
の
で
あ
る
。
誤
解
を
避
け
る
意
味
か
ら
、
今
少
し
こ
の
黙
に
つ
い
て
私
見
を
附
け
加
え
て
お
き
た
い
。

そ
の
よ
う
に
推
定
す
る
根
援
と
し
て
以
下
の
黙
が
あ
る
。
そ
の
第
一
は
、
や
は
り
五
葉
の
小
文
字
で
記
載
さ
れ
た
部
分
以
外
の
記
事
に
ヌ
ル

ハ
チ
に
劃
し
て
太
租
を
用
い
た
記
載
が
一
切
見
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
『
満
洲
貫
録
』
の
場
合
と
異
な
り
、
こ
の
槍
般
に
牧
め
ら
れ

た
開
園
侍
読
部
分
で
は
、
ブ
ク
リ
日
ヨ
ン
シ
ョ
ン
が
混
凱
を
治
め
て
エ
ジ
ェ
ン
(
主
〉
と
し
て
の
ベ
イ
レ
と
な
る
以
前
を
ジ
ょ
シ
ェ
ン
園
と
明

記
し
、

エ
ジ
ェ
ン
と
し
て
の
ベ
イ
レ
と
な
っ

て
か
ら
を
マ
ン
ジ
ュ
園
と
し
て
区
別
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
、

「
ジ
ム
シ
ェ
ン
園
の
三

姓
の
者
」
、

「
ジ
ュ
シ
ェ

ン
闘
の
人
」、

ま
た
ブ
ク
リ
H

ヨ
ン
シ
ョ
ン
を
説
明
し
て
「
天
の
命
に
よ
っ
て
神
の
霊
魂
は
饗
え
ら
れ
て
、
ジ
ュ
シ
ェ

マ
ン
ジ
ュ
園
以
降
に
つ
い
て
も
、

「
後
に
生
ま
れ
た
子
孫
等
が
生
ま
れ
誤
っ
て
、
ジ
品
シ

ン
人
の
姿
で
生
ま
れ
さ
せ
ら
れ
た
」
と
あ
る
ほ
か
、

489 

エ
ン
の
民
を
甚
だ
し
く
苦
し
め
た
の
で
」
と
あ
り
、
民
族
名
と
し
て
は
一
貫
し
て
ジ
品
シ
ェ
ン
と
帯
し
て
い
る
。
ホ
ン

u
タ
イ
ジ
時
代
の
天
聴
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九
〈
一
六
三
五
)
年
一

O
月
に
、

こ
の
ジ

ュ
シ
ェ
ン
を
民
族
名
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
、
以
後
は
マ
ン
ジ

L

の
民
族
名
を
稽
す
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
こ

の
楢
般
に
牧
め
ら
れ
た
開
園
博
説
部
分
の
記
述
が
作
成
・

書
寓
さ
れ
た
の
は
、
天
聴
九
年
一

O
月
以

前
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
第
三
は、

こ
の
槍
加
牧
録
記
事
に
お
け
る
記
載
上
の
特
徴
に
あ
る
。
文
中
に
説
明
文
を
小
文
字
で
附
記
し
て

い
る

こ
と
は
既
に
燭
れ
た
。
こ
の
ほ
か
、
そ
の
牧
録
記
事
の
上
部
除
自
に
は
墨
圏
の
有
無
に
不
統

一
は
あ
る
が
、
四
葉
裏
の

「こ
れ

(ブ
ク
リ
“
ョ

ン

シ
ョ
ン
)
を
推
戴
し
て
我
等
の
園
に
お
け
る
べ
イ
レ
と
し
た

い。

我
等
の
ナ
ト

u
ベ
リ

u
ゲ
ゲ
を
こ
れ

(こ
のベ

イ
レ
〉
に
委
と
し
て
差
し
上
げ

た
い
。」
に
劃
す
る
「
ベ
リ
は
娘
の
名
」
、

一
八
葉
裏
の
「
↑
一

ン
グ
タ
の
第
三
組
ソ
オ
チ
ャ
ン
ガ
の
子
の
ロ

ン
ド
ン
が
、
サ
ル
フ
の
ノ

ミ
ナ
の
弟

の
ナ
イ
カ
ダ
を
唆
し
、
」
に
針
す
る

「ロ

ン
ド

ン
は
ゲ
ン
ギ

L

ン
u

ハ
ン
の
一
族
の
叔
父
。

二
一
葉
表
の
「
そ
の
こ
と
を
お
前
は
是
と
決
し
て
考
え
る
な
。
我
々
の
姉
に
つ
い
て
は
彼
の
不
善
の
た
め
に
彼
女
が
死
ん
だ
。
」
に
劃
す
る
「
姉

サ
ル
フ
は
地
名
。

ノ
ミ
ナ
は
城
の
エ
ジ
ェ
ン
。
」
、

と
い
う
の
は
ゲ
ン
ギ
ェ
ン
H

ハ
ン
の
生
母
」
な
ど
、
障
所
に
同
様
な
附
記
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
各
記
事
に
は
塗
抹
・
加
筆
に
よ
る
訂
正
箇
所
が

記
せ
。
」
な
ど
の
直
接
の
指
示
こ
そ
見
え
な
い
が

八
葉
裏
三
行
自
J
九
葉
表
八

行

目

、

一

O
葉
裏
二
行
目

i
一一一一葉

一
三
葉
裏
四
行
目
J
二
二
葉
表
一
行
目
、
二
二
葉
表
二
J
八
行
目
、
二
二
葉
裏
一

l
七
行
目
を
そ
れ
ぞ
れ
一
纏
め
に
大
き
く
墨
で

九
薬
裏

一
J
三
行
目
、
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多
々
見
ら
れ
、

《
満
文
園
史
院
楢
》
・
『
奮
槍
』
所
牧
の
『
天
聴
九
年
橋
』
の
よ
う
に
、
「
査
ベ
た
。
改
修
を
終
え
た
。
清
書
せ
よ
。
照
合
し
た
。

裏
三
行
目
、

圏

っ
て
い
る
。

そ
の
指
示
す
る
具
盤
的
内
容
(
抹
消
・
照
合
・
抽
判
定
な
ど
)
に
つ
い
て
は
、

現
段
階
で
見
る
こ
と
の
で
き
る
闘
係
史
料
と
封
比
し

て
も
判
断
し
兼
ね
る
が
、
何
ら
か
の
注
意
一
を
促
す
指
示
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
明
ら
か
に
こ
の
楢
加
が
さ
ら
に
蒔
骨
局

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
そ
の
全
瞳
の
構
成
に
は
未
だ
不
備
な
黙
が
多
く
見
ら
れ
、
と
て
も
こ
の
ま
ま
で

定
稿
に
な
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
た
だ
、
こ
の
槌
加
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
殆
ど
の
記
事
は
無
闇
貼
文
字
で
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
改
襲
前

の
記
載
を
見
る
と
各
葉
入
行
で
文
字
の
配
置
が
非
常
に
よ
く
整

っ
て
い
る
な
ど
の
特
徴
に
気
附
か
さ
れ
る
。
他
の
明
ら
か
に
初
稿
原
本
と
思
わ

れ
る
楼
加
の
場
合
と
比
較
し
て
も
、
こ
れ
が
初
稿
原
本
で
あ
っ
た
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
第
四
は
、
冒
頭
に
示
し
た
こ
の
様
加
の
表
紙

「
c
r
m巳
』

zd〈
釦
ロ
ロ
白
骨
ロ
骨
宮
内
-
5・」
に
つ
い
て
、
神
田
信

の
記
載
に
闘
す
る
黙
で
あ
る
。
そ
こ
に
見
え
る
無
圏
貼
文
字
に
よ
る
「
C
』

C
」、



夫
・
松
村
潤
の
雨
氏
は
共
に
、
全
一
七
巻
か
ら
な
る
第
一
巻
の
部
分
と
述
べ
て
い
る
。
通
常
一
般
に
見
ら
れ
る
「
骨
σ
E
Z」
の
用
例
を
考
慮
す

れ
ば
こ
の
理
解
が
最
も
安
嘗
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
場
合
、
南
者
の
筆
跡
・
墨
色
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
「
第
ご
は
明
ら
か
に
後
か
ら
の
加

筆
な
の
で
あ
る
。
無
論
、
後
に
全
一
七
巻
の
第
一
巻
と
確
認
し
て
加
筆
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
敢
て
別
の
考
え
方
を
示
し
て
お

き
た
い
。
寅
は
、
既
に
神
田
・
松
村
雨
氏
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
楼
加
は
皐
濁
で
《
瀬
文
園
史
院
槍
》
の
巻
競

O
O
一
と
し
て
分
装
・
登
録

さ
れ
て
は
い
な
い
。
「
中
圏
第
一
一
歴
史
槍
案
館
臓
禰
文
園
史
院
構
、
全
宗
競

O
二
、
目
録
競
一

O
七
、
巻
競

O
O
一
、
珊
競
ご
の
登
録
票
が

添
附
さ
れ
た
槍
加
と
一
緒
に
一
箱
に
分
装
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
槍
加
の
表
紙
に
は
「
金
例
一
一
」
と
漢
字
表
記
さ
れ
た
題
策
が
あ
り
、
表
紙
の
裏

に
は
満
洲
丈
で
「

E
自
己
冨
¥
色
白
吉
田
一
向
。
。
-F
』
回
目
(
一
緒
に
し
た
/
金
の
事
例
・
第
二
)
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

橋
加
の
内
容
は
既
に
指
摘
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
『
金
史
』
満
洲
文
書
の
稿
本
と
思
わ
れ
る
。
神
田
・
松
村
雨
氏
は
燭
れ
て
い
な
い
が
、
賓
は
こ
の
槍
加
の
表
紙
の
記
載
は
こ

れ
だ
け
で
は
な
い
。
筆
者
が
寅
見
し
た
際
、
全
く
の
偶
然
に
よ
り
、
表
紙
の
「
金
例
二
」
の
題
簸
に
隠
れ
る
位
置
に
満
洲
文
で
ご
巳
(
第
二
)
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
が
見
て
取
れ
た
。
無
論
、
こ
の
「
]
包
」
は
表
紙
裏
の
「
白
山
印
山
口
一

Eo--v-」
の
こ
と
と
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
こ
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の
楢
加
所
放
の
記
事
は
、
先
に
附
記
部
分
と
推
定
し
た
小
文
字
部
分
に
見
え
る
金
園
に
闘
す
る
記
載
内
容
と
重
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
な

れ
ば
、
責
見
時
に
筆
跡
・
墨
色
か
ら
は
確
定
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
、
こ
の
「
第
一
ご
は
、
今
問
題
に
し
て
い
る
「
第
ご
と
照
麿
す
る
も
の

『
金
例
二
』
の
表
紙
裏
に
あ
る

P
E
E
r陪
(
一
緒
に
し
た
と
の
記
載
は
、
こ

で
は
な
か
っ
た
の
か
。
塗
抹
の
理
由
ま
で
は
剣
然
と
し
な
い
が
、

の
こ
と
を
裏
附
け
る
も
の
で
は
な
い
の
か
。
も
し
も
そ
う
で
あ
れ
ば
、
問
題
の
「
第
ご
は
第
一
巻
の
意
味
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
こ

ハ
ン
の
:
:
:
』
の
槍
加
は
、
既
に
慣
れ
た
よ
う
に
、
随
所
で
記
載
内
容
を
改
饗
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
の
特
徴

の
『
先
の
〔
ゲ
ン
ギ
ェ
ン
H

の
一
つ
に
、
篇
章
一
競
の
圏
離
を
加
筆
・
抹
消
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
印
ち
、
記
事
構
成
の
改
襲
が
試
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

の
改
獲
結
果
だ
け
を
整
理
し
て
み
る
と
、
正
確
に
は
符
合
し
な
い
が
、
ほ
ぼ
一
七
に
近
い
構
成
朕
況
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
皐
な
る
偶
然

か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
こ
と
に
注
目
す
る
と
、
こ
の
様
加
は
全
一
七
巻
の
第
一
巻
で
は
な
く
、
全
瞳
が
約
一
七
に
構
成
さ
れ
た
車
濁
の
も
の
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で
は
な
か
っ
た
か
と
も
推
定
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
先
に
回
目
頭
で
こ
の
様
加
の
表
紙
に
見
え
る
記
載
を
語
出
す
る
際
に
敢
て
「
全
一
七
篠
」
と
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し

ま
た
同
槍
加
を
『
先
ゲ
ン
ギ
ェ
ン
H

ハ
ン
賢
行
典
例
』

(
以
下
、
こ
の
表
記
で
示
す
〉
と
だ
け
偲
稽
し
た
理
由
は
こ
の
黙
に
あ
る
。
以
上
の

四
貼
に
鑑
み
て
、
こ
の
楼
加
は
、
天
聴
年
閉
ま
で
に
作
成
さ
れ
た
記
事
を
書
寓
し
て
整
理
し
た
お
そ
ら
く
は
崇
徳
年
聞
の
ご
く
初
期
の
稿
本
を

そ
の
ま
ま
輔
骨
局
し
た
上
で
、
さ
ら
に
内
容
を
改
崎
製
し
て
決
に
引
き
縫
が
れ
た
も
の
、
即
ち
、

場
合
と
同
様
、
改
獲
過
程
の
途
上
に
お
け
る

一
櫨
加
で
は
な
か
っ
た
か
と
捉
え
た
い
。

《
満
文
園
史
院
楼
》
所
牧
の
『
天
聴
九
年
槍
』
の

『
天
聴
九
年
槍
』
の
場
合
の
よ
う
に
、
同
種
の
記
載
内

容
か
ら
な
る
別
の
槍
加
の
設
見
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
些
か
冗
長
な
説
明
に
な
っ
た
の
で
、
先
を
急
ご
う

0

・
次
に
、
『
先
ゲ
ン
ギ
ェ
ン
日
ハ
ン
賢
行
典
例
』
の
内
容
構
成
で
あ
る
が
、
清
朝
始
租
開
園
読
話
の
う
ち
の
三
仙
女
俸
説
か
ら
始
ま
り
、
高
暦

一
二
(
一
五
八
四
)
年
ま
で
の
記
事
が
牧
録
さ
れ
て
お
り
、

『
満
洲
寅
録
』
牧
録
の
記
事
と
封
比
す
る
と
概
ね
各
一
か
ら
巻
二
宮
頭
部
分
に
相
嘗

す
る
。
但
し
、
牧
録
順
序
が
か
な
り
相
違
す
る
上
に
、
『
満
洲
貫
録
』
に
は
全
く
牧
録
さ
れ
て
い
な
い
記
事
も
み
え
る
。
ま
た
重
複
す
る
記
事

の
場
合
に
も
記
載
の
異
同
が
多
く
、
全
く
同
一
の
記
述
に
な
っ
て
い
る
例
は
少
な
い
な
ど
の
特
徴
が
あ
る
。
以
下
、
そ
の
構
成
を
整
理
し
た
結

果
の
概
要
を
、
改
獲
後
に
お
け
る
篇
章
披
の
圏
黙
に
基
く
慢
の
構
成
順
序
と
葉
数
(
表
は

a
、
裏
は
b
で
示
す
)
を
附
し
て
箇
篠
書
き
し
た
上
で
、

二
・
コ
一
の
例
を
示
す
こ
と
に
し
た
い
。
そ
こ
で
そ
の
構
成
で
あ
る
が
、
①
一
ニ
仙
女
か
ら
ブ
ク
リ
u
ヨ
ン
シ
司
ン
ま
で
の
説
話
(
一

a
J
四
b
)
、
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②
六
月
の
フ
ア
ン
チ
ャ
脱
出
説
話
(
四
b
J
五
三
・

金
園
と
マ
ン
ジ
ュ
園
の
起
源
が
一
っ
と
す
る
附
記
(
五

a
J
五
b
)
、
③
ド
ゥ
ド
ゥ
u
メ
ン

テ
ム
か
ら
六
粗
に
至
る
系
統

・
六
租
の
長
粗
デ
シ
ク
か
ら
第
四
租
ギ
オ
チ
ャ
ン
ガ
ま
で
に
闘
す
る
子
孫
の
系
統
の
う
ち
、
ギ
オ
チ
ャ
ン
ガ
の
長

子
リ
ド
ゥ
ン

u
パ
ト
ル
の
子
の
ボ
イ
ゴ
チ
ま
で
(
五
b
j
七
a
)
、
④
ギ
オ
チ
ャ
ン
ガ
の
第
四
子
タ
ク
シ
の
第
一
の
妻
に
生
ま
れ
た
ヌ
ル
ハ
チ
を

含
む
息
子
三
人
と
娘
一
人
の
名
・
第
二
の
妻
に
生
ま
れ
た
息
子
の
名
・
ハ
ダ
の
ワ
ン
H

ハ
ン
が
興
え
た
妻
に
生
ま
れ
た
息
子
の
名
・
六
組
の
第

五
租
ボ
オ
ラ
ン
ガ
及
び
第
六
租
ボ
オ
シ
に
閲
す
る
孫
ま
で
の
系
統
(
七

a
l
b
)
、
⑤
第
二
租
リ
オ
チ
ャ
ン
の
ジ

ュ
シ
ェ
ン
で
へ

メ
の
地
に
住
ん

で
い
た
ナ
ラ
ン
ガ
H

ミ
イ
ェ
ト
ゥ
と
い
う
名
の
者
の
牛
の
盗
難
事
件
を
護
端
と
す
る
第
五
組
ボ
オ
ラ
ン
ガ
の
職
死
と
ギ
ヤ
ム
ホ
の
ム
ク
ド
ゥ
ン

ガ
H

ジ
ャ
ン
ギ
ン
城
の
攻
略
(
七
b
J
八
b
〉
・
一
一
ン
グ
タ
の
ベ
イ
レ
達
が
養
っ
た
娘
の
強
奪
と
ギ
ャ
フ
H

マ
フ
ァ
の
孫
イ
ス
の
殺
害
を
瑳
端
と

す
る
ウ
ユ
ン
タ
イ
攻
略
と
第
二
租
リ
オ
チ
ャ
ン
の
第
三
子
メ
ン
ト
ゥ
の
戦
死
・
第
五
租
ボ
オ
ラ
ン
ガ
の
息
子
の
嫁
の
強
奪
を
護
端
と
す
る
ギ
ャ



フ
攻
略
(
八
b
J九
b
)
、
⑥
第
五
粗
ボ
オ
ラ
ン
ガ
の
孫
ボ
ル
ゴ
ン
が
謀
殺
さ
れ
た
こ
と
を
護
端
と
す
る
ジ
ェ
レ
ン
ゲ
攻
め
と
そ
の
死
刑
(
九
b

ー一

O
b
)
、
⑦
第
四
組
ギ
オ
チ
ャ
ン
ガ
と
リ
ド
ゥ
ン
親
子
を
天
が
慈
し
ん
で
エ
ジ
ェ
ン
と
し
て
差
し
遣
わ
す
記
述
・
ア
ハ
ナ

u
ウ
ェ
ジ
ゲ
の
求

婚
と
エ
ル
ギ
H

ワ
ル
カ
の
殺
害
事
件
に
端
を
護
す
る
ド
ン
ゴ
の
ケ
チ
ェ
日
バ
ヤ
ン
と
の
戦
争
経
過
ご

O
b
t
二ニ
b
γ

ニ
ン
グ
タ
の
ベ
イ
レ

達
と
ハ
ダ
の
ワ
ン
日
ハ
ン
と
の
姻
戚
闘
係
に
鱒
れ
た
附
記
(
一
一
二
・
b
)
、
③
ヌ
ル
ハ
チ
の
誕
生
か
ら
二
一
歳
ま
で
の
経
緯
(
一
一
一
一
b
t
一
五
三
、

⑨
寓
暦
一
一
年
(
ヌ
ル
ハ
チ
二
五
才
〉
に
ニ
カ
ン
H

ワ
イ
ラ
ン
の
策
略
で
ヌ
ル
ハ
チ
の
父
と
祖
父
が
殺
害
さ
れ
る
前
後
の
経
緯
・
マ
ン
ジ
ュ
園
の

者
及
び
五
粗
の
子
孫
達
が
全
て
ニ
カ
ン
H

ワ
イ
ラ
ン
に
服
従
し
て
ヌ
ル
ハ
チ
に
敵
劃
す
る
経
緯
・
五
月
に
お
け
る
ヌ
ル
ハ
チ
に
よ
る
ニ
カ
ン
H

ワ
イ
ラ
ン
の
い
た
ト
ゥ
ル
ン
城
攻
め
の
経
緯
・
八
月
に
お
け
る
ヌ
ル
ハ
チ
に
よ
る
ニ
カ
ン
H

ワ
イ
ラ
ン
の
い
た
ギ
ヤ
バ
ン
城
攻
め
の
経
緯
・
サ

ル
フ
城
の
ノ
ミ
ナ
と
ナ
イ
カ
ダ
殺
害
の
経
緯
・
第
六
粗
ボ
オ
シ
の
子
ら
三
人
の
要
請
し
た
ハ
ダ
の
兵
が
フ
ジ
掠
奪
に
失
敗
す
る
経
緯
(
一
五
a

j
二
二
三
、
⑬
六
租
の
う
ち
第
四
組
ま
で
の
子
ら
が
裕
福
で
あ
っ
た
の
に
封
し
第
五
J
六
租
の
子
ら
は
貧
窮
し
て
い
た
記
述
・
第
四
組
以
外
の

六
租
の
子
ら
が
ヌ
ル
ハ
チ
を
殺
害
し
よ
う
と
し
た
記
述
・
六
月
夜
に
ヌ
ル
ハ
チ
の
住
ん
で
い
た
へ
ト
ゥ
城
(
宮

E
r
o
gる
に
賊
が
侵
入
し
よ

う
と
し
て
失
敗
す
る
経
緯
(
一
一
一
一

a
i
b
〉
、
⑪
エ
ル
デ
-
一
日
バ
ク
シ
の
ヌ
ル
ハ
チ
に
闘
す
る
見
解
(
一
一
一
一
b
i
-
-
一
一
一
と
、
⑫
九
月
夜
に
再
度
賊
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が
侵
入
し
よ
う
と
し
て
失
敗
す
る
経
緯
(
一
一
一
一
一
a
l
b
)
、
⑬
高
暦
二
一
年
(
ヌ
ル
ハ
チ
二
六
才
〉
正
月
に
お
け
る
リ
ダ
イ
攻
め
の
経
緯
・
サ
ン
ジ

ャ
ン
が
ヌ
ル
ハ
チ
の
妹
の
夫
ガ
ハ
シ
ャ
ン
H

ハ
ス
フ
を
殺
害
す
る
経
緯
・
ヌ
ル
ハ
チ
が
そ
の
遺
骸
を
取
り
戻
し
て
葬
る
経
緯
・
六
月
に
仇
討
ち

と
し
て
マ
ル
ド
ゥ
ン
の
山
鎮
攻
め
の
経
緯
・
九
月
に
ド
ン
ゴ
の
ア
ハ
イ
H

バ
ヤ
ン
攻
め
の
経
緯
・
オ
ン
ゴ
ロ
攻
め
の
経
緯
・
ヌ
ル
ハ
チ
負
傷
の

経
緯
・
ヌ
ル
ハ
チ
が
自
分
に
傷
を
負
わ
せ
た
二
人
を
待
遇
す
る
経
緯
つ
三
一
b
J
三
二
a
〉
、
⑪
ヌ
ル
ハ
チ
が
天
の
慈
し
み
を
受
け
て
い
る
旨
の

記
述
(
三
こ
と
、
⑮
四
月
夜
に
侵
入
し
た
賊
を
ヌ
ル
ハ
チ
が
捕
え
た
後
に
解
放
す
る
経
緯
(
三
二

a
l
三
三

a
)、
⑮
ハ
ン
や
ア
ン
バ
ン
の
事
績

を
檎
に
し
た
経
緯
会
西
三
、
と
い
う
よ
う
に
な
る
。
こ
の
な
か
に
は
、
記
載
内
容
の
改
襲
後
に
濁
立
性
の
強
く
な
っ
た
②
の
長
文
に
よ
る
附

記
(
五
a
j
豆
b
)
が
あ
る
の
で
、
も
し
も
こ
れ
を
濁
立
さ
せ
れ
ば
、
全
瞳
で
一
七
の
構
成
に
な
る
が
、
果
た
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

は
と
も
か
く
、
以
上
の
構
成
を
見
る
と
、
前
述
し
た
よ
う
に
そ
の
全
瞳
の
構
成
が
未
だ
不
備
で
あ
る
こ
と
は
窺
え
よ
う
。
と
同
時
に
、

そ
れ
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『
大
清



494 

太
租
武
皇
帝
一
貫
録
』
や
『
満
洲
貫
録
』
に
は
見
え
な
い
記
載
の
多
い
こ
と
も
見
て
取
れ
る
。
開
園
説
話
の
こ
と
は
さ
て
お
き
、
③
・
④
に
記
載

さ
れ
て
い
る
六
租
か
ら
ヌ
ル
ハ
チ
の
代
に
至
る
系
統
の
内
容
は
こ
れ
ま
で
の
ど
の
関
係
史
料
よ
り
も
詳
細
で
あ
り
、

」
の
『
先
ゲ
ン
ギ
ェ
ン

u

ハ
ン
賢
行
典
例
』
の
記
載
に
よ
っ
て
そ
の
系
譜
は
か
な
り
充
貫
し
た
も
の
に
改
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う。

新
た
な
知
見
が
得
ら
れ
る
こ
の
ほ
か

の
具
盟
例
と
し
て
、
ヌ
ル
ハ
チ
に
関
わ
る
③
、
⑬
、
⑪
を
示
し
た
上
で
、
最
後
に
『
先
ゲ
ン
ギ
ェ
ン
日
ハ
ン
賢
行
典
例
』
の
編
纂
目
的
に
も
関

わ
る
⑮
に
言
及
し
て
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

最
初
に
、
③
の
『
先
ゲ
ン
ギ
ム
ン
H

ハ
ン
賢
行
典
例
』

一
三
葉
裏
か
ら
一
五
葉
表
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
記
事
を
見
る
と

ヌ
ル
ハ
チ
日
ス
レ

u
パ
ト
ゥ
ル
は
全
て
に
お
い
て
有
徳
で
あ
っ
た
が
、
ベ
イ
レ
が
一

O
歳
の
時
に
、
生
母
が
死
ん
で
、
衣
に
(
父
が
)
妻

ど
れ
ほ
ど
苦
州
労
し
た
か
と
言
え
ば
、

っ
た
縫
母
の
も
と
で
暮
ら
す
の
に
、

こ
の
上
な
い
ほ
ど
大
湊
な
苦
第
を
し
た
。

一
六
歳
に
な
っ
た

時
、
よ
う
や
く
妻
を
興
え
(
ら
れ
)
た
。

一
九
歳
に
な

っ
た
時
、
よ
う
や
く
分
家
さ
せ
(
ら
れ
〉
た
。
分
家
さ
せ
る
た
め
に
(
分
け
〉
興

え
る
際
に
、
夫
婦
(
即
ち
父
親
と
縫
母
〉
は
揃
っ
て
(
充
分
に
は
〉
輿
え
な
か
っ
た
。
あ
れ
や
こ
れ
や
で
、
六
人
の
男
、
五
人
の
女
、
ニ

四
頭
の
牛
を
輿
え
た
(
だ
け
で
あ
っ
た
)
。
そ
れ
に
劃
し
て
、
父
親
の
家
に
は
ア
ハ
一

O
O
人
徐
り
が
い
た
。
馬
、
牛
、
牧
畜

が
(
多
数
〉
飼
わ
れ
て
い
た
。
「
た
く
さ
ん
連
れ
て
来
て
欲
し
い
。
」
と
言
っ
た
際
に
、
縫
母
の
言
葉
を
聴
き
入
れ
た
父
親
が
言
う
の
に
、

匹
の
馬
、

- 76ー

「
お
前
の
第
三
組
ソ
オ
チ
ャ
ン
ガ
は
、

そ
の
子
ホ
オ
セ
日
バ
ヤ
ン
に
僅
か
に
マ
イ
セ
と
い
う
名
の
夫
婦
を
輿
え
た
だ
け
だ
っ
た
。
私
の
父

で
あ
る
第
四
租
は
、

お
前
の
伯
父
で
あ
る
リ
ド
ゥ
ン
日
バ
ト
ゥ
ル
に
僅
か
に
ウ
イ
ダ
〈
と
い
う
名
〉
の
夫
婦
を
輿
え
た
だ
け
だ
っ
た
。
彼

等
も
亦
(
我
々
同
様
)
富
裕
に
な
っ
て
い
る
。
信
じ
て
試
行
錯
誤
を
重
ね
、

名
を
奉
げ
て
暮
ら
し
て
い
る
。

お
前
は
何
と
い
う
こ
と
を

(
言
う
の
か
)
。
」
と
、
耀
母
の
言
葉
を
聴
き
入
れ
て
し
き
た
り
を
ほ
じ
く
り
出
し
、
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
、
多
く
は
興
え
な
か
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
次
第
で
、
大
幾
に
貧
窮
し
、
苦
労
を
重
ね
て
暮
ら
し
、
唯
濁
り
で
一
商
い
を
行
な
っ
た
り
、
鷹
狩
り
を
行
な
っ
た
り
し
た
。
こ
の

す
べ

よ
う
に
大
獲
に
貧
窮
し
、
苦
第
を
重
ね
て
暮
ら
し
た
後
、
二
一
歳
に
な
っ
た
時
、
衣
、
食
、
騎
馬
、
用
人
の
術
を
少
し
手
に
入
れ
て
暮
ら

し
始
め
た
の
で
、
父
母
は
お
互
い
に
託
し
〔
押
し
附
け
〕
、

「
(
以
前
に
)
興
え
な
か
っ
た
ア
ハ
や
興
え
な
か
っ
た
家
畜
を
、
今
、
受
け
取



れ
。
」
と
言
っ
た
け
れ
ど
も
、

ス
レ
H

ベ
イ
レ
は

自
分
に
以
前
奥
え
(
ら
れ
〉
な
い
で
苦
労
し
た
こ
と
を
思
い
、
内
心
辛
か
っ
た
そ
の

心
の
痛
手
が
あ
ま
り
に
大
き
か
っ
た
の
で
、
そ
の
興
え
よ
う
と
す
る
ア
ハ
や
家
畜
を
受
け
取
ら
な
か
っ
た
。

と
あ
る
。
聞
ち
、

ヌ
ル
ハ
チ
の
嘗
初
の
呼
稽
が
ス
レ
H

バ
ト
ヮ
ル
で
あ
っ
た
こ
と
、
従
来
結
婚
年
齢
は
一
九
歳
と
さ
れ
て
い
た
の
が
一
六
歳
で

あ
っ
た
こ
と
、
分
家
に
際
し
て
分
興
さ
れ
た
も
の
の
内
容
が
六
人
の
男
、
五
人
の
女
、
二
匹
の
馬
、
四
頭
の
牛
で
あ
っ
た
こ
と
、
分
家
後
の
生

計
の
立
て
方
が
畢
濁
の
一
商
い
と
鷹
狩
り
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
、
従
来
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
貼
が
か
な
り
明
確
に
な
る
。
次
に
⑮
の
二
二
葉
表

に
牧
録
さ
れ
て
い
る
記
事
を
見
る
と
、

も
と
も
と
六
人
の
租
の
子
ら
が
暮
し
て
い
る
時
、
四
人
の
租
の
子
ら
は
富
み
、
豊
か
に
暮
し
た
。
第
五
組
、
第
六
租
の
子
ら
は
貧
窮
し
、

苦
努
し
て
暮
し
た
。
長
租
の
子
ら
、
第
二
-
組
、
第
三
-
組
、
第
五
祖
、
第
六
租
の
子
ら
が
「
ス
レ
日
ベ
イ
レ
を
殺
し
た
い
。
」
と
、
洞
っ
て

賊
を
放
っ
て
数
回
に
亙
っ
て
殺
そ
う
と
謀
っ
た
け
れ
ど
も
、

い
る
堂
子
に
誓
っ
て
、

天
の
命
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
ス
レ
ハ
ベ
イ
レ
(
の

- 77ー

命
〉
を
取
れ
な
か
っ
た
。

と
あ
り
、

ヌ
ル
ハ
チ
と
ニ
ン
グ
タ
の
ベ
イ
レ
ら
と
の
確
執
の
背
景
に
経
済
闘
争
の
あ
っ
た
こ
と
が
明
確
に
見
て
取
れ
る
。
ま
た
⑪
の
二
二
葉
裏

か
ら
二
三
葉
表
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
記
事
を
見
る
と
、

O
エ
ル
デ
ニ
日
バ
ク
シ
が
言
う
の
に

「
ス
レ
H

ベ
イ
レ
が
(
そ
の
居
〉
城
の
上
に
登
っ
た
の
は
、

天
の
命
で
生
ま
れ
た
者
で
あ
る
の

で
、
天
は
そ
の
(
ス
レ
日
ベ
イ
レ
を
暗
殺
し
に
来
た
)
賊
が
登
り
き
っ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
と
、
城
の
上
に
ス
レ
H

ベ
イ
レ
を
登
ら
せ

た
の
で
あ
ろ
う
。
」

と
あ
り
、

ヌ
ル
ハ
チ
が
天
命
に
遁
っ
た
者
で
あ
る
と
強
調
し
、
そ
の
擢
威
を
高
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ

と
が
窺
え
る
。
そ
し
て
同
様
な
意
圏
の
見
え
る
記
載
は
他
に
も
散
見
す
る
。
即
ち
、
以
上
の
数
例
だ
け
か
ら
も
直
ち
に
知
れ
る
よ
う
に
、
こ
の

『
先
ゲ
ン
ギ
ェ

ン
H

ハ
ン
賢
行
典
例
』
に
よ
っ
て
、
従
来
の
場
合
よ
り
も
造
か
に
ヌ
ル
ハ
チ
及
び
そ
の

一
族
の
寅
像
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
⑪
な
ど
か
ら
も
『
先
ゲ
ン
ギ
ェ
ン

n
ハ
ン
賢
行
典
例
』
の
編
纂
目
的
は
窺
え
る
が
、
そ
れ
で
は
最
後
に
⑮
の
こ
と

エ
ル
デ
ニ
H

パ
グ
シ
の
言
を
か
り
で
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に
移
ろ
う
。

こ
の
三
四
葉
表
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
こ
の
⑮
の
記
事
は
、

そ
の
直
前
の
三
三
葉
裏
に
「
原
件
破
損
」
の
紙
片
が
添
附
し
て
あ
る
よ
う
に、

そ

の
上
部
か
ら
墨
圏
の
附
記
の
下
部
に
か
け
て
左
右
に
大
き
く
破
損
し
て
い
る
。
そ
こ
で
原
本
に
よ

っ
て
で
き
る
限
り
復
元
し
た
結
果
を
誇
出
す

ヲ

G
'と

〔
ゲ
ン
(
ギ
ェ
ン
)

“
ス
(
レ
)
H

ベ

イ

(
レ
)〕

(
?
)
の
奮
』
回
目

=σ。
。
(
繕
事
房
0
・
)
の
梁
に
貼
ら
れ
る
紙
に
績
を
描
く
に
際
し
て
、

(
?
)
。

「
梁
に
貼
ら
れ
る
紙
に
は
、
弓
を
射
た

告
げ
た
。

馬
上
の
敵
に
劃
し
て
攻
め
た
の
を
決
し
て
(
忘
れ
る
な
?
)
。
古
い
賢
能
な
事
例
(
と
し
て
)
、

れ
た
、
失
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
繕
に
描
け
に
と
(
言
っ
た
〉
の
で
、
壊
れ
た
書
房
の
ア
ン
パ
ン
ら
の
た
め
に
来
て
、
(
言
〉

文
(
官
の
〉
ア
ン
バ
ン
ら
は
ダ
ハ
イ
を
首
班
と
し
て
『
一
帝
鑑
園

2
こ
2
2
Zど
と
い
う
(
皇
〉
一
帝
の
鑑
の
給
の
書
を
探
し

五
枚
の
紙
に
射
し
て
、

ハ
ン
・
ア
ン
バ
ン
が
行
な
っ
た
、
手
に
入

っ
た
言
葉
を

求
め
て
、
各
二
つ
ご
と
の
蓋
、

用
い
る
こ
と
が
良
い
場
所
に
繕
を
描
い
て
貼
り
附
け
た
。

ハ
ン
が
見
て
、

「(見

- 78ー

る
者
が
〉
剣
ら
な
レ
(
朕
態
で
)
給
が
描
か
れ
て
い
る
ぞ
。

完
了
し
た
文
を
書
け
。
」
と
、

ジ
L

シ
ム
ン
ヨ
間

C
C
加
。
ロ
『
巳
r
o
)

で
書
か
せ

Tこ

と
あ
り
、
内
容
の
上
で
明
ら
か
に
三
三
葉
ま
で
の
記
事
と
は
異
質
で
あ
る
。
末
尾
に
ジ
ム
シ
ェ
ン
語
と
あ
る
こ
と
か
ら
は
天
聴
九
年
以
前
と
、

ま
た
文
中
の
人
物
が
ダ
ハ
イ
で
誤
り
な
け
れ
ば
、

一
般
に
そ
の
死
亡
し
た
の
は
天
聴
六
ハ
二
ハ
=
一
二
)
年
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、

天
聴
六
年
以

前
に
-記
載
さ
れ
た
記
事
と
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
も
そ
も
何
故
こ
の
『
先
ゲ
ン
ギ
ェ
ン
日
ハ
ン
賢
行
典
例
』
の
末
尾
に
牧
録
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
管
見
の
限
り
、
他
に
同
内
容
の
関
係
記
事
を
持
た
な
い
た
め
、

理
由
は
剣
然
と
し
な
い
。
あ
く
ま
で
も
『
先
ゲ
ン
ギ
占
ン
H

ハ
ン
賢
行
典

例
』
に
閥
係
が
あ
る
か
ら
牧
録
さ
れ
た
と
す
る
俵
定
の
前
提
に
立
っ
て
考
え
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
そ
う
で
あ
れ
ば
、

ハ
ン
や
ア
ン

ハ
ン
の
事
績
を
「
古
い
賢
能
な
事
例
」
と
し
て
残
す
た
め
に
給
を
描
き
、

し
か
も
そ
こ
に
天
聴
六
年
以
前
の
ジ
ュ
シ
ェ
ン
語
、

即
ち
無
圏
黙

文
字
に
よ
る
満
洲
語
で
文
を
書
い
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
『
先
ゲ
ン
ギ
ェ
ン
H

ハ
ン
賢
行
典
例
』
そ
の
も
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の



原
本
か
、
あ
る
い
は
ま
た
そ
の
一
部
分
か
が
こ
れ
に
相
嘗
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
目
的
は
明
ら
か
に
ヌ
ル
ハ
チ
の
権
威
を
高
め
る

こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
一帝
鑑
園
』
に
倣
っ
て
ハ
ン
や
ア
ン
パ
ン
の
事
績
を
績
に
描
い
た
と
あ
る
。
そ
こ
で
直
ぐ

に
思
い
浮
か
ぶ
こ
と
は
、
他
に
類
を
見
な
い
給
入
り
の
貫
録
と
し
て
知
ら
れ
る
『
満
洲
寅
録
』
と
の
関
連
で
あ
る
。
こ
の
『
一
帝
鑑
圃
』
は
明
末

し
か
も
そ
の
際
、

の
隆
慶
六
(
一
五
七
二
)
年
に
張
居
正
・
目
調
陽
ら
の
撰
で
作
成
さ
れ
た
と
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
『
尋
常
鑑
園
設
』

の
こ
と
と
考
え
て
関
連
い

な
い
で
あ
ろ
う
。

北
京
に
あ
る
故
宮
博
物
院
園
書
館
に
順
治
年
間
作
成
の
満
洲
文
書
抄
本
が
現
存
す
る
こ
と
か
ら
も
、

〈
清
初
前
期
〉
の
段
階
で
他
の
中
園
古
典
類
同
様
、

清
朝
が
そ
の
入
関
前

強
い
関
心
を
示
し
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
窺
え
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
も
、
こ
の
記
事
に

あ
る
『
一
帝
鑑
園
設
』
に
倣
っ
て
描
か
れ
た
績
の
説
明
文
が
、
何
ら
か
の
槍
案
改
愛
過
程
の
途
上
に
位
置
す
る
『
先
ゲ
ン
ギ
ェ
ン
H

ハ
ン
賢
行
典

例
』
を
経
て
、
績
と
共
に
『
満
洲
寅
録
』
に
ま
で
受
け
纏
が
れ
た
と
の
仮
設
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
非
常
に
興
味
深
い
こ
と
に
な

る
。
全
て
は
向
後
の
研
究
に
委
ね
る
し
か
な
い
が
、

『
先
ゲ
ン
ギ
ェ
ン

u
ハ
ン
賢
行
典
例
』
牧
録
記
事
の
中
で
も
特
に
注
目
し
た
い
記
事
の
一

一79ー

つ
で
あ
る
。

四

お

わ

り

故
宮
博
物
院
文
献
館
奮
臓
の
宮
廷
櫨
案
の
一
部
で
あ
り
、
現
在
は
中
圏
第
一
歴
史
檎
案
館
に
《
内
閣
痛
文
槍
簿
》
と
し
て
登
録
・
保
管
さ
れ

て
い
た
槍
加
類
で
あ
る
《
滴
文
園
史
院
檎
》
の
中
か
ら
、
東
北
部
に
お
け
る
女
員
(
満
洲
)
族
統
合
の
象
徴
で
あ
る
ア
イ
シ
ン
圏
が
形
成
さ
れ

る
以
前
の
ヌ
ル
ハ
チ
に
闘
す
る
無
圏
貼
満
洲
文
様
案
で
あ
る
『
先
ゲ
ン
ギ
ェ
ン
H

ハ
ン
賢
行
典
例
』
を
取
り
上
げ
、
些
か
検
討
を
試
み
た
。
そ

の
是
非
は
と
も
か
く
、
『
大
清
太
租
武
皇
一
帝一
賃
銭
』
・
『
満
洲
貫
録
』
に
繋
が
る
槍
加
で
あ
り
、
こ
の
橋
加
に
よ
っ
て
、
清
朝
始
祖
開
園
説
話
、

ニ
ン
グ
タ
の
ベ
イ
レ
か
ら
ヌ
ル
ハ
チ
に
繋
が
る
一
族
の
系
統
、

ヌ
ル
ハ
チ
や
そ
の
一
族
の
貫
像
、

嘗
時
に
お
け
る
権
力
闘
争
の
社
舎
背
景
な

ど
、
多
く
の
黙
に
関
す
る
新
た
な
知
見
が
得
ら
れ
る
意
味
で
、
清
朝
入
関
前
史
、
延
い
て
は
清
朝
史
研
究
に
お
け
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
こ
と

497 

は
説
明
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
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と
こ
ろ
で
清
朝
史
研
究
に
お
け
る
槍
案
史
料
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
久
し
い
。
現
在
の
と

こ
ろ
、

影
印
本
、
活
字
本
と
し
て
数
多
く
の
槍

案
類
が
刊
行
さ
れ
て

い
る
ほ
か
、
槍
案
に
闘
す
る
充
貧
し
た
内
容
の
文
献
目
録
類
も
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
中
圏
各
地

の
槍
案
館
等
で
槍
案
史
料
を
容
易
に
賞
見
で
き
る
朕
況
に
あ
る
。
但
し
、
一
女
史
料
と
し
て
の
特
性
が
強
調
さ
れ
る
徐
り
、
皐
舎
な
ど
の
集
ま

り
に
出
席
す
る
と
、
と
も
す
れ
ば
そ
の
一
部
か
ら
、
槍
案
を
論
擦
に
し
て
い
る
か
ら
事
説
と
し
て
信
題
性
が
高
い
と
か
、
楢
案
を
用
い
て
い
な

い
か
ら
信
湿
性
が
薄
い
な
ど
と
い
う
旨
の
暖
き
を
聞
く
。
こ
の
よ
う
な
言
わ
ば
稽
案
第

一
主
義
の
よ
う
な
傾
向
さ
え
見
受
け
ら
れ
る
の
は
如
何

い
る
場
合
の
多
い
こ
と
を
思
う
と
、

な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
よ
り
遥
か
に
史
料
上
の
制
約
が
あ
っ
た
時
代
に
構
築
・
提
示
さ
れ
た
先
事
の
事
説
が
今
な
お
大
き
な
桂
と
な
っ
て

一
層
そ
の
感
を
強
く
す
る
。
槍
案
史
料
は

一
女
史
料
で
は
あ
る
が
、
枝
葉
の
事
例
の
こ
と
が
多
い
。
た
と

い
数
多
く
集
め
よ
う
と
、
幹
の
部
分
を
見
通
す
洞
察
力
が
備
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
寅
像
や
本
質
を
見
失
う
こ
と
に
成
り
兼
ね
な
い
。
楢
案
史

料
は
枝
葉
の
事
例
を
惇
え
る
一
次
史
料
で
あ
る
か
ら
こ
そ
貴
重
で
あ
る
が
、
そ
の
利
用
に
際
し
て
細
心
の
注
意
を
排
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
は
無
論
の
こ
と
、
議
め
編
纂
史
料
な
ど
で
そ
の
概
要
を
押
え
て
お
く
な
ど
の
準
備
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
自
戒
と
し
て
筆
を
摘
き
た
い
。

- 80ー

註
(

1

)

清
朝
史
に
関
わ
る
そ
の
一
部
を
刊
行
年
順
に
示
す
と
、
石
橋
秀
雄
編

『
清
代
中
園
の
諸
問
題
』
(
山
川
出
版
社
、
一
九
九
五
年
)
、
潰
下
武

士
山
『
朝
貢
シ
ス
テ
ム
と
、
近
代
ア
ジ
ア
』
(
岩
波
書
居
、
一
九
九
七
年
)
、

並
木
頼
脅

・
井
上
裕
正
『
中
華
一
帝
園
の
危
機
』
(
世
界
の
歴
史

一九、

中
央
公
論
位
、
一
九
九
七
年
)
、
森
正
夫
ほ
か
編
「
明
清
時
代
史
の
基

本
問
題
』
(
中
園
史
筆
の
基
本
問
題
四
、
波
古
書
院
、
一
九
九
七
年
)
、

檀
上
覧
『
、
氷
繁
脅
|
|
中
華

「
世
界
シ
ス
テ
ム
」
へ

の
夢
』
(
遺
書
メ

チ
エ
一
一
九
、
講
談
社
、
一
九
九
七
年
)
、
水
林
彪
・

金
子
修
一
・
渡

迭
節
夫
編

『
王
権
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
l
』
(
比
較
歴
史
摩
大
系

て
弘
文

堂
、
一
九
九
八
年
)
、
尾
形
勇
・
岸
本
美
緒
縞
『
中
園
史
』
(
新
版
世

界
各
園
史
三
、
山
川
出
版
社
、
一
九
九
八
年
)
、
岸
本
美
緒

・
宮
山
鳥
博

史
『
明
清
と
李
朝
の
時
代
』
(
世
界
の
歴
史
一
二
、
中
央
公
論
社
、

一
九
九
八
年
)
、
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
二
二
(
東
ア
ジ
ア
・
東
南
ア

ジ
ア
俸
統
社
曾
の
形
成
二
六
|
一
八
世
紀
〉
』
(
岩
波
書
底
、
一
九

九
八
年
)
、
岡
田
英
弘
『
皇
帝
た
ち
の
中
園
』
(
原
書
房
、

一
九
九
八

年
)
、
若
松
寛
編
『
ア
ジ
ア
の
歴
史
と
文
化
七
(
北
ア
ジ
ア
史
)
』
(
同

朋
合
、
一
九
九
九
年
)
、
松
丸
道
雄
・
池
田
沼
・
斯
波
義
信
・
神
田
信

夫
・
潰
下
武
志
編
『
中
園
史
四
明
J
清
』
(
世
界
歴
史
僅
系
、
山

川
出
版
社
、
一
九
九
九
年
〉
な
ど
が
あ
る
。

(
2
〉
拙
稿
「
清
初
皇
帯
一
権
の
形
成
過
程
|
|
特
に
『
丙
子
年
四
月
〈
秘
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録
〉
登
ハ
ン
大
位
指
』
に
み
え
る
太
宗
ホ
ン
H

タ
イ
ジ
の
皇
帝
即
位
記

事
を
中
心
と
し
て
|
|
」
(
『
東
洋
史
研
究
』

五
三
1
l
一
、
一
九
九
四

年
〉
、
同
「
清
初
祭
天
儀
種
考
||
特
に
『
丙
子
年
四
月

〈
秘
録
〉
登

ハ
ン
大
位
指
』
に
お
け
る
太
宗
ホ
ン
H

タ
イ
ジ
の
皇
脅
即
位
記
録
に
み

え
る
祭
天
記
事
を
中
心
と
し
て
|
|
」
(
『
清
代
中
園
の
諸
問
題
』
〉
、

同
「
マ
ン
ジ
ュ
(
日

g古
・
満
洲
)
王
朝
論
|
|
清
朝
園
家
論
序
設
」

(
『
明
清
時
代
史
の
基
本
問
題
』
〉
、
同
「
清
朝
の
支
配
権
と
典
躍
1
1
4

特
に
清
初
前
期
に
お
け
る
ハ
ン
権
・
皇
帝
縫
と
即
位
儀
雄
・
祭
天
曲
円
程

の
問
題
を
中
心
と
し
て
|
|
」
(
『
王
権
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
I
』
)
、
同
「
清

朝
園
家
論
」
(
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
一
一
一
一
』
〉
、
同
「
多
民
族
園
家
清

朝
を
め
ぐ
っ
て
|
|
歴
史
上
の
位
置
附
け
・
時
代
区
分
・
支
配
構
造
・

正
統
性
の
問
題
を
中
心
と
し
て
||
」
(
『
世
界
史
の
研
究
』

一
七
九
、

山
川
出
版
社
、
一
九
九
九
年
)
な
ど
。

(
3
〉
石
橋
秀
雄
「
征
服
王
朝
清
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
世
界
史
の
研
究
』
五

四
、
山
川
出
版
枇
、
一
九
六
八
年
〉
、
同
「
大
元

・
大
明

・
大
清
時
代

と
五
族
の
中
園
」

〈
『
世
界
史
の
研
究
』
六
三
、
一
九
七

O
年
〉、
同

『
清
朝
史
再
考
|
|
明
末
清
初
と
五
族
の
中
園
』
(
清
朝
史
研
究
刊
行

舎
、
一
九
八
九
年
)
、
同
「
清
初
の
ハ
ン

Z
E
-
-太
租
か
ら
太
宗
」

(
『
世
界
史
の
研
究
』
一
五
五
、
一
九
九
三
年
)
参
照
。

(

4

)

註
(

2

)

参
照
。

(

5

)

拙
稿

「
清
初
皇
帝
権
の
形
成
過
程
」、

同
「
清
初
祭
天
儀
雄
考
」
。

(

6

)

神
田
信
夫

「
孔
有
徳
の
後
金
へ
の
来
鋳
|

|
「
天
聴
七
年
稽
」
の
検

討
を
通
し
て
|
|
」
(
『
東
方
間
半
禽
創
立
五
十
周
年
記
念
東
方
皐
論
集
』
、

一
九
九
七
年
〉
、
松
村
潤

斗
宮
町
。

Eι
吉

岡

F
O岡

2ι
。
ご

roo-口問

。河口
白
日
々
河
2
0ロ
臼
E
o
z
p
u
(EF由。自
2
2
。
同
号
。
河
2
2円
nr

u
o宮
町
昨
日
。
ロ
冊
。
間
同
r
o
吋

ouB
回ロロ
r
o--
z
。
・
g-HU由
。
、
同
「
清

朝
開
図
説
話
再
考
」
(
『
二
松
皐
合
大
皐
人
文
論
叢
』
六
一
、
一
九
九

八
年
)
。

な
お
松
村
氏
の
二
論
文
は
全
く
同

一
内
容
で
あ
る
の
で
、
本

稿
で
示
す
際
に
は
後
者
を
用
い
る
。

(

7

)

註
(
6
〉
参
照
。

(
8
〉
こ
の
訪
問
に
際
し
て
は
、
た
ま
た
ま
第
一
構
築
館
で
の
調
査
時
期
が

重
な
っ
た
加
藤
直
人
氏
の
御
協
力
を
得
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た

、し

(

9

)

こ
の
名
相
稽
情
に
つ
い
て
、
一
紳
料
回
氏
は
「
北
京
の
中
園
第
一
二
一
墜
墜
史
楢
案

4

館釦

に
は
、
「
内
園
史
院
楢
」
と
稽
す
る
満
文
の
楢
朋
が
所
蔵
さ
れ
て
い

る。

」

(「孔
有
徳
の
後
金
へ
の
来
院
」四一一一一

頁
〉
と
、
ま
た
松
村
氏

は

「
中
圏
第

一
歴
史
機
案
館
所
綴
の

「清
入
関
前
内
閣
史
院
満
文
指

案
」
に
つ
い
て
は
、
」
あ
る
い
は
「
し
か
し
「
中
圏
第
一

歴
史
槍
案
館

所
蔵
満
文
内
園
史
院
楢
」
と
題
し
て
整
理
さ
れ
て
い
る
」
(
「
清
朝
関

圏
説
話
再
考
」
一

三
二
頁
)
と
記
し
て
い
る
。
確
か
に
内
秘
書
院

・
内

弘
文
院
と
共
に
内
三
院
を
形
成
し
た
内
園
史
院
時
代

(天
聴

一
O
年
J

順
治
一
五
年
〉
の
楢
加
が
大
学
を
占
め
る
の
で
、
「
内
閣
史
院
楢
」
の

名
稽
は
槍
加
の
内
容
を
顕
著
に
一
示
す
も
の
と

し
て
安
嘗
と
思
わ
れ
る

が
、
本
稿
で
は
第

一
楢
案
館
に
お
け
る
登
録
分
類
上
の
名
稽
に
準
援

し、

《満
文
園
史
院
檎
》
と
表
記
す
る
。
松
村
氏
が
「
し
か
し
「
中
圏

第

一
歴
史
律
案
館
所
磁
器
開
文
内
園
史
院
楢
」
と
題
し
て
整
理
さ
れ
て
い

る
」
と
述
べ
て
い
る
標
題
は
各
機
加
に
添
附
さ
れ
て
い
る
第

一
指
案
舘

の
登
録
票
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
文
で
後
述
す
る
よ
う
に

そ
の
登
録
票
に
は

「中
圏
第

一
歴
史
楢
案
館
蔵
満
文
園
史
院
櫨
」
と
あ

る
ほ
か
、
同
館
の
目
録
に
お
け
る
項
目
名
穏
も

《痛
文
園
史
院
楢
》
と

- 81-
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な
っ
て
お
り
、
誤
解
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
内
園
史
院
を
は
じ
め
、
内
一
一
一

院
に
つ
い
て
は
、
紳
田
信
夫
「
清
初
の
文
館
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋
史

研
究
』
一
九
|
三
、
一
九
六

O
年
〉
、
宮
崎
市
定
「
清
朝
に
於
け
る
園

語
問
題
の
一
面
」
(
『
東
方
史
論
叢
』
一
、
一
九
四
七
年
、
後
に
『
ア

ジ
ア
史
研
究
』
第
三
、
東
洋
史
究
研
舎
、
一
九
六
三
年
、
さ
ら
に
宮
崎

市
定
全
集
一
四
『
潅
正
帯
』
、
岩
波
書
底
、
一
九
九
一
年
に
採
録
〉
に

詳
し
い
。

(
叩
)
『
醤
満
洲
楢
』
の
こ
と
も
含
め
、
清
初
期
の
満
洲
文
檎
案
史
料
に
つ

い
て
は
、
紳
田
信
夫
「
清
朝
興
起
史
の
研
究
l
|
』
序
説
『
涌
文
老
稽
』

か
ら
『
奮
満
洲
緒
』
へ
|
|
」
(
『
明
治
大
率
人
文
科
間
学
研
究
所
年
報
』

二
O
、
一
九
七
八
年
〉
、
吟
『
O
B
云
目
当
Z
F
S
同，

E
m
g
(
v
r
z

ζ
自白
roロ
吋

g
m
-
w
(
E
Y
向。
B
2
2
。ご
r
o
H
N
2
2
5
r
o
a
R昨
日
目
件

。
片
手
。
吋
O

吉
田
E
r。3
Z
o
・
g
-
E∞
己
)
、
同
「
清
代
史
の
研
究
と

指
案
」
(
『
駿
肇
史
拳
』
五

O
、
一
九
八

O
年
〉
に
詳
し
い
。
氏
は
早
く

か
ら
満
洲
文
楢
案
史
料
が
清
初
史
研
究
に
お
け
る
重
要
な
根
本
史
料
で

あ
る
と
し
、
と
り
わ
け
『
漏
文
老
楢
』
(
乾
隆
年
聞
に
原
楢
を
整
理
重

紗
し
て
編
纂
)
の
原
型
で
あ
り
、
『
滴
文
老
楢
』
に
未
牧
録
の
記
事
を

も
含
む
『
奮
満
洲
繕
』
の
章
一
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
『
滴
文
老

楢
』
と
『
奮
満
洲
槍
』
の
関
係
に
つ
い
て
は
松
村
潤
「
『
満
文
老
楢
』
・

『
奮
満
洲
槍
』
針
照
表
(
太
宗
朝
)
」
(
「
遊
牧
社
舎
史
探
究
』
別
加
、

一
九
七
八
年
)
の
「
は
し
が
き
」
に
纏
め
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
『
奮

満
洲
檎
』
の
記
載
を
用
い
る
際
に
は
、
讃
者
の
便
を
考
慮
し
、
肇
北
・

故
宮
博
物
院
縞
印
『
奮
満
洲
捲
』
(
全
一

O
加
、
一
九
六
九
年
)
を
編

印
本
と
略
記
の
上
、
そ
の
加
数
と
頁
数
を
一
ホ
す
こ
と
に
す
る
。
な
お

『
天
聴
九
年
槍
』
に
つ
い
て
は
神
田
信
夫
・
松
村
潤
・
岡
田
英
弘
誇
註

『
奮
満
洲
楢
(
天
聴
九
年
)
』
(
一
・
二
、
東
洋
文
庫
清
代
史
研
究
室
、

一
九
七
二
・
七
五
年
)
が
、
ま
た
『
満
文
老
楢
』
に
つ
い
て
は
満
文
老

檎
研
究
曾
誇
註
『
満
文
老
捲
』

(
I
J
W、
東
洋
文
庫
、
一
九
五
五

i

六
三
年
)
が
あ
る
。

(
江
)
同
様
の
こ
と
は
既
に
神
田
信
夫
「
孔
有
徳
の
後
金
へ
の
来
館
」
に
お

い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
(
四
三
七
・
四
四

0
・
四
四
三
頁
)
。

(
ロ
)
註
(

8

)

参
照
。

(
日
〉
拙
稿
「
八
間
口

g
と
八
開
口

g
色
別
と
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
|
|

清
朝
八
旗
制
度
研
究
の
一
環
と
し
て
|
|
」
(
『
中
園
近
代
史
研
究
』

三
、
一
九
八
三
年
)
。

(

U

)

拙
稿
「
順
治
初
纂
『
大
清
太
宗
文
皇
帝
貫
録
』
の
瀬
文
本
に
つ
い

て
・
」
(
松
村
潤
先
生
古
稀
記
念
『
清
代
史
論
叢
』
、
汲
古
書
院
、
一
九

九
四
年
〉
。

(
日
)
紳
田
信
夫
「
孔
有
徳
の
後
金
へ
の
来
飼
」
四
一
三
ニ
J
五
・
四
三
七
・

四
三
九
J
四
0
・
四
四
ニ
J
三
頁
。

(
日
目
)
溢
谷
浩
一
「
中
圏
第
一
一
歴
史
檎
案
館
に
お
け
る
檎
案
閲
覧
|
|
露
清

関
係
史
楢
案
を
中
心
に
|
|
」
(
『
滴
族
史
研
究
通
信
』
三
、
東
洋
文

庫
清
代
史
研
究
室
瀦
族
史
研
究
舎
、
一
九
九
一
一
一
年
)
参
照
。

(
げ
)
拙
稿
「
マ
ン
ジ
ュ
玉
朝
論
」
《
追
記
》
参
照
。

(
お
)
一
柳
田
信
夫
「
孔
有
徳
の
後
金
へ
の
来
腸
」
四
四
三
頁
「
注
(

2

)

」、

松
村
潤
「
清
朝
開
園
説
話
再
考
」
。

(
四
〉
松
村
潤
「
清
朝
開
園
設
話
再
考
」
一
一
一
一
一
一
(

1

)

・
一
一
六
(
口
)
頁
。

(
勾
)
拙
稿
「
清
初
皇
帝
権
の
形
成
過
程
」
。

(
幻
)
松
村
潤
「
清
朝
開
園
設
話
再
考
」
一
二
ハ
(
口
)
頁
。

(
幻
)
こ
の
部
分
に
限
ら
ず
、
こ
の
檎
加
全
鐙
に
は
塗
抹
・
加
筆
に
よ
る
改

- 82ー



蹴
安
部
分
が
数
多
く
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
松
村
氏
は
全
て
改
愛
後
の
結
果

の
み
に
従
い
、
塗
抹
部
分
は
全
く
示
し
て
い
な
い
。
氏
の
検
討
課
題
に

鑑
み
、
問
題
が
残
る
と
恩
わ
れ
る
。

501 

〈

m
A
)

こ
の
部
分
に
お
け
る
改
獲
過
程
を
見
る
と
そ
の
経
緯
や
意
箇
を
詳
細

に
窺
え
る
が
、
そ
の
黙
は
別
稿
に
譲
り
た
い
。

(
担
)
註
〈
叩
)
参
照
。
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Hui-zhou rural society.　　Powerful lineages who occupied much of

agricultural resources, often recruited the immigrants or landless peasants to

cultivate paddy land and　forested mountains, and even　asked them to

perform various labour services.　From the 16 th century, howeve「, the

development of commercial agriculture enabled ａ proportion of “dian-pu”

to

　

accumulate

　

capital

　

by

　

planting

　

all

　

sorts

　

of

　

commercial

　

products.

Furthermore, many “dian-pu” accompanied their masters to trading area as

managers or clerks, and sometimes succeeded to make some fortune｡

　　

On

　

the

　

other

　

hand,

　

under

　

the

　

competitive

　

and

　

overpopulated

circumstances of the Hui-zhou society in the late Ming, much more “dian-

ｐｕ”who could not gain from the commercialization, were further reduced to

poverty.

　

A proportion of “dian-pu” who hoped to seize new economic

opportunities and accomplish upward social mobility, often tried to break

away from their hereditary status. ０ｎ the other side, many impoverished

“dian-pu” often attempted to escape from landlord's supervision. However,

landlords generally did not approve their release from hereditary status.

As ａ result, the stratification ｏｆ“dian-pu”class further strained the

landload-“dian-pu” relations, and disputes among them became more and

more.

　　

This threatening situations finally brought about ａ large scale

rebellion of militarized “dian-pu” and bond servants throughout Hui-zhou

prefecture in the Ming-Qing transitional period.

Ａ BASIC STUDY ON THE RECONSTRUCTION OF THE

HISTORICAL IMAGE OF THE QING DYNASTY BASED

ON AN INVESTIGATION OF THE ＮＥＮＥＨＥ ＧＥＮＧＧＩＹＥＮ

ＨＡＮ Ｉ ＳＡＩＮＹＡＢＵＨＡ ＫＯＯＬＩ ＵＨＥＲＩ ＪＵＷＡＮ ＮＡＤ ＡＮ

　　

DEBTELIN,

　

EARLY QING MANCHU ARCHIVES

　　　　　　　　　

IN THE PRE-1644 PERIOD

　　　　　　　　　　　　　　　

ISHIBASHI Takao

　　

In the Ｍａｒｎｘieルｇｕｏｓhiｙ皿ｎ-ｄａｎｇ　ｍ文國史院標ｖol(jｕａｎ).001housed

in the Chinese First Historical Archives 中國第一歴史槽案館of Beijing,

there are two sorts of Manchu manuscripts. One of them is titled j石油ｆ

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－２－



KｏｏｌｉＪａｉ which is ａ part of the Manchu translation of the み,z一功i金史

(History of the Jin Dynasty).　And the other, titled ＮｅｎｅｆｉｅＧＥＮＧＧＩ-

ＹＥＮ Ｈａｎ ｉ ＳａｉれＹａｈｕha　ＫｏｏｌｉｕheパＪｕｘｖａｎ ＮａｄａｎＬ）ehtelin(the good

deeds of the former brilliant khan, in totally seventeen articles), contains

the documents about the legend of the Qing founding and the Ninggun

Mafa六胆, the siχ ancestors of the Qing dynasty, as well as the records of

Nurhaci (the founder of Aisin Gurun and the first khan of the Qing) by

the year of 1584 in the pre-khan era.　　It corresponds to chapter (juan) 1

and the first article of chapter 2 of the Ｍａｎｚhoｕ一功心満洲寅録｡

　　

This paper ｅχamines the latter archives, which was dated to the years

of Tiancong天聴(from 1627 to the eleventh day of the fourth month of

1636) in previous studies, and concludes that it should be dated to the years

of Chongde 崇徳(from the twelfth day of the fourth month of 1636 to

1643). In this Manchu archives, we can find the new details of Ninggun

Mafa, Nurhaci and other historical events in the Nurhaci's pre-khan era

which have never been known before. So according to this entirely new

knowledge, the early Qing history, especially in the Nurhaci's prｅ･khan

period can be reconstructed more completely.

RYUKYU REFUGEE REPATRIATION SYSTEM OF

THE QING DYNASTY-A CASE STUDY OF THE

“SANYOU IRIOMOTE ＳＥＮ”SHIPWRECK IN 1760―

　　　　　　　　　　　　　　　

Akamine Mamoru

　　

The shipwrecked Ryukyu refugee repatriation system of the Qing

dynasty was fundamentally based on that of the Ming dynasty, and was

further developed into ａ structured national security system.

　　

Almost all the provinces along the coast of China encountered the

incidences that shipwrecked Ryukyu refugees drifted ashore.　Among these

provinces, Zhe-jiang浙江and Fu-jian頴建received the largest number of

Ryukyu refugees; and next to them were Jiang-su 江蘇, Shan-dong山東

and Guang-dong 廣東.

　　

Ａ ship called “Sanyou Iriomote Ｓｅｎ”drifted on to the shore of Guang-
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