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吉
津
誠

一
郎
著

天

津

の

近

代

清
末
都
市
に
お
け
る
政
治
文
化

と

枇
曾

統

合

主主
戸3

山鳥

航

著
者
吉
津
誠

一
郎
氏
は
、
現
在
東
京
大
惨
で
教
鞭
を
と
る
若
手
の
近
代
史

問
究
者
で
あ
る
。
本
書
は
著
者
が
清
末
の
天
津
に
つ
い
て
、

一
九
九
二
年
か

ら
十
年
間
に
わ
た
っ
て
後
表
し
て
き
た
論
文
を
集
め
た
も
の
で
、
そ
の
内
容

は
政
治
、
枇
舎
、
文
化
の
様
々
な
聞
に
及
ん
で
い
る
。
扱
う
剖
象
は
驚
く
ほ

と
多
様
だ
が
、
読
後
に
は
散
漫
と
し
た
印
象
は
な
い
。
著
者
の
力
量
が
感
じ

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
扱
う
封
象
は
遣
っ
て
も
、
本
書
の
問
題
意
識
の
基

調
を
な
す
旋
律
が
随
所
に
形
を
愛
え
て
現
れ
、
徐
キ
に
イ
メ
ー
ジ
が
肉
附
け

さ
れ
て
い
く
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
著
者
の
想
定
す
る
多
様
性
か
ら
鎖
似

性
へ
と
い
う
近
代
の
あ
り
方
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
書
で
扱
わ
れ
た
問
題
の
多
く
は
い
ず
れ
も
分
厚
い
先
行
研
究
の
あ
る
領
域

だ
が
、
著
者
は
い
さ
さ
か
鵡
黙
を
嬰
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
問
題
意
識

を
引
き
出
し
て
い
る
。
一

つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
多
様
な
ト
ピ

ッ
ク
を
と
り

あ
げ
、
大
風
呂
敷
を
瞭
げ
て
お
き
な
が
ら
、
最
後
に
う
ま
く
纏
め
上
げ
る
手

通
み
の
鮮
や
か
さ
に
は
、
何
度
も
感
心
さ
せ
ら
れ
た
。
以
下
、
各
章
こ
と
に

許
者
な
り
の
ま
と
め
と
感
想
を
述
べ
て
い
き
た
い
。

緒
論
で
は
、

一
九
世
紀
以
降
の
天
津
の
愛
化
に
み
ら
れ
る
新
し
い
要
素
を

「近
代
性
」
と
し
て
理
解
し
、
清
末
の
都
市
に
お
け
る
政
治
文
化
と
枇
曾
統

合
の
歴
史
的
捜
化
を
考
祭
す
る
と
い
う
本
書
の
親
角
が
提
示
さ
れ
る
。
著
者

の
惣
定
す
る
近
代
と
は
、
西
欧
近
代
に
向
か
っ
て
枚
数
す
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
を
も
そ
の
一
部
と
し
て
含
む
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
明
確
な
賓
髄

・
方

向
を
も
た
な
い
。
著
者
の
一言
業
を
借
り
れ
ば
、
「
近
代
と
は
、
世
界
各
地
で

の
類
似
性
の
拡
大
の
傾
向
が
多
様
性
を
凌
細
川
し
て
ゆ
く
時
代
」
(
六
頁
)
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
「
類
似
性
」
が
「
近
代
性
」
な
の
で
あ
り
、
本
書
で

は
以
下
の
四
つ
の
観
熱
か
ら
「
天
津
の
近
代
」
を
描
き
出
す
。
①
政
治
参
加

と
公
共
性
。
自
治
権
の
有
無
、
王
様
と
の
釣
抗
と
い
う
ウ

ェ
l
パ
1

流
の
問

題
設
定
に
し
ば
ら
れ
て
き
た
従
来
の
都
市
研
究
を
、
そ
の
呪
縛
か
ら
解
き
放

つ
試
み
。
都
市
公
共
性
の
展
開
を
、
地
方
政
治
の
構
造
の
中
に
、
「
八
ム
」
と

自
明
刑
す
る
後
言
主
位

・
政
治
主
憶
が
叢
生
し
競
合
す
る
状
況
が
誕
生
し
た
こ

と
に
見
出
す
。
②
紅
曾
管
理
の
進
展
。
都
市
に
と

っ
て
利
曾
管
理
は
本
来
的

に
不
可
紋
な
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
近
代
特
有
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を

西
欧
的
「
市
民
枇
曾
」
論
や
中
園
固
有
の
制
度
的
展
開
と
い

っ
た
従
来
の
問

題
意
識
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
新
た
な
覗
鈷
で
見
直
す
。
③
図
民
意
識

の
様
化
と
鶴
岡崎
意
識
の
再
編
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
い
つ
ど
の
よ
う
に
形
成

さ
れ
た
の
か
、
「
中
園
」
「
中
園
人
」
と
い
っ
た
意
識
は
同
郷
国
鐙
に
よ

っ
て

分
節
化
さ
れ
た
都
市
枇
舎
と
ど
の
よ
う
な
閥
係
に
あ
る
の
か
。
都
市
が
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
自
ら
導
き
い
れ
た
と
い
う
視
角
が
こ
こ
で
提
起
さ
れ
る
。
④

啓
蒙
と
民
衆
文
化
。
政
治
と
並
ん
で
文
化
が
い
か
に
紅
舎
を
統
合
し
て
い
た

の
か
。
十
九
世
紀
の
政
治
秩
序
に
お
け
る
民
衆
文
化
は
未
だ
明
解
な
位
置
づ

け
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
叡
貼
か
ら
眺
め
る
と
、
清
末
は
、
知
と

皐
習
を
め
ぐ
る
制
度
・
装
置
の
繁
化
を
背
景
に
、
民
衆
文
化
が
「
迷
信
」
と

- 176一



し
て
非
難
さ
れ
、
都
市
の
急
速
な
文
化
繁
容
が
農
村
部
と
訴
離
・
姐
磁
を
き

た
し
た
過
程
と
し
て
描
か
れ
る
。
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第

I
部
地
域
防
衡
を
支
え
る
償
値
観
と
記
憶

第
一
章
「
園
練
の
編
成
」
は
王
朝
護
持
の
理
念
と
地
域
防
衛
の
開
係
に
着

目
し
つ
つ
、

『張
公
薬
理
軍
務
紀
略
』
の
主
人
公
張
錦
文
の
覗
黙
か
ら
天
津

の
園
練
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ロ

ウ
が
提
示
し
た
、

一枇
合
的

に
生
み
出
さ
れ
た
武
装
組
織
で
あ
る
園
練
は
都
市
自
治
慢
と
し
て
の
共
同
意

識
の
存
在
に
よ
っ
て
統
一
的
組
織
と
な
り
え
た
、
と
い
う
見
方
に
異
議
を
唱

え
る
。
な
ぜ
な
ら
著
者
が
天
津
の
園
練
に
見
出
し
た
も
の
は
、
園
練
の
「
統

一
的
」
様
相
で
は
な
く
「
分
散
的
」
傾
向
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
二
次
に
わ

た
る
務
片
戦
争
と
太
平
天
図
が
も
た
ら
し
た
危
機
に
さ
い
し
て
、
地
域
防
衛

の
た
め
天
津
で
組
織
さ
れ
た
の
は
、
指
揮
系
統
が
不
統

一
な
複
数
の
武
装
集

園
で
あ
っ
た
。
各
国
練
は
互
い
に
干
渉
す
る
こ
と
も
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
や

り
方
で
役
割
を
果
た
し
、
指
導
者
た
ち
は
事
後
に
朝
廷
か
ら
褒
賞
(
と
き
に

懲
罰
)
を
輿
え
ら
れ
た
。
著
者
は
園
練
の
分
散
的
状
況
を
生
み
出
し
た
背
景

に
は
、
褒
賞
と
財
源
の
問
題
が
あ

っ
た
と
考
え
る
。
天
津
の
場
合
、
堕
商
た

ち
が
大
き
く
寄
奥
す
る
が
、
彼
ら
の
官
と
の
開
わ
り
の
深
さ
は
、
園
練
を
天

津
と
い
う

「
都
市
」
で
は
な
く
「
王
朝
」
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

園
練
は
地
方
自
治
慢
の
成
立
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
一
時
的
な
「
衆
志
成

城
」
状
態
を
創
出
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

天
津
の
園
練
が
ロ
ウ
の
い
う
都
市
共
同
程
意
識
(
ロ
号

2

8
ヨ
ヨロロ
ミ

8
5
2
2
2
2凹
)
を
鐙
現
し
た
も
の
で
な

い
こ
と
は
本
章
の
考
察
で
明
ら

か
に
な
っ
た
。
問
題
は
「
ロ
ウ
と
別
様
の
回
答
を
輿
え
よ
う
」
(
三
九
頁
)

と
い
う
際
の
「
別
様
の
回
答
」
は
天
津
に
の
み
限
定
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と

も
漢
口
に
も
適
用
で
き
る
の
か
、
と
い
う
黙
で
あ
る
。
注
六
八
で
「
他
の
地

域
の
園
練
組
織
が
恒
常
的
な
地
方
行
政
機
関
と
な

っ
た
駄
に
注
意
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
天
津
で
の
議
論
は
漢
口
に
お
け
る
ロ
ウ
の
園
練
論
ひ
い
て
は
都

市
論
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
が
、
で
は
な
ぜ
天
津

と
漢
口
で
は
状
況
が
異
な
る
の
か
。
天
津
と
漢
口
の
遣
い
と
し
て
即
座
に
思

い
浮
か
ぶ
の
は
「
王
朝
」
と
の
距
離
で
あ
る
。
天
津
は
府
、
勝
街
門
が
所
在

す
る
ほ
か
、
長
蔵
型
政
、
長
蔵
盟
運
使
、

三
口
通
商
大
臣
、
天
津
這
、
天
津

海
開
這
が
駐
在
し
、
直
隷
線
督
ホ
チ
鴻
掌
が
政
務
を
と
る
な
ど
清
朝
官
僚
と
の

開
係
が
深
か
っ
た
の
に
釘
し
て
、
漢
口
に
は
そ
う
し
た
行
政
機
関
が
存
在
し

な
か
っ
た
。
他
に
も
危
機
の
あ
り
方
な
ど
様
々
な
相
違
黙
が
奉
げ
ら
れ
よ
う
。

吉
津
園
練
論
(
も
し
く
は
天
津
園
練
論
)
は
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、

言
及
が
欲
し
い
と
こ
ろ
だ
。
と
も
か
く
園
練
の
性
格
に
つ
い
て
複
数
の
視
黙

が
提
供
さ
れ
た
こ
と
で
今
後
の
研
究
が
大
い
に
深
ま
る
の
は
間
違
い
な
い
。

177ー

第
二
章
「
火
舎
と
天
津
数
案
」
で
は
、
有
名
な
天
津
数
案
を
火
舎
と
呼
ば

れ
る
消
防
組
織
と
の
関
係
か
ら
再
考
す
る
。
欧
文
文
献
と
漢
文
文
献
の
隻
方

を
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
漢
文
文
献
が
意
園
的
に
火
舎
の
開
輿
を
伏
せ
よ
う
と

し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
通
説
に
反
し
、
事
件
が
組
織
的
計
董

的
に
遂
行
さ
れ
た
と
推
定
す
る
。
そ
れ
は
、
火
舎
が
地
元
有
力
者
が
無
頼
や

零
細
商
人
な
ど
下
層
民
を
組
織
し
た
「
義
血
主
で
あ
り
、
火
舎
の
閥
輿
を
示

す
こ
と
に
よ
り
、
「
火
曾
紳
士
乙
ひ
い
て
は
事
件
庭
理
を
檎
賞
し
報
告
書
を

作
成
し
て
い
た
知
府

・
知
際
自
身
が
責
任
を
問
わ
れ
か
ね
な
い
か
ら
で
あ

っ

た
。
そ
こ
で
朝
廷
へ
の
報
告
に
お
い
て
は
無
頼
集
園
を
前
面
に
出
す
が
、
こ

の
無
頼
集
圏
は
ほ
か
な
ら
ぬ
火
舎
や
園
練
の
構
成
員
と
大
幅
に
重
な
り
合
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
数
案
の
後
生
し
た
原
因
に
つ
い
て
、
従
来
は
カ
ト
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リ
ッ
ク
と
郷
紳
の
あ
い
だ
の
債
値
観
の
相
違
が
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
著
者

は
、
活
動
の
類
似
性
こ
そ
が
原
因
だ
と
す
る
。
そ
も
そ
も
の
後
端
は
カ
ト
リ

y
ク
が
、述
倍
す
る
仁
慈
堂
を
め
ぐ
る
流
一盲
に
あ
り
、
そ
の
慈
善
活
動
は

「義

恕
」
と
直
接
釘
抗
す
る
側
面
を
持

っ
て
い
た
。
雨
者
の
閥
係
は
、
「
救
命
固
と

停
統
王
朝
と
の
権
威
構
造
と
の
針
決
と
い

っ
た
図
式
」

(
八
八
頁
)
と
と
ら

え
ら
れ
る
が
、
著
者
の
閥
心
は
む
し
ろ
王
朝
秩
序
と
地
域
枇
舎
を
と
り
む
す

ぶ
排
外
主
義
に
見
ら
れ
る
政
治
統
合
の
あ
り
方
に
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
地
域
的

紛
争
が
図
家
間
の
緊
張
へ
と
容
易
に
横
大
し
た
背
景
だ
っ
た
。

本
章
で
は
繰
り
返
し
火
舎
と
園
練
の
閥
係
が
示
さ
れ
て
い
る
。
評
者
は
以

前
、
清
代
の
消
防
に
つ
い
て
論
じ
た
際
、
消
防
と
軍
隊
お
よ
び
園
練
と
の
関

係
に
つ
い
て
今
後
の
謀
題
に
ま
わ
し
た
が
、
こ
の
宿
題
は
未
だ
果
た
さ
れ
て

い
な
い
。
著
者
の
言
、
っ
と
お
り
、
火
舎
と
岡
崎
怖
が
オ
ー
バ
ー
ラ
7
プ
し
て
い

た
の
は
間
違
い
な
い
。
火
舎
は
お
互
い
の
釣
抗
意
識
が
強
く
、
往
々
に
し
て

消
火
を
そ

っ
ち
の
け
に
し
て
火
曾
同
士
の
誇
い
を
引
き
起
こ
し
た
。
そ
こ
で

清
末
に
は
各
地
で
救
火
隣
合
舎
が
生
ま
れ
た
。
ま
た
、
天
津
の
火
曾
の
構
成

員
で
あ
っ
た
飢
頼
も
徒
識
を
組
ん
で
崎
一昨
を
も
っ
ぱ
ら
に
し
た
と
い
う
。
評

者
の
疑
問
は
、
天
津
の
園
練
が
果
た
し
て
著
者
が
前
章
で
描

い
た
よ
う
に

「
相
互
に
闘
争
す
る
こ
と
な
く
並
存
し
え
た
」
(
五
七
頁
)
の
か
と
い
う
黙

に
あ
る
。
火
舎
と
し
て
は
釘
立
す
る
が
、
回
線
と
し
て
は
釘
立
し
な
い
と
い

う
よ
う
な
こ
と
が
起
き
た
の
か
。
あ
る
い
は
火
舎
と
園
練
は
異
な
る
組
織
原

理
を
採
用
し
て
い
た
の
か
。
未
曾
有
の
危
機
が
内
部
針
立
を
消
滅
さ
せ
て
し

ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

第
三
章

「
光
緒
初
年
の田
平
災
と
康
仁
堂
」
で
は
消
末
に
創
設
さ
れ
た
康
仁

堂
を
と
り
あ
げ
、
警
堂
お
よ
び
そ
れ
を
と
り
ま
く
環
境
の
愛
化
を
浮
き
彫
り

に
す
る
。
天
津
に
は
宮
や
盟
商
が
出
資

・
運
営
す
る
多
様
な
慈
善
施
設
が
存

在
し
て
い
た
。
光
緒
初
年
、
華
北
に
大
田干
魅
が
後
生
す
る
と
、
大
量
の
難
民

が
出
現
し
、
人
身
資
質
が
活
滋
に
な

っ
た
。
彼
ら
は
汽
船
で
上
海
へ
賓
ら
れ

た
が
、
そ
の
上
海
の
士
紳
が
人
身
賢
買
の
根
を
絶
つ
べ
く
天
津
に
設
け
た
の

が
康
仁
堂
で
あ
っ
た
。
康
仁
堂
は
寡
婦
と
そ
の
子
供
を
枚
容
す
る
の
が
目
的

で
、
「
南
省
章
程
」
を
範
と
し
、
職
業
教
育
を
施
す
な
ど
、
従
来
の
天
津
の

並
立
口
堂
に
は
な
い
特
色
を
持
っ
て
い
た
。
李
鴻
章
の
命
に
よ
り
地
元
有
力
者
も

運
営
に
参
加
さ
せ
ら
れ
る
が
、
北
方
へ
の
一度
調
や
江
南
式
の
運
営
に
釘
す
る

反
設
か
ら
、
彼
ら
の
活
動
は
き
わ
め
て
消
極
的
で
あ
っ
た
。
従
来
の
よ
う
に

民
間
慈
善
事
業
を
官
と
は
別
個
の
運
営
主
穏
の
形
成
と
と
ら
え
る
の
は
十
分

で
は
な
い
。
官
の
「
強
底
的
」
動
員
を
可
能
に
す
る
の
は、

普
堂
理
念
に
つ

い
て
の
了
解
に
お
い
て
官
民
に
大
差
が
な
い
こ
と
に
あ
り
、
む
し
ろ
善
堂
は

「
理
想
的
な
枇
舎
を
作
る
た
め
に
正
し
い
と
信
じ
る
償
値
観
を
普
及
し
よ
う

と
す
る
宣
俸
の
装
置
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
」
(
一

一
ム
ハ
頁
)
と
提
起
す
る
。

著
者
は
、
官
か
ら
自
立
し
た
民
間
人
の
領
域
と
し
て
普
堂
を
み
る
の
で
は

な
以
、
理
想
的
社
曾
貧
現
へ
の
債
値
観
を
普
及
す
る
宣
傍
装
置
と
し
て
と
ら

え
る
。
従
来
と
は
一
味
違
う
解
稼
で
、
善
堂
の
新
し
い
側
面
を
垣
間
見
さ
せ

て
く
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
全
て
の
事
象
を
説
明
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

官
民
で
善
堂
の
理
念
に
共
通
の
理
解
が
あ
る
こ
と
と
、
強
座
的
動
員
が
な
さ

れ
る
こ
と
に
は
ど
う
い
う
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
南
方
人
が
天
津
に
お

い
て
力
を
蓄
え
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
、
北
方
人
に
釘
す
る
あ
か
ら
さ
ま
な
蔑
視

が
章
程
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
康
仁
堂
は
南
方

人
の
威
信
を
天
津
に
確
立
し
よ
う
し
た
側
面
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

著
者
が
通
俗
的
解
稽
を
排
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
わ
か
る
が
、
義
邸
中
が
威

信
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
著
者
も
述
べ
る
と
お
り
で
(
八

O
頁)、
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贋
仁
堂
が
そ
の
威
信
を
示
す
た
め
に
天
津
の
紳
士
を
動
員
し
た
と
考
え
る
ほ

う
が
自
然
で
は
な
い
か
。
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第
四
章

「
義
和
国
支
配
と
園
練
紳
話
」
は
、
す
で
に
大
量
の
研
究
が
蓄
積

さ
れ
て
い
る
義
和
闘
の
問
題
に
つ
い
て
、
都
市
天
津
に
お
け
る
歴
史
的
記
憶

と
い
う
観
黙
か
ら
再
解
稗
す
る
。
義
和
圏
勃
興
の
主
要
因
の

一
つ
に
早
魅
が

奉
げ
ら
れ
る
。
官
が
新
雨
す
る
場
で
あ
る
「
壇
」
と
義
和
園
が
擦
黙
と
し
た

「
壇
」
と
の
聞
に
は
逮
捕
明
性
が
あ
り
、
そ
こ
に
爾
者
の
親
和
性
が
見
出
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
義
和
園
は
そ
も
そ
も
「
反
権
力
性
」
「
反
鰻
制
的
性
格
」

を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
「
あ
る
べ
き
官
の
行
動
を
暫
時
的
に
代
行
・
協
助

し
よ
う
と
し
た
」
(
一
五

O
頁
)
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
目
前
の
権
力
(
知

豚
)
に
釘
抗
し
つ
つ
も
、
あ
る
べ
き
権
力
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
王
朝
と
直
接

結
び
つ
く
と
い
う
奇
妙
な
ね
じ
れ
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
著
者
は
明
言
し
な

い
が
、
義
和
園
が
壇
を
裁
き
の
場
と
し
た
こ
と
は
、
彼
ら
の
権
威
・
権
力
の

擦
っ
て
来
る
所
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
天
津
は
務
片
戦
争
以
来
た
び
重
な
る

危
機
を
経
験
し
て
き
た
。
そ
の
た
び
に
防
衛
に
立
ち
上
が
っ
た
の
は
園
練
で

あ
り
、
義
和
国
戦
争
に
お
い
て
も
、
義
和
聞
や
園
練
に
そ
う
し
た
役
割
が
期

待
さ
れ
た
。
し
か
し
「
歴
史
的
記
憶
」
あ
る
い
は
「
神
話
」
の
反
復
は
、
戟

品ず
に
お
け
る
敗
北
に
よ

っ
て
断
ち
切
ら
れ
、
新
雨
の
如
き
官
民
の
接
結
が
失

わ
れ
た
。
王
朝
そ
し
て
都
市
エ
リ
ー
ト
が
近
代
化
の
遁
を
歩
む

一
方
、
官
と

の
回
路
を
失
っ
た
民
衆
は
民
捕獲
を
頻
獲
さ
せ
て
い
く
。

こ
こ
で
都
市
天
津
の
「
歴
史
的
記
憶
」
と
封
比
さ
せ
る
た
め
に
、
評

I
M

か
つ
て
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
た
蘇
州
近
郊
の
洞
庭
東
山
の
事
例
を
紹
介
し
た
い
。

同
地
で
は
劉
猛
将
利
の
信
仰
が
盛
ん
で
、
正
月
上
旬
に
全
島
規
模
で
一
脚
輿
の

巡
行
が
展
開
さ
れ
る

(「
猛
将
曾
」
)
。
出
巡
の
隊
列
は
ま
ず
衝
鋒
帥
旗
が
来

て
そ
の
後
に
祝
祷
の
旗
械
、
そ
し
て
鍛
と
傘
が
交
互
に
並
ぶ
。
傘
の
後
に
は

猛
将
紳
、
最
後
に
大
森
旗
が
数
本
か
ら
数
十
本
綾
く
。
猛
将
舎
で
は
液
里
村

に
特
別
な
地
位
が
興
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
昔
官
府
に
反
抗
し
た
際
、

渡
里
の
人
が
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
っ
た
と
い
う
傍
説
に
よ
る
。
『
洞
庭
東
山

志
』
に
よ
る
と
明
嘉
靖
年
間
の
海
冠
、
明
末
清
初
の
湖
冠
、
民
園
期
の
匪
賊

ら
を
撃
退
す
る
際
、
猛
将
曾
の
隊
列
と
「
出
燈
」
(
燈
を
掲
げ
て
隊
列
に
加

わ
る
。
「
涼
矯
」
、
「
液
反
」
と
も
い
う
)
が
利
用
さ
れ
た
と
い
う
。
旗
傘
を

掲
げ
銅
鐸
を
鳴
ら
し
て
巡
行
す
る
様
は
あ
た
か
も
軍
隊
の
行
進
を
思
わ
せ
る
。

(
貫
際
、
祭
杷
で
培
わ
れ
た
規
律
と
組
織
が
戦
争
に
生
か
さ
れ
た
(
と
さ
れ

る
)
の
で
あ
る
。
『
洞
庭
東
山
志
』
は
言
及
し
な
い
が
、
太
平
天
園
箪
を
撃

退
す
る
際
に
も
、
涼
里
の
人
が
ま
ず
決
起
し
、
諸
村
の
人
が
従
っ
た
と
い
う
。

都
市
天
津
と
ち
が
っ
て
人
口
移
動
が
そ
れ
ほ
ど
激
し
く
な
い
農
村
部
で
は
、

何
世
紀
も
前
の
出
来
事
が
祭
紀
と

い
う
形
で
保
存
さ
れ
、
再
現
さ
れ
て
き
た
。

天
津
で
は
新
し
い
紳
話
が
作
ら
れ
、
消
え
て
い
っ
た
が
、
農
村
で
は
辛
亥
革

命
以
後
も
な
が
ら
く
神
話
が
生
き
績
け
た
の
で
あ
る
。
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第
E
部
行
政
機
構
の
革
新
と
枇
曾
管
理

第
五
章
「
巡
警
創
設
と
行
政
の
愛
容
」
は
、
巡
警
創
設
を
都
市
行
政
が
饗

容
し
て
い
く
過
程
の
中
に
位
置
づ
け
る
試
み
で
あ
る
。
義
和
園
の
乱
に
と
も

な
う
列
強
の
天
津
支
配
が
終
息
し
た
光
緒
二
十
八
年
、
列
強
の
警
察
機
構
を

継
承
し
た
巡
警
組
織
が
創
設
さ
れ
た
。
巡
警
は
街
路
に
黙
在
す
る
「
筒
」
に

汲
遣
さ
れ
、
治
安
維
持
と
く
に
街
路
の
秩
序
維
持
に
あ
た
り
、
簡
易
裁
判
を

も
行
っ
た
。
そ
も
そ
も
裁
剣
は
知
懸
の
職
務
で
あ
り
、
巡
警
の
閥
奥
は
行
政

鐙
系
を
ゆ
る
が
す
も
の
と
な
る
。
し
か
し
民
聞
社
曾
へ
の
浸
透
度
の
高
い
巡

警
は
、
豚
街
門
と
競
合
す
る
の
で
は
な
く
、
勝
街
門
と
相
補
的
関
係
に
あ
っ
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た
と
考
え
ら
れ
る
。
巡
警
局
を
は
じ
め
清
末
に
新
設
さ
れ
た
諸
官
街
は
、
包

括
的
行
政
機
関
で
あ

っ
た
従
来
の
懸
街
門
の
行
政
の

一
部
を
縫
う
こ
と
に
よ

り、

山
林
街
門
の
存
在
を
相
釘
化
し
つ
つ
、
行
政
の
機
能
扱
大
を
も
た
・り
し
た

の
で
あ
る
。
巡
径
は
従
来
の
統
治
理
念
を
健
現
し
て
、
調
停
者
、
教
化
者
と

し
て
の
役
割
を
期
待
さ
れ
た
が
、
一
方
で
民
衆
の
信
仰
と
深
く
結
び

つ
い
た

従
来
の
統
治
理
念
を
否
定
し
た
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
「
文
明
」
的
装
置
で
も

あ

っ
た
。

本
書
を
通
じ
て
巡
警
に
は
高
い
許
僚
が
輿
え
ら
れ
て
い
る
。
巡
警
は
官
権

力
を
隅
々
に
ま
で
浸
透
さ
せ
新
政
の
犠
今
な
施
策
を
可
能
に
し
た
か
ら
で
あ

る
。
天
津
で
巡
警
が
確
立
し
え
た
の
は
、
裳
世
凱
と

い
う
キ
|
パ
|
ソ
ン
の

存
在
、
都
統
街
門
の
巡
捕
制
度
、
清
闘
軍
隊
の
駐
屯
禁
止
に
く
わ
え
て
、

空

間
秩
序
の
禦
』谷
も

一
つ
の
要
因
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
都
統
街
門
期

に
城
壁
が
撤
駁
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
管
轄
範
闘
が
結
(
城
門
)
か
ら
面

(街
路
)

へ
と
城
大
し
た
。
ま
た
豚
街
門
の
行
政
機
能
の
相
針
化
に
よ
り
都

市
の
政
治
空
間
に
叩変
動
が
生
じ
た
。
こ
う
し
て
再
編
成
さ
れ
た
空
間

(
こ
れ

が
近
代
的
都
市
空
間
と
呼
べ
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
)
に
相
府
ほ
し
い

治
安
維
持
機
構
と
し
て
巡
答
が
機
能
し
た
。
そ
れ
は
陽
界
と
陰
界
が
重
な
り

合
う
空
間
を
も

一
元
化
し
て
し
ま
っ
た
。
空
間
と
い
う
見
方
が
都
市
の
近
代
、

あ
る
い
は
副
題
の
政
治
文
化
と
枇
曾
統
合
を
理
解
す
る
に
嘗
た
っ
て
ど
れ
だ

け
有
放
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
考
慮
に
値
す
る
問
題
で
は
な
い
か
と
許
者
は

感
じ
る
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
本
書
に
天
津
の
地
園
が
附
さ
れ
て

い
な
い
の

は
残
念
で
あ
る
。

第
六
章
「
「
摘
」
と
都
市
管
理
」
で
は
、
財
政
史
の
針
象
で
あ
っ
た
「
摘
」

を
、
都
市
行
政
、
と
く
に
管
理
と
い
う
側
面
か
ら
讃
み
直
す
。
捕
に
つ
い
て

は
、
新
政
の
財
源
捻
出
と
商
工
業
課
税
に
よ
る
近
代
的
財
政
へ
の
移
行
と
い

う
こ
様
の
見
解
が
な
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
街
路
の
物
資
り
、
人
力
車

夫
、
妓
女
ら
都
市
下
層
民
へ
の
謀
税
は
、
以
上
の
論
理
で
は
十
分
に
説
明
で

き
な
い。

都
市
下
暦
民
に
釘
す
る
課
税
は
、
税
源
と
し
て
で
は
な
く
、
秩
序

の
撹
乱
要
因
と
な
り
や
す
い
彼
ら
を
管
理
す
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
著
者

が
「
め
こ
ぼ
し
の
代
償
」
と
表
現
す
る

「
掲
」
は
、

一
面
で
近
代
的
な
論
理

を
標
傍
し
つ
つ
、

一
面
で
現
賓
と
安
協
す
る
こ
と
に
よ
り
、
官
権
力
の
機
大

を
正
骨
固
化
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
こ
か
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
都
市
の
秩
序

と
は
、
居
住
や
管
業
の
自
由
と
い
っ
た
包
括
的
原
理
に
基
づ
く
オ
ー
プ
ン
な

も
の
で
は
な
く
、
官
と
の
個
別
的
な
互
酬
関
係
の
束
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
論
理
は
前
近
代
に
も
見
ら
れ
る
が
、
清
末
天
津
の
す
ぐ
れ
て
近
代

的
な
特
徴
は
、
そ
れ
が
巡
警
組
織
と
い
う
強
制
力
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
に
あ
る
。

巡
嶋
田
に
象
徴
さ
れ
る
都
市
空
間
は
、
「
何
で
も
か
ん
で
も
新
政
で
、
し
も

じ
も
の
こ
と
な
ど
お
構
い
な
し
」
(
二
O
八
頁
)
と
い
う
よ
う
に
、
し
も
じ

も
に
と

っ
て
決
し
て
住
み
や
す
い
場
で
は
な
か

っ
た
。
本
来
排
除
さ
れ
る
べ

き
彼
ら
が
「
日
こ
ぼ
し
」

し
て
も
ら
う
た
め
に
支
梯
っ
た
の
が
摘
で
、
そ
れ

は
治
安
の
撹
乱
原
因
で
あ
る
彼
ら
を
管
理
・
統
制
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
掃

を
新
し
い
覗
貼
か
ら
と
ら
え
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
が
、
た
だ
巡
警
に

よ
る
管
理
・
統
制
の
有
数
性
に
つ
い
て
は
慎
重
を
期
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た

と
え
ば
戸
口
調
査
は
ど
れ
だ
け
賓
態
を
把
握
し
て
い
た
の
か
、
評
者
に
は
気

に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
と
、
物
責
り
た
ち
が
工
程
局
か
ら
康
い
場
所

へ
移
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
、
「
こ
れ
に
従
え
ば
、
物
賓
り
た
ち
が

一
か
所
に

集
ま

っ
て
賀
賀
し
分
散
し
て
し
ま
っ
て
商
賓
が
成
り
立
た
な
く
な
り
か
ね
な

い
」
(
二
O
五
頁
)
と
い
う

一
節
は
意
味
が
わ
か
り
に
く
い
。
お
そ
ら
く
、

-180ー



狭
い
場
所
に
庖
が
集
中
し
て
い
る
か
ら
商
賓
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
庚
い
場

所
に
ぽ
つ
ん
ぽ
つ
ん
と
庖
が
あ
る
よ
う
で
は
商
貰
に
な
ら
な
く
な
る
と
い
う

意
味
で
は
な
か
ろ
う
か
。
字
句
が
抜
け
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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第
七
章
「
普
堂
と
習
護
所
の
あ
い
だ
」
は
、
清
末
の
善
堂
改
革
を
理
念
の

愛
化
と
い
う
覗
勲
か
ら
再
考
す
る
。
蒙
世
凱
が
司
法
制
度
を
改
革
す
る
な
か

で
、
光
緒
三
十
年
六
月
、
懲
役
刑
執
行
の
場
と
し
て
新
た
に
習
護
所
が
誕
生

す
る
。
犯
罪
者
や
遊
民
に
様
々
な
職
業
教
育
を
施
し
、
彼
ら
を
更
正
す
る
こ

と
が
目
的
で
あ
っ
た
。
一
方
、
嘗
初
人
身
責
買
の
針
策
と
し
て
創
設
さ
れ
た

寡
婦
牧
容
施
設
で
あ
る
康
仁
堂
で
も
、
光
緒
コ
一
十
一
年
十
二
月
に
女
工
廠
が

開
か
れ
、
職
業
数
育
が
始
ま
っ
た
。
そ
こ
で
は
助
産
婦
養
成
の
提
案
も
行
わ

れ
た
。
結
局
こ
れ
は
賓
現
し
な
か

っ
た
が
、
そ
の
中
で
、
貞
節
を
守
る
生
活

を
「
無
意
味
」
と
全
面
否
定
し
て
い
る
鈷
が
注
目
さ
れ
る
。
一
見
、

善
堂
の

存
在
根
擦
を
ゆ
る
が
し
か
ね
な
い
議
論
と
も
と
れ
る
が
、
善
堂
が
運
営
者
の

理
想
と
す
る
人
間
像
を
提
示
し
普
及
す
る
た
め
の
数
化
施
設
で
あ
っ
た
と
考

え
れ
ば
、
善
堂
を
め
ぐ
る
理
念
の
嬰
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
貫
し
て
理
想

の
人
倫
を
達
成
す
べ
く
努
力
し
て
い
た
運
営
者
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
。
同
様
の
改
革
は
育
嬰
堂
で
も
展
開
さ
れ
た
。
本
来
ま
っ
た
く
こ
と
な
る

目
的
を
も
っ
善
堂
と
朝
日
護
所
の
「
あ
い
だ
」
は
、
こ
う
し
て
縮
ま
っ
た
。
そ

れ
は
枇
曾
的
管
理
の
強
化
と
し
て
捉
え
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
枇
曾
的
救
済
に

封
す
る
理
念
の
嬰
化
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
賓
業
振
興
や
刑
務
改
革
と
い
っ

た
時
代
の
流
れ
が
あ

っ
た
。

「
論
設
女
犯
習
婆
所
」
に
よ
れ
ば
、
女
犯

Z
議
所
と
は
女
性
の
悪
根
性
を

質
業
・
這
徳
数
育
に
よ
っ
て
治
す
施
設
で
あ
っ
た
。
し
か
し
あ
ま
り
普
及
し

な
か
っ
た
ら
し
い
。
一

方
、
女
工
廠
は
よ
り
早
く
か
ら
創
設
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
女
機
運
動
(
と
り
わ
け
女
子
数
育
)
の
高
ま
り
を
直
接
の
契
機
と
し

て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
評
者
は
庚
仁
堂
や
育
嬰
堂
の
女
工
廠
を

刑
務
改
革
や
習
墓
所
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
は
跨
踏
を
覚
え
る
。
ま
た
、
官
官

信
堅
の
「
た
だ
無
意
味
に
生
き
て

一
生
を
終
え
る
よ
り
は
、
数
育
を
施
し
て

収
入
源
を
得
さ
せ
る
ほ
う
が
好
ま
し
い
は
ず
で
す
」
と
い
う
件
を
「
貞
節
な

ど
無
意
味
で
あ
る
」
と
理
解
す
る
黙
も
同
意
で
き
な
い
。
こ
れ
は
貞
節
を
前

提
と
し
た
上
で
、
た
だ
人
に
頼
っ
て
生
き
て
い
く
よ
り
は
、
自
ら
働
い
て
生

き
た
ほ
う
が
更
に
よ
い
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
著
者
は
こ
の
勲

に
善
堂
の
饗
化
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
が
、
果
た
し
て
嘗
時
、
普
堂
開
係

者
の
聞
で
貞
節
の
否
定
を
も
っ
て
「
理
想
的
な
枇
舎
」
と
考
え
る
も
の
が
い

た
だ
ろ
う
か
。
清
末
の
女
権
運
動
で
は
纏
足
解
放
と
女
子
教
育
が
焦
黙
と
な

っ
た
が
、
女
子
数
育
は
お
お
む
ね
貞
節
を
強
化
す
る
方
向
に
作
用
し
た
し
、

纏
足
解
放
で
さ
え
貞
節
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
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第
皿
部
愛
図
主
義
に
よ
る
枇
曾
統
合

第
八
章
「
「
抵
制
美
約
」
運
動
と
「
中
園
」
の
閤
結
」
は
、
光
緒
三
十

一

年
に
天
津
で
起
き
た
釘
米
ボ
イ
コ

ッ
ト
運
動
の
考
察
で
あ
る
。
従
来
の
研
究

が
こ
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
運
動
を
見
る
際
に
暗
歎
の
前
提
と
し
て
き
た
「
民
族
」

「
園
民
」
と
い
っ
た
概
念
は
、
賓
は
こ
の
事
件
を
契
機
に
庚
く
受
容
さ
れ
た
。

そ
こ
で
、
著
者
は
「
民
族
」
「
園
民
」
と
い
っ
た
タ
ー
ム
で
運
動
を
分
析
す

る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
園
民
」
意
識
が
喚
起
さ
れ
る
過
程
を
追
う
。
天

津
で
は
商

・
撃
・
報
の
各
界
が
ボ
イ
コ
ッ
ト
運
動
を
率
い
た
。
成
立
ま
も
な

い
商
曾
に
と

っ
て
、
ボ
イ
コ

ッ
ト
運
動
は
組
織
と
し
て
の
力
量
を
一示
す
絶
好

の
機
舎
だ

っ
た
が
、
結
局
官
の
摩
力
に
屈
し
て
し
ま
う
。
一

方、

『大
公
報
』

は
積
極
的
に
運
動
を
推
進
し
た
。
し
か
し
多
数
の
人
々
を
運
動
に
駆
り
立
て
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る
の
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
文
字
を
讃
め
な
い
人
に
新
聞
記
事

の
内
容
を
わ
か
り
や
す
く
読
み
聞
か
せ
た
関
報
庭
や
宣
講
庭
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
従
来
の
講
談
や
聖
識
の
宣
講
を
否
定
し
、
「
民
智
」
向
上
、
「
園
民
」
創

出
を
は
か
る
啓
蒙
機
関
で
あ
っ
た
。
ボ
イ
コ
ッ
ト
運
動
は
、
同
郷
や
同
業
と

い
っ
た
枠
を
越
え
た
人
々
を
結
び
つ
け
た
。
そ
れ
は
、
各
地
か
ら
の
出
身
者

が
集
ま
る
都
市
枇
曾
に
適
合
的
な
論
理
で
あ
っ
た
。
「
園
民
」
と
は
き
わ
め

て
都
市
的
な
産
物
で
あ
り
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
運
動
は
義
和
園
の
野
畿
な
行
震
と

は
釘
照
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。

義
和
国
の
む
き
出
し
の
排
外
感
情
は
、
数
年
後
に
は
文
明
の
作
法
に
則
っ

た
ボ
イ
コ
ッ
ト
運
動
と
な
っ
た
。
著
者
は
こ
こ
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
新
し

い
都
市
型
エ
リ
ー
ト
の
誕
生
を
み
る
。
も
ち
ろ
ん
、
外
岡
製
品
の
ボ
イ
コ

y

ト
が
直
ち
に
、
そ
し
て
本
質
的
に
ナ
シ
ヨ
ナ
リ
ス
ム
に
結
び
つ
く
の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
き
っ
か
け
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
下
地
は
着
々
と
整
備
さ
れ
て
き
て

い
た
の
で
あ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
安
易
に
革
命
に
結
び
附
け
な
い
と
こ

ろ
に
、
著
者
の
問
題
意
識
が
感
じ
ら
れ
よ
う
。
な
お
、
著
者
に
は
ほ
か
に

「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
誕
生

l
l反
ア
メ
リ
カ
運
動
(
一
九

O
五
年
)
に
み

(
6
)
 

る
「
中
園
人
」
意
識
と
同
郷
結
合
」
と
い
う
論
文
が
あ
る
。
康
東
や
上
海
な

ど
の
状
況
も
紹
介
し
て
お
り
、
本
書
と
あ
わ
せ
讃
む
と
理
解
が
深
ま
る
。

第
九
章
「
電
車
と
公
憤
|
|
↓

m内
交
通
を
め
ぐ
る
政
治
i
i
l」
で
は
、
清

末
に
登
場
し
た
電
車
が
引
き
起
こ
し
た
反
釘
運
動
を
「
微
硯
的
」
に
観
察
す

る
こ
と
を
通
じ
て
地
方
政
治
の
あ
り
方
を
論
じ
る
。
天
津
で
は
ベ
ル
ギ
ー
の

資
本
に
よ
り
電
車
が
敷
設
さ
れ
た
が
、
光
緒
三
十
二
年
一
月
二
十
三
日
の
開

通
以
前
か
ら
、
電
車
に
よ
っ
て
生
計
を
奪
わ
れ
る
人
力
車
夫
ら
を
中
心
に
反

釣
運
動
が
起
こ
っ
て
い
た
。
電
車
の
開
通
と
と
も
に
事
故
が
多
殺
し
た
が
、

と
り
わ
け
宣
統
三
一
年
間
六
月
二
十
二
日
に
巡
警
が
蹴
怖
か
れ
て
負
傷
し
た
事
故

で
は
、
「
公
憤
」
に
駆
ら
れ
た
群
集
が
暴
動
を
引
き
起
こ
す
に
至
る
。
さ
ら

に
事
後
庭
理
の
際
の
電
車
公
司
の
強
硬
な
態
度
が
「
八
ム
憤
」
に
火
を
注
ぐ
こ

と
に
な
る
。
民
音
山
を
代
表
し
て
折
衝
に
あ
た
っ
た
巡
警
遁
、
天
津
城
董
事
舎
、

商
務
線
舎
は
、
断
固
と
し
て
公
司
に
屈
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
新
し
い
政
治

主
慢
は
、
民
音
意
ム
を
代
表
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
そ
の
政
治
的
音

政
治
的
音
意
叫
思
が
多
数
の
回
路
に
よ
つ
て
表
明
さ
れ
る
状
況
が
生
み
出
さ
れ
る
。

し
か
し
「
公
憤
」
は
民
意
の
多
様
性
を
消
し
去
つ
て
し
ま
、
う
つ
。
そ
れ
が
地
域

の

一
億
感
、
ひ
い
て
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
生
み
出
す
原
基
と
な
っ
て
い
く
。

民
意
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
「
公
憤
」
の
政
治
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
必
要
と

し
、
こ
れ
を
内
在
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

急
速
に
扱
大
し
つ
つ
あ
っ
た
行
政
の
間
隙
に
生
ま
れ
た
地
方
自
治
組
織
、

商
務
線
舎
、
巡
警
組
織
な
ど
は
き
わ
め
て
暖
昧
な
存
在
で
あ
り
、
そ
の
果
た

す
べ
き
役
割
、
力
量
に
つ
い
て
も
明
確
な
合
意
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

彼
ら
は
威
信
の
源
を
地
域
社
舎
の
中
に
求
め
、
そ
れ
が
「
公
憤
」
の
政
治
を

生
み
出
し
た
。
で
は
、
こ
れ
ら
政
治
主
憶
に
と
っ
て
「
公
憤
」
の
政
治
と
は

ど
れ
く
ら
い
本
質
的
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
と
く
に
巡
警
組
織
が
ど
れ
く
ら

い
民
衆
の
支
持
を
得
、
ま
た
彼
ら
自
身
が
支
持
を
得
ょ
う
と
し
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。
す
で
に
五
章
で
、
争
い
を
調
停
す
る
巡
警
、
民
間
信
仰
を
否
定
す

る
巡
警
、
ま
た
十
章
で
は
壬
子
兵
乱
に
な
す
す
べ
も
な
い
巡
警
が
描
か
れ
て

き
た
。
民
衆
に
針
す
る
態
度
は
多
様
で
あ
り
、
ま
た
民
衆
が
巡
警
を
ど
う
見

て
い
た
の
か
も
明
確
で
は
な
い
。
本
章
で
扱
っ
た
電
車
公
司
に
封
す
る
巡
警

の
態
度
と
い
う
の
は
、
組
織
的
な
も
の
か
個
人
的
な
も
の
か
。
た
ま
た
ま
民

衆
の
期
待
に
合
致
し
た
の
か
、
常
に
そ
れ
を
意
識
し
て
行
動
し
て
い
た
の
か
。

ま
た
商
務
線
舎
や
地
方
自
治
組
織
と
同
列
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
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(
結
論
で
は
地
方
自
治
制
度
と
商
曾
は
「
政
治
参
加
と
公
共
性
の
展
開
」
に
、

巡
警
は
「
枇
曾
管
理
の
進
展
」
の
項
に
分
類
さ
れ
て
い
る
)
。
い
く
つ
か
疑

問
は
残
る
も
の
の
、
著
者
の
提
示
す
る
巡
警
像
は
極
め
て
新
鮮
で
、
従
来
の

認
識
を

一
新
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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第
十
章
「
健
育
と
革
命
||
辛
亥
革
命
時
期
の
尚
武
理
念
と
治
安
問
題

|
|
」
は
、
清
末
の
「
尚
武
」
精
神
稀
揚
の
潮
流
の
中
で
誕
生
し
た
天
津
健

育
舎
を
と
り
あ
げ
る
。
天
津
鰻
育
舎
は
宣
統
二
年
十
一
月
末
に
成
立
し
た
。

社
長
は
楊
以
徳
、
巡
警
組
織
の
要
人
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
て
も
わ
か
る
と
お

り
、
官
と
の
関
係
は
密
接
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
公
然
と
軍
事
訓
練
を
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
武
昌
に
お
け
る
革
命
振
の
蜂
起
に
よ
り
祉
曾
不
安
が
増
大

す
る
中
で
、
穏
育
一
枇
は
治
安
維
持
に
携
わ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に
は
革
命

汲
鋲
墜
と
い
う
楊
以
徳
の
政
治
的
意
園
も
含
ま
れ
て
い
た
。
同
じ
頃
、
戟
地

で
の
救
護
活
動
に
あ
た
る
天
津
紅
十
字
曾
と
い
う
組
織
も
成
立
し
て
い
た
。

敵
味
方
を
関
わ
ず
、
負
傷
者
を
西
洋
敵
国
拳
に
よ
る
治
療
で
救
お
う
と
い
う
同

舎
の
活
動
は
、
軍
人
の
倉
重
と
あ
い
ま
っ
て
従
来
の
戦
争
観
、
身
健
観
を
大

き
く
嬰
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
民
園
元
年
三
月
二
日
に
お
こ
っ
た
壬

子
兵
乱
で
は
、
水
舎
を
再
組
織
し
た
水
圏
、
巡
警
、
程
育
祉
、
保
衛
局
は
無

力
さ
を
露
呈
し
、
軍
人
の
暴
翠
か
ら
天
津
を
救
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

清
末
の
新
し
い
事
象
は
革
命
と
の
閥
係
で
見
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か

し
そ
の
多
く
は
、
革
命
を
も
含
む
大
き
な
時
代
の
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
る

べ
き
も
の
で
あ
る
。
本
意
で
検
討
さ
れ
る
「
健
育
」
「
箪
圏
民
」
「
山
阿
武
」
も

ま
さ
に
そ
う
し
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
天
津
は
辛
亥
革
命
の
主
要
舞
牽
か

ら
外
れ
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
依
然
革
命
中
心
の
近
代
史
の
マ
ス
タ
ー
ナ
ラ
テ

ィ
ブ
に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
マ
ス
タ
ー
ナ
ラ
テ
ィ
ブ

が
象
徴
的
(
と
考
え
ら
れ
る
)
事
象
だ
け
を
選
揮
し
て
構
成
さ
れ
る
の
に
封

し、

一
貫
し
て
天
津
と
い
う
場
か
ら
近
代
を
眺
め
た
と
き
、
そ
こ
に
違
っ
た

光
景
が
う
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
は
嘗
然
で
あ
り
、
著
者
の
方
法
論
が
成
功

し
た
所
以
で
も
あ
る
。
天
津
の
ケ
l
ス
が
ど
こ
ま
で
他
地
域
に
適
用
で
き
る

か
は
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
都
市
の
中
で
(
南
門
外
が
天
津
に
お

い
て
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
評
者
は
知
ら
な
い
が
)
、
公
開
演
武
と
い

う
形
で
向
武
の
「
園
民
」
が
可
視
化
さ
れ
た
こ
と
は
、
車
に
言
論
に
よ
る

「
圏
民
」
創
出
と
は
ま
た
遣
っ
た
意
味
を
持
つ
。
し
か
し
強
固
の
基
礎
と
な

る
理
想
的
「
園
民
」
が
軍
隊
の
前
に
ま

っ
た
く
無
力
で
あ
っ
た
と
い
う
構
園

は
、
不
幸
に
し
て
そ
の
後
も
た
び
た
び
出
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お、

「
緯
育
社
」
と

「健
育
曾
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
、
使
い
分
け
が
不
明
瞭
な

箇
所
が
あ
る
。
穏
育
祉
は
天
津
穏
育
祉
の
こ
と
、
慢
育
舎
は
全
図
的
に
見
ら

れ
た
同
様
の
舎
も
し
く
は
一位
図
と
し
て
の
鰻
育
一祉
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
が
、
明
確
な
説
明
が
必
要
か
と
思
わ
れ
る
。
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「
風
俗
の
愛
遷
」
と
題
さ
れ
た
補
論
に
は
、
こ
れ
ま
で
扱
っ
て
き
た
救
火

舎
、
園
練
、
普
堂
、
巡
警
に
ま
じ
っ
て
惜
字
、
{
亘
議
、
義
撃
、
在
理
致
、
天

后
や
城
陸
の
祭
り
、
新
聞
と
い
っ
た
事
象
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
嘗
時
の

人
々
に
「
風
俗
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
れ
ら
の
事
象
は
、
あ
る
べ
き
秩
序
を

示
す
手
が
か
り
を
奥
え
て
く
れ
る
。
あ
る
べ
き
秩
序
か
ら
外
れ
た
事
象
を
善

導
の
釘
象
と
み
な
す
こ
と
で
、
自
ら
を
統
治
者
の
側
に
お
く
と
い
う
形
式
は

従
来
の
普
泰
に
も
見
ら
れ
た
。
し
か
し
基
づ
く
僚
値
観
は
、
議
回
警
に
み
え
る

因
果
態
報
的
な
も
の
か
ら
近
代
的
な
も
の
に
愛
化
し
た
。
そ
こ
に
従
来
と
は

異
な
る
枇
曾
・
文
化
統
合
が
生
ま
れ
、
新
た
な
「
風
俗
」
が
形
成
さ
れ
る
。
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天
津
で
風
俗
の
細
長
化
が
急
速
に
起
こ

っ
た
の
は
、
科
盤
・
駿
止
な
ど
知
を
め
ぐ

る
制
度
の
改
愛
、
と
く
に
義
和
闘
の
教
訓
に
あ
っ
た
。
「
無
知
の
愚
民
」
と

し
て
切
り
離
さ
れ
た
民
衆
は
「
中
図
人
」
と
し
て
新
し
い
秩
序
の
中
に
位
盤

づ
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
試
み
は
辛
亥
革
命
以
降
の
歴
史
の
な
か
で
綾
け
ら
れ

て
い
く
こ
と
に
な
る
。

緒
論
で
穆
げ
ら
れ
た
四
つ
の
観
貼
の
う
ち
、

@

「
啓
蒙
と
民
衆
文
化
」
に

つ
い
て
は
所
今
で
言
及
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
補
う
の
が
補
論

で
あ
る
が
、
四
つ
の
柱
の

一
つ
と
し
て
、
も
う
少
し
著
者
の
つ

っ
こ
ん
だ
考

え
を
伺
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
章
で
奉
げ
ら
れ
た
天
津
の
惜
字
に
ま
つ

わ
る
話
を

一
つ
紹
介
し
た
い
。
上
海
で
は
、
江
北
人
が
古
紙
を
買
い
取
り
、

天
津
ま
で
運
ん
で
靴
屋
に
責
り
挑
い
、

一
斤
あ
た
り
五
十
文
の
利
盆
を
得
て

い
た
。
靴
屋
は
そ
の
紙
で
靴
底
を
作
っ
た
と
い
う
。
古
紙
回
収
に
ま
つ
わ
る

利
盆
を
考
慮
す
れ
ば
、
惜
字
の
活
動
も
象
徴
的
な
意
味
し
か
持
ち
得
な
か

っ

た
だ
ろ
う
。
さ
て
、
本
書
で
考
察
の
針
象
と
な
っ
た
事
象
の
多
く
は
、
排
外

主
義
に
関
わ
る
。
本
書
の
全
一躍
的
構
図
を
乱
暴
に
ま
と
め
れ
ば
、
従
来
の
枇

曾
統
合
に
排
外
主
義
の
要
素
が
加
わ
っ
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
ひ
い
て
は
新
た

な
紅
曾
統
合
が
創
出
さ
れ
た
と
言
え
な
く
も
な
い
。
排
外
主
義
が
著
者
の
い

う
耐
曾
統
合
と
ど
う
い
う
開
係
性
に
あ
る
の
か
、
枇
曾
統
合
と
は
撃
に
排
外

主
義
の
裏
返
し
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
分
析
的
な
記
述
が
あ
れ
ば
よ
り
理
解
が

深
ま

っ
た
で
あ
ろ
う
。

結
論
で
は
、
最
初
に
提
起
し
た
四
つ
の
課
題
に
そ
っ
て
本
書
の
考
察
を
ま

と
め
て
い
る
。
こ
の
ま
と
め
の
部
分
に
は
「
官
」
と
い
う
言
葉
以
外
に
、
園

家
や
王
朝
を
示
す
言
葉
が
出
て
こ
な
い
。
著
者
は
小
滋
正
子

『近
代
上
海
の

公
共
性
と
図
家
』
(
研
文
出
版
、
二

O
O
O
)
へ
の
書
評
で
、
小
漬
氏
の
園

家
と
一吐
曾
と
い
う
圏
式
を
批
判
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
閤
家
と
枇
舎
の
機

能
的
同
型
性
」
を
想
定
す
る
以
上
、
園
家
と
社
舎
を
封
立
さ
せ
る
べ
き
で
は

な
い
と
。
こ
れ
に
つ
い
て
吉
滞
氏
は
自
ら
も
直
萌
す
る
困
難
な
問
い
で
あ
る

と
遮
べ
て
い
る
。
本
書
は
こ
の
間
い
に
解
答
を
輿
え
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ

、っ，J
a
M

。
正
直
な
こ
と
を
言
え
ば
、
許
者
に
は
こ
の
解
答
を
議
み
取
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
こ
の
手
の
議
論
で
評
者
が
い
つ
も
戸
惑
う
の
は
、
「
図
家
」
や

「
枇
和
国
」
が
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
図
家
」
「
蹴
曾
」

は
便
利
な
言
葉
な
の
で
評
者
も
つ
い
つ
い
使
用
す
る
が
、
そ
の
一
方
で
中
央

と
地
方
、
官
と
民

(も
し
く
は
官
、
八
ム
、
私
)
な
ど
の
針
立
項
も
使
用
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
概
念
は
異
な
る
が
、
重
な
る
部
分
も
大
き
く
、
明
確
な
境
界
は
な

い
。
著
者
が
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
と
「
ロ
ー
カ
ル
」
が
交
錯
し
相
互
に
聴
換
さ

れ
る
状
況
を
描
き
出
し
た
と
き
、
そ
れ
は
岡
家
と
枇
舎
の
問
題
に
解
答
を
輿

え
て
い
る
と
も
い
え
る
し
、
図
家
と
枇
舎
と
い
う
覗
鈷
か
ら
の
分
析
を
回
避

し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
本
書
が
描
く
天
津
と
、
小
演
氏
が
祉
図
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
都
市

〈枇
曾
〉
と
し
て
描
く
上
海
と
の
聞
に
は
、
極
め

て
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
天
津
と
上
海
と
い
う
場
の
相

違
に
よ
る
の
か
、
清
末
と
民
園
と
い
う
時
期
の
相
違
に
よ
る
の
か
、
公
領
域

と
近
代
と
い
う
視
結
の
相
違
に
よ
る
の
か
、
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
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以
上
、
許
者
の
関
心
に
ひ
き
つ
け
て
、
頭
に
思
い
浮
か
ん
だ
こ
と
を
総
身

述
べ
て
き
た
。
強
引
な
黙
、
ピ
ン
ト
は
ず
れ
な
黙
も
多
々
あ
る
に
違
い
な
い

が
、
問
題
意
識
と
い
う
の
は
正
鵠
を
得
た
議
論
ば
か
り
か
ら
導
き
出
さ
れ
る

わ
け
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
赦
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
本
蓄
を
通
じ
て
随



所
に
著
者
の
天
津
・
近
代
に
針
す
る
造
詣
の
深
さ
が
感
じ
ら
れ
た
。
こ
の
書

評
で
は
十
分
に
傍
え
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
中
園
都
市
史
の
み
な
ら
ず
近
代
史

全
憶
に
と
っ
て
も
本
書
の
意
義
は
大
き
い
。
そ
の
後
の
天
津
は
ど
う
な
っ
た

の
か
、
天
津
と
他
都
市
あ
る
い
は
都
市
と
農
村
の
遣
い
は
ど
う
な
の
か
、
本

書
は
様
々
な
問
題
意
識
を
か
き
た
て
て
く
れ
る
。
著
者
の
今
後
の
研
究
が
祭

し
み
で
な
ら
な
い
。
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。
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、
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刻
本
、
一
九
三
四
、
藤
利
華
主
編
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東
山
中
川
』
上
海
人
民
出
版

枇、
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一
を
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。

(
5
)

『順
天
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。
こ
の
書
評
は
、
上
海

を
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っ
た
小
演
氏
と
天
津
を
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っ
た
吉
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氏
の
意
見
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・
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い
。
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本
著
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近
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る
。
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