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キ
ュ
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「
イ
ギ

9
1
統
治
論
」
芹
設

角

山

築

序

論

十
四
世
紀
初
頭
以
降
の
中
世
後
半
を
、

「
封
建
的
衰
退
期
」
乃
至
「
封
建
的
危
機
の
時
代
」
と
し
て
把
え
よ
う
と
す
る
問
題
意
識
は
、

資
本
主
義
の
危
機
と
い
う
現
代
的
問
題
意
識
の
反
映
で
あ
ろ
ラ
と
思
わ
れ
る
が
、
と
も
か
く
最
近
と
く
に
商
欧
壊
界
の
一
般
的
傾
向
と

な
っ
て
い
る
よ
う
に
同
い
わ
れ
向
。
し
か
し
4

、
で
取
上
げ
ん
と
す
る
問
題
は
、
「
封
建
的
危
機
」
そ
れ
自
身
で
は
な
く
て
、
こ
の
よ
う

な
危
機
の
時
代
に
お
け
る
政
治
の
在
り
方
は
何
で
あ
っ
た
か
、
叉
危
機
克
服
の
政
治
過
程
は
い
か
な
る
政
治
形
態
を
生
み
出
す
こ
と
に

な
っ
た
の
か
、
と
い
う
よ
ラ
な
危
機
時
代
の
政
治
形
態
を
問
題
に
し
た
い
と
忠
う
。

ス
は
、 端

的
に
い
え
ば
、
封
建
的
危
機
の
時
代
は
、
封
建
戦
争
〔
内
戦
、
外
戟
を
含
め
て
)
を
般
烈
化
せ
し
め
る
時
代
で
あ
る
。
元
来
イ
ギ
リ

一
O
六
六
年
ワ
ィ
り
ア
ム
一
世
が
征
服
し
て
以
来
、
そ
の
君
主
椿
の
強
大
な
る
こ
と
が
、
他
の
封
建
諸
国
家
に
比
べ
、
イ
ギ
リ

ス
封
建
岡
家
の
著
し
い
特
徴
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
ジ

=
V
E
ヘ
ン
り

1
三
世
時
代
に
な
る
と
、
園
王
の
威
殿
と
勢
力
は
失
わ

れ
、
そ
れ
に
射
し
て
大
封
建
領
主
の
勢
力
が
強
く
な
っ
た
。
そ
れ
は
十
三
世
紀
の
領
主
経
済
の
繁
柴
に
よ
っ
て
、
関
王
の
中
央
集
椿
的

権
力
が
地
に
堕
ち
、
従
来
の
閣
玉
、
と
領
主
と
の
勢
力
の
矛
盾
的
均
衡
が
崩
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
国
王
は
こ
〉
に

紹
臨
問
、
主
義
へ
の
道

第
七
十
一
一
種

七

第

蹴

七



紹

釘

主

義

へ

の

道

第
七
十
二
往

Y¥ 

第
一
披

ノ¥

るお
一寸'.'t. 、
議与て
曾Z王
」ト槽

の確
出立
現の
。t，こ

め
の
幸町
し
L 、
B主
策
を
と
ら
ざ
る
を， 
え

な
し、。
例， 
ズL
，;f 、

ヘ
ン
り

1
三
世
末
期
の
従
来
の
め
再
国
岡
沼
田
に
代

一
二
七
五
作
の
羊
毛
関
税
の
園
家
的
制
度
の
制
定
な
ど
。
こ
れ
ら
の
制
度
の
出
現
は
、

と
っ
て
劃
期
的
な
改
革
で
あ
り
、
闘
王
の
槽
カ
回
復
の
一
つ
の
重
要
な
政
策
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
封
建
時
代
は
そ
の
支
聞
す
る
土
地

と
人
民
こ
そ
基
本
的
な
財
産
で
あ
っ
た
か
ら
、
閣
内
に
お
け
る
図
王
の
地
位
の
危
機
は
、
営
然
劃
外
的
領
土
抜
大
に
向
わ
ざ
る
を
え
な

閥
互
の
財
政
牧
入
に

L 、。

即
ち
、
謝
外
戦
争
こ
そ
危
機
に
頻
し
た
闘
王
に
と
っ
て
残
さ
れ
た
唯
一
の
詮
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
エ
ず
ヲ

1
F
一
世
は
、

七
七
年
内
ソ
」

1
ル
芦
に
射
し
、

一
二
九
四
年
に
は
ス
コ
ヅ
ト
ラ

y
vに
封

L
戦
争
を
始
め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ス
コ
ブ
ト
ラ
ン
ド
か

ら
、
更
に
大
陸
の
領
土
に
ま
で
綱
手
が
の
び
た
と
き
、
イ
ギ
り
マ
ハ
悶
ヱ
は
フ
ラ
シ
ス
と
鞍
宰
の
欣
態
に
入
る
。
こ
れ
が
二
一
三
七
作
か

ら
始
る
百
年
鞍
宰
で
あ
る
。

マ
ヘ
コ
フ
ト
ヲ
ン

F
更
に
は
フ
ラ
ン
ス
と
の
毅
宰
を
通
じ
て
、
新
し
い
君
主
槽
の
確
立
を
め
ざ
し
た
閥
主

の
意
闘
は
、
結
論
的
な
い
、
方
を
す
れ
ば
、
所
詞
「
絶
叫
剖
主
義
」
へ
の
第
一
段
階
で
あ
っ
た
叫
と
く
に
フ
ラ
Y

ス
と
の
設
予
は
、
イ
ギ

リ
ス
史
上
未
骨
有
の
、
支
配
階
部
帆
が
あ
げ
て
支
持
し
た
鞍
宰
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

こ
の
よ
う
な
ヲ
ェ

1
ル
究
、

エ
F
フ
1
F
一
二
世
の
「
絶
針
主
義
」
の
フ

ヲ
ン
は
、
外
な
ら
ぬ
貴
族
階
級
(
彼
ら
と
趨
済
的
利
害
を
と
も
に
す
る
大
特
権
的
羊
手
商
人
を
含
む
)

の
基
盤
の
上
に
企
閏
せ
ら
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
o

そ
れ
に
よ
っ
て
王
権
の
回
復
を
は
か
る
と
と
も
に
、

二
ニ
一

O
年
時
代
か
ら
始
ま
っ
た
封
建
的
領
主
経
済
の
危
機
を
も
救
う

と
い
う
意
味
に
を
い
て
緒
肢
の
成
功
が
エ

F
7
1
v
m
企
闘
を
成
功
せ
し
め
た
か
に
見
え
た
も
の
の
、
そ
の
後
半
の
治
世
に
お
い
て
も

ろ
く
も
崩
壊
挫
折
し
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
所
以
の
も
の
も
、
ま
さ
に
領
主
経
済
の
危
機
克
服
の
た
め
の
戦
宰
が
、
却
っ

て
領
主
経
神
の
危
機
生
深
刻
化
せ
し
め
、
そ
の
崩
壊
を
促
進
す
る
こ
と
と
な
り
、
戦
汎
の
悪
化
と
と
も
に
つ
い
に
は
大
貴
族
聞
の
勢
刀

宰
い
が
激
化
し
た
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
封
建
的
危
機
と
農
民
暦
の
分
解
の
中
か
ら
新
し
く
富
裕
な
農
民
が
勃
興
し
っ
、
あ
っ
た
し
、



‘ 

他
方
都
市
に
お
い
て
も
ギ
ル
ド
制
度
の
介
解
の
中
に
、
商
人
階
扱
と
生
産
者
階
扱
と
の
針
立
一
、
叉
商
人
階
扱
の
内
部
に
も
大
商
人
と
中

小
商
人
の
劃
立
、
ロ
ン
ド
ン
の
商
人
封
地
方
都
市
の
商
人
の
針
主
な
ど
複
雑
な
針
立
の
交
錯
の
う
ち
に
、
総
じ
て
所
詞
中
産
階
叡
が
全

閣
的
に
勃
興
し
つ
冶
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、

ヱ
ず
ワ

l
v
の
臨
時
宰
方
式
は
つ
ま
る
、
と
こ
ろ
、
彼
ら
の
犠
牲
の
上
に
も
く
る
ま
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
以
上
、
営
然
彼
ら
の
反
抗
と
抵
抗
と
を
招
来
し
た
の
で
あ
り
、
叉
そ
こ
に
こ
そ
エ
ド
ワ
ー
ド
の
プ
ラ
V

を
挫
折
せ
し
め
る
に

至
っ
た
根
本
的
な
原
因
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

て
位
に
つ
い
た
。
そ
し
て
鞍
宰
を
有
利
に
時
間
す
べ
く
再
び
鞍
宰
政
策
が
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
図
王
の
イ
ニ
シ
ア
ザ

l
ヴ

カ
ウ
ン
シ
ル

の
下
に
採
用
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
植
物
院
を
牛
じ
っ
て
い
た
封
建
的
貴
肢
が
起
死
回
生
の
策
と
し
て
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
し

却

高

山

W

タ
ツ
タ
λ

か
し
今
度
の
殴
争
の
た
め
の
費
用
は
、
中
産
階
較
か
ら
更
に
下
臨
閣
の
階
級
の
犠
牲
に
お
い
て
ま
か
な
わ
ん
と
し
た
(
人
頭
視
の
賦
課
)
た

め
に
、
封
建
的
軍
厭
一
に
あ
え
い
で
い
た
人
民
は
下
暦
の
ジ
ふ
ン
干
り
を
売
頭
た
ち
上
り
、
か
の
ご
一
一
八
一
年
の
未
曾
有
の
大
農
民
一
撲

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
農
民
一
授
が
奥
え
た
祉
曾
経
済
的
影
響
に
つ
レ
て
は
鮮
越
す
る
余
白
を
も
た
な
い
が
、
ゅ
J

く
と
も
首
商
の
謝
倒

戟
宰
機
親
政
策
に
闘
す
る
限
り
、
一
時
的
な
轄
棋
を
も
た
ら
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

即
ち
、
一
三
八
五
年
頃
か
ら
、
成
長
し
た
り
チ
ャ

1

下
二
世
は
貴
族
階
段
の
反
劃
に
抗
し
つ
b

闘
主
の
威
厳
を
弱
め
玉
園
に
貧
困
と

一
三
七
七
年
、

エ
下
ヲ

1
下
の
あ
と
を
つ
い
で
、
り
イ
ブ
ャ

I
F
二
世
が
僅
か
十
才
に
し

無
秩
序
と
を
も
た
ら
す
戦
争
の
継
績
に
反
劃
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

エ
ド
ワ
ー
ド
三
世
末
期
か
ら
激
し
く
な
り
つ
、
あ
っ
た
貴
族

聞
の
針
立
を
利
用

L
、
剰
え
フ
ラ
ン
ス
悶
王
や
法
王
と
和
解
同
毘
し
て
、
君
主
椿
の
回
復
を
は
か
ら
ん
と
し
た
の
で
あ
る
同
こ
れ
に
よ

「
絶
叫
副
主
義
へ
の
道
」
は
第
二
の
段
階
に
入
る
。
つ
ま
り
、
貴
族
階
級
を
図
玉
波
と
反
闘
主
振
と
の
二
況
に
は
っ
き
り
令
裂
さ

せ
、
そ
し
て
反
悶
王
棋
の
貴
族
主
、
フ
ラ
V

ス
阜
、
法
王
の
勢
力
の
援
助
を
も
え
て
集
中
攻
撃
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
王
栂
を
確
立
せ

っ
て

ん
と
す
る
方
法
で
あ
る
。
戟
宰
を
す
る
し
な
い
の
別
は
あ
る
に
し
て
も
、
叉
闘
王
に
味
方
す
る
一
部
の
貴
放
と
の
提
携
で
あ
っ
た
と
い

絶

針

主

義

へ

り

道

第
七
十
二
巻

九

第
一
践

九



紹

針

主

義

へ

白

道

第
七
十
二
巻

四
O 

第
一
一
読

四
O 

う
相
違
は
あ
っ
た
に
し
て
も
、
貴
族
階
綾
と
の
提
携
の
上
に
絶
針
主
義
が
試
み
ら
れ
た
と
い
う
点
で
は
、

エ
ド
ワ
ー
ド
の
プ
ラ
Y
と
本

質
的
に
は
相
還
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
夫
政
に
蹄
し
た
と
き
、
閣
王
自
身
王
位
を
纂
奪
さ
れ
る
し
乙
い
う
重
大
な
結
果
を
ひ
き

お
こ
し
た
。

一
=
一
九
九
年
か
ら
ラ
ン
カ
ス
グ
l
王
国
帽
の
支
配
が
始
ま
る
が
、
纂
奪
し
た
王
位
は
纂
奪
さ
れ
る
危
険
に
あ
っ
た
た
め
、

政
槽
は
極
め
て
不
安
定
の
状
態
に
あ
っ
た
c

主
椿
の
衰
微
は
そ
の
頂
点
に
達
し
、
犬
青
族
の
支
配
と
彼
ら
相
互
の
宰
覇
の
時
代
と
な

る
。
こ
冶
で
と
ら
れ
た
閥
王
の
政
策
は
、
ヱ
ド
フ
ー
ド
一
一
一
世
の
段
争
方
式
の
む
し
か
え
し
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
大
悼
の
職
場
に

お
い
て
も
豆
内
部
的
に
も
、
内
乱

ι下
か
ら
の
農
民
一
投
〔
一
回

t
O年
の
ず
ヤ
w
y

グ
、
ヶ
イ
γ
の
一
授
)
の
た
め
に
敗
れ
た
と
き
、
新
し

か
く
し
て
、

い
ヨ

1

タ
烹
槽
が
成
立
し
た
。

ヨ
ー
グ
主
椿
が
、
ヲ
Y

カ
マ
〈
グ
l
T
I
槽
更
に
は
そ
れ
以
前
の
王
構
、
と
根
本
的
に
具
石
所
以
は
、
そ
の
階
較
的
基
礎
で
あ
る
。
ラ
ン
カ

ス
グ
1
王
椿
は
崩
壊
に
瀕
し
た
封
建
領
主
、
と
り
わ
け
り
エ

l
ル
ズ
や
北
部
地
方
に
大
領
地
を
有
す
る
そ
の
地
方
の
大
封
建
領
主
の
利

車
両
を
代
表

L
て
い
た
が
、
こ
れ

r針
し
て

ヨ
ー
ク
主
椿
は
、
封
建
的
危
機
の
過
程
の
中
か
ら
成
長
し
て
き
た
中
産
階
叡
、
と
〈
に
南

東
部
の
商
業
地
帯
、
都
市
の
住
民
、
農
民
、
及
び
下
院
に
支
持
さ
れ
て
成
主
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
エ
ン
グ
ル
ス
も
か
の
「
ド

イ
ツ
農
民
戦
宰
」
の
中
で
つ
と
に
持
摘
し
て
い
る
と
と
ろ
で
あ
る
仰
、
ヱ
で
ヲ

I
F
阿
世
の
経
済
政
策
が
端
的
に
そ
の
事
賢
を
表
明
し

て
い
印
。
最
近
の
イ
ギ
リ
ス
皐
界
は
、
こ
の
よ
う
な
点
を
再
認
識
し
て

F

イ
ギ
リ
ス
の
新

L
い
君
主
制
H
絶
謝
主
政
が
ヨ
ー
ク
豆
椿
か

ら
始
ま
る
と
し
、
あ
る
意
味
で
は
む
し
ろ
へ
ン
リ

l
七
世
の
業
績
よ
り
も
高
く
許
債
せ
ん
主
す
る
傾
向
に
あ
る
咽
だ
か
ら
、
ヨ
ー
ク
主

槽
の
成
立
を
も
っ
て
絶
封
主
義
成
立
の
第
三
の
、
そ
し
て
最
後
の
段
階
と
考
え
て
い
、
で
あ
ろ
う
。

と
の
よ
う
な
階
級
的
基
礎
の
上
に
、
い
か
に
し
て
絶
封
王
椿
を
確
立
す
べ
き
か
を
政
治
の
具
体
に
即
し
て
そ
の
方
向
と
方
法
と
を
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絹

針

主

義

へ

の

遭

第
七
十
二
巻

四

第

Ol虎

同

ω
F
E
U
司
阻
止
}
闘
の
『
臣
耳
岡
田
固
め
】

B
n
Eご
同
高
E
え

T
T
Z
同
p
t
F
h』

H昌
p
u
H
吉
田
A

川
間
フ
オ
T
テ
ス
キ
ュ
ー
の
と
の
著
が
へ
ン
リ
1
七
世
に
興
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
差
L
営
り
円
号
。
同
図
。
』
し
『
印
]
洲
町
巴
町
吋
F
E
E
Z吉崎

。
『
早
内
事
主
『
E
唱。」、~『
hyh。
r
可。司、内
h
n
R
F
(斗
問
回
目
∞
同
白

ω
耳
目
a
M
)
・し『・同・」『白
E
O円
・
叫
1

怠門出。可円。里町内
EhsaRL
ロ。
E
S
2
F

H
恥
匂
句
史
邑
旬
、
を
み
よ
ω

7

ォ

1
7
1
キ
ュ
ー
と
そ
の
薯
「

4
ギ
リ
ス
統
治
論
」

の
-
プ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
。

フォ

1
一
ア
ス
キ
ュ
ー
の
生
濯
に
閲
し
て
は
、
ロ

Z
国
・
を
参
照
さ
れ
ん
こ
と
を
希
望
す
る
と
し
て
、
こ
〉
で
は
主
と
し
て
「
イ
ギ
り

ス
統
治
論
」
執
筆
に
闘
す
る
限
り
で
の
彼
の
動
向
を
さ
ぐ
っ
て
み
た
い
。
一
三
九

O
l
一
四

O
O年
の
間
に
生
れ
、
一
四
七
六
年
頃
死

ん
だ
と
さ
れ
る
ソ
ォ
?
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
そ
の
四
分
の
三
世
紀
に
亙
る
生
源
の
大
半
を
、
ラ
シ
カ
ス
グ

1
王
椿
の
た
め
に
、
主
と
し
て

主
任
裁
判
官
と
し
て
又
各
麗
の
委
員
脅
の
委
員
と
し
て
仕
え
た
忠
賓
な
役
人
で
あ
っ
た
。
-
フ
ン
カ
ス
グ
T
、

ヨ
ー
ク
の
パ
ラ
戦
宰
が
始

ま
る
や
、
法
廷
外
の
仕
事
が
忙
し
く
な
っ
た
。

一
四
六
一
年
に
は
彼
は
叶
odq宮
ロ
の
鞍
場
に
現
わ
れ
、
数
ヶ
月
後
に
は
同
三
。
ロ
主
国

E
R
o
u
o
S
に
お
い
て
ヱ
ド
ヲ

1

下
四
世
と

突
帥
現
し
た
が
、
敗
れ
て
ス
コ
ゾ
ト
ラ
ン
ド
に
逃
亡
し
た
。
そ
し
て
ヨ
ー
ク
家
の
エ
ド
ワ
ー
ド
四
世
が
王
位
に
つ
く
。
と
こ
ろ
で
ス
コ
ヴ

ト
ラ
ン
ド
に
お
い
て
彼
は
「
自
然
法
の
性
格
」
そ
の
他
王
位
機
承
問
題
に
闘
す
る
い
ろ
/
¥
な
論
文
を
書
い
て
、
秘
か
に
そ
し
て
着
々

と
ラ
ン
カ
ス
グ
1
王
樽
の
回
復
を
は
か
つ
て
い
た
が
、

一
四
六
一
二
年
三
下
ワ

1

F
四
世
は
北
方
に
こ
れ
を
遠
征
し
た
た
め
、
彼
は
マ

1

ガ

レ

ト
女
王
及
び
王
子
エ
ず
フ
ー
ド
と
と
も
に
海
を
渡
っ
て
フ
ラ
ン
グ
1
ス
及
び
フ
ラ
ン
ス
に
亡
命
し
た
。
そ
の
と
き
品
川
閣
王
ヘ
ン

り
l
h
ハ
世
は
捕
虜
と
な
っ
た
。
ヘ
ン
り
l
六
世
は
晩
年
気
狂
い
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
園
王
の
椿
力
は
事
費
上

V
1
f
V
7
ト
女
王
の



干
に
あ
っ
た
か
ら
、

ラ
Y

カ
ス
グ
1
祇
の
望
み
は
女
五
と
そ
の
王
子
の
中
に
あ
っ
た
。
犬
胞
に
お
け
る
亡
命
は
一
四
七
一
年
ま
で
つ

V

く
が
、
そ
の
閥
、
フ
ォ
!
子
ス
キ
ュ
ー
は
か
の
有
名
な
「
イ
ギ
リ
ス
法
の
讃
美
し
を
は
じ
め
、
王
位
復
蹄
後
の
ラ
ン
カ
λ

グ
1
政
府

の
た
め
に
、
そ
の
政
治
的
地
位
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
す
る
「
究
書
」
を
執
筆
し
た
り
、
又
彼
自
身
主
子
エ
ド
フ
ー
ド
の
敬
育
に
常
っ
た

り
L
て、

ヲ
ン
カ
ス
グ

1
政
府
に
中
山
誠
を
つ
く
し
て
い
た
。

一
方
ヨ
ー
ク
政
府
内
部
に
一
四
六
八
、
六
九
年
、
占
ツ
オ
ー
ク
ィ
ッ
ク
の
叛

乱
が
起
り
、
彼
は
敗
れ
て
同
じ
く
フ
ラ

y
λ

に
亡
命
し
て
き
た
が
、
そ
こ
で
彼
は
マ

l
ガ
レ
ッ

1
女
王
の
ラ
ン
カ
ス
グ
1
訴
と
和
解
し

提
携
し
た
。
こ
う
し
て
一
四
七

O
年
の
秋
、
ヲ
ォ
l
ク
ィ
フ
ク
と
ラ
ン
カ
ス
グ
1

一
一
棋
は
イ
ギ
リ
ス
に
侵
入
し
、

ロ
ン

F
Y
に
侵
入

エ
ド
ワ
ー
ド
四
世
は
抵
抗
し
き
れ
ず
ネ
1
ヂ
ル
ラ
ン
ド
に
逃
れ

ι。
ク
ォ

1
ク
ィ
ッ
ク
は
へ

Y

リ
1
六
世
を
ロ
ン
ド
ン
塔
か

ら
救
い
出
し
て
閣
主
の
復
位
が
行
わ
れ
た
が
、
ウ
オ
ー
ク
ィ
ッ
ク
は
事
賓
上
の
閥
主
で
あ
っ
た
。
こ
〉
に
お
い
て
一
四
七
一
年
春
、
フ

ォ
l
一
ア
ス
キ
ュ
ー
は
女
王
と
そ
の
王
子
と
と
も
に
イ
ギ
リ
ス
に
蹄
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
が
イ
ギ
リ
ス
に
上
陸
し

し
た
が

た
日
は
、
不
幸
に
も
、
プ
ル

r
ン
ヂ
ィ
会
の
援
助
を
え
て
再
び
イ
ギ
U

ス
に
侵
入
し
た
エ
ド
ワ
ー
ド
四
世
が
国
司
ロ
耳
の
戦
い
で
ク
ォ

ー
ウ
イ
ツ
ク
を
破
り
、
役
が
戦
死
し
た
日
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
一

F
月
後
、

フォ・
1
テ
入
キ
品
l
は
同
，
od司
『

E
F号
〕
『
の
鞍
い
で
捕

虜
に
な
り
、
王
子
ヱ
ド
ワ
ド
は
殺
害
せ
ら
れ
た
。
や
が
て
ヘ
ン
り

1
六
世
も
死
に
、
こ
、
に
全
く
ラ
ン
カ
ス
グ
1
探
の
笠
み
は
紹
た

れ
て
し
ま
っ
た
と
問
時
に
、
新
し
い
ョ
l
ク
王
槽
が
確
立
さ
れ
、
時
代
の
再
回
が
は
っ
き
り
と
印
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

い
ま
や
‘
フ
ォ

l
テ
ス
キ
ュ
ー
は
今
日
の
一
言
葉
で
い
え
ば
「
戟
畢
責
任
者
」
で
あ
り
「
鞍
争
引
罪
人
」
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
‘
征
服
者

エ
F
ワ
1
下
四
世
の
仁
慈
を
う
け
る
以
外
、
忠
誠
な
ヲ
ン
カ
ス
グ
l
恨
の
ア
ォ

1
テ
ス
キ
ュ
の
ま
え
に
は
何
も
浅
さ
れ
て
い
な
か
っ

カ
ウ
ン
シ
L
V

た
。
そ
う
し
て
彼
は
ゆ
る
さ
れ
て
、
園
王
の
植
抑
制
院
の
メ
ム
パ
ー
と
な
り
、
や
が
て
一
四
七
三
年
に
は
公
槽
喪
失
の
解
除
と
そ
の
所
領
の

回
復
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
代
償
唱
と
し
て
以
前
彼
が
書
い
た
闘
王
エ

γ
ヲ
7
ド
の
王
位
に
反
封
す
る
論

X
の
瑛
謬
を
認
め

紹

割

主

義

へ

の

道

第
七
十
二
巻

四

第
一
挽

四



栢

針

主

義

へ

の

道

第
七
十
二
省

四
回

第
一
読

四
国

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
叉
恐
ら
く
は
こ
の
頃
書
か
れ
た
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
の
が
、

モ
ナ
ル
キ
ア

「
イ
ギ
り
ス
統
治
論
」
別
名
「
君
主
論
」
で

あ
る
。
即
ち
こ
、
に
は
、

ラ
ン
カ
勺
ハ
グ

1
時
代
の
苦
い
経
験
の
反
省
と
そ
れ
を
克
服
す
べ
き
道
が
一
ホ
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
フ
ラ
シ

ス
亡
命
中
に
え
た
知
識
を
も
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
と
イ
ギ
り
ス
の
王
制
を
比
較
制
度
的
に
取
扱
い
、
イ
ギ
ザ
ス
玉
制
の
鞭
美
と
自
己
反
省

を
訟
い
て
い
る
点
は
、
彼
の
晩
年
の
大
作
と
し
て
必
ず
し
も
エ
ド
ワ
ー
ド
に
へ
つ
ら
っ
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ラ

ン
カ
λ

グ
l
時
代
に
彼
が
な
さ
ん
と
し
て
呆
し
え
な
か
っ
た
も
の
を
エ
下
ワ

l
下
に
捧
げ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
時
代

の
碍
回
、

つ
ま
り
封
建
的
領
主
支
配
の
崩
壊
と
中
産
階
綾
の
未
来
を
確
信
し
た
も
の
こ
そ
、
彼
の
「
イ
ギ
リ
ス
統
治
論
」
で
は
な
か
っ

た
で
あ
る
う
か
。
こ
の
点
に
闘
し
で
は
後
程
叉
ふ
れ
た
い
と
思
う
。

、
と
こ
ろ
で
「
イ
ギ
ザ
ス
統
治
論
」
の
テ
キ
ス
干
に
つ
い
て
一
言

L
た
い
の
か
の
「
イ
ギ
リ
ス
法
の
讃
美
」
は
早
く
か
ら
印
刷
に
附
さ

れ
て
庚
く
知
ら
れ
て
い
た
が
、
「
イ
ギ
リ
λ

統
治
論
」
が
最
初
に
フ
リ
ー
ト
さ
れ
た
の
は
一
七
一
四
年
の
こ
と
で
あ
る
o

編
者
は
フ
ォ

ー
テ
λ

キ
a

l
の
子
孫
の
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ

1
子
人
キ
ュ

1

・
ォ
1
ラ
ン
ず
で
あ
る
。
因
み
に
そ
の
第
二
版
は
一
七
一
九
年
に
出
た
。
さ

て
編
者
オ
1

ラ
ン
ず
に
よ
れ
ば
、
彼
は
こ
の
害
の
原
稿
を
才
ッ
ク
ス
フ
ォ
ド
の
ボ
ド
レ
イ
文
庫
の
中
の

印
。
}
己
め
ロ
ロ
向
印
印
・

の
中
か

ら
見
出
し
た
。
そ
し
て
他
空
二
つ
の
拷
本
と
そ
れ
を
校
合
し
て
そ
の
潟
し
を
作
っ
た
。
そ
の
三
つ
の
宥
本
と
い
う
の
は
、
二
つ
は
同
じ

ポ
ド
レ
イ
文
庫
の
中
の
〉

R
E比
ω
F
D司

F

E且
及
び
印
弓
問
。
P
巴
E

U
日間

U『
の
云
印
印
・
中
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は

コ
ッ
ト
ン
文
庫
の
中
か
ら
見
出
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
っ
て
い
る
n

そ
れ
以
後
十
九
世
紀
の
絡
り
頃
に
な
っ
て
、
プ
ラ
ム

γ

l
の
編
纂
本
が
一
八
八
五
年
に
出
た
の
ォ
l

ラ
ン
ド
の
編
本
が
そ
の
グ
イ
ト

ル
を
「
絶
劃
王
政
と
制
限
王
政
と
の
差
異
」

〔吋
F
m
w
U出向
2

0

ロ
n
o
v
E語、
0
0
ロ
〉
σ
m
o
E官

hw
ロ且

E
E凶
作
旦
冨
。
ロ
円
nvu、
)
と
し
て
い
た
の



に
封
し
、
プ
ヲ
ム
マ
ー
の
方
は
「
イ
平
り
ス
統
治
論
」

(斗
E
O

の
0
4
0
2
同山口
n
m
。
同
開
口
同
一
山
口
己
)

と
な
っ
で
い
る
。

オ

l
ラ
ン
ド
版
は

そ
の
初
版
本
が
神
戸
犬
皐
附
属
聞
書
館
に
蔵
せ
ら
れ
、
宮
下
孝
吉
敬
授
と
奥
田
秋
夫
氏
の
好
意
に
よ
っ
て
閤
喧
の
秘
舎
を
興
え
ら
れ
た

が
、
プ
ラ
ム
マ
1
版
は
い
ま
だ
残
念
な
が
ら
み
る
機
曾
を
も
た
な
い
。
し
か
し
吋
旦
〈
耳
宮
口
富
田
姐
で
は
そ
の
タ
イ
ト
凡
が
=
印
可

』
。
『
ロ
司
O
円
件
。
問
。
ロ
「
向
。
ロ
品
目
。
。
ぐ
OM1
ロ
凶
固
め
話
。
同
開
ロ
国

E
ロ

ι=
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
恐
ら
〆
へ
こ
れ
か
ら
と
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。
こ
の
グ
イ
ト
ル
の
方
が
本
の
内
容
か
ら
い
え
ば
よ
り
趨
切
で
あ
る
。
そ
の
他
、
ド
イ
ツ
詩
の
醗
識
が
巧
a
H
M
m
w
E
唱
に
よ
っ
て

出
さ
れ
て
い
る
が
、
未
見
の
た
め
詳
し
い
こ
と
は
分
ら
な
い
。

こ
り
よ
う
に
、
傑
れ
た
ブ
ラ
ム
マ

1
版
も
も
た
ず
、
そ
の
他
数
多
い
研
究
参
考
文
献
も
殆
正
参
照
で
き
ず
、
専
ら
ォ
l

ラ
ン
ド
の
古

い
版
本
を
積
り
に
フ

ー
テ
ス
キ
ュ
ー
を
論
ず
る
こ
と
は
、
不
充
介
ど
こ
ろ
か
児
戯
に
ひ
と
し
い
と
の
非
難
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
モ

の
非
難
を
呉
々
も
承
知
し
な
が
ら
、
品
川
且
こ
、
に
そ
の
招
介
と
試
論
と
を
試
み
ん
と
す
る
所
以
の
も
の
は
、
正
口
悶
で
は
フ
方
ー
テ
ス
キ

ュ
ー
に
開
し
て
は
殆
ど
何
も
知
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
、
た
ョ
そ
れ
だ
け
の
理
由
に
も
と
J
!
く
と
い
っ
て
よ
い
。
況
ん
や
、
そ
れ
が
イ

ギ
リ
ス
絶
封
主
義
研
究
に
と
っ
て
最
重
要
文
献
た
る
に
お
レ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
試
論
も
あ
な
が
ち
無
益
な
こ
と
で
は
な
い
と
私
考
す

る
か
ら
で
あ
る
。

「
ィ
ギ

p
z
統
治
論
」
に
お
け
る
絶
叫
副
主
義
へ
の
方
策
と
そ
の
意
義

役
は
君
主
槽
確
立
の
た
め
の
方
策
を
一
ホ
す
前
提
と
し
て
、
現
欣
の
分
析
か
ら
始
め
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
イ
ギ
リ
ス
は
フ
ラ
ン
ス
よ

り
も
優
れ
た
政
治
形
践
を
も
っ
て
い
る
。

一
言
で
い
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
は

「
政
治
的
且
王
政
閥
家
」

(口。
E
E
E
E
句。ロ↓門戸内リロ同
H

O

H

問
。
宮
町
)
で
あ
る
の
に
針

L

フ
ラ
Y

ス
は
「
阜
な
る
王
政
閥
家
」

(巴。
E
E
E自
問
。
岡
山
宮
古
口
言
自
)

で
あ
る
。
即
ち
イ
ギ
り
ス
の
閣

絡

調

主

義

へ

の

遭

第
七
十
二
巻

四
五

第
一
読

四
五



絶

叫

到

主

義

へ

の

道

第
七
l
三
盆

四
ノ、

第
一
一
読

四六一

王
は
、
議
合
で
興
え
ら
れ
る
全
閥
民
の
同
意
が
な
け
れ
ば
、
法
を
作
っ
た
り
制
捜
直
し
た
り
、
叉
租
税
を
謀
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

リ

t
&
T
F・
モ
ナ
苓

所
前
「
制
限
王
政
」
で
あ
る
の
に
射
し
、
フ
ラ
Y

ス
千
一
は
、
悶
王
の
表
意
の
ま
〉
に
訣
が
つ
く
ら
れ
、
課
税
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の

ア
ア
ゾ
州
『
ト
・
モ
ナ

i

そ

り

「
絶
到
王
政
」
が
行
わ
わ
て
い
る
o

も
っ
と
も
ア
ラ
Y

ス
と
い
え
と
も
、
以
前
は
三
部
曾
の
同
意
な
く
し
て
租
税
そ
の
他
の
賦
謀
を

徴
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
と
の
肢
宇
に
よ
っ
て
闘
土
防
街
の
た
め
に
多
大
の
資
金
を
も
っ
必
要
が
起
っ
た
と

き
、
フ
ラ
Y

ス
悶
王
は
三
都
合
の
同
意
な
し
に
一
般
人
民
に
封
し
て
、
敢
て
租
税
そ
の
他
の
賦
課
を
織
す
る
こ
と
を
決
心
し
た
。
し
か

L
貴
肱
に
劉

L
て
は
謀
叛
を
怖
れ
て
課
税
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
綻
っ
て
一
般
人
民
に
犬
き
な
負
措
が
か
〉
っ
た
の
で
あ
る
が
、
彼

ち
は
不
平
を
い
っ
た
が
反
乱
を
起
す
と
と
は
め
っ
た
に
な
か
っ
た
。
か
く
て
闘
王
は
そ
れ
以
来
毎
年
彼
ら
に
、
彼
ら
が
も
は
や
生
活
で

き
な
い
程

r
負
第
化
L
、
破
滅
に
頻
す
る
仕
ど
の
賦
謀
止
を
謀

L
、
叉
そ
れ
す
増
額
し
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
て
フ
ラ
ン
ス
紹
謝
王
政
は

成
立
し
た
c

と
と
ろ
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
制
限
王
政
」
が
フ
ラ
ン
ス
の
「
絶
封
王
政
」
よ
り
も
優
れ
て
い
る
こ
と
は
、
調
園
の
庶
民
の
生
指
紋
態

ー
と
岡
家
快
践
を
比
べ
て
み
れ
ば
自
ら
明
か
で
あ
る
と
し
て
彼
は
誓
い
て
い
る
。
即
ち
「
粍
謝
王
政
」
下
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
「
人
々
は

ガ
E
メ
ン
ト

ラ
イ
婆
で
予
き
た
褐
色
の
バ

Y
4
ぃ
水
を
飲
み
、
:
・
着
物
は
毛
織
物
を
着
用
せ
ず
、
長
上
衣
の
下
に
ズ
ッ
ク
で
と
し
ら
え
た
号
。
昨
と

呼
ば
れ
る
貧
弱
な
コ
ー
ト
を
着
る
に
す
ぎ
ず
・
女
子
供
は
裸
足
で
歩
い
て
い
る
。
彼
ら
は
そ
う
す
る
よ
り
外
に
生
き
る
こ
と
が
で
き

た
い
の
で
あ
る
。
」

μ
い
か
ら
「
被
ら
は
戦
う
と
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
、
叉
王
闘
を
防
衛
で
き
な
い
程
役
に
立
た
な
く
な
り
哀
与
え
て
し
ま

っ
た
。
役
ら
は
武
器
告
も
た
な
い
し
、
叉
武
器
を
買
う
金
も
も
た
な
レ
。

か
く
て
フ
ラ
ン
ス
図
一
王
は
彼
の
貴
族
以
外
に
、

王
図
を

防
衛
す
る
と
と
の
で
台
一
る
彼
の
人
民
の
軍
隊
を
も
た
な
い
L

か
ら
、
外
闘
の
傭
兵
に
煩
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
謝
し
て
‘
「
あ

り
が
?
い

t
と
に
は
、
イ
ギ
り
一
〈
は
よ
り
よ
き
訟
に
よ
っ
て
治
め
ら
れ
、
従
っ
て
人
々
は
そ
の
よ
う
な
貧
困
に
も
な
い
し
、
叉
そ
の
人



格
も
傷
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
ロ
む
し
ろ
人
々
は
裕
隔
で
、
生
計
に
必
要
な
す
べ
て
を
自
然
か
ら
奥
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
彼
ら
は
力

強
い
し
、
王
闘
の
般
に
劃
し
て
よ
く
抵
抗
し
、
彼
ら
に
害
b
h
加
え
る
他
の
王
闘
を
撃
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
と
Qa

こ
の
よ
う
に
イ
ギ
り
ス
の
法
正
政
治
主
が
フ
ラ
ン
ス
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
お
り
、
強
力
な
人
民
の
軍
隊
を
も
っ
て
い
た
に
か
、
わ
ら

f
、
何
故
に
イ
ギ
リ
ス
は
大
陸
の
戟
宰
に
お
い
て
フ
ラ
シ
ス
軍
隊
に
破
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
、
と
人
あ
る
い
は
反
問
す

る
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
フ
ォ

l
子
ス
キ
ュ
ー
は
ラ

Y

カ
ス
グ
-
ー
の
金
時
代
を
通
じ
て
、
大
陸
に
お
け
る
一
時
的
な
料
か

L
い
勝
利
に

か
〉
わ
ら
ず
、
最
絡
的
に
カ
レ

1
以
外
の
領
土
を
す
べ
て
夫
っ
た
敗
戦
を
限
の
首
り
に
み
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、

「
よ
り
よ
き
法
に
よ

っ
て
治
め
ら
れ
、
貧
困
で
も
な
く
、
そ
の
人
格
も
傷
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
ト
庶
民
が
、
反
乱
を
起
し
た
か
の
子
ヤ
ツ
ク

• 

撚
を
も
、
披
自
身
裁
判
官
と
し
て
苦
い
経
験
を
も
っ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
経
験
を
も
っ
て
い
る
彼
に
し
て
、
向
且
「
制
限

ケ
イ
ド
の
一

主
政
」
の
「
結
針
王
政
」
よ
り
優
れ
て
い
る
点
を
強
調
す
る
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
更
に
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
ラ
ン
カ

ス
グ
1
時
代
の
一
小
名
容
と
秩
序
の
乱
れ
を
、
彼
は
何
に
も
と
J
3
く
も
の
し
乙

L
て
理
僻

L
て
レ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

求
ヴ
ア
テ
イ

そ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
君
主
が
「
貧
凶
し
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
彼
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
図
王
の
財
政
的
貧
困
は
負
債
を
余

儀
な
く
せ

L
め
る
が
、
負
債
に
よ
っ
て
彼
は
一
層
貧
し
く
な
り
、
つ
い
に
は
王
国
で
一
番
貧
し
い
領
主
に
な
る
に
到
る
。
か
く
て
国
王

の
「
質
問
」
は
ま
す
ま
す
閑
王
の
地
位
を
不
利
に
し
、
貧
困
化

L
、
闘
玉
の
栄
光
を
損
い
.
悶
王
の
安
杢
を
お
び
や
か
す
よ
う
に
な
る
。

即
ち
、
つ
い
に
は
「
彼
の
臣
下
は
、
そ
の
財
布
が
ん
企
つ
ぼ
の
君
主
に
従
う
よ
り
か
、
官
裕
で
彼
ら
の
費
期
を
支
掛
っ
て
く
れ
る
領
主
に

従
う
こ
と
を
欲
ず
る
で
あ
ろ
う
し
。
更
に
「
悶
玉
は
貨
幣
を
も
た
な
け
れ
ば
、
毎
年
因
。

-
t
y
r
o収
入
の
償
値
あ
る
土
地
よ
り
か
、

手
も
と
に
一

0
0ポ
シ

V
を
も
た
ん
と

L
て
、
そ
の
所
領
を
進
ん
で
手
離
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
ロ
そ
の
結
果
は
、
彼
の
牧

入
の
減
少
と
彼
の
王
闘
の
人
口
の
減
少
を
も
た
ら
す
パ
〕
G

と
も
か
く
、
「
貧
困
な
君
主
の
も
と
で
柴
え
た
王
閣
は
一
つ
も
な
い
」
ひ
と
彼

結

針

主

義

へ

の

道

第
七
十
二
巻

四
七

第
一
規

四
七
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四
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r;r 
入

は
断
言
し
て
い
る
。

と
〉
に
お
い
て
闘
王
の
財
政
の
建
て
直
し
と
、
富
裕
化
を
は
か
る
こ
と
こ
そ
、
彼
の
改
革
案
の
第
一
の
中
心
課
題
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
「
フ
ラ
ン
ス
の
人
民
が
、
吾
々
が
閥
王
に
射
し
て
二
年
同
に
支
持
っ
て
い
る
も
の
よ
り
も
も
っ
と
多
く
の
も
の

を
一
年
間
に
支
挽
っ
て
い
る
」
よ
う
に
、
人
民
に
封
ず
る
課
税
を
強
化
す
る
こ

E
が
必
要
で
あ
ろ
う
か
。
い
な
。
そ
れ
は
「
闘
王
が
彼

タ
イ
一
プ
ン
ト
乃

の
王
閣
を
、
役
の
人
民
の
た
め
に
で
は
な
く
、
単
に
彼
自
身
の
利
益
の
た
め
に
支
配
す
る
暴
君
」
の
道
で
あ
る
。
確
か
に
、
「
フ
ラ
ン

ス
園
王
の
牧
入
は
菩
が
閥
主
の
収
入
よ
り
も
は
る
か
に
多
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
圧
し
く
え
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
従
っ
て
フ
ラ

Y

ス

の
同
力
は
そ
の
た
め
に
殆
ど
破
壊
せ
ら
れ
ん
と
し
て
い
る
」
。
「
こ
り
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
闘
の
君
主
の
牧
入
は
そ
の
よ
う
な
方

司

法
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
」
と
。
そ
れ
で
は
、
い
か
な
る
財
政
改
革
案
を
-
子
七
う
と
い
う
の
で
あ
る
か
。

ー
に
よ
れ
ば
、
悶
主
の
毎
年
の
主
日
に
は
、
通
常
経
費
と
特
別
経
費
と
が
あ
る
。
通
常
経
費
は
こ
れ
を
避
け
る
こ

フ
ォ

1
テ
ス
キ
ュ

と
が
で
き
な
い
か
ら
、
そ
の
た
め
の
支
揃
い
に
底
ず
る
収
入
を
も
っ
必
要
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
岡
王
の
一
世
常
経
費
と
は
、
先
ず
家
政
の

た
め
の
費
用
、
第
二
に
閣
王
の
大
官
、
宮
廷
、
植
明
院
、
庭
園
、
そ
の
他
召
使
い
の
俸
給
支
揃
い
の
た
め
の
費
用
、
第
三
に
は
、
漣
境

地
方
の
維
持
の
た
め
の
費
用
、
カ

V

!
の
維
持
費
、
そ
の
他
閥
王
の
城
砦
の
た
め
の
そ
れ
E
あ
る
o

海
上
の
維
持
は
、
ト
ン
税
ボ
ン
ド

杭
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
る
か
ら
こ
〉
に
は
含
ま
れ
な
い
句
他
ト
刀
、
特
別
経
費
と
し
て
は
、
使
節
波
法
費
。
外
闘
の
使
怖
の
接
待
費
。

プ
レ
イ
ト

功
持
あ
り
し
奉
仕
者
に
封
す
る
報
償
費
。
王
宮
の
た
め
の
設
備
o

賓
石
や
食
器
類
ス
干
ツ
ク
の
た
め
の
費
用
。
裁
判
官
の
特
別
の
委
員

曾
の
た
め
の
費
用
。
治
安
k
r
h
義
の
維
持
の
た
め
の
そ
れ
。
悶
王
の
巡
幸
費
o

不
測
の
侵
略
を
要
撃
す
る
た
め
の
費
用
な
ど
が
あ
げ
ら

れ
る
。と

と
ろ
で
、

「
関
王
が
彼
の
通
常
経
費
の
た
め
巳
割
営
て
ら
れ
る
べ
き
充
令
な
牧
入
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
」
炉
、
も
し



同
王
が
そ
の
た
め
の
充
分
な
牧
入
を
も
っ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
閣
民
は
問
問
王
の
身
分
と
威
光
に
必
要
な
全
ゆ
る
事
柄
に
お
い
て
、
関
玉

を
支
援
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
岡
王
は
鼠
に
主
権
者
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
公
僕
H
H
「
神
の
召
使
い
の
召
使
い
」
で
あ

る
。
こ
の
志
味
に
お
レ
て
、
国
王
の
特
別
経
費
出
重
要
な
意
味
を
も
っ
。
己
、
〉
に
お
い
て
も
フ
ォ
1
一
ア
ス
キ
ュ
ー
は
、
同
王
は
自
令
自

日
『
ド

「
園
王
は
そ
の
特
別
経
費
の
た
め
に
、
彼
の
最
大
の
貴
族
の

身
。
牧
入
で
生
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
原
則
を
貫
く
。
だ
か
ら
、

二
倍
以
上
の
牧
入
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
。
何
故
な
ら
、
も
し
関
王
が
そ
れ
だ
け
の
牧
入
を
も
た
な
い
と
き
は
、
大
貴
肢
は
何

ら
閥
王
の
如
き
通
常
の
叉
特
別
の
支
山
を
も
た
な
い
か
ら
、
彼
は
閥
主
よ
り
も
よ
り
多
く
消
費
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
従
っ
て
彼
は

ま
す
ま
す
勢
力
を
増
大
し
て
ゆ
く
。
臣
下
に
し
て
閣
王
の
二
倍
の
勢
力
を
も
つ
よ
う
に
な
れ
ば
、
つ
い
に
は
彼
は
叛
乱
を
起
す
。
そ
う

却

す
る
と
、
人
民
は
彼
ら
に
多
く
の
報
酬
を
く
れ
る
と
こ
ろ
の
彼
の
大
貴
放
に
従
っ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
問
題
は
ど
う
す
れ
ば
、
関
主
に
必
要
な
そ
れ
だ
け
の
牧
入
が
え
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
イ
ギ
り
ス
圏
玉

は
、
王
闘
の
五
分
の
一
の
土
地
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
浪
牧
さ
れ
た
所
領
の
貴
肢
へ
の
返
還
に
よ
っ
て
、
叉
世
襲
財
産

と
か
そ
の
他
園
王
が
合
理
的
で
あ
る
と
考
え
た
名
目
の
も
と
に
、
あ
る
い
は
、
園
玉
の
奉
仕
者
に
劃
す
る
贈
具
に
よ
っ
て
、
叉
国
王
の

兄
弟
や
息
了
た
ち
の
た
め
の
予
備
、
そ
の
他
執
劫
な
請
願
者
へ
の
グ
ラ
ン
ト
に
よ
っ
て
、
図
王
の
土
地
は
減
少
の
一
途
を
辿
っ
て
き

た
。
そ
れ
は
ヱ
ド
ヲ

1
F
一
一
世
以
来
ラ
ン
カ
ス
グ

l
時
代
を
通
じ
て
い
ち
じ
る
し
い
現
象
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
旨
に
と
そ
閑
王

の
収
入
の
減
少
、
威
骸
の
失
墜
、
大
貴
族
の
践
属
の
原
因
が
あ
る
と
フ
ォ

1
テ

y

キ
ュ
ー
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
闘
玉
が
貴

族
た
ち
に
余
り
に
も
し
ば
し
ば
手
離
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
閥
王
所
有
の
土
地
譲
渡
の

r
ラ
ン
ト
の
す
べ
て
を
取
消
し
て
、
土
地
を
回

牧
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
も
将
来
再
び
そ
れ
ら
の
土
地
を
手
離
さ
な
く
て
も
よ
い
よ
う
に
、
盟
賞
に
は
貨
幣
や
役
職
や
一
代
限
り
の4

 

報
償

l
つ
ま
り
彼
が
死
ね
ば
直
ち
に
圏
王
に
返
還
さ
れ
る
よ
う
な
ー
で
も
っ
て
む
く
い
る
べ
き
で
あ
ろ
う
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

杷

組

問
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し
か
し
こ
れ
は
一
大
事
業
で
あ
る
。
阜
に
閣
王
一
人
の
力
で
は
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
、

「
議
舎
」
と
「
庶
民
」
と
「
植
野
院
」
と
の

協
力
の
も
と
に
は
じ
め
て
達
成
さ
れ
る
事
柄
で
あ
る
。
即
ち
、
「
議
合
同
の
法
に
よ
っ
て
一
般
的
な
土
地
図
牧
が
決
定
さ
れ
る
」
と
同
時

ザ

プ

シ

一

ず

4

カ
ウ
ン
シ
ル

に
、
「
同
じ
議
舎
に
お
い
て
、
そ
の
た
め
の
臨
時
直
接
税
が
圏
王
に
承
認
さ
れ
」
、
そ
れ
で
も
っ
て
「
園
主
は
極
密
院
の
忠
言
に
も
と

子
い
て
、
報
償
に
値
す
る
人
に
む
く
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
凶
と
こ
ろ
が
、
植
密
院
に
問
題
が
あ
る
。
従
来
あ
る
い

は
今
日
み
る
が
如
き
、
「
園
王
の
仕
事
の
た
め
よ
り
か
自
分
自
身
の
利
益
の
た
め
に
専
心
し
が
ち
な
大
貴
族
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
」

植
腎
院
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
国
王
の
改
革
事
業
は
達
成
さ
れ
な
い
。
だ
か
ら
一
般
的
な
土
地
回
牧
が
行
わ
れ
る
ま
え
に
、
「
名

春
あ
る
極
特
院
」
の
確
立
が
必
要
で
あ
る
と
の
ベ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
彼
の
玉
槽
確
立
の
方
途
は
、
さ
き
の
財
政
改
革
案
と
並
ん

で
第
一
一
の
軍
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

フ
ォ

1
テ
ス
キ
品

1
の
王
室
財
政
改
革
案
は
、
要
す
る
に
園
王
の
財
産
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
.
同
時
に
貴
族
の
物
質
的
勢
力

を
弱
め
る
方
策
で
あ
っ
た
(
因
み
に
、
エ

F
ワ
ー
ド
三
世
の
職
寧
方
式
に
よ
る
絶
軒
主
義
へ
の
道
は
、
国
王
の
財
謹
を
増
加
さ
せ
る
方
法
が
同
時
に
又

貴
族
の
勢
力
を
も
強
化
せ
し
め
る
道
で
あ
っ
た
)
が
、
植
栴
院
の
改
革
案
は
、
封
建
貴
族
の
政
治
的
勢
力
を
抑
摩
す
る
直
接
的
手
段
と
み
な

さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
彼
は
王
槽
の
確
立
H
絶
封
主
義
へ
の
道
を
封
建
的
貴
族
の
弱
体
化
の
方
策
の
な
か
に
見

出
し
て
い
る
こ
左
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
予
は
、
封
建
的
貴
族
に
代
っ
て
絶
謝
主
権
を
支
え
、
関
王
の
植
機
に
多
奥
す
る
と
と
も
に
行

政
司
法
の
主
体
ー
と
な
る
階
居
を
役
は
ど
こ
に
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
新
し
い
玉
樺
を
支
え
る
も
の
と
し
て
彼
は

ヲ

そ

ン

ズ

ヲ

モ

シ

4
A

「
庶
民
暦
」
を
考
え
て
い
た
こ
〉
一
は
先
に
も
の
ベ
た
去
こ
ろ
で
あ
る
o

「
庶
民
居
」
が
王
構
の
基
盤
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
彼
ら
が
宜

ち
に
王
槽
の
財
政
的
、
物
質
的
負
権
者
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
、
戟
時
の
特
別
の
場
合
を
除
き
彼
ら
に

何
ら
課
税
す
る
と
と
な
く
、
闘
王
は
自
分
自
身
の
収
入
で
生
活
し
て
ゆ
く
と
と
、
い
〉
か
え
れ
ば
、
「
庶
民
屠
」
を
富
裕
な
ら
し
め



る
こ
と
が
同
時
に
王
械
の
基
礎
を
確
同
な
ら
し
め
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、

る
?
し
か
ら
ば
、

m
m
v
p
J
F
T
改
革
案
の
中
に
お
い
て
も
、
彼
ら
は
封
建
的
貴
践
に
と
っ
て
代
る
べ
き
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
か

彼
ら
が
絶
針
王
摺
の
基
盤
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ

ど
う
か
。
こ
の
点
に
菩
々
の
関
心
が
集
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

主
こ
ろ
で
、
植
特
院
が
改
革
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
、

フォ

1
テ
ス
キ
ュ
ー
も
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
極
斡
院
が
大
封
建

貴
族
に
よ
っ
て
掌
握
せ
ら
れ
、
本
来
の
悶
王
の
仕
事
の
た
め
よ
り
か
彼
ら
白
身
の
利
袋
の
み
が
と
か
く
追
求
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
た
め

で
あ
る
。
モ
も
そ
も
、
ノ
ル
マ
ン
柾
服
以
来
園
玉
の
植
栴
院
が
い
か
な
る
遁
涯
を
へ
て
の
耳
目
凶
問
。
間
町
か
ら
分
化
賞
展
し
て
き
た
か

と
い
う
こ
と
は
問
わ
ず
に
お
く
と
し
て
、
そ
れ
の
民
の
歴
史
は
へ
ン
リ

l
三
世
の
幼
少
時
代
か
ら
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ

が
太
貴
族
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
て
彼
ら
の
槽
力
機
関
と
な
る
の
は
、
り
ヴ
ャ

1
ド
二
世
の
幼
少
時
代
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ラ
ン
カ
ス

ア
リ
ス
ト
タ
フ
ヂ
ツ
タ
・
ウ
シ
シ

μ

グ

1
時
代
と
く
に
ヘ
シ
り
1
六
世
の
幼
少
時
代
に
は
、
彼
ら
は
万
能
と
な
り
「
貴
族
的
植
樹
院
」
の
黄
金
時
代
を
現
出
す
る
。
彼

ら
は
葉
大
な
俸
給
を
食
っ
た
ば
か
り
か
、
更
に
莫
大
な
賜
物
や
賄
賂
を
集
中
し
た
。
か
う
し
て
、
行
政
上
の
仕
事
の
た
め
の
恒
常
的
な

合
議
の
外
花
、
謂
願
を
受
理
し
、
訴
訟
を
聴
取
す
る
た
め
の
補
捌
的
な
定
期
的
脅
議
を
も
っ
て
い
た
権
時
折
院
は
、
閣
王
へ
の
進
言
、
そ

の
決
裁
の
施
行
、
同
玉
の
司
法
的
上
告
的
槽
力
の
分
前
に
興
る
な
ど
、
そ
の
機
能
は
賢
際
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
大
な
も
の

と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
様
相
院
の
貴
肢
の
専
制
的
支
配
に
封

L
、
議
曾
が
何
ら
の
反
抗
を
示
さ
な
か
っ
た
と
思
え
な
い
。
事
費
、
へ

V

リ

J

ハ
世
時
代
に
は
一
時
議
脅
は
、
極
相
院
の
メ
ム
パ
ー
の
指
名
権
を
獲
得
し
、
そ
れ
が
近
代
の
内
閣
制
度
の
起
源
に
な
っ
た
と
い

わ
れ
る
よ
う
な
エ
ば
ソ

1
い
も
あ
っ
た
が
、
一
四
三
七
什
以
後
は
再
び
そ
の
指
名
樽
も
杢
〈
函
王
の
手
に
か
え
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ

か
均
も
こ
の
妖
態
を
救
う
た
め
の
努
刀
が
な
さ
れ
は
し
た
が
、
伺
ら
の
効
果
も
な
い
ま
〉
に
ヨ

1
ク
王
朝
の
時
代
を
迎
え
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
い
ま
や
フ
ォ

I
テ
ヌ
キ
ュ
ー
は
、
王
権
を
こ
れ
ら
の
貴
族
的
支
配
か
ら
解
放
し
確
立
す
る
た
め
に
、
植
絡
院
の
改
革
を
提

幅
削
針
主
義
へ
の
道

第
七
十
二
巻

王

第
一
一
瞬

五



結

期

主

義

へ

の

遭

第
七
卜
一
一
巻

五

関

説

五

唱
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
と
で
先
ず
袖
が
第
一
に
、
干
闘
の
全
ゆ
る
部
門
に
見
出
さ
れ
る
ー
も
っ
と
も
賢
明
に
し
て
、
も
っ
と
も
好
意
的
な
人
物
の
な
か
か

ら
、
世
俗
界
及
び
精
神
界
か
ら
各
十
一
一
人
の
願
問
官
を
選
ぶ
こ
土
、
そ
し
て
彼
ら
は
悶
王
青
補
佐
す
る
こ
と
を
宣
誓
す
る
こ
と
、
と
〈

的
事
情
を
願
る
と
き
極
め
て
首
抽
出
の
と
と
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

r悶
王
以
外
の
い
か
な
る
も
の
か
ら
も
心
附
や
衣
服
や
報
酬
を
貰
つ
て
は
な
ら
な
い
と
と
宇
卑
げ
て
い
る
こ
と
は
、
以
上
の
ベ
た
麗
史

「
こ
れ
ら
二
イ
四
人
の
人
々
は
彼
ら
に
何
か
欠
点
が
見
出
さ
れ
る

に
非
さ
れ
ば
、
あ
る
い
は
悶
王
が
彼
ら
の
多
数
の
忠
昔
に
よ
っ
て
彼
ら
の
誰
か
を
経
え
よ
う
と
欲
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
そ
の
職
hr
奪
わ

カ
ウ
ン
シ
ラ

I

れ
る
こ
と
の
な
い
恒
久
的
な
顧
問
官
で
あ
る
」
。
そ
L
て
と
れ
ら
二
十
四
人
の
も
の
に
加
え
る
に
、
毎
年
間
王
に
よ
っ
て
、
四
人
の
宗

教
領
主
と
四
人
の
世
俗
的
領
主
主
が
一
年
の
任
期
で
選
ば
れ
る
べ
き
こ
と
を
の
ベ
て
、
貴
族
的
領
主
の
勢
力
を
抑
制
L
っ
、
そ
の
妥
協

的
虚
置
が
考
慮
せ
ら
れ
て

ρ
る
り
で
あ
る
が
、
主
任
顧
問
官
は
二
十
四
人
の
一
中
か
ら
図
王
に
よ
っ
て
任
命
什
ら
れ
る
べ
き
干
占
め
る
と
す

る。

「
一
一
十
四
人
の
願
問
官
の
俸
給
は
悶
王
に
と
っ
て
一
臆
新
し
い
大
き
な
貧
搭
に
聞
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
温
去
に
お
い
て
閥

玉
の
顧
問
官
で
あ
っ
た
大
貴
族
領
主
や
他
の
人
々
が
、
植
掛
院
へ
の
出
席
の
た
め
に
い
か
に
莫
大
な
俸
給
を
走
っ
て
い
た
か
を
老
え
れ

ば
、
二
十
四
人
の
俸
給
は
決
し
て
悶
互
に
と
っ
て
大
き
な
費
用
で
は
な
い
よ
う

r忠
わ
れ
る
」
。
と
は
い
え
フ
ォ

l
テ
ス
キ
ュ
?
は
で

込
と
る
限
り
彼
ら
の
俸
給
の
節
約
を
は
か
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
で
も
「
も
し
そ
の
俸
給
が
師
団
王
に
正
っ
て
い
へ
き
な

負
拾
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
ら
ば
、
顧
問
官
の
教
を
減
少
し
て
も
差
支
え
な
い
」
と
い
う
。

植
物
院
は
岡
家
政
策
の
全
ゆ
る
問
題
、
例
え
ば
金
銀
の
流
出
入
の
管
理
、
物
債
の
決
定
、
海
軍
の
維
持
、
法
の
修
E
、
議
曾
の
仕
事

の
た
め
の
準
備
な
と
に
参
画
す
る
が
、
フ
ォ

l

一
?
ス
キ
ュ
ー
は
選
ば
れ
た
る
賢
明
な
顧
問
官
の
政
策
に
多
大
の
期
待
を
寄
せ
て
い
る
の

チ
ヤ
V
セ
ヲ

E

ト
レ
ク
ユ
ラ

E

J

7

9
ヴ
2
4
・
シ

E
ル

で
あ
る
。
勿
論
、
彼
ら
が
望
む
と
き
に
は
、
大
臣
、
出
納
官
、
同
製
旬
書
は
曾
議
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
叉
必
要
あ
ら
ば



2
つ
タ
九
チ
エ
グ
カ

裁
判
官
、
出
納
職
の
男
簡
や
記
録
官
の
如
き
貴
族
も
亦
加
わ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
と
も
か
く
彼
は
「
貴
族
的
植
特
院
」
に
よ
っ
て

で
は
な
く
、
「
賢
者
の
植
物
院
」
に
よ
る
悶
王
の
大
槽
の
確
立
こ
そ
が
名
春
主
祭
光
へ
の
道
で
あ
り
、
且
主
閥
繁
柴
の
道
で
あ
る
と
す

図

る
。
そ
し
て
将
来
の
王
椿
の
衰
微
を
防
ぐ
方
法
、
と
し
て
、

一
た
ん
回
牧
集
中
し
た
土
地
は
再
び
譲
渡
で
き
な
い
よ
う
に
す
べ
き
あ
り
、

ク
ラ
シ
卜

功
勢
者
に
賜
物
と
し
て
手
離
さ
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
、
数
ヶ
年
の
期
間
に
わ
た
る
承
認
は
植
特
院
の
同
意
の
下
に
輿
え
ら
れ
る
べ
き

で
あ
り
、
格
身
の
賜
領
や
よ
り
大
な
る
賜
物
は
議
曾
の
同
意
に
も
主
ず
い
て
の
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
吋

以
上
の
べ
た
と
こ
ろ
が
、
「
イ
ギ
リ
ス
統
治
論
」
の
あ
ら
ま
し
の
内
容
で
あ
る
o

と
こ
ろ
で
こ
〉
に
描
げ
ら
れ
た
フ
ォ
1
テ
ス
キ
斗

ー
の
改
革
案
は
、
「
植
脅
顧
問
官
の
選
任
主
そ
の
数
の
正
確
な
規
定
を
除
け
ば
、
ヘ
ン
り

1
四
五
世
時
代
に
原
理
上
又
費
際
上
採
用

2
 

き
れ
な
か
っ
た
も
の
は
何
も
な
い
L

K
ス
グ
プ
ス
が
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
決
し
て
目
新
し
い
‘
調
創
的
な
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
確

か
で
あ
ろ
う
。
け
れ
い
と
も
問
題
は
、
改
革
案
の
内
容
や
モ
の
猪
創
性
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
が
費
際
に
賞
現
さ
れ
う
る
か
ど
う
か

主
い
う
点
に
あ
る
。
例
え
ば
岡
壬
の
士
地
問
牧
の
案
も
、
量
i
も
ち
目
さ
れ
て
ヘ
ン
り

I
四
世
に
よ
っ
て
原
則
的
に
認
め
ら
れ
た
の
で

あ
っ
た
が
、
へ

Y

り
l
六
世
時
代
に
は
全
〈
賀
行
さ
れ
え
な
か
っ
た
よ
う
に
。
何
故
に
そ
れ
が
賀
行
さ
れ
え
な
か
っ
た
り
か
‘
と
い
う
反

省
の
上
に
フ
ォ
!
テ
ス
キ
ュ
ー
の
財
政
改
革
案
並
び
に
枢
特
院
改
草
の
提
唱
が
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
車
に
表
面
的
な
翻
察
に

よ
っ
て
彼
の
「
イ
ギ
リ
ス
統
治
論
」
を
ス
グ
プ
ス
の
如
く
筒
車
に
描
沙
評
慣
し
て
し
ま
う
こ
と
は
正
し
く
な
い
と
考
え
る
。
即
ち
彼
の

改
革
案
の
基
礎
に
は
、
ラ
ン
カ
ス
グ
l
支
配
の
波
落
と
ヨ

l
ク
王
椿
の
確
立
に
よ
っ
て
一
不
さ
れ
る
が
加
き
社
合
構
遣
の
礎
化
、
ぃ
、
当
か

芳

u
d

一ス

え
れ
ば
、
封
建
的
領
主
支
聞
の
後
退
と
「
庶
民
唐
し
の
撞
頭
と
い
う
決
定
的
な
歴
史
的
批
舎
的
援
化
に
劃
す
る
確
信
が
あ
っ
た
。
だ
か

ら
そ
の
改
革
案
の
内
容
が
、
例
え
ラ
ン
カ
ス
グ
政
槽
に
よ
っ
て
企
固
さ
れ
た
と
こ
ろ
と
皮
相
的
に
は
同
じ
に
見
え
て
も
、
「
庶
民
暦
」

と
の
提
携
の
上
に
立
つ
ヨ

1
9
J
政
権
に
し
て
始
め
て
そ
の
賓
現
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
植
特
顧
問
官
の
選
任
に

栢

釘

主

義

へ

の

道

第
七
十
二
盆

五

第

鹿

主



絶
叫
剖
主
義
へ
の
道

第
七
十
一
一
巻

五
四

第
一
読

豆王

四

闘
す
る
彼
の
担
問
創
的
な
改
革
案
の
中
に
も
、
も
っ
と
も
よ
く
示
き
れ
て
い
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
即
ち
「
王
闘
の
杢
ゆ
る
部
門
に
見
出

さ
れ
る
も
っ
と
も
賢
明
に

L
て
、
も
っ
と
も
好
意
的
な
人
物
の
中
か
ら
二

4
四
人
の
間
間
宮
を
選
ぶ
こ
と
」
を
提
唱
し
て
い
る
が
、
勿

論
そ
の
中
「
は
営
然
大
封
建
貴
肢
も
含
ま
れ
る
に
は
遣
い
な
い
け
れ

E
も
、
彼
ら
に
よ
っ
て
の
み
構
成
さ
れ
る
極
斡
院
が
温
去
に
お
い

て
い
か
に
大
き
な
弊
害
を
も
た
ら
し
た
か
の
反
省
の
上
に
立
っ
て
い
る
フ
ォ

1
テ
ス
キ
ュ
ー
の
立
場
を
場
え
れ
ば
、
民
〈
庶
民
暦
の
中

か
ら
有
能
有
才
の
人
物
を
選
ぶ
べ
き
こ
と
を
提
唱
し
て
レ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
o

七
Y

こ
の
場
合
、

的
に
ど
の
よ
う
な
階
居
で
あ
っ
た
の
か
、
山
少
く
と
も
彼
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
せ
ら
れ
て
い
た
り
か
、
と
い
う
こ

「
庶
民
暦
」
、
と
い
う
の
は
具
体

と
は
検
討
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

ト

1
マス

と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
代
の
位
合
的
身
分
構
成
に
闘
し
て
は
断
片
的
な
沓
料
は
あ
る
が
、
纏
っ
た
記
述
と
し
て
は
、
ほ
Y

一
世
紀
後
の

間

μ

ス
ミ
ス
及
び
n

リ
ジ
ン
の
そ
れ
に
求
む
へ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
推
察
し
て
も
余
り
大
き
な
挟
り
を
侵
さ
な
い
で

ス
ミ
ス
と
ハ
リ
ソ
ン
の
記
遁
を
念
頭
に
お
き
つ
〉
推
察
す
る
に
、

「
庶
民
暦
」
は
議
曾
の
「
下
院
」
を
構
成

す
る
も
の
と
し
て
、
公
侯
伯
子
男
の
「
上
院
」
を
構
成
す
る
大
封
建
貴
族
に
射
し
て
、
ナ
イ
ト
、
ス
ク
フ
イ
ア
、
♂
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
、

シ
『
リ
ン
グ

都
市
の
よ
居
の
市
民
の
各
階
居
か
ら
成
る
も
の
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
品
問
、
議
曾
の
港
開
串
槽
を
も
っ
年
収
四

O
志
の
司

!
?
y
も
庚
い

意
味
で
こ
の
中
に
含
め
て
も
差
支
え
た
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
フ
ォ
I
テ
λ

キ
ュ
ー
の
場
合
に
は
、
ス
ミ
λ

が
寸
第
四
の
種
類
の
人

々
」
と
呼
ん
だ
農
業
努
働
者
や
手
工
業
者
も
含
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
ふ
し
も
あ
る
が
、
彼
品
川
}
池
宮
町
の
顧
問
官
に
推
薦
す
る
有
能

あ
ろ
う
と
信
じ
る
の
で
、

有
才
の
人
物
は
、
ナ
イ
ト
、
ス
ク
ワ
イ
ア
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
、
都
市
の
ム
唐
の
市
民
か
ら
で
あ
っ
た
に
建
い
な
い
。
事
賢
エ
ド
ヲ

l

ク
ヲ
1
タ

F
四
此
は
王
槽
を
回
復
す
る
に
つ
れ
て
、
ナ
イ
ト
、
ス
ク
ヲ
イ
ア
、
法
律
の
専
門
家
、
事
者
を
多
〈
利
用
し
、
大
貫
肢
は
去
り
利
用
L

、
、
、
、
、

ま
っ
た
と
い
わ
川
、
そ
れ
が
す
オ

1
1
;の
反
乱
の
口
貴
に
な
っ
た
事
欣
を
者
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
所
謂
三
ン
ト
リ
屠
こ



自

そ
新
し
い
玉
椎
の
基
礎
と
解
せ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
フ
ォ

1
テ
ス
キ
ュ
ー
は
地
方
政
府
の
改
革
に
つ
い
て
は
何
も
ふ
れ
て

い
な
い
が
、
そ
れ
は
恐
ら
く
中
央
政
府
の
改
革
と
中
央
に
お
け
る
王
椿
の
確
立
が
焦
眉
の
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
解
決
し
さ
え
す
れ

ば
地
方
に
お
け
る
貴
族
的
勢
力
も
亦
自
ら
排
除
さ
れ
う
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
地
方
政
府
の
改
革
が
、
ヨ
ー
ク
政
府
か
ら
チ
ュ

ー
ド
ル
政
府
に
も
ち
こ
さ
れ
た
事
賓
が
間
接
的
に
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
因
み
に
、
チ
A
l
ド
ル
地
方
政
府
の
パ
ッ
ク
ポ

1
ン

と
な
る
か
の
治
安
判
事
も
、
農
村
に
お
け
る
毛
織
物
工
業
の
組
織
者
に
し
て
、
農
業
資
本
主
義
の
推
進
者
で
あ
っ
た
ジ
エ
ン
ト
リ
及
び

ヨ
1
7
シ
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
庶
民
暦
と
く
に
ジ
品
ン
ト
り
と
の
提
組
閣
の
上
に
王
様
確
立
を
設
い
た
フ
ォ

I
子

λ

キ
ュ
ー
の

主
張
は
、
現
に
行
わ
れ
つ
〉
あ
っ
た
ェ
ド
ソ
ー
ド
の
政
策
に
理
論
的
根
擦
を
輿
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
と
も
に
、
将
来
の
王
政
の
向
う

悶

ベ
き
方
向
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ

L
て
そ
れ
が
政
治
的
に
は
、
封
建
的
権
力
の
国
王
へ
の
集
中
化
の
方
策

で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
又
そ
れ
が
ゴ

1
ク
及
び
チ
ュ

1
ド
ル
王
権
に
よ
フ
て
賢
現
せ
ら
れ
た
意
味
に
お
い
て
、
所
謂
結
封

主
義
へ
の
直
接
的
コ
ー
ス
で
あ
っ
た
。
こ
冶
に
こ
そ
彼
の
「
イ
ギ
リ
λ

統
治
論
」
が
も
っ
重
要
性
が
あ
る
と
私
考
す
る
。
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制
彼
は
い
号
、
「
一
援
の
主
な
康
因
は
人
民
が
賛
し
い
た
め
で
あ
る
」
。

"
リ
ヅ
チ

お
い
て
富
裕
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
。
戸
同
口
出
口
同

「
閤
王
に
と
っ
て
の
最
大
の
安
全
と
名
目
骨
は
、
彼
の
王
闘
が
そ
の
所
領
に

紹

針

主

義

へ

の
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第
七
十
二
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