
0
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
縣
制
の
起
源
に
つ
い
て
（
鎌
田
重
雄
）
。
　
鎌
田
氏
は
郡
と
軍
政
と
の
關
係

3
3
@
　
批
評
・
解
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
注
目
し
・
郡
は
軍
に
直
領
地
と
し
て
邊
境
に
存
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
特
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
軍
政
施
行
地
域
と
し
て
措
置
が
な
さ
れ
、
そ
れ
故
に
長
官
を
守
と
呼
ん
だ
の
で

　
　
　
　
　
東
洋
史
學
論
集
　
　
　
　
・
　
　
あ
り
・
縣
も
軍
賦
徴
牧
の
甥
象
と
し
て
春
秋
中
期
以
後
整
備
さ
れ
た
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
教
育
大
学
東
洋
史
学
研
究
室
編
　
　
　
　
　
が
郡
は
縣
よ
り
遅
れ
て
春
秋
末
か
職
國
初
に
現
れ
た
も
の
と
見
て
い
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
集
　
昭
和
二
十
八
年
四
月
　
清
水
書
院
　
　
問
題
は
木
村
氏
と
同
じ
く
、
都
市
國
家
の
護
展
の
上
か
ら
も
考
察
す
る
必
要
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
A
5
到
　
三
四
〇
頁
　
五
〇
〇
圓
　
　
あ
る
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
第
二
集
　
昭
和
二
十
九
年
九
月
不
昧
堂
書
店
　
　
　
漢
の
國
家
に
お
け
る
官
僚
の
性
格
（
築
山
治
三
郎
）
。
漢
初
に
官
僚
機
構
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
A
5
到
　
四
五
二
頁
　
七
〇
〇
圓
　
　
作
ら
れ
る
時
從
來
の
豪
族
の
勢
力
が
な
お
残
っ
て
お
り
、
漢
室
は
布
衣
の
徒
か

　
　
　
こ
の
書
の
篁
集
は
畠
久
四
郎
先
生
の
毒
を
慨
ぞ
出
版
さ
れ
た
も
の
畠
た
功
臣
官
僚
を
彼
等
の
上
に
お
く
こ
と
に
よ
．
て
豪
族
を
抑
え
ん
と
し
た
。

　
　
で
あ
り
・
門
下
二
＋
三
人
の
方
々
の
論
文
を
集
め
、
各
人
簸
が
限
定
さ
れ
て
し
か
る
に
功
臣
官
僚
の
多
く
は
浦
郡
勢
の
出
薯
で
あ
り
、
肇
耳
が
一
一

　
　
い
る
た
め
内
容
は
部
分
的
又
は
概
読
的
な
も
の
で
研
究
の
蕪
も
毯
ま
ち
で
大
護
集
團
を
芒
、
集
禺
蚤
け
る
家
釜
讐
め
ぐ
．
て
種
．
の
翌
㎎

　
　
あ
る
が
・
そ
れ
だ
け
に
馨
も
の
に
は
興
昧
も
あ
り
、
各
壷
謹
的
畳
つ
要
あ
り
毛
國
肇
の
叛
讐
な
・
た
が
、
襲
官
僚
農
く
蕃
か
ら
求
め
る
一

　
　
領
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
無
理
に
内
容
を
統
一
し
憂
響
で
決
め
て
か
こ
と
に
よ
．
て
帝
禦
肇
さ
れ
た
と
な
す
。

一
か
る
こ
と
は
却
ぞ
歴
史
の
婆
か
象
ざ
か
る
恐
れ
が
あ
り
、
む
し
き
の
　
方
術
と
道
術
（
酒
慧
夫
）
．
酒
井
氏
は
正
睾
攣
の
中
か
畠
く
甕

　
　
曹
ﾌ
如
き
無
堕
の
方
が
現
在
の
東
洋
墨
の
在
り
方
と
し
て
箋
芒
い
の
を
集
め
、
前
漢
纂
け
る
道
術
縫
禦
主
要
蓄
な
り
て
聖
人
の
道
の
術
と

　
　
で
は
な
い
か
・
第
二
集
は
出
版
の
都
合
で
「
中
國
綻
會
と
宗
教
」
と
題
さ
れ
い
う
意
味
で
あ
り
、
こ
の
道
術
を
忠
に
し
て
諸
あ
方
術
が
末
に
位
す
る
。

　
　
て
い
る
が
・
饗
上
笙
籍
次
ぐ
も
の
で
あ
り
、
長
論
文
も
婁
れ
て
い
る
。
但
し
激
・
術
・
方
．
道
は
相
互
鑑
用
す
る
も
の
が
あ
．
た
。
後
奮
な
る
と

　
　
先
づ
笙
集
か
ら
順
を
追
う
て
撃
編
廓
を
紹
介
し
た
い
意
う
。
驚
は
識
緯
読
が
起
り
、
宗
激
的
超
人
聞
的
な
も
の
が
道
術
の
中
に
入
．
て
く
る
。
か

　
　
略
す
こ
と
に
す
る
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
て
方
術
の
士
も
佛
警
僧
も
共
に
道
術
を
行
う
も
の
き
れ
る
塁
．
を
。

　
　
　
第
案
申
國
古
代
國
護
立
覆
器
け
る
「
治
水
灌
慨
」
の
意
義
（
木
こ
の
問
題
は
叢
竪
の
走
關
蓮
し
て
く
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
村
正
雄
）
・
木
村
氏
は
中
國
古
代
の
都
市
聚
暑
目
し
、
特
暴
の
堕
と
鄭
　
北
魏
の
謹
に
つ
い
て
（
佐
久
間
士
・
也
）
。
北
禦
覇
側
よ
り
膜
れ
た

　
　
國
渠
と
の
關
係
を
読
い
て
い
る
・
都
市
國
家
に
お
け
る
城
郭
と
田
と
の
關
係
、
．
入
・
の
本
貫
．
前
歴
．
謹
，
官
位
，
爵
位
等
を
欝
し
、
そ
れ
ぞ
れ
コ
寧
な

　
　
青
銅
器
と
灌
概
、
中
國
の
土
壌
等
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
明
か
に
さ
れ
て
な
い
。
　
　
設
明
が
附
せ
ら
れ
て
・
い
る
。
崔
道
園
・
沈
子
秀
の
如
く
北
朝
に
入
り
て
後
文
南



　
　
朝
側
に
復
饒
し
た
者
も
あ
り
、
當
時
の
複
雑
な
政
情
や
民
族
を
考
え
る
上
の
手
　
　
断
定
を
下
す
迄
に
は
な
お
異
論
が
あ
る
と
思
う
。

　
　
が
か
り
が
示
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
南
詔
國
の
佛
撤
に
就
い
て
（
藤
澤
義
美
）
。
　
南
詔
の
貴
族
佛
教
の
根
幹
は
唐

　
　
　
河
西
史
の
基
礎
構
造
（
前
田
正
名
）
。
從
來
東
西
交
流
の
上
か
ら
見
ら
れ
て
　
　
の
系
統
を
引
く
も
の
で
あ
る
こ
と
、
特
に
南
詔
蒙
氏
一
族
と
共
に
榮
え
た
崇
聖

　
　
き
た
河
西
史
に
つ
き
、
河
西
自
身
の
有
す
る
畜
産
・
農
産
・
林
産
・
鉱
蓬
等
の
　
　
寺
の
創
建
年
代
に
つ
い
て
諸
読
を
批
到
し
、
蒙
氏
が
大
理
附
近
へ
蓬
都
し
た
後

　
　
物
力
を
解
き
、
そ
の
立
場
か
ら
姑
藏
附
近
の
政
治
や
歴
史
地
理
を
見
て
い
る
こ
　
　
の
、
五
代
王
閣
濯
鳳
頃
と
し
て
い
る
。
南
詔
國
の
佛
教
移
入
に
つ
い
て
、
唐
以

　
　
と
は
興
味
を
畳
え
さ
せ
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
の
系
統
も
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
解
明
を
望
む
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
新
羅
の
村
主
に
つ
い
て
（
村
上
四
男
）
。
　
史
料
と
し
て
昌
寧
碑
文
を
取
上
げ
、
　
　
階
の
傷
帝
と
天
台
大
師
智
顎
（
山
崎
　
宏
）
。
智
頻
の
読
く
天
台
の
諸
法
實

　
　
村
主
印
ち
村
干
は
地
方
土
着
の
門
閥
勢
家
で
あ
り
、
國
家
が
集
謹
化
す
る
迄
は
　
　
相
が
、
虞
と
俗
と
を
融
合
し
人
聞
の
あ
り
の
ま
」
を
見
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

　
　
國
王
と
村
主
と
の
地
位
の
隔
り
は
少
な
か
っ
た
こ
と
、
及
び
村
主
の
起
源
と
新
　
　
馳
よ
り
し
て
智
顕
は
多
角
的
性
格
の
晋
王
宏
（
陽
帝
）
を
捨
て
す
、
む
し
ろ
そ
の

　
　
羅
國
の
成
立
の
問
題
に
及
ん
で
い
る
。
村
主
は
我
國
上
代
史
と
關
係
を
有
す
る
　
　
將
來
を
期
待
し
て
い
た
こ
と
、
又
晋
王
宏
が
智
頻
を
篤
く
奪
崇
せ
る
こ
と
を
説

　
　
．
も
の
で
あ
り
、
こ
の
鮎
他
日
の
獲
表
を
期
待
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
。
智
頻
の
諸
法
實
相
が
そ
の
基
礎
に
老
薙
を
膚
し
、
中
國
的
な
思
想
を
展
開
　
　
一

　
　
　
干
關
の
名
刹
グ
マ
テ
ィ
寺
に
つ
い
て
（
光
島
　
督
）
。
　
法
顯
・
玄
炎
と
も
關
　
　
し
て
い
る
こ
と
は
同
感
で
、
こ
の
黙
の
究
明
を
期
待
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
係
深
き
グ
マ
テ
ィ
寺
（
笙
摩
帝
寺
）
と
ゲ
ウ
ト
シ
ャ
ソ
寺
（
牛
頭
山
寺
）
と
は
、
　
　
唐
代
に
於
け
る
屯
田
経
管
の
一
考
察
－
主
と
し
て
直
接
耕
作
者
に
つ
い
て
　
｛

　
　
從
來
別
個
の
寺
院
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
光
島
氏
は
こ
の
爾
寺
の
名
を
橡
討
　
　
1
（
中
村
篤
二
郎
）
。
貞
観
よ
り
開
元
に
か
け
て
、
兵
士
の
且
職
且
耕
に
よ
る

　
　
し
た
結
果
、
初
め
所
在
地
名
に
關
係
し
て
名
附
け
た
の
が
グ
マ
テ
ィ
寺
で
、
そ
　
　
邊
境
型
よ
り
一
般
百
姓
に
よ
る
畿
内
型
に
移
り
つ
蕊
あ
り
し
こ
と
、
唐
初
よ
り

　
　
れ
が
中
國
で
意
繹
さ
れ
て
牛
頭
山
寺
と
な
り
、
更
に
そ
れ
が
チ
ベ
ヅ
ト
文
典
申
　
　
畿
内
型
の
脛
管
を
行
っ
て
い
た
屯
田
は
均
田
さ
れ
、
均
田
的
な
性
格
を
も
つ
型

　
　
に
普
鐸
さ
れ
て
ゲ
ウ
ト
シ
ャ
ン
寺
と
な
っ
た
も
の
で
、
こ
の
爾
寺
は
原
來
同
一
　
　
か
ら
宋
代
の
佃
戸
的
な
性
格
に
移
る
過
程
遊
の
べ
て
い
る
。
直
接
耕
作
者
の
型

　
　
の
も
の
で
あ
る
と
結
ん
で
い
る
。
今
の
と
こ
ろ
限
ら
れ
た
資
料
か
ら
は
、
一
つ
　
　
態
を
考
定
し
、
そ
の
推
移
を
の
べ
た
所
に
主
眼
鮎
が
あ
る
。

　
　
・
の
読
と
し
て
受
容
れ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
代
に
お
け
る
纏
濟
政
策
の
推
移
ー
特
に
後
梁
と
後
唐
の
場
合
1
（
吉
　
’
、

　
　
　
附
國
に
つ
い
て
の
考
（
伊
瀬
仙
太
郎
）
。
　
随
書
の
附
國
に
つ
き
、
そ
の
四
周
　
　
田
　
寅
）
。
　
後
梁
の
富
張
に
は
王
朝
の
商
業
的
行
爲
の
裏
附
け
は
未
だ
大
で
は

　
　
な
る
嘉
良
夷
・
女
國
・
薄
縁
夷
・
難
項
を
槍
討
し
て
、
そ
れ
ら
が
附
國
と
直
接
　
　
な
か
っ
た
が
、
後
唐
以
後
の
繧
濟
政
策
に
は
、
國
家
罐
力
を
背
景
と
す
る
商
業

　
　
す
る
か
否
か
を
確
か
め
、
王
庭
を
徳
格
附
近
と
推
定
し
．
附
國
の
彊
域
を
四
川
　
　
行
爲
が
推
進
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
支
配
的
傾
向
で
あ
り
、
そ
れ
は
塩
等
の
專
壷

　
　
省
西
部
よ
り
西
は
昌
都
地
方
ま
で
、
北
は
巴
顔
喀
拉
山
脈
の
南
邊
よ
り
南
は
雅
　
　
か
ら
起
る
犯
法
行
爲
に
醤
し
て
、
商
業
政
策
へ
の
關
心
が
一
段
と
高
め
ら
れ
た

謝
　
江
、
巴
安
の
北
方
ま
で
と
す
る
。
こ
れ
も
今
日
の
資
料
で
は
不
備
の
馳
が
あ
り
、
　
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。



詔
　
　
方
田
均
税
法
の
實
施
地
域
に
關
す
る
考
察
（
東
　
一
夫
）
。
　
方
田
均
税
法
が
・
　
　
十
四
・
五
・
六
世
紀
朝
鮮
に
お
け
る
火
藥
（
宮
原
兎
一
）
。
中
國
よ
り
火
藥

3
　
　
王
安
石
新
法
の
申
で
占
め
る
位
置
を
考
え
．
本
法
が
税
制
素
凱
を
正
す
た
め
に
　
　
を
移
入
す
る
に
功
あ
り
し
高
麗
の
崔
茂
宣
に
つ
い
て
の
ぺ
、
そ
の
燃
嶢
性
爆
炸

　
　
設
げ
ら
れ
た
馳
を
明
か
に
し
、
そ
の
實
施
匿
域
が
契
丹
・
西
夏
に
接
す
る
縁
邊
　
　
性
と
し
て
の
大
砲
の
技
術
は
勝
れ
て
い
た
が
、
原
料
及
び
生
産
が
王
室
の
猫
占

　
　
地
匿
に
先
づ
重
馳
的
に
施
行
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
秘
法
で
あ
っ
て
、
冠
會
的
経
濟
的
勢
力
を
敏
い
て
い
た
爲
停
滞
に
陥
っ
た
所

　
　
　
南
宋
廣
馬
考
ー
そ
の
襲
端
と
終
局
と
に
つ
い
て
ー
（
藤
本
　
光
）
．
廣
馬
　
　
以
を
、
李
朝
枇
會
と
の
關
連
に
お
い
て
述
べ
て
．
い
る
。
更
に
西
漱
よ
り
傳
え
ら

　
　
と
は
廣
南
の
馬
の
こ
と
で
あ
る
が
、
廣
南
土
産
の
馬
は
寧
ろ
駄
馬
で
あ
っ
て
、
　
　
れ
た
射
撃
性
鐡
砲
と
の
關
係
に
お
い
て
、
朝
鮮
の
役
が
東
洋
の
火
器
の
歴
史
の

　
　
實
は
雲
南
（
大
理
國
）
高
原
の
駿
馬
を
購
入
し
た
の
で
あ
り
，
而
も
こ
れ
を
廣
馬
　
　
上
に
占
め
る
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
　
　
。

　
　
と
講
し
た
所
以
は
、
廣
西
路
を
通
じ
て
購
入
し
た
爲
で
あ
る
と
し
、
廣
西
買
馬
　
　
　
支
儒
略
O
芭
δ
と
Φ
巳
の
中
國
教
育
史
上
に
お
け
る
地
位
－
西
墨
凡
を

　
　
の
事
情
を
そ
の
獲
端
と
終
局
に
つ
き
述
べ
て
い
る
。
蒙
古
の
大
理
遠
征
の
理
由
　
　
申
心
に
し
て
i
（
多
賀
秋
五
郎
）
。
利
璃
寳
に
な
ら
っ
て
中
國
文
化
と
協
調
的

　
　
の
一
つ
は
、
四
川
と
共
に
雲
南
地
方
を
征
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
南
宋
の
職
馬
　
　
態
度
を
持
し
た
宣
激
師
支
儒
略
の
著
「
西
學
凡
」
に
つ
き
、
そ
れ
が
儒
墨
と
科

　
　
の
補
給
源
を
根
絶
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
読
も
首
肯
で
き
る
。
　
　
　
　
畢
と
の
關
係
を
の
ぺ
、
申
世
的
な
り
し
彼
の
教
育
法
が
、
ア
ジ
ア
砒
會
の
教
育

　
　
　
元
の
怯
怜
口
と
勝
臣
（
岡
本
敬
二
〉
。
熱
河
シ
ラ
・
ム
レ
ン
畔
の
張
氏
先
螢
　
　
制
度
と
比
較
す
れ
ば
な
お
進
歩
的
で
あ
り
近
代
的
で
あ
っ
て
、
申
國
の
教
育
制
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
碑
を
と
り
あ
げ
、
モ
γ
ゴ
ル
文
の
α
q
興
占
ロ
犀
α
げ
Φ
α
q
口
Ω
を
媒
介
す
る
こ
と
に
　
　
度
が
遽
に
そ
れ
を
掻
取
し
得
な
か
っ
た
所
以
を
の
べ
て
い
る
。
ジ
ェ
ス
イ
ッ
ト
　
8

　
　
よ
り
怯
怜
・
が
謄
藤
人
に
當
る
こ
と
を
確
認
し
・
小
野
川
秀
養
が
談
の
霧
的
な
肇
が
・
中
國
に
嬰
た
影
響
を
輕
く
見
過
ぎ
な
い
こ
と
が
大
切
｝

　
　
碑
文
繹
注
に
「
妾
？
」
と
繹
せ
る
ト
ル
コ
語
起
源
の
犀
Φ
嵩
旨
昌
と
い
う
語
が
中
　
　
で
あ
る
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
　
國
で
怯
怜
と
苦
謬
さ
れ
、
更
に
怯
怜
口
（
戸
）
と
な
っ
た
も
の
と
推
測
し
て
い
　
　
　
太
宗
皇
太
極
の
民
族
政
策
（
水
原
重
光
）
。
満
洲
民
族
主
義
と
共
に
、
漢
人

　
　
る
。
な
を
こ
の
鮎
か
ら
元
朝
秘
史
の
明
繹
及
び
那
珂
繹
に
つ
い
て
も
尭
見
を
の
　
　
の
協
力
を
利
用
し
漢
人
を
以
て
漢
人
を
制
す
る
と
い
う
政
策
が
、
太
宗
の
と
き

　
　
べ
て
い
る
コ
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
説
い
ズ
い
る
。
異
民
族
が
か
か
る
二
重
政
策
を
取
る
こ

　
　
　
明
初
の
内
閣
に
つ
い
て
（
栗
林
宣
夫
）
。
　
太
組
の
創
め
た
濁
裁
君
主
の
輔
臣
’
　
と
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
六
朝
時
代
よ
り
顯
著
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ

　
　
機
關
が
、
成
組
に
よ
っ
て
そ
の
武
人
的
性
格
や
即
位
の
事
情
等
に
よ
り
、
密
偵
　
　
の
中
に
あ
っ
て
清
朝
の
政
策
が
如
何
な
る
特
殊
性
を
有
す
る
か
を
明
か
に
す
る

　
　
政
治
な
ど
に
現
れ
た
猫
裁
的
側
近
政
治
の
傾
向
が
反
映
し
、
内
閣
が
一
層
私
的
　
　
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
な
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
。
つ
ね
に
側
近
者
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
内
閣
が
亥
　
　
　
創
設
當
時
の
緑
旗
兵
i
林
起
龍
の
「
線
旗
兵
制
更
定
論
」
等
を
申
心
と
し

　
　
第
に
外
閣
に
出
て
ゆ
く
こ
と
を
繰
返
す
中
國
の
政
治
型
態
に
つ
い
て
も
、
一
考
．
　
て
ー
（
楢
木
野
　
宣
）
。
順
治
十
六
年
に
完
了
さ
れ
た
と
見
る
線
旗
兵
が
、
三

　
　
ナ
る
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藩
蹴
迄
は
起
用
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
存
置
さ
え
危
ぶ
ま
れ
た
こ
と
、
そ
の



　
　
中
に
あ
っ
て
林
起
龍
の
更
定
論
が
、
六
十
萬
の
無
制
の
線
旗
兵
を
二
十
萬
の
有
　
　
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
律
以
外
の
條
例
の
攣
遷
に
つ
い
て
は
他
日
の
饗
表
を
期

　
　
制
の
師
と
し
て
活
用
し
、
満
兵
の
み
に
侯
つ
現
状
を
打
破
せ
ん
と
し
、
そ
の
他
　
　
待
し
て
已
ま
ぬ
。

　
　
種
々
の
改
革
意
見
を
の
べ
、
世
祀
に
よ
っ
て
そ
の
一
部
が
取
入
れ
ら
れ
た
次
第
　
　
　
西
域
費
に
甥
す
る
唐
の
征
税
に
つ
い
て
（
伊
瀬
仙
太
郎
）
。
　
開
元
五
年
湯
嘉

　
　
を
の
べ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
惑
を
安
西
部
護
兼
北
庭
都
護
と
な
し
、
翌
年
安
西
節
度
使
に
任
す
る
こ
と
に
よ
　
　
帖

　
　
　
廣
學
會
と
攣
法
蓮
動
（
序
）
ー
廣
學
會
の
設
立
に
つ
い
て
ー
（
菊
池
貴
晴
）
。
　
り
、
西
域
の
軍
事
面
を
一
元
化
す
る
と
共
に
、
彼
の
奏
講
に
よ
り
都
督
府
申
心

　
　
英
米
鯛
等
新
教
國
家
の
教
士
と
、
同
じ
く
在
支
宮
僚
實
業
家
の
團
体
と
し
て
中
　
　
に
征
税
が
行
わ
れ
た
が
、
中
央
の
西
域
に
甥
す
る
負
捲
を
輕
く
す
る
爲
に
し
た

　
　
國
近
代
化
に
資
し
た
廣
學
會
に
つ
い
て
、
そ
の
設
立
・
組
織
・
出
版
そ
の
他
の
　
　
も
の
が
結
果
的
に
は
攣
化
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
西
域
と
廣
州
と
を
比
較
し
た

　
　
事
業
等
に
つ
い
て
紹
介
し
、
そ
れ
が
中
國
の
政
治
・
経
濟
・
學
術
・
文
化
等
に
　
　
馳
、
西
域
の
商
業
的
雰
園
氣
を
背
景
と
す
る
官
憲
と
征
税
と
の
關
係
等
は
殊
に

　
　
貢
献
す
る
一
方
、
帝
國
主
義
の
走
狗
と
な
っ
た
馳
も
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
　
興
昧
を
引
く
。
終
り
に
征
税
の
影
響
と
し
て
、
唐
の
西
域
賢
と
の
官
貿
易
が
、

　
　
そ
の
攣
法
論
の
内
容
等
に
つ
い
て
更
に
獲
表
あ
ら
ん
こ
と
を
望
む
。
　
　
　
　
　
　
河
西
又
は
西
域
諸
都
市
を
市
場
と
す
る
私
貿
易
に
移
っ
て
行
っ
た
こ
と
を
の
べ
・

に
纏
鰍
羅
縫
で
蟻
驚
贈
蕪
織
韓
て
顎
河
器
（
肇
名
舞
量
地
利
用
呈
警
擦
゜
ト

　
　

ﾆ
論
じ
て
い
る
が
、
附
記
賑
毯
氏
の
．
北
朝
地
方
政
府
煙
鯉
考
」
を
叢
．
覆
．
耕
作
．
播
種
．
手
入
れ
．
縫
と
い
う
過
程
蓮
な
け
れ
ば
な
紹

　
　
滲
照
す
る
こ
と
に
よ
り
、
艸
都
と
大
中
正
と
は
同
職
異
構
な
り
と
す
る
自
読
の
　
　
ら
な
い
が
、
」
牧
畜
に
よ
る
も
砂
は
、
土
地
占
擦
・
守
備
施
設
・
放
牧
と
い
う
順

　
　
非
な
る
を
認
め
、
た
§
階
に
中
正
制
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
結
論
を
確
認
　
　
序
で
簡
軍
且
つ
遠
か
に
な
さ
れ
る
。
よ
っ
て
河
西
九
曲
を
占
擦
し
た
吐
蕃
が
如

　
　
し
て
い
る
。
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
艦
　
　
　
　
　
　
　
何
に
大
侵
憲
を
容
易
に
し
た
か
を
、
河
西
の
歴
史
地
理
に
よ
り
、
軍
事
的
糎
濟

　
　
　
第
二
集
唐
・
明
・
清
律
の
比
較
（
小
竹
文
夫
）
。
内
容
は
e
「
唐
律
に
有
っ
　
　
的
見
地
か
ら
精
し
い
観
察
を
試
み
て
い
る
。

　
　
て
明
律
に
無
い
條
項
」
ω
「
以
官
當
徒
」
よ
り
⑳
「
在
市
人
衆
中
驚
動
」
ま
で
、
　
　
北
宋
末
に
お
け
る
趙
霧
の
水
田
政
策
に
つ
い
て
（
長
瀬
　
守
）
。
薪
法
窯
は
治

　
　
口
「
明
律
に
有
っ
て
唐
律
に
無
い
條
項
」
ω
「
軍
官
軍
人
犯
罪
免
徒
流
」
よ
り
　
　
田
主
義
、
奮
法
窯
は
治
水
主
義
で
あ
る
が
、
趙
霧
は
奮
法
系
に
出
で
な
が
ら
新

　
　
㈲
「
搬
倣
雑
劇
」
に
至
る
ま
で
を
、
各
々
そ
れ
ら
が
削
除
さ
れ
叉
は
増
加
さ
れ
　
　
法
の
治
田
主
義
を
も
併
せ
、
官
の
支
配
を
受
け
つ
つ
、
そ
の
治
水
策
た
る
開
浦

　
　
た
魑
理
由
に
つ
き
肚
會
事
情
の
上
か
ら
読
明
し
、
国
「
唐
明
律
と
も
に
有
る
が
内
　
　
篇
、
置
間
篇
、
築
牙
篇
…
の
三
読
を
、
漸
西
地
域
に
施
し
た
實
情
に
つ
い
て
の
べ

　
　
容
を
や
』
異
に
す
る
條
項
」
に
お
い
て
、
明
律
の
庭
分
が
全
般
的
に
輕
く
な
っ
　
　
て
い
る
。
そ
の
特
殊
な
知
識
は
一
般
に
参
考
に
な
る
こ
と
が
少
く
な
い
。

3
　
て
い
る
こ
と
を
読
き
、
次
に
清
律
に
つ
い
て
は
、
初
め
明
律
を
そ
の
ま
」
踏
襲
　
　
　
北
宋
の
鑛
山
輕
螢
（
千
葉
　
奥
）
。
資
本
と
勢
働
力
の
上
か
ら
見
て
、
e
政
　
　
　
゜

3
3
@
し
た
が
、
雍
正
三
年
に
完
成
し
た
も
の
は
多
少
の
異
同
あ
る
こ
と
を
、
實
例
に
　
　
府
が
資
本
と
螢
働
力
を
用
意
し
、
役
兵
或
は
坑
丁
を
雇
募
し
て
行
う
も
の
、
口



製
　
政
府
の
管
理
下
に
お
い
て
民
間
人
に
探
掘
製
錬
を
捲
當
さ
せ
、
政
府
が
そ
の
生
　
　
読
で
あ
っ
た
が
、
雲
谷
琿
師
に
從
っ
て
よ
り
、
凡
人
は
命
敷
に
支
配
さ
れ
る
が

3
　
　
産
品
を
徴
税
し
並
に
利
買
の
法
に
よ
り
牧
納
す
る
も
の
（
坑
冶
戸
）
、
国
特
定
の
　
　
極
善
極
悪
の
も
の
は
命
数
を
超
え
て
ゆ
く
と
い
う
思
想
を
得
、
こ
れ
よ
り
功
過

　
　
民
間
人
を
召
募
し
て
一
定
の
額
を
以
て
鑛
山
を
請
負
わ
し
め
、
そ
の
生
産
品
を
　
　
絡
の
實
陵
に
努
め
た
こ
と
な
ど
、
善
書
の
思
想
と
儒
佛
道
三
教
交
渉
の
問
題
に

　
　
政
府
が
牧
納
す
る
方
法
（
承
買
）
の
三
つ
の
経
管
方
法
あ
り
、
そ
の
何
れ
に
お
い
　
　
鯛
れ
て
い
る
。
命
敷
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
命
敷
を
超
え
る
と
い
う
こ

　
　
て
も
究
極
に
お
い
て
鑛
琵
物
の
大
部
分
は
政
府
が
牧
納
し
、
民
聞
の
自
由
塵
分
　
　
と
と
の
圃
別
を
は
っ
き
り
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

　
　
は
法
律
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
南
宋
の
場
合
と
併
せ
考
え
る
こ
　
　
　
新
教
中
國
傳
道
の
開
拓
と
イ
ギ
リ
ス
東
印
度
會
枇
（
田
中
正
美
）
。
　
ロ
バ
、

　
　
と
が
望
ま
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
・
モ
リ
ソ
ン
は
ア
メ
リ
カ
の
好
意
に
よ
り
同
地
経
由
で
廣
東
に
着
き
、
そ
の

　
　
　
宋
代
弓
箭
手
の
研
究
〔
前
篇
〕
（
小
笠
原
正
治
）
。
唐
末
五
代
の
軍
閥
の
遺
制
　
　
倫
敦
傳
道
協
會
よ
り
與
え
ら
れ
た
任
務
が
中
國
語
の
研
究
と
い
う
學
術
的
な
方

　
　
た
る
官
の
調
獲
に
か
瓦
る
民
兵
の
申
、
陳
西
北
邊
に
配
置
さ
れ
た
も
の
が
基
盤
　
　
面
に
あ
っ
た
こ
と
が
、
商
業
資
本
の
濁
占
体
と
し
て
貿
易
の
た
め
に
は
清
朝
政

　
　
と
な
り
、
自
衛
的
に
懸
募
し
た
邊
民
が
直
接
の
封
象
と
な
り
、
虞
宗
の
景
徳
二
　
　
樫
に
追
随
し
傳
道
事
業
に
勤
し
て
排
他
的
で
あ
っ
た
東
印
度
會
肚
の
立
場
を
直
　
．
　
、

　
　
年
懸
募
・
給
田
の
特
色
を
具
え
た
弓
箭
手
が
成
立
し
た
。
弓
箭
手
の
軍
事
的
構
　
　
接
に
侵
害
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
、
且
つ
モ
リ
ソ
ソ
は
會
枇
の
ロ
バ
ー
ツ

　
　
造
に
お
い
て
は
、
招
置
・
逃
亡
・
刺
手
・
補
充
・
管
轄
・
恩
典
・
罰
則
等
を
論
　
　
や
ス
ト
ー
ト
ン
と
親
交
を
得
、
自
ら
も
會
冠
に
就
職
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
奮
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
じ
、
輕
濟
的
構
造
に
お
い
て
、
二
頃
（
有
馬
者
五
十
畝
）
を
原
則
と
す
る
給
田
が
　
　
教
禁
璽
後
の
諸
困
難
を
克
服
し
て
中
國
に
新
教
簿
道
を
開
拓
し
得
た
事
情
を
の
　
8

　
　
本
質
的
に
は
官
田
の
貸
與
で
あ
っ
て
・
給
田
さ
れ
た
人
及
び
子
孫
が
弓
箭
手
で
べ
て
い
る
。
若
し
中
國
側
の
資
料
が
併
せ
用
い
ら
れ
る
な
ら
ば
・
一
暦
具
体
的
一

　
　
あ
る
限
り
永
く
用
釜
槽
が
與
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
及
び
納
租
の
額
等
に
つ
い
て
　
　
な
も
の
に
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
も
考
謹
し
て
い
る
。
前
篇
の
み
で
あ
る
が
、
長
論
文
で
詳
細
を
つ
く
し
て
い
る
。
　
　
荷
澤
騨
會
揮
師
考
（
山
崎
　
宏
）
。
　
北
宗
排
撃
を
行
っ
た
荷
澤
神
會
に
っ
い

　
　
　
里
甲
銀
に
關
す
る
考
察
（
栗
林
宣
夫
）
。
初
め
に
上
供
と
里
甲
の
負
旛
に
つ
い
　
　
て
、
肺
會
を
終
始
好
意
的
に
麟
察
す
る
胡
適
氏
と
、
こ
れ
を
偏
狭
な
る
勢
力
孚

　
　
て
の
べ
、
次
に
正
徳
か
ら
嘉
靖
に
か
け
て
農
村
の
衰
耗
が
役
の
全
面
的
改
革
を
　
　
い
な
り
と
見
る
宇
井
博
士
と
爾
読
あ
る
に
劉
し
．
山
崎
氏
は
別
に
肺
會
の
背
景

　
　
促
進
し
、
銀
納
化
、
役
割
當
に
田
土
を
く
り
入
れ
る
こ
と
、
負
捲
を
甲
輩
位
よ
　
　
と
し
て
荷
澤
宗
に
關
連
す
る
當
時
の
士
人
の
傳
詑
を
樵
討
し
、
騨
會
が
北
上
す

　
　
り
府
州
縣
輩
位
に
わ
り
當
て
る
こ
と
、
賦
役
の
銀
納
化
を
更
に
統
一
し
て
一
條
　
　
る
こ
と
に
よ
り
、
蕉
勢
力
は
北
宗
暉
に
止
ま
り
、
新
勢
力
が
神
會
に
共
鳴
し
た

　
　
編
化
す
る
に
至
る
過
程
を
説
い
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
が
、
薩
會
を
と
り
巻
く
も
の
は
未
だ
新
士
大
夫
と
し
て
の
脱
皮
も
安
豫
山
鰍
後

　
　
　
震
了
凡
の
思
想
と
善
書
（
酒
井
忠
夫
）
。
嚢
了
凡
の
著
書
の
う
ち
、
立
命
篇
・
　
　
新
興
軍
閥
と
の
結
付
き
も
不
完
全
で
あ
り
、
荷
澤
宗
は
所
詮
輝
宗
史
上
過
渡
的

　
　
省
身
録
・
廣
生
篇
・
陰
隣
録
・
四
書
捌
正
・
蓑
先
生
四
書
訓
見
俗
読
等
、
丙
閣
　
　
な
存
在
で
あ
り
、
そ
の
馳
胡
適
氏
の
現
代
申
鼠
思
想
史
上
に
お
け
る
關
係
と
も

　
　
文
庫
本
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
察
を
新
た
に
し
、
震
了
凡
は
初
め
宿
命
　
　
通
す
る
も
の
が
あ
る
と
見
て
い
る
。



　
　
　
以
上
い
さ
」
か
内
容
の
一
端
を
紹
介
し
、
所
々
粗
末
な
所
感
を
附
記
す
る
に
　
　

　
　
止
め
た
が
、
將
來
第
三
集
以
下
順
を
追
う
て
世
に
出
る
こ
と
を
所
る
も
の
で
あ
　

　
　
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
（
村
上
嘉
實
）
　

　　　

を
み
、
同
書
の

　　　　

一
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