
の
で
あ
る
か
、
屯
し
附
表
の
中
に
、
そ
の
よ
う
な
も
の
か
含
ま
れ
て
い
る
な
ら

ば
、
今
後
是
非
そ
れ
を
襲
表
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

　

六
朝
史
に
は
多
く
の
難
解
の
語
彙
が
あ
る
。
灼
然
・
起
家
・
職
人
・
四
姓
・

等
々
、
我
々
は
絶
え
ず
こ
う
し
た
言
葉
に
苦
し
め
ら
れ
て
来
た
。
本
書
に
は
随

所
に
そ
う
し
た
語
彙
の
解
脱
か
あ
る
。
こ
の
一
語
一
語
に
つ
い
て
、
博
士
か
ど

れ
ほ
ど
苦
心
を
さ
れ
た
か
、
想
像
に
除
る
も
の
が
あ
る
。
本
書
巻
末
の
制
度
史

用
語
索
引
は
、
今
後
、
六
朝
史
を
讃
む
人
に
と
っ
て
の
最
良
の
手
引
を
な
す
で

あ
ろ
う
。

　

本
書
の
通
撹
と
紹
介
の
た
め
に
私
に
典
久
ら
れ
た
時
間
は
僅
か
だ
っ
た
の
で
、

一
々
原
典
に
富
っ
て
意
見
を
の
べ
る
こ
と
か
で
き
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
か
、

思
い
つ
き
程
度
の
こ
と
を
言
え
ば
、
た
と
え
ば
、
九
品
官
人
法
の
起
源
な
ど
、

地
方
に
お
け
る
人
口
移
動
が
は
げ
し
く
、
地
方
官
か
最
良
の
人
材
を
推
珊
し
が

た
く
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
屯
考
え
る
鈴
地
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
宋
の

勲
品
を
脱
く
に
常
っ
て
、
こ
の
勲
品
の
名
が
何
に
由
来
す
る
の
か
と
い
う
こ
と

な
ど
も
詳
説
し
て
ほ
し
か
っ
た
と
思
う
。
ま
た
北
魏
の
姓
族
詳
定
に
関
し
て
、

著
者
は
柳
芳
の
論
に
「
郡
姓
者
、
以
1
1
中
國
士
人
｛
差
‘
一
第
閥
閲
｛
哀
一
之
制
一
…
…

１
　
梁
：
命
翠
：
甲
姓
…
乙
姓
…
丙
姓
…
丁
姓
・
…
凡
得
‘
入
者
、
謂
乏
四
姓
一
｝
と

あ
る
の
を
引
い
て
、
柳
芳
が
甲
乙
丙
丁
の
四
階
級
を
四
姓
と
考
え
て
い
た
と
言

わ
れ
る
が
、
唐
會
要
巻
三
六
氏
族
の
條
を
見
る
と
、
過
江
の
僑
姓
・
東
南
の
臭

姓
・
山
東
の
郡
姓
・
開
中
の
郡
姓
・
代
北
の
虜
姓
の
夫
々
に
つ
き
名
族
叡
家
を

列
車
し
た
あ
と
に
「
各
於
一
其
地
一
自
別
一
其
姓
‘
耕
一
四
姓
一
」
と
あ
っ
て
、
四
姓
と
甲

　
　

乙
丙
丁
等
と
は
全
く
對
庖
さ
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
鮎
、
四
姓
の
解
憚
に
屯
な

　
　

お
検
討
の
除
地
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
し
か
七
「
私
か
も
ち
出
し
た
結
論
は
そ

　
　

れ
を
撞
き
崩
す
の
は
い
と
易
い
の
で
あ
る
。
併
し
そ
の
あ
と
に
新
し
い
別
の
健

ｗ
一

　

系
を
立
て
る
こ
と
は
恐
ら
く
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
著
者

の
自
良
の
前
に
は
こ
の
よ
う
な
部
分
的
な
疑
問
の
羅
列
は
大
し
た
意
味
を
も
た

な
い
か
■
＃
知
れ
ぬ
。
だ
か
博
士
の
全
睦
系
を
批
判
し
、
あ
る
い
は
別
の
啓
系
を

提
出
す
る
力
は
、
い
ま
の
私
に
は
全
く
な
い
こ
と
を
卒
直
に
告
白
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
思
う
に
博
士
の
奪
敬
す
べ
き
啓
系
は
、
一
に
郷
品
と
起
家
官
と
を
結
ぶ
と

こ
ろ
か
ら
生
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
着
想
の
ヒ
ン
ト
と
な
っ
た
の
は
、
洪
飴

孫
の
「
三
國
職
官
表
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
博
士
は
そ
の
こ
と
を
は
し
が
き
の

中
に
述
べ
て
、
「
史
料
の
整
理
と
史
官
の
考
証
は
結
局
誰
か
か
や
ら
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
た
。
私
は
い
ま
、
こ
の
書
に
對
す
る
本
営
の

批
判
か
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
洪
氏
や
宮
崎
博
士
の
辿
ら
れ
た
道
を
撒
虚

に
追
っ
。
て
ゆ
く
こ
と
を
心
に
期
す
る
の
み
で
あ
る
。

　
　

「
せ
っ
か
く
の
名
著
に
誤
植
の
や
ゝ
多
い
の
は
惜
し
ま
れ
る
。
一
一
四
頁
表

　

の
魏
志
巻
廿
Ｊ
は
廿
一
Ｊ
に
ヽ
一
」
五
頁
表
1
3
の
影
書
は
１
０
書
に
ヽ
一
一
八
表

　

９
の
郁
悟
・
祁
蓉
は
共
に
祁
姓
に
、
二
〇
八
頁
表
の
祁
曇
晋
書
巻
六
八
は
櫛

　

曇
晋
書
巻
六
七
に
、
四
五
七
頁
表
１
の
裴
延
儒
は
恥
延
儒
に
、
四
五
八
頁
表

　

３
の
李
興
業
は
李
業
興
に
、
五
〇
〇
頁
表
桂
國
大
肩
軍
は
柱
國
大
前
軍
に
改

　

む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
一
七
〇
頁
八
行
晋
書
巻
州
八
は
州
七
に
、
三
二
三

　

頁
七
行
の
流
内
七
班
は
流
外
七
班
に
作
る
べ
き
か
と
思
う
。
そ
の
他
の
細
か

　

い
誤
植
と
共
に
、
再
版
の
際
の
訂
正
を
希
望
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
五
六
・
九
・
八
（
守
屋
美
都
雄
）

李

　

贅
―
十
六
世
紀
中
國
反
封
建
思
想
的
先
駆
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

朱

　
　

謙

　

之

　
　

著

一
九
五
六
年
一
月

　

湖
北
人
民
出
版
社

Ｂ
６
版
九
〇
頁

　

二
角
八
分

本
書
は
最
近
中
國
に
績
出
す
る
歴
史
人
物
紹
介
の
小
針
子
の
一
で
あ
っ
て
、
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6
1

　

分
量
の
毘
か
ら
い
っ
て
必
ず
し
も
大
作
と
は
積
し
が
た
い
か
、
さ
り
と
て
翠
に

２

　

智
識
普
及
を
ね
ら
っ
た
の
み
の
通
俗
書
で
は
決
し
て
な
い
。
一
九
五
四
年
六
月
、

　
　

北
京
大
學
中
國
哲
學
史
研
究
室
が
科
學
週
間
を
催
し
た
際
、
著
者
の
提
出
し
た

　
　

報
告
に
修
改
を
加
え
て
成
っ
た
の
が
印
ち
本
書
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
事
食
、
本
書

　
　

に
は
學
問
的
意
味
に
於
て
注
目
す
べ
き
野
心
的
な
試
み
が
二
一
に
止
ま
ら
な
い

　
　

の
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
中
國
史
研
究
に
於
け
る
最
近
の
論
題
の
Ｉ
は
い
わ
ゆ

　
　

る
資
本
主
義
萌
芽
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
萌
芽
の
時
期
と
し
て
は
明
の
中
・
末

　
　

期
（
嘉
靖
萬
暦
時
代
）
が
考
え
ら
れ
て
い
る
か
、
わ
が
李
贅
、
す
な
わ
ち
中
國

　
　

思
想
史
上
の
怪
物
た
る
李
卓
吾
（
１
５
２
７
-
１
６
０
２
)
の
生
存
し
活
躍
し
た
時
代
こ

　
　

そ
ま
さ
し
く
こ
の
狽
特
の
時
代
な
の
で
あ
っ
た
。
『
萌
芽
』
問
題
は
今
日
ま
で
の

　
　

と
こ
ろ
未
だ
ほ
と
ん
ど
祀
會
経
済
史
的
分
野
で
の
み
論
せ
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど

　
　

ｉ
）
、
モ
の
闘
心
が
Ｉ
た
び
思
想
史
精
祁
史
の
領
域
に
む
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
李

　
　

１
　
吾
の
如
き
は
研
究
の
最
大
の
對
象
と
な
る
べ
き
も
の
と
慄
想
せ
ら
れ
る
。
朱

　
　

氏
の
本
書
は
こ
の
様
な
明
確
な
闘
心
に
立
っ
て
書
か
れ
た
（
萌
芽
諭
が
萌
芽
論

　
　

と
し
て
日
程
に
の
ぼ
っ
た
時
期
か
ら
考
え
て
こ
の
よ
う
に
断
言
す
る
に
は
多
少

　
　

の
危
催
を
も
感
す
る
か
）
卓
吾
研
究
の
最
初
の
専
書
な
の
で
あ
っ
て
、
本
書
の

　
　

意
義
は
ま
す
此
の
鮎
に
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

第
二
に
あ
げ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
分
章
整
理
の
功
で
も

　
　

る
。
本
書
は
次
の
八
章
二
篇
よ
り
或
る
。

　
　
　
　

「
李
贅
生
不
事
略

　

二
、
李
贅
思
想
産
生
的
歴
史
條
件

　

三
、
世
界
観

　
　
　

四
、
畦
會
親

　

五
、
歴
史
哉

　

六
、
反
封
建
専
制
思
想

　

七
、
反
道
學
呉
主

　
　
　

張
思
想
解
放

　

八
、
李
贅
思
想
的
局
限
性
及
其
影
響

　

參
考
原
始
資
料
目
録

　
　
　
　

後
記
。

　
　
　

各
章
は
更
に
細
分
せ
ら
れ
て
、
例
え
ば
第
四
章
『
赴
會
顕
』
は
更
に
、
一
、
人

　
　

人
不
等
、
二
、
男
女
不
等
、
の
二
項
を
立
て
て
そ
れ
ぞ
れ
卓
吾
の
文
を
引
き
説

明
か
加
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
っ
た
風
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
意
味
で
は

李
卓
吾
思
想
項
目
要
覧
と
て
も
言
う
べ
き
性
質
を
、
本
書
は
備
え
て
い
る
の
で

あ
る
・
も
ち
ろ
ん
そ
の
分
章
分
項
の
宜
際
に
つ
い
て
は
異
論
屯
あ
り
得
よ
う
が
、

し
か
し
こ
の
様
な
工
作
は
研
究
の
前
進
の
認
め
に
は
い
す
れ
は
誰
か
に
依
て
試

み
ら
る
べ
き
筈
の
も
の
で
あ
っ
て
、
朱
氏
の
笏
は
多
と
す
る
に
足
る
。

　

第
三
の
特
徴
と
し
て
卓
吾
よ
り
の
引
用
を
つ
と
め
て
廣
範
國
に
し
、
例
え
ば

水
滸
傅
、
三
國
演
義
に
對
す
る
批
評
、
『
墨
子
批
選
』
、
後
に
問
題
と
す
る
は
ず

の
『
疑
耀
』
な
ど
、
こ
れ
ま
で
除
り
引
か
れ
な
か
っ
た
も
の
を
引
用
す
る
に
努
め

て
い
る
鮎
。
『
後
記
』
に
屯
書
か
れ
て
い
る
如
く
卓
吾
の
書
は
今
日
か
な
ら
す
し

も
見
や
す
い
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
氏
の
こ
の
配
慮
は
、
巻
末
の
參

考
原
始
資
料
目
録
す
な
わ
ち
現
存
卓
吾
著
書
目
録
に
い
ち
い
ち
所
在
を
注
記
せ

ら
れ
た
鮎
と
と
も
に
一
貢
献
た
る
を
失
わ
な
い
の
で
あ
る
。
（
も
っ
と
も
、
所

在
と
い
っ
て
も
す
べ
て
中
國
に
於
け
る
そ
れ
で
あ
り
、
我
々
に
と
っ
て
は
さ
し

あ
た
っ
て
の
役
に
は
た
た
な
い
か
。
楢
、
『
績
焚
書
』
の
如
き
、
我
國
に
は
敷
部

を
現
存
し
て
い
る
し
、
容
肇
祀
氏
は
ま
だ
盛
に
引
用
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
の

に
、
『
今
伏
』
と
註
記
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
注
目
を
ひ
く
。
）

　

第
四
の
特
徴
と
し
て
私
は
そ
の
論
断
の
よ
く
も
わ
る
く
も
大
勁
新
奇
な
る
鮎

を
あ
げ
だ
い
が
、
モ
の
具
瞼
的
な
例
は
以
下
の
細
説
の
う
ち
に
ゆ
す
り
た
い
。

も
っ
と
も
、
細
説
と
い
っ
て
も
八
章
全
部
に
つ
い
て
紹
介
と
批
評
を
行
う
煩
に

た
え
な
い
か
ら
、
こ
こ
で
は
草
に
第
二
章
の
み
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　

「
李
贅
の
思
想
の
出
現
は
、
中
國
近
代
に
於
け
る
新
首
思
想
の
闘
争
の
開
始
で

あ
る
。
彼
以
前
で
は
、
中
國
の
思
想
は
封
建
乱
會
的
意
識
形
態
が
主
で
あ
っ
た
。

彼
以
後
に
は
、
封
建
乱
會
の
意
識
形
態
の
中
に
、
す
で
に
、
自
由
解
放
的
な
市

民
的
思
想
か
芽
ば
え
て
き
た
。
こ
の
傑
出
せ
る
思
想
家
は
小
地
主
的
思
想
を
反
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映
し
て
い
る
と
と
も
に
、
ま
た
市
民
的
思
想
を
も
反
映
し
て
い
る
。
彼
は
自
己

　
　

の
市
民
的
思
想
に
よ
っ
て
、
中
國
の
傅
統
的
封
建
意
識
形
態
に
對
す
る
對
立
を

　
　

開
始
し
た
の
で
あ
る
」
。
（
本
書
十
六
頁
）

　
　
　

第
二
章
は
此
の
言
葉
を
以
て
始
ま
り
、
か
か
る
も
の
と
し
て
の
李
卓
吾
の
思

　
　

想
か
い
か
な
る
歴
史
的
背
景
か
ら
生
れ
た
か
を
、
経
済
背
景
、
政
治
背
景
、
文

　
　

化
背
景
の
三
項
に
分
っ
て
論
す
る
。

　
　
　

て
経
済
背
景
。
印
、
明
の
嘉
靖
萬
暦
の
間
、
封
建
軽
臍
分
解
の
兆
は
特
に

　
　

東
南
沿
海
の
一
帑
に
顕
著
と
な
っ
た
が
、
そ
の
由
来
は
、
古
く
か
ら
外
國
貿
易

　
　

の
中
心
で
あ
っ
た
此
の
地
方
に
新
た
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
商
人
が
来
航
し
は
じ
め
、

　
　

ま
た
倭
寇
貿
易
が
盛
行
す
る
に
至
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
こ
に
於
て
政
府
の
傅

　
　

統
的
海
禁
閉
闘
政
策
は
「
沿
海
商
人
と
一
般
民
衆
の
、
對
外
貿
易
の
自
由
へ
の
、

　
　

ま
た
政
府
か
開
閣
政
策
に
韓
じ
、
僑
民
の
海
外
翌
展
を
保
護
す
べ
き
こ
と
へ
の

　
　

要
求
」
、
「
封
建
地
主
統
治
階
級
の
束
縛
を
打
破
し
よ
う
と
い
う
」
願
望
を
呼
び

　
　

お
こ
す
に
至
っ
た
。
「
こ
れ
が
思
想
に
反
映
し
て
、
自
由
解
放
を
要
求
し
、
商
人

　
　

資
本
の
利
盆
を
代
表
す
る
市
民
的
思
想
運
動
と
な
る
の
で
あ
る
。
」
㈲
、
對
外
貿

　
　

易
に
よ
る
貨
幣
的
富
の
噌
大
は
貨
幣
経
済
化
の
趨
勢
を
決
定
的
な
ら
し
め
、
視

　
　

制
方
面
に
於
て
は
一
條
鞭
法
と
い
う
大
愛
革
を
ひ
き
お
こ
し
た
。
こ
れ
ら
は
い

　
　

す
れ
も
南
方
の
新
興
商
人
に
對
し
て
適
合
的
で
あ
り
北
方
の
封
建
地
主
集
團
の

　
　

利
盆
に
は
合
し
な
か
了

　
　

間
の
矛
盾
か
生
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
㈲
、
ま
た
貿
易
、
工
場
手
工
業
、
貨
幣

　
　

経
済
の
翌
展
は
、
農
村
経
済
の
分
解
を
促
し
、
土
地
は
集
中
の
度
を
加
え
、
封

　
　

建
地
主
の
農
民
搾
取
は
日
に
日
に
深
刻
と
な
っ
て
い
っ
た
。
「
ま
さ
し
く
明
末

　
　

農
民
起
義
の
前
夜
、
そ
し
て
そ
れ
が
ま
た
李
卓
吾
思
想
出
現
の
吐
會
経
済
的
背

　
　

景
を
な
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」
李
卓
吾
が
生
き
た
時
代
の
主
要
矛
盾
は
か

ｗ
一

　

く
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
矛
盾
に
對
眠
す
る
李
卓
吾
の
思
想
を

求
め
る
な
ら
ぼ
、
哨
に
つ
い
て
は
彼
は
對
外
貿
易
に
對
し
て
反
對
で
は
な
い
。

㈲
豪
強
地
主
と
商
人
資
本
の
矛
盾
に
開
し
て
は
、
は
っ
き
り
と
商
人
に
對
し
て

同
情
的
で
あ
る
。
㈲
地
主
と
農
民
と
の
矛
盾
に
闘
し
て
は
農
民
を
支
持
す
る
。

そ
の
ほ
か
な
お
§
大
地
主
と
小
地
主
と
の
矛
盾
に
つ
い
て
は
、
卓
吾
は
小
地
主

の
立
場
に
屡
ナ
る
も
の
と
せ
ら
れ
る
。

　

二
、
政
治
背
景
。
こ
の
項
に
つ
い
て
は
朱
氏
は
た
だ
倭
寇
の
一
事
を
あ
げ
る

に
止
め
て
い
る
。
卓
吾
は
三
十
四
、
五
歳
の
こ
ろ
郷
里
に
於
て
叡
ヶ
月
に
わ
た

る
倭
寇
の
包
圖
を
経
験
し
、
自
か
ら
防
戦
に
參
加
し
、
ま
た
食
糊
姚
に
苦
し
ん

だ
。
彼
が
武
學
を
提
唱
し
、
又
、
例
え
ぼ
『
焚
書
』
の
處
處
に
於
て
文
武
官
僚
の

腐
敗
無
能
を
は
げ
し
く
攻
撃
し
て
い
る
の
は
こ
の
際
の
深
刻
な
印
象
に
基
く
と

す
る
。

　

三
、
文
化
背
景
。
剛
営
時
の
思
想
界
は
朱
子
學
と
陽
明
學
と
か
對
立
し
て
い

た
が
、
卓
吾
は
「
朱
子
は
夫
子
に
非
ず
、
王
陽
明
の
學
こ
そ
佩
の
夫
子
」
と
し
て

陽
明
學
を
と
る
。
朱
子
學
は
大
地
主
階
級
の
意
識
形
態
を
代
表
す
る
も
の
で
あ

り
、
陽
明
學
は
小
地
主
階
級
の
意
識
形
態
を
代
表
ナ
る
も
の
で
あ
る
。
㈲
卓
吾

は
草
に
陽
明
學
派
に
屑
す
る
の
み
で
な
く
、
更
に
そ
の
左
派
に
屈
す
る
。
陽
明

學
左
派
は
所
謂
英
雄
豪
侠
の
一
派
で
あ
っ
て
、
彼
等
は
お
お
む
ね
中
層
も
し
く

は
下
層
階
級
の
出
身
で
あ
り
、
封
建
的
傅
統
的
な
思
想
形
式
の
打
破
と
個
性
の

解
放
と
を
要
求
し
、
そ
の
内
に
は
例
え
ば
王
心
蜜
の
如
き
農
民
的
思
想
、
顔
山

農
、
何
心
隠
の
如
き
市
民
的
思
想
を
ふ
く
む
。
卓
吾
は
そ
の
思
想
に
於
て
明
か

に
顔
・
ヽ
何
の
影
響
を
う
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
二
つ
の
ほ
か
、
卓
吾
思
想
の
文
化
的
背
景
と
し
て
朱
氏
は
更
に
㈲
佛

教
老
荘
の
影
響
、
§
墨
子
の
影
響
、
困
張
居
正
の
影
響
、
㈲
利
焉
誓
の
影
響
、

な
ど
を
列
串
し
、
「
李
畏
は
異
端
の
集
大
成
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
誰
よ
り
も
早

く
、
敢
て
率
先
し
て
墨
子
を
提
侶
し
、
ま
た
『
孫
子
參
同
』
を
著
し
た
。
四
百
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年
前
に
於
て
大
胆
に
も
諸
子
百
家
の
學
を
提
出
し
、
子
書
は
経
書
に
如
か
す
と

　
　
　

い
う
正
統
的
見
解
を
批
判
し
た
。
こ
の
勁
の
み
に
つ
い
て
言
っ
て
も
、
彼
は
近

　
　
　

代
反
封
建
思
想
の
先
編
者
に
擬
さ
れ
る
十
分
の
資
格
が
あ
る
の
で
あ
る
」
と
い

　
　
　

う
評
語
を
下
し
て
い
る
か
、
そ
の
一
一
の
読
明
は
す
べ
て
他
章
に
ゆ
す
ら
れ
て

　
　
　

あ
る
。

　

以
上
が
第
二
章
の
内
容
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
以
下
に
多
少
の
批
評
を
加
え

て
み
よ
う
。

　

一
の
経
抑
背
景
の
項
に
於
て
、
東
南
沿
岸
の
特
殊
性
を
指
摘
せ
ら
れ
た
の
は

頗
る
重
要
な
着
限
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
卓
吾
は
帽
建
省
泉
州
府
治
所

在
地
た
る
晋
江
語
の
「
没
落
小
地
主
の
家
に
生
れ
」
、
恐
ら
く
三
十
歳
の
こ
ろ
ま

で
そ
の
地
を
離
れ
な
い
が
、
こ
の
地
か
古
く
よ
り
貿
易
の
中
心
地
で
あ
り
、
殊

に
明
代
嘉
靖
年
間
に
於
て
は
こ
の
逡
一
帯
が
い
わ
ゆ
る
「
潭
泉
」
（
潭
は
潭
州
）

の
地
と
し
て
密
貿
易
と
『
海
寇
』
と
の
最
大
の
中
心
地
と
し
て
常
る
べ
か
ら
ざ

る
気
慨
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
事
責
で
あ
る
。
（
片
山
誠
二
郎
『
明
代
海

上
密
貿
易
と
沿
海
郷
紳
屏
』
歴
史
學
研
究
一
六
四
）
烏
ち
ろ
ん
貿
易
商
人
の
間

に
『
市
民
』
的
意
識
が
あ
っ
た
か
否
か
、
ま
だ
断
言
し
う
る
段
階
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
し
、
前
期
的
商
人
云
云
の
議
論
も
と
び
出
し
て
束
よ
う
。
し
か
し
例
の

朱
琉
の
事
件
な
ど
を
考
え
る
と
き
、
彼
ら
の
間
に
通
商
互
市
の
自
由
に
對
す
る

強
烈
な
願
望
か
あ
り
、
鋭
い
現
官
主
義
的
な
感
受
か
存
在
し
た
こ
と
は
否
定
す

べ
か
ら
ざ
る
事
穴
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
今
と
な
っ
て
み
れ
ば
コ
ロ
ン
ブ
ス

の
卵
で
常
然
の
指
摘
で
あ
る
か
、
ま
た
一
般
的
な
形
で
は
、
官
は
早
く
祠
氏
も

注
意
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
（
「
左
派
王
學
」
二
〇
頁
）
、
朱
氏
の
こ
の

指
唆
―
―
『
萌
芽
論
』
の
今
日
の
段
階
で
は
こ
の
ほ
か
に
更
に
考
慮
す
べ
き

多
く
の
條
件
が
あ
る
で
あ
ろ
う
Ｉ
は
甚
だ
具
瞼
的
で
や
は
り
大
き
な
前
進
と

言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
郷
里
に
あ
っ
て
空
気
と
と
も
に
呼
吸
し
た
で
あ
ろ

う
こ
の
様
な
意
識
が
、
そ
の
偏
強
な
性
格
と
共
に
４
　
吾
の
生
涯
を
貫
い
て
そ
の

全
思
想
の
基
調
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
あ
な
が
ち
不
営
で
は
な
さ
そ

う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
（
摘
つ
い
で
乍
ら
、
卓
吾
の
男
女
平
等
観
の
背
景
に
も

朱
氏
は
や
は
り
『
郷
村
婦
人
…
…
飢
ハ
男
子
雑
作
』
と
い
う
泉
州
地
方
の
特
殊
事
情

を
考
慮
し
て
い
る
。
四
四
頁
）
た
だ
然
し
、
氏
が
経
済
的
背
景
に
於
け
る
四
つ

の
矛
盾
に
對
感
す
る
も
の
と
し
て
、
卓
吾
の
四
つ
の
思
想
を
と
り
出
さ
れ
た
の

は
、
そ
の
手
績
に
於
い
て
甚
だ
疑
問
が
あ
り
、
私
と
し
て
は
㈲
の
商
人
に
對
し

て
同
情
的
と
い
う
毘
の
み
は
承
認
で
き
る
け
れ
ど
も
、
印
㈲
に
つ
い
て
は
あ
の

引
用
文
か
ら
あ
の
様
な
論
断
を
引
き
だ
す
こ
と
は
ゆ
き
す
ぎ
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
§
の
小
地
主
的
と
い
う
の
は
、
文
化
背
景
の
項
で
朱
子
學
を
大
地
主
的
、

陽
明
學
を
小
地
主
的
Ｉ
こ
れ
は
、
中
國
學
界
の
通
説
で
あ
る
ら
し
い
ｉ
と

し
て
あ
る
の
と
庖
す
る
も
の
で
、
第
六
章
『
反
封
建
専
制
思
想
』
の
誕
明
に
よ

る
と
、
封
建
的
搾
取
に
反
對
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
上
司
・
官
吏
の
横
暴
に
對

し
て
の
み
で
あ
っ
て
封
建
主
義
の
基
礎
そ
の
も
の
に
反
對
し
て
い
る
の
で
は
な

い
、
そ
の
こ
と
を
小
地
主
的
立
場
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
ら
し
い
。
李
卓
吾
の
「
反

封
建
」
の
本
質
は
恐
ら
く
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
か
「
小
地

主
的
」
と
い
う
の
は
私
に
は
す
っ
き
り
と
は
納
得
で
き
な
い
。

　

政
治
背
景
の
項
が
単
に
倭
寇
云
云
の
み
で
す
ま
せ
て
あ
る
の
は
、
確
か
に
、

卓
吾
の
書
に
於
い
て
昌
政
者
に
對
し
て
最
も
は
げ
し
く
憤
憑
の
吐
露
さ
れ
て
い

る
の
は
倭
寇
や
逡
寇
に
闘
し
て
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
時
代
か
蔽
嵩
、
張

居
正
、
東
林
窯
な
ど
政
治
的
事
件
の
連
績
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
き
除
り

に
あ
っ
け
な
い
。
然
し
此
に
つ
い
て
は
今
は
追
求
し
な
い
と
し
て
、
最
も
問
題

に
な
る
の
は
次
の
文
化
背
景
の
項
で
あ
る
。
先
ず
第
一
に
、
卓
吾
が
陽
明
學
中

の
左
派
に
屡
す
る
一
里
と
し
て
「
彼
の
編
し
た
『
陽
明
先
生
道
學
齢
』
八
巻
の
う
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ち
に
は
傅
習
録
が
入
っ
て
な
い
。
（
是
没
有
傅
習
録
的
位
置
的
）
こ
の
こ
と
は
、

　
　

同
じ
陽
明
學
と
い
う
う
ち
に
、
右
派
か
傅
習
録
の
信
徒
で
あ
る
の
に
對
し
て
、

　
　

左
派
の
重
ん
す
る
と
こ
ろ
は
陽
明
先
生
の
功
業
で
あ
っ
た
、
傅
習
録
は
暇
道
學

　
　

で
あ
り
道
學
紗
に
見
ゆ
る
「
英
啜
漢
子
」
こ
そ
貝
道
學
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」

　
　

と
い
う
説
で
あ
る
。
私
は
『
道
學
紗
』
な
る
も
の
を
未
だ
見
て
い
な
い
。
し
た
か

　
　

っ
て
傅
習
録
の
位
置
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い

　
　

が
、
陽
明
に
は
傅
習
録
以
外
に
所
謂
論
學
の
書
簡
や
序
記
の
類
は
夥
し
く
あ
る
、

　
　

そ
れ
ら
も
採
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
れ
ら
も
一
切
採
ら
れ
て

　
　

い
な
い
と
す
れ
ば
、
た
し
か
に
注
目
に
値
す
る
事
賓
で
あ
る
か
、
論
學
書
の
類

　
　

が
採
ら
れ
て
や
る
と
す
れ
ば
、
話
は
別
と
な
る
。
そ
う
し
て
私
は
賓
は
採
ら
れ
て

　
　

い
る
に
相
違
な
い
と
信
じ
て
５
.
る
･
＃
の
で
あ
る
。
私
に
は
氏
が
こ
の
よ
う
な
説

　
　

を
な
さ
れ
た
背
後
に
は
、
解
放
後
中
國
に
於
け
る
陽
明
學
に
對
す
る
否
定
的
評

　
　

價
と
い
う
特
殊
な
事
情
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
否
定
的
評
價
の
原
因
と
し

　
　

て
は
二
つ
の
も
の
か
考
久
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
一
は
陽
明
か
兵
を
提
げ
て
所
謂

　
　

る
農
民
起
義
を
討
伐
し
た
こ
と
に
對
す
る
反
感
（
肇
潟
に
於
け
る
陽
明
崇
拝
に

　
　

對
し
て
中
共
で
は
彼
は
む
し
ろ
創
子
手
で
あ
る
）
二
は
陽
明
の
哲
學
は
『
主
観
唯

　
　

心
論
』
（
す
な
わ
ち
主
観
的
観
念
論
。
此
に
對
し
て
朱
子
學
は
普
通
、
客
観
唯
心

　
　

論
と
せ
ら
れ
る
）
で
あ
り
、
主
観
唯
心
論
は
進
歩
的
意
味
を
奄
ち
得
な
い
、
と

　
　

い
う
考
え
方
。
然
も
一
方
で
は
陽
明
學
左
派
の
方
は
あ
く
ま
で
肯
定
的
に
評
價

　
　

し
よ
う
と
す
る
か
ら
、
こ
こ
に
無
理
か
お
こ
り
、
左
派
は
師
の
陽
明
に
（
意
識

　
　

的
に
）
そ
む
い
た
も
の
で
あ
る
と
か
、
陽
明
の
唯
心
論
を
左
派
（
例
え
ば
王
心

　
　

斎
）
は
唯
物
論
に
特
轍
し
た
、
と
か
言
う
強
引
な
説
が
う
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
然

　
　

し
な
が
ら
上
に
言
っ
た
二
つ
の
原
因
な
る
も
の
は
甚
だ
い
わ
れ
が
な
い
。
そ
れ

　
　

は
今
日
の
段
階
に
妥
営
す
る
（
私
は
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
は
な
い
か
、
マ
ル
ク
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ス
主
義
中
國
で
は
恐
ら
く
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
）
評
價
基
準
を
過
去
の
時
代
に

一
律
に
押
し
は
め
よ
う
と
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
名
数
と
合
匯
し
、
あ
の

驚
く
べ
き
完
結
性
を
奄
っ
た
朱
子
學
の
キ
ェ
チ
ズ
ム
か
支
配
的
と
な
っ
て
以
後

の
中
國
に
於
い
て
は
、
そ
れ
に
挑
戦
し
そ
れ
を
突
破
せ
ん
と
す
る
所
謂
主
観
唯

心
論
こ
そ
む
し
ろ
逆
に
進
歩
的
意
義
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
陽
明
以
後
清

末
の
譚
嗣
同
に
至
る
ま
で
、
鵜
制
度
へ
の
最
も
尖
鋭
な
批
判
、
最
も
深
刻
な
呪

咀
は
殆
ど
す
べ
て
主
観
的
唯
心
論
の
側
よ
り
放
た
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
革
命
を
し
て
よ
く
終
あ
ら
し
め
る
も
の
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
少

く
と
も
中
國
に
於
て
玖
革
新
の
始
動
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
（
譚
嗣
同
の
哲

學
を
そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
科
學
の
以
太
の
語
を
基
礎
概
念
に
用
い
て
い
る
と
い

う
理
由
で
唯
物
論
（
或
は
せ
い
ぜ
い
「
唯
心
論
の
尻
尾
を
つ
け
た
唯
物
論
」
）
な

り
と
解
す
る
一
部
の
脱
の
皮
相
な
る
こ
と
、
王
心
粛
を
唯
物
論
者
な
り
と
断
歩

る
の
全
然
根
凍
な
き
と
等
し
い
。
）
（
な
お
、
特
に
こ
こ
で
私
の
根
本
的
立
場
を

こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
。
進
歩
的
と
は
も
ち
ろ
ん
我
展
段
階
脱
的
意
味
で
言
う

の
で
あ
る
が
、
た
だ
そ
の
場
合
、
私
は
『
萌
芽
論
』
の
重
要
性
は
充
分
み
と
め

な
が
ら
、
然
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
資
本
主
義
の
衝
撃
が
な
く
と
も
中
國
は
自
生
的
に

資
本
主
義
に
入
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
ま
で
の
考
は
も
ち
得
な
い
の
で
あ
る
。

史
學
雑
誌
六
一
の
九
、
拙
稿
を
參
照
）
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
佛
老

の
影
響
と
い
う
鮎
と
併
せ
て
著
者
の
再
考
を
要
請
し
た
い
。
佛
老
の
影
響
と
い

う
う
ち
佛
教
（
弾
）
に
つ
い
て
は
第
三
章
に
於
て
卓
吾
の
世
界
観
の
唯
心
論
的

側
面
の
‘
一
要
素
（
印
ち
マ
イ
ナ
ス
面
）
と
し
て
言
及
さ
れ
、
ま
た
そ
の
佩
空
の

説
か
解
訊
さ
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
か
、
私
は
浦
足
で
き
な
い
。
の
ち
の
譚
嗣

同
、
章
炳
麟
な
ど
或
は
輝
、
或
は
華
厳
、
或
は
唯
識
と
宗
派
は
異
る
か
す
べ
て

佛
學
に
深
か
っ
た
。
こ
れ
ら
と
の
比
較
に
於
て
急
進
的
思
想
と
佛
数
と
の
関
係

は
従
来
の
如
く
そ
の
ネ
ガ
チ
ヴ
の
面
に
於
て
の
み
で
な
く
、
ポ
ジ
チ
ヴ
な
面
に

つ
い
て
も
深
く
検
討
さ
る
べ
き
も
の
か
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
佛
教
は
た
し
か
に
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一
面
に
於
て
彼
ら
の
思
想
を
収
拾
し
か
た
い
ま
で
に
汪
洋
放
恣
な
ら
し
め
た
で

　
　

あ
ろ
う
。
然
し
例
え
ぼ
『
仁
學
』
の
如
き
、
そ
の
積
極
面
に
佛
教
の
寄
呉
な
し
と

　
　

断
言
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
李
卓
吾
の
場
合
、
よ
く
奄
わ
る
く
も
禅
の
も

　
　

つ
リ
ア
リ
ズ
ム
（
そ
れ
は
思
辨
の
極
度
の
浪
曼
性
と
う
ら
は
ら
を
具
し
て
い
る
）

　
　

と
そ
れ
に
支
え
ら
れ
る
所
謂
「
心
力
」
と
を
無
脱
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
ま
い
。

　
　
　

佛
老
の
老
の
方
の
影
響
と
し
て
は
、
卓
吾
が
民
を
愚
に
す
る
無
昌
の
治
を
説

　
　
　

い
た
鮎
か
主
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
（
第
五
、
六
、
八
章
）

　
　
　

こ
れ
は
恐
ら
く
正
常
な
指
摘
で
あ
る
。
然
し
こ
れ
を
一
概
に
今
日
の
眼
か
ら
見

　
　
　

て
『
反
人
民
思
想
』
と
し
Ｉ

　
　
　

と
み
る
こ
と
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
彼
は
彼
流
に
人
民
の
昌
に
考
え

　
　
　

て
い
た
。
彼
に
あ
っ
て
も
政
治
は
あ
く
ま
で
人
民
の
幸
禰
の
呉
の
も
の
で
な
く

　
　
　

て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
う
考
え
る
彼
の
立
場
そ
の
も
の
は
あ
く
ま
で

　
　
　

士
大
夫
の
立
場
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
人
民
の
昌
に
Ｉ
こ
の
言
葉
が
Ｃ
.
-
M
唐

　
　
　

突
で
な
い
な
ら
ば
Ｉ
彼
か
求
め
た
の
は
何
よ
り
も
強
力
に
し
て
有
効
な
る
政

　
　
　

治
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
あ
の
時
代
、
あ
の
國
家
に
於
け
る
む
し
ろ
健
康
な
マ
キ

　
　
　

ア
ベ
リ
ズ
ム
で
な
か
っ
た
と
果
し
て
断
言
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
卓
吾
が
張
居

　
　
　

正
に
心
服
し
た
の
は
正
に
こ
の
鮎
で
あ
っ
た
。
張
居
正
の
言
に

　
　
　
　

『
天
下
の
こ
と
極
ま
れ
ば
必
ず
愛
す
、
礎
す
れ
ば
則
ち
始
に
反
る
。
こ
れ
造

　
　
　
　

化
自
然
の
理
な
り
。
漢
唐
を
歴
て
宋
に
至
り
て
文
弊
す
で
に
甚
し
く
、
天
下

　
　
　
　

日
に
矯
偏
に
趨
く
。
宋
は
類
魔
の
極
な
り
。
そ
の
勢
か
な
ら
す
受
す
。
か
く

こ
と
能
わ
す
し
て
本
朝
こ
れ
を
承
く
。
我
が
朝
廷
の
治
の
簡
蕨
質
朴
な
る
は

官
に
元
を
か
り
て
馳
除
と
な
し
た
る
な
り
。
然
る
に
近
時
迂
腐
の
輩
は
依
然

と
し
て
晩
宋
の
弊
習
を
祀
と
し
て
、
妄
り
に
我
が
胆
宗
の
建
立
し
た
ま
い
し

　

と
こ
ろ
を
議
す
る
は
、
治
理
を
知
ら
ざ
る
者
な
り
』
。

　

『
三
代
よ
り
秦
に
至
れ
ば
、
こ
れ
渾
沌
の
再
び
闘
け
し
も
の
な
り
。
そ
０
　
創

　

立
せ
る
法
制
は
今
に
至
る
も
守
り
て
利
と
な
す
。
史
に
槌
す
、
そ
れ
聖
人
の

　

威
を
得
た
り
、
と
。
…
…
わ
か
高
皇
帝
は
紳
武
も
て
天
下
を
定
め
た
ま
い
、

　

そ
の
治
は
威
強
を
主
と
す
。
前
代
の
繁
文
苛
膿
、
殴
政
弊
習
、
劃
創
し
て
殆

　

と
盗
く
。
官
に
秦
法
よ
り
も
蔽
な
り
…
…
一
一
百
除
年
を
歴
る
と
雖
も
、
海
内

　

人
心
、
晏
然
と
し
て
揺
か
す
、
こ
れ
威
を
用
い
し
奴
な
り
。
腐
儒
時
愛
に
建

　

せ
す
、
こ
と
ご
と
に
三
代
を
穏
し
…
…
』
（
張
文
忠
公
全
集
、
文
集
十
一
、

　

な
お
文
集
三
、
辛
未
會
試
程
策
に
、
戻
于
時
、
彿
于
民
、
雖
聖
哲
之
所
創
造
、

　

可
無
従
也
、
と
い
っ
て
『
後
王
に
法
る
』
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
を
參
照
）

と
あ
る
の
を
、
朱
氏
も
引
か
れ
た
卓
吾
の
２
ハ
食
論
』
と
く
ら
べ
ら
れ
た
い
。

　

茫
仲
沌
い
わ
く
、
儒
者
は
自
か
ら
名
教
あ
り
、
何
ぞ
兵
を
事
と
せ
ん
、
と
。

　

賞
に
兵
の
急
務
な
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
張
横
渠
は
田
を
一
方
に
買
い
、
井

　

田
を
行
わ
ん
と
す
、
こ
れ
ま
た
井
田
の
何
事
た
る
や
を
知
ら
す
し
て
徒
に
古

　

を
慕
う
こ
と
を
標
榜
す
、
ま
す
ま
す
醜
態
な
り
。
商
秋
は
之
を
知
り
、
慨
然

　

と
し
て
訥
う
て
行
い
、
専
ら
攻
戦
を
務
め
、
決
す
る
に
信
賞
必
罰
を
以
て
ナ
。

　

秦
を
し
て
は
に
わ
か
に
強
か
ら
し
め
ん
と
し
た
る
に
、
惨
し
く
も
車
裂
の
刑

　

に
あ
い
、
し
か
も
秦
民
に
哀
ま
れ
ず
、
こ
れ
知
ら
し
む
べ
か
ら
ざ
る
も
の
を

　

知
ら
し
め
ん
と
し
た
る
結
果
な
り
。
さ
れ
ば
「
聖
人
の
道
は
、
以
て
民
を
聴

　

明
な
ら
し
め
ん
と
に
は
非
ず
、
ま
さ
に
以
て
愚
に
せ
ん
と
す
」
（
老
子
六
十

　

五
章
）
「
魚
は
淵
を
腕
す
べ
か
ら
す
、
國
の
利
器
は
人
に
示
ナ
ベ
か
ら
す
（
同
、

　

三
十
六
章
）
」
。
と
は
深
遠
の
言
な
る
哉
。
歴
世
こ
れ
を
賓
と
せ
り
。
太
公
望

　

こ
れ
を
行
え
り
。
管
仲
こ
れ
を
修
め
た
り
。
老
子
こ
れ
を
明
か
に
せ
り
。
周

　

公
よ
り
し
て
の
ち
、
流
れ
て
儒
と
な
る
。
紛
耘
と
し
て
制
作
し
、
民
を
聴
明

　

な
ら
し
め
ん
と
務
む
。
項
屑
煩
砕
、
信
誓
に
汲
汲
た
り
。
か
く
て
軒
輪
氏
の
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政
つ
い
に
衰
う
。

　
　
　

第
三
に
、
墨
子
の
影
響
あ
り
と
は
、
第
五
章
に
卓
吾
の
歴
史
観
と
し
て
四
タ

　
　

條
を
あ
げ
た
う
ち
、
歴
史
上
の
人
物
を
評
論
す
る
に
賞
用
（
賓
践
、
ま
た
は
有

　
　

効
性
）
を
以
て
標
準
と
な
す
、
の
一
事
、
並
に
第
八
章
に
於
て
卓
吾
思
想
の
制

　
　

限
を
な
ナ
矛
盾
を
三
つ
畢
げ
た
う
ち
、
『
無
紳
論
と
有
鬼
論
の
矛
盾
』
と
い
う
そ

　
　

の
有
鬼
論
、
こ
の
二
が
墨
子
（
と
利
馮
寮
）
の
影
響
を
う
け
た
も
の
だ
と
言
う

　
　

の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
卓
吾
に
『
墨
子
批
選
』
の
著
述
は
あ
る
。
し
か
し
、
右
の

　
　

二
鮎
か
墨
子
の
影
響
と
は
附
會
も
甚
し
い
。

　
　
　

第
四
に
張
居
正
の
影
響
あ
り
と
は
、
第
三
章
の
世
界
観
の
條
に
、
卓
吾
の
世

　
　

・
界
観
は
唯
物
論
と
唯
心
論
を
調
和
せ
ん
と
す
る
二
元
論
で
あ
り
、
二
元
論
は
要

　
　

す
る
に
唯
心
主
義
で
あ
る
と
い
い
、
そ
の
唯
心
論
に
は
『
賓
に
意
外
な
こ
と
な

　
　

か
ら
、
常
時
の
宣
行
家
張
居
正
の
影
響
を
う
け
た
と
こ
ろ
か
あ
る
』
と
し
て
有

　
　

名
な
『
余
を
し
て
創
子
干
（
首
斬
役
人
）
た
ら
し
む
る
も
、
余
は
刑
場
を
離
れ

　
　

す
し
て
菩
提
を
攬
し
て
み
せ
よ
う
』
と
い
う
居
正
の
鐸
學
を
あ
げ
て
い
る
の
が

　
　
　

一
つ
、
ま
た
第
五
章
に
、
卓
吾
の
一
質
一
文
二
治
一
眼
的
歴
史
観
は
居
正
の

　
　

史
観
と
合
致
す
る
、
恐
ら
く
そ
の
影
響
を
う
け
た
の
で
あ
ろ
う
と
言
っ
て
い
る

　
　

の
か
一
つ
。
此
も
恐
ら
く
草
に
不
行
現
象
に
ナ
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
影
響
と

　
　

い
う
こ
と
は
で
き
ま
い
。
卓
吾
の
史
観
は
１
　
吾
の
思
想
彊
系
或
は
左
派
王
學
そ

　
　

の
も
の
の
自
然
な
る
帰
結
で
あ
っ
た
。
問
題
は
む
し
ろ
卓
吾
と
張
居
正
と
い
う

　
　

同
時
代
の
左
右
の
両
極
端
が
す
ぐ
前
に
も
ふ
れ
た
如
く
然
も
同
じ
く
憚
學
に
立

　
　

ち
同
じ
様
な
史
観
を
い
だ
い
て
い
た
と
い
う
鮎
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

最
後
に
利
馮
賓
の
影
響
と
は
、
第
三
章
に
卓
吾
の
世
界
観
は
、
中
國
傅
統
哲

　
　
　

學
の
影
響
の
も
と
で
は
唯
心
論
と
し
て
現
れ
、
気
が
天
地
萬
物
の
根
本
で
あ
る

　
　
　

こ
と
を
認
め
。
る
鮎
で
は
唯
物
論
的
『
方
向
』
を
ふ
く
む
、
そ
し
て
こ
の
気
に
よ
る

協

　

存
在
論
と
い
う
鮎
で
は
利
馬
寮
な
ど
に
依
っ
て
輸
入
せ
ら
れ
た
西
洋
の
初
期
科

學
思
想
に
接
し
た
こ
と
が
（
中
國
傅
統
の
哲
學
と
と
も
に
）
影
響
し
て
い
る
、

と
い
う
の
か
Ｉ
。
第
六
章
に
卓
吾
の
反
封
建
専
制
思
想
の
一
内
容
た
る
「
友
を

以
て
命
と
な
す
」
と
い
う
意
識
が
、
利
馬
寮
の
『
交
友
論
』
の
「
友
は
第
二
の

我
な
り
」
と
い
う
考
え
と
開
係
が
あ
る
と
す
る
の
が
又
そ
の
Ｉ
、
及
び
既
に
言

及
し
た
卓
吾
の
有
鬼
説
、
す
な
わ
ち
焚
書
倦
三
の
『
鬼
紳
論
』
の
趣
旨
が
利
馮

賓
の
『
天
主
宜
義
』
に
同
じ
い
と
い
う
の
か
又
そ
の
て
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
此
の
何
れ
に
對
し
て
も
私
は
賛
意
を
表
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
気
の

存
在
論
に
つ
い
て
は
朱
氏
は
「
西
暦
利
馮
寮
の
言
に
天
地
の
間
、
た
だ
三
行
あ

り
、
水
と
火
と
土
な
り
、
と
。
ま
た
気
を
以
て
一
行
と
な
す
。
人
す
こ
ぶ
る
妄

誕
な
り
と
な
す
も
、
余
の
思
う
に
此
れ
利
馮
賓
の
言
の
み
に
非
ず
…
…
耶
予
い

わ
く
・
：
…
蔦
洪
い
わ
く
…
…
張
子
い
わ
く
：
…
・
利
馬
賓
の
言
妄
誕
に
非
ざ
る
な

り
」
と
い
う
『
疑
耀
』
の
言
を
引
い
て
い
る
。
（
疑
耀
七
巻
は
李
贅
撰
と
積
す
る
’

が
そ
れ
は
誤
で
張
萱
の
撰
と
な
す
べ
き
こ
と
四
庫
提
要
（
子
部
雑
家
三
）
に
明

澄
敷
條
を
あ
げ
て
論
じ
て
お
り
、
私
も
、
通
行
本
・
に
よ
る
か
ぎ
り
そ
の
読
を
信

ぜ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
氏
は
『
參
考
原
始
資
料
目
録
』
の
疑
耀
六
巻
、

原
題
李
賛
著
、
張
萱
訂
、
明
刻
本
（
清
華
大
學
蔵
）
の
條
に
提
要
の
混
は
誤
と

注
記
し
ま
た
『
説
書
』
『
疑
耀
』
間
有
他
人
之
設
、
偶
混
其
中
、
廬
加
以
分
別
、

と
言
う
て
い
る
。
然
し
積
極
的
な
理
由
は
全
然
示
さ
れ
て
い
な
い
。
氏
は
理
由

を
示
す
べ
き
で
あ
る
）
か
り
に
こ
れ
が
貝
に
卓
吾
の
語
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
決
し
て
『
影
響
』
を
示
ナ
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
影
響
を
見
よ
と
い

う
の
な
ら
ぼ
佛
教
の
四
大
説
に
も
影
響
を
見
て
少
し
も
不
都
合
は
な
い
。
元
来
、

気
を
存
在
の
根
本
と
み
る
の
を
唯
物
論
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
朱
子
學
を
も
含
め
て

中
國
傅
統
の
哲
學
（
佛
教
を
除
く
）
で
Ｉ
と
し
て
唯
物
論
で
な
い
も
の
か
あ
ろ

う
か
。
た
し
か
に
『
た
だ
一
言
の
道
に
近
き
も
の
あ
れ
ぼ
、
い
か
な
る
人
物
に

も
參
鐙
し
た
』
の
か
卓
吾
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
要
す
る
に
利
馬
寮
の
學
は
『
吾
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が
周
孔
の
學
』
の
比
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
（
容
肇
胆
氏
李
卓
吾
評
傅
四
十
頁

　
　
　

に
引
く
績
焚
書
）
卓
吾
を
以
て
『
肌
理
を
西
方
國
家
に
求
め
た
』
も
の
と
す
る

　
　
　

こ
と
は
い
ま
だ
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
卓
吾
の
思
想
と
し
て
気
の
説
を
と
り
あ

　
　
　

げ
る
こ
と
の
常
否
は
い
ま
問
わ
ぬ
と
し
て
も
、
私
は
む
し
ろ
こ
こ
で
、
陽
明
學

　
　
　

と
相
い
表
裏
し
て
起
っ
て
き
た
、
否
そ
の
最
も
本
質
的
な
局
面
に
於
い
て
は
む

　
　
　

し
ろ
陽
明
の
主
我
唯
心
論
の
必
然
の
産
物
で
あ
っ
た
と
も
言
う
べ
き
『
気
の
哲

　
　
　

學
』
に
こ
そ
言
及
し
て
ほ
し
か
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
（
山
井
湧
氏
『
明
詩
時

　
　
　

代
に
於
け
る
気
の
哲
學
』
昭
和
廿
六
年
哲
學
雑
誌
）

　
　
　

次
に
卓
吾
の
『
朋
友
を
以
て
命
と
な
す
』
と
い
う
思
想
に
つ
い
て
。
こ
こ
で

　
　
　

も
事
情
は
同
様
で
あ
る
。
利
馮
貨
を
引
用
す
る
ス
ペ
ー
ス
が
あ
る
な
ら
、
陽
明

　
　
　

學
左
派
の
間
に
一
代
は
一
代
よ
り
と
高
ま
っ
て
き
た
此
の
精
紳
に
つ
い
て
一
言

　
　
　

な
り
と
言
及
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
別
の
言
葉
で
い
え
ば
侠
の
精
９
　
で
あ

　
　
　

り
責
は
左
派
的
に
展
開
す
べ
き
も
の
と
し
て
の
陽
明
學
そ
の
も
の
の
は
ら
む
精

　
　
　

帥
で
あ
っ
た
し
、
更
に
遡
れ
ば
程
明
道
の
『
萬
物
一
堕
の
仁
』
に
源
流
を
求
め

　
　
　

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
今
こ
の
勁
に
つ
い
て
詳
説
す
る
除
裕
は
な
い
か
、
本
書

　
　
　

か
李
卓
吾
思
想
の
内
容
諸
項
を
い
わ
ぼ
横
に
開
列
し
た
と
い
う
性
格
の
強
い
反

　
　
　

面
、
そ
れ
を
縦
に
史
的
晟
展
の
相
に
於
て
、
印
ち
大
き
く
は
少
く
と
も
宋
以
後

　
　
　

の
思
想
史
の
、
小
さ
く
は
陽
明
學
の
或
は
陽
明
風
心
４
　
の
必
然
的
帰
結
と
し
て

　
　
　

見
よ
う
と
い
う
用
意
に
甚
し
く
訣
け
、
除
り
に
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
所
謂
「
影
響
」

　
　
　

な
る
も
の
を
求
め
す
ぎ
る
と
い
う
鋏
鮎
は
、
か
か
る
勁
に
殆
ど
ナ
ン
セ
ン
ス
な

　
　
　

ま
で
に
露
呈
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
有
鬼
論
に
於
け
る
利
馬
寮
（
或
は
墨

　
　
　

子
）
の
影
響
な
る
も
の
に
つ
い
て
も
同
断
で
あ
る
。
も
し
其
處
に
あ
く
ま
で
「
影

　
　
　

響
」
も
し
く
は
由
来
を
求
め
よ
と
な
ら
ぼ
、
む
し
ろ
営
時
の
士
大
夫
に
普
通
で

　
　
　

あ
っ
た
迷
信
的
？
意
識
を
以
て
こ
れ
に
あ
つ
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
氏
も

　
　
　

い
う
如
く
李
卓
吾
の
有
鬼
論
に
は
一
種
シ
ニ
カ
ル
な
調
子
か
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
場
合
、
私
は
む
し
ろ
氏
が
「
朱
子
い
わ
く
、
天
は
印
ち
理
な
り
。
…
…
理
は
人
人

の
同
じ
く
具
す
る
と
こ
ろ
、
若
し
必
ず
天
子
に
し
て
は
じ
め
て
天
地
を
祭
る
べ

し
と
な
ら
ぼ
、
是
れ
必
ず
天
子
に
し
て
は
じ
め
て
理
を
祭
り
う
る
な
り
。
凡
そ

臣
庶
人
た
る
も
の
理
の
祭
り
に
呉
る
を
得
ず
、
こ
ん
な
馬
鹿
げ
た
こ
と
か
あ
ろ

う
か
。
も
し
然
ら
ば
理
な
る
も
の
は
大
い
に
民
の
財
を
傷
け
、
民
の
力
を
笏
す

る
の
み
に
て
、
理
な
ど
無
い
方
が
よ
っ
ぼ
と
ま
し
な
ら
す
や
」
と
い
う
焚
書
の

語
を
引
い
た
つ
い
で
に
、
譚
嗣
同
の
「
…
…
中
國
は
則
ち
然
ら
す
。
府
廳
州
蘇
、

孔
子
廟
を
立
つ
と
雖
も
’
た
だ
役
人
と
生
貝
と
の
み
之
を
祀
る
を
得
。
農
夫
野
老

の
ご
と
き
は
…
…
」
（
『
仁
學
』
三
聯
版
全
集
六
十
九
頁
）
と
い
う
言
葉
に
言
及
し

て
ほ
し
か
っ
た
。
私
は
両
者
の
間
に
「
影
響
」
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。

然
し
墨
子
や
利
馮
賓
を
引
く
に
く
ら
べ
て
は
る
か
に
深
い
必
然
的
連
繋
が
存
す

る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
譚
嗣
同
に
因
ん
で
い
う
な
ら
ば
、
氏
の
叙
述
中
に
は
逆
に
メ
リ

ッ
ト
と
す
べ
き
も
。
の
か
あ
る
鮎
を
乖
げ
て
お
か
ね
ぼ
な
ら
ぬ
。
印
ち
例
え
ぼ
朋

友
云
云
に
闘
し
て
、
利
馮
誓
へ
の
言
及
と
と
も
に
譚
嗣
同
『
仁
學
』
の
『
朋
友

は
、
五
倫
中
、
弊
な
く
し
て
盆
あ
る
も
の
の
隨
一
』
と
い
う
一
節
を
引
か
れ
た
鮎

は
第
七
章
に
卓
吾
が
欲
・
利
・
私
を
肯
定
し
た
こ
と
を
述
べ
て
そ
れ
が
頑
固
守

善
所
の
愉
約
説
を
反
駁
し
て
奢
侈
の
牡
會
的
効
用
を
主
張
し
た
譚
嗣
同
の
説
と

同
様
、
商
業
資
本
の
立
場
で
の
経
酒
思
想
で
あ
り
、
卓
吾
は
か
か
る
思
想
の
先
。

華
者
で
あ
る
、
と
せ
ら
れ
た
鮎
と
と
も
に
、
甚
だ
我
が
意
を
得
た
叙
述
で
あ
る
。

晩
明
思
想
と
清
末
の
革
新
的
思
想
と
の
間
に
は
類
同
の
鮎
が
甚
だ
多
い
。
譚
嗣

同
の
以
太
誕
と
明
中
末
期
（
よ
り
清
の
戴
東
原
に
到
る
諸
氏
）
の
気
の
哲
學
、

陽
明
學
左
派
の
游
侠
精
紳
と
清
末
志
士
の
間
に
於
け
る
任
侠
の
強
調
、
（
『
仁
學
』

六
十
一
頁
「
翼
教
叢
編
」
四
、
五
、
）
清
末
に
於
け
る
『
學
會
』
－
即
ち
學
開
か

本
来
的
に
共
同
的
性
格
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
の
主
張
と
明
の
「
講
學
」
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家
に
於
け
る
同
じ
認
識
（
「
仁
學
」
六
十
七
頁
、
ま
た
治
事
篇
。
朱
子
學
も
「
講
學
」

を
以
て
拐
せ
ら
れ
る
が
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
私
は
そ
の
中
に
こ
の
よ
う
な
明
瞭

な
詔
識
を
見
出
し
て
い
な
い
）
そ
の
ほ
か
萬
物
一
謄
の
仁
の
説
の
復
興
と
い
い
、

熱
情
主
義
と
い
い
、
欲
望
肯
定
と
い
い
、
名
教
批
剣
と
い
い
、
動
あ
る
い
は
愛

の
強
調
と
い
い
、
異
端
に
對
す
る
包
橘
的
態
度
と
い
い
、
事
項
の
類
似
の
み
を

求
め
て
奄
い
く
ら
で
も
あ
る
。
（
も
し
黄
宗
薇
な
ど
の
所
謂
遺
老
を
ふ
く
め
る

な
ら
ぽ
ま
だ
ま
だ
畢
げ
る
こ
と
か
で
き
よ
う
）
そ
し
て
そ
れ
は
草
な
る
事
項
的

な
類
似
と
い
う
よ
う
な
皮
相
な
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
誤
解
を
恐
れ
な

い
で
、
敢
て
直
截
に
い
え
ぱ
明
末
と
清
末
と
は
、
思
想
史
と
し
て
抽
象
し
て
み

る
と
き
殆
ん
ど
直
接
に
連
績
し
て
お
り
、
一
は
他
の
登
展
と
い
う
意
味
を
も
つ

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
間
に
は
さ
ま
れ
る
清
朝
と
５
.
う
･
＃
の
、
そ
の
考
匯

學
と
ｓ
.
う
も
の
も
、
こ
の
様
な
見
地
か
ら
そ
の
意
味
を
考
え
な
か
す
必
要
か
お

り
は
す
ま
い
か
。
―
私
は
朱
氏
が
こ
の
様
な
展
望
の
屯
と
に
譚
嗣
同
類
引
い

た
と
は
思
わ
な
い
か
、
平
生
こ
の
よ
う
な
考
を
抱
い
て
い
る
者
と
し
て
氏
の
引

用
に
甚
だ
興
味
を
感
じ
た
の
で
ご
言
し
て
か
く
。

　

小
題
大
作
の
誇
は
発
悟
の
上
、
右
を
以
て
紹
介
と
批
評
を
終
る
。
本
書
の
長

所
は
始
に
の
べ
た
如
く
で
あ
り
、
短
所
は
批
評
中
に
の
べ
た
如
く
、
中
國
そ
れ

自
健
の
思
想
史
膿
系
を
除
り
に
無
硯
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
張
居
正
、
利

瑞
賓
と
の
関
係
と
い
う
重
要
な
指
摘
奄
そ
の
認
め
に
何
ら
の
成
果
に
も
逢
し
て

い
な
い
の
は
甚
だ
惜
し
む
べ
き
で
あ
る
。
本
書
に
つ
い
て
語
る
べ
き
鮎
は
ま
だ

ま
だ
あ
ろ
う
。
例
え
ぼ
黒
旋
風
李
逢
に
つ
い
て
の
卓
吾
の
評
價
の
如
き
、
左
派

王
學
的
人
間
像
の
到
達
し
た
一
典
型
と
し
て
も
っ
と
も
吟
味
す
る
に
値
す
る
か

今
は
た
だ
第
八
章
の
中
か
ら
次
の
二
條
を
引
く
に
止
め
る
。

　

一
、
『
卓
吾
は
一
面
で
は
小
地
主
階
屑
の
没
落
意
識
を
反
映
し
て
三
教
合
一

2
6

　

と
い
う
玄
虚
思
想
を
説
く
と
と
も
に
一
面
で
は
自
由
市
民
的
な
向
外
顎
展
の
新

意
識
、
す
な
わ
ち
封
建
的
傅
統
に
反
對
す
る
思
想
解
放
の
気
運
を
反
映
し
て
い

る
。
…
…
卓
吾
を
研
究
す
る
に
営
っ
て
ま
す
こ
の
矛
盾
を
め
く
り
出
さ
な
く
て

は
、
そ
の
思
想
の
貝
價
も
、
そ
の
思
想
の
合
理
的
な
中
核
屯
容
易
に
つ
か
め
な

い
の
で
あ
る
』

　

二
、
『
卓
吾
の
思
想
の
政
治
的
影
響
と
い
う
勁
に
つ
い
て
い
う
と
、
そ
の
著

作
は
農
民
革
命
に
對
し
て
も
全
く
闘
係
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
ぬ
。
―
Ｉ
一
一
一
―
水
滸

傅
の
明
末
社
會
へ
の
影
響
は
宜
に
卓
吾
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ

の
「
忠
義
水
滸
傅
」
は
至
る
と
こ
ろ
で
公
然
と
起
義
を
提
侶
し
て
い
る
：
：
ｊ
』

　

本
稿
は
も
と
本
年
七
月
、
中
共
の
史
學
論
文
を
讃
む
會
で
あ
る
と
こ
ろ
の
新

史
學
研
究
會
で
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
は
解
放
後
の
此
の
方
面
で
の

最
初
の
書
た
る
奥
深
『
儒
教
叛
徒
李
卓
吾
』
お
よ
び
侯
外
廬
『
論
明
清
之
際
的

社
會
、
階
級
関
係
和
啓
蒙
思
潮
的
特
鮎
』
（
「
新
建
設
」
一
九
五
五
・
五
月
）
の
論

旨
に
も
言
及
し
、
か
つ
本
書
全
篇
の
詳
細
項
目
表
を
配
付
し
た
か
今
は
都
合
で

す
べ
て
創
っ
た
。
茫
文
甫
氏
の
「
晩
明
思
想
史
論
」
（
一
九
四
四
、
重
慶
）
侯
外

廬
氏
の
「
中
國
近
世
學
術
思
想
史
」
（
？
）
を
未
だ
に
見
え
な
い
こ
と
と
と
I
＃
ｙ
.

遺
憾
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
島
田
虔
次
）

　
　
　
　

中
國
棉
紡
織
史
稿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

厳

　
　
　
　

中

　
　

平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
五
五
年
九
月

　

科
學
出
版
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ａ
５
判
三
八
四
頁

　

三
七
〇
圓

　

中
國
の
棉
紡
織
業
に
つ
い
て
は
、
今
度
の
大
戦
の
前
か
ら
、
中
國
民
族
産
業

の
優
な
る
も
の
と
し
て
、
中
國
内
外
の
學
者
に
よ
り
、
多
く
の
賞
態
調
査
が
渚

さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
営
時
こ
れ
に
携
わ
っ
た
中
國
の
學
者
に
と
っ
て
は
、
こ
れ

ら
の
調
査
は
た
だ
単
な
る
學
間
的
興
味
に
出
登
す
る
も
の
で
な
く
、
誇
張
し
て
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