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著
者
南
基
鶴
氏
は
、
一
九
六
二
年
韓
国
に
生
ま
れ
、
ソ
ウ
ル
大
学
校
大
学

院
東
洋
史
学
科
修
士
課
程
・
檀
国
大
学
校
大
学
院
博
士
課
程
を
経
て
、
　
～
九

八
八
年
よ
り
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
で
大
山
喬
平
氏
に
日
本
中
世
史

を
学
び
、
現
在
翰
林
大
学
校
日
本
学
科
の
専
任
講
師
を
勤
め
る
。
本
書
は
、

一
九
九
四
年
に
京
都
大
学
に
提
出
さ
れ
た
博
士
号
請
求
論
文
に
手
を
加
え
た

も
の
で
あ
る
。

　
近
年
、
日
本
に
留
学
し
て
日
本
語
で
博
士
論
文
を
執
筆
し
、
学
位
を
取
る

韓
国
人
の
日
本
史
研
究
者
が
多
い
が
、
し
ば
ら
く
前
ま
で
は
、
近
現
代
、
つ

い
で
古
代
を
専
攻
分
野
と
す
る
場
合
が
大
半
で
あ
っ
た
。
し
か
し
最
近
、
中

世
や
近
世
を
研
究
対
象
と
し
て
選
択
す
る
人
が
徐
々
に
増
え
て
い
る
。
戦
後

五
〇
年
を
経
て
、
植
民
地
支
配
や
目
本
帝
国
主
義
と
直
接
の
関
わ
り
が
う
す

い
日
本
史
の
歴
史
的
時
代
に
も
、
若
い
韓
国
人
研
究
者
の
関
心
が
向
け
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
著
者
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
そ
う
し

た
「
新
し
い
波
」
の
先
駆
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
著
者
が
日
本
史
の
研
究
を
志
し
た
き
っ
か
け
は
、
一
九
八
二

年
に
起
き
た
、
日
本
で
使
用
さ
れ
る
歴
史
教
科
書
へ
の
韓
国
国
内
で
の
批
判

だ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
政
治
的
な
問
題
意
識
と
無
縁
な
と
こ
ろ
で
研
究
対
象

が
選
ば
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
論
述
の
内
容
に
そ
う
し
た
問
題
意

識
が
露
頭
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
き
わ
め
て
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
手
法

に
基
づ
く
実
証
論
文
と
し
て
、
日
本
人
研
究
者
の
著
作
と
同
列
に
置
い
て
検

討
の
対
象
と
し
う
る
レ
ベ
ル
を
達
成
し
て
い
る
。

　
本
書
は
四
つ
の
章
か
ら
構
成
さ
れ
、
全
体
と
し
て
、
蒙
古
襲
来
の
全
体
像

を
国
内
史
の
視
角
を
中
心
に
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
第
～
章
「
蒙
古
襲

来
と
鎌
倉
幕
府
の
対
応
i
対
応
策
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
一
」
（
初
出
は

『
史
林
』
七
一
漏
巻
五
号
、
　
一
九
九
〇
年
）
は
、
幕
府
の
対
応
策
を
、
国
内
の

政
治
・
社
会
問
題
と
の
関
連
で
歴
史
的
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
。
第
二
章

「
蒙
古
襲
来
以
後
の
幕
府
政
治
　
　
弘
安
の
改
革
と
そ
の
挫
折
…
」
（
本

書
が
初
出
）
は
、
襲
来
の
も
た
ら
し
た
軍
事
的
政
治
的
緊
張
と
い
う
条
件
の

も
と
に
、
弘
安
の
改
革
の
歴
史
的
性
格
を
究
明
し
、
霜
月
騒
動
の
再
検
討
を

試
み
る
。
第
三
章
「
蒙
古
襲
来
と
急
白
関
係
の
展
開
」
（
初
出
は
『
日
本
歴

史
研
究
臨
第
三
輯
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
九
六
年
一
韓
国
語
）
は
、
対
外
的
危
機

に
対
す
る
朝
廷
側
の
対
応
を
中
心
に
、
建
武
新
政
に
い
た
る
朝
幕
関
係
の
展

開
を
あ
と
づ
け
る
。
そ
し
て
第
四
章
「
蒙
古
襲
来
以
後
の
日
本
と
東
ア
ジ

ア
」
（
初
出
は
『
ア
ジ
ア
文
化
』
第
一
二
号
、
春
川
、
　
一
九
九
六
年
”
韓
国

語
）
は
、
襲
来
以
後
の
日
本
の
対
外
関
係
史
の
特
質
を
、
元
の
対
日
政
策
を

中
心
と
す
る
政
治
的
要
因
と
、
神
国
思
想
の
変
化
を
中
心
と
す
る
思
想
的
要

因
の
両
者
か
ら
明
ら
か
に
す
る
。

　
い
ず
れ
の
章
で
も
、
日
本
史
学
界
に
お
け
る
関
連
研
究
が
き
っ
ち
り
と
参

照
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
自
己
の
と
り
く
む
べ
き
課
題
を
導
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
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野
で
新
し
い
観
点
を
出
そ
う
と
す
る
努
力
の
跡
が
見
ら
れ
る
。
対
象
に
ま
っ

す
ぐ
に
向
き
あ
お
う
と
す
る
姿
勢
に
は
好
感
が
も
て
る
。
し
た
が
っ
て
本
来

な
ら
、
各
章
に
つ
い
て
著
者
の
見
解
を
詳
細
に
検
討
し
、
評
者
の
そ
れ
を
対

置
す
べ
き
と
こ
ろ
だ
が
、
紙
数
の
制
約
に
よ
り
、
評
者
の
旧
稿
が
批
判
の
対

象
と
し
て
た
び
た
び
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
第
二
章
を
や
や
く
わ
し
く
検
討

す
る
こ
と
と
し
た
い
。
そ
れ
に
先
だ
っ
て
、
～
・
三
・
四
の
各
章
の
内
容
を

簡
単
に
紹
介
し
、
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
加
え
る
。

2

　
第
｝
章
は
、
従
来
の
研
究
が
「
幕
府
の
対
応
策
が
日
本
国
内
の
政
治
・
社

会
問
題
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
視
角
を
ほ
と
ん

ど
欠
落
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
対
応
策
そ
の
も
の
の
性
格
は
そ
れ
ほ
ど

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
」
（
二
頁
）
と
い
う
批
判
に
基
づ
い
て
、
つ
ぎ
の

よ
う
な
点
を
指
摘
す
る
。

　
①
牒
使
処
刑
、
「
異
国
征
伐
」
と
い
っ
た
幕
府
の
対
蒙
古
強
硬
策
は
、
「
対

外
的
危
機
を
み
ず
か
ら
醸
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
防
御
体
制
に
緊
迫
を
加

え
」
、
「
臨
戦
体
制
下
で
国
内
統
制
の
強
化
を
図
っ
た
」
も
の
で
あ
る
（
一
　
六

頁
）
。

　
②
幕
府
が
異
国
降
伏
祈
薦
や
一
宮
・
国
分
寺
の
興
行
に
積
極
的
・
持
続
的

に
と
り
く
ん
だ
理
由
は
、
寺
社
の
権
威
を
振
興
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
武
士

を
精
神
的
に
規
棚
・
統
御
し
て
外
部
の
脅
威
に
ふ
り
む
け
よ
う
と
し
た
点
に

あ
る
。

　
こ
う
し
た
視
角
が
、
従
来
の
研
究
史
の
な
か
で
「
ほ
と
ん
ど
欠
落
」
し
て

い
た
と
は
思
え
な
い
が
、
そ
れ
は
お
く
と
し
て
も
、
著
者
は
、
幕
府
を
あ
ま

り
に
も
理
性
的
か
つ
超
越
的
な
判
断
主
体
と
し
て
捉
え
す
ぎ
て
は
い
な
い
か
。

か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
外
か
ら
の
脅
威
に
直
面
し
て
、
手
さ
ぐ
り
状

態
で
軍
事
的
対
応
を
探
っ
て
い
た
幕
府
が
、
「
対
外
的
危
機
を
み
ず
か
ら
醸

成
す
る
」
と
い
っ
た
火
遊
び
に
手
を
染
め
る
余
裕
が
あ
っ
た
ろ
う
か
。
ま
た

仏
神
事
の
振
興
に
し
て
も
、
武
士
の
精
神
的
規
制
・
統
御
の
手
段
と
し
て
目

的
的
に
利
罵
す
る
ほ
ど
、
幕
麿
は
宗
教
に
対
し
て
超
然
と
し
て
い
た
だ
ろ
う

か
。　

む
し
ろ
「
異
国
征
伐
」
は
、
僥
倖
に
助
け
ら
れ
た
勝
利
の
勢
い
を
買
っ
て

の
冒
険
的
作
戦
で
あ
り
、
祈
講
や
修
造
は
、
神
仏
の
国
家
護
持
の
力
を
本
心

か
ら
期
待
し
て
の
行
為
で
あ
っ
た
、
と
い
う
捉
え
方
の
ほ
う
が
、
中
世
的
な

意
識
構
造
に
即
し
た
理
解
な
の
で
は
な
い
か
。

　
評
者
は
む
し
ろ
、
こ
の
章
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
幕
府
で
は
な
く
朝
廷
の
対
応

策
の
評
価
に
あ
る
と
思
う
。
従
来
の
理
解
で
は
、
朝
廷
の
返
牒
方
針
が
幕
府

に
よ
っ
て
握
り
つ
ぶ
さ
れ
た
と
い
う
結
果
か
ら
、
朝
廷
の
外
交
的
無
能
力
を

一
面
的
に
強
調
し
が
ち
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
著
者
は
、
つ
ぎ
の
よ
う

に
述
べ
る
。

　
　
「
返
牒
」
は
平
和
的
・
外
交
的
次
元
で
の
問
題
解
決
を
指
向
す
る
も
の

　
　
で
、
そ
れ
に
対
す
る
蒙
古
側
の
反
応
を
探
ろ
う
と
い
う
意
図
が
含
ま
れ

　
　
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
蒙
古
が
初
め
か
ら
臼
本
と
交
戦
す
る
意
志
が
あ

　
　
つ
た
と
は
見
え
ず
、
そ
も
そ
も
南
宋
征
伐
に
あ
た
っ
て
、
海
上
ル
ー
ト

　
　
に
連
な
っ
て
い
る
日
面
両
国
の
通
交
関
係
の
遮
断
を
は
か
っ
た
こ
と
を

　
　
考
慮
す
れ
ば
、
朝
廷
の
「
返
牒
」
に
そ
れ
な
り
の
現
実
的
対
応
の
姿
勢

　
　
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
（
一
三
頁
）
。

　
こ
の
よ
う
な
東
ア
ジ
ア
国
際
関
係
史
の
視
角
か
ら
日
本
の
国
家
権
力
の
対

応
を
捉
え
る
点
で
、
従
来
の
研
究
に
不
充
分
さ
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

そ
し
て
こ
こ
か
ら
著
者
は
、
乱
塾
関
係
に
も
論
を
お
よ
ぼ
し
て
、
朝
廷
が
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評香

「
国
家
の
統
治
権
者
と
し
て
の
当
然
な
権
限
の
発
動
」
と
し
て
返
牒
方
針
を

取
っ
た
こ
と
が
、
「
外
交
面
で
の
幕
府
の
主
導
権
を
制
約
」
す
る
こ
と
を
恐

れ
た
幕
府
は
、
「
朝
廷
の
外
交
権
発
動
を
抑
止
し
、
『
牒
状
無
礼
』
翻
『
返
牒
無

用
』
の
大
義
名
分
に
基
づ
く
強
硬
な
態
度
を
取
っ
た
」
と
い
う
興
味
深
い
評

価
を
導
い
て
ゆ
く
（
　
四
～
一
五
頁
）
。

　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
第
三
章
で
は
、
鎌
倉
時
代
の
王
朝
権
力
に
関
す
る
最
近
の
研
究
の
進
展
を

ふ
ま
え
な
が
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
点
を
指
摘
す
る
。

　
①
対
外
的
な
問
題
に
つ
い
て
も
朝
廷
の
為
政
者
意
識
が
高
ま
り
、
「
返
牒
」

問
題
の
よ
う
に
、
幕
府
の
意
向
と
衝
突
す
る
事
態
も
起
き
た
。
ま
た
亀
山
院

政
の
弘
安
徳
政
は
、
「
朝
廷
が
統
治
の
対
象
と
す
る
人
・
土
地
に
対
す
る
国

家
的
統
制
の
強
化
を
目
指
し
て
お
り
、
そ
れ
に
相
応
す
る
制
度
的
装
置
と
し

て
、
訴
訟
制
度
の
画
期
的
な
改
革
を
伴
っ
て
い
た
。
朝
廷
が
統
治
者
と
し
て

自
己
を
取
り
戻
す
た
め
に
払
っ
て
き
た
努
力
が
、
蒙
古
襲
来
の
危
機
を
契
機

に
し
て
、
こ
こ
に
至
っ
て
一
応
結
実
し
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」
（
一

四
二
頁
）
。

　
②
蒙
古
襲
来
の
危
機
の
解
消
策
と
し
て
朝
廷
が
行
な
っ
た
「
徳
政
」
は
、

「
現
実
政
治
の
改
革
へ
の
強
い
指
向
性
を
も
ち
、
原
理
的
に
は
、
政
治
の
実

権
を
握
っ
て
い
る
幕
府
の
存
在
と
衝
突
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
（
一
三
六
頁
）

が
、
現
実
に
は
徳
政
の
政
策
実
現
の
た
め
の
強
制
力
を
幕
府
に
期
待
せ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
た
め
、
た
だ
ち
に
「
討
幕
」
へ
と
突
き
進
む
こ
と
は
な
か
っ

た
。　

③
後
醍
醐
天
皇
は
、
「
延
喜
・
天
暦
に
帰
れ
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
で

「
承
久
以
後
」
の
園
庭
中
心
の
政
治
の
あ
り
方
を
否
定
し
、
ま
た
「
『
徳
政
』

の
政
治
理
念
に
外
来
の
新
し
い
宋
学
思
想
の
君
臣
名
分
論
を
接
合
す
る
こ
と

で
、
王
権
劉
天
皇
の
支
配
権
の
絶
対
化
と
い
う
思
想
的
武
器
を
作
り
出
し
、

討
幕
を
推
し
進
め
る
う
え
で
の
意
識
上
の
障
害
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
」

（…

ﾜ
三
頁
）
。
彼
の
討
幕
は
、
「
承
久
以
後
」
の
朝
朝
関
係
の
あ
り
方
を
受

容
す
る
貴
族
層
の
現
状
追
認
的
な
意
識
と
の
戦
い
で
も
あ
っ
た
。

　
蒙
古
襲
来
以
前
か
ら
建
武
に
い
た
る
朝
幕
関
係
の
あ
り
方
を
、
朝
廷
を
外

交
主
体
と
し
て
正
当
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
一
貫
し
た
見
通
し

の
も
と
に
描
い
た
点
に
意
味
が
あ
る
。
し
か
し
、
朝
廷
徳
政
の
意
義
づ
け
に

し
て
も
、
宋
学
の
果
た
し
た
役
割
に
し
て
も
、
従
来
の
研
究
で
す
で
に
指
摘

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
成
果
を
て
ぎ
わ
よ
く
ま
と
め
た
、

と
い
う
以
上
の
論
述
に
は
残
念
な
が
ら
な
っ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
第
四
章
で
は
、
蒙
古
襲
来
以
後
の
対
外
関
係
史
研
究
を
「
軍
事
颪
や
貿
易

面
に
主
要
関
心
が
向
け
ら
れ
、
外
交
面
で
の
日
本
の
対
外
関
係
（
政
策
）
に

対
す
る
検
討
・
評
価
が
概
略
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

日
・
元
関
係
に
対
す
る
研
究
は
進
ん
で
い
る
の
に
比
し
、
麗
・
日
関
係
に
対

す
る
研
究
は
遅
れ
て
い
る
」
（
一
七
七
～
七
八
頁
）
と
総
括
し
た
う
え
で
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
点
を
指
摘
す
る
。

　
①
幕
府
は
、
軍
事
面
で
は
東
ア
ジ
ア
の
情
勢
を
そ
れ
な
り
に
把
握
し
て
対

応
し
た
が
、
外
交
函
で
は
み
ず
か
ら
状
況
を
変
え
て
い
こ
う
と
す
る
積
極
的

で
柔
軟
な
態
度
に
欠
け
て
い
た
。
こ
う
し
た
外
交
の
不
在
な
い
し
国
際
的
視

野
の
欠
如
が
、
幕
府
滅
亡
の
一
要
因
と
な
っ
た
。

　
②
二
度
の
戦
争
に
も
か
か
わ
ら
ず
日
元
間
に
は
貿
易
商
船
が
活
発
に
往
来

し
、
得
宗
権
力
も
「
寺
社
造
営
料
唐
船
」
の
派
遣
と
い
う
か
た
ち
で
こ
れ
に

参
入
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
伝
統
的
な
外
交
方
針
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な

く
、
貿
易
の
統
制
・
独
占
に
よ
る
実
利
の
追
求
に
終
始
し
て
い
た
。
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③
蒙
苫
襲
来
は
、
日
元
関
係
よ
り
は
む
し
ろ
麗
日
関
係
に
否
定
的
な
影
響

を
お
よ
ぼ
し
た
。
「
進
富
船
貿
易
」
と
い
う
制
限
的
な
通
交
さ
え
途
絶
し
、

軍
事
的
・
政
治
的
緊
張
が
持
続
す
る
一
方
、
一
四
世
紀
に
は
倭
冠
問
題
と
い

う
あ
ら
た
な
難
問
が
発
生
し
た
。

　
④
高
麗
が
光
の
軍
事
力
を
借
り
よ
う
と
し
た
の
は
、
日
本
側
の
報
復
攻
撃

に
対
す
る
警
備
の
た
め
で
あ
っ
た
。
ほ
ん
ら
い
日
本
遠
征
の
た
め
に
設
置
さ

れ
た
征
東
行
省
は
、
遠
征
失
敗
後
、
対
日
防
御
機
関
と
し
て
の
機
能
を
果
た

す
こ
と
に
な
っ
た
。
一
三
〇
二
年
、
元
の
示
し
た
遼
陽
・
征
東
両
行
省
の
合

併
案
に
対
し
て
、
高
麗
が
反
対
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　
⑤
蒙
古
襲
来
を
契
機
に
、
神
国
思
想
に
内
包
さ
れ
る
神
秘
的
・
独
善
的
な

自
国
優
越
意
識
が
極
端
に
増
幅
さ
れ
、
高
麗
に
対
す
る
蔑
視
観
や
夷
秋
視
が

強
ま
っ
た
。
そ
れ
と
並
行
し
て
、
日
本
の
優
越
性
を
「
霊
威
」
（
幕
府
の
武

力
・
威
勢
）
に
求
め
る
自
己
意
識
が
発
生
し
た
。
両
春
が
接
合
し
た
と
こ
ろ

に
、
「
異
国
（
高
麗
）
征
伐
」
の
よ
う
な
武
断
的
侵
略
主
義
が
生
ま
れ
る
。

　
こ
の
章
の
論
述
は
、
東
洋
史
学
科
出
身
と
い
う
特
徴
を
活
か
し
て
、
日
本

史
研
究
者
の
見
逃
し
が
ち
な
東
ア
ジ
ア
レ
ベ
ル
の
要
素
の
規
定
性
を
、
積
極

的
に
打
ち
出
し
て
お
り
、
非
専
門
家
が
読
ん
で
も
面
白
い
内
容
と
な
っ
て
い

る
。　

た
と
え
ば
④
の
征
東
行
省
の
性
格
変
化
に
つ
い
て
、
従
来
痛
本
の
学
界
で

は
、
高
麗
の
国
内
政
治
の
監
視
と
い
う
面
に
偏
っ
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
麗

元
関
係
の
問
題
と
し
て
処
理
す
る
こ
の
見
方
に
対
し
て
、
著
者
は
韓
国
に
お

け
る
先
行
研
究
に
依
拠
し
つ
つ
、
元
・
麗
・
日
三
国
の
関
係
の
な
か
に
位
置

づ
け
る
と
い
う
、
よ
り
広
い
視
点
に
立
っ
て
い
る
。

　
ま
た
⑤
の
思
想
史
的
考
察
は
、
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
が
想
起
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
著
者
の
政
治
的
問
題
意
識
が
う
か
が
え
る
部
分
だ
が
、
「
武
威
の
国
」

と
い
う
自
覚
が
こ
の
時
期
に
発
生
し
た
と
い
う
指
摘
は
、
近
代
に
ま
で
届
く

射
程
を
も
つ
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
本
書
を
締
め
く
く
る
に
ふ
さ
わ
し
い
論

点
と
い
え
る
。

　
評
者
が
こ
の
章
で
も
っ
と
も
興
味
を
ひ
か
れ
た
の
は
、
①
の
論
述
に
見
ら

れ
る
“
済
の
視
点
で
あ
る
。

　
　
日
本
側
が
今
回
の
交
渉
（
注
、
＝
｝
九
九
年
の
成
宗
の
国
書
）
に
対
し

　
　
て
、
冷
静
で
真
剣
に
対
処
し
た
な
ら
ば
、
日
本
は
「
幕
臣
」
の
朝
貢
國

　
　
に
な
る
こ
と
で
済
み
、
実
際
に
実
現
す
る
可
能
性
が
希
薄
だ
っ
た
、
侵

　
　
略
の
脅
威
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
…
…
元
の
進
攻
軍

　
　
を
撃
退
し
た
諸
国
（
注
、
緬
国
・
図
南
・
占
城
な
ど
）
も
、
の
ち
に
は

　
　
す
す
ん
で
フ
ビ
ラ
イ
政
権
に
入
朝
し
て
従
属
関
係
を
結
ん
だ
。
そ
う
し

　
　
た
ほ
う
が
、
元
か
ら
の
恒
常
的
な
庄
迫
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の

　
　
は
も
ち
ろ
ん
、
政
治
上
で
も
経
済
上
で
も
メ
リ
ッ
ト
が
大
き
い
か
ら
で

　
　
あ
っ
た
。
入
朝
さ
え
す
れ
ば
、
フ
ビ
ラ
イ
は
再
び
軍
を
送
ら
な
か
っ
た
。

　
　
…
…
フ
ビ
ラ
イ
の
晩
年
、
お
そ
く
と
も
彼
の
死
後
、
日
本
は
、
元
を
中

　
　
心
と
す
る
世
界
帝
国
的
秩
序
の
な
か
で
の
孤
立
・
緊
張
状
態
か
ら
脱
皮

　
　
し
、
国
際
社
会
の
一
員
と
し
て
自
身
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
か
つ

　
　
賢
明
で
あ
っ
た
ろ
う
。
（
～
八
六
頁
）

　
従
来
、
日
本
史
の
学
界
で
は
、
幕
府
の
断
固
と
し
た
拒
否
の
態
度
を
賞
賛

す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
元
へ
の
従
属
を
賢
明
な
選
択
で
あ
っ
た
と
す
る
右

の
よ
う
な
論
調
は
皆
無
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
高
麗
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
・

日
本
の
反
モ
ン
ゴ
ル
戦
争
が
、
客
観
的
に
見
れ
ば
、
共
通
の
課
題
を
に
な
い
、

最
終
的
に
は
モ
ン
ゴ
ル
勢
力
の
撃
退
に
成
功
し
た
、
と
い
う
よ
う
な
観
点
は
、

旗
田
重
氏
・
片
倉
穣
氏
や
評
者
の
仕
事
の
な
か
に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ

ら
は
「
抵
抗
史
」
へ
の
共
感
に
偏
っ
た
見
方
で
あ
り
、
元
へ
の
臣
事
を
、
対
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引書

外
的
屈
従
と
し
て
感
情
的
に
憎
悪
す
る
の
で
な
く
、
国
際
社
会
へ
の
参
入
と

い
っ
た
プ
ラ
ス
方
向
で
評
価
す
る
こ
と
に
は
、
思
い
お
よ
ば
な
か
っ
た
。
こ

の
よ
う
に
価
値
中
立
的
で
ひ
ろ
や
か
な
視
野
は
、
元
を
申
心
と
す
る
ア
ジ
ア

全
体
を
見
渡
し
、
か
つ
高
麗
と
日
本
と
を
比
較
史
的
に
考
察
し
う
る
立
場
に

い
る
、
著
者
な
ら
で
は
の
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
「
日
本
側
が
フ
ビ
ラ
イ
の
外
交
交
渉
や
高
麗
の
勧
告
に
応
じ

て
、
元
朝
へ
の
臣
事
を
し
た
な
ら
ば
、
日
本
遠
征
の
計
画
は
棚
上
げ
に
な
っ

た
で
あ
ろ
う
」
（
一
八
五
頁
）
な
ど
と
い
う
想
像
は
甘
す
ぎ
る
、
と
い
う
批

判
は
あ
り
う
る
。
し
か
し
大
勢
論
と
し
て
、
日
本
の
貫
い
た
武
断
的
態
度
や

防
御
体
制
の
維
持
が
、
「
元
を
中
心
と
す
る
東
ア
ジ
ア
国
際
秩
序
に
対
抗
・

敵
対
す
る
」
（
～
八
七
頁
）
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
な
め
な
い
。

3

　
さ
て
残
っ
た
第
二
章
は
、
弘
安
七
年
（
一
二
八
四
）
に
幕
府
の
政
治
改
革

の
綱
領
的
法
令
と
し
て
制
定
さ
れ
た
「
新
御
式
目
」
の
分
析
を
中
心
に
、
蒙

古
襲
来
が
こ
の
改
革
に
与
え
た
影
響
と
、
改
革
の
推
進
者
安
達
泰
盛
の
政
治

的
立
場
、
お
よ
び
泰
盛
が
滅
ん
だ
霜
月
騒
動
の
性
格
を
考
察
し
た
も
の
で
あ

る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
史
料
分
析
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
本
書
中
も
っ
と
も
読

み
ご
た
え
が
あ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
「
新
御
壁
屠
」
に
つ
い
て
は
従
来
の
諸
学
説
に
き
わ
だ

っ
た
対
立
点
が
あ
る
。

　
ひ
と
つ
は
網
野
善
彦
氏
の
説
で
、
全
三
八
ヶ
条
の
う
ち
「
条
々
公
方
」
と

い
う
注
記
よ
り
前
の
一
八
ヶ
条
を
、
将
軍
の
個
人
的
・
私
的
な
行
為
規
範
を

定
め
た
部
分
、
後
の
二
〇
ヶ
条
を
、
将
軍
の
公
的
な
活
動
の
規
定
で
や
が
て

個
別
に
法
令
と
し
て
公
布
さ
る
べ
き
性
格
の
も
の
、
と
解
す
る
。
評
者
は
、

右
の
解
釈
に
つ
い
て
は
網
野
説
を
採
用
し
つ
つ
、
網
野
氏
が
弘
安
の
改
革
の

本
質
を
御
家
人
の
保
護
、
執
権
政
治
の
完
成
に
見
い
だ
し
、
こ
れ
を
軸
に
泰

盛
会
と
得
宗
勢
力
と
の
対
立
を
解
釈
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な

見
解
を
対
置
し
た
。
す
な
わ
ち
、
泰
盛
の
政
治
薩
弘
安
改
革
の
政
治
的
目
標

は
、
「
御
家
人
の
保
護
」
や
「
得
宗
政
治
の
推
進
」
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
を
超

え
て
、
将
軍
権
力
の
実
質
化
を
通
じ
て
幕
府
を
全
武
士
階
級
を
結
集
す
る
権

力
へ
と
高
め
よ
う
と
し
た
点
に
あ
る
、
と
。

　
こ
れ
に
対
し
て
五
味
文
彦
氏
は
、
法
文
の
前
半
部
に
み
え
る
「
殿
中
」

「
内
談
」
な
ど
の
語
の
用
法
を
通
じ
て
、
こ
れ
を
得
宗
に
求
め
ら
れ
た
条
項

（
御
内
条
々
）
と
解
し
、
後
半
部
の
公
方
条
々
に
つ
い
て
も
、
将
軍
の
、
と

い
う
よ
り
は
「
将
軍
を
含
ん
だ
幕
麻
」
の
公
的
側
面
に
対
応
す
る
も
の
で
、

そ
の
面
に
お
い
て
得
宗
が
な
す
べ
き
箇
条
を
列
記
し
た
も
の
、
と
解
す
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
泰
盛
が
弘
安
の
改
革
の
主
体
と
し
て
想
定
し
た
の
も
当
然

得
得
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
解
釈
は
、
「
公
方
」
の
語
の
用
法
を
網
羅

的
に
検
討
し
た
古
沢
直
人
氏
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
対
立
を
止
揚
す
べ
く
著
者
は
、
「
新
御
式
目
」
の
個
々
の
条
文
を
厳

密
に
再
検
討
す
る
と
い
う
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
方
法
を
と
る
。
著
者
は
、

「
内
談
」
「
殿
申
」
等
の
語
の
使
用
例
を
再
検
討
し
て
、
そ
れ
が
将
軍
に
関

わ
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
場
合
も
め
ず
ら
し
く
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
「
申
次
番

衆
」
「
御
行
始
」
「
椀
飯
」
等
の
語
が
積
極
的
に
将
軍
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
示
し
、
「
『
新
御
式
目
』
が
将
軍
に
求
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は

ほ
ぼ
確
実
」
と
結
論
づ
け
る
（
八
三
頁
）
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
新
御
式
目
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
五
味
説
を
退
け
網
野

説
を
採
用
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
え
で
著
者
は
、
弘
安
改
革
に
お
い
て

「
将
軍
が
名
実
と
も
に
改
革
の
主
体
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
」
こ
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と
を
強
調
し
、
「
将
軍
を
あ
く
ま
で
も
制
度
上
の
首
班
と
仰
ぎ
な
が
ら
、
実

質
上
幕
府
政
治
を
主
導
す
る
得
宗
権
力
の
立
場
か
ら
設
定
さ
れ
た
も
の
」
と

結
論
づ
け
る
（
八
三
頁
）
。
つ
ま
り
法
令
の
解
釈
で
は
五
味
説
を
退
け
な
が

ら
、
改
革
の
性
格
に
つ
い
て
は
「
得
宗
政
治
の
健
全
な
発
展
」
（
一
〇
三
頁
）

を
め
ざ
し
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
に
な
り
、
奇
妙
な
こ
と
に
五
味
説
に
一

致
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
観
点
か
ら
、
評
者
に
対
し
て
も
批

判
の
矢
が
放
た
れ
る
。

　
　
村
井
氏
は
、
こ
の
改
革
の
要
諦
と
し
て
「
将
軍
権
力
の
確
立
し
を
挙
げ
、

　
　
全
武
士
階
級
の
結
集
の
た
め
の
手
段
と
し
て
「
将
軍
権
力
を
得
宗
の
上

　
　
位
に
位
置
づ
け
る
こ
と
」
を
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ま
ま
で
検

　
　
討
し
た
結
果
に
よ
る
と
、
弘
安
の
改
革
は
、
事
実
上
耳
茸
を
中
心
と
す

　
　
る
幕
府
政
治
の
改
革
で
あ
っ
て
、
幕
府
の
首
長
た
る
将
軍
は
そ
の
表
面

　
　
に
出
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
（
九
六
頁
）

　
著
者
が
、
「
新
御
式
目
」
を
解
釈
す
る
な
か
で
、
将
軍
目
名
目
的
な
い
し

制
度
上
の
主
体
、
七
宗
1
1
実
質
的
な
い
し
事
実
上
の
主
体
、
と
判
断
す
る
根

拠
と
し
た
の
は
、
要
約
す
れ
ば
つ
ぎ
の
四
点
で
あ
る
。

　
①
第
六
条
の
「
申
次
番
衆
」
の
前
身
と
み
ら
れ
る
「
問
見
参
番
」
は
、
建

長
四
年
（
＝
一
五
二
）
宗
尊
親
王
の
鎌
倉
入
り
に
際
し
て
設
定
さ
れ
た
が
、

そ
の
後
執
権
・
得
宗
に
よ
る
維
持
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
だ
い
に
有

名
無
実
化
し
て
い
た
。
第
六
条
は
こ
の
「
制
度
を
再
設
定
す
る
措
置
で
あ
り
、

文
早
上
は
将
軍
に
求
め
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
設
け
る
実
質
的
主

体
は
執
権
1
1
得
宗
側
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
」
（
八
二
頁
）
。

　
②
第
一
四
条
で
「
御
行
始
」
「
御
方
違
」
以
外
に
将
軍
が
御
家
人
宅
へ

「
入
御
」
す
る
こ
と
が
規
制
さ
れ
、
第
三
一
条
で
正
月
三
ケ
日
以
外
の
椀
飯

が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
「
将
軍
と
御
家
人
と
の
主
従
関
係
の
緊
密
化

を
抑
制
す
る
と
岡
時
に
、
御
家
人
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
、
と
い
っ
た

政
策
的
意
図
を
有
し
」
、
と
も
に
諸
宗
権
力
の
立
場
か
ら
設
定
さ
れ
た
条
項

で
あ
る
（
八
二
～
八
三
頁
）
。

　
③
学
問
と
武
道
の
興
隆
を
求
め
た
第
三
・
四
条
、
「
愚
物
」
に
「
真
実
之

倹
約
」
を
求
め
た
第
九
条
、
館
の
造
営
の
過
分
を
禁
じ
た
第
一
三
条
、
将
軍

家
へ
の
進
物
や
饗
応
を
規
制
し
た
第
一
一
・
＝
～
条
、
廉
直
な
奉
行
を
召
し

仕
う
こ
と
を
求
め
た
第
一
六
条
な
ど
は
い
ず
れ
も
、
将
軍
家
へ
の
諌
戒
を
通

じ
て
御
家
人
た
ち
へ
の
規
制
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
執
権
・
得
宗

側
か
ら
落
せ
ら
れ
た
先
例
が
あ
る
（
八
四
～
八
六
頁
）
。

　
④
第
　
九
・
二
四
条
を
具
体
化
す
る
法
令
と
し
て
、
弘
安
七
年
（
＝
一
八

四
）
六
月
二
五
日
に
評
定
で
制
定
さ
れ
た
「
鎮
西
神
領
鳳
ハ
行
令
」
「
鎮
西
名

主
職
安
堵
令
」
が
、
同
年
九
月
九
日
の
「
寄
合
」
で
最
終
的
に
確
認
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
「
弘
安
の
改
革
の
主
要
な
側
面
を
な
す
、
鎮
西
名
主
職
の
安

堵
と
仏
神
事
の
興
行
と
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
得
宗
を
主
体
と
し
て
進
め
ら
れ
て

い
た
こ
と
の
徴
証
で
は
な
い
か
」
（
八
七
～
八
八
頁
）
。

　
そ
し
て
以
上
を
総
括
し
て
著
者
は
い
う
。

　
　
形
式
的
に
は
将
軍
家
に
求
め
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
こ
に
は
時
頼
・
時
宗

　
　
代
以
来
の
政
策
を
受
け
継
ぐ
条
項
が
多
く
、
全
体
と
し
て
執
権
琵
得
宗

　
　
側
に
よ
る
幕
府
政
治
の
運
営
の
上
で
必
要
と
さ
れ
た
条
々
と
思
わ
れ
る
。

　
　
と
す
れ
ば
、
「
新
御
式
目
」
は
執
権
・
得
宗
時
宗
が
そ
の
舅
泰
盛
と
～

　
　
緒
に
生
前
に
用
意
し
て
い
た
法
令
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
　
（
八
六
頁
）

　
評
者
が
な
に
よ
り
疑
問
に
思
う
の
は
、
「
新
御
式
厨
」
で
将
軍
に
さ
ま
ざ

ま
な
こ
と
を
求
め
て
い
る
主
体
が
、
得
宗
で
は
な
く
安
達
泰
盛
で
あ
る
、
と

い
う
事
実
を
著
者
が
充
分
に
は
ふ
ま
え
て
お
ら
ず
、
墨
形
の
立
場
が
得
宗
と
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評書

一
体
で
あ
る
こ
と
を
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
な
る
ほ
ど
、
「
新
御
式
目
」
の
各
条
項
に
は
、
時
頼
・
時
宗
代
の
先
例
が

あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
弘
安
年
間
に
お
い
て
も
、
将
軍
に
要
請

さ
れ
る
内
容
が
得
宗
の
意
志
の
反
映
で
あ
っ
た
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
弘
安
年

間
に
な
る
と
、
得
宗
に
よ
る
権
力
掌
握
が
、
蒙
古
襲
来
と
い
う
危
機
の
な
か

で
幕
府
内
部
に
し
だ
い
に
亀
裂
を
生
み
つ
つ
あ
り
、
そ
れ
を
幕
府
の
基
盤
強

化
に
よ
っ
て
乗
り
き
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
あ
ら
た
な
課
題
が
生
ま
れ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
著
者
の
指
摘
す
る
諸
点
を
、
泰
盛
を
主
語
に
お
い
て
読
み
直
し
て
み
よ
う
。

　
①
～
③
に
つ
い
て
は
、
振
興
内
部
に
将
軍
の
権
力
・
権
威
を
真
に
確
立
し

よ
う
と
す
る
な
ら
、
個
別
の
御
家
人
な
い
し
御
家
人
グ
ル
…
プ
と
将
軍
と
の

親
密
な
関
係
は
、
か
え
っ
て
障
害
に
な
る
。
愛
盛
の
課
題
は
、
将
軍
を
幕
府

の
公
的
な
主
体
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
将
軍
の
恣
意

の
抑
棚
が
含
ま
れ
る
の
は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
。
こ
の
三
点
が
、
「
新
御

冠
囲
」
の
実
質
的
制
｛
星
理
体
を
「
執
権
1
1
得
尺
側
」
と
す
る
根
拠
と
な
り
え

な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
④
に
つ
い
て
は
、
弘
安
七
年
当
時
の
「
寄
合
」
で
も
っ
と
も
重
要
な
人
物

が
泰
盛
そ
の
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
見
落
と
す
べ
き
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
だ

か
ら
と
い
っ
て
得
宗
勢
力
の
拠
点
と
い
う
「
寄
合
」
の
性
格
が
失
わ
れ
る
わ

け
で
は
な
い
。
そ
の
点
で
注
冒
す
べ
き
は
、
両
法
令
が
評
定
で
制
定
さ
れ
て

か
ら
「
寄
合
」
で
確
認
さ
れ
る
ま
で
に
、
二
か
月
半
も
の
時
間
が
経
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
弘
安
の
改
革
の
テ
ン
ポ
の
速
さ
か
ら
み
て
、
こ
れ
は
き
わ

め
て
異
例
で
あ
る
。
評
者
は
こ
の
事
実
を
、
泰
盛
が
、
「
寄
合
」
の
メ
ン

バ
ー
を
始
め
と
す
る
幕
府
有
力
者
に
対
し
て
、
こ
の
画
期
的
な
法
令
の
実
現

を
説
得
す
る
た
め
に
要
し
た
時
間
と
考
え
る
。

　
結
局
、
著
者
と
評
者
の
学
説
の
わ
か
れ
め
は
、
弘
安
年
代
に
お
け
る
、
将

軍
を
中
心
に
し
て
泰
盛
と
得
宗
勢
力
と
が
結
ぶ
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す

る
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
著
者
は
、
泰
盛
と
得
宗
勢
力
を
一
体
の
も
の
と

見
、
そ
れ
が
将
軍
を
改
革
の
名
目
的
な
主
体
と
し
て
押
し
立
て
た
、
と
考
え

る
。
評
者
は
、
泰
盛
は
将
軍
権
力
を
実
質
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
改
革
の

軸
に
置
き
、
そ
の
た
め
に
得
宗
勢
力
と
衝
突
す
る
に
い
た
っ
た
、
と
考
え
る
。

ど
ち
ら
が
こ
の
時
期
の
政
治
状
況
に
即
し
た
説
だ
ろ
う
か
。

　
さ
て
著
者
は
、
弘
安
の
改
革
と
将
軍
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う

に
述
べ
る
。

　
　
弘
安
の
改
革
が
、
幕
府
の
財
政
を
再
建
し
、
幕
府
の
基
盤
を
全
武
士
階

　
　
級
に
ま
で
拡
大
し
、
さ
ら
に
幕
麻
の
国
制
上
の
地
位
を
高
め
よ
う
と
す

　
　
る
な
ら
ば
、
建
前
上
そ
の
主
体
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
は
、
や
は
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
ヨ

　
　
幕
府
の
首
長
た
る
「
将
軍
」
を
置
い
て
ほ
か
に
な
い
。
幕
府
の
財
政
の

　
　
基
礎
を
な
す
関
東
御
領
は
、
取
り
も
直
さ
ず
本
所
の
将
軍
家
の
直
轄
領

　
　
に
ほ
か
な
ら
な
い
し
、
幕
麿
の
国
二
上
の
地
位
を
代
表
す
る
者
は
も
ち

　
　
ろ
ん
将
軍
で
あ
る
。
得
宗
は
実
質
的
に
は
幕
府
権
力
を
掌
握
し
て
い
て

　
　
も
、
御
家
人
支
配
の
正
統
性
す
ら
持
た
な
い
存
在
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

　
　
全
武
士
階
級
を
結
集
す
る
理
念
的
・
制
度
的
求
心
点
と
し
て
「
将
軍
」

　
　
が
部
署
に
持
ち
出
さ
れ
る
の
が
必
至
で
あ
っ
た
。
（
九
七
頁
）

　
評
者
は
こ
の
意
見
に
全
面
的
に
賛
成
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
こ
れ
は
評

者
が
か
つ
て
述
べ
た
こ
と
を
要
約
し
た
よ
う
な
文
章
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
命
題
と
得
宗
の
存
在
と
は
矛
盾
す
る
。
幕
府
体
制
上
は
一
般
の
御
家
入
と

横
並
び
の
存
在
に
す
ぎ
な
い
得
宗
や
北
条
一
門
が
、
実
質
的
に
幕
府
権
力
を

掌
握
し
て
い
る
状
態
は
、
全
武
士
階
級
の
結
集
と
い
う
目
的
に
と
っ
て
大
き

な
障
害
と
な
る
。
全
武
士
階
級
を
結
集
さ
せ
る
に
は
、
将
軍
は
形
式
的
な
か
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ざ
り
の
ま
ま
で
い
て
は
な
ら
な
い
。
御
家
人
制
の
枠
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、

御
家
人
の
主
君
で
あ
る
将
軍
の
地
位
の
実
質
化
、
つ
ま
り
は
「
将
軍
権
力
の

確
立
」
が
必
須
と
な
る
。
そ
し
て
将
軍
権
力
の
確
立
の
た
め
に
は
、
終
局
的

に
は
得
宗
は
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
弘
安
の
改
革
が
「
得
宗
政
治
の
健
全
な
発
展
」
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
な

ら
、
な
ぜ
有
力
な
外
様
で
あ
る
安
達
泰
盛
を
推
進
主
体
と
し
て
、
孟
宗
時
宗

の
死
に
よ
っ
て
生
じ
た
～
種
の
空
白
期
に
、
堰
を
切
っ
た
よ
う
に
展
開
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
得
恋
の
代
替
わ
り
に
よ
る
徳
政
、
と
い
う
説
明

が
予
想
さ
れ
る
が
、
弘
安
の
改
革
は
、
そ
う
し
た
～
般
的
な
説
明
で
は
と
ら

え
き
れ
な
い
密
度
と
画
期
的
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
泰
盛
が
そ
れ
を
「
新

御
式
目
」
と
い
う
か
た
ち
で
公
に
す
る
に
は
、
時
宗
の
死
を
待
た
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
、
と
評
者
は
考
え
る
。

　
軽
士
が
、
得
宗
家
の
外
戚
（
貞
時
の
外
祖
父
）
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に

「『

芍
ｶ
奉
行
』
を
つ
と
め
る
よ
う
な
、
制
度
上
の
『
将
軍
権
力
臨
を
代
弁

す
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
」
は
、
著
者
も
認
め
て
い
る
。
し
か
し
著
者
は
続

け
て
い
う
、
「
得
宗
権
力
を
支
え
る
彼
本
来
の
立
場
や
意
向
と
矛
盾
す
る
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
実
質
的
に
は
将
軍
権
力
を
統
御
す
る
意
味
が
あ
っ
た
と

理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
（
九
九
頁
）
。
得
宗
権
力
を
支
え
る
の
が
泰
盛

「
本
来
の
立
場
」
だ
、
と
い
う
証
明
さ
れ
ざ
る
前
提
に
基
づ
く
、
あ
ま
り
に

も
強
引
な
主
張
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
泰
盛
は
、
得
宗
・
将
軍
の
双
方
と
親
密
な
関
係
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
両

者
か
ら
距
離
を
置
く
こ
と
の
で
き
る
立
場
に
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
蒙
古
襲
来

の
脅
威
の
さ
な
か
に
「
全
武
士
階
級
の
結
集
」
が
幕
府
に
と
っ
て
切
実
な
課

題
と
し
て
立
ち
あ
ら
わ
れ
た
と
き
、
そ
の
担
い
手
と
し
て
泰
盛
が
呼
び
出
さ

れ
て
く
る
の
で
あ
る
…
…
。
評
者
が
旧
稿
で
述
べ
た
こ
の
主
張
を
、
著
者
の

批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
改
め
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。

　
し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
、
泰
盛
が
歩
も
う
と
し
た
の
は
ま
こ
と
に
け
わ
し

い
道
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
現
実
の
皇
族
将
軍
が
、
真
に
全
武
士
階
級
の
結
集

点
、
す
な
わ
ち
「
武
家
の
棟
梁
」
と
な
り
う
る
存
在
か
ど
う
か
が
大
い
に
疑

わ
し
い
。
つ
ぎ
に
、
御
家
人
制
の
拡
大
は
、
本
来
閉
鎖
的
・
特
権
的
な
身
分

集
団
で
あ
る
旧
来
の
御
家
人
の
地
位
を
脅
か
す
危
険
性
を
孕
ん
で
い
る
。
そ

し
て
最
後
に
、
当
時
す
で
に
相
当
程
度
肥
大
化
し
て
い
た
得
心
権
力
の
も
と

に
、
御
家
人
に
出
自
す
る
武
士
が
と
り
こ
ま
れ
る
動
き
、
す
な
わ
ち
御
家
人

の
御
内
人
化
が
、
広
範
に
進
行
し
て
い
た
。

　
と
は
い
え
他
方
で
、
泰
盛
の
推
進
す
る
改
革
に
多
大
な
期
待
を
か
け
る
勢

力
が
、
幕
府
の
内
外
に
広
範
に
存
在
し
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
あ
れ
だ
け
多

数
の
法
令
が
短
期
間
に
集
中
す
る
こ
と
自
体
あ
り
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
霜

月
騒
動
が
御
家
人
と
御
内
人
の
対
決
に
と
ど
ま
ら
ず
、
御
家
人
を
二
分
す
る

大
規
摸
な
武
力
衝
突
に
発
展
し
た
根
源
的
な
理
由
を
、
評
者
は
こ
こ
に
見
い

だ
す
。

　
　
（
A
5
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五
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〇
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