
○
聞
δ
8
℃
げ
2
囚
巴
ぞ

　
　
肉
ミ
薦
§
ト
ミ
ミ
さ
ミ
§
肉
愚
ミ
為
鋤
簿
訂
己
σ
q
ρ

　
　
ζ
p
ω
ω
8
ゴ
ω
①
貫
け
ω
b
巳
囲
8
鮎
・
p
穿
σ
q
♂
巳
｝

　
　
8
0
♪
署
」
×
＋
し
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凸
’
（
筈
犀
●
N
O
O
①
）

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ケ
リ
ー
著

『
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
の
支
配
』

南
　
雲
　
泰
　
輔

　
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
が
、
神
格
化
さ
れ
た
専
制
君
主
た
る
皇
帝
を
ヒ
エ
ラ
ル

キ
ー
の
頂
点
に
据
え
、
整
備
さ
れ
た
富
僚
制
に
基
づ
く
中
央
集
権
的
国
家
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
一
般
に
は
不
可
疑
の
歴
史
的
事
実
で
あ
る
と
長
ら
く
考
え

ら
れ
て
き
た
。
帝
国
に
生
き
る
人
び
と
は
「
奴
隷
偏
と
し
て
「
主
人
扁

（鳥

寥
d
自
。
。
）
た
る
皇
帝
に
仕
え
、
皇
帝
は
帝
国
民
に
対
し
て
様
々
な
「
強

制
」
を
す
る
。
従
っ
て
、
こ
の
時
代
の
ロ
ー
マ
帝
国
は
固
定
的
・
停
滞
的
な

も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
暗
く
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
描
か
れ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
一
連
の
研
究

を
噛
矢
と
し
、
近
年
の
学
界
で
優
勢
と
な
っ
て
い
る
学
説
（
本
書
評
で
は

「
古
代
末
期
」
研
究
と
表
記
）
に
お
い
て
は
、
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
が
従
来
の

ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
イ
メ
ー
ジ
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
た
存
在
と
し
て
捉
え
直
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
「
古
代
末
期
（
富
＄
》
昌
亭

ρ
煽
芽
）
」
を
め
ぐ
る
、
主
と
し
て
米
国
・
英
国
（
と
日
本
）
を
中
心
と
し
た

近
年
の
学
界
動
向
の
な
か
で
は
、
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
は
、
ギ
ボ
ン
以
来
の

「
ロ
ー
マ
帝
国
衰
亡
論
」
の
極
桔
か
ら
解
き
放
た
れ
た
か
の
よ
う
な
印
象
さ

え
受
け
る
。

　
本
書
は
、
そ
の
プ
ロ
ロ
…
グ
に
添
え
ら
れ
た
エ
ピ
グ
ラ
フ
　
　
「
後
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ロ
ー
マ
帝
国
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
官
僚
制
国
家
で
あ
っ
た
」
　
　
に
明
ら

か
な
よ
う
に
、
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
の
国
制
を
特
徴
づ
け
る
重
要
な
要
素
で
あ

っ
た
官
僚
制
を
考
察
の
主
軸
に
据
え
た
書
物
で
あ
り
、
こ
の
新
し
い
「
古
代

末
期
」
研
究
の
影
響
を
受
け
て
生
ま
れ
た
研
究
で
あ
る
。

　
著
者
は
、
現
在
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
コ
ー
パ
ス
・
ク
リ
ス
テ
ィ
学
寮
の
フ

ェ
ロ
ウ
で
、
同
大
学
古
典
学
部
の
講
師
も
務
め
る
。
主
た
る
業
績
と
し
て
は
、

国
ヨ
唱
o
H
O
声
O
o
＜
Φ
ヨ
日
Φ
導
碧
μ
ω
¢
H
Φ
磐
。
鑓
。
網
し
『
○
鋤
ヨ
Φ
δ
P
》
＜
．
ゆ

O
舘
霧
①
ざ
即
巴
ω
こ
§
衛
○
霜
ミ
い
識
麿
臨
遷
ミ
ミ
ミ
砺
§
尼
ぎ
ト
糞
§
鴨
い
無
鷺

肉
§
帖
糞
〉
．
∪
．
G
。
ω
甲
お
伊
○
鋤
営
訂
箆
σ
q
ρ
一
り
④
Q
。
を
担
当
し
て
お
り
、
他
に

しu

潤
?
日
嘗
甲
》
麟
．
卿
≦
o
o
拝
P
Φ
仙
。
・
‘
卜
§
ミ
亀
§
蹴
ぎ
§
ミ
，
§
暮
馬
郎
ミ
時
ミ

き
℃
，
覚
○
鋤
上
裳
箆
α
q
ρ
6
逡
や
b
d
O
≦
Φ
H
ω
O
o
ぎ
9
≦
・
”
ゆ
δ
≦
戸
冠
陣

○
二
号
お
○
．
害
し
。
こ
ト
ミ
隣
国
§
琳
避
黛
譜
㌔
出
○
ミ
譜
琳
ミ
ぎ
㌍
§
ミ
題
蹄
ミ
き
、
裁

○
⇔
ヨ
葺
篠
α
q
Φ
竃
》
節
ピ
。
巳
o
P
一
り
㊤
⑩
、
ま
た
ビ
魯
ω
資
望
Φ
鳥
ご
§
恥

9
§
ぴ
試
曇
G
o
慧
§
帖
§
ミ
き
馬
織
上
猷
G
§
無
§
§
隔
り
○
僧
日
び
H
凱
α
q
P
卜
。
O
O
①

な
ど
の
執
筆
陣
に
も
加
わ
っ
て
い
る
。
最
新
の
単
著
と
し
て
は
、
本
書
と
は

異
な
り
共
和
政
客
か
ら
帝
政
前
期
を
扱
っ
た
§
Q
肉
。
ミ
§
肉
§
譜
㌔
郎
寄
遷

摯
。
蒜
》
S
6
§
ら
職
§
w
O
×
｛
o
H
9
邸
O
O
①
が
あ
る
。

　
本
書
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
四
年
の
初
版
出
版
後
、
早
く
も
二
〇
〇
五
年

三
月
に
§
ミ
題
卜
§
ミ
壱
§
N
§
§
曽
で
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
F
・
ミ

126 （516）



評書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ラ
ー
が
取
り
上
げ
て
書
評
を
行
な
っ
て
い
る
。
本
邦
で
は
既
に
長
谷
川
宜
之

　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

氏
の
書
評
が
あ
り
、
井
上
文
則
氏
に
よ
る
紹
介
も
あ
る
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
で
は
古
代
末
期
史
家
M
・
ク
リ
コ
フ
ス
キ
ー
（
テ
ネ
シ
ー
大
学
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
よ
る
書
評
を
英
語
で
読
む
こ
と
が
出
来
る
。
以
上
の
書
評
を
踏
ま
え
、
本

書
評
で
は
、
ま
ず
評
者
の
関
心
に
従
っ
て
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
た
の
ち
、

本
書
の
持
つ
意
義
を
明
ら
か
に
し
、
続
い
て
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
富
僚
制
研
究

に
つ
い
て
ひ
と
つ
の
課
題
提
示
を
試
み
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
よ
り
大
局
的

な
観
点
か
ら
、
近
年
の
「
古
代
末
期
」
を
め
ぐ
る
研
究
動
向
と
の
関
連
の
な

か
で
本
書
の
位
置
づ
け
を
傭
魅
し
た
い
。

　
さ
て
、
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
官
僚
制
の
研
究
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ

ェ
ー
バ
ー
以
来
、
そ
の
滅
亡
の
一
原
因
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
、
売
富
や
贈
収

賄
と
い
っ
た
官
僚
の
「
腐
敗
扁
の
問
題
に
多
く
の
紙
墨
が
費
や
さ
れ
て
き
た
。

現
在
の
学
界
に
お
い
て
、
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
の
イ
メ
ー
ジ
は
大
き
く
変
貌
し

て
い
る
が
、
官
僚
制
研
究
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
｝
九
世
紀
以
来
の
「
腐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

敗
篇
を
中
心
と
し
た
学
説
が
な
お
維
持
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
旧
説
に
婿
し
て
、
本
書
の
眼
目
は
「
腐
敗
」
と
し
て
捉
え
ら

れ
て
き
た
歴
史
的
事
実
を
改
め
て
解
釈
し
直
そ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
存
す
る
。

本
書
の
基
本
姿
勢
は
、
旧
来
の
学
説
が
主
張
し
て
き
た
「
官
僚
制
の
腐
敗
が

帝
国
の
衰
亡
を
導
く
」
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
図
式

と
は
、
は
っ
き
り
と
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
そ
も
そ
も
「
腐

敗
（
。
。
目
毎
9
8
）
は
、
分
析
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
容
易
に
転
じ
得
な
い
」

と
断
じ
る
。
プ
ロ
ロ
ー
グ
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
「
腐
敗
」
に
つ
い
て
の
著

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

者
の
主
張
の
概
略
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
「
腐
敗
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
と
き
、
価
値
判
断
や
道
徳
的

非
難
の
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
し
ま
う
の
は
避
け
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
、

「
腐
敗
」
に
つ
い
て
考
え
始
め
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
権
力
が
行
使
さ
れ
た
の

か
、
そ
し
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
他
者
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
と
い
う
問

題
だ
け
で
は
な
く
、
権
力
行
使
を
取
り
巻
く
理
想
や
規
範
と
い
っ
た
も
の
に

つ
い
て
も
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
、
そ
こ
に
は
、
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
の

官
僚
に
対
す
る
現
代
的
な
ま
な
ざ
し
が
不
可
避
に
介
在
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

後
期
ロ
ー
マ
帝
国
が
「
腐
敗
」
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
後
期
ロ
ー
マ
の
社
会

と
現
代
社
会
と
を
比
較
し
、
そ
れ
ら
の
問
に
は
充
分
な
類
似
性
が
あ
る
、
と

主
張
す
る
こ
と
に
等
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
あ
る
特
定
の
現
象
と

し
て
の
「
腐
敗
」
は
、
簡
単
に
一
般
概
念
化
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
し
、

そ
れ
が
発
生
し
た
と
こ
ろ
の
社
会
・
政
治
的
構
造
・
統
治
シ
ス
テ
ム
と
切
り

離
し
て
考
え
る
こ
と
も
出
来
な
い
。

　
こ
う
し
て
、
著
者
は
「
後
期
ロ
ー
マ
の
行
政
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
と

し
て
、
現
代
の
公
共
奉
仕
志
向
の
富
屋
制
（
ヨ
。
α
費
P
℃
旨
犀
。
あ
興
蕊
。
？

o
門
冨
導
Φ
扇
げ
母
Φ
雲
。
鎚
9
Φ
ω
）
を
用
い
る
こ
と
を
、
徹
底
的
に
避
け
る
」
と

述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
角
か
ら
著
さ
れ
た
本
書
は
、
「
後
期
ロ
ー
マ
帝
国

に
お
け
る
権
力
行
使
の
重
要
な
諸
側
面
を
理
解
す
る
た
め
の
試
み
」
で
あ
り
、

そ
の
ね
ら
い
は
「
支
配
／
被
支
配
の
そ
れ
ぞ
れ
に
相
応
し
い
も
の
と
は
何
で

あ
る
か
を
捉
え
る
こ
と
扁
で
あ
り
、
そ
の
主
要
な
関
心
の
ひ
と
つ
は
「
地
中

海
世
界
の
統
治
方
法
の
転
換
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
結
果
を
跡
づ
け
る

こ
と
」
で
あ
る
。

　
本
書
の
構
成
は
次
の
通
り
。

　
＞
o
ぎ
。
鼠
＆
σ
q
①
津
。
算
ω

　
甲
○
一
〇
σ
q
器
”
讐
韓
↓
げ
2
α
Q
ず
け
ω

　
℃
輿
一
同
■
↓
げ
Φ
b
ご
費
Φ
餌
β
O
毒
暫
し
。
↓
臨
Φ

　
　
同
9
お
曾
。
瓢
。
『
一
〇
訂
ピ
胤
仁
。
。
一
〉
該
磐
p
鶏
冠
ω
ゆ
o
O
犀
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一
．
　
》
牒
昏
Φ
℃
屋
｛
O
O
曳
ω
竃
Φ
口

　
　
　
鳴
．
早
旦
O
O
ヨ
唱
の
簿
㎞
8
貼
。
壇
ω
℃
o
了
し
。

　
℃
田
け
頃
．
国
巳
O
H
ω
卿
昌
聴
力
鷲
Φ
島

　
　
H
艮
δ
曾
。
口
。
『
℃
霧
ω
9
α
Q
Φ
ω
酔
。
日
憂
①
甲
ぎ
。
君
簿
2
0
び
口
8
》
二
郎
ρ
巳
受

　
　
　
G
。
・
ω
旧
き
工
率
α
q
β
ぱ
器

　
　
　
餅
　
℃
霞
9
p
し
。
ヨ
σ
q
℃
○
≦
2

　
　
　
伊
　
〉
暮
o
o
類
。
《
雪
漏
し
d
霞
Φ
窪
。
鑓
2

　
団
豆
δ
σ
q
器
”
ピ
設
け
旨
亀
σ
q
白
雪
肯
ω

　
冥
0
8
し
。
”
ゆ
8
賦
○
σ
Q
H
巷
ゲ
ざ
H
築
島
×

　
こ
の
よ
う
に
、
本
書
は
金
穴
で
一
一
部
に
分
か
た
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
内
容
を
簡

単
に
要
約
し
た
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
が
附
さ
れ
て
い
る
。
あ
ら
か
じ
め
本

書
の
特
徴
の
ひ
と
つ
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
様
々
な
モ
チ
ー
フ
の
反
復
が
そ
れ

に
あ
た
ろ
う
。
時
に
冗
長
に
感
じ
ら
れ
さ
え
す
る
こ
の
モ
チ
ー
フ
の
繰
り
返

し
は
、
し
か
し
一
方
で
、
本
書
を
構
成
す
る
各
面
が
、
互
い
に
有
機
的
連
関

を
持
つ
も
の
と
し
て
読
み
取
ら
れ
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
本

書
金
面
を
～
貫
し
た
書
物
た
ら
し
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
本
書
評
で

は
、
各
章
別
で
は
な
く
第
一
部
と
第
二
部
を
そ
れ
ぞ
れ
ひ
と
つ
の
大
き
な
ま

と
ま
り
と
し
て
捉
え
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

＊

＊

＊

　
第
一
部
で
は
、
六
世
紀
の
帝
国
官
僚
ヨ
ハ
ネ
ス
・
リ
ュ
ド
ス
の
自
伝

『
ロ
ー
マ
帝
国
の
官
僚
に
つ
い
て
』
（
以
下
『
官
僚
に
つ
い
て
』
）
が
取
り
上

げ
ら
れ
る
。
著
者
は
、
リ
ユ
ド
ス
が
同
時
代
の
ロ
ー
マ
帝
国
の
宮
僚
制
に
対

し
て
、
ど
の
よ
う
な
ま
な
ざ
し
を
注
い
で
い
た
の
か
を
分
析
す
る
。
す
な
わ

ち
、
当
の
本
人
で
あ
る
官
僚
が
記
述
し
た
史
料
に
描
か
れ
た
と
こ
ろ
の
宮
僚

制
を
描
き
出
そ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
ヨ
ハ
ネ
ス
・
リ
ュ
ド
ス
と
い
っ
て
も
、
本
邦
で
は
あ
ま
り
馴
染
み
の
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

人
物
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
、
は
じ
め
に
一
般
的
な
こ
と
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
リ
ュ
ド
ス
は
、
そ
の
名
が
示
す
と
お
り
、
小
ア
ジ
ア
西
岸
に
あ
る
属
州
リ

ユ
デ
イ
ア
の
ブ
イ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
に
四
九
〇
年
ご
ろ
生
ま
れ
た
。
彼
自
身
は
、

自
分
の
両
親
に
つ
い
て
明
書
し
て
は
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
貴
族
か
ク
リ
ア

レ
ス
（
都
市
参
事
会
員
身
分
）
の
家
柄
の
出
身
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い

る
。
彼
は
、
ラ
テ
ン
語
の
学
習
を
含
む
高
度
な
教
育
を
受
け
た
あ
と
、
サ
ク

セ
ス
・
ス
ト
ー
リ
ー
を
夢
み
て
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
黄
金
色
に
輝
く
都
市
」

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
に
向
け
て
旅
立
つ
。
五
＝
年
、
リ
ュ
ド
ス
ニ

～
歳
の
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。

　
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
到
着
後
、
リ
ュ
ド
ス
は
同
郷
の
先
輩
官
僚
で

当
時
オ
リ
エ
ン
ト
道
長
官
（
唱
脱
溝
O
｛
Φ
O
叶
口
ω
　
℃
税
田
①
叶
O
税
一
〇
　
〇
円
一
Φ
郎
叶
一
肋
）
の
地
位

に
あ
っ
た
ゾ
テ
イ
コ
ス
の
知
遇
を
得
て
、
オ
リ
エ
ン
ト
道
長
官
府
の
下
級
官

僚
の
ポ
ス
ト
を
獲
得
し
た
。
「
あ
た
か
も
翼
を
つ
け
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
」

将
来
は
順
風
満
帆
、
彼
の
曲
7
，
み
て
い
た
と
お
り
で
あ
る
か
に
思
わ
れ
た
。
し

か
し
、
六
世
紀
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
～
世
治
下
で
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
の
ヨ
ハ

ネ
ス
に
よ
る
行
政
改
革
が
始
ま
る
と
、
多
く
の
官
僚
た
ち
は
低
賃
金
や
降
格

を
余
儀
な
く
さ
れ
、
リ
ュ
ド
ス
自
身
も
長
官
府
に
得
た
職
を
退
く
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
の
ち
、
リ
ュ
ド
ス
は
皇
帝
の
推
薦
に
よ
っ
て
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ

ノ
ー
プ
ル
の
大
学
の
ラ
テ
ン
語
・
ラ
テ
ン
文
学
教
授
に
指
名
さ
れ
て
活
動
を

続
け
、
『
官
僚
に
つ
い
て
』
や
『
暦
に
つ
い
て
』
な
ど
の
著
作
を
ギ
リ
シ
ア

語
で
執
筆
し
た
。

　
こ
の
『
宮
僚
に
つ
い
て
』
が
、
本
書
第
一
部
の
主
た
る
史
料
で
あ
る
。
著

者
は
、
『
官
僚
に
つ
い
て
㎏
は
、
リ
ュ
ド
ス
の
好
古
趣
味
・
専
門
的
な
行
政
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評書

上
の
問
題
・
個
人
的
回
想
の
混
合
物
の
よ
う
な
著
作
で
あ
っ
て
、
現
代
の

我
々
に
と
っ
て
扱
い
の
難
し
い
書
物
で
あ
る
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
、
『
官
僚

に
つ
い
て
』
は
、
リ
ュ
ド
ス
の
死
後
、
お
そ
ら
く
五
五
四
年
頃
に
公
に
さ
れ

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
に
は
改
革
の
青
写
真
た
る
多
く
の
諌

書
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
一
世
や
、

そ
の
後
継
者
ユ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
ニ
世
の
行
政
政
策
に
対
し
て
、
顕
著
な
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
同
時
代
的
事
情
も
指
摘
さ
れ
る
。

　
こ
の
意
味
で
は
、
『
宮
僚
に
つ
い
て
騙
は
「
注
目
す
べ
き
失
敗
」
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
著
者
は
、
こ
の
書
物
の
持
つ
別
の
側
面
に
、
よ
り
大
き
な
注

意
を
払
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
『
官
僚
に
つ
い
て
騙
は
、
ロ
ー
マ
建
国
以

来
の
行
政
上
の
こ
ま
ご
ま
と
し
た
問
題
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
た
書
物
で
、
帝

国
統
治
機
構
の
内
部
の
入
間
が
記
述
し
た
も
の
と
し
て
唯
～
我
々
に
残
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
官
僚
自
身
の
視
点
か
ら
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
の
官
僚
制
を
眺

め
る
機
会
を
我
々
に
与
え
て
く
れ
る
書
物
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
第
一
部
に

お
け
る
著
者
の
分
析
の
要
点
を
ま
と
め
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　
リ
ュ
ド
ス
は
、
『
官
僚
に
つ
い
て
』
は
「
堕
し
た
る
を
曝
し
、
善
き
を
称

え
る
」
こ
と
を
意
図
し
た
書
物
だ
と
書
い
て
い
る
。
リ
ュ
ド
ス
は
、
『
富
僚

に
つ
い
て
隔
の
な
か
で
、
自
ら
の
好
古
家
的
な
知
識
を
く
ど
い
ほ
ど
に
披
露

し
、
ロ
ー
マ
建
国
神
話
の
ロ
ム
ル
ス
以
来
、
お
よ
そ
一
三
世
紀
問
も
の
長
き
，

に
わ
た
っ
て
発
展
し
て
き
た
統
治
の
概
略
を
記
し
、
ま
た
、
古
代
ロ
ー
マ
の

実
践
と
伝
統
が
継
続
し
て
い
る
こ
と
の
重
要
性
を
論
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
リ

ュ
ド
ス
の
い
う
「
善
き
」
も
の
と
は
「
古
代
ロ
ー
マ
の
実
践
と
伝
統
」
を
指

し
、
こ
れ
は
宮
廷
儀
礼
に
お
い
て
象
徴
的
に
顕
現
し
て
い
る
。

　
儀
礼
に
際
し
て
、
官
僚
た
ち
は
制
服
を
着
て
入
念
に
装
い
、
隠
語
の
ご
と

き
行
政
の
奪
門
用
語
を
用
い
た
。
『
官
僚
に
つ
い
て
』
の
な
か
で
、
リ
ュ
ド

ス
は
同
僚
問
の
協
働
の
重
要
性
を
し
ば
し
ば
強
調
し
て
い
る
が
、
官
僚
た
ち

の
間
の
一
体
感
は
、
こ
の
儀
礼
の
な
か
で
高
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
儀
礼
に

お
い
て
は
「
文
明
」
と
「
野
蛮
」
、
「
官
僚
」
と
「
民
衆
／
そ
の
他
の
者
」
は

明
確
に
区
別
さ
れ
、
皇
帝
と
官
僚
の
間
の
密
接
な
関
係
が
強
調
さ
れ
た
。
こ

の
「
支
配
す
る
者
」
と
門
支
配
さ
れ
る
者
」
の
間
に
作
り
出
さ
れ
る
「
隔
た

り
」
こ
そ
が
、
宮
廷
儀
礼
の
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
自
ら
と
他
者
と
を
区
別

す
る
差
異
の
意
識
を
生
む
も
の
な
の
だ
と
リ
ユ
ド
ス
は
認
識
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

　
一
方
、
「
堕
し
た
る
」
も
の
と
は
、
明
ら
か
に
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
　
世

治
世
下
の
行
政
改
革
を
指
し
て
い
る
。
リ
ュ
ド
ス
は
、
こ
の
改
革
は
悲
劇
以

外
の
何
物
で
も
な
く
、
改
革
を
主
導
し
た
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
の
毒
酒
ネ
ス
の
も

と
で
は
「
長
官
府
に
は
荘
厳
さ
の
痕
跡
す
ら
残
っ
て
い
な
い
扁
と
愁
嘆
す
る
。

　
官
僚
に
と
っ
て
、
安
定
し
た
地
位
の
確
保
と
昇
進
へ
の
期
待
は
最
大
の
関

心
事
で
あ
っ
た
。
リ
ュ
ド
ス
に
よ
れ
ば
、
宮
僚
の
社
会
的
地
位
・
収
入
・
行

政
的
取
引
の
出
来
高
は
、
す
べ
て
相
互
に
密
接
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
た

と
い
う
。
官
僚
は
、
帝
国
民
に
対
し
て
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
見
返
り

と
し
て
の
金
銭
授
受
か
ら
収
入
を
得
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
て
得
ら
れ

た
金
銭
を
、
地
位
の
確
保
や
昇
進
の
た
め
に
再
び
利
用
し
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
リ
ュ
ド
ス
の
考
え
で
は
、
こ
の
よ
う
な
金
銭
授
受
は
道
徳
的
に
疾
し
い

も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
公
的
サ
ー
ビ
ス
に
伴
っ
て
得
ら
れ
る
収
入
は
道
理

あ
る
も
の
で
、
か
つ
適
法
的
な
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
五
三
〇
年
代
の
改
革
の
目
的
の
ひ
と
つ
は
、
特
定
の
行

政
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
個
々
の
官
僚
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
金
銭
を
削
減

す
る
こ
と
を
企
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
改
革
は
官
僚
に
と

っ
て
収
入
の
減
少
を
意
味
し
、
同
時
に
そ
れ
は
自
ら
の
地
位
の
保
全
や
昇
進
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の
道
を
閉
ざ
す
こ
と
を
も
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
リ
ュ
ド
ス
自
身
は
、
大

学
の
教
授
職
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
他
の
富
僚
た
ち
と
比
べ
れ
ば
幾
分

恵
ま
れ
て
は
い
た
が
、
そ
れ
で
も
長
官
府
に
勤
務
し
て
い
た
と
き
と
比
較
し

て
収
入
は
大
分
滅
つ
た
。

　
こ
う
し
て
、
著
者
に
よ
っ
て
、
帝
国
行
政
に
直
接
携
わ
っ
た
「
怒
れ
る

人
」
と
し
て
の
リ
ュ
ド
ス
が
描
き
出
さ
れ
る
。
同
時
代
の
出
来
事
や
県
会
、

ま
た
適
切
に
行
動
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
皇
帝
に
対
し
て
、
す
な
わ
ち
、

「
堕
し
た
る
も
の
」
に
対
し
て
、
リ
ュ
ド
ス
は
『
官
僚
に
つ
い
て
臨
の
な
か

で
「
失
望
」
と
「
欲
求
不
満
」
を
露
わ
に
す
る
の
で
あ
る
。

＊

＊

＊

　
第
二
部
で
は
、
リ
ュ
ド
ス
の
『
官
僚
に
つ
い
て
撫
か
ら
は
一
旦
離
れ
、
帝

政
前
期
と
後
期
の
比
較
と
い
う
、
よ
り
広
い
射
程
の
な
か
で
「
支
配
す
る
も

の
と
支
配
さ
れ
る
も
の
」
の
関
係
を
考
察
し
て
ゆ
く
。
第
二
部
に
お
け
る
著

者
の
主
張
は
大
略
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。

　
ロ
ー
マ
に
よ
る
伝
統
的
な
支
配
の
シ
ス
テ
ム
は
、
物
晶
や
サ
ー
ビ
ス
お
よ

び
諸
義
務
を
、
相
互
に
継
続
し
て
交
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る

と
こ
ろ
の
、
複
雑
な
保
護
1
1
被
保
護
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
…
ク
を
基
礎
と
し
て

構
築
さ
れ
て
い
た
。
帝
政
前
期
、
す
な
わ
ち
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
帝
以
後
の
二

世
紀
間
は
、
こ
の
よ
う
な
権
力
パ
タ
ー
ン
が
強
化
さ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。

」
・
E
・
レ
ン
ド
ン
の
言
葉
を
借
り
て
い
う
な
ら
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
、

中
央
政
府
と
地
方
エ
リ
ー
ト
層
の
間
に
は
「
居
心
地
の
よ
い
関
係
（
8
呂

器
賦
餓
o
p
警
ぢ
）
」
が
生
れ
た
。

　
し
か
し
、
中
央
と
地
方
と
を
隔
て
る
障
害
が
あ
っ
た
。
「
帝
国
最
大
の
暴

君
は
、
距
離
で
あ
っ
た
」
。
こ
の
時
代
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
速
度
の
遅

さ
は
、
本
書
第
二
部
の
到
る
と
こ
ろ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

緊
急
の
場
合
で
あ
っ
て
も
陸
路
で
ロ
ー
マ
か
ら
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
ま
で
五
日
間
、

ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
か
ら
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
ま
で
五
日
半
か
か
っ
た

と
い
う
。
通
常
の
行
政
文
書
な
ら
、
よ
り
多
く
の
輸
送
期
間
を
要
し
た
。
例

え
ば
、
四
四
九
年
一
月
に
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
で
ウ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ニ
ァ
ヌ
ス
三
世
が

発
布
し
た
あ
る
勅
令
な
ど
、
ロ
ー
マ
市
の
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
広
場
に
掲
示
さ
れ
る

ま
で
約
一
ヶ
月
も
か
か
っ
た
。
中
央
か
ら
地
方
へ
、
ま
た
そ
の
逆
も
同
様
で

あ
っ
た
か
ら
、
帝
国
政
府
に
と
っ
て
、
帝
国
各
地
か
ら
い
か
に
効
率
よ
く
情

報
を
申
央
へ
と
集
め
る
か
は
重
要
な
案
件
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
広
大
な
ロ
ー
マ
帝
国
を
支
配
す
る
こ
と
は
皇
帝
ひ
と
り
の
手

に
余
る
仕
事
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
中
央
集
権
化
さ
れ
た
窟
僚
網
が
必
要
不
可

欠
な
統
治
組
織
と
な
る
。
こ
う
し
て
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
行
政
制
度
の
頂
点
に

立
つ
皇
帝
は
、
官
僚
制
の
整
備
に
力
を
注
い
だ
。

　
こ
の
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
の
漏
電
制
の
な
か
に
は
、
帝
政
後
期
に
お
け
る
新

し
い
権
力
の
あ
り
方
を
特
徴
づ
け
る
重
要
な
要
素
が
見
出
さ
れ
る
。
権
力
が

統
制
さ
れ
行
使
さ
れ
る
方
法
の
転
換
－
一
官
僚
を
目
指
す
者
た
ち
が
官
職
獲

得
に
際
し
て
金
銭
を
用
い
、
そ
の
金
銭
が
次
第
に
保
護
1
1
被
保
護
の
関
係
よ

り
も
、
官
職
獲
得
の
手
段
と
し
て
の
重
要
性
を
増
し
て
ゆ
く
と
い
う
事
実

…
…
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
官
職
獲
得
に
際
し
て
金
銭
授
受
が
行
な

わ
れ
た
と
い
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
が
直
ち
に
「
腐
敗
扁
を
意
味
す
る
と
い
う

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
は
権
力
を
得
る
た
め
の
新
し
い
方
策
の
導
入
を

意
味
し
て
い
た
。

　
他
方
、
帝
政
前
期
に
見
ら
れ
た
保
護
陪
被
保
護
の
関
係
は
、
帝
政
後
期
に

お
い
て
も
依
然
と
し
て
活
発
な
力
を
持
ち
続
け
て
い
た
。
リ
ユ
ド
ス
が
ゾ
テ

ィ
コ
ス
の
知
遇
に
よ
っ
て
職
を
得
た
こ
と
、
ウ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ニ
ァ
ヌ
ス
一
世
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評点

治
下
で
パ
ン
ノ
ニ
ア
出
身
者
が
、
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
一
世
治
下
で
ス
ペ
イ
ン
出

身
者
が
拾
頭
し
た
こ
と
は
、
同
郷
出
身
者
同
士
の
結
び
つ
き
の
強
さ
を
示
す

も
の
で
あ
り
、
ガ
リ
ア
の
修
辞
学
者
ア
ウ
ソ
ニ
ウ
ス
の
親
族
が
道
長
官
の
ポ

ス
ト
に
何
人
も
就
い
た
こ
と
は
、
家
族
間
の
結
び
つ
き
も
ま
た
重
要
な
要
素

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
つ
ま
り
、
帝
政
前
期
と
後
期
の
間
に
変
化
が
存
在

し
た
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
「
急
激
か
つ
明
確
な
亀
裂
」
と
し
て
捉
え
ら

れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
さ
て
、
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
効
率
的
な
統
治
と
は
、
ひ
と
え
に
官

僚
制
へ
の
依
存
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
皇
帝
に
と
っ
て
宮
僚
制

が
い
か
に
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
会
議
室
や
裁
判
所
な
ど
の
行
政
機

関
が
集
約
さ
れ
た
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
大
宮
殿
の
物
理
的
構
造
そ
の

も
の
に
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
帝
國
を
支
配
す
る
た
め
の
統

治
機
構
の
整
備
に
伴
う
必
然
的
帰
結
と
し
て
、
官
僚
に
対
し
て
権
限
の
委
譲

が
行
な
わ
れ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
官
僚
制
が
帝
国
統
治
に
必
須
で
あ
る
～

方
、
強
大
化
す
れ
ば
皇
帝
独
裁
を
揺
る
が
す
脅
威
と
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
、

危
険
性
を
孕
む
存
在
で
あ
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
従
っ
て
、
皇
帝
は
自
ら
の
権
力
を
維
持
し
富
僚
の
力
を
抑
制
す
る
た
め
、

官
僚
の
任
官
や
昇
進
に
つ
い
て
、
し
ば
し
ば
明
確
な
決
定
を
下
さ
な
か
っ
た
。

ま
た
、
本
書
第
一
部
で
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
治
下
の
行
政
改
革
に
対
す
る

リ
ュ
ド
ス
の
歎
き
と
怒
り
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
が
、
そ
の
改
革
は
、
官
僚
た

ち
の
収
入
を
統
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
間
の
官
職
・
金
銭
の
取
引

に
対
し
て
皇
帝
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
及
ぼ
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
一
方
で
、
中
央
集
権
化
の
結
果
と
し
て
宮
廷
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て

い
る
か
の
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
皇
帝
は
、
接
す
る
情
報
に
つ
い
て
も
多
く

の
網
限
が
課
さ
れ
て
い
た
。
時
に
は
歪
曲
さ
れ
た
情
報
に
よ
っ
て
、
富
僚
の

奇
計
に
は
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
富
僚
た
ち
も
皇
帝
も
、
自
ら
の
利
益

を
追
い
求
め
、
互
い
の
弱
み
に
付
け
込
も
う
と
し
て
い
た
。

　
こ
う
し
て
、
皇
帝
と
官
僚
と
の
問
に
は
、
妥
協
・
譲
歩
・
取
引
が
常
に
複

雑
に
絡
み
合
う
デ
リ
ケ
ー
ト
で
壊
れ
や
す
い
関
係
が
構
築
さ
れ
、
曖
昧
さ
と

不
確
実
性
が
そ
れ
を
強
力
に
支
配
し
た
。
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
の
政
治
史
の
大

部
分
は
、
官
僚
制
の
確
立
と
成
長
と
に
伴
っ
て
、
皇
帝
と
官
僚
と
の
間
に
引

き
起
こ
さ
れ
た
争
い
と
摩
擦
の
産
物
で
あ
っ
た
。
皇
帝
た
ち
に
と
っ
て
、
帝

国
を
統
治
す
る
こ
と
と
は
、
ま
さ
に
「
狼
の
耳
を
つ
か
ま
え
て
い
る
」
よ
う

な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

＊

＊

＊

　
以
上
、
評
者
の
関
心
に
従
い
本
書
の
内
容
を
略
述
し
た
。
続
い
て
検
討
に

移
る
。

　
ま
ず
、
本
書
が
提
示
し
た
「
後
期
ロ
ー
マ
の
支
配
扁
像
は
、
狭
義
の
官
僚

制
研
究
に
関
す
る
の
み
な
ら
ず
、
支
配
／
被
支
配
の
関
係
の
な
か
で
生
き
る

人
間
た
ち
の
姿
を
微
細
に
描
き
出
し
た
と
こ
ろ
に
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
意
義

を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
リ
ュ
ド
ス
の
『
官
僚
に
つ
い
て
』
に

お
け
る
好
古
家
的
あ
る
い
は
個
人
的
な
感
慨
の
記
述
は
、
本
書
第
一
部
で
縦

横
に
駆
使
さ
れ
、
読
者
は
宮
僚
の
世
界
に
つ
い
て
、
そ
し
て
、
ひ
と
り
の
官

僚
と
し
て
の
リ
ュ
ド
ス
に
つ
い
て
、
実
に
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
く
こ
と

が
出
来
る
。
こ
の
意
味
で
、
ク
リ
コ
フ
ス
キ
ー
が
本
書
を
「
人
間
味
の
あ

る
」
書
物
だ
と
評
し
て
い
る
の
は
的
を
射
て
い
る
。

　
ま
た
、
第
二
部
で
の
文
書
の
伝
達
速
度
や
宮
殿
の
物
理
的
構
造
に
関
す
る

言
及
は
、
皇
帝
と
富
豪
を
取
り
巻
く
当
時
の
具
体
的
環
境
へ
の
注
意
を
促
す

も
の
と
し
て
留
目
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。
何
よ
り
、
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
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い
て
、
官
職
を
得
る
た
め
の
手
段
と
し
て
金
銭
授
受
の
役
割
の
持
つ
重
要
性

が
増
大
し
、
統
治
の
あ
り
よ
う
は
全
く
変
貌
し
て
し
ま
っ
た
と
は
い
え
、
そ

の
変
化
は
漸
進
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
の
説
明
は
実
に
説
得
的
で
、
R
・
マ

ク
マ
レ
ン
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
旧
来
の
学
説
と
は
異
な
っ
た
官
僚
制
像
を
提

示
し
得
て
い
る
。
本
書
は
、
薪
世
紀
の
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
宮
僚
制
研
究
に
と

っ
て
待
望
の
書
物
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
く
、
今
後
の
研
究
の
ひ
と
つ
の
道
標

と
な
る
べ
き
書
物
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
皇
帝
と
官
僚
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
評
者
は
若
干
の
疑
義
を

抱
い
た
。
こ
の
疑
義
は
、
ミ
ラ
ー
が
本
書
の
書
評
で
指
摘
し
た
こ
と
と
も
関

連
す
る
。

　
本
書
第
二
部
に
お
い
て
、
皇
帝
と
官
僚
と
の
間
に
構
築
さ
れ
た
関
係
、
特

に
、
皇
帝
が
官
僚
の
勢
力
増
大
を
抑
え
よ
う
と
し
た
こ
と
を
論
じ
る
際
、
著

者
が
根
拠
と
し
た
の
は
、
主
と
し
て
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典
に
お
さ
め
ら
れ
た

法
律
史
料
で
あ
る
。
著
者
は
、
こ
の
法
律
を
皇
帝
に
よ
る
「
勅
令
」
と
し
て

扱
っ
て
い
る
が
、
ミ
ラ
ー
は
、
そ
れ
は
誤
り
だ
と
批
判
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
ミ
ラ
ー
は
、
著
者
が
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
「
法
律
扁
は
、
大
部
分

が
道
長
官
に
対
す
る
書
簡
の
形
を
と
っ
た
「
返
答
」
で
あ
っ
て
、
著
者
が
考

え
て
い
る
よ
り
も
宮
僚
制
の
内
部
文
書
と
し
て
の
性
格
が
遙
か
に
強
い
も
の

だ
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
指
摘
は
お
そ
ら
く
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
ミ
ラ
ー
自
身
の
テ
オ
ド
シ
ウ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ス
法
典
解
釈
は
彼
の
近
著
に
譲
る
と
し
て
、
彼
の
指
摘
に
加
え
て
、
評
者
が

考
慮
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
仮
に
勅
令
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
当
時

の
法
律
作
成
の
プ
ロ
セ
ス
を
眺
め
れ
ば
、
法
文
に
表
さ
れ
た
内
容
を
直
ち
に

皇
帝
単
独
の
意
志
の
直
接
的
な
反
映
と
の
み
捉
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
幼
く
し
て
即
位
し
、
単
独

で
は
十
全
な
法
律
的
判
断
が
出
来
た
ど
は
到
底
思
わ
れ
な
い
皇
帝
が
多
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

た
こ
と
か
ら
考
え
て
も
妥
当
性
が
あ
ろ
う
。

　
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
法
律
は
、
皇
帝
と
皇
帝
を
取
り
巻
く
官
僚
た

ち
の
共
同
意
志
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
側
面
か
ら
考
え
た
場
合
、
法
律
の
な

か
に
根
拠
を
見
出
し
つ
つ
、
皇
帝
は
自
ら
の
権
力
の
絶
対
性
を
維
持
す
る
た

め
に
筥
僚
制
を
複
雑
か
つ
曖
昧
な
も
の
に
し
た
と
す
る
著
者
の
主
張
は
、
そ

こ
に
到
る
ま
で
の
詳
細
な
言
説
分
析
の
過
程
に
比
し
て
、
い
さ
さ
か
単
純
で

あ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
皇
帝
が
発
布
し
た
法
律
を
起

草
し
た
の
が
官
僚
で
あ
り
、
皇
帝
の
口
述
筆
記
を
担
当
し
た
の
も
官
僚
で
あ

っ
た
な
ら
ば
、
皇
帝
・
宮
僚
・
法
律
を
め
ぐ
る
関
係
の
網
目
は
よ
り
複
雑
な

も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
法
律
史
料
の
解
釈
で
は
社
会
の
実
態
と
の
乖
離
が
示
唆
さ
れ
る
こ
と
が
し

ば
し
ば
で
あ
る
が
、
皇
帝
と
官
僚
と
の
関
係
に
関
連
し
て
評
者
に
と
っ
て
興

味
深
い
と
思
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
法
律
が
ど
の
よ
う
に
し
て
作
り
出

さ
れ
た
の
か
、
も
っ
と
い
え
ば
、
法
律
の
意
図
と
そ
の
作
成
プ
ロ
セ
ス
と
の

問
で
、
皇
帝
と
官
僚
が
互
い
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
及
ぼ
し
あ
っ
た
の
か
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
法
律
作
成
の
プ
ロ
セ
ス
に
、
皇
帝
は
ど
の
よ
う
に
し
て

介
入
し
、
ど
の
程
度
の
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
が
出
来
た
の
か
。
ま
た
、
そ

の
プ
ロ
セ
ス
を
め
ぐ
る
官
僚
相
互
間
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

の
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
も
ま
た
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
上
で

改
め
て
皇
帝
と
官
僚
と
の
関
係
が
再
考
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
ら
の
問
題
の
解
明
に
は
史
料
的
な
困
難
が
予
想
さ
れ
る
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
帝
政
後
期
に
お
い
て
法
律
起
草
の
役
割
を
担
っ
た

官
僚
で
あ
る
ク
ア
エ
ス
ト
ル
に
つ
い
て
は
、
著
者
も
参
照
し
て
い
る
が
、
テ

オ
ド
シ
ウ
ス
法
典
中
の
法
文
の
語
彙
及
び
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
の
分
析
に
基
づ
く
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評書

詳
細
を
極
め
た
T
・
オ
ノ
レ
の
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー
的
研
究
が
存
在
し
て

　
⑫

お
り
、
ひ
と
つ
の
寄
る
辺
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
、
ミ
ラ
ー
の
よ

う
に
法
律
を
官
僚
制
の
内
部
文
書
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
、
史
料
の
性
格
そ

の
も
の
に
対
す
る
視
点
の
転
換
か
ら
、
何
等
か
の
糸
口
が
見
出
さ
れ
る
可
能

性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
今
後
の
研
究
の
進
展
が
侯
た
れ
る
。

　
最
後
に
、
「
古
代
末
期
」
研
究
を
め
ぐ
る
大
局
的
な
視
点
か
ら
、
本
書
の

位
置
づ
け
と
次
な
る
研
究
の
動
向
を
備
冷
し
て
お
き
た
い
。

　
あ
る
歴
史
家
に
よ
れ
ば
、
「
古
代
末
期
」
と
、
事
実
ネ
ス
・
リ
ュ
ド
ス
の

生
き
た
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
鼻
口
と
は
、
従
来
は
両
者
と
も
「
衰
退
」
「
デ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

カ
ダ
ン
ス
」
の
文
脈
で
論
じ
ら
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
と
い
う
。
一
方
、
現

在
の
学
界
で
は
、
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
時
代
は
と
も
に
積
極
的
意
義
を
与
え
ら

れ
る
に
到
っ
て
お
り
、
特
に
「
古
代
末
期
」
研
究
に
お
い
て
は
、
後
期
ロ
ー

マ
帝
国
の
政
治
的
崩
壊
に
伴
う
「
断
絶
扁
よ
り
は
、
カ
ー
ル
大
帝
に
到
る
ま

で
の
「
継
続
性
」
が
重
視
さ
れ
、
社
会
の
復
興
と
繁
栄
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

本
書
評
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
は
こ
の
変
化
　
　
～
九
七
〇
年
代
以

降
の
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
評
価
の
転
換
－
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
著
作

だ
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

　
「
古
代
末
期
」
研
究
の
本
書
に
対
す
る
影
響
は
、
前
述
し
た
「
腐
敗
偏
概

念
の
拒
否
の
ほ
か
、
エ
ピ
ロ
ー
グ
に
お
い
て
特
に
顕
著
で
あ
る
。
エ
ピ
ロ
ー

グ
の
冒
頭
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
多
少
な
り
政
治
的
性
格
を
持
つ
史
料
と
は
打

っ
て
変
わ
っ
て
、
エ
ジ
プ
ト
修
道
僧
た
ち
に
よ
る
天
使
の
描
写
が
突
然
に
引

用
さ
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
リ
ユ
ド
ス
の
描
い
た
官
僚
の
装
い
に
驚
く
ほ
ど

似
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
抱
く
天
国
の
イ
メ
ー
ジ
と
、

世
俗
の
も
の
で
あ
る
官
僚
制
と
が
類
比
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
当
時
の
官
僚
制
の
機
制
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
天
国
観
に
影
響
を
与
え

て
い
る
こ
と
が
、
な
ぜ
エ
ピ
ロ
ー
グ
で
あ
え
て
言
及
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の

か
、
評
者
は
唐
突
の
感
を
免
れ
得
な
か
っ
た
。
何
と
な
れ
ば
、
プ
ロ
ロ
ー
グ

で
著
者
自
身
が
述
べ
て
い
る
通
り
、
本
書
は
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
の
統
治
の
あ

り
よ
う
を
考
察
の
主
眼
と
す
る
書
物
だ
っ
た
は
ず
で
は
な
い
か
？

　
エ
ピ
ロ
ー
グ
に
対
す
る
評
者
の
違
和
感
は
、
よ
り
根
本
的
に
は
、
冒
頭
で

触
れ
た
現
在
の
「
古
代
末
期
」
研
究
は
社
会
史
・
文
化
史
的
性
格
を
持
つ
も

の
で
あ
り
、
旧
来
の
国
制
史
・
行
政
史
的
研
究
と
は
考
察
の
次
元
が
そ
も
そ

も
異
な
る
と
い
う
事
実
に
起
因
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
古
代
末
期
」
研

究
の
相
対
化
は
既
に
始
ま
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
継
続
性
」
「
持
続
性
」

を
重
視
す
る
「
古
代
末
期
」
研
究
の
全
体
的
な
楽
観
的
姿
勢
に
対
し
て
は
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

古
学
的
な
知
見
に
基
づ
い
た
反
駁
が
な
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、
「
古
代
末

期
」
研
究
の
強
迫
観
念
的
な
「
衰
亡
」
概
念
の
拒
絶
に
対
し
て
も
警
鐘
が
鳴

　
　
　
　
　
⑮

ら
さ
れ
て
い
る
。

　
「
古
代
末
期
」
研
究
に
濡
す
る
こ
れ
ら
の
批
判
は
、
一
見
ギ
ボ
ン
以
来
の

古
い
「
ロ
ー
マ
帝
国
衰
亡
論
」
の
復
活
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う

に
思
わ
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知
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反
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齢
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冒
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史
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／
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史
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古
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献
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⑦
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意
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＝
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