
∪
餌
く
凱
》
．
○
類
中

さ
ミ
鴨
§
N
O
ミ
ミ
固
き
さ
ぷ
。
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◎
－
◎
Q
◎

デ
イ
ビ
ッ
ド
・
A
・
グ
ラ
フ
著

『
中
世
中
国
の
戦
争
　
三
〇
〇
～
九
〇
〇
年
』

丸
　
橋
　
充
　
拓

　
日
本
の
中
国
史
学
界
に
お
い
て
、
軍
事
史
の
研
究
は
兵
制
お
よ
び
兵
役
負

担
の
問
題
に
関
心
が
集
中
し
て
き
た
。
前
者
は
中
国
の
諸
制
度
を
研
究
・
模

倣
し
て
き
た
前
近
代
以
来
の
因
縁
で
あ
り
、
後
者
は
国
家
の
搾
取
構
造
に
焦

点
を
当
て
る
史
的
唯
物
論
に
基
づ
く
。
さ
ら
に
中
国
伝
統
社
会
に
底
流
す
る

「
尚
文
卑
武
扁
の
気
風
、
戦
後
日
本
社
会
に
お
け
る
忌
避
感
情
な
ど
が
相
倹

っ
て
、
軍
事
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
そ
の
核
心
で
あ
る
は
ず
の
「
武
力
」
な
い

し
「
暴
力
」
の
問
題
に
十
分
な
光
が
当
て
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ

て
「
戦
争
」
を
体
系
的
に
論
じ
た
研
究
は
極
め
て
乏
し
い
。
中
国
に
お
い
て

も
お
お
む
ね
傾
向
は
近
似
す
る
と
い
え
よ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
欧
米
で
は
歴
史
学
全
体
と
し
て
こ
の
方
面
の
研
究
が
長
足
の

発
展
を
遂
げ
て
い
る
。
た
と
え
ば
一
九
九
四
年
以
降
、
ラ
ウ
ト
レ
ッ
ジ
社
か

ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
「
戦
争
と
歴
史
き
℃
誉
こ
§
駄
韓
§
琶
シ
リ
ー
ズ

（
J
・
ブ
ラ
ッ
ク
編
、
既
刊
四
九
冊
）
は
、
現
代
に
至
る
ま
で
の
世
界
各
地

の
戦
史
研
究
を
網
羅
し
て
お
り
、
中
国
史
関
連
の
著
作
も
三
点
含
ま
れ
、
参

照
す
べ
き
点
が
多
い
。
本
稿
で
紹
介
す
る
デ
イ
ビ
ッ
ド
・
A
・
グ
ラ
フ
著

『
中
世
中
国
の
戦
争
　
三
〇
〇
～
九
〇
〇
年
』
は
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ

る
。　

本
書
の
著
者
グ
ラ
フ
氏
は
カ
ン
ザ
ス
州
立
大
学
准
教
授
。
こ
れ
ま
で
唐
代

の
軍
事
史
を
申
心
に
研
究
を
進
め
て
い
る
。
本
書
は
｝
九
九
五
年
、
プ
リ
ン

ス
ト
ン
大
学
に
提
出
さ
れ
た
同
氏
の
学
位
請
求
論
文
を
基
礎
に
編
ま
れ
た
も

の
で
あ
り
、
＝
の
章
か
ら
成
る
。
ま
ず
は
そ
の
構
成
を
概
観
し
よ
う
（
章

題
は
拙
訳
に
よ
り
日
本
語
に
改
め
た
）
。

序
言一

　
古
代
の
遺
産

二
　
西
翠
の
滅
亡

三
　
異
民
族
支
配
下
の
北
方

四
　
移
民
支
配
下
の
南
方

五
　
北
魏
か
ら
北
国
へ

六
　
北
方
対
南
方

七
　
高
句
麗
遠
征
と
階
の
滅
亡

八
　
李
世
民
と
唐
朝
の
軍
事
的
統
一

九
　
初
期
唐
朝
の
軍
隊
と
行
軍

一
〇
　
募
兵
化
の
代
価

＝
　
　
安
里
山
の
乱
の
結
果

結
語

　
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
中
世
中
国
の
戦
史
を
西
晋
末
か
ら
唐
末
ま
で

時
系
列
に
即
し
て
分
析
す
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
全
体
と
し
て
は
、

著
者
自
身
の
既
発
表
論
文
や
、
日
中
欧
米
の
先
行
研
究
に
基
づ
く
総
説
的
な
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評

内
容
と
な
っ
て
お
り
、
本
書
に
お
い
て
個
別
的
な
実
証
を
行
い
、
新
知
見
を

提
供
す
る
箇
所
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
。
た
だ
そ
の
分
、
欧
米
に
お
け
る
戦

史
研
究
の
体
系
、
な
い
し
全
体
像
を
傭
緻
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
て
有
益
で

あ
る
。

　
各
藩
の
叙
述
は
お
お
む
ね
、
①
議
論
の
前
提
と
な
る
政
治
過
程
や
そ
の
制

度
的
背
景
を
分
析
す
る
部
分
、
②
戦
争
の
経
緯
を
編
年
的
に
追
跡
す
る
部
分
、

③
一
連
の
経
過
を
貫
く
軍
事
的
諸
要
素
を
分
析
す
る
部
分
、
に
大
別
さ
れ
る
。

こ
の
構
成
に
即
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
本
書
を
一
読
し
た
と
き
、
ま
ず
①
に
つ

い
て
は
改
め
て
論
究
す
る
ま
で
も
な
い
既
知
の
内
容
が
多
い
、
と
の
印
象
を

抱
く
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
②
や
③
に
つ
い
て
は
、
戦
争
に
お
け
る
戦
局

の
展
開
・
軍
構
成
（
特
に
騎
兵
と
歩
兵
の
関
係
）
・
戦
術
・
武
具
・
攻
城

術
・
兵
学
・
訓
練
な
ど
、
わ
れ
わ
れ
が
あ
ま
り
注
醤
し
て
こ
な
か
っ
た
論
点

の
多
様
さ
が
目
を
引
く
。
こ
の
違
い
は
も
ち
ろ
ん
優
劣
の
つ
け
ら
れ
る
も
の

で
は
な
い
。
た
だ
兵
制
・
兵
役
の
問
題
に
集
中
し
て
き
た
日
本
の
研
究
が
、

政
治
史
や
制
度
史
、
社
会
経
済
史
研
究
な
ど
、
い
わ
ば
「
得
意
技
」
の
流
儀
，

で
軍
事
問
題
を
整
形
し
、
枠
づ
け
て
き
た
こ
と
は
こ
こ
か
ら
覚
知
さ
れ
ね
ば

な
る
ま
い
。

　
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
本
書
に
は
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
「
十
分
す
ぎ

る
ほ
ど
深
め
て
き
た
」
部
分
と
「
ほ
と
ん
ど
目
配
り
し
て
こ
な
か
っ
た
扁
部

分
が
並
存
す
る
。
し
た
が
っ
て
以
下
、
各
章
の
内
容
を
紹
介
し
て
い
く
に
当

た
っ
て
は
、
前
者
に
当
た
る
部
分
は
簡
略
に
留
め
、
わ
れ
わ
れ
が
目
を
開
く

べ
き
後
者
を
中
心
に
摘
記
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

益
子
で
は
、
ま
ず
研
究
史
の
整
理
と
本
書
の
ね
ら
い
が
示
さ
れ
る
。
西
洋

に
お
い
て
こ
れ
ま
で
中
国
軍
事
史
研
究
に
あ
ま
り
関
心
が
向
け
ら
れ
て
こ
な

か
っ
た
の
は
、
　
九
世
紀
の
中
国
が
軍
事
的
工
業
的
に
後
進
と
見
ら
れ
た
た

め
で
あ
っ
た
。
論
者
の
注
冒
は
近
代
（
朝
鮮
戦
争
や
近
年
の
軍
拡
へ
の
関

心
）
と
古
代
（
兵
学
と
く
に
孫
子
へ
の
関
心
）
に
集
中
し
て
い
て
、
中
間
の

時
代
、
特
に
魏
晋
～
唐
五
代
は
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
一
方
、

中
国
・
日
本
の
研
究
は
兵
制
が
中
心
で
あ
る
。
戦
史
研
究
と
し
て
は
、
軍
事

組
織
と
関
係
の
深
い
研
究
機
関
や
出
版
社
が
刊
行
し
た
叢
書
類
が
あ
る
が
、

学
術
的
な
手
続
の
面
で
問
題
が
多
い
。
そ
こ
で
本
書
は
、
中
国
と
西
洋
の
懸

隔
を
埋
め
、
中
世
に
お
け
る
戦
争
・
軍
制
・
社
会
変
化
の
関
連
を
解
明
す
る

こ
と
を
目
指
す
と
す
る
。

　
ま
た
議
論
の
前
提
と
し
て
時
代
区
分
、
地
域
設
定
、
人
口
・
民
族
構
成
と

そ
の
影
響
関
係
、
史
料
の
性
質
等
に
関
わ
る
著
者
の
立
場
や
所
見
が
示
さ
れ

る
。
な
か
で
も
諸
史
料
に
戦
争
記
述
が
少
な
い
理
由
に
つ
い
て
は
、
記
録
を

行
う
文
富
は
戦
争
に
知
悉
し
な
い
た
め
叙
述
が
紋
切
り
型
に
な
り
が
ち
で
あ

り
、
武
勲
詩
な
ど
で
も
戦
闘
描
写
が
排
除
さ
れ
、
初
期
の
準
備
や
戦
果
等
に

力
点
が
置
か
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
た
め
と
の
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。
史
料

解
釈
に
あ
た
り
、
心
に
留
め
て
お
く
べ
き
指
摘
と
思
わ
れ
る
。

　
第
一
章
は
、
本
論
の
前
段
階
に
当
た
る
戦
国
秦
漢
期
を
扱
う
。
春
秋
時
代
、

戦
車
に
乗
っ
た
戦
士
貴
族
の
間
で
行
わ
れ
た
戦
争
は
戦
圏
時
代
に
大
き
く
変

化
す
る
。
人
口
と
生
産
の
増
加
に
と
も
な
い
、
農
民
を
兵
役
で
徴
発
す
る
歩

兵
部
隊
が
組
織
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
が
漢
の
兵
制
に
結
実
し
て
い
く

と
い
う
。
兵
器
（
鉄
製
武
具
）
　
・
戦
術
（
騎
射
・
攻
城
）
の
発
達
は
戦
闘
の

規
模
を
日
数
・
兵
数
両
面
で
拡
大
さ
せ
、
将
帥
は
『
孫
子
』
な
ど
の
兵
書
を

学
び
、
特
殊
な
知
識
と
訓
練
を
積
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し

か
し
武
に
舛
す
る
文
の
優
越
は
こ
の
こ
ろ
か
ら
確
立
さ
れ
て
お
り
、
司
令
官

の
権
限
は
国
家
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
。
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こ
う
し
た
兵
制
は
漢
代
、
旬
奴
と
の
戦
争
の
過
程
で
新
た
な
転
機
を
迎
え

る
。
騎
兵
が
重
視
さ
れ
、
常
設
化
・
専
職
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
傾
向
は
武
帝
以
後
つ
よ
ま
り
、
光
武
帝
は
罪
人
や
降
蕃
を
用
い
て
騎
兵

軍
を
組
織
し
た
。
旧
来
型
の
兵
役
は
｝
部
に
限
定
さ
れ
、
一
線
の
防
衛
は
専

心
化
し
て
い
く
。
と
こ
ろ
が
常
設
化
・
専
職
化
は
地
方
分
裂
の
契
機
を
孕
ん

で
お
り
、
地
方
富
が
自
ら
組
織
し
た
軍
団
は
朝
廷
も
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
た
め
、
そ
れ
ら
の
私
兵
化
・
軍
閥
化
を
導
い
て
し
ま
う
と
い
う
。

　
第
二
章
で
は
西
宮
の
崩
壊
前
後
の
状
況
が
論
じ
ら
れ
、
当
該
時
期
に
お
け

る
兵
制
の
変
化
と
し
て
、
七
戸
制
、
胡
族
騎
兵
、
都
督
制
が
取
り
上
げ
ら
れ

る
。
ま
ず
兵
戸
制
は
、
漢
以
来
の
兵
士
気
重
化
の
動
き
、
さ
ら
に
は
戦
争
長

期
化
で
長
期
戦
や
転
戦
に
堪
え
う
る
兵
種
の
要
請
が
高
ま
っ
た
こ
と
を
背
景

に
成
立
し
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
百
姓
と
は
籍
を
異
に
す
る
世
襲
小
兵
戸

身
分
の
兵
源
に
は
、
社
会
混
乱
の
な
か
各
地
の
豪
族
が
部
曲
を
組
織
し
て
つ

く
っ
た
自
衛
団
や
、
土
地
を
失
っ
た
貧
農
・
飢
民
・
浮
浪
等
が
充
て
ら
れ
た

と
す
る
。

　
つ
い
で
内
徒
異
民
族
を
重
要
な
兵
源
と
し
て
注
目
す
る
。
漢
代
以
降
、
南

飼
奴
・
鳥
橿
・
莞
・
鮮
卑
・
な
ど
が
騎
兵
と
し
て
重
宝
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

が
、
必
ず
し
も
醇
化
が
う
ま
く
は
い
か
ず
不
安
定
要
因
に
も
な
っ
て
い
く
。

ま
た
草
原
地
帯
に
お
け
る
旬
奴
と
の
戦
い
を
主
と
し
て
い
た
漢
代
の
騎
兵
が

軽
騎
中
心
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
内
地
で
の
戦
い
が
中
心
と
な
っ
た
西
晋
頃

ま
で
に
は
人
馬
と
も
に
装
甲
を
施
し
、
機
動
力
よ
り
攻
撃
力
を
増
強
す
る
傾

向
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
。

　
地
方
軍
を
指
揮
す
る
都
督
に
つ
い
て
は
、
各
地
に
分
封
さ
れ
た
諸
王
が
こ

れ
を
兼
任
す
る
こ
と
で
軍
事
権
を
獲
得
し
、
彼
ら
の
抗
争
が
西
晋
を
崩
壊
に

導
い
て
い
く
過
程
を
跡
づ
け
て
い
る
。

　
第
三
章
は
西
晋
崩
壊
か
ら
北
魏
統
一
ま
で
の
北
中
国
に
つ
い
て
、
漢
（
前

面
）
、
後
趙
、
前
秦
、
北
魏
の
興
亡
、
お
よ
び
そ
の
間
の
戦
争
経
過
を
詳
述

し
つ
つ
、
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
、
北
方
諸
国
は
数
に
勝
る
漢
族

に
同
化
さ
れ
ぬ
よ
う
胡
漢
の
別
を
鮮
明
に
し
、
苗
族
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

強
調
し
て
い
た
。
兵
制
も
そ
の
中
核
は
胡
族
騎
兵
で
あ
り
、
漢
兵
は
兵
靖
や

土
木
工
事
へ
の
起
用
に
と
ど
ま
っ
た
と
い
う
。
人
口
問
題
へ
の
対
応
か
ら
、

戦
勝
時
に
は
大
量
の
捕
虜
・
強
制
移
民
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
、
こ
れ
を
首
都

近
く
に
集
住
さ
せ
て
中
央
統
制
を
図
っ
た
が
、
周
囲
に
分
布
す
る
在
地
の
自

衛
団
（
鳩
な
ど
）
へ
の
支
配
は
間
接
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
た
め
、
胡
族

国
家
は
も
ろ
さ
を
内
包
し
て
い
た
。
ま
た
軍
と
国
家
が
あ
ま
り
に
近
接
し
て

い
た
た
め
、
軍
事
的
敗
北
が
国
家
の
滅
亡
に
直
結
し
が
ち
で
、
王
権
継
承

ル
ー
ル
の
不
在
と
も
相
ま
っ
て
、
胡
族
国
家
は
短
命
に
終
わ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。

　
そ
し
て
分
裂
を
最
終
的
に
統
一
し
た
球
心
の
成
功
は
、
草
原
を
支
配
下
に

含
ん
で
い
た
こ
と
で
軍
馬
供
給
に
強
み
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
敵
国
の
有
力

塾
主
が
北
魏
の
台
頭
期
に
相
次
い
で
死
去
し
た
こ
と
、
征
服
地
の
有
力
者
を

処
遇
し
て
忠
誠
を
引
き
出
し
た
こ
と
な
ど
に
帰
せ
ら
れ
る
と
す
る
。
特
に
征

服
先
で
推
し
進
め
た
婚
姻
政
策
な
ど
の
結
果
、
階
唐
に
つ
な
が
る
胡
漢
融
合

の
新
支
配
層
が
生
ま
れ
た
と
い
う
。

　
第
四
章
は
東
宝
南
朝
期
の
南
中
国
を
扱
う
。
貴
族
対
国
家
、
移
住
者
対
原

住
者
、
門
閥
対
寒
露
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
対
立
軸
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
政
治
的

混
乱
の
な
か
、
軍
事
面
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
前
代
に
ひ
き
つ
づ
き
兵
戸
制

と
都
督
制
で
あ
る
。
人
ロ
が
少
な
い
南
方
に
お
い
て
漁
戸
制
を
復
興
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
民
戸
の
一
部
を
兵
戸
に
改
編
す
れ
ば
税
源
喪
失
に
つ

な
が
り
、
貴
族
に
隷
属
す
る
部
曲
の
七
戸
登
録
を
図
れ
ば
貴
族
の
反
発
は
必
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至
だ
っ
た
た
め
で
あ
る
（
こ
れ
を
試
み
た
漁
協
の
兵
制
改
革
は
か
え
っ
て
王

敦
の
乱
を
誘
発
し
て
し
ま
う
）
。
結
局
東
嶺
が
採
用
し
た
の
は
浮
浪
層
や
未

附
登
戸
、
罪
人
、
山
岳
系
原
住
民
な
ど
か
ら
新
た
な
兵
戸
を
得
る
と
い
う
方

策
だ
っ
た
が
、
彼
ら
は
軍
事
的
効
果
が
あ
ま
り
見
込
め
ず
、
梁
陳
ま
で
に
は

募
兵
が
軍
の
主
力
と
な
っ
た
。

　
都
督
制
は
従
来
と
同
じ
く
中
央
に
よ
る
統
制
の
成
否
が
問
題
と
な
っ
た
が
、

北
府
・
西
府
等
は
建
康
に
対
し
て
し
ば
し
ば
遠
心
的
な
動
き
を
見
せ
、
混
乱

の
な
か
か
ら
台
頭
し
た
軍
閥
に
よ
る
短
命
王
朝
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
こ
と

に
な
る
。
劉
裕
以
降
、
各
王
朝
の
創
始
者
を
は
じ
め
、
戦
場
経
験
を
踏
み
台

に
豊
門
出
身
の
武
人
が
台
頭
し
た
こ
と
は
、
こ
の
時
代
の
特
色
と
し
て
注
匿

さ
れ
る
が
、
彼
ら
は
一
旦
権
力
の
座
に
就
け
ば
文
に
帰
す
よ
う
に
な
る
。
申

述
南
朝
に
尚
武
を
拠
り
所
と
す
る
行
立
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
理
由
も
こ
こ
に

あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。

　
第
五
章
は
、
五
世
紀
中
葉
か
ら
階
建
国
ま
で
の
北
中
国
の
発
展
を
た
ど
る
。

北
魏
の
平
城
時
代
に
は
胡
族
が
軍
の
中
核
を
保
持
し
て
い
た
も
の
の
、
孝
文

帝
の
漢
化
政
策
以
降
、
北
鎮
の
地
位
低
下
が
顕
著
に
な
っ
て
六
鎮
の
乱
が
発

生
。
そ
の
後
、
爾
朱
栄
の
専
権
期
を
経
て
、
高
歓
・
漫
文
泰
の
角
逐
に
至
る

過
程
が
跡
づ
け
ら
れ
る
。
両
者
の
問
で
繰
り
返
さ
れ
た
戦
闘
の
な
か
で
も
特

に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
五
四
六
年
の
玉
壁
城
の
攻
防
で
あ
る
。
中
世
中
国
で

は
、
築
城
術
な
ど
防
禦
技
術
の
向
上
が
守
備
側
の
攻
撃
側
に
対
す
る
優
越
性

を
確
か
な
も
の
に
し
た
た
め
、
堅
固
な
城
壁
、
強
い
守
備
兵
、
十
分
な
補
給

が
あ
れ
ば
、
攻
超
す
る
の
は
き
わ
め
て
困
難
に
な
っ
た
と
い
う
。
玉
章
を
攻

囲
し
た
高
歓
は
結
局
攻
め
き
れ
ず
に
撤
退
す
る
。
両
国
の
戦
闘
が
こ
の
の
ち

し
ば
ら
く
沈
静
化
す
る
の
は
、
攻
撃
側
の
不
利
を
双
方
が
認
識
す
る
よ
う
に

な
っ
た
た
め
と
推
測
す
る
。

　
次
い
で
注
目
す
る
の
は
両
国
の
軍
編
成
の
違
い
で
あ
る
。
高
歓
の
軍
は
旧

広
島
、
爾
朱
栄
の
余
党
、
北
魏
の
旧
驕
兵
な
ど
か
ら
成
っ
て
い
た
が
、
漢
兵

に
は
信
を
置
い
て
い
な
か
っ
た
。
一
方
、
兵
力
に
劣
る
宇
文
泰
は
郷
兵
を
率

い
る
漢
族
有
力
者
と
提
携
し
、
混
成
部
隊
化
を
図
る
ほ
か
術
が
な
か
っ
た
。

郷
兵
を
国
軍
に
取
り
込
み
つ
つ
そ
の
権
限
を
申
・
下
級
指
揮
権
に
留
め
、
そ

の
上
に
二
十
四
軍
を
置
く
の
が
西
魏
・
論
議
の
軍
制
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
胡

漢
融
合
の
成
否
が
、
両
国
の
興
亡
の
鍵
を
握
っ
た
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
議
論
の
分
か
れ
る
西
魏
二
十
四
軍
制
に
つ
い
て
、
著
者
は
次
の
よ
う

な
理
解
を
示
す
。
ま
ず
奇
兵
集
団
の
統
属
関
係
が
新
兵
制
の
な
か
で
ど
れ
だ

け
温
存
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
長
期
的
に
み
れ
ば
次
第
に
恵
雨
を
排
し
、

国
家
が
直
接
徴
発
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
と
し
、
五
七
四
年
に
北
周
忌
帝

が
百
姓
か
ら
大
規
摸
に
兵
を
募
っ
た
こ
と
も
そ
の
延
長
線
上
で
理
解
す
る
。

ま
た
府
兵
制
が
常
設
の
専
門
兵
か
農
民
が
臨
時
に
徴
発
さ
れ
る
も
の
か
に
つ

い
て
は
、
胡
漢
別
立
て
の
複
合
的
な
体
制
を
想
定
す
る
こ
と
を
｝
案
と
し
て

提
起
し
て
い
る
。

　
第
六
章
は
、
東
晋
以
降
に
交
わ
さ
れ
た
南
北
間
戦
争
の
展
開
を
詳
細
に
あ

と
づ
け
、
三
〇
〇
年
近
く
に
わ
た
っ
て
双
方
が
再
統
一
へ
の
決
定
打
を
欠
い

て
い
た
原
因
を
軍
事
技
術
の
面
か
ら
分
析
す
る
。

　
ま
ず
南
が
失
地
圓
復
を
果
た
せ
な
い
理
由
と
し
て
、
軍
構
成
の
面
で
は
、

南
が
歩
兵
中
心
で
騎
兵
が
少
な
く
、
機
動
性
や
攻
撃
力
に
乏
し
か
っ
た
こ
と

を
挙
げ
る
。
つ
い
で
補
給
の
面
で
南
が
依
存
し
た
水
運
が
、
干
害
や
敵
軍
に

よ
る
兵
姑
拠
点
の
占
拠
な
ど
に
対
す
る
脆
弱
さ
を
孕
ん
で
い
た
こ
と
が
述
べ

ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
戸
口
の
少
な
さ
、
内
紛
の
多
さ
、
南
方
の
原
住
民
に
北

伐
の
意
志
が
希
薄
だ
っ
た
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
る
。

　
つ
い
で
北
方
諸
国
の
方
は
、
分
裂
期
に
は
他
國
と
、
統
一
期
に
は
国
内
の
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他
族
と
主
に
敵
対
し
て
い
た
た
め
、
南
征
が
主
戦
略
と
な
り
に
く
か
っ
た
。

ま
た
軍
構
成
の
面
で
は
、
騎
兵
が
攻
城
戦
を
不
得
手
に
し
て
い
た
こ
と
、
水

軍
に
よ
る
戦
闘
技
術
に
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
る
。
階
が
陳
の
征
圧
に

成
功
し
た
の
は
、
晋
の
呉
併
合
を
範
と
し
、
巨
大
な
水
軍
を
準
備
し
た
た
め

で
あ
る
と
い
う
。

　
な
お
関
達
し
て
、
当
時
の
軍
船
と
水
戦
を
分
析
し
た
部
分
に
も
注
目
し
て

お
き
た
い
。
当
時
の
軍
船
は
衝
角
を
持
っ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
水
戦
が
体

当
た
り
で
は
な
く
、
射
撃
や
敵
船
に
乗
り
込
ん
で
の
戦
闘
を
主
と
し
て
い
た

こ
と
に
対
応
す
る
と
い
う
。
ま
た
火
船
な
ど
の
例
外
を
除
き
、
守
備
重
視
の

装
甲
船
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
、
軍
船
は
戦
闘
そ
の
も
の
よ
り
も
物
資
や
兵
士

の
輸
送
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
も
合
わ
せ
て
指
摘
さ
れ
る
。

　
第
七
章
は
、
階
の
兵
制
と
対
外
戦
争
を
論
じ
る
。
兵
制
に
つ
い
て
は
ま
ず
、

陳
征
圧
後
、
文
帝
が
実
施
し
た
武
器
の
回
収
・
私
闘
の
禁
止
・
軍
船
の
没
収

等
の
軍
縮
政
策
を
紹
介
し
、
つ
い
で
①
五
九
〇
年
の
府
兵
制
改
革
、
お
よ
び

②
大
業
初
年
に
行
わ
れ
た
揚
帝
の
兵
制
改
革
を
分
析
す
る
。
個
々
の
分
析
は

日
申
の
研
究
成
果
と
お
お
む
ね
重
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
著
者
は
①
に
お
け

る
糠
騎
将
軍
・
車
騎
将
軍
の
権
限
抑
制
、
②
に
お
け
る
副
管
府
廃
止
（
軍
府

を
す
べ
て
禁
軍
諸
衛
配
下
に
一
本
化
）
・
鷹
揚
府
の
南
方
増
設
（
敵
対
有
力

者
の
制
度
内
編
入
）
等
、
地
方
軍
事
力
の
中
央
化
に
特
に
注
目
し
た
叙
述
を

展
開
し
て
い
る
。

　
対
外
戦
争
に
つ
い
て
は
ま
ず
突
廠
と
の
攻
防
を
あ
と
づ
け
、
西
晋
以
来
の

重
装
騎
兵
が
遊
牧
民
と
の
戦
闘
に
は
不
向
き
だ
っ
た
こ
と
、
草
原
へ
の
遠
征

が
兵
靖
問
題
を
克
服
で
き
な
か
っ
た
こ
と
等
か
ら
、
晴
は
十
分
な
対
磨
を
と

れ
な
か
っ
た
と
分
析
す
る
。

　
数
次
に
わ
た
る
高
句
麗
遠
征
に
つ
い
て
も
経
過
が
詳
細
に
考
察
さ
れ
、
未

完
に
終
わ
っ
た
原
因
と
し
て
、
補
給
の
途
絶
、
疫
病
の
流
行
、
気
候
問
題
へ

の
無
知
、
災
害
等
を
抽
出
す
る
。
加
え
て
戦
局
追
跡
の
間
に
挿
入
さ
れ
る
、

軍
構
成
、
兵
靖
（
大
運
河
の
開
削
）
、
軍
装
、
兵
数
、
出
征
儀
礼
、
饒
驚
喜

な
ど
の
分
析
も
詳
細
に
わ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
味
読
す
べ
き
示
唆
を
内
包
し

て
い
る
。

　
第
八
章
は
陥
末
の
群
雄
の
分
析
と
、
そ
の
な
か
か
ら
唐
が
勝
ち
残
っ
て
い

く
過
程
、
お
よ
び
当
時
の
戦
争
の
特
色
が
検
討
さ
れ
る
。
ま
ず
階
末
の
群
雄

は
そ
の
起
源
か
ら
、
①
盗
賊
集
団
、
②
郷
兵
、
③
階
の
地
方
官
、
に
大
別
さ

れ
、
①
は
地
方
政
権
と
し
て
安
定
す
る
と
保
守
化
す
る
こ
と
、
②
③
は
階
に

対
す
る
人
々
の
反
発
心
を
盗
賊
制
圧
に
活
用
し
、
最
後
は
革
命
志
向
を
帯
び

る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
九
人
の
群
雄
を
取
り
上
げ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
出

自
と
軍
閥
問
で
行
わ
れ
た
戦
い
の
経
過
を
詳
述
す
る
。

　
な
か
で
も
李
世
民
の
戦
い
ぶ
り
は
詳
細
に
分
析
さ
れ
、
高
い
評
価
が
与
え

ら
れ
る
。
彼
の
戦
術
は
、
激
戦
を
回
避
し
、
小
部
隊
で
兵
姑
を
撹
乱
し
つ
つ

（
敵
軍
を
懐
に
引
き
込
ん
で
兵
事
を
延
ば
さ
せ
、
自
軍
は
細
管
の
短
い
状
態

を
保
つ
）
敵
の
疲
労
を
待
ち
、
戦
機
と
見
る
や
一
気
に
攻
撃
を
仕
掛
け
、
容

赦
な
い
追
尾
で
勝
利
を
収
め
る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
と
い
う
。
ま
た
彼
の
戦

闘
計
画
の
う
ち
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
、
彼
自
身
と
騎
兵
の
役
割
を
挙
げ
る
。

前
者
は
戦
略
の
慎
重
さ
に
比
し
て
実
戦
で
は
陣
頭
指
揮
を
と
っ
て
い
る
こ
と
、

そ
れ
が
他
の
将
帥
に
も
通
じ
る
こ
の
時
代
の
特
色
で
あ
る
こ
と
。
後
者
は
騎

兵
を
偵
察
・
後
方
撹
乱
・
追
尾
に
用
い
、
そ
れ
ま
で
の
重
装
騎
兵
で
は
な
く

軽
騎
だ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
る
。

　
第
九
章
は
、
土
量
の
兵
制
と
、
唐
が
中
国
統
一
後
に
展
開
し
た
北
方
作
戦

（
東
突
厭
・
高
句
麗
）
の
経
過
に
論
及
す
る
。
こ
の
う
ち
東
上
蕨
へ
の
遠
征

に
つ
い
て
は
、
突
蕨
の
内
紛
に
乗
じ
て
司
令
宮
の
李
靖
等
が
勝
利
を
収
め
て
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い
く
過
程
が
跡
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
間
、
廃
滅
が
遊
牧
民
並
み
の
軽

騎
を
用
い
た
こ
と
に
も
着
目
す
る
。

　
こ
の
遠
征
軍
に
も
参
加
し
た
で
あ
ろ
う
府
兵
制
に
つ
い
て
は
、
組
織
改
編
、

上
番
・
防
人
制
度
、
徴
兵
原
則
等
に
つ
い
て
、
通
説
に
即
し
た
説
明
を
し
た

う
え
で
、
府
兵
た
ち
が
一
生
に
わ
た
る
就
役
義
務
と
訓
練
へ
の
参
加
を
求
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
性
格
は
民
兵
で
は
な
く
職
業
兵
と
見
る
べ
き

と
主
張
す
る
。
ま
た
有
事
に
組
織
さ
れ
る
行
軍
は
、
府
兵
、
兵
募
、
番
兵
か

ら
成
っ
て
い
た
と
い
う
。
行
軍
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
李
靖
が
残
し
た
著
述
か

ら
、
組
織
・
訓
練
・
陣
形
・
偵
察
・
指
令
伝
達
・
軍
律
・
戦
術
・
歯
簿
・
陣

営
配
置
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
が
紹
介
さ
れ
る
。

　
第
一
〇
章
は
府
兵
制
崩
壊
か
ら
常
設
の
募
兵
軍
創
設
ま
で
を
た
ど
る
。
こ

の
過
程
に
つ
い
て
は
お
お
む
ね
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
踏
ま
え
た
説
明
と
な
っ

て
お
り
、
七
世
紀
後
半
以
降
、
高
句
麗
・
新
羅
・
東
駅
厭
・
吐
蕃
な
ど
周
辺

各
国
が
台
頭
し
た
こ
と
か
ら
辺
境
軍
の
常
駐
化
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

こ
れ
に
不
向
き
な
府
兵
・
兵
募
か
ら
、
長
期
従
軍
の
可
能
な
健
児
・
蕃
兵
へ

の
転
換
が
進
め
ら
れ
、
彼
ら
を
統
合
す
る
広
域
司
令
官
と
し
て
節
度
使
が
創

設
さ
れ
る
ま
で
の
流
れ
が
、
丁
寧
に
紹
介
さ
れ
る
。

　
募
兵
制
に
つ
い
て
は
、
常
駐
す
る
経
験
豊
か
な
兵
が
国
防
を
担
う
と
い
う

有
効
性
の
一
方
で
、
コ
ス
ト
の
高
さ
や
、
中
央
に
反
攻
し
た
場
合
の
リ
ス
ク

等
が
指
摘
さ
れ
る
。
割
拠
防
止
に
は
長
期
就
任
の
防
止
や
皇
軍
派
遣
等
の
措

置
が
と
ら
れ
た
が
、
霜
林
甫
の
蕃
将
起
用
政
策
の
な
か
で
台
頭
し
た
安
禄
山

に
は
こ
れ
ら
が
適
用
さ
れ
た
形
跡
が
な
く
、
そ
の
反
乱
を
導
い
て
し
ま
う
と

さ
れ
、
以
下
反
乱
の
経
緯
が
克
明
に
再
現
さ
れ
て
い
く
。

　
第
一
～
章
は
、
安
史
の
乱
が
後
世
に
与
え
た
影
響
を
分
析
す
る
。
内
地
に

現
出
し
た
重
鎮
割
拠
状
態
に
つ
い
て
は
、
藩
鎮
内
部
の
権
力
構
造
（
節
度
使

と
牙
軍
の
関
係
、
仮
父
子
結
合
等
）
や
国
家
の
抑
藩
政
策
（
監
軍
派
遣
、
神

策
軍
強
化
等
）
な
ど
の
面
か
ら
、
先
行
研
究
に
依
拠
し
た
説
明
が
な
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
な
か
高
官
が
重
視
さ
れ
た
り
、
文
官
が
武
事
に
就
任
し
た
り
す
る

傾
向
が
強
ま
る
の
は
、
武
官
に
対
す
る
不
信
の
反
映
で
あ
っ
た
と
す
る
。
そ

し
て
軍
事
指
揮
に
対
し
て
は
、
唐
前
期
に
は
戦
場
で
の
個
人
的
リ
ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
が
強
調
さ
れ
た
の
に
対
し
、
後
期
に
は
行
政
力
や
人
間
関
係
へ
の
理
解

が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
。

　
そ
し
て
五
代
期
に
は
唐
代
よ
り
強
化
さ
れ
た
二
軍
が
創
設
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
が
、
後
渡
・
宋
の
革
命
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
不
安
定
要
因

に
も
な
り
え
た
。
宋
は
そ
の
統
制
に
成
功
す
る
が
、
対
外
的
に
見
た
場
合
の

軍
事
的
弱
さ
を
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
。

　
最
後
に
結
語
で
は
、
以
上
の
議
論
の
総
括
を
踏
ま
え
、
同
時
代
の
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
（
特
に
ビ
ザ
ン
ツ
）
と
の
比
較
が
行
わ
れ
る
。
ま
ず
共
通
点
と
し
て
は

熟
練
し
た
文
官
支
配
に
も
と
つ
く
貴
族
制
・
官
僚
制
を
持
つ
こ
と
、
古
典
文

明
の
継
承
者
で
あ
る
こ
と
が
、
相
違
点
と
し
て
は
中
琶
欧
州
諸
国
は
国
家

ベ
ー
ス
で
財
政
問
題
を
処
理
で
き
る
官
僚
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
る
。

　
軍
事
技
術
の
面
で
の
共
通
点
も
多
い
。
た
と
え
ば
騎
兵
を
主
力
と
し
、
歩

兵
が
こ
れ
を
補
う
と
い
う
語
構
成
や
、
進
軍
中
に
口
重
警
護
の
配
置
が
な
さ

れ
る
こ
と
、
古
典
的
な
兵
書
が
重
視
さ
れ
、
し
ば
し
ば
作
戦
の
典
拠
と
し
て

引
用
さ
れ
る
こ
と
、
戦
争
を
地
位
向
上
の
足
が
か
り
と
し
て
と
ら
え
る
姿
勢
、

危
険
を
回
避
し
最
善
の
と
き
が
来
る
ま
で
開
戦
を
引
き
延
ば
す
こ
と
、
対
遊

牧
民
戦
争
の
経
験
を
積
み
、
そ
の
影
響
か
ら
伏
兵
戦
術
を
好
ん
で
採
用
し
た

こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
る
。
一
方
、
軍
の
支
持
が
皇
帝
に
と
っ
て
不
可
欠
だ

つ
た
ビ
ザ
ン
ツ
に
比
べ
る
と
、
中
国
の
武
人
は
体
制
に
馴
致
さ
れ
て
い
る
点
、
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中
国
の
皇
帝
は
ビ
ザ
ン
ツ
に
比
し
て
従
軍
経
験
が
圧
倒
的
に
少
な
い
点
な
ど

は
、
違
い
の
顕
著
な
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
。
中
国
で
は
軍
事
貴
族
は
育
た

ず
、
エ
リ
ー
ト
た
ち
も
武
力
に
依
存
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
中
国
に
お
い
て
、

儒
教
を
中
心
と
す
る
古
典
の
文
化
的
遺
産
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
た
め
と
結

論
づ
け
て
い
る
。

　
以
上
の
概
観
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
本
書
に
は
日
中
の
研
究
者
が

こ
れ
ま
で
関
心
を
寄
せ
て
き
た
兵
制
や
兵
役
の
問
題
に
対
し
て
も
相
当
の
言

及
が
見
ら
れ
る
。
府
兵
制
を
例
に
と
る
な
ら
、
胡
漢
の
二
元
性
を
制
度
理
解

に
盛
り
込
む
べ
き
と
の
主
張
（
第
五
章
）
や
、
職
業
兵
の
枠
組
で
理
解
す
べ

き
と
の
見
解
（
第
九
章
）
が
示
さ
れ
て
い
る
。
軍
の
構
成
を
主
力
部
隊
（
実

戦
）
と
製
品
部
隊
（
土
木
・
運
輸
等
）
、
騎
兵
と
歩
兵
、
職
業
兵
と
徴
兵

（
民
兵
）
、
胡
族
的
要
素
と
漢
族
的
要
素
な
ど
、
複
合
的
に
把
握
し
よ
う
と

す
る
姿
勢
は
、
府
兵
制
に
限
ら
ず
本
書
全
体
に
貫
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
恒

常
的
な
臨
戦
態
勢
を
維
持
す
る
に
は
専
職
化
さ
れ
た
兵
員
が
必
要
で
あ
り
、

「
兵
農
～
致
」
原
則
に
基
づ
い
て
徴
発
さ
れ
る
部
分
は
補
助
的
な
役
割
に
留

ま
る
と
の
認
識
が
諸
処
で
示
さ
れ
る
。
こ
れ
を
時
系
列
に
即
し
て
整
理
す
る

と
、
戦
国
か
ら
前
漢
に
か
け
て
構
築
さ
れ
た
兵
農
一
致
体
制
を
除
け
ば
、
後

漢
に
始
ま
り
、
魏
晋
南
北
朝
の
兵
戸
制
、
西
魏
～
隔
唐
の
府
兵
制
、
そ
し
て

唐
宋
変
革
期
の
募
兵
制
に
至
る
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
の
時
期
に
お
い
て
汚
職
化

さ
れ
た
兵
員
が
主
力
と
し
て
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
多
く
の
時

期
に
お
い
て
、
兵
員
に
相
応
の
栄
誉
・
待
遇
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
の
理
解

が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
日
本
や
中
国
に
お
い
て
も
、
府
兵
制
の
特
に
胡
漢
融
合
的
な
側
面
に
は
こ

れ
ま
で
も
注
意
が
払
わ
れ
て
き
た
。
ま
た
氣
賀
澤
保
黙
思
の
讐
兵
民
分
離
」

論
（
兵
役
負
担
者
が
非
番
時
に
農
耕
に
従
事
す
る
「
兵
農
～
致
」
状
態
に
あ

る
こ
と
は
認
め
つ
つ
も
、
兵
役
義
務
を
負
う
府
兵
が
兵
役
負
担
の
全
く
な
い

一
般
農
民
と
別
立
て
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
兵
民
分
離
」
状
態
に

あ
る
こ
と
を
よ
り
重
視
す
る
）
や
、
渡
辺
信
一
郎
氏
の
新
説
（
兵
農
一
致
・

兵
民
一
致
説
に
立
つ
も
の
の
、
「
府
兵
義
務
1
1
軍
府
州
の
編
戸
農
民
の
負
担
」

「
防
人
義
務
勤
一
般
州
府
の
編
戸
農
民
の
負
担
」
と
し
て
、
兵
役
負
担
を
二

系
統
に
区
別
す
る
）
な
ど
、
当
時
の
兵
制
を
複
合
的
に
理
解
す
る
傾
向
は

（
主
張
の
方
向
性
に
は
各
説
隔
た
り
は
あ
れ
ど
も
）
、
近
年
ま
す
ま
す
強
ま

っ
て
い
る
。

　
た
だ
し
、
本
書
に
お
け
る
日
本
の
研
究
の
参
照
は
一
九
九
〇
年
代
初
頭
ま

で
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
最
新
の
成
果
に
関
す
る
情
報
の
相
互

交
換
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
日
本
で
議
論
さ
れ
て
い
る

兵
役
負
担
の
複
合
性
と
、
本
書
で
示
さ
れ
た
軍
構
成
の
複
合
性
と
を
つ
き
あ

わ
せ
る
こ
と
で
、
よ
り
包
括
的
・
建
設
的
な
継
承
・
深
化
を
図
っ
て
い
く
こ

と
が
期
待
で
き
る
。

　
だ
が
こ
う
し
た
「
翻
染
み
の
議
論
」
以
上
に
、
本
書
か
ら
読
み
取
る
べ
き

は
、
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
従
来
わ
れ
わ
れ
が
直
視
し
て
こ
な
か
っ
た

数
々
の
論
点
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
の
方
で
あ
ろ
う
。
こ
の
な
か
に
は
騎
兵
・

歩
兵
の
役
割
分
担
や
装
甲
の
変
化
な
ど
、
全
巻
を
と
お
し
て
通
時
的
な
展
望

を
得
ら
れ
る
議
論
も
あ
れ
ば
、
攻
城
戦
術
（
第
五
章
）
、
出
征
儀
礼
（
第
七

章
）
、
陣
形
や
指
令
伝
達
（
第
九
章
）
な
ど
部
分
的
な
掘
り
下
げ
に
と
ど
ま

る
も
の
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
武
力
本
体
に
深
く
関
わ
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。

　
第
一
章
で
著
者
が
述
べ
る
よ
う
に
、
中
国
軍
事
史
は
、
戦
国
時
代
に
お
け

る
戦
車
か
ら
歩
兵
・
騎
兵
へ
の
変
化
と
、
近
代
に
お
け
る
西
洋
軍
事
技
術
の

導
入
と
い
う
二
度
の
転
換
期
で
分
節
で
き
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
技
術
的
画
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期
性
と
も
連
動
し
て
か
、
古
代
の
軍
事
史
研
究
で
は
儀
礼
や
兵
器
に
表
象
さ

れ
た
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
の
解
析
か
ら
国
家
形
成
と
武
力
の
関
係
を
見
目
す
視
角

が
広
く
共
有
さ
れ
、
片
や
近
代
史
の
方
で
は
「
戦
争
と
記
憶
」
な
ど
の
論
題

を
通
じ
武
力
が
オ
ー
ソ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
過
程
の
解
明
に
多
く
の
力
が
注
が
れ

て
き
た
。
そ
う
し
た
動
向
か
ら
も
透
視
さ
れ
る
よ
う
に
、
古
代
史
・
近
代
史

と
は
武
力
そ
の
も
の
に
接
近
す
る
方
法
論
を
豊
か
に
育
ん
で
き
た
分
野
で
あ

っ
た
。

　
ひ
る
が
え
っ
て
両
期
に
挟
ま
れ
た
約
二
〇
〇
〇
年
間
は
、
著
者
も
言
う
よ

う
に
軍
事
技
術
上
の
目
立
っ
た
変
化
が
乏
し
く
、
十
分
顧
み
ら
れ
て
こ
な
か

っ
た
。
し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
、
軍
事
史
と
い
え
ば
ま
ず
手
を
着
け
ら
れ
る

べ
き
各
種
の
兵
書
（
中
世
で
い
え
ば
『
通
典
』
兵
典
、
噌
李
衛
公
問
対
』
、

『
太
極
陰
経
匝
な
ど
）
が
、
歴
史
史
料
と
し
て
埃
を
か
ぶ
っ
て
い
る
の
は
不

思
議
な
話
で
あ
る
。
本
書
で
検
討
さ
れ
た
軍
事
の
技
術
的
側
面
や
、
上
記
の

古
代
史
・
近
代
史
の
方
法
論
な
ど
、
少
し
く
異
質
な
枠
組
に
も
と
き
に
目
配

り
し
つ
つ
、
武
力
そ
の
も
の
に
焦
点
を
当
て
る
方
法
を
探
っ
て
い
く
こ
と
が
、

い
ま
求
め
ら
れ
て
い
る
。
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