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４
７
号
掲
載
の
「
岡
本
章
庵

情
』
翻
刻
（
上
）
」
の
続
稿
で
あ
る
。
）

　
　
十
三
、
清
国
の
官
吏
に
虚
衡
多
き
情
況

『
支
那
事

清
国
の
官
吏
は
虚
衡
を
擁
せ
る
も
の
極
め
て
多
し
。
其
は
率
ね
科
甲
も
し
く
は

銀
糧
を
納
れ
、
及
び
労
績
も
て
官
卸
を
受
け
、
京
に
入
り
て
謁
見
せ
し
後
に
各

省
に
至
り
、
真
と
な
る
を
候
す
る
も
の
に
係
る
。
一
省
ご
と
に
二
一
二
千
人
あ
り
。

名
目
各
殊
な
り
。
知
県
の
一
官
も
て
言
ふ
に
、
出
身
の
後
に
各
省
に
発
遣
す
る

も
の
は
即
用
知
県
と
て
、
数
年
を
経
る
ほ
ど
に
真
と
な
る
べ
け
れ
ど
も
、
銀
を

納
れ
て
知
県
に
準
じ
、
或
は
現
に
知
県
に
任
じ
な
が
ら
父
母
の
喪
に
遭
ひ
、
官

を
去
り
て
家
に
販
り
、
期
満
ち
て
京
に
進
み
、
再
び
分
発
せ
ら
る
・
も
の
は
候

補
知
県
と
な
り
、
上
官
に
獲
ら
る
・
が
多
く
、
貨
賄
を
投
ず
る
・
に
非
ざ
れ
ば
、

時
（
９
１
４
３
）
の
至
る
を
待
て
、
身
を
終
ふ
る
の
み
。
候
補
知
県
は
多
く
ば
銀

を
納
れ
て
得
た
る
も
の
に
て
、
未
だ
分
派
を
経
ざ
る
も
の
は
再
び
賂
を
投
ず
る

に
非
ざ
れ
ば
、
幾
十
年
を
経
と
も
真
と
な
る
こ
と
を
得
ず
。
試
用
知
県
も
銀
を

納
れ
た
る
も
の
と
す
。
試
用
せ
ら
る
・
こ
と
二
一
年
に
し
て
補
用
知
県
と
な
り
、

上
に
獲
ら
る
・
と
き
は
真
と
な
る
こ
と
難
か
ら
ず
。
又
、
大
挑
知
県
あ
り
。
挙

人
の
会
試
に
落
第
せ
る
も
の
を
再
び
考
試
し
、
其
第
一
等
の
考
に
入
り
た
る
を

大
挑
知
県
と
し
、
次
を
教
官
と
す
。
大
挑
知
県
は
、
既
に
分
派
を
経
る
と
き
は

真
と
な
る
こ
と
候
補
よ
り
も
速
な
り
。
棟
発
知
県
も
亦
、
挙
人
の
出
身
に
係
る
。

京
に
滞
ふ
る
こ
と
久
し
う
し
て
後
に
分
派
す
る
も
の
は
、
賄
賂
に
非
ざ
れ
ば
真

と
な
り
が
た
し
。
補
用
知
県
も
亦
、
選
を
侯
し
、
銀
を
納
れ
た
る
も
の
と
す
。

多
く
賄
を
投
ず
れ
ば
真
（
９
１
４
４
）
と
な
る
べ
し
。
是
は
知
県
一
官
の
大
略
な

り
。
其
余
も
道
台
・
知
麻
よ
り
従
九
品
に
至
る
ま
で
、
各
省
に
派
遣
し
て
撰
を

侯
せ
し
む
る
も
の
に
種
々
の
名
称
あ
る
こ
と
知
県
に
異
な
ら
ず
。
軍
功
も
て
官

と
な
る
も
の
は
必
し
も
銀
を
納
れ
ず
。
又
、
武
進
士
と
て
守
備
に
任
ず
る
あ
り
。



各
省
に
在
る
も
の
は
某
営
標
抜
と
称
す
。
守
備
も
し
く
ば
衛
守
備
に
補
し
、
其

欠
を
侯
す
る
も
の
は
二
一
年
に
し
て
真
と
な
る
こ
と
を
得
る
の
み
。
真
と
な
る

の
難
き
こ
と
想
ふ
べ
し
。
さ
れ
ど
も
何
の
官
と
な
く
長
官
に
媚
び
て
賄
賂
を
投

ず
れ
ば
真
と
な
る
こ
と
を
得
て
、
歳
に
数
万
よ
り
十
余
万
の
金
を
収
む
べ
し
。

争
か
賄
を
惜
ま
ん
。
知
県
以
下
の
人
に
至
り
て
は
最
も
多
し
。
選
を
侯
す
る
こ

と
幾
十
年
に
至
り
、
家
産
を
蕩
尽
す
る
も
の
多
く
、
歳
終
に
及
べ
ば
総
督
巡
撫

よ
り
金
十
円
も
し
く
ば
二
十
円
（
９
１
４
５
）
を
給
す
る
の
み
。
其
官
を
授
け
て

銀
を
徴
す
る
の
例
は
、
湖
北
に
て
は
布
政
使
そ
の
総
弁
と
な
り
、
漢
口
に
て
は

漢
関
道
そ
の
事
を
兼
任
す
る
が
如
し
。
雲
南
・
貴
州
の
二
省
に
て
は
、
特
に
委

員
を
派
出
し
、
各
省
に
到
り
て
官
階
頂
戴
を
鷺
が
し
む
る
が
た
め
、
門
に
標
梼

を
掲
げ
て
本
局
を
ば
演
揖
総
局
・
幹
損
総
局
と
い
ひ
、
支
局
を
ば
潰
委
員
公

館
・
幹
委
員
公
館
と
い
へ
り
。
其
価
は
湖
北
等
に
比
す
れ
ば
甚
だ
廉
な
り
。
其

従
九
品
頂
戴
は
銀
十
四
両
八
銭
に
し
て
、
別
に
手
数
料
一
円
八
銭
を
納
る
べ
し
。

監
生
は
二
十
両
な
り
。
貢
生
は
四
十
両
な
り
。
同
知
衛
は
二
百
両
な
り
。
四
品

頂
戴
は
七
百
両
な
り
。
別
に
周
旋
料
あ
り
。
其
品
に
準
ず
。
官
に
名
あ
り
て
実

な
し
。
実
職
を
得
ま
く
欲
す
る
も
の
は
、
京
に
進
み
て
金
を
献
ず
れ
ば
候
補
と

な
り
て
派
遣
せ
ら
る
。
知
県
は
五
六
千
両
、
（
９
１
４
６
）
道
台
は
一
万
両
余
を

献
ぜ
ざ
る
こ
と
を
得
ず
。
附
縁
す
る
所
な
く
、
且
へ
考
試
を
経
ざ
る
も
の
は
此

価
に
て
は
買
ふ
こ
と
を
得
ず
。
但
、
官
の
銀
を
要
す
る
こ
と
急
な
る
と
き
に
遇

へ
ば
、
価
も
廉
な
り
。
甚
し
き
は
官
よ
り
強
迫
し
て
買
は
し
む
る
に
至
る
こ
と
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あ
り
。
凡
官
は
い
か
な
る
清
品
と
い
へ
ど
も
賄
を
投
ず
る
に
非
ざ
れ
ば
真
と
な

る
こ
と
能
は
ず
。
三
年
ご
と
に
学
生
を
考
試
し
て
秀
才
を
抜
擢
す
る
の
儀
は
甚

だ
盛
な
る
こ
と
に
て
、
式
に
中
る
も
の
あ
れ
ば
院
内
な
る
吏
役
ど
も
鍵
（
ど

ら
）
を
鳴
ら
し
て
之
を
其
人
に
報
ず
。
其
意
は
金
を
獲
ん
と
す
る
に
在
り
。
秀

才
の
賂
を
投
ず
る
こ
と
五
六
元
よ
り
百
余
銀
に
至
り
て
等
し
か
ら
ず
。
発
楮
の

後
に
房
官
を
見
ま
く
欲
し
て
院
に
入
り
、
某
房
は
何
官
の
関
す
る
所
に
係
る
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

と
問
ふ
に
、
房
官
ど
も
黙
然
と
し
て
応
ぜ
ず
。
殆
ん
ど
泥
塑
（
っ
ち
に
ん
ぎ
よ

う
）
人
の
如
（
９
１
４
７
）
し
。
大
賂
を
獲
て
終
に
指
導
す
る
の
み
。
大
約
門
卒

（
も
ん
ば
ん
）
に
四
五
元
、
茶
房
（
ち
や
ば
ん
）
に
二
三
元
、
房
官
（
へ
や
ず

み
の
や
く
に
ん
）
に
四
五
元
を
給
す
と
い
ふ
。
其
他
は
推
し
て
知
る
べ
き
な
り
。

十
四
、
官
吏
の
横
奪
を
恋
に
す
る
状
況

清
国
の
官
吏
は
官
威
を
借
り
て
横
奪
を
肇
に
す
る
こ
と
甚
し
。
上
は
朝
廷
大
臣

よ
り
下
は
各
省
の
吏
役
に
至
る
ま
で
、
此
風
あ
ら
ざ
る
は
な
し
。
一
二
を
挙
げ

て
之
を
言
は
ん
に
、
北
京
守
城
の
吏
は
君
側
の
武
官
を
用
ゐ
た
る
も
の
に
て
、

諸
省
百
官
の
城
門
に
進
む
ご
と
に
之
を
拘
留
し
、
行
吏
を
点
検
し
て
数
日
を
阻

滞
し
、
必
ず
金
を
出
さ
し
む
る
こ
と
あ
り
。
官
、
愈
大
な
れ
ば
金
を
出
す
こ
と

愈
多
し
。
総
督
巡
撫
の
如
き
は
必
ず
数
千
万
両
を
出
す
に
至
り
、
其
金
の
多
き

は
上
官
に
て
取
り
、
少
き
は
小
吏
に
分
取
り
せ
し
む
。
点
検
（
し
ら
べ
）
の
時

に
当
れ
ば
、
数
千
人
紛
集
し
て
（
９
１
４
８
）
騒
擾
す
る
ほ
ど
に
、
毎
に
衣
物
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
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亡
失
す
る
と
い
へ
ど
も
、
更
に
訴
へ
て
収
回
す
る
こ
と
を
得
ず
。
唯
、
会
試
の

輩
と
外
国
人
の
み
は
此
累
な
し
。
故
に
外
国
人
な
ど
の
京
に
入
る
も
の
あ
る
と

き
は
、
陰
に
衣
服
を
托
し
城
門
に
入
る
も
の
な
ど
多
し
。
此
検
査
は
極
て
厳
な

る
こ
と
に
て
、
何
人
た
り
と
も
之
を
動
す
こ
と
能
は
ず
。
李
鴻
章
が
嘗
て
京
に

入
り
し
と
き
に
も
衣
物
を
稽
留
せ
ら
る
・
こ
と
七
日
に
し
て
銀
二
千
両
を
出
し
、

終
に
免
れ
た
り
と
い
ふ
。
諸
省
の
吏
員
な
ど
は
言
ふ
も
更
な
り
。
又
、
諸
省
の

官
吏
は
其
部
下
を
巡
視
す
る
ご
と
に
民
財
を
掠
奪
す
る
こ
と
一
般
の
風
た
り
。

台
湾
の
支
那
部
落
は
福
建
省
に
隷
す
る
所
に
て
、
三
年
ご
と
に
布
政
使
の
其
地

を
巡
視
す
る
こ
と
あ
り
。
其
僚
属
は
甚
だ
之
を
喜
ぶ
と
い
へ
ど
も
、
土
官
は
厭

苦
す
る
こ
と
殊
に
甚
し
。
蓋
し
賄
賂
多
か
ら
ざ
れ
（
９
１
４
９
）
ば
直
に
責
罰
を

受
け
、
小
過
あ
る
ご
と
に
頸
に
械
を
受
け
ざ
る
こ
と
を
得
ず
。
土
官
は
此
累
を

免
れ
ん
と
欲
し
、
重
税
を
民
に
課
す
る
を
布
政
使
は
掴
み
取
る
こ
と
算
な
く
、

車
馬
に
黄
白
（
き
ん
ぎ
ん
）
貨
宝
を
満
載
し
て
去
る
と
な
む
。
又
、
台
湾
の
道

台
は
歳
俸
一
千
六
百
両
に
過
ぎ
ざ
れ
ど
も
、
税
を
龍
脳
等
よ
り
徴
し
、
私
嚢
に

入
る
・
数
は
幾
万
な
る
や
測
ら
れ
ず
。
知
府
等
も
専
ら
官
塩
を
売
り
て
私
利
を

営
み
厳
に
禁
条
を
設
け
常
に
人
民
の
私
松
を
役
し
て
公
米
を
運
送
し
、
追
つ
て

賃
銭
を
給
せ
ん
と
い
ひ
っ
・
長
も
約
に
違
ひ
て
給
せ
ず
。
人
民
は
此
役
を
免
れ

ん
と
欲
し
て
賂
を
投
ず
る
も
の
多
く
、
習
慣
と
な
り
て
港
税
と
称
す
る
に
至
れ

り
と
ぞ
。
又
、
諸
省
の
中
に
て
外
客
を
護
送
す
る
こ
と
あ
り
。
其
護
送
に
任
ず

る
も
の
を
委
員
と
い
ふ
。
委
員
が
過
ぐ
る
所
の
州
県
に
て
は
規
費
（
９
１
５
０
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二

銀
二
両
余
を
委
員
に
遺
る
を
魔
儀
と
い
ふ
。
損
納
出
身
の
官
に
至
り
て
は
四
五

両
を
遺
る
こ
と
あ
り
。
粟
を
納
れ
て
官
と
な
る
は
進
士
出
身
と
同
じ
か
ら
ざ
る

が
た
め
に
て
、
委
員
た
る
も
の
貧
禁
を
璋
に
し
、
毫
も
忌
悼
す
る
所
な
し
と
な

む
。
又
、
道
台
学
政
な
ど
が
傑
従
ど
も
の
賊
層
す
る
こ
と
も
甚
し
。
漢
口
な
る

道
台
某
が
例
に
随
ひ
て
価
五
十
銭
と
い
ふ
綿
衣
千
枚
を
乞
弓
に
頒
与
し
け
る
に
、

此
衣
は
道
署
（
や
く
し
よ
）
近
傍
の
窮
民
の
み
之
を
得
て
他
処
は
極
貧
の
も
の

と
い
へ
ど
も
一
衣
を
受
く
る
こ
と
を
得
ず
。
蓋
し
署
中
の
白
ビ
隷
（
し
も
べ
）
ど

も
嘗
て
相
識
窮
人
の
嘱
托
（
た
の
み
）
を
受
け
た
る
ゆ
え
先
づ
之
に
給
し
て
終

に
は
一
枚
を
も
遺
す
こ
と
な
き
に
至
る
と
な
む
。
学
政
司
林
某
ち
う
も
の
江
蘇

の
松
江
府
に
到
り
て
学
童
を
考
試
せ
し
こ
と
あ
り
。
随
従
の
松
子
ど
も
江
辺
に

在
り
て
賭
博
館
を
（
９
１
５
１
）
開
き
、
衆
を
会
し
居
け
る
と
き
、
一
武
弁
あ
り
。

部
下
数
名
を
率
ゐ
其
場
に
赴
き
、
捕
縛
せ
ん
と
し
け
れ
ば
、
博
徒
ど
も
熟
視
し

て
毫
も
恐
怖
の
色
な
く
、
壁
言
し
て
武
官
を
馬
よ
り
曳
き
落
し
、
籏
擁
（
む
ら

が
り
い
だ
く
）
し
て
松
に
入
り
、
毒
拳
（
に
ぎ
り
こ
ぶ
し
）
を
揮
っ
て
痛
く
打

撲
し
、
罵
辱
し
て
至
ら
ざ
る
所
な
く
、
兵
卒
ど
も
或
は
逃
れ
、
或
は
傷
っ
け
ら

れ
、
武
官
は
葡
目
（
は
ら
ば
ひ
）
し
て
岸
に
登
り
、
知
府
趨
某
に
突
訴
し
、
遂

に
学
政
に
告
げ
し
に
、
学
政
大
に
怒
り
、
火
姦
（
き
う
は
こ
ぶ
み
）
を
発
し
て

査
弁
せ
し
む
。
某
知
県
に
命
じ
て
委
員
と
し
、
火
蜜
を
帯
し
罪
魁
を
捕
へ
し
め

し
に
、
博
徒
ど
も
蔑
視
す
る
こ
と
武
官
の
如
し
。
傲
然
と
し
て
日
く
、
「
区
々

の
知
県
が
学
憲
の
従
者
を
奈
に
せ
し
。
熟
か
能
く
進
て
虎
頚
を
将
で
ん
も
の



ぞ
」
と
。
知
県
屏
息
し
て
手
を
出
す
こ
と
能
は
ず
。
館
主
を
重
責
し
た
り
し
が

良
久
し
う
し
て
松
人
ど
も
上
陸
し
、
知
県
に
面
し
（
９
１
５
２
）
告
げ
て
日
く
、

「
武
官
を
欧
辱
一
う
ち
は
づ
か
し
ゆ
）
せ
し
も
の
は
別
松
の
人
に
て
、
僕
等
は

与
り
知
ら
ざ
る
な
り
」
と
て
揚
々
と
自
得
せ
り
。
知
県
す
な
は
ち
駕
を
廻
し
て

販
り
去
り
観
る
も
の
切
歯
せ
ら
れ
け
る
と
ぞ
。
清
人
は
上
に
諮
ひ
下
に
傲
り
て

虚
威
を
張
り
政
法
を
蔑
視
す
る
こ
と
斯
の
如
し
。
官
は
何
の
為
に
設
け
た
る
を

知
ら
ざ
る
な
り
。

十
五
、
清
国
兵
制
の
修
飾
せ
ざ
る
有
様

清
国
各
省
の
常
備
兵
は
皆
定
額
あ
り
。
其
餉
銀
は
毎
月
三
両
十
三
銭
に
し
て
、

其
中
よ
り
飯
費
九
銭
を
引
き
去
れ
ば
、
其
余
に
三
両
四
銭
あ
り
。
四
十
五
日
を

一
月
と
算
し
て
之
を
給
し
、
閏
月
を
算
せ
ず
。
歳
暮
に
及
び
て
更
に
二
両
を
給

す
る
の
制
な
り
と
い
へ
ど
も
、
上
官
に
於
て
必
ず
幾
分
を
侵
奪
す
る
こ
と
あ
り
。

即
ち
兵
卒
の
現
員
八
百
人
を
称
し
て
千
人
と
し
、
其
余
二
百
人
の
月
糧
米
表
餉

銀
を
ば
、
尽
く
上
官
の
手
に
（
９
１
５
３
）
入
る
・
が
如
し
。
又
、
営
外
の
店
舗

に
諸
物
を
驚
ぐ
も
の
あ
り
。
皆
上
官
の
開
設
す
る
所
に
て
、
凶
荒
に
遇
ふ
ご
と

に
物
価
の
昂
貴
す
る
こ
と
甚
し
く
、
営
兵
ど
も
資
用
の
足
ら
ざ
る
を
も
て
予
め

餉
銀
を
借
る
こ
と
な
れ
ば
、
給
与
の
期
に
至
り
て
は
、
尽
く
上
官
の
た
め
に
奪

れ
、
一
銭
も
手
に
入
る
こ
と
な
し
。
斯
る
始
末
な
る
を
も
て
兵
卒
の
飢
寒
は
殊

に
甚
し
く
、
往
々
民
財
を
掠
奪
し
て
自
ら
給
し
、
盗
暴
な
る
こ
と
賊
よ
り
も
甚
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し
。
甘
粛
土
人
の
諺
に
「
賊
来
一
過
、
官
兵
難
描
」
（
賊
の
来
る
は
一
過
の
み
、

　
　
　
　
　
　
　
　
¢

官
兵
は
し
り
ぞ
け
難
し
一
と
い
へ
る
由
な
り
。
聞
く
所
に
拠
れ
ば
、
広
東
の
城

兵
な
ど
は
、
多
く
街
衝
に
遊
歩
し
、
常
に
破
敗
の
諸
什
器
を
携
へ
、
故
ら
に
行

人
に
触
れ
て
無
礼
を
答
め
、
金
銭
を
貧
り
取
る
に
至
ら
ざ
れ
ば
止
ま
ず
。
動
も

す
れ
ば
率
ゐ
去
り
て
兵
営
に
到
り
、
凌
虐
を
加
へ
、
或
は
馬
松
を
奪
ひ
て
之
に

乗
り
、
傲
然
と
し
て
其
価
（
９
１
５
４
）
を
給
せ
ず
と
か
や
。
又
、
官
に
て
壮
兵

を
募
る
に
も
籍
あ
る
と
否
る
と
を
論
ぜ
す
。
率
ね
五
方
雑
処
の
遊
民
の
み
多
く
、

規
律
も
厳
な
ら
ず
。
営
中
に
て
弦
を
弾
じ
、
胸
に
忠
義
勇
壮
な
ど
・
書
し
、
常

は
好
て
鴉
片
煙
を
喫
し
居
る
と
い
ふ
。
又
、
博
突
館
あ
り
。
銀
を
納
れ
て
兵
卒

の
餉
銀
と
す
。
両
広
総
督
某
、
嘗
て
令
を
下
し
て
厳
禁
せ
し
に
、
兵
卒
の
困
置

せ
る
こ
と
殊
に
甚
し
く
、
諸
物
を
除
買
（
か
け
か
ひ
）
し
、
其
価
を
償
は
ざ
る

に
よ
り
、
再
び
其
禁
を
解
か
れ
し
か
ば
、
博
突
の
流
行
す
る
こ
と
益
甚
し
く
な

り
し
と
な
む
。
其
他
各
省
の
道
憲
等
が
諭
旨
を
奉
じ
、
勇
目
を
徴
集
す
る
に
も
、

兵
器
を
持
す
る
も
の
を
見
れ
ば
何
の
器
械
と
何
の
人
種
と
を
論
せ
ず
、
悉
く
兵

籍
に
編
入
し
て
兵
備
周
整
す
と
称
す
る
ゆ
え
、
概
ね
好
滑
の
民
の
み
多
く
虚
勢

を
張
り
、
虐
威
を
邊
し
て
無
頼
な
る
こ
と
殊
に
（
９
－
５
５
）
し
と
ぞ
。
蓋
し
清

人
は
元
来
兵
に
適
せ
ず
。
嘗
て
清
廷
よ
り
鴨
せ
ら
れ
た
る
普
魯
西
人
あ
り
。
兵

卒
に
坐
作
進
退
を
教
ゆ
る
こ
と
数
年
な
り
し
が
、
己
が
意
の
如
く
な
ら
ざ
り
し

か
ば
、
深
く
歎
息
し
て
、
彼
等
は
教
ゆ
る
に
随
つ
て
忘
れ
前
日
の
訓
練
を
記
憶

す
る
も
の
な
し
。
吾
輩
の
尽
力
も
更
に
益
な
き
こ
と
な
り
と
い
は
れ
た
り
と
ぞ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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十
六
、
清
国
兵
種
の
状
況

満
兵
は
前
を
拒
く
に
厳
に
し
て
後
を
衛
る
に
疎
な
り
。
故
に
往
年
、
英
仏
両
軍

の
来
冠
せ
し
と
き
に
も
毎
に
其
後
を
衝
て
捷
利
を
得
た
り
と
い
ふ
。
漢
人
も
弾

丸
雨
注
せ
る
下
よ
り
進
む
も
の
あ
り
。
さ
れ
ど
も
短
兵
も
て
相
接
す
る
に
至
れ

ば
忽
ち
逃
散
し
、
満
州
騎
兵
の
鉋
銃
の
下
に
居
な
が
ら
神
色
自
若
と
し
て
変
ぜ

ざ
る
が
如
き
も
の
あ
る
に
如
か
ず
。
西
人
は
清
兵
を
評
し
て
「
死
を
畏
れ
ず
反

つ
て
人
を
畏
る
」
と
い
ふ
。
（
９
１
５
６
）
満
漢
軍
と
も
夜
往
く
に
必
ず
燭
を
執

り
て
其
光
数
歩
の
外
を
照
す
に
至
り
、
暗
襲
を
好
ま
ず
。
故
に
勝
を
制
す
る
こ

と
能
は
ず
。
殊
に
各
省
駐
防
の
満
兵
な
ど
漢
風
に
化
し
て
儒
弱
な
る
こ
と
甚
し
。

福
建
省
福
州
の
兵
員
の
如
き
も
満
八
営
・
漢
八
営
あ
り
。
営
ご
と
に
三
千
人
あ

る
を
分
っ
て
五
隊
と
す
る
の
制
な
り
と
い
へ
ど
も
、
名
あ
り
て
実
な
し
。
実
は

二
百
人
に
過
ぎ
ず
。
迭
に
総
督
の
衙
門
を
衛
戊
せ
り
。
其
府
内
な
る
東
南
の
二

区
は
率
ね
満
人
の
住
処
に
て
口
数
万
余
あ
り
。
漢
官
の
董
轄
に
販
せ
ず
。
男
子

は
悉
く
兵
と
称
す
れ
ど
も
、
月
糧
を
受
く
る
も
の
は
一
千
人
に
過
ぎ
ず
。
兵
死

す
れ
ば
交
番
に
其
欠
を
補
ひ
、
事
故
あ
り
と
い
へ
ど
も
福
州
を
出
で
ず
。
専
ら

府
内
に
備
ふ
る
の
み
。
常
に
商
販
を
事
と
せ
ず
。
特
に
極
貧
の
も
の
の
み
市
璋

に
坐
し
物
件
を
鷺
ぎ
た
り
。
梢
満
州
（
９
１
５
７
）
語
を
解
し
、
常
に
官
音
も
て

談
話
す
と
い
へ
ど
も
話
法
正
し
か
ら
ず
。
間
、
或
は
漢
字
を
知
る
も
の
あ
れ
ど

も
怠
り
て
傲
り
、
漢
人
を
待
つ
こ
と
奴
隷
の
如
し
。
女
子
は
貴
紳
と
称
す
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四

の
も
、
絶
て
足
を
縮
小
す
る
も
の
な
く
、
衣
服
は
潤
大
に
し
て
漏
濃
な
り
。
曾

て
漢
人
と
婚
を
通
ず
る
こ
と
な
し
。
其
先
は
清
帝
の
親
臣
に
て
、
北
京
よ
り
来

り
住
せ
る
も
の
な
り
と
か
や
。
此
等
は
満
人
と
い
へ
ど
も
事
変
に
臨
で
功
を
建

つ
べ
き
も
の
と
は
思
は
れ
ず
。
漢
人
も
蜀
楚
の
民
は
頗
る
義
勇
に
富
め
る
も
の

あ
り
と
い
ふ
。
福
建
省
の
如
き
も
海
岸
一
帯
諸
邑
の
民
は
家
ご
と
に
火
縄
銃
を

蔵
し
事
あ
る
ご
と
に
携
へ
出
て
闘
争
す
る
を
官
に
て
禁
ず
る
こ
と
能
は
ず
。
是

は
明
季
に
我
が
邦
人
の
其
地
を
襲
撃
せ
し
と
き
、
進
退
迅
疾
に
し
て
飛
ぷ
が
如

く
官
兵
の
来
り
防
ぐ
も
の
毎
々
遷
延
し
て
事
（
９
－
５
８
）
に
及
ば
ざ
り
し
か
ば
、

衆
人
相
謀
り
此
銃
も
て
防
御
し
た
り
し
よ
り
、
子
孫
相
伝
へ
て
今
に
至
り
た
る

も
の
に
て
、
其
地
に
多
く
石
碑
あ
り
。
倭
人
来
撃
云
々
な
ど
書
し
た
る
由
な
り
。

又
、
広
東
省
な
る
潮
洲
府
は
人
口
稿
密
に
し
て
府
民
の
新
嘉
披
・
瓜
畦
・
吉

巴
・
秘
魯
諸
国
に
移
住
す
る
も
の
年
を
逐
ひ
て
益
多
し
と
い
へ
ど
も
、
曾
て
其

減
少
す
る
を
見
ず
。
地
に
勇
兵
多
く
、
各
村
み
な
兵
隊
を
擁
し
て
官
に
抗
し
、

海
賊
な
ど
甚
多
し
と
い
へ
り
。

十
七
、
清
人
の
報
国
の
念
に
乏
し
き
情
況

清
国
の
風
俗
は
商
売
も
て
習
を
成
し
、
国
人
も
は
ら
身
図
を
営
み
他
慮
に
暇
あ

ら
ず
。
政
府
の
諌
求
に
頭
を
低
れ
、
命
を
奉
じ
て
敢
て
抗
論
せ
ざ
る
も
の
は
酷

吏
の
武
断
に
よ
り
て
然
る
の
み
。
報
国
の
念
あ
る
に
は
非
ざ
る
な
り
。
嘗
て
一

人
あ
り
。
山
東
の
諸
地
を
探
ら
ん
と
欲
す
。
（
９
１
５
９
）
其
国
人
ま
さ
に
清
廷



と
異
議
あ
り
。
因
て
一
生
の
相
識
る
も
の
に
就
て
之
を
謀
る
。
生
は
山
東
な
る

某
県
の
人
な
り
。
生
に
告
げ
て
日
く
、
「
吾
は
云
々
せ
ま
く
欲
す
れ
ど
も
、
道

憲
の
允
さ
“
る
を
奈
に
せ
ん
」
。
生
日
く
、
「
髪
を
斬
り
て
和
尚
と
な
り
、
口
に

仏
経
を
諦
せ
よ
。
中
国
の
万
人
は
誰
も
知
る
こ
と
能
は
じ
」
。
其
人
の
日
く
、

「
余
は
仏
経
を
解
せ
ざ
る
な
り
。
言
を
発
せ
ず
ば
い
か
ん
」
。
生
日
く
、
「
是
は

万
全
の
策
な
り
。
中
国
の
俗
は
言
語
せ
ざ
る
人
も
て
神
仙
と
す
る
な
り
」
と
。

其
人
大
に
笑
ひ
て
日
く
、
「
子
は
殆
ど
今
の
中
国
人
に
は
非
ざ
る
な
り
」
と
。

生
す
な
は
ち
筆
を
把
り
大
書
し
て
日
く
、
「
世
路
難
行
銭
作
馬
、
中
国
万
民
皆

大
差
、
不
是
上
古
隆
盛
日
、
今
朝
無
人
為
国
家
（
世
路
行
難
き
も
、
銭
馬
と
作

し
、
中
国
万
民
皆
大
に
差
ふ
、
是
上
古
隆
盛
日
な
ら
ず
、
今
朝
、
人
、
国
家
の

　
　
　
　
　
　

為
に
す
る
な
し
）
」
と
大
書
し
た
り
き
。
又
、
一
人
あ
り
。
嘗
て
一
官
を
見
て

時
事
を
話
す
。
官
日
く
、
「
中
国
は
寛
に
如
何
な
ら
ん
」
。
其
人
の
日
く
、
（
９

１
６
０
）
「
世
あ
に
万
年
の
天
子
あ
ら
ん
や
と
は
中
国
の
習
に
て
、
古
よ
り
然
り
。

大
清
の
一
た
び
豚
き
た
ら
ん
に
は
、
北
境
は
俄
国
に
販
し
、
南
省
は
英
国
に
販

せ
ん
か
」
。
官
日
く
、
「
西
夷
は
孔
子
を
尊
ぷ
こ
と
を
知
ら
ず
。
豊
よ
く
中
国
を

服
せ
ん
や
」
。
其
人
日
く
、
「
彼
も
夫
子
を
尊
ぶ
こ
と
を
知
る
の
み
」
。
官
日
く
、

「
可
な
ら
ん
。
貴
国
は
何
の
故
に
中
国
を
取
ら
ざ
る
や
」
。
其
人
日
く
、
「
能
は

じ
。
さ
れ
ど
も
西
人
に
経
略
せ
し
め
ん
に
は
、
敵
国
の
料
理
せ
ん
に
如
か
じ
。

休
我
は
斉
し
く
孔
子
の
徒
に
非
ず
や
」
。
官
日
く
、
「
真
に
然
り
、
真
に
然
り
」

と
て
喜
気
そ
の
面
に
溢
れ
ぬ
。
是
に
て
も
国
人
平
日
の
用
心
を
見
る
べ
し
。
往
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年
英
仏
両
軍
の
清
国
を
攻
し
と
き
は
、
広
東
の
土
民
九
百
五
十
人
を
傭
ひ
、
人

ご
と
に
月
俸
六
元
を
給
し
て
役
せ
し
に
、
土
人
ど
も
挺
前
し
て
、
楮
梯
を
塁
砦

に
架
し
、
奔
走
し
て
同
族
を
残
害
し
、
絶
て
（
９
１
６
１
）
国
に
報
じ
、
友
を
愛

す
る
の
誼
な
か
り
し
と
な
む
。
此
時
に
傭
ひ
た
る
は
、
多
く
は
海
賊
に
て
、
多

金
を
得
ま
く
欲
す
る
の
念
あ
り
。
且
つ
罪
を
獲
て
修
死
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
恐
れ

し
ゆ
え
、
甚
だ
力
戦
し
け
れ
ど
も
、
終
に
精
兵
と
な
る
こ
と
能
は
ず
。
蓋
し
其

心
に
恥
づ
る
こ
と
な
く
、
専
ら
抄
掠
を
事
と
し
て
技
芸
の
人
に
卓
越
す
る
こ
と

を
得
ざ
る
ゆ
え
な
り
と
ぞ
。

十
八
、
清
人
の
残
忍
な
る
情
況

清
国
の
人
情
は
残
忍
な
る
こ
と
甚
し
。
敵
の
降
者
を
殺
す
に
惨
毒
を
極
め
て
愈

快
と
す
る
が
如
き
は
、
一
般
の
常
習
と
す
。
英
仏
両
軍
の
進
入
せ
し
と
き
も
、

両
軍
の
死
傷
せ
し
も
の
西
国
の
戦
に
比
す
れ
ば
甚
だ
多
か
り
き
。
其
は
清
人
の

敵
を
檎
す
る
ご
と
に
惨
毒
を
加
ふ
る
よ
り
敗
る
と
き
は
、
直
に
戦
没
し
て
生
檎

せ
ら
る
・
の
苦
楚
を
免
れ
し
と
覚
悟
し
け
れ
ば
な
り
。
両
軍
の
新
河
を
攻
破
せ

り
と
き
進
て
案
に
入
り
、
檎
せ
（
９
１
６
２
）
ら
れ
た
る
も
の
・
死
屍
を
検
せ
し

に
、
悉
く
火
縄
も
て
全
身
を
炮
烙
し
た
り
と
ぞ
。
西
人
ど
も
評
す
ら
く
、
清
人

は
天
道
禍
福
の
理
を
知
ら
ず
。
故
に
欧
人
が
危
を
冒
し
、
険
を
履
む
が
如
く
な

る
こ
と
能
は
ず
し
て
、
敵
人
を
酷
虐
す
る
に
果
せ
る
の
不
情
な
る
こ
と
は
真
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

驚
く
に
堪
た
る
も
の
あ
り
。
「
両
軍
は
土
人
を
遇
す
る
に
恵
あ
り
。
且
つ
礼
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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加
ふ
れ
ど
も
、
土
人
は
両
軍
の
営
を
出
づ
る
を
見
る
ま
・
、
或
は
石
を
投
じ
、
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或
は
兵
器
も
て
脅
迫
す
る
こ
と
あ
り
。
」
西
人
も
野
蛮
の
民
は
仁
恵
礼
儀
を
貴

ば
ず
、
威
を
用
う
る
に
如
か
ず
と
い
ふ
に
至
れ
り
。
蓋
し
清
人
は
官
吏
の
厳
酷

な
る
に
習
ひ
、
人
の
憐
伍
を
加
ふ
る
を
見
て
反
り
て
柔
弱
と
す
る
こ
と
ゆ
え
、

西
人
の
其
民
を
制
す
る
に
も
、
専
ら
威
嚇
を
用
ゐ
た
り
と
な
む
。
さ
れ
ど
も
是

は
敵
人
の
事
な
れ
ば
深
く
怪
む
に
足
ら
ず
。
甚
し
（
９
１
６
３
）
き
に
至
り
て
、

親
子
相
棄
て
・
顧
み
ざ
る
も
の
あ
り
。
両
軍
の
太
沽
に
入
り
し
と
き
、
土
人
四

散
せ
し
跡
に
一
老
姻
の
甚
だ
剛
健
な
る
も
の
あ
り
。
其
女
が
股
を
傷
っ
け
、
床

に
臥
し
た
り
し
を
棄
て
去
り
て
顧
み
ず
。
女
呼
て
、
「
母
や
母
や
、
吾
を
扶
け

て
去
ら
れ
よ
」
と
い
ふ
に
、
糧
は
聞
き
な
が
ら
、
充
耳
の
如
く
な
り
け
れ
ば
、

西
軍
そ
の
態
を
見
る
に
忍
び
ず
、
壮
夫
二
人
に
命
じ
て
措
ひ
去
ら
し
め
た
り
。

又
、
一
小
男
あ
り
。
老
婆
を
携
へ
て
両
軍
に
保
全
せ
ん
こ
と
を
請
ひ
、
言
畢
り

て
臥
す
る
ゆ
え
、
両
軍
は
群
衆
の
逃
れ
去
る
を
見
て
小
男
を
呼
び
携
へ
去
ら
し

め
し
に
、
小
男
す
な
は
ち
起
て
行
き
た
り
し
が
、
未
だ
幾
く
な
ら
ず
し
て
、
老

婆
を
湖
中
に
投
じ
た
り
と
な
む
。
又
、
貧
民
が
子
を
醤
ぐ
こ
と
は
、
古
よ
り
の

風
習
に
て
、
率
ね
女
子
を
多
し
と
す
。
小
な
る
は
一
＝
二
千
文
、
大
な
る
は
八
九

（
９
１
６
４
）
千
文
に
至
り
、
既
に
竃
ぐ
こ
と
を
約
す
る
以
上
は
、
父
母
た
る
も

の
女
子
の
服
を
剥
て
一
単
衣
を
給
せ
ず
。
買
ふ
も
の
多
く
は
兵
丁
悪
漢
の
み
。

女
子
を
買
ひ
得
る
と
き
は
、
四
五
人
ご
と
に
駝
背
に
縛
し
女
子
の
涙
を
垂
れ
て

淳
々
た
る
を
顧
み
ず
。
速
に
馬
を
駆
り
て
去
る
と
か
や
。
古
嘗
て
其
子
を
食
へ
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る
も
の
あ
り
と
聞
く
。
彼
輩
は
揮
て
子
を
食
へ
る
も
の
・
後
衣
間
な
る
べ
し
。
磯

荒
の
歳
に
人
家
に
入
り
て
屍
肉
を
盗
み
食
ひ
人
肉
を
鶴
し
、
猪
牛
肉
と
詐
り
て

市
に
鷺
ぐ
が
如
き
は
曾
て
怪
む
に
足
ら
ず
な
む
。

十
九
、
清
人
の
誘
詐
貧
禁
な
る
情
況

清
国
の
人
情
は
調
詐
に
し
て
貧
禁
な
る
こ
と
甚
し
。
諸
物
を
外
人
に
鷺
ぎ
、
外

客
を
宿
せ
し
め
て
非
常
の
高
価
を
要
す
る
が
如
き
は
固
よ
り
怪
む
に
足
ら
ず
。

外
人
の
実
価
を
知
る
も
の
は
相
当
の
価
を
償
ひ
を
（
９
１
６
５
）
止
む
も
の
あ
り
。

余
、
嘗
て
北
京
な
る
孔
廟
に
詣
り
、
門
に
入
ら
ん
と
せ
し
に
、
守
門
の
卒
来
り

て
銭
を
要
す
る
ゆ
え
、
二
十
銭
を
与
へ
し
に
、
敢
て
開
き
肯
ん
ぜ
ず
。
更
に
三

十
銭
を
与
へ
し
か
ど
、
猶
も
聴
か
ず
。
怒
り
て
去
ら
ん
と
す
れ
ば
、
其
人
呼
で

入
ら
し
め
し
か
ど
、
又
一
人
あ
り
。
来
り
て
更
に
銭
を
要
す
る
ゆ
え
、
頭
指
し

て
、
「
既
に
彼
に
与
へ
た
り
。
汝
、
宜
し
く
彼
に
求
む
べ
し
」
と
い
ふ
に
、
曾

て
聴
き
入
れ
ず
。
已
む
こ
と
を
得
ず
し
て
十
銭
を
与
へ
た
り
。
曲
阜
な
る
孔
林

に
詣
り
し
と
き
も
、
斯
る
状
あ
り
。
去
り
て
知
県
に
謁
し
、
此
事
を
語
り
、
明

日
再
来
す
べ
し
と
い
ふ
に
至
り
、
始
め
て
門
を
開
き
た
る
ほ
ど
に
て
、
孔
子
の

た
め
に
深
く
遺
憾
を
懐
か
し
き
。
又
、
知
県
な
ど
の
従
人
を
し
て
、
外
人
を
饗

せ
し
め
、
及
び
遅
卒
を
出
し
て
通
行
の
外
人
を
護
送
せ
し
む
る
こ
と
あ
り
。
余
、

嘗
て
泰
（
９
１
６
６
）
安
を
過
ぎ
り
し
と
き
、
知
県
が
僕
人
の
食
を
贈
る
も
の
来

り
て
銭
を
要
す
ら
く
、
「
中
国
人
の
来
り
訪
ふ
も
の
悉
く
此
例
た
り
。
独
り
日



本
人
の
み
な
ら
ず
」
と
い
ふ
ゆ
え
、
「
余
は
日
本
人
な
れ
ば
中
国
の
例
に
従
ふ

こ
と
能
は
ず
。
銭
を
要
す
る
が
如
く
ば
贈
ら
ざ
る
に
如
か
ず
。
吾
は
食
を
知
県

に
乞
ふ
も
の
に
非
ず
。
知
県
に
価
直
を
書
せ
し
め
よ
。
原
価
を
償
ふ
べ
き
ぞ
」

と
い
ふ
に
、
「
二
次
の
上
食
十
千
文
な
り
。
我
に
一
千
文
を
給
す
べ
し
」
と
て
、

其
書
を
火
中
に
投
じ
き
。
又
、
清
寧
を
過
ぎ
り
し
と
き
、
衛
卒
の
銭
を
要
せ
し

も
の
あ
り
。
西
洋
大
人
云
々
な
ど
其
事
を
証
せ
し
ゆ
え
、
故
ら
に
遜
辞
し
て
銭

な
し
と
告
げ
れ
ば
、
拝
謝
し
け
れ
ど
も
、
途
上
に
て
彼
れ
が
贈
れ
る
柿
子
を
食

ひ
た
る
ゆ
え
、
償
は
ん
と
す
る
に
受
け
ず
。
殊
に
快
々
た
る
気
色
あ
る
ゆ
え
、

書
を
知
州
に
投
じ
て
償
ふ
こ
と
を
托
（
９
１
６
７
）
し
き
。
其
他
に
店
人
．
舟

子
・
馬
夫
な
ど
の
銭
を
要
す
る
こ
と
は
、
真
に
厭
ふ
べ
き
も
の
あ
り
。
直
隷
．

山
西
の
諸
県
の
駅
亭
な
ど
に
て
は
、
多
く
妓
の
紛
至
す
る
も
の
あ
り
。
多
く
は

山
東
の
遊
妓
に
て
、
手
に
弦
索
を
携
へ
、
客
に
強
て
一
曲
を
聴
か
し
め
、
辞
す

れ
ど
も
聴
か
ず
。
叱
す
れ
ど
も
顧
み
ず
。
銭
を
散
し
て
速
に
去
ら
し
め
ば
、
声

を
聞
て
群
起
し
、
洵
々
と
し
て
欄
止
す
べ
か
ら
ず
。
駆
り
て
門
よ
り
出
す
に
至

ら
ざ
れ
ば
止
ま
ず
。
更
に
一
種
の
無
頼
男
子
あ
り
。
長
き
水
煙
袋
を
携
へ
、
客

を
見
て
煙
を
喫
す
る
や
否
や
を
問
ひ
て
左
右
を
離
れ
ず
。
土
妓
と
表
裏
し
て
好

を
為
し
、
色
を
好
む
も
の
あ
れ
ば
誘
て
買
は
し
む
。
未
だ
彼
が
街
中
に
陥
ら
ざ

る
も
の
あ
ら
ず
と
い
ふ
。
四
川
省
な
ど
も
此
風
は
甚
だ
盛
な
り
と
い
ふ
。
江

蘇
・
析
江
の
諸
県
に
も
公
然
と
し
て
鴉
片
を
驚
ぎ
、
併
せ
て
婬
を
（
９
－
６
８
）

売
る
も
の
あ
り
。
甚
だ
貧
濁
な
る
状
な
り
と
か
や
。
又
、
直
隷
省
．
張
家
口
の
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諸
処
に
て
は
、
土
人
ど
も
故
ら
に
質
撲
な
る
ま
ね
し
て
、
蒙
古
人
を
欺
く
も
の

あ
り
。
秋
候
に
蒙
古
人
が
賂
駝
を
率
ゐ
て
至
る
を
見
れ
ば
、
誘
て
己
が
家
に
至

り
更
に
房
銭
を
要
せ
ず
。
老
爺
の
随
意
な
り
と
て
甚
だ
周
旋
に
力
む
。
蒙
古
人

は
楊
に
告
非
り
茶
を
喫
し
意
気
揚
々
と
し
て
甚
だ
得
た
り
。
土
人
ど
も
之
と
運
輸

を
約
す
る
に
、
先
づ
其
価
を
収
め
、
百
方
欺
詐
し
て
物
品
を
交
易
す
る
に
、
其

価
を
倍
し
、
蒙
古
人
は
一
分
を
出
し
て
税
銀
と
謝
銀
と
に
充
て
、
其
余
を
飯
費

に
充
て
、
僅
に
些
少
を
存
す
る
を
教
宗
の
用
に
供
し
け
れ
ば
、
春
に
及
び
て
家

に
販
る
に
、
更
に
一
銭
あ
る
こ
と
な
し
と
な
む
。
是
は
小
民
の
俗
習
に
て
、
我

邦
に
も
昔
は
嘗
て
此
風
あ
り
し
か
ど
も
、
実
際
に
就
て
一
般
に
斯
る
情
実
な

（
９
１
６
９
一
る
は
い
か
に
も
う
る
さ
き
こ
と
に
思
は
れ
ぬ
。

二
十
、
支
那
人
が
虚
喝
虚
飾
の
情
況

支
那
人
が
虚
喝
も
て
外
人
を
遇
し
、
虚
飾
も
て
自
ら
欺
く
を
得
計
と
す
る
の
風

習
あ
り
。
田
舎
問
の
婦
児
に
至
り
て
も
外
人
を
見
て
は
大
声
し
て
洋
鬼
子
と
呼

ば
ざ
る
も
の
な
き
を
、
外
人
ど
も
失
礼
な
り
と
て
或
は
鞭
し
、
或
は
脾
睨
し
て

叱
す
る
と
き
は
、
惜
然
と
し
て
叫
喚
し
恐
怖
し
て
室
に
逃
げ
入
ら
ざ
る
も
の
な

し
。
蓋
し
土
人
が
平
日
の
言
語
に
も
侶
傲
な
る
こ
と
多
く
、
自
ら
知
ら
ざ
る
の

み
。
必
し
も
睡
砒
の
念
あ
る
に
も
非
ざ
る
な
り
。
馬
夫
・
舟
子
な
ど
に
至
り
て

は
、
外
人
の
為
に
鞭
捷
せ
ら
れ
、
頭
を
蹴
ら
れ
な
ど
す
る
に
至
る
も
、
曾
て
抗

抵
す
る
も
の
な
き
が
如
し
。
或
は
財
に
臨
み
て
は
争
弁
す
る
こ
と
あ
り
と
い
へ
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ど
も
、
大
声
護
講
す
る
に
止
り
敢
て
敵
を
打
た
ん
と
す
る
も
の
な
し
。
同
族
の

（
９
１
７
０
）
弁
髪
を
執
り
て
榑
闘
す
る
を
見
る
に
、
一
敗
す
る
ま
・
号
泣
し
て

人
に
訴
ふ
る
こ
と
宛
も
小
児
の
如
し
。
怯
儒
の
風
を
想
像
せ
ら
る
・
計
な
り
。

彼
邦
古
今
の
史
を
閲
す
る
に
、
単
身
挺
前
し
て
縦
横
に
敵
陣
を
衝
突
せ
し
も
の

は
、
我
邦
に
比
す
れ
ば
甚
だ
少
く
、
豊
公
征
韓
の
役
に
我
兵
の
三
々
五
々
に
分

散
し
て
各
自
に
戦
へ
る
を
見
て
、
瑚
蝶
陣
と
称
し
、
深
く
畏
れ
た
る
由
な
れ
ど

も
、
斯
る
人
民
を
取
り
て
兵
と
し
け
る
ゆ
え
な
る
べ
し
。
然
る
に
一
般
の
人
民

ど
も
進
士
及
第
せ
る
も
の
・
外
は
、
潭
て
野
蛮
蒙
昧
の
族
の
み
。
東
に
皇
国
あ

り
西
に
英
仏
あ
る
を
知
ら
ず
。
天
子
ち
う
も
の
は
も
は
ら
己
が
邦
に
在
る
の
み

と
認
め
、
外
人
に
向
ひ
て
談
論
す
る
ご
と
に
、
天
に
二
日
な
く
地
に
二
王
な

ど
、
傲
語
す
る
も
の
多
く
、
辺
僻
の
地
に
至
り
て
は
、
官
吏
と
い
へ
ど
も
我
が

大
（
９
－
７
１
）
日
本
あ
る
を
知
ら
ず
。
人
に
向
ひ
て
、
「
日
本
は
安
く
に
在
る

や
。
将
た
朝
鮮
か
」
な
ど
・
尋
ぬ
る
も
の
な
ど
多
し
。
迂
閥
の
甚
し
き
、
真
に

抱
腹
に
堪
へ
た
る
も
の
あ
り
。
且
、
貧
富
の
懸
隔
せ
る
こ
と
甚
し
く
、
富
者
は

数
百
万
よ
り
数
千
万
の
金
糧
を
擁
し
、
公
・
侯
・
伯
・
子
・
男
の
爵
位
を
帯
び
、

兵
卒
数
十
百
人
を
蓄
へ
、
各
自
に
其
身
家
を
保
護
す
と
い
へ
ど
も
曾
て
庶
民
の

窮
を
顧
み
る
も
の
な
し
。
普
済
堂
な
ど
・
て
、
貧
民
を
救
済
す
る
の
名
あ
り
と

い
へ
ど
も
、
其
金
は
悉
く
官
吏
の
腹
を
肥
す
の
み
に
て
、
貧
乞
ど
も
路
傍
に
相

望
み
、
常
に
広
さ
高
さ
三
四
尺
計
な
る
土
屋
中
に
住
し
豚
圏
か
狗
貫
か
と
覚
し

き
中
に
夫
婦
並
び
住
し
、
児
子
を
長
ず
る
も
の
、
天
津
な
ど
に
て
は
路
傍
十
数
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丁
の
外
に
連
り
、
或
は
二
三
問
許
の
小
舟
を
家
屋
に
代
へ
て
居
住
す
る
も
の
河

中
に
充
満
す
る
ほ
ど
に
て
、
人
間
の
生
涯
と
は
思
は
れ
ず
。
（
９
－
７
２
）
斯
る

輩
ど
も
外
人
に
向
ひ
、
欧
々
と
し
て
銭
を
乞
ひ
な
ど
す
る
状
あ
る
を
、
同
族
相

視
て
毫
も
顧
る
こ
と
な
し
。
国
中
の
好
民
ど
も
耶
蘇
宗
徒
の
金
を
散
じ
て
教
誘

す
る
に
従
ひ
、
其
門
に
入
る
も
の
多
き
を
見
て
、
痛
く
憤
獺
し
、
争
闘
を
起
す

も
の
な
ど
あ
り
と
い
へ
ど
も
国
中
に
人
民
相
救
ふ
の
法
あ
る
こ
と
な
し
。
其
民

に
西
洋
人
を
見
て
太
人
老
爺
と
仰
が
し
め
ざ
る
こ
と
能
は
ず
。
現
に
斯
る
境
界

に
居
な
が
ら
争
て
か
、
外
人
を
軽
侮
す
る
こ
と
を
得
ん
。
傲
然
大
言
す
る
は
、

真
に
虚
喝
の
甚
し
き
も
の
と
い
ふ
べ
し
。
又
、
虚
飾
に
し
て
自
ら
欺
く
と
い
ふ

は
、
平
生
の
挙
動
に
在
る
こ
と
に
て
、
凡
そ
君
父
に
事
へ
、
朋
友
に
接
す
る
よ

り
、
凡
百
儀
節
の
末
に
至
る
ま
で
、
繁
文
虚
設
に
非
ざ
る
は
な
く
、
虚
費
を
為

す
こ
と
極
め
て
彩
し
。
姑
く
喪
式
の
一
事
に
就
て
言
ふ
に
も
、
多
く
は
虚
名
を

争
ふ
（
９
１
７
３
）
が
た
め
に
て
癖
踊
・
杖
歩
・
突
泣
の
節
な
ど
、
先
聖
の
遺
制

に
出
づ
と
い
へ
ど
も
、
曾
て
衷
情
よ
り
然
る
に
非
ず
。
棺
に
向
ひ
て
背
行
号
働

し
、
鼓
楽
も
て
導
く
状
な
ど
児
戯
に
類
す
る
も
の
あ
り
。
或
は
人
の
泣
突
に
巧

み
な
る
も
の
を
雇
ひ
、
路
次
に
叫
突
し
て
其
勢
を
助
け
し
め
な
ど
す
る
こ
と
あ

り
。
又
、
天
子
の
喪
な
ど
あ
る
と
き
は
、
哀
詔
の
至
る
を
聞
け
ば
、
突
す
れ
ど

も
哀
詔
の
至
ら
ざ
る
と
き
は
、
聞
て
も
聞
か
ざ
る
が
如
く
、
毫
も
哀
め
る
色
な

し
。
又
、
先
埜
に
上
る
ご
と
に
突
す
れ
ど
も
、
既
に
退
く
と
き
は
、
相
視
て
笑

ひ
、
毫
も
余
哀
あ
る
こ
と
な
し
。
嘗
て
松
中
に
在
り
て
朋
友
の
死
し
た
る
を
取



り
扱
々
た
る
を
見
る
に
殆
ど
死
豚
を
視
る
が
如
く
な
り
け
れ
ば
、
深
く
驚
き
た

る
こ
と
も
あ
り
き
。
是
等
に
て
も
虚
飾
の
盛
な
る
を
見
る
べ
し
。
（
９
１
７
４
）

　
　
　
　
二
十
一
、
支
那
人
の
瀬
惰
に
し
て
不
潔
な
る
情
況

支
那
人
は
性
情
瀬
惰
に
し
て
不
潔
汚
稼
な
る
こ
と
甚
し
。
彼
邦
の
上
流
に
立
つ

も
の
は
、
艶
妾
と
男
色
（
だ
ん
し
よ
く
）
と
阿
片
と
を
以
て
三
種
の
珍
宝
と
す

と
い
ふ
。
妾
は
知
県
の
輩
に
て
も
十
余
人
を
買
ひ
、
蓄
ふ
る
も
の
あ
り
。
是
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

孟
子
が
「
不
孝
有
三
、
無
後
為
大
（
不
孝
に
三
有
り
、
後
無
き
を
大
と
為
す
）
」

の
語
を
主
張
す
る
な
り
と
い
へ
ど
も
、
醜
美
を
論
じ
多
数
を
要
す
る
は
孟
子
も

意
外
な
る
べ
し
。
又
、
婦
人
の
足
を
縮
小
に
す
る
は
、
六
代
の
際
に
始
ま
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

い
は
ゆ
る
「
歩
々
生
蓮
花
（
歩
々
蓮
花
を
生
ず
）
」
と
い
ひ
、
「
侍
児
扶
起
一
侍

　
　
　
　
　

児
扶
け
起
す
）
」
と
い
ふ
な
ど
に
倣
ひ
た
る
に
て
、
「
婦
女
は
安
静
に
家
を
守
る

べ
し
。
意
を
悉
に
し
て
行
走
す
べ
か
ら
ず
」
と
い
ひ
つ
・
、
防
閑
す
る
こ
と
甚

し
く
、
幽
囚
に
似
た
る
こ
と
あ
り
。
婦
女
の
職
と
て
は
、
一
林
を
治
む
る
に
過

ぎ
ず
。
学
問
も
事
業
も
曾
て
子
孫
を
訓
ふ
る
に
足
る
も
の
な
き
は
、
真
に
笑
止

千
万
な
り
。
鴉
片
は
最
も
国
人
の
嗜
め
る
（
９
１
７
５
）
こ
と
、
努
奏
醒
醒
の
比

に
非
ず
。
学
士
・
大
人
の
世
に
盛
名
あ
る
も
の
と
い
へ
ど
も
、
常
に
貧
餌
し
て

息
ま
ず
。
上
海
に
て
有
名
な
る
画
工
胡
公
寿
が
如
き
も
日
に
三
円
の
鴉
片
を
服

餌
す
と
い
ふ
。
中
に
は
之
を
餌
す
る
を
恨
事
な
り
と
い
ひ
て
、
息
む
る
こ
と
能

は
ざ
る
学
士
な
ど
多
し
。
怨
女
・
暖
夫
な
ど
は
鴉
片
も
て
夫
婦
に
易
ふ
る
ほ
ど
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に
て
、
気
力
耗
掲
し
事
を
行
ふ
に
堪
へ
ず
。
嚴
痩
し
て
色
青
く
、
枯
骨
の
如
く

な
り
し
も
の
あ
り
。
全
国
人
民
が
喫
せ
る
所
の
鴉
片
は
殆
ど
進
口
出
貨
の
上
に

出
づ
と
い
ふ
。
是
、
実
に
人
民
昏
惰
の
第
一
淵
源
と
い
ふ
べ
し
。
男
色
は
直
隷

省
な
ど
最
も
盛
に
行
は
れ
、
中
等
以
上
の
輩
は
、
娼
館
に
遊
ば
ず
し
て
、
相
公

の
房
に
遊
ぶ
と
い
ふ
。
相
公
は
男
色
の
異
名
に
て
、
常
に
演
劇
場
な
ど
に
在
り

て
隊
を
成
し
、
客
の
美
服
せ
る
も
の
を
見
る
や
流
獺
（
な
が
し
め
）
し
て
、
情

を
送
り
或
は
（
９
１
７
６
）
客
の
坐
に
就
き
、
其
肩
背
を
撫
し
て
媚
態
を
作
し
、

甚
し
き
は
腰
股
の
間
を
撫
摸
す
る
な
ど
、
冶
蕩
婦
女
の
為
し
肯
ん
ぜ
ざ
る
も
の

あ
り
。
相
公
の
毫
も
暫
色
な
き
の
み
な
ら
ず
客
も
欣
々
と
し
て
自
得
の
色
あ
り
。

相
公
の
来
る
を
相
公
上
坐
と
い
ひ
、
客
の
銭
を
賞
す
る
を
坐
児
銭
と
い
ふ
。
又
、

相
約
し
て
飯
館
に
至
り
、
陪
坐
し
て
膓
を
侑
し
む
る
こ
と
片
刻
に
し
て
、
数
千

文
を
給
す
る
を
開
発
銭
と
い
ふ
。
同
表
に
至
り
て
は
、
甚
貴
く
、
更
に
定
価
な

し
。
或
は
銀
百
両
、
或
は
数
十
両
を
用
う
る
と
か
や
。
斯
る
風
習
に
て
、
萄
安

の
心
を
抱
く
も
の
な
れ
ば
、
卑
者
は
尊
者
を
仰
ぎ
、
貧
者
は
富
者
を
仰
ぎ
て
、

万
一
に
傍
倖
せ
ん
と
す
る
こ
と
殊
に
甚
し
く
、
更
に
廉
恥
を
知
ら
ざ
る
に
至
れ

り
。
是
、
実
に
不
潔
汚
稜
に
甘
心
す
る
の
淵
源
な
る
べ
し
。
支
那
の
街
衡
は
何

地
も
荒
稼
し
て
修
め
ず
。
一
９
１
７
７
）
臭
腐
汚
稜
を
堆
積
し
て
、
邸
を
成
し
た

る
処
多
し
。
北
京
の
磨
士
な
ど
雨
天
相
続
の
時
に
担
尿
（
一
」
え
か
っ
ぎ
）
漢
の

来
ら
ざ
る
に
遇
ひ
て
は
、
僕
人
に
命
じ
糞
桶
を
抱
て
、
街
道
に
至
り
直
に
写
し

去
ら
し
む
る
の
風
あ
り
。
故
に
北
京
に
て
は
西
山
よ
り
搬
運
し
来
れ
る
石
炭
粉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
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と
人
糞
と
相
和
し
て
、
堆
く
晴
天
に
風
吹
く
と
き
は
飛
揚
し
て
人
の
鼻
目
を
埋

め
、
真
白
と
な
り
て
皇
居
を
蔽
へ
り
。
又
、
官
吏
の
邸
宅
な
ど
は
如
何
を
知
ら

ず
。
揮
て
旅
店
な
ど
に
宿
す
る
に
も
、
外
人
止
宿
の
家
を
除
く
の
外
は
、
揮
て

圃
厩
（
か
は
や
）
の
設
な
く
、
屋
後
に
脱
糞
す
る
こ
と
に
て
固
よ
り
定
り
た
る

所
な
け
れ
ば
、
脱
糞
に
臨
み
て
是
を
容
る
べ
き
所
な
く
、
豚
来
り
て
糞
を
争
ひ
、

時
と
し
て
糞
を
蹴
散
す
こ
と
な
ど
あ
り
。
支
那
人
は
意
気
揚
々
と
し
て
煙
を
吹

き
な
が
ら
、
尻
門
を
露
出
し
け
れ
ど
も
、
外
人
は
甚
だ
苦
し
（
９
１
７
８
）
き
こ

と
に
思
は
る
。
客
舎
す
ら
然
り
。
其
他
は
推
し
て
知
る
べ
し
。
又
、
田
舎
の
客

桟
（
や
ど
や
）
な
ど
に
宿
す
る
と
き
は
、
寝
林
に
板
を
用
ゐ
た
る
は
上
等
に
て
、

多
く
は
蜀
黍
幹
を
敷
き
た
る
の
み
。
其
房
は
常
に
厩
と
相
接
し
、
厩
は
曾
て
掃

除
な
ど
し
た
る
こ
と
な
き
ほ
ど
な
る
に
、
絡
壁
に
空
隙
の
多
き
こ
と
な
れ
ば
、

臭
気
来
り
て
鼻
を
衝
き
、
実
に
堪
ゆ
べ
か
ら
ず
。
食
卓
（
テ
ー
ブ
ル
）
子
な
ど

に
も
二
三
十
年
も
掃
除
せ
ざ
る
も
の
に
て
、
汚
垢
堆
積
し
、
高
下
を
生
じ
た
る

程
な
り
。
器
具
類
は
固
よ
り
、
腱
稜
な
る
こ
と
言
ふ
べ
か
ら
ず
。
小
民
は
馬
槽

中
の
水
を
掬
し
て
飲
む
も
の
あ
り
。
瓶
に
て
井
水
を
汲
む
に
、
其
瓶
を
大
路
な

る
馬
糞
の
上
に
置
き
、
更
に
井
を
汲
み
て
、
毫
も
怪
め
る
気
色
な
し
。
聞
く
処

に
拠
る
に
、
山
中
な
ど
の
水
遠
き
処
に
至
り
て
は
、
途
上
の
漬
水
を
汲
み
、
馬

糞
も
て
飯
を
炊
く
も
の
な
ど
あ
り
と
（
９
１
７
９
）
か
や
。
又
、
北
省
な
ど
に
て

は
、
道
路
の
土
を
捷
り
来
り
て
、
絡
屋
を
塗
る
ゆ
え
に
、
道
路
の
荒
稼
せ
る
こ

と
甚
し
く
、
道
路
の
広
さ
＝
一
町
に
も
及
べ
る
所
な
ど
多
し
と
い
へ
ど
も
、
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○

半
は
馨
ち
て
池
の
如
く
な
し
た
り
し
か
ば
、
雨
ふ
る
ご
と
に
停
蓄
し
て
往
来
を

妨
げ
、
車
な
ど
は
其
輪
を
没
し
て
馬
も
進
む
こ
と
能
は
ず
。
屡
々
村
人
を
傭
ひ
、

時
間
を
移
し
て
僅
に
引
出
す
に
至
れ
り
。
是
み
な
瀬
惰
の
弊
に
て
斯
の
如
き
に

至
れ
る
な
り
。

二
十
二
、
支
那
に
盗
賊
の
多
き
情
況

支
那
に
て
盗
賊
の
多
き
は
驚
く
に
堪
た
る
も
の
あ
り
。
各
省
み
な
巨
盗
あ
り
て

出
没
し
、
徒
属
数
十
人
よ
り
数
百
人
を
聚
め
、
山
沢
に
拠
り
行
人
を
劫
し
、
或

は
数
十
の
松
隻
を
乏
べ
隊
を
成
し
て
松
を
却
し
人
を
虜
し
、
或
は
白
昼
に
豪
家

に
侵
入
し
、
村
落
を
掠
奪
し
、
甚
し
き
は
県
衙
を
侵
し
金
穀
を
奪
ひ
去
る
に
至

れ
ど
も
、
県
令
ど
も
は
頭
を
奉
じ
鼠
寮
（
９
－
８
０
）
す
る
の
み
。
上
官
た
る
も

の
之
を
知
る
と
い
へ
ど
も
、
部
内
の
治
ま
ら
ざ
る
を
も
て
、
免
瓢
廃
革
せ
ら

る
・
の
恐
れ
あ
る
が
た
め
、
隠
れ
て
上
言
せ
ず
。
賊
を
し
て
、
大
に
残
毒
を
肇

に
し
、
公
然
と
暴
行
し
て
忌
む
こ
と
な
き
に
至
ら
し
む
と
か
や
。
楊
子
江
な
ど

に
も
常
に
数
十
の
松
隻
を
合
し
て
行
客
の
松
を
囲
み
、
掠
奪
を
購
に
す
る
も
の

あ
る
ゆ
え
、
夜
に
入
れ
ば
汽
松
の
外
は
更
に
往
来
す
る
も
の
な
し
。
此
国
に
て

は
、
何
等
の
人
た
り
と
も
、
舟
も
て
往
来
す
る
を
ば
旗
を
掲
げ
、
鍵
を
鳴
し
て

紳
士
が
舟
中
に
在
る
こ
と
を
示
す
の
習
ひ
た
り
。
斯
く
せ
ざ
れ
ば
関
を
過
ぐ
る

こ
と
も
容
易
な
ら
ず
。
宏
盗
の
防
ぐ
に
便
な
ら
ざ
る
が
た
め
に
て
、
外
国
人
な

ど
の
往
来
に
は
何
の
品
位
も
な
き
も
の
に
て
も
、
大
旗
に
某
国
欽
差
大
臣
な



ど
・
題
せ
し
め
て
樒
上
に
掲
ぐ
と
い
ふ
。
又
、
雲
夢
沢
錘
野
の
一
９
１
８
２
一
辺

な
ど
に
も
屡
巨
盗
の
人
を
却
す
も
の
あ
る
を
も
て
、
外
客
の
往
来
す
る
と
き
な

ど
に
は
多
人
の
兵
卒
を
出
し
て
護
送
せ
し
む
る
と
い
ふ
。
聞
く
所
に
拠
る
に
河

南
省
な
る
鄭
州
を
距
る
こ
と
三
十
里
と
称
す
る
処
に
、
一
隊
百
余
人
の
盗
あ
り
。

共
に
夜
号
も
て
一
所
に
聚
ま
り
、
明
日
は
某
処
に
抵
る
べ
し
と
議
定
し
、
明
日

に
及
べ
ば
装
束
し
て
商
人
と
な
り
行
旅
と
同
じ
く
行
き
、
其
財
物
あ
る
を
見
る

ま
・
従
つ
て
強
奪
し
、
男
女
老
少
と
な
く
悉
く
虜
に
し
、
去
り
て
僻
処
に
至
り

休
が
家
は
何
の
処
に
住
し
何
の
業
を
作
せ
る
や
と
詰
問
し
、
商
人
な
れ
ば
家
財

の
多
少
を
書
し
、
農
民
な
れ
ば
田
圃
の
広
狭
を
掲
げ
、
其
価
を
幾
個
と
認
め
写

し
て
其
家
に
送
り
、
家
人
を
し
て
某
月
某
日
を
限
り
金
銭
を
持
し
来
り
て
其
身

を
蹟
は
し
め
、
期
に
及
び
て
至
ら
ざ
れ
ば
一
日
を
遷
延
（
９
１
８
２
）
す
る
ご
と

に
銭
若
干
を
加
へ
、
一
銭
も
足
ら
ざ
れ
ば
蹟
ふ
こ
と
を
許
さ
ず
。
固
よ
り
其
匿

し
た
る
処
を
知
ら
し
め
ず
。
諸
処
の
衡
路
に
多
く
賊
の
字
を
貼
し
た
る
も
の
あ

り
。
諭
す
に
銭
を
出
し
て
人
を
蹟
は
し
め
た
り
と
い
ふ
。
州
官
も
始
は
見
遁
が

し
た
り
し
か
ど
も
、
終
に
問
は
ざ
る
に
附
す
る
こ
と
能
は
ず
。
人
を
四
方
に
出

し
、
捕
享
せ
し
め
た
り
と
な
む
。
又
、
聞
く
に
、
析
江
省
な
る
湖
州
府
に
費
村

と
い
へ
る
村
あ
り
。
あ
る
日
の
黎
明
に
賊
七
八
百
人
あ
り
。
頭
に
青
竹
葉
を
挿

み
、
各
自
に
力
銃
鍵
鼓
を
携
へ
て
来
り
襲
ひ
、
正
午
に
至
り
て
四
散
し
け
る
に
、

器
械
・
家
財
す
べ
て
一
空
と
な
り
、
村
民
ど
も
傷
っ
け
る
も
の
五
六
十
人
あ
り
。

婦
女
の
檎
に
せ
ら
る
も
の
三
人
あ
り
。
衆
こ
れ
を
知
県
に
訴
へ
し
に
、
知
県
は
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不
在
な
り
と
て
弁
理
せ
ざ
り
し
と
な
む
。
草
賊
す
ら
此
の
如
し
。
姦
（
９
－

８
３
一
雄
の
量
を
伺
ふ
も
の
あ
ら
ば
、
何
も
て
防
御
せ
ん
や
。
清
国
の
内
地
に
は

賊
の
山
沢
に
潜
伏
す
る
も
の
宴
に
多
く
、
虚
を
窺
ひ
て
発
せ
ん
と
す
。
外
人
に

接
す
る
に
姑
息
多
き
も
此
が
為
め
な
り
と
か
や
。
雲
南
・
貴
州
に
は
長
髪
賊
の

余
党
あ
り
。
遼
東
に
は
馬
賊
あ
り
。
其
外
各
省
に
此
類
あ
ら
ざ
る
は
な
し
。
広

東
省
な
ど
に
て
も
、
海
陸
と
も
に
盗
賊
多
く
、
巨
魁
は
っ
ね
に
府
県
郷
村
の
間

に
住
し
、
奮
修
を
窮
極
し
、
時
と
し
て
は
数
十
の
松
隻
を
出
し
、
船
貨
を
劫
奪

し
、
或
は
数
百
の
人
徒
を
従
へ
て
巨
室
に
侵
入
し
一
家
を
捕
縛
し
、
金
銀
衣
物

を
掠
め
去
る
に
至
る
こ
と
あ
り
。
或
は
官
よ
り
兵
を
出
し
て
捕
へ
し
む
る
こ
と

あ
り
と
い
へ
ど
も
、
兵
み
な
震
揖
し
て
進
み
、
近
く
こ
と
能
は
ず
。
或
は
捕
合
手

す
る
こ
と
あ
り
て
、
長
官
み
づ
か
ら
訊
鞠
し
、
其
に
自
首
せ
し
め
、
巨
魁
を
獲

て
死
刑
を
命
ず
る
こ
と
な
ど
あ
（
９
１
８
４
）
れ
ど
も
、
率
ね
銀
数
万
両
を
出
さ

し
め
て
漸
く
放
遅
す
る
に
至
り
、
県
人
ど
も
其
人
を
知
り
て
悪
む
こ
と
甚
し
き

も
、
終
に
之
を
如
何
と
も
す
る
こ
と
能
は
ず
と
い
ふ
。
真
に
政
治
な
き
世
界
の

状
態
な
り
。

二
十
三
、
清
国
の
国
力
余
裕
あ
る
情
況

上
に
陳
述
し
た
る
所
に
て
清
国
情
俗
の
大
略
を
見
る
べ
し
。
斯
く
論
じ
来
れ
ば

清
人
の
畏
る
べ
き
を
見
ざ
る
が
如
し
。
余
と
い
へ
ど
も
未
だ
其
与
み
し
難
き
を

見
ざ
る
な
り
。
況
や
彼
の
大
人
・
学
士
と
称
す
る
も
の
常
に
自
尊
自
大
の
風
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一



　
　
　
　
　
岡
本
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庵
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翻
刻
（
下
）

り
。
政
事
．
経
済
な
ど
一
っ
も
外
国
に
待
っ
１
と
な
し
と
て
善
を
四
海
に
取
る
こ

と
を
知
ら
ず
。
鉄
路
電
線
を
架
せ
ん
と
す
れ
ば
、
風
水
の
説
を
主
張
し
て
墳
墓

を
徒
す
こ
と
を
否
み
、
金
銀
墳
を
穿
た
ん
と
す
れ
ば
地
気
を
走
漏
す
と
て
、
群

民
婁
晒
し
て
息
ま
ず
。
其
頑
固
な
る
、
実
に
憐
む
べ
き
も
の
あ
り
。
又
、
僻
地

の
貧
民
な
ど
は
、
病
に
臥
（
９
－
８
５
）
す
る
こ
と
数
月
を
経
と
も
、
薬
を
服
す

る
こ
と
能
は
ず
。
外
客
を
見
て
用
意
の
薬
を
請
ふ
も
の
あ
る
に
至
り
、
衛
生
め

方
な
ど
曾
て
言
ふ
に
足
る
も
の
な
し
。
之
を
見
る
も
の
争
か
黙
止
す
る
に
忍
び

ん
や
。
志
あ
る
も
の
は
務
め
て
論
破
し
、
其
弊
を
矯
む
べ
き
な
り
。
さ
れ
ど
も

彼
国
土
地
の
広
く
、
人
民
の
多
き
、
一
概
に
言
ふ
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ
り
。
国

力
は
余
裕
あ
る
に
や
。
学
士
の
心
あ
る
も
の
は
、
「
中
国
の
情
形
は
労
療
の
如

し
。
特
に
朝
廷
の
百
姓
を
待
つ
に
、
寛
厚
な
る
一
事
の
み
侍
む
べ
き
に
属
す
」

と
賞
す
る
も
の
あ
り
。
明
治
八
年
台
湾
の
役
な
ど
に
も
挙
国
人
心
の
洵
々
た
る

に
も
未
だ
嘗
て
物
価
の
騰
貴
す
る
を
聞
か
ず
。
国
に
儲
蓄
多
く
、
且
つ
常
に
雑

穀
を
食
ふ
が
た
め
な
り
と
い
ふ
。
北
京
の
冬
春
は
運
輸
に
便
な
ら
ざ
る
如
き
も
、

常
に
通
州
三
百
万
石
の
積
穀
あ
り
。
年
（
９
１
８
６
）
を
逐
ひ
新
陳
相
易
て
其
数

を
減
ず
る
こ
と
な
く
、
北
京
も
此
の
如
く
、
民
常
に
陳
度
米
を
食
ふ
と
い
ふ
。

各
処
埠
頭
（
み
な
と
）
な
ど
に
外
商
の
来
り
住
す
る
も
の
日
に
多
く
、
未
だ
嘗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

て
破
産
転
居
す
る
も
の
な
り
。
各
処
の
新
報
館
な
ど
日
に
新
紙
数
千
枚
を
印
刷

す
る
も
、
内
地
の
学
士
は
之
を
読
む
も
の
な
き
を
見
れ
ば
、
戸
口
股
盛
の
徴
た

る
こ
と
明
な
り
。

八
二

二
十
四
、
商
法
を
盛
に
す
べ
き
意
見

今
日
清
人
と
接
せ
ん
に
は
、
上
海
・
漢
口
・
姻
台
・
天
津
・
福
建
な
ど
の
各
港

に
て
、
広
く
地
基
を
買
ひ
、
日
本
町
を
起
し
、
絹
・
綿
・
網
・
綬
の
類
よ
り
、

食
物
の
長
く
保
存
す
べ
き
類
を
始
と
し
、
一
切
の
紙
類
・
海
物
・
漆
器
・
陶

器
・
竹
木
に
至
る
ま
で
、
彼
の
時
好
に
投
ず
べ
き
も
の
を
列
し
、
兼
て
我
邦
の

書
籍
を
陳
し
、
花
卉
を
樹
て
彼
の
縦
観
に
供
せ
し
め
、
多
く
書
生
を
遣
り
、
専

ら
一
事
業
を
修
め
て
、
広
く
彼
国
人
に
接
せ
し
め
、
或
は
医
生
な
ど
を
遣
（
９

１
８
７
）
り
、
病
人
を
治
療
せ
し
め
、
永
遠
の
利
益
を
謀
る
べ
し
。
余
、
嘗
て
此

事
を
彼
邦
学
士
に
謀
り
し
こ
と
あ
り
し
に
、
「
君
は
雅
人
な
り
。
商
法
と
い
へ

ど
も
、
極
め
て
条
理
あ
り
。
此
行
（
み
せ
）
に
し
て
、
一
た
び
開
け
ば
、
中
国

人
の
た
め
欣
慕
せ
ら
れ
、
善
利
を
得
べ
き
な
り
」
と
い
は
れ
き
。
清
人
は
価
さ

へ
廉
な
れ
ば
何
に
て
も
買
ひ
入
る
・
風
あ
り
。
近
来
は
我
邦
の
手
拭
を
便
利
な

り
と
て
用
う
る
も
の
日
に
多
し
。
蜴
蝿
傘
な
ど
も
廉
な
る
も
の
は
多
く
笛
ら

る
・
に
至
れ
り
。
必
し
も
新
奇
を
厭
ふ
に
非
ざ
る
が
た
め
、
廉
な
る
も
の
を
択

び
て
、
多
く
店
中
に
開
列
す
べ
き
な
り
。
竹
木
な
ど
は
最
も
必
用
に
て
、
北
省

な
ど
に
て
は
、
囲
七
八
寸
の
竹
に
て
、
価
一
円
以
上
に
至
る
と
ぞ
。
我
商
人
が

文
房
の
諸
器
を
買
ひ
来
る
が
如
き
は
、
最
も
厭
ふ
べ
き
も
の
に
て
、
毫
も
国
益

と
な
る
こ
と
な
き
の
み
な
ら
ず
、
（
９
１
８
８
）
大
に
財
力
を
散
ず
る
の
淵
源
た

り
。
深
く
注
意
す
べ
き
こ
と
に
こ
そ
。
（
９
１
８
９
第
－
行
ま
で
）



註¢　　＠　
文
中
の
訓
点
に
も
と
づ
き

¢
に
同
じ
。

¢
に
同
じ
。

¢
に
同
じ
。

¢
に
同
じ
。

書
き
下
し
文
は
引
用
者
が
加
え
た
。

付
記
　
今
号
に
翻
刻
し
た
分
に
も
、
中
国
お
よ
び
中
国
人
に
対
す
る
見
方
に
、
現
在
か
ら

　
見
て
不
適
切
と
思
わ
れ
る
表
現
が
見
ら
れ
る
の
で
、
前
号
に
掲
載
し
た
本
翻
刻
の
目
的

　
等
に
つ
い
て
再
掲
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
一
、
本
翻
刻
の
目
的
と
著
者
岡
本
章
庵
に
つ
い
て

　
章
庵
岡
本
監
輔
（
一
八
三
九
（
天
保
一
〇
了
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
一
）
は
徳

島
県
出
身
の
儒
学
者
で
あ
り
教
育
家
で
あ
る
。
岩
波
文
庫
に
収
め
ら
れ
た
中
野

遣
遥
『
遣
遥
遺
稿
』
（
岩
波
文
庫
の
題
は
『
訳
文
遣
遥
遺
稿
附
原
文
』
で
、
一

九
二
九
（
昭
和
四
）
年
刊
、
訳
者
笹
川
臨
風
お
よ
び
金
築
松
桂
）
の
序
を
、
明
治

二
八
年
六
月
の
日
付
で
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
そ
の
活
動

範
囲
は
、
一
地
方
の
教
育
家
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
か
な
り

の
著
名
人
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
経
歴
に
は
残
念
な
が
ら
不
明

な
部
分
が
多
い
。
サ
ハ
リ
ン
す
な
わ
ち
樺
太
に
関
す
る
数
多
く
の
業
績
は
比
較

的
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
彼
の
も
う
一
っ
の
大
き
な
活
動
で
あ
る
、

清
へ
の
数
度
の
訪
問
に
っ
い
て
も
、
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
顧
み
ら
れ
て
い

　
　
　
　
　
岡
本
章
庵
『
支
那
事
情
』
翻
刻
（
下
）

な
い
。

　
幕
末
の
高
杉
晋
作
の
『
遊
清
五
録
』
を
始
め
と
す
る
い
く
つ
か
の
清
国
旅
行

記
と
で
も
名
付
く
べ
き
作
品
群
の
末
端
近
く
に
は
、
例
え
ば
一
八
九
七
年
（
明

治
三
〇
）
年
渡
清
の
永
井
荷
風
の
「
上
海
紀
行
」
（
一
八
九
八
年
二
月
、
『
桐
陰

会
雑
誌
』
）
な
ど
が
連
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
一
九
二
一
年
、
奇
し
く
も
明
治

の
終
焉
と
年
を
同
じ
く
し
て
清
朝
が
滅
亡
し
た
後
、
大
正
期
に
入
っ
て
か
ら
上

海
に
渡
っ
た
徳
富
蘇
峯
や
谷
崎
潤
一
郎
、
芥
川
龍
之
介
ら
の
目
に
も
、
清
時
代

の
余
風
が
強
く
残
る
町
の
姿
が
入
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

日
本
人
の
清
国
旅
行
記
は
、
清
の
滅
亡
後
も
し
ば
ら
く
、
つ
ま
り
大
正
期
を
も

含
め
て
、
一
つ
の
系
譜
を
為
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
た
だ
し
、
大
正
期
に
比
べ
、
明
治
中
期
頃
ま
で
の
そ
れ
は
、
一
八
八
四
年
か

ら
一
八
八
五
年
に
か
け
て
の
日
清
戦
争
と
そ
の
前
後
の
日
清
の
関
係
か
ら
、
さ

ほ
ど
多
く
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
極
め
て
少
な
い
と
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
空
白
期
に
渡
清
し
て
い
る
岡
本
章
庵
は
、
極
め
て

貴
重
な
証
言
者
た
る
位
置
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
岡
本
章
庵
の
旅
行
記
お
よ
び
清
に
関
す
る
記
述
は
、
ま
っ
た
く

世
に
知
ら
れ
て
い
な
い
。
彼
の
著
書
は
総
数
で
数
百
点
に
上
る
と
見
ら
れ
る
が
、

活
字
と
な
っ
た
も
の
と
な
る
と
、
昭
和
三
九
年
に
な
っ
て
、
徳
島
県
教
育
委
員

会
の
手
に
よ
り
、
彼
の
自
伝
と
樺
太
の
経
営
に
関
す
る
『
窮
北
日
誌
』
が
、

『
岡
本
氏
自
伝
』
と
し
て
復
刻
さ
れ
た
ば
か
り
で
、
多
く
の
彼
の
清
へ
の
旅
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
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岡
本
章
庵
『
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』
翻
刻
（
下
）

記
も
、
他
の
著
作
と
と
も
に
、
筆
写
本
の
ま
ま
徳
島
県
立
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ

た
ま
ま
で
あ
る
。

　
翻
刻
者
は
、
徳
島
大
学
総
合
科
学
部
助
教
授
有
馬
卓
也
（
中
国
文
学
）
と
と

も
に
、
膨
大
な
量
に
上
る
こ
れ
ら
清
国
へ
の
旅
行
記
の
翻
刻
を
企
図
し
た
。
ま

ず
漢
文
体
で
書
か
れ
た
も
の
を
書
き
下
し
文
に
直
す
こ
と
か
ら
始
め
、
現
在
、

以
下
の
と
お
り
進
行
中
で
あ
る
。

　
有
馬
卓
也
・
真
銅
正
宏
「
岡
本
章
庵
『
支
那
遊
記
』
翻
刻
・
訳
註
（
そ
の

一
）
」

　
　
（
一
九
九
五
年
三
月
、
『
徳
島
大
学
国
語
国
文
学
』
）

　
有
馬
卓
也
・
真
銅
正
宏
「
岡
本
章
庵
『
支
那
遊
記
』
翻
刻
（
そ
の
一
）
」

　
　
（
一
九
九
六
年
二
月
、
；
己
語
文
化
研
究
』
）

　
有
馬
卓
也
・
真
銅
正
宏
「
岡
本
章
庵
『
支
那
遊
記
』
翻
刻
・
訳
註
（
そ
の

二
）
」

　
　
（
一
九
九
六
年
三
月
、
『
徳
島
大
学
国
語
国
文
学
』
）

　
有
馬
卓
也
・
真
銅
正
宏
「
岡
本
章
庵
『
支
那
遊
記
』
翻
刻
（
そ
の
二
）
」

　
　
（
一
九
九
七
年
二
月
、
；
百
語
文
化
研
究
』
）

　
有
馬
卓
也
「
岡
本
章
庵
『
姻
台
日
誌
』
翻
刻
・
訳
註
」

　
　
（
一
九
九
七
年
二
月
、
コ
言
呈
ｍ
文
化
研
究
』
）

　
有
馬
卓
也
・
真
銅
正
宏
「
岡
本
章
庵
『
支
那
遊
記
』
翻
刻
・
訳
註
（
そ
の

三
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四

　
　
（
一
九
九
七
年
三
月
、
『
徳
島
大
学
国
語
国
文
学
』
）

　
そ
の
過
程
で
、
同
じ
岡
本
章
庵
の
書
い
た
も
の
に
、
漢
文
体
で
は
な
く
、
漢

字
片
仮
名
混
じ
り
文
の
い
わ
ば
地
理
案
内
が
見
つ
か
っ
た
。
こ
れ
は
日
誌
で
は

な
く
、
あ
る
時
点
で
一
ま
と
め
に
書
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
こ
れ

を
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
本
文
は
、
高
杉
晋
作
の
『
遊
清
五
録
』
に
、
内
容
、
文
体
と
も
に
似
て
い
る
。

し
か
し
、
自
ず
か
ら
な
る
視
点
の
違
い
も
見
受
け
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
日
本
人
が
、
清
と
い
う
大
国
を
ど
の
よ
う
に
見
て

い
る
の
か
は
、
の
ち
の
日
本
の
一
部
の
知
識
人
た
ち
に
流
行
し
た
「
支
那
趣

味
」
を
鑑
み
て
も
、
尊
敬
と
侮
蔑
の
入
り
交
じ
っ
た
、
日
本
人
の
両
義
的
な
対

中
国
意
識
の
早
い
時
期
の
表
れ
と
し
て
、
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
そ
の
記
述
の
際
、
差
別
意
識
な
ど
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
、
現
在
か

ら
見
て
不
適
切
な
表
現
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
原
文
の
歴
史
的
意
義
を
尊
重
し

て
、
こ
こ
で
は
原
文
の
ま
ま
翻
刻
し
た
。
そ
の
実
際
の
手
続
き
は
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
。

二
、
凡
例

、
本
翻
刻
は
、
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
の
岡
本
章
庵
の
未
刻
本
の
う
ち
、

『
支
那
事
情
二
』
と
題
さ
れ
た
、
清
国
の
形
勢
に
つ
い
て
述
べ
た
冊
子
を
翻

刻
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
図
書
館
に
は
『
支
那
事
情
二
と
題
さ
れ
た
未
刻



本
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
両
者
の
内
容
は
連
続
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
『
支
那
事
情
こ
は
文
章
も
文
字
も
乱
れ
が

目
立
ち
、
判
読
不
可
能
な
部
分
が
か
な
り
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
未
定
稿
の

可
能
性
も
高
い
の
で
、
今
回
は
翻
刻
は
見
合
わ
せ
た
。

、
該
本
の
書
誌
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
一
明
治
初
期
一
写
。
仮
綴
一

冊
（
た
だ
し
同
図
書
館
に
於
い
て
整
理
の
折
、
保
護
の
為
に
付
し
た
と
推
さ

れ
る
仮
表
紙
あ
り
）
。
縦
二
十
四
・
八
ｍ
、
横
十
七
・
五
ｍ
。
墨
付
四
十
五

丁
。
毎
半
葉
十
一
行
。
な
お
、
（
９
１
１
）
で
始
ま
る
数
字
は
、
一
丁
の
表

裏
そ
れ
ぞ
れ
に
順
に
便
宜
的
に
つ
け
た
番
号
で
あ
り
、
う
ち
「
９
」
は
、
徳

島
県
立
図
書
館
の
整
理
番
号
（
『
岡
本
章
庵
先
生
蔵
書
及
原
稿
目
録
』
に
よ

る
）
で
あ
る
。
ま
た
、
各
章
の
題
は
、
欄
外
に
岡
本
自
身
が
書
き
付
け
た
見

出
し
的
な
表
記
に
、
翻
刻
者
が
通
し
番
号
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
欄

外
表
記
の
う
ち
、
段
落
分
け
を
伴
わ
ず
、
小
題
と
見
ら
れ
る
も
の
は
、
《
　
〉

で
囲
み
文
中
に
含
め
た
。

、
原
文
に
は
、
の
ち
に
書
き
加
え
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
訂
正
が
若
干
見
ら
れ

る
。
本
翻
刻
で
は
、
こ
れ
を
も
取
り
込
み
、
完
成
原
稿
で
あ
る
と
見
ら
れ
る

も
の
を
本
文
と
し
た
。

、
原
文
は
、
漢
字
片
仮
名
混
じ
り
の
文
で
あ
る
が
、
片
仮
名
は
平
仮
名
に
、

旧
字
は
新
字
に
直
し
た
。
「
、
圧
な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
「
こ
と
」
「
と
も
」
な

ど
と
平
仮
名
に
直
し
た
。
ル
ビ
は
原
文
の
ま
ま
で
あ
り
、
（
　
）
内
の
註
は
、

　
　
　
　
岡
本
章
庵
『
支
那
事
情
」
翻
刻
（
下
）

原
文
に
付
さ
れ
た
左
註
で
あ
る
。
ま
た
読
み
易
さ
の
助
け
と
し
て
句
読
点
を

施
し
た
が
、
原
文
に
は
一
切
な
い
。

、
原
本
の
ち
ょ
う
ど
半
分
ほ
ど
の
箇
所
に
、
一
ぺ
ー
ジ
分
の
空
白
が
お
か
れ
、

内
容
も
そ
こ
で
区
切
ら
れ
て
い
る
。
本
翻
刻
も
こ
れ
に
従
い
、
こ
の
箇
所
で

分
け
、
便
宜
上
「
上
」
「
下
」
二
部
構
成
と
し
た
。
今
号
は
そ
の
「
下
」
の

部
分
の
翻
刻
で
あ
る
。
な
お
「
上
」
に
つ
い
て
は
前
号
に
掲
載
し
た
。
な
お
、

翻
刻
に
際
し
て
は
、
徳
島
県
立
図
書
館
に
格
別
の
御
配
慮
を
賜
っ
た
。
記
し

て
こ
こ
に
改
め
て
感
謝
し
た
い
。

八
五
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