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は
じ
め
に

白
雉
四
年
（
六
五
三
）、
皇
太
子
の
中
大
兄
皇
子
は
、
前
年
よ
う
や
く
完
成
し

「
其
の
宮
殿
の
状
、
こ
と
ご
と
く
に
論
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
『
日
本
書
紀
』
に
謳
わ

れ
た
難
波
長
柄
豊
碕
宮
を
捨
て
て
飛
鳥
に
帰
還
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
孝
徳
天
皇

が
そ
れ
に
同
意
し
な
い
と
み
る
や
、
母
の
皇
祖
母
尊
つ
ま
り
前
天
皇
の
皇
極
以
下
、

間
人
皇
后
や
皇
弟
を
引
き
連
れ
て
帰
還
を
断
行
、
飛
鳥
河
辺
宮
に
入
っ
た
。『
日

本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
、
公
卿
大
夫
、
百
官
人
ら
も
み
な
中
大
兄
皇
子
に

し
た
が
っ
て
飛
鳥
に
移
っ
た
と
い
う
。

六
四
五
年
の
乙
巳
の
変
の
ク
ー
デ
タ
ー
か
ら
八
年
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
出
来
事

が
お
こ
っ
た
の
か
。
こ
れ
ま
で
は
、
国
際
情
勢
へ
の
感
覚
が
相
違
す
る
こ
と
な
ど

が
原
因
と
さ
れ
て
き
た１

）

。
し
か
し
、
天
皇
ひ
と
り
が
政
府
に
み
す
て
ら
れ
て
し
ま

っ
た
こ
の
事
件
は
、
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
お
こ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
考
え
た
こ
と
を
述
べ
て
、
読
者
の
ご
批
判
を
得
た

い
と
お
も
う
。

白
雉
四
年
（
六
五
三
）
に
中
大
兄
皇
子
ら
が
孝
徳
天
皇
を
お
い
て
難
波
か

ら
飛
鳥
に
帰
還
し
た
事
件
（
白
雉
四
年
の
政
変
と
呼
称
）
を
、
改
新
政
府
が

す
す
め
た
改
革
と
大
夫
や
伴
造
・
国
造
と
の
関
係
を
中
心
に
考
察
。
改
新
政

府
の
進
め
た
徳
治
主
義
的
改
革
は
彼
ら
の
利
害
と
あ
い
い
れ
ず
、
そ
の
不
平

を
背
景
に
開
発
独
裁
的
政
治
を
め
ざ
す
中
大
兄
皇
子
が
お
こ
し
た
ク
ー
デ
タ

ー
と
の
評
価
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
論
じ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド

孝
徳
天
皇
、
中
大
兄
皇
子
、
東
国
国
司
、
鐘
櫃
の
制
、
難
波

宮
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録
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一

政
変
の
勃
発
と
経
過

ま
ず
、
こ
の
政
変
が
お
こ
っ
た
の
は
い
つ
か
。『
日
本
書
紀
』
は
白
雉
四
年
是

歳
条
に
記
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
年
に
お
こ
っ
た
こ
と
は
わ
か
る
が
、
さ
ら
に
く

わ
し
い
経
過
に
つ
い
て
は
語
ら
な
い
。

そ
の
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、
僧
旻
の
病
気
と
死
去
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』

に
よ
れ
ば
、
白
雉
四
年
五
月
に
孝
徳
は
旻
の
房
に
行
幸
し
て
病
を
見
舞
い
、
六
月

に
旻
の
死
去
を
知
っ
て
弔
問
の
使
い
を
派
遣
し
た
。
ま
た
皇
祖
母
尊
と
皇
太
子
ら

も
旻
の
死
を
弔
い
、
彼
の
た
め
に
多
く
の
仏
像
を
造
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
注
目

さ
れ
る
の
が
、
そ
れ
ら
の
仏
像
が
飛
鳥
の
川
原
寺
に
安
置
さ
れ
た
と
い
う
記
事
で

あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
ま
だ
川
原
寺
は
存
在
せ
ず
、
皇
祖
母
尊
が
斉
明
天
皇
と
し

て
重
祚
し
た
と
き
に
一
時
居
住
し
た
飛
鳥
川
原
宮
が
天
智
朝
に
寺
院
と
な
っ
た
と

い
わ
れ
る２

）

。
そ
し
て
そ
の
川
原
宮
は
、
難
波
か
ら
遷
っ
た
中
大
兄
皇
子
一
行
が
居

住
し
た
飛
鳥
河
辺
行
宮
に
相
当
す
る
と
み
ら
れ
る
。
と
す
る
と
、
こ
の
と
き
の
仏

像
が
川
原
寺
に
安
置
さ
れ
た
と
は
、
仏
像
は
当
初
か
ら
河
辺
行
宮
に
安
置
さ
れ
そ

の
ま
ま
川
原
寺
に
引
き
継
が
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
僧
旻
が
な
く
な
っ
た
と
き
、
す
で
に
中
大
兄
皇
子
ら
は

難
波
を
あ
と
に
し
て
い
た
可
能
性
が
た
か
い
。
つ
ま
り
、
政
変
は
こ
の
年
の
前
半

に
は
勃
発
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
旻
の
病
臥
に
は
異
説
も
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
が
引
く
或
本
に
は
五
年

の
七
月
の
こ
と
と
す
る
。
と
す
る
と
旻
の
死
去
は
そ
れ
以
後
の
こ
と
と
な
り
、
す

で
に
中
大
兄
皇
子
ら
が
飛
鳥
に
去
っ
た
あ
と
の
こ
と
で
、「
若
し
、
法
師
今
日
亡

な
ば
、
朕
従
ひ
て
明
日
に
亡
な
む
」
と
い
う
、
そ
の
と
き
の
孝
徳
の
悲
痛
な
発
言

は
、
中
大
兄
皇
子
ら
に
去
ら
れ
た
あ
と
の
彼
の
心
境
を
表
し
て
い
る
と
解
せ
な
い

こ
と
も
な
い
。
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
、
十
月
に
孝
徳
は
難
波
で
な
く
な
る
こ

と
と
な
る
。

『
日
本
書
紀
』
白
雉
四
年
の
記
載
は
六
月
に
百
済
・
新
羅
が
朝
貢
の
使
節
を
送

っ
て
き
た
こ
と
と
、
処
処
の
大
道
を
修
造
し
た
こ
と
を
述
べ
た
あ
と
に
旻
の
死
去

を
記
す
が
、
あ
る
い
は
そ
れ
は
翌
七
月
の
こ
と
を
記
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
或

本
の
記
載
と
あ
わ
せ
る
と
、
旻
は
四
年
の
五
月
こ
ろ
か
ら
病
臥
し
、
翌
年
の
七
月

こ
ろ
に
亡
く
な
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
中
大
兄
皇
子
ら
と
孝
徳
天

皇
の
決
裂
は
、
旻
が
病
床
に
あ
る
時
に
お
こ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
旻
の
死
去
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
判
然
と
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
中
大
兄
皇
子
ら
が
難
波
と
孝
徳
天
皇
を
見
捨
て
た
こ
ろ
と
相

前
後
し
た
時
期
に
亡
く
な
っ
た
こ
と
は
動
か
な
い
。

こ
の
中
大
兄
皇
子
ら
の
飛
鳥
へ
の
帰
還
に
は
、
朝
廷
の
構
成
員
の
大
半
が
し
た

が
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
こ
れ
は
事
実
上
の
政
府
の
移
動
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ

れ
以
降
、
政
権
は
事
実
上
中
大
兄
皇
子
が
掌
握
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た

と
え
ば
、
翌
五
年
正
月
の
中
臣
鎌
足
へ
の
紫
冠
の
賜
与
は
飛
鳥
の
政
権
の
処
置
と

み
て
よ
い
。
中
大
兄
皇
子
と
鎌
足
を
中
心
と
す
る
政
権
が
う
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
白
雉
四
年
の
こ
の
政
変
は
、
中
大
兄
皇
子
に
よ
る
無
血
ク
ー
デ

タ
ー
に
ひ
と
し
い
。
お
そ
ら
く
、
彼
は
こ
の
挙
に
で
る
ま
で
に
、
皇
祖
母
尊
を
は

じ
め
と
し
て
、
朝
廷
の
主
だ
っ
た
人
々
に
根
回
し
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
こ
の
政
変
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
な
に
か
。
こ
の
政
変
の
も
っ
と
も
重

要
な
点
は
、
中
大
兄
皇
子
に
公
卿
大
夫
や
百
官
人
が
こ
と
ご
と
く
従
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
な
に
ゆ
え
、
孝
徳
は
彼
ら
の
支
持
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
問
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題
の
本
質
は
そ
こ
に
あ
る
。
そ
れ
を
考
え
る
に
は
、
い
わ
ゆ
る
改
新
政
府
が
そ
れ

ま
で
に
お
こ
な
っ
た
政
策
が
彼
ら
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
か
を
み
て
み
る
必
要

が
あ
る
。

ち
な
み
に
、
百
官
人
と
は
い
か
な
る
階
層
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。『
日
本
書
紀
』

に
は
、
公
卿
と
対
に
し
て
百
官
と
い
う
表
現
が
何
度
か
み
え
る
。
た
と
え
ば
、
長

門
か
ら
白
雉
が
出
現
し
た
奇
瑞
を
讃
え
た
詔
に
は
、
こ
れ
を
公
卿
・
臣
・
連
・
伴

造
・
国
造
が
丹
誠
を
尽
く
し
て
制
度
を
遵
奉
し
た
故
だ
と
述
べ
、
つ
づ
け
て
、
公

卿
よ
り
始
め
て
百
官
等
に
及
ぶ
ま
で
精
白
な
意
で
天
下
を
栄
え
さ
せ
る
よ
う
に
求

め
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
百
官
人
と
は
具
体
的
に
は
臣
・
連
・
伴
造
・
国
造
を
指

す
言
葉
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

二

東
国
国
司

乙
巳
の
変
の
あ
と
、
朝
廷
で
は
人
事
の
刷
新
が
あ
っ
た
。
ま
ず
、
皇
極
天
皇
が

譲
位
し
、
そ
の
後
継
と
し
て
『
日
本
書
紀
』
は
、
中
臣
鎌
足
の
提
案
で
軽
皇
子
が

即
位
し
た
と
す
る
。
こ
れ
は
、
鎌
足
が
か
つ
て
三
島
に
退
居
し
た
お
り
、
軽
皇
子

か
ら
接
待
を
う
け
、
そ
れ
に
感
じ
て
、
皇
子
に
天
下
を
と
ら
せ
よ
う
と
い
っ
た
と

い
う
話
に
対
応
す
る
も
の
だ
が
、
ど
こ
ま
で
本
当
か
は
わ
か
ら
な
い
。
入
鹿
殺
害

の
実
行
犯
の
ひ
と
り
、
蘇
我
倉
山
田
石
川
麻
呂
の
娘
乳
娘
を
妃
の
ひ
と
り
に
し
て

い
る
の
で
、
ク
ー
デ
タ
ー
に
も
か
か
わ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
結
婚
が
い
つ
の

時
点
か
わ
か
ら
な
い
の
で
な
ん
と
も
い
え
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
以
後
孝
徳
天
皇
を
首
班
と
す
る
政
府
が
改
革
を
主
導
す
る

こ
と
と
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
な
か
で
入
鹿
殺
害
を
実
行
し
た
グ
ル
ー
プ
か
ら
は
、

中
大
兄
皇
子
が
皇
太
子
、
蘇
我
倉
山
田
石
川
麻
呂
が
右
大
臣
、
中
臣
鎌
足
が
内
臣

の
ポ
ス
ト
に
つ
き
、
孝
徳
天
皇
の
も
と
か
ら
の
妃
、
小
足
媛
の
父
、
阿
倍
倉
橋
麻

呂
（
内
麻
呂
）
が
左
大
臣
の
地
位
に
つ
い
た
。
舒
明
の
娘
、
間
人
皇
女
を
皇
后
に

し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
即
位
時
の
こ
と
で
、
婚
姻
を
通
じ
て
そ
れ
ま
で
の
王
統
と

の
結
び
つ
き
を
つ
く
る
の
は
、
継
体
天
皇
な
ど
と
同
様
の
方
法
で
あ
る
。
な
お
こ

の
時
点
で
、
天
皇
、
皇
后
、
皇
太
子
の
称
が
存
在
し
て
い
た
か
は
疑
わ
し
い
が
、

以
下
便
宜
上
こ
れ
ら
の
称
を
使
用
す
る
。

さ
て
、
新
政
府
が
お
こ
な
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
改
革
、
つ
ま
り
大
化
改
新
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
も
膨
大
な
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
な
か

で
、
そ
れ
が
実
際
に
お
こ
な
わ
れ
た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、「
氏
姓
国
家
を
中

国
的
な
中
央
集
権
的
官
僚
国
家
に
転
換
し
よ
う
と
し
た
」
改
革３

）

と
み
る
の
が
、
大

方
の
理
解
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
律
令
国
家
へ
の
第
一
段
階

と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
か
と
思
う
。

し
か
し
、
そ
れ
は
い
わ
ば
手
段
で
あ
っ
て
改
革
の
目
的
で
は
な
い
と
私
は
思
う
。

新
政
権
に
と
っ
て
改
革
の
眼
目
は
政
変
直
後
の
大
槻
の
下
で
の
盟
約
で
述
べ
ら
れ

た
「
君
は
二
つ
の
政
無
く
、
臣
は
朝
に
弐
あ
る
こ
と
無
し
」（
孝
徳
天
皇
即
位
前

紀
）
に
示
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
そ
の
二
つ
と
無
い
政
と
は
な
ん
な
の
か
。
そ
れ

は
大
化
元
年
七
月
戊
寅
の
詔
に
み
え
る
「
上
古
の
聖
王
の
跡
に
遵
ひ
」「
信
を
有

ち
て
」
天
下
を
治
め
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
中
国
的
な
中
央
集
権
的

国
家
建
設
が
も
し
希
求
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
み
な
そ
の
理
想
を
実
現

す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
。
目
的
と
手
段
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。

そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
ま
ず
う
ち
だ
さ
れ
た
の
が
、
衆
知
を
あ
つ
め

て
政
策
を
お
こ
な
お
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
手
始
め
に
阿
倍
と
蘇
我
の
両
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大
臣
を
通
じ
て
大
夫
と
百
伴
造
に
「
悦
を
以
て
民
を
使
う
路
」
を
問
わ
せ
た
。
そ

れ
ま
で
大
王
と
一
部
の
マ
エ
ツ
ギ
ミ
（
大
夫
）
層
の
談
合
で
決
定
さ
れ
て
い
た
政

策
を
改
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
諮
問
に
こ
た
え
て
、
蘇
我
石
川
麻
呂
は
、
ま
ず
神
祇
を
祭
っ
て
後
に
政
事

を
議
す
べ
き
だ
と
答
え
た
と
い
う
。
そ
こ
で
政
府
は
尾
張
と
美
濃
か
ら
神
祇
の
費

用
を
徴
発
し
た
と
い
う
が
、
大
夫
や
伴
造
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
ぐ
ら
い
し
か
思
い

つ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
見
方
に
よ
っ
て
は
、
課
題
解
決
の
先
送
り
と
も
と
れ

る
。し

か
し
、
翌
八
月
の
東
国
国
司
の
任
命４

）

以
降
、
新
政
策
は
矢
継
ぎ
早
に
出
さ
れ

る
。
つ
ま
り
、
改
革
の
プ
ラ
ン
は
す
で
出
来
上
が
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
内
容
に
つ
い
て
の
こ
ま
か
な
考
証
は
こ
こ
で
は
し
な
い
が
、
そ
こ
に
貫
か
れ

て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
、「
臣
は
朝
に
弐
あ
る
こ
と
無
し
」
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
。

ま
ず
、
八
月
庚
子
（
五
日
）
に
任
命
さ
れ
た
東
国
国
司
を
み
て
み
よ
う
。
彼
ら

の
任
務
は
簡
単
な
も
の
で
、
戸
籍
を
作
る
こ
と
と
田
畝
を
調
査
す
る
こ
と
で
あ
る
。

当
時
の
地
方
は
、
国
造
の
支
配
地
で
あ
る
国
や
県
主
・
稲
置
が
お
さ
め
る
県
、
朝

廷
や
王
族
の
所
領
で
あ
る
屯
倉
が
モ
ザ
イ
ク
状
に
分
布
し
て
い
た
。
こ
の
う
ち
す

く
な
く
と
も
一
部
の
屯
倉
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
戸
籍
の
作
成
な
ど
が
お
こ
な
わ

れ
て
い
た
か
ら
、
今
回
の
調
査
は
お
も
に
国
造
領
を
中
心
に
実
施
さ
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
ろ
う
。

た
だ
し
詔
は
、
そ
の
あ
と
に
煩
瑣
な
ほ
ど
の
注
意
事
項
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ

ら
は
、（
１
）
国
で
罪
を
判
断
し
て
は
い
け
な
い
、
つ
ま
り
訴
訟
に
か
か
わ
る
な

と
い
う
こ
と
、（
２
）
賄
賂
を
と
る
な
と
い
う
こ
と
、（
３
）
上
京
の
際
に
多
く
の

百
姓
を
従
わ
せ
る
な
と
い
う
こ
と
、（
４
）
公
務
以
外
で
部
内
の
馬
に
乗
っ
た
り
、

飯
を
食
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
の
四
点
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
（
４
）
に
つ
い
て
は
、
八
月
庚
子
条
に
は
「
公
事
を
以
て
往
来
は
む

時
に
は
、
部
内
の
馬
に
騎
る
こ
と
を
得
、
部
内
の
飯
喰
ら
ふ
こ
と
を
得
」
と
の
み

あ
る
が
、
二
年
三
月
に
は
「
官
の
勢
い
に
因
り
て
、
公
私
の
物
を
取
る
こ
と
を
莫
。

部
内
の
食
を
喫
ふ
べ
し
、
部
内
の
馬
に
騎
る
べ
し
」
と
あ
る
の
で
、
も
と
も
と
は
、

「
官
の
勢
い
に
因
り
て
、
公
私
の
物
を
取
る
こ
と
を
莫
。
但
し
、
公
事
を
以
て
往

来
は
む
時
に
は
、
部
内
の
馬
に
騎
る
こ
と
を
得
、
部
内
の
飯
喰
ら
ふ
こ
と
を
得
」

と
い
う
よ
う
な
規
定
で
あ
っ
た
ろ
う
。
総
じ
て
、
公
私
混
同
を
戒
め
た
内
容
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
具
体
的
な
指
摘
が
で
き
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
国
司
は
そ
の
よ
う
な

こ
と
を
や
っ
て
き
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
国
司
の
不
正
が
史
書
に
残
る

の
は
ま
れ
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
も
な
い
で
は
な
い
。
そ
の
ひ

と
つ
が
、
清
寧
天
皇
の
時
代
に
播
磨
で
オ
ケ
・
ヲ
ケ
王
が
見
出
さ
れ
る
一
件
で
あ

る
。
顕
宗
即
位
前
紀
に
は
、
播
磨
国
司
の
伊
予
来
目
部
小
楯
が
た
ま
た
ま
縮
見
屯

倉
の
首
の
新
室
祝
い
に
際
会
し
て
二
王
子
を
発
見
し
た
と
す
る
。
同
様
の
事
件
を

記
し
た
『
古
事
記
』
で
は
、
山
部
小
楯
が
、
そ
の
国
の
民
で
あ
る
志
自
牟
の
新
室

に
到
っ
て
楽
し
ん
だ
と
あ
る
。
い
ず
れ
も
宴
会
の
席
で
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
、
屯
倉
の
首
長
の
新
築
祝
い
と
国
司
の
公
務
は
無
関
係

で
は
な
い
か
。
ま
さ
に
公
務
以
外
で
飲
食
の
饗
応
を
う
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
こ
の
伝
説
は
中
央
か
ら
地
方
に
派
遣
さ
れ
た
国
司
が
、
現
地
で
さ
ま
ざ
ま

な
接
待
を
当
た
り
前
の
よ
う
に
受
け
て
い
た
事
実
が
背
景
に
あ
る
伝
説
な
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
た
ま
た
ま
の
こ
っ
た
事
例
だ
が
、
こ
こ
か
ら
み
る
に
、
東
国
国
司

へ
の
詔
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
賄
賂
、
接
待
は
恒
常
的
な
も
の
だ
っ
た
と
考
え
る
べ
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き
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
こ
の
と
き
東
国
に
派
遣
さ
れ
た
国
司
ら
の
長
は
「
良
家

の
大
夫
」
で
あ
っ
た
（
三
月
甲
子
条
）。
彼
ら
に
託
さ
れ
た
土
地
・
人
民
の
調
査

と
い
う
内
容
か
ら
み
て
も
、
国
造
ら
の
賄
賂
や
接
待
は
と
う
ぜ
ん
予
想
さ
れ
た
は

ず
で
あ
る
。

ま
た
、
訴
訟
処
理
を
禁
じ
て
い
る
の
も
、
裁
判
権
の
帰
趨
と
い
う
問
題
も
あ
ろ

う
が
、
こ
の
時
期
、
訴
訟
が
賄
賂
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
で
あ

ろ
う
。
聖
徳
太
子
の
憲
法
十
七
条
の
第
五
条
に
は
、「
頃
、
訟
を
治
め
る
者
、
利

を
得
て
常
と
し
、
賄
を
見
て
は
こ
と
わ
り
も
う
す
」
と
い
う
現
状
が
記
さ
れ
て
い

る
の
が
参
考
に
な
ろ
う
。

新
政
府
は
東
国
へ
の
国
司
派
遣
に
さ
い
し
て
、
そ
の
よ
う
な
因
習
を
た
ち
き
ろ

う
と
い
う
強
い
意
志
を
し
め
し
た
。
そ
れ
は
そ
の
と
き
の
懲
罰
規
定
に
あ
ら
わ
れ

て
い
る
。

介
よ
り
以
上
、
法
を
奉
け
た
ら
ば
、
必
須
く
は
褒
め
賞
せ
よ
、
法
に
違
は
ば
、

当
に
爵
位
を
降
さ
む
。
判
官
よ
り
以
下
、
他
の
貨
賄
を
取
ら
ば
、
二
倍
し
て

徴
ら
む
。
遂
に
軽
さ
重
さ
を
以
て
罪
科
せ
む
。

で
は
、
今
回
東
国
に
派
遣
さ
れ
た
国
司
ら
は
清
廉
な
態
度
で
公
務
に
つ
い
た
の

だ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
は
『
日
本
書
紀
』

に
く
わ
し
い
。
ま
ず
、
大
化
二
年
三
月
甲
子
（
二
日
）、
お
そ
ら
く
任
終
え
て
上

京
し
て
き
た
国
司
ら
に
つ
い
て
、「
六
人
は
法
を
奉
り
、
二
人
は
令
に
違
へ
り
」

と
述
べ
て
、
前
勅
に
し
た
が
っ
て
処
断
す
る
こ
と
を
宣
言
し
た
。
こ
の
詔
は
「
集

侍
る
群
卿
大
夫
及
び
臣
・
連
・
国
造
・
伴
造

て
諸
の
百
姓
」
と
冒
頭
に
あ
る
か

ら
、
そ
れ
ら
の
人
々
を
前
に
し
て
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
当
面
処
罰
の

対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
八
グ
ル
ー
プ
の
国
司
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
良
家
の
大
夫

で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
後
辛
巳
（
一
九
日
）
に
な
っ
て
事
態
が
急
変
す
る
。
そ
の
後
の

調
査
に
よ
り
、
法
に
し
た
が
っ
た
者
が
二
人
し
か
お
ら
ず
、
の
こ
り
は
部
下
も
ふ

く
め
て
不
正
を
は
た
ら
い
て
い
た
こ
と
が
発
覚
し
た
の
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』

は
か
れ
ら
の
名
前
を
あ
げ
て
、
そ
の
行
状
を
リ
ア
ル
に
記
す
。

た
と
え
ば
、
穂
積
咋
臣
は
、
百
姓
の
戸
毎
に
物
を
求
め
て
い
た
。
同
様
の
こ
と

は
巨
勢
徳
禰
臣
も
お
こ
な
っ
て
お
り
、
両
者
と
も
悔
い
て
物
を
返
し
た
が
、
こ
と

ご
と
く
返
還
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
も
な
ま
な
ま
し
い
。
ま
た
穂
積
グ

ル
ー
プ
の
介
（
次
官
）
の
二
人
は
上
司
を
正
さ
ず
、
巨
勢
グ
ル
ー
プ
の
次
官
二
人

に
い
た
っ
て
は
「
共
に
己
が
利
を
求
」
め
る
有
様
だ
っ
た
と
い
う
。
人
口
調
査
は

租
税
徴
収
と
か
か
わ
っ
て
い
る
か
ら
、「
蛇
の
道
は
蛇
」
と
ば
か
り
に
、
賄
賂
を

要
求
す
る
さ
ま
が
み
え
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
紀
麻
利
耆

臣
は
、
朝
倉
君
と
井
上
君
と
い
う
現
地
の
豪
族
の
も
と
に
人

を
つ
か
わ
し
て
、
そ
の
馬
を
牽
い
て
来
さ
せ
た
り
、
朝
倉
君
に
刀
を
作
ら
せ
た
り
、

弓
・
布
を
獲
得
し
た
り
し
た
と
い
う
。
ほ
か
に
も
名
を
あ
げ
て
不
正
を
糾
弾
さ
れ

て
い
る
国
司
は
多
い
が
、
と
く
に
紀
麻
利
耆

臣
、
巨
勢
徳
禰
臣
と
穂
積
咋
臣
は

責
任
が
重
い
ら
し
く
、「
詔
に
違
う
こ
と
を
念
う
に
、
あ
に
心
い
た
わ
し
か
ら
ず

や
」
と
非
難
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
不
正
国
司
ら
は
、
出
発
時
に
ク

ギ
を
さ
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
「
過
の
軽
重
に
随
い
て
、
考
え
て
罪
」
せ
ら
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
新
政
府
は
国
司
だ
け
を
糾
弾
し
は
し
な
い
。
収
賄
側
の
み
な
ら
ず
、

贈
賄
側
を
責
め
る
の
も
忘
れ
な
い
。「
諸
の
国
造
、
詔
に
違
ひ
て
、
財
を
己
が
国

司
に
送
る
。
遂
に
倶
に
利
を
求
る
。
恒
に
穢
悪
を
懐
け
り
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
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彼
ら
も
ま
た
「
治
め
ず
は
あ
る
べ
か
ら
ず
」
で
あ
る
。

不
正
国
司
と
国
造
の
運
命
こ
こ
に
き
わ
ま
れ
り
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
が
、
詔
は

急
転
直
下
、
新
宮
で
神
祭
り
を
始
め
て
お
こ
な
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
と
、
新
宮

造
営
の
た
め
農
繁
期
に
も
か
か
わ
ら
ず
民
を
使
役
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
て

大
赦
を
お
こ
な
う
と
宣
言
し
、
結
局
「
国
司
・
郡
司
（
国
造
を
言
い
換
え
て
い

る
）、
勉
め
勗
め
よ
、
放
逸
す
る
こ
と
勿
」
と
い
う
こ
と
で
、
彼
ら
は
処
断
を
免

れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
処
置
が
、
国
司
ら
を
結
局
優
遇
し
た
と
い
う
た
ぐ
い
の
も
の
で
は
な
い
こ

と
は
、
そ
の
場
の
状
況
を
想
像
す
れ
ば
わ
か
る
。

重
要
な
の
は
、
か
れ
ら
不
正
国
司
ら
に
た
い
す
る
処
罰
も
ま
た
、
公
開
で
お
こ

な
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
詔
の
冒
頭
に
「
集
侍
る
群
卿
大
夫

及
び
国
造
・
伴
造

て
諸
の
百
姓
等
、
咸
に
聴
る
べ
し
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
あ
き

ら
か
だ
が
、
そ
う
す
る
と
、
処
罰
対
象
の
不
正
国
司
や
国
造
ら
は
、
ま
さ
に
衆
目

の
な
か
で
み
ず
か
ら
の
罪
状
を
暴
露
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
場
に
は

百
姓
層
ま
で
が
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
不
正
を
は
た
ら
い
た
国
司
ら
、

と
く
に
良
家
の
大
夫
に
と
っ
て
こ
れ
以
上
の
辱
め
は
な
か
ろ
う
。
国
司
ら
を
処
罰

す
る
の
で
は
な
く
、
衆
人
環
視
の
な
か
で
彼
ら
に
屈
辱
を
与
え
、
他
の
国
司
や
国

造
の
見
せ
し
め
と
す
る
こ
と
が
、
こ
の
場
で
の
目
的
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
改
新
政
府
は
い
わ
ば
劇
場
型
の
政
治
を
お
こ
な
お
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
天
皇
に
忠
実
だ
っ
た
者
た
ち
を
顕
彰
す
る
こ
と
も
忘
れ
な
い
。
彼

ら
の
名
は
塩
屋
制
魚
このしろ

、
神
社
福
草
、
朝
倉
君
、
椀
子
連
、
三
河
大
伴
直
、
蘆
尾
直

ら
で
、
天
皇
か
ら
「
朕
、
深
く
そ
の
心
を
賛
美
」
す
と
讃
え
ら
れ
た
。
け
っ
し
て

高
貴
な
生
ま
れ
で
は
な
い
が
、
彼
ら
こ
そ
、
こ
の
理
想
政
治
を
推
進
し
て
ゆ
く
う

え
で
の
期
待
さ
れ
る
人
間
で
あ
っ
た
。
や
が
て
我
々
は
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
で
そ
の
う

ち
の
ひ
と
り
と
出
会
う
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
あ
れ
ほ
ど
厳
し
く
い
ま
し
め
ら
れ
た
の
に
、
そ
ろ
い
も
そ
ろ

っ
て
な
ぜ
国
司
ら
は
法
を
破
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
思
う
に
、
良
家
の
大
夫
は
、
厳

罰
が
待
っ
て
い
る
と
は
想
像
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
い
つ
も
と
同

じ
よ
う
に
振
舞
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
新
政
府
が
よ
り
に
よ
っ
て
札
付
き
を

選
ん
で
東
国
に
派
遣
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
国
司
と
地
方
豪
族
と
の
癒

着
や
、
国
司
が
権
限
を
利
用
し
て
不
正
を
は
た
ら
く
こ
と
が
あ
た
り
ま
え
に
な
っ

て
い
た
こ
と
が
こ
こ
か
ら
も
わ
か
る
。
さ
き
の
縮
見
屯
倉
の
一
件
か
ら
推
測
す
れ

ば
、
す
く
な
く
と
も
五
世
紀
の
終
わ
り
ご
ろ
に
は
す
で
に
そ
の
よ
う
な
状
態
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
構
造
的
な
腐
敗
が
、
長
年
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
が
、
新
政
府
は
は
じ
め
て
そ
れ
を
断
ち
切
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
っ

て
、
国
司
を
派
遣
し
て
実
行
し
よ
う
と
し
た
人
民
や
土
地
の
把
握
も
重
要
だ
が
、

「
良
家
の
大
夫
」
に
た
い
し
て
も
容
赦
し
な
い
態
度
も
改
新
の
重
要
な
側
面
な
の

で
あ
る
。

さ
て
、
贈
賄
、
収
賄
い
ず
れ
も
最
終
的
に
負
担
さ
せ
ら
れ
る
の
は
百
姓
層
で
あ

ろ
う
。
む
つ
か
し
い
言
葉
で
い
え
ば
、
租
税
以
外
に
余
剰
生
産
物
を
収
奪
す
る
こ

と
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
我
々
は
憲
法
十
七
条
の
第
十
二
条
を
想
起
す
る
。

国
司
・
国
造
、
百
姓
に
斂
ら
ざ
れ
、
国
に
二
の
君
非
ず
。
民
に
両
の
主
無
し
。

率
土
の
兆
民
は
、
王
を
以
て
主
と
す
。
所
任
る
官
司
は
、
皆
是
王
の
臣
な
り
。

何
に
ぞ
敢
え
て
公
と
、
百
姓
に
賦
斂
ら
む
。
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厩
戸
皇
子
つ
ま
り
聖
徳
太
子
も
ま
た
、
国
司
と
国
造
の
間
に
あ
る
腐
敗
し
た
因

習
を
正
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
は
冠
位
と
憲
法
を
用
い
て
豪
族
の
意
識

変
革
を
は
か
ろ
う
と
し
た
が
、
結
局
は
完
遂
す
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
ら
し
い５

）

。

「
国
に
二
の
君
非
ず
。
民
に
両
の
主
無
し
」
と
い
う
主
張
は
、
改
新
の
大
眼
目

「
君
は
二
つ
の
政
無
く
、
臣
は
朝
に
弐
あ
る
こ
と
無
し
」
に
つ
な
が
る
も
の
だ
が
、

け
っ
し
て
抽
象
的
な
理
想
論
で
は
な
く
、
現
実
を
ふ
ま
え
て
の
も
の
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

ち
な
み
に
、
大
化
改
新
に
お
い
て
国
司
が
ど
の
範
囲
に
派
遣
さ
れ
た
の
か
が
問

題
と
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
な
記
事
は
こ
の
東
国
の
事
例
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
、
元
年
九
月
甲
申
条
に
「
使
者
を
諸
国
に
遣
し
て
、
民
の
元
数
を
録
す
」
と

あ
る
よ
う
に
、
調
査
が
全
国
的
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
任
務
は
、
二
年
八
月
癸
酉
条
に
、
東
国
と
限
定
せ
ず
に
「
去
年
朝
集
に
付
け

し
政
」
と
み
え
る
内
容
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
ち
な
み
に
、
二
年
八
月
癸
酉
の

詔
は
、
品
部
の
廃
止
を
指
示
し
た
も
の
で
、
合
わ
せ
て
前
回
で
の
調
査
を
受
け
て

班
田
を
実
施
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
班
田
は
す
で
に
こ
の
年
の
三
月
に
、
官

司
の
屯
田
を
廃
止
し
て
群
臣
と
伴
造
つ
ま
り
中
央
の
豪
族
に
分
配
す
る
こ
と
と
し

て
先
行
実
施
し
て
い
る
か
ら
、
今
回
は
全
国
に
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
東
国
国
司
に
つ
い
て
の
み
、『
日
本
書
紀
』
の
記
事
が
詳
し
い
の
か
。

そ
れ
は
彼
ら
が
あ
ら
か
じ
め
い
ま
し
め
ら
れ
た
法
を
破
り
、
厳
し
く
指
弾
さ
れ
た

か
ら
に
ほ
か
な
る
ま
い
。『
日
本
書
紀
』
の
編
者
の
関
心
は
、
後
世
の
我
々
の
関

心
と
は
ち
が
っ
て
、
国
司
の
派
遣
そ
の
も
の
や
そ
こ
で
の
制
度
の
改
変
で
は
な
く
、

良
家
の
大
夫
が
完
膚
な
き
ま
で
に
そ
の
不
正
を
あ
ば
か
れ
た
こ
と
に
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
十
分
そ
れ
に
値
す
る
ほ
ど
の
歴
史
的
出
来
事
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
一
罰
百
戒
、『
日
本
書
紀
』
に
記
述
が
な
い
こ
と

か
ら
み
て
、
東
国
国
司
ら
へ
の
処
分
が
功
を
奏
し
て
、
そ
の
後
の
国
司
は
訓
戒
を

遵
守
し
た
と
思
わ
れ
る
。

三

鐘
櫃
の
制

そ
の
よ
う
に
改
新
政
府
は
中
央
、
地
方
の
豪
族
、
と
く
に
そ
の
職
権
を
利
用
し

て
利
権
を
得
て
い
た
連
中
に
か
つ
て
な
い
ほ
ど
厳
し
く
対
応
し
て
い
る
が
、
こ
の

よ
う
な
新
政
府
の
姿
勢
が
う
か
が
え
る
も
う
ひ
と
つ
の
例
が
、
東
国
国
司
任
命
と

同
じ
日
に
発
布
さ
れ
た
鐘
櫃
の
制
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
鐘
と
櫃
を
朝
廷
に
設
置
し
て
訴
訟
の
方
法
を
決
め
た
も
の
で
、
ま
ず

訴
訟
は
伴
造
な
い
し
尊
長
を
経
て
お
こ
な
う
も
の
と
規
定
し
、
さ
ら
に
伴
造
や
尊

長
が
訴
え
を
あ
き
ら
か
に
し
な
か
っ
た
場
合
、
牒
を
櫃
に
入
れ
れ
ば
伴
造
な
い
し

尊
長
を
罪
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
牒
つ
ま
り
投
書
は
、
担
当
の
者
が

毎
朝
取
っ
て
内
裏
に
奏
し
、
天
皇
が
年
月
を
記
し
て
そ
れ
を
群
卿
に
示
す
が
、
も

し
群
卿
ら
が
怠
慢
な
い
し
党
派
的
判
断
を
し
た
場
合
に
は
鐘
を
撞
く
と
よ
い
と
い

う
の
で
あ
る
。

尊
長
（
国
造
な
ど
の
地
域
の
有
力
者
で
あ
ろ
う
）
と
伴
造
を
越
え
て
民
間
の
訴

え
を
天
皇
が
直
接
聞
こ
う
と
い
う
こ
と
と
と
も
に
、
群
卿
が
怠
慢
な
い
し
偏
っ
た

判
断
を
し
た
場
合
を
想
定
し
て
い
る
の
が
重
要
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
制
度
が
す
ぐ
に
機
能
し
た
と
は
思
え
な
い
。
じ
じ
つ
、

設
置
さ
れ
た
櫃
に
は
半
年
も
の
間
、
一
通
の
投
書
も
な
か
っ
た
ら
し
い
。
よ
う
や

く
、
は
じ
め
て
の
投
書
を
得
た
の
が
翌
大
化
二
年
二
月
戊
申
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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こ
の
日
天
皇
は
前
月
に
行
幸
し
た
子
代
離
宮
の
東
門
に
出
て
、
右
大
臣
蘇
我
石
川

麻
呂
に
詔
を
宣
言
さ
せ
た
。
そ
こ
で
は
ま
ず
先
に
述
べ
た
鐘
櫃
の
制
を
回
顧
し
た

あ
と
、「
民
の
明
直
し
き
心
に
国
土
懐
ふ
風
を
有
ち
て
切
に
諫
め
る
陳

を
設
け

の
櫃
に
納
た
り
」
と
し
て
、
そ
れ
を
公
開
し
た
。
そ
れ
は
「
国
の
政
に
奉
る
に
縁

り
て
京
に
到
れ
る
民
を
ば
官
に
留
め
て
雑
に
使
う
」
こ
と
を
告
発
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
天
皇
は
「
都
を
遷
し
て
未
だ
久
し
か
ら
ず
、
還
り
て
賓
に
似
た
」

よ
う
な
状
況
ゆ
え
に
強
い
て
使
役
し
た
の
だ
ろ
う
と
い
い
つ
つ
、「
諫
む
る
言
に

随
ひ
て
処
処
の
雑
役
を
罷
む
」
と
い
う
処
置
に
出
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
大
事
な
こ
と
は
、
こ
の
投
書
が
採
用
さ
れ
、
都
造
営
の
た
め
に
臨
機
で

お
こ
な
わ
れ
て
い
た
公
民
の
徴
発
が
中
止
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
民
意

に
よ
っ
て
は
政
権
の
政
策
を
修
正
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
重
大
な
の
が
、
こ
れ
も
ま
た
、
さ
き
の
東
国
国
司
の
場
合
同
様
、

公
開
の
場
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
は
、
子
代
離
宮
の
東

門
の
外
に
は
卿
・
臣
・
連
・
国
造
・
伴
造
そ
し
て
諸
の
百
姓
が
集
ま
っ
て
い
た
。

ま
だ
王
宮
に
そ
れ
ら
の
人
々
を
集
合
さ
せ
る
空
間
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
留

意
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

こ
の
よ
う
な
事
例
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
な
く
そ
の
後
も
あ
っ
た
。
大
化
三
年
に

も
、
荒
田
井
比
羅
夫
に
よ
る
溝
掘
削
の
工
事
を
投
書
に
よ
り
中
止
し
て
い
る
。
つ

ま
り
鐘
櫃
の
制
と
は
一
見
訴
訟
制
度
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
じ
つ
は
政
策
に
対
す

る
意
見
を
も
徴
す
る
も
の
で
、
こ
の
制
度
を
つ
う
じ
て
、
民
意
に
遵
う
政
治
を
公

開
で
お
こ
な
う
と
い
う
の
が
、
改
新
政
府
の
基
本
方
針
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
民
意
を
問
う
に
も
民
間
の
意
識
が
低
け
れ
ば
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。

じ
じ
つ
、
当
時
、
腐
敗
し
て
い
た
の
は
上
層
部
だ
け
で
は
な
く
、
民
衆
も
ま
た
お

よ
そ
公
徳
心
な
ど
持
た
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
の
匡
正
を
は
か
っ
た
の
が
、
大

化
二
年
三
月
甲
申
（
二
十
二
日
）
の
い
わ
ゆ
る
薄
葬
令
以
下
の
風
俗
矯
正
令
で
あ

る
。
こ
の
政
策
に
つ
い
て
は
、
今
回
は
論
じ
な
い
が６

）

、
民
意
に
も
と
づ
く
政
治
を

す
る
な
ら
、
民
度
も
向
上
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
識
で
あ
ろ
う
。
政
府
が

こ
の
よ
う
な
意
識
を
も
っ
て
民
衆
に
接
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
明
治
の
文
明
開
化

期
を
除
け
ば
日
本
史
上
め
ず
ら
し
い
の
で
は
な
い
か
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
政
策
の
立
案
者
は
だ
れ
か
。
今
問
題
に
し
て
い
る
鐘
櫃
の

制
で
は
管
子
が
引
用
さ
れ
て
い
る
（
大
化
二
年
二
月
戊
申
条
）
が
、
こ
の
よ
う
な

漢
籍
の
知
識
を
有
し
た
人
物
と
し
て
は
、
改
新
政
府
で
国
博
士
の
地
位
に
あ
っ
た

僧
旻
と
高
向
玄
理
を
お
い
て
ほ
か
に
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
聖
徳
太
子
が

派
遣
し
た
隋
で
の
留
学
生
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
さ
き
に
み
た
旻
の
病
床
で
の
孝

徳
天
皇
の
発
言
か
ら
み
て
も
、
天
皇
と
旻
は
深
く
理
解
し
合
っ
て
い
た
の
で
あ
っ

て
、
旻
た
ち
帰
国
留
学
生
ら
の
理
想
的
徳
治
主
義
を
支
援
し
た
の
は
孝
徳
天
皇
自

身
で
あ
っ
た
と
み
て
ま
ち
が
い
な
い
。

こ
こ
で
大
化
改
新
に
は
た
し
た
旻
の
役
割
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

時
の
権
力
者
蘇
我
入
鹿
暗
殺
か
ら
始
ま
っ
た
乙
巳
の
変
の
ク
ー
デ
タ
ー
が
、
も
の

の
見
事
に
成
功
し
た
こ
と
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
が
、
客
観
的
に
み
て
、
こ
と
は

さ
ほ
ど
安
易
な
も
の
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
殺
害
現
場
の
板
蓋
宮
と
飛
鳥
川

を
は
さ
ん
だ
対
岸
の
甘
樫
丘
に
は
蝦
夷
と
入
鹿
の
邸
宅
が
あ
り
、
飛
鳥
の
南
方
檜

前
地
方
は
最
後
ま
で
蘇
我
氏
を
支
援
し
よ
う
と
し
た
東
漢
氏
の
本
拠
地
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
板
蓋
宮
の
ク
ー
デ
タ
ー
勢
力
が
蘇
我
氏
の
勢
力

に
包
囲
さ
れ
る
危
険
性
す
ら
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
ク
ー
デ
タ
ー
側
に
有
利
に
す
す
め
た
の
が
飛
鳥
寺
の
接
収
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で
あ
る
。
も
し
飛
鳥
寺
が
蘇
我
蝦
夷
側
に
つ
け
ば
事
態
は
ど
う
動
い
た
か
予
断
を

ゆ
る
さ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
ク
ー
デ
タ
ー
側
に
と
っ
て
は
飛
鳥
寺
の
帰
趨
は
と
う

ぜ
ん
計
算
に
入
れ
て
い
た
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
時
の
飛
鳥
寺
の
責
任
者
が
旻
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
こ
と
は
ク
ー
デ
タ

ー
後
の
大
化
元
年
八
月
癸
卯
（
八
日
）
に
大
寺
（
飛
鳥
寺
）
の
僧
尼
を
集
め
て
新

政
府
の
仏
教
政
策
を
周
知
さ
せ
た
な
か
に
旻
が
寺
主
と
し
て
で
て
い
る
が
、
こ
れ

は
飛
鳥
寺
の
寺
主
を
指
し
て
い
る
ら
し
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
み
る
に
旻
は

飛
鳥
寺
の
寺
主
と
し
て
、
乙
巳
の
変
の
当
初
か
ら
こ
の
企
て
に
加
わ
っ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、
ク
ー
デ
タ
ー
後
二
月
た
ら
ず
で
、
矢
継
ぎ
早
に
新
政
策
が
う
ち
だ
さ

れ
る
こ
と
か
ら
み
て
、
ク
ー
デ
タ
ー
後
の
プ
ラ
ン
は
す
で
に
練
ら
れ
て
お
り
、
そ

こ
に
旻
が
関
与
し
て
い
た
可
能
性
は
す
こ
ぶ
る
た
か
い
。

こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
大
化
改
新
と
は
、
聖
徳
太
子
が
派
遣
し
た
隋

で
の
留
学
生
旻
の
力
を
か
り
て
お
こ
な
わ
れ
た
政
変
か
ら
始
ま
り
、
旻
や
彼
に
理

解
を
示
す
孝
徳
天
皇
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
す
こ
ぶ
る
理
想
的
な
政
治
改
革
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で
ど
う
し
て
も
必
要
な
の
が
、
従
来
か
ら
、

二
心
を
以
て
、
つ
ま
り
公
私
を
混
同
し
て
、
賄
賂
を
む
さ
ぼ
る
な
ど
利
権
を
ほ
し

い
ま
ま
に
し
て
い
る
大
夫
層
か
ら
国
造
・
伴
造
に
い
た
る
豪
族
た
ち
の
意
識
変
革

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
と
ら
れ
た
の
が
、
公
開
の
場
で
東
国
国
司
の
不
正
を
暴
く

こ
と
で
あ
り
、
尊
長
・
伴
造
や
群
卿
を
介
さ
ず
に
民
意
を
天
皇
が
直
接
把
握
す
る

鐘
櫃
の
制
と
い
う
機
構
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
理
想
政
治
は
当
然
さ
ま
ざ
ま
な
軋
轢
、
抵
抗
を
う

ん
だ
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
想
定
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
既
得
権
を
侵
害
さ
れ

た
大
夫
層
で
あ
る
。
と
く
に
公
開
の
場
に
お
い
て
名
指
し
で
不
正
を
暴
露
さ
れ
、

劇
場
型
政
治
の
悪
役
を
演
じ
さ
せ
ら
れ
た
東
国
国
司
の
良
家
の
大
夫
に
と
っ
て
、

そ
の
屈
辱
は
け
っ
し
て
忘
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
つ
い
で
新

都
造
営
な
ど
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
実
務
官
も
、
民
意
に
よ
っ
て
そ
の
都
度
計
画

が
変
更
さ
れ
れ
ば
た
ま
っ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
ま
た
本
稿
で
は
く
わ
し
く
触

れ
な
い
が
、
そ
れ
ま
で
の
国
が
解
体
さ
れ
全
国
に
評
が
立
て
ら
れ
る
な
か
で
、
の

ち
の
郡
司
に
取
立
て
ら
れ
る
に
は
、
性
識
清
廉
に
し
て
時
務
に
堪
え
る
者
（
改
新

の
詔
）
と
い
う
条
件
が
課
さ
れ
て
お
り
、
国
造
層
に
も
か
な
り
の
動
揺
が
あ
っ
た

こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
に
大
夫
か
ら
伴
造
・
国
造
に
い
た
る
ま
で
、
多
く
の
豪
族

が
、
改
新
政
府
の
理
想
的
政
治
へ
の
不
満
を
増
大
さ
せ
て
い
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

中
大
兄
皇
子
は
、
こ
れ
ら
大
夫
、
百
官
人
の
不
満
を
う
け
て
、
無
血
ク
ー
デ
タ
ー

を
敢
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。
私
は
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
と
わ
っ
て
お
く
が
、
彼
ら
が
抱
い
た
で
あ
ろ
う
不
満
は
、
中
国
的
都

城
を
建
設
す
る
こ
と
や
、
官
僚
制
を
整
備
す
る
こ
と
に
た
い
し
て
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
の
不
満
は
あ
く
ま
で
従
来
の
既
得
権
益
が
侵
害
さ
れ
た
こ

と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
後
も
中
大
兄
皇
子
、
天
智
天
皇
の
も

と
で
中
国
的
中
央
集
権
国
家
建
設
は
進
め
ら
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
中
大
兄
皇
子
の
無
血
ク
ー
デ
タ
ー
は
白
雉
四
年
で
な
く

て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

こ
の
年
、
改
革
の
推
進
者
、
旻
が
病
床
に
着
き
、
や
が
て
な
く
な
っ
た
こ
と
に
あ

ろ
う
。
さ
す
が
の
反
対
派
も
、
ク
ー
デ
タ
ー
成
功
の
陰
の
協
力
者
で
あ
り
、
内
臣

中
臣
鎌
足
の
師
で
も
あ
る
こ
の
人
物
が
健
在
の
う
ち
に
は
手
出
し
が
で
き
な
か
っ
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た
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
そ
れ
だ
け
が
理
由
で
は
な
い
と
私
は
思
う
。
こ
と
は
、
そ
の
前
年
に

完
成
し
た
難
波
宮
と
か
か
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

四

難
波
宮
と
政
変

白
雉
四
年
の
政
変
の
特
徴
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
そ
の
前
年
に
完
成
し
た
難
波

宮
を
捨
て
て
飛
鳥
に
還
都
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
な
ぜ
政
変
は
難
波
宮
を

捨
て
る
と
い
う
か
た
ち
で
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
考
え
る
ま
え
に
、
ま
ず
改
新
政
府
が
な
ぜ
難
波
に
遷
都
し
た
か
を
検
討

し
て
お
き
た
い
が
、
こ
こ
ま
で
の
考
察
に
よ
り
、
そ
の
理
由
は
お
の
ず
か
ら
あ
き

ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
改
新
と
は
、
ま
ず
「
上
古
の
聖
王
の
跡
に
遵
」
て
政

治
を
お
こ
な
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
い
う
聖
王
と
は
、
発
布
さ
れ
た
詔
の
文

言
に
も
あ
る
よ
う
に
、
ま
ず
は
中
国
の
聖
人
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
と
う
ぜ
ん
そ
れ

は
我
が
国
の
歴
史
に
も
求
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
白
雉
元
年
二
月
、
穴
門
か
ら
白

雉
が
献
じ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
詔
に
は
、「
聖
王
世
に
出
で
て
天
下
治
る
時

に
、
天
応
え
て
そ
の
祥
瑞
を
示
す
」
と
述
べ
て
、
中
国
の
事
例
と
な
ら
べ
て
、
応

神
天
皇
の
時
代
に
白
烏
が
宮
に
巣
を
作
っ
た
こ
と
と
、
仁
徳
天
皇
の
時
に
竜
馬
が

西
に
み
え
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
い
ず
れ
も
『
古
事
記
』『
日
本

書
紀
』
に
は
み
え
な
い
が
、
両
天
皇
の
時
代
が
聖
代
で
あ
っ
た
と
い
う
伝
承
が
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
応
神
天
皇
の
場
合
は
難
波
の
大
隅
宮
、
仁
徳

天
皇
の
場
合
は
高
津
宮
と
い
う
ふ
う
に
、
こ
れ
ら
の
天
皇
は
と
も
に
難
波
に
ゆ
か

り
が
あ
る
天
皇
な
の
で
あ
る
。
と
く
に
仁
徳
天
皇
は
、『
記
紀
』
に
聖
帝
と
し
て

記
さ
れ
て
お
り
、
事
実
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
竜
馬
出
現
の
話
か
ら
み
て
、
す

で
に
大
化
改
新
の
時
期
に
そ
の
よ
う
な
聖
帝
伝
説
は
成
立
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
。

こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
上
古
の
聖
王
の
跡
に
遵
う
政
治
を
希
求
し
た
政
府
が
、

聖
王
の
宮
が
あ
っ
た
場
所
に
遷
都
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

ク
ー
デ
タ
ー
の
あ
っ
た
年
の
暮
れ
、
十
二
月
癸
卯
（
九
日
）
に
難
波
長
柄
豊
碕
に

遷
都
し
た
と
い
う
『
日
本
書
紀
』
の
記
事
は
、
そ
の
宮
の
完
成
が
白
雉
三
年
で
あ

る
こ
と
か
ら
み
て
、
に
わ
か
に
は
信
じ
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
と
き
難
波
長
柄
豊
碕

が
遷
都
の
目
的
地
と
さ
だ
め
ら
れ
た
と
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
そ
の
地
が
え
ら
ば
れ
た
の
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
そ
の
地
が
か
つ
て

聖
王
が
政
治
を
み
た
場
所
だ
と
、
す
く
な
く
と
も
当
時
信
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
に

ほ
か
な
る
ま
い
。
仁
徳
天
皇
の
難
波
高
津
宮
は
、
孝
徳
天
皇
の
難
波
宮
の
さ
ら
に

下
層
に
眠
っ
て
い
る
と
、
今
私
は
断
言
し
て
は
ば
か
ら
な
い
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
、
難
波
宮
は
新
政
府
が
上
古
の
聖
王

の
跡
に
遵
っ
た
政
治
を
お
こ
な
う
場
と
し
て
設
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
だ

が
、
そ
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
と
推
測
さ
れ
る
難
波
宮
が
そ
れ
ま
で
の
宮
殿
と
き

わ
だ
っ
て
異
な
る
点
は
、
そ
の
広
大
な
朝
堂
院
の
存
在
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
施
設
は
、
そ
れ
ま
で
の
宮
に
は
お
そ
ら
く
は
な
か
っ
た
。
す
く
な

く
と
も
、
乙
巳
の
変
の
舞
台
と
な
っ
た
板
蓋
宮
に
は
な
か
っ
た
ろ
う
し
、
そ
の
下

層
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
舒
明
天
皇
の
岡
本
宮
に
も
存
在
し
な
か
っ
た
ろ
う
。
推

古
天
皇
の
小
墾
田
宮
に
朝
堂
院
の
起
源
を
求
め
る
岸
俊
男
氏
の
説７

）

も
あ
る
が
確
証

に
は
欠
け
る８

）

。
す
く
な
く
と
も
、
現
在
小
墾
田
宮
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

飛
鳥
北
方
の
地
域
に
は
、
難
波
宮
級
の
朝
堂
院
を
営
む
の
は
む
つ
か
し
い
で
あ
ろ
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う
。
ま
た
そ
の
後
も
藤
原
宮
に
な
る
ま
で
は
、
朝
堂
院
は
設
営
さ
れ
な
か
っ
た
ら

し
い
。
こ
の
よ
う
に
、
朝
堂
院
こ
そ
難
波
宮
を
そ
れ
以
前
の
宮
殿
か
ら
区
別
す
る

も
の
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
施
設
は
い
っ
た
い
な
ん
な
の
か
。
通
例
、
こ
の

施
設
は
儀
礼
の
た
め
の
空
間
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
難
波
宮

に
特
徴
的
だ
と
い
う
さ
き
ほ
ど
の
事
実
は
説
明
で
き
な
い
。
斉
明
朝
以
降
も
儀
礼

の
場
は
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
思
い
起
こ
し
て
ほ
し
い
の
が
、
大
化
二
年
二
月
戊
申
、
子
代
離
宮
の
東

門
の
外
に
卿
・
臣
・
連
・
国
造
・
伴
造
そ
し
て
諸
の
百
姓
を
集
め
て
、
櫃
に
納
め

ら
れ
た
投
書
を
公
開
し
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
と
き
は
ま
だ
、
多
く
の

人
々
を
集
合
さ
せ
る
広
場
が
な
か
っ
た
の
で
、
宮
の
東
方
の
空
間
が
利
用
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
公
開
性
を
基
調
と
す
る
な
ら
、
広
場
は
欠
か
せ
な
い
。

私
は
こ
の
巨
大
な
朝
堂
院
こ
そ
改
新
政
府
が
目
指
し
た
公
開
性
の
あ
る
政
治
の
舞

台
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
し
て
な
に
よ
り
重
要
な
の
は
、
こ
の
広
場
に
は
官
人

た
ち
だ
け
で
は
な
く
、
百
姓
つ
ま
り
公
民
も
集
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

現
実
と
し
て
は
実
行
に
は
無
理
が
あ
る
が
、
理
念
的
に
で
も
政
治
は
百
姓
に
も
開

か
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
が
大
切
な
の
で
あ
る
。

政
策
立
案
や
決
定
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
一
度
決
ま
っ
た
政
策
の
実
行
は
朝

堂
院
に
公
民
層
を
も
含
め
た
人
々
を
招
集
し
て
周
知
さ
せ
、
役
人
の
賞
罰
も
必
要

と
あ
ら
ば
そ
こ
を
舞
台
に
公
開
で
お
こ
な
う
。
こ
の
よ
う
な
機
能
を
改
新
政
府
は

朝
堂
院
に
も
た
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
誤
解
を
覚
悟
で
言
え

ば
、
民
衆
の
政
治
参
加
を
象
徴
す
る
の
が
、
難
波
宮
の
朝
堂
院
だ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か９

）

。
そ
し
て
そ
れ
は
、
上
古
の
聖
王
の
跡
に
遵
い
、
信
を
も
っ
て
天
下

を
治
め
る
政
治
の
舞
台
に
な
る
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
れ
は
、
良
家
の

大
夫
に
と
っ
て
、
東
国
国
司
が
衆
人
監
視
の
な
か
で
糾
弾
さ
れ
た
あ
の
屈
辱
を
思

い
起
こ
さ
せ
る
場
以
外
も
な
に
も
の
で
も
な
い
。

こ
の
巨
大
な
朝
堂
院
に
着
目
し
た
早
川
庄
八
氏
は
、
大
化
二
年
二
月
戊
申
の
詔

か
ら
、
全
国
か
ら
訴
訟
の
た
め
に
上
京
し
て
き
た
人
々
に
朝みかどに
集
ま
る
よ
う
指
示

し
て
い
た
こ
と
を
参
考
に
し
て
、
難
波
宮
の
朝
堂
院
が
巨
大
に
な
っ
た
の
は
、
上

京
し
た
地
方
豪
族
の
た
め
の
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
の
た
め
だ
ろ
う
と
い
う10

）

。
百
姓
を

地
方
豪
族
と
読
み
替
え
る
以
外
は
早
川
氏
の
解
釈
は
朝
堂
院
の
機
能
と
し
て
は
正

し
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
早
川
氏
は
さ
ら
に
す
す
ん
で
、
畿
内
政
権
の
被
支
配

者
た
ち
に
そ
の
壮
大
さ
や
威
容
を
見
せ
て
、
彼
ら
を
圧
服
す
る
こ
と
に
大
き
な
理

由
が
あ
っ
た
と
述
べ
る
が
、
実
は
畿
内
政
権
を
構
成
し
て
い
た
豪
族
た
ち
に
と
っ

て
、
難
波
宮
の
朝
堂
院
は
あ
た
か
も
「
人
民
広
場
」
が
出
現
し
た
と
で
も
感
じ
ら

れ
る
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
完
成
と
と
も
に
捨
て
ら
れ
な
く
て

は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

五

斉
明
朝
の
政
治
と
有
間
皇
子
の
変

以
上
、
白
雉
四
年
の
政
変
が
も
つ
意
義
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
き
た
。
で
は

徳
治
政
治
に
反
発
し
た
豪
族
層
の
支
持
を
得
た
中
大
兄
皇
子
は
な
に
を
目
指
し
た

の
だ
ろ
う
か
。
さ
い
ご
に
そ
れ
を
み
て
み
た
い
。

ま
ず
私
が
注
意
す
る
の
が
、
白
雉
五
年
二
月
の
遣
唐
使
で
あ
る
。
す
で
に
政
変

後
の
事
業
で
あ
っ
て
、
中
大
兄
皇
子
主
導
の
も
の
と
み
て
よ
い
。
こ
の
使
節
の
意

義
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
だ
ろ
う
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
押
使
に
高
向
玄

理
が
任
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
旻
と
と
も
に
改
新
政
府
の
国
博
士
に
任
じ
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ら
れ
、
旻
が
四
年
に
死
ん
で
い
た
と
す
れ
ば
た
だ
一
人
の
国
博
士
で
あ
り
、
旻
が

五
年
七
月
に
死
去
し
た
と
し
て
も
、
す
で
に
旻
は
病
床
に
あ
っ
た
ろ
う
か
ら
唯
一

の
ブ
レ
ー
ン
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
が
こ
の
時
期
、
遣
唐
使
に
任
じ
ら
れ
て
渡
唐

す
る
の
は
よ
ほ
ど
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
は
、
こ
れ
は
体
よ
く
中
央
か
ら

退
け
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
。
の
ち
に
藤
原
仲
麻
呂
が
政
敵
吉

備
真
備
に
も
ち
い
た
方
法
で
あ
る
。
こ
こ
に
旻
と
玄
理
と
い
う
聖
徳
太
子
が
派
遣

し
た
留
学
生
は
と
も
に
政
治
の
舞
台
か
ら
去
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
太
子
に

つ
な
が
る
徳
治
主
義
的
政
治
か
ら
の
決
別
で
も
あ
っ
た
と
思
う
。

さ
て
、
孝
徳
天
皇
の
死
去
を
受
け
て
皇
祖
母
尊
は
重
祚
し
て
斉
明
天
皇
と
な
っ

た
。
こ
の
時
期
、
朝
廷
は
飛
鳥
の
改
造
と
い
っ
て
も
よ
い
土
木
事
業
に
邁
進
す
る
。

ま
ず
、
小
墾
田
に
瓦
葺
き
の
宮
殿
を
造
営
し
よ
う
と
し
、
そ
れ
が
失
敗
す
る
と
、

飛
鳥
の
岡
本
に
宮
を
造
り
（
後
岡
本
宮
）、
さ
ら
に
田
身
嶺
（
多
武
峰
）
に
楼
観
、

両
槻
宮
を
建
設
し
た
り
、
運
河
を
建
設
し
て
飛
鳥
に
石
を
運
び
入
れ
て
岡
本
宮
の

東
山
に
垣
を
巡
ら
し
、
ま
た
吉
野
に
宮
を
造
営
し
た
り
し
た
と
い
う
具
合
で
あ
る
。

『
日
本
書
紀
』
は
、
こ
れ
ら
の
事
業
に
つ
い
て
時
の
人
の
謗
り
を
記
録
し
、
ま
た

放
火
と
も
疑
わ
れ
る
板
蓋
宮
や
岡
本
宮
の
火
災
も
記
し
て
い
る
か
ら
、
事
業
は
民

衆
の
支
持
を
え
ら
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
が
、
方
針
を
改
め
た
気
配
は
な
い
。
鐘
櫃

の
制
な
ど
ど
こ
に
い
っ
た
の
か
と
思
わ
れ
る
。
政
変
後
の
政
治
姿
勢
が
も
の
の
見

事
に
孝
徳
朝
と
は
正
反
対
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
こ
れ
が
中
大
兄
皇
子
の
望
む
や
り
方
な
の
で
あ
る
。
民
意
を
尊
重
な

ど
し
て
い
た
ら
効
率
的
な
事
業
な
ど
で
き
な
い
。
巨
大
な
朝
堂
院
な
ど
も
た
な
い
、

こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
宮
殿
の
な
か
で
物
事
が
決
ま
り
、
そ
れ
は
人
々
の
反
対
、
不

平
な
ど
を
無
視
し
て
遂
行
さ
れ
て
ゆ
く
。
一
部
の
エ
リ
ー
ト
が
愚
民
を
率
い
て
ゆ

く
と
い
っ
た
具
合
の
政
治
が
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
孝
徳
朝
の
政
治
の

否
定
で
な
く
て
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
現
在
民
意
を
振
り
か
ざ
し
て
一
部
で

お
こ
な
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
政
治
は
じ
つ
は
こ
の
手
の
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
そ
の
よ
う
な
い
わ
ば
開
発
独
裁
型
の
政
治
が
お
こ
な
わ
れ

て
い
る
さ
な
か
に
お
こ
っ
た
の
が
、
孝
徳
天
皇
の
遺
子
、
有
間
皇
子
の
変
で
あ
っ

た
。
こ
と
は
『
日
本
書
紀
』
斉
明
四
年
十
一
月
の
記
事
に
く
わ
し
い
。

斉
明
天
皇
の
一
行
が
紀
温
湯
に
行
幸
中
、
さ
き
に
み
た
よ
う
な
土
木
事
業
を
挙

げ
て
斉
明
天
皇
の
失
政
を
指
摘
し
た
蘇
我
赤
兄
に
い
わ
ば
そ
そ
の
か
さ
れ
る
か
た

ち
で
、
有
間
皇
子
は
反
乱
を
計
画
す
る
が
、
赤
兄
に
よ
っ
て
家
を
囲
ま
れ
、
紀
温

湯
に
送
ら
れ
て
中
大
兄
皇
子
の
尋
問
を
受
け
た
あ
と
、
藤
白
坂
で
絞
首
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
と
き
に
十
九
歳
。

こ
の
事
件
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
も
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
私
が

注
目
し
た
い
の
が
、
有
間
皇
子
と
と
も
に
謀
反
に
か
か
わ
っ
た
と
し
て
捉
え
ら
れ

た
三
人
の
人
物
の
う
ち
、
守
君
大
石
と
坂
合
部
連
薬
は
そ
れ
ぞ
れ
上
毛
野
国
、
尾

張
国
に
配
流
さ
れ
た
が
後
復
権
し
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
皇
子
の
舎
人
、
新
田

部
連
米
麻
呂
と
と
も
に
藤
白
坂
で
斬
ら
れ
た
の
が
塩
屋
連
制
魚
で
あ
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
彼
こ
そ
誰
あ
ろ
う
、
か
つ
て
大
化
二
年
三
月
十
九
日
の
東
国
国
司
の
不
正

が
糾
弾
さ
れ
た
場
で
、
孝
徳
天
皇
か
ら
「
朕
、
深
く
そ
の
心
を
賛
美
」
す
と
讃
え

ら
れ
た
六
人
の
ひ
と
り
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
み
る
に
、
こ
の
事
件
は
、

孝
徳
天
皇
の
遺
子
と
そ
の
忠
臣
が
葬
り
さ
ら
れ
た
こ
と
で
、
白
雉
四
年
の
政
変
に

最
後
の
決
着
を
つ
け
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
民
衆
の
声
を
踏
ま
え
た

政
治
へ
の
可
能
性
は
こ
こ
に
ま
ず
は
完
全
に
絶
た
れ
た
の
で
あ
る
。

八
八

白
雉
四
年
の
政
変
に
つ
い
て
（
若
井
敏
明
）



お
わ
り
に

大
化
改
新
と
は
な
ん
だ
っ
た
の
か
。
古
代
史
上
の
重
要
問
題
に
、
白
雉
四
年
の

政
変
を
つ
う
じ
て
迫
っ
て
み
た
い
と
い
う
の
が
、
当
初
の
目
論
見
で
あ
っ
た
。
し

か
し
研
究
蓄
積
の
多
い
分
野
で
、
す
で
に
承
知
の
こ
と
が
ら
を
あ
げ
つ
ら
っ
た
だ

け
に
終
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
今
は
恐
れ
て
い
る
。
た
だ
、
本
稿
で
も
述
べ

た
よ
う
に
、
白
雉
四
年
の
政
変
は
大
化
改
新
を
考
え
る
上
で
す
こ
ぶ
る
重
要
な
事

件
で
あ
る
と
は
、
現
在
の
私
の
認
識
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
改
新
を
明
治
維
新
に
た

と
え
る
論
法
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
維
新
史
に
お
け
る
明
治
六
年
や
明
治
十
四
年
の

政
変
に
匹
敵
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
さ
ら
に
い
え
ば
、
改
新
の
数
年
間
つ
ま
り
孝
徳
天
皇
の
時
代
は
、
日
本

の
歴
史
の
上
で
も
稀
に
見
る
理
想
主
義
に
も
と
づ
く
政
治
が
希
求
さ
れ
た
時
代
で

は
な
か
っ
た
か
と
い
う
思
い
が
し
て
い
る
。
孝
徳
天
皇
た
ち
は
本
当
に
敗
者
な
の

だ
ろ
う
か
。
そ
の
精
神
は
ど
こ
か
に
生
き
残
っ
て
は
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し

て
、
理
想
を
追
う
の
か
、
そ
れ
と
も
違
う
道
を
す
す
む
の
か
。
は
た
ま
た
、
民
意

に
も
と
づ
く
政
治
と
は
な
ん
な
の
か
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
現
代
に
も
つ
う
じ
る

課
題
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
考
え
る
の
も
歴
史
学
の
一
部
で
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

本
稿
で
は
、
多
く
の
具
体
的
政
策
に
つ
い
て
検
討
を
は
ぶ
い
た
。
論
じ
残
し
た

こ
と
は
多
く
、
ま
た
派
生
し
た
問
題
も
あ
ろ
う
。
雑
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
本
稿

を
き
っ
か
け
に
し
て
、
大
化
改
新
、
さ
ら
に
は
古
代
国
家
の
本
質
に
迫
り
た
い
と

思
う
。

〔
注
〕

1
）関
晃
「
新
稿
大
化
改
新
」『
大
化
改
新
の
研
究
』
上

関
晃
著
作
集
第
一
巻

吉

川
弘
文
館

一
九
九
六
年

２
）川
原
寺
に
つ
い
て
は
、
網
干
善
教
・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
取
材
班
『
謎
の
大
寺

川
原
寺
』
日

本
放
送
出
版
協
会
が
く
わ
し
い
。

３
）井
上
光
貞
「
大
化
改
新
と
東
ア
ジ
ア
」『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
二

岩
波
書
店

一
九
七
五
年

４
）こ
こ
で
い
う
国
司
と
は
律
令
制
下
の
そ
れ
で
は
な
く
、
皇
極
二
年
十
月
己
酉
条
に

も
み
え
る
い
わ
ゆ
る
大
化
前
代
の
国
司
で
あ
る
。
坂
本
太
郎
「
大
化
改
新
の
研

究
」『
大
化
改
新
』
坂
本
太
郎
著
作
集
第
六
巻

吉
川
弘
文
館

一
九
八
八
年
、

初
出
は
一
九
三
八
年
。

５
）拙
稿
「
厩
戸
皇
子
に
よ
る
改
革
の
一
側
面
」『
神
戸
山
手
短
期
大
学
紀
要
』
五
五
、

二
〇
一
二
年
。

６
）詔
の
概
観
に
つ
い
て
は
、
北
康
宏
「
大
化
二
年
三
月
甲
申
詔
の
葬
制
に
つ
い
て
」

『
続
日
本
紀
研
究
』
三
一
〇

一
九
九
七
年
が
要
領
を
得
て
い
る
。

７
）岸
俊
男
「
朝
堂
の
初
歩
的
考
察
」『
日
本
古
代
宮
都
の
研
究
』
岩
波
書
店

一
九

八
八
年

８
）拙
稿
注

５
）論
文
。

９
）私
は
ひ
そ
か
に
、
難
波
宮
の
朝
堂
院
に
接
し
て
左
右
に
配
置
さ
れ
た
八
角
殿
院
に

そ
れ
ぞ
れ
鐘
と
櫃
が
設
置
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
て
い
る
。
憶
測

は
つ
つ
し
む
べ
き
で
は
あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
あ
の
施
設
が
そ
の
後
の
宮
に

受
け
継
が
れ
て
い
な
い
こ
と
に
は
な
に
か
意
味
が
あ
ろ
う
。

10
）早
川
庄
八
「
前
期
難
波
宮
と
古
代
官
僚
制
」『
日
本
古
代
官
僚
制
の
研
究
』
岩
波

書
店

一
九
八
六
年

（
わ
か
い

と
し
あ
き

歴
史
文
化
学
科
）

二
〇
一
二
年
十
一
月
十
五
日
受
理

八
九

佛
教
大
学

歴
史
学
部
論
集

第
三
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）


