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’B 

国
駿
部・
女
産
の
政
治
的
動
向
と
艶
外
貿
易

回
峡
部
女
直
の
封
外
貿
易
に
就
い
て
推
考
し
得
る
所
は
以
上
の
程
度
で
あ
る
が 、
此
の
貿
易
活
動
を
そ
の
政
治
的
動
向
と
照
合
す
る
に 、
そ

の
聞
に
密
接
左
関
係
の
あ
る
と
と
が
窺
は
れ
る。
但
し
此
の
政
治
的
動
向
を
扱
ふ
に
際
し
で
は
国
政
部
の
内
部
構
成
に
就
い
て
一
考
し
て
訟
く

繭盟

必
要
ポ
あ
る。

(1) 

回
践
部
女
直
の
内
部
関
係

契
丹
園
志

功 一一
四
至
隣
園
地
問一一
遠
近
ο
僚
に
熟
女
真
ハ
蘇
子
河
流
域
よ
り

通
講
一宇
野
忙
及 、ぷ
地
域
の
女
同県〉
に
就
い
て

ー

件
然
無
君
長。
首
領
一統
一押o
精
一於
騎
射
G

今
古
以
来
無
有
盗
賊
一間
訟
之
事。
任
意
選
従o
多
者
百
家。
少
者
一岡
三
家
而
己。

と
あ
っ
て
板
等
は
二一二
家
乃
至
百
家
程
度
の
部
務
主
成
し
て
住
み 、
任
意
濯
従
し 、
首
領
が
あ
っ
て
部
民
を
統
轄
し
て
ゐ
た
が 、
そ
れ
ら
多
数

の
首
領
D
上
に
立
っ
て
金
熟
女
同県
を
支
配
す
る
君
長
は
無
か
っ
た
と
云
ふ。

叉
生
女
農
の
項
に
も

居
民
屋
宇
・

耕
養
・一一一一日

諾
・

衣
装
奥
熟
女
農
園
並
向。
亦
無
君
長
所
管。
精
於
騎
射。

と
あ
っ
て
生
女
震
も
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

J

更
に
問
書

鳩一一
女
異
閣
の
僚
に 、

無
大
君
長。
立
首
領
分
主
部
落。

と
あ
り 、

金
女
震
を
通
じ
て
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る 。
回
政
部
女
直
の
内
部
も

亦
多
数
の
部
落
に
分
れ

下
部
落
は
酋
長
に
率
ゐ
ら
れ 、
さ

う
し
た
酋
長
は
多
数
居
て
相
互
の
聞
に
大
小
強
弱
は
あ
っ
た
で
あ
ら
う

が 、
そ
の
上
に
立
っ
て
金
回
殴
部
人
を
統
轄
す
る
君
長
は
無
か
っ
た
と

見
て
誤
り

無
い
で
あ
ら
う 。
開
泰
八
年
契
丹
に
入
貢
し
た
太
師
踏
刺
葛 、
太
保
麻
門
等
は
さ
う
し
た
多
数
曾
長
中
の
有
力
者
で
あ
っ
た
の
で
あ

ち
う。
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然
ら
ば
女
直
の
内
部
は
さ
う
し
た
酋
長
が
無
秩
序
に
蛇
立
し
て
群
雄
割
擦
の
混
沌・
欣
態
に
在
っ
た
か
と一式
ふ
に、
さ
う
で
は
な
い。
遼
史
に

長
白
山
三
十
部
女
直
の
名
が
見
え
る
が、
雌
の
集
圏
は
女
直
の
三
十
部
が
櫛
合
し
て
形
成
し
て
ゐ
た
勢
カ
で
あ
る。
高
一践
史
時
一瀬告示
世
家
三ニ

年
ハ
開
泰
元
年
1
－

o一
二）
二
月
甲
辰
の
僚
に

女
真
曾
長
麻
戸
底
率
三
十
姓
部
落
子
弟。
来
献
土
馬。
一一一
十
姓。
日
阿
子
頓。

ゆ同ι

（
以
下
略）

と
あ
り、
同
閏
十
月
の
僚
に

女
虞
毛
逸一
羅
・
鎚
乙
豆
率
部
落
三
十
姓。
詣
和
州
諸
盟。
許
乙。

と
あ
る
等
は＝一
十
部
が
聯
令
し、
有
力
酋
長
を
そ
の
代
表
に
押
立
て
て
行
動
し
尤
ゐ
た
詮
撲
で
あ
る。
右
代
表
者
の
一
人
銀
乙
豆
は、
同
巻
・

願
宗
二
年
五
月
乙一
亥
の
僚
に

東
北
女
真
酋
長
組
乙
豆
率
其
属
七
十
人
来
献
方
物、
一試
云。

と
あ
る
如
く、
先
に
七
十
人
を
率
ゐ
て
入
貢
し
て
ゐ
る
が、
此
の
七
十
人
は
彼
が

二四
長
と
し
て
の
配
下
と
解
せ
ら
れ
る。
即
ち
三
十
部
の
騒

盟
は
そ
の
中
の
有
力
者
を
代
表
に
推
し
て
ゐ
た
と
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る。
此
の
三
十
部
女
真
は一
時
東
部
滅
測
に
覇
者
的
機
勢
を
振
仏、
北

宋
初
期
に
於
け
る
女
直
の
盛
大
な
封
宋
貿
易
に
於
い
て
も
鈎
中
園
交
渉
の
中
心
と
な
っ
た
と
と
が
あ
り、
中
閣
の
文
献
に一
一再
な
ら
ーヂ
そ
の
名

註
刊日

を
偉
へ
ら
れ
て
ゐ
る。
蒲
虚
毛
乃木
部
も
恐
ら
く
三
十
部
の
一
な
ら
ん
と
推
測
せ
ら
れ
て
ゐ
る。
長
白
山
女
直
の
三
十
部
肥
限
ら
歩、
他
の
地
方

で
も
此
れ
に
似
た
聯
合
が
あ
っ
た
で
あ
ら
う。
契
丹
闘
志
に
云
ふ
熟
女
同県
が
皐
ザ
τ
契
丹
と
修
好
貿
易
し、
生
女
震
が
侵
略
謹
患
を
な
し、
概

ね
地
底
的
に
歩
調
を
協
せ
て
ゐ
る
の
も、
そ
こ
に
何
ら
か
の
結
圏
的
関
係
が
存
し
て
ゐ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
0
3

但
し
さ
う
し
た
圏
結
力
は
三
十

部
が
最
も
強
く、
さ
れ
ば
こ
そ
満
洲
に
覇
者
的
勢
力
を
振
ひ
得
た
も
の
と
想
は
れ
る。
他
の
地
直
で
は
此
れ
よ
り
も
圏
結
溺
く、
綴
る
緩
漫
な

政
治
的
集
圏
で
あ
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る。

譲
っ
て
回
敏
郎
女
真
に
就
い
て
考
へ
る
に、
そ
の
内
部
の
諸
酋
長
も
や
は
り
無
秩
序
に
飢
立
し
て
ゐ
た
の
で
は
あ
る
ま
い。
外
部
か
ら
回
践

契
丹
の
四
段
部
女
直
輝
略
に
就い
て

（ヨ

九
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契
丹
の
田
政
部
女
直
鰹
略
に
就
い
で

日

。

部
女
芭
と
L
て
一
括
し
て
呼
ぼ
れ 、
一
勢
力
と
し
て
扱
は
れ
て
ゐ
た
以
上 、
や
は
り

金
憶
と
し
て
の
関
係
が
疎
漫
に
も
せ
よ
存
存
し
て
ゐ
た
の

で
あ
ら
う 。
そ
し
て
諸
酋
長
中
の
最
有
力
者
が
自
ら
そ
の
中
心
的
役
割
を
う
と
め
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う 。
重
県
年
聞
に
入
賞
し
た
回
践
部
女
直、

の
酋
長
が 、
一
人
は
太
師
撤
刺
都
と
云
は
れ 、
一
人
は
回
殴
部
長
冗
法
憂
札
と
云
は
れ
て
ゐ
る
が 、
此
の
図
政
部
長
と
は
回
敏
部
の
君
長
で
は

な
く 、

最
有
力
の一
酋
長
で 、
回
践
部
の
中
心
的
勢
力
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う 。
契
丹
か
ら
回
版
部
大
王
の
稿
続
を
受
け
た
の
も 、
か
う
し

た
中
心
的
有
力
品目
長
で
あ
ら
う。
而
し
て
此
の
中
心
的
有
力
倍
長
も

君
長
で
は
な
く 、
従
っ
て
そ
の
支
配
力
或
は
統
轄
カ
は
極
め
て
薄
弱
で 、

部
内
諸
酋
長
を
完
全
に
拘
制
す
る
力
は
無
か
9
た
で
あ
ら
う。

即
ち
時
に
異
端
的
行
動
を
と
る
者
も

現
れ 、
完
を
に
患
部一
一裁
の
行
動
を
執
り

得
た
と
は
考
へ
難
い
の
で
あ
る 。

(2〕

回
鍛
部
女
直
の
政
治
的
動
向
と
封
外
貿
易

回
践
部
の
政
治
的
動
向
を
最
も
大
き
く

観
察
す
れ
ば 、
後
溺
海
即
ち
冗
惹
政
権
よ
り

契
丹
へ
の
反
麗
と
云
ふ
こ
と
に
友
り 、

更
に
細
か
く
見

れ
ば
高
麗
と
の
関
係
が
あ
り 、

又
克
惹
政
権
よ
り

契
丹
へ
の
反
岡崎
過
程
に
も
開
泰
年
間
の
入
賞 、
大
延
琳
の
板
乱
に
よ
る
離
丹 、
重
限
年
間
以

後
の
完
全
藩
属
と
云
ふ
迂
儀
曲
折
が
あ
る 。
さ
う
し
た
動
き
を
そ
の
酎
外
貿
易
と
の
関
係
に
於
い
て
考
設
す
る 。

後
激
海
（
克
惹
政
擢〉
は一
時
瀦
洲
の
金
女
直
を
統一
・支
配
し 、
鴨
稔
江
路
を
抑
へ
て
割
支
貿
易
を
確
保
し
て
ゐ
た 。
そ
し
て
此
の
鴨
緑
江

路
に
よ
る
酎
支
貿
易
陀
は
冗
惹
政
樺
下
の
金
女
直
が
参
加
し 、
北
宋
へ
の
輪
出
歳
額
馬
四
一
寓
に
及
ぶ
盛
況
を
示
し
て
ゐ
た。
か
う
し
た
中
国

貿
易
の
利
源
を
抑
へ
て
ゐ
た
こ
と
が
瓦
惹
政
権
の
女
直
統
合
を
支
へ
る
大
き
な
力
と
な
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る。
然
る
に
此
の
利
源
は
統
和
九
年

ハ
九
九
一
〉
の
鴨
線
江
口
遮
断
に
よ
っ
て
契
丹
に
塞
が
れ
て
絡
っ
たα
そ
れ
が
矯
め
冗
惹
部
の
満
洲
支
配
は
大
き
を
影
響
を
受
け 、
女
直
諸
郎

の
大
動
揺
と
な
っ
た
c

即
ち
或
る
部
族
は
そ
の
代
り

の
市
場
を
求
め
て
高一
躍
に
殺
到
し 、
或
る
部
挨
は
契
丹
に
反
属
し
て

契丹
貿
易
に
新

な市

場
を
求
め
ん
と
し
た。
翌
十
年
の
鋭
利
ハ
阿
勤
楚
熔
方
面）
の
反
層 、
十
九
年
の
達
虚
古
部
（
投
林
河
流
域〉
の
反
層 、
一一
十一
年
の
五
園
部

〆

ハ
三
姓
以
来
の
一松
花
江
最
下
流
域）
の
反
田島
等 、
稜
々
と
し
て
克
惹
政
権
か
ち
契
丹
に
移
ヲ
て
居
る一
大
原
因
は
中
国
貿
易
杜
絶
D
影
響
で
あ

;/ 



る
。

而
し
て
契
丹
に
反
属
し
た
の
は
主．
と
し
て
東
流
松
花
江
及
び
そ
の
支
流
の
流
域
に
住
む
者
で
あ
っ
た。

此
れ
に
は
種
々
の
理
由
が
あ
ら
う

が
、

彼
等
北
浦
の
者
に
取
っ
て
は
代
り
の
市
場
を
高
麗
よ
り
も
契
丹
に
求
め
る
を
便
ξ
し
た
こ
と
、

つ
ま
り
高
麗
へ
の
往
来
は
遠
峻
で
あ
れJ
た

こ
と
が
一

因
で
あ
る
。

勿
論、

此
の
地
域
は
元
本市
か
ち
の
純
通
古
新
系
住
地
で
、

そ
こ
に
反
契
丹
活
動
を
指
導
す
る
溺
海
人
乃
至
激
梅
系
女
直

人
の
勢
力
が
頗
る
薄
弱
で
あ
っ
た
と
と
も
大
き
な
原
因
で
あ
る
。

三
十
部
女
直
や
定
安
園
女
直
は
高
麗
貿
易
に
主
力
を
置
き
、

反
契
丹
活
動
を

績
け
た。

高
麗
に
近
い
こ
と
、

溺
海
系
の
残
存
勢
力
が
強
か
っ
た
む
と
等
が
主
左
原
因
と
考
へ
ら
れ
る
。

此
の
契
丹
波
と
反
契
丹
波
の
中
間
地

域
に
位
置
す
る
回
践
部
は
開
泰
八
年
迄
契
丹
に
入
賞
し
た
形
迩
友
く、

反
契
丹
波
に
興
し
て
ゐ
る
様
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
を
裏
書
き
す
る
様

に
童
館
貿
易
に
従
事
し
て
ゐ
る
。

所
が
此
の
高
麗
貿
易
の
東
西
南
遣
の
中、

近
便
な
西
道
の
利
用
が
開
泰
年
間
に
於
け
る
契
丹
の
高一
麗
征
伐
・

定
安
圏
飴
黛
掃
蕩
に
よ
っ
て
開
泰
七
八
年
の
交
よ
り
著
し
い
制
拐
を
被
り
、

回
敏
部
が
中
園
の
代
用
市
場
と
し
た
高
麗
貿
易
は
大
き
な
打
撃
を

受
け
た。

そ
し
て
此
の
中
園
市
場
の
喪
失
に
績
く
高一
鹿
市
場
の
利
用
困
難
化
が
毛
れ
に
代
る
新
市
場
の
獲
得
と
し
て
回
践
部
人
の
契
丹
入
賞
を

決
意
せ
し
め
る
大
き
な
動
肉
と
怠
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
。

国
政
部
人
の
契
丹
へ
の
初
入
貢
が
契
丹
の
高
鹿
柾
麗
J・
定
安
園
飴
黛
掃
蕩
を
完
成
七

た
開
泰
八
年
と
同
じ
年
で
あ
り
、

そ
の
最
初
の
入
貢
者
の
一

人
な
る
麻
棚引
が
そ
の
直
前
に
高
麗
に
入
貢
し
て
新
な
形
勢
の
錨硬
化
を
親
し
く
観
察

し
た
者
で
あ
る
ζ
と
か
ち、

右
の
解
鐸
は
大
過
な
い
と
思
は
れ
る
。

回
敏
郎
は
宋
・
麗
貿
易
よ
り
も
、

地
理
的
に
見
て
契
丹
貿
易
を
透
か
に
近
便
と
す
る
。

然
る
に
此
の
契
丹
貿
易
へ
の
縛
向
は
織
利
也
遠
慮
古

等
に
比
し
て
長
そ
く、
一
初
め
封
宋
貿
易
に
従
ひ
、

そ
の
隔
絶
後
は
代
り
の
市
場
を
高
一践
に
求
め、

そ
れ
も
困
難
と
な
る
に
及
び
、

初
め
て
契
丹

に
遁
じ
て
ゐ
る
。

比
れ
は
回
験
部
と
激
海
系
勢
力
と
の
闘
係
か
ら
説
明
す
可
き
も
の
で
あ
ら
う
。

国
政
部
は
冗
惹
政
権
に
附
し
、

嘗
て
は
そ
の
手
先
と
・な
っ
て
契
丹
の
束
境
貴
徳
・
蹄
州
方
面
に
強
力
な
襲
撃
掠
奪
を
行
ひ
、

日開
州
を
藤
誠
に

弘
和
』

a
u

蹄
せ
し
め
九
吋
か
う
し
た
反
契
丹
活
動
の
強
力
な
展
開
は
冗
惹
部
の
外
部
か
ら
す
る
拘
制
力
以
外
に
、

四
段
部
内
に
強
力
に
残
存
す
る
激
海
系

勢
力
の
内
部
よ
り
す
る
指
導
に
も
閃
っ
て
居
た
と
解
せ
ら
れ
る
。

回
蹴
河
の
流
域
は
誠
額
系
た
る
粟
末
綜
轄
の
住
域
と
し
て
史
上
に
重
要
な
意

ゾ』

契
丹
の

回
蹴
部
女
直
輝
略
に
就
い
て
鋤

日も



、

、～ l

契
丹
の
回
銃
部
女
直
鰭
略
に
就
い
て

日

義
を
有
し
来
っ
た
所
で、
此
所
忙
減
紹
種
bL

根
幹
と
し
て
形
成
せ
ら
れ
た
溺
海
人
の
勢
力
が
強
く
残
存
し
て
ゐ
た
こ
と
は
営
然
考
へ
ら
れ
る
所

で
あ
る。
か
う
し
た
溺
海
人
系
勢
力
の
強
力
な
残
存
が
回
敏
郎
を
し
て
往
来
に
道
便
な
契
丹
時
封
し
容
易
に
通
貢
せ
し
め
な
か
っ
た
大
き
な
原

，
f’
 

因
で
あ
ら
う。

回
践
部
内
に
於
け
る
激
海
系
勢
力
の
残
存
が
相
営
大
き
く
推
測
せ
ち
れ
る
以
上、
開
泰
八
年
の
初
入
貢
を
以
て
金
回
政
部
人
を
翠
げ
て
の
契

丹
へ
の
藩
属
と
解
す
る
こ
と
は
些
か
困
難
と
な
る。
麻
門
。
開
刺
葛
等
の
信
長
の
如
く、
只
管
貿
易
の
利
の
み
を
求
め
て
契
丹
に
轄
属
し
た
者

の
外
に、
此
れ
を
潔
し
と
し
な
い
溺
梅
系
ハ
克一
惹
沃）
の
合
長
も
居

たで
あ
ら
う。
契
丹
波
酋
長
む
入
貢
者
を
見
る
に
至
っ
た
聖
宗
と
し
て

は、
此
れ
忙
封
立
す
ろ
励
海
系
の
合一
長
を
回
鋭
部
内
か
ち
失
勢
せ
し
め
る
と
と
が
第
二
段
の
方
策
で
あ
る
と
考
へ
た
で
あ
ら
う。
か
く
て
此
の

方
向
に
聖
宗
の
経
略
が
進
め
ら
れ
た
結
呆
と
し
て
太
平
八
年
ハ一
O
二
八〉
に
於
け
ろ
険
抜
部
落
三
百
徐
戸
の
高一
麗
亡
命
と
な
れJ
た
の
で
あ
ら

う。
此
れ
らコ一
百
徐
戸
が
溺
海
系
と
推
測
せ
ら
れ
る
こ
と
は
先
に
越
ぺ
た
防
で
あ
る。
か
う
し
た
聖
宗
の
間
取
部
経
路

に契
丹
の
兵
力
を
用
ひ

た
形
逃
が
な
い
が、
そ
れ
は
恐
ら
く
事
賓
用
む
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う。
先
イ
商
利
を
逐
う
て
入
貢
し
来
っ
た
諸
酋
長
を
懐
柔
し、
そ
れ
ら
を

利
用
し
て
次
第
に
回
政
部
内
の
契
丹
波
を
有
力
化
せ
し
め、
そ
の
勢
力
を
以
て
湖
海
沃
を
盛
倒
駆
逐
せ
し
め
た
の
で
あ
ら
う。

大
延
琳
の
叛
乱
は
た
溺
海
故
領
に
於
げ
る
反
契
丹
波
の
諸
勢
力
を一
斉
に
蜂
起
せ
し
め、
全
漏
測
を
揺
が
し
た
大
費
乱
で
あ
う
た。
そ
れ
迄

契
丹
沢
侵
透
せ
し
め
τ

ゐ
た
努
力
は
大
き
く
後
退
す
る
の
飴
儀
な
き
に
至
っ
た。
回
殴
部
内
で
も
必
歩
や
反
契
丹
波
が
勢
力
を
盛
返
へ
し、
反

契
丹
荷
動
の
張
本
捕
慮
毛
架
部
と
結
ん
で
反
契
丹
括
動
を
再
燃
せ
し
め
た
で
あ
ら
う。
興
宗
が
再
び
経
路
を
進
め
る
に
至
っ
た
重
県
十
七
年
迄

二
十
年
近
く
契
丹
と
絶
つ
℃
ゐ
る
の
も、
恐
ら
く
さ
う
し
た
事
情
に
由
る
の
で
あ
ら
う。

興
宗
の
四
段
部
再
経
踏
に
於
い
て
も
直
接
兵
を
此
れ
に
加
へ
た
形
迩
は
な
い。
そ
の
契
丹
へ
の
藩
届
入
貢
を
促
し
た
第一
の
原
因
は
興
宗
が

反
契
丹
活
動
の
張
本
と
し
て
回
政
部
を
外
か
ら
拘
制
し
て
ゐ
た
蒲
虚
毛
楽
部
を
兵
を
詮
っ
て
叩
い
た
こ
と
で
あ
る。
か
う
し
て
回
殴
部
内
の
反

契
丹
波
の
気
勢
を
外
か
ら
挫
く
と
共
に
国
政
部
詳
穏
都
監
を
な
い
て
ゐ
る。
此
れ
が
恐
ら
く
契
丹
波
の
曾
長
を
懐
撫
し、
・次
第
に
他
の
諸
酋
長

守 i

も
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を
味
方
に
す
る
こ
と
に
依
っ
て
反
契
丹
波
を
犀
へ
て
行
っ
た
の
で
あ
ら
う 。
そ
し
て
此
の
諸
酋
長
懐
撫
の
最
犬
手
段
と
な
っ
た
も
の
と
そ 、
彼

等
に
契
丹
を
貿
易
市
場
と
し
て
開
放
し
て
や
る
と
云
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う。
か
く
て
満
洲
に
於
け
る
反
契
丹
活
動
の
強
力
な
中
心
が

撃
陣
せ
ら
れ
た
と
と 、
図
版
部
の
地
理
的
に
近
便
な
契
丹
貿
易
に
便
宜
を
供
興
せ
ら
れ
た
こ
と 、
此
れ
ら
の
理
由
に
因
。
て
回
験
部
の
契
丹
へ

の
入
貢
貿
易
は
そ
の
後
も
縫
績
L1
完
顔
氏

が勃
興
し
て
形
勢
に
一
大
慶
化
を
生
命J
る
時
に
迄
及
ん
だ
の
で
あ
る。

池
内
先
生
著、
満
鮮
呉
研
究
中
世
第
二
珊
所
肱
「
完
顔
氏
の
易
儲
旬
経
略
左
手
曜
四
九
披の
役」
の
附
設
「
蒲
塵
毛
柔
部
に
就
い
て」

肱
の
跨
州
に
就
い
て
は
「
契
丹
の
前
麗
州
に
就
い
て」
ξ
題
し
て
和
田
先
生
四
還
暦
和
念
論
文
集
に
掲
載の
議
定
で
あ
るo

、1』

註

mno
 

四

契
丹
の
回
政
部
女
直
統
御
策

.f 

聖
宗・
興
宗
二
代
の
努
力
を
以
て
経
略
し
た
回
鋭
部
女
直
に
釘
す
る
契
丹
の
統
御
策
は
如
何。
上
京m
論
述
し
た
所
に
依
っ
て
そ
の
大
様
は 一
推

想
出
来
る
が 、
僧
此
所
に
専
考
し
て
沿
点 。
但
し
そ
の
前
に
契
丹
の
女
直
統
御
策一
般
を
概
観
し
て
烏
く
こ
と
が
考
察
に
便
利
で
あ
るo

I

契
丹
の
女
麗
統
御
策
概
麗

契
丹
は
金
女
直
を
大
き
く
生
女
直
と
熟
女
直
と
に
分
ち 、
爾
者
に
劃
す
る
統
御
策
を
根
本
的
に
異
に
し
て
ゐ
た。
そ
こ
で
著
設
fh
此
の
爾
者 ー司

鯵

に
分
ク
て
行’
ふ
り
が
理
解
に
便
で
あ
る
G

熟
女
直
の
統
御
策

熟
女
直
は
契
丹
の
直
轄
領
土
内
に
住
み一
般
に
生
女
直
に
比
し
て
民
度
高
く 、
遼
籍
に
編
入
せ
ら
れ
て
ゐ
た。
遼
東
宇
島
の
日伺
蘇
館
女
直

ハ
寅
頭
女
虞
・

五
節
度
熟
女
真
・

南
女
直〉 、
鴨
綾
・

修
億
二
水
流
域
の
奮
定
安
閣
の
女
直 ．
関
原
を
中
心
と
す
る
そ
の
四
周
の
地
域
の
女
直

m
北
女
直
三
農
安
附
近
の
女
直
等
が
綿
て
批
れ
に
属
す
る。
彼
等
は
す
べ
τ

行
政
上
東
京
道
の
所
管
に
入
っ
て
ゐ
た 、
胆伺
蘇
館
安
直
は
遼
籍
に

編
せ
ら
れ
て
ゐ
た
が
i

部
一際
生
活
を
替

み 、
契
丹
岡
本

一一一一
五
節
度
熟
女
震
の
項
に

契
舟
の
回
験
部
女
直一
極
略
rh

就
い
セ

(1) 

（ヨ

一
一ー・
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契
丹
の
回
政
部
女
直
輝
略
に
就
い
て

無
出
租
税o
或
遇
北
主
征
伐＠
各
島
戸
下
差
－充
兵
馬。
兵
因。
各
逐
便
蹄
於
本
慮。

（ヨ

四

品

と
あ
る
如
く、
一
般
州
懸
民
と
異
っ
て
租
税
を
負
擦
せ
示、
只
兵
興
の
際
に
の
み
従
軍
す
る
義
務
を
課
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る。
契
丹
の
南

，
女
直
湯
河
司
は
此
の
易
蘇
館
女
直
を
統
御
す
る
軍
政
機
関
と
し
て
な
か
れ
た
も
の
で
あ
る。
各
部
落
は
酋
長
に
統
轄
せ
ら
れ、
酋
長
を
通
じ
℃

契
丹
の
統
治
を
受
け、
酋
長
は
契
丹
よ
り
官
携
を
受
け、
そ
の
最
有
力
な
も
の
が
易
蘇
館
部
大
王
の
稀
掠
を
受
け
て
居
た
が、
諸
酋
長
。
上
に

立
っ
て
此
れ
を
総
轄
す
る
君
長
は
無
く、
従
っ
て
全
日旬
蘇
館
女
直
の
統一
は
無
か
っ
た。

関
原
周
謹
の
女
直
は
北
女
直
兵
馬
司
の
軍
政
に
服
じ、
大
館
南
女
直
と
同
じ
統
属
関
係
を
有
し
て
ゐ
た。
州
牒
に
編
せ
ら
れ
て
ゐ
た
者
も
あ品膨

れ
ば、
然
ら
ざ
る
も
の
も
あ
っ
令。
奮
定
安
園
の
女
直
は
漁
・
桓・
豊
・
正
等
の
諸
州
に
編
せ
ら
れ、
東
京
留
守
司
に
属
し
て
ゐ
た。
そ
の
統

属
関
係
は
大
臨
南
北
女
直
と
同
様
で
あ
っ
た
と
見
て
大
過
な
い
。
農
安
附
近
の
者

阜貝
龍
府
都
部
署
司
に
隷
し
て
ゐ
た。
助
の
外
蘇
子
河
流
域

の
女
直
や
鴨
総
江
女
直
〈
江
の
下
流
左
岸〉
も
熟
女
直
の
中
に
入
れ
て
扱
は
れ
て
ゐ
た。
彼
等
の
契
丹
地
内
へ
の
出
入
貿
易
は
自
由
で
あ
り、

句、

契
丹
商
買
も
亦
彼
等
の
間
に
出
入
し
て
互
に
猪
疑
な
く、
治
者・
被
治
者
と
し
て
平
和
な
献
態
に
在
っ
た。

生
女
直

生
女
直
は
係
遼
籍
外
の
女
直
で、
兵
館
的
に
云
へ
ば
上
越
し
た
熟
女
直
を
除
く
満
洲
の
金
女
直
を
指
す。
契
丹
園
志
一一一一
女同
県
閣
の
項
に

女
民
世
居
混
同
江
ハ
北
流
松
花、
江
の
最
下
流
の
部
分）
之
東
山。
乃
鴨
緑
水
之
源。
東
源
海。
南
隣
高
鹿o
西

替問
権。
北
近
室
章。
刷。

の
統
御
策

地
方
数
千
塁。
戸
口
十
飴
寓。
無
大
君
長。
立
首
領
主
部
落。

と
あ
る
は、
記
事
の
内
容
に
批
判
す
河
き
部
分
を
含
ん
で
居
る
と
は
云
へ、
所
謂
生
熟
雨
女
直
の
と
と
を
併
せ
の
Jh

た
も
の
で、
彼
等
が
蔵
大

友
範
固
に
及
び、
戸
口
の
少
く
噌な
か
っ
た
乙
と、
移
し
い
部
落
に
分
れ
て
酋
長
に
率
ゐ
ら
れ、
そ
の
酋
長
の
上
に
立
つ
君
長
は
無
く、
従
っ
て

犬
統一
の
無
か
っ
た
こ
と
等
を
窺
ひ
得
る。
生
熟
雨
女
直
を一
括
し
た
記
事
で
は
あ
る
が、
以
て
生
女
直
の
こ
と
を
知
る
有
力
な
参
考
資
料
で

あ
る。
か
う
し
た
生
女
直
の
中
で
最
も
契
丹
の
遅
患
を
な
し、
従
っ
て
契
丹
人
の
利
害一
心
を
最
も
多
く
惹
い
て
ゐ
た
も
の
は
阿
勃
楚
熔
方
面

'<? " 
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中
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と
す
る
束
流
松
花
江
南
岸
の
住
民
で
あ
っ
た。
彼
等
は
熟
女
真
に
比
し
て
民
度
低
く、
剛利
掠
を
喜
み、
契
丹
の
境
外
程
遠
か
ら＼
ぬ
位
置

を
利
用
し
て
屡
々
境
上
を
侵
恭
す
る
厄
介
な

管在
で
あ
っ
たι
さ
う
し
た
関
係
か
ら
遼
人
が
生
女
直
と
云

ふ場
合
？
此
れ
ら
の
漫
患
を
な
す一

波
を
指
し
て
居
る
場
合
が

き。
契
丹
闘士山
誠一一
四

震
園
地

建

彦

君

委
員
の
僚
に

批。
亦
無
君
長
所
管。
精
騎
射。
前
後
一屡
輿
契
丹
震
建
息。
契
丹
亦
設
防
備。
一
室。

と
あ
る
は
そ
の
一
例
で
あ
る。
然
し
生
女
直
は
此
れ
ら
の
一
一決
に
限
ら
れ
た
稀
呼
で
は
な
く、
l
z

慶
大
友
地
域
の
住
民
の
綿
稀
で
あ
っ
た。
こ
の

と
と
は
右
記
事
の
直
前
に

． " 

生
女
真
園。
西
南
至
熟
女
虞
閣
界。
東
至
新
羅ハ
高
麗
の
と
と）。
東
北
不
知
其
極o

，

と
あ
る
忙
徴
し
て
も
明
か
で
あ
る。
要
す
る
に
往
女
直
は
康
範
圏
に
殴
る
係
遼
籍
外
の
女
匿
の
綿
稀
で
あ
る
が、
契
丹
の
保
境
安
民
に
直
接
大

き
な
利
害
を
輿
へ
て
居
た
阿
勅
楚
堺
の
生
女
直
が
契
丹
か
ら
そ
の
代
表
。

如夕、
扱
は
れ
て
居
た
の
で
あ
る。

生
女
直
と
契
丹
と
の
関
係
は
｝
口
に
云
へ
ば
鴻
康
関
係
に
在
ハJ
た
と
稀
し
て
養
支
へ
な
い
。
ハ
中
に
は
懸
遠
の
地
陀
居
τ
全
然
契
丹
と
交
渉

を
有
た
歩、
叉
専
ら
反
抗
し
て
ゐ
た
も
の
も
あ
る
が）
換
言
す
れ
ば
藩
層
的
な
関
係
に
花
っ
た
の
で
あ
るo
即
ち
全
く
女
直
の
自
治
に
任
せ、

器
匡
と
し
て
宗
主
園
た
る
契
丹
に
入
貢
七、
そ
の
恭
順
の
意
を一訴
さ
し
め
る
に
す
ぎ
争、
只
特
に
必
要
な
事
情
を
生
じ
た
場
合、
契
丹
の
監
護

的
職
員
が
派
遣
せ
ら
れ
る
程
度
で
あ
っ
た。
然
し
彼
等
の
寓一
の
俊
暴
に
備
へ、
動
向
を
監
察
し
！
ーへ
買
を
取
扱
ふ
機
闘
が
東
京
遣
に
長
か
れ

て
居
た。
寅
龍
府
都
部
署
司
と
戚
州
兵
一馬

受精
一一同
と
が
そ
の
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
っ
たo
契
丹
園
志
功一一
州
燃
載
記
の
う
ち
に

長
春
路

鎮
撫
女
員・
室
章。

置
寅
龍
府
兵
馬
都
部
署
司
・
威
州
兵
馬
詳
穏
司
’
東
北
路
統
軍
司。

と
あ
る
は
助
の
と
と
を一不
すo
但
し
威
州
兵
馬
辞
穏
司
が
契
丹
末
期
の
設
置
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
先
に一
言
し
た
如
く
で
あ
る。
そ
の

以
前
は
恐
ら
く
北
女
直
兵
馬
司
が
此
れ
に
官
。
て
ゐ
た
の
で
あ
ち
う。
叉
黄
龍
府
の
管
下
に
は
係
遼
籍
の
女
直
が
居
た
の
で
あ
る
か
ら、
そ
の

契
丹
の
四
段
部
女
直
鱈
略
に
就
い
で

（ヨ

一一一
五

t 



契
丹
の

回
肱
部
女
直
輝
略
に
就
い
て

日

統
轄
も
併
せ
扱
っ
て
居
た
と
想
は
れ
る
。
威
州
兵
馬
詳
穏
司
の
設
置
は
阿
勃
禁
略
。
生
女
直
完
顔
氏
の
勃
興
に
封
廃
す
る
矯
め
で、

阿
骨
打
が

此
の
兵
馬
群
穏
司
と
交
渉
を
有
っ
た
こ
と
は
史
に
著
停
せ
ら
れ
る
所、

そ
の
交
渉
を
通
じ
て
戚
州
兵
馬
静
穏
司
の
鶏
際
機
関
と
し
て
の
機
能
役

J ‘ 一
ー 一 _, .. －山 .�－＂－ － ._,_ 

割
が
窺
は
れ
る
の
で
あ
る
が、

開
設
を
略
す。

さ
て
黄
龍
府
都
部
署
司
や
威
州
兵
詳
穏
可
の
鶏
際
機
闘
と
し
て
の
機
能
が
大
き
な
契
丹
の
園
力
を
背
景
と
し
て
途
行
せ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
は

云
ふ
迄
も
な
い
。

更
に
端
的
に
云
へ
ば
そ
こ
に
配
駐
せ
ら
れ
て
ゐ
た
契
丹
の
兵
力
を
背
景
と
し
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
τ
、

契
丹
闘
志
一一一一
生
女
民

閣
の
僚
に
生
女
真
の
侵
暴
を
述
ぺ
た
後
ち

契
丹
亦
設
防
備。

南
北
二
千
蝕
塁。

ぬ
護
創
築
城
壁。

般
運
糧
車。
差
援
兵
甲
屯
守
征
討。

と
あ
る
は、

さ
う
し
た
事
情
を
簡
明
に
停
へ
た
も
の
で
あ
る
。
勿
論、

此
れ
ら
諸
司
の
兵
力
で
不
充
分
の
場
合
は
在
東
京
遣
の
諸
司
が
力
を
籍

し
て
援
助
L
て
ゐ
た。

蒲
虚
毛
柔
部
の
経
路
が
賀
龍
府
と
遼
陽
府
と
を
二
犬
基
地
と
し
て
展
開
せ
ら
れ
た
の
は
そ
O
好
例
で
あ
る
。
そ
し
て
比

れ
ら
在
東
京
道
の
兵
力
を
以
て
し
で
も
倫
不
充
分
の
場
合
は
本
園
か
ら
派
兵
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

上
越
の
如
き
契
丹
の
園
力
を
象
徴
す
る
兵
力
の
威
匿
の
外
に
、

此
れ
と
並
ん
で
田端
康
政
策
上
に
大
き
な
意
義
を
有
し
て
ゐ
た
の
が
朝
貢
・
貿

易
で
あ
る
。

靭
買
は
回
賜
と
の
関
係
を
通
じ
て
行
は
れ
る
貿
易
の
一
形
態、
い
は
ば
官
貿
易
で
あ
る
。

即
ち
藩
麗
者
の
恭
順
を
示
す
政
治
的
行

震
で
あ
る
と
共
に
、

此
の
恭
順
を
嘉
す
る
宗
主
園
の
回
賜
と
結
び
つ
い
た
経
済
行
震
で
も
あ
っ
た。
宗
主
園
は
そ
の
犬
園
た
る
貫
誌
を
誇一
不

し、

橋
藩
勢
力
を
懐
撫
す
る
必
要
か
ら、

入
貢
品
に
封
す
る
回
賜
品
の
評
償
額
を
多
く
す
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た。

従
っ
て
入
貢
は
一
般
貿
易
4

に
比
し
℃
利
得
が
犬
で
あ
っ
た

G

然
も
朝
室
へ
の
入
賞
と一
式
ふ
名
目
の
下
に
そ
の
往
来
般
還
に
は
種
々
の
特
典
や
便
利
が
供
興
せ
ら
れ、

そ
の

利
益
は
愈
々
大
き
か
っ
為。

入
貢
は
頗
る
有
利
な
取
引
の
下
に
藩
匡
た
る
女
直
が
熱
求
す
る
諸
文
化
品
を
入
手
し
得
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
文

化
品
は
己
に
文
化
の
高
度
に
進
ん
だ
契
丹
産
も
あ
れ
ば、

中
園
よ
り
職
入
し
た
物
も
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る。

か
う
し
た
入
貢
貿
易
の
利
を
保
持
増
大
す
る
矯
め
に
は
稀
藩
恭
順
の
表
示
が
絶
劃
に
必
要
で
あ
る
。

藩
属
関
係
は
入
貢
に
よ
っ
τ
成
立
し
維

〆れ



；手

ト

持
せ
ら
れ
る。
そ
し
て
藩
属
関
係
の
治
滅
と
共
に
入
貢
の
権
利
は
宗
主
閣
か
ら
担
絶
せ
ら
れ、
叉
藩
巨
の
入
貢
短
絡
は
藩
属
関
係
の
消
滅
と
解

、
せ
ら
れ
て
ゐ
叫んo
入
貢
貿
易
の
利
を
保
持
増
大
す
る
矯
め
に
稀
藩
恭
順
が
絶
割
に
必
要
で
あ
っ
た
の
は
そ
れ
が
矯
め
で
あ
る。
貢
賜
と
は
別
記

行
は
れ
る
民
間
貿
易
も、
藩
麗
・
宗
主
の一

係
が
存
す
る
場
合
に
認
め
ら
れ、
そ
れ
が
結
た
れ
れ
ば
閉
鎖
せ
ら
れ
る。
友
好
関
係
は
縛
り
て
封

立
関
係
に
入
っ
た
と
解
せ
ら
れ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る。
従
っ
て一
般
貿
易
は
貢
賜
貿
易
と
併
行
し
て
行
は
れ
る
闘
係
に
在
っ
た。
貢
賜
貿
易
が

絶
た
れ
る
時、
一
般
貿
易
の
迭
も
亦
塞
が
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る。

‘
女
直
が
絹
そ
の
他
の
文
化
地
域
所
産
品
を
熱
求
し
て
貿
易
に
活
躍
し、
劃
宋
貿
易
路
が
契
丹
に
断
隔
せ
ら
れ
て
後
ち、
し
き
り
に
そ
の
代
り

の
市
場
を
求
め、
そ
の
結
果、
或
る
者
は
高
麗
に
殺
到
し、
或
る
者
は
契
丹
に
遁
歩
る
に
至
ク
た
こ
と、
巳
越
の
如
く
で
あ
る
0．
さ
う
し
た
女

置
が
今
や
最
大
の
市
場
た
る
契
丹
か
ら
貿
易
を
断
た
れ
る
こ
と
は
犬
打
撃
で
あ
っ
た。
比
の
打
撃
を一
れ
契
丹
貿
易
の
利
を
求
め
ん
に
は
稀
藩
t

恭
順
が
絶
封
に
必
要
で
あ
る。
そ
乙
で
貢
賜
・
一
般
雨
貿
易
の
開
閉
を
巧
に
操
作
す
る
こ
と
は
女
直、
特
に
直
轄
領
土
外
忙
怯
む
生
女
直
の
統

御
策
と
し
て
契
丹
に
取
り
大
い
に
効
果
を
有
し
て
ゐ
た。
そ
れ
は
遠
方
居
住
の
用
兵
柾
塵
し
難
い
部
族
を
も
操
従
し
得
る
意
味
で、
兵
威
以
上

に
効
果
的
で
あ
っ
た
と
も
云
へ
る
0

・

ー

～

阿
勤
一楚
熔
の
生
女
一阻
完
一顔
阿
骨
打
を
し
て
勝
然
契
丹
に
反
抗
せ
し
め
た一
大
動
因
が、
彼
等
生
女
直
の
樟却
す
貿
易
品
を
契
丹
側
が
官
民
が
影

d

と
な
り
園
威
を
笠
に
し
て
不
営
な
安
債
に
叩
き
落
し
て
買
取
っ
た
所
謂
「
打
支出
具」
に
劃
す
る
憤
惑
に
在
っ
た
と
と
は
著
名
の
史
震
で
あ
る

が、
此
の
史
例
は
封
契
丹
貿
易
の
利
が
如
何
に
女
直
に
重
大
観
せ
ら
れ
て
居
た
か
を
示
し、
同
時
に
そ
の
操
作
の
巧
拙
が
彼
等
の
向
背
を
決
せ
／

.. 
' 

し
め
る
上
に
如
何
に
大
き
く
作
用
し
て
ゐ
た
か
を
も
示
す
も
の
で
あ
る。

一
貿
易
政
策
と
並
ん
で
鞠
康
上
に
大
き
な
役
割
を
有
っ
て
ゐ
た
の
は
官
俸
の
授
奥
で
あ
る。
契
丹
に
入
賞
し
た
女
直
の
記
事
を
見
る
に
太
師
・

犬
保
等
の
官
読
を
有
っ
て
居
り、
叉
遼
史
一鴻
四
百
官
志
’
大
部
の
傑
を
見
る
に、
痛
虚
毛
架
部
大
王
府
・
回
政
部
大
王
府
・
黄
龍
府
女
直
部
大

室
府・
昆
母
部
大
豆
府
等
の
名
が
見
丸、
大
王
の
曾
銃
を
有
す
る
者
も
居
た
と
と
が
窺
は
れ
る。
此
れ
ら
の
官
俸
は
物
質
的
に
契
丹
の
負
強
と

コ
契
丹
の

回
陵
部
女
直
輝略
に
就
い
て
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契
丹
の
国
政
部
女
直
輝
略
に
就
い
て

司→

丹、
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友
る
も
の
で
な
く、

従
っ
て
女
直
側
に
取
っ
て
儲
け
と
な
る
も
の
で
も
無
か
っ
た。

然
し
此
れ
ら
の
官
偉
は、

宗
主
国
た
る
契
丹
が
藩
属
の
諸

審
夷
に
謝
し、

そ
の
部
内
に
於
け
る
地
位
勢
力
や
契
丹
と
の
結
合
関
係
等
を
総
合
的
に
考
課
し
て
賜
興
し
た
名
春
の
象
徴
で
あ
り、

同
時
に
契

丹
の
待
遇
の
高
下
の
指
標
で
も
あ
っ
た。
つ
ま
り
藩
属
諸
曾
に
劃
す
る
契
丹
の
綿
合
的
評
債
D
具
躍
的
表
示
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
彼

～＼九

等
の
受
け
る
官
俸
の
高
下
は
そ
の
酋
長
の
属
す
る
集
圏
の
内
部
に
於
け
る
地
位
に
大
き
な
影
響
を
奥
へ
た
の
み
な
ら
歩、

康
く
契
丹
的
世
界
の

中
に
白
め
る
地
位
に
も
影
響
し
て
ゐ
た。

此
所
に
た
と
へ
官
届討
が
物
質
的
損
得
は
な
く
と
も、

契
丹
と
し
て
も
そ
の
授
奥
に
慎
重
を
要
し
、

叉

落
属
諸
曾
が
此
れ
に
拘
泥
し
魅
力
を
感
守
る
所
以
が
あ
っ
た。

即
ち
譲
康
政
策
上
に
於
げ
る
官
霞
の
授
受
は
、
一

見
双
方
に
何
の
損
得
も
な
い

形
式
的
慮
置
の
如
く
に
思
は
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
賢
は
効
果
の
少
か
ら
ぬ
方
策s
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、

契
丹
は
女
直
を
直
轄
領
民
た
る
熟
女
直
と
直
轄
領
外
の
生
女
直
と
に
分
け、

此
の
中、

契
丹
の
保
境
安
民
に
よ
り
大
き

友
M

係
を
有
し
て
ゐ
た
の
は
後
者
の
生
女
直
で
あ
っ
た
。

契
丹
は
時
に
此
の
生
女
直
に
兵
を
加
へ
て
征
摩
し
た
が
、

犬
隠
彼
等
の

自
治

を
認

\ 

め、

そ
の
統
御
に
は
所
謂
向精一
際
政
策
を
と
れJ
た。

そ
の
団側
庶
懐
撫
の
大
方
針
は
、

先
づ
謹
境
の
軍
政
機
闘
を
通
じ
兵
力
の
威
墜
を
以
て
臨
み
つ

っ
、

官
債
の
授
輿
と
貿
易
の
開
問、

即
ち
名
血管
と
震
利
と
の
両
者
に
依
つ

J

て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

而
し
て
か
う
し
た
璃
際
政
策
は
契
丹
が
中
閣
の

偉
統
的
政
策
を
そ
の
ま
ま
に
採
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。

備
詳
し
く
見
れ
ば
論
議
す
可
き
問
題
が
あ
る
が
、

概
観
－主
主
と
す
る
此
所
で
は
以
上
のけ

、f’ 

’S 汽

諸
黙
に
止
め
、

回
峡
部
統
獅
の
問
題
に
移
る
と
と
と
す
る
。

n 

田
駿
部
女
置
の
欝
庶
統
御

契
丹
の
女
直
統
御
策
が
生
女
直
と
熟
女
直
と
で
根
本
的
に
相
違
し
て
居
た
以
上、

回
峡
部
女
直
の
場
合
を
考
へ
る
に
営
つ
て
は、

そ
れ
が

生
・

熟
何
れ
に
属
し
て
ゐ
た
か
を
先。
つ
明
か
に
し
喝な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

北
風
揚
沙
録
は
此
の
部
を
説
明
し
て
「
回
覇
者。

非
熟
女日
露。

亦
非
生
女同
県
」
と
云
ひ
、

生
熟
の
別
に
就
い
て
頗
る
陵
昧
な
取
扱
ひ
を
し
て

ゐ
る
。

即
ち
此
の
書
は
回
殴
部
女
琶
を
以
て
生
熟
何
れ
に
も
裁
然
と
直
別
じ
得
な
い
も
の
と
し
て
ゐ
る
様
に
解
せ
ち
れ
る
。

所
が
比
れ
に
封
し

。可 I



て
回
政
部
を
生
女
直
と
ず
る
停へ
も
存
し
て
ゐ
るo
契
丹
闘
志
均一一
生
女
直
の
項
に
そ
の

属

議
ぺ
て

、

註

西
南
至一
熱
女国民間幽
界。
東
雲耕一
緯
園
（
蹴
麗）
東
北
不
知
其
極。
一
言。

と
あ
り、
生
熟
閑
女
直
が
直
接
隣
績
し
℃
ゐ
た
と
云
っ
て
ゐ
る。
而
し
て
契
丹
闘
志
が
熟
女
芭
と
し
て
翠
げ
て
ゐ
る
の
は
遼
東
キ
島
の
五
節
度

熱
女
直
ハ
易
蘇
結
部
女
直
・
寅
頭
安
直
・
南
女
直
V

TC

蘇
子
河
流
域
よ
り
通
倍
平
野
に
跨
る
熟
女
直
と
で
あ
る。一
此
の
外
に
遼
史
虻一式
ふ
北
女

＼
直
（
関
原
地
方）
黄
龍
府
女
直
ハ由民
安
地
方〉
が
あ
っ
た。
此
れ
ら
の
熟
女
直
を
西
南
隣
の
住
民
と
し
て
そ
の
東
方
に
援
佳
す
る
女
直
が
生
女、

＼
慣
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば、
回
政
部
女
直
は
営
然
生
女
直
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
と
と
な
る。

線
ヲ
て
遼
史
を
過
誤
す
る
に、
国
政
部
女
直
の
住
域
た
る
輝
護
河
の
流
域
に
契
丹
の
州
廓
が
置
か
れ
た
詮
逃
は
見
出
さ
れ
な
い。
草
に
見
出，

さ
れ
な
い
の
み
で
な
く、
事
賞
置
か
れ
－な
か
っ
た
と
断
定
す
可
き
大
勢
が
看
取
せ
ら
れ
る。
例へ
ば
契
丹
の
東
端
の
州
燃
は
大
槌
蓄
の
縮
織
幹

s
gnd
、

線
に
mm
う
南
北
の一
一織
に
な
か
れ
た
も
の
で、
僅
か
に
海一
河
・
花
河
の
流
域
に
於
い
て
今
の
撫
安
箆
・
撫
限
方
面
に
趨
進
出
し
て
ゐ
た
に
す
ぎ

な
い。
但
し
遼
陽
以
南
に
於
い
て
は
事
情
を
異
に
す
る。
撫
順・
撫
安
盤
ハ
契
丹
の
腸
州
・
貴
徳
州〉
を
越
え
て
そ
の
東
方
に
州
勝
の
設
置
せ

住
ー

ち
れ
た
こ
と
無
く、
従
っ
て
回
政
部
女
直
は
契
丹
籍
の
民
と
は
せ
ら
れ
な
か
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ。
即
ち
彼
等
は
係
遼
籍
の
熟
女
直
で

は
な
仁、
ゐ一
女
直
と
稀
す
可
き
で、
契
丹
闘
志
の
分
け
方
に
誤
り
は
な
い。
国
政
部
女
直
が
直
轄
の
熟
女
直
で
な
か
っ
た
以
上、
契
丹
と
の
関

係
は
鶏
庶
闘
係、
即
ち｛一部
主
・
藩
属
の
関
係
に
在
づ
た
主
考
へ
る
外
な
い。
回
政
部
女
直
は
契
丹
を
宗
主
閣
と
し
て
此
れ
に
藩
属
し、
そ
の
自

治
を
認
め
ら
れ
つ
つ、
歳
時
入
貢
し
て
そ
の
稀
藩
恭
順
の
誠
意
を
示
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る。
此
れ
を
裏
返
し
て
云
へ
ば、
契
丹
は
回
政
部
女
直

が
歳
時
入
貢
し
て
恭
順
臣
服
の
意
を
表
し、
遺
境
の
患
を
鋳
す
憂
へ
な
き
限
p．
そ
の
内
政
へ
の
干
泌
を
さ
げ、
彼
等
の
自
治
を
認
め
て
ゐ
た

と
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る。

契
丹
の
直
轄
領
民
で
な
い
意
味
に
於
い
て
明
か
に
生
女
直
に
一層
せ
し
む
可
き
国
政
部
を
北
風
揚
沙
録
が
「
非
熱
女
直」
と
綿
し
つ
つ
同
時
に

寸
亦
非
生
女
直」
と
輸
し
て
領
る
陵
昧
な
扱
ひ
方
を
な
し、
恰
も
彼
等
が
隔
者
の
中
間
的
性
格
を
も
つ
も
D
の
如
く
停
へ
て
ゐ
る
の
は、
此
。

契
丹
ω
回
蹴

一切
女
註
締
略
に
就
い
て

j

J－一
九

（ヨ

、
v 

.. 
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契
丹
四
回

時内部
女
直
輝
略
に
就
い
て

四
0 

（ヨ

量目
。
生
熱
爾 ，
女
直
の
分
け
方
の
基
準
が
E
と
に
置
か
れ
て
ゐ
た
の
か
と一
式
ふ
問
題
に
聯
闘
し
て ．
一

臆
考
究
の
飴
地
が
あ
る
が 、

そ
の
分
析
は
し

ぼ
ら
く

措
き 、

此
所
で
は
只
さ
う
し
た
中
間
的
性
格
。
も
の
と
し
て
の
所
俸
が
あ
る
と
之 、

そ
れ
は
何
ら
か
の
意
味
で
此
の
女
直
が
一熟
女
直
的

要
素
を
有
し
τ
ゐ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
こ
と 、

従
っ
て
契
丹
の
統
御
策
を
考
究
す
る
上
に
も
此
の
鮪
を
併
せ
考
慮
し
て
行
く

必
要
が
あ
る
こ
と

等
を

こ）一目
し
て
な
く
。

置

額
際
政
策
途
行
の
根
底
に
は
必
や
藩
属
勢
力
よ
り
も
強
大
な
兵
力
の
裏
づ
け
が
あ
る
。

頭
庶
政
策
は
只
此
の
兵
力
を
前
回
に
押
出
さ
歩 、

背

後
に
な
い
で
そ
の
院
み
を
利
か
し
つ
つ

、

直
接
に
は
政
治
工
作
・

経
済
工
作
或
は
文
化
工
作
等
を
以
て
統
御
し
て
行
く

政
策
で
あ
る
。

兵
力
b弘

前
面
に
押
出
し
て
征
服
弾
墜
し
て
行
く
の
は
藤
康
政
策
の
本
鎧
で
は
な
い
。

た
と
へ
征
服
に
は
止
む
な
く

武
力
を
用
ひ
て
も 、

屈
服
後
つ
と
め

て
軍
政
主
早
く

切
上
げ 、

兵
威
を
背
後
に
長
く
の
が
鶏
庶
政
策
の
本
領
で
あ
る
。

然
し
兵
力
を
伴
は
な
い
藤
康
政
策
は
極
め
て
脆
弱
で
忽
ち
破

綻
し
易
い

。

契
丹
の
碍情
聴
政
策
も
そ
の
根
底
に
契
丹
の
大
き
な
武
力
が
支
柱
と
な
っ
て
る
た。

東
方
の
女
直
諸
部
に
謝
し
で
も
同
様
で

ヒ
そ
の

直
轄
領
の
東
部
を
占
め
る
東
京
道
内
の
要
地
に
は
至
る
所
屯
兵
が
常
駐
し
て
ゐ
た 。

そ
し
七四
七
れ
ら
を
統
轄
す
る
軍
政
機
関
は
契
丹
の
盛
時
を

(1) 

軍

配

備

通
じ
て
凡
て
六
あ
っ
た。

南
女
直
湯
河
司
（
湯
河
詳
穏
司〉

は
そ
の
最
南
に
営
る
遼
東
宇
島
の
易
蘇
舘
女
直
の
地
医
の
軍
政
を
掌
る
。

ー次
に
東

京
都
部
署
司
・

東
京
統
軍
司
・

東
京
留
守
司
の
三
司
は
何
れ
も
東
京
遼
陽
府
に
在
り 、

東
は
鴨
線、
江
（
通
溝
平
野
を
含
む
） 、

西
は
醤
一品
開
山 、、

南
は
蓋
千
附
近 、

北
は
奉
天
附
近
に
至
る
貰
大
な
地
域
の
軍
政
を
分
掌
し
て
ゐ
た。

次
に
北
女
直
兵
馬
司
は
遼
州
ハ
新
民
廓
の
束
北 、

遼
河
右

．

岸〉

に
置
か
れ 、

織
嶺
附
近
以
北
八
百
城
方
面
に
至
る
軍
政
を
司
り 、

黄
龍
府
都
部
署
司
は
そ
の
北
方
四
面
城
地
方
か
ら
農
安
方
面
に
至
る
寧

同日曜

2

政
を
掌
っ
て
ゐ
丸 。

此
れ
ら
の
諸
機
関
は
そ
れ
そ
れ
管
内
の
保
安
に
謝
し
て
直
接
の
軍
事
的
責
任
を
有
し
、

そ
の
立
場
か
ら
所
管
園
境
観
を
侵

援
す
る
冠
賊
の
防
禦
撃
砕
の
責
任
を
も
有
し
て
ゐ
党

。

世相
し
冠
賊
の
勢
ひ
蟻
烈
で
一
司
の
力
の
及
び
難
い
時
は
接
隣
の
司
よ
り

援
助
し 、

叉
他

遺
或
は
中
央
か
ら
も
赴
援
す
る
。

痛
虚
毛
楽
部
経
路
に
黄
龍
・

東
京
雨
府
が
協
ガ
し
て
ゐ
る
の
は
隣
接
諸
司
協
力
の
一

例
で
あ
る
。

又
黄
龍
府

‘ 
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、 ．

,._, - ·�－」ι 」ムらームL ム



'/ 

－

7

i

 

、
ー

、
， 

郡
部
署
司
が
そ
の
前
厨
の
生
女
直
防
禦
の
直
接
の
責
任
を
負
ふ
て
ゐ
た
こ
と
は
前
に
越
べ
た
がι
此
れ
は
東
京
の
上
越
諸
機
闘一
が
管
直
境
外
。

生
女
直
の
侵

恭釘
防
の
責
め
を
有
し
て
ゐ
た／乙
主
を一示
す－
詮
で
あ
る。
他
道
或
は
中
央
軍
の
赴
援
は
阿

骨打
勃
興
の
際
に
そ
の
著
例
を
見
る

凶uu。。

と
と
が山
来
る。
遼
末、
恐
ち
く
天
慶
年
間
と
思
は
れ
る
頃

昨至
り、
阿
勃
楚
略
水
の
生
女
直
完
顔
部
の
勃
興
に
封
臆
し
て
東
北
の
軍
政
は一

住
4

屠
強
化
充
質
せ
ち
れ、
威
州
ハ
開
原μ
に
威
州
兵
馬
詳
穏
司
が
置
か
れ
た。
北
風
揚

沙録
に
は

枇。
隷
契一
一丹
威
州
兵
馬
司。
興
共
同幽

往来
一無
禁。
謂
之
回
覇。

を
あ
っ
尤
回
践
女
直
が
威
州
兵
馬
ハ
詳
穏）
司
に
隷
い
て
ゐ
た
と
停
へ
て
ゐ
る。
即
ち
回
験
部
女
直
の
寓一
の
鋸
防
に
常
る
直
接
の
責
任
機
闘

が
威
州
兵
馬
詳
穏
司
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る。
但
し
そ
れ
は
契
丹
の
極
末
期
肥
限
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る。
此
の
司
の
設
置
前
に
営
る
長
い
期
鴎

を
通
じ
て
此
の
責
任
を
負
ふ
て
ゐ
た
管
の
機
関
に
就
い
て
は
所
停
な
く
明
か
で
な
い。
然
し
本
苛
設
置
前
の
威
州
を
初
め、
そ
の
北
の一
韓
州

dF
 

〈
八
百
城〉、
南
の
銀
州
ハ
織
嶺〉
が
遼
州
の
北
女
直
兵
馬
司
の
所
管
で
あ
っ
た
事
賓
か
ら
推
し
て、
恐
ら
く
北
女
直
兵
馬
司
の
責
任
と
な
っ
τ

ゐ
た
の
で
あ
ち
う。

以
上
を
要
す
る
に、

5

回
敏
郎
女
直
の
高一
に
営
り
そ
の
鎮
防
の
直
接
責
任
に
営
る
軍
政
機
関
は
遼
州
の
北
女
直
兵

馬司
で
あ
っ
た
の
が、
契，

丹
末
期
に
は
新
に
設
け
ら
れ
た
威
州
兵
馬
詳
穏
司
の
手
に
移
さ
れ、
そ
の
兵
力
が
第一
に
動
員
せ
ら
れ、
及
ば
歩
と
見
ら
れ
た
時
は
東
京
道
内

際
捺
諸
司
の
兵
力
や
他
道
・
中
央
D
兵
力
が
動
員
せ
ち
れ
赴
援
す
る
仕
組
み
と
な
り、
さ
う
し
た
軍
事
力
の
脱
み
が
穣
廃
統
御
の
校
本
的
支
桂，

＆
な
っ
た
の
で
あ
る。

ω

官

届肘，

授

升

回
政
部
は
政
治
的
統一
醐胞
を
指
す
名
穏
で
は
な
い。
勿一
論、
輝
後
河
の
渓
谷’
に
住
む一
圏
の
女
直
と
し
て
圏
結
し
易
い
関
係
広
在
っ
た
と
と

は
紛
れ
な
い
が、
常
時
の
統一
組
織
は
な
く、
従
っ
て
多
分
に
地
直
的
な
要
素
を
有
つ
女
直
集
圏
の
名
稀
で
あ
る。一
そ
の
内
部
は
酋
長
の
卒
ゐ
f

u

る
多
数
の
部
族
に
分
れ、
そ
の
間
広
大
小
強
弱
の一
別
は
あ
っ
て
i

も
酋
長
聞
に
上
下
の
統
属
関
係
は
な
く、
況
ん
や
彼
等
全
鰹
の
上
に
立
っ
て
図

契
丹
mv

岡
蹴
部
女

軍艦
略
に
就
い
てー
日

、
， 
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契
丹
の
回
殴
部
女
直
経
路
に
就
い
て

（ヨ

四

践
女
直
全
部
人
を
統
轄
す
る
君
長
は
居
な
か
っ
た。
従
ヲ
て
契
丹
の
鶏
際
政
策
も
そ
れ
ら
多
数
の
諸
酋
長、
少
く
と
も
そ
の
中
の
有
力
者
を
直

接
艶
象
ι

し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た。
只
一
人
の
君
長
的
犬
曾
長
を
懐
撫
し、
そ
れ
を
通
じ
て
回
政
部
金
女
直
を
統
御
し
て
行
く
こ

と
は、
図
版
部
の
内
部
事
情
か
ら
許
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る。
つ
ま
り
回
践
部
内
D
諸
有
力
酋
長
は
夫
々
自
主
的
に
稿
臣
入
貢
し、
契
丹

は
そ
れ
ら
を
個
別
的
に
懐
撫
し
で
行
か
・な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る。
国
政
部
女
直
の
入
貢
記
事
を
見
る
に、
同
時
代
の
入
貢
で
そ
の

代
表
人
物
の
名
前
の
記
載
お
る
も
の
は、
そ
の
都
度
別
人
主
な
っ
て
ゐ
る。
例
へ
ば
関
泰
八
年
の
場
合
は
踏
刺
葛
と
肺
門、
重
照
十
・
七
八
年

は
撤
刺
都
と
克
悲
喜
札
と
あ
る。
彼
等
は
何
れ
も
回
政
部
内一
部
族
の
酋
長
と
し
て
自
主
的
に
稿
底
入
貢
し
た
者
で、
同
一
君
主
主
り
差
遣
せ

ち
れ
た
者
で
は
な
い。
勿
論、
彼
等
諸
酋
長
の
勢
力
に
は
大
小
語、
弱
が
あ
り、
た
と
へ
君
長
な
ら
・？
と
も、
他
の
酋
長
に
大
き
な
彰
響
力
を
有

ち、
そ
の
向
背
が
直
ち
に
全
回
践
女
直
の
動
向
に
決
定
的
な
力
主
有
ハJ
様
な
大
酋
長
の
居
た
と
主
は
考
へ
ら
れ
な
い
と
を
で
は
無
い。

か
う
し
た
諸
酋
長
の
入
貢
に
封
ず
る
契
丹
の
懐
撫
手
段
の
一
は、
他
の
議
庶
勢
力
に
劉
す
る
と
同
様、
官
俸
の
授
輿
で
あ
る。
遼
史
に
見
え

註
5

／

一

駐
日

る
回
政
部
品目
長
の
入
貢
者
が
太
師
（
開
泰
八
年
の
踏
刺
葛、
重
照
十
七
年
の
撤
刺
都）
太
保
ハ
開
泰
八
年
の
麻
門）
等
を
帯
し
て
ゐ
る
の
は
仰

れ
も
契
丹
よ
り
受
け
た
官
爵
で
あ
る。
此
れ
ら
の
官
曾
は
契
丹
が
そ
の
入
貢
酋
長
の
四
段
部
内
に
於
げ
る
地
位
勢
力
や
契
丹
に
謝
す
る
恭
順
の

貸
績
等
を
勘
考
し、
そ
の
綜
合
的
評
償

、よし
て
授
け
た
も
の
と
想
は
れ、
回
峡
部
女
直
に
就
い
て
の
例
は
見
出
さ
れ
な
い
が、
他
の
場
合
か
ら

推
し
て、
同
巳
酋
長
で
も
特
に
恭
順
頻
貢
の
者
は
官
曾
を
升
せ
ら
れ
た
と
推
測
せ
ら
れ
る。

契
丹
が
回
版
部
人
に
興
へ
た
官
俸
の
最
高
は
回
殴
部
大
王
で
あ
る。
大
王
の
稿
競
は一
見
君
いが
を
想
は
し
め
る
が、
四
段
部
に
君
長
の
居
な

か
っ
た
こ
と
は
己
越
の
如
く
で
あ
る
か
ら、
此
の
稲
践
を
受
け
た
の
は
君
長
で
は
な
い。
そ
れ
は
恐
ち
く
回
政
部
内
諾
歯一
長
の
中
の
最
有
力
者

で、
そ
の
向
背
が
回
殴
部
金
女
直
の
動
向
に
最
も
大
き
な
影
響
力
を
有
し
て
ゐ
た
者
で
あ
ち
う。
重
県
十
八
年
の
入
賞
者
を
「
回
殴
部
長
克
治

蚕
札」
と
偉
へ
て
ゐ
る
が、
彼
は
貫
は
回
践
部
長
で
は
無
く、
上
越
の
様
な
部
丙
の
最
有
力
品目
長
で、
契
丹
が
此
れ
を
回
峡
部
長
と
し
て
遇
し

た
者
で
あ
ち
う。
恐
ら
く
彼
は
回
政
部
大
王
に
封
ぜ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
主
想
は
れ
る。

／ 
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上
越
の
様
左
官
俸
の
授
輿
升
殺
が
有
つ
問問
・際
政
策
上
の
効
果
に
就
い
て
は
先
に
論
述
し
た
所
で
あ
る
。

＠

賞

賜

と

貿ー

藩
属
諸
部
を
碍側
蹴除
す
る
最
有
力
手
段
は
貢
賜
及
び
一

般
貿
易
で
あ
っ
た。

入
貢
者
の
貢
献
品
に
謝
し
τ

は
宗
主
園
た
る
契
丹
か
ら
必
やJ
回
賜

が
あ
り、

恭
順
臣
服
の
入
貢
者
に
釣
す
る
回
賜
は
優
厚
で
あ
っ
た
。

従
つ
τ

朝
貢
は
回
賜
と
の
関
係
に
於
い
て
成
立
す
る
官
貿
易
で
あ
り
、

然

も
稀
藩
者
側
に
頗
る
有
利
佐
取
引
で
あ
う
た
。

此
の
貢
賜
も
亦
中
閣
に
範
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

中
園
で
は
北
方
民
族
の
入
賞
に
封
し
什

そ
の
貢
品
の
中
心
を
な
す
馬
そ
の
他
の・
諸
物
の
標
準
債
を
設
定
し
、

そ
れ
に
封
す
る
絹
を
の
他
の
回
賜
品
と
額
高
と
を
規
定
し
、

此
の
規
定
に

従
っ
て
納
貢
・
回
賜
を
事
務
的
に
慮
理
じ
て
ゐ
た。

即
ち
貢
賜
の
官
貿
易
的
性
格
は
そ
の
麗
理
規
程
の
上
に
は
っ
き
り
現
れ
て
ゐ
る
の
で

わ

る
。

営
時
の
女
直
は
高
麗
に
も
盛
に
入
貢
し
、

貢
賜
貿
易
を
展
開
し
て
ゐ
た
こ
と
己
越
の
如
く
で
あ
る
が
、

高
富
で
も
や
は
り
中
園
同
様
の
慮

註
7

理
準
則
が
作
ら
れ
て
ゐ
た。

蓋
し
貢
賜
に
ま
る
懐
撫
方
針
と
共
に
中
闘
の
制
を
採
入
れ
た
の
で
あ
ら
う
。

そ
し
て
契
丹
も
恐
ら
く
同
様
の，
準
則

註
8．

を
作
っ
て
ゐ
た
で
あ
ら
う。

さ
も
託
け
れ
ば
属
国
六
十
・
部
族
五
十
有
二
と
稀
せ
ら
れ
た
盛
遼
時
代
の
納
責
庭
理
は
裁
き
切
れ
な
か
っ
た
で
あ

、
ち
ぅ
。

回
政
部
の
常
買
も
恐
ら
く
か
う
し
た
準
則
に
依
っ
て
回／
賜
を
定
め
ら
れ、

極
め
て
事
務
的
な
官
貿
易
と
し
て
庭
理
せ
ら
れ
τ

ゐ
た
で
あ

ち
ぅ。

然
し
凡
ゆ
目。
入
貢
が
準
則
r
よ
っ
て
の
み
虞
理
せ
ら
れ
て
居
た
の
で
は
な
い
。

中
園
の
停
統
的
な
政
治
思
想
に
依
れ
ば
聖
帝
出
で
て
そ
の
徳
六
合
に
沿
き
時
は
遠
夷
も
こ
れ
を
幕
。
て
入
賞
す
る
と
考
へ
ち
れ
て
ゐ
た。

従

っ
て
鳳
程
高
塁
の
遠
夷
の
入
賞
が
あ
っ
た
場
合
、

時
の
天
子
は
此
れ
を
己
の
盛
徳
の
象
徴
と
し
て
天
下
に
誇
示
し
－

厚
く
此
れ
を
遇
す
る
G

此

の
場
合
の
回
賜
は
準
則
を
無
視
し
た
優
遇
で
あ
っ
た
。

叉
頑
兇
侵
暴
を
事
と
し
て
来
た
勢
力
伐
の
酋
長
・
君
長
が
初
め
℃
恭
順
方
針
に
務
り
、

或
は
恭
順
を
粧
ふ
τ
入
貢
し
た
時
も
超
優
遇
を
奥
へ
る
。

更
に
入
賞
の
一

酋
長
を
優
遇
す
れ
ば
他
の
比
れ
に
倣
っ
て
入
貢
す
る
者
が
多
い
と
見

、‘1、

遇
さ
れ
た
時
乃
至
か
く
期
待
し
た
時
も
超
優
遇
を
加
へ
る。

そ
の
他
準
則
に
擦
ら
ぬ
優
遇
を
興
へ
る
場
合
は
多
か
っ
た。

貢
賜
が
結
局
官
貿
易

の
性
格
を
も
9
も
の
で
£
る
に
し
て
も、

と
に
か
く
修
好
恭
順
の
意
を
示
す
政
治
目
的
を
含
み
有
ジ
ゐ
θ
で
あ
る
以
上
ー

さ
う
し
た
政
治
的
部

契
丹
の

田
政
部
女
直
鱈
略
に
就
い
て

四

、 ノ



契
丹
の
回
肢
都
女
直
鰹
略
に
就
い
て

（ヨ

四
四

商
に
重
き
を
沿
い
た
貿
易
以
上
の
回
賜
を
奥
へ
る
場
合
の
多
か
っ
た
こ
と
は
寧
る
営
然
で
あ
る
o

そ
し
て
そ
れ
は
中
閣
の
場
合
に
の，
み
限
ら
れ

た
こ
と
で
は
な
く
、

契
丹
や
高
麗
に
就
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う。

契
丹
や
高
一鹿
の
裂
展
は
結
局
に
於
い
て
中
園
模
倣
の
護
展、

即
ち

中
園
的
生
長
に
外
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

か
う
し
た
特
別
優
遇
の
回
賜
を
輿
へ
る
入
賞
は
何
ら
か
の
意
味
に
於
い
て
政
治
的
に
重
大
注

意
義
を
も
つ
も
の
と
時
人
か
ら
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
り
、

従
っ
て
そ
れ
は
大
抵
朝
庭
の
記
録
医
留
め
ら
れ、

今
日
に
所
倖
を
残
す
機
曾

を
作
っ
た
筈
で
あ
る
。

比
れ
に
封
し
只
準
則
に
譲
っ
て
事
務
的
に
底
理
さ
れ
た
朝
貢、

即
ち
政
治
的
意
義
よ
り
も
貿
易
的
性
格
の
大
き
な
貢
賜

は
必
宇
し
も
朝
庭
O
記
録
に
残
さ
れ
やノ、

残
さ
れ
て
も
後
世
直
史
の
編
纂
に
際
し
て
多
く
制
ら
れ
た
で
あ
ら
う
。

そ
れ
ら
は
逐
一

偉
載
す
る
に

は
繁
多
に
す
ぎ
る
場
合
が
多
く
、

殊
に
契
丹
の
如
く
政
治
的
に
大
膨
脹
し
た
園
に
於
い
て
左
様
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。

四
閣
に
武
力
護
展
を
と

げ
、

移
し
い
属
国
＠
部
族
を
擁
し
た
契
丹
は
そ
の
貿
易
的
責
賜
の
取
扱
ひ
を
多
く
，援
要
。
府
州
や
相
営
の
機
関
に
委
任
し
、

準
則
に
よ
っ
て
廃

「
打
女
異
」
の
所
停
は
此
の
推
測
を
資
け
る
参
考
と
な
る
。

そ
し

・ －

理
せ
し
め、

必
やノ
し
も
逐
一
中
央
で
扱
ふ
こ
と
は
し
‘な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。

て
助
の
こ
と
は
回
験
部
に
就
い
て
も
同
様
で
、

遼
史
に
そ
の
所
停
を
残
し
て
ゐ
る
入
賞
は
、

或
は
そ
れ
が
四
段
部
の
艶
契
丹
関
係
に
新
機
軸
ど

出
し
た
部
人
の
初
入
賞
と
か
、

或
は
封
契
丹
蹴防
局
闘
係
を
格
段
と
促
進
し
た
有
力
酋
長
の
入
貢
と
か
、

と
に
か
く
政
治
的
な
意
義
が
特
に
大
き

く
、

特
別
優
遇
を
受
け
た
も
の
で
、

此
の
外
に
さ
う
し
た
政
治
的
意
義
よ
り
も
事
務
的
に
麗
理
さ
れ
た
歳
時
の
貿
易
的
常
貢
で
所
停
を
透
し
て

ゐ
る
も
の
が
多
か
っ
た
で
あ
ら
う
。

貢
賜
貿
易
の
外
に
民
間
貿
易
も
行
は
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
所
で
あ
る
。

女
直
人
の
来
っ
て
取
引
す
る
者
、

契
丹
商
買
の
入
込
ん
で

取
引
す
る
者
が
あ
っ
た
と
と
は
契
丹
闘
志
の
熱
女
直
閣
の
記
事
か
ら
類
推
せ
ら
れ
る
。

か
く
て
遼
史
に
侍
へ
ら
れ
た
図
版
部
人
の
入
賞
総
回
数

奥
共
園
往
来
無
禁。

僅
か
五
回
の
裏
に
は
彼
我
の
官
私
貿
易
の
盛
に
行
は
れ
て
ゐ
た
こ
と
が
推
断
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

北
風
揚
沙
録
に
回
覇
女
震
に
就
き

と
て
回
験
部
女
直
が
契
丹
直
轄
領
内
に
出
入
の
自
由
を
許
さ
れ
、

し
き
り
に
往
来
し
て
ゐ
た
と
と
を
暗
示
す
る
記
事
を
載
せ
て
ゐ
る
が、

此
の



往
来
の
目
的
は
貿
易
を
外
に
し
て
考
へ
ら
れ
な
い。
即
ち
北
風
揚
沙
録
の
記
事
は
間
接
的
乍
ち
も
右
の
推
断
を
裏
づ
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る。

営
時
の
満
洲
女
直
諸
部
が
貿
易
市
場
を
逐
ク
τ
そ
の
政
治
的
去
就
を
決
し
て
ゐ
た
こ
と
は
先
に
越
ペ
た。
回
殴
部
人
に
契
丹
領
土
内
へ
の
出

入
の
自
由
を
奥
へ、
民
間
貿
易
の
利
を
開
放
す
る
と
共
に、
入
貢
者
に
釘
し
て
は
回
賜
を
以
て
臆
へ、
官
私
貿
易
肥
大
き
な
利
便
を
奥
へ
て
ゐ

た此
の
政
策
が
回
政
部
人
の
鶏
康
に
大
き
な
効
果
を
有
し
で
ゐ
た
こ
と
は
云
ふ
迩
も
あ
る
ま
い。

貿
易
の
自
由

は回
践
部
が
契
丹
に
恭
順
な
る
限
り
認
め
ら
れ
る。
同
様
に
回
政
部
内
で
も
稀
蕃
恭
順
の
部
族
に
の
み
認
め
ら
れ
る。
一
度
モ

の
藤
康
に
反
抗
す
れ
ば
閉
鎖
せ
ら
れ
る
と
と
云
ふ
迄
も
な
い。
従
ハJ
て
貿
易
の
利
を
欲
す
る
限
り、
契
丹
に
恭
順
で
そ
の
一鶏
燥
に
服
し、
綿
臣

I 

入
賞
し
な
切
れ
ば
な
ら
ぬ。
君
長
に
よ
る
内
部
統一
の
な
い
国
政
部
女
直
の
中、
契
丹
に
入
賞
稀
臣
し
た
曾
長
の
一
一放
は
貿
貿
の
自
由
を
認
め

ら
れ
る
が、
然
ら
ざ
る
品目
長
の
一
一訴
は
認
め
ら
れ
た
い
。
そ
こ
で
入
貢
の
酋
長
を
優
遇
し、
回
賜
を
多
く，
興
へ
、
且
つ
貿
易
の
自
由
を
認
め
れ

ば、
他
の
酋
長
は
自
ら
そ
の
墾・
に
倣
っ
て
入
貢
す
る
は
必
然
の
勢
で
あ
る。
契
丹
が
兵
を
加
へ
た
形
逃
を
泣
く
し
て
徐
々
に
回
政
部
を
入
貢
稀

藩
せ
し
め、
経
略
藤
康
の
目
的
を
遣
し
て
ゐ
る
の
は、
先
づ
宋
と
の
交
通
を
遮
蹴
し句
・次
い
で
高
麗
を
伐
ち、
三
十
部、
蒲
虚
毛
菜
を
征
し
て

高
麗
貿
易
を
抑
へ
、
契
丹
を
封
外
貿
易
の
唯一
市
場
と
し
少

つ
）
一
度
び
入
賞
し
京ゆ
っ
た
者
に
は
此
の
市
場
を
開
放
し、
他
の
諸
曾
を
し
て
此

に
倣
は
ざ
る
を
得
ざ
ら
し
め
た
か
ら
で
あ
ら
う。
貿
易
政
策
は
回
政
部
の
経
路
及
び
統
御
に
最
も
大
き
な
効
呆
を
有
し
て
ゐ
た
と
想
は
れ
る。

然
ち
ば
回
政
部
を
含
む
営
時
の
満

洲安
直
諸
部
は
何
故
に
か
く
も
封
外
貿
易
に
大
き
く
依
存
し、
政
治
的
動
向
さ
へ
も
そ
れ
に
左
右
せ
ち
れ
な

け
れ
ば
左
ら
・な
か
っ
た
かc
此
れ
は
此
所
に
詳
考
す
可
く
飴
り
に
大
き
な
問
題
で、
別
に
専
考
の
一
稿
を
組
む
必
要
が
あ
る
が、
頗
る
関
係
。

深
い
問
題
で
も
あ
る
の
で、
此
所
に
そ
の
概
要
を
述
べ
て
な
く。

在
満
洲
過
ち
斯
族
の
生
活
は、
海
東
の
盛
園
と
た
た
へ
ら
れ
た
大
潮
海
時
代
に
於
い
て
筑
躍
的
に
向
上
し
た
。
そ
D
文
化
は
結
局
中
園
文
化

の
職
入
模
倣
で
あ
っ
た
が、
と
に
か
く
渦
測
の
地
に
古
今
未
曾
有
の
文
化
の
華
を
咲
か
せ
た。
此
の
文
化
生
活
を
享
受
し
た
の
は
主
と
し
て
支

配
階
級
を
曙な
し
て
居
た
議
席加
種
の
激
海
人
で
あ
っ
た
が、
そ
の
影
響
は
営
然
被
支
配
者
た
る
純
通
古
斯
陥側、
即
ち
遼
宋
時
代
に
云
ふ
安
直
の
閥

コイ



契
丹
の

回
綾
部
女
直
経
略
に
就
い
て

日

r、、

に
も
及
ん
で
行
っ
た。

犬
溺
海
の
滅
亡
よ
り
後
溺
海
時
代、

即
ち
契
丹
時
代
を
通
じ
て
激
海
人
の
勢
力
は
衰
退
し
、

此
れ
に
代
っ
て
女
直
が
徐

々
に
撞
頭
し
溺
測
の
主
人
公
主
な
っ
た
が、

そ
れ
と
共
に
嘗
て
咲
き
鼠
れ
た
溺
海
の
文
化
も
亦
次
第
に～
衰
退
し
た。

然
し
そ
の
倖
統
の
名
残
り

は
女
直
に
引
繕
が
れ
、

契
丹
時
代
の
女
直
は
嘗
て
の
溺
海
人
の
文
化
生
活
の
再
現
主
念
願
と
し
て
ゐ
た
。

激
海
文
叫引
の
経
済
的
基
盤
は
詳
考
を
要
す
る
研
究
課
題
で
あ
る
が
、

封
外
貿
易
の
利
が
大
き
な
意
義
を
有
し
て
居
た
こ
と
は
紛
れ
な
い
事
震

で
あ
る
。

そ
の
輸
出
品
に
は
鉱
産
物
の
金
、

海
産
物
の
海
獣
・
昆
布
の
類、

或
は
蛤
珠
等
の
特
殊
な
も
の
も
あ
っ
た
が、

最
も
主
要
な
位
置
を

占
め
て
ゐ
た
の
は
畜
産
の
馬、

採
取
品
の
薬
材（
人
参
・
松、
賓
・
夜
苓
・
猪
苓
・
蜜
臓
の
類〉、

狩
機
品
の
毛
皮、

織
物
の
麻
布
等
で
あ
っ
た。

烏
は
各
部
族
に
産
し
ず

麻
布
の
製
織
も
亦
普
及
し
て
ゐ
た。

察
材
は
営
時
の
全
滅
洲
至
る
所
に
野
生
し
、

烏
歎
亦
森
林
に
恵
ま
れ
た
滅
洲
に
は

頗
る
審
息
し
て
ゐ
た
。

奨
材
＠
毛
皮
は
無
限
の
資
源
で
あ
っ
た
と一
式
へ
る
。

此
れ
ら
を
蒐
集
輸
出
し
て
中
図
的
文
化
品
を
輸
入
し
た。

大
溺
海

が
中
国
・
半
島
・
日
本
・
遊
牧
等
四
問
の
諸
勢
力
と
盛
に
貿
易
し
、

殊
忙
海
ム
に
於
い
て
は
新
羅
と
並
ん
で
東
亜
の
覇
櫨
を
握
っ
て
ゐ
た
事
賞

刊酷 目

、

は、

溺
海
の
文
化
が
酎
外
貿
易
に
大
き
く
支
へ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
示
す。

大
溺
海
時
代
の
文
化
生
活
の
再
現
を
夢
み
る
契
丹
時
代
の
女
直
と
し
て
も、

そ
の
手
段
は
や
は
り
封
外
貿
易
の
振
興
を
主
と
し
司な
け
れ
ば
な

ち
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
ロ

殊
に
中
園
的
文
化
品
の
供
給
地
を
封
象
と
し
て
そ
の
原
始
的
諸
生
産
品
を
輸
出
し
文
化
品
に
換
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
Q

此
所
に
女
直
が
劃
宋
貿
易
に
括，
躍
し
、

此
れ
を
遮
断
せ
ら
れ
て
後
ち
は
高
麗
・
契
丹
に
市
場
の
開
拓
披
張
を
企
て
、

そ
の
開
閉
の／
前

に
は
政
治
的
立
場
を
も
迫
隠
せ
し
め
ざ
る
を
得
ざ
る
所
以
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

瀦
洲
よ
り
の
輪
出
品
の
太
宗
を
な
す
馬
・
毛
皮
・
薬
材
等
は
全
～仰
に
産
し
、

殊
に
毛
皮
・
繋
材
等
の
資
源
は
無
意
磁
で
あ
っ
た。

然
し
此
れ

ち
諸
品
に
封
す
る
板
等
自
身
の
消
費
量一
は
そ
の
極
く
一

一部
に
す
ぎ
ぬ
。

従
っ
て
比
れ
ら
の
諸
品
が
彼
等
自
身
の
泊
費
に
の
み
供
せ
ら
れ
る

場

合、

そ
の
増
産
は
忽
ち
過
剰
に
陥
る
。

然
も
此
れ
ら
の
諾
品
は
満
洲
至
る
所
に
産
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら、

女
直
内
の
諸
部
族
問
の
交
易
に

於
け
る
商
品
と
は
成
り
得
な
い
。

即
ち
自
給
自
足
経
済
の
下
に
於
い
て
は
、

此
れ
ら
諸
品
の
増
産
も
蓄
積
も
何
ら
意
味
の
な
い
こ
と
と
な
り、



無
議
臓
の
資
源
も
資
源
的
意
義
を
喪
失
す
る。
然
る
に
比
れ
が一
度
び
先
進
文
化
地
を
封
象
と
す
る
封
外
貿
易
の
商
品
と
し
て
輪
出
せ
ら
れ
）

そ
の
見
返
り
に
文
化
品
が
輸
入
准

除れ得
る
様
に
な
れ
ば
事
情
は
一
一援
す
る 。
生
産
は
多
々
益
必
一瞬
じ 、
蓄
積
は
富
力
の
増
大
と
な
る 。

有力

者
は
奴
隷
を
使
用
し
て
そ
の
生
産
・

蓄
積
の
多
き
に
つ
と
め 、
商
才
あ
る
者
は
彼
是
取
引
の
料
を
累
ね 、
豪
民
と
し
て
径
々
生
長
す
る。
即
ち ・

此
れ
ら
の
諸
品
が
そ
の
使
用
債
値
の
外
に
商
品
債
値
を
有
っ
た
時 、
そ
れ
は
有
力
者
の
勢
力
後
展
の
手
段
と
も
な
る o
換
言
ず
れ
ば

曾漢
の
如

き
有
カ
者
が
更
に
そ
の
勢
力
を
培
養
す
る
矯
め
に
は 、
此
れ
ら
の
諸
品
に
商
品
債
値
を
興
へ
る
こ
と 、
即
ち

数外
貿
易
市
場
を
開
拓
蟻
張
し
て

行
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る。
封
外
貿
易
に
最
も
大
き
な
利
益
を
見
出
し
て
ゐ
た
の
は 、
結
局 、
酋
長
等
の
有
力
者
で
あ
っ
た
と一広
ふ
こ
と

に
な
る 。
彼
等
の
動
向
が
女
直
人
の
動
向
に
決
定
的
な
影
響
を
有
し
て
ゐ
た
こ
と
は一疋
ふ
迄
も
あ
る
ま
い。
組問
外
貿
易
の
利
が
酋
長
等
の
有
力 〆

者
に
特
に
大
で
あ
っ
た自
と
と 、
此
所
に
彼
等
の
統
御
策
、と
し
て
の
貿
易
政
策
の
意
義
が
頗
る
大
で
あ
っ
た
所
以
が
あ
る。
要
す
る
に
女
直
が
溺

海
文
化
の
名
残
り
を
受
け
つ
い
で
文
化
品
を
特
に
強
く 、一
し
て
ゐ
た
こ
と 、
貿
易
の
利
が
豪
民
の
勢
力
培
養
巴
直
接
大
き
く

寄
興
し
て
ゐ
た
こ

と 、
此
れ
ら
が
回
蚊
部
を
初
め
金
女
直
諸
部
が
契
丹
の
貿
易
政
策
に
巧
に
操
縦
せ
ら
れ
て
ゐ
た
理
由
で
あ
るo

じ4)

鶏

闘

際

機

契
丹
の
回
殴
部
女
直
忙
封
す
る
鶏
康
方
針
に
就
い
て
の
論
考
は
以
上
を
以
て
そ
の
主
要
賄
を
悉
じ
た
の
で 、
此
の
方
針
を
賀
際
に
具
現
し
議 、

替
し
た
機
関
に
就
い
て
考
設
す
る。
契
丹
の
回
殴
郎
女
直
藤
康
政
策
が 、
他
の
諸
部
に
謝
す
る
と
同
様 、
契
丹
の
大
き
な
園
力 、
特
に
武
力
を

背
景
に
有
つ
威
墜
と 、
官
屈町
授
升
・

貿
易
許
輿
の
二
つ
の
手
段
と
に
依
っ
て
島
た
と
す
れ
ば 、
藤
際
機
関
の
設
置
も
此
の
目
的
に
沿
ひ 、
そ
の

職
任
も
そ
れ
に
基
い
て
定
め
ら
れ
て
ゐ
た
管
で
あ
る。
以
下 、
奥
に
見
え
る
回
政
部
統
御
の
諸
機
闘
を
か
う
し
た
諜
測
の
下
に

4

検
討
し
て
見

（イ）

政

機

関

軍

軍
政
機
関
と
し
て
直
接
鎮
防
の
責
任
を
負
ふ
も
の
が
初
め
は
北
女
直
兵
馬
司ハ
と
推
定〉、
後
ち
に
は
威
州
兵
馬
詳
穣
司
で
あ
っ
た
と
ど 、
隣

契
丹
の
四
肢
部
女
直
鱈
略、
に
就
い
て

日

四
七
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契
丹
の

回
政
部
女
直
輝
略
に
就
い
て

援
の
黄
龍
・
東
京
爾
府
の
諸
司
も
依
況
次
第
で
赴
援
協
力
し
た
こ
と、

更
に
他
遣
や
中
央
の
軍
も
赴
援
す
る
ζ
ξ
と
な
っ
て
ゐ
た
こ
と
等
は
先

に
述
べ
た
所
で
、

助
所
に
反
覆
す
る
必
要
は
な
い
。

同一

官

霞

授

升

機

関

官
俸
の
授
升
は
天
子
・
園
王
の
大
穫
で
あ
り、

従
っ
て
そ
の
護
令
は
原
則
と
し
て
総
て
中
央
に
於
い
で
行
は
れ
る
。

国側
庶
諸
曾
に
封
す
る
場

．
合
も
同
様
で
あ
る
。

藩
属
の
諸
曾
が
入
貢
し
た
場
合、

皐
に
そ
れ
が
交
易
目
的
の
常
例
的
入
貢
の
場
合
は
議
要
の
地
に
置
か
れ
た
関
係
機
関
で
取
扱
ふ
が、

何
ら

か
の
意
味
で
政
治
的
に
大
き
な
意
義
を
有
ワ
も
の
は
朝
廷
に
迄
報
告
し
て
取
扱
ひ
方
の
裁
決
を
侠
っ
か
、
又
は
中
央
に
直
接
赴
貢
せ
し
め
る
。

懐
撫
を
目
的
と
す
る
官
俸
の
授
先
が
特
に
必
要
と
せ
ら
れ
る
の
は
か
う
し
た
場
合
の
入
貢、
酋
長
で
あ
る。

従
っ
て
授
升
は
朝
廷
自
ら
行
ふ
こ
と

が
多
く、
時
に
奏
報
の
前
線
機
関
に
回
答
し
て
授
升
を
行
は
し
め
る
こ
と
も
出
来
た。

備
官
債
を
携
へ
た
使
臣
が
派
遣
せ
ら
れ
蕃
夷
の
住
地
に

赴
き
官
俸
を
餌
と
し
て
懐
撫
を
行
っ
た
例
も
他
の
王
朝
に
見
ら
れ
渇
が、

そ
れ
も
結
局
中
央
の
授
升
で
あ
る
こ
と
に
援
り
無
か
っ
た。

遼
史
に

偉
を
残
し
て
ゐ
る
回
政
部
合
長
の
入
貢
は
此
の
部
の
経
時
統
仰
の
上
に
特
に
重
要
な
意
義
を
有
う
た
も
の
で、

恐
ら
く
中
央
に
お
参
赴
し
、
そ

と
で
授
升
せ
ち
れ
た
の
で
あ
ら
う。

此
の
外
に
も
中
央
の
意
を
受
け
た
前
線
機
関
か
ら
授
升
せ
ら
れ
た
も
の
も
有
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が、

史

に
徴
詮
し
難
い
。

付

貿

易

機

関

入
賞
貿
易
を
扱
ふ
契
丹
の
機
闘
は、

回
版
部
女
直
が
威
州
兵
馬
詳
穏
司
に
隷
し
て
ゐ
た
と
云
ふ
遼
末
に
於
い
て
は、

主
と
し
て
此
の
司
が
営

り、

特
別
り
意
義
を
有
つ
朝
廷
へ
の
朝
買
の
み
中
央
で
扱
っ
て
ゐ
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
北
風
揚
沙
録
に

隷
契
丹
成
州
兵
馬
司。

奥
共
闘
柱
京市
無
禁。

と
あ
る
は、

軍政
機
関
と
し
て
の
威
州
兵
馬
詳
穏
司
が
併
せ
て
入
貢
貿
易
を
扱
っ
て
ゐ
た
こ
と
を
想
察
せ
し
め
る
。
本
司
設
置
前
は
北
女
直
兵
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、
馬
司
が
此
れ
に
営
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う 。

酋
長
等
D
入
賞
の
形
式
に
よ
る
貿
易
以
外
の
民
間
貿
易
も
そ
の
定
め
ら
れ
た
市
場
や
州
懸
内
で
符

ふ
時
は
や
は
り

契
丹
の
闘
係
官
臆
や
官
吏
の
監
督
を
受
け
た
で
あ
ら
う 。
そ
れ
ら
の
細
か
い
黙
は
不
明
で
あ
る
1
命
生
女
直
の
入
賞
貿
易
は
寅

龍
府
の
監
督
下
広
行
は
れ
て
な
り 、

契
丹
側
の
横
暴
が
途
に
彼
等
を
憤
激
麟
起
せ
し
め
た
と
と
は
著
明
の
史
賓
で
あ
る。

’
回
政
部
の
貿
易
に
封
す
る
契
丹
の
監
督
は
生
女
直
に
劉
す
右
如
く

巌
重
な
も
の
で
な
く 、

殆
ん
芝
自
由
に
放
任
し
て
ゐ
た
と
解
せ
ら
れ
る。

一

「
興
共
園
往
来
無
禁」
と
あ
る
は
そ
の
詮
で
あ
るο
契
丹
園
志

せ→
熟
女
一也
園
の
僚
に

或

居民
汗 、

皇

室

長
以
金

岳

会
・

高
・

天
南
星
・
人
参
・

白
附
子
・

松
子

・
蜜
等
諸

物
入
貢
北
春

時。
或
只
於
謹
上
買

買。
詑
却
鶴
本
因。
契
丹
閣
商
買
人
等
就
入
共
闘
賞
貢。
亦
無
所
碍。
一広
云。

と
あ
っ
て
熱
女
直
人
の
契
丹
一地
内
へ
の
出
入 、

お丹
人
の
熟
女
一位
地
内
へ
の
出
入
共
に
安
全
自
由
で
あ
っ
た
こ
と
を
停
へ
て
ゐ
る 。
回
敏
郎
女

直
に
就
い
て
「
興
共
闘
往
来
無
禁」
と
あ
る一
句
は 、
か
う
し
た
熟
女
直
と
の 、
関
係
と
殆
ん
ε

同
様
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
は
せ
る。
北
風
揚
沙

録
が
契
丹
O
直
轄
領
民
に
非
る
回
践
部
女
直
を
正
し
く
「
非
熟
女
直
」

と
倖
へ
乍
ら 、
直
ち
に
此
の
句
を
承
け
て
「
亦
非
生
女
直」
と
て
生
女

直
と
も
区
別
し
て
ゐ
る
所
以
は 、
右
の
様
な
頗
る
自
由
放
任
的
な
取
扱
ひ
が
生
女
直
よ
り
も
熟
女
直
昨
近
か
っ
た
事
賞
に
在
る
も
り
と
解
せ
ら

よれ
る 。
貿
易
に
劃
す
る
監
督
も
腐
る
放
任
的
で 、
殆
ん
E
そ
の
自
由
行
動
に
任
せ 、
只
入
貢
形
式
の
も
の
を
官
揺
で
然
る
可
く

扱
っ
て
ゐ
た
の

で
あ
ら
う。

回
践
部
詳
穏A

都
，� 

（ニ）

遼
・史

蛾一
興｛一万
本
紀・
重
照
十
二
年
四
月
己
亥
の
僚
に

援
団
政
部
詳
穏
都
監。

去
あ
り 、

此
れ
と

同
一
記
事
は
問
書

鵡
丸

岡崎
図
表
に
も
見
え
て
ゐ、
る
と
と 、
此
の
回

患思豆腐
抑制
監
P
設
置
は
興
宗
の
田
政
部
女
直
D
経
路
が

本
格
的
犯
推
進
せ
ら

れ
初
め
た
と
と
を
示
し
て
ゐ
る
こ
と
等
は
先
陀
詳
論
し
た
所
で
あ
るo
而
し
て
此
の
都
監
酌
置
に
見
ら
れ
る
興
宗
の
回
蹴
！

契
丹
の
回
陵
部
女
直
離
婚
に
就
い
て

k

（ヨ
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契
丹
の

国
政
部
女
直
経
路
に
就
い
て

（ヨ

五

Q 

、

" 

部
経
略
は 、
大
延
琳
D
叛
鼠
に
依
9
て
聖
宗
時
代
に
行
は
れ
た
折
角
の
経
路
が
崩
れ 、
回
践
部
が
一
時
離

厚し
て
ゐ
た
の
を
再
び
藤
康
せ
ん
と

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と 、
此
の
興
宗
の
努
力
は
奏
効
し
て
五

年後
の
十
七
年
以
後
績
々
と
酋
長
の
入
貢
を
見
る
に
至
り 、？

爾
後
遼
末
迄
藤
康
を

績
け
た
と
と
等
も
此
れ
泡
に
述
ぺ
た
所
で
あ
る 。
即
ち
比
θ
都
監
は
回
政
部
の
徹
底
的
経
略
懐
撫
を
行
は
ん
と
す
る
時
に
営
っ
て
設
置
せ
ら
れ

た
も
の
で
あ
る 。
さ
う
し
た
情
勢
を
考
へ
る
時
ブ

比
の
都
監
の
任
務
は
略
々
想
察
せ
ら
れ
る 。
即
ち
そ
れ
は
興
宗
の
経
路
方
針
に
基
い
て
此
れ

を
賓
際
政
策
に
具
瞳
化
し
施
行
す
る
専
任
の
機
闘
で
あ
っ
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る。
恐
ら
く
既
版
の
曾
長
を
懐
撫
督
察
し 、
未
附
の
酋
長
を
誘

引
し
て
金
団
践
部
女
直
を
滞
慮
毛
采
部
よ
り

引
き
離
し 、
契
丹
の
統
御
下
に
妄
動
ぜ
ざ
る
様
替
撫
し
て
行
く
こ
と
を
任
務
と
し
て
ゐ
た
も
の
で

あ
ら
う 。

回
政
部
の
経
路
に
は
つ
と
め
て
兵
力
の
使
用
を
さ
け
て
ゐ
た
様
で
あ
る
か
ら 、
此
の
都
監
も
強
大
な
兵
力
を
樋
使
し
て
ゐ
た
も
の
と

は
想
は
れ
な
い
が
）
亦
全
く
の
丸
腰
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い。
都
監
は一
瓦
来
中
闘
に
唐
末
五
代
以
来
護
達
し
た
新
軍
制
上
の

武官
名
で
あ

り 、
契
丹
は
そ
れ
を
採
入
れ
た
も
の
と
思
は
れ
る
か
ら 、
や
は
り
軍
事
的
色
彩
の
強
い
替
撫
機
関
で
あ
っ
た
と
解
す
可
き
で
あ
る
う 。

若 ー
干
の

J

部
兵
を
擁
し
乍
ら
も 、

寧
ろ
そ
の
使
用
を
さ
け 、
外
交
に
よ
っ
て
懐
撫
統
替
の
目
的
を ．
遼
ぜ
ん
と
し
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う 。
所
で
問
題
は
そ
のと

設
置
。
場
所
で
あ
る
が 、
他
に
比
の
都
監
に
闘
す
る
記
事
全
く
無
く 、

此
れ
を
確
賞
に
究
明
す
る
こ
と
は
出
来
な
いο
強
ひ
て
推
測
を
立
て
る

に
し
て
も
ニ
dつ
の
場
合
が
考
へ
ら
れ
る。
そ
の
第一
は
回
殴
部
女
直
外
心
地 、
即
ち
契
丹
の
直
轄
領
土
た
る
東
京
道
内
O
一
一地
区
で
は
な
い
か

と
の
推
測
で
あ
る 。
興
宗
の
回
殴
部
経
路
の
第一
段
階
と
し
て 、
郎
ら
殆
ん
ε

そ
の
手
初
め
と
し
て
置
か
れ
て
ゐ
る
乙
と
は
此
の
推
測
を
資
げ

る 。
そ
し
て
そ
の
設
置
の
候
補
地
を
求
め
る
な
ら
ば
威
州
方
面
が
最
も
有
力
で
あ
る 。
威
州
は
翠
宗
の
回
敏
郎
経
略
の
最
初
。
成
功
に
鈎
臆
し

て
置
か
れ
た
州
で
あ
り 、

遼
末
広
至
り

女
直
の
形
勢
が
重
大
化
し
た
時
に
は
威
州
兵
馬
詳
穏
司
が
置
か
れ
て
図
版
部
の
統
御
に
営
っ
た
防
で
あ

る 。
或
は
回
殴
部
詳
穏
都
監
が

ご盾
強
化
せ
ら
れ
た
の
が
威
州
兵
馬
詳
穏
司
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ 。
か
う
し
た
推
測
に
艶
し 、
逆
に
回
政
部
女

直
の
地
内
で
は
な
い
か
と
の
推
測
も
不
可
能
で
な
い。
即
ち
狭
長
な
地
匝
に
多
数
の
部
に

分れ
て
住
む
回
政
部
女
直
の
こ
と
で
あ
る
か
ら 、
た

と
へ
犬
勢
は
未
だ
契
丹
に
瞬い
て
ゐ
唱な
か
っ
た
に
し
て
も
）
そ
の
西
端
の
契
丹
領
土
に
近
ぐ

住
ん
で
ゐ
る
酋
長
で
忽
ち
契
丹
の
招
撫
に
臆
ヒ
た

'
"' 
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初旬

＼

’
者
の
あ
っ
た
こ
と
は
必
示
し
も
考
へ
ら
れ
な
い
こ
と
で
な
い
G

従
っ
て
さ
う
し
た
契
丹
汲
の
居
住
地
に
置
か
れ
た
現
地
機
闘
で
あ
ら
う
と

ρ捨

測
が
生
れ
る。
回
験
部
統
替
しム
の
要
地
た
る
故
長
嶺
府
回
践
城
は
比
の
部
の
西
端
に
近
く
此
の
傑
件
に
あ
て
は
ま
る
の
で 、
と
と
ら
に
置
か
れ

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
D
想
像
が
抱
か
れ
る 。
然
し
此
の
第
二
の
推
測
は
此
の
都
監
の
設
置
以
前
に
回
峡
部
人
の
入
賞
し
た 守
と
と
を
停
久
光

－
記
事
が
な
い
と
云
ふ
大
き
な
資
料
的
快
陥
を
も
っ
。

都
監
の
設
置
を
伴
ふ
が
如
き
重
要
な
入
貢
は
必
やJ
や
史
に
書
き
留
め
ら
れ
た
で
あ
ら
う
と

考
へ
b
れ
る
ル
ら
で
あ
る 。
か
く
て
可
龍
性
は

補者
の
部
外
地
な
ら
ん
と
す
る
推
測
に
多
い
こ
と
と
な
る
が 、
然
も
命
そ
れ
は
一
片
の
推
測
た

る
に
止
ま
り 、

更
に
今
後
の
補
正
に
侯
た
ね
ば
な
ら
ぬ 。
若
し
此
の
都
監
が
部
内
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば 、
そ
れ
は
管
見
の
限
り

曜一
。

現
地
機
関
と
云’
ふ
こ
と
に
な
る
か 、
そ
の
可
能
性
の
弱
い
現
在 、
現
地
機
関
な
る
も
の
は
索
め
ら
れ
な
い
わ
け
で
あ
る。

／ 

京

契
丹
五
遣
の
中 、
京
京
遣
は
み』
の
名
の
示
す
如
心 、

契
丹
直
轄
領
の
東
部
を
占
め 、
ム臥
北
に
細
長
く

展
開
し
て
恰
も
女
直
の
西
進
に
封
ず
る

契
丹
の
防
壁
の
如
き
観
を
呈
し
て
ゐ
た。
か
う
し
た
関
係
か
ら
金
女
直
の
替
撫
及
び
そ
の
束
に
賞
る
高
麗
の
控
制
は
東
京
遣
の
役
目
で
あ
っ

た。
そ
れ
は
南
京
道
沢一
中
園
に 、
西
京
遣
が
西
一具
に
謝
し
て
ゐ
た
の
と
相
似
た
も
の
で
あ
る。
か
く
て
東

京遣
は
金
女
直
の
替
撫
を
総
括
的
に

遂
行
し
て
行
ぐ

任
務
を
帯
び
τ

ゐ
た 。
東
京
遁
の
道
治
は
東
京
遼
陽
府
で
あ
る 。

回
践
部
の
替
撫
は
結
局
金
女
直
替
撫
の
一
部
を
な
す
も
の
に
外
な
ら
ぬ。
さ
う
じ
た
意
味
で
東
京
も
亦
回
陵
部
統
御
D
上
に
重
要
な
機
闘
で
u

あ
っ
た
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
O

J

即
ち
東
京
は
回
故
部
統
御
の
専
任
機
関
で
は
な
い
が 、
此
の
回
政
部
を
ひ
っ
ぐ
る
め
た
金
女
直
の
動
向
を

大
局
的
に
把
握
し 、
組
合
的
左
大
政
策
を
打
立
τ、
又
全
能
的
見
地
よ
り
そ
の
総
督
に
任
予
る
地
方
の
最
高
機
闘
と
し
て 、
間
接
的
乍
ち
も
回

体）

東

践
部
統
仰
の
上
に
大
き
な
闘
係
を
有
し
て
ゐ
た
の
で
あ
るo

以
ム
を
以
て
回
験
部
統
御
の
諸
機
関
に
闘
す
る
考
設
を
終
へ
る 。
細
か
く
云
へ
ば
向
他
に
も
直
接
間
接
の
関
係
を
も
っ
た
も
の
が
あ
る
か
も

知
れ
な
い
が
1

今
迄
に
知
り

得
た
主
な
も
の
は
大
陸
以
上
。 、
諸
機
関
で
あ
る。

契
一丹
の
国
政
部

女直輝
路
仁
就
い
て

（ヨ



·r·-

詰
2 1 

契
丹
の
回
蹴
部
女
直
経
略
に
就
い
て

（ヨ

2五

契
丹
の
最
東
端
四
州
に
就
い
て
は
別
に
護
表
す
可
を
拙
稿
「
契
丹
の
大
関
阿
保
機
の
遼
東
耀
替
に
就
い
ず
」

に
於
い
て
詳
論
し
て
ゐ
る
。

地
れ
ら
の
軍
政
機
闘
は
別
に
詳
考
を
必
要
左
す
る
が
、

そ
の
所
管
地
域
の
大
慢
は
遼
史
鳩一一戸
地
理
志
］

東
京
遣
の
記
載
に
主
づ
て
窺
知
せ
ら
れ
る
。

契
丹
が
そ
の
四
周
の
封
抗
勢
力
の
中
で
最
強
敵
左
し
て
ゐ
た
の
は
東
方
の
謡
古
斯
族
左
南
方
の

漢
民
族
主
で
あ
づ
た
。

東
方
経
替
の
基
地
を
な
す
の
が

東
京
遣
で
あ
り
、

南
方
鰹
替
の
基
地
は
南
京
遭
で
あ
ワ
た
o

所
が
漏
・

漢
雨
放
の
反
抗
力
は
時
に
さ
ラ
し
た
前
面
一

遭
に
駐
在
す
る
兵
力
で
は
足
り
な

か
っ
た
。

そ
と
で
東
京
遣
の
兵
力
不
足
の
場
合
は
南
京
遭
よ
り、

南
京
遣
の
兵
力
不
足
の
場
合
は
東
京
道
主
mp
先
づ
赴
援
せ
し
砂
、

彼
是
相
鷹
接
せ
し

め
て
東
南
二
面
の
極
替
を
遂
行
せ
も
あ
て
ゐ
た
o

か
う
し
た
二
議
白
特
疎
開
係
は
軍
政
上
の
hv
で
な
く、

経
済
的
に
も
南
京
遭
鱗
ゆ
れ
ほ
東
京
遣
の

栗

・2

轍
補
し、

東
京
遣
が
凶
稔
の
時
に
は
南
京
遭
の
糧
bL

廻
し
て
ゐ
た
。

か
う
し
た
隣
遭
相
補
は
恐
ら
く
他
の

諸
遭
間
で
も
同
様
で
あ
づ
た
で
あ
ら
う
。

成
州
兵
馬
詳
穏
司
の
名
は
遼
末
に
至
っ
て
遼
史
に
旗
開
す
る
が、

何
れ
も
天
慶
年
間
以
後
に
限
ら
れ
、

繋
年
の
明
か
な
も
の
に
就
い
て
検
す
る
に
、

管

見
の
範
園
で
は、

天
慶
四
年
を
最
初
左
す
る
。

高
麗
史
地
靖
宗
世
家
・
二
年
五
月
乙
丑
の

僚
に

東
北
女
露
首
領
太
史
阿
遣
問
等
五
十
九
人
来
朝、

有
司
言
。

太
良
契
丹
職
名
也
。

阿
遣
問
隼
今
己
爵
化
。

諦
改
授
正
甫、

従
之
O

Lι

あ
ワ
て
高
麗
に
入
賞
し
た
女
民
の

酋
長
が
契
丹
の
官
臨
た
る
大
典
を
帯
し
て
ゐ
た
と一
石
ふ
。

所
副ザ
遊
具
bL

検
す
る
に
太
良
の
職
官
名
は
見
え
な
い
。

叉
大
兵
ち
な
い
。

恐
ら
く
肱
れ
は
太
師
の

説
で
あ
ら
う
。

大
師
・

太
保
・

大
尉
等
は
賃
官
で
な
く、

名
臨官
官
で
あ
る
。

高
麗
史
44

定
宗
世
家
・
」
二
年
秋
九
月
の

僚
に

東
女
員
大
医
蘇
無
蓋
等
来
献
馬
七
百
匹
及
方
物
。

王
御
天
徳
殿
閲
馬
。

鶴
三
等
評
定
其
債
。

馬
一’
等
。

銀
注
予
一

事
・

錦
絹
各
一

匹
。
一一
等
o

銀
鉢
、

一

事
・

錦
絹
各
一

匹
。
一一一
等
錦
絹
各
一

匹
。

噌と
あ
る
を
参
照
。

遼
良
山一一一一

地
理
志
の
序
文
に
擦
る
o

4 5 6 7 8 

徐

手一一
口

は
す
べ
て
論
擦
に
薄
弱
を’
感
じ
、

成
果
に
隔
靴
掻
停
を
風見
え
る
0

・
今
後
の
研
究
に
よ
っ
て
補
正
せ

ら
る
可
き
黙
の
多
々
あ
る
は
自
ら
認
め
る
所

以
よ
、

契
丹
の
経
路
を
中
心
と
し
て
遼
代
に
於
げ
る
田
技
部
女
直
の
歴
史
を
考
設
し
た
。

所
侍
史
料
徐
り
に
も
乏
少
の
矯
め
、

考
設
す
る
所



〆

申

で
あ
る
o

然
し
遼
代
安
直
り
史
料
は
回
験
部
の
み
な
ら
歩ー

す
ぺ
℃
の
部
に
就
い
て
例
外
な
く
貧
弱
で、

E
の
部
の
研
究
も
頗
Z
困
難
な
現
飲

に
在
り、

延
い
て
は
女
直
金
慢
の
大
勢
を
知
る
と
と
も
容
易
で
な
い
o
然
も
そ
れ
は
溺
海
と
金
と
の
前
後
二
大
圏
の
間
を
結
ぶ
瀦
測
の
歴
史
を

＼
明
か
に
す
る
極
め
て
重
要
な
課
題
で
あ
る。

筆
者
は
私
か
に
此
の
課
題
の
遂
行
を
意
闘
し、

本
稿
も
亦
そ
の
一
部
と
し
て
起
草
し
た
も
の
で
あ

る
。

史
料
り
がJ
い
各
部
の
中
で
も
比
較
的
制
り
易
い
部
か
ら
筑
明
し、

そ
の
成
果
を
他
部
の
究
明
に
活
用
し、

最
後
に
金
浦
測
の
歴
史
の
解
明

粍
到
達
す
る
は旬。
史
料
の
少
い
現
依
と
し
て
有
力
な
研
気
方
法
と
信
じ
た
か
ら
で
お
る
。

回
政
部
の
研
究
た
る
本
稿
は
そ
の
背
後
に
構
想
せ
ら
、
も

れ
て
ゐ
る
筆
者
の
遼
代
満
洲
史
の
研
究
達
成
へ
の
一
道
程
で
あ
る
o

道
程
に
過
誤
あ
る
時
は
結
果
に
愈
々
大
き
な
過
誤
を
生
ぜ
し
め
る
o

幸
に

』
大
方
の
叱
正一
不一
較

あち
ん
と
と
を
希
ふ
次
第
で
あ
る
。

（
昭
和
二
十
一

年
二
月
稿
。

同
二
十
六
年
正
刃
補
訂
）

重注

契
丹
ρ
回
践
都
女
直
経
略
院
就
い
て
i

臼




