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對
外
交
通
に
於
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要
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榮
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宗
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と
そ
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家
系
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理
的
な
好
條
件
は
内
外
交
通
の
接
燗
地
蛾
と
し
て
更
に
こ
れ
尭
發
展
せ
し
め
た
。
日
脾
貿
易
を
繼
承
し
た
日
宋
貿
易
時
代
に

於
て
は
博
多
は
太
宰
府
の
衰
退
と
共
に
急
激
な
發
展
を
示
し
、
商
業
都
市
と
し
て
宋
及
高
肥
と
の
極
め
て
受
動
的
な
貿
易
が

展
開
し
た
。
し
か
る
に
か
入
る
宋
商
人
を
中
心
と
す
る
海
上
交
通
の
發
逹
、
更
に
元
遥
に
よ
る
刺
戟
は
從
來
の
受
動
的
な
政

策
を
破
る
に
い
た
り
、
我
が
商
人
の
能
動
的
な
展
開
を
み
る
に
い
た
っ
た
。
そ
の
姿
は
貿
易
商
人
と
し
て
、
叉
倭
冠
と
し
て

現
れ
、
彼
等
は
交
易
と
冠
掠
は
そ
の
手
段
の
相
違
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
か
上
る
倭
進
の
跳
梁
は
終
に
高
麗
を
滅
亡
せ
し
め
、

室
町
時
代
に
い
た
っ
て
は
、
我
が
對
外
關
係
は
倭
遥
に
は
じ
ま
り
倭
冠
に
経
る
と
云
ふ
有
様
で
あ
っ
た
。

室
町
時
代
に
於
て
坤
多
は
商
業
都
市
と
し
て
、
叉
剛
際
港
と
し
て
榮
え
、
博
多
商
人
は
「
琉
球
南
鐡
商
舳
所
Ｌ
集
之
地
」
（
燕

識
國
）
を
基
礎
的
地
撚
と
し
て
倭
送
の
波
に
乘
っ
て
發
展
し
た
の
で
あ
っ
て
、
有
力
な
商
人
を
多
數
輩
出
す
る
に
至
っ
た
。

倭
冠
の
跳
梁
に
悩
ん
だ
半
島
の
李
朝
、
大
陸
の
明
は
そ
の
禁
岻
と
被
捗
人
の
刷
遼
は
國
家
的
急
務
で
あ
っ
た
が
爲
に
、
そ
の

手
段
と
し
て
幕
府
並
に
諸
豪
族
と
の
通
交
貿
易
を
湫
迎
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
場
合
幕
府
に
し
ろ
、
諸
豪
族
に
し
ろ
、

そ
の
貿
易
の
事
疫
上
の
置
椛
者
は
商
人
で
あ
っ
て
、
こ
上
に
常
時
唯
一
の
岡
際
港
博
多
を
地
撚
と
す
る
坤
多
商
人
に
よ
ら
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
。
さ
れ
ば
博
多
商
人
を
巳
の
乖
下
に
お
か
し
め
る
、
庇
く
老
へ
る
な
ら
ば
商
業
都
市
博
多
ぞ
領
有
す
る
事

は
彼
等
に
と
っ
て
重
大
な
意
義
を
有
し
た
。
か
く
て
室
町
一
初
期
に
い
た
る
頃
よ
り
有
力
な
商
人
の
輩
出
を
み
た
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
紙
歎
の
關
係
か
ら
此
れ
等
宝
町
初
期
に
於
け
る
博
多
商
人
関
の
代
表
者
と
も
云
ふ
ぺ
営
宗
金
と
そ
の
家
系
を
考
察

し
、
同
時
に
宗
金
並
に
そ
の
子
孫
が
日
鮮
、
日
明
外
交
史
上
正
大
な
役
割
を
演
じ
て
居
る
事
、
特
に
造
明
船
の
鋳
船
に
關
係

あ
る
事
を
明
に
せ
ん
と
す
る
に
あ
る
。

旧
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本
稿
は
日
本
側
の
賓
料
の
關
如
に
よ
り
、
主
と
し
て
朝
鮮
側
の
資
料
特
に
李
朝
實
録
を
中
心
と
し
、
窪
存
せ
る
我
國
側
の

費
料
と
比
較
捻
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
察
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

前
述
せ
る
如
く
私
貿
易
の
發
展
と
共
に
漸
次
隆
盛
に
赴
い
た
博
多
を
そ
の
華
礎
的
地
撚
と
し
て
倭
冠
を
中
心
に
漸
次
能
動

的
な
展
開
浄
こ
上
る
み
つ
上
あ
っ
た
博
多
商
人
團
の
内
漸
く
有
勢
な
商
人
を
多
数
輩
州
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

宗
余
は
此
等
博
多
商
人
剛
の
内
最
も
傑
出
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
泄
宗
二
年
十
一
月
巳
丑
に
初
め
て
李
朝
に
使
を
造

し
土
宜
淀
献
じ
て
居
る
の
を
李
朝
實
録
に
於
け
る
初
見
と
な
し
、
文
宗
即
位
元
年
十
二
月
癸
未
に
文
宗
よ
り
善
山
府
得
読
寺

所
藏
の
大
藏
經
三
千
八
百
巻
を
賜
っ
た
の
浄
睡
錐
に
於
け
る
最
後
と
な
し
．
前
後
三
十
一
年
間
の
長
き
に
亙
っ
て
李
朝
と
通

交
貿
易
し
、
こ
の
間
受
岡
書
人
と
し
て
貿
易
上
の
特
椛
堯
握
り
て
貿
易
に
從
事
し
た
の
で
あ
っ
て
、
溌
鋒
に
け
筑
州
府
石
城

縣
藤
氏
宗
金
、
日
本
石
城
小
吏
宗
余
、
日
本
筑
州
石
城
管
事
宗
金
、
商
倭
宗
金
、
石
城
宗
公
等
と
し
て
共
名
を
と
凹
め
て
居

る
。
こ
の
名
糯
に
發
展
を
み
川
す
如
く
彼
は
貿
易
商
人
と
し
て
地
位
が
確
立
す
る
と
共
に
、
朝
鮮
に
於
て
椰
多
商
人
宗
金
の

名
騨
ぞ
得
て
重
用
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
貿
易
商
人
と
し
て
の
彼
の
地
位
の
確
立
は
、
そ
の
常
力
を
以
て
剛
家
的
商
人
た
ら

し
め
た
。
即
ち
最
初
一
足
閥
商
人
か
ら
大
友
氏
の
商
人
へ
、
更
に
九
州
探
題
の
商
人
へ
。
か
く
て
終
に
將
軍
の
商
人
を
し
て

重
用
さ
れ
、
幕
府
の
使
と
し
て
朝
鮮
及
明
へ
發
展
し
殊
に
彼
が
泄
明
船
に
關
係
す
る
に
至
り
彼
の
子
孫
代
袋
宗
金
の
地
撚
を

確
保
し
て
誉
船
と
貨
物
の
調
逹
に
關
係
し
た
事
は
必
然
的
に
毎
次
の
遥
明
船
か
坤
多
に
滞
留
せ
し
め
た
の
で
あ
っ
て
、
椰
多

に
於
け
る
宗
金
家
の
存
在
は
商
業
都
市
仲
多
に
重
大
蔵
意
義
海
有
す
る
に
至
っ
た
。

博
多
商
人
宗
金
と
そ
の
家
系
二
○
三

二
、
宗
金
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彼
が
朝
鮮
へ
公
的
貿
易
に
發
展
す
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
雁
永
外
遥
直
後
の
日
鮮
修
交
に
奉
與
し
、
し
か
も
彼
の
奔
走
が

よ
く
平
和
的
解
決
へ
導
い
た
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
に
於
け
る
彼
の
功
積
が
彼
が
將
來
發
展
す
る
重
大
な
要
素
と
な
っ
て

居
る
事
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
こ
れ
を
契
機
と
し
て
岡
内
の
み
な
ら
ず
朝
鮮
に
於
け
る
彼
の
地
位
を
高
め
た
の
で

あ
る
。
今
こ
型
に
應
永
外
冠
と
の
も
の
の
考
察
は
、
既
に
先
駆
諸
氏
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
を
省
略

す
る
の
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
こ
の
事
件
の
根
本
的
原
因
は
朝
鮮
側
の
對
馬
と
我
が
閲
と
の
關
係
の
認
識
不
足
に
よ
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
妓
近
因
は
對
馬
を
倭
送
の
典
浦
で
あ
る
と
誤
認
し
た
こ
と
に
川
發
し
て
居
る
。

應
永
外
冠
の
戦
後
の
日
鮮
の
交
渉
は
、
朝
鮮
を
し
て
は
じ
め
て
對
馬
と
日
本
と
の
眞
の
關
係
を
認
識
せ
し
め
又
當
時
の
日

明
關
係
を
認
識
せ
し
め
た
鮎
日
鮮
外
交
史
上
特
記
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
と
の
間
の
折
衝
に
最
も
活
躍
し
、
最
も
功
鍔

あ
り
し
は
、
本
稿
の
中
心
を
な
す
宗
金
そ
の
人
で
あ
る
。
今
こ
上
に
唯
永
外
潅
直
後
の
日
本
回
禮
使
宋
希
現
の
手
記
で
あ
る

老
松
堂
日
本
行
録
〈
鋤
稚
銅
燕
館
）
及
李
朝
査
鋒
に
よ
り
松
討
を
加
へ
よ
う
。
應
氷
外
遥
の
對
馬
征
伐
に
際
し
て
は
、
對
馬
島

の
倭
は
勿
論
投
化
倭
人
、
販
寅
倭
人
は
悉
く
姉
へ
ら
れ
、
奥
地
に
分
置
さ
伽
た
に
拘
ら
ず
九
州
探
題
の
使
途
船
の
み
は
厚
遇

し
て
還
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
對
馬
征
討
は
九
州
に
開
係
な
き
事
を
表
明
す
る
朝
鮮
側
の
意
岡
で
あ
っ
た
が
、
（
輝
鋳
唾

硫
孵
礒
焔
）
九
州
探
題
は
、
こ
の
事
怖
は
不
明
で
あ
っ
て
一
喜
一
疑
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
探
題
は
こ
れ
を
幕
府
に
報
告

し
、
同
時
に
將
軍
義
持
の
態
度
を
探
ら
ん
が
爲
に
京
都
に
使
者
を
派
遼
す
る
事
に
な
っ
た
。
こ
上
に
於
て
當
時
勃
興
せ
る
跡

多
商
人
圏
の
内
最
も
そ
の
地
位
を
確
保
し
，
貿
易
上
に
も
探
題
と
密
接
な
關
係
あ
っ
た
商
人
宗
金
が
派
遣
さ
れ
る
事
に
な
っ

た
。
宗
金
は
京
都
へ
上
り
將
軍
親
近
の
陳
外
郎
に
事
精
を
告
け
て
以
て
將
軍
義
持
に
對
馬
の
役
は
朝
鮮
軍
澗
の
行
動
な
る
事

！
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を
通
じ
た
に
拘
ら
ず
、
幕
府
は
こ
れ
よ
り
早
く
少
式
の
飛
脚
に
よ
っ
て
朝
鮮
、
明
の
聯
〈
両
軍
な
り
と
す
る
報
告
発
得
て
大
ひ

に
激
昂
し
て
居
た
際
で
あ
り
、
朝
鮮
軍
渦
の
行
動
な
り
と
す
る
宗
金
の
報
告
と
は
甚
だ
し
く
相
達
し
之
を
信
じ
得
ず
し
て
こ

上
に
亮
侃
を
正
使
と
し
て
陳
外
郎
の
子
平
方
圭
同
久
彫
副
使
と
し
て
朝
鮮
に
お
も
む
か
せ
以
て
事
件
の
眞
相
を
明
に
せ
ん
と
し

た
の
で
あ
る
。

亮
悦
等
は
世
一
示
一
兀
年
十
一
月
に
九
州
探
題
の
使
と
北
〈
に
秘
塁
日
串
の
被
捗
人
、
對
馬
征
討
の
際
の
被
捗
人
等
四
名
を
率
ひ

て
富
山
浦
に
到
志
し
た
の
で
あ
る
。
（
郡
辱
榧
舞
恥
澤
申
條
）
翌
十
二
月
京
城
に
入
り
、
翌
年
正
月
惟
宗
は
更
に
引
見
遠
來
の
群

を
慰
め
對
馬
征
討
の
理
曲
を
告
げ
た
の
で
あ
る
。
〈
北
毒
”
聡
鈴
叶
條
）
朝
鮮
側
に
て
＄
屈
國
と
考
へ
て
ゐ
ろ
對
馬
征
討
が
意

外
に
も
日
本
側
に
大
な
る
術
動
葬
與
へ
て
ゐ
ろ
事
が
感
じ
ら
れ
、
今
度
は
日
本
側
の
意
を
探
ら
ん
が
爲
に
莞
侃
等
と
共
に
仁

準
府
尹
宋
希
環
を
造
し
て
日
本
向
鵡
使
と
な
し
報
聰
せ
し
め
犬
藏
經
を
群
同
せ
し
め
た
。
（
非
繧
露
瞬
稚
軸
）
宋
希
録
は
對
馬

を
經
て
應
丞
一
十
七
年
二
一
月
四
日
博
多
に
到
蒲
し
た
の
で
あ
っ
て
老
元
師
澁
川
道
鎭
及
そ
の
子
新
探
題
洗
川
義
俊
等
に
迎
へ

ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
て
宗
金
は
宗
希
録
粍
接
待
の
た
め
「
日
且
迎
紬
來
餓
」
し
た
の
で
あ
る
。
宗
金
が
此
如
く
朝
鮮

の
日
本
同
澱
使
を
接
待
し
た
事
は
、
常
昨
九
州
探
題
下
に
於
て
雌
間
た
ら
地
位
淀
有
し
た
商
人
と
し
て
探
題
と
武
易
上
密
接

な
關
係
が
あ
っ
た
事
と
、
そ
れ
以
前
探
題
の
使
と
し
て
幕
府
に
對
馬
征
討
の
報
告
を
な
し
た
關
係
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
が
、

一
は
宗
金
自
身
に
と
っ
て
も
將
來
朝
鮮
へ
發
展
す
る
に
は
正
し
く
好
機
愈
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

二
十
一
日
宋
希
斑
は
志
変
砧
に
術
泊
翌
二
土
一
日
宗
金
と
北
へ
に
京
都
へ
向
っ
た
。
こ
れ
は
勿
論
既
に
宗
令
が
九
州
探
題
の

使
者
と
な
っ
た
事
と
貿
易
家
と
し
て
海
上
の
滋
力
溌
有
し
て
居
た
事
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
宋
希
蝿
心
手
記
に
よ
れ
は
宗
金

博
劣
商
人
宗
金
と
そ
の
家
系
二
○
五

’
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椰
多
商
人
宗
金
と
そ
の
家
系
二
○
六

は
湘
戸
内
海
海
賊
を
輩
下
に
有
し
て
居
た
ら
し
い
。

宋
希
斑
は
京
都
に
於
て
全
く
冷
遇
さ
れ
、
事
の
意
外
に
驚
い
た
の
で
あ
る
が
、
宗
金
を
通
じ
て
日
本
側
の
態
匪
を
槻
察
し

た
。
こ
れ
は
既
に
義
持
は
父
義
滿
の
日
明
政
策
を
否
定
し
弧
硬
な
態
度
を
持
し
て
居
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
前
年
明
使
呂
洲

が
兵
庫
に
來
た
り
明
帝
の
意
を
義
持
に
告
け
た
の
で
あ
る
が
「
汝
父
及
朝
鮮
王
呰
事
我
、
汝
鯛
不
事
、
予
將
同
朝
鮮
行
兵
、

汝
高
城
深
池
待
之
」
の
暴
言
を
吐
き
呂
淵
を
兵
庫
か
ら
逐
ひ
蹄
し
た
事
件
が
あ
っ
た
時
あ
た
か
も
對
馬
征
伐
が
あ
り
心
朝
鮮

で
は
全
く
か
上
る
我
が
國
術
を
關
知
せ
ず
し
て
倭
進
の
本
搬
慨
滅
の
目
的
を
以
て
對
馬
征
討
を
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
朝
鮮

の
全
く
豫
想
し
な
い
一
大
衝
動
を
日
本
に
與
へ
て
ゐ
る
と
云
ふ
事
で
あ
っ
た
。

か
く
て
彼
は
こ
の
事
霞
な
き
事
を
極
力
繩
明
し
た
に
拘
ら
ず
、
義
持
は
悲
し
く
恢
怨
を
朝
鮮
に
抱
い
て
ゐ
た
際
で
あ
り
、

彼
の
國
書
の
永
樂
の
年
號
を
日
本
の
年
號
に
改
め
る
こ
と
の
交
渉
を
な
し
た
が
、
「
吾
等
雌
死
御
書
何
以
改
書
乎
王
命
亦

不
可
易
也
」
と
の
態
度
を
示
し
一
時
は
全
く
決
烈
の
危
機
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
、
宗
金
並
に
幕
府
の
外
交
の
當
事
者
の
調

停
に
よ
り
、
朝
鮮
側
の
陳
辨
に
よ
り
無
事
折
衝
は
解
決
し
た
の
で
あ
る
。
こ
上
に
我
が
國
と
し
て
は
、
宗
金
及
幕
府
外
交
の

當
事
者
た
る
蹄
化
人
の
活
躍
か
こ
の
隠
か
な
日
鮮
外
交
に
導
ひ
た
と
云
ふ
事
を
特
に
注
意
せ
ぬ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
Ｊ
宋
希
蝿

は
再
び
宗
金
と
共
に
蹄
路
に
つ
き
八
月
三
日
博
多
に
利
蒲
し
た
の
で
あ
る
が
、
京
都
に
於
け
る
幕
府
の
態
度
に
よ
り
少
載
氏

の
報
復
如
何
に
最
も
危
倶
し
た
の
で
あ
っ
て
、
幸
に
少
試
と
交
渉
の
る
宗
金
か
翌
八
月
四
日
少
誠
氏
と
會
見
少
式
の
意
中
を

聞
ひ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
。
「
朝
鮮
殿
下
と
宗
貞
茂
と
の
和
好
は
久
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し

（
貞
縣
）
マ
、

か
る
に
去
年
對
馬
は
そ
の
邊
境
を
佼
さ
れ
た
。
朝
鮮
殴
下
は
勝
手
に
對
馬
の
島
人
を
庭
分
さ
れ
る
が
良
い
。
叉
都
盈
態
瓦
の

（
丸
）

ｌ
Ｌ
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輩
下
を
罪
し
よ
う
が
亦
勝
手
で
あ
る
。
唯
次
の
事
を
承
知
さ
れ
よ
。
自
分
は
今
一
岐
等
庭
交
に
兵
船
を
請
へ
ぱ
三
百
餘
隻
一

朝
に
集
め
得
る
の
で
あ
っ
て
此
等
の
兵
船
を
朝
鮮
へ
途
り
人
民
を
殺
掠
し
五
六
州
郡
に
放
火
す
る
こ
と
も
容
易
で
あ
り
、
博

多
、
一
岐
島
間
に
誰
下
一
二
隻
を
送
り
、
今
貴
殿
の
締
途
を
要
し
て
殺
す
も
又
自
由
で
あ
る
が
、
今
雨
國
使
節
交
埋
の
際
で

あ
る
か
ら
爲
さ
な
い
の
で
あ
る
」
と
云
ふ
宋
希
獺
に
と
っ
て
は
恐
る
べ
き
最
悪
の
返
答
が
宗
金
に
依
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。

マ
、

宋
希
環
は
宗
金
に
對
し
て
「
小
二
殿
知
其
一
未
知
共
二
」
と
て
對
馬
征
討
の
眞
意
を
説
き
、
對
馬
と
朝
鮮
と
の
關
係
は
、
宗

貞
茂
は
我
殿
下
に
至
誠
を
謀
し
て
ゐ
る
か
ら
「
知
其
誠
心
、
給
其
米
布
前
後
無
算
、
至
酒
肉
皆
與
之
」
の
有
様
で
「
聖
恩
深
重

二
十
養
年
爲
一
家
也
」
で
あ
っ
て
、
對
馬
征
討
は
倭
遥
討
伐
に
過
ぎ
な
か
っ
た
事
を
説
明
し
た
の
で
あ
っ
て
宗
金
も
之
を
了

と
し
た
。
〈
明
麩
罐
鍛
雌
）
し
か
し
如
何
に
宗
金
に
よ
っ
て
謝
さ
れ
た
少
式
里
一
同
を
恐
れ
た
か
は
彼
が
復
命
後
の
李
朝
の
態
度

彼
は
世
宗
二
年
十
月
二
十
五
日
に
復
命
し
、
我
國
怖
を
奏
上
、
少
威
漁
貞
等
皆
怨
言
あ
る
旨
を
述
べ
た
。
か
く
て
對
倭
工

策
を
計
り
、
偶
共
入
朝
せ
る
對
馬
の
使
を
斥
け
，
兵
船
を
怖
く
、
亘
濟
島
等
に
要
害
を
か
た
め
、
對
馬
鳥
人
に
耕
田
、
柿
魚

煮
躯
を
禁
じ
、
少
式
氏
の
降
を
諸
は
ぎ
れ
ぱ
叫
進
せ
ん
と
す
る
弧
硬
諭
も
出
た
が
結
局
報
復
を
恐
れ
、
對
馬
島
倭
の
發
還
と

な
り
邊
境
の
防
備
に
務
め
た
の
で
あ
る
。
〈
弛
毒
榧
蝿
唾
應
心
丁
巳
條
）

宋
希
班
ゆ
日
本
へ
の
造
使
は
我
が
幽
附
を
煙
に
了
解
し
得
た
鮎
に
於
て
、
叉
對
馬
と
我
が
閏
と
の
虞
燗
の
關
係
を
認
識
せ

し
め
た
鮒
，
日
鮮
交
通
史
上
特
記
さ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
の
叩
幽
の
折
耐
に
常
っ
て
最
初
よ
り
彼
と
行
を
共
に
し
、
よ
く

平
和
的
解
決
に
導
ひ
た
宗
金
し
功
祇
も
又
没
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
。

博
多
商
人
宗
金
と
そ
の
家
系
二
○
七

に
依
っ
て
明
で
あ
る
。

’
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岬
多
商
人
宗
金
と
そ
の
家
系
二
○
八

宗
金
自
身
に
と
っ
て
も
、
こ
の
事
件
は
將
來
朝
鮮
貿
易
へ
發
展
進
出
す
る
契
機
と
な
っ
た
。
即
ち
園
内
に
於
け
る
貿
易
商

人
と
し
て
の
彼
の
地
位
は
漸
く
弧
大
と
な
ら
し
め
、
對
外
的
に
は
朝
鮮
に
於
て
彼
の
功
祇
を
認
め
た
の
で
あ
っ
た
。
宗
金
は

宋
希
蝿
の
復
命
し
た
仙
宗
二
年
十
一
月
已
丑
に
初
め
て
九
州
探
題
澁
川
義
俊
と
共
に
朝
鮮
に
入
朝
し
彼
の
朝
鮮
へ
の
貿
易
の

第
一
歩
を
印
し
た
の
で
あ
る
。

唯
永
外
冠
直
後
に
於
け
る
日
鮮
修
交
を
契
機
と
し
た
彼
の
國
内
に
於
け
る
地
位
の
確
立
は
貿
易
商
人
と
し
て
の
彼
の
地
位

を
發
展
せ
し
め
た
。
慨
宗
溌
鋒
巻
十
、
二
年
十
一
月
巳
丑
條
に
「
石
城
商
倭
宗
金
遥
人
來
献
土
宜
」
と
み
え
、
初
め
て
九
州

（
稚
十
こ

探
題
源
義
俊
等
と
共
に
使
を
李
朝
に
遥
し
土
宜
を
献
じ
た
の
で
あ
る
。
更
に
三
年
正
月
己
巳
に
は
縣
布
七
十
匹
を
賜
り
、
同

へ
巻
十
二
）
（
推
十
三
）

年
七
月
乙
丑
に
は
元
敬
王
太
后
の
喪
を
吊
す
る
爲
土
瓦
を
献
じ
、
八
月
丁
巳
に
は
更
に
使
者
を
造
し
絲
布
五
十
匹
を
給
せ
ら

（
巻
十
四
）

れ
、
十
一
月
乙
亥
に
再
び
使
を
造
し
土
宜
を
献
じ
て
居
る
。
枇
宗
三
年
に
於
け
る
四
度
の
入
貢
は
當
時
最
も
頻
繁
に
入
貢
せ

る
九
州
探
題
義
俊
の
入
貢
の
度
数
に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
っ
て
彼
が
日
鮮
貿
易
に
於
け
る
地
位
の
確
歩
こ
そ
最
も
望
し
い
も

（
二
十
七
）

の
で
あ
っ
た
。
彼
は
枇
宗
七
年
正
月
丁
丑
、
日
本
九
州
都
元
師
源
義
俊
と
共
に
使
を
送
し
鍍
金
酒
施
子
鎖
繊
等
を
献
じ
正
布

（
巻
三
十
）

一
百
九
十
匹
を
賜
っ
た
。
か
く
て
七
年
十
月
癸
未
に
早
く
も
日
鮮
貿
易
の
特
椛
た
る
岡
沓
を
賜
っ
た
。
同
日
ノ
條
に

「
命
送
給
宗
金
岡
書
因
其
諸
也
」

と
み
え
、
翌
八
年
十
一
月
庚
寅
に
は

「
日
本
筑
州
石
城
菅
事
宗
金
使
人
、
奉
書
澱
曹
謝
賜
剛
書
、
価
進
扇
一
百
本
橇
鵬
五
斤
大
刀
柄
犀
角
一
頭
欝
金
千
斤

銅
二
百
斤
張
香
二
十
斤
硫
黄
一
千
斤
、
同
賜
正
布
二
百
四
十
匹
」

l
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と
み
え
、
翌
年
岡
書
を
賜
っ
た
事
葬
謝
し
て
居
る
。
此
等
進
上
品
が
所
謂
南
謹
物
で
あ
る
事
が
注
目
さ
れ
る
。
此
如
く
彼

が
受
岡
書
人
と
し
て
早
く
李
朝
に
重
ん
ぜ
ら
れ
貿
易
上
の
特
灌
を
與
へ
ら
れ
た
事
は
非
常
な
恩
典
で
あ
っ
た
。
枇
宗
八
年
十

（
巻
三
十
四
）
〔
兵
五
郎
ヵ
）

二
月
癸
亥
に
初
め
て
宗
金
の
子
表
阿
古
羅
が
入
朝
し
た
が
そ
の
際
禮
曹
が
碑
す
る
に
「
宗
令
室
誠
向
慕
本
國
」
で
あ
り
、
宗

金
は
朝
鮮
の
使
臣
が
岬
多
に
留
ろ
際
は
「
使
臣
來
往
壷
心
厚
待
」
し
て
る
の
で
あ
る
か
ら
「
今
來
宗
金
子
表
阿
古
羅
講
別
賜

衣
二
製
、
從
之
」
と
て
仙
宗
は
澱
曹
の
申
出
を
承
任
し
宗
金
の
子
表
阿
古
羅
は
父
の
爲
に
面
目
を
ほ
ど
こ
し
た
。
此
如
く
受

岡
書
人
と
し
て
貿
易
の
特
樅
ぞ
得
た
彼
は
、
そ
の
輩
下
を
し
て
盛
ん
に
朝
鮮
へ
發
展
せ
し
め
た
。

（
巻
三
十
九
）

と
み
え
、

て
居
る
。 戸

曹
擦
慶
尚
道
監
司
關
柊
．
日
本
左
術
門
大
郎
平
減
景
宗
金
使
人
私
鋳
鋼
織
二
萬
八
千
斤
、
來
泊
価
而
富
山
二
浦
、
請

輸
脈
紬
二
千
八
百
匹
千
本
道
、
令
准
市
恢
貿
易
、
從
之
。

と
み
え
、
彼
の
輩
下
は
平
減
景
の
使
人
と
共
に
銅
繊
二
寓
八
千
斤
を
価
而
、
寓
山
二
油
で
縣
紬
一
手
八
百
匹
と
市
価
に
准
じ

へ
催
三
十
九
）

て
取
引
し
て
居
る
。
同
年
二
月
甲
寅
に
は
害
を
致
し

西
海
道
筑
州
府
石
城
縣
藤
宗
金
致
書
日
、
去
奔
仲
人
従
受
厚
慰
、
冊
秤
納
所
賜
、
並
絶
晉
耗
已
及
一
二
戴
勾
雌
然
隣
交
之

好
抱
誠
干
蛍
朝
、
就
中
聖
荊
麻
布
若
干
匹
伏
希
恩
悪
、
価
献
扇
子
犀
沈
香
朱
折
扶
蘇
木
硫
黄
朧
香
大
刀
土
背
銅
甘
草
巴

戟
等
物
、
答
書
回
賜
正
布
二
百
十
六
匹
」

と
み
え
、
前
回
と
同
様
に
進
上
品
が
南
謎
物
で
あ
る
事
が
注
目
さ
れ
、
彼
の
南
溌
へ
の
發
展
、
南
溌
船
と
の
取
引
を
物
語
つ

枇
宗
十
年
正
月
戊
申
ノ
條
に

博
多
商
人
宗
金
と
そ
の
家
系

二
○
九

’
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（
巻
四
十
二

世
宗
十
年
七
月
甲
子
に
害
を
測
曹
に
致
し
、
日
本
剛
王
（
足
利
義
持
）
斑
じ
、
其
弟
（
義
教
）
胴
と
な
れ
る
を
報
じ
，
又

被
捗
人
二
名
ぞ
還
し
土
物
を
献
じ
綿
布
二
十
匹
、
正
布
一
百
十
五
匹
、
焼
酒
十
五
瓶
を
賜
っ
た
の
で
あ
る
。
此
如
く
貿
易
家

と
し
て
の
彼
は
漸
次
我
國
捕
の
通
信
者
と
し
て
李
朝
の
外
交
刷
間
の
地
位
に
ま
で
た
か
め
た
の
で
あ
る
。

九
州
宗
金
致
書
澱
曹
日
、
穎
承
大
國
差
行
人
、
將
吊
荻
喪
．
時
莱
向
韮
、
遼
海
蔑
里
風
涛
不
隠
・
待
春
發
船
、
不
亦
宜

乎
、
此
一
事
也
、
方
今
九
州
威
椛
在
大
友
與
大
内
二
公
、
若
先
迭
行
人
迩
好
於
二
公
、
二
公
必
側
倒
鴻
‘
此
又
一
事
也
、

小
人
沐
息
渥
巳
久
布
利
於
大
國
、
力
能
爲
之
、
故
敢
以
二
事
私
於
足
下
、
価
献
土
物
、
貝
論
大
友
殿
求
田
犬
之
意
、
回

賜
正
布
一
百
四
十
七
匹
、
田
犬
星
斐
Ｊ

（
巻
四
十
二
）

こ
れ
は
世
宗
十
年
十
二
月
辛
卯
ノ
條
叱
一
節
で
あ
る
が
、
宗
金
は
先
づ
二
つ
の
事
項
か
提
示
し
て
居
る
。
そ
の
節
一
は
批

宗
が
將
軍
義
持
の
喪
に
吊
意
を
表
せ
ん
と
す
る
ろ
意
あ
る
を
聞
き
、
十
二
月
以
後
玄
海
の
冬
期
の
渡
海
を
春
に
至
る
迄
中
止

す
る
こ
と
を
好
意
的
に
忠
告
し
、
節
二
に
営
時
既
に
九
州
探
題
澁
川
義
俊
は
没
落
し
幕
府
に
召
還
さ
れ
大
内
、
大
友
互
に
對

峠
し
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
て
一
、
朝
鮮
が
剛
氏
と
通
交
す
る
こ
と
は
、
駁
も
頭
を
慨
し
て
ゐ
る
倭
危
の
防
止
政
策
か
ら
必
要
で
あ

り
．
雨
氏
は
倭
進
に
よ
る
被
擁
人
の
川
遼
に
よ
る
貿
易
の
利
を
得
ん
た
め
に
傾
到
せ
ん
こ
と
を
述
べ
て
剛
氏
と
の
通
好
〃
塊

め
て
居
る
。
か
上
る
宗
金
の
李
朝
へ
の
態
度
は
彼
に
對
し
て
批
宗
は
特
別
の
待
遇
を
せ
ざ
る
筈
は
な
か
っ
た
。
十
一
年
十
月

（
巻
四
十
六
）

壬
寅
に
は「

九
州
宗
金
亦
其
土
豪
館
穀
立
加
等
焉
。
」

と
み
え
て
居
る
。
此
如
く
宗
金
は
李
朝
に
於
て
諸
豪
族
と
對
等
の
待
遇
を
う
け
た
事
は
世
宗
二
十
年
に
過
海
根
を
鍵
史
し
た

I
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一
條
で
明
で
あ
る
。
枇
宗
初
年
頃
よ
ｈ
倭
冠
禁
唾
の
手
段
と
し
て
壷
家
族
の
入
貢
を
職
迎
し
歸
路
に
過
海
粧
と
て
糧
食
を
給

（
巻
八
十
二
）

し
た
制
度
が
あ
っ
た
が
世
一
不
一
千
年
九
月
庚
戊
に
餘
に
朝
鮮
側
の
負
推
が
多
い
の
で
之
を
愛
更
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
新

蓄
規
定
は
次
の
如
く
で
あ
っ
た
。

奮
規
定
新
規
定

宗
貞
盛
宗
茂
直
ノ
逢
人
’
十
日
根
甕
二
同
ジ

ー
岐
州
ノ
迭
人
’
二
十
日
釈
奮
二
同
ジ

佐
志
殿
ノ
逢
人
’
三
十
日
鞭
二
十
日
根

０
Ｏ宗
金
ノ
逢
人
’
四
十
日
根
二
十
Ｈ
粧

肥
州
大
守
逢
人
’
三
十
日
根
十
五
日
糎

石
見
州
周
布
兼
貞
ノ
逢
人
’
二
十
日
根
三
十
日
根

薩
摩
州
藤
源
鵬
久
’
九
十
日
線
三
十
日
腱

大
友
殿
？
．
三
十
日
粧

右
の
表
の
如
く
過
海
粧
は
そ
の
距
離
に
よ
る
の
で
あ
る
が
，
一
商
人
宗
金
の
過
海
根
は
他
の
壷
象
族
に
比
し
劣
る
も
の
で

な
く
、
此
頃
朝
鮮
に
於
て
は
宗
金
は
、
宗
氏
、
松
浦
難
諸
氏
等
と
同
等
に
待
遇
さ
れ
て
居
る
事
が
注
目
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

彼
が
貿
易
商
人
と
し
て
の
地
位
の
確
保
は
必
然
的
に
大
女
氏
の
代
官
か
ら
九
州
探
題
の
商
人
へ
と
發
展
し
貿
易
上
に
於
け

る
事
實
上
の
椛
力
淀
有
し
て
居
た
の
で
あ
る
か
ら
、
日
鮮
貿
易
に
開
し
て
は
何
人
も
先
づ
宗
金
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

で
あ
ら
う
。

・
博
多
商
人
宗
金
と
そ
の
家
系

一
一
一
一

I
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内
藤
肥
後
入
道
殿
御
判
（
將
軍
義
戦
花
押
）

永
享
三
年
は
世
宗
十
三
年
に
當
り
、
あ
た
か
も
彼
が
義
教
の
使
と
し
て
枇
宗
の
下
に
到
れ
る
翌
年
に
相
當
し
、
彼
が
前
年

一
一
月
に
使
し
て
京
都
へ
復
命
し
、
答
書
並
に
確
物
を
進
上
、
同
時
に
斯
波
氏
へ
の
品
物
を
逢
り
、
そ
の
蹄
國
に
際
し
て
彼
の

身
邊
に
危
険
な
き
様
發
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
永
享
三
年
は
北
九
州
に
於
け
る
大
内
、
大
女
．
少
式
の

手
が
、
ぼ
ご
蹴
定
を
み
つ
Ｌ
あ
っ
た
頃
で
、
か
上
る
戦
飢
状
態
に
於
け
る
交
通
は
生
命
の
保
障
さ
へ
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、

る
に
至
る
。

博
多
商
人
宗
金
と
そ
の
家
系
二
一
二

當
時
經
濟
的
に
貧
窮
化
し
て
ゐ
た
幕
府
が
、
椰
多
を
地
盤
と
し
て
確
問
た
る
地
位
を
有
し
た
宗
余
と
密
接
左
關
係
冴
結
ば

ん
と
し
た
事
は
明
で
あ
ら
う
。

へ
巻
四
十
七
）

宗
金
は
仙
宗
十
二
年
二
月
庚
寅
に
日
本
岡
王
の
使
と
し
て
入
貢
し
、
仙
宗
は
日
本
岡
王
並
に
管
領
斯
波
氏
に
夫
登
蛎
物
し

宗
金
を
し
て
帯
同
歸
國
せ
し
め
た
。

こ
上
に
は
か
ら
ず
も
宗
金
に
開
す
る
我
が
閏
の
唯
一
の
賓
料
と
思
は
れ
一
息
王
町
家
御
内
書
案
（
軽
鶴
）
の
記
事
が
判
然
と
す

宗
金
九
州
下
向
周
防
、
長
門
雨
國
事
、
厳
密
致
騨
問
、
無
其
噸
可
被
勘
過
之
、
次
來
年
二
月
上
洛
云
毎
同
以
可
致
其

沙
汰
之
由
候
也
、
価
執
達
如
件

永
享
三
年
八
月
十
日

Ｊ
日
■

爲貞

種連
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と
上
に
於
て
奉
行
を
し
て
大
内
盛
見
の
下
に
長
門
守
護
代
た
り
し
内
藤
肥
後
人
道
智
得
に
對
し
警
固
せ
し
め
、
無
事
關
所
を

通
過
せ
し
め
る
蒋
問
状
を
發
し
た
の
で
あ
る
。
。

こ
上
で
問
題
と
な
る
の
は
將
軍
が
一
商
人
に
對
し
て
弊
間
欣
を
發
し
た
事
で
あ
る
。

勿
論
彼
が
日
本
國
王
使
で
あ
っ
た
事
に
も
起
因
す
る
が
、
幕
府
が
此
如
く
宗
金
に
對
し
て
保
護
を
加
へ
た
事
は
、
貿
易
家

と
し
て
の
彼
に
、
經
濟
的
に
支
按
を
得
て
居
た
の
で
あ
ら
う
。
日
本
回
砿
使
伊
仁
市
の
復
命
に
よ
れ
ば
〈
岬
蒜
雪
密
搾
計
癸
卯
）

〃
（
脾
車
チ
サ
ス
）

「
國
無
府
庫
、
只
令
富
人
支
持
、
叉
有
人
密
言
、
其
王
居
無
罷
面
、
不
欲
示
之
・
故
不
令
入
都
也
、
其
御
所
毎
歴
諸
寺

修
齊
、
以
此
爲
事
，
命
令
只
行
於
近
都
地
面
而
已
、
土
地
皆
爪
分
」

の
状
態
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
右
の
事
蜜
は
容
易
に
老
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

此
如
き
状
態
に
あ
る
幕
府
が
一
時
に
亘
寓
の
常
を
雄
得
す
る
方
法
は
對
明
外
交
の
復
活
即
ち
義
持
の
外
交
を
否
定
し
て
義

猟
外
交
に
復
蹄
す
る
事
で
あ
っ
て
、
常
時
の
對
外
熨
易
市
場
た
る
跡
多
の
大
貿
易
商
宗
金
と
結
び
つ
か
ん
と
し
た
事
は
遥
明

船
に
依
る
巨
利
を
得
ん
が
爲
に
事
淀
上
の
疫
椛
者
た
る
べ
き
商
人
を
保
謹
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

（
巻
こ

こ
の
幕
府
と
の
關
係
を
傍
證
す
る
も
の
と
し
て
価
腿
兀
年
七
月
丁
酉
の
條
に
職
曹
孟
郷
と
倭
護
軍
藤
九
郎
と
の
問
答
に
於

け
る
一
節
が
あ
る
。
孟
郷
が
宗
余
に
就
い
て
厩
ね
ら
れ
た
の
に
對
す
る
答
に
、

日
本
剛
王
賜
御
害
於
宗
金
、
故
到
應
呰
厚
接
、
昔
日
大
内
少
二
殿
祁
戦
時
、
他
富
人
未
免
兵
凧
、
宗
金
得
脱
。

と
み
え
て
居
る
こ
と
に
依
っ
て
如
何
に
宗
金
が
幕
府
に
被
謹
さ
れ
た
か
了
解
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

義
滿
の
臣
風
の
形
式
を
と
っ
た
對
明
外
交
は
義
持
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
は
必
然
的
に
倭
遥
の
侵

切
多
商
人
宗
金
と
そ
の
家
系
二
一
三

｣
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博
多
商
人
宗
金
と
そ
の
家
系
二
一
四

略
を
助
長
せ
し
め
義
持
の
残
後
義
敦
の
將
軍
の
地
位
に
つ
い
た
頃
は
經
濟
的
な
理
由
か
ら
對
明
貿
易
の
復
活
を
望
ん
で
居
る

日
本
側
と
，
倭
冠
の
禁
雌
を
日
本
國
王
に
よ
っ
て
成
就
せ
し
め
ん
と
す
る
明
側
の
望
と
は
偶
然
に
咄
接
近
せ
ん
と
し
た
の
で

あ
る
。
か
く
て
第
一
回
の
遥
明
船
と
も
云
ふ
べ
き
永
享
四
年
の
遥
明
船
が
出
發
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
は
僧
道
淵
を
正

使
と
し
て
宣
宗
朝
に
使
せ
し
め
た
。

避
明
船
の
場
合
、
名
目
上
そ
れ
が
何
人
に
よ
っ
て
主
宰
さ
れ
た
に
し
て
も
、
そ
の
資
際
の
仕
事
は
商
人
に
よ
ら
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
前
述
の
如
く
幕
府
と
密
接
な
關
係
の
あ
っ
た
宗
金
か
、
こ
の
遥
明
船
の
誉
船
と
貨
物
の
調
逹
に

關
係
あ
っ
た
で
あ
ら
う
事
が
想
陳
さ
れ
る
。
宗
金
が
こ
の
迭
明
船
に
鮒
係
し
た
事
は
我
國
側
の
賓
料
に
見
當
ら
ぬ
が
、
仙
宗

（
巻
百
十
六
）

斑
鋒
廿
九
年
五
月
丙
辰
ノ
條
に
よ
れ
ば
、
彼
が
こ
の
遥
明
船
に
加
つ
た
事
が
明
で
あ
っ
て
そ
の
一
節
に

「
宗
金
又
言
、
予
於
正
統
元
年
與
倫
道
淵
朝
子
上
國
、
帝
賜
道
淵
滿
紬
架
裟
賜
我
段
子
二
十
匹
絹
四
十
匹
」

と
み
え
、
道
淵
と
共
に
入
明
し
．
特
に
物
を
賜
っ
た
事
を
述
べ
て
ゐ
る
。
今
と
上
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
正
統

元
年
に
道
淵
と
入
明
せ
る
事
を
述
べ
て
ゐ
る
が
、
砿
統
元
年
は
我
が
永
享
八
年
に
當
り
、
道
淵
の
入
明
せ
ろ
は
寅
徳
八
年
我

が
永
享
五
年
に
當
る
事
で
あ
る
。
こ
上
に
三
年
の
相
迷
を
生
ず
る
が
、
此
の
事
を
宗
金
が
李
朝
に
於
て
述
べ
た
の
は
批
宗
二

十
九
年
我
が
文
安
四
年
に
相
當
し
、
道
淵
が
入
明
し
た
宣
徳
八
年
を
去
る
事
十
五
年
後
に
當
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
記
憶
の

混
凱
か
ら
三
年
の
相
違
を
生
じ
た
も
の
と
云
へ
よ
う
。
し
か
し
て
正
統
元
年
に
は
价
中
笄
を
正
使
と
す
る
造
明
船
が
派
造
さ

れ
て
居
る
か
ら
、
此
の
時
に
も
彼
が
關
係
し
て
居
た
事
に
よ
っ
て
正
統
元
年
と
誤
り
述
べ
た
と
も
老
へ
ら
れ
る
。

道
淵
と
共
に
特
に
物
を
賜
っ
た
事
は
彼
が
正
使
に
つ
ぐ
重
要
な
地
位
に
あ
っ
た
事
を
物
語
る
も
の
で
あ
っ
て
、
管
船
貨
物

I
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の
調
達
に
關
係
し
て
居
た
と
老
へ
ら
れ
る
。
こ
の
事
は
後
述
す
る
の
で
あ
る
が
、
彼
の
子
性
春
、
孫
茂
信
が
同
様
造
明
船
の

枢
要
な
地
位
に
あ
っ
て
、
誉
船
に
鯛
係
あ
っ
た
事
に
よ
っ
て
明
で
あ
ら
う
。

へ
醤
百
十
六
）

宗
金
は
仙
宗
二
十
九
年
五
月
丙
辰
に
、
五
十
人
の
輩
下
を
引
具
し
て
世
宗
朝
に
來
た
り
土
物
ぞ
献
じ
た
の
で
あ
る
が
、
宗

金
一
行
は
先
づ
勒
政
殿
に
於
い
て
湘
痒
土
物
葬
献
じ
、
惰
班
は
繼
照
堂
の
庭
で
仙
宗
に
再
拝
し
た
の
で
あ
る
が
、
宗
金
は
特

に
堂
中
に
於
て
引
見
さ
れ
「
予
嘉
乃
誠
」
と
の
言
葉
を
う
け
た
の
で
あ
っ
て
、
宗
金
は
「
上
徳
遊
重
、
風
穂
渉
海
．
月
於
路

上
館
待
避
厚
」
と
答
へ
た
。
か
ｉ
ろ
繼
照
堂
中
に
於
て
特
に
引
見
、
言
葉
を
賜
っ
た
事
は
こ
れ
迄
の
宗
金
の
李
朝
に
對
す
る

忠
節
を
嘉
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
彼
は
明
人
槻
香
保
な
ろ
被
総
人
ぞ
朝
鮮
を
し
て
逢
ら
し
め
て
ゐ
る
。

彼
が
輩
下
五
十
人
ぞ
帯
同
し
た
事
に
依
っ
て
も
、
如
何
に
彼
が
貿
易
家
と
し
て
岬
多
に
於
て
確
問
た
る
地
樵
を
有
し
て
居

た
か
が
了
解
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
恢
宗
二
十
九
年
は
宗
余
は
既
に
老
境
に
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
正
に

宗
金
の
晩
年
ぞ
飾
る
輝
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
て
世
宗
は
三
十
二
年
、
我
が
蜜
徳
二
年
に
残
し
文
宗
が
即
位
し
た
の
で

あ
る
が
、
宗
金
は
文
宗
の
即
位
を
脱
し
、
老
境
に
あ
ろ
を
以
て
犬
藏
經
ぞ
賜
ら
ん
事
を
諸
ふ
た
の
で
あ
る
が
、

宗
金
読
大
藏
經
、
以
韮
口
山
府
得
徐
寺
所
藏
三
千
八
百
巻
賜
之
。
（
趣
痔
抵
華
碓
寒
未
）

と
み
え
、
丈
宗
は
畦
・
氷
外
遥
以
後
の
功
絞
を
嘉
し
、
善
山
府
得
読
寺
の
大
飛
經
三
千
八
百
巻
診
賜
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
全
く

前
例
の
な
い
事
で
あ
り
、
彼
の
生
涯
の
最
後
冴
飾
る
も
の
で
あ
っ
て
、
宗
金
も
感
激
大
な
る
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。

か
く
て
宗
金
は
こ
れ
を
妓
後
と
し
て
、
こ
れ
よ
り
四
年
後
の
瑞
宗
三
年
八
月
即
ち
我
が
康
正
一
兀
年
八
月
に
彼
の
生
涯
を
経

っ
て
居
る
。

博
多
商
人
宗
金
と
そ
の
家
系

I

皇二

一

五

I
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坪
多
商
人
宗
金
と
そ
の
家
系
一
二
六

三
、
宗
金
の
家
系

（
巻
ご

宗
金
の
一
家
に
開
す
る
記
事
は
仙
肌
元
年
七
月
丁
西
に
測
卿
孟
郷
が
倭
謹
軍
藤
九
郎
に
我
が
國
蜻
を
問
へ
、
る
際
に
藤
九
郎

の
答
の
一
節
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

孟
郷
日
、
聞
有
宗
金
者
衞
居
何
如
人
也
，
布
子
孫
否
、
仇
郎
日
。
富
人
也
、
又
有
子
孫
．
年
前
八
月
物
故
、
宗
金
之
言

日
、
吾
子
三
人
皆
調
朝
鮮
図
‘
珊
末
子
未
訓
ｕ
將
仲
伽
書
於
末
子
、
往
訓
朝
鮮
而
賜
而
死
、
日
本
國
王
賜
御
害
於
宗
全
、

故
到
庭
皆
厚
接
、
昔
日
大
内
少
二
股
和
戦
時
、
他
簡
人
未
免
兵
祁
宗
余
得
脱
Ｊ

以
上
の
如
く
藤
九
鄭
の
孟
郷
に
對
す
る
言
に
よ
っ
て
、
宗
金
一
家
に
開
し
て
は
可
な
り
詳
細
に
鋲
は
れ
る
の
・
で
あ
っ
て
、

宗
金
は
前
年
八
月
即
ち
端
宗
三
年
八
月
‘
我
が
康
正
元
年
に
殿
し
た
事
と
、
亦
彼
に
四
人
の
子
の
あ
っ
た
事
が
判
明
す
る
。

藤
九
郎
の
言
に
よ
れ
ば
、
宗
金
は
自
分
の
子
四
人
の
内
三
人
は
皆
朝
鮮
剛
に
謁
し
た
の
で
あ
る
が
、
末
子
一
人
未
だ
朝
鮮
幽

に
諸
し
た
事
が
な
い
、
し
か
し
て
自
分
は
剛
書
を
こ
の
末
子
に
徳
へ
様
と
老
へ
て
居
る
と
の
事
が
語
ら
れ
て
居
る
。
今
こ
上

に
此
等
の
子
を
實
鋒
に
よ
っ
て
稔
討
を
川
へ
よ
う
。

と
上
に
お
い
て
先
づ
藤
九
鄭
が
宗
金
と
會
つ
た
年
代
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
正
確
な
る
年
代
を
明
に
し
得
な

い
。
し
か
し
朝
鮮
貿
易
に
於
け
る
特
椛
た
る
剛
杏
の
誰
波
の
事
を
語
っ
て
居
る
と
こ
ろ
か
ら
、
既
に
老
境
に
あ
っ
た
事
が
推

知
出
来
る
で
あ
ら
う
。
故
に
宗
金
の
段
し
た
端
示
三
年
に
近
い
事
が
窺
は
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
先
づ
こ
の
年
を
規
準
と
し
て

（
巻
三
十
四
）

宗
金
妙
子
に
し
て
李
朝
資
録
に
み
え
る
も
の
は
，
枇
宗
八
年
十
二
月
癸
亥
に

…
…
今
來
宗
金
子
表
阿
古
羅
Ｊ
諸
別
賜
衣
二
襲
。
從
之
。

！



字

．
兎
に
角
宗
金
の
言
に
よ
っ
て
四
人
の
子
の
内
三
人
は
朝
鮮
に
制
し
て
ゐ
る
か
ら
、
宗
金
の
死
後
二
十
年
後
の
成
宗
六
年
八

月
丁
丑
に
幕
府
の
使
と
し
て
入
鮮
し
た
性
赤
が
末
子
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
性
春
の
言
に
よ
れ
ば
初
め
て
入
鮮
し
た
の
で

あ
っ
て
、
宗
金
哩
言
と
一
致
し
、
性
春
が
末
子
で
あ
る
こ
と
を
確
證
し
て
ゐ
る
。
以
上
宗
金
の
子
を
資
錐
に
現
れ
る
初
見
を

年
代
的
に
み
る
と
、
表
阿
古
雑
が
妓
も
早
く
、
家
茂
等
と
年
代
の
陥
り
が
あ
る
こ
と
か
ら
長
男
と
老
へ
ら
れ
次
に
家
茂
か
、

名
の
不
詳
な
る
子
か
何
れ
か
で
あ
る
が
、
家
茂
か
早
く
か
ら
使
を
遼
し
て
居
る
事
か
ら
次
男
と
推
定
さ
れ
る
。
性
春
は
最
も

遅
く
末
子
で
あ
る
事
は
明
で
あ
る
。
な
ほ
、
文
明
十
一
年
に
遥
明
船
の
総
船
主
職
に
袖
さ
れ
た
宗
金
の
孫
宗
茂
信
は
宗
姓
を

名
乗
っ
て
ゐ
る
事
か
ら
家
茂
の
子
で
あ
る
事
は
明
で
後
述
す
る
に
つ
れ
明
と
な
る
で
あ
ら
う
。
宗
金
の
家
系
は
大
鰐
次
の
様

蠅
多
商
人
宗
琉
と
そ
の
家
系
一
二
七

と
み
え
て
居
ゐ
の
で
あ
っ
て
、
表
阿
古
雑
（
兵
五
郎
Ｙ
・
）
と
榊
す
ゐ
息
子
が
鮫
も
早
く
批
宗
八
年
に
謁
し
て
居
る
。
そ
の
次
は

（
巻
六
十
二
）

こ
の
表
阿
古
維
の
調
し
た
批
宗
八
年
よ
り
七
年
淀
經
て
仙
宗
十
五
年
十
一
月
甲
申
ノ
條
に

甲
申
先
是
宗
金
子
家
茂
遥
人
献
土
宣
（
潤
下
一

〆
耐
川
、

へ
椎
七
十
二

と
み
え
て
居
る
の
で
あ
っ
て
魔
錐
に
現
れ
る
初
見
で
あ
る
が
、
こ
の
三
年
後
の
枇
宗
十
八
年
三
月
丁
卯
ノ
條
に
「
日
本
筑
州

（
巻
九
十
八
）

宗
金
子
家
茂
使
人
來
献
土
立
」
と
み
え
、
表
阿
古
羅
に
つ
い
で
そ
の
名
が
み
え
て
ゐ
る
。
枇
宗
二
十
四
年
十
月
乙
卯
に
は

日
本
國
筑
州
石
城
小
吏
宗
金
逝
共
子
來
献
士
物

と
み
え
て
、
宗
金
山
子
が
剥
し
て
居
る
。
以
上
が
宗
金
の
段
し
た
珊
宗
三
年
前
に
み
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
宗
金
の
言
の
如

く
三
人
の
子
が
謁
し
た
と
す
れ
ば
表
阿
古
羅
が
先
づ
謝
し
、
二
十
四
年
に
家
茂
と
そ
の
名
の
坏
詳
の
子
と
が
認
し
た
と
考
へ

ら
れ
ろ
の
．
で
あ
る
。

1

1
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1

℃

表
阿
古
羅
は
祉
宗
八
年
十
二
月
癸
亥
に
唯
一
向
そ
の
名
を
と
哩
め
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
「
宗
金
至
誠
、
向
慕
本
剛
」
て

居
り
「
使
臣
来
往
議
心
厚
待
」
し
て
ゐ
る
か
ら
、
宗
金
の
子
な
る
が
故
に
衣
二
製
を
賜
っ
た
の
で
あ
る
。
次
の
家
茂
は
枇
阻

元
年
宗
金
の
後
を
つ
い
で
受
岡
書
人
に
な
り
同
時
に
受
職
倭
人
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
こ
れ
よ
り
し
ば
し
ば
李
朝
へ
貿
易
に

●

進
出
す
る
が
後
述
す
る
で
あ
ら
う
。

こ
上
に
注
意
す
べ
き
は
、
宗
金
が
前
述
の
如
く
倭
謹
軍
藤
九
郎
に
日
鮮
貿
易
上
の
特
樅
た
る
同
書
を
末
子
に
鱒
へ
た
い
と

思
っ
て
ゐ
る
事
を
語
っ
て
ゐ
る
が
、
家
茂
が
末
子
で
な
い
事
は
前
述
せ
る
如
く
で
あ
っ
て
、
事
疫
は
家
茂
が
繼
い
だ
の
で
あ

る
。
宗
金
が
何
故
に
末
子
性
春
に
岡
書
を
仲
へ
ん
と
し
た
か
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
が
、
後
章
に
述
べ
る
如
く
性
赤
は
四
人

の
子
の
内
最
も
活
躍
し
造
明
船
の
首
席
士
官
と
な
り
叉
日
本
剛
王
使
と
し
て
活
躍
し
た
如
く
、
既
に
早
く
か
ら
傑
出
し
て
居

た
と
老
へ
ら
れ
、
軍
に
末
子
で
あ
っ
た
事
か
ら
偏
愛
さ
れ
た
結
果
で
は
な
か
っ
た
様
で
あ
る
。

こ
れ
よ
り
宗
金
の
子
孫
に
就
い
て
論
ず
ろ
の
で
あ
る
が
、
彼
等
は
宗
金
の
子
孫
で
あ
る
と
同
時
に
勃
興
期
に
於
け
る
坤
多

商
人
を
代
表
せ
る
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
日
鮮
、
日
明
外
交
史
上
重
要
な
役
割
を
減
じ
て
ゐ
る
が
爲
で
あ
る
。

に
な
る
。

？
ｌ
宗
金
１

博
多
商
人
宗
金
と
そ
の
家
系

‐
表
阿
古
羅

ｌ
宗
家
茂
ｌ
茂
信
Ｉ
？

’
？

ｌ
性
春
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（
イ
）
宗
家
茂

宗
金
の
子
家
茂
は
前
述
せ
る
如
く
宗
金
の
後
を
繼
承
し
て
受
岡
書
人
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
叉
同
時
に
授
職
倭
人
に
な

っ
た
事
は
當
事
の
日
鮮
交
通
史
上
注
目
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
海
東
諸
國
記
の
筑
前
州
に
は
特
に
家
茂
の
條
を
あ
け

護
軍
宗
家
茂
、
乙
亥
年
、
來
受
二
岡
書
一
、
受
二
職
富
商
石
城
府
代
官
宗
金
之
子
一
、
宗
金
大
友
殿
所
ｙ
差
、
大
友
殿
管
下

と
み
え
て
ゐ
る
。
こ
上
に
注
意
す
べ
き
は
家
茂
が
宗
姓
を
名
乘
っ
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
既
に
宗
金
の
章
に
於
て
前
述
せ
る
如

く
宗
金
は
藤
氏
宗
金
と
李
朝
奮
鋒
に
み
え
る
以
外
宗
姓
を
名
乘
っ
て
ゐ
る
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。
宗
金
と
云
ふ
名
榊
を
術

名
と
解
せ
ず
、
宗
を
姓
と
老
へ
る
こ
と
は
不
自
然
で
あ
る
。
し
か
ら
ぱ
涯
録
に
見
え
る
藤
姓
で
あ
ら
う
か
。
常
時
朝
鮮
へ
通

交
す
る
商
人
團
は
、
そ
の
地
位
が
他
の
諸
豪
族
に
比
し
て
身
分
的
に
劣
る
爲
に
藤
氏
即
藤
原
姓
を
名
乘
ろ
事
が
盛
ん
に
行
は

れ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
跡
多
商
人
圏
の
内
か
ら
列
畢
し
て
も
、
仙
祀
七
年
岡
書
を
受
け
一
年
に
一
、
二
回
の
歳
遥
船
を

約
し
た
田
原
藤
原
貞
成
及
そ
の
女
妬
で
価
岨
扉
受
Ⅲ
書
人
に
な
り
歳
泄
船
一
船
を
約
し
琉
球
王
使
と
し
て
入
鮮
し
た
藤
原

佐
縢
四
郎
信
重
の
如
き
、
叉
笛
崎
津
の
藤
原
孫
右
術
門
尉
安
直
、
信
亜
の
甥
で
あ
る
同
筥
崎
居
住
の
藤
原
兵
術
次
郎
直
吉
、

宗
金
一
家
に
つ
い
で
勢
力
を
有
し
て
居
た
と
恩
は
れ
る
藤
安
吉
一
家
の
如
く
，
そ
の
他
膝
原
姓
を
名
乘
ろ
者
は
韮
だ
多
殿
に

の
ぼ
っ
て
居
る
。
《
辨
錘
諦
岬
）
藤
原
姓
を
州
ひ
た
事
は
前
述
の
如
く
、
身
分
的
に
他
の
證
象
族
に
劣
る
商
人
或
は
海
賊
の
首

領
等
が
用
ひ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
源
氏
姓
や
平
氏
姓
と
共
に
礎
ん
に
用
ひ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
疫
鋒
、
海
束
諸
國
記
に
多

く
み
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
蜜
録
に
み
え
る
藤
氏
宗
金
と
云
ふ
伽
か
二
、
三
の
例
ぞ
以
て
直
ち
に
宗
金
が

卿
多
商
人
宗
金
と
そ
の
家
系
一
二
九

て
ゐ
ろ
○

1

I
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一

○

藤
腺
姓
で
あ
る
と
す
る
事
は
荘
だ
危
瞼
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
そ
の
子
家
茂
が
名
乘
ろ
宗
姓
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
か
。
先
づ
家

茂
が
何
時
か
ら
宗
姓
を
名
乘
っ
て
居
る
か
と
云
ふ
事
を
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
前
述
の
如
く
海
束
諸
國
記
に
よ

れ
ば
世
皿
元
年
に
受
卿
書
人
と
同
時
に
受
職
倭
人
に
な
っ
て
倭
謹
軍
に
任
命
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
彼
が
宗
家
茂
と
孵

し
て
入
鮮
す
る
の
は
、
こ
れ
以
後
で
あ
る
事
が
特
に
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
宗
姓
を
名
乘
る
の
は
受
職
人
に
な
っ
て

か
ら
後
で
あ
っ
て
、
家
茂
が
受
岡
群
人
と
な
り
更
に
受
職
人
と
な
っ
て
宗
姓
を
自
ら
名
乘
つ
た
か
、
或
は
朝
鮮
よ
り
特
に
貰

っ
た
か
何
れ
か
と
解
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
す
れ
ば
宗
金
の
氏
姓
は
明
で
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
は
か
え
っ
て
宗
金
が
一

海
商
か
ら
倭
潅
の
波
に
乗
っ
て
漸
次
そ
の
勢
力
を
得
、
よ
く
巨
富
を
な
し
、
其
の
名
を
内
外
に
知
ら
れ
た
事
を
物
語
る
も
の

で
あ
ら
う
。

家
茂
が
慨
Ⅲ
元
年
に
受
岡
書
人
と
な
り
、
同
時
に
受
職
人
に
な
っ
た
事
は
凡
ゆ
る
鮎
か
ら
注
意
さ
れ
ぬ
ば
な
ら
な
い
。
何

と
な
れ
ば
受
岡
書
と
憂
職
の
二
璽
の
待
遇
を
受
け
た
事
と
、
こ
の
受
職
は
從
來
の
受
職
の
如
く
向
化
倭
人
と
し
て
で
は
な
く

そ
の
自
己
の
土
地
沖
多
に
居
住
し
な
が
ら
朝
鮮
の
官
職
を
授
け
ら
れ
た
事
で
あ
る
。
こ
の
恩
典
に
浴
し
た
最
初
の
者
は
倭
人

藤
九
郎
で
あ
る
け
れ
ど
も
，
（
弛
艫
に
吋
俵
僻
）
彼
の
肌
父
は
朝
鮮
人
で
あ
る
か
ら
，
嚴
密
な
意
味
に
於
て
日
本
人
と
し
て
は

家
茂
が
最
初
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
從
來
の
倭
人
の
受
職
は
降
倭
即
ち
倭
遥
と
し
て
朝
鮮
に
降
っ
た
者
に
よ
っ
て
始
っ
て
居

（
巷
一
○
）

ろ
。
太
皿
五
年
士
一
月
丙
午
に
降
倭
吹
六
と
云
ふ
者
か
「
宣
略
將
軍
龍
嬢
巡
衛
司
行
司
直
兼
海
道
管
軍
民
萬
戸
」
に
柿
せ
ら

れ
た
の
を
斌
側
と
し
て
、
そ
れ
以
後
は
、
朝
鮮
へ
歸
化
せ
る
向
化
倭
人
、
或
は
倭
進
の
首
魁
な
ど
が
受
職
人
と
し
て
優
遇
さ

れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
家
茂
の
場
合
は
之
と
全
く
異
っ
た
意
味
の
受
職
で
あ
り
新
例
が
開
か
れ
た
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。
受

､I



一

岡
書
人
と
し
て
日
畔
貿
易
上
の
特
権
を
有
し
、
貿
易
に
於
て
そ
の
享
受
す
る
便
宜
は
多
大
で
あ
り
な
が
ら
、
更
に
受
職
人
と

な
っ
た
事
は
，
當
時
の
日
鮮
關
係
上
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
海
束
諸
國
記
に
よ
れ
ば
、
家
茂
以
外
の
坤
多
商
人
に
は
、

道
安
は
世
租
元
年
乙
亥
に
岡
書
を
う
け
、
同
三
年
丁
丑
に
授
職
さ
れ
て
護
軍
と
な
っ
て
居
る
。
叉
藤
原
信
重
は
仙
岨
二
年
丙

子
に
岡
害
を
う
け
、
成
宗
二
年
辛
卯
に
中
枢
府
同
知
事
と
し
て
授
職
さ
れ
て
居
る
。
今
こ
の
二
重
の
恩
鮎
ぞ
得
た
者
は

筑
・
前
州

宗
家
茂
仙
肌
元
年
乙
亥
岡
書
価
祗
元
年
乙
亥
護
車

道
安
仙
組
元
年
乙
亥
岡
普
世
祗
三
年
丁
丑
誰
軍

藤
原
信
重
世
腿
二
年
丙
子
岡
害
成
宗
二
年
辛
卯
中
椹
府
同
知
事

對
馬
島

阿
馬
豆
？
．
護
軍
慨
祗
四
年
戊
寅
岡
書

六
郎
酒
文
？
．
護
軍
批
肌
五
年
己
卯
岡
書

多
羅
而
羅
？
謹
軍
枇
皿
六
年
庚
辰
岡
書

皮
古
汝
文
枇
祁
四
年
戊
寅
謹
軍
価
Ⅲ
六
年
庚
辰
剛
書

宗
盛
吉
？

上
謹
軍
仙
肌
九
年
癸
末
岡
書

皮
古
仇
羅
枇
岨
十
一
年
乙
酉
謹
軍
冊
組
十
一
年
乙
酉
回
書

井
可
文
愁
戒
泄
皿
八
年
壬
午
謹
軍
枇
肌
十
一
年
乙
酉
圃
書

岬
多
商
人
宗
金
と
そ
の
家
系
三
二

｜
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一
一
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博
多
商
人
宗
金
と
そ
の
家
系

皮
古
時
羅
世
帆
十
年
甲
甲
誰
軍
券
宗
元
年
巳
丑
囮
書

一
岐
島

三
浦
大
郎
？
誰
軍
世
岨
七
年
辛
巳
剛
書

以
上
宗
金
の
子
家
茂
を
筆
頭
に
受
剛
聿
日
と
受
職
老
兼
た
者
が
筑
前
三
人
、
對
馬
八
人
、
一
岐
一
人
、
計
十
二
人
の
多
き
に

逹
し
て
居
る
。
以
上
の
内
抑
多
商
人
以
外
の
君
は
殆
ん
ど
海
賊
の
首
領
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
し
か
ら
ぱ
朝
鮮
は
何

故
に
家
茂
は
じ
め
そ
の
他
の
者
に
受
岡
普
と
受
職
を
重
授
し
た
で
あ
ら
う
か
。
家
茂
の
如
き
は
父
宗
金
の
代
よ
り
特
殊
關
係

が
結
ば
れ
て
居
り
、
博
多
を
地
雛
と
し
て
そ
の
勢
力
を
有
し
て
居
た
宗
金
の
子
に
受
職
す
る
事
は
凡
ゆ
る
意
味
に
於
て
朝
鮮

側
に
有
利
で
あ
っ
た
事
は
明
で
あ
る
。

か
く
て
家
茂
は
世
哩
兀
年
乙
亥
に
受
剛
書
人
と
な
り
同
時
に
倭
誰
軍
に
柿
せ
ら
れ
て
貿
易
上
の
特
権
を
掌
握
し
て
父
宗
金

の
地
盤
を
受
繼
い
で
朝
鮮
と
の
貿
易
に
發
展
し
た
の
で
あ
る
が
、
李
朝
も
こ
の
岡
書
の
受
授
を
容
認
せ
る
こ
と
は
勿
論
で
ぁ

（
巻
十
三
）

る
。
仙
租
四
年
八
月
申
戊
條
に
「
日
本
國
關
西
路
筑
前
州
冷
泉
宗
金
将
子
家
茂
等
五
人
來
献
土
物
」
と
み
え
て
居
る
。
か
く

て
し
ば
し
ば
入
朝
し
土
宜
を
献
じ
て
貿
易
に
進
出
し
成
宗
朝
に
於
て
は
「
倭
護
軍
宗
家
茂
」
と
み
え
て
ゐ
る
。

（
ロ
）
性
春

性
春
は
宗
金
の
四
人
の
子
の
内
最
も
遅
く
李
朝
へ
一
初
め
て
幕
府
の
使
者
と
し
て
入
朝
し
た
の
で
あ
っ
て
、
凡
ゆ
る
黙
か
ら

考
へ
て
、
彼
が
宗
金
の
末
子
で
あ
ら
う
事
は
前
述
の
如
く
で
あ
る
。

彼
が
宗
金
の
子
で
あ
る
事
は
、
應
仁
二
年
入
明
せ
る
造
明
船
ｌ
ｌ
こ
れ
に
は
性
春
が
枢
要
な
地
位
に
つ
い
て
参
加
し
て
居
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ろ
Ｉ
が
、
そ
の
歸
途
大
内
氏
に
依
っ
て
紬
合
が
奪
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
將
軍
義
政
は
文
明
七
年
八
月
十
一
日
に
彼
を
朝
鮮

成
宗
の
も
と
に
派
造
し
、
明
へ
新
勘
合
給
付
の
斜
旋
を
交
渉
せ
し
め
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
條
に
「
性
春
答
云
、
我
非
王

都
人
也
、
世
居
瑚
家
台
宗
金
子
也
」
と
み
え
て
、
と
上
に
は
じ
め
て
彼
が
博
多
の
大
商
傑
宗
金
の
息
子
で
あ
る
事
が
明
に
さ

れ
る
。
性
春
は
宗
金
の
末
子
と
し
て
、
宗
金
の
生
前
に
段
も
そ
の
繩
を
享
け
て
居
た
ら
し
く
、
宗
金
が
彼
の
受
岡
害
人
の
椛

利
を
彼
に
譲
ら
ん
と
す
る
の
意
あ
り
し
事
は
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
は
結
局
第
二
子
と
思
は
れ
る
兄
家
茂
が
父
の

椛
利
と
の
家
督
を
繼
承
し
た
爲
に
受
岡
筈
人
と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
兄
家
茂
を
凌
想
す
る
勢
力
を
有
し
て
居
た
事
は
後
述

す
る
に
つ
れ
明
と
な
る
で
あ
ら
う
。
性
春
は
し
か
ら
ぱ
博
多
商
人
と
し
て
如
何
な
る
地
位
に
世
か
る
べ
き
人
物
で
あ
る
か
。

彼
は
父
宗
金
と
同
様
に
貿
易
商
人
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
円
鮮
，
日
明
外
交
史
上
重
大
な
役
割
を
演
じ
て
ゐ
ろ
。

笹
徳
三
年
の
日
明
貿
易
の
頃
よ
り
、
寺
院
に
依
る
賀
易
の
經
替
に
代
っ
て
大
内
、
細
川
、
雨
氏
の
抗
争
が
漸
く
露
骨
に
な

っ
て
來
た
の
で
あ
る
が
、
幕
府
は
賓
徳
三
年
の
貿
易
船
か
、
明
國
ょ
ｈ
耐
し
た
る
景
泰
勘
合
百
道
の
内
第
一
號
よ
り
錨
三
號

に
到
る
三
道
を
も
っ
て
鋪
一
號
船
を
幕
府
船
と
し
、
節
二
號
を
細
川
船
と
し
、
節
三
號
を
大
内
船
と
し
、
以
前
の
宜
徳
勘
合

の
残
餘
八
十
四
道
及
日
字
勘
合
底
苅
一
扇
を
明
國
に
肺
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
船
數
を
三
隻
に
決
定
し
た
の
は
寛
正
元
年

二
月
で
あ
っ
て
、
大
内
、
細
川
胴
氏
の
抗
争
が
漸
く
露
付
に
な
れ
る
事
が
う
か
図
へ
る
の
で
あ
る
が
、
な
ん
と
云
っ
て
も
對

明
貿
易
に
於
け
る
大
内
氏
は
確
固
た
る
資
力
を
有
し
て
ゐ
た
。
か
く
て
正
使
一
行
が
博
多
に
寛
正
五
年
六
月
に
下
れ
る
事
は

薩
凉
軒
日
鋒
（
郭
極
極
酔
侭
月
）
に
「
正
使
大
皿
〈
和
尚
居
座
好
増
都
聞
紹
本
都
寺
依
内
方
所
申
、
來
六
月
可
赴
子
九
州
地
之
山
、

以
飯
尾
大
和
守
被
仰
出
也
‘
即
命
之
」
と
み
え
る
事
に
依
っ
て
明
で
あ
る
。
九
州
吻
地
が
博
多
を
指
し
て
居
る
事
は
明
で
、

博
多
商
人
宗
金
と
そ
の
家
系
三
三
一
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全
果
判
壽
敬
判

一
號
船
居
座
一
號
船
居
座

紹
本
判
妙
増
列

專
使清

啓
判

と
の
連
名
の
最
初
に
署
名
せ
る
性
春
は
、
彼
の
父
宗
金
が
既
に
造
明
船
に
關
係
し
た
事
か
ら
考
へ
て
も
、
宗
金
の
末
子
性

春
と
同
一
人
と
み
て
差
支
へ
な
い
で
あ
ら
う
。
こ
れ
に
依
れ
ば
宗
金
の
子
性
春
は
士
官
．
居
座
の
筆
頭
で
あ
り
、
第
何
號
船

し
か
ら
ぱ
性
春
は
如
何
な
る
地
位
に
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
彼
等
一
行
が
明
へ
渡
れ
る
間
に
應
仁
の
大
乱
が
起
っ
た
の
で

あ
っ
て
、
、
．
こ
の
事
を
知
っ
た
使
節
一
行
は
．
明
が
彼
等
と
共
に
回
澱
使
を
派
通
す
る
意
あ
る
を
聞
き
、
現
在
日
本
は
大
乱
で

あ
る
か
ら
日
本
・
へ
回
澱
船
を
出
す
事
は
危
瞼
あ
ろ
を
以
て
之
を
中
止
す
ぺ
き
事
を
奏
上
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の

迩
明
船
の
各
船
の
首
脳
部
た
る
土
官
及
居
座
等
が
こ
れ
ぞ
評
議
し
車
使
清
縣
が
こ
れ
を
決
裁
し
上
奏
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

回
澱
船
之
事
雌
下
可
ｖ
渡
由
被
一
一
仰
出
一
候
上
川
船
以
後
日
本
及
大
飢
趣
以
二
評
議
一
具
二
禮
部
一
江
奏
ｙ
之
者
也
価
連
判
状
如
件

岬
多
商
人
寒
金
と
そ
の
家
系
一
三
四

博
多
に
於
て
貨
物
の
大
部
が
調
達
さ
れ
た
事
は
、
こ
の
避
明
船
に
宗
金
の
子
性
春
が
主
要
な
地
位
に
つ
い
て
居
る
事
に
よ
っ

て
も
明
で
あ
ら
う
。
こ
の
時
の
避
明
船
の
内
容
に
就
い
て
は
戊
子
入
明
記
に
そ
の
船
舶
＄
専
使
清
啓
以
下
乘
細
貝
名
、
船
客

て
も
明
で
あ
ら
う
っ
こ
の
時
の
遥
明
銅

に
至
る
迄
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
居
る
。

成
化
難
十
一
月
十
日

’
一土

號號號

罐全墜周塑性
座官官官

本果能春

判判判判

號號號號

妙鷺壽鷺重蝋玄単
座座官官

増敬幸樋

ゲリ 判判判



の
士
官
と
指
定
さ
れ
て
な
い
事
は
こ
の
遥
明
船
全
鵲
の
土
官
、
居
座
等
の
首
席
に
あ
る
事
を
物
語
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。

即
ち
性
春
は
専
使
清
啓
に
つ
ぐ
重
要
な
地
位
に
あ
る
と
云
へ
る
で
あ
ら
う
。
彼
が
特
に
待
遇
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
造
明
船

の
冬
員
一
人
宛
の
食
料
喪
を
計
上
し
て
居
る
が
、
こ
の
中
で
特
に
「
士
宣
頁
重
幸
性
春
肉
用
之
」
と
み
え
て
居
り
、
性
春

は
第
一
號
船
土
官
軍
幸
と
共
に
航
海
中
特
に
優
遇
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
は
幕
府
船
に
座
乘
せ
る
も
の
の
如
く
で
あ

る
。
し
か
ら
ぱ
如
何
な
る
意
味
に
於
て
一
商
人
性
春
が
か
上
る
重
要
な
地
位
に
柿
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
ら
う
。
こ
の
事
は

こ
の
遣
明
船
が
博
多
に
一
年
間
滞
在
し
た
事
に
よ
っ
て
も
自
ら
明
と
な
ら
う
。

應
仁
元
年
六
月
大
内
政
弘
は
周
防
、
安
藝
、
石
見
、
長
門
、
豐
前
、
筑
前
の
軍
二
萬
を
率
ひ
西
軍
山
名
待
望
の
軍
に
投
じ

た
事
は
東
軍
細
川
勝
元
に
劣
れ
る
西
軍
を
し
て
勝
利
へ
導
く
結
果
と
な
り
、
し
か
も
大
内
氏
に
依
っ
て
兵
庫
が
攻
略
さ
れ
た

事
は
大
内
氏
の
瀬
戸
内
海
の
制
海
朧
の
確
保
を
意
味
し
，
同
時
に
日
明
貿
易
の
凋
占
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
て

こ
の
造
川
船
は
文
正
元
年
八
月
歸
航
す
る
に
及
ん
で
瀬
戸
内
海
に
荊
擦
せ
る
大
内
氏
の
掠
奪
を
恐
れ
て
九
州
の
南
岸
瀞
回
航

し
土
佐
沖
を
蹄
つ
た
の
で
あ
っ
て
大
乘
院
寺
肺
雑
事
記
虚
鉦
郭
咋
輝
）
に
「
唐
帖
肺
朝
、
大
内
可
落
取
由
在
批
へ
聞
、
經
九
州

南
、
着
四
國
土
州
曲
云
堂
」
と
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
効
果
も
な
く
果
し
て
大
内
氏
に
襲
は
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
幕

府
船
、
細
川
船
の
所
せ
る
成
化
勘
合
は
大
内
氏
に
蕪
は
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
蔭
一
似
軒
円
録
（
脹
稗
症
昨
崎
）
に
よ
れ
ば
「
天
與

正
使
成
化
勘
合
百
枚
持
之
肺
朝
、
雌
然
飢
中
之
政
、
自
大
内
方
奪
取
此
勘
合
」
と
み
え
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
後
述
す
る
李
朝

に
於
け
る
性
春
の
言
を
確
證
す
る
も
の
で
あ
る
。
此
如
く
日
明
貿
易
に
於
け
る
そ
の
嶮
誰
と
な
る
べ
き
勘
合
が
大
内
氏
に
凋

占
さ
れ
た
事
で
あ
っ
て
、
幕
府
に
と
っ
て
互
利
を
博
し
得
る
日
明
貿
易
が
大
内
氏
の
手
に
勘
合
が
所
有
さ
れ
た
事
に
依
っ
て

博
多
商
人
宗
金
と
そ
の
家
系
三
一
五
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邸
多
商
人
宗
錠
と
そ
の
家
系
三
一
六

明
と
の
交
渉
を
繼
綾
し
得
ざ
る
事
と
な
っ
た
。

こ
Ｌ
に
於
て
義
政
は
文
明
七
年
八
月
十
一
日
宗
金
の
子
性
赤
孝
一
朝
鮮
成
宗
の
も
と
に
派
遥
し
た
の
で
あ
っ
た
。
善
隣
國
誕

記
に
性
春
の
帯
同
せ
る
義
政
の
剛
書
が
み
え
、
性
春
か
専
使
と
な
り
た
る
事
と
、
そ
の
專
使
を
送
る
に
至
れ
る
緤
過
が
述
べ

ら
れ
て
居
る
。

・
日
本
國
王
源
義
政
奉
二
審
朝
鮮
幽
王
殿
下
一
比
年
剛
國
、
往
来
不
し
絶
、
交
修
二
隣
好
一
、
莫
し
勝
二
感
幸
之
至
一
、
抑
壬
辰
載
、

・
所
ｖ
遥
使
者
、
尚
滞
二
上
剛
一
日
夜
望
二
其
蹄
一
、
安
否
如
何
、
寓
蔑
不
群
、
仙
告
先
γ
是
、
捧
二
表
文
一
具
二
方
物
一
朝
二
貢
大
明

國
一
旦
求
呈
新
勘
合
之
符
信
一
？
然
弊
邑
迩
焼
二
軍
放
之
事
一
報
告
書
並
所
ｖ
求
勘
合
、
皆
爲
二
添
賊
一
所
ソ
奪
、
不
三
一
到
二
於

此
一
、
況
其
餘
乎
、
伍
得
二
使
肺
一
し
國
耳
、
今
叉
以
レ
事
迦
一
信
大
邸
、
頼
有
二
景
泰
年
中
勘
合
一
、
以
ｖ
此
爲
し
験
、
或
不
し

諭
し
事
者
、
笹
二
我
於
嫌
疑
之
地
一
耶
、
輔
承
‐
上
國
之
於
二
大
明
↓
也
、
封
城
連
接
、
恥
間
頻
煩
、
諸
紹
二
介
子
我
一
、
以
二

Ｃ
○
○
Ｏ

》
此
事
一
見
陥
告
、
則
上
國
之
賜
軌
加
γ
満
、
以
二
士
官
性
春
一
爲
二
専
使
一
、
往
達
二
其
惹
一
‐
雌
蕊
察
二
我
懇
求
一
、
垂
γ
仁
釆

・
・
納
、
‐
季
秋
霜
冷
、
若
し
時
保
愛
。

右
の
図
書
に
見
え
る
如
く
宗
金
の
子
性
春
か
新
勘
合
給
付
の
斡
旋
彩
誌
ふ
た
め
に
専
使
と
な
っ
た
事
怖
は
自
ら
明
で
あ
ら

う
。
こ
上
で
問
題
と
を
る
の
は
宗
金
の
子
で
あ
る
一
商
人
性
春
が
將
軍
義
政
の
使
者
と
し
て
派
造
せ
ら
れ
て
居
る
こ
と
で
あ

る
。
性
春
の
父
宗
金
以
来
経
濟
的
に
貧
窮
化
せ
る
幕
府
か
、
一
時
に
巨
利
を
沖
し
得
る
對
明
貿
易
に
進
出
し
た
の
で
あ
る
が

そ
の
事
實
上
の
事
業
を
王
宰
せ
る
商
人
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
爲
に
特
殊
な
關
係
に
居
か
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
て
、

性
春
の
場
合
も
彼
が
造
明
船
に
枢
要
な
地
位
に
居
か
れ
て
あ
る
事
に
よ
っ
て
も
、
彼
が
經
濟
的
に
將
軍
と
密
接
な
關
係
に
あ
↓

！



つ
た
事
が
明
か
で
あ
ら
う
。

今
朝
鮮
側
の
記
録
を
み
る
と
成
宗
資
録
成
宗
六
年
八
月
朔
丁
丑
條
に
「
日
本
國
王
源
義
政
造
僧
性
春
來
鰐
」
と
み
え
「
共

書
日
」
と
し
て
前
述
の
善
隣
國
賓
記
所
載
の
國
書
を
あ
け
て
居
る
。
性
春
は
か
く
し
て
閏
書
を
奉
呈
し
た
の
で
あ
る
が
、
知

事
李
承
召
は
成
宗
に
上
奏
し
て
日
ふ
は
「
今
來
日
本
使
者
妊
總
物
」
の
み
な
ら
ず
墨
画
契
亦
無
闇
害
」
で
あ
っ
て
「
是
皆
可

疑
」
で
あ
り
と
云
ひ
、
海
東
諸
國
記
の
著
者
申
叔
舟
の
如
き
は
「
倭
人
爲
俄
者
皆
學
文
，
放
任
事
者
類
皆
僧
人
、
今
來
併
人

不
解
學
、
明
日
宴
時
間
之
則
可
知
芙
」
と
云
ひ
、
さ
す
が
賢
明
な
る
彼
も
、
日
本
國
使
が
一
博
多
商
人
で
あ
る
事
を
看
破
す

る
事
は
出
來
な
か
っ
た
。
し
か
し
て
澱
曹
並
に
判
書
等
と
性
春
と
の
間
に
問
答
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
性
春
②
一
言
は
日
本

側
の
費
料
を
補
足
す
る
も
の
と
し
て
特
に
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
っ
十
四
日
澱
曹
兼
判
書
尹
子
雲
、
及
判
書
李
承
召
が
問

を
發
し
た
の
で
あ
る
。

．
、
問
本
國
發
程
日
時
」

（
文
明
七
年
）

．
、
問
本
國
發
程
日
時
」
に
對
し
「
性
奔
答
云
、
去
甲
午
正
月
、
大
友
殿
承
姻
王
命
、
馳
書
徴
召
俺
、
即
發
本
士
沖
多
、

詣
大
友
殿
所
居
豐
後
州
、
其
年
三
月
發
程
‐
八
月
到
王
都
、
國
王
訓
臣
日
、
將
棚
大
明
、
汝
師
朝
鮮
、
傅
奏
朝
貢
、
閃
氷
凍
前

即
速
發
還
、
九
月
十
八
日
受
書
契
、
一
千
日
發
王
京
」
と
述
べ
海
風
不
順
で
且
つ
海
賊
に
襲
れ
る
恐
あ
る
た
め
、
今
年
六
月

七
日
釜
山
汕
に
到
若
せ
る
事
を
述
べ
て
居
る
。
「
去
甲
午
正
月
」
は
文
明
六
年
に
机
當
し
．
大
友
殿
は
親
繁
で
あ
る
。
彼
の

言
に
よ
れ
ば
義
政
は
大
友
氏
を
通
’
て
性
春
を
召
喚
し
た
の
で
あ
る
が
、
大
友
氏
と
宗
金
一
家
と
の
關
係
は
宗
金
が
か
つ
て

一
時
大
友
氏
の
代
官
で
あ
っ
た
馴
係
か
ら
で
あ
る
。
．
間
本
國
兵
飢
雁
恩
典
否
」
に
對
し
山
名
登
巳
は
三
月
、
細
川
氏
亦

〔
政
蠅
）
（
政
元
〕

そ
の
年
五
月
死
亡
し
、
そ
の
後
山
名
長
孫
少
弼
が
繼
立
し
、
細
川
氏
は
そ
の
子
宗
耽
承
襲
し
、
叩
家
の
葛
藤
は
以
前
と
し
て

坤
多
商
人
宗
金
と
そ
の
家
系
二
二
七

｣
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鍵
り
な
く
未
だ
兵
時
の
状
態
に
あ
る
事
を
述
べ
て
居
る
。
．
、
間
大
内
殿
何
時
得
還
本
土
」
に
對
し
て
は
大
内
と
山
名
と

（
足
利
義
親
）

は
述
結
し
団
王
の
弟
州
川
殿
を
挟
魏
し
、
岡
王
に
代
ら
ん
と
欲
す
る
壯
態
で
あ
る
こ
と
．
、
問
國
王
欲
朝
大
明
本
位
」
に

對
し
て
は
景
泰
七
八
年
間
、
大
明
か
ら
符
鹸
百
部
孝
給
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
三
部
〃
朝
貢
に
よ
り
明
へ
納
入
し
、

（
丈
硬
元
年
）

礎
部
九
十
七
部
は
先
代
義
澱
に
賜
っ
た
も
の
で
無
効
で
あ
る
事
争
娠
述
べ
「
成
化
丙
戊
年
間
、
國
王
疋
管
提
大
内
等
使
船
朝
千

大
明
、
其
時
叉
給
符
瞼
百
部
、
然
大
内
使
船
北
受
而
來
、
與
岡
王
隙
造
猫
不
許
、
故
団
王
無
符
、
末
能
朝
貢
」
と
述
べ
て
居

る
の
で
あ
っ
て
、
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．
、
問
王
都
事
」
に
對
し
て
は
「
我
非
王
都
人
也
、
枇
居
珊
家
台
、

宗
金
子
也
、
因
団
王
命
受
契
而
來
、
王
都
事
未
知
其
詳
一
と
答
へ
た
り
で
あ
る
。
か
く
て
成
宗
は
性
春
ぞ
宜
政
股
に
引
見
し

た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
眞
の
日
本
剛
使
で
あ
る
が
醤
だ
疑
は
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
禮
曹
は
成
宗
に
啓
し
て
日
ふ
に
「
昨
日

餓
性
春
聡
其
言
、
所
居
乃
椰
多
、
自
其
父
宗
余
來
聰
我
國
者
也
」
で
あ
る
に
拘
ら
ず
學
問
な
く
術
と
孵
し
て
肉
食
し
、
特
に

禮
物
を
有
せ
な
い
事
は
甚
だ
疑
し
い
と
言
上
し
性
春
が
貿
易
商
人
で
蝿
に
僻
名
を
假
稲
し
て
る
に
過
ぎ
な
い
事
を
了
解
し
得

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
澱
曹
の
言
に
よ
り
彼
の
父
宗
金
が
異
常
な
傑
物
で
あ
っ
た
事
も
推
知
出
來
る
の
で
あ
る
。
彼
が

禮
物
を
所
持
せ
ざ
る
所
以
は
國
王
義
政
は
、
早
く
明
へ
の
入
貢
を
欲
し
、
須
く
氷
凍
前
に
京
都
へ
師
来
す
る
様
に
命
じ
た
の

で
甚
そ
の
行
忙
し
く
澱
物
を
奉
呈
し
得
な
い
事
淀
述
ぺ
て
居
る
。
十
五
日
辛
卯
に
至
り
子
雲
及
判
害
李
承
召
は
性
春
に
、
日

本
國
王
は
前
回
も
使
を
遥
し
、
再
び
使
者
を
造
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
が
我
國
は
一
度
も
答
耀
を
行
っ
て
な
い
。
故
に
今
回

答
澱
使
を
貴
殿
の
歸
國
に
常
り
派
遥
せ
ん
と
恩
ふ
が
如
何
と
の
問
に
對
し

「
性
春
對
日
、
欲
造
使
感
喜
局
勝
、
然
本
國
兵
禰
未
糀
路
極
難
行
必
突
、
不
得
己
循
他
道
可
行
、
由
博
多
而
往
、
自
沖
多



一

至
大
友
殿
、
其
間
陸
路
乃
八
日
程
也
、
凡
輔
重
必
雁
馬
縛
輸
、
五
尋
画
護
送
、
自
大
友
殿
以
後
又
有
水
路
．
雇
騎
倭
船
、
若
順

■

風
七
八
日
可
抵
王
京
、
風
悪
雌
五
六
朔
不
逹
、
使
臣
皿
莪
偕
行
、
奴
到
本
國
則
國
王
必
喜
、
不
幸
有
愛
幽
王
必
責
我
日
、
汝

知
此
地
鍵
故
、
而
何
令
人
狼
狐
」
と
答
へ
、
以
前
の
京
都
へ
の
道
路
如
何
と
の
問
に

「
古
道
平
知
一
、
然
今
枕
不
可
行
、
且
大
内
殿
管
内
亦
有
可
行
之
路
，
而
自
大
内
殿
肌
〈
剛
王
相
持
、
其
管
内
之
民
皆
散
爲
盗

賊
、
今
若
造
使
則
可
由
博
多
而
往
、
仲
多
以
前
吾
常
謎
逢
、
其
以
後
大
友
殿
在
焉
、
非
吾
力
所
及
」

と
答
へ
て
ゐ
る
。
性
春
は
瀬
戸
内
海
の
制
海
樅
が
大
内
氏
に
掌
握
さ
れ
た
爲
そ
の
航
海
が
危
険
な
る
事
を
説
き
、
先
づ
博
多

に
至
り
豐
後
府
内
に
あ
る
大
友
氏
の
下
に
行
く
の
で
あ
る
が
、
仲
多
以
前
は
自
分
が
誰
逢
し
、
大
友
殿
に
至
る
陸
路
八
日
程

は
大
友
殿
が
誰
途
す
る
で
あ
ら
う
。
「
大
友
氏
以
後
又
有
水
路
」
と
云
っ
て
ゐ
る
か
ら
府
内
よ
り
出
船
し
、
瀬
戸
内
海
を
避

け
、
土
佐
沖
を
通
る
航
路
と
思
は
れ
上
陸
地
は
、
兵
庫
は
大
内
氏
の
勢
力
下
に
あ
る
關
係
か
ら
細
川
氏
の
領
内
堺
に
上
陸
上

京
し
た
と
思
は
れ
、
順
風
な
れ
ば
七
八
日
、
風
悪
け
れ
ば
五
六
朔
と
雌
も
達
せ
ず
と
あ
る
か
ら
四
國
沖
を
廻
航
す
る
の
で
あ

っ
て
、
唯
仁
の
凱
後
大
内
氏
が
瀬
戸
内
海
を
擁
す
や
、
こ
の
航
路
は
相
常
使
用
さ
れ
た
と
老
へ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
我
が
國

側
登
料
を
袖
ふ
も
の
と
し
て
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

此
如
き
性
春
の
詳
細
な
る
稗
涛
と
誠
意
と
に
よ
っ
て
そ
の
疑
も
は
れ
、
特
に
成
宗
は
仁
政
殿
に
出
御
し
て
性
春
に
對
し
て

間
位
ぞ
贈
り
、
翌
二
十
八
日
甲
辰
更
に
逢
別
の
要
を
張
り
、
朝
鮮
側
は
、
成
宗
以
下
列
肺
し
、
趣
廷
物
を
賜
っ
た
。

翌
九
月
土
一
日
に
鵡
曹
は
性
赤
の
爲
に
俊
妥
を
設
け
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
席
上
再
び
今
回
の
自
己
の
使
命
の
ほ
ど
を
吐

露
し
「
我
之
受
來
事
不
途
、
何
面
目
遼
國
」
と
極
力
明
へ
勘
合
符
の
斡
旋
方
粍
要
請
し
た
の
で
あ
る
が
朝
鮮
側
は
「
爾
國
既

“

博
多
商
人
宗
金
と
そ
の
家
系
三
一
九

！

「
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得
上
國
符
嶮
百
逝
‘
篤
大
内
殿
所
奪
、
大
内
股
爾
醐
臣
也
、
何
不
黄
大
内
殿
、
而
反
求
於
我
」
と
て
符
醗
が
大
内
殿
に
奪
は

れ
た
と
こ
ろ
で
、
大
内
殿
は
同
じ
剛
臣
で
は
な
い
か
．
大
内
を
責
め
ず
反
っ
て
朝
鮮
に
求
め
る
の
は
如
何
と
そ
の
弱
鮎
を
つ

き
、
性
春
は
「
我
國
無
君
臣
獺
俄
、
不
能
制
下
、
故
來
諦
耳
」
と
て
そ
の
窮
壯
を
述
べ
た
の
で
あ
る
か
、
朝
鮮
側
は
こ
れ
が

裁
決
に
徒
否
胴
論
に
分
れ
、
結
局
從
來
明
に
日
本
と
交
通
せ
ざ
り
し
如
き
方
針
と
背
馳
す
る
と
云
ふ
主
張
が
容
れ
ら
れ
、
翌

十
四
日
性
春
に
對
し
不
可
と
す
る
事
が
宣
言
さ
れ
、
二
ケ
月
に
亙
る
彼
の
蒋
岡
毒
し
く
そ
の
使
命
を
達
す
ろ
を
得
な
か
っ
た
。

か
く
て
性
春
は
十
九
日
僻
去
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
成
宏
は
幕
府
に
復
害
し
性
春
に
持
師
ら
し
め
た
の
で
あ
っ
て
、
こ

の
剛
書
の
一
部
が
十
九
日
乙
丑
の
條
に
み
え
て
ゐ
る
が
、
幸
に
も
こ
の
國
書
は
我
が
國
側
の
綾
善
隣
國
我
記
に
見
え
て
ゐ
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
全
文
と
隠
裁
は
次
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
。

朝
鮮
國
王
李
妻
、
奉
復
日
本
國
王
殿
下
、
專
使
書
問
、
從
群
動
雁
清
勝
、
感
慰
交
渉
‐
前
泄
信
使
、
其
時
荊
即
回
還
、
想
己

逹
貴
境
、
論
示
朝
、
上
國
諦
符
馳
事
、
頃
因
虚
円
通
事
体
言
、
爲
達
朝
廷
蒙
准
回
報
、
貴
國
貢
献
巳
通
，
不
必
紹
介
、
且
累

渡
天
朝
是
腱
、
惟
照
領
、
餘
翼
自
玉
．
不
宜

成
化
十
一
年
九
月
日

朝
鮮
國
王
李
妻

奉

復日
本
國
王
殿
下

朝
鮮
國
王
李
妻

諏
封

｜



ろ
か
と
云
ふ
事
も
明
瞭
と
な
っ
た
。

●

性
春
が
在
鮮
交
渉
中
、
既
に
幕
府
は
明
に
對
す
る
商
船
の
派
遣
の
準
術
を
清
糞
と
進
め
、
文
明
七
年
八
月
二
十
八
日
に
は

術
妙
茂
を
疋
使
と
し
、
慶
域
王
英
を
刑
使
と
し
て
派
遣
す
る
に
沢
し
、
十
月
八
日
に
は
肥
前
の
大
島
氏
に
そ
の
領
内
の
警
固

（
飛
島
丈
雅
己

浄
厳
重
に
す
る
事
ぞ
命
じ
、
大
内
政
弘
吟
亦
大
島
氏
に
對
し
入
胴
船
に
開
す
る
誰
力
を
托
し
て
居
る
。
か
く
て
遥
明
船
三
艘

は
翌
八
年
四
月
十
一
日
に
堺
を
出
發
し
た
の
で
あ
る
が
、
何
故
に
大
内
氏
が
か
く
遥
明
船
鰈
間
に
識
力
し
て
居
る
の
で
あ
ら

う
。
こ
れ
は
勿
論
こ
の
遥
明
船
の
計
窪
準
備
が
大
内
氏
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
事
ぞ
意
味
す
る
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
事

は
次
回
の
造
明
船
派
泄
の
内
命
が
大
内
氏
に
與
へ
ら
れ
た
事
で
も
明
で
あ
ら
う
。

此
如
き
大
内
氏
の
場
合
は
勿
論
の
事
、
之
に
派
遼
す
る
幕
府
船
に
し
ろ
．
‘
寺
院
船
に
し
ろ
、
皆
事
質
上
の
灘
樅
を
握
れ
る

商
人
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
こ
れ
令
驫
剛
負
ふ
商
人
は
、
對
明
貿
易
が
巨
利
を
得
た
に
し
て
も

こ
れ
希
請
負
ふ
事
は
多
大
の
經
濟
的
負
推
を
作
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
後
述
す
る
の
で
あ
る
が
文
明
十
五
年
の
造
川
船
に
堺

の
商
人
が
細
川
氏
の
後
援
に
よ
り
一
艘
に
つ
き
四
千
貫
文
の
抽
分
銭
を
川
し
「
難
し
縦
者
也
」
と
云
は
れ
た
事
に
依
っ
て
も

明
で
あ
ら

右
の
如
き
國
書
で
あ
っ
て
、
寳
鋒
の
十
九
日
ノ
條
に
そ
の
一
部
が
見
え
て
居
る
。
こ
の
時
李
朝
は
國
使
発
派
造
し
て
な
い

ｐ

か
ら
、
こ
の
國
書
は
性
春
が
帯
同
し
幕
府
に
復
命
し
た
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

う。

〃

前
節
に
於
い
て
宗
金
の
子
性
奔
に
就
い
て
述
ぺ
た
。
同
時
に
遼
明
船
に
對
し
て
大
内
氏
の
力
が
如
何
に
大
き
く
働
い
て
居

餌
多
商
人
宗
金
と
そ
の
家
系

（
〈
）
宗
茂
信

一
一
一
一
一
一

I
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岬
多
商
人
宗
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と
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三
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こ
の
場
合
當
然
か
上
る
船
舶
従
物
の
諦
負
が
常
時
隆
盛
を
極
め
つ
上
あ
っ
た
坤
多
商
人
圏
の
手
に
よ
っ
た
で
あ
ら
う
事
が

老
へ
ら
れ
る
。

私
は
宗
金
並
に
そ
の
子
性
春
の
章
で
宗
金
か
道
洲
と
共
に
入
明
し
た
こ
と
は
迭
明
船
經
誉
に
關
係
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
、
亦
性
群
が
同
様
に
首
肪
土
官
と
し
て
座
乗
し
た
事
も
同
様
の
事
が
推
定
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
云
ふ
假
説
を
提
出
し

た
の
で
あ
る
が
、
次
の
事
滋
は
こ
れ
を
碓
證
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。

（
文
明
十
二
年
）
（
雅
百
九
）

成
宗
斑
鋒
十
一
年
七
月
癸
未
ノ
係
に
管
佃
畠
山
政
長
が
使
穿
避
し
土
宜
ぞ
献
じ
、
書
を
成
宗
に
奉
っ
て
居
る
事
が
み
え
る
。

（
義
政
・
義
覗
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
先
づ
成
宗
は
「
脱
聖
誇
於
億
年
」
し
て
雌
仁
の
大
飢
久
し
く
綾
い
た
が
「
今
剛
殿
下
和
親
子
洛
下
」
し
夫

（
文
明
九
年
）

共
「
東
西
主
」
と
稲
し
、
自
分
は
義
に
よ
っ
て
西
主
に
仕
へ
ゐ
る
。
丁
酉
歳
に
逃
貢
船
を
大
明
國
に
造
し
た
の
で
あ
る
が
，

こ
の
際
自
分
は
臣
良
心
を
以
て
副
貢
船
に
坐
乘
せ
し
め
た
が
、
そ
の
蹄
航
の
途
貴
國
の
濟
州
島
仁
到
れ
る
に
「
其
官
吏
無
故

繋
縛
禁
囚
良
心
等
二
十
人
」
の
で
あ
り
、
結
果
良
心
は
死
亡
し
た
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
、
國
が
異
る
と
云
へ
「
行
李
之
往

來
，
假
路
而
過
者
古
今
迩
義
」
で
あ
る
、
「
矧
炎
閏
本
邦
同
事
大
明
」
て
ゐ
る
の
で
あ
り
貴
幽
と
吾
が
能
登
州
は
遥
に
相
向

ひ
、
漂
流
人
あ
ら
ぱ
之
を
保
誰
送
達
し
て
居
る
に
拘
ら
す
‐
か
上
る
災
厄
に
遇
へ
る
は
律
令
の
弛
緩
に
依
る
も
の
で
あ
る
と

責
め
、
次
に
左
の
如
き
一
文
が
綾
い
て
ゐ
る
。

℃
も
も
、
、
、
℃
、
も
も
ｂ
、
℃
、
ｂ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
も
、
、
ｂ
、
、
、
、
■
、
、
ｂ
、

「
雨
殿
急
欲
遥
大
明
進
貢
船
、
西
主
之
船
臣
井
大
内
君
共
承
命
、
宗
金
嫡
孫
宗
茂
信
任
総
船
主
之
職
、
彼
巳
受
貴
幽
之
榮

、

官
、
而
就
下
臣
之
因
承
悔
命
、
今
臣
使
船
差
蓮
剛
使
宗
茂
信
、
後
来
令
定
貴
剛
逢
術
以
往
之
律
令
、
伏
庶
通
永
永
無
窮

Ｑ

不
流
帯
礪
之
盟
‐
・
傭
賜
恕
察
、
所
望
白
勝
一
愛
白
苧
布
豹
皮
伏
賜
容
許
幸
甚
」

Ｆ
ｌ



こ
れ
に
よ
れ
ば
、
南
殿
即
ち
義
政
、
義
脱
か
急
に
明
へ
進
貢
船
を
進
さ
ん
と
欲
し
て
居
る
，
西
王
即
義
覗
の
船
は
大
内
氏

と
共
に
そ
の
命
を
承
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
《
一
亦
金
の
孫
《
一
が
茂
信
を
総
船
・
王
之
職
に
任
じ
て
準
怖
せ
し
め
て
居
る
。
彼
は
既
に
貴

國
の
官
職
を
う
け
て
居
る
者
で
あ
っ
て
副
使
と
し
て
兼
進
す
る
が
そ
の
蹄
途
前
回
の
造
明
船
の
良
心
の
如
き
事
態
に
な
ら
ざ

る
様
將
來
貴
醐
の
邊
境
に
以
往
の
律
令
が
行
は
れ
る
事
か
望
み
、
白
鷹
、
白
苧
布
、
豹
皮
を
所
望
し
て
居
る
。

今
こ
上
で
論
究
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
《
一
至
芯
孫
茂
信
が
大
内
、
畠
山
叩
氏
か
ら
遥
明
船
の
總
船
王
の
職
に
柿
せ
ら
れ
た
事

な
の
で
あ
る
。
今
日
本
側
の
養
料
と
比
較
検
討
海
加
へ
な
か
ら
問
題
を
進
め
よ
う
。

「
雨
殴
急
欲
造
大
明
進
貢
船
、
西
主
之
船
臣
井
大
内
謡
此
〈
承
命
」
と
め
る
は
‐
大
乗
院
寺
祓
雑
事
記
（
華
恥
吐
一
一
岼
崎
）
に

よ
れ
ば
「
明
年
自
素
町
殴
可
被
渡
店
船
山
及
御
沙
汰
、
被
仰
合
大
内
左
京
大
夫
云
交
」
と
み
え
、
又
親
九
日
記
（
睡
繩
対
匿
癖
八
）

に
は
「
大
内
殿
よ
り
三
號
船
事
御
内
書
御
諦
到
来
、
翌
日
飯
和
州
方
へ
被
辿
之
、
使
淵
田
」
と
み
え
る
の
で
あ
っ
て
、
右
の

奮
錐
に
依
れ
ば
之
よ
り
早
く
文
明
十
一
年
に
於
て
、
迭
明
船
を
派
埋
辿
す
べ
く
畠
山
〃
大
内
剛
氏
に
そ
の
準
備
方
を
命
じ
た
事

が
明
で
あ
る
。
か
く
て
剛
氏
は
當
時
抑
多
商
人
を
代
表
す
る
宗
金
の
孫
宗
茂
信
に
総
船
主
職
に
命
じ
、
そ
の
管
船
並
に
貨
物

の
訓
逹
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
茂
信
の
Ⅲ
父
〈
一
不
金
は
早
く
か
ら
辿
明
船
に
捌
係
が
あ
り
、
叔
父
性
春
も
關
係
あ
り
し
事
は

前
述
の
ご
と
く
で
あ
っ
て
、
茂
信
に
細
舳
・
王
の
職
を
命
じ
た
率
は
當
然
と
一
云
へ
る
で
あ
ら
う
。

か
く
て
茂
信
は
博
多
に
於
て
螢
船
並
に
蛍
物
の
調
達
に
蒲
手
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
上
に
、
は
し
も
な
く
大
内
氏
並
に
茂

信
に
と
っ
て
重
大
な
事
件
が
起
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
前
述
の
如
く
大
内
氏
が
泄
明
船
派
逝
の
準
備
を
命
ぜ
ら
れ
，
｛
一
示
金
の
孫
茂
信
を
總
船
・
王
心
職
に
任
じ
萬
端
の
準
備

博
多
商
人
宗
金
と
そ
の
家
系
三
一
三

’
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鯉
多
商
人
宗
金
と
そ
の
家
系
二
三
四

を
な
し
、
大
内
氏
は
特
に
節
三
號
船
を
航
せ
し
む
く
く
着
手
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
る
に
幕
府
は
急
に
大
内
氏
と
の
約

束
を
愛
じ
、
第
三
號
船
ぞ
幕
府
に
牧
め
、
四
千
貫
文
の
納
附
余
を
牧
め
し
め
る
こ
と
を
以
て
堺
の
商
人
に
請
負
は
し
め
、
船

舶
、
擬
物
の
準
備
は
皆
堺
に
於
て
行
は
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
鹿
苑
日
錐
に
次
の
如
く
み
え
て
居
る
。

「
明
應
八
年
八
月
六
日
中
略
束
歸
和
尚
子
細
間
店
船
事
、
口
、
今
商
人
所
誌
切
之
者
、
一
艘
三
千
貫
也
、
慈
照
杣
公
渡
之

時
．
予
與
子
瑛
祁
元
共
往
、
界
之
人
斯
諦
切
者
、
一
触
四
千
貫
也
、
然
間
八
千
貫
献
之
、
三
號
船
一
號
舳
也
’
二
號
船
者
内

裏
之
船
也
、
甘
露
寺
之
伯
父
龍
首
座
所
請
云
べ
中
略
叉
日
慈
照
相
公
泄
一
號
三
號
之
船
、
以
子
瑛
爲
碓
使
、
二
號
考
内
裂

船
也
、
甘
碑
寺
龍
首
座
所
誌
也
、
以
故
一
號
三
號
愛
大
内
之
約
、
以
付
之
於
界
之
商
人
、
以
遥
船
、
商
人
預
約
以
一
般
四
千

貫
之
抽
分
鐘
爲
請
也
、
歸
朝
之
日
出
四
千
歯
並
八
千
賞
献
満
、
然
而
一
般
三
千
貰
文
可
也
、
四
千
貫
則
難
俄
者
也
」
と
み
、
凡
、

第
一
號
船
、
第
三
號
船
は
幕
府
の
貿
易
船
、
第
二
號
船
は
朝
廷
船
と
し
、
し
か
も
鏥
三
號
船
は
大
内
氏
に
依
っ
て
派
遥
さ

る
ぺ
き
も
の
で
あ
っ
た
に
拘
ら
す
、
堺
の
商
人
が
四
千
貫
文
の
抽
分
銭
ぞ
川
す
事
に
よ
っ
て
豫
定
が
念
に
鍵
史
さ
れ
た
の
で

あ
る
が
、
堺
の
商
人
の
背
後
に
は
、
迭
明
船
派
避
に
漸
く
勢
力
を
も
っ
て
き
た
細
川
氏
が
あ
る
事
は
明
瞭
で
あ
っ
て
、
「
雌
し

価
者
也
」
と
云
は
れ
る
抽
分
銭
を
得
る
事
に
よ
っ
て
、
義
政
は
大
内
氏
の
約
を
破
り
博
多
商
人
の
手
か
ら
堺
商
人
の
手
へ
委

ね
た
の
で
あ
っ
た
。
表
面
は
此
如
く
大
内
氏
が
細
川
氏
の
暗
暁
に
よ
っ
て
從
來
の
遥
明
船
派
泄
に
對
す
る
樅
利
ぞ
奪
取
さ
れ

た
の
で
あ
る
が
、
事
蜜
は
堺
商
人
が
從
來
の
遼
明
船
の
經
螢
樅
を
博
多
商
人
の
手
か
ら
奪
取
し
た
に
外
な
ら
な
い
。
か
く
み

る
と
茂
信
の
總
船
主
之
職
は
、
避
明
船
の
舞
船
と
貨
物
の
調
達
を
諸
負
っ
た
事
が
明
で
あ
っ
て
、
祀
父
宗
金
、
叔
父
性
春
が

夫
糞
遣
明
船
の
枢
要
な
地
位
に
あ
っ
た
の
は
、
自
ら
遼
明
船
の
經
誉
に
關
係
の
あ
っ
た
事
は
明
で
あ
ら
う
。

、



右
の
事
實
は
明
に
博
多
商
人
に
對
す
る
堺
商
人
の
挑
戦
で
あ
っ
て
、
博
多
商
人
圏
を
代
表
す
る
宗
金
一
家
に
と
っ
て
蓬
し

き
屈
辱
で
あ
っ
た
。
亦
造
明
船
派
造
に
於
け
る
大
内
氏
の
排
斥
は
、
賛
に
大
内
氏
の
日
明
貿
易
に
於
け
る
椛
威
を
無
頑
し
た

も
の
で
あ
っ
て
、
大
内
氏
は
そ
の
激
怒
や
ろ
方
な
く
、
蔭
凉
軒
日
録
冠
恥
瞬
輝
年
）
に
よ
れ
ば
「
白
往
古
大
内
方
司
之
」
っ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
「
後
灸
哩
牌
船
之
事
者
、
可
被
仰
付
キ
大
内
」
と
の
一
札
を
幕
府
に
書
か
し
め
、
將
來
對
明
貿
易
は

必
ず
大
内
氏
に
命
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
か
く
て
大
内
氏
が
泄
明
船
に
關
係
す
る
限
り
、
宗
令
家
も
叉
同
時
に
そ
の
誉
船
に

對
し
て
保
證
さ
れ
た
と
云
へ
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
事
件
は
堺
商
人
な
る
も
の
が
漸
く
陣
多
商
人
に
對
立
し

て
來
た
事
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

四
．
宗
金
家
と
這
明
船

以
上
宗
金
、
そ
の
子
性
春
、
孫
茂
信
が
遥
明
船
に
關
係
し
て
居
る
こ
と
を
述
べ
た
。
遥
明
船
が
如
何
な
る
當
事
者
に
よ
っ

て
主
宰
さ
れ
た
に
し
て
も
、
そ
の
資
際
的
な
仕
事
、
即
ち
犠
船
と
俊
物
の
調
逹
は
商
人
に
よ
っ
て
行
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
し
て
商
人
は
抽
分
錨
を
出
す
事
に
よ
っ
て
誉
船
し
、
彼
の
地
の
貿
易
に
よ
っ
て
利
を
あ
け
た
に
外
な
ら
な
い
。

迭
明
船
の
場
合
、
そ
の
表
面
に
現
れ
て
來
ろ
幕
府
‐
大
名
、
寺
院
の
名
の
み
を
記
録
さ
れ
て
、
此
等
の
背
後
に
あ
っ
た
商

人
が
何
人
な
る
か
不
幸
我
剛
側
の
盗
料
は
沈
獣
し
て
ゐ
る
が
、
以
上
の
朝
鮮
側
の
蚕
料
を
中
心
と
し
た
る
考
察
に
よ
っ
て
宗

余
一
家
が
毎
次
の
遥
明
船
の
幾
般
か
ぞ
請
負
っ
て
鶴
船
し
た
と
云
ふ
事
を
推
定
し
て
差
支
へ
な
い
で
あ
ら
う
。

蜜
徳
三
年
の
遥
明
船
に
宗
金
家
が
關
係
し
て
ゐ
る
や
日
鮮
雨
餐
料
と
も
沈
献
し
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
蜜
徳
三
年
に
は
宗
金

は
老
年
た
り
と
云
へ
健
在
で
あ
り
、
宗
金
に
よ
り
舞
船
さ
れ
た
も
の
が
多
か
っ
た
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
鹿
苑
日
録
明
應

博
多
商
人
宗
金
と
そ
の
家
系
一
三
五
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博
父
商
人
宗
金
と
そ
の
家
系
二
三
六

八
年
八
月
六
日
ノ
條
に
よ
れ
ば
．
こ
の
時
の
泄
明
船
は
一
號
胎
天
龍
寺
、
二
號
船
伊
勢
法
樂
舍
、
三
號
船
天
龍
寺
、
四
號
船

筑
紫
探
題
、
爲
聖
祁
寺
造
誉
也
、
五
號
船
津
嶋
、
六
號
船
大
友
、
七
號
船
大
内
、
八
號
船
大
和
塔
ノ
峯
、
九
號
船
天
龍
寺
、

十
號
船
法
樂
祗
と
あ
り
、
こ
の
内
九
州
探
題
そ
の
他
の
船
が
、
宗
金
家
に
よ
っ
て
管
船
さ
れ
た
で
あ
ら
う
こ
と
は
推
定
出
來

ろ
。
同
日
ノ
條
の
東
蹄
西
堂
の
談
に

も
、
も
も
、
も
も
も
、
、
、
屯
も
も
も

「
天
龍
寺
貞
都
聞
爲
綱
司
、
琳
都
聞
爲
三
號
船
之
居
座
、
皆
赴
博
多
、
誘
商
人
以
調
船
井
進
物
等
也
」
と
み
え
て
居
る
の

で
あ
っ
て
、
常
時
の
沖
多
商
人
に
巨
額
の
抽
分
銭
を
出
し
て
桜
船
し
得
る
の
は
宗
金
以
外
に
老
へ
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、

（
繊
史
無
難
礎
）

こ
の
後
の
造
明
船
に
、
宗
金
心
子
性
春
、
孫
茂
信
が
誉
船
し
て
る
事
に
よ
っ
て
も
明
瞭
と
云
へ
よ
う
。
允
膨
入
店
記
に
よ
れ

ば
、
此
の
時
の
正
使
允
膨
以
下
が
京
を
下
っ
た
の
は
十
月
廿
六
日
で
、
博
多
に
享
徳
元
年
正
月
五
日
博
多
港
に
入
り
、
妙
樂

寺
に
滞
留
す
る
こ
と
八
月
十
八
日
に
及
ん
で
ゐ
る
。
こ
の
事
は
一
行
が
博
多
に
来
た
り
，
調
船
を
商
人
に
交
渉
し
た
も
の
で

あ
り
、
恐
ら
く
宗
金
が
關
係
し
た
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
一
年
近
く
の
滞
留
は
船
舶
の
み
な
ら
ず
貿
易
船
の
貨
物
が

博
多
に
於
て
調
達
さ
れ
た
事
を
意
味
す
る
に
外
な
ら
な
い
。
か
く
老
へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
金
家
の
存
在
が
、
商
業
都
市

博
多
に
重
大
な
意
義
を
有
し
た
事
が
了
解
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

五
、
結
語

以
上
宗
金
と
そ
の
子
孫
に
つ
い
て
究
明
し
て
來
た
。
宗
金
は
最
初
一
海
商
か
ら
漸
次
勢
力
ぞ
得
、
當
時
の
國
際
港
博
多
を

基
礎
的
地
盤
と
し
て
富
商
宗
金
の
名
は
國
の
内
外
に
知
ら
れ
．
そ
の
互
財
を
以
て
造
明
船
に
關
係
し
て
幕
府
の
保
護
を
う
け

そ
の
子
孫
又
よ
く
宗
金
の
地
盤
を
確
保
し
た
の
で
あ
っ
て
、
博
多
商
人
宗
金
家
の
存
在
は
日
鮮
．
日
明
外
交
史
上
特
に
記
憶

｜
「



さ
れ
塩
ぱ
な
ら
な
い
。

不
幸
に
し
て
宗
金
一
家
に
開
し
て
は
、
茂
信
以
後
李
朝
實
録
よ
り
そ
の
姿
を
没
し
て
居
る
。
し
か
し
こ
の
事
は
た
噂
ち
一
生

宗
金
家
の
没
落
を
意
味
す
る
も
の
で
は
無
い
。
李
朝
に
於
て
は
成
宗
末
期
頃
よ
り
國
政
が
素
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
次
の
燕
山

君
の
時
代
に
至
っ
て
は
、
遊
要
に
日
影
送
り
、
地
方
宙
の
統
制
緩
み
、
瞬
路
は
素
れ
、
公
貿
易
の
不
振
に
ょ
ｈ
潜
商
が
跳
梁

し
た
の
で
あ
つ
了
、
我
が
國
よ
り
の
通
交
者
激
減
し
俺
に
幕
府
の
使
が
往
來
せ
る
有
様
で
あ
っ
た
。

か
Ｌ
ろ
状
態
に
あ
っ
た
爲
に
、
嶽
録
よ
り
日
木
關
係
の
警
料
が
消
滅
し
、
從
っ
て
宗
金
一
家
に
開
す
る
記
事
も
み
え
な
い

の
で
あ
っ
て
、
我
國
側
の
香
料
の
問
如
と
共
に
茂
信
以
後
の
宗
金
の
家
系
に
つ
い
て
明
に
し
得
な
い
。
し
か
し
か
ｋ
ろ
犬
商

人
が
念
に
没
落
し
た
と
は
老
へ
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
後
徳
川
初
期
に
は
所
謂
博
多
三
傑
ｊ
孵
せ
ら
れ
る
貿
易
商
鳥

井
宗
室
、
榊
屋
宗
湛
、
大
変
宗
伯
等
の
輩
出
を
み
て
居
る
と
こ
ろ
か
ら
、
宗
令
家
と
此
等
商
人
と
の
關
係
に
は
、
私
は
多
大

の
興
味
を
持
っ
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
資
料
の
剛
如
に
よ
り
充
分
之
を
明
に
し
得
る
に
い
た
っ
て
ゐ
な
い
。

沖
多
商
人
宗
金
と
そ
の
家
系
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