
オ
ス
マ
ン
朝
ア
ナ
ト
リ
ア
社
会
の
匪
賊
像

ス
レ
イ
マ
ン
大
帝
統
治
末
期
の
取
り
締
ま
り
策
を
中
心
に
|
|

伊

藤

幸

代

lま

め

じ

近
代
以
前
の
多
く
の
社
会
と
同
じ
様
に
、
オ
ス
マ
ン
朝
支
配
下
の
ア
ナ
ト
リ
ア
社
会
に
お
い
て
も
匪
賊
は
社
会
の
重
要
な
構
成
員
で
あ
っ
た
。

実
際
に
キ
ョ
ル
・
オ
ウ
ル

(同
α円
。
位
ロ
)
や
ピ

l
ル
・
ス
ル
タ
ン
・
ア
ブ
ダ
ル

(ロ
ω仏何回]。札昨日ロ)と

は
、
匪
賊
の
英
雄
と
し
て
何
世
紀
も
語
り
継
が
れ
た
民
間
伝
承
の
主
人
公
で
あ
り
、
今
日
も
ト
ル
コ
の
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
記
。
な
か
で
も

、JI--

ヨ
ル
・
オ
ウ
ル
に
ま
つ
わ
る
伝
承
は
、
様
々
に
形
を
変
え
な
が
ら
ト
ル
コ
を
始
め
ア
ゼ
ル
パ
イ
ジ
ャ
ン
や
イ
ラ
ン
、
中
央
ア
ジ
ア
な
ど
広
い

地
域
で
語
ら
れ
て
き
た
。
一
説
に
よ
る
と
こ
の
キ
ヨ
ル
・
オ
ウ
ル
の
モ
デ
ル
は
、
一
六
世
紀
末
の
ア
ナ
ト
リ
ア
で
活
躍
し
た
実
在
の
匠
賊
で
あ

(μ
。

彼
は
父
親
が
地
方
の
ベ
イ
の
横
暴
な
振
る
舞
い
に
よ
り
盲
目
と
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
復
讐
を
誓
っ
て
山
に
入
り
匪
賊
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は

(
M
V

可
∞
己

-gロ
〉
ず
門
同
町
戸
]
)
、
ダ
ダ
ル
・
オ
ウ
ル

自
分
と
同
じ
境
遇
の
も
の
や
そ
の
他
の
理
由
で
ア
ウ
ト
ロ
ー
と
な
っ
た
も
の
、
あ
る
い
は
勇
者
に
あ
こ
が
れ
る
若
者
た
ち
を
集
め
、

地
方
の
支

配
者
や
大
商
人
、
裕
福
な
都
市
民
を
相
手
に
賊
行
為
を
繰
り
返
し
た
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
当
時
の
オ
ス
マ
ン
朝
文
筆
家
の
中
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で
キ
ョ
ル
・
オ
ウ
ル
の
存
在
を
書
き
残
し
て
い
る
の
は
エ
ヴ
リ
ヤ
・
チ
ェ
レ
ピ

l
(再
三
山
富
わ
巴
各
位

(4) 

の
み
で
あ
り
、

そ
の
頃
の
キ
ョ
ル
・
オ

ウ
ん
は
必
ず
し
も
後
の
有
名
さ
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
大
き
な
影
響
力
や
名
声
を
得
て
い
た
訳
で
誌
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
そ

の
後
キ
ョ
ル
・
オ
ウ
ル
の
物
語
が
最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
伝
承
の
一
つ
と
し
て
発
展
し
た
の
は
、
彼
の
以
前
や
以
降
に
ア
ナ
ト
リ
ア
の
各
地
で
活

動
し
た
匪
賊
た
ち
が
キ
ョ
ル
・
オ
ウ
ル
の
イ
メ

i
ジ
に
重
ね
合
わ
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
こ
の
物
語
が
広
い
地
域
で
多
く
の
ヴ
ァ
リ

エ
i
シ
ョ
ン
と
と
も
に

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
も
と
も
と
各
地
に
鮭
賊
に
ま
つ
わ
る
多
く
の
逸
括
が
あ
っ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
様
に
ア
ナ
ト
リ
ア
社
会
に
日
常
的
に
存
在
し
た
匪
賊
た
ち
に
対
し
、
同
時
代
の
支
配
者
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
静
観
し
て
い
た
訳
で
は
な
か

っ
た
。
例
え
ば
一
五
世
紀
ご
ろ
か
ら
ア
ナ
ト
リ
ア
の
交
通
の
要
所
北
は
多
く
の
関
所
(
母
島

3
8
が
設
け
ら
れ
、
匪
賊
か
ら
通
行
人
を
守
る
た

め
に
村
人
た
ち
が
か
り
出
さ
れ
て
い
た
ば
、
一
七
世
紀
以
降
に
は
あ
る
ア
ナ
ト
リ
ア
の
村
に
お
い
て
匪
賊
を
撞
ら
え
損
ね
た
村
人
が
弁
諒
金

(
ロ
認
可

ωrAU23
を
徴
収
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
断
片
的
な
情
報
か
ら
も
、
匪
賊
が
人
々
の
生
活
に
詰
常
的
に
関

わ
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
大
義
名
分
を
掲
げ
て
大
衆
を
動
員
し
、
歴
史
的
事
件
を
超
こ
し
た
「
反
乱
者
」
と
は
違
い
、
基
本
的
に
時
代
や
地
域
を
関
わ
ず
常
時

存
在
し
た
「
一
握
賊
」
た
ち
は
、
歴
史
家
の
自
に
は
と
ま
り
に
く
い
。
そ
の
た
め
従
来
の
オ
ス
マ
ン
相
続
史
研
究
に
お
い
て
は
、
ウ
ル
チ
ャ
イ
(
宮

g
z
p

の
お
除
一

m
g山、
dZAEM1)
や
ジ
ェ
ザ
ル

(冨
5
g
pわ
ぬ

NR)
に
よ
る
い
く
つ
か
の
研
究
を
除
け
ば
、
匪
裁
は
主
要
企
テ

l
マ
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ

…
七
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
至
る

た
。
こ
の
う
ち
ウ
ル
チ
ャ
イ
の
研
究
は
法
桂
文
書

G
R
dゆ
∞
在
日
目
。
ろ
や
中
央
政
府
の
命
令
を
も
と
に
、

西
ア
ナ
ト
リ
ア
の
サ
ル
ハ
ン
県
に
お
け
る
匪
賊
の
活
動
を
詳
細
に
謡
い
た
も
の
で
あ
る
。
彼
の
研
究
は
霞
賊
と
地
域
民
業
と
の
関
捺
を
極
め
て

具
体
的
な
形
で
描
写
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
現
斑
も
な
お
比
類
す
る
も
の
が
な
い
な
研
究
で
あ
る
。

億
方
ジ
ェ
ザ
ル
の
研
究
は
、
ア
ナ
ト
リ
ア
や
エ
ー
ゲ
海
で
展
開
さ
れ
た
「
レ
ヴ
エ
ン
ド

(-2L」
た
ち
の
活
動
を
三
世
紀
に
護
っ
て
追
跡

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
研
究
で
は
中
央
政
府
の
文
欝
史
料
か
ら
多
く
の
具
体
的
な
事
例
が
収
集
さ
れ
て
お
り
、

い
る
。
し
か
し
匪
賊
、
傭
兵
、
流
浪
民
と
い
っ
た
様
々
な
立
場
の
人
々
を
一
つ
の
集
毘
と
し
て
あ
つ
か
っ
た
ほ
か
、
対
象
と
す
る
時
間
的
、
空

の
点
で
は
卓
越
し
て
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間
的
範
囲
が
広
す
ぎ
る
た
め
、
主
題
で
あ
る
レ
ヴ
エ
ン
ド
の
実
像
が
ぼ
や
け
て
し
ま
っ
た
観
が
あ
る
。
ま
た
こ
の
ほ
か
に
も
ア
ク
ダ

l
(冨
g
E

(8) 

は
ジ
エ
ラ

l
リ
l
諸
反
乱

(8-mwzrE巳
ωロ
)
を
あ
つ
か
っ
た
研
究
の
中
で
、
反
乱
の

S
F
〉
}
丘
町
外
)
や
パ

l
キ
l
(問
問
。
ロ
回

R
w
a
)

主
要
な
構
成
員
で
あ
る
匪
賊
の
存
在
に
触
れ
て
き
た
。
し
か
し
当
時
の
社
会
に
多
く
の
匪
賊
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
も
あ
り
、

彼
ら
の
成
り
立
ち
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
十
分
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

と
は
い
え
近
年
で
は
社
会
史
へ
の
関
心
の
高
ま
り
ゃ
、
法
廷
文
書
な
ど
地
方
的
な
史
料
の
開
拓
に
と
も
な
い
、
匪
賊
研
究
に
お
け
る
前
述
の

よ
う
な
欠
落
は
徐
々
に
埋
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
言
え
る
。
依
然
と
し
て
実
証
的
な
研
究
の
蓄
積
は
充
分
と
は
言
え
な
い
が
、

(
∞
ロ
吋
包
宮
町
内
弓
。
門
戸
E)
や
ギ
ュ
レ
ル

(
g
g
E自
の
己
負
)
ら
の
研
究
は
、
地
域
社
会
研
究
の
中
に
日
常
的
な
匪
賊
の
存
在
を
取
り
入
れ
よ
う

フ
ア
ロ
ー
キ
l

と
す
る
新
た
な
試
み
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
研
究
史
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
一
六
世
紀
後
半
の
西
ア
ナ
ト
リ
ア
の
場
合
を
事
例
に
、

か
つ
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
こ
の
作
業
を
通
じ
、

オ
ス
マ
ン
朝
中
央
政
府
に
よ
る
匠
賊
の
取

ア
ナ
ト
リ
ア
社
会
の
重
要
な
一
員
で
あ
る

り
締
ま
り
策
と
そ
の
実
態
を
包
括
的
、

匪
賊
の
性
格
を
よ
り
本
質
的
に
捉
え
る
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
も
の
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

(冨ロ
E
B
Bゆ
り
止
件
。
丘
、
以
下
冨
ロ
)

本
稿
で
は
主
要
史
料
と
し
て
勅
令
の
草
稿
録
に
あ
た
る
ミ
ュ
ヒ
ン
メ
・
デ
フ
テ
リ

る
法
令
を
用
い
る
。
こ
の
う
ち
宮
口
は
中
央
政
府
の
御
前
会
議
で
検
討
、
決
定
さ
れ
、
勅
令
と
し
て
発
布
さ
れ
た
命
令
の
控
え
を
収
め
た
台
帳

で
あ
る
。
ア
ク
ダ

l
や
ユ
ル
マ
ズ
(
田
町
2
J
E
B
ω
N
)
の
研
究
を
始
め
匪
賊
の
取
り
締
ま
り
に
関
す
る
研
究
の
大
半
は
、
こ
の
冨
巴
か
ら
情

報
を
得
て
い
る
。
宮
口
は
「
ミ
ュ
ヒ
ン
メ
記
録
官
(
宮
口
E
5
5
8ロ己
ω)
」
に
よ
り
、
御
前
会
議
諸
局
の
一
つ
で
あ
る
べ
イ
リ
ッ
ク
チ
局
面
品
ロ
r
t

同
色
。
B
山
)
で
作
成
、
保
存
さ
れ
た
。
政
治
、
外
交
、
経
済
活
動
、
地
方
支
配
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
関
す
る
オ
ス
マ
ン
朝
政
府
の
対
応
が
記

と
、
刑
罰
に
関
す

録
さ
れ
た
重
要
な
史
料
で
あ
る
が
、

一
つ
一
つ
の
勅
令
は
関
係
す
る
軍
人
・
行
政
官
へ
の
指
示
を
出
す
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、

扱
わ
れ
る
事
件
の
経
緯
や
背
景
に
つ
い
て
は
簡
単
に
説
明
さ
れ
る
だ
け
の
こ
と
が
多
い
。

こ
う
し
た
特
徴
を
踏
ま
え
本
稿
で
は
、

ま
ず
匠
賊
に

関
す
る
勅
令
の
内
容
を
数
量
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
取
り
締
ま
り
策
の
全
体
の
流
れ
を
把
握
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。
そ
し
て
さ
ら
に
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い
く
つ
か
の
事
例
を
も
と
に
、
逮
捕
や
処
罰
の
実
態
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

本
稿
で
は
教
討
の
対
象
と
す
る
地
域
を
ア
ナ
ド
ル
州
に
較
っ
た
。

こ
れ
は
各
地
方
毎
に
様
々
な
独
自
色
を
持
つ
オ
ス
マ
ン
朝
領
内
に
つ
い
て

は
、
異
な
っ
た
地
域
の
ず

l
タ
を
同
列
に
扱
う
と
誤
っ
た
結
論
を
導
く
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
た
め
で
あ
る
。
さ
ら
に
ア
ナ
ト
リ
ア
西
部
に
お

い
て
は
、
大
規
模
な
反
乱
よ
り
も
小
規
模
な
賊
行
為
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
民
、
検
討
対
象
の
時
期
に
関
し
て
は
該
当
す
る
デ

i

タ
が
他
の
地
域
よ
り
も
多
く
収
集
さ
れ
た
こ
と
が
こ
の
地
域
を
選
ん
だ
理
由
で
あ
る
。

対
象
と
す
る
期
聞
は
、
ス
レ
イ
マ
ン
大
帝
の
統
治
期
に
あ
た
る
と
ジ
ュ
ラ
一
潜
九
七
二
年
ム
ハ
ッ
レ
ム
一
日
j
九
七
三
年
ズ
ル
ヒ
ツ
ジ
ャ
三
日

(
四
勝
一
五
六
四
年
七
月
二
九
首

i
一
五
六
六
年
六
月
二
一
日
)
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
作
成
四
六
八
件
の
勅
令
草
稿
の
っ
ち
、

お
よ
そ
百
余
持
が
ア
ナ
ド
ル
州
(
〈
己
防
旬
、
21{
〉
口
白
色
。
『
)

れ
た
総
数
一

の
匪
賊
問
題
を
援
っ
た
も
の
で
あ
る
。

最
後
に
「
一
笹
賊
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
き
た
い
。

に
手
を
つ
け
、
人
々
の
生
活
に
害
を
及
ぼ
し
、

一
般
に
日
本
一
誌
の
「
匪
賊
」
と
は
、
武
力
を
使
っ
て
人
の
財
産

物
質
的
、
精
神
的
接
害
を
与
え
る
者
た
ち
で
あ
る
。
史
料
で
は
、

こ
う
し
た
人
々
を
意
味
す
る

言
葉
と
し
て
「
エ
フ
リ
・
フ
ェ
サ

i
ド
(
め
冨
ー
に

2
部
品
)
」
「
エ
シ
ュ
キ
ヤ

l
(
s
r
q
m
w
)
」
「
ク
ッ
タ

l
ッ
タ
リ

l
ク

(
r
E
S〈件
lgユW
)
」
「
ハ

ラ
!
ミ

l
s
m弓
mwB円
)
」
「
エ
シ
ッ
ラ
!
(
め
湖
町
込
)
」
「
、
、
二
ブ
ス
ィ

i
ド

(E忠
広
島
」
な
ど
複
数
の
用
語
が
見
ら
れ
る
。
厳
密
に
言
え
ば
こ
れ

ら
の
言
葉
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
が
、
本
稿
で
は
簡
潔
に
論
を
漫
関
す
る
た
め
、

こ
れ
ら
を
「
匠
賊
」
と
い
う
用
語
に
統

…
し
て
表
す
こ
と
と
し
た
い
。

第
一
章

事
件
の
発
生
と
中
央
政
府
の
対
応

当
時
の
ア
ナ
ト
リ
ア
で
探
擁
さ
れ
て
い
た
取
り
締
ま
り
方
法
に
は
、
大
き
く
分
け
て
一

こ
の
っ
ち
査
察
タ
イ
ブ
の
も

つ
の
タ
イ
ブ
が
あ
る
。

の
に
つ
い
て
は
第
三
章
で
検
討
す
る
こ
と
と
し
、

こ
こ
で
は
特
定
の
事
件
を
対
象
と
す
る
タ
イ
プ
の
取
号
締
ま
れ
ソ
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
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の
タ
イ
プ
の
匪
賊
対
応
に
お
い
て
は
、
通
常
次
の
よ
う
な
形
で
命
令
が
発
せ
ら
れ
て
い
た
。

ハ
ミ
デ
ィ
リ
・
ベ
イ

(ugD35mw)、
及
び
エ
イ
リ
デ
ュ
ル
郡
カ

l
デ
ィ

l
(
広
島
)
へ
命
ず
る
。

お
前
こ
と
エ
イ
リ
デ
ュ
ル
郡
カ

l
デ
ィ

l
は
我
が
至
高
な
る
ご
門
(
リ
イ
ス
タ
ン
プ
ル
の
中
央
政
府
)

へ
書
簡
を
送
り
、

次
の
よ
う
に

上
奏
し
て
き
た
「
前
述
の
郡
に
属
す
る
デ
ィ
レ
ス
ケ
ネ
村
の
カ
ラ
・
イ
ル
ヤ

l
ス
オ
ウ
ル
・
ア

l
レ
ム
シ
ャ
!
と
知
ら
れ
る
者
は
匪
賊
で

あ
り
、
人
々
の
家
や
水
車
小
屋
を
襲
い
、
力
尽
く
で
物
を
取
り
、
聖
な
る
法
廷
へ
召
喚
さ
れ
て
も
従
わ
ず
、
や
っ
て
き
た
役
人
を
罵
り
、

斧
と
万
で
交
戦
し
て
山
へ
逃
れ
、
寵
城
し
、
ナ

l
イ
プ

(
法
官
代
理
)

の
法
廷
を
襲
っ
て
い
る
。

サ
ン
ジ
ヤ
ツ
ク
ベ
イ
の
ス
パ
シ
ュ

〆'ー、、
J、え

イ
の
部
下
)
た
ち
が
何
度
も
逮
捕
を
試
み
た
が
、
山
は
峻
険
で
[
匪
賊
は
]
捕
ま
る
こ
と
が
無
く
、

[
こ
の
命
令
が
]
届
い
た
ら
、
次
の
よ
う
に
せ
よ
。

人
々
は
途
方
に
暮
れ
て
い
る
」
。
ょ
っ

て
、
以
下
の
通
り
命
ず
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
が
事
実
な
ら
ば
そ
の
人
物
を
何
と
し
て
も

見
つ
け
だ
し
、
慎
重
に
捕
ま
え
、
有
能
な
者
た
ち
を
配
し
て
我
が
至
高
な
る
ご
門
へ
護
送
し
、
船
へ
送
る
よ
う
に
。
く
れ
ぐ
れ
も
お
前
が

配
す
る
部
下
た
ち
に
は
忠
告
し
、
道
中
、
不
注
意
か
ら
[
匪
賊
を
]
隠
れ
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
用
心
せ
よ
。
[
∞
一
口
定
]

こ
の
命
令
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
多
く
の
場
合
ま
ず
地
方
官
が
中
央
政
府
に
事
件
の
背
景
と
現
状
に
関
す
る
具
体
的
な
報
告
を
行
い
、

そ
れ
を

受
け
て
中
央
が
地
方
に
指
示
を
出
す
と
い
う
形
式
が
と
ら
れ
て
い
る
。

二
年
間
に
中
央
政
府
が
ア
ナ
ド
ル
州
に
発
し
た
命
令
の
う
ち
、
こ
う
し
た
個
々
の
事
件
を
扱
う
タ
イ
プ
の
案
件
は
一

O
四
件
で
あ
る
。
地
方

で
起
こ
つ
だ
事
件
の
全
て
が
中
央
に
報
告
き
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
対
象
地
域
の
広
き
や
対
象
と
す
る
期
間
を
考
え
る
と
、

こ
の
数
は
情
報
源
と
し
て
決
し
て
少
な
す
ぎ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
章
で
は
各
事
例
の
上
奏
の
内
容
と
指
示
の
内
容
を
数
量

的
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
中
央
政
府
が
行
っ
た
匪
賊
取
り
締
ま
り
策
の
大
組
を
把
握
し
て
い
き
た
い
。

〆園、

、-"

地
方
官
か
ら
の
上
奏

ま
ず
ア
ナ
ド
ル
州
で
発
生
し
た
匪
賊
の
事
件
に
つ
い
て
、
中
央
政
府
へ
最
初
に
上
奏
し
た
人
物
(
役
人
、
あ
る
い
は
被
害
者
本
人
)

の
内
訳
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を
み
て
み
よ
う
。
[
表
1
〕
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
O
呂
件
中
六
四
件
(
六
了
五
%
)
が
、
サ
ン
ジ
ャ
ッ
ク
ベ
イ
と
力

i
デ
ィ

i
に
よ
る
上

奏
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
サ
ン
ジ
ヤ
ツ
ク
ベ
イ
が
単
独
で
上
奏
す
る
ケ

l
ス
が
三
五
件
(
三
三
・
七
%
)
、
カ

l
デ
ィ

l
の
ケ

i
ス
が
二
五
件
(
二

で
あ
り
、
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
、
単
独
に
上
奏
し
て
い
る
場
合
が
大
半
を
出
め
て
い
る
。
本
来
オ
ス
?
ン
輯
の
地
方
支
配
に
お
い
て
は
、

カ
i
デ
ィ
!
が
司
法
関
係
を
、
ベ
イ
レ
ル
ベ
イ
(
ず
品

-
q
Z昨
)
や
す
ン
ジ
ヤ
ツ
ク
ベ
イ
が
警
察
権
を
含
む
軍
事
、
行
政
閣
内
孫
を
扱
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
控
賊
の
か
か
わ
る
事
件
の
多
く
が
、
い
ず
れ
の
官
職
者
か
ら
も
単
独
に
上
奏
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ

ら
の
事
件
が
可
法
の
分
野
に
お
い
て
も
警
察
の
分
野
に
お
い
て
に
も
、
地
方
官
の
権
謀
内
で
処
理
さ
れ
う
る
レ
ヴ
ェ
ル
の
問
題
で
は
な
か
っ
た

四
・
O
%
)

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

で
は
上
奏
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
た
情
報
と
は
、
ど
の
様
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
事
件
の
被
害
者
と
加
害
者
(
H
匪
戴
)

に
つ
い
て
、
ど
の
程
度
情
報
が
具
体
的
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
か
を
取
り
上
げ
て
そ
の
傾
向
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
ま
ず
破
事
者
に
つ
い
て
は

名
語
、
身
分
、
立
場
、
出
身
地
と
い
っ
た
情
報
が
明
記
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
基
準
に
、
匠
賎
に
つ
い
て
は
名
前
(
あ
る
い
は
通
り
名
)
、
人
数
、

〈幻〉

出
身
地
な
ど
に
関
す
る
情
報
が
具
体
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
基
準
に
各
勅
令
を
分
類
し
た
。
カ
!
デ
ィ
ー
に
よ
る
上
奏
の
場
合
と

サ
ン
ジ
ャ
ッ
ク
ベ
イ
に
よ
る
上
奏
の
場
合
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
件
数
と
割
合
を
ま
と
め
た
と
こ
ろ
、
〔
表
2
〕
の
結
果
と
な
っ
た
。

サ
ン
ジ
ヤ
ツ
ク
ベ
イ
か
ら
の
上
奏
で
は
具
体
的
な
情
報
が
与
え
ら
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
は
、
三
五
件
中
一
O

ま
ず
被
害
者
に
つ
い
て
み
る
と
、

件
(
二
八
・
六
%
)

に
と
ど
ま
る
。
ま
た
カ

i
デ
ィ
ー
か
ら
の
上
奏
で
は
二
五
件
中
一
四
件
(
五
六
・
O
%
)

で
あ
り
比
較
的
増
え
る
も
の
の
、

カ
i
デ
ィ
!
の
職
務
が
本
来
法
廷
で
の
審
議
、
記
録
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
半
分
強
と
い
う
割
合
は
低
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
他
方
、
加

で
あ
る
鮭
賊
に
つ
い
て
は
六
四
件
中
五
二
件
(
八
一
・
三
%
〉
と
、
大
半
の
上
奏
に
お
い
て
具
体
的
情
報
が
報
告
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ

地
方
官
に
よ
る
上
奏
の
目
的
は
、
主
に
霊
賊
に
つ
い
て
の
異
体
的
構
報
を
中
央
に
知
ら
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
患
わ

う
な
頬
向
を
考
え
る
と
、

れ
る
。匪

賊
に
つ
い
て
知
ら
さ
れ
た
情
報
の
内
容
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
し
く
分
析
し
て
み
よ
う
。
上
奏
時
に
匪
賊
が
お
か
れ
て
い
た
状
況
を
、
「
逮
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上奏者一覧[表 1] 

35件
Fミλ

正Tソサペ，，}IJ • 一
25件

24件

"")，....-

-j'l"'-' 

y象移住¥ノ
(
上
奏
者
)

12件

4件
，
A
 

S
P
 η' 併べ-一

γソ肯
叶

/
 ，ペヂ/

 訓

μ (104件中)チ
ツ，ぺ才

Fサ，，
4
Y
 

4
F
 

A
f
 

E

ヘ
省
九
h

w
 

v
 

，ヘ八
30件20件10件

(件数)

匪賊の取り締まりにあたる査察官。第3章参照。
上奏者不詳であった。

注:ミュフェッティシュ~中央政府から派遣され、
なお、表に整理されないその他10件の上奏は、

被害者と匪賊に関する情報[表2]

26件

(上奏者)

、、JM
町b

y

、'昼、
、，、J、、，

t
L
¥
 

，ペメ"γ 寸，，
"べ，ツ

γ
 

寸

_ ¥tち府<¥，i

引/守，^ -

30件10件51'牛0件

1 ¥:ι府<¥，i

"" ^ ...-1寸γそj>t.ヴワハ1

-j'l〆，

(上奏数)
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捕
」
と
「
未
逮
捕
」
と
い
う
状
況
別
に
分
類
し
た
結
果
が
(
表
3
〕
で
あ
る
。
「
逮
捕
」
と
は
問
題
と
な
っ
て
い
る
匪
賊
の
メ
ン
バ

i
全
員
が
す

で
に
逮
捕
さ
れ
て
い
る
状
況
を
、
「
未
逮
捕
」
と
は
メ
ン
バ

i
の
う
ち
未
逮
捕
の
も
の
が
い
る
札
粧
を
指
す
。
こ
の
表
に
一
不
き
れ
る
よ
う
に
、
上

奏
者
が
サ
ン
ジ
ャ
ッ
ク
ベ
イ
で
あ
る
場
合
三
五
件
中
三
ニ
件
〈
九
了
間
%
〉
が
、
カ

i
ヂ
ィ

i
で
あ
る
場
合
に
は
ニ
五
件
中
一
一
一
一
件
〈
八
八
・

O
%
)
が
、
匪
賊
が
未
逮
捕
の
状
況
に
お
け
る
上
奏
で
あ
っ
た
。
全
体
的
に
は
一
O
西
件
中
九
六
件
(
八
四
・
二
%
)
と
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、

上
奏
が
行
わ
れ
た
時
点
で
匪
賊
は
米
逮
捕
の
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
上
奏
は
、
逮
捕
後
の
陛
賊
の
処
縫
よ
り
も
む
し

ろ
、
逮
捕
と
い
う
任
務
に
関
す
る
指
示
を
仰
ぐ
た
め
に
行
わ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

こ
れ
ら
の
傾
向
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
取
り
締
ま
り
の
発
端
と
な
る

と
し
て
は
、
事
件
、
を
扱
う
地
方
の
管
職
者
(
サ
ン
ジ
ャ
ッ
ク
ベ
イ

ま
た
は
カ
!
デ
ィ
!
)
が
、
主
に
匠
賊
の
逮
捕
に
つ
い
て
指
示
を
搾
ぐ
た
め
に
、
関
捺
す
る
具
体
的
な
情
報
を
中
央
に
報
告
す
る
タ
イ
プ
の
も

の
が
多
い
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

，-. -
ψ町…品

、"〆

中
央
政
府
に
よ
る
指
ポ

さ
て
こ
れ
ら
の
上
奏
に
対
し
て
、
中
央
政
府
は
ど
の
様
な
指
示
を
出
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

一
O
沼
件
の
事
例
に
み
ら
れ
る
中
央
か
ら
の

指
示
は
、

そ
の
内
容
か
ら
大
き
く
次
の
西
通
り
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
逮
捕
、
委
任
逮
捕
、
逮
捕
協
力
〕

逮
捕
を
命
ず
る
勅
令
で
は
多
く
の
場
合
、
ま
ず
カ

l
デ
ィ

l
あ
る
い
は
サ
ン
ジ
ヤ
ツ
ク
ベ
イ
な
ど
、
重
接
指
示
を
う
け
る
地
方
宮
に
逮
揚
が

命
じ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
イ
ル

-

L
リ
(
民
共
(
動
〉
や
ス
イ
パ

l
ヒ
!
と
い
っ
た
在
地
の
共
土
た
ち
ゃ
、
臨
一
販
の
親
族
や
共

犯
(
軒
、
そ
の
龍
「
シ
ャ
リ

l
ア
に
よ
り
[
カ

i
デ
ィ
ー
が
命
じ
、
匪
賊
を
]
見
付
け
る
責
任
を
負
っ
た
者
た
ち
」

(
2
5〕
へ
逮
議
を
依
頼
す

る
よ
う
に
、

と
い
っ
た
指
一
部
が
加
え
ら
れ
る
。

〔
語
査
、
法
廷
審
議
〕
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さ
ら
に
詳
細
な
調
査
や
事
実
確
認
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
ケ

l
ス
も
あ
る
。
例
え
ば

デ
ィ

l
を
殺
し
た
匪
賊
た
ち
の
目
的
が
、
殺
人
そ
の
も
の
な
の
か
そ
れ
と
も
強
盗
だ
っ
た
の
か
を
法
廷
で
審
議
し
て
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、

担
当
の
カ

l
デ
ィ

l
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
ほ
と
ん
ど
の
強
奪
事
件
に
関
す
る
命
令
の
な
か
で
、
捕
ら
え
ら
れ
た
匠
賊
に
つ
い
て
申
告

(
お
)

さ
れ
て
い
る
被
害
を
法
廷
で
調
査
、
審
議
し
、
奪
わ
れ
た
金
品
を
も
と
の
所
有
者
に
返
す
よ
う
に
と
言
う
指
示
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

報
告
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
、

[
日
一
(
)
阿
古
ー
]

カ

で
は
、

〔
護
送
〕

護
送
を
命
じ
る
勅
令
で
は
、

ガ
レ

l
船
の
漕
ぎ
手
と
な
る
た
め
に
イ
ス
タ
ン
プ
ル
へ
送
ら
れ
る
と
い
っ
た
ケ

l
ス
が
多
い
。

こ
の
場
合
、
護

送
後
の
犯
罪
者
に
は
「
ガ
レ

l
送
り
の
刑
(
宵
ロ

5
w
B
S
2
)
」
が
罰
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
本
来
こ
の
刑
は
シ
ャ
リ

l
ア
や
カ

l
ヌ
l
ン
に
定

め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
戦
艦
や
物
資
運
搬
船
の
漕
ぎ
手
に
た
い
す
る
政
府
の
需
要
に
応
じ
て
適
用
さ
れ
る
刑
罰
で
あ
っ
(
問
。
こ
の
た
め
、

幅
広
い
レ
ヴ
ェ
ル
の
罪
人
が
こ
の
刑
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
イ
ス
タ
ン
プ
ル
に
送
ら
れ
た
匪
賊
の
中
に
は
、
拷
聞
が
加
え
ら
れ
共
犯
者

に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
問
わ
れ
て
い
る
者
も
お
り
、
中
央
で
再
調
査
が
行
わ
れ
る
ケ

l
ス
も
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
事
足
ω
品]。

こ
の
ほ

カミ

[
日
一
(
)
]
ミ
∞
]

の
よ
う
に
、
近
隣
の
県
か
ら
逃
げ
込
ん
だ
匪
賊
た
ち
を
悪
事
の
現
場
と
な
っ
た
県
へ
送
り
返
す
と
い
っ
た
護
送
命
令
も
発
令
さ

れ
て
い
る
。

〔
処
罰
〕

勅
令
を
送
ら
れ
た
地
方
の
役
人
に
、
現
地
で
即
刻
匠
賊
の
処
罰
を
指
示
す
る
ケ

l
ス
で
あ
る
。
オ
ス
マ
ン
朝
の

E
ロ
ロ
ロ
ロ
帥
自
白
)
」
で
は
犯
罪
は
大
き
く
重
罪
守
口

5
l
J丘
町
)
と
そ
の
他
の
罪
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
重
い
罪
を
犯
し
た
者
に
は
シ
ヤ

l
セ

ッ
ト

(ω
守
防
御
)
と
呼
ば
れ
る
死
刑
、
あ
る
い
は
重
い
肉
体
的
刑
罰
を
、
そ
の
他
の
罪
の
場
合
に
は
う
ち
懲
ら
し
ゃ
、
罰
金
、
公
衆
の
罵
倒
に

で
は
、
殺
人
の
容
疑
で
捕
縛
さ
れ
た
匪
賊
の
う
ち
、
犯
行

「
犯
罪
法
(
わ
ゆ
Nω

晒
す
、
投
獄
な
ど
の
刑
罰
を
科
す
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
[
件
。
∞
N
也
]

を
認
め
な
か
っ
た
容
疑
者
た
ち
は
釈
放
さ
れ
、
自
白
し
た
匠
賊
一
人
の
み
が
シ
ヤ

l
セ
ッ
ト
に
処
さ
れ
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

以
上
が
中
央
の
下
し
た
指
示
の
四
類
型
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
指
示
は
実
際
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
ど
れ
ぐ
ら
い
の
頻
度
で
適
用
さ
れ
い
る
の
だ
ろ
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上奏持の状況[表3]

E 
サンジャックペイ

上奏者なし

僑

ミュフェッティシュ

カ}デイー
(
上
奏
者
)

100% 多09る80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 

サンジャックベイ/カーヂイー

。%

中央からの鶏示内容[表4]

53件

44件

44件

逮捕/逮捕協力

60f牛50件40件30件20件10件。件

58 43号

注:指示内容にもとづく上秦数は、態ベ数で合針(163件〉。
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、4n
v

、
っ
カ

一
O
四
件
の
ア
ナ
ド
ル
州
管
区
内
あ
て
の
勅
令
に
つ
い
て
分
析
し
た
と
こ
ろ
、
[
表
4
]
の
結
果
が
得
ら
れ
た
。
こ
こ
に
示
き
れ
る
よ
う

が
五
三
件
と
最
も
頻
度
が
高
く
、
次
い
で

に
、
中
央
か
ら
の
指
示
と
し
て
は

〔
逮
捕
、
委
任
逮
捕
、
逮
捕
協
力
〕

護

〔
調
査
、
法
廷
審
議
)
、

や
〔
調
査
〕

〔
護
送
〕
や
〔
処
罰
〕
は
事
件
の
最
終
段
階
に
関
わ
る
指
示
で
あ
り
、
〔
逮
捕
〕

は
取
り
締
ま
り
の
中
途
過
程
に
お
け
る
指
示
だ
と
言
え
る
が
、
勅
令
に
お
い
て
は
む
し
ろ
後
者
の
タ
イ
プ
の
指
示
が
よ
り
頻
繁
に

送
〕
の
四
四
件
、

そ
し
て
(
処
罰
〕

の
二
二
件
と
な
っ
て
い
る
。

現
れ
て
い
る
。

で
は
こ
の
様
に
逮
捕
命
令
や
調
査
命
令
と
言
っ
た
取
り
締
ま
り
過
程
の
途
中
の
段
階
で
発
さ
れ
る
勅
令
と
は
、
何
を
目
的
と
し
た
命
令
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
間
い
に
答
え
る
に
は
こ
れ
ら
の
命
令
が
、

ア
ナ
ド
ル
州
の
誰
に
あ
て
て
発
令
さ
れ
て
い
る
の
か
を
知
る
必
要
が
あ
る
だ

そ
の
報
告
を
受
け
て
中
央
が
命
令
を
送
っ
た
先
の
人
物
の
関
係
を
、
官
職
別
に
示
し
た

も
の
で
あ
る
。
表
中
に
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
表
し
て
あ
る
数
値
は
、
上
奏
者
と
発
令
先
が
同
じ
人
物
の
場
合
で
あ
り
、
一

O
四
件
の
う
ち
三
三
件
(
二

と
な
っ
て
い
る
。
残
る
約
七
割
の
命
令
で
は
、
上
奏
さ
れ
た
問
題
に
対
す
る
次
の
処
置
が
、
上
奏
者
と
は
異
な
る
官
職
者
に
下
き

ろ
う
。
[
表
5
]
は
中
央
へ
事
件
を
上
奏
し
た
人
物
と
、

八
・
九
%
)

つ
ま
り
多
〈
の
場
合
に
お
い
て
中
央
政
府
は
、
事
件
を
処
理
す
る
官
職
と
し
て
、
上
奏
者
と
は
別
の
官
職
者
を
指
名
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
勅
令
発
布
の
目
的
の
一
つ
が
、
地
方
で
問
題
を
処
理
す
る
官
職
者
を
特
定
す
る
こ
と
で
あ
る
と
指
摘
す
る
こ
と
が

れ
て
い
る
。

で
き
る
だ
ろ
う
。

さ
て
以
上
の
分
析
の
結
果
、
匪
賊
の
取
り
締
ま
り
策
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
典
型
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
事
件
の
発
生
を
知
っ
た
地

方
の
官
職
は
、
匪
賊
が
未
逮
捕
の
時
点
で
中
央
政
府
に
状
況
を
報
告
す
る
。
こ
の
時
の
上
奏
文
に
よ
っ
て
、
匪
賊
に
つ
い
て
の
具
体
的
情
報
(
人

数
、
名
前
、
出
身
地
)
を
含
む
事
件
の
概
要
が
中
央
政
府
に
知
ら
さ
れ
る
。
そ
し
て
中
央
で
は
こ
の
情
報
を
も
と
に
対
処
方
法
を
検
討
し
、
問

題
の
処
理
に
あ
た
る
べ
き
官
職
者
を
定
め
、
調
査
や
逮
捕
な
ど
の
方
法
に
つ
い
て
具
体
的
に
指
示
す
る
勅
令
を
発
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注

意
す
べ
き
事
は
、
こ
う
し
た
実
際
に
発
生
し
た
事
件
の
処
理
に
あ
た
っ
て
は
、
中
央
か
ら
軍
人
や
役
人
が
派
遣
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い

ア
ナ
ド
ル
州
は
首
都
イ
ス
タ
ン
プ
ル
に
比
較
的
近
く
、
中
央
集
権
体
制
の
完
成
期
と
も
言
わ
れ
る
ス
レ
イ
マ
ン
大
帝
期
に
は
中

こ
と
で
あ
る
。
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央
政
府
の
影
響
力
が
比
較
的
大
き
く
及
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
も
匪
賊
の
取
り
締
ま
り
に
あ
た
っ
て
中
央
政
好
は
、
飽
く
ま
で
も
現

地
も
し
く
は
局
囲
に
駐
在
し
て
い
る
い
ず
れ
か
の
官
職
者
に
問
題
を
処
理
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
章

地
方
に
お
け
る
取
り
締
ま
り
の
実
態

ア
ナ
ド
ル
州
か
ら
上
奏
さ
紅
た
一

O
西
件
の
勅
令
に
お
い
て
扱
わ
れ
た
一
註
賊
の
行
為
は
、

に
強
議
が
五
二
件
と
、
限
賊
に
よ
る
行
為
の
半
数
泣
く
を
占
め
、
次
い
で
二
六
件
と
殺
人
が
多
い
。

〔表
6
]
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
に
一
不
き
れ
る
よ
う

た
だ
し
殺
人
の
う
ち
一
八
件
は
強
設
と
一

緒
に
行
わ
れ
て
お
り
、
結
局
室
賊
に
よ
る
犯
罪
の
六
割
以
上
(
六
一
・
四
%
)
は
路
上
で
の
追
い
剥
ぎ
や
、
家
屋
へ
の
押
し
込
み
と
い
っ
た
物
取

つ
ま
り
強
盗
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な
匪
賊
の
犯
行
に
対
し
、
中
央
か
ら
勅
令
を
受
け
た
地
方
の
役
人
た
ち
は
、
調
査
や

り逮
措
、
処
罰
な
ど
の
一
連
の
作
業
を
ど
の
様
に
行
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
匪
賊
対
策
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
よ
り
詳
細

に
事
例
の
内
容
を
見
て
い
こ
う
。

"'"' 一、ー〆
調
査
・
逮
捕
・
処
罰

て
調
査

ま
ず
事
件
を
起
こ
し
た
匪
践
の
調
査
が
、

ど
こ
で
行
b
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
当
時
、

カ
ラ
マ
ン

州
と
ア
ナ
ド
ル
州

ピ
!
リ

l
は
一
度
追
い
剥

帯
で
活
動
し
た
匪
賊
…
ア
ン
カ
タ
・
ピ

i
リ
!
の
一
件
が
、
興
味
深
い
情
報
を
与
え
て
く
札
る
。

ぎ
の
犯
人
と
し
て
上
奏
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る

[
品
一

]
g
c
h
H
N
]

2
4
h
r
、

B
U
M

づ
'
F

カ
ラ
マ
ン
州
の
ベ
イ
レ
ル
ベ
イ
に
よ
っ
て
「
テ
ン
カ
タ
・
ピ
!
ヮ
ー
と
し
て

知
ら
仇
る
も
の
は
、
鹿
賊

(yqω
ロN
C

E
品
目
i
N帥
門
町
)

(
初
)

ッ
ド
郡
の
ナ

i
イ
ブ
も
、

で
あ
る
」
〔
∞
一
口
忠
)
と
認
識
さ
れ
る
ほ
ど
の
大
限
賊
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
ト
ゥ
ル
グ

ピ
i
リ
l
の
悪
事
を
記
録
し
た
法
廷
文
書
の
写
し
な

0
5
?
2
E
Z
を
上
奏
し
て
お
り
、
中
央
か
ら
は
ピ
!
リ

i
を
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上奏者と発令先[表5]

A 

計

、
ユ
フ
ェ
ッ
テ
ィ

、
ン
ユ

-フ日フ

ベ
イ
レ
ル
ベ
イ
/

カ

1
デ
ィ

l

ベ
イ
レ
ル
ベ
イ

サ
ン
ジ
ヤ
ツ
ク
ベ
イ

/
カ

l
デ
ィ

l

ヵ
l
デ
ィ

l

サ
ン
ジ
ヤ
ツ
ク
ベ
イ

上奏者¥発令先

ックベイ/

サンジャックベイ

J
1
 

-アリ
Jエフユ

ユ
ミ
、
ン

ベイレルベイ

者なし

カーデイー

ナーイプ

フフ

合計

注:ララ~王子の養育係。執政面においても実質的権限を持っていた。

ナーイプ~法官代理。カーデイーの代理人として各地に派遣された。

なお、本表で整理されない例外的なケースが5件あった。

匪賊の行為[表6]

強盗 (52件)
45% 

その他 (20件)
18% 

放火 (2件)
2% 

誘拐 (10件)
9% 

殺人 (26件)
22% 

(114件中)
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ガ
レ

i
送
り
に
処
す
よ
う
に
と
の
命
令
が
下
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
後
捕
ら
わ
れ
、
イ
ス
タ
ン
プ
ル
に
護
送
さ
れ
た
ゼ

l
リ

i
は、

処
置
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
異
議
を
申
し
立
て
た
。

俺
は
セ
ブ
ェ
リ
ヒ
サ
ル
都
に
住
ん
で
い
る
の
に
、

こ
の

〔
カ
ラ
?
ン
州
の
ベ
イ
レ
ル
ベ
イ
は
)
自
分
の
こ
と
を
他
の

地
で
取
り
調
べ
さ
せ
、
先

の
ナ
!
イ
ブ

[
由
一
一
戸

N

忠〕

[
日
ト
ゥ
ん
グ
ッ
ド
・
ナ
ー
イ
ブ
]

に
、
事
実
に
反
す
る
事
柄
を
記
録
さ
せ
た
。

彼
法
府
住
地
域
を
所
轄
す
る
役
人
以
外
の

に
取
り
調
べ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
不
満
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
央
政
府
は
こ
の
串
し

立
て
を
考
塞
し
、
結
罵
彼
を
ア
ナ
ド
ル
州
ベ
イ
レ
ル
ベ
イ
と
ア
ン
カ
ラ
郡
さ

i
デ
ィ

i
、

切
な
所
で
正
義
に
則
っ
て
調
査
」
京
一
M
M
忠
〕
す
る
よ
う
に
改
め
て
命
じ
た
。

セ
フ
ェ
ル
ヒ
サ
ル
郡
方

l
デ
ィ

i
の
も
と
に
送
り
返

し

つ
ま
り
調
査
は
甑
賊
と
関
係
の
探
い
地
域
を
所
轄
す
る

官
識
者
が
、

そ
の
地
域
で
行
う
こ
と
が
よ
り
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
何
故
匪
識
は
、
関
係
の
深
い
地
域
で
取
り
調
べ
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
匪
賊
調

査
の
方
法
を
よ
り
詳
し
く
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
当
時
の
調
査
を
命
ず
る
勅
令
で
は
、
「
[
匪
賊
の
]
悪
事
と
不
正
に
つ
い
て
地
域
民

衆
が
知
ら
せ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
」

[
9
0
S
∞
]
議
ら
え
る
よ
う
に
と
指
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
匪
賊
の
取
り
締
ま
り
に
お
い
て
は
地
域

民
衆
が
ょ
せ
る
情
報
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

G

で
は
調
査
の
際
に
地
域
民
衆
た
ち
の
も
た
ら
す
情
報
、
証
言
は
、
実
際
に
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
[
日
一
C
N
B
]

で
は
、

陸
競
の
逮
績
の
前
と
後
に
住
民
が
証
一
一
一
日
を
行
う
状
況
が
兵
体
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
ま
、
ず
ブ
ル
サ
県
サ
ン
ジ
ャ
ッ
ク
ベ
イ
の
上
奏
に
よ
る
と
、

こ
の
地
域
で
は
あ
る
匪
賊
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
訴
、
え
が
あ
っ
た
。

コ
タ
ン
郡
に
属
す
る
ド
ゥ
ル
・
ア
ク
ジ
ュ
村
出
身
の
ユ
ー
ス
ブ
・
ピ
ン
・
ヒ
ン
メ
ト
は
ジ
ャ
ラ
!
フ
・
オ
ウ
ル
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

あ
る
婦
人
の
夫
を
殺
し
た
と
し
て
訴
え
ら
れ
た
が
、
証
明
さ
れ
て
い
を
い
。
ま
た

[
人
々
は
]

ム
ス
タ
フ
ァ
・
ビ
ン
・
ク
タ

i
ル、

iミ

ス

タ
ブ
ァ
・
ピ
ン
・
ル
ト
フ
ィ
!
と
い
う
者
た
ち
が
悪
事
で
有
名
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
き
て
お
り
、

〔
匪
賊
た
ち
は
〕
投
獄
さ
れ
た
。

(ω

C
N
A
H
H
]
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こ
の
報
告
を
受
け
た
中
央
政
府
は
、

サ
ン
ジ
ャ
ッ
ク
ベ
イ
に
対
し
次
の
よ
う
な
確
認
を
お
こ
な
っ
た
。

こ
う
し
た
者
た
ち

[
U
匪
賊
た
ち
]
に
つ
い
て
悪
事
や
人
殺
し
、
賊
行
為
な
ど
の
情
報
を
も
た
ら
し
た
者
た
ち
は
信
頼
に
足
る
者
な
の
か
。

ど
う
い
っ
た
人
物
な
の
か
。

[
匠
賊
た
ち
の
]
仕
業
と
さ
れ
た
物
事
の
う
ち
い
く
つ
か
を
、
彼
ら
[
匠
賊
た
ち
]
の
前
で
確
認
す
る
こ
と
は

で
き
る
の
か
。

[
日
一

C
N
A
F
H
]

中
央
政
府
は
、
匠
賊
を
告
発
し
た
証
言
の
信
滋
性
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
サ
ン
ジ
ヤ
ツ
ク
ベ
イ
の
報
告
に
よ
る

と
、
実
際
に
は
被
害
者
で
あ
る
人
々
の
態
度
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

前
述
の
者
た
ち
[
リ
捕
ら
え
ら
れ
て
い
る
匪
賊
た
ち
]

認
で
き
る
者
は
お
ら
ず
、

の
仕
業
と
さ
れ
る
問
題
の
多
く
に
つ
い
て
、

[
人
々
は
]
密
か
に
[
匪
賊
の
]
悪
事
を
告
げ
に
来
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
な
ぜ
多
く
の
悪
事
に
つ
い
て
証
言
し

シ
ャ
リ

l
ア
に
則
っ
て
証
言
し
、
確

な
い
の
だ
と
尋
ね
る
と
、

「
[
匪
賊
た
ち
の
]
手
下
は
大
勢
い
る
ん
だ
。
俺
た
ち
は
恐
い
ん
だ
よ
、
家
に
火
を
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
」
と
言

っ
た
。

[
印
一

(
)
N
h
p
H
]

こ
の
よ
う
に
人
々
は
匪
賊
の
報
復
を
恐
れ
て
お
り
、
証
言
を
す
る
者
は
な
か
な
か
現
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
最
終
的
に
は
事
件
は
次
の
よ
う
な

形
で
解
決
に
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。

信
頼
で
き
る
者
た
ち
の
う
ち
三
人
の
神
秘
主
義
修
業
者
(
含
が
2
)
た
ち
が
[
匪
賊
た
ち
の
悪
事
の
]
状
況
を
知
ら
せ
て
き
た
。

こ
れ
に
従

っ
て
、

[
ブ
ル
サ
県
サ
ン
ジ
ヤ
ツ
ク
ベ
イ
は
中
央
に
]
書
い
て
送
っ
た
。

こ
、
つ
し
た
こ
と

[
し
か
し
]
そ
の
他
の
者
た
ち
は
恐
れ
て
お
り
、

[
H
出
廷
し
て
証
言
す
る
こ
と
]

が
で
き
な
い
の
で
、
事
実
に
つ
い
て
書
簡
を
出
し
て
き
た
。

さ
ら
に
こ
の
村
の
テ
ィ
ム

l
ル
・
ハ

l
ン

と
言
う
名
前
の
勇
敢
な
男
の
知
ら
せ
に
よ
り
、
あ
る
人
物
が
家
を
襲
い
息
子
を
誘
拐
し
た

つ
ま
り
証
言
を
し
た
の
は
、

一
部
の
勇
敢
な
者
、
あ
る
い
は
責
任
感
の
あ
る
者
た
ち
で
あ
り
、

[
事
が
分
か
っ
た
]
。

そ
の
他
の
人
々
は
書
簡
に
よ
っ
て
証
言
す
る
し

[日一

C
N
h
H
H
]

か
な
か
っ
た
。

こ
の
事
例
か
ら
は
、
匪
賊
の
逮
捕
や
そ
の
後
の
取
り
調
べ
に
お
い
て
は
証
言
が
大
き
な
鍵
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
が

(
犯
)

地
域
住
人
や
匪
賊
の
問
で
も
共
通
の
認
識
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
た
め
匪
賊
の
調
査
は
、
彼
ら
の

中
央
政
府
の
み
な
ら
ず
、
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関
係
す
る
地
域
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

二
、
逮
捕

地
方
の
現
場
に
お
い
て
駐
践
が
ど
う
や
っ
て
逮
捕
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
勅
令
で
あ
る
窓
口
の
記
録
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
知
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
し
か
し
オ
ス
マ
ン
朝
の
カ

l
ヌ
i
ン
ナ

i
メ
(
法
令
集
)
に
含
ま
れ
る
刑
罰
に
関
す
る
(
酷
か
ら
は
、
こ
の
間
題
に
関
し
て
一
定
の
構
報

を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
法
令
で
は
ま
ず
初
溢
や
強
資
な
ど
の
罪
を
犯
し
た
者
が
逃
亡
し
た
場
合
い
は
、
「
関
係
者
た
ち
へ
命
じ
、
見
付
け
さ
せ

る
よ
う
に
」
と
指
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
「
関
係
者
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。

あ
る
者
へ
容
疑
を
か
け
て
見
つ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
、

子
、
あ
る
い
は
兄
弟
、
親
戚
、
仲
間
、
保
証
人
た
ち
、
あ
る

に
委
ね
て
、
見
付
け

〔
そ
の
人
物
を
〕
役
の

い
は
村
の
も
の
、
彼
の
詰
区
の
人
々
、
も
し
く
は
(
容
疑
者
本
人
が
〕
誰
か
の
家
に
い
る
場
合
に
は
彼
(
家
の
主
)

さ
せ
る
よ
う
に
。
そ
し
て
追
跡
者
に
引
き
渡
さ
せ
る
よ
う
に
。

つ
ま
り
サ
ン
ジ
ャ
ッ
ク
ベ
イ
や
カ

l
デ
ィ

I
の
援
遣
し
た
公
的
な
「
追
跡
者
」
が
犯
入
を
逮
議
で
き
な
い
時
に
は
、
肉
親
や
同
郷
者
な
ど
匪
賊

に
近
い
「
関
孫
者
」
が
そ
の
妻
怪
を
負
う
よ
う
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
部
罰
法
上
、
サ
ン
ジ
ャ
ッ
ク
ベ
イ
な
ど
の
手
か
ら

逃
れ
た
匪
賊
の
逮
捕
は
、
匪
織
の
よ
関
孫
者
」
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
が
原
出
と
さ
れ
て
い
問
。

こ
う
し
た
原
則
は
実
際
の
命
令
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る
。
[
。
一

2
5吋
]
は
き
レ
ス
ィ
県
で
行
わ
れ
た
一
匪
賊
査
察
の
事
後
処
理
に
つ
い
て
命
と
た

勅
令
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
同
県
で
先
に
行
わ
れ
た
査
察
で
は
…
部
の
控
賊
が
査
察
官
の
追
手
か
ら
逃
げ
延
び
た
。
こ
の
報
告
を
受
け
た
政

府
辻
、
ま
ず
逃
亡
中
の
匪
賊
た
ち
の
名
前
、
出
身
郡
と
村
の
名
前
を
具
体
的
に
挙
げ
、
続
い
て
同
県
を
所
轄
す
る
サ
ン
ジ
ャ
ッ
ク
ベ
イ
と
力

l

ナ
ィ
ー
た
ち
に
次
の
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。

我
が
聖
な
る
勅
令
が
届
い
た
ら
こ
の
命
令
を
誰
に
も
見
せ
ず
、
常
時
前
述
の
者
た
ち
[
白
匪
賊
た
ち
]
を
、
村
人
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情

に
応
じ
て
こ
っ
そ
り
と
調
べ
さ
せ
て
探
し
、
そ
の
土
捕
に
来
た
者
た
ち
〔
H
駐
賊
た
ち
〕
を
慎
重
な
や
り
方
で
捕
ら
、
え
て
縛
り
あ
げ
、

事
や
霊
賊
で
あ
る
こ
と
が
シ
ャ
リ

i
ア
に
則
的
っ
て
確
認
さ
れ
た
者
た
ち
に
つ
い
て
記
録
し
、

そ
の
写
し
と
と
も
に
道
中
の
守
り
に
十
分
な
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人
数
の
有
能
な
部
下
を
つ
け
て
、
我
が
聖
な
る
ご
門
へ
護
送
す
る
よ
う
に
。

こ
の
よ
う
に
中
央
政
府
は
査
察
官
が
捕
ら
え
ら
れ
な
か
っ
た
匪
賊
た
ち
の
逮
捕
に
際
し
、
匪
賊
の
出
身
村
の
村
人
の
手
を
借
り
る
よ
う
に
指
示

[∞
υ

C
印
。
吋
]

し
た
の
で
あ
る
。

三
、
処
罰

逮
捕
さ
れ
た
匠
賊
は
、
当
然
処
罰
の
対
象
と
な
る
。
処
罰
に
つ
い
て
は
刑
罰
法
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

[
犯
人
が
]
逃
げ
て
他
の
県
へ
行
っ
た
時
に
は
、
追
手
を
送
る
よ
う
に
。
彼
ら
[
リ
追
手
]
に
つ
れ
て
こ

(
幻
)

さ
せ
る
よ
う
に
。
も
し
県
の
住
人
(
『
包
宵
)
か
ら
逃
れ
、
他
の
県
へ
行
っ
た
な
ら
、
犯
罪
を
犯
し
た
県
で
処
罰
さ
れ
る
よ
う
に
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
点
は
、
匪
賊
が
活
動
を
行
っ
て
い
た
そ
の
地
域
で
罰
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
こ
の
規

あ
る
県
で
窃
盗
、
犯
罪
を
犯
し
、

定
に
沿
っ
た
命
令
が
、

カ
ス
タ
モ
ヌ
県
で
活
動
し
て
い
た
あ
る
匪
賊
の
捕
縛
に
つ
い
て
、
周
辺
の
諸
県
の
ベ
イ
宛
て
に
送
ら
れ
て
い
た
。

前
述
の
者
[
H
カ
ス
タ
モ
ヌ
県
サ
ン
ジ
ヤ
ツ
ク
ベ
イ
]

っ
て
い
る
匠
賊
の
う
ち
、

が
、
お
前
の
任
地
で
悪
事
を
す
る
匠
賊
と
そ
の
他
ス
フ
テ

の
名
を
か
た

(
学
生
)

[
カ
ス
タ
モ
ヌ
県
か
ら
]
逃
亡
し
て
お
前
の
任
地
に
至
っ
て
入
り
こ
ん
だ
者
た
ち
[
の
引
き
渡
し
]
を
要
求
し
た

ら
、
決
し
て
跨
跨
す
る
こ
と
な
く
、
慎
重
な
処
置
と
対
処
を
行
い
、
充
分
な
だ
け
の
兵
を
送
り
、
捕
縛
し
、
事
件
の
あ
っ
た
場
所
[
H
カ

ス
タ
モ
ヌ
県
]

へ
護
送
す
る
よ
う
に
:
:
:
[
町
一
白
吋
白
]

匠
賊
が
そ
の
活
動
地
で
罰
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
言
う
刑
罰
法
上
の
原
則
は
、
実
際
に
生
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
で
は
こ
う
し
た
処
罰
の
現
地

主
義
に
は
、
ど
う
い
っ
た
意
図
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は
恐
ら
く
、
こ
の
命
令
の
な
か
で
続
い
て
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
匪
賊
が

必
要
に
応
じ
て
処
罰
さ
れ
て
、

そ
の
他
の
者
た
ち
へ
の
見
せ
し
め
と
な
る
」
[
円

sa]
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
中
央
政
府
は
捕
縛

さ
れ
た
匠
賊
を
そ
の
活
動
地
で
処
罰
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
に
潜
伏
し
て
い
る
そ
の
他
の
匪
賊
や
地
域
の
住
人
を
牽
制
す
る
こ
と
を
ね
ら
っ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
様
に
本
項
に
お
い
て
は
匠
賊
の
調
査
、
逮
捕
、
処
罰
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
分
析
し
て
き
た
。

そ
の
結
果
い
ず
れ
の
局
面
に
お
い
て
も
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中
央
政
府
の
と
っ
た
対
応
策
は
、
匪
賊
と
地
域
の
住
人
と
の
-
密
接
な
関
係
を
前
提
と
し
、
そ
れ
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が

確
認
さ
れ
た
。〆酬ヘ

一一、園〆

匪
賊
と
地
方
住
民

そ
れ
で
は
実
際
心
鹿
賊
と
住
人
と
の
関
係
は
、
ど
の
様
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
蹴
賊
は
ほ
と
ん
ど
の
上
奏
文
に
お
い
て
、
単
な

る
犯
罪
者
、
秩
序
の
破
壊
者
な
ど
一
方
的
な
加
害
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
同
じ
地
域
に
生
活
す
る
匪
賊
と
住
人
と
の
繋
が
り
辻
、

よ
り
複
雑
な
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
問
題
仁
つ
い
て
手
が
か
り
を
含
む
い
く
つ
か
の
事
例
を
も
と
に
、
両
者
の
関
係
を

考
察
し
て
い
き
た
い
。

一
、
逮
捕
協
力

産
賊
の
逮
捕
が
、
怪
人
自
身
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
は
す
で
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
同
じ
問
題
を
、
住
人

の
読
点
か
ら
捉
え
な
お
し
て
み
た
い
。

ま
ず
〔
∞
一

S
H品〕
で
は
、

ハ
ミ
ヂ
ィ
ワ
県
の
一
鮭
賊
に
つ
い
て
、
サ
ン
ジ
ャ
ッ
ク
ベ
イ
と
カ

i
デ
ィ
!
か
ら
次
の
よ
う
な
悪
行
の
数
々
が
報
告

さ
れ
た
。

ケ
・
カ

ヒ
サ

i
ル
の
カ

オ
ズ
リ
ュ
と
キ
ャ

i
ブ
ィ
ル
ベ
イ
リ
ュ
集
団
は
、

の
鵠
ア

l
ラ
ス
ン
郡
か
ら
一
度
営
地
へ
出
か
け
、
絶
え

ず
道
を
襲
撃
し
、
押
し
入
り
を
働
き
、
隊
蕗
や
家
々
を
襲
い
、
匪
賊
行
為
を
行
い
、
ア

i
ラ
ス
ン
郡
の
人
々
の
家
を
襲
い
、
娼
を
荒
し
回

い
、
揺
さ
を
し
て
い
る
た
め
、
シ
ャ
リ

i
ア
〔
法
廷
〕
に
沼
晩
さ
れ
た
が
こ
れ
に
従
わ
ず
、
争
い
を
始
め
、
数
名
の

り
、
館
内
や
ロ
パ

者
た
ち
を
傷
つ
け
、
悪
事
の
限
り
を
つ
く
し
て
い
る
:
:
:
[
?
S
E
]

こ
う
し
た
悪
事
を
繰
り
逃
す
毘
賊
た
ち
に
つ
い
て
億
人
た
ち
は
「
前
述
の
集
団
は
、
武
装
し
た
ア
ラ
ブ
か
ら
成
っ
て
い
る
」
〔
仲
$
に
〕
と
構
報

を
寄
せ
た
。
し
か
し
こ
の
件
に
つ
い
て
中
央
政
疫
の
命
令
の
も
と
掠
縛
に
'
向
か
っ
た
在
地
の
ベ
イ
レ
ル
ベ
イ
や
カ

i
デ
ィ

i
は
、
一
匪
賊
を
措
ら
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え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
さ
ら
に
住
人
た
ち
は
「
そ
の
地
域
に
近
い
場
所
に
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
」
[
停

S
E
]
、
そ
の
結
果
中
央

政
府
か
ら
は
逮
捕
の
指
揮
官
と
し
て
ラ
ラ

の
出
動
が
命
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
例
で
は
多
大
な
被
害
に
あ
っ
た
住
人

(
王
子
の
養
育
係
)

た
ち
が
、
匠
賊
に
関
す
る
情
報
提
供
を
積
極
的
に
行
い
逮
捕
に
協
力
し
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
住
人
が
匪
賊
の
処
罰
に
わ
ざ
わ
ざ
要
望
を
寄
せ
て
い
る
ケ

l
ス
も
あ
る
。

[∞一
C
N
8
]

に
よ
る
と
、
イ
ス
タ
ン
プ
ル
対
岸
に
位
置
す

る
ウ
ス
キ
ュ
ダ
ル
郡
で
は
七
人
の
匪
賊
た
ち
が
逮
捕
さ
れ
、
イ
ス
タ
ン
プ
ル
に
護
送
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
処
置
に
つ
い
て
、

こ
の
匪
賊
た
ち

の
被
害
を
受
け
て
い
た
同
郡
の
住
人
た
ち
は
「
先
の
者
た
ち
[
リ
匠
賊
た
ち
]
が
事
件
を
起
こ
し
た
場
所
で
処
罰

(ωqmgE)
き
れ
る
こ
と
」

[
?
C
N
B
]

を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
中
央
政
府
は
、

次
の
よ
う
に
応
じ
た
。

七
名
の
者
た
ち
に
は
、
そ
の
土
地
[
リ
匪
賊
本
来
の
活
動
地
]

で
処
罰
さ
れ
る
よ
う
命
じ
ら
れ
る
。
三
名
の
者
は

[
イ
ス
タ
ン
プ
ル
で
]

投
獄
さ
れ
て
い
る
の
で
お
前

[
H
コ
ジ
ャ
イ
リ
県
サ
ン
ジ
ャ
ッ
ク
ベ
イ
]

の
も
と
に
送
り
返
さ
れ
た
。
以
下
、
命
ず
る
。
そ
の
他
四
名
の

者
た
ち
は
ど
う
い
っ
た
者
た
ち
な
の
か
。
名
前
は
何
か
。

お
前
の
上
奏
で
は
明
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
送
り
返
さ
れ
な
か
っ
た
。
す

で
に
そ
の
悪
事
を
報
告
し
て
き
た
四
名
に
つ
い
て
も
、

そ
れ
が
誰
で
あ
れ
記
録
の
写
し
を
送
り
、
名
前
を
記
し
知
ら
せ
る
よ
う
に
。
そ
う

し
て
我
が
聖
な
る
ご
門
に
い
る
犯
罪
者
た
ち
の
中
か
ら
分
か
っ
て
、
現
地
で
処
罰
さ
れ
る
よ
う
に
送
り
返
さ
れ
る
よ
う
に
。

[∞一
C
N
A
F
ω
]

こ
の
よ
う
に
す
で
に
イ
ス
タ
ン
プ
ル
に
護
送
さ
れ
て
い
る
匪
賊
に
つ
い
て
、
被
害
者
で
あ
る
住
人
た
ち
は
地
元
で
の
処
罰
を
望
ん
で
返
還
を
求

め
、
中
央
政
府
も
ま
た
こ
の
要
望
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。

二
、
保
証
人

さ
ら
に
匪
賊
と
地
域
住
人
を
結
び
つ
け
る
典
型
的
な
形
態
の
一
つ
と
し
て
、
保
証
人
の
制
度
を
と
り
あ
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
保
証
人

(EE)
と
は
、
刑
罰
の
執
行
を
待
っ
て
い
る
者
や
証
拠
不
十
分
で
釈
放
き
れ
る
者
な
ど
の
身
柄
に
責
任
を
も
っ
人
物
で
あ
る
。
彼
ら
は
そ
の

責
任
に
お
い
て
、
法
廷
か
ら
請
求
の
あ
っ
た
と
き
に
は
当
人
を
出
廷
さ
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
も
し
逃
亡
す
れ
ば
必
ず
見
つ
け
だ
さ
な
く
て
は
な
ら

(
お
)

な
か
っ
た
。
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具
体
的
に
は
保
証
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
は
、
産
賊
の
保
証
を
そ
の
父
親
が
請
け
負
う
ケ

l
ス
旬
。
ω
∞ω
〕
、
羊
飼
い

(mcza
や
日
雇
い
労

働
者
(
弓
問
主
)
を
雇
用
主
が
請
け
負
う
ケ

l
ス
〔

2
5〕
、
あ
る
匪
賊
毘
の
頭
目
を
ス
イ
パ

i
ヒ
i
(封
土
保
有
崎
県
)
が
請
け
負
う
ケ

i

ス
布
。

0
3〕
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
あ
る
援
賊
が
投
獄
中
に
病
気
に
な
っ
て
仮
釈
放
さ
れ
る
際
、
ニ

O
人
の
保
証
人
が
つ
け
ら
れ
た
と
言

う
記
銭
も
あ
れ
ソ
[
。
一
Z
H
N
]

、
被
保
証
者
の
社
会
的
立
場
や
悪
事
の
担
程
度
に
'
応
じ
て
、
保
証
人
の
人
数
や
立
場
が
訣
定
き
れ
て
い
た
こ
と
が
誰
察

れ
る
。

実
際
の
保
証
人
の
犠
き
と
し
て
は
、

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
押
し
込
み
強
査
と
殺
人
を
犯
し
た

そ
の
一
例
を
[
円
。
ω∞
仏
]

院
織
を
サ
ン
ジ
ャ
ッ
ク
ベ
イ
が
瀧
一
行
し
よ
う
と
す
る
時
、

カ
ー
ヂ
ィ
ー
が
こ
れ
に
抗
議
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
「
物
証
が
確
認
さ
れ
ず
、
保
証

人
も
い
る
者

(52-口
包
巴
己
)
を
捕
縛
す
る
こ
と
や
、
〔
彼
を
]
也
の
郡
へ
つ
れ
て
い
く
こ
と
は
法
に
反
す
る
」
[
円
。
ω
ま
]
か
ら
で
あ
る
と

い
う
。
同
様
に
可
g
N
ψ
]

で
は
、
殺
人
事
件
の
容
雛
を
受
け
た
前
科
者
た
ち
(
け

S
S
E
-
2
5
H
r乱
需
品
に
物
証
が
な
か
っ
た
た
め
じ
、
保

証
人
が
つ
け
ら
れ
た
う
え
で
釈
放
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
保
-
証
人
が
い
れ
ば
、
事
情
が
は
っ
き
り
し
な
い
、
フ
ち
は
蔀
科
者
や
自
白
を
行
っ

た
匪
賊
で
あ
っ
て
も
釈
放
さ
れ
え
た
の
で
あ
る
。
保
証
人
辻
、
匪
戴
、
あ
る
い
は
匪
裁
の
嫌
疑
を
受
け
て
い
る
も
の
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な

生
命
線
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

三
、
支
持
や
共
犯

最
後
に
、
産
賊
が
地
域
の
住
人
た
ち
の
支
持
を
得
て
い
る
ケ

l
ス
も
決
し
て
少
な
く
な
い
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
例
え
ば
、
ア
ナ
ド
ル
蛸
の

東
端
チ
ャ
ン
ク
ル
県
と
、
隣
接
す
る
カ
ラ
マ
ン
州
の
チ
ョ
ル
ム
県
の
境
界
地
域
で
追
い
剥
ぎ
を
繰
り
返
し
て
い
た
匪
賊
集
団
の
ケ

i
ス
が
あ
げ

ら
れ
る
。
取
り
締
ま
り
に
柴
り
出
し
た
チ
ョ
ル
ム
県
サ
ン
ジ
ャ
ッ
ク
ベ
イ
の
報
告
に
よ
る
と
、
状
、
況
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。

チ
ャ
ン
ク
ル
県
め
カ
ル
持
、
オ
ル
タ
ル
ジ
ャ
村
の
村
人
と
チ
ョ
ル
ム
県
の
チ
ュ
ク
ル
ル
チ
村
の
村
人
た
ち
が
匪
賊
の
部
党
で
る
り
、
[
さ
ら

に
)
チ
ョ
ル
ム
間
黙
の
ス
イ
パ

l
ヒ
i
た
ち
の
う
ち
一
一
一
名
が
鴎
と
武
具
を
与
え
、

(
…
駐
賊
た
ち
の
〕
仲
間
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
惑
さ

は
増
大
し

:
:
:
Z
E
S〕
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そ
こ
で
サ
ン
ジ
ヤ
ツ
ク
ベ
イ
は
「
郎
党
」

た
ち
を
取
り
調
べ
た
。
し
か
し
村
の
者
た
ち
は
「
ス
イ
パ

l
ヒ
ー
た
ち
を
後
ろ
盾
に
し
、

い
ざ
と
な

っ
た
ら
『
俺
た
ち
は
恐
く
て
、

そ
れ
で
馬
や
糧
食
を
与
え
て
い
た
ん
だ
』
」
[
?
に
∞
印
]
と
弁
解
し
た
。

「[村

そ
れ
で
も
サ
ン
ジ
ヤ
ツ
ク
ベ
イ
は
、

人
た
ち
が
]
本
当
の
郎
党
で
あ
り
匪
賊
に
協
力
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
」
[
伶

E
S
]
と
判
断
し
、

こ
の
村
人
た
ち
を
逮
捕
し
た
の
で
あ

こ
の
一
例
か
ら
は
、
ス
イ
パ

l
ヒ
l
を
筆
頭
に
、
少
な
か
ら
ず
の
村
人
が
匪
賊
に
荷
担
し
て
い
た
状
況
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

も
う
一
つ
の
事
例
は
チ
ャ
ン
ク
ル
県
に
隣
接
す
る
ボ
ル
県
東
部
の
チ
ャ
ア
郡
と
ゲ
レ
デ
郡
で
起
こ
っ
た
事
件
で
あ
る
。
匠
賊
の
取
り
締
ま
り

るに
携
わ
っ
て
い
る
ボ
ル
県
の
サ
ン
ジ
ヤ
ツ
ク
ベ
イ
の
報
告
に
よ
る
と
、

こ
の
地
域
の
匪
賊
は
、
次
の
よ
う
に
し
て
生
業
を
立
て
て
い
た
者
た
ち

で
あ
っ
た
。

数
名
の
匪
賊
が
お
り
悪
事
の
数
々
を
や
め
ず
、

こ
の
地
域
か
ら
略
奪
し
た
羊
や
家
畜
を
六
ヶ
月
集
め
て
カ
ラ
マ
ン
地
域
に

[
も
っ
て
]
行

き

そ
こ
で
共
犯
者
に
渡
し
た
。
彼
ら
[
匠
賊
自
身
]
も
ま
た

[
盗
品
を
]
馬
や
家
畜
、

こ
の
地
域
に
持
つ

そ
の
他
の
品
々
と
交
換
し
、

て
き
て
売
却
し
て
い
る
。

[日一

C
印
ω
]
{
]

こ
う
し
た
略
奪
を
継
続
的
に
行
う
匠
賊
集
団
に
対
し
、

地
元
の
人
々
は
次
の
様
な
対
応
を
示
し
て
い
た
。

民
衆
た
ち
は
略
奪
や
恩
知
ら
ず
な
行
為
を
証
言
す
る
際
に
な
る
と
、
「
仕
返
し
が
恐
い
ぞ
」
と
[
証
言
し
な
い
こ
と
を
]
誓
い
合
っ
て
い
る
。

[
ボ
ル
県
サ
ン
ジ
ヤ
ツ
ク
ベ
イ
は
]
何
度
も
こ
の
地
域
に
い
る
ス
イ
パ
!
ヒ
ー
た
ち
ゃ
民
兵
隊
に
[
逮
捕
を
依
頼
す
る
]
書
簡
を
送
っ
た
が
、

威
嚇
さ
れ
た
り
無
視
さ
れ
た
り
と
、

ど
う
あ
っ
て
も
捕
ら
え
よ
う
と
す
る
気
配
は
な
か
っ
た
。

[
日
一
(
)
日
ω
H
]

匪
賊
の
被
害
に
あ
っ
て
い
る
地
元
の
民
衆
や
、
地
域
の
治
安
維
持
が
職
務
の
一
部
で
あ
る
は
ず
の
ス
イ
パ
!
ヒ
ー
や
民
兵
隊
す
ら
、

サ
ン
ジ
ャ

ツ
ク
ベ
イ
の
逮
捕
に
協
力
し
よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
サ
ン
ジ
ヤ
ツ
ク
ベ
イ
は
自
ら
匠
賊
の
家
を
包
囲
し
、
逮
捕
に
乗
り
出
し
た
。

す
る
と
そ
こ
で
は
数
名
の
匪
賊
が
事
前
に
手
入
れ
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
隠
れ
て
お
り
、
「
仲
間
が
い
て
、

[
手
入
れ
が
あ
る
と
]
知
ら
せ
が
来

た
」
[
円
。
∞
臼
]
と
、
述
べ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
状
況
か
ら
は
、
匪
賊
た
ち
が
少
な
か
ら
ず
地
元
の
人
々
に
よ
る
指
示
や
援
助
を
得
て
い
る

様
子
が
推
察
さ
れ
る
。
さ
て
こ
う
し
て
よ
う
や
く
匪
賊
を
逮
捕
す
る
こ
と
が
で
き
た
サ
ン
ジ
ヤ
ツ
ク
ベ
イ
で
あ
る
が
、
自
分
の
管
区
に
は
ま
だ
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多
く
の
匪
賊
が
い
る
と
言
う
。

ボ
ル
県
で
は
、

ス
ィ
パ
!
ヒ
ー
か
ら
逸
脱
し
た
者
か
ら
な
る
重
賊
が
、
勢
力
を
増
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
者
た
ち
は
家
や
家
族
の
と
こ
ろ

そ
の
土
地
の
民
衆
と
と
も
に
狩
り
や
家
々
の
行
き
来
や
、
集
ま
り
に
加
わ
り
、
人
付
き
合
い
か

で
他
の
者
た
ち
の
よ
う
に
農
業
を
営
み
、

ら
除
か
れ
て
い
な
い
。
[
民
衆
に
し
て
み
れ
江
]
ど
う
に
か
す
れ
ば
[
一
星
賊
を
]
議
ら
え
た
り
、
あ
る
い
は
措
ら
え
さ
せ
た
り
で
き
る
の
だ

か
ら
、
知
ら
な
い
振
り
を
す
る
者
た
ち
は
(
匪
賊
の
)
仲
間
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
(
間
一
志
出
〕

こ
の
様
に
報
告
に
よ
れ
ば
、
匪
賊
た
ち
誌
決
し
て
地
縁
関
孫
を
断
ち
切
っ
た
流
浪
者
、
あ
ぶ
れ
者
で
は
な
く
、
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
活
動

を
続
け
て
お
り
、
匪
織
の
逮
捕
に
非
協
力
的
な
民
衆
た
ち
も
そ
の
仲
間
だ
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
中
央
政
府
は
艶
賊
の
逮
捕

を
命
じ
た
後
、
匠
賊
を
助
け
て
い
る
疑
い
の
あ
る
者
た
ち
に
つ
い
て
も
調
査
し
、
上
奏
す
る
よ
う
に
命
と
た
。

以
上
見
て
き
た
二
つ
の
事
例
で
は
、
能
賊
た
ち
は
明
ら
か
に
地
域
社
会
に
と
け
込
ん
だ
生
活
を
し
て
い
た
。
笑
隙
い
は
官
職
者
に
よ
る
上
奏

地
域
住
人
と
匪
賊
と
の
協
力
関
係
が
報
告
さ
れ
て
い
る
椀
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
挙
げ
た
例
外
的
な
い
く
つ
か
の

公
文
書
の
中
で
悪
く
捕
か
れ
が
ち
な
匪
賊
た
ち
が
、
実
は
地
域
に
お
い
て
住
人
と
ょ
っ
襖
雑
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
推
惑
さ
せ
る

の
中
で
、

事
例
は
、

も
の
で
あ
る
。

地
域
住
人
が
匪
賊
の
行
為
を
支
援
す
る
ケ

l
ス
や
逆
に
逮
捕
に
協
力
す
る
ケ

l
ス
な
ど
、
再
者
の
多
様
な
関
係
を
見
て
き

た
。
一
陸
賊
の
中
に
は
住
人
と
不
満
や
欲
求
を
と
も
に
す
る
義
賊
的
な
者
も
い
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
逆
に
住
人
た
ち
を
苦
し
め
る
残
虐
な
者
も

以
上
本
項
で
は
、

多
く
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
地
域
住
人
は
、
保
証
人
、
共
犯
者
、
あ
る
い
は
敵
対
者
な
ど
多
様
な
形
で
匪
賊
と
密
接
に
か

か
わ
り
合
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
章
の
前
半
で
確
認
さ
れ
た
よ
う
な
、
地
域
社
会
と
匪
賊
と
の
密
接
な
関
係
を
前
提
と
し
て
適
用
さ
れ
て
い

た
中
央
政
府
の
匪
賊
対
策
は
、
こ
う
し
た
実
態
を
踏
ま
え
た
う
え
で
用
い
ら
れ
て
い
た
方
策
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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第
三
章

匪
賊
に
対
す
る
査
察

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
本
稿
で
は
、
あ
る
特
定
の
事
件
に
つ
い
て
地
方
官
が
上
奏
を
行
い
、

い
っ
た
パ
タ
ー
ン
の
取
り
締
ま
り
方
法
を
検
証
し
て
き
た
。
し
か
し
、
オ
ス
マ
ン
朝
の
匠
賊
対
策
に
お
い
て
は
、
も
う
一
つ
別
の
タ
イ
プ
の
重

一
種
の
査
察
制
度
で
あ
る
。
本
章
で
は
こ
の
査
察
制
度
に
つ
い
て
検

こ
れ
に
た
い
し
て
中
央
政
府
か
ら
指
示
が
下
る
と

要
な
方
策
が
あ
っ
た
。
「
匪
賊
査
察

(B岳
山
三
町
宮
内
昨
夜
)
」
と
呼
ば
れ
る
、

証
を
加
え
、
取
り
締
ま
り
策
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

〆'ヘ

一
、-"

査
察
の
概
要

(
円

ωBω
口
出

ω
w
E
d
Nロロ
SSM-H)

多
く
見
ら
れ
、
同
世
紀
の
末
頃
ま
で
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
。
匪
賊
査
察
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
ア
ク
ダ

l
が
ジ
エ
ラ

l
リ

l
諸
反
乱
研
究
の

ウ
ズ
ン
チ
ャ
ル
シ
ュ
ル

に
よ
る
と
、
匠
賊
査
察
に
関
す
る
命
令
は
一
六
世
紀
の
中
頃
(
宮
口

?
1
3

一
環
と
し
て
、
ま
た
へ
イ
ド
(
ロ
ユ
巳
国

3
8
が
刑
罰
法
研
究
の
中
で
、
制
度
的
な
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
近
年
で
は
ユ
ル
マ
ズ
(
出
町
立

J
E
S
S
が
一
人
の
査
察
官
を
事
例
に
、
査
察
の
実
態
面
を
取
り
上
げ
問
。
と
は
い
え
今
だ
査
察
官
の
任
務
や
権
限
、
調
査
方
法
な
ど
に
つ
い

て
は
不
明
な
点
も
多
(
的
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
ま
ず
具
体
的
な
状
況
を
も
と
に
、
査
察
の
機
能
面
に
つ
い
て
整
理
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

匪
賊
査
察
は
、
必
要
が
生
じ
た
際
に
中
央
政
府
が
任
命
す
る
特
務
査
察
官
た
ち
に
よ
っ
て
執
り
行
わ
れ
た
。
一
般
に
査
察
団
は
ベ
イ
レ
ル
べ

(
組
問
)

イ
あ
る
い
は
サ
ン
ジ
ャ
ッ
ク
ベ
イ
と
、
カ

l
デ
ィ
!
と
一
一
一
日
う
組
み
合
わ
せ
で
編
成
さ
れ
た
。
ユ
ル
マ
ズ
は
、
査
察
官
に
任
命
さ
れ
る
カ

l
デ
ィ

!
は
査
察
対
象
地
以
外
の
地
域
の
カ

l
デ
ィ

l
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
例
え
ば

[日一

(
)
N
C
C
]

で
は
、

ボ
ル
県
の

サ
ン
ジ
ヤ
ツ
ク
ベ
イ
と
岡
県
内
チ
ャ
ァ
郡
の
カ

l
デ
ィ

l
に
ボ
ル
県
の
査
察
が
、

[
?
0
2
∞
]
で
は
カ
ラ
マ
ン
州
内
ベ
イ
シ
ェ
ヒ
ル
県
の
サ
ン
ジ

ヤ
ツ
ク
ベ
イ
と
、
同
県
内
セ
イ
デ
ィ
シ
ェ
ヒ
ル
郡
の
前
任
カ

l
デ
ィ

l
に
カ
ラ
マ
ン
州
の
査
察
が
命
じ
ら
れ
る
な
ど
、
査
察
現
場
に
直
接
関
係
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の
み
る
官
職
者
が
選
出
さ
れ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
匪
戴
探
査
に
は
中
央
政
府
か
ら
直
接
任
命
さ
れ
た
査
察
宮
が
あ
た
っ
た
が
、
実
際
の
取
り
締
ま
り
に
お
い
て
は
多
く
の
地
方

官
の
協
力
が
必
要
で
あ
っ
た
。
例
、
え
ば
〔
件
。
回
出
〕

で
は
、

コ
ジ
ャ
イ
リ
県
の
査
察
後
、
そ
の
地
械
の
サ
ン
ジ
ャ
ッ
ク
ベ
イ
と
、
潟
県
内
の
ギ

ョ
イ
ニ
ユ
ツ
ク
郡
の
さ

i
デ
ィ

i
へ
、
次
の
よ
う
な
命
令
が
下
さ
れ
て
い
る
。

一
融
賊
が
我
が

な
る
命
令
に
よ
っ
て
査
椛
捕
さ
札
た
と
こ
ろ
、
う
ち
数
名
が
隙
れ
て
捕
ら
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
報
ι

中
附
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
に

隠
れ
た
藍
賊
が
査
察
の
後
に
地
域
に
一
戻
っ
て
き
た
ら
、
捕
ら
え
ら
れ
て
シ
ャ
リ

i
ア
に
よ
っ
て
処
罰
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
・
:
匪
賊
を
捕
ら

え
る
こ
と
を
お
前
に
命
じ
:
:
:
〔
件
記
出
〕

つ
ま
り
査
察
の
問
に
、
造
れ
た
匪
賊
た
ち
誌
再
び
土
地
に
一
反
っ
て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
査
察
後
も
継
続
し
て
後
ら
を
と
り
し
ま
る
よ

う
に
、
地
域
を
所
轄
す
る
官
職
者
た
ち
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
援
賊
探
査
は
中
央
政
府
か
ら
特
別
に
権
限
を
委
ね
ら
れ
た

地
方
の
事
構
に
詳
し
い
多
く
の
官
職
者
と
の
共
毘
作
業
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
、
よ
り
徹
底
し
た
調
査
で
あ
っ
た
。

査
察
官
た
ち
と
、

"....、、

一、-"

査
察
官
の
職
務

そ
の
職
務
の
内
容
を
見
て
み
よ
う
。
と
り
あ
げ
る
の
は
、
カ
ラ
マ
ン
州
の
匪
賊
査
察
官
に

任
ぜ
ら
れ
た
ベ
イ
シ
ェ
ヒ
ル
県
サ
ン
ジ
ャ
ッ
ク
ベ
イ
、
ベ
イ
シ
ェ
ヒ
ル
郡
カ

i
デ
ィ

i
、
セ
イ
デ
ィ
シ
ェ
ブ
リ
郡
力

i
デ
ィ
!
の
活
動
で
あ
る
。

続
い
て
具
体
的
に
査
察
官
の
活
動
を
と
り
あ
げ
、

こ
の
三
名
の
役
人
た
ち
が
査
察
官
の
識
に
就
い
て
い
た
期
間
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
少
を
く
と
も
一
五
六
呂
年
九
月
か
ら
一
五
六
六
年
一

(
必
)

力
一
フ
?
ン
州
内
の
艶
賊
盛
察
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
聞
に
彼
ら
が
あ
っ
か
っ
た
事
件
と
職

月
ま
で
の
一
年
一
一
一
ヶ
月
間
、

務
註
次
の
通

9
で
あ
る
。

…
…
名
の
ス
イ
パ

1
ヒ
!
を
官
む
一

O
名
の
匪
賊
た
ち
が
お
こ
し
た
襲
撃
事
件
に
つ
い
て
調
車
を
行
い
、
中
央
に
報
告

し
て
い
る
[
停

2
8
]。
報
告
の
中
で
は
襲
撃
者
の
名
前
と
、
取
り
語
べ
の
結
果
明
ら
か
と
な
っ
た
襲
撃
の
背
景
が
述
べ
ら
れ
た
。
こ
の
上
奏
に

ま
ず
査
察
官
た
ち
は
、
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対
し
中
央
政
府
は
、
「
地
域
住
人
の
う
ち
、
公
平
無
私
な
ム
ス
リ
ム
た
ち
か
ら
聴
取
し
、
台
帳
に
も
目
を
通
し
て
調
べ
る
よ
う
に
」
と
指
示
し
、

殺
人
を
行
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
ら
「
シ
ャ
リ
l
ア
に
準
じ
て
そ
の
場
で
報
復

(
5営
)
」
を
実
施
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。

続
い
て

[。…
C
A
F
C
C
]

に
よ
れ
ば
、
査
察
官
の
う
ち
の
サ
ン
ジ
ヤ
ツ
ク
ベ
イ
が
、
査
察
で
捕
ら
え
損
ね
た
匪
賊
た
ち
に
つ
い
て
「
住
ん
で
い
る

場
所
と
評
判
(
日
笠
宮
山
吋
)
を
、

ム
ス
リ
ム
た
ち
が
知
ら
せ
る
と
こ
ろ
に
従
い

[
匪
賊
の
]
名
前
と
と
も
に
記
帳
し
予
定
。
。
]
」
、
上
奏
し
た
。

中
央
政
府
は
こ
れ
を
受
け
、

ま
ず
査
察
官
た
ち
に
対
し
、
記
録
に
基
づ
い
て
逮
捕
を
続
行
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。

き
ら
に
、

こ
の
匪
賊
た
ち
の

追
跡
逮
捕
に
関
し
て
は
、
別
途
、
地
方
官
に
も
指
示
が
下
さ
れ
て
い
る
。
予
定
広
]
に
よ
る
と
、
査
察
官
が
作
成
し
た
匪
賊
の
名
前
、
所
在
地
、

記
録
の
写
し
が
カ
ラ
マ
ン
州
ベ
イ
レ
ル
ベ
イ
と
コ
ン
ヤ
郡
カ
!
デ
ィ

l
に
送
ら
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
逮
捕
に
向
か
う
よ
う
に
命
令
さ
れ
て
い

る

ま
た

[。一()∞
c
h
F
]

で
は
、
査
察
官
た
ち
は
投
獄
中
の
匪
賊
た
ち

[
H
ボ
ズ
ク
ル
ル
・
オ
ウ
ル
ラ
ル
]

そ
の
写
し
を
中
央

の
悪
事
を
記
録
し
、

へ
送
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
査
察
官
の
う
ち
の
も
と
セ
イ
デ
ィ
シ
ェ
フ
リ
郡
カ

i
デ
ィ

i
は、

こ
の
匠
賊
た
ち
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
記
録
し
、
報
告
し
た
。

そ
う
し
た
者
た
ち

[
H
匠
賊
た
ち
]

は
度
々
抵
抗
し
、
聖
な
る
法
廷
へ
召
喚
さ
れ
て
も
法
廷
役
人
に
従
わ
な
い
た
め
に
そ
の
悪
事
を
記
録

の
悪
事
の
た
め
に
ほ
と
ん
ど
の
農
民
が
貧
窮
し
、
寄
る
辺
も
な
く
故
地
を
捨

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
前
述
の
者
た
ち

[
H
匪
賊
た
ち
]

て
る

(
件
。
ユ
内
!
日
仏
-
M
1
m
w
円
)

こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。

[。一。。
c
h
F
〕

さ
ら
に
査
察
官
は
別
の
三
名
の
匪
賊
た
ち
の
名
前
と
悪
事
を
書
き
記
し
て
上
奏
し
、
中
央
政
府
か
ら
は
匪
賊
た
ち
の
逮
捕
と
取
り
調
べ
が
命
じ

ら
れ
た
。

最
後
に

で
は
、
査
察
の
聞
に
検
挙
さ
れ
た
匠
賊
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
た
。

こ
の
匠
賊
は
同
じ
査
察
官
が
、
以
前
匪
賊
査
察
の
職

[
町
一
(
}
吋
品
切
]

官
た
ち
は
古
い
記
録
を
調
べ
、

そ
の
悪
事
に
よ
り
有
名
で
あ
っ
た
ア
フ
メ
ッ
ド
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
今
回
、
査
察

こ
の
匪
賊
が
「
台
帳

(
H
法
廷
文
書
)

に
あ
っ
て
ア
ク
シ
ェ
ヒ
ル
県
の
査
察
を
し
て
い
た
と
き
、

に
お
い
て
も
大
変
名
が
通
っ
て
お
り
、
偽
証
、

悪
事
と
と
も
に
記
き
れ
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て
い
る
」
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
さ
ら
に
王
子
セ
リ
ム
の
奴
隷
を
殺
害
し
、
逃
亡
し
た
と
い
う
前
科
も
報
告
さ
れ
て
い
た
。
最
終
的
に
査
察

官
に
よ
る
こ
の
上
奏
を
受
け
、
中
央
政
府
は
ア
フ
メ
ッ
ド
の
処
罰
命
令
を
出
し
て
い
る
。

以
上
が
窓
口

5
と
8
に
見
ら
れ
る
一
年
一
一
一
ヶ
月
間
の
カ
ラ
?
ン
州
の
匪
賊
査
察
官
た
ち
の
在
務
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、
第
一
章

で
晃
た
よ
う
な
一
般
の
サ
ン
ジ
ャ
ッ
ク
ベ
イ
や
力

i
デ
ィ

i
と
最
も
異
な
る
査
察
官
の
職
務
と
し
て
、
次
の
点
が
注
目
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
ず

取
り
扱
う
事
件
の
レ
ヴ
ェ
ル
と
し
て
、
地
方
官
で
は
処
理
し
怒
れ
な
い
ほ
ど
に
附
悪
化
、
あ
る
い
は
人
数
的
に
増
加
し
た
龍
賊
た
ち
の
取
り
締

ま
れ
ソ
に
と
り
く
ん
で
い
る
点
[
円
ミ
会
〕
[
停
宗
室
〕
、
そ
し
て
特
定
の
犯
罪
者
が
い
な
い
状
、
説
に
お
い
て
匪
賊
(
あ
る
い
は
潜
在
的
匪
賊
)
を

で
あ
る
。
特
に
後
者
の
特
徴
は
、
あ
る
特
斑
の
事
件
の
発
生
を
も
っ
て
匪
賊
た
ち
の
取
り
締
ま
り

探
り
出
し
、
検
挙
し
て
い
る
点
事
宏

8
〕

を
顎
始
す
る
一
般
の
地
方
官
た
ち
と
、
査
察
官
と
の
職
権
を
分
か
つ
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

次
に
査
察
の
際
の
巌
賊
検
挙
の
方
法
に
つ
い
て
、
比
較
的
詳
し
い
指
示
が
出
さ
れ
て
い
る
例
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
予
定
0
3
で
は
、
は

じ
め
に
ブ
ル
サ
県
の
サ
ン
ジ
ヤ
ツ
ク
ベ
イ
自
ら
が
、
自
分
を
査
察
官
へ
任
命
す
る
よ
う
中
央
政
府
へ
要
求
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
応
え
る
形
で
、

こ
の
サ
ン
ジ
ャ
ッ
ク
ベ
イ
と
ブ
ル
サ
県
内
の
カ
!
デ
ィ
ー
た
ち
を
査
察
官
と
す
る
匪
戴
査
察
の
実
施
が
命
じ
ら
れ
た
。
こ
の
勅
令
に
よ
れ
ば
、

中
央
政
府
は
次
の
よ
う
に
査
察
の
方
法
を
指
示
し
て
い
る
。

賊
行
為
に
よ
っ
て
有
名
で
あ
り
、
悪
事
を
犠
く
者
た
ち
を
慎
重
な
処
置
に
よ
っ
て
捕
ら
え
、
隠
れ
て
い
る
者
た
ち
を
見
つ
け
だ
す
よ
う
に

郎
党
た
ち
ゃ
、
シ
ャ
リ
!
ア
と
力

i
ヌ
l
ン
で
見
付
け
る
責
任
の
あ
る
全
て
の
者
た
ち
に
命
じ
て
見
付
け
さ
せ
、
連
れ
て
こ
さ
せ
:
:
:
芯

こ
の
様
に
、
領
城
内
で
能
賊
と
し
て
名
を
馳
せ
る
者
た
ち
の
逮
捕
と
取
り
調
べ
が
命
じ
ら
れ
た
ほ
か
、
「
前
科
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
緩
都
ぃ
胞

が
自
明
で
あ
る
者
た
ち
」
[
∞
一
主
主
]
も
ま
た
、
検
挙
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
の
で
み
る
。

ま
た

〔
仰
い
や

ω山
山
〕

ち
が
現
地
に
到
着
す
る
前
い
、
地
元
の
カ

i
デ
ィ

i
た
ち
へ
次
の
よ
う
な
指
示
が
下
さ
れ

で
は
、
探
遣
さ
れ
た

て
い
る
。
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お
前
た
ち

[
H
カ
l
デ
ィ
ー
た
ち
]
そ
れ
ぞ
れ
の
管
轄
域
で
、
悪
事
で
も
っ
て
名
を
馳
せ
、

悪
行
で
知
ら
れ
る
者
た
ち
を
、
有
能
な
保
証

人
た
ち
へ
引
き
渡
し
、
隠
れ
さ
せ
な
い
よ
う
に
。
[
日
一
()ω

回日〕

こ
う
し
た
二
つ
の
命
令
を
見
る
と
査
察
の
際
の
匪
賊
検
挙
は
、
当
該
地
域
で
匪
賊
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
一
つ
の
手
が
か
り
と

な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
刑
罰
法
の
「
匪
賊

(
O
F
-
-
円
向
。
&
巳
)
に
関
す
る
条
項
」
で
述
べ
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
原
則
が
、
そ
の
ま

ま
適
応
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

あ
る
人
物
が
匪
賊
で
あ
り
、
常
に
悪
事
に
携
わ
り
、
人
々
が
彼
に
対
し
、

「
我
々
は
こ
の
も
の
を
良
い
と
思
え
な
い
」
と
言
え
ば
、

(
切
)

処
罰
す
る
よ
、
つ
に
。

カ

l
テ

ィ
!
と
ス
パ
シ
ュ
は
そ
こ
か
ら
手
を
引
く
よ
う
に
。
手
に
処
罰
の
権
限
と
法
を
託
さ
れ
た
者
が
、

こ
の
様
に
査
察
に
お
け
る
逮
捕
や
処
罰
に
お
い
て
も
ま
た
、
地
域
住
人
の
匪
賊
に
対
す
る
評
価
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
本
章
で
は
、
匪
賊
取
り
締
ま
り
の
よ
り
専
門
的
な
手
段
で
あ
る
匪
賊
査
察
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
査
察
官
に
任
命

さ
れ
た
サ
ン
ジ
ヤ
ツ
ク
ベ
イ
や
カ

l
デ
ィ

l
は
、
任
地
に
お
け
る
通
常
の
職
務
に
加
え
、
隣
接
す
る
よ
り
広
い
地
域
で
の
匪
賊
対
策
に
責
任
を

負
う
特
務
を
帯
び
た
。
彼
ら
の
職
務
内
容
に
は
、
特
に
凶
悪
化
し
た
匪
賊
を
取
り
締
ま
る
任
務
ば
か
り
で
は
な
く
、
ま
だ
犯
罪
が
起
こ
っ
て
い

な
い
状
況
に
お
い
て
匪
賊
を
探
索
し
、
検
挙
す
る
と
い
う
任
務
が
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
匪
賊
の
検
挙
に
お
い
て
も
、
当
該
地
域
で
匪

賊
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
が
逮
捕
の
際
の
重
要
な
基
準
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

お

り

わ
ス
レ
イ
マ
ン
大
帝
統
治
下
の
ア
ナ
ト
リ
ア
に
お
け
る
匠
賊
の
姿
を
包
括
的
か
つ
具
体
的
に
捉
え
る
こ
と
を
目
的
に
、
主
に
ア
ナ

本
稿
で
は
、

ト
リ
ア
州
に
お
け
る
取
り
締
ま
り
策
を
分
析
し
た
。
ま
ず
第
一
章
で
は
、

地
方
で
起
こ
っ
た
匪
賊
に
関
す
る
事
件
が
上
奏
さ
れ
て
か
ら
中
央
政

府
の
勅
令
が
下
る
ま
で
の
状
況
を
分
析
し
た
。
そ
し
て
上
奏
で
は
主
に
逃
亡
中
の
匪
賊
の
情
報
を
報
告
す
る
こ
と
が
、
中
央
政
府
の
勅
令
で
は
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事
弁
の
処
理
を
行
う
地
方
官
を
任
命
す
る
こ
と
が
そ
の
、
王
な
目
的
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
第
ニ
輩
で
は
調
牽
、
逮
捕
、

処
罰
と
い
っ
た
取
り
結
ま
り
の
各
局
面
に
つ
い
て
具
体
的
な
事
例
を
検
討
し
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
地
方
の
住
人
が
匪
賊
逮
捕
の
非
業
に
多
様

な
形
で
関
わ
っ
て
い
る
様
子
を
見
る
こ
と
が
で
き
た

0

・
中
央
政
府
に
よ
る
催
賊
対
策
は
、
地
方
社
会
に
お
け
る
綾
賊
と
地
方
住
人
と
の
密
接
な

関
係
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
中
央
政
府
の
こ
の
様
な
地
方
の
現
状
に
対
す
る
認
議
と
対
忠
方
法
は
、
匪
賊
査
察

に
お
い
て
も
向
械
に
観
嬬
さ
れ
る
こ
と
が
、
第

に
お
い
て
確
認
れ
た
。
こ
れ
ら
の
考
察
の
結
果
、
中
央
政
府
の
権
限
が
地
方
に
も
強
く

地
方
に
お
け
る
匪
賊
た
ち
の
扱
い
は
、
地
方
官
職
者
や
住
人
た
ち
に
か
な
り
の
軽
度

及
ん
だ
と
思
わ
れ
る
ス
レ
イ
マ
ン
大
帝
患
に
お
い
て
も
、

委
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
様
に
本
稿
で
誌
中
央
政
府
の
取
り
し
ま
り
策
を
手
が
か
り
に
、
地
域
に
お
け
る
匪
賊
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
し
か
し
本
稿

で
の
考
察
は
飽
く
ま
で
も
中
央
政
府
が
作
成
し
た
勅
令
の
み
を
も
と
に
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
情
報
内
容
に
偏
り
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な

い
。
ま
た
同
じ
オ
ス
マ
ン
朝
の
領
内
と
言
っ
て
も
、
イ
ス
タ
ン
プ
ん
か
ら
の
距
離
や
そ
の
他
の
地
理
的
、
歴
史
的
条
件
に
応
じ
て
一
匪
賊
対
策
に

は
地
域
差
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り

r

、
本
語
で
得
ら
れ
た
検
討
結
果
は
必
ず
し
も
普
遍
的
な
状
、
況
と
は
い
え
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
ア

ナ
ト
リ
ア
州
で
見
ら
れ
た
現
象
は
、
少
な
く
と
も
地
域
に
お
け
る
匪
賊
の
為
り
方
の
一
典
型
を
訴
し
、
そ
の
他
の
地
域
に
お
け
る
状
況
を
知
る

た
め
の
手
が
か
り
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
。

以
上
、
本
稿
で
示
さ
れ
た
よ
う
な
地
方
に
お
け
る
匪
賊
の
あ
り
方
は
、

力
ス
タ

ヌ
県
の
鮭
賊
グ
ル

i
ブ
に
属
す
る
古
容
の
ナ

i
イ
ブ
の

葉
に
集
約
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
彼
は
次
の
よ
う
に
の
べ
、
自
分
た
ち
の
立
場
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

人
や
カ
1
デ
ィ

i
た
ち
は
こ
の
地
方
の
住
人
で
は
な
い
。
我
々
こ
そ
が
日
頃
こ
こ
に
住
む
者
な
の
だ

窓
口
ぽ
川
口
町
込
N
〉
」
〔
仙
一

(愈山川口

C
H
S〕

。
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H
H
H
1
5
(
5
8
l
z
g
)
J
z
m，R
C
A
窓
口
率
一
w
z
w
H詰
l出品川一

む
邑
o
F
Z
S
E
B
(
5
8
)
¥同
〈
口
・

J
E
N
一ヨ
E
m
H
C
コmH
阿倍円白血
muEN

ず

2
m
g
E門

凶
作

zr守
山
E

W

F

山円。}内

Z
Z
Z
J
C討
さ
む
誌
な

弘
司
、
品
皆
、
選
h
N
F
N
R
M
m
〈

wrgMMず
CMU

同∞吋
i
M
M
ゅ
・
こ
れ
ら
の
研
党
で
は

地
域
社
会
の
住
人
と
匪
賊
と
の
関
係
が
密
別
具
体
的
に
取

9
上
げ
ら

れ
て
お
り
、
臨
賊
の
社
合
的
性
格
を
知
る
う
え
で
麓
腰
な
手
が
か
り

が
示
さ
れ
て
い
る
。

(
m
w
)

宮
口
に
は
「
書
記
官
長

(zw貯
l
C戸

ir芹
Sσ)
」
や
「
同
盟
璽
尚
書

(
昆
州
自
民
同
)
」
に
よ
る
加
筆
、
修
正
の
跡
が
残
っ
て
お
り
、
現
在
の
と

こ
ろ
冨
巴
の
記
録
が
、
会
議
で
の
検
討
か
ら
勅
令
の
発
布
に
至
る
ま

で
の
ど
の
段
階
で
さ
れ
た
も
の
か
は
特
定
で
き
な
い
。
と
は
い
え
実

擦
に
発
令
さ
れ
た
勢
令
と
冨
む
に
残
さ
れ
た
控
え
と
の
患
に
重
要

な
濃
い
は
な
い
と
恕
わ
れ
る
た
め
、
本
稿
で
は
涼
む
の
記
銭
を
「
勅

令
」
と
し
て
扱
う
こ
と
と
す
る
。

(
日
)
宮
口
の
大
部
分
は
現
在
、
イ
ス
タ
ン
プ
ル
の
総
理
府
古
文
書
館

に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
ト
プ
カ
プ
宮
殿
な
ど
に
保
存
さ
れ
て
い
る
台

装
も
あ
わ
せ
る
と
、
現
存
す
る
宮
口
の
総
冊
数
は
二
五

O
膏
を
越
、
え

る
。
最
古
の
台
帳
は
一
五
四
路
年
、
最
新
の
も
の
は
一
九

O
五
年
で

あ
る
が
、
年
に
よ
っ
て
記
録
の
件
数
に
誌
差
が
あ
る
ほ
か
、
台
帳
の

発
見
さ
れ
て
い
な
い
年
も
あ
る
。
ま
た
、
一
・
七
世
紀
半
ば
以
降
、
忠
り

は
官
僚
機
構
の
発
援
に
伴
う
台
帳
作
成
作
業
の
専
門
化
を
う
け
て
新

た
に
数
種
の
台
帳
へ
分
化
さ
れ
る
が
、
一
六
世
紀
後
半
の
時
点
で
は

地
方
の
官
職
者
や
外
爵
の
支
配
者
に
宛
て
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
櫛
前
会

議
決
定
事
項
が
記
録
さ
れ
た
。

〈
ロ
)
中
央
政
詩
に
よ
る
涯
賊
の
取
り
締
ま
り
策
を
具
体
的
に
と
り
あ

げ
た
主
な
研
究
と
し
て
は
、
〉
}
内
品
名
一
w冨
c
m
g
E
(
5
5
w
N口
早
急
)w

同
舎
翠
町
内
芯
号
、
円
h
N
S
F
F
仕
立
さ
さ
噌
抽
出
S

F
抽
選
号
制
、
尽
き
円
E
H戸
・
が
あ

る
。
中
央
政
府
間
に
よ
る
鹿
賊
対
策
と
し
て
、
イ
ル
・
エ
リ
(
民
兵
隊
)

の
組
識
や
匪
競
査
察
官
の
派
遣
、
保
証
人
を
つ
け
る
と
い
っ
た
藷
策

が
実
例
と
と
も
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
犯
罪
者
を
艦
蛤
の

漕
ぎ
手
と
し
て
服
務
さ
せ
る
「
ガ
レ

i
送
り
(
宵
口

g
W
2
N
m自
)
」
の

刑
を
取
り
上
げ
た
ザ
制
定
r
E
m
w
F
5
2
3混
∞
〉
¥
凶
〈
同
窓
口
口
符
宮
内
川
町

ヨ肖
55ιω
閉口
5
r
(
U
O
N刊
誌
同
日
目
。
ロ
向
日
出
町
口
}
各
自
]23.M3害
時
同
意
。
。

時
s
s
b
s
M
1
M
m
w
H
N
W
N
Zー
ピ
∞
ヘ
な
ど
も
匪
競
の
取
り
結
ま
り
を
考

え
る
う
え
で
参
考
と
な
る
。

(
日
)
「
ミ
ュ
ヒ
ン
メ
記
録
官
」
は
、
冨
家
機
密
を
扱
う
た
め
慎
重
に
選

考
さ
れ
て
い
た
。
知
識
が
盟
腐
な
イ
ン
テ
リ
で
あ
り
、
か
つ
機
密
が

守
れ
て
徳
の
あ
る
人
物
が
適
任
と
さ
れ
た
。

(
V
戸

ω
0
1
0栓
F
冨
E
F巳

(巴∞

F
E
r
E
W
o
s
b
S
P
3
.窓
h
Sミこ
ω
g与己・

(H)

宮
口
の
書
式
は
書
記
官
長
が
交
代
す
る
ご
と
に
変
化
し
て
い
る

が
、
一
六
世
紀
後
半
の
記
録
に
つ
い
て
は
と
り
あ
え
ず
次
の
よ
う
な

一
般
型
を
訴
す
こ
と
が
で
き
る
。

①
ペ
ー
ジ
数

φ

記
録
番
号
〈
各
台
帳
ご
と
に
ゅ
の
日
に
ち
順
に
付
癖
)

③
「
以
下
の
勅
令
が
書
か
れ
た
(
可
自
己
岳
)
」

@
命
令
の
伝
令
者
名
、
手
漉
き
れ
た
日
付
け

③
本
文
(
命
令
先
の
官
職
名
、
事
件
の
概
要
、
命
令
文
)

た
だ
し
今
回
用
い
る
冨
己
切
に
は
②
の
記
載
が
な
い
。
ま
た
台
援
の
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中
で
各
記
録
は
必
ず
し
も
日
付
順
に
編
集
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
し
、
④
が
な
い
記
録
も
あ
る
。
⑤
に
関
し
て
は
上
奏
者
の
名
前
が

略
き
れ
る
こ
と
や
、
上
奏
内
容
の
概
要
そ
の
も
の
が
な
い
こ
と
も
あ

ヲ

Q

』
)
さ
ミ
ミ
ミ
礼
町
的

p
s
s
m
R
M
Nぬ
お
同
将
、
N
3
当目。
ωσ
包
g
を
参
照
と

し
た
。

回
何
回
吋

rouJ
同州凶円。ロ

おお札

(
問
)
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
が
意
味
す
る
内
容
は
暖
昧
で
あ
り
、
特
定
の

訳
語
を
あ
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
「
エ
シ
ュ
ク
ヤ

l
(
S
E
M
1
8
」

は
「
匪
賊
」
、
「
ク
ッ
タ

l
ッ
タ
リ

l
ク

(rEghRHlgユ
宵
)
」
は
「
追

い
剥
、
ぎ
」
、
「
エ
シ
ッ
ラ

l
(
S一
月
帥
)
」
や
「
ハ
ラ

l
ミ
l
S
R帥
B
同)、

「
ハ
ラ
l
ム
ザ

l
デ

(
F
R
ω
B
N怠
巾
)
」
は
「
盗
賊
」
、
「
エ
フ
リ
・
フ

ェ
サ

l
ド

(
O
F
-
-
円
向
。
ω
往
)
」
は
「
悪
党
」
、
「
ミ
ュ
フ
ス
ィ

l
ド

(
自
丘
ω
丘
)
」
は
「
秩
序
破
壊
者
」
と
い
っ
た
訳
語
が
よ
り
適
切
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
印
)
オ
ス
マ
ン
朝
の
地
方
行
政
区
は
、
州
に
相
当
す
る
「
エ
ヤ

l
レ

ッ
ト
(
ミ
巴
旦
)
」
、
県
に
相
当
す
る
「
サ
ン
ジ
ヤ
ツ
ク

(
ω
g
g
w
)
」、

郡
に
相
当
す
る
「
カ
ザ

l
(町
民
防
)
」
に
分
か
れ
る
。
州
を
統
括
す
る

軍
官
が
ベ
イ
レ
ル
ベ
イ
(
宮
柱
。
号
品
)
で
あ
り
、
県
を
統
括
す
る
軍

官
が
サ
ン
ジ
ヤ
ツ
ク
ベ
イ

(
gロ
g
w
Z昨
)
、
郡
を
所
轄
と
す
る
法
官

が
カ

l
デ
ィ

l
(
w
m注
目
)
で
あ
る
。

(
却
)
ジ
ェ
ニ
ン
グ
ス
の
研
究
に
よ
る
と
、
カ
イ
セ
リ
郡
で
は
サ
ン
ジ

ヤ
ツ
ク
ベ
イ
は
匪
賊
の
逮
捕
、
拘
引
を
担
い
、
カ

l
デ
ィ

l
は
匪
賊

が
抵
抗
し
た
場
合
に
サ
ン
ジ
ヤ
ツ
ク
ベ
イ
に
指
示
を
与
え
た
り
、
事

件
に
関
す
る
裁
決
を
行
っ
た
。
地
方
支
配
の
場
に
お
け
る
カ

i
デ
ィ

!
と
サ
ン
ジ
ヤ
ツ
ク
ベ
イ
の
役
割
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で

は
両
者
の
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
的
立
場
が
注
目
さ
れ
て
き
た
観
が
あ
る
が
、

各
々
へ
の
具
体
的
な
任
務
や
協
力
関
係
に
つ
い
て
は
ま
だ
不
明
な
部

分
が
多
い
。
(
い
同
・
し
『
g
E
D
m
ω
w
H向。ロ
ω
E
(巴吋∞
)
W
E

同
町
凶
門
戸
わ
。
ロ
ユ

ω白色

(

日

)

(

呂

志

)

w

切

さ

え

止

何

回

ミ

ミ

hNNhnSN師、

M
J
を

CHES-QS
同
ミ
な
ぎ
め
宮
町
内
町
内
ミ
S
R
N
h
N
S
F
-件目
g
n
m
自己

戸。ロ品。
P
N品

A
F

・
パ
ー
キ

l
は
ア
イ
ド
ゥ
ン
県
と
サ
ル
ハ
ン
県
で
は
、

特
に
こ
の
傾
向
が
強
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

(
日
)
こ
れ
ら
の
草
稿
は
、
総
理
府
古
文
書
総
局
オ
ス
マ
ン
文
書
局

(
回
ぷ
σω}内山口
r
r
ロ
o
i
z
k
F
5
2
-
oユ
の
ぬ
ロ
mw

】
冨
ロ
円
山
口
ユ
ロ
昨
P
C
ω
・

5
山
口
『
〉
ぷ
-i
ロ
包
括
目
白
}
S
D
-
H
昨
H)

に
よ
り
出
版
さ
れ
た
宮
口
切
と

宮
口
∞
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
台
帳
を
編
集
す
る
と
き
に
手
違
い

が
あ
っ
た
た
め
か
、
冨
ロ
印
よ
り
も
冨
巴
∞
に
含
ま
れ
る
勅
令
の
ほ
う

が
古
い
日
付
の
も
の
で
あ
る
。

(
口
)
一
六
世
紀
半
ば
の
ア
ナ
ド
ル
州
は
、
ピ
ガ
、
ヒ
ュ
ダ

l
ベ
ン
デ

ィ
ギ
ャ

l
ル
、
カ
レ
ス
ィ
、
コ
ジ
ャ
イ
リ
、
ボ
ル
、
ス
ル
タ
ン
・
オ

ニ
ュ
、
キ
ュ
タ
ヒ
ヤ
、
サ
ル
ハ
ン
、
ア
イ
ド
ゥ
ン
、
メ
ン
テ
シ
ェ
、

ハ
ミ
ド
、
テ
ケ
、
カ
ラ
ヒ
サ
ル
・
サ

l
ヒ
ブ
、
ア
ン
カ
ラ
、
チ
ャ
ン

ク
ル
、
カ
ス
タ
モ
ヌ
、
ア
ラ
イ
ェ
の
一
七
県
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て

い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
県
の
管
轄
域
に
つ
い
て
は
、
口
。
ロ
ω広
明
色

m
R

E
n
F
2
(
H
S
)

ム
S
S
E
-ミ
心
。
h
s恵
三
三
宮
。
き
さ
お
お

同
還
交
語
、
。
選
同
町
三
一
号
紅
巳
.
さ
S
守
志
向
問
書
同
ミ

H
p
h
h骨
な
さ
Hp

n
s
N雷
同
吐
き
む
p
bミ
ミ
ph叫
』

hhNKV句
吉
見
吉
弘
司
、
ね
な

Hphw
同
も
ぬ
ま
守
ミ

ミ
忌
内
抗
ミ
宮
司
N
R
N
R
h民
h
r
R
K
F口広円。
ωω

思
昇
。
ロ
(
忌
言
)

w

ロ
昨
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円
、
⑦

mmH
句
史
)
の
め
門
同
信
吋
h
w
-ロ
]
{
吋

ぬ
言
h
m
G
P，
ト
ぬ
き
hn-bvsw
阿部
i

ミ
N

・

一
七
世
紀
半
ば
に
ニ
シ
ャ
ン
ジ
ュ
長
σ己ロィ
l
出
向
島

Mgω
ロ
汚
ぷ
仰
に

よ
っ
て
繍
ま
れ
た
、
タ
ン
ズ
ィ
マ

l
ト
期
前
の
最
後
の
刑
観
法
に
は

次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
(
カ

l
デ
ィ
ー
た
ち
は
)
シ
ャ
リ
!
ア
法
を
実

擁
し
、
・
:
な
ど
の
事
壌
を
シ
ャ
ワ
ー
ア
に
お
い
て
処
糟
す
る
よ
う
に
。

し
か
し
領
土
の
秩
序
と
レ
ア
!
ヤ
!
の
保
護
と
拐
帯
、
シ
ヤ

i
セ
ッ

ト
に
関
す
る
諸
事
は
、
剣
と
シ
ヤ

l
セ
ッ
ト
を
司
る
者
た
ち
で
あ
る
、

王
朝
の
代
理
人
た
ち
へ
委
譲
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
る
」

o
Q・

メ
σ己ロィ
i
M
州
各
自
ωロ
司
S
P
[
(リ

R
Q
同ぬおお抽出

shsgN〕w

ミ
ミ
民

M
W
町内芯ぬが川、

K
R選
Nhw訟
判
(
出
・
ロ
ω
H
y
q
M
L
ミ
ー
訟
仏
・

(
泣
)
[
町
一
三
巴
]
や
〔
F
C
H
S
〕
の
よ
う
に
被
害
者
の
名
誌
は
も
と

よ
り
出
身
村
ま
で
が
明
記
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
{
研
一

s
g〕

の
よ
う
に
「
旅
人
」
と
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
。
こ
こ

で
は
少
し
で
も
説
明
が
あ
る
場
合
は
具
体
的
情
報
が
あ
る
も
の
と
し

て
扱
っ
た
。

(
詑
)
[
印
一
定
弓
]
の
よ
う
に
首
謀
者
、
そ
の
手
下
、
一
時
的
共
犯
者
、

道
課
内
人
持
品
帥
昨
刊
誌
)
と
い
っ
た
緋
細
な
構
成
が
分
か
る
場
合
も
あ

る
が
、
[
∞
一
C
N
g
]

の
よ
う
に
名
前
し
か
知
ら
き
れ
て
い
な
い
場
合
も

あ
る
。
こ
こ
で
は
い
ず
れ
も
具
体
的
情
報
が
あ
る
も
の
と
し
て
扱
っ

た。
(
お
)
一
人
で
も
逃
走
中
の
メ
ン
バ
ー
が
あ
れ
ば
寸
未
逮
捕
」
と
し
て

扱
っ
た
。
鰐
え
ば
〔
岱
一
M
M
M
∞
〕
で
は
、
「
ス
フ
テ
(
宗
教
学
生
)
を
か

た
っ
て
う
ろ
っ
き
毘
る
匪
賊
」
集
団
が
設
り
締
ま
ワ
の
対
象
で
あ
る

が
、
メ
ン
テ
シ
ェ
県
の
ベ
イ
(
正
確
に
は
そ
の
部
下
で
あ
る
ス
パ
シ

ユ
)
か
ら
の
上
奏
が
あ
っ
た
時
点
で
は
、
こ
の
匪
賊
集
団
の
頭
自
は

す
で
に
逮
捕
、
処
罰
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
「
仲
間
た
ち
の
う
ち
一

二
人
の
慨
賊
」
と
、
あ
ら
た
に
二

O
人
の
盤
織
の
顕
話
と
な
っ
た
残

党
た
ち
は
な
お
悪
事
を
偉
い
て
お
号
、
こ
の
上
奏
で
は
彼
ら
の
逮
捕

た
め
の
披
助
が
饗
摘
さ
れ
て
い
る
。

(M)

村
人
の
・
早
か
ら
選
出
さ
れ
た
イ
、
キ
ッ
ト
パ
シ
ュ
(
隊
長
)
と
、

彼
の
采
配
の
も
と
村
の
若
者
た
ち
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
三

O
i
四

O
名
の
在
地
組
織
。
い
つ
頃
、
ど
の
様
に
発
生
し
た
の
か
に
つ
い
て

な
ど
、
詳
細
辻
ま
だ
明
ら
か
で
は
な
い
。
成
員
は
若
く
、
火
器
を
使

え
る
こ
と
を
条
件
と
し
、
甑
賊
に
対
し
て
在
地
の
住
人
と
連
惜
し
活

動
す
る
と
い
う
誓
い
を
行
い
、
メ
ン
バ
ー
た
ち
の
名
蔀
は
カ
!
デ
ィ

ー
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
た
。
阪
賊
が
法
挺
へ
の
出
頭
を
拒
習
し
た
場

合
に
、
イ
ル
・
エ
リ
た
ち
に
出
動
が
命
じ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
o

n同
・
〉
}
丘

ω昨
(
呂
田

w
Nロ
品
。

gw
∞P
H
D
邑
2
F
Z包
口
(
忌
き
)

W

E

試
日

g
弓
芸
品
百
虫
色
、
H
，

g
g
rロロω

片
山

O

ロ
E
S
m
M
O口
。
富
山
吉

何
日
立
5
w
E
C
G
-
H
吋cow-w
込
詩
宣
言
選
。
き
さ
お
お
凡
q
N
h
F

〈
H
W

き吋
l

M

∞∞・

(
お
)
親
族
の
倒
と
し
て
、
柄
、
え
ば
ヨ
ロ
ω
N
)

で
は
二
名
の
匠
競
た

ち
の
逮
捕
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
父
親
に
黍
任
さ
れ
た
。

(
お
)
被
害
に
つ
い
て
審
議
し
、
賠
護
を
検
討
す
る
際
に
は
、
同
じ
事

件
に
つ
い
て
過
去
に
一
度
も
審
議
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
と
、
被
害
を

受
け
て
か
ら
一
五
年
以
上
放
置
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
の
条
件
が

つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
百
一
C
M
C
H
〕
ほ
か
。

丹
時
同

(
U
8
2弓

。門件。
5
R阿

同
mw
可

8
1
J
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(
幻
)
一
五
七

O
年
の
キ
プ
ロ
ス
侵
攻
や
、
翌
年
の
レ
パ
ン
ト
敗
戦
の

後
に
は
「
ガ
レ

l
送
り
の
刑
」
が
頻
繁
に
行
わ
れ
た
。

Q
・国内山可門戸

巴
江
巳
(
邑
吋

ω):切
言
忌
S
怠

C
ミ
O
H
F

。s
h
s
nミ
き
芯
ミ

hhNR

。以内。吋門同・

ロ山口問
ω
(
巴吋∞)・

5
ω
i
口
N

・
ま
た
、
オ
ス
マ
ン
朝
の
法
と
社
会
に
つ
い

て
分
析
を
加
え
た
ゲ
ル
ベ
ル
(
出
包
自
の

q
Z円
)
に
よ
る
と
、
一
七

世
紀
の
西
ア
ナ
ト
リ
ア
、
ブ
ル
サ
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
証
人
の
役

割
は
古
典
的
イ
ス
ラ

l
ム
期
ほ
ど
に
は
重
要
で
は
な
く
な
っ
て
い
た

が
、
特
に
凶
悪
な
盗
賊
を
取
り
締
ま
る
際
に
は
、
証
人
が
大
き
な
役

割
を
果
た
し
た
と
い
う
。

Q
・
の
め
号

qw
国
包
B
(呂
志

)w
め
N
G
R
R

旬。内礼町守、

RNSh叫
ト

h
N
S
S
P
Eさ
~
。
号
。
さ
hNShhNS
宮
内
。
さ
hURNS及。町

、
ミ
母
RRRqnzod司

J

円
。
吋
}
♂

ω
∞・

(
お
)
刑
罰
に
関
す
る
カ

l
ヌ
l
ン
は
一
五
世
紀
後
半
の
メ
フ
メ
ッ
ト

二
世
統
治
期
以
降
、
繰
り
返
し
編
纂
、
改
訂
さ
れ
て
き
た
が
、
本
稿

で
は
最
も
体
系
的
な
法
令
集
で
あ
る
と
さ
れ
る
ス
レ
イ
マ
ン
大
帝
の

刑
罰
法
を
も
と
に
考
察
を
行
う
。

(
担
)
固
め
可
己
(
巴
吋
ω
)
w
g
・
ペ
ー
ジ
数
は
オ
ス
マ
ン
語
テ
キ
ス
ト

国
弓
己
(
忌
吋
ω
)
w
g
1
8
・
の
も
の
。
(
以
下
同
)

(
お
)
出
。
ヨ
凶
(
巴
吋
ω)
・
2
・

(
お
)
「
関
係
者
」
が
犯
人
を
追
跡
す
べ
き
範
囲
は
「
七
つ
の
カ
ザ

l
」

と
さ
れ
て
い
る
o

h
円
固
め
可
仏
(
冨
吋
ω)w
∞日・

(
幻
)
出
。
ヨ
凶
(
H
U

吋ω)wmV0
・

(
お
)
固
め
可
己
(
巴
吋
ω)
い
ω∞l
N
ち・

(
却
)
ス
イ
パ
!
ヒ

l
が
逃
亡
中
の
頭
目
を
捕
ら
え
ら
れ
な
か
っ
た
場

合
、
「
そ
の
封
土
は
他
の
者
へ
与
え
ら
れ
る
」
ょ
う
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

[∞一
c
c
u
d
]

(ω)
結
局
こ
の
場
合
は
、
大
勢
の
保
証
人
を
つ
け
た
か
い
も
な
く
匪

賊
は
保
証
人
共
々
逃
亡
し
て
し
ま
っ
た
。

[
P
H
ω
H
N
]

(
お
)
オ
ス
マ
シ
朝
に
は
刑
罰
を
あ
つ
か
う
法
と
し
て
、
聖
法
で
あ
る

シ
ャ
リ

l
ア
の
ほ
か
、
ス
ル
タ
ン
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
カ

l
ヌ
l

ン
の
一
部
に
「
犯
罪
法
行
自
何
回
開
ωロ
ロ
ロ
ロ
帥
目
。
包
)
」
が
存
在
し
た
。

こ
の
カ

l
ヌ
l
ン
ナ

l
メ
は
姦
淫
か
ら
強
盗
、
殺
人
と
い
っ
た
あ
ら

ゆ
る
犯
罪
に
つ
い
て
、
刑
罰
と
逮
捕
の
方
法
な
ど
を
明
文
化
し
た
も

の
で
あ
る
。

(
m
m
)

シ
ヤ

l
セ
ッ
ト
と
は
、
広
義
に
お
い
て
は
む
ち
打
ち
ゃ
追
放
ま

で
も
含
む
刑
罰
一
般
を
意
味
し
、
狭
義
に
お
い
て
は
死
刑
、
肉
体
的

極
刑
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
シ
ャ
リ

i
ア
と
カ

l
ヌ
l
ン
の
規
定
が

矛
盾
し
後
者
に
よ
っ
て
刑
が
科
せ
ら
れ
る
時
、
「
行
政
的
刑
罰
と
し

て
」
と
一
言
う
意
味
で
、
「
シ
ヤ

l
セ
ッ
ト
に
よ
り

(ω
守
防

8
5ロ
)
」
と

い
う
言
い
方
が
な
さ
れ
る
。

Q
・
冨
C
H
H
H
n
F
K
F
F
B
2
3
8
3
・
。
や

さ
g
p
b
s
h
w
N
S丸
町

~EYass由
民
Q
h
h

〉
ロ

}
S
3・

(
初
)
ト
ゥ
ル
グ
ッ
ド
は
、
ア
ナ
ド
ル
州
カ
ラ
ヒ
サ
ル
・
サ

l
ヒ
プ
県

と
隣
接
す
る
カ
ラ
マ
ン
州
西
端
の
ア
ク
シ
ェ
ヒ
ル
県
に
位
置
す
る
。

(
担
)
セ
フ
ェ
リ
ヒ
サ
ル
は
、
ア
ナ
ド
ル
州
、
ア
ン
カ
ラ
県
に
属
す
る
。

(
詑
)
も
と
も
と
イ
ス
ラ

i
ム
法
廷
に
お
い
て
、
証
人
(
制
ロ
v
o
g
の
存

在
は
重
要
で
あ
る
。
彼
ら
は
当
該
事
件
の
「
真
実
」
を
報
告
す
る
と

言
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
最
終
的
に
カ

l
デ
ィ
ー
に
よ
っ
て
下
さ
れ
る

判
決
に
責
任
を
負
う
と
い
っ
た
役
割
を
担
っ
て
い
た
。

Q
・

し
『

σロ・
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(
口
組
)
査
察
に
は
「
匪
賊
査
察
」
の
他
に
、
一
般
住
人
が
地
方
官
職
者

の
不
正
調
査
を
要
求
し
た
際
に
行
わ
れ
る
「
一
毅
査
察
(
吉
宮
叫
l
-

吉
凶
)
」
が
あ
る
。
ま
た
「
匪
賊
査
察
」
に
は
別
に
「
匪
賊
査
察

(srqm同

窓
枠
円
札
ご
、
「
臨
賊
査
察
官
詑
i

山
貯
ω
帥
ハ
日
常
性
剛
山
〉
」
な
ど
の
略
称
が

使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
(
リ
戸
〉
}
内
弘
山
一
昨

(
5
8
w
N
D
a
a
)
喝さ
1
8・

(
川
知
)
な
お
こ
こ
で
は
事
例
数
を
あ
る
程
度
確
保
す
る
た
め
に
、
ア
ナ

ド
ル
州
だ
け
で
は
な
く
近
隣
地
域
の
事
関
も
検
討
対
象
と
す
る
。

(
m
N
)
C
N
5
2
S
H
F
-
ω
自
色
目
白
鳥

E
(回申告

)wosspbse

町
内
同
な
た
芯
L

吋
刊
さ
合
、
内
吋
凧
川
町
詑
慰
H
N
W

〉ロ

}
S
E
L
8
ーロド

(
必
)
ペ
己
き
お

N
W
E言
。
片
山
口
込

h
F江
主
C
沼
町

Z
2
5
M
mロロ

(
H

甲山
wω)w

E
Uぽ
品
川
州
一

ω同

xwwto同戸内山内出
1
c
m
m
R
.
mげの
y
t
m
w鬼
門
伐
ペ
ロ
ロ
ハ
同
除
。

R
O
E
g
=。
己
qFormw]〈
角
毛
主
E
H
M
m
-
5
0
ω
E出口町。
FO口問。目。}同

(
H
A
r
p
-〉

j
h
u
q合
~sw

一ww
広
i
いや・

(
必
)
研
究
者
に
よ
っ
て
制
度
の
捉
え
方
に
相
違
が
あ
る
。
ア
ク
ダ

i

辻
、
匪
賊
査
察
は
査
察
官
が
農
民
へ
不
正
を
働
く
た
め
の
口
実
と
な

っ
た
と
し
、
「
ジ
エ
ラ

i
リ
!
反
乱
リ
ー
ダ
ー
た
ち
が
、
民
衆
を
蜂
起

き
せ
よ
う
と
す
る
と
き
に
『
オ
ス
マ
ン
襲
の
不
正
』
と
し
て
持
ち
出

し
た
問
題
が
、
当
時
立
て
続
け
に
一
行
わ
れ
た
査
察
で
あ
っ
た
」
と
述

べ
て
い
る
。
。
同
・
〉
}
内
門
古
川
山
(
呂
志
い
ロ
円
四
⑦
門
戸
・
)wω
戸
一
方
ユ
ル
マ
ズ
は

査
擦
を
「
(
中
央
政
府
の
)
権
威
を
代
行
す
る
重
要
な
機
能
と
公
正
の

維
持
」
を
履
行
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
説
明
し
、
「
査
察
制
度

が
高
い
威
信
を
受
け
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
の
戸
吋
己
目
ミ
(
冨
∞
ω)W

N

∞i
M叩・

「
全
域
に
た
い
す
る
査
察
官
自
由
5
口月
5
Z
E
t
)
」
と
、
県
内
の

み
を
査
寮
す
る
「
地
域
的
査
察
(
き
ち
包
ロ
宮
内
片
山
剛
山
)
」
に
分
け
、
前

者
を
ベ
イ
レ
ル
ベ
イ
や
中
央
か
ら
援
遣
き
れ
た
宰
相
た
ち
が
、
後
者

を
カ

i
T
ィ
!
や
チ
ャ
ヴ
シ
ュ
、
サ
ン
ジ
ャ
ッ
ク
ベ
イ
な
ど
の
埠
方

官
職
者
が
担
当
し
た
と
説
明
し
て
い
る
。
。
戸
〉
}
内
色
白
祢

(
5
8・
N
ロ品

。
仏

γω
〕「

(
幻
)
ペ
己
BmHN(冨也
ω
)
L
P

(
必
)
玄
ロ
印
と
冨
ロ
∞
で
両
者
が
関
係
し
た
命
令
の

B
付
を
調
べ
た

と
こ
ろ
、
最
初
が
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
九
七
二
年
サ
フ
ェ
ル
二
一
日
(
西
勝

一
五
六
四
年
九
月
一
九
E
)
、
最
後
が
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
九
七
三
年
ジ
ェ
マ

l
ズ
ィ
イ
ェ
ル
・
ア

l
ヒ
ル
一
一
一
日
〈
四
勝
一
五
六
六
年
…
月
四
日
〉

で
あ
っ
た
。

(
川
叩
〉
「
鮭
賊
に
関
す
る
章
」
は
ス
レ
イ
?
ン
大
帯
以
降
の
刑
罰
法
に
見

ら
れ
る
。

(印

)
2
0ヨ
同
(
冨
吋
ω
)
w
g・

(
お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
平
戒
一

O
年
九
月

修
了
(
社
)
海
外
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
企
業
協
会
勤
務
)

(
必
)

ア
ク
ダ
!
は
、
査
察
を
ヴ
ィ
ラ
!
イ
ェ
ッ
ト
全
域
を
査
察
す
る
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