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た
だ
い
ま
御
紹
介
頂
き
ま
し
た
久
野
で
ご
ざ
い
ま
す
。
お
陰
さ
ま
で
水
戸
学
講
座
本
年
度
の
五

回
目
を
迎
え
ま
し
て
本
日
終
講
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
皆
様
方
の
御
協
力
を
冒
頭
で
は
ご

ざ
い
ま
す
が
お
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

　
本
日
の
幽
谷
の
尊
王
攘
夷
論
で
は
、
当
時
の
世
界
情
勢
を
ど
の
よ
う
に
見
る
か
、
と
い
う
こ
と

は
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
で
す
が
、
文
字
ど
お
り
考
え
れ
ば
、
幕
末
の
世
界
情
勢
、
そ
の
中
で
尊

王
攘
夷
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
位
置
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
中
心
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
歴
史
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
前
の
段
階
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
大
変
複
雑
な
も
の
で

あ
る
と
言
う
事
を
知
っ
て
頂
い
て
、
本
題
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
そ
の
前
段
階
と
言
う
も
の
に
つ
い
て
、
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
『
文
明
の
衝
突
』
と
い
う
本
が
あ
り

ま
す
が
、
大
変
よ
く
読
ま
れ
ま
し
た
。
此
の
本
は
、
世
界
の
二
極
冷
戦
構
造
が
崩
壊
し
ま
し
て
一

極
集
中
に
な
っ
て
、
そ
の
ア
メ
リ
カ
の
世
界
戦
略
と
い
う
も
の
が
、
学
問
の
名
を
借
り
て
、
乃
ち

「
文
明
の
衝
突
」
と
い
う
名
を
借
り
て
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
気
が
致
し
ま
す
。

は
っ
き
り
し
た
証
拠
が
有
る
わ
け
で
は
有
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
構
図
の
中
に
コ
ソ
ボ
の
問
題
が

入
っ
て
い
ま
し
た
こ
の
問
題
を
文
明
の
衝
突
と
言
う
事
で
、
ユ
ー
ゴ
ー
の
問
題
は
複
雑
で
す
よ
、

と
言
う
事
を
前
も
っ
て
ハ
ッ
キ
リ
と
言
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
書
い
た
結
果
が
、
そ
の
ま
ま
の

形
で
現
実
の
も
の
と
し
て
現
れ
て
来
ま
す
。

　
実
は
そ
の
事
は
、
我
国
の
近
代
史
を
理
論
付
け
た
理
論
は
マ
ル
ク
ス
の
発
展
段
階
説
で
あ
り
ま

す
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
指
示
を
受
け
て
二
十
七
年
テ
ー
ゼ
と
三
十
一
年
テ
ー
ゼ
、
昭
和
三
年
に
雑
誌

『
労
農
』
に
載
っ
た
も
の
を
理
論
的
根
拠
と
し
て
明
治
維
新
を
解
釈
し
た
の
は
労
農
派
、
こ
れ
は

元
の
社
会
党
系
で
す
、
こ
れ
は
明
治
維
新
は
不
徹
底
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
で

あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
不
徹
底
で
あ
っ
た
か
ら
も
う
一
度
革
命
を
興
す
必
要
が
有
る
と
い
う
理

論
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
三
十
一
年
テ
ー
ゼ
を
元
に
し
て
、
日
本
に
は
革
命
は
ま
だ
起
こ
っ
て

い
な
い
、
明
治
維
新
は
絶
対
王
制
の
確
立
で
あ
る
。
で
す
か
ら
革
命
の
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
理
論
付
け
し
た
の
が
、
講
座
派
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
昭
和
七
、
八
年
に
か
け
て
岩
波
か
ら
出

版
し
た
『
日
本
資
本
主
義
発
達
史
講
座
』
を
理
論
的
背
景
に
し
て
明
治
維
新
を
理
釈
し
た
も
の
で

す
。
そ
れ
は
大
正
年
間
の
ロ
シ
ア
革
命
か
ら
昭
和
の
初
期
の
明
治
維
新
理
解
の
背
景
に
な
っ
た
の

で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
昭
和
二
十
年
敗
戦
の
後
、
こ
の
講
座
派
の
理
論
が
大
体
我
国
を
席
巻
し
た

の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
講
座
派
の
理
論
を
根
本
的
に
打
ち
砕
い
た
の
が
「
近
代
化
史
観
」
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の



ひ
と
つ
が
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
の
『
日
本
近
代
の
新
し
い
見
方
』
と
い
う
「
講
談
社
新
書
」
で
あ
り
ま

す
。
こ
れ
が
昭
和
四
十
年
代
終
り
で
す
。
ア
メ
リ
カ
で
は
四
十
五
年
即
ち
日
本
が
終
戦
を
迎
え
た

時
に
既
に
日
本
の
学
者
を
総
動
員
し
て
、
こ
う
い
う
よ
う
な
も
の
の
見
方
で
日
本
論
を
書
け
と
い

う
指
示
が
有
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
が
近
代
化
史
観
論
と
し
て
現
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
こ

れ
は
ア
メ
リ
カ
型
の
近
代
化
論
で
す
。
近
代
化
論
と
い
う
の
は
、
元
々
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
特
に
ド
イ
ツ

の
発
展
を
モ
デ
ル
に
し
て
作
ら
れ
た
の
が
近
代
化
史
観
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
言
う
の
は
ア
メ
リ

カ
型
近
代
化
論
で
あ
り
ま
す
。
四
十
五
年
か
ら
六
十
年
の
半
ば
、
い
わ
ゆ
る
工
業
化
、
高
度
産
業

社
会
、
経
済
復
興
高
度
成
長
の
時
期
に
、
こ
の
理
論
で
歴
史
を
解
釈
し
ま
し
た
の
で
日
本
人
は

参
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
私
も
そ
の
頃
高
校
の
教
員
を
し
て
お
り
ま
し
て
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
の

「
日
本
近
代
化
の
新
し
い
見
方
を
見
て
物
凄
く
驚
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
理
解
し
や
す
い
と
思
い
ま

し
た
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
考
え
方
か
と
申
し
ま
す
と
、
中
国
と
日
本
と
を
比
較
し
て
、
資
源
が

少
な
く
人
口
が
多
く
島
国
で
あ
る
日
本
が
、
な
ぜ
近
代
化
に
成
功
し
て
、
あ
の
広
大
な
中
国
は
資

源
が
有
り
、
人
間
も
多
い
の
に
な
ぜ
近
代
化
に
失
敗
し
た
か
、
そ
の
差
は
何
な
の
か
。
と
言
う
事

を
比
較
し
て
、
そ
の
中
で
一
番
ポ
イ
ン
ト
に
置
い
た
の
は
、
社
会
制
度
で
す
。

　
中
国
で
は
八
％
か
ら
十
六
％
ま
で
が
官
僚
と
し
て
一
番
上
に
集
ま
る
。
王
制
で
あ
り
ま
す
か
ら

上
ば
か
り
見
て
い
た
。
科
挙
制
度
で
優
秀
な
人
物
は
一
番
上
の
官
僚
と
な
る
。
下
の
こ
と
は
何
も

見
て
い
な
い
。
日
本
は
封
建
制
度
で
士
農
工
商
と
い
う
区
分
が
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
封
建
制
度

と
い
う
も
の
は
発
展
段
階
説
か
ら
言
え
ば
、
前
近
代
的
な
も
の
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
て
来
た
。
と

こ
ろ
が
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
の
一
派
は
、
士
農
工
商
そ
れ
ぞ
れ
に
指
導
者
層
が
出
て
、
農
で
は
二
宮
尊

徳
、
商
で
は
鴻
池
と
か
鹿
島
と
か
三
井
と
か
い
う
指
導
者
が
出
て
、
ま
た
長
州
・
薩
摩
と
い
う
よ

う
に
中
央
集
権
で
は
な
く
地
方
の
自
治
の
形
が
出
来
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
の
所
に
指
導
者

層
が
出
現
し
た
。
そ
う
い
う
指
導
者
達
が
改
革
を
し
な
け
れ
ば
ダ
メ
な
ん
だ
と
言
っ
た
か
ら
改
革

が
出
来
た
。
そ
れ
で
明
治
維
新
が
成
功
し
た
ん
だ
。
す
ご
く
分
か
り
や
す
い
で
し
ょ
う
。
私
は
こ

の
本
を
水
戸
二
校
の
教
員
で
し
た
か
ら
学
校
に
持
っ
て
行
っ
て
、
一
生
懸
命
に
こ
れ
を
説
き
ま
し

た
。

　
こ
の
封
建
制
度
と
い
う
の
は
西
洋
と
日
本
の
二
箇
所
に
し
か
成
立
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
は
近
代
化
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー

は
書
い
て
い
ま
す
。

　
ま
た
江
戸
時
代
の
教
育
に
も
注
目
し
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
教
育
は
、
寺
子
屋
か
ら
始
ま
り

各
藩
の
藩
校
が
あ
っ
て
、
識
字
率
が
非
常
に
高
い
、
そ
れ
が
近
代
化
に
成
功
し
た
も
う
一
つ
の
要

点
で
あ
る
。
と
説
い
て
い
ま
す
。
そ
の
門
下
生
の
ド
ア
ー
は
『
江
戸
時
代
の
教
育
』
、
ジ
ャ
ン
セ

ン
の
『
日
本
　
二
百
年
の
変
貌
』
、
こ
の
人
は
坂
本
竜
馬
の
研
究
も
し
て
い
ま
す
。
ベ
ラ
ー
の

『
徳
川
宗
教
』
そ
の
ほ
か
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。



　
そ
し
て
そ
れ
に
則
っ
て
永
井
道
雄
氏
が
『
明
治
維
新
』
な
ど
を
書
き
ま
し
た
。
こ
の
な
か
で
一

つ
だ
け
紹
介
し
ま
す
と
桑
原
武
雄
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
が
い
ま
す
。
労
農
派
で
す
。
彼
が

「
私
も
か
つ
て
後
進
国
型
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
と
言
っ
た
事
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
用
語
は

も
う
使
わ
な
い
と
思
い
ま
す
。
」
と
言
わ
し
め
る
程
に
、
こ
の
近
代
化
史
観
は
影
響
が
あ
り
ま
し

た
。
あ
の
桑
原
武
雄
の
思
想
を
一
変
さ
せ
る
だ
け
の
影
響
力
が
有
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
ジ
ョ
ン
・
ダ
ワ
ー
が
こ
の
近
代
化
史
観
を
批
判
し
ま
し
た
。
「
こ
の
近
代
化
史
観

と
い
う
も
の
は
日
本
の
左
翼
の
信
用
失
墜
を
図
る
為
に
考
え
出
さ
れ
た
論
で
あ
る
」
と
批
判
し
た

の
で
す
。
そ
し
て
再
軍
備
反
対
の
声
を
消
す
為
に
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
の
優
位
性
と
資
本
主

義
陣
営
に
日
本
を
入
れ
る
た
め
に
考
え
ら
れ
た
理
論
で
あ
る
。
心
理
学
的
に
日
本
再
教
育
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
作
成
し
、
革
命
中
国
を
日
本
の
カ
ウ
ン
タ
・
モ
デ
ル
に
す
る
ん
だ
と
言
う
の
で
あ
り
ま

す
。

　
こ
れ
を
私
は
見
ま
し
て
愕
然
と
い
た
し
ま
し
た
。
日
本
に
入
っ
て
く
る
歴
史
学
と
言
う
も
の
は

必
ず
裏
が
有
る
。
先
程
の
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
『
文
明
の
衝
突
』
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
本

は
、
最
終
的
に
は
資
本
主
義
自
由
陣
営
が
残
り
、
ア
ジ
ア
で
は
中
国
が
日
本
を
押
さ
え
て
ア
ジ
ア

文
明
を
作
る
だ
ろ
う
、
そ
の
ア
ジ
ア
文
明
は
最
終
的
に
は
イ
ス
ラ
ム
文
明
と
一
緒
に
な
っ
て
、
イ

ス
ラ
ム
文
明
と
自
由
主
義
文
明
が
衝
突
し
て
、
そ
れ
が
戦
い
の
原
因
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
で

す
。

　
近
代
化
史
観
は
私
に
は
マ
ル
ク
ス
史
観
よ
り
も
理
解
し
や
す
い
が
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
で
問
題
は

水
戸
学
と
か
、
明
治
維
新
を
導
い
た
先
哲
、
努
力
し
た
人
々
が
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
、
経
済
方
面

の
渋
沢
栄
一
な
ど
は
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
藤
田
幽
谷
と
か
藤
田
東
湖
と
か
会
沢
正
志
斎
と
か
は

全
く
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
。
歴
史
の
表
面
に
現
れ
て
来
な
い
。
こ
れ
は
お
か
し
い
。
近
代
化
と

い
っ
て
も
産
業
が
発
達
す
る
だ
け
が
発
達
で
は
有
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
人
間
の
努
力
が
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
水
戸
の
学
問
と
い
う
も
の
も
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
が
有
る
は
ず
で

す
。
と
こ
ろ
が
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
の
「
日
本
近
代
の
新
し
い
見
方
」
を
見
ま
し
て
も
、
ジ
ャ
ン
セ
ン

の
「
日
本
　
二
百
年
の
変
貌
」
を
見
ま
し
て
も
、
水
戸
学
は
出
て
来
ま
せ
ん
。

　
そ
の
後
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
い
う
も
の
が
お
こ
り
ま
す
。
こ
の
近
代
化
史
観
は
、
ベ
ト
ナ
ム

戦
争
が
失
敗
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
ガ
ラ
ガ
ラ
と
音
を
立
て
て
崩
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ

の
歴
史
観
と
い
う
も
の
は
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
か
ら
変
わ
り
ま
し
て
、
七
十
年
代
の
半
ば
か
ら
八
十

年
に
か
け
て
、
近
代
化
史
観
を
見
直
そ
う
と
い
う
風
潮
が
出
て
参
り
ま
す
。
近
代
化
史
観
を
乗
越

え
よ
う
と
シ
カ
ゴ
大
学
を
拠
点
と
し
て
「
シ
カ
ゴ
学
派
」
と
い
う
の
が
出
て
参
り
ま
し
た
。
こ
の

学
派
は
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
注
目
し
ま
し
た
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
注
目
し
た
の
は
何
か
。
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
は
私
は
ま
だ
分
析
は
出
来
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
実
際
に
は
オ
ー
ム
ス
の
『
徳

川
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
こ
れ
は
徳
川
時
代
に
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
あ
っ
た
と
捉
え
て
い
ま
す
。
山
崎
闇



斎
の
崎
門
学
派
に
注
目
し
て
い
ま
す
。
た
だ
も
し
か
す
る
と
水
戸
学
が
そ
こ
か
ら
発
生
し
て
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
を
形
成
し
た
か
？
　
と
い
う
段
階
で
止
め
て
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
は
皇
学
館
大
学
の
谷
省
吾
、
近
藤
啓
吾
な
ど
の
人
々
の
成
果
を
ふ
ま
え
な
が
ら
こ
れ
を
組

み
立
て
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
組
み
立
て
た
背
後
に
ど
の
よ
う
な
目
的
が
あ
っ
た
か
、
今
の
と
こ
ろ

私
に
は
判
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
後
を
承
け
ま
し
て
コ
シ
ュ
マ
ン
の
『
水
戸
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
が
出
ま
し
た
。
こ
れ
は
松
本

さ
ん
と
か
尾
藤
さ
ん
と
か
の
水
戸
学
に
若
干
冷
た
い
人
々
の
論
調
を
纏
め
て
作
っ
た
も
の
で
あ
り

ま
す
し
か
し
徳
川
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
承
け
る
も
の
で
あ
る
、
と
ハ
ッ
キ
リ
書
い
て
お
り
ま
す
。
こ

の
本
の
水
戸
学
の
評
価
は
、
徳
川
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
徹
底
的
に
生
き
抜
い
て
そ
れ
を
食
い
つ
ぶ
し

て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
学
問
と
政
事
の
一
致
が
特
徴
で
あ
る
、
と
し
て
い
ま
す
。
弘
道
館
記
の
中

の
「
学
問
と
事
業
そ
の
効
を
殊
に
せ
ず
」
を
高
く
評
価
し
て
い
ま
す
。
こ
の
辺
の
と
こ
ろ
は
非
常

に
意
味
深
長
で
す
。
学
問
と
政
治
と
い
う
も
の
は
そ
の
効
を
殊
に
し
て
は
い
け
な
い
。
近
代
化
史

観
で
も
そ
こ
の
所
が
見
え
ま
し
た
か
ら
、
こ
れ
は
何
か
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
で
も
シ
カ
ゴ
学
派
の

こ
れ
を
書
い
た
理
由
は
、
何
か
有
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
冷
戦
構
造
が
崩
壊

し
て
一
極
集
中
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
段
階
に
な
っ
た
時
に
こ
う
い
う
研
究
が
さ
れ

る
と
言
う
事
は
何
を
意
味
す
る
の
か
判
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
『
水
戸
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
で
は
天
狗
党
の
行
動
が
詳
し
く
書
い
て
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ

は
「
新
し
い
政
治
空
間
の
創
造
が
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
幕
藩
体
制
の
中
を
水
戸
か
ら
敦

賀
迄
各
藩
の
土
地
を
通
っ
て
行
く
間
に
、
同
情
す
る
も
の
、
討
伐
す
る
も
の
い
ろ
い
ろ
あ
り
、
新

し
い
時
代
を
見
る
見
方
を
作
っ
た
ん
だ
。
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
ど
う
言
う

意
味
で
書
か
れ
た
の
か
、
考
え
る
時
間
を
頂
き
た
い
と
思
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
幕
末
の
世
界
情
勢
は
既
に
お
判
り
の
よ
う
に
一
番
最
初
に
鎖
国
と
言
う
扉
を
ト
ン
ト
ン
と
ノ
ッ

ク
し
た
の
は
ロ
シ
ア
で
あ
り
ま
し
た
。
次
に
足
で
ド
ン
ド
ン
と
蹴
飛
ば
し
て
来
た
の
は
イ
ギ
リ
ス

で
あ
り
ま
す
。
最
後
に
拳
で
も
っ
て
扉
を
撃
ち
破
っ
た
の
は
ア
メ
リ
カ
で
あ
り
ま
し
た
。
詳
し
い

事
は
時
間
の
関
係
で
申
し
ま
せ
ん
が
、
丁
度
そ
の
こ
ろ
水
戸
は
中
断
し
て
い
た
大
日
本
史
の
編
纂

が
再
興
さ
れ
る
時
期
で
し
た
。
立
原
翆
軒
が
そ
の
中
心
で
あ
り
ま
す
。
非
常
な
努
力
家
で
あ
り
ま

し
て
、
本
紀
列
伝
の
完
成
に
全
力
を
投
入
し
ま
し
た
。
こ
の
翠
軒
が
、
ロ
シ
ア
の
接
近
に
対
し
て

警
告
を
し
ま
す
。
常
陸
の
国
は
海
岸
線
が
非
常
に
長
い
、
そ
こ
に
ロ
シ
ア
の
船
が
出
没
す
る
、
次

第
に
交
易
を
要
求
し
て
来
ま
す
。
漁
民
の
間
で
は
、
何
も
恐
ろ
し
い
事
は
な
い
ん
だ
、
と
い
う
感

覚
が
出
て
参
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
最
初
に
警
告
を
発
し
た
の
が
立
原
翠
軒
で
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
立
原
翠
軒
に
は
尊
王
と
言
う
考
え
方
は
あ
り
ま
せ
ん
。
水
戸
で
は
義
公
以
来
尊
王
の
気

持
ち
は
ず
っ
と
持
っ
て
い
ま
し
て
、
尊
王
と
攘
夷
を
結
び
つ
け
て
尊
王
攘
夷
と
い
う
言
葉
の
使
用

例
は
水
戸
の
「
弘
道
館
記
」
が
一
番
最
初
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
「
論
語
集
註
」
に
「
周
室



を
尊
び
、
夷
狄
を
攘
ふ
、
皆
天
下
を
正
す
所
以
也
」
と
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
よ
う
な
概
念
は
あ
っ

た
の
で
あ
り
ま
す
。
義
公
に
は
中
国
と
い
う
の
は
日
本
の
事
で
あ
っ
て
支
那
の
事
を
中
国
と
い
う

の
は
誤
り
で
あ
る
と
い
う
「
中
国
夷
狄
の
弁
」
、
そ
れ
か
ら
「
華
夷
内
外
の
弁
」
と
い
う
考
え
方

は
あ
り
ま
し
た
。
「
勤
王
」
い
う
言
葉
も
有
り
ま
し
た
が
こ
れ
は
昭
和
の
初
期
く
ら
い
に
流
行
っ

た
も
の
で
江
戸
時
代
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
さ
て
幽
谷
先
生
は
攘
夷
と
言
う
事
は
立
原
翠
軒
か
ら
受
け
継
ぎ
ま
す
が
、
そ
れ
に
尊
王
と
言
う

概
念
を
結
び
つ
け
て
理
論
を
構
成
し
ま
す
。
こ
れ
が
後
期
の
水
戸
の
学
問
の
出
発
点
に
な
り
ま
し

た
。
　
幽
谷
先
生
が
生
ま
れ
ま
し
た
の
は
、
安
永
三
年
で
水
戸
城
西
下
谷
の
古
着
屋
で
あ
り
ま
し

た
。
天
明
六
年
、
十
三
歳
の
時
、
「
赤
水
先
生
七
十
寿
序
」
こ
れ
を
作
り
ま
し
た
。
序
文
と
詩
を

作
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
時
に
ま
た
高
山
彦
九
郎
の
た
め
に
「
上
野
高
山
彦
九
郎
王
母
八
十
八
初

度
を
賀
す
」
と
い
う
詩
を
作
っ
て
い
ま
す
。
高
山
彦
九
郎
も
会
い
に
来
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
詩
に

よ
っ
て
水
戸
に
天
才
有
り
と
全
国
に
知
ら
れ
ま
し
た
。
長
久
保
赤
水
や
高
山
彦
九
郎
の
口
か
ら
知

れ
渡
り
ま
し
た
。
こ
の
十
三
歳
の
少
年
を
訪
ね
て
、
幽
谷
十
五
歳
の
時
、
古
河
古
松
軒
が
わ
ざ
わ

ざ
訪
ね
て
来
ま
す
。
問
答
し
て
大
変
な
秀
才
で
あ
る
と
驚
き
ま
す
。

　
寛
政
三
年
十
八
歳
の
時
、
松
平
定
信
の
求
め
に
応
じ
て
『
正
名
論
』
を
書
き
ま
す
。
こ
れ
が
い

わ
ゆ
る
藤
田
幽
谷
の
尊
王
論
で
あ
り
ま
す
。

　
赫
々
た
る
日
本
、
皇
祖
國
を
開
き
た
ま
ひ
し
よ
り
、
天
を
父
と
し
地
を
母
と
し
、
聖
子
神

孫
、
世
明
徳
を
継
ぎ
、
以
て
四
海
を
照
臨
し
た
ま
ふ
、
四
海
の
内
、
之
を
尊
ん
で
天
皇
と
曰

ふ
。
八
州
の
廣
、
兆
民
の
衆
、
絶
倫
の
力
、
高
世
の
智
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
古
よ
り
今
に
至

る
ま
で
、
未
だ
か
つ
て
一
日
も
庶
姓
天
位
を
奸
す
者
あ
ら
ざ
る
な
り
。
君
臣
の
名
、
上
下
の

分
、
正
か
つ
厳
、
な
ほ
天
地
の
易
ふ
べ
か
ら
ざ
る
ご
と
く
な
り
。
是
を
以
て
皇
統
の
悠
遠
、

國
祚
の
長
久
舟
車
の
至
る
所
、
人
力
の
通
ず
る
所
、
殊
庭
絶
域
、
未
だ
我
邦
の
ご
と
き
あ
ら

ざ
る
な
り
。
豈
偉
な
ら
ず
や
。

　
日
本
の
い
わ
ゆ
る
、
国
体
論
、
日
本
の
国
体
は
万
世
一
系
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

赫
々
た
る
日
本
は
、
皇
祖
邇
邇
藝
尊
が
國
を
開
か
れ
て
か
ら
、
天
を
父
と
し
地
を
母
と
し
て
、

代
々
明
ら
か
な
徳
を
お
継
ぎ
遊
ば
し
て
、
国
内
を
照
り
輝
か
し
て
お
り
ま
す
。
日
本
で
は
、
是
を

尊
ん
で
天
皇
と
い
い
ま
す
。
こ
の
天
皇
と
い
う
言
葉
の
起
原
は
、
聖
徳
太
子
が
隋
に
送
っ
た
国
書

に
「
東
の
天
皇
西
の
皇
帝
に
申
す
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
始
め
て
出
て
参
り
ま
し
て
、
こ
の
推
古
天

皇
の
時
代
か
ら
ず
っ
と
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
八
州
の
広
い
国
土
、
多
く
の
国
民
、
其
の
中
に
は
絶

倫
の
力
を
も
っ
て
い
た
人
も
有
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
歴
史
に
載
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
す
ば
ら
し

い
智
恵
を
持
っ
て
い
た
人
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
昔
か
ら
今
日
ま
で
今
だ
か
つ
て
一
日

も
庶
民
が
天
皇
の
位
を
冒
す
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
弓
削
の
道
鏡
と
い
う
よ
う
な

人
も
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
革
命
と
い
う
形
で
国
体
が
変
わ
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。



君
臣
の
関
係
、
名
分
、
上
下
の
分
、
こ
は
正
し
く
そ
し
て
厳
重
で
あ
り
ま
し
て
、
天
と
地
が
か
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
同
様
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
以
て
皇
統
の
悠
遠
、
國
祚
の
長
久
と
い
う

も
の
は
、
舟
や
車
の
至
る
所
ま
た
人
の
力
で
行
け
る
所
、
世
界
中
何
処
に
も
我
が
国
の
ご
と
き
も

の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
事
、
実
は
ま
こ
と
に
偉
大
な
も
の
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。
こ
れ
は
非

常
に
長
い
文
章
で
あ
り
ま
し
て
、
終
わ
り
の
所
に
も
う
一
つ

　
今
そ
れ
幕
府
は
天
下
国
家
を
治
む
る
者
な
り
。
上
は
天
子
を
戴
き
、
下
は
諸
侯
を
撫
す
る

は
霸
主
の
業
な
り
。
其
の
天
下
国
家
を
治
む
る
は
、
天
子
の
政
を
摂
す
る
な
り
、
天
子
垂
拱

し
て
政
を
聴
か
ざ
る
こ
と
久
し
、
久
し
け
れ
ば
則
ち
変
じ
難
き
な
り
。
幕
府
天
子
の
政
を
摂

す
る
は
、
ま
た
そ
の
勢
の
み
。
異
邦
の
人
言
へ
る
あ
り
、
天
皇
国
事
に
與
か
ら
ず
、
唯
国
王

の
供
奉
を
受
く
る
の
み
と
、
蓋
し
其
の
実
を
指
す
な
り
。
然
り
と
い
へ
ど
も
、
天
に
二
日
な

く
、
地
に
二
王
な
し
。
皇
朝
自
ら
真
天
子
あ
り
、
則
ち
幕
府
宜
し
く
王
を
称
す
べ
か
ら
ず
。

則
ち
王
を
称
せ
ざ
る
と
い
へ
ど
も
、
其
の
天
下
国
家
を
治
る
は
王
道
に
あ
ら
ざ
る
は
な
き
な

り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
正
名
論
・
原
漢
文
）

　
こ
れ
は
先
程
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
老
中
松
平
定
信
、
白
河
楽
翁
に
命
ぜ
ら
れ
て
、
十
八
歳

の
藤
田
幽
谷
が
書
い
た
文
章
で
あ
り
ま
す
。
十
八
歳
の
青
年
幽
谷
が
幕
府
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た

松
平
定
信
に
差
し
出
し
た
文
章
で
す
。

　
今
そ
れ
幕
府
は
天
下
国
家
を
治
る
者
な
り
。
こ
れ
は
事
実
で
あ
り
ま
す
。
上
は
天
子
を
戴
き
、

下
は
諸
侯
を
撫
す
る
は
霸
主
の
業
で
あ
り
、
国
家
を
治
め
る
の
は
天
子
の
政
を
代
行
す
る
に
す
ぎ

な
い
の
で
あ
る
の
に
、
実
際
は
天
子
は
手
を
拱
い
て
政
を
幕
府
か
ら
報
告
す
る
こ
と
は
無
い
。
ひ

さ
し
く
時
間
が
経
ち
ま
す
と
、
報
告
し
な
い
と
い
う
習
慣
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
難
し
く
な
り
ま

す
。
天
皇
の
政
治
を
代
行
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
、
時
代
の
勢
い
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
外
国
の
人

が
言
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
「
日
本
の
天
皇
は
政
治
に
関
係
し
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
国
王
（
将

軍
）
の
お
供
を
受
け
る
の
み
で
あ
り
ま
す
。
」
こ
れ
は
事
実
を
指
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
の
日
本
の
國
に
は
、
二
人
の
王
様
は
お
り
ま
せ
ん
。
日
本
に
は
天
皇
と
言
う
本
当
の
天
子

が
お
ら
れ
ま
す
。
則
ち
幕
府
は
王
と
称
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
実
際
に
政
治
を
行
っ
て
い
る
の
は

幕
府
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
天
下
国
家
を
治
め
る
政
治
の
方
法
は
王
道
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
こ
れ
は
漢
文
体
で
書
い
て
あ
り
ま
す
。
私
な
り
の
読
み
方
を
致
し
ま
し
た
か
ら
、
資
料
に
お
使

い
の
場
合
は
原
文
で
読
み
直
し
て
下
さ
い
。

　
次
は
『
及
門
遺
範
』
に
出
て
参
り
ま
す
文
章
で
す
。
『
及
門
遺
範
』
は
享
和
二
年
（
一
八
○

二
）
に
幽
谷
は
家
塾
青
藍
舎
を
開
設
し
ま
し
た
。
そ
の
門
弟
の
中
で
最
も
有
名
な
方
が
会
沢
正
志

斎
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
人
が
書
い
た
も
の
で
、
幽
谷
の
教
育
の
内
容
を
書
い
た
も
の
で
あ
り
ま

す
。

　
先
生
春
秋
尊
王
攘
夷
の
義
に
原
ず
き
、
尤
も
名
分
を
謹
む
、
君
臣
上
下
の
際
、
華
夷
内
外



の
辨
、
之
を
論
じ
て
極
め
て
詳
明
。
行
文
措
辞
も
、
其
の
名
分
に
渉
る
者
は
、
片
言
隻
字
と

い
へ
ど
も
、
未
だ
嘗
て
容
易
に
筆
を
下
さ
ず
。
而
し
て
最
も
思
を
神
聖
経
綸
の
業
に
致
し
、

典
章
制
度
を
講
究
し
、
論
を
立
つ
る
こ
と
精
確
な
り
。
（
及
門
遺
範
）

　
先
生
と
い
う
の
は
幽
谷
先
生
の
こ
と
で
す
。
文
章
を
書
く
時
は
、
名
分
に
関
す
る
こ
と
は
一
字

一
句
た
り
と
も
慎
重
に
考
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
思
い
を
歴
代
の
天
皇
の
業
績
、
そ
の
時
々
の

制
度
文
物
全
部
研
究
し
て
、
そ
れ
か
ら
論
を
立
て
て
精
確
な
文
章
を
書
か
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
で
大
体
幽
谷
先
生
の
尊
王
論
と
い
う
も
の
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
基
礎
は
大
日

本
史
の
編
纂
や
、
義
公
の
尊
王
の
事
跡
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
幽
谷
先
生
は
攘
夷
に
つ
い
て
も
非
常
に
激
し
い
議
論
を
い
た
し
ま
す
。
寛
政
九
年
（
一
七
九

七
）
に
文
公
に
「
丁
巳
封
事
」
を
提
出
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
不
敬
の
罪
に
よ
っ
て
免
職
に
な
り

ま
す
。
江
戸
に
居
た
の
で
す
が
水
戸
に
帰
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
蟄
居
謹
慎
を
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
前
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
に
根
室
に
ラ
ッ
ク
ス
マ
ン
が
来
ま
す
。
こ
の
ラ
ッ
ク
ス
マ
ン
の

根
室
来
航
が
あ
っ
て
、
こ
の
文
章
が
書
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
今
や
北
虜
の
警
、
歳
一
歳
に
切
る
。
当
路
の
人
、
率
ね
無
為
を
喜
び
、
常
鎮
静
を
以
て

す
。
臣
を
以
て
之
を
観
る
に
、
其
の
時
を
知
ら
ざ
る
や
甚
し
。
（
略
）

　
今
や
根
室
に
ロ
シ
ア
が
南
下
し
て
来
ま
し
た
。
そ
は
毎
年
毎
年
切
迫
し
て
来
て
い
ま
す
。
と
こ

ろ
が
政
治
の
担
当
者
は
概
ね
無
事
で
事
が
起
こ
ら
な
い
こ
と
を
喜
び
ま
す
。
政
治
が
う
ま
く
行
わ

れ
て
國
が
鎮
ま
る
と
い
う
こ
と
は
、
静
か
で
あ
る
い
う
こ
と
だ
と
勘
違
い
を
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

は
時
局
を
知
ら
な
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
今
海
内
み
な
宴
安
に
溺
れ
、
己
を
以
て
人
を
量
る
。
夏
蟲
氷
を
疑
ふ
。
若
し
兵
事
を
談
ず

る
者
有
ら
ば
、
笑
ひ
て
以
て
狂
と
な
す
。
皆
曰
く
、
苟
も
吾
の
世
に
当
り
て
、
事
無
れ
ば
是

可
な
り
、
其
の
後
を
恤
す
る
に
遑
あ
ら
ん
や
と
。
故
に
英
主
上
に
在
す
も
、
鼓
舞
作
興
、
猶

其
の
愉
惰
振
は
ざ
る
を
恐
る
。
而
し
て
乃
ち
鎮
静
の
術
を
用
ふ
、
是
な
ほ

を
し
て
木
に
升

る
を
教
へ
る
が
如
き
な
り
。
亦
惑
は
ざ
ら
ん
や
。
孫

は
竈
を
減
じ
、
虞

は
竈
を
増
す
、

豈
好
ん
で
相
反
せ
ん
や
、
各
時
宜
に
従
ふ
な
り
。

　
概
要
に
つ
い
て
は
種
々
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
字
義
に
即
し
た
解
説
が
い
ま
ま
で
に
有
り
ま

せ
ん
の
で
私
な
り
に
お
話
致
し
ま
す
。

　
い
ま
日
本
の
国
内
全
部
が
落
ち
着
き
払
っ
て
平
安
に
溺
れ
、
己
の
考
え
で
人
を
量
っ
て
お
り
ま

す
夏
の
虫
が
氷
が
有
る
こ
と
を
疑
う
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
従
い
ま
し
て
、
外
国
に
対

し
て
備
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
な
ど
と
言
う
者
が
い
ま
す
と
笑
っ
て
気
狂
い
だ
と
言
い
ま

す
。
自
分
の
藩
主
の
時
代
に
は
、
何
も
無
け
れ
ば
そ
れ
で
い
い
ん
だ
、
其
の
後
の
時
代
を
考
え
る

暇
は
あ
り
ま
せ
ん
。
折
角
上
に
英
邁
な
君
主
が
お
ら
れ
て
も
臣
下
を
奮
い
立
た
せ
て
努
力
さ
せ
る

と
い
う
よ
う
な
事
が
出
来
な
い
で
遊
び
堕
落
し
た
状
態
に
な
っ
て
い
る
事
を
恐
れ
て
い
る
の
で
あ



り
ま
す
。
静
か
に
治
ま
る
こ
と
を
説
く
の
は
、
手
な
が
猿
に
木
の
ぼ
り
を
教
え
る
よ
う
な
も
の
で

す
。
こ
れ
で
は
混
乱
す
る
よ
う
で
す
が
、
孫

は
戦
国
の
斉
の
人
で
あ
り
ま
す
。
魏
と
戦
っ
て
お

り
ま
し
た
。
そ
の
作
戦
と
し
て
兵
隊
の
竈
を
潰
し
て
食
事
が
出
来
な
く
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ

う
し
ま
す
と
兵
隊
が
逃
げ
ま
す
か
ら
兵
力
が
少
な
く
な
り
ま
し
た
。
兵
力
が
な
い
と
見
せ
か
け
て

魏
を
敗
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
が
作
戦
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
虞

と
い
う
人
は
後
漢
の
人
で
羌
と
い

う
夷
狄
と
戦
っ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
が
竈
を
増
や
し
て
兵
力
を
増
強
し
て
羌
を
伐
っ
た
の
で
あ

り
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
は
好
ん
で
反
対
の
事
を
し
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
各
々
時
宜
に
従
っ
て
行
っ
た
作
戦

で
あ
り
ま
す
。
時
機
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
時
と
場
合
と
い
う
の
が
重
要
な
の
で
す
、
と
言
っ

て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
昔
北
条
氏
政
を
鎌
倉
に
為
す
や
、
蒙
古
の
使
を
執
り
、
其
の
首
を
斬
り
、
以
て
明
か
に
彼

に
絶
を
示
す
。
乃
ち
諸
州
に
令
し
て
曰
く
、
蒙
古
ま
さ
に
我
襲
は
ん
と
す
、
備
へ
ざ
る
べ
か

ら
ず
。
天
下
の
将
士
、
宜
し
く
倹
約
に
務
め
、
軍
用
に
資
け
し
む
べ
し
と
。
是
に
於
い
て

か
、
将
士
人
人
備
を
為
す
。
遂
に
彼
の
十
万
の
衆
を
西
海
に
殲
す
る
を
得
た
り
。
宗
社
祐
を

垂
れ
、
神
風
威
を
助
く
に
頼
む
と
い
へ
ど
も
、
抑
北
条
の
経
略
宜
し
き
を
得
る
の
力
な
り
。

　
こ
こ
の
と
こ
ろ
は
省
略
し
て
も
よ
か
っ
た
の
で
す
が
、
再
来
年
の
大
河
ド
ラ
マ
は
「
蒙
古
襲

来
」
だ
そ
う
で
す
か
ら
入
れ
ま
し
た
。
北
条
時
宗
は
経
略
宜
し
き
を
得
て
蒙
古
を
敗
る
こ
と
が
で

き
た
で
は
な
い
か
、
と
幽
谷
は
言
い
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
前
年
虜
使
の
来
り
、
甘
言
重
幣
以
て
我
を
誘
ふ
、
恫
疑
虚
喝
以
て
我
を
威
す
。
廟
堂
人
無

く
、
礼
し
て
之
を
遣
る
。
一
日
の
苟
安
を
偸
み
、
天
下
の
士
気
を
惰
す
。
堂
々
た
る
幕
府
、

曾
て
の
北
条
に
若
か
ざ
ら
ん
や
。
閣
下
縱
に
能
く
幕
府
に
建
議
し
、
既
往
の
過
を
救
は
ざ
ら

ん
や
。
亦
何
ぞ
一
国
の
士
大
夫
を
激
励
す
る
の
術
無
か
る
べ
け
ん
や
。
夫
れ
無
事
の
日
に
在

り
て
、
戦
を
教
ふ
る
の
事
は
、
固
よ
り
平
地
波
起
る
の
嫌
あ
り
と
な
す
。
然
れ
ば
有
為
の

君
、
安
ぞ
危
を
忘
れ
ず
、
必
ず
内
政
を
作
し
、
以
て
軍
令
を
寓
す
。
北
虜
の
警
あ
る
よ
り
、

幕
府
屡
嘗
て
令
を
下
し
、
縁
海
諸
侯
を
し
て
予
め
不
慮
に
備
し
む
。
此
強
兵
の
良
機
、
失
ふ

べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
閣
下
何
ぞ
憚
り
て
敢
て
為
さ
ざ
ら
ん
や
。
臣
竊
か
に
閣
下
の
為
に
之
を

惜
し
む
（
丁
己
封
事
）

　
意
味
は
寛
政
四
年
に
ラ
ッ
ク
ス
マ
ン
が
来
ま
し
た
。
お
土
産
を
持
っ
て
来
ま
し
て
交
易
を
誘
い

ま
し
た
。
一
方
で
脅
か
し
て
威
圧
を
加
え
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
幕
府
に
人
無
く
、
礼
を
尽
く
し
て

帰
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

「
閣
下
」
は
水
戸
の
文
公
で
あ
り
ま
す
。
殿
様
は
な
ぜ
幕
府
に
建
議
し
て
、
こ
の
危
機
を
救
わ
な

か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
か
。
ど
う
し
て
ま
た
、
国
内
の
人
々
を
激
励
し
な
か
っ
た
の
で
す
か
。
平

和
な
時
期
に
、
戦
を
せ
よ
と
い
う
事
は
国
内
に
波
瀾
が
起
こ
る
心
配
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
で
あ
る



か
ら
こ
そ
名
君
で
あ
ら
れ
る
貴
方
は
、
平
和
な
時
に
危
機
を
忘
れ
ず
、
内
政
を
正
し
、
軍
令
を
何

時
で
も
発
動
で
き
る
様
常
々
心
掛
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ラ
ッ
ク
ス
マ
ン
が
来
て
よ
り
幕
府

は
し
ば
し
ば
警
報
を
発
し
て
沿
海
諸
侯
に
不
慮
の
災
禍
に
備
え
さ
せ
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
幕

府
に
憚
る
こ
と
な
く
兵
備
を
増
強
で
き
る
好
機
を
失
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
殿
様
な
ぜ
逡
巡
し
て

お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
。
臣
幽
谷
心
か
ら
殿
様
の
為
に
こ
れ
を
惜
し
む
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
は
水
戸
藩
政
の
一
部
分
で
あ
り
ま
す
。
文
公
の
失
政
の
幾
つ
か
あ
る
内
の
一
つ
で
あ
り
ま

す
民
政
も
宜
し
く
無
い
。
攘
夷
も
宜
し
く
無
い
。
そ
れ
ら
を
失
政
の
ひ
と
つ
と
し
て
言
う
の
で
あ

り
ま
す
。
で
す
か
ら
文
公
は
怒
ら
れ
ま
す
。
「
無
礼
で
あ
る
。
逼
塞
を
命
ず
る
。
」
と
言
う
事
に

な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
許
さ
れ
る
の
は
約
二
年
の
後
に
義
公
の
百
年
忌
が
あ
り
ま
し
た
。
此
の
時

に
許
さ
れ
ま
し
た
か
ら
約
三
年
程
逼
塞
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　
先
生
　
素
よ
り
戎
夷
の
辺
を
窺
ふ
を
憂
ふ
。
寛
政
甲
寅
、
俄
羅
斯
（
オ
ロ
シ
ア
）
東
蝦
に

来
り
、
通
市
を
乞
ふ
。
先
生
其
の
情
偽
を
察
し
、
古
今
戎
狄
の
形
勢
を
推
求
し
、
瞭
然
掌
を

指
す
が
如
し
。
且
つ
其
の
虚
誕
誇
張
の
妄
説
を
辨
破
す
。
（
六
千
年
の
史
書
具
に
存
し
、
亦

中
世
に
大
洪
水
あ
り
、
人
物
蕩
然
復
存
す
る
な
し
と
云
ふ
が
如
き
は
、
其
の
言
自
ら
相
矛
盾

す
。
其
の
余
の
論
破
す
る
所
、
今
尽
く
は
録
せ
ず
。
）
明
ら
か
な
る
こ
と
火
を
観
る
が
如

し
。
而
し
て
謂
ふ
脱
西
夷
を
し
て
志
を
得
せ
し
め
ば
、
宇
内
晦
暗
、
天
地
は
長
夜
と
為
ら
ん

と
。
安
之
を
聞
き
て
茫
然
自
失
、
身
を
措
く
所
無
き
が
如
し
。
（
及
門
遺
範
）

　
先
生
は
外
国
が
日
本
を
伺
っ
て
い
る
状
況
を
非
常
に
心
配
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
ロ
シ
ア
が
根

室
に
来
て
通
商
を
乞
う
た
時
、
先
生
は
こ
れ
は
本
心
で
は
な
い
、
外
国
の
形
勢
を
考
え
て
説
明

し
、
嘘
言
だ
と
言
う
事
を
察
し
ま
す
。
そ
し
て
ロ
シ
ア
側
の
言
分
を
一
つ
一
つ
論
破
し
た
の
で
あ

り
ま
す
。
外
国
に
は
六
千
年
の
史
書
が
あ
る
、
こ
れ
は
旧
約
聖
書
の
こ
と
で
す
、
ま
た
中
世
に
大

洪
水
が
あ
っ
た
、
こ
れ
は
ノ
ア
の
方
舟
で
す
。
そ
の
時
に
人
間
は
み
な
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
言
う

が
、
今
こ
こ
に
我
々
は
い
る
で
は
な
い
か
。
と
反
論
し
ま
す
。
当
時
、
攘
夷
を
言
う
人
は
外
国
の

事
情
に
非
常
に
明
る
く
、
開
国
を
言
う
人
は
外
国
の
事
情
に
詳
し
く
な
か
っ
た
と
言
え
ま
す
。

　
会
沢
正
志
斎
は
、
こ
こ
か
ら
ロ
シ
ア
の
事
情
を
深
く
研
究
し
ま
す
。
外
国
の
文
献
は
読
め
ま
せ

ん
か
ら
漢
文
と
国
書
、
例
え
ば
新
井
白
石
の
書
い
た
も
の
な
ど
に
よ
っ
て
、
関
係
す
る
も
の
は
全

部
抜
書
き
い
た
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
後
の
大
津
浜
事
件
に
大
変
役
立
ち
ま
す
。
ま
た
文
化
五
年
の

フ
ェ
ー
ト
ン
号
事
件
が
お
こ
り
ま
す
。
こ
れ
は
長
崎
に
イ
ギ
リ
ス
船
が
オ
ラ
ン
ダ
の
国
旗
を
掲
げ

て
オ
ラ
ン
ダ
船
に
偽
装
し
て
入
っ
て
来
て
乱
暴
し
た
事
件
で
す
。
文
政
元
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
人
の

ゴ
ン
ド
ル
が
浦
賀
に
や
っ
て
来
ま
す
。
文
政
五
年
に
は
ま
た
英
船
が
浦
賀
に
来
ま
す
。
六
年
に

は
、
ま
た
哀
公
に
建
白
し
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
は
無
視
さ
れ
ま
す
。

　
そ
の
後
に
大
津
浜
事
件
が
お
こ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
文
政
七
年
で
す
。
薩
摩
で
は
宝

島
と
い
う
所
に
英
船
が
上
陸
し
ま
し
た
。
こ
の
時
富
田
逸
民
と
会
沢
正
志
斎
が
大
津
浜
に
急
行
し



ま
す
。
そ
し
て
地
図
と
着
物
の
色
と
手
ま
ね
で
筆
談
を
し
て
『
諳
夷
問
答
』
と
い
う
書
物
を
書
き

残
し
て
い
ま
す
。
十
二
人
の
イ
ギ
リ
ス
人
が
鉄
砲
を
持
っ
て
上
陸
し
て
来
ま
す
。
「
お
前
は
何
処

か
ら
来
た
の
か
」
「
ロ
シ
ア
か
」
「
ロ
シ
ア
で
な
い
」
「
ア
ン
ゲ
リ
ア
だ
」
「
お
前
の
所
の
言
葉

は
」
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
と
書
き
ま
す
。
「
こ
の
発
音
は
」
地
図
を
示
し
て
「
何
処
か
ら
来
た
か
」
「
ど
の

く
ら
い
か
か
っ
て
来
た
か
」
月
の
絵
を
書
い
て
、
３
２
と
書
き
ま
し
た
。
月
が
満
ち
欠
け
し
て
三

十
二
日
か
か
っ
た
。
「
何
し
に
来
た
か
」
水
平
線
を
書
い
て
、
鯨
の
絵
を
書
い
て
、
「
鯨
を
取
り

に
来
た
」
「
何
処
か
ら
何
処
迄
が
お
前
の
国
の
領
土
か
」
地
図
の
イ
ギ
リ
ス
の
本
国
か
ら
ず
ー
ッ

と
辿
り
ま
し
て
イ
ン
ド
か
ら
、
清
の
南
京
の
所
か
ら
ず
ー
っ
と
辿
っ
て
、
何
回
や
っ
て
も
日
本
が

そ
の
中
に
入
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
会
沢
正
志
斎
は
大
い
に
怒
り
ま
し
て
侵
略
の

意
志
有
り
と
言
う
の
で
『
諳
夷
問
答
』
を
書
い
て
哀
公
に
建
白
を
す
る
の
で
す
。

　
そ
の
時
幽
谷
は
、
自
分
の
子
供
の
東
湖
に
「
あ
の
英
人
を
斬
っ
て
来
い
。
」
と
命
じ
ま
す
。

「
自
分
の
家
に
は
女
の
子
供
ば
か
り
で
男
は
お
前
だ
け
で
あ
る
、
お
前
が
死
ね
ば
女
の
子
し
か
残

ら
な
い
け
れ
ど
、
外
国
に
馬
鹿
に
さ
れ
て
な
ん
に
も
出
来
な
い
と
言
う
事
は
、
将
来
の
問
題
に
禍

根
を
遺
す
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
行
っ
て
斬
っ
て
こ
い
。
」
と
い
う
こ
と
で
水
盃
で
別
れ
よ
う
と

し
て
い
る
時
に
、
幕
府
の
役
人
が
「
英
国
人
を
帰
し
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
通
報
が
あ
り
ま
し

た
。

　
こ
の
と
き
の
幽
谷
の
呈
書
が
あ
り
ま
す
。

　
一
　
此
度
大
津
村
へ
上
陸
致
し
候
に
付
、
天
文
方
通
詞
下
り
候
へ
ば
、
定
て
相
分
り
候
事

と
思
召
さ
れ
候
由
、
愚
案
に
は
た
と
ひ
通
詞
に
て
言
語
文
字
は
相
分
り
候
共
、
真
実
の
虜
情

は
相
分
り
申
間
敷
候
。
御
代
官
等
地
方
之
俗
吏
同
道
罷
下
り
候
上
は
、
必
定
一
昨
年
浦
賀
之

節
の
如
く
鯨
と
り
の
処
薪
水
に
乏
し
く
罷
成
候
て
、
上
陸
抔
と
取
つ
く
ろ
ひ
申
立
候
儀
と
存

じ
奉
り
候
。
是
は
全
く
こ
し
ら
へ
物
に
て
、
一
向
あ
て
に
は
相
成
間
敷
候
。
是
度
会
沢
恒
蔵

等
出
張
、
地
球
図
を
指
點
い
た
し
、
彼
夷
人
と
問
答
之
次
第
御
目
付
共
迄
書
出
候
。
定
て
追

追
高
覧
に
も
備
候
事
と
存
じ
奉
り
候
。
恒
蔵
筆
談
は
行
届
兼
候
へ
共
、
異
国
人
と
問
答
、
其

の
情
を
推
求
分
明
に
相
成
候
事
、
新
井
筑
後
守
が
罷
馬
人
を
詰
問
い
た
し
候
已
来
の
手
際
に

御
座
候
。
全
く
薪
水
等
に
乏
く
相
成
上
陸
仕
候
は
ば
、
奴
隷
同
様
の
夷
人
計
遣
し
申
す
べ
き

筈
の
処
、
一
船
の
惣
司
に
も
相
加
候
加
比
丹
罷
越
候
上
は
、
一
と
通
之
儀
に
は
之
有
間
敷

旨
、
此
方
老
職
の
内
に
も
心
付
候
者
も
御
座
候
（
甲
申
呈
書
）

　
天
文
方
と
い
う
の
は
、
通
訳
は
天
文
方
に
属
し
て
い
ま
し
た
。
天
文
方
は
暦
と
オ
ラ
ン
ダ
語
の

翻
訳
を
し
て
い
ま
し
た
。
新
井
白
石
が
ロ
ー
マ
人
の
ヨ
ハ
ン
ス
ト
ッ
チ
を
詰
問
し
た
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。
会
沢
正
志
斎
の
詰
問
は
こ
れ
に
優
る
も
の
だ
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
哀
公
は

ど
う
答
え
た
か
と
い
う
と
、

　
異
国
人
の
儀
に
付
存
意
之
趣
、
尤
に
は
存
候
得
共
、
先
達
て
浦
賀
へ
着
船
致
候
船
と
同
じ



事
の
様
に
覚
え
候
。
右
は
全
水
薪
等
乞
候
事
に
之
有
り
候
。
さ
し
当
り
何
等
之
儀
も
之
無
き

事
と
存
候
。
此
度
上
陸
致
候
間
、
天
門
方
通
事
下
り
候
得
ば
、
さ
だ
め
て
分
り
候
事
と
存

候
。
如
し
存
意
に
て
も
之
有
り
候
は
ば
申
出
べ
く
候
。
何
も
い
そ
ぎ
候
事
に
之
な
き
様
、
拙

者
は
存
候
。
先
生
は
如
何
に
候
や
。
か
ら
学
者
は
畏
れ
す
ぎ
、
武
人
は
あ
な
ど
り
す
ぎ
候
様

に
之
有
り
候
。
只
只
農
行
時
人
を
費
候
所
こ
ま
り
申
候
。
い
づ
れ
存
意
趣
は
書
付
に
て
も
申

述
べ
く
候
。
承
置
、
追
追
行
れ
べ
き
儀
は
行
ひ
申
す
べ
く
候
。
以
上
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
田
次
郎
左
衛
門
へ
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
政
七
年
六
月
六
日
　
　
哀
公
よ
り
の
親
書
）

　
殿
様
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
す
か
ら
い
く
ら
幽
谷
が
下
か
ら
、
外
国
船
が
心
配
だ
と
言
っ
て

も
殿
様
は
、
「
な
ー
に
、
大
し
た
事
は
な
い
ぞ
よ
、
静
か
な
方
が
良
い
ん
だ
、
」
と
い
う
考
え
方

で
あ
り
ま
す
。
「
学
者
は
恐
れ
過
ぎ
て
い
る
、
」
と
言
う
の
で
す
。

　
さ
て
、
幽
谷
の
尊
王
攘
夷
論
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
言
う
と
、
例
え
ば
、
フ
エ
ー

ト
ン
号
事
件
の
あ
っ
た
文
化
五
年
の
元
旦
の
詩
を
見
れ
ば
わ
か
り
ま
す
。

　
　
　
　
戊
辰
元
旦
の
詩

春
来
一
夜
斗
杓
を
廻
ら
す
　
　
　
　
　
　
北
を
顧
み
還
ち
憂
ふ
胡
虜
の
驕
る
を

筆
を
投
じ
自
ら
憐
む
班
定
遠
　
　
　
　
　
家
を
忘
れ
誰
れ
か
擬
せ
む
霍
嫖
姚

長
蛇
ま
さ
に
畏
る
べ
し
神
兵
の
利
　
　
　
粒
食
曽
ち
資
す
瑞
穂
の
饒

宇
内
の
至
尊
天
日
の
嗣
　
　
　
　
　
　
　
須
ら
く
万
国
を
し
て
皇
朝
を
仰
が
し
む
べ
し

　
北
極
星
は
動
か
な
い
け
れ
ど
も
、
北
方
か
ら
は
ロ
シ
ア
が
南
下
し
て
く
る
、
班
定
遠
と
う
の
は

後
漢
の
班
超
と
言
う
人
で
す
。
こ
の
人
が
外
国
を
撃
ち
破
っ
た
こ
と
を
思
う
に
つ
い
て
も
、
自
分

の
周
圍
が
悲
し
い
。
嫖
姚
は
匈
奴
を
伐
つ
た
漢
の
武
帝
の
名
将
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
人
々

の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
外
国
の
勢
力
を
長
い
蛇
に
例
え
て
、
我
国
に
は
草
薙
の
剣
が
あ
る

ぞ
。
日
本
は
瑞
穂
の
国
と
言
わ
れ
た
よ
う
に
食
料
は
豊
富
に
あ
る
ぞ
。
日
本
の
中
心
に
は
天
津
日

嗣
の
天
皇
が
お
わ
し
ま
す
、
オ
ロ
シ
ア
で
も
ア
ン
ゲ
リ
ア
で
も
よ
ろ
し
く
日
本
の
天
皇
を
仰
が
せ

る
よ
う
な
状
態
に
し
た
い
も
の
だ
。

　
こ
れ
が
幽
谷
の
思
想
の
根
源
で
す
。
従
っ
て
こ
の
詩
の
中
に
は
幽
谷
の
尊
王
攘
夷
の
考
え
が
統

べ
て
含
ま
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
御
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
成
十
一
年
十
二
月
五
日
講
座
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
茨
城
県
立
教
育
研
修
セ
ン
タ
ー
調
査
員
）


