
王
漁
洋
の
戦
争
批
判
詩
i

「
蚕
租
行
」

を
中
心
と
し
て
i

荒
井

躍

は
じ
め
に

王
漁
洋
(
一
六
三
四

i
一
七
一
一
)
、
名
は
土
様
、
漁
洋
は
号
で
あ
る
。
清
代
を
代
表
す
る
詩
人
の
一
人
で
あ
り
、
ま
た
詩
評
家
で
も
あ
る
。

従
来
、
漁
洋
の
詩
は
と
り
わ
け
山
水
詩
に
優
れ
る
と
さ
れ
、
自
然
の
景
色
を
描
写
し
た
詩
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
山
水
詩
と
は
か

そ
れ
は
、
彼
が
明
末
清
初
の
動
乱
期
に
生
を
受
け
、
少
年

け
離
れ
た
印
象
を
与
え
る
戦
争
を
詠
じ
た
詩
に
も
注
目
に
値
す
る
も
の
が
あ
る
。

期
に
戦
争
を
飢
で
感
じ
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
。

漁
洋
が
は
じ
め
て
戦
争
の
脅
威
に
遭
っ
た
の
は
、
崇
禎
一
五
年
(
一
六
四
二
)
、
彼
が
九
歳
の
時
の
冬
一
二
月
で
あ
る
。
こ
の
持
、
清
の
軍

隊
が
故
郷
の
新
城
(
山
東
省
桓
台
県
)
に
侵
攻
し
た
た
め
、
翌
年
の
崇
禎
一
六
年
(
一
六
四
三
)
、
漁
洋
一
家
は
戦
火
を
避
け
て
郷
平
(
山
東
省
都

平
泉
)
の
長
白
山
に
行
く
こ
と
と
な
っ
た
。
翌
年
(
一
六
四
四
)
、
清
軍
が
首
都
北
京
を
逆
賊
李
白
成
か
ら
開
放
し
た
。
清
が
中
国
の
支
配
者
と

な
り
、
年
号
は
順
治
と
な
っ
た
。
順
治
二
年
(
一
六
四
五
)
、
漁
洋
一
家
は
郷
里
に
帰
っ
た
(
注
二
。

再
び
漁
洋
が
戦
争
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
る
の
は
、
頗
治
三
年
(
一
六
回
六
〉
、
漁
洋
二
二
歳
の
時
で
あ
る
。
高
苑
(
山
東
省
)
の
謝
選
と
い
う

人
物
が
反
乱
軍
を
組
織
し
て
新
城
に
侵
攻
し
て
き
た
。
今
度
は
同
じ
省
内
か
ら
起
こ
っ
た
反
清
勢
力
に
よ
っ
て
も
た

h

り
さ
れ
た
危
機
で
あ
っ

た
。
漁
洋
は
ま
た
、
郷
平
に
避
難
す
る
こ
と
に
な
る
。
間
も
な
く
反
乱
軍
は
清
兵
に
よ
っ
て
鎮
圧
さ
れ
、
翌
年
(
一
六
四
七
)
、
漁
洋
は
帰
郷

す
る
こ
と
が
で
き
た
〈
注
一
一
)
。

王
漁
洋
の
戦
争
批
判
詩
i

「
蚕
組
行
」
を
中
心
と
し
て

i

荒
井
)
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少
年
期
、

二
度
に
わ
た
っ
て
戦
争
の
脅
威
を
体
験
し
た
王
漁
洋
は
、
戦
争
の
愚
か
し
さ
を
悟
る
。

こ
の
戦
争
の
体
験
は
、

明
末
清
初
の
当

時
に
お
い
て
は
特
異
な
戦
争
批
判
詩
を
彼
に
作
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、

限
治
一
六
年
(
一
六
五
九
)
に
抗
清
勢
力
の
筆
頭
だ
っ
た
鄭

成
功
(
一
六
二
四

i
一
六
六
二
)
が
鎮
江
(
江
蘇
省
鎮
江
市
)
を
攻
め
落
と
し
、

江
寧
城
(
江
蘇
省
南
京
市
江
寧
区
)
に
ま
で
攻
め
入
っ
た
時
〈
注

一
二
)
の
こ
と
を
壊
古
し
た
「
頻
歳
」

(
『
帯
経
堂
集
』
巻
二
一
)
と
題
す
る
詩
が
あ
る
(
注
一
二
〉
。
詩
の
内
容
を
簡
潔
に
挙
げ
る
(
注
四
)
。

近
年
、
鄭
成
功
の
水
軍
が
江
南
地
方
を
攻
め
つ
づ
け
、

の
ろ
し
が
戦
場
に
つ
ら
な
り
、

水
際
に
は
働
突
の
声
が
響
く
。

そ
こ
で
、
清
の
将

軍
は
作
戦
を
立
て
て
、
鄭
成
功
を
追
い
払
い
、
水
軍
が
陣
取
っ
て
い
た
川
も
、
穏
や
か
な
流
れ
を
取
り
戻
し
た
。

そ
し
て
、
詩
は
次
の
二
句

で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

江
准
非
異
土

江
准
は
異
土
に
非
ず

購
泊
汝
何
憂

調
泊
し
て

汝
は
何
を
か
憂
へ
ん

詩
が
制
作
さ
れ
た
の
は
、
鄭
成
功
の
侵
略
か
ら
二
年
後
の
順
治
一
八
年
(
一
六
六
一
)
で
あ
る
。

王
漁
洋
は
、
ず
っ
と
清
に
抵
抗
し
て
戦
争

を
続
け
る
鄭
成
功
に
、

「
江
南
の
地
は
、
異
郷
の
国
で
は
な
い
の
だ
。
海
上
に
止
ま
っ
て
抗
戦
を
つ
守
つ
け
て
、

あ
な
た
は
い
っ
た
い
何
が
不
満

な
の
か
(
抗
戦
を
つ
づ
け
る
必
要
は
な
い
で
は
な
い
か
ご

と
呼
び
か
け
る
。
清
の
統
治
の
も
と
、

国
土
が
安
定
し
始
め
て
い
る
の
に
、

明

対
す
る
忠
義
の
た
め
と
は
い
え
、
戦
争
で
こ
れ
以
上
、

民
を
疲
弊
さ
せ
な
い
で
ほ
し
い
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
(
注
五
)
。

侵
略
王
朝
で
あ
る
清
朝
の
略
奪
な
ど
を
批
判
す
る
戦
争
批
判
の
詩
は
数
多
く
あ
る
。

し
か
し
、
被
害
の
大
き
い
戦
争
に
よ
る
明
王
朝
復
興

よ
り
も
、

異
民
族
の
清
朝
統
治
の
も
と
と
は
い
え
、
平
和
で
あ
る
方
が
よ
い
、

と
い
う
よ
う
な
戦
争
批
判
は
、
漢
族
と
し
て
は
異
例
の
主
張

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

明
朝
か
ら
生
を
受
け
て
い
た
王
漁
洋
の
詩
に
、

こ
の
よ
う
な
主
張
が
見
え
る
こ
と
自
体
、
注
自
に
値
し
よ
う
。

本
論
で
は
王
漁
洋
の
戦
争
批
判
詩
と
し
て
「
蚕
租
行
」
を
考
察
の
対
象
と
し
た
い
。
「
蚕
租
行
」

は
漁
洋
初
期
の
作
品
で
あ
り
、
右
に
挙
げ
た

「
頻
歳
」
詩
の
よ
う
な
特
異
性
が
す
で
に
見
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
作
詩
法
に
お
い
て
も
注
目
す
べ
き
特
徴
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
制
作
動



機
が
漁
洋
自
身
に
よ
っ
て
明
記
さ
れ
て
お
り
、
彼
が
戦
争
批
判
詩
に
お
い
て
何
に
重
き
を
置
い
て
い
た
か
を
知
る
手
掛
か
り
と
も
な
る
よ
う

に
思
え
る
の
で
あ
る
。

底
本
に
は
康
熊
五
十
年
七
略
書
堂
刻
本
『
帯
経
堂
集
』
(
『
続
修
四
庫
全
書
』
所
収
)
を
用
い
た
。

「
蚕
租
行
」
は
巻
三
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

一、

「
蚕
租
行
」

の
戯
曲
的
構
成

内
容
の
考
察
に
入
る
前
に

「
蚕
穏
行
」

を
概
観
す
る
と
共
に
、

そ
の
特
徴
に
つ
い
て
も
論
じ
て
み
た
い
。
「
蚕
租
行
」

は
漁
洋
が
自
ら
付

し
た
題
下
注
が
あ
り
、
詩
は
全
部
で
十
解
あ
る
。

ま
ず
、
題
下
注
を
挙
げ
た
い
。
こ
こ
に
は

「
蚕
租
行
」
制
作
の
動
機
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

丁
酉
夏
、
有
民
家
養
蚕
、
質
衣
釧
欝
桑
、
而
催
租
急
、
遂
絵
死
。
其
夫
帰
見
之
、
亦
給
。
王
子
感
駕
、
作
是
詩
也
。

ゃ
し
な

民
家
の
蚕
を
養
ふ
有
り
、
衣
釧
を
質
し
て
桑
を
驚
は
ん
と
す
る
も
、
租
を
催
す
こ
と
急
に
し
て
、
遂
に
給
死
す
。
其
の
夫

(
了
酉
夏
、

帰
り
て
之
れ
を
見
、

亦
た
総
る
。

王
子
駕
れ
に
感
じ
て
、
是
の
詩
を
作
る
)

生
活
に
囲
窮
し
た
養
蚕
家
が
、
婦
人
の
衣
や
腕
輪
を
質
に
入
れ
て
養
蚕
の
費
用
に
充
て
よ
う
と
し

顕
治
一
四
年
丁
酉
(
一
六
五
七
)
の
夏
、

た
。
し
か
し
、

税
の
取
立
て
は
厳
し
く
、
生
活
費
は
お
ろ
か
、

税
金
を
支
払
う
こ
と
も
で
き
ず
、
遂
に
婦
人
は
自
殺
す
る
。

そ
の
夫
が
婦
つ

て
き
て
、
婦
人
の
死
を
知
る
や
、
自
ら
も
自
殺
し
た
。
漁
洋
は
こ
の
出
来
事
に
感
じ
入
っ
て

「
蚕
租
行
」
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。

以
下
、
第
一
解
か
ら
第
十
解
ま
で
、

順
番
に
見
て
い
き
た
い
。

第
一
解
i

「
養
蚕
婦
の
日
常
」

陽
春
三
月
時

陽
春

三
月
の
時

蚕
子
何
嬬
嬬

蚕
子

何
ぞ
嬬
嬬
た
る

王
漁
洋
の
戦
争
批
判
詩

l
「
蚕
租
行
」
を
中
心
と
し
て
j

(
荒
井
)

四
三
頁
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う
ら
ら
か
な
春
三
月
、

し
ろ
の
上
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め
ぐ
る
。
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三
日
に
し
て
麿
中
よ
り
出
で

五
日
に
し
て
藩
篠
を
循
る

蚕
の
幼
虫
は
元
気
に
う
ご
め
く
。
三
日
自
に
は
養
蚕
用
の
箱
か
ら
出
て
き
て
、

東
灘
有
少
婦

第
二
解
l

「
養
蚕
婦
の
不
安
」

東
灘
に
少
婦
有
り

養
蚕
方
一
堪

夜
夜
伴
蚕
限

桑
葉
恐
不
周

蚕
を
養
ひ
て
一
塩
に
方
た
る

夜
夜

蚕
を
伴
ひ
て
限
り

東
鱗
の
家
に
蚕
を
育
て
る
若
い
婦
人
が
い
て
、

桑
莱

周
ね
か
ら
ざ
る
を
恐
る

蚕
を
養
う
た
め
の
箱
に
つ
き
っ
き
り
で
い
る
。
夜
中
も
蚕
と
共
に
眠
っ
て
、

る
桑
の
葉
が
、

明
自
、
校
に
十
分
に
つ
い
て
い
な
い
こ
と
を
心
配
す
る
。

朝
出
南
陪
頭

第
三
解
i

「
不
安
の
的
中
」

南
陪
頭

務
務
望
桑
柔

亦
不
見
桑
柔

縫
子
酔
鴻
鳩

朝
に
出
づ

猪
猪
と
し
て

桑
の
柔
ら
か
な
る
を
望
む
も

亦
た
見
ず鳩

鳩
を
辞
は
し
む

桑
の
柔
ら
か
な
る
を

婦
人
は
朝
早
く
南
の
あ
ぜ
道
に
赴
き
、
道
す
が
ら
、

提
子

柔
ら
か
な
桑
の
葉
が
ふ
さ
ふ
さ
と
繁
っ
て
い
る
こ
と
を
願
っ
て
い
た
。

ら
か
な
桑
の
葉
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
す
で
に
鳩
に
食
い
荒
ら
さ
れ
て
い
た
の
だ
(
注
六
)
。

四
四
頁

五
日
目
に
は
竹
や
葦
で
編
ん
だ
む

蚕
の
餌
と
な

し
か
し
、

柔



第

四

解
i

「
生
活
の
危
機
と
婦
人
の
献
身
」

帰
来
見
蚕
凱

俳
循
当
奈
何

脱
我
耳
辺
叙

寵
我
嫁
時
祷

帰
来
し
て

俳
御
し
て

蚕
の
飢
う
る
を
見

当
に
奈
何
す
べ
き

我我
カt カt
嫁耳
時辺
のの
橋叙
を を
欝ど脱

がし
ん

そ
こ
で
、
自
分
の
髪
の
あ
た
り
に

挿
し
て
い
た
か
ん
ざ
し
を
外
し
、
自
分
が
嫁
い
で
き
た
時
に
着
て
き
た
上
掛
け
と
共
に
売
る
こ
と
に
し
た
。
桑
を
買
っ
て
き
て
養
蚕
に
充
て
、

蚕
は
飢
え
て
い
た
。
ど
う
す
る
べ
き
か
と
、

お
ろ
お
ろ
す
る
ば
か
り
。

婦
人
が
家
に
帰
っ
て
く
る
と
、

家
計
を
助
け
る
た
め
で
あ
る
。

第
五
解
!
「
さ
ら
な
る
危
機
の
到
来
、
急
な
税
の
と
り
た
て
」

阿
夫
持
播
去

里
正
持
符
来

漢
中
索
軍
租

不
得
還
顧
私

間
夫
は
嬬
を
持
ち
て
去
り

竪
正
は
符
を
持
ち
て
来
た
る

軍
租
を
索
む

還
た
私
を
顧
み
る
を
得
ず
、
と

〈
畏
正
い
ふ
)
漢
中

夫
が
婦
人
の
上
掛
け
を
持
っ
て
家
を
出
る
と
、
入
れ
替
わ
り
に
、
村
長
が
お
上
か
ら
の
お
達
し
を
持
っ
て
来
た
。
そ
し
て
、
婦
人
に
告
げ

る
、
「
漢
中
(
挟
西
省
漢
中
市
)
の
方
で
、
軍
隊
が
兵
糧
を
求
め
て
い
る
。
兵
糧
を
ま
か
な
う
た
め
の
税
金
を
速
や
か
に
納
め
よ
。
自
分
の
家
計

を
省
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
ぞ
」

と

里
正
旦
上
坐

第

六

解

l

「
納
税
期
間
の
猶
予
を
懇
願
す
る
」

旦
ら
く
上
坐
せ
よ

(
少
婦
い
ふ
)
壁
正

王
漁
洋
の
戦
争
批
判
詩

l
「
蚕
租
行
」
を
中
心
と
し
て
|

(
荒
井
)

四
五
頁
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題
勉
と
し
て

展
炊
を
具
へ
ん

但
だ
緩
む
る
こ
と
一
月
齢
な
れ
ば

蚕

成
り
て

新
糸
を
売
ら
ん
、

と

し
ば
ら
く
家
に
あ
が
っ
て
い
っ
て
く
だ
さ
い
。

婦
人
は
村
長
に
納
税
期
間
の
猶
予
を
請
う
。
「
村
長
さ
ま
、

そ
の

り
し
ま
す
の
で
、

一
所
懸
命
に
朝
ご
は
ん
を
お
作

召
し
上
が
っ
て
く
だ
さ
い
。

た
だ
、
税
を
納
め
ま
す
の
に
一
月
ば
か
り
の
猶
予
を
い
た
だ
け
れ
ば
、
蚕
が
育
っ
て
、

吐
く
糸
を
お
金
に
換
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」

と

新
糸
亦
難
売

第
七
解
!
「
無
慈
悲
な
現
実
」

(
里
正
い
ふ
)
新
糸
も
亦
た
売
り
難
く

新
穀
亦
難
収

不
見
馬
上
部

維
尾
紅
錦
護

新
穀
も
亦
た
収
め
難
し

見
ず
や

馬
上
の
郎

維
尾

紅
錦
の
衰
を
、

と

婦
人
の
懇
願
に
対
し
て
、
村
長
は
無
情
な
答
え
を
返
す
。
「
蚕
が
成
長
し
て
、
糸
を
吐
い
た
と
こ
ろ
で
、
需
要
の
あ
る
時
期
で
な
け
れ
ば
、

新
し
い
糸
は
売
れ
な
い
。
ま
た
、
時
期
は
ず
れ
の
た
め
、
新
し
い
穀
物
を
収
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
得
ら
れ
る
か
分
か
ら
な
い
不
確
か
な

収
入
を
待
つ
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
見
た
ま
え
、
馬
に
跨
る
え
ら
い
役
人
さ
ま
(
注
七
)
が
納
税
を
待
ち
わ
び
て
い
る
の
だ
ぞ
」
と
。

再
拝
謝
里
正

第
八
解
i

「
一
時
し
の
ぎ
」

塁
正
に
謝
す

丈
人
且
旋
帰

朝
高
我
嫁
時
掃

再
拝
し
て

丈
人

旦
に
旋
ち
帰
ら
ん
と
す

我
が
嫁
時
の
祷
を
欝
ぎ



脱
我
耳
辺
叙

我
が
耳
辺
の
叙
を
脱
せ
り
、

と

二
度
お
辞
儀
を
し
て
村
長
に
告
げ
る
。
「
お
金
を
手
に
し
た
夫
が
す
ぐ
に
帰
っ
て
き
ま
す
。

と
。
こ
こ
で
、
村
長
は
去
る
。

わ
た
し
が
嫁
い
で
き
た
時
に
着
て
い
た
上
掛
け

と
、
わ
た
し
が
挿
し
て
い
た
叙
を
売
り
に
行
っ
た
の
で
す
」

蚕
応
黒
痩
尽

第
九
解

j

「
絶
望
の
末
に
自
殺
す
る
婦
人
」

蚕

応
に
黒
痩
し
尽
く
す
べ
し

軍
租
持
底
当

痛
突
視
孤
児

軍
程

底
を
持
て
か
当
て
ん

痛
突
し
て

孤
児
を
視

畢
命
朱
糸
縄

命
を
朱
糸
の
縄
に
畢
ふ

婦
人
は
思
う
。
「
蚕
の
餌
と
な
る
桑
の
葉
は
鳩
に
啄
ま
れ
て
い
た
。
餌
を
満
足
に
与
え
ら
れ
な
い
蚕
は
黒
く
変
色
し
、
痩
せ
細
っ
て
し
っ
か

り
と
育
た
な
い
だ
ろ
う
。

し
い
ほ
ど
に
泣
き
叫
び
、
独
り
残
さ
れ
る
子
供
を
見
つ
め
な
が
ら
、
婦
人
は
赤
色
の
縄
で
岳
ら
の
命
を
絶
っ
た
の
で
あ
る
。

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
、

軍
に
納
め
る
税
金
を
払
え
ば
よ
い
の
か
。

と
。
痛
ま

為
す
術
も
な
い
」

も
は
や
、

府
内
夫
還
入
門

第
十
解
l

「
夫
婦
そ
ろ
っ
て
冥
土
へ
」

阿
夫

還
り
て
門
に
入
れ
ば

不
復
見
故
妻

生
既
為
開
会

死
当
携
手
帰

夫
が
帰
っ
て
き
て
、

復
た
故
妻
を
見
ず

(
間
夫
い
ふ
)
生
き
て
は
既
に
開
会
を
為
し

死
し
て
は
当
に
手
を
携
へ
て
帰
す
べ
し
、

と

門
を
く
ぐ
る
と
、

生
き
た
姿
を
自
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

そ

そ
こ
に
は
自
殺
し
た
婦
人
の
死
体
が
あ
り
、

め
で
た
く
夫
婦
と
な
っ
て
、
愛
を
成
就
し
た
。
死
ぬ
と
き
は
、

お
ま
え
と
手
を
と
り
あ
っ
て
、

こ
で
、
夫
は
語
る
。
「
生
き
て
い
る
と
き
は
、

玉
漁
洋
の
戦
争
批
判
詩

l
「
蚕
租
行
」
を
中
心
と
し
て

i

(
荒
井
)

四
七
貰
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一
緒
に
黄
泉
に
行
こ
う
」
と
。
遂
に
、
夫
も
婦
人
の
後
を
追
っ
て
自
殺
す
る
の
で
あ
っ
た
。

以
上

「
蚕
種
行
」

を
概
観
し
て
み
た
。
全
篤
五
言
で
、

一
解
は
四
句
で
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、

一
解
ご
と
に
場
面
が
変
わ
る
。

一
解
ご
と

に
舞
台
や
話
題
、

さ
ら
に
は
登
場
人
物
ま
で
も
が
入
れ
替
わ
り
す
る
さ
ま
は
、

ま
る
で
戯
曲
を
見
て
い
る
よ
う
で
も
あ
り
、
全
四

O
句
の
詩

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
長
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
。

こ
の
場
面
転
換
に
よ
っ
て
戯
曲
を
思
わ
せ
る

「
蚕
租
行
」

の
作
詩
法
は
、
漁
洋

詩
の
一
特
徴
と
し
て
新
た
に
注
目
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一一、

「
蚕
極
行
」

の
背
景

「
蚕
租
行
」

は
、
程
税
の
急
な
と
り
た
て
に
苦
し
め
ら
れ
る
夫
婦
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
税
を
納
め
き
れ
ず
、

た
と
え
税
金
を
払
っ
た

と
し
て
も
、
自
分
た
ち
が
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
ず
、
遂
に
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
た
夫
婦
を
通
し
て
、

無
慈
悲
な
と
り
た
て
を
行
な
う
役

人
を
批
判
す
る
社
会
批
判
詩
と
し
て
の
面
が
濃
厚
で
あ
る
。

実
際
に
戦
争
を
描
写
し
た
部
分
が
な
い

「
蚕
種
行
」
を
、

な
ぜ
戦
争
批
判
詩
と
し
て
と
り
あ
げ
た
の
か
を
、

こ
こ
で
論
じ
て
お
き
た
い
。

ま
ず
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、

「
蚕
租
行
」
が
順
治
一
四
年
(
一
六
五
七
)
の
夏
に
作
ら
れ
た
こ
と
(
漁
洋
の
自
序
)
、

そ
し
て
、
税
金
を
と

り
た
て
に
や
っ
て
き
た
村
長
の
会
詞
、
第
五
解
の
第
三
句
の

「
挟
西
省
漢
中
市
の
ほ
う
で
、

軍
隊
の
兵
糧
を
ま
か
な
う
た
め
の
税
金
を
求
め

て
い
る
(
漠
中
索
軍
租
)
」

で
あ
る
。

順
治
一
四
年
夏
に
、
漢
中
の
方
で
兵
糧
を
求
め
る
よ
う
な
事
態
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
実
擦
に
、

顕
治
の
初
め
か
ら
顕
治
一
四
年
に
か
け
て
、
漢
中
(
陳
西
省
〉
に
近
い
四
川
省
、
そ
し
て
貴
州
省
・
広
西
省
(
広
西
壮
族
自
治
区
)
・
雲
南
雀
で
、

漁
洋
の
自
序
と
村
長
の
台
詞
か
ら
、

張
献
忠
(
一
六

O
五

1
一
六
四
六
)
と
孫
可
望
を
中
心
と
し
た
反
乱
軍
に
よ
る
戦
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
孫
可
望
に
つ
い
て
、

こ
こ
で
詳
し
く

触
れ
て
お
く
。



主
に
参
考
に
し
た
文
献
は
、
中
華
書
局
本
『
清
史
稿
』
巻
二
四
八
・
孫
可
望
伝
、
巻
二
二
回
・
李
定
国
伝
で
あ
る
。

孫
可
望
は
挟
西
延
長
(
侠
西
省
延
長
県
)
の
人
で
、

明
末
に
李
自
成
ら
と
明
朝
を
苦
し
め
て
い
た
逆
賊
張
献
忠
に
従
っ
て
、
自
ら
も
賊
と
な

り
、
ま
た
李
定
国
・
劉
文
秀
・
支
能
奇
ら
と
共
に
張
献
忠
の
養
子
と
な
っ
て
い
た
。

張
献
忠
は
、

明
末
の
崇
禎
一
七
年
(
一
六
四
四
)
に
、

四
川
省
の
重
慶
を
陥
落
さ
せ
、

四
川
書
は
清
の
統
治
下
と
な
っ
て
い
く
。

こ
こ
を
居
城
と
し
た
。
照
治
三
年
(
一
六
四
六
)
、
清

軍
に
敗
れ
て
死
ん
で
い
る
(
注
八
三
こ
の
時
、

張
献
忠
が
死
ぬ
と
、
孫
可
望
は
李
定
国
ら
と
共
に
、

生
き
残
っ
た
兵
を
引
き
連
れ
て
、
黄
楊
(
貴
州
省
貴
陽
市
)
に
行
っ
た
。

こ
の
当
時
、

阿
迷
(
雲
南
省
)
土
司
で
あ
っ
た
沙
定
洲
が
雲
南
を
荒
ら
し
て
い
た
。

そ
こ
に
、
孫
可
望
は
兵
を
率
い
て
乗
り
込
ん
で
い
っ
た
。
沙
定
洲
は
楚

雄
(
雲
南
省
楚
雄
市
)
を
攻
め
て
い
る
最
中
で
、

可
望
ら
を
迎
え
撃
っ
た
。
孫
可
望
ら
は
、
沙
定
洲
を
打
ち
負
か
す
や
、

雲
南
省
に
入
り
、

た

ち
ま
ち
省
全
土
を
制
圧
し
た
。

な
お
、
孫
可
望
が
雲
南
に
侵
攻
し
よ
う
と
機
会
を
狙
っ
て
い
た
時
、
張
献
忠
の
養
子
仲
間
だ
っ
た
劉
文
秀
が
、
清
の
将
軍
と
な
っ
て
い
た

呉
三
桂
(
一
六
二
一

1
一
六
七
八
)
と
三
度
戦
っ
て
、
三
桂
に
勝
利
し
て
い
る
。

こ
の
際
、
呉
三
桂
は
漢
中
に
陣
営
を
構
え
て
い
た
。
順
治
五

年
(
一
六
回
八
)
の
こ
と
で
あ
る
(
注
九
)
。

孫
可
望
は
雲
南
を
手
中
に
収
め
る
や
、
平
東
王
と
名
乗
り
、

通
貨
ま
で
鋳
造
し
た
。
雲
南
攻
略
に
は
、

張
献
忠
の
養
子
仲
間
だ
っ
た
李
定

国
や
劉
文
秀
も
大
い
に
力
を
振
る
っ
た
。
彼
ら
は
、
孫
可
望
と
は
も
と
も
と
同
等
の
身
分
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
、
孫
可
望
の
手
下
に
な
ろ

う
と
し
な
か
っ
た
。

顕
治
六
年
(
一
六
回
九
)
、
孫
可
望
は
、
李
定
国
が
武
術
鍛
錬
を
行
な
っ
て
い
る
の
を
、
謀
反
を
企
ん
で
い
る

の
だ
と
難
癖
を
つ
け
て
、
棒
で
百
叩
き
の
刑
に
処
し
た
(
注
一

O
)
。
こ
の
時
か
ら
、
養
子
仲
間
た
ち
の
間
の
不
和
が
大
き
く
な
っ
て
い
く
。

そ
し
て
、

顕
治
六
年
(
一
六
回
九
)
、

王
を
自
称
し
た
孫
可
望
は
、
自
ら
の
権
威
を
揺
ぎ
な
い
も
の
と
す
る
た
め
、

明
の
皇
族
の
生
き
残
り
で
、

王
を

称
し
て
い
た
桂
玉
朱
由
榔
に
自
分
を
秦
王
に
封
ず
る
よ
う
要
求
し
た
。
当
時
肇
慶
(
広
東
省
肇
慶
市
)
に
い
た
桂
王
は
、
清
軍
の
侵
攻
に
脅
威

王
漁
洋
の
戦
争
批
判
詩
i

「
蚕
租
行
」
を
中
心
と
し
て
|

(
荒
井
)

四
九
頁
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を
抱
い
て
お
り
、
戦
力
の
増
強
を
見
込
ん
で
、
孫
可
望
の
要
求
を
受
け
入
れ
た
。

明
王
朝
の
生
き
残
り
桂
王
に
と
り
い
っ
た
孫
可
望
は
、
桂
王
を
手
元
に
置
く
こ
と
で
、
自
分
の
兵
た
ち
に
、

さ
ら
な
る
威
厳
を
示
そ
う
と

し
た
。
順
治
八
年
(
一
六
五
二
、
清
軍
の
兵
に
よ
っ
て
西
に
追
い
や
ら
れ
て
い
た
桂
王
は
、
広
南
(
雲
南
省
広
南
県
)
に
逃
げ
る
途
中
、
孫
可

望
に
強
引
に
迎
え
ら
れ
た
。
翠
年
(
一
六
五
二
)
、
孫
可
望
は
、
桂
王
を
輿
州
省
の
安
隆
所
に
遷
す
と
、

れ
ま
で
以
上
に
専
横
な
振
る
舞
い
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
桂
王
は
困
り
果
て
て
し
ま
っ
た
。

土
地
の
名
前
を
安
緯
府
と
変
え
、

‘，.. 
」ー

こ
の
こ
ろ
、

張
献
忠
の
養
子
仲
間
だ
っ
た
李
定
国
が
、
清
軍
を
退
け
て
、

一
時
、
広
西
の
地
を
取
り
戻
し
て
い
た
。
兵
力
も
次
第
に
力
を

強
め
て
い
た
。
桂
王
は
、
普
段
か
ら
専
横
な
振
る
舞
い
の
多
い
孫
可
望
よ
り
も
、

明
に
対
す
る
忠
誠
が
強
い
李
定
毘
に
心
惹
か
れ
て
い
た
。

孫
可
望
は
、

李
定
国
が
疎
ま
し
く
な
り
、
定
闘
が
広
西
を
敢
り
戻
す
途
中
で
、
湖
南
省
の
衡
州
で
一
度
敗
北
し
た
の
を
口
実
に
、
彼
を
殺
そ

う
と
し
た
。
こ
の
計
画
を
察
知
し
た
定
国
は
可
望
の
も
と
に
行
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。

顕
治
一

O
年
(
一
六
五
三
)
か
ら
一
三
年
(
一
六
五
六
〉
ま
で
、

雲
南
・
広
西
・
貴
州
で
、
孫
可
望
と
李
定
国
ら
と
清
軍
と
の
一
進
一
退
の
攻

防
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
顕
治
一

O
年
に
は
、
李
定
国
は
桂
王
に
忠
臣
と
し
て
迎
え
入
れ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
怒
り
を
覚
え
た
孫
可
望
は
、
定

留
を
忠
臣
と
し
て
迎
え
入
れ
る
の
に
関
与
し
た
人
間
一
八
人
を
殺
し
た
。

顕
治
二
二
年
〈
一
六
五
六
)
、
南
寧
〈
広
西
壮
族
自
治
区
南
寧
市
)
で
、
清
軍
に
敗
れ
た
李
定
国
は
、
安
隆
を
経
過
し
て
雲
南
に
入
ろ
う
と
し

て
い
た
。

こ
れ
を
知
っ
た
孫
可
望
は
、
部
下
の
白
文
選
に
命
じ
て
、
桂
王
に
安
隆
か
ら
糞
陽
(
貴
州
省
貴
陽
市
)
に
い
る
自
分
の
も
と
に
選
る

そ
こ
で
、
桂
王
に
わ
ざ
と
遅
く
行
進
し
て
、
敗
走
し
て
き

ょ
う
勧
告
さ
せ
た
。
白
文
選
は
、
孫
可
望
を
こ
こ
ろ
よ
く
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。

た
李
定
留
と
合
流
す
る
の
を
待
つ
よ
う
に
勧
め
た
。

桂
王
一
行
は
李
定
国
軍
と
合
流
し
た
と
こ
ろ
で
、
彼
ら
は
目
的
地
だ
っ
た
貴
州
省
の
貴
陽
で
は
な
く
雲
南
省
に
行
っ
た
。

こ
の
時
、
孫
可

望
を
こ
こ
ろ
よ
く
思
っ
て
い
な
か
っ
た
武
将
た
ち
も
次
々
と
寝
返
っ
て
、
李
定
閣
の
も
と
に
走
っ
た
。

そ
し
て
順
治
一
四
年
ご
六
五
七
)
、



遂
に
孫
可
望
は
桂
王
に
叛
く
の
で
あ
る
。

孫
可
望
は
桂
王
を
攻
め
た
。

し
か
し
、
桂
王
の
武
将
李
定
国
ら
に
敗
れ
て
、

長
沙
(
湖
南
省
長
沙
市
)
に
逃
れ
、
清
軍
に
投
降
し
た
。
後
、

呉
三
桂
ら
清
軍
は
桂
王
を
捕
ら
え
る
ま
で
、
進
軍
を
続
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
孫
可
望
の
反
乱
は
こ
こ
で
治
ま
る
。
時
に
順
治
一
四
年
の
十

月
で
あ
っ
た
。

な
お
、

顕
治
一
四
年
、
桂
王
討
伐
の
た
め
、
呉
三
桂
ら
が
糞
州
省
に
侵
攻
し
て
い
っ
た
時
、
漢
中
・
〈
陳
西
省
漢
中
市
)
か
ら
出
発
し
た
と
、

一
)
。
恐
ら
く
、
孫
可
望
ら
の
征
伐
に
乗
り
出
し
て
、
府
側
治
五
年
(
一
六
回
八
〉
に
漠
中
に
陣
営
を
張
っ
て
か
ら
、

呉
三
桂
の
伝
に
あ
る
(
注

頗
治
一
四
年
ま
で
、
漢
中
が
孫
可
望
攻
略
の
要
所
と
な
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

王
漁
洋
の

「
蚕
租
行
」

は
、
順
治
一
四
年
夏
に
、
漢
中
で
兵
糧
が
不
足
し
て
い
る
と
い
う
描
写
が
あ
っ
た
(
第
五
解
)
。

つ
ま
り
、
漁
洋
の

詩
は
、
実
際
に
起
こ
っ
て
い
た
戦
争
中
の
悲
劇
を
描
写
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
戦
争
の
た
め
に
、

税
は
重
く
な
り
、
平
民
た
ち
の
生
活
は
圧

追
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
遂
に
は
夫
婦
そ
ろ
っ
て
'
自
殺
す
る
状
況
が
生
ま
れ
る
。
戦
争
に
よ
る
悲
惨
さ
を
訴
え
る

「
蚕
租
行
」
は
、
戦
争
批
判

詩
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

一一一、

「
蚕
租
行
」
事
件
の
現
場
に
つ
い
て

「
蚕
租
行
」

は
、
平
畏
を
憐
れ
み
、

無
慈
悲
な
現
実
に
憤
る
心
を
制
作
動
機
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

「
王
子
感
駕
」
と
王
漁
洋
の
心
を
動
か
し
た
悲
惨
な
事
実
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
詩

一
士
大
夫
と
し
て
の
使
命
感
か
ら

来
る
純
粋
な
社
会
批
判
の
思
い
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、

は
説
得
力
を
持
つ
の
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、

王
漁
洋
は
い
っ
た
い
何
処
で

「
蚕
組
行
」
事
件
を
耳
に
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
事
件
が
事
実
で
あ
る
な
ら
ば
、

王
漁
洋
は
当
時
、

事
件
現
場
の
近
く
に
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、

「
蚕
租
行
」
事
件
が
何
処
で
起
こ
り
、

ど
の
よ
う
な
経
緯
で
漁
洋
の
耳
に
届
い
た

王
漁
洋
の
戦
争
批
判
詩
!
「
蚕
租
行
」
を
中
心
と
し
て

i

〈
荒
井
)

五
一
頁
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の
か
を
論
じ
て
み
た
い
。

ま
ず
、
蝦
治
一
四
年
の
事
件
当
時
、
王
漁
洋
が
何
処
に
い
た
の
か
に
注
自
し
て
み
た
い
。
な
お
、
漁
洋
の
事
跡
に
つ
い
て
は
、
『
漁
洋
山
人

自
撰
年
譜
』
(
孫
言
誠
点
校
『
王
土
禎
年
譜
』
所
収
、
中
華
書
局
、

顕
治
二
一
年
(
一
六
五
五
)
、

王
漁
洋
は
会
試
に
合
格
す
る
と
、

一
九
九
二
)
を
参
考
に
し
た
。

殿
試
を
受
け
ず
に
都
の
北
京
か
ら
郷
里
で
あ
る
新
城
に
帰
っ
た
。
翌
年
(
一

い
る
。

そ
し
て
願
治
一
四
年
、

長
兄
の
王
土
禄
(
一
六
二
六

1
一
六
七
三
)
を
訪
ね
る
た
め
東
策
(
山
東
省
莱
州
市
)
に
行
っ
た
。

八
月
に
歴
下
(
山
東
省
済
南
市
歴
下
区
)
の
明
湖
に
お
い
て
「
秋
榔
詩
四
首
」

五
月
に
は
郷
里
に
帰
っ
て

六
五
六
)
の
四
月
、

(
『
帯
経
堂
集
』
巻
一
二
〉
を
作
つ

て
い
る
。

ま
た
、
清
・
恵
棟
(
一
六
九
七

1
一
七
五
八
)
の

『
漁
洋
山
人
年
譜
補
』

(
『
王
土
禎
年
譜
』
所
収
)
の
順
治
一
四
年
了
酉
の
僚
に
見
え
る
漁

洋
の

「
丁
酉
詩
自
序
」

市
」
、

「
了
酉
春
、
済
南
諸
州
邑
苦
皐
、
夏
秋
又
苦
雨
濠
(
丁
酉
の
春
、
済
南
の
諸
州
邑
は
皐
に
苦
し
み
、
夏
秋
も
又
た

雨
潔
に
苦
し
む
)
」

(
注
二
一
)
と
あ
る
。

年
譜
に
書
か
れ
た
こ
と
か
ら
、

王
漁
洋
は
願
治
二
一
年
に
、
北
京
か
ら
故
郷
の
山
東
省
に
帰
っ
て
か
ら
、
順
治
一
四
年
ま
で
、

山
東
省
内

に
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

次
に
、
注
目
し
た
い
の
は
事
件
現
場
で
あ
る
。
事
件
現
場
を
推
泌
す
る
鍵
と
な
る
の
は
、

「
蚕
租
行
」

の
主
人
公
で
あ
る
婦
人
が
、
養
蚕
婦

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

養
蚕
が
盛
ん
な
と
こ
ろ
と
い
え
ば
、

江
南
地
方
、
陳
西
地
方
か
西
川
地
方
で
あ
る
(
注
二
二
)
。
挟
西
地
方
と
四
川
地
方
は
、
当
時
、
孫
可

望
ら
反
乱
軍
と
戦
う
前
線
基
地
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
婦
人
が
養
蚕
に
従
事
で
き
る
よ
う
な
環
境
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

ま
た
、

江
南
地

方
で
は
、
漁
洋
の
い
る
山
東
省
か
ら
離
れ
す
ぎ
て
い
る
。

王
漁
洋
が
、
養
蚕
婦
の
悲
劇
を
知
る
た
め
に
は
、

や
は
り
、

こ
の
事
件
が
山
東
省

で
起
こ
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
は
、

山
東
省
で
も
養
蚕
は
盛
ん
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。



王
漁
洋
が
故
郷
で
あ
る
山
東
省
の
産
物
を
詠
っ
た
詩
に
「
山
蚕
詞
四
首
」

(
『
帯
経
堂
集
』
巻
二
)
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
其
一
に
、

「
曽
説
蚕

叢
寄
道
険
、
誰
知
斉
道
亦
蚕
叢
(
曽
て
説
く
蚕
叢
萄
道
は
険
し
と
、
誰
れ
か
知
ら
ん
や
斉
道
も
亦
た
蚕
叢
な
る
を
)
」

と
あ
り
、
山
東
省
で
も

養
蚕
が
盛
ん
な
こ
と
を
誇
っ
て
い
る
。
な
お
、

「
山
蚕
」
と
は

「
野
蚕
」

の
こ
と
で
、
家
の
外
で
育
つ
蚕
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

王
漁
洋

の
『
香
祖
筆
記
』
巻
五
に
拠
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
(
注
一
回
〉
。

王
西
寧
仲
威
銭
暑
臆
態
説
説
山
臨
一
一
僚
甚
悉
、
可
補
孫
文
定
廷
鐙
山
蚕
説
所
未
及
、
親
録
於
此
。
薬
渓
談
記
、
再
賞
、
莱
夷
作
牧
、
販

箆
緊
糸
。
爾
雅
日
、
襲
、
山
桑
。
師
吉
日
、
出
桑
之
糸
、
其
靭
中
琴
悲
之
絃
(
注
一
五
)
。
蘇
氏
日
、
惟
東
莱
有
此
糸
。
以
之
為
抽
帽
、
堅

靭
異
常
。
策
人
謂
之
山
繭
紬
(
注
二
ハ
)
。

(
王
西
寧
仲
威
銭
の
暑
勝
臆
説
の
山
簡
を
説
く
の
一
僚
は
甚
だ
悉
く
せ
り
、
孫
文
定
廷
鐙
の
山
蚕
説
の
未
だ
及
ば
ざ
る
所
を
補
ふ
べ
し
、

報
ち
此
こ
に
録
す
。
薬
渓
談
記
に
い
ふ
、
馬
貢
に
い
ふ
、
莱
夷
は
牧
と
作
り
、
販
の
態
と
察
糸
と
あ
り
、
と
。
溺
雅
に
日
く
、
黙
は
、

と
。
師
古
田
く
、
山
桑
の
糸
、
其
れ
靭
や
か
に
し
て
琴
悲
の
絃
に
中
つ
、
と
。
蘇
氏
臼
く
、
惟
だ
東
莱
の
み
此
の
糸
有
り
。

山
桑
な
り
、

之
れ
を
以
て
績
を
為
れ
ば
、

堅
靭
な
る
こ
と
常
に
異
な
れ
り
。
兼
人
は
之
れ
を
山
繭
紬
と
謂
ふ
、

山
に
生
じ
る
桑
を
食
べ
た
蚕
の
吐
く
強
靭
な
糸
を
、
山
東
省
の
人
は

と

こ
れ
に
拠
れ
ば
、

「
山
繭
紬
」
と
呼
ん
だ
こ
と
が
分
か
る
。
強
靭
な

糸
を

「
山
鶴
」

と
い
う
な
ら
ば
、

そ
の
糸
を
吐
く
蚕
は

「
山
蚕
」

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
、

山
東
省
で
は
、
家
で
養
う
「
家
蚕
」
と

春
藤
秋
糸
各
自
詩

一
年
三
熱
勝
江
南

「
野
蚕
」
を
育
て
る
〈
注
一
七
)
。
其
三
を
挙
げ
た
い
。

春
藤
秋
糸

一
年
三
熟

各
自
諾
ん
じ

江
南
に
勝
れ
り

柘
蚕
成
後
寒
蚕
続

柘
蚕
成
り
し
後

寒
蚕
続
ぐ

呉
王
の
八
臨
蚕

不
道
呉
王
八
萌
蚕

道
は
ず

王
漁
洋
の
戦
争
批
判
詩

i
「
査
租
行
」
を
中
心
と
し
て
|

(
荒
井
)

五
三
頁
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第
一
句
は
、

蚕
の
糸
の
収
穫
に
つ
い
て
、
養
蚕
婦
た
ち
は
よ
く
熟
知
し
て
い
る
こ
と
を
言
う
。
第
二
句
は
、

山
東
省
の
蚕
に
は
、

一
年
に

三
度
糸
を
吐
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
あ
り
、

そ
の
た
め
、

一
年
に
二
度
糸
を
吐
く
こ
と
が
で
き
る
江
南
の
蚕
よ
り
も
勝
っ
て
い
る
こ
と
を

言
う
。第

三
句
は
、

八
輩
蚕
の
こ
と
を
指
し
、

五
匹
の
蚕
を
そ
れ
ぞ
れ
季
節
ご
と
に
育
て
る
こ
と
で
、

一
年
に
八
回
糸
を
収
穫
で
さ
る
こ
と
を
言

う
。
五
匹
の
う
ち
、
三
匹
が
二
度
糸
を
吐
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
、

一
年
に
八
回
の
収
穫
が
で
き
る
の
で
あ
る
(
注
一
八
三
第
四
句
は
、

山

東
省
の
蚕
は
、
呉
王
の
菌
、

つ
ま
り
江
南
の
蚕
と
比
べ
て
、
ず
っ
と
優
れ
て
い
る
こ
と
を
言
う
。
「
八
繭
蚕
」

は
八
輩
査
の
こ
と
で
あ
る
。

右
に
挙
げ
た
詩
に
よ
っ
て
、
養
蚕
が
山
東
省
で
も
盛
ん
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

と
い
う
こ
と
は
、

「
蚕
程
行
」

に
詠
わ
れ
る
婦
人
の
出
来

事
も
、

山
東
省
で
起
こ
っ
た
事
件
で
あ
っ
て
も
不
思
議
は
な
い
。

そ
し
て
、

王
漁
洋
は
順
治
一
四
年
夏
の
事
件
当
時
、

山
東
省
に
い
た
の
で

あ
る
。

分
か
る
。

「
東
莱
」
で
あ
る
こ
と
が
『
香
祖
筆
記
』
に
引
か
れ
る
書
に
よ
っ
て

「
東
莱
」
と
い
え
ば
、
当
時
、
漁
洋
の
長
兄
で
あ
る
王
士
禄
が
赴
任
し
て
い
た
地
で
あ
る
。
「
蚕
租
行
」
事
件
は
、
こ
の
兄
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
情
報
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
漁
洋
が
実
際
に
あ
っ
た
悲
惨
な
出
来
事
を
、
自
ら
の
耳
で
開
く
こ
と
が
で
き
た
と
し
て

そ
し
て
、

山
東
省
の
中
で
、
特
に
「
山
蚕
」

の
養
育
が
盛
ん
な
の
は

も
、
お
か
し
く
は
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た

「
蚕
現
行
」

に
は
、
略
奪
と
か
殺
裁
と
い
っ
た
戦
争
に
よ
る
誼
接
的
な
被
害
は
一
切
描
か
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
漢
中
か
ら
は
戦

争
の
直
接
的
被
害
が
届
か
な
い
地
域
を
舞
台
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、

「
蚕
程
行
」
事
件
が
、
山
東
省
で
起
こ

っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

四
、
平
氏
の
立
場
に
立
つ
て
の
戦
争
批
判
明



「
蚕
租
行
」

は
、
そ
の
詩
の
中
に
、

「
漢
中
索
軍
租
」

(
第
五
解
)
と
い
う
句
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
時
、
漢
中
で
起
こ
っ
て
い
た
孫
可
望
に

よ
る
反
乱
を
詠
み
こ
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、
漁
洋
の
事
跡
と

「
山
蚕
謁
四
首
」
を
見
る
こ
と
で
、
山
東
省
で
も
養
蚕
が
盛
ん

で
あ
り
、

山
東
省
に
い
た
漁
洋
が
養
蚕
婦
の
悲
劇
を
、
実
際
に
耳
に
し
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

実
際
の
戦
争
に
よ
っ
て
、
苦
し
め
ら
れ
る
平
氏
を
描
写
す
る
こ
の
詩
は
、
戦
争
批
判
詩
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
戦
争
批
判
と
一
言

当
時
、

つ
で
も
、
詩
人
の
社
会
的
立
場
に
よ
っ
て
、
批
判
の
対
象
は
異
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

明
朝
の
遺
民
と
い
う
立
場
で
あ
れ
ば
、
清
軍
を
批
判
す
る
言
葉
が
見
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
清
朝
に
仕
え
る
身
分
で
あ
れ
ば
、
清
軍
を
批

判
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
こ
で
は
、

王
漁
洋
が

「
蚕
租
行
」

に
お
い
て
、

ど
の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
戦
争
批
判
を
し
た
の
か
を
論
じ

て
み
た
い
。

「
蚕
穏
行
」

を
見
て
み
る
と
、
戦
争
を
暗
示
す
る

「
軍
租
」

と
い
う
言
葉
が
二
信
所
あ
る
。

一
つ
は
、
第
五
解
の

「
漢
中
索
軍
租
」

(
第
三

勾
)
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
実
擦
に
戦
争
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
だ
け
で
な
く
、

「
不
得
還
顧
私
」

(
第
四
句
)
と
続
く
よ
う
に
、

税
の
と

り
た
て
が
厳
し
く
な
っ
た
理
由
で
も
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
第
九
解
の

「
軍
租
持
底
当
」

(
第
二
句
)
で
あ
る
。
第
一
句
に
「
蚕
応
黒
痩
尽
」

と
あ
る
た
め
に
、

も
は
や
納
税
に
充
て
る

手
立
て
が
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
、

こ
の

「
軍
租
」
こ
そ
が
、
養
蚕
婦
を
自
殺
に
追
い
込
ん
だ
原
因
、
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

養
蚕
婦
を
自
殺
に
追
い
込
ん
だ
要
因
は
他
に
も
あ
る
。
「
塁
正
」
の
存
在
で
あ
る
。

さ
れ
な
い
と
婦
人
に
告
げ
(
第
五
解
)
、
納
税
期
間
の
猶
予
を
求
め
る
婦
人
の
要
請
を
、

税
金
を
納
め
る
た
め
に
は
、
家
計
を
省
み
る
こ
と
は
許

無
慈
悲
に
も
却
下
す
る
(
第
七
解
)
。

こ
の

「
里
正
」

の
一
言
動
が
婦
人
の
自
殺
を
促
し
た
と
言
え
る
。

ま
た
、

「
里
正
」
を
支
配
し
て
い
る
存
在
も
い
る
。

そ
れ
が
第
七
解
の

「
馬
上
郎
」

で
あ
る
。

「
里
正
」
も

「
馬
上
郎
」
も
、

共
に
清
朝
の
支
配
下
に
い
る
者
た
ち
で
あ
る
。

そ
し
て
、

「
軍
租
」
を
求
め
た
軍
も
、

呉
三
桂
率
い
る
清
の

軍
隊
で
あ
っ
た
。

と
い
う
こ
と
は
、

「
蚕
租
行
」

で
、
批
判
の
対
象
と
し
た
の
は
、
清
朝
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

王
漁
洋
の
戦
争
批
判
詩

l
「
蚕
租
行
」
を
中
心
と
し
て
j

荒
井
)

五
五
頁
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「
箪
程
」
を
求
め
る
要
因
と
な
っ
た
反
乱
軍
の
首
領
格
だ
っ
た
孫
可
望
は
、

一
時
期
で
も
明
朝
の
皇
族
で
あ
っ
た
桂
王
を
擁
し
、

明
の
将

軍
と
な
っ
て
い
た
。

そ
し
て
、
彼
の
仲
間
で
あ
っ
た
劉
文
秀
は
一
時
呉
三
桂
を
苦
し
め
た
。

ま
た
、
李
定
国
は
最
後
ま
で
明
の
将
軍
と
し
て

清
と
戦
っ
た
。
長
い
戦
争
の
き
っ
か
け
は
、

こ
の
反
乱
軍
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

で
は
、

王
漁
洋
が
批
判
し
た
か
っ
た
の
は
、

明
朝
復
興

を
綴
う
反
乱
箪
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

注
目
し
た
い
の
は
、

「
蚕
租
行
」
に
描
か
れ
る
悲
劇
は
、
略
奪
や
殺
裁
と
い
っ
た
戦
争
の
痘
接
的
な
被
害
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
は

決

t
h

円、‘母、

4
ん

'ν

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
全
部
で
十
解
あ
る
中
で
、
最
も
多
く
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
苦
悩
す
る
平
氏
の
姿
で
あ
る
。

戦
争
の
直
接
的
な
被
害
を
受
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

戦
地
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
戦
争
と
は
関
係
の
な

戦
争
の
被
害
を
一
番
受
け
る
の
は
、
清
朝
政
府
に
も
、
戦
争
に

そ
し
て
、

い
土
地
に
居
て
も
、
戦
争
の
被
害
は
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

も
抗
う
こ
と
の
で
き
な
い
、
力
な
き
平
民
た
ち
な
の
で
あ
る
。

た
め
に
、

戦
争
の
被
害
は
殺
人
や
略
奪
、
破
壊
と
い
っ
た
直
接
的
な
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
戦
争
を
続
け
る
た
め
に
必
要
と
な
る
兵
糧
を
支
え
る

平
民
た
ち
の
血
税
が
吸
い
上
げ
ら
れ
、
彼
ら
の
生
活
を
圧
迫
す
る
の
で
あ
る
。
戦
争
は
、
そ
の
勝
敗
に
関
係
な
く
、
苦
し
め
ら
れ

る
の
は
常
に
平
民
な
の
で
あ
る
。
「
蚕
租
行
」
が
、
戦
争
に
よ
る
殺
人
や
略
奪
を
一
切
描
写
し
て
い
な
い
の
は
、
直
接
的
で
な
い
に
せ
よ
、
カ

な
き
平
民
に
降
り
か
か
る
理
不
尽
な
戦
災
が
あ
る
こ
と
を
訴
え
た
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

王
漁
洋
は
明
朝
の
遺
民
と
い
う
立
場
で
は
な
く
、

ま
た
清
朝
に
仕
え
る
役
人
の
立
場
で
も
な
く
、
力
な
き
平
民
の
立
場
に
た
っ
て
、

人
類

に
と
っ
て
無
益
で
し
か
な
い
戦
争
そ
の
も
の
を
批
判
の
対
象
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

漁
洋
は
、

戦
争
が
明
の
遺
畏
に
と
っ
て
も
、
清
朝
に
と
っ
て
も
無
益
な
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
、

人
類
に
は
不
幸
し
か
も
た
ら
さ
な
い
こ

と
を
見
抜
い
て
い
た
。

そ
の
た
め
、
誰
も
が
平
和
に
暮
ら
せ
る
世
の
中
を
顕
っ
て
、
戦
争
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
自
ら
も
弱
者

で
あ
っ
た
少
年
期
に
戦
争
の
脅
威
を
体
験
し
、

「
蚕
穏
行
」

の
序
文
に
「
王
子
感
駕
」
と
、
戦
う
力
も
権
力
も
な
い
弱
い
人
々
に
感
情
移
入
で



き
る
漁
洋
だ
か
ら
こ
そ
導
き
出
せ
た
答
え
な
の
で
あ
る
。

五、

「
蚕
租
行
」

に
見
ら
れ
る
杜
甫
詩
の
影
響

玉
漁
洋
の

「
蚕
租
行
」

は
、
戦
争
に
苦
し
め
ら
れ
る
弱
者
の
立
場
に
立
っ
て
、
戦
争
を
批
判
し
た
も
の
だ
っ
た
。
弱
者
の
立
場
に
立
っ
て

の
戦
争
批
判
は
、
社
甫
(
七
一
二

1
七
七

O
)
の

「
兵
車
行
」

(
『
社
詩
詳
註
』
巻
二
)
や
、

ご
三
史
一
一
一
別
」

(
『
杜
詩
詳
註
』
巻
七
〉
な
ど
の
戦
争

批
判
詩
に
も
見
ら
れ
る
姿
勢
で
あ
る
。
杜
甫
が
民
衆
の
た
め
に
戦
争
批
判
詩
を
作
っ
た
こ
と
は
、
鈴
木
修
次
氏
の
『
唐
代
詩
人
論
会
一
)
』
「
社

甫
論
」

(
講
談
社
学
術
文
庫
、

一
九
七
九
)
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
注
一
九
)
。

従
来
、

王
漁
洋
が
編
纂
し
た
盛
唐
詩
集
『
唐
賢
三
味
集
』
に
、
社
甫
の
詩
が
採
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
漁
洋
は
杜
甫
を
軽
ん
じ

し
か
し
、
漁
洋
は

「
論
詩
絶
句
」
其
九
(
『
帯
経
堂
集
』
巻
一
四
)
で
、
社
常
の
詩
を
次

て
い
た
と
誤
解
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
(
注
二

O
Y

の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

草
堂
楽
府
撞
驚
奇

草
堂
の
楽
府

驚
奇
を
撞
に
し

社
老
哀
時
託
輿
微

社
老
は
時
を
哀
し
み
て
興
微
を
託
す

「
草
堂
」
は
李
自
(
七

O
一
i
七
六
二
)
の
こ
と
。
彼
の
詩
集
が
『
草
堂
集
』
と
一
言
っ
た
の
に
よ
る
呼
称
。
李
白
の
楽
府
は
、
驚
く
ほ
ど
素

晴
ら
し
い
。
社
甫
は
時
勢
の
衰
え
を
悲
し
ん
で
は
、
留
の
安
定
を
詩
に
託
し
た
。
漁
洋
は
時
勢
を
憂
え
、
留
を
思
う
気
持
ち
を
詩
の
作
り
手

と
し
て
、
杜
甫
を
第
一
の
詩
人
と
し
て
評
価
し
て
い
る
こ
と
が
、
「
論
詩
絶
句
」
か
ら
分
か
る
。

ま
た
、
『
師
友
詩
伝
録
』
(
清
・
郎
廷
塊
問
、
漁
洋
答
、
『
清
詩
話
』
所
収
、
上
海
古
籍
出
版
社
、

一
九
七
八
)
の
第
二
六
僚
で
、
詩
は
本
来

美
し
い
表
現
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
目
の
当
た
り
に
し
た
現
実
か
ら
湧
き
上
が
る
思
い
を
、
他
者
に
伝
え
、
訴
え
る
、

と
い
っ
た
内
容
も
充

実
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
時
代
が
下
る
と
華
美
な
表
現
ば
か
り
を
追
い
求
め
る
人
々
が
現
れ
、

そ
れ
に
倣
う
者
た
ち
も
現
れ
る

王
綿
洋
の
戦
争
批
判
詩
|
「
蚕
租
行
」
を
中
心
と
し
て
|

(
荒
井

五
七
貰
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と
い
う
弊
害
を
述
べ
た
後
、
彼
ら
と
は
異
な
り
、
表
現
も
内
容
も
充
実
さ
せ
た
詩
人
と
し
て
柱
荒
を
挙
げ
る
。

至
社
少
綾
乃
大
懲
廠
弊
、
以
雄
辞
痘
写
時
事
、

張
籍
新
楽
府
、
倍
覚
高
揮
典
厚
、
蒼
涼
悲
壮
。

以
餅
格
而
締
鴻
文
、

而
新
体
立
斎
。
較
之
白
太
侍
調
喰
詩
、
秦
中
吟
之
属
、

及
王
建
、

立
つ
。
之
れ
を
白
太
侍
の
菰
喰
の
詩
・
秦
中
吟
の
属
、

(
杜
少
陵
に
至
り
て
は
乃
ち
大
い
に
販
の
弊
を
懲
ら
し
、
雄
辞
を
以
て
直
ち
に
時
事
を
写
し
、
創
格
を
以
て
鴻
文
を
約
し
、
市
し
て
新
体

及
び
王
建
・
張
籍
の
新
楽
府
に
較
ぶ
れ
ば
、
倍
ま
す
高
津
典
厚
、
蒼
涼
悲
壮
を

党
ゆ
)

杜
帯
が
時
事
を
描
い
た
詩
は
、

白
居
易
や
張
籍
・
王
建
よ
り
も
優
れ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
評
を
見
る
限
り
、
漁
洋
の
戦
争
批
判
詩

が
、
杜
甫
の
戦
争
批
判
詩
を
意
識
し
て
い
た
と
し
て
も
、

お
か
し
く
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
漁
洋
の

「
査
租
行
」

と
杜
甫
詩
と
の
類
似
点
を
挙
げ
、

「
蚕
租
行
」
に
見
ら
れ
る
社
甫
詩
の
影
響
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

1 

「
兵
車
行
」

と
の
類
似
点

①
民
衆
の
立
場
に
た
っ
た
戦
争
批
判

「
兵
恵
行
」

は
戦
争
を
為
政
者
の
立
場
で
は
な
く
、
実
際
に
戦
争
に
駆
り
立
て
ら
れ
た
兵
士
の
立
場
か
ら
、
戦
争
に
対
す
る
恨
み
を
述
べ

た
詩
で
あ
る
(
注
一
二
三
社
甫
詩
は
限
前
の
事
実
を
題
材
に
し
て
い
る
。

漁
洋
の

「
蚕
租
行
」

も
、
実
際
に
起
こ
っ
た
戦
争
を
下
敷
き
と
し
、

平
氏
の
立
場
に
た
っ
て
戦
争
批
判
を
行
な
っ
て
い
た
。

両
者
と
も
実

際
の
戦
争
に
苦
し
め
ら
れ
る
民
衆
の
立
場
に
た
っ
て
詩
を
制
作
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
民
衆
の
た
め
の
戦
争
批
判
は
、

も
っ
と
も

重
要
な
類
似
点
で
あ
る
。

②
俗
語
の
使
用



杜
帯
の

「
兵
車
行
」

の
特
徴
と
し
て
俗
語
の
使
用
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
出
征
す
る
兵
士
に
、

そ
の
家
族
が
追
い
す
が
っ
て
き
て
泣

く
場
面
に
見
え
る
、

「
耶
嬢
妻
子
走
相
送
(
耶
嬢
と
妻
子
と
走
り
て
相
送
る
)
」

の

「
耶
嬢
(
父
母
ご

と

「
妻
子
(
妻
)
」
な
ど
で
あ
る
。

王
漁
洋
の

「
蚕
程
行
」

に
も
俗
語
の
用
例
が
あ
っ
た
。
第
五
解
「
阿
夫
持
祷
去
(
何
夫
嬬
を
持
ち
て
去
る
)
」

の

「
阿
夫
(
日
一
那
)
」
や
第
九

解
「
軍
租
持
底
当
」

の

「
持
底
(
以
何
ご
な
ど
で
あ
る
。

登
場
人
物
の
会
話
や
、
情
景
描
写
を
い
き
い
き
と
さ
せ
る
効
果
を
狙
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

戯
曲
的
な
面
白
み
を
持
た
せ
る
こ
と
に
一
役
買
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
彼
ら
は
詩
に
戯
曲
的
面
白
み
を
持
た
せ
る
こ
と
で
、
戦
争
批
判
と
い

こ
れ
ら
俗
語
の
使
用
は
、

こ
れ
は
彼
ら
の
詩
に

う
主
張
を
民
間
に
伝
え
、

さ
ら
に
広
範
囲
に
主
張
が
伝
播
さ
れ
る
こ
と
を
意
図
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

③
税
の
と
り
た
て
の
厳
し
さ
を
訴
え
る
場
面

「
兵
車
行
」

と

「
蚕
租
行
」

と
で
は
、
税
の
と
り
た
て
の
厳
し
さ
を
訴
え
る
描
写
で
、
類
似
し
た
表
現
や
構
成
が
見
受
け
ら
れ
る
。

「
兵
車
行
」
は
兵
士
の
告
白
と
し
て
、

「
今
年
の
冬
は
、

西
方
で
の
兵
卒
が
ま
だ
終
わ
っ
て
い
な
い
の
に
、

県
の
役
人
は
容
赦
な
く
税
を
取

り
立
て
る
。

し
か
し
、
働
き
手
が
戦
争
に
遣
ら
れ
て
い
な
い
の
に
、

ど
う
や
っ
て
税
を
約
め
れ
ば
よ
い
の
か
(
立
如
今
年
冬
、
未
休
関
西
卒
。

県
官
急
索
租
、
租
税
従
何
出
)
」

と
訴
え
る
。

一
方

「
蚕
四
位
行
」
第
九
解
で
は

「
蚕
応
に
黒
痩
し
尽
く
す
べ
し
、

軍
租
底
を
持
て
か
当
て
ん
(
蚕
応
黒
痩
尽
、

軍
程
持
底
当
)
」

と
な
っ

て
い
る
。
「
軍
租
持
底
当
」

の
句
が
、
社
甫
の

「
租
税
従
何
出
」
句
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

そ
し
て
、
収
入
源
が
な
い
た
め
に
税

金
が
納
め
ら
れ
な
い
と
い
う
構
成
も
、
杜
甫
詩
と
の
類
似
が
認
め
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、

王
漁
洋
は
戦
争
批
判
詩
に
お
い
て
、
社
甫
の
戦
争
批
判
の
精
神
と
表
現
を
学
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

2 

ご
ニ
吏
」

と
の
類
似
点
i
民
衆
か
ら
の
視
点
と
劇
的
構
成

王
漁
洋
の
戦
争
批
判
詩
!
「
蚕
租
行
」
を
中
心
と
し
て

i

(
荒
井
)

五
九
頁
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「
一
ニ
吏
三
別
」
も
、
戦
争
に
よ
っ
て
民
衆
に
も
た
ら
さ
れ
る
悲
劇
を
述
べ
た
詩
で
あ
る
。
こ
の
戦
争
は
、
安
禄
山
の
乱
勃
発
後
(
七
五
五
)
、

至
徳
元
年
(
七
五
六
)
か
ら
乾
元
二
年
(
七
五
九
)
ま
で
洛
陽
の
周
辺
で
起
こ
っ
た
賊
軍
討
伐
戦
争
を
背
景
に
し
て
い
る
(
注
二
二
)
。

ご
ニ
吏
三

別
」
も
実
際
に
起
こ
っ
た
戦
争
に
取
材
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

ご
ニ
吏
」

と
は
、

「
新
安
吏
」
「
漣
関
吏
」
「
石
壕
吏
」

の
こ
と
で
あ
る
。
詩
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
役
人
が
平
民
を
戦
役
に
駆
り
た
て
る

様
子
、
紡
壁
建
設
を
指
揮
す
る
様
子
を
描
写
し
て
、
戦
争
の
悲
惨
さ
を
訴
え
る
。

こ
の
連
作
に
つ
い
て
、
鈴
木
修
次
氏
は
、

「
詩
人
の
眼
が
、

し
だ
い
に
体
制
か
ら
離
れ
て
ゆ
く
そ
こ
の
と
こ
ろ
に
、

こ
の
連
作
の
意
味
が
あ

る
の
で
あ
る
」

(

一

O
O
頁
)
と
言
う
。
鈴
木
氏
の
言
う
「
体
制
」

と
は
、
社
甫
が
政
府
組
織
の
体
制
化
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

つ
ま
り
、

社
甫
の
戦
争
を
見
る
視
点
が
、
役
人
側
か
ら
民
衆
側
に
移
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。

社
甫
の
視
点
が
変
化
し
て
い
く
様
子
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
詩
の
末
尾
を
見
る
と
よ
く
分
か
る
。
以
下
、
杜
甫
の
詩
集
に
記
載
さ
れ
た

「
新
安

吏
」
「
撞
関
吏
」
「
石
壕
吏
」

の
顕
番
通
り
に
、
三
首
を
概
観
し
た
い
。

「
新
安
吏
」

は
、
官
軍
が
賊
軍
に
苦
戦
を
強
い
ら
れ
た
た
め
、
本
来
徴
兵
の
必
要
の
な
い
脆
弱
な
若
者
た
ち
を
も
戦
争
に
駆
り
立
て
る
さ

ま
を
播
く
。
詩
は
、
徴
兵
さ
れ
る
息
子
を
心
配
す
る
母
親
に
、

「
息
子
に
取
り
鎚
っ
て
泣
く
の
は
よ
し
な
さ
い
、
官
軍
の
大
将
ど
の
は
父
や
兄

の
よ
う
に
若
者
に
接
す
る
で
し
ょ
う
(
送
行
勿
泣
血
、
僕
射
如
父
兄
ご

と
、
慰
め
の
言
葉
を
か
け
て
結
ば
れ
る
。
こ
の
時
、
杜
甫
は
官
軍
が
、

若
者
を
無
駄
死
に
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
、

と
官
軍
に
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。

「
漣
関
吏
」

は
、
多
く
の
兵
士
が
賊
軍
の
侵
攻
に
備
え
て
紡
壁
を
築
い
て
い
る
様
子
を
描
く
。
安
禄
山
の
乱
勃
発
後
、

寄
箭
翰
は
撞
関
を

出
て
、

桃
林
〈
河
南
省
霊
宝
県
)
で
安
禄
山
の
軍
と
戦
い
、
大
敗
を
喫
し
た
。

そ
の
時
、

王
朝
の
兵
士
数
万
が
、
黄
河
で
溺
死
し
た
。

そ
こ
で

杜
甫
は
、

「
将
軍
様
、

ど
う
か
寄
辞
翰
の
二
の
舞
に
な
ら
ぬ
よ
う
に
(
誇
嘱
防
関
将
、
慎
勿
学
寄
箭
)
」

と
告
げ
て
、
こ
の
詩
を
結
ぶ
。
杜
甫
は

こ
こ
で
も
、
官
軍
に
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。



「
石
壕
吏
」

は
、
す
で
に
三
人
の
患
子
を
兵
役
に
駆
ら
れ
、
次
男
を
戦
争
で
亡
く
し
た
老
夫
婦
の
も
と
へ
、
役
人
が
老
人
さ
え
も
徴
兵
し

ょ
う
と
や
っ
て
来
て
、
老
人
は
家
の
垣
根
を
越
え
て
逃
げ
、

そ
の
老
婦
人
が
夫
の
代
わ
り
に
戦
地
に
赴
く
さ
ま
を
描
く
。
「
深
夜
、

人
の
声
は

た
だ
す
す
り
泣
く
声
だ
け
が
聞
こ
え
た
気
が
し
た
。
明
け
方
、
石
壕
村
を
後
に
し
た
。
途
中
、
逃
げ
た
老
人
に
出
会
い
、
別
れ
を
告

げ
た
(
夜
久
語
声
絶
、
如
開
泣
幽
昭
。
天
明
登
前
途
、
独
与
老
翁
別
)
」
と
詩
は
結
ば
れ
る
。

民
衆
へ
の
慰
め
の
言
葉
も
な
け
れ
ば
、
政
府
を
擁
護
す
る
言
葉
も
な
い
。
た
だ
、
民
衆
を
戦
役
に
駆
り
つ
く
し
て

ひ
ど
い
現
実
を
描
写
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

絶
え
、前

の
二
首
と
異
な
り
、

も
足
り
ず
、

な
お
も
老
人
ま
で
駆
り
た
て
て
い
く
、

を
見
て
き
た
。
詩
は
段
階
を
踏
ん
で
、
政
府
側
に
あ
っ
た
杜
甫
の
視
点
が
次
第
に
畏
衆
の
側
へ
と
移
っ
て
い
く
。

に
苦
し
め
ら
れ
る
ば
か
り
の
民
衆
を
、
段
階
を
踏
ん
で
描
写
し
て
い
く
こ
と
で
、
痛
烈
な
戦
争
批
判
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
鈴
木
修
次
氏

以
上
ご
ニ
吏
」

一
方
的

は

ご
」
の
三
篇
の
く
み
あ
わ
せ
に
は
、
劇
的
効
果
を
予
想
し
て
の
構
成
が
あ
る
」

(一

O
O
貰
)
と
言
う
。

つ
ま
り
、
「
三
吏
三
別
」

は
民
衆
の

視
点
に
た
っ
て
戦
争
批
判
を
行
な
う
た
め
、
社
甫
に
よ
っ
て
意
図
的
に
編
纂
さ
れ
た
の
で
あ
る
(
注
二
一
ニ
)
。

こ
れ
は
王
漁
洋
の
「
蚕
租
行
」
に
も
通
じ
る
精
神
で
あ
る
。
ま
た
、

民
衆
の
た
め
の
戦
争
批
判
、

一
首
ご
と
の
効
果
的
な
場
面
転
換
や
、

杜
甫
と
役
人
(
「
新
安
吏
」
「
謹
関
吏
」
)
、
老
娼
と
役
人
〈
「
石
壕
吏
」
)
と
い
っ
た
問
答
形
式
で
展
開
し
て
い
く
戯
曲
的
構
成
は
、

「
蚕
程

行
」
に
も
見
え
る
構
成
で
あ
る
。

3 

「
三
別
」

と
の
類
似
点
i
登
場
人
物
の
告
白
に
よ
る
報
道
文
学

「
新
婚
別
」
「
垂
老
別
」
「
無
家
別
」
の
こ
と
で
あ
る
。
鈴
木
氏
は
、
「
三
別
」
の
構
成
も
、

政
府
へ
の
批
判
が
痛
烈
さ
を
高
め
て
い
く
と
す
る
(
一

O
O
頁
)
。
以
下
、
詩
集
の
配
列
ど
お
り
に
ご
二
別
」
詩
の
末
数
句
を
見
て
い
き
た
い
。

「
新
婚
別
」
は
、
新
婚
だ
と
い
う
の
に
、
夫
が
戦
役
に
駆
ら
れ
て
、
寂
し
く
独
り
身
で
す
ご
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
婦
人
の
告
白

「
三
郎
」

と
は

「
三
吏
」

と
同
様
に
、
次
第
に

王
漁
洋
の
戦
争
批
判
詩

i
「
蓋
租
行
」
を
中
心
と
し
て
|

(
荒
井
)
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と
し
て
語
ら
れ
る
。
詩
は
、

ま
さ
か
新
婚
な
の
に
、
長
く
あ
な
た
の
帰
り
を
待
つ
身
と
な
る
と
は

(
人
事
多
錯
託
、
与
君
永
棺
望
)
」
と
結
ぼ
れ
る
。
た
だ
、
戦
争
の
た
め
に
引
き
裂
か
れ
た
新
婚
夫
婦
の
悲
劇
を
描
写
す
る
の
み
で
あ
る
。

「
垂
老
別
」
は
、
年
老
い
て
な
お
、
徴
兵
さ
れ
て
戦
地
に
赴
く
老
兵
の
告
白
と
し
て
語
ら
れ
る
。
匿
の
あ
ち
こ
ち
で
戦
争
は
続
き
、
流
れ

「
ど
こ
に
も
楽
園
な
ど
な
い
。
ど
う
し
て
ぐ
ず
ぐ
ず
し
よ
う
か
。
住
み
慣
れ
た
家
を
棄
て
て
戦
地
に

「
こ
の
世
は
ま
ま
な
ら
ぬ
こ
と
ば
か
り
、

る
阜
の
巳
む
こ
と
な
い
世
の
中
を
嘆
き
、

行
く
が
、
悲
し
み
に
内
臓
は
千
切
れ
ん
ば
か
り
(
何
郷
為
楽
土
、
安
敢
尚
盤
桓
。
棄
絶
蓬
室
居
、

場
然
擢
肺
肝
〉
」
と
、
詩
は
結
ば
れ
る
。
戦

争
に
赴
く
の
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
老
人
の
姿
が
痛
ま
し
く
描
か
れ
、
戦
争
批
判
の
痛
烈
さ
は
、
「
新
婚
別
」
よ
り
も
、
強
調
さ
れ
て
い
る
。

は
、
負
け
戦
か
ら
生
還
し
た
青
年
の
告
白
と
し
て
語
ら
れ
る
。
な
ん
と
か
生
還
し
た
青
年
を
、
役
人
は
再
び
徴
兵
し
よ
う
と

「
無
家
別
」

す
る
。
青
年
に
は
窓
返
し
が
で
き
ぬ
ま
ま
、

死
ん
で
し
ま
っ
た
母
親
が
い
た
。
ま
だ
母
の
葬
式
も
挙
げ
ら
れ
ず
に
い
る
の
は
、
戦
争
の
た
め
。

「
世
の
中
に
は
別
れ
を
告
げ
る
家
族
す
ら
な
い
者
の
別
れ
が
あ
る
。

天
子
は
我
々
を
人
と
し
て
認
め
て
下
さ
ら
な
い
の
か
(
人
生
無
家
別
、
何

と
、
政
府
へ
の
あ
か
ら
さ
ま
な
不
満
と
批
判
を
述
べ
て
詩
は
結
ば
れ
る
。
杜
甫
は
、

遂
に
政
府
の
あ
り
方
を
批
判
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

以
為
蒸
懇
)
」

ご
ニ
吏
三
別
」

の
戦
争
批
判
を
通
じ
て
、

れ

は

「
兵
車
行
」

と

そ
れ
ぞ
れ
の
詩
に
、
社
甫
の
、
自
身
と
し
て
の
言
葉
が
見
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ

ご
ニ
吏
」
に
は
な
い
特
徴
で
あ
る
。
詩
は
あ
く
ま
で
、
社
甫
で
は
な
く
、
詩
の
中
の
登
場
人
物
の
告
白
に
よ
っ
て
展
開

以
上

ご
ニ
別
」
を
見
て
き
た
。
注
目
し
た
い
の
は
、

し
て
い
く
。
自
身
の
一
一
言
葉
を
極
力
控
え
、

た
だ
現
状
の
み
を
伝
え
る
こ
と
に
務
め
る
こ
の
特
徴
を
、
鈴
木
氏
は

「
報
道
文
学
的
手
法
」

注

四
)
と
言
う
。

王
漁
洋
の

「
蚕
租
行
」

も
、
漁
洋
と
し
て
の
言
葉
は
見
え
な
い
。
登
場
人
物
た
ち
の
会
話
と
行
動
に
よ
っ
て
展
開
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、

柱
南
の

ご
ニ
別
」

の
よ
う
に
、
戦
争
に
よ
っ
て
も
た

h

り
さ
れ
る
現
実
の
惨
状
を
報
道
文
学
と
し
て
、

よ
り
生
々
し
く
世
に
知
ら
し
め
る
た
め

の
工
夫
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。



物
に
語
ら
せ
る
こ
と
で
、
現
実
の
悲
惨
さ
を
偏
見
な
く
伝
え
よ
う
と
す
る
報
道
文
学
的
特
徴
を
見
せ
た
。

こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
漁
洋
の

蚕

以
上
、
社
甫
詩
と
漁
洋
詩
を
比
較
し
て
み
た
。
「
兵
車
行
」

で
は
、
実
際
に
起
こ
っ
た
戦
争
を
背
景
に
し
て
い
る
こ
と
、

民
衆
の
立
場
に
た

っ
て
戦
争
を
批
判
し
た
こ
と
、
俗
語
を
溶
い
る
こ
と
、
税
の
と
り
た
て
に
苦
し
む
描
写
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
漁
洋
詩
と
の
類
似
点
が
見
ら
れ

た。
そ
し
て

ご
ニ
吏
」

で
は
問
答
形
式
で
詩
を
展
開
さ
せ
る
戯
曲
的
特
徴
を
見
せ
、

「
三
別
」

で
は
自
己
の
言
葉
で
は
な
く
、
詩
中
の
登
場
人

種
行
」

に
も
見
え
る
も
の
で
あ
る
。

「
蚕
租
行
」

は
、
杜
甫
の

「
兵
車
行
」
、

「
三
吏
三
別
」

の
詩
が
持
つ
特
徴
を
す
べ
て
兼
ね
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、

「
三
吏
三

別
」
が
二

O
勾
以
上
の
詩
一
首
ご
と
に
場
面
を
変
え
る
の
に
対
し
、

「
蚕
穏
行
」
は
四

O
句
の
詩
を
四
句
ご
と
に
区
切
る
こ
ま
め
な
場
面
転
換

と

テ
ン
ポ
の
良
い
台
一
部
ま
わ
し
に
よ
っ
て
、
詩
の
長
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
。
こ
れ
は
、
漁
洋
が
杜
帯
の
詩
を
意
識
し
た
か
ら
こ
そ
、
社
甫

の
詩
の
特
徴
を
う
ま
く
融
合
さ
せ
、
社
帯
詩
よ
り
も
読
み
や
す
く
す
る
工
夫
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

王
漁
洋
の

「
蚕
租
行
」

は
、
税
金
の
と
り
た
て
が
兵
糧
を
賄
う
た
め
に
厳
し
く
な
り
、
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
た
平
氏
の
家
族
、

と
い
う
戦

争
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
悲
劇
を
描
い
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、

そ
の
詩
に
は
実
際
の
戦
争
の
描
写
が
な
い
。

そ
れ
は
、
戦
争
に
よ
る
直

接
的
な
被
害
に
遭
わ
ず
と
も
、

そ
の
被
害
は
社
会
的
立
場
の
弱
い
平
民
た
ち
に
容
赦
な
く
降
り
か
か
る
こ
と
を
述
べ
る
た
め
だ
っ
た
。

漁
洋
に
は
、
実
際
に
戦
争
に
よ
っ
て
苦
し
め
ら
れ
、
遂
に
は
自
殺
と
い
う
悲
惨
な
路
を
た
ど
る
夫
婦
の
事
件
を
耳
に
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。

こ
の
悲
劇
は
、
実
際
に
起
こ
り
得
る
も
の
だ
か
ら
こ
そ
、
強
い
主
張
と
な
っ
て
、
詩
に
詠
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

政
治
に
も
戦
争
に
も
直
接
関
与
す
る
わ
け
で
も
な
い
、

た
だ
平
和
に
生
活
し
た
い
の
に
、
真
っ
先
に
苦
し
め
ら
れ
る
対
象
と
な
る
平
氏
、

王
漁
洋
の
戦
争
批
判
詩

i
「
蚕
租
行
」
を
中
心
と
し
て
|

(
荒
井
)
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そ
ん
な
彼
ら
に
感
情
移
入
で
き
る
王
漁
洋
だ
か
ら
こ
そ
、

人
類
に
と
っ
て
不
幸
し
か
も
た
ら
さ
な
い
戦
争
の
悲
惨
さ
を
見
抜
く
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
る
。

本
論
の
冒
頭
に
挙
げ
た

「
頻
歳
」
詩
、

そ
の
最
後
の
二
句
、

「
江
准
非
異
土
、
賜
泊
汝
何
憂
」

も
、
戦
争
が
無
益
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
訴

え
て
い
た
。
戦
争
批
判
詩
の
中
で
、

王
漁
洋
が
最
も
重
き
を
置
い
た
の
は
、
戦
争
に
関
与
す
る
軍
隊
や
為
政
者
た
ち
と
い
っ
た
加
害
者
を
批

判
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

戦
時
下
に
お
い
て
は
常
に
な
す
術
も
な
く
犠
牲
者
と
な
る
人
々
が
い
る
と
い
う
悲
惨
な
現
実
を
、
彼
ら
平
民
の
立

場
に
立
っ
て
訴
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

民
衆
の
た
め
を
思
っ
て
詩
作
す
る
精
神
が
、
杜
甫
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
も
、

注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

注

(
注
一
)
崎
市
部
洋
山
人
自
撰
年
譜
』
巻
上
に
、
「
崇
禎
十
五
年
壬
午
、

九
歳
。
冬
十
二
月
、
大
清
兵
至
済
南
、
新
城
陥
(
崇
禎
十
五
年
壬
午
、

九
歳
。
冬
十
ニ
丹
、

大
清
兵
済
南
に
至
り
、
新
城
焔
る
ご
と
あ
り
、

ま
た
、
「
崇
禎
十
六
年
突
未
、
十
歳
。
避
兵
長
白
山
之
魯
泉
(
崇
禎
十
六
年
実
未
、
十
歳
。
兵
を
長
白
山
の

魯
泉
に
避
く
ご
と
あ
る
。
な
お
、
漁
洋
ら
が
帰
郷
し
た
記
事
は
、

王
漁
洋
が
長
兄
王
土
禄
の
た
め
に
著
し
た
『
王
考
功
年
譜
』
(
『
王
土
禎
年
譜
』
所
収
)

に
見
え
る
。

「
瀕
治
二
年
乙
酉
、

先
生
年
二
十
歳
。
済
南
諸
州
邑
乱
定
、
先
生
白
山
中
帰
里
(
顕
治
二
年
乙
酉
、
先
生
の
年
二
十
歳
。
済
南
の
諸
州
邑
の
乱

定
り
、
先
生
山
中
自
り
里
に
帰
る
ご
と
あ
る
。

な
お
、
参
考
に
し
た
『
王
土
禎
年
譜
』
に
は
西
暦
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
省
い
た
。

(
注
二
)

明
漁
洋
山
人
自
撰
年
譜
』
巻
上
に
、
「
瀬
治
三
年
丙
成
、
十
三
歳
。
高
苑
賊
謝
選
定
新
城
、
陥
之
。
避
兵
長
白
。
避
地
鄭
平
、
依
張
氏
。

時
(
謝
)
遷

東
衆
千
人
、

連
破
新
城
・
長
山
諸
県
、

入
制
佃
州
拠
之
。
借
偽
号
、

霞
官
属
、
未
幾
敗
〈
順
治
三
年
丙
成
、
十
三
歳
。
高
苑
の
賊
の
謝
遷
は
新
城
に
窓
し
、

之

れ
を
陥
る
。
兵
を
長
自
に
避
く
。

地
を
郷
平
に
避
け
て
、

張
氏
に
依
る
。
特
に
遷
衆
を
東
む
る
こ
と
千
人
、
新
城
・
長
山
諸
県
を
連
破
し
、
溜
川
に
入
り

て
之
れ
に
拠
る
。
偽
号
を
借
し
て
、
宮
属
を
置
き
、
未
だ
幾
く
も
せ
ず
し
て
敗
る
ご

と
あ
り
、

ま
た
、
「
順
治
四
年
了
亥
、
十
四
歳
。

自
長
自
帰
里
〈
願
治



四
年
丁
亥
、
十
四
歳
。
長
白
自
り
里
に
帰
る
ご

と
あ
る
。
文
中
の
〈

)
は
筆
者
が
補
っ
た
。

以
下
向
じ
。

な
お
、

「
依
張
氏
」

の
張
氏
と
は
、

王
漁
洋
の

妻
張
宣
人
の
家
を
指
す
。

〈
注
一
ニ
)
鄭
成
功
が
江
寧
を
攻
め
た
記
事
は
、
『
清
史
稿
』
巻
二
二
回
・
鄭
成
功
伝
に
晃
え
る
。
該
当
箇
所
を
挙
げ
る
。
「
(
源
治
)
十
六
年
五
月
、

(
鄭
)
成
功
率

〈
甘
)
輝
・
(
余
)
新
等
整
軍
復
出
、
次
山
宗
明
。

(
張
)
埠
言
来
会
、

取
瓜
州
、
攻
鎮
江
、
使
埠
言
前
駆
、

訴
江
上
。

(
中
略
)
成
功
入
鎮
江
、
将
以
違
令
斬
(
罵
)

全
斌
、
継
市
釈
之
、
使
守
駕
。
進
攻
江
寧
、
埋
言
次
蕪
湖
、
鹿
・
嵐
・
寧
・
徽
・
池
・
太
諸
府
県
多
与
通
款
、
騰
書
成
功
、
謂
宣
奴
努
郡
県
、

以
陸
師
急

攻
南
京
(
十
六
年
五
月
、
成
功
は
輝
・
新
等
を
率
ひ
て
軍
を
整
へ
て
復
た
出
で
、
山
一
照
明
に
次
る
。
屋
一
吉
来
会
し
、

瓜
州
を
取
り
て
、
鎮
江
を
攻
め
、
題
言
を

し
て
前
に
駆
り
て

江
上
に
訴
ら
し
む
。

(
中
略
)
成
功
は
鎮
江
に
入
り
、
将
に
令
に
違
ふ
を
以
て
全
斌
を
斬
ら
ん
と
す
る
も
、
継
ぎ
て
之
れ
を
釈
し
、
駕

こ
を
守
ら
し
む
。

江
寧
に
進
攻
し
て
、
建
言
の
蕪
淑
に
次
り
し
と
き
、
庫
・
鳳
・
寧
・
徽
・
池
・
太
諸
府
県
の
多
く
款
を
通
ず
る
が
与
に
、
書
を
成
功
に

勝
へ
て
、
宜
し
く
奔
郡
県
を
収
め
て
、
陸
部
を
以
て
急
に
南
京
を
攻
む
べ
し
、

と
謂
ふ
)
」
。

(
注
四
)
「
頻
歳
」
詩
の
全
文
を
挙
げ
る
。
「
頻
歳
孫
思
乱
、

踊
橋
圧
溜
頭
。
伝
蜂
連
成
塁
、

野
突
衆
沙
洲
。

司
馬
能
清
野
、

天
呉
漸
穏
流
。
江
准
非
異
土
、

揺

泊
汝
何
憂
(
頻
歳
孫
患
の
乱
あ
り
、

崩
構
海
頭
を
圧
す
。
伝
蜂
は
成
塁
に
連
な
り
、

野
突
は
沙
洲
に
衆
ま
る
。

司
馬
能
く
野
を
清
く
し
、

天
呉
瀬
く
流
れ
を

穏
や
か
に
す
。

江
准
は
異
土
に
非
ず
、

調
泊
し
て
汝
は
何
を
か
憂
へ
ん
)
」
。

「
孫
思
」
は
、
晋
代
、
議
邪
(
安
徽
省
総
州
市
浪
部
区
)
の
人
。
叔
父
の
孫
泰
は
、

天
下
が
戦
争
で
乱
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
晋
の
統
治
も
終
わ
る
だ
ろ
う
と
考
え
、
農
民
を
集
め
て
反
乱
を
起
こ
し
た
。

目
論
見
が
会
稽
の
謝
輸
に
発
覚
し
、

孫
泰
は
議
殺
さ
れ
た
。
孫
患
は
海
に
逃
れ
て
、

亡
命
者
を
集
め
て
、
復
響
を
醤
う
。
後
、
会
稽
で
農
民
に
よ
る
反
乱
が
あ
り
、

そ
の
騒
動
に
乗
じ
て
、
孫

患
は
海
上
か
ら
会
稽
を
攻
め
た
(
『
晋
審
h

巻
一

0
0
・
孫
思
伝
)
。
こ
こ
で
は
、
海
上
か
ら
江
南
を
攻
め
た
鄭
成
功
を
孫
患
に
見
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
詩
中
の

「
清
野
」

は
、
戦
時
に
食
料
等
の
敵
に
利
用
さ
れ
そ
う
な
物
を
あ
ら
か
じ
め
排
除
し
て
、
敵
箪
を
兵
糧
攻
め
に
す
る
戦
術
で
あ
る
。
「
天

呉
」
は
水
の
神
で
、
こ
こ
で
は
江
碕
の
川
が
穏
や
か
さ
を
取
り
戻
し
た
こ
と
を
言
う
。

(
注
五
)
高
橋
和
己
氏
も
、
「
彼
の
心
は
、

た
と
え
、
相
対
的
安
定
で
あ
っ
て
も
、
安
定
し
、

平
和
で
あ
る
方
が
よ
い
と
い
う
、

あ
り
得
べ
き
心
情
へ
と
傾
い
て

ゆ
く
。

は
じ
め
は
ア
モ
イ
に
、
後
に
は
台
湾
に
よ
っ
て
執
助
に
清
朝
に
抵
抗
す
る
鄭
成
功
に
む
け
て
、
詩
人
は
呼
び
か
け
る
」

と
述
べ
、
「
頻
歳
」
詩
の
最

後
の
二
句
を
挙
げ
た
後
、

「
も
う
充
分
で
は
な
い
か
、
封
爵
を
あ
た
え
る
と
い
う
清
朝
の
勧
降
に
な
ぜ
応
じ
な
い
の
か
、
詩
人
は
恐
ら
く
そ
う
考
え
て
い
た

王
漁
洋
の
戦
争
批
判
詩

i
「
蚕
租
行
」
を
中
心
と
し
て

i

(
荒
井
)

六
五
頁



筑
波
中
国
文
化
論
難

第
二
十
八
号

ニ
O
O
九

六
六
頁

の
だ
」
(
中
国
詩
人
選
集
ニ
集
二
ニ
明
王
士
一
蹴
』
「
解
説
」

一
二
;
二
ニ
一
良
、
岩
波
審
応
、

一
九
六
二
)
と
王
漁
洋
の
心
情
を
解
釈
し
て
い
る
。
な
お
、
鄭
成

功
に
封
爵
を
与
え
よ
う
と
し
た
記
事
は
、
『
清
史
稿
』
の
鄭
成
功
伝
に
見
え
る
。
順
治
九
年
〈
一
六
五
二
)
か
ら
一
一
年
(
一
六
五
四
)
に
か
け
て
、
清
は
再
三

爵
位
を
与
え
る
か
わ
り
に
降
服
す
る
よ
う
呼
び
か
け
て
い
る
。

(
注
六
)
鳩
が
桑
を
食
い
荒
ら
す
と
い
う
の
は
、
『
詩
経
』
国
嵐
・
衛
風
「
壌
」
第
三
寧
「
桑
之
未
落
、
其
葉
沃
若
。

子
嵯
鳩
今
、
無
食
桑
甚
(
桑
の
未
だ
落
ち

ず
、
其
の
葉
は
沃
若
た
り
。

子
嵯
鳩
よ
、
桑
蓄
を
食
ら
ふ
こ
と
無
か
れ
)
」

及
び
、

こ
の
章
の

「
毛
伝
」
に
、
「
鳩
、
鶴
鳩
也
。
食
桑
甚
過
、
期
辞
市
傷
其

性
(
鳩
は
、
鶴
鳩
な
り
。
桑
蓄
を
食
ら
ふ
こ
と
過
ぎ
れ
ば
、
則
ち
酔
ひ
て
其
の
性
を
傷
つ
く
ご

と
言
う
の
に
拠
る
。

(
注
七
)
「
馬
上
部
」
を

「
馬
に
跨
る
え
ら
い
役
人
さ
ま
」

と
訳
し
た
の
は
、
「
郎
」

を
役
人
と
解
釈
し
、
次
句
の

「
雑
尾
」
を
清
の
役
人
の
相
子
に
つ
い
た
羽

飾
り
、
「
紅
錦
護
」

を
満
州
族
が
妨
寒
対
策
に
蕃
る
皮
衣
と
考
え
、
「
馬
上
郎
」
が
清
の
高
級
官
更
で
あ
る
と
解
釈
し
た
た
め
で
あ
る
。
現
代
の
李
続
芙
氏

は
、
「
郎
、
古
官
職
名
、

子
此
指
達
官
。
維
尾
、
紅
錦
護
・
馬
上
部
的
装
束
(
郎
と
は
、
古
代
の
役
職
の
名
前
で
、
こ
こ
で
は
高
級
官
吏
の
こ
と
で
あ
る
。

雑
尾
・
紅
錦
護
は
、

馬
上
の
役
人
の
衣
裳
で
あ
る
ご
と
注
し
て
い
る
(
『
王
漁
洋
詩
文
選
注
』
斉
魯
書
社
、

一
九
八
二
)
。
現
代
の
人
が
高
級
官
吏
(
達
官
)

と
注
す
る
の
に
対
し
、
清
代
に
『
漁
洋
精
華
録
』
に
注
し
た
恵
棟
・
金
栄
は
、
「
雑
尾
紅
錦
護
」

の
句
に
対
し
て
注
を
付
け
て
い
な
い
(
葱
棟
司
漁
洋
山
人

精
華
録
制
纂
』
巻
一
上
、

金
栄
判
明
視
洋
山
人
精
華
録
筆
注
』
巻
一
己
。
こ
れ
は
、
清
朝
批
判
を
し
た
と
解
釈
さ
れ
る
の
を
避
け
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(
注
八
)
清
・
査
継
佐
ご
六

O
一
1
一
六
七
六
)
の
『
罪
唯
録
』
列
伝
巻
コ
二
・
張
献
忠
伝
(
滋
江
古
籍
出
版
社
、

一
九
八
六
)
に
拠
れ
ば
、
「
遇
敵
鳳
嵐
山
、

(
張
献
忠
)
挙
弓
幌
北
部
左
部
、

北
師
右
部
将
亦
院
射
献
忠
、
則
献
忠
与
左
部
将
並
倒
、
為
丁
亥
十
月
之
十
一
也
(
敢
に
鳳
嵐
山
に
遇
ひ
、

弓
を
挙
げ
て
北
師

左
部
を
腕
し
、
北
師
右
部
将
も
亦
た
貌
し
て
献
忠
を
射
れ
ば
、
則
ち
献
忠
と
左
部
将
と
並
び
に
倒
る
、

了
亥
十
月
の
十
一
為
り
ご
と
あ
り
、

張
献
忠
が
死

ん
だ
の
は
願
治
四
年
了
亥
(
一
六
四
七
)
と
な
っ
て
い
る
。

〈
注
九
)

『
罪
惟
録
』
制
列
伝
巻
=
二
・
孫
可
望
伝
に
、
「
〈
孫
)
可
望
頗
専
制
、
命
(
劉
)
文
秀
守
萄
、

市
身
従
貴
州
窺
雲
南
。
文
秀
遂
与
平
西
(
呉
)
三
桂
三
戦
、

皆
大
捷
。
三
桂
屯
漢
中
相
拒
、

己
勢
促
連
敗
(
可
望
は
頗
る
専
制
に
し
て
、
文
秀
に
命
じ
て
萄
を
守
ら
し
め
、

市
し
て
身
ら
貴
州
従
り
雲
南
を
窺
ふ
。
文
秀

は
遂
に
平
西
の
三
桂
と
三
た
び
戦
ひ
、
皆
大
捷
す
。
三
桂
は
漢
中
に
屯
し
て
相
拒
む
も
、

己
に
勢
ひ
促
し
て
連
敗
す
ご
と
あ
る
。

(注一

O
)
『
清
史
稿
』
李
定
国
伝
に
、
「
(
煩
治
)
六
年
春

(
孫
)
可
望
密
与
(
掛
)
文
秀
謀
、
諸
演
武
声
定
留
罪
、
縛
而
杖
之
百
(
六
年
春
、

可
望
は
密
か
に
文



秀
と
与
に
謀
り
、
演
武
の
声
に
諸
り
て
国
罪
と
定
め
、
縛
り
て
之
れ
に
杖
す
る
こ
と
百
た
び
す
ご

と
あ
る
。

(
注
一
一
)
『
清
史
稿
』
巻
四
七
四
・
呉
三
桂
伝
に
、

「
〈
順
治
)
十
四
年
、

〈
孫
)
可
望
反
明
、
攻
朱
由
榔
、

(
李
)
定
国
禦
之
。

可
望
敗
走
長
沙
、
来
降
。
詔
授

(
呉
)
三
桂
平
西
大
将
軍
、
与
(
李
)
国
翰
率
師
御
貴
州
。
時
羅
託
・
経
略
洪
承
鴎
等
出
湖
南
、
将
軍
卓
布
泰
等
出
広
西
、
一
一
一
道
並
進
。

(
呉
)
一
ニ
桂
等
発
漢
中
、

道
保
寧
・
順
慶
、
次
合
州
、
破
明
兵
、

収
江
中
戦
艦
(
十
四
」
年
、
可
望
は
明
に
反
し
て
、
朱
由
榔
を
攻
め
、
定
国
は
之
れ
を
禦
ぐ
。
可
望
は
敗
れ
て
長
沙
に

走
り
、
来
降
す
。
認
し
て
三
桂
に
平
西
大
将
軍
を
授
け
、
国
翰
と
与
に
師
を
率
ひ
て
貴
州
を
掬
ら
し
む
。
時
に
羅
託
・
経
略
の
洪
承
購
等
は
湖
南
を
出
で
、

将
軍
の
卓
布
泰
等
は
広
西
を
出
で
て
、
三
道
並
び
に
進
む
。
三
桂
等
は
漢
中
を
発
し
、
保
寧
・
煩
麗
を
道
て
、
合
州
に
次
り
、

暁
兵
を
破
り
て
、

江
中
の

戦
艦
を
収
む
)
」

と
あ
る
。

〈
注
一
一
一
)
漁
洋
の

「
了
酉
詩
自
序
」

は
、
「
在
様
臼
、

山
人
丁
菖
詩
自
序
、

一五一五」

と
い
う
形
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
明
王
士
棋
全
集
』
第
一
冊
所
収

の
吋
漁
洋
集
外
詩
』
巻
一
(
斉
魯
書
社
、

ニ
O
O
七
)
に
も
、

了
酉
詩
の

「
自
序
回
」

と
い
う
形
で
見
え
る
。

(
注
二
三
江
南
地
方
で
養
蚕
が
盛
ん
で
あ
る
こ
と
は
、
宋
・
荒
成
大
(
一
二
二
ハ

1
一
一
九
一
二
)
『
呉
郡
志
』
巻
一
・
土
貢
に
、
「
唐
之
土
費
、
考
之
唐
書
、
所

賞
、
糸
・
葛
・
糸
綿
・
八
蚕
糸
(
唐
の
土
貢
、

之
れ
を
窟
書
に
考
す
る
に
、
貢
ぐ
所
、
糸
・
葛
・
糸
綿
・
八
蚕
糸
)
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
分
か
る
。

ま
た
、

快
西
省
で
養
蚕
が
盛
ん
だ
っ
た
こ
と
は
、

明
・
康
海
『
武
功
県
志
』
巻
二
・
回
賦
志
第
四
に
、
「
地
東
南
、
大
宜
木
綿
・
桑
、
故
蚕
織
之
業
広
駕
。
然
多
為

紹
人
競
綴
営
利
。
故
其
人
反
貧
甚
、

至
寒
不
得
衣
維
梯
(
地
の
東
南
、
大
い
に
木
綿
・
桑
に
宜
し
、
故
に
蚕
織
の
業
は
広
し
。
然
れ
ど
も
多
く
綿
人
の
為
に

鋭
利
を
観
蹴
せ
ら
る
。
故
に
其
の
人
は
反
て
貧
な
る
こ
と
甚
し
く
し
て
、
寒
に
至
る
も
維
鱗
を
衣
る
を
得
ず
ご

と
あ
る
こ
と
か
ら
分
か
る
。

西
川
地
方
で
、

養
蚕
が
盛
ん
だ
っ
た
こ
と
は
、

王
漁
洋
の

「
山
蚕
詞
四
首
」
其
一
か
ら
も
窺
え
る
。

(
注
一
回
)
恵
棟
は

「
山
蚕
謁
四
首
」

の

「
山
蚕
」
に
注
と
し
て
、

明
の
文
期
鼠
の
吋
雲
夢
薬
渓
談
』
を
引
い
て
い
る
。
『
香
祖
筆
記
』
巻
五
と
同
様
の
文
章
で

あ
る
(
『
漁
洋
山
人
精
華
録
訓
纂
』
巻
五
上
一
)
。
窓
棟
が
引
い
た
審
物
は
、
『
薬
渓
談
記
』
と
同
一
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
注
一
五
)
「
蹄
古
臼
」
以
下
の
言
葉
は
、
『
尚
醤
』
夏
書
・
高
賞
の

「
廠
僅
擦
糸
」
に
付
さ
れ
た
孔
安
国
の

「
伝
」
に
見
え
る
。
顔
腕
古
の
言
葉
と
す
る
根
拠

は
分
か
ら
な
い
。

(
注
二
ハ
)
文
中
の

「
蘇
氏
」

は
、
宋
の
蘇
戦
(
一

O
三
六

i
一一

O
こ
の
こ
と
。
彼
の
文
は
、
『
尚
審
』
夏
審
・
前
向
費
に
付
さ
れ
た
注
で
あ
り
、
明
東
披
審

玉
漁
洋
の
戦
争
批
判
詩
!
「
蚕
租
行
」
を
中
心
と
し
て
|

(
荒
井
)

六
七
頁



筑
波
中
国
文
化
論
難

第
二
十
八
号

二

O
O
九

六
八
頁

伝
h

巻
五
に
見
え
る
。

(
注
一
七
)
恵
棟
は

「
山
蚕
詞
四
首
」
其
三
「
三
熟
」

の
語
に
、
清
の
孫
廷
鐙
(
一
六
二
ニ

1
一
六
七
四
)
『
出
蚕
説
』
を
引
い
て
注
と
す
る
。

そ
の
文
に
、

野

蚕
与
家
蚕
棺
後
先
。
然
其
穣
者
、
春
夏
及
秋
、
歳
凡
三
熟
也
(
野
蚕
と
家
蚕
と
相
後
先
す
。
然
れ
ど
も
其
の
穣
か
な
る
者
、
春
夏
よ
り
秋
に
及
ぶ
ま
で
、
歳

に
凡
そ
二
一
た
び
熟
せ
り
ご

と
あ
る
(
『
漁
洋
山
人
精
華
録
部
築
』
巻
五
上
)
。

(
注
一
八
)
後
競
・
賀
忠
誠
司
斉
民
要
術
』
巻
五
・
穂
桑
柘
第
四
五
・
附
養
蚕
に
、
「
永
嘉
記
日
、
永
嘉
有
八
輩
蚕
。
玩
珍
蚕
、
三
月
績
。
柘
蚕
、

四
月
初
績
。

転
査
、

四
月
初
鎖
。
愛
珍
、

五
月
績
。
愛
査
、
六
月
末
績
。
寒
珍
、

七
月
末
績
。

四
出
蚕
、

九
月
初
績
。
寒
蚕
、
十
月
績
。

凡
蚕
再
熟
者
、
前
輩
皆
調
之

珍
(
永
嘉
記
に
臼
く
、
永
嘉
に
八
輩
蚕
有
り
。
玩
珍
蚕
は
、
三
月
に
織
ぐ
。
柘
蚕
は
、

四
月
の
初
め
に
績
ぐ
。
玩
蚕
は
、

四
月
の
初
め
に
績
ぐ
。
愛
珍
は
、

五
月
に
織
ぐ
。
愛
蚕
は
、
六
月
の
末
に
績
ぐ
。
寒
珍
は
、

七
月
の
末
に
績
ぐ
。

四
出
蚕
は
、

九
月
の
初
め
に
績
ぐ
。
寒
蚕
は
、
十
月
に
績
ぐ
。

凡
そ
蚕
の

再
び
熟
す
る
者
、
前
輩
は
皆
之
れ
を
珍
と
謂
ふ
ご
と
あ
る
。

(
注
一
九
)

『
唐
代
詩
人
論
会
乙
』

の

「
杜
帯
の
社
会
詩
人
へ
の
脱
皮
」

五
(
六
二

1
六
七
頁
)
、

及
び
「
杜
甫
ご
一
一
吏
三
別
」

の
特
異
性
」

(
七
六

1
一
一
八

頁
)
を
参
照
。

(
注
二

O
)
漁
洋
の
杜
甫
批
判
説
を
推
す
も
の
に
、
清
・
越
執
信
(
一
六
六
二

1
一
七
四
四
)
の
『
談
龍
録
』
が
あ
る
。

そ
の
第
一
六
候
に
、

「
玩
翁
酷
不
審
少

媛
、
特
不
敢
顕
攻
之
。
毎
挙
楊
大
年
村
夫
子
之
宮
以
語
客
(
院
翁
は
酷
だ
少
接
を
喜
み
せ
ず
し
て
、
特
に
敢
へ
て
顕
か
に
之
れ
を
攻
め
ず
。
毎
に
揚
大
年
の

村
夫
子
の
自
を
挙
げ
て
以
て
客
に
語
る
ご

と
あ
る
。
楊
大
年
は
宋
・
楊
億
〈
九
七
四

i
一
O
二
O
)
の
字
で
あ
る
。
「
楊
大
年
云
云
」

は
、
宋
・
劉
放
(
一

O

一一一一

1
一
O
八
八
)
の
『
中
山
詩
話
』
第
一
六
僚
に
、
「
楊

大
年
不
喜
柱
工
部
詩
。
謂
為
村
夫
子
(
楊
大
年
杜
工
部
の
詩
を
喜
み
せ
ず
。
謂
ひ
て
村
夫
子
と

為
す
ご

と
あ
る
の
に
拠
る
。

な
お
、
社
甫
が
『
唐
賢
三
味
集
』
に
採
ら
れ
て
い
な
い
理
由
は
、

岡
田
祥
子
「
王
漁
洋
の
『
唐
賢
三
味
集
』
に
つ
い
て
」

〈
『
お
茶
の
水
女
子
大
学
中
国
文
学
会
報
』
第
六
号
、

一
九
八
七
)

に
詳
し
い
。

(
注
一
一
二
詳
し
く
は
、
鈴
木
修
次
司
唐
代
詩
人
論
会
乙
』
「
杜
甫
の
社
会
詩
人
へ
の
説
皮
」

五
の
六
三
頁
を
参
照
。
鈴
木
氏
は
、
杜
帯
が
民
衆
の
た
め
に
詩
を

作
る
社
会
派
詩
人
と
し
て
の
姿
勢
を
持
つ
契
機
と
な
っ
た
の
が

「
兵
車
行
」
だ
と
し
て
い
る
。

(
注
二
二
)
詳
し
く
は

「
新
安
吏
」

に
付
さ
れ
た
社
帯
の
自
注
、

お
よ
び
、
『
出
唐
書
』
巻
一
ニ

O
、
円
新
唐
書
』
巻
二
ニ
七
・
郭
子
儀
伝
を
参
照
。



(
注
二
三
)
詳
し
く
は
『
唐
代
詩
人
論
会
乙
』

一O
O
頁
を
参
照
。

(
注
二
四
)
「
報
道
文
学
」
に
つ
い
て
は
、
『
唐
代
詩
人
論
(
一
一
一
)
』

O
五
1

一O
八
頁
を
参
照
。

王
漁
洋
の
戦
争
批
判
詩
l

「
蚕
租
行
」
を
中
心
と
し
て

i

(
荒
井
)

(
筑
波
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
博
士
課
程
)

六
九
頁
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