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団
練
と
郷
勇
と
の
関
係
に
つ
い
て

-
湘
郷
団
練
と
湘
勇
の
場
合
-

一

筆
者
は
先
に
太
平
天
国
革
命
運
動
の
圧
殺
に
活
躍
し
た
湘
勇
の
故
郷
で
あ
る

湘
郷
県
に
お
い
て
、
知
県
朱
孫
詒
及
び
県
内
の
諸
生
羅
沢
南
・
王
等
に
よ
っ

て
団
練
が
結
成
・
組
織
さ
れ
、
こ
れ
が
後
の
湘
勇
の
そ
も
そ
も
の
母
体
と
な
っ

た
事
を
述
べ
た
。
Q

所
で
そ
の
後
に
入
手
し
た
尹
福
庭
氏
の
「
関
于
湘
軍
的
生
産
与
曽
国
藩
辨
団

練
的
関
係
」
の
論
文
に
お
い
て
、
湘
勇
の
創
建
は
団
練
の
結
成
と
同
時
に
進

め
ら
れ
、
そ
こ
に
前
後
の
関
係
は
存
在
し
な
い
と
さ
れ
、
通
説
的
見
解
で
あ
る

団
練
の
展
開
に
よ
る
湘
勇
の
組
織
化
と
い
う
考
え
を
否
定
さ
れ
た
。
又
氏
は
曽

国
藩
の
団
練
に
対
す
る
考
え
に
つ
い
て
、
指
導
著
の
人
材
・
経
費
の
問
題
等
で

困
難
が
多
く
、
却
っ
て
弊
害
を
生
ぜ
し
め
る
「
弊
政
」
と
し
て
認
識
し
て
い
た

と
し
て
否
定
的
に
解
さ
れ
、
皇
帝
の
命
を
承
け
て
湖
南
の
団
練
結
成
に
当
っ
た

と
言
わ
れ
る
が
、
実
際
に
は
団
練
結
成
の
名
の
下
に
、
新
た
な
軍
事
力
と
し
て

の
郷
勇
の
結
成
を
進
め
た
も
の
で
あ
る
と
論
断
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
氏
自
身
も
認
め
る
如
く
、
朱
孫
詒
が
唱
導
・
組
織
し
、
羅
沢
南
・
王

に
率
い
ら
れ
て
長
沙
守
備
に
当
っ
た
千
名
の
団
丁
を
曽
国
藩
の
指
揮
下
に
入

れ
、
こ
れ
を
改
組
拡
充
す
る
事
に
よ
っ
て
湘
勇
を
組
織
し
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
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こ
に
は
明
確
に
湘
郷
団
練
が
湘
勇
結
成
の
前
提
に
在
っ
た
事
を
見
て
取
る
事
が

出
来
る
。
決
し
て
最
初
か
ら
団
練
と
郷
勇
が
同
時
に
組
織
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。

又
氏
は
宋
夢
蘭
に
宛
て
た
書
簡
を
根
拠
と
し
て
、
曽
国
藩
が
団
練
の
力
・
役

割
に
全
く
期
待
を
持
た
す
、
む
し
ろ
こ
れ
を
「
弊
政
」
と
し
て
否
定
的
に
さ
え

考
え
て
い
た
と
さ
れ
た
が
、
こ
の
書
簡
の
全
体
の
論
調
か
ら
す
れ
ば
、
「
土
匪
」

討
伐
に
お
け
る
団
練
の
有
効
性
、
そ
の
必
要
性
を
認
め
て
お
り
、
現
状
の
団
練

の
在
り
方
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
有
能
な
人
材
に
よ
る
団
練
の
組
織
・

運
営
の
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
③
と
解
す
べ
き
で
あ
る
・
さ
も
な
け
れ
ば
、
宋
夢

蘭
を
安
徽
南
部
で
の
団
練
策
展
開
の
適
任
著
と
し
て
推
せ
ん
す
る
は
す
が
な
い
。

従
っ
て
湘
勇
の
母
体
は
や
は
り
咸
豊
二
年
(
一
八
五
二
)
段
階
に
湘
郷
県
で

組
織
さ
れ
た
団
練
で
あ
り
、
団
練
が
湘
勇
組
織
化
に
先
行
し
て
い
た
と
見
る
べ

き
で
あ
り
、
更
に
そ
の
後
の
湘
勇
の
拡
大
・
増
募
が
、
そ
の
主
力
で
あ
る
湘
郷

県
や
宝
慶
府
下
で
の
団
練
の
組
織
化
を
前
提
と
し
、
そ
の
団
丁
よ
り
練
勇
を
挑

募
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
団
練
は
郷
勇
を
輩
出
す
る
母
体
と

し
て
、
郷
勇
の
供
給
源
と
し
て
の
役
割
を
果
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。以

下
小
稿
で
は
、
湘
郷
団
練
の
展
開
と
湘
勇
と
の
関
係
を
、
主
と
し
て
湘
郷

団
練
が
湘
勇
増
募
の
際
の
練
勇
の
供
給
源
と
な
っ
て
い
た
事
を
中
心
と
し
て
。

一
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検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

二

筆
著
は
前
掲
拙
稿
に
お
い
て
、
湘
郷
団
練
の
組
織
化
の
前
提
と
し
て
、
知
県

朱
孫
詒
が
当
時
素
乱
を
極
め
て
い
た
徴
税
の
改
革
を
当
地
の
郷
紳
の
協
力
の
下

に
実
行
し
た
事
が
、
そ
の
後
の
団
練
結
成
に
お
い
て
郷
紳
の
協
力
・
参
加
を
得

る
に
大
き
な
意
味
が
有
っ
た
事
を
述
べ
た
。
そ
の
後
こ
れ
に
関
し
て
、
当
時
中

央
政
府
高
官
と
し
て
北
京
に
在
っ
た
曽
国
藩
に
宛
て
た
、
父
曽
麟
書
(
県
学
生

員
)

・
弟
国
・
国
(
優
貢
生
)
の
書
簡
の
中
に
、
こ
の
間
の
事
情
に
関
す

る
記
載
が
有
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
徴
税
改
革
・
団
練
組
織
化
へ
の
郷
紳
層
の
関

与
の
面
で
、
若
干
の
補
遺
を
行
う
事
が
ら
、
団
練
組
織
化
の
展
開
過
程
の
検
討

を
始
め
る
事
と
す
る
。

湘
郷
県
の
銭
漕
徴
収
は
、
従
来
戸
糧
房
の
書
吏
に
よ
る
「
包
徴
包
解
」
に
よ

り
、
民
に
対
す
る
不
当
な
誅
求
、
官
に
お
け
る
巨
額
の
虧
欠
の
累
積
と
い
う
事

態
が
生
じ
て
い
た
が
、
新
任
知
県
朱
孫
詒
は
、
咸
豊
元
年
三
月
、
そ
の
改
革
に

着
手
し
た
。
曽
麟
書
の
国
藩
宛
て
の
三
月
十
五
日
付
の
書
簡
に
拠
れ
ば
、
同
月

十
日
、
知
県
よ
り
銭
漕
徴
収
改
革
に
付
き
、
協
議
の
為
に
県
城
へ
の
出
頭
依
頼

を
受
け
、
十
二
日
に
県
城
へ
赴
き
、
十
三
・
四
日
と
他
の
郷
紳
と
協
議
し
た
と

述
べ
て
い
る
。
更
に
国
の
国
藩
宛
の
書
簡
に
拠
れ
ば
、
曽
麟
書
は
そ
の
後
再

び
知
県
の
依
頼
に
よ
り
、
国
を
伴
い
、
県
内
の
永
豊
市
に
出
駐
し
、
銭
漕
の

徴
収
・
虧
欠
補
塾
の
為
の
勧
捐
活
動
を
行
っ
た
と
言
う
。
曽
麟
書
と
共
に
こ
れ

ら
の
活
動
に
従
事
し
た
人
物
と
し
て
、
朱
堯
階
・
劉
象
恆
・
劉
蓉
・
賀
石
農
・

趙
玉
班
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
劉
象
恆
は
字
を
月
槎
と
称
し
、

道
光
十
九
年
(
一
八
三
九
)
の
挙
人
で
あ
り
、
県
志
に
「
恒
に
県
城
に
在
り
、

団
練
を
籌
辨
し
、
事
に
当
り
倚
重
せ
ら
る
」
と
さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
り
、

劉
蓉
は
県
学
の
生
員
で
後
に
湘
勇
の
一
武
将
と
な
る
。
他
の
朱
・
賀
・
趙
に
っ

い
て
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
い
す
れ
も
生
員
以
上
の
身
分
を
持
つ
著
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

さ
て
知
県
が
こ
れ
ら
郷
紳
を
集
め
て
協
議
し
た
内
容
は
、
新
た
な
銭
漕
徴
収

の
章
程
作
定
、
「
餉
価
」
の
議
定
=
銀
の
換
算
額
の
決
定
、
及
び
前
任
著
の
任

内
に
生
じ
た
虧
欠
額
一
万
六
千
両
余
の
補
填
方
法
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
即
ち

銭
漕
徴
収
法
を
官
微
官
解
に
改
め
、
書
吏
の
介
在
を
排
す
事
、
銀
の
換
算
に
つ

い
て
は
正
銀
一
両
を
九
八
銀
一
両
四
分
と
し
、
更
に
票
銀
を
一
分
を
限
度
と

し
て
、
大
中
小
戸
に
不
均
等
に
(
恐
ら
く
大
戸
に
重
く
)
加
え
る
事
と
し
て
い

る
。
こ
の
方
法
に
よ
れ
ば
、
大
戸
の
強
な
る
著
は
従
来
負
担
が
軽
か
っ
た
が
、

こ
の
改
革
で
は
減
額
と
な
ら
な
い
。
一
方
中
戸
・
小
戸
は
往
年
の
半
額
の
負
担

と
な
る
、
(
補
註
)
と
国
は
報
告
し
て
い
る
。

一
方
虧
欠
の
補
填
法
に
つ
い
て
は
、
前
稿
で
も
触
れ
た
が
ふ
結
局
捐
輸
に
よ

る
事
と
し
た
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
国
藩
の
懸
念
が
伝
え
ら
れ
た
が
、
県
内
の

富
戸
に
よ
る
捐
輪
が
為
さ
れ
、
貧
戸
よ
り
は
一
文
も
取
ら
な
か
っ
た
、
と
国
藩

の
懸
念
を
否
定
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
改
革
に
お
い
て
、
書
簡
に
よ
る
限
り
、
曽
麟
書
の
果
し
た
役
割
は

大
き
く
、
銭
糧
の
催
促
・
収
納
の
活
動
に
従
事
し
、
又
勧
捐
活
動
も
行
っ
て
い

る
。
従
っ
て
朱
孫
詒
治
下
の
湘
郷
県
に
お
け
る
徴
税
改
革
は
知
県
の
発
議
と
郷

紳
層
の
積
極
的
な
協
力
・
活
動
の
下
に
進
め
ら
れ
、
実
務
の
面
で
も
郷
紳
の
参

加
が
知
ら
れ
る
。
以
上
の
事
が
ら
、
郷
紳
の
役
割
は
単
な
る
政
治
的
な
発
言
力

の
行
使
や
教
化
の
側
面
の
み
な
ら
す
、
徴
税
等
の
県
政
の
諸
々
の
実
務
の
面
で

も
大
き
な
役
割
を
演
じ
て
い
た
の
で
あ
り
、
県
政
の
施
行
に
深
く
関
与
し
て
お

り
、
知
県
も
彼
ら
に
依
拠
し
て
始
め
て
県
政
の
円
滑
な
施
行
が
可
能
で
あ
っ
た

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

か
か
る
郷
紳
の
役
割
の
大
き
さ
は
、
県
内
に
起
っ
た
「
土
匪
」
討
伐
に
際
し

て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
咸
豊
元
年
六
月
、
湘
郷
県
に
お
い
て
左
光
八
を
中
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団練と郷勇との関係について

心
と
す
る
事
件
が
発
生
し
た
。
曽
国
漢
は
こ
れ
を
「
大
盗
案
」
と
称
し
て
い
る

が
、
八
都
の
住
民
左
光
八
が
近
隣
の
余
党
百
余
人
を
結
集
し
、
県
の
東
南
部
の

八
・
二
十
三
・
二
十
四
の
各
都
で
横
行
し
、
盗
賊
行
為
を
働
き
つ
つ
郷
里
に
盤

居
し
、
住
民
は
も
と
よ
り
、
官
憲
も
こ
れ
を
取
締
り
得
な
い
状
況
が
、
三
十
年

も
続
い
て
い
た
と
言
う
。
六
月
九
日
、
二
十
四
都
の
紳
耆
達
が
銭
糧
督
促
の
協

議
を
行
っ
た
が
、
そ
の
席
で
左
光
八
の
問
題
に
論
議
が
及
び
、
紳
言
が
集
団
で

左
の
家
に
赴
き
、
二
十
四
都
に
お
け
る
不
法
行
為
を
や
め
る
様
説
得
し
、
又
保

甲
や
左
光
八
の
房
首
・
戸
首
に
彼
の
行
動
を
抑
え
さ
せ
る
様
に
要
請
し
よ
う
と

し
た
。
紳
耆
達
の
乗
っ
た
轎
が
左
家
か
ら
一
里
程
離
れ
た
謝
店
に
至
る
と
、
左

の
手
下
多
数
が
武
器
を
手
に
行
く
手
を
阻
ん
だ
。
為
に
紳
耆
達
は
引
き
返
そ
う

と
し
た
が
、
手
下
が
彼
ら
を
尾
行
し
襲
撃
せ
ん
と
し
て
い
る
事
を
知
り
、
謝
店

の
祠
に
匿
れ
急
を
知
ら
せ
た
。
こ
の
夜
救
出
に
赴
か
ん
と
す
る
者
が
全
県
よ
り

二
千
名
集
ま
り
、
国
ち
父
命
に
よ
り
こ
れ
に
加
わ
り
、
翌
十
日
、
二
十
三
・

二
十
四
都
に
集
結
し
た
人
々
は
数
千
人
と
な
り
、
左
光
八
逮
捕
に
出
動
し
た
が
、

こ
の
日
五
名
の
手
下
と
武
器
を
捕
獲
し
た
に
止
ま
っ
た
。
こ
の
五
名
は
曽
麟
書

に
よ
っ
て
県
城
に
護
送
さ
れ
、
重
刑
に
処
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
国
は
報

告
し
て
い
る
。
こ
の
報
告
に
対
し
て
、
国
藩
は
左
光
八
一
党
の
粛
清
は
大
き
な

功
績
で
あ
る
が
、
湖
南
は
会
匪
充
斥
の
地
で
あ
り
、
こ
れ
を
機
に
会
匪
の
活
動

が
活
発
化
し
か
ね
な
い
為
、
湖
南
に
出
駐
し
て
い
る
総
督
程
釆
と
充
分
な
連

絡
協
議
の
上
で
、
討
伐
を
行
う
様
に
指
示
し
て
い
る
。
o
j

七
月
の
「
会
匪
」
蜂
起
の
件
は
前
稿
で
も
触
れ
た
が
、
こ
の
「
会
匪
」
討
伐

に
は
、
曽
麟
書
の
率
い
る
百
余
人
、
劉
振
宗
・
蓉
父
子
の
率
い
る
二
百
余
名
の

団
丁
も
加
わ
っ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
熊
聡
一
・
王
祥
二
一
味
の
討
伐
で
は
、

朱
孫
詒
は
王
金
や
康
景
暉
の
率
い
る
団
丁
の
他
に
、
曽
・
劉
家
の
組
織
し
た
団

丁
を
も
動
員
し
た
の
で
あ
り
、
既
に
七
月
段
階
で
知
県
の
行
政
に
積
極
的
に
協

力
参
加
し
て
い
た
郷
紳
の
手
で
各
々
に
団
練
が
組
織
さ
れ
て
い
た
事
が
知
ら
れ

る
。又

こ
の
「
会
匪
」
の
中
心
人
物
の
一
人
で
あ
る
王
祥
二
は
討
伐
に
当
っ
た
郷

紳
の
一
人
と
目
さ
れ
る
朱
粛
山
の
表
兄
で
あ
り
、
王
の
一
族
は
こ
れ
ま
で
祥
二

の
威
権
に
阻
ま
れ
、
銭
糧
納
入
を
為
し
得
な
か
っ
た
と
言
う
。
U

以
~
の
事
が
ら
「
土
匪
」
「
会
匪
」
と
記
さ
れ
る
人
々
の
具
体
的
な
在
り
方

と
し
て
、
郷
村
内
に
住
居
を
構
え
、
地
域
に
お
い
て
血
縁
的
地
縁
的
関
係
を
保

有
し
て
い
る
人
物
が
、
そ
の
個
人
的
な
実
力
・
能
力
に
よ
っ
て
仲
間
を
集
め
、

地
方
に
お
い
て
不
法
行
為
を
行
な
っ
て
お
り
、
郷
村
よ
り
遊
離
し
、
山
岳
地
帯

に
集
団
的
に
居
住
す
る
も
の
と
は
色
彩
を
異
に
す
る
集
団
の
存
在
が
認
め
ら
れ

る
。
か
か
る
不
法
集
団
の
存
在
を
明
ら
か
に
認
知
し
つ
つ
、
こ
れ
を
弾
圧
し
な

い
、
或
い
は
弾
圧
し
得
な
い
状
況
が
、
朱
孫
詒
着
任
前
に
展
開
し
て
お
り
、
こ

の
事
が
銭
糧
徴
収
を
困
難
に
し
、
又
一
般
納
税
戸
も
抗
糧
に
同
調
す
る
素
地
を

与
え
て
い
た
と
理
解
さ
れ
る
。
保
甲
制
に
お
け
る
保
甲
内
の
相
互
監
視
と
、

内
な
る
反
体
制
分
子
の
抑
圧
は
か
か
る
存
在
に
向
け
ら
れ
た
機
能
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

朱
孫
詒
は
銭
糧
問
題
と
保
甲
・
団
練
に
よ
る
会
匪
の
粛
清
と
を
一
体
の
も
の

と
し
て
捉
え
、
銭
糧
問
題
に
お
け
る
書
吏
に
よ
る
「
包
徴
包
解
」
を
「
官
微
官

解
」
に
改
め
る
と
共
に
、
抗
糧
行
動
の
風
潮
を
醸
成
す
る
存
在
で
あ
っ
た
左
光

八
や
王
祥
二
等
の
「
土
匪
」
の
潰
滅
を
図
る
事
に
よ
っ
て
、
抗
糧
の
事
態
の
終

息
を
図
り
、
治
安
・
秩
序
の
回
復
を
求
め
る
意
図
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
即
ち
朱
孫
詒
の
着
任
以
来
の
施
策
は
、
か
か
る
銭
糧
徴
収
の
円
滑
化
と
治

安
・
秩
序
の
確
保
の
両
面
を
一
体
化
し
て
進
め
た
。
そ
の
鍵
と
な
る
の
は
郷
紳

の
全
面
的
な
協
力
参
加
と
、
保
甲
・
団
練
の
実
効
あ
る
展
開
で
あ
っ
た
。

団
練
の
結
成
に
関
し
て
曽
一
家
の
書
簡
に
よ
っ
て
新
た
に
知
り
得
る
事
を
ま

と
め
れ
ば
、
一
つ
は
広
西
省
都
桂
林
が
太
平
軍
の
包
囲
攻
撃
下
に
在
っ
た
咸
豊

二
年
四
月
よ
り
、
長
沙
で
は
早
く
も
不
安
感
が
広
ま
り
、
無
知
な
る
著
は
早
く

28



も
他
の
安
全
地
帯
へ
避
難
を
図
り
、
や
や
見
識
有
る
著
も
、
都
市
よ
り
危
険
の

少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
農
村
に
移
住
し
、
自
己
の
身
命
財
産
保
全
の
為
の
私
兵

集
団
と
し
て
の
団
練
結
成
を
図
る
著
の
存
在
を
見
い
出
す
。
か
か
る
不
安
は
太

平
軍
の
北
土
に
つ
れ
て
益
々
高
ま
り
、
同
月
中
旬
に
は
省
城
内
の
富
家
巨
室
や

官
吏
・
書
役
の
家
族
の
避
難
・
逃
亡
が
見
ら
れ
、
既
に
こ
の
段
階
で
長
沙
は
一

種
の
恐
慌
状
態
を
呈
し
つ
つ
あ
っ
た
事
が
知
ら
れ
る
。
か
か
る
動
き
が
高
ま
る

長
沙
に
在
っ
て
、
前
永
順
府
知
府
の
夏
を
中
心
と
し
て
、
防
備
体
制
の
構
築
=

団
練
・
保
甲
策
の
展
開
が
図
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
団
練
策
に
つ
い
て
、
夏

は
巡
撫
に
そ
の
経
費
の
公
金
よ
り
の
支
出
を
求
め
た
が
、
こ
れ
が
拒
否
さ
れ
る

と
い
う
状
況
で
あ
り
、
又
城
壁
の
補
修
も
捐
輪
を
募
っ
た
が
、
出
資
著
は
極
め

て
少
な
く
、
容
易
に
進
行
し
得
な
い
様
子
を
曽
国
は
伝
え
て
い
る
。

湘
郷
県
で
は
朱
孫
体
詒
を
中
心
に
、
二
年
四
月
中
旬
に
郷
紳
と
の
協
議
の
上
。

「
合
邑
紳
耆
酌
議
條
約
」
を
定
め
、
再
度
の
団
練
策
の
展
開
に
努
め
る
事
と
な

る
。
協
議
に
加
わ
っ
た
各
郷
紳
は
、
自
己
の
郷
村
に
お
い
て
一
定
の
期
限
内
に

十
名
或
い
は
数
十
名
を
招
募
し
、
総
数
六
百
名
を
目
標
と
し
、
こ
れ
を
県
城
に

集
め
て
部
隊
編
成
・
守
備
分
担
を
行
う
と
し
、
こ
れ
は
知
県
の
裁
定
に
委
ね
る

事
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
言
う
壮
勇
は
、
所
謂
団
=
保
甲
制
よ
り
は
、
よ
り
訓

練
・
編
制
を
整
え
、
郷
土
防
衛
の
力
を
期
待
す
る
部
隊
で
あ
る
。
団
練
策
の
展

開
に
お
い
て
組
織
さ
れ
る
武
装
集
団
の
防
衛
力
の
強
弱
に
よ
る
段
階
付
け
に
つ

い
て
は
後
述
す
る
。
湘
郷
の
保
甲
制
は
「
五
戸
連
結
」
と
称
さ
れ
る
連
帯
責
任

制
を
持
つ
組
を
組
織
し
、
こ
れ
に
よ
り
相
互
監
視
・
牽
制
を
行
い
、
内
よ
り
反

体
制
分
子
の
出
現
を
防
ぎ
、
外
よ
り
の
侵
人
を
阻
ま
ん
事
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
時
「
互
戸
連
結
」
を
他
戸
よ
り
拒
否
さ
れ
る
著
、
即
ち
連
帯
責
任
を
負
う

事
を
拒
否
さ
れ
る
戸
が
存
在
す
る
場
合
、
そ
の
戸
の
一
族
の
身
許
保
証
の
有
無
、

本
人
自
身
の
悔
悟
の
情
の
有
無
を
確
認
し
、
有
れ
ば
編
入
し
、
無
け
れ
ば
近
隣

の
人
々
は
こ
れ
を
放
逐
す
る
。
そ
れ
も
不
可
能
の
場
合
は
、
厳
重
な
監
視
下
に

四

置
く
と
し
て
い
る
。
Q
「
放
逐
」
と
は
具
体
的
に
ど
う
す
る
の
か
。
史
料
で
は
「
不

然
則
左
右
逐
之
」
と
あ
る
が
、
村
落
よ
り
追
放
す
る
事
で
あ
ろ
う
か
。
今
は
疑

問
を
留
め
て
お
く
。

咸
豊
二
年
四
月
下
旬
、
太
平
軍
が
省
境
へ
迫
る
と
い
う
状
況
の
下
で
、
長
沙

の
当
局
に
は
こ
れ
に
充
分
に
対
処
し
得
る
官
員
が
い
な
い
と
国
は
慨
嘆
し
て

い
る
が
、
同
時
に
省
城
の
「
大
吏
」
が
郷
勇
千
名
を
招
集
し
、
省
城
や
衡
州
等

の
要
隣
を
守
備
さ
せ
て
は
と
い
う
議
が
起
り
、
夏
が
こ
れ
を
主
事
し
、
湘
郷

の
朱
知
県
と
連
絡
し
、
湘
郷
よ
り
曽
国
に
二
・
三
百
名
を
率
い
て
長
沙
へ
赴

か
せ
た
い
と
の
要
請
が
有
り
、
こ
れ
を
国
に
転
託
し
た
事
を
報
告
し
て
い
る
。

こ
の
議
は
実
現
し
な
か
っ
た
様
で
あ
る
が
、
既
に
こ
の
時
に
湘
郷
で
編
成
さ
れ

た
壮
勇
を
長
沙
守
備
に
充
て
よ
う
と
い
う
考
え
が
出
て
い
る
事
が
知
ら
れ
る
。

以
上
、
曽
家
の
書
簡
に
よ
っ
て
、
咸
豊
初
・
二
年
の
湘
郷
県
に
お
け
る
状
況

に
つ
い
て
の
補
遺
を
行
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
地
方
行
政
に
対
す
る
郷
紳
層
の
深

い
関
与
を
見
出
す
事
が
出
来
る
が
、
他
方
で
長
沙
の
例
に
見
ら
れ
る
様
に
、
太

平
軍
接
近
の
報
に
対
し
て
、
多
く
の
官
吏
及
び
富
商
巨
室
と
称
さ
れ
る
人
々
が

早
い
段
階
か
ら
狼
狽
し
、
避
難
逃
亡
に
忙
し
か
っ
た
様
子
が
知
ら
れ
る
。
従
っ

て
積
極
的
に
治
安
・
秩
序
を
回
復
し
、
体
制
擁
護
に
起
ち
上
っ
た
の
は
、
必
す

し
も
郷
紳
層
全
体
の
行
動
と
し
て
で
は
な
く
、
郷
紳
と
し
て
の
位
置
・
役
割
を

明
確
に
認
識
し
、
自
己
の
支
配
的
地
位
の
危
機
を
痛
感
す
る
少
壮
の
郷
紳
、
全

体
的
に
見
れ
ば
む
し
ろ
下
屑
郷
紳
の
行
動
と
し
て
捉
え
る
事
が
出
来
る
様
に
思

え
る
。
土
層
の
郷
紳
は
既
得
の
富
・
財
産
の
維
持
に
汲
々
を
し
て
お
り
、
ま
し

て
や
一
般
官
吏
の
責
任
回
避
・
事
勿
か
れ
主
義
に
よ
っ
て
、
新
た
な
事
態
へ
の

対
応
を
鈍
ら
せ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

三

湘
郷
知
県
朱
孫
論
の
唱
導
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
団
練
は
、
「
土
匪
」
の
弾
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団練と郷勇との関係について

圧
行
動
に
よ
っ
て
そ
の
活
動
を
開
始
し
た
が
、
二
年
七
月
、
太
平
軍
の
長
沙
包

囲
と
い
う
事
態
に
よ
っ
て
、
一
挙
に
郷
勇
と
し
て
の
湘
勇
へ
の
展
開
を
開
始
す

る
事
と
な
る
。
こ
の
省
都
長
沙
の
包
囲
は
、
湘
郷
県
に
大
き
な
衝
撃
と
な
っ
て

伝
わ
り
、
動
揺
を
示
し
、
県
内
に
「
土
匪
」
の
蜂
起
事
件
が
起
っ
た
事
は
前
稿

に
記
し
た
。
そ
し
て
又
こ
の
長
沙
包
囲
と
い
う
事
態
は
、
湘
郷
団
練
が
郷
勇
へ

質
的
転
換
を
遂
げ
て
い
く
上
で
、
重
要
な
伏
線
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
り
れ
る
。

湘
郷
人
彭
洋
中
の
記
す
「
湘
勇
源
流
記
」
に
拠
れ
ば
、
未
だ
長
沙
が
包
囲
下

に
在
っ
た
十
月
に
、
王
が
一
部
隊
を
率
い
て
長
沙
救
援
に
出
動
す
る
事
を
要

請
し
、
知
県
朱
の
賛
同
激
励
を
得
て
十
月
十
九
日
に
到
着
し
た
が
、
こ
の
時
既

に
太
平
軍
は
包
囲
を
解
い
て
西
に
向
っ
た
為
、
為
す
事
な
く
帰
郷
し
た
と
言
う
。
Q

郭
廷
以
氏
の
「
太
平
天
国
史
事
日
誌
」
に
拠
れ
ば
、
十
月
十
九
日
に
太
平
軍
が

包
囲
を
解
き
、
湘
江
を
渡
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
王
輿
の
部
隊
の
到

着
と
太
平
軍
の
撤
退
は
同
日
で
あ
っ
た
事
に
な
る
。
一
方
王
者
の
年
譜
で
は
、

長
沙
の
包
囲
を
解
い
た
太
平
軍
が
、
寧
郷
に
引
返
し
た
と
い
う
情
報
に
よ
り
、

県
北
の
馬
托
鋪
に
駐
留
し
て
い
た
部
隊
を
県
城
近
く
の
雷
家
鋪
へ
移
動
さ
せ
、

太
平
軍
の
接
近
に
よ
る
「
土
匪
」
の
呼
応
を
防
ご
う
と
し
た
と
記
し
、
続
い
て

彼
は
単
身
で
長
沙
へ
赴
き
、
太
平
軍
の
行
方
を
探
っ
た
。
そ
の
際
に
友
人
に
宛

て
た
書
簡
で
、
長
沙
に
お
い
て
江
忠
源
と
会
談
し
た
事
を
記
し
て
い
る
。
こ
の

会
談
の
中
で
、
江
は
太
平
軍
が
湘
潭
か
ら
宝
慶
へ
向
う
と
考
え
、
王
は
寧
郷
か

ら
常
徳
へ
向
う
と
観
測
し
た
と
言
う
。
し
か
し
太
平
軍
の
動
向
掌
握
が
不
確
実

の
為
、
一
旦
帰
郷
し
、
確
実
な
情
報
を
得
て
再
度
出
動
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ

と
を
述
べ
て
い
る
。
Q
こ
の
事
は
当
時
清
軍
側
に
在
っ
て
は
、
長
沙
撤
退
後
の
太

平
軍
が
ど
の
方
向
に
向
う
か
判
断
出
来
な
か
っ
た
事
を
示
し
て
お
り
、
郭
氏
の

言
う
如
く
、
南
下
説
も
出
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
王
の
長
沙
行
に
関
し
て

「
源
流
記
」
と
「
王
年
譜
」
と
の
間
に
相
異
が
有
る
が
、
史
料
の
性
格
か
ら
。

「
王
年
譜
」
説
を
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
王
金
は
太
平
軍
の
動
向
を
把
握
出
来
次
第
、
た
だ
ち
に
部
隊
を
率
い
て

出
動
す
る
意
図
を
持
っ
て
帰
郷
し
、
知
県
に
対
し
て
出
動
要
請
を
行
っ
た
。
こ

れ
に
対
し
て
朱
知
県
は
、
王
の
申
し
出
を
壮
と
し
、
糧
台
(
督
糧
道
台
)
に
対

し
て
、
出
動
す
る
王
の
部
隊
に
対
す
る
軍
糧
を
長
沙
に
お
い
て
糧
台
よ
り
支
給

し
、
湘
郷
よ
り
運
送
の
煩
を
避
け
た
い
と
要
請
し
た
。
し
か
し
糧
台
は
、
太
平

軍
が
既
に
撤
退
し
た
事
、
団
練
部
隊
は
自
ら
の
境
域
の
守
備
に
当
る
べ
き
で
あ

り
、
出
境
勦
賊
の
要
は
な
し
と
し
て
、
朱
知
県
の
要
請
を
拒
否
し
た
と
言
う
。

こ
の
湘
郷
団
練
の
越
境
出
動
に
つ
い
て
は
、
団
練
結
成
の
際
に
朱
知
県
は
、

「
専
ら
本
邑
城
郷
を
保
守
す
る
為
に
設
け
、
並
に
調
遣
出
征
の
情
事
な
し
」
と

断
言
し
、
人
々
を
納
得
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
の
時
の
朱
孫
詒
の
考
え
は

こ
こ
に
見
た
督
糧
道
台
の
認
識
と
同
じ
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
一
方
王
は
か

か
る
団
練
と
郷
勇
と
の
性
格
の
相
違
に
つ
い
て
の
認
識
は
薄
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
現
に
湘
郷
の
団
練
は
後
述
す
る
如
く
、
こ
の
以
前
に
営
制
・
号
令
を
定
め
、

訓
練
を
重
ね
、
郷
勇
と
し
て
の
形
態
を
取
り
つ
つ
あ
り
、
遠
征
に
堪
え
得
る
も

の
と
し
て
の
自
信
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
力
を
実
戦
に
お
い
て
試

み
た
い
と
い
う
欲
求
が
有
っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
こ
に
は
既
に
、
単
に
境
内
の
防

衛
の
み
に
止
ま
る
事
を
潔
し
と
し
な
い
気
持
を
抱
い
て
い
た
事
を
見
出
せ
る
。

王
等
団
丁
を
統
率
す
る
人
々
が
焦
燥
感
に
駆
ら
れ
、
出
勤
を
要
請
す
る
事
は

理
解
に
難
く
な
い
が
、
知
県
朱
孫
だ
詒
が
嘗
っ
て
の
公
約
に
反
し
て
越
境
出
動
を

認
め
よ
う
と
し
た
の
は
何
故
か
。
当
時
長
沙
に
は
江
忠
源
の
率
い
る
郷
勇
＝
楚

勇
が
活
動
し
て
お
り
、
当
然
朱
も
こ
れ
を
聞
知
し
て
い
た
か
ら
、
王
者
の
熱
心

な
要
請
と
楚
勇
の
活
動
に
動
か
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
太
平
軍
の

長
沙
攻
撃
と
い
う
時
点
で
、
団
練
の
組
織
・
運
営
に
積
極
的
に
従
事
し
て
い
た

人
々
の
間
に
は
、
既
に
郷
勇
へ
の
発
展
を
志
向
す
る
意
向
が
強
く
有
っ
た
と
言

え
る
。
更
に
言
え
ば
、
こ
の
時
期
の
湘
郷
団
練
は
郷
土
防
衛
の
部
隊
か
ら
、
越

境
勦
賊
を
行
う
郷
勇
へ
変
質
し
つ
つ
あ
っ
た
と
言
う
事
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

託
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し
か
し
こ
の
時
に
は
、
督
糧
道
台
が
こ
れ
を
団
練
と
し
て
認
識
し
、
軍
糧
の
発

給
を
拒
否
し
た
為
に
果
せ
す
、
十
二
月
巡
撫
張
亮
基
の
出
動
要
請
に
よ
っ
て
、

郷
勇
へ
の
発
展
を
具
体
的
に
開
始
す
る
事
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
湘
郷
団
練
の
長
沙
へ
の
出
動
に
至
る
ま
で
の
内
部
強
化
に
つ
い
て
見
る

事
と
す
る
。
「
源
流
記
」
で
は
、
朱
知
県
は
王
が
県
北
の
馬
托
鋪
へ
出
駐
す

る
際
に
、
そ
の
部
隊
の
戦
法
と
し
て
、
「
起
伏
分
合
、
周
獵
逐
之
式
」
と
称

す
る
陣
法
を
授
け
た
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
を
承
け
て
王
は
訓
練
を
積
重
ね

又
康
景
暉
・
趙
煥
聯
の
部
隊
も
こ
れ
に
倣
い
、
湘
勇
の
紀
律
の
基
礎
を
こ
こ
に

求
め
て
い
る
。
一
方
「
王
年
譜
」
で
は
、
羅
沢
南
と
共
に
営
制
・
号
令
を
作
定

し
、
隊
伍
を
編
成
し
、
親
ら
教
練
に
当
っ
た
と
言
う
。
更
に
駱
秉
章
は
そ
の
上

奏
に
お
い
て
、
王
・
羅
沢
南
が
「
束
伍
選
士
之
法
」
に
よ
る
部
隊
の
編
成
・

教
練
を
行
う
事
に
よ
っ
て
湘
勇
の
基
礎
を
築
い
た
と
記
し
て
い
る
。
以
上
の
事

が
ら
、
湘
勇
の
編
成
・
紀
律
等
の
基
礎
は
、
朱
・
羅
・
王
に
よ
っ
て
築
か
れ
た

事
に
な
る
。
こ
う
し
た
形
が
作
ら
れ
、
日
常
的
に
訓
練
を
積
む
武
装
部
隊
の
成

立
は
既
に
団
練
と
し
て
よ
り
は
、
む
し
ろ
郷
勇
と
し
て
の
武
装
部
隊
の
性
格
を

強
く
持
つ
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
当
時
の
湘
郷
に
お
け
る
武
装
部
隊
の
編
成
及
び
規
模
は
い
か
な
る
も
の

で
あ
っ
た
の
か
。
長
沙
出
動
の
以
前
に
お
い
て
、
県
城
郊
外
の
三
坊
三
都
に

在
っ
て
は
、
各
戸
よ
り
選
抜
訓
練
し
、
県
城
防
衛
の
武
力
と
し
、
城
内
に
在
っ

て
は
八
団
を
編
成
し
た
と
言
う
。
こ
の
城
内
に
お
け
る
団
練
は
、
団
総
一
人
の

統
率
下
の
壮
丁
二
百
人
で
一
団
を
編
成
し
、
団
内
を
二
十
五
人
一
班
の
小
単
位

に
分
け
て
訓
練
・
行
動
を
展
開
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
城
内
の

団
練
は
千
六
百
人
の
壮
丁
及
び
八
人
の
団
総
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
が
、
郊
外

の
団
練
の
規
模
は
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
す
れ
も
団
練
と
し
て
の
武
装
力

で
あ
り
、
こ
れ
と
は
別
に
、
既
に
七
月
の
時
点
で
王
・
康
景
暉
・
易
良
幹
の

率
い
る
部
隊
が
、
各
々
左
営
・
右
営
・
中
営
を
編
成
し
、
当
初
一
言
三
百
六
十

六

人
で
あ
っ
た
が
、
八
月
に
八
百
人
に
増
員
せ
ん
と
し
て
い
る
。

以
上
の
事
か
ら
す
れ
ば
、
湘
郷
県
で
は
二
年
八
月
の
時
点
で
、
専
門
的
・
日

常
的
に
訓
練
し
、
営
制
・
紀
律
を
持
ち
、
郷
勇
と
し
て
の
性
格
の
強
い
王
等

の
率
い
る
三
営
の
部
隊
と
、
城
内
の
八
団
及
び
そ
の
郊
外
、
更
に
農
村
部
の
団

練
と
に
分
か
れ
、
別
個
に
展
開
さ
れ
て
い
た
事
を
見
て
取
る
事
が
出
来
る
。
か

く
し
て
「
技
撃
を
習
い
隊
伍
を
嫻
う
者
、
綜
計
約
十
数
万
な
り
」
と
称
さ
れ
る
。

こ
れ
は
誇
張
の
気
味
が
強
い
が
、
と
も
か
く
湘
郷
の
団
練
が
、
そ
の
発
足
の
早
々

に
お
い
て
、
後
の
湘
勇
の
中
核
を
構
成
す
る
部
隊
が
編
成
さ
れ
、
一
般
の
団
練

と
は
別
の
編
成
が
施
さ
れ
て
い
た
事
が
理
解
さ
れ
る
。

さ
て
咸
豊
二
年
十
月
十
九
日
、
太
平
軍
が
長
沙
の
包
囲
を
撤
し
、
湘
江
を
渡

り
北
上
し
た
後
、
長
沙
の
守
備
に
当
っ
た
の
は
、
精
鋭
部
隊
が
太
平
軍
を
追
っ

て
北
上
し
た
為
に
、
残
留
の
広
西
よ
り
調
動
さ
れ
た
潮
勇
六
千
余
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
部
隊
の
綱
紀
は
廃
弛
を
極
め
、
郷
村
を
掠
奪
し
統
制
に
服
さ
な
い

状
態
で
あ
り
、
到
底
守
備
の
頼
り
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
。
り
こ
の
為
南
削
巡
撫

張
亮
基
は
江
忠
源
の
楚
勇
二
干
の
他
に
、
十
二
月
に
湘
郷
知
県
に
檄
を
発
し
、

将
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
の
推
挙
を
依
頼
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
朱
知
県
は

王
・
羅
沢
南
・
羅
信
南
を
推
挙
し
、
彼
ら
は
千
名
の
団
丁

を
率
い
て
長
沙
守

備
に
当
る
事
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
湘
郷
団
練
の
最
初
の
越
境
出
動
で
あ
っ
た
。

こ
れ
よ
り
先
十
一
月
二
十
七
日
、
張
亮
基
は
当
時
帰
郷
し
服
喪
中
の
曽
国
藩

を
起
用
し
、
湖
南
の
督
弁
及
び
「
土
匪
」
の
取
締
り
に
当
ら
せ
よ
と
の
上
諭

を
受
け
、
十
二
月
十
三
日
に
こ
の
上
諭
を
曽
の
許
に
伝
え
た
。
曽
は
張
に
対
し

て
服
喪
を
全
う
さ
せ
て
欲
し
い
旨
上
奏
を
依
頼
す
べ
く
草
稿
を
記
し
た
。
こ
れ

が
発
送
さ
れ
る
前
に
、
張
よ
り
武
漢
の
失
陥
を
伝
え
る
書
簡
が
届
き

更
に
友

人
郭
嵩
燾
の
勧
告
も
あ
り
、
先
の
辞
退
の
書
簡
を
焼
却
し
、
十
七
日
に
湘
郷
を

発
し
、
二
十
一
日
到
着
し
て
張
と
会
談
し
、
翌
日
に
「
敬
陳
団
練
査
匪
大
概
規

模
摺
」
の
上
奏
を
行
い
、
就
任
受
諾
を
報
じ
て
い
る
。
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団練と郷勇との間係について

さ
て
曽
国
藩
が
長
沙
へ
赴
い
た
時
に
は
、
既
に
羅
沢
南
・
王
金
等
の
率
い
る

湘
郷
団
練
千
名
が
長
沙
の
守
備
に
当
っ
て
い
た
。
曽
は
先
の
上
奏
に
お
い
て
、

団
練
に
つ
い
て
の
考
え
を
述
べ
て
い
る
。
即
ち
郷
民
を
結
束
さ
せ
訓
練
を
施
す

事
は
急
務
で
あ
る
が
、
問
題
は
経
費
の
調
達
・
運
用
の
面
で
常
に
弊
害
を
惹
起

す
る
事
で
あ
る
。
そ
こ
で
従
来
の
悪
弊
を
避
け
る
為
に
、
官
が
そ
の
経
費
を
支

出
し
、
民
間
よ
り
の
派
取
は
行
な
わ
な
い
事
、
そ
の
管
理
・
運
用
は
公
正
な
る

紳
耆
に
委
任
す
べ
き
事
が
必
要
で
あ
る
と
言
う
。
は
こ
の
事
は
曽
の
考
え
る
団
練

と
は
、
公
費
に
よ
っ
て
給
養
さ
れ
る
存
在
で
あ
り
、
従
来
の
団
練
が
民
間
で
の

派
徴
・
捐
輸
に
よ
っ
て
維
持
・
運
営
さ
れ
る
も
の
と
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
点

て
郷
勇
と
相
通
す
る
性
質
を
持
つ
も
の
に
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
事
を

見
て
取
れ
る
。
即
ち
そ
こ
に
彼
の
郷
勇
創
設
の
意
向
を
汲
み
取
る
事
が
出
来
る

で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
当
時
の
長
沙
に
お
け
る
防
備
が
極
め
て
手
薄
と
な
っ
て

い
る
事
を
理
由
と
し
て
、
省
城
に
一
大
団
を
組
織
す
る
事
を
提
起
し
て
い
る
。

即
ち
省
内
各
県
で
既
に
訓
練
を
積
ん
で
い
る
団
練
の
部
隊
を
長
沙
に
集
め
、
こ

れ
を
明
の
戚
継
光
等
の
手
法
に
倣
い
、
訓
練
章
程
を
作
定
し
て
強
力
な
部
隊
に

編
成
し
訓
練
せ
ん
と
し
て
い
る
事
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
上
奏
は
嘉
納
さ
れ
激

励
を
受
け
た
ふ
曽
国
藩
は
こ
の
方
針
に
則
り
、
湘
郷
の
団
練
部
隊
千
名
を
自
ら

の
指
揮
下
に
組
み
込
み
、
訓
練
が
行
な
わ
れ
た
。
当
時
湖
南
で
団
練
部
隊
を
組

織
し
て
い
た
も
の
と
し
て
、
江
忠
源
の
率
い
る
新
寧
県
の
部
隊
＝
楚
勇
・
南
勇

(
華
容
県
下
の
南
州
か
)
・
宝
勇
(
宝
慶
)
・
瀏
勇
(
瀏
陽
)
が
有
り
、
こ
れ

と
区
別
す
る
為
に
湘
郷
の
部
隊
は
湘
勇
と
称
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
後
に
曽

の
指
揮
下
の
部
隊
が
拡
大
さ
れ
る
に
従
っ
て
、
湘
郷
の
み
な
ら
す
、
他
府
県
出

身
者
も
こ
れ
に
加
わ
る
事
と
な
る
が
、
湘
郷
出
身
著
が
比
較
的
多
く
、
旦
つ
指

揮
官
ク
ラ
ス
は
湘
郷
人
が
多
数
を
占
め
た
為
に
、
湘
勇
が
湖
南
郷
勇
の
総
称
の

如
く
称
さ
れ
る
様
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
要
す
る
経
費
は
、
恐
ら
く

先
の
曽
の
主
張
の
如
く
、
原
則
と
し
て
公
項
よ
り
支
出
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

翌
三
年
正
月
、
曽
国
藩
は
「
与
各
州
県
書
」
「
与
省
城
紳
士
書
」
「
与
湖
南

各
州
県
公
正
紳
耆
書
」
を
発
し
、
団
練
の
実
施
は
経
費
の
調
達
が
最
大
の
難
問

で
あ
り
、
人
材
・
地
域
を
選
定
し
、
慎
重
に
進
め
ね
ば
な
ら
な
い
事
、
目
下
の

急
務
は
保
甲
制
の
確
実
な
施
行
で
あ
る
事
を
強
調
し
、
こ
れ
ら
の
政
策
の
展
開

に
お
い
て
、
自
ら
の
態
度
と
し
て
「
不
要
銭
、
不
伯
死
を
堅
持
す
る
事
を

誓
っ
て
い
る
。
曽
国
藩
の
意
図
は
各
々
の
地
の
郷
紳
を
主
体
と
し
、
さ
ほ
ど
経

費
を
要
し
な
い
保
甲
制
を
確
立
施
行
す
る
事
に
よ
っ
て
、
各
々
の
地
の
住
民
を

郷
紳
の
統
制
・
指
導
下
に
置
き
、
当
該
地
の
治
安
・
秩
序
の
安
定
を
確
保
し
、

又
団
練
策
の
実
施
に
よ
り
、
外
来
の
賊
の
侵
人
を
防
ぎ
、
更
に
は
そ
の
中
の
精

鋭
を
郷
勇
に
補
充
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
又
そ
の
事
に
よ
っ
て
湖

南
一
省
を
体
制
側
の
確
固
た
る
領
域
と
し
、
こ
こ
を
基
礎
に
太
平
軍
の
討
伐
・

粛
清
を
図
っ
て
い
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

以
ヒ
見
た
様
に
、
湘
郷
団
練
は
巡
撫
の
要
清
に
よ
っ
て
長
沙
へ
出
動
し
た
時

点
で
、
団
練
と
し
て
の
本
来
の
在
り
方
で
あ
る
自
ら
の
郷
里
の
防
衛
と
い
う
枠

を
越
え
、
同
一
省
内
と
は
言
え
、
他
郷
へ
出
動
す
る
事
に
よ
り
郷
勇
へ
と
変
質

を
遂
げ
た
。
又
こ
れ
ら
の
部
隊
に
対
す
る
糧
餉
の
供
給
の
面
で
も
、
団
練
の
場

合
に
は
、
各
々
の
郷
里
に
お
け
る
捐
輸
や
派
徴
に
よ
っ
て
賄
な
わ
れ
た
が
、
他

郷
へ
出
動
し
郷
勇
と
な
る
段
階
で
、
彼
ら
に
与
え
ら
れ
た
糧
餉
は
公
的
な
資
金

で
あ
っ
た
。
先
の
経
緯
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
恐
ら
く
巡
撫
の
命
を
承
け
て
督
糧

道
よ
り
支
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
後
曽
国
藩
の
統
率
下
に
郷
勇
へ
と
変
質
し
た
湘
勇
は
、
湖
南
南
部
の
「
土

匪
」
「
会
匪
」
の
掃
討
作
戦
に
従
事
し
た
後
、
六
月
に
は
江
西
へ
最
初
の
越
省

出
勤
を
行
う
事
に
な
る
。

四

羅
沢
南
・
王
等
に
率
い
ら
れ
た
手
余
名
の
部
隊
を
送
り
出
し
た
後
の
湘
郷

Ｌ
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県
で
は
、
三
年
六
月
、
知
県
朱
孫
詒
が
州
知
州
に
転
出
し
、
県
丞
の
張
済
遠

が
暫
時
署
理
し
、
九
月
、
唐
逢
辰
が
着
任
し
た
。
唐
は
江
西
万
載
県
の
人
で
監

生
出
身
で
あ
り
、
七
年
ま
で
湘
郷
知
県
を
務
め
る
事
と
な
る
。
伝
に
拠
れ
ば
、

こ
の
任
内
に
お
い
て
、
以
下
に
述
べ
る
団
練
策
の
展
開
の
他
に
、
文
武
学
額
の

増
広
要
請
、
賓
興
堂
の
設
立
等
の
業
績
を
残
し
た
名
宦
と
さ
れ
て
い
る
。

唐
逢
辰
は
着
任
後
た
だ
ち
に
自
ら
の
捐
輸
に
よ
っ
て
二
百
名
の
勇
丁
を
招
募

し
、
城
内
に
お
い
て
訓
練
を
施
す
と
共
に
、
県
内
四
十
七
都
坊
の
紳
士
層
に
呼

び
か
け
、
「
挨
戸
団
練
章
程
」
に
よ
る
団
練
の
再
組
織
と
、
各
都
ご
と
に
百
名

の
勁
勇
を
選
抜
す
る
様
に
要
請
し
た
。
思
う
に
、
朱
孫
詒
の
任
内
に
お
い
て
組

織
さ
れ
た
団
練
の
中
の
精
鋭
部
隊
は
、
既
に
湘
勇
と
し
て
県
外
へ
出
動
し
て
お

り
、
県
内
を
守
備
す
る
中
核
と
な
り
得
る
部
隊
を
早
急
に
組
織
す
る
必
要
が
有
っ

た
事
、
又
朱
孫
詒
の
団
練
策
の
弛
緩
を
再
度
引
き
締
め
、
よ
り
徹
底
化
を
図
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
当
時
の
太
平
軍
と
の
戦
斗
状
況
を
見
れ
ば
、
七

月
、
羅
沢
南
の
率
い
る
湘
勇
は
南
昌
の
救
援
に
出
動
し
た
が
、
頼
漢
英
等
の
太

平
軍
に
よ
っ
て
敗
ら
れ
、
羅
沢
南
の
弟
子
で
あ
っ
た
謝
邦
翰
・
易
良
幹
・
羅
信

東
‘
羅
鎮
南
が
戦
没
す
る
事
態
が
起
っ
て
い
た
゜
一
方
王
の
部
隊
は
広
東
゜

江
西
と
の
省
境
一
帯
に
転
戦
し
て
い
た
又
曽
国
藩
は
長
沙
に
在
っ
て
郷
勇
の

訓
練
・
指
揮
等
に
当
っ
て
い
た
が
、
湖
南
提
督
鮑
起
豹
麾
下
の
官
軍
と
湘
勇
と

の
武
力
衝
突
が
頻
発
し
た
事
、
及
び
水
師
の
組
織
化
の
必
要
性
を
感
じ
て
い
た

事
が
ら
、
八
月
中
旬
に
そ
の
治
所
を
衡
州
に
移
し
、
水
師
の
組
織
・
訓
練
に

当
っ
て
い
た
。

王
は
友
人
で
あ
っ
た
謝
邦
翰
等
の
敗
死
に
悲
憤
し
、
従
前
抱
い
て
い
た
帰

郷
し
て
勉
学
に
励
ま
ん
と
す
る
意
志
を
捨
て
、
湖
南
巡
撫
駱
秉
章
に
対
し
て
湘

勇
の
増
募
を
要
請
し
た
。
又
王
は
八
月
十
八
日
に
曽
国
藩
に
も
そ
の
意
図
を
書

簡
で
伝
え
た
。
他
方
曽
も
二
十
日
に
増
募
の
必
要
性
を
認
め
る
書
簡
を
王
に
送

j

り
、
衡
州
で
の
会
談
を
求
め
た
。
更
に
曽
は
江
忠
源
に
も
書
簡
を
送
り
、
王
の

八

書
簡
も
添
え
て
湘
勇
増
募
に
つ
い
て
の
賛
同
を
求
め
た
。
そ
の
中
で
は
湘
郷
・

宝
慶
の
人
を
中
心
と
し
て
増
募
訓
練
し
、
十
月
ま
で
に
二
千
名
の
部
隊
を
組
織

し
、
王
者
が
率
い
て
出
動
す
る
事
、
そ
の
後
も
十
一
月
に
二
千
、
十
二
月
に
二

千
の
部
隊
を
組
織
し
た
い
事
、
こ
の
件
に
つ
い
て
江
忠
源
と
連
名
で
上
奏
し
、

裁
可
を
得
次
第
、
王
を
湘
郷
に
派
遣
し
た
い
と
し
て
、
そ
の
了
承
を
求
め
て
い

る
。
か
く
し
て
王
は
衡
州
に
お
い
て
曽
国
藩
と
面
談
し
た
後
、
湘
郷
に
帰
り

湘
勇
の
募
集
に
当
る
事
と
な
る
。
そ
の
時
期
は
九
月
中
旬
の
頃
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
時
湘
郷
県
で
は
新
任
知
県
唐
逢
辰
の
下
で
、
団
練
の
再
組
織
が
図
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

唐
知
県
は
「
挨
戸
団
練
章
程
」
五
条
、
「
加
諭
百
勇
練
局
條
規
」
二
条
を
作

成
し
、
郷
紳
に
呼
び
か
け
て
団
練
の
再
組
織
・
強
化
を
図
っ
た
。
「
章
程
」
の

冒
頭
で
、
朱
孫
詒
任
内
の
団
練
策
の
展
開
に
よ
っ
て
一
定
の
成
果
を
得
、
基
礎

を
整
え
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
各
都
毎
に
組
織
す
る
「
百
勇
」
は
要

隘
の
守
備
の
為
に
組
織
さ
れ
て
い
る
が
、
県
内
の
全
戸
を
対
象
と
し
て
団
練
を

組
織
す
る
事
に
よ
っ
て
、
「
百
勇
」
を
支
援
す
る
勢
力
を
作
り
出
す
必
要
が
有

る
と
し
て
、
「
百
勇
」
の
訓
練
強
化
と
共
に
、
「
挨
戸
団
練
」
を
実
施
し
よ
う

と
し
て
い
る
。
こ
の
唐
の
意
図
は
朱
孫
詒
の
団
練
が
、
先
述
の
様
に
、
一
般
の

団
練
と
は
別
に
、
二
十
五
人
を
一
班
と
し
、
二
百
人
を
一
団
と
す
る
部
隊
を
組

織
し
た
と
い
う
も
の
と
異
る
。
唐
の
そ
れ
は
、
城
内
郷
村
を
問
わ
す
、
各
都
ご

と
に
「
百
勇
」
と
称
さ
れ
る
選
抜
さ
れ
た
百
人
か
ら
成
る
行
動
部
隊
を
編
成
し
、

有
事
に
お
い
て
率
先
し
て
前
線
に
お
い
て
防
禦
に
任
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
一
般
の
各
戸
を
対
象
と
し
て
「
挨
戸
団
練
し
を
実
施
せ
ん
と
し
て
い
る
。

「
挨
戸
団
練
」
の
内
容
を
見
て
み
れ
ば
、
先
す
県
内
の
各
都
各
区
に
お
い
て
、

朱
孫
詒
が
施
行
し
た
保
甲
制
に
基
き
、
保
甲
・
牌
長
に
よ
っ
て
清
冊
の
作
成
が

行
な
わ
れ
る
。
即
ち
管
内
の
十
五
才
以
上
五
十
才
以
下
の
男
子
を
壮
丁
と
し
、

紳
・
民
の
別
な
く
、
各
清
冊
に
は
各
壮
丁
名
、
使
用
武
器
が
記
入
さ
れ
る
。
こ
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団練と郷勇との関係について

の
清
冊
は
区
総
・
都
総
を
経
て
、
県
の
団
練
局
に
存
置
さ
れ
る
。
そ
し
て
十
戸

を
単
位
に
十
長
を
設
け
、
保
甲
制
の
牌
長
が
こ
の
任
に
当
り
、
小
旗
一
面
を
備

え
る
。
百
戸
ご
と
に
百
長
を
置
き
、
こ
れ
も
保
甲
が
兼
任
し
、
大
旗
一
面
を
備

え
る
。
各
壮
丁
は
刀
・
矛
・
鎗
・
な
ど
の
武
器
の
う
ち
一
つ
を
自
製
す
る
。

自
製
し
得
な
い
著
は
竹
錨
を
用
い
さ
せ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
章
程
に
よ
っ
て

次
の
事
が
理
解
さ
れ
る
。
一
つ
は
県
城
に
団
練
局
と
い
う
県
内
の
団
練
を
統
轄

す
る
機
関
が
設
け
ら
れ
て
い
る
事
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
こ
の
団
練
局
の
運
営
に

当
っ
た
の
は
県
内
の
有
力
な
郷
紳
が
委
員
に
任
ぜ
ら
れ
従
事
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
第
二
に
団
練
が
保
甲
制
に
基
き
、
各
戸
よ
り
派
出
さ
れ
る
壮
丁
に
よ
っ

て
組
織
さ
れ
、
保
甲
制
の
各
長
が
、
十
長
・
百
長
と
な
り
こ
れ
ら
壮
丁
を
率
い

る
。
指
揮
系
統
は
団
練
局
-
都
総
1
区
総
-
百
長
―
十
長
の
形
に
な
っ
て
い
る
。

咸
豊
元
年
に
朱
孫
詒
が
展
開
し
た
の
は
「
練
族
練
団
」
の
形
で
あ
り
、
保
甲
制

が
確
立
し
て
お
ら
す
、
又
団
練
に
つ
い
て
の
一
般
の
認
識
が
不
十
分
な
段
階
で

は
、
意
識
的
な
部
分
、
可
能
な
部
分
か
ら
、
族
を
単
位
と
し
た
団
練
の
結
成
を

行
な
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
三
年
の
時
点
で
は
、
こ
の
様
に
保
甲
制
を
基

礎
と
し
て
、
全
戸
を
対
象
と
し
た
団
練
の
組
織
化
を
行
う
事
が
出
来
る
様
に

な
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
形
態
が
典
型
的
な
郷
土
防
衛
と
し
て
の

団
練
の
姿
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
壮
丁
に
つ
い
て
は
、
早
朝
及
び
夕
方
、
農

閑
期
、
雨
天
の
際
に
十
長
の
統
率
の
下
に
訓
練
が
行
な
わ
れ
、
月
一
回
区
総
の

下
で
合
同
訓
練
が
実
施
さ
れ
、
臨
時
に
知
県
に
よ
る
校
閲
を
受
け
る
も
の
と
さ

れ
て
い
る
・
そ
の
際
に
も
壮
丁
は
全
て
手
弁
当
で
出
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

従
っ
て
こ
の
団
練
に
つ
い
て
は
、
経
費
は
殆
ん
ど
要
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
有
事
の
際
に
は
、
先
す
「
百
勇
」
が
出
動
し
て
要
処
の
守
備
・

防
禦
に
当
り
、
壮
丁
は
十
長
・
百
長
の
統
率
下
に
、
「
百
勇
」
を
支
援
す
る
活

動
を
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
壮
丁
は
戦
斗
力
と
し
て
は
余
り
期
待

さ
れ
て
い
な
い
様
で
あ
る
。

「
百
勇
」
に
つ
い
て
は
先
の
「
條
規
」
に
お
い
て
、
訓
練
に
参
加
す
る
他
、

平
時
に
在
っ
て
は
生
業
に
従
事
す
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
訓
練
の
量
・
質
は
当

然
団
練
の
壮
丁
に
対
す
る
そ
れ
よ
り
も
濃
密
で
あ
り
、
時
間
的
に
も
長
い
も
の

で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
、
生
業
に
従
事
す
る
と
は
い
え
、
訓
練
に
多
く

の
時
間
が
割
か
れ
、
正
常
な
営
業
を
妨
げ
ら
れ
る
事
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

又
彼
ら
は
勝
手
に
他
の
軍
営
や
郷
勇
に
投
す
る
事
を
禁
じ
、
更
に
訓
練
を
怠
っ

た
際
の
罰
則
を
設
け
る
等
、
哨
「
百
勇
」
に
対
し
て
は
厳
し
い
拘
束
を
行
な
お
う

と
し
て
い
る
。

又
「
百
勇
」
の
経
費
調
達
に
つ
い
て
は
、
所
有
地
の
多
寡
に
照
し
て
、
田
一

畝
を
単
位
と
し
て
派
徴
せ
ん
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
方
法
は
、
朱

孫
詰
の
方
法
が
、
各
戸
に
対
す
る
派
徴
を
基
本
と
し
、
加
え
て
富
戸
の
捐
助
を

仰
ぐ
と
い
う
も
の
と
異
な
る
。
朱
の
方
法
で
は
貧
富
を
問
わ
す
一
律
に
徴
収
さ

れ
る
と
い
う
点
で
、
一
般
民
衆
の
賛
同
を
得
に
く
い
面
が
考
え
ら
れ
、
こ
う
し

た
点
の
配
慮
か
ら
改
め
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
百
勇
」
の
壮
丁
=
練
勇
に
対
す
る
手
当
に
つ
い
て
は
詳
細
は
不
明
で
あ
る

が
、
起
操
(
訓
練
の
手
当
)
・
火
食
(
出
動
の
際
の
食
費
)
の
支
給
が
有
っ
た

様
で
あ
る
が
、
そ
の
値
上
げ
要
求
は
「
條
規
」
に
お
い
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

従
っ
て
充
分
な
手
当
が
保
障
さ
れ
て
は
お
ら
す
、
前
述
の
厳
し
い
訓
練
や
拘
束

等
が
有
る
為
、
必
す
し
も
練
勇
に
選
抜
さ
れ
る
事
を
願
わ
す
、
又
選
抜
さ
れ
て

も
逃
亡
す
る
者
の
出
現
が
予
測
さ
れ
る
為
、
そ
の
防
止
策
も
講
じ
ら
れ
て
い
る
。

即
ち
練
勇
が
逃
亡
し
た
場
合
、
従
前
彼
が
受
領
し
た
火
食
等
の
経
費
を
返
還
さ

せ
、
又
本
人
か
ら
の
返
還
不
能
の
場
合
に
は
、
本
人
の
家
族
又
は
東
主
よ
り
取

立
て
る
と
規
定
し
て
い
る
。
所
で
こ
こ
に
見
ら
れ
る
東
庄
よ
り
取
立
て
る
場
合

が
有
る
と
い
う
規
定
は
、
東
主
=
地
主
が
自
己
の
代
人
と
し
て
佃
農
を
練
勇
に

派
出
し
、
そ
の
責
任
を
負
う
て
い
る
事
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
地
主
に
よ
っ

て
練
勇
に
送
り
込
ま
れ
る
佃
農
の
姿
を
見
る
事
が
出
来
る
し
、
地
主
が
そ
の
身

「
几

-
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許
保
証
を
し
て
い
る
と
い
う
事
は
、
地
主
に
対
す
る
佃
農
の
隷
属
性
の
強
さ
を

も
想
像
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

以
土
の
如
く
、
唐
逢
辰
着
任
後
に
展
開
さ
れ
た
湘
郷
県
の
団
練
は
、
朱
孫
詒

の
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
、
よ
り
訓
練
を
施
し
た
「
百
勇
」
部
隊
と
、
各
戸
よ
り

一
名
す
つ
派
出
せ
し
め
、
保
甲
制
の
各
長
に
よ
っ
て
統
率
さ
れ
る
団
練
と
が
組

織
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
下
の
湘
郷
県
へ
王
は

湘
勇
増
募
の
為
に
帰
郷
し
た
の
で
あ
る
。
王
が
い
か
に
し
て
増
募
を
行
っ
た

か
、
史
料
は
阿
も
触
れ
て
い
な
い
が
、
湘
郷
県
の
以
上
の
状
況
か
ら
見
れ
ば
、

王
者
が
着
目
し
た
の
は
、
当
然
「
百
勇
」
部
隊
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
県
内
四
十

七
都
に
各
々
百
人
の
「
百
勇
」
が
組
織
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
四
千
七
百
の
練
勇

が
存
在
し
て
い
た
事
に
な
り
、
こ
の
部
隊
の
中
か
ら
招
募
が
行
な
わ
れ
た
事
が

推
測
さ
れ
る
。
現
実
に
王
者
は
十
月
に
は
三
千
名
の
郷
勇
及
び
?
余
名
の
長
夫

を
招
募
し
、
湖
南
巡
撫
駱
秉
章
の
檄
に
応
じ
て
長
沙
に
出
動
し
て
い
る
。

所
で
こ
の
頃
に
曽
国
藩
と
王
と
の
間
に
意
志
の
齟
齬
が
生
じ
て
い
た
事
が

知
ら
れ
る
。
即
ち
三
年
八
月
の
時
点
で
曽
・
王
共
に
湘
勇
の
増
募
を
考
え
、
殆

ん
ど
同
時
に
、
同
様
の
事
を
記
し
た
書
簡
の
往
復
が
有
り
、
更
に
衡
州
に
お
け

る
面
談
に
よ
っ
て
確
認
し
て
お
り
、
こ
の
時
双
方
の
湘
勇
増
募
と
い
う
考
え
は

一
致
し
て
い
た
。
し
か
し
目
的
及
び
そ
の
運
用
に
お
い
て
微
妙
な
相
違
が
含
ま

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
王
は
南
昌
に
お
い
て
敗
死
し
た
友
人
達
の
復
讎
を
自
ら
の

手
で
行
い
た
い
と
い
う
意
図
を
持
ち
、
曽
は
大
局
的
な
観
点
か
ら
、
官
軍
の
無

力
に
代
る
も
の
と
し
て
湘
勇
を
増
募
し
、
こ
れ
を
江
忠
源
指
揮
下
に
組
み
込
む

事
を
考
え
て
い
た
。
こ
こ
に
は
王
の
個
人
的
な
動
機
が
際
立
っ
て
い
た
事
が

見
出
さ
れ
る
。

九
月
十
三
日
、
田
家
鎮
が
失
陥
し
、
太
平
軍
は
十
八
日
に
漢
口
・
漢
陽
を
占

領
し
、
武
昌
が
危
機
状
態
に
陥
る
と
い
う
情
勢
の
急
転
が
起
っ
た
。
更
に
太
平

軍
が
湖
南
に
迫
る
と
い
う
観
測
か
ら
、
長
沙
も
厳
戒
状
態
と
な
っ
た
。
か
か
る

T
O

情
勢
の
中
で
曽
国
藩
の
考
え
も
変
化
し
た
様
で
あ
る
。
一
つ
は
軍
餉
供
給
の
問

題
で
あ
る
。
当
初
衡
州
で
の
王
と
の
面
談
の
際
、
増
募
し
た
部
隊
の
軍
餉
・

武
器
は
、
王
が
一
万
両
を
勧
捐
す
る
事
に
よ
り
賄
い
、
省
の
軍
需
局
を
頼
り

と
し
な
い
事
と
し
た
が
、
王
は
勧
捐
が
成
功
し
な
か
っ
た
為
か
、
省
城
へ
赴
き
。

一
万
両
の
支
出
を
要
請
す
る
に
至
り
、
曽
は
こ
れ
を
叱
青
し
、
現
在
一
万
余
の

兵
勇
に
対
し
て
2
ヵ
月
分
の
資
金
し
か
な
い
と
い
う
逼
迫
状
態
の
中
で
、
雜
た

に
増
募
し
た
湘
勇
へ
の
軍
餉
供
給
は
予
定
と
異
な
り
、
更
に
王
が
将
来
一
万
に

増
強
し
た
い
と
い
う
意
図
を
持
っ
て
い
る
事
を
知
り
、
資
金
調
達
の
困
難
さ
を

知
ら
ぬ
も
の
と
怒
っ
て
い
る
。
又
曽
は
郷
勇
が
余
り
に
多
く
な
る
事
に
よ
り
、

そ
の
精
強
さ
が
失
な
わ
れ
る
と
い
う
懸
念
を
抱
き
、
王
の
増
募
し
た
三
千
の
部

隊
に
も
そ
の
恐
れ
が
有
る
と
述
べ
、
む
し
ろ
裁
勇
に
よ
る
精
鋭
性
の
保
持
を
考

え
る
様
に
な
っ
た
。
従
っ
て
曽
は
当
初
の
新
た
に
六
千
を
募
り
一
万
の
湘
勇
を

組
織
す
る
と
い
う
構
想
を
捨
て
、
王
の
招
募
し
た
三
千
を
限
度
と
す
る
事
と
し

た
様
で
あ
る
。
こ
の
問
題
以
来
、
曽
の
王
に
対
す
る
見
方
も
客
観
的
に
な
り
、

一
方
王
も
自
己
の
招
募
し
た
部
隊
が
、
自
己
を
含
め
江
忠
源
の
統
率
下
に
入
る

事
に
不
満
を
抱
き
、
二
人
の
関
係
は
冷
却
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
唐
逢
辰
に
よ
る
咸
豊
三
年
の
時
点
で
の
団
練
策
は
、
各

戸
よ
り
派
出
さ
れ
た
壮
丁
に
よ
る
団
練
組
織
と
、
各
都
ご
と
に
選
抜
編
成
さ
れ

た
「
百
勇
」
部
隊
と
い
う
二
つ
の
組
織
か
ら
成
っ
て
お
り
、
こ
の
中
の
「
百
勇
」

部
隊
が
、
湘
勇
増
募
の
主
た
る
対
象
で
あ
り
、
練
勇
の
郷
勇
へ
の
転
化
に
よ
っ

て
生
じ
た
「
百
勇
」
の
欠
員
は
、
団
練
組
織
よ
り
補
充
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
従
っ

て
湘
郷
の
団
練
策
は
湘
郷
の
防
衛
と
共
に
、
湘
勇
を
供
給
す
る
母
体
を
作
る
と

い
う
役
割
を
果
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

五

咸
豊
四
年
三
月
、
石
貞
祥
・
林
紹
璋
麾
下
の
太
平
軍
は
岳
州
を
陥
し
、
更
に
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団練と郷勇との関係について

湘
潭
を
占
拠
し
た
。
こ
の
為
長
沙
は
三
た
び
厳
戒
状
態
に
陥
っ
た
。
こ
の
岳
州

に
お
け
る
敗
北
は
、
湘
勇
の
水
陸
両
軍
に
大
き
な
損
害
を
も
た
ら
し
た
。
又
こ

の
敗
北
は
湘
勇
内
の
曽
国
藩
と
王
と
の
意
志
の
乖
離
も
一
つ
の
原
因
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
様
で
あ
る
。
大
敗
を
喫
し
た
王
は
湘
郷
に
帰
り
、
潰
散
帰
郷
し

た
勇
丁
を
招
集
し
、
五
百
名
の
部
隊
を
編
成
し
、
州
へ
進
駐
し
た
。
。
こ
の
招

募
及
び
雜
し
い
練
勇
に
支
給
す
る
武
器
の
経
費
千
五
百
吊
は
、
湘
郷
県
の
銭
糧

の
項
か
ら
支
出
さ
れ
た
。

所
で
王
が
招
募
の
為
に
帰
郷
し
た
際
、
湘
郷
県
に
一
つ
の
騒
擾
が
起
っ
た
。

王
者
の
報
告
に
拠
れ
ば
、
洪
克
俊
を
中
心
と
す
る
数
百
人
の
「
地
痞
及
不
法
之

勇
に
が
、
「
行
糧
」
を
求
め
掠
奪
行
為
を
繰
り
広
げ
た
と
い
う
。
そ
の
対
象
と

し
て
王
の
住
居
が
二
度
に
亘
っ
て
襲
わ
れ
、
祖
祠
・
が
破
壊
さ
れ
、
家

族
は
命
か
ら
が
ら
逃
避
し
た
。
又
営
官
の
王
文
瑞
・
謝
仁
峻
・
弁
の
卿
士
従

の
家
が
掠
奪
さ
れ
、
更
に
合
盛
銭
店
・
賀
東
雲
・
王
玉
源
・
胡
桂
の
家
が
襲
撃

さ
れ
た
と
言
う
。
注
目
す
べ
き
事
は
、
こ
れ
ら
の
行
動
の
主
な
目
的
が
、
戦
没

し
た
湘
勇
に
対
す
る
「
優
」
を
要
求
す
る
事
で
あ
っ
た
。
即
ち
彼
ら
は
戦
没

し
た
練
勇
の
遺
族
に
呼
び
か
け
、
三
十
五
都
に
在
る
槐
花
寺
に
お
い
て
数
百
名

を
集
め
て
集
会
を
開
き
、
遺
族
へ
の
補
償
を
要
求
す
る
事
と
し
た
。
又
近
城
の

遺
族
も
城
隍
廟
で
会
合
を
持
ち
、
城
内
と
郷
村
と
が
相
呼
応
し
つ
つ
あ
っ
た
様

で
あ
る
。
王
は
こ
れ
ら
の
い
す
れ
も
が
、
「
地
痞
及
不
法
之
勇
」
が
遺
族
を

煽
動
・
蠱
惑
し
、
騒
擾
を
大
き
く
し
、
変
を
起
そ
う
と
し
た
も
の
と
判
断
し
て

い
る
。
し
か
し
か
か
る
騒
擾
の
惹
起
は
、
湘
勇
増
募
が
、
決
し
て
自
発
的
な
志

願
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
半
ば
強
制
的
な
徴
兵
の
形
で
行
な
わ
れ
た
事
を
推

測
し
得
る
。
一
家
の
働
き
手
を
強
制
的
に
連
行
さ
れ
、
且
つ
失
っ
た
遺
族
の
不

満
・
怒
り
の
爆
発
で
あ
っ
た
が
故
に
、
襲
撃
の
対
象
と
し
て
、
そ
の
中
心
的
存

在
で
あ
る
王
及
び
営
官
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
地
主
支
配
体
制

の
擁
護
の
為
に
、
農
家
の
働
き
手
が
戦
場
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
戦
死
し
、
残
さ

れ
た
遺
族
の
生
活
の
保
障
を
求
め
て
行
動
し
た
姿
を
見
る
事
が
出
来
る
で
あ
ろ

う
。
こ
の
事
件
は
当
該
地
域
の
郷
紳
層
が
慰
藉
・
懐
柔
に
努
め
、
共
に
営
に
赴

き
「
優
」
を
要
求
す
る
事
を
認
め
る
事
に
よ
っ
て
収
拾
さ
れ
た
様
で
あ
る
。

王
輿
も
省
当
局
に
対
し
て
、
阿
ら
か
の
給
発
を
行
う
事
を
要
請
し
て
い
る
。
し

か
し
結
果
が
ど
う
な
っ
た
か
明
ら
か
で
な
い
。
軍
需
多
繁
の
折
り
、
「
優
」

が
為
さ
れ
た
と
し
て
も
形
ば
か
り
の
も
の
で
あ
り
、
遺
族
の
満
足
の
い
く
も
の

で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

五
年
四
月
、
広
東
三
合
会
の
葛
耀
明
・
鄧
像
等
の
部
隊
が
楽
昌
に
お
い
て
湘

勇
を
破
り
、
湖
南
に
進
出
し
て
宜
章
を
占
拠
し
、
同
じ
頃
広
西
で
活
動
し
て
い

た
昇
平
天
国
鎮
南
王
の
朱
洪
英
、
定
南
王
の
胡
有
禄
の
部
隊
も
湖
南
に
入
り
、

東
安
を
占
拠
し
た
゜
こ
の
為
湖
南
の
南
部
一
帯
は
反
乱
勢
力
が
跳
梁
し
、
湘
郷

県
も
厳
戒
態
勢
に
入
っ
た
。
こ
こ
か
ら
知
県
唐
逢
辰
は
、
団
練
の
引
締
め
、
再

強
化
に
努
め
る
事
と
な
る
。
即
ち
五
月
に
郷
紳
層
と
協
議
の
上
、
各
都
で
紳
耆

八
、
九
人
を
選
派
し
、
同
族
聚
居
の
場
合
は
戸
首
二
、
三
人
を
選
び
、
各
人
が

十
人
乃
至
十
数
人
の
壮
丁
を
招
集
引
率
し
、
自
ら
武
器
を
準
備
し
、
日
常
の
訓

練
、
有
事
の
際
の
県
境
要
衝
の
地
に
お
け
る
防
衛
に
当
る
事
と
し
た
。
。
こ
の
部

隊
は
、
既
成
の
「
百
勇
」
と
は
別
に
、
そ
の
不
足
を
補
う
も
の
と
し
て
組
織
さ

れ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
又
こ
の
時
に
は
隣
近
の
二
、
三
の
「
百
勇
」
の

合
同
訓
練
に
よ
り
、
有
事
の
際
の
協
力
、
相
互
援
助
を
円
滑
な
も
の
と
す
る
事

を
図
る
論
文
を
布
告
し
て
い
る
。
六
月
に
は
二
十
六
都
に
居
住
す
る
桑
・
林
・

胡
姓
の
大
族
に
対
し
、
各
々
千
名
の
「
族
勇
」
を
組
織
す
る
事
を
命
じ
て
い
る
。

更
に
八
月
に
は
既
成
の
「
百
勇
」
の
募
集
・
再
編
成
を
行
い
、
十
長
十
名
・
百

長
一
名
を
選
び
こ
れ
を
統
率
せ
し
め
、
公
正
紳
耆
を
就
任
の
条
件
と
す
る
都
総

を
設
け
、
「
百
勇
」
に
関
す
る
経
理
等
を
掌
管
さ
せ
る
。
そ
し
て
全
県
の
つ
「
百

勇
」
を
統
管
す
る
総
弁
と
し
て
曽
国
藩
の
弟
国
を
こ
れ
に
充
て
る
事
と
し
て

い
る
。
か
か
る
再
強
化
を
行
な
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
既
述
の

一

{
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如
き
反
乱
勢
力
の
活
動
の
活
発
化
に
対
し
て
、
体
制
側
の
武
力
と
し
て
の
郷
勇

が
、
主
と
し
て
軍
餉
の
欠
乏
に
よ
り
、
こ
れ
以
上
増
加
し
得
な
い
為
、
民
間
の

資
金
に
よ
っ
て
組
織
・
運
営
さ
れ
る
団
練
部
隊
を
増
強
す
る
事
に
よ
っ
て
、
こ

れ
に
対
処
さ
せ
よ
う
と
し
た
事
が
考
え
ら
れ
る
。
又
従
来
の
「
百
勇
」
の
実
状

は
、
現
実
に
組
織
さ
れ
、
機
能
し
て
い
る
の
は
七
、
八
割
で
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
れ
も
経
費
が
続
か
す
に
廃
施
し
て
し
ま
っ
た
為
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
又

「
百
勇
」
の
武
力
も
訓
練
が
不
十
分
の
為
に
、
敵
と
鋒
を
交
え
る
前
に
、
武
器

を
放
棄
し
て
逃
亡
し
、
武
器
を
敵
に
供
給
す
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
事
、
及
び

自
己
の
領
域
=
郷
村
の
防
衛
に
は
出
動
す
る
が
、
他
郷
村
へ
の
救
援
に
赴
む
こ

う
と
し
な
い
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
。
。
こ
の
為
、
郷
紳
層
の
一
層
の
自
覚
と
協

力
を
促
し
、
「
百
勇
」
の
質
を
強
化
し
、
有
事
の
出
動
に
は
官
よ
り
口
糧
を
支

給
す
る
事
、
立
功
著
に
は
奨
叙
を
中
請
す
る
事
、
近
隣
の
「
百
勇
」
と
の
合
同

訓
練
、
共
同
行
動
に
よ
り
、
戦
斗
時
の
友
軍
兵
力
の
増
加
を
図
り
、
併
せ
て
日

常
的
に
相
助
防
衛
の
精
神
を
養
う
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
問
題
点
の
解
決
を

図
ろ
う
と
し
て
い
る
。

次
に
団
練
策
の
展
開
に
お
け
る
大
き
な
問
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
経
費
の
調

達
・
運
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
事
を
明
ら
か
に
し
得
る
。
経
費
の
派
徴
に
つ
い

て
は
、
各
戸
の
所
有
土
地
面
積
又
は
租
収
入
の
量
に
よ
っ
て
派
徴
す
る
と
言
う
。

こ
れ
は
中
小
土
地
所
有
戸
に
対
し
て
は
前
著
よ
り
、
地
生
層
に
対
し
て
は
後
著

に
よ
り
、
畝
当
り
乃
至
石
当
り
で
徴
収
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
又
「
信
重
租
軽
」

著
(
＝
中
小
地
主
に
属
す
る
者
か
)
及
び
商
人
に
対
し
て
は
、
そ
の
経
営
を
酌

量
し
て
徴
収
し
、
零
細
小
戸
は
免
除
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
各
戸
の
徴
収
額

の
酌
定
は
、
各
都
ご
と
に
協
議
の
上
行
う
事
と
し
て
い
る
。
徴
収
方
法
は
、
団

練
局
の
総
理
が
統
轄
し
、
毎
月
保
甲
制
の
保
甲
が
催
収
し
、
団
練
局
に
納
入
す

る
事
、
恐
ら
く
保
甲
は
牌
長
を
動
員
し
、
管
内
各
戸
よ
り
徴
収
し
、
都
総
を
経

て
団
練
局
に
納
人
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
際
全
額
が
団
練
局
に
納
入
さ

T
一

れ
、
改
め
て
都
に
「
百
勇
」
経
費
等
が
支
給
さ
れ
た
の
か
、
或
い
は
都
の
経
費

分
を
保
留
し
、
残
額
が
納
入
さ
れ
た
の
か
、
明
ら
か
で
な
い
。
支
出
の
面
で
は
、

都
総
は
収
支
の
明
細
を
公
表
し
疑
惑
を
招
い
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
が
、

詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
。
思
う
に
団
練
局
に
集
め
ら
れ
た
分
の
多
く
は
湘
勇
の

軍
餉
と
し
て
供
給
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
都
に
在
っ
て
ば
、
「
百
勇
」
の

所
持
す
る
武
器
の
調
達
等
が
主
で
あ
っ
た
様
で
あ
る
。

以
上
の
事
が
ら
、
団
練
の
所
要
経
費
は
既
に
税
と
変
ら
な
い
状
況
に
在
り
、

滞
納
・
拒
否
・
減
額
要
求
に
対
し
て
、
「
簽
拘
勒
追
」
の
処
分
が
行
な
わ
れ
様

と
し
で
い
た
。
又
団
練
経
費
の
徴
収
に
保
甲
制
の
機
構
が
用
い
ら
れ
様
と
し
て

い
る
が
、
保
甲
制
の
歴
史
に
お
い
て
、
往
々
銭
糧
徴
収
に
従
事
し
た
り
、
或
い

は
筆
帳
費
等
の
名
目
に
よ
る
経
費
徴
収
に
際
し
て
の
需
索
の
横
行
等
の
弊
害
を

醸
成
し
た
経
緯
が
有
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
青
任
著
に
「
公
正
紳
耆
」
を
充
て
る

事
に
よ
り
、
か
か
る
弊
を
防
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
果
し
て
楽
観
視
し
て

良
い
か
ど
う
か
。
団
練
経
費
の
徴
収
を
め
ぐ
る
騒
擾
の
発
生
も
充
分
予
想
し
得

る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
か
か
る
知
県
を
中
心
と
し
て
展
開
せ
ん
と
し
た
団
練
策
に
対
す
る
抵
抗

或
い
は
妨
害
の
動
き
が
見
出
さ
れ
る
。
即
ち
十
四
都
地
方
で
は
、
匿
名
の
掲
帖

が
散
布
さ
れ
、
そ
こ
に
は
団
練
を
妨
害
し
、
団
練
に
従
事
す
る
紳
士
に
対
す
る

誹
謗
が
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
知
県
は
か
か
る
輩
は
〔
匪
党
〕
と
「
素
不
務

正
之
徒
」
で
あ
る
と
断
じ
、
徹
底
究
明
を
命
じ
て
い
る
。
か
か
る
外
部
か
ら
の

妨
害
と
共
に
、
団
練
内
に
在
っ
て
も
、
操
演
に
追
わ
れ
本
業
が
お
ろ
そ
か
に
な

る
と
し
て
こ
れ
を
忌
避
し
た
り
、
老
弱
な
者
を
壮
丁
に
派
出
し
、
青
を
免
が
れ

よ
う
と
す
る
著
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。
知
県
は
故
意
に
抵
抗
す
る
著
は
簽
拿
し

本
人
の
父
兄
共
々
究
弁
す
る
と
し
て
い
る
が
、
団
練
の
内
部
に
在
っ
て
も
サ
ボ

タ
ー
ジ
ュ
等
の
消
極
的
抵
抗
は
免
が
れ
な
か
っ
た
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
を

配
慮
し
、
又
一
層
士
気
を
鼓
舞
す
る
為
、
九
月
に
は
壮
丁
に
対
し
て
訓
練
等
に
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も
手
当
を
支
給
す
る
事
と
し
、
又
戦
斗
に
お
い
て
、
敵
一
名
を
殺
し
、
そ
の
耳

を
証
拠
と
し
て
呈
出
し
た
者
に
銭
三
千
文
、
生
檎
し
た
著
に
四
千
文
を
賞
金
と

し
て
与
え
る
事
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
従
前
の
士
気
を
鼓
舞
す
る
手
段
と
し
て

の
「
従
優
奨
叙
」
の
如
き
抽
象
的
・
名
誉
的
な
賞
に
よ
っ
て
彼
ら
の
積
極
的
活

動
を
期
待
出
来
す
、
実
利
を
与
え
る
事
に
よ
っ
て
奮
斗
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
こ
に
は
も
は
や
郷
里
を
守
る
事
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
財
産
や
家
族
の
身
命
を

守
り
得
る
と
い
う
精
神
的
な
訓
令
・
鼓
舞
に
よ
っ
て
は
、
大
衆
を
体
制
擁
護
の

武
力
と
し
て
組
織
し
動
員
す
る
事
が
困
難
に
な
っ
て
お
り
、
ま
さ
に
現
実
的
な

金
銭
の
賞
給
に
よ
っ
て
動
員
・
鼓
舞
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な
り
つ
つ
あ
っ

た
事
を
見
る
事
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

六

湘
郷
団
練
は
こ
の
後
も
弛
緩
・
再
編
を
行
い
つ
つ
、
し
か
し
湖
南
に
お
け
る

最
も
有
力
な
団
練
と
し
て
の
位
置
を
保
持
し
続
け
る
。
そ
れ
は
県
内
郷
紳
に
「
文

武
之
資
」
を
持
戸
者
が
多
い
事
、
歴
代
知
県
に
有
能
な
人
材
を
得
た
事
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
が
、
内
部
に
お
い
て
如
上
の
問
題
点
を
含
み
つ
つ
、
「
湖
南
之
最
」

と
し
て
の
評
価
を
得
て
い
る
と
い
う
事
は
、
団
練
を
弊
害
を
生
ぜ
し
め
る
事
な

く
、
且
つ
効
果
的
に
実
施
す
る
事
の
困
難
さ
を
見
て
取
る
事
が
出
来
る
。
と
同

時
に
、
湘
郷
の
団
練
が
こ
の
様
に
持
続
的
に
一
定
の
有
効
性
を
持
っ
て
展
開
さ

れ
た
の
は
、
湘
勇
の
存
在
と
い
う
事
実
を
踏
ま
え
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
湘

勇
が
広
義
に
お
い
て
は
湖
南
出
身
の
郷
勇
を
指
す
が
、
し
か
し
こ
の
段
階
で
は

湘
郷
出
身
の
郷
勇
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
れ
が
太
平
軍
及
び
そ

の
他
の
反
乱
勢
力
に
対
す
る
対
抗
勢
力
と
し
て
最
も
有
力
で
あ
っ
た
。
か
か
る

湘
勇
を
支
え
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
出
身
地
湘
郷
に
お
け
る
団
練
の
持
続
的
且

つ
強
力
な
展
開
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
湘
勇
の
幾
度
か
の
敗
北
に
よ
る
立

直
し
、
兵
力
の
補
給
は
、
常
に
湘
郷
に
お
け
る
招
募
の
形
で
行
な
わ
れ
た
。
湘

郷
団
練
の
再
編
・
強
化
を
知
県
が
打
ち
出
し
た
時
期
は
、
湘
郷
の
周
辺
に
反
乱

勢
力
が
進
出
し
、
郷
里
が
彼
ら
に
よ
っ
て
襲
わ
れ
る
恐
れ
が
有
る
と
さ
れ
る
時

で
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
は
又
往
往
に
し
て
湘
勇
の
敗
北
の
時
期
で
あ
り
、
そ
こ

に
因
果
関
係
を
見
出
す
事
が
出
来
る
。
従
っ
て
当
然
反
乱
勢
力
の
県
内
へ
の
進

攻
を
防
禦
す
る
目
的
を
持
つ
と
共
に
、
潰
敗
し
た
湘
勇
を
立
直
す
為
、
練
勇
を

補
強
す
る
手
段
と
し
て
も
、
団
練
組
織
の
再
編
・
強
化
が
図
ら
れ
た
と
考
え
る

事
が
出
来
る
。
即
ち
県
内
の
壮
丁
を
団
練
乃
至
は
「
百
勇
」
に
組
織
し
、
そ
の

中
の
精
鋭
な
部
分
を
湘
勇
へ
派
出
さ
せ
る
狙
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
と
見
る
事

が
出
来
る
。
又
財
政
の
面
で
も
、
税
に
近
い
形
で
資
金
徴
収
が
為
さ
れ
、
団
練

の
運
営
に
用
い
ら
れ
る
と
共
に
、
湘
勇
に
も
供
給
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
事
が
ら

湘
勇
と
湘
郷
団
練
は
密
接
不
離
の
関
係
に
在
り
、
湘
郷
団
練
は
湘
勇
に
対
す
る

人
的
・
物
的
な
供
給
源
の
役
割
を
果
す
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。

紙
幅
の
関
係
上
、
団
練
及
び
郷
勇
の
内
容
に
つ
い
て
の
よ
り
詳
細
な
検
討
を

為
し
得
す
、
要
点
の
列
挙
に
終
始
し
た
感
が
有
る
。
又
論
証
も
粗
雑
の
感
を
免

れ
な
い
様
に
思
わ
れ
る
が
、
団
練
と
郷
勇
と
の
関
係
に
つ
き
、
以
上
の
結
論
を

も
っ
て
、
ま
と
め
に
代
え
る
事
と
す
る
。
大
方
の
御
指
正
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

(
昭
和
五
十
七
年
九
月
一
日
受
理
」

~18



目 黒 克 彦

17



団練と郷勇との関係について

一 一

16



目 黒 克 彦

15 -


