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一
、
世
に
為
政
い
せ
い
の
人
物
な
き
に
あ
ら
ず
、
た
だ
良
政
の
下
に
立
つ
べ
き
良
民

　
乏とぼ
し
き
の
み
。
為
政
の
大
趣
意
は
、
そ
の
国
の
風
俗
、
人
民
の
智
愚
に
し

　
た
が
い
、
そ
の
時
に
行
わ
る
べ
き
最
上
の
政
を
最
上
と
す
る
の
み
。
ゆ
え

　
に
こ
の
国
に
し
て
こ
の
政
あ
り
、
か
の
国
に
し
て
か
の
政
あ
り
。
国
の
貧

　
弱
は
必
ず
し
も
政
体
の
い
た
す
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
。
そ
の
罪
、
多
く
は
国

　
民
の
不
徳
に
あ
り
。

一
、
政
を
美
に
せ
ん
と
す
る
に
は
、
ま
ず
人
民
の
風
俗
を
美
に
せ
ざ
る
べ
か

　
ら
ず
。
風
俗
を
美
に
せ
ん
と
す
る
に
は
、
人
の
智
識
聞
見
を
博
く
し
、
心

　
を
脩
め
身
を
慎
む
の
義
を
知
ら
し
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
け
だ
し
我
が
輩
の

　
所
見
に
て
、
開
知
・
修
身
の
道
は
、
洋
学
に
よ
ら
ざ
れ
ば
、
他
に
求
む
べ
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き
方
便
を
知
ら
ず
。
歴
史
を
読
み
て
、
そ
の
実
証
を
見
る
べ
し
。
世
の
士

　
君
子
、
も
し
こ
の
順
席
を
錯
あ
や
ま
りて
、
他
に
治
国
の
法
を
求
め
な
ば
、
時
日
を

　
経
る
に
し
た
が
い
、
意
外
の
故
障
を
生
じ
、 

不 

得 

止 

や
む
を
え
ず

し
て
悪
政
を
施
す

　
の
場
合
に
迫
り
、
民
庶
も
ま
た
不
得
止
し
て
廉
恥
を
忘
る
る
の
風
俗
に
陥

　
り
、
上
下
と
も
に
失
望
し
て
、
つ
い
に
は
一
国
の
独
立
も
で
き
ざ
る
に
い

　
た
る
べ
し
。
古
今
万
国
、
そ
の
例
少
な
か
ら
ず
。
ゆ
え
に
今
、
我
が
邦
に

　
て
洋
学
校
を
開
く
は
、
至
急
の
ま
た
急
な
る
も
の
に
て
、
な
お
衣
食
の
欠

　
く
べ
か
ら
ざ
る
が
如
し
。
公
私
の
財
を
費
つ
い
やす
も
愛おし
む
に
い
と
ま
あ
ら
ず
。

一
、
学
問
は
、
高
上
に
し
て
風
韻
あ
ら
ん
よ
り
、
手
近
く
し
て
博
き
を
貴
し

　
と
す
。
か
つ
ま
た
天
下
の
人
、
こ
と
ご
と
く
文
才
を
抱
く
べ
き
に
も
あ
ら

　
ざ
れ
ば
、
辺
境
の
土
民
、
職
業
忙
わ
し
き
人
、
晩
学
の
男
女
等
へ
、
に
わ
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か
に
横
文
字
を
読
ま
せ
ん
と
す
る
は
無
理
な
り
。
こ
れ
ら
へ
は
ま
ず
翻
訳

　
書
を
教
え
、
地
理
・
歴
史
・
窮
理
学
・
脩
心
学
・
経
済
学
・
法
律
学
こ
れ

　
ら
の
順
序
を
お
い
原
書
を
翻
訳
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
我
が
輩
の
任
な
り
等

　
を
知
ら
し
む
べ
し
。

　
　
い
わ
ゆ
る
洋
学
校
は
人
を
導
く
べ
き
人
才
を
育
す
る
場
所
な
れ
ば
、
も

　
っ
ぱ
ら
洋
書
を
研
究
し
、
難
字
を
も
読
み
、
難
文
を
も
翻
訳
し
て
、
後
進

　
の
便
利
を
達
す
べ
き
な
り
。
方
今
の
有
様
に
て
は
、
読
書
家
も
少
な
く
翻

　
訳
書
も
は
な
は
だ
乏
し
け
れ
ば
、
国
内
一
般
に
風
化
を
及
ぼ
す
は
、
三
、

　
五
年
の
事
業
に
あ
ら
ず
、
た
だ
人
力
を
つ
く
し
て
時
を
待
つ
の
み
。

一
、
学
校
を
設
く
る
に
公
私
両
用
の
別
あ
り
。
そ
の
得
失
、
左
の
如
し
。

一
、
官
に
学
校
を
立
つ
れ
ば
、 

金  

穀 

き
ん
こ
く

に
差
支
え
な
く
し
て
、
書
籍
器
械
の
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買
入
は
も
ち
ろ
ん
、
教
師
へ
も
十
分
に
給
料
を
あ
た
う
べ
き
が
ゆ
え
に
、

　
教
師
も
安
ん
じ
て
業
に
つ
き
、
貧
書
生
も
学
費
を
省はぶ
き
、
書
籍
に
不
自
由

　
な
し
。
そ
の
得
、
一
な
り
。

一
、
官
に
は  
黜    

陟  
ち
ゅ
っ
ち
ょ
く
・
与
奪
よ
だ
つ
の
権
あ
る
ゆ
え
、
学
校
の
法
を
厳
に
し
、
賞

　
罰
を
明
ら
か
に
す
べ
し
。
そ
の
得
、
二
な
り
。

一
、
官
の
学
校
は
自
お
の
ずか
ら
仕
官
の
途みち
に
近
し
。
ゆ
え
に
青
雲
の
志
あ
る
者
は
、

　
こ
と
に
勉
強
す
る
こ
と
あ
り
。
そ
の
得
、
三
な
り
。

一
、
官
の
学
校
に
は
、
教
師
の
外ほか
に
俗
吏
の
員
、
必
ず
多
く
、
官
の
財
を
取

　
扱
う
こ
と
、
あ
る
い
は
深
切
な
ら
ず
し
て
、 

費  

冗 

ひ
じ
ょ
う

は
な
は
だ
多
し
。
こ

　
の
金
を
私
学
校
に
用
い
な
ば
、
お
よ
そ
四
倍
の
実
用
を
な
す
べ
し
。
そ
の

　
失
、
一
な
り
。
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一
、
官
の
学
校
に
あ
る
者
は
、
親
し
く
政
府
の
挙
動
を
聞
見
し
て
、
み
だ
り

　
に
そ
の
是
非
を
論
ず
る
の
弊
あ
り
。
は
な
は
だ
し
き
は
権
家
に
出
入
し
て

　
官
の
事
業
を
探
索
す
る
等
、
無
用
の
時
を
費
つ
い
やし
て
本
業
を
忘
る
る
に
い
た

　
る
。
そ
の
失
、
二
な
り
。

一
、
官
の
学
校
に
て
は
、
お
の
ず
か
ら
衣
冠
の
階
級
あ
る
が
ゆ
え
に
、
正ただ
し

　
く
学
業
の
深
浅
に
し
た
が
っ
て
生
徒
席
順
の
甲
乙
を
定
め
難
き
場
合
あ
り
。

　
こ
の
弊
を
除
く
の
一
事
は
、
議
論
上
に
は
容
易
な
れ
ど
も
、
事
実
に
行
わ

　
れ
ざ
る
も
の
な
り
。
そ
の
失
、
三
な
り
。

一
、
官
の
学
校
に
あ
る
者
は
、
み
ず
か
ら
そ
の
学
識
を
測
量
せ
ず
し
て
、
に

　
わ
か
に
仕
官
に
志
す
の
弊
あ
り
。
け
だ
し
そ
の
達
路
た
つ
ろ
近
け
れ
ば
な
り
。
そ

　
の
失
、
四
な
り
。
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一
、
官
の
学
校
は
、
官
と
そ
の
盛
衰
を
と
も
に
し
て
、
官
に
変
あ
れ
ば
校
に

　
も
変
を
生
じ
、
官
、
斃
た
お
るれ
ば
校
も
ま
た
斃
る
。
は
な
は
だ
し
き
は
官
府
一
い
ち

　
吏
人
り
じ
ん
の
進
退
を
見
て
、
学
校
の
栄
枯
を
卜ぼく
す
る
に
い
た
る
こ
と
あ
り
。
近

　
く
そ
の
一
例
を
あ
げ
て
い
わ
ん
に
、
旧
幕
府
の
と
き
開
成
所
を
設
け
た
れ

　
ど
も
、
ま
っ
た
く
官
府
の
管
轄
を
蒙
り
、
官
の
私
有
に
異
な
ら
ざ
り
し
が

　
ゆ
え
、
い
っ
た
ん
幕
府
の
瓦
解
に
い
た
り
捨
て
て
か
え
り
み
る
者
な
し
。

　
幸
に
し
て
今
日
に
及
び
よ
う
や
く
旧
に
復
す
る
の
模
様
あ
れ
ど
も
、
空
し

　
く
二
年
の
時
日
を
失
い
、
生
徒
分
散
、
家
屋
荒
廃
、
書
籍
を
失
い
器
械
を

　
毀こぼ
ち
、
そ
の
零
落
、
名
状
す
る
に
堪
え
ず
。
あ
た
か
も
文
学
の
気
は
二
年

　
の
間 

窒  

塞 

ち
っ
そ
く

せ
し
が
如
し
。
天
下
一
般
の
大
損
亡
と
い
う
べ
し
。
先
に
こ

　
の
開
成
所
を
し
て 

平  

人 

へ
い
じ
ん

私
有
の
学
校
な
ら
し
め
な
ば
、
必
ず
か
か
る
災
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害
は
な
か
る
べ
き
は
ず
な
り
。
官
学
校
の
失
、
五
な
り
。
諸
藩
士
執
行
中
、

　
藩
用
に
て
急
に
帰
国
を
命
ぜ
ら
れ
、
国
に
帰
り
て
見
れ
ば
、
さ
し
た
る
用

　
も
無
く
し
て
、
ま
た
再
遊
、
し
た
が
っ
て
再
遊
、
し
た
が
っ
て
帰
国
、
金

　
ば
か
り
費
や
し
て
つ
い
に
学
問
の
で
き
ざ
る
者
多
し
。
退
き
て
そ
の
本
を

　
尋
ぬ
れ
ば
、
そ
の
金
も
日
本
の
金
な
り
。
そ
の
人
も
日
本
の
人
な
り
。
日

　
本
の
人
に
し
て
日
本
の
金
を
費
し
、
か
え
っ
て
日
本
の
た
め
に
益
を
な
さ

　
ざ
る
は
何
ぞ
や
。
そ
の
失
策
の
源
、
他
に
あ
ら
ず
、
た
だ
官
途
の
範
囲
に

　
文
学
を
籠
絡
せ
ん
と
す
る
の
弊
な
り
。

一
、
私
立
の
塾
に
は 

元  

金 

も
と
き
ん

少
な
く
し
て
、
書
籍
器
械
を
買
い
塾
舎
を
建
つ

　
る
方
便
な
し
。
そ
の
失
、
一
な
り
。

一
、
古
来
、
日
本
に
て
学
者
士
君
子
、
銭ぜに
を
取
り
て
人
に
教
う
る
を
恥
と
し
、
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そ
の
風
を
な
せ
る
が
ゆ
え
に
、
私
塾
に
て 

些  

少 

さ
し
ょ
う

の
受
教
料
を
取
る
も
大

　
い
に
人
の
耳
目
を
驚
か
す
。
か
つ
大
志
を
抱
く
も
の
は
往
々
貧
家
の
子
に

　
多
き
も
の
な
れ
ど
も
、
衣
食
に
も
差
支
う
る
ほ
ど
に
て
、
と
て
も
受
教
の

　
金
を
払
う
べ
き
方
便
な
く
、
つ
い
に
空
く
志
を
挫くじ
く
者
多
し
。
そ
の
失
、

　
二
な
り
。

一
、
私
塾
の
教
師
は
、
教
授
を
も
っ
て
金
を
得
ざ
れ
ば
、
別
に
生
計
の
道
を

　
求
め
ざ
る
を
え
ず
。
生
計
に
時
を
費
つ
い
やせ
ば
お
の
ず
か
ら
塾
生
の
教
導
を
後

　
に
せ
ざ
る
を
え
ず
。
そ
の
失
、
三
な
り
。

一
、
私
塾
に
は
黜
陟
・
与
奪
の
公
権
な
き
が
ゆ
え
に
、
人
生 

天  

稟 

て
ん
ぴ
ん

の
礼
譲

　
に
依
頼
し
て
塾
法
を
設
け
、
生
徒
を
導
く
の
外
、
他
に
方
便
な
し
。
人
の

　
義
気
・
礼
譲
を
鼓
舞
せ
ん
と
す
る
に
は
、
己おの
れ
自
か
ら
こ
れ
に
先
だ
た
ざ
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る
べ
か
ら
ず
。
ゆ
え
に
私
塾
の
教
師
は
必
ず
行
状
よ
き
も
の
な
り
。
も
し

　
然
ら
ず
し
て
教
師
み
ず
か
ら
放
蕩
無
頼
を
事
と
す
る
こ
と
あ
ら
ば
、
塾
風

　
た
ち
ま
ち
破
壊
し
、
世
間
の
軽
侮
を
と
る
こ
と
必ひっ
せ
り
。
そ
の
責せめ
大
に
し

　
て
、
そ
の
罰
重
し
と
い
う
べ
し
。
私
塾
の
得
、
一
な
り
。

一
、
私
塾
に
て
俗
吏
を
用
い
ず
。
金
穀
の
会
計
よ
り
掃
除
・
取
次
に
い
た
る

　
ま
で
、
生
徒
、
読
書
の
か
た
わ
ら
に
こ
れ
を
勤
め
、
教
授
の
権
も
出
納
の

　
権
も
、
読
書
社
中
の
一
手
に
こ
れ
を
と
る
が
ゆ
え
に
、
社
中
お
の
お
の
自

　
家
の
思
を
な
し
、
お
の
お
の
自
か
ら
そ
の
裨
益
を
謀
は
か
りて
、
会
計
に
心
を
用

　
う
る
こ
と
深
切
な
り
。
そ
の
得
、
二
な
り
。

一
、
私
塾
中
は
起
居
自
由
に
し
て
一
物
の
身
を
束
縛
す
る
な
く
、
官
途
の
心

　
雲
を
脱
却
し
て
随
意
に
書
を
読
み
、
一
刻
も
読
書
に
費
さ
ざ
る
の
時
な
く
、
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一
語
も
文
学
に
わ
た
ら
ざ
る
の
談
な
し
。
身
心  

流    

暢  

り
ゅ
う
ち
ょ
う
し
て
苦
学
も
ま

　
た
楽
し
く
、
し
た
が
っ
て
教
え
し
た
が
っ
て
学
び
、
学
業
の
上
達
す
る
こ

　
と
、
世
人
の 

望  

外 

ぼ
う
が
い

に
出
ず
。
そ
の
得
、
三
な
り
。

一
、
古
来
、
封
建 

世  

禄 
せ
い
ろ
く

の
風
、
我
が
邦
に
行
わ
れ
、
上
下
の
情
、
相
通
ぜ

　
ざ
る
こ
と
久
し
。
ひ
と
り
私
塾
に
お
い
て
は
、
遠
近
の
人
相あい
集
あ
つ
まり
、
そ
の

　
交
際
た
だ
読
書
の
一
事
の
み
に
て
他
に
関
係
な
け
れ
ば
、
た
が
い
に
そ
の

　
貴
賤
貧
富
を
論
ず
る
に
い
と
ま
あ
ら
ず
。
ゆ
え
に
富
貴
は
貧
賤
の
情
実
を

　
知
り
、
貧
賤
は
富
貴
の
挙
動
を
目
撃
し
、
上
下
混
同
、
情
意
相
通
じ
、
文

　
化
を
下
流
の
人
に
及
ぼ
す
べ
し
。
そ
の
得
、
四
な
り
。

一
、
文
学
は
そ
の
興
廃
を
国
政
と
と
も
に
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
。
百
年
以

　
来
、
仏
蘭
西
に
て
騒
乱
し
き
り
に
起
り
、
政
治
し
ば
し
ば
革
あ
ら
た
まる
と
い
え
ど
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も
、
そ
の
文
運
は
い
ぜ
ん
た
る
の
み
な
ら
ず
、
騒
乱
の
際
に
も
、
日
に
増

　
し
月
に
進
み
、
文
明
を
世
界
に
耀
か
が
やか
し
た
る
は
、
ひ
っ
き
ょ
う
、
そ
の
文

　
学
の
独
立
せ
る
が
ゆ
え
な
ら
ん
。
か
つ
ま
た
、
文
脩
ま
れ
ば
武
備
も
し
た

　
が
っ
て
起
り
、
仏
人
、
牆かき
に
鬩せめ
げ
ど
も
外
そ
の
侮
あ
な
ど
りを
禦ふせ
ぎ
、
一
夫
も
報
国

　
の
大
義
を
誤
る
な
き
は
、
け
だ
し
そ
の 

大  

本 

た
い
ほ
ん

、
脩
徳
開
知
独
立
の
文
教

　
に
あ
り
。
今
我
邦
に
私
塾
を
立
つ
る
も
、
こ
の
趣
意
を
達
せ
ん
と
す
る
な

　
り
。
そ
の
得
、
五
な
り
。

　
右
所
論
の
得
失
を
概
し
て
い
え
ば
、
官
学
校
は
教
育
入
用
の
財
あ
れ
ど
も
、

こ
の
財
を
用
い
て
人
を
教
う
る
の
術
に
乏
し
。
私
学
校
は
人
を
教
え
て
世
の

裨
益
ひ
え
き
を
な
す
べ
き
術
に
富
め
る
と
い
え
ど
も
、
こ
の
術
を
実
地
に
施
す
べ
き

財
に
貧
な
り
。
ゆ
え
に
、
学
校
を
建
つ
る
の 
要  
訣 
よ
う
け
つ

は
、
こ
の
得
失
を  

折  

せ
っ
ち
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衷  
ゅ
う

し
て
、
財
を
有
す
る
も
の
は
財
を
費
つ
い
やし
、
学
識
を
有
す
る
も
の
は
才
力

を
尽
し
、
も
っ
て
世
の
便
利
を
達
す
る
に
あ
り
。

　
そ
も
そ
も
文
学
と
政
治
と
、
そ
の
世
に
功
徳
く
ど
く
を
な
す
の
大
小
い
か
ん
を
論

ず
る
と
き
は
、
此し
彼ひ
、
毫ごう
も
軽
重
の
別
な
し
。
天
下
一
日
も
政
治
な
か
る
べ

か
ら
ず
、
人
間
一
日
も
文
学
な
か
る
べ
か
ら
ず
、
こ
れ
は
彼
を
助
け
、
彼
は

こ
れ
を
助
け
、
両
様
並
び
行
わ
れ
て
相あい
戻もと
ら
ず
、
た
が
い
に
依
頼
し
て
事
を

な
す
と
い
え
ど
も
、
そ
の
地
位
は
お
の
ず
か
ら
両
立
の
勢
い
き
お
いを
な
せ
る
も
の
な

れ
ば
、
政
治
の
囲
範
い
は
ん
に
文
学
を
繋つな
ぐ
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
す
な
わ
ち
学
者
を
し

て
随
意
に
書
を
読
ま
し
め
、
国
典
を
犯
す
に
非
ざ
れ
ば
咎とが
め
ざ
る
ゆ
え
ん
な

り
。
ま
た
、
文
学
を
も
っ
て
政
治
を 

籠  
絡 

ろ
う
ら
く

す
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
す
な
わ
ち

学
者
に
兵
馬
の
権
を
仮か
さ
ず
し
て
、
み
だ
り
に
国
政
を
是
非
せ
し
め
ず
、
罪
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を
犯
す
も
の
は
国
律
を
も
っ
て
こ
れ
を
罰
す
る
ゆ
え
ん
な
り
。

　
ゆ
え
に
世
の
富
豪
・
貴
族
、
も
し
く
は
政
を
と
る
の
人
、
天
理
人
道
の
責

を
重
ん
じ
、
心
を
虚
に
し
て
気
を
平
に
し
、
内
に
自
か
ら
か
え
り
み
て
、
は

た
し
て
心
に
得
る
も
の
あ
ら
ば
、
読
書
の
士
君
子
を
助
け
て
そ
の
術
を
施
さ

し
め
、
読
書
家
も
ま
た
己
れ
を
忘
れ
て
力
を
つ
く
し
、
と
も
に
天
下
の
裨
益

を
謀
り
、
一
国
独
立
の
大
義
を
奉
ず
る
事
あ
ら
ば
、
ま
た
善
か
ら
ず
や
。

　
　
　
　
　
洋
学
の
順
序

第
一
、
か
の
国
の
エ
ビ
シ
二
十
六
字

　
　
我
が
邦
の
い
ろ
は
の
如
し
。

第
二
、
読
本
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も
っ
と
も
易やす
き
文
章
に
て
諸
学
の
手
引
、
初
歩
と
も
な
る
べ
き
事
を
説

　
き
、
あ
る
い
は
『
モ
ラ
ル
カ
ラ
ッ
ス
ブ
ッ
ク
』
な
ど
と
て
、
脩
心
学
の
入

　
門
を
記
し
た
る
小
冊
子
も
、
読
本
の
内
に
あ
り
。
た
い
て
い
絵
入
り
な
り
。

　
こ
の
時
ま
た
文
法
書
を
学
ぶ
。
文
法
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
書
を
読
み
て
、
そ

　
の
義
理
を
解
す
る
事
、
能
わ
ず
。
我
が
言
葉
を
も
っ
て
我
が
意
を
達
す
る

　
に
足
ら
ず
。
言
葉
、
意
を
達
す
る
に
足
ら
ざ
る
も
の
は
、
唖あ
子し
に
異
な
ら

　
ず
。

第
三
、
地
理
書

　
　
地
球
の
運
転
、
山
野
河
海
の
区
別
、
世
界
万
国
の
地
名
、
風
俗
・
人
情

　
の
異
同
を
知
る
学
問
な
り
。
い
な
が
ら
知
る
べ
き
名
所
を
問
わ
ず
、
己おの
が

　
生
れ
し
そ
の
国
を
天
地
世
界
と
心
得
る
は
、
足
を
備
え
て
歩
行
せ
ざ
る
が
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如
し
。
ゆ
え
に
地
理
書
を
学
ば
ざ
る
者
は
、
跛
者
は
し
ゃ
に
異
な
ら
ず
。

第
四
、
数
学

　
　
指
を
屈
し
て
物
の
数
を
計
か
ぞ
うる
を
は
じ
め
と
し
、
天
文
・
測
量
・
地
理
・

　
航
海
・
器
械
製
造
・
商
売
・
会
計
、
こ
と
ご
と
く
皆
、
数
学
の
か
か
わ
ら

　
ざ
る
も
の
な
し
。
か
つ
数
学
を
知
ら
ざ
る
者
は
、
そ
の
学
識
を
実
用
に
施

　
す
と
き
に
あ
た
り
て
、
議
論
つ
ね
に
迂
闊
う
か
つ
な
り
。

第
五
、
窮
理
学

　
　
窮
理
学
と
て
、
理
窟
ば
か
り
論
じ
、
押
え
ど
こ
ろ
な
き
学
問
に
は
あ
ら

　
ず
。
物
の
性
と
物
の
働
を
知
る
の
趣
意
な
り
。
日
月
星
辰
の
運
転
、
風
雨

　
雪
霜
の
変
化
、
火
の
熱
き
ゆ
え
ん
、
氷
の
冷
つ
め
たき
ゆ
え
ん
、
井
を
掘
り
て
水

　
の
出
ず
る
ゆ
え
ん
、
火
を
焚
き
て
飯
の
出
来
る
ゆ
え
ん
、
一
々
そ
の
働
き
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を
見
て
そ
の
源
因
を
究
む
る
の
学
に
て
、
工
夫
発
明
、
器
械
の
用
法
等
、

　
皆
こ
れ
に
基
か
ざ
る
も
の
な
し
。
元
来
、
物
を
見
て
そ
の
理
を
知
ら
ざ
る

　
は
、
目
を
備
え
て
見
ざ
る
が
如
し
。
ゆ
え
に
窮
理
書
を
読
ま
ざ
る
者
は
、

　
瞽
者
こ
し
ゃ
に
異
な
ら
ず
。

第
六
、
歴
史

　
　
歴
史
は
、
和
漢
に
限
ら
ず
、
世
界
中
い
ず
れ
の
国
に
て
も
歴
代
あ
ら
ざ

　
る
は
な
し
。
歴
代
あ
れ
ば
歴
史
も
あ
る
は
ず
な
り
。
ひ
ろ
く
万
国
の
歴
史

　
を
読
み
、
治
乱
興
廃
の
事
跡
を
明
ら
か
に
し
、
此し
彼ひ
相
比
較
せ
ざ
れ
ば
、

　
一
方
に
偏
す
る
の
弊
を
生
じ
、
事
に
あ
た
り
て
所
置
を
錯
あ
や
まる
こ
と
多
し
。

　
他
人
の
常
言
も
我
耳
に
新
し
く
、
恐
る
べ
き
を
恐
れ
ず
、
悦
よ
ろ
こぶ
べ
き
を
悦

　
ば
ず
、
風
声 

鶴  

唳 

か
く
れ
い

を
聞
き
て
走
る
の
笑
を
と
る
こ
と
あ
り
。
か
く
の
如
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き
は
す
な
わ
ち
耳
な
き
に
若し
か
ず
。
ゆ
え
に
万
国
の
歴
史
を
読
ま
ざ
る
も

　
の
は
、 

聾  

者 

ろ
う
し
ゃ

に
劣
る
。

第
七
、
脩
心
学

　
　
人
は
万
物
の
霊
な
り
。
性
の
善
な
る
、
も
と
よ
り
論
を
ま
た
ず
。
脩
心

　
学
と
は
こ
の
理
に
基
き
、
是
非
曲
直
を
分
ち
、
礼
義
廉
節
を
重
ん
じ
、
こ

　
れ
を
外
に
す
れ
ば
政
府
と
人
民
と
の
関
係
、
こ
れ
を
内
に
す
れ
ば
親
子
夫

　
婦
の
道
、
一
々
そ
の
分
限
を
定
め
、
そ
の
職
分
を
立
て
、
天
理
に
し
た
が

　
い
て
人
間
に
交
わ
る
の
道
を
明
ら
か
に
す
る
学
問
に
て
、
ひ
っ
き
ょ
う
霊

　
心
の
議
論
な
り
。
霊
心
の
位
す
る
と
こ
ろ
は
人
体
の
頭
脳
に
あ
り
。
然
ら

　
ば
す
な
わ
ち
人
と
し
て
脩
心
の
学
を
勤
め
ざ
る
者
は
、
な
お
首
な
き
人
の

　
如
し
。
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第
八
、
経
済
学

　
　
人
間
衣
食
住
の
需
用
を
論
じ
こ
れ
を
製
し
こ
れ
を
易か
え
、
こ
れ
を
集
め
、

　
こ
れ
を
散
じ
、
人
の
知
識
礼
義
を
進
め
て
需
用
の
物
を
饒
ゆ
た
かに
す
る
所
以
ゆ
え
ん
を

　
説
き
、
こ
れ
を
大
に
す
れ
ば
一
国
政
府
の
出
納
、
こ
れ
を
小
に
す
れ
ば
一

　
家
日
常
の
生
計
、
自
然
の
定
則
に
し
た
が
う
者
は
富
を
い
た
し
、
こ
れ
に

　
背
く
者
は
貧
を
い
た
す
の
理
を
明
ら
か
に
す
る
の
学
問
な
り
。
こ
の
学
問

　
に
暗
き
者
は
、
自
か
ら
富
む
も
、
そ
の
富
の
よ
っ
て
来
た
る
と
こ
ろ
を
知

　
ら
ず
、
自
か
ら
貧
な
る
も
、
そ
の
貧
を
い
た
せ
し
源
由
を
知
ら
ざ
れ
ば
、

　
富
者
は
貧
を
い
た
し
や
す
く
、
貧
者
は
富
を
得
が
た
し
。
ゆ
え
に
経
済
書

　
を
学
ば
ざ
る
も
の
は
、
巨
万
の
富
豪
も
無
産
の
貧
漢
に
異
な
ら
ず
。

第
九
、
法
律
書
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人
の
生
命
・
家
産
を
重
ん
じ
、
正
を
す
す
め
邪
を
と
ど
む
る
の
法
を
論

　
じ
た
る
も
の
な
り
。
法
律
に
暗
き
人
は
、
知
ら
ず
し
て
罪
を
犯
し
、
知
ら

　
ず
し
て
法
に
し
た
が
う
こ
と
あ
り
。
あ
た
か
も
そ
の
生
命
・
家
産
を
偶
然

　
に
保
つ
者
と
い
う
べ
し
。

一
、
右
の
条
々
は
、
人
生
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
学
問
な
り
。
あ
る
い
は
、
学
問

　
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
も
あ
る
ま
じ
、
人
た
る
者
の
心
得
と
い
い
て
可
な
ら

　
ん
か
。
こ
の
心
得
あ
り
て
後
に
、
士
農
工
商
、
お
の
お
の
そ
の
志
す
と
こ

　
ろ
の
学
を
勤
む
べ
し
。

一
、
前
条
の
外
に
、
化
学
、
天
文
学
等
、
種
々
の
科
目
あ
れ
ど
も
、
窮
理
学

　
の
中
に
属
す
る
も
の
な
れ
ば
別
に
掲
げ
ず
。

一
、
学
問
の
順
序
は
、
必
ず
し
も
こ
の
一
科
を
終
り
て
次
に
移
る
に
あ
ら
ず
、
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二
科
も
三
科
も
同
時
に
学
ぶ
べ
し
。

一
、
漢
字
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
原
書
を
訳
す
る
に
も
訳
書
を
よ
む
に
も
、  

差  

さ
し
つ

　  

支  

か
え

多
し
。
ゆ
え
に
、
最
初
エ
ビ
シ
を
学
ぶ
と
き
よ
り
、
我
が
、
い
ろ
は

　
を
習
い
、
次
第
に
仮
名
本

か
な
ぼ
ん

を
読
み
、
よ
う
や
く
漢
文
の
書
に
も
慣
れ
、
字

　
の
数
を
多
く
知
る
こ
と
肝
要
な
り
。

一
、
幼
年
の
者
へ
は
漢
学
を
先
に
し
て
、
後
に
洋
学
に
入
ら
し
む
る
の
説
も

　
あ
れ
ど
も
、
漢
字
を
知
る
は
さ
ま
で
難
事
に
あ
ら
ず
、
よ
く
順
序
を
定
め

　
て
、
四
書
五
経
な
ど
む
つ
か
し
き
書
は
、
字
を
知
り
て
後
に
学
ぶ
べ
き
な

　
り
。
少
年
の
と
き
四
書
五
経
の
素
読
そ
ど
く
に
費
つ
い
やす
年
月
は
お
び
た
だ
し
き
も
の

　
な
り
。
字
を
知
り
し
上
に
て
こ
れ
を
読
め
ば
、 

独  

見 

ど
く
け
ん

に
て
一
月
の
間
に

　
読
み
終
る
べ
し
。
と
か
く
読
書
の
要
は
、
易
き
を
先
に
し
難
き
を
後
に
す
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る
に
あ
り
。

一
、
漢
洋
兼
学
は
難かた
き
こ
と
な
れ
ば
一
方
に
し
た
が
う
べ
き
な
ど
、
弱
き
説

　
を
唱
う
る
も
の
な
き
に
あ
ら
ず
。
さ
れ
ど
も
人
の
知
識
は
勉
む
る
に
し
た

　
が
い
際
限
な
き
も
の
な
れ
ば
、
わ
ず
か
に
二
、
三
ヶ
国
の
語
を
学
ぶ
と
て

　
何
ぞ
こ
れ
を
恐
る
る
に
足
ら
ん
。
洋
学
も
勉
強
す
べ
し
、
漢
学
も
勉
強
す

　
べ
し
、
同
時
に
学
ん
で
と
も
に
上
達
す
べ
し
。
西
洋
の
学
者
は
、
必
ず
ラ

　
テ
ン
、
ギ
リ
ー
キ
の
古
語
を
学
び
、
そ
の
ほ
か
五
、
六
ヶ
国
の
語
に
通
ず

　
る
者
少
な
か
ら
ず
。
東
洋
諸
国
に
来
た
る
欧
羅
巴
人
は
、
支
那
・
日
本
の

　
語
に
も
通
じ
て
、
著
述
な
ど
す
る
も
の
あ
り
。
西
洋
人
に
限
り 

天  

稟 

て
ん
ぴ
ん

文

　
才
を
備
う
る
と
の
理
も
あ
る
ま
じ
。
た
だ
学
問
の
狭
博
は
そ
の
人
の
勉
・

　
不
勉
に
あ
る
の
み
。
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一
、
翻
訳
書
を
読
む
も
の
は
、
ま
ず
仮
名
附
の
訳
書
を
先
に
し
、
追
々
漢
文

　
の
訳
本
を
読
む
べ
し
。
字
を
知
る
の
み
な
ら
ず
、
事
柄
も
わ
か
り
、
原
書

　
を
読
む
の
助
け
と
な
り
て
、
大
い
に
便
利
な
り
。
国
内
一
般
に
文
化
を
及

　
ぼ
す
は
、
訳
書
に
あ
ら
ざ
れ
ば
か
な
わ
ぬ
こ
と
な
り
。
原
書
の
み
に
て
人

　
を
導
か
ん
と
す
る
も
、
少
年
の
者
は
格
別
な
れ
ど
も
、
晩
学
生
に
は
不
都

　
合
な
り
。

　
　
二
十
四
、
五
歳
以
上
に
て
漢
書
を
よ
く
読
む
と
い
う
人
、
洋
学
に
入
る

　
者
あ
れ
ど
も
、
智
恵
ば
か
り
先
ば
し
り
て
、
乙
に
私
の
議
論
を
貯
え
て
心

　
事
多
き
ゆ
え
、
横
文
字
の
苦
学
に
堪
え
ず
、
一
年
を
経
ず
し
て
、
つ
い
に

　
自
か
ら
廃
し
、
ま
た
も
と
の
漢
学
に
帰
る
者
ま
ま
こ
れ
あ
り
。
こ
の
輩
は

　
も
と
文
才
あ
る
人
な
れ
ば
、
翻
訳
書
を
読
み
、
ほ
ぼ
洋
学
の
味
を
知
り
て
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後
に
原
書
を
学
ぶ
よ
う
に
せ
ば
、
苦
学
を
も
忍
び
て
速
や
か
に
上
達
す
る

　
は
ず
な
れ
ど
も
、
ひ
っ
き
ょ
う
読
む
べ
き
翻
訳
書
乏
し
き
ゆ
え
に
こ
の
弊

　
を
生
ず
る
な
り
。
漢
学
生
の
罪
に
あ
ら
ず
。
ゆ
え
に
方
今
、
我
が
邦
に
て

　
人
民
教
育
の
手
引
た
る
原
書
を
翻
訳
す
る
は
洋
学
家
の
任
な
り
。

　
右
は
我
が
邦
今
日
の
有
様
に
て
洋
学
を
開
く
次
第
を
述
べ
た
る
の
み
。
年

月
を
経
る
に
し
た
が
い
学
風
の
進
歩
す
る
こ
と
あ
ら
ば
、
そ
の 

体  

裁 

て
い
さ
い

も
ま

た
改
ま
る
べ
し
。

　
　
明
治
三
年  

庚    

午  

か
の
え
う
ま

三
月
　
　
　
　
　
　
　
慶
応
義
塾
同
社
　
誌
し
る
す
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
福
沢
諭
吉
教
育
論
集
」
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店

　
　
　1991
（
平
成3

）
年3

月18

日
第1

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
福
沢
諭
吉
選
集
　
第3

巻
」
岩
波
書
店

　
　
　1980

（
昭
和55
）
年12

月18

日
第1

刷
発
行

入
力
：
田
中
哲
郎

校
正
：noriko saito

2007

年8

月16

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w
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w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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