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ペ
ガ
ー
ダ
第
１
７
号
に
「
追
悼
！ 
わ
が
師
・
古
田
武
彦
さ
ん
―
私

と
『
古
田
史
学
』
―
」
と
題
し
た
論
考
を
発
表
し
た
が
、
こ
の
論
に
は

重
大
な
欠
落
が
あ
る
こ
と
が
、
読
者
で
あ
る
複
数
の
友
人
た
ち
の
質
問

か
ら
明
ら
か
と
な
っ
た
。 

 

重
大
な
欠
落
と
は
何
か
？ 

そ
れ
は
歴
史
家
古
田
武
彦
さ
ん
が
日
本
・
中
国
・
韓
国
の
古
代
文
献

な
ど
の
史
料
を
徹
底
的
に
読
み
切
り
、
通
説
派
が
や
っ
て
き
た
史
料
の

恣
意
的
改
変
を
一
切
せ
ず
に
史
料
を
信
用
し
て
歴
史
を
復
元
す
る
と
い

う
歴
史
学
の
方
法
論
・
実
証
主
義
的
分
析
方
法
で
明
ら
か
に
し
た
日
本

古
代
史
の
実
像
で
あ
る
「
九
州
王
朝
」
論
な
ど
の
「
多
元
的
古
代
史
観
」

が
、
日
本
古
代
史
学
界
か
ら
完
全
に
無
視
さ
れ
て
い
る
原
因
に
つ
い
て

の
私
の
論
に
、
重
大
な
欠
落
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
私
は
先
の
論

考
の
「
『
古
田
説
』
の
今
後
」
の
項
で
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。 

        

  

古
田
無
視
は
こ
れ
か
ら
も
「
当
分
の
間
は
」
続
く
だ
ろ
う
。 

な
ぜ
な
ら
先
に
み
た
よ
う
に
、
古
田
さ
ん
の
古
代
史
学
界
へ
の
批
判

は
、
そ
の
個
々
の
通
説
が
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
止
ま
ら
ず
、

従
来
説
の
信
奉
者
が
駆
使
し
て
き
た
歴
史
研
究
の
方
法
論
そ
の
も
の
が

間
違
っ
て
い
る
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
等
が
行
っ
て
き
た
こ

と
は
歴
史
研
究
で
は
な
く
、
単
な
る
彼
等
が
信
奉
す
る
大
和
中
心
史
観

と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
史
料
を
改
変
し
て
で
も
再
確
認
す
る
も
の
に

す
ぎ
な
い
と
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
い
わ
ば
従
来
説
は
科
学

で
は
な
く
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
と
言
っ
た
に
等
し
い
。 

こ
れ
で
は
学
者
た
ち
の
権
威
も
面
子
も
泥
に
塗
れ
る
。 

こ
れ
は
許
し
が
た
い
。 

こ
れ
が
日
本
古
代
史
学
界
が
「
古
田
説
」
を
無
視
し
続
け
た
背
景
で

あ
る
。
そ
し
て
通
説
派
が
「
古
田
説
」
を
無
視
し
続
け
ら
れ
る
の
は
、

学
界
と
い
う
世
界
で
は
、
通
説
派
の
権
威
と
目
さ
れ
る
人
物
が
、
古
代
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史
の
講
座
を
持
っ
て
い
る
大
学
の
人
事
権
を
事
実
上
持
っ
て
い
る
た
め

に
、
権
威
と
目
さ
れ
る
人
物
の
説
を
「
古
田
説
」
や
古
田
さ
ん
の
駆
使

し
た
方
法
論
を
駆
使
し
て
批
判
し
た
り
す
れ
ば
、
そ
の
批
判
者
は
、
学

者
と
し
て
そ
れ
な
り
の
地
位
を
大
学
で
得
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
研

究
者
と
し
て
研
究
を
続
け
る
こ
と
も
困
難
に
な
る
と
い
う
、
現
在
の
大

学
と
学
界
の
権
力
構
造
が
生
み
出
し
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。 

こ
の
構
造
が
続
く
限
り
、
古
代
史
学
界
の
「
古
田
説
」
無
視
は
続
く
。 

 

し
か
し
こ
の
私
の
論
の
展
開
に
つ
い
て
、
読
者
で
あ
る
二
人
の
友
人

か
ら
質
問
を
受
け
、
そ
の
質
問
に
答
え
て
い
る
う
ち
に
、
先
の
論
で
示

し
た
「
古
田
無
視
」
の
原
因
で
は
決
定
的
に
不
十
分
で
あ
る
こ
と
に
気

が
付
い
た
の
で
あ
る
。
以
下
に
友
人
た
ち
の
質
問
と
そ
れ
へ
の
私
の
返

答
を
詳
述
し
な
が
ら
、
先
の
論
の
ど
こ
に
不
十
分
さ
が
あ
っ
た
の
か
、

詳
し
く
論
じ
て
み
た
い
。 

 

▼
友
人
た
ち
の
根
源
的
な
批
判
と
私
の
返
答 

  

最
初
に
読
後
感
想
と
共
に
疑
問
を
ぶ
つ
け
て
く
れ
た
の
は
、
４
０
年

来
の
友
人
で
あ
る
。
彼
は
元
音
楽
の
教
師
で
あ
る
が
、
と
て
も
深
い
歴

史
へ
の
関
心
を
持
ち
、
私
の
著
書
『
徹
底
検
証
「
新
し
い
歴
史
教
科
書
」
』

シ
リ
ー
ズ
の
熱
心
な
読
者
で
も
あ
る
。
彼
の
電
話
で
の
質
問
は
以
下
の

よ
う
で
あ
っ
た
（
私
の
要
約
）
。 

 

「
古
田
説
」
を
無
視
し
て
い
る
日
本
古
代
史
学
界
も
、
古
田
さ
ん
の

歴
史
学
の
師
匠
の
村
岡
典
嗣
氏
と
同
様
に
、
明
治
以
後
に
広
が
っ
た
西

欧
の
実
証
主
義
歴
史
学
の
流
れ
を
引
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
る

に
な
ぜ
、
そ
の
実
証
主
義
歴
史
学
の
正
統
な
方
法
論
に
基
づ
い
て
諸
史

料
を
分
析
し
て
導
き
出
さ
れ
た
「
古
田
説
」
が
、
実
証
主
義
に
立
つ
歴

史
学
界
か
ら
無
視
さ
れ
る
の
か
。
日
本
の
歴
史
学
界
は
実
証
主
義
に
は

立
っ
て
い
な
い
の
か
？ 

 

こ
の
質
問
へ
の
私
の
返
答
の
要
旨
は
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
。 

 

西
欧
の
実
証
主
義
歴
史
学
が
導
入
さ
れ
た
明
治
と
い
う
時
代
は
、
国

家
権
力
が
「
万
世
一
系
」
を
標
榜
す
る
天
皇
に
帰
せ
ら
れ
た
時
代
で
あ

っ
た
が
ゆ
え
に
、
天
皇
家
の
ル
ー
ツ
を
含
む
日
本
古
代
史
の
真
実
を
科

学
的
に
実
証
主
義
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し

て
こ
の
構
造
は
、
戦
後
改
革
で
国
家
が
国
民
主
権
に
移
行
し
て
も
天
皇

は
「
国
民
統
合
の
象
徴
」
と
し
て
あ
い
ま
い
に
温
存
さ
れ
た
こ
と
で
、

「
万
世
一
系
」
神
話
は
そ
の
ま
ま
温
存
さ
れ
、
歴
史
学
界
に
お
い
て
も
、

「
神
話
は
後
世
の
造
作
」
の
一
語
で
片
づ
け
ら
れ
、「
万
世
一
系
」
神
話

の
真
実
を
科
学
的
に
実
証
主
義
的
に
考
察
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
た
。

学
界
の
い
わ
ば
暗
黙
の
了
解
で
あ
る
。
こ
こ
を
鋭
く
突
き
、「
万
世
一
系
」

神
話
を
否
定
し
た
の
が
「
古
田
説
」
だ
っ
た
か
ら
だ
と
。 

 

二
人
目
の
質
問
は
、
メ
ー
ル
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
質
問
者
は
、
私

の
母
方
の
先
祖
・
齋
藤
家
・
松
本
家
に
連
な
る
遠
縁
の
人
。
私
の
曽
祖

父
齋
藤
修
一
郎
の
母
方
の
祖
母
の
妹
の
子
孫
と
い
う
人
。
医
学
者
で
医

学
史
を
調
べ
て
い
る
中
で
数
年
前
、
越
前
（
福
井
藩
）
の
蘭
方
眼
科
医

師
齋
藤
策
順
の
子
孫
の
私
の
サ
イ
ト
を
見
つ
け
て
訪
れ
、
以
後
互
い
に
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研
究
成
果
を
持
ち
寄
っ
た
り
討
論
し
て
い
る
間
柄
。 

こ
の
方
の
質
問
は
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
（
私
の
要
約
）
。 

古
田
氏
は
科
学
と
は
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
か
れ
た
人
だ
。

「
科
学
と
は
、
反
証
で
き
る
命
題
」
で
あ
り
、
即
ち
、
あ
る
命
題
を
証

明
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
根
拠
が
必
要
だ
が
、
そ
の
根
拠
が
得
ら
れ
る

条
件
を
提
示
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
そ
の
た
め
実
験
手
順
や
分
析
手

法
と
実
験
結
果
（
歴
史
学
で
は
一
次
資
料
に
当
た
る
か
）
を
詳
細
に
示

し
、
い
つ
で
も
再
現
で
き
る
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
科
学
は
定
義
さ
れ
る
。

で
は
プ
ロ
セ
ス
を
歪
め
る
も
の
は
何
か
。
我
々
の
分
野
（
医
学
）
で
は

明
確
で
、
利
益
相
反
と
い
わ
れ
る
バ
イ
ア
ス
だ
と
言
わ
れ
る
。
製
薬
業

界
か
ら
研
究
費
を
も
ら
い
そ
の
会
社
の
薬
の
評
価
を
す
る
の
は
お
か
し

い
。
ま
た
あ
る
会
社
の
株
を
保
有
し
な
が
ら
、
そ
の
会
社
の
薬
の
治
験

を
す
る
の
は
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
危
険
が
大
。「
効
果
」
が
あ
る
場
合

は
株
を
買
い
、「
効
果
が
な
い
場
合
は
」
株
を
売
り
抜
け
る
と
い
う
具
合
。 

で
は
歴
史
家
の
利
益
相
反
と
し
て
、
川
瀬
さ
ん
は
「
学
界
の
権
力
構

造
」
と
一
刀
両
断
す
る
が
、
利
益
相
反
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
と

思
う
。
お
そ
ら
く
、
政
府
の
「
文
系
無
用
論
」
や
、
文
科
省
の
介
入
、

大
学
の
経
営
状
況
な
ど
複
雑
な
事
情
が
あ
る
し
、
研
究
者
に
と
っ
て
の

個
人
の
生
活
に
潜
む
「
政
治
性
」
（
政
治
的
空
気
を
読
む
と
い
う
）
が
、

潜
在
的
な
バ
イ
ア
ス
と
な
り
大
き
な
流
れ
を
作
っ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。

こ
の
部
分
に
つ
い
て
「
学
界
の
権
力
構
造
」
の
よ
う
な
粗
い
分
析
で
は

な
く
緻
密
な
分
析
を
し
て
ほ
し
い
。 

科
学
者
ら
し
い
き
わ
め
て
論
理
的
な
ご
指
摘
。 

ほ
ぼ
同
時
に
頂
い
た
二
つ
の
質
問
は
、
電
話
と
メ
ー
ル
と
媒
体
は
異

な
っ
て
お
り
批
判
の
視
角
は
異
な
る
も
の
の
、
私
の
「
古
田
無
視
」
の

背
景
分
析
の
不
徹
底
さ
を
鋭
く
突
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
医
学
者

の
友
人
か
ら
の
質
問
に
も
、
先
の
質
問
と
同
様
な
答
え
を
、
も
っ
と
詳

し
く
お
返
し
し
た
（
メ
ー
ル
全
文
。
【
】
は
訂
正
部
分
）
。 

 

 

歴
史
家
に
と
っ
て
の
利
益
相
反
と
は
？ 

 

古
田
さ
ん
が
論
じ
た
問
題
は
天
皇
家
の
ル
ー
ツ
に
関
わ
る
も
の
で
す
。 

 

 

現
天
皇
家
は
、
天
照
大
神
に
始
ま
る
王
家
の
血
統
の
正
統
な
系
列
で

は
な
く
、
分
流
の
ま
た
分
流
で
あ
る
。
正
統
な
系
列
は
九
州
を
拠
点
と

し
て
日
本
列
島
に
覇
を
唱
え
、
中
国
隋
王
朝
や
唐
王
朝
と
も
対
等
に
戦

っ
て
き
た
。
し
か
し
中
国
と
の
戦
い
に
敗
れ
た
正
統
な
王
家
は
力
を
失

い
、
分
流
で
あ
る
近
畿
天
皇
家
が
列
島
の
覇
権
を
握
っ
た
と
。 

 

古
田
さ
ん
と
し
て
は
一
次
史
料
に
基
づ
い
た
冷
厳
な
事
実
と
し
て
提

起
し
た
わ
け
で
す
が
、
現
天
皇
家
は
至
高
の
存
在
で
あ
る
と
す
る
政
治

勢
力
に
は
受
け
入
れ
が
た
い
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
空
気
を
読
ん
だ
学
界

重
鎮
が
、
彼
の
論
の
圧
殺
を
図
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

古
田
説
と
最
も
鋭
く
対
立
し
た
日
本
古
代
史
家
は
、
東
大
の
井
上
光

貞
教
授
（
１
９
１
７
―
１
９
８
３
）
で
す
（
ま
っ
た
く
無
視
し
ま
し
た
）
。

彼
は
私
の
曽
祖
父
齋
藤
修
一
郎
と
も
関
係
の
深
い
明
治
の
元
勲
井
上
馨

の
玄
孫
【
正
確
に
は
孫
。
井
上
の
長
女
千
代
子
と
婿
に
入
っ
た
桂
太
郎

三
男
の
三
郎
と
の
間
の
長
男
】
で
す
。
つ
ま
り
彼
は
終
戦
直
後
ま
で
は

井
上
伯
爵
家
【
正
し
く
は
侯
爵
家
】
の
跡
取
り
。
天
皇
の
権
威
を
隠
れ

蓑
に
日
本
の
政
治
の
実
権
を
簒
奪
し
た
長
州
・
薩
摩
官
僚
の
重
鎮
中
の

重
鎮
で
す
。
至
高
の
存
在
と
し
て
の
天
皇
の
権
威
に
依
拠
し
て
こ
れ
ら
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官
僚
た
ち
は
政
界
の
実
権
を
握
っ
て
き
た
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
階
層

出
身
の
井
上
氏
に
と
っ
て
は
、
天
皇
家
は
至
高
の
存
在
で
あ
り
、『
日
本

書
紀
』
が
語
る
よ
う
に
悠
久
の
昔
か
ら
列
島
の
覇
権
は
近
畿
天
皇
家
が

握
っ
て
き
た
と
の
歴
史
認
識
が
、
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
支
え
る
根
幹

で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
彼
に
と
っ
て
は
、『
日
本
書
紀
』
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
は
、
自
身
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
も
あ
っ
た
。 

 

東
大
閥
が
こ
の
立
場
に
強
固
に
立
ち
続
け
た
の
は
、
こ
の
大
学
が
伊

藤
博
文
に
よ
っ
て
事
実
上
創
立
さ
れ
た
と
き
、
国
家
を
支
え
る
大
学
、

国
家
官
僚
を
養
成
す
る
大
学
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
来
て

い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
に
対
抗
し
た
京
大
閥
も
や
は
り

帝
国
大
学
で
す
か
ら
、
大
日
本
帝
国
が
掲
げ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
至
高

の
も
の
と
し
て
受
け
止
め
る
姿
勢
に
お
い
て
は
東
大
と
同
じ
だ
っ
た
と

思
い
ま
す
。
そ
し
て
敗
戦
と
戦
後
民
主
化
に
よ
っ
て
も
天
皇
制
は
維
持

さ
れ
、
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
温
存
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
大
学
に
お

い
て
学
界
に
お
い
て
主
導
権
を
握
っ
て
い
る
人
た
ち
も
ま
た
温
存
さ
れ

た
わ
け
で
す
。
古
代
史
学
界
に
お
い
て
も
こ
れ
は
同
じ
こ
と
だ
っ
た
と

思
い
ま
す
。 

 

明
治
か
ら
現
在
に
通
底
す
る
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
基
盤
を
、
古
田

説
は
根
本
的
に
破
壊
し
た
。
天
皇
家
の
歴
史
は
、
他
の
王
家
や
天
皇
家

内
部
の
権
力
闘
争
の
歴
史
で
あ
っ
た
と
。
し
か
も
こ
の
歴
史
認
識
は
強

固
に
内
外
の
一
次
史
料
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
こ
れ
を
壊
す
こ
と
は
不

可
能
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
古
田
無
視
が
始
ま
っ
た
。 

 

こ
れ
が
古
田
無
視
の
政
治
的
背
景
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

▼
歪
め
ら
れ
た
実
証
主
義
歴
史
学 

  

実
は
明
治
の
日
本
に
西
洋
の
実
証
主
義
歴
史
学
が
導
入
さ
れ
た
際
に
、

そ
の
時
代
の
政
治
的
制
約
に
よ
っ
て
、
こ
の
学
問
は
重
大
な
変
質
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
の
だ
。 

明
治
の
日
本
国
家
は
、
欧
米
列
強
に
よ
る
侵
略
と
植
民
地
支
配
に
屈

す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
危
機
の
中
で
生
ま
れ
た
が
ゆ
え
に
、
国
家

統
一
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
「
神
の
子
孫
」
を
標
榜
す
る
天
皇
を
戴
い
た
。

し
か
も
徳
川
氏
も
含
め
た
諸
大
名
・
家
臣
の
合
意
に
基
づ
い
た
統
一
国

家
を
作
ろ
う
と
し
て
、
徳
川
将
軍
の
「
大
政
奉
還
」
を
基
礎
に
朝
廷
の

下
に
議
定
院
を
設
け
、
上
院
と
し
て
の
諸
大
名
会
議
と
そ
の
下
で
の
下

院
と
し
て
の
士
大
夫
会
議
を
設
け
よ
う
と
し
た
新
し
い
動
き
が
、
あ
く

ま
で
も
徳
川
幕
府
を
武
力
討
伐
す
る
こ
と
で
暴
力
的
に
転
覆
し
国
家
権

力
を
握
ろ
う
と
企
て
た
薩
摩
・
長
州
両
藩
の
過
激
派
と
天
皇
に
よ
っ
て

統
治
さ
れ
た
国
家
の
実
権
を
握
り
た
い
と
考
え
た
岩
倉
ら
一
部
公
家
の

過
激
派
が
結
び
つ
い
た
宮
廷
ク
ー
デ
タ
（
＝
「
王
政
復
古
」
の
大
号
令
）

に
よ
っ
て
覆
さ
れ
て
、
天
皇
を
頂
点
に
戴
い
た
薩
摩
・
長
州
藩
閥
政
府

が
成
立
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
た
め
、
そ
の
後
、
多
く
の
元
武
士
や
百

姓
町
人
ら
の
民
主
主
義
に
基
づ
い
た
立
憲
制
国
家
形
成
の
激
し
い
要
求

（
＝
自
由
民
権
運
動
）
に
押
さ
れ
て
、
民
選
議
院
・
国
会
の
開
設
と
憲

法
の
制
定
が
行
わ
れ
た
が
、
あ
く
ま
で
も
国
家
統
治
権
で
あ
る
主
権
は

天
皇
に
あ
る
と
さ
れ
、
内
閣
も
議
会
も
天
皇
に
意
見
具
申
を
す
る
輔
弼

機
関
と
さ
れ
て
し
ま
い
、
実
現
し
た
民
主
主
義
は
極
め
て
限
ら
れ
た
も

の
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
、
明
治
政
府
が
立
憲
制
国
家
を
目
指
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す
開
明
派
と
神
聖
な
る
天
皇
が
統
治
す
る
神
権
国
家
を
目
指
す
国
粋
主

義
者
の
混
在
と
主
導
権
争
い
の
下
に
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
双
方
の
妥
協

と
、
自
由
民
権
運
動
に
表
現
さ
れ
た
国
民
の
大
衆
的
不
満
が
将
来
的
に

は
社
会
主
義
革
命
へ
と
つ
な
が
る
社
会
の
激
変
を
生
み
出
す
社
会
運
動

に
成
長
し
て
国
家
を
転
覆
す
る
こ
と
を
予
防
す
る
仕
組
み
と
し
て
、
諸

宗
教
に
超
越
す
る
神
と
し
て
の
天
皇
に
主
権
を
収
斂
さ
せ
る
こ
と
で
、

人
民
主
権
へ
と
繋
が
る
議
会
の
権
限
拡
大
を
阻
止
す
る
方
策
と
し
て
考

え
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
天
皇
は
、
古
来
悠
久
の
昔

か
ら
（
皇
祖
・
天
照
大
神
以
来
）
天
皇
家
は
男
系
男
子
に
よ
っ
て
継
承

さ
れ
日
本
国
を
統
治
し
続
け
て
き
た
と
い
う
、「
万
世
一
系
」
神
話
に
よ

っ
て
彩
ら
れ
た
も
の
と
な
っ
た
。 

大
日
本
帝
国
憲
法
に
定
め
ら
れ
た
政
治
体
制
で
は
、
主
権
者
た
る
天

皇
と
い
え
ど
も
憲
法
に
従
わ
ざ
る
を
え
ず
、
輔
弼
機
関
と
さ
れ
た
内

閣
・
議
会
・
軍
な
ど
の
助
言
に
従
っ
て
統
治
す
る
も
の
と
定
め
ら
れ
て

い
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
輔
弼
機
関
を
統
御
す
る
の
は
天
皇
の
み
と
さ

れ
た
た
め
、
軍
は
内
閣
や
議
会
か
ら
は
独
立
し
て
軍
令
を
出
す
こ
と
が

で
き
、
軍
の
予
算
な
ど
が
議
会
か
ら
削
減
を
要
求
さ
れ
た
際
に
は
、
天

皇
の
統
帥
権
を
盾
に
し
て
、
議
会
は
、
そ
し
て
や
が
て
は
内
閣
を
も
、

軍
を
統
御
す
る
権
限
は
な
い
と
し
て
、
軍
の
暴
走
を
止
め
る
装
置
が
実

質
的
に
天
皇
し
か
な
か
っ
た
。
し
か
も
内
閣
も
、
そ
の
任
免
権
は
議
会

に
は
な
く
、
非
公
式
の
天
皇
輔
弼
機
関
の
一
つ
で
あ
る
元
老
と
重
臣
会

議
が
総
理
大
臣
候
補
を
推
薦
し
天
皇
が
指
名
・
任
命
す
る
も
の
で
あ
り
、

立
法
以
外
の
外
交
や
軍
事
や
官
制
の
制
定
な
ど
天
皇
大
権
に
属
す
る
国

家
の
大
事
を
天
皇
か
ら
諮
問
さ
れ
る
の
は
、
維
新
元
勲
や
元
政
府
要
人

で
構
成
さ
れ
る
枢
密
院
だ
け
と
さ
れ
た
た
め
、
大
日
本
帝
国
憲
法
に
定

め
ら
れ
た
立
憲
君
主
制
は
、
き
わ
め
て
不
徹
底
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
た
め
第
三
条
に
定
め
ら
れ
た
「
天
皇
は
神
聖
に
し
て
犯
す
べ
か
ら
ず
」

と
の
条
項
が
一
人
歩
き
し
て
軍
の
暴
走
を
許
し
、
さ
ら
に
、
憲
法
に
定

め
ら
れ
た
臣
民
の
諸
権
利
も
神
と
し
て
の
天
皇
の
権
限
を
犯
さ
な
い
範

囲
に
限
定
さ
れ
、
宗
教
政
策
を
統
括
す
る
教
部
省
や
教
育
政
策
を
統
括

す
る
文
部
省
に
は
、「
神
聖
な
る
天
皇
が
統
治
す
る
の
が
日
本
国
の
特
質

で
あ
る
」
と
い
う
「
国
体
論
」
を
振
り
か
ざ
す
国
粋
主
義
者
が
蟠
踞
し

た
た
め
、
明
治
の
宗
教
政
策
と
教
育
政
策
は
、「
万
世
一
系
」
の
「
神
権

天
皇
」
論
で
塗
潰
さ
れ
、
そ
の
結
果
が
、
廃
仏
毀
釈
や
国
家
神
道
の
諸

宗
教
へ
の
優
越 

や
、
「
教
育
勅
語
」
体
制
に
よ
る
教
育
統
制
が
行
わ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
西
欧
の
実
証
主
義
歴
史
学
が
明
治
２
０

年
代
に
導
入
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
天
皇
家
や
日
本
国
の
ル
ー
ツ
を

科
学
的
に
論
じ
る
動
き
に
対
し
て
は
国
粋
主
義
者
か
ら
の
排
撃
が
激
し

く
、
そ
の
結
果
、『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
な
ど
の
天
皇
家
の
来
歴

と
日
本
国
家
成
立
に
か
か
わ
る
歴
史
書
や
次
々
に
掘
り
出
さ
れ
る
考
古

学
的
遺
跡
や
遺
物
に
基
づ
い
て
、
日
本
古
代
史
や
天
皇
家
の
ル
ー
ツ
を

科
学
的
実
証
的
に
考
究
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
。 

こ
の
歴
史
弾
圧
事
件
と
し
て
は
、
「
久
米
邦
武
筆
禍
事
件
」
「
南
北
朝

正
閏
論
」
「
津
田
事
件
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

「
久
米
邦
武
筆
禍
事
件
」
は
、
明
治
の
儒
学
者
・
歴
史
学
者
で
あ
る

久
米
邦
武
（
１
８
３
９
―
１
９
３
１
）
が
１
８
９
１
（
明
治
二
四
）
年

１
月
に
「
史
学
雑
誌
」
に
発
表
し
た
「
神
道
ハ
祭
天
ノ
古
俗
」
に
お
い

て
、
「
神
道
は
自
然
崇
拝
に
始
ま
る
古
く
か
ら
の
習
俗
で
あ
る
」
と
し
、
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「
教
条
的
な
宗
教
で
は
な
く
神
聖
視
す
べ
き
で
な
い
」
と
し
た
こ
と
に

始
ま
る
。
そ
し
て
こ
の
論
が
民
権
派
の
経
済
学
者
・
田
口
卯
吉
（
１
８

５
５
―
１
９
０
５
）
が
主
宰
す
る
「
史
海
」
に
翌
年
転
載
さ
れ
る
に
あ

た
っ
て
、
主
催
者
田
口
が
過
激
な
国
粋
主
義
者
ら
を
挑
発
す
る
序
を
載

せ
た
こ
と
に
対
し
て
、
国
粋
主
義
者
た
ち
が
論
文
撤
回
を
激
し
く
迫
り
、

久
米
は
論
文
撤
回
と
帝
国
大
学
教
授
職
を
辞
せ
ざ
る
を
得
な
く
さ
れ
た
。

こ
の
事
件
は
、
政
府
が
条
約
改
正
を
狙
っ
て
推
進
し
た
欧
化
主
義
政
策

へ
の
反
発
か
ら
国
粋
主
義
運
動
が
激
し
く
勃
興
し
、
国
粋
主
義
者
に
よ

る
欧
化
主
義
者
や
外
国
人
へ
の
脅
迫
や
暴
力
そ
し
て
暗
殺
な
ど
の
事
件

が
頻
発
す
る
中
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

「
南
北
朝
正
閏
論
」
は
、
１
９
１
１
（
明
治
四
四
）
年
に
政
治
問
題

と
な
っ
た
。
当
時
の
国
定
教
科
書
で
あ
る
小
学
校
の
『
尋
常
小
学
日
本

史
』
は
帝
国
大
学
の
史
学
者
た
ち
の
説
に
基
づ
き
南
北
朝
並
立
論
を
採

用
し
て
い
た
が
、
１
９
１
１
年
１
月
の
「
読
売
新
聞
」
に
こ
れ
を
非
難

す
る
投
書
が
掲
載
さ
れ
た
こ
と
を
皮
切
り
に
、
衆
議
院
議
員
が
桂
内
閣

に
質
問
書
を
出
し
た
こ
と
か
ら
明
る
み
に
出
た
。
そ
し
て
折
か
ら
起
き

た
「
大
逆
事
件
」（
１
９
１
０
年
１
０
月
検
挙
開
始
。
１
１
年
１
月
処
刑
）

に
絡
め
て
、
文
部
省
の
歴
史
教
育
方
針
が
当
を
得
な
い
か
ら
こ
う
し
た

不
敬
事
件
が
起
き
る
と
論
難
さ
れ
、
内
閣
総
辞
職
の
危
機
に
陥
っ
た
桂

内
閣
は
教
科
書
改
訂
を
約
束
。
こ
の
結
果
同
教
科
書
の
使
用
が
停
止
さ

れ
て
執
筆
者
の
帝
大
卒
の
歴
史
学
者
喜
田
貞
吉
（
１
８
７
１
―
１
９
３

９
）
は
文
部
省
修
史
官
を
停
職
さ
せ
ら
れ
、
そ
し
て
教
科
書
の
記
述
は

南
朝
を
正
統
と
す
る
も
の
に
書
き
改
め
ら
れ
た
。 

「
大
逆
事
件
」
そ
の
も
の
も
社
会
主
義
運
動
の
拡
大
と
民
主
主
義
拡

大
要
求
に
恐
れ
を
な
し
た
政
府
が
、
国
家
の
根
本
で
あ
る
神
聖
な
る
天

皇
の
暗
殺
を
企
て
た
と
の
で
っ
ち
上
げ
で
つ
く
り
挙
げ
た
も
の
で
あ
っ

た
が
、
教
科
書
の
南
朝
正
統
論
へ
の
書
き
換
え
は
、
歴
史
的
事
実
を
無

視
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

さ
ら
に
「
津
田
事
件
」
は
、
１
９
４
０
（
昭
和
十
五
）
年
２
月
に
、

思
想
史
家
の
早
稲
田
大
学
教
授
・
津
田
左
右
吉
（
１
８
７
３
―
１
９
６

１
）
の
著
書
、
『
神
代
史
の
研
究
』
（
１
９
２
４
年
刊
）
・
『
古
事
記
及
び

日
本
書
紀
の
研
究
』
（
１
９
２
４
年
刊
）
・
『
日
本
上
代
史
研
究
』
（
１
９

３
０
年
刊
）・『
上
代
日
本
の
社
会
及
び
思
想
』（
１
９
３
２
年
刊
）
が
発

禁
処
分
と
さ
れ
、
３
月
に
著
者
の
津
田
と
発
行
者
の
岩
波
茂
雄
が
出
版

法
第
２
６
条
の
「
皇
室
の
尊
厳
冒
涜
」
の
疑
い
で
起
訴
さ
れ
た
事
件
で

あ
る
。
こ
れ
に
伴
い
津
田
は
早
稲
田
大
学
教
授
を
辞
職
さ
せ
ら
れ
、
同

時
に
兼
ね
て
い
た
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
の
東
洋
政
治
思
想
史
講
座
担

当
講
師
も
辞
職
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
事
件
は
、
１
９
４
２
（
昭

和
十
七
）
年
５
月
に
第
一
審
判
決
が
出
さ
れ
、『
古
事
記
及
び
日
本
書
紀

の
研
究
』
の
み
を
出
版
法
違
反
と
し
、
津
田
に
禁
錮
３
ヶ
月
、
岩
波
は

２
ヶ
月
、
と
も
に
執
行
猶
予
２
年
の
有
罪
判
決
と
な
っ
た
。
有
罪
の
理

由
は
、「
神
武
天
皇
ヨ
リ
仲
哀
天
皇
ニ
至
ル
御
歴
代
ノ
御
存
在
ニ
付
疑
惑

ヲ
抱
カ
シ
ム
ル
ノ
虞
ア
ル
講
説
ヲ
敢
テ
」
し
た
事
で
あ
っ
た
。 

津
田
の
学
説
は
明
治
期
の
歴
史
学
者
・
那
珂
通
世
（
１
８
５
１
―
１

９
０
８
）
の
「
『
日
本
書
紀
』
の
「
神
功
紀
」
の
百
済
王
没
年
と
１
５
世

紀
の
朝
鮮
の
資
料
で
あ
る
『
東
国
通
鑑
』
の
百
済
王
没
年
を
照
ら
し
合

わ
せ
、
書
紀
で
は
年
代
が
『
東
国
通
鑑
』
よ
り
１
２
０
年
（
干
支
で
２

巡
）
古
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
書
紀
編
者
は
、
日
本
の
紀
年
を
古
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く
見
せ
、
各
天
皇
の
寿
命
を
長
く
見
せ
る
た
め
に
、
神
功
皇
后
・
応
神

天
皇
の
年
次
を
実
際
よ
り
も
１
２
０
年
引
き
上
げ
た
。
」
（
１
８
７
８
年

「
上
古
年
代
考
」
・
１
８
９
７
年
「
上
世
年
紀
考
」
）
と
の
主
張
に
依
拠

し
て
、
仲
哀
天
皇
以
前
の
説
話
を
証
拠
立
て
る
他
の
文
献
史
料
が
存
在

し
な
い
こ
と
か
ら
、
神
武
天
皇
か
ら
仲
哀
天
皇
ま
で
の
説
話
は
「
神
代

記
」
の
説
話
と
同
様
に
、
天
皇
制
の
確
立
期
に
、
そ
の
発
生
と
権
威
の

淵
源
を
理
由
づ
け
る
た
め
に
政
治
的
に
造
ら
れ
た
も
の
と
断
じ
た
も
の

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
「
記
紀
神
話
造
作
説
」
で
あ
り
「
神
武
か
ら
仲
哀

ま
で
の
天
皇
説
話
造
作
説
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
津
田
の
所
論
は
実
証
主

義
史
学
の
伝
統
と
方
法
に
依
拠
し
て
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
検
証

の
メ
ス
を
入
れ
た
も
の
で
あ
り
、
各
著
書
の
出
版
年
代
を
見
れ
ば
、
出

版
と
同
時
に
発
禁
と
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
世
の
中
に
受
け
入
れ
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
津
田
が
１
９
３
９
（
昭
和
十
四
）
年

１
０
月
に
、
か
ね
て
か
ら
国
粋
主
義
者
か
ら
批
判
を
浴
び
て
葬
り
去
ら

れ
た
「
天
皇
機
関
説
」
の
本
山
と
目
さ
れ
て
い
た
東
京
大
学
法
学
部
に

新
設
さ
れ
た
東
洋
思
想
史
講
座
担
当
の
講
師
と
な
っ
た
こ
と
を
き
っ
か

け
と
し
て
、「
天
皇
機
関
説
」
と
同
様
に
津
田
説
が
、「
神
権
天
皇
」「
万

世
一
系
」
を
否
定
す
る
思
想
と
受
け
取
ら
れ
て
問
題
視
さ
れ
た
か
ら
で

あ
っ
た
。
津
田
自
身
は
こ
の
思
想
を
否
定
せ
ず
、
た
だ
根
拠
不
明
と
し

た
だ
け
だ
。 

時
代
は
ち
ょ
う
ど
、
欧
米
と
の
全
面
戦
争
を
控
え
、
「
東
亜
新
秩
序
」

「
八
紘
一
宇
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
、
ア
ジ
ア
の
欧
米
か
ら
の
解
放
を

唱
え
る
方
向
へ
と
政
権
が
動
き
出
す
中
で
、
こ
の
神
話
を
否
定
す
る
論

説
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
起
き
た
わ
け
だ
。 

こ
の
よ
う
に
し
て
明
治
以
後
の
実
証
主
義
歴
史
学
は
天
皇
制
に
よ

っ
て
制
限
さ
れ
変
質
を
強
い
ら
れ
て
い
っ
た
。 

 

▼
戦
後
も
守
ら
れ
た
「
菊
の
タ
ブ
ー
」
と
「
古
田
説
」
に
よ
る
否
定 

 

「
大
東
亜
戦
争
」
の
敗
北
に
よ
っ
て
「
神
権
天
皇
」
を
戴
い
た
体
制

は
崩
壊
し
、
新
憲
法
で
は
天
皇
は
、「
主
権
の
存
す
る
日
本
国
民
の
総
意
」

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
「
国
民
統
合
の
象
徴
」
と
な
り
、
国
を
統
治
す

る
権
限
は
奪
わ
れ
、
憲
法
に
定
め
ら
れ
た
国
事
行
為
以
外
の
政
治
的
行

動
は
禁
ぜ
ら
れ
た
が
、
天
皇
制
度
そ
の
も
の
は
温
存
さ
れ
た
た
め
、「
万

世
一
系
」
の
神
話
と
天
皇
家
の
淵
源
を
科
学
的
に
探
る
こ
と
を
避
け
る

傾
向
＝
（
菊
の
タ
ブ
ー
）
も
ま
た
温
存
さ
れ
た
。 

戦
後
の
歴
史
学
は
「
神
権
天
皇
」
の
軛
が
外
さ
れ
た
た
め
、
大
正
期

以
後
に
発
展
し
て
い
た
マ
ル
ク
ス
主
義
に
基
づ
い
た
歴
史
学
や
、
経
済

史
・
社
会
史
の
研
究
、
そ
し
て
考
古
学
の
発
展
な
ど
、「
万
世
一
系
」
神

話
を
科
学
的
に
論
じ
る
こ
と
の
可
能
な
状
況
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の

た
め
戦
後
の
日
本
古
代
史
研
究
の
分
野
で
は
、
津
田
左
右
吉
の
論
が
出

発
点
と
な
っ
て
「
記
紀
神
話
は
造
作
」
が
定
説
と
さ
れ
、
騎
馬
民
族
征

服
王
朝
説
や
、
三
輪
王
朝
・
河
内
王
朝
・
継
体
王
朝
の
三
王
朝
交
代
論

な
ど
様
々
な
説
が
並
び
立
ち
、
古
代
史
上
の
天
皇
の
実
在
・
非
実
在
な

ど
の
論
も
活
発
に
交
わ
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
説
に
対
し
て
近
畿

天
皇
家
が
悠
久
の
昔
か
ら
日
本
列
島
を
一
貫
し
て
統
治
し
て
き
た
と
い

う
立
場
か
ら
の
反
論
も
激
し
く
、
や
が
て
前
方
後
円
墳
の
全
国
展
開
や

そ
こ
に
副
葬
さ
れ
た
三
角
縁
神
獣
鏡
が
中
国
魏
王
朝
か
ら
「
邪
馬
台
国
」
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女
王
卑
弥
呼
に
下
賜
さ
れ
た
鏡
で
、
卑
弥
呼
の
後
裔
た
る
天
皇
か
ら
各

地
の
豪
族
に
下
賜
し
た
物
で
あ
る
と
の
見
解
な
ど
を
基
礎
に
し
て
、
第

十
代
の
崇
神
天
皇
は
「
ハ
ツ
ク
ニ
シ
ラ
ス
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
」
と
お
く
り

名
さ
れ
そ
の
陵
墓
と
さ
れ
る
古
墳
も
古
式
の
前
方
後
円
墳
で
あ
る
こ
と

な
ど
か
ら
、
こ
の
天
皇
が
初
め
て
日
本
国
を
統
一
し
た
も
の
で
、
こ
れ

以
後
の
天
皇
は
確
実
に
実
在
し
た
と
の
説
が
通
説
と
な
っ
た
。
こ
の
た

め
、「
記
紀
神
話
」
や
「
神
武
以
後
の
説
話
」
の
真
偽
や
そ
の
成
り
立
ち

に
つ
い
て
、
科
学
的
に
論
証
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
近
畿
天
皇
家
が
崇
神

の
時
代
と
さ
れ
る
四
世
紀
か
ら
日
本
列
島
の
王
者
と
し
て
君
臨
し
た
と

の
認
識
が
歴
史
学
の
常
識
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
こ
れ

は
、
神
話
に
基
づ
い
て
科
学
的
歴
史
研
究
が
葬
り
去
ら
れ
た
歴
史
的
記

憶
が
背
景
と
な
っ
て
、
学
界
の
大
勢
と
し
て
は
「
万
世
一
系
」
が
暗
黙

の
了
解
と
な
っ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
に
一
人
科
学
の
メ
ス
を
入

れ
た
の
が
古
田
武
彦
さ
ん
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
九
州
王
朝
」
論
と
「
万

世
一
系
」
と
の
関
係
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。 

一
、
近
畿
天
皇
家
の
始
祖
で
あ
る
神
武
天
皇
の
父
は
「
天
津
日
高
日

子
波
限
建
鵜
葦
草
葦
不
合
命
」
。
そ
の
父
は
「
火
遠
理
命
（
天
津
日
高
日

子
穂
穂
手
見
命
）
」
だ
が
彼
は
三
男
で
上
に
二
人
の
兄
が
お
り
、
彼
ら
三

人
の
父
が
、
「
日
子
番
能
邇
邇
芸
命
（
い
わ
ゆ
る
ニ
ニ
ギ
の
命
）
」
で
あ

る
が
、
彼
に
は
「
天
火
明
命
」
と
い
う
名
の
兄
が
い
る
。
彼
は
『
日
本

書
紀
』
で
は
「
天
照
国
照
彦
火
明
命
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
の
母

で
最
高
神
「
天
照
大
神
」
と
つ
な
が
る
至
高
の
人
物
、
つ
ま
り
王
に
相

応
し
い
。
し
か
し
こ
の
王
以
下
の
系
譜
は
『
日
本
書
紀
』
や
『
古
事
記
』

で
は
削
除
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
王
以
下
の
系
譜
こ
そ
、
こ
の
王
統
譜
の

本
来
の
本
流
の
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、『
日
本
書
紀
』
が
「
九

州
王
朝
」
の
史
書
『
日
本
紀
』
か
ら
記
事
を
多
数
登
用
し
て
い
る
こ
と

か
ら
推
測
で
き
る
よ
う
に
、「
天
孫
降
臨
」
の
説
話
は
「
九
州
王
朝
」
の

説
話
で
あ
り
、
神
武
に
始
ま
る
近
畿
天
皇
家
は
、「
九
州
王
朝
」
の
分
流

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

二
、
近
畿
天
皇
家
は
途
中
で
何
度
も
権
力
の
交
代
を
経
験
し
て
お
り
、

必
ず
し
も
男
系
で
継
承
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
好
例
と
し
て

の
第
二
六
代
天
皇
継
体
。
彼
は
第
十
五
代
応
神
の
五
世
の
孫
と
称
し
て

い
る
が
こ
れ
を
証
明
す
る
史
料
は
な
く
、
こ
れ
を
も
っ
て
「
男
系
」
で

の
継
承
と
す
れ
ば
、
桓
武
天
皇
五
世
の
孫
で
あ
る
平
将
門
や
清
和
天
皇

の
子
孫
の
源
頼
朝
が
天
皇
と
な
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
実
態
と
し

て
は
継
体
の
息
子
の
第
二
七
代
安
閑
・
第
二
八
代
宣
化
は
継
体
の
前
の

武
烈
と
は
全
く
血
縁
に
は
な
く
、
第
二
九
代
と
な
っ
た
欽
明
の
母
は
、

第
二
五
代
武
烈
天
皇
の
姉
な
の
で
、
こ
こ
で
「
継
体
王
朝
」
は
武
烈
に

終
わ
る
「
応
神
王
朝
」
を
女
系
で
継
い
だ
の
が
歴
史
的
事
実
。 

古
田
武
彦
さ
ん
の
日
本
古
代
史
に
関
す
る
説
は
、
「
万
世
一
系
」
の

天
皇
家
と
い
う
神
話
を
根
底
的
に
否
定
し
、
７
０
１
年
の
大
宝
律
令
制

定
ま
で
は
日
本
列
島
の
王
者
は
天
照
直
系
た
る
「
九
州
王
朝
」
、
こ
れ
以

後
が
天
照
傍
系
で
あ
る
「
近
畿
王
朝
」
と
し
た
の
だ
。
そ
し
て
こ
れ
ら

の
王
朝
の
内
部
に
お
い
て
も
権
力
の
交
代
は
し
ば
し
ば
起
き
、
必
ず
し

も
男
系
で
継
承
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
。
さ
ら
に
は
こ
の
「
九
州

王
朝
」
以
前
に
は
、
出
雲
に
拠
点
を
お
く
「
出
雲
王
朝
」
と
呼
ぶ
べ
き

王
権
が
列
島
を
支
配
し
て
お
り
、「
九
州
王
朝
」
成
立
以
後
も
、
列
島
各

地
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
来
歴
を
有
す
る
い
く
つ
か
の
王
朝
が
併
存
し
て
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お
り
、
こ
れ
ら
の
諸
王
朝
の
連
合
の
長
と
し
て
の
み
日
本
列
島
の
王
権

は
あ
っ
た
と
い
う
の
が
、
古
田
さ
ん
の
所
説
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
古
田

さ
ん
の
所
説
を
継
承
す
る
人
々
に
よ
っ
て
こ
の
説
は
さ
ら
に
深
め
ら
れ
、

「
九
州
王
朝
」
は
６
世
紀
末
か
ら
７
世
紀
中
ご
ろ
に
か
け
て
、
中
国
統

一
王
朝
た
る
隋
や
唐
と
の
対
決
を
控
え
る
中
で
、
列
島
の
他
王
朝
に
も

介
入
し
て
直
接
統
治
に
変
え
て
難
波
京
に
都
を
置
き
（
副
都
？
）
、
国
々

や
評
の
境
界
を
再
編
す
る
と
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
の
国
や
評
の
政
治
体
制

も
刷
新
し
て
真
に
統
一
国
家
と
い
え
る
体
制
に
変
換
し
よ
う
と
し
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
の
認
識
に
ま
で
到
達
し
て
い
る
。 

古
田
さ
ん
の
「
九
州
王
朝
」
論
に
始
ま
る
所
説
は
、
「
多
元
的
古
代

史
観
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
日
本
列
島
は
悠
久
の
昔
か
ら
「
万
世

一
系
」
た
る
近
畿
天
皇
家
が
統
治
し
て
き
た
と
の
神
話
を
根
底
か
ら
否

定
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
古
田
さ
ん
の
所
説
が
実
証
主
義
歴
史
学
の
方

法
論
に
よ
っ
て
諸
史
料
を
徹
頭
徹
尾
検
証
し
た
末
の
も
の
で
あ
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、「
菊
の
タ
ブ
ー
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
、
日
本
列
島
は
悠

久
の
昔
か
ら
「
万
世
一
系
」
た
る
近
畿
天
皇
家
が
統
治
し
て
き
た
と
の

神
話
を
根
底
的
に
は
否
定
し
な
い
思
想
傾
向
に
抗
せ
ず
、
そ
の
枠
内
に

止
ま
っ
て
来
た
日
本
古
代
史
学
界
か
ら
は
、
古
田
さ
ん
の
所
説
は
生
理

的
な
拒
否
に
あ
い
、
無
視
と
い
う
排
除
に
あ
っ
た
の
だ
。 

 

▼
「
古
田
史
学
」
は
「
神
権
天
皇
」
の
根
源
を
問
う
所
か
ら
始
ま
っ
た 

  

だ
が
古
田
武
彦
さ
ん
は
、
自
ら
の
所
説
が
日
本
古
代
史
学
界
か
ら
排

除
さ
れ
て
い
る
政
治
的
背
景
を
明
確
に
意
識
し
て
お
ら
れ
た
。
２
０
０

６
年
４
月
に
刊
行
さ
れ
た
「
古
田
史
学
会
報
」
７
３
号
に
「
『
万
世
一
系
』

の
史
料
批
判
」
と
い
う
痛
烈
な
一
文
を
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。 

 

第
一
、「
万
世
一
系
」
と
い
う
言
葉
は
、
古
事
記
・
日
本
書
紀
に
は
な

い
。
明
治
維
新
以
降
「
強
調
」
さ
れ
は
じ
め
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
は

「
神
武
以
来
」
で
は
な
く
、
「
天
照
大
神
以
来
」
の
意
だ
。
（
中
略
）
こ

れ
を
う
け
た
「
万
世
一
系
」
を
「
神
武
以
来
」
な
ど
と
、
ゆ
が
め
解
す

る
の
は
不
当
だ
。
例
の
「
天
孫
降
臨
」
の
神
勅
が
わ
が
国
の
皇
統
の
「
万

世
一
系
」
の
証
拠
と
さ
れ
た
。
こ
れ
を
肯
定
す
る
に
せ
よ
否
定
す
る
に

せ
よ
、
事
実
を
曲
げ
る
こ
と
は
不
可
で
あ
る
。 

 

第
二
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
天
照
大
神
は
女
性
で
あ
る
。「
夫
」
は
高

木
神
。（
中
略
）
高
木
神
で
は
な
く
、
天
照
大
神
を
今
も
伊
勢
神
宮
に
祭

る
天
皇
家
が
、｢

大
い
な
る
女
系
の
王
家｣

で
あ
る
こ
と
、
天
下
に
隠
れ

も
な
い
事
実
で
あ
る
。
現
代
の
男
系
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
た
め
に

「
古
来
の
伝
統
」
を
無
視
あ
る
い
は
軽
視
す
る
こ
と
は
不
可
で
あ
る
。

（
以
下
略
）
。 

第
三
、
第
四
、
第
五
、
（
略
）
。 

第
六
、
不
可
欠
の
反
対
概
念
が
あ
る
。
九
州
王
朝
説
だ
。「
七
〇
一
」

以
前
が
、
そ
の
時
代
。
天
皇
家
は
こ
れ
以
降
、
と
の
立
場
で
あ
る
。
今

は
学
界
の
定
説
と
な
っ
た
「
郡
と
評
」
の
分
岐
点
。
そ
れ
が
「
七
〇
一
」

だ
。
そ
の
と
き
、
必
ず
「
廃
評
立
郡
」
の
詔
勅
が
出
た
は
ず
だ
。
だ
が
、

日
本
書
紀
に
も
、
続
日
本
紀
に
も
、
そ
れ
が
な
い
。
な
ぜ
か
。
こ
こ
に

「
九
州
王
朝
」
説
の
リ
ア
リ
テ
ィ
（
真
実
性
）
が
、
し
っ
か
り
と
顔
を

の
ぞ
か
せ
て
い
る
。
こ
の
「
九
州
王
朝
」
説
は
、
明
治
か
ら
敗
戦
ま
で

は
「
許
容
」
さ
れ
な
か
っ
た
。
政
治
的
に
「
排
除
」
さ
れ
て
い
た
の
で
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あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
わ
た
し
は
こ
れ
を
歴
史
的
真
実
と
し
て
真
摯
に
主

張
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
「
学
問
上
の
応
答
」
な
し
に
こ
れ
を
政
治
的

に
「
排
除
」
し
な
け
れ
ば
「
万
世
一
系
の
天
皇
家
」
と
い
う
よ
う
な
“
超

越
的
”
な
言
葉
は
成
り
立
ち
え
な
い
。
そ
れ
は
「
生
物
的
概
念
」
で
は

な
い
。“
常
に
政
治
上
の
中
心
権
威
者
で
あ
っ
た
”
と
い
う
政
治
的
概
念

だ
か
ら
で
あ
る
。
純
粋
に
「
生
物
的
概
念
」
な
ら
ば
万
人
と
も
「
万
世

一
系
」
で
あ
る
。
や
が
て
「
九
州
王
朝
説
を
唱
え
る
者
は
非
国
民
」
と

言
わ
れ
よ
う
。
―
学
問
の
自
由
の
死
滅
で
あ
る
。 

第
七
、
第
八
、
（
略
）
（
全
文
は
「
古
田
史
学
の
会
」
の
サ
イ
ト
「
新

古
代
学
の
扉
」
で
読
め
る
。
）
。 

 

古
田
さ
ん
が
近
畿
天
皇
家
は
「
九
州
王
朝
」
の
分
流
で
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
の
は
、
第
三
の
著
書
で
１
９
７
５
年
に
発
刊
さ
れ
た
『
盗

ま
れ
た
神
話 

記
・
紀
の
秘
密
』
が
最
初
で
あ
る
が
、
実
は
そ
の
学
問

探
求
の
根
本
の
と
こ
ろ
に
、
明
治
以
後
敗
戦
ま
で
の
日
本
の
精
神
を
統

御
し
た
「
神
権
天
皇
」「
万
世
一
系
」
論
の
淵
源
と
そ
の
性
格
を
探
る
と

い
う
課
題
が
あ
り
、
そ
の
必
然
の
結
果
と
し
て
、
日
本
古
代
史
の
天
皇

家
と
日
本
国
家
の
出
自
の
探
求
に
及
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

そ
の
証
拠
は
、
東
北
大
学
を
卒
業
後
、
高
等
学
校
の
教
師
を
経
た
後

に
研
究
生
活
に
入
り
、
国
家
権
力
と
戦
っ
た
親
鸞
の
思
想
の
研
究
に
没

頭
し
た
後
に
書
い
た
研
究
論
文
に
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
１
９
６
４
（
昭

和
三
八
）
年
に
金
沢
大
学
の
暁
烏
賞
へ
の
応
募
論
文
で
、「
近
代
法
の
論

理
と
宗
教
の
運
命
―
“
信
教
の
自
由
”
の
批
判
的
考
察
」
と
題
し
て
、

西
洋
に
発
し
た
「
信
教
の
自
由
」
が
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
異
教
を
排
除

し
た
後
の
「
キ
リ
ス
ト
教
単
性
社
会
」
の
中
で
の
諸
派
の
信
教
の
自
由

で
し
か
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
大
日
本
帝
国
憲
法
体
制
の
日
本
国

家
が
「
神
権
天
皇
」
を
戴
く
こ
と
を
憲
法
に
明
記
し
た
の
は
、
憲
法
を

起
草
し
た
伊
藤
博
文
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
国
家
学
者
シ
ュ
タ
イ
ン
の

教
え
に
従
い
、
将
来
激
化
す
る
で
あ
ろ
う
階
級
対
立
の
緩
和
剤
と
し
て
、

西
欧
国
家
が
諸
宗
教
を
超
越
し
た
も
の
と
し
て
の
絶
対
的
精
神
（
＝
国

家
精
神
）
と
し
て
「
キ
リ
ス
ト
教
精
神
」
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
、
絶

対
的
精
神
を
提
示
せ
よ
と
の
助
言
に
従
っ
た
か
ら
だ
と
明
ら
か
に
し
た
。

そ
し
て
こ
の
国
家
精
神
た
る
「
神
権
天
皇
」
体
制
の
下
で
諸
宗
教
だ
け

で
は
な
く
人
々
の
精
神
ま
で
も
統
制
し
た
体
制
が
敗
戦
に
よ
っ
て
崩
壊

し
た
後
の
戦
後
の
日
本
の
精
神
状
況
は
、
西
欧
の
「
キ
リ
ス
ト
教
単
性

社
会
」
で
は
な
い
、
諸
宗
教
が
入
り
乱
れ
た
中
で
信
教
の
自
由
が
保
障

さ
れ
る
と
、
そ
の
社
会
の
精
神
状
況
は
い
か
な
る
も
の
に
な
る
か
と
い

う
こ
と
の
格
好
の
実
験
場
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
（
こ
の
論
文
は
後
に

『
神
の
運
命 

歴
史
の
導
く
と
こ
ろ
へ
』
１
９
９
６
年
明
石
書
店
刊
で

公
刊
さ
れ
た
。
全
文
は
「
古
田
史
学
」
の
サ
イ
ト
で
読
め
る
）
。 

 

こ
の
論
文
は
信
教
の
自
由
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
古
田
さ
ん
の

青
春
を
奪
い
、
育
っ
た
地
広
島
を
地
獄
と
化
し
た
あ
の
戦
争
を
導
い
た

時
代
精
神
で
あ
る
「
神
権
天
皇
」「
万
世
一
系
」
神
話
が
成
立
し
た
思
想

的
事
情
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
「
魏
志
倭
人
伝
」

研
究
に
至
る
に
は
わ
ず
か
５
年
。
そ
し
て
「
万
世
一
系
」
否
定
に
至
る

に
は
１
０
年
。
古
田
武
彦
さ
ん
が
日
本
古
代
史
研
究
に
踏
み
込
ん
だ
の

は
、
「
神
権
天
皇
」
「
万
世
一
系
」
神
話
の
淵
源
を
日
本
古
代
史
の
真
実

探
求
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
た
い
と
の
想
い
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
私
は

考
え
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
２
０
１
７
年
２
月
５
日 

記
す
） 


