
天
理
教
の
乱
に
つ
い
て

は
じ
め
に

一
　

教
団
の
源
流

一
一　
教
団
の
形
成
と
組
織

〓
一　
教
団
の
構
成
者

四
　
教
義
内
容
―
特
に
現
世
利
益
に
つ
い
て

五
　
反
乱
の
経
過

お
わ
り
に

は
じ
め
に

天
理
教
の
乱
は
、

嘉
慶
十
八
年
九
月
に
、

林
清

・
李
文
成
ら
に
よ

っ
て
北
京
と
直
隷

・
山
東

・
河
南
の
三
省
交
界
地
域
を
中
心
に
お
き

た
三
ケ
月
に
及
ぶ
反
乱
で
あ
る
。

特
に
北
京
で
は
、

教
徒
達
約
二
百

名
が
紫
禁
城
に
突
入
す
る
と
い
う
事
態
を
引
き
起
こ
す
に
至

っ
た
。

天
理
教
の
乱
に
つ
い
て

（栗
田
）

栗

田

こ
う
い
っ
た
反
乱
の
特
異
性
の
割
に
は
こ
れ
ま
で
反
乱
全
体
を
扱

っ

仇
論
文
は
少
な
く
、

ま
た
い
く
つ
か
の
疑
問
点
も
指
摘

さ

れ

て

い

る
。

そ
こ
で
こ
の
小
稿
で
は
、

従
来
の
天
理
教
の
源
流
は
八
卦
教
で

あ
る
と
い
う
見
解
に
対
す
る
疑
問
か
ら
出
発
し
、

教
団
の
形
成
と
そ

の
組
織

・
構
成
者

・
教
義
内
容
及
び
反
乱
の
経
過
等
、

種
々
の
角
度

か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

反
舌‐
′

の
全
体
像
を
描
き
出
す
こ
と

に
つ
と
め
た
。教

団
の
源
流

天
理
教
と
い
う
名
称
は
、

こ
の
反
乱
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
官
側
の

史
料
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
、

そ
の
源
流
を
た
ど
る
の
に
は
、

乱

に
参
加
し
た
教
徒
達
の
供
述
に
よ
る
以
外
に
方
法
は
な
い
。

教
団
の

中
心
人
物
林
清
の
説
明
を
う
け
た
牛
亮
臣
の
供
述
に
よ
（淀

と
、

智

―- 93 -一
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他
的
教
是
京
南
人
顧
文
升
伝
授
。

従
前
山
東
曹
県
人
劉
林
是
先

天
祖
師
、

林
清
是
劉
林
転
世
為
後
天
祖
師
。

這
教

本

名

三

陽

教
、

分
青
紅
白
三
色
名
目
、

又
名
龍
華
会
、

因
分
八
卦
、

又
名

八
卦
会
、

又
改
名
天
理
会
。

と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
の
他
の
教
徒
達
の
供
述
を
ま
と
め
る（疫
、

『
教
名
は
白
陽
教
、

ま
た
は
栄
華
会
と
い
い
、

教
主
は
顧
姓
の
人
―

顧
亮
と
い
う
名
が
多
い
―
で
、

そ
の
下
に
郭
潮
俊
、

宋
景
耀
、

陳
茂

林
、

劉
塁
祥
、

屈
四
な
ど
の
頭
目
が
お
り
、

会
内
は
八
卦
に
分
か
れ

て
い
た
。

そ
し
て
林
清
は
女
卦
を
掌
す
る
宋
景
耀
の
下

へ
入

教

し

た
。

」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。

自
陽
教
と
栄
華
会
と
い
う

名

称
が
併
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、

白
陽
教
の
経
典
に

「龍
華
経
」
が
あ

る
た
め
で
あ
り
、

自
陽
教
の
別
称
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
三
陽
教
と

い
う
名
称
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、

前
述
の
牛
亮
臣
の
供
述
だ
け

で
あ
る
が
、

】」
れ
は
佐
々
木
正
哉
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
藤

、）
何
ら

か
の
機
会
に
劉
之
協
―
嘉
慶
白
蓮
教
の
乱
の
中
心
人
物
で
劉
松
の
混

元
教
を
三
陽
教
と
改
め
た
―
派
と
の
交
流
が
で
き
、

そ
の
教
義
も
類

似
し
て
い
る
た
め
に
名
称
を
混
用
す
る
よ
う
に
な

っ
た
か
、

あ
る
い

は
後
に
紅
陽
教
徒
を
教
国
内
に
吸
収
し
た
た
め
、

紅

・
自
の
名
称
が

そ
ろ
っ
た
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
林
清
の

教
団
は
、

従
来
の
論
文
で
は
八
卦
教
中
の
女
卦
教
の
系
統
に
属
す
る

と
さ
れ
て
い
る
が
、

白
陽
教
に
入
教
し
て
い
た
と
供
述
し
て
い
る
教

徒
が
全
体
の
約
半
数
を
占
め
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

明
代
万
暦
年
間
に

直
隷
凍
州
石
仏
熔
（
日
）
の
王
森
の
大
乗
教
か
ら
分
か
れ
た
張
英
の
創

始
し
た
円
頓
教
（自
陽
教
）
の
流
れ
を
く
む
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ

れ
な
ら
ば
何
故
王
姓
や
張
姓
の
名
を
用
い
ず
に
、

八
卦
教
の
教
主
で

あ
る
劉
姓
を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、

八
卦
教
に
つ
い
て
も
少
し
ふ
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

八
卦
教
は
も
と
五
萱
道
収
元
教
と
い
い
、

康
熙
年
間
の
中
ご
ろ
に
出

東
単
県
の
劉
佐
臣
が
創
始
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

教
主
の
座
は
子

の
劉
如

（儒
）
漢
―
損
職
の
山
西
栄
河
県
知
県
―
、

孫
の
劉
略
―
福

職
の
州
同
―
と
受
け
継
が
れ
、

山
西

・
山
東

・
河
南
方
面
に
広
く
教

徒
を
有
し
て
い
た
。

た
正
年
間
に
な

っ
て
、

教
徒
の

一
人
で
あ
る
山

西
省
定
妻
県
の
韓
徳
栄
が
、

教
内
を
八
卦
に
分
け
る
な
ど
の
組
織
改

革
を
独
自
に
行
い
、

伝
教
活
動
を
は
じ
め
た
。

し
か
し
そ
の
た
め
、

乾
隆
十
三
年
に
な

っ
て
官
側
の
摘
発
を
被
り
、

当
時
教
主
で
あ

っ
た

劉
略
も
検
挙
さ
れ
て
、

五
萱
道
収
元
教
は
大
打
撃
を
受
け
た
。

以
後

教
主
の
家
系
で
あ
る
劉
氏
の
力
は
弱
ま

っ
て
ゆ
き
、

各
地
に
存
在
し

て
い
た
頭
目
達
が
台
頭
し
は
じ
め
た
。

そ
の
結
果
、

乾
隆
五
十
六
年

十
月
丙
子
の
上
諭
に
、

劉
省
過
邪
教
原
案
係
八
卦
分
授
各
犯

と
あ
る
よ
う
に
、

劉
悟
の
子
劉
省
過
は
経
典
の

一
部
に

「
八
卦
図
」

が
あ
る
こ
と
か
ら
、

韓
徳
栄
の
八
卦
の
組
織
を
利
用
し
て
、

有
力
な

頭
慰
達
を

「
卦
教
主
」
に
封
じ
、

劉
省
過
は
八
卦
の
頂
点
に
立
つ
存

在
と
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
頃
に
封
ぜ
ら
れ
た
の
が
震
卦
教
主

―- 94 -一
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王
中
、

離

（
圭卜

勁
主
部
生
文
、

女
卦
教
主
孔
万
林
な
ど
の
人
々
で
あ

っ

た
と
思
わ
れ
る
。

（
た
だ
し
、

こ
の
こ
と
は
教
徒
達
に
は
す
ぐ

に

は

伝
わ
ら
な
か
っ
た
た
め
か
、

各
卦
の
名
称
が

「
実
録
」
中
に
あ
ら
わ

れ
て
く
る
の
は
、　

乾
隆
五
十
年
代
に
な

っ
て
か
ら
で
あ
る
。

）
と

こ

ろ
が
そ
の
劉
省
過
も
乾
隆
三
十
七
年
の
摘
発
で
、

子
の
劉
鋒
と
と
も

に
処
刑
さ
れ
て
し
ま
い
。

各
卦
を
統
轄
す
る
人
物
が
存
在
し
な
く
な

っ
た
こ
と
か
ら
、

各
卦
教
首
を
中
心
と
す
る
集
団
は
全
く
独
立
し
た

一
個
の
教
団
と
し
て
活
動
す
る
よ
う
に
な
り
、

そ
れ
と
並
行
し
て
官

側
の
史
料
中
で
も
五
壼
道
収
元
教
か
ら
八
卦
教
と
い
う
名
称
に
変
わ

っ
て
い
っ
た
。

た
だ
し
全
く
五
萱
道
収
元
教
と
い
う
名
称
が
用
い
ら

れ
な
く
な
る
訳
で
な
く
、

そ
の
後
も

「
五
女
伝
導
書

（五
萱
道
収
元

教
の
経

（
典

め

一
つ
と

を
有
す
る
収
元
教
と
い
う
教
団
が
度

々
摘

発

碓
れ
て
ぉ
り
、

ま
た
劉
氏
に
対
す
る
信
仰
心
も
根

強

く

残

っ
て

い

とつ
。以

上
の
こ
と
か
ら
林
清
が
劉
林
と
い
う
名
を
あ
げ
た
の
は
、

彼
が

自
賜
数

に
入
教
す
る
以
前
に
震
卦
教
主
王
中
の
孫
の
王
棟
と
面
識
が

あ

っ
て
、

八
卦
教
に
関
す
る
あ
る
程
度
の
知
識
が
あ

っ
た
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
、

白
陽
教
内
も
八
卦
に
分
か
れ
て
い
て
、

彼
も
そ
の
中
の

女
卦
に
属
し
て
お
り
、

さ
ら
に
そ
の
女
卦
を
八
卦
教
中
の
攻
卦
に
置

き
変
え
た
こ
と
、

後
に
実
際
に
八
卦
教
徒
を
教
団
内
に
加
入
さ
せ
た

こ
と
に
よ
り
、

彼
ら
に
対
し
て
自
ら
の
位
置
づ
け
を
お
こ
な
う
必
要

が
あ

っ
た
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

天
理
教
の
乱
に
つ
い
て

（栗
田
）

一
方
十、
天
理
教
の
も
う

一
人
の
中
心
人
物
で
あ
る
李
文
成
の
所
属

し
た
教
団
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ

っ
た
の
か
。

李
文
成
に
関
す
る
史

料
は
極
め
て
少
な
く
教
徒
達
か
ら
は

「震
卦
教
主
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
も
の
の
、

い
つ
震
卦
教
に
入
教
し
た
の
か
、

さ
ら
に
は
実
際
に
入

教
し
て
い
た
か
ど
う
か
も
は
っ
き
り
と
し
な
い
。

た
だ
彼
が
後
に
自

めつ印薪穀晩南卿印卿殺幣れ家他「陶囀聰すれ謀麹説厳小争

げ
て
み
よ
う
。

①
劇
算

（嘉
慶
十
六
年
）
李
文
成
在
滑
県
掌
了
震
卦
教
―
林
清
の

供
述
―

○

（林
清
）
…
…
十
六
年
六
月
間
到
過
滑
県
道
日
集
才
指
称
李
文

成
是
震
卦
王
教
主
転
世
―
張
建
木
が
劉
国
明
か
ら
聞
い
た
話

以
上
の
こ
と
か
ら
、

九
宮
教
に
入
教
し
て
、

河
南
省
滑
県
方
面
で

勢
力
を
持

っ
て
い
た
李
文
成
に
、

林
清
が
以
前
よ
り
面
識
の
あ

っ
た

王
棟
の
震
卦
教
主
の
称
号
を
あ
た
え
た
た
め
、

震
卦
教
と
称
す
る
よ

う
に
な

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

九
宮
教
に
関
し
て
の
具
体
的
な
内

容
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、

八
卦
教
と
は
そ
れ
ほ
ど
相
違
は
な
か

っ

た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
教
団
の
中
心
人
物
で
あ
る
林
清

・
李
文
成
の
所
属
し

て
い
る
集
団
の
名
称
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、

天
理
教
は
白
陽
教

・
九

宮
教
を
中
心
と
し
て
八
卦
教

・
紅
陽
教
を
く
み
こ
ん
だ
集
合
体
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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一
一　
教
団
の
形
成
と
組
織

で
は
こ
の
教
団
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
、

組
織
さ
れ
て
い
っ
た

か
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

嘉
慶
七
年
に
震
卦
教
主
王
棟
と
知
り
あ

っ
て
、

八
卦
教
の
知
識
を

得
て

舟
晩
と
思
わ
れ
る
林
清
は
、

十

一
年
に
栄
華
会

（白
陽
教
）
に

入
教
し
た
。

そ
し
て
二
年
後
の
摘
発
事
件
の
時
に
偶
然
牛
亮
巨
と
知

り
ぁ
い
、

そ
れ
が
李
文
成
と
の
結
盟
に
進
展
し
て
い
っ
た
。

こ
の
結

盟
が
天
理
教
を
直
隷

・
山
東

・
河
南
の
三
省
に
及
ぶ
大
き
な
教
団

ヘ

と
発
展
さ
せ
た
。

す
な
わ
ち
林
清
は
李
文
成
が
所
属
し
て
い
た
九
宮

解

壌
的
向
ギ
恵
穀
鶏
狂
地
的
串
一時
鋼
洋

挙
拝

鞠

艶
瑠

配
は
行
な
わ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

）
】」
の
よ
う
に

し

て

八
卦
教
の
系
統
と
は
異
な
る
が
、

震
卦
教
主
と
称
し
た

こ

と

に
よ

り
、

三
省
に
存
在
し
て
い
た
八
卦
教
徒
の
加
入
に
成

功

し

て

い
つ

肇庁榊離軸線つ省“舶い薙射球転葬殺舶取却嘲や時か靴離議

も
李
文
成
が
八
卦
教
徒
の
吸
収
を
考
え
た
の
は
、

こ
の
地
方
で
最
も

勢
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
や
、

前
述
の
よ
う
に
彼
ら
が
す
で
に
八
卦

教
と
係
わ
り
が
あ

つ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

一
方
北
京
方
面
で
は
、

乾
隆
中
期
よ
り
紅
陽
教
に
入
教
し
て
勢
力

陀神中無卦悔瀬卵わ華莞確帥募牟坤ば柳つ（の理Ⅷ下の教徒達

ま
た
時
間
的
に
は
結
盟
よ
り

一
年
前

（嘉
慶
十
五
年
）

に
な

る

が
、

（
牛

既
巨
が
彼
の
相
婿
で
武
術
の
達
人
で
あ
る
海
克
善
を
引
き
い

れ
て
い
る
。

彼
は
本
来
八
卦
教
と
は
係
わ
り
の
な
か

っ
た
人
間
で
あ

っ
た
が
牛
亮
臣
に
自
分
は
離
卦
教
で
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
、

こ

の
離
卦
教
の
海
克
善
の
下
に
武
術
関
係
か
ら
徒
弟
が
集
ま
り
、

彼
ら

も
離
卦
教
と
称
す
る
よ
う
に
な

っ
て
、

山
東
省
徳
州
方
面
に
勢
力
を

広
げ

（
た

メ
　
お
武
術
集
団
に
関
し
て
は
鈴
木
中
正
氏
が
す
で
に
述
べ

妊
い
毎
貯
ば
穀
帥
鞠
な
舶
帥
“
い
小
京
峨
ス 術
焼
多

（
学

じ
ｋ

い
確
懐
白 ヵミ
躾

教
や
八
卦
教
等
に
武
術
的
要
素
が
少
な
い
の
で
、

馬
克
善
の
加
入
に

ょ

っ
て
、

教
団
を
武
力
的
に
強
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
な
わ

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
他
直
隷
省
鍾
鹿
県
の
大
乗
教
徒
や
山
東
省
商
郵
県
の
離
卦
教

つ主帥地娘〕鵜殺札接触をはかったが、あまり成功はしなか

こ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
集
合
体
の
教
団
を
単

一
教
団
と
し

て
組
織
化
す
る
た
め
に
、

全
体
を
八
卦
に
割
り
当
て
る
こ
と
や
各
種

―- 96 -――- 97 -―

称
号
を
定
め
る
こ
と
が
行
な
わ
れ
、

さ
ら
に
は
軍
事
的
色
彩
を
も
つ

元
師

・
先
鋒

・
総
兵
と
い
う
も
の
も
定
め
ら
れ
た
。

（
た
だ

し
、　

元

師
な
ど
の
称
号
は
反
乱
の
直
前
や
反
乱
中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
）
し

か
し
こ
れ
ら
は
各
教
徒
の
供
述
に
よ

っ
て
、

多
少
教
主
の
名
や
称
号

な
ど
が
異
な

っ
て
い
る
。

こ
れ
は
天
理
教
自
体
の
組
織
が
し

っ
か
り

し
た
も
の
で
な
く
、

割
り
当
て
が
徹
底
し
な
か
っ
た
た
め
に
教
徒
達

が
混
同
し
た
か
、

あ
る
い
は
教
徒
達
が
称
号
を
勝
手
に
自
称
し
た
り

れ弁競弗“晦絶巧ばつた空義貯醇譲朝舶鞠鞄疑華醇聴鶏附鞠

も
、

そ
れ
以
外
の
各
卦
教
主
達
が
完
全
に
林
清

ｔ
李
文
成
の
指
揮
下

に
は
い
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
間
が
残
る
。

〓
一　
教
団

の
構
成
者

こ
れ
ら
の
教
団
を
組
織
し
た
の
は
ど
の
よ
う
な
人
々
で
あ

っ
た
ろ

（祢
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
小
野
田
サ
ヨ子
氏
が
す
で
に
論
じ
て
い
る

の
で
、

そ
れ
を
中
心
に
自
分
な
り
に
若
子
の
問
題
を
述

べ

て

み

た

い
。

な
お
述
べ
る
に
あ
た
り
、

小
野
田
氏
が
試
み
て
い
る
林
清

「
李

文
成

・
海
克
善
を
中
心
と
す
る
三
つ
の
地
域
に
分
け
る
方
法
を
取
り

入
れ
る
こ
と
に
し
た
。

０
北
京
を
中
心
と
す
る
林
清
の
集
団
は
太
監

，
手
工
業
者

上
履
工

・
石
吏

・
王
府
の
包
衣
な
ど
多
種
に
及
ん
で
い
る
が
、

全
体
の
比
率

天
理
教
の
乱
に
つ
い
て

（栗
田
）

か
ら
み
る
と
一歴
工
関
係
の
者
が
三
分
の
一
近
く
を
占
め
て
い
る
。

た

だ
彼
ら
は
す
で
に
教
団
に
所
属
し
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
一雁
主
の
勧
め

に
よ

っ
て
入
教
し
た
者
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
雁
工
に
と

っ
て
Ｌ
歴
主
は
教
内
の
師
で
も
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

従

っ
て
彼
ら

の
入
教
の
動
機
を
考
え
た
時
、

必
ず
し
も
自
分
の
意
志
と
は
関
係
な

い
部
分
も
存
在
し
た
。

（た
と
え
ば
屋
主
に
脅
さ
れ
る

な
理
）
も
ち

ろ
ん
そ
う
い
っ
た
下
層
部
に
属
す
る
人
々
に
と
っ
て
は
現
状
の
打
破

は
み
な
願
望
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
（
一歴
主
生
歴
工
と
い
う
階
級
対

立
が
教
団
の
中
に
ま
で
持
ち
込
ま
れ
た
た
め
、

彼
ら
の
要
求
を
反
映

し
た
現

（
世

劉
益
と
い
う
も
の
は
示
さ
れ
ず
に
単
に

「
好
処
―
い
い
こ

と
が
あ
る
―
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
と
ど
ま

っ
て
し
ま

っ
た
。

な

お
雇
工
の
職
種
に
つ
い
て
小
野
田
氏
は

「
独
立
の
生
業
を
持
た
ず
他

家
で
働
い
て
い
る
者
」
と
規
定
し
て
具
体
的
な
こ
と
に
つ
い
て
は
言

及
し
て
い
な
い
が
、

一歴
工
の
中
に
も

「
短
工
」
と
称
す
る
者
も
存
在

し
て
お
り
、

こ
れ
は
通
常
農
家
の
臨
時
の
作
男
を
意
味
す
る
も
の
で

あ
る
の
で
、

い
わ
ゆ
る
貧
農
層
も
こ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。

太
監
や
王
府
の
包
衣
も
貧
し
い
人
々
で
あ

っ
た
。

彼
ら
は
林
清
よ

り
毎
月
金
銭
が
贈
ら
れ
て
く
る
と
い
う
絶
対
的
な
現
世

利

益

に

よ

（
り

Ｔ
そ
の
狂
信
的
傾
向
を
生
み
出
し
、

さ
ら
に

「事
成
れ
ば
総
監
に

封
ず
」
と
い
う
地
位
的
に
も
彼
ら
に
と
っ
て
は
最
高
位
を
条
件
と
し

て
提
示
さ
れ
た
こ
と
が
、

さ
ら
に
そ
れ
を
強
回
に
し
た
。

そ
れ
に
対
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し
て
純
粋
に
宗
教
信
仰
が
入
教
の
要
因
と
な

っ
て
い
る

場

合

も

あ

る
。

前
述
の
紅
陽
教
徒
の
李
老
が
そ
う
で
あ
る
。

彼
は
四
十
六
年
間

に
わ
た
り
習
教
を
続
け
て
い
る
人
間
で
あ
る
が
、

林
清
の
勧
め
で
嘉

慶
十
八
年
六
月
に
入
教
し
た
。

こ
れ
は
紅
陽

・
白
陽
の
両
教
団
に
内

容
の
差
が
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、

入
教
の
主
た
る
要
因
は
彼

の
信
仰
心
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

０
河
南
の
李
文
成
を
中
心
と
す
る
集
団
で
は
、

教
団
内
の

「
逆
産

喫

筆

震

一悪

雀

斃

確

範

語

中

う
よ
う
な
こ
と
か
ら
、

小
野
田
氏
の
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
大
半
が

農
民
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
。

た
だ
彼
ら
は
本
当
に
こ
う
い

っ
た
言
葉
を
信
じ
て
数
万
に
も
及
ぶ
人
々
が
動
い
た
の

で
あ

ろ
う

か
。

も
ち
ろ
ん
貧
農
に
と
っ
て
土
地
を
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
大

き
な
魅
力
に
は
ち
が
い
な
い
が
、

機
会
さ
え
あ
れ
ば
彼
ら
を
立
ち
あ

が
ら
せ
る
要
素
が
常
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

０
出
東
徳
州
の
馬
克
善
を
中
心
と
す
る
集
団
で
は
職
業
の
判
明
し

て
い
る
人
の
数
が
少
な
く
、

全
体
と
し
て
は
つ
き
り
と
し
な
い
。

し

か
し
武
術
が
次
教
の
主
た
る
要
因
だ
け
に
、　
い
わ
ゆ
る

「無
頼
の

徒
」
の
存
在
が
か
な
り
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
他
三
地
域
の
共
通
点
と
し
て
、

膏
吏
出
身
の
人
が
存
在
し
て

い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
も
彼
ら
は
教
団
内
で
重
要
な
地
位

を
占
め
て
い
る
。

そ
れ
は
肴
吏
が
土
着
勢
力
と
な

っ
て
地
域
の
人
々

に
定
着
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
関
係
が
人
々
の
上
に
立
つ
も
の
で

あ
る
か
ら
、

た
と
え
膏
吏
を
や
め
た
後
で
も
そ
の
影
響
は
残

っ
て
い

る
で
あ
ろ
う
し
、

さ
ら
に
膏
吏
解
任
の
後
、

彼
ら
は
各
地
を
流
転
し

て
い
る
の
で
村
落
共
同
体
を
超
え
た
視
野
が
持
て
る
よ
う
に
な

っ
て

い
た
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
彼
ら
は
い
ず
れ
も
罪
に
よ

っ

て
解
任
さ
れ
て
い
る
の
で
、

官
吏
に
対
す
る
不
満
は
持

っ
て
い
た
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
官
僚
体
制

へ
の
不
満
と
は
な
ら
ず
に
自
ら

が
官
吏
に
な
ろ
う
と
す
る
要
求
に
お
き
か
え
ら
れ
た
。

こ
の
こ
と
が

前
述
の
よ
う
な
多
く
の
偽
職
が
つ
く
ら
れ
た

一
つ
の
原
因
と
な

っ
て

い
る
。四

　
教
義
内
容
―
特

に
現
世
利
益
に
つ
い
て

天
理
教
団
は
前
述
の
よ
う
に
い
く
つ
か
の
教
団
の
集
合
体
で
あ
る

た
め
に
、

教
義
内
容
を
み
た
場
合
に
そ
の
中
に
い
く
つ
か
の
形
が
み

ら
れ
、

そ
れ
ら
を
土
台
と
し
て
さ
ら
に
新
し
く
林
清

・
李
文
成
が
打

ち
出
し
た
も
の
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、

こ
の
二
つ
の
要
素
を
分

け
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

●
従
来
の
教
団
の
内
容

○
入
教
時
に
真
空
家
郷
無
生
父
母
の
真
言
を
授
け
ら
れ
る
。

こ
の

中靖確「魏」鞭え（禅守向難勢輛
（す輸願雅一陶ぃ、凶がさ - 9 8 -

- 99 -―

（
２９
）

〇
入
教
者
は
刀
兵
水
火
の
災
難
を

免

れ

得

る
―
栄
華
会

（白
陽

教
）
―

〇
真
空
家
郷
無
生
父
母
の
真
言
を
八
十

一
回
、

両
手

で
肩

を

抱

き
、

眼
を
閉
じ
、

映
坐
し
て
唱
え
る
。

こ
れ
を
抱
功
と
い
い
、

（
３０
）

功
が
成
れ
ば
難
を
免
れ
得
る
。
十
八
卦
教
―

○
入
教
す
る
際
に
は
師
と
仰
ぐ
人
に
銭

一
で
三
百
文
を
根
基
銭
と

い
う
名
目
で
納
め
る
。

さ
ら
に
清
明

・
中
秋
の
二
回
、

教
徒
が

会
合
す
る
時
に
自
分
の
出
資
で
き
る
範
囲
で
限
娠
銭
と
い
う
名

目
で
銭
を
納
め
る
十
八
卦
教
―

〇
平
日
喫
斎
坐
静
す
る
。

入
教
時
に

一
せ
二
百
文
納
め
る
。
十
九

宮
教
―

こ
の
よ
う
に
多
少
の
差
異
が
み
ら
れ
る
が
、

基
本
的
に
は
真
言
を

唱
え
て
金
銭
を
出
資
し
、

そ
の
か
わ
り
に
免
難
と
い
う
現
世
利
益
が

得
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

０
新
し
く
林
清

・
李
文
成
が
打
ち
出
し
た
も
の

Ｏ
現
世
利
益
の
変
化

〇
人
に
金
銭
を
施
せ
ば
、

将
来
十
倍
に
な

っ
て
返
し
て
く
（型
。

（説
）

〇
引
路
し
て
事
な
れ
ば
給
管
に
封
ず
。
―
太
監
の
場
合
―

○
事
な
れ
ば

一
？
二
品
の
官
職
に
封
す
。
―
都
司
の
場
合
―

○
入
教
者
で
銭
文

・
糧
食
を
送
る
者
は
起
事
の
後
　
官
職

・
銭

一

百
文

も
土
地

一
頃

，
糧
食
数
石
が
与
え
ら
れ
型
。
十
九
宮
教
徒

の
場
合
―

天
理
教
の
乱
に
つ
い
て

（栗
画
）

○
事
な
れ
ば
、

好
処

・
封
官

・
兵
糧
，数
石
が
与
え
ら
れ
る
。
―
展

工
の
場
合
―

こ
れ
ら
を
み
る
と
天
理
教
自
体
が
反
乱
を
前
提
と
し
て
構
成
さ
れ

た
教
団
で
あ
り
、

入
教
者
を
よ
り
多
く
獲
得
す
る
た
め
に
布
教
の
対

象
に
よ
り
現
世
利
益
の
内
容
を
少
し
づ

つ
変
化
さ
せ
、

そ
れ
ぞ
れ
の

階
層
に
要
求
に
適
合
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
。

②
剖
の
思
想
が
加
わ
る

教
団
内
で
は

「
三
仏
応
剖
統
観
通
書
」
を
経
典
と
し
、

そ
れ
に
も

と
づ
い
て

我
却
雛
算
天
書
、

弥
勤
仏
有
青
洋
柾
洋
白
洋
三
教
、

此
時
白
洋

教
応
興

と
し
、

さ
ら
に
後
述
の
よ
う
に
欽
天
監
に
よ
る
奏
上
と
関
連
づ
け
て

（３９
）

今
歳
九
月
後
交
白
洋
刻

と
し
て
、

刻
の
思
想
を
利
用
し
た
。

白
蓮
教
系
教
団
に
お
い
て
は
、

よ
く
弥
勤
下
生
信
仰
と
関
連
づ
け
て
用
い
ら
れ
、

そ
の
場
合
剖
の
意

味
す
る
も
の
は
、

飢
饉
や
災
害
あ
る
い
は
官
吏
の
弾
圧
な
ど
で
あ

っ

た
り
す
る

。
天
理
教
で
は
到
の
方
の
み
が
強
調
さ
れ
、

そ
の
内
容
も

自
ら
の
反
乱
を
た
と
え
て
あ
り
、

入
教
す
れ
ば
反
乱
の
際
に
生
ず
る

で
あ
ろ
う
殺
教
か
ら
身
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。

恐
ら
く
当

時
は
反
乱
が
お
こ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
状
況
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
こ
れ
は
逆
に
い
う
と
入
教
し
な
け
れ
ば
殺
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
に
も
つ
な
が
り
、

入
教
者
の
獲
得
に
役
立
っ
た
。
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③

ス
ロ
ー
ガ
ン
の
提
示

彼
ら
が
提
示
（し銑
ス
ロ
‐
ガ
ン的
な
も
の
を
あ
げ
て
み
る
と

〇
等
北

（
水

錦
漢
帝
―
林
清
の
集
団
で
使
用
さ
れ
た

○
大
明

（
天

数
十
李
文
成
の
集
団
で
使
用
さ
れ
た

○
本
天
開
道
―
全
地
域
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た

と
な
る
。

北
水
は
北
が
女
卦
の
方
角
と
な
る
こ
と
か
ら
女
卦
主
林
清

を
あ
ら
わ
し
、

彼
が
漢
人
皇
帝
の
地
位
に
つ
く
こ
と
を
意
味
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
は
林
清
が
紫
禁
城
攻
撃
に
よ
っ
て
清
帝
に
か

わ

っ
て
皇
帝
に
な
る
こ
と
を
宣
言
し
た
こ
と
に
な
る
が
、

北
京
周
辺

ゅ
識
ル
車
兜
地 っ
水
は
峰
鞠
犯
守
呻
雄
物

悔
離
農
噂
前
体
行
な
巾
取
帥

た
の
は
、

八
卦
教
の
原
教
主
劉
昨
一と
同
雄
で
あ
る
こ
と
や
、

李
文
成

の
集
団
で
大
明
と
い
う
名
称
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
と
同
様
に
民
族

的
要
素
も
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
は
清
末
に
み

ら
れ
る
よ
う
な
明
確
な

「
減
満
興
漢
」
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
は

な
い
し
、

む
し
ろ
前
述
の
星
象
の
異
変
を
根
拠
と
し
て
自
分
の
野
心

を
正
当
化
す
る
意
図
の
方
が
強
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

彼
ら
が
抱
く

現
状

へ
の
不
満
の
間
接
的
表
現
と
い
う
こ
と
も
あ

つ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
三
番
目
の
春
天
開
道
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
ま
さ
に
そ
の
現

状

へ
の
不
満
を
改
善
す
る
こ
と
を
う
た

っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ

五
　
反
乱

の
経
過

反
乱
の
最
初
の
き

っ
か
け
は
牛
売
再
と
林
清
の
出
会
い
で
あ
る
。

こ
の
時
に
李
文
成
の
話
が
出
て
、

結
押
天

と
話
し
が
進
ん
で
ゆ
く
。

こ
の
結
盟
が
ど
の
よ
う
な
意
図
で
な
さ
れ
た
か
は
明
ら

か

で
な

い

が
、

靖
逆
記
に
は

李
文
成
者
異
人
也
、

君
欲
挙
事
非
英
人
不
理

と
あ
る
か
ら
す
で
に
反
乱
の
よ
う
な
形
を
と
る
こ
と
を
ど
ち
ら
か
が

計
画
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

結
盟
は
林
清
が
李
文
成
の
も
と
へ
お

も
む
く
こ
と
で
な
さ
れ
た
。

そ
し
て
前
年
に
入
教
し
て
い
た
海
克
善

も
加
え
て
十
六
年
か
ら
十
八
年
に
か
け
て
五
回
に
わ
た
る
会
合
を
も

ち
、

反
乱
の
た
め
の
謀
議
が
な
さ
れ
、

前
述
の
よ
う
な
影
響
や
行
動

的
時
帥
布
轍
醇
雛
轍
競
誰
陶
い
い
べ っ
中
ぱ
恋
一れ

間
の
経
緯
に

つ
い

こ
の
よ
う
な
彼
ら
の
反
乱
の
意
志
を
さ
ら
に
強
固
に
し
た
の
は
星

象
の
異
変
で
あ

っ
た
。

十
六
年
八
月
紫
微
垣
と
い
う
星
座
の
北
西
方

向
に
彗
星
が
出
現
し
た
。

飲
天
監
で
は
こ
の
た
め
十
八
年
八
月
に
関

筋
花
置
く
こ
と
を
や
め
、

三
年
後
の
十
九
年
二
月
に
置
く
こ
と
に
し

車蒙孝一主（こな投嚇晦端北端由尭時耐徒眸改瑚帥、十庄ル申確挽

帥靭中榔嘩呪韓蜘非確小的蝙し（と帥准”放ば端つ朝φ却象制中 ―-100-一
一-101-一

変
が
自
ら
の
行
為
に
対
す
る
正
当
性
を
示
し
た
と
い
う

こ
と

に
な

り
、

反
乱
に
対
す
る
自
信
を
益
々
深
め
た
。

ま
た
反
乱
決
行
の
日
時

に
つ
い
て
も
九
月
十
五
日

（即
ち
も
と
の
関
八
月
十
五
日
）
が
第
二

の
中
秋
に
な
る
こ
と
か
ら
十
八
年
九
月
十
五
日
と
決
定
さ
れ
た
。

こ

れ
と
並
行
し
て
反
乱
の
具
体
的
方
法
も
決
め
ら
れ
た
。

各
教
徒
の
供

述
に
よ
っ
て
多
少
の
差
異
が
あ
る
が
、

基
本
的
に
は
直
隷

・
山
東

・

調
『
の
三
省
交
界

一
帯
六
十
四
ケ
所
と
北
京
で
一
斉
に
行
動
を
お
こ

し
、

そ
の
後
河
南
の
李
文
成
ら
は
北
京
に
向
う
こ
と
に
な

っ
た
。

特

に
北
京
で
は
紫
禁
城
攻
撃
に
的
が
し
ぼ
ら
れ
、

河
南
か
ら
の
援
軍
も

派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、

準
備
工
作
は
進
ん
で
い
っ
た
。

し
か
し
こ
の
林
清

・
李
文
成
の
計
画
に
つ
い
て
は
若
干
の
問
題
が

あ
る
。

ま
ず
李
文
成
が
北
京
に
兵
を
送
る
と
す
れ
ば
八
月
中
に
行
動

に
移
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
そ
の
形
跡
が
な
い
こ
と
、

次
に
河
南
で
行

動
を
お
こ
し
た
李
文
成
が
北
京
に
向
う
ま
で
の
間
、

林
清
は
持
ち
こ

た
え
る
だ
け
の
準
備
が
あ

っ
た
か
、

さ
ら
に
は
李
文
成
が
部
下
達
よ

り
林
清
と
の
結
盟
に
つ
い
て
の
反
対
意
見
が
出
た
時

大
事
隊
起
、

非
広
為
樹
敵
、

何
以
持
久
。

林
清
密
繭
京
畿
、

与

之
兵
為
我
芋
制
官
軍
使
我
無
北
顧
之
憂
、

策
之
上
者
也

と
い
っ
て
部
下
を
納
得
さ
せ
た
こ
と
な
ど
か
ら
す
る
と
、

李
文
成
は

林
清
を
き
り
は
な
し
て
自
ら
を
頂
点
と
す
る
河
南
中
心
の
体
制
の
み

を
考
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
人
皇

・
武
聖
人
と
呼
ば
れ
た
高
克
善
は
、

当
初
よ
り
李
文
成

天
理
教
の
乱
に
つ
い
て

（栗
田
）

に
対
し
て
不
満
を
持
つ
が
、

彼
に
人
数
が
集
ま
ら
な
い
こ
と
か
ら
、

や
む
な
く
李
文
成
の
下
に
は
い
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
う
い
っ
た
彼
ら
の
計
画
も
教
回
の
規
模
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ

章特却非噂姫貯海た（可鞭Ⅶホ庫車嘩いが増勢勲醐取軸券中魂

る
に
至

っ
た
。

そ
こ
で
河
南
方
面
で
は
や
む
な
く
李
文
成
救
出
の
た

め
、

反
乱
の
期
日
を
繰
り
上
げ
て
行
動
を
開
始
し
、

そ
れ
が
各
地
に

広
が

っ
て
い
つ
た
。

た
だ
李
文
成
は
捕
え
ら
れ
た
時
に
足
を
負
傷
し

た
た
め
、

行
動
範
囲
は
あ
ま
り
広
が
ら
ず
、

河
南
省
滑
県
城
を
中
心

と
し
て
拾
奪
活
動
が
十
月
末
ま
で
続
け
ら
れ
る
。

一
方
北
京
の
林
清
の
方
で
は
予
定
通
り
攻
撃
が
決
行
さ
れ
た
も
の

の
、

予
定
し
た
人
数
が
集
ま
ら
ず
、　

一
日
で
攻
撃
は
失
敗
に
終

っ
て

し
ま

っ
た
。

彼
ら
に
無
謀
と
も
思
え
る
紫
禁
城
攻
撃
を
為
さ
し
め
た

も
の
は
何
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

林
清
は
捕
え
ら
れ
た
時
、

反

乱
の
動
機
に
つ
い
て

我
輩
経
上
有
之
、

我
欲
使
同
輩
突
入
禁
門
殺
害
官
兵
以
応
到
数

と
供
述
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

林
清
の
狂
信
的
な
野
心
に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き
く
、

そ
れ
に
従
う
人
々
も
大
監
達
の
よ
う
に
自
ら
の
利

益
と

「
林
清
に
邪
術
あ
り
て
、

勝
ち
に
至
る
こ
と
が
で
き
（犯

」
と
い

う
よ
う
な
林
清
に
対
す
る
信
仰
心
が
合
わ
さ

っ
て
い
る
場
合
に
は
大

胆
な
行
動
に
出
た
が
、

そ
う
で
な
い
無
頑
の
徒
の
よ
う
な

一
発
屋
的

傾
向
を
持

つ
者
や
反
乱
の
直
前
に
な

っ
て
入
教
し
た
者
に
と
っ
て
は



史
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宗
教
的
絆
は
弱
く
、

彼
ら
の
行
動
を
左
右
し
た
の
は
自
己
の
利
害
の

み
で
あ

っ
た
ろ
う
。

を
利
怖
印
撃
療
豹
ギ
呼
的
能
神
殺
薇
〔
廟
競
北
帥

つ 府
た

（
を

帥
い

求
韓
帥

そ
の
他
の
拠
点
は
官
側
に
よ
っ
て
破
ら
れ
つ
つ
あ
り
、

十
月
に
は
滑

県
城
も
包
囲
さ
れ
た
た
め
、

作
戦
を
変
更
し
て
李
文
成
は
県
城
を
脱

出
し
て
太
行
山
脈

へ
向
い
、

そ
の
山
麓
で
ゲ
リ
ラ
戦
を
展
開
し
、

そ

し瑚一瑚嘩離つ（教離准曜力ヽ得向熊懐ウ懐瑚嚇勇晦線筆帥球勒軍ヘ

隷崚理的京小単娘わが鞄取呻嘩残崚ψ】幹つ（文勘挽熊詢脚育

滑
県
城
も
十
二
月
十
日
か
ら

物
官
側
の
総
攻
撃
で
陥
落
し
、

三
ケ
月

に
及
ぶ
反
乱
も
終
り
を
つ
げ
た
。

こ
の
方
面
で
反
乱
に
参
加
し
た
人
々
の
行
動
は
県
城
を
襲
い
官
吏

を
殺
害
し
た
後
は
農
村
部
の
拾
奪
に
終
始
し
、
し
か
も
局
地
的
な
も

の
と
な

っ
て
し
ま

つ
た
。

こ
れ
は
蜂
起
の
後
、

新
た
に
政
治
目
標
が

出
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、

教
団
の
幹
部
達
も
教
徒
の
み
を
組
織
の
対

象
と
し
て
、

貧
農
層
の
い
わ
ゆ
る
日
和
見
的
賛
同
者
を
組
み
入
れ
る

こ
と
を
し
な
か

っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

こ
の
結
果
貧
農
層
は
そ
の
時

に
応
じ
て
反
乱
側
に
も

つ
い
た
し
、

ま
た
知
県
の
組
織
す
る
団
練
に

も
加
わ
る
こ
と
も
あ

つ
た
。

こ
の
あ
た
り
に
反
乱
の
限
界
が
あ

っ
た

よ
う
に
思
え
る
。

お
わ
り

に

天
理
教
の
乱
で
は
、　

一
般
的
な
反
乱
の
原
因
と
い
わ
れ
る
天
災
や

そ
れ
に
伴
う
飢
鐘
及
び
官
吏
の
弾
圧
な
ど
が
下
地
に
は
存
在
す
る
と

思
わ
れ
る
も
の
の
前
面
に
出
さ
れ
ず
、

む
し
ろ
教
主
達
の
個
人
的
な

欲
求
が
強
調
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
教
団
内
に
存
在
し
て
い
る
思
想

と
結
び
つ
け
ら
れ
、

さ
ら
に
星
象
の
異
変
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ

っ

玉
異
づ
け
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

一
つ
の
特
徴
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
反

乱
軍
の
大
半
を
占
め
る
貧
農
層
の
危
機
感
か
ら
で
た
反

乱

で

は

な

く
、

教
主
達
の
自
己
の
欲
求
を
満
た
す
た
め
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
そ
れ
が
行
動
を
お
こ
す
と
い
う
点

で
、

貧
農
層
の
要
求
す
る
現
状
打
破
―
す
な
わ
ち
土
地
獲
得
や
飢
え

を
補
う
た

め
の
拾
奪
等
―
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
り
反
乱
に
な
り
え

た
。

従

っ
て
李
文
成
の
河
南
方
面
で
は
脅
従
の
人
も
含
め
て
数
万
に

及
ぶ
人
員
を
集
め
得
た
が
、

林
清
の
北
京
で
は
構
成
員
の
職
業

・
階

層
が
多
種
に
及
ん
で
い
る
た
め
に
利
害
関
係
が

一
致
せ
ず
、

し
か
も

攻
撃
目
標
が
紫
禁
城
に
絞
ら
れ
た
た
め
、

構
成
員
す
べ
て
の
賛
同
を

得
ら
れ
ず
、

予
定
数
す
ら
集
め
ら
れ
な
い
と
い
う
結
果
に
終

っ
て
し

ま

っ
た
。

従

っ
て
こ
の
反
乱
は
反
乱
の
下
地
が
整

っ
て
い
れ
ば
、

他

方
面
か
ら
の
刺
激
で
容
易
に
行
動
に
移
り
え
る
可
能
性
を
示
し
た
と

い
え
よ
う
。

た
だ
し
そ
の
下
地
の
条
件
に
関
し
て
は
、

こ
の
地
方
に

―-102--103-

連
続
し
て
飢
鐘
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
、

後
は
今
後
の

課
題
と
し
た
い
。

（１
）

小
野
サ
ヨ
子
　
一景
慶
十
八
年
の
教
天
理
教
の
乱
に
つ
い
て
　
史
州

ヒ

（２
）

予
定
教
匪
紀
略
　
巻
二
十
八

（３
）

故
宮
週
刊
中
の
林
清
教
案

（４
）

佐
々
木
正
哉
　
〓元
慶
年
間
の
白
蓮
教
結
社
　
国
学
院
雑
誌
　
７７
‐

（５
）

清
高
宗
実
録
　
巻
三
百
九
、

史
料
句
刊
、

第
三
十
期

（６
）

那
文
毅
公
奏
議
　
巻
四
十
二

（７
）

清
高
宗
実
録
　
立を
一
千
二
百
二
十
七

（Ｓ
）

同
　
　
　
　
　
巻

一
千
二
百
中六
十

一

（９
）

平
定
教
区
紀
略
　
巻
二
十

一

（１０
）

同
　
　
　
　
　
巻
二
十
八

ａ

）

同
　
　
　
　
　
巻
三

（‐２
）

同
　
　
　
　
　
　
巻

一

（‐３
）

同
　
　
　
　
　
　
巻
十

一

負

）

同
　
　
　
　
　
巻
二
十
八

（・５
）

同
　
　
　
　
　
巻
二
十
九

（・６
）

故
宮
週
刊
　
一
一百
九
期

（‐７
）

平
定
教
匹
紀
略
　
巻
二
十
四

（瑚
）

鈴
木
中
正
　
中
国
史
に
お
け
る
革
命
と
宗
教

（‐９
）

平
定
教
匹
紀
略
　
巻
四
十
二

（２０
）

同
　
　
　
　
　
巻
三
十
五

（打
）

前
掲
の
佐
々
木
氏
の
論
文
に
王
号
に
関
す
る
も
の
が
あ
る
。

ま
た

各
卦
教
主
に
つ
い
て
は
、

平
定
教
区
紀
略
の
巻
十
五
で
は
震
卦
教
主

天
理
教
の
乱
に
つ
い
て

（栗
田
）

李
文
成
、

郎
卦
教
主
林
清
、

民
卦
教
主
部
涸
湖

・
解
中
覚
、

坤
卦
教

二
郎
玉
、

兌
卦
教
主
候
国
龍
、

離
卦
教
主
張
景
文
　
乾
卦
教
主
張
廷

一挙
、

異
卦
教
主
程
伯
学
と
あ
る
が
同
巻
四
で
は
震
卦
滑
県
頭
目
予
克

敬
、

磁
州
頭
目
趙
得

一
、

長
垣
県
頭
目
質
士
元

・
羅
文
志
、

離
卦
教

道
口
鎮
頭
目
王
修
智
、

曹
県
頭
目
徐
安
国
、

徳
州
頭
目
宋
躍
隆
、

金

那
県
頭
目
樫
士
俊
、

奨
卦
頭
目
揚
遇
出
、

乾
卦
頭
目
華
姓
、

長
卦
頭

目
王
進
准
、

坤
卦
頭
目
魂
正
中
、

兌
卦
頭
目
王
忠
順
と
あ
る
。

（２２
）

那
文
毅
公
奏
議
　
巻
三
十
二

盆

）

註
↑

）参
照

（２４
）

故
宮
週
刊
　
一
一百
二
十
六
期

（２５
）

同
　
　
　
　
一
一百
二
十
五
期

（２６
）

故
官
週
刊
　
一
一百
十
八
期

（２７
）

那
文
毅
公
奏
議
　
巻
四
十

一

（２８
）

平
定
教
区
紀
略
　
巻
十
六

（２９
）

同
　
　
　
　
　
巻
二
十
六

（３０
）

同
　
　
　
　
　
巻

一

（３．
）

同

（３２
）

靖
逆
記
　
巻
五

（３３
）

同

（３４
）

平
定
教
区
紀
略
　
巻
三

（３５
）

同
　
　
　
　
　
　
巻
十
四

（３６
）

同
　
　
　
　
　
　
巻
二
十
五

（３７
）

故
宮
週
刊
内
の
各
林
清
教
案
内
に
み
ら
れ
る

（鍋
）

同

　

　

　

一
一〇
二
期

（３９
）

靖
逆
記
　
巻
五

（４０
）

予
定
教
匹
紀
略
　
巻
二
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那
文
毅
公
奏
議
　
巻
三
十

平
定
教
匪
紀
略
　
巻

一

故
宮
週
刊
　
一
〓
ヨ

一十
六
期

靖
逆
記
　
巻
五

ネ証
（４
▼
参
照

靖
逆
記
　
巻

一

同
　
　
　
巻
五

噺
亭
雑
録
　
巻
六

靖
逆
記
　
巻
五

平
定
教
区
紀
略
　
巻
十
九
　
な
お
六
十
四
ケ
所
の
拠
点
に
つ
い
て

は
小
野
田
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
疑
間
点
が
あ
る
。

靖
逆
記
　
巻
五

同
　
　
　
巻
五

「今
林
多
大
言
少
実
際
、

李
文
成
陰
険
匡
測
」
と

あ

る

。
平
定
教
区
紀
略
　
巻

一

靖
逆
記
　
巻
三

喘
亭
雑
録
　
巻
六

同靖
逆
記
　
巻
五

平
定
教
区
紀
略

同同

巻
十
九

巻
二
十
二

巻
二
十
六

（立
教
大
学
大
学
院
、

文
学
研
究
科
）

―
―
―
―
∧
受
入
図
書
　
３
Ｖ

旧
根
戸
村

ヽ
川
村

一
夫
家
資
料
目
録

（我
孫
子
市
史
資
料
目
録
三
）

我
孫
子
市
教
育
委
員

水
海
道
市
資
料
集
　
第
六
集
　
水
海
道
市
史
編
さ
ん
委
員
会

旧
布
佐
町

・
延
命
寺
資
料
目
録

（我
孫
子
市
史
資
料
目
録
四
）
　

我
孫
子

市
教
育
委
員

金
岡
村
役
場
文
書
目
録
　
　
沼
津
市
立
駿
河
図
書
館

章
日
町
市
に
お
け
る
文
化
財
の
調
査

　

（十
日
町
市
文
化
財
調
査
報
告

五
、

立
教
大
学
博
物
館
学
研
究
室
調
査
報
告
十
四
）

図
書
目
録
　
追
録
　
　
　
矯
正
図
書
館

仲
島
遺
跡

　

（大
野
城
市
文
化
財
調
査
報
告
第
二
集
）
　

大
野
城
市
教
育

委
員
会

白
山
麓
島
村
諸
家
文
書
目
録
　
　
石
川
県
立
図
書
館

『亀
の
尾
の
記
』
索
引
　
　
石
川
県
立
図
書
館

藩
主
及
び

一
属
院
法
号
索
引

（『加
賀
藩
史
料
編
外
備
考
し
　

石
川
県
立

図
書
館

平
畠
家
文
書
目
録
　
　
石
川
県
立
図
書
館

新
宿
区
文
化
財
総
合
調
査
報
告
書

（０
　
０
）
　

新
宿
区
教
育
委
員
会
板

榔
峡
客
属
公
会
四
十
週
年
紀
念
刊

テ
ィ
ロ
ッ
ト
谷
　
　
井
口
邦
利
　
那
須
久
雄

岩
槻
市
史
料
　
第
十

一
巻
　
山石
槻
市
史
編
さ
ん
室

我
孫
子
市
史
研
究
五
　
特
集
　
旧
布
佐
町
の
あ
ゆ
み
　
同
市
教
育
委
員
会

狛
江
市
史
料
集
　
第
十
二
・
十
三
　
同
市

八
潮
市
史
料
編
　
近
代

一　
同
市
役
所
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