
政
、
平
維
衡
ら
は
、
地
方
に
拠
点
を
置
き
な
が
ら
も
、
都
に
邸
宅
を
持
っ
て
在

京
も
て
い
る
4
彼
ら
が
都
に
い
る
問
に
も
、
武
士
と
し
て
の
高
度
な
戦
術
を
維

持
・
継
承
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
そ
れ
相
応
の
訓
練
を
す
る
場
所
と
時
間
が
必

要
な
は
ず
で
あ
る
。
都
に
お
い
て
、
.
武
士
は
い
か
に
し
て
そ
の
存
在
基
盤
を
確

保
し
え
た
の
か
、
一
「
国
街
軍
制
」
論
の
立
場
か
ら
の
在
京
武
士
研
究
の
進
展
が

望
ま
れ
る
。

l
き
て
、
本
シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
は
、
「
社
会
構
造
の
変
容
と
傭
兵
」
.
で

あ
っ
た
。
も
と
よ
り
停
囚
は
厳
密
な
意
味
で
の
傭
兵
で
は
な
い
が
、
下
向
井
氏

は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
異
種
族
人
軍
隊
」
に
関
す
る
見
解
に
依
拠
し
て
、
給
養
が

確
実
に
行
わ
れ
、
停
囚
が
そ
れ
に
満
足
し
て
い
る
限
り
、
仔
囚
は
確
実
に
受
領

の
支
配
権
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
、
受
領
の
も
っ
と
も
忠
実
で
も
っ
と
も
信
頼
に

値
す
る
軍
隊
で
あ
る
と
し
て
、
仔
囚
を
受
債
の
「
異
種
族
人
傭
兵
」
的
武
力
と

位
置
づ
け
て
い
る
。
下
向
井
氏
の
解
釈
は
妥
当
な
も
の
と
思
わ
れ
、
事
実
そ
う

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
停
囚
政
策
・
支
配
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

そ
れ
を
国
家
体
制
と
軍
制
の
転
換
に
関
連
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
、
移
配
仔

囚
の
実
体
の
解
明
は
、
本
報
告
の
最
大
の
成
果
で
あ
ろ
う
。
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

で
は
元
々
西
洋
史
の
概
念
で
あ
る
傭
兵
を
、
「
国
家
的
な
理
念
等
と
は
無
関
係

に
、
権
力
側
か
ら
与
え
ら
れ
る
何
ら
か
の
報
酬
・
給
養
と
引
き
替
え
に
、
軍
事

力
を
提
供
す
る
個
人
或
い
は
集
団
」
と
か
な
り
広
範
圀
に
定
義
し
て
い
る
。
東

洋
史
の
山
根
報
告
に
対
し
て
は
、
一
中
国
の
傭
兵
集
団
の
中
国
的
特
色
は
何
か
、

藩
鋲
の
ど
こ
に
傭
兵
を
兄
い
だ
し
て
い
る
の
か
.
(
藩
鏡
の
傭
兵
的
性
格
は
何

か
)
、
と
い
っ
た
質
問
も
出
さ
れ
て
い
た
が
、
傭
兵
を
本
シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
の
よ

ぅ
に
定
義
し
た
際
の
有
効
性
や
、
そ
の
日
本
的
・
中
国
的
・
ギ
リ
シ
ア
的
特
質
、

と
い
っ
た
問
題
に
▼
つ
い
て
、
も
う
少
し
突
っ
込
ん
だ
議
論
が
ほ
し
か
っ
た
。

′

l

、

お
そ
ら
く
「
日
本
史
」
.
と
題
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
本
参
加
記
に
お
い
て
、
筆
者

は
「
日
本
史
」
報
告
に
限
定
し
た
記
述
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
。
「
日
本
史
」

を
専
攻
す
る
者
と
し
て
.
、
シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
て
ど
の
よ
う
に
考
え
た
か

を
、
シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
テ
ー
マ
に
即
し
て
コ
メ
.
ソ
ト
す
べ
き
で
あ
っ
た
(
そ
の
際

は
「
日
本
史
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
検
討
し
て
い
た
だ

き
た
い
)
が
、
筆
者
の
非
力
ゆ
え
、
果
た
し
え
な
か
っ
た
。
ま
た
、
か
ろ
う
じ

て
執
筆
し
た
「
日
本
史
」
報
告
に
つ
い
て
も
、
誤
解
や
曲
解
が
あ
ろ
う
か
と
思

ぅ
。
報
告
者
お
よ
び
参
加
者
各
位
に
お
詫
び
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
次
年
度

の
優
秀
な
参
加
記
執
筆
者
に
期
待
し
て
揃
筆
す
る
こ
と
と
す
る
。

東
　
洋
　
史

岡
　
　
　
元
　
司

東
洋
史
か
ら
は
、
山
根
直
生
氏
が
「
唐
末
に
お
け
る
藩
鋲
体
制
の
変
容
-
推

南
節
度
使
を
事
例
と
し
て
」
と
い
う
題
で
発
表
を
お
こ
な
っ
た
。
当
日
の
発
表

を
要
約
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

山
根
氏
は
共
畢
ア
ー
マ
で
あ
る
「
傭
兵
」
を
、
中
国
史
に
お
い
て
は
「
募
兵
」

に
注
目
す
る
こ
と
で
論
を
出
発
さ
せ
、
募
兵
が
中
国
社
会
で
最
も
大
き
く
広
が

っ
た
唐
代
後
半
に
つ
い
て
の
考
察
を
お
こ
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
唐
代
後
半
は

藩
鋲
制
度
が
展
開
し
、
兵
士
が
専
業
化
し
た
時
期
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
軍

事
費
増
大
に
よ
る
国
家
財
政
の
構
造
的
変
容
を
は
じ
め
、
多
方
面
に
影
響
を
及

ぼ
し
た
。
こ
の
藩
鋲
制
度
の
研
究
で
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
各
藩
鋲
の
差

異
が
分
析
さ
れ
る
中
で
、
中
央
権
力
へ
の
依
存
度
の
高
い
青
虫
の
存
在
が
再
確

認
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
唐
朝
の
崩
壊
や
唐
末
五
代
の
各

地
域
に
お
け
る
政
治
権
力
の
分
立
と
い
う
歴
史
的
事
実
は
、
あ
ら
た
め
て
ど
う

説
明
す
れ
ば
よ
い
か
と
の
問
題
提
起
を
山
担
氏
は
お
こ
な
う
。
氏
は
、
藷
鋲
が

基
盤
と
し
て
い
た
社
会
的
階
層
を
、
流
通
経
済
に
着
目
し
て
、
広
域
商
人
、
地

域
内
流
通
業
著
、
地
域
内
の
細
村
民
な
ど
に
分
類
す
る
と
い
う
分
析
枠
組
み
を
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シソポジウム参加記

提
示
し
、
長
江
と
大
運
河
の
交
差
す
る
交
通
の
要
衝
で
あ
る
推
南
節
度
使
を
考

察
対
象
と
す
る
理
由
を
そ
こ
に
結
び
つ
け
た
。

山
艮
氏
は
、
実
証
部
分
に
入
る
と
、
ま
ず
、
唐
末
の
港
南
節
度
使
の
藩
帥
で

あ
る
高
餅
の
統
治
下
と
そ
の
周
辺
の
存
在
を
、
①
北
辺
・
西
辺
で
非
漢
人
社
会

と
の
敢
闘
に
従
事
し
て
き
た
高
餅
の
血
族
、
元
従
部
由
・
旧
来
部
将
、
◎
帰
皿

し
た
も
と
黄
巣
軍
将
(
以
上
の
①
⑦
が
港
南
に
お
け
る
傭
兵
)
、
③
楊
行
密
な

ど
の
在
地
出
身
者
、
◎
呂
用
之
ら
「
妖
人
の
党
」
に
分
類
し
た
。
そ
し
て
全
体

的
な
流
れ
と
し
て
は
、
港
南
渚
鋲
に
お
い
て
「
在
地
出
身
者
へ
の
全
面
交
代
」

の
過
程
が
八
八
〇
～
八
九
二
年
の
問
に
進
行
し
た
と
す
る
。

そ
の
具
体
的
過
程
と
は
、
ま
ず
、
高
餅
の
泄
南
赴
任
以
後
、
八
八
〇
年
ま
で

の
時
期
が
、
高
餅
続
治
に
よ
る
唐
朝
の
支
配
再
建
が
推
進
さ
れ
た
時
期
で
あ
り
、

大
商
人
・
外
国
商
人
の
保
護
、
踵
監
・
巡
院
の
包
摂
、
黄
巣
包
囲
陣
の
形
成
が

な
さ
れ
、
高
餅
と
個
人
的
紐
帯
を
結
ん
だ
旧
来
部
揺
ら
に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
て

い
た
と
す
る
。
続
く
八
八
七
年
ま
で
の
時
期
は
「
妖
人
」
呂
用
之
ら
が
登
用
さ

れ
た
時
期
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
山
根
氏
は
、
『
広
陵
妖
乱
志
』
な
ど
の

史
料
の
分
析
か
ら
、
呂
用
之
ら
が
地
域
内
流
通
業
者
と
し
て
の
性
格
を
兼
備
し

て
い
た
こ
と
を
重
視
し
、
彼
ら
に
よ
る
揚
州
の
社
会
経
済
に
対
す
る
強
圧
的
統

制
が
、
か
よ
う
な
性
格
を
も
っ
た
「
妖
人
」
ら
に
よ
る
大
商
人
・
外
国
商
人
の

弾
圧
・
放
逐
を
そ
の
実
態
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
る
。
一
方
、
こ

の
時
期
は
、
「
傭
兵
」
的
存
在
で
あ
る
旧
来
部
将
や
も
と
黄
巣
軍
将
の
派
遣
に

よ
る
州
県
統
制
が
、
活
発
化
す
る
自
衛
団
な
ど
の
在
地
勢
力
を
抑
え
ら
れ
な
く

な
っ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
中
で
最
後
の
段
階
と
し
て
、
八
九
二
年

に
楊
行
密
が
孫
倍
に
勝
利
し
て
推
南
新
体
制
を
確
立
す
る
が
、
楊
行
密
の
場
合

は
、
親
衛
部
将
を
派
遣
し
て
統
率
す
る
形
式
に
拠
る
一
方
で
、
自
衛
団
の
指
導

者
を
幕
僚
と
し
て
取
り
上
げ
、
領
域
の
民
間
社
会
経
済
の
発
達
を
視
野
に
入
れ

た
政
策
を
採
る
な
ど
、
五
代
十
国
時
代
へ
と
つ
な
が
る
楊
行
密
の
画
期
性
を
見

出
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
過
程
を
通
し
て
、
山
根
氏
は
、
傭
兵
的
存
在
で
あ
る
募
兵
が
、

唐
末
五
代
に
大
き
く
後
退
し
た
と
述
べ
つ
つ
も
、
同
時
に
そ
れ
が
即
座
に
消
滅

は
せ
ず
、
楊
行
密
の
親
衛
軍
た
る
黒
雲
都
な
ど
の
よ
う
に
各
政
治
勢
力
の
中
核

兵
団
と
な
り
、
勢
力
を
増
大
・
維
持
し
て
い
っ
た
在
地
自
衛
団
と
の
役
割
分
担

を
遂
げ
た
と
位
置
づ
け
る
。
′
l
l
た
だ
し
、
宋
代
ま
で
連
続
す
る
「
誅
面
」
.
に
よ
っ

て
、
一
社
会
と
の
断
絶
は
深
ま
カ
、
宋
代
禁
軍
と
郷
村
社
会
の
断
絶
や
、
中
国
史
l
、
l

に
後
々
ま
で
痕
跡
を
残
す
兵
士
賎
業
観
と
も
連
関
性
の
あ
る
こ
と
を
示
唆
し

て
、
氏
は
発
表
を
締
め
く
く
っ
た
。

以
上
が
山
根
氏
の
発
表
の
論
旨
で
あ
る
が
、
当
日
の
会
場
で
は
、
そ
の
前
後

の
時
代
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
補
足
説
明
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
魂
晋
南
北
朝

時
代
軍
制
史
の
尊
家
で
あ
る
小
尾
孟
夫
氏
か
ら
は
、
長
期
の
中
国
軍
制
史
の
中

で
、
統
一
期
に
徴
兵
制
、
分
裂
期
に
募
兵
制
が
表
れ
る
こ
と
に
関
連
づ
け
て
、

秦
漢
時
代
の
徴
兵
制
、
三
国
時
代
か
ら
南
朝
半
ば
頃
ま
で
の
兵
戸
制
、
そ
し
て

北
朝
、
隋
唐
の
府
兵
制
へ
の
流
れ
に
つ
い
て
の
解
説
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
ま
た
、
′

宋
代
史
の
岡
元
司
か
ら
は
、
宋
代
の
禁
軍
・
廟
軍
に
つ
い
て
の
説
明
が
加
え
ら

れ
た
。

・
山
限
氏
の
発
表
内
容
に
対
す
る
個
別
質
問
と
し
て
は
、
ま
ず
、
山
根
氏
が
用

い
た
『
桂
苑
筆
耕
集
』
・
『
広
陵
妖
乱
志
』
の
史
料
的
性
質
に
つ
い
て
の
確
認
と
、

こ
の
発
表
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
何
か
と
い
う
確
認
が
な
さ
れ
た
。
後
者
の
質

問
に
対
し
て
山
根
氏
は
、
呂
用
之
の
位
置
づ
け
方
が
伊
藤
宏
明
論
文
と
は
異
な

っ
て
い
る
点
な
ど
も
含
め
、
唐
朝
財
政
構
造
の
再
生
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
の

脱
却
、
そ
し
て
自
衛
団
の
包
摂
な
ど
の
視
点
を
提
示
し
た
点
が
、
推
南
藩
鋲
に

つ
い
て
の
他
の
論
文
と
の
違
い
で
あ
る
と
答
え
た
。
ま
た
、
「
中
国
の
傭
兵
集

団
の
中
国
的
特
色
と
は
何
か
」
と
の
質
問
に
対
し
て
は
、
五
代
・
宋
に
い
た
っ
　
7
1

て
兵
士
が
顔
面
に
入
れ
墨
を
さ
れ
、
趣
亡
が
防
止
さ
れ
た
点
.
を
山
根
氏
は
挙
げ



た
。

.
も
う
一
つ
は
、
l
小
尾
孟
夫
氏
か
ら
、
「
本
発
表
で
傭
兵
を
藩
鋲
の
ど
こ
に
見

出
し
て
い
る
の
か
」
と
の
質
問
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
残
念
な
が

ら
回
答
の
機
会
・
時
間
が
当
日
な
か
っ
た
が
、
こ
の
質
問
は
「
山
根
氏
が
発
表

の
中
で
、
傭
兵
的
存
在
と
し
て
、
高
餅
の
旧
来
部
将
や
も
と
黄
巣
軍
将
な
ど
を

挙
げ
て
い
た
の
に
対
し
、
藩
鋲
に
お
け
る
「
傭
兵
」
.
を
取
り
上
げ
る
な
ら
ば
、

本
来
的
に
は
、
親
衛
軍
や
牙
中
軍
・
牙
外
軍
と
い
っ
た
も
の
を
ま
ず
は
問
題
に

す
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
小
尾
氏
の
疑
問
に
よ
る
も
の
で
あ
る
」

全
体
討
論
で
は
、
議
長
団
の
寺
地
遵
氏
か
ら
歴
史
に
お
け
る
傭
兵
に
つ
い
て

取
り
上
げ
る
視
角
と
し
て
五
点
が
示
さ
れ
た
が
、
二
し
こ
で
は
山
根
氏
の
発
表
内

容
に
関
わ
る
討
論
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
.
ま
ず
、
寺
地
氏
が
第
四
の
問

題
と
し
て
提
示
し
た
こ
と
で
、
.
傭
兵
が
当
該
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
た
か
、
.
と
く
に
、
一
般
社
会
と
の
轟
離
性
・
隔
絶
性
に
つ
い
て

で
あ
る
」
山
根
氏
は
、
そ
う
し
た
轟
離
・
隔
絶
が
唐
末
五
代
に
関
し
て
は
明
確

で
は
な
く
へ
宋
代
に
明
確
に
な
っ
た
と
し
て
、
禁
軍
.
の
兵
士
に
入
れ
墨
が
な
さ

れ
る
こ
と
等
を
例
と
し
て
挙
げ
た
。

ま
た
寺
地
氏
の
示
し
た
第
三
の
問
題
、
す
な
わ
ち
傭
兵
が
ど
の
よ
う
な
歴
史

的
変
動
を
生
み
、
あ
る
事
は
促
進
し
た
の
か
、
と
い
う
点
に
関
し
て
、
山
根
氏

は
、
唐
代
に
は
労
働
力
供
出
や
兵
役
が
存
在
し
で
い
た
の
に
対
し
、
.
傭
兵
の
導

入
に
よ
っ
て
そ
れ
が
な
く
な
っ
て
い
く
こ
と
を
指
摘
し
た
。

以
上
が
当
日
の
山
根
発
表
に
関
す
る
主
な
討
論
内
容
で
あ
る
が
、
最
後
に
感

想
を
少
し
述
べ
て
お
き
た
い
。
山
根
氏
の
お
こ
な
っ
た
実
証
そ
の
も
の
に
し
ぼ

っ
て
言
え
は
、
た
と
え
は
、
「
妖
人
」
主
導
に
よ
る
揚
州
社
会
経
済
の
強
圧
的

統
制
の
部
分
な
ど
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
裏
付
け
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
も
の
の
、
そ
の
あ
た
り
さ
.
え
ク
リ
ア
さ
れ
る
な
ら
ば
、
流
通
経
済
の
諸

次
元
と
関
連
さ
せ
た
視
角
で
傭
兵
や
自
衛
団
を
位
置
づ
け
、
そ
こ
に
表
れ
た
傭

兵
の
限
界
性
を
指
摘
す
る
な
ど
、
興
味
深
い
論
点
を
含
ん
で
い
た
よ
う
に
思
う
。

国
家
史
・
制
度
史
と
し
て
で
は
な
く
、
近
年
の
中
国
史
研
究
に
お
い
て
、
基
層

社
会
の
あ
り
方
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
中
、
小
説
史
料
を
援
用
し
た
手
法

と
も
あ
わ
せ
て
、
更
に
今
後
の
展
開
が
期
待
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

た
だ
し
、
そ
れ
だ
け
に
、
と
く
に
全
体
展
望
と
の
つ
な
が
り
で
は
、
い
く
つ

か
の
不
満
も
感
じ
た
。
ま
ず
、
唐
末
五
代
史
研
究
の
中
で
の
研
究
史
整
理
に
関

し
て
、
本
来
は
山
根
氏
に
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
は
ず
の
佐
竹
靖
彦

氏
の
研
究
と
の
関
係
が
、
少
な
く
と
も
当
日
の
発
表
に
お
い
て
、
明
確
に
は
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
∵

㌧
ま
た
、
小
尾
氏
の
質
問
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
主
題
で

あ
る
「
傭
兵
」
の
概
念
が
、
結
局
、
.
発
表
か
ら
討
論
の
最
後
ま
で
、
山
根
氏
に

お
い
て
は
、
曖
昧
な
ま
ま
に
語
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
山
根
氏
は
軍
制
史

の
全
体
的
枠
組
み
と
し
て
菊
池
英
夫
氏
の
論
文
を
挙
げ
、
徴
兵
・
傭
兵
な
ど
二

元
的
項
制
分
析
概
念
を
批
判
し
て
い
る
点
を
冒
頭
で
牒
介
し
た
が
、
山
根
氏
の

菊
池
論
文
理
解
が
そ
こ
に
と
ど
ま
り
、
菊
池
氏
が
、
む
し
ろ
教
兵
・
傭
兵
が
「
相

互
媒
介
的
に
発
展
し
て
い
る
」
と
し
、
さ
ら
に
兵
晨
分
離
の
完
成
後
も
さ
ま
ざ

ま
な
障
碍
か
ら
現
実
に
は
世
襲
的
職
業
傭
兵
軍
隊
が
登
場
す
る
と
い
っ
た
本
シ

ン
ポ
と
も
関
わ
る
指
摘
を
し
て
い
る
点
な
ど
に
見
落
と
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
山
根
氏
は
、
中
国
の
特
色
と
し
て
入
れ
墨
を
強
調
し
た
が
、
そ
う
し
た

五
代
・
.
宋
に
限
定
的
な
特
色
だ
け
で
は
な
く
、
元
・
明
・
活
(
た
と
え
ば
、
明

代
世
襲
軍
戸
に
つ
い
て
の
専
著
も
既
に
公
刊
さ
れ
て
い
る
)
も
踏
ま
え
て
議
論

を
組
み
立
て
た
ほ
う
が
、
せ
っ
か
く
山
椒
氏
が
お
こ
な
っ
た
実
証
の
意
義
も
、

広
が
り
を
も
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

議
長
団
の
寺
地
氏
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
全
体
を
振
り
返
っ
て
最
技
に
、
「
従

′

来
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
一
般
社
会
と
の
隔
樟
二
照
準
あ
る
い
は
被
差

別
性
の
も
っ
て
い
る
意
味
合
い
を
掘
り
起
こ
し
た
と
い
う
成
果
は
あ
っ
た
の
で
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は
な
い
か
」
と
述
べ
た
。
こ
の
問
題
は
、
た
と
え
は
∵
軍
民
の
断
絶
性
を
強
調

し
た
雷
海
宗
氏
に
対
し
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
キ
ュ
ー
ソ
氏
に
よ
る
批
判
が
か
つ
て

な
さ
れ
る
な
ど
、
国
際
的
な
中
国
史
研
究
の
中
で
も
論
争
的
関
心
の
高
い
問
題

の
一
つ
で
あ
る
。
本
シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
を
よ
き
契
機
と
し
て
、
山
駁
氏
が
、
中
国

史
の
特
色
に
つ
い
て
の
追
究
と
も
か
か
わ
る
こ
う
し
た
重
要
な
問
題
を
、
夷
に

深
め
て
行
か
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

r
　
西
　
洋
　
史

鳥
　
山
　
　
　
剛

西
洋
史
か
ら
は
、
小
河
浩
氏
よ
り
、
「
前
四
世
紀
の
ギ
リ
シ
ア
人
と
傭
兵
軍

1
-
一
般
兵
士
の
視
点
か
ら
-
」
と
題
し
て
報
告
が
行
わ
れ
た
。
以
下
は
翌
日
の

内
容
お
よ
び
感
想
で
あ
る
。

小
河
氏
は
、
前
四
世
紀
の
ギ
リ
シ
ア
人
が
傭
兵
と
し
て
他
民
族
君
主
や
テ
ィ

ア
ド
コ
イ
等
の
様
々
な
傭
兵
軍
に
参
加
し
、
支
配
者
の
政
策
・
施
与
行
為
・
軍

勢
の
規
模
・
支
配
者
の
臣
下
と
な
っ
た
ギ
リ
シ
ア
人
の
姿
等
を
実
際
に
見
聞
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ギ
リ
シ
ア
人
傭
兵
が
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
諸
王
国
体
制
を
支
え
る

存
在
に
転
化
し
て
い
っ
た
こ
と
を
一
般
兵
士
の
視
点
か
ら
検
討
し
、
明
ら
か
に

し
て
い
る
。

従
来
、
傭
兵
は
ギ
リ
サ
ァ
の
社
会
経
済
を
背
景
に
考
察
さ
れ
、
ポ
リ
ス
衰
退

の
指
標
と
し
て
の
み
評
価
さ
れ
て
き
た
。
・
す
な
わ
ち
、
前
四
世
紀
ギ
リ
シ
ア
世

界
の
傭
兵
は
亡
命
者
・
経
済
的
没
落
市
民
主
体
で
あ
り
、
.
傭
兵
の
数
的
増
加
を

ポ
リ
ス
衰
退
の
象
徴
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
の
中
で
、
氏

が
注
目
す
る
の
が
M
c
k
e
c
h
n
i
e
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
1
論
で
あ
る
。
彼
は
前
四

世
紀
ギ
リ
シ
ア
世
界
に
お
け
る
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
(
亡
命
者
・
傭
兵
・
山
賊
海

賊
・
各
種
技
術
者
・
商
人
)
を
一
つ
の
社
会
勢
力
と
し
て
捉
え
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム

諸
王
国
成
立
・
維
持
の
た
め
の
人
的
資
源
と
し
て
積
極
的
に
評
価
し
た
。
し
か

し
M
c
k
e
c
h
i
e
に
お
い
て
も
傭
兵
の
考
察
は
そ
わ
実
態
解
明
ま
で
に
留
ま
っ

て
お
り
・
戦
場
に
お
け
る
一
般
兵
士
の
動
向
と
戦
闘
行
為
を
考
察
し
て
い
な
い
。

ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
の
最
重
要
事
項
が
ポ
リ
ス
を
外
敵
か
ら
守
る
こ
と
に
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
の
視
点
か
ら
の
考
察
を
行
わ
ね
ば
ポ
リ
ス
的
本
質
を
見
誤
る

お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
こ
で
前
四
世
紀
の
傭
兵
軍
に
お
い
て
、
そ
れ
に
参
加
し
た

ギ
リ
シ
ア
人
傭
兵
が
ポ
リ
ス
市
民
軍
で
の
体
験
と
比
較
し
て
い
か
に
異
な
る
体

験
を
し
た
の
か
か
二
般
兵
士
の
視
点
か
ら
考
察
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
に
上

っ
て
市
民
平
等
・
自
由
尊
重
・
支
配
者
拒
否
を
特
教
と
す
る
ポ
リ
ス
社
会
が
」

何
故
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
諸
王
国
体
制
を
支
え
る
要
素
へ
転
化
し
た
の
か
を
明
ら
か
に

し
得
る
の
で
あ
る
。

一
般
兵
士
の
視
点
か
ら
傭
兵
を
見
る
に
は
、
そ
の
実
態
の
確
認
が
必
要
で
あ

る
・
通
説
的
見
解
で
は
前
四
世
紀
の
傭
兵
は
、
前
五
世
紀
末
で
は
市
民
主
体
で

あ
っ
た
も
の
が
、
何
ら
か
の
経
済
的
貧
困
に
ま
っ
l
て
「
放
浪
」
化
し
た
専
業
的

傭
兵
主
体
の
も
の
へ
変
化
し
た
と
さ
れ
る
。
・
確
か
に
、
.
亡
命
者
の
傭
兵
化
に
つ

い
て
は
数
多
く
の
事
例
が
あ
り
1
ま
た
通
説
の
根
拠
史
料
で
あ
る
イ
ソ
ク
ラ
テ

ス
の
弁
論
に
お
い
て
も
l
「
放
浪
」
化
し
た
傭
兵
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
ヂ

し
か
し
、
前
四
世
紀
中
に
エ
ジ
プ
ト
や
オ
リ
エ
ソ
ト
に
出
現
し
た
傭
兵
は
主
に

重
装
歩
兵
傭
兵
で
あ
り
、
ア
レ
ク
サ
ソ
ド
ロ
ス
の
東
征
期
に
は
三
千
騎
程
度
の

騎
馬
傭
兵
も
出
現
し
て
い
る
事
実
か
ら
、
前
四
世
紀
の
傭
兵
に
は
重
装
歩
兵
農

民
と
し
て
の
経
済
力
を
維
持
し
、
ノ
さ
ら
に
は
馬
を
飼
育
可
能
な
経
済
力
を
維
持

し
て
い
た
傭
兵
も
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
イ
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
論
は
傭
兵
に
対

す
る
誇
張
表
現
が
最
も
激
し
い
こ
と
で
有
名
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
痕
の
文
言
を

字
義
ど
う
り
に
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
l
前
四
世
紀
の
傭
兵
に
お
い
て
は

亡
命
者
等
の
放
浪
老
化
し
た
傭
兵
ば
か
り
で
な
く
、
ギ
リ
シ
ア
本
土
に
確
固
た

る
経
済
基
盤
を
有
し
な
が
ら
も
、
状
況
に
応
じ
て
傭
兵
稼
業
に
参
加
す
る
人
々
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