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は

じ

め

先
秦
時
代
に
お
け
る
領
域
支
配
の
展
開
は
、
秦
漠
郡
牒
制
を
ひ
と
つ
の
制
度
的
完
成
形
と
し
て
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
整
備
・
護
展
の
過
程

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。

(
1
)
 

段
周
以
来
、
人
々
の
集
住
す
る
土
地
は
「
邑
」
と
汎
稀
さ
れ
る
。
春
秋
時
代
に
お
い
て
も
そ
れ
は
同
様
だ
が
、
従
来
の
研
究
で
は
邑
に
針
し

て
「
牒
」
を
新
し
い
支
配
制
度
の
出
現
と
し
て
劃
期
と
み
な
し
、
そ
の
性
質
、
特
に
秦
漢
郡
牒
制
と
の
距
離
の
解
明
に
関
心
を
集
中
さ
せ
て
き

た
。
そ
こ
に
は
周
知
の
如
く
豊
富
な
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
が
昔
時
に
お
け
る
領
域
支
配
の
総
合
的
解
明
に
十
分
結

び
つ
い
て
き
た
と
は
言
い
が
た
い
。
春
秋
時
代
に
限
れ
ば
牒
の
存
在
は
む
し
ろ
特
殊
で
あ
り
、
邑
全
般
の
推
移
を
踏
ま
え
ず
際
の
み
に
検
討
の

封
象
を
絞
る
こ
れ
ま
で
の
方
法
は
、
春
秋
牒
を
特
殊
な
も
の
と
し
て
過
剰
に
評
憤
さ
せ
、
同
時
代
の
邑
全
般
を
組
野
に
入
れ
た
う
え
で
の
正
首

な
位
置
づ
け
を
阻
害
し
て
き
た
。

一
方
、
牒
以
外
の
巴
を
正
面
か
ら
検
討
し
た
研
究
は
非
常
に
手
薄
で
あ
っ
た
。
松
本
光
雄
一
九
五
二
、
同
一
九
五
三
は
そ
の
先
駆
と
い
う
べ

き
業
績
だ
が
、
そ
の
後
、
挙
界
の
主
た
る
関
心
が
牒
へ
と
移
行
し
た
こ
と
に
よ
り
、
邑
全
般
を
封
象
と
す
る
問
題
意
識
は
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
。

近
年
で
は
小
林
伸
一
二
九
九
二
、
同
二

O
O
一
な
ど
が
邑
の
軍
事
化
・
自
立
化
を
論
じ
て
い
る
も
の
の
、
そ
こ
で
は
逆
に
春
秋
牒
の
研
究
史
、

特
に
増
淵
氏
以
後
の
研
究
成
果
へ
の
配
慮
が
限
定
的
と
な
っ
て
い
る
。

従
来
の
研
究
は
邑
を
等
閑
覗
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
邑
支
配
の
あ
り
方
の
解
明
に
意
を
注
ぐ
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
際
研

究
の
成
果
と
十
分
に
結
び
つ
い
て
き
た
と
は
言
い
が
た
い
。
邑
が
地
方
統
治
機
構
の
一
端
と
し
て
、
軍
事
・
経
済
な
ど
様
々
な
面
で
そ
の
役
割

を
増
大
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
論
者
に
よ
ら
ず
共
通
の
認
識
で
あ
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
展
開
に
つ
い
て
、
勝
研
究
・
邑
研
究
襲
方
の
成
果
を
活
か

し
つ
つ
跡
づ
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
敢
え
て
春
秋
時
代
の
領
域
支
配
を
再
検
討
し
よ
う
と
す
る
所
以
で
あ
る
。

資
料
状
況
に
つ
い
て
附
言
し
て
お
く
と
、
戦
固
か
ら
秦
漢
に
か
け
て
は
、
雲
夢
睡
虎
地
秦
簡
や
各
種
漢
簡
を
は
じ
め
と
す
る
豊
富
な
出
土
資

十
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料
に
よ
っ
て
、
地
方
統
治
機
構
の
よ
り
具
瞳
的
な
様
相
が
解
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
一
方
、
春
秋
時
代
で
は
そ
う
し
た
ま
と
ま
っ
た
出
土
資
料
は
現

在
の
と
こ
ろ
護
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
依
然
と
し
て
丈
献
資
料
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
丈
献
に
依
援
し
た
従
来
の
研
究
は
、
春
秋
際

の
特
殊
性
追
求
に
偏
り
、
そ
の
結
果
、
上
述
し
た
同
時
代
的
問
題
の
み
な
ら
ず
、
戦
園
時
代
へ
の
議
論
の
接
合
を
も
困
難
に
し
て
い
る
よ
う
に

(
2
)
 

思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
『
春
秋
左
氏
停
』
が
基
本
資
料
と
し
て
再
検
討
の
品
跡
地
を
な
お
残
し
て
い
る
と
考
え
る
。

な
お
、
地
理
比
定
は
主
と
し
て
語
其
騒
一
九
八
二
に
擦
り
、
必
要
な
場
合
は
諸
種
の
注
調
停
書
な
い
し
地
理
主
日
を
参
照
し
た
。

第
二
土
早

牒

・

邑

の

日U

春
秋
時
代
の
領
域
支
配
を
考
え
る
う
え
で
、
こ
れ
ま
で
の
中
心
課
題
が
春
秋
牒
の
性
質
解
明
で
あ
っ
た
こ
と
は
改
め
て
強
調
す
る
ま
で
も
な

ぃ
。
そ
こ
で
は
、
秦
漢
郡
牒
制
と
の
差
異
、
春
秋
牒
の
濁
自
性
を
ど
こ
に
見
出
す
か
が
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
そ
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
既
に

松
井
嘉
徳
一
九
九
三
の
整
理
が
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
参
照
し
つ
つ
問
題
黙
の
検
謹
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

顧
韻
剛
一
九
三
七
は
、
楚
秦
の
牒
は
君
主
の
直
轄
地
で
あ
り
、
耳
目
斉
の
そ
れ
は
臣
下
の
禾
邑
で
あ
る
と
し
て
春
秋
牒
を
二
分
し
た
が
、
増
淵

龍
夫
一
九
五
八
は
こ
れ
を
批
判
し
濁
自
の
見
解
を
提
示
し
た
。
「
牒
」
制
研
究
史
の
方
向
性
を
決
定
づ
け
た
そ
の
見
解
を
松
井
氏
の
整
理
に
従

い
列
翠
す
れ
ば
、

(
1
)
春
秋
牒
は
直
轄
地
・
禾
邑
に
匝
分
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
雨
者
の
側
面
を
不
可
分
に
有
し
て
お
り
、
世
襲
が
可
能

で
あ
る
な
ど
、
中
央
権
力
と
の
闘
係
に
お
い
て
は
従
来
の
邑
と
饗
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、

(
2
)
牒
と
は
奮
来
の
氏
族
的
秩
序
を
破
砕
し
て

支
配
す
る
新
し
い
形
式
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て

(
3
)
牒
は
顕
著
な
軍
事
的
機
能
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
貼
に
つ

い
て
増
淵
氏
以
後
の
研
究
者
の
説
を
紹
介
し
つ
つ
、
現
時
賠
で
の
問
題
の
所
在
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

(
1
)
に
闘
し
て
増
淵
氏
は
、
牒
が
必
ず
し
も
直
轄
地
と
は
い
え
な
い
こ
と
の
根
擦
と
し
て
、
牒
の
長
官
が
世
襲
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
指

摘
し
た
が
、
こ
れ
に
封
し
て
平
勢
隆
郎
一
九
八
一
は
、
楚
で
は
一
般
に
牒
管
領
者
の
世
襲
が
否
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
論
詰
し
た
。
こ
れ
は
増

617 

淵
氏
の
事
責
認
識
に
封
し
て
修
正
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
世
襲
の
否
定
と
い
う
性
質
が
春
秋
牒
の
「
制
度
」
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
疑

十
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聞
が
残
る
。

吉
本
這
雅
氏
に
よ
れ
ば
、
楚
に
お
い
て
は
特
定
家
系
の
世
族
化
が
早
期
か
ら
抑
え
ら
れ
た
た
め
、
そ
の
結
果
と
し
て
牒
の
世
襲
は
不
可
能
で

(
3
)
 

あ
っ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
世
襲
の
否
定
に
は
中
央
政
権
内
部
で
の
権
力
の
あ
り
方
が
反
映
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
牒
白
煙
に
備

わ
る
性
質
で
は
な
く
、
む
し
ろ
中
央
で
の
政
治
肱
況
の
結
果
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
鯨
設
置
に
よ
っ
て
そ
の
口
巴
は
世
襲
が
否
定
さ
れ

る
邑
に
繁
化
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
世
襲
否
定
の
状
況
は
楚
牒
が
直
轄
地
か
否
か
と
い
っ
た
議
論
と
は
無
関
係
な
の
で
あ
る
。

一
方
、
耳
目
の
場
合
に
つ
い
て
、
平
勢
氏
に
よ
る
と
韓
貌
趨
氏
の
本
邑
は
世
襲
さ
れ
る
傾
向
が
、
そ
れ
以
外
の
勝
邑
に
つ
い
て
は
世
襲
・
非
世

(
4
)
 

襲
の
多
様
な
賦
況
が
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
状
況
白
瞳
に
異
論
は
な
い
が
、
世
襲
有
無
の
状
況
が
提
示
さ
れ
る
の
み
で
そ
の
原
因
が
検
討
さ
れ

(
5
)
 

て
い
な
い
貼
、
検
討
の
絵
地
が
あ
る
。
そ
し
て
結
論
か
ら
言
え
ば
、
世
襲
否
定
が
牒
設
置
そ
れ
白
樫
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ

る
事
例
は
管
見
の
限
り
存
在
し
な
い
。

こ
こ
で
平
勢
隆
郎
一
九
九
八
、
二
八
三
頁
「
耳
目
固
牒
・
邑
管
領
者
の
推
移
」
表
中
の
「
管
領
者
」
と
さ
れ
て
い
る
人
物
の
う
ち
、
世
襲
が
否

(
6
)
 

定
さ
れ
た
と
氏
が
指
摘
す
る
例
を
抽
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
く
。
表
中
に
世
襲
否
定
時
の
賦
況
を
筒
車
に
記
し
た
が
、
そ
こ

に
見
え
る
と
お
り
、
事
情
の
不
明
瞭
な
一
部
を
除
き
、

ほ
ほ
全
て
の
事
例
で
出
奔
・
殺
害
・
一
族
訴
減
に
遭
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
世
襲
否
定
の
事
例
で
は
、
管
領
者
本
人
の
被
殺
や
後
継
者
の
不
在
と
い
う
事
情
の
た
め
世
襲
で
き
な
か
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。

牒
で
あ
る
こ
と
が
明
確
な
事
例
で
も
、
信
三
十
三
(
前
六
二
七
)
年
に
「
先
茅
之
鯨
」
が
膏
臣
に
賞
賜
さ
れ
た
と
あ
る
が
、
社
預
に
よ
れ
ば
、

(
7
)
 

先
茅
の
後
躍
が
絶
え
た
た
め
そ
の
牒
が
青
臣
に
奥
え
ら
れ
た
と
い
う
。
後
継
者
の
不
在
と
い
う
い
わ
ば
非
常
事
態
の
た
め
に
そ
の
牒
は
世
襲
で

き
な
か
っ
た
の
だ
が
、
逆
に
言
え
ば
、
後
継
者
が
い
れ
ば
世
襲
可
能
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
、
牒
で
あ
る
故
に
世
襲
が
不
可
能

で
あ
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
制
度
的
規
制
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
世
襲
が
絶
針
で
あ
っ
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
も
の
の
、
耳
目
牒
も
平
時
に
お
い
て
は
基
本
的
に
世
襲
可
能
で
あ
り
、
世
襲
の
可

能
性
と
い
う
性
質
に
お
い
て
は
他
の
邑
と
饗
わ
り
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
黙
で
、
増
淵
氏
の
指
摘
は
何
ら
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が

十
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世襲否定された「管領者」とその状況

管宇賞者 際・邑 世襲否定特の扶況

狐漆 温 不明。買季(狐氏)の同奔(文六)が閥係か。

部至(iAl.季) i昆
成十七年に谷口氏族滅。成十七経「育殺其大夫部錆・在日

態・郁至。」

買{七二買季(狐射姑) 買 dY(に出奔。文六「十一月丙寅、菅殺績簡伯、買季奔5火。」

原穀(先穀) 原
族滅。宣十三「冬、音人討必之敗輿清之師、賄罪於先穀

而殺之、蓋滅其族。」

鼓子(先穀) 最 向上。

歩毅(在日毅) 歩 成|六終見。成卜七部氏の滅が関係か。

策懐子(盈) 出沃 族滅。裏二十三「音人克策盈丁由沃、蓋殺策氏之族黛。J

谷E稽 ナ1'1 (喜十に登場。部氏の滅亡以前の人物。

築豹 十1'1
繁氏滅亡(築懐子の欄参照)が関係か。昭三杜注「豹、繁

盈族。」

祁盈 示日
族滅。昭二十八「夏六月、育殺祁盈及楊食我・…遂i成祁

氏・羊舌氏。J

箕遣 其川 築盈の黛として諜殺。裏二十一 i(沼)宣子殺箕遣。」

表

十
改
め
て
確
認
さ
れ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
春
秋
牒
の
世
襲
の
有
無

は
、
そ
こ
が
際
で
あ
る
か
否
か
と
は
無
関
係
な
外
的
要
因
、
す
な

わ
ち
折
々
の
政
治
拡
況
の
結
果
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に

(
2
)
に
つ
い
て
、
増
淵
氏
は
、
鯨
と
邑
の
達
い
は
そ
の

世
舎
構
成
に
あ
る
と
し
て
、
「
春
秋
時
代
の
牒
は
、
そ
の
邑
の
原

住
氏
族
の
組
織
秩
序
の
中
核
を
破
砕
し
て
、
こ
れ
を
支
配
す
る
形

(
8
)
 

式
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
指
摘
し
た
。
そ
の
根
擦
は
、
叔
夷

鐘
縛
銘
丈
の
莱
に
属
す
る
「
牒
」
、
及
び
楚
の
記
事
で
あ
り
、
そ

こ
に
は
君
主
・
太
子
の
殺
害
や
奮
民
の
遷
徒
と
い
っ
た
「
中
核
の

破
砕
」
が
見
え
る
た
め
、
そ
れ
が
春
秋
鯨
の
劃
期
的
機
能
と
み
な

さ
れ
た
。

し
か
し
そ
の
後
、
斎
藤
(
安
倍
)
遁
子
一
九
八
四
は
、
楚
で
は

牒
と
さ
れ
て
も
「
氏
族
秩
序
の
破
砕
の
程
度
は
軽
微
で
あ
っ
た
」

」
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
谷
口
涌
一
九
八
七
は
楚
牒
内
部
の
枇
曾

構
成
の
多
様
性
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
楚
牒
は
内
部
の

一
吐
曾
構
成
に
お
い
て
も
他
の
邑
と
明
確
に
匝
別
さ
れ
る
わ
け
で
は

な
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

増
淵
氏
の
論
語
を
振
り
返
る
と
、
氏
が
豚
設
置
H

「
氏
族
秩
序

の
破
砕
」
の
根
擦
と
し
た
の
は
、
楚
と
叔
夷
鐘
鍔
の
事
例
の
み
で

11 

戸υ 
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あ
り
、
呂
田
牒
に
つ
い
て
は
直
接
に
資
料
を
検
討
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
他
例
か
ら
類
推
し
た
性
格
を
奥
え
た
に
す
、
ぎ
な
い
。
す
る
と
、

楚
時
に
お
け
る
「
氏
族
秩
序
の
破
砕
」
が
百
定
さ
れ
た
い
ま
、
音
時
に
つ
い
て
も
、
「
氏
族
秩
序
の
破
砕
」
と
い
う
指
摘
は
そ
の
根
擦
を
ほ
と

ん
ど
失
っ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
ま
で
、
世
襲
の
有
無
・
氏
族
秩
序
の
破
砕
と
い
う
こ
つ
の
問
題
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
鯨
設
置
と
必
ず
し
も
因
果
関
係
を
持
つ
わ
け
で

は
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
残
さ
れ
る
の
は
、

(
3
)
軍
事
的
機
能
の
問
題
で
あ
る
。
牒
の
軍
事
的
重
要
性
は
既
に
増
淵
氏
も
言
及
し
て
は
い

た
が
、
特
に
楚
勝
に
お
け
る
そ
れ
が
楊
寛
一
九
八
一
、
粛
藤
(
{
友
旧
)
遁
子
一
九
八
固
な
ど
に
よ
り
論
じ
ら
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
確
か
に
牒
の
軍
事
性
は
際
立
っ
て
い
る
も
の
の
、
軍
事
的
課
題
は
諸
侯
固
す
べ
て
に
共
通
の
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、

軍
事
的
機
能
の
向
上
は
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
牒
・
邑
の
匿
別
を
超
越
し
た
ほ
と
ん
ど
普
通
的
な
動
向
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、
際
の
軍
事

的
機
能
に
つ
い
て
も
、
牒
と
さ
れ
た
た
め
に
そ
の
軍
事
的
機
能
が
際
立
つ
、
と
い
っ
た
因
果
闘
係
は
想
定
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
少
な
く

と
も
、
将
に
限
定
せ
ず
邑
全
般
の
軍
事
的
状
況
と
比
較
し
た
う
え
で
そ
の
結
論
は
下
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
春
秋
牒
の
軍
事
的

機
能
に
つ
い
て
は
検
誼
す
べ
き
貼
が
蔑
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
な
制
度
的
検
討
と
は
別
に
、
李
家
浩
一
九
八
七
は
西
周
金
丈
に
現
れ
る
「
還
」
字
が
丈
献
上
の
「
鯨
」
字
に
比
定

で
き
る
こ
と
を
文
字
準
的
見
地
か
ら
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
鯛
護
さ
れ
た
と
い
う
松
井
嘉
健
一
九
九
三
の
主
眼
は
、
春
秋
時
代
の
牒
と
西
周
時
代

の
「
還
」
が
そ
の
機
能
・
性
質
の
面
で
も
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
酔
間
に
あ
っ
た
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
松
井
氏
が
西
周
「
還
」
と
春
秋
「
際
」
と
の
連
績
性
を
見
出
し
た
方
法
論
で
あ
る
。
氏
は
従
来
の
研
究
で
提
示

さ
れ
た
春
秋
鯨
の
機
能
に
つ
い
て
整
理
し
、

そ
こ
に
見
出
さ
れ
た
春
秋
牒
の
機
能
と
、
西
周
「
還
」
の
機
能
と
の
一
致
を
指
摘
し
た
。
こ
こ
で

は
機
能
の
面
か
ら
西
周
「
還
」
と
春
秋
牒
と
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
こ
と
が
示
唆
す
る
の
は
、
丈
献
上
の
「
牒
」
と
い
う

表
記
が
絶
封
覗
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
献
上
「
牒
」
と
表
記
さ
れ
る
か
否
か
で
は
な
く
、
そ
の
牒
・
邑
が
領
域
内
で
捨
っ
た
機
能

や
性
質
そ
の
も
の
に
着
目
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
同
時
に
、
従
来
の
春
秋
豚
研
究
に
針
す
る
疑
問
が
浮
上
し
て
く
る
。
す
な
わ

十
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ち
、
時
・
邑
と
い
う
表
記
上
の
匝
別
に
よ
っ
て
、
賓
際
の
機
能
や
性
質
ま
で
も
が
匝
別
さ
れ
る
と
考
え
て
よ
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

従
来
の
研
究
は
「
牒
」
と
い
う
名
稽
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
た
感
が
あ
る
。
春
秋
牒
が
重
覗
さ
れ
る
所
以
は
、
も
と
よ
り
秦
漢
郡
牒
制
の
腺
と
の

表
記
上
の
一
致
に
あ
る
。
そ
し
て
、
表
記
上
は
一
致
す
る
が
、
そ
の
性
質
は
一
致
し
な
い
と
い
う
認
識
の
も
と
、
春
秋
牒
の
特
質
の
解
明
が
要

請
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
問
題
は
、
そ
の
方
法
が
春
秋
牒
白
樫
の
考
察
の
み
で
懸
の
性
質
を
探
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
し
た
方
法
上
の
限
定
性
に
加
え
、
春
秋
牒
の
定
義
に
も
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
春
秋
牒
と
定
義
さ
れ
て
き
た
も
の
は
、
明
確
に
「
某

牒
」
あ
る
い
は
「
牒
某
(
某
を
豚
と
す
)
」
と
記
さ
れ
る
も
の
が
第
一
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
、
「
某
牒
」
と
表
記
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
楚
で

lま

「
某
公
(
手
)
」
、
亙
日
で
は
「
某
大
夫
」
が
存
在
す
れ
ば
、
某
は
牒
で
あ
る
と
判
断
す
る
の
が
慣
例
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
楚
に
お
い
て

「
牒
」
と
さ
れ
た
土
地
の
統
治
者
が
「
公
」
と
稀
せ
ら
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
と
は
い
え
、
こ
れ
を
単
純
に
逆
縛
さ
せ
、
「
某
公
(
手
)
」
や
「
某

(
9
)
 

大
夫
」
の
存
在
か
ら
某
は
牒
で
あ
る
と
判
断
し
、
そ
れ
を
牒
の
一
例
と
し
て
採
用
す
る
の
は
危
険
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
研
究
者
聞
で

(
凶
)

も
こ
の
判
断
基
準
に
相
違
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
よ
っ
て
研
究
封
象
が
暖
昧
さ
な
い
し
は
恐
意
性
を
字
み
、
結
局
の
と
こ
ろ
明
ら
か

に
な
っ
た
と
さ
れ
る
知
見
は
ど
の
範
固
で
適
用
で
き
る
の
か
、
巌
密
を
依
く
こ
と
に
な
る
。

い
ま
要
請
さ
れ
る
の
は
、
「
牒
」
の
表
記
に
拘
泥
せ
ず
、
口
巴
全
般
に
覗
野
を
麿
げ
た
う
え
で
、
そ
の
機
能
・
役
割
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と

(
日
)

で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
牒
を
位
置
づ
け
る
た
め
に
も
、
ま
ず
は
同
時
代
の
邑
の
あ
り
方
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
牒
に
つ

い
て
の
議
論
は
ひ
と
ま
ず
置
き
、
首
時
の
邑
支
配
を
め
ぐ
る
よ
り
普
通
的
な
問
題
に
つ
い
て
具
瞳
的
に
論
じ
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

信
用
二
士
早

邑
と
そ
の
支
配
権

領

域

と

境

界

621 

邑
支
配
の
具
躍
的
な
問
題
を
考
察
す
る
前
に
、
邑
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
領
域
の
様
相
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

十

7 

11 寸11 



L 」

法
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
い
h
跡
部
国
中
日
宍
)
寸
・

3

E
待

ー「

622 

春
秋
時
代
に
お
い
て
は
、
諸
侯
の
居
住
す
る
都
城
、
す
な
わ
ち
「
園
」
に
支
配
層
・
兵
員
が
集
住
し
、
一
因
の
政
治
力
・
軍
事
力
は
「
園
」

(

ロ

)

(

日

)

に
集
中
し
て
い
た
。
「
固
」
も
邑
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
昔
時
の
軍
編
成
の
主
要
な
部
分
を
「
国
人
」
が
捨
う
こ
と
か
ら
、
「
園
」
と
は
領
域
内

で
軍
事
力
が
極
度
に
超
越
し
た
邑
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
「
園
」
外
に
お
い
て
は
、

一
般
に
複
数
の
邑
が
支
配
下
に
置
か
れ
、
「
園
」
と
邑
と
の
結
合
が
保
た
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
園
の
領

域
が
形
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
領
域
の
境
界
は
「
彊
」
「
寛
」
と
表
現
さ
れ
る
。
「
彊
」
は
、

夏
、
斉
師
と
実
に
戦
う
は
、
彊
事
な
り
。
是
に
お
い
て
斉
人
魯
彊
を
侵
し
、
彊
吏
来
り
告
ぐ
。
(
桓
十
七
)

と
い
っ
た
記
事
に
見
え
る
よ
う
に
、
園
の
領
域
聞
の
境
界
を
指
す
。
し
た
が
っ
て
「
遺
境
」
の
語
語
が
首
た
る
が
、
そ
の
外
部
に
は
首
然
、
他

園
の
領
域
が
存
在
す
る
。
「
彊
」
は
ま
た
、
境
界
劃
定
の
手
績
き
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
、
そ
れ
が
結
果
的
に
は
隣
接
す
る
圃
同

士
の
領
域
の
境
界
と
な
る
。
個
々
の
境
界
劃
定
作
業
が
集
積
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
領
域
の
境
界
が
形
作
ら
れ
る
が
、
昔
時
の
領
域
は
、
必
ず
し

も
全
瞳
を
と
り
か
こ
む
一
国
的
な
虞
が
り
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
現
賓
に
は
複
数
園
の
邑
が
交
錯
す
る
部
分
も
存
在
す
る
。
清
代
す
で
に
散

正
印
刷
文
が
注
目
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
越
園
都
遠
」
す
な
わ
ち
「
飛
ぴ
地
」
の
ご
と
く
遠
隔
地
を
撮
賄
支
配
す
る
方
式
も
春
秋
時
代
に
は
普
通
に

(
凶
)

見
ら
れ
る
。

「
寛
」
も
同
じ
く
領
域
の
境
界
だ
が
、
と
き
に
よ
り
麿
く
「
遺
境
」
を
指
す
こ
と
も
あ
る
。
哀
十
六
(
前
回
七
九
)
年
、
楚
の
太
子
建
の
息

子
勝
は
呉
に
い
た
が
、
子
西
は
諌
言
を
押
し
切
っ
て
勝
を
呼
び
戻
す
。

子
西
日
く
、
五
口
聞
く
勝
や
信
に
し
て
勇
な
り
と
。
利
あ
ら
ず
と
馬
さ
ず
。
諸
を
遺
境
に
舎
き
、
藩
を
衛
ら
し
め
ん
と
。
:
:
:
之
を
召
し
、

品
会
一
見
に
慮
ら
し
め
、
白
公
と
矯
す
。
(
哀
十
六
)

の
ち
の
白
公
勝
の
乱
の
張
本
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
遺
境
」
が
「
呉
克
」
に
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
が
、
楚
に
と
っ
て
の
「
遺
境
」
は
首
然
、

(
口
)

呉
と
の
「
寛
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
に
即
し
て
言
え
ば
、
本
稿
で
問
題
と
な
る
邑
と
は
、
「
園
」
外
に
あ
り
「
彊
」
・
「
克
」
内
に
あ
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し

十
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た
邑
が
「
園
」
の
も
と
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
で
領
域
が
形
成
さ
れ
る
が
、
首
時
そ
れ
は
極
め
て
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
。
首
然
な
が
ら
領
域

内
の
邑
す
べ
て
に
一
様
な
支
配
権
が
及
ん
だ
わ
け
で
は
な
く
、
安
定
的
に
支
配
が
及
ん
だ
邑
も
あ
れ
ば
、
容
易
に
離
反
を
許
し
て
し
ま
う
よ
う

な
口
巴
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
拭
況
下
、
口
巴
の
支
配
権
は
い
か
に
理
念
さ
れ
、

い
か
に
維
持
さ
れ
た
か
、
次
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

邑

の

支

配

権

裏
公
二
十
六
(
前
五
四
七
)
年
、
衛
随
一
の
有
力
世
族
で
あ
る
孫
林
父
は
献
公
と
反
目
し
、
孫
氏
の
禾
邑
で
あ
る
戚
邑
ご
と
耳
目
に
蹄
順
す
る
。

」
の
行
一
潟
に
封
し
て

「
左
停
』
は
以
下
の
よ
う
に
評
す
る
。

孫
林
父
戚
を
以
て
菅
に
如
く
。
童
目
し
て
戚
に
入
り
て
以
て
叛
す
と
日
う
は
、
孫
氏
を
罪
す
る
な
り
。
臣
の
椋
、
君
賓
に
之
を
有
す
。
義

な
れ
ば
則
ち
進
み
、
否
ら
ざ
れ
ば
則
ち
身
を
奉
じ
て
退
く
。
帳
を
専
ら
に
し
て
以
て
周
旋
す
る
は
、
栽
な
り
。
(
哀
空
干
六
)

こ
こ
で
「
臣
の
椋
」
と
い
う
の
は
、
孫
氏
の
禾
邑
た
る
戚
を
指
し
て
い
る
が
、
そ
の
「
椋
」
は
「
君
賓
に
之
を
有
す
」
も
の
だ
と
理
念
さ
れ
て

い
る
。
俸
称
と
し
て
賜
輿
さ
れ
た
宋
邑
と
は
い
え
、
本
来
は
園
君
に
所
有
権
が
あ
る
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
昭
七
(
前
五
三
五
)
年
、

か
つ
て
耳
目
か
ら
鄭
の
公
孫
段
に
輿
え
ら
れ
て
い
た
「
州
田
」
が
耳
目
に
返
還
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
鄭
の

子
産
は
こ
の
庭
理
に
あ
た
っ
て
、
韓
宣
子
に
封
し
、
「
敢
て
以
て
君
に
聞
せ
ず
、
私
か
に
諸
を
子
に
致
さ
ん
o
」
と
、
耳
目
侯
を
介
さ
ず
に
邑
を
返

還
し
よ
う
と
し
て
い
た
が
、

一
方
の
韓
宣
子
は
、
「
宣
子
之
を
受
け
、
以
て
音
侯
に
告
ぐ
。
音
侯
以
て
宣
子
に
輿
う
。
」
(
昭
七
)
と
、
亙
日
侯
に

報
告
し
た
う
え
、
菅
侯
か
ら
の
賜
輿
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
邑
の
所
有
権
移
動
に
際
し
て
、
園
君
の
存
在
を
隼
重
し
、
そ
の
承
認
を
得
る

こ
と
が
昔
時
規
範
的
だ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
無
論
、
こ
う
し
た
説
話
は
、
後
代
の
潤
色
を
被
っ
て
い
る
可
能
性
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
た
と
え
采
巴
で
あ
ろ
う
と
園
君
を
無
覗
し
て
私
物
化
し
で
は
な
ら
な
い
、
と
い
っ
た
観
念
は
春
秋
時
代
に
も
存
在
し
た
と
考
え
て
よ

(
口
)

い
だ
ろ
う
。
領
域
内
の
あ
ら
ゆ
る
邑
の
支
配
権
は
理
念
的
に
は
園
君
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

623 

し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
理
念
に
過
ぎ
ず
、
首
然
な
が
ら
現
賓
と
は
相
首
の
懸
隔
が
あ
っ
た
。
ま
ず
、
采
邑
主
の
意
向
に
麿
じ
て
邑
ご
と
他
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固
に
蹄
順
す
る
こ
と
す
ら
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
本
節
目
頭
に
掲
げ
た
孫
林
父
の
例
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
賓
質
的
に
は
采
邑
主
が
そ

(
時
)

の
邑
を
「
私
領
化
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
い
っ
た
朕
況
は
、
采
邑
以
外
の
邑
|
|
所
謂
「
公
邑
」
|
|
に
お
い
で
す
ら
同
様
で
あ
っ
た
。
次
章
で
詳
し
く
検
討
す
る
が
、
邑
大
夫

(

刊

日

)

(

却

)

な
ど
、
邑
に
赴
任
し
て
統
治
に
首
た
る
者
は
、
現
地
で
「
巴
人
」
と
の
闘
係
を
蓄
積
し
て
ゆ
き
、
甚
だ
し
く
は
雨
者
が
結
束
し
て
叛
乱
に
至
る

(

引

)

(

包

)

こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
公
邑
に
お
い
て
も
邑
大
夫
の
地
位
が
世
襲
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
私
領
化
に
拍
車
を
か
け
る
も
の
で
あ
っ

た
邑
に
封
す
る
園
君
の
支
配
擢
が
さ
ほ
ど
賓
質
を
も
た
な
か
っ
た
こ
と
は
、
邑
を
賜
興
す
る
際
の
意
志
決
定
に
お
い
て
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

文
一
八
(
前
六
O
九
)
年
、
菖
の
公
子
僕
が
紀
公
を
試
殺
し
魯
に
亡
命
し
た
。
魯
宣
公
は
こ
れ
に
邑
を
奥
え
よ
う
と
す
る
が
、
季
丈
子
は
先
手

(
お
)

を
打
っ
て
公
子
僕
を
追
放
し
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
成
七
(
前
立
八
四
)
年
、
楚
荘
王
は
子
重
の
進
言
に
従
い
、
申
呂
の
田
土
を
切
り
取
っ
て
賞

(
は
)

賜
と
す
る
こ
と
を
許
す
が
、
申
公
亙
臣
の
諌
言
に
よ
っ
て
撤
回
さ
れ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
世
族
等
の
有
力
者
が
園
君
に
よ
る
口
巴
の
自
由
な
賜
奥
、
所
有
者
の
決
定
を
強
く
製
肘
す
る
場
合
が
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
隠

公
元
年
の
記
述
は
象
徴
的
で
あ
る
。

初
め
、
鄭
武
公
申
に
要
り
、
武
菱
と
日
、
っ
。
荘
公
と
共
叔
段
を
生
む
。
荘
公
籍
生

L
、
妻
氏
を
驚
か
す
。
故
に
名
づ
け
て
搭
生
と
日
い
、

遂
に
之
を
悪
む
。
共
叔
段
を
愛
し
、
之
を
立
て
ん
と
欲
す
。
亙
ば
武
公
に
請
う
も
、
公
許
さ
ず
。
荘
公
の
即
位
す
る
に
及
び
、
之
が
矯
に

制
を
請
、
っ
。
公
日
く
、
制
は
巌
邑
な
り
。
彼
叔
罵
に
死
せ
り
。
佑
邑
唯
だ
命
の
ご
と
く
せ
ん
と
。
京
を
請
い
、
之
に
居
ら
し
む
。
之
を

京
城
大
叔
と
謂
う
。
(
陰
一
川
)

武
菱
は
共
叔
段
の
た
め
荘
公
に
制
邑
を
請
う
が
、
荘
公
は
「
巌
邑
」
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
拒
否
し
た
。
し
か
し
制
以
外
な
ら
ば
望
み
ど
お
り

の
口
巴
を
輿
え
る
と
し
て
、
武
美
の
要
求
に
安
協
し
て
い
る
。
結
局
、
共
叔
段
に
は
京
が
輿
え
ら
れ
た
が
、
武
美
の
私
意
と
荘
公
の
危
倶
と
の
あ

い
だ
で
、
安
協
黙
と
し
て
京
が
選
捧
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
は
、
邑
に
関
わ
る
人
物
聞
で
の
力
関
係
が
邑
の
所
属
を
左
右
し
た
様
が
端
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的
に
現
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
采
邑
・
公
邑
を
問
わ
ず
、
邑
の
理
念
的
所
有
権
は
園
君
に
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
時
属
を
左
右
す
る
賓
権
は
、
禾
邑
主
や

口
巴
大
夫
ら
の
も
と
に
容
易
に
移
行
し
え
た
。
す
な
わ
ち
、
園
君
・
禾
口
巴
主
・
口
巴
大
夫
な
ど
の
力
闘
係
に
よ
っ
て
、
口
巴
の
賓
質
的
な
支
配
者
は
容

易
に
饗
化
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
う
い
っ
た
状
況
に
お
い
て
、
邑
を
「
園
」
の
も
と
に
結
束
さ
せ
、
領
域
統
合
の
維
持
を
園
る
た
め
に
は
、
園
君
と
采
口
巴
主
、
あ
る
い
は
園

君
と
口
巳
大
夫
と
の
関
係
が
安
定
し
て
い
る
こ
と
が
不
可
快
で
あ
る
。
禾
邑
主
が
世
族
等
有
力
者
で
あ
る
場
合
、
彼
ら
は
園
君
と
共
に
「
園
」
に

常
居
し
て
政
治
に
携
わ
る
が
、
邑
大
夫
は
邑
現
地
に
居
住
す
る
た
め
、
園
君
と
日
常
的
な
聞
係
を
取
り
持
た
な
い
。
そ
こ
で
、
「
圃
」
に
常
居

し
な
い
邑
大
夫
に
釘
し
、
「
園
」
の
側
は
ど
の
よ
う
に
し
て
闘
係
維
持
を
園
っ
た
の
か
、
そ
の
手
段
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。

平
時
に
お
い
て
邑
と
「
園
」
と
の
結
束
が
確
認
、
維
持
さ
れ
る
機
舎
と
な
っ
た
の
は
、
邑
大
夫
に
よ
る
「
朝
」
、
園
君
に
よ
る
「
略
地
」
(
巡

察
)
で
あ
る
。
成
一
一
(
前
五
八
九
)
年
、
衛
が
斉
に
敗
戦
し
た
際
、

新
築
の
人
仲
叔
子
柔
孫
桓
子
を
救
い
、
桓
子
是
を
以
て
克
る
。
既
に
し
て
衡
人
之
を
賞
す
る
に
邑
を
以
て
す
。
辞
し
、
曲
鯨
・
繁
擦
を

以
て
朝
せ
ん
と
請
う
。
之
を
許
す
。
(
成
二
)

と
あ
る
。
仲
叔
子
柔
は
杜
注
に
よ
れ
ば
「
{
寸
新
築
大
夫
」
で
あ
り
、
新
築
を
統
治
す
る
邑
大
夫
で
あ
ろ
う
。
賜
邑
の
代
わ
り
に
、
「
曲
牒
・
繁

綾
(
と
も
に
諸
侯
並
み
の
櫨
式
)
を
以
て
朝
」
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
朝
」
時
の
稽
式
の
格
上
げ
が
許
さ
れ
た
と
い
う
か
ら
、
邑
大
夫
が
圃
君

に
「
朝
」
す
る
際
に
定
式
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
邑
大
夫
は
平
時
か
ら
一
定
の
間
隔
で
固
君
に
「
朝
」
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

(

お

)

(

お

)

な
お
新
築
の
位
置
に
つ
い
て
、
社
預
は
不
明
と
す
る
が
、
王
夫
之
の
考
詮
に
よ
れ
ば
衡
と
斉
と
の
境
界
附
近
で
あ
る
。
こ
う
し
た
遺
境
の
邑
だ

け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
巴
大
夫
に
「
朝
」
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
「
略
地
」
(
巡
察
)
に
つ
い
て
は
、

625 

公
特
に
業
に
如
き
魚
す
る
者
を
観
ん
と
す
。
戚
信
伯
諌
め
て
日
く
:
:
:
。
公
日
く
、
五
口
れ
特
に
略
地
せ
ん
と
す
。
(
隠
五
)
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と
あ
る
。
魯
隠
公
は
漁
を
見
に
行
こ
う
と
し
た
が
諌
言
さ
れ
、
「
略
地
」
す
る
つ
も
り
な
の
だ
と
言
い
課
し
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
言
い
語
と

し
て
「
略
地
」
を
持
ち
出
し
て
い
る
が
、
賓
際
に
園
君
に
よ
る
巡
察
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
言
い
語
と
し
て
成
立
す
る
の
で

(
幻
)

あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
邑
大
夫
の
「
朝
」
、
園
君
の
「
略
地
」
が
一
定
の
恒
常
性
を
持
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
園
」
と
巴
と
の
結
束
の
維

(
お
)

持
な
い
し
回
復
が
園
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
手
段
は
、
移
動
の
必
要
性
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
、
「
固
」
と
邑
と
の
物
理
的
距
離

が
障
害
と
な
る
。
そ
の
こ
と
は
、
領
域
の
統
合
を
不
安
定
に
さ
せ
る
と
と
も
に
、
邑
支
配
の
強
度
に
大
き
な
濃
淡
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
さ
ら
に
、
領
域
内
に
貼
在
す
る
有
力
世
族
の
禾
邑
に
は
園
君
の
支
配
権
は
ほ
と
ん
ど
及
ば
な
い
。
従
っ
て
、
邑
が
そ
の
園
の
支
配
を
離
れ

て
い
く
こ
と
も
珍
し
く
は
な
か
っ
た
。
次
章
で
は
そ
う
し
た
具
躍
的
な
事
件
に
注
目
し
た
い
。

信用一一一土早

「
以
口
巴
叛
」
に
み
る

「
邑
人
」
支
配
の
問
題

「
以
邑
叛
」
と
「
邑
人
」

口
巴
支
配
の
困
難
さ
は
、
領
域
内
の
大
口
巴
に
釘
す
る
清
政
者
の
危
倶
が

『
左
停
』
に
散
見
す
る
と
こ
ろ
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
昭
十

(
前
五

二
年
、
楚
霊
王
が
公
子
棄
疾
を
察
公
に
任
命
す
る
に
あ
た
り
、
「
圃
に
大
城
有
る
は
何
如
」
と
申
無
宇
に
下
問
し
た
が
、
申
無
宇
は
、

鄭
の
京
・
棟
賓
に
国
交
伯
を
殺
し
、
宋
の
請
・
宅
賓
に
子
携
を
殺
し
、
斉
の
渠
丘
買
に
無
知
を
殺
し
、
衡
の
蒲
・
戚
賓
に
献
公
を
出
す
。

若
し
日
疋
に
由
り
て
之
を
観
れ
ば
、
則
ち
固
に
害
あ
り
。
末
大
な
れ
ば
必
ず
折
れ
、
尾
大
な
れ
ば
搾
わ
ず
。
君
の
知
る
所
な
り
。
(
昭
ト
一
)

と
、
具
瞳
例
を
奉
げ
て
危
倶
を
示
し
た
。
閲
わ
り
方
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
の
、

い
ず
れ
の
例
も
大
邑
の
存
在
が
「
圃
」
の
政
権
を
揺
る
が

し
た
事
件
で
あ
る
。

そ
う
し
た
大
邑
は
、
政
愛
な
ど
で
「
固
」
を
落
ち
延
び
た
離
反
者
の
叛
乱
探
知
と
な
り
、
「
園
」
と
封
立
・
抗
争
す
る
こ
と
が
あ
る
。
「
邑
を

十

12 
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(
m
d
)
 

以
て
叛
す
(
以
口
巴
叛
)
」
、
「
邑
に
入
り
て
以
て
叛
す
(
入
子
巴
以
叛
)
」
な
ど
と
記
さ
れ
る
事
件
が
そ
れ
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
こ
の
「
以
邑
叛
」

事
件
に
焦
貼
を
嘗
て
た
い
。
「
以
邑
叛
」
に
よ
っ
て
領
域
の
統
合
は
一
時
的
に
破
壊
さ
れ
る
が
、
そ
の
具
瞳
相
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
邑
支
配

に
お
け
る
問
題
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
事
件
の
過
程
に
お
い
て
、
口
巴
現
地
の
民
す
な
わ

ち
「
邑
人
」
の
動
向
が
し
ば
し
ば
確
認
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
平
時
に
お
け
る
そ
の
動
向
は
資
料
に
現
れ
に
く
い
が
、
邑
支
配
の
問
題
を
考
え

る
う
え
で
被
支
配
集
圏
た
る
「
口
巴
人
」
の
存
在
は
無
↓
闘
で
き
な
い
。
本
章
で
は
「
邑
人
」
支
配
の
問
題
を
も
併
せ
考
え
て
い
き
た
い
。

さ
て
、
「
以
巴
叛
」
事
件
に
言
及
す
る
従
来
の
研
究
で
は
、
叛
乱
者
の
掠
貼
が
そ
の
奮
禾
邑
で
あ
る
、
も
し
く
は
居
住
・
統
治
の
経
験
が
あ

る
な
ど
、
叛
乱
者
と
援
貼
邑
と
の
闘
係
が
深
い
事
例
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
裏
二
十
三
(
前
五
五
O
)
年
、
繁
盈
が
亡
命
先
の

斉
か
ら
か
っ
て
の
禾
巴
た
る
曲
沃
に
、
潜
入
し
、
そ
の
後
、
耳
目
都
幹
に
攻
め
入
る
が
、
そ
の
際
に
「
曲
沃
人
」
の
協
力
が
見
ら
れ
た
こ
と
は
有
名

で
あ
る
。
か
つ
て
の
「
主
」
で
あ
る
梁
盈
が
出
奔
し
た
後
も
、
「
曲
沃
人
」
が
そ
の
忠
誠
心
を
愛
え
る
こ
と
な
く
、

一
旦
梁
盈
が
蹄
還
す
る
や
、

決
死
の
覚
悟
で
彼
を
支
持
し
た
こ
と
は
、
「
邑
人
」
と
そ
の
禾
巴
主
と
の
強
固
な
関
係
を
物
語
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
曲
沃
の
事
例
以
外
に
も
、
「
邑
人
」
と
叛
乱
者
と
の
結
託
は

ま
で
さ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、

「
左
停
』
に
散
見
す
る
。
曲
沃
の
場
合
ほ
ど
顕
著
で
は
な
い
た
め
、
こ
れ

そ
こ
に
「
邑
人
」
の
動
向
が
窺
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
た
め
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
ず
は
冒
頭
の
申
無
宇
の
謹
言
に
も
登
場
し
た
擦
の
事
例
で
あ
る
。
桓
十
五
(
前
六
九
七
)
年
、
鄭
属
公
は
、
専
権
を
振
る
っ
た
祭
仲
と
の

封
立
か
ら
察
に
出
奔
す
る
。
代
わ
っ
て
昭
公
忽
が
即
位
し
て
い
た
が
、
同
年
秋
、
出
向
公
は
復
権
を
園
る
。
『
左
惇
』

の
記
述
に
よ
れ
ば
、

秋
、
鄭
伯
(
属
公
)
棟
人
に
因
り
て
檀
伯
を
殺
し
、
而
し
て
遂
に
機
に
居
る
。
(
桓
ト
瓦
)

と
、
「
際
人
」
の
助
力
を
得
、
擦
の
口
巴
大
夫
で
あ
っ
た
檀
伯
を
殺
害
し
た
と
い
う
。
属
公
は
そ
の
ま
ま
機
を
様
貼
と
し
、
「
固
」
の
昭
公
・
祭
仲

(
況
)

政
権
に
封
抗
す
る
こ
と
と
な
る
。
属
公
の
姻
戚
で
あ
っ
た
宋
を
中
心
と
し
た
諸
侯
の
外
援
を
受
け
つ
つ
、
属
公
は
十
年
以
上
濁
立
を
維
持
し
、

(
犯
)

荘
十
四
(
前
六
八
O
)
年
に
至
り
つ
い
に
「
固
」
に
侵
攻
し
て
復
位
す
る
。

627 

以
上
が
鄭
属
公
の
出
奔
か
ら
復
踊
ま
で
の
あ
ら
ま
し
だ
が
、
機
へ
入
る
に
あ
た
り
「
際
人
」
の
協
力
を
得
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
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(
お
)

は
も
と
も
と
属
公
が
公
子
時
代
に
居
住
し
て
い
た
邑
で
あ
っ
た
。
そ
の
首
時
、
属
公
は
擦
の
統
治
に
首
た
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
「
棟
人
」

の
協
力
は
そ
の
頃
に
培
っ
た
闘
係
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
属
公
が
様
で
長
期
の
濁
立
に
耐
え
得
た
こ
と
の
背
景
に
は
、
姻
戚
た
る
宋

(
汎
)

の
援
軍
を
得
ら
れ
た
こ
と
や
「
圃
」
側
の
政
権
不
安
定
と
い
っ
た
事
情
が
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
外
的
要
因
だ
け
で
な
く
、
擦
の
内
部
に
お

い
て
叛
乱
首
初
か
ら
「
機
人
」
の
支
持
を
得
ら
れ
た
こ
と
が
、
機
で
の
長
期
の
濁
立
を
支
え
た
重
要
な
候
件
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
の
事
例
で
は
「
邑
人
」
の
具
瞳
的
行
動
は
明
確
で
は
な
い
も
の
の
、
叛
乱
者
と
擦
貼
邑
と
の
闘
係
が
明
白
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
叛
乱
者
が

「
邑
人
」
の
支
持
を
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
察
で
き
る
。
す
な
わ
ち
斉
に
お
け
る
高
氏
の
叛
乱
で
あ
る
が
、
そ
の
叛
乱
は
二
度
に
及
び
、

共
に
慮
を
擦
貼
と
す
る
。
最
初
の
事
例
は
成
十
七
(
前
五
七
四
)
年
、
慶
克
と
の
密
通
を
知
ら
れ
た
整
孟
子
(
同
月
霊
公
の
母
)
は
、
高
・
飽
・
園

の
三
氏
を
霊
公
に
讃
言
し
、
以
下
の
事
件
に
至
る
。

秋
七
月
壬
寅
、
飽
牽
を
別
り
て
高
無
各
を
逐
う
。
無
各
菖
に
奔
り
、
高
弱
慮
を
以
て
叛
す
。
:
:
:
斉
侯
崖
梓
を
し
て
大
夫
と
篇
さ
し

め
、
慶
克
を
し
て
之
を
佐
け
し
む
。
師
を
帥
い
て
慮
を
園
む
。
園
佐
諸
侯
に
従
い
て
鄭
を
園
め
る
に
、
難
を
以
て
請
い
て
踊
る
。
遂
に

慮
師
に
如
き
て
慶
克
を
殺
し
、
穀
を
以
て
叛
す
。
斉
侯
之
と
徐
闘
に
盟
し
て
之
を
復
す
。
十
二
月
、
宜
降
る
o

(
成
十
七
)

七
月
、
高
無
処
口
は
宮
に
出
奔
し
た
が
、
無
各
の
子
高
弱
は
慮
に
擦
っ
て
「
叛
」
す
る
。
し
か
し
崖
特
率
い
る
討
伐
軍
の
攻
撃
を
受
け
、
十
二
月

に
は
降
伏
に
至
る
。
な
お
同
時
に
園
佐
が
穀
で
「
叛
」
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
鯛
れ
る
。

裏
二
十
九
(
前
五
四
四
)
年
、

二
度
目
の
叛
乱
で
も
高
氏
は
麗
に
入
る
。

秋
九
月
、
斉
公
孫
董
・
公
孫
竃
其
の
大
夫
高
止
を
北
燕
に
放
っ
。
乙
未
、
出
づ
。
:
:
:
高
氏
の
難
の
矯
の
故
、
高
竪
慮
を
以
て
叛
す
。

十
月
庚
寅
、
間
正
嬰
師
を
帥
い
て
慮
を
園
む
。
:
:
:
十
一
月
乙
卯
、
高
竪
慮
を
致
し
て
晋
に
出
奔
す
。
(
裏
二
十
九
)

公
孫
董
・
公
孫
竃
に
よ
っ
て
高
止
が
追
放
さ
れ
た
こ
と
に
封
し
、
そ
の
子
高
竪
が
や
は
り
慮
で
「
叛
」
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
間
E
嬰
が
討
伐

の
師
を
率
い
て
宜
を
包
囲
す
る
と
、
高
竪
は
高
氏
の
後
継
を
立
て
る
こ
と
を
候
件
に
、
慮
を
明
け
渡
し
て
菅
に
出
奔
し
た
。

慮
に
つ
い
て
は
、
成
十
七
社
注
に
「
慮
、
高
氏
邑
」
と
あ
り
、
ま
た
後
代
の
資
料
で
は
、
慮
が
高
氏
の
采
邑
と
な
っ
た
の
は
斉
桓
公
時
代
の

十
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お
)

有
力
者
で
あ
っ
た
高
俣
の
代
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
そ
れ
以
来
、
高
氏
は
慮
を
世
襲
し
て
き
た
ら
し
い
。
こ
れ
ら
の
事
件
に
お
い
て
、
「
慮
人
」

の
動
向
は
明
確
で
は
な
い
が
、
高
氏
は
代
々
采
邑
と
し
て
密
接
な
聞
係
を
築
い
て
き
た
雇
の
「
邑
人
」
の
支
持
を
期
待
し
て
、
塵
に
撮
っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
高
氏
に
輿
す
る
「
鹿
人
」
勢
力
が
存
在
し
、
「
園
」
と
の
抗
争
に
協
力
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

以
上
、
曲
沃
以
外
の
事
例
に
つ
い
て
検
討
し
た
が
、

の
勢
力
が
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

や
は
り
そ
こ
で
も
、
叛
乱
者
が
撮
る
邑
に
は
、
叛
乱
者
を
支
持
す
る
「
邑
人
」
ら
現
地

一
方
で
、
采
邑
・
統
治
経
験
と
い
っ
た
闘
係
は
無
く
と
も
、
叛
乱
者
と
「
口
巴
人
」
と
の
一
時
的
な

利
害
一
致
に
よ
っ
て
「
邑
人
」
の
協
力
が
期
待
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
事
例
が
あ
る
。
哀
十
四
(
前
四
八
二
年
、
向
魁
は
宋
景
公
と
の
封
立

(

部

)

(

幻

)

か
ら
、
曹
に
入
っ
て
「
叛
」
し
た
。
こ
の
曹
は
も
と
濁
立
し
た
諸
侯
圃
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
事
件
以
前
、
景
公
に
よ
っ
て
滅
ほ
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
事
情
か
ら
、
景
公
へ
の
反
抗
の
機
運
が
「
曹
人
」
聞
に
あ
り
、
向
魁
の
入
曹
は
そ
れ
を
期
待
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

さ
ら
に
こ
の
事
件
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
叛
乱
側
の
向
山
果
が
曹
か
ら
人
質
を
取
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
民
の
支
持
を
失
っ
て
し
ま
っ

(
お
)

た
た
め
、
向
魅
は
曹
か
ら
の
出
奔
を
飴
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
向
魁
は
、
宋
景
公
へ
の
反
抗
の
機
運
を
期
待
し
て
曹
に
入
り
、
「
曹
人
」

の
側
も
そ
れ
に
一
燃
え
た
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
彼
ら
は
一
旦
向
魁
側
の
政
策
に
失
望
す
る
や
、
直
ち
に
反
旗
を
翻
し
、
向
瞳
を
出
奔
さ
せ
る
に

至
っ
て
い
る
。
「
巴
人
」
の
動
向
は
叛
乱
の
婦
趨
に
大
き
く
影
響
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
、
邑
に
擦
っ
て
濁
立
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
邑
内
で
「
邑
人
」
の
支
持
を
得
る
こ
と
が
最
低
候
件
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
う
す
る
と
、
叛
乱
者
と
擦
賄
邑
と
の
聞
の
聞
係
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
で
も
、
少
な
く
と
も
叛
乱
擦
賄
が
維
持
さ
れ
て
い
る
期
間
、
叛

乱
者
は
「
口
巴
人
」
と
協
力
闘
係
を
築
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

先
述
し
た
高
弱
の
叛
乱
(
前
掲
成
十
七
の
記
事
参
照
)
で
は
、
高
氏
と
と
も
に
謹
言
さ
れ
た
園
佐
(
園
武
子
)
も
ま
た
、
穀
に
採
っ
て
「
叛
」

し
て
い
た
。
固
佐
は
耳
目
率
い
る
伐
鄭
の
連
合
軍
に
参
加
し
て
い
た
が
、
退
陣
を
願
い
出
、
そ
の
ま
ま
高
弱
の
撮
る
慮
に
行
く
。
そ
こ
で
慮
征
討

に
一
淑
遣
さ
れ
て
い
た
慶
克
を
殺
害
し
、
自
身
は
穀
に
採
っ
た
。
園
佐
は
斉
侯
の
登
場
で
直
ち
に
蹄
順
す
る
も
の
の
、
わ
ず
か
な
期
間
な
が
ら
穀

629 

を
擦
賄
と
な
し
え
た
よ
う
で
あ
る
。
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同
じ
く
斉
に
お
い
て
、
裏
十
九
(
前
五
五
四
)
年
に
夙
沙
衡
が
叛
乱
を
起
こ
し
て
い
る
。
脅
霊
公
は
大
子
の
光
を
廃
嫡
し
て
公
子
牙
を
立
て
、

霊
公
の
近
臣
夙
沙
衡
が
そ
の
少
停
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
崖
梓
が
霊
公
の
病
朕
悪
化
に
乗
じ
て
光
を
擁
立
し
、
霊
公
死
去
の
の
ち
光
(

H

壮

公
)
が
即
位
す
る
。
夙
沙
衡
の
叛
乱
は
こ
の
世
代
交
代
に
件
、
っ
。

衛
高
唐
に
奔
り
て
以
て
叛
す
。
:
:
:
斉
慶
封
高
唐
を
園
む
も
克
た
ず
。
各
十
一
月
、
斉
侯
之
を
固
む
。
:
:
:
師
の
特
に
惇
せ
ん
と
す

る
を
聞
き
、
高
唐
人
に
食
せ
し
む
。
殖
紳
・
工
偉
曾
夜
に
槌
し
て
師
を
納
れ
、
衡
を
軍
に
臨
す
。
(
裏
十
九
)

五
月
の
荘
公
即
位
直
後
に
夙
沙
衡
が
高
唐
に
入
っ
た
と
す
れ
ば
、
十
一
月
ま
で
の
六
か
月
前
後
、
高
唐
に
擦
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

園
氏
と
穀
、
ま
た
夙
沙
衡
と
高
唐
と
の
聞
に
、
事
前
に
特
段
の
関
係
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
ぞ
れ

の
邑
は
叛
乱
援
貼
と
な
る
こ
と
を
許
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
夙
沙
衡
が
「
高
唐
人
」
に
食
を
輿
え
て
い
る
の
は
、
軍
事
力
と
し
て
動
員

す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
、
叛
乱
者
は
「
口
巴
人
」
を
自
己
の
勢
力
と
し
て
従
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
も

(
却
)

「
邑
人
」
は
叛
乱
者
に
支
持
を
輿
え
て
い
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
以
巴
叛
」
事
件
か
ら
「
口
巴
人
」

の
動
向
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
事
後
の
失
策
に
よ
り
「
邑
人
」
の
支
持
を
失
っ
て

し
ま
っ
た
向
魁
の
例
を
除
き
、
叛
乱
者
は
概
ね
「
邑
人
」
の
協
力
を
取
り
付
け
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
叛
乱
者
に
と
っ
て
「
巴
人
」

の
支
持
を
得
る
こ
と
は
叛
乱
按
貼
の
維
持
に
不
可
鉄
だ
っ
た
と
い
う
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
緊
盈
が
「
曲
沃
之
甲
」
を
率
い
て

(
判
)

絡
に
侵
攻
し
た
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
邑
人
」
は
「
園
」
と
の
抗
争
の
た
め
の
軍
事
力
を
も
提
供
し
た
の
で
あ
る
。
禾
邑
閥
係
や

統
治
経
験
が
あ
る
な
ど
、
叛
乱
者
が
事
前
に
直
接
の
関
係
を
培
っ
て
い
た
邑
で
は
、
そ
う
し
た
「
邑
人
」
の
よ
り
積
極
的
な
支
持
が
叛
乱
者
側

に
輿
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
邑
人
」
は
、
「
以
邑
叛
」
が
一
旦
勃
設
す
れ
ば
叛
乱
側
へ
と
容
易
に
醇
化
し
う
る
流
動
的
な
存
在
で
あ
っ
た

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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「
立
見
」

の

口巴

「
以
邑
叛
」
事
件
に
注
目
し
た
と
き
、
邑
支
配
に
お
け
る
今
一
つ
の
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
領
域
の
遺
縁
部
、
す
な
わ

ち
「
克
」
に
お
け
る
邑
支
配
の
問
題
で
あ
る
。
先
に
奉
げ
た
「
以
邑
叛
」
事
件
の
う
ち
、
斉
に
お
け
る
そ
れ
が
全
て
西
方
の
「
寛
」
に
位
置
す

る
口
巴
で
勃
護
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
斉
の
西
「
寛
」
す
な
わ
ち
領
域
西
限
は
、
斉
の
領
域
が
「
西
至
於
済
」
(
『
国
語
』
斉
語
)
、

「
柳
・
掻
以
東
」
(
『
左
惇
』
昭
二
十
)
な
ど
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
通
り
、
現
在
の
山
東
省
済
南
市
か
ら
東
平
湖
に
か
け
て
の
済

水
流
域
を
そ
う
大
き
く
離
れ
な
い
。

賓
の
と
こ
ろ
、
『
左
惇
」
に
見
え
る
斉
西
方
の
口
巴
は
こ
の
一
帯
に
集
中
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
地
域
が
中
原
に
通
じ
る
前
線
で
あ
り
、

他
国
と
の
舎
盟
・
抗
争
の
舞
墓
と
な
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
事
情
に
よ
る
。
特
に
童
の
戟
(
成
二
)

平
陰
の
役
(
裏
十
八
)
と
い
っ
た
斉
耳
目
の

大
規
模
な
戦
役
は
、
同
地
域
で
勃
設
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
節
の
事
例
で
叛
乱
者
の
按
貼
と
な
っ
た
穀
・
慮
・
高
唐
と
い
っ
た
邑
は

ま
さ
に
こ
の
「
寛
」
に
位
置
し
て
い
る
。

な
か
で
も
穀
は
こ
の
地
域
に
お
い
て
一
際
存
在
感
を
放
っ
。
先
述
し
た
園
佐
の
叛
乱
以
外
に
穀
が
登
場
す
る
資
料
を
列
奉
す
れ
ば
、

④③②①  

冬
、
夫
人
妻
氏
斉
侯
に
穀
に
曾
す
。
(
荘
七
経
)

公
斉
侯
と
穀
に
遇
う
。
(
荘
二
十
三
一
経
)

(
叫
)

春
、
小
穀
に
城
く
は
、
管
仲
の
震
な
り
。
(
荘
三
十
二
)

冬
、
楚
令
ヰ
ア
子
玉
・
司
馬
子
西
師
を
帥
い
て
宋
を
伐
ち
、
縄
を
園
む
。
公
楚
師
を
以
て
斉
を
伐
ち
、
穀
を
取
る
。
:
:
:
桓
公
の
子
案

を
穀
に
箕
く
。
易
牙
之
を
奉
じ
、
以
て
魯
援
と
矯
す
。
楚
申
公
叔
侯
之
を
成
る
。
(
信
二
十
六
)

631 

⑥⑤  

斉
侯
我
が
北
部
を
伐
ち
、
裏
仲
盟
を
請
う
。
六
月
、
穀
に
盟
す
。
(
文
十
七
)

楚
子
入
り
て
申
に
居
り
、
申
叔
を
し
て
穀
を
去
ら
し
む
。
(
億
二
十
八
)
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。

⑧⑦  

冬
、
公
孫
時
父
斉
侯
に
穀
に
合
同
す
。
(
宣
十
四
)

夏
、
音
萄
首
斉
に
如
き
て
女
を
逆
う
。
故
に
宣
伯
諸
を
穀
に
鐸
す
。

(
成
五
)

斉周主主(小倉芳彦一九八九、 i車其騒一九八二を基に作成)

⑨ 

(
斉
)
乃
ち
鄭
を
救
い
、
留
箭
に
及
ぶ
。
穀
を
達
、
つ
こ
と
七
里
、
穀

人
知
ら
ず
。
(
哀
二
卜
七
)

以
上
の
九
例
で
あ
る
。
穀
は
魯
と
の
合
同
盟
地
と
な
る
こ
と
が
多
く
(
①
②
⑥

⑦)、

さ
ら
に
耳
目
に
通
じ
る
途
上
の
巴
で
も
あ
っ
た
(
⑧
)
o

⑨
は
、
音
の
攻

撃
を
受
け
た
鄭
の
救
援
要
請
を
受
け
、
斉
が
進
軍
す
る
途
上
で
穀
の
附
近
を

通
過
し
た
と
い
う
記
事
だ
が
、
こ
こ
か
ら
も
穀
が
中
原
と
の
交
通
の
要
所
で

あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
④
⑤
は
一
連
の
事
件
で
あ
る
。
魯
に
擁

立
さ
れ
た
斉
公
子
羅
は
、
楚
の
軍
事
援
助
を
受
け
つ
つ
穀
を
占
領
し
、
こ
こ

(
必
)

に
擦
っ
て
「
園
」
側
の
孝
公
と
封
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「
園
」
を
離
れ

た
者
が
邑
に
入
っ
て
「
園
」
と
抗
争
し
て
い
る
貼
、
前
節
の
「
以
巴
叛
」
に

似
た
賦
況
を
呈
し
て
い
る
。
こ
の
公
子
棄
の
い
わ
ば
「
以
穀
叛
」
に
お
い
て
、

(
必
)

穀
は
「
楚
申
公
叔
侯
成
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
楚
の
軍
事
制
匪
下
に
あ
っ
た
。

地園 1

首
然
な
が
ら
「
寛
」
は
他
国
の
侵
略
を
被
る
最
前
線
で
も
あ
る
。

穀
は
以
上
の
よ
う
な
地
理
的
重
要
性
を
有
し
て
い
た
が
、
高
氏
が
二
度
の

「
叛
」
で
撮
っ
た
慮
も
、
穀
と
同
じ
く
済
水
沿
岸
に
位
置
す
る
「
寛
」
の
邑

で
あ
り
、
そ
の
地
理
的
重
要
性
は
穀
と
同
様
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
夙
沙
衡
が

十
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叛
乱
掠
酷
と
し
た
高
唐
は
、
現
在
の
済
南
市
西
北
方
に
あ
り
、
済
水
か
ら
や
や
離
れ
る
も
の
の
、
や
は
り
西
「
寛
」
の
要
地
で
あ
る
。
こ
こ
に

(
叫
)

は
斉
の
別
廟
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
の
ち
に
陳
氏
に
奥
え
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
り
「
陳
氏
始
大
」
(
昭
十
)
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
陳
氏
の
勢
力

掻
大
に
寄
奥
す
る
こ
と
に
な
る
有
力
な
邑
で
あ
っ
た
。
哀
十
(
前
回
八
五
)
年
に
は
超
鞍
率
い
る
音
師
の
侵
略
を
受
け
、
城
郭
の
破
壊
を
被
つ

(
羽
)

て
い
る
。

穀
・
慮
・
高
唐
以
外
に
、
鹿
丘
が
注
目
さ
れ
る
。
麗
丘
は
さ
ら
に
西
南
に
突
き
出
し
た
地
貼
、
「
蒜
円
高
日
宋
魯
之
間
」
(
裏
二
十
六
曾
婆
)
に
位

置
し
て
お
り
、
特
に
魯
と
の
交
通
な
い
し
軍
事
上
の
要
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
資
料
か
ら
窺
わ
れ
る
。
そ
し
て
裏
二
十
四
(
前
五
四
九
)
年
、
京
月

(

門

出

)

(

崎

)

の
大
夫
烏
徐
が
こ
の
邑
に
撮
っ
て
離
反
し
、
耳
目
に
踊
順
し
つ
つ
周
遣
の
斉
魯
宋
の
邑
を
侵
略
し
て
い
る
。
さ
ら
に
時
代
は
降
る
が
、
前
回

O
五

(
的
)

年
に
も
田
舎
が
こ
こ
で
「
叛
」
し
、
超
に
蹄
属
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
斉
の
西
「
寛
」
の
邑
は
、
領
域
最
前
線
か
つ
中
原
へ
の
交
通
路
と
い
う
地
理
的
重
要
性
を
持
ち
な
が
ら
も
、
叛
乱
者
の
撮
貼

と
な
り
度
々
の
離
反
を
許
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
春
秋
斉
に
お
け
る
「
以
邑
叛
」
擦
貼
巴
は
、
こ
こ
に
掲
げ
た
宜
・
穀
・
高
唐
・
庫
丘
に
限
ら

れ
る
が
、
そ
れ
ら
が
み
な
「
克
」
に
位
置
す
る
こ
と
は
、
遠
隔
地
へ
の
支
配
権
浸
透
、
特
に
「
邑
人
」
に
封
す
る
そ
れ
が
未
熟
な
も
の
で
あ
っ

(
閃
)

た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

た
だ
し
、
「
克
」

へ
の
「
以
邑
叛
」
集
中
と
い
う
傾
向
に
は
、
「
邑
人
」
支
配
権
の
未
浸
透
と
い
っ
た
邑
の
内
的
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
他
国

と
の
直
接
の
接
摘
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
「
克
」
ゆ
え
の
外
的
保
件
が
一
方
で
作
用
し
て
い
た
と
も
推
察
さ
れ
る
。
「
寛
」
の
邑
が
そ
の
地
理

的
候
件
か
ら
他
国
と
の
直
接
の
接
鰯
に
曝
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
鼠
に
見
て
き
た
通
り
だ
が
、
叛
乱
側
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
口
巴
は
周
遺
園
の

支
援
を
期
待
し
う
る
賠
で
戟
略
的
に
好
都
合
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
が
叛
乱
者
を
し
て
「
克
」
の
邑
に
入
ら
し
め
る
一
因
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
見
た
「
寛
」
に
お
け
る
「
以
口
巴
叛
」
の
多
震
と
い
う
朕
況
は
、
「
固
」
の
支
配
層
に
相
磨
の
影
響
を
輿
え
た
で
あ
ろ
う
。

前
節
で
確
認
し
た
如
く
、
「
以
邑
叛
」
に
特
徴
的
な
の
は
、
叛
乱
者
が
「
邑
人
」
を
吸
牧
し
つ
つ
叛
乱
を
起
こ
す
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
「
克
」

633 

に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
た
「
以
邑
叛
」
の
勃
護
は
、
遠
隔
地
の
「
邑
人
」
を
流
動
的
な
ま
ま
放
置
し
て
お
く
こ
と
の
危
険
性
を
「
園
」
の
支
配
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層
に
知
ら
し
め
た
に
違
い
な
い
。

さ
ら
に
、
「
克
」
の
「
邑
人
」
は
、
叛
乱
者
へ
の
合
流
に
よ
っ
て
「
園
」
の
支
配
を
離
脱
し
て
い
く
だ
け
で
な
く
、
自
身
の
利
害
関
係
に
基

づ
い
て
「
園
」
と
封
立
す
る
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
を
附
け
加
え
て
お
き
た
い
。
市
・
中
行
氏
の
乱
の
契
機
と
な
っ
た
定
十
三
(
前
四
九
七
)
年

の
事
件
に
つ
い
て
一
考
し
て
お
こ
う
。

耳
目
趨
映
郡
部
午
に
謂
い
て
日
く
、
我
に
衡
の
貢
せ
る
五
百
家
を
踊
れ
。
五
口
れ
諸
を
耳
目
陽
に
舎
か
ん
と
。
午
許
諾
す
。
時
り
て
其
の
父
兄

に
告
ぐ
る
に
、
父
兄
皆
日
く
、
不
可
な
り
。
衛
是
を
以
て
郎
部
の
矯
に
す
。
而
る
に
諸
を
音
陽
に
宣
一
く
は
、
衛
を
絶
つ
の
遁
な
り
。
干
賛

を
侵
し
て
之
を
謀
る
に
如
か
ず
と
。
乃
ち
之
の
如
く
し
、
而
し
て
之
を
菅
陽
に
踊
る
。
超
孟
怒
り
、
午
を
召
し
て
諸
を
晋
陽
に
囚
う
。

r'-. 

疋
十

超
映
は
衛
か
ら
貢
さ
れ
た
五
百
家
を
、
部
部
か
ら
青
陽
(
越
映
の
禾
口
巳
)
に
移
す
よ
う
命
じ
た
。
郎
部
午
は
一
旦
こ
れ
を
了
承
す
る
が
、
郎

部
の
父
兄
は
、
呂
田
陽
へ
五
百
家
を
移
す
と
、
そ
れ
を
介
し
た
郡
部
と
衡
と
の
通
交
が
絶
た
れ
て
し
ま
う
と
危
倶
し
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
斉
を
攻

撃
し
、
そ
の
報
復
を
被
る
危
険
性
を
口
賓
と
し
て
移
動
さ
せ
る
こ
と
に
す
れ
ば
衛
に
も
顔
が
立
つ
で
あ
ろ
う
と
謀
り
、
郎
部
午
は
そ
の
通
り
に

し
た
の
ち
菅
陽
に
移
迭
し
た
。
し
か
し
超
映
は
こ
の
庭
置
に
怒
り
、
郡
部
午
を
菅
陽
に
て
捕
縛
し
て
し
ま
う
。
な
お
こ
の
後
郡
部
午
は
趨
軟
に

よ
り
殺
害
さ
れ
た
た
め
、
午
の
係
累
が
郎
部
に
撮
っ
て
「
叛
」
す
る
こ
と
に
な
る
。

最
初
に
趨
映
が
な
ぜ
五
百
家
を
菅
陽
に
移
動
す
る
よ
う
命
じ
た
の
か
、
そ
の
理
由
は
「
左
惇
』
に
も
諸
注
轄
に
も
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
吉

(
日
)

本
道
雅
氏
は
、
こ
の
時
期
亙
日
陪
は
新
規
開
拓
地
で
あ
っ
た
と
し
て
、
こ
の
移
動
命
令
か
ら
呂
田
陽
の
人
口
不
足
を
誼
み
取
っ
て
い
る
。
確
か
に
五

百
家
の
移
動
は
結
果
的
に
音
陽
の
人
口
不
足
を
補
う
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
移
動
の
本
来
の
目
的
が
人
口
充
賓
に
あ
っ
た
と
す
る

の
は
た
め
ら
わ
れ
る
。
趨
鞍
は
そ
も
そ
も
郎
部
の
「
邑
人
」
と
衡
と
の
通
交
を
把
握
し
て
お
り
、
衛
の
侵
攻
を
受
け
た
こ
の
と
き
、
そ
れ
を
紹

(
臼
)

と
う
と
し
た
と
い
う
の
が
本
来
の
目
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
超
鞍
は
こ
の
時
期
一
貫
し
て
封
斉
衛
戦
の
推
進
者
の
立
場
に
あ
っ
た
た
め
、

郡
部
が
衡
と
「
衡
貢
五
百
家
」
を
介
し
て
交
流
を
績
け
る
こ
と
を
嫌
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
「
那
郡
人
」
に
と
っ
て
は
、
衡
と
の
通
交

十
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維
持
こ
そ
が
現
賓
的
に
童
相
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
「
克
」
の
「
邑
人
」
は
中
央
の
政
策
に
闘
わ
ら
な
い
濁
立
し
た
交
流
を

持
つ
こ
と
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
邑
人
」
濁
自
の
志
向
で
い
わ
ば
自
律
的
に
「
園
」
と
封
立
す
る
可
能
性
が
潜
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
四
章

邑
の
軍
事
的
役
割

邑

の

軍

事

化

「
邑
人
」
の
流
動
性
、
「
克
」
の
不
安
定
は
前
章
で
確
認
し
た
如
く
で
あ
る
が
、
そ
れ
へ
の
封
磨
は
、
諸
国
が
直
面
し
た
極
め
て
現
貰
的
な

課
題
で
あ
っ
た
。
遠
隔
統
治
手
段
の
制
度
的
整
備
は
各
固
で
進
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
解
明
が
要
請
さ
れ
る
。
し
か
し
肢
に
述
べ
た
如

く
、
従
来
の
よ
う
に
春
秋
牒
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
固
定
的
、
書
二
的
な
地
方
支
配
「
制
度
」
と
見
な
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。

そ
こ
で
本
章
で
は
、

や
や
迂
遠
な
が
ら
、
邑
支
配
強
化
の
契
機
に
着
目
す
る
こ
と
で
そ
の
進
展
を
探
る
こ
と
と
し
た
い
。

検
討
す
べ
き
は
、
邑
の
軍
事
化
の
問
題
で
あ
る
。
邑
の
軍
事
化
が
巴
支
配
強
化
に
寄
興
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
夙
に
増
淵
氏
が
指
摘

し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
氏
は
、
春
秋
牒
に
閲
す
る
一
連
の
議
論
の
中
で
、
軍
事
的
要
請
に
よ
る
牒
支
配
の
強
化
と
い
う
覗
貼
を
提
示
し
て
い
た
。

(
日
)

春
秋
隠
は
軍
事
擦
貼
と
し
て
の
意
義
、
な
い
し
軍
賦
の
提
供
源
と
し
て
の
意
義
か
ら
「
出
厳
重
に
支
配
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
し
て
、

軍
事
的
要
請
に
よ
る
支
配
強
化
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
氏
の
春
秋
牒
に
封
す
る
見
解
が
そ
の
ま
ま
支
持
で
き
な
い
こ
と
は
前
述
し

た
が
、
軍
事
的
要
請
に
よ
る
支
配
強
化
と
い
う
観
黙
は
、
他
の
邑
に
も
敷
街
可
能
な
貼
、
傾
聴
す
べ
き
と
考
え
る
。

増
淵
氏
以
後
、
楊
寛
一
九
八
一
は
楚
牒
の
主
要
な
特
徴
と
し
て
、
そ
れ
が
前
線
の
交
戦
地
帯
に
置
か
れ
た
こ
と
か
ら
、
「
連
防
重
鎮
的
作
用
」

を
有
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、

さ
ら
に
粛
藤
(
安
部
)
遁
子
一
九
八
四
は
、
楚
牒
は
「
軍
事
基
地
」
「
軍
事
都
市
」

で
あ
っ
て
、
軍
隊
の
供
出
が

牒
の
重
要
な
役
割
で
あ
っ
た
と
み
な
し
た
。
こ
う
し
て
楚
牒
の
軍
事
性
が
よ
り
強
調
さ
れ
る
と
、
増
淵
氏
が
指
摘
し
た
軍
事
的
要
請
に
よ
る
支

635 

配
強
化
と
い
う
覗
賄
が
一
層
の
重
要
性
を
帯
び
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
従
来
の
研
究
が
専
ら
牒
の
み
に
注
目
し
て
そ
の
軍
事
的

十
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役
割
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
同
時
代
的
な
邑
の
状
況
を
踏
ま
え
た
う
え
で
評
慣
す
べ
き
こ
と
を
第
一
章
で

(
日
)

指
摘
し
た
。

邑
に
軍
事
的
役
割
が
課
さ
れ
る
こ
と
は
首
時
ご
く
一
般
的
で
あ
り
、
例
え
ば
春
秋
経
俸
に
「
城
某
邑
」
と
い
う
築
城
・
修
築
記
事
が
頻
見
す

る
こ
と
は
、
軍
事
擦
黙
の
創
設
や
邑
の
防
備
充
賓
が
普
遍
的
に
行
わ
れ
、
諸
園
が
邑
を
と
り
ま
く
軍
事
情
勢
に
封
謄
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ

の
瞳
裁
上
、
魯
の
築
城
記
事
が
特
に
目
立
つ
も
の
の
、
築
城
に
よ
る
邑
の
軍
事
機
能
強
化
は
諸
圃
に
共
通
し
た
傾
向
で

る
。
『
春
秋
』
「
左
停
』

あ
る
。

「
巴
人
」
の
軍
事
動
員

(
日
)

そ
う
し
た
「
城
」
等
に
よ
る
物
質
的
な
軍
事
化
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
も
注
意
さ
れ
て
き
た
。
封
し
て
本
稿
で
注
目
し
た
い
の
は
、
「
邑
人
」

の
軍
事
動
員
で
あ
る
。
第
一
一
章
で
欄
れ
た
よ
う
に
、
春
秋
時
代
の
軍
編
成
で
は
、
「
圃
」
に
集
住
す
る
戦
士
身
分
た
る
「
国
人
」
が
そ
の
主
要

部
分
を
構
成
し
て
い
た
。
従
っ
て
邑
か
ら
の
動
員
は
首
初
補
助
的
で
あ
っ
た
が
、
前
六
世
紀
半
ば
以
降
、
特
に
耳
目
・
楚
に
お
い
て
邑
か
ら
の
動

(
五
)

員
が
比
較
的
顕
著
に
な
り
始
め
、
検
討
に
耐
え
う
る
事
例
を
提
供
す
る
。

(
日
)

因
み
に
、
前
章
で
言
及
し
た
「
以
邑
叛
」
の
事
例
は
前
六
世
紀
以
降
に
集
中
し
て
い
る
。
「
邑
人
」
が
叛
乱
者
に
兵
員
と
し
て
協
力
し
、
軍

事
力
を
提
供
す
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
こ
の
時
期
に
「
邑
人
」
の
提
供
し
う
る
軍
事
力
が
慶
く
向
上
し
て
い
た
こ
と
を
反
映

(
時
)

す
る
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
時
期
的
傾
向
を
踏
ま
え
た
う
え
、
「
某
邑
之
師
」
な
ど
と
し
て
現
れ
る
邑
か
ら
の
軍
事
動
員
に
つ

い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
は
最
も
額
著
な
活
動
を
見
せ
る
楚
の
申
・
息
か
ら
考
察
し
て
い
こ
う
。
申
・
自
ω
は
楚
丈
王
年
間
(
前
六
八
九
l
前
六
七
五
)
に
「
際
」
と

(
印
)

で
は
認
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
申
息
之
師
」
の
初
出
は
信
二
十
五
(
前
六
三
五
)
年
で
あ
り
、
先
の
時
期
的
傾
向
に

さ
れ
た
と

『
左
惇
」

照
ら
し
て
も
、
邑
か
ら
の
動
員
事
例
と
し
て
は
顕
著
に
早
い
。
そ
も
そ
も
申
・
息
と
も
に
春
秋
初
期
ま
で
は
濁
立
し
た
諸
侯
固
で
あ
り
、
そ
れ

十
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ま
で
に
奮
「
園
」
(
申
・
息
)
へ
の
兵
員
暦
の
集
住
が
あ
る
程
度
進
行
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
楚
は
既
存
の
「
固
人
」
暦
を
流
用
す
る
こ
と

(

山

間

)

で
、
「
申
息
之
師
」
と
邑
名
を
冠
せ
ら
れ
る
よ
う
な
集
圏
性
を
持
つ
部
隊
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
兵
員
た
り
う
る
身
分
屠
の

(

川

町

)

人
口
密
度
と
い
う
貼
で
、
楚
の
口
巴
と
し
て
の
申
・
息
は
諸
他
の
邑
と
規
模
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

「
申
息
之
師
」
の
動
員
事
例
を
以
下
に
列
聖
す
る
。
楚
の
封
中
原
戦
に
お
い
て
「
申
息
之
師
」
が
活
躍
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
り
、
そ
の
動

員
事
例
は
楊
寛
一
九
八
一
が
師
に
ま
と
め
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
動
員
さ
れ
た
際
の
戦
地
に
注
目
し
て
見
て
い
き
た
い
。

①
商
密
(
都
)
一
秋
、
秦
・
亙
日
都
を
伐
つ
。
楚
闘
克
・
屈
禦
冠
申
息
之
師
を
以
て
商
密
を
成
る
。
秦
人
析
を
過
ぎ
、
隈
入
し
て
輿
人
を
係

す
。
以
て
商
密
を
園
み
、
昏
に
し
て
停
す
。
(
信
二
十
五
)

②
桑
隆
一
菅
築
童
日
鄭
を
救
い
、
楚
師
と
緯
角
に
遇
、
っ
。
楚
師
、
還
る
。
亙
日
師
遂
に
察
を
侵
す
。
楚
公
子
申
・
公
子
成
申
息
之
師
を
以
て
察
を

救
い
、
諸
を
桑
障
に
禦
ぐ
。
(
成
六
)

(

町

山

)

①
は
「
申
息
之
師
」
の
初
出
記
事
で
あ
る
。
部
は
こ
の
と
き
商
密
を
都
城
と
し
て
お
り
、
こ
こ
を
秦
耳
目
が
侵
略
し
た
た
め
、
楚
か
ら
「
申
息

之
師
」
が
救
援
に
向
か
っ
た
。
②
で
は
察
の
救
援
に
動
員
さ
れ
、
上
薬
南
方
に
あ
た
る
桑
腿
で
音
師
を
防
い
で
い
る
。

③
城
撲
一
既
に
敗
る
。
王
之
に
謂
わ
し
め
て
日
く
、
大
夫
若
し
入
ら
ば
、
其
れ
申
息
の
老
を
若
何
せ
ん
と
。
(
信
二
十
八
)

楚
成
王
は
城
撲
で
の
敗
戦
後
、
令
手
子
玉
に
、
そ
の
ま
ま
蹄
還
し
た
な
ら
ば
「
申
息
之
老
」
に
ど
う
面
目
を
立
て
る
の
か
、
と
詰
問
し
た
と
い

(ω) 

ぅ
。
申
息
の
子
弟
が
城
撲
の
戦
役
に
従
軍
し
た
こ
と
を
示
す
。

こ
の
他
に
も
、
「
申
息
之
師
」
を
統
率
す
る
立
場
に
あ
っ
た
申
公
や
息
公
の
参
戦
に
よ
っ
て
、
申
・
息
か
ら
の
動
員
を
推
測
で
き
る
場
合
も

あ
る
。④

穀
一
公
楚
師
を
以
て
斉
を
伐
ち
、
穀
を
取
る
O
i
-
-
-
桓
公
の
子
棄
を
穀
に
宣
一
く
。
易
牙
之
を
奉
じ
、
以
て
魯
援
と
矯
す
。
楚
申
公
叔
侯

之
を
成
る
0

(

億
二
十
六
)

637 

⑤
江
一
冬
、
音
江
を
以
て
の
故
に
周
に
告
ぐ
。
王
叔
桓
公
・
青
陽
慮
父
楚
を
伐
ち
て
以
て
江
を
救
い
、
方
城
に
門
す
。
息
公
子
朱
に
遇
い

十
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×ぜ×大隊
冥同Ii':

直線

十
105 140km 70 35 。

て
還
る
o

(
文
二
一
)

⑥
陳
一
秋
、
楚
公
子
朱
東
夷
よ
り
陳
を
伐
つ
。
(
十
人

楚周透(小倉芳彦一九八九、語其騒一九八二を碁に作成)

九

④
は
第
三
章
で
も
取
り
上
げ
た
資
料
だ
が
、
穀
に
申
公

が
駐
屯
し
て
い
る
。
⑤
は
楚
が
准
水
流
域
の
小
園
江
に(

悦
)

出
兵
し
た
際
、
息
公
子
朱
が
参
戦
し
た
こ
と
を
惇
え
る
。

⑥
も
同
じ
く
息
公
子
朱
が
陳
を
攻
撃
し
た
と
い
う
。

③
④
の
よ
う
に
中
原
に
深
く
侵
攻
し
た
事
例
も
あ
る

が
、
そ
の
他
は
商
密
・
桑
隠
・
江
・
陳
と
、

い
ず
れ
も

現
在
の
河
南
・
湖
北
省
境
附
近
が
戦
場
と
な
っ
て
い
る
。

「
申
息
之
師
」
は
、
確
か
に
中
原
諸
国
と
の
戦
争
に
動

員
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、

ほ
と
ん
ど
の
事
例
に
お
い
て

申
・
息
の
比
較
的
近
遣
で
交
戦
し
て
い
る
こ
と
に
注
目

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
申
息
が
印
麿
可
能
な
地

が
戦
場
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
申
(
河
南
省

地園 2

南
陽
市
)
の
交
通
擦
貼
と
し
て
の
意
義
は
大
き
く
、
東

西
北
方
の
戦
地
に
い
ち
早
く
到
達
で
き
る
位
置
に
あ
っ

た
。
そ
う
し
た
交
通
撮
酷
上
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
が

「
申
息
之
師
」
動
員
の
背
景
に
あ
る
。
中
原
に
進
出
す

11 
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る
際
に
は
「
園
」
の
師
に
途
上
で
合
流
し
て
軍
の
一
翼
を
捨
い
、
逆
に
中
原
諸
国
の
侵
略
を
被
る
際
に
は
戦
地
へ
即
履
で
き
た
。
そ
の
こ
と
が
、

「
申
息
之
師
」
の
活
動
を
よ
り
額
著
に
さ
せ
て
い
る
と
言
え
る
。

「
申
息
之
師
」
の
活
動
は
前
六
世
紀
前
中
十
ま
で
に
集
中
し
て
い
る
が
、
「
某
口
巴
之
師
」
に
つ
い
て
は
、

の
ち
盛
ん
な
領
域
掻
大
を
行
っ
た
霊

(
日
)

王
期
(
前
五
四
0
1
前
五
二
九
年
)
に
お
い
て
、
呉
へ
の
侵
略
の
際
、
「
繁
揚
(
陽
)
之
師
」
が
楚
王
の
軍
に
合
流
し
た
と
い
う
事
例
が
あ
る
。
繁

(
侃
)

陽
は
河
南
省
新
薬
牒
北
方
に
位
置
し
、
楚
の
東
方
戦
線
に
お
け
る
軍
事
的
擦
貼
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
進
軍
途
上
に
あ
る
口
巴
か
ら
動
員
し
、
軍
を

増
強
し
た
も
の
で
あ
る
。

(

町

山

)

春
秋
末
期
に
は
よ
り
麿
域
か
ら
動
員
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
方
城
外
の
兵
員
を
総
動
員
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
た
だ
し
、
そ

う
し
た
場
合
も
や
は
り
攻
撃
針
象
地
に
近
い
こ
と
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
。

方
域
外
か
ら
の
動
員
は
哀
四
(
前
四
九
一
)
年
に
も
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
記
事
は
邑
か
ら
の
動
員
の
あ
り
方
を
考
え
る
う
え
で
注
目
に

値
す
る
。夏

、
楚
人
玩
に
夷
虎
に
克
ち
、
乃
ち
北
方
を
謀
る
。
左
司
馬
阪
・
申
公
害
除
・
葉
公
諸
梁
察
を
負
函
に
致
し
、
方
城
之
外
を
結
闘
に
致

し
て
日
く
、
呉
特
に
江
を
掠
り
郭
に
入
ら
ん
と
す
。
賂
に
命
に
奔
ら
ん
と
す
と
。

一
昔
の
期
を
矯
し
、
梁
と
震
と
を
襲
、
っ
。
車
浮
飴
蛍

氏
を
園
み
、
蟹
氏
漬
ゆ
。
蟹
子
赤
音
の
陰
地
に
奔
る
。
司
馬
豊
・
析
と
秋
戎
と
を
起
こ
し
、
以
て
上
雛
に
臨
む
o

(
哀
四
)

攻
撃
封
象
と
な
っ
た
蟹
氏
は
、
河
南
省
臨
汝
牒
附
近
に
比
定
さ
れ
る
。
左
司
馬
阪
・
申
公
害
飴
・
葉
公
諸
梁
と
い
う
将
帥
の
構
成
よ
り
、
左
司

馬
の
率
い
る
「
園
」

の
師
に
、
申
公
・
葉
公
が
そ
れ
ぞ
れ
申
・
葉
の
師
を
率
い
て
合
流
し
た
と
い
う
編
成
が
ま
ず
推
定
で
き
る
。
さ
ら
に
察

(
新
察
)
や
方
城
外
か
ら
も
徴
費
し
て
こ
れ
に
増
員
し
て
い
る
。
蟹
氏
が
潰
走
し
て
耳
目
の
「
陰
地
」
に
逃
げ
込
ん
だ
の
に
封
し
、
左
司
馬
阪
は

(

叩

叩

)

曲
一
旦
・
析
・
秋
戎
か
ら
徴
護
し
、
上
誰
に
臨
ん
だ
。
豊
・
析
(
い
ず
れ
も
河
南
省
漸
川
牒
附
近
)
は
亙
日
秦
と
楚
を
結
ぶ
交
通
路
上
の
口
巴
で
あ
り
、
こ

の
と
き
楚
は
こ
こ
を
通
過
し
て
闘
中
に
向
か
っ
た
。
蟹
氏
侵
略
に
お
け
る
こ
の
一
連
の
徴
護
事
例
か
ら
は
、
「
固
」
の
師
に
加
え
て
、
戦
地
に

639 

至
る
ま
で
の
逢
上
の
邑
で
随
時
徴
設
を
行
い
、
軍
隊
が
増
員
さ
れ
て
い
く
様
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
邑
か
ら
動
員
す
る
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場
合
、
基
本
的
に
は
戦
地
ま
で
の
途
上
も
し
く
は
戦
地
附
近
の
邑
か
ら
徴
護
し
て
補
強
す
る
と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
て
い
た
。

楚
は
領
域
の
属
大
さ
を
反
映
し
て
邑
か
ら
の
動
員
が
比
較
的
顕
著
だ
が
、
耳
目
に
お
い
て
も
「
某
邑
之
師
」
が
し
ば
し
ば
活
動
を
み
せ
る
。

脅
侯
遂
に
晋
を
伐
ち
、
朝
歌
を
取
る
。
:
:
:
乃
ち
還
る
。
超
勝
東
陽
之
師
を
帥
い
て
以
て
之
を
迫
い
、
長
麓
を
獲
。
(
裏
二
十
一
一
一
)

封
湾
戦
に
「
東
陽
之
師
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
東
陽
」
は
太
行
山
脈
東
方
を
指
し
、
趨
勝
の
禾
口
巴
で
あ
る
郎
部
等
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら

の
邑
か
ら
動
員
さ
れ
た
「
東
陽
之
師
」
が
斉
師
の
蹄
還
を
迫
撃
し
て
い
る
。
斉
師
は
蹄
路
も
東
陽
を
通
過
し
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
迫
撃
の
た

め
に
は
「
東
陽
之
師
」
が
封
麿
に
適
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
耳
目
に
お
け
る
「
某
邑
之
師
」
は
以
下
に
も
見
え
る
。

各
十
月
丁
巳
、
瓦
一
日
籍
談
・
萄
際
九
州
之
戎
と
焦
・
暇
・
温
・
原
之
師
を
帥
い
て
以
て
王
を
玉
城
に
納
る
。
(
昭
二
十
二
)

王
子
朝
の
乱
に
呂
田
が
王
側
と
し
て
介
入
し
た
と
き
の
こ
と
だ
が
、
九
州
(
陸
海
)
之
戎
お
よ
び
焦
暇
温
原
の
四
邑
か
ら
構
成
さ
れ
る
鎮
匪
部
隊

(
刊
)

を
逸
っ
た
と
い
う
。
ま
た
昭
二
十
四
に
も
耳
目
は
「
温
人
」
を
王
側
に
援
軍
と
し
て
提
供
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
や
は
り
王
城
附
近
の
大
口
巴
か
ら

の
動
員
で
あ
る
。

魯
で
は
「
邑
人
」
が
動
員
さ
れ
た
事
例
が
確
認
で
き
る
。
「
某
口
巴
之
師
」
と
い
う
表
現
と
比
べ
て
よ
り
小
規
模
な
部
隊
で
あ
る
か
と
推
測
さ

れ
る
が
、
同
じ
く
邑
か
ら
の
動
員
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
哀
十
一
(
前
四
八
四
)
年
、
斉
と
の
交
戦
に
あ
た
り
、
舟
有
が
「
武
城
人
」
三
百
人

(九
)

(

η

)

の
部
隊
を
組
織
し
た
と
い
う
。
武
城
(
山
束
省
嘉
群
牒
)
は
、
裏
十
九
(
前
五
五
回
)
年
に
斉
に
備
え
て
「
城
」
さ
れ
て
お
り
、
国
防
・
軍
隊
供

出
と
い
っ
た
役
割
を
捨
う
西
「
寛
」
の
軍
事
擦
酷
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

邑
か
ら
の
動
員
の
あ
り
方
を
総
括
し
て
お
こ
う
。
他
国
へ
の
侵
略
時
に
は
「
園
」
の
師
を
補
強
す
る
か
た
ち
で
戦
地
近
遺
あ
る
い
は
途
上
の

邑
か
ら
動
員
し
、
ま
た
侵
略
を
受
け
て
即
刻
封
陸
が
必
要
な
場
合
は
被
侵
略
地
附
近
の
邑
か
ら
動
員
し
て
い
る
。
邑
か
ら
の
動
員
は
、
こ
う
し

た
地
理
的
限
定
性
を
有
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
兵
員
供
出
の
可
能
な
邑
が
昔
時
な
お
限
ら
れ
た
存
在
だ
っ
た
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
徴

護
手
段
の
未
成
熟
を
も
示
唆
す
る
。
官
時
、
領
域
内
と
い
え
ど
も
邑
か
ら
自
在
に
動
員
を
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
動
員
が
領
域
支
配
の
進
展
に
お
い
て
持
ち
え
た
機
能
は
無
嗣
し
が
た
い
。
戦
時
に
お
け
る
邑
か
ら
の
動
員
は
、
軍
事
に
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関
わ
る
問
題
だ
け
に
強
力
に
賓
行
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
「
園
」
の
師
の
移
動
を
も
っ
て
、
そ
の
軍
事
力
を
背
景
に
行
わ
れ

る
場
合
、
邑
か
ら
の
動
員
は
一
面
で
「
邑
人
」
を
統
制
す
る
た
め
の
有
数
な
手
段
と
し
て
機
能
し
え
た
で
あ
ろ
う
。
「
克
」
の
邑
支
配
が
と
り

わ
け
不
安
定
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
章
で
見
た
通
り
だ
が
、
そ
う
し
た
巴
が
進
軍
途
上
と
な
っ
た
場
合
、
「
園
」
の
師
が
直
接
到
来
し
て
よ
う
や

く
、
よ
り
強
制
力
あ
る
動
員
が
可
能
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
戦
時
と
い
う
偶
護
的
な
機
舎
に
限
る
が
、
「
園
」
の
軍
事
力
そ
の
も
の
が
移

動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
領
域
内
の
巴
そ
し
て
「
邑
人
」
を
い
わ
ば
「
制
堅
」
し
、

よ
り
強
力
な
規
制
、
支
配
を
及
ぼ
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
邑
か
ら
の
軍
事
動
員
は
邑
支
配
の
不
安
定
を
修
正
す
る
契
機
と
な
っ
て
い
っ
た
。
邑
か
ら
の
動
員
は
、
前
章
ま
で
に
見
た
「
園
」

と
邑
と
の
物
理
的
距
離
、
「
邑
人
」
の
支
配
不
安
定
と
い
っ
た
課
題
を
克
服
す
る
た
め
の
昔
時
お
そ
ら
く
最
も
有
数
な
機
舎
と
な
っ
た
。
こ
こ

に
、
昔
時
の
領
域
支
配
の
展
開
に
お
い
て
邑
か
ら
の
動
員
が
有
し
た
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

お

わ

り

最
後
に
、
軍
事
的
役
割
の
検
討
が
課
題
と
し
て
蔑
さ
れ
て
い
た
牒
の
問
題
に
再
び
立
ち
返
っ
て
論
じ
て
お
き
た
い
。

楚
豚
の
代
表
格
の
よ
う
に
も
み
な
さ
れ
て
き
た
申
・
息
か
ら
の
「
申
息
之
師
」
の
動
員
は
、
昔
時
の
一
般
的
な
軍
編
成
の
あ
り
方
を
逸
脱
し

た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
邑
か
ら
の
動
員
と
し
て
は
他
に
比
し
て
早
期
か
ら
見
え
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
先
駆
と
評
慣
す
る
こ
と
は
で
き

る
。
楚
牒
に
つ
い
て
追
求
す
る
立
場
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
軍
事
性
は
嘗
然
重
覗
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
軍
事
情
探
知
な
い
し
軍
隊
供
出
地
と
い
っ
た
、
こ
れ
ま
で
牒
の
特
権
で
あ
る
か
の
よ
う
に
強
調
さ
れ
て
き
た
性
質
を
相
針
化
し
て
見

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
こ
ま
で
の
検
討
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
同
様
の
役
割
を
捨
う
口
巴
は
牒
以
外
に
も
存
在
し
て
い
た
。
例
え
ば
、

魯
の
武
城
は
魯
に
と
っ
て
西
「
寛
」
防
衛
の
擦
酷
で
あ
り
、
「
城
」
に
よ
っ
て
防
衛
力
の
強
化
が
固
ら
れ
、

か
つ
一
部
隊
を
構
成
す
る
軍
隊
を

641 

供
出
す
る
こ
と
も
あ
る
邑
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
従
来
専
ら
楚
牒
の
軍
事
的
側
面
と
し
て
強
調
さ
れ
て
き
た
要
素
と
壁
わ
り
な
い
。
無
論
規
模
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の
差
は
あ
る
に
違
い
な
い
が
、
同
様
の
軍
事
的
役
割
を
課
せ
ら
れ
た
邑
が
他
の
地
で
も
出
現
し
て
い
た
こ
と
に
注
音
却
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
し
た
邑
に
お
い
て
も
、
軍
事
的
要
請
に
基
づ
く
支
配
強
化
の
契
機
は
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
牒
で
あ
る
か
否
か
と
は
本
質
的

に
無
関
係
な
の
で
あ
る
。
春
秋
時
代
、
牒
に
お
い
て
優
先
的
に
支
配
強
化
が
な
さ
れ
た
な
ど
と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
見
る
べ
き
は
む
し
ろ

勝
と
邑
の
推
移
上
の
同
質
性
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
「
牒
」
と
表
記
さ
れ
る
車
位
は
資
料
上
確
か
に
存
在
す
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
「
際
」
を
い
か
に
理
解
す
べ
き
か
、
問
題
は
こ
こ
に
回

幅
削
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
本
来
な
ら
ば
、
春
秋
牒
を
他
の
邑
と
匝
別
さ
れ
る
も
の
と
し
て
性
格
付
け
る
た
め
に
は
、
あ
る
邑
が
牒
と
さ
れ
た
時
賄

で
の
繁
化
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
『
左
停
』
に
お
い
て
牒
と
さ
れ
た
時
黙
が
確
認
で
き
る
記
事
は
賓
の
と
こ
ろ
極
め
て
少
な

ぃ
。
原
丈
の
ま
ま
掲
げ
る
と
、

冬
、
楚
子
:
:
:
蓬
入
陳
、
殺
夏
徴
軒
、
鞍
諸
栗
門
、
国
際
陳
。
(
山
円
干
二

楚
王
奉
孫
呉
以
討
於
陳
日
、
特
定
而
園
。
陳
人
聴
命
、
而
遂
際
之
o

(

昭
十
二

秋
、
亙
日
韓
宣
子
卒
、
貌
献
子
矯
政
。
分
祁
氏
之
回
以
矯
七
牒
、
八
刀
羊
舌
氏
之
回
以
清
三
牒
。
(
昭
二
十
八
)

彰
仲
爽
、
申
存
也
。
丈
王
以
馬
令
ヰ
ア
、
貰
牒
申
息
。
(
哀
十
七
追
述
)

以
上
、
楚
耳
目
あ
わ
せ
て
四
例
に
過
ぎ
な
い
。
耳
目
で
は
「
矯
牒
」
と
あ
る
も
の
の
、
そ
の
針
象
が
以
前
か
ら
牒
だ
っ
た
の
か
、
そ
こ
で
初
め
て
牒

と
さ
れ
た
の
か
明
ら
か
で
な
く
、
そ
の
愛
化
は
知
り
が
た
い
。

一
方
の
楚
で
は
、
他
国
を
滅
ぼ
し
て
自
国
の
所
属
と
す
る
こ
と
に
針
し
て
「
牒

と
す
」
と
い
う
動
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
『
左
停
』
に
お
い
て
、
耳
目
で
は
原
牒
・
州
牒
な
ど
行
政
車
位
を
表
す
で
あ
ろ
う
「
地
名
十
時
」
の
用
例
が
存
在
す
る
一

方
、
楚
で
は
「
際
と
す
」
の
封
象
と
な
っ
た
こ
と
が
明
確
な
陳
・
申
・
息
で
さ
え
、
陳
牒
・
申
牒
・
息
豚
と
い
っ
た
表
現
は
存
在
し
な
い
。
す

る
と
、
楚
に
お
け
る
動
詞
「
鯨
」
は
、
そ
の
封
象
巴
を
そ
の
ま
ま
「
某
牒
」
な
る
行
政
単
位
へ
と
編
成
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
か
ど
う
か
、
賓

(

竹

川

)

の
と
こ
ろ
疑
わ
し
い
。
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と
も
あ
れ
、
楚
の
「
牒
と
す
」
は
、
他
「
園
」
を
新
た
に
白
園
の
邑
と
し
て
領
域
内
に
編
入
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
本
稿
の
考
察
を
踏
ま

え
れ
ば
、
楚
に
お
い
て
「
牒
と
す
」
そ
れ
白
盟
は
領
域
接
大
以
上
の
意
味
を
持
た
な
い
。
た
だ
、
そ
の
封
象
は
必
然
的
に
楚
の
新
た
な
最
前
線

と
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
軍
事
性
や
そ
れ
に
件
、
つ
支
配
強
化
が
課
せ
ら
れ
、
軍
事
的
要
素
が
資
料
上
顕
著
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
指
摘
さ

れ
て
き
た
「
楚
豚
」
の
軍
事
性
は
、
斉
一
な
制
度
的
規
制
で
は
な
く
、
そ
の
地
理
的
保
件
か
ら
必
然
的
に
要
請
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

(
九
)

こ
こ
で
思
い
返
し
た
い
の
は
、
「
牒
」
が
も
と
も
と
「
都
」
と
同
じ
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
『
左
惇
」
に
お
い
て
は
「
牒
都
」
の

用
例
が
散
見
す
る
が
、

そ
れ
は
園
都
か
ら
離
れ
た
「
達
郎
」
の
地
に
位
置
す
る
嘗
園
の
属
邑
を
指
す
。
領
域
の
境
界
あ
る
い
は
遺
境
を
示
す

「
克
」
に
封
し
て
、
「
牒
都
」
は
人
々
の
居
住
地
域
を
よ
り
意
識
し
た
表
現
と
思
わ
れ
る
が
、
園
都
外
の
遠
隔
地
と
い
う
意
味
で
は
共
通
し
て

い
る
。
そ
し
て
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
克
」
が
全
て
の
固
に
存
在
し
て
い
た
の
と
同
様
、
「
牒
都
」
も
各
国
の
領
域
に
お
い
て
共
通
し
た
要
素
で

あ
る
。
斉
で
は
、
昭
二
十
「
腺
都
之
人
、
入
従
其
政
」
と
あ
り
、
「
際
部
」
の
地
の
人
々
を
労
役
に
服
さ
せ
る
こ
と
が
苛
政
の
一
例
と
し
て
言

(
万
)

及
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
魯
で
は
「
牒
人
」
が
「
深
山
窮
谷
」
か
ら
切
り
出
し
た
氷
の
搬
送
に
あ
た
る
と
い
う
が
、
こ
の
「
牒
人
」
は
「
勝

部
」
の
こ
と
に
閥
わ
る
地
方
官
の
類
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
「
際
部
」
と
し
て
の
「
鯨
」
は
諸
国
に
共
通
し
て
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
は
何

ら
特
殊
な
行
政
車
位
を
示
す
わ
け
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
は
ど
の
固
に
も
普
通
に
存
在
す
る
「
牒
都
の
巴
」
を
指
し
て
「
牒
」
と
呼
ん
で
い
る

に
過
、
ぎ
な
い
。
楚
の
「
豚
と
す
」
も
こ
れ
と
同
様
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
を
「
(
特
殊
な
)
牒
を
設
置
し
た
」
と
ま
で
評
慣
す
る
必
要
は
な
く
、

「
楚
の
勝
部
(
U
U

属
邑
)
と
し
た
」
と
い
う
意
味
に
と
ど
ま
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
方
の
耳
目
で
は
、
経
牒
(
裏
三
十
)
・
州
牒
(
昭
三
)
・
原
牒
(
昭
七
)
な
ど
、

一
定
の
地
理
的
範
園
を
隠
と
稽
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
。
た
だ
し
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
を
一
律
に
邑
か
ら
制
度
的
に
匝
別
さ
れ
た
行
政
車
位
で
あ
っ
た
と
み
な
す
こ
と
は
で
き

な
い
。
こ
れ
ら
に
は
首
初
か
ら
有
意
の
差
が
奥
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
耳
目
に
お
け
る
「
牒
」
と
は
草
に
邑
の
呼
稀
の
ヴ
ァ
リ
エ
イ
シ
ヨ
ン

の
一
つ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
「
州
豚
、
繁
豹
之
邑
也
」
(
昭
三
)
の
よ
う
に
、
牒
と
邑
は
言
い
換
え
可
能
で
あ
っ
た
。

643 

し
か
し
、
車
な
る
邑
か
ら
よ
り
特
殊
化
さ
れ
た
「
牒
」
が
出
現
し
、
そ
れ
が
次
代
へ
と
展
開
し
て
い
く
こ
と
も
ま
た
動
か
し
が
た
い
事
賓
で
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あ
ろ
う
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
昭
五
(
前
五
三
七
)
年
の
「
因
其
十
家
九
牒
、
長
載
九
百
、
其
飴
四
十
牒
、
遺
守
四
千
」
な
る
記
事
で
あ
る
。

「
長
穀
九
百
」
「
遺
守
四
千
」
は
と
も
に
兵
車
の
乗
数
で
あ
り
、
九
牒
・
四
十
牒
か
ら
一
牒
ご
と
に
百
乗
の
兵
車
が
供
出
さ
れ
る
と
い
う
。
こ

の
耳
目
「
牒
」
は
、
軍
事
化
の
著
し
く
進
ん
だ
邑
で
あ
っ
た
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
際
百
乗
と
い
う
一
律
の
動
員
数
か
ら
は
、
制
度
化
し

た
軍
事
編
成
が
示
唆
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
四
十
九
鯨
と
い
う
数
か
ら
い
っ
て
、
こ
れ
ら
の
牒
全
て
が
「
寛
」
に
位
置
す
る
も
の
と
は
考
え
が
た

く
、
内
地
、
そ
れ
も
お
そ
ら
く
領
域
内
の
か
な
り
康
範
な
地
域
に
及
ぶ
制
度
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
菅
は
こ
の
時
期
、
直
接

外
一
墜
に
曝
さ
れ
る
地
で
は
な
い
内
地
の
邑
に
ま
で
軍
事
的
役
割
を
い
わ
ば
白
量
的
に
付
輿
し
て
お
り
、
そ
し
て
そ
う
し
た
邑
が
「
牒
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
邑
一
般
か
ら
特
殊
化
さ
れ
た
「
牒
」
の
「
制
度
」
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
軍
事
性
に
お
い
て
巴
一

般
と
は
規
模
を
異
に
す
る
「
牒
」
が
、
こ
の
時
期
の
耳
目
に
お
い
て
お
そ
ら
く
は
唐
範
に
普
及
し
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
軍
事
行
政
的
見
地
か
ら
新
た
に
組
織
化
さ
れ
」
た
春
秋
牒
は
、
「
戟
園
以
降
の
郡
牒
制
の
先
駆
を
思
わ
し
め
る
も
の
が
あ
る
」
と
い
わ
れ

(
花
)

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
春
秋
戦
圃
を
通
じ
た
こ
の
「
牒
」
制
の
展
開
に
つ
い
て
、
連
績
牲
を
も
っ
て
論
じ
る
試
み
は
な
お
不
十
分
で
あ
る
。
春

秋
牒
が
い
か
な
る
貼
で
「
戦
園
以
降
の
郡
牒
制
の
先
駆
」
た
り
う
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
連
績
性
の
も
と
に
展
開
し
て
い
く
の

か
。
こ
こ
に
見
た
菅
牒
の
記
事
は
こ
の
問
題
を
解
明
す
る
鍵
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

参
考
文
献

【
和
文
】

宇
都
木
章
一
九
九
五
「
『
春
秋
」
に
み
え
る
魯
の
「
邑
に
城
く
」
こ
と
に
つ
い
て
」
五
井
直
弘
編
『
中
園
の
古
代
都
市
』
汲
古
書
院

小
倉
芳
彦
一
九
八
九
『
春
秋
左
氏
惇
(
下
)
」
岩
波
書
庖

貝
塚
茂
樹
一
九
一
一
一
一
一
「
春
秋
時
代
に
於
け
る
抜
と
奔
と
の
意
義
」
『
史
林
』
第
卜
七
虫
色
第
二
競
、
貝
塚
茂
樹
一
九
七
七
所
牧

|
|
一
九
七
七
『
貝
塚
茂
樹
著
作
集
二
』
中
央
公
論
枇

小
林
伸
一
二
九
九
二
「
春
秋
時
代
の
侵
伐
に
つ
い
て
」
『
大
正
大
撃
大
向
学
院
研
究
論
集
』
十
六

|
|
二
0
0
一
「
春
秋
時
代
の
「
取
」
邑
に
つ
い
て
|
|
都
巴
の
存
立
形
態
|
|
」
「
岡
上
舘
史
皐
』
九
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斎
藤
(
安
倍
)
道
子
一
九
八
四
「
春
秋
楚
園
の
申
豚
・
陳
豚
・
察
燃
を
め
ぐ
っ
て
」
「
東
海
大
串
紀
要
文
撃
部
』
第
四
一
輯

|
|
一
九
八
六
「
春
秋
後
期
の
楚
の
「
公
」
に
つ
い
て
|
|
戟
園
封
右
出
現
へ
向
け
て
の
一
試
論
|
|
」
『
東
洋
史
研
究
』
第
四
十
五
巻
第
二
競

|
|
二

0
0
一
「
春
秋
時
代
の
境
界
空
間
と
秩
序
|
|
「
園
」
の
空
間
構
造
|
|
」
「
東
海
史
皐
』
一
二
五

火口

U
漏
一
九
八
七
「
春
秋
楚
際
試
論
|
|
新
牒
邑
の
創
設
お
よ
び
そ
の
行
方
|
|
」
「
人
文
論
及
』
(
北
海
遁
教
育
大
事
)
四
七

平
勢
隆
郎
一
九
八
一
「
楚
王
と
豚
君
」
『
史
皐
雑
誌
』
第
九
十
編
第
二
競
、
平
勢
隆
郎
一
九
九
八
所
状

|
|
一
九
八
二
「
春
秋
耳
目
園
世
族
と
そ
の
管
領
口
巴
」
『
鳥
取
大
準
教
育
皐
部
研
究
報
告
』
(
人
文
・
世
倉
科
民
主
第
三
十
三
巻
、
不
勢
隆
郎
一
九
九
八
所
牧

|
|
一
九
八
一
二
「
春
秋
育
園
世
族
と
そ
の
管
領
邑
一
績
」
「
鳥
取
大
準
教
育
学
部
研
究
報
告
』
(
人
文
・
枇
舎
科
目
学
)
第
三
卜
四
虫
色
、
平
勢
隆
郎
一
九
九
八
所

収

|
|
一
九
九
八
『
左
停
の
史
料
批
判
的
研
究
』
汲
士
門
書
院

藤
出
勝
久
一
九
九
九
「
包
山
楚
筒
よ
り
み
た
戦
園
楚
の
豚
と
封
邑
」
『
中
園
出
土
資
料
研
究
』
三
、
藤
田
勝
久
二

O
O
六
所
牧

|
|
二

O
O
六
『
中
園
古
代
図
家
と
郡
勝
枇
舎
』
汲
古
書
院

増
淵
龍
夫
一
九
五
八
「
先
秦
時
代
の
封
建
と
郡
牒
」
一
橋
大
串
研
究
年
報
『
経
済
肇
研
究
H
』
、
増
淵
龍
夫
一
九
六
O
、
同
一
九
九
六
所
牧

|
|
一
九
六
O
『
中
園
古
代
の
枇
舎
と
図
家
|
|
秦
漢
帝
園
成
立
過
程
の
枇
合
同
史
的
研
究
』
弘
文
堂

|
|
一
九
九
六
『
新
版
中
図
山
代
の
枇
合
と
園
家
』
岩
波
書
庖

|
|
一
九
七

O
「
春
秋
戟
園
時
代
の
枇
舎
と
園
家
」
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
』
四
、
岩
波
書
庖

松
井
嘉
徳
一
九
九
三
「
『
牒
』
制
遡
及
に
関
す
る
議
論
及
び
そ
の
関
連
問
題
」
「
泉
屋
博
古
館
紀
要
」
第
九
巻
、
松
井
嘉
徳
二

O
O
二
所
牧

|
|
二

0
0
二
『
周
代
凶
制
の
研
究
」
汲
占
書
院

松
本
光
雄
一
九
五
二
「
中
園
古
代
の
巴
と
民
・
人
と
の
関
係
」
「
山
梨
大
撃
墜
塞
由
宇
部
研
究
報
告
』
一
二

|
|
一
九
五
一
二
「
中
園
古
代
枇
舎
に
於
け
る
分
口
巴
と
示
と
賦
に
つ
い
て
」
『
山
梨
大
皐
皐
義
的
学
部
研
究
報
告
」
四

台
本
道
雅
二

O
O
五
『
中
園
先
秦
史
の
研
究
』
京
都
大
学
率
術
出
版
合

【
中
文
】

陳
偉
一
九
九
六
『
包
山
楚
筒
初
探
』
武
漢
大
挙
出
版
枇

程
後
靭
一
九
六
七
『
春
秋
左
氏
惇
地
名
園
考
』
慶
文
書
局

顧
額
剛
一
九
三
七
「
春
秋
時
代
的
牒
」
『
爵
貢
』
半
月
刊
第
七
巻
第
六
七
合
期

都
士
宏
二

0
0
六
つ
旦
一
反
ぺ
陰
謹
一
気
際
」
『
文
物
』
二

0
0
六
年
第
十
一
期

645 
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湖
北
省
刑
沙
織
路
考
古
隊
一
九
九
一
『
包
山
楚
筒
』
文
物
出
版
剥

本
ナ
家
浩
一
九
八
七
「
先
秦
文
字
中
的
グ
牒
仁
『
文
史
』
二
八
、
本
ナ
家
浩
二

O
O
二
枚
録

|
|
二

O
O
二
『
著
名
中
年
語
言
準
家
自
選
集
李
家
浩
を
」
安
徽
救
育
出
版
枇

羅
運
環
二

0
0
五
「
穣
包
山
楚
筒
寅
散
富
三
字
及
相
関
制
度
」
『
簡
吊
研
究
二

0
0
二
・
二

0
0
一
二
』
由
民
西
師
範
大
皐
出
版
枇

朴
俸
柱
二

0
0
五
「
戦
園
楚
的
地
方
統
治
鐙
制
|
|
闘
於
刀
，
豚
邑
e

支
配
樫
制
μ

的
試
論
之
一
部
分
」
『
筒
吊
研
究
二

O
O
二
・
二

O
O
-
二
』
慶
西
師

範
大
学
出
版
枇

史
念
海
一
九
六
-
二
「
春
秋
時
代
的
交
通
道
路
」
『
河
山
集
』
生
活
・
謹
書
・
新
知
三
聯
書
市

語
其
騒
一
九
八
二
『
中
国
歴
史
地
園
集
第
一
所
』
地
園
出
版
杭

楊
伯
峻
一
九
八
一
『
春
秋
左
傍
注
(
修
訂
本
)
』
中
華
書
局

楊
寛
一
九
八
一
「
春
秋
時
代
楚
園
豚
制
的
性
質
問
題
」
『
中
岡
史
研
究
』
一
九
八
一
年
第
四
期
、
楊
寛
二

0
0
三
所
牧

|
|
一
九
八
二
「
戟
園
秦
漠
的
監
察
和
覗
察
地
方
制
度
」
「
枇
合
科
皐
戦
線
』
一
九
八
二
年
第
二
期
、
楊
寛
二

O
O
三
所
牧

|
|
二

O
O
一
二
『
楊
寛
古
史
論
文
選
集
』
上
海
人
民
出
版
枇

越
平
安
二

O
O
二
一
「
戦
闘
文
字
中
的
「
宛
」
及
其
相
関
問
題
研
究
|
|
以
輿
豚
有
閥
的
資
料
策
中
心
」
張
光
裕
主
編
『
第
四
届
園
際
中
園
古
文
字
向
学
研
討
曾

論
文
集
|
|
新
世
紀
的
古
文
字
皐
輿
一
経
典
詮
稗
』
香
港
中
『
リ
人
大
学
中
園
語
言
及
文
皐
系

周
暁
陸
・
路
束
之
二

O
O
五
「
新
茶
故
城
戦
園
封
泥
的
初
歩
考
察
」
『
文
物
』
二

O
O
五
年
第
一
期

註(
1
)
以
下
、
諮
侯
の
居
住
す
る
邑
は
「
園
」
と
記
し
、
ま
た
「
園
」
以

外
の
邑
は
翠
に
邑
と
記
す
。
松
本
光
雄
一
九
五
二
参
照
。

(
2
)
『
左
惇
』
が
出
血
ハ
の
場
合
、
「
隠
-
立
」
「
裏
元
」
な
ど
と
示
し
、

『
春
秋
』
経
文
の
場
合
「
信
二
十
八
経
」
の
よ
う
に
記
す
。
必
要
な

場
合
は
西
一
謄
を
附
す
。
「
社
注
」
「
疏
」
は
そ
れ
ぞ
れ
『
左
惇
』
該
首

部
分
の
杜
預
注
・
孔
穎
達
正
義
を
指
し
、
「
楊
注
」
は
楊
伯
峻
一
九

八
一
の
該
首
部
分
を
、
『
曾
姿
』
は
竹
添
進
一
郎
「
左
氏
入
国
筆
」
の

該
必
田
部
分
を
そ
れ
ぞ
れ
指
す
も
の
と
す
る
。

(
3
)

吉
本
這
雅
二

O
O
五
、
第
二
部
下
篇
第
二
章
注
(
日
)
「
燃
の
世

襲
支
配
の
否
定
と
は
、
若
放
氏
の
乱
以
降
の
世
族
一
小
在
な
る
一
般
的

状
況
の
結
呆
」
だ
と
い
う
。

(
4
)

干
勢
隆
郎
一
九
九
八
、
二
六
六
頁
に
「
以
下
の
検
討
で
は
、
「
邑

管
領
者
」
と
し
て
論
を
す
す
め
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
氏
は
豚
と
確

認
で
き
な
い
も
の
も
検
討
封
象
に
含
み
、
係
・
口
巴
を
厳
密
に
は
匝
別

し
な
い
。

(
5
)
干
勢
氏
は
世
襲
否
定
の
原
因
に
つ
い
て
は
考
察
し
て
い
な
い
も
の

」
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の
、
そ
れ
を
豚
・
巴
に
内
在
す
る
性
質
と
み
な
す
こ
と
は
避
け
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
平
勢
隆
郎
一
九
九
八
、
第
二
章
第
一
節
注

(
お
)
で
は
「
豚
と
さ
れ
る
こ
と
が
必
ず
し
も
巴
の
性
格
婆
化
を
音
山

昧
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
、
「
コ
凹
巌
取
密
な
音

う
か
は
詮
索
し
な
い
」
と
し
て
、
「
豚
」
の
性
格
追
求
は
避
け
て
い

る。

(
6
)

卒
勢
氏
の
表
で
は
、

4
J
記
披
を
附
さ
れ
た
も
の
が
「
世
襲
存
定

が
確
認
さ
れ
る
」
事
例
と
さ
れ
る
が
、
賓
情
は
そ
れ
よ
り
多
い
と
思

わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず

J
d
記
競
の
あ
る
も
の
の
み
検
詮

し
た
が
、
そ
れ
以
外
の
事
例
に
お
い
て
も
、
燃
の
設
置
と
世
襲
否
定

が
凶
果
関
係
を
持
つ
で
あ
ろ
う
事
例
は
確
認
で
き
な
い
。

(
7
)

信
三
十
三
「
(
亘
口
裏
公
)
以
再
命
命
先
茅
之
勝
賞
膏
臣
」
、
社
注

「
先
茅
絶
後
、
故
取
其
勝
以
賞
膏
臣
o
」

(
8
)

増
淵
龍
夫
一
九
九
六
、
四
六
九
頁
。

(
9
)

斎
藤
(
安
倍
)
道
子
一
九
八
六
は
、
「
某
公
」
を
お
し
な
べ
て
豚

の
「
管
領
者
」
と
し
て
扱
う
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
た
。
氏
は
「
公
」

を
す
べ
て
「
豚
公
」
と
し
て
扱
う
の
は
遁
嘗
で
は
な
く
、
直
轄
的
な

「
官
巴
公
」
と
私
領
的
な
「
封
邑
公
」
と
に
匡
別
で
き
る
と
す
る
。

松
井
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て
「
増
淵
氏
が
斥
け
た
顧
額
剛
一
九
三
七
の

二
元
論
が
春
秋
楚
牒
研
究
の
場
に
お
い
て
再
び
主
張
さ
れ
た
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
」
(
松
井
嘉
徳
二

O
O
二
、
二
六
五
頁
)
と
位
置
づ

け
る
。
確
か
に
斎
藤
氏
は
、
楚
牒
と
明
白
な
も
の
で
あ
れ
ば
公

(
王
)
口
巴
で
あ
り
直
轄
支
配
を
被
っ
た
と
認
識
し
て
い
る
(
こ
の
黙

は
な
お
検
討
の
絵
地
が
あ
る
)
。
し
か
し
巌
密
に
言
え
ば
、
粛
藤
氏

は
顧
額
剛
の
如
く
燃
を
公
邑
・
采
口
巴
に
二
分
し
た
の
で
は
な
く
、
あ

647 

」

く
ま
で
「
公
を
冠
す
る
巴
」
を
二
分
し
た
の
で
あ
り
、
一
律
に
「
公

の
存
在
l
豚
」
と
す
る
そ
れ
ま
で
の
見
方
に
疑
義
を
提
示
す
る
こ
と

が
本
旨
で
あ
っ
た
。
「
某
公
」
即
「
豚
公
」
と
は
限
ら
な
い
と
い
う

指
摘
自
慢
は
意
義
深
い
。

(
日
)
平
勢
隆
郎
一
九
九
八
は
「
公
」
「
引
」
「
君
」
を
冠
す
る
者
を
耐
震
百

領
者
と
す
る
の
に
釘
し
、
楊
寛
一
九
八
一
は
「
君
」
は
封
君
で
あ
る

と
し
て
豚
管
領
者
と
認
め
な
い
。

(
日
)
こ
こ
で
「
口
巴
会
般
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
宮
際
の
検
討
封
象
は

『
左
惇
』
中
の
邑
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
の
偏
り
は
蛍
然
存
在
す
る

も
の
と
留
意
し
て
お
き
た
い
。

(
ロ
)
士
円
本
道
雅
二

O
O
五
、
第
二
部
中
篇
第
一
章
参
照
。

(
日
)
「
図
人
」
の
軍
事
的
役
割
に
つ
い
て
は
、
吉
本
道
雅
二

O
O
五、

第
二
部
中
篇
第
二
章
参
照
。

(
M
H
)

食
正
隻
『
発
巳
類
稿
』
巻
一
一
一
「
越
岡
部
遠
主
義
」

0

(
日
)
斎
藤
(
安
倍
)
道
子
二

O
O
一
は
、
「
克
」
は
「
閥
」
の
範
囲
で

あ
る
と
し
、
「
園
」
の
城
壁
外
二

0
1
二
五
凶
未
満
に
震
が
る
も
の

と
し
て
い
る
。
確
か
に
領
域
内
部
に
「
園
」
の
範
園
が
存
在
す
る
こ

と
は
認
め
て
よ
い
が
、
「
寛
」
字
が
そ
の
範
園
を
一
泌
す
も
の
と
は
考

え
が
た
い
。
例
え
ば
、
昭
四
「
楚
子
欲
遷
許
於
頼
、
使
闘
孝
亀
血
ハ
公

子
棄
疾
城
之
而
還
。
申
無
宇
目
、
楚
繭
之
首
将
在
此
実
。
召
諸
侯
而

来
、
伐
園
而
克
、
城
主
見
莫
校
:
:
・
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
寛
」
が
頼

を
指
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
頼
ま
で
が
「
図
」
と
意
識

さ
れ
た
と
は
考
え
が
た
い
し
、
「
克
」
と
さ
れ
る
頼
か
ら
楚
都
郭
ま

で
の
距
離
は
粛
藤
氏
の
言
う
二

O
l
二
五
凶
を
逢
か
に
越
え
て
い
る
。

ま
た
本
文
中
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
領
域
の
境
界
や
「
漫
境
」
を
指

十

11 

33 

寸11 



L 

法
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
い
h
跡
部
国
中
日
宍
)
寸
・
3

E
待

ー「

648 

す
「
克
」
の
用
例
が
あ
る
一
方
、
「
寛
」
が
「
園
」
の
範
園
を
表
す

と
明
一
一
片
で
き
る
例
は
見
嘗
た
ら
な
い
。

(
日
)
文
元
杜
注
「
(
孫
)
昭
子
、
衛
大
夫
、
食
戚
邑
」
、
成
七
杜
注
「
戚
、

林
父
邑
」
と
あ
る
。
後
代
の
注
揮
に
擦
っ
て
「
采
口
巴
」
と
し
て
よ
い

か
注
意
を
要
す
る
が
、
一
般
に
注
轄
に
「
某
の
口
巴
」
な
ど
と
あ
れ
ば
、

采
口
巴
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
も
以
下
同
じ
く
判
断
す
る
。

(
口
)
鼠
に
増
淵
氏
が
「
采
口
巴
と
は
い
っ
て
も
、
最
高
の
騎
属
権
は
公
に

婦
す
る
公
の
口
巴
で
あ
っ
」
た
と
し
て
い
る
(
増
淵
龍
夫
一
九
九
六
、

四
七
八
頁
)
。

(
同
)
「
私
領
化
」
と
ニ
丙
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
巴
の
現
賓
の
蹄
属
権

を
問
題
に
し
て
い
る
の
み
で
、
法
制
的
・
経
済
的
な
合
意
は
無
く
、

「
口
巴
の
時
属
を
決
定
す
る
賞
権
を
持
つ
よ
う
に
な
る
」
と
い
っ
た
程

度
の
意
味
で
用
い
て
い
る
。

(
問
)
邑
現
地
の
統
治
者
に
つ
い
て
附
言
し
て
お
く
。
禾
邑
主
は
通
常
、

現
地
に
赴
任
せ
ず
「
図
」
で
政
権
に
参
加
す
る
た
め
、
邑
宰
な
ど
が

派
遣
さ
れ
て
統
治
に
あ
た
る
。
し
か
し
、
従
来
の
研
究
で
邑
の
「
管

領
者
」
と
稀
さ
れ
る
も
の
は
漠
扶
然
…
と
「
邑
の
長
」
を
音

し
ば
現
地
に
赴
任
し
な
い
吊
禾
木
邑
主
ま
で
含
む
場
合
が
あ
る
。
そ
の
た

め
、
「
園
」
釘
巴
と
い
っ
た
構
固
で
地
方
支
配
を
問
題
と
す
る
際
に

は
混
乱
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
。
従
っ
て
本
稿
で
は
口
巴
現
地
に
お
い
て

統
治
に
常
た
る
者
を
「
管
領
者
」
等
と
一
括
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資

料
に
即
し
た
名
稽
(
邑
大
夫
・
宰
・
公
・
手
)
で
呼
ぶ
こ
と
を
原
則

と
す
る
。
な
お
注
疏
L
L

の
定
義
的
説
明
で
は
、
「
卿
大
夫
采
口
巴
之
長

則
謂
之
宰
、
公
邑
之
長
則
日
大
夫
」
(
荘
十
二
疏
)
と
さ
れ
る
。
こ

れ
に
よ
る
と
公
巴
で
統
治
に
嘗
た
る
者
は
「
某
邑
大
夫
」
で
あ
る
。

」

(
鈎
)
「
左
惇
』
は
邑
現
地
に
居
住
す
る
人
々
を
「
邑
人
」
と
一
括
し
て

町
ぶ
。
口
巴
大
夫
や
邑
宰
を
は
じ
め
、
様
々
な
階
層
が
含
ま
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
問
題
と
す
る
の
は
兵
員
と
な
り
う
る
身

分
以
上
の
「
邑
人
」
で
あ
る
。

(
幻
)
鄭
属
公
は
公
子
時
代
に
擦
の
統
治
に
あ
た
っ
て
い
た
が
、
「
機
人
」

と
結
束
し
て
政
権
を
奪
取
す
る
に
吉
正
っ
た
。
本
稿
第
三
六
早
参
照
。

(
辺
)
例
え
ば
楚
の
申
公
亙
臣
は
耳
目
に
出
奔
し
た
の
ち
、
「
耳
目
人
使
第
邪

大
夫
」
(
成
二
)
と
、
部
の
「
邑
大
夫
」
に
任
命
さ
れ
た
が
、
そ
の

子
は
の
ち
に
「
邪
侯
」
(
昭
十
四
社
注
「
邪
侯
、
楚
申
公
亙
臣
之
子

也
」
)
と
呼
ば
れ
、
「
部
大
夫
」
の
地
位
が
世
襲
さ
れ
た
と
思
し
い
。

(
お
)
文
十
八
「
宮
紀
公
生
大
子
僕
、
又
生
手
位
。
愛
季
佑
而
瓢
僕
、
且

多
行
櫨
於
図
。
僕
因
園
人
以
紙
紀
公
、
以
其
賓
玉
来
奔
、
納
諸
宣
公
。

公
ム
叩
奥
之
邑
目
、
今
日
必
授
。
季
文
子
使
司
冠
出
諸
克
口
、
今
日
必

淳一:・・・・。」

(
弘
)
成
七
「
楚
園
山
本
之
役
、
師
還
、
子
重
請
取
於
巾
日
以
潟
賞
田
、
王

許
之
。
申
公
亙
臣
日
、
不
可
。
:
:
:
王
乃
止
。
」

(
お
)
「
春
秋
稗
例
』
(
孫
犀
桁
輯
本
)
巻
五
・
土
地
名
第
四
十
四
之
一

「
新
築
、
闘
。
」

(
お
)
「
春
秋
稗
疏
』
巻
下
「
太
康
地
記
、
楽
陵
固
有
新
築
牒
。
楽
陵
地

在
今
山
束
武
定
州
、
十
一
空
偏
交
界
之
境
。
衛
侵
斉
而
斉
迎
之
白
川
ハ
戦
也
」
o

な
お
、
江
永
『
春
秋
地
理
考
寅
」
「
史
記
、
超
成
侯
及
貌
恵
王
遇
干

葛
築
。
或
云
即
新
築
也
。
今
大
名
府
貌
豚
南
二
十
里
有
新
築
城
」
と

の
説
も
あ
る
。
雨
者
の
比
定
す
る
位
置
に
疑
問
が
な
い
で
は
な
い
が
、

街
の
侵
略
を
斉
が
迎
撃
し
た
と
い
う
状
況
か
ら
、
王
夫
之
の
「
斉
衛

交
界
之
境
」
と
い
う
知
見
に
は
従
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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(
幻
)
「
有
英
略
束
陽
」
(
昭
二
十
二
)
の
よ
う
に
、
阿
君
以
外
が
「
略

地
」
を
行
う
こ
と
も
あ
る
。

(
お
)
西
周
時
代
に
お
け
る
巡
察
に
つ
い
て
は
松
井
嘉
徳
二

O
O
二
、
第

ー
部
第
一
章
参
照
。
ま
た
戦
園
時
代
に
は
園
治
・
相
岡
ら
に
よ
る

「
行
豚
」
な
ど
の
巡
察
事
例
が
確
認
で
き
る
。
楊
寛
一
九
八
二
参
照
。

(
却
)
『
春
秋
』
「
左
停
」
に
見
え
る
「
叛
」
字
は
、
た
だ
ち
に
軍
事
抗

争
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
夙
に
貝
塚
茂
樹
一
九

一
一
一
一
一
の
指
摘
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
叛
」
の
原
義
は
草
に
一

園
か
ら
分
離
す
る
こ
と
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
。
本
稿
で
も
、

『
左
惇
』
に
そ
う
し
た
用
例
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
向
同
意
し
つ
つ

「
以
邑
叛
」
を
論
じ
る
。
た
だ
し
、
車
な
る
分
離
で
あ
っ
て
も
、
邑

が
「
岡
」
の
支
配
か
ら
一
脱
す
る
事
件
で
あ
る
こ
と
に
は
愛
わ
り
な
く
、

そ
の
た
め
「
叛
」
の
事
態
が
生
じ
れ
ば
「
園
」
か
ら
征
討
軍
が
汲
遣

さ
れ
、
封
し
て
首
謀
者
が
抵
抗
し
て
軍
事
抗
争
と
な
る
こ
と
が
多
い
。

そ
の
場
合
、
「
抜
」
の
字
義
白
樫
は
ど
う
あ
れ
、
事
件
全
岨
胞
を
「
叛

乱
」
と
呼
ん
で
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

(ω)
貝
塚
茂
樹
一
九
三
二
、
増
淵
龍
夫
一
九
七

O
な
ど
。

(
出
)
魯
山
手
術
陳
の
伐
鄭
(
桓
十
五
)
、
山
本
衛
陳
察
の
伐
鄭
(
桓
十
六
)

0

ま
た
「
史
記
」
鄭
世
家
「
宋
頗
殻
属
公
兵
、
自
守
於
棟
。
」

(
犯
)
荘
十
四
「
鄭
属
公
白
機
侵
鄭
、
及
大
陵
、
獲
停
破
。
停
眼
目
、
有

人
古
我
、
五
口
請
納
君
。
奥
之
盟
而
赦
之
。
六
月
甲
子
、
博
取
殺
鄭
子
及

其
二
子
、
而
納
属
公
o
」

(
お
)
昭
十
一
「
鄭
荘
八
ム
城
機
而
直
一
子
元
(
属
公
)
罵
、
使
昭
公
不
立
。
」

(
但
)
高
渠
嫡
の
昭
公
拭
殺
(
桓
十
七
)
、
一
斉
一
裏
公
に
よ
る
子
墓
・
高
渠

粥
殺
害
(
桓
十
八
)

0
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」

(
お
)
「
新
唐
書
」
巻
七
十
一
下
・
宰
相
世
系
表
「
栢
一
公
命
僕
以
王
父
字

策
氏
、
食
禾
於
慮
、
誼
日
敬
仲
o
」

(
お
)
哀
十
四
「
向
雄
、
進
入
子
曹
以
叛
o
」

(
幻
)
哀
八
「
春
、
山
本
公
伐
曹
、
将
還
、
橋
師
子
肥
殿
。
曹
人
語
之
、
不

行
、
師
待
之
、
公
開
之
怒
、
命
反
之
、
遂
滅
曹
。
執
曹
伯
及
司
城
彊

以
田
町
、
殺
之
o
」

(
お
)
哀
十
四
「
六
月
、
使
左
師
巣
伐
之
、
欲
質
大
夫
以
入
場
。
不
能
、

亦
入
子
曹
取
質
。
雄
日
、
不
可
。
阪
不
能
事
担
、
又
得
山
非
子
民
、
将

若
之
何
。
乃
合
之
。
民
遂
叛
之
、
向
魁
奔
街
。
」

(
ぬ
)
ま
た
荘
十
八
「
初
、
楚
武
王
克
権
、
使
闘
縄
手
之
。
以
叛
、
国
而

殺
之
、
遺
構
於
那
庭
」
と
あ
る
闘
絡
の
「
以
口
巴
抜
」
で
は
、
そ
の
鎖
、

区
後
に
権
が
遷
徒
さ
れ
て
い
る
。
権
の
「
邑
人
」
を
遷
徒
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
、
「
巴
人
」
が
叛
乱
者
に
協
力
し
た
制
裁
で
あ
ろ
う
。

(ω)
裏
二
十
三
「
四
月
、
粉
末
盈
帥
曲
沃
之
甲
、
因
貌
献
子
以
書
一
入
待
。
」

(
叫
)
楊
注
に
従
い
、
小
穀
と
穀
は
同
一
と
考
え
る
。
な
お
こ
の
部
分
は

の
ち
昭
十
一
「
斉
桓
公
城
穀
而
貨
管
仲
罵
」
と
迫
遮
さ
れ
る
。

(
必
)
社
注
「
薙
本
血
八
孝
公
争
立
、
故
使
居
穀
以
信
斉
。
」

(
円
相
)
小
林
伸
二
二

O
O
一
は
、
穀
が
二
度
ま
で
も
反
「
岡
」
勢
力
の
擦

黙
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
穀
の
地
理
的
環
境
・
政
治
的
環
境
の

重
要
性
か
ら
そ
の
軍
事
化
が
要
請
さ
れ
た
と
推
測
し
た
う
え
、
「
そ

こ
に
、
穀
邑
の
軍
事
力
を
背
景
と
し
た
自
立
化
が
達
成
さ
れ
、
反
園

邑
慢
制
を
堅
持
し
得
る
機
能
的
力
量
を
完
備
す
る
に
至
っ
た
と
い
え

よ
う
」
と
述
べ
る
。
穀
は
確
か
に
中
原
と
の
通
交
の
た
め
重
要
な
地

理
的
環
境
に
あ
り
、
軍
事
的
要
地
で
も
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
「
自

立
化
が
達
成
さ
れ
」
た
こ
と
を
示
す
よ
う
な
「
穀
人
」
等
現
地
の
勢
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力
は
確
認
で
き
ず
、
公
子
羅
勢
力
が
頼
っ
た
の
は
む
し
ろ
楚
軍
の
駐

留
で
あ
ろ
う
。
穀
の
「
巴
人
」
が
事
前
よ
り
「
園
」
か
ら
自
立
し
離

反
す
る
志
向
を
持
っ
て
い
た
と
の
推
測
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
こ
で
は
「
口
巴
人
」
の
動
向
が
直
接
に
も
間
接
に
も
確
認
で
き
な
い

た
め
、
ま
ず
は
楚
軍
の
駐
留
と
い
う
資
料
を
積
極
的
に
評
債
し
た
い
。

(
叫
)
裏
二
十
五
「
祝
位
父
祭
於
高
唐
」
、
社
注
「
高
唐
有
斉
別
廟
也
o
」

(
釘
)
哀
十
「
夏
、
超
軟
帥
師
伐
斉
。
:
:
:
於
日
記
乎
取
型
及
報
、
段
高
唐

之
郭
、
侵
及
頼
山
還
。
」

(
川
町
)
定
八
「
公
侵
斉
、
攻
康
丘
之
邦
」
、
哀
二
十
「
春
、
斉
人
来
徴
曾
。

夏
、
舎
子
康
正
」
、
哀
二
十
四
「
(
魯
)
減
石
帥
師
合
同
之
(
耳
目
)
、
取

康
丘
o
」

(
幻
)
裏
二
十
六
疏
「
蓋
斉
人
往
前
取
得
衛
口
巴
、
以
賜
烏
絵
」
と
あ
り
、

見
月
は
衡
か
ら
康
正
を
得
て
烏
徐
に
賜
輿
し
た
と
い
う
。
疏
は
康
丘
の

位
置
か
ら
そ
う
推
測
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
震
丘
が
か
つ
て
衡
に
属

し
た
こ
と
を
明
示
す
る
記
述
は
『
左
惇
」
に
は
見
え
な
い
。

(
必
)
『
左
惇
』
裏
二
十
六
「
一
斉
人
城
郊
之
歳
(
一
一
袋
二
十
四
)
、
共
夏
、

十
点
一
月
烏
絵
以
康
丘
奔
亙
円
、
襲
羊
角
取
之
、
滋
一
襲
我
高
魚
、
:
:
:
克
而
取

之
、
又
取
口
巴
子
宋
o
」

(
羽
)
『
史
記
』
田
敬
仲
山
一
万
世
家
「
宣
公
五
十
一
年
卒
、
出
合
自
由
民
丘

反
」
、
同
『
索
隠
』
所
引
『
紀
年
』
「
宣
公
五
十
一
年
、
公
孫
台
以
由
民

正
叛
於
越
。
」

(
印
)
こ
こ
に
奉
げ
た
「
以
巴
叛
」
擦
貼
巴
の
う
ち
に
は
禾
邑
が
合
ま
れ

て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
塵
は
じ
口
同
氏
の
、
康

正
は
や
や
不
明
瞭
な
が
ら
も
烏
飴
の
、
そ
れ
ぞ
れ
采
巴
で
あ
っ
た
と

惇
わ
る
。
采
邑
に
は
図
君
の
支
配
権
が
ほ
と
ん
ど
及
、
は
な
か
っ
た
こ

」

と
は
肢
に
鰯
れ
た
が
、
平
時
に
お
い
て
は
臣
下
の
禾
邑
に
封
し
て
支

配
権
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
な
ど
、
そ
も
そ
も
関
心
の
玲
外
で
あ
っ
た

と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
「
克
」
で
の
「
以
巴
抜
」
が

繰
り
、
返
し
生
じ
た
こ
と
は
、
本
文
に
遮
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
へ
の
封

慮
を
「
園
」
支
配
層
に
促
し
た
こ
と
に
は
愛
わ
り
な
い
だ
ろ
う
。

(
日
)
吉
本
道
雅
二

0
0
五
、
四
四
三
頁
。

(
臼
)
「
街
貢
-
立
百
家
」
は
そ
も
そ
も
定
十
年
の
越
鞍
の
衛
包
聞
の
と
き

に
貢
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
(
定
ト
一
一
一
社
注
「
ト
年
、
越
験
問
街
、

衛
人
催
、
貢
五
百
家
。
鞍
置
之
郎
部
」
)
。
越
映
は
五
百
家
を
衡
か
ら

貢
納
さ
れ
た
時
黙
で
、
向
己
の
采
口
巴
で
あ
る
耳
目
陽
に
移
動
し
て
い
て

も
お
か
し
く
は
な
い
。
そ
れ
を
ひ
と
ま
ず
郎
部
に
置
き
、
そ
の
三
年

後
の
定
十
三
年
に
よ
う
や
く
移
動
を
命
じ
た
の
は
、
同
年
春
に
衡
が

斉
と
共
に
耳
目
へ
侵
攻
し
た
こ
と
(
定
十
一
一
一
「
春
、
一
賛
侯
・
衡
侯
次
子

垂
霞
、
賓
郎
氏
。
使
師
伐
亙
日
」
)
に
針
廃
し
た
も
の
と
考
え
る
の
が

安
嘗
で
あ
ろ
う
。

(
日
)
増
淵
龍
夫
一
九
九
六
、
四
七

O
頁。

(
日
)
本
章
の
考
察
は
燃
の
新
た
な
許
慣
に
も
関
わ
る
が
、
血
厳
密
を
園
る

た
め
、
資
料
上
明
確
な
場
合
の
み
「
牒
」
と
し
て
扱
う
。
第
一
章
で

遮
べ
た
よ
う
な
問
題
が
あ
る
た
め
、
「
公
」
「
手
」
等
の
稽
謂
か
ら
の

規
定
は
ひ
と
ま
ず
避
け
る
。

(
日
)
宇
都
木
章
一
九
九
五
は
魯
の
築
城
記
事
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
軍
事
情

勢
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。

(
同
)
士
円
本
道
雅
二

O
O
五
、
一
一
一
一
一
一
一
良
。

(
日
)
勃
後
年
順
に
首
班
・
擦
黙
口
出
・
勃
護
年
を
示
す
と
、
闘
絹
・
権
・

楚
武
王
期
(
前
七
四
0
1
前
六
九
O
)
、
鄭
属
公
・
機
・
前
六
九
七
、
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高
弱
・
慮
・
前
五
七
回
、
園
佐
・
穀
・
前
五
七
回
、
夙
沙
衛
・
高

唐
・
前
五
五
回
、
築
盈
・
向
沃
・
前
五
五

O
、
烏
絵
・
由
民
丘
・
前
五

四
九
、
高
竪
・
虚
・
前
五
四
回
、
治
・
中
行
氏
の
乱
・
郎
部
等
・
前

四
九
七
、
向
魁
・
曹
・
前
四
八
一
。

(
見
)
小
林
伸
一
二
九
九
二
は
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
「
春
秋
』
の
記
事
か

ら
検
討
し
て
い
る
。

(
印
)
哀
十
七
に
「
彰
仲
爽
、
申
倖
也
。
文
王
以
翁
令
手
、
賓
豚
申
息
」

と
迫
速
さ
れ
る
。

(
削
)
楊
寛
一
九
八
一
「
春
秋
時
代
楚
図
利
用
滅
亡
的
小
園
戎
小
図
的
奮

都
改
建
矯
際
、
・
:
:
纏
積
推
行
向
グ
園
人
々
徴
賦
的
制
度
、
継
績
保

持
原
有
以
ゲ
園
人
d

震
主
力
的
軍
隊
編
制
、
従
而
成
混
在
漫
境
ト
ぃ
的

ぷ
備
藩
“
力
量
。
」

(
引
)
春
秋
前
期
、
楚
以
外
に
口
巴
か
ら
の
動
員
を
確
認
で
き
る
の
は
、
鄭

の
「
制
人
」
の
み
で
あ
る
(
陰
五
「
鄭
二
公
子
以
制
人
敗
燕
師
子
北

制」
)

0

な
お
程
設
靭
一
九
六
七
に
よ
る
と
制
は
氾
水
上
街
、
北
制
は

後
陽
古
城
で
あ
り
、
動
員
封
象
邑
が
戟
地
近
遣
で
あ
る
貼
、
後
の
議

論
と
合
致
す
る
。

(
臼
)
杜
注
「
都
本
在
尚
密
、
秦
楚
界
上
小
園
、
其
後
遷
於
南
郡
部
豚
o
」

(
臼
)
杜
注
「
申
息
二
邑
子
弟
皆
従
子
玉
而
死
。
言
何
以
見
其
父
老
o
」

(
似
)
杜
注
「
子
朱
、
楚
大
犬
、
伐
江
之
師
也
o
」

(
侃
)
昭
五
「
冬
十
月
、
楚
子
以
諸
侯
及
東
夷
伐
呉
、
以
報
赫
・
機
・
踊

之
役
。
蓬
射
以
繁
揚
之
師
曾
於
夏
泊
。
:
:
:
蓮
射
帥
繁
揚
之
師
、
先

入
南
懐
、
楚
師
従
之
、
及
汝
清
o
」

(
侃
)
楚
師
の
釘
陳
出
兵
の
際
、
駐
留
地
と
な
っ
て
お
り
(
裏
囚
「
春
、

楚
師
翁
陳
叛
故
、
猫
在
繁
陽
」
)
、
ま
た
呉
の
侵
略
を
受
け
た
際
の
戦

651 

」

地
と
も
な
っ
て
い
る
(
定
六
「
子
期
又
以
陵
師
敗
子
繁
揚
」
)

0

(
m
w
)

定
四
に
左
司
馬
戊
(
沈
手
成
)
が
方
城
外
を
総
動
員
し
て
「
准

門
的
」
に
お
か
れ
た
呉
の
船
圏
を
攻
撃
す
る
こ
と
を
謀
っ
た
と
あ
る

(
定
四
「
冬
、
H

祭
侯
・
呉
子
・
唐
侯
伐
楚
、
舎
舟
子
准
泊
、
肖
橡
章

血
〈
楚
爽
漢
。
左
司
馬
戊
謂
子
常
目
、
子
治
漢
而
輿
之
上
下
、
我
悉
小
刀

城
外
以
致
其
舟
、
還
宗
大
隊
・
直
較
・
冥
阻
」
)

0

ま
た
葉
公
子
高
が

「
方
城
之
外
」
を
率
い
て
白
公
の
乱
を
鎮
医
し
た
こ
と
が
『
園
王
巴

楚
語
下
に
み
え
る
(
「
子
高
以
疾
間
居
於
察
。
及
白
公
之
乱
、
子

西
・
子
期
死
。
葉
公
開
之
、
:
:
:
帥
方
城
之
外
以
入
、
殺
白
公
而
定

王
室
、
葬
二
子
之
族
」
)

0

(
槌
)
秦
凶
日
が
都
に
侵
攻
し
た
際
、
秦
人
が
析
を
通
過
し
て
い
る
(
本
節

資
料
①
)
o

吉
本
道
雅
二

0
0
五
、
八
二
頁
参
照
。
史
念
海
一
九
六

三
は
丹
水
・
漠
水
を
利
用
す
る
交
通
を
指
摘
す
る
。

(ω)
社
注
「
東
陽
、
耳
目
之
山
束
、
貌
郡
属
千
以
北
。
」

(
刊
)
昭
二
十
四
「
陰
不
俵
以
温
人
南
侵
」
、
杜
注
「
耳
目
以
猟
兵
助
敬
王
、

南
侵
子
刺
o
」

(
九
)
哀
十
一
「
春
、
資
活
郎
故
、
図
書
・
高
無
杢
帥
師
伐
我
、
及
清
。

:
:
:
季
氏
之
甲
七
千
、
由
什
有
以
武
城
人
三
百
潟
己
徒
卒
、
老
幼
守
宮
、

次

T
一面二一す門之外。」

(η)
裏
十
九
「
穆
叔
口
、
斉
猫
未
也
、
不
可
以
不
憧
。
乃
城
武
城
」
と

あ
る
。
な
お
同
名
の
邑
が
祁
と
の
「
克
」
附
近
に
も
あ
る
。
顧
棟
高

『
春
秋
大
事
表
』
春
秋
列
園
地
形
犬
牙
相
錯
表
巻
六
之
下
「
魯
有
雨

武
城
」
候
参
照
。
こ
こ
は
嘗
然
斉
側
で
あ
る
。
地
理
比
定
に
つ
い
て

も
同
書
並
び
に
程
愛
靭
一
九
六
七
参
照
。

(
ロ
)
包
山
楚
筒
(
湖
北
省
刑
沙
銭
路
考
古
隊
一
九
九
一
)
は
、
戦
国
中
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期
の
楚
に
お
け
る
地
方
行
政
系
統
が
そ
こ
に
現
れ
る
黙
で
も
注
目
す

べ
き
資
料
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
「
牒
」
な
る
車
位
は
一
切
登
場
し

な
い
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
「
豚
」
の
存
在
を
前
提
し
て

述
べ
る
の
が
常
で
あ
る
(
陳
偉
一
九
九
六
・
藤
田
勝
久
一
九
九
九
・

朴
俸
柱
二

O
O
五
・
羅
運
環
二

O
O
五
な
ど
)
。
ま
た
、
包
山
楚
筒

中
の
「
富
」
が
文
字
附
学
的
に
「
豚
」
に
比
定
可
能
と
す
る
見
解
も
あ

る
(
越
平
安
二

O
O
三
)
。
さ
ら
に
近
年
、
「
地
名
+
豚
(
衰
)
」
の

存
在
、
す
な
わ
ち
行
政
車
位
と
し
て
の
楚
豚
の
存
在
を
示
唆
す
る
戦

園
楚
の
文
字
資
料
(
封
泥
)
が
獲
得
さ
れ
た
(
周
暁
陸
・
路
東
之
二

0
0
五
、
都
士
宏
二

O
O
六
)
。
断
片
的
な
資
料
で
あ
る
た
め
、
包

山
楚
筒
と
の
先
後
関
係
を
含
め
そ
の
内
賓
に
不
明
な
黙
が
多
い
が
、

戦
園
時
代
の
あ
る
時
期
に
行
政
車
位
「
豚
」
が
楚
に
お
い
て
も
採
用

さ
れ
て
い
た
と
思
し
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
春
秋
楚
に
ま
で
遡
れ
る

も
の
か
ど
う
か
、
明
示
的
な
材
料
に
扶
け
る
こ
と
に
は
注
意
し
て
お

き
た
い
。

(
九
)
増
淵
龍
夫
一
九
九
六
、
特
に
四
六
四
!
五
頁
参
照
。

(
お
)
昭
四
「
其
蔵
泳
也
、
深
山
窮
谷
、
凶
陰
泣
寒
、
於
是
乎
取
之
。

:
:
:
山
人
取
之
、
限
何
人
停
之
、
輿
人
納
之
、
隷
人
戒
之
。
」

(
町
内
)
増
淵
龍
夫
一
九
九
六
、
四
七

O
頁。

十
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CONTROL OF TERRITORY IN THE SPRING AND

AUTUMN PERIOD: CONCERNING

THE CONTROL OF THE YI ES

TSUCHIGUCHI Fuminori

The development of the territorial control in the pre-Qin period has been

understood in terms of the process of the organization and development of the

commandery and district system ~~~*flJlj in the Qin-Han era. During the Spring

and Autumn period the appearance of the district, xian ~*, in contrast to the

traditional yi ES (a general term for towns), has been regarded as the

commencement of the new system of control and attention has been concentrated

on clarifying its characteristics and the differences between it and the Qin-Han

commandery and district system. Nevertheless, because previous studies have

been limited to an examination of the xian alone, the special character of the xian
has been overly emphasized. On the other hand, as there have been few studies

examining yi outside the xian, these results have not been sufficiently related to

the results of studies of the xian. Armed with an awareness of these problems,

this article chiefly addresses territorial control in the Spring and Autumn period

and the control of the yi in particular.

In the first section, after systematically reviewing the history of the field, I

indicate the various issues therein and express doubts about the belief of that xian
and yi differed systematically. At the same time, I assert the necessity of a wide

ranging general study of the yi.
In the second section, I first confirm the manner in which the territory of the

states of feudal princes was referred to in the literature of the day. Then, I

explore the nature of the right to rule exercised over the yi that formed the

territory. Ideally, the right to rule all the yi within the territory belonged to the

ruler of the state, but in reality it was a simple matter for subjects to establish

private territory. Under such circumstances, I discuss the method by which those

who ruled in regions removed from the capitals and those who ruled states sought

to build solidarity.

In the third section, I focus on incidents of revolt in the yi and elucidate the

character of the yiren ESA, the subjects who were ruled in the yi. The yiren were

a fluid group that might easily collaborate with the rebels, and right to rule of the
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national state hardly permeate down to their level. In addition, yi on the margins

of territories ~ (in the borderlands) were the first line of defense and important

communication routes, and nevertheless there was a tendency for them to

frequently become the vital points of rebellion. From this it can be seen that the

methods of controlling distant locations was at that time extremely

underdeveloped.

In the fourth section, I examine the military role of the yi. Heretofore the

military role of the xian has been emphasized exclusively, but there was no

distinction between the xian and the yi in terms of advances in military

functionality, which was a universal phenomenon at the time. Here, I focus in

particular on military mobilization from the yi. Although the yi that would be the

object of military mobilization were geographically limited, it can be considered to

have functioned as an efficient means of controlling the yiren since it was

necessary to forcefully implement military mobilization. Then, military mobilization

in this manner became a turning point leading to the amelioration of the instability

of yi rule and promoting the strengthening of control.

THE TWENTY-FOURTH YEAR OF QIANLONG (1759):

THE BORDER FORMED BY GUANGZHOU

AND AOMEN (MACAO)

MURAO Susumu

Following the suppression of the Zheng ~~~, five ports including Guangzhou

and Xiamen JJrF~ (Amoy) were opened to civilian trade and maritime customs

were established. As a result foreign merchants were able to freely visit the five

ports and as long as they were within the port cities, the merchants were able to

do as they pleased. Furthermore, since they often transported Catholic

missionaries, the missionaries were thereafter freely able to enter and leave the

country through the five ports, move about, and settle in various places.

The first signs of a change appeared twenty years after the ports were

opened in the 43rd year of the reign of Kangxi (1704). Until that time, the British

merchant ships that carried out trade, voyaging along the southeastern coast at

Zhoushan -JitL1J and Guangzhou, and particularly at Xiamen (Amoy), willingly

abandoned Zhoushan and Xiamen, and thereafter it became customary for them to

visit only the port of Guangzhou. Subsequently, the decisive exclusion of
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