
鰯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
・

　
　

@
　
@
　
@
　ｵ
世
紀
初
頭
の
中
國
に
お
け
る
内
齪
に
つ
い
て
、
（
下
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鍵
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
横
　
　
　
　
田
　
　
　
　
、
　
滋
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
・
な
く
し
て
は
、
自
ら
を
支
配
の
絆
か
ら
絶
野
に
解
放
し
な
い
、
そ
う

　
　
　
　
、
　
五
　
内
齪
の
護
展
乏
そ
の
絡
焉
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
い
う
場
に
お
か
れ
た
彼
等
が
見
出
し
た
道
は
、
み
ん
な
の
力
を
結
集

　
　
　
高
句
麗
遠
征
を
契
響
す
る
中
國
養
の
抵
藷
孚
は
，
壽
し
い
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
つ
た
ろ
う
か
。
彼
等
が
そ
れ
ま
で
人
民
二

譲
難
欝
齢
雛
離
籠
厩
講
締
爆
難
難
欝
ガ
議
銃
齢
端

　
　
を
か
え
て
い
つ
た
・
つ
ま
り
内
甦
薄
る
養
撃
の
成
果
は
唐
，
追
い
つ
め
ら
れ
た
貧
民
達
が
お
そ
ら
く
は
最
初
に
作
り
出
し
た
組
織

　
　
朝
簡
力
の
爲
に
つ
み
と
ら
れ
て
い
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
竺
体
ど
、
体
で
あ
つ
た
ろ
う
が
、
大
業
九
年
（
六
一
三
）
摩
賢
、
向
海
明
が

　
　
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
・
こ
こ
で
私
は
農
民
を
申
心
と
す
る
内
禦
ど
霧
佛
信
者
の
蓉
を
忠
に
無
遮
佛
會
を
作
り
、
．
蟹
を
渉
猿
．

　
　
の
よ
う
な
震
の
過
程
を
た
ど
り
・
ど
の
よ
う
な
矛
盾
が
か
く
肇
し
頗
る
兵
法
に
明
る
く
」
．
岳
縣
博
吉
と
な
つ
た
藁
が
、
撃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
の
廻
勢
向
を
か
え
た
の
か
を
考
え
た
い
・
　
　
　
　
の
墾
と
苦
役
の
養
か
ら
な
る
懇
を
作
つ
て
い
る
毒
か
ら
推

　
　
　
①
　
先
に
も
簡
軍
に
ぶ
れ
た
よ
う
に
農
民
達
は
抵
抗
の
過
程
に
お
　
　
し
て
、
信
仰
を
媒
介
と
し
、
村
の
塾
を
中
心
と
し
、
ま
た
身
近
な
隣

　
　
い
て
・
権
力
に
封
す
る
個
人
的
抵
抗
の
弱
さ
を
身
を
以
て
感
じ
と
つ
　
　
保
、
輝
里
制
を
基
礎
に
抵
抗
組
織
が
創
造
さ
れ
、
抵
抗
の
高
ま
る
に

　
　
て
い
つ
た
。
し
か
も
か
か
る
弱
さ
を
克
服
し
抵
抗
を
つ
づ
け
る
こ
と
　
　
つ
れ
て
廣
く
且
つ
強
化
さ
れ
て
い
つ
た
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
そ
こ



　
　
に
は
農
民
的
散
漫
性
が
つ
き
ま
と
つ
て
い
た
に
し
て
も
、
抵
抗
が
組
　
　
り
廣
い
幅
を
も
つ
て
老
え
る
必
要
が
あ
、
る
が
、
そ
の
な
か
に
里
長
・

　
　
織
性
を
も
つ
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
権
力
に
樹
す
る
自
己
防
衛
↓
　
　
郷
正
そ
の
他
官
僚
機
構
の
末
端
乃
至
下
級
官
僚
の
地
位
に
あ
つ
た
も

　
　
闘
箏
の
質
的
獲
展
を
意
味
す
る
。
か
か
る
場
合
の
組
織
者
i
先
に
　
　
の
が
、
叛
齪
の
先
頭
に
た
つ
て
い
る
こ
と
は
考
う
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

　
　
あ
げ
た
王
薄
や
劉
覇
道
も
そ
の
一
人
で
あ
つ
た
ろ
う
ー
は
、
貧
農
　
　
　
彼
等
は
村
落
計
　
會
の
頂
鮎
に
あ
つ
て
農
民
暦
の
中
に
支
配
力
を
も

　
　
出
身
の
も
の
も
あ
つ
た
に
ち
が
い
な
い
が
、
一
般
に
農
村
に
お
け
る
、
　
つ
も
の
で
あ
る
が
、
國
家
は
彼
等
を
上
か
ら
つ
か
み
、
そ
れ
を
通
じ

　
　
土
豪
で
は
な
か
つ
た
ろ
う
・
か
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
権
力
を
下
部
ま
で
貫
徹
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
換
言
す

　
　
　
し
か
し
二
百
飴
の
蜂
起
の
な
か
で
、
ど
れ
が
土
豪
を
領
導
者
と
す
　
　
れ
ば
、
彼
～
等
は
そ
の
貫
徹
過
程
に
お
い
て
手
先
的
役
割
を
果
し
て
い

　
　
る
も
の
で
あ
つ
た
か
を
知
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
た
だ
大
業
十
二
　
　
た
。
同
時
に
そ
の
階
級
的
基
盤
と
在
地
性
の
故
に
、
上
下
の
力
關
係

　
　
年
（
六
一
六
）
初
ま
で
の
敷
多
藷
藷
は
、
大
抵
．
某
地
の
人
何
に
よ
つ
て
は
、
樺
力
籔
立
3
る
可
能
性
を
も
つ
存
在
で
あ
つ
た
。
、
【

　
　
某
」
「
某
地
の
民
何
某
」
と
あ
り
、
そ
の
出
身
な
ど
わ
か
ら
な
い
人
物
　
　
そ
の
彼
が
瑠
村
に
お
い
て
行
政
的
に
活
動
す
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
つ
　
7
1

　
　
を
領
導
者
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
こ
れ
が
卦
豪
を
か
ひ
か
　
　
て
在
地
に
お
け
る
地
位
と
利
釜
が
保
誰
さ
れ
れ
ば
こ
そ
で
あ
ろ
う
。
　
　
｛

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
と
す
る
農
民
の
叛
齪
で
あ
つ
た
と
思
う
。
鄙
ち
七
年
暮
に
叛
臨
を
お
　
　
け
れ
ど
も
配
下
農
民
の
逃
亡
を
は
じ
め
と
す
る
抵
抗
の
高
ま
り
と
、

　
　
こ
し
た
寳
建
徳
、
彼
は
自
ら
直
接
生
産
も
す
る
農
民
で
、
癖
黛
露
附
　
　
上
か
ら
の
支
配
強
化
に
よ
る
ジ
レ
ン
マ
は
、
そ
の
政
治
的
立
場
を
ぐ

　
　
し
里
長
と
な
り
、
父
卒
す
る
や
逸
葬
者
千
飴
人
、
遠
征
に
當
つ
て
は
　
　
ら
つ
か
せ
て
く
る
。
そ
れ
は
背
景
を
底
す
國
家
権
力
の
動
揺
、
激
化
　
㍉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
二
百
人
長
に
な
つ
た
と
い
う
が
轡
い
わ
ば
彼
の
如
き
均
田
制
麦
配
下
　
　
す
る
農
民
の
抵
抗
、
遠
征
に
よ
つ
て
強
化
さ
れ
た
支
配
と
牧
奪
か
ら
、

　
　
の
階
級
分
化
の
な
か
か
ら
成
長
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
地
主
的
農
民
　
　
彼
等
を
も
逃
れ
さ
せ
な
い
結
果
と
し
て
の
反
樺
力
化
傾
向
等
と
深
く

　
　
1
1
土
豪
を
は
じ
め
、
「
少
よ
り
落
拓
、
産
業
を
治
め
す
、
家
貧
に
し
　
　
か
ら
み
あ
つ
て
い
る
。
か
く
て
彼
は
農
民
の
い
わ
ぽ
代
表
者
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
て
以
て
自
ら
給
す
る
な
し
。
毎
に
穿
箭
し
て
盗
を
な
し
」
た
杜
伏
威
　
　
の
自
己
を
よ
り
強
く
實
現
し
、
農
民
の
要
求
を
も
つ
て
権
力
に
野
決
，

姐
　
の
よ
う
な
貧
民
が
指
導
者
に
な
つ
て
い
る
。
從
つ
て
階
暦
的
に
か
な
　
　
す
る
も
の
と
し
て
階
級
的
行
動
を
と
る
の
で
な
け
れ
ば
、
在
地
土
豪

b



4
8
@
と
し
て
の
地
位
と
利
釜
は
維
持
出
來
な
ぐ
な
る
。
ま
し
て
官
僚
支
配
　
　
ら
く
何
等
か
の
軍
隊
的
組
織
が
作
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
翠
な
る

4
　
　
機
構
に
直
接
の
つ
な
が
り
を
も
た
ぬ
土
豪
に
あ
つ
て
は
、
な
お
さ
ら
．
　
鳥
合
の
衆
で
あ
つ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
彼
等
は
農
山
村
を
中
泌
と

　
　
か
か
る
行
動
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
つ
て
　
　
す
る
軍
事
行
動
か
ら
都
市
に
撰
大
移
行
し
て
ゆ
く
あ
い
だ
に
、
家
第

　
　
ま
た
、
郷
・
村
に
お
け
る
土
豪
と
貧
農
の
樹
立
性
1
そ
れ
は
土
豪
な
　
　
に
集
團
自
体
の
組
織
性
を
高
め
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
徐
々
に
階
朝
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
る
が
故
に
徹
底
的
に
貧
農
的
立
場
に
た
ち
え
な
い
と
こ
ろ
か
ら
く
る
　
　
支
配
を
排
除
し
て
、
た
と
え
ば
扶
風
の
唐
弼
が
李
弘
芝
を
た
て
て
天

　
　
1
も
・
闘
宰
の
激
化
過
程
に
お
い
て
は
土
豪
訂
体
、
貧
農
と
お
な
　
　
引
と
し
自
ら
ば
唐
玉
と
稻
し
ρ
延
安
の
劉
迦
論
が
塾
玉
と
自
構
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
じ
政
治
的
階
級
的
行
動
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
た
め
に
、
表
面
　
　
大
世
と
建
元
、
上
谷
の
王
須
抜
が
漫
天
王
と
自
構
し
國
號
を
燕
と
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
的
に
は
姿
を
消
し
、
叛
齪
の
先
頭
に
土
豪
暦
が
お
し
あ
げ
ら
れ
て
く
　
　
付
け
て
い
る
よ
う
に
建
國
構
號
し
て
猫
自
の
政
椹
を
う
ち
た
て
た
場

　
　
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
合
の
体
制
も
、
恐
ら
く
そ
の
軍
事
組
織
を
基
礎
に
し
た
も
の
で
は
な
　
　
一

　
　
　
こ
れ
ら
農
民
集
團
が
ど
ん
な
組
…
織
を
も
つ
て
い
た
か
、
よ
く
わ
か
　
　
か
つ
た
ろ
う
か
。
ま
た
國
名
を
も
ち
建
元
し
た
と
い
つ
て
も
、
そ
れ
　
7
2

　
　
ら
な
い
・
貧
難
伏
屡
「
常
に
敢
死
の
士
五
千
人
を
選
び
こ
れ
を
は
農
昏
治
体
と
い
璽
う
な
も
の
で
あ
つ
聖
う
・
　
　
一

　
　
藝
と
い
い
、
寵
遇
甚
だ
厚
あ
ま
た
「
肚
士
三
＋
籐
人
を
養
い
て
　
集
團
が
か
か
る
組
織
的
震
を
す
る
に
つ
い
て
は
、
個
あ
集
團

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
優
引
と
な
し
兵
馬
を
分
領
せ
し
め
為
し
と
い
う
か
ら
し
て
、
彼
の
場
　
　
が
漸
次
横
に
連
舎
し
つ
つ
あ
つ
た
こ
と
と
關
連
す
る
。
准
安
に
あ
つ
，

　
　
合
假
父
假
子
の
「
人
倫
的
結
合
の
形
式
を
と
り
乍
ら
、
實
質
的
に
は
　
　
た
杜
伏
威
が
下
郵
の
苗
海
潮
に
封
し
、
「
今
同
じ
く
階
政
に
苦
し
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

．
　
利
害
得
失
を
根
本
紐
帯
と
す
る
武
力
的
結
合
い
ー
假
子
的
結
合
關
係
　
　
各
々
大
義
を
興
す
も
、
力
分
れ
て
勢
い
弱
く
、
常
に
檎
せ
ら
れ
ん
道

　
　
を
中
核
と
し
、
周
邊
を
一
般
農
民
で
固
め
た
軍
事
的
組
織
を
も
つ
て
　
　
と
を
恐
る
。
何
ぞ
合
し
て
強
と
な
ら
ざ
る
」
と
、
洪
樋
の
敵
を
た
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
　
い
た
よ
う
に
思
う
。
も
ち
ろ
ん
階
末
に
お
い
て
か
か
る
關
係
は
、
杜
　
　
す
た
め
に
廣
く
連
合
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
喝
。
闘
宰
の
経
験

　
　
伏
威
の
ほ
か
煮
塩
を
業
と
し
た
高
開
道
と
、
前
述
の
實
建
徳
の
集
團
　
　
ば
か
か
る
連
合
を
要
求
し
つ
つ
あ
－
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ご
の

　
　
に
見
出
さ
れ
る
だ
け
で
あ
秘
か
ら
一
般
化
で
．
ぎ
な
い
に
し
て
も
、
恐
　
　
よ
う
な
主
張
が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
だ
け
に
、
な
お
集
團



　
　
柑
互
間
の
組
織
的
連
合
の
不
＋
分
ざ
を
物
語
る
。
そ
れ
は
士
年
作
り
あ
げ
た
と
思
わ
れ
る
・
喜
に
再
編
配
置
さ
れ
だ
肇
事
力
を

　
　
（
六
一
五
）
を
通
じ
て
農
民
軍
が
階
軍
事
力
の
爲
に
か
な
り
な
敗
北
を
噂
　
打
破
る
に
至
つ
た
の
は
、
そ
の
結
果
で
診
ろ
う
。
部
ち
張
須
陀
は
十

　
　
蒙
つ
た
の
に
野
し
、
十
二
年
ー
十
三
年
に
か
け
て
勝
利
的
な
獲
展
を
　
　
二
年
十
月
に
、
河
南
を
中
心
と
す
る
整
譲
ー
李
密
の
軍
に
破
れ
、
光

　
　
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
。
印
ち
敗
北
の
重
大
な
原
因
が
　
　
緑
大
夫
斐
仁
基
が
こ
れ
に
代
つ
た
が
河
南
の
支
配
権
は
回
復
で
き
な

　
　
連
合
の
不
十
分
さ
に
あ
つ
た
と
と
も
に
、
①
丁
度
階
朝
政
府
が
失
敗
価
　
か
つ
た
。
ま
た
河
北
の
農
民
軍
は
｝
時
楊
義
臣
に
墜
迫
せ
ら
れ
た
が
、

　
　
羅
つ
た
遠
征
軍
を
再
幾
し
て
、
齊
郡
通
守
張
須
陀
を
し
て
河
南
蓬
徳
の
作
職
に
よ
り
こ
れ
を
追
い
、
輩
元
年
（
大
業
＋
三
年
六
一
七
）
正

　
　 r
鷲
舗
鶏
繍
臨
霧
騨
叡
講
錫
臓
難
槻
娚
雛
翻
鐸
媛
鞭
罐
駐
雛
匙
議
轡
簾
鵯

　
　
王
世
充
、
薩
世
雄
等
を
し
て
各
地
方
を
軍
事
的
に
麦
配
さ
せ
、
農
　
　
性
格
も
、
さ
き
の
が
農
民
的
色
彩
の
濃
厚
だ
つ
た
の
に
比
し
て
晴
朝
官
僚
的
で

　
　
ｯ
畿
の
餐
に
の
塾
し
て
き
た
こ
と
・
②
謬
＋
一
年
二
月
嚢
難
）
薯
藷
で
は
使
威
の
集
團
が
階
の
名
將
駿
姦
匙

　
　
に
、
　
「
民
を
し
て
悉
く
城
居
せ
し
め
、
田
は
近
き
に
随
い
て
給
す
。
　
　
り
、
歴
陽
を
中
心
に
そ
の
支
配
を
確
立
し
、
ま
さ
に
江
都
を
攻
撃
し
　
　
一

　
　
郡
縣
騨
亭
村
鳩
は
皆
城
を
築
く
べ
し
」
と
詔
し
た
。
そ
れ
は
「
戸
　
　
よ
う
と
す
る
態
勢
に
あ
つ
た
。
　
　
　
1

　
　
口
逃
亡
盗
賊
繁
多
」
の
現
實
に
封
窓
す
る
措
置
で
あ
り
、
「
強
弱
相
　
　
　
か
く
て
農
民
の
叛
鑑
は
「
職
敗
れ
て
復
た
聚
り
其
勢
釜
々
盛
ん
」

　
　
容
れ
力
役
兼
濟
せ
し
め
、
穿
箭
も
其
姦
究
を
屠
く
所
な
く
、
藍
蒲
　
　
と
い
う
執
拗
さ
を
も
つ
て
展
開
し
、
階
朝
政
樺
崩
壌
前
後
に
は
河

　
　
も
其
の
蓮
逃
を
聚
む
る
を
得
ざ
ら
し
め
」
）
て
、
農
民
ど
叛
鍮
軍
と
の
　
　
北
，
・
山
東
・
河
南
・
安
徽
・
江
蘇
・
湖
北
・
湖
南
に
亘
る
廣
大
且
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

　
　
分
離
及
び
彼
の
孤
立
化
を
は
か
つ
た
こ
と
の
二
つ
に
原
因
す
る
。
　
　
経
濟
的
重
要
地
域
を
そ
の
掌
握
下
に
お
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま

　
　
と
も
か
く
こ
の
敗
北
は
教
訓
を
與
え
た
か
、
十
二
年
に
な
る
と
、
從
　
　
て
と
に
素
晴
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
沿
し
か
し
か
か

　
　
來
そ
の
方
向
に
あ
つ
た
と
は
い
え
、
な
お
小
規
模
、
分
散
的
、
孤
立
　
　
る
嚢
展
過
程
に
お
い
て
、
農
民
集
團
を
分
裂
解
体
せ
し
め
る
萌
芽
が

　
幽
　
的
で
あ
つ
た
弱
黙
が
克
服
さ
れ
、
集
團
統
合
に
よ
る
強
力
な
編
成
を
　
　
　
「
方
に
成
長
し
つ
つ
あ
つ
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。



姻
　
　
②
　
と
こ
ろ
で
外
征
に
よ
る
大
な
り
小
な
り
の
利
釜
を
期
待
し
た
　
　
る
官
僚
を
さ
え
次
々
と
排
除
し
て
ゆ
か
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
ど
い
う

　
　
貴
族
・
官
僚
達
に
も
、
そ
れ
が
導
き
出
し
て
い
る
現
實
の
み
じ
め
さ
　
　
こ
と
は
、
蜴
帝
と
そ
れ
に
つ
な
が
る
迎
合
的
な
支
配
官
僚
が
、
釜
々

　
　
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
つ
て
い
た
。
第
三
次
遠
征
を
議
　
　
孤
立
化
、
猫
裁
化
し
て
ゆ
く
内
部
的
矛
盾
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
つ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
つ
た
蜴
帝
に
、
百
官
が
「
沈
鰍
」
を
も
つ
て
答
え
た
と
い
、
う
事
實
は
、
　
そ
の
権
力
の
動
揺
の
大
き
さ
、
政
治
的
危
機
の
深
さ
を
示
す
も
の
で

　
　
楊
玄
感
の
齪
を
機
に
政
府
部
内
に
反
遠
征
の
室
氣
が
高
ま
つ
て
き
た
　
　
あ
る
。
通
鑑
に
よ
れ
ば
、
蜴
帝
は
大
業
十
二
年
（
六
一
六
）
四
月
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
こ
と
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
叛
鼠
の
激
化
が
政
府
を
動
揺
せ
　
　
業
殿
西
院
に
火
災
お
こ
る
や
『
盗
起
る
』
と
驚
い
て
西
苑
の
草
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
し
め
、
こ
う
し
た
室
氣
が
強
く
な
れ
ば
な
る
程
、
文
帝
時
代
か
ら
つ
　
　
に
に
げ
こ
ん
だ
と
い
う
。
そ
の
あ
と
つ
づ
い
て
「
帝
八
年
よ
り
以
後
、

　
　
つ
い
た
官
僚
内
部
の
樹
立
は
釜
々
激
し
く
な
つ
て
い
つ
た
。
帥
ち
虞
　
　
毎
夜
眠
る
も
恒
に
驚
悸
し
て
云
う
、
『
賊
あ
り
』
と
。
数
人
の
婦
入
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
世
基
・
斐
慈
等
一
蓮
の
政
府
官
僚
は
ひ
た
す
ら
に
自
己
の
政
治
的
地
　
　
し
て
揺
撫
せ
し
め
、
乃
ち
眠
る
を
得
」
と
あ
る
。
叛
凱
の
き
び
し
さ

一
　
、

位
を
ま
も
る
た
め
、
階
的
秩
序
が
崩
壌
し
つ
つ
あ
る
こ
と
ー
叛
齪
　
　
が
い
か
に
彼
の
心
を
し
め
つ
け
て
い
た
か
を
う
か
が
わ
し
め
る
と
共
、
7
4

の
激
化
と
政
府
軍
の
惨
敗
等
1
を
蜴
帝
に
知
ら
す
ま
い
と
し
て
そ
　
　
に
、
そ
の
專
制
が
か
か
る
不
安
ど
か
ら
み
合
つ
て
い
た
こ
と
を
し
る
　
　
［

　
　
　
　
　
　
ゆ

の
實
情
を
奏
せ
す
、
一
途
に
迎
合
し
た
。
他
方
で
は
、
天
下
大
齪
の
　
　
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
・

事
實
を
知
ら
せ
て
危
機
を
打
開
し
よ
う
と
す
る
蘇
威
・
章
雲
起
等
官
　
　
　
階
朝
の
こ
の
よ
う
な
政
治
的
危
機
を
よ
そ
に
、
蜴
帝
は
七
月
、
宇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恥

僚
の
抗
議
を
、
朝
政
を
誹
誘
し
不
軌
を
は
か
る
も
の
と
し
て
退
け
た
。
　
文
述
の
渤
め
に
よ
り
「
我
は
江
都
の
好
き
を
夢
み
る
。
征
遼
も
亦
偶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恥

も
と
よ
り
蘇
威
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
官
僚
達
が
、
階
朝
椹
力
を
否
定
．
　
然
」
と
宮
人
に
留
別
の
詩
を
残
し
首
都
を
棄
て
て
江
都
に
去
つ
た
。

し
て
歴
史
を
前
進
せ
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
　
　
時
に
江
都
で
は
食
糧
欠
乏
し
守
備
の
將
士
の
心
は
動
揺
離
反
し
つ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
助

で
も
な
い
。
儒
教
的
慈
恵
政
策
を
加
味
す
る
こ
と
に
ょ
つ
て
、
專
制
　
　
あ
り
た
と
い
う
。
朝
臣
の
多
く
が
之
に
階
行
す
る
を
欲
し
な
か
つ
た

構
力
を
維
持
し
、
當
面
す
る
危
機
を
乗
切
ろ
う
と
す
る
、
い
わ
ば
古
　
　
の
も
、
現
實
の
き
び
し
さ
が
彼
等
に
反
狭
し
、
こ
の
行
幸
に
よ
つ
て

い
型
の
儒
教
的
正
義
派
官
僚
で
あ
つ
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
か
か
　
　
生
す
る
事
態
の
重
大
性
ー
危
機
の
深
化
が
意
識
さ
れ
た
か
ら
で
は
な



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
　
か
つ
た
ろ
う
か
。
所
詮
こ
の
よ
う
な
情
勢
時
に
皇
帝
が
首
都
を
は
な
　
　
中
に
は
長
安
復
離
を
請
う
者
塚
あ
つ
た
が
邊
げ
ら
れ
、
虞
世
基
等
の

　
　
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
椹
力
の
分
裂
を
積
極
的
に
導
く
。
　
’
　
　
　
　
専
横
は
募
つ
て
ゆ
く
ば
か
％
で
、
江
都
宮
丙
、
殊
に
宿
衛
兵
ー
禁
軍

　
　
　
果
然
、
抗
議
は
内
外
か
ら
お
こ
つ
て
き
た
。
先
づ
右
候
衛
大
將
軍
　
　
の
申
に
さ
え
謀
反
の
さ
さ
や
き
が
み
ち
て
來
た
。
薫
皇
后
も
亦
「
天

　
　
趙
才
は
．
「
百
姓
疲
螢
し
府
藏
室
端
す
。
盗
賊
蜂
起
し
禁
令
行
わ
れ
ざ
　
　
下
の
事
一
朝
こ
こ
液
至
る
。
勢
已
に
然
り
、
救
う
べ
き
て
だ
て
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
る
」
現
實
を
訴
え
、
京
師
に
か
え
り
て
兆
庶
を
安
ん
ぜ
ん
こ
と
を
諌
　
　
き
」
、
こ
と
を
認
め
、
か
の
遠
征
を
す
す
め
た
黄
門
侍
郎
斐
矩
は
、

　
　
　
り

　
　
言
」
、
奉
信
郎
崔
民
象
、
建
節
尉
任
宗
、
王
愛
仁
等
が
次
々
諌
止
し
　
　
「
天
下
齪
れ
身
の
蝸
と
な
る
の
を
恐
れ
て
、
人
を
遇
す
る
に
も
そ
の

　
　
　
り

　
　
艦
。
（
大
業
＋
年
に
は
沈
獣
で
あ
つ
た
）
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
車
駕
梁
郡
に
至
る
所
望
以
走
遇
し
、
獲
の
召
使
等
噸
え
も
歓
心
を
得
よ
で
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　

　
　
や
郡
人
こ
れ
を
趣
え
て
上
書
七
、
「
陛
下
若
し
途
に
江
都
に
幸
せ
ば
、
　
　
そ
の
動
揺
振
り
を
，
露
骨
に
示
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
情
勢
は
、
李
淵

　
　
V
下
は
陛
下
の
有
に
あ
な
」
と
、
階
朝
の
鍵
を
暗
示
す
る
か
の
．
集
團
の
長
案
城
（
義
寧
元
年
）
の
塞
も
さ
る
こ
妄
が
ら
、
直
接
的
に
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
　
如
き
言
葉
を
以
て
迫
つ
為
。
ま
た
蜴
帝
の
の
る
龍
舟
を
ひ
き
な
が
ら
、
　
は
先
に
も
少
し
く
ふ
れ
た
杜
伏
威
を
首
領
と
す
る
江
南
の
農
民
連
合
　
7
5

つ
た
う
食
の
・
憎
悪
と
哀
愁
を
こ
め
た
長
い
歌
聲
は
つ
い
に
帝
を
軍
が
、
江
都
に
迫
ろ
う
と
す
る
な
か
か
ら
生
れ
て
來
た
の
で
あ
る
。
【

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
　
し
て
「
頗
る
彷
裡
、
通
夕
寡
ね
ざ
ら
し
め
」
ち
。
楊
州
で
集
め
た
朝
　
　
も
は
や
階
朝
政
権
の
動
揺
と
分
裂
は
そ
の
極
黙
に
達
し
た
と
い
え
ま

　
　
貢
使
も
一
人
と
し
て
く
る
者
な
く
、
來
た
者
も
貢
物
は
途
中
で
叛
鑑
　
　
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
軍
に
奪
わ
れ
て
い
る
等
の
現
實
に
直
面
し
て
、
帝
も
、
「
世
詐
も
は
や
　
　
　
⑧
　
こ
の
よ
う
に
階
朝
政
府
を
ギ
リ
ー
ま
で
追
い
こ
ん
だ
農
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
去
れ
り
」
と
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
か
つ
為
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
叛
齪
の
展
開
過
程
に
お
い
て
、
地
方
の
門
閥
貴
族
、
、
豪
族
、
官
僚
等
．

　
　
　
從
つ
て
夢
に
み
た
「
江
都
の
好
き
」
風
物
も
心
を
樂
し
ま
す
筈
は
な
　
　
は
、
降
伏
し
た
も
の
、
本
貫
を
は
な
れ
有
力
者
を
た
よ
つ
て
そ
の
課

　
　
い
。
「
荒
淫
釜
々
甚
し
く
」
「
天
下
危
齪
に
意
も
亦
擾
擾
、
自
ら
安
ん
　
，
護
を
求
め
ざ
る
を
、
得
な
く
な
つ
た
も
の
、
波
落
を
飴
儀
な
く
さ
れ
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
ぜ
す
」
、
帝
都
に
鶴
る
心
さ
え
失
い
、
鏡
を
み
て
は
「
こ
の
首
を
何
人
　
　
女
を
奴
隷
に
す
る
も
の
も
あ
つ
た
。
ま
た
武
装
し
て
自
衛
態
勢
を
整

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

姐
　
が
研
り
お
乏
す
で
あ
ろ
う
か
」
と
洩
ら
す
賜
帝
で
あ
つ
た
♂
官
僚
の
　
　
え
た
も
の
も
あ
つ
た
。
し
か
し
全
般
的
に
諸
叛
齪
の
激
護
に
よ
つ
て



5
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@
彼
等
の
既
存
の
祉
會
的
維
濟
的
支
配
力
は
、
階
朝
灌
力
が
マ
ヒ
す
る
　
　
　
さ
て
階
代
に
は
賜
帝
の
時
に
奴
碑
の
給
田
を
慶
止
し
、
同
時
に
諸

4　
　
に
つ
れ
て
大
き
く
動
揺
し
た
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
周
邊
か
ら
つ
き
　
　
王
以
下
都
督
に
至
る
官
人
に
封
し
て
百
頃
以
下
の
永
業
田
を
給
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
　
あ
げ
で
く
る
農
民
の
革
命
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
彼
等
支
配
下
の
隷
属
　
　
た
。
思
う
に
南
北
朝
以
來
の
貴
族
権
力
は
、
こ
の
時
代
に
な
つ
て
土

　
　
農
民
を
動
揺
せ
し
め
、
そ
れ
等
農
民
と
豪
族
的
支
配
と
の
相
剋
が
深
　
　
地
所
有
の
基
準
を
直
接
に
奴
隷
所
有
に
お
く
の
で
な
く
、
「
む
し
ろ
官

　
　
ま
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
動
揺
は
よ
り
痛
切
で
あ
つ
た
で
あ
ろ
　
　
僚
的
位
階
に
お
く
こ
と
に
よ
つ
て
、
い
い
か
え
れ
ば
、
門
閥
・
豪
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
　
う
。
そ
う
し
た
な
か
で
煽
帝
江
都
に
去
り
階
朝
政
府
の
崩
壌
漸
く
近
　
　
と
し
て
の
既
成
の
権
威
だ
け
で
は
自
己
の
大
土
地
所
有
も
私
的
人
民

　
　
い
義
寧
元
年
（
六
一
七
）
初
か
ら
積
極
的
に
墾
兵
し
て
く
る
の
が
、
　
　
支
配
も
維
持
し
得
な
く
な
り
、
官
僚
制
に
寄
生
化
す
る
こ
と
に
よ
つ

　
　
中
小
豪
族
、
地
主
・
武
人
官
僚
で
あ
る
。
「
家
財
に
富
み
窮
乏
の
人
　
　
て
大
土
地
所
有
の
合
法
性
ー
法
的
確
認
を
獲
得
し
、
從
來
の
地
位
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ

　
゜
を
賑
濟
し
、
大
業
末
鷹
揚
府
司
馬
と
な
つ
た
」
武
威
の
李
軌
。
「
饒
　
　
利
釜
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
も
つ
と
い
え
ぱ
官
途
　
　
一

　
　
勇
絶
倫
に
し
て
家
貨
鈍
萬
、
豪
傑
と
交
結
し
て
西
邊
の
雄
で
あ
つ
た
　
　
に
つ
か
な
け
れ
ば
合
法
的
に
大
土
地
所
有
者
た
り
え
な
く
し
よ
う
と
　
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
霧
霧
尉
」
の
竃
・
「
代
々
本
郡
の
豪
傑
で
階
の
簿
鞍
」
　
し
た
の
で
は
な
い
か
・
も
し
そ
う
な
ら
喜
貴
族
支
配
体
制
に
危
機
【

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
　
で
あ
つ
た
朔
方
の
梁
師
都
。
「
豪
侠
に
交
通
し
州
里
の
雄
、
土
豪
と
　
　
が
到
來
し
つ
つ
あ
つ
た
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

　
　
い
わ
れ
鷹
揚
府
校
尉
」
の
馬
邑
の
劉
武
周
。
出
西
太
原
に
軍
司
令
官
　
　
　
と
こ
ろ
で
地
方
の
申
小
豪
族
暦
は
元
來
中
央
の
官
途
に
特
灌
を
有

　
　
と
し
て
勢
力
の
あ
つ
た
李
淵
。
「
世
々
郡
の
著
姓
た
り
。
，
宗
族
敬
千
　
　
す
る
門
閥
貴
族
の
よ
う
に
、
奮
來
の
貴
族
的
官
僚
体
系
を
榮
進
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
　
家
、
呉
興
太
守
」
の
沈
法
興
、
「
後
梁
宣
帝
の
曾
孫
」
に
し
て
羅
川
　
　
可
能
性
は
、
そ
れ
ほ
ど
あ
つ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
し
て
大
土
地

　
　
　
　
　
鋤

　
　
令
の
薫
銑
等
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
後
の
二
人
を
除
い
て
皆
武
　
　
の
合
法
的
所
有
が
官
僚
的
位
階
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
る
と
す
る
な
ら

　
　
人
官
僚
で
、
そ
の
畢
兵
が
北
方
、
西
北
方
地
域
に
か
た
よ
つ
て
い
る
　
　
ば
、
な
お
さ
ら
彼
等
に
と
つ
て
は
問
題
だ
。
そ
う
し
た
現
實
の
不
雫

　
　
の
は
、
中
原
地
域
が
農
民
軍
に
よ
つ
て
抑
え
ら
れ
て
い
た
結
果
で
あ
　
　
不
満
は
、
更
に
反
貴
族
的
反
政
府
的
感
情
を
醸
成
し
、
何
等
か
の
機

　
　
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
．
　
　
會
に
乗
す
る
官
僚
機
構
へ
の
く
い
こ
み
、
綿
村
支
配
績
大
の
「
警
心
し



　
　
と
な
つ
て
温
存
さ
れ
て
い
つ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
不
李
不
満
　
　
　
さ
き
に
も
ひ
い
た
劉
武
周
は
、
郡
太
守
の
侍
碑
に
私
通
し
た
の
が

　
　
ー
野
心
の
達
成
を
ね
ら
い
、
他
方
多
か
れ
少
な
か
れ
自
己
の
領
域
に
　
　
ば
れ
そ
う
に
な
つ
た
の
で
畢
兵
す
る
が
、
彼
は
「
今
百
姓
飢
餓
し
死

　
　
お
け
る
豪
族
支
配
の
動
揺
に
直
面
し
て
い
た
彼
等
に
と
つ
て
、
貴
族
　
！
人
野
に
相
枕
す
。
王
府
罪
、
倉
を
閉
し
て
憧
ま
す
、
あ
に
百
姓
を
憂

　
　
支
配
体
制
の
動
揺
と
い
う
歴
史
的
時
難
に
お
こ
つ
た
内
鑑
は
、
ま
こ
　
　
う
る
の
意
あ
ら
ん
や
」
と
郡
中
に
よ
び
か
け
て
い
る
。
そ
の
彼
は
ま

　
　
と
に
好
機
で
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
（
こ
の
こ
と
は
現
職
の
下
級
　
　
た
「
天
下
す
で
に
説
れ
る
を
み
、
陰
に
異
計
を
い
だ
」
い
て
い
た
と

　
　
官
僚
、
官
界
復
麟
を
欲
す
る
在
野
の
、
亡
命
の
官
僚
に
も
あ
て
は
ま
　
　
い
う
。
在
地
に
相
當
な
勢
力
を
有
し
て
い
た
彼
に
し
て
、
私
通
問
題

　
　
る
）
。
し
か
し
か
か
る
中
小
豪
肇
前
蓮
の
武
人
官
僚
は
、
自
己
の
　
の
解
決
の
道
を
像
蓉
奮
璽
血
ハ
暴
寒
と
い
う
こ
畜
体
、

　
　
隷
属
農
民
を
武
装
さ
せ
る
だ
け
で
は
墨
兵
し
得
る
程
に
も
農
民
を
所
　
　
彼
に
動
蹴
に
乗
す
る
「
野
心
」
の
あ
つ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る

　
　

絡
g
鞍
靭
讐
麓
鋸
鍵
編
鯵
襯
備
鳩
縫
疑
鍵
駕
麓
雑
醐
諾
縮
酵
雛
麟
隙
繰
羨
蝕
磁
拠

　
　
の
よ
う
で
あ
る
。
從
つ
て
彼
等
の
い
わ
ゆ
る
．
異
計
、
野
心
L
ぼ
、
　
毫
恭
を
殺
し
、
開
倉
賑
施
、
搬
を
と
ば
し
て
兵
藤
人
を
結
集
し
一

　
　
在
地
周
邊
の
不
安
と
動
揺
、
古
姓
鼠
を
思
う
と
い
う
如
き
ー
が
藷
匁
鍵
周
の
場
合
の
み
な
ら
奎
磐
官
僚
゜
叢
婁
兵
藻

　
　
へ
の
傾
熱
を
も
ち
は
じ
め
て
く
る
の
に
封
鷹
し
て
具
体
的
な
姿
を
と
　
　
し
郡
縣
長
官
の
行
政
を
攻
撃
、
こ
れ
を
殺
し
て
い
る
の
は
共
通
黙
で

　
　
つ
て
い
つ
た
も
め
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
下
か
ら
つ
き
あ
げ
て
く
　
　
あ
り
、
飢
餓
線
に
あ
る
農
民
を
煽
動
飛
撤
し
て
そ
の
力
を
か
り
な
け

　
　
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
そ
の
階
級
的
性
格
の
故
に
こ
の
野
心
を
媒
介
と
　
　
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
と
い
う
の
は
、
軍
事
的
力
の
弱
さ
を
物
語
る
も

　
　
し
て
う
け
と
め
ら
れ
、
逆
に
そ
れ
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
の
は
當
然
　
　
　
の
で
多
く
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
あ
く
ま
で
も
そ
の
野
心
は
表
面
に
出
さ
れ
す
、
　
も
ち
ろ
ん
、
）
「
郡
の
豪
帥
の
多
く
は
南
海
太
守
の
劉
磐
叢
し

　
　
農
民
の
舞
的
要
求
を
つ
か
み
、
こ
れ
を
煽
動
し
て
懇
化
し
た
の
て
嘉
と
駕
」
ま
た
始
安
郡
の
蓑
が
「
公
・
羅
の
震
・
久

鰯
で
あ
る
。
　
　
　
　
－
　
　
　
し
く
鄙
郡
に
臨
む
・
鍵
婆
畏
れ
姜
悦
服
す
・
蟹
と
ち
と



嬢
讐
實
は
我
の
君
長
な
り
。
今
江
都
釜
四
鑛
沸
す
。
王
號
は
止
命
的
な
も
の
の
み
ら
れ
な
ご
と
は
明
ら
が
で
あ
る
。
事

　
　
だ
に
一
人
の
も
の
に
非
す
…
…
ま
た
千
載
の
一
遇
な
り
L
と
、
郡
丞
　
　
　
こ
れ
に
關
連
す
る
が
、
彼
等
も
農
民
集
團
の
場
合
と
同
じ
く
建
國

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

　
　
李
襲
志
に
墨
兵
を
す
す
め
て
い
る
よ
う
に
、
地
方
及
び
在
地
の
特
殊
　
　
構
號
し
、
天
子
を
頂
黙
と
す
る
王
朝
支
配
の
形
式
を
と
つ
た
。
そ
の
　
　
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　I
條
件
に
よ
つ
て
椹
力
と
結
ん
で
豪
膝
が
連
合
髪
墨
兵
も
し
て
．
支
配
体
制
萩
序
は
「
頗
る
陳
氏
の
故
藷
依
り
凶
（
瀧
法
賄
）
「
一
に

　
　
い
る
。
以
上
の
二
例
は
階
初
か
ら
抵
抗
の
は
げ
し
差
南
の
場
合
で
，
梁
の
故
事
畢
じ
」
（
轟
ま
た
瀟
塞
軌
の
よ
う
に
（
漱
鞭
）
．

　
　
あ
る
が
、
奮
北
齊
（
河
北
山
東
）
の
所
謂
山
東
豪
麿
が
こ
の
内
齪
期
に
ど
　
「
開
皇
の
故
事
に
な
ら
つ
て
凱
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
乏
・
＾

　
　
の
よ
う
な
動
向
を
示
し
た
か
淺
念
な
が
ら
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
に
し
　
　
豪
族
的
支
配
秩
序
で
あ
つ
た
。
ま
さ
に
彼
等
の
實
現
し
よ
う
と
し
た

　
　
て
も
こ
れ
ら
豪
族
暦
の
基
兵
の
本
意
が
ど
こ
に
あ
つ
た
か
は
、
李
襲
　
　
も
の
は
、
階
的
支
配
を
排
除
し
た
猫
立
の
地
方
政
構
1
1
國
家
、
し
か

　
　
志
を
説
得
す
る
豪
族
の
曇
口
葉
で
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
も
か
つ
て
の
專
制
王
朝
の
再
現
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
そ
の
政
椹
を
構
　
　
噂

　
　
　
更
に
肚
會
動
齪
に
乗
じ
て
「
威
幅
を
專
ら
に
し
生
殺
情
に
任
し
た
」
　
　
成
す
る
豪
族
・
官
僚
の
墾
兵
動
機
哩
ま
た
そ
の
階
級
的
性
格
か
ら
し
　
7
8

　
　
横
暴
な
地
方
官
僚
が
、
次
々
と
血
祭
に
あ
げ
ら
れ
る
現
實
は
彼
等
に
　
　
て
も
當
然
の
離
結
で
あ
ろ
う
。
と
い
つ
て
・
彼
等
は
決
し
て
階
朝
政
　
　
一

　
　
大
き
な
打
撃
と
動
揺
を
與
え
た
に
う
が
い
な
い
。
そ
の
由
泓
に
は
農
民
　
　
構
を
維
持
存
績
せ
し
め
よ
う
と
考
え
た
の
で
は
な
い
。
た
と
え
「
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
軍
に
降
伏
し
た
も
の
も
多
敏
あ
る
が
、
高
涼
通
守
洗
班
徹
、
楊
義
臣
　
　
皇
の
故
事
」
に
な
ら
つ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
制
度
上
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
0

　
　
喚
つ
て
農
暴
讐
向
つ
た
光
奨
夫
斐
塞
、
武
陽
郵
丞
元
寳
模
倣
に
す
享
、
瀟
が
露
の
意
を
表
し
て
代
王
侑
を
、
王
世
充

　
　
藏
等
の
官
僚
も
ま
た
途
に
畢
兵
す
る
に
至
つ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
等
が
皇
子
を
推
戴
し
た
の
も
所
詮
擬
装
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
考
え
る

　
　
　
こ
の
よ
う
に
し
て
お
こ
さ
れ
た
豪
族
・
官
僚
等
の
叛
齪
は
官
僚
的
　
　
と
彼
等
の
叛
説
は
本
質
的
に
は
階
朝
的
支
配
構
造
を
否
定
す
る
も
の

　
　
榮
進
乃
至
そ
の
機
構
へ
の
く
い
こ
み
を
志
向
し
つ
つ
、
豪
族
支
配
維
　
，
・
で
な
か
つ
た
。
そ
し
て
彼
等
が
農
民
叛
齪
軍
の
明
ら
か
な
敵
封
的
存

　
　
持
1
1
自
衛
の
積
極
的
行
爲
に
輻
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
農
　
　
在
と
し
て
た
、
ち
ま
わ
つ
た
の
も
當
然
で
あ
る
が
、
し
か
し
階
的
支
配

　
　
民
の
弾
歴
に
向
う
で
あ
ろ
う
こ
と
、
し
た
が
つ
て
そ
こ
に
前
進
的
革
　
　
の
矛
盾
の
申
か
ら
生
れ
る
こ
の
叛
齪
の
反
階
朝
的
傾
向
と
行
動
は
権



　
　
力
の
内
部
的
分
裂
を
よ
り
す
る
ど
く
導
き
だ
す
役
割
を
に
な
つ
て
い
　
　
も
少
し
ぐ
ふ
れ
て
お
い
た
よ
う
に
、
そ
の
勝
利
の
影
に
ぼ
崩
壊
へ
の

　
　
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
因
子
が
成
長
し
つ
つ
あ
つ
た
。

　
　
　
要
す
る
に
階
末
の
諸
叛
齪
が
内
齪
に
獲
展
し
、
所
謂
群
雄
割
線
の
　
　
　
④
　
李
淵
集
團
の
構
造
的
分
析
を
さ
れ
た
小
笠
原
氏
は
「
豪
族
集

　
　
形
勢
を
み
る
に
至
る
の
は
、
そ
こ
に
反
階
的
で
あ
り
な
が
ら
基
本
的
　
　
團
に
お
け
る
官
僚
は
初
め
は
そ
の
集
團
の
嚢
展
に
つ
と
め
る
が
、
次

　
　
に
は
農
民
叛
齪
蝉
歴
勢
力
と
し
て
豪
族
官
僚
の
叛
齪
が
加
わ
つ
て
き
　
　
第
に
官
僚
の
勢
力
と
豪
族
の
勢
力
が
内
部
で
甥
立
し
、
途
に
集
團
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
た
こ
と
に
よ
る
と
思
う
。
こ
の
過
程
に
お
い
て
、
江
都
で
は
以
前
か
　
　
解
体
を
招
く
傾
向
し
が
あ
つ
た
と
い
わ
れ
て
い
翫
。
こ
の
指
摘
を
氏

　
　
ら
逃
亡
の
き
ざ
し
の
あ
つ
た
驕
果
（
〔
強
制
的
〕
傭
兵
）
が
、
故
綿
は
　
　
は
主
と
し
て
豪
族
集
團
の
場
合
に
さ
れ
る
が
、
官
僚
の
果
す
か
か
る

　
　
な
れ
て
の
久
し
き
滞
在
と
食
糧
の
欠
乏
、
加
う
る
に
帝
に
北
麟
の
心
　
　
獲
展
と
解
体
の
作
用
こ
そ
、
勝
利
に
向
つ
て
進
む
農
民
集
團
ー
舐
蹴

　
　
な
き
を
み
て
毒
逃
妄
は
じ
め
て
い
た
。
こ
の
抵
抗
に
芒
あ
げ
繕
録
を
蟹
喜
至
八
き
曇
素
で
あ
つ
た
。
こ
の
よ
う
な
内
一

　
　
ら
れ
て
江
都
の
軍
人
・
官
僚
等
も
公
然
と
叛
齪
計
書
を
推
進
す
る
に
　
・
部
的
矛
盾
を
、
か
の
張
須
陀
の
ひ
き
い
る
最
精
鋭
の
階
軍
を
河
南
の
　
四

　
　
　
　
　
　

　
　
至
つ
た
醐
か
く
て
右
屯
衛
將
軍
字
文
化
及
を
首
領
と
す
る
禁
軍
の
叛
　
　
榮
陽
に
潰
滅
さ
せ
た
雀
譲
の
集
團
の
な
か
に
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
一

　
　
齪
が
お
こ
つ
た
の
は
義
寧
二
年
（
六
一
八
）
三
月
の
こ
と
で
、
階
朝
　
　
　
奮
譲
は
土
豪
、
農
民
漁
民
等
か
ら
な
る
河
南
山
東
に
か
け
て
の
一

　
　
政
権
は
こ
こ
に
崩
壌
し
た
の
で
あ
る
。
　
・
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
大
農
民
集
團
の
首
領
で
あ
つ
た
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
集
團
勢
力
の

　
　
　
以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
な
ら
ば
、
た
く
ま
し
い
農
民
の
革
命
的
　
　
振
大
に
つ
れ
て
他
の
集
團
を
併
せ
、
地
方
官
僚
・
亡
命
官
僚
等
が
そ

　
　
闘
孚
が
階
朝
政
府
を
打
倒
し
、
貴
族
支
配
の
体
制
に
大
き
な
動
揺
を
　
　
の
中
に
含
ま
れ
て
い
つ
光
。
な
・
か
で
も
楊
玄
感
の
籐
窯
追
求
を
の
が

　
　
あ
た
え
た
こ
と
は
高
く
評
慣
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
こ
れ
は
　
　
れ
て
亡
命
し
て
い
た
階
の
官
僚
李
密
は
、
集
團
の
申
で
重
要
な
地
位

　
　
第
一
段
階
の
勝
利
を
み
た
に
す
ぎ
ぬ
。
何
故
な
ら
既
に
農
民
の
エ
ネ
　
　
を
占
め
つ
つ
あ
つ
た
。
彼
は
部
下
を
牽
い
て
餐
譲
集
團
に
合
流
し
た

　
　
ル
ギ
ー
を
利
用
し
つ
つ
墨
兵
し
た
新
た
な
る
勢
力
こ
そ
、
農
民
に
と
　
　
が
、
例
え
ば
「
劉
．
項
皆
布
衣
よ
り
起
ち
て
帝
王
と
な
る
。
今
、
主
上

鰯
　
つ
て
の
當
面
の
敵
で
あ
り
圖
孚
野
象
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
先
に
　
　
に
昏
く
民
下
に
怨
む
。
鋭
兵
は
遼
東
に
鑑
き
和
親
は
突
豚
に
絶
ゆ
。



鰯
　
ま
さ
に
楊
越
に
巡
遊
し
委
ね
て
東
都
を
棄
つ
。
こ
れ
亦
劉
項
奮
起
の
　
　
て
魏
公
李
密
の
下
に
從
属
す
る
に
至
つ
た
。
か
く
て
凋
立
の
政
府
が

　
　
會
な
り
。
足
下
の
雄
才
大
略
と
士
馬
の
精
鏡
を
以
て
せ
ば
、
二
京
を
　
　
出
來
る
や
「
趙
魏
以
南
江
潅
以
北
の
群
盗
響
鷹
せ
ざ
る
な
く
」
「
道
路

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
席
巻
し
暴
虐
を
諒
滅
し
階
氏
亡
ぼ
す
に
足
ら
ざ
る
な
り
」
と
い
う
如
　
　
に
は
降
者
絶
え
す
流
る
る
如
く
L
孟
譲
、
部
孝
徳
、
王
徳
仁
を
は
じ

　
　
き
言
葉
で
餐
譲
を
お
だ
て
読
得
し
、
ま
た
譲
の
信
用
し
て
や
ま
な
か
　
　
め
と
す
る
農
民
集
團
が
こ
れ
に
聾
投
し
「
衆
数
十
萬
に
至
つ
た
」
。

　
　
つ
た
軍
師
頁
雄
と
結
託
し
彼
を
し
て
、
「
公
自
立
す
る
も
恐
ら
く
未
　
　
そ
の
中
に
輩
縣
々
長
柴
孝
和
を
は
じ
め
と
す
る
官
僚
暦
の
投
降
が
い

　
　
だ
必
す
し
も
成
ら
す
。
若
し
こ
の
人
を
立
て
ば
事
濟
ら
ざ
る
な
し
」
　
　
よ
い
よ
増
し
た
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
か
か
る
投
降
の
首
領
や
官
僚

　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
と
言
わ
し
め
、
あ
る
い
は
奮
交
あ
り
し
反
蜴
帝
の
亡
命
官
僚
房
玄
藻
　
　
に
は
す
べ
て
官
爵
を
與
え
て
支
配
機
構
の
申
に
く
み
い
れ
た
が
、
そ

　
　
に
從
者
数
百
人
を
牽
い
て
こ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
譲
を
し
て
　
　
こ
に
問
題
が
あ
る
。
印
ち
断
片
的
な
通
鑑
な
ど
の
記
事
を
つ
な
い
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
　
「
密
に
豪
傑
の
露
す
る
を
見
て
其
計
に
從
お
う
か
」
と
思
わ
せ
る
等
　
　
み
て
も
、
機
構
の
中
福
部
た
る
元
帥
府
と
軍
事
指
導
面
に
は
、
階
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
の
工
作
に
ょ
つ
て
、
心
理
的
に
彼
を
屈
伏
せ
し
め
た
。
「
吾
憐
群
盗
　
　
の
行
政
．
武
人
官
僚
出
身
砂
者
を
多
敬
く
み
い
れ
、
農
民
出
身
の
首
　
8
0

　
　
に
し
て
旦
夕
生
を
草
間
に
楡
む
。
君
の
言
た
る
吾
の
及
ぶ
所
に
あ
ら
．
　
領
等
は
少
し
し
か
入
つ
て
い
な
い
。
こ
れ
ぼ
李
密
が
自
己
の
周
邊
を
　
　
［

　
　
す
」
「
君
の
命
な
ら
ば
力
を
蓋
し
て
事
に
從
わ
ん
」
と
い
う
譲
は
、
李
　
　
私
的
關
係
を
中
心
と
す
る
投
降
官
僚
グ
ル
ー
プ
で
堅
め
る
こ
と
に
よ

　
　
密
の
政
治
的
手
腕
の
前
に
屈
伏
し
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
し
め
る
。
　
つ
て
、
餐
譲
と
そ
の
指
導
者
暦
に
野
抗
乃
至
彼
等
を
ボ
イ
コ
ッ
ト
し
、

　
　
ま
た
李
密
は
軍
事
的
作
職
指
導
の
面
に
お
い
て
も
イ
ニ
シ
ア
テ
ヨ
ー
　
　
自
己
勢
力
の
接
大
を
は
か
つ
た
こ
と
の
軍
的
な
現
わ
れ
で
あ
る
。
こ

　
　
ヴ
を
奪
つ
て
い
つ
た
。
そ
の
間
に
あ
つ
て
自
分
の
周
邊
に
官
僚
グ
ル
　
　
う
し
た
指
導
暦
内
部
の
封
立
は
や
が
て
農
民
派
が
官
僚
派
に
抑
え
ら
，

　
　
ー
プ
を
結
集
し
て
い
つ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
か
　
　
れ
、
農
民
の
革
命
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
官
僚
派
に
上
か
ら
つ
か
ま
れ
る

　
　
か
る
集
團
指
道
薩
世
の
移
動
は
、
義
寧
元
年
二
月
、
餐
譲
が
李
密
を
推
　
　
こ
と
に
よ
つ
て
、
反
農
民
的
な
歪
め
ら
れ
た
方
向
に
轄
化
利
用
さ
れ

　
　
し
て
主
上
と
な
し
政
椹
を
樹
立
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
決
定
的
と
な
つ
　
　
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
し
か
し
農
民
の
中
に
根
を
お
ろ
し
農
民
的
紐

　
　
允
。
そ
れ
ま
で
の
農
民
領
導
者
餐
譲
は
上
柱
國
司
徒
東
郡
公
と
な
つ
　
　
幣
で
結
合
さ
れ
支
え
ら
れ
た
餐
譲
等
の
存
在
は
、
李
密
等
が
農
民
軍



　
　
を
自
由
に
す
る
上
に
な
お
大
き
な
障
害
に
な
つ
た
。
そ
こ
に
雀
譲
殺
　
　
　
「
布
衣
よ
り
起
ち
て
帝
王
と
な
つ
た
」
劉
項
に
自
ら
な
ら
ん
が
爲
の

　
　
害
の
陰
謀
が
し
く
ま
れ
る
。
か
く
て
農
民
集
團
は
そ
の
指
導
者
を
失
　
　
貢
献
で
あ
り
、
必
要
な
手
段
に
す
ぎ
な
か
つ
た
。
「
王
號
は
た
だ
に

　
　
う
こ
と
に
よ
つ
て
、
官
僚
暦
の
野
心
達
成
の
武
力
に
轄
じ
て
い
つ
た
。
　
　
一
人
の
も
の
に
非
す
、
…
…
千
載
の
マ
遇
な
り
」
と
い
つ
て
墨
兵
し

　
　
饗
譲
を
殺
し
て
後
の
李
密
は
「
頗
る
驕
衿
士
衆
を
憧
ま
す
…
…
職
士
　
　
た
申
小
豪
族
と
そ
の
意
識
は
決
し
て
別
々
の
も
の
で
は
な
い
。
農
民
－

　
　
功
あ
る
も
賞
す
る
こ
と
な
く
初
附
の
人
を
厚
撫
す
、
衆
心
頗
る
怨
　
　
の
圖
孚
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
犠
牲
は
、
李
奮
が
こ
の
階
朝
的
官
職
・
地
位

　
　
　
ぬ

　
　
む
」
有
様
で
、
こ
れ
を
指
摘
し
た
徐
世
動
は
か
え
つ
て
黎
陽
出
陣
を
　
　
を
得
る
た
め
に
最
大
限
に
利
用
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
　
命
ぜ
ら
れ
た
。
）
「
名
は
委
任
す
と
錐
も
實
は
之
を
疎
ん
す
る
」
の
が
　
　
　
次
に
餐
建
徳
集
團
を
み
る
と
、
彼
は
義
寧
元
年
花
月
に
夏
國
政
府

　
　
　
　
　
　
　
　
お

　
　
本
意
で
あ
ρ
た
。
ま
た
軍
雄
信
1
1
土
豪
も
房
玄
藻
の
勘
告
で
除
か
れ
　
　
を
た
て
百
官
を
署
置
、
長
樂
王
と
な
る
が
、
そ
の
中
に
は
河
間
郡
丞

　
　
　
　
　
　
　
お

　
　
よ
う
と
し
た
。
官
僚
暦
に
よ
る
實
霧
占
の
意
圖
は
明
ら
か
で
あ
る
。
王
綜
、
景
城
戸
墓
玄
素
、
漿
孔
籍
等
の
投
讐
禦
、
夏
國
｝

　
　
李
密
の
参
軍
質
潤
甫
が
「
雀
譲
殺
さ
れ
て
後
、
人
皆
公
を
、
恩
を
す
　
　
政
府
の
宮
僚
と
し
て
入
つ
て
い
た
。
武
徳
二
年
（
六
一
九
）
宇
文
化
　
8
1

　
　
て
本
を
忘
れ
し
も
の
と
い
う
。
含
誰
か
所
有
の
兵
を
以
て
手
を
束
及
が
魏
懸
潜
號
す
る
や
、
建
徳
は
納
言
歪
本
、
窒
侍
郎
孔
徳
一

　
　
ね
て
公
に
委
す
る
を
肯
ぜ
ん
や
。
彼
等
必
す
公
落
奪
わ
る
る
を
慮
り
　
　
紹
ー
何
れ
も
奮
階
官
僚
ー
－
に
、
「
吾
階
の
浄
姫
と
な
る
こ
と
敷
十
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
命
に
逆
い
て
相
抗
せ
ん
」
と
李
密
に
い
つ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
　
な
り
。
階
吾
君
た
る
こ
と
二
代
な
り
。
今
化
及
こ
れ
を
殺
す
、
大
逆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
カ

　
　
官
僚
暦
内
部
に
批
判
1
1
樹
立
反
目
が
深
ま
り
、
農
民
離
反
の
傾
向
の
　
　
無
道
こ
れ
吾
麟
な
り
」
ど
、
こ
れ
を
討
つ
べ
く
は
か
つ
て
い
る
。
徳

　
　
強
ま
つ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
や
が
て
彼
は
洛
陽
政
府
（
簾
轄
需
・
馨
は
こ
れ
に
蔑
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
・
こ
の
建
徳
の
　
一
畢
は

　
　
る
）
に
投
降
し
て
太
尉
尚
書
令
、
東
南
道
大
誼
台
行
軍
元
帥
魏
國
公
　
　
階
朝
の
苛
政
に
抗
し
て
起
つ
た
農
民
の
そ
れ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
と
な
り
、
後
更
に
李
淵
に
降
つ
た
。
そ
の
ぴ
き
い
乃
農
戻
集
團
は
唐
　
　
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
化
及
を
討
つ
て
柳
城
に
入
城
す
る
や
「
先
づ
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
朝
橿
力
下
に
入
り
解
体
さ
れ
た
。
思
う
に
李
密
と
そ
の
官
僚
暦
は
官
　
　
の
薫
皇
后
に
謁
し
自
ら
臣
を
構
し
、
素
服
蜴
帝
を
笑
し
て
哀
を
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

卿
倉
を
攻
陥
、
開
倉
賑
施
し
て
集
團
震
に
書
し
た
が
、
所
詮
そ
れ
は
く
」
し
た
こ
と
に
よ
つ
て
吉
明
瞭
で
あ
る
酬
少
く
と
も
建
徳
は
農



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼

螂
　
民
集
團
の
指
導
者
と
し
て
超
ち
上
り
、
階
軍
事
力
に
苦
し
め
ら
れ
た
、
　
あ
ら
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
彼
は
農
民
指
導
者
と
し
て

　
　
は
す
で
あ
る
。
そ
の
彼
が
苛
政
の
張
本
人
蜴
帝
の
復
離
職
を
や
り
、
　
　
最
も
建
徳
を
助
け
た
王
伏
寳
を
官
僚
の
識
言
を
信
じ
て
殺
し
て
い
る
。

　
　
か
つ
皇
后
に
臣
と
構
し
賜
帝
の
爲
に
突
す
る
と
い
う
行
動
に
出
る
の
　
　
伏
寳
は
「
我
罪
な
し
、
王
何
ぞ
麗
を
信
じ
自
ら
左
右
の
手
を
殺
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
　
は
明
ら
か
に
矛
盾
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
乎
」
と
い
つ
て
死
ん
だ
。
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
建
徳
は
夏
國
政
模

　
　
　
前
述
の
よ
う
に
彼
の
集
團
中
に
は
階
…
の
投
降
官
僚
が
多
数
居
り
、
　
纏
　
の
樹
立
を
機
と
し
て
農
民
的
立
場
か
ら
官
僚
的
立
場
に
轄
じ
、
官
僚

　
　
「
建
徳
群
姿
り
起
り
建
國
す
と
讐
未
だ
丈
物
薩
あ
ら
す
。
　
暦
へ
の
依
存
姦
め
た
こ
と
が
わ
か
る
（
鰍
講
譲
鏑
鷺
雲
編

　
　
〔
斐
〕
讐
れ
が
た
め
に
総
愈
盆
塞
勲
。
旬
月
の
間
憲
章
肱
）
妄
に
、
官
馨
は
養
的
立
場
に
立
つ
有
力
指
響
を
排
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
頗
る
備
り
て
王
者
に
擬
す
。
建
徳
大
い
に
悦
び
て
毎
に
諮
訪
す
」
と
　
　
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
建
徳
を
そ
の
基
盤
か
ら
避
り
は
な
し
集
團
を
　
　
～

　
　
　
　
　
の

　
　
い
わ
隻
よ
乏
、
そ
の
國
家
体
制
を
藷
し
て
ゆ
く
上
に
彼
等
の
分
裂
せ
し
め
よ
う
と
し
た
よ
乏
思
わ
れ
る
。
°
　
　
　
一

　
　
役
割
は
大
き
な
も
の
が
あ
つ
た
。
從
つ
て
彼
は
一
慮
長
樂
王
の
地
位
　
　
　
更
に
建
徳
は
階
朝
官
僚
李
淵
の
集
團
と
軍
事
的
に
提
携
し
孟
海
公
　
舘

　
　
に
あ
つ
た
と
は
い
え
、
實
質
的
に
は
投
降
官
僚
暦
が
階
的
機
構
と
統
　
　
の
ひ
き
い
る
農
民
集
團
を
う
つ
て
李
淵
の
た
め
に
働
き
、
轄
じ
て
王
　
　
【

　
　
治
を
再
編
掌
握
し
て
い
た
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
が
必
然
的
に
建
徳
の
　
　
世
充
と
結
ん
で
李
淵
と
職
い
途
に
捕
え
ら
れ
る
と
い
う
結
果
に
な
つ

　
　
官
僚
暦
へ
の
依
存
度
を
強
め
る
結
果
に
な
り
、
多
か
れ
少
な
か
れ
そ
　
　
た
。
か
か
る
偏
向
も
官
僚
暦
の
作
用
に
よ
つ
て
生
れ
た
も
の
と
思
わ

　
　
の
影
響
を
う
け
て
、
集
團
の
性
格
を
攣
質
し
て
ゆ
か
ざ
る
を
得
な
か
　
　
れ
る
。
し
か
し
農
民
達
は
建
徳
の
養
子
を
た
て
て
主
と
な
し
闘
箏
’
を

　
　
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
（
私
が
さ
き
に
夏
國
政
樺
の
官
僚
的
色
　
　
途
行
し
よ
う
と
し
た
が
、
こ
の
再
結
集
に
樹
し
て
夏
國
左
僕
射
齊
善

　
　
彩
の
濃
厚
さ
を
指
摘
し
た
の
は
こ
の
鮎
か
ら
で
あ
る
）
。
「
大
逆
無
道
　
　
行
は
「
夏
王
河
朔
を
亭
定
し
士
馬
精
強
な
る
も
噸
朝
に
し
て
檎
せ
ら

　
　
こ
れ
吾
讐
な
σ
」
と
考
え
る
意
識
は
、
究
極
的
に
は
「
臣
と
構
す
る
」
　
　
る
。
此
の
如
き
は
田
豆
天
命
の
露
す
る
所
あ
る
に
非
ざ
れ
ば
な
り
。
心

　
　 B

統
的
薯
臣
意
識
に
つ
な
が
る
も
の
で
、
か
か
る
意
識
に
媒
介
さ
を
委
し
幡
を
請
う
に
如
か
交
星
を
獲
と
な
す
な
か
れ
Σ

　
　
れ
て
官
僚
暦
の
影
響
を
う
け
た
結
果
、
こ
の
よ
う
な
言
動
と
な
つ
て
　
　
分
裂
さ
せ
、
官
属
及
び
山
東
の
地
を
あ
げ
て
唐
軍
に
降
伏
し
た
冷



　
　
　
そ
の
後
農
民
達
は
「
吾
屡
十
年
來
、
身
は
百
職
を
経
、
死
に
當
る
　
　
よ
つ
て
可
能
だ
つ
た
か
ら
で
あ
る
ひ
し
か
も
こ
の
こ
と
ば
上
記
の
二

　
　
と
と
久
し
。
今
何
ぞ
飴
生
を
惜
み
て
以
て
事
を
立
て
ざ
ら
ん
。
吾
属
　
　
例
に
お
い
て
の
み
な
ら
す
、
官
僚
暦
を
含
ん
だ
他
の
農
民
集
團
に
お

　
　
皆
夏
王
の
厚
す
る
所
と
な
る
。
今
仇
に
報
い
す
し
て
ま
さ
に
以
て
天
、
　
い
て
も
い
い
得
る
と
思
う
。
集
團
の
中
で
官
僚
が
か
か
る
行
動
を
と

　
　
下
の
士
に
ま
み
ゆ
る
こ
と
な
か
ら
ル
」
と
、
李
淵
の
懐
柔
策
を
拒
否
　
　
り
、
集
團
指
導
椹
を
徐
々
に
掌
中
に
お
さ
め
て
い
く
の
は
、
前
記
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
　
し
た
農
民
指
導
者
の
下
に
結
集
し
、
劉
黒
閣
を
首
領
に
推
し
て
抵
抗
　
　
年
家
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
階
朝
政
権
崩
壊
以
前
か
ら
の
こ
と

　
　
を
つ
づ
け
た
。
江
南
の
徐
圓
朗
、
北
方
の
高
開
道
と
の
間
に
農
民
連
　
　
で
あ
る
。
農
民
的
利
釜
を
擁
護
し
へ
そ
の
観
黙
か
ら
闘
争
を
推
進
し

　
　
合
も
作
ら
れ
た
。
か
く
て
唐
軍
の
主
力
に
決
定
的
打
撃
を
與
え
て
、
　
　
よ
う
と
す
る
農
民
領
導
者
と
、
あ
く
ま
で
も
彼
等
を
利
用
し
て
反
革

　
　
U
旦
失
わ
れ
た
河
北
の
地
を
奪
回
し
、
武
徳
五
年
（
六
ニ
ニ
）
正
月
、
　
命
的
に
活
動
す
る
官
僚
暦
の
封
立
と
矛
盾
こ
そ
、
農
民
集
團
を
分
裂

　
　
黒
閣
を
漢
東
王
と
す
る
政
権
を
瀦
州
に
樹
立
、
建
徳
時
代
の
奮
制
を
　
　
解
体
に
導
く
因
子
で
あ
り
、
四
圃
の
情
勢
と
も
か
ら
み
つ
つ
後
者
が
　
一

　
　
復
活
再
編
し
、
河
北
に
抵
抗
擦
黙
を
作
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
　
　
指
導
椹
を
握
つ
て
ゆ
く
結
果
、
歴
史
の
歯
車
は
そ
の
廻
韓
方
向
を
か
　
8
3

　
　
官
僚
と
地
主
勢
力
を
結
集
し
て
い
つ
た
唐
朝
椹
力
の
政
治
的
軍
事
的
え
た
の
で
あ
る
と
思
う
・
　
　
　
　
　
ノ
　
　
一

　
　
掻
大
に
封
し
て
、
農
民
の
叛
齪
集
團
は
逐
次
鎭
璽
さ
れ
、
武
徳
六
年
　
　
　
し
か
し
同
時
に
農
民
自
体
の
も
つ
限
界
性
を
も
考
え
な
く
て
は
な

　
　
（
六
二
三
）
黒
閣
殺
さ
れ
、
貞
観
二
年
（
六
二
八
）
の
梁
師
都
滅
亡
を
　
　
ら
ぬ
。
前
に
述
べ
た
「
君
の
言
た
る
吾
の
及
ぶ
所
に
あ
ら
す
」
、
「
此

　
　
最
後
に
階
末
の
内
齪
は
終
焉
し
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
英
雄
の
略
な
り
、
僕
の
堪
う
る
所
に
非
す
、
た
だ
君
の
命
な
ら
ば

　
　
　
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
集
團
内
の
官
僚
の
言
動
は
、
集
團
　
　
力
を
鑑
し
て
事
に
從
わ
ん
」
と
い
う
餐
譲
の
言
葉
に
は
、
李
密
の
階

　
　
の
稜
展
と
解
体
を
通
じ
て
一
貫
し
て
階
級
的
利
釜
に
奉
仕
す
る
も
の
　
　
級
的
本
質
を
無
覗
し
、
た
だ
そ
の
言
蹴
と
博
識
の
前
に
無
條
件
的
に

　
　
で
あ
つ
た
と
い
え
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
た
と
え
個
々
的
に
は
個
人
　
　
屈
す
る
、
當
時
の
農
民
に
ま
つ
わ
り
つ
い
た
奴
隷
的
卑
屈
さ
が
看
取

　
　
的
利
釜
を
意
圖
し
追
求
し
た
も
の
で
あ
つ
た
に
し
て
も
、
そ
の
實
現
　
　
さ
れ
る
。
ま
た
餐
建
徳
の
官
僚
暦
へ
の
依
存
化
も
、
階
的
官
僚
機
構

靭
　
は
客
観
的
に
は
農
民
階
級
を
分
裂
さ
せ
、
成
長
を
抑
塵
す
る
こ
と
に
　
　
の
整
備
や
律
令
そ
の
他
の
制
度
1
そ
れ
は
あ
げ
て
農
民
階
級
を
律



卿
令
的
支
配
下
に
齪
す
る
た
め
の
竜
の
で
あ
つ
た
ー
を
甚
だ
挽
ぶ
－
勢
力
で
あ
る
が
、
同
時
に
階
朝
支
配
の
大
き
な
分
裂
を
物
語
る
も
の

　
　
の
も
、
要
す
る
に
長
い
家
父
長
的
支
配
を
基
底
に
し
た
権
力
体
制
の
、
　
で
あ
つ
た
。
こ
の
勢
力
こ
そ
階
朝
政
椹
崩
壌
後
の
農
民
軍
の
新
し
い
．

　
　
中
で
成
長
し
た
農
民
の
、
前
記
卑
屈
さ
に
も
と
つ
く
も
の
で
は
な
か
　
　
敵
で
あ
つ
た
。
し
か
し
農
民
集
團
の
獲
展
過
程
で
投
降
官
僚
暦
は
集

　
　
ろ
う
か
。
こ
の
農
民
意
識
が
官
僚
暦
の
反
農
民
的
言
動
を
十
分
に
制
　
　
團
解
体
の
役
割
を
果
し
、
そ
れ
は
農
民
の
階
級
的
意
識
の
低
さ
・
奴

　
　
禦
で
き
す
、
解
体
へ
の
役
割
を
果
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
か
　
　
隷
的
卑
屈
さ
と
相
侯
つ
て
、
李
淵
集
團
に
代
表
さ
れ
る
反
動
勢
九
に

　
　
か
る
意
識
の
制
約
を
現
實
に
も
つ
農
民
が
、
果
敢
な
抵
抗
を
展
開
せ
　
　
農
民
圖
事
の
成
果
を
さ
ら
い
と
ら
せ
る
結
果
に
な
つ
た
。
こ
こ
に
唐

　
　
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
と
こ
ろ
に
當
時
の
歴
史
的
現
實
の
き
び
し
さ
を
　
　
朝
政
椹
の
成
立
を
み
る
の
で
あ
る
が
、
で
は
こ
の
内
鼠
は
ど
の
よ
う

　
　
知
る
べ
き
で
あ
ろ
嚇
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
‘
　
・
　
　
　
な
歴
史
的
意
義
を
も
つ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　

@
　
@
　Z
結
　
語
，
　
　
「
　
　
，
．
　
均
田
制
的
支
配
の
排
除
を
喬
し
て
こ
の
癒
を
た
た
か
つ
た
均
一

　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
田
農
民
は
こ
れ
を
排
除
し
得
す
、
再
び
同
じ
よ
う
な
体
制
の
申
に
し
　
雛

　
　
　
七
世
紀
初
頭
、
高
句
麗
遠
征
を
契
機
と
し
て
反
外
征
闘
孚
に
結
集
　
　
ぼ
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。
そ
の
結
果
早
く
も
貞
観
十
一
年
に
は
侍
　
一

　
　
し
た
農
民
の
抵
抗
は
、
階
…
朝
政
椹
に
大
き
な
動
揺
を
與
え
た
。
加
う
　
　
御
史
馬
周
の
「
供
官
の
径
役
道
路
相
縫
↑
。
兄
去
り
弟
還
る
、
首
尾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
る
に
権
力
内
部
に
お
け
る
官
僚
の
野
立
を
背
景
に
、
疎
外
さ
れ
つ
つ
　
　
絶
え
す
、
春
秋
冬
夏
略
々
休
む
時
な
し
…
…
四
五
年
來
百
姓
頗
る
嵯

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
　
あ
つ
た
楊
玄
感
が
こ
の
農
民
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
利
用
し
て
反
蜴
帝
の
　
　
怨
の
言
あ
り
」
と
の
上
奏
を
み
た
％
均
田
農
民
の
抵
抗
は
か
く
し
て
　
・

　
　
叛
齪
を
お
こ
し
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
動
揺
と
分
裂
は
釜
々
深
ま
り
、
　
　
唐
朝
治
下
に
お
い
て
も
絶
ゆ
る
こ
と
な
、
く
つ
づ
け
ら
れ
た
。
唐
初
に

　
　
叛
齪
は
全
國
的
に
接
大
し
た
。
土
豪
を
は
じ
め
と
す
る
農
民
の
叛
鑑
　
　
お
け
る
抵
抗
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
後
日
の
研
究
に
侯
た
ね
ば

　
　
は
、
豪
族
的
支
配
に
脅
威
を
與
え
た
が
、
ぞ
、
う
し
た
中
で
武
人
官
僚
　
　
な
ら
ぬ
が
、
貞
観
元
年
當
時
、
太
宗
が
山
東
人
と
關
東
人
を
封
立
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
を
中
心
と
す
る
豪
族
地
主
暦
が
叛
齪
を
お
こ
し
た
。
こ
れ
は
基
本
的
　
　
に
考
え
、
山
東
人
を
特
別
覗
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
脇
背
後
に
は
、
山

　
　
，
に
は
自
己
の
支
魏
の
維
持
と
、
野
心
達
成
の
た
め
の
農
民
叛
齪
弾
歴
　
　
東
農
民
軍
が
唐
潮
軍
事
力
に
最
後
ま
で
抵
抗
し
、
な
お
屈
し
な
い
現



　
　
實
が
あ
っ
惣
も
の
と
思
う
。
山
東
を
中
心
ど
す
る
抵
抗
の
歴
史
は
唐
　
　
全
く
家
柄
に
よ
ら
な
い
も
の
が
宰
相
に
す
ら
な
り
、
玄
宗
朝
に
か
け

　
　
末
ま
で
つ
づ
く
の
で
あ
る
が
、
こ
5
し
た
均
田
制
支
配
に
封
す
る
抵
　
　
て
支
配
的
官
僚
暦
が
明
ら
か
に
交
代
し
て
い
つ
た
。
し
か
し
内
観
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
う
　
　
う
　
　
へ

　
　
抗
こ
そ
唐
朝
政
権
を
し
て
楚
大
な
官
僚
機
構
を
整
…
備
接
充
さ
せ
、
法
　
　
経
過
し
て
域
立
し
た
唐
朝
政
権
の
階
級
性
は
本
質
的
に
從
來
と
何
等

　
　
律
制
度
を
強
化
さ
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
　
　
’
こ
と
な
つ
た
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
李
淵
が
太
原
に
墾
兵
し
た
當
時
、

　
　
だ
け
に
均
田
農
民
の
濁
立
性
が
高
ま
り
つ
つ
あ
つ
た
こ
と
を
物
語
る
　
　
彼
は
突
蕨
の
防
衛
及
び
叛
鑑
鎭
璽
の
任
務
を
も
つ
た
軍
司
令
官
と
し

　
　
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
　
　
　
て
山
西
を
中
心
に
大
き
な
軍
事
力
を
有
し
て
い
た
た
め
、
豪
族
地
主

　
　
　
と
こ
ろ
で
か
か
る
抵
抗
を
抑
墜
す
る
支
配
権
力
は
ど
の
よ
う
に
か
　
　
出
身
の
亡
命
官
僚
が
彼
の
下
に
集
り
、
李
淵
と
の
私
的
恩
顧
關
係
を

　
　
わ
つ
て
來
た
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
通
じ
た
地
方
官
僚
が
協
力
態
勢
に
あ
つ
た
。
こ
う
し
た
豪
族
地
主
的

　
　
　
季
大
亮
が
功
に
よ
り
高
組
か
ら
奴
碑
百
人
を
賜
つ
た
と
こ
ろ
、
そ
　
　
官
僚
暦
を
組
織
す
る
場
合
、
李
淵
は
彼
等
の
豪
族
性
は
背
後
に
お
し
　
　
｛

　
　
の
多
く
が
笈
落
し
た
衣
冠
の
子
女
の
な
れ
の
果
て
で
あ
つ
た
の
で
皆
　
　
や
り
、
李
淵
を
頂
黙
と
す
る
官
僚
的
統
屡
關
係
に
お
い
て
組
織
し
た
。
8
5

　
　
放
還
し
た
げ
う
禁
語
つ
て
い
る
よ
う
に
、
漿
の
内
甦
よ
つ
　
棄
を
牧
む
乏
宴
以
て
す
る
」
は
兵
を
用
い
る
よ
り
勝
る
と
考
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

，
　
　
て
門
閥
貴
族
・
大
豪
族
は
そ
の
経
濟
的
基
礎
を
喪
失
し
淡
落
し
て
い
　
　
え
る
季
淵
は
、
投
降
し
て
く
る
豪
族
等
も
官
僚
的
身
分
に
お
い
て
そ

　
　
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
唐
朝
政
府
の
構
成
　
　
の
機
構
の
中
に
く
み
い
れ
た
。
こ
れ
を
基
礎
に
唐
朝
政
梅
が
成
立
し

　
　
要
素
が
、
南
北
朝
以
來
政
治
椹
力
を
掌
握
し
て
き
た
貴
族
官
僚
で
は
　
’
た
の
で
あ
る
が
、
豪
族
性
を
背
後
に
お
し
や
る
そ
の
政
椹
は
南
北
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
　
な
く
北
朝
的
武
人
的
官
僚
階
暦
で
あ
つ
た
と
い
わ
れ
る
こ
と
か
ら
も
　
ぐ
以
來
の
門
閥
奪
重
的
肚
會
に
生
き
つ
づ
け
て
來
た
貴
族
、
豪
族
達
に

　
　
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
貴
族
階
級
は
階
唐
攣
革
期
を
機
と
し
て
　
　
は
満
足
出
來
な
い
も
の
で
あ
つ
た
ろ
う
。
し
か
し
現
實
に
は
内
鑑
に

　
　
構
力
機
構
か
ら
後
退
せ
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
　
よ
つ
て
た
か
ま
つ
た
隷
屡
農
民
の
抵
抗
が
、
自
己
の
大
土
地
所
有
と

　
　
逆
に
い
え
ば
非
門
閥
貴
族
階
暦
の
政
界
へ
の
進
出
が
目
ざ
ま
し
く
な
　
　
私
的
人
民
支
配
を
釜
々
困
難
に
し
た
。
こ
の
抵
抗
と
農
民
の
叛
齪
を

エ

4
6
@
つ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
つ
て
、
則
天
武
后
の
時
代
に
な
る
と
　
　
抑
え
て
支
配
を
維
持
ず
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
強
大
な
專
制
椹



魏
力
に
よ
ら
ぎ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
に
覇
権
力
を
う
み
だ
す
の
で
あ
’
④
③
⑤
③
⑳
＠
奮
難
慧
概
鵬
礎
局
墾
八
三
義
峯
正
月

　
　
る
。
從
つ
て
自
己
の
傳
統
的
政
治
的
地
位
を
守
つ
て
い
く
た
め
に
は
、
　
　
⑥
奮
唐
書
五
六
輔
公
訪
傳
⑳
⑯
醤
唐
書
五
六
、
沈
法
興
傳

　
　
た
と
え
唐
朝
政
権
の
あ
り
方
に
不
満
…
は
あ
つ
て
も
、
そ
の
官
僚
の
一
　
　
　
⑦
矢
野
主
税
唐
代
に
お
け
る
假
子
制
の
畿
展
に
つ
い
て
　
西
日
本
史
學

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
⑩
⑮
⑳
⑳
㊥
⑭
⑯
階
書
四
　
場
帝
本
紀
下

　
　
構
成
要
素
と
し
て
つ
な
が
つ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
の
で
は
な
　
　
　
⑭
⑬
通
鑑
一
八
二
　
大
業
＋
一
年
二
月
・
階
書
四
蝪
帝
本
紀
下
　
註
③

　
　
か
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
う
し
た
官
僚
機
構
に
晋
陽
の
療
長
劉
世
節
に
　
　
　
⑭
通
鑑
一
八
三
　
義
寧
元
年
正
月
　
註
③

袋
さ
れ
る
よ
う
な
所
謂
圭
蒼
が
は
い
つ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
騨
階
羅
嘉
威
載
義
騰
罐
基
傳

　
　
は
な
ら
ぬ
。
彼
等
こ
そ
総
じ
て
均
田
制
支
配
下
の
階
級
分
化
の
中
か
　
　
　
⑳
階
書
六
五
趙
才
傳
⑭
⑮
　
通
鑑
一
八
六
　
武
徳
元
年
九
月

　
　
逅
ｬ
長
し
て
き
た
肇
的
養
で
あ
り
、
養
灘
の
指
響
で
あ
麗
⑲
海
裂
蟻
．
献
綴
三
月

　
　

ﾂ
た
。
從
つ
て
非
門
閥
的
諸
階
健
よ
つ
て
構
成
さ
れ
奮
朝
政
樺
　
⑳
薯
三
六
后
妃
傳
㊥
唐
纂
八
三
租
税
上
　
　
　
「

　
　
は
豪
族
地
主
階
級
の
利
釜
を
保
誰
す
る
椹
力
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
　
・
　
⑳
⑲
階
量
浦
六
七
　
斐
矩
傳
⑭
通
鑑
一
九
三
　
貞
観
元
年
＋
二
月
、
　
　
8
6

内
部
に
は
必
芒
も
利
窒
に
し
な
い
封
立
矛
盾
の
芽
蓋
存
さ
⑳
⑳
⑧
豪
難
鍵
馨
濃
う
備
麟
畿
料
縢
薦
ば
見
象
」

　
　
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
窯
な
お
今
後
の
實
誰
に
侯
た
ね
ば
　
　
　
　
　
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
條
件
の
な
か
で
、
支
配
を
つ
∫
け
て
ゆ
く
必
要
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
と
ら
れ
た
手
段
で
あ
ろ
う
。
（
奮
唐
書
李
軌
傳
）
　
　
　
°
　
　
、

　
　
な
ら
な
い
が
、
と
も
か
く
か
か
る
攣
革
を
推
進
し
、
貴
族
支
配
体
制
　
　
　
⑫
⑱
醤
唐
書
五
五
李
軌
傳
㊥
奮
唐
書
五
五
　
醇
畢
傳

　
　
に
大
き
な
打
撃
を
與
え
た
も
の
こ
そ
、
七
世
紀
初
頭
の
中
國
に
お
け
　
　
　
⑳
⑩
奮
唐
書
五
五
　
劉
武
周
傳
階
書
六
五
　
王
仁
恭
傳

　
　
髢
|
で
あ
つ
た
恵
う
・
轟
的
制
約
も
さ
る
こ
と
禁
ら
、
實
醐
⑰
階
離
志
薫
欝
灘
説
講
鵯
本
末
二
七

　
　
誼
の
弱
さ
と
歴
史
的
感
畳
の
鈍
さ
を
い
た
く
感
す
る
私
は
、
諸
賢
の
、
　
⑳
守
屋
美
都
雄
　
六
朝
門
閥
の
研
究
⑰
通
鑑
一
八
四
義
寧
元
年
八
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠
階
書
六
三
　
劉
橿
傳
　
㊥
　
奮
唐
書
五
七
　
劉
世
龍
傳

　
　
き
び
し
い
御
批
判
を
期
待
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
小
笠
原
正
治
　
階
朝
末
期
の
動
凱
に
お
け
る
官
僚
群
　
三
四
頁
　
　
　
　
　
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠
⑫
㊥
通
鑑
一
八
三
　
大
業
十
二
年
十
月
　
義
寧
元
年
二
月

　
　
　
①
階
書
巻
ヨ
ニ
五
行
志
、
通
鑑
一
八
二
大
業
九
年
十
二
月
　
　
　
　
　
㊥
以
上
の
設
明
は
通
鑑
一
八
七
武
徳
二
年
こ
月
　
　
　
　
’

　
　
　
②
通
鑑
卜
八
二
、
大
業
九
年
八
月
⑭
鶴
唐
書
五
六
梁
師
都
傳
　
　

⑯
布
目
潮
楓
唐
初
の
貴
族
東
洋
史
研
究
鳳
○
ノ
ミ


