
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
爾
飼
奴
と
後
漢
と
の
政
泡
的
醐
係
、
南
飼
奴
の
國
家
に
つ
き
塗
の
部
族
組
織

　
　
　
　
批
評
．
紹
介
　
　
　
　
　
　
　
　
行
政
組
織
等
を
考
察
し
ぞ
内
移
に
よ
そ
ど
藻
な
攣
化
が
齎
さ
れ
た
か
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
論
求
さ
れ
、
¢
⇒
で
は
、
後
漢
代
と
も
か
く
自
主
濁
立
性
を
保
っ
て
い
た
爾
殉

　
　
　
　
　
旬
　
奴
　
皮
　
研
　
究
　
　
　
　
　
内
　
田
　
吟
　
風
　
薯
　
　
　
　
奴
が
魏
習
時
代
に
入
る
と
内
部
的
に
は
内
移
に
よ
っ
て
從
來
の
部
族
蓮
合
が
弱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
科
二
十
八
年
十
月
　
創
　
元
　
冠
　
　
　
謹
化
し
て
南
輩
子
の
致
治
力
が
急
速
に
薄
ら
ぎ
、
加
え
て
外
部
的
に
は
中
國
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
A
5
版
　
ご
七
ご
頁
　
　
三
〇
〇
圓
　
　
　
の
南
…
軍
、
干
・
の
擁
留
、
所
部
の
五
発
割
等
の
政
治
的
破
壌
作
用
に
よ
っ
て
発
全
に

　
　
．
東
ア
ジ
ア
更
上
嶺
継
初
の
…
遊
酸
｛
昆
「
族
に
よ
る
國
家
を
建
設
し
た
飼
奴
あ
重
翼
性
　
　
そ
の
自
主
牲
を
失
っ
て
ゆ
く
渦
程
が
灘
明
に
鶏
求
さ
れ
て
、
つ
い
で
五
部
匂
奴

　
　
に
つ
い
て
は
今
さ
ら
串
し
あ
げ
る
必
饗
も
な
い
。
飼
奴
に
閣
…
す
る
研
疵
ま
た
こ
　
　
の
部
族
組
織
と
魏
餐
側
の
統
治
管
理
に
ふ
れ
つ
瓦
、
こ
う
し
て
自
主
性
を
失
っ

　
　
れ
ま
で
激
多
く
の
内
外
の
愚
・
藩
【
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
が
、
今
こ
Σ
に
　
　
た
五
部
飼
奴
人
が
劉
茂
を
除
い
て
一
般
に
囲
窮
の
生
活
を
邊
っ
て
い
た
こ
と
麹

　
　
薪
に
内
田
先
生
多
隼
の
研
鍵
の
威
果
で
あ
る
本
書
を
え
た
こ
と
を
先
す
何
よ
り
　
　
論
讃
さ
れ
て
本
部
を
絡
る
。
飼
で
は
先
す
前
趙
に
つ
き
そ
の
支
配
暦
が
申
國
式

　
　
の
喜
び
と
し
た
い
。
本
書
に
は
「
南
飼
奴
に
關
す
る
研
究
し
、
「
飼
奴
西
移
考
」
、
　
　
に
漢
魏
的
剃
度
の
百
富
に
任
ぜ
ら
れ
る
一
方
同
時
に
飼
奴
古
來
の
宮
階
に
も
妊

　
　
「
旬
奴
の
人
種
…
盤
型
に
つ
い
て
」
、
「
フ
ン
飼
奴
周
族
論
研
究
小
更
」
、
「
飼
奴
源
　
　
ぜ
ら
れ
た
こ
と
、
こ
の
飼
奴
式
馬
冨
臨
階
が
爾
後
非
飼
奴
…
族
聞
に
屯
用
い
ら
れ
て
、
　
　
㎝

　
　
流
考
」
、
「
旬
奴
史
薙
考
」
の
六
つ
の
論
交
が
牧
め
ら
れ
て
あ
る
。
ど
の
一
篇
を
　
　
こ
れ
が
大
輩
子
調
の
纒
綾
と
並
ん
で
五
胡
諸
國
の
性
格
上
重
大
な
慧
昧
を
持
つ
　
7
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と
の
あ
げ
て
み
て
屯
貫
蟄
な
先
生
の
面
影
に
接
す
る
愚
い
で
あ
る
が
、
以
下
簡
　
こ
と
を
設
か
れ
、
後
趙
に
つ
い
て
は
石
氏
の
出
自
が
朔
室
な
る
地
方
に
移
佳
し
一

　
　
箪
に
内
容
の
紹
介
を
試
み
た
い
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
旬
奴
で
あ
っ
た
乱
め
に
鵜
と
呼
ば
れ
た
駈
以
を
開
か
に
し
、
從
來
の
支
配
種

　
　
　
第
　
の
「
爾
飼
奴
に
蘭
す
る
研
究
」
は
、
…
遊
牧
民
族
が
農
耕
民
族
の
聞
に
混
　
　
族
以
外
の
出
自
で
あ
る
た
め
に
強
力
な
部
族
の
背
景
を
持
ち
え
な
か
っ
た
こ
と
、

　
　
融
し
て
ゆ
く
場
合
ど
の
…
糠
な
政
治
上
敢
會
上
文
化
上
の
攣
化
が
起
る
だ
ろ
う
か
、
　
そ
の
た
め
配
下
に
漢
人
を
重
職
に
居
ら
し
あ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
之
、

　
　
と
い
う
問
題
を
追
求
し
た
竜
の
で
あ
る
が
、
8
南
旬
奴
の
中
國
移
佐
、
口
魏
餐
　
　
支
醗
下
遊
牧
昆
の
堰
鯛
に
俘
っ
て
胡
族
申
心
の
政
策
が
と
ら
れ
て
、
こ
れ
が
塗

　
　
時
代
の
五
部
飼
奴
、
飼
五
胡
織
及
び
北
魏
時
代
の
飼
奴
、
胸
北
朝
政
局
に
於
け
　
　
に
漢
人
革
命
に
ま
で
獲
展
し
て
行
っ
た
こ
と
等
愈
考
察
さ
れ
、
つ
い
で
擦
夏
爾

　
　
る
鮮
卑
・
飼
奴
等
諸
北
族
系
貴
族
の
地
位
、
の
四
部
に
互
っ
て
こ
の
問
題
が
詳
　
　
國
内
に
お
け
る
飼
奴
の
状
態
か
ら
南
輩
干
の
丁
族
で
後
漢
に
活
躍
し
た
左
賢
王

　
　
論
さ
れ
て
ド
る
。
8
で
は
新
末
後
漢
初
の
中
國
と
旬
」
奴
と
の
關
…
係
が
先
す
遠
ぺ
　
　
表
卑
の
宋
に
當
る
夏
の
赫
蓮
疑
を
と
ら
え
て
、
こ
の
種
族
に
お
け
る
混
斑
の
問

　
　
ら
れ
、
つ
い
で
匂
奴
を
襲
っ
た
鱗
早
と
支
配
下
烏
桓
民
族
の
反
叛
に
よ
っ
て
嚢
　
　
題
が
取
夢
あ
げ
ら
れ
、
饒
に
申
國
皇
帝
的
灌
威
を
確
立
し
た
飼
奴
鴛
主
は
從
來

　
　
賜
し
た
葡
奴
が
や
が
て
南
北
に
分
裂
す
る
輕
過
、
そ
の
分
裂
が
軍
乎
位
纏
承
聞
　
　
と
異
っ
て
自
由
に
姻
族
を
揮
び
、
そ
の
限
参
赫
遽
氏
が
種
族
的
純
粋
性
の
融
で

　
・
題
に
端
を
獲
し
て
い
る
こ
と
か
ら
萄
奴
に
齢
け
る
箪
予
位
縫
承
の
原
蜀
ー
嘗
　
　
甚
だ
低
［
位
の
竜
の
で
あ
ゐ
た
と
論
謹
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
縛
…
い
て
五
胡
臨
時

う
2
3
@
初
は
父
子
相
綾
制
、
前
漢
呼
韓
邪
箪
子
以
後
は
兄
弟
根
綾
欄
…
を
論
究
さ
れ
　
　
代
の
翠
予
政
治
の
内
容
と
振
蹟
氏
と
鋤
奴
と
の
蘭
係
、
飼
奴
部
欝
が
亥
第
に
中



3
6
@
國
の
名
門
化
し
、
加
え
て
北
魏
道
武
帝
の
と
っ
た
遊
牧
部
族
の
解
散
、
編
民
等
　
　
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

2
　
　
に
よ
っ
て
旬
奴
系
人
民
ま
た
次
第
に
中
國
民
化
し
て
ゆ
く
経
過
が
詳
述
さ
れ
る
。
　
　
第
四
の
「
フ
ン
旬
奴
同
族
論
研
究
小
史
」
は
今
孚
世
紀
の
主
と
し
て
同
族
非

　
’
四
で
は
て
の
北
魏
に
よ
る
部
民
の
解
散
と
生
れ
て
き
た
北
族
系
貴
族
に
野
す
る
　
　
同
族
に
關
す
る
研
究
経
過
を
回
顧
し
つ
、
明
日
に
淺
さ
れ
た
課
題
を
概
鶴
さ
れ
，
、

　
　
北
魏
の
冷
遇
、
邊
境
北
族
の
騰
民
化
が
先
す
考
え
ら
れ
、
つ
い
で
齊
周
に
お
け
　
　
た
も
の
で
、
ヒ
ル
ト
説
が
申
亜
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
史
料
に
よ
っ
て
綾
々
と
補
強

　
　
る
北
族
の
優
位
の
恢
復
と
い
う
鮎
が
論
讃
さ
れ
て
本
論
を
終
っ
て
い
る
が
、
史
　
　
さ
れ
た
纏
緯
、
こ
れ
に
反
甥
す
る
白
鳥
読
は
誤
っ
て
い
る
こ
と
、
言
語
墨
上
よ

　
　
料
の
縦
横
の
騙
使
に
よ
る
論
謹
の
明
確
さ
と
特
に
旬
奴
の
部
族
組
織
就
中
そ
の
　
り
見
て
も
從
來
の
7
ン
語
を
フ
・
ワ
ウ
グ
ル
語
と
す
る
學
読
は
影
を
ひ
そ
め
て
・

　
　
支
配
種
族
の
解
明
一
そ
の
中
國
化
の
過
程
に
つ
い
て
は
極
め
て
多
く
の
示
教
を
　
　
近
年
フ
ン
語
研
究
が
フ
ン
語
系
の
チ
ュ
ヴ
ァ
ジ
語
の
雛
明
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
中

　
　
受
け
る
織
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
申
し
の
べ
る
に
止
め
て
次
に
移
る
。
　
　
　
　
　
の
ヴ
ル
タ
イ
語
要
素
の
解
明
に
進
め
ら
れ
て
、
フ
ン
旬
奴
の
言
語
が
共
に
ア
ル

　
　
　
第
二
の
「
旬
奴
西
移
考
」
は
、
北
旬
奴
が
從
來
云
わ
れ
る
檬
に
、
後
漢
和
帝
　
　
タ
イ
語
の
一
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
、
言
語
的
に
フ
ン
と
旬
奴
の
言
語
が
異

　
　
の
永
元
三
年
金
微
山
の
大
敗
後
直
ち
に
康
居
の
地
に
逃
れ
た
の
で
は
な
く
、
後
・
　
っ
て
い
た
と
す
る
所
読
が
覆
え
さ
れ
て
き
た
纏
遇
を
述
べ
ら
れ
、
考
古
學
的
遺

　
　
漢
一
代
は
大
騰
烏
孫
の
地
に
移
り
佳
ん
で
、
つ
い
で
こ
れ
が
一
度
キ
ル
ギ
ス
ス
　
．
物
の
面
か
ら
も
旬
奴
の
西
遷
目
フ
ン
の
關
係
は
次
々
と
立
讃
さ
れ
た
が
・
た
穿

　
　
テ
。
プ
北
部
に
移
．
て
か
皇
日
初
に
な
・
美
農
居
シ
ル
ダ
リ
ヤ
の
警
移
．
人
種
的
に
東
亜
の
簑
と
フ
ン
の
そ
れ
と
の
製
董
う
調
和
し
て
ゆ
く
か
・
噛

　
　
駐
し
た
こ
と
を
明
か
に
し
、
北
旬
奴
の
奄
薬
印
ち
ア
ラ
ン
征
服
に
つ
い
て
、
こ
　
　
こ
の
馳
に
大
き
な
明
日
へ
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
結
ば
れ
て
い
る
。
　
　
　
7
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れ
ま
で
ヒ
ル
ト
の
旬
奴
フ
ン
同
族
論
の
も
山
た
な
・
た
魏
書
・
周
書
の
粟
特
傳
　
第
五
の
「
飼
奴
源
流
考
」
は
漠
北
に
あ
っ
た
遊
牧
諸
部
族
と
幻
奴
と
の
關
連
こ

　
　
の
記
事
の
正
當
性
を
立
謹
し
て
ヒ
ル
ト
の
所
読
を
補
強
し
つ
」
文
献
的
に
勾
奴
　
　
飼
奴
の
成
立
等
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
、
旬
奴
の
初
現
と
周
代
の
戎
猷

　
　
フ
ン
同
族
論
の
裏
附
け
を
試
み
ら
れ
た
も
の
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
の
關
係
を
述
べ
つ
」
、
周
代
の
猿
貌
と
匂
奴
と
は
全
く
同
一
の
も
の
と
は
考

　
　
　
第
三
の
「
匂
奴
の
人
種
髄
型
照
つ
い
て
」
は
從
來
閑
却
さ
れ
て
い
た
こ
の
問
　
　
え
ら
れ
な
い
が
、
同
一
系
統
の
類
似
の
民
族
で
漠
北
の
種
族
蓮
合
謄
の
主
腿
が

　
　
題
に
つ
き
、
中
國
側
の
文
献
か
ら
も
肯
像
遺
骨
の
面
か
ら
も
、
ど
う
し
て
も
幻
　
　
周
代
の
撮
貌
か
ら
職
國
以
降
旬
奴
に
移
っ
て
行
っ
た
も
の
と
云
わ
れ
、
胡
と
旬

　
　
奴
が
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
旬
奴
は
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
　
　
奴
の
關
係
に
つ
い
て
は
胡
が
一
つ
の
大
ぎ
な
内
容
の
人
種
名
で
あ
っ
て
幻
奴
は

　
　
（
少
く
と
も
明
か
に
非
モ
ー
コ
系
）
と
噺
定
さ
れ
、
つ
い
で
西
方
の
フ
ン
が
文
献
　
　
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
一
種
族
、
或
は
敷
種
の
蓮
合
瞠
の
名
で
あ
っ
た
と
解
繹
さ

　
　
の
傳
え
る
所
か
ら
も
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
モ
ソ
ン
セ
ン
ト
ヤ
ー
ノ
ス
の
護
掘
に
よ
　
　
れ
る
。
つ
い
で
幻
奴
と
い
う
名
構
は
「
飼
奴
」
と
い
う
名
詞
は
元
來
は
旬
奴
が

　
　
っ
て
得
ら
れ
た
多
敷
の
フ
ソ
人
骨
の
調
査
の
結
果
か
ら
も
、
こ
れ
が
モ
ー
コ
種
　
　
種
族
の
ト
ー
テ
ム
獣
と
考
え
て
い
た
菰
形
有
翼
の
グ
リ
フ
ィ
ン
的
動
物
で
・
こ

　
　
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
西
史
の
フ
ン
は
モ
ー
コ
種
と
考
え
ら
れ
て
、
こ
の
　
　
の
ト
ー
テ
ム
を
中
心
と
す
る
小
種
族
の
名
が
旬
奴
と
呼
ば
れ
た
。
そ
れ
が
や
が

　
　
矛
盾
の
解
決
と
し
て
西
遽
途
上
に
お
け
る
幻
奴
内
の
支
配
種
族
の
交
替
と
從
來
　
　
て
大
種
族
連
合
盤
の
國
家
に
護
展
す
る
に
つ
れ
て
本
來
の
中
心
小
種
族
は
屠
各

　
　
の
’
支
配
種
族
（
コ
」
カ
ソ
イ
ド
）
の
残
留
悦
般
画
建
設
と
い
う
一
つ
の
假
読
を
提
　
　
聾
権
力
を
表
象
す
る
毛
旗
を
持
つ
部
族
、
と
い
う
普
通
名
詞
で
呼
ば
れ
る
。
よ
う



　
　
に
な
っ
て
、
旬
奴
が
連
合
膣
の
名
前
と
し
て
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
　
　
で
あ
る
限
り
他
に
何
ら
か
の
記
載
が
残
っ
て
い
て
然
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か

　
　
は
な
い
か
、
と
推
論
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
」
に
も
申
さ
れ
る
通
り
な
お
問
題
は
残
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
第
六
の
「
旬
奴
史
難
考
」
は
旬
奴
人
の
経
濟
生
活
、
建
邉
物
、
飼
奴
時
代
の
　
　
な
お
い
ろ
く
お
伺
い
し
た
い
問
題
も
あ
る
が
、
か
っ
て
先
生
の
講
鑓
に
侍
し

　
　
交
通
、
人
口
、
法
律
、
慣
習
等
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
、
就
中
　
　
て
次
々
と
展
開
さ
れ
る
明
確
な
考
誇
と
理
論
に
つ
く
ぐ
學
問
の
深
さ
の
測
り

　
　
甑
腕
に
闘
す
る
考
究
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
れ
な
い
こ
と
を
嘆
じ
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
今
こ
」
に
淺
學
の
蕪
雑
の
言
葉

　
　
　
以
上
が
本
書
の
極
め
て
大
ま
か
な
内
容
で
あ
る
が
、
よ
く
著
者
の
温
健
確
實
　
　
を
列
べ
て
却
っ
て
先
生
の
虞
意
を
誤
り
傳
え
る
こ
と
を
恐
れ
る
も
の
で
あ
も
が

　
　
な
學
風
を
反
映
し
て
後
學
の
た
め
、
ど
れ
程
蒙
を
啓
い
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
　
　
御
寛
恕
を
乞
い
つ
」
紹
介
を
終
り
た
い
と
思
う
。
本
書
所
牧
の
諸
論
文
は
昭
和

　
　
か
わ
か
ら
な
い
。
第
一
の
「
南
旬
奴
に
關
す
る
研
究
」
は
多
少
問
題
の
ア
ク
セ
　
　
八
年
以
來
の
既
出
の
論
文
を
大
部
分
基
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
極
め
て
注
意

　
　
ソ
ト
が
片
寄
り
す
ぎ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
著
者
が
鰍
っ
て
居
　
　
潔
く
手
を
加
え
ら
れ
て
あ
る
。
‘
そ
の
一
々
は
申
し
述
べ
な
か
っ
た
。
旬
奴
史
研

　
　
ら
れ
る
の
で
謂
わ
す
も
が
な
の
希
望
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
中
國
古
代
史
形
成
の
　
　
究
今
後
の
課
題
は
な
お
多
い
。
旬
奴
史
の
み
で
な
く
ア
ジ
ア
遊
牧
民
族
史
の
将
r

　
　
上
で
ど
の
様
な
役
割
を
果
し
て
い
た
の
か
が
一
暦
明
か
に
さ
れ
た
ら
と
思
わ
な
　
　
つ
歴
史
的
意
義
は
ま
た
鹸
り
に
も
大
き
い
。
今
後
の
御
教
導
と
御
研
鐵
を
所
っ

　
　
い
で
も
な
い
。
遊
牧
民
族
と
農
耕
民
族
と
の
關
係
に
つ
い
て
も
、
遊
牧
民
族
の
　
　
て
や
ま
な
い
次
第
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
°
　
　
（
林
　
　
　
章
）
　
　
　
｝

　
　
農
耕
杜
會
侵
入
に
つ
い
て
は
読
か
れ
る
通
り
で
あ
る
が
、
旬
奴
に
關
す
る
限
り
　
　

7
5

　
　
翠
を
求
め
た
の
は
食
羅
の
時
に
限
る
と
申
さ
れ
た
こ
と
に

　
　
こ
れ
も
大
き
な
原
因
で
は
あ
る
が
、
中
國
側
か
ら
の
賜
興
と
い
う
馳
に
關
し
て
　

　
　
一
人
當
り
に
す
れ
ば
年
絹
織
物
僅
か
三
断
糎
弱
と
云
わ
れ
る
、
と
す
れ
ば

　
　
殆
ど
が
支
配
者
の
手
に
渡
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
貢
は
酋
に
露
し
憲
は
衆
に
蹄
　
　

　
　
す
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
中
國
側
に
和
奉
を
求
め
る
の
は
強
ち
匂
奴
の
食
糧
　
　

　
　
難
の
時
だ
け
と
は
限
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
む
し
ろ
爾
者
間
の
力
關
係
、
　

　
　
或
は
遊
牧
民
族
内
の
擢
力
構
成
、
秩
序
の
面
に
和
準
、
侵
憲
の
原
因
は
求
め
ら
　
　

　
　
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
入
種
膣
型
の
問
題
に
つ
い
て
竜
多
く
の
　
　

　
　
問
題
が
残
っ
て
い
て
、
今
後
ア
ジ
ア
の
地
に
お
い
て
多
く
の
飼
奴
入
骨
の
稜
見
　
　

　
　
を
侯
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
廣
義
狭
義
の
飼
奴
の
使
い
分
け
、
支
配
被
麦
配
種
　
　

7
　
族
聞
の
人
種
的
枇
會
構
成
的
關
係
等
々
多
く
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
し
、
旬
　

2
3
@
奴
の
名
構
に
つ
い
て
も
飼
奴
皮
に
關
す
る
記
載
が
ト
ー
テ
ム
と
し
て
重
要
な
物
　




