
學
　
界
　
動
　
向

唐
宋
の
攣
革
を
こ
う
展
開
す
る
か

農
民
問
題
を
中
心
と
し
て
　
　
　
　
　
一
　
．
　
　
　
、

－
　
　
　
　
池
　
　
　
　
田
　
　
　
’
　
　
誠

　
　

@
　
@
　
@
　
@
　@
脚@
　
　
　
　
　
．
　
覆
は
ど
う
謬
る
か
・
議
所
有
闘
倭
ど
う
で
あ
る
か
・
餐
に
よ
る
小
一

　
　
　
中
國
の
歴
史
に
お
い
て
唐
宋
時
代
は
、
経
濟
・
肚
會
・
政
治
・
文
化
な
ど
す
　
　
土
地
所
有
は
電
う
な
っ
て
い
っ
た
か
。
大
土
地
所
有
は
ど
ん
な
ふ
う
に
し
て
形
　
5
9

　
　
べ
て
の
方
面
に
わ
た
っ
て
、
飛
躍
的
な
攣
化
が
な
し
と
げ
ら
れ
た
時
代
だ
と
い
　
　
成
さ
れ
て
い
っ
た
か
。
そ
れ
は
電
の
よ
う
な
人
聞
の
杜
會
的
な
階
級
關
係
を
も
　
一

　
　
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
異
論
を
さ
し
は
さ
む
絵
地
は
な
い
よ
　
　
た
ら
し
た
か
。
そ
の
過
程
に
、
い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
の
共
同
膣
的
關
係
は
ど
う

　
　
う
に
お
竜
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
の
攣
化
は
、
そ
の
内
容
と
し
て
革
命
的
な
　
　
な
っ
て
い
っ
た
か
。
こ
の
時
代
に
濁
自
に
す
す
め
ら
れ
た
地
主
に
よ
る
土
地
併

　
　
攣
革
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
現
實
的
な
基
盤
の
う
え
に
お
こ
り
、
　
合
は
、
そ
の
具
膣
的
な
追
求
の
な
か
に
、
ど
う
い
う
法
則
性
を
暗
示
し
て
い
る

　
　
あ
た
え
ら
れ
た
生
産
關
係
を
ど
の
よ
う
に
つ
く
り
か
え
、
ど
ん
な
新
し
い
計
　
會
　
　
で
あ
ろ
う
か
。
都
市
に
お
け
る
手
工
業
の
獲
展
は
、
そ
れ
と
ど
う
い
う
ふ
う
に

　
　
的
矛
盾
を
獲
展
さ
せ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
農
民
を
中
心
と
し
た
、
　
關
連
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
生
産
諸
事
情
の
う
え
で
な
さ
れ
た
商

　
　
そ
の
こ
ろ
の
お
さ
え
つ
け
ら
れ
た
民
衆
－
生
産
者
た
ち
が
、
み
す
か
ら
の
人
聞
　
　
業
の
獲
展
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
お
こ
な
わ
れ
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
逆
作
用
を

　
　
的
な
解
放
と
濁
立
性
を
か
ち
と
っ
て
い
く
過
程
で
、
そ
の
た
め
に
有
利
な
客
観
　
　
生
塵
部
面
に
ひ
き
お
こ
し
て
匝
っ
た
か
。
こ
う
し
て
す
る
ど
く
ふ
か
め
ら
れ
て

　
　
的
條
件
を
、
少
し
で
も
き
り
ひ
ら
き
つ
く
り
だ
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
　
　
き
て
い
る
階
級
的
な
諸
矛
盾
は
、
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
官

　
　
に
ど
の
よ
う
な
、
新
し
い
生
活
の
場
が
ひ
ら
け
て
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
　
　
僚
制
度
は
ど
の
よ
う
に
し
で
形
威
さ
れ
、
ま
た
濁
裁
君
主
構
力
は
、
現
實
に
ど

ー
　
も
し
、
そ
れ
ら
を
ひ
っ
く
る
め
て
、
や
は
り
革
命
的
な
攣
革
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
　
の
よ
う
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
か
。
宋
擢
力
が
、
遼
・
金
あ
る
い
は
モ
ン
ゴ
ル

羽
そ
れ
は
具
膣
的
に
ど
の
よ
う
轟
革
と
し
て
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
・
農
業
の
生
　
と
の
民
族
的
な
翌
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
ζ
と
は
・
國
内
の
諸
事
情
に
ど
の
よ



2
2
@
う
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
か
。
こ
う
し
た
現
實
の
生
き
る
場
所
で
の
、
い
り
く
　
　
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
な
ん
で
あ
る
か
、
も
ち
ろ
ん
司
馬
光
に
よ
っ
て
は
指
摘

2
　
ん
だ
諸
矛
盾
は
、
ど
の
よ
う
な
肚
會
的
、
政
治
的
な
力
關
係
の
蓮
動
を
展
開
し
、
　
さ
れ
て
い
な
い
し
、
ま
た
か
れ
じ
し
ん
そ
う
い
う
ふ
う
に
問
題
を
考
え
な
か
っ

　
　
そ
し
て
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
意
識
形
態
を
と
っ
て
反
映
さ
れ
、
ま
た
襲
展
さ
　
　
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
か
れ
は
か
れ
流
に
、
ま
こ
と
に
ダ
イ
ナ
ミ
ヅ
ク
な

　
　
せ
た
か
。
こ
れ
ら
の
糖
結
と
し
て
、
こ
の
ゆ
た
か
な
攣
革
の
な
か
か
ら
、
ど
う
　
　
政
治
史
を
展
開
し
て
い
る
な
か
で
、
そ
れ
と
ま
っ
正
面
か
ら
た
ち
む
か
っ
て
い

　
　
い
う
普
遍
的
な
杜
會
的
蓮
動
の
法
則
性
を
襲
見
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
唐
宋
時
　
　
る
よ
う
に
お
も
う
ゆ
そ
れ
が
よ
む
者
を
ひ
き
す
っ
て
ゆ
く
。
そ
れ
に
し
て
も
、

　
　
代
と
い
う
、
中
國
に
お
い
て
ま
こ
と
に
濁
自
に
展
開
さ
れ
た
と
お
も
わ
れ
る
こ
　
　
そ
れ
な
し
に
は
、
か
れ
じ
し
ん
の
政
治
的
（
階
級
的
）
な
立
場
も
あ
り
え
な
か

　
　
の
攣
革
の
時
期
は
、
か
ぎ
り
な
く
ゆ
た
か
な
問
題
を
な
げ
か
け
て
い
る
よ
う
に
　
　
っ
た
よ
う
な
、
た
く
ま
し
い
存
在
と
甥
決
す
る
場
所
に
成
立
し
た
「
通
鑑
」
は
、

　
　
お
も
う
。
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
究
極
に
お
い
て
天
の
撮
理
に
合
致
す
る
た
め
の
、
政
治
的
道
徳
の
承
認
に
ね
じ

　
　
　
そ
う
い
っ
た
、
お
お
く
の
基
本
的
な
問
題
は
、
わ
が
國
の
學
界
で
、
こ
れ
ま
　
　
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
お
も
う
。
そ

　
　
で
ど
ん
な
ふ
う
に
庭
理
さ
れ
、
解
決
さ
れ
、
ま
た
解
決
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
　
　
れ
と
と
も
に
あ
る
が
ま
ま
の
現
實
か
ら
は
な
れ
て
、
歴
史
を
道
徳
的
に
倭
小
化

　
　
で
あ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
　
　
・
　
　
し
て
ゆ
く
方
向
を
ま
ぬ
か
れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
お
も
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
こ
の
よ
う
な
歴
史
の
中
世
的
な
倭
小
化
か
ら
、
中
國
史
を
解
放
す
る
す
じ
み
　
　
一

　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
を
護
見
し
た
の
は
内
藤
博
士
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
に
博
士
は
、
歴
史
の
　
6
0

　
　
　
こ
の
攣
革
が
、
ま
す
は
じ
め
に
現
實
的
な
蜜
感
に
さ
さ
え
ら
れ
て
と
ら
え
ら
　
　
道
徳
的
な
規
範
性
を
ふ
み
ぬ
い
て
、
い
く
つ
か
の
王
朝
に
共
通
す
る
時
代
的
な
　
　
一

　
［
れ
た
の
は
、
國
家
纏
力
、
と
く
に
政
治
制
度
の
方
向
か
ら
で
あ
っ
た
。
や
れ
は
　
　
内
容
を
つ
か
み
だ
し
、
申
國
史
を
科
學
的
な
研
究
の
封
象
に
す
え
た
。
そ
の
内

　
　
内
藤
湖
南
博
士
に
ょ
る
、
中
國
の
《
近
世
的
》
な
政
治
形
態
の
獲
見
で
あ
る
。
　
　
容
と
は
な
に
か
。
そ
れ
は
ま
す
、
政
治
的
な
支
配
形
態
と
し
て
つ
か
み
だ
さ
れ

　
　
こ
の
獲
見
が
、
ど
れ
ほ
ど
重
要
な
い
み
を
も
っ
た
す
ぐ
れ
た
襲
見
で
あ
っ
た
か
　
　
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
必
然
的
に
階
級
的
な
見
地
に
た
つ
歴
史
観
が
め
ば

　
　
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
み
た
だ
け
で
も
あ
き
ら
か
で
　
　
え
て
い
る
し
（
次
節
の
引
用
を
滲
照
）
、
　
司
馬
光
が
す
り
ぬ
け
よ
う
と
し
た
、

　
　
あ
る
と
お
も
う
。
た
と
え
ば
、
「
資
治
通
鑑
」
と
い
う
名
著
を
よ
ん
だ
と
き
、
わ
　
　
《
た
く
ま
し
い
存
在
》
を
み
の
が
し
て
い
な
い
よ
う
に
お
も
う
。
唐
宋
の
攣
革
　
　
　
、

　
　
れ
わ
れ
は
、
司
馬
光
の
た
く
ま
し
い
政
治
意
識
の
た
か
ま
り
に
は
、
堅
倒
さ
れ
　
　
に
お
け
る
政
治
過
程
の
つ
か
み
か
た
の
す
る
ど
さ
も
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
大

　
　
る
ば
か
り
の
感
銘
を
う
け
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
、
司
馬
光
の
政
治
意
識
を
こ
れ
　
　
き
な
ひ
み
つ
が
あ
る
よ
う
に
わ
た
し
は
お
も
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
ほ
ど
ま
で
に
は
げ
し
い
も
の
に
き
た
え
あ
げ
た
歴
史
の
流
れ
、
そ
し
て
ま
た
か
　
　
　
こ
の
内
藤
博
士
の
近
代
的
な
中
國
史
観
の
形
成
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
じ
し

　
　
れ
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
強
化
さ
れ
た
地
主
と
し
て
の
政
治
的
立
場
、
し
た
が
っ
　
　
ん
叫
つ
の
重
要
な
問
題
で
あ
る
し
、
べ
つ
に
く
わ
し
く
追
求
し
あ
き
ら
か
に
す

　
　
て
階
級
的
な
立
場
を
封
置
し
て
野
決
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
よ
う
な
、
　
　
6
こ
と
が
適
當
だ
と
お
も
う
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
ふ
れ
な
い
。
ま
た
す

　
　
め
だ
た
す
に
ぶ
い
け
れ
ど
も
、
な
に
か
た
く
ま
ゐ
い
力
の
存
在
を
う
け
と
る
こ
　
　
で
に
本
欄
の
動
向
で
、
谷
川
道
雄
氏
の
襲
言
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
政
治
　
　
　
’



　
　
過
程
の
把
握
の
す
る
ど
さ
と
い
ケ
こ
と
に
つ
い
て
も
、
ふ
た
た
び
く
り
か
え
す
　
　
家
の
小
作
人
》
と
い
う
農
民
理
解
や
、
均
田
農
民
の
自
由
な
農
民
へ
の
解
放
と

　
　
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
（
「
階
唐
帝
國
を
ど
う
考
え
る
か
」
「
東
洋
史
研
究
」
一
　
　
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
．
す
で
に
前
田
直
典
氏
や
（
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
古
代

　
　
二
ー
二
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
終
末
」
歴
史
1
）
、
石
母
田
正
氏
の
護
言
（
「
中
世
史
研
究
の
起
黙
ー
封
建
制

　
　
　
そ
れ
に
し
て
竜
、
歴
史
の
《
た
く
ま
し
い
存
在
》
は
、
内
藤
博
士
に
よ
っ
て
、
　
へ
の
二
つ
の
道
に
つ
い
て
ー
」
日
本
史
研
究
入
門
所
牧
。
「
封
建
制
威
立
の
特
質

　
　
ど
ん
な
ふ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
唐
宋
の
攣
革
と
い
う
問
題
　
　
に
つ
い
て
」
思
想
三
〇
二
號
）
を
は
じ
め
と
す
る
批
到
が
あ
る
。
そ
う
い
っ
た

　
　
を
考
え
て
ゆ
く
と
き
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
獲
言
に
注
目
す
る
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
　
　
た
ち
い
っ
た
こ
と
は
あ
と
に
ふ
れ
る
が
、
こ
こ
で
な
に
よ
り
も
大
切
な
の
は
、
°

　
　
い
み
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
唐
宋
時
代
を
つ
う
じ
て
、
　
こ
の
攣
革
の
時
代
に
、
《
農
民
の
解
放
》
と
い
う
問
題
を
つ
か
み
だ
し
て
い
る
、

　
　
貴
族
政
治
か
ら
猫
裁
君
主
政
治
へ
と
か
わ
っ
て
ゆ
く
政
治
過
程
に
お
い
て
、
農
　
　
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
つ
か
み
と
り
か
た
に
は
、
も
ち
ろ
ん
問
題
が
あ

　
　
民
を
こ
う
と
ら
え
て
い
る
⑧
す
こ
し
長
く
な
る
け
れ
ど
屯
引
用
し
よ
う
。
《
貴
　
　
る
。
た
と
え
ば
、
《
農
民
の
身
分
的
、
制
度
的
な
自
由
が
、
そ
の
ま
ま
現
實
の

　
　
族
時
代
に
は
、
入
民
は
貴
族
全
盤
の
奴
隷
の
如
く
覗
ら
れ
た
か
ら
、
私
有
財
産
　
　
階
級
的
規
定
性
と
な
り
う
る
か
ど
う
か
》
と
い
っ
た
よ
う
な
批
到
が
、
も
ち
う

　
　
も
認
め
ら
れ
る
筈
は
な
い
。
晴
唐
の
時
代
と
な
り
、
人
民
を
貴
族
の
手
か
ら
解
　
　
ん
徹
底
的
に
と
わ
れ
追
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
お
も
う
。
ま
た
、
い
ま
そ

　
　
放
し
て
國
家
の
直
轄
と
し
、
殊
に
農
民
を
國
家
の
小
作
人
の
如
く
取
扱
う
制
度
　
　
う
い
わ
れ
る
よ
う
な
オ
ブ
テ
ィ
、
・
・
ズ
添
が
、
や
は
り
内
藤
博
士
の
歴
更
の
み
か
　
｝

　
　
が
作
ら
れ
た
が
、
事
實
は
政
治
の
灌
力
は
貴
族
に
あ
っ
た
か
ら
、
農
民
は
君
主
　
　
た
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
よ
う
に
さ
え
お
も
う
。
そ
れ
は
た
し
か
に
そ
う
で
あ
る
　
6
1
－

　
　
を
擁
し
た
貴
族
團
膣
の
小
作
人
と
い
う
状
態
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
人
民
は
　
　
が
、
そ
う
い
う
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
が
ど
こ
か
ら
で
て
く
る
の
か
。
そ
れ
に
も
か
　
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
皆
奴
隷
同
様
で
あ
っ
た
。
…
…
唐
の
中
頃
か
ら
こ
の
制
度
が
自
然
に
壊
れ
て
爾
　
　
か
わ
ら
す
、
歴
史
の
な
か
に
、
《
農
民
め
解
放
》
を
み
と
め
て
い
っ
た
歴
史
の

　
　
税
制
度
と
な
っ
た
。
…
…
こ
れ
は
人
民
の
定
住
を
當
て
に
せ
す
、
現
住
の
場
所
　
　
つ
か
み
方
こ
そ
大
切
だ
と
わ
た
し
は
お
も
う
。

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

　
　
に
よ
っ
て
牧
税
す
る
も
の
で
、
人
民
を
土
地
に
附
騎
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ぬ
　
　
　
と
こ
ろ
で
、
た
だ
ち
に
う
た
が
い
が
お
こ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
農
民
の
解

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

　
　
と
こ
ろ
よ
り
起
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
人
民
の
居
住
が
制
度
上
自
由
　
　
放
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
。
ど
こ
か
ら
き
た
の
か
。
ど
う
し
て

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
に
解
放
さ
る
る
こ
と
と
な
り
、
又
こ
の
時
よ
り
漸
次
租
印
ち
地
代
の
制
も
攣
っ
　
　
可
能
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
中
國
近
世
史
」
の

　
　
て
、
穀
物
の
代
り
に
鏡
で
納
め
る
こ
と
と
な
っ
て
、
土
地
の
牧
穫
物
を
自
由
に
　
　
展
開
の
な
か
に
も
と
め
て
も
、
ど
う
竜
は
っ
き
り
し
な
い
。
た
と
え
ば
、
引
用

　
　
庭
分
し
う
る
に
至
っ
た
。
か
く
て
人
民
は
、
土
地
に
拘
束
さ
る
る
奴
隷
小
作
人
　
　
文
か
ら
も
は
っ
き
り
う
け
と
れ
る
が
、
．
上
か
ら
の
政
治
的
な
施
策
の
結
果
と
し

　
　
た
る
位
置
か
ら
、
自
然
に
解
放
さ
る
る
端
緒
を
開
い
た
…
…
》
（
「
中
國
近
世
史
」
　
　
て
、
《
自
然
に
》
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
以
上
に
、
な
ん
ら
の
積

　
　
九
－
一
〇
頁
。
傍
瓢
筆
者
）
。
つ
ま
り
、
階
唐
の
均
田
制
の
も
と
で
奴
隷
の
よ
　
　
極
的
な
説
明
も
な
け
れ
ば
、
分
析
も
な
い
。
そ
れ
で
は
、
わ
た
し
た
ち
に
と
っ

3
　
う
な
地
位
に
あ
っ
た
均
田
農
民
が
、
唐
宋
の
攣
革
の
時
代
に
、
自
由
な
農
民
へ
　
　
て
は
ま
こ
と
に
不
安
で
あ
る
。
そ
う
い
う
政
策
は
ど
の
よ
う
に
し
て
う
ち
だ
さ

　2
　
　
と
解
放
さ
れ
た
と
い
う
め
で
あ
る
。
こ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
《
國
　
　
れ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
《
君
主
を
擁
し
た
貴
族
團
髄
》
が
農
民
を
隷
燭
さ
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三

　
　
も
な
く
や
っ
て
く
る
と
考
え
る
の
は
非
現
蜜
的
で
あ
る
。
《
農
民
の
解
放
》
が
、
　
　
均
田
制
に
つ
い
て
は
、
い
ま
ま
で
い
ろ
い
ろ
の
見
解
が
と
ら
れ
て
き
た
。
こ

　
　
《
貴
族
團
膣
》
と
農
民
と
い
う
階
級
樹
立
の
な
か
か
ら
必
然
的
に
う
み
だ
さ
れ
　
　
の
均
田
制
を
ど
う
と
ら
え
る
か
に
よ
っ
て
、
必
然
的
に
そ
の
う
ち
に
め
ぱ
え
、

　
　
て
く
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
結
果
と
し
て
《
貴
族
政
治
の
崩
　
　
生
長
す
る
あ
た
ら
し
い
生
産
關
係
の
つ
か
み
か
た
に
つ
い
て
も
ち
が
い
が
お
こ

　
　
壌
》
を
み
ち
び
く
と
す
る
な
ら
ば
（
「
中
國
近
世
史
」
＝
＝
頁
）
、
結
果
と
し
て
み
　
　
っ
て
く
る
。

　
　
す
か
ら
を
没
落
さ
せ
る
よ
う
な
政
策
を
、
貴
族
自
身
が
ま
ち
が
っ
て
も
や
っ
て
　
　
　
鈴
木
俊
氏
の
さ
い
き
ん
の
研
究
に
よ
れ
ば
（
「
唐
代
均
田
法
施
行
の
意
義
に
つ

　
　
の
け
る
は
す
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
政
策
、
あ
る
い
は
歴
史
の
展
開
に
た
い
し
　
　
い
て
」
・
史
淵
、
五
〇
輯
）
、
均
田
制
を
、
唐
代
に
お
け
る
現
實
の
農
民
支
配
の

　
　
て
、
貴
族
は
や
は
り
必
死
に
な
っ
て
そ
れ
を
く
い
と
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
　
　
一
つ
の
膣
制
と
し
て
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
は

　
　
れ
に
も
か
か
わ
ら
す
、
貴
族
が
没
落
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
現
實
に
、
貴
族
の
　
じ
め
て
、
均
田
制
が
、
た
ん
に
形
式
的
な
も
の
で
あ
る
以
上
に
、
そ
れ
は
一
丁

　
　
窒
配
的
な
地
位
が
、
し
た
が
っ
て
貴
族
の
支
配
騰
制
が
そ
こ
ま
で
ほ
り
く
す
さ
　
　
の
最
高
耕
作
面
積
（
懸
受
田
額
）
を
百
畝
と
し
た
土
地
所
有
制
限
策
で
あ
っ
て
、
　
　
」

　
　
れ
て
い
る
、
と
い
つ
こ
と
だ
と
お
も
う
。
こ
の
墓
掘
り
人
こ
そ
、
《
た
く
ま
し
　
　
こ
こ
に
均
田
制
の
重
要
な
い
み
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
均
田
．
一

　
　
い
存
在
》
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
、
こ
の
攣
革
を
い
き
い
き
と
　
　
制
を
、
そ
の
こ
ろ
の
現
實
砒
會
と
は
ま
っ
た
く
か
け
は
な
れ
た
、
形
式
的
な
、
　
6
2

　
　
さ
せ
て
い
る
竜
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
貴
族
の
麦
配
の
も
と
に
あ
り
た
　
　
非
現
實
的
な
政
策
に
す
ぎ
な
い
と
み
る
み
か
た
に
た
い
し
て
、
肚
會
の
現
實
の
　
［

　
　
農
民
は
、
み
す
か
ら
の
解
放
を
、
み
す
か
鋲
の
て
で
か
ち
と
っ
て
い
か
な
け
れ
　
　
う
ち
に
、
そ
の
具
隆
的
な
い
み
を
も
と
め
て
ゆ
こ
う
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
お
お

　
　
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
い
み
し
て
い
る
。
博
士
も
こ
の
こ
と
を
み
の
が
し
て
は
い
　
　
き
な
前
進
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
均
田
制
の

　
　
な
い
よ
う
に
お
も
う
σ
た
と
え
ば
、
「
懸
仁
の
鼠
」
（
「
日
本
文
化
史
研
究
」
所
攻
）
　
　
《
現
實
的
な
い
み
》
を
土
地
所
有
制
限
策
と
し
て
み
と
め
て
ゆ
こ
う
と
す
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
な
ど
を
み
て
も
わ
か
る
。
し
か
し
そ
れ
も
、
《
人
民
に
と
っ
て
結
構
な
こ
と
な
　
　
や
は
り
そ
こ
に
は
、
現
實
に
あ
る
土
地
私
有
を
そ
の
前
提
と
し
て
み
と
め
て
い

　
　
ら
大
い
に
や
る
が
よ
ろ
し
い
》
と
い
う
ふ
う
に
、
つ
め
た
く
つ
き
は
な
し
た
場
　
　
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
國
家
罐
力
が
、
そ
う
い
う
土
地
所
有
の
制
限
を
や

　
　
で
の
酸
言
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
わ
た
し
に
は
感
ぜ
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
ら
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
現
實
は
、
い
っ
た
い
ど
う
な
の
か
。
鈴
木
氏
に
よ
っ

　
　
　
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
の
《
農
民
の
解
放
》
と
い
う
こ
と
を
、
ど
う
考
え
た
ら
よ
　
　
て
は
》
そ
れ
は
と
く
に
、
貴
族
あ
る
い
は
豪
族
に
よ
る
、
土
地
所
有
の
擾
大
と

　
　
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
は
や
貴
族
的
支
配
の
て
に
は
お
え
な
く
な
っ
た
農
民
は
、
　
　
い
う
方
向
か
ら
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
必
然
的
に
國
家
権
力
　
．

　
　
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
、
ど
う
な
っ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
　
　
と
σ
矛
盾
を
獲
展
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
そ
う
い
う
矛
盾
は
、
た
し
か

　
　
と
く
に
こ
の
問
題
を
中
心
に
す
え
な
が
ら
、
考
え
て
み
た
い
と
お
も
う
。
　
　
　
　
に
あ
り
う
る
し
、
ま
た
そ
れ
が
國
家
の
財
政
的
な
基
礎
を
ほ
り
く
す
し
て
ゆ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
も
事
實
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
國
家
財
政
の
基
礎
と
し
て
の
『
農



　
　
民
の
生
蓬
の
破
綻
、
そ
し
て
貴
族
や
豪
族
な
ど
に
よ
る
土
地
併
合
の
護
展
・
旗
　
　
の
強
纏
君
主
に
よ
ク
て
實
行
さ
れ
た
》
（
「
中
國
史
上
の
荘
園
」
・
歴
史
教
育
、

　
　
大
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
ま
た
、
國
家
　
　
二
ー
六
。
ま
た
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
「
晋
武
帝
の
戸
調
式
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
擢
力
と
豪
族
と
の
あ
い
だ
の
矛
盾
は
（
こ
れ
を
唐
帝
國
の
基
本
，
的
矛
盾
に
す
え
　
　
て
」
・
東
亜
経
濟
研
究
、
一
九
－
四
に
お
い
て
く
わ
し
く
の
べ
ら
れ
て
い
る
）
と

　
　
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
で
あ
ろ
う
）
、
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
で
て
く
る
の
で
あ
ろ
　
　
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
北
朝
的
な
土
地
所
有
の
あ
り
か
た
、
そ
し
て
そ
の

　
　
う
か
。
や
は
り
そ
こ
に
は
、
貴
族
的
・
豪
族
的
な
土
地
所
有
と
と
も
に
、
農
民
　
　
生
産
關
係
、
南
朝
的
な
土
地
所
有
の
あ
り
か
た
、
そ
し
て
そ
の
生
琵
關
係
と
は
．

　
　
に
よ
る
、
小
土
地
所
有
が
現
實
に
あ
る
と
お
も
う
。
豪
族
た
ち
に
よ
る
土
地
併
　
　
そ
れ
ら
は
質
的
に
ち
が
っ
た
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
。
そ
れ
が
、
階
唐
帝
國
　
’

　
　
合
の
獲
展
と
い
う
こ
と
は
、
な
に
よ
り
も
ま
す
、
農
民
に
よ
る
土
地
所
有
の
牧
．
　
へ
と
統
一
さ
れ
る
の
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
い
み
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
そ

　
　
奪
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
階
末
の
叛
鰍
も
、
や
は
り
こ
う
い
う
敵
甥
的
な
矛
　
　
し
て
そ
こ
に
成
立
す
る
均
田
農
民
と
豪
族
支
配
と
の
關
係
と
を
ど
う
と
ら
え
て

　
　
盾
の
う
え
に
、
そ
れ
を
解
決
す
る
も
の
と
し
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
（
横
　
　
ゆ
く
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
か
な
ら
す
し
も
明
確
な
解
答
は
な
さ
れ
て

　
　
田
滋
「
七
世
紀
初
頭
に
お
け
る
内
凱
に
つ
い
て
」
・
東
洋
史
研
究
、
＝
一
i
五
、
六
）
。
　
い
な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
《
政
府
が
官
僚
に
…
封
し
て
、
か
く
の
如
者
（
隷

　
　
　
こ
う
考
え
て
く
る
と
き
、
そ
の
よ
う
な
階
末
の
は
げ
し
い
諸
叛
鼠
は
、
や
は
　
　
民
に
比
例
し
て
の
給
田
を
慶
し
て
、
官
位
に
し
た
が
っ
て
永
業
田
を
あ
た
え
る
　
．

　
　
り
農
民
を
ど
う
つ
か
み
支
配
し
て
ゆ
く
か
と
い
う
こ
と
に
問
題
が
あ
る
と
お
も
　
　
や
り
か
た
）
占
田
的
土
地
所
有
を
公
認
し
た
こ
と
は
、
有
力
者
の
薙
園
輕
螢
が
　
一

　
　
わ
れ
る
し
、
ま
た
そ
う
い
う
叛
臨
を
と
お
り
ぬ
け
た
と
こ
ろ
に
成
立
し
て
く
る
　
　
前
代
以
來
引
き
綾
き
盛
行
し
て
い
た
現
實
を
、
法
令
に
よ
っ
て
認
容
せ
ざ
る
を
　
紹

　
　
唐
帝
國
の
均
田
制
を
、
農
民
に
た
い
し
て
は
、
《
國
家
が
最
高
の
地
主
と
し
て
、
　
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
》
（
同
前
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
有
力
渚
　
　
一

　
　
そ
の
土
地
を
一
般
農
民
に
分
給
し
、
そ
の
代
償
と
し
て
地
代
た
る
租
庸
調
を
彼
　
　
に
よ
る
蕪
園
経
管
の
襲
展
は
、
た
し
か
に
ま
え
の
時
代
を
う
け
つ
い
で
、
さ
か

　
　
等
か
ら
徴
攻
》
す
る
よ
う
な
、
そ
し
て
、
豪
族
に
た
い
し
て
は
、
そ
の
土
地
所
　
　
ん
に
護
展
し
て
い
た
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
の
《
有
力
者
に
よ

　
　
有
の
旙
天
を
お
さ
え
て
お
く
政
策
と
い
う
と
ら
え
か
た
に
は
、
や
は
り
疑
問
が
　
　
る
蕪
園
経
管
の
護
展
》
と
い
う
こ
と
を
、
ど
の
よ
う
な
現
實
的
な
場
で
と
ら
え

　
　
お
こ
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
、
晴
唐
帝
國
の
時
代
に
お
け
る
農
民
の
あ
り
か
た
、
，
　
　
て
ゆ
く
か
と
い
う
こ
と
こ
そ
大
切
な
問
題
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
、

　
　
そ
し
て
受
の
生
活
と
生
産
の
場
所
で
あ
る
そ
の
こ
ろ
の
農
村
肚
會
を
、
あ
る
が
　
　
　
こ
う
考
え
て
く
る
と
き
、
や
は
り
は
じ
め
に
の
べ
た
よ
う
に
、
均
田
農
民
の

　
　
ま
ま
の
す
が
た
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
、
そ
こ
で
豪
族
の
土
地
駈
有
が
ど
の
　
　
具
膣
的
な
あ
り
か
た
、
そ
し
て
豪
族
た
ち
に
よ
る
土
地
所
有
の
鑛
大
が
ど
の
よ

　
　
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
問
題
が
あ
き
ら
か
に
　
　
う
に
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
問
題
は
お
ち
つ
く
。
そ
し
て
そ
こ

　
　
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
に
、
上
か
ら
の
政
策
と
し
て
お
ご
な
わ
れ
る
、
階
唐
帝
國
の
均
田
制
の
い
み
も

　
　
　
ま
た
宮
崎
市
定
教
授
は
（
《
南
朝
で
は
占
田
的
土
地
所
有
（
す
な
わ
ち
、
貴
　
　
》
き
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

5
　
族
的
な
占
田
の
荘
園
）
が
盛
ん
で
あ
っ
た
の
に
鋼
し
、
北
朝
で
は
課
田
的
な
土
　
　
　
こ
の
第
一
の
鮎
に
つ
い
て
、
農
民
は
、
國
家
構
力
か
ら
耕
作
地
を
あ
た
え
ら

　2
　
地
経
管
、
即
ち
、
軍
役
と
穀
畠
を
そ
こ
か
ら
徴
獲
す
る
方
法
が
、
、
異
民
族
出
身
　
　
れ
、
そ
れ
に
た
い
し
て
、
農
民
は
｝
定
額
の
租
・
庸
・
調
の
上
納
、
お
よ
び
雑



●

6
　
役
・
兵
役
の
負
澹
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
に
み
と
め
ら
れ
て
い
る
關
係
　
　
さ
り
と
か
た
づ
け
て
し
ま
え
、
ぬ
具
膣
的
な
關
係
を
し
め
し
て
い
る
と
お
も
う
の

り
ゐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

2
　
で
あ
る
（
こ
の
よ
う
な
均
田
制
を
、
加
藤
繁
博
士
は
、
《
自
作
農
維
持
制
度
》
　
　
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
そ
れ
は
土
地
を
媒
介
と
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
生
－

　
　
で
あ
る
と
の
べ
て
い
る
。
　
「
唐
宋
時
代
の
荘
園
の
組
織
並
に
其
の
聚
落
と
し
て
　
　
産
物
の
分
配
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
關
係
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ

　
　
の
爽
達
に
就
き
て
」
支
那
紹
濟
史
考
謹
上
所
牧
）
。
し
か
も
、
，
現
實
に
は
、
農
民
　
　
の
よ
う
な
農
民
を
、
奴
隷
的
な
本
質
に
お
い
て
と
ら
え
る
と
ら
え
か
た
に
は
、

　
　
の
既
受
田
額
と
鷹
受
田
額
百
畝
と
の
あ
い
だ
に
は
か
な
り
の
く
い
ち
が
い
が
あ
　
　
や
は
り
理
論
的
な
よ
わ
さ
を
う
ち
け
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
で
あ
き
ら
か
　
ー

　
　
る
。
均
田
制
の
も
つ
そ
う
い
う
非
現
實
性
を
ど
う
と
ら
え
て
ゆ
け
ば
よ
い
で
あ
　
　
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
う
い
う
土
地
所
有
關
係
と
租
庸
調
と
い

　
　
ろ
う
か
。
そ
こ
に
、
給
田
百
畝
と
い
う
《
儒
家
の
理
想
》
（
鈴
木
俊
氏
）
と
か
、
　
　
う
租
税
農
系
と
の
現
實
的
な
具
醗
的
な
關
蓮
で
あ
ろ
う
。
牧
奪
の
苛
酷
さ
無
慈

　
　
あ
る
い
は
《
普
天
の
も
と
、
王
土
に
あ
ら
ざ
る
は
な
し
》
と
い
う
傳
統
的
な
土
　
　
悲
さ
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
あ
る
階
級
的
な
生
塵
關
係
を
規
定
す
る
材
料
と
す
る

　
　
地
鶴
念
の
復
活
が
考
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
非
現
　
　
こ
と
は
で
き
な
い
。
問
題
は
そ
の
よ
う
な
牧
奪
を
あ
ら
し
め
て
い
沿
生
産
闘
係
，

　
　
．
實
性
あ
る
い
は
欺
隔
性
が
な
お
あ
り
う
る
よ
う
な
肚
會
、
そ
の
生
蓬
關
係
に
員
　
　
の
分
析
を
つ
う
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
し
、
ま
た
そ
う
い
う

　
　
を
そ
そ
ぐ
と
き
、
均
田
制
を
そ
の
《
盧
構
性
》
に
お
い
て
と
ら
え
、
そ
こ
に
現
　
　
關
係
を
支
配
者
と
と
り
む
す
ぶ
農
民
の
主
薩
が
と
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

　
　
實
に
あ
る
の
は
、
農
民
に
た
い
す
る
國
家
の
奴
隷
制
的
把
握
に
ほ
か
な
ら
な
い
　
　
お
も
う
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
う
い
ち
ど
唐
代
の
農
民
を
と
ら
え
な
　
一

　
　
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
み
か
た
が
な
り
た
っ
て
く
る
（
石
母
田
正
民
）
。
そ
う
　
　
お
し
て
ゆ
く
こ
と
が
、
い
ま
の
な
に
よ
り
屯
大
切
な
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
磁

　
　
考
え
る
と
き
、
租
庸
調
と
い
う
租
税
睦
系
は
、
國
家
機
力
と
の
あ
い
だ
に
、
ほ
　
　
内
藤
博
士
の
い
わ
れ
る
《
農
民
の
解
放
》
と
い
う
こ
と
も
、
や
は
り
こ
う
い
う
　
一

　
　
か
の
な
ん
ら
の
媒
介
物
を
も
も
た
な
い
、
直
接
的
な
、
な
ま
の
ま
ま
の
無
慈
悲
　
　
場
所
で
の
み
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
（
宮
蒔
教
授
は
、
や
は
り
べ
つ
の
表
現

　
　
な
農
民
に
た
い
す
る
牧
簿
瞭
系
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
た
し
か
に
規
定
ど
お
　
　
で
、
《
唐
朝
三
眉
辞
⑫
比
較
的
深
痢
の
支
配
の
縫
綾
は
、
個
人
的
所
有
橿
を
肇

　
　
り
の
給
田
は
や
ら
れ
な
か
．
た
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
こ
か
ら
、
兵
役
と
租
庸
調
達
芒
頬
勤
ヨ
鵡
細
券
冨
か
歯
）
。

　
　
と
が
無
慈
悲
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
も
や
は
り
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
　
　
　
こ
う
塾
助
瀾
孫
協
ボ
騨
醗
鋤
弛
ま
懸
讃
族
酸
配
を
さ
さ
え
て
い
る
。
唐
帝
國
　
’
，

　
　
に
し
て
も
、
喫
れ
を
や
り
と
げ
よ
う
と
す
る
た
め
に
は
、
く
い
ち
が
い
は
あ
る
　
の
支
配
、
昆
袋
輪
填
襯
⑭
殆
弾
癒
ど
と
い
わ
れ
て
、
支
配
者
に
よ
っ
て
理
想

　
　
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
耕
作
地
を
農
民
に
あ
た
え
る
と
い
う
て
つ
づ
き
を
と
ら
　
　
化
さ
え
さ
れ
て
い
る
太
閥
・
太
宗
の
時
代
は
、
わ
り
あ
い
に
李
和
な
時
代
で
あ

　
　
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
と
と
竜
に
、
そ
の
耕
作
地
を
、
農
民
は
や
　
　
り
、
ま
た
す
ぐ
れ
た
唐
文
化
が
基
礎
づ
け
ら
れ
た
時
代
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

　
　
は
り
み
す
か
ら
の
生
産
要
具
と
、
み
す
か
ら
の
生
産
計
豊
に
お
い
て
経
螢
し
．
　
　
均
佃
制
の
も
と
で
、
農
民
は
み
す
か
ら
の
生
産
計
置
に
も
と
つ
い
て
鑛
大
再
生

　
　
ま
た
そ
れ
を
あ
し
ば
に
、
家
内
手
工
業
を
も
や
っ
て
い
る
と
い
う
事
實
を
み
の
　
　
琵
を
つ
づ
け
て
ゆ
く
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
合
理
性
を
も
っ
て
い

　
　
が
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
奴
隷
と
い
う
概
念
で
は
つ
つ
み
き
れ
ぬ
も
　
　
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
そ
の
上
に
こ
そ
、
準
和
な
す
ぐ
れ
た
文
化
的
創
造

　
　
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
現
實
は
、
や
は
り
、
盧
構
性
な
ど
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
　
　
も
展
閣
し
疏
た
の
で
あ
ろ
う
と
お
も
う
（
こ
の
錨
か
ら
い
っ
で
竜
＼
た
ん
に
均



　
　
田
制
を
虚
構
だ
と
か
、
欺
隔
だ
と
か
あ
っ
さ
り
か
た
づ
け
て
し
ま
う
の
は
、
歴
　
　
な
わ
れ
た
州
縣
治
以
外
の
、
地
方
小
都
市
あ
る
い
は
村
落
に
獲
展
し
た
も
の
で

　
　
史
の
ゆ
た
か
な
展
開
の
否
定
に
み
ち
び
く
、
軍
純
な
理
論
に
す
ぎ
ぬ
と
お
も
う
）
。
　
あ
る
。
そ
こ
で
は
市
の
制
は
強
制
さ
れ
す
、
地
方
的
な
交
換
の
場
所
と
し
て
護

　
　
農
民
は
、
上
か
ら
の
解
放
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
み
す
か
ら
の
力
で
、
螢
々
と
゜
．
　
展
し
、
そ
れ
が
や
が
て
は
都
市
の
城
外
に
に
ぎ
や
か
な
商
業
匠
域
を
護
展
さ
せ
、

　
　
し
て
自
己
の
生
産
の
場
を
つ
く
り
だ
し
、
そ
れ
を
ま
も
り
、
護
展
さ
せ
て
ゆ
こ
　
　
「
坊
市
の
制
」
を
崩
壌
さ
せ
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
草
市
の
護
展
を

　
　
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
さ
さ
え
ら
れ
て
、
農
民
の
纏
濟
的
な
自
立
　
　
さ
さ
え
て
い
っ
た
も
の
は
、
や
は
り
、
地
方
農
村
で
の
交
換
關
係
の
獲
展
で
あ

　
　
性
は
た
か
ま
り
、
農
民
の
主
臆
的
な
解
放
の
た
め
の
、
客
闘
的
條
件
が
つ
く
り
　
　
ろ
う
。
そ
れ
と
と
も
に
、
た
と
え
ば
、
廣
東
地
方
で
、
市
に
お
け
る
農
民
小
商

　
　
だ
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
と
お
も
う
。
均
田
制
の
も
と
で
の
、
こ
の
よ
う
　
　
人
へ
め
課
税
を
考
え
て
い
る
よ
う
な
（
加
藤
博
士
）
、
そ
う
い
う
農
民
の
い
き
る

　
　
に
農
民
の
主
匿
的
解
放
の
條
件
が
護
展
し
て
き
た
こ
と
は
、
そ
れ
と
と
も
に
、
　
　
場
所
が
、
そ
こ
に
あ
た
ら
し
く
み
い
だ
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
う
い
う
商
品
關

　
　
均
田
制
と
い
う
か
た
ち
で
の
農
民
支
配
を
、
た
ち
お
く
れ
た
も
の
に
韓
化
し
、
　
　
係
の
襲
展
が
、
農
業
生
産
に
ど
の
よ
う
な
關
係
を
も
ち
、
そ
し
て
ま
た
そ
れ
い

　
　
豪
族
の
農
民
支
配
を
不
合
理
な
も
の
に
か
え
つ
つ
、
爾
者
の
あ
い
だ
の
敵
野
的
　
　
こ
の
農
業
生
琵
關
係
の
展
開
に
ど
う
い
う
い
み
を
も
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、

　
　
な
矛
盾
を
、
す
る
ど
い
深
刻
な
場
所
へ
と
お
い
こ
ん
で
ゆ
く
の
で
あ
る
。
内
藤
　
　
今
後
あ
き
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
課
題
で
》
ろ
う
。
そ
う
い
う
農
民
、

　
　
博
士
流
の
《
自
由
な
農
民
》
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
た
め
に
は
、
そ
の
ま
え
に
、
　
　
小
商
人
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
で
て
く
る
の
か
。
こ
う
考
え
て
く
る
と
き
、
や
　
　
｛

　
　
こ
の
き
び
し
い
矛
盾
を
つ
き
ぬ
け
解
決
す
る
こ
と
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
つ
そ
　
　
は
り
均
田
制
支
配
そ
の
も
の
を
不
合
理
な
も
の
に
お
い
っ
め
て
き
て
い
る
。
第
　
6
5

　
　
れ
で
は
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
た
た
か
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
一
・
第
三
の
問
題
と
の
具
睦
的
な
關
係
を
あ
き
ら
か
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
　
　
［

　
　
　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
つ
っ
こ
ん
だ
研
究
は
な
い
よ
う
に
お
も
う
。
農
民
た
　
　
な
っ
て
く
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
ち
は
、
ど
う
い
う
行
動
を
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
中
唐
前
後
か
ら
の
と
く
に
　
　
　
農
民
が
逃
亡
し
た
り
、
あ
る
い
は
流
民
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
農
民
が
み

　
　
い
ち
じ
る
し
い
現
象
は
、
農
民
の
逃
亡
、
流
民
、
兵
役
・
庸
の
拒
否
、
群
盗
、
　
　
す
か
ら
の
生
産
と
生
活
の
場
を
な
げ
す
て
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
均
田
制
的

　
　
土
地
の
典
費
、
地
方
的
な
市
や
草
市
の
獲
展
と
い
う
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
　
　
な
支
配
の
も
宅
で
は
、
も
は
や
農
民
は
鑛
大
再
生
産
を
つ
づ
け
て
ゆ
く
可
能
性

　
　
ら
の
こ
と
は
、
な
に
を
い
み
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
に
、
農
民
の
土
地
、
　
を
う
ば
わ
れ
て
い
る
こ
と
（
た
と
え
ば
役
や
徴
爽
の
加
重
、
強
制
な
ど
と
い
う

　
　
す
な
わ
ち
生
産
の
場
の
放
棄
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
第
ご
に
商
業
關
係
の
襲
展
　
　
か
た
ち
で
）
、
均
田
制
は
、
農
民
が
い
き
て
ゆ
く
の
に
不
合
理
な
、
非
人
間
的
な
　
　
　
、

　
　
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
第
三
に
、
流
民
あ
る
い
は
群
盗
化
は
、
必
然
的
に
叛
餓
　
　
支
配
と
牧
奪
の
し
か
た
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
、
あ
た

　
　
へ
の
可
能
性
を
、
刻
々
と
つ
く
り
だ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
．
り
ま
え
で
は
、
均
田
制
の
も
と
で
農
民
は
な
ま
み
を
け
す
っ
て
ゆ
く
い
が
い
に

　
　
　
第
二
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
加
藤
繁
博
士
の
研
究
が
あ
る
（
「
唐
宋
の
草
市
に
　
　
は
、
い
き
て
ゆ
け
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
い
み
す
る
。
そ
し
て
ま
た
、

7
　
就
い
て
」
、
「
唐
宋
時
代
の
草
市
及
び
其
の
登
展
」
・
い
す
れ
も
支
那
輕
濟
考
誰
上
　
　
，
そ
れ
ゆ
え
に
か
れ
ら
農
民
が
、
そ
の
生
産
の
場
を
う
ち
す
て
る
こ
と
は
、
そ
れ

　2
　
所
牧
）
。
唐
代
の
草
市
（
鎭
市
、
市
を
ふ
く
め
て
）
は
、
嚴
重
な
坊
市
制
が
お
こ
　
　
自
膣
、
い
き
て
ゆ
く
擢
利
を
も
な
げ
だ
す
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
農
民
は
、



8
　
　
そ
う
い
つ
た
、
い
っ
て
み
れ
ば
二
重
の
い
み
で
の
《
死
》
に
み
ナ
か
ら
を
お
と
　
　
と
お
も
う
。
い
ま
ま
で
、
う
し
お
の
よ
う
に
四
方
か
ら
か
れ
の
も
と
に
あ
つ
ま

舵
し
い
れ
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
・
そ
妄
で
お
い
つ
め
ら
れ
な
が
ら
、
農
民
は
゜
り
、
叛
箆
く
わ
わ
っ
た
農
民
た
ち
は
、
裏
う
し
お
の
ひ
く
よ
う
に
か
れ
の

　
　
　
な
ん
と
か
し
て
い
き
て
ゆ
く
み
ち
を
み
つ
け
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
　
　
も
と
を
去
っ
て
い
つ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
叛
鼠
の
退
潮
は
お
お
い
が
た
く
、

　
　
　
る
・
そ
こ
に
・
ま
っ
正
面
か
ら
、
不
合
理
な
、
ふ
る
い
櫨
力
支
配
と
野
決
せ
ざ
　
　
か
れ
は
叛
臨
軍
の
増
強
の
た
め
に
、
強
制
的
に
人
民
を
兵
隊
と
し
て
か
り
あ
つ

‘
　@
る
を
え
な
く
な
る
。
そ
う
い
う
農
民
の
た
た
か
い
が
展
開
し
て
ゆ
く
可
能
性
は
　
　
め
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
寵
助
の
叛
餓
を
も
り
あ
げ
て
く
ゐ
も
の
、
そ
し

　
　
　
ど
こ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
農
民
の
解
放
も
、
そ
う
い
う
ふ
る
い
非
人
間
的
な
　
　
て
そ
れ
ゆ
え
に
叛
臨
の
敗
北
に
お
い
て
も
決
定
的
な
存
在
と
し
て
、
は
っ
き
り

　
　
　
抑
匪
に
抗
し
て
た
た
か
う
、
農
民
じ
し
ん
に
よ
っ
て
の
み
き
り
ひ
ら
か
れ
て
く
　
　
と
農
民
の
す
が
た
が
う
か
び
あ
が
っ
て
き
て
い
る
。
こ
う
い
う
農
民
の
す
が
た

　
　
　
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
底
に
あ
る
も
の
は
な
ん
で
あ
る
か
。

　
　
　
　
ζ
こ
で
・
内
藤
博
士
が
・
唐
の
貴
婆
配
が
く
す
れ
て
ゆ
く
笙
次
的
な
過
　
《
二
重
の
い
み
で
の
死
》
と
い
ケ
場
所
に
あ
る
、
そ
れ
ゆ
え
農
民
た
ち
を
、

　
　
　
程
と
し
て
、
「
寵
助
の
臨
」
（
八
六
八
i
八
六
九
）
を
と
ら
え
て
い
る
こ
と
は
注
目
　
　
せ
っ
ば
つ
ま
っ
た
行
動
に
た
た
ざ
る
を
え
な
ぐ
し
て
い
る
客
観
的
條
件
の
も
と

　
　
　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
「
中
國
近
世
史
」
二
五
i
二
七
頁
）
。
こ
の
駆
助
の
臨
に
　
　
で
、
し
か
も
な
お
寵
助
の
凱
に
濁
自
な
態
度
を
と
ろ
う
と
し
た
農
民
が
あ
る
。

　
　
　
つ
い
て
問
題
な
の
は
、
か
れ
の
叛
臨
が
募
兵
軍
隊
の
叛
謝
と
し
て
お
こ
っ
た
こ
　
　
そ
う
い
う
農
民
こ
そ
は
、
か
れ
ム
が
み
す
か
ら
の
て
で
つ
く
り
あ
げ
た
生
産
の
　
「

　
　
＼
と
。
つ
ぎ
に
も
っ
と
も
大
切
な
こ
と
で
あ
る
が
、
織
の
獲
展
が
、
徐
洒
地
方
の
　
　
場
を
ま
も
り
ぬ
く
た
め
に
、
あ
る
い
は
わ
る
く
い
え
ぱ
、
そ
れ
に
あ
く
ま
で
も
　
6
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農
民
大
衆
の
支
持
と
決
定
的
に
關
蓮
し
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
（
王
丹
　
し
が
み
つ
い
て
ゆ
こ
う
と
し
た
農
民
で
あ
る
。
こ
の
農
民
た
ち
が
ど
う
で
あ
，
る
一

　
　
　
琴
「
農
民
革
命
史
話
」
）
。
《
寵
期
は
人
民
を
募
集
し
て
兵
隊
に
し
た
が
、
人
民
　
　
か
と
い
う
こ
と
に
焦
鮎
を
あ
わ
せ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
゜
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け

　
　
　
は
あ
ら
そ
っ
て
こ
れ
に
お
う
じ
た
。
父
は
む
す
ご
を
ゆ
か
せ
、
誕
は
夫
を
は
げ
　
　
、
れ
ば
、
農
民
が
死
に
お
い
こ
ま
れ
る
。
叛
凱
に
た
ち
あ
が
る
。
そ
し
て
な
ん
ら

　
　
　
ま
し
、
み
な
す
き
さ
き
を
け
ナ
っ
て
す
る
ど
く
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
や
っ
て
き
　
　
か
の
支
配
者
の
武
力
に
よ
っ
て
鎭
墜
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
．
う
、
ま
こ
と
に
絶
望

　
　
　
た
》
（
「
通
鑑
紀
事
本
末
」
巻
三
六
）
と
い
う
よ
う
な
、
墜
倒
的
な
支
持
を
、
農
民
　
　
的
な
す
じ
み
ち
し
か
で
て
こ
な
い
。
農
民
の
い
き
か
た
、
い
や
歴
史
の
展
開
と

　
　
　
大
衆
は
か
れ
の
蜂
起
軍
に
あ
た
え
、
か
れ
の
勢
力
を
つ
よ
め
た
。
そ
し
て
そ
の
　
　
い
う
も
の
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
お
も
う
。
問
題
は
、
み
す
か
ら

　
　
　
と
き
は
蜂
起
の
革
命
的
性
格
が
、
も
っ
と
毛
は
っ
き
り
あ
ら
わ
れ
た
と
き
で
屯
あ
　
　
を
武
装
し
て
確
力
と
の
抗
事
に
は
い
る
農
民
の
力
量
と
、
み
す
か
ら
の
勢
働
力

　
　
　
っ
た
。
そ
し
て
寵
助
が
朝
廷
に
《
節
銭
を
請
求
》
し
、
ま
た
唐
機
力
が
《
節
銭
　
　
に
よ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
生
産
を
ま
も
り
ぬ
こ
う
と
す
る
農
民
と
が
、
一
つ
の

　
　
　
を
請
う
の
を
ゆ
る
し
た
σ
で
、
廃
助
は
た
た
か
い
を
や
め
て
、
朝
廷
の
命
令
の
　
　
た
ち
お
く
れ
て
く
び
き
の
よ
う
に
な
っ
た
穂
力
に
む
か
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
し

　
　
　
と
ど
く
の
を
ま
っ
た
》
と
き
、
か
れ
は
唐
朝
穗
力
を
う
し
ろ
だ
て
に
、
ふ
る
い
　
　
て
、
一
つ
に
結
集
し
て
ゆ
く
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
組

　
　
　
農
民
支
配
老
に
す
り
か
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
農
民
た
ち
が
か
れ
を
　
　
織
化
さ
れ
た
武
装
を
、
ど
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
つ
く
り
だ
し
た
か
と
い
う

　
　
　
支
持
し
・
か
れ
に
か
け
た
期
待
は
、
す
く
な
く
も
そ
ん
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
　
　
こ
と
で
あ
ろ
う
。
寵
助
的
な
指
奪
者
を
否
定
す
る
農
民
は
、
な
ん
ら
か
の
、
・
じ
ぶ



　
　
ん
た
ち
の
指
導
者
（
そ
れ
が
た
と
え
豪
族
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
）
を
、
じ
．
ぶ
　
ほ
ぼ
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
．
五
代
節
度
使
の
芽
軍
に
關
す
る
暑
察
・
東

　
　
ん
た
ち
の
て
に
よ
っ
て
う
み
だ
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
　
　
洋
友
化
研
究
所
紀
要
一
一
。
「
五
代
節
度
使
の
支
配
髄
制
」
史
學
雑
誌
六
一
ー
四
、

　
　
う
し
て
・
寵
助
の
謝
は
・
い
ま
ま
で
と
ち
が
っ
た
方
向
か
ら
み
る
と
き
、
お
お
　
　
六
）
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
藩
鎭
擢
力
の
さ
さ
え
と
し
て
あ
る
武
力
集
團
1
1
牙
軍

　
　
く
の
問
題
を
も
っ
て
い
る
よ
う
蚤
も
わ
れ
る
。
こ
れ
と
と
も
に
、
《
草
賊
》
　
は
、
地
方
の
豪
民
・
商
人
農
民
．
奴
隷
そ
の
他
の
も
の
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、

　
　
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
集
團
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
あ
き
ら
か
に
唐
朝
穂
力
　
　
こ
の
な
か
か
ら
節
度
使
な
ど
の
軍
隊
の
指
揮
者
が
で
た
た
め
に
、
唐
的
な
身
分

　
　
に
た
い
す
る
・
一
つ
の
常
時
的
な
武
力
抗
孚
の
集
團
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
　
　
的
な
秩
序
は
決
定
的
に
く
す
れ
て
い
る
こ
と
が
論
謹
さ
れ
て
い
る
。
屯
一
つ
堀

　
　
な
い
よ
う
に
お
も
う
が
・
そ
れ
は
あ
る
い
は
、
か
れ
ら
な
り
の
《
解
放
匠
》
を
　
　
氏
に
よ
っ
て
お
ぎ
な
う
と
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
藩
帥
と
部
下
と
の
あ
い
だ
の
個

　
　
も
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
ど
ん
な
こ
と
が
ぎ
な
わ
れ
て
い
た
　
人
的
な
結
合
關
係
、
つ
ま
り
《
恩
寵
の
世
界
》
で
あ
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
藩

　
　
か
と
い
う
こ
と
は
・
非
常
量
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
券
き
鎭
の
い
わ
ゆ
る
私
兵
集
團
も
、
不
合
理
姿
配
を
の
が
れ
よ
う
と
す
る
各
階
暦

　
　
ろ
・
た
ん
な
る
想
像
に
す
ぎ
な
い
・
こ
う
し
て
つ
み
か
さ
ね
ら
れ
た
も
の
こ
そ
、
、
の
民
衆
が
、
い
ち
お
う
の
じ
ぶ
ん
の
い
き
る
場
所
を
そ
こ
に
み
い
だ
し
て
い
る
馳

　
　
蓬
の
藷
へ
と
攣
革
を
ぞ
す
す
め
て
ゆ
く
の
で
あ
ゑ
　
　
　
し
　
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
蓮
中
を
つ
な
ぎ
と
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
《
恩
寵
》

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
《
恩
寵
》
が
そ
の
結
合
の
一
つ
の
原
理
と
な
っ
．
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
藩
鎭
彪
力
が
唐
朝
穂
力
を
決
定
的
に
否
定
し
え
な
い
と
　
6
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@
こ
の
よ
う
な
餐
を
ど
う
つ
か
み
・
支
配
し
て
ゆ
く
か
が
・
そ
の
珍
の
支
し
て
も
、
そ
れ
は
た
ん
に
譲
が
中
央
と
つ
鼻
っ
て
い
る
か
ら
ど
い
う
こ
と
｝

　
　
馨
と
し
て
の
現
實
の
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
政
治
そ
の
も
の
の
展
開
が
あ
で
あ
る
よ
り
、
藩
鎭
の
な
か
で
《
恩
寵
》
以
上
の
も
の
を
う
み
だ
せ
な
い
現
實

　
　
る
し
、
ま
た
あ
た
ら
し
い
政
治
的
指
導
者
が
た
ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
堀
敏
一
　
　
に
あ
る
と
お
も
う
。
そ
し
て
軍
隊
の
下
剋
上
と
い
う
こ
と
も
、
そ
れ
が
擢
力
そ

　
　
氏
の
「
唐
末
諸
叛
闘
の
性
格
心
（
「
東
洋
文
化
7
」
）
は
こ
の
聞
題
を
中
心
と
し
て
　
－
の
も
の
を
決
定
的
に
つ
く
り
か
え
え
な
い
の
は
、
下
剋
上
の
場
が
、
や
は
り
決

　
　
追
求
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
文
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
ま
え
に
谷
川
氏
の
動
　
　
定
的
に
軍
隊
と
い
う
、
寄
生
的
な
性
格
の
わ
く
の
な
か
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
こ

　
　
向
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
た
ち
い
っ
た
こ
と
は
の
べ
な
い
。
た
だ
、
堀
氏
　
　
と
に
問
題
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
農
民
た
ち
の
た
た
か
い
の
場
所
と
き
り
は
な
さ

　
　
の
い
う
過
程
を
そ
の
ま
ま
み
と
め
る
と
し
て
も
、
《
個
人
的
な
恩
寵
》
を
う
け
　
れ
た
と
こ
ろ
に
そ
地
は
な
り
た
っ
て
い
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
軍
豫
内
部
で
の

　
　
る
よ
う
な
《
成
り
上
り
者
》
が
ど
こ
か
ら
で
て
く
る
の
か
、
ま
た
、
藩
鎭
櫨
力
　
　
下
剋
上
が
、
ほ
ん
と
う
の
い
み
で
の
擢
力
の
否
定
と
な
り
、
民
衆
の
い
き
る
場

　
　
を
ど
う
と
ら
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
《
恩
寵
》
と
い
う
　
　
と
な
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
軍
険
…
と
い
う
わ
く
を
つ
き
や
ぶ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
こ
と
が
は
ば
を
き
か
す
よ
う
な
・
む
し
ろ
纏
力
者
が
《
恩
寵
》
に
た
よ
ら
ざ
る
　
　
す
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
《
恩
寵
》
と
い
う
よ
う
な
結
合
の
原
理
を
自

　
　
を
え
な
い
と
い
う
よ
う
な
事
態
が
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
で
て
く
る
か
と
い
う
こ
　
　
己
否
定
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
く
る
。
黄
集
の
叛
凱
は
、
基
本

　

2
2
@
と
で
あ
る
・
さ
い
き
ん
周
藤
吉
之
氏
に
よ
っ
て
、
五
代
の
藩
鎭
謹
力
の
内
容
は
　
　
的
に
い
っ
て
、
そ
う
い
う
過
程
を
t
め
し
て
い
る
と
お
も
う
。



0
　
　
農
民
の
、
み
す
か
ら
の
解
放
の
た
め
の
た
た
か
い
の
過
程
に
、
そ
の
支
配
纏
　
　
自
由
を
も
た
ナ
、
輕
濟
的
に
も
か
な
り
依
存
し
て
お
り
、
身
分
的
に
も
《
奴
隷

ヨ2
　
力
と
し
て
の
藩
鎭
擢
力
が
う
み
だ
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
《
農
民
の
解
放
》
、
　
　
の
よ
う
に
》
と
り
あ
つ
か
わ
れ
て
い
て
、
　
高
率
な
地
代
を
牧
取
さ
れ
、
《
佃

　
　
し
た
が
っ
て
枇
會
的
な
攣
革
に
た
い
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
あ
た
え
た
で
あ
　
　
戸
は
地
主
に
た
い
し
て
経
濟
的
に
依
存
す
る
と
共
に
、
　
未
だ
全
く
身
分
的
隷

　
　
ろ
う
か
。
藩
鎭
纏
力
の
成
立
は
、
農
民
解
放
の
力
量
の
お
お
き
な
部
分
が
、
．
そ
　
　
馬
關
係
を
離
脱
し
て
は
い
な
か
っ
た
》
こ
と
、
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
。
』

　
　
れ
に
す
い
よ
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
ま
た
地
主
と
佃
戸
　
　
そ
れ
と
と
も
に
、
《
宋
代
で
は
、
一
般
農
民
が
佃
僕
と
な
り
、
佃
僕
が
佃
戸
へ

　
　
と
の
關
係
を
基
軸
と
し
た
生
産
の
、
そ
し
て
あ
た
ら
し
い
肚
會
關
係
の
場
が
き
　
　
と
移
り
、
或
は
奴
隷
叉
は
佃
僕
が
地
客
に
移
っ
て
行
く
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で

　
　
り
ひ
ら
か
れ
、
護
展
し
て
き
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
っ
て
、
や
は
り
宋
代
の
頃
か
ら
奴
隷
耕
作
は
だ
ん
だ
ん
佃
戸
の
耕
作
に
移
っ

　
　
　
こ
の
問
題
を
あ
き
ら
か
に
す
る
の
に
も
っ
と
も
お
お
き
な
力
が
あ
っ
た
の
は
、
　
て
行
っ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
》
と
い
う
護
言
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ω

　
　
加
藤
繁
博
士
の
し
ご
と
を
う
け
つ
い
で
な
さ
れ
た
周
藤
吉
之
氏
の
蕪
園
に
つ
い
　
　
一
般
農
民
↓
佃
僕
↓
佃
戸
、
②
奴
僕
↓
地
客
（
佃
戸
）
と
い
う
佃
戸
制
成
立
の
コ

　
　
て
の
研
究
で
あ
り
、
ま
た
内
藤
博
士
の
方
向
を
展
開
さ
れ
た
宮
崎
撤
授
の
業
績
　
　
ー
ス
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
《
一
般
．
農
民
》
と
い
う
も

　
　
で
あ
ろ
う
。
周
藤
氏
に
は
、
「
宋
代
の
佃
戸
制
－
奴
隷
と
の
關
連
に
お
い
て
ー
」
　
　
の
が
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
、
そ
し
て
こ
の
《
一
般
農
民
》
が
佃
僕
へ
と
没
落

　
　
（
「
歴
史
學
研
究
」
一
四
三
）
．
「
宋
代
蕪
園
の
管
理
ー
特
に
幹
入
に
つ
い
て
！
」
　
　
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ω
と
働
の
　
【

　
　
（
「
東
洋
學
報
」
三
二
i
四
）
・
「
宋
代
官
僚
制
と
大
土
地
所
有
」
（
「
肚
會
構
成
史
大
　
　
　
コ
ー
ス
は
、
農
民
解
放
と
い
う
過
程
で
ど
う
い
う
い
み
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
　
6
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
系
」
8
）
・
「
宋
金
時
代
に
於
け
る
薙
園
と
佃
戸
の
一
考
察
ー
特
に
長
安
附
近
に
　
　
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
周
藤
氏
に
よ
っ
て
、
佃
戸
制
の
略
つ
奴
隷
的
な
ふ
る
さ
が
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
　
つ
い
て
ー
」
（
「
東
方
學
」
二
）
・
「
宋
代
薙
園
制
の
襲
蓬
」
（
「
東
洋
丈
化
研
究
所
紀
　
　
獲
見
さ
れ
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
い
う
ふ
る
さ
を
み
る
だ
け
で
は
、
唐
宋

　
　
要
」
四
）
・
「
唐
末
五
代
の
薙
園
制
」
（
「
東
洋
文
化
」
一
二
）
・
「
中
國
薙
園
の
性
格
」
　
　
の
攣
革
に
お
い
て
、
そ
の
基
軸
と
な
の
た
佃
戸
制
の
積
極
的
な
い
み
を
と
ら
え

　
　
（
「
歴
史
教
育
」
二
ー
六
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
宮
崎
教
授
に
は
、
『
東
洋
　
　
て
ゆ
く
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
む
し
ろ
、
ま
え
に
の
べ
た
よ
う
な
唐
代
の
農

　
　
的
近
世
』
（
一
九
五
〇
年
）
・
「
宋
代
以
後
の
土
地
所
有
形
態
」
（
「
東
洋
史
研
究
」
一
　
　
民
の
良
己
解
放
の
要
求
、
自
立
性
を
、
土
地
關
係
を
つ
う
じ
て
上
か
ら
つ
か
み

　
　
二
ー
二
）
・
「
中
國
史
上
の
薙
園
」
（
「
歴
史
教
育
」
二
i
六
）
な
ど
が
あ
る
。
　
　
　
　
支
配
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
佃
戸
制
は
成
立
し
て
く
る
の
で
は
な
い
で

　
　
　
こ
れ
ま
で
、
と
く
に
均
田
制
の
も
と
に
あ
っ
た
農
民
の
解
放
を
中
心
に
し
て
　
　
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
、
周
藤
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
な
《
ふ
る
さ
》
を
再
生
琵
し
　
、

　
　
の
べ
て
き
た
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
豪
族
や
貴
族
な
ど
の
直
接
支
配
下
に
あ
っ
　
　
て
《
る
乏
し
て
も
、
そ
れ
は
佃
戸
制
の
展
開
の
な
か
で
の
、
農
民
的
な
よ
わ
さ

　
　
た
農
民
が
ど
う
な
っ
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
　
　
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
農
民
の
て
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
個
人

　
’
あ
た
ら
し
い
關
係
が
う
み
だ
さ
れ
て
き
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
　
　
的
な
分
散
的
な
小
規
模
生
琵
と
、
地
主
・
豪
族
な
ど
の
地
代
牧
取
者
に
よ
る
大

　
　
て
く
る
。
そ
れ
は
地
主
の
土
地
集
中
を
軸
と
し
た
佃
戸
制
の
襲
展
で
あ
る
。
　
　
　
規
模
な
土
地
所
有
と
の
あ
い
だ
の
あ
た
ら
し
い
矛
盾
を
軸
と
し
て
、
攣
革
は
す

　
　
　
佃
戸
制
に
つ
い
て
、
周
藤
氏
は
、
佃
戸
は
佃
主
“
地
、
王
に
た
い
ゐ
て
移
鱒
の
　
　
す
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
お
も
う
。
こ
こ
で
《
ロ
ー
マ
の
借
地
農
民
と
、
あ
た



　
　
ら
し
い
隷
屡
民
と
の
あ
い
だ
に
は
、
フ
，
ラ
ン
ク
の
自
由
農
民
が
存
在
し
た
》
と
　
　
僚
暦
を
形
成
す
る
地
方
の
豪
族
（
地
主
）
の
蕪
園
が
武
入
支
配
の
下
に
大
い
に

　
　
い
う
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
指
摘
を
お
も
い
う
か
べ
る
（
「
家
族
私
有
財
産
お
よ
び
國
家
　
　
獲
達
し
て
き
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
》
と
の
べ
．
唐
か
ら
宋
に
か
け
て

　
　
の
起
源
」
）
。
佃
戸
制
が
う
み
だ
さ
れ
て
く
る
過
程
を
み
る
と
き
、
中
國
的
な
形
　
　
《
蕪
園
》
の
所
有
者
が
、
貴
族
、
武
人
ダ
豪
民
、
形
勢
戸
、
寺
院
そ
し
て
官
僚

　
　
態
に
お
け
る
、
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
の
《
あ
た
ら
し
い
文
明
の
生
み
の
く
る
し
み
》
と
　
　
へ
と
か
わ
る
こ
と
が
く
わ
し
く
の
べ
ら
れ
て
い
る
（
「
唐
末
五
代
の
蕪
園
制
」
）
。

　
　
お
な
じ
よ
う
な
過
程
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
こ
ろ
の
支
配
階
級
に
よ
る
大
土
地
所
有
を
、
肚
會
科
學
の
科
學
的
概
念
と

　
　
　
豪
族
あ
る
い
は
地
主
に
よ
る
土
地
所
有
の
鑛
大
は
、
こ
の
よ
う
な
農
民
に
た
　
　
し
て
《
蕪
園
》
と
よ
ぶ
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
べ
つ
と
し
て
、
唐
か
ら
宋
に

　
　
い
す
る
支
配
を
ひ
ろ
め
、
つ
よ
め
て
ゆ
こ
う
と
す
る
努
力
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
　
か
け
て
、
大
土
地
所
有
者
が
こ
れ
だ
け
め
ま
ぐ
る
し
く
か
わ
る
と
い
う
こ
と
は
　
　
－

　
　
そ
れ
は
、
農
民
の
分
散
的
な
小
規
模
生
産
の
纒
濟
的
性
格
の
う
え
に
お
こ
な
わ
　
　
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
そ
の
こ
ろ
の
《
罐
力
の
ト
レ
ー
ガ
ー
の

　
　
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
、
地
代
牧
取
の
苛
酷
さ
や
農
民
の
隷
闘
度
を
前
提
　
　
交
替
》
と
密
接
に
關
連
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
《
ト
レ
ー
ガ
ー
の
交
替
》
は
、

　
　
と
す
る
も
の
で
は
な
い
（
し
た
が
っ
て
、
周
藤
氏
の
佃
戸
制
の
追
求
の
し
か
た
　
　
ど
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
お
こ
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
《
蕪
園
制
》
の

　
　
は
、
佃
戸
制
の
本
質
を
す
り
ぬ
け
る
お
そ
れ
が
多
分
に
あ
る
）
。
　
し
た
が
っ
て
、
　
襲
達
が
、
た
ん
に
そ
れ
を
政
治
的
ト
レ
ー
ガ
ー
の
交
替
と
軍
純
に
む
す
び
つ
け

　
　
経
濟
外
的
張
制
と
い
う
こ
と
も
、
地
主
た
ち
が
、
《
封
建
的
所
有
を
實
現
す
る
》
　
　
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
《
農
民
の
解
放
》
、
つ
ま
　
「

　
　
た
め
の
形
態
で
あ
り
、
封
．
建
的
地
代
を
最
大
限
に
す
い
と
る
た
め
に
か
く
こ
と
　
　
り
周
藤
氏
に
よ
れ
ば
奴
隷
か
ら
佃
戸
へ
の
農
民
の
地
位
の
向
上
は
な
に
か
べ
つ
　
6
9

　
　
の
で
き
ぬ
形
態
と
し
て
、
地
主
の
農
民
に
た
い
す
る
支
配
を
つ
よ
め
た
の
で
あ
　
　
の
世
界
の
で
き
ご
と
に
な
り
、
攣
革
そ
の
も
の
が
み
う
し
な
わ
れ
て
し
ま
う
の
　
［

　
　
る
。
そ
し
て
な
ん
ら
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
匹
。
そ
れ
ゆ
え
、
封
建
的
所
有
　
　
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
現
象
の
う
ち
に
、
い
ろ
い
ろ
の
不
合
理
な
支
配
“

　
　
を
實
現
す
る
た
め
の
、
具
膣
的
な
濁
自
な
、
そ
れ
ぞ
れ
の
客
鶴
的
條
件
に
お
う
　
　
を
つ
ら
ぬ
こ
う
と
す
る
所
有
者
を
拒
否
し
て
、
あ
た
ら
し
い
關
係
を
つ
く
り
だ
　
　
　
・

　
　
じ
て
、
い
ろ
い
ろ
の
か
た
ち
を
と
っ
て
、
そ
れ
が
く
わ
え
ら
れ
る
こ
と
も
自
明
　
　
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
、
農
民
の
た
く
ま
し
さ
を
う
け
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
し
、

　
　
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
こ
に
あ
た
ら
し
い
政
治
的
支
配
者
や
所
有
者
が
お
し
だ
さ
れ
て
く
る
と
お
も
畠

　
　
　
麦
配
渚
に
よ
る
土
地
所
有
の
鑛
大
・
襲
展
は
、
周
藤
氏
に
よ
っ
て
蕪
園
制
の
　
　
う
。
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
攣
革
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
護
達
と
し
て
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
の
お
お
く
の
個
々
の
研
究
に
つ
い
て
の
　
・
、
　
こ
う
考
え
て
く
る
と
き
、
い
わ
ゆ
る
《
蕪
園
制
》
の
稜
展
と
い
う
こ
と
も
・

　
　
べ
る
こ
と
は
紙
敷
の
つ
こ
う
で
は
ぶ
く
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
支
配
　
　
支
配
階
級
の
大
土
地
所
有
の
彊
行
と
、
農
民
の
個
別
的
な
小
規
模
生
琵
と
の
あ

　
．
者
に
よ
る
土
地
所
有
の
内
部
構
造
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
　
　
い
だ
の
矛
盾
と
い
う
現
實
か
ら
、
そ
の
矛
盾
の
蓮
動
と
し
て
、
も
う
い
ち
ど
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

　
　
の
よ
う
な
土
地
所
有
關
係
の
襲
展
は
、
《
要
す
る
に
唐
末
五
代
に
は
薙
園
制
が
　
　
ら
え
な
お
す
こ
と
が
問
題
の
か
ぎ
に
な
っ
て
く
る
。

1
　
大
い
に
獲
達
し
た
が
、
薙
園
の
所
有
者
印
ち
荘
主
は
當
時
の
樫
力
の
ト
レ
ー
ガ
　
　
　
宮
崎
教
授
の
襲
言
は
、
こ
の
鮎
か
ら
い
っ
て
重
要
で
あ
る
と
お
も
う
。
そ
の

ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ヒ

2
　
　
1
の
交
替
に
俘
っ
て
攣
韓
し
て
い
っ
た
。
そ
の
中
で
も
特
に
宋
代
に
な
っ
て
官
　
　
お
お
ま
か
な
要
旨
は
、
《
唐
朝
三
百
年
の
比
較
的
準
和
な
支
配
の
纒
績
は
、
個



3
2
@
入
所
有
構
を
護
蓬
せ
し
め
、
蕪
園
（
漢
代
い
ら
い
唐
ま
で
の
）
は
次
第
に
子
孫
の
　
　
産
者
と
し
て
の
農
民
が
、
官
僚
的
な
大
土
地
所
有
者
の
も
と
に
隷
闘
し
て
ゆ
く

2
聞
に
細
分
さ
れ
て
、
小
面
積
を
箪
位
に
分
割
さ
れ
轟
漂
漂
遡
募
の
を
ど
う
番
ん
る
か
と
い
皇
と
で
あ
る
。
そ
れ
姦
主
の
会
奎
講
経

　
　
傲
府
吻
壁
欄
叱
滝
噌
り
眠
き
均
田
地
に
お
い
て
は
、
受
田
者
の
耕
作
擢
が
次
第
　
　
螢
》
の
も
と
に
お
け
る
《
農
業
勢
働
者
》
と
し
て
と
ら
え
る
前
提
と
し
て
・

　
　
液
噺
哨
耀
鮎
泌
て
固
定
し
、
土
地
の
割
換
え
が
行
わ
れ
な
く
髄
な
っ
た
。
同
時
に
　
　
《
資
本
》
の
存
在
（
「
中
國
近
世
に
お
け
る
生
業
贅
本
の
賛
借
に
つ
い
て
」
°
東

　
　
自
由
民
の
没
落
し
て
有
力
者
の
佃
戸
と
な
る
者
が
多
く
、
彼
等
は
法
制
的
に
は
　
　
洋
史
研
究
一
一
ー
－
一
）
お
よ
び
《
生
琵
物
の
商
品
化
》
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
自
由
民
の
地
位
を
保
ち
つ
つ
、
契
約
に
よ
っ
て
有
力
者
の
土
地
を
租
佃
す
る
も
　
　
そ
こ
で
、
地
主
と
佃
戸
と
の
隷
麗
關
係
を
あ
き
ら
か
泥
す
る
た
め
に
は
、
《
資

　
　
の
で
、
こ
れ
が
次
第
に
隷
民
た
る
部
曲
に
代
っ
て
農
業
螢
働
者
暦
を
形
成
し
、
　
　
本
》
と
《
生
産
物
の
商
品
化
》
と
い
う
こ
と
を
嚴
密
に
強
討
し
、
そ
の
資
本
が

　
　
約
言
す
れ
ば
、
土
地
の
私
有
権
と
そ
の
貸
借
と
の
關
係
が
剣
然
ル
て
き
た
。
こ
　
　
生
琵
者
を
そ
の
も
と
に
從
屡
さ
せ
て
ゆ
く
あ
り
か
た
を
と
ら
え
、
さ
ら
に
・
資

　
　
こ
に
必
然
的
に
政
府
の
政
策
韓
換
が
見
ら
れ
た
が
、
そ
れ
が
人
民
に
よ
る
土
地
　
　
本
の
所
有
者
が
、
商
品
化
す
る
と
い
う
生
産
物
取
得
の
し
か
た
を
と
ら
え
な
け

　
　
所
有
を
確
認
し
た
爾
税
法
に
外
な
ら
な
か
．
た
の
で
あ
る
。
・
．
・
－
宋
に
入
・
て
れ
ば
な
ら
な
い
。
桑
も
、
生
産
物
の
商
品
化
と
い
う
こ
と
も
・
歴
史
の
各
時

　
　
門
閥
貴
族
に
代
っ
て
、
士
大
夫
的
官
僚
階
級
が
現
わ
れ
、
こ
れ
に
俘
っ
て
薪
た
　
　
代
に
存
在
す
る
し
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
へ
の
生
産
者
の
從
囑
も
お
こ
な
わ
れ

嚢
灘
鼎
縫
鋤
懸
獺
襲
難
鉱
い
曇
彗
騰
灘
讐
雛
黙
擁
雛
黛

「
葉
の
馨
霧
灌
冷
庵
を
探
し
、
生
産
物
を
集
め
て
大
量
的
最
引
け
で
な
く
、
勢
攣
慰
ひ
・
す
な
わ
ち
奮
雰
勧
か
捌
露
珍
磐
参
一

　
　
凄
莇
違
瘍
鴇
品
化
が
行
わ
れ
た
の
で
、
宋
以
後
の
杢
地
所
有
は
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
お
も
う
・
官
僚
地
主
と
餐

　
　
覆
の
案
、
霧
的
響
錘
．
て
き
た
の
で
あ
る
》
（
．
中
國
史
上
の
荘
園
」
と
の
あ
い
だ
の
《
契
約
關
係
》
は
・
む
し
ろ
・
官
僚
や
商
人
や
籍
貸
が
・
つ

蕪
髪
羅
纏
雛
醜
猷
鞭
繕
物
鐘
馨
華
臥
講
鍵
訴
欝
霧
勲

難
は
、
湛
に
唐
代
の
餐
の
巌
所
藻
の
肇
と
い
皇
と
、
第
二
に
さ
れ
奏
働
力
を
媒
介
と
は
し
て
い
盗
よ
う
に
憲
れ
る
・
慰
全
酬

講
驚
難
総
難
酌
尉
雑
縫
蛭
渤
韓
註
騙
瀦
蟹
羅
麟
離
蒲
ボ
蠣
耀

四
に
誌
所
薯
は
《
桑
の
馨
の
場
所
》
と
し
て
巌
蓉
を
葵
し
、
現
實
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
・
纂
聖
に
よ
る
《
資
奎
義

そ
れ
が
葉
、
義
的
に
響
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
の
指
摘
で
あ
ろ
う
。
的
響
》
と
い
う
こ
と
に
は
ガ
書
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
露
く
の
葉

笙
．
第
二
の
讐
つ
い
て
の
膿
は
、
す
で
に
の
べ
た
の
で
く
り
か
え
す
必
的
喬
繁
の
こ
っ
て
い
る
・
と
く
に
・
宮
壌
授
が
霧
さ
れ
た
・
自
由
農

　
　
要
は
な
い
と
お
も
う
。
第
三
．
第
四
の
簿
つ
い
て
は
、
畠
喬
別
的
小
生
民
の
巌
所
薯
へ
の
驚
と
い
う
ζ
と
の
謬
を
ふ
か
め
て
ゆ
く
こ
と
が
・



　
　
こ
の
場
合
も
っ
と
も
大
切
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
て
、
そ
の
よ
う
な
農
民
た
ち
を
つ
か
み
な
お
す
た
め
の
支
配
睦
制
の
再
編
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
強
化
と
が
、
必
然
的
に
ひ
き
お
こ
さ
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
上
か
ら
の
王
安

　
　
　
　
　
　
　
　
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
に
よ
る
諸
改
革
で
あ
る
と
お
も
う
。
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
市
定
「
王
安

　
　
　
こ
れ
ま
で
、
内
藤
博
士
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
た
唐
か
ら
宋
へ
の
は
げ
し
い
　
　
，
石
の
改
革
」
、
同
「
王
安
石
の
吏
出
合
一
策
ー
倉
法
を
中
心
と
し
て
ー
」
桑
原
博

　
　
政
治
的
な
攣
革
が
、
基
本
的
に
は
、
均
田
制
の
も
と
で
の
、
あ
た
ら
し
い
生
琵
　
　
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
所
牧
、
中
村
治
兵
衛
「
王
安
石
の
登
場
－
宋
朝
政
橿

　
　
關
係
・
矛
盾
の
蓮
動
を
軸
と
し
て
展
開
さ
れ
て
く
る
と
い
う
観
馳
か
ら
、
《
農
　
　
の
性
格
ー
」
歴
史
學
研
究
一
六
二
、
拙
稿
「
保
甲
法
の
成
立
と
そ
の
展
開
ー
王

　
　
民
の
解
放
》
を
中
心
に
攣
革
の
問
題
を
考
え
て
き
た
。
最
後
に
、
宋
代
の
集
櫻
　
　
安
石
の
政
治
改
革
の
問
題
ー
」
東
洋
史
研
究
一
ニ
ー
六
）
。
そ
れ
は
支
配
階
級
内

　
　
的
な
官
僚
制
に
つ
い
て
か
ん
た
ん
に
の
べ
て
お
き
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
部
に
も
深
刻
な
政
治
闘
雪
を
ひ
き
お
こ
す
が
、
し
か
し
こ
う
し
て
唐
宋
の
攣
革

　
　@
宋
朝
政
饗
こ
れ
毛
の
各
覇
あ
る
い
は
縫
と
輩
に
ち
が
っ
た
、
議
礁
鉾
雛
就
煙
響
鷺
鯛
難
鞍
耀

　
　
猛
自
な
成
立
の
し
か
た
を
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
軍
隊
の
指
揮
渚
H
趙
匡
胤
の
　
　
ふ
た
た
び
は
じ
め
の
貴
族
支
配
下
の
農
民
と
お
な
じ
よ
う
な
主
要
な
階
級
を
み

　
　
陰
謀
κ
よ
る
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
で
き
あ
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
　
　
い
だ
す
と
し
て
庵
・
そ
れ
ら
の
階
級
を
構
成
す
る
人
聞
は
、
ま
っ
た
く
べ
つ
の

　
　
は
な
に
を
い
み
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
一
口
で
い
え
ぱ
そ
れ
は
、
宋
擢
力
は
下
か
．
　
竜
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
み
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
ら
の
た
た
か
い
に
、
直
接
媒
介
さ
れ
る
こ
と
な
く
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
　
　
　
以
上
、
唐
宋
の
攣
革
と
い
う
き
わ
め
て
重
要
な
、
そ
し
て
複
雑
な
聞
題
を
、
　
」
7
1

　
　
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
唐
末
か
ら
五
，
代
に
か
け
て
、
農
民
ら
の
被
支
配
者
た
ち
が
　
　
と
く
に
《
農
民
の
解
放
》
に
し
ぼ
り
な
が
ら
、
こ
ん
こ
の
展
開
の
方
向
と
問
題
　
　
一

　
　
た
た
か
っ
て
き
た
上
か
ら
の
支
配
の
不
合
理
さ
、
そ
の
矛
盾
を
そ
の
ま
ま
う
け
　
　
馳
を
あ
き
ら
か
に
し
・
た
。
攣
革
の
問
題
は
、
こ
れ
だ
け
に
つ
き
る
も
の
で
な
い

　
　
つ
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
實
に
、
あ
た
ら
し
い
世
界
を
う
ち
た
て
　
　
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
研
究
の
成
果
を
と
り
あ
げ
る
に
し
て
も
、
非
常

　
　
て
ゆ
こ
う
と
す
る
、
被
支
配
者
た
ち
の
下
か
ら
の
た
た
か
い
が
つ
よ
め
ら
れ
獲
　
　
に
か
ぎ
っ
て
必
要
の
最
小
限
に
と
ど
め
た
。
動
向
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
い
態
度

　
　
展
し
て
き
て
い
る
と
き
、
そ
れ
と
封
決
し
な
が
ら
農
民
支
配
を
つ
ら
ぬ
い
て
ゆ
　
で
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
む
し
ろ
わ
た
し
じ
し
ん
、
こ
れ
か
ら
こ
の
重

　
　
こ
う
と
す
る
支
曙
級
は
・
罐
力
そ
の
も
の
を
そ
う
い
う
場
に
し
っ
か
り
と
う
要
な
攣
革
の
追
求
を
ど
う
展
開
し
て
ゆ
く
か
が
た
え
す
、
あ
た
ま
を
み
た
し
て

ち
た
て
な
藻
な
ら
な
い
．
そ
こ
舞
的
書
鑑
斐
響
み
だ
さ
騨
⑭
餐
黙
繋
諺
駕
塒
糊
墓
μ
轟
讃

　
　
れ
て
く
る
と
お
も
う
し
、
武
人
的
な
羅
支
醒
禦
ら
官
僚
麦
灘
制
へ
の
氏
に
よ
そ
あ
き
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
中
國
肇
の
展
開
ま
書
島
和
雄

　
　
罐
力
の
攣
質
が
餓
儀
な
く
さ
れ
る
と
お
も
う
。
こ
の
支
配
者
に
よ
る
農
民
支
配
　
　
氏
の
・
陳
婁
の
「
農
書
」
に
フ
い
て
の
研
究
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
に
せ
ら
れ
た
・
　
－

　
　
の
不
合
理
さ
は
、
役
法
の
問
題
と
し
て
す
る
ど
く
あ
ら
わ
れ
た
。
そ
れ
に
た
い
　
　
唐
宋
時
代
に
な
し
と
げ
ら
れ
た
農
業
生
琵
力
の
獲
展
の
問
題
、
と
く
に
南
方
の

3
　
し
て
農
民
（
中
小
の
土
地
所
有
者
を
ふ
く
め
て
）
は
、
死
を
代
償
と
し
て
た
た
　
　
水
田
耕
作
地
帯
の
問
題
に
ふ
れ
え
な
か
っ
た
の
は
ま
こ
と
に
残
念
で
あ
る
。

ヨ2
　
　
か
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
、
・
農
村
に
お
け
る
現
蜜
の
た
た
か
い
に
つ
き
あ
げ
ら
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
，
ー
一
九
五
四
。
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