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郷

亭

里

に

つ
い

て

の

研

究

J
t
背

水

の

諸

蘇

三
'
垂

に

つ

い

て

五
'
郷

に

つ

い
.
て

ニ
'
王
統
静
氏
の
新
説

四
'
事

に

つ

い

て

六
'
錯

藻
代
に
お
け
る
願
以
下
の
郵
相
組
織
が
'
郷
'
革
'
里
の
三
段
階

か
ら
な
っ
て
い
た
と
す
る
の
は
t
S.う
ま
で
も
な
く
班
固
の
漢
書
百

官
公
卿
表
､
司
馬
彪
の
績
漢
書
百
官
志
の
記
述
に
も
と
づ
く
'
長
い

間
の
定
説
で
あ
っ
た
｡
首
官
公
卿
表
に
は
'

<L

大
卒
十
里

二
争
｡
.

亭
有
長
｡
十
専

一
郷
｡
郷
有
三
老
有
秩
番
犬
輝

徹
｡
三
老
輩
教
化
｡
番
天
職
聴
数
枚
既
視
｡
沸
教
微
循
禁
賊
盗
｡

廟

大
卒
方
百
里
.
.其
民
網
則
減
｡
稀
則
嬢
｡
郷
亭
亦
如
之
｡
皆
零

′

制
也
｡･

日

比

野

丈

夫

と
あ
り
'
百
官
志
の
里
の
部
分
の
み
を
あ
げ
る
と
'

里
有
里
魁
.
民
有
什
伍
.
善
悪
以
昔
.
本
注
目
.｡
里
魁
掌

7
里
百

家
｡
什
主
十
豪
｡
伍
主
五
家
｡
以
相
検
察

云
々
｡

と
み
え
る
.
沈
約
の
末
書
百
官
志
に
い
た
っ
て
'
こ
れ
ら
が
結
び
あ

わ
さ
れ
'
湊
制
と
し
て
百
家
を
里
と
L
t
十
里
が

T
亭
と
な
り
'
十

革
で

遍

を
組
織
す
る
こ
と
が
誓

き
守
と
の
べ
ら
れ
て
い
そ

こ

れ
に
つ
い
て
異
説
を
襲
表
さ
れ
た
の
は
'
わ
が
国
に
お
い
て
は
故
岡

崎

文
夫氏
が

はじめ
て
で
あ
ろ
う
｡

｢魂
菅
南
北
朝
通
史
｣
(貢
五
八

･〇

-
五八
二

に

'

元
釆
戸
数
を
以
て
郷
村
を
作
る
と
云
う
の
は
'
周
嘩

管
子
な
ど

の
盛
ん
に
主
張
す
る
所
で
あ
る
が
'
余
の
考
に
よ
れ
ば
'
少
な
く

と
も
前
湊
の
制
度
は
大
に
其
趣
を
異
に
す
る
O
勿
論
十
里

一
事
'

･
十
寧

一
輝
と
云
う
組
織
堅
剛
漢
書
志
の
償
う
る
所
で
あ
る
が
'
此

㌦

23



24

場
合
の
望
早
の
中
に

7
定
数
の
戸
口
を
含
む
と
解
せ
ら
る
る
ふ
し

は
毒
も
な
い
?

漠
官
儀
に
よ
れ
ば
'
十
里

二
手
'
五
里

一
郵
と
あ

り
'
十
里
を
里
数
と
見
倣
L
t
障
っ
て
季
長
の
所
轄
は
其
隼
な
る

FH一

五
里
で
あ
る
と
す
る
記
事
が
あ
J
.
然
ら
ば
此
場
合
の
里
と
は
丘

に
距
離
を
示
す
も
の
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
文
革
は
行
旗
の
宿
舎
と

な
る
と
同
時
に
部
落
民
の
簡
単
な
る
訴
訟
事
を
裁
判
す
る
場
所
と

ノ

し
て
も
用
ゐ
ら
る
る
こ
と
漢
書
を
護
む
で
認
め
得
ら
る
る
｡
然
ら

ば
事
と
は
里
と
云
ふ
部
落
の
十
箇
を
集
め
て
'
其
治
安
並
に
訴
訟

を
主
る

7
つ
の
機
関
で
あ
る
と
考
ふ
べ
く
'
随
っ
て
里
と
は
部
藩

主
茶
ふ
意
味
に
過
ぎ
ぬ
.
蓋
し
十
部
落
を
紙
ぶ
る
事
の
酪
観
町

大
勝
単
数
に
.iJ
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
.
故
に

7
部
落

た
る
里
に
於
て
は
'
其
戸
数
固
よ
の
二

律
た
る
必
要
が
な
3,｡
漢

∫-し1--i

に
於
て
は
大
髄
自
然
に
聾
生
せ
る
部
落
を
基
礎
と
し
て
之
を
亭
'

郷
の
制
度
も
て
統
括
し
'
-
‥
-

と
あ
り
'
か
か
る
戸
数
を
標
準
と
し
て
郷
村
を
組
織
し
た
の
は
晋
に

は
じ
ま
る
か
ら
'
こ
れ
は
司
馬
彪
が
管
制
を
も
っ
て
漠
制
を
考
え
'

沈
約
は
さ
ら
に
そ
の
誤
り
を
涜
推
し
た
も
の
で
あ
る
と
結
論
さ
れ
た
｡

こ
こ
に
や
や
冗
長
と
お
も
わ
れ
る
ま
で
に
岡
崎
氏
の
言
を
引
用
し
た

の
は
'
そ
の
後
の
研
究
者
'
鎌
田
重
雄
'
小
畑
龍
雄
'
絵
本
善
海
の

I

諸
氏
が
ぺ

い
ず
れ
も
こ
れ
を
出
餐
鮎
と
し
て
論
を
展
開
さ
れ
て
い
る

ノヽ2

か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
.

い
ま
岡
崎
氏
所
説
の
垂
鮎
を
あ
げ
る
と
t
r
漢
書
百
官
公
卿
表
に

み
え
る
十
重
±

帝
と
は
,
湊
官
儀
の
記
卦
を
参
照
す
れ
ば
､
帝
の
楓

互
間
の
距
華
敬
承
い
か
射

針山
;
か
る
｡
iI
そ
れ
と
と
も
に
革
は
,
里

と
い
う
自
然
餐
生
の
部
落
十
個
の
治
安
訴
訟
に
任
じ
､
雫
か

十
個

､
■_._y
.-,1■■.

(?
)魂
..oI.て
郷
を
組
織
す
る
｡
臼
し
か
し
里
は
自
然
聾
生
の
部
落
で

あ
る
か
ら
'
戸
数
が

一
律
で
あ
る
は
す
は
な
く
'
従
っ
て
郷
事
も
戸

数
を
基
礎
と
し
た
も
の
で
は
な
い
｡
以
上
の
三
鮎
に
蹄
せ
ら
れ
よ
う
.

こ
の
う
ち
'
ま
ず
諸
氏
に
よ
っ
て
問
題
に
さ
れ
た
の
は
'
第
二
の
十

里

二
手
'
十
亭

7
郷
と
い
う
組
織
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
｡
鎌
田
氏
は

｢漠
代
郷
官
考
｣
の
は
じ
め
に
お
い
て
＼

こ
れ
は
制
度
の
大
嘘
の
榛

準
を
示
し
た
も
の
と
し
'
小
畑
氏
も
｢漠
代
の
村
落
組
織
に
就
い
て
｣

の
う
ち
で
'
百
官
公
卿
表
や
束
漠
観
記
に
み
え
る
前
後
漠
の
郷
亭
数

を
比
較
し
'
亭
教
が
郷
教
の
四
倍
前
後
,に
し
か
す
ぎ
な
S,
こ
と
を
指

摘
し
て
'
漢
書
の
原
則
と
賓
際
上
の
統
計
と
の
間
北
は
'
こ
の
程
慶

の
相
違
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
か
け
ば
よ
い
の
だ
と
考
え
た
.
/

し
か
る
に
そ
の
後
'
絵
本
氏
は

｢秦
漢
時
代
に
お
け
る
村
落
組
織

の
編
成
方
法
に
つ
い
て
｣
を
あ
ら
わ
し
'
湊
代
に
は
戸
数
を
単
位
と

24 ｢-
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し
て
村
落
を
編
成
L
t
か
つ
そ
れ
を
十
進
法
を
も
っ
て
積
み
重
ね
る

't

こ
と
は
､
規
葦
に
は
も
ち
ろ
ん
､
制
度
の
上
に
も
存
在
し
な
か
っ
た

と
し
'
百
官
公
卿
表
に
み
え
る
と
こ
ろ
は
'
ま
っ
た
く
基
憩
の
産
物

に
す
ぎ
な
3,と
い
う
結
論
に
到
達
し
た
｡
す
な
わ
ち
百
官
公
卿
表
に

は
'
お

お

よ
そ
十
重

〓
早
'
十
革
で

f
郷
､
願
は
お
お
rq
そ
方
百
里
t

な
ど
と
あ
る
が
'
方
百
里
は
も
ち
ろ
ん
'
十
里
と
の
み
記
さ
れ
た
革

の
ば
あ
3
.も
'
と
も
に
面
積
の
単
位
と
し
て
の
里
で
あ
る
.
革
の
面

積
は
方
十
里
で
あ
り
'
そ
れ
が
十
個
集
っ
て
郷
と
な
り
'
郷
の
十
個

集

っ
た
も
の
が
方
百
里
の
麻
に
な
る
と
い
う
計
算
が
成
立
す
る
O
橡

本
氏
に
よ
れ
ば
'

｢班
固
の
考
え
て
い
る

こ
れ
等
の
数
値
の
基
礎
と

な
る
方

7
里
な
る
も
の
は
'
賓
は
井
田
法
施
行
に
際
し
て
の
基
本
単

位
と
な
る
べ
き

7
井
'
即
ち
九
百
畝
の
虞
さ
の
土
地
を
意
味
し
て
い

る
｡
も
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
'
漢
書
の
百
官
公
卿
表
に
記
さ
れ

た
規
定
は
'
頭
に
井
田
の
法
や
封
建
の
制
を
描
き
な
が
ら
斑
園
に
よ

っ
て
案
出
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
'
単
な
る
観
念
の
上
で
の
作
り
物
に

過
ぎ
な
い
と
い
う
よ
り
ほ
か
は
な
く
な
る
｣
の
で
あ
る
｡
は
た
し
て

そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
'
漠
代
に
お
け
る
現
賓
の
村
落
組
織
が
い
か

な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
'
べ
つ
に
研
究
す
べ
き
問
題
で
あ
る
こ
と
.

い
う
ま
で
も
な
い
.

す
す
ん
で
鞄
村
民
は
､

｢秦
漠
時
代
に
お
け
る
革
の
饗
遷
｣
を
費

ノヽ

表

し
LJq,
十
重

一
事
と
は
湊
代
に
硯
鷺
に
存
在
し
た
亭
制
の
規
定
で

あ
っ
て
'
こ

れ
は
部
落
と
し
て
の
里
十
個
を
も
っ
て

7
事
を
組
織
す

る
と
の
意
味
で
は
な
く
'
寄
贈
瓦
間
の
再
覇
留
意
味
す
る
｡
こ
う
し

た
現
葦
の
規
定
が
あ
れ
ば
こ
そ
､
こ
れ
を
手
が
か
り
と
し
て
班
固
は

あ
あ
し
た
組
織
方
法
を
案
出
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
｡
つ
ま

り
同
氏
は
岡
崎
氏
所
説
の
第
二
の
鮎
を
否
定
し
､
も
っ
ぱ
ら
第

7
の

鮎
を
強
調
し
て
'
湊
代
に
お
け
る
亭
制
に
つ
い
て
の
詳
細
な
考
詮
を

試
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡

7
髄
'
湊
代
に
お
け
る
連
境
地
帝
の
車

b
r

｢流
沙
墜
簡
｣
な
Ei)
に
よ
っ
て

そ
の
性
質
を
み
る
と
'
純
然
た
る
軍

事
施
設
で
､
監
視
晴
と
狼
煙
墓
と
を
兼
ね
'
併
せ

て史
書
の
俺
達
を

行
う
接
鮎
で
あ
っ
た
.
遡
っ
て
戟
観
時
代
に
は
各
国
の
境
界
に
革
の

設
備
が
あ
っ
た
が
'
秦
の
疏

7
と
と
も
に
'
内
地
の
事
は
軍
事
よ
り

替
察
組
織
の
末
端
を
な
す
も
の
へ
と
切
換
え
ら
れ
'
通
信
事
務
を
も

行
S,'
ま
た
旅
行
す
る
官
吏
の
宿
泊
所
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
o
革

の
相
互
間
隔
が
お
よ
そ
十
里
と
さ
だ
め
ら
れ
た
の
も
'
こ
の
と
き
の

こ
と
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
亭
長
か
沿
道
の
治
安
を
確
保
し
'
騨
避
制

度
の
維
持
を
は
か
る
た
め
に
は
'
嘗
然
警
察
権
が
輿
え
ら
れ
て
い
た

と
す
る
と
'
そ
の
管
理
慣
域
が
設
定
さ
れ
'
亭
長
は
行
政
官
的
な
性

25
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質
を
か
び
て
く
る
｡
従
っ
て
梅
本
氏
は
'
い
-
つ
か
の
部
落
と
し
て

の
里
を
そ
の
管
轄
下
に
お
-
と
こ
ろ
の
'
地
方
債
劃
と
し
て
の
性
格

を
革
に
認
め
な
が
ら
も
'

｢部
落
を

T
定
数
つ
つ
積
み
重
ね
て
地
方

区
割
を
設
定
し
ょ
う
な
と
い
う
読
み
は
'
案
湊
時
代
に
は
ま
だ
行
わ

れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
断
定
し
て
.も
大
過
は
あ
る
ま
い
｣
と
結
ば

れ
て
い
る
.
こ
の
見
解
は
大
健
に
お
い
て
安
富
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し

同
氏
も
こ
と
わ
っ
て
い
ら
れ
る
よ
う
に
'
こ
こ
で
は
居
延
漠
簡
を
は

･じ
め
'
そ
れ
を
利
用
し
た
中
国
畢
者
の
新
し
S,研
究
を
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
'
逮
境
に
お
け
る
亭
陳
の
疏
展
開
係
や

人
員
構
成
の
考
察
に
つ
い
て
は
､
遺
憾
な
が
ら
十
分
で
は
な
か
っ
た
.

連
境
に
お
け
る
亭
嫌
の
組
織
峰
､
今
日
で
は
居
延
漠
簡
の
頚
兄
と
'

そ
れ
に
と
も
な
う
茸
地
調
査
の
結
果
'
き
わ
め
て
詳
細
な
鮎
ま
で
明

ら
か
に
な
っ
て
い
る
.
賀
昌
群
氏
の

｢蜂
健
考
｣
を
は
じ
め
'
努
輪

氏
の
｢居
延
湊
簡
考
澄
｣'
こ
れ
を
整
理
し
た
｢輝
湊
代
之
亭
障
輿
蜂

健
｣､
あ
る
い
は
｢薬
代
的
亭
㈲
｣
な
ど

1
連
の
論
文
が
そ
れ
で
あ
る

5id4l
が

'

そ
れ
ら
を
紹
介
す
る
こ
と
は
嘗
面
の
目
的
で
は
な
い
.
た
だ
穿

氏
に
よ
っ
て
内
地
の
革
と
の
閲
係
を
の
べ
れ
ば
'
つ
き
の
よ
う
な
鮎

で
あ
ろ
う
｡
嫌
は
遵
境
に
お
け
る
最
下
級
の
軍
事
施
設
で
'
ま
た
革

と
も.
よ
ば
れ
る
が
'
内
地
の
革
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
.
し
か
し

内
鞄
で
は
願
'
郷
'
亭
'
連
境
で
は
候
官
'
候
'
陳
と
い
う
順
序
が
.

示
す
よ
う
に
'
革
と
嫌
と
は
ほ
ぼ
同
じ
統
展
甜
係
の
列
に
あ
る
も
の

で
'
亭
長
は
然
長
に
嘗
る
0
嘗
地
調
査
に
よ
れ
ば
'
連
境
に
お
け
る

陳
と
陳
と
の
間
隔
は
大
建
十
里
で
参
っ
て
'
こ
れ
は
内
地
に
お
け
る

亭
相
互
間
の
距
離
に
も
あ
て
は
ま
る
と
お
も
わ
れ
る
｡
し
か
も
亭
本

来
の
意
義
と
し
て
は
'
内
地
の
郷
革
が
さ
き
で
あ
っ
て
'
連
境
の
蜂

燈
を
さ
す
の
は
二
次
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
努
氏
の
説
で
あ

ノヽ
も

こ
の
最
後
の
鮎
は
,
前
記
絵
本
氏
の
考
え
と
は
重
く
反
封
で
あ

る
が
'
と
も
か
-
湊
代
に
十
里

7
亭
･(
こ
の
里
は
も
ち
ろ
ん
距
離
を

I

示
す
)
と
い
う
制
度
が
'
内
地
'
連
境
を
通
じ
て
嘗
在
し
て
い
た
こ

と
は
'
こ
う
し
て
確
賓
な
根
壕
に
も
と
づ
い
て
澄
明
せ
ら
れ
た
の
で

あ
る
｡

し
か
し
'
梅
本
氏
が
こ
の
こ
と
を
強
調
す
る
の
あ
ま
り
'
藻
代
に

お

け
る
郷
'
亭
'
里
と
い
う
部
落
を
十
進
法
的
に
積
み
重
ね
て
行
-

地
方
慣
劃
の
存
在
を
さ
え
否
定
し
ょ
う
と
し
た
の
に
勤
し
'
申
開
の

単
著
に
は
な
お
こ
れ
を
信
じ
て
い
る
も
の
が
少
く
な
い
｡
も
っ
と
も
･

弊
氏
の
こ
と
き
は

｢薬
代
的
亭
制
｣
の
う
ち
に
お
い
て
'

1
里
百
家
､

二
争
千
豪
'

7
郷
寓
豪
と
い
う
数
字
は
､
最
大
限
産
室
不
す
も
の
と

し
て
'
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
は
認
め
て
い
な
い
.
里
と
は
本
来
'
人

26
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.
肝
居
住
地
域
の
意
味
で
･
あ
る

7
定
の
模
準
面
積
を
も
っ
†

わ
で
:

戸
口
の
多
少
に
よ
-
伸
縮
す
る
も
の
で
は
な
い
.
同
様
に
亭
郷
原
郡

い
ず
れ
も
地
域
を
主
要
な
榛
準
と
し
た
も
の
だ
と
い
っ
て
い
る
｡
つ

ま
り
戸
口
と
は
関
係
な
-
'
里
と
S.う
特
定
の
霞
城
を
も
っ
た
自
然

畿
生
の
部
落
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
'
漠
代
の
地
方
置

H■1mリ
6

割
が
成
立
し
て
い
た
と
す
る
の
で
あ
る
O
岡
崎
氏
所
説
の
第

7
の
鮎

と
と
も
に
'
ま
た
第
二
'
第
三
の
鮎
を
も
ほ
ほ
承
認
し
た
こ
と
に
な

ろ
う
｡
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
の
ち
に
の
べ
る
つ
も
-
で
あ
る
.

〓

前
節
に
お
い
て
'
漠
代
に
お
け
る
十
里

一
事
と
は
､
騨
避
組
織
に

お
け
る
革
相
互
間
の
距
離
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
'

事
は
同
時
に
'
郷
'
亭
'
里
と
い
う

7
連
の
地
方
直
割
の

7
つ
で
あ

る
こ
と
を
肯
定
す
る
も
の
と
'
こ
れ
を
否
定
す
る
も
の
の
あ
る
こ
と

.を
明
ら
か
に
し
た
.
否
定
す
る
と
は
い
っ
て
も
'
桧
本
氏
は

｢部
落

を

7
定
数
づ
つ
積
み
重
ね
て
地
方
慣
劃
を
設
定

し
よ
う
な
ど
と
い
う

試
み
｣
と
い
っ
て
い
て
'
と
く
に
強
調
し
て
い
る
の
は

1
定
数
と
い

う
こ
と
で
あ
る
が
､
そ
れ
で
は
湊
代
に
お
け
る
嘗
際
の
郷
村
組
織
が
･

い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
'
ま
だ
な
に
も
言
及
さ
れ

て
い
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
封
し
て
肯
定
す
る
立
場
に
あ
る
努
氏

も
､
郷
'
革
､
里
と
い
う
段
階
は
認
め
て
も
'
必
ず
し
も
そ
れ
が

7

ヽ

定
数
を
も
っ
て
積
み
重
ね
ら
i
.て
い
た
と
は
考
え
て
い
な
い
｡
そ
れ

は
と
も
か
-
'
爾
俸

こ
も
岡
崎
氏
と
同
様
'
漠
代
に
お
け
る
郷
村
組

織
の
最
下
暦
に
位
す
る
の
が
'
里
と
い
う
自
然
村
落
で
あ
る
と
考
え

ノヽ

て
い
る
こ
と
は
誤
り
な
い
よ
う
で
あ
も

も
し
里
が
自
然
村
落
で
あ

/sQ
な
ら
ば
､
十
重
間
隔
と
い
う
機
械
的
に
設
け
ら
れ
た
亭
と
が
'
い

か
に
し
て
結
び
つ
-
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
問
題
が
生
じ
て
く
る
で
あ

ろ
う
｡
こ
こ
に
事
と
里
と
は
全
然
別
個
の
組
織
で
あ
る
と
し
て
'
こ

れ
を
切
り
は
な
し
て
考
え
る
立
場
が
成
立
つ
の
は
嘗
然
で
あ
る
｡

も
っ
と
も
新
し
-
襲
表
さ
れ
た
'
王
統
詮
氏
の
ー
｢藻
代

『
亭
』
輿

ノヽ

『郷
』
『
里
』
不
同
性
質
不
同
行
政
系
統
説
｣
が
そ
れ
で
あ
杭
.
主

氏

は
漢
書
の
百
官
公
卿
表
に
み
え
る
､
革
の
数
が
郷
の
わ
ず
か
四
倍
飴

り
に
す
ぎ
な
い
こ
と
'
綬
漢
書
百
官
志
'
劉
昭
の
補
注
に
引
か
れ
た

I

慮
助
の

｢国
家
制
度
'
大
卒
十
果

丁
郷
｣
と
い
う
風
俗
通
の
文
を
重

視
し
て
､
問
題
解
決
の
出
費
鮎
と
し
て
つ
き
の
三
つ
の
疑
問
を
繰
出

し
た
｡
再
漠
代
の
革
と
郷
里
と
は
同
性
質
同
系
統
の
地
方
行
政
組
織

な
り
や
香
や
'
33
事
は
郷
に
隷
属
し
て
里
を
統
轄
す
る
や
否
や
'
団

も
し
鷹
助
の
十
重

丁
郷
を
肯
定
す
る
な
ら
ば
'
班
固
の
十
里

一
事
と

27
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の
間
の
矛
盾
は
い
か
に
し
て
解
決
す
べ
き
か
.
そ
の
結
論
t
r
革
は

郷
里
の
み
な
ら
ず
'
城
内
の
衝
路
や
城
門
上
な
ど
に
も
設
け
ら
れ
た

純
然
た
る
警
察
機
関
で
あ
る
.
郷
野
に
お
い
て
は
十
里
間
隔
に
お
か

れ
'
郵
と
連
絡
し
て
通
信
事
務
を
も
行
っ
た
｡
こ
れ
に
封
し
郷
里
に

は
郷
官
､
里
正
が
あ
っ
て
'
そ
れ
ぞ
れ
の
民
政
を
あ
つ
か
う
｡
こ
れ

は
昔
時
の
名
籍
t
と
-
に
教
壇
や
居
延
か
ら
聾
見
さ
れ
た
多
数
の
戊

卒
の
名
籍
に
'
所
属
の
行
政
単
位
と
し
て
郡
図
と
願
と
里
と
し
か
記

さ
れ
て
い
な
S,
の
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
｡
ま
れ
に
郷
を
記
しり

た
も
の
が
な
い
で
は
な
い
が
'
革
を
記
し
た
も
の
は
絶
封
に
な
い
.

亭
長
は
郷
官
に
は
厳
し
な
い
で
'
績
漢
書
百
官
志
に
み
え
る
よ
う
に
'

上
は
都
尉
に
承
空
し
'
下
に
里
を
統
括
し
な
い
｡
ij:従
っ
て
湊
代
の

地
方
行
政
組
織
は
郷
と
里
と
で
あ
っ
て
'
革
を
含
ま
な
い
と
す
れ
ば
'

漢
書
百
官
公
卿
表
の
十
亭

7
郷
は
誤
り
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
も
し

漢
書
が
誤

っ
て
い
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
'
そ
れ
は
後
人
の
窺
故
で
あ

っ
て
'
､原
文
は
必
ず
十
里

1
郷
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
O
つ
ま
り

上
に
十
果

〓
早
と
.S
う
文
が
あ
る
か
ら
'
下
に
十
里

一
郷
と
あ
っ
て

は
不
都
合
な
り
と
し
て
'
里
を
革
に
改
め
た
た
め
に
こ
の
誤
り
を
生

じ
た
の
に
相
違
な
い
.
何
と
な
れ
ば
'
十
里

二
手
の
里
と
'
十
輿

一

郷
の
里
と
は
'
字
は
同
じ
で
も
意
味
が
違
う
の
で
あ
る
｡
臼
要
す
る

に
慮
助
の
十
里

7
郷

(棲
漢
書
百
官
志
補
注
所
引
風
俗
通
)
も
'
班

圏
の
十
里

〓
早
も
と
も
に
誤
り
で
は
な
い
こ
と
と
な
る
｡
鷹
勘
も
少

く
と
も
二
度
ま
で
(同
上
所
引
漠
官
儀
お
よ
び
風
俗
通
)
'
十
里

二
や

と
り
つ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
'
十
単

一
郷
の
里
は
部
落
を
'
十
里

一

ノヽW此

革
の
里
は
距
離
窒

息
味
す
る
の
で
あ
も

｢ー

こ
う
し
て
郷
里
と
亭
と
を
判
然
層
別
す
る
こ
と
艦
よ
っ
て
'
千
古

の
疑
圏
は

7
朝
に
し
て
氷
解
し
た
こ
と
く
で
あ
る
餅
,
は
た
し
て
そ

う
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
両
者
が
全
然
別
系
統
の
も
の
と
し
て
'
湊
代
･

の
村
落
組
織
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
完

か
を
'
王
氏
に
間
等

み

-

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
.
そ
の
解
答
は
簡
単
で
あ
る
が
'
つ
き
の
通
り
で

お

あ
る
｡
内
地
の
事
は
,
連
境
の
亭
陳
…の
制
に
な
ら
っ
て
設
け
ら
れ
た

一

も
の
で
'
そ
の
相
互
の
取
離
は
大
鯉
に
か
い
て
十
里
で
あ
る
.
つ
ま

り
'
革
の
配
置
は
距
離
を
標
準
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
'
そ
の
管

轄
置
域
は
嘗
然
面
積
を
も
っ
て
は
か
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
｡
し
か
る

に
郷
里
の
組
織
は
戸
数
が
も
と
で
あ
っ
て
'
面
積
の
大
小
は
問
題
で

な
い
｡

1
里
は
百
家
で
あ
り
'
こ
れ
を
積
み
重
ね
て
つ
-
ら
れ
た
郷

も
'
ま
た
願
も
'
そ
の
大
小
は
戸
数
の
多
寡
に
よ
っ
て
直
別
せ
ら
れ

.

る
の
で
あ
る
｡
績
漢
書
百
官
志
補
注
所
引
の
漠
官
に
は
'

｢郷
戸
五

千
則
置
有
秩
｣
'
同
志
の
本
注
に
.は
'
｢其
郷
小
者
定
番
夫
｣
と
あ
っ



29

て
'
郷
の
大
小
は
五
千
戸
が
基
準
と
な
っ
て
い
る
｡
も
ち
ろ
ん
郷
里

と
い
え
と
も
､
仝
-
面
積
と
無
関
係
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
'
組

､
織
原
則
上
よ
り
す
れ
ば
'
郷
里
と
革
と
は
性
質
系
統
を
こ
と
に
す
る

も
の
と
い
わ
ぬ
ば
な
ら
ぬ
｡

以
上
そ
の
解
答
は
い
か
に
も
明
快
で
あ
る
.
郷
里
と
革
と
の
関
係

を
た
ち
き
る
と
と
も
に
'
岡
崎
氏
以
来
'
内
外
の
畢
者
に
よ
っ
て
も

っ
ぱ
ら
自
然
村
落
で
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
て
Ŝ
た
里
を
'
戸
数
を
7?
と

1

と
し
た
人
馬
的
な
組
合
と
考
え
た
の
で
あ
舅
.

し
か
し
こ
こ
で
反
省

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
S,
こ
と
が
あ
る
｡
里
や
そ
れ
の
組
み
合
せ
で
あ

る
郷
が
'
重
く
人
馬
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
た
ら
'
何
故
に
郷
に
大

小
の
差
が
生
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
里
も
郷
も
面
積
に
閲
係
頂
く
'

戸
数
を
も
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
も
っ
と
劃

一
的
に
つ

く
ら
れ
て
よ
S,は
す
で
あ
る
｡
ざ
ら
に
ま
た
事
が
'
別
系
統
の
管
轄

値
域
を
も
っ
て
S
た
と
す
れ
ば
'
そ
れ
と
の
有
機
的
な
関
連
は
ど
う

で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
む
,問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
膏
説
の
紹
介

と
批
判
と
を
ひ
と
ま
ず
う
ち
き
っ
て
'
卑
見
を
の
べ
る
べ
き
段
階
と

な
っ
た
｡

三

ま
ず
里
の
性
質
か
ら
は
じ
め
よ
う
.
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
､
里

を
自
然
村
落
と
み
た
の
は
岡
崎
氏
で
あ
る
が
'
小
畑
氏
も

｢貰
際
'

漠
代
の
史
料
に
あ
ら
は
れ
る
里
は
'
そ
の
様
な
'
地
方
行
政
の
最
小

単
位
と
し
て

一
定
の
戸
数
を
基
礎
と
し
て
編
威
さ
れ
た
も
の
と
は
考

へ
ら
れ
な
い
｣
と
3,
っ
て
3,る
｡
そ
う
し
て
里
は
血
縁
的
要
素
を
も

多
分
に
含
ん
だ
､
小
さ
な
衆
落
と
し
て
の
地
線
囲
鰻
で
あ
る
が
'
土

壁
の
こ
と
き
も
の
を
も
っ
て
囲
ま
れ
'
出
入
の
た
め
の
門
を
そ
な
え

た

7
定
の
地
域
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
.
そ
こ
で
は
中
央
の
政
治
意

志
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
官
で
は
な
く
'
住
民
の
間
よ
り
お
の
ず
か

ら
お
し
上
げ
ら
れ
た
父
老
に
よ
っ
て
'
里
の
平
和
と
治
安
と
が
た
も

た
れ
た
の
で
あ
る
と
L
t
練
漢
書
百
官
志
に
み
え
る
里
魁
の
存
在
す

ら
疑
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
同
氏
に
よ
っ
て
あ
げ
ら
れ
た
多
-
の

例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
'
里
に
は
門
が
あ
っ
て
監
門
が
お
か
れ
'
そ

の
内
部
で
は
父
老
を
中
心
と
し
て
平
和
な
生
活
が
い
と
な
ま
れ
て
い

た
こ
と
も
事
葺
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
里
が
郷
村
に
お
け
る
特

定
の
衆
落
を
さ
す
だ
け
で
は
な
く
'
城
内
に
お
け
る

7
定
の
慣
劃
を

も
さ
す
の
は
'
き
わ
め
て
古
く
か
ら
の
て
と
で
あ
る
.
城
内
の
里
も

土
壌
に
囲
ま
れ
､
出
入
の
た
め
に
門
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
t

Eid2

そ
の
例
に
乏
し
く
夜
へ
｡
こ
の
里
が
自
然
村
落
で
な
い
の
は
い
う
ま

29
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･.;～y.∫

で
も
な
い
か
ら
,
し
ば
ら
く
論
外
に
お
く
こ
と
と
し
よ
㌢

か

さ
で
里
は
自
然
村
落
で
あ
る
と
す
れ
ば
'

1
定
の
戸
数
を
基
礎
と

し
て
編
成
さ
れ
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
に
し
て
も
'
居
延
湊
簡

の
意
見
な
ど
に
よ
っ
て
'
名
籍
編
成
の
単
位
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ

た
今
日
で
は
'
も
は
や
里
が
地
方
行
政
の
単
位
で
な
⊥い
と
は
い
え
な

い
は
す
で
あ
る
｡
ま
た
か
り
に
里
が
地
域
を
も
と
に
し
た
も
の
で
'

｢他
の
里
に
封
し
て
は
'
孤
立
的
封
鎖
的
な
性
質
を
具

へ
て

ゐ
る
と

言
ひ
得
る
｣
(小
畑
氏
)
と
す
れ
ば
'
行
政
単
位
と
し
て
の
里
と
の
間

に
多
く
の
矛
盾
を
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
か
.
つ
ま
り
'
自
然
村
落
で

あ
れ
ば
大
小
さ
ま
㌫
ま
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
'
こ
れ
を
そ
の
ま
ま

行
政
単
位
と
し
て
は
す
こ
ぶ
る
不
便
で
は
な
い
か
'
ま
た
そ
う
し
た

7
定
置
割
か
ら
外
に
は
み
出
し
,
あ
る
い
は
遠
-
は
な
れ
て
散
在
す

る
八
戸
は
'
ど
こ
に
属
し
た
か
と
い
う
よ
う
な
具
髄
的
な
問
題
で
あ

る
.
こ
れ
に
射
し
て
穿
氏

(漠
代
的
亭
制
)
の
こ
と
-
､
里
と
は
自

然
村
落
を
も
と
と
し
た

一
定
の
地
域
単
位
で
あ
っ
て
'
戸
口
の
単
位

で
は
な
3,か
ら
'
そ
の
中
の
八
戸
が
多
け
れ
ば

7
里
富
戸
'

二
争
千

戸
に
も
な
り
'
少
な
け
れ
ば

7
里
あ
る
い
は

7
革
の
戸
数
が
十
以
下

と
な
る
七
と
も
あ
り
う
る
､
と
い
う
極
端
な
議
論
も
出
る
わ
け
で
あ

る
｡

お

も
う
に
､
こ
れ
は
苫
く
か
ら
自
然
に
聾
生
し
た
衆
落
と
し
で
の

男
と
'･藻
代
に
お
け
る
地
方
行
政
の
末
端
組
織
と
し
て
の
里
と
が
'

混
同
し
て
考
え
ら
れ
た
た
め
で
は
な
い
Lu
ろ
う
か
o
王
統
詮
氏
も
い

っ
て
い
る
よ
う
に
'
嘗
時
の
名
籍
は
名
願
欝
里
と
S,ラ
.
毎
人
戸
の

成
員
の
姓
名
'
性
別
'
年
齢
'
欝
階
'
所
属
の
行
政
単
位
な
ど
を
記

FHt
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人
し
た
も
の
で
あ
る
｡
行
政
単
位
と
し
て
は
'
そ
の
名
の
こ
と
-
必

Eid4

ナ
里
を
記
さ
ぬ
ば
な
ら
.ig-
O
毎
年
八
月
に
案
比
を
行
い
'
郷
の
有
秩

ま
た
は
春
夫
に
よ
っ
て
管
下
の
里
こ
と
に
集
め
て
名
冊
を
編
成
L
t

願
令
'
部
太
守
を
へ
て
中
央
に
報
告
さ
れ
'
既
視
の
徴
収
や
努
役
'

戊
硬
の
徴
用
の
も
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
名
籍
が
里
を
単
位
と
し

て
い
る
以
上
'
里
に
含
ま
れ
る
八
戸
が
ほ
ぼ

7
定
数
を
基
準
と
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
｡
果
魁
ま
た
は
果
正
が
父
老
と
と
も
に
'
･こ

れ
を
つ
-
っ
て
郷
に
提
出
し
'
郷
で
は
か
れ
ら
の
立
食
い
の
も
と
に
'

有
秩
や
番
夫
が
算
賦

(人
頭
税

7
般
)
そ
の
他
の
徴
収
を
行
っ
た
ら

し
い
｡
居
延
漠
簡
の
つ
き
の
二
例
は
こ
れ
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
ろ

ふ

ノO

30
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佐
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□
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焚

束
利
里
父
老
夏
空
等
敦
数

団
秋
賦
鎮

五
千

西
郷
守
有
秩
志
臣
佐
順
臨

空
･
7

陽

径
帝
親
且

文
書
の
形
式
で
は
郷
の
有
秩
や
任
が
立
合
人
と
な
っ
て
い
る
が
'
賓

際
は
か
れ
ら
が
収
納
の
責
任
者
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
.

な
お
t
の

ち
に
も
の
べ
る
よ
う
に
'
名
籍
は
算
賦
徴
牧
の
も
と
で
あ
っ
て
'
田

租
徴
収
の
資
料
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

従
っ
て
名
籍
が
人
頭
税
徴
収
の
茎
帳
で
あ
る
以
上
'
何
人
も
こ
れ
か

ら
腹
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
は
す
で
あ
る
.
す
な
わ
ち
'
何
人
も
い

ず
れ
か
の
里
に
屠
す
べ
き
で
あ
っ
て
'
そ
の
も
の
が
不
動
産
を
所
有

し
て
い
る
か
S,な
い
か
は
問
題
に
な
ら
な
い
o
と
く
に
前
漠
の
戸
口

統
計
が
正
確
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
｡

行
政
単
位
と
し
て
の
里
が
'
賦
税
徴
収
の
必
要
か
ら
生
れ
･F
r
ほ

ほ

7
定
数
の
人
声
の
組
み
合
せ
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
自
然
薯
生
の
村

落
と
無
関
係
で
あ
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
.
城
内
が
い
く
つ
か
の

里
に
分
割
さ
れ
る
よ
う
に
'
郷
村
に
お
い
て
は
大
き
な
衆
藩
は
適
宜

に
分
割
さ
れ
'
散
在
せ
る
人
声
が
併
合
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ

う
｡
し
か
し
そ
れ
は
帳
簿
の
上
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
'
か
れ
ら
の

賓
生
活
に
異
動
が
か
こ
る
わ
け
で
は
な
い
.
従
っ
て
'
里
は
そ
れ
自

鮭
の
地
域
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
凌
る
か
ら
'
文
厳
的
に
も

賛
鰻
が
つ
か
み
に
く
わ
の
で
あ
る
.
そ
う
し
た
人
馬
的
な
人
声
の
組

み
合
せ
が
里
で
あ
り
t
.そ
れ
を
い
v
lっ
か
統
轄
す
る
の
が
郷
で
あ
ろ

う
｡
と
す
れ
ば
郷
も
里
も
と
も
に
人
民
の
嘗
生
活
と
は
遊
離
し
た
も

の
で
'
か
れ
ら
に
結
び
つ
い
た
自
然
費
生
の
村
落
は
別
に
あ
る
は
ず

で
あ
る
｡
漢
書
地
理
志
や
綾
漢
書
郡
固
志
に
み
え
る
郷
や
里
や
衆
'

そ
れ
ら
は
歴
史
的
に
著
名
な
る
が
故
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
いMid)a

が
,
こ
れ
こ
そ
苗
-
か
ら
の
自
然
村
落
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
L
.

そ
の
う
ち
に
は
'
そ
の
ま
ま
行
政
の
末
端
組
織
と
し
て
の
里
と
な
っ

た
も
の
も
あ
っ
て
'
そ
こ
で
は
む
か
L
な
が
ら
の
親
密
な
村
落
生
活

が
つ
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
O
L
か
L
t
そ
れ
は
む

し
ろ
例
外
で
あ
っ
て
'
こ
う
し
た
人
為
的
に
つ
く
ら
れ
た
里
内
の
人

心
は

7
殻
に
冷
酷
で
'
什
伍
の
組
織
で
し
ぼ
ら
れ
'
父
老
と
い
う
も

の
は
あ
っ
て
も
名
の
み
で
(
賓
は
願
'
郷
の
吏
の
単
な
る
代
将
者
で

あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
｡

四

つ
き
に
亭
で
あ
る
が
'
わ
ま
こ
こ
に
郵
騨
組
織
と
し
て
の
革
に
つ

い
て
は
改
め
て
の
べ
る
必
要
も
あ
る
ま
い
｡
王
統
詮
氏
が
い
っ
て
い

る
よ
う
に
'
革
に
附
廃
し
た
地
域
が
あ
る

とす
れ
ば
'
そ
れ
は
早
に
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警
察
値
域
と
し
て
の
意
味
し
か
も
た
な
い
の
か
ど
う
か
､
と
い
う
こ

と
を
考
え
て
み
た
3,と
お
も
う
｡
王
氏
の
説
は
周
法
高
氏
の

｢金
文

ノヽ6

零
樺
｣
墾

早
部
に
よ
.っ
て
い
る
よ
う
で
あ
0-
0
亭
部
す
な
わ
ち
亭
所

屡
の
地
域
を
意
味
す
る
.
周
氏
は
同
書
に
お

い
て
蕨
耕
望
氏
の

｢湊

代
之
亭
制
｣
(公
論
報
奥
地
週
刊
第
二
十
八
期
)
に
よ
り
､
革
の
最
贋

義
は
そ
の
都
城
面
積
を
も
併
せ
て
こ
れ
を
亭
部
と
い
い
'
地
方
行
政

の
単
位
で
あ
篭
と
い
う
｡
厳
氏
の
右
の
論
文
は
い
ま
だ
週
目
す
る
を

え
な
い
が
'
同
氏
年
乗
の
研
究
の
集
大
成
と
も
い
う
べ
き

｢漠
代
地

ノヽワ一l

II,.～.-

方
行
政
制
度
｣
を
み
る
と
'
亭
長
針

橡
に
つ
fS.て
'
第

7
に
盗
賊
の

逮
捕
等
の
瞥
察
事
務
が
本
職
'
第
二
に
元
来
'
軍
事
交
通
の
た
め
の

施
設
で
あ
る
が
t
の
ち
地
方
行
政
単
位
と
な
る
に
か
よ
ん
で
'
民
政

を
乗
船
訴
訟
を
も
あ
つ
か
っ
た
､
と
あ
る
｡

諸
氏
の
捜
集
せ
る
資
料
を
あ
げ
て
'
そ
の
所
詮
に
晩
討
を
加
え
よ

う
｡
ま
す
漠
代
の
地
券
｡
王
氏
は
五
種
'
周
氏
は
三
種
を
示
し
て
い

る
が
'
重
複
が
あ
る
の
で
六
種
で
あ
る
｡
3,ま
そ
の
二
三
を
記
せ
ば
'

諸
葛
敬
買
地
券

黄
龍
元
年

(前
四
九
)
壬
申
五
月
内
子
朔
八
日
乙
亥
｡
諸
葛
敬
従
南

(貿
)

陽
男
子
馬
書
慶
｡
章

節

名
有
禦
年
(辛
?
)部
薄
情
田

一
町
｡

直
鎖

二
高

f
千
鐘
O
即
日
皐
｡
東
此
賀
方
.
南
比
沈
大
義
｡
西
壷
大
道
｡

北
比
鄭
江
｡

‥
-
(小
紋
藤
間
金
文
拓
本
巻
十
三
)

曹
伸
成
買
地
券

光
和
元
年

(
1七
八
)
十
二
月
丙
午
朔
十
五
日
O
平
陰
都
郷
市
南
里

曹
伸
威
｡
従
同
原
男
子
陳
胡
奴
｡
貫
長
谷
亭
部
馬
領
伯
北
家
田
六

畝
.
土
千
五
百
｡
井
直
九
千
鐘
｡
郎
日
華
.
田
束
比
胡
奴
｡
北
比

胡
奴
｡
西
比
胡
奴
｡
南
壷
橡
道
-
-
(東
方
畢
報
東
京
第
六
筋

仁
井

.1■nHt8r:

田
陛
氏

｢藻
魂
大
朝
の
土
地
章
買
文
書
｣
所
載

書
道
博
物
館
載
)

喫
利
家
買
地
券

光
和
七
年

(
1
八
四
)
九
月
巽
西
朔
六
日
戊
寅
.
平
陰
男
子
嘆
利
家
.

従
雑
陽
男
子
杜
認
子
上
弟
口
｡
買
石
薬
事
部
橿
千
束
､
比
是
侶
北

田
五
畝
｡
主

二
千
｡
井
直
寓
五
千
錦
｡
即
日
尊
｡
田
中
板
土
着
｡

上
室
天
'
下
重
責
｡
営
口
□
行
｡
田
南
轟
情
｡
北
東
日
比
常
子
｡

ノヽ9

西
比
羽
林
孟
口
｡
･
･･･(貞
姶
堂
集
古
遺
文
巻
十
五
5

い
ず
れ
も
買
田
の
鉛
券
で
あ
っ
て
'
曹
仲
虜
の
も
の
に
は
家
田
と
明

記
し
て
あ
る
｡
王
氏
に
よ
れ
ば
'
田
地
の
所
在
を
示
す
に
は
'
某
亭

部
に
あ
る
と
S.
い
'
必
ず
粁
階
の
方
向
に
ょ
っ
て
そ
の
位
置
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
｡
郷
を
用
い
な
い
の
は
'
亭
部
の
範
歯
の
方
が
小
さ
ヽ

い
こ
と
と
'
革
は
距
離
に
よ
っ
て
お
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
位
置

が
指
示
し
や
す
S,
こ
と
に
よ
る
O
と
-
に
曹
仲
威
貫
地
券
で
は
'
田

32
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地
の
位
置
は
亭
部
を
も
っ
て
示
し
て
い
る
が
'
買
う
人
の
名
籍
は
郷

里
制
に
よ
っ
て
い
る
'
こ
れ
こ
そ
革
と
郷
里
と
が
別
系
統
の
組
織
に

屠
す
る
明
ら
か
な
澄
明
で
あ
る
t
と
い
う
.
こ
れ
は
箕
に
卓
見
で
卦

っ
て
'
中
国
の
土
地
制
度
史
上
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る

と
お

も
う
.

厳
氏
の
こ
と
く
'
単
な
る
地
方
行
政
恒
割
の

7
種
と
み

る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
｡
田
地
の
所
在
を
革
部
を
も
っ
て
示

す
こ

と
は
'
諸
葛
敬
買
地
券
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
'
す
で

に
前
漠
の
と
き
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
制
度
で
あ
る
.
周
氏
が
こ
れ
を

呉
の
黄
龍
元
年

(二
二
九
)
と
し
た
の
は
'
い
う
ま
で
も
な
-
誤

っ
て

S.る
.

亭
部
を
も
っ
て
土
地
の
位
置
を
指
示
す
る
例
は
'
ほ
か
に
も
決
し

て
少
く
な
い
｡

永
光
四
年
十
月
｡
遍

誓

陵
亭
部
北

(鮒
解
離
)
原
義

初
陵
｡

(漢
書
元
帝
妃
)

建
平
二
年
七
月
｡

呂
滑
城
西
北
原
上
永
陵
亭
部
馬
初
陵
｡

(漢
書

哀
帝
紀
)

〔張
〕
高
年
老
｡
自
治
家
壁
｡
起
弼
堂
｡
好
平
陵
肥
牛
革
部
虚
地
｡

又
近
延
陵
｡
奏
請
求
之
｡
.上
呂
賜
高
｡
詔
令
平
陵
徒
亭
宅
所
｡

(漢
書
張
番
倖
)
-

こ
れ
ら
は
み
な
陵
墓
に
紺
す
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
が
'
三
国
魂
志

貫
達
傍
の
注
に
魂
略
の
楊
滞
侍
を
引
き
'

〔黄
初
中
｡
掃
〕
占
河
南
夕
陽
亭
部
荒
田
二
項
｡
起
瓜
年
度
居
｡
止

其
中
｡

と
あ
り
'f
後
漢
書
章
帝
紀
､
元
和
二
年
の
保
に
'

九
月
壬
辰
'
詔
鳳
皇
黄
龍
所
見
亭
部
｡
無
出
二
年
租
歎
｡

と
あ
る
｡
葦
懐
太
子
は
､
黄
龍
は
束
親
記
に
よ
れ
ば
肥
城
句
飯
事
の

塊
樹
上
に
'
古
今
注
に
よ
れ
ば
洛
陽
元
延
亭
部
に
あ
ら
わ
れ
た
と
注

し
て
い
る
.
あ
る
土
地
肇
不
す
の
に
亭
部
を
も
っ
て
す
る
だ
け
で
は

な
く
'
亭
部
と
い
う

l
つ
の
値
域
が
租
親
の
免
除
と
い
っ
た
'
民
政

の
封
象
と
な
っ
て
S,る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
某
郷

と
い
わ
な
い
で
'
某
亭
部
と
い
っ
た
方
が
'
地
域
を
明
確
に
し
か
も

限
定
し
て
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
後
漢
に
な
る

と
'
最
下
級
の
諸
侯
と
し
て
郷
侯
と
と
も
に
亭
侯
が
あ
ら
わ
れ
て
く

.

る
｡
す
な
わ
ち
'
亭
部
の
地
域
を
対
地
と
す
る
諸
侯
で
あ
っ
て
'
顧

炎
武
は
日
知
錬
(撃

≡

)
で
こ
の
こ
と
を
論
じ
'
後
漢
書
の
契
宏
侍

に
'
｢願
遺
幕
張
'
食
中
郷
亭
｣
と
い
う
か
れ
の
語
を
引
い
て
'
建
武

年
間
か
ら
す
で
に
亭
侯
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
て
い
る
｡

そ
れ
は
と
も
か
く
'
亭
暦
あ
る

7
定
の
小
地
域
を
76L
つ
て
い
た
琵
壊

●1
･
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で
あ
ろ
う
O
さ
れ
ば
こ
そ
'
や
は
り
後
漢
書
の
攻
邪
孝
王
京
傍
に
'

同
王
の
尭
じ
た
と
き
'
｢葬
東
海
即
丘
康
平
亭
ô
有
詔
割
亭
展
開
陽
｣

ハV

と
い
う
よ
う
な
事
情
も
か
こ
-
う
る
の
で
あ
る
".

そ
れ
で
は
亭
部
と
は
'
い
か
な
る
目
的
で
設
け
ら
れ
'
い
か
な
る

機
能
を
有
し
た
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
ろ
う
｡
革
の
管
理
者
た

る
亭
長
の
任
務
は
'
い
う
ま
で
も
な
-
警
察
と
通
信
と
で
あ
る
.
練

漢
書
百
官
志
に
､
｢
亭
長
主
求
捕
盗
賊
.
承
望
都
尉
｣

と
あ
っ

て'
王

氏
は
亭
長
は
郷
願
を
ぬ
き
に
し
て
郡
都
尉
に
直
属
す
る
よ
う
に
考
え

て
い
る
が
'
や
は
り
小
畑
氏
の
考
え
の
よ
う
に
'
郷
の
涛
微
の
監
督

を
受
け
て
願
に
属
し
て
い
た
の
で
は
な
3,か
と
お
も
う
O
階
の
青
書

の
五
行
大
義

(巻
二
十
二
)
所
引
の
藻
の
翼
奉
の
語
に
'
｢潅
後
事
長

外
部
吏
'
皆
屠
功
曹
｣
と
あ
り
'
か
れ
ら
は
願
の
功
菅
に
屠
し
て
い

尭
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
.
亭
長
の
監
督
の
封
象
は
'
い
う
ま
で
も

な
-
管
轄
内
の
人
民
で
あ
り
､
職
務
が
民
政
に
も
関
係
す
る
の
は
富

然
で
あ
る
.
従
っ
て
亭
部
の
民
と
い
う
よ
う
な
語
も
生
ま
れ
る

(太

平
御
覚
巻
二
五
八
所
引
合
稽
典
録
)O

と
も
か
く
革
に
よ
っ
て
全
図

の
警
察
事
務
が
行
わ
れ
る
と
す
れ
ば
'
騨
適
が
設
け
ら
れ
た
交
通
路

線
上
の
亭
だ
け
で
は
こ
と
た
り
ぬ
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡
全
図
を

革
で
も
っ
て
お

お
い
'
間
隙
の
地
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
は
ず
で
あ
る
.

き
て
'
ひ
る
か
え
っ
て
考
え
て
み
る
と
'
革
の
所
轄
区
域
で
あ
か

革
部
に
関
す
る
資
料
は
'
警
察
事
項
と
い
う
よ
り
は
土
地
に
関
す
る

こ
と
が
ら
が
多
か
っ
た
O
し
か
も
地
券
の
こ
と
き
は
'
革
部
内
に
お

け
る
位
置
を
肝
幣
に
よ
っ
て
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
'
こ
の
こ

と
か
ら
し
て
も
亭
部
と
い
う
も
の
が
単
な
る
警
察
値
域
と
し
て
設
け

ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
o
土
地
の
位
置
空
不
す
の
に
'

亭
部
が
必
要
保
件
で
あ
れ
ば
'
こ

れ
ま
た
全
図
が
亭
部
を
も
っ
て
か

か

わ
れ
ぬ
ば
な
ら
な
3,で
あ
ろ
う
.
前
節
に
論
じ
た
こ
と
く
'
名
籍

が
男
を
単
位
と
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
'
田
籍
な
い
し

地
籍
は
亭
部
を
単
位
と
し
て
編
威
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
.

＼

た
だ
警
察
値
域
と
地
籍
の
範
囲
と
が

7
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
i
)は
'

車
わ
め
.て
奇
異
に
感
ぜ
ら
れ
る
に
は
ち
が
い
な
S
o
こ
れ
に
つ
い
て
,

革
の
軍
事
よ
り
警
察
へ
の
切
換
え
を
秦
の
続

7
時
に
お
S.た
絵
本
氏

の
論
を
'
さ
ら
に

7
歩
す
す
め
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
し
て
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
.
始
皇
帝
は
天
下

一
統
に
さ
い
し
て
'
交
通
幹
線
に
革
を

列
置
し
て
警
察
を
も
兼
ね
さ
せ
た
ば
か
り
で
な
く
､
あ
ら
ゆ
る
要
地

に
網
の
目
の
こ
と
-
革
を
配
置
す
る
7J
と
も
に
t
を

管
轄
値
域
を

単
位
と
し
て
地
籍
を
編
成
し
た
の
で
は
な
い
か
t
と
3,ぅ
こ
と
で
あ
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Y､′1,QN･
事
部
と
亭
部
と
の
堵
鼎
は
t

の
ち
に
の
べ
る
よ
う
に
お
そ
ら
く

肝
階
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
.
そ
れ
で
は
革
と
里
と
の
関
係
は
'
あ
る

い
は
郷
と
の
連
絡
は
ど
う
で
あ

っ
た
か
と
い
う
こ

と
を
'
つ
ぎ
に
考

え
て
み
た
い
.

五

漢
書
匡
衡
侍
は
'
侯
国
の
成
立
や
そ
の
内
部
に
お
け
る
土
地
と
人

声
i
)
の
帥
係
な
ど
に
つ
い
て
'
き
わ
め
て
具
髄
的
な
記
事
を
ふ
-
ん

ノヽ2

で
い
る
た
め
に
,
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
の
で
有
名
で
あ
d
N.
こ
れ

に
よ
れ
ば
'
衝
が
封
ぜ
ら
れ
た
臨
港
都
債
願
の
薬
安
郷
は
本
来
'
撞

封
田
と
し
て
は
三
千

1
百
頃
あ

っ
た
と
い
う
'
そ
の
南
界
は
蘭
伯
で

あ
っ
た
が
＼

か
れ
が
封
ぜ
ら
れ
た
建
昭
三
年

(前
三
大
)
よ
り
十
数
年

も
前
か
ら
郡
の
圏
に
は
間
伯
が
誤

っ
て
平
陵
侶

(闇
倍
よ
り
南
に
あ
,

っ
た
は
す
)
と
記
さ
れ
て
い
た
'
衛
が
こ
こ
.に
封
ぜ
ら
れ
る
に
い
た

り
'
郡
は
こ
の
誤
記
の
圏
を
も
と
と
し
て
賓
際
の
平
陵
倍
を
そ
の
南

界
と
し
た
た
め
に
'
奨
安
郷
の
面
積
は
四
百
頃
も
不
常
に
多
く
な
っ

中

た
｡
の
ち
建
始
元
年

(前
三
二
)
こ
の
誤
り
に
窺
う
S,た
郡
で
は
境
界

を
改
正
し
'
四
年
間
の
田
租
数
千
飴
石
を
も

一
た
ん
返
還
さ
せ
た
が
'

衛
は
丞
相
の
強
権
を
も
っ
て
そ
れ
を
撤
回
さ
せ
,hU
O
L
か
L
t
や
が

@

て
弾
郡
を
㌢
け
て
官
欝
を
剥
奪
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
b
な
か
本
俸
に

ょ
れ
ば
'
匡
衛
が
封
ぜ
ら
れ
た
柴
安
侯
国
は
食
邑
六
百
戸
と
あ
る
が
､

外
戚
恩
津
侯
表
に
み
え
る
六
百
四
十
七
戸
と
い
う
め
が
賓
際
の
数
の

よ
う
で
あ
る
｡
こ
れ
は
四
百
頃
を
不
雷
に
増
加
し
た
三
千
五
百
頃
の

面
積
に
相
癒
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
は
と
も
か
く
'
諸
侯
の
図

は
ふ
つ
う
食
邑
何
千
戸
'
何
首
戸
と
戸
数
を
も
っ
て
示
さ
れ
る
が
'

賓
は
ま
ず
封
域
の
虞
さ
か
ら
租
人
の
量
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
､
こ
の

賓
例
に
み
る
こ
と
く
で
あ
っ
て
'
す
で
に
鎮
大
師
が
指
摘
し
た
と
こ

ろ
で
あ
る
(
二
十
二
史
考
異
漢
書
竜
三
)
｡
そ
れ
で
は
戸
数
は
ど
う
し

て
出
て
く
る
か
と
い
え
ば
'
宇
都
宮
清
書
氏
に
よ
る
と
'
ま
ず
領
地

の
磨
き
が
地
園
上
で
決
定
さ
れ
'
つ
い
で
そ
の
領
内
に
た
ま
た
ま
存

在
し
た
金
属
戸
が
'
そ
こ
の
領
主
に
屠
す
べ
き
民
声
と
し
て
'
割
り

7,3の2

あ
た
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
t
と
い
う
｡

さ
れ
ば
こ
そ
'
嘗
際
に

歯

S,て
は
六
百
四
十
七
戸
と
い
っ
た
端
数
が
生
ず
る
の
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
こ
れ
は
'
萄
乗
の
奨
安
郷
の
境
域
が
'
不
嘗
に
と
は
ね
え
襲

更
を
こ
う
む
っ
た
ば
あ
3.で
あ
る
.

侯
観
と
な
る
前
の
奨
安
郷
は
全
面
積
三
千

1
百
頃
と
き
ま
っ
て
奉

り
'
そ
の
仝
境
域
内
の
人
戸
数
も
毎
年
の
案
比
に
よ
っ
て
年
々
の
数

字
が
出
て
い
た
は
す
で
あ
る
｡
･

八
戸
が
里
を
単
位
と
し
て
郷
に
お
S,
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て
ま
と
め
ら
れ
た
と
す
れ
ば
'
面
積
は
革
を
単
位
と
し
て
や
は
り
郷

に
お
い
て
ま
と
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
.
つ
ま
り
面
積
の

上
で
は
い
-
つ
か
の
革
が
集
っ
て
郷
を
な
し
'
そ
の
中
に
ふ
く
ま
れ

る
八
戸
が
里
に
編
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
お
も
う
｡
従

っ
て
'
地
域

を
意
味
す
る
亭
部
､
郷
部
と
い
う
言
葉
は
あ
っ
て
も
'
あ
え
て
里
部

と
い
う
言
葉
が
な
い
｡
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
'
郷
は
里
の
集
り
か

ら
な
っ
た
も
の
で
は
な
く
'
里
は
郷
と
S,ぅ
地
域
に
ふ
く
ま
れ
る
戸

数
か
ら
割
り
出
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
｡

7
百
戸
の
里
を
十
個
集

め
て
亭
'
さ
ら
に
そ
れ
を
十
個
集
め
た
郷
が

7
寓
戸
に
な
る
と
い
っ

た
計
算
に
-
ら
べ
て
'
奨
安
郷
の
戸
数
が
た
だ
わ
ず
か
に
六
百
戸
程

度
で
あ
る
の
も
'
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
は

じ
め
王
氏
の
詮
に
封
し
て
提
出
し
た
'
里
も
郷
も
戸
数
の
み
を
も
と

と
し
て
編
成
さ
れ
た
も
の
な
ら
ば
'
郷
に
著
し
い
大
小
の
生
す
る
は

ず
が
な
い
で
は
な
い
か
と
3,ぅ
疑
問
も
'
郷
の
成
立
の
基
礎
が
地
域

で
あ
る
こ
と
を
知
る
に
い
た
っ
て
解
決
を
み
た
と
い
え
る
.

7
願
内
に
お

け
る
郷
の
数
は
不
定
で
あ
る
｡
都
郷
と
は
願
城
を
ふ

-
ん
だ
も
の
で
'
顧
炎
武
は
い
ま
の
妨
廟
に
あ
た
る
と
い
っ
て
い
る

(日
知
錬
撃

≡

)
｡
居
延
漠
簡
に
も
漠
印
や
封
泥
に
も
'
東
郷
､
西

轡

南
郷
'
北
郷
な
ど
が
み
ら
れ
る
｡
都
裾
を
中
心
と
し
て
四
方
の

郷
に
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
で

.
あ
ろ
う
0
あ
る
い
は
同
じ
く
方
向
に
よ

っ
て
左
郷
'
右
郷
が
あ
り
､
そ
の
他
諸
種
の
椎
名
を
有
す
る
も
の
の

あ
る
こ
と
も
い
ぅ
ま
で
も
な
い
O
こ
れ
ら
'
都
郷
以
外
の
郷
は
下
郷

と
い
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
都
郷
の
中
心
を
な
す
里
が
都
里
で
あ
る
｡
居

延
漠
簡
に
よ
れ
ば
'
張
披
郡
の
無
得
願
に
屠
す
る
里
堅

二
十
八
㌧
居

延
願
に
屠
す
る
里
は
三
十
二
を
数
え
る
｡
革
に
つ
い
て
い
え
ば
'
願

城
内
の
革
が
都
革
で
あ
り
'
こ
れ
に
附
廃
し
た
地
域
が
都
亭
部
で
あ

る
｡
都
革
に
射
し
て
城
外
の
革
を
郷
亭
'
あ
る
い
は
下
事
と
い
う
O

厳
耕
望
氏

(漠
代
地
方
行
政
制
度
)
は
'
水
産
注
所
引
の
陳
留
風
俗

侍
に
よ
っ
て
'
高
陽
願
餅
郷
の
鉾
亭
(推
水
注
)
'
尉
氏
願
波
郷
の
改

革
'
陳
留
願
棄
民
郷
の
棄
民
亭
(以
上
巣
水
注
)
な
ど
を
あ
げ
て
'
亭

郷
同
名
の
も
の
は
そ
の
郷
の
治
所
の
首
亭
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
の

は
適
切
な
見
方
で
あ
る
.
こ
れ
ら
の
饗
早
に
は
も
う
ろ
ん
そ
の
附
属

地
と
し
て
の
亭
部
が
あ
っ
た
｡

こ
う
し
た
関
係
を
茸
際
に
つ
い
て
み
る
と
'

二
早
部
の
埠
域
内
に

い
く
ら
か
の
男
が
あ
り
'
い
く
ら
か
の
事
が
集
っ
て
郷
を
形
づ
く
っ

て
.い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
'
漢
書
百
官
公
卿
表
に
み
え
る
十

里

二
手
'
十
亭

7
郷
と
S,ぅ
表
現
も
'
十
進
法
的
な
積
み
重
ね
に
さ

え
目
を
つ
む
れ
ば
'
い
ち
が
わ
に
誤
り
と
し
て
簡
単
に
強
て
去

っ
て
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し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
3.｡
魔
別
の
十
里

1
郷
と
3,ぅ
表
現
も
､

も
し
十
と
い
う
数
字
に
さ
え
こ
だ
わ
ら
ぬ
ば
'
同
時
に
成
立
し
う
る

も
の
か
も
知
れ
ぬ
d

斑
回
の
記
述
が
S,か
に
理
想
化
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
て
も
t.
桧
本
氏
の
い
わ
れ
る
ほ
ど
'
そ
れ
ほ
ど
に
規
茸
を
無
税

し
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
｡
ま
た
か
-
に
'
班
固
は
十
里

二
手

と
十
亭

7
郷
と
は
別
個
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
と
し
て
も
'

沈
約
の
采
書
百
官
志
に
お
い
て
こ
れ
が

T
系
列
に
組
織
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
'
そ
れ
相
鹿
の
漠
代
の
事
賓
に
つ
い
て
の
停
銃
的
な

知
識
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
S,だ
ろ
う
か
.

郷
は
革
を
単
位
と
し
て
土
地
を
把
撞
L
t
里
を
単
位
と
し
て
人
を

把
糎
L
t
前
者
か
ら
は
地
租
を
'
後
者
か
ら
は
人
頭
税
を
徴
収
し
'

あ
る
い
は
労
役
や
戊
役
を
要
求
し
た
.
さ
き
の
匡
衛
侍
に
よ
れ
ば
'

不
嘗
超
過
分
と
し
て
の
田
租
穀
は
返
還
し
て
い
る
が
'
算
賦

(人
頭

税
)
に
つ
い
て
は
な
に
も
の
べ
て
い
な
3,｡
算
既
は
宇
都
宮
氏
も
いノヽ

4一

わ
れ
る
よ
う
に
･
侯
観
の
収
入
と
は
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
d
No

こ
れ
は
田
租
と
算
斌
と
が
系
統
を
こ
と
に
し
た
も
の
で
'
別
個
の
基

礎
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
た
こ
と
を
葦
す
る
も
の
で
あ

ろ
う
.
貿
算

(財
産
税
)
は
'
人
頭
税
と
同
じ
ぐ
里
を
も
と
に
し
て
徴
収
さ
れ
た
も

の
と
お
も
う
.

大
郷
に
は
郡
か
ら
有
秩
の
寧
天
が
'
小
郷
に
は
解
か

ら
斗
食
の
番
犬
が
演
出
さ
れ
て
そ
れ
ら
の
職
務
に
た
す
き
わ
っ
た
O

称
じ
く
郡
願
直
展
の
吏
で
あ
っ
て
も
'
亭
長
は
た
だ
警
察
事
務
を
あ

つ
か
う
だ
け
で
あ
る
｡
里
の
父
老
や
里
正
の
こ
と
き
は
'
名
籍
の
資

､

料
を
提
出
し
'
徴
税
に
立
合
3,㌧
過
失
が
あ
れ
ば
叱
責
を
こ
う
む
っ

た
で
あ
ろ
う
O
居
延
漠
簡
の
つ
き
の

7
例
は
'
郷
の
機
能
を
知
る
た

め
の
も
っ､と
も
適
切
な
資
料
と
考
え
ら
れ
る
｡

マ
マ

建
千
五
年
八
月
U
□
□
□
口
｡
贋
明
郷
畜
夫
客
'
候
佐
玄
敢
言
之
｡

延
?

得
9
枚
9

着
居
里
男
子
丘
張
白
言
｡
輿
豪
買
客
田
居
作

都

亭
部
｡
欲
取

口

口

｡

案
張
等
更
賦
皆
給
｡
嘗
取
得
検
｡
謁
移
居
延
｡
如
律
令
｡
敢
言
之
｡

(
画
)
五呈
･蓋

′

居
作
の
字
は
努
斡
氏
を
は
じ
め
'
だ
れ
も
疑
問
を
も
つ
も
の
が
な
い

が
､
居
延
の
誤
り
で
は
な
い
か
と
お
も
う
｡
居
作
で
も
あ
え
て
通
じ

な
い
わ
け
で
は
な
い
が
'
居
延
と
改
め
た
方
が
文
書
と
し
て
の
す
じ
.'

が
通
る
よ
う
で
あ
る
｡
こ
の
簡
の
大
意
は
'
建
千
五
年

(前
二
)
八
月

尭

日
､
某
願
贋
明
郷
の
番
犬
客
お
よ
び
備
佐
の
玄
よ
り
(麻
に
)申
し

上
げ
る
'
(本
郷
)善
居
里
の
男
子
丘
張
の
申
出
に
よ
れ
ば
'
家
の
た

め
に
客
田
(本
籍
以
外
の
願
に
お
い
て
所
有
す
る
田
の
意
か
cL･)
を
居

延
原
の
都
亭
部
に
買
い
た
い
の
で
'
発
明
書
の
交
附
を
受
け
た
い
と

の
こ
と
で
あ
る
'
(郷
に
お
い
て
)
調
査
す
る
に
'
張
等
は
租
税
完
納
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す
み
で
あ
る
か
ら
､
澄
明
書
の
交
附
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
'

(願

ノヽ5

よ
り
)
居
延
願
嘗
局
に
か
取
次
ぎ
下
さ
れ
た
EI.
こ
れ
で
終

っ
て
S.

も
が
'
こ
の
あ
と
に
豚
の
令
丞
よ
り
'
居
延
願
あ
て
の
添
書
が
加
え

ら
れ
て
'
こ
の
文
書
が
は
じ
め
て
澄
明
書
と
し
て
の
効
力
を
牽
揮
す

る
の
で
あ
ろ
う
｡
居
延
漠
簡
の
う
ち
に
は
'
こ
う
い
っ
た
形
式
を
そ

な
え
た
旗
行
澄
明
書
や
そ
の
断
片
が
い
-
ら
で
も
み
ら
れ
る
.

こ
れ
を
み
る
と
'
注
意
さ
れ
る
の
は
や
は
-
人
の
所
展
は
里
で
'

土
地
の
所
展
は
亭
部
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
⊥
か
し
こ
の

よ
う
な
公
文
書
に
な
る
と
'
里
の
父
老
も
亭
長
も
仝
-
開
興
し
な
い

で
'
た
だ
郷
吏
だ
け
で
虚
理
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
'
納
税
の
澄

明
も
か
れ
ら
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
.
要
す
る
に
地
方
行
政
の
末
端
は

郷
で
あ
っ
て
'
里
や
亭
で
は
な
い
｡
漢
書
貢
轟
傍
に
､
｢郷
部
私
求
.

不
可
勝
供
｣

とい
い
.
あ
る
い
は
壁
錬
論
(疾
貧
第
三
十
三
)
に
賢
良

の
言
と
し
て
'
｢長
束
俵
漁
上
府
O
下
求
之
願
Q

願
求
之
郷
.

郷
安

取
之
哉
｣
と
あ
る
の
も
'
地
方
行
政
の
末
端
が
郷
で
と
ど
ま
っ
て
い

る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
名
籍
や
地
券
に
は
願
と
里
'
亭
だ
け
を
記
し
て
'
郷
が
記

さ
れ
て
な
い
の
は
い
か
な
る
わ
け
で
あ
ろ
う
か
｡
お
も
う
に
郷
は
ど

こ
ま
で
も
願
の
代
行
磯
師
で
あ
り
'
郷
吏
と
い
っ
て
も
郷
白
髄
の
吏

で
は
な
-
'
郡
願
か
ら
演
出
さ
れ
た
吏
で
あ
る
｡
郷
と
い
う
も.
の
が

も
と
も
と
行
政
の
必
要
か
ら
機
械
的
に
編
成
さ
れ
た
も
の
で
'
人
民

の
生
活
と
は
有
機
的
な
閲
係
が
な
く
'
単
な
る
願

へ
の
通
過
機
師
と

考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
｡
郷
の
名
に
'
束
西
南
北
と
い
っ

た
'
き
わ
め
て
事
務
的
に
つ
け
ら
れ
た
も
の
が
多
い
の
も
そ
の
許
嫁

で
あ
る
｡
他
願
と
の
交
渉
も
'
も
ち
ろ
ん
願
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
'
従

っ
て
地
方
行
政
の
末
端
は
'
事
務
的
に
は
郷
が

あ
っ
か
っ
て
は
い
て
も
'
公
式
に
は
願
で
あ
る
と
い
う
原
則
に
も
と

う
く
も
の
と
お
も
う
.

六

′

以
上
の
べ
た
こ
と
を
要
約
す
る
と
'
つ
き
の
よ
う
に
な
る
｡
里
は

岡
崎
氏
以
釆
'
自
然
村
落
と
信
ぜ
ら
れ
て
き
た
が
'
少
-
と
も
漠
代

の
地
方
制
度
の

7
連
と
し
て
み
る
か
ぎ
り
'
人
馬
的
に
編
威
さ
れ
た

あ
る
戸
数
の
組
み
合
せ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
3,と
す
る
､
王
統
詮
氏

の
考
え
は
正
し
い
.
ま
た
亭
部
が

7
定
の
地
域
を
さ
し
'
そ
れ
に
よ

っ
て
土
地
の
所
在
空
不
す
も
の
と
す
れ
ば
'
単
な
る
警
察
管
博
だ
万

で
は
な
-
'
地
籍
を
編
成
す
る
単
位
で
あ
っ
て
'
革
部
が
集
っ
て
郷

を
な
し
'
そ
こ
に
ふ
く
ま
れ
る
人
声
が
適
宜
に
分
け
ら
れ
て
里
と
な

･83∴
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る
の
で
あ
ろ
う
｡
従
っ
て
里
の
戸
数
は
'
あ
る
棲
準
は
あ
っ
て
も
'

音
戸
と
い
う
よ
う
な

1
定
数
は
あ
る
ま
S.〇
要
す
る
に
郷
は
地
域
も

住
民
も
あ
り
'
地
籍
と
戸
籍
と
を
も
っ
て
地
租
と
人
頭
税

(
お
よ
び

役
)
と
を
徴
収
す
る
'
願
の
補
助
機
関
と
し
て
の
機
能
を
有
す
る
｡

そ
れ
に
附
随
し
て
諸
般
の
民
政
'
警
察
に
つ
い
て
線
と
の
仲
介
を
な

す
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
｡

漢
書
百
官
公
卿
表
に
よ
れ
ば
'
郷
亭
里
は
秦
制
を
う
け
つ
い
だ
も

の
と
い
っ
て
い
る
｡
絵
本
氏
が
と
-
に
事
の
襲
蓮
を
論
じ
て
'
戦
国

時
代
も
っ
ぱ
ら
軍
事
上
の
目
的
を
も
っ
て
国
境
に
お
か
れ
た
革
が
'

案
の
始
皇
帝
の
天
下
統

1
と
と
も
に
内
地
の
主
要
な
交
通
線
上
に
も

お
か
れ
'
瞥
各
組
鰍
6
末
職
勧
な
す
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
た

の
は
'
安
嘗
な
見
解
で
あ
る
と
お
も
う
｡
し
か
し
警
察
組
織
の
末
端

で
あ
る
以
上
'
た
だ
交
通
線
だ
け
で
は
な
く
'
そ
れ
以
外
の
地
に
も

お
か
れ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
そ
れ
に
附
属
す
る
亭
部
と
い
う

地
域
を
畢
位
と
し
て
'
漠
代
に
地
籍
が
編
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
'
や
は
り
秦
代
か
ら
そ
う
だ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
｡
亭
部
の
中
に
お
S,て
土
地
の
位
置
が
肝
幣
を
も
っ
て

示
さ
れ
る
こ
と
地
券
に
み
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
が
'
漢
書
匡
衡
侍
に

ょ
る
と
t.
奨
安
郷
の
南
界
は
間
借
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
S,る
.
郷

が
亭
部
の
集
合
で
あ
る
と
い
う
傭
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
'
亭
部
も

ま
た
肝
附
に
よ
っ
て
限
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
?

こ
こ
で
思
い
か
こ
さ
れ
る
の
は
'
史
記
秦
本
紀
､
孝
公
十
二
年
の

保
に
み
え
る
'
田
の
た
め
に
肝
附
を
開
い
た
と
･い
う
こ
と
で
あ
る
｡

こ
の
こ
と
は
同
書
商
君
列
健
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
d
o

秦
自
薙
従
都
之
｡
而
令
民
父
子
兄
弟
同
登
内
息
者
馬
禁
｡
而
集
小

都
郷
邑
衆
馬
願
｡
置
令
丞
.
凡
三
十
l
願
｡
馬
田
開
肝
阿
封
牽
.

而
賦
税
平
｡
平
斗
桶
確
衡
丈
尺
｡

肝
階
に
つ
い
て
は
､
守
屋
美
都
雄
氏
が

｢肝
阿
制
度
に
関
す
る
諸
研

究
に
づ

い
て
｣
壷

あ
ら
わ
し
'
従
来
の
諸
説
を
紹
介
批
判
す
声
と
と

6

も
に
､
移
乗
,
自
説
を
襲
表
す
べ
き
こ
と
を
預
昔
さ
れ
て
い
QN
.
秤

階
制
度
に
封
す
る
襲
言
は
こ
れ
を
ま
っ
て
な
す
べ
き
で
あ
る
が
'
と

も
か
く
'
秦
の
孝
公
の
と
き
'
商
軟
は
耕
地
整
理
を
行
っ
て
そ
の
境

界
逐
明
ら
か
に
L
t
土
地
課
税
が
劃

一
均
等
に
行
わ
れ
う
る
よ
う
に

し
た
t
と
い
う
こ
と
だ
け
は
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
漠
代
に
お
S,

て
'
粁
階
が
田
間
の
東
西
'
南
北
の
境
界
な
い
し
は
道
路
と
し
て
､

土
地
制
度
の
中
に
十
分
な
役
割
を
果
し
て
い
た
こ
と
が
誤
り
な
い
と

す
れ
ば
+,
こ
れ
と
秦
の
肝
阿
制
度
と
の
間
に
な
ん
の
騨
係
も
な
か
っ

た
と
は
い
え
ま
い
.
そ
れ
と
と
も
に
注
意
す
べ
き
は
'
商
君
列
億
の
‥
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民
の
父
子
兄
弟
の
同
室
内
息
す
る
も
の
を
し
て
禁
を
な
さ
し
め
'
小

都
郷
邑
衆
を
集
め
て
麻
と
な
し
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
｡
こ
れ
は
や

は
り
土
地
制
度
の
改
革
と
重
要
な
師
係
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
'

1

戸
の
豪
族
単
位
に
統
制
を
加
え
る
と
と
も
に
'
自
然
畿
生
の
小
衆
落

を
統
合
し
て
'
劃

一
的
な
郡
願
制
度
を
行
う
前
提
で
あ
っ
た
と
解
せ

I.ら
れ
る
｡
古
い
血
縁
困
健
は
こ
の
よ
う
に
し
て
解
櫨
さ
れ
'
官
僚
髄

制
に
も
と
づ
-
中
央
集
権
観
衆
が
で
き
あ
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
.

郷
亭
里
の
制
度
は
む
し
ろ
'
こ
う
し
た
経
過
の
う
ち
に
聾
生
し
た

1

連
の
機
構
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

･

郷
亭
里
の
制
度
が
崩
壊
し
た
の
は
'
後
漠
末
の
動
乱
期
で
あ
る
｡

住
民
は
離
散
L
t
田
地
は
荒
廃
L
t
戸
籍
も
地
籍
も
と
も
に
混
乱
に

お
ち
い
っ
た
｡
魂
の
屯
田
も
'
菅
の
戸
調
式
も
'
こ
れ
貯
紺
聯
を
も

つ
北
魂
の
均
田
制
も
'
み
な
要
す
る
に
'
秦
湊
時
代
に
は
強
力
な
政

府
の
手
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
て
㌧い
た
土
地
と
住
民
と
が
'
そ
れ
ぞ
れ

有
力
者
の
傘
下
に
吸
放
さ
れ
て
行
く
の
を
'
防
止
せ
ん
と
す
る
試
み

で
あ
っ
た
と
3,｡(
る
.
ま
た
そ
れ
と
と
も
に
'
嘗
乗
の
自
然
村
落
に

も
饗
化
が
お
こ
り
'
村
と
3,ぅ
名
辞
を
も
っ
た
衆
落
が
あ
ら
わ
れ
て

(I

き
.LUN
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
魂
晋
以
後
の
郷
里
制

は
'
こ
の
よ
う
な
情
勢
に
鷹
じ
て
新
し
く
組
織
せ
ら
れ
た
全
然
別
個

の
も
の
で
あ
っ
た
と
か
奄
ケ
O

(
昭
和
三
十
二
二
･三
十

1
)

注
①
漠
官
儀
に
は
'
｢十
里

1
亭
'
亭
長
亭
侯
.

五
里

一
郵
｡

郵
間
相
去
二
里

牛
.
司
姦
盗
｣
と
あ
り
'
小
畑
氏
も
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
'
岡
崎
氏
が
亭

長
の
所
轄
が
五
里
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
は
'
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
｡

㊥
鎌
田
氏

｢漠
代
郷
官
考
｣
(
史
潮
第
七
年
第

一
東

昭
和
十
二
年
'
漢
代
史

研
究

昭
和
二
十
四
年
)
小
畑
氏

｢葵
代
の
村
落
組
織
に
就
い
て
｣
(東
亜

人
文
畢
報
第

1
巻
第
四
壊

昭
和
十
七
年
)

舷
本
氏

｢秦
漠
時
代
に
お
け

る
村
落
組
織
の
編
成
方
法
に
つ
い
て
｣
(和
田
博
士

遼
暦
記
念
東
洋
史
論

叢

昭
和
二
十
六
年
)

④
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
第
三
筋

昭
和
二
十
七
年

･④
賀
氏

｢燦
倦
考
｣
(国
立
北
京
大
串
四
十
週
年
記
念
論
文
集
乙
絹
上
巻

民

閲
二
十
九
年

昆
明
)
努
氏

｢鹿

延
漠
簡
考
置
｣
(民
観
三
十
三
年

四
川
)

同

｢
稗
湊
代
之
亭
障
輿
燦
爆
｣
(成
立
中
央
研
究
院

歴
史
語
首

研
究
所
集

刊
第
十
九
本

民
国
三
十
七
年

上
海
)
同

｢湊
代
的
亭
制
｣
(同
上
第
二

十
二
本

民
幽
三
十
九
年

塵
滞
)

㊥
居
延
湊
簡
考
許
容

一

㊥
努
氏
は
里
を

1
個
地
底
単
位
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
が
､
一
そ
の

意
味
は
す
こ
ぶ
る
不
明
確
で
あ
る
｡
戸
口
に
は
関
係
な
く
地
域
だ
け
が
問

題
な
ら
'
全
く
無
人
の
地
に
里
が
あ
っ
て
も
よ
い
わ
け
で
あ
ろ
う
｡
し
か

し
里
に

1
定
め
地
域
が
あ
っ
た
鐙
嫁
と
し

て'
門
塔
の
あ
っ
た
例
を
あ
げ

て
い
る
の
な
み
る
と
'

土
壌
な
ど
に
.囲
ま
れ
た
あ
る

程
度
の
自
然
村
落

(周
囲
の
耕
地
を
も
ふ
-
む
か
ど
う
か
は
不
明
)
を
考
え′

て
い
る
ら
し
い
｡

⑦
於
本
氏
は
以
前
に
も
'
｢
隣
保
組
織
を
中
心
と
し
た
る
唐
代
の
村
政
｣
(良
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畢
雑
誌
第
五
十
三
編
第
三
境

昭
和
十
七
年
)
の
う
ち
で
'
つ
き
の
よ
う
に

い
わ
れ
て
い
る
0
-
も
と
よ
り
郷
里
の
制
と
い
う
も
の
は
'
秦
荘
､
或
は

そ
れ
以
前
よ
り
存
在
し
た
も
の
で
あ
る
が
'
そ
れ
は
白
糸
の
村
落
'
ま
た

は
村
落
聯
合
を
表
わ
す
言
葉
で
あ
っ
て
'
閲
家
が
強
権
を
も
っ
て
'
他
律

的
に
面
積
と
か
戸
数
と
か
を
榛
準
と
し
て
'
編
成
せ
し
め
た
も
の
で
は
な

3..

㊥
歴
敬
研
究

1
九
五
四
年
第

二
期

㊥
王
氏
は
居
延
漠
筒
よ
り
'
｢貌
郡
繁
陽
北
凋
佐
左
塵
公
案
張
世
凹
｣

(

三
言
･

蓋
)
｢
河
南
郡
錐
陽
北
部
北
昌
畢
公
乗
□
□
年
回
｣
(
塁

四
･望
)
の

こ
っ
を

あ
げ
'
北
郷
'
北
部
は
と
も
に
北
郷
の
誤
茸
で
あ
ろ
う
と
い
う
.
な
お
居

延
漠
簡
に
は
'
｢
河
東
嚢
陵
陽
門
亭
長
郵
屋
郭
彊
長
七
尺
三
寸
｣
(三
七
･竺
)

七
h
う
の
が
あ
る
が
'
王
氏
に
従
え
ば
'
こ
れ
は
河
東
郡
妻
陵
燦
の
陽
門

亭
長
の
職
に
あ
る
郵
里
の
郭
彊
と
よ
む
べ
き
で
あ
ろ
う
か
O
こ
の
も
の
が

も
し
別
簡

｢□
陳
彊
卒
郭
彊
骨
不
老
｣
(雲
･二九
)
の
卒
郭
藩
と
同

一
人
な

ら
ば
､
居
延
地
方
に
卒
と
な
っ
て
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
'
陽
門
亭
'

長
郵
里
と
い
う
原
籍
を
示
し
た
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
.
あ
る
い

は

正
式
の
名
籍
で
は
な
-
て
'
里
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
便
宜
的

な
書
き
方
か
も
知
れ
ぬ
.
漠
代
の
原
籍
と
現
住
所
と
の
関
係
に
つ
S.
て
は
､

別
に

1
文
を
草
す
る
つ
も
り
で
あ
る
｡

⑩
粒
本
氏
は
'
｢秦
漠
時
代
に
お
け
る
村
落
組
織
の
編
成
方
法
に
つ
い
て
｣

の
う
ち
に
'
十
里

l
細
の
十
里
も
や
は
り
方
十
里
の
意
味
に
解
さ
れ
て
い

る
｡
班
国
が
串
を
方
十
里
と
し
た
の
に
射
し
'
鹿
劫
は
郷
を
方
十
選
と
考

え
た
の
で
あ
っ
て
'
わ
す
れ
も
空
想
の
産
物
で
あ
る
こ
と
に
は
襲
り
な
い

と
い
う
C'

⑪
も
っ
と
も
賀
昌
群
氏
原
J
r煉
爆
考
｣

の
う
ち
で
'
藻
代
の
塵
に
は
こ
っ
の

意
味
が
あ
る
と
L
t

一
は
戸
籍
の
単
位
と
し

ての
里

(居
延
藻
簡
に
よ
っ

て
例
置
)'
二
は
距
離
の
単
位
と
し
て
の
里
を
認
め
て
い
る
0

た
だ
し
戸

籍
の
単
位
と
し
て
の
運
が
'
自
然
村
落
で
あ
か
か
ど
う
か
は
問
題
に
し
て

い
な
い
.

㊥
城
内
が
垂
に
慢
劃
さ
れ
'
各
室
に
門
の
あ
っ
た
こ
と
は
'
墨
子
解
合
簾
な

ど
に
詳
し
-
み
え
る
O
藻
の
長
安
も
'
三
輔
黄
園
な
ど
に
よ
っ
て
知

ら
れ

る
よ
う
に
'
多
く
の
塵
に
分
れ
て
い
た
O
の
ち
の
坊
制
で
あ
る

(曾
我
部

静
雄
氏

｢都
市
漫
歩
制
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
｣
史
畢
雑
誌
第
五
十
八
編

第
六
戟

昭
和
二
十
四
年
).
鱗
部
以
外
の
都
市
に
も
も
ち
ろ
ん
里
が
あ
っ

た
｡

⑩
王
氏
は
名
籍
に
､
財
産
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
記
入
し
た
の
だ
と
の
べ
て
い
る
0

し
か
し
'
こ
れ
は
陳
棄
民
の
説

(｢
由
藻
簡
中
之
軍
史
名
籍
説
起
｣
大
陸
雑

誌
第
二
巻
第
八
期

民
鱗
四
十
年
)

に
よ
っ
た
も

GLで
あ
る
｡

名
籍
と
財

産
税
と
が
直
技
関
係
な
い
こ
と
は
'
卒
中
苓
次
氏
の

｢
居
延
漠
簡
と
漠
代

の
財
産
税
｣
(立
命
館
大
串
人
文
料
率
研
究
所
紀
要
第

一
携

昭
和
二
十
八

年
)
に
詳
し
い
｡

⑭
薬
代
の
名
簿
は
､
史
記
太
史
公
自
序
の
索
憶
所
引
博
物
藩
に
､

｢
太
史
令

茂
陵
顧
蘇
里
大
夫
司
馬
(逮
)年
二
十
八

三
年
六
月
乙
卯
除
六
首
石
｣
と

あ
り
'
許
懐
の
祝
文
を
上
っ
た
表
に
'
｢
召
陵
寓
歳
旦
公
案
臣
沖
｣
と
あ
る

の
を
は
じ
め
､
わ
ず
か
L
か
知
ら
れ
な
か
っ
た
の
が
'
数
値
に
つ
ぐ
居
延

で
の
大
量
的
蚤
見
に
よ
っ
て
'
そ
の
内
容
性
質
が
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で

洩

る
0

⑯
宮
川
博
志
氏
は
す
で
に
､
｢
大
朝
時
代
の
村
落
に
就
い
て
｣
(
羽
田
博
士
項

幕
記
念
東
洋
史
論
叢

昭
和
二
十
五
年
)
に
お
い
て
'
こ
の
こ
と
に
言
及

L
t
と
く
に
衆
が
白
糸
乗
務
で
あ
ら
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
0
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⑯
園
立
中
央
研
究
院
歴
史
琴
官
許
究
所
季
刊
之
三
十
四

民
繊
四
十
年

姦
滞

油
印
本

⑪
開
立
中
央
研
究
院
塵
取
語
言
研
究
所
集
刊
第

二
十
五
本

民
的
四
十
三
年

義
輝

⑯
仁
井
田
氏
の
論
文
に
'
家
田
六
畝
'
二
千
五
首
に
つ
-
っ
て
い
る
の
は
'

活
字
の
誤
植
で
あ
ろ
う
｡

㊥
仁
井
田
氏
の
論
文
に
は
'
書
道
博
物
館
所
蔵

の
ほ
ほ
同
株
の
鉛
穿

(貞
稔

堂
集
音
速
文
所
載
の
も
の
と
同

1
物
か
も
知
れ
ぬ
)
を
の
せ
て
'
文
字
の

異
同
を
対
比
し
て
あ
る
｡

⑳
た
だ
t
居
延
漠
筒
の
う
ち
に
み
え
る
亭
部
と
い
う
言
葉
に
は
'
必
ず
し
も

f
定
地
域
を
さ
し
た
と
は

認
め
が
た
い
も
の
が
あ
る
0

例
え
ば
'
｢
三
月

僚
□
莱

一
千
九
百
六
十
八
石
三
鈎
十
斤
-
-

･千
石
稀
高
沙
亭
部
､
千
七

百
八
右
横
陥
陳
亭
部
､
千
六
百
八
十
七
石
積
算
山
亭
部
｣
(
一宍
･五
)
｢□
亭

部
積
英
千
六
官
辺
｣
(
云
0
･
完
)
の
こ
と
き
は
'
い
ず
れ
も
亭
そ
の
も
の
を

さ
し
て
い
る
ら
し
い
｡

㊥
田
籍
の
壷
帳
は
田
津
と
い
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
｡
唐
延
漠
簡
に
'
｢□
田
津
'

審
議
上
中
下
'
慶
得
穀
率
'
其
富
害
者
'
(著
)｣
(
≡
)･K
)
と
あ
る
.
級

藻
車
帝
の
建
初
年
間
'
山
陽
郡
太
守
と
な
っ
た
秦
彰
が
'
み
ず

か
ら
田
地

の
丈
量
を
行
い
'
肥
醇
に
よ
っ
て
上
中
下
に
直
別
し
て
文
雄
を
つ
く
り
'

こ

れ
を
郷
麻
に
保
存
し
て
'
田
粗
徴
収
の
公
平
を
は
か
っ
た
と
い
う
の
は

有
名
な
は
な
し
で
あ
る
(後
藻
書
循
吏
俸
)
｡
居
延
漠
簡
は
大
部
分
が
前
菜

の
も
の
で
あ
る
か
ら
､
内
容
は
や
や
違

っ
て
は
い
る
が
'
か
か
る
規
定
は

す
で
に
前
漠
か
ら
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
､
こ
れ
こ
そ
漠
の
田
律

の
侠
文
と

考
え
ら
れ
る
｡

㊥
布
目
潮
渦
氏
の

｢
前
藻
侯
賦
考
｣
(東
洋
史
研
究
第
十
三
番
第
五
境

昭
和

三
十
年
)
は
'

匡
衡
樽
を
全
般
的
に
問
題
と
し
た
も
の
で
､
社
務
わ
す

か

で
も
こ
れ
に
ふ
れ
た
研
究
は
す
べ
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
.

⑲
宇
都
宮
氏

｢
劉
秀
と
南
陽
｣
(名
古
屋
大
串
文
畢
部
研
究
論
集
八
東

由

和
t

二
十
八
年
､
漠
代
敢
曾
経
済
史
研
究

昭
和
三
十
年
)0

㊧
同
上

㊨
努
斡
氏

(
屠
延
藻
簡
考
護
巻

こ

は
'
こ
れ
を
郷
番
夫
よ
り
居
穫
牌
に
上

申
し
た
文
書
と
い
っ
て
い
る
の
は
'
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
.
検
と
い
う

の
は
t
か
り
に
声
明
書
と
課
し
て
み
た
が
'

い
か
な
る
目
的

の
も

の
か
野

ら
か
で
な
い
.
努
氏
は
験
と
同
じ
-
旅
行
澄
明
書
と
み
て

い
る
.
ま
た
同

氏
に
よ
れ
ば
'
更
賦
と
は
更
と
味
で
'
更
は
額
役
あ
る
い
は
額
戊
､
賦
は

田
紙
と
口
賦

(
人
療
税
)
の
意
味
に
解
す
る
｡
す
な
わ
ち
租
税

一
般

の
線

種
と
い
う
こ
と
に
な
る
O
居
延
漠
筒
に
'
｢
耽
誇
佐

敢
言
之

況
吏
賦
給

郷
｣
(
-rH
五
･蓋
)
と
あ
る
の
も
'
や
は
り
同
様
な
文
書
の
断
片
と
み
て
よ
い

で
あ
ろ
う
｡

⑳

中
圃
古
代
史
の
諸
問
題

昭
和
二
十

九
年
.
漠
代
の
陣
階
に
つ
い
て
は
'

木
村
正
雄
氏
の

｢
陣
階
に
つ
い
て
｣
(
史
潮
第
十
二
年
第

二
鱗

昭
和
十
八

年
)
の
う
ち
に
'
豊
富
な
資
料
が
集
め
ら
れ
て
い
る
｡

㊨
宮
川
氏
上
掲
論
文
｡
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Local Administration .under the Han Dynasty

-Hsiang, (~) t'ing (~) and Ii OlD

1: Hibino

The li was not the spontaneous community, though it has been

sometimes so suggested, but it was the unit which made possible the

people registration, while the t'ing was the unit of the land registra

tion. The hsiang consisted of a series of t'ings, while the hsiang was

divided into lis administratively.. The hsiang was thus the unit of the

local administration which was responsible for the enforcement of rent

and poll-tax.

l




