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左
樽
に
見
え
る
西
周
封
建
制
度
に
つ
い
て

伊

藤

道

治

は

じ

め

に

殿
周
時
代
の
社
食
制
度
'
或
い
は
西
周
の
封
建
制
度
を
説
-
と
き
､

し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
資
料
に
'
春
秋
左
氏
博
定
公
四
年
の
候
に
子

魚
の
語
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
魯

･
衛

･
唐
の
封
建
の
物
語
が
あ
る
｡
.そ
れ
に
よ
る
と
'
魯
公
に
は
大
路
と
い
う
車
を
は
じ
め
各
種
の
賛
器

と
股
民
六
族
と
が
興
え
ら
れ
た
と
い
う
｡
そ
れ
に
つ
づ
い
て
'

｢使
帥
其
宗
氏
'
輯
其
分
族
'
格
其
類
醜
｣
と
い
う
句
が
書
か
れ
て
い
る
｡
杜

預
の
注
以
来
'
こ
の
句
は
股
民
六
族
に
関
し
て
言
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
｡
私
は
､
全
文
を
通
讃
す
る
際
に
'
こ
の
杜
預
の
注
に
よ
っ

た
の
で
は
'
ど
う
も
落
着
か
な
い
の
で
'
何
か
異
っ
た
説
が
出
さ
れ
て
い
な
い
か
､
宋

-
清
の
人
々
の
注
樺
の
身
近
か
に
あ
る
も
の
を
幾
ら
か

検
索
し
た
が
'
殆
ん
ど
の
人
々
が
杜
説
の
ま
ま
か
'
或
い
は
む
し
ろ
避
け
て
通

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
｡
ま
た
我
が
国
人

の

｢春
秋
左
氏
侍
校
本
｣
'

｢春
秋
左
氏
侍
辞
林
｣
'
さ
ら
に

｢左
氏
合
築
｣
や
国
字
解
な
ど
を
見
て
も
､
い
ず
れ
も
杜
説
に
従

っ
て
い
る
.
た

①

だ
竹
内
照
夫
民
謡
の

｢
春
秋
左
氏
侍
｣
は
'
こ
の
句
の
主
格
を
'
殿
民
六
族
と
す
る
の
で
は
な
-
､
魯
公
の
こ
と
と
し
て
解
さ
れ
て
い
る
｡
私

自
身
も
'
こ
れ
は
嘗
然
魯
公
に
関
し
て
言
わ
れ
た
も
の
と
感
じ
て
い
た
が
､
竹
内
氏
は
､
そ
の
諸
本
の
性
格
上
'
根
接
を
示
さ
れ
て
い
な
い
の

で
'
以
下
に
私
な
り
に
考
え
を
述
べ
'
併
せ
て
左
博
に
の
せ
ら
れ
て
い
る
幾
つ
か
の
西
周
封
建
制
度
に
関
す
る
記
載
に
つ
い
て
私
見
を
の
べ

る
｡
私
の
左
侍
に
封
す
る
研
究
は
'
よ
う
や
-
始
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
'
見
落
し
が
あ
っ
た
り
､
誤
解
が
あ
る
と
思
う
が
'
′研
究
ノ
ー
･t
の
1
部

と
し
て
了
解
し
て
い
た
だ
-
と
と
も
に
'
御
教
示
を
輿
え
ら
れ
る
こ
と
を
お
願
い
す
る
｡
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さ
て
説
明
の
優
の
た
め
に
､
.は
じ
め
に
こ
の
定
公
四
年
の
子
魚
の
語
の
う
ち
必
要
な
部
分
を
､
魯

･
衛

･
唐
の
三
つ
に
つ
い
て
,
幾
つ
か
の

項
目
に
分
け
て
あ
げ
る
｡

イ

魯
abC

∫

d
P

衛
abCd

分
魯
公
'
以
大
路

･
大
所

･
夏
后
氏
之
瑛

･
封
父
之
繁
弱

･
段
民
六
族
‥

傑
氏

!
徐
氏

･
粛
氏

･
索
氏

･
長
勺
氏

･
尾
勺
氏
｡

使
帥
其
宗
氏
'
輯
其
分
族
へ
購
其
類
醜
'
以
法
則
周
公
'
用
郎
命
干
周
Q
是
俊
之
職
事
干
魯
'
以
周
周
公
之
明
徳
｡

分
之
土
田
陪
敦

･
硯
宗
卜
史

･
備
物
典
策

･
官
司
葬
器
｡
因
商
奄
之
民
｡

命
以
伯
禽
'
而
封
於
少
時
之
虚
｡

分
康
叔
'
以
大
路

･
少
烏

･
績
茂

･
旅
旗

･
大
呂

･
段
民
七
族

‥
陶
氏

･
施
氏

･
繁
氏

･
鈴
氏

･
奨
氏

･
餓
氏

･
終
葵
氏
｡

封
珍
土
略

‥
自
武
父
以
南
'
及
園
田
之
北
寛
.
取
於
有
闇
之
土
'
以
共
王
職
O
取
於
相
土
之
東
都
'
以
合
王
之
東
蒐
.

山.

取
季
授
土
'
陶
叔
授
民
｡

命
以
康
詰
'
而
封
於
殿
虚
｡

- .I87号∈-

磨
a

分
唐
叔
'
以
大
路

･
密
須
之
鼓

･
閲
聾

･
活
洗

･
懐
妊
九
宗

･
職
官
五
正
o

d

命
以
唐
語
へ
而
封
於
夏
虚
｡

こ
の
魯

･
衛

･
唐
の
各
項
を
比
較
し
て
'
最
も
目
に
つ
-
こ
と
は
'
唐
の
場
合
に
は
b
･
e
項
が
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
は

省
略
し
た
の
で
は
な
く
､
お
そ
ら
く
春
秋
時
代
に
お
け
る
俸
承
に
敏
け
た
灘
が
あ
′つ
た
こ
と
に
ょ
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
唐
'
即
ち
の
ち
の
菅
に
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つ
い
て
は
'
西
周
の
末
ま
で
は
､
侯
の
世
系
す
ら
判
明
し
な
い
こ
と
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
､
古
い
時
代
の
菅
に
関
す
る
停
承
が
す
で
に
春
秋

時
代
に
は
失
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
'
こ
れ
に
つ
い
て
は
'
ま
た
別
の
横
合
に
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
｡

つ
ぎ
に
魯
･衛
の
そ
れ
ぞ
れ
の
b
項
に
つ
い
て
比
較
す
る
と
､
こ
こ
に
も
大
き
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
｡
そ
の
第

1
は
'
衛
は
周
王
に
仕
え
る

こ
と
を
そ
の
任
務
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
の
に
封
L
t
魯
で
は
'
周
公
が
常
に
中
心
に
お
か
れ
て
い
る
｡
昔
時
魯
に
赴
い
た
の
は
'
周
公
の
長

子
の
伯
禽
で
あ
っ
た
｡
そ
の
父
で
あ
り
､
事
案
上
西
周
王
朝
の
中
心
的
存
在
で
あ

っ
た
周
公
に
封
し
て
轟
-
す
こ
と
は
'
そ
の
ま
ま
周
王
に
封

す
る
忠
勤
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
さ
ら
に
大
き
な
ち
が
い
は
へ
衛
に
関
す
る
項
が
'
境
域
の
範
囲
を
問
題
と
す
る
に
封
し

て
'
魯
に
つ
い
て
は
､
一
族
を
率
い
る
こ
と
が
'
そ
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
鮎
に
見
ら
れ
る
｡
こ
れ
は
'
そ
れ
ぞ
れ
境
域
と
族
集
圏
と
の
一
方
の

み
に
ふ
れ
て
'
相
互
に
こ
う
し
た
問
題
の
1
例
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
'
文
を
簡
略
に
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
'
し
か
し
か
つ
て
ふ
れ
た
こ

と
も
あ
る
よ
う
に
､
西
周
の
封
建
制
度
が
'
土
地
と
民
と
の
賜
典

･
領
有
に
重
鮎
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
'
こ
れ
を
省
略
し
た
と
解
す

㊨

る
の
も
充
分
な
嗣
得
を
典
え
る
も
の
で
は
な
い

.

と
-
に
'
魯
の
項
屯
お
け
る
宗
氏
以
下
の
句
が
'
賜
興
さ
れ
た
段
の
六
族
に
関
す
る
も
の
と

解
す
る
な
ら
ば
と
も
か
く
へ
こ
れ
を
伯
禽
に
関
す
る
も
の
と
解
す
る
な
ら
ば
,
魯
打
開
す
る
か
ぎ
り
'
こ
の
項
に
封
す
る
考
え
は
,
別
の
理
由

に
よ
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
tP
な
i
.
そ
こ
で
ま
ず
第

這

､
こ
の
候
項
を
如
何
に
解
梓
す
可
き
か
を
検
討
し
よ
う
｡

魯
に
関
す
る
b
項
の
記
載
は
'

1

使
帥
其
宗
氏
､
輯
其
分
族
'
購
其
類
醜
'
以
法
則
周
公
'
用
郎
命
干
周
.

2

是
使
之
職
享
子
魯
'
以
昭
周
公
之
明
徳
｡

と
い
う
よ
う
に
'
二
つ
の
部
分
に
わ
け
ら
れ
る
｡
こ
の
二
つ
の
部
分
は
別
個
の
こ
と
で
は
な
-
'
是
と
い
う
助
詞
に
よ
っ
て
意
味
が
関
聯
さ
せ

ら
れ
て
お
り
へ
第
1
の
部
分
が
､
第
2
の
部
分
の
前
提
或
い
は
候
件
の
よ
う
な
働
き
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
し
た
が

っ
て
'
こ
の
二
つ

の
部
分
の
主
格
は
同

一
人
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
と
こ
ろ
で
こ
の
第
2
の
部
分
は
'
周
公
の
明
徳
を
顕
彰
す
る
こ
と
を
も
っ
て
終

っ

て
い
る
が
'
西
周
時
代
の
金
文
な
ど
に
見
え
る
明
徳
と
い
う
語
は
'
天
子
に
封
す
る
場
合
の
ほ
か
は
'
ほ
と
ん
ど
租
先
に
関
し
て
使
用
さ
れ
て

-88-
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い
る
こ
と
､
ま
た
そ
の
配
先
の
徳
を
蘇
ら
か
に
す
る
こ
と
が
子
孫
の
義
務
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
'
こ
の
語
の
主
格
は
'
嘗

然
周
公
の
子
孫
'
こ
の
場
合
で
は
伯
禽
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
し
か
も
こ
の
句
は
1
職
事
干
魯
を
う
け
て
'
以
と
い
う
助
詞
を
も

っ
て
始
ま

る
こ
と
か
ら
考
え
て
'
魯
に
職
事
す
る
の
も
'
普
然
伯
禽
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
左
停
に
お
い
で
は
'
職
と
蚤
J
Jが
同
じ
意
味
に

使
用
さ
れ
る
L
t
ま
た
西
周
金
文
に
お
け
る

｢事
｣
字
は
'
仕
え
る
(
ツ
カ
え
る
)
の
意
味
と
考
え
ら
れ
る
場
合
の
ほ
か
に
'
職
務
そ
9
も
の
'

或
い
は
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
場
合
が
非
常
に
多
い
｡
た
と
え
ば
西
周
後
期
の
師
髪
釜
の㊨

命
汝
嗣
乃
組
奮
官
小
輔
繋
鼓
鐘
｡
錫
汝
叔
市

･
金
黄

･
赤
鼻

･
仮
勘
｡
用
事
.
敬
夙
夜
勿
駿
朕
命
O

と
い
う
と
き
の
用
事
は
'
小
輔
と
鼓
鐘
を
司
ど
る
こ
と
に
従
事
す
る
こ
と
を
内
容
と
し
て
い
る
｡
し
た
が

っ
て
'
職
事
干
魯
と
は
'
魯
に
封
ぜ

ら
れ
た
に
つ
い
て
の
任
務
に
励
む
こ
と
を
意
味
す
る
｡
第
2
の
部
分
の
全
駿
の
意
味
は
'
｢
魯
に
封
ぜ
ら
れ
た
の
に
と
も
な
う
任
務
に
従
事
L
t

そ
れ
を
果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
'
周
公
の
明
徳
を

一
層
輝
や
か
し
い
も
の
と
す
る
｣
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
た
だ
こ
の
場
合
､
全
句
に
対
し
て

｢
使
｣
と
い
う
使
役
の
語
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
'
こ
れ
ら
の
句
が
'
伯
禽
に
関
し
て
言
わ
れ
た
と
す
る
考
え
を
さ
ま
た
げ
る
か
も
し
れ
な
い
｡

た
し
か
に
西
周
金
文
に
は
t
と
-
に
筋
命
の
場
合
に
'
使
役
の
語
を
用
い
る
こ
と
は
殆
ん
ど
な
い
.
し
か
し
な
が
ら
'
斯
命
の
文
章
は
'
多
-

t
の
場
合
､
王
の
命
令
と
い
う
形
式
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
'
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
る
任
務
は

｢
-
･㌧
せ
し
む
｣
と
い
う
形
式
で
訓
読
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
へ
こ
こ
に

｢
使
｣
字
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
不
自
然
で
は
な
い
｡
ち
な
み
に
金
文
に
お
け
る
使
役
の

①

語
は
卑

･
伴
と
書
か
れ
て
い
る
が

'

詩
の
魯
頒
関
宮
に
は
'

｢
乃
命
魯
侯
'
稗
侯
千
束
｣
･
(
す
な
わ
ち
魯
侯
に
命
じ
て
'
東
に
侯
た
ら
し
む
)

と
い
う
如
く
'
伸
が
使
用
さ
れ
る
｡
勿
論
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
魯
項
の
成
立
が
古
い
と
い
う
の
で
は
な
い
｡

つ
ぎ
に
第
1
の
部
分
に
つ
い
て
見
る
と
'
は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
､
も
っ
と
も
問
題
に
な
る
部
分
で
あ
る
｡
こ
の
部
分
は
さ
ら
に
二
つ

忙
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
｡
す
な
わ
ち
'
イ

｢帥
其
宗
氏
へ
輯
其
分
族
'
賂
其
類
醜
｣
と
t

P
｢
以
法
則
周
公
'
用
郎
命
干
周
｣
と
で
あ
る
｡

こ
の
イ
ロ
は
や
は
り

｢
以
｣
と
い
う
助
詞
で
按
績
さ
れ
'
そ
の
主
格
は
同

1
人
で
あ
る
.
と
こ
ろ
で
後
段
ロ
の

｢
法
則
周
公
｣
即
ち

｢
周
公
に

の
っ
と
る
｣
と
は
'
杜
預
に
よ
る
と
'
周
公
の
定
め
た
法
則
を
受
け
る
こ
と
と
解
さ
れ
て
い
る
｡
金
文
で
は
'
こ
の
法
則
に
普
る
語
を
｢帥
型
｣

89
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36
と
書
き
'
先
王
や
組
先
を
模
範
と
し
て
王
室
に
つ
-
す
こ
と
を
意
味
す
る

｡

左
博
の
こ
の
場
合
も
'
周
公
が
成
王
を
輔
け
て
､
王
室
に
義
-
し

3
ふ

た
.こ
と
'
或
い
は
そ
の
よ
う
な
周
公
の
精
神
を
模
範
と
す
る
こ
と
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.｡
ま
た
つ
ぎ
の

｢
即
命
干
周
｣
は
'

｢命
を
周

に
受
け
る
｣
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
'
こ
れ
と
同
じ
こ
と
が

｢
干
周
受
命
｣
と
も
書
か
れ
る
｡
宣
王
が
召
伯
虎
を
封
建
し
た
と
き
の
こ
と
を
歌

っ
た
も
の
と
い
わ
れ
る
詩
大
雅
江
漢
に
は

整
爾
圭
墳
'
拒
盟

1
白
'
告
干
文
人
.
錫
山
土
田
'
干
周
受
命
'
自
召
組
命
.

と
あ
る
｡
こ
の
場
合
'
周
に
命
を
受
け
る
の
は
､
召
伯
虎
そ
の
人
で
あ
る
｡
こ
の
鮎
か
ら
考
え
て
'

｢郎
命
干
周
｣
の
主
格
は
'
普
然
封
建
せ

ら
れ
た
伯
禽
そ
の
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
し
か
も

｢
法
則
周
公
｣
′と

｢
即
命
干
周
｣
と
の
二
句
は
'

｢
用
｣
と
い
う
按
績
の
助
詞
で
結
ば

れ
る
か
ら
'
普
然
そ
の
主
格
は
同

一
人
で
あ
る
し
'
意
味
か
ら
言

っ
て
も
'
と
も
に
伯
禽
で
あ
る
｡
し
か
も
こ
の
二
句
は
'
さ
ら
に

｢
以
｣
と

い
う
助
詞
に
よ
っ
て
'
前
段
を
受
け
る
こ
と
を
考
え
る
と
'
前
段
イ
の

｢帥
其
宗
氏
｣
以
下
も
'
伯
食
の
行
為
と
し
て
理
解
透
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

こ
と
が
わ
か
る
｡
こ
の
場
合
に
も
'

｢
使
｣
と
い
う
使
役
の
語
の
問
題
が
あ
る
が
､
こ
れ
も
前
述
と
同
じ
よ
う
に
考
え
る
可
き
も
の
で
あ
る
｡

し
た
が

っ
て
'
魯
の
b
項
も
'
そ
の
主
格
は
伯
禽
で
あ
り
'
衛
康
叔
の
場
合
と
同
じ
-
､
封
建
を
受
け
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡

し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
､
そ
れ
ぞ
れ
の
b
項
が
'
魯
は
そ
の
率
い
る
族
の
問
題
と
周
公
と
を
か
か
げ
る
の
に
封
L
t
他
方
が
領
域
と
周
王
と
を

特
に
書
く
と
い
う
区
別
の
説
明
に
は
充
分
で
は
な
い
｡
た
だ
こ
の
鮎
は
'
こ
の
文
の
み
か
ら
は
解
決
が
つ
か
ず
'昔
時
の
歴
史
的
な
背
景
か
ら
考

え
る
よ
り
方
法
は
な
い
の
で
'飴
り
正
確
で
は
な
い
が
､
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
.
魯
の
封
経
は
'

周
公
に
封
し
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
'
周
公
は
成
王
を
た
す
け
る
た
め
に
'
王
室
に
と
ど
ま
り
､
そ
の
本
来
の
領
地
は
'
次
子
が
樫
承

す
る
こ
と
に
な
っ
た
.
し
た
が

っ
て
伯
禽
は
'
長
子
で
は
あ
り
な
が
ら
､
1
族
の
大
部
分
を
率
き
つ
れ
て
､
新
し
く
東
方
に
移
る
こ
と
に
な
っ
た

た
め
に
'
一
族
の
間
に
は
'
大
き
な
不
安
が
生
じ
た
こ
と
は
嘗
然
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
に
b
項
の
よ
う
に
､
一
族
を
よ
-
統
率
す
る
こ
と
が
筋
命

の
1
部
と
し
て
説
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
.
ま
た
C
項
の
よ
う
に
'
硯
宗
･卜
史
･備
物
･典
策
･官
司
･葬
器
が
興
え
ら
れ
た
の
は
'

⑥

周
公
の
家
に
も
と
か
ら
屈
し
て
い
る
も
の
は
そ
の
ま
ま
周
公
の
も
と
に
残
留
し
た
た
め
に
へ
別
に
王
が
分
賜
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る

｡
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こ
れ
に
射
し
'
衛
康
叔
の
場
合
に
は
'
族
の
分
割
と
い
-
よ
-
な
問
題
は
あ
ま
り
考
慮
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
-
｡
た
だ
土
地
に

関
し
て
は
'
可
成
り
は
っ
き
り
し
た
領
域
が
示
さ
れ
て
い
る
が
'
こ
れ
は
'
殿
の
故
都
に
近
く
'
か
つ
て
の
殿
の
中
心
部
を
な
し
て
い
た
地
域

⑦

で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
｡
武
王
城
殿
の
の
ち
'
こ
の
地
は
邦

･
廓

･
衛
の
三
国
に
分
割
さ
れ
た
｡
漢
書
地
理
窓
下
に

河
内
本
殿
之
奮
都
｡
周
既
滅
殿
'
分
其
畿
内
馬
三
園
｡
詩
風
弼
庸
衛
国
是
也
.
邦
以
封
相
子
武
庚
､
庸
管
叔
声
之
'
衛
察
叔
ヂ
之
'
以
監

殿
民
｡
謂
之
三
監
｡
故
書
序
日
､
武
王
崩
'
三
監
畔
o
周
公
課
之
'
壷
以
其
地
封
弟
康
叔
'
親
日
孟
侯
'
以
爽
輔
周
室
.
遷
邦
庸
之
民
子

雑
邑
.
故
郷
庸
衛
三
国
之
詩
'
相
興
同
風
｡

)

と
い
う
よ
う
に
'
康
叔
は
か
つ
て
の
三
監
の
地
を
併
せ
て
領
有
す
る
と
と
も
に
'
邦

･
都
は
そ
の
民
が
維
邑
に
移
さ
れ
た
た
め
に
'
荷

一
層
そ

の
領
域
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
が

｢
武
父
以
南
'
及
園
田
之
北
尭
｣
と
い
う
内
容
で
あ
る
｡
こ
の
地
域
の
示
し
か

た
は
'
現
在
よ
り
見
れ
ば
は
な
は
だ
漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
'
西
周
金
文
'
或
い
は
を
氏
博
に
は
こ
う
し
た
表
現
が
用
い
ら
れ
る
の
が

一

㊨

般
で
あ
り

'

賓
際
に
は
相
普
詳
し
い
地
理
的
情
況
が
知
ら
れ
て
い
た
ら
し
く
'
た
と
え
ば
西
周
前
期
の
宜
侯
矢
篤
に
よ
る
と
'
宜
侯
の
領
内
の

⑨

地
理
的
な
情
況
は
可
成
り
正
確
に
知
ら
れ
て
い
た

｡

勿
論
衛
の
領
域
は
廉
く

宜
侯
の
よ
う
な
小
さ
な
園
の
場
合
と
単
純
な
比
較
は
出
来
な
い

が
'
西
周
の
人
々
に
も
可
成
り
知
ら
れ
た
所
謂
小
束
の
地
域
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
に
封
し
て
魯
の
場
合
は
'
周
人
に
と
っ
て
は
へ
新
し
く
開
か
れ

⑳

た
大
東
の
地
で
あ
り
'

そ
の
領
域
を
確
賓
に
示
す
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
推
測
さ
れ
る

｡

衛
の
C
項
に
お
け
る
授
土

･
授
民

は
､
可
成
り
詳
し
い
地
理
的
な
情
況
が
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
基
礎
と
し
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
が
'
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
横

合
に
ふ
れ
る
こ
と
と
す
る
｡

ま
た
衛
の
b
項
の
後
半
は
'
西
周
の
王
が
あ
る
程
度
直
接
的

･
恒
常
的
に
影
響
を
興
え
る
こ
と
の
出
来
た
東
の
限
界
が
'
賓
は
衛
ま
で
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
各
な
ど
さ
ら
に
東
方
の
諸
侯
が
あ
っ
た
が
'
こ
れ
ら
が
'
ど
こ
ま
で
恒
常
的
に
周
の
王
室

と
結
び
つ
き
得
た
か
は
疑
問
で
あ
り
'
賓
際
に
は
こ
こ
に
あ
げ
た
衛
す
ら
'
可
成
り
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
t
と
も
角
､
お
そ
ら
く
衛

⑫

が
そ
の
東
隈
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

｡
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以
上
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
り
て
､
各
と
衛
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
b
･
C
賓
の
問
に
見
ら
れ
る
差
は

1
膝
説
明
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

し
'
ま
た
従
来
そ
の
意
味
す
る
と
Aj
ろ
が
あ
ま
り
明
瞭
で
な
か
っ
た

｢帥
其
宗
氏
'
輯
其
分
族
｣
購
其
類
醜
｣
が
'
賓
は
魯
公
に
関
す
る
も
の

で
あ
り
'
そ
の
背
後
に
は
周
公
の
1
族
1
こ
れ
は
純
粋
な
血
繰
上
の
族
の
み
で
は
な
く

そ
の
率
い
る
周
民

(
段
民
に
封
し
て
),,が
分
割

･
移

住
す
る
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ

っ
た
｡
し
た
が
っ
て
杜
預
以
来
の
通
説
の
ご
と
く
'
こ
れ
を
殿
民
六
族
の
こ
と
と

考
え
る
の
は
誤
り
で
あ
り
'
ま
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
殿
民
の
階
級
構
成
を
示
す
資
料
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
｡

二

っ
ぎ
に
'
こ
の
魯
の
封
建
に
際
し
て
の
｡
項
に
あ
ち
わ
れ
る

｢
土
田
陪
敦
｣
と
い
う
語
に
つ
い
て
'
ー少
し
く
考
え
て
見
よ
う
.
こ
の
語
の
う

ち
土
田
は
'
土
地
を
意
味
し
､
ま
た
田
の
語
に
は
'
西
周
金
文
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
'
単
に
耕
地
と
し
て
田
の
み
で
な
-
‥
村
落
で
あ
る

邑
'
そ
の
邑
に
住
む
邑
人
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
'
す
で
に
別
稿
に
お
い
て
述
べ
た
が
'
左
俸
に
の
べ
ら
れ
る
春
秋
時
代

⑳
･

に
お
い
て
も
'
田
と
邑
と
は

1
鰹
不
可
分
の
も
の
で
あ
っ
た

｡

こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
ま
た
後
日
述
べ
る
こ
と
と
L
t

こ
こ
で
問
題
に
す
る
の

は
'
土
田
に
つ
づ
-
陪
敦
と
い
う
語
で
あ
る
｡
杜
預
は
こ
れ
を
槍
厚
と
解
し

て

正
義
は
'
諸
侯
の
封
図
は
'
大
観
が
方
五
百
里
で
あ
る
の
に
封

し
'
衛
は
と
-
に
方
七
百
里
を
興
え
ら
れ
た
と
解
し
て
い
る
｡
即
ち
領
域
を
特
に
増
し
て
封
じ
た
も
の
と
解
し
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
す
で
に

孫
論
議
の
指
摘
す
る
よ
う
に
'
.

こ
の
陪
敦
は
'
魯
煩
悶
官
に

｢錫
之
山
川
土
田
附
庸
｣
と
い
う
場
合
の
附
庸
に
解
す
べ
き
も
の
で
あ
り
'
ま
た

⑳

こ
れ
は
西
周
後
期
の
金
文
召
伯
虎
笠
に
見
え
る

｢
僕
庸
土
田
｣
の
僕
膚
で
も
あ
る

｡
し
た
が
っ
て
'
陪
敦
は
附
膚
で
あ
り
'
諸
侯
に
従
属
す
る

小
国
の
意
味
に
解
す
る
こ
と
に
な
り
'
さ
ら
に
孫
氏
は
金
文
の
僕
膚
を
.も
'
附
膚
の
意
と
解
し
た
.
し
か
し
な
が
ら
孫
氏
が
'
僕
膚
を
魯
項
の

附
庸
と
同
じ
も
の
と
解
し
た
の
は
'
順
序
が
逆
で
あ
る
｡
と
い
う
の
は
'
む
し
ろ
金
文
中
に
お
け
る
僕

･
庸
の
意
味
を
考
え
た
う
え
で
'
こ
の

附
膚
を
理
解
す
可
き
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
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で
は
こ
の
僕

･
膚
と
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
｡
近
年
駅
西
省
に
お
い
て
出
土
し
た
'
西
周
後
期
の
旬
笠
の
銘
文
中
に

今
余
命
汝
膏
官
轡

巴
人

･
先
虎
臣

･
後
膚
.･

西
門
夷

･
育
英

･
京
夷

･
鼻
夷

･
師
等
側

･
新

‥
□
華
夷

･
由
□
夷

･
匠
人

･
成
周
走
要

‥

⑭

戊
顔
人

･
降
人

･
服
夷

｡

と
い
う

1
節
が
あ
る
｡
こ
れ
は
'
王
が
旬
に
命
じ
て
邑
人

･
先
虎
臣

･
後
席

･
側

･
新

･
成
周
走
丑
を
官
嗣
せ
し
め
た
の
で
あ
る
が
'
そ
の
な

か
に
後
膚
と
い
う
も
の
が
あ
る
.
こ
の
旬
の
父
に
あ
た
る
師
酉
と
い
う
人
物
の
作

っ
た
笠
の
銘
文
に
は
､
後
膚
が
な
く

邑
人

･
虎
臣
と
な
っ
て

お
り
'
虎
臣
に

｢先
｣
と
い
う
字
も
冠
し
て
い
な
い
｡
こ
の
こ
と
は
'
子
の
旬
に
な
っ
て
膚
が
加
わ
っ
た
た
め
に
'
虎
臣
に
は

｢
先
｣
字
を
冠

し
､
膚
に

｢後
｣
字
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
'
後
膚
は
正
確
に
は

｢庸
｣
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
銘
に
よ
っ
て
'
膚
は
虎
臣

と
と
も
に
旬
の
管
理
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡

楊
寛
氏
は
こ
の
膚
を
'
虎
臣
の
次
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
虎
臣

⑮

よ
り
低
位
の
も
の
で
あ
る
と
し
'
こ
れ
を
土
田
に
附
屈
し
た
土
着
民
で
あ
り
'
耕
作
者
で
あ
る
と
解
し
た

O

し
か
も
楊
氏
は
'
_
C
項
に
あ
ら
わ

れ
る

｢
因
商
奄
之
民
｣
の
商
奄
の
民
を
二
つ
に
分
け
'
商
民
と
は
殿
民
六
族
を
さ
す
と
L
t
奄
民
を
こ
の
嵐
に
あ
て
た
｡

し
た
が

っ
て
楊
氏

は
'

｢
附
｣
を
'
附
属
或
い
は
附
着
の
意
に
解
し
た
わ
け
で
あ
る
が
'
こ
の
旬
笠
か
ら
ほ
'
膚
が
そ
ヶ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
は

⑲

何
も
得
ら
れ
な
い
L
t
ま
た
膚
の
解
樺
を
金
文
に
求
め
る
と
す
れ
ば
､
附
も
普
然
金
文
の
僕
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

｡

＼

こ
の
旬
蓋
の
銘
を
見
る
と
'
邑
人

･
虎
臣

･
膚
の
ほ
か
に
'
師
等
側

･
新

･
成
周
走
缶
が
あ
る
｡
師
答
は
'
師
酉
な
ど
と
同
じ
く

師
職
の

答
で
あ
り
'
可
成
り
身
分
の
高
い
貴
族
で
あ
る
｡
側

･
新
は
'
こ
の
師
答
に
隷
属
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
'
西
周
後
期
の
無
寅
鼎
の
銘
に

⑩

官
嗣
拍

三
選

･
側

･
虎
臣

O

-

と
い
う
と
き
の
側
と
同
じ
で
'
虎
臣
と
井
び
科
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
お
そ
ら
く
文
字
通
り
､
王
の
身
適
に
あ

っ
て
'
な
に
か
の
雑
務
に
従
事

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
.
こ
の
葡
笈
の
側
も
'
も
と
は
王
の
側
で
あ

っ
た
も
の
が
'
師
等
の
管
理
を
受
け
る
う
ち
に
L
よ
り
強
く
師
答
に
隷
属
す
る

よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
'
そ
れ
が
さ
ら
に
膏
の
も
と
に
移
管
さ
れ
た
の
で
あ
る
JO
ま
た
新
に
関
し
て
は
'
他
に
詮
は
な
い
が
'
郭
抹

若
氏
の
い
う
よ
う
に
'
薪
樵
に
類
す
る
賎
役
で
t
の
ち
に
鬼
廟
+
jS
う

1
種
の
刑
名
に
な
竜
も
g
か
ど
う
か
は
凝
潤
で
虜
や
'
鹿
管
な
ど
全
壊

93



鮒

の
身
分
を
考
慮
し
た
上
で
な
い
と
､
決
定
は
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
ひ
.筑
周
走
鑑
に
つ
い
て
も
､
他
護
が
得
ら
れ
な
い
が
､
こ
れ
も
郭
氏
言

う
よ
う
な
賎
役
で
あ
る
の
か
ど
う
か
｡
勿
論
こ
れ
ら
は
す
べ
て
何
ら
か
の
意
味
で
'
旬
に
隷
属
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
､
現
在
の
中
国
の
多
-

の
学
者
の
い
う
よ
う
に
身
分
の
低
い
も
の
か
ピ
ケ
か
は
'
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
り
'
ま
だ
ま
だ
多
く
の
検
討
す
可
き
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ

㊨

う
で
あ
る
｡

そ
の
ほ
か
に
も
'
こ
の
資
料
を
利
用
す
る
に
際
し
て
は
､
卦
だ
多
く
の
問
題
が
あ
る
｡
た
と
え
ば
邑
人
と
虎
臣
以
下
と
の
関
係
'

即
ち
虎
臣
以
下
は
邑
人
と
対
置
さ
れ
る
も
の
か
'
或
い
は
邑
人
は
虎
臣
以
下
を
意
味
す
る
も
の
と
解
す
る
か
と
い
っ
た
問
題
が
あ
り
'
ま
た
西

門
夷
や
降
人
と
い
わ
れ
る
も
の
が
'
虎
臣
や
走
缶
と
同
列
の
も
の
か
､
そ
れ
と
も
'
虎
臣
や
走
歪
の
内
容
で
あ
る
の
か
.
こ
の
問
題
に
封
す
る

私
見
ほ
の
ち
に
ふ
れ
る
が
'
い
ず
れ
に
し
て
も
'膚
と
は
虎
臣
な
ど
と
僻
稀
さ
れ
る

1
つ
の
職
分
を
ボ
す
も
の
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

つ
ぎ
に
'
僕
の
問
題
に
つ
い
て
見
る
こ
と
と
す
る
｡
西
周
前
期
金
文
の
師
祈
鼎
の

⑩

師
折
衆
僕
不
徒
王
征
千
万

｡

中
期
の
崖
笠
の

㊨

命
改
作
教
師
家
司
馬
'
帝
官
僕

･
射

･
士

･
姫

･
小
大
石

･隣
｡

同
じ
-
静
釜
の

㊨

･
王
命
静
嗣
射
撃
官
.
中
子
果
服
深
中
臣
繋
夷
僕
撃
射

｡

な
ど
の
僕
は
'
い
ず
れ
も
あ
る
軍
事
的
な
職
務
に
つ
-
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
し
か
も
可
成
り
重
要
な
役
割
を
占
め
る
も
の
で
あ

っ

た
こ
と
は
t.
師
折
鼎
の
場
合
'
衆
僕
が
王
に
従
軍
し
な
か
っ
た
た
め
に
'
可
成
り
の
罰
金
を
約
め
る
こ
と
に
な

っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
｡
ーと

こ
ろ
が
､
後
期
に
な
る
と
'
伯
克
壷
の

㊨

伯
大
師
錫
伯
克
僕
升
夫

｡

或
い
は
幾
父
壷
の

㊨

錫
幾
父
了
承
六

･
僕
四
家

･
金
十
釣

｡
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の
よ
う
に
､
僕
が
賜
興
の
品
目
の
一
つ
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
､
軍
事
上
の
あ
る
役
職
を
捨
嘗
す
る

も
の
で
あ

っ
た
僕
が
'
次
第
に
そ
の
地
位
が
低
下
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
'
或
る
場
合
に
は
'
小
数
に
分
割
さ
れ
て
私
従
的
な
も
の
に

な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
｡
し
た
が

っ
て
膚
も
'
僕
と
同
じ
よ
う
に
私
層
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
西
周
後
期
の
召

伯
虎
釜
の

｢
僕
庸
土
田
｣
の
僕
膚
も
お
そ
ら
-
こ
う
し
た
も
の
､で
あ

っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

●

し
か
し
こ
の
僕
膚

･
附
膚
が
､

土
地
に
結
び
つ
-
も
の
で
あ

っ
た
か
'

即
ち

｢
土
田
附
庸
｣
･
｢
僕
庸
土
田
｣
と
い
う
と
き
の
僕
膚
な
ど
が

｢
土
田
｣
と
結
び
つ
-
も
の
で
あ

っ
た
か
は
'
ま
た
別
個
の
問
題
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
さ
き
に
あ
げ
た
大
雅
江
漢
の
詩
に
は
'

｢錫
山
土
田
｣
と
あ

っ
て
'
附
庸
或
い
は
僕
膚
に
は
ふ
れ
な
い
｡
附
庸
そ
の
も
の
の
み
で
は
な
く
'
そ
れ
に
相
常
す
る
も
の
も
な
い
｡
そ
れ
は

土
田
と
い
う
語
に
よ
っ
て
､
嘗
然
そ
の
耕
作
者
を
含
ま
せ
て
い
た
か
ら
で
あ

っ
た
｡
こ
れ
に
対
し
て
'
同
じ
-
宣
王
の
時
の
詩
と
言
わ
れ
る
大

雅
賂
高
に
は

王
命
申
伯
､
式
是
南
邦
｡
国
是
謝
人
へ
以
作
爾
膚
｡
王
命
召
伯
'
徹
申
伯
土
田
｡
王
命
博
御
'
遷
其
私
人
｡

と
あ
る
.
こ
の
う
ち

｢
困
是
謝
人
'
以
作
爾
庸
｣
まj
'
啓
樺
で
は
'
申
伯
が
封
ぜ
ら
れ
た
謝
の
地
の
人
に
よ
っ
て
'
庸
=
塀
即
ち
城
郭
を
作
ら

㊨

せ
る
と
い
う
意
味
に
と
っ
て
来
た
が
'
楊
寛
氏
の
言
う
ご
と
く
'
こ
の
膚
は
'
僕
膚
の
膚
と
解
す
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
｡

し
か
し
こ
れ
が
'
次

句
の
申
伯
を
し
て
治
め
さ
せ
た
土
田
と
結
び
つ
-
か
否
か
は
疑
問
で
あ
り
'
庸
と
な
っ
た
謝
人
は
'
農
業
上
の
租
税
負
括
者
と
し
て
土
田
に
結

び
つ
-
農
民
で
は
な
く
'
む
し
ろ
特
殊
な
役
務
に
服
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
れ
が
お
そ
ら
-
庸
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
本
質
で

な
か
っ
た
ふ
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
.

た
だ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
'
こ
れ
ら
庸
と
な
っ
た
人
々
が
'
農
業
か
ら
全
-
分
離
し
た
専
門
的
な
職
業
と
し
て
'
生
活
の
資

を
給
附
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
鮎
で
あ
る
｡
お
そ
ら
く
そ
の
生
活
の
基
盤
は
農
業
に
お
い
て
お
り
'
そ
し
て
租
税

に
か
わ
る
も
の
と
し
て
'
あ
る
種
の
役
務
に
服
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
さ
き
に
あ
げ
た
旬
笠
に
で
る
虎
臣

･
庸
な
ど
も
そ
の
よ
う
な
も
の
で

あ

っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡
そ
こ
で
も
う

一
度
'
旬
蓋
の
解
樺
に
も
ど
っ
て
見
よ
う
｡
･
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前
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
'
こ
の
旬
篤
に
は
幾
種
も
の
隷
属
す
る
人
々
が
あ
り
へ
且
つ
そ
の
相
互
の
関
係
が
な
か
な
か
理
解
し
難
い
も
の
で
あ

っ
た
｡
私
は
か
つ
て
'
寓
の
父
に
あ
た
る
師
酉
蓋
の
銘
文
に

㊨

嗣
乃
組
膏
官
邑
人

･
虎
臣
‥

西
門
夷

･
鼻
夷

･
春
夷

･
京
夷

･
異
身
夷

･
新
｡

~
⑳

と
い
う
と
き
の
邑
人

･
虎
臣

･
西
門
夷
以
下
は
す
べ
て
同
格
の
も
の
を
併
列
し
て
記
し
た
も
の
と
解
し
た
｡

し
か
し
こ
の
句
集
の
銘
に
よ
る
と

西
門
夷
以
下
を
邑
人

･
虎
臣
と
封
等
の
も
の
と
考
え
る
よ
り
は
'
む
し
ろ
虎
臣
と
庸
と
を
構
成
す
る
も
の
と
考
え
'
邑
人
と
虎
臣

･
膚
と
師
等

の
側

･
新
及
び
成
周
走
董
と
を
対
置
す
る
も
の
と
解
す
可
き
も
の
と
思
う
｡
こ
の
際
'
邑
人
は
､
師
酉
や
旬
の
官
嗣
す
る
最
も
基
本
的
な
部
分

で
あ
り
'
血
縁
集
圏
を
基
本
と
し
て
邑
に
住
み
'
農
耕
に
よ
る
租
税
を
負
持
し
'
戦
時
に
は
軍
を
編
成
す
る
人
々
で
あ
り
'
身
分
的
に
は
貴
族

を
は
じ
め
'
比
較
的
自
由
な
身
分
で
あ
っ
た
と
解
し
て
い
る
｡
こ
れ
に
封
し
て
'
虎
臣
な
ど
を
構
成
す
る
西
門
夷
や
降
人
な
ど
は
'
同
じ
よ
う

に
生
活
は
農
業
に
よ
っ
て
支
え
な
が
ら
､
旬
な
ど
に
隷
属
L
t
何
ら
か
の
役
務
-
山
浮
の
利
の
よ
う
な
税
或
い
は
買
約
の
形
式
に
近
い
も
の
を

は
じ
め
､
軍
務
を
も
ふ
-
め
-
に
服
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
し
た
が

っ
て
'
こ
れ
ら
も
あ
る
場
合
に
は
'
血
縁
的
な
集
圏
を
作

っ
,て
一
定
の
土
地
に
住
み
つ
い
て
い
た
[79
の
も
あ
ろ
う
L
t
ま
た
或
る
場
合
に
は
､
他
虞
か
ら
少
数
が
移
さ
れ
'
新
し
-
土
地
を
興
え
ら
れ
た

も
の
も
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
宣
王
時
代
の
今
甲
盤
の
銘
に
は
'
准
夷
か
ら
役
務
に
服
す
る
た
め
の
人
員
が
王
室
に
遮
ら
れ
た
こ
と
が
記
録

さ
れ
て
い
る
が
'
こ
れ
は
可
成
り
定
期
的
に
行
な
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
た
と
え
ば
'
我
が
国
で
1

一
定
の
期
限

ご
と
に
隼
人
が
大
和
朝
廷
に
造
ら
れ
て
来
た
よ
う
に
.
こ
う
し
た
場
合
に
は
血
縁
集
圏
と
し
て
よ
り
は
'
む
し
ろ
地
縁
的
集
圏
の
性
格
を
.も
つ

よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
旬
叢
に
あ
ら
わ
れ
る
西
門
夷
な
ど
は
'
こ
う
し
た
も
の
も
含
む
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
後
期
の
勝
夫
山

●

鼎
の
銘
文
に
は
'

命
汝
官
嗣
飲
猷
人
手
責
｡

と
あ
る
が
'
こ
れ
は
飲
と
い
う
地
方
か
ら
の
戯
人
を
責
に
住
ま
わ
せ
'
こ
れ
を
官
嗣
せ
し
め
た
と
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
た
だ
こ
の
旬
篤
に

出
る
西
門
夷
な
ど
の
夷
と
降
人
な
ど
の
人
と
の
差
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
ほ
明
ら
か
で
な
い
が
､
お
そ
ら
く
准
夷
系
の
出
身
が
夷
と
よ
ば
れ
'
こ
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れ
に
封
し
て
中
原
系
の
住
民
が
人
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
さ
き
に
あ
げ
た
中
期
の
静
叢
の
英
僕
も
､
推
頁
出
身
の
僕
で
あ
る
と
考
え
る
こ

と
が
出
来
る
｡

そ
れ
は
と
も
角
と
し
て
'
こ
こ
に
見
て
来
た
よ
う
に
'
農
耕
に
よ
る
租
税
を
負
揺
す
る
邑
人
と
､
役
務
を
捨
普
す
る
種
々
の
も
の
が
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
｡
僕
膚
は
'
こ
の
う
ち
の
後
者
に
嘗
る
も
の
で
あ
る
が
､
お
そ
ら
-
'
西
周
前
期
'
例
え
ば
は
じ
め
に
あ
げ
た
魯
な
ど
の
封
建

に
際
し
て
も
'
諸
侯
に
分
け
輿
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
前
期
の
宜
侯
矢
笠
の
銘
文
に

㊨

錫
在
宜
王
人
口
叉
七
姓
｡
錫
臭
七
伯
'
殿
田
千
叉
五
十
夫
｡
錫
宜
庶
人
六
百
口
叉
六
夫

｡

と
い
う
う
ち
の
第
二
の
莫
七
伯
と
千
五
十
夫
と
が
､
僕
膚
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
し
､
ま
た
中
期
の
大
志
鼎
の
銘
文
の

㊨

錫
汝
邦
嗣
四
伯

･
人
面
自
駁
至
干
庶
人
六
百
又
五
十
叉
九
夫
｡
錫
夷
嗣
王
臣
十
又
三
伯

･
人
商
千
叉
五
十
夫
｡

㊨

と
い
う
う
ち
の
駐
な
ど
は
そ
れ
に
相
普
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
か
壱
推
測
さ
れ
る

｡

し
か
し
こ
れ
ら
は
'

さ
き
に
あ
げ
た
金
文
資
料
に
よ
れ

ば
､
前
期

･
中
期
に
は
な
お
あ
る
程
度
の
身
分
上
の
地
位
を
保

っ
て
い
た
ら
し
い
が
'
後
期
に
な
る
と
へ
可
成
り
隷
属
度
を
強
め
た
と
考
え
ら

れ
る
｡
私
は
か
つ
て
'
後
期
に
王
臣
の
私
臣
化
が
貴
族
同
志
の
問
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
'
僕
庸
な
ど
の
地
位
の
低
下
は
'
こ
れ
と

⑳

平
行
し
た
現
象
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

｡

97

三

こ
の
よ
う
な
時
代
的
な
現
象
と
し
て
'
さ
ら
に
も
う

一
つ
の
こ
と
が
'
金
文
資
料
に
よ
っ
て
し
ら
れ
る
｡
上
に
引
用
し
た
幾
つ
か
の
金
文
に

は
'
官
嗣

･
暫
官

･
膏
官
嗣
と
い
う
語
が
見
ら
れ
る
｡
或
い
は
は
じ
め
に
あ
げ
た
後
期
の
師
菱
蓋
打
銘
文
の

命
汝
嗣
乃
組
奮
官
小
輔
果
鼓
鐘
｡

の
よ
う
に
､
た
だ

｢
官
｣
と
か

｢嗣
｣
と
か
い
う
よ
う
に
も
書
か
れ
る
｡
こ
の
官
字
は
'

一
般
に
管
理

･
管
監
の
意
味
に
と
ら
れ
る
｡
膏
に
は

㊨

い
ろ
い
ろ
な
説
が
あ
っ
て

l
定
し
な
い
｡

そ
の
た
め
に
官
嗣

･
膏
官
な
ど
の
意
味
が
同
じ
か
香
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
､
少
く
と
も
膏

1
字
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で
､
こ
れ
ら
に
租
普
す
る
堺
所
に
使
兄
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
i
基
本
的
な
意
味
は
'
管

･
司
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡

こ
の
よ
う
な
語

は
'
中
期
の
穆
王
時
代
か
ら
金
文
に
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
'
後
期
の
属
王
前
後
に
は
'
耕
命
形
式
の
金
文
は
'
ほ
と
ん
ど
こ
の
官

･
嗣
を
命
ず
る

も
の
と
な
る
｡
し
か
し
そ
の
場
合
'
官
嗣
の
封
象
は
'
諸
種
の
職
務
に
及
ん
で
い
る
が
'
土
地
に
関
す
る
も
の
が
少
な
い
｡
そ
の
理
由
は
'
西

周
の
後
期
に
な
る
と
'
王
朝
の
勢
力
範
囲
が
非
常
に
限
定
さ
れ
t
と
-
に
後
期
金
文
の
出
土
す
る
駅
西
地
方
の
土
地
は
'
殆
ん
ど
貴
族
に
よ
っ

㊨

て
占
有
さ
れ
て
い
た
の
で
'
お
そ
ら
-
'
新
し
-
封
建
を
行
な
う
よ
う
な
飴
裕
は
な
-

､

王
室
の
直
轄
地
を
確
保
す
る
た
め
に
'
土
地
そ
の
も

の
を
分
興
す
る
か
わ
り
に
'
そ
の
土
地
に
住
む
役
務
者
な
ど
を
管
司
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
何
等
か
の
利
益
を
管
理
者
に
輿
え
る
形
式
を

と
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
勿
論
本
来
の
目
的
は
'
管
理
者
が
役
務
者
を
統
括
し
て
王
朝
に
奉
仕
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
｡
た
と
え
ば
､
後
期
は
じ
め
の
免
箆
に
は
'

㊨

命
兎
作
嗣
徒
'
嗣
莫
遠
軟
果
虞
果
牧

.

と
あ
る
｡
遠
は
苑
で
'
臭
の
苑
に
屡
す
る
林

･
虞

･
牧
な
ど
の
役
務
者
を
つ
か
さ
ど
ら
し
め
て
い
る
｡
ま
た
属
王
時
代
の
師
旗
釜
に
は

㊨

備
干
大
左
'
官
嗣
豊
遠
左
右
師
氏

｡

と
あ
り
'
豊
の
苑
に
あ
る
左
右
の
師
氏
を
官
嗣
せ
し
め
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
例
は
'
そ
の
苑
そ
の
も
の
よ
り
も
'
そ
の
上
に
住
む
も
の
を
官
嗣

せ
し
め
た
と
解
さ
れ
る
｡
こ
れ
ら
の
土
地
は
苑
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
'
い
ず
れ
も
王
室
の
直
轄
地
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
t
も
し
そ
の
役
務

者
を
官
嗣
し
た
貴
族
の
力
が
強
く
な
る
と
'
こ
れ
ら
は
貴
族
に
よ
っ
て
私
役
せ
ら
れ
'
そ
の
土
地
か
ら
得
ら
れ
る
経
済
的
な
利
益
も
'
貴
族
に

よ
っ
て
横
鎖
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
に
封
し
て
邑
人
の
場
合
は
'
そ
の
邑
人
の
約
め
る
租
税
を
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
て

㊨

お
り

'

こ
の
場
合
も
'
横
領
の
危
険
は
充
分
あ
っ
た
｡

と
こ
ろ
で
'
こ
れ
ら
の
官
嗣
に
相
普
す
る
も
の
は
'
左
侍
に
は
ど
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
楊
希
枚
氏
は
'
こ
れ
ら
を

陰
公
八
年
の
候
に
衆
仲
の
語
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る

天
子
建
徳
'
困
生
以
賜
姓
'
肝
之
土
'
而
命
之
氏
｡
諸
侯
以
字
烏
溢
'
困
以
馬
族
｡
官
有
世
功
'
則
有
官
族
｡
邑
亦
如
之
.
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&

砂
う
ち
の
官
族

･
〔官
〕
邑
に
あ
た
る
と
し
て
い
る

.

こ
の
文
の
前
段
は
､
か
つ.
で
ふ
れ
た
如
く
､
西
周
の
封
建
制
度
が
､
土
地
と
民
と
の
賜

㊨

輿

･
領
有
に
基
礎
を
も
つ
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
'
そ
れ
は
､
前
期
金
文
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
｡

す
な
わ
ち

こ
の
衆
仲
の
語
は
'
西
周
の
封
建
制
度
を
考
え
る
の
に
重
要
な
資
料
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
'
官
族

･
官
邑
に

関
し
て
も
'
何
ら
か
の
重
要
な
問
題
を
提
起
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
従
来
こ
の
官
族
は
'
太
史

･
司
馬
な
ど
の
官
名
を
姓
名
化
し
た
i
)の

と
解
さ
れ
て
き
た
が
'
そ
れ
は
前
段
の
賜
姓
の
姓
を
氏
姓
の
意
味
に
解
し
た
こ
と
に
よ
る
｡
し
か
し
こ
の
姓
が
'
賓
は
族
集
圏
で
あ
る
こ
と
に

な
れ
ば
'
官
族
も
'
官
名
の
姓
名
化
と
考
え
る
よ
り
は
､
あ
る
族
集
圏
を
管
理
す
る
こ
と
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
あ
_る
｡
即
ち
虎
臣
や
庸

･
側
な
ど
の
役
務
に
従
事
す
る
族
集
圏
な
ど
を

｢
管
監
｣
す
る
の
で
あ
る
｡
邑
と
は
金
文
に
見
え
る
邑
人
で
あ
り
'
邑
と
い
う
も
邑
人
と
い
う

も
'
賓
質
的
に
は
区
別
が
な
か
つ
た
と
考
え
て
よ
い
｡

し
か
も
師
酉
釜
と
旬
笠
と
の
問
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
'
同
じ
も
の
を
'
父
子
つ
い
セ
官
嗣
せ
し
め
ら
れ
て
い
た
り
t
.或
い
は
後
期
は
じ
め
の

師
虎
釜
の
銘
文
に

㊨

命
汝
更
乃
租
考
'
膏
官
嗣
左
右
戯
覇
荊

｡

と
い
う
よ
う
に
'
組
考
を
謄
承
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
'
こ
れ
ら
は
'
世
襲
的
に
官
嗣
の
樺
が
興
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
｡

し
か
し
'
こ
れ
ら
は
本
来
世
襲
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く

西
周
の
前
期
･中
期
に
は
'族
制
も
職
制
も
可
成
り
流
動
的
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
､
或
る
一
人
の
人
物
に
限
ら
れ
､
そ
の
人
物
が
死
亡
し
た
り
'
或
い
は
必
要
の
な
く
な
っ
た
と
き
は
'
別
人
が
任
命
さ
れ
た
り
､
贋
止
さ
れ
た

り
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
旬
笠
に
見
え
る
う
ち
の
師
等
側
新
は
'
か
つ
て
師
等
が
官
嗣
し
て
い
た
側
と
新
と
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
｡

そ
れ
が
何
か
の
理
由
に
よ
っ
て
師
旬
に
移
管
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
後
期
に
な
っ
て
族
制
が
固
定
化
し
て
来
る
と
'
次
第
に
世
襲
化
さ
れ

㊨

る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

そ
の
結
果
こ
れ
ら
が
'
あ
る
貴
族
の
私
屈
に
化
し
て
い
っ
た
し
､
そ
の
住
む
土
地
も
私
領
化
し
た
｡

ま
た
官
邑
は
'
師
酉
釜
の
邑
人
が
こ
れ
に
普
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
邑
と
い
い
邑
人
と
い
う
も
t､賓
際
は
一
鮭
を
な
し
て
お
り
'
分
離
さ
れ
る
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も
の
で
は
な
い
が
'
お
そ
ら
-
官
邑
の
場
合
は
'
邑
に
居
住
す
る
人
間
の
約
め
る
租
税
の
官
嗣
に
重
鮎
が
お
か
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
'

邑
及
び
そ
れ
に
屠
す
る
田
と
い
う
不
動
産
的
要
素
に
封
す
る
権
利
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
官
邑
と
い
わ
れ
る
場

合
も
'
賓
際
は
邑
人
の
約
め
る
79
の
に
封
す
る
官
嗣
権
で
あ

っ
て
'
封
土
と
は
こ
と
な
り
'
領
主
樺
よ
り
は
権
限
の
小
さ
な
も
の
で
あ
り
'
本

来
は
王
室
の
直
轄
地
で
あ

っ
た
と
考
え
て
よ
い
｡
し
か
し
こ
れ
も
世
襲
化
さ
れ
る
と
'
封
土
と
同

一
の
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
'
官⑩

族
よ
り
も
な
お

一
層
'
賜
姓
･肝
土
の
封
建
制
度
と
混
同
さ
れ
や
す
-
な
る
｡
お
そ
ら
-
そ
れ
が
西
周
末
期
の
賓
情
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

そ
の
た
め
に
官
邑

･
官
族
が
次
第
に
本
来
の
封
建
と
混
同
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
'
春
秋
時
代
に
は
'
同

一
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
左
博
成

公
十

一
年
の
保
に
の
せ
ら
れ
る
劉
子

･
草
子
の
語
の
う
ち
に
'
周
初
､
蘇
念
生
の
封
ぜ
ら
れ
た
温
の
邑
を
'
王
官
之
邑
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

㊨

の
は
へ
封
土
と
官
邑
と
が
混
同
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

以
上
の
よ
う
に
'
官
邑

･
官
族
に
は
'
封
建
制
度
と
混
同
さ
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
｡

楊
希
枚
氏
が
'
官
族

･
官
邑
は
､
王
公
諸
侯
が
大
夫
を
封
じ
た
も
の
で
'
賜
姓
肝
土
の
封
侯
建
国
と
同
じ
意
義
を
も
つ
政
治
弥
な
施
策
で
あ

っ

た
と
解
し
て
い
る
の
も
'
官
族

･
官
邑
の
こ
の
よ
う
な
性
格
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
'
し
か
し
本
来
的
に
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

っ
た

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
｡

し
こ
う
し
て
､
僕
膚
は
'
こ
の
官
族
に
あ
た
る
も
の
で
あ
り
'
あ
る
役
務
に
服
サ
る
族
集
国
で
あ
り
'
そ
れ
が
族
集
圏
と
し
て
あ
る
土
地
に

_

住
ん
で
い
た
た
め
に
'
春
秋
時
代
に
な
っ
て
国
家
の
問
の
優
劣
が
は
っ
き
り
し
'
小
国
が
大
国
に
服
属
す
る
よ
う
に
な
る
と
'
小
国
は
か
つ
て

の
僕
庸
-
官
族
或
い
は
官
邑
と
同
じ
よ
う
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
大
国
は
'
小
国
を
し
て
自
己
に
奉
仕
さ
せ
る
こ
と
は

出
来
て
も
'
小
国
の
領
土
権
を
も
否
定
は
出
来
な
か
っ
た
｡
こ
こ
に
春
秋
時
代
の
附
膚
と
い
う
も
の
の
性
格
を
考
え
る

一
つ
の
観
鮎
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
'
ま
た
春
秋
時
代
の
附
膚
と
西
周
時
代
の
僕
庸
と
を
区
別
す
る
分
岐
鮎
も
あ
る
の
で
あ
る
｡

お

わ

り

に

以
上
'
左
侍
定
公
四
年
の
魯

･
衛

･
唐
封
建
の
保
を
中
心
と
し
て
'
左
侍
に
っ
た
え
ら
れ
る
西
周
の
封
建
制
度
と
い
わ
れ
る
も
の
の
幾
つ
か
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を
､
金
文
資
料
な
ど
と
比
較
し
な
が
ら
論
じ
て
来
た
｡

そ
の
結
論
と
し
て
得
ら
れ
た
こ
と
は
､
西
周
時
代
の
こ
と
が
､
左
博

の
な
か
に
可
成
り

よ
く
保
存
し
俸
え
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
勿
論
'
定
公
四
年
の
候
に
あ
る
賜
輿
が
'
そ
の
語
の
通
り
に
完
全
に
行

な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
は
な
い
が
､
そ
の
大
綱
は
そ
れ
層
誤

っ
て
ほ
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
と
-
に
こ
れ
を
'
杜
預
な
ど
の
古
註

に
拘
泥
し
て
謹
む
の
で
ほ
な
く
'
む
し
ろ
西
周
時
代

の
金
文
を
比
較
の
対
象
と
し
な
が
ら
読
め
ば
'
飴
り
資
料

の
多
く
は
な
い
西
周
時
代
を
考

え
る
際

の
有
力
な
足
掛
か
り
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
L
t
ま
た
そ
れ
に
よ

っ
て
春
秋
時
代
の
性
格
も
よ
り

一
層
明
確
に
さ
れ
る
も
の
と
期
待
さ

れ
る
の
で
あ
る
｡

註①

中
国
古
典
文
学
全
集
第
三
巻

(平
凡
社
'

一
九
五
八
年
)

⑧

拙
稿
-
楊
希
枚
氏
の

｢先
秦
賜
姓
制
度
理
論
的
商
権
｣
等
を
讃

み
で

(東
洋
史
研
究
第
十
八
巻
第

1
親
､

1
九
五
九
年
)

③

汝
に
命
じ
て
'
な
ん
じ
の
組
の
も
と
管
せ
る
小
輔
と
鼓
鐘

〔を
扱
う
者
〕

と
を
司
ど
ら
し
む
｡
汝
に
叔
市

･
金
黄

･
赤
局
･
牧
勤
を
錫
わ
ら
ん
｡

用
っ
て
事
あ
れ
｡
敬
し
み
て
夙
夜
わ
が
命
を
磨
す
る
な
か
れ
｡

④

兎
釜
に
王
授
作
冊
ヂ
書
'
卑
冊
命
兎
0
日
'
命
汝
足
周
師
嗣
歓
｡
錫
汝

赤
市
.
用
事

(王
が
作
冊
声
に
書
き
授
け
て
'
兎
に
冊
命
せ
し
む
｡

日

く
'
汝
に
命
じ
て
､
周
師
を
た
す
け
て
'
林
を
司
ど
ら
し
む
｡
汝
に
赤
市

を
錫
わ
ら
ん
｡
用
っ
て
事
あ
れ
)
と
あ
る
｡

⑤

叔
向
父
雨
笠
に
余
中
子
嗣
鹸
皇
考
'
撃
帥
型
先
文
租
へ
恭
明
徳
'
乗
威

儀
'
用
調
鯵
輿
保
我
邦
我
家
｡

(わ
れ
中
子
'
わ
が
皇
考
を
つ
ぎ
'
こ
こ

に
先
に
し
て
文
な
る
融
に
の
っ
と
り
､
明
徳
を
つ
つ
し
み
､
威
儀
を
と

り
'
も
っ
て
聯
綿
と
わ
が
邦
わ
が
家
を
さ
だ
め
や
す
ん
ぜ
ん
｡)
と
あ
る
｡

⑥

左
侍
億
公
二
四
年
に
よ
る
と
'
魯
の
ほ
か
に
'
周
公
の
子
孫
で
､
封
建

さ
れ
た
も
の
に
凡

･
蒋

･
茅

･
邪

･
肝

･
祭
の
六
ヶ
国
が
あ
る
が
'
こ
れ

ら
と
魯
と
の
関
係
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
｡
た
だ
'
そ
の
封
建
が
魯
と

同
時
で
あ
っ
た
か
否
か
は
判
明
し
な
い
｡

⑦

孫
語
譲
-
雅
鄭
衛
致
(箱
蘭
越
林
巻

1
)'
欝
思
和
･･西
周
地
理
考
(燕

京
学
報
第
三
十
期
､

一
九
四
六
年
)

⑧

同
義
の
銘
に
は
王
命
同
､
左
右
奥
大
父
へ
嗣
場
林
虞
牧
､
自
涜
東
至
手

跡
'
頗
逆
至
干
玄
水

(王
が
同
に
命
じ
て
'
輿
大
夫
を
た
す
け
て
'
場
の

林
と
虞
と
牧
と
を
司
ど
ら
し
む
'
濃
の
東
よ
り
滑
に
至
り
'
そ
の
上
は
玄

水
に
至
る
ま
で
を
)
と
あ
り
'
左
博
文
公
八
年
に
は
'
晋
侯
便
解
揚
蹄
匡

戚
之
田
子
衛
｡
且
復
致
公
婿
池
之
封
'
自
中
萱
干
虎
牢
之
境

(晋
侯
が
解

揚
を
し
て
匡
戚
の
田
を
衛
に
か
え
き
し
め
t
か
つ
ま
た
公
培
地
の
封
の
中

よ
り
虎
牢
の
境
に
至
る
を
致
す
)
と
あ
る
｡

⑨

拙
稿
-
甲
骨
文

･
金
文
に
見
え
る
邑

(神
戸
大
撃
文
学
脅

｢研
究
｣
第

三
三
助
'

1
九
六
四
年
)

⑲

博
斯
年
-
大
東
小
束
説

(中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
第
二

I

本
､

1
九
三
〇
年
)
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⑩ ⑬ ⑩ ⑪

後
日
に
饗
表
の
預
定
D

註
⑨

孫
論
譲
‥
古
拍
飴
論
巻
中
召
伸
虎
敢
第
二
審
｡

い
ま
'
わ
れ
は
汝
に
命
じ
て
'
邑
人
と
先
虎
臣
･後
庸
た
る
西
門
夷
･零

夷

･
京
夷

･
費
夷
と
師
答
の
側

･
新
た
り
し
□
華
夷

･
由
□
夷

･
匿
人
と

成
周
走
亜
た
る
戊
蘭
人

･
降
人

･
服
夷
と
を
商
管
司
せ
し
む
｡

⑮

楊
寛
･･論
西
周
時
代
的
奴
隷
制
生
産
関
係
(古
史
新
探

一
九
六
五
年
)
､

琴
仲
勉
‥
封
建
散
骨
的
建
立
鷹
放
在
西
周
初
期

(西
周
牡
禽
制
度
問
題
'

一
九
五
六
年
)'

陳
夢
家
-
西
周
文
中
的
殿
人
身
分

(歴
史
研
究

一
九
五

四
年
第
六
期
)
な
ど
多
-
の
研
究
が
こ
の
説
で
あ
る
｡

⑲

註
⑲
の
孫
論
議
'
註
⑮
の
陳
夢
家
氏
の
研
究
は
'
附
を
金
文
中
の
僕
で

も
っ
て
考
え
て
い
る
｡

⑲

砧
王
の
週
と
側
と
虎
臣
と
を
管
司
せ
し
む
.
こ
の
銘
の
退
側
を
左
右
の

意
味
に
解
し
'
左
右
の
虎
臣
と
す
る
詮
も
あ
る
が
'
旬
笠
に
側
と
あ
る
か

ら
'

一
魔
迫
と
側
と
は
別
個
の
も
の
と
す
る
｡
但
し
迫
が
何
を
意
味
す
る

か
不
明
｡

⑲

郭
沫
若
‥
珂
叔
蓋
及
旬
裳
考
揮
(文
物

一
九
六
〇
年
第
二
期
)'
王
群
-

設
虎
臣
輿
庸

(考
古

T.
九
六
〇
年
第
五
期
)'

黄
盛
韓
-
開
干
詞
段
的
制

作
年
代
輿
虎
臣
的
身
分
問
題

(考
古

一
九
六

一
年
第
六
期
)
及
び
註
⑮

⑲

師
折
の
衆
､
僕
が
'
王
の
千
万
を
征
す
る
に
従
わ
ざ
り
き
｡
こ
の
銘
の

衆
僕
に
つ
い
て
は
註
⑨
の
拙
稿
参
照
｡

⑳

汝
に
命
じ
て
'
教
師
の
家
司
馬
と
な
り
'
僕

･
射

･
士

･
嫡

･
中
大
の

右

･
隣
を
商
管
せ
し
む
｡

⑳

王
が
'
静
に
命
じ
て
'
射
を
撃
官
に
司
ど
ら
し
む
｡
中
子
と
服
と
中
臣

と
夷
僕
と
が
射
を
学
べ
り
.

⑳

伯
大
師
が
､
伯
克
に
僕
を
升
夫
た
ま
え
り
｡

⑳

浅
父
に
干
癖
を
六
と
'
僕
を
四
家
と
'
金
を
十
釣
た
ま
え
り
｡

⑳

註
⑲
楊
寛
氏
の
書
｡

⑳

な
ん
じ
の
租
の
商
管
せ
る
邑
人
と
虎
臣
の
西
門
夷

･
愛
夷

･
香
南

･
京

夷

･
庚
身
夷
と
新
と
を
司
ど
ら
し
む
｡

⑳

註
⑨

つ

r
●

⑳

宜
に
あ
る
の
三
人
を

十

と
七
姓
た
ま
わ
る
｡
奥
の
七
伯
と
そ
の
田
千
と

五
十
夫
た
ま
わ
る
｡
宜
の
庶
人
六
百
と
六
夫
た
ま
わ
る
｡

⑳

汝
に
'
邦
司
を
四
伯
と
人
南
の
御
よ
り
庶
人
に
至
る
ま
で
の
六
百
と
五

十
と
九
夫
を
た
ま
わ
る
9
夷
司
に
し
て
王
臣
た
′る
も
の
十
と
三
伯
と
'
人

言
千
と
五
十
夫
と
を
た
ま
わ
る
｡

⑳

宜
侯
大
釜
に
は
王
人
と
葵
七
伯
及
び
関
と
庶
人
と
の
三
種
が
あ
り
､
庶

人
が
お
そ
ら
く
原
住
の
土
田
の
耕
作
者
で
あ
る
｡
王
人
は
七
つ
.の
族
集
圏

を
形
成
し
て
お
り
'
矢
及
び
そ
の
一
族
と
と
も
に
中
核
と
な
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
｡
し
か
し
こ
の
主
人
す
べ
て
が
'
寄
生
的
な
貴
族
階
級
で
あ

っ
た
､の
で
は
な
く
'
自
ら
も
耕
作
に
従
事
し
て
生
活
を
支
え
る
と
と
も
に

そ
の
な
か
か
ら
上
級
の
役
務
従
事
者
が
出
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
邑
人

と
い
う
場
合
に
は
こ
う
し
た
も
の
も
ふ
く
ま
れ
て
い
た
し
'
ま
た
租
税
を

納
め
る
農
民
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
た
だ
第
三
節
に
ふ
れ
る
官
邑
な

ど
の
場
合
に
は
'
こ
う
し
た
む
し
ろ
そ
の
侯
領
に
お
け
る
中
心
的
な
邑
以

外
の
､
周
達
の
村
落
も
含
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
.
中
心
的
な
邑
の
な
か

か
ら
も
役
務
に
服
す
る
も
の
が
出
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
'
後
期

の
師
農
鼎
に
う
か
が
え
る
｡
そ
の
銘
文
に
は
'
｢冊
命
師
蔑
'足
師
俗
嗣
邑

人
佳
中
臣

･
善
夫

･
守
口
官
犬
深
奥
人
善
夫

･
官
守
友
｡｣
(師
崇
に
冊
命

し
て
､
飾
俗
を
た
す
げ
て
'
邑
人
1
こ
れ
中
臣

･
膳
夫

･
守
口
官
犬
と
異
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人
の
善
夫

･
官
守
友
と
を
司
ど
ら
し
む
)
と
あ
り
'
善
夫
な
ど
に
は
邑
人

と
異
人
と
の
二
種
の
出
身
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
こ
の
邑
人
は
､
宜

侯
大
釜
の
王
人
に
'
勇
人
は
奥
伯
及
び
そ
の
田
に
嘗
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

⑳

拙
稿
-
西
周
時
代
に
於
け
る
王
権
の
滑
長

(神
戸
大
学
文
学
禽
｢研
究
｣

第
三
五
貌
'

一
九
六
五
年
)

⑳

商
に
揮
し
､
嫡
即
ち
紐
承

･
相
横
の
意
と
す
る
説
'
或
い
は
適
館
即
ち

館
に
ゆ
き
て
の
意
と
す
る
設
'
或
い
は
徹
と
同
意
と
L
t
治
め
る
と
す
る

詮
な
ど
あ
り
｡

⑳

拙
稿
‥
出
土
資
料
に
よ
る
西
周
史
再
構
成
の
試
ろ
み

(甲
骨
畢
第
十
貌

1
九
六
四
年
)
及
び
註
⑨

･
⑳
0
本
文
中
に
引
用
し
た
大
雅
江
漢

･
寧
日同

の
二
編
は
'
宝
玉
の
時
の
召
伯
虎

･
申
伯
の
二
人
の
封
建
を
歌
っ
た
も
の

と
言
わ
れ
る
が
'
宜
王
時
代
と
い
う
の
は
'
後
期
で
も
め
ず
ら
し
-
南
方

へ
の
進
出
が
行
な
わ
れ
た
時
代
で
あ
り
､
申
伯
の
封
建
は
そ
の
結
果
に
よ

る
｡
ま
た
召
伯
虎
の
場
合
は
'
詩
中
に

｢自
召
硯
命
｣

(召
の
租
の
命
を

も
ち
う
)
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
'
新
た
な
封
建
で
は
な
く

相
唐

を
認
承
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

⑬

兎
に
命
じ
て
､
司
徒
と
な
し
'
桑
の
苑
の
林
と
虞
と
牧
と
を
司
ど
ら
し

む
｡

⑳

大
左

(官
名
)
に
備
え
'
豊
の
苑
の
左
右
の
師
氏
を
管
司
せ
し
む
｡

⑮

邑
か
ら
租
税
を
徴
す
る
と
い
う
文
は
'
今
の
と
こ
ろ
な
い
が
'
た
と
え

ば
頭
蓋
の

｢命
汝
官
嗣
成
周
貯
廿
家
､
監
嗣
新
造
貯
｣

(汝
に
命
じ
て
'

成
周
の
貯
の
廿
家

〔分
〕
を
管
司
L
t
新
し
-
い
た
さ
れ
た
貯
を
監
司
せ

し
む
)
は
'
或
い
は
洛
邑
に
住
む
あ
る
部
分
の
邑
人
と
新
来
の
住
民
の
租

税
を
意
味
す
る
か
と
考
え
ら
れ
る
｡

⑳

楊
希
枚
-
先
粟
賜
姓
制
度
理
論
的
商
権

(中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究

所
集
刊
第
二
六
本
'

1
九
五
五
年
)

⑳

註
④
拙
稿

⑳

汝
に
命
じ
て
'
な
ん
じ
の
租
考
を
経
ぎ
'
左
右
の
戯
と
感
と
割
と
を
商

管
司
せ
し
む
｡

⑳

拙
稿
･･新
出
金
文
資
料
の
も
つ
意
義

(平
凡
敢
刊
書
道
全
集
第
二
六
巻

l
九
六
七
年
)
及
び
註
⑳

⑳

西
周
後
期
に
'
諸
種
の
管
司
の
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
貴
族
た
ち
は
'
本
来

の
自
己
の
領
地
は
'
別
に
世
襲
し
て
い
た
の
で
あ
り
､
こ
れ
ら
の
管
司
確

は
'
そ
れ
に
附
加
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
う
し
て
王
室
の
.直
轄

地
は
次
第
に
賓
食
さ
れ
'
弱
髄
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
O

㊨

左
侍
の
原
文
は
以
下
の
如
し
'
菅
鄭
重
輿
周
寧
憐
田
O
王
命
劉
康
公
軍

裏
公
訟
諸
管
.
郡
至
日
'

｢温
吾
故
也
｡
故
不
敢
失
｡｣

劉
子
草
子
日
(

｢昔
'
周
克
商
'
使
諸
侯
撫
封
.
蘇
余
生
以
温
馬
司
冠
'
輿
檀
伯
達
封
干

河
.
蘇
氏
郎
秋
｡
叉
不
能
於
秋
'
而
奔
衛
｡
襲
王
努
文
公
而
賜
之
温
｡
狐

氏
陽
氏
先
魔
之
'
而
後
及
子
｡
若
治
其
故
'
則
王
官
之
邑
也
｡
子
安
待

之
O｣
晋
侯
使
都
至
勿
敢
事
.
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The i'.t~iM1Jt of the Western Zhou g§]i!iJ Period

as seen in the "Zuo~zhuan :ti:i$."

Michiharu Ito

While the reliability of many references concerning the feudalism of

Western Zhou that appear in Zuo~zhuan tends to be more or less doubtful.

The account on feudalism in the Lu I- and the Wei tiT in the 4 th year of

Ding-gong }E~ sho~s that it is not merely a tale but reflects to some extent

the real situation ~t that time, taken into consideration the geographical

conditions of these two countries and their being clan groups in the early

years of Western Z hou.

Besides, pu-yong ~., male and female servants, the origin of fu

yang ~ff. in the Chun-qiu *tk period, were groups of military significance.

At first under the command of the noble men including King Zhou they

gradually beca~e in later years of Western Z hou their private servants.

Both the clan groups, including the pu-yong, who had special duties and

the people originally of the King but put under the noblemen's control

became either their private servants, or their subjects living in· their terri

tories. This is to say that the people who had originally been under the

direct rule of King Zhou became in the course of control by the noblemen

their private possessions.

Such yi ES villages and zu 1l9€ clans, as seen in the Z uo-zhuan were

guan-yi 1rES, king's villages, and guan-zu 1r1l9€, king's clans. It was the

complex formed by the servants, the king's villages, and the king's clans, as

well as the feud, the subjects, and the private servants originally owned by

the noblemen themselves that constituted the social base of the Western

Zhou period.
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