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末

董

民

建

明

の

の

-

1

所
謂

「
奴
襲
」
の
性
格
に
闘
濯
し

T
il

「
奴
幾
」
に
開
ナ
る
従
来
の
研
究
の
検
討

中
闘
の
傍
働
者
階
級
が
、
急
速
に
、

そ
の
政
治
勢
力
と
し
て
自
ら

の
役
割
を
自
究
し
つ
つ
あ
っ
た

一
九
二
五
年

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

歩
、
帝
国
主
義
列
強
の
侵
入
と
、
封
建
的
軍
閥
の
座
制
と
に
曝
さ
れ

た
彼
ら
の
祉
舎
鰹
済
的
地
位
に
つ
い
て
「
繁
相
之
奴
」
と
喝
破
し
た

梁
階
廿
超
は
、
中
闘
の
奴
鯨
制
の
特
異
な
歴
史
的
努
遷
を
論
じ
た
。
そ

し
て
、
明
・
清
交
替
の
動
範
期
か
ら
康
照
年
聞
に
か
け
て
江
南
全
省

に
編
く
頻
裂
し
た
「
奴
愛
」
に
注
目
し
て
、
「
奴
繁
な
る

一
役
あ
り。

数
千
年
の
養
奴
の
習
わ
し
は
、
仰
り
て
一
大
結
束
を
告
げ
た
り
」
と

-
こ
「
「
3

闘
す
人
化
史
」

A
枇
舎
組
織
筒

V
第
六
章
階
級
(
下
)
飲
水

簡
潔
に
述
へ

f
戸
室
合
集
、
萱
栄
之
八
十
六
、
四
五
一
貝
。
「
中
関
奴
隷
制
度
」

一
一
笠
畑
一
)
。
そ
れ
は
、
「
奴
鑓
」
以
来
官
紳
の
蓄
奴
の
風
が
衰
え
た

と
い
う
顧
炎
武
の
観
察
に
基
い

T
い
る
(
J
J
-
間
的
容
)
。

し
か
し
、

佐

伯

有

。
賓
態
を
そ
れ
以
上
百
六
位
的
に
調
べ
る
こ
と
が

や

が

て

陳

Z
-謝
園

顧

(

説

話

鍔
一」腕

一一一日)
・
呉
拾

(倒

ι勢
口
一
耕
一
れ
れ
官
)
ら
諸
氏
に
よ

っ
て
多
く

の
史
賓
が
提
供
さ
れ
、
さ
ら
に
慶
門
大
準
の
伸
一
衣
凌
氏
も
新
史
質
を
・

追
加
し
(
認
可
理
料
一
誠
峨
)
、

番

号

し
の

こ
し
た
仕
事
が

受
継
が
れ
護
展
し
た
。
わ
が
園
K
か
い
て
は
、
梁

・
謝
雨
氏
の
仕
事

に
よ
っ
て
、
加
藤
繁
(
駅
間

dv
J持
鵡

)
・
中
山
八
郎
(
同
鹿

嶋
」支
持
一
一
句

ノ
)
仁
井
田
陸
・
(
心
持
弓
一
読
」
攻
略
予
一一節、)

雨
氏
が
早
く
こ
れ
に
注
目
し
た
。
こ
う
し
た
遺
産
に
基
い
て
、
今
日

梁
魯
超
は
「
奴
鑓
」

出
来
デ
K
移
っ
た
。
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で
は
日

・
中
南
園
史
皐
界
と
も
、

「
奴
鑓
」
は
、
「
抗
租
」
運
動
と
と

も
K
明
末
清
初
k

b
け
る
国
間
著
な
社
命
同
現
象
と
し
て
通
念
せ
ら
る
る

に
至
っ
た
と
い
司
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し

一
面
に
hz
い
て
、

ζ

れ
ら
の
貴
重
な
遺
産
は
、

い
や
ノ
れ



も
「
奴
費
」
と
得
す
る
特
殊
個
別
的
現
象
そ
の
も
の
の
史
賓
が
}
次
第

に
詳
細
に
し
て
、

ζ

の
現
象
の
量
的
比
重
を
重
く
認
ゆ
る
よ
う
主
張

し
て
来
た
に
ナ
ぎ
・
な
か
っ
た
と
も
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
つ
ま
り
、

れ
ら
の
研
究
K
か
い
て
は
、

中
園
史
に
か
け
る
特
定
の
生
産
開
係
の

設
展
の
過
程
で
必
然
的

K
現
象
せ
ざ
る
を
得
な
い
、

と
い
う
意
味
で

の
特
殊
個
別
現
象
と

L
て
は
分
析
論
説
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
た
が

司
て
仁
井
田
氏
が
「
従
来
、
奴
獲
を
畢
純
に
『
奴
隷
暴
動
』
と
見
る
向

き
」
が
あ
っ
た
ζ

と
に
疑
惑
を
持
っ
た
の
も
故
な
し
と
し
な
い
ば
か

そ
れ
は
極
め
て
安
蛍
な
批
判
の
緒
口
を
見
出
し
た
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
(
枇
桝
畑
山
幹
一
一
一
蹴
噛
回
一
部
尉
伊
』
わ
れ
ん
仁
一
叫

U
F
U
r
r
Jに

閣
の
法
一
息
忽
史
」
日
本
一
評
論
祉
、
)
。
と
こ
ろ
で
、
と
う
し
た
問
題
視
角

一
九
五

一
年
刊
所
枚
、
五
八
頁
」

か
ら
考
察
し
よ
う
と
ナ
る
際

j

さ
し
首
っ
て
具
僅
的
な
分
析
の
手
が

り
か
、

か
り
と
な
る
の
は
、
「
抗
租
」
|

|
i
嘗
時
の
基
本
階
層
の
重
要
な
構
成

員
と
し
て
の
佃
戸
層
の
反
封
建
地
代
闘
争
ー
ー
と
.
「
奴
繁
」
l
l
い
わ

ば
家
父
長
制
的
奴
隷
層
た
る
「奴
僕
」
麿
の
不
自
由
身
分
か
ら
の
解
放

闘
争
ー
!

と
を
開
連
さ
せ
て
考
え
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た

思
考
を
も
っ
と
も
早
く
示
し
た
と
思
わ
れ
る
の
は
、
私
見
の
限
り
で

は
館
一
衣
凌
氏
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
氏
は
少
く
と
も
一
九
四

O
年
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代
に
お
い
て
、
「
長
期
の
中
園
封
建
社
命
間
に
あ
っ
て
は
、
地
主
経
済
の

存
在
、
商
業
資
本
の
崎
形
的
護
展
、

さ
ら
に
は
遊
牧
民
族
の
不
断
の

侵
入
に
及
ぶ
多
く
の
素
因
に
由
っ
て
、
東
方
型
の
家
内
奴
隷
的
残
存

ζ 

物
が
、
中
園
人
の
経
済
生
活
に
長
く
惨
透
し
維
持
せ
し
め
ら
れ
、
そ

の
潟
、

わ
れ
わ
れ
は
、
家
庭
k

b
け
る
傍
役
以
外
に
農
工
商
業
へ
の

贋
汎
な
参
加
か
ら
、
甚
し
き
は
政
治
に
至
る
諸
方
面
の
傍
働
に
奴
隷

使
用
を
見
る
。
こ
れ
あ
る
が
故
に
、
歴
代
の
繁
飢
の
際
K
嘗
っ
て
、

と
り
か
け
宋

・
元

・
明
諸
王
朝
に
h

布
い
て
は
、
奴
隷
も
ま
た
、
解
放

を
求
診
る
佃
農
と
同
様
に
、
祉
禽
運
動
中
の
重
要
な
役
割
を
演
ナ
る

の
で
あ
る
。
L

と
述
べ
て
い
る
。

と
ζ

ろ
が
、
最
近
の
中
固
に
hv
け
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る
資
本
主
義
萌
芽
論
争
の
諸
論
k

b
い
て
は
、

ζ

の
「
奴
幾
」
に
腕

れ
る
と
ζ

ろ
少
く
、
燭
れ
た
と
し
て
も
、
奴
獲
の
資
料
の
一
部
が
、

資
本
主
義
の
溺
芽
を
阻
止
ナ
る
後
れ
た
要
因
と
し
て
の
み
使
わ
れ
て

い
る
傾
向
が
強
い
と
思
わ
れ
る
。
と
れ
ば、

ζ

の
論
争
が
、
萌
芽
と

阻
止
要
因
と
を
切
り
離
し
て
併
立
さ
せ
た
形
で
績
け
ら
れ
る
限
り
、

嘗
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
傍
衣
凌
氏
の
指
摘
が
目
六
岨
脱
化
さ
れ
る
た
め

い
う
と
ζ

ろ
の
阻
止
要
因
を
阜
な
る
阻
止
要
因
と
し
て
の
み

に
は
、

と
り
あ
げ
る
の
で
は
な
く
、
自
穴
銭
的
に
規
定
さ
れ
た
一
定
の
段
階
の

中
園
封
建
祉
曾
の
構
造
と
し
て
分
析
さ
れ
、

そ
の
中
か
ら
、

そ
の
解

地
胞
を
通
じ
て
、

い
か
な
る
論
理
を
も
っ
て
、
資
本
主
義
へ
の
萌
芽
を



28 

導
き
出
し
得
る
の
か
、
あ
る
い
は
得
な
い

の
か
?
と
い
司
た
問
題
の

た
て
方
が
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で

わ
が
園
に
於

て
は

一
九
五
0
年
代
に
入
っ
て
仁
井
田
氏
が
、
腐
末
五
代
以
降
農

奴
制
説
を
立
て
た
上
で
、
明

・
約
時
代
に
、
農
奴
制
の
一
定
の
渡
展

も
し
く
は
展
開
の
剖
期
を
求
め
、
仰
戸
陪

1
農
奴
の
地
位
の
向
上
を

認
め
た
の
で
あ
る
が
、

取
上
げ
た
後

そ
の
願
著
な
例
詮
と
し
て

「抗
租
」
運
動
を

「佃
戸
が
奴
録
一履
工
と
結
ん
で
抵
抗
暴
動
を
起
し
、

汝
南
は
じ
め
江
南
一
帯
に
棋
大
さ
れ
た
も
の
が

『
奴
媛
』
な
の
で
あ

り
」、

乙
の
場
合
、

「佃
戸
は
自
己
と
利
害
を
共
通
に
ナ
る
雇
工
や
奴

隷
と
共
同
戦
線
を
は
っ
て

地
主
に
封
抗
ナ
る

閥
係
を

も
っ
た
も
の

で
あ
る
」
と
さ
れ
た

(社
訪
附
制
L
時
鳩
四
日
)
o

別
に
北
村
敬
直
氏

は
、
明
中
期
以
後
と
く
に
進
行
す
る
郷
村
地
主
の
不
在
地
主
化

(城

居
)
が

「抗
租
」
運
動
激
授
の
一
線
件
を
な
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た

「
北
村

「明
末
・
前
切
に
LP
け
る
地
主
プ
ミ

戸に
つ
い
て
」
彪
史問
中
研
究
一
四

O
時と
ヵ
、
さ
ら
に
藤
井
宏
氏
は
、
よ
り

詳
細
に
明
末

・
病
初
の

「流
通
経
済
の
護
達
と
共
に
:
:
:
(
客
商
A
商

業
資
本
V
は
)
成
立
し
た
不
在
地
主
制
の
聞
に
模
の
如
く
割
り
入
つ

て
、
佃
戸
層
を
成
汎
に
把
握
し
、
地
主
の
全
人
格
的
な
佃
戸
支
配
を

不
可
能
な
ら
し
め
・
・
・
・
・
・
程
度
の
差
ζ

そ
あ
れ
在
郷
地
主
の
統
制
下
に

あ
る
佃
戸
居
に
も
向
け
ら
れ
:
:
・仰
戸
の
商
業
的
作
物
の
裁
培
と
副

業
と
し
て
の
家
内
手
工
業
を
各
地

K
勃
興
さ
せ
、

そ
れ
を
直
接
間
接

に
圏
内
の
諸
市
場
に
結
び
つ
け

τ・・・
・・
・
・
・
彼
等
に
社
命
問
的
経
済
的
連

州
市
の
自
位
を
生
ぜ
し
め
、
以
て
地
主
支
配
の
根
底
を
動
揺
せ
し
め
る

『抗
租
』
の
風
潮
を
生
育
せ
し
め
る
に
興

っ
て
力
あ
っ
た
」
と
抗

租
運
動
の
位
置
づ
け
を
行
い

、
こ
れ
を
高
く
評
慣
し
た
(鵬
M
L附
鍛
」

そ
し
て
氏
は
、
「奴
愛
」
を

「抗
租
」
風

(
四
完
)
東
洋
製
報
三
六
巻
J
o

四
獄
。
五
五
一

ーー
ニ
頁
」

潮
に
支
え
ら
れ
た
も
の
と
す
る
仁
井
田
氏
の
理
解
を
支
持
し
て
い
る

へ藤
井
「
朗
代
掲
揚
の
研
究
」
下
。
北
海
〕。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
伸
一
衣
凌

f

道
大
祭
文
察
部
紀
要
3
、
一
二
六
頁
」

氏
の
提
言
と
遇
然
軌
を

一
に
し、

む
し
ろ
さ
ら
に

一
層
具
鐙
的
な

.考
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察
を
意
闘
し
た
努
力
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て

「奴
謎
」
が
、
よ
り
基

本
的
な
生
産
関
係
に
定
置
さ
れ
た
直
接
生
産
者
農
民
と
し
て
の
佃
戸

層
の
斗
争
の
一
環
で
あ
る
と
と
、

い
い
繁
え
れ
ば
佃
戸
層
の
斗
争
ζ奴

そ
が
奴
繁
を
も
ひ
き
起
し
た
ζ

と
を
論
詰
す
る
根
据
と
し
て
、

出
焚
」
に
お
い
て
、

佃
戸
層
の
参
加
が
み
ら
れ
る
事
質
が
強
調
さ
れ
た

し
か
し
な
が
ら
、
今
日
、

「奴
獲
」
に
か
い
て
、

層
が
奴
僕
た
ち
の
指
導
勢
力
た
り
得
た
事

J

質
は
積
極
的
に
は
見
出
さ

こ
の
論
議
は
、
佃
戸
が
た
だ
障
に
参

の
で
あ
る
。

佃
戸

れ
て
い
な
い
。

し
た
が

っ
て
、

加
し
て
い
る
に
ナ
ぎ
な
い
事
賓
と
、
佃
戸
開
明
が
蛍
時
の
反
封
建
斗
雫

の
主
た
る
基
本
階
層
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
こ
と
を
誼
擦
だ
て
る
も
の



と
し
て
の
「
抗
租
」
運
動
が
賓
践
さ
，れ

て
い
る
と
い
う
い
わ
ば
一
個

の
理
論
的
事
賓
と
が
機
械
的
に
抱
合
さ
れ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
に
ナ

ぎ
な
い
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
の
ち
「
奴
僕
」
と
「
佃

戸
」
と
を
全
く
異
質
の
性
格
を
も
っ
個
別
具
鐙
的
な
存
在
形
態
と
し

て
の
み
と
ら
え

さ
ら
に
個
別
具
鰻
的
な
祉
禽
的
存
在
と
し
て
の
「

佃
戸
」
層
に
の
み
嘗
時
の
反
封
建
勢
力
と
し
て
の
基
本
階
層
を
単
純

に
求
め
、
漠
然
と
し
て
一
般
的
な
被
支
配
層
と
い
う
貼
K
雨
者
の
共

同
の
立
場
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
に
ナ
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

の
場
合
、
「
奴
僕
」

の
叛
観
は
、
窮
極
的
に
か
い
て
、
個
別
具
健
的
な

吐
禽
唐
と
し
て
の
「
佃
戸
」
層
、

し
た
が
っ
て
「
奴
僕
」
に
と
っ
て
は

全
く
外
在
的
な
篠
件
に
起
動
せ
ら
れ
た
に
ナ
ぎ
な
い
と
い
う
結
論
と

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
う
し
て
停
衣
凌
氏
が
提
言
し
た
如
く
、
「
奴

務
」
と
稿
せ
ら
れ
る
限
り
に
於

τそ
れ
自
身
特
殊
歴
史
的
な
篠
件
を

な
ナ
家
父
長
制
的
家
内
奴
隷
た
る
「
奴
僕
」
が
、

い
か
な
る
必
然
的

具
艦
的
な
主
鐙
的
保
件
を
自
ら
の
・
な
か
に
育
ん
だ
結
果
と
し
て
、
解

放
へ
の
道
を
暴
力
的
に
歩
ま
し
ゅ
ら
れ
た
か
?
は
論
寵
さ
れ
得
て
い

な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
と
の
よ
う
な
倣
陥
を
克
服
ナ
る
道
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を
よ
り
深
く
求
め
よ
う
と
ナ
る
姿
勢
は
、
時
期
的
に
は
こ
れ
ま
で
の

研
究
と
併
行
し
て
護
表
さ
れ
た
古
島
和
雄
氏
の
問
題
提
起
に
一
躍
は

み
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
「
明
末
清
初
に
江
南
の

著
し
い
現
象
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
奴
愛
」
は
、
「

E
大
な
地
主
層
の
下

に
於
て
は
、
貫
質
に
於
て
は
佃
戸
的
存
在
で
あ
っ
た
奴
紳
的
身
分
に

あ
る
家
僕
暦
が
耕
作
権
を
取
得
し
て
濁
立
化
し
て
ゆ
く
道
が
、
む
し

ろ
一
般
的
形
態
で
あ
る
」
，
と
い
う
「
観
貼
よ
り
理
解
ナ
べ
き
で
あ
る
L

と
い
う
も
の
で
あ
る
へ
古
島
「
明
末
長
江
デ
ル
タ
地
帯
K
於

5
0
し
か
し

戸
る
地
主
経
営
」
歴
史
率
研
究

一
四
八
銃
」

氏
は
奴
僕
を
そ
れ
以
上
具
健
的

K
追
求
し
て
い
な
い
。
氏
は
と
の
論

ζ 

文
全
鐙
を
、
通
じ
て
、
地
主
の
個
別
組
畿
を
具
躍
的
に
追
っ
て
、

そ
の

制
労
働
力
の
性
格
の
愛
質
を
超
過
的
に
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

そ
こ

K
述
べ
ら
れ
る
形
態
時
化
の
シ
ェ
ー
マ
を
一
般
的
法
則
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の
で
、

的
な
構
造
繁
化
と
し
て
捉
え
て
よ
い
も
の
か
と
う
か
た
め
ら
わ
れ
る

の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、

ζ

の
言
葉
そ
の
も
の
は
、
と
に
か
く
示

唆
的
で
あ
り
、
「
奴
僕
」
自
慢
を
、
嘗
時
に
か
け
る
単
な
る
遺
制
の
措

手
と
し
て
で
は
な
く
現
質
に
歴
史
を
創
る
も
の
と
し
て
積
極
的
に
と

ら
え
よ
う
と
す
る
意
聞
は
み
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
よ
う。

と
こ
ろ
で
本
稿
は
、

こ
の
「
奴
繁
」

の
本
質
を
明
か
に
し
よ
う
と

ナ
る
展
望
を
も
つ
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
今
般
り
に
、
上
述
諸

民
の
よ
う
に
「
抗
租
」
運
動
が
基
本
階
層
た
る
佃
戸
の
反
封
建
地
代

斗
争
で
あ
り

ζ

れ
と
な
ら
ん
で
現
象
ナ
る
「
奴
受
」
が
傍
氏
の
い
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う
加
く
東
方
型
家
内
奴
殺
の
残
存
と
い
う
中
闘
的
特
質
を
は
ら
む
も

の
だ
と
一
般
的
に
規
定
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
基
本
法
則
と
特
殊
性

と
の
結
合
の
仕
方
は
明
か
に
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
し
た
が

っ
て

中
聞
に
お
け
る
基
本
法
則
の
貫
徹
の
仕
方
な
い

し
特
質
も
明
か
に
さ

れ
て
は
い
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

ζ

の
よ
う
な
問
題
解
明
の

手
掛
り
と
な
る

「奴
鎚
」
の
本
質
究
明
に
嘗
つ
て
は
、
や
由
時
の
直
接

生
産
者
農
民
必
よ
ぴ
「
奴
僕
」
層
の
社
合
的
存
在
形
態
が
ま
やJ
、

り
深
く
目
六
位
的
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
、
論
理
的
に
は
前
提
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
と
の
よ
う
な
ζ

と
は
到
底
本
稿
の
紙
放
の
よ

く
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
筆
者
自
身
十
分
な
成
算
を
現
在
持
ち
合
せ

て
も
い
な
い
。

本
稿
は
、
敢
え
て
明
病
交
替
の
瞬
間
か
ら
、
康
問
山年

聞
に
か
け
て
ま
さ
起
る
本
来
的
な

「奴
繁
」
を
正
聞
か
ら
取
上
げ
や
ノ

ζ

れ
を
さ
か

の
ぼ
る
寓
暦
二
十
年
か
ら
二
十
四
年
に
か
け
て
湖
州
府

烏
程
鯨
に
起
っ
た
「
民
援
」
を
一
つ
だ
け
と
り
上
げ
、
そ
の
内
容
経
過

を
紹
介
す
る
中
で

そ
の
一
連
の
事
買
を
通
し
て
「
奴
鑓
」
の
性
格
究

明
に
際
し
て
考
慮
さ
る
べ
き
岩
干
の
問
題
貼
を
提
起
す
る
に
と
ど
め

た
い
と
思
う
。
と
の
よ
う
な
採
り
あ
げ
方
を
す
る
の
は
、
「
奴
繁
」
の

全
面
的
究
明
の
前
提
た
る
べ
き
直
接
生
産
者
農
民
の
存
在
形
態
ゃ
、

「奴
僕
」
と
蛍
時
栴
せ
ら
れ
る
社
合
的
身
分
府
の
存
在
形
態
の
史
的

性
格
か
よ
び
雨
者
の
内
面
的
諸
関
係
の
一
側
面
を
、
逆
に
明
か
K
ナ

る
よ
ナ
が
と
も
な
る
と
信
ナ
る
か
ら
に
他
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
ま
た

現
在
必
ヂ
し
も
解
明
さ
れ
て
い

る
と
は
い
嫌
い
い
明
米
病
初
の
祉
合
同

よ

の
構
造
の
基
本
的
性
格
を
具
盤
的
に
規
定
す
る
手
掛
り
と
し
て
の
素

材
と
も
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
ζ

の
民
間製
は
、
他
な
ら
ぬ
古
島
氏
が
、

そ
の
問
題
提
起
の
根
据
と
し
て
単
に
出
典
(
李
楽
「見
聞
雑
記
」
械
南

講
鎮
志
博
一
一
一
志
除
一
所
引
)
の
み
を
掲
げ
て
読
明
を
略
し
た

「董
氏

之
繁
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る。

萱

一
門
の

性

格
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前
向
暦
十
九
年
(
一
五
九
ご
の
某
日
、
二
年
前
進
土
と
な
っ
た
四
川

の
内
江
腕
人
祝
似
悲
(本
姓
策
)
は
蘇
州
府
間
央
江
の
知
腕
と
し
て
赴
任

し
た
(諒
一
一
郎
蹴
)
が
、
そ
こ
で
早
速
面
倒
な
問
題
を
み
つ
け
た
。
そ

れ
は
、
呉
江
鯨
の
内
に
、
彼
の
管
轄
外
に
あ
る
隣
接
の
湖
州
府
烏
程

臨
南
溝
鎮
に
住
ま
う
葺
氏
の
所
領
が
抜
高
畝
も
あ
る
こ
と
で
あ
っ

た
。

案
の
定
、
董
氏
の
合
計
帖
付
を
や

っ
T
い
る
葉
六
な
る
人
物
が
、
執

事
沈
腎
生
の
指
令
で
、
大
枚
の
現
金
を
持
っ
て
挨
拶
に
来
た
。
彼
は

受
取
ら
な
か
っ
た
。

そ
し
て
輩
氏
の
陀
カ
に
堪
え
ね
ば
な
ら
ぬ
自
分

の
現
在
の
獣
況
を
戯
れ
歌
に
し
て
民
江
眠
の
知
人
に
贈
っ

が
(北
側
制



官
需
品
開
談
」

J

A
臭
江
識
語

V
」

祝
の
前
K
立
塞
一っ
た
輩
氏
と
は
ど
の
よ
う
な
家
な
の
か
?
そ
の
始

租
は
、
宋
の
政
和
年
聞
に
、
江
蘇
の
海
州
(
明
の
胸
山
鯨
)
か
ら
南
遷

し
、
湖
州
府
烏
程
鯨
梅
林
里
と
い
う
小
村
に
移
り
住
ん
だ
董
貞
元
だ

と
い
わ
れ
る
。
そ
の
後
四
世
は
不
詳
で
あ
る
が
、
五
代
目
の
重
正
囚

は
元
代
の
豚
畢
生
と
な
っ
て
hz
り
、
博
撃
で
詩
歌
を
能
く
し
た
そ
の

子
の
仁
蕎
と
と
も
に
、
朱
元
環
の
政
権
に
参
加
す
る
よ
う
招
請
さ
れ

た
が
遂
に
出
仕
を
拒
み
通
し
た
。
仁
害
時
は
住
居
を
薄
漢
に
移
し
、
董

氏
代
々
の
基
地
と
な
っ
た
。
そ
の
子
の
庫
も
出
仕
せ
歩
、
府
城
に
出

掛
け
る
こ
と
も
極
め
て
稀
で
、
耕
し
且
つ
讃
書
を
楽
し
む
と
い
っ
た

風
で
あ
っ
た
ら
し
い
(劇
団
訴
時
峨
一
説
一
ト
紘
一
玲
戸
、)。

彼
が
始
め
て

湖
州
府
城
に
足
を
踏
入
れ
た
時
な
と
、
楕
門
を
み
て
、
誰
の
邸
宅
か
と

「
李
集
「
見
聞
雑
記
」谷
八
の
六
J

人
に
聞
い
た
と
停
え
ら
れ
る
位
で
あ
る

「
以
下
車
K
雑
記
と
穏
ナ

)

そ
の
子
の
環
は
漸
く
官
場
出
仕
を
試
み
、
正
徳
年
聞
に
歳
貢
と
な
っ

た
。
し
か
し
弟
が
佑
役
負
携
に
つ
い
て
不
嘗
な
非
難
を
受
け
た
の
を

見
か
ね
、
敢
然
自
ら
役
に
嘗
る
ζ

と
久
し
き
に
及
ん
だ
。
こ
の
矯
そ

れ
以
上
の
出
世
を
断
念
し
た
と
い
う
(例
議
一
)
。

ζ

の
巌
し
い
生
活

の
故
か
、
誼
書
人
仲
間
と
の
交
際
に
や
由
っ
て
も
、
接
待
は
極
度
に
切

り
つ
め
ら
れ
、
除
程
の
客
で
も
鰻
頭
一
つ
出
さ
な
か
司
た
(
雄
一
一
鳩
)
。
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こ
う
し
て
環
の
代
ま
で
は
商
業
も
や
ら
な
か
っ
た
ら
し
く
、
典
型
的

な
郷
村
の
自
作
地
主
で
、

一
陸
の
讃
書
人
と
し
て
さ
さ
や
か
な
権
威

を
郷
村
に
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
環
の
子
の
紛
の
代
に
至
っ
て
董
氏
の
地
位
は
急
激
に
費

化
し
た
。
紛
は
嘉
靖
二
十
年
(
一
五
四
ご
進
士
、
吏
部
観
政
と
な
り

庶
吉
土
に
選
ば
れ
、
翰
林
院
で
合
同
典
の
編
纂
に
骨
闘
っ
た
り
し
た
が
、
や

が
て
翰
林
皐
士
、
宮
中
K
乗
馬
出
入
り
御
兎
と
な
っ
た
。
そ
の
後
躍

部
右
侍
郎
、
吏
部
左
侍
郎
、
そ
し
て
嘉
靖
幻
、
幻
、
お
、
訂
、
犯
各
年

の
曾
試
問
考
官
あ
る
い
は
総
裁
、
更
に
工
部
向
書
か
ら
躍
部
向
書
衆
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翰
林
拳
土
に
ま
で
陸
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
嘉
靖
四
十
四
年
六
月
、
郊
祉

廟
の
祭
典
に
闘
し

τ上
疏
し
た
と
こ
ろ
、
給
事
中
欧
陽
一
ら
の
不
敬

罪
な
り
と
ナ
る
弼
劾
に
遭
っ
て
、
官
籍
を
剥
奪
さ
れ
へ
鎮
志
径
一
二
人
)
、

ョ

f
唯

一

重

品
山
岨
博
」

爾
来
、
湖
州
府
南
痔
の
大
官
紳
と
し
て
生
涯
を
終
え
た
。
董
氏
は
伶

の
官
場
で
の
花
々
し
い
生
活
の
中
に
急
速
に
富
を
得
た
よ
う
で
あ
っ

τ、
既
に
江
湖
地
方
で
屈
指
の
勢
家
を
誇
っ
て
い
た
。
伶
は
、
郷
紳

生
活
に
入
る
と
、
南
講
の
同
聾
祉
(
正
徳
中
設
立
)
、
逸
老
績
祉
の
南

万
に
参
加
し
、
地
方
郷
紳
園
越
の
中
で
の
活
躍
の
地
盤
を
得
て
い
た

(
雪
山
説
明
一
」鰭

)
。
ま
た
義
甲
義
宅
・
義
塾
・
義
倉
を
設
置
し
マ

郷
村
で
の
社
合
同
的
矛
盾
を
弛
ゆ
る
手
を
打
っ
て
、
大
族
た
る
の
組
織
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を
造
り
上
げ
て
い
た
(
鰭
道
)
。

わ
か
ら
な
い
が
、
張
居
正
に
却
け
ら
れ
て
下
野
し
、
併
の
子
道
語
、

品
川
の
人
柄
に
つ
い
て
は
詳
し
く
は

， 

孫
の
嗣
成
以
下
六
人
に
削
到
す
る
家
庭
激
師
と
し
て
長
く
輩
氏
の
館
に

寄
寓

一
貫
し
て
紛
に
好
意
を
寄
せ
た
嘉
輿
府
桐
郷
腕
の
人
李
柴
は

次
の
よ
う
に
体
え
て

い
る
。
「
人
は
但
だ
其
(
ゆ
)
の
過
ち
を
知
る
の

み
に
て
、
其
の
却
て
人
に
過
ぐ
る
慮
有
る
を
知
ら
や
ノ
。
子
を
数
え
、
孫

に
謀
ナ
る
に
甚
だ
殿
整
。
前
輩
の
人
を
得
る
の
値
は
、
段
に
し
て
親

し
さ
に
至
る
を
待
つ
。
故
友
は
其
れ
厚
く
用
い
ざ
る
無
し
。
惜
し
む

べ
し
、
好
勝
(
勝
気
な
こ
と
)
の
病
を
兎
れ
ざ
る
こ
と
を
」
(一
叫

認

さ

。

と
。
し
か
し
と
の
彼
の
強
い
性
格
は
何
に
向
っ
て
開
花
す
る
の
で
あ

る
か
?
朱
園
耐
は
、
南
渇
の
御
書
閣
と
い
う
法
華
寺
に
保
存
さ
れ
て

い
た
徽
宗
の
「
腹
囲
」
一
幡
・
越
松
雲
「
痕
馬
岡
」
一
舎
が
、
嘉
靖
年
間

に
紛
失
し
去
っ
た
事
宜
を
侍
え

や
が
て
そ
れ
が
董
氏
の
質
庫
に
納

め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
ζ

と
が
判
り
、
憎
いか
伶
に
掛
け
合
い
に
行
っ
た

際、

品
川
は
「
厚
く
贈
っ
て
之
(
俗
)
を
留
む
。
然
れ
ど
も
甚
し
く
は
好

む
所
に
あ
ら
歩
。
蒼
頭
の
持
ち
去
っ
て
何
庭
に
蹄
せ
し
ゃ
を
知
ら
や
ノ

と
魚
ナ
」
態
度
を
示
し
た
と
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
孫
の
嗣
成
が
問

い
つ
め
て
も
、
「
陪
ぜ
や
ノ。

細
さ
に
訪
ね
求
む
る
も
絶
え
て
綜
跡
無
し
」

「
朱
「
湧
敏
小
品
」4
t
J

。

と
い
う
戸
二
ニ
-A
鷹
馬

V

)

ζ

の
朱
園
槙
の
文
脈

K
は、

伶
W
札
制
到

ナ
る
疑
惑
が
ほ
の
見
え
て
い

る
。
も
し
伶
が
無
賓
で
あ
っ

た
と
し
て

も
、
朱
園
禎
が
、
伶
を
、

こ
う
し
た
事
柄
に
フ

い
て
完
全
に
信
用
出

来
る
人
物
だ
と
は
確
信
し
切
れ
な
い
気
持
を
と

こ
か
に
持
っ
て
い
る

こ
と
だ
け
は
確
か
だ
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

し
か
も
後
述
ナ

る
よ
う
な
、
嗣
成
と
全
く
封
眼
的
な
紛
の
獲
に
封
ナ
る
封
庭
の
仕
方

や
態
度
か
ら
し
て
も
、
伶
が
、
下
野
の
後
に
あ
っ
寸
も
、
世
俗
的
な

意
慾
を
紹
っ
て
、
文
人
と
し
て
の
徳
義
に
徹
し
、
詩
文
技
喜
三
味
を

好
し
と
ナ
る
ト
タ
イ
プ
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
勿
論
彼
と
て
も

試
験
官
に
な
っ
た
位
で
あ
る
か
ら
、
官
紳
に
ふ
さ
わ
し
い
経
皐

・
詩
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文
の
才
を
相
謄
以
上
に
持
っ
て
い

た
こ
と
は
事
寅
で
あ
る
。
し
か
し

そ
の
教
養
知
識
は
よ
り
多
く
賓
生
活
の
信
用
の
も
の
で
あ
っ
た
。
賓
生

そ
れ
は
次
の
よ
う
な
方
面
に
つ
い
て
で
あ
る
。

扮
が
子
孫
に
課
す
る
こ
と
巌
整
で
あ
っ

た
の
は
官
僚
珠
備
教
育
を
叩

活
的
と
は
い
っ
て
も
、

き
込
む
意
闘
に
よ
り
多
く
基
い
て

い
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
道
詳
が

そ
の
部
屋
を
訪
れ
て
我
が
事
の
よ
う
に
涙
を

流
ナ
気
の
入
れ
様
だ
っ
た
(
純
一
間
一
一
一諸
)
こ
と
に
も
う
か
が
わ
れ
る
。

し
か
し
や
が
て
、
借
の
意
闘
は
次
々

K
買
現
し
た
。
息
子
の
遁
誇
は

翠
試
に
失
敗
し
た
時
、

高
暦
十

一
年
二
五
八
三
)
進
士
、
南
京
工
科
給
事
中
と
な
り
、
長

孫
の
嗣
成
は
父
に
先
ん
じ
て
蔦
暦
八
年
(
一
五
八

O
)
二
十
一
歳
の
若



年
で
進
士
二
甲
第
一
位
、
躍
部
儀
制
司
主
事
と
な
る
。
更
に
第
三
孫

の
嗣
照
も
や
は
り
二
十
一
歳
で
寓
暦
二
十
三
年
進
士
、
躍
部
観
政
と

い
っ
た
風
で
、
王
世
貞
が
「
盛
事
」
と
し
て
特
記
し
(
一
一
層
鮮
副
輔
配
当
)、

蘇
州
の
陸
樹
盤
一
門
と
そ
の
策
審
の
華
や
か
さ
を
江
右
に
競
っ
た
程

の
首
尾
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
南
湾
を
中
心
と
ナ
る
湖
州
地

方
の
青
年
子
弟
に
文
を
薫
陶
す
る
集
り
を
つ
く
り
、
も
と
試
験
官
の

擢
威
と
能
力
を
以
て
、

中
央
官
場
を
目
指
ナ
彼
ら
に
息
を
か
け
て
い

た
。
更
に
嘉
輿
府
秀
水
豚
の
名
族
呉
鵬
(
工
部
尚
書
)

の
妻
と
し
(
幹
融
制
労
J

一
一
、
)
、
湖
州
府
開
安
鯨
に
名
望
と
富
を
鳴

ら
し
た
茅
一
門
の
坤
(
鹿
門
。
兵
法
家
と
し
て
鳴
る
)
の
女
を
道
諒

の
妻
K
(必
措

訴

訟

協
織
広
…
長
十
一
一
一
一
湾
側
担
巻
)
、
や
は
り

掃
安
の
沈
氏
一
門
の
徹
俳
(
蔦
暦
進
士
。
陸
工
部
向
書
)
の
女
を
嗣
成

の
妻
に
迎
え
て
(
地
酬
誠
一一盟
諸
老
)
、
婚
姻
開
係
も
先
、
ナ
「
面
嘗
戸
L

で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
官
場
内
へ
の
勢
力
扶
植
と
、

の
女
を
自
ら

こ
れ
を
背
景

と
ナ
る
地
方
官
紳
と
し
て
の
最
高
の
権
威
と
を
併
せ
、

護
展
は
傍
一
代
に
於
て
自
賛
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。

そ
の
家
門
の

と
こ
ろ
で
、

ζ

の
現
役
官
僚
か
ら
郷
紳
へ
の
経
、過
の
間
K
、
そ
の

物
質
的
富
も
飛
躍
的
に
増
大
し
た
。
董
氏
の
経
済
的
基
盤
は
、
何
と
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い
っ
マ
も
第
一
に
、

そ
の
大
土
地
所
有
及
び
多
数
の
家
屋
な
ど
の
不

動
産
の
集
積
で
あ
る
。
そ
の
土
地
所
有
の
規
模
を

j

数
字
で
示
す
こ
と

は
全
く
不
可
能
で
あ
る
。
た
だ
、
湖
州
府
下
の
所
有
地
家
屋
以
外
に

前
述
の
よ
う
に
呉
江
鯨
K
数
寓
畝
の
ほ
か
、
嘉
輿
府
秀
水
腕
、
湖
州

府
掃
安
豚
に
も
所
領
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
ζ

れ
は、

董
氏
の
土
地

所
有
が
極
め
て
贋
い
地
域
に
散
在
し
て
い
る
ζ

と、

し
か
も
、

ほ
~ 

前
述
の
姻
戚
閥
係
の
あ
る
地
域
に
ば
ら
ま
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

そ
の
他
に
、
質
摩
を
自
ら
経
営
し
、

小
作
料
と
し
て
集
積
さ
れ
た
米
穀
の
投
機
販
買
を
し
て
訟
り
、
他
人

ょ
う
。
史
料
の
示
ナ
限
り
で
は
、

の
典
蛍
業
や
商
業
に
(
恐
ら
く
は
合
股
の
形
で
)
投
資
し
、
あ
る
い
は

高
利
貸
付
を
行
い
、
家
屋
の
賃
貸
も
多
い

「劉
元
案
「
撫
市
奏
疏
」
巻

f

四
、
納
問
「
萱
倫
害
事
情

疏
」
但
し
、
具
般
的
J

。

史
料
は
後
掲
参
照

」

し
か
し
董
氏
に
は
、
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ζ
ζ

で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
つ
の

重
要
な
性
格
が
あ
る
。
そ
れ
は
何
ら
か
家
族
が
直
接
に
生
産
的
な
経

告
を
や
っ
て
い
る
史
料
を
見
出
ナ
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
で
あ
る
。

道
諒
の
妻
の
貫
家
茅
一
門
w
h
h
s
い
て
は
、
責
氏
と
同
様
、
次
子
の
坤

が
始
め
て
進
士
と
し
て
科
名
を
と
司

T
か
ら
、
名
族
の
仲
間
入
り
を

し
た
に
も
か
か
わ
ら
歩
、
坤
は
そ
の
兵
法
家
と
し
て
の
才
能
を
栴
せ

ら
れ
た
に
ナ
ぎ
夕
、
比
較
的
官
歴
に
め
ぐ
ま
れ
な
か

司
た
。
し
か
し

そ
の
牟
面
、
長
子
乾
は
商
業
を
損
げ
、
末
子
長
は
、
桑
栽
培
と
養
翠
の
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経
営
に
特
別
の
能
力
を
示
し
、
自
ら
「
農
桑
譜
」
六
巻
を
著
ナ
位
で
、

庚
大
な
土
地
に
多
く
の
僅
僕
を
騒
使
し
て
経
営
地
主
に
徹
底
し
た
。

ま
た
坤
自
身
も
、
回
宅
庇
く
、
九
十
歳
に
な
っ
て
も
な
ム
ベ
隻
林
鎮
か

ら
蹄
安
の
花
林
の
所
有
地
ま
で
、
自
ら
田
租
の
徴
収
に
出
掛
け
、
鎮

で
は
商
庖
を
大
規
模
に
経
営
し
て
い
た
。
そ
れ
故
、
茅
一
門
に
と
っ

て
、
坤
の
科
名
は
有
利
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
物
質
的
富
は
む
し

ろ
小
作
料
の
ほ
か
こ
う
し
た
生
産
を
自
ら
推
し
進
め
る
と
と
に
よ
っ

て
か
ち
得
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
劃
し
て
、
萱
氏
は
街
自
ら

大
官
僚
で
あ
っ
た
し
、

あ
る
い
は
、

そ
の
家
も
す
べ
て
官
場
に
深
く
足
を
踏
入
れ
、

い
か
に
も
説
書
人
生
活
に
浸
っ
て
い
て
、
生
産
的
な
経

鐙
に
携
わ
る
こ
と
は
事
宜
上
不
可
能
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

し
た
が
司
て
、

そ
の
富
の
源
泉
は
、
官
僚
稼
業
に
よ
る
経
済
外
的
行

痛
を
、
通
じ
て
得
た
貨
幣
そ
の
他
の
物
件
や
、
小
作
料

・
高
利
貸
で
あ

っ
て
、

い
わ
ば
も
っ
と
も
官
僚
寄
生
的
高
利
貸
的
地
主
で
あ
っ
た
。

家
族
が
こ
の
よ
う
に
寄
生
的
生
活
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
場
合
、

の
E
大
な
富
の
集
積

・
回
轄
の
日
常
事
務
を
、
途
行
ナ
る
も
の
は
、
嘗

時、

首
地
方
に
於
て
最
も
多
数
を
誇
り
、
或
は
多
過
ぎ
る
と
さ
れ
た

「家
人
」「
過
継
子
」
の
加
き
、
家
族
血
縁
的
擬
制
の
下
に
抱
込
ま
れ
た

「奴
僕
」
(
家
父
長
制
的
家
内
奴
隷
)
に
他
な
ら
・
な
か
っ
た
。
や
同
時
の
農

業

・
商
工
業
に
か
い
て
は
、

た
と
え
傭
工
を
傭
っ
た
と
し
て
も
、
個

別
集
約
的
小
規
模
農
業
に
基
礎
を
置
く
限
り
、
家
族
に
よ
る
直
接
経

替
の
規
模
に
は
限
界
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
生
産
力
的

し
か
も

僚
件
の
下
で
、
語
紙
絹
織
業
商
品
生
産
が
、
首
時
最
も
繁
策
し
た
大

湖
南
岸
地
方
農
村
に
お
い
て
は
、
貨
幣
経
済
進
展
の
下
、
土
地
は
細

分
化
さ
れ
た
形
で
買
買
さ
れ
、

土
地
所
有
は
、

集

し
た
が
司
て
、

中
的
に
で
は
な
く
分
散
化
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
(
董
氏
に
つ
い
て
も

前
述
の
よ
う
に
そ
れ
が
現
れ
て
い
る
)
。

と
す
れ
ば
、

ま
す
ま
ナ
、

家
族
の
直
接
的
な
監
督
経
営
下
K
置
か
れ
る
こ
と
は
困
難
で

そ
オL
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は
土
地
所
有
の
規
模
が
大
な
る
程
著
し
い
鐸
で
あ
る
。
か
く
て
採
用

先
ヂ
家
族
員
が
分
散

し
て
擁
臨
を
フ
く
り
、
奴
僕
を
監
督
駆
使
す
る
と
と
で
あ
る
。

し
か

さ
れ
る
方
法
は
、

茅
民
に
hu
け
る
が
如
く

し
華
氏
の
よ
う
に
、
家
族
を
分
散
し
て
経
営
の
燦
貼
を
造
る
こ
と
が

様
々
の
理
由
で
出
来
な
い
場
合
に
は
、
「
家
人
L

「
遁
継
子
」
の
如
き

こ

擬
制
的
家
族
員
を
本
来
的
な
家
族
が
果
ナ
ベ
き
分
散
懐
貼
k
hよ
い
て

そ
の
支
配
を
貫
徹
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
事
態
が
正

に
そ
の
通
り
で
あ
る
こ
と
は
後
論
中
自
ら
明
か
と
・
な
ろ
う
。
何
れ
に

せ
よ
、
扮
は
誼
書
人
と
い
う
よ
り
は
、

正
し
く
謝
盛
糊
も
い

う
よ
う

に
、
「
計
然
仇
約
百
以
て
、
家
を
起
し
素
封
を
江
以
南
に
撞
に
す
」
べ



く
も
ウ
と
も
よ
く
そ
の
才
能
と
剛
気
を
傾
け
た
の
だ
と
い
わ
ね
ば
な

コ

主
「
「
伯
念
詩
集
」
謝
序
J

O

R
d
r銀
志
谷
幻
所
引
」

董

氏

の

獲

の

護

端

祝
似
華
が
特
に
意
を
用
い
て
い
た
董
氏
の
呉
江
豚
に
か
け
る
所
領

を
め
ぐ
る
系
争
は
、
寓
暦
二
十
一
年
(
一
五
九
三
)
七
月
、

そ
の
周
過

士
民
の
集
園
的
な
抗
議
運
動
と
な
っ
て
爆
護
し
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、

更
に
康
汎
か
つ
深
刻
に
展
開
ナ
る
所
調
「
董
氏
之
愛
」

の
前
燭
れ
に

ナ
ぎ
・
な
か
っ
た
。
所
謂
「
輩
氏
之
繁
」
の
経
過
に
つ
い
て
の
関
係
史

料
は
、
私
見
の
限
り
で
は
次
の
六
種
で
あ
る
。
そ
の
第

一
は
、
愛
の

慮
理
結
着
を
つ
け
た
淑
江
巡
撫
劉
元
案
(
高
暦
二
十
二
年
着
任
、
直

隷
任
丘
鯨
人
)
が
、
寓
暦
二
十
四
年
(
一
五
九
六
)
八
月
に
行
っ
た

経
過
報
告
hs
よ
ぴ
庭
分
案
に
つ
い
て
の
極
め
て
詳
細
な
上
奏
文
二
件

「
勘
問
董
尚
書
事
情
疏
」
・
「
勘
問
活
祭
酒
事
情
疏
」
(
劉
の
疏
文
を
集

成
し
た

「
撫
漸
奏
疏
」
巻
四

・
五
各
々
所
収
)
。
第
二
は
、
葦
氏
の
館

K
寄
寓
中
ζ

の
獲
に
遭
い
、
扮
の
た
め
に
陰
な
が
ら
援
助
し
た
李
柴

の
「見
聞
雑
記
」
雄
、
五
十
所
収
の
記
事
。
第
三
は
、
萱
嗣
成
の
妻
の

父
沈
倣
品
川
の
子
孫
た
る
沈
柄
巽
が
、
乾
隆
年
聞
に
故
老
か
ら
き
さ
と
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り
、
あ
る
い
は
愛
嘗
時
の
淑
江
巡
撫
王
汝
訓
や
、
巡
按
監
察
御
史
彰

脹
参
な
と
の
疏
を
参
照
し
、

さ
ら

K
倣
品
川
が
そ
の
女
婿
た
る
嗣
成
の

た
-
b
k
董

一
門
の
立
場
を
鮮
明
し
て
巡
撫

・
按
察
使
に
宛
て
た
書
簡

を
挿
入
し
て
ま
と
め
た
「
擢
驚
老
人
筆
記
」
(
議
)
所
収
の
記
事
。
第

四
は
、
「
寓
暦
野
獲
編
」
の
著
者
と
し
て
夙
に
有
名
な
嘉
輿
府
秀
水
腕

人
沈
徳
符
の
「
倣
帯
驚
徐
談
」
A
萱
伯
念
(
嗣
成
)V
(金
中
淳
編
「
硯

雲
」
乙
編
、
乾
隆
四
三
年
刊
所
収
)
。
第
五
は
、
文
乗
(
腕
刷
)
「
定
陵

註
略
」
尚
一
所
収
記
事
。
第
六
は
、
沈
噴
「
近
事
叢
残
」
所
収
記
事
で

あ
る
。

ζ

の
五
種
の
記
事
は
各
々
相
補
う
部
分
が
あ
る
が
、

一
般
的

に
い
っ
て
前
三
種
が
最
も
基
本
的
史
料
で
あ
り
、

し
か
も
官
紳
大
土

-35-

地
所
有
に
批
判
的
な
王
汝
訓
・
彰
臆
参
、

訟
よ
び
や
や
日
和
見
的
な

表
現
に
堕
し
て
は
い

る
が
、
「
家
人
L
H
H
奴
僕
の
横
暴
を
強
調
す
る
劉

元
案
ら
の
事
件
捲
嘗
官
僚
の
立
場
、
扮
を
支
持
す
る
李
柴
の
立
場
、

在
野
で
批
判
的
な
沈
柄
巽
の
立
場
な
と
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
た
立
場
で
の

観
察
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
後
三
者
の
中
、
沈
徳
符
の
も
の
は
同
時

代
の
近
将
人
と
し
て
沈
墳
の
も
の
よ
り
も
や
や
時
間
的
空
間
的
距
離

が
近
く
濁
自
の
見
方
を
持
っ
て
い

る。

し
か
し
沈
墳
の
も
の
に
も
他

に
み
ら
れ
ぬ
事
賓
を
俸
え
て
い
る
部
分
が
あ
る
。

文
乗
の
も
の
は
、

他
書
に
見
ら
れ
ぬ
王
・

彰
庭
分
関
係
上
奏
文
が
あ
る
。

以
下
ζ

れ
ら

の
史
料
に
基
い
て
舷
述
ナ
る
が
、
註
記
は
順
に
「
輩
疏
」

「
荷
疏
」
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一雑
記
」一

筆
記
」「
除
談
」
「
註
略
」
「
叢
残
」
と
略
和
す
る
。

さ
て
、
呉
江
時
人
の
集
固
抗
議
の
内
容
に
つ
い
て
は

「不
敷
産

債
」
と
い
う
以
外
に
史
料
は
何
も
語

っ
て
く
れ
な
い

(
荷
疏
・

叢
残
)
。

し
か
し

ζ

の
蟹
に
闘
辿
し
て
官
僚
が
調
査
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば

董
氏
と
湖
州
の
民
衆
と
の
間
の
紛
争
の
種
と
な

っ
て
い
る
事
質
は
、

嘉
靖
三
十
三
年
(
一
五
五
四
)
以
来
、
数
十
件
に
の
ぼ
り
、

し
か
も
そ

の
中
に
は
輩
氏
お
よ
び
そ
の
「家
人
」
1
奴
僕
と
民
衆
と
の
聞
の
不
動

産
貰
買
、
あ
る
い
は
負
債
の
捻
保
物
権
取
引
に
か
い
て
、華
氏
側
が
不

首
に
低
い
債
格
を
強
制
し
て
い
る
類
の
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る

(董

疏
)
。
し
た
が
っ
て
、
「
不
敷
産
償
」
と
い
う
呉
江
牒
人
の
主
張
も
こ
う

し
た
事
柄
に
基
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
し
て
大
過
あ
る
ま
い
。

間
似
華
は
、

こ
れ
ま
で
も
騒
々
董
氏
の

「
蒼
頭
」
が
呉
江
腕
人
に

劃
し
て
横
暴
を
働
い
た
際
、
容
赦
な
く
{
牛
に
ぶ
ち
込

ん
で
い
た

(康
照
臭
江
勝
志
)。
そ
し
て
ζ

の
度
も
強
い
態
度
で
事
の
昆
理
に
蛍

f

巻
九
、
官
緯
」

ろ
う
と
し
、
蛍
時
新
任
の
烏
程
豚
知
服
張
腔
望
に
、
通
告
し
た
。
張
陸

望
も
ま
た
早
速
輩
氏
関
係
の
紛
争
を
調
査
し
、
個
別
に
底
分
ナ
ベ
く

仕
事
を
始
め
た
。

と
の
よ
う
な
事
態
に
到
し
て
葦
氏
側
は
、

ど
の
よ
う
に
封
昆
し
ょ

う
と
し
た
か
?
蛍
時
、
道
誇
は
既
に
二
年
前
に
病
残
し
て
い
た
。
そ

し
て
、
長
孫
の
嗣
成
は
、
前
年
に
、
神
宗
朝
を
一
貫
し
て
紛
糾
し
た

皇
太
子
選
立
問
題
に
閥
辿
し
て
紳
宗
の
庭
置
に
抗
疏
し
「
妄
言
之
罪
」

を
以
て
官
籍
を
剥
奪
さ
れ
師
宅
し
て
し
ま
っ
て
い
た
(糊
J

諮
問
匹
臥
)。

嗣
成
は
若
年
で
中
央
官
場
に
入
り

「我
れ
三
世
も
天
乱
脈
を
食
む
。
奈

何
七
尺
を
愛
し
て
明
主
の
局
に
一
つ
の
忠
言
せ
ざ
ら
ん
や
」
と
直
情

径
行
の
意
気
を
持
つ

T
い
た
(
向
上
書
篠
)
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。

蹄
省
し
た
嗣
成
を
取
巻
く
青
年
諸
生
の
聞
に
は
、
董
氏
に
批
判
的
な

た
と
え
ば
、
紛
の
薫
陶
を
受
け
し

か
も
倍
を
驚
倒
せ
し
む
る
才
告
を
一
下
し
ご
(金
以
銘
「
鞠
逸
吟
底
雑
紗
」
)

，自

f
f銀
志
巻
三
四
補
遺
所
牧
」

一
日
嗣
成
と
遊
び
、
走
馬
燈
に

つ
い

て
分
詠
ナ
る

空
気
が
相
首
に
深
刻
で
あ

っ
た
。
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彼
の
朱
閤
棋
は
、

こ
と
に
な
っ
た
際

結
句
し
て

「
炎
炎
た
り
。

誰
か
駕
に
税
せ
ん

か。

蛾
は
牽
く
是
れ

程
に
鯖
せ
ん
」

と
(
誠
一一門
四十
一一
に
に

h

一一
一

「水
」
と
の
音
通
、
「
程
」は
烏
程
の
こ
J

と
で
、
「
減
」
と
の
-
官
通
を
狙
っ
た
も
の
な
ら
ん

)。

ζ

の
時
嗣
成
は

「紙
を
担
つ
て
従
耳
…
然
(

h

z

そ
れ
フ
ミ

し
む
)
た
り
」
と
い
う
(
剛
似
害
)。

し
た
が
っ
て
嗣
成
は
、
青
年
客
気
の
正
義
感
も
出
停
っ
て
葦
氏
一
門

に
射
す
る
か
な
り
の
自
己
反
省
を
自
ら
求
め
ね
ば
・
な
ら
な
か
っ
た
に

違
い
な
い
。
呉
江
の
事
件
が
起
る
や
、
扮
に
向
っ
て
、
呉
江
所
領
の

管
理
に
や
田
つ
マ
い
た
董
(
章
)
搾
ら
の
「
家
人」

の
行
動
を
巌
し
く

戒
め
、

回
土
の
紛
争
に
一
々
黒
白
を
つ
け
る
よ
う
熱
心
に
鞠
め
た



ヘ
蔦
暦
二
十
四
年
三
月
初
七
日
申
蒙
張
J
o

f

参
政
・
湯
副
使
曾
同
参
審
得
「
董
疏
」
」

虚
理
策
は
「
大
人
(
伶
)
の
設
く
る
所
の
義
倉
の
意
は
恵
む
に
在
り
。

そ
し
て
嗣
成
が
伶
に
示
し
た

此
れ
一
方
の
み
。
蓋
し
亦
盛
事
を
推
慶
し
て
、
諸
所
の
置
田
・
園
庫

-
麗
舎
は
、
其
の
什
の
三
を
剖
き
て
以
て
民

K
務
え
よ
。
否
れ
ば
則

ち
其
の
値
ー
を
量
り
て
之
を
翠
え
よ
」
(
刊
伊
」
鰍
開
巻
)
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。

こ
う
し
た
嗣
成
の
考
え
方
に
封
ナ
る
伶
の
態
度
に
つ
い
て
「
其
の

設
を
善
み
ナ
」
と
傍
え
る
史
料
も
あ
る
(
鵠
)
。
し
か
し
恐
ら
く
は

そ
う
で
・
な
か
っ
た
ら
し
い

3

元
来
、
伶
は
卒
常
か
ら
嗣
成
の
言
行
に

不
満
を
抱
い
て
い
た
節
が
あ
る
。

嗣
成
は
、
「
詩
字
に
工
み
で
、
往

往
手
や
ノ
か
ら
書
し
た
扇
軸
及
び
詩
稿
を
以
て
人
に
贈
る
」

の
で
あ
っ

た
が
、
伶
は
こ
れ
に
つ
い
て
、

「
我
が
家
の
勢
を
以
て
し
て
、

み
た

と
に
銀
幣
を
以
て
歓
を
帰
す
と
雄
も
、
猶
未
だ
人
望
を
塞
さ
ざ
る
を

日
ど

恐
る
お
が
ど
と
し
。
奈
何
ぞ
清
客
の
行
径
(
行
篇
)
を
数
ナ
乎
。
将
来
、

吾
が
家
を
破
る
者
は
必
デ
此
の
子
な
り
」
(
針
知
的
知
)
と
の
感
慨

を
洩
し
た
と
い
う
。
し
か
も
品
川
の
こ
の
獲
に
封
ナ
る
態
度
に
つ
い
て

は
李
楽
が
、
「
不
俣
(
李
)
に
掛
し
マ
も
亦
、
自
ら
奴
僕
多
き
に
遁
ぐ
る

を
認
め
、
奴
僕
既
に
多
け
れ
ば
、
則
ち
宇
い
趨
き
て
利
を
莞
む
る
者
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少
か
ら
や
ノ
。
回
産
慶
大
な
れ
ば
、
鷲
ぞ
能
く
債
値
の
卒
か
な
る
を
蓋

さ
ん
。
只
々
宜
し
く
出
示
し
て
愚
民
の
之
を
郡
邑
に
告
ぐ
る
を
聴
し
、

其
の
剖
断
K
任
ナ
ぺ
き
な
り
」
(
開
)
と
停
え
て
い
る
。
い
う
ま
で
も

な
く
、
こ
の
考
え
方
は
、
専
ら
董
氏
の
私
的
責
任
に
か
い
て
慮
理
せ

ん
と
ナ
る
嗣
成
と
喰
遣
っ
て
い
る
。
そ
と
で
は
、
大
土
地
所
有
の
鶴
田

理
を
私
的
に
蔦
全
な
ら
し
め
る
こ
と
の
困
難
さ
を
告
白
し
、
管
理
事

務
慮
理
の
一
定
部
分
を
一官
憲
に
委
ね
よ
う
と
す
る
考
え
方
が
一
示
さ
れ

て
お
り
、
民
衆
の
一
定
以
上
に
盛
上
っ
た
抵
抗
K
掛
抗
し
よ
う
と
ナ

る
際
、
私
的
に
解
決
し
得
る
能
力
を
持
ち
得
な
い
嘗
時
の
官
紳
土
地

所
有
の
特
質
を
期
せ
ナ
し
て
吐
露
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
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も
こ
の
方
法
は
、

ζ

の
援
の
私
的
責
任
を
、
官
憲
の
慮
理
の
仕
方
の

善
悪
如
何
と
い
っ
た
場
に
ナ
り
襲
え
回
避
す
る
ζ

と
に
も
な
っ
て
い

る
。
と
こ
ろ
で
品
川
は
、

ζ

の
よ
う
に
専
制
的
封
建
王
朝
の
政
治
的
理

念
か
ら
す
れ
ば
、
如
何
に
も
も
っ
と
も
ら
し
い
態
度
で
一
貫
し
て
い

た
静
で
は
な
い
。
伶
は
紛
ら
し
い
私
的
な
庭
理
策
を
極
め
て
陰
険
に

「
重
貨
を
愛
し
ま
や
ノ
、
以
て
斡
首
に

一
一
一
の
院
院
と
し
て
覗
う
者
に
購
わ
り
、
得
て
甘
心
ナ
る

を
欲
ナ
る
こ
と
数
な
り
」
(
鑓
訓
話
嘩
」
)
と
い
っ
た
工
合
で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
嗣
成
の
申
出
に
封
ナ
る
扮
の
態
度
は
、
恐
ら

く
李
柴
が
「
孫
一
刷
部
一
郎
君
は
世
故
に
一
語
ら
か
な
ら
や
ノ
」
(
間
)
と
許
し

め
ぐ
ら
し
て
い
た
。

そ
れ
は
、

輿
う
。
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た
の
と
同
様
の
も
の
で
、
結
局
、
「徐
談

の
筆
者
沈
徳
符
が
、
「宗

伯
(
伶
)
は
然
り
と
拘
わ
ヂ
」
と
記
し
て
い
る
の
が
、
む
し
ろ
、
よ
り

民
相
に
近
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る。

さ
て
、
問
成
は
伶
の
賛
意
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ヂ

「奮
然
と
し
て
之
を
行
い
、
故
忠仲
人
を
場
げ
て
以
て
小
民
に
示
ナ
。
或

は
ま
阪
伊山
止
め
、
或
は
回
頗
を
許
ナ
。
各
一
係
緒
有
り」

(維
)
と
い
っ

た
行
動
に
出
た
の
で
あ
っ
た
。
祝
似
華
は
、
嗣
成
を
援
助
す
る
積
り

そ
れ
と
も
嗣
成
の
求
め
K
陛
じ
た
の
か
、
と

に
か

く
訴
状
を
嗣
成
に
迭
り
届
け
て
い
る
(蛾
)。

こ
の
嗣
成
の
行
動
に
つ

い
て
の
世
評
は
好
意
的
な
も
の
が
多
く
、
残
さ
れ
た
記
事
自
位
に
つ

い
て
も
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
伶
は
、
李
楽
が
「
山
間
書
輩
公
は
頗
る

大
過
な
し
」
(
間
)
と
頻
り
に
耕
一
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
程
、

一
般
に
冷
い
阪
で
み
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
嗣
成
の
行
動
は
「
気

で
あ
っ
た
の
か
、

節
」
に
富
む
も
の
と
し
て
そ
れ
自
身
主
観
的
に
は
賞
せ
ら
る
べ
き
も

の
で
あ
っ
た
と
し
マ
も
、
客
観
的
現
貨
に
お
い
て
は
、
嗣
成
の
思
い

を
超
え
て
は
る
か
に
、
民
衆
の
不
満
は
根
深
く
激
烈
で
か
つ
贋
汎
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
康
大
深
刻
な
不
満
を

一
時
に
爆
裂

さ
せ
る
導
火
線
駐
火
の
役
割
が
嗣
成
に
よ
っ
て
演
ぜ
ら
れ
る
結
果
と

な
り
終
っ
た
。
ぬ
山
が
卒
常
嗣
成
を
「
僻
し
め
」
(
州
開
制
問
)
て
い
た
理
由

が
ま
た
起
っ

た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
か
と
い

司
て
、
伶
の
慮
理
方

式
の
方
か
よ
り
現
宜
に
数
架
を
持
っ

た
と
は

そ
の
後
の
蕗
史
も
決

し
て
誼
明
し
て
か
ら
歩
、
根
本
的
に
は
む
し
ろ
逆
で
あ
っ
た
の
で
は

あ
る
が
。

ζ

う
し
て
、
呉
江
豚
人
の
事
げ
た
峰
火
は
、
嗣
成
の
言
動
一
度
出

デ
る
に
及
ん
で
、

一
時
に
湖
州
民
の
激
烈
な
集
回
的
な
抗
議
運
動
を

「愚
民
調
え
ら
く
、
其
の
堂

K
登
る
者
は
、

即
ち
金
を
袖
に
し
て
還
る
べ

し
と
」
(
鵡
)
、
或
は

「諸
産
は
倶
な
由

化
(
日
付
か
し
)
に
属
ナ
。
翠
く
徒
手
に
て
之
を
得
ん」

(
搬
)
な
と
と
、

民
衆
は
思
い
思
い
に

「旬
日
な
ら
や
ノし
て
、
擁
し
て
大
門
(
董
氏
の
)

誘
裂
し
た
。
ナ
は
わ
ち
、
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K
至
る
者
百
千
品
開
人
。
主
人
の
門
を
閉
し
て
納
れ
ざ
れ
ば
、
愚
民
は

翠
緊
し
て
罵
脅
し
て
的
慨
し
て
之
に
随
う」

(
鵡
)
と
い

う
紋
況
に
立

至
っ
た
。
そ
こ
で
嗣
成
は

「其
後
、
終
に
門
客
の
言
を
以
て
、
大
約

畝
十
分
の
中
、
原
主

K
二
分
を
退
還
す
と
」
(
鵡
)
宣
言
し
た
の
で
、

漸
く
「
喧
盟
問
息
む
」
(
棚
)
こ
と
と
な
っ

た。

し
か
し
、
訴
え
る
も

の
は

「
日
と
と
に
千
百
人
」
(
搬
)
と
い
う
有
様
て
そ
の
上
無
根
の

事
賓
を
詐
稀
し
て
ボ
ロ
儲
け
を
し
よ
う
と
ナ
る
も
の
が
績
々
跳
梁
ナ

る
よ
う
に
な
っ
て
は
、
流
石
に
嗣
成
の
手
に
除
っ
た
。
そ
し
て
「
徐

談
」
は

「
伯
念
(
嗣
成
)
も
中
に
悔
む
無
き
能
わ
や
ノ」
と
俸
え
て
い
る
。



恰
も
十
二
月
に
は
、
巡
撫
王
汝
訓
の
代
理
で
巡
按
監
察
御
史
彰
鷹

た
。
そ
こ
で
烏
程
知
鯨
張
臆
望
に
調
査
さ
せ
る
と
と
と
な
っ
た
(
幡
)
。

謝
が
何
を
恐
れ
た
か
は
史
料
に
よ
っ
て
語
ら
し
め
得
な
い
が
、
こ
の

参
が
湖
州
に
巡
現
に
や
っ
て
く
る
と
、
湖
州
民
は
「
諸
の
董
を
仇
と
ナ

る
者
、
先
を
争
っ
て
牒
を
投
じ
て
途
巷
を
境
警
y
」
(
輪
)
と
い
っ
た

吠
態
に
直
面
し
た
。
王
汝
訓
の
言
に
よ
れ
ば
「
不
得
不
慮
」
(
糊
)
程
の

そ
こ
で
彰
は
早
速
収
拾
に
乗
出
し
、
ま
ナ
推
官
の

も
の
で
あ
っ
た
。

ベ
ダ
ン

テ
イ
ス
ト
が
保
身
の
震
に
し
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
と
も

あ
れ
、
早
速
に
、
多
・
張
ら
の
努
力
で
、
湖
州
民
の
訴
状
を
審
査
し

謝
肇
淵
に
審
査
を
依
頼
し
た
が
、
彼
は
健
れ
て
や
ろ
う
と
し
な
か
っ

ど
と
く
で
あ
る
。

た
結
果
、
最
初
の
大
規
模
な
慮
分
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
第
一
表
の
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第
一
表
(
董
疏
よ
り
作
製
)

1 2 3 

録
旗
本
車

董
(
章
)椿

4 5 

玉

雲

一

紀

融

制

度
雪
易
一
重
(
潜
)
鯛

E
望

書

一

(

世

維

奴

)

伊
祈
昇

一
董
(
寧
)
椿

沈
稲
一
董
世
珊
明

言
月

E
弓
董
和
之
奴

p
g
R
4
一戸輩
(
察
金
)
松

首

一『
董
(
李
)
俊

市
一
戸
董
河
(
丘
澄
)

倫
一
面
謀
略
)

6 7 8 9 

了

11 10 

了

事

主主

括
弧
内
は
奴
僕
の
原
姓
名
。「
内
容
」項
の
文
章
は
原
告
が
主
語
被
告
が
取
引
相
手
と
な
る
。

容

国
一
四

O
畝
値
債
四
五

O
雨
賀
典
拘
除
債
利
百
雨
。

回
一
四

O
畝
値
債
ニ
四

O
商
賀
典
初
除
五

O
雨。

認

定

利
一
両
|
引
一
利

l
l

告一

||叫

張

秀

姿

一

董

復

一

勝

田

三

・

九

畝

得

債

一

四

爾

寅

興

。

朱
甜
伊
奈

一
方
路
鮮

一
勝
田
五

・
七
四
畝
蕩
六
畝
賀
輿
陶
鋳
。
後
崎
町
弟
冊
目
穂
貰
。

張
高
陸
一
董
鳳
池
(
李
鴛
こ
回
一
三
畝
資
奥
得
償
四
三
雨
。

勝
房
・
楼
・
基
地
四
ニ
畝
質
製
椿
・
董
(
李
)
侠
・
董
(
陸
)
岳
・
陸
室
。

拘
除
債
利
銀
百
雨
。
勝
債
一二

O
雨
。

父
王
国
#
府
田
三

O
畝
賀
典
得
債
五
七
・
七
雨
。

房
屋
一
所
連
基
地
議
債
銀
四
四
雨
。
索
除
債
刺
銀
一
四
繭
。

勝
在
城
臆
同
町
基
地
六
畝
議
償
七
九

O
雨
賀
典
董
伶
。
椿
止
付
六
六

O
雨。

問
地
ニ
・
二
畝
被
王
本
清
盗
貰
凌
端
之
。
拙
押
寅
揚
租
董
件
。

金
家
算
帳
時
時
抵
燭
。
松
憾
罪
。
将
不
明
田
地
投
献
内
外
勢
要
之
家
者
。

事
例
回

一
五

O
畝
・
模
房

一
所
投
獄
董
利
。

蔦蔦"隆
暦庫事 慶
6 6 6 4 

高
暦
川
山

高
岡
盾
叩

" "嘉'靖
41 40 

" " 

虎
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詐

訟

8 

椿
興

一
三

O
雨

輿
陵
等
貼
一
二

O
雨

詐

訟

主
人
質
世
維
一
四
繭
出
銀

椿
出
銀
一
三

O
爾

出
銀
八
・
五
繭
作
買
国
債

退
閏
・
房
値
銀
百
爾
問
登

漫
街
永
遠
充
軍
値
銀

退

団

員
亙

回
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12 

洗
文
明

董
(
徐
)
科

萱
(
察
金
)
松

明

輩
(
徐
)
鳴
諮

債
銀
百
雨
利
三

O
雨
無
選
。
折
准
一
房
屋
基
地
管
業
。

府
間
二
七
畝
房
三
間
得
償
二
一
七
雨
。
勝
銀
四
三
雨
。

勝
田
九
畝
交
百
雨
。
房
屋

一
所
出
資
。
囚
}
近
界
遁
成
交
易
付
八
七
雨
。

共
勝
三

O
雨
。

欠
ニ

O
雨
無
選
。
帰
国
三
五
畝
議
債

一
五

O
雨
使
輿
。
初
除
前
銀
止
戎

銀
一
三

O
雨
。

勝
二
百
疋
笛
興
。
詐
屋
漏
組
問
。
匿
布
三

O
疋
。
値
銀
四
雨
。

勝
田
九

O
畝
蕩
一

一
五
畝
資
興
。
該
償
三
六

O
雨
。
止
付
ニ

O
問
。
向

取
糊
持
田
九
・
七
畝
退
刷
(
。

附
川
房
屋
一
所
賢
興
。
得
償
七

O
雨
勝
一

O
雨
。

崎
前
房
屋
ニ
所
賀
典
。
得
償
一
九
六
雨
勝
二
五
雨
。

地一一一

O
俗
畝
賀
典
該
似
一
一
五
雨
。
除
原
債
子
母
銭
一
一

一附
止
付
九
七

両
強
買
。

父
朱
淳
肺
門
房

一
所
基
地
図
五
四
畝
賀
典
得
債

二
五

O
雨
。
賂
八

O
爾
。

勝
田
町
六

O
間
基
地
一
六
・
四
畝
得
償
四
九
三
雨
。
引
領
揚
陸
賀
胤
(
重
品
山
。

後
照
原
債
帥
押
葉
潜
卿
{
匹
。

勝
房

・
基
地

一
所
六
分
由
民
興
得
償
九

O
雨
。
興
王
九
齢
営
失
索
銀
一

O

雨
。

義
男
徐
引
尋
問
萎
周
氏
投
算
。
牧
受
役
使
。

勝
国
三

0
・
五
畝
賀
典
。
短
少
傾
銀

二
五
雨
。
止
付
五

O
雨
。

勝
三
五
畝
房
一
所
抵
借
本
六

O
雨
。
次
年
利
一
回
・
五
雨
。
別
加
銀
一

0
・
五
雨
無
還
。
駒
田
稲
樵
去
値
銀
三

O
品
開
隔
。

地
一
畝
。
囚
一
泡
界
勝
一
五
両
強
貿
。
不
出
削
向
要
間
服
。

借
本
五

O
雨
。
次
年
本
別
六
五
雨
。
分
外
張
索
銀
ニ

O
雨
。

勝
房
基
地
図
演
劇
間
得
償
四
七
八
雨
。
叉
勝
房
一
所
褒
胤
(
得
償
七
五

O
雨
。

共
勝
一
二
九
問
。

者

-コ
チ

ッ

P
の
姓
は
紛
の
奴
。
鳴
韻
脚
・
世
維
・
世
相
瑚
は
監
生
で
父
祖
が
萱
奴
た
り
し
者
。

13 

朱
榛
機

14 

央

15 

沈

16 

張
君
錫

17 

央

18 

談

19 20 

計
弼
相

21 

朱
闘
光

22 

陸
総
中

23 

資

24 

徐
嗣
麟

25 

了
夢
継

26 27 

陵
鯉
相

28 

那
洪
道

29 

謝

，:. 
7T< 

萱
鑑
(
世
均
奴
)

輩
(
徐
)
鳴
謙

j茨

輩
(潜
)
刺

標

董
(
徐
)
鳴
訴

" 

董
(
凌
)
世
維

" 
董
(
章
)
椿

董
(
楊
)
陸

砲

董
(
徐
)
鳴
謙

資
(
茶
金
)
松

輩

諒

" 

輩
(
茶
金
)
松

沓
一嶋
謙

・
民一
奴

輩
(
王
)
九
齢

輩
(
潜
)
籾

龍

董
(
章
)
棒

" 
1312 

Ii 

" " 
高
暦
日

" 
11 

" " " " " " " 
高
田
府
げ
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出
銀
一
二
九
悶

出膿退
銀 地
四。

三出
爾銀

。
雨
回

出
三

O
雨

13 

車由
一世
均
出
銀
一
八
・
五
雨

四
爾
返
還

退
周
一
六

・
三
畝

出
一

O
爾

出
勝
二
五
雨

14 

出
一
五
雨

退
田
地
一
一
畝

15 

出
銀
八
十
雨

出
銀
一

O
雨

言世

訟

16 

出
銀
二
五
雨

退
回

・
房
。
出
銀
八
十
雨

回
照

出
銀
十
両
国
賊

退
還
ニ

O
雨
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し
か
し
、
訴
肢
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
歩
、
盆
々
婚
し
て
ゆ
く
ば
か

り
で
あ
っ

た
が
、
彰

・
張
ら
は
精
力
的
に
動
き
、
十
二
月
二
十
五
日
、

翌
二
十
二
年
正
月
初
一
日
、

十
五
日
、

訴
状
の
審
査

二
十
日
と、

の
結
論
が
出
さ
れ
て
い

司
た
。
そ
れ
は
、
極
め
て
董
氏
に
巌
し
い
慮

置
で
あ
り
、

固
な
い

し
五
割
が
た
家
産
を
失
う
結
果
と
な
っ
た
と
停

え
る
史
料
も
あ
る
(膿
)。
勿
論
、
「
家
人
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
慮
分
を
受

け
獄
に
投
げ
ζ

ま
れ
た
り
、

拘
禁
さ
れ
た
り
し
た
。

四

沼
氏

へ
の
波
及
と
董
氏
の
霊
策

董
氏
に
劃
ナ
る
抗
議
運
動
が
呉
江
鯨
民
か
ら
湖
州
民
に
披
が
る
の

第

二

表

長
「
活
疏
」
よ
り
抽
出
作
製

と
殆

ε同
時
に、

南
薄
鎮
の
梢
々
南
に
ら
る
蹄
安
脈
所
属
の
筆
円
山
な

る
郷
村
に
本
擦
を
構
え
て
い
た
宿
氏
も
ま
た
湖
州
民
の
襲
撃
を
受
け

た。

ζ

こ
で
宿
氏
を
採
り
上
げ
る
の
は
、
思
K
沼
氏
が
董
氏
と
同
時

に
同
地
域
で
襲
K
遭
っ
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
沼
氏
が
董
と
姻
戚

聞
係
に
あ
り
(鵡
)
、
獲
の
蛍
時
に
も
恥
互
に
密
接
な
連
絡
を
保

っ
て

針
策
を
練
っ
て
い
た
か
ら
と
い
う
に
と
と
ま
ら
な
い
。
む
し
ろ
最
大

の
理
由
は
、
吉
氏
の
方
が
獲
に
よ
る
打
撃
を
よ
り
尖
鋭
深
刻
に
受
け

た
だ
け
に
、
官
紳

一
門
の
権
力
の
崩
壊
が
よ
り
目
六
飽
的
な
形
で
史
料

に
残
っ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
何
故
そ
う
な
っ
た
か
?

そ

~ 41ー

の
直
接
的
な
理
由
と
し
て
史
料
の
語
る
と
ζ

ろ
は
、

と
り
わ
け
、
落

5 4 3 2 l 号鹿

訪4 容日長 謝 停{専父徐 取

科美徐奇革 号|
鳳 卿 奈 父 元需省 相

徳故 手

司王陳 百E陳 陣、 ?包 差
( ( ( 

遺
ざ傍 き伶

沈
骨子 ) 奴

機 権 権 僕r

畝因 J降無{背陳因契j降
山欠銀措汝告示興資質
四詰 - J符前不汝荷房
十汝 百 田銀合前 雄一
畝前雨四五誘僚主所

作債 託 t畝重z量雨 主手IJ 活時
債利 付 、婚相汝債
三 。 張 結房関前銀 事
三汝 容 陳、笑本 車車、宝島凹
雨前卿 貰J降業百
抵;丞生紛利 t倭房 。雨

遼令放叉九郷屋荷
。陳 。 不雨宮ー権叉
紛 合無 所 不蛍
高E 歎還得、合房 3案

機各
不 。 債立 不一

完陳 ー契行察所
不 糧伶五質 時
メEh3h ?芭五輿主償
依 累機各 雨汝 、銀
聴 謝 。前 郎共三
!;'x 奈不 、 百 認、
左"益ヨ予Z III同乞ぷ区〉立h 虚 f貿雨
Iカ 納号l 撞債 一八叉、
鳳 雨残
在 宅疾 、手IJ 0田
家 老 共 雨三
盤 人 填 。寸ー

笑 事I f買 五 定
於 幸良

無 謝
措 善幸 四
~守 家 。
回 生住 雨 一

取
。

百
後 繭

百高 高 I草1 高 ;甥
暦 蕗 暦 廃 際 時

19 1 15 14 8 
6 
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氏
の
蛍
主
た
る
腔
期
(園
子
祭
酒
に
陸
任
し
退
官
し
て
郷
に
住
む
)
の

長
男
た
る
汝
一
前
(
監
生
)
が
、
「年
少
に
し
て
艦
法
を
循
わ
や
ノ。

僕
を

縦
っ
て
非
を
魚
し
、
怨
を
郷
田
定
取
る」

(
附
)
と
い
っ
た
事
置
で
あ

る
。
彼
の
非
行
と
し
て
巡
按
の
取
調
べ
で
認
定
さ
れ
た
事
件
は
第
二

表
の
如
く
で
あ
る
。

し
か
し

こ
う
し
た
事
宜
の
背
後
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え

ら
れ
て
よ

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

苦
氏
の
土
地
所
有
も
ま
た
、
蹄

安

・
武
康
(以
上
湖
州
府
)
・
崇
徳

・
桐
郷
(
以
上
嘉
輿
府
)
の
各
豚
に

跨
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
富
に
於
て
董
氏
K
及
ば
な
い
。
そ
れ

故、

地
主
と
し
て
生
き
る
た
診
に
は
、
董
氏
よ
り
も
は
る
か
に
地
代

そ
の
他
の
収
奪
集
積
を
ゆ
る
が
せ
に
出
来
な
い
の
み
な
ら
や
ノ
、
収
奪

管
理
業
務
を
遂
行
す
る

の
に
、
擬
制
的
家
族
た
る

「
家
人
」
を
や
た

ら
K
養
っ
て
L
S

く
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

し
た
が
っ
て
家
族
員
が
直

接
に
管
理
野
働
に
従
事
し
・
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
僚
件
が
よ
り
多
く
あ

る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
民
衆
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
憎
悪
の
封
象

が
、
董
氏
の
場
合
に
は
よ
り
多
く
「
家
人
」
に
か
か
れ
勝
ち
な
の
に

反
し
て
、
活
氏
の
場
合
に
は
家
族
員
に
直
接
か
か
れ
る
比
重
が
よ
り

大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
汝
前
の
個
人
的
品
性
が
、
民
衆
の
憎
悪
を

煽
っ
た
の
は
、
正
に
こ
う
し
た
燦
件
の
上
に
彼
自
身
の
行
動
が
護
現

し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
因
み
に
「
叢
残
」
は
沼
氏
に
つ
い
て
、
「下

を
限
す
る
こ
と
巌
念
。
叩仰
に
居
て
恩
を
少
く
ナ
。
豪
富
は
査
に
及
ば

ざ
る
も
、
怨
を
数
む
る
こ
と
之
に
遇
く
」
と
停
え
て
い
る
。

董
氏
の
場
合
、
押
寄
ぜ
た
民
衆
が
董
氏
の
邸
内
に
飢
入
す
る
と
と

も
・
な
か
っ
た
ら
し
く
、
ま
た
伶

・
嗣
成
が
直
接
K
民
衆
と
引
見
し
た

事
賓
も
接
見
で
き
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
活
民
の
場
合
に
は
、
蔦

暦
二
十

一
年
十
二
月
某
目
、

丘
邦
卿

・
食
時
行
が
、
李
露

・
李
朋

朱
清

・
侃
容

・
呉
潮
ら
を
招
引
し
、
約
百
人
ば
か
り
の
集
園
を
な
し

て
活
宅
を
園
ん
だ
。
彼
ら
は

「鍵
を
鳴
ら
し
由
緒
を
終
っ
て
旗
と
矯

- 42ー

し
」、

「接
言
ナ
ら
く
、
産
業
を
佑
せ
ら
る
。
具
告
を
行
わ
ん
こ
と
を

『

ゆ

巴

/

要
む
と
。
百
般
回
一

7

一面一厚ナ」

一ゴ
一と

い
う
勢
で
あ
っ
た
。

Am時
行
は
一

/
副
剛
¥

方
で
、

「誘
帖
を
草
し
て
事
件
俸
語
」
(
陥
)ナ
る
用
意
を
し
て

い
た
。

や
が
て
彼
ら
は
侵
入
し
て
中
堂
に
至
り
「
願
畷
」
し
た
。
中
で
も
丘
元

の
ど
と
き
は
老
齢
か
つ
病
身
で
あ
っ
た
が
、
「
義
男
」H
H
奴
僕
の
禁
孝

(
A
m

順
)
に
か
つ
ぎ
込
ま
せ
て
乗
込
ん
で
い
る
(附
)。
麿
期
の
夫
人
呉

氏
は
、
首
時
の
暴
肢
に
つ
い
て
、
「
棲
房
一

座
を
折
虫
し
、
猪
羊
を
椎

殺
し
て
一
空
と
な
し
、
中
堂
に
謹
飲
し
喋
擁
ナ
。
内
室
の
姪
婦
(
汝

前
の
妻
)
李
氏
は
娩
身
に
て
尊
に
在
り
、
登
時
驚
死
せ
り。

百
年
の

墳
樹
も

一
旦
に
し
て
斬
伐
し
て
寸
草
も
留
ま
ら
や
ノ
」
と
告
訴
し
て
い



る
(
腕
)
。

の
告
訴
が
逐
篠
無
根
で
あ
る
と
の
判
定
を
下
し
て
い
る
。
百
氏
の
官

紳
地
主
と
し
て
の
権
威
を
以

T
し
て
も
、
な
お
、
た
と
え
ば
荷
氏
の

(
塁
長
)
の
郁
侃

し
か
し
、
按
察
司
は
、
多
く
の
人
の
謹
言
に
基
い
て
、

「
排
隣
」
で
「
塘
長
」
た
り
し
周
富
や
、
「
糠
星
」

ら
は
、

は
っ
き
り
と
無
根
を
謹
言
し
て
、
「
猪
羊
を
椎
殺
し
、

諦
飲

喋
擁
等
の
情
無
し
」
、
あ
る
い
は
、
「
墳
樹
は
森
然
と
し
て
林
を
成
ナ
。

何
ぞ
包
泊
等
の
盗
析
を
謹
う
る
を
得
ん
。
楼
房
は
棟
を
接
し
て
雲
を

連
ね
、

一
像
片
瓦
も
動
か
ざ
る
も
の
、
何
ぞ
陸
園
相
等
の
紙
糊
を
折

虫
せ
る
を
謹
う
る
を
得
ん
。
李
氏
は
怯
く
病
む
こ
と
三
年
。
宜
伯
の

家
奴
に
驚
死
せ
ら
る
。
氏
の
夫
た
る
古
汝
前
一
は
寛
を
含
ん
で
未
だ
翠

げ
や
ノ
。
何
ぞ
耐
を
民
に
卸
ナ
を
得
ん
」
と
い
う
(
附
)
。

李
氏
は
、
高

暦
二
十
一
年
三
月
初
六
日
に
ナ
で
に
病
死
し
て
b
り
、
か
っ
卒
常
別

邸

K
起
居
し
て
い
た
(
附
)
。

そ
し
て
、
嘗
時
既
に
民
間
で
は
、
汝
前

が
毒
殺
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
噂
が
専
ら
で
さ
え
あ
っ
た
(
搬
)
。

何
れ
に
せ
よ
汝
前
は
、
家
奴
の
罪
を
民
衆
の
罪
に
鯖
せ
ん
と
し
て
し

か
も
失
敗
し
、
還
に
員
相
を
明
か
に
し
て
自
ら
の
妻
の
死
を
雪
ぐ
と

と
が
出
来
な
か
司
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
活
氏
に
と
っ
て
非

常
な
苦
境
の
中
で
、

し
か
も
侵
入
し
た
民
衆
は
格
別
の
蹴
暴
の
こ
と
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も
な
く
、
臆
期
を
相
手
取
っ
て
交
渉
を
始
め
た
の
で
あ
っ
た
。

ζ

の ζ 

第
一
回
の
交
渉
の
際
、
腰
期
は
「
衆
の
勢
の
兇
猛
な
る
を
見
」
て
、

正
式
の
中
人
な
く
し
て
一
定
の
譲
歩
を
し
た
。
そ
の
結
果
は
第
三
表

競
一
具
告
者
一
際
期
の
承
認
事
項

蕩
五
畝
・
原
因
六
畝
・
一

佑
回
十
・
七
畝
・
章
精

一未

勝
賢
官
開
十
畝
返
還
。

の
如
く
で
あ
る
。

第
三
表

1 

丘
邦
卿

爾値百奥輿 -11占退| 八雨房米一田原
三、屋七 O五寅
爾房一石畝畝回
、屋所五 。五三

現ー債斗 分畝
金所値
十債銀 山白

鴎未未
勝
8 

屋底
五期
所用

債
ア宍

。
雨
買
房

" 
フE容i国潮

ホ

「
沼
疏
」
よ
り
作
製

同

寸
捌
倒
司
副
事
貧
認
定

一
邦
卿
父
丘
鳳
、
勝
菱
湖
蕩

詳
一
十
畝
寅
興
章
済
、
李
露
・

李
朋
故
父
李
鐸
。
叉
勝
房

屋
貰
興
央
廊
。
二
現
倶
穂

東
本
宮
(
臆
期
)

2 

食
時
行

一舷
期
は
丘
鳳
の
困
地
一
六

蔦
暦
2
一一畝
七
分
を
買
う
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3 

李
露

・李

朋

詳詳

丘畝買腹
邦国期
卿八J符
の畝償
Z買五銀
参分四
照山十
。 一八

一雨
O契

高
暦

8
一
膝
期
用
慣
三
閑
貿
回
二
畝

Z高 高
暦廃
16 16 

畝用分U!Jj
九領期
分五用
五商 慣
厘九 八
銭銭
契 契
賀貿
田地

明
け
て
禽
暦
二
十
二
年
正
月
、
彰
臆
参
(
巡
按
監
察
御
史
)
は
各
府

4 

ー丘

州
燃
に
、
董
・
沼
二
家
に
ま
つ
わ
る
事
件
の
取
調
べ
を
命
じ
た
。

5 

悦

6 

朱

7 

央
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方
一住
期
は
家
人
の
活
臣
を
し
寸
「
大
乱
L

の
情
を
告
訴
し
、

ζ

れ
に

謝
し
て
巡
撫
王
汝
訓
は
、
二
十
日
に
直
ち
K
上
記
の
人
々
を
捕
え
、

丘
邦
卿
を
述
軍
充
成
の
界
に
問
う
た
。
し
か
し、

こ
の
頃
か
ら
監
生

の
陸
夢
豪
は
丘
鳳

・
章
典
及
び
総
甲
金
鳳
な
ど
数
百
人
の
名
を
列
ね

た
訴
件
八
十
四
紙
を
提
出
し
た
ほ
か
、
挑
美

・
挑
周

・
徐
校
ら
は
各

各
十
氾
氏
の
家
人
た
る
活
臣

・
史
州
・
活
権
等
の
暴
肢
を
訴
え
る
な
ど

情
勢
は
盆
よ
昂
揚
す
る
ば
か
り
で
あ

っ
た
。
や
が
て
二
月
に
は
、
も

は
や
援
の
再
渡
の
危
機
さ
え
見
え
て
来
た
の
で
、
巡
撫

・
按
察
司
と

も
董
の
家
人
董
(
章
)
祢

・
蓋
和
、
花
の
家
人
花
勇

・
陳
伶

・
花
機
ら

を
捕
え
て
調
査
』随
分
に
力
を
入
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ζ

の
段
階
で
、

活
臆
期
は
難
を
避
け
て
湖
州
府
放
の
邸
に
逃
れ
た
。
本
十
柴
は
か
ね
て

か
ら
董

・
沼
南
家
の
た
め
に
種
々
策
を
興
え
て
い
て

こ
の
腔
期
の

避
難
を
拙
策
と
し
、

ま
た
民
衆
慰
撫
の
た
め
に
財
を
輿
え
て
は
な
ら

ぬ
と
進
言
し
T
い
た
が
さ
さ
入
れ
な
か

司
た
(
欄
)
と
い
う
。
ζ

の
退

却
の
姿
勢
は
民
衆
の
つ
け
ζ

む
と
ζ

ろ
と
な
り
、
陸
夢
豪
は
国
一
四

畝
を
と
り
返
し
、
胡
橋
は
史
州
か
ら
田
四
畝
と
、
族
人
胡
文
韓
の
寅

渡
し
た
回
畝
を
と
り
返
ナ
な
と
荷
の
資
産
は
次
第
に
も
ぎ
と
り
返
さ

れ
て
い

っ
た
(
附
)
。

そ
の
上
、

双
方
の
間
で
利
を
計
る
も
の
も
跳
梁

し、

た
と
え
ば
烏
程
腺
の
工
房
典
吏
沈
錫
は
、
肱
期
と
汝
前
を
お
と

し
た
り
、
善い
躍
を
約
束
し
た
り
し
て
、
酒
を
飲
ん
だ
上
に
合
計
六
十

雨
を
賄
と
し
て
と
り
あ
げ
て
い
た
し、

家
人
の
沼
臣
が
賠
償
と
し
て

挑
美

・
挑
周
ら
に
七
雨
の
銀
を
興
え
た
の
に
、
聞
に
立
っ

た
沈
太
は

そ
の
半
分
の
三
雨
五
銭
を
懐
に
収
め
て
し
ま
う
な
と
、
活
氏
の
針
民

衆
慰
撫
策
は
、
官
僚
機
構
の
矛
盾
と
、

と
ろ
っ
さ
の
た
め
に

一
向
K

民
衆
を
均
一
箔
し
得
な
か

っ
た
。
し
た
が

司
て
民
衆
の
不
満
の
田
町
ま
り

を
冷
ま
す
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
加
う
る
に
官
憲
の
事
件
庭
理
方

王

・
彰
な
ど
撫
按
の
官
紳
地
主
に
制
到
す
る
批
判
的
意
園
を
反

針
は
、

映
し
て
次
第
に
殿
し
く
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
K
、
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汝…
嗣
は
三
月
二
十
七
日
、
有
罪
を
恐
れ
て
服
毒
自
殺
を
遂
げ
る
に
至

っ
た
。

こ
の
汝
一
前
の
自
殺
は
、
古
一
門
の
家
父
長
的
権
力
の
機
構
が
内
側

か
ら
崩
壊
し
去
っ

て
ゆ
く
最
初
の
契
機
を
な
し
た
と
い
う
意
味
で
特

筆
さ
る
べ
き
事
件
で
あ
っ
た
。
民
衆
の
座
力
や
、
ζ

れ
に
基
く
官
憲

の
手
入
と
い
っ

た
外
的
な
力
が
民
衆
の
最
も
目
六
位
的
な
増
悪
の
針
象

で
あ
り
、
活

一
門
の
一
方
の
大
黒
柱
た
る
汝
前
K
自
ら
死
を
選
ぶ
に

ま
す
擬
制
的
な
家
父
長
制
的
家
族
関
係

至
ら
し
ゅ
た
そ
の
瞬
間
に
、

の
下
に
緊
縛
さ
れ
て
い
た

「家
人
」
H
H
家
内
奴
隷
が
叛
旗
を
掲
げ
た

の
で
あ
る
む
そ
の
先
頭
を
切
っ
た
の
は
、

丸山
糊
と
そ
の
子
百
庚
で
あ



る
。
彼
ら
は
「
倶
本
宜
の
家
に
投
ム
ァ
。
本
年
(
弔
謂
)
四
月
内
、
主
の

租
米
を
侵
し
、
事
露
れ
て
脱
逃
ナ
。
後
K
事
の
冷
め
た
る
を
見
て
復

た
主
家
に
回
り
て
工
作
ナ
。
屡
事
を
生
A
Y
る
に
因
り
て
、
主
に
責
罵

せ
ら
れ
讐
を
成
ナ
」
(
蜘
)
と
い
っ
た
過
去
を
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て

こ
の
二
人
と
同
じ
く
沼
氏
の
工
人
朱
順
と
は
、

「
不
合
に
屯
一
づ
民
の

李
露
・
李
朋
等
と
交
通
し
、
本
宜
を
恐
嚇
し
て
、
中
に
於
て
利
を
取

ら
ん
と
ナ
。
李
露
・
李
朋
は
直
ち
に
本
宮
の
家
に
入
り
、
朱
順
も
文
、

不
合
に
も
倹
潮
・
沼
庚
と
興
に
、
主
を
持
っ
て
械
罵
ナ
」
る
の
で
あ

「
李
露
・
李
朋
は
各
不
合
に
も
撃
拳
嘆
醸
し
て
本

宜
の
銀
一
十
五
両
を
詐
得
し
て
分
ち
詑
る
」
と
い
う
。

る

そ
の
結
果
、

一
方
、
同
じ

く
沼
氏
の
義
男
た
る
陸
臆
時
は
、

「
主
よ
り
本
銀
一
千
二
百
雨
を
領

し
て
讐
林
鑓
に
於
て
典
を
聞
く
。
本
官
(
躍
期
)
文
b
b
r

米
を
陸
麿
時

に
託
付
し
て
耀
せ
し
む
。
債
八
十
四
雨
六
銭
。
未
だ
還
さ
や
ノ
」
と
い

う
事
情
に
あ
っ
た
(
寓
暦
二
年
以
前
)
が
、
高
暦
十
四
年
に
は
、
「

次
に
し
て
文
主
よ
り
母
本
銀
六
百
雨
を
領
し
、
管
運
の
後
、
陸
腰
時

は
蛍
の
本
を
鶴
折
し
て
償
う
無
し
。
自
己
の
房
屋
一
所
を
持
っ
て
、

作
銀
九
百
七
十
雨
を
抵
ナ
。
徐
銀
は
鐸
兎
せ
ら
る
。
後
に
本
宮
は
、

房
を
持
っ
て
沈
宅
に
縛
買
し
、
債
を
議
す
る
ζ

と
九
百
七
十
雨
。
先
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や
ノ
七
百
五
十
雨
を
交
し
、
儀
銀
二
百
二
十
雨
は
、
寓
し
て
欠
票
を
立

て
、
未
だ
付
せ
や
ノ
」
と
い
う
こ
と
で
獲
の
嘗
時
を
迎
え
た
。
陸
は
、

情
勢
に
乗
じ
て
沈
宅
か
ら
徐
銀
を
収
め
て
己
に
入
れ
、
母
銀
も
還
さ

な
い
と
い
う
態
度
に
出
た
わ
け
で
あ
る
。

ζ

う
し
た
家
人
の
謀
反
は
、

さ
ら
に
「
過
縫
子
」
を
も
動
揺
さ
せ
た
。
活
躍
期
の
外
甥
に
し

τ過

縫
子
た
る
落
(
沈
)
四
官
は
「
不
合
に
も
、
財
産
を
争
い
索
砂
間
以
を
撞

き
て
大
い
に
罵
る
。

伊
の
兄
た
る
荷
(
沈
)
汝
替
・
十
氾
(
沈
)
汝
諌
(
何

れ
も
古
の
遇
縫
子
に
し
て
生
員
)
は
、
各
不
合
に
も
禁
止
を
行
わ
や
ノ
」

と
い
う
次
第
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
荘
一
門
の
内
側
か
ら
の
分
裂
は

民
衆
の
抗
議
運
動
を
盆
々
激
し
く
ナ
る
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
。
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ζ

の
時
期
に
民
衆
が
古
家
か
ら
獲
得
し
た
財
産
銀
雨
は
一
切
繁
を
避

け
て
略
ナ
る
(
落
疏
に
詳
細
あ
り
)
。

高
暦
二
十
二
年
五
月
初
九
日
正
午
ど
ろ
、
沼
氏
K
と
っ
て
ほ
ほ
決

定
的
な
危
機
が
訪
れ
た
。
家
人
の
荷
策
が
外
に
食
事
し
に
行
き
、
夫

人
呉
氏
が
茶
を
取
り
に
い
っ
て
い
る
聞
に
、
白
紬
一
回
医
学
}
巻
き
つ
け

て
、
臆
期
が
組
死
自
殺
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
(
蜘
)
。

ζ

の
腔
期
の
自

殺
は
、
そ
の
以
前
か
ら
心
配
さ
れ
て
い
た
と
ζ

ろ
で
度
々
自
壷
ナ
る

素
振
が
あ
っ
た
の
で
、
李
柴
は
し
き
り
に
慰
め
た
り
、
古
策
と
呉

氏
に
警
戒
を
勤
め
て
い
た
と
い
う
(
師
)
。
家
人
の
古
臣
の
届
出
に
よ

っ
て
烏
程
豚
知
張
鷹
望
は
、
照
丞
王
天
倫
に
調
査
を
委
ね
た
。
王
天
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倫
は
、

「
本
宣
の
家
人
古
巨
の
口
稿
に
擦
れ
ば、

多
く
は
逆
僕
の
食

潮

・
花
庚

・
沈
悪
に
抵
鰯
せ
ら
れ
、
及
び
主
の
親
た
る
沈
四
官

・
苦

汝
邸
官
・
十
氾
汝
諌
等
の
致
ナ
所
」
と
報
告
し
た
。
ζ

の
報
告
を
府
知
及

び
撫
按
二
院
に
於
て
審
査
し

ζ

れ
に
基
き
、
巡
撫
王
汝
訓
は
、
「原

任
祭
泊
荷
腔
期
自
蚤
縁
由
」
を
題
奏
し
、
併
せ
て
僻
職
を
願
出
た
の

で
あ
る
。
ζ

の
題
奏
の
骨
子
は
、
あ
く
ま
で
古
家
が
家
人
の
横
暴
を

取
締
ら
歩
民
衆
の
怨
み
を
招
き
、

し
か
も
専
ら

「逆
僕
」
に
よ
っ
て

自
蓋
を
致
し
た
と
と
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
彰
腔
参
も
ま
た

同
様
の
主
旨
で
上
奏
し
た
が
、
吏
部
は

「活
躍
期
は
致
仕
の
儒
臣
K

係
る
。
縦
い
重
大
な
る
情
罪
有
る
も
、
亦
た
庭
治
一
旦
死
を
致
ナ
を

奏
聞
す
る
に
や
闘
っ
て
、
中
間
、
或
は
隠
情
有
り
て
、
専
ら
罪
を
家
僕

と
し
て
、

更
に
巌
重
な
調
査
を
覆
奏
し
て
裁

に
叢
ぬ
べ
か
ら
や
ノ
。」

可
さ
れ
た
(
硝
)。
と
こ
ろ
が
七
月
に
な
っ
て
、
突
如
と
し
て
呉
氏
は

次
男
の
蒐
汝
和
を
連
れ
て
北
京
に
至
り
直
訴
を
試
み
た
。
そ
し
て
、

彰
臆
参
が
「
好
吏
を
聴
信
し
て
儒
臣
を
傾
陥
し
」
た
こ
と
、

王
汝
訓

が
「
反
っ
て
(
彰
と
)
扶
同
し
、
詞
を
飾
っ
て
代
鼎
し
」
た
こ
と
を
攻

王
は
革
任
さ
れ
て
い
る
か
ら
よ
い

が
、
彰
膿
参
と
張
腔
望
は
、

錦
衣
衛
か
ら
役
人
を
涯
遺
し
て
捕
え
、

北
京
に
か
く
り

「
究
開
」
ナ

ベ
き
ζ

と
な
と
を
訴
え
た
の
で
あ
る
(
附
)
。

撃
し
、

こ
れ
に
劃
し
て
廟
議
は

呉
氏
の
訴
え
を
受
入
れ
、
彰
臆
参
を
革
職
し
て
民
籍
と
な
し
、
張
腹

望
は
箪
に
充
て
ら
れ
た
(
鰍
)
。
そ
の
上

K
彰

・
張
を
支
持
し
た
給
事

中
喬
胤

・
伍
文
換
ま
で
、
革
職
・

降

一
級
と
さ
れ
た
(
附
)
。

こ
の
よ

う
な
董

・
活
二
氏
に
と
っ
て
起
死
回
生
の
一

策
が
、
濁
り
呉
氏
の
才

究
に
よ
っ
て
一
行
わ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い

し
、
呉
氏
が
萱
舷
期
の

妻
で
あ
る
と
い
う
だ
け
の
権
勢
で
よ
く
魚
し
う
る
も
の
と
は
思
え
な

い
で
あ
ろ
う
。

ζ

れ
に
閲
し
て
「筆
記
」は
次
の
よ
う
に
停
え
て

い
る
。

「
然
れ
ど
も
、
落
の
死
は
賓
は
花
K
由
る
。
南
台
(
王

・
彰
)
の
謹
せ

よ
こ
し

ら
る
る
も
亦
、
政
府
乃
ち
拓
氏
の
私
人
曲
ま
に
奥
援
を
属
す
に
由
る。
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倶
に
巌
諸
を
獲
た
る
所
以
な
り。

否
れ
ば
、

一
婦
人
の
究
を
鳴
ら
し

て
烏
ぞ
能
く
按
台
邑
令
を
奪
問
せ
ん
や
。
蓋
し
、
其
の
時
、

董
の
柄

は
活
よ
り
烈
し
く
、
訟
牒
は
千
に
盈
ち
、
私
か
に
賊
す
る
と
と
蔦
を
累

ぬ
。
寛
民
の
宅
を
圏
一
ん
で
田
を
求
む
る
者
日
と
と
に
千
を
以
て
数
う。

勢
や
甚
し
く
淘
淘
た
り
。
而
し
て
按
院
参
(
彰
)
の
疏
は
、

旦
晩
に
し

て
終
に
出
で
ん
と
ナ
。
董
は
事
の
勢
の
己
に
迫
れ
る
を
見

τ、
危
き

を
得
ん
こ
と
を
思
い
、
題
し
て
以
て
按
院
に
中
た
ら
ん
と
す
。
荷
は

本
と
姻
戚
に
麗
し
、
師
生
を
衆
ぬ
。
居
卒
事
有
れ
ば
必
タ
諮
る
に
董

を
訪
う。

時
に
雨
家
の
危
き
こ
と
但
だ
累
卵
の
如
し
。
十
沿
は
密
か

に

計
を
董
に
問
う
。
葦
は
詑
詞
を
以
て
之
を
誘
い
、
せ
犯
は
寛
に
自
ら
紐



る
。
呉
氏
の
疏
も
、
董
亦
預
め
構
を
篤
し
、
就
ち
溢
り
た
る
の
次
日

即
ち
呉
氏
に
程
を
枇
せ
て
(
大
念
ぎ
)
都
に
入
り
、
政
府
に
層
り
照
醸

せ
ん
と
と
を
懇
意
ナ
。
比
ろ
彰
の
疏
入
れ
ば
之
を
奪
問
ナ
る
旨
己
に

下
る
。
彰
疏
は
反
っ
て
上
達
す
る
を
得
ざ
り
き
。
此
れ
員
に
神
手
な

り
」
と
。
そ
と
に
は
、
董
の
最
大
限
の
力
を
振
っ
た
霊
策
が
、

ζ

の

経
過
を
一
貫
し
て
ぬ
い
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
る
。

と
の
紛
争
が
全
く
片
附
か
な
い
中
に
、
翌
高
暦
二
十
三

年
三
月
初
五
日
に
扮
は
病
残
し
(
噛
)
、
そ
の
際
遺
言
じ
て
、
「
吾
が
耐

の
官
を
書
ナ
る
舜
れ
。
白
布
三
尺
を
以
て
題
し
て
耐
辱
主
人
と
日
え

ば
足
る
と
」
(
掛
鴨志
巻
十
二
て
ま
こ
と
に
、
最
後
ま
で
戟
闘
的
な
彼

」

f

人
物
重
品
山
崎
開
」

の
意
志
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
既
に
事
件
K
劃
し
て
無
力
化
し
て

い
た
董
嗣
成
も
績
い
て
病
残
し
た
。
や
が
て
翌
蔦
暦
二
十
四
年
八
月

し
か
し
、

戊
成
に
、
劉
之
震
の
「
董
疏
」
「
詑
疏
」
が
行
わ
れ
て
、
漸
く
事
件
の

決
着
が
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

五

「
豪
奴
」
と
「
逆
奴
」

l
l奴
繁
へ
の
展
望
丁
|
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董
・
蒐
二
氏
の
獲
に
劃
ナ
る
官
憲
の
慮
分
に
嘗
っ
て
、
最
も
多
く

そ
の
艶
象
と
な
り
巌
罰
に
慮
せ
ら
れ
た
の
は
、
董
・
活
二
氏
K
激
し

く
迫
っ
た
民
衆
の
一
部
と
、
「
奴
僕
レ
(
家
人
・
義
男
)
・
「
過
継
子
」
で

あ
る
。

ζ

の
中
、
「
奴
僕
」
で
、
最
も
巌
し
い
庫
分
を
受
け
た
も
の

K
こ

種
類
の
罪
肢
を
見
出
ナ
ζ

と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
董
・
活
二
氏
に
投

そ
ば
だ

嘉
し
て
、
「
勢
に
傍
り
威
を
便
り
て
、
郷
曲
に
武
断
し
、
郷
人
目
を
側

フ
る
と
と
殆
ど
一
日
な
ら
ざ
る
な
り
」
(
雄
)
と
い
っ
た
種
類
の
「
豪

奴
」
と
、
「
主
の
集
養
を
受
け
・な
が
ら
義
に
負
き
、
衆
に
随
う
」
と
こ

「
奴
僕
」
身
分
に
つ
い
て
い
え
ば
同
じ

立
場
K
あ
り
な
が
ら
、
民
衆
と
官
紳
と
に
劃
し
て
全
く
異
っ
た
行
動

ろ
の
「
逆
奴
」
と
で
あ
る
。

を
取
る
二
種
の
「
奴
僕
い
が
現
れ
て
く
る
の
は
、

ど
う
い
う
理
由
に
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基
く
の
で
あ
る
う
か
?

ま
夕
、
「
豪
奴
」
の
寅
態
か
ら
み
よ
う
。
「
董
疏
」
「
落
疏
」
に
は
、

五
十
数
名
に
上
る
ζ

の
種
の
「
奴
僕
」
の
罪
欣
が
掲
げ
て
い
る
。
今

そ
の
中
で
、
輩
氏
に
投
姦
し
て
い
る
「
奴
僕
」

1
「
義
男
」
で
、
最
も

大
魁
と
さ
れ
て
い
る
董
(
章
)
椿
と
董
和
の
罪
欣
を
第
四
表
に
掲
げ
て

例
と
し
よ
う
。
こ
の
二
人
の
罪
肢
に
よ
司
て
、
「
董
疏
」
「
活
疏
」
に

現
れ
た
「
豪
奴
」
の
賓
態
が
ほ
ぼ
明
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

「豪
奴
」
の
主
人
に
劃
す
る
職
務
は
、

董
(
義
金
)
松
〔
第
四
表
4
〕の

よ
う
に
、
「
家
事
を
托
管
し
て
親
し
く
帳
簿
に
筆
ナ
L

(

階
)
る
ζ

と

を
主
要
な
も
の
と
す
る
。
彼
ら
は
、
他
の
「
奴
僕
」
を
使
役
し
て
の
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髄元?尚 浮:

者
ノ
折
田
貯

金
用
碗

羅

姦

一

命

科

挑

鴛

滞

里

元
弟
茂
組

賞
品
山 音

一
伶

背
一(
姦
金
)
松

兄
縫
且

椿
之
家
人
而

Am
之
親
裁
珊

董
河
(
丘
澄
)

椿
之
義
男
輩

(
孫
)
龍

・
萱

世
維
(
援
例

監
生
祖
父
凌

群
投
邦
章
品
凶

義
男
)

房
屋

一
所
墓
地
図
五
四
畝
賀
県
椿
。
得
債
銀
二
五

O
雨
。
賠
償
八
十
雨
。

将
房
一
所
貰
輿
椿

・
維
。
各
不
合
賂
償
十
雨
。
止
付
四
五
雨
。

勝
茂
組
泣
房
屋

一
所
。
得
債
四
十
雨
。
私
喪
椿
。
叉
不
合
出
償
承
買
。
後
椿
輔
寅
主
家
(
品
山
)
詑
。

一
九
年
将
基
房
問
地
契
寅
椿
。
得
僚
四
七
八
闘
。

二
十
年
叉
勝
房
屋

一
所
亦
寅
椿
。
得
債
七
九

O
雨
。

項
椿
叉
不
合
路
債

一
二
九
雨
。

椿椿椿椿

E再蔦;現高
暦暦 暦 暦

2019 19 17 14 

受五回
抵雨十
作 。三

数後畝
。龍毎

後勝畝
月守主{直
本賞銀
岡本十
一 。雨

畝実内
聞入 。
成家J貯
河産回
路 。十
。)1守一
塁畝
前五
抵分
不抵
明l背
回龍
畝銀
。雨

立 。

契後
肢回
Jj飽ー
抵畝
!f~五
椿分
.1愛
護if~
(制t
楊 。

陸毎
。畝

各止
不交
合銀

附
附
在
城
際
房
基
地
六
畝
買
主
(
伶
)
。
彼
時
、
椿
不
合
傍
勢
遁
鞠
。
止
付
債
銀
六
六

O
雨
。
少
傾

一
三

O
雨

興
松
算
帳
、
反
時
時
抵
同刑
台
府
。
松
憎
罪
。
不
合
故
選
肺
肝
不
明
田
地
。
時豚
腿
投
隊
内
外
官
券
勢
要
之
家
者
。

随
待
問

一
五

O
畝
楼
房

一
所
計
四
暦
本
銀

一一

O
雨
。
投
献
利
。
不
合
受
献
偽
業
。

先
年
羅
兄
弟
解
根
選
京
折
米
。
旦
借
椿
京
債
四
十
周
完
詑
。
勝
及
年
中T
。
椿
遂
山
美
本
利
八
四
雨
。
見
本
山田

三
六
畝
三
分
。
就
不
合
強
令
官
常
潟
田
代
陪
。

因
珊
傾
本
銀
生
理
脇
折
。
柑
川
珊
鎖
禁
。
遁
供
Am科
同
移
侵
陸
。
附
肘
食
科
捉
回
拷
禁
三
個
月
。
品
作
陪
銀
百
雨

入
己
。

勝
房
八
間
値
債
五
十
雨
。
抵
借
権
輿
河
米
銀
二
十
雨
。
無
還
。
椿
叉
不
合
仰
選
前
例
。
興
河
級
将
鴛
捉
禁

暗
{
至
。
拷
鞠
女
契
。
強
奪
前
房
基
地
。
契
開
銀
五
十
爾
除
服
還
本
利
二
五
雨
。
品
師
銀
勢
不
我
給
。

椿

一
一
鴎
暦
6

和
一
一
風
間
脂
8

椿
一
高
暦

m

椿
一
一
品
暦
日

椿
一
一
局
暦
日

椿
一
高
藤
日

銭

彩 日[:
附

係

者

一

罪

欣

認

定

奴

名

一

時

一
陸
一
線
符
牒
房
機
屋
基
地
四

二
畝
、

資
輿
董
椿
弁
萱
(
李
)
懐

・
董
(
降
)
岳

・
陵
官
一
。
共
議
債
銀

一
五

O
O雨
一
椿
一
一
号
明
日
制

一
挙
椿
不
合
輿
李
侠
於
内
拘
除
債
利
銀
百
雨
。
止
交
銀
一
四

O
O雨
。
又
賠
償
一
二

O
雨
。

一

一

一
本
年
(
寓
腐
2
)
銭
彩
央
食
科
偽
中
、
借
苦
一
和
米
五
石
叉
銀
ニ
雨
。
寓
暦
三
年
、
彩
在
校
舶
倣
夫
。
未
図
。

一

小
妹
銭
氏

一
利
取
討
無
迷
。
税
不
合
務
執
刀
遁
捉
彩
女
小
妹
邸
銭
氏
。
到
家
牧
留
不
誠
一
。
彼
時
止
十
歳
。
後
伊
妻
潜
氏
気
一

安

機

氏

念

経

死

。
以
致
嬰
女
依
乳
。
本
年
五
月
内
彩
回
家
。
和
希
要
卸
罪
。
及
闘
騎
詐
食
料
財
物
。
不
合
反
唆
彩

一

食

科

亦

不

合

依

徳

赴

水

利
道
認
告
A
m

科
O

A

恥
科
限
勢
。
隠
終
回

二
五
畝
。
立
契
悲
劇
(
利
。
騎
牧
致
擬
彩
謎
告
徒
一

罪
詳
允
。

手n

高
暦
3
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2ド

「
輩
疏
」
よ
り
作
製
。
奴
名
欄
の
椿
は
董
椿
、
和
は
重
和
。



小
作
料
の
収
奪
集
積
、
自
ら
或
は
他
の
「
奴
僕
」
に
よ
っ

τ経
倍
さ

れ
る
典
嘗
の
庖
(
主
人
所
有
の
)
の
収
支
〔
第
四
節
、
董
僕
「
陸
醸
時
」

他
庖
に
劃
す
る
主
人
の
出
資
K
か
か
る
収
支
〔
第
二
表
4

の
例
〕
、

例
〕
、
集
積
さ
れ
た
米
の
投
機
販
貰
〔
陸
躍
時
の
例
〕
、
豆
な
ど
農
産

物
の
投
機
的
貰
買
〔
「
董
疏
」
所
収
の
高
暦
U
年
、
南
議
鎮
k
h
s
け
る

謝
昆
と
董
僕
董
(
挑
)
相
と
の
聞
の
黄
豆
百
石
に
つ
い
て
の
取
引
例
〕
、

土
地
・
家
屋
の
買
買
〔
各
表
を
み
よ
〕
・
な
と
、
殆
と
一
切
の
官
紳
一地
主

の
家
計
運
営
を
携
嘗
ナ
る
。
し
た
が
司
て
、
官
紳
地
主
の
権
威
と
富

を
背
景
に
絶
大
な
権
限
を
握
っ
て
強
力
な
護
言
力
を
民
衆
に
封
し
て

護
揮
す
る
。
嘗
時
、

こ
の
よ
う
な
諸
職
務
に
従
事
し
て
い
る
「
豪
奴
」

を
「
紀
綱
之
僕
」
と
稽
し
た
。

ζ

の
「
紀
綱
之
僕
」
は
、
主
人
か
ら

直
接
K
生
活
資
料
を
貰
う
の
で
は
・
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う

の
は
、
土
地
・
家
屋
・
典
首
・
商
屈
の
各
分
野
で
の
彼
ら
に
よ
る
経

替
が
請
負
の
形
を
と
っ
て
か
り
、
経
鐙
の
仕
方
如
何
で
「
奴
僕
」
自
身

の
私
的
財
産
の
集
積
が
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
彼
ら
が
、
主
人
の
濡
の
職
務
を
途
行
ナ
る
と
同
時
に
、
私
的

財
産
の
擦
大
に
腐
心
し
て
い
る
ζ

と
は
、
主
人
の
名
に
か
い
て
で
は

な
く
、
彼
ら
自
身
の
名
の
下
に
行
わ
れ
た
民
衆
と
の
取
引
関
係
を
示

49 

ナ
各
表
掲
出
の
多
数
の
事
例
に
よ
司
て
明
か
な
の
で
あ
る
(
主
人
の

名
K
L
S
い
て
彼
ら
が
斡
旋
し
た
取
引
は
、
各
表
の
示
ナ
如
く
、
そ
の

旨
明
記
さ
れ
て
い
る
)
。
彼
ら
は
、
私
的
に
民
衆
と
取
引
ナ
る
ば
か
り

で
な
く
、
主
人
に
針
し
て
賓
買
閥
係
を
取
結
ぶ
と
と
も
あ
る
門
第
四

表
日
の
例
〕
。

主
人
と
奴
稗
と
の
聞
の
貰
買
関
係
に
つ
い
て
は
仁
井

田
氏
が
、
宋
代
に
主
人
が
百
貨
を
蔵
し
て
輔
衆
な
ど
を
蝉
K
買
わ
せ
た

例
を
指
摘
し
て
い
る
(
ト
ゴ
山
一
賄
容
…
)
。
し
か
し
と
れ
は
、
蝉
に
塑
3

る
債
権
の
物
質
的
表
現
た
る
貨
併
が
、
伯
仲
と
主
人
以
外
の
相
手
と
の

聞
の
貰
買
行
震
に
よ
っ
て
流
出
し
、
-
な
し
崩
し
の
貸
倒
れ
と
な
る
の

を
防
ぎ
、
常
に
元
金
を
主
人
の
下
に
回
収
確
保
し
て
、
無
限
に
近
い

~ 49ー

債
務
関
係
の
循
環
機
構
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
っ

τ、
自
ら
の
債
務
奴

線
に
針
ナ
る
支
配
機
構
の
崩
壊
を
防
と
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、

主
人
と
稗
と
の
聞
の
寅
買
行
魚
の
存
在
そ
れ
自
身
は
、
何
ら
奴
稗
の

側
の
私
的
所
有
権
の
成
立
強
化
を
基
礎
と
す
る
性
質
の
も
の
を
標
示

す
る
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
仁
井
田
氏
が
、
唐
代
に
主
人
と
の
間

に
債
務
閥
係
を
と
り
結
ん
だ
例
を
あ
げ
て
奴
隷
の
人
的
性
格
の
例
謹

と
さ
れ
て
い
る
(
一
立
賭
九
)
の
は
、
中
園
の
唐
宋
以
後
の
奴
一
牌
が
債

務
奴
隷
的
性
格
を
一
般
に
持
っ
て
い
る
と
と
そ
の
も
の
を
示
ナ
も
の

に
他
な
ら
な
い
。
た
だ
、

こ
れ
ら
の
例
と
、
董
椿
の
場
合
と
の
相
異

一
臆
債
務
関
係

は
、
萱
椿
と
董
扮
と
の
聞
の
貰
買
関
係
に
必
い
て
、



50 

つ
ま
り
、
萱
棒
の

が
ま
つ
わ
り
つ
い
て
悼
な
い
と
い
う
粘
で
る
る
。

場
合
に
は
、
ナ
で
に
そ
の

「奴
僕
」
身
分
を
自
賠
ナ
る
に
足
る
程
の

財
・
産
を
有
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
や
ノ
、
何
ら
か
の
理
由
で
そ
れ
を

行
わ
や
ノ
、

し
か
も
そ
の
よ
う
な
質
カ
を
基
礎
と
し
て
、
扮
と
の
聞
に

賀
買
開
係
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら、

の
葦
憾
に
b
け
る
私
的
財
産
の
問
題
を
、
私
的
所
有
権
の
確
立
過
程

の
問
題
と
し
て
考
え
る
場
合
に
は
、

ζ

の
よ
う
な
買
買
開
係
の
み
で

は
説
明
不
充
分
で
あ
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
「
排
他
的
」
な
所
有
を
基
礎

づ
け
る
に
足
る
他
の
諸
特
徴
が
分
析
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ζ

の
貼

に
つ
い
て
は
こ
の
稿
で
は
略
し
た
い
。
何
れ

K
せ
よ
、
「
紀
綱
之
僕
」

は
、
集
積
さ
れ
た
自
ら
の
私
的
財
産
の
上
に
立
っ
て
、
明
か
に
主
人

と
は
別
個
の
自
立
的
な
地
主

・
家
主

・
高
利
貸
・
商
人
と
し
ゃ
吐
禽

的
経
済
的
に
機
能
し
質
存
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

ζ

の
よ
う
な
「
豪

奴
」
の
賢
存
形
式
を
成
立
せ
し
め
る
た
め
の
支
配
組
織
と
し
て
、
主

人
と
彼
ら
と
の
開
係
と
同
様
に
、
彼
ら
に
と
っ
て
の
「
紀
綱
之
僕
」

や
そ
の
他
の
様
々
の
種
類
の
「
奴
僕
」
を
駆
使
し
て
い
る
(
第
四
表

4

・
6

・
8
例
)
。

こ
の
よ
う
な
「
紀
綱
之
僕
」
に
あ
っ
て
は
、
勿

論
、
文
章

・
経
理
そ
の
他
の
事
務
鹿
理
の
高
度
の
能
力
が
必
要
で
あ

っ
た
。
常
時
の
官
紳
の

「奴
僕
」
は
、
主
人
の
私
書

・
公
文
書
・
著

述
な
ど
の
作
製
を
も
槍
蛍
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

し
た
が
司
て
、

そ
の
私
的
財
産
を
基
礎
と
し
つ
つ
読
書
入
居
と
し
て
の
教
養
生
活
を

迭
る
ζ

と
の
出
来
る
能
力
と
篠
件
が
興
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ

る。

事
賞
、
「
奴
僕
」
身
分
に
謝
す
る
コ
ン
プ
レ

ッ
ク
ス
を
深
く
醸
し

こ

或
は
露
わ

に
ナ
る
知
的
な
「
奴
僕
」
が
、
現
欣
否
定
的
な
読
書
入
居

(
た
と
え
ば
復

と
結
び
付
く
必
然
性
も
指
摘
し
う
る
わ
け
で
あ
る
。

社
紀
略
服
所
収
の
延
陵
の
張
世
容
の
家
一
億
一
室
町
と
、
復
祉
の
雄
張
博

と
の
聞
係
な
と
)
。
ま
た
、
査
氏
の
「
豪
奴
」
で
あ
フ
た
凌
鮮

・
董
一
昨

の
各
孫
た
る
蓋
世
維

・
董
世
摘
は
、

そ
れ
ぞ
れ
粟
を
出
し
て
、
「按
例
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監
生
」
の
身
分
を
取
得
し
て
か
り
、
後
の
蛍
時
に
は
、
少
く
と
も
官

臨
公
文
書
の
上
で
は
「
奴
僕
」
身
分
を
脱
し
て
い

る
。
「
豪
奴
」
は
ま

た
、
主
人
の
権
威
に
裏
附
け
ら
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
と
は
い
え
、
地

方
官
憲
に
針
ナ
る
政
治
的
取
引
K
か
い
て
も
、

一
一腹
溺
自
の
才
量
で

事
を
慮
理
ナ
る
力
を
持
っ
て
い
て
、

そ
の
力
は
、

一
般
の
土
大
夫
層

も
太
刀
打
出
来
な
い
も
の
で
さ
え
あ
る
(
第
四
表
2
・
4
)。

そ
れ
・な
ら
ば
、

こ
の
度
の
獲
に
お
い
て
「
逆
僕
」
と
栴
せ
ら
れ
る

も
の
の
質
態
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
?

個
別

K
検
討
し
て
み
よ
う
。

まやノ
、
沼
氏
の

「逆
僕
」
た
る

Am潮
・
荷
庚
が
、
主
人
に
納
め
る
べ

き
小
作
料
を
侵
し
取
っ
た
と
い
う
事
貫
(
第
四
節
参
照
)
は
何
を
物
語



る
の
か
?

と
の
こ
人
と

T
も
富
を
希
求
し
て
の
こ
と
で
あ
る
に
は

山相
異
な
い
が
、
そ
の
方
法
た
る
令
ま
ζ

と
に
姑
息
と
い
う
の
他
は
な

い
。
そ
れ
は
、
「
豪
奴
」
が
、
各
表
に
見
え
て
い
る
よ
う
に
、
債
務
開

ζ

れ
に
多
少
の
暴
力
を
も
ま
つ
わ
ら
せ
て
飽
く
な
き

係
を
通
じ
て
、

搾
取
を
加
え
て
ゆ
く
と
い
?
た
や
り
方
や
、
明
末
の
常
熟
鯨
塘
市
に

住
い
し
て
、

そ
の
組
が
奴
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
黄
元
甫
が
、
勢

「
禾
の
未
だ
登
場
せ
ざ
る
に
、
制
明

宜
の
田
三
千
畝
の
課
租
を
行
い
、

ち
帳
船
に
駕
し
て
郷
里
を
叫
震
ナ
。
難
犬
も
安
ん
ぜ
や
ノ
。
農
人
之
K

苦
し
む
。
衆
は
議
し
て
畝
と
と
に
斗
粟
を
出
し
て
之
を
他
方
う
。
名
附

。
。
。

け
て
脚
歩
銭
と
白
う
。
元
は
主
人
に
正
摘
す
る
の
外
、
復
其
の
十
の

三
を
蝕
む
」
(
締
官
一
間
町
一
一
拠
地
向
J

と
い
司
た
や
り
方
を
、
彼
ら
K

想
像
ナ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
も
の
が
あ
る
。
加
う
る

K
、
「
豪
奴
」
に

到
す
る
よ
う
に
、
民
衆
が
、
彼
ら
二
人
に
謝
し
て
非
行
の
放
を
も
っ

て
告
渡
し
た
訴
献
も
見
嘗
ら
な
い
。
し
た
が
4

て
彼
ら
は
、
佃
戸
層

に
封
ナ
る
搾
取
を
強
め
る
と
い
う
よ
り
は
、
主
人
の
取
分
を
姑
息
K

と
ま
か
す
方
法
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
祉
命
国
的
に
も
経
済
的

に
も
極
め
て
弱
い
立
場
に
彼
ら
が
あ
る
と
と
を
示
ナ
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
活
疏
」
に
よ
れ
ば
、
掛
撲
に
参
重
し
た
罪
を
金
銭
や
稲
穀
な
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と
で
購
う
に
は
「
'
笹
川
力
」
と
判
定
さ
れ
た
た
め
に
鰻
刑
を
謀
せ
ら
れ

て
い
る
よ
う
な
農
民
た
る
李
露
・
李
朋
、
或
は
「
稀
有
力
」
と
さ
れ

て
い
る
朱
謂
・
呉
潮
ら
第
三
表
に
掲
げ
ら
れ
た
人
々
を
手
引
し
ザ
¥

そ
の
分
前
に
あ
や
ノか
ろ
う
と
し
て
い
る
位
で
あ
る
か
ら
、

Am潮
・
活

庚
の
祉
舎
的
経
桝
的
存
在
形
態
は
、
こ
れ
ら
の
農
民
と
左
程
繁
ら
な

い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
同
じ
く
「
逆
奴
」

K
加
え
ら
れ
て
い
る
も
の

に
工
人
た
る
朱
順
が
あ
る
が
、

こ
れ
も
「
無
力
」
で
鰻
刑
を
加
え
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、
陸
臨
時
は
、
積
極
的
に
沼
氏
の
鰍
況
に
参
加
し
た

わ
け
で
は
な
い
が
、
愛
に
乗
じ
て
落
氏
の
財
産
を
己
の
も
の
と
し
た

彼
の
場
合
に
は
、
「
有

ζ

と
に
よ
司
て
「
逆
僕
」
と
さ
れ
て
い
る
。

ー51ー

力
」
と
さ
れ
て
は
い
る
が
、
第
四
節
に
示
し
た
よ
う
に
商
賀
不
振
で

主
人
の
資
金
を
倣
損
し
、
自
己
所
有
の
邸
宅
を
以
て
償
わ
ん
と
し
て

い
る
。
彼
に
は
多
少
一の
私
的
財
産
が
あ
る
が
、
商
人
と
し
て
の
寅
力

は
も
と
も
と
低
い
か
、
低
く
な
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
董

氏
の
場
合
、
唯
一
の
「
逆
僕
」
と
さ
れ
て
い
る
孫
溶
は
、

そ
の
妻
鳴

氏
と
と
も
に
、
「
主
(
扮
)
に
投
薬
し
て
義
男
婦
と
漏
り
、
身
銀
一
十

爾
を
受
く
。
後
に
、
主
よ
り
二
回
二
十
南
を
領
し
て
開
庖
ナ
。
生
理

ナ
る
も
本
一
主
防
く
」
と
い
わ
れ
て
い

τ(噛)、

も
あ
り
そ
う
に
な
い
。

も
と
も
と
私
的
財
産

要
す
る
に
、
「
豪
奴
」
と
「
逆
僕
」
と
の
聞
に
は
、
農
民
に
劉
ナ
る
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支
配
層
な
い
し
も
し
く
は
そ
の
手
先
で
あ
る
共
通
臨
を
除
け
ば
、
主

人
と
の
閥
係
そ
の
他
の
祉
曾
的
経
済
的
な
在
り
方
に
相
首
な
懸
隔
が

あ
り
聞
き
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
い
え
よ
う
。
こ
の
上
に
、
農
業
務

働
の
直
接
的
生
産
者
と
し
て
の

「奴
僕
」

の
存
在
を
考
慮
に
入
れ
る

な
ら
ば
、
「
奴
僕
」
は
、
首
時
の
祉
舎
に
恥
い
て
、
支
配
層
た
る
地
主

高
利
貸
・
大
商
人
か
ら
、
直
接
生
産
者
農
民

・
工
人
・
小
商
人

そ
し
て
純
粋
の
家
内
奴
録
に
至
る
様
々
の
階
層
の
存
在
形
態
を
そ
の

内
質
と
し
て
具
有
し
、
ま
た
逆
に
云
え
ば
、
首
時
の
上
か
ら
下
ま
で

の
様
々
の
祉
禽
府
の
中
に

「奴
僕
」
身
分
が
入
り
込
ん
で
い
て
、

「奴

僕
」
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
社
合
婦
の
中
で
同
じ
階
層
の

「奴
僕
」
で
は

な
い
人
々
と
日
常
接
細
別
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、

こ
の
「
奴
僕
」
暦
の
成
立
の
契
機
と
し
て
は
、
顧
炎
武
以

来
い
わ
れ
て
来
た
「
投
薬
」
が
、
最
も
特
徴
的
な
も
の
と
し
て
翠
げ

ら
れ
よ
う
。

一
般
に
、
首
時
、
貨
幣
経
済
に
ま
さ
込
ま
れ
つ
つ
あ
っ

た
農
村
に
お
い
て
、
し
か
も
特
権
的
市
場
を
掌
握
す
る
商
業
・
高
利

貸
資
本
の
座
制
下
に
、
農
業
経
替
に
よ
る
富
の
形
成
が
困
難
で
あ
っ

た
(
枇
州
紅
一
島
上
掲
)
上
に
、
王
朝
に
針
ナ
る
税
役
負
捨
は
、
更
に
そ

の
篠
件
を
悪
化
さ
せ
て
い
た
。
そ
れ
故
、
質
は
こ
の

「投
姦
」
は、

税
役
負
携
を
廻
避
し
て
富
の
維
持
形
成
を
ほ
か
る
手
段
と
な
っ
て
い

た
。
何
良
俊
が
そ
の

「四
友
藤
川
護
読
」
に
hz
い
て
、
「
四
・
五
十
年
来

よ
り
、
賦
税
日
に
培
し
、

篠
役
目
に
重
し
。
民
命
堪
え
や
ノ。
還
に
皆

業
を
選
る。

昔
日
は
、
郷
官
の
家
人
も
亦
甚
し
く
は
多
か
ら
や
ノ
。
今

は
農
を
去
り
て
郷
官
の
家
人
と
震
る
者、

己
に
前
よ
り
十
倍
ナ
」
と

嘆
じ
て
い
る
の
は
、

こ
の
聞
の
事
情
を
よ
く
停
え
て
い

る
も
の
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

こ
の
場
合
、
同
じ

「投
薬
」
で
は
あ

っ
て
も
、

「投
薬
」
し
た
蛍
時
に
か
け
る

「投
薬
」
者
の
存
在
形
態
如

何
に
よ
っ
て
、

「奴
僕
」
の
祉
禽
経
済
的
貫
存
内
容
は
異
ら
ざ
る
を
得

な
い
。
董
和
に
田
を
随
帯
し
て
投
献
し
た
董
松
の
場
合
(
第
四
表
4
)
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と
、
身
銀
を
貰
っ
て
投
じ
た
孫
溶
の
場
合
と
を
比
べ
る
な
ら
ば
、

そ

の
権
限
の
大
い
さ
や
富
の
程
度
に
か
い
て
懸
隔
の
あ
る
こ
と
明
か
で

あ
る
。

一
般
に
、
破
産
し
た
農
民
や
手
工
業
第
働
者
が
、
債
務
関
係

を
通
じ
て

「奴
僕
」
化
ナ
る
例
は
、
首
時
よ
く
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
こ
の
場
合
も

「投
業
」
で
あ
る
に
は
相
異
な
い
が
、
全
く
動

機
を
異
に
し
て
い

る
し、

「奴
僕
」
と
は
い
え
、

そ
れ
は
最
も
酷
烈
な

係
件
の
下
に
必
け
る
直
接
生
産
者
と
し
て
の
「
奴
僕
」
で
あ
る
。
し

か
し
、
特
機
的
な
大
官
紳
の
下
に
L
U

け
る
「
奴
僕
」
稼
業
の
中
、
「
紀

綱
之
僕
L

は
、
特
権
を
有
し
な
い
一
般
社
舎
に
恥
け
る
諸
経
管
よ
り

も
、
は
る
か
に
富
の
形
成
の
機
舎
が
多
か
?
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ



れ
は
、

か
の
明
初
の
絹
繊
手
工
業
努
働
者
の
生
態
を
述
べ
て
有
名
な

「
織
工
封
」
(
糊
一
紘
一
」
「
詔
一
一政
仰
い
お
る
)
k
h
s
い
て
、
有
能
な
職
人
が

一
一
層
の
富
を
求
め
る
た
め
に
、
職
人
た
る
と
と
を
や
め
て
「
奴
僕
」

へ
の
道
を
選
ん
だ
ζ

と
に
燭
れ
て
い
る
の

K
ょ
っ

τも
明
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
豪
奴
」
と
無
力
の
「
奴
僕
」
と
の
階
層

的
な
相
異
を
も
た
ら
す
契
機
は
、
債
務
開
係
の
有
無
K
ょ
っ

τの
み

決
め
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
財
産
所
有
の
形
で

と
こ
ろ
で
、

投
充
ナ
る
に
せ
よ
し
な
い
に
せ
よ
「
豪
奴
」
と
も
な
っ
た
も
の
の
場

合
に
も
、
主
人
た
る
官
紳
の
特
権
に
ナ
が
る
こ
と
に
よ
司
て
税
役
負

猪
を
回
避
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
別
の
見
方
か
ら
す
る
・
な
ら
ば

彼
は
少
く
と
も
税
役
部
分
に
つ
い
て
の
債
務
を
主
人
に
封
し

τ持
つ

と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

「
債
務
奴
隷
」
と
な
る

範
曜
は
勿
論
そ
れ
自
身
特
定
の
生
産
関
係
を
示
さ
な
い
が
、
文
決
し

て
中
園
の
嘗
時
の
祉
曾
の
直
接
生
産
者
層
に
の
み
に
摘
用
さ
れ
得
る

特
質
的
の
も
の
と
考
え
ら
る
べ
き
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
専
制
的
封

建
的
社
合
同機
構
金
睦
の
重
要
な
属
性
た
る
べ
き
も
の
で
は
-
な
い
で
あ

ろ
う
か
。

そ
れ
故
、
後
年
の
明
清
鼎
革
の
際
に
、
「
奴
僕
」

が一
「奴
僕
」
身
分
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の
一
代
限
り
の
解
放
を
叫
ん
で
暴
力
に
訴
え
た
と
ζ

ろ
の
「
奴
愛
」
は
、

果
し
て
「
奴
僕
」
が
寸
奴
僕
」
身
分
一
般
l
債
務
奴
隷
的
身
分
一
般

に
反
簸
し
て
の
み
惹
き
hu
こ
さ
れ
た
と
考
え
る
ζ

と
が
出
来
る
だ
ろ

う
か
と
い
う
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
く
な
っ

τく
る
。
ナ
な
わ
ち

「
豪
奴
」

の
如
き
は
、

た
と
い
彼
ら
が
主
観
的
に
は
「
奴
僕
」
身
分

に
抵
抗
を
感
じ
て
い
た
と
し
て
も
、
自
ら
が
内
寅
に
持
っ
て
い
る
，地

主
・
高
利
貸
・
特
権
的
商
業
資
本
の
性
格
と
自
己
矛
盾
ナ
る
ほ
ど
の

行
動
に
踏
切
る
こ
と
は
一
般
的
に
は
期
待
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
と

こ
ろ
が
一
方
で
は
、
「
逆
僕
」
と
な
っ
た
「
奴
僕
」
階
層
や
、
直
接
生

産
者
と
し
て
の
「
奴
僕
」
階
層
は
、
地
主
・
高
利
貸
・
特
権
商
人
の

権
力
機
構
を
打
破
ら
・
な
け
れ
ば
「
奴
僕
」
身
分
を
脱
ナ
る
ζ

と
は
出
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来
な
い
。
と
ナ
れ
ば
、
「
奴
繁
」
に
嘗
っ
て
、

こ
の
異
っ
た
階
層
の

「
奴
僕
」

の
「
奴
僕
」
な
る
が
故
の
相
互
の
結
合
に
も
は
っ
き
り
と

し
た
限
界
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
下
層
の
「
奴
僕
」
は
、

む
し
ろ
「
奴

僕
」
身
分
を
有
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
歩
、
賓
質
的
に
は
「
奴
僕
」
下

層
と
同
様
の
存
在
形
態
に
あ
る
佃
農
・
手
工
業
職
人
・
小
商
人
た
ち

と
こ
そ
、

よ
り
共
通
の
利
害
を
持
つ
。

彼
ら
の
聞
の
相
異
は
、
「
奴

僕
」
身
分
を
形
式
的
に
持
っ
か
持
た
な
い
か
の
差
で
し
か
な
い
か
ら

で
あ
る
。
明
清
交
替
期
の
「
奴
幾
」
に
お
い
て
、
蘇
州
の
徐
家
の
「
奴

僕
」
に
し
て
盟
の
闇
商
人
で
る
る
顧
損
卿
を
首
領
と
し
、
手
工
業
職
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人

・
佃
農

・
「
頁
楽
備
で
一な
と

の
結
社
で
あ
る
「
烏
龍
曾
」
が

じ
徐
家
の
富
裕
な
「
奴
僕
」
た
る
金
孟
調
の
財
産
を
脅
迫
的
に
出
さ

し
た
の
は
、
正
し
く
こ
の
よ
う
な
「
豪
奴
」
と
下
層
「
奴
僕
」
及
び

佃
農

・
手
工
業
職
人

・
小
商
人
た
ち
と
の
聞
の
矛
盾
を
端
的
に
示
し

た
も
の
と
い
え
る
(
「
研
堂
見
聞
雑
記
」
所
収
)
。

董

・
市
南
氏
の
緩
や
}
通
じ
て
、
雨
氏
に
攻
燥
を
加
え
た
人
々
に
は

南
氏
よ
り
は
下
層
の
郷
紳
地
主
居

(
典
型
的
な
例
と
し
て
は
張
容
卿
。

湖
州
府
志
(
唯
一づ
人
物
体
、
文
聞
学
こ
に
よ
れ
ば
、

「性
剛
直
。
同
邑
の

〆
J

「
コ
斗
¥

活
陛
期
を
件
り
、
事
を
以
て
被
わ
る
。
歳
綾
な
れ
ば
粟
を
出
し
て
助

賑
ナ
。
向
学
聞
を
摘
し
義
皐
義
塚
を
設
け
、
襲
を
傾
く
と
雌
も
惜
し
ま

や
y
o

冠
術
を
例
給
せ
ら
る
る
も
之
を
仰
け
、
偏
く
海
内
に
交
滋
し、

泰
岱
w
k

激
び
、

孔
林
K
謁
し、

著
述
盆
富

蹄
る
に
長
安
よ
り
ナ
。

む
。」

と
見
え
、
「
活
疏
」
に
よ
れ
ば
、
市
汝
前
か
ら
出
資
を
受
け
て

商
業
を
営
ん
で
い
る
〔
第
二
表
4
〕
。
そ
し
て
、

担
栴
の
か
ど
で
底
分

さ
れ
て
い
る
)
、
中
小
地
主
(「古
疏
」
で
「
柏
有
力
」
と
さ
れ
て
い
る

も
の
。
朱
消

・
良
湖

・
岳
元
ら
)
、
佃
農
と
、
各
階
層
に
亙
っ
て
い
る
。

賞
際
に
せ
出
氏
の
邸
内
に
侵
入
し
た
の
は
多
く
貧
農
で

「無
力
」
の
も

の
か
、
「
柏
有
力
」
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
直
接
行
動
K

出
た
の
は
、
「無
力
」も
し
く
は
「
給
有
力
し
の
農
民
と
、

そ
の
勢
を 同

背
景
と
し
て
手
引
の
行
動
に
出
た
「
無
力
」
の
「逆
僕
」
で
あ
っ
た。

こ
う
し
て
、

「
奴
鎚
」
は
、
嘗
時
「
奴
僕
」
身
分
に
、
あ
る
と
い
わ
れ

る
も
の
が
、

個
別
的
に
自
立
化
し
て
ゆ
く
結
果
と
し
て
爆
瑳
ナ
る
の

で
は
な
い
と
と
は
略
々
明
か
に
さ
れ
得
た
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
基

本
的
K
は
、
直
接
生
産
者
た
る
農
民

・
手
工
業
職
人
等
々

が
、
個
別

具
般
的
に
「
奴
僕
」
身
分
に
あ
る
か
否
か
と
は

一
腰
別
個
に
、
家
父

長
制
的
奴
隷
制
と
し
て
の
階
級
的
存
在
形
態
か
ら
の
自
立
化
の
過
程

に
か
い
て
、

こ
れ
と
逆
行
す
る
官
紳
的
土
地
所
有
に
掛
抗
的
な
闘
争

一
定
の
段
階
に
ま
で

と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
、

自
立
化
し
た
彼
ら
が
、
更
に
濁
立
の
小
生
産
者
と
し
て
上
昇
し
よ
う
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と
す
る
の
に
劃
し
て
逆
行
的
な
官
紳
的
土
地
所
有
に
針
抗
的
な
闘
争

と
し
て
捉
え
る
べ
き
か
、
そ
の
何
れ
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

し
か

し
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
ζ

こ
で
は
全
く
取
扱
う
こ
と
は
出
来
な

ぃ
。
少
く
と
も
、
賞
時
の
具
値
的
存
在
と
し
て
の

「
奴
僕
」
や
、
具

艦
的
現
象
と
し
て
の
「
奴
掛
」
の
み
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は

果
し
得
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

し
か
し
、
将
来
に
解
明
す
べ
き
も
の
と
し
て
提
起
し
た
右
の
課
題

に
い
く
ら
か
で
も
資
ナ
べ
き
問
題
貼
、

と
く
に
直
接
生
産
者
と
し
て

の
佃
農
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
、

ζ

の
漢
に
開
ナ
る
史
料
に
あ
ら
わ



れ
た
限
り
で
の
注
目
ナ
ベ
き
諸
現
象
を
二
、
三
翠
げ
て
本
稿
を
一
躍

ζ

の
愛
の
史
料
に
於
て
は
、
佃
曲
演

結
ん
で
訟
き
た
い
。

一
般
的
に
、

が
殆
と
表
面
に
出
て
い
な
い
。
し
か
し
、
先
皐
の
最
近
の
研
究

K
L
S

い
て
は
、
明
中
期
以
後
、
と
り
わ
け
郷
村
地
主
の
直
接
経
管
の
努
働

力
が
「
奴
僕
」
か
ら
「
傭
工
」
へ
と
時
化
し
、
し
か
も
な
b
こ
の
直

接
鰹
替
が
、
商
業
高
利
貸
的
官
紳
的
土
地
所
有
の
進
展
の
傍
に
る
つ

て
設
展
の
道
を
確
保
し
得
歩
、
佃
農
に
封
ナ
る
地
代
収
取
(
寄
生
)
に

安
坐
せ
ん
と
ナ
る
傾
向
が
認
ゆ
ら
れ
、
他
方
そ
の
基
盤
に
、
佃
曲
演
に

hz
け
る
商
品
生
産
の
採
用
に
仲
う
寅
力
の
田
却
ま
り
を
端
的
に
示
ナ
も

の
と
し
て
の
「
抗
租
」
運
動
が
高
く
評
債
さ
れ
た
の
で
あ
る
(
北
村

古
島
・
藤
井
各
氏
前
掲
論
文
参
照
)
。

そ
れ
故
、

こ
の
よ
う
な
評
債

を
輿
え
ら
れ
た
事
賓
と
こ
の
襲
と
が
と
の
よ
う
に
結
び
つ
い
マ
い
る

か
?
は
、
嘗
然
に
極
め
て
重
要
な
問
題
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か

し、

ζ

の
駐
に
つ
い
て
こ
の
幾
の
史
料
が
語
る
と
こ
ろ
は
極
め
て
少

い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
歩
、
次
の
二
黙
を
指

摘
し
て
恥
こ
う
。

大
官
紳
地
主
支
配
の
下
に
必
け
る
佃
農
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、

「
董
疏
」
に
の
せ
ら
れ
た
官
憲
の
事
質
認
定
の
事
例
と
し
て
、
「
朱
用
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は
回
一
畝
六
分
を
持
っ
て
主
家
に
貰
興
し
、
伊
の
弟
の
朱
畑
を
随
付

し
て
佃
種
せ
し
む
。
食
勝
(
扮
の
奴
)
を
涯
令
し
て
催
租
せ
し
む
る
も

還
ナ
な
し
。
合
勝
は
就
ち
不
合
に
も
朱
畑
を
催
逼
し
て
、
男
の
朱
↓

を
終
っ
て
買
銀
し
て
完
租
せ
し
む
。
文
田
菓
を
持
っ
て
濁
世
賢
に
改

め
て
管
種
せ
し
め
ん
と
し
、
朱
畑
の
讐
恨
を
致
ナ
」
と
い
う
の
が
唯

一
つ
あ
る
。
こ
の
事
例
に
は
大
鐘
次
の
よ
う
な
問
題
が
潜
ん
で
い
る

一
般
に
城
居
寄
生
の
土
地
所
有
に
必
い
て
は
、
全
く

地
代
収
取
に
安
坐
し
て
、
家
族
員
に
よ
る
掌
握
監
督
が
困
難
に
な
り
、

と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
が
佃
農
の
「
抗
租
」
運
動
を
盛
な
ら
し
め
る
一
つ
の
僚
件
に
な

る
(
北
村
前
掲
論
文
参
照
)
と
い
わ
私
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
直
接
生
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産
者
佃
農
に
と
っ
て
は
必
歩
し
も
異
質
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
紀
綱

之
僕
」
の
搾
取
を
受
け
、
完
租
の
矯
に
は
子
供
を
買
っ
た
り
、
ま
た

勝
手
に
他
の
佃
農
と
取
換
え
ら
れ
て
佃
擢
を
剥
奪
さ
せ
ら
れ
る
危
険

に
曝
さ
れ
て
い
る
貼
が
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

ζ

れ
は
佃
農
の
賓

力
の
昂
ま
り
を
抑
止
ナ
る
篠
件
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
組
織
が
城
居

寄
生
の
地
主
の
側
k
h
z
い
て
も
造
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
ナ
。

ζ

の

離
は
先
皐
の
指
摘
し
た
佃
農
の
一
般
的
傾
向

1
抗
租
に
つ
い
て
の
指

摘
を
正
し
い
と
認
め
た
と
し
て
も
、
決
し
て
捨
象
さ
る
べ
き
事
柄
で

は
な
い
。
問
題
は
、

こ
う
し
た
経
済
外
強
制
の
機
構
を
も
排
除
し
得

る
よ
う
な
佃
農
の
側
に
b
け
る
篠
件
の
成
長
と
は
、

そ
も
そ
も
と
の
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よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
?
と
い
う
貼
か
ら
、
先
撃
の
指
摘
を
再
検
討

ナ
る
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ζ

れ
が
第
一

の
問
題
貼
。

ζ

の
儲
撲
に
お
け
る
佃
農
の
果
し
た
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
前

述
の
通
り
不
明
な
部
分
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
こ
の
獲
に

於
て
「
紀
綱
之
僕
」
が
徹
底
的
に
攻
撃
さ
れ
た
結
果
と
し
て

と
に

か
く
佃
租
の
収
入
が
不
安
定
に
な
っ

た
ζ

と
を
一ホ
ナ
と
思
わ
れ
る
も

の
と
し
て
、
前
述
の
沈
倣
附
の
書
簡
の
文
句
を
事
げ
て
h
g
こ
う
。
ナ

な
わ
ち
、
「
伴
し
乃
根
の
最
せ
ら
る
る
所
有
り
て
、
敢
え
て
復
た
其

の
衰
を
慰
に
せ
ざ
ら
ば
、
則
ち
田
租
の
強
竿
の
入
り
て
園
課
或
は
出

す
所
有
る
を
望
む
べ
き
に
庶
幾
ら
ん
。
其
の
感
激
は
濁
り
茸
氏

K
在

ら
や
J

し
て
、
弟
(
沈
)
も
亦
矢
っ
て
朽
ち
ざ
る
な
り
」
と
。
し
か
も
張

丹
山
の

「潟
渓
梓
一
警
は
」
(
鎖
志
一
位
志
徐
二
所
収
)
に
よ
る
と
、
董

氏
失
勢
の
後
の
朕
態
を
述
べ
T
「糧
重
く
、
民
倣
尤
も
多
し
。
遂
に

車
を
地
に
委
ぬ
る
も
人
の
拾
う
者
無
き
に
至
る
。
而
し
て
湾
地
の
市

戸
の
田
は
、
皆
船
を
傭
っ
て
租
を
取
る
。
復
た
佃
戸
の
租
を
、
途
る
者

有
る
ζ

と
無
し
」
と
い
っ
て
い
る
。
ζ

の
史
料
は
、
な
か
他
の
史
料

を
補
っ
て
更
に
目
六
位
的
な
内
容
を
輿
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
け
れ
と

も
、
と
に
か
く
、
第
一
に
、

ζ

の
繁
に
よ
っ
て
、
投
充
ゃ
、
債
権
を

通
じ
て
ふ
く
れ
上
っ

た
萱
氏
の
官
紳
的
土
地
所
有
が
崩
壊
し
た
結
果

と
し
て
、
今
ま
で
税
役
を
兎
れ

T
い
た
部
分
に
王
朝
の
税
糧
徴
収
の

手
が
伸
び
、

し
た
が
っ
て
、
民
欽
が
多
く
な
っ
た
こ
と
、
第
二
K
佃

曲
炭
が
自
ら
地
主
の
下
に
佃
租
を
収
め
る
(
附
加
さ
れ
た
労
働
地
代
)

こ
と
が
全
く
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
二
貼
の
中
に
、
明
病
時

代
の
大
土
地
所
有
の
形
成
を
可
能
に
す
る
篠
件
と
し
て
の
、

官
紳
的

(
特
権
的
)
土
地
所
有
の
特
殊
重
要
な
意
味
と
、
佃
農
の
、

こ
の
官
紳

的
土
地
所
有
に
封
ナ
る
抵
抗
の
現
質
的
効
果
を
み
る
こ
と
が
出
来
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が

ζ

の
出
撲
に
お
け
る
佃
農
の
役
割
に
つ
い

て
の
第
二
の
問
題
酷
で
あ
る
。
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〔
後
記
。
本
稿
は
償
演
市
大
田
中
正
俊
氏
と
の
共
同
例
究
の
一
部
で
あ
っ
て
、

と
り
わ
け
史
料
の
牢
ば
を
負
う
て
い
る
が
論
旨
は
あ
く
ま
で
筆
者
の
責
任
で

あ
る
。
な
か
、
原
史
料
の
ま
ま
の
渇
出
は
、
説
明
と
重
な
っ
て
興
え
ら
れ
た

紙
放
を
倍
加
す
る
(
註
に
廻
し
て
も
)
の
で
、
や
む
を
得
ナ
四
つ
の
表
を
除
く

ほ
か
は
、
す
べ
て
書
き
下
し
の
文
語
憾
と
し
た
。
乙
の
貼
は
、
な
か
論
A
Y
ベ

き
多
く
の
論
貼
と
と
も
に
、
近
い
将
来
、
積
極
的
に
杜
舎
の
基
本
構
造
と
関

連
さ
せ
て
、
全
面
的
に

「
奴
後
」
を
問
題
と
す
る
際
に
、
す
べ
て
更
め
て
果

し
た
い
。
〕

註①
本
文
の
伴
氏
前
掲
論
文
註
に
よ
れ
ば
、
同
級
の
意
味
内
容
を
同
氏
「
明
末
済

初
関
脇刷
枇
州
州
地
直
的
社
町
一
経
済
興
佃
良
風
潮
」
祉
品
目
科
窃
第
三
谷
三

・四
合

期
(
稲
建
省
研
究
院
出
版
)
に
か
い
て
更
に
具
般
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
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で
あ
る
。

ζ

の
論
文
は
未
見
で
年
代
不
明
で
あ
る
が
¥
「
拾
補
」
の
年
代
以
前

で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

②
た
と
え
ば
、
倫
銭
「
中
国
資
本
主
義
生
産
悶
素
的
勝
芽
及
其
増
長
L

歴
史
研

究
、
一
九
五
五
年
三
続
。
韓
大
成
「
現
代
商
品
経
済
的
愛
展
拠
資
本
主
義
的

繭
芽
」
第
四
節
、
資
本
主
義
蔵
芽
奥
封
建
制
度
之
問
的
矛
盾
(
明
清
枇
合
経

済
形
態
的
研
究
|
中
園
人
民
大
隈
中
尉
歴
史
教
研
室
業
集
之
一
l
l
所
枚
。
一

九
五
六
年
刊
。
八
八
|
九
二
頁
)
な
と
参
照
。

③
「
臭
江
勤
挺
一
室
竹
。
地
楠
逢
春
雨
使
葉
緑
。
育
校
一
夜
透
千
精
。
受
時
改
節

場
掛
宵
幽
」
。
竹
は
腕
似
筆
、
春
雨
は
沈
の
披
「
春
字
」
、
葉
線
は
葉
六
、
背
枝

は
萱
嗣
成
の
銃
「
背
芝
」
を
各
E
普
通
で
も
じ
る
。
精
は
蘇
州
の
俗
語
で
「
現

銭
」
の
こ
と
だ
と
い
う
。
な
h
S

「
徐
談
」
に
は
、
「
回
数
首
問
」
と
の
み
あ
る
が、

蛍
時
の

E
大
な
土
地
所
有
者
の
誇
例
か
ら
推
し
て
、
極
く
一
部
に
す
ぎ
な
い

央
江
の
所
有
商
積
を
数
寓
頃
と
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
う
。
ま
た
、
董
氏

の
と
の
贈
賄
が
、
高
勝
十
九
年
内
に
行
か
れ
た
ζ

と
は
、

ζ

の
記
事
の
末
尾

に
「
此
辛
卯
年
事
。
皆
邑
中
遊
治
来
迷
之
」
と
あ
る

K
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

④
勝
安
茅
氏
自
臨
門

A
名
坤
芸
巾
慾
大
夫

V
以
科
名
起
家
。
兄
弟
三
人
。
伯
服

賀
《
名
乾
V
善
簿
輩
。
季

A
名
艮

V
力
回
精
稼
稽
。
鹿
門
其
仲
也
。
各
以
多

財
雄
郷
邑
。
際
回
鳴
。
曲
家
機
字
。
多
億
僕
。
其
家
風
也
。
然
治
生
有
法
。
桑

田
蓄
養
。
所
出
恒
有
品
開
韓
関
。
後
人
守
之
。
世
盆
其
富
。
」
(
張
履
鮮
「
楊
関
先

生
金
集
」
博
一
戸
近
鐙
)

⑤
「
農
桑
譜
」
六
巷
(
同
治
湖
州
府
志
博
一守
勢
文
客
二
)
。
但
し
、
未
だ
現
存
す

る
を
き
か
な
い
。

⑤

「
唐
下
村
。
故
底
土
(
艮
)
所
滋
息
露
。
湖
俗
以
桑
厭
刷
業
。
而
虎
土
治
生
喜
穣

品
明
。
則
種
桑
高
品
開
唐
下
村
よ
。
居
常
白
言
。
吾
死
第
葬
我
於
底
下
村
。
且
死

者
有
知
。
吾
得
観
諸
見
荷
鋤
携
笹
往
来
吾
基
上
。
何
不
策
之
有
談
。
L

(

唐
順

之
「
唐
剣
川
文
集
」
〔
嘉
靖
お
刊
〕
町
山

A
雨
雲
方
底
土
妻
李
購
入
合
葬
墓
誌

銘

V

⑦
「
家
事
開
館
裕
既
摘
。
築
花
園
於
銀
北
。
融
問
団
宅
。
起
市
鹿
。
人
橋
日
饗
隻
称
。

年
九
十

G

循
往
来
花
称
。
而
自
主
租
。
」
(
民
幽
隻
林
鎮
志
博
ニ
寓
資
、
茅
坤
。
)

⑧
本
文
で
説
明
し
た
以
外
の
家
族
の
生
前
概
要
は
左
の
系
闘
の
括
弧
内
の
説
明

を
み
よ
(
銀
志
せ
人
物
一
よ
り
作
製
)

輩
貞
一
元
|
l
口

l
口

l
口

l
口

i
E四
|
仁
簿
|
口
|
庫

l
環

|

沈
氏

伶

一

l
l
嗣
成
(
寓
暦
お
夜
間
拘
歳
)

一--
-
|
道
謹
一

英
氏

=
H
ド↑
l
嗣
茂
(
不
明
)

茅
民
一
|
嗣
昭
(
初
任
五
十
日
而
波
。
幻
歳
)

「
嗣
幅
削
(
附
監
生
。
善
山
水
蛮
。
悲
母
死
而
突
死
。
)

|
嗣
臨
時
(
附
監
生
。
早
死
)

嗣
時
(
改
名
斯
張
。
藤
貢
生
。
猪
瀬
善
病
。
於
生
計
最
拙

カ
扶
詩
数
。
)
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⑨
官
相
場
に
-P
け
る
官
官
そ
の
他
を
め
ぐ
る
権
力
争
い
が
、
こ
れ
に
ま
つ
わ
り
つ

い

τ
hvる
が
、
略
ナ
。

〔
い
つ
も
の
こ
と
・
な
が
ら
、
本
論
文
金
体
に
か
ん
し
て
宮
崎
市
定
氏
の
諸
論

文
、
特
に

「
間
関
代
紙
松
地
方
の
士
大
夫
と
民
衆
」
(
史
林
幻
・

3
)
の
一
文
に

は
、
き
わ
め
て
深
い
示
唆
と
教
示
を
う
け
た
。
讃
者
は
こ
れ
を
あ
わ
せ
讃
ま

れ
た

い。」



On the Agricultural Economy of the Suchou 

Plain under Ming 

Tαkanobu Teradα 

From ancient times the alluvial plain of Suchou (蘇州)was one of the k巴y

:areas in the economic history of China. Though no change in this situa-

tion took place under Ming， i. e.， the economic importance of the area 

remained intact， the economic structure underwent a big' transformation 

due to (1) heavy taxation and (2) the development of money economy 

caused by the influx of silver through silk trade. In the present article 

the author takes up the problem how the traditional pure husbandry was 

replaced by a new mixed form of agriculture， sericulture and cotton grow-

ing， and describes the process where the latter was becoming more and 

more important in the economy of the area. ln the Ming period， especially 

in its middle and latter parts， the agrarian communities in Suchou became 

not only supplied with agricultural implements and fertilizers from 

，outside but part of the larger money or exchange economy. 

On a Mass Movement at Ethe nd of Ming 

Yuichi Saeki 

ln the middle of the Wanli era of Ming (from the end of the 16th 

century to the beginning of the 17th) there arose a s巴riesof mass move-

ments in the area along Lake T'ai-hu， protesting against the rule of. the 

gentry and the bureaucracy. ln the writings of those 0伍cialsand landlords 

who were involved in the event we find materials which throw a Iight on 

the power structure based on landownership. The author takes up one of 

these movements， which took place at Nanhsun.chen (南湾鎮)，Wu.ch'eng 

hsien (烏程豚)， Hu・chou-fu(湖州府)， involving a powerful clan Tung (董)， 

and its related clan by marriage， Fan (活)， and describes the causes and 

development of the movement， and the policy taken by these two clans 

toward it. After analyzing the so-called “chia.nu" or household slave 

system， he finds that there were two different social strata，“ hao・nu"

(豪奴) and “ni-nu" (逆奴). Thus， the author points out some salient 

features of the “nu-pien" or slave movement， which took place in the 
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middle of the 16th century in the coastal areas and those along the YantzU'. 

nver. 

Some Characteristics of Chinese Society as Resected 

in Lei-shu or Cyclopaedias 

Mitsuo Matsumoto 

Of all books produced throughout the ages from the pre-Ch'in period" 

down to the Ch'ing a category called “lei-shu" 01' a kind of cyclopaedia 

is of the nature we scarcely find in other pa1'ts of the world. In volume 

they constitute almost a half of all Chinese books befo1'e the modern 

p~1'iod. These lei-shu seem to indicate the fact that the Chinese 1'uling-

class was always inclined to find thei1' norms of behaviour in old books， 

s叩ot出ha抗tthe featutes peculia1' to each pe1'iod must be somewhat r陀e臼e配ct旬ed

i泊nthe 1廷凶e創i
lei-shu from Huang-lan (皇覧)tωo Kuト川-chin司tピ'u寸1U-chi-ch'屯もe釘ng(古今圃書集成)

iおst出ha抗tthey include everything contained in old books without selecting 

certain things and excluding others. This fact seems to show that the 

Chinese ruling class 01'， in other: word， the lite1'ati 1'emained fundamentally 

of the same nature from Han down to Ch'ing. Incidentally， in view of 

the fact that such pre-Han books as Shu-ching (書経)， Chou-li (周瞳)， 

Tso-chuan (左停)， Chuang -tzu (荘子)and Kuan-tzu (管子)sha1'e to a certain 

extent the natu1'e of later lei叶1U， the period from Ch'un-ch'iu (春秋)

to the Han must have already reached p1'actically the same stage of 

development with the succeeding periods. 
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