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一
九
五
七
年
八
・
九
月
の
交
、
西
ド
イ
ツ
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
市
に
お
い
て
、
園

際
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
合
議
が
ひ
ら
か
れ
た
。
そ
の
席
上
、
(
第
十
二
部
品
間
、

東
ア
ジ
ア
の
部
)
ツ
グ
イ
エ

l
ト
科
拳
ア
カ
デ
ミ
ー
の

F
H
・
り
o
O
B
S
教
授

が
参
加
者
に
く
ば
っ
た
レ
ポ
ー
ト
が
、
こ
の
曾
議
に
参
加
さ
れ
た
田
村
資
造
数

援
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。

。

coss
に
つ
い
て
は
歴
史
皐
研
究
一
五

O

続
に
岡
本
三
郎
氏
が
か
れ
の
見
解
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
(
岡
本
三
郎
、
中
園

に
お
け
る
古
代
の
成
立
と
崩
壊
に
つ
い
て
の
一
考
察
)
そ
れ
に
よ
る
と
、
中
園

古
代
社
舎
は
後
漢
末
に
く
ず
れ
、
三
閣
時
代
か
ら
西
晋
へ
と
封
建
的
諮
関
係
が

一
一
層
の
設
展
を
と
げ
る
。
と
く
に
、
漢
代
に
つ
い
て
は
封
建
的
諮
問
係
の
設
展

を
み
る
こ
と
は
で
き
る
け
れ
ど
も
、
奴
隷
所
有
は
依
然
と
し
て
顕
著
な
役
割
を

演
じ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
今
回
も
た
ら
さ
れ
た
レ
ポ
ー

ト
に
よ
る
と
、
西
漢
時
代
は
奴
隷
制
の
残
神
障
は
み
と
め
ら
れ
る
が
、
封
建
的
諸

関
係
が
支
配
的
な
時
代
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
か
れ
の
見
解
に
饗
化
が
み
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
の
は
、
中
園
に

お
け
る
古
代
史
研
究
の
成
果
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
が
、

わ
が
闘
で
は
こ
れ
ま
で
、
ソ
ヴ
イ
エ

l
ト
に
お
け
る
中
園
古
代
史
研
究
は
比
較

的
お
く
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
て
お
り
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う

い
て

t"'"' 

... ・唱

ロ
。
。

ω 

円ロ

ロ

杉

村

ふ
ム

叫
刃

目畢

で
あ
る
。
た
ま
た
ま
、
今
回
も
た
ら
さ
れ
た
レ
ポ
ー
ト
で
は
具
燈
的
史
料
に
も

と
づ
い
た
、
比
較
的
詳
細
な
論
詮
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
園
古
代
史
の
理

解
に
つ
い
て
は
、
史
料
的
な
制
約
ゃ
、
理
論
的
な
把
握
の
仕
方
等
に
つ
い
て
、

多
く
の
困
難
な
問
題
が
あ
る
現
在
、
。
。

O
B
S
氏
の
こ
の
レ
ポ
ー
ト
を
紹
介

-
す
る
こ
と
が
こ
の
貼
に
お
い
て
な
ん
ら
か
の
参
考
と
な
り
、
あ
わ
せ
て
ソ
漣
邦

の
中
園
史
研
究
の
現
紋
を
知
る
上
で
も
役
立
つ
の
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。
以

下
は
そ
の
全
-
誇
で
あ
る
。

- 89ー

ハ
門
中
閣
に
お
け
る
西
漢
時
代
の
祉
舎
経
済
制
度
の
特
質
と
い
う
問
題
は
、

こ
れ
ま
で
中
園
の
科
皐
的
定
期
刊
行
物
等
で
く
り
か
え
し
論
じ
ら
れ
て
き
て
い

る
が
、
今
日
に
お
い
て
も
な
お
解
決
を
も
と
め
ら
れ
て
い
る
ま
ま
に
残
っ
て
い

る
。
西
ヨ
ー
ロ

ッパ

の
文
献
等
の
な
か
で
は
、
こ
の
問
題
は
特
別
討
論
の
題
目

に
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
資
料
の
豊
富
な
い
く
つ
か
の
貴
重
な
努
作

|

た
と
え
ば
開
・
】
W
『

rm
や
出
・
国
・

uzσσ
等
ー
の
な
か
に
あ
っ
か
わ
れ
て
い
る
。

中
園
と
ソ
ヴ
ィ
エ
l
ト
の
研
究
者
の
聞
で
は
こ
の
問
題
に
関
し
て
二
つ
の
観
黙

が
あ
る
。
そ
の
若
干
の
人
た
ち
に
よ
れ
ば
、
奴
隷
制
は
西
漢
時
代
(
前
二

O
六

l
後
二
四
)
に
は
ま
だ
存
在
し
て
お
り
、
む
し
ろ
頂
鰍
に
さ
え
た
つ
し
て
い
た
。
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そ
し
て
そ
れ
は
三
世
紀
の
後
漢
王
朝
の
崩
壊
後
に
封
建
制
度
に
と
っ
て
か
わ
ら

れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

筆
者
は
、
西
抽
出
王
朝
が
さ
か
ん
な
時
代
に
封
建
制
度
は
中
園
で
完
全
に
確
立

し
て

い
た
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し、

常
時
な
お
奴
隷

所
有
制
的
祉
合
経
済
制
度
の
残
浮
も
、
い
ち
じ
る
し
か
っ
た
。

中
図
の
か
な
り
の
歴
史
家
は
、
西
漢
時
代
を
封
建
祉
品
聞
と
考
え
て
お
り
、

中

園
に
お
け
る
封
建
制
度
の
起
源
は
、
も
っ
と
は
や
い
時
代
に
あ
る
と
い
う
見
解

を
も
っ
て
い
る
。

西
漢
時
代
の
祉
品
目
位
制
の
分
析
を
す
る
の
に
、
筆
者
は
ソ
ヴ
ィ
エ

l
ト
お
よ

び
中
閣
の
多
く
の
歴
史
家
た
ち
と
は
こ
と
な
っ
て
、
奴
隷
制
の
問
題
に
お
も
な

注
意
を
む
け
る
の
で
は
な
く
、
土
地
諸
関
係
の
問
題
を
強
調
し
な
が
ら
、
み
王
鐙

と
し
て
生
産
諸
関
係
の
分
析
を
お
こ
な
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
農
業

が
こ
の
時
期
に
お
け
る
中
閣
の
枇
命
的
生
盗
の
基
礎
を
な
し
て
い
た
と
か
ん
が

え
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
農
民
は
基
本
的
な
被
搾
取
階
級
で
あ
っ
た
し
、

(
も
っ
と
も
、
農
民
だ
け
で
は
な
い
が
)
地
方
に
お
け
る
生
産
諸
関
係
は
、
金
値

と
し
て
祉
禽
的
諮
関
係
を
決
定
す
る
要
素
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

同
私
は
、
西
漢
時
代
に
お
け
る
土
地
制
度
は
、
奴
隷
傍
働
の
上
に
基
礎
づ

け
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
法
的
に
は
自
由
で
も
、
封
建
的
な
隷
腐
の
地
位

に
お
か
れ
た
農
民
の
搾
取
の
上
に
基
縫
っ
け
ら
れ
て
い
た
も
の
と
か
ん
が
え
る
。

こ
の
結
論
は
、
土
地
諮
閥
係
と
土
地
所
有
お
よ
び
経
管
の
諸
形
態
か
ら
導
き
だ

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

中
闘
で
は
、
す
で
に
紀
元
前
三
世
紀
頃
に
、
土
地
所
有
な
ら
び
に
保
有
の
全

般
的
な
形
態
が
確
立
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
二
千
年
以
上
も
の
問
つ
つ

い
た
の

で
あ
る
。
西
漢
時
代
の
立
法
は
、
土
地
所
有
に
二
つ
の
基
本
的
形
態
が
存
在
し

た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
「
人
民
の
耕
地
」
(
民
田
)
、
す
な
わ
ち
土
地
私
有
と

「関
有
地
」
(
公
団
)
す
な
わ
ち
土
地
図
有
と
で
あ
る
ο

西
漢
時
代
に
も
ち
い
ら
れ

て
い
る

「公
団
」
(
園
有
地
)
な
る
語
は
、
後
世
の
資
料
の
中
に
見
出
さ
れ
て
同

じ
く

「
岡
家
に
所
有
さ
れ
た
耕
地
」
あ
る
い
は

「闘
有
地
」
を
意
味
す
る

「官

田
」
の
語
に
相
賞
す
る
。

西
漢
時
代
に
は
、
図
家
な
ら
び
に
私
的
土
地
所
有
の
並
存
の
ほ
か
に
、
封
建

貴
族
の
篠
件
付
土
地
所
有
の
渡
展
も
存
在
し
た
。
土
地
の
最
高
の
所
有
者
で
あ

っ
た
漢
王
朝
の
支
配
者
た
ち
は
、
か
れ
ら
の
一
族
や
そ
の
他
の
貴
族
の
代
表
者

た
ち
に
閥
有
地
を
わ
け
あ
た
え
た
。
中
闘
の
偉
大
な
歴
史
家
司
馬
遼
(
前
二

l

一
世
紀
)
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
た
よ
う
に
、
西
漢
王
朝
が
勢
力
を
え
た
と
き
、

百
人
以
上
の
者
が
貴
族
の
得
競
と
土
地
を
あ
た
え
ら
れ
た
。

身
分
に
感
じ
て
配
分
さ
れ
た
土
地
の
面
積
は
、
そ
の
勲
功
の
度
合
や
貴
族
の

地
位
に
よ
っ
て
さ
だ
め
ら
れ
た
。
財
産
は
土
地
の
面
積
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

・
土
地
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
土
地
と
と
も
に
引
き
渡
さ
れ
た
隷
農
の
歎
で
評
債
さ

れ
て
い
た
。

西
漢
の
初
期
に
は
、
貴
族
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
た
土
地
は
比
絞
的
す
く
な
か

っ
た
。
文
献
資
料
が
し
め
す
よ
う
に
、
最
有
力
な
貴
族
「
侯
」
で
も
一
高
戸
以

下
で
あ
り
、

「小
侯
」
は
五
百
な
い
し
六
百
戸
を
所
有
す
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
第
一
級
の
土
地
所
有
者
は
農
民
の
戸
散
を
増
加
し
て
、
四
万
戸
ぐ
ら

い
ま
で
所
有
し
、
第
二
級
の
も
の
は
そ
の
財
産
を
倍
加
し
た
。

「
誇
主
」
(
王
子
た
ち
)
の
領
土
は
か
な
り
大
き
く
、
中
に
は
五
・
六
園
と
い
く

つ
か
の
都
市
を
ふ
く
ん
で
い
る
も
の
も
あ
っ
た
。
「
諸
王
」
は
み
ず
か
ら
の
官
吏

を
任
命
し
て
い
た
し
、
ま
た
み
ず
か
ら
の
軍
隊
も
も
っ
て
い
て
、
ほ
と
ん
ど
中

央
政
府
か
ら刷倒
立
し
て
い
た
。
し
か
し
、
前
一
五
四
年
に
数
人
の
「
諸
王
」
に

よ
っ
て
指
導
さ
れ
た
叛
飢
が
鎮
座
さ
れ
た
の
ち
は
、
か
れ
ら
の
勢
力
と
影
響
力

は
い
ち
じ
る
し
く
弱
ま
っ
た
。

-90ー



215 

武
帝
(
前
一
四

O
J八
七
)
の
治
下
に
お
い
て
、
「
諸
王
」
や
「
諸
侯
」
の
地
位

は
さ
ら
に
弱
め
ら
れ
た
。
か
れ
ら
の
領
地
の
大
部
分
は
、
前
一
二
七
年
の
長
子

相
縦
椎
の
駁
止
で
波
収
さ
れ
た
。
の
こ
り
の
も
の
に
封
し
て
は
前
一

O
六
年
武

帝
に
よ
っ
て
、
地
方
行
政
を
統
御
す
る
た
め
に
監
察
官
(
部
刺
史
)
が
任
命
さ
れ

た
。
こ
れ
ら
貴
族
の
代
表
者
た
ち
は
、
大
土
地
の
所
有
者
と
し
て
と
ど
ま
っ
た

が
、
し
か
し
、
か
な
り
大
幅
の
政
治
的
濁
立
性
を
う
し
な
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。

西
漢
末
の
卒
帝
(
↑

J
五
年
)
の
治
下
に
お
い
て
は
、
二
四
一
の
「
諸
侯
」

の
闘
が
現
存
し
て
い
た
。

F

貴
族
と
と
も
に
高
級
官
僚
の
代
表
者
た
ち
も
ま
た
か
れ
ら
の
奉
仕
と
勲
功
を

み
と
め
ら
れ
て
爵
位
と
土
地
と
を
あ
た
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
他
の
官
吏
た
ち

は
、
も
つ
ば
ら
物
す
な
わ
ち
穀
物
で
支
排
わ
れ
て
い
た
。
爵
位
を
、
つ
け
た
貴
族

に
、
封
土
と
し
て
の
土
地
と
共
に
あ
た
え
ら
れ
た
農
民
た
ち
は
、
続
の
か
た
ち

で
小
作
料
を
支
挑
っ
た
。
前
一
九
五
年
高
-岨
に
よ
っ
て
渡
せ
ら
れ
た
法
令
は
、

次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

「
す
べ
て
の
列
侯
は
税
徴
収
の
た
め
に
、
み
ず
か

ら
の
官
吏
を
任
命
す
る
。」
司
馬
誕
の
著
作
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
詳

細
な
報
告
を
見
出
す
。
す
な
わ
ち
、
「
傍
位
と
土
地
を
・
つ
け
た
者
は
、
毎
年
各

戸
か
ら
二
百
(
「
銭
L
)

を
う
け
と
っ
た
。
宮
廷
に
伺
候
す
る
と
き
、
か
れ
ら
は

(
か
れ
ら
が
徴
収
し
て
い
た
も
の
か
ら
)
貢
物
を
も
っ
て
い
っ
た
。」
こ
の
短
か

い
文
章
か
ら
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
毎
位
を

う
け
た
土
地
所
有
者
は
、
そ
の
身
分
に
し
た
が
っ
て
あ
た
え
ら
れ
た
土
地
に
お

い
て
は
、
か
れ
ら
の
荘
園
を
も
た
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
土
地

は
奴
隷
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
(
土
地
)
に
し
ば
ら
れ
た
農
民
に
よ
っ
て
耕
作
さ

れ
た
。
か
れ
ら
は
自
分
の
小
さ
な
土
地
を
も
っ
て
い
た
し
、
す
く
な
く
と
も
一

戸
蛍
り
ニ
百
銭
の
貨
幣
地
代
を
支
掛
っ
た
。
土
地
を
も
っ
阜
県
族
た
ろ
は
、
税
を

徴
収
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
勝
手
に
税
の
額
を
さ
だ
め
て
農
民
に
負
猪
さ

せ
も
レ
た
。

「
酢
陽
侯
仁
は
続
と
径
役
を
許
可
な
し
に
増
加
し
た
た
め
一
身
分
降
等
さ
れ

た
。」
お
な
じ
資
料
の
な
か
に
こ
の
よ
う
な
多
く
の
事
賓
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と

か
ら
衣
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
貴
族
の
領
土
に

お
け
る
高
座
的
な
無
慈
悲
な
搾
取
の
質
施
は
た
え
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、

中
央
槌
力
の
干
渉
さ
え
も
惹
起
し
た
の
で
あ
っ
た
。

国
各
級
の
爵
位
ぞ
つ
け
た
貴
族
の
侠
件
付
土
地
所
有
と
は
別
に
、
か
な
り

農
大
な
閤
有
地
(公
田
)
が
天
子
の
直
轄
下
に
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
土
地
の
大
部

分
は
、
土
地
か
ら
の
収
入
を
園
へ
支
排
っ
て
い
る
農
民

l
か
れ
ら
は
図
有
地
の

保
有
者
と
み
な
さ
れ
て
い
た
ー
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
て
い
た
。
軍
事
的
農
業
植

民
地
(
屯
田
)
が
園
境
地
帯
に
お
い
て
国
有
地
の
一
部
に
設
置
さ
れ
、
判
決
を
う

け
た
罪
人
や
流
民
や
内
地
か
ら
で
て
ゆ
く
植
民
者
に
よ
っ
て
植
民
さ
れ
た
。
こ

れ
ら
の
も
の
は
闘
境
警
備
兵
と
し
て
、
か
れ
ら
の
軍
事
的
義
務
を
遂
行
じ
、
同

時
に
課
税
に
闘
し
て
務
干
の
特
権
を
享
受
し
な
が
ら
、
こ
の
土
地
を
耕
作
し
た

の
で
あ
る
。
屯
田
に
い
た
人
々
の
う
ち
、
闘
有
地
で
生
活
し
て
い
る
農
民
た
ち

は
、
か
れ
ら
自
身
の
小
さ
な
農
場
を
も
っ
て
い
た
。
図
有
地
に
お
い
て
は
様
々

の
形
態
の
農
民
経
管
が
あ
っ
た
。

税
は
穀
物
な
い
し
布
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
、
強
制
品
目
働
も
ま
た
要
求
さ
れ
た
。

税
の
金
納
は
、
貨
幣
と
商
品
諸
関
係
の
設
展
を
詮
明
す
る
事
賓
と
し
て
非
常
な

重
要
性
を
も
っ
て
い
た
。
西
漢
の
立
法
に
よ
れ
ば
、
小
作
料
の
額
は
収
穫
の

1
一日
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、
し
ば
し
ば
地
方
の
欣
況
に
態
じ
て
繁
化
し
、

収
穫
の
1
一
却
に
ま
で
へ
ら
さ
れ
た
。
し
か
し
寅
際
に
は
田
租
お
よ
び
そ
の
他
の

税
が
さ
ら
に
重
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
前
一
九
六
年
の
法
令
は
、
さ
だ
め
ら
れ

た
額
以
上
の
税
が
徴
収
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
役
人
は
中
央

の
直
鰭
地
に
お
い
て
、
布
告
さ
れ
た
以
上
を
徴
収
し
て
い
る
し
、
「
諸
侯
」
は
か
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れ
ら
の
土
地
に
お
い
て
さ
ら
に
多
く
の
も
の
を
徴
収
し
て
人
民
を
苦
し
め
た
。

同
様
の
事
情
は
中
央
政
府
が
し
ば
し
ば
税
の
引
下
げ
を
こ
こ
ろ
み
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
後
も
つ
つ
い
た
。
た
と
え
ば
、
前
二
世
紀
に
武
帝
は
、

次
の
よ

う
な
許
可
を
あ
た
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

「
内
史
(
首
都
地
方
を
挽
品
回
国
し
て
い
る
役
人
)
の
支
配
下
に
あ
る
米
国
は
、
他
の

地
方
に
お
い
て
謀
せ
ら
れ
て
い
る
田
租
と
は
こ
と
な
っ
て
、
重
い
田
租
を
課
せ

ら
れ
る
。
」

農
民
は
、
田
租
の
う
え
に
さ
ら
に
貴
族
階
級
以
外
の
も
の
と
同
様
、
さ
ま
ざ

ま
な
種
類
の
現
金
税
を
支
排
っ
た
。
そ
れ
ら
の
う
ち
で
も
っ
と
も
重
要
な
も
の

は
、
前
二

O
三
年
に
は
じ
め
ら
れ
た
税
「
算
賦
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
十
五
歳

か
ら
六
十
歳
ま
で
の
各
人
に
よ
っ
て
支
排
わ
れ
た
。
高
租
の
統
治
下
に
お
い
て

川
山

は
そ
れ
は
一
人
蛍
り
百
二
十
銭
の
額
で
あ
り
、
商
人
と
奴
隷
は
倍
額
を
支
排
っ

た
。
(
あ
き
川
町
か
に
、

奴
萩
か
ら
徴
収
さ
れ
る
税
は
、
そ
の
所
有
者
に
よ
っ
て

支
排
わ
れ
た
。
)
そ
の
ご
「
算
賦
」
の
額
は
閣
内
に
お
け
る
経
済
的
政
治
的
賦
況

に
腔
じ
て
製
化
し
た
。
た
と
え
ば
、
前
五
二
年
に
は
三
十
銭
に
引
下
げ
ら
れ
た

犠
却

し
、
前
一
三
年
に
は
四
十
銭
で
あ
つ
ら

未
成
年
者
に
た
い
し
て
は
ま
た
「
人
頭
税
」
い
わ
ゆ
る

「
口
賦
」
あ
る
い
は

「
口
銭
」
が
存
在
し
た
。
そ
れ
は
七
歳
か
ら
十
四
歳
ま
で
の
子
供
に
課
せ
ら
れ
て

二
十
銭
の
額
で
あ
っ
た
。
武
帝
の
治
下
で
は
口
賦
は
三
歳
の
子
供
に
た
い
し
て

m州司

も
課
せ
ら
れ
、
額
は
二
十
三
銭
で
あ
つ
ら
ま
た
軍
役
に
し
た
が
う
か
わ
り
に

支
緋
わ
れ
る

「
更
賦
」

と
い
う
税
も
あ
っ
た
。
ぞ
れ
は
三
百
銭
で
、
勤
務
を
の

ぞ
ま
な
い
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
で
き
な
い
人
か
ら
徴
収
さ
れ
た
。

閥
有
地
あ
る
い
は
王
領
に
お
け
る
山
政
奴
の
搾
取
は
上
に
の
べ
ら
れ
た
賦
課
の

徴
収
の
み
に
か
ぎ
ら
れ
な
か
っ
た
。
農
民
に
た
い
し
て
非
常
に
苛
酷
な
も
の
は

軍
役
と
賦
役
と
で
あ
っ
た
。
前
回
世
紀
の
中
頃
、
素
朝
の
支
配
下
で
商
軟
に
よ

つ
て
は
じ
め
ら
れ
た
制
度
は
、
な
お
西
漢
時
代
に
も
存
在
し
て
い
た
。
す
な
わ

ち
、
期
間
一
ヶ
月
の
、
郡
川
師
に
お
け
る
「
更
卒
」
と
大
都
市
に
お
け
る

「正
卒
」

で
あ
る
。
西
漢
の
初
期
に
お
い
て
は
、
賦
役
は
二
十
三
歳
か
ら
五
十
六
歳
ま
で

の
す
べ
て
の
農
民
に
謀
せ
ら
れ
た
。
し
か
も
、
前

一
一
五
年
に
は
年
齢
の
制
限

が
二
十
歳
ま
で
引
下
げ
ら
れ
知
も
っ
と
心
+
苛
酷
な
も
の
は
、
関
境
に
お
け
る

軍
役
で
あ
っ
た
。
農
民
た
ち
は
、
し
ば
し
ば
収
穫
期
に
あ
た
っ
て
、
勤
務
の
た

め
に
他
所
へ

召
集
さ
れ
た
。
こ
れ
は
か
れ
ら
自
身
の
農
業
に
悪
影
響
を
あ
た
え

た
。
か
れ
ら
の
賦
役
は
、
都
市
の
建
設
、
迩
河
の
開
撃
、
民
防
の
修
築
な
と
の

公
共
事
業
に
も
ち
い
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
前
一
九
二
年
に
十
四
寓
六
千
人
の

男
女
が
長
安
の
町
を
建
設
す
る
の
に
三
十
日
間
働
い
た
。
そ
し
て
一
年
後
に
は

凶

十
四
高
五
千
人
が
そ
こ
へ
迭
ら
れ
た
。

武
帝
の
も
と
で
瀦
瓶
組
織
を
修
復
あ
る
い
は
城
大
す
る
と
い
う
大
規
模
な
事

業
が
な
さ
れ
た
と
き
も
ま
た
、
奴
隷
州
出
働
で
は
な
く
農
民
勿
働
が
も
ち
い
ら
れ

た
。
こ
れ
ら
の
賦
役
農
民
は

「税」

と
い
う
言
葉
の
一

部
と
し
て
も
ち
い
ら
れ

た
「
卒
」
と
い
う
言
葉
で
明
示
さ
れ
た
(
更
卒
と
正
卒
)
。
農
民
の
強
制
燐
働
は
、

ま
た
と
き
と
き
氾
濫
を
ふ
せ
ぐ
た
め
に
も
ち
い
ら
れ
た
。
前
一

一一
一
一
一
年
に
は
黄

河
の
洪
水
を
ふ
せ
ぐ
た
め
に
十
高
卒
(
賦
役
農
民
)
が
お
く
ら
れ
た
。
司
馬
溢
は

史
記
の
河
渠
書
に
お
い
て
く
り
か
え
し
「
卒
」
に
よ
る
運
河
の
開
繁
を
の
べ
て

い
る
。
一
一
一
つ
の
場
合
に
、
か
れ
は
数
千
人
の
参
加
を
の
べ
て
お
り
、
ま
た
一
つ

附

の
場
合
に
は
、
一
高
人
以
上
の
参
加
を
の
べ
て
い
る
。

農
民
の
賦
役
は
、
ひ
ろ
く
さ
ま
ざ
ま
の
公
共
事
業
に
も
ち
い
ら
れ
た
。
西
漢

時
代
金
般
を
通
じ
て
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
こ
の
賦
役
は
し
ば
し
ば
軍
役
の
か

わ
り
を
し
た
。
た
と
え
ば
、
漢
書
は
前
二
八
年
と
二
六
年
に
「
卒
」
が
黄
河
の

堤
防
修
築
の
仕
事
に
参
加
し
た
が
、
、
山
切
れ
は
か
れ
ら
が
六
ヶ
月
間
軍
務
に
服
し

た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
の
べ
て
い

3
d
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ヂ
イ
ウ
ム

同
中
閣
に
お
い
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
由
地
の
型
の
私
的
土
地
所
有
は
西

漢
時
代
以
前
に
凝
生
し
た
。
そ
れ
は
前
回
世
紀
以
来
存
在
し
て
お
り
、
商
秩
に

よ
っ
て
は
じ
め
ら
れ
た
諸
改
革
以
後
、
そ
の
時
代
の
す
べ
て
の
闘
々
の
歴
史
の

な
か
に
あ
と
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
的
な
、
自
由
に
譲
渡
し
う

る
土
地
の
増
大
は
、
不
可
避
的
に
大
土
地
所
有
の
確
立
へ
と
導
い
た
。

ア
ロ
ヂ
イ
ウ
ム

エ
ン
ゲ
ル
ス
は
か
れ
の
著
作
「
フ
ラ
ン
ク
時
代
」
の
中
で
「
自
由
地
が
愛
生

し
た
そ
の
'瞬
間
か
ら
、
土
地
が
自
由
に
譲
渡
さ
れ
う
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
の
時

か
ら
、
土
地
が
商
品
に
湊
じ
た
戸
の
時
か
ら
大
土
地
所
有
の
確
立
は
、
た
ん
に

時
間
の
問
題
に
す
ぎ
な
く
な
っ
た
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。
私
的
土
地
所
有
の
設

展
は
奴
隷
制
時
代
を
通
じ
て
存
在
し
て
い
た
村
落
共
同
般
の
崩
壊
と
，
密
接
に
関

係
し
て
い
た
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
自
由
な
土
地
所
有
者
た
ち
の
一
部
は
、
、
復

落
し
て
土
地
を
う
ば
わ
れ
、
小
作
人
に
な
っ
た
。

こ
の
結
論
は
儒
皐
者
責
仲
釘
(
前
二
世
紀
)
の
霞
言
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
。

か
れ
は
次
の
よ
う
な
言
葉
で
、
前
四
世
紀
に
お
け
る
秦
の
諸
改
革
の
情
況
を
語

っ
て
い
る
。

「
秦
は
:
:
:
:
・
商
秩
の
法
を
も
ち
い
て
(
古
代
の
)
帝
王
の
制
を
改
め
た
。
か
れ

ら
は
井
田
を
駿
止
し
て
人
民
は
(
土
地
を
)
寅
買
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
。
富
者

の
団
地
は
ひ
ろ
く
嫌
が
っ
て
相
漣
り
、
貧
者
は
立
錐
の
地
を
も
も
た
な
か
っ
た
。

・・・
・・
下
府
民
は
苦
悩
な
し
に
ど
う
し
て
生
き
え
た
だ
ろ
う
か
?
」

「
か
れ
ら
の
あ
る
も
の
は
勢
力
家
の
田
地
を
耕
作
し

5
一
叩
(
す
な
わ
ち
収
穫
の

五
O
%
)
の
額
に
達
す
る
小
作
料
を
支
排
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
貧
し
い
民
衆
は

つ
ね
に
ぼ
ろ
を
ま
と
い
(
女
生
噛
り
に
い
え
ば
「
動
物
の
皮
を
き
て
い
た
」
)
犬

や
ぶ
た
の
え
さ
を
た
べ
て
い
た
。L

西
漢
時
代
に
お
い
て
は
、
私
的
土
地
所
有
は
さ
ら
に
一
一
層
設
展
し
た
。
農
民

の
所
有
し
て
い
た
小
土
地
は
、
大
・
中
土
地
所
有
者
の
土
地
と
は
区
別
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。

こ
の
時
代
に
お
い
て
は
、
私
有
地
、
す
な
わ
ち
自
由
に
質
賀
さ
れ
る
土
地
の

形
成
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
過
程
が
あ
っ
た
。
第
一
に
、
秦
朝
(
前
一
一
一
一
一

J
二
O

六
)
の
時
代
に
起
源
を
も
っ
豪
民
の
私
的
土
地
所
有
が
な
お
存
在
し
た
。
第
二

に
、
私
有
地
が
あ
ら
た
に
獲
得
さ
れ
た
領
地
と
し
て
成
長
し
て
お
り
、
ま
た
、

最
近
に
耕
作
さ
れ
た
慮
女
地
が
付
加
さ
れ
た
。
第
三
に
、
大
土
地
所
有
の
設
展

に
た
い
す
る
主
要
な
原
因
は
、
小
農
民
の
波
落
と
か
れ
ら
の
土
地
の
拘
束
さ
れ

な
い
賀
却
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
大
土
地
所
有
者
の
手
中
へ
土
地
を
集
中
さ
せ
た
。

西
漢
時
代
に
お
け
る
土
地
の
自
由
貿
貨
は
、
金
持
と
く
に
大
商
人
に
か
れ
ら

の
土
地
を
綴
大
さ
せ
る
可
能
性
を
あ
た
え
た
。
土
地
は
商
人
た
ち
に
よ
っ
て
の

み
購
入
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
醐
盟
餓
業
者
や
「
侯
」
の
身
分
に
ま
で
な
っ
た
高

級
官
吏
の
代
表
者
た
ち
に
よ
っ
て
さ
え
も
購
入
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
高
租
の

丞
相
浦
知
川
は
数
千
の
加
低
落
し
た
小
土
地
所
有
者
の
土
地
や
家
を
非
常
に
や
す
く

買
っ
た
。
二
人
の
皇
帝
、
元
帝
(
前
四
八
J
一
三
一
)
と
成
帝
(
前
一
一
一
一
一

J
七
)
に
つ

か
え
た
重
臣
張
再
は
「
多
く
の
土
地
を
買
い
し
め
四
百
頃
を
所
有
し
た
。
」
前
二

世
紀
の
政
治
家
晃
錯
は
災
害
や
培
税
に
際
し
て
「
・
:
:
:
:
負
債
を
排
う
た
め
に泊

制

土
地
や
家
や
子
や
孫
を
賀
る
人
民
が
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
&
。

息
地
錯
も
ま
た
商
人
の
手
中
に
土
地
が
集
中
す
る
こ
と
に
つ
い
て
書
い
て
い
む

商
人
は
高
級
官
吏
と
同
様
に
あ
き
ら
か
に
大
土
地
所
有
者
で
あ
っ
た
。
前
二

世
紀
の
中
頃
ま
で
、
商
人
に
よ
る
土
地
の
獲
得
に
つ
い
て
制
限
は
も
う
け
ら
れ

な
か
っ
た
。
武
帝
の
も
と
で
商
人
た
ち
は
大
打
撃
を
・
つ
け
た
。
所
得
の
大
き
さ

を
か
く
し
て
い
た
商
人
の
多
く
は
、
そ
の
財
盗
(
土
地
を
ふ
く
ん
で
)
を
波
収
さ

れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
商
人
た
ち
の
土
地
所
有
を
完
全
に
の
ぞ
い
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
前
一
世
紀
の
終
り
か
ら
は
じ
ま
る
政
治
家
の
報
告

や
天
子
の
諸
法
令
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
事
寅
で
あ
る
。
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完
全
な
、
譲
渡
し
う
る
土
地
の
私
有
は
、
さ
ら
に
一
一
府
設
展
し
つ
づ
け
た
。

こ
の
こ
と
は
、
土
地
所
有
を
三
十
頃
に
制
限
し
よ
う
と
し
た
哀
帝
(
前
六
J
二
)

の
く
わ
だ
て

l
そ
れ
は
失
敗
に
終
っ
た
が
|
%
全
土
を
皇
帝
の
所
有
で
あ
る

と
宣
言
し
、
土
地
釘
買
を
禁
止
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
王
奔
(
九
J
一
二
三
の

空
想
的
な
改
革
の
失
敗
に
よ
っ
て
詮
明
さ
れ
る
。
こ
の
改
革
は
は
じ
め
ら
れ
て

三
年
後
(
一
二
年
)
に
殴
止
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
私
的
土
地
所
有
の
永
続
性
と
輩

固
さ
、
な
ら
び
に
常
時
の
杜
命
間
関
係
に
お
け
る
非
常
に
重
要
な
役
割
を
し
め
す

も
う
一
つ
の
誼
様
で
あ
っ
た
。

大
・
中
土
地
所
有
者
の
私
有
で
あ
っ
た
土
地
は
、
大
部
分
小
作
人
に
よ
っ
て

耕
作
さ
れ
た
が
、
と
き
に
は
一服
飾
俊
民
や
臨
時
の
傍
働
者
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ

た
。
わ
れ
わ
れ
が
使
用
し
て
い
る
諸
資
料
は
、
奴
隷
労
働
が
そ
れ
ら
の
土
地
に

も
ち
い
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
直
接
し
め
し
て
は
い
な
い
が
、
土
地
の
賃
貸
が

ひ
ろ
く
普
及
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
多
く
の
誼
同
僚
が
あ
る
。
資
仲
箭
の
言

葉
は
上
述
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
前
二
世
紀
の
官
東
省
成
は
、
か
れ
の
土
耐

を
数
千
の
小
作
農
に
分
配
し
た
が
、
そ
の
面
積
は
千
頃
以
上
に
だ
っ
し
て
い
る
。

豆
奔
の
法
令
も
ま
た
、
分
割
小
作
の
普
及
し
て
い
た
こ
と
を
謹
煉
だ
て
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

「
質
カ
あ
る
古
川
田
地
を
占
有
し
て
わ
か
ち
、
(
小
作
人
の
僚
件
で
貸
し
だ
し
A

力
ず
く
で
(
小
作
料
を
)
徴
収
し
て
い
る
。
お
も
て
む
き
は
(
小
作
料
な
い
し
収

穫
の
わ
け
ま
え
は
)
収
穫
の
1
一初
で
あ
っ
た
が
、
資
際
は
5
石
川
に
た
つ
し
た
噌

」

上
述
の
引
用
な
ら
び
に
事
質
は
こ
と
な
っ
た
資
料
か
ら
あ
つ
め
た
も
の
で
あ

る
が
、
小
作
農
民
は
す
く
な
く
と
も
か
れ
ら
の
収
穫
の
半
分
を
地
主
に
支
排
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。

こ
の
時
代
に
お
け
る
農
民
た
ち
は
法
的
に
は
自
由
で
あ
っ
た
け
れ
と
も
、
現

貨
に
は
か
れ
ら
は
、
と
く
に
私
有
地
の
小
作
人
た
ち
は
、
た
ん
に
経
済
的
に
だ

け
で
な
く
、
政
治
的
に
も
地
主
に
従
属
し
て
い
た
。
中
間
の
諸
資
料
は
、
暴
力

に
よ
る
土
地
の
占
有
ゃ
、

「家
族
」
や
富
商
に
よ
る
土
地
の

「粂
併
」
や
、
カ
ず

く
に
よ
る
徐
剰
生
産
物
の
収
奪
や
、

村
々
に
お
い
て
お
か
し
た
か
れ
ら
の
不
法

随

行
局
に
つ
い
て
か
た
っ
て
い
る
。

回
以
上
の
論
詮
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
結
論
を
引
出
し
う
る
。

す
な
わ
ち
、
農
民
の
一
部
は
か
れ
ら
の
完
全
な
私
有
で
あ
り
、
資
る
椎
利
が
あ

っ
た
土
地
を
も
っ
て
い
た
。
農
民
に
よ
っ
て
用
盆
あ
る
い
は
耕
作
さ
れ
た
若
干

の
土
地
は
、
岡
家
ま
た
は
天
子
の
所
有
か
、
も
し
く
は
寄
位
を
あ
た
え
ら
れ
た

貴
族
階
級
に
後
件
付
で
属
し
て
い
た
。
残
り
の
農
民
た
ち
は
、
土
地
を
ほ
と
ん

と
か
、
あ
る
い
は
全
く
も
た
な
か
っ
た
よ
う
に
み
え
た
し
、
大
中
土
地
所
有
者

か
ら
土
地
を
賃
借
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

農
民
た
ち
が
耕
作
し
て
い
る
閤
有
地
は
個
人
的
な
所
有
に
か
わ
り
え
た
こ
と

は
う
た
が
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
あ
た
ら
し
く
住
み
つ
か
せ
た
悶
有
地
や
、
農

民
た
ち
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
た
、
以
前
の
荒
蕪
地
に
し
ば
し
ば
お
こ
っ
た
。
前

一
世
紀
の
政
治
家
貢
高
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
j
i
-
-
-
貧
民

ρか

れ
ら
に
下
賜
さ
れ
た
団
地
を
商
業
を
は
じ
め
る
た
め
に
や
す
く
(
債
格
)
賀
る
。
」

こ
こ
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
あ
き
ら
か
に
農
民
た
ち
に
、
か
れ
ら
の
移

住
地
や
魔
女
地
の
開
拓
に
開
通
し
て
あ
た
え
ら
れ
た
閤
有
地
の
こ
と
で
あ
る
。

も
し
、
そ
れ
ら
の
土
地
が
賀
ら
れ
う
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
土
地
は
闘
有
地
の

純
鳴
か
ら
農
民
の
私
有
地
の
純
鴎
に
移
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
の
時
代
に
は
、
土
地
所
有
の
設
展
に

お
け
る
支
配
的
な
傾
向
は
、
農
民
の
土
地
所
有
を
排
除
す
る
こ
と
と
大
土
地
所

有
者
に
よ
る
農
民
の
私
有
地
の
吸
収
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
土
地

の
買
占
め
や
暴
力
に
よ
る
土
地
の
強
奪
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
お
こ
な
っ
た
。
こ

う
し
て
小
農
民
土
地
所
有
者
は
小
作
人
に
柿
開
化
し
て
い
っ
た
。
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酉
漢
時
代
に
お
け
る
農
民
経
管
は
さ
ま
ぎ
ま
な
形
態
を
と
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

物
納
地
代
、
務
働
地
代
(
お
も
に
公
共
事
業
の
形
に
お
け
る
)
や
一
部
の
金
約
地

代
(
金
納
地
代
は
現
物
地
代
の
餐
形
で
、
通
常
封
建
制
の
崩
壊
期
に
あ
ら
わ
れ

る
も
の
で
あ
る
が
)
が
存
在
し
た
。
史
料
を
研
究
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
西
漢
時

代
に
お
け
る
中
園
の
土
地
制
度
は
奴
隷
傍
働
の
上
に
基
礎
を
お
い
た
も
の
で
は

な
く
、
奴
隷
扮
働
は
た
ん
に
二
義
的
な
重
要
性
し
か
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
を
決
定
的
に
し
め
し
て
い
る
。

約
奴
隷
制
が
西
漢
時
代
に
ま
だ
存
在
し
て
い
た
と
い
う
理
論
に
同
調
す
る

人
た
ち
は
、
遁
常
か
れ
ら
の
立
場
を
多
数
の
奴
隷
と
康
範
に
も
ち
い
ら
れ
た
奴

隷
酷
労
働
と
に
よ
っ
て
設
明
し
よ
う
と
こ
こ
ろ
み
て
い
る
。
し
か
し
、
も
し
わ
れ

わ
れ
が
こ
れ
を
あ
る
謹
嬢
と
し
て
う
け
い
れ
る
な
ら
ば
、
中
闘
に
お
け
る
奴
隷

制
は
す
く
な
く
と
も
一
七
世
紀
ま
で
維
持
さ
れ
た
こ
と
を
も
ま
た
み
と
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
ろ
ま
で
こ
の
園
に
は
多
く
の
奴
殺
が
存
在

し
た
の
で
あ
る
か
ら
。

奴
隷
の
数
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
身
は
、
か
れ
ら
が
祉
禽
的
生
産

に
演
ず
る
役
割
を
決
定
し
な
い
。
同
時
に
こ
の
問
題
は
抽
象
的
に
人
口
の
総
数

を
勘
定
に
い
れ
な
い
で
吟
味
さ
れ
る
べ
き
で
も
な
い
。
賓
際
、
西
漢
祉
舎
に
お

け
る
奴
隷
傍
働
は
、
相
射
的
に
は
重
要
性
が
非
常
に
す
く
な
か
っ
た
。
中
園
に

お
け
る
奴
隷
の
役
割
に
か
ん
す
る
注
意
す
べ
き
事
賓
が
、

一
期
伯
質
に
よ
っ
て
書

か
れ
た
う
た
が
う
徐
地
の
な
い
ほ
と
明
白
な
論
文
の
な
か
に
計
い
だ
さ
れ
弘

一
世
紀
の
は
じ
め
に
中
閣
の
人
口
は
五
、
九
六

O
寓
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
の

奴
隷
の
正
確
な
数
を
さ
だ
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
あ
き
ら
か
に
一

O
寓

ω
 

人
以
上
の
園
有
奴
隷
が
存
在
し
た
。
か
れ
ら
は
祉
舎
的
生
産
に
お
い
て
は
、
い

か
な
る
重
要
な
役
割
も
演
ず
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
と
に
か
れ
ら
の
多

く
は
い
か
な
る
生
産
的
な
活
動
に
も
従
事
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
か
く
て
上
述

の
貢
宮
内
は
一

O
高
人
以
上
の
男
女
の
官
奴
稗
が
生
産
的
で
な
い
活
動
、
貴
族
を

た
の
し
ま
せ
る
こ
と
に
従
事
さ
せ
ら
れ
、
そ
し
て
鬼
大
な
額
の
貨
幣
が
、
か
れ

ら
の
維
持
費
の
た
め
に
課
税
さ
れ
た
自
由
民
を
犠
牲
に
し
て
年
々
つ
い
や
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
を
言
明
し
て
い
旬
。
も
し
こ
の
時
代
に
奴
隷
が
自
由
民
の
犠
牲

・に
よ
っ
て
生
活
し
て
お
り
、
そ
の
反
劉
で
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
奴
隷
制
に
つ

い
て
ど
ん
な
問
題
が
あ
り
え
た
だ
ろ
う
か
。

私
有
奴
隷
に
つ
い
て
「
漢
書
」
の
報
告
は
二
百
年
以
上
も
の
期
間
に
つ
い
て

の
べ
て
い
る
の
で
、
一
定
の
時
期
に
お
け
る
か
れ
ら
の
数
を
正
確
に
確
定
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
私
有
奴
隷
の
数
は
、
こ
の
時
代
に
お
い
て

は
、
い
つ
で
も
二

O
寓
を
こ
え
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
三
百
人
の
自
由
民
に

た
い
し
て
一
人
の
私
有
奴
隷
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
割
合
マ
も
っ
て
、

前
三
世
紀
J
一
世
紀
に
お
け
る
中
閣
の
生
産
様
式
を
奴
隷
制
と
し
て
特
色
づ

け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
大
部
分
の
私
的
奴
隷
が
家
内
奴
隷

(
「
償
乙
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
考
慮
に
い
れ
る
場
合
、
と
く
に
そ
う
で
あ
る
。

西
漢
時
代
に
お
い
て
は
、
奴
隷
は
祉
曾
的
生
産
に
は
あ
ま
り
多
く
は
も
ち
い

ら
れ
な
か
っ
た
。
闘
有
奴
隷
は
多
く
園
家
機
関
や
宮
廷
や
貴
族
お
よ
び
高
官
の

下
僕
で
あ
っ
た
。
か
な
り
の
歎
の
奴
裁
が
天
子
の
園
園
を
世
話
し
、
あ
る
い
は

能
時
際
じ
て
男
女
の
音
楽
家
や
俳
優
や
踊
子
と
し
て
貴
族
た
ち
を
た
の
し
ま

せ
た
。
多
く
の
稗
は
妾
に
な
っ
た
。
貢
雷
同
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
諸
侯
」

は
し
ば
し
ば
数
百
人
の
奴
隷
の
妾
を
も
っ
て
い
た
。
一
方
金
持
ち
(
貴
族
階
級

に
腐
し
て
い
な
い
)
は
数
百
人
の
歌
姫
を
も
っ
て
い
た
。
奴
隷
務
働
は
農
業
に

そ
う
た
く
さ
ん
は
使
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
若
干
の
中
闘
の
著
作
者
は
、
ぃ

ω
 

く
つ
か
の
資
料
の
な
か
に
、
商
人
た
ち
の
土
地
や
奴
隷
の
、後
収
と
、
土
地
お
よ

び
奴
隷
の
所
有
を
制
限
す
る
法
令
に
つ
い
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
質
に

も
と
，つ
い
て
、
奴
隷
務
働
が
農
業
に
使
用
さ
れ
て
い
た
と
結
論
つ
け
て
い
る
。
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原
典
で
こ
の
二
つ
の
言
葉
が
む
す
び
つ
け
ら
れ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
決
し
て
土
地
が
奴
隷
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
た
こ
と
を
し
め
す
も
の
と
し

て
説
明
さ
れ
え
な
い
。
こ
の
例
設
を
あ
げ
よ
う
。
前
二
世
紀
の
政
治
家
震
光
は

土
地
と
そ
の
困
地
を
耕
作
し
て
い
る
こ
高
戸
の
隷
属
農
民
を
あ
た
え
ら
れ
て
い

た
。
さ
ら
に
か
れ
は
娯
楽
と
家
内
勿
働
用
と
し
て
百
七
十
人
の
奴
稗
を
も
っ
て

い
た
A

こ
の
こ
と
は
若
干
の
著
作
者
を
し
て
、
も
し
か
れ
の
土
地
お
よ
び
奴
裁

が
淡
収
さ
れ
た
な
ら
ば
、
か
れ
の
土
地
は
奴
隷
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
て
い
た
と

結
論
ざ
す
に
ち
が
い
な
い
。

奴
隷
は
職
人
と
し
て
も
ま
た
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
な
か
っ
た
。
も
っ
と

も
波
達
し
乞
い
た
家
内
工
業
(
織
物
)
は
、
通
常
農
業
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
た
婦
人
は
農
民
の
妻
た
ち
で
あ
っ
て
奴
隷
の
妻
で
は

な
か
っ
た
。
官
併
の
手
工
業
は
奴
隷
以
外
に
隷
民
の
い
ろ
.
い
ろ
の
集
闘
が
参
加

し
て
い
た
の
で
、
も
つ
ば
ら
奴
隷
妨
働
だ
け
に
基
礎
を
お
い
て
い
た
の
で
も
な

か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
昭
帝
(
前
八
六
J
七
一
ニ
)
の
治
下
に
「
卒
」
(
奴
僕
)
「
徒
」

(
重
勿
働
の
刑
を
宣
告
さ
れ
た
罪
人
た
ち
で
、
そ
の
中
の
あ
る
者
は
奴
識
に
さ

れ
た
)
「
工
匠
」
(
官
借
手
工
業
の
種
々
の
部
門
に
笠
録
さ
れ
た
職
人
)
等
は
強

制
妨
害
で
て
い
る
期
間
官
の
仕
事
場
へ
唱
さ
れ
た
。
か
れ
ら
は
法
的
に
は

自
由
で
あ
っ
た
が
、
図
家
に
従
属
し
て
い
た
。

西
漢
時
代
に
は
奴
隷
の
法
的
地
位
は
い
ち
じ
る
し
く
繁
化
し
て
、
本
質
的
に

は
封
建
的
な
農
奴
の
身
分
と
な
ん
ら
こ
と
な
ら
な
か
っ
た
。
武
帝
の
時
代
に
萱

仲
箭
は
天
子
に
上
っ
た
奏
言
の
中
で
「
奴
裁
を
勝
手
に
殺
す
維
利
を
駁
止
す
る

こ
と
」
を
提
言
し
た
。
こ
の
提
言
は
納
れ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
&
。
郭
沫
若
教
授

は
武
帝
以
後
「
侯
」
さ
え
も
そ
の
私
的
奴
隷
を
勝
手
に
殺
す
植
利
は
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
か
か
る
殺
人
は
、
か
れ
ら
の
身
分
や
土
地
、
時
に
は

生
命
さ
え
も
う
し
な
う
と
い
う
慮
闘
を
、
つ
け
た
こ
と
を
し
め
す
い
く
つ
か
の
讃

悶

擦
を
あ
げ
て
い
る
。
鶏
伯
賛
数
援
は
西
漢
時
代
に
「
侯
」
の
よ
う
な
者
で
も
、

た
ん
に
奴
隷
を
殺
す
と
い
う
こ
と
の
た
め
の
み
で
な
く
、
か
つ
て
負
債
の
た
め

に
奴
殺
に
資
ら
れ
た
者
を
ふ
た
た
び
奴
隷
に
し
た
た
め
に
、
そ
の
身
分
を
う
し

な
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
詮
嬢
を
あ
げ
て
い
宅
。

あ
た
ら
し
い
祉
舎
股
制
ー
ー
す
な
わ
ち
封
建
制
ー
ー
の
勝
利
後
、
奴
隷
制
の

残
浮
が
祉
舎
の
さ
ら
に
一
一
附
の
設
展
を
さ
ま
た
げ
た
。
こ
れ
と
関
連
し
て
、
前

三
世
紀
は
じ
め
か
ら
奴
隷
を
完
全
に
、
あ
る
い
は
部
分
的
に
自
由
な
獣
態
に
お

く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
問
題
が
支
配
者
の
聞
に
お
こ
っ
た
。
前
二

O
二
年
に
は

飢
踏
の
た
め
に
身
を
寅
っ
た
奴
隷
た
ち
の
解
放
に
つ
い
て
の
法
令
が
渡
せ
ら
れ

た
。
前
一
六

O
年
に
は
園
有
奴
隷
の
解
放
が
布
告
さ
れ
、
か
れ
ら
は
自
由
民

「
庶
人
」
の
中
に
ふ
く
め
ら
れ
た
。
前
一

O
四
年
に
は
王
朝
に
た
い
す
る
叛
鈍
の

ω
 

指
導
者
た
ち
が
そ
の
妻
子
と
同
様
に
奴
隷
か
ら
解
放
さ
れ
た
。

奴
隷
の
こ
の
部
分
的
な
解
放
の
ほ
か
に
、
さ
ら
に
奴
隷
を
制
限
す
る
こ
こ
ろ

み
が
、
前
一
世
紀
に
く
り
か
え
し
な
さ
れ
誌
か
く
て
貢
再
は
一
高
人
以
上
の

図
有
奴
隷
を
自
由
に
す
る
こ
と
を
提
言
し
弘
前
六
年
に
は
奴
隷
所
有
制
限
令

が
渡
せ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
「
王
」
と
「
侯
」
は
二
百
人
以
上
の
奴
隷
を
も
つ

こ
と
を
ゆ
る
さ
れ
な
か
っ
た
。
一
方
他
の
貴
族
た
ち
(
列
侯
)
は
奴
隷
を
た
だ
百

人
だ
け
し
か
も
て
ず
、
領
地
と
し
て
土
地
を
あ
た
え
ら
れ
な
か
っ
た
貴
族
た
ち

は
官
吏
や
卒
民
と
同
様
三
十
人
以
上
の
奴
隷
を
も
っ
資
格
が
な
か
っ
た
。
同
時

幽

に
五
十
歳
以
上
の
閤
有
奴
隷
は
自
由
に
さ
れ
た
。

王
奔
は
さ
ら
に
す
す
ん
で
、
九
年
に
奴
隷
に
「
私
的
従
嵐
者
」
(
私
属
)
の
名

絡
を
あ
た
え
て
、
貰
買
を
禁
ず
る
法
令
を
渡
し
た
一
。
こ
の
こ
と
は
完
全
に
奴
隷

制
を
な
く
し
、
奴
隷
傍
働
を
封
建
的
な
曲
演
奴
の
傍
働
に
よ
っ
て
お
き
か
え
る
こ

こ
ろ
み
で
あ
っ
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
こ
の
計
蓄
は
い
く
つ
か
の
理
由
で
不

成
功
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
祉
曾
的
な
諸
欄
係
の
な
か
に
お
こ
っ
て
い
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る
若
干
の
根
本
的
な
愛
化
を
し
め
す
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
べ
て
き
た
事
賞
は
、
わ
れ
わ
れ
を
つ
ぎ
の
よ
う
な
結
論
に
み
ち
び
く
。

す
な
わ
ち
、
西
漢
時
代
お
よ
び
そ
れ
に
つ
つ
く
多
く
の
世
紀
の
問
、
封
建
制
度

は
そ
の
初
期
の
形
態
に
お
い
て
、
す
で
に
支
配
的
な
祉
曾
位
制
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
奴
隷
制
は
た
ん
に
封
建
制
と
共
存
し
て
い
る
位
制
と
し
て
維
持
さ
れ
た
に

す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

-z-ω司
馬
遷
史
記
念
一
入
。

ω上
掲
番
O

L

S

よ
び
西
漢
品
開
要
巻
三
四
。

刷
漢
書
巻
六
。

川
明
西
漢
品
問
要
六
四
。

同
漢
書
巻
一
下
。
西
漢
舎
要
三
四
一。

ω司
馬
遷
史
記
舎
一
二
九
。
漢
書
巻
九
一
、
西
漠
曾
要
巻
三
四
。

問
西
漢
曾
要
傘
三
四
。

仙
刷
西
漢
舎
要
舎
三
四
。

刷
漢
蓄
倉
一
下
。

帥
上
掲
書
巻
二
九
。
西
漠
舎
要
巻
五
一
。

帥
漢
書
巻

一
上
。
西
漢
禽
要
巻
五
一
。

個
漢
書
巻
二
。

帥
漢
書
巻
八
、
径
十
。
西
漢
合
要
巻
五
一
。

帥
上
掲
書
巻
七
。
西
漢
舎
要
巻
五
一
。

帥
西
漢
晶
闘
要
巻
四
七
q

M
W
漢
書
舎
一

一
。
西
淡
舎
要
舎
四
七
。

納
漢
書
巻
六
。

同
司
馬
遜
、
史
記
巻
二
九
。

帥
漢
書
巻
二
九
。
西
漢
曾
要
巻
四
七
。

制
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
著
作
集
二
ハ
巻
の
上
。

刷
漢
書
巻
二
四
上
。

働
漢
書
舎
三
九
。

同
判
上
掲
書
巻
八
一
。

州
側
上
掲
書
巻
二
四
上
。
西
漢
禽
要
巻
五

O
。

錦
上
掲
書
。

M

陶
漢
書
記
官
九

O
。

例
制
漢
書
巻
九

O
。

抽
開
顔
師
固
の
註
は
「
回
を
わ
け
る
」
(
分
間
)
と
い
う
表
現
で
設
明
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
「
回
を
わ
け
る
と
は
、
自
分
の
回
地

を
も
た
な
い
貧
し
い
者
が
富
者
の
回
を
占
有
し
て
耕
作
し
、
作
物
を
か
れ

(
富
裕
な
土
地
所
有
者
)

K
支
排
う
ζ

と
で
あ
る
。
」
漢
書
巻
二
四
上
。

M
H
上
掲
書
巻
九
九
下
。
巻
二
四
上
o

M
W
司
馬
遼
史
記
巻
一
一
二
、
巻
三

O
。

帥
漢
書
巻
七
二
。

ω一
樹
伯
艦
民
「
関
於
爾
漢
的
官
ー私
奴
枠
問
題
」
歴
史
研
究
一
九
五
四
年
第
四
期
。

倒
西
漠
盛
田
要
舎
四
六
。
嬰
伯
賛
著
作
集
。

倒
漢
書
巻
七
一
一
。
磁
伯
賛
上
掲
書
。

附

w
漢
書
巻
七
二
。

制
問
調
伯
賛
著
作
集
。

納
漢
書
巻
七
二
。

ω歴
史
研
究
一
九
五
五
年
第
一
期
、
二
一

J
一
一
一
一
頁
。
一
九
五
六
年
第
九
期

四
五
頁
。

帥
脚
漢
書
巻
六
八
。

ω歴
史
研
究
一
九
五
四
年
第
五
期
七
一
頁
。

帥
漢
書
巻
二
四
上
。

幽
郭
沫
若
奴
毅
制
時
代
五
二

1
五
三
一
頁
。
漢
書
巻
九
九
上
。

倒
歴
史
研
究
一
九
五
四
年
第
四
期
二
三

J
二
四
頁
。
漢
書
巻
一
七
。

帥
漠
蓄
倉
一
下
、
巻
四
、
巻
六
。
西
漢
禽
要
巻
四
九
。

印
刷
漢
書
巻
七
一

一
。
西
漢
禽
要
巻
四
九
。

川
側
漢
蓄
倉
一
一
。
西
漢
禽
要
巻
四
九
。

例
漢
書
巻
二
四
上
。
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