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新
中
園
成
立
以
来
早
く
も
十
年
除
の
歳
月
が
流
れ
た
が
、
そ
の
問
、
新
中
園

の
歴
史
壊
界
は
、
唯
物
史
観
の
基
本
理
念
の
下
に
、
従
来
と
は
全
く
様
相
を
異

に
し
た
設
展
を
み
た
。
新
し
い
歴
史
率
界
で
先
ず
問
題
の
焦
熱
と
な
っ
た
の
は

時
代
医
分
論
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
唯
物
史
観
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る
だ

け
に
、
奴
隷
制
祉
舎
の
下
限
と
、
資
本
主
義
の
蔚
芽
の
問
題
に
集
中
さ
れ
、
別

に
同
じ
位
の
比
重
で
近
代
史
の
研
究
が
な
さ
れ
て
、
中
図
皐
界
に
於
け
る
数
多

の
研
究
は
、
こ
の
二
つ
に
色
分
け
さ
れ
た
観
が
あ
っ
た
。
時
代
医
分
論
争
は
中

園
皐
界
に
於
け
る
場
合
、
各
時
代
の
深
い
探
求
の
基
盤
に
た
っ
た
も
の
と
は
言

い
難
く
、
中
に
は
議
論
の
た
め
の
議
論
も
少
く
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
う
し
た

表
面
上
華
や
か
で
あ
っ
た
論
争
が
一
段
落
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
顧
慮
さ

れ
な
か
っ
た
時
代
に
針
す
る
研
究
も
、
次
第
に
着
手
さ
れ
は
じ
め
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
の
一
つ
の
成
果
が
、
昨
年
公
に
さ
れ
た
戴
沓
娼
の

η
宋
代
紗
盤
制
度
研

究
μ

で
あ
り
、
今
こ
こ
に
紹
介
し
よ
う
と
す
る
漆
侠
の
げ
王
安
石
興
法
u
で
あ

る
。
周
知
の
よ
う
に
我
園
で
は
唐
・
宋
聞
に
大
き
な
断
層
を
認
め
る
の
が
遁
設

に
な
っ
て
い
る
が
、
中
関
皐
界
で
は
此
の
間
に
一
時
期
を
劃
す
る
ほ
ど
の
重
要

性
を
認
め
な
い
。
従
っ
て
宋
代
に
糾
問
す
る
比
重
の
置
き
方
も
蛍
然
問
題
に
な
ら

ぬ
位
の
ひ
ら
き
が
あ
る
。
此
の
書
物
も
勿
論
唐
・
宋
を
漣
績
す
る
封
建
制
時
代

、
と
し
て
捉
え
、
そ
の
中
に
於
て
王
安
石
の
雛
法
を
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
。
従

っ
て
い
き
な
り
日
本
の
皐
界
の
立
場
か
ら
此
の
書
物
を
批
判
し
て
み
て
も
、
そ

れ
は
恐
ら
く
批
評
の
笹
を
な
さ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
日
本
の
察
界
の
宋
代
に

劃
す
る
関
心
は
深
く
、
王
安
石
だ
け
を
と
っ
て
み
て
も
、
佐
伯
富
博
士
の
好
著

η
王
安
石
μ
以
下
幾
多
の
成
果
が
設
表
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
先
ず
中

園
祭
界
の
現
状
の
紹
介
を
も
か
ね
て
此
の
書
物
の
内
容
の
要
約
か
ら
始
め
て
み

た
い
と
思
う
。

著
者
は
序
論
に
於
て
在
来
の
寅
謹
主
義
の
歴
史
皐
を
痛
烈
に
非
難
し
て
い
る
。

著
者
は
言
う

『
特
に
日
本
を
中
心
と
し
た
拳
界
で
は
、
王
安
石
に
劃
す
る
研
究

が
極
め
て
多
数
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
何
れ
も
資
料
の
羅
列
に
す
ぎ

ず
、
個
々
の
孤
立
的
事
象
の
設
明
に
終
始
し
、
良
に
科
拳
的
な
陸
系
を
持
つ
歴

史
島
?
と
は
言
い
得
な
い
よ

と
。

そ
の
例
と
し
て
胡
適
・
銭
穆
・
梁
啓
超
の
王

安
石
舞
法
に
謝
す
る
論
考
を
あ
げ
て
反
駁
を
加
え
て
い
る
。
た
だ
漆
侠
氏
は
具

践
的
に
日
本
人
の
論
文
ー
ー
そ
の
中
に
は
鐙
系
を
持
っ
て
獲
法
を
扱
っ
た
も
の

も
か
な
り
あ
る
ー
ー
に
は
何
一
つ
燭
れ
て
居
ら
ぬ
。
鐙
系
の
あ
る
日
本
の
論
文

を
持
ち
出
せ
ば
、
唐
・
宋
の
繁
革
を
ど
う
扱
う
か
で
ま
ず
衝
突
し
、
鍵
法
に
制
到

す
る
観
方
が
あ
ま
り
に
開
き
す
ぎ
る
故
に
、
敬
遠
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

い
う
迄
も
な
く
筆
者
の
鐙
系
は
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
の
立
場
か
ら
導

き
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
断
っ
て
お
く
が
此
の
書
物
は
決
し
て
公
式
オ

ン
リ
ー
の
無
味
乾
燥
な
書
物
で
は
な
い
。
非
常
に
庚
汎
に
史
料
を
集
め
て
あ
る

し
、
従
来
の
研
究
|
|
推
測
す
れ
ば
日
本
の
主
要
な
論
文
は
殆
ん
ど
ー
ー
も
良

〈
阻
鴨
し
て
と
り
入
れ
て
い
る
よ
う
に
観
取
さ
れ
る
。
従
っ
て
公
式
は
公
式
と

し
て
、
個
々
の
具
践
的
内
容
を
紹
介
し
て
み
る
の
も
決
し
て
徒
労
で
は
な
か
ろ

、「
J

。

-228-

著
者
は
王
安
石
の
獲
法
を
ま
ず
、
公
式
的
に
宋
代
の
政
治
・
経
済
設
展
の
矛

・盾
が
集
中
的
に
表
現
し
た
も
の
と
し
て
把
握
す
る
。
『
封
建
園
家
土
地
所
有
制
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(
均
田
制
)
が
崩
壊
し
、
農
民
が
自
己
の
土
地
を
持
ち
得
る
鐙
勢
(
租
佃
制
)

に
移
行
す
る
こ
と
は
、
社
禽
生
産
カ
の
設
展
に
適
廃
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と

こ
ろ
が
五
代
、
宋
初
の
貴
戚
・

豪
強
・
大
商
人
な
ど
の
土
地
粂
併
と
、
残
存
す

る
傍
役
制
、
不
断
に
増
加
す
る
賦
税
は
生
産
力
を
著
し
く
阻
碍
す
る
。
こ
う
し

た
障
碍
を
排
除
す
る
こ
と
が
経
済
愛
展
の
客
観
的
要
求
と
な
る
。
か
か
る
基
本

問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
園
家
・
大
地
主
・
中
小
地
主
・
農
民
の
聞
に
矛
盾
が
積
み

重
り
、
そ
の
突
破
口
と
し
て
王
安
石
製
法
が
あ
ら
わ
れ
る
よ
と
い
っ
た
大
筋

の
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。

第
一
章
(
匂

-
E
J巴
)
は
宋
封
建
圏
家
の
政
治
経
済
概
況
と
題
し
、
三
節
に

分
た
れ
る
。
第
一
節
は
宋
封
建
専
制
主
義
・
中
央
集
権
政
治
値
系
の
解
明
で
あ

る
。
『
宋
朝
は
官
僚
機
構
と
軍
隊
と
が
濁
裁
政
治
を
支
え
る
柱
で
あ
る
と
認
識

し
て
い
た
が
、
そ
の
力
が
皇
帝
機
カ
の
繍
大
に
の
み
役
立
つ
よ
う
に
、
権
限
の

・
分
散
化
を
計
、っ
た
。
』
と
し
て
、
官
制
上
の
分
権
、
軍
事
機
構
の
整
備
||一一一

帥
の
設
明
|
l
、
更
成
法
、
軍
隊
配
備
問
題
な
ど
を
貧
謹
的
に
究
明
し
、

『
宋

朝
の
基
本
方
針
は
割
嬢
勢
力
の
復
活
防
止
と
農
民
暴
動
の
銀
座
に
あ
り
、
ま
た

荒
年
募
兵
の
形
式
は
貧
質
的
に
は
階
級
闘
争
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
自
己
に
有
利
な

よ
う
に
利
用
し
た
に
他
な
ら
ぬ
』
と
述
べ
る
。
濁
裁
政
治
の
官
僚
制
と
密
接
な

閥
係
を
持
つ
科
事
に
つ
い
て
は
、

『宋
朝
は
門
生
と
考
官
に
よ
っ
て
親
分
・
仔

分
の
政
治
集
圏
が
出
来
る
こ
と
を
極
力
排
除
す
る
た
め
、
科
患
の
改
革
を
寅
行

し
た
が
、
そ
の
結
果
、

地
主
階
級
の
各
階
層

・
商
人
、

農
民
の
上
層
分
子
を
吸

収
し
得
た
。
こ
れ
は
荒
年
募
兵
と
同
じ
く
、
農
民
の
反
抗
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
科
事

を
通
し
て
逆
用
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
』
と
結
論
す
る
。

次
に
か
か
る
宋
朝
の

基
本
方
針
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
弊
害
を
枯
祖
述
す
る
。
そ
の
要
黙
は
次
の
如
く
で

あ
る
。
『
①
事
擦
の
分
化
は
冗
員
・
冗
官
を
生
み
出
し
、
加
え
て
科
事
採
用
人

員
の
増
加
・
恩
蔭
の
濫
は
官
僚
機
構
を
膨
張
さ
ぜ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
②
荒

年
募
兵
は
軍
隊
歎
の
著
し
い
増
加
を
も
た
ら
し
、
内
外
均
衡
の
原
則
か
ら
、
外

迭
の
精
兵
は
京
師
の
増
兵
と
な
り
、
園
家
財
政
の
七
J
八
割
が
そ
の
維
持
費
に

充
賞
さ
れ
、
こ
れ
を
ま
か
な
う
に
は
嘗
然
剥
奪
の
強
化
が
要
求
さ
れ
た
。
③
官

僚
機
構
(
軍
除
制
度
も
同
様
)
の
復
雑
化
と
分
権
化
は
責
任
の
所
在
を
不
明
確

と
し
、
官
員
聞
の
牽
制
は
そ
の
不
同
調
を
招
き
、
保
守
的
な
姑
息
因
循
の
政
治

ー
ー
ー
結
果
的
に
豪
強
の
粂
併
を
擁
護
す
る
ー
ー
を
生
む
。
④
更
成
法
の
弊
害
・

軍
紀
の
不
明
・
商
業
の
活
溌
化
と
共
に
文
武
官
は
兵
士
を
自
己
の
利
金
追
及
の

た
め
の
奴
僕
化
す
る
傾
向
も
出
て
来
る
。
こ
う
し
て
宋
朝
は
か
か
る
自
ら
設
定

し
た
諸
制
度
の
矛
盾
に
自
ら
苦
し
み
、
増
税
に
走
り
(
具
体
的
敏
字
で
説
明
し

て
い
る
)
、
西
・
北
方
へ

の
落
大
な
歳
費
も
あ
り
、
仁
宗
時
代
宋
の

η
積
貧
積

弱
μ

の
状
態
は
出
来
上
っ
た
。
』
第
二
節
は
封
建
圏
家
と
地
主
の
欄
係
の
分
析

で
あ
る
。
『
宋
代
社
舎
の
生
産
力
は
、
品
種
改
良
・
鍛
型
の
採
用
、
加
え
て
封

建
圏
家
土
地
所
有
制
t
|l
均
図
制
ー
ー
が
解
体
し
、
方
向
と
し
て
は
農
民
の
生

産
意
慾
を
そ
そ
る
土
地
私
有
の
租
佃
制
に
よ
っ
て
、
前
代
に
比
す
れ
ば
著
し
く

進
展
し
た
。
特
に
閣
家
の
倉
時
間
の
爾
漸
路
で
は
毎
畝
三
石
の
収
穫
に
達
し
た
。

と
こ
ろ
が
北
宋
中
期
に
な
る
と
生
産
力
が
停
滞
す
る
、
そ
の
原
因
と
し
て
豪
強

の
土
地
衆
併
が
あ
っ
た
。
租
伽
制
に
立
脚
す
る
宋
朝
で
は
土
地
は
誰
の
も
の
か

と
い
ラ
よ
り
、

帳
籍
に
-
記
載
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
問
題
と
し
た
。
庚
汎
な
地

主
階
層
の
支
持
を
基
盤
と
す
る
朝
廷
は
、
宋
初
、

豪
強
・
品
官
・
商
人
の
土
地

粂
併
を
歎
認
す
る
如
き
態
度
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
土
地
粂
併
の
有
力
手
段
が

高
利
貸
で
あ
る。

か
か
る
粂
併
源
内
部
で
は
、
現
状
維
持
一
本
槍
で
祉
曾
的
に

五
J
六
割
の
富
を
有
す
る
大
地
主
層
、
数
頃
の
土
地
を
有
し
高
利
貸
的
商
業
資

本
ゃ
、
園
家
の
収
奪
、
労
役
制
に
よ
り
波
落
の
危
険
を
持
ち
つ
つ
、
他
面
科
事

に
よ
っ
て
大
地
主
化
す
る
可
能
性
を
有
す
る
中
小
地
主
層
が
存
在
し
た
。
か
く

て
粂
併
家
と
農
民
・
圏
家
と
粂
併
家
・
粂
併
家
内
部
の
各
階
層
と
そ
れ
ぞ
れ
の

-229ー
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矛
盾
が
か
ら
む
複
雑
な
様
相
が
出
現
し
て
来
る
。』

第
三
簡
は
農
民
の
分
析
で
、

客
戸
と
自
耕
農
民
に
大
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
論
述
し
た
の
ち
、

彼
等
に

課
せ
ら
れ
る
図
家
及
び
地
主
階
層
の
剥
奪
を
考
察
し
、

税
制
・
役
法
の
概
設
を

な
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
著
者
は
役
法
の
戸
等
の
規
準
が
場
所
に
よ
っ
て
桑
山
酬

の
作
付
面
積
の
多
寡
で
決
ま
り
、
或
は
牛
が
財
産
評
僚
に
入
れ
ら
れ
る
と
い
っ

た
こ
と
か
ら
、
農
民
は
こ
う
し
た
も
の
を
作
っ
た
り
飼
っ
た
り
せ
ず
、
た
め
に

農
民
の
抜
大
再
生
産
に
射
す
る
積
極
性
を
減
ず
る
と
し
て
、
役
法
を
生
産
力
と

の
欄
係
か
ら
重
視
し
て
い
る
。
そ
し
て
上
述
の
各
矛
盾
の
表
現
と
し
て
良
宗
末

よ
り
激
化
し
た
農
民
起
義
を
形
の
如
く
と
り
あ
げ
、
レ

l
ニ
ン
の
革
命
三
候
件

を
持
ち
出
し
て
来
て
い
る
け
れ
ど
も
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
蛍
時
の
杜
曾
状
態
は

成
程
危
機
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
革
命
の
篠
件
を
首
級
め
る
に
は
未
だ
未
だ
適

蛍
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
農
民
起
義
と
い
う
が
、
崎
県
・
仁
宗
時
代
の
各
地

の
暴
動
は
そ
の
性
格
は
雑
多
で
あ
り
、
ま
た
極
め
て
幼
稚
な
も
の
で
あ
る
。
著

者
は
特
に
四
川
に
於
け
る
王
小
波
・

李
順
之
ら
の
均
産

一
授
や
、
藤
勝
初
年
に

猪
冊
慨
を
極
め
た
准
南
の
軍
賊
王
倫
・
京
西
一
橋
を
践
繭
し
て
地
方
官
を
扶
手
傍

観
さ
せ
た
張
海

一
議
な
ど
を
諸
矛
盾
に
苦
し
ん
で
立
ち
上
っ
た
農
民
を
結
集
し

た
姿
と
し
て
描
い
て
い
る
が
、
こ
う
し
た

一
連
の
暴
動
の
債
値
づ
け
に
は
か
な

り
の
疑
念
を
さ
し
は
さ
み
た
い
。
慶
暦
初
年
の
綴
資
治
通
鑑
長
編
に
み
ら
れ
る

関
係
記
事
を
逐
次
讃
ん
で
み
て
も
、
暴
動
の
指
導
者
層
及
び
中
心
的
役
割
を
果

し
た
も
の
は
、
農
民
を
指
導
し
て
革
命
を
起
す
と
い
う
よ
う
な
明
確
な
そ
し
て

具
強
的
な
理
念
や
行
動
目
的
を
持
っ
た
者
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
し
、
時
を
同
じ
く

し
て
各
地
に
大
が
か
り
な
滋
賊
が
起
っ
た
事
件
は
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
に

し
て
も
、
農
民
運
動
と
し
て
こ
れ
ら
を
高
〈
評
債
す
る
事
に
は
賛
意
を
表
し
か

ね
る
。
蛍
時
の
先
進
地
槽
で
最
も
剥
奪
が
強
化
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
雨
新
地

方
で
は
、
そ
う
し
た
動
き
が
全
く
見
ら
れ
な
い
こ
と
な
と
か
ら
も
、
農
民
運
動

の
ウ
ェ
イ
ト
の
置
き
方
に
は
未
だ
未
だ
問
題
と
な
る
黙
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。

第
二
章
は
(
匂
・包
J

3
)
は
封
建
統
治
危
機
の
下
に
於
け
る
改
革
要
求
の
阻

醸
と
成
熟
と
題
さ
れ
、
矢
張
り
三
節
に
分
れ
る
。
第
一
章
に
於
け
る
著
者
の
要

旨
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
『
仁
宗
の
賓
元
・
康
定
以
後
、
特
に
西
夏
問
題
を
契

機
と
し
て
急
激
に
進
展
し
た
『内
外
の
矛
盾
は
、
統
治
者
の
側
で
何
ら
か
の
改
革

を
必
要
と
し
て
い
た
。
こ
れ
に
劉
慮
せ
ん
と
し
た
の
が
、
慶
師
同年
間
の
沼
仲
俺

に
代
表
さ
れ
る
新
政
で
あ
っ
た
。
彼
の
改
革
は
政
治
改
革
で
あ
り
、
官
僚
制
度

を
整
備
し
、
冗
員
冗
兵
を
な
く
し
て
園
家
財
政
を
再
建
し
、
ま
た
高
級
官
僚
の

恩
蔭
の
制
||
前
代
の
世
族
門
閥
の
幻
影
ー
ー
を
打
破
し
、
中
下
層
地
主
分
子

の
政
界
進
出
を
有
利
に
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
仲
流
は
経
済
・
財
政
面

で
は
積
極
的
後
言
は
し
な
か
っ
た
が
、
同
じ
頃
李
観
が
こ
の
方
面
で
一
連
の
改

革
案
を
提
出
し
、
問
題
解
決
を
商
人
乗
併
家
の
抑
制
||
重
投
粧
商
思
想
ー
ー

に
求
め
た
。
こ
う
し
た
慶
暦
の
改
革
は
失
敗
し
た
が
、
そ
れ
は
王
安
石
興
法
の

思
想
的
背
景
と
な
っ
た
黙
重
要
な
意
味
が
あ
っ
た
o

』
と
し
て
い
る
。

し
か
し

著
者
は
陵
暦
新
政
の
失
敗
の
原
因
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
深
い
注
意
を
梯
っ
て
居

ら
ぬ
。
な
お
こ
こ
で
別
に
蛍
時
各
地
方
で
地
方
官
の
裁
量
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た

諸
政
策
に
燭
れ
、
『
後
の
新
法
の
繭
芽
は
す
べ
て
こ
れ
ら
の
適
否
に
基
い
た
も

の
で
あ
る
。』

と
言
っ
て
い
る
の
は
受
賞
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
二
節
は
王
安

石
そ
の
人
の
停
記
と
そ
の
思
想
の
解
明
に
費
さ
れ
て
い
る
。

『
父
王
盆
よ
り
受

け
継
い
だ
正
義
感
を
持
ち
、
若
い
時
身
を
も
っ
て
農
民
の
苦
笑
を
味
わ
っ
た
安

石
は
、
科
事
受
験
の
た
め
儒
家
の
教
典
以
外
に
も
諸
子
か
ら
本
草
に
ま
で
皐
問

の
幅
を
ひ
ろ
げ
、
濁
自
の
思
想
股
系
を
樹
立
し
て
行
っ
た
。
儒
家
で
は
孔
子
-

Z

血
子
が
彼
に
特
に
影
響
を
輿
え
、
"
仁
政
μ
と

η
井
田

μ"
が
最
初
彼
の
現
寅
問

題
解
決
の
基
本
理
念
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
他
彼
は
、
社
甫
の
詩
の

η
有
補
子

世
“
の
思
想
を
高
く
評
債
し
そ
の
影
響
を
蒙
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
惇
統
文
化
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の
積
極
要
素
は
、
安
石
の
賞
際
政
治
・
生
活
経
験
と
結
合
し
、
濁
自
の
政
治
思

想
が
形
成
さ
れ
た
Q

抑
制
豚
知
豚
時
代
は
安
石
が
の
ち
の
新
法
の
寅
験
を
試
み
て

成
功
し
た
時
代
で
あ
り
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
安
石
は
軍
事

・
政
治
改
革

を
枇
舎
生
産
力
の
改
善
と
関
連
つ
け
、
後
者
が
前
者
の
前
提
篠
件
で
あ
る
と
し

た
の
は
、
在
来
の
士
大
夫
改
革
者
に
み
ら
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
諸
官
を
歴

任
じ
た
安
石
は
嘉
祐
三
年
有
名
な
高
言
の
書
を
奉
っ
た
が
、
こ
れ
は
安
石
改
革

の
集
約
的
表
現
で
あ
っ
た
。
』
漆
侠
氏
は
序
論
の
中
で
、
新
法
議
・嘗
法
黛
の
地

域
性
に
燭
れ
た
銭
穆
を
一
笑
に
附
し
て
い
る
。
勿
論
銭
穆
の
よ
う
な
皐
純
な
親

方
も
ど
う
か
と
思
う
が
、
特
に
安
石
や
新
法
黛
の
思
想
系
列
を
追
及
し
よ
う
と

す
れ
ば
、
長
江
以
南
の
地
域
性
と
、
そ
こ
に
育
く
ま
れ
た
思
想
の
究
明
も
、
一

概
に
放
郷
す
る
事
は
決
し
て
出
来
ぬ
で
あ
ろ
う
。

第
三
節
は
宋
の
皇
帝
位
置
づ

け
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
『
宋
代
皇
帝
は
全
園
最
大
の
地
主
で
あ
っ
た
。
彼

は
地
主
階
級
の
総
代
表
と
し
て
そ
の
利
盆
を
代
表
し
、
地
主
階
級
内
部
の
矛
盾

を
解
決
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
土
地
粂
併
に
よ
る
大
地
主
の
渓
遣
は
皇
帝

植
の
侵
害
・
圏
家
財
政
の
減
収
を
生
み
、

'大
地
主
と
皇
帝
聞
に
矛
盾
を
生
ず
る
。

他
方
中
小
地
主
は
一
面
白
己
の
地
位
の
安
定
化
を
計
り
、
一
面
上
部
へ
の
不
断

の
上
昇
を
望
む
。
こ
こ
で
皇
帝
と
中
下
層
地
主
の
調
和
総
が
生
ず
る
。
凡
庸
な

仁
宗
が
な
し
得
な
か
っ
た
改
革
に
射
し
、
大
き
な
決
意
を
持
っ
て
一
柳
宗
が
立
ち

上
っ
た
の
は
こ
の
よ
う
な
基
盤
か
ら
で
あ
っ
た
。』

こ
う
し
た
論
法
は
成
程
す

っ
き
り
し
て
い
る
が
、
一
種
宋
代
の
皇
帝
を
全
図
最
大
の
地
主
と
規
定
す
る
寅

設
的
袈
付
け
は
何
マ
あ
ろ
う
か
。
皇
帝
権
カ
の
経
済
的
背
景
は
具
強
的
に
ど
う

言
う
形
で
示
さ
れ
る
の
か
、
此
の
港
の
納
得
の
ゆ
く
説
明
が
未
だ
未
だ
不
十
分

と
思
わ
れ
る
。
績
い
て
著
者
は
『
冗
員
冗
官
・

2
大
な
軍
隊
と
維
持
費
・
土
地

粂
併
に
よ
っ
て
園
家
財
政
は
破
局
に
瀕
し
て
い
る
。
慶
暦
時
代
の
進
歩
涯
も
今

は
頑
固
な
保
守
主
義
者
と
な
り
、
焦
眉
の
念
を
救
う
に
は
役
立
た
ぬ
。
か
く
て

改
革
を
望
む
階
層
の
代
表
で
あ
り
、
晶
画
時
士
大
夫
の
鑑
と
目
さ
れ
て
い
た
安
石

が
抜
開
港
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
』
と
述
べ
て
い
る
。

第
三
章

(
U
・
8
1
5
3
は
興
法
の
内
容
と
性
質
と
題
し
本
書
の
中
心
と
な

っ
て
い
る
。
安
石
新
法
の
具
鐙
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
市
定

・
曾
我
部
静

雄
爾
博
士
を
は
じ
め
と
し
た
優
れ
た
研
究
が
あ
り
、
本
書
は
か
な
り
詳
し
く
各

各
の
新
法
の
内
容
を
論
究
し
て
は
い
る
が
、
日
本
皐
界
の
水
準
か
ら
み
て
格
別

考
震
に
新
味
を
加
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
の
み
な
ら
ず
時
に
日
本
の
論
文
を
そ

の
ま
ま
蒋
用
し
て
い
る
節
も
見
受
け
ら
れ
る
。
従
っ
て
主
と
し
て
新
法
の
債
値

づ
け
の
面
に
重
粧
を
置
い
て
紹
介
し
て
み
る
。
此
の
章
は
、

I
官
僚
機
構
と
科

事
及
び
摩
校
制
度
の
改
革
、

E
軍
隊
制
度
の
改
革
と
保
甲
保
馬
法
、

E
園
家
・

地
主
・
農
民
の
矛
盾
を
緩
和
し
、
他
面
農
業
生
産
を
設
展
せ
し
め
る
各
種
改
革

|
|
車
円
苗
・
菟
役
・
方
田
均
税
・
農
回
水
利
の
各
法

l
l、
町
商
人
資
本
を
制

限
す
る
新
法

l
j均
織
・
市
易
・
事
寅
制
度

l
l、
V
新
法
の
成
果
、
の
五
つ

に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
節
で
は
『
①
安
石
は
こ
れ
ま
で
名
目
の
み
で
寅
際
の
仕

事
を
あ
ま
り
行
わ
な
か
っ
た
役
所
P|
|
例
え
ば
司
農
寺

・
兵
部
・

都
水
監
な
ど

ー
ー
を
フ

ル
に
利
用
し
て
新
法
の
牙
城
と
し
た
。
②
膏
吏
に
俸
給
を
支
梯
い
低

扱
官
員
の
俸
薪
を
優
に
し
た
の
は
彼
等
を
新
法
支
持
者
と
せ
ん
が
た
め
で
あ
っ

た
。
③
科
事
改
革
は
進
士
科
を
受
け
る
者
の
多
い
南
方
人
の
有
利
を
計
っ
た
も

の
で
あ
る
。
④
拳
校
教
育
は
密
・
律
な
ど
の
貧
際
撃
の
端
技
展
に
寄
興
す
る
こ
と

大
で
あ
っ
た
。
』
と
言
っ
て
い
る
部
分
が
多
少
目
に
つ
く
位
で
あ
る
。
②
は
宮

崎
博
士
の
吏
士
合
一
策
と
劃
す
る
が
少
し
皮
相
に
す
ぎ
る
よ
う
だ
し
、
④
は
も

っ
と
つ
っ
こ
め
ば
新
法
様
の
賓
際
主
義
と
か
、
元
の
律
皐
と
の
関
係
に
も
つ
な

が
り
面
白
い
結
果
を
生
む
か
も
知
れ
ぬ
。
第
二
節
は
蛍
時
の
軍
制
の
依
陥
を
論

述
し
た
後
、
兵
員
淘
汰
と
そ
れ
に
伴
う
財
政
の
緩
和
を
数
字
を
あ
げ
て
読
明
し
、

・更
成
法
の
改
革
、
指
揮
権
の
抜
大
、
軍
隊
配
置
の
整
備
に
ま
で
及
ぶ
。
ま
た
あ
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ま
り
大
き
な
問
題
で
な
い
が
、
軍
器
監
と
兵
器
整
備
に
つ
い
て
も
民
を
さ
い
て

い
る
。
此
の
節
後
牟
は
保
甲
法
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
『
募
兵
は
財
政
的
に

i

も
封
建
闘
家
の
柱
園
と
い
う
観
貼
か
ら
も
好
ま
し
く
な
い
と
考
え
た
安
石
は
、

農
村
中
に
あ
っ
た
保
伍
法
を
利
用
し
、
最
初
は
封
建
統
治
力
を
郷
村
内
部
に
導

入
し
て
、
農
民
暴
動
を
抑
え
る
目
的
で
設
置
し
た
保
甲
法
を
、
次
第
に
丘
ハ
農
合

一
の
方
向
へ
と
進
め
た
。
保
甲
内
部
で
機
力
を
握
る
の
は
地
主
分
チ
で
あ
り
、

地
主
階
級
に
一
切
不
利
に
な
る
よ
う
な
こ
と
は
こ
こ
で
た
ち
ま
ち
鎖
峰
さ
れ
る

仕
組
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
は
専
制
主
義
を
郷
村
内
部
に
深
く
穆
透
さ
せ
た
も

の
で
あ
る
』
と
い
う
著
者
の
意
見
は
最
近
日
本
で
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。
な
お

保
甲
法
に
射
す
る
綜
合
研
究
と
し
て
は
曾
我
部
博
士
の
大
作
が
あ
る
か
ら
参
照

さ
れ
た
い
。
第
三
節
は
一
連
の
富
図
政
策
を
詳
細
に
扱
っ
て
い
る
。『車
円
苗
法
の

利
率
的
制
%
は
安
く
な
く
、
所
に
よ
っ
て
H
抑
配
μ
な
ど
の
弊
筈
も
あ
っ
た
が
、

相
射
的
に
み
て
農
民
に
有
利
で
あ
っ
た
し
、
兎
役
法
は
小
地
主
や
上
層
農
民
を

初
盆
し
た
。
方
回
均
税
法
は
華
北
五
路
で
行
わ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
は
、
土
地

滑
丈
の
よ
う
な
根
本
問
題
に
な
る
と
豪
強
の
反
封
は
、
特
に
強
か
っ
た
か
ゐ
で

あ
る
。
』

こ
こ
で
蛍
時
の
除
漏
の
国
土
が
如
何
に
多
か
っ
た
か
を
寅
詮
し
よ
う

と
し
て
い
る
の
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
幾
回
水
別
法
で
開
墾
・
港
紙

さ
れ
た
国
土
の
質
放
を
調
べ
、
こ
れ
が
蛍
時
の
農
業
生
産
力
に
大
き
な
影
響
を

輿
え
た
と
も
述
ベ
て
い
る
。
第
四
節
は
大
商
人
資
本
を
制
限
す
る
た
め
の
新
法

で
あ
る
。
『
東
南
六
路
に
寅
施
さ
れ
た
均
織
法
は
そ
う
大
き
な
作
用
は
な
か
っ

た
が
、
市
易
法
は
、
大
土
地
所
有
者
で
あ
り
、
都
市
に
あ
っ
て
は

η
行
u
を
牛

耳
り
、
買
占
め
に
よ
っ
て
物
僚
の
値
段
を
勝
手
に
調
節
し
て
中
間
搾
取
を
貧
り
、

ま
た
高
利
貸
に
よ
っ
て
雪
だ
る
ま
式
に
裂
展
し
て
行
っ
た
大
商
人
に
制
限
を
輿

え
る
も
の
で
、
城
市
内
の
貧
民
や
小
商
版
に
有
利
で
あ
っ
た
。』
但
し
、
市
易

法
の
内
容
は
か
な
り
複
雑
で
あ
り
、
宋
代
の
商
人
や
商
業
に
糾
問
す
る
研
究
成
果

の
さ
し
て
多
く
な
い
現
段
階
で
は
、
法
自
身
に
も
未
だ
疑
問
の
拡
が
あ
り
、
著

者
も
自
信
の
な
い
事
を
認
め
て
い
る
。
最
後
は
専
寅
制
の
改
革
で
、
『
高
額
利

潤
を
追
及
す
る
の
み
で
、
生
産
力
設
展
に
寄
輿
す
る
事
な
き
大
商
人
を
抑
墜
す

る
た
め
に
、
茶

・
堕
・
酒
・
饗
に
糾
問
し
て
は
控
制
を
強
化
し
、
直
接
生
産
設
展

に
あ
ず
か
る
冶
戸
等
は
保
護
さ
れ
る
よ
う
仕
組
ま
れ
た
。』
と
述
べ
て
い
る
。
第

五
節
の
新
法
に
謝
す
る
綜
合
評
債
で
は
、
『
安
石
の
新
法
は
大
地
主
・
富
商
に

打
駿
を
興
え
、
中
等
地
主
に
或
る
程
度
の
安
定
、
下
層
地
主
に
大
き
な
利
金
、

農
民
に
相
封
的
な
剥
奪
の
緩
和
と
封
建
的
束
縛
よ
り
の
股
却
を
奥
え
、
結
果
と

し
て
宋
の
統
治
政
権
を
鎖
大
し
、
畢
仲
携
の
計
算
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
図

家
財
政
を
盟
裕
に
し
た
。
た
だ
新
法
は
封
建
土
地
所
有
の
根
本
的
改
革
に
は
鯛

れ
な
か
っ
た
た
め
‘
そ
こ
に
一
つ
の
限
界
が
あ
り
、
結
局
根
本
的
に
は
地
主
階

級
の
利
害
に
抵
燭
し
な
か
っ
た
。
』
と
論
断
し
て
い
る
。

第
四
章
(
司
・

5印
l
s由
)
は
新
法
施
行
過
程
中
の
黛
争
を
記
述
す
る
。
こ
こ

で
は
第
一
次
新
法
議
政
権
措
蛍
期
間
(
隈
寧
二

J
元
盟
八
)
迄
が
、
①
照
寧
五

年
の
市
易
法
施
行
に
至
る
ま
で
|
|
章
円
苗
・
菟
役
法
を
中
心
と
し
て
新
法
黛
勝

利
の
時
代

l
l。
②
市
易
法
施
行
よ
り
安
石
が
二
度
目
に
宰
相
を
緩
め
る
照
寧

九
年
ま
で

1
l襲
法
が
停
滞
し
新
法
議
内
部
で
分
裂
の
起
っ
た
時
代

l
l。
③

安
石
退
陣
よ
り
紳
宗
溺
御
ま
で
の
三
期
に
区
分
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
第
一

期
は

『時
と
し
て
榊
宗
に
動
揺
も
あ
っ
た
が
、
新
法
は
強
力
に
推
進
さ
れ
、
反

射
涯
の
牙
城

η
蓋
諌
hH

の
人
員
改
革
な
ど
に
よ
り
、
新
法
は
着
々
成
果
を
あ
げ

て
行
っ
た
』
と
す
る
。
『
た
だ
新
法
議
で
も
程
顕
・
張
時
国
ら
の
よ
う
に
限
田
制
か

ら
井
田
制
的
政
策
を
考
え
た
者
は
、
安
石
と
衝
突
し
た
。
最
初
は
孟
子
の

η
弁

田
μ

の
理
念
に
傾
倒
し
て
い
た
安
石
も
、
中
下
層
地
主
の
一
員
と
し
て
、
根
本

的
に
土
地
改
革
は
施
行
出
来
ぬ
立
場
に
あ
っ
た
。』
と
い
う
指
摘
が
附
加
さ
れ
て

い
る
。
第
二
期
は

『
圏
内
の
黛
争
に
外
園
問
題
が
加
わ
り
、
警
法
黛
は
結
果
的
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に
は
外
因
と
結
合
し
て
新
法
黛
を
苦
し
め
た
。
』
と
す
る
。
・外
園
問
題
と
は
王
認

の
照
河
路
経
略
及
び
契
丹
と
の
園
境
問
題
で
あ
る
。
『
一
方
新
法
鎌
内
部
で
王
、

安
石
・
自
恵
卿
の
樹
立
が
起
っ
た
。
繊
民
法
娠
は
少
数
の
大
地
主
を
含
む
外
大
多

数
は
中
下
層
地
主
で
あ
っ
た
。
新
法
は
封
建
地
産
に
は
あ
る
制
限
を
輿
え
た
だ

け
で
根
本
改
革
を
し
な
か
っ
た
か
ら
、
中
下
層
地
主
は
上
屠
階
級
に
上
昇
す
る

機
舎
を
持
ち
得
る
。
野
心
家
の
目
恵
郷
は
富
商
よ
り
融
資
を
受
け
蘇
州
に
田
土

を
買
い
自
己
の
経
済
的
バ
ッ
ク
を
強
化
し
た
。
か
か
る
紋
態
は
新
法
黛
内
部
に

階
級
矛
盾
を
生
ず
る
こ
と
に
な
り
、
市
易
法
を
頂
慰
と
し
て
新
法
は
停
滞
し
、

安
石
は
失
意
の
裡
に
際
寧
九
年
十
月
下
野
す
る
。
』
第
三
期
は
所
謂
元
盟
の
新

政
時
代
で
あ
る
。
世
に
言
う
榊
宗
・
安
石
の
水
魚
の
交
わ
り
に
鈎
し
て
著
者
は

異
っ
た
親
方
を
す
る
。
『
封
建
専
制
統
治
園
家
と
豪
強
粂
併
勢
力
の
矛
盾
の
上

に
た
っ
て
紳
宗
は
中
下
層
地
主
の
新
法
涯
と
短
手
し
て
い
た
。
し
か
し
最
大
の

地
主
で
あ
る
皇
帝
が
粂
併
階
層
の
抑
墜
を
緩
け
れ
ば
、
地
主
内
部
で

E
大
な
階

級
分
裂
を
将
来
し
、
果
て
は
皇
帝
は
自
己
の
立
脚
粧
を
失
う
で
あ
ろ
う
。
階
級

矛
盾
が
激
化
し
、
農
民
剥
奪
が
極
限
に
来
る
と
、
皇
帝
は
豪
強
に
或
る
程
度
安

協
を
求
め
封
建
園
家
を
維
持
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
と
こ
ろ
が
新
法
に
よ
っ

て
園
カ
が
強
化
さ
れ
る
と
皇
帝
の
豪
強
へ
の
抑
座
は
緩
和
さ
れ
て
来
る
。
第
二

次
宰
相
と
し
て
再
登
場
し
た
頃
の
安
石
と
榊
宗
に
は
上
記
理
由
に
よ
る
ギ
ャ
ッ

プ
が
存
在
し
て
い
た
。』

ま
た
神
宗
を
新
法
に
走
ら
せ
た
一
因
に
彼
の
中
園
嘗

地
を
回
復
せ
ん
と
す
る
功
名
心
が
あ
っ
た
こ
と
は
見
逃
し
て
い
な
い
。
『
元
盟

時
代
の
新
法
は
、
新
設
さ
れ
た
四
川
の
縫
茶
法
・
織
の
征
権
や
禁
寧
の
強
化
・

圏
数
法
の
施
行
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
根
底
に
封
外
戦
争
を
目
的
と
し
て
お
り
、

、
安
石
時
代
の
療
法
が
隻
質
し
て
来
て
い
る
。
』
か
く
し
て
元
盟
四
年
の
針
酉
夏

積
極
攻
撃
が
開
始
さ
れ
る
が
、
結
果
的
に
は
失
敗
し
、
憂
苦
の
徴
年
の
う
ち
に

紳
宗
は
病
残
し
た
と
結
ん
で
い
る
。

第
五
章
は
新
法
の
陵
除
と
反
動
的
封
建
統
治
勢
力
の
高
波
と
題
さ
れ
、
-
元

一
斑
の
嘗
法
議
時
代
、

E
紹
聖
以
後
徽
宗
に
至
る
ま
で
|
|
特
に
察
京
を
中
心
と

し
た
時
代

1l
、
の
ニ
節
に
分
け
ら
れ
る
。
宣
仁
太
后
を
背
後
に
し
、
司
馬
光

を
中
心
と
し
た
元
結
の
政
治
に
謝
し
て
は
著
者
は
嫌
悪
の
情
を
滋
ら
せ
半
ば
噺

笑
的
に
論
述
し
て
い
る
。
『
大
地
主
・
大
商
人
の
地
盤
に
立
つ
奮
法
黛
の
此
の

時
期
の
政
策
は
、

①
新
法
の
徹
底
的
破
壊
、

②
新
法
黛
に
打
撃
を
輿
え
る
l
l
l

こ
れ
は
地
主
内
の
階
級
分
化
闘
争
が
進
ん
プ
い
る
こ
と
を
物
語
る
、
l
l③
西
夏

に
劃
し
て
は
屈
辱
外
交
を
と
る
、
の
三
黙
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
此
の
節
で
は

ま
た
新
法
・
蓮
田
法
議
時
代
ど
ち
ら
に
も
積
極
的
に
加
婚
し
な
か
っ
た
中
間
振
に

燭
れ
て
い
る
。
此
の
涯
は
蘇
戟
・
沼
純
仁
ら
に
代
表
さ
れ
る
中
層
地
主
階
級
で

あ
っ
て
、
こ
う
し
た
動
揺
分
子
は
、
結
局
歴
史
の
流
れ
の
中
で
敗
残
す
る
と
結

論
づ
け
て
い
る
が
、
此
の
部
分
は
甚
だ
公
式
的
・
数
訓
的
で
中
層
地
主
と
い
う

概
念
規
定
が
明
確
で
な
い
。
一
貫
し
て
政
権
の
座
に
接
近
し
そ
の
度
に
左
遜
さ

れ
つ
つ
も
、
常
に
何
等
か
の
型
で
反
封
を
表
明
し
て
い
た
蘇
戟
・
轍
ら
の
所
謂

賓
鎮
の
動
き
は
、
一
片
の
公
式
で
は
割
り
切
れ
ぬ
も
っ
と
複
雑
な
も
の
を
持
つ

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
第
二
節
に
移
る
。
元
結
の
醤
法
黛
は
不
人
気
で
l

|此

の
理
由
が
不
明
確
|
|
哲
宗
親
政
と
と
も
に
、
紹
裂
の
新
法
黛
時
代
に
入
る
。

此
の
時
期
の
新
法
黛
は
『
そ
の
基
本
政
策
は
嘗
法
黛
・
動
揺
涯
の
追
放
・
外
敵

へ
の
積
極
的
防
護
策
・
新
法
の
復
活
で
あ
っ
た
が
、
新
法
の
内
容
は
賞
際
上
安

石
時
代
の
よ
う
な
庚
汎
な
支
持
を
失
い
、

粂
併
勢
力
の
安
協
・
譲
歩
に
依
存
す

る
消
極
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
績
く
察
京
の
時
代
は
表
面
新
法
の
旗
印
を
た
て

て
も
賞
質
は
大
地
主
大
商
人
の
腐
敗
集
圏
の
利
金
代
表
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。』と

し
て
い
る
。
此
の
章
は
こ
れ
ま
で
の
章
に
比
す
と
賓
詮
面
で
も
理
論
面
で
も
か

な
り
出
来
が
悪
い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
『
元
結
奮
法
黛
は
皇
帝
に
代
表
さ
れ

る
皇
帝
権
力
を
無
視
し
た
所
に
失
敗
が
あ
り
、
察
京
は
徽
宗
と
密
接
に
結
び
つ
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〈
こ
と
で
こ
の
矛
盾
を
解
決
し
た
』
と
言
う
が
、
元
一桁柑
国
法
議
の
パ

ッ
ク
に
は

宣
仁
太
后
を
頂
黙
と
す
る
皇
帝
権
カ
の
強
力
な
一
分
涯
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。

患
に
徽
宗
と
察
京
が
結
び
つ
く
と
い
う
人
間
関
係
を
述
べ
る
前
に
営
時
の
皇
帝

権
の
あ
り
方
の
も
っ
と
幅
の
康
い
分
析
が
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

以
上
各
章
節
を
出
来
る
だ
け
詳
細
に
紹
介
し
、
時
に
気
の
つ
い
た
私
見
を
入

れ
て
お
い
た
。
第
六
章
の
結
論
で
筆
者
は
安
石
の
襲
法
を
相
蛍
高
く
評
債
し
、

か
つ
王
安
石
は
一
個
の
偉
大
な
愛
園
者
で
あ
る
と
償
値
づ
け
て
い
る
。
し
か
し

そ
れ
は
あ
く
迄
も
上
か
ら
下
へ
の
改
革
で
あ
り
、
根
本
的
に
人
民
の
中
に
入
り

こ
み
、
そ
の
中
で
呼
吸
し
運
動
し
た
改
革
で
な
か
っ
た
故
に
失
敗
は
蛍
然
で
あ

っ
た
と
結
論
し
て
い
る
。
思
う
に
安
石
の
時
代
或
は
彼
の
よ
う
な
階
級
の
人
間

に
あ
っ
て
、
現
在
に
於
け
る
よ
う
な
意
味
で
人
民
の
中
に
入
っ
て
改
革
を
し
よ

う
と
い
う
事
が
果
し
て
出
来
た
で
あ
ろ
う
か
。
成
程
安
石
の
改
革
は
失
敗
し
た
。

し
か
し
蛍
時
の
段
階
で
は
彼
程
人
民
の
中
に
入
っ
て
、
新
し
い
改
革
を
な
す
こ

と
自
慢
、
篤
異
の
出
来
事
で
あ
っ
た
雄
一
白
で
あ
る
。
現
在
か
ら
過
去
を
位
置
づ

け
る
こ
と
は
蛍
然
必
要
で
あ
る
が
、
ぞ
れ
は
現
代
に
立
脚
し
す
ぎ
た
り
U
O
問
・

8
丘
町
与
で
あ
っ
て
は
歴
史
に
は
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
奮
法
黛
の

領
袖
文
彦
博
な
ど
に
針
し
て
も
著
書
は
噺
笑
的
で
あ
り
、
全
く
無
用
の
長
物
で

あ
っ
た
如
き
許
債
を
輿
え
て
い
る
。

M

げ
任
問
輿
士
大
夫
治
天
下
。
非
輿
百
姓
治
天

下
也
u
と
い
う
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
彼
の
思
想
や
、
そ
れ
に
基
く
政
治
力
は
、

現
代
の
世
界
、
特
に
新
中
園
に
於
て
は
一
顧
の
債
値
も
な
い
も
の
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
そ
う
し
た
言
葉
が
正
論
と
し
て
遁
用
し
た
時
代
の
性
格
と
い
う
も

の
と
、
そ
う
し
た
時
代
に
あ
っ
て
の
安
石
の
役
割
の
評
債
、
つ
ま
り
安
石
の
時

代
に
入
っ
て
安
石
を
評
債
す
る
こ
と
も
ま
た
重
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
更
に
安

石
が
行
っ
た
よ
う
な
改
革
は
以
後
歎
百
年
の
問
中
園
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

そ
れ
以
後
の
時
代
と
の
欄
速
に
於
て
、
安
石
の
繁
法
は
ど
う
い
う
意
義
が
あ
る

の
か
ー
ー
も
し
く
は
安
石
の
境
法
は
線
香
花
火
の
よ
う
な
も
の
で
、
明
・
清
と

ま
す
ま
す
強
化
さ
れ
た
濁
裁
政
治
の
時
代
に
は
一
個
の
異
端
と
し
て
葬
り
去
ら

れ
た
も
の
か
ど
う
か
ー
ー
な
ど
も
著
者
の
燭
れ
て
然
る
べ
き
貼
で
は
な
か
っ
た

か
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
観
方
ゃ
、
時
代
医
分
の
立
場
に
関
す
る
論
議
を
避
け
、

努
め
て
紹
介
を
主
と
し
た
が
、
新
中
園
に
於
け
る
宋
代
研
究
の
一
端
を
知
っ
て

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
拙
い
筆
を
執
っ
た
次
第
で
あ
る
。
な
お
本
稿
を
書
き

お
わ
っ
た
あ
と
で
、
宮
崎
博
土
の
御
好
意
に
よ
り
、
極
く
最
近

2
2∞σ
z
G
F

大
事
の
劉
子
健
氏

E
g
g
-『
・
。
・
ピ
ロ
が
褒
表
し
た
王
安
石
研
究
の
一
書
を

見
る
事
が
出
来
た
。
此
の
書
物
は
閉
耐
え
O
司
自
吉

ωロロ悶

n
z
F
E
と
題
さ
れ
、

司
自
問
〉
ロ
'
凹

z
z
g
a
y
z
z巾
唱
司

ozag
と
い
う
副
題
を
持
ち
、
出

R
g
E

明
白
血
〉
包
田
口

ω苫門出
g
の
シ
リ
ー
ズ
第
三
と
し
て
田
恒
三
国
吋
仏
大
厚
か
ら
公

刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
未
だ
詳
し
く
讃
ん
で
居
ら
ぬ
が
、
新
法
緩
や
北
宋
祉

舎
の
思
想
的
究
明
其
の
他
に
か
な
り
新
し
い
見
解
も
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
ま

た
劉
子
健
氏
も
互
安
石
策
法
に
射
す
る
各
個
研
究
の
綜
合
化
乃
至
は
幾
法
の
大

き
な
把
縁
均

'必
要

J

古
を
感
じ
て
筆
を
と
っ
た
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
述
ベ
て
い

る
か
ら
、
勿
論
綜
侠
氏
と
は
根
本
的
に
立
場
を
異
に
し
て
い
る
に
せ
よ
、
我
々

に
と
っ
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
書
物
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
此
の
書
に

関
し
て
も
機
曾
が
あ
れ
ば
紹
介
の
第
を
と
り
た
い
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
。

(
梅
原
郁
)
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