
中

閣

に

お

け

る

村

制

の
成
立

|
|

古

代

帝

園

崩

壊

古

代

都

市

圏

家

私
は
二
十
年
程
前
か
ら
中
園
古
代
史
は
都
市
圏
家
の
成
長
、
護
展
、

解
消
と
見
る
べ
き
だ
と
考
え
、
度
々
そ
の
意
見
を
護
表
し
て
き
た
。

そ
し
て
幸
か
不
幸
か
、
誰
に
も
相
手
に
さ
れ
な
か
っ
た
矯
に
、
反
つ

て
雑
音
の
妨
害
を
受
け
ず
に
、
私
自
身
の
考
え
を
純
粋
に
ま
と
め
る

こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
後
、
昭
和
三
十
二
年
六
月
護
行
の

「大
谷
史

皐
」
第
六
披
に
「
中
園
に
お
け
る
褒
落
形
鎧
の
繁
遷
に
つ
い
て
ー
ー

邑
・
園
と
郷
・
亭
と
村
と
に
劃
す
る
考
察
|
|
」
な
る
論
考
を
載
せ

た
が
、
こ
れ
で
私
の
中
園
古
代
都
市
園
家
論
は
私
な
り
に
一
醸
の
蹄

結
に
到
達
し
た
と
言
っ
て
い
い
と
思
う
。
こ
の
中
に
述
べ
た
私
の
考
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に
よ
れ
ば
、
都
市
園
家
は
原
来
濁
立
自
治
の
圏
鐙
で
あ
る
が
、
中
園

の

面

ー
ー

~ 

品

崎

市

，......... 

疋

上
代
に
賓
際
に
存
在
し
た
無
数
の
都
市
圏
家
は
，次
第
に
粂
弁
さ
れ
て

戦
園
時
代
の
領
土
園
家
に
移
行
し
、
更
に
そ
れ
が
解
消
し
て
秦
漢
の
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古
代
帝
園
の
大
統

一
を
出
現
さ
せ
る
が
、
し
か
も
上
代
の
都
市
国
家

の
遺
制
は
漢
代
ま
で
は
残
存
し
て
、

漢
代
社
舎
の
特
色
を
形
造
っ
て

い
る
。
漢
代
社
舎
の
特
色
に
つ
い
て
は
、
従
来
中
園
の
俸
統
的
な
史

観
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
濁
特
の
郷
制
が
行
わ
れ
、
郷
亭
の
職
が
重

ん
ぜ
ら
れ
た
貼
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
漢
代
の
郷

亭
と
は
抑
も
如
何
な
る
も
の
か
に

つ
い
て
、
従
来
の
研
究
は
あ
ま
り

は
っ
き
り
と
は
そ
の
責
韓
を
教
え
て
く
れ
な
い
。
そ
れ
は
漢
代
の
郷

亭
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
な
一
一
一
つ
の
、

一
見
互
い
じ
相
矛
盾
す
る
よ

う
な
記
録
が
あ
り
、
そ
の
読
明
が
巧
く
つ
か
ぬ
か
ら
で
あ
っ
た
。

即
ち
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十
里
一
亭

十
里
一
郷

十
亭
一
郷

と
い
う
三
候
件
で
あ
り
、
之
は
到
底
数
率
的
に
三
者
を
同
時
に
成
立

さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
こ
の
記
事
は
何
れ
も
根

擦
の
あ
る
も
の
で
、

一
概
に
こ
の
中
の
一
を
誤
り
と
し
て
退
け
る
こ

と
も
で
き
か
ね
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
寧
ろ
、
何
故
に
こ
の

よ
う
な
一
見
矛
盾
し
た
よ
う
な
記
事
を
漢
代
の
開
筆
者
が
残
し
た
か
。

そ
の
気
持
に
立
入
っ
て
解
揮
を
試
み
よ
う
と
し
た
。
反
っ
て
こ
う
い

う
矛
盾
の
中
に
こ
そ
、
漢
代
の
祉
曾
の
賓
瞳
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
た
。
そ
し
て
最
後
に
到
達
し
た
結
論
は
こ
う
で
あ

る
。
亭
も
郷
も
、
ま
た
そ
の
上
に
立
つ
鯨
も
、
夫
々
個
々
の
爽
落
を

ざ
す
名
で
、
原
来
は
古
代
都
市
圏
家
の
遺
制
で
あ
る
。
但
し
政
治
的

な
濁
立
は
失
っ
た
が
、

そ
の
外
形
は
漢
代
ま
で
残
っ
て
い
て
、
周
囲

に
城
郭
を
廻
ら
し
た
密
集
襲
落
で
あ
り
、
農
民
も
多
く
こ
の
中
に
往

み
、
炭
焼
き
や
漁
夫
は
例
外
と
し
て
、
人
民
が
城
外
に
住
む
こ
と
は

稀
で
あ
っ
た
。
こ
の
城
内
は
道
路
に
よ
っ
て
幾
っ
か
に
匡
劃
さ
れ
る

が
、
そ
の
一
一
除
が
即
ち
里
で
あ
っ
て
、
大
九
人
家
百
戸
を
標
準
と
す

る
。
鯨
と
い
い
郷
と
い
い
亭
と
い
う
も
、
若
干
の
皇
を
内
に
含
む
城

郭
都
市
に
外
な
ら
ず
、
大
小
の
差
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
極
め
て
僅
か

の
相
違
し
か
な
い
。
故
に
十
皇
二
亭
と
同
時
に
十
呈
一
郷
と
い
う
観

察
も
成
立
し
得
る
。
そ
し
て
凡
そ
十
個
の
亭
が
存
在
し
た
時
、

そ
の

中
央
に
位
す
る
(
恐
ら
く
最
大
の
)
亭
が
郷
と
い
う
地
位
を
輿
え
ら

れ
て
、
他
の
九
つ
程
の
亭
を
引
率
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
郷
と
い
う

も
賓
は
亭
の
一
種
に
す
ぎ
ず
、
但
し
こ
の
場
合
に
は
都
亭
と
稽
す
る
。

」
れ
が
漢
代
の
皐
者
を
し
て
、
十
星
一
亭
、
十
旦

一
郷
、
十
亭
一
郷

な
る
記
録
を
残
さ
し
め
た
理
由
で
あ
る
。
郷
と
鯨
と
の
開
係
も
亦
、

亭
と
郷
と
の
関
係
に
準
ず
る
。
漢
代
の
地
方
制
度
は
後
世
の
よ
う
な

積
上
げ
方
式
で
な
く
、
寧
ろ
寄
集
め
方
式
と
も
き
守
つ
ベ
く
、
各
城
郭

都
市
を
単
位
と
し
、
大
な
る
者
が
小
な
る
者
を
率
い
、
更
に
大
な
る

者
が
そ
れ
を
指
導
す
る
と
い
う
形
を
と
る
の
で
あ
る
。
以
上
が
大
位
、
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私
の
小
論
に
述
べ
た
趣
旨
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
更
に
、
前
の
論
文

で
言
い
残
し
た
駐
を
つ
け
加
え
た
い
。

漢
以
前
の
皇
は
、
屡
E
自
然
村
落
で
あ
る
と
い
う
風
に
考
え
ら
れ

て
き
た
が
、
私
の
考
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
城
中
の
一
一
極
劃
で
、
唐
代
城

内
の
坊
の
よ
う
に
、
周
園
に
脂
垣
を
廻
ら
し
、

里
中
の
人
民
は
定
め

ら
れ
た
里
門
か
ら
だ
け
出
入
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
皇

門
が
即
ち
閣
で
あ
り
、

一
塁
に
は
聞
が
一
つ
し
か
な
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
滋
南
子
情
務
訓
の
高
誘
注
に
「
聞
は
里
な
り
」
と
あ
り
、
読

苑
巻
十
二
、
奉
使
篇
に
曇
子
の
語
と
し
て
、



， 

斉
之
臨
尚
三
百
問
。
張
挟
成
惟
。
偉
汗
成
雨
。

と
あ
り
、
之
と
密
接
な
閥
係
を
有
す
る
史
料
で
、
戦
園
策
、
費
宣
王

の
僚
に

臨
尚
之
中
七
蔦
戸
(
中
略
)
。

と
あ
る
か
ら
、

一
間
蛍
り
の
戸
数
は
二
百
三
十
戸
で
あ
る
。

一
塁
の

戸
数
は
普
通
に
百
戸
と
さ
れ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
一
星
一
聞
と
し
て

も
、
こ
の
里
は
普
通
の
二
倍
以
上
の
戸
数
を
含
む
こ
と
に
な
る
。
若

し
も
こ
の
里
に
二
つ
も
三
つ
も
聞
が
あ
っ
た
と
す
る
と
、

そ
れ
だ
け

里
数
が
少
く
な
り
、

一
方
一
皇
賞
り
の
戸
数
が
い
よ
い
よ
多
く
な
り

す
ぎ
て
勘
定
が
合
わ
な
く
な
る
。

ろ
う
が
、
そ
れ
は
警
察
上
に
は
有
効
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
聞
に
は

一
旦
に
一
聞
は
不
便
な
こ
と
で
あ

監
門
主
い
う
者
が
お
か
れ
て
、
関
門
の
出
入
を
絶
え
ず
監
察
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
秦
の
代
に
張
耳
と
陳
品
憶
が
亡
命
し
姓
名
を
か
え
て
規

の
監
門
と
な
っ
た
と
い
う
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
若
し
貴
願
が
里
中
の

人
を
訪
問
す
れ
ば
監
門
が
そ
の
取
次
ぎ
を
し
た
。
読
苑
巻
九
、
正
諌

篇
に
、
賓
の
景
公
が
曇
子
の
家
を
訪
れ
た
時
の
こ
と
を
記
し

前
騎
報
問
。

日
君
至
。

と
あ
る
。
里
中
の
長
者
を
傘
敬
す
る
震
に
、
そ
の
開
門
を
、
過
ぎ
る
時
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に
車
上
で
式
す
る
の
は
最
大
の
敬
意
で
あ
っ
た
。
周
の
武
王
が
商
容

の
聞
に
式
し
、
競
の
文
侯
が
段
干
木
の
間
に
式
し
た
な
ど
は
こ
の
例

で
あ
る
。

里
に
は
宗
族
が
圏
結
し
て
住
居
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
晋
の
文
公

が
曹
を
伐
っ
た
時
に
は
、
軍
に
令
し
て
萱
負
醸
の
宗
族
の
聞
に
入
る

」
と
な
か
れ
、

と
禁
止
し
た
(
史
記
巻
三
五
、
曹
叔
世
家
)
。
ま
た
離

騒
の
序
に

三
間
之
職
。
掌
王
族
三
姓
。

臼
昭
・
屈

・
景。

と
あ
り
、
三
聞
大
夫
に
任
ぜ
ら
れ
た
屈
原
は
、
自
己
の
属
す
る
屈
氏

を
も
含
め
、
三
間

(
1一
一
一
里
)
に
分
れ
て
夫
々
園
結
し
て
住
む
王
族

の
三
涯
を
掌
っ
た
。
ざ
れ
ば
里
に
は
階
級
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
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但
し
身
分
あ
る
者
の
家
が
、
裏
側
で
別
の
皇
の
間
門
に
近
接
す
る
こ

と
も
あ
る
。
列
女
俸
巻
一
、
魯
之
母
師
の
僚
に
、
魯
の
大
夫
が
蓋
上

か
ら
眺
め
て
い
る
と
、
民
婦
が
間
門
で
一
日
中
立
ち
つ
く
し
て
い
る

の
を
見
た
と
い
う
話
が
載
っ
て
い
る
。

秦
の
始
皇
帝
が
暴
政
を
行
っ
た
と
い
う
例
え
と
し
て
、
漢
書
、
食

貨
志
や
陳
勝
俸
に

護
問
左
之
成

と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
は
漢
書
量
錯
俸
に
あ
る
知
く

入
間
取
其
左
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と
も
表
現
さ
れ
戦
前
の
海
軍
に
牟
舷
上
陸
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
が
、

そ
れ
と
似
た
よ
う
な
意
味
で
あ
り
、

首
時
の
人
民
は
殆
ん
と
凡
て
里

居
し
て
い
た
の
で
、

そ
の
半
数
の
社
丁
を
徴
設
す
る
こ
と
で
あ
る
。

」
れ
に
よ
っ
て
見
て
も
、

一
皇
一
聞
な
る
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
、

若
し
一
里
に
幾
つ
も
の
聞
が
あ
れ
ば
、

ど
の
聞
か
ら
入
る
か
に
よ
っ

て
閏
左
の
範
園
が
襲
っ
て
き
て
、
大
問
題
を
引
き
お
こ
し
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。
古
代
に
あ
っ
て
は
個
人
の
家
の
門
と
、
公
共
的
な
呈
の
間

門
と
は
巌
重
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
例
え
ば
前
漢
の
子

定
園
の
父
子
公
が
高
く
造
ら
し
め
た
の
は
里
の
間
門
で
あ
り
、
私
の

家
門
で
は
な
か
っ
た
。
前
漢
書
巻
七
一
、
子
定
園
停
に

始
定
圏
父
子
公
。
其
間
門
壊
。
父
老
方
共
治
之
。
子
公
謂
目
。
少

高
大
関
門
。
令
容
翻
馬
高
蓋
車
。
我
治
獄
多
陰
徳
。
未
掌
有
所
策
。

子
孫
必
有
輿
者
。

と
あ
り
、
共
通
の
間
門
を
治
め
ん
と
す
る
父
老
に
謝
し
て
子
公
が
自

信
を
以
て
注
文
を
つ
け
た
こ
と
が
面
白
い
の
で
あ
る
。
然
る
に
唐
の

李
潜
の
蒙
求
の
標
題
は
「
子
公
高
門
」
と
あ
り
、
こ
れ
だ
け
を
見
て

は
私
家
の
門
と
解
さ
れ
る
虞
れ
が
あ
る
。
戦
闘
策
、
費
関
王
の
僚
に

も
其
母
国
。
女
朝
出
而
晩
来
。
則
吾
僑
門
而
望
。
女
暮
出
而
不
還
。

。

則
吾
侍
間
而
望
。

と
あ
り
、
門
聞
は
人
を
待
つ
場
所
と
し
て
形
容
的
に
用
い
ら
れ
た
。

里
門
の
聞
か
ら
各
家
の
門
に
至
る
中
間
に
更
に
閣
と
稀
す
る
門
が

設
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
読
文
に

閤
里
中
門
也

と
あ
り
、
間
閣
と
績
け
て
、
卒
民
、
下
層
民
の
住
居
を
意
味
し
た
。

聞
が
面
す
る
大
通
り
は
街
で
あ
り
、
街
の
交
交
駐
は
衝
で
あ
る
。
閣

を
通
っ
て
里
中
に
入
っ
た
通
り
道
は
巷
で
あ
り
、
顔
回
が
住
ん
で
い

た
む
さ
く
る
し
い
巷
は
晒
巷
で
あ
る
。
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里
の
周
圏
に
は
土
塀
を
廻
ら
し
た
の
で
、
之
を
垣
と
言
い
、

里
中

の
各
家
も
亦
周
圏
に
塀
を
廻
ら
し
た
の
で
之
を
措
と
い
っ
た
。
兄
弟

が
脂
に
せ
め
ぐ
と
か
、
措
を
践
え
て
隣
家
の
娘
と
仲
よ
し
に
な
る
と

か
い
う
際
の
踏
が
即
ち
こ
れ
で
あ
る
。
但
し
垣
と
艦
と
は
皇
の
外
壁

で
は
共
通
す
る
の
で
、
こ
の
文
字
も
亦
屡
E

相
通
じ
て
用
い
ら
れ
る
び

古
代
の
皇
制
は
寧
ろ
自
治
的
な
意
味
を
強
く
も
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
に
い
わ
ゆ
る
父
老
な
る
者
が
指
導
的
地
位
に
立
つ
地
盤
が
あ
っ

た
。
漢
代
と
な
っ
て
も
、
そ
の
意
味
が
決
し
て
全
く
失
わ
れ
た
と
は

思
え
な
い
。
併
し
統

一
漢
帝
園
が
そ
の
人
民
を
確
賓
に
掌
握
す
る
た

め
に
も
、
こ
の
皇
制
、
更
に
そ
の
上
に
立
つ
郷
亭
制
は
甚
だ
有
効
で



あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
人
民
が
密
集
し
、
そ
の
周
園
を
幾
重
に
も
圏

っ
て
お
け
ば
人
民
は
隠
れ
る
場
所
が
な
く
、
さ
れ
ば
こ
そ
兵
役
の
徴

裂
も
、
賦
と
い
う
人
頭
税
の
徴
収
も
可
能
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ

の
郷
亭
制
と
皇
制
と
が
崩
壊
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
前
と

は
す
っ
か
り
繁
っ
た
村
制
が
代
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
中
園
史
上
の
一
大
第
遷
で
あ
る
。
私
は
前
の
論
文
で
も
、
村
制
の

成
立
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
述
べ
て
お
い
た
が
、
今
再
び
、
更
に

立
入
っ
た
読
明
を
加
え
た
い
と
思
う
。
何
と
な
れ
ば
こ
の
間
の
推
移

を
迩
つ
け
る
こ
と
が
、
中
園
史
の
理
解
の
上
に
重
大
な
手
懸
り
を
奥

え
る
こ
と
に
な
る
と
信
ず
る
か
ら
で
あ
る
。

郷
亭
の
崩
壊
と
屯
田

園
以
後
、
中
閣
の
歴
史
に
北
方
民
族
の
活
躍
、
特
に
そ
の
内
地

移
住
が
著
し
い
傾
向
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
恰
も

ー
マ
帝
園
に
劃
す
る
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
侵
入
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ

る
。
そ
し
て
異
民
族
の
侵
入
は
、
も
ち
ろ
ん
異
民
族
自
身
の
立
場
か

ら
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
同
時
に
侵
入
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ

た
側
か
ら
の
考
察
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
九
て
問
題
は
相
封
的
な
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も
の
で
あ
り
、
異
民
族
の
侵
入
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
侵
入
を
可
能

な
ら
し
め
る
よ
う
な
朕
態
が
古
代
帝
園
側
に
存
在
し
た
に
違
い
な
い

の
で
あ
る
。
そ
し
て
漢
の
場
合
、
そ
れ
は
郷
亭
の
衰
微
崩
壊
に
外
な

ら
な
か
っ
た
。

漢
代
政
治
の
特
長
は
、
郷
官
、
或
い
は
郷
亭
の
職
が
重
ん
ぜ
ら
れ

た
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
中
園
の
傍
統
的
な
解
懇
で
、
有
名
な
顧
炎

武
の
日
知
鎌
倉
八
の

「郷
亭
之
職
L

な
る

一
章
は
史
家
必
讃
の
文
字

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
漢
初
ま
で
郷
の
代
表
者
な
る
三
老

は
そ
の
吐
曾
的
地
位
が
頗
る
高
く
、
天
子
に
劃
し
て
直
接
助
言
を
行

っ
た
こ
と
も
珍
し
く
な
か
っ
た
。
こ
う
い
う
こ
と
は
後
世
か
ら
は
到
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底
考
え
ら
れ
ぬ
現
象
で
あ
る
が
、
併
し
私
の
考
え
る
よ
う
に
、
天
子

と
い
っ
て
も
原
来
は
一
つ
の
都
市
園
家
の
代
表
者
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
を

思
え
ば
、
郷
の
代
表
者
の
三
老
と
、

そ
れ
程
性
質
の
違
う
も
の
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
寧
ろ
後
世
の
考
で
古
代
の
歴
史
を
讃
ん
で
苛

ロ

か
る
方
が
不
思
議
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
漢
代
ま
で
、
郷
亭

の
職
が
重
ん
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
郷
亭
自
身
が
な
お
健
全
な
働
き
を
鐙

ん
で
い
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
三
園
以
降
、
郷
亭
の
職
は

-
次
第
に
そ
の
祉
禽
的
地
位
が
低
下
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
郷

亭
そ
の
も
の
の
衰
微
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

然
ら
ば
郷
亭
の
衰
頚
は
如
何
に
し
て
起
っ
た
か
と
言
え
ば
、

そ
れ
・
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は
結
局
、
漢
帝
園
の
中
央
集
権
の
結
果
に
外
な
ら
な
い
。

由
来
、
権

力
の
あ
る
所
に
金
が
集
ま
り
、
金
の
集
ま
る
所
に
人
が
集
ま
る
。
司

馬
避
は
史
記
貨
殖
俸
に
、
漢
の
都
の
お
か
れ
た
開
中
の
地
の
繁
栄
を

『

μ』

ノ

三口

?
l闘

中
之
地
。
於
天
下
。
三
分
之
一

。
而
人
衆
不
遇
什
三
。
然
量
其

富
。
什
居
其
六
。

と
言
っ
た
。
こ
れ
は
明
か
に
誇
張
で
あ
る
が
、
大
き
な
権
力
が
樹
立

さ
れ
る
と
、
権
力
に
近
く
生
活
す
る
ほ
ど
利
盆
が
多
い
。
そ
こ
で
人

民
は
な
る
べ
く
中
央
に
近
付
こ
う
と
移
動
し
出
す
の
で
あ
る
。
中
央

に
近
付
け
ば
近
付
く
ほ
ど
利
権
を
漁
る
機
舎
が
多
く
、
反
謝
に
地
方

に
取
残
さ
れ
る
と
、
損
な
負
槍
ば
か
り
が
大
き
く
か
か
っ
て
く
る
も

の
な
の
だ
。
後
漢
書
、
巻
九
五
、
張
傘
〈
は
そ
の
塞
外
経
略
の
大
功
の

た
め
に
、
本
籍
地
の
敦
煙
酒
泉
か
ら
内
地
の
弘
農
へ
移
籍
す
る
こ
と

を
願
っ
て
許
さ
れ
た
の
は
有
名
な
事
賞
だ
が
、
こ
う
い
う
例
は
他
に

も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
尤
も
政
府
が
許
可
な
し
に
過
郡
人
の
内
郡

移
住
を
禁
止
し
て
い
た
と
い
っ
て
も
、
恐
ら
く
そ
ん
な
禁
令
は
十
分

に
は
守
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

」
れ
と
同
様
な
現
象
が
地
方
末
端
で
も
起
っ
た
。
遊
侠
の
郭
解
が

腺
尉
の
史
に
運
動
し
て
知
人
の
た
め
に
、
践
更
の
役
を
い
つ
も
克
れ

さ
せ
て
い
た
と
い
う
話
が
残
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
中
央
の
権
力
が

い
か
に
重
く
地
方
末
端
の
住
民
の
上
に

の
し
か
か
っ
て
き
た
か
を
物

語
る
も
の
で
あ
る
。
天
下
が
分
裂
し
て
い
た
時
に
は
、
人
民
は
兵
役

に
狩
り
出
さ
れ
て
も
、

そ
ん
な
に
遠
方
ま
で
連
れ
て
行
か
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
然
る
に
漢
の
統
一
園
家
が
成
立
す
る
と
、
人
民
は
康

大
な
帝
園
の
端
か
ら
端
へ
出
動
さ
せ
ら
れ
た
。
績
漢
書
郡
園
志
の
漢

陽
郡
の
篠
下
に
郭
仲
産
の
秦
州
記
を
引
い
て
、
臨
山
の
歌
を
記
し
て

い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
臨
山
に
大
き
な
坂
が
あ
り
、
鴎
域
と
よ
ば
れ
、

東
西
百
八
十
里
に
及
ぶ
が
、

山
嶺
に
登

っ
て
東
の
方
秦
川
を
望
め
ば
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四
・
五
百
里
、
極
自
決
然
た
り
、
山
東
人
が
役
に
や
ら
れ
て
此
に
升

っ
て
顧
贈
す
る
も
の
、
悲
思
せ
ざ
る
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
歌
っ
て

日

臨
頭
流
水

臨
山
の
流
水
は

分
離
四
下

分
離
し
て
四
方
に
下
る

念
我
行
役

念
え
ば
我
行
役
し
て

瓢
然
噴
野

噴
野
に
騒
然
た
り

畳
一
高
速
望

高
き
に
登
っ
て
遠
望
す
れ
ば

沸
零
艶
堕

涙
こ
ぼ
れ
て
こ
す
じ
に
流
る

と
あ
り
、

正
に
二
千
年
前
の
鴨
緑
江
節
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
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こ
う
い
う
兵
役
に
取
ら
れ
る
か
否
か
は
勝
城
に
駐
割
す
る
一
牒
尉
の

下
吏
の
一
言
に
か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
九
そ
し
て
権
力
者
の
下
に

あ
る
機
構
は
，
次
第
に
績
大
す
る
。
私
は
掌
て
漢
代
の
郷
制
を
論
じ
て
、

漢
代
の
鯨
の
機
構
は
小
規
模
で
あ
る
が
、
晋
に
至
っ
て
抜
大
さ
れ
た

こ
と
を
述
ベ
た
が
、
そ
の
獲
化
は
決
し
て
急
激
に
起
っ
た
こ
と
で
は

あ
る
ま
い
。
豚
の
組
織
が
強
化
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
鯨
は
郷
亭

の
組
織
を
越
え
て
直
接
に
人
民
を
支
配
し
よ
ラ
と
し
、
郷
亭
の
人
民

は
権
力
に
近
付
く
た
め
に
鯨
城
に
移
住
し
よ
う
と
す
る
。
結
局
天
下

の
人
民
は
郷
亭
か
ら
腺
へ
、
懸
か
ら
郡
へ
、
郡
か
ら
都
へ
と
移
動
し

て
行
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
郷
亭
に
附
属
す
る
農
地
は
荒
慶
す
る

方
、
権
力
に
寄
食
す
る
人
民
は
生
産
か
ら
離
れ
た
遊
手
と
化
し
て

7

う
の
で
あ
る
。

晋
の
武
帝
の
時
、
弟
の
費
王
依
が
上
奏
し
て

(
普
書
巻
三
八
)

今
地
有
徐
羨
。
而
不
農
者
衆
(
中
略
)
。
都
目
巴
之
内
。
遊
食
滋
多
。

と
言
っ
て
い
る
が
、
地
に
徐
羨
あ
り
と
は
、
も
と
郷
亭
周
圏
の
農
地

で
荒
慶
し
た
も
の
多
き
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

つ
い
で
恵
帝

の
時
に
司
空
張
華
の
賊
曹
属
な
る
束
哲
が
議
を
上
っ
て

今
天
下
千
城
。
人
多
遊
食
(
中
略
)
。
文
州
司
(
司
州
?
)
十
郡
。
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土
狭
人
繁
。
三
競
尤
甚
。
(
晋
書
巻
五
一
)

と
言
う
が
、
千
城
の
械
と
は
懸
の
こ
と
で
あ
り
、
既
に
郷
亭
は
問
題

と
さ
れ
て
い
な
い
。
三
貌
は
貌
郡
と
、
も
と
競
郡
の
東
西
都
尉
で
あ

っ
た
贋
卒
・
陽
卒
の
二
郡
と
合
せ
て
三
郡
を
指
す
。
こ
れ
は
曹
説
の

奮
都
の
鄭
を
含
む
地
で
、
曹
操
の
天
下
経
営
の
根
操
と
な
っ
た
地
方

・で
あ
る
か
ら
人
が
多
く
集
り
、
晋
代
に
な
っ
て
も
な
お
費
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

結
局
、
郷
亭
の
衰
微
は
古
代
帝
園
の
権
力
集
中
の
結
果
と
し
て
力

拳
的
に
起
っ
た
不
可
避
な
現
象
で
あ
る
。
そ
し
て
一
た
び
こ
う
い
う

動
き
が
始
ま
る
と
、
そ
れ
が
と
め
ど
な
く
進
展
す
る
も
の
で
あ
る
。

何
と
な
れ
ば
郷
亭
に
住
居
す
る
こ
と
を
不
利
益
と
し
て
、
そ
の
住
民
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が
中
央
へ
向
っ
て
移
動
し
た
の
で
あ
る
以
上
、
跡
に
取
残
さ
れ
た
者

に
は
一
層
重
い
負
擦
が
か
か
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
権
力
集
中
が
、
必
ず
し
も
中
央
政
府
の
念
願
す
る
よ
う
に
ば

か
り
は
行
わ
れ
ず
、
地
方
各
所
に
権
力
の
吹
き
溜
り
が
で
き
る
と
、

そ
こ
が
反
中
央
の
操
黙
と
な
っ
て
三
園
以
後
の
割
擦
的
形
勢
を
馴
致

す
る
の
で
あ
る
。

漢
代
以
後
、
度
々
政
府
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
た
屯
国
政
策
も
以
上

の
よ
う
な
見
地
か
ら
見
直
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
比
較
的
古
く
行
わ

れ
た
有
名
な
屯
田
は
、
前
漢
宣
帝
の
時
の
趨
充
園
の
先
中
に
お
け
る
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屯
田
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
郷
亭
制
の
存
在
を
前
提
と
し
、
そ
の
崩
壊

を
防
止
し
、
補
強
し
て
農
業
を
振
興
し
園
防
に
寄
興
す
る
意
味
を
も

っ
て
い
た
。

前
漢
書
巻
六
九
越
充
園
俸
に

完
成
故
田
及
公
因
。
民
所
未
墾
。
可
二
千
頃
以
上
。
其
間
郵
亭
。

多
壌
敗
者
。
臣
前
部
土
入
山
伐
材
木
。
大
小
六
蔦
徐
枚
。
皆
在
水

次
。
願
罷
騎
兵
。
留
弛
刑
麿
募
。
及
治
陽
汝
南
歩
兵
。
輿
吏
士
私

従
者
。
合
凡
高
二
百
八
十
一
人
。
用
穀
月
二
高
七
千
三
百
六
十
三

餅
。
盟
三
百
八
斜
。
分
屯
要
害
鹿
。
氷
解
漕
下
。
繕
郷
亭
。
淡
溝

渠
。
治
油
田
隈
以
西
道
橋
七
十
所
。
令
可
至
鮮
水
左
右
。
回
事
出
。

賦
人
二
十
畝
。

と
あ
り
、
冬
月
に
は
兵
士
寓
人
を
要
害
の
所
に
分
屯
さ
せ
、
山
に
入

っ
て
木
を
伐
り
、
氷
の
解
け
る
頃
、
春
水
に
乗
じ
て
材
木
を
下
し
て
、

郷
亭

(
内
の
住
居
)
を
繕
い
、
溝
渠
を
凌
え
橋
梁
を
修
理
し
、
耕
作

期
に
至
れ
ば
寓
人
の
軍
人
に
回
二
十
畝
宛
を
給
し
て
農
業
に
従
事
さ

せ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
更
に
下
文
仁
よ
れ
ば
屯
田
兵
の
耕
作
期

聞
は
郡
騎
、
及
び
属
闘
騎
を
渡
し
て
、
馬
を
放
牧
さ
せ
な
が
ら
、
耕

作
者
を
守
護
さ
せ
よ
う
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
中
に

「郷
亭
を
繕
す

る
」
と
あ
る
に
注
意
す
ベ
く
、
屯
田
兵
は
嘗
時
の
人
民
と
同
じ
よ
う

に
耕
作
期
聞
は
郷
亭
の
内
部
に
住
居
し
つ
つ
、
毎
日
彼
等
の
団
地
へ

労
働
に
出
か
け
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
吠
況
は
ま
だ
屯
田

と
い
う
名
の
な
か
っ
た
頃
、
文
帝
の
時
の
電
錯
の
上
言
と
讃
み
く
ら

ベ
て
見
る
と
更
に
よ
く
理
解
さ
れ
る
。
前
漢
書
巻
四
九
、
電
錯
俸
に

然
令
遠
方
之
卒
。
守
塞
一
歳
而
更
。
不
知
胡
人
之
能
。

不
如
選
常

居
者
。
家
室
田
作
。
且
以
備
之
。
以
便
震
之
高
城
深
監
(
中
略
)
。

先
篤
室
屋
。
具
回
器
。
遁
募
罪
人
及
兎
徒
復
作
。
令
居
之
(
中
略
)
。

如
是
則
邑
里
栢
救
助
。
赴
胡
不
避
死
。

と
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
徒
民
賓
進
策
で
あ
る
が
、
徒
民
を
し
て
高
城
深

盟
中
に
ロ
巴
居
生
活
を
管
ま
し
め
つ
つ
耕
作
に
従
事
さ
せ
、
事
あ
る
時
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に
戦
争
に
徴
設
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
越
充
園
の
屯
田
策
は
、

こ
の
徒
民
寅
溢
策
の
一
繁
形
で
あ
り
、
軍
士
を
し
て
一
時
的
徒
民
と

な
っ
て
郷
亭
を
補
強
さ
せ
、
事
卒
げ
ば
内
地
に
撤
退
さ
せ
た
の
で
あ

る。
然
る
に
そ
れ
が
後
漢
の
末
期
に
な
る
と
全
く
性
質
が
興
っ
て
き
た
。

そ
れ
は
既
に
郷
亭
の
崩
壊
が
甚
し
く
な
っ
た
た
め
か
、
屯
田
は
郷
亭

の
外
に
、
郷
亭
と
劃
立
し
て
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

即
ち
後
漢
書
巻
八
八
、
侍
捷
俸
に
、
彼
が
霊
帝
の
時
漢
陽
郡
(
前
漢

の
天
水
)

の
太
守
と
な
っ
た
時
の
事
を
記
し
て

乃
康
開
屯
田
。
列
置
四
十
徐
管
。



と
あ
る
が
、
こ
の
轡
は
郷
亭
と
は
離
れ
て
別
個
に
造
ら
れ
た
管
量
で
、

恐
ら
く
屯
兵
の
生
活
の
本
様
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
間

も
な
く
、
曹
操
に
よ
る
許
下
の
屯
田
が
仏
閉
ま
っ
た
が
、
こ
れ
を
受
け

た
郵
文
の
准
上
の
屯
田
は
、
晋
書
食
貨
志
に
よ
れ
ば

建
北
臨
准
水
。
自
鍾
離
而
南
。
横
石
以
西
1

蜜
枇
水
。
四
百
徐
塁
。

五
塁
置
一
倍
。
替
六
十
人
。
且
佃
且
守
。

と
あ
り
、
替
を
嬢
酷
と
し
て
且
つ
佃
し
且
つ
守
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
五
星
毎
に
布
置
さ
れ
た
批
丁
六
十
人
一
園
と
い
う
小

規
模
な
緊
落
は
、
前
代
に
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
こ
と
で
、
後
世
村
と

い
う
緊
落
形
態
は
寅
に
こ
の
屯
田
か
ら
援
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
即。

ち
村
な
る
字
は
も
と
郁
と
書
き
、
こ
の
郁
は
言
う
ま
で
も
な
く
屯
に

邑
を
附
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

中
園
古
代
の
人
民
は
邑
居
が
原
則
で
あ
り
、
之
に
反
す
る
者
は
喜
一
一
同

わ
ば
反
社
曾
的
存
在
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
盗
賊
集
圏
の
如
き
が
そ
れ

で
あ
る
。
後
漢
書
巻
八
八
、

虞
調
停
に

朝
歌
賊
寧
季
等
教
千
人
。
攻
殺
長
吏
。
屯
褒
連
年
。
州
郡
不
能
禁
。

乃
以
調
漏
朝
歌
長
(
中
略
)
。
漕
遣
貧
人
能
髄
者
。
傭
作
賊
衣
。
以

釆
挺
縫
其
裾
篤
職
。
有
出
市
里
者
。
吏
朝
禽
之
。
賊
由
是
駿
散
。
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と
あ
り
、
こ
の
盗
賊
は
朝
歌
の
郊
外
に
居
を
構
え
て
い
た
者
で
、
そ

れ
を
屯
棄
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
ざ
れ
ば
後
に
「
出
市
里
」
と
あ
る

lま

「
市
星
に
現
わ
れ
る
」
の
意
で
あ
っ
て
、
。
城
中
に
入
る
こ
と
を

言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
屯
棄
な
る
語
は
越
充
園
俸
の
引
用
の
績
き
に

も
見
え
、
こ
こ
で
は
先
族
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
域
外
に
於

い
て
な
る
離
は
共
通
で
あ
る
。
然
る
に
新
方
式
の
屯
田
策
は
、
政
府

の
方
針
と
し
て
、
従
来
の
邑
居
と
全
く
幾
っ
た
村
居
の
生
活
様
式
を

造
り
出
し
た
の
で
あ
っ
て
、
正
に
人
民
生
活
に
と
っ
て
革
命
的
な
繁

化
と
い
っ
て
よ
い
。
但
し
こ
の
村
居
は
、

た
ま
た
ま
起
っ
た
異
民
族

の
侵
入
と
も
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
護
展
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

- 81-

華
北
異
民
族
部
落
の
設
展

秦
の
始
皇
帝
が
築
い
た
蔦
里
の
長
城
は
、
華
夷
を
隔
絶
す
る
た
め

の
も
の
で
あ
っ
た
。
併
し
嘗
時
、
長
城
南
側
の
中
圏
内
地
は
、
人
口

密
度
も
今
日
ほ
ど
で
な
か
っ
た
上
に
、
そ
の
人
民
が
密
集
し
た
城
郭

都
市
た
る
豚
・
郷
・
亭
に
集
中
し
て
住
ん
で
い
た
と
す
る
と
、
そ
こ

か
ら
少
し
く
遠
く
離
れ
た
郊
外
は
、

い
わ
ば
無
人
の
地
で
あ
る
か
ら
、

い
く
ら
も
空
地
が
残
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
へ
周
圏
の
異
民

族
が
侵
入
す
る
傾
向
が
早
く
か
ら
現
わ
れ
た
の
は
自
然
で
あ
る
。
前

漢
書
巻
六
九
、
越
充
園
俸
に



578 

是
時
光
旅
大
夫
義
渠
安
園
。
使
行
諸
売
。
先
零
豪
言
。
願
時
渡
漫

水
北
。
逐
民
所
不
田
鹿
畜
牧
。
安
闘
以
開
。
充
園
劾
安
園
奉
使
不

敬
。
是
後
光
人
。
勢
総
前
言
。
抵
官
渡
漫
水
。
郡
眠
不
能
禁
。

と
あ
り
、
こ
れ
は
宣
帝
の
時
の
こ
と
で
あ
り
、
且
つ
長
城
の
な
い
西

方
国
境
で
の
事
件
で
あ
る
が
、
同
様
の
こ
と
は
北
方
に
も
起
り
う
る

可
能
性
が
あ
っ
た
。
最
初
に
北
方
の
長
城
を
越
え
て
中
圏
内
地
に
大

量
的
に
移
り
住
ん
だ
の
は
、
周
知
の
如
く
南
旬
奴
の
部
落
で
あ
っ
た
。

耳
目
書
巻
九
七
北
歓
俸
に
、
後
漢
が
旬
奴
の
五
千
絵
落
を
内
地
に
移
し

た
こ
と
を
記
し

入
居
朔
方
諸
郡
。
輿
漢
人
雑
慮
(中
略
)。

其
部
落
。
随
所
居
郡
鯨

使
宰
牧
之
。
輿
編
戸
大
向
。
而
不
職
責
賦
。

と
あ
り
、
こ
こ
に
漠
人
と
雑
鹿
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
今
日
我

々
が
考
え
る
よ
う
な
雑
慮
の
意
味
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
有
名
な

江
統
の
徒
戒
論
の
中
に
発
族
の
こ
と
を
述
べ

建
武
中
。
以
馬
援
領
臨
西
太
守
。
討
級
品
元
。
徒
其
儀
種
於
開
中
。

居
鴻
朔
河
東
空
地
。
而
興
華
人
雑
慮
。

と
言
っ
て
居
り
、
既
に
漢
人
は
城
中
に
住
み
、
異
民
族
は
部
落
を
な

し
て
い
る
か
ら
、
異
民
族
が
城
中
に
入
っ
た
の
で
は
な
く
、
ま
た
異

民
族
は
空
地
に
役
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
部
落
内
で
漢
人
と
個
人

的
に
雑
昆
し
た
の
で
も
な
い
。
た
だ
漢
人
の
城
郭
と
異
民
族
の
部
落

と
が
内
地
に
お
い
て
交
錯
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
異
民
族

の
部
落
は
そ
の
地
方
の
郡
勝
の
長
官
か
ら
支
配
さ
れ
た
と
言
つ
で
も
、

貢
賦
を
輸
せ
ず
と
あ
る
通
り
、
税
役
を
課
せ
ら
れ
た
わ
け
で
な
い
か

ら
、
支
配
と
い
う
の
も
有
名
無
賃
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
み

で
な
く
、
彼
等
は
中
園
の
郡
勝
と
は
別
系
統
に
、
彼
等
自
身
の
部
族

組
織
を
維
持
し
て
い
た
。
晋
書
巻
九
七
北
秋
俸
に

北
秋
以
部
落
篤
類
。
其
入
居
塞
者
。
有
屠
各
種
。
鮮
支
種
(
中
略
)
。

凡
十
九
種
。
皆
有
部
落
。
不
相
雑
錯
。
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と
あ
り
、

最
初
の
中
は
漢
人
と
混
合
し
な
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
彼

等
同
志
で
も
種
族
が
違
え
ば
混
合
し
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
此
等

の
異
民
族
の
中
、
旬
奴
部
落
は
南
旬
奴
皐
予
の
子
孫
に
統
率
さ
れ
る

そ
の
勢
力
が
徐
り
に
強
大
に
過
ぎ
る
を
慮
り
、

が
、
親
の
商
日
操
の
時、

之
を
五
部
に
分
ち
、
部
帥
を
立
て
、
後
に
都
尉
と
改
め
た
が
、

漢
人

を
都
尉
の
司
馬
に
任
じ
て
輔
佐
さ
せ
る
の
を
名
目
と
し
て
賞
際
は
監

察
を
行
わ
し
め
た
。
こ
の
頃
か
ら
伺
奴
は
そ
の
組
織
の
ま
ま
で
事
あ

る
時
に
は
兵
役
に
徴
設
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

中
圏
内
地
に
移
住
し
た
異
民
族
は
、
急
激
に
そ
の
人
口
が
増
加
し

た
と
言
わ
れ
る。

こ
れ
は
理
由
の
あ
る
こ
と
で
、
遊
牧
民
族
は
そ
の



畜
産
品
の
み
で
自
給
自
足
を
行
う
よ
り
も
、

そ
の
生
産
を
農
業
民
族

の
穀
物
と
交
換
す
れ
ば
、
敏
倍
の
人
口
を
養
う
に
足
り
る
食
糧
を
獲

ら
れ
る
と
い
う
。
中
圏
内
地
に
移
住
し
た
異
民
族
は
そ
の
産
業
と
し

て
は
従
来
の
牧
畜
を
維
持
し
た
が
、
直
ち
に
附
近
の
中
園
人
と
交
換

を
始
め
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
ざ
れ
ば
塞
内
に
移
住
し
た
南
伺
奴
も

最
初
は
五
千
絵
落
に
す
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
、
貌
末
に
至
る
と
、
晋

.
書
北
秋
停
に

其
左
部
都
尉
所
統
。
可
高
徐
落
。
居
子
太
原
故
法
氏
牒
。
右
部
都

尉
。
可
六
千
絵
落
。
居
祁
牒
。
南
部
都
尉
。
可
三
千
絵
落
。
居
蒲

子
鯨
。
北
部
都
尉
。
可
四
千
徐
落
。
居
新
興
鯨
。
中
部
都
尉
。
可

六
千
絵
落
。
居
太
陵
豚
。

と
あ
る
如
く
、
合
せ
て
二
高
九
千
絵
落
に
膨
脹
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

更
に
こ

の
外
に
も
後
か
ら
塞
内
に
移
住
し
た
者
が
引
き
も
き
ら
ぬ
有

様
で
あ
っ
た
。
同
じ
こ
と
は
開
中
に
つ
い
て
も
言
え
、
江
統
の
徒
戎

論
開
中
之
人
。
百
儀
高
口
。
率
其
少
多
。
戎
秋
居
字
。

と
言
っ
て
い
る
程
で
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
臨
西
郡
に
都
す
る
金

城
郡
を
事
げ
ん
に
、
こ
の
郡
は
も
と
前
漢
の
昭
帝
の
置
く
所
で
あ
り
、
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績
漢
志
郡
園
志
の
永
和
五
年
の
統
計
で
は

十
域
。
戸
三
千
八
百
五
十
八
。

口
高
八
千
九
百
四
十
七
。

と
あ
る
が
、
三
園
志
巻
十
六
、
蘇
則
停
注
に
競
名
臣
奏
を
引
き
、
金

城
郡
は
韓
迭
の
飽
に
あ
い
、
戸
五
百
に
満
た
な
か
っ
た
が
、
張
既
が

離
散
を
集
め
て
見
戸
千
徐
に
至
り
、
雑
種
の
尭
を
抱
懐
し
て
三
千
絵

落
を
郡
に
服
せ
し
め
た
と
あ
り
、
如
何
に
地
方
末
端
に
お
け
る
漠
人

と
異
民
族
の
勢
力
が
入
り
替
っ
て
了
っ
た
か
が
伺
わ
れ
る
。
自
ら
郷

亭
を
衰
微
さ
せ
た
中
園
の
郡
牒
は
こ
の
様
に
し
て
異
民
族
の
部
落
に

包
囲
さ
れ
、
浮
び
上
っ
て
了
っ
た
の
で
あ
る
。

塞
内
に
移
住
し
た
異
民
族
は
、
最
初
は
中
園
人
の
居
住
す
る
滅
郭

- 83ー

か
ら
離
れ
た
空
地
を
あ
て
が
わ
れ
、
そ
こ
に
部
落
生
活
を
、選
っ
て
い

た
の
で
、
始
め
は
別
に
中
国
人
と
の
聞
に
土
地
所
有
権
で
紛
争
を
引

起
す
こ
と
も
な
く
し
て
す
ん
だ
ら
し
い
。
併
し
内
地
居
住
が
長
く
な

る
に
つ
れ
て
必
然
的
に
中
園
人
と
経
済
関
係
に
入
り
、
こ
の
事
は
結

果
と
し
て
親
和
と
相
魁
と
の
相
反
す
る
こ
方
向
を
萌
し
た
。
こ
れ
は

晋
書
巻
一

O
四、

石
勅
載
記
に
載
す
る
所
の
彼
の
生
立
ち
に
よ
っ
て

よ
く
代
表
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
先
ず
彼
は
上
禁
郡
武
郷
燃
の
掲
人
な

り
、
と
あ
る
が
、
之
は
武
郷
燃
に
属
す
る
土
地
内
で
掲
人
の
部
落
に

住
ん
で
い
た
こ
と
を
指
す
。
次
に

年
十
四
。
随
邑
人
。
行
版
洛
陽
一。
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と
あ
る
が
、
こ
こ
に
言
う
邑
人
と
は
武
郷
町
怖
に
住
む
中
園
人
を
言
う
。

異
民
族
の
部
落
人
を
邑
人
と
い
う
こ
と
は
な
い
筈
で
あ
る
。
即
ち
彼

は
武
郷
燃
の
中
国
人
、
恐
ら
く
商
人
と
密
接
な
経
済
関
係
に
入
り

そ
の
案
内
で
園
都
の
洛
陽
ま
で
行
商
に
赴
い
た
の
で
あ
る
。
然
る
に

太
安
年
間
(
三

O
二
|
三

O
四
年
)
に
井
州
に
飢
箆
が
裂
い
戦
飢
が

起
っ
て
、

石
勃
は
諸
小
胡
と
共
に
亡
散
し
た
。
そ
し
て
こ
う
い
う
災

官
官
が
起
る
と
、
隠
れ
て
い
た
民
族
的
相
砲
が
表
面
に
現
わ
れ
て
激
化

す
る
。

舎
建
威
将
軍
闇
粋
。
読
井
州
刺
史
東
福
公
騰
。
執
諸
胡
。
於
山
東

賀
充
軍
寅
。
騰
使
将
軍
郭
陽
張
隆
。
虜
群
胡
。
持
詣
葉
州
。
雨
胡

一
柳
。
勤
時
年
二
十
除
。
亦
在
其
中
。

と
あ
り
、
罪
も
な
い
人
民
を
捕
え
て
奴
隷
に
賀
却
し
て
軍
資
金
に
し

ょ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
人
淡
い
の
劃
象
と
し
て
は
先
ず
中

闘
人
か
ら
は
異
民
族
の
胡
人
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
最
初
は
組

織
の
力
を
も
っ
た
中
国
人
が
優
勢
で
あ
っ
た
が
、

や
が
て
中
園
人
同

志
の
勢
力
争
い
が
激
し
く
な
り
、

八
王
の
蹴
と
な
っ
て
互
い
に
相
傷

そ
こ
に
南
恩
子
の
旬
奴
が
濁
立
を
途
げ
、
今
度
は
形
勢
が

逆
轄
し
て
中
園
人
が
胡
人
に
虐
待
さ
れ
る
場
面
が
出
現
す
る
。
そ
れ

が
い
わ
ゆ
る
永
嘉
の
純
で
あ
る
。

け
る
と
、

異
民
族
が
政
権
を
獲
得
し
て
城
郭
都
市
を
占
領
す
る
と
、
都
市
も

最
早
中
園
人
民
の
安
住
の
地
で
は
な
く
な
っ

た
。
彼
等
は
否
陸
な
く

城
外
に
抽
り
出
さ
れ
て
、

っ
た
。
そ
し
て
今
度
は
、
漢
代
の
人
口
集
中
と
は
全
く
反
劉
の
人
口

不
安
な
散
居
生
活
を
迭
ら
ね
ば
な
ら
な
か

分
散
の
傾
向
が
生
じ
て
き
た
。
戦
飢
は
中
央
ほ
と
惨
官
官
が
激
し
い
。

そ
し
て
地
方
ほ
ど
被
害
が
少
く
て
軽
く
す
む
の
で
あ
る
。
も
し
山
間

の
田
舎
ま
で
逃
げ
の
び
れ
ば
、

そ
う
い
つ
も
中
央
の
戦
局
が
波
及
し

て
く
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
我
々
も
今
度
の
戦
争
で
経
験
し
た

こ
と
で
あ
る
。
人
民
は
都
か
ら
郡
へ
、
郡
か
ら
瞬
へ
疎
開
し
は
じ
め
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た
。
そ
し
て
鯨
か
ら
先
は
、
も
う
昔
の
よ
う
な
郷
亭
は
殆
ん
ど
存
在

し
て
い
な
か
っ
た
。
彼
等
は
嘗
て
異
民
族
が
や
っ
て
い
た
よ
う
な
部

落
生
活
を
始
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
田
舎
に
残
存
し
て
い
た
異
民

族
と
、
今
度
こ
そ
は
本
嘗
の
雑
居
を
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

が
即
ち
村
の
生
活
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
時
に
は
そ
れ
が
豪
族
の
同
居

で
あ
っ
た
り
、

文
は
豪
族
の
支
配
す
る
荘
園
で
あ
っ
た
り
し
た
。

四

江
南
の
村
落
と
荘
園

中
国
人
民
の
南
方
へ
の
移
住
は
別
に
晋
代
永
嘉
の
範
に
始
ま
っ
た

こ
と
で
は
な
い
。
漢
の
盛
時
、
卒
和
な
時
代
に
も
南
方
に
謝
す
る
入
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植
は
絶
え
ず
行
わ
れ
て
い
た
。
併
し
中
原
に
戦
凱
が
起
る
た
び
に
、

職
摘
を
避
け
て
疎
開
す
る
意
味
で
の
流
徒
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
後

漢
末
の
戦
飢
も
そ
の

一
機
舎
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
最
大
な
も
の
が
永

嘉
の
蹴
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
従
来
の
内
凱
は
中
園
人
聞
の
戦
争
に

す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
永
嘉
の
範
は
民
族
的
相
魁
で
あ
っ
た
だ
け
、

そ

の
惨
禍
は
深
刻
で
あ
り
、
中
園
人
民
は
安
全
を
求
め
て
縄
々
と
東
晋

政
権
下
の
江
南
へ
移
動
を
開
始
し
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
江
南
地
方
は
華
北
と
異
っ
て
、
古
く
は
城
居
生
活
が
さ

ま
で
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
は
土
地
の
卑
糠
な
篠
件

の
然
ら
し
む
る
所
で
、
最
初
は
人
民
は
ジ
ャ
ン
グ
ル
を
切
開
い
て
住

居
を
遺
る
に
忙
し
く
、
後
世
の
苗
族
と
相
似
た
る
山
案
の
よ
う
な
村

落
に
住
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
次
第
に
土
地
が
乾
き
、
康
い

耕
地
が
生
ず
る
と
、
そ
こ
へ
北
方
か
ら
城
郭
生
活
様
式
が
織
入
さ
れ
、

普
及
し
て
き
た
時
に
、
今
度
は
北
方
か
ら
中
園
人
の
民
族
移
動
の
波

を
受
け
た
の
で
あ
る
。

東
晋
時
代
に
北
方
か
ら
江
南
に
流
入
し
た
中
園
人
は
、
併
し
乍
ら

務
想
と
は
異
っ
て
、
城
居
す
る
者
は
少
く
て
寧
ろ
濁
自
に
褒
落
を
造

っ
て
住
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
緊
落
は
村
と
よ
ば
れ
た
が
、
彼
等
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が
村
居
し
た
理
由
の
一
つ
は
、
新
た
に
北
方
か
ら
移
っ
て
き
た
流
寓

は
、
前
か
ら
土
着
し
た
本
地
人
と
の
聞
に
摩
擦
が
起
り
、
儀
程
の
有

力
者
で
な
け
れ
ば
城
中
に
割
り
こ
む
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
震
で
あ

る
。
次
に
南
来
の
流
寓
は
卒
和
な
新
天
地
を
求
め
て
移
住
し
て
き
た

の
で
あ
っ
て
、
南
方
に
安
住
し
た
上
で
今
度
は
江
南
政
権
か
ら
兵
役

に
騎
り
立
て
ら
れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
そ
れ
は
甚
し
く
本
意
で
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
彼
等
は
な
る
べ
く
政
権
の
及
ば
な
い
、
陶
淵
明
が

夢
み
た
よ
う
な
桃
源
村
に
住
む
こ
と
を
理
想
と
し
た
の
で
あ
っ
た。

因
み
に
桃
花
源
は
飽
迄
村
で
あ
っ
て
、
後
世
言
う
よ
う
な
桃
源
郷
で

は
な
か
っ
た
。
南
努
書
巻
十
四
、

州
都
志
南
一
免
州
の
僚
に
は
東
晋
の
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南
渡
の
頃
の
吠
態
を
の
ベ
て
、

時
百
姓
遭
難。

流
移
此
境
。
流
民
多
庇
大
姓
。
以
借
用
客
(
中
略
)
。

凡
積
流
寓
。
本
無
定
憩
。
十
家
五
落。

各
白
星
慮
。

と
あ
り
、
十
家
五
落
な
ら
ば
一
部
落
二
家
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

そ

れ
こ
そ
星
の
如
く
、
散
居
し
た
の
で
あ
っ
た
。

前
述
の
知
く
、
こ
の

よ
う
な
城
外
の
散
居
緊
落
を
は
じ
め
は
屯
と
縛
し
た
が
、
や
が
て
努

に
邑
を
附
け
て
郁
と
稿
し
、
次
で
南
朝
も
移
頃
に
な
る
と
、

立
回
の
同

じ
き
に
よ
っ
て
村
字
を
代
り
に
用
う
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
よ
う
で

あ
る
。古

代
域
内
の
里
の
よ
う
な
密
集
人
口
を
支
配
し
て
き
た
豚
政
府
に
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と
っ
て
、
郊
外
に
散
居
す
る
村
落
中
の
人
民
を
掌
握
す
る
こ
と
は
甚

だ
閤
縦
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
腺
の
機
構
を
強
化
す
る
一
方
、
村
落
の

自
然
の
形
般
を
そ
の
ま
ま
認
め
て
そ
こ
に
若
干
の
自
治
機
能
を
有
す

る
代
表
者

J

守
立
て
、
瞬
と
協
力
し
て
政
治
を
行
わ
し
め
た
。
南
朝
で

は
梁
の
武
帝
の
頃
に
な
る
と
こ
う
し
た
村
制
が
略
々
成
立
を
見
た
よ

う
で
あ
る
。
梁
書
巻
二
、
武
帝
本
紀
、
天
監
十
七
年
の
詔
に
、
流
寓

針
策
を
命
じ
て

本
郷
無
復
居
宅
者
。
村
司
三
老
及
絵
親
属
。
即
篇
詣
鯨
。
告
司
一
岡
村

内
宮
地
官
宅
。
令
相
容
受
。

と
あ
り
、
こ
こ
に
村
司
と
あ
る
は
唐
代
の
村
正
の
如
き
存
在
で
あ
ろ

う
。
三
老
は
郷
三
老
で
あ
る
が
、
こ
の
時
代
の
郷
は
既
に
郷
城
で
は

な
く
、
単
な
る
区
域
を
指
す
郷
の
意
味
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る

が
、
そ
こ
か
ら
如
何
に
し
て
郷
三
老
が
推
附
帯
さ
れ
た
か
か
は
知
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
と
ま
れ
流
民
を
村
の
問
題
と
し
て
、
村
司
三
老
と

臓
と
が
協
力
し
て
、
村
内
で
解
決
を
計
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

城
外
の
村
落
は
そ
っ
く
り
豪
族
の
荘
園
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

こ
れ
に
は
北
方
か
ら
南
下
し
た
流
民
の
圏
股
が
、
有
力
者
の
指
導
の

下
に
そ
の
ま
ま
落
付
く
場
合
も
あ
っ
た
。
陳
書
巻
十
三
、
荷
朗
俸
に

梁
承
聖
二
年
。
率
部
曲
寓
徐
家
。
済
江
入
宜
城
郡
界
。
立
頓
。

と
あ
り
、
頓
は
屯
と
同
じ
く
荘
園
村
洛
で
あ
り
、
ま
た
屯
封
と
い
う

言
葉
も
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
の
屯
は
既
に
普
遍
的
に
用
い
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
村
字
に
封
し
て
少
し
く
違
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
っ
て

い
る
。
梁
書
巻
三
八
、
賀
諜
俸
に

百
姓
不
能
堪
命
。
各
事
流
移
。
或
依
於
大
姓
。
或
緊
於
屯
封
。

と
あ
り
、
こ
の
場
合
、
大
姓
も
屯
封
も
荘
園
を
指
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
荘
園
を
別
荘
、
別
業
と
も
稿
す
る
の
は
、

そ
れ
が
城

邑
か
ら
遠
く
離
れ
た
村
落
に
あ
り
、
城
内
の
第
宅
や
近
郊
の
産
業
と

は
異
る
か
ら
で
あ
る
。
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漢
以
来
の
初
期
荘
園
は
、
自
給
自
足
を
原
則
と
し
た
の
で
、

そ
の

立
地
は
地
形
の
最
も
複
雑
な
場
所
、
山
あ
り
谷
あ
り
、
湖
水
あ
り
川

流
あ
り
、
原
野
あ
り
高
地
あ
る
所
が
選
ば
れ
だ
。
前
出
の
宣
城
郡
は

首
都
建
康
の
南
に
位
し
て
さ
ま
で
遠
く
な
く
、
恰
好
の
荘
園
立
地
保

件
を
具
え
て
い
た
。
梁
書
巻
五
二
、
顧
憲
之
俸
に
、
南
賓
の
寛
陵
王

子
良
の
荘
園
に
つ
い
て

時
司
徒
寛
陵
王
〔
子
良
〕
。
於
宣
城
・
臨
城
・
定
陵
三
鯨
界
。
立
屯
。

封
山
漂
数
百
塁
。
禁
民
樵
採
。

と
あ
り
、
数
百
呈
に
及
ぶ
庚
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
貴

族
願
官
の
荘
園
の
外
に
、
官
街
も
亦
荘
園
を
有
し
て
費
用
を
捻
出
し
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ょ
う
と
し
た
。
宋
書
巻
四
七
、
劉
敬
喧
停
に

宣
城
多
山
鯨
。
郡
嘗
立
屯
。
以
供
府
郡
費
用
。

と
あ
り
、
荘
園
を
以
て
軍
府
と
郡
の
経
済
を
助
け
た
の
で
あ
る
。

嘗
時
の
荘
園
は
言
わ
ば
多
角
経
替
と
も
稿
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、

車
に
穀
物
を
生
産
す
る
の
み
な
ら
ず
、
果
樹
を
も
栽
培
し
、
牧
畜
も

し
、
狩
猶
も
し
、
漁
携
も
し
、
商
業
も
行
い
、
時
に
は
採
鏡
冶
金
を

も
し
た
。
か
か
る
荘
園
は
必
ず
人
民
の
褒
落
を
伴
う
の
で
、
そ
の
面

か
ら
屯
と
よ
ぶ
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
ま
た
そ
の
最
も
大
き
な
機
能

の
面
を
取
っ
て
、
俸

・
邸

・
冶
な
ど
よ
ば
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
梁

書
巻
三
八
、
賀
環
俸
に
、
政
府
所
有
の
荘
園
の
経
営
が
必
ず
し
も
有

利
に
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
述
べ
て

冶
署
邸
庫
。
何
者
宜
除
(
中
略
)
。
四
方
屯
俸
。
何
者
無
盆
。

と
言
っ
て
い
る
が
、

か
か
る
種
類
の
荘
園
は
公
私
共
に
所
有
す
る
所

で
あ
り
、
殊
に
寺
院
は
そ
の
ま
ま
一
種
の
荘
園
で
あ
っ
た
。
梁
書
巻

二
、
武
帝
本
紀
大
同
七
年
の
詔
に

公
私
俸
屯
邸
冶
。
髪
至
僧
尼
(
中
略
)
。
乃
至
贋
加
封
因
。
越
界
分

断
水
陸
。
採
捕
及
以
樵
蘇
(
中
略
)
。
若
是
公
家
創
内
。
止
不
得
輔

自
立
屯
。
興
公
競
作
。
以
収
私
利
。
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と
あ
り
、
公
の
荘
園
が
私
の
荘
園
に
優
先
す
べ
き
こ
と
を
令
し
て
い

る
。
そ
し
て
先
に
は
俸
屯
邸
冶
と
云
い
、
後
に
は
単
に
屯
と
言
っ
て

い
る
か
ら
、
停

・
邸

・
冶
は
夫
々
特
別
な
機
能
を
も
っ
た
荘
園
で
、

屯
は
そ
れ
ら
の
線
稿
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

こ
の
中
、
邸
は
邸
閣
、
邸
堕
な
ど
と
連
稿
さ
れ
、
倉
庫
を
さ
す
が
、

巳
に
物
資
を
多
く
貯
蔵
す
れ
ば
商
買
を
も
行
っ
た
で
あ
ろ
う
。
冶
は

言
う
ま
で
も
な
く
鏡
山
冶
金
で
あ
る
が
金
属
製
品
の
生
産
を
も
行
い
、

同
時
に
買
手
が
く
れ
ば
買
却
も
し
た
で
あ
ろ
う
。
次
に
俸
は

停
客
舎
也
(
後
漢
書
巻
九
四
、
史
弼
停
注
)

と
い
う
解
擦
が
あ
り
、
旗
人
を
宿
泊
さ
せ
る
設
備
で
あ
る。

而
し
て
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放
人
は
恐
ら
く
除
商
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

我
々
が
中
園
の
史
書
を
讃
ん
で
行
く
聞
に
感
ず
る
こ
と
は
、
漢
代

に
は
漏
政
家
が
商
人
勢
力
の
興
隆
に
脅
威
を
感
じ
て
頻
り
に
抑
商
主

義
を
唱
え
、
そ
れ
が
事
貨
と
し
て
政
策
の
上
に
も
現
わ
れ
て
き
て
い

る
が
、
勿
論
そ
の
効
果
は
疑
問
で
あ
っ
た
。
然
る
に
三
園
六
朝
時
代

に
入
る
と
こ
の
問
題
は
殆
ん
ど
鳴
り
を
ひ
そ
め
て
し
ま
う
。
そ
し
て

宋
代
に
入
る
と
再
び
商
人
の
専
横
が
問
題
と
な
り
、
之
に
射
す
る
政

府
の
施
策
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
前
漢
武
帝
の
時
の
均
織
卒
準
法

は
抑
商
政
策
の
代
表
の
よ
う
に
言
わ
れ
、
宋
の
王
安
石
の
新
法
の
中
、

均
織
法
や
市
易
法
は
、
単
に
抑
商
政
策
と
い
う
程
単
純
な
も
の
で
は
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な
い
が
、
要
す
る
に
商
人
勢
力
を
確
賓
に
政
府
の
掌
握
の
中
に
お
こ

う
と
す
る
意
闘
を
以
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
三
園
以
後
唐
以
前
の
問
、
商
業
問
題
が
信
用
政
者
の
眼
に

大
き
く
映
ら
な
く
な
っ
た
の
は
、
確
か
に
商
業
そ
の
も
の
の
不
振
と

い
う
臨
も
あ
る
。
商
業
の
不
振
は
貨
幣
経
済
の
後
退
と
な
っ
て
現
わ

れ
、
漢
の
五
銑
銭
か
ら
後
、
唐
の
開
元
通
賓
が
出
現
す
る
ま
で
の
中

問
、
多
額
に
銅
銭
が
鋳
造
さ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
従
っ
て
現
今
ま
で

多
量
に
存
在
す
る
有
名
な
古
銭
が
な
い
。

開
元
遁
賓
が
流
通
し
は
じ

め
た
麿
時
代
の
律
に
お
い
て
も
、
債
格
の
標
準
は
銅
銭
で
な
く
絹
何

疋
を
以
て
言
い
現
わ
さ
れ
て
い
る
。
併
し
商
業
問
題
が
政
治
化
し
な

白

か
っ
た
理
由
は
単
に
そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
前
述
の
如
く
嘗
時
の
荘

園
は
著
し
い
多
角
経
営
で
あ
り
、
単
に
生
産
に
お
い
て
多
角
的
で
あ

っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
生
産
と
同
時
に
交
易
を
も
併
せ
符
っ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
即
ち
漢
代
や
、
宋
以
後
の
よ
う
に
純
粋
の
商
人
と
い

う
も
の
が
少
く
て
、
商
業
は
荘
園
経
営
の
中
に
、
そ
の
一
部
門
と
し

て
吸
収
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
後
漢
の
王
褒
の
僅
約
は
我
々
に

と
っ
て
荘
園
活
動
の
多
面
性
を
教
え
て
く
れ
る
離
で
興
味
が
あ
る
が
、

そ
の
中

舎
後
有
樹
。
蛍
裁
作
舟
。
上
到
揃
主
。
下
至
江
州
(中
略
)
。
綿
亭

買
席
。
往
来
都
洛
。
蛍
信
用
婦
女
。
求
脂
浮
。
販
於
小
市
。
時
都
携

某
。
鱒
出
芳
躍
。
葦
犬
販
鷲
。
武
陽
買
茶
。
楊
氏
池
中
搭
荷
。
往

来
市
取
県
。

と
あ
り
、
僅
僕
は
荘
園
主
人
の
命
を
受
け
て
、
相
嘗
の
遠
距
離
ま
で

商
業
に
出
か
け
て
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ざ
れ
ば
荘
園
財
産
の
中

に
は
車
乗
が
不
可
依
の
財
産
で
あ
っ
た
。

ス
タ
イ
ン
敦
憧
文
書
二
四

二
三
競
は
三
階
教
典
示
所
犯
者
職
伽
法
鏡
鰹
残
念
で
あ
る
が
、

(矢

吹
慶
輝
、
三
階
敬
之
研
究
、
附
二
四
五
)
寺
院
の
外
財
と
し
て

奴
蝉
畜
生
。
車
乗
荘
因
。
及
諸
珍
資
金
銀
等
物
。
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を
翠
げ
て
い
る
。
蛍
時
の
寺
院
は
そ
の
も
の
が

一
種
の
荘
園
と
見
る

べ
き
こ
と
は
前
に
も
述
べ
た
。

結
局
、

首
時
の
荘
園
は
、
屯
・

博

・
邸

・
冶
と
名
こ
そ
鑓
れ
、
後

世
の
よ
う
に
専
門
に
分
れ
て
分
業
的
に
従
事
す
る
の
で
な
く
、
あ
ら

ゆ
る
方
面
に
利
盆
を
追
求
し
て
多
角
経
俸
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
生

産
に
お
い

て
も
、

宋
以
後
の
皐
作
地
帯
に
劃
す
る
資
本
家
の
投
資
と

異
り
、
あ
ら
ゆ
る
多
種
類
の
生
産
に
努
め
て
、

そ
の
徐
剰
物
資
を
自

己
の
車
乗
を
利
用
し
て
市
場
に
賀
出
し
、

必
要
品
を
市
場
か
ら
買
求

め
た
の
で
あ
る
。

ざ
れ
ば
賓
際
に
は
椙
嘗
多
量
の
物
資
が
圏
中
を
移

動
し
た
の
で
、
こ
れ
を
宿
泊
さ
せ
る
任
務
も
亦
荘
園
が
代
行
し
た
の



で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
中
世
荘
園
の
特
色
で
あ
る
。

更
に
嘗
時
の
荘
園
は
単
に
豪
族
や
貴
族
が
経
営
す
る
の
み
な
ら
ず
、

郡
の
よ
う
な
官
街
も
参
加
し
た
。
天
子
や
王
族
も
亦
そ
の
例
に
洩
れ

な
い
。
屯
田
こ
そ
は
天
子
の
荘
園
で
あ
る
。
政
府
の
や
る
こ
と
は
個

人
も
や
り
、
貴
族
の
や
る
こ
と
は
天
子
も
や
る
。
天
子
は
貴
族
の

種
に
す
ぎ
ず
、
官
街
は
屡
々
長
官
個
人
と
同
一
視
さ
れ
る
の
が
嘗
時

の
賓
情
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
殆
ん
ど
封
建
制
度
と
異
る
所
が
な
い
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
皇
帝
は
諸
侯
の
一
つ
に
外
な
ら
な
か
っ
た
し
、

日
本
江
戸
時
代
の
大
名
の
城
は
政
府
で
あ
る
と
共
に
大
名
個
人
の
邸

宅
で
あ
っ
た
。

公
私
を
問
わ
ず
、
荘
園
は
必
然
的
に
勢
力
を
供
給
す
る
人
民
の
褒

落
を
伴
っ
た
。
俸
と
い
い
、

邸
と
い
い
冶
と
い
う
も
そ
れ
は
一
面
、

屯
で
あ
り
邸
で
あ
り
村
で
あ
っ
た
。
そ
の
人
民
は
流
民
を
抱
え
こ
ん

だ
も
の
が
多
い
と
は
諸
記
録
の
停
え
る
所
で
あ
る
が
、
流
民
は
も
と

政
府
の
公
民
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
若
し
荘
園
が
こ
れ
を
自
己
の
私
有

物
と
見
な
し
て
、
園
家
へ
の
奉
仕
を
横
取
り
す
る
と
、

そ
れ
は
私
附

の
民
と
か
、
蔭
附
の
民
と
か
い
う
も
の
に
な
り
、
地
方
官
は
努
め
て

そ
う
い
う
も
の
を
摘
褒
(
出
民
)
し
て
、
之
を
公
民
の
身
分
に
返
さ

585 

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
事
賓
紬
翌
日
の
時
代
ま
で
は
そ

う
し
た
地
方
官
の
努
力
が
員
面
目
に
梯
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

次
第
に
貴
族
の
勢
力
が
強
く
な
っ
て
く
る
と
、
大
勢
の
赴
く
と
こ
ろ

に
抗
し
き
れ
な
く
な
っ
て
、
政
府
と
し
て
も
事
貨
を
事
賓
と
し
て
追

認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
こ
こ
に
奴
隷
以
外
に
、
奴
隷
と

良
民
と
の
中
間
に
位
す
る
賎
民
階
級
の
出
現
を
見
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
名
稿
や
身
分
が
医
々
な
の
は
、
成
立
の
事
情
そ
の
も
の

が
直
々
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
所
謂
上
級
賎
民
に
つ
い
て

は
、
既
に
潰
口
重
園
博
士
の
優
れ
た
研
究
が
あ
る
か
ら
此
に
繰
返
す

必
要
は
な
い
。
た
だ
彼
等
は
最
後
に
唐
代
に
入
っ
て
、
部
曲
客
女
な

る
名
稿
で
総
括
さ
れ
て
、
始
め
て
法
律
的
な
地
位
を
明
確
に
輿
え
ら
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れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
附
記
し
よ
う
。

五

唐
令
に
於
け
る
村
制
の
沿
革
的
意
義

中
園
古
代
の
祉
曾
吠
態
は
、
後
世
の
朕
態
か
ら
我
々
が
漫
然
と
想

像
す
る
よ
う
な
も
の
と
は
遣
っ
て
、
そ
こ
に
は
寧
ろ
古
代
ヨ

l
hH
ツ

パ
に
行
わ
れ
た
よ
う
な
都
市
園
家
が
存
在
し
て
い
た
。
殆
ん
ど
凡
て

の
人
民
は
城
内
の
匿
劃
た
る
里
の
中
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
、
む
し
ろ
塁

あ
る
が
故
に
そ
こ
に
安
住
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
秦
漢
帝
閣
の
人
民

支
配
は
、
こ
の
里
に
よ
る
人
民
の
掌
握
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
然
る
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に
漢
が
亡
び
て
後
、
六
朝
に
入
る
と
、
人
聞
は
城
郭
に
住
む
者
と
村

落
に
住
む
者
と
の
二
種
類
に
分
れ
て
き
た
。
之
は
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
中
世

の
朕
態
を
訪
悌
さ
せ
る
。
そ
の
後
唐
代
に
な
る
と
位
命
問状
態
は
漢
代

に
比
べ
て
す
っ
か
り
繁
っ
て
い
た
。
地
方
政
治
の
根
接
地
た
る
鯨
は

そ
の
城
郭
も
大
き
く
な
り
、
厭
街
の
機
構
も
披
大
さ
れ
た
が
、
鯨
城

の
郊
外
に
は
最
早
や
古
代
の
よ
う
な
郷
亭
の
滅
郭
は
見
物
園
ら
な
く
な

っ
て

一
面
に
散
居
す
る
村
落
が
、
星
の
よ
う
に
散
ら
ば
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
然
ら
ば
麿
王
朝
は
こ
の
よ
う
な
村
落
の
人
民
を
加
何
に

し
て
支
配
し
得
た
で
あ
ろ
う
か
。

麿
の
根
本
法
典
た
る
令
は
、
高
祖
の
武
徳
七
年
(
六
二
四
年
)
に

最
初
の
も
の
が
震
布
さ
れ
た
。
こ
の
時
は
ま
だ
天
下
が
略
々
統
一
さ

れ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
か
ら
、

そ
こ
に
規
定
す
る
諸
制
度
は
多
く
六

朝
以
来
の
奮
を
承
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
武
徳
令
の
戸
令
に
は
、

豚
以
下
の
褒
落
区
分
を

百
戸
篤
里
。
五
里
帰
郷
。
四
家
信
用
都
。
五
家
篤
保
。
在
邑
居
者
篤

坊
。
在
田
野
者
潟
村
。

と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
の
中
で
、

四
家
を
都
と
な
す
と
あ
る

意
味
に
つ
い
て
、
従
来
さ
ま
さ
ま
の
解
稗
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
私

そ
の
東
西
南
北
に
接
す
る
家
と
の
聞
に
、

は
こ
れ
を
、
あ
る
家
と
、

都
と
い
う
相
互
関
係
が
生
じ
、
連
帯
責
任
を
持
ち
合
う
こ
と
だ
と
解

し
た
。
私
は
そ
の
考
を
簡
単
な
言
葉
で
、

「
東
洋
史
研
究
」
第
十

一

巻
第
一
一
統
の
儀
自
に
述
べ
て
お
レ
た
が
、
近
頃
鹿
児
島
大
撃
の
増
村

宏
教
授
が
、

「
鹿
大
史
皐
」
第
六
競
に

「唐
の
郡
保
制
」
を
載
せ
て

更
に
詳
し
い
考
査
を
試
み
て
お
ら
れ
る
。
要
す
る
に
五
家
の
保
は
、

人
爵
的
に
五
家
の
組
合
を
造
ら
せ
て
連
帯
責
任
を
負
わ
せ
、
保
長
を

立
て
て
そ
の
代
表
者
と
す
る
に
針
し
、
隣
は
組
合
で
は
な
く
相
封
開

係
に
す
ぎ
ず
、
各
家
の
位
置
に
よ
っ
て
自
然
に
近
い
者
同
志
が
連
帯

責
任
を
負
わ
さ
れ
る
制
度
で
あ
る
。
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ま
た
保
が
五
家
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

里
の
百
家
、
郷
の
五
百
家
は
、

保
を
積
み
上
げ
た
結
果
と
し
て
生
じ
た
、
同
様
に
入
信
用
的
な
区
分
で

あ
る
こ
と
が
分
る
。
そ
し
て
い
ま
元
和
郡
牒
志
に
よ

っ
て、

そ
こ
に

記
載
さ
れ
た
郷
数
と
戸
数
と
を
比
較
す
る
と
、

一
郷
嘗
り
大
凡
五
百

戸
ほ
ど
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
郷

・
里

・
保
の
匡
劃
は
少
く
も

一
度

は
令
制
通
り
に
賞
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
。
但
し
こ

う
い
う
匪
劃
は

一
度
成
立
す
る
と
そ
の
ま
ま
固
定
し
て
し
ま
い
、
固

定
す
る
と
、
も
と
は
衆
落
区
分
で
あ
っ
た
も
の
が
地
域
区
分
に
移
行

し
易
い
も
の
で
あ
る
。

唐
の
郷
里
の
人
魚
的
匝
分
に
針
し
、
唐
の
村
坊
は
自
然
医
分
で
あ



る
と
言
え
る
。
何
と
な
れ
ば
坊
は
勝
以
上
の
域
内
に
お
い
て
、
道
路

に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
、
垣
措
に
よ
っ
て
固
ま
れ
た
地
域
で
あ
っ
て
、

漢
代
の
里
と
殆
ん
ど
幾
ら
な
い
匡
劃
で
あ
り
、
村
は
大
凡
そ
三
・
五

十
家
の
自
然
緊
落
だ
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、
唐
令
の
規
定
で
は
、
人

震
直
分
と
、
自
然
匡
分
と
が
重
複
卒
行
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

い
ま
こ
れ
を
分
り
易
く
表
に
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

「

ω邑
居
・

:
:
:
j
i
-
-
坊

|
i
都

「
自
然
医
分
{

」

(ω田
野
U
j
i
j
i
-村
|

|

都

戸
人
爵
匡
分

ω邑
居
田
野
j
i
-
-
-
郷
|
塁
|
保

そ
し
て
こ
の
褒
落
直
分
の
源
流
沿
革
を
尋
ね
て
行
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
我
々
は
歴
史
上
に
お
け
る
唐
代
の
地
位
を
一
層
明
確
に
把
握
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

ω坊
都

こ
れ
は
中
園
古
代
に
普
遍
的
に
行
わ
れ
た
星
制
の

延
長
で
、
殆
ん
ど
祭
る
所
が
な
い
。

漢
代
の
皇
制
に
お
い
て
も
、
都

と
い
う
閥
係
は
存
在
し
た
。
都
は
ま
た
比
、
比
鄭
と
も
言
い
、
漢
の

星
は
今
の
市
街
地
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
ら
、
比
都
と
は
南
郷
を
さ
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
漢
書
予
翁
鯖
俸
に

盗
賊
護
其
比
伍
中
。
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と
あ
り
、
ま
た
食
貨
志
に
王
葬
時
代
の
連
坐
制
を
述
べ
て

比
伍
知
而
不
胞
申
告
。
輿
同
罪
。

と
あ
り
、
比
は
比
都
で
あ
り
伍
は
保
伍
で
あ
り
、
雨
者
の
重
複
は
既

に
こ
の
時
代
か
ら
存
在
し
た
。
而
し
て
酷
吏
や
王
葬
の
下
で
連
坐
制

が
強
化
さ
れ
た
の
で
こ
の
よ
う
な
記
録
が
残
っ
た
が
、
連
坐
制
ば
恐

ら
く
、
漢
王
朝
及
び
そ
れ
以
前
に
お
い
て
も
時
々
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
な
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
様
に
考
え
る
と
、
坊
都
の
制
こ
そ
は
中
園
古
代
に
お
け
る
最

も
本
源
的
な
制
度
で
あ
り
、
こ
れ
に
劃
し
て
同
じ
自
然
匪
分
に
基
づ

く
と
言
っ
て
も
、

ω村
鄭
の
制
度
は
漢
代
以
後
に
な
っ
て
護
達
し
た
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も
の
で
あ
る
。
私
は
前
か
ら
、
中
園
古
代
に
は
人
民
が
城
中
に
皇
居

し
て
、
郊
外
に
は
後
世
の
よ
う
な
村
落
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
言
つ

て
き
た
が
、
こ
の
貼
に
つ
い
て
更
に
説
明
を
加
え
た
い
。
漢
書
食
貨

志
上
に
、
井
田
法
の
一
種
を
述
べ
て

井
方
一
塁
。
是
鶏
九
夫
。
八
家
共
之
。
各
受
私
回
百
畝
。
公
回
十

畝
。
是
信
用
八
百
八
十
畝
。
徐
二
十
畝
。
以
篤
鹿
舎
。

と
あ
り
、
井
田
九
百
畝
を
八
人
で
分
け
た
あ
と
に
二
十
畝
が
残
る
の

で
、
こ
れ
を
麗
舎
の
場
と
し
た
と
い
う
が
之
に
劃
す
る
顔
師
古
の
注

は
鹿
田
中
屋
也
。
春
夏
居
之
。
秋
冬
則
去
。
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と
言
い
、
鹿
と
は
臨
時
の
小
屋
掛
け
で
、
永
久
的
な
住
居
で
は
な
い

こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
但
し
師
古
注
だ
と
、
農
民
は
春
夏
に
は
そ
こ

に
寝
泊
り
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
班
固
の
本
文
は
決
し
て
そ

う
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
後
文
に

春
賂
出
民
。
星
忍
同
卒
旦
。
坐
於
右
塾
。
郡
長
坐
於
左
塾
。
皐
出
。

然
後
開
。
タ
亦
如
之
。

と
あ
り
、
春
夏
に
は
里
民
が
域
外
に
第
働
に
出
る
が
、
毎
日
朝
晩
に

里
忍
円
と
郡
長
と
が
関
門
の
左
右
な
る
塾
に
坐
し
て
人
員
貼
検
を
行
う

と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
麗
舎
と
は
単
な
る
物
置
小
舎
で
あ
り
、

せ
い
ぜ
い
霊
食
位
を
す
ま
す
所
で
、
顔
師
古
の
い
う
よ
う
な
寝
泊
り

の
場
所
で
は
な
い
。
更
に
漢
書
食
貨
志
巻
上
の
文
に

在
野
田
鹿
。
在
邑
日
皇
(
師
古
田
。
麗
各
在
其
田
中
而
里
衆
居
也
)
。

と
あ
り
、
班
固
の
考
え
た
る
上
古
の
制
度
に
お
け
る
褒
落
の
形
髄
は

漢
代
と
殆
ん
ど
異
る
所
な
く
、
農
民
の
殆
ん
ど
九
て
は
城
邑
に
住
居

し
た
と
し
て
い
る
の
で
、
事
賓
ま
た
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
そ
し
て
唐
代
の
人
に
は
、
顔
師
古
の
よ
う
な
撃
者
に
さ
え
、
漢

代
人
の
生
活
は
既
に
理
解
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

次
に
自
然
匿
分
と
卒
行
し
重
複
し
て
行
わ
れ
た
倒
郷
l
呈
|
保
な

る
唐
令
の
制
度
は
、
名
前
こ
そ
漢
代
の
郷
里
と
似
て
い
る
が
賓
際
は

全
く
別
な
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
の
盲
離
は
こ
の
名
目
の
同

な
る
に
捉
わ
れ
て
、
漢
以
前
の
郷
里
と
唐
の
郷
里
と
を
匿
別
し
て
考

え
な
か
っ
た
貼
に
存
す
る
。
前
述
の
如
く
、

五
百
家
の
郷
と
百
家
の

塁
と
は
、

五
家
の
保
の
倍
数
で
あ
る
に
違
い
な
い
が
、
然
ら
ば
抑
も

保
と
は
如
何
な
る
起
原
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

保
は
ま
た
保
伍
と
い
い
、

そ
れ
を
二
倍
し
た
什
と
重
ね
て
什
伍
と

い
う
呼
び
方
も
あ
る
。
所
で
古
代
の
民
家
が
里
巷
中
に
櫛
比
し
て
い

た
と
す
る
と
、
そ
こ
に
五
家
の
組
合
、
十
家
の
組
合
を
つ
く
る
こ
と

は
甚
し
く
不
自
然
な
も
の
に
な
る
。
更
に
ま
た
什
伍
、
保
伍
と
い
う
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文
字
は
何
れ
も
イ
偏
に
従
っ
て
居
り
、
之
は
個
人
と
個
人
と
の
関
係

で
あ
っ
て
、
鄭
の
よ
う
な
邑
制
と
は
異
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を

謹
し
て
い
る
。
然
ら
ば
個
人
の
組
合
せ
と
は
何
か
、
言
う
ま
で
も
な

く
そ
れ
は
軍
隊
の
単
位
で
あ
る
。
周
雄
小
司
徒
の
僚
の
貰
公
彦
疏
に

在
家
魚
比
。
在
軍
矯
伍
。

と
あ
り
、
逸
周
書
、
武
順
の
晋
孔
晃
注
に
は
「
伍
は
兵
名
な
り
L

と

あ
る
逼
り
伍
と
は
原
来
軍
制
で
あ
っ
た
。
十
人
が
什
、
百
人
が
卒
で

あ
る
。
故
に
商
駄
が

定
繁
法
之
令
。
令
民
篤
什
伍
。
而
相
収
司
漣
坐
(
史
記
巻
六
八
、

商
君
列
俸
)
。



と
あ
る
の
は
、
人
民
を
治
め
る
に
軍
法
を
以
て
し
た
わ
け
で
、
さ
れ

ば
こ
そ
未
曾
有
の
暴
政
と
非
難
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら

度
悪
政
が
始
ま
る
と
古
代
帝
園
の
中
央
集
権
に
も
好
都
合
で
あ
っ
た

の
で
、
漢
代
に
も
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
引
績
き
存
績
し
た
。
そ
し
て

三
園
以
後
、
軍
政
か
ら
出
た
屯
田
村
落
が
普
及
し
、
村
居
が

一
般
化

し
て
く
る
と
、
中
央
政
府
は
村
民
を
掌
握
す
る
た
め
に
、

一
層
巌
重

な
保
伍
の
制
を
村
に
散
居
ず
る
人
民
の
上
に
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。

但
し
そ
れ
を
士
族
郎
ち
貴
族
に
ま
で
及
ぼ
し
て
よ
い
か
否
か
に
は
議

論
が
あ
っ
た
。
さ
れ
ば
村
落
は
古
来
の
民
政
の
値
系
の
み
を
以
て
し

て
は
、
政
府
に
よ
る
人
民
掌
握
が
十
分
に
行
わ
れ
難
か
っ
た
の
で
、

軍
制
た
る
保
伍
の
制
を
併
せ
質
施
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
に

積
み
上
げ
方
式
の
行
政
組
織
の
基
盤
が
成
立
し
、
伍
を
二
十
倍
し
て

皇
と
し
、

里
を
五
倍
し
て
郷
と
し
、
郷
を
重
ね
て
豚
、
鯨
を
重
ね
て

州
郡
と
な
る
と
い
う
一
連
の
盟
系
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
漢
代
の

皇
制
中
の
連
座
制
は
、
間
敏
的
に
、
者
J

翁
聞
の
よ
う
な
酷
吏
に
よ
っ

て
強
化
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
に
反
し
、
唐
代
は
六
朝
の
制
を

受
け
て
、
令
に
よ
っ
て
相
督
察
す
る
恒
常
的
な
規
定
と
な
っ
て
い
た
。

軍
政
の
民
政
へ
の
湯
透
、

そ
れ
が
三
園
以
来
、
麿
に
至
る
ま
で
護
達
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し
て
き
た
中
世
的
枇
禽
の
特
色
、で
あ
り
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
封
建
制

と
言
っ
て
も
い
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
軍
制

の
保
伍
制
に
よ
っ
て
パ
ッ
ク
さ
れ
た
村
制
の
成
立
と
共
に
、
郷
亭
制

及
び
古
代
郷
官
制
は
影
を
止
め
ぬ
ま
で
に
崩
壊
し
、
古
代
市
民
社
曾

も
同
時
に
波
落
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

繰
返
し
て
言
え
ば
中
園
上
代
社
舎
は
都
市
圏
家
鐙
制
の
祉
舎
で
あ

っ
た
。
人
民
は
密
集
し
た
褒
落
に
住
み
周
固
に
城
郭
を
廻
ら
し
、
内

部
に
星
制
を
設
け
て
住
ん
で
い
た
。
緊
落
の
一
つ
一
つ
が
即
ち
都
市

園
家
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
に
指
導
的
な
地
位
を
占
め
る
大
圏
と
こ

れ
に
従
属
す
る
小
自
治
陸
と
が
生
じ
、
，
次
第
に
権
力
の
集
中
が
行
わ
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れ
て
秦
漢
の
古
代
帝
園
を
出
現
さ
せ
る
。
併
し
嘗
時
の
地
方
制
度
は

後
世
の
よ
う
な
積
上
げ
式
で
な
く
、
寄
集
め
方
式
で
あ
る
。
数
個
の

亭
の
中
の
一
つ
が
郷
と
な
っ
て
他
の
亭
を
率
い
、
数
個
の
郷
の
中
の

一つ
が
厭
と
な
っ
て
他
の
郷
を
率
い
、
数
個
の
豚
の
中
の
一
つ
が
郡

と
な
っ
て
他
の
豚
を
率
い
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
漢
の
中
央
集
権
政

策
が
強
化
さ
れ
る
と
地
方
末
端
に
お
い
て
豚
が
大
き
く
な
る
一
方
、

郷
亭
が
衰
微
し
た
。

都
市
園
家
枇
舎
で
は
、
耕
地
も
都
市
の
周
漫
に
附
随
す
る
だ
け
で
、

遠
郊
に
は
贋
い
空
地
が
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
放
任
す
れ
ば
遊
牧

民
族
が
侵
入
し
て
き
て
、
こ
の
空
地
で
放
牧
を
行
い
、
城
邑
中
の
中
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圏
人
と
の
聞
に
紛
争
を
起
す
虞
れ
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
秦
の
始
皇
帝

が
高
皇
の
長
城
を
築
い
て
遊
牧
人
を
北
方
に
駆
逐
す
る
必
要
も
生
じ

た
の
で
あ
る
。
後
世
か
ら
の
非
難
に
も
拘
わ
ら
ず
、
始
皇
帝
の
政
策

に
よ
っ
て
、
長
城
以
南
に
は
前
漢
代
ま
で
中
闘
的
な
秩
序
が
保
た
れ

て
い
た
。
城
郭
か
ら
速
く
離
れ
た
空
地
に
は
殆
ん
ど
入
居
が
な
く
、

後
世
の
よ
う
な
村
落
は
見
ら
れ
な
い
。
若
し
あ
れ
ば
そ
れ
は
蛍
時
に

お
け
る
反
社
曾
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
然
る
に
や
が
て
新
し
く
村
落

が
誕
生
し
、
郷
亭
の
尉
壊
と
共
に
褒
達
し
て
行
く
が
、
之
を
促
進
さ

せ
た
の
は
一
つ
は

西
方
北
方
よ
り
す
る
遊
牧
的
民
族
の
侵
入
定
着

で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
園
家
の
政
策
と
し
て
の
屯
田
で
あ
っ
た
。
漢

代
初
期
の
屯
聞
は
溢
防
の
震
に
園
境
附
近
の
郷
亭
を
補
強
す
る
も
の

で
あ
っ
た
が
、
後
漢
末
よ
り
三
園
に
入
つ
て
は
、
新
形
式
の
村
落
を

創
造
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
村
な
る
文
字
は
も
と
屯
田
の
屯
か
ら
系

統
を
引
く
字
で
あ
る
。

村
落
に
散
居
す
る
人
民
を
臓
が
確
賓
に
掌
握
す
る
に
は
困
難
が
あ

っ
た
。
こ
こ
に
採
用
さ
れ
た
の
が
保
伍
の
制
で
あ
る
。
保
伍
は
も
と

軍
制
か
ら
出
て
、
個
人
の
連
帯
責
任
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
古
く

は
酷
吏
な
ど
に
よ
っ
て
例
外
的
に
民
間
に
課
せ
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
か

っ
た
が
、
次
第
に
恒
常
的
な
制
度
と
化
し
て
き
た
。
唐
代
の
制
度
は

こ
の
保
伍
を
地
盤
と
し
て
、
之
を
積
上
げ
て
そ
の
上
に
郷
里
の
制
を

施
行
し
た
。
名
目
は
同
じ
い
が
唐
の
郷
里
は
古
代
の
郷
里
と
は
全
く

質
質
が
異
る
も
の
で
あ
る
。

唐
制
は
前
代
の
制
度
を
集
大
成
し
た
も
の
で
あ
る
だ
け
、
そ
こ
に

は
無
用
な
重
複
が
見
ら
れ
る
。
や
が
て
そ
れ
が
獲
化
し
て
、
都
市
で

は
坊
制
が
腐
れ
て
街
巷
制
と
な
り
、
農
村
で
は
皇
制
が
脱
落
し
て
郷

村
制
が
残
る
の
で
あ
る
が
、
此
等
の
酷
に
つ
い
て
は
文
改
め
て
筆
を

と
る
機
舎
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

〔
付
言
〕
引
用
文
は
さ
ま
で
難
解
な
も
の
は
な
く
、

一
方
重
要
な
意
味
を
も

っ
と
思
わ
れ
る
の
で
、
原
文
の
ま
ま
で
紹
介
し
一
々
に
誇
を
附
す
こ
と
を

省
略
し
た
。
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decay of the money economy. The former became impracticable be-

cause of the appearance of wanderers and the increase of slaves and 

tenant farmers among the lower orders. The decay of the latter was 

brought about by the decrease of the amount of currency and the tenden-

cy of currency to become concentrated in the hands of the privileged 

c1asses. The author concludes that the suan-fu vanished because of these 

conditions. 

On the Appearance of Villages in China 

一一一AnAspect of the Ruin of the Ancient Empire--

Ichisada Miyazaki 

China had its period of city-states in antiquity， and something of this 

system remained in the Han漢 dynasty.Therefore， in the Han the hsien 

瞬，hsiang郷 andt'ing亭 wereall cities， each with a wall around it， and 

held some arrondissement (li畏)in it. The peasants living in the cities 

tended the farms nearby outside the wall every day， and the lands farther 

away were left uncultivated. In the Han dynasty， there were few vi1lages 

to be. found like those of later times. 

When the centralization policy adopted by the government brought 

about the ruin of the hsiang and t'ing， the peasants moved to the hsien to 

seek employment， and therefore more and more‘fields were left uncultiva-

ted. These deserted areas were then occupied by the nomad-invaders from 

the north or west， who established vi1lages there. On the other hand the 

Chinese government alloted the deserted areas to its soldiers， after aban-

doning attempts to reconstruct the hsiang and t'ing. These al10ted fields， 

cal1ed t'un-t'ien屯田， were established by Ts'ao Ts'ao曹操 ofthe Wei魂

dynasty in the north. The t'un-t'ien needed the establishment of vi11ages 

as well. Sometime later， in the Yangtze River basin in the south， there 

tlourished the manors of the powerful c1ans， who gave refuge to those 

who tled from north China， and vi11ages consequently appeared there also. 

The ρaoωu保伍 system，though original1y designed for the military， was 

later used by the government to gain control of the dwel1ers of the new 

vil1ages. 
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