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世
界
の
存
在
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
王
法
の
世
界
と
私
情
の

世
界
と
の
ふ
れ
あ
い
、
な
い
し
は
爾
者
の
ひ
「
ず
み
の
う
え
に
生
き
た
歴
史
像
が

う
か
び
あ
が
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
私
の
素
朴
な
疑
問
で
あ
る
。
も
っ

と
も
、
第
二
部
以
下
が
愛
表
さ
れ
る
な
ら
ば
、
私
の
疑
問
な
い
し
曲
解
は
、
そ

と
に
お
い
て
け
し
と
ぶ
か
も
知
れ
な
い
。

ま
た
、
こ
れ
だ
け
の
大
著
で
あ
り
な
が
ら
、
序
文
な
り
前
言
な
り
を
か
い
て

い
る
と
と
に
と
ま
ど
い
を
感
ず
る
。
そ
の
た
め
、
各
個
別
論
文
が
ど
の
よ
う
な

構
想
の
も
と
に
執
筆
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
著
者
が
研
究
の
封
象
と
さ
れ
た

貌
膏
南
朝
と
い
う
時
代
を
中
園
史
全
慢
の
う
え
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
よ
う

と
さ
れ
る
の
か
、
は
な
は
だ
明
瞭
を
か
く
こ
と
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
個
別
論

文
の
な
か
に
、
右
の
よ
う
な
疑
問
に
こ
た
え
る
鍍
逃
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、

著
者
は
護
者
が
お
の
ず
か
ら
そ
の
な
か
か
ら
讃
み
と
る
と
と
を
期
待
さ
れ
て
い

る
の
か
も
知
れ
ぬ
。
た
と
え
ば
つ
ぎ
の
よ
う
な
叙
述
が
あ
る
。
『
:
:
:
官
田
耕

作
者
に
課
す
る
税
と
私
田
の
所
有
者
に
課
す
る
税
と
の
基
本
的
性
格
が
共
通

で
、
そ
う
し
た
税
u
H
租
が
、
省
時
の
理
解
に
従
う
と
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
使
用

料
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
J

つ
ま
り
、

そ
こ
で
は
(
六
朝
の
政
治
理
念
に
お
い
て
)
園
家
(
あ
る
い
は
皇
帝
〉
が
全
園

の
土
地
を
所
有
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
通

常
「
私
田
を
所
有
す
る
」
と
い
っ
た
表
現
を
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
「
所
有
」

は
、
「
所
有
」
者
が
そ
の
権
利
を
貰
る
こ
と
が
で
き
る
・
貿
産
税
一
の
封
象
と
な

る
・
「
(
無
期
限
の
)
永
小
作
権
」
的
な
権
利
を
そ
の
田
に
も
っ
と
い
っ
た
意

味
に
過
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
政
治
理
念
ー
そ
の
政
治
へ
の
具
現
は
、
漢
時
代
の

も
の
と
は
微
妙
な
相
違
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
北
朝
の
も
の
と
は
国
一
と
し

て
よ
い

d

e
・見出

i
d
し
か
し
と
れ
に
よ
っ
て
も
、
六
朝
の
土
地
所
有
を

め
ぐ
る
政
治
理
念
が
漢
代
の
そ
れ
と
微
妙
に
く
い
ち
が
う
と
い
わ
れ
る
に
と
ど

ま
っ
で
、
そ
れ
以
上
に
は
叙
述
の
筆
は
す
す
ま
な
い
。
爾
者
の
ち
が
い
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
著
者
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
る
の
か
と
い

う
結
こ
そ
、
讃
者
の
聞
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
慎
重
を
期
さ
れ
る
著
者
は
、

性
急
に
結
論
を
だ
す
こ
と
に
燭
践
を
お
ぼ
え
、
第
四
部
ま
で
結
論
を
保
留
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
も
第
二
部
以
下
の
護
表
が
期
待
さ
れ
る

の

で

あ

る

。

(

吉

川

忠

夫

)

府

兵

制

度

考

理

• 
光

著

谷

一
九
六
二
年
七
月
上
海
人
民
出

版
枇

A
5
版

三

O
九
頁
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戦
後
わ
れ
わ
れ
は
]
中
国
人
撃
者
の
手
に
な
る
幾
多
の
府
兵
制
研
究
の
成
果

に
接
し
て
き
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
を
翠
げ
れ
ば
、
陳
寅
格
氏
の
「
惰
唐
制

度
淵
源
略
論
稿
」
(
一
九
四
四
年
)
を
始
め
と
し
て
、
唐
長
濡
「
貌
周
府
兵
制

度
緋
疑
」
(
貌
奮
南
北
朝
史
論
叢
一
九
五
五
年
)
、
同
「
唐
番
兵
志
築
正
」
(
一

九
五
七
年
)
、
与
仲
勉
「
府
兵
制
度
研
究
L

(

一
九
五
七
年
)
な
ど
が
あ
り
、
い

ず
れ
も
わ
が
園
の
研
究
者
に
か
な
り
深
い
影
響
を
奥
え
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
こ
と
に
、
谷
鐸
光
氏
の
新
著
を
え
た
。
周
知

の
と
お
り
、
谷
氏
は
一
九
三

0
年
代
か
ら
、
「
高
貢
L

誌
そ
の
他
を
遇
じ
て
、

六
朝
・
階
唐
時
代
に
闘
す
る
諸
研
究
を
愛
表
し
て
き
た
事
者
で
あ
る
。
こ
と

に
、
勢
経
原
「
唐
折
衝
府
考
」
・
羅
振
玉

「
唐
折
衝
府
考
補
」

の
業
績
を
ひ
き

つ
い
だ
氏
の
「
唐
折
衝
府
枚
補
」
は
、
前
二
著
と
共
に
、
「
二
十
五
史
補
編
」
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中
に
収
め
ら
れ
て
、
研
究
者
に
多
く
の
便
宜
を
興
え
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
の
論

文
に
も
府
兵
制
を
取
扱
っ
た
も
の
が
多
く
、
府
兵
制
研
究
は
、
氏
の
六
朝
・
惰

唐
史
研
究
の
骨
幹
を
な
し
て
き
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
三
十
年
に
ち
か
い
氏
の
府
兵
制
研
究
の
成
果
が
、
本
書
に
ほ
ぼ

集
約
さ
れ
た
と
し
て
も
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
書
の
構
成
を
み
る
と
、
本

論
の
部
分
は
、

第
一
章
府
兵
名
稽
的
由
来
及
共
演
痩

第
二
章
西
鏡
、
北
周
時
期
府
兵
制
度
的
形
成

第
三
章
府
兵
制
興
貌
菅
以
来
封
建
兵
制
及
鮮
卑
拓
抜
兵
制
的
淵
源
開
係

第
四
章
惰
衛
府
制
度
的
確
立
和
軍
戸
的
慶
止

第
五
章
唐
初
府
兵
制
的
恢
復
及
其
全
盛

第
六
章
府
兵
制
奥
均
田
制
及
封
建
園
家
職
能
的
関
係

第
七
章
府
兵
制
的
破
嬢

の
各
章
に
分
れ
、
こ
れ
に
附
論
と
し
て
、
て
東
致
、
北
贋
建
置
府
兵
問
題
商

権
二
、
唐
河
北
道
折
衝
府
的
設
置
及
其
痩
化
一
二
、
城
民
奥
世
兵
四
、
良

家
子
奥
私
装
従
軍
の
四
篇
を
加
え
、
さ
ら
に
各
末
に
「
府
兵
紀
事
年
表
」
を

附
し
て
い
る
。
「
付
印
附
記
」
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
六
一
年
に
一
年
間
か
か
っ

て
書
き
下
ろ
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
右
の
本
論
の
構
成
を
み
て
も

分
る
よ
う
に
、
個
々
の
論
文
の
よ
せ
あ
つ
め
で
は
な
く
、
こ
の
制
度
の
内
容
・

意
義
お
よ
び
他
の
制
度
・
現
象
と
の
関
連
等
々
・
を
、
形
成
か
ら
崩
壊
に
至
る
ま

で
、
一
貫
し
て
叙
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
の
紹
介
で
も
気
づ
か
れ
る
で
あ

ろ
う
が
、
著
者
は
、
「
引
言
」
に
お
い
て
、
「
府
兵
制
度
の
研
究
は
、
西
貌
・
北

周
・
惰
・
唐
の
歴
史
の
設
展
法
則
に
か
か
わ
る
だ
け
で
な
く
、
中
国
封
建
一
世
曾

会
更
の
設
展
法
則
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
」
と
地
で
さ
ら
に
、
「
府
兵
制

度
研
究
の
目
的
は
、
中
世
史
の
本
質
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
」
と

述
べ
て
、
氏
の
戟
前
の
研
究
に
み
ら
れ
た
質
設
的
作
風
と
は
ま
た
ち
が
「

4

た
新

ら
た
な
歴
史
家
的
一
面
を
加
え
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
し
か
し
同
時
に

ま
た
、
民
の
質
設
的
研
究
は
、
こ
の
包
括
的
意
園
の
な
か
に
た
く
み
に
活
か
さ

れ
て
、
た
ん
な
る
制
度
研
究
に
止
ま
ら
な
い
豊
富
な
内
容
と
課
題
を
生
み
だ
し

て
い
る
。
「
引
言
」
で
は
さ
ら
に
、
右
の
究
極
的
目
的
に
達
す
る
た
め
に
は
、

制
度
面
の
基
礎
工
作
が
な
お
必
要
で
あ
り
、
こ
の
書
物
で
は
考
緯
を
主
と
し

て
、
そ
れ
に
適
宜
論
述
を
加
え
る
に
止
め
た
、
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
の
時
代

の
歴
史
的
性
格
に
閲
す
る
民
の
見
解
は
、
事
に
ふ
れ
て
述
べ
ら
れ
、
さ
な
が
ら

府
兵
制
か
ら
見
た
政
治
世
曾
史
の
観
が
あ
る
。

第
一
章
は
、
「
府
兵
」
の
名
稽
の
由
来
か
ら
読
き
お
こ
し
て
、
府
兵
に
関
連

す
る
種
々
の
名
稽
(
六
軍
、
十
二
軍
、
二
十
四
軍
、
衡
府
、
十
六
衡
、
郷
兵
、

坊
府
な
ど
)
に
つ
い
て
述
べ
、
さ
ら
に
、
府
兵
と
そ
の
他
の
軍
隊
(
禁
軍
、
州

都
兵
、
鋲
成
な
ど
)
と
の
閥
係
に
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
が
あ
る
い
み
で
、
次
章

以
下
の
線
論
の
役
目
も
果
し
て
い
る
。
「
府
兵
」
と
は
も
と
も
と
「
将
軍
府
の

兵
」
の
筒
稀
で
あ
り
、
貌
畜
以
来
州
鎮
そ
の
他
に
庭
汎
に
置
か
れ
た
軍
府
の

兵
、
つ
ま
り
「
兵
戸
」
を
ひ
ろ
く
指
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
階
唐
時
代
に
な
る

と
、
軍
府
は
府
兵
制
上
の
そ
れ
(
擦
騎
府
、
鷹
揚
府
、
折
衝
府
な
ど
)
に
集
約

さ
れ
て
い
っ
た
の
で
、
「
府
兵
」
も
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
府
兵
制
上
の
兵
の
専
稽

と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
府
兵
制
が
各
兵
制
の
な
か
吃
濁
特
な
設
展
を
途
げ
て
い

っ
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
こ
に
府
兵
制
の
前
代
の
兵
制
と
の
匡
別
と
連
闘
が
反
映

し
て
い
る
。
西
貌

l
隔
の
間
に
府
兵
が
「
郷
丘
〈
」
と
も
よ
ば
れ
た
の
は
、
府
兵

制
が
従
来
の
地
方
割
接
的
軍
隊
に
淵
源
を
も
つ
こ
と
を
示
唆
す
る
。
し
か
し
府

兵
じ
た
い
は
、
従
来
の
禁
軍
と
並
ん
で
、
中
央
禁
衛
軍
の
職
能
を
強
め
て
い

-110ー
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要
す
る
に
、
府
兵
制
の
形
成
過
程
は
、
こ
の
よ
う
な
二
菌
性
を
も
ち
な
が
ら

軍
事
的
中
央
集
槽
が
達
成
さ
れ
て
い
く
複
雑
な
過
程
一で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、

つ
ぎ
の
二
、
三
、
四
章
で
綾
設
さ
れ
る
。
ま
ず
第
二
章
は
、
西
貌
・
北
周
の
初

期
府
兵
制
に
つ
い
て
述
べ
る
。
字
文
泰
を
首
領
と
す
る
六
柱
園
・
十
二
大
将
軍

等
の
武
将
は
、
多
く
胡
族
出
身
者
で
、
北
貌
末
の
銀
民
・
流
民
の
反
飢
に
打
撃

を
受
け
、
ま
た
そ
の
銀
座
に
参
加
し
た
、
封
建
地
主
階
級
を
代
表
す
る
人
び
と

で
あ
る
e

か
れ
ら
は
嘗
時
の
中
小
地
主
屠
の
要
求
を
反
映
し
て
中
央
集
権
園
家

の
創
建
に
つ
と
め
る
が
、
こ
の
軍
閥
政
楢
と
地
主
階
般
の
結
合
が
、
「
慶
募
閥

雌
豪
右
以
暗
唱
軍
悠
」
(
周
書
)
と
い
う
大
統
九
年
の
施
策
と
な
る
。
つ
ま
り
こ

こ
に
い
う
「
募
」
と
は
直
接
に
は
豪
右
自
身
を
封
象
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
豪

右
は
さ
ら
に
、
宗
族
・
郷
里
関
係
を
利
用
し
て
地
主
膚
を
「
招
致
」
し
、
農
民

を
「
続
編
」
す
る
。
そ
の
頃
、
西
裂
は
各
地
の
「
郷
笠
」
を
選
ん
で
大
都
督
・

帥
都
督
な
ど
の
軍
官
に
任
じ
、
郷
兵
を
統
領
さ
せ
る
が
、
こ
れ
も
「
慶
募
豪

右
」
と
本
質
的
に
獲
り
な
く
、
各
地
の
地
方
割
録
的
軍
事
力
を
中
央
化
し
て
い

〈
施
策
で
あ
っ
た
。
字
文
泰
は
さ
ら
に
「
籍
民
篤
兵
」
を
賓
行
す
る
が
、
そ
の

基
準
は
戸
等
・
丁
口
・
材
力
の
三
項
に
あ
り
、
こ
の
う
ち
戸
等
は
、
「
六
戸
中

等
以
上
家
」
(
鄭
侯
家
停
)
、
す
な
わ
ち
宮
戸
に
属
す
る
上
上
l
中
下
の
六
等

ー
ー
と
谷
氏
は
解
す
る
ー
ー
を
封
象
と
し
て
お
り
、
き
き
の
「
慶
募
豪
右
」
や

郷
帥
政
策
の
普
遍
化
で
あ
る
。
丁
口
・
材
力
を
基
準
と
す
る
貼
で
、
漢
末
以
来

の
「
三
五
簡
護
」
制
を
継
承
す
る
が
、
戸
等
が
加
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
差
異

が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

U
て
招
募
・
徴
愛
さ
れ
た
府
兵
の
軍
資
に
つ
い
て
は
、

「
鄭
侯
家
侍
」
に
、
「
兵
伎
・
衣
駄
・
牛
擁
及
棋
椴
・
旨
蓄
、
六
家
供
備
」
の

一
句
が
あ
り
、
「
六
家
」
の
解
剖
揮
が
問
題
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
氏
は
陳

貧
格
設
を
支
持
し
て
「
六
柱
園
の
家
」
と
解
す
る
。
た
だ
、
六
柱
園
の
み
が
軍

資
を
全
軍
に
供
給
し
た
と
機
械
的
に
考
え
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
麿
下
の
軍
将
H
H

郷
帥
の
私
財
購
軍
も
含
み
、
あ
る
い
は
虜
掠
、
現
地
調
達
、
屯
田
そ
の
他
、
諸

軍
が
自
己
調
達
に
よ
っ
た
こ
と
を
「
六
家
供
備
」
の
語
で
あ
ら
わ
し
た
も
の
と

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
初
期
府
兵
制
の
私
的
一
面
は
、
六
柱
園
|
十
二
大
崎
府

軍
l
二
十
四
開
府
以
下
の
統
率
系
統
に
も
あ
ら
わ
れ
る
。
北
史
容
六
十
に
記
さ

れ
た
開
府
(
軍
)
と
圏
の
儀
同
と
の
関
係
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
く
、
こ
れ
に

も
諸
説
が
あ
る
が
、
氏
は
基
本
的
に
は
潰
口
重
園
設
に
賛
意
を
一
示
し
、
開
府
将

軍
府
(
軍
)
|
園
|
儀
同
将
軍
府
の
系
列
を
想
定
す
る
。
た
だ
し
、
開
府
と
儀

同
と
は
た
ん
な
る
上
下
関
係
に
つ
ら
な
る
の
で
な
く
、
儀
同
は
儀
同
府
の
主
管

軍
将
と
し
て
自
立
性
を
保
有
し
て
い
た
こ
と
を
強
調
す
る
。
後
章
に
関
連
さ
せ

て
い
え
ば
プ
階
錫
帝
時
代
に
文
帝
期
の
原
騎
・
車
騎
二
府
は
鷹
揚
府
に
二
万
化

さ
れ
、
唐
初
は
ニ
府
分
設
制
を
復
活
し
た
が
、
結
局
は
折
衝
府
に
一
本
化
さ
れ

る
。
こ
の
分
設
と
合
置
の
く
り
か
え
し
は
、
軍
纏
の
地
方
化
と
中
央
化
、
分
権

と
集
権
に
封
膚
服
す
る
も
の
で
あ
る
バ

と
こ
ろ
で
、
字
文
護
執
楢
の
時
期
に
な
る
と
、
府
兵
の
中
央
化
が
一
歩
進
め

ら
れ
る
。
字
文
護
は
地
位
強
化
の
た
め
、
柱
園
・
大
将
軍
の
寧
貌
を
濫
援
す
る

が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
箪
披
と
賓
職
と
の
分
離
が
始
ま
り
、
結
局
二
十
四
軍
が
王

朝
に
直
結
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
期
、
京
城
附
近
に
さ
か
ん
に
築
城
し
て

軍
府
を
配
置
し
た
の
も
、
府
兵
中
央
化
の
一
端
で
あ
る
。
武
帝
期
に
な
る
と
、

大
々
的
に
募
一兵
を
行
な
う
が
、
そ
れ
は
従
来
の
「
豪
右
」
「
六
戸
中
等
以
上

家
」
の
範
囲
を
突
破
し
て
貧
下
戸
を
含
む
彪
大
な
血
庶
民
を
吸
牧
す
る
こ
と
に
な

り
、
か
く
て
「
夏
人
宇
箆
兵
失
」
(
惰
蓄
食
貨
志
)
と
い
う
吠
況
を
現
出
す

る
。
武
帝
は
ま
た
中
外
府
を
廃
止
し
て
軍
機
を
掌
鐸
し
、
府
兵
は
逐
次
禁
衛
軍

唱ム1
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と
し
て
の
性
格
を
濃
厚
に
し
て
い
く
。

さ
て
と
の
よ
う
に
、
府
兵
が
王
朝
中
央
軍
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
く
と
し
て

も
、
そ
の
出
護
鮎
は
地
方
割
擦
の
私
兵
で
あ
る
。
こ
の
淵
源
の
問
題
を
論
じ
た

の
が
、
第
三
章
で
あ
る
。
致
畜
以
来
、
封
建
的
割
竣
の
軍
事
的
嬢
鮎
と
し
て
、

掲
・
盈
・
屯
封
な
ど
が
あ
り
、
豪
右
大
姓
や
地
方
官
は
多
数
の
家
兵
・
部
曲
を

擁
し
て
こ
れ
に
接
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
か
れ
ら
の
経
済
的
政
奪
の
よ
り
ど
こ
ろ

で
も
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
公
私
雨
面
か
ら
の
人
民
の
収
奪
や
虜
掠
等
々
に
よ
っ

て
、
家
兵
・
部
曲
を
給
養
し
た
。
官
兵
で
あ
る
兵
戸
・
土
家
も
本
質
に
お
い
て

は
こ
う
し
た
家
兵
・
部
曲
と
鍵
り
な
く
、
私
兵
と
官
兵
と
は
時
々
の
政
治
吠
況

に
よ
っ
て
相
互
に
縛
化
し
あ
っ
た
。
北
貌
に
お
い
て
は
事
情
が
や
や
異
な
り
、

最
初
は
部
族
軍
と
じ
て
出
裂
し
た
が
、
こ
れ
も
し
だ
い
に
職
業
兵
と
な
り
、
最

後
に
は
一
種
の
兵
戸
に
低
落
す
る
。
北
貌
は
ま
た
、
漢
人
を
徴
設
し
て
銀
兵

(
兵
戸
)
と
番
兵
に
充
て
た
。
中
国
世
曾
と
の
接
燭
に
よ
っ
て
急
速
に
奴
隷
制

か
ら
一
封
建
制
へ
の
移
行
を
途
げ
た
北
貌
の
兵
戸
・
番
兵
は
、
一
一
種
の
封
建
的
兵

制
と
し
て
中
国
固
有
の
そ
れ
と
本
質
的
に
同
性
格
の
も
の
と
な
っ
た
。
兵
戸
が

「
城
民
」
と
よ
ば
れ
て
城
居
の
す
が
た
を
と
る
の
も
、
右
の
鳩
・
盈
の
軍
隊
に

相
嘗
す
る
。
北
致
末
の
内
閣
肌
に
お
い
て
、
兵
戸
化
し
て
い
た
軍
士
た
ち
は
、
群

起
す
る
軍
関
・
豪
姓
の
家
兵
・
部
曲
に
縛
化
す
る
。
府
兵
制
は
こ
う
し
た
朕
況

の
も
と
で
樹
立
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
従
来
、
府
兵
制
の
主
要
な
淵
源
を
鮮

卑
の
奮
制
に
求
め
る
設
が
あ
る
が
(
陳
氏
、
与
氏
)
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る

と
、
そ
れ
は
漢
末
以
来
の
封
建
的
兵
制
を
主
流
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も

っ
と
も
鮮
卑
の
部
族
兵
の
遺
制
が
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
考
慮
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
た
と
え
ば
府
兵
の
軍
資
自
緋
制
は
、
北
貌
部
族
軍
の
緋
法
と
無
関
係
で
は

な
く
、
番
第
の
規
定
も
す
で
に
北
貌
軍
制
中
に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
う
し
た
軍
資
自
排
は
、
私
有
財
産
制
の
段
階
に
入
っ
た
の
ち
は
、
一
種
の
封

建
的
収
奪
と
み
な
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
直
ち
に
鮮
卑
軍
制
起

源
設
を
唱
え
る
の
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
。

第
四
章
は
、
府
兵
制
が
完
成
化
の
段
階
に
は
い
「
た
惰
制
に
つ
い
て
の
論
述

で
あ
る
。
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
氏
は
府
兵
制
を
中
央
集
権
的
封
建
軍
制
と

し
て
と
ら
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
整
備
の
半
面
に
進
行
す
る
内
部
矛
盾
の
諸

様
相
に
つ
い
て
も
ま
た
、
こ
の
章
あ
た
り
か
ら
指
摘
し
て
い
く
。
文
帝
の
開
皇

十
年
、
兵
戸
制
が
廃
止
さ
れ
て
、
軍
士
の
民
籍
編
入
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
い
ご

府
兵
は
軍
坊
・
郷
圏
と
い
っ
た
特
別
居
住
匡
に
住
む
こ
と
が
少
く
な
り
、
地
著

主
義
が
た
て
ま
え
と
な
る
。
と
れ
は
集
権
化
の
一
措
置
で
あ
る
が
、
結
果
と
し

て
は
兵
力
の
分
散
化
を
招
く
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
軍
府
に
地
名
が
冠
せ
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
、
統
領
者
の
名
腕
も
煽
帝
期
に
な
る
と
、
将
軍
か
ら
部
将
に
低
下

し
、
唐
で
は
さ
ら
に
都
尉
と
な
る
。
す
な
わ
ち
将
軍
府
の
意
義
は
名
務
上
か
ら

も
薄
れ
て
い
く
の
で
あ
り
、
統
領
の
将
官
と
軍
府
と
の
遊
離
が
進
行
す
る
の
で

あ
る
。
と
同
様
に
、
中
央
の
衛
府
制
度
も
、
こ
れ
が
整
備
さ
れ
て
い
く
半
面
、

街
府
の
大
将
軍
の
官
階
は
北
周
の
柱
園
・
大
将
軍
の
そ
れ
に
比
べ
て
低
下
し
て

い
る
。
煽
帝
は
軍
府
を
増
置
し
た
が
、
ま
た
か
え
っ
て
そ
の
宿
衛
軍
の
兵
植
を

お
そ
れ
で
、
「
駿
果
」
を
募
集
し
て
親
衛
軍
を
新
設
し
た
。
軍
制
の
整
備
と
集

樺
化
を
圃
れ
ば
圃
る
ほ
ど
、
混
凱
と
矛
盾
を
生
ん
だ
。
属
大
な
兵
士
徴
募
に
よ

っ
て
財
政
の
不
健
全
化
を
来
す
が
、
惰
末
の
反
凱
が
お
こ
る
と
、
分
散
化
し
た

府
兵
は
農
民
軍
に
打
ち
破
ら
れ
、
あ
る
い
は
軍
閥
に
吸
収
さ
れ
、
禁
衛
軍
と
し

て
の
府
兵
は
役
に
立
た
ず
、
つ
い
に
騒
果
隊
長
字
文
化
及
の
兵
獲
を
招
く
の
で

あ
る
。

。L
唱

i

第
五
章
に
移
る
と
、
李
淵
は
奉
兵
以
来
、
収
集
し
た
兵
力
を
府
兵
組
織
に
編
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成
し
て
い
っ
た
が
、
一
時
、
武
人
の
地
位
を
高
め
る
政
策
を
と
っ
た
。
し
か
し

前
に
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
政
権
安
定
に
つ
れ
て
、
そ
の
地
位
は
低
下
し
て
い

く
。
た
と
え
ば
、
折
衝
都
尉
の
名
稽
は
地
位
の
表
示
上
、
惰
の
鷹
揚
郎
終
よ
り

も
低
く
、
ま
た
折
衝
府
は
専
ら
地
名
に
よ
っ
て
よ
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

章
で
は
と
く
に
唐
代
府
兵
制
の
内
容
に
つ
い
て
詳
述
し
、
「
唐
折
衝
府
的
設
置

及
其
線
数
」
、
「
折
衝
府
的
地
面
分
布
及
其
奥
軍
銀
城
成
的
関
係
」
、
「
唐
代
衡

府
組
織
以
及
折
衝
府
輿
州
刺
史
的
関
係
」
、
「
府
兵
的
宿
街
、
征
防
及
其
奥
禁

軍
、
地
方
箪
的
関
係
」
、
「
府
兵
的
訓
練
及
其
奥
戟
術
等
的
関
係
」
、
「
府
兵
的

棟
鮎
及
其
成
分
」
、
「
府
兵
的
自
備
資
糧
奥
封
建
剥
倒
的
特
殊
形
式
」
の
各
節

を
設
け
て
い
る
。
ア
」
ζ

で
も
単
な
る
制
度
上
の
絞
述
に
止
ま
ら
ず
、
そ
こ
か

ら
、
府
兵
制
の
設
展
と
中
央
集
様
化
と
、
そ
の
半
面
に
必
然
的
に
生
ず
る
諸
矛

盾
と
を
え
が
き
出
し
、
そ
れ
が
封
建
鍾
制
の
内
部
矛
盾
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を

綾
々
指
摘
し
て
い
る
。

第
六
章
は
、
こ
の
制
度
の
封
建
的
本
質
を
、
さ
ら
に
進
ん
で
均
田
制
の
背
景

か
ら
浮
き
彫
り
に
し
、
ま
た
、
封
建
国
家
の
楢
力
後
置
と
し
て
の
意
義
を
論
じ

た
も
の
で
あ
る
。
氏
は
、
均
田
制
に
お
け
る
了
男
受
閏
百
畝
の
規
定
額
が
、
一

般
民
了
の
耕
作
能
力
を
超
え
て
い
る
と
し
、
均
田
制
を
中
小
地
主
を
封
象
と
し

た
い
わ
ば
封
建
的
田
制
で
あ
る
と
考
え
る
。
府
兵
の
軍
資
自
拙
抑
制
は
、
こ
の
こ

と
と
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
か
れ
ら
が
軍
功
に
よ
っ
て
得
る
動
位
・
官

爵
は
、
か
れ
ら
に
給
一
回
上
の
特
纏
を
奥
え
る
。
こ
の
よ
う
な
地
主
階
級
の
利
盆

と
結
合
し
た
園
軍
制
は
、
た
ん
に
封
外
的
な
機
能
を
も
つ
だ
け
で
な
く
、
園
家

内
部
の
種
制
維
持
に
本
質
的
な
役
割
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

府
兵
の
層
大
化
は
、
貧
下
戸
を
も
筒
鮎
の
謝
象
た
ら
し
め
て
そ
の
生
活
を
破
壊

し
、
一
方
、
勅
回
そ
の
他
の
思
典
は
有
名
無
賓
と
な
り
パ
富
人
の
兵
役
忌
避
や

貧
民
へ
の
負
携
捕
時
嫁
が
噌
加
し
、

ζ

と
に
制
度
瓦
解
の
客
観
篠
件
が
作
り
だ
さ

れ
る
。
第
七
章
は
そ
の
過
程
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
詳
細
は
こ
こ
で

は
省
略
し
た
い
。

さ
て
、
以
上
が
本
論
の
大
ま
か
な
す
じ
み
ち
で
あ
る
。
は
じ
め
に
紹
介
し
た

よ
う
に
、
氏
の
府
兵
制
研
究
の
目
的
は
、
そ
れ
を
混
じ
て
中
園
封
建
時
代
全
史

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
お
か
れ
て
い
る
が
、
と
の
意
聞
は
各
意
に
具
趨
的
に

つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
従
来
の
中
国
人
菌
学
者
の
諸
研
究
が
、
と
も
す

れ
ば
制
度
史
の
ワ
タ
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
て
い
て
、
た
と
え
封
建
兵
制
と
規
定
し

た
に
し
て
も
た
ん
に
言
葉
の
う
え
の
こ
と
だ
け
に
お
わ
る
き
ら
い
が
あ
っ
た
の

に
た
い
し
、

一氏
が
、
府
兵
制
の
主
た
る
携
い
手
を
地
主
階
般
と
認
定
し
た
こ
と

は
、
濁
自
の
見
解
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
府
兵
制
の
主
た
る
源
流
を
貌
膏
い

ら
い
の
各
兵
制
に
求
め
て
鮮
卑
遺
制
訟
を
し
り
ぞ
け
、
ま
た
府
兵
制
の
封
外
的

機
能
よ
り
も
封
内
的
機
能
を
重
視
す
る
こ
と
な
ど
は
、
こ
の
鮎
に
閥
わ
り
が
あ

る
。
こ
れ
を
逆
の
面
か
ら
い
う
と
、
六
朝
・
惰
唐
の
豪
右
・
地
主
階
殻
は
、
一

種
の
武
人
階
級
な
の
で
あ
っ
て
、
氏
は
こ
の
時
代
を
指
し
て
「
中
世
紀
」
と
よ

ん
で
い
る
。

-113-

こ
の
よ
う
に
、
氏
が
府
兵
制
を
従
来
よ
り
も
ヨ
リ
内
面
的
に
と
ら
え
た
こ
と

は
、
大
き
く
評
債
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
こ
そ
、
他
の
制
度
・
現
象

と
の
関
連
の
問
題
が
、
無
理
な
く
湧
き
出
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
と
お
も
わ
れ

る
。
筆
者
も
こ
の
よ
う
な
方
法
に
つ
い
て
は
大
い
に
賛
成
な
の
で
あ
る
が
、
た

だ
そ
れ
で
も
十
分
に
説
得
力
を
も
ち
え
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
の

で
、
つ
ぎ
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

府
兵
制
が
前
代
の
家
兵
・
部
曲
的
兵
制
を
克
服
し
て
、
中
央
集
檎
的
軍
制
と

し
て
成
立
し
た
必
然
性
に
つ
い
て
、
氏
は
北
貌
末
の
諸
反
乱
に
た
い
す
る
地
主
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反
動
を
暴
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
た
と
い
そ
う
し
た
力
が
は
た
ら
い
て
い
た
と

は
し
て
も
、
こ
の
地
主
反
動
の
歴
史
的
性
格
が
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
、
右
の
必

然
性
は
や
は
り
観
念
的
な
議
論
に
お
わ
る
の
で
あ
る
。
筆
者
じ
し
ん
の
見
解
に

よ
れ
ば
、
近
年
二
三
の
論
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
東
西
雨
貌
政
権
の
成
立
は
、

北
貌
末
の
門
閥
主
義
樫
制
へ
の
挑
戦
を
底
流
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら

新
興
政
植
に
人
民
抑
座
の
一
面
が
あ
ろ
う
と
も
、
他
方
で
は
反
門
閥
の
新
意
義

を
そ
な
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
谷
氏
は
、
こ
う
し
た
見
方
を
支
配
階
級
内
部
に

の
み
目
を
注
ぐ
も
の
だ
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
の
内
部
を
生
み
だ
し
た
原
動
力

は
、
あ
く
ま
で
民
衆
の
反
乱
に
あ
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
民
衆
と
氏
の
い
わ
ゆ

る
中
小
地
主
と
は
、
反
門
閥
の
志
向
に
お
い
て
結
び
あ
っ
た
と
い
え
る
。
氏

は
、
門
閥
時
代
の
軍
戸
あ
る
い
は
部
曲
・
家
兵
と
初
期
府
兵
制
時
代
の
軍
戸

(
府
兵
)
と
の
歴
史
的
差
異
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
こ
と
が
軍
隊

の
集
権
化
を
十
分
に
説
明
し
え
な
い
原
因
を
招
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
麗
汎

な
門
関
主
義
克
服
の
風
潮
こ
そ
、
兵
士
の
自
由
民
化
、
自
由
民
の
兵
士
化
を
生

み
だ
し
、
こ
れ
に
支
え
ら
れ
て
非
門
閥
豪
族
が
撞
頭
し
、
こ
う
し
た
基
礎
の
う

え
に
新
興
諸
軍
閥
が
形
成
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
至
嘗
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た

観
鮎
を
ぬ
き
に
し
て
は
、
集
権
化
の
必
然
性
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
筆

者
は
考
え
る
。

と
の
こ
と
は
、
府
兵
制
と
鮮
卑
の
兵
制
と
の
閥
連
の
問
題
に
も
及
ん
で
く

る
。
た
と
え
ば
府
兵
の
軍
資
自
輯
抑
制
は
鮮
卑
部
族
軍
の
沓
習
を
受
け
つ
い
だ
も

の
で
あ
る
と
い
い
な
が
ら
、
こ
の
繕
承
の
す
じ
み
ち
は
必
ず
し
も
明
確
に
さ
れ

て
い
な
い
。
強
い
て
求
め
れ
ば
、
鮮
卑
部
族
制
が
嘗
時
な
お
残
存
し
て
い
た
こ

と
に
あ
る
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
自
排
制
が
唐
代
ま
で
持

績
さ
れ
て
い
く
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
。
氏
は
他
方
で
、
唐
代
の
そ
れ
を
一

種
の
封
建
的
搾
取
形
式
と
み
な
し
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
自
緋
制
の
存
在

理
由
を
示
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
軍
資
自
排
と
は
、
何
よ
り
も
先
述
の
兵

士
1
自
由
民
種
制
の
表
現
で
あ
る
。
鮮
卑
部
族
軍
の
自
排
制
は
こ
の
鐙
制
に
基

づ
く
も
の
で
あ
り
、
府
兵
制
に
お
け
る
そ
れ
は
、
北
致
末
の
内
飢
を
通
じ
て
こ

の
盟
制
が
新
ら
た
な
形
で
復
活
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。

氏
は
封
建
性
に
力
を
入
れ
た
結
果
、
中
小
地
主
と
一
般
人
民
と
の
あ
い
だ
の

階
級
矛
盾
を
重
視
し
、
府
兵
募
集
に
あ
た
っ
て
も
、
地
主
を
「
招
致
」
し
、
人
民

を
「
編
取
」
し
た
と
い
う
風
に
、
階
層
に
し
た
が
っ
て
表
現
を
嬰
え
て
い
る
。

こ
こ
に
は
何
の
史
料
的
根
擦
も
な
い
ば
か
り
か
、
た
と
え
ば
氏
も
引
用
し
て
い

る
楕
書
張
定
和
俸
に
え
が
か
れ
た
よ
う
な
府
兵
の
生
き
た
慶
史
的
な
す
が
た
を

無
視
す
る
結
果
に
な
る
。
氏
の
均
田
制
に
た
い
す
る
理
解
も
、
こ
う
し
た
こ
と

と
無
関
係
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
中
小
地
主
擁
護
の
田
制
と
い
う
規
定
が
、

先
述
の
か
な
り
薄
弱
な
根
接
か
ら
生
れ
る
の
で
あ
る
。
均
団
法
に
お
け
る
寛
郷

と
狭
郷
の
規
定
な
ど
か
ら
し
て
も
十
分
に
検
討
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
で

あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
均
田
制
に
こ
う
し
た
階
級
性
を
み
る
と
し
て
も
、
中
小

地
主
と
一
般
人
民
と
の
あ
い
だ
に
、
具
盤
的
に
ど
の
よ
う
な
階
級
閥
係
が
存
在

す
る
か
と
い
う
貼
に
つ
い
て
は
、
氏
は
あ
ま
り
説
明
し
て
い
な
い
。
事
げ
ら
れ

た
指
摘
は
、
王
朝
の
攻
奪
に
た
い
す
る
負
揚
力
の
相
違
に
閲
す
る
も
の
が
多

く
、
と
す
れ
ば
こ
れ
は
階
級
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
階
層
と
い
っ
た
方
が
遁
嘗

で
あ
る
。
民
は
府
兵
筒
貼
の
基
準
に
お
け
る
資
産
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る

が
、
こ
れ
は
い
わ
ば
王
朝
の
側
か
ら
み
た
資
産
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
王
朝
に
よ

っ
て
推
し
量
ら
れ
た
摺
税
能
力
の
等
級
化
、
す
な
わ
ち
戸
等
な
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
軍
純
に
封
建
制
の
概
念
で
結
論
し
が
た
い
、
土
地
所
有
者
の
諸
階

層
と
そ
の
統
治
構
力
た
る
王
朝
と
の
綜
合
こ
そ
、
い
っ
て
み
れ
ば
中
国
中
世
の
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す
が
た
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
論
燕
穣
抽
出
繍
掛
怒
と
し
て
の
府
兵
制
と
い
う
県
内
の
見

解
そ
の
も
の
に
は
異
論
は
な
い
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
こ
う
し
た
一
粧
品
関
構
成
の
家

義
的
表
現
と
み
る
ほ
う
が
、
賞
を
得
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
ゐ
る
c

ぞ
れ
は
と
も
か
く
も
、
府
兵
鱗
と
い
う
一
制
度
そ
通
じ
て
賞
代
の
絞
禽
の
性

質
に
迫
っ
て
い
く
癒
絡
を
き
ち
ひ
ら
い
た
本
書
の
功
績
に
は
、
敬
意
・
9w
愛
し
た

い
と
お
も
う
。
な
お
、
本
饗
に
つ
い
て
は
、
史
料
の
取
扱
い
と
解
療
の
仕
方
を

め
ぐ
っ
て
検
討
す
べ
き
議
懲
が
あ
る
a

た
と
え
ば
、
従
来
議
論
の
お
象
と
な
っ

て
き
た
「
鄭
侯
家
簿
い
の
傍
滋
性
、
ヱ
ハ
家
供
鱗
」
の
一
勾
の
意
味
、
開
府
府

と
麗
と
儀
間
飛
と
の
務
係
等
そ
闘
関
論
の
生
ず
る
縁
地
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
問
問
嘗
婦
の
「
総
論
」
も
、
そ
れ
ぞ
れ
興
味
ふ
・
か
い
問
問
題
そ
提
出
し
て
い
る

が
、
残
念
な
が
ら
妖
教
の
都
合
で
割
愛
せ
ざ
る
そ
え
な
い
。
〈
谷
川
滋
雄
)
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索
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宋
史
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管
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に
み
悶
ま
れ
る
管
職
・
書
吏
・

年
貌
・
地
名
・
人
名
・
管
制
納
・
樹
税
務
・
財
政
用
語
、

そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
事
演
に
つ
い
て
の
約
三
灘
数
千
に

及
ぶ
カ
I
F
を
五
十
音
綴
に
時
排
列
し
た
も
の
。
制
帽
頭

に
は
宮
崎
市
定
措
博
士
の
米
代
官
制
序
識
を
解
閣
と
し

て
掲
載
、
一
関
均
一
結
後
っ
て
、
宋
代
は
勿
論
、
中
欄
酬
の

政
治
・
経
済
・
数
合
間
・
官
舗
の
研
究
者
に
は
多
大
の

使
笈
俊
樹
熊
え
る
で
あ
ろ
う
。

右
饗
制
御
希
獲
の
方
は
本
品
緩
ま
で
お
申
込
み
下
さ
い
。
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