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し

北
現
に
は
じ
ま
り
北
朝
か
ら
惰
麿
に
か
け
て
お
こ
な
わ
れ
た
均
田

制
は
、
土
地
と
労
働
力
を
直
接
圃
家
の
支
配
下
に
お
こ
う
と
す
る
も

の
で
あ
っ
寸
、
漢
帝
園
が
崩
壊
し
た
の
ち
に
生
ま
れ
て
く
る
祉
曾
鐙

制
な
り
園
家
権
力
の
性
格
を
考
え
る
重
要
な
指
標
に
な
る
と
お
も
わ

れ
る
。

私
は
さ
き
に
北
朝
の
均
団
法
規
に
つ
い
て
意
見
を
の
ベ
た

抗
、
そ
の
よ
う
な
枇
曾
や
園
家
の
性
格
に
つ
い
て
は
意
見
を
の
ベ
る

堀

敏

」
と
を
さ
し
ひ
か
え
た
。
そ
の
貼
を
論
ず
る
に
は
、

均
田
制
が
成
立

し
て
く
る
事
情
に
つ
い
て
、
も
う
す
こ
し
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ

る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
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均
田
制
の
成
立
を
考
え
る
場
合
、
そ
の
前
提
と
し
て
あ
る
程
度
強

化
さ
れ
た
園
家
権
力
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う

し
、
そ
こ
に
お
い
て
は
土
地
と
努
働
力
が
ど
の
よ
う
な
吠
態
に
あ
っ

た
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う。

戟

後
の
研
究
が
北
貌
初
期
の
徒
民
政
策
と
計
口
受
田
制
と
、

礎
を
お
く
北
競
王
朝
の
園
家
権
力
の
展
開
の
う
え
に
均
田
制
を
考
え

よ
う
と
す
る
の
は
、
そ
の
黙
で
理
解
で
き
る
し
、

そ
れ
に
基

本
稿
も
ま
た
そ
う

た
だ
北
親
王
朝
が
遊
牧
民
族
の
征

服
国
家
で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
の
よ
う
な
方
法
は
、
均
田
制
と
そ
れ

し
た
形
式
を
と
ろ
う
と
お
も
う
。

に
基
礎
を
お
く
祉
曾
を
中
園
史
の
う
え
に
位
置
づ
け
る
場
合
、
不
適



嘗
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
記
い
。
事
買
、
征
服
者
で
あ
る

拓
政
世
舎
の
嘗
時
の
情
況
の
も
と
で
は
、
徒
民
政
策
に
よ
る
先
進
吐

曾
の
労
働
人
口
や
官
僚
要
員
の
大
量
獲
得
を
必
要
と
し
た
と
い
う
事

情
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
北
方
民
族
の
征
服
園
家
特
有
の

事
情
を
、
均
田
制
の
成
立
に
際
し
て
強
調
し
よ
う
と
す
る
見
解
も
み

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
徒
民
政
策
や
、
計
口
受
田
制
に
類
す
る
園
有
地
開
謹
の
政

策
が
、
中
園
の
秦
漢
帝
国
の
成
立
に
際
し
て
も
重
要
な
役
割
を
は
た

し
た
こ
と
は
最
近
の
研
究
も
し
め
し
て
お
り
、
曹
貌
の
屯
田
制
が
均

田
制
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
固
有
地
が
そ
れ
ぞ
れ
の
王
朝
の
権
力
の
基
盤
を
な
し
、
全

鐙
と
し
て
均
田
制
に
さ
き
だ
っ
中
園
の
王
朝
櫨
力
を
強
化
す
る
役
割

を
は
た
し
て
き
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
だ
そ
の
よ

う
な
園
有
地
開
震
の
政
策
を
、

い
わ
ゆ
る
土
地
固
有
主
義
の
展
開
と

し
て
、

そ
の
ま
ま
均
田
制
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な

た
と
え
ば
秦
漢
の
公
団
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ

れ
は
君
主
の
私
有
地
に
ほ
か
な
ら
ず
、

い
よ
う
に
お
も
う。

こ
れ
に
封
立
す
る
私
田
の
存

在
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

」
れ
ら
私
田
の
遊
展
は
豪
族
的
大
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土
地
所
有
制
を
生
み
だ
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
漢
帝
園
崩
壊
後
の

薗
田
貌
の
屯
田
は
、
こ
の
よ
う
な
豪
族
勢
力
に
封
抗
し
て
、
国
家
自
身

が
豪
族
的
経
営
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

の
黙
に
お
い
て
は
北
貌
初
期
の
徒
民
政
策
も
同
様
で
あ

っ
て
、
征
服

地
の
勢
力
を
う
つ
し
て
園
都
近
傍
の

一
部
の
地
方
を
充
賀
す
る
反
面

に
、
機
力
の
充
分
参
透
し
な
い
地
方
を
他
方
に
残
さ
ざ
る
を
え
な
い

政
策
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
均
田
制
は
こ
う
し
た
情
況
に
た
い
し
、

公
私
の
田
を
あ
わ
せ
ふ
く
ん
で
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
y c 
れ

に
よ

っ
て
園
家
権
力
が
豪
族
枇
曾
の
内
部
に
惨
透
し
、
直
接
的
人
民

支
配
を
買
現
し
え
た
と
こ
ろ
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
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っ
て
屯
田
制
に
せ
よ
、
徒
民
政
策
に
よ
る
計
口
受
田
制
に
せ
よ
、
初

期
の
せ
ま
い
範
園
の
園
家
機
力
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、

れ
自
鐙
は
全
国
的
範
園
に
わ
た
る
均
田
制
の
貫
施
を
説
明
す
る
も
の そ

で
な
か
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
均
田
制
の
貫
施
に
あ
た
っ
て
つ
ぎ
に
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
、
停
統
的
な
豪
族
吐
禽
と
の
闘
係
で
あ
る
。
こ
の
貼
に

か
ん
し
て
従
来
の
研
究
は
、
漢
以
来
の
豪
族
封
策
、
な
か
ん
ず
く
限

国
政
策
の
停
統
を
問
題
に
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
豪
族
の
大
土
地

所
有
者
と
し
て
の
護
展
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
園
家
権
力
と
豪
族
勢

力
と
の
針
立
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

た
し
か
に
均
田
制
の
貫
施
に
際
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し
で
も
、
北
貌
の
征
服
園
家
が
侍
統
的
な
門
閥
祉
舎
に
打
撃
を
あ
た

え
た
側
面
を
無
一組
で
き
な
い
。
け
れ
ど
も
豪
族
勢
力
は
そ
れ
に
よ

っ

て
復
落
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
支
配
階
級
と
し
て
の
地
位
を
均
田
制

下
で
も
も
ち
つ
づ
け
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
豪
族
と
闇
家
と
は

農
民
支
配
者
と
し
て
相
互
依
存
の
閥
係
に
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
こ

れ
に
か
ん
れ
ん
し
て
最
近
の
秦
漢
史
研
究
に
お
い
て
、
秦
漢
帝
園
の

支
配
が
地
方
共
同
盟
の
支
配
者
と
し
て
の
豪
族
勢
力
に
依
存
し
て
い

る
と
い
う
見
解
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
均
田
制
の
研
究
に
お

い
て
も
、
豪
族
枇
曾
の
こ
の
よ
う
な
共
同
般
的
側
面
が
注
意
さ
れ
れ

ば
、
豪
族
と
国
家
と
の
閥
係
に
つ
い
て
も
ち
が
っ
た
見
方
が
さ
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。

従
来
均
田
制
と
共
同
位
と
の
闘
係
に
つ
い
て
は、

こ
れ
を
鮮
卑
吐

曾
の
共
同
践
的
な
土
地
所
有
制
と
の
闘
連
に
お
い
て
考
え
る
読
が
有

力
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
に
は

そ
の
よ
う
な
共
同
位
的
な
土

地
所
有
制
が
、
な
に
ゆ
え
土
地
所
有
制
護
展
の
長
い
歴
史
を
も
っ
中

原
枇
禽
に
適
用
で
き
た
の
か
と
い
う
む
ず
か
し
い
問
題
が
あ
る
。

れ
ゆ
え
こ
れ
ら
の
説
を
批
判
し
て
、

中
原
祉
曾
に
お
け
る
階
級
矛
盾

こ
そ
が
均
田
制
を
生
み
だ
し
た
の
だ
と
い
う
指
摘
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
こ
の
場
合
に
は
、
そ
の
階
級
矛
盾
が
な

に
ゆ
え
均
回
制
と
い
う
か
た
ち
の
解
決
策
を
見
出
し
た
の
か
説
明
・
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
均
田
制
が
階
級
支
配
の
手
段
で

あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
け
れ
ど
も
、
均
田
制
下
に
編
成
さ
れ
た

農
民
の
一
定
の
自
由
な
性
格
に
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

提
言
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
重
要
で
あ
る
。

こ
う
し
た
農
民
の
自
由

な
性
格
は
、

ほ
か
な
ら
ぬ
共
同
位
の
存
在
に
関
係
す
る
と
お
も
わ
れ

る
の
で
あ
る
が
、

」
の
よ
う
な
共
同
位
と
階
級
矛
盾
と
の
闘
係
が

均
田
制
の
貫
施
に
あ
た

っ
て
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
た
か

本
稿

で
は
そ
の
貼
を
豪
族
枇
曾
の
分
析
の
な
か
で
考
え
て
み
た
い
と
お
も

- 32ー

う

Y こ

註川

捌

稿

「
北
朝
の
均
田
法
規
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」

要
二
八
、
一
九
六
二
)

ω
西
村
元
佑
「
北
郊
均
田
孜
」
(
箆
谷
史
被
三
二
、
一
九
四
九
)
、
河
地
重

造
「
北
貌
王
朝
の
成
立
と
そ
の
性
格
に
つ
い
て
」
(
東
洋
史
研
究
二
一
/

五
、
一
九
五
三
)
等
。

ω
田
村
賞
造
「
均
悶
法
の
系
譜
」
(
史
林
四
五
ノ
六
、
一
九
六
ニ
)

川

橋

淵

龍
夫
「
先
楽
時
代
の
山
林
政
様
と
奈
の
公
団
」
(
一
九
五
七
、

『
中

幽
古
代
の
肱
曾
と
国
家
』
所
枚
)
、
西
嶋
定
生
『
中
闘
古
代
帝
閣
の
形
成

と
構
造
』
(
一

九
六
一
)
第
五
章
。

ω
宮
崎
市
定
「
膏
武
帝
の
戸
調
式
に
就
て
」

(
東
洋
文
化
研
究
所
紀

(
一
九
三
五、

『
ア
ジ
ア
史



研
究
第
一
』
所
政
〉

同
宮
崎
市
定
「
中
関
史
上
の
荘
園
」

四
』
所
枚
)

仰
仁
井
田
陸
「
中
関
・
日
本
古
代
の
土
地
私
有
制
」
(
一
九
二
九
、
三
O
、

『
中
国
法
制
史
研
究
・
土
地
法
取
引
法
』
所
収
〉

制

鈴

木
俊
「
唐
代
均
田
制
施
行
の
意
義
に
つ
い
て

」
(
史
淵
五
O
、一

九

五
一
〉
等
。

ω
矯
淵
施
夫
「
中
園
古
代
閤
家
の
構
造
」
(
『
古
代
史
講
座
四
・
古
代
闘
家

の
構
造
(
上
〉
』
一
九
六
二
〉

側
李
亜
農
『
周
族
的
氏
族
制
輿
拓
政
族
的
前
封
建
制
』
(
一
九
五
四
〉
、
唐

長
謂
「
均
田
制
度
的
産
生
及
其
破
域
」
(
一
九
五
六
、
『
中
国
歴
代
土
地

制
度
問
題
討
論
集
』
『
中
国
封
建
祉
曾
土
地
所
有
制
形
式
問
題
討
論
集
』

所
紋
)

川
王
治
来
「
均
田
制
的
産
生
及
其
寅
質
」

(一

九
五
六
、
『
中
幽
歴
代
土

地
制
度
問
題
討
論
集』

所
枚
)
、

諒
恕
中

「
閥
子
北
灘
均
回
制
的
貿
質
L

(
歴
史
研
究
一
九
六
三
ノ
五
〉

ω
谷
川
道
雄
「
北
貌
研
究
の
方
法
と
課
題
」

(
名
百
屋
大
摩
文
嗣
宇
都
研
究

論
集
三
二
、
一
九
六
四
)。

た
だ
し
谷
川
氏
は
燦
民
の
自
由
の
源
流
を
鮮

卑
枇
禽
に
も
と
め
て
い
る
。

ハ
一
九
五
四
、

『
ア
ジ
ア
史
研
究
第

徒
民
政
策
と
計
口
受
田
制
の
考
察
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、
}
ノ

〆，
‘、北

細
腕
を
建
て
た
鮮
卑
拓
政
氏
の
徒
民
の
記
録
は
、

河
地
重
造
氏
が

北
貌
建
園
以
前
の
徒
民
政
策
の
役
割

貌
童
百
本
紀
を
中
心
に
表
を
つ
く

っ
て
い
る
が
、

そ
れ
を
み
て
も
わ
か

る
と
お
り
、

か
な
り
の
数
に
の
ぼ
る
。
そ
の
初
期
の
も
の
は
、
北
競

の
建
園
以
前
、
拓
政
族
が
中
園
北
遜
外
に
あ
っ

て
遊
牧
的
部
族
連
合

園
家
を
形
成
し
て
い
た
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
の
で
、
最
初
に
こ
れ
ら

初
期
従
民
の
役
割
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
き
た
い。

従
民
の
最
初
の
記
録
は
、
貌
書

一
序
紀
に
、

是
歳
、
穆
帝
始
出
弁
州
、
選
雑
胡
、
北
徒
雲
中
・

五
原

・
朔

方、

と
あ
る
も
の
で
あ
る
。

「
是
歳
」
と
い
う
の
は
、
序
紀
に
よ
れ
ば
、

-33-

昭
帝
線
官
が
立
っ
た
年
、
二
九
五
年
ご
ろ
に
あ
た
り
、

そ
の
と
き
務

穆
帝
狩
直
が

包
・
務
虚
の
兄
弟
と
と
も
に
園
を
三
部
に
わ
か
っ
て
、

「内
家
和
林
J

西
部
を
治
め
、
定
車
裁
の
盛
築
故
城
(
格
爾
附
近
)
に
い
た
の
で
あ
り
、

雲
中

・
五
原

・
朔
方
は
そ
の
領
域
に
あ
た
る
。

も

っ
と
も
務
虚
が
こ

の
と
き
弁
州
に
出
兵
し
た
と
い
う
記
事
は
他
に
み
あ
た
ら
ず
、
砧
例
包

と
と
も
に
し
ば
し
ば
こ
の
方
面
に
出
兵
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

般
に
は
旬
奴
の
劉
淵
が
自
立
し
て
か
ら
、
弁
州
刺
史
司
馬
騰
の
請
い

に
よ
る
も
の
と
い
わ
れ
、
そ
れ
は
晋
の
永
安
元
年

(
8
6
以
後
の
こ

と
で
あ
る
か
ら
、
序
紀
の
右
の
年
次
に
は
課
ま
り
が
あ
る
か
も
し
れ

向、、。

チ
ん

luv

と
も
か
く
狩
直
が
従
し
た
の
は
、

旬
奴
と
と
も
に
こ
の
地
方
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に
移
り
住
ん
で
漢
人
と
雑
居
し
、

た
胡
族
で
あ
っ
た
ろ
う
。

そ
の
影
響
で
い
く
ぶ
ん
文
明
化
し

ち
ょ
う
ど
中
闘
内
に
潜
入
し
た
五
胡
の
諸

族
、が
よ
う
や
く
活
動
を
は
じ
め
よ
う
と
し
て
い
た
時
期
で
あ
り
、

外
に
あ
っ
た
拓
政
族
も
、
ま
ず
こ
の
よ
う
な
胡
族
を
と
お
し
て
、
中

園
の
農
耕
一
耽
禽
と

そ
の
人
口
に
閥
心
を
し
め
し
は
じ
め
た
と
み
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

の
は
お
そ
ら
く
君
長
た
る
狩
庫
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
君
長
の
総
力

を
し
て
部
族
連
合
の
軍
事
指
導
者
た
る
地
位
を
脱
せ
し
め、

そ
の
場
合
こ
れ
ら
の
人
口
を
最
初
に
直
接
掌
握
し
た

王
様
を

確
立
す
る
の
に
役
立
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
。

北
方
の

晋
人
が
政
治
顧
問
と
し
て
、

期
で
あ
る

(
軸
禁
固
と
術
操
、
莫
合
体
〉
。

君
E
X
の
左
右
に
多
く
な
る
の
も
こ
の
時

つ
い
で
狩
慮
が
全
拓
政
部
を
統
一
し
た
と
き
、
中
国
は
完
全
な
内

凱
吠
態
に
お
ち
い

っ
て
い
た
。
狩
庇
は
晋
の
弁
州
刺
史
劉
現
を
た
す

け
て
、
そ
の
仲
介
で
菅
朝
か
ら
大
寧
子
・
代
公

(
つ
い
で
代
王
)
に
封

ぜ
ら
れ
、
代
郡
の
封
地
を
え
た
が

」
の
あ
た
ら
し
い
封
地
が
奮
来

の
領
土
と
か
け
は
な
れ
て
い
た
の
で
、

七
「
陛
胤
叫

J

陸」イ
(
以
北
)
の
地
を
さ
ら
に
要
求
し
た
。
劉
混
は
馬
邑

・
陰
館

・
楼

煩

・
繁
崎

・
陣
五
鯨
の
民
を
南
方
に
徒
し
て
そ
の
地
を
精
直
に
あ
た

え
、
務
直
は
十
首
同
家
を
こ
こ
に
徒
し
た
と
い
う
。
調
書
序
紀
に
は
、

そ
の
あ
い
だ
に
よ
こ
た
わ
る

こ
の
こ
と
を
の
べ
た
あ
と
に
、

透

六
年
、
城
盛
幾
以
震
北
都
、
他
附
故
卒
域
以
震
南
都
、
帝
登
卒
城

西
山
、
観
望
地
勢
、
乃
更
南
百
里
、
於
温
水
之
陽
黄
瓜
堆
、
築

新
卒
城
、

菅
人
謂
之
小
卒
減
、
使
長
子
六
筒
鎖
之
、
統
領
南
部
、

と
あ
る
。

比
例
置
が
代
公
(
代
王
)

に
封
ぜ
ら
れ
た
と
レ
う
こ
と
は

か
れ
の
拓
政
部
支
配
が
中
園
の
王
朝
か
ら
正
式
に
承
認
さ
れ

そ
れ

に
よ

っ
て
王
機
の
槌
威
が
た
か
め
ら
れ
た
と
い
う
い
み
を
も
つ
が
、

そ
れ
以
上
に
重
要
な
の
は
、

」
れ
を
機
に
中
国
北
迭
の
農
耕
地
帯
を

一
部
獲
得
し
た
と
い
う
貼
で
あ
る
。

こ
の
あ
た
ら
し
く
く
わ
え
ら
れ
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た
領
土
は
、
右
の
よ
う
に
南
部
と
稀
せ
ら
れ
る
特
別
な
地
域
を
形
成

し
た
。

一一

親
書
三
官
氏
志
に
、

北
ハ
諸
方
雑
人
来
附
者
、
線
調
之
烏
丸
、
各
以
多
少
稀
曾
・
庶
長
、

分
矯
南
北
部
、
復
置
二
部
大
人
、
以
統
娠
之

と
あ
る
。
こ
れ
は
の
ち
の
什
翼
健

(
昭
成
帝
〉

の
と
き
に
つ
く
ら
れ
、

拓
政
珪
(
太
組
道
武
帝
)

の
時
期
ま
で
っ
た
え
ら
れ
た
官
制
で
あ
る

が
、
こ
の
諸
方
雑
人
か
ら
な
る
南
北
二
部
は
、
麿
長
講

・
谷
川
道
雄

氏
ら
の
指
摘
の
よ
う
に
、
部
族
制
度
の
拓
政
族
吐
曾
に
お
レ
て
は
、

ま
さ
し
く
王
植
の
直
属
部
分
を
な
し
た
と
み
ら
れ
る
。

そ
の
う
ち
南



部
の
起
源
は
、

上
記
の
よ
う
に
狩
車
の
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
わ
け
で

あ
る
が
、
こ
の
農
耕
地
を
ふ
く
む
南
部
は
、

王
権
の
設
展
の
う
え
で

と
く
に
重
要
な
地
位
を
し
め
た
と
お
も
わ
れ
る
。
狩
庫
の
末
年
、
狩

直
と
長
子
六
備
と
の
字
い
か
ら
内
観
が
は
じ
ま
る
が
、
親
書
は
こ
れ

を
「
奮
人
」
と
「
新
人
」
と
の
抗
宇
と
し
て
描
い
て
お
り
、

」
れ
が

遊
牧
部
族
制
と
、

王
権
の
強
化
を
め
ざ
す
新
勢
力
と
の
字
い
で
あ
る

こ
と
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
が
指
摘
し
て
い
る
。

内
乱
を
克
服
し

た
什
翼
穫
は
、

い
っ
た
ん
都
城
を
南
部
の
橿
源
川
に
定
め
よ
う
と
し

た
が
成
功
し
な
か

っ
た
。
こ
の
と
き
計
霊
の
中
止
を
決
定
し
た
皇
太

后
の
理
由
は
、
「
園
上
世
よ
り
遷
徒
を
業
と
震
す
」
(
貌
書
一
一
一
卒
文
皇
后

こ
こ
で
も
遊
牧
的
保
守
勢
力
と
、

王
氏
侍
)
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

南
部
を
基
盤
と
し
て
集
樺
化
を
は
か
ろ
う
と
す
る
王
権
と
の
衝
突
が

あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

務
直
の
の
ち
内
乱
に
よ

っ
て
中
断
さ
れ
て
い
た
徒
民
の
記
録
は
、

什
翼
健
の
時
期
か
ら
拓
政
珪
の
初
期
に
か
け
て
数
回
あ
ら
わ
れ
る。

そ
の
う
ち
徒
住
地
の
あ
き
ら
か
な
も
の
は
、
親
書
一
一
一
劉
庫
仁
停
に
、

庫
仁
西
征
庫
扶
部
、
大
獲
畜
産
、
徒
其
部
落
、
置
之
桑
乾
川
、

と
あ
る
も
の
と
、
説
書
一
-
一
莫
題
俸
に
、
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太
租
使
題
興
将
軍
王
建
等
三
軍
、

討
慕
容
賓
慶
寧
太
守
劉
充
翠

斬
之
、
従
充
翠
部
落
子
卒
城
、

と
あ
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
前
秦
の
荷
堅
に
よ

っ
て
什
翼
健
政
権

が
崩
壊
し
た
の
ち
、

も
と
南
部
大
人
で
什
翼
踊
慢
の
女
靖
だ

っ
た
劉
庫

仁
が
黄
河
以
東
を
管
理
し
て
い
た
時
期
、
後
者
は
拓
政
珪
の
皇
始
元

年

(ω
忠
)
の
こ
と
で
あ
り
(
貌
書
ニ
太
極
紀
)
、

域
の
地
は
い
ず
れ
も
南
部
に
属
す
る
。
南
部
は
前
記
の
よ
う
に
王
権

」れ
ら
桑
乾
川
や
卒

の
直
属
地
で
あ
り
、
農
耕
を
主
と
し
た
地
域
で
あ
る
か
ら
、

さ
き
の

務
直
の
時
代
の
十
高
家
と
い
わ
れ
る
徒
民
と
い
い
、

非
農
業
人
口
も
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
け
れ
ど
も
、

こ
の
時
期
の
徒

民
と
い
い
、

-35ー

南
部
の
農
耕
地
帯
を
開
遊
す
る
た
め
に
お
く
ら
れ
た
も
の
が
多
か

っ

た
の
で
は
な
い
か
。
官
氏
志
の
「
諸
方
雑
人
」
と
は
こ
う
し
た
徒
民

を
も
ふ
く
む
も
の
と
し
て
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
が、

と
も
か
く
こ

れ
ら
の
徒
民
・
雑
人
が
王
領
地
を
充
買
さ
せ
、

王
権
を
強
化
す
る
役

割
を
は
た
し
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

」
の
時
期
ま
で
に
は
征
服

戟
宇
に
と
も
な

っ
て
、
従
臣
・
将
士
へ
の
賜
輿
や
一
部
生
口
の
授
輿

も
は
じ
ま

っ
て
は
い
る
が
、
南
部
の
農
耕
地
に
せ
よ
徒
民
に
せ
よ
、

王
櫨
の
え
た
も
の
は
塵
倒
的
に
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
拓
政
珪
に
よ

る
皇
帝
権
力
の
創
出
、
部
族
制
の
解
鎧
は
、

こ
う
し
た
基
礎
の
う
え

に
遂
行
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
か
れ
が
卒
城
に
都
を
さ
だ
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め
た
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
王
樺
強
化
の
基
礎
を
な
し
た
南
部
の
地

に
圃
家
の
中
心
を
う
つ
し
て
、

中
閣
の
征
服
圃
家
と
し
て
一
歩
を
ふ

み
だ
し
た
こ
と
を
い
み
す
る
と
お
も
わ
れ
る
。

、
』
ノニ

/

f

‘、
華
北
の
征
服
戟
字
は
太
租
拓
政
珪
・
太
宗
拓
政
嗣
・
世
租
拓
政
煮

の
三
代
に
わ
た

っ
て
す
す
め
ら
れ
、

征
服
民
が
徒
民
と
し
て
、

北
親
王
朝
初
期
の
徒
民
政
策
と
計
口
受
回
民
の
性
格

そ
れ
に
と
も
な
っ
て
大
量
の
被

ひ
き
つ
づ
き
か
つ
て
の
南
部
の
地
、
あ
た

ら
し
い
園
都
近
傍
の
地
に
う
つ
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
徒
民
の
う
ち
比

較
的
詳
細
な
記
録
を
の
こ
し
て
い
る
の
は
、
拓
政
珪
が
は
じ
め
て
後

燕
王
朝
を
征
服
し
た
と
き
の
徒
民
で
あ
る
。
貌
書
ニ
太
租
紀
、
天
輿

元
年

Q
S
)
の
僚
に
、

〔
春
正
月
〕
辛
酉
、
車
駕
謹
白
中
山
、

至
子
望
都
尭
山
、
徒
山

東
六
州
民
吏
及
徒
何
高
麗
雑
夷
三
十
六
高
・
百
工
伎
巧
十
蔦
徐

口、

以
充
京
師
:
:
:
二
月
、
車
駕
自
中
山
幸
繁
時
宮
、
更
選
屯

街
、
詔
給
内
徒
新
民
耕
牛
、
計
口
受
回
、

と
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
後
燕
征
服
の
の
ち
、
拓
政
珪
が
そ
の
首

都
中
山
(
間
一
省
)
か
ら
凱
旋
す
る
に
と
も
な
っ
て
、
同
時
に
徒
民
が

一一

お
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
そ
の
こ
と
は
親
書
四
雀
玄
伯
侍

及
車
駕
還
京
師
、
次
於
恒
嶺
、
太
租
親
登
山
頂
、

撫
慰
新
民
、

遁
遇
玄
伯
扶
老
母
登
頂
、
太
租
嘉
之
、
賜
以
牛
米
、

因
詔
諸
徒

人
不
能
自
進
者
、
給
以
車
牛
、

と
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
傍
聾
さ
れ
る
。
嘗
然
軍
の
監
視
の
も
と
に
、

た
い
へ
ん
な
労
苦
を
と
も
な
い
な
が
ら
、
大
量
の
人
民
が
強
制
的
に

移
迭
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
徒
民
の
方
法
が
ふ
つ
う
で
あ
っ

た
こ
と
は
、

そ
の
後
の
涼
州
か
ら
の
徒
民
を
記
し
て
、

「
車
駕
東
に

還
り
、
涼
州
の
民
三
官
同
鈴
家
を
京
師
に
徒
す
」
(
説
書
四
世
組
紀
太
延
五
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年
十
月
辛
酉
篠
)
と
い
い
、
そ
の
ほ
か
の
多
く
の
徒
民
の
記
事
に
、
「
其

民
を
徒
し
て
還
る
」

と
か
「
若
干
家
を
徒
し
て
還
る
」
な
ど
と
表
現

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
推
測
さ
れ
る
。
後
燕
の
徒
民
の
数
に
つ

い
て
は
、
右
の
四
十
六
高
幹
部
口
の
ほ
か
、
十
高
幹
部
(
軸
霊
よ

一
食
貨
志
)

と
も
、
七
蔦
徐
家
(
同
三
張
霊
山
)
と
も
停
え
ら
粁
て
一
定
し
な
い

が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
大
規
模
な
も
の
に
ち
が
い
な
い
。
徒
民
の
種
族

や
職
業
が
さ
ま
、
ざ
ま
な
も
の
を
ふ
く
ん
で
い
た
こ
と
も
、

上
の
記
事

で
う
か
が
わ
れ
る
。

徒
民
の
一
ば
ん
の
中
心
は
農
民
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
が
、

台、

れ
ら
は
人
口
敏
に
鷹
じ
て
田
土
を
あ
た
え
ら
れ
た
。

い
わ
ゆ
る
計
ロ



受
回
で
あ
る
。
計
口
受
田
の
例
と
し
て
は
、
こ
の
ほ
か
貌
書
三
太
宗

紀
、
永
輿
五
年
(
色
ω
〉
僚
に
も
、

〔秋
七
月
〕
実
斤
等
破
越
勤
倍
泥
部
落
於
肢
那
山
西
、
獲
馬
五

高
匹

・
牛
二
十
高
頭
、
徒
二
高
齢
家
於
大
官
官
、

計
口
受
田
・
・
・・・・

〔
八
月
〕
笑
丑
、
実
斤
等
班
師
:
:
:
辛
未
、
賜
征
還
将
士
牛
馬
・

奴
稗
各
有
差
、
置
新
民
於
大
寧
川
、
給
農
器
、
計
口
受
回
、

と
あ
る
。

こ
の
記
事
に
は
重
複
が
あ
る
が
、
前
記
の
よ
う
に
徒
民
が

征
討
軍
の
舗
還
と
と
も
に
お
く
ら
れ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
新
民
が
大

寧
で
計
口
受
因
さ
れ
た
の
は
、
実
斤
錦
還
後
の
八
月
と
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
七
月
の
記
事
は
敵
を
破
っ
た
戟
果
を
記
し
た
も
の
で
、
の
ち

の
受
田
の
こ
と
ま
で
書
き
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。
大
寧
は
唐
長
端
氏
も

一

ゐ
「
現
桑
J

指
摘
す
る
よ
う
に
、
水
鰹
注
三
湯
水
僚
に
機
水
(乾
河
)
の
支
流
子
延

く
「
現
洋
J

日

1

4
4
(

淘

)
に
面
し
て
、
太
赤
年
医
大
寧
郡
が
お
か
れ
た
地
黙
と
そ
の

東
に
大
寧
鯨
故
城
が
あ
り
、

そ
の
附
近
と
お
も
わ
れ
る
。
さ
き
の
後

燕
の
徒
民
は
、

拓
政
珪
が
踊
還
の
途
次
繁
時
宮
に
い
た

っ
た
と
き
受

因
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
繁
時
の
附
近
に
定
着
さ
せ
ら
れ

の
ち
に
も
の
べ
る
よ
う
に
、
北
細
腕

た
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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は
卒
城
の
園
都
を
中
心
と
す
る
畿
内
の
地
を
入
固
な
い
し
八
部
に
わ

け
て
、
部
族
制
を
解
睦
さ
せ
ら
れ
た
拓
政
族
を
定
着
さ
せ
、
八
園
の

南
か
ら
東
に
か
け
て
腐
門
・
代
郡

・
慶
寧

・
上
谷
の
四
郡
を
お

い

た
。
繁
時
は
こ

の
鳩
門
郡
、
大
寧
は
貸
寧
郡
に
属
す
る
か
と
お
も
わ

れ
る
。
徒
民
は
漠
然
と
京
師
に
う
っ
す
と
い
う
記
載
が
多
い
が
、
そ

の
徒
住
地
は
大
鵠
畿
内
と
こ
の
四
郡
を
ふ
く
ん
だ
範
囲
と
み
て
よ
い

の
で
は
な
い
か
。

右
の
二
つ
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
計
口
受
悶
民
は
土
地
を
あ

て
が
わ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
農
具
や
耕
牛
の
支
給
も
う
け
て
お

り
、
い
っ
さ
い
の
生
産
手
段
を
園
家
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

自
立
性
の
低
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。

か
れ
ら

- 37一

を
支
配
す
る
園
家
権
力
の
強
さ
は
紐
劇
的
で
あ
る。

し
か
し
そ
の
こ

と
か
ら
た
だ
ち
に
牧
奪
率
の
高
さ
や
身
分
の
低
さ
を
激
測
す
る
の
は

危
険
だ
と
お
も
う
。
ま
ず
牧
奪
率
に
つ
い
て
は
、
従
来
前
燕
の
慕
容

郵
が
お
こ
な

っ
た
政
策
が
参
照
さ
れ
て
い
る
。
菅
書

'r
o
慕
容
時制
載

記
に

以
牧
牛
給
貧
家
、

因
子
宛
中
、

公
牧
其
入
、

二
分
入
私
、

有
牛

而
無
地
者
、
亦
田
宛
中
、
公
枚
其
七
、
三
分
入
私
、

と
あ
る
。
国
家
が
七

・
八
割
を
牧
め
る
と
い
う
の
は
非
常
に
高
い
牧

奪
率
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
賞
行
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
記
室
参
箪
封

裕
の
批
判
を
う
け
た
の
で
あ
る
。

そ
の
論
黙
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
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同

て
、
谷
川
氏
の
詳
細
な
分
析
が
あ
る
が
、

そ
の
う
ち
嘗
面
必
要
な
貼

h主

(
一
)
嘗
時
前
燕
の
都
に
は
無
田
の
者
が
十
分
の
回
も
い
る
扶

態
で
あ
る
か
ら
、
苑
園
は
す
べ
て
開
放
し
て
民
に
興
え
て
し
ま
う
ベ

き
こ
と
、

(
二
〉
説
菅
の
屯
田
で
も
官
は
五

・
六
割
を
牧
め
た
に
す

ぎ
な
い
か
ら
、
右
の
租
は
高
す
ぎ
る
こ
と
、

こ
の
二
貼
で
あ
ろ
う
。

そ
の
結
果
慕
容
就
が
結
局
お
こ
な

っ
た
の
は
、

説
乃
令
日
・・・・・・苑園
恭
可
罷
之
以
給
百
姓
無
田
業
者
、

貧
者
全

無
資
産
不
能
自
存
、
各
賜
牧
牛
一
頭
、
若
私
有
徐
力
、

梁
取
官

牛
、
墾
官
困
者
、
其
依
貌
菅
直
法
、

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

」
れ
は
ほ
と
ん
ど
封
裕
の
批
判
に
し
た
が

文
章
で
み
る

っ
た
の
で
あ
り
、
多
少
非
現
質
的
な
感
じ
が
す
る
が
、

か
ぎ
り
、
苑
園

・
牧
牛
を
輿
え
ら
れ
る
民
と
、
屯
田
の
方
式
に
よ

っ

て
官
回
を
耕
作
す
る
民
と
、

二
通
り
の
民
が
考
え
ら
れ
て
い
て
、
雨

者
を
混
同
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
。

」
れ
を
参
照
し
た
の
で
は
、
北

親
の
計
口
受
回
民
が
い
ず
れ
に
属
す
る
か
き
め
が
た
レ
の
で
は
な
い

か
と
お
も
う
。

唐
長
諸
氏
は
説
書
三
太
宗
紀
、
泰
常
四
年

(
台申
)
五
月
庚
寅
朔
篠

観
漁
子
糧
水
:
:
:
復
所
過
一
年
租
賦
、

こ
の
克
租
の
記
事
が
受
田
の
新
民
に
適
用
さ

れ
た
か
ど
う
か
疑
っ
て
い
か
。
同
様
な
記
事
は
紳
瑞
二
年

2
5)
六

月
後
と
七
月
僚
に
も
あ
る
が
、
既
述
の
四
郡
の
地
に
は
徒
民
の
ほ
か

と
あ
る
の
を
引
い
て

に
先
住
民
も
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
計
口
受
国
民
と
か
な
ら
ず
し
も

結
び
つ
け
て
み
る
必
要
は
な
か
ろ
う
。
結
局
麿
氏
が
、

「
新
民
が
納

め
る
の
が
一
般
農
民
と
同
じ
田
租
で
あ
る
か
ど
う
か

わ
れ
わ
れ
は

敢
え
て
断
言
し
な
い
」
と
い

っ
て
レ
る
の
は
、
寅
霊
的
に
も
正
し
い

tJ'、

一
般
農
民
と
同
じ
に
考
え
た
の
で
は
穣
然
と
し
な
い
か
ら
で
あ

ろ
う
。
筆
者
も
の
ち
の
卒
斉
戸
な
ど
と
の
ち
が
い
を
も
考
え
て
、
計

。。
内
4
U

口
受
回
民
の
屯
図
的
性
格
を
考
え
て
み
た
い
が
、
確
誼
は
な
い
の
で

あ
る
。

つ
ぎ
に
計
口
受
国
民
が
営
戸
と
よ
ぶ
特
殊
身
分
で
あ
る
と
い
う
説

が
あ
る
が
、

こ
れ
は
正
し
く
な
い
。
営
戸
と
は
軍
管
に
属
す
る
戸
の

い
み
で
あ
り
、
軍
事
鰻
制
の
五
胡
諸
園
で
は
、
郡
鯨
の
管
轄
を
う
け

ず
、
軍
管
に
直
属
し
て
、
そ
の
自
給
自
足
踏
制
を
支
え
る
た
め
の
戸

が
多
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

し
か
し
北
貌
の
営
戸
に
か
ん
す
る
史
料

は
多
く
な
い
。

〔
太
卒
異
君
五
年
〕
六
月
、

北
部
民
殺
立
義
将
軍
衡
陽
公
莫
孤
、

率
五
千
絵
落
北
走
、
迫
撃
子
漠
南
、
殺
其
渠
帥
、

絵
徒
居
翼

・



相
・
定
三
州
、
震
百
戸
(
融
霊
園
一
川
世
租
紀
)

沃
野

・
統
蔦
二
銭
教
勤
叛
、
詔

太
尉
陣
西
王
源
賀
、
迫
撃
至
柏
翠
滅
之
、
斬
首
三
寓
徐
級
、
徒

其
遺
道
一
於
翼
・
定
・
相
三
州
、
昼
間
戸
(
貌
書
出
高一
副紀〉

〔
延
輿
元
年
〕
冬
十
月
丁
亥
、

〔
延
輿
二
年
三
月
庚
午
〕
連
川
敷
勤
謀
叛
、
徒
配
青

・
徐
・
斉

-
莞
四
州
、

震
営
戸

(同
右
〉

こ
れ
ら
'は
管
戸
の
な
り
た
ち
を
し
め
す
も
の
で
あ
り
、

叛
凱
・
謀
叛
が
原
因
で
轡
戸
に
配
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
も

つ
ぎ
に
親
書
八
世

宗
紀
、
景
明
二
年
G
O
H
〉
九
月
乙
卯
僚
に
、

菟
寄
春
瞥
戸
、
魚
揚
州
民
、

と
あ
る
の
は
、
寄
春
鎖
が
揚
州
に
き
り
か
え
ら
れ
た
と
き
の
こ
と

で
あ
る
と
い
う
が
、

「
菟
」
と
い
う
語
の
使
用
は
、
組
百
戸
が

一
般
の

民
に
な
る
に
は
解
放
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
を
し
め
し
、
経
団戸

の
身
分
が
一
般
民
よ
り
一
段
と
低
か

っ
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。

計
口
受
回
民
は
「
内
徒
新
民
」
の
語
が
し
め
す
よ
う
に

民
で
あ
っ
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て
特
殊
な
身
分
で
な
か

っ
た
こ
と
は
、
唐
長
南
氏
の
指
摘
の
と
お
り

で
あ
ろ
う
。一一

惰
書
五
刑
法
志
に

隷
戸
皆
在
東

貌
虜
西
涼
之
人
、
夜
入
名
篤
隷
戸
、
現
武
入
閥
、

説
、
後
済
因
之
、
初
供
既
役
、

建
徳
六
年
、
費
卒
後
、
帝
欲
施

軽
典
於
新
園
、
乃
詔
、
九
諸
雑
戸
、
悉
放
矯
百
姓
、

自
是
無
復

雑
戸
、

と
あ
る
。

」
れ
に
よ
る
と
西
涼
の
徒
民
が
隷
戸
と
よ
ば
れ
た
よ
う
に

も
う
け
と
れ
る
。
隷
戸
は
僅
隷
な
ど
と
も
よ
ば
れ
て
、
北
貌
前
期
に

臣
下
に
賜
輿
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

奴
牌
と
ち
が
っ
て
家
族
を
も
っ

が
、
身
分
は
け
っ
し
て
た
か
く
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

」
れ
ら
が
徒

民
の
な
か
か
ら
ぬ
き
だ
さ
れ
て
賜
輿
の
劃
象
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

-39-

は
あ
り
う
る
が
、
そ
れ
が
隷
戸
・

僅
隷
と
よ
ば
れ
る
の
は
、

私
的
隷
属
者
と
な

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

西
涼
征
服
以
前
か
ら
あ
る
し
、

臣
下
の

か
か
る
い
み
で
の
隷
戸
は

そ
れ
を
さ
ら
に
政
府
直
属
の
雑
役
提

供
者
で
あ
る
後
世
の
雑
戸
に
む
す
び

つ
け
た
の
は
、
身
分
の
類
似
の

せ
レ
で
あ
ろ
う
が
、
あ
や
ま
り
で
あ
る
。
右
の
史
料
は
後
世
の
も
の

闘

で
も
あ
り
、
債
値
の
あ
や
し
い
こ
と
は
別
稿
で
も
ふ
れ
た
。
雑
戸
と

い
え
ば

さ
き
の
後
燕
の
従
民
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
徒
民
の

な
か
に
大
量
の
手
工
業
者
が
い
た
こ
と
を
無
視
で
き
な
い
。
後
進
的

な
拓
政
国
家
と
し
て
は
、

中
国
の
農
業
人
口
ば
か
り
で
な
く
、
手
工

業
人
口
に
た
い
す
る
欲
求
も
強
か

っ
た
に
ち
が
い
な
い。

こ
れ
ら
の
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初
期
に
ど
の
よ
う
に
あ
っ
か
わ
れ
た
か
は

手
工
業
人
口
に
し
て
も

た
だ
手
工
業
者
は
比
較
的
早
く
か
ら
職
業

帥

を
世
襲
し
、
数
育
・
婚
姻
等
の
制
限
を
う
け
、

具
鎧
的
に
わ
か
ら
な
い
。

カ
ス
ト
的
に
身
分
を

固
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、

の
ち
に
均
田
制
下
で
雑

戸
と
よ
は
れ
る
特
殊
身
分
を
形
成
し
て
い

っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お

し
か
し
農
民
で
あ
る
計
口
受
旧
民
は
、

り
で
あ
る
。

こ
れ
と
同
日
に

は
論
じ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う。

以
上
く
だ
く
だ
し
く
否
定
的
な
見
解
を
の
べ
た
の
は
、

計
口
受
回

民
の
国
家
に
た
い
す
る
依
存
性
か
ら
、

枚
奪
率
の
高
さ
や
身
分
の
低

さ
を
議
想
す
る
見
解
に
疑
問
を
い
だ

い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

た
し
か
に
徒
民
は
隷
戸

・
一
億
隷
と
し
て
賜
輿
の
劃
象
に
さ
れ
た
り
、

域
民
・
丘
一戸
等
の
と
も
す
れ
ば
賎
観
さ
れ
る
境
遇
に
お
と
さ
れ
る
こ

ご

ム

』

、

4

し

と
も
あ
っ
た
(
貌
書
コ
劉
附
伴
、
岡
山
高
聡
体
、
同
↓
務
少
綴
停
〉
。

他

方
か
れ
ら
の
な
か
の
指
導
居
に
は
、
下
記
の
よ
う
に
客
趨
を
も

っ
て

遇
せ
ら
れ
、

北
貌
王
朝
の
官
僚
と
し
て
高
い
地
位
を
し
め
る
も
の
も

出
た
の
で
あ
る
。

」
れ
ら
は
い
ず
れ
に
し
て
も

か
れ
ら
が
園
家
機

カ
に
た
い
し
て
無
力
で
あ
り
、
そ
の
怒
意
的
な
あ
っ
か
い
を
う
け
た

」
と
を
し
め
す
も
の
に
は
ち
が
レ
な
い
。

」
れ
は
根
本
的
に
は
専
制

植
力
の
性
格
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、

」
の
段
階
で
は
徒
民
と

ほ
か
な
ら
ぬ
専
制
権
力
を
さ
さ
え
る
主
要
な
経
済

的
基
盤
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

計
口
受
回
民
は
、

そ
の
構
造
か
ら
レ
っ
て
か
れ
ら

が
民
以
外
の
特
殊
な
身
分
た
り
え
な
か

っ
た
の
は
嘗
然
な
の
で
は
な

い
か
と
お
も
わ
れ
る。

そ
の

い
み
で
は
、
生
産
手
段
を
国
家
に
依
存

す
る
計
口
受
田
民
は
、
均
回
農
民
の
原
型
を
な
し
た
と
い
え
る
か
も

し
れ
な
い
。

し
か
し
計
口
受
国
民
は

つ
ぎ
に
の
べ
る
よ
う
に
、
均

田
農
民
と
は
異
な

っ
た
候
件
の
も
と
で
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
注
意

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔三〉
奮
後
燕
治
下
の
徒
民

カミ

ん
し
て
は

-40-

従
民
政
策
と
計
口
受
田
制
の
背
景

別
に
貌
書
ニ

太
租
紀
、

天

輿
元
年
十
有
二
月
僚
に
、

徒
六
州
二
十
二
郡
守
宰
豪
傑
吏
民
二
千
家
子
代
都
、

と
い
う
記
録
が
あ
る
。
す
で
に
さ
き
の
四
十
六
蔦
徐
口
に
お
よ
ぶ

般
徒
民
の
な
か
に
「
山
東
六
州
民
吏
」
の
語
が
あ
り
、
雀
玄
伯
の
よ

う
な
宰
相
級
の
人
物
を
ふ
く
ん
で
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、

あ
る

い
は

」
れ
は
さ
き
の
徒
民
の

一
部
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

と
も
か
く
被

征
服
民
の
う
ち
か
ら
、
特
別
に
指
導
的
な
階
層
を
き
り
は
な
し
て
レ

る
の
で
あ
る
。

西
親
・
北
周
の
建
設
者
字
文
泰
の
租
陵
は
後
燕
の
附



馬
都
尉
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
と
き
「
例
に
随
っ
て
」
武
川
に
う
つ
つ

た
と
傍
え
ら
れ
る
(
周
書
一
文
帝
紀
)
。

る
か
ら
、

武
川
は

北
遺
六
鋲
の
一
で
あ

い
つ
だ
ん
代
都
に
う
つ
っ
て
か
ら
、
さ
ら
に
北
透
に
お
く

ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
後
燕
の
宰
相
の
子
で
あ
っ
た
楊
珍

上
客
と
さ
れ
て
「
回
宅
を
給
せ
ら
れ
、

は

、

奴

牌

・
馬
牛
羊
を
賜

ぃ
、
途
に
富
室
と
成
L

っ
た
と
い
わ
れ
る
(
貌
書
一
宮
椿
号
。
奴
稗

一
般
民
へ
の
計
口
受
田
と

家
畜
と
と
も
に
興
え
ら
れ
た
田
宅
が

異
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

豪
族
徒
民
の
意
義
に
つ
レ
て
は
、
音
書
好
一
挑
て
仲
載
記
に
、

胡
の
蹴
時
、
尭
族
の
酋
長
挑
べ
仲
が
後
越
の
石
虎

(
季
龍
)

に
説
い

た
つ
ぎ
の
よ
う
な
言
葉
が
の
っ
て
い
る
。

明
公
握
兵
十
菌
、
功
高
一
時
、
正
是
行
機
立
策
之
日
、
臨
上
多

れ
は虚豪
漢其
代心秦
で服風
い、猛

う以 勤
強質
幹畿道
弱旬帥隆
枝、後

政服
策
で道
あ湾
つ先
て叛

宜
徒
臨
上
豪
強
、

征
服
地
の
豪
族
勢

そ
の
背
叛
を
ふ
せ
ぐ
と
と
も
に
、
園
都
の
地
方
を
充

買
さ
せ
る
こ
と
が
、
従
民
の
目
的
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

カ
を
破
援
し
、

る
。
五
胡
の
諸
政
権
の
も
と
で
こ
の
よ
う
な
い
み
の
徒
民
が
頻
繁
に
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お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
は
、

」
の
時
代
の
記
録
を
み
れ
ば
あ
き
ら
か
で

あ
る
。
た
と
え
ば
簡
車
な
記
録
で
は
、

安
に
徒
す
」

(
童
よ

一
挑
輿
載
記
)

な
ど
と
あ
る
が
、

は
む
ろ
ん
す
べ
て
が
豪
族
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
豪
族
の
支
配

「
河
西
の
豪
右
高
徐
戸
を
長

こ
の
高
徐
戸

を
う
け
た
一
般
人
民
を
ふ
く
む
の
で
あ
っ
て
、

」
の
よ
う
に
豪
族
が

地
方
秩
序
の
維
持
者
と
し
て
多
数
の
人
民
を
掌
握
し
て
い
た
の
が
、

こ
の
時
代
の
吐
禽
の
特
徴
で
あ
っ
た。

」
う
し
た
豪
族
勢
力
に
つ
い

て
は
後
章
で
論
ず
る
が、

こ
の
時
期
の
頻
繁
な
徒
民
政
策
の
賓
施

は
、
首
時
の
中
原
の
豪
族
吐
舎
に
劉
醸
し
た
形
態
で
あ
っ
た
の
で
あ

五

る
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強
制
移
住
さ
せ
ら
れ
た
豪
族
は

従
前
の
人
民
を
あ
る
程
度
保
持

し
た
も
の
も
あ
れ
ば
、
上
記
の
よ
う
に
き
り
は
な
さ
れ
た
も
の
も
あ

ろ
う
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
本
擾
を
は
な
れ
て
本
来
の
勢
力
は
弱
股
化

し
、
皇
帝
檎
力
の
も
と
に
服
さ
ざ
る
を
え
な
か

う
た
で
あ
ろ
う
。

も

っ
と
も
国
家
は
か
れ
ら
の
勢
力
を
ま
っ
た
く
無
視
し
た
わ
け
で
は
な

く
、
む
し
ろ
か
れ
ら
を
官
僚
と
し
て
採
用
し
、

れ
ば
な
ら
な
い
面
が
あ
っ
た
。
菅
童
百
た
。
石
季
龍
載
記
に
、

銀
遠
王
擢
表
、
務
秦
二
州
望
族
、
自
東
徒
己
来
、

そ
れ
に
期
待
し
な
け

途
在
成
役
之

例
、
既
衣
冠
華
宵
、
宜
蒙
優
克
、
従
之
、

自
是
皇
甫
・
胡

・
梁

奪

・
杜

・
牛

・
辛
等
十
有
七
姓
、
錨
其
丘
ハ
貫
、

一
同
奮
族
、
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随
才
鐙
叙
、

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
さ
き
に
石
虎
に
よ

っ
て
東
徒
さ
せ
ら
れ
た
豪
族

ら
台、、

い
っ
た
ん
は
絡
役
の
封
象
た
る
庶
民
の
列
に
お
ち
な
が
ら

結
局
特
権
を
恢
復
し
た
事
情
を
し
め
し
て
い
る
。

北
細
腕
、が
豪
族
の
採

用
に
努
力
し
た
こ
と
は
同
様
で
あ
り
、

」
う
し
て
園
家
貴
族
が
形
成

さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
過
程
は
順
調
に
す
す
ん
だ

の
で
は
な
い
。
貌
書
配
雀
玄
伯
停
に
、

太
宗
以
郡
園
豪
右
、
大
潟
民
謡
、
乃
優
詔
徴
之
、
民
多
態
本
、

而
長
吏
一過
選
、
於
是
軽
薄
少
年
、
因
相
扇
動
、
所
在
緊
結
、
四

河

・
建
興
、
盗
賊
並
起
、
守
宰
劃
之
不
能
禁
、

と
あ
る
。
こ
れ
は
北
貌
の
豪
族
従
民
に
よ
る
地
方
の
動
揺
を
し
め
し

た
も
の
で
あ
る
が
、
北
貌
前
期
に
お
け
る
頻
繁
な
反
乱
の
主
要
な
原

因
は
こ
う
し
た
艶
に
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
園
都
を
中
心
と

す
る
限
定
さ
れ
た
地
域
に
権
力
の
基
盤
を
お
こ
う
と
す
る
徒
民
政
策

は
、
こ
う
し
た
地
方
の
動
揺
を
根
本
的
に
解
決
で
き
ず
、

に
も
ふ
れ
る
よ
う
に
、
地
方
分
権
的
な
豪
族
的
秩
序
を
破
推
し
き
る

ま
た
の
ち

も
の
で
も
な
か

っ
た。

そ
の
い
み
で
ふ
た
た
び
、
徒
民
政
策
は
豪
族

吐
曾
に
規
定
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

徒
民
政
策
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
、

つ
ぎ
に
征
服
者
側
の
拓

政
吐
曾
の
農
業
を
み
よ
う
。

拓
政
珪
が
代
王
の
位
に
つ
い
た
と
き

(ω
∞
由
)
、
「
衆
を
息
ま
せ
て
、
農
を
課
」
(
貌
書
太
租
紀
〉
し
た
と
い
う
の

が
、
拓
政
園
家
に
お
け
る
農
業
奨
励
の
最
初
の
記
録
で
あ
る
。

Jコ
し、

で
登
園
九
年

(ω
宏
〉
東
卒
公
元
儀
に
命
じ
て
五
原
に
屯
田
せ
し
め
、

さ
ら
に
河
東
に
も
田
を
開
レ
た
と
い
う
(
太
租
紀
)
。
五
原
の
屯
田
に

つ
い
て
は
、
説
室
田
ト
衛
王
儀
俸
に
、

命
督
屯
田
於
河
北
、
自
五
原
至
梱
陽
塞
外
、
分
農
稼
、

大
得
人

d心

と
記
さ
れ
て
い
る
。
唐
長
濡
氏
は

こ
れ
を
漢
貌
以
来
の
奮
制
に
し
た

が
っ
て
屯
田
民
と
穀
物
を
分
け
た
も
の
と
解
し
て
い
る
向
、
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あ
る
い

は
一
般
の
拓
政
部
民
に
牧
穫
を
分
か

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
す

れ
ば
こ
れ
に
よ

っ
て
人
心
を
得
た
と
い
う
こ
と
は
、

拓
政
祉
曾
に
と

っ
て
農
業
生
産
物
の
分
興
が
重
要
な
い
み
を
も
つ
に
レ
た

っ
た
こ
と

を
し
め
す
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

し
か
し
そ
の
場
合
に
も
、

一
般
の

拓
政
部
民
は
な
お
大
部
分
遊
牧
生
活
を
お
く

つ
て
い
た
と
お
も
わ
れ

る
か
ら
、
屯
田
の
比
重
は
大
き
い
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
段
階
の
農
業

生
産
は

」
の
ほ
か
に
南
部
の
王
領
地
の
そ
れ
が
あ
る
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
に
せ
よ
園
家
的
な
農
業
経
営
で
あ
る

が

と
く
に
後
者
が
王
構
の
重
要
な
基
盤
で
あ
る
こ
と
は
さ
き
に
論



聾
し
た
。

」
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
で
は
、

王
様
の
成
長
に
比
し

て
、
拓
政
部
族
制
内
部
の
分
解
は
か
な
り
未
熟
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。拓

政
珪
が
帝
位
に
つ
い
た
の
ち
部
族
制
を
解
睦
し
た
こ
と
は
有
名

闘

で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
、
奮
部
族
員
た
ち
は
入
部
あ
る
い
は
入
園
に

再
編
さ
れ
て
、
卒
域
の
都
の
周
透
に
定
着
さ
せ
ら
れ
た
ら
し
い
。

貌

一一

窪
田

O

食
貨
志
に
、

天
輿
初
、
制
定
京
邑
、
東
至
代
郡
、
西
及
善
無
、
南
極
陰
館
、

北
室
参
合
、
震
畿
内
之
回
、
其
外
四
方
四
維
、
置
八
部
帥
以
監

之
、
勘
諜
農
耕
、
量
校
牧
入
、
以
震
殴
最
、

と
あ
る
よ
う
に
、

入
部
帥
の
治
績
を
判
定
す
る
の
に
「
勘
謀
農
耕
」

か
な
り
彊
制
的
に
農
業
へ
の
移
行
が
す

し
か
し
園
初
に
は
こ
の
八
部
の

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

す
め
ら
れ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

地
域
に
中
園
的
郡
牒
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
わ
し
く
、
す
く
な
く
と
も

八
部
の
民
は
郡
鯨
の
管
轄
を
う
け
な
か

っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

こ
の

八
部
は
の
ち
に
六
部
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
が
、

説
書
三
太
宗
紀
、
泰
常
六
年
(
お
む

三
月
乙
亥
僚
に
、

制
六
部
民
、
羊
満
百
口
、
総
戎
馬
一
匹
、
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と
あ
る
の
は
、
全
般
と
し
て
六
部
の
民
に
牧
畜
が
な
お
さ
か
ん
で
あ

世
租
の
こ
ろ
婁
提
は
「
家
一億千
数、

牛
馬
谷
を
以
て
量
る
」
(北

霊
園
子
婁
昭
停
)
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
家

畜
の
所
有
者
で
あ
り
、
こ
の
時
代
臣
下
に
賜
興
さ
れ
る
も
の
の
な
か

っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

し
た
が
っ
て
北
貌
初
期
に
お
け

に
も
奴
蝉
と
と
も
に
家
畜
が
多
い
。

る
拓
政
族
の
農
業
生
産
を
あ
ま
り
た
か
く
許
債
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
が
、
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

皇
帝
権

力
と
し
て
は
、
固
有
地
上
の
徒
民
お
よ
び
計
口
受
国
民
に
た
い
す
る

依
存
を
ふ
か
め
ざ
る
を
え
な
い
と
お
も
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
生
産

に
依
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
方
に
お
け
る
拓
政
部
族
制
と
そ
の

遺
制
の
残
存
に
か
か
わ
ら
ず

-43一

か
な
り
早
熟
的
な
王
機

・
皇
帝
植
を

生
み
だ
し
て
い
る
の
が
、
初
期
の
段
階
の
北
貌
圃
家
で
は
な
か

っ
た

か
と
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

註ω
河
地
重
遁
「
北
貌
王
朝
の
成
立
と
そ
の
性
格
に
つ
い
て
」

O
頁
註
五
。

ω
貌
書
一
-
一
衛
操
停
所
引
大
刊
城
南
領
功
徳
碑
。
貌
書
序
紀
昭
帝
十
年
傑

・

通
鑑
一
肌
一
意
思
帯
、
氷
一興
元
年
僚
を
も
参
照
。

ω
替
書
五
孝
刷
世
帯
紀
は
永
嘉
五
年

(ωロ
)
十

一
月
僚
に
劉
現
が
五
燃
の

民
を
従
し
た
こ
と
を
記
し
、
翌
六
年
八
月
係
花
粉
虚
を
代
公
に
封
じ
た
と

す
る
。
し
か
し
翌
忍
永
嘉
四
年
十
月
僚
は
序
紀
と
同
じ
く
封
代
を
前
と

し
、
同
僚
考
異
に
混
の
「
上
太
停
府
時四
L

を
引
い
て
永
第
四
年
を
正
し
い

(
前
掲
)
四
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と
す
る
。
ま
た
同
考
異
所
引
磁
の
「
輿
丞
相
賎
L

K
三
前
徐
家
を
従
し
た

と
あ
り
、
序
紀
の
十
商
家
と
仰
を
異
に
す
る。

ω
唐
長
割
問
「
拓
駿
闘
家
的
建
立
及
其
封
建
化
」

(『
貌
苔
南
北
朝
史
論
議
』

一
九
五
五
〉
一
九
八
頁
、
谷
川
道
雄
「
初
期
拓
政
問
家
に
お
け
る
王
機
」

(
史
林
四
六
ノ
六
、
一
九
六
三
)
五
八
頁
。

ω
と
く
に
谷
川
前
掲
論
文
五
七
|
六

O
頁
参
照
。

川

w

什
糞
健
の
時
期
の
従
民
の
例
は
測
地
氏
の
表
に
は
な
い
が
貌
番
序
紀

昭
成
帝
三
十
年
冬
十
月
篠
に
、
「
帝
征
術
展
・
・
術
辰
興
宗
族
酋
定
、
収

其
部
落
而
還
」
と
あ
る
。

仰
個
人
へ
の
生
口
授
奥
の
事
例
は
、
や
は
り
河
地
民
が
表
を
作
製
し
て
い

る
が
(
前
掲
論
文
四
三
頁
註
一
三
)
、
こ
の
段
階
で
は
凶
王
の
少
数
近
臣

に
限
ら
れ
て
い
る
。

ω
越
勤
は
官
民
志
に
寸
〔
北
方
〕
越
紡
氏
、
後
改
矯
越
氏
」
と
あ
る
も
の

で
、
も
と
政
那
山
に
い
た
が
、

ζ

の
山
は
い
ま
の
快
西
檎
林
豚
東
北
に
あ

っ
た
と
い
う
。
銚
彼
元
『
北
朝
胡
姓
考
』
〈

一
九
五
八
)
二
二
四
頁
参
照
。

刷
唐
長
弼
前
掲
論
文
二
二
三
頁
。

側
音
書
叫
地
理
志
に
よ
る
と
繁
時
一
燃
は
雁
門
郡

(
現
代
豚
附
近

)κ
廊

し
、
難
世
之
。
地
形
志
向
札
よ
る
と
、
現
芸
大
一
や
二
年
繁
一
時
郡
が
お
か
れ

た
。
水
経
注
一
一
一議
水
傑
に
よ
る
と
、
大
寧
鯨
故
城
の
南
に
蹟
寧
(
錫
守
敬

に
よ
る
と
現
宣
化
問榊
附
近
)
が
あ
る
。

川
親
書
一
一
一
一
官
氏
志
に
、
「
〔
天
賜
〕
四
年
五
月
、
増
置
侍
官
、
侍
直
左

右
、
出
内
詔
命
、
取
八
闘
良
家
・
代
郡
上
谷
魔
摩
雁
円
四
郡
民
中
年
長
有

器
望
者
、
充
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
八
閣
と
四
郡
は
と
く
に
重
脱
さ
れ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。

(
名
古
屋
大
製
文
撃
部
研
究
論
集

倒
谷
川
道
雄

「
背
郁
容
燕
の
醐
脚
力
構
造
L

二
九
、
一

九
六
三
)

一
六
頁
以
下
。

帥
唐
長
調
刑
前
掲
論
文
二
二
三
百判
。

帥

岡

崎

文
夫
「
貌
膏
南
北
朝
を
通
じ
北
支
那
に
於
け
る
回
土
問
題
綱
要
」

ハ
一
九
三
二
、

『
南
北
朝
に
於
け
る
祉
曾
経
済
制
度
』
所
収
)

一
八
三
頁
、

田
村
賞
造

「
ボ
ヨ
ウ
王
閥
の
成
立
と
性
格
」

(東
洋
史
研
究
一

一
ノ
二
、

一
九
五
一

)

一
九
頁
註
二、

測
地
重
造
前
掲
論
文
二
九
頁。

帥
蹴
出
口
霊
園
「
北
朝
の
史
料
に
見
え
た
雑
戸

・
維
後
一戸
-
M
H
戸
に
つ
い

て
」
(
山
梨
大
慰
問
学
禁
問
宇
都
研
究
報
告
八
、
一

九
五
七
)
五
七
頁
、
唐
長

硲
「
否
代
北
境
各
族

『
後
飢
』
的
性
質
及
五
胡
政
機
在
中
閥
的
統
治
」

(
『
貌
畜
南
北
朝
史
論
議
』
)
一
六
五
頁。

帥
谷
川
道
雄
前
掲
論
文

一
四
頁
以
下
。

間

同

右

論

文

一
五
頁
。

帥
唐
長
掛
川

「
均
回
制
度
的
産
生
及
其
破
域
」
ハ
前
掲
)
三
三
三
頁

c

側

拙

稿

「

北
朝
の
均
国
法
規
を
め
ぐ
る
諮
問
題
」
ハ
前
燭
)
九
七
頁。

帥

貌

書
刊
世
租
紀
太
卒
同
県
君
五
年

(品
企
)
春
正
月
庚
浅
沼
花
、
「
其
百
工

佼
巧
脇
卒
子
息
、
首
習
其
父
兄
所
業
、
不
様
私
立
感
校
、
温
者
師
身
死
、

主
人
門
誌
」
と
あ
り
、

同
世
百
五
高
宗
紀
和
平
四
年
(
念
ω〉
十
有
二
月
壬

寅
認
に
、
「
今
制
皇
族
師
侍
王
公
侯
伯
及
士
民
之
家
、
不
得
輿
百
工
佼
巧

卑
姓
鶏
婚
、

犯
者
加
罪
」
と
あ
る。

倒

乙

の

と

き
の
従
民
に
つ
い
て
は
、
膏
書
一一一O

劉
閉
載
記
に
、

「
季
抱一執

其
俄
太
子
限
・
南
陽
王
劉
胤
弁
勝
相
諸
王
等
及
卿
校
公
侯
巳
下
三
千
絵
人
、

皆
殺
之
、
従
其
肇
省
文
武
・
側
東
流
人
・
秦
，
M

知
大
族
九
千
絵
人
子
袈
倒
、

叉
坑
其
王
公
等
及
五
郡
屠
各
五
千
除
人
子
洛
陽
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

坑
殺
が
と
も
な
っ
た
と
乙
ろ
に
従
民
の
目
的
が
し
め
さ
れ
て
い
る
。
従
民

- 44-
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の
目
的
に
つ
い
て
は
な
お
著
書
九
張
軌
俸
に
も
、
「
初
建
平
麹
備
、
従
元

慰
六
百
絵
家
、
治
中
令
狐
湖
目
、
夫
除
怒
人
、
猶
幾
夫
之
去
革
、
令
紹
其

本
、
勿
使
能
滋
、
今
宜
悉
徒
以
紹
後
患
、
建
不
納
、
儒
簸
果
叛
」
と
あ
り
、

同
様
な
見
解
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

ω
唐
長
謂
「
拓
政
闘
家
的
建
立
及
其
封
建
化
」

(
前
掲
〉
二
二

O
頁
。

帥
親
書
官
民
志
に
「
登
闘
初
、

太
組
散
諸
部
落
、
始
同
篤
編
民
」
と
あ
る

が
、
唐
長
官
畑
氏
が
北
史
一
山
外
戚
賀
詞
停
に
よ

っ
て
後
燕
征
服
後
と
断
定
し

て
い
る
の
が
正
し
い
(
同
右
論
文
ニ

O
四
頁〉。

田
村
賞
溢
氏
も
同
様
な

推
測
を
し
て
い
る
(
「
代
劇
時
代
の
タ
ク
パ
ツ
政
権
」
東
方
穆

一
O
、
一

九
五
五
、
一
五
頁
註
三
O
Y
ζ
の
段
階
で
の
部
族
制
の
解
慢
は
、
王
椴

の
上
か
ら
の
力
に
よ
っ
て
強
行
さ
れ
た
・
も
の
で
あ
る
。

帥
畿
内
の
範
固
に
つ
い
て
唐
長
諸
氏
は
「
代
郡
今
蔚
豚
、普
無
今
右
玉
豚
、

陰
館
今
代
前
脚
西
北
、
参
合
今
陽
高
豚
」
(
同
右
論
文
二
二
二
頁
)
と
し
て

い
る
。
代
郡
を
平
城
附
近
に
お
く
説
(
例
え
ば
楊
守
敬
)
で
は
食
貨
志
の

叙
述
を
理
解
で
き
な
い
。
こ
の
食
貨
志
で
は
「
其
外
四
万
四
維
」
と
あ

っ

て
入
部
が
畿
内
の
外
に
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
乙
れ
は
右
の
畿
内
の
範

固
か
ら
い

っ
て
疑
問
で
あ
る
。
官
民
志
は

「
其
八
部
大
夫
、
於
皇
城
四
万

四
維
面
、
置
一
人
、
以
擬
八
座
、
謂
之
八
劉
」
と
い
い
、
皇
城
の
周
閣
に

あ
る
と
い
う
の
に
し
た
が
う
べ
き
で
あ
る
。
太
組
紀
天
賜
三
年
六
月
胞慨
に

「後
八
部
五
百
里
内
男
了
、
築
桜
南
宮
門
閥
j
a
-
-
股
苑
閤
、
規
立
外
城
:
・

・:
」
と
あ
る
の
も
傍
設
に
な
る。

脚
内
田
吟
風

「
北
朝
政
局
に
於
け
る
鮮
卑
及
諮
北
族
貴
族
の
地
位
」

洋
史
研
究
一

/
三、

一
九
三
六
)
六
|
七
頁
。
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徒
民
政
策
と
農
業
政
策
の
饗
化

、1
ノ

f
k
 前

章
で
北
貌
初
期
の
徒
民
政
策
を
論
じ
た
際
、

有
名
な
卒
斉
戸
に

徒
民
政
策
の
饗
化
と
そ
の
候
件

卒
斉
戸
は
最
末
期
の
徒
民

で
あ

っ
て
、
従
来
の
徒
民
と
は
異
な

っ
た
特
殊
な
形
態
を
と

っ
た
か

ら
で
あ
る
。
卒
斉
戸
と
い
う
の
は
、
南
朝
宋
の
側
に
た

っ
て
北
魂
に

つ
い
て
は
こ
と
さ
ら
論
及
し
な
か
っ
た
。

抗
戦
し
た
山
東
歴
域
方
面
の
民
で
、
皇
輿
三
年

公

S
〉
北
徒
し
て
卒

斉
郡
を
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
卒
務
郡
の
位
置
は
、

は
じ
め
卒

-45-

の
ち
卒
城
の
西
南
陰
館
鯨
の
西
で
、
後

域
の
西
北
の
北
新
城
の
地
、

者
は
畿
内
の
南
迭
に
あ
た
る
。

卒
斉
郡
の
下
に
は
歴
城
の
民
を
も
っ

〆『、

東

て
踊
安
鯨
、

梁
都
の
民
を
も

っ
て
懐
寧
鯨
を
お
き
、
歴
城
の
守
将
崖

道
固
を
卒
湾
郡
太
守
に
、
升
城
の
守
将
房
崇
士
口
を
錦
安
牒
令
に
、

梁

郷
の
守
将
劉
休
賓
を
懐
寧
蘇
令
と
し
た
。
こ
れ
は
、
卒
斉
郡
に
う
つ

さ
れ
た
の
が
コ
一
城
の
民
望
」

(
重
品
慕
容
白
哩
号
、

「
青
斉
の
士

望
」
(
同
広
極
道
国
侍
〉
、
「
族
望
」
(同一一
高
允
停
)
等
と
い
わ
れ
る
か

ら
、
豪
族
聞
の
吐
交
関
係
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

「
自
徐

は
悉
く
奴
稗
と
寓
し
て
百
官
に
分
賜
す
」

(慕
容
白
隠
停
)

と
い
わ
れ

る
よ
う
に
、
支
配
下
の
民
衆
は
き
り
は
な
さ
れ
て
奴
隷
と
さ
れ
た
の
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で
あ
る
か
ら
、
本
来
の
豪
族
勢
力
は
破
推
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と

み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
卒
斉
民
の
生
活
は
困
難
を
き
わ

「飢
寒
十
年

・
:
:
裁
力
傭
巧
を
事
と
し
て
以
て
存
立
す
る
を

得
」
(
警
面
白
俗
、
氷
山
仰
〉
た
と
か
、

「
家
貧
し
く
撃
を
好
み
、

霊
は
耕

や
し
夜
は
訴
し
、
備
蓄
し
て
以
て
父
母
を
養
」
(
同
協
進
光
徳
〉

っ
た

と
か
、
「
家
貧
し
く
傭
書
し
て
自
ら
給
」
(
向
調
房
景
伯
停
)
し
た
と

か
、
「
重
は
則
ち
傭
書
し
て
以
て
自
ら
資
給
」
(同
日
劉
芳
一
体
)
し
た

九

と
か
、

「傭
寓
蓄
を
以
て
業
と
魚
」
(
同

一
勝
少
滋
侍
)
し
た
と

か
俸

え
ら
れ
、
太
守
握
道
聞
の
積
年
の
努
力
に
か
か
わ
ら
ず
反
乱
を
お
も

め
た
。

う
も
の
が
多
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
(
間
停
)。

こ
れ
ら
に
よ

っ
て
み
る

と
‘
か
れ
ら
が
従
前
の
徒
民
と
ち
が
い
、

ど
れ
ほ
ど
計
口
受
田
さ
れ

た
か
疑
わ
し
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

か
れ
ら
が
榔
鯨
に
編
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は

徒
民
政
策
の
も

っ
と
も
明
確
な
鎚
化
を
も
の
が
た
る
。
卒
湾
都
の
よ
う
な
性
質
の
郡

鯨
は
、
北
貌
で
は
こ
の
前
に
も
後
に
も
な
い
よ
う
で
あ
り
、
卒
鵡
円
郡

て白
い殻
る何} 、
。孝

文
帝
f、
1主r
戸む

組

の
こ
ろ
の
借
祇
戸
設
置
と
と
も
に
消
滅
し

そ
の
黙
で
は
卒
斉
郡
は
孤
立
し
た
特
殊
な
現
象
と
い
え
る

か
も
し
れ
な
い
。
卒
湾
郡
の
設
置
は
四
六
九
年
、
記
録
に
あ
ら
わ
れ

る
か
、
ぎ
り
最
後
の
徒
民
で
あ
る
。

こ
れ
よ
り
さ
き
徒
民
政
策
の
背
景

園
都
中
心

の
特
定
の
地
域
を
重
視
す
る
従
民
政
策
か
ら
、

庚
汎
な
征
服
地
を
一

を
な
し
て
い
た
華
北
の
征
服
戟
字
は
ほ
と
ん
ど
完
了
し
、

元
的
に
統
治
す
る
政
治
位
制
へ
の
輔
換
が
考
慮
さ
れ
、
後
述
す
る
新

農
業
政
策
の
質
施
、
地
方
郡
鯨
政
治
の
整
備
が
す
で
に
す
す
め
ら
れ

こ
う
し
た
事
態
の
反
映
が
、
最
後
の
徒
民
に

て
い
る
と
き
で
あ
る
。

お
け
る
郡
鯨
の
設
置
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
お

も

h

内
ノ
。

私
は
前
章
に
お
い
て
、

徒
民
政
策
を
生
み
だ
す
一
つ
の
篠
件
と
し

て
、
拓
政
吐
曾
に
お
け
る
農
業
生
産
の
未
熟
な
こ
と
を
あ
げ
た
。

し
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か
し
他
方
農
業
へ
の
輔
化
が
す
で
に
は
じ
ま
っ
て
い
る
貼
を
も
指
摘

し
た
。
か
れ
ら
の
あ
い
だ
の
土
地
所
有
制
が
ど
の
よ
う
に
設
展
し
た

か
を
、
具
鰻
的
に
た
ど
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。

征
服
戟
に
と
も
な

っ
て
、
相
嘗
の
労
働
力
が
か
れ
ら
の
あ
い
だ
に
分
配
さ
れ
た
こ
と
は

明
瞭
で
あ
る
。
た
と
え
ば
前
に
引
い
た
よ
う
に
、
太
宗
の
時
代
越
勤

倍
泥
部
落
を
討
っ
て
二
高
徐
家
を
大
寧
に
徒
し
て
計
口
受
回
し
た
と

キ
C

、

「
征
還
の
将
土
に
牛
馬

・
奴
縛
を
賜
う
こ
と
各
ミ
差
あ
り
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
に
も
牛
馬
と
奴
稗
が
並
記
さ
れ

て、

既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
家
畜
の
賜
興
は
多
い
の
で
あ
っ

こ
れ
ら
が
か
な
ら
ず
し
も
農
業
労
働
に
使
用
さ
れ
る
と
は
か
ぎ

て
お
り



ら
な
い
。
買
は
説
書
本
紀
を
み
れ
ば
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
が
、
初
期

に
は
生
日
の
分
配
は
比
較
的
少
な
く
、

代
目
の
世
租
以
降
に
‘わ
か

に
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
。

そ
の
例
は
枚
翠
に
遣
な
い
が
、
さ
き
の

「
自
徐
は
悉
く
奴
蝉
と
帰
し
て
百
官
に
分

卒
斉
戸
の
徒
民
の
場
合
、

賜
す
」
と
い
わ
れ
た
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

世
租
が
張
抜
か
ら
都

へ
う
っ
そ
う
と
し
た
徒
民
数
百
家
を
、

主砲 途
ぉ 呈 中
そ U 二 で

ら恩諸
く 語特
大 tZが
土 ν 奪
地こ っ
所うて
有し分
制た配

し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
話
さ
え
あ
る

生
口
獲
得
へ
の
強
い
要
求
の
背
後
に
は
、

の
護
展
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
世
租
の
監
園
で
あ
っ
た
恭
宗
に

つ
い
て
、
親
書
一
明
古
向
允
停
に
、

恭
宗
季
年
、
頗
親
近
左
右
、
営
立
田
園
、
以
取
其
利
、

允日・・・

-織
田
立
私
回
、
畜
養
難
犬
、
乃
至
販
酷
市
邸
、

興
民
宇
利
、
議

聾
流
布
、
不
可
迫
掩
、

と
あ
る
の
は
、

そ
う
し
た
情
勢
を
お
も
わ
せ
る
。
な
お
さ
き
に
ふ
れ

た
よ
う
に
、
投
降
し
て
任
官
し
た
漢
人
豪
族
ら
も
、

回
宅
・
奴
稗
を

賜
輿
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
臣
下
に
分
配
さ
れ
た
生
ロ
に
は
一
般
に
奴

蝉
と
僅
隷
(
隷
戸
〉

の
二
種
類
が
あ
り
、
さ
ら
に
王
侯
に
は
一
定
数

の
臣
吏
が
輿
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
州
、
調
書

ι
一
威
陽
王
繕
俸
に
は
、
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由
是
昧
求
貨
賄
、
奴
牌
千
数
、

回
業

・
盟
鎖
、

循
於
遠
近
、
臣

吏

・
偉
隷
、
相
繕
経
営
、
世
宗
頗
悪
之
、

と
あ
っ
て
、
あ
き
ら
か
に
そ
れ
ら
が
大
土
地
経
営
の
労
働
力
と
し
て

用
い
ら
れ
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
征
服
戦
争
の
進
行
は
、

以
上

の
よ
う
に
し
て
部
族
制
時
代
と
は
異
な
づ
た
新
貴
族
を
つ
く
り
だ
し

た。

そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
皇
帝
権
力
の
指
導
の
も
と
に
お
こ
な
わ
れ

全
農
と
し
て
皇
帝
檎
力
を
強
化
す
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、

反
面
大

土
地
や
私
的
隷
属
民
の
所
有
者
と
し
て
の
貴
族
ら
の
相
射
的
自
立
性

を
も
た
ら
し
、
帝
植
の
貫
徹
に
矛
盾
す
る
要
素
を
生
み
だ
す
に
い
た

っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

-47-

、3
ノ一一

/
t
¥
 世

租
の
時
代
は
以
上
の
よ
う
な
情
況
で
あ
る

一
方
、
貌
書
一
川
官
向
允

俸
に
、

農
業
政
策
の
轄
換

是
時
多
禁
封
良
回
、

授
民
、

又
京
師
遊
食
者
衆
・
・
・・
・
・
途
除
田
禁、

悉
以

と
あ
り
、
親
書
心

古
弼
俸
に
、

土
谷
民
上
書
、
言
苑
園
過
度
、
民
無
因
業
、
乞
減
太
字
、

以
賜

貧
人
・
:
:
弼
具
吠
以
聞
:
:
:
皆
可
其
所
奏
、
以
巧
百
姓
、

と
あ
る
よ
う
に
、
無
回
の
貧
民
も
生
ま
れ
て
お
り
、

か
れ
ら
を
救
済

す
る
た
め
に
、
苑
田
の
開
放
が
何
度
か
・お
こ
な
わ
れ
た
ら
し
い
。
世
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組
の
監
圃
恭
宗
が
畿
内
で
お
こ
な

っ
た
土
地
政
策
は
、

の
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

調
書一
間
世
祖
紀
に
、

そ
う
し
た
も

其
制
有
司
、
諜
畿
内
之
民
、
使
加
熱
牛
家
以
人
牛
カ
相
貿
、

墾
殖

鋤
将
、
其
有
牛
家
興
無
牛
家
一

人
種
目
二
十
二
畝
、
償
以
私
鋤

功
七
畝
、
如
是
清
差

至
旧
ハ
小
老
加
熱
牛
家
種
田
七
畝

小
老
者

償
以
鋤
功
二
敵
、
皆
以
五
日
下
貧
家
局
率
、
各
列
家
別
口
数
、

所
勘
種
頃
畝
、
明
立
簿
目
、
所
種
者
於
地
首
標
題
姓
名
、
以
緋

橋
娘
之
功
、

叉
禁
飲
酒
雑
戯
棄
本
泊
版
者
、

と
あ
る
。
こ
の
文
章
は
不
明
確
な
部
分
が
多
く

異
侍
も
あ
る
が
、

畿
内
の
貧
民
を
封
象
と
し
、

お
そ
ら
く
国
有
地
の
開
墾
を
お
こ
な
わ

せ
た
も
の
で
、

そ
の
際
牛
の
な
い
家
は
牛
の
あ
る
家
か
ら
牛
を
借
り
、

そ
の
代
償
と
し
て
牛
の
あ
る
家
に
一
定
の
労
働
力
を
提
供
さ
せ
よ
う

各
人
ご
と
の
耕
作
面
積
が
規
定
さ
れ
、
家

と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う。

族
数
に
雁
じ
て
一
家
の
面
積
を
帳
簿
に
記
入
し
、
耕
作
地
に
は
姓
名

を
か
か
げ
て
成
績
を
し
め
す
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら

強
制
的
性
格

を
も
つ
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
口
数
に
よ
る
わ
り

計
口
受
田
制
の
方
式
を
一
般
人
民
に
適
用

し
た
も
の

で
あ
ろ
う
と
い
う
西
村
元
佑
氏
の
指
摘
は
興
味
ぶ
か
い
。

こ
れ
か
ら
計
口
受
田
制
の
や
り
か

あ
で
や
強
制
的
性
格
が
、

さ
ら
に
田
村
質
造
氏
の
よ
う
に
、

た
を
逆
推
す
る
方
法
も
あ
る
わ
け
だ
が
、

」
こ
で
は
従
民
に
た
い
す

る
計
口
受
田
制
と
異
な
っ
た
側
面
を
注
目
し
た
い
。
貧
民
を
針
象
と

一
定
の
階
層

し
、
民
間
の
私
牛
を
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、

分
化
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
労
働
力
の
提
供
を
通
じ
て
、
有

牛
者
と
加
熱
牛
者
と
の
あ
い
だ
に
隷
属
闘
係
を
つ
く
り
だ
す
お
そ
れ
も

し
か
し
そ
の
よ
う
な
隷
属
を
「
封
建
削
剥
」
と
す
る
の
は

ゆ
き
す
ぎ
で
あ
り
、

あ
ろ
う。

農
民
た
ち
は

い
ず
れ
も
園
家
の
直
接
支
配
を
う

け
る
も
の
で
あ

っ
て

農
民
の

む
し
ろ
人
力
と
牛
力
と
の
交
換
は

あ
い
だ
に
存
す
る
共
同
桟
規
制
を
し
め
す
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
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ぅ
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
共
同
鐙
規
制
が
、
国
家
に
よ
る
強
制
的
な

土
地
開
墾
政
策
に
利
用
さ
れ
て
レ
る
黙
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
お
も
わ
れ
る
。

右
の
政
策
が
充
分
の
成
果
を
あ
げ
た
こ
と
は

政
策
の
内
容
を
記

し
た
上
記
の
文
の
あ
と
に
、

「
墾
回
大
い

に
増
闘
を
篤
す
」
と
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

畿
内
に
お
こ
な
わ
れ

た
こ
の
政
策
が
、
そ
の
後
一
般
の
州
郡
に
も
ひ
ろ
く
適
用
さ
れ
る
に

こ
れ
も
西
村
氏
ら
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
た
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
し
め
す
の
は
、
説
室自
民
高
祖
紀
、
延
輿
三
年

い
た

っ
た
こ
と
は

〈会
ω〉

二
月
笑
丑
詔
に
、



牧
守
令
長
、
動
率
百
姓
、
無
令
失
時
、
同
部
之
内
、
貧
富
相
遇
、

家
有
粂
牛
、
通
借
無
者
、

と
あ
る
の
と
、
同
書
、
太
和
元
年
(
台
。
三
月
丙
午
詔
に
、

其
勅
在
所
、
督
課
田
農
、
有
牛
者
加
勤
於
常
歳
、
無
牛
者
倍
庸

於
徐
年
、
一
夫
治
田
四
十
畝
、
中
男
二
十
畝
、
無
令
人
有
徐
力
、

地
有
遺
利
、

と
あ
る
文
で
あ
る
。

後
者
の
「
牛
無
き
者
、
庸
(
傭
〉

を
徐
年
に
倍

せ
よ
」
と
い
う
の
は
、
牛
を
借
り
た
か
わ
り
に
労
働
力
を
提
供
す
る

ω
 

閥
係
、
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
力
と
牛
力

と
の
換
工
は
、

さ
き
の
畿
内
の
墾
田
政
策
に
は
じ
ま
っ
て
、

の
ち
の

北
斉
河
清
三
年
令
(
惰
書
一
件

食品貝

均
田
制
下
に
も
う
け
つ
が
れ
た
。

士
山
)
に
、人

有
人
力
無
牛
、
或
有
牛
無
力
者
、
須
令
相
使
、
皆
得
納
種
、

と
あ
る使
の地
は無
そ遺
れ利
で、

あ人
るω無
。遊

手
荒」

の
「
地
を
し
て
遺
利
な
く
、
人
を
し

て
遊
手
な
か
ら
し
め
よ
」
と
い
う
の
は
、

さ
き
の
「
人
を
し
て
徐
力

あ
り
、
地
を
し
て
遺
利
あ
ら
し
む
る
な
か
れ
」
と
い
う
の
と
ま

っ
た

く
同
じ
で
あ
り
、
後
述
す
る
均
田
制
護
布
の
詔
に
も
、
嘗
時
の
情
況
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「
地
を
し
て
遺
利
あ
り
、

民
を
し
て
徐
財
な
か
ら
し
む

を
の
ベ
て
、

る
に
致
る
」
と
あ
っ
て
、
均
田
制
に
い
た
る
政
策
の
趣
旨
が
、
圏
家

に
と
っ
て
土
地
と
労
働
力
の
全
面
的
な
活
用
に
あ
っ
た
こ
と
を
し
め

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
共
同
鐙
的
慣
行
が
と
り
あ
げ
ら

れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ

の
段
階
で
は
園
家
が
一
般
州
郡
に
い
た
る
ま

で
、
土
地
・
労
働
力
を
充
分
把
握
し
て
い
る
と
は
レ
い
が
た
い
黙
が

二

夫
治
田
四
十
畝
」
は
、
北
貌
の
均
田
制
の

あ

っ
た
と
お
も
う
。

露
田
の
面
積
と
同
じ
で
あ
る
貼
注
目
す
べ
き
で
あ
る
が
、
ま
だ
額
が

し
め
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、

還
受
の
よ
う
な
具
瞳
的
な
土
地

規
制
の
し
か
た
は
し
め
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
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(三〉
と

ろ
で
右
の
延
輿

年

太
和
フじ
年
の
き刀

』土

地
方
政
治
と
俸
線
制
班
布

」
れ
よ
り
は
や

く
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
地
方
政
治
刷
新
の
た
め
の
努
力
、

と
り

わ
け
勘
農
政
策
の
一
部
と
し
て
み
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
政
府
は
し

ば
し
ば
中
央
か
ら
使
節
を
涯
遣
し
て
地
方
官
を
査
察
し

民
情
を
硯

察
さ
せ
、
あ
る
い
は
直
接
地
方
官
に
よ
び
か
け
る
等
の
措
置
を
と

っ

て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
田
村
氏
の
論
述
が
あ
る
の
で
省
略
す

る
が
、
そ
の
な
か
で
地
方
官
の
不
法
を
非
難
す
る
も
の
が
多
レ
の
に

注
意
し
た
い
。

つ
ぎ
に
若
干
の
例
を
あ
げ
る
。



回

牧
守
令
宰
、

不
能
助
股
、
宣
揚
恩
徳
、
動
他
民
隠
、

其
産
、
加
以
残
虐
、
非
所
以
空
間
也

(貌霊百
四
世
組
紀
、
太
一色
県

君
四
年
六
月
庚
寅
詔
)

至
乃
侵
奪

牧
守
在
民
、
侵
食
百
姓
、

紀
、
太
安
五
年
九
月
戊
辰
詔
)

王
賦
不
充
(
同
五
高
宗

以
管
家
業
、

刺
史
牧
民
、

魚
寓
里
之
表
、
自
頃
毎
因
量
調
、

一
過
民
隈
貸
、
大

商
富
買
、
要
射
時
利
、
旬
日
之
問
、
櫓
一瓶
十
倍
、

上
下
通
問、

分
以
潤
屋
、

故
編
戸
之
家
、
因
於
凍
館
、
豪
富
之
門、

日
有
粂

積
、
魚
政
之
弊
、
莫
過
於
此

(
岡
高
宗
紀
、
和
卒
二
年
春
正
月
乙
酉

詔諸
州
刺
史
牧
民
之
官
、
自
頃
以
来
、
進
各
怠
慢、

縦
姦
納
賂
、

背
公
縁
私
、
致
令
賊
盗
並
興
、
侵
却
忍
甚
、
姦
究
之
盤
、

屡
聞

朕
聴
(
悶
比

高
祖
紀
、
太
和
二
年
十
有
一
月
民
成
詔
)

こ
の
う
ち
前
二
者
は
、
地
方
官
が
直
接
人
民
の
財
産
を
強
奪
し
て
私

産
を
ふ
や
す
こ
と
を
い

い
、
後
三
者
は
か
れ
ら
が
地
方
の
富
家

・
商

人
等
と
結
託
し
て
混
乱
を
ひ
き
お
こ
し
て
い
る
様
を
指
摘
し
て
い

る
。
寅
は
地
方
官
の
こ
の
よ
う
な
不
法
に
は
理
由
が
あ
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
こ
と
を
解
決
す
る
こ
と
な
し
に
は
、

地
方
政
治
の
刷
新
、

ひ
い
て
は
地
方
州
郡
民
の
充
分
な
把
握
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

地
方
官
の
不
法
が
絶
え
な
か

っ
た
直
接
の
原
因
と
し
て
は

れ

ま
で
北
説
で
は
官
吏
に
俸
放
を
支
給
し
て
い
な
か
っ
た
と
レ
う
こ
と

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
俸
識
が
中
絶
し
た
の
は
五
胡
の
凱
以
来

そ
れ
が
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の

は
、
貫
に
太
和
八
年

(
怠品
)
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
決

定
し
た
説
書
比
高
祖
紀
、
同
年
六
月
丁
卯
の
詔
の
な
か
に
、

始
班
俸
様
、

罷
諸
商
人
、
以
筒
民
事
、

の
こ
と
で
あ
る
ら
し
い
が
、

戸
増
調
三
匹

・
穀
二
餅

A
U
 

r
D
 

九
斗
、
以
属
官
司
之
様
、

と
あ
る
が
、
こ
の
「
諸
商
人
を
寵
む
」
と
あ
る
の
は
、

う
え
の
和
平

二
年
の
詔
に
照
し
て
、
そ
れ
ま
で
商
人
を
利
用
し
て
人
民
へ
の
張
制

貸
し
つ
け
(
い
わ
ゆ
る
出
翠
)
を
お
こ
な
い

そ
の
利
息
に
よ

っ
て
費

用
を
捻
出
す
る
の
が
ふ
つ
う
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
を
推

測
さ
せ
る
の
で
あ
ふ
。
ま

た

壁

ι崖
寛
俸
に
、

拝
映
城
鎮
西
将
、
崎
地
険
、
民
多
冠
刻
、
寛
性
滑
稽
、

誘
接
豪

右
宿
盗
魁
帥
、
興
相
交
結
、
傾
衿
待
遇
、

不
逆
微
細
、
是
以
能

得
民
庶
折
心
、
莫
不
感
其
意
気
、
時
官
無
様
力
、
唯
取
給
於
民
、

寛
善
撫
納
、
招
致
種
選
、
大
有
受
取
、

而
輿
之
者
無
恨
、

叉
弘



農
出
漆
蝋
竹
木
之
鏡
、
路
輿
南
通
内
販
貿
来
往
、

而
百
姓
築
之
、
諸
鎮
之
中
、
競
篤
能
政
、

家
産
豊
富
、

と
あ
る
の
に
よ
る
と
、
雇
寛
は
自
ら
商
業
を
お
こ
な

っ
て
家
産
を
富

ま
せ
た
ほ
か
、
人
民
か
ら
直
接
費
用
を
と
る
こ
と
も
お
こ
な

っ
た
ら

に
も
か
か
わ
ら
ず
寛
が
民
の
恨
み
を
う
け
ず
能
政
と
稽
せ

ら
れ
た
の
は
、
彼
が
よ
く

「
豪
右
宿
盗
魁
帥
」
等
と

い
わ
れ
る
地
方

の
賓
力
者
と
接
し
て
い
た
か
ら
で
あ

っ
て、

し
し、

カl

そ
う
で
な
い
場
合
は
、

さ
き
の
太
卒
異
君
四
年
や
太
安
五
年
の
詔
の
よ
う
に

そ
の
搾
取
を

非
難
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

だ
か
ら
北
細
腕
前
期
の
地

方
政
治
は
、
地
方
の
富
豪
や
豪
族
と
の
安
協
・
結
託
に
よ

っ
て
お
こ

な
わ
れ
た
の
で
あ

っ
て
、
そ
こ
か
ら
ま
た
太
和
二
年

の
詔
の
よ
う

に
、
地
方
官
が
賄
賂
を
う
け
る
と
い
う
非
難
も
出
て
く
る
の
だ
と
お

も
わ
れ
る
。

太
和
八
年
に
な

っ
て
俸
様
が
支
給
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、

そ
の

財
源
は
、
親
書
食
貨
志
に
、

太
和
八
年
、
始
準
古
班
百
官
之
様
、

下
戸
、
以
九
品
混
遇
、
戸
調
島
二
匹
・
繁
二
斤
・
統
一
斤
・

粟

以
品
第
各
有
差
、
先
是
天

二
十
石
、

又
入
鳥
一
匹
二
丈
、
委
之
州
庫
、

以
供
調
外
之
費
、
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至
是
戸
増
鳥
三
匹
・
粟
二
石
九
斗
、
以
魚
官
司
之
様
、

と
あ
る
よ
う
に
、
従
来
の
九
品
混
通
の
戸
調
の
う
え
に
加
徴
し
た
の

で
あ
る
。
九
品
混
通
の
租
税
に
つ
い
て
は
す
で
に
い
く
つ
か
の
論
考

が
あ
る
の
で
た
ち
い
ら
な
い
が
、

一
戸
あ
た
り
粟
二
十
石
の
量
が
し

め
す
よ
う
に
、

小
農
民
に
と

っ
て
は
相
嘗
の
負
掘
で
あ

っ
た
の
で
あ

り
、
そ
の
う
え
に
増
徴
す
る
こ
と
は
農
民
に
重
税
を
課
す
る
こ
と
に

ほ
か
な
ら
な
か

っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

そ
れ
に
戸
調
の
制
度
そ
の
も

の
が
、
戸
内
の
人
口
を
把
握
す
る
必
要
の
な
い
制
度
で
あ

っ
て
、
嘗
時

の
豪
族
世
曾
に
封
鹿
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
う
え
脱
税
を
容
易
に

し
て
い
た
こ
と
は
次
章
で
ふ
れ
る
つ
も
り
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
俸
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緑
制
の
班
布
に
よ

っ
て
手
を
そ
め
ら
れ
た
官
僚
支
配
の
強
化
策
は
、

ひ
き
つ
づ
い
て
税
制
の
根
本
的
な
改
革
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
り
、

さ
ら
に
そ
れ
を
可
能
に
す
る
と
こ
ろ
の
土
地

・
人
民
の
再
編
成
を
日

程
に
の
ぼ
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
説
書
田
高
間
停
に
、

そ
の
後
俸
旅
制
の
鹿
止
が
宮
廷
の
議
題
に
な
っ

た
と
き、

か
れ
が
反

劃
し
た
表
文
を
の
せ
て
、

庶
民
均
其
賦
、

以
展
奉
上
之
心
、

君
王
棄
其
材
、

以
供
事
業
之

用、

君
班
其
俸
、
垂
恩
則
厚
、
臣
受
其
様
、
感
恩
則
深
:
:
:
置

立
鄭
謀
、
班
宣
俸
様
、

事
設
令
行
、
於
今
己
久
、

と
い
い
、
同
じ
く
高
聞
が
太
和
十
四
年

2
8〉
に
上
表
し
た
文
中
刷
、
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耀
蒸
民
之
姦
究
、
置
都
黛
以
穆
之
、
究
庶
官
之
動
劇
、
班
俸
様

以
優
之
、
知
労
逸
之
難
均
、
分
民
土
以
斉
之
、

と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
均
田
制
・

三
長
制
が
施
行
さ
れ
て
ま
も
な
く
の

こ
と
で
あ
る
が
、
首
時
俸
蔽
制
と
均
田
制

・
三
長
制

(
お
よ
び
同
時
に

護
士
叩
さ
れ
た
い
わ
ば
均
賦
制
)
、
が
、

あ
き
ら
か
に
一
健
の
も
の
と
し
て

把
握
さ
れ
て
レ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

註川

塚

本

普
隆
「
北
貌
の
僧
紙
一
戸

・
併
闘
戸
」
(
一
九
三
七
、

『
支
部
例
数

史
研
究
北
刻
箔
』

所
収
)
一

七
四
頁
以
下
。
山伝
道
固
ら
郡
守

・
豚
令
と
な

っ
た
も
の
は
、
一
勝
客
離
を
う
け
田
宅

・
奴
一
則
を
給
せ
ら
れ
た
(
貌
書
調

房
法
認
山
内
)
。

ω
南
朝
と
の
交
般
の
な
か
で
投
降
し
た
人
民
を
あ
つ
め
て
河
南
地
方
に
郡

燃
を
た
て
る
こ
と
は
あ
っ

た
。
世
祖
の
時
代
の
准
陽
郡
(
貌
筈
一
一
字
鮮
侍
)
、

高
祖
の
時
代
の
城
陽

・
剛
陵

・
義
陽
の
三
郡

(
同
ザ
ヰ
珍
停
〉
等
は
そ
の

例
で
あ
る
。
次
V

い
註
附
で
の
べ
る
よ
う
に
、
迩
境
地
方
で
は
向
車
族
に
率
い

ら
れ
て
畑
町
附
し
た
民
を
も
っ
て
州
郡
を
お
き
、
家
族
を
刺
吏

・
太
守
に
任

命
し
た
例
が
多
い
が
、
乙
れ
ら
は
家
族
勢
力
政
挑
を
目
的
と
し
た
徒
民
と

は
性
格
が
ち
が
う
。
も
っ
と
も
即
位
遊
園
ら
を
守
令
に
任
命
し
た
や
り
か
た

は
、
こ
う
し
た
悩
例
を
踏
捜
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ω
塚
本
前
掲
論
文
一
八
三
頁
以
下
。
谷
川
道
雄
「
北
貌
末
の
内
飢
と
域
民

(
下
〉
」

〈
史
林
四

一
ノ
五
、
一
九
五
八
)
七
五
頁
註
三
は
、
平
路
一戸
が
僧

紙
戸
に
改
編
さ
れ
て
腹
止
き
れ
た
と
い
う
設
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

ω
周
知
の
と
お
り
西
嶋
定
生
氏
は
、
職
閣
秦
漢
に
お
い
て
新
開
地
へ
の
徒

民
に
と
も
な
っ
て
設
け
ら
れ
る
初
燃
を
郡
豚
制
支
配
の
萌
芽
と
し
て
お
り

(『
中
図
古
代
帝
閣
の
形
成
と
構
造
』
第
五
章
第
三
節
)
、
北
貌
の
平
湾
郡

に
つ
い
て
も
、
河
地
重
造
氏
は
こ
れ
が
従
民
政
策
を
郡
耐
抑
制
支
配

へ
止
揚

す
る
方
向
を
し
め
し
は
じ
め
た
も
の
と
し
て
重
視
し
て
い
る

(前
掲
論
文

三
一

頁)。

し
か
し
平
車
両
郡
の
設
置
が
そ
の
よ
う
な
重
要
な
意
義
を
も
つ

か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。

同
貌
誓
刊
世
組
紀
、
太
平
田
県
君
五
年
春
正
月
戊
申
詔
日仏、

「
自
王
公
己
下
、

至
於
庶
人
、
有
私
袈
沙
門
師
忍
及
金
銀
工
巧
之
人
在
其
家
者
、
皆
遺
詣
官

樹園
、
不
得
容
匿
」
と
あ
る
の
は
、
阪
併
に
か
ん
れ
ん
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
王
公
以
下
の
隷
廊
民
の
な
か
に
手
工
業
者
も
い
た
こ
と
を
し
め
し
て

い
る
。

附
前
掲
拙
稿
九
五
|
九
六
頁
。

仰

通

鑑

は

高
允
停
の
記
事
を
宋
元
嘉
十
六
年
(品
ω由
)
に
、
古
弼
町
内
の
記

事
を
元
慈
二
十
一
年
写
会
)
に
か
か
げ
、
後
者
に
つ
づ
け
て
恭
宗
一
の
政

策
を
の
せ
て
い
る
。
し
か
し
古
弼
停
は
上
谷
郡
の
民
の
上
嘗
で
あ
り
、
雨

者
の
間
に
直
接
の
つ
な
が
り
が
あ
る
か
ど
う
か
機
設
が
な
い
。

川

本
文
民
引
く
貌
香
世
組
紀
所
掲
の
も
の
と
、
通
典
一
食
貨
田
制
上
、

開

府
元
勉
四
九
邦
計
部
田
制
所
掲
の
色
の
と
で
は
異
同
が
多
い
。
と
く
に

「
其
有
牛
家
奥
無
牛
家
一
人
種
田
二
十
二
畝
、
償
以
私
鋤
功
七
畝
」
の
部

分
は
、
通
典
、
冊
府
元
勉
と
も

「
種
田

二
十
畝
」
「
償
以
転
鋤
功
」
と
な

っ
て
お
り
、
間
府
一
元
組
で
は
「
一
人
」
が

「
一
牛
」
と
な

っ
て
い
て
、
乙

れ
ら
は
い
ず
れ
も
政
策
内
容
の
解
殺
に
闘
係
し
て
く
る
。

川

西

村

元

佑

「
北
郊
均
田
孜
」

(
前
掲
)
二
七
頁
。

棚

田

村

寅

造
「
均
田
制
の
系
譜
」
(
前
掲
)
五
二
頁
。
し
た
が
っ
て
田
村
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氏
は
計
口
受
田
制
と
そ
の
後
の
土
地
制
度
と
の
あ
い
だ
に
断
紹
を
認
め
な

い
乙
と
に
な
る
。

ω
唐
長
講
「
拓
政
関
家
的
建
立
及
其
封
建
化
」
(
前
掲
)
二
二
六
頁
。

帥
漢
書
「
一
四
食
貸
志
の
有
名
な
代
団
法
の
記
事
に

「
数
民
相
奥
府
税
撃
」

と
あ
り
、
顔
師
古
は
「
庸
、
功
也
、
一
一
首
換
功
共
作
也
、
語
調
亦
奥
庸
貨
同
」

と
註
し
て
い
る
。

同

周

書

三
一
鯨
縛
同
時
所
収
北
周
の
六
機
詔
替
の
「
其
三
盆
地
利
」
の
な
か
に

も
、
「
然
車
劣
之
一
戸
及
無
牛
之
家
、
動
令
有
無
相
通
、
使
得
米
溌
」
と
あ

"。。

帥

乙

れ

ら

の
言
は
も
と
は
と
い
え
ば
、

淡
蓄
食
貨
志
の
量
錯
の
言
に
「
地

有
遺
利
、
民
有
徐
力
」
と
あ
っ
て
、
民
の
「
末
技
遊
食
」
を
禁
じ
、
こ
れ

を
「
地
著
」
さ
せ
て
耐
震
K
勤
め
し
め
る
乙
と
を
設
い
た
部
分
に
出
る
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
思
想
の
援
も
理
想
的
な
質
現
形
態
は
い
う
ま
で
も
な
く

周
の
井
田
法
と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
北
貌
で
は
つ
い
に
乙
れ
に
範
を
と

っ
た
均
悶
制
を
質
現
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

帥
田
村
前
掲
論
文
五
四
頁
以
下
。

帥

貌

書
虻
一
般
臼
海
停
に
よ
る
と
、
か
れ
が
額
砲
の
と
き
す
で
に
俸
献
の
支

給
を
提
唱
し
て
お
り
、
太
和
八
年
以
前
に
地
方
官
等
に
一
部
俸
職
制
が
質

施
さ
れ
て
い
た
形
迩
が
あ
る
。
預
鳥
繁
次
郎
「
北
貌
孝
文
帝
の
考
輔
副
と
俸

緑
制
(
第
一
期
)
」
(
滋
賀
大
撃
聞
宇
都
冨
聞
宇
都
紀
要
一

二
、
一
九
六
ニ
〉
、
「
北

貌
孝
文
帝
中
期
以
後
の
考
課
」
(
東
方
謬
二
八
、
一
九
六
四
〉
参
照
。

帥

乙

の

場
合
本
銭
が
ど
の
よ
う
K
し
て

つ
く
ら
れ
た
か
わ
か
ら
な
い
が
、
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の
ち
北
朝
の
均
田
制
下
で
官
街
の
費
用
を
捻
出
す
る
た
め
、
公
癖
銭
が
設

け
ら
れ
て
同
様
の
乙
と
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
ζ

と
は
、

階
蓄
食

貨
志
に
、

「
先
是
京
官
及
諸
州
、
並
給
公
解
銭
、
廻
易
生
利
、
以
給
公
用
、

至
十
四
年
六
月
、
工
部
尚
書
安
平
郡
公
蘇
孝
慈
等
、
以
魚
、
所
在
官
司
、

因
循
往
督
以
公
癖
銭
物
、
出
穆
興
生
、
唯
利
是
求
、
煩
援
百
姓
、
敗
損

風
俗
、

莫
斯
之
甚
、
於
是
奏
、
皆
給
地
以
後
良
、
廻
易
取
利
、
一
皆
禁
止」

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
関
皇
十
四
年
に
い
た

っ
て
公
隣
国
が

設
け
ら
れ
て

一
た
ん
駿
止
さ
れ
た
が
、

唐
代
に
ふ
た
た
び
公
脇
本
銭
が
設

け
ら
れ
る
乙
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

側
貌
書
咽
致
陸
停
に
は
、
か
れ
が
興
安
の
初
め
宇
明
日
〉
相
州
刺
史
と
な

っ
た
と
き
、
「
食
政
清
平
、
抑
彊
扶
弱
、
州
中
有
徳
宿
老
名
望
霊
者
、
以

友
趨
待
之
、
詞
之
政
事
、
素
以
方
略
、
如
此
者
十
人
、
披
臼
十
善
」
と
い

い
、
「
叉
簡
取
諮
問
肺
彊
門
百
除
人
、
以
潟
俵
子
、
誘
接
段
動
、
賜
以
衣
服
、

令
各
錫
家
、

矯
耳
目
於
外
、
於
是
愛
好
摘
伏
、
事
無
不
験
、

百
姓
以
箆
一
柳

明
、
無
敢
劫
盗
者
」
と
あ
る
。

同

灘

書
四
十
降
虎
子
侍

κ、
除
州
刺
史
と
し
て
俸
除
制
施
行
に
よ
る
増
税
が

非
常
に
重
い
負
婚
で
あ
る
乙
と
を
上
疏
し
て
い
る。

側
松
本
義
海
「
北
貌
に
お
け
る
均
田
・

三
長
雨
制
の
制
定
を
め
ぐ
る
諮
問

題」

(
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
一

O
、
一
九
五
六
)
一

四
八
頁
K
、
乙
の

上
表
を
太
和
十
一
年
秋
、
そ
れ
も
七
月
早
々
の
も
の
と
す
べ
き
だ
と
し
て

い
る
。
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