
漢
代
王
・
侯
印
私
田
経
骨
と
大
上
地
所
有
の
構
造

　

－
－
秦
漢
帝
國
の
人
民
支
配
形
態
に
開
連
し
て
Ｉ
Ｉ
Ｉ

は
一

一

一

一
一

一結五四

じ

　

め

　

に

臭
楚
七
國
の
胤
を
分
岐
鮎
と
す
る
王
・
侯
國
の
政
治
・
経
済
的
特
権
の
内
容

王
・
侯
の
私
的
収
入
源
と
し
て
の
私
田
経
管
と
そ
の
努
働
力

王
侯
の
封
戸
と
そ
の
努
働
力
使
用
の
限
界

大
土
地
所
有
の
直
接
的
努
働
力
と
上
家
下
戸
制

公
権
的
支
配
の
貫
徹
と
そ
の
矛
盾

　
　
　
　

言

西

　
　

村

元

　
　

佑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は

　

じ

　

め

　

に

　
　
　

近
年
、
中
國
古
代
史
と
く
に
秦
漢
帝
國
の
全
構
造
的
内
容
の
本
質
に
迫
ろ
う
と
す
る
努
力
が
精
力
的
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ま
こ

　
　

と
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
私
見
に
よ
る
と
、
そ
の
動
向
は
大
彊
二
つ
に
分
類
で
き
る
と
思
う
。
二
つ
は
西
嶋
定
生
・
木
村
正
雄
氏
等
に
よ

　
　

る
國
家
権
力
と
人
民
と
の
基
本
的
對
立
関
係
の
究
明
に
開
す
る
も
の
で
あ
り
。
他
社
宇
都
宮
清
吉
・
噌
淵
龍
夫
氏
等
に
よ
る
豪
族
集
團
内
部
の

　
　

政
治
・
祀
會
・
、
経
済
構
造
お
よ
び
戦
國
秦
漠
國
家
権
力
内
部
の
心
情
的
結
合
関
係
や
物
質
的
基
盤
の
究
明
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
國

2
9

　

家
の
公
権
的
支
配
の
構
造
分
析
に
、
後
者
は
主
と
し
て
そ
の
私
権
的
側
面
の
解
明
に
数
々
の
成
果
を
畢
げ
て
い
る
。
と
い
っ
て
も
こ
れ
は
き
わ

－29¬



3
0

　

め
て
大
雑
把
な
分
類
で
、
雨
者
と
も
に
相
関
連
・
交
錯
す
る
と
こ
ろ
多
く
、
到
底
軽
々
の
概
括
を
許
す
も
の
で
は
な
い
。
本
論
は
上
記
以
外
の

　
　

最
近
の
諸
研
究
に
も
啓
翌
さ
れ
っ
つ
「
漢
代
王
侯
の
私
田
経
管
」
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
公
権
と
私
権
の
問
題
、
専
制
権
力
と
人
民

　
　

と
の
對
立
開
係
、
私
田
経
菅
に
お
け
る
小
作
と
奴
隷
の
問
題
等
々
、
王
侯
が
特
権
身
分
と
し
て
皇
帝
に
近
接
す
る
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
種
々

　
　

困
難
な
諸
問
題
を
含
む
が
、
私
の
力
の
許
す
範
関
内
で
一
座
の
考
察
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
い
。
と
り
あ
げ
た
問
題
の
性
質
上
、
開
連
す
る
と

　
　

こ
ろ
が
多
く
、
恩
師
や
先
輩
の
高
説
に
も
、
一
部
異
見
を
述
べ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
問
題
に
突
き
営
っ
て
み
る
と
、
秦

　
　

漢
史
に
對
す
る
理
解
が
、
あ
ま
り
に
も
錯
綜
し
て
い
る
の
に
驚
く
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
問
題
と
真
正
面
か
ら
對
決
す
る
こ
と
こ
そ
、
真
理
探

　
　

究
へ
の
正
し
い
姿
勢
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
す
る
。
こ
の
小
論
が
、
諸
家
の
懸
命
の
努
力
に
對
し
、
何
程
か
の
貢
献
を
な
し
得
る
こ
と
を
、
ひ
そ

　
　

か
に
念
じ
て
、
諸
賢
の
。
忌
憚
な
き
批
判
を
期
待
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　

呉
楚
七
國
の
気
を
分
岐
鮎
と
す
る
王
・
侯
國
の
政
治
・
経
済
的
特
権
の
内
容

　

漢
代
の
大
土
地
所
有
に
お
い
て
は
王
侯
・
官
僚
・
豪
族
の
三
者
に
つ
い
て
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
本
論
で
は
と
く
に
王
侯
の
私
田
経
管

と
そ
の
努
働
力
の
問
題
を
考
察
す
る
。
な
か
で
も
と
く
に
中
心
課
題
と
な
る
の
は
後
漢
光
武
帝
劉
秀
の
親
戚
に
あ
た
る
春
陵
卿
劉
氏
侯
家
の
私

田
経
管
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
本
問
題
に
取
り
組
む
前
に
、
ま
ず
諸
王
・
列
侯
の
政
治
・
経
済
的
特
権
内
容
の
究
明
か
ら
着
手
せ
ね
ば
な
ら

な
い
。

　

漢
の
王
侯
は
、
諸
侯
王
・
列
侯
・
関
内
侯
の
三
階
級
に
分
れ
る
が
、
そ
の
最
高
位
を
占
め
る
諸
王
の
特
権
内
容
を
検
討
し
て
、
そ
の
上
限
を

明
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
列
侯
の
特
権
の
お
よ
ぶ
範
国
も
お
の
ず
か
ら
限
定
さ
れ
る
の
で
、
ま
ず
諸
王
か
ら
論
ず
る
。

　

漢
王
朝
で
諸
王
の
権
力
が
と
く
に
強
か
っ
た
の
は
呉
楚
七
國
の
気
以
前
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
績
漢
書
百

官
士
ら
に
は
、
「
漢
初
の
封
王
の
制
は
高
祖
の
敵
對
者
で
あ
っ
た
項
羽
の
制
度
を
參
酌
し
、
地
方
分
権
的
な
六
國
の
制
に
歩
み
よ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
王
國
を
中
央
政
府
の
支
柱
藩
屏
た
ら
し
め
た
の
で
、
営
時
の
王
國
の
官
制
は
み
な
朝
廷
と
ほ
ぼ
同
様
で
、
王
は
自
國
を
統
治
す
る
こ
と
が

30
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で
き
た
」
と
の
べ
て
い
ｈ
。
こ
こ
に
い
う
「
統
治
」
の
内
容
で
あ
る
が
、
さ
き
に
布
目
潮
颯
氏
は
、
漢
の
王
國
は
最
初
か
ら
兵
権
を
も
た
な
か

っ
た
と
と
を
指
摘
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
正
’
し
い
見
解
で
あ
り
、
王
國
の
統
治
権
は
純
然
た
る
行
政
権
に
限
る
と
解
憚
す
べ
き
で
あ
る
。

　

～
～

　

で
は
諸
侯
王
の
行
使
し
得
る
行
政
権
の
具
謄
的
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
・
具
楚
七
國
の
乱
以
前
の
諸
王
の
行
動
か
ら
具
彊
的

に
察
知
出
来
る
も
の
と
し
て
、
呉
王
湯
傅
に
は
、
「
孝
恵
高
后
の
時
、
天
下
は
じ
め
て
。
定
ま
り
、
‐
郡
國
の
諸
侯
は
み
ず
か
ら
そ
の
民
を
紺
循

（
慰
撫
）
し
た
。
呉
國
で
は
珠
章
郡
の
銅
山
に
、
天
下
の
亡
命
者
を
招
致
し
て
銭
を
盗
躊
し
、
海
水
を
煮
て
製
堕
し
た
の
で
財
政
が
豊
か
で
あ

り
ヽ
人
民
加
ら
賦
を
徴
収
し
な
か
っ
た
」
と
い
‰
呉
國
の
財
軋
が
極
め
て
豊
か
な
た
め
ヽ
人
民
慰
撫
の
疼
前
か
ら
賦
視
を
取
ら
な
か
っ
た
と

誼
べ
て
い
る
。
こ
の
事
実
か
ら
諸
王
に
は
賦
税
徴
収
権
が
あ
っ
た
も
の
と
み
て
よ
い
。
更
に
そ
の
後
文
に
「
（
臭
で
は
）
卒
の
践
Ｌ
Ｐ
際
し
て
平

賀
を
典
え
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
記
事
に
基
づ
い
て
王
國
は
人
民
の
答
役
徴
翌
権
を
も
所
有
し
た
と
考
え
て
よ
い
。
洵
こ
の
他
に
も
王
國

に
お
い
て
は
自
國
内
の
人
民
に
對
す
る
径
役
徴
登
権
が
あ
づ
た
こ
と
を
澄
明
す
る
別
の
史
料
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
漢
書
巻
四
九
・
質
誼
傅
に
載

せ
ら
れ
た
、
質
誼
の
文
帝
に
對
す
る
上
疏
に
は
、
「
い
ま
淮
南
の
地
で
遠
い
も
の
は
中
央
か
ら
敷
千
里
も
あ
る
長
安
ま
で
、
吏
民
が
悋
役
に
出

向
き
、
道
中
の
衣
類
を
準
備
す
る
の
に
、
家
の
資
財
を
賀
り
つ
く
し
た
上
に
路
銀
も
用
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
め
で
、
中
央
の
直
轄
地
に
所
屑
ず
る

こ
と
を
苦
に
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
淮
南
地
域
に
は
梁
・
淮
陽
の
雨
王
國
が
あ
り
、
（
補
注
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
だ
け
は
直
轄
地
の
苦
努
を
逃
れ

て
い
る
の
で
、
淮
南
の
人
民
は
全
て
諸
侯
の
國
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
望
み
、
逃
げ
て
諸
侯
の
國
に
入
る
も
の
も
少
な
く
な
い
）
」
と
建
べ
て
い

る
の
が
そ
れ
で
、
こ
の
上
疏
に
よ
る
と
文
帝
時
代
に
は
、
王
國
の
人
民
が
中
央
政
府
の
答
役
に
は
無
関
係
で
あ
り
、
従
っ
て
諸
王
國
の
人
身
的

役
使
に
服
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
か
く
し
て
漢
王
朝
草
創
時
の
王
國
の
行
政
権
の
内
容
は
、
賦
視
お
よ
び
力
役
徴
登
権
を
も
含
む
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
績
軋
書
百
官
乱
に
は
「
景
帝
の
時
に
臭
楚
七
國
の
貳
が
起
り
、
こ
れ
を
機
會
に
諸
王
が
民
を
Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―

治
め
る
こ
と
を
。
止
め
、
中
央
官
廳
よ
り
浪
遣
さ
れ
た
内
史
（
の
ち
國
相
）
の
管
轄
下
に
置
い
た
」
と
い
う
。
國
相
は
郡
太
守
と
同
様
の
も
の
で

あ
る
か
ら
、
王
國
は
結
局
中
央
直
属
の
「
郡
」
と
同
様
、
中
央
政
府
め
直
轄
下
に
編
入
さ
れ
た
こ
と
に
な
一
秒

　

で
は
臭
楚
七
國
の
飢
以
後
に
お
い
て
王
國
は
ど
の
程
度
の
特
権
を
持
ち
得
た
か
。
以
下
漢
書
の
記
事
の
中
か
ら
、
そ
の
後
の
王
國
の
権
限
の
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2

　

う
ち
、
特
に
財
政
的
特
権
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
漢
書
巻
三
八
・
高
五
王
傅
に
主
父
優
が
武
帝
に
對
し
て
斉
國
の
こ
と
に
つ
い
て
談
論
し
て

　
　

い
る
中
に
、
「
斉
の
臨
菜
は
十
萬
戸
を
擁
す
る
大
都
會
で
、
そ
の
市
租
（
商
税
）
は
千
金
の
額
に
の
ぼ
り
、
殷
富
な
こ
と
は
首
都
長
安
以
上
で

　
　

あ
る
か
ら
、
天
子
の
親
弟
愛
子
以
外
の
も
の
は
こ
こ
の
王
に
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
這
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
王
國
内
の
商
況
徴
政
権
も

　
　

ま
た
王
に
所
扇
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
恂
、
高
五
王
傅
の
賛
に
は
「
呉
楚
の
誄
さ
れ
て
よ
り
後
、
や
や
諸
侯
の
権
を
奪
い
、
左
官
・
附

　
　

盆
・
阿
鴬
の
法
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
諸
侯
は
た
だ
租
税
に
衣
食
す
る
を
得
た
」
と
い
い
、
臭
楚
の
１
　
以
後
の
諸
王
侯
の
特
権
は
國
内
か

　
　

ら
あ
が
る
租
税
収
入
に
止
ま
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
租
税
と
は
、
漢
代
に
お
い
て
は
田
租
を
代
表
的
な
も
の
と
す
る
が
、
商
税
も
租

　
　

況
の
中
に
含
ま
れ
る
と
す
れ
ば
、
漢
代
の
税
彊
系
は
賦
と
況
の
二
つ
の
範
時
に
大
き
く
分
類
出
来
る
か
即
、
呉
楚
七
國
の
賑
以
後
の
王
國
で
は

　
　

賦
系
統
（
口
算
・
嘗
算
）
以
外
の
税
を
収
取
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
恂
、
王
國
が
商
税
を
収
取
し
得
た
こ
と
に

　
　

つ
い
て
は
、
漢
書
巻
五
三
‐
・
景
十
三
王
傅
、
趙
敬
蕭
王
・
彭
祀
傅
に
、
「
王
が
國
内
の
麻
で
商
人
の
市
に
干
渉
し
て
、
商
人
の
棺
會
を
行
な
い
、

　
　

そ
の
収
入
が
國
の
租
税
よ
り
も
多
か
っ
た
」
と
逃
べ
て
い
る
か
ら
、
諸
王
に
は
商
税
徴
収
権
が
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
王
國
領
内
に
有
力
な
経

　
　

済
都
市
を
持
つ
こ
と
が
王
國
財
政
の
富
裕
に
資
し
た
こ
と
を
物
語
る
史
料
は
他
に
も
存
在
す
る
。
換
書
巻
四
七
・
文
三
王
傅
・
梁
孝
王
傅
に
、

　
　

「
梁
は
大
國
で
天
下
膏
胱
の
地
に
位
置
し
、
大
腿
が
多
い
。
孝
王
は
皇
帝
の
弟
で
、
呉
楚
七
國
の
乱
に
も
政
府
に
協
力
し
た
の
で
、
諸
侯
王
中

　
　

で
も
特
別
待
遇
を
受
け
中
央
か
ら
の
厚
い
賞
賜
に
も
あ
ず
か
っ
た
。
王
の
府
庫
の
金
銭
は
百
鍾
萬
（
顔
師
古
注
、
鍾
萬
は
百
萬
）
で
、
珠
賓
＝
賓

　
　

器
は
京
師
よ
り
多
か
っ
た
」
と
い
う
記
事
に
よ
れ
ば
、
梁
國
の
富
裕
の
背
後
に
は
中
央
よ
り
の
賞
賜
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
梁
國
そ
の
も
の
の

　
　

富
裕
と
國
中
に
あ
る
都
市
の
商
税
収
入
と
の
関
連
を
も
無
膜
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
史
記
平
準
書
に
は
、
「
山
川
・
園
池
・
市
井

　
　

・
租
税
の
尺
は
、
天
子
よ
り
封
君
湯
沫
の
邑
に
至
る
ま
で
、
み
な
お
の
お
の
私
の
奉
養
に
供
し
、
天
下
の
経
費
に
は
あ
て
ぬ
」
と
あ
り
、
漢
王

　
　

朝
の
初
期
に
お
い
て
ぽ
、
田
租
と
と
も
に
商
税
や
鍍
山
・
川
海
よ
り
の
収
入
を
、
皇
帝
は
じ
め
諸
王
侯
等
の
私
財
政
に
充
営
し
た
と
考
え
て
よ

　
　

い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
商
税
の
収
入
は
封
領
内
に
大
都
會
を
も
つ
王
國
に
と
っ
て
は
有
力
な
財
源
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
殊
に
武
帝
の
抑
商
政

　
　

策
の
施
行
さ
れ
る
以
前
に
お
い
て
は
財
政
的
に
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
を
も
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

-
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以
上
は
諸
王
に
開
す
る
考
察
で
あ
る
が
、
次
に
列
侯
に
つ
い
て
は
、
漢
書
巻
一
下
・
高
帝
紀
、
十
二
年
三
月
の
詔
に
「
有
功
者
は
上
は
主
と

　
　

し
次
は
列
侯
と
す
る
（
中
略
）
重
臣
で
列
侯
と
’
な
っ
た
者
に
は
、
自
ら
吏
を
置
い
て
賦
斂
す
る
を
得
し
め
る
」
と
の
べ
て
い
る
か
ら
、
列
侯
に

　
　

は
徴
税
権
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
績
漢
書
百
官
志
・
列
侯
の
條
、
お
よ
び
本
注
に
は
「
相
は
領
内
の
人
民
を
統
治
す
る
。
し
か
し

　
　

蘇
の
令
長
が
諸
侯
の
臣
下
で
な
い
よ
う
に
、
侯
國
の
國
相
も
諸
侯
の
臣
で
は
な
い
。
國
相
は
封
君
に
對
し
て
た
だ
租
を
納
入
す
る
だ
け
で
あ

　
　

り
、
租
の
額
は
封
戸
の
戸
敷
の
範
團
と
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
か
く
し
て
列
侯
の
収
入
は
田
租
に
限
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
次
に
関

　
　

内
侯
は
「
一
定
面
積
の
領
域
（
土
）
な
く
在
所
の
蘇
に
寄
食
す
る
（
寄
食
と
は
租
を
受
取
る
こ
と
）
。
民
租
の
額
の
多
少
は
お
の
お
の
封
戸
の
多
少

　
　

に
よ
っ
て
ぎ
ま
る
」
と
い
い
、
開
内
侯
も
列
侯
同
様
に
封
戸
の
納
入
す
る
田
租
だ
け
を
収
入
と
し
た
こ
と
が
分
る
。

　
　
　

以
上
に
よ
っ
て
知
り
得
る
こ
と
は
、
日
列
侯
は
、
そ
の
功
に
唐
じ
て
蘇
・
郷
・
亭
の
領
域
を
も
ら
い
、
そ
の
封
恥
の
納
入
す
る
田
租
を
自
己

　
　

の
収
入
と
し
、
㈹
腰
内
侯
は
、
一
定
領
域
の
土
地
を
も
た
ぬ
が
封
戸
の
納
入
す
る
田
租
を
収
入
と
し
た
。
そ
こ
で
列
侯
・
関
内
侯
と
も
に
政
府

　

一

　
　

か
ら
受
け
取
る
給
興
は
封
戸
の
田
租
だ
け
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
列
侯
は
関
内
侯
と
違
っ
て
一
定
領
域
の
土
地
に
封
ぜ
ら
れ
る
か
ら
、
そ

　

3
3

　
　

の
領
域
内
で
可
能
な
限
り
私
田
を
開
登
す
る
こ
と
が
出
来
た
鮎
は
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　
　
　

降
っ
て
後
漢
に
な
る
と
、
後
漢
書
列
傅
四
〇
・
孝
明
八
王
傅
の
論
に
、
「
明
帝
が
諸
子
を
封
じ
た
場
合
、
年
間
授
給
租
額
を
二
千
萬
以
下
と

　
　

し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
本
文
注
引
、
東
観
漢
記
の
明
帝
紀
に
は
、
「
皇
子
の
封
は
み
な
奮
制
よ
り
減
額
し
た
。
‐
か
つ
て
皇
后
が
帝
に
對
し
、
『
鍾

　
　

鹿
・
祭
式
・
廣
平
の
各
数
鯨
は
租
穀
百
萬
に
達
す
る
の
に
、
帝
は
二
千
萬
を
限
度
と
さ
れ
る
。
諸
小
王
に
は
給
具
を
減
額
（
略
具
）
し
て
も
よ

　
　

い
が
、
楚
と
淮
陽
と
は
と
も
に
十
の
三
、
四
を
減
ら
す
程
度
に
と
ど
め
て
欲
し
い
』
と
い
っ
た
」
と
の
談
話
が
の
っ
て
い
る
が
、
東
観
漢
記
に
は

　
　

租
は
あ
き
ら
か
に
「
租
穀
」
と
し
て
あ
り
、
田
租
で
あ
る
こ
と
が
明
確
と
な
る
。
ま
た
後
漢
書
同
傅
陳
敬
王
羨
傅
に
は
、
「
粛
宗
（
章
帝
）
は
建

　
　

初
四
（
七
九
）
年
、
輿
地
圖
を
案
じ
て
諸
王
國
の
戸
口
を
平
均
し
て
一
律
に
租
入
せ
し
め
る
こ
と
と
し
、
毎
年
八
千
萬
に
し
£
」
と
い
う
か
ら
、

　
　

明
帝
の
と
き
よ
り
も
租
額
を
四
倍
に
増
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
も
机
上
の
計
算
で
や
っ
た
こ
と
で
、
こ
こ
に
い
う
租
額
が
田
租
額
で
あ

3
3

　

り
、
し
か
も
そ
れ
を
中
央
政
府
の
裁
量
で
一
律
平
均
化
す
る
こ
と
が
出
爽
た
の
も
、
商
税
の
よ
う
な
梗
動
の
多
い
も
の
で
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ



3
4

　

簡
章
に
行
な
え
た
も
０
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
史
料
に
徴
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
武
帝
時
代
ま
で
は
と
も
か
く
そ
れ
以
後
に
お
い
て
、
諸
侯
の

　
　

租
入
の
内
容
が
田
租
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
を
妨
げ
る
よ
う
な
事
賞
に
遭
遇
し
な
い
こ
と
も
、
右
の
考
定
を
側
面
か
ら
補
成
せ
し

　
　

め
る
。
以
上
に
よ
っ
て
少
く
と
も
前
漢
中
期
以
後
、
後
漢
末
ま
で
を
通
じ
て
、
諸
侯
の
公
的
牧
入
は
田
租
だ
け
で
あ
っ
た
と
結
論
出
爽
乱
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

二

　

王

　

侯
の
私
的
収
入
源
と
し
て
の
私
田
経
管
と
そ
の
努
働
力

　

そ
れ
で
は
前
漢
中
期
以
後
お
よ
び
後
漢
時
代
の
諸
侯
は
既
定
の
田
租
だ
け
を
収
入
源
と
し
た
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
く
、
自
己
の
封
地

内
で
私
田
を
開
護
し
、
大
土
地
所
有
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
強
大
な
富
力
を
蓄
え
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
後
漢
書
列
傅
三
一
丁
光
武

十
王
傅
・
旅
南
安
王
康
傅
に
は
、
「
康
が
多
く
財
貨
を
殖
し
、
宮
室
を
修
め
、
奴
婢
は
一
四
〇
〇
人
・
厩
馬
一
二
〇
〇
匹
・
私
田
八
〇
〇
頃

で
、
奢
侈
恣
欲
で
あ
り
遊
程
に
節
度
が
な
か
っ
た
の
で
、
永
元
初
（
八
九
）
年
國
傅
の
何
敞
が
上
疏
し
て
康
を
諌
め
、
『
願
わ
く
は
大
王
、
恭
倹
を

修
め
て
古
制
に
渡
い
、
奴
婢
・
乗
馬
の
敷
を
省
き
、
私
田
の
富
を
斥
け
遊
観
の
宴
を
節
し
、
磯
節
に
則
っ
て
行
動
さ
れ
た
い
』
」
と
い
っ
て
王

の
私
田
経
管
を
諌
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
教
育
を
司
る
國
傅
と
し
て
の
諌
言
で
、
私
田
経
管
が
國
法
に
ふ
れ
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

従
っ
て
多
か
れ
少
な
か
れ
諸
侯
の
私
田
は
租
入
以
外
の
有
力
な
別
途
収
入
源
と
し
て
一
般
に
経
管
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
史
料
に
は
あ
き

ら
か
に
『
私
田
』
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
特
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
済
南
安
王
康
の
初
封
は
建
武
十
五
（
ｙ
・
り
・
三
九
年
、
富

時
済
南
公
と
い
う
）
年
で
、
二
十
八
（
喜
一
）
年
に
就
國
、
三
十
（
喬
）
年
に
叙
阿
・
安
徳
・
朝
陽
・
平
昌
・
限
陰
・
重
丘
の
六
絲
を
増
封
さ
れ
た

が
、
の
ち
王
が
不
軌
を
計
っ
た
の
で
重
丘
以
外
の
五
麻
を
創
ら
れ
、
建
初
入
（
全
）
年
に
ま
た
返
還
さ
れ
て
い
る
。
私
田
は
就
國
以
来
三
〇
鈴

年
の
間
に
次
第
に
噌
殖
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
右
の
記
事
か
ら
み
る
と
そ
の
努
働
力
の
主
軸
は
奴
隷
で
あ
っ
た
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
諸
侯
の
私
田
経
管
の
う
ち
、
特
に
列
侯
の
そ
れ
に
つ
い
て
重
要
な
の
は
後
漢
の
始
祀
光
武
帝
の
本
家
が
前
漢
の
列
侯
國
で
あ
っ
た

時
代
の
賞
情
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
宇
都
宮
清
吉
博
士
の
綿
密
詳
細
な
研
究
が
あ
る
。
次
に
要
黙
を
述
べ
る
と
。

　

劉
氏
侯
家
の
先
駆
は
武
帝
の
時
代
に
南
方
の
零
陵
郡
冷
道
麻
１
　
陵
郷
に
列
侯
と
し
て
封
ぜ
ら
れ
た
づ
、
元
帝
の
と
き
、
南
陽
郡
蔡
陽
麻
白
水
郷
に
移
っ
た
。
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（
侯
家
は
こ
の
土
地
を
葡
地
名
に
因
ん
で
春
陵
郷
と
呼
ぶ
）
・
そ
れ
か
ら
三
代
約
半
世
紀
の
間
に
こ
こ
で
繁
渠
の
地
盤
を
築
い
た
。
侯
家
の
封
戸
は
四
七
六
戸
で
あ
っ

　
　
　
　

心
」
。
従
っ
て
封
戸
か
ら
あ
。
が
る
田
租
は
司
馬
遷
流
の
計
算
（
史
記
貨
殖
列
傅
）
に
従
っ
て
千
戸
侯
の
牧
入
が
二
〇
萬
と
す
る
と
、
そ
の
約
半
分
そ
こ
そ
こ
だ
っ

　
　
　
　

た
。
春
陵
郷
内
に
お
け
る
既
墾
地
の
面
積
に
つ
い
て
は
史
料
に
記
載
が
な
い
が
、
漢
書
巻
八
丁
匡
衡
傅
の
記
載
内
容
を
援
用
し
て
大
儒
二
三
〇
頃
程
度
と
考

　
　
　
　

定
す
知
・
劉
氏
侯
家
は
、
こ
の
他
に
私
有
地
が
あ
っ
た
こ
と
は
約
一
〇
年
間
の
滞
納
の
田
租
二
萬
五
〇
〇
〇
石
と
葵
藁
。
銕
敷
萬
鋤
が
あ
゜
だ
こ
と
に
よ
゜
て
わ

　
　
　
　
　

ｆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

″

　
　
　
　

か
る
・
年
間
二
五
〇
〇
〇
石
の
ｍ
租
を
納
入
す
る
土
地
は
大
儒
二
八
〇
頃
と
な
る
か
ら
、
最
初
か
ら
あ
っ
た
二
三
〇
頃
の
既
墾
田
に
加
え
て
更
に
二
八
〇
頃
が

　
　
　
　

私
田
と
し
て
開
墾
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
に
は
そ
の
勢
働
力
と
し
て
少
く
と
も
二
八
〇
戸
程
度
の
下
戸

心
が
必
要
で
あ
る
。
鋤
氏
侯
家
の
他
に
劉
秀
の
家

　
　
　
　

に
も
私
田
が
あ
っ
た
ろ
う
し
、
ま
た
侯
家
の
親
戚
に
も
相
富
の
私
田
が
あ
り
、
か
く
し
て
劉
氏
一
族
の
家
々
に
所
蔦
す
る
下
戸
層
だ
け
で
も
敷
百
家
の
存
在
を

　
　
　
　

想
定
出
来
る
。
劉
秀
學
兵
の
と
き
、
そ
の
一
寞
の
總
兵
力
が
七
～
八
〇
〇
〇
人
で
あ
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
人
口
を
基
盤
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

以
上
は
劉
氏
侯
家
の
封
地
内
に
お
け
る
私
田
経
管
の
構
造
的
内
容
を
宇
都
宮
博
士
が
た
く
み
に
描
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で

　
　
　

一
つ
疑
問
に
思
う
の
は
１
　
陵
郷
劉
氏
侯
家
の
私
田
経
管
の
努
働
力
に
下
戸
層
の
み
が
想
定
さ
れ
、
奴
隷
が
登
場
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
さ
き
に

　
　

あ
げ
た
済
南
安
王
康
の
私
田
八
〇
〇
頃
の
場
合
、
奴
婢
一
四
〇
〇
人
が
併
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
す
べ
て
私
田
耕
作
の
努
働
力
で
は
な
か
っ

　
　

た
と
し
て
も
、
私
田
経
管
の
勢
働
力
が
奴
隷
で
は
な
く
て
良
民
の
下
戸
暦
で
あ
っ
た
と
す
べ
き
根
撞
も
存
在
し
な
い
。
『
王
侯
の
私
田
経
管
の
場

　
　

合
、
史
料
に
あ
ら
わ
れ
た
限
り
で
の
努
働
力
は
一
般
に
は
奴
隷
が
主
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
右
の
劉
氏
侯
家
の
場
合
の

　
　

よ
う
に
下
戸
屠
で
あ
っ
た
と
想
定
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
明
確
な
根
撞
が
必
要
に
な
る
。
従
っ
て
こ
の
際
、
王
侯
が
私
田
を
経
管
す
る

　
　

場
合
の
努
働
力
の
主
彊
が
何
で
あ
っ
た
か
を
、
も
う
一
度
考
え
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
　
　

南
陽
に
お
け
る
劉
氏
侯
家
に
は
四
七
六
戸
の
封
戸
が
最
初
か
ら
存
在
し
、
ま
た
侯
家
の
み
な
ら
ず
侯
家
を
と
り
ま
く
劉
氏
一
族
に
私
田
経
営

　
　

が
行
な
わ
れ
、
そ
の
耕
作
努
働
力
と
し
て
（
一
般
の
人
民
で
劉
氏
の
田
地
を
小
作
す
る
）
下
戸
贋
が
あ
っ
た
と
想
定
す
る
こ
と
は
営
時
の
一
般
通
念

　
　

と
し
て
営
然
の
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
同
じ
南
陽
に
あ
っ
て
私
田
経
管
を
推
進
し
て
大
土
地
所
有
者
と
な
っ
た
契
重
（
そ
の
娘
は

　
　

光
武
帝
劉
秀
の
母
）
は
、
後
漢
書
列
傅
二
二
・
焚
宏
傅
に
よ
る
と
、
「
代
々
農
業
経
管
に
専
念
し
た
家
柄
で
、
焚
重
は
産
業
経
管
に
錬
建
し
て
お

3
5

　

り
、
童
隷
を
課
役
す
る
こ
と
が
巧
妙
で
、
主
人
と
奴
隷
が
よ
く
力
を
合
わ
せ
て
産
業
に
あ
た
り
、
た
め
に
財
利
は
年
々
倍
加
す
る
ほ
ど
の
成
績
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3
6

　

が
あ
が
り
、
こ
う
し
て
田
地
を
披
大
す
る
こ
と
三
〇
〇
蝕
頃
に
建
し
た
。
田
地
に
は
廬
舎
が
あ
り
、
陵
渠
が
設
置
さ
れ
、
ま
た
池
魚
・
牧
畜
も

　
　

み
な
求
め
に
護
じ
て
自
給
出
来
、
材
木
も
漆
も
あ
っ
て
家
具
の
自
給
も
出
来
、
資
財
は
亘
萬
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
焚
重
の
人
物
が
温
厚
で
人

　
　

情
味
が
あ
り
郷
里
の
人
々
か
ら
慕
わ
れ
、
ま
た
周
回
の
人
々
に
貸
し
た
金
が
叡
百
萬
に
上
っ
た
が
、
死
ぬ
と
き
に
遺
言
を
し
て
金
銭
貸
借
の
契

　
　

約
書
を
全
部
焼
却
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
聞
い
た
人
々
は
、
そ
の
恩
義
に
感
じ
競
っ
て
金
を
返
し
に
き
た
。
彼
の
在
世
中
は
蒜
内
の
人

　
　

々
に
尊
敬
さ
れ
て
三
老
に
推
戴
さ
れ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
奘
重
荘
園
の
繁
束
振
り
を
端
的
に
重
き
出
し
て
い
る
と
と
も

　
　

に
、
荘
園
経
管
の
構
造
を
具
健
的
に
し
め
す
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
こ
こ
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
荘
園
の
経
管
者
焚
重
と
そ
の
直
接
生
産

　
　

者
と
し
て
の
童
隷
が
荘
園
の
経
管
と
生
産
の
主
瞼
を
な
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
次
に
注
目
さ
れ
る
の
は
奨
重
の
近
隣
に
居
住
す
る
郷
里
の
一

　
　

般
中
小
農
民
と
豪
族
爽
重
と
の
開
係
で
あ
る
。
豪
族
奨
重
は
近
隣
の
一
般
農
民
に
對
し
て
。
金
銭
貸
借
関
係
を
通
じ
て
大
き
い
経
済
的
影
響
力
を

　
　

持
っ
て
お
り
、
彼
が
三
老
に
推
戴
さ
れ
た
の
は
彼
の
温
厚
な
人
格
に
基
づ
く
仁
侠
心
の
し
が
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
基
盤
に
は
な

　
　

に
よ
り
も
郷
里
の
中
小
農
民
と
の
聞
に
結
ば
れ
た
経
臍
的
支
配
力
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
焚
重
を
三
老
に
推
皐
す
る
一
般
民
は
も

　
　

ち
ろ
ん
國
家
の
良
民
で
税
役
負
指
者
で
あ
り
、
た
と
え
豪
族
の
荘
園
に
小
作
開
係
を
持
ち
、
豪
族
と
の
金
銭
貸
借
開
係
に
し
ば
ら
れ
て
い
た

　
　

と
し
て
も
豪
族
の
私
有
努
働
力
と
は
な
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
國
家
権
力
か
ら
み
れ
ば
豪
族
も
中
小
農
民
も
お
し
な
べ
て
國
家
の
良
民
で
あ

　
　

り
、
國
家
の
直
接
支
配
下
に
統
裁
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
豪
族
と
中
小
民
あ
る
い
は
地
主
と
小
作
と
の
関
係
は
、
わ
か
り
き
っ
た
こ

　
　

と
で
あ
る
が
良
民
と
い
う
共
通
の
基
盤
の
上
に
出
来
た
相
聞
関
係
で
あ
る
か
ら
、
豪
族
荘
園
主
の
恒
常
的
役
使
に
服
腸
す
る
荘
園
内
の
私
的
努

　
　

働
力
と
は
な
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
對
し
て
契
重
の
荘
園
に
お
い
て
荘
園
主
の
自
由
に
駆
使
し
得
る
努
働
力
は
、
史
料
の
語
る
と
こ

　
　

ろ
に
よ
れ
ば
、
焚
重
に
課
役
さ
れ
、
焚
重
の
駆
使
に
甘
ん
じ
て
荘
園
の
産
業
設
備
と
し
て
の
肢
渠
の
設
置
や
耕
地
の
摘
大
開
護
、
池
魚
・
牧
畜

　
　

の
養
殖
等
、
荘
園
の
設
備
や
生
産
の
主
働
力
と
し
て
活
動
し
た
童
隷
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
荘
園
の
主
膿
的
な
努
働
力
は
童
隷
と
す
べ
き
で
あ
っ

　
　

て
、
こ
れ
は
郷
里
の
一
般
人
民
と
は
営
然
匹
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
上
家
下
戸
制
す
な
わ
ち
上
家
豪
族
お
よ
び
そ
の
近
隣
に

　
　

居
住
し
多
少
と
も
上
家
の
経
済
的
な
影
響
力
の
も
と
に
お
か
れ
た
一
般
中
小
農
民
と
い
う
概
念
に
お
け
る
下
戸
と
は
お
の
ず
か
ら
別
の
も
の
で
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あ
る
・
従
っ
て
こ
こ
で
い
う
童
隷
と
は
、
契
重
荘
園
内
の
私
的
努
働
力
、
す
な
わ
ち
國
家
０
　
直
接
的
個
別
人
身
支
配
の
も
と
に
あ
っ
て
、
賦
役

　
　

負
揃
の
義
務
を
持
‐
つ
良
民
以
外
の
賤
民
奴
隷
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
對
し
契
重
の
荘
園
に
隣
接
す
る
一
般
中
小
農
は
契
重
の
荘
園
の

　
　

小
作
に
多
く
を
依
存
す
る
貧
農
で
あ
る
と
し
て
も
ヽ
こ
れ
は
國
家
の
良
民
で
あ
っ
て
、
焚
重
の
手
作
荘
園
の
私
有
努
働
力
と
し
て
の
１
　
隷
と
は

　
　

峻
別
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
と
よ
り
分
り
き
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
と
も
す
れ
ば
こ
の
よ
う
な
私
有
笏
働
力
と
小
作
人
な
い
し
下
戸

　
　

層
と
が
混
同
さ
れ
や
す
い
の
で
、
こ
こ
に
改
め
て
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

　
　
　

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
後
漠
書
契
宏
傅
の
記
事
は
焚
重
荘
園
の
内
部
構
造
お
よ
び
そ
の
近
隣
に
あ
る
一
般
中
小
農
民
と
の
間

　
　

に
形
成
さ
れ
る
郷
里
共
同
瞭
内
部
に
お
け
る
上
家
下
戸
制
の
構
造
に
も
開
連
す
る
史
料
と
し
て
き
わ
め
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
契
重
の

　
　

よ
う
な
善
良
な
人
柄
の
豪
族
は
少
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
黙
を
特
筆
す
る
た
め
に
、
た
ま
た
ま
営
時
の
豪
族
の
荘
園
形
態
と
そ
の
利
殖

　
　

活
。
動
、
な
ら
び
に
こ
れ
に
関
連
す
る
下
戸
１
　
と
し
て
の
郷
里
の
中
小
農
民
が
、
總
合
的
に
描
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
ヶ
Ｉ
ス
は

　
　

営
時
に
お
け
る
も
っ
と
も
理
想
的
な
上
家
下
戸
関
係
を
し
め
す
Ｉ
例
と
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
こ
こ
に
豪
族
の
奴
隷
制
経
醤

　
　

を
主
軸
と
す
る
富
裕
な
経
済
力
と
、
そ
の
近
隣
に
あ
る
多
く
の
中
小
農
民
が
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
こ
の
豪
族
荘
園
主
の
経
済
的
影
響
の
も
と

　
　

に
生
活
を
逸
っ
て
い
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
注
目
す
べ
き
事
賓
で
あ
る
。
普
通
に
は
こ
の
よ
う
な
上
家
下
戸
関
係
の
場
合
、
上
家
だ

　
　

る
豪
族
の
苛
烈
な
利
殖
行
篤
に
よ
っ
て
下
戸
暦
は
苦
し
め
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
、
契
重
の
よ
う
な
例
は
む
し
ろ
稀
少
で
あ
っ
た
ろ
う
。
契
重
の

　
　

時
期
に
近
い
頃
の
一
般
状
態
を
述
べ
た
桓
譚
の
光
武
帝
に
對
す
る
上
疏
の
中
に
は
、
「
國
を
治
め
る
道
は
本
業
を
學
げ
て
末
利
を
抑
え
る
こ
と

　
　

で
あ
り
、
先
帝
（
李
賢
注
に
前
漢
高
祀
の
こ
と
と
す
る
）
は
極
力
商
人
を
抑
え
た
。
い
ま
富
商
大
賀
が
多
く
田
軸
を
放
ち
、
中
家
の
子
弟
は
大
家
の

　
　

役
使
に
甘
ん
じ
、
そ
の
奔
走
に
つ
と
め
る
あ
り
さ
ま
は
ま
っ
た
く
召
使
（
臣
僕
）
の
よ
う
で
あ
り
、
大
家
の
収
取
す
る
税
収
（
李
賢
注
に
借
金
の
利

　
　

息
）
は
あ
た
か
も
封
君
の
生
活
を
彷
彿
せ
し
め
る
」
と
述
べ
て
い
あ
。
こ
こ
に
指
摘
さ
れ
た
商
人
は
前
漠
の
武
帝
時
代
以
前
の
よ
う
な
純
粋
な

　
　

商
業
資
本
家
で
は
な
く
、
一
般
に
は
小
規
模
で
も
荘
園
を
経
管
す
る
生
産
資
本
と
す
べ
き
で
あ
り
、
さ
き
に
掲
げ
た
契
重
ほ
ど
の
規
模
を
持
つ

3
7

　

も
の
で
は
な
く
と
も
、
ほ
ぼ
類
似
の
性
格
を
持
つ
荘
園
生
産
物
販
責
を
指
し
て
商
業
と
み
な
し
た
も
の
と
さ
れ
よ
う
。
か
く
し
て
営
時
の
豪
族
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3
8

　

と
一
般
中
小
農
と
の
開
係
を
牡
會
経
済
史
的
概
念
か
ら
上
家
下
戸
制
と
し
て
把
握
出
爽
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
こ
で
特
に
注
意

　
　

し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
豪
族
（
上
家
）
が
周
囲
の
中
小
農
（
下
戸
）
と
の
間
に
ひ
ろ
く
地
主
小
作
間
係
を
展
開
す
る
に
到
る
ま
で
の
過
程
で
あ

　
　

る
。

　
　
　

焚
重
の
場
合
後
漢
書
の
記
事
に
は
三
〇
〇
頃
に
の
ぼ
る
廣
大
な
田
地
を
造
成
す
る
基
本
努
働
力
と
し
て
童
隷
を
課
役
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ

　
　

て
い
る
。
こ
の
記
事
を
率
直
に
み
る
限
り
に
お
い
て
爽
重
の
荘
園
造
成
の
基
礎
努
偉
力
と
し
て
は
奴
隷
が
不
可
訣
な
も
の
で
あ
っ
た
と
認
め
ざ

　
　

る
を
得
な
い
。
そ
し
て
こ
の
廣
大
な
荘
園
を
中
心
に
周
團
の
中
小
農
民
と
の
間
に
小
作
開
係
（
こ
こ
で
い
う
上
家
下
戸
関
係
）
が
展
開
さ
れ
る
の

　
　

で
あ
る
。
従
っ
て
順
序
か
ら
い
え
ば
下
戸
制
は
奴
隷
制
経
管
の
基
盤
の
上
に
副
次
的
に
構
成
さ
れ
る
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。
宇
都
宮
氏
の
計

　
　

算
に
よ
れ
ば
奴
隷
制
農
業
は
有
利
で
は
あ
る
が
莫
大
な
資
本
が
か
か
る
の
に
對
し
、
小
作
制
は
奴
隷
制
ほ
ど
の
責
収
は
あ
が
ら
な
い
が
資
本
的

　
　

に
は
有
利
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
考
説
は
説
得
力
に
富
む
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
上
家
下
戸
制
は
、
は
じ
め
か
ら
展
開
さ
れ
る
も
の
で
は
な

　
　

く
。
た
と
え
多
額
の
資
本
が
か
か
っ
て
も
、
ま
ず
最
初
は
奴
隷
の
努
働
力
を
獲
得
し
、
こ
れ
を
駆
使
し
て
濯
漑
の
設
備
や
耕
地
の
開
翌
を
す
す

　
　

め
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
荘
園
の
規
模
は
確
立
し
な
い
。
爽
重
の
荘
園
の
場
合
、
水
利
濯
漑
施
設
も
十
分
に
整
備
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

　
　

る
が
、
中
國
の
よ
う
に
年
間
平
均
降
雨
量
が
少
な
く
、
ま
た
時
季
的
に
降
雨
の
か
た
よ
る
所
で
は
、
水
利
施
設
は
農
業
経
管
に
不
可
鋏
の
條
件

　
　

で
あ
る
。
こ
れ
を
村
落
の
一
般
農
民
を
使
用
し
て
行
な
お
う
と
す
れ
ば
、
彼
ら
の
農
業
経
管
に
も
支
障
を
き
た
す
で
あ
ろ
う
し
、
雇
傭
笏
働
に

　
　

た
よ
る
こ
と
も
資
本
面
で
は
支
出
が
多
い
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
と
同
時
に
笏
働
力
の
動
員
面
に
も
恒
常
性
が
期
待
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ

　
　

て
営
時
の
一
般
通
念
か
ら
み
て
営
然
ま
ず
奴
隷
に
資
本
を
入
れ
、
コ
ン
ス
タ
ン
ト
な
私
有
努
働
力
を
確
保
し
て
か
ら
土
地
開
翌
に
着
手
す
る
の

　
　

が
も
っ
と
も
一
般
的
な
形
態
で
あ
っ
た
ろ
う
。
か
く
し
て
奴
隷
は
大
土
地
経
管
に
は
訣
く
こ
と
の
出
来
な
い
基
本
的
な
努
働
力
で
あ
り
、
奴
隷

　
　

の
購
入
は
営
時
の
荘
園
の
生
産
費
本
に
お
け
る
基
本
的
な
設
備
投
資
と
し
て
必
須
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
し
て
前
漢
い
ら
い
奴
隷
は
大

　
　

土
地
経
管
に
は
大
量
に
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
史
料
全
般
か
ら
呉
え
ら
れ
る
一
般
通
念
と
し
て
も
、
漢
代
の
官
僚
・
豪
族
が
殆
ん
ど
大
量
の

　
　

奴
隷
所
有
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
営
時
に
お
い
て
奴
隷
が
私
的
生
産
力
の
基
盤
に
必
須
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
し
め
す
も
の
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で
あ
る
。

　
　
　

し
か
し
奴
隷
の
價
格
は
高
價
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
努
働
力
を
多
数
所
有
す
る
こ
と
は
多
く
の
資
本
を
要
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
七
あ
る
。

　
　

居
延
漢
簡
に
よ
れ
ば

　
　
　
　

侯
長
牒
得
廣
昌
里
公
乗
膿
忠
年
所

　
　
　
　

小
奴
二
人
直
三
萬

　

用
馬
五
匹
直
二
萬

　

宅
一
匹
萬

　
　
　
　

大
婢
一
人
二
萬

　

牛
車
二
雨
直
四
千

　

田
五
頃
五
萬

　
　
　
　

紹
車
一
乗
直
萬

　

服
牛
二
六
千

　

凡
黄
直
十
五
萬

　

（
原
片

　

一
四
六
）

　
　

と
あ
り
、
疆
忠
の
所
有
す
る
奴
隷
は
少
年
男
子
で
一
萬
銭
・
成
年
女
子
で
二
萬
値
で
あ
り
、
成
年
男
子
な
ら
二
萬
五
千
な
い
し
三
萬
銭
と
も
な

　
　

ろ
ド
ノ
ー
た
だ
賓
際
の
價
格
は
こ
の
半
額
で
あ
る
と
考
え
て
‰
ヽ
大
土
地
所
有
者
と
な
る
に
は
そ
の
初
期
段
階
に
お
い
て
多
く
の
資
本
を
要
し
た

　
　

こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
い
か
に
多
額
の
資
本
が
か
か
ろ
う
と
も
荘
園
経
管
の
初
期
段
階
に
お
い
て
恒
常
的
な
私
的
努
働
力
を
持
つ
こ
と
が
必

　
　

要
な
ら
ば
、
奴
隷
獲
得
に
全
力
を
盛
さ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
大
荘
園
は
一
學
に
出
来
上
る
も
の
で
は
な
く
長
い
期
間
を
経
て
徐
々

　
　

に
挟
大
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
契
重
そ
の
他
の
実
例
の
物
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　

さ
て
営
面
の
課
題
は
王
侯
の
私
田
経
管
に
お
い
て
こ
の
黙
が
ど
う
處
理
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
問
題
の
中
心
と
な
っ
て
い
る

　
　

南
陽
劉
氏
侯
家
の
場
合
、
公
的
収
入
源
と
し
て
の
年
間
田
租
収
入
額
が
約
十
萬
値
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
で
奴
隷
を
購
入
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

　
　

成
年
男
子
奴
隷
な
ら
七
？
八
人
、
女
子
な
ら
Ｉ
〇
人
程
度
が
精
一
杯
で
、
財
布
を
は
た
い
た
後
は
侯
家
の
衣
食
に
も
事
鋏
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　

し
か
し
侯
家
が
封
侯
さ
れ
る
際
、
漢
王
朝
か
ら
】
文
も
も
ら
わ
ず
に
封
地
に
就
國
し
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
。
営
時
の
一
般
通
念
と
し
て
多
額
の

　
　

金
銭
と
奴
隷
を
賜
呉
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ま
劉
氏
侯
家
の
金
庫
の
中
味
を
探
る
わ
け
に
も
ゆ
か
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
な
に
よ
り
も
先

　
　

に
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
侯
家
が
私
田
経
管
に
着
手
す
る
に
あ
た
っ
て
一
般
豪
族
の
場
合
の
よ
う
に
多
額
の
資
本
を
要
す
る
奴
隷
を

3
9

　

買
い
求
め
て
、
‐
私
田
造
成
の
努
働
力
と
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
奴
隷
以
外
の
努
働
力
（
例
え
ば
封
戸
な
ど
）
を
侯
家
の
特
複
に
お
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０

　

い
て
駆
使
し
得
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
後
者
の
途
が
可
能
な
ら
、
奴
隷
に
高
額
な
資
本
を
投
入
せ
ず
に
営
然
こ
の
特
権
を

　
　

行
使
す
る
筈
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
封
侯
の
際
の
一
般
通
念
と
し
て
漢
王
朝
か
ら
奴
隷
や
金
銭
を
多
額
に
賜
呉
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
そ

　
　

れ
と
し
て
他
の
用
途
の
た
め
に
確
保
し
て
お
き
、
や
は
り
営
然
の
方
途
と
し
て
特
権
が
行
使
さ
れ
る
も
の
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
次
に

　
　

問
題
鮎
を
こ
こ
に
し
ぼ
っ
て
考
察
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三

　

王
侯
の
封
戸
と
そ
の
努
働
力
使
用
の
限
界

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
是
非
宇
都
宮
博
士
の
見
解
を
參
照
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
前
述
し
た
春
陵
侯
劉
氏
の
私
田
経
管
の
努
働
力
に
下

戸
を
想
定
さ
れ
る
着
想
の
根
線
と
も
関
連
す
る
か
ら
で
あ
る
。
氏
に
よ
る
と

　
　
　

列
侯
は
封
地
を
受
け
る
と
き
一
定
数
の
民
戸
を
割
り
富
て
ら
れ
、
そ
の
民
戸
を
臣
下
と
し
て
服
篤
役
使
す
る
特
権
を
得
た
。
し
か
し
領
内
の
行
政
槽
・
裁

　
　
　

判
権
・
軍
事
槽
に
開
し
て
は
何
ら
の
権
能
も
有
し
な
か
っ
た
。
侯
國
に
は
「
相
」
と
名
づ
け
る
長
官
が
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
、
相
が
一
切
の
行
政
を
執
行
し

　
　
　

た
。
相
は
地
方
官
廳
と
し
て
の
蘇
の
長
官
た
る
「
令
」
ま
た
は
「
長
」
と
同
一
の
資
格
を
持
つ
。
相
は
侯
の
臣
下
の
列
に
は
加
わ
ら
な
い
。
彼
ら
は
領
内
で

　
　
　

徴
収
さ
れ
る
租
税
を
領
主
の
家
に
納
入
し
た
。

右
は
同
氏
の
注
記
に
明
ら
か
な
よ
う
に
績
漢
書
百
官
志
の
本
文
お
よ
び
原
注
の
解
憚
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
ま
た
氏
は
更
に
後
文
に
お
い
て

　
　
　

列
侯
は
封
地
の
租
税
を
自
家
の
収
入
と
し
た
。
そ
れ
は
「
相
」
な
る
長
官
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
る
。
租
税
の
大
部
分
は
陥
の
由
租
で
あ
ろ
う
。
他
に
果
樹
・

　
　
　

野
菜
の
園
・
山
林
魚
池
の
税
・
商
税
な
ど
が
主
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
㈲
土
地
・
家
屋
・
家
財
・
奴
婢
・
舟
車
な
ど
の
固
有
財
産
に
課
せ
ら
れ

　
　
　

る
税
（
曹
算
）
、
ま
た
㈲
従
来
い
わ
ゆ
る
算
賦
と
し
て
知
ら
れ
た
人
頭
税
（
口
算
と
口
銭
）
は
侯
家
に
は
入
ら
な
か
っ
た
。
蓋
し
こ
の
二
つ
は
「
賦
」
と
い
う

　
　
　

形
式
‐
の
銭
納
課
税
で
國
家
経
費
の
徴
牧
お
よ
び
軍
事
課
税
の
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
列
侯
は
領
内
の
民
戸
を
臣
下
と
す
る
福
利

　
　
　

が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
「
痛
役
」
を
徴
登
す
る
こ
と
は
出
来
た
。
た
だ
そ
れ
は
法
定
以
上
の
量
を
使
用
す
る
こ
と
は
禁
制
で
あ
っ
た
。
犯
せ
ば
厳
罰
が
あ
っ

　
　
　

た
。
す
べ
て
列
侯
は
帝
権
の
前
に
は
全
く
無
力
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
領
内
の
民
戸
を
臣
下
と
す
る
福
利
と
い
っ
て
も
、
い
わ
ゆ
る
「
王
者
は
臣
下
に
領
地
を

　
　
　

具
え
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
民
を
具
え
る
こ
と
は
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
極
め
て
限
ら
れ
た
強
い
帝
権
の
監
督
下
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
組

　
　
　

對
帝
権
下
に
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
秩
序
が
維
持
さ
れ
て
い
る
中
國
古
代
帝
國
の
性
格
の
一
端
を
示
す
も
の
と
し
て
注
意
を
要
す
知
・
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以
上
の
行
論
は
周
到
な
史
料
解
樺
の
上
に
う
ち
た
て
ら
れ
た
も
の
で
全
般
と
し
て
は
異
論
を
さ
し
は
さ
む
鈴
地
の
た
い
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

し
か
し
わ
た
く
し
が
こ
こ
で
、
た
だ
ひ
と
つ
気
に
か
か
る
の
は
所
領
内
の
人
民
を
「
服
属
役
使
」
な
い
し
「
径
役
。
に
徴
変
」
す
る
特
権
が
王

　
　

侯
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。
さ
き
に
漢
書
具
王
勝
傅
に
具
王
が
「
卒
の
践
更
に
平
賀
を
呉
え
た
」
と
い
う
記
事
に
基
づ
い
て
、
具
楚
七
國

　
　

の
胤
以
前
の
諸
王
に
は
國
内
人
民
に
對
す
る
答
役
徴
変
権
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
し
か
し
そ
れ
で
は
列
侯
の
場
合
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う

　
　

か
。
漢
書
巻
一
六
‘
功
臣
表
・
信
武
家
侯
斬
裁
の
條
に
、
「
高
后
六
年
、
侯
の
亭
が
あ
と
を
嗣
い
だ
が
、
孝
文
帝
の
後
三
（
圃
・
の
・

　

一
六
一
）
年

　
　

に
な
っ
て
國
人
を
事
す
る
こ
と
律
に
過
ぎ
た
る
に
坐
し
て
免
ぜ
ら
れ
た
」
と
い
い
、
顔
師
古
注
に
よ
れ
ば
こ
の
「
事
」
と
は
、
こ
れ
を
「
役

　
　

使
」
す
る
を
謂
う
と
説
明
し
て
い
る
。
同
様
の
こ
と
は
漢
書
巻
ブ
六
・
功
臣
表
・
覗
阿
孝
侯
高
色
。
の
條
に
、
「
孝
文
五
年
侯
の
成
が
嗣
ぎ
、
十

　
　

四
年
た
っ
て
（
孝
文
）
後
三
（
圃
・
の
・

　

ヱ
ハ
ー
）
年
に
國
人
を
事
す
る
『
こ
と
律
に
過
ぎ
た
の
で
、
（
侯
た
る
こ
と
を
）
免
ぜ
ら
れ
た
」
と
述
べ
ら
れ
、

　
　

こ
こ
で
は
注
記
を
訣
く
が
「
事
」
の
意
味
は
前
條
と
同
様
に
解
し
て
よ
い
。
ま
た
漢
書
巻
一
六
・
功
臣
表
・
東
茅
敬
侯
劉
到
の
條
に
は
、
「
孝

　
　

文
三
年
に
侯
の
告
が
嗣
い
だ
が
、
同
一
六
（
Ｂ
.
Ｃ
.

　

一
六
四
）
年
に
國
人
を
事
す
る
こ
と
員
に
過
ぐ
る
に
坐
し
て
兎
ぜ
ら
れ
た
」
と
い
い
、
顔
師

　
　

古
は
「
事
と
は
役
使
の
員
敷
を
謂
う
な
り
」
と
説
明
し
て
い
る
。
前
者
で
は
國
人
を
役
使
す
る
こ
と
律
に
過
ぎ
た
と
い
い
、
後
者
で
は
役
使
の

　
　

員
数
を
超
過
し
た
と
い
う
か
ら
、
諸
侯
に
は
國
人
を
役
使
す
る
特
権
が
あ
っ
た
が
、
律
の
規
定
の
範
囲
内
あ
る
い
は
規
定
の
員
敷
内
で
の
役
使

　
　

権
が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。

　
　
　

さ
き
に
具
王
勝
傅
の
記
事
に
基
づ
い
て
諸
王
に
は
領
内
人
民
に
對
す
る
篠
役
徴
変
権
が
あ
っ
た
こ
と
を
讃
明
し
た
が
、
い
ま
更
に
功
臣
表
に

　
　

よ
っ
て
列
侯
に
も
一
定
の
制
限
内
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
諸
王
同
様
に
人
民
役
使
権
の
存
在
を
確
か
め
る
こ
と
が
出
爽
た
。
し
か
し
こ
こ
で
注

　
　

意
す
べ
き
こ
と
は
功
臣
表
記
載
の
篠
役
関
係
記
事
が
い
ず
れ
も
臭
楚
七
國
の
気
の
変
生
し
た
景
帝
三
（
圃
・
の
・

　

一
五
四
）
年
以
前
の
出
爽
事
ば
か

　
　

り
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
に
お
い
て
は
列
侯
の
人
民
役
使
権
が
、
た
と
え
一
定
の
制
限
内
に
お
い
て
で
あ
っ
て
も
許
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

　
　

よ
う
な
事
賓
が
見
営
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
同
時
に
列
侯
よ
り
上
位
に
あ
る
諸
王
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
こ
と
は
既
に
前
節
に

4
1

　

指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
か
く
し
て
王
・
侯
と
も
に
具
楚
七
國
の
胤
を
劃
期
と
し
て
、
そ
の
前
と
後
と
で
は
王
侯
の
封
領
内
人
民
の
支
配
権

-
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4
2

　

に
顧
著
な
愛
化
が
起
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
呉
楚
七
國
の
乱
以
前
と
以
後
に
お
け
る
諸
侯
王
・
列
侯
の
封
領
内
人
民
に
對
す

　
　

る
支
配
権
の
内
容
を
改
め
て
検
討
し
直
す
必
要
が
生
ず
る
。

　
　
　

呉
楚
以
前
に
お
い
て
は
諸
王
に
賦
視
徴
収
権
さ
え
あ
っ
た
こ
と
は
、
さ
き
に
呉
王
淋
傅
の
記
事
に
基
づ
い
て
考
定
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
一

　
　

方
、
力
役
徴
翌
権
が
あ
っ
た
と
す
る
と
、
諸
王
の
領
内
人
民
に
對
す
る
支
配
権
の
内
容
は
軍
役
を
除
く
賦
税
・
答
役
全
般
に
わ
た
る
も
の
と
す

　
　

べ
き
で
あ
る
。
た
だ
列
侯
の
場
合
は
王
と
同
列
に
論
ず
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
概
括
的
に
い
え
る
こ
と
は
、
呉
楚
以
前
に
お
い
て
は
漢
書
高

　
　

帝
紀
に
も
と
づ
い
て
、
賦
税
徴
収
権
が
あ
り
’
　
≪
た
一
定
の
制
約
が
あ
る
と
し
て
も
、
國
内
の
人
民
。
に
對
す
る
篠
役
権
さ
え
所
有
し
て
い
た
こ

　
　

と
は
上
爽
逃
べ
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
漢
書
百
官
公
卿
表
に
よ
る
と
、
「
呉
楚
誄
滅
後
景
帝
は
諸
王
を
し
て
民
を

　
　

治
め
る
こ
と
を
得
ざ
ら
し
め
、
王
國
の
官
僚
も
朝
廷
か
ら
任
命
す
る
こ
と
と
し
た
」
と
述
べ
、
以
下
二
千
石
か
ら
二
百
石
ま
で
の
王
國
の
官
を

　
　

列
挙
し
て
い
る
。
こ
れ
に
對
し
呉
楚
七
國
１
　
以
前
の
王
國
は
丞
相
だ
け
を
中
央
か
ら
任
命
し
て
、
他
は
王
國
が
自
署
し
得
た
の
で
あ
り
、
「
百

　
　

官
み
な
朝
廷
の
ご
と
し
」
と
い
う
か
ら
、
王
國
は
中
央
政
府
と
ほ
ぼ
同
様
の
官
僚
豊
制
を
整
え
、
丞
相
以
外
の
官
僚
は
王
の
臣
下
と
し
て
署
置

　
　

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

ま
た
列
侯
の
統
治
に
闘
し
て
は
績
漢
書
百
官
志
の
列
侯
の
條
お
よ
び
本
注
に
「
列
侯
食
む
所
の
蘇
を
侯
國
と
い
う
。
侯
は
そ
の
食
む
と
こ
ろ

　
　

の
吏
民
を
臣
と
す
る
こ
と
を
得
た
。
（
中
略
）
國
ご
と
に
相
一
人
を
お
き
、
（
國
相
が
）
人
民
を
統
治
す
る
。
諸
蘇
の
令
長
が
（
諸
侯
の
）
臣
で
は

　
　

な
い
の
と
同
様
に
、
國
相
は
絡
始
一
貫
し
て
（
皇
帝
直
属
の
官
僚
と
し
て
行
動
す
る
の
で
）
あ
る
。
し
か
し
（
國
相
は
）
諸
侯
に
租
を
納
入
せ
ね
ば

　
　

な
ら
な
い
。
（
租
額
は
）
戸
数
（
封
戸
数
）
の
額
だ
け
を
列
侯
に
わ
た
せ
ば
よ
い
（
下
略
）
」
と
逃
べ
て
い
る
。
以
上
の
記
事
を
總
合
す
る
と
、
諸

　
　

王
の
場
合
、
呉
楚
以
後
に
お
い
て
は
王
國
民
の
統
治
権
は
完
全
に
奪
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
奪
権
後
、
諸
侯
王
に
許
さ
れ
た
特
権
と
し
て
明
確
な

　
　

の
は
一
定
敷
の
封
戸
か
ら
納
入
さ
れ
る
田
租
を
収
取
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
列
侯
の
場
合
も
呉
楚
以
後
は
官
僚
の
國
相
が
侯
國
人
民
を

　
　

統
治
し
、
列
侯
に
許
さ
れ
た
特
権
と
し
て
は
一
定
数
の
封
戸
か
ら
納
入
さ
れ
る
田
租
を
収
取
す
る
こ
と
だ
け
と
な
っ
た
。

　
　
　

こ
こ
で
一
つ
問
題
に
な
る
の
は
呉
楚
以
前
の
諸
侯
王
の
場
合
、
漢
書
・
績
漢
志
と
も
に
印
諸
侯
王
師
内
史
㈲
國
相
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
、
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王
國
随
に
對
す
る
「
統
治
権
」
に
つ
い
て
建
べ
て
い
る
の
に
對
し
、
列
侯
に
開
す
る
腹
漢
志
お
よ
び
本
注
の
記
事
に
は
、
列
侯
そ
れ
會
慢
に
つ

　
　

い
て
は
「
そ
の
食
む
と
こ
ろ
の
吏
民
を
臣
と
す
る
こ
と
を
得
る
」
と
逃
べ
て
、
諸
王
の
場
合
の
よ
う
に
、
最
初
は
王
に
統
治
権
か
あ
り
、
呉
楚

　
　

七
國
以
後
に
國
相
に
統
治
権
が
移
管
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
書
き
方
に
な
っ
て
い
な
。
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
吏
民
を
臣
と
す
る
」
と
い
う

　
　

言
葉
の
内
容
が
具
悛
的
に
何
で
あ
る
か
が
改
め
て
問
題
に
な
る
が
、
そ
れ
が
明
瞭
で
な
い
以
上
、
列
侯
國
の
其
の
統
治
権
者
は
史
料
に
明
記
さ

　
　

れ
た
よ
う
に
第
一
次
的
に
は
國
相
に
あ
る
の
で
、
暇
に
呉
楚
七
國
以
前
に
お
い
て
列
侯
に
國
内
人
民
へ
の
統
治
に
對
す
る
権
限
が
呉
え
ら
れ
て

　
　

い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
相
営
制
限
を
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
諸
王
と
同
格
の
統
治
権
を
封
國
（
麻
）
内
の
人
民
に
行
使
し
得
な
か
っ
た

　
　

ろ
う
。
諸
侯
王
が
金
璽
盤
綬
で
丞
相
以
外
の
二
千
石
の
官
を
自
署
し
得
だ
の
に
比
べ
て
、
列
侯
は
金
印
紫
綬
で
高
く
見
積
っ
て
も
せ
い
ぜ
い
三

　
　

公
ク
ラ
ス
で
あ
っ
ち
こ
と
か
ら
推
し
て
、
邦
國
内
人
民
に
對
す
る
支
配
権
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
相
営
制
限
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と

　
　

さ
れ
よ
う
。
功
臣
表
の
記
事
に
、
列
侯
に
許
さ
れ
た
答
役
権
に
制
限
が
付
さ
れ
て
い
る
事
賓
も
そ
の
一
端
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
後
漢
丿

　

一

　
　

書
巻
一
〇
下
・
皇
后
紀
・
王
美
人
の
條
に
引
か
れ
た
李
賢
注
に
よ
る
と
、
「
漢
の
法
、
大
鵬
侯
は
位
、
三
公
に
な
ぞ
ら
え
、
小
懸
公
は
位
、
上

　

4
3

　
　

卿
に
な
ぞ
ら
え
、
郷
亭
侯
は
中
二
千
石
に
な
ぞ
ら
う
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
列
侯
が
諸
侯
王
と
等
質
な
統
治
権
を
行
使
し
得
た
と
は
考

　

一

　
　

え
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
績
漢
志
列
侯
條
の
、
列
侯
が
「
吏
民
を
臣
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
い
う
書
き
方
に
は
完
全
な
統
治
権
と
は
稀
し
難

　
　

い
制
限
つ
き
の
支
配
権
と
い
う
意
味
で
の
主
従
関
係
と
し
て
「
臣
服
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
た
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

以
上
「
統
治
」
と
「
臣
服
」
に
つ
い
て
少
々
こ
み
入
っ
た
こ
と
を
逃
べ
た
が
、
こ
れ
は
も
と
よ
り
「
臣
服
」
の
内
容
を
検
討
し
て
お
か
な
い

　
　

と
思
わ
ぬ
混
気
の
生
ず
る
恐
れ
が
あ
る
と
懸
念
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
時
期
は
降
る
が
、
後
漢
書
列
傅
一
四
・
馬
防
傅
に
、
嘗
て
権

　
　

勢
を
極
め
た
馬
防
が
、
賓
憲
と
親
交
が
あ
っ
た
と
の
理
由
で
賓
憲
誄
戮
を
契
機
に
勢
力
を
失
い
、
堰
卿
侯
に
左
遷
さ
れ
、
田
租
は
三
〇
〇
萬
を

　
　

飢
え
ら
れ
た
が
、
「
吏
民
を
臣
と
す
る
こ
と
を
得
ず
」
と
い
う
處
置
を
受
け
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
後
漢
の
こ
と
で
あ
る
か

　
　

ら
、
諸
王
と
い
え
ど
も
國
相
に
統
治
権
が
掌
握
さ
れ
て
い
た
時
代
で
あ
り
、
列
侯
に
は
も
ち
ろ
ん
統
治
権
の
あ
ろ
う
は
ず
は
な
か
っ
た
の
で
あ

4
3

　

る
。
し
か
し
馬
防
傅
の
記
事
で
は
「
吏
民
を
臣
と
す
る
こ
と
」
の
有
無
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
呉
楚
以
前
の
列
侯
が
完
全



4
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な
統
治
権
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
領
内
人
民
へ
の
制
限
的
役
使
権
が
呉
え
ら
れ
て
い
た
時
期
に
お
い
て
、
史
料
に
は
「
列
侯
は
そ
の
食
む

　
　

と
こ
ろ
の
吏
民
を
臣
と
す
る
を
得
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
・
い
る
の
で
あ
り
、
諸
王
侯
の
権
限
に
大
き
な
便
化
を
も
た
ら
し
た
呉
楚
の
賑
を
へ
だ
た

　
　

る
こ
と
は
る
か
に
遠
い
後
漢
に
お
い
て
も
、
列
侯
が
「
自
己
の
吏
民
を
臣
と
す
る
こ
と
が
出
来
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
吏
民
を

　
　

臣
と
す
る
」
と
い
う
言
葉
の
内
容
、
か
具
彊
的
な
政
治
的
食
権
を
件
う
も
の
と
考
え
る
に
は
除
程
惧
重
を
期
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
む
し
ろ
多
分
に
儀

　
　

腰
的
な
性
質
を
帯
び
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
吏
民
を
臣
と
す
る
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
か
ら
統
治
権
を
想
定
す
る
こ
と

　
　

は
無
意
味
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
呉
楚
以
前
の
列
侯
の
場
合
は
制
限
的
統
治
権
と
い
う
内
容
を
持
っ
た
君
臣
関
係
を
意
味
し
、
後
漢
の
馬
防

　
　

傅
の
場
合
は
多
分
に
儀
綾
的
な
内
容
を
も
つ
君
臣
開
係
を
意
味
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
列
侯
國
の
蘇
内
人
民
に

　
　

對
す
る
統
治
権
が
、
た
と
え
制
限
的
に
し
ろ
認
め
ら
れ
て
い
た
の
は
呉
楚
以
前
の
こ
と
で
、
そ
れ
以
後
邦
國
内
の
人
民
に
對
し
統
治
の
権
能
を

　
　

持
つ
の
は
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
皇
帝
の
官
僚
た
る
「
相
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
臭
楚
以
後
の
列
侯
は
儀
疆
的
な
意

　
　

味
で
、
封
領
内
吏
民
に
臣
腺
を
取
ら
し
め
得
る
こ
と
と
、
一
定
数
の
封
戸
か
ら
あ
が
る
田
租
を
収
取
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
以
外
に
は
公
的
な

　
　

政
治
的
権
能
を
行
使
し
得
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

け
れ
ど
も
前
述
し
た
よ
う
に
諸
王
・
列
侯
は
封
領
内
に
お
い
て
私
田
を
設
置
す
る
こ
と
が
出
爽
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
王
侯
の
重
要
な
私
的

　
　

財
源
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
私
田
開
護
に
は
ど
の
よ
う
な
努
働
力
を
使
用
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と
い
う
問
題
に
突
き

　
　

営
る
の
で
あ
る
が
、
さ
き
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
呉
楚
以
後
に
お
い
て
王
侯
に
は
封
領
内
人
民
へ
の
径
役
徴
登
権
が
な
い
と
す
れ
ば
、
た
と
え

　
　

政
府
か
ら
供
呉
さ
れ
た
一
定
敷
の
封
戸
と
い
え
ど
も
、
こ
こ
か
ら
は
ｍ
租
を
徴
収
し
得
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
田
租
も
國
相
の
手
を
経
て
王
侯

　
　

に
支
給
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
王
侯
が
直
接
徴
収
す
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
封
戸
に
對
し
て
人
身
的
役
使
の
権
能
を
行
使
す
る
な
ど

　
　

は
思
い
も
よ
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
呉
楚
以
後
に
お
け
る
王
侯
の
私
田
開
翌
に
駆
使
し
得
る
努
働
力
と
し
て
は
、
良
民
を
念
頭
に
お
く

　
　

こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
、
営
然
私
有
の
努
働
力
を
準
備
し
て
事
に
あ
た
る
以
外
に
は
方
法
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
奴
隷
努
働
力
あ
る

　
　

い
は
雇
傭
努
働
力
の
い
ず
れ
か
に
依
存
す
る
ほ
か
に
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
か
く
し
て
漢
代
に
お
け
る
特
権
階
層
の
頂
鮎
に
位
置
す
る
王
・
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侯
で
も
、
臭
楚
以
前
の
草
創
時
代
を
除
け
ば
、
前
・
後
雨
妻
に
わ
た
っ
て
私
的
財
源
を
確
保
す
る
た
め
に
私
田
を
開
変
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ

　
　

の
笏
働
力
は
ま
ヴ
た
く
私
有
の
も
の
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
、
た
と
え
封
領
内
の
人
民
で
も
、
そ
れ
は
す
べ
て
皇
帝
専
制
権
力
の
個

　
　

別
人
身
支
配
下
に
直
接
的
に
掌
握
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
王
侯
は
こ
れ
に
干
呉
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

以
上
に
お
い
て
諸
王
・
列
侯
國
の
人
民
は
皇
帝
の
専
制
的
支
配
下
に
あ
り
、
従
っ
て
こ
れ
ら
人
民
を
人
身
的
に
役
使
し
得
る
の
は
王
・
侯
で

　
　

は
な
く
、
王
・
侯
國
の
事
賓
上
の
統
治
権
者
で
あ
る
中
央
派
遣
官
僚
の
國
相
に
限
ら
れ
た
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
連

　
　

ず
る
事
賞
と
し
て
前
妻
に
お
い
て
は
、
元
帝
の
時
南
陽
郡
太
守
召
信
臣
が
、
郡
中
の
水
泉
を
硯
察
し
溝
涜
を
開
通
し
て
権
漑
を
廣
め
、
三
萬
頃

　
　

の
田
地
に
配
水
し
た
こ
と
が
漢
書
・
循
吏
傅
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
南
陽
郡
は
春
陵
郷
劉
氏
侯
家
の
あ
っ
た
所
で
あ
り
、
い
ま
召
信
臣
が
行

　
　

な
っ
た
三
萬
頃
に
お
よ
ぶ
廣
大
な
土
地
開
変
は
、
郡
太
守
と
し
て
の
統
治
権
の
変
動
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
、
郡
内
の
一
部
に
所
領
を
持

　
　

つ
邦
君
に
は
無
関
係
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
郡
内
に
存
在
す
る
侯
國
の
封
戸
だ
け
は
郡
太
守
の
変
動
す
る
循
役
の
圈
外
に
お
か
れ

　

一

　
　

た
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
事
賓
は
見
営
ら
な
い
か
ら
、
封
戸
も
専
制
権
力
の
個
別
人
身
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

4
5

　
　

同
様
の
こ
と
は
後
漢
に
お
い
て
章
帝
の
時
（
元
和
三
年
）
下
郵
國
の
相
と
な
フ

　
　

多
か
っ
た
が
、
埋
直
し
た
ま
ま
修
理
さ
れ
ず
に
放
置
し
て
あ
っ
た
の
を
、
彼
が
水
門
を
開
き
水
を
通
引
し
て
田
に
濯
漑
し
た
の
で
、
熟
田
敷
百

　
　

頃
が
出
来
上
り
、
吏
民
を
ひ
き
い
て
種
糧
を
畿
呉
し
、
彼
自
身
も
勉
笏
し
て
大
い
に
穀
賓
を
収
め
、
か
く
し
て
敷
郡
の
貧
者
が
予
鈴
戸
も
集
ま

　
　

っ
て
き
て
家
屋
が
建
ち
並
び
、
の
ち
田
地
も
予
鈴
頃
に
な
っ
た
」
と
い
い
、
ま
た
李
賢
注
に
引
く
東
観
記
に
は
、
「
穀
百
萬
餅
を
収
穫
す
る
よ
う

　
　

に
な
っ
た
」
と
逃
べ
て
い
る
心
四
、
こ
れ
は
張
萬
が
下
郵
國
の
相
と
し
て
人
民
を
循
役
に
徴
変
し
て
披
・
田
の
修
復
を
行
な
い
、
敷
百
頃
の
熟
田

　
　

を
造
っ
て
郊
郡
の
貧
民
を
も
集
め
て
耕
作
せ
し
め
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
地
方
長
官
と
し
て
の
下
郵
國
相
の
行
な
っ
た
戸
口
墾
田
の
噌

　
　

殖
政
績
で
あ
っ
て
郊
君
に
は
全
然
開
係
な
く
、
ま
た
邦
君
の
権
限
で
は
行
な
え
な
い
こ
と
で
あ
り
、
噌
加
し
た
戸
口
墾
田
も
邦
君
の
封
戸
と
は

　
　

無
関
係
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ど
う
み
て
も
諸
侯
の
私
田
経
管
は
手
持
ち
の
私
的
努
働
力
に
依
る
ほ
か
な
く
、
領
内
の
一
般
人
民
は
も
ち
ろ

4
5

　

ん
、
た
と
え
王
侯
の
封
戸
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
笏
働
力
を
私
的
に
役
使
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
巌
蕭
な
事
実
の



4
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上
に
た
っ
て
考
え
る
と
き
、
邦
君
の
私
田
経
管
は
第
一
次
的
に
は
奴
隷
努
微
力
を
駆
使
す
る
他
に
な
く
、
第
二
次
的
に
は
人
民
の
鈴
剰
努
微
力

　
　

を
賃
笏
働
に
よ
っ
て
傭
い
入
れ
る
方
途
が
残
さ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
と
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
皇
帝
の
専
制
的
支
配
睦
制
の
確
立
を
み
た

　
　

呉
楚
七
國
の
胤
以
後
の
大
土
地
所
有
に
お
け
る
営
然
の
前
提
條
件
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
前
提
は
漢
代
を
通
じ
て
少
し
も
礎
っ
て
い
な
い
。

　
　

か
く
し
て
雨
漢
書
の
記
事
を
通
じ
て
、
大
土
地
所
有
に
は
殆
ん
ど
必
須
と
み
ら
れ
る
ほ
ど
に
奴
隷
が
登
場
す
る
の
は
、
漢
帝
國
の
支
配
彊
制
が

　
　

皇
帝
に
よ
る
人
民
の
直
接
的
個
別
人
身
支
配
と
い
う
大
前
提
に
規
制
さ
れ
て
、
特
権
的
身
分
の
諸
王
侯
で
さ
え
、
封
國
の
人
民
に
對
す
る
役
使

　
　

権
を
行
使
出
来
な
か
っ
た
が
た
め
に
、
私
的
努
偉
力
と
し
て
は
奴
隷
を
使
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
に
基
因
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て

　
　

漢
代
に
お
い
て
は
畢
竟
、
王
侯
・
官
僚
等
の
特
権
階
着
の
場
合
に
お
い
て
も
、
私
田
を
開
護
し
て
大
土
地
所
有
を
展
開
す
る
た
め
に
は
、
基
本

　
　

的
に
は
私
有
発
備
力
を
駆
使
し
て
私
田
の
基
盤
を
構
築
す
る
以
外
に
方
途
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
私
は
本
論
第
二
節
で
王
侯
の
私

　
　

田
経
管
と
そ
の
発
働
力
に
つ
い
て
述
べ
た
際
、
南
陽
の
春
陵
郷
劉
氏
侯
家
の
私
田
経
管
に
奴
隷
が
登
場
し
な
い
こ
と
に
疑
義
を
さ
し
は
さ
ん
だ

　
　

が
、
王
侯
に
人
民
役
使
権
が
な
い
と
判
断
さ
れ
る
以
上
、
こ
の
疑
義
を
提
出
す
る
こ
と
は
営
然
認
め
ら
れ
て
よ
い
こ
と
と
な
ろ
う
。
率
直
に
い

　
　

え
ば
奥
楚
の
気
以
後
の
漢
代
に
お
い
て
は
、
私
田
開
翌
な
い
し
そ
の
後
の
大
土
地
経
管
に
は
、
王
侯
・
官
僚
と
い
え
ど
も
、
一
般
豪
族
と
次
元

　
　

の
違
っ
た
特
権
的
方
途
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
お
し
な
べ
て
同
一
基
盤
の
上
に
た
っ
て
事
業
を
推
進
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

　
　

る
。
従
っ
て
も
し
大
土
地
所
有
の
登
展
が
政
府
の
財
政
政
策
と
矛
盾
す
る
こ
と
が
明
白
と
な
っ
た
時
鮎
に
お
い
て
は
、
営
然
大
土
地
所
有
へ
の

　
　

抑
制
が
政
治
上
の
大
問
題
と
し
て
登
場
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
と
相
表
裏
し
て
大
土
地
所
有
の
基
本
的
発
働
力
た
る
私
有
奴
隷
の
所
有
制
限
が

　
　

営
面
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
筈
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
事
件
と
し
て
登
場
す
る
の
が
前
漢
末
の
限
田
・
限
奴
婢
政
策
で
あ
っ

　
　

た
。
こ
の
政
策
の
對
象
と
な
っ
た
大
土
地
所
有
者
と
は
王
侯
・
豪
族
を
總
括
し
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
王
侯
も
豪
族
も
、
と
も
に

　
　

多
く
の
土
地
と
奴
隷
の
所
有
者
と
し
て
問
題
の
俎
上
に
あ
が
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
上
来
述
べ
て
き
た
王
侯
の
私
田
経
管
と
そ
の

　
　

労
偉
力
に
闘
す
る
検
討
の
結
果
に
合
致
す
る
も
の
と
さ
れ
よ
う
。
従
っ
て
漢
代
に
お
い
て
は
豪
族
・
官
僚
は
も
ち
ろ
ん
、
王
侯
で
も
私
的
劈
働

　
　

力
と
し
て
駆
使
出
来
だ
の
は
第
一
次
的
に
は
奴
隷
で
あ
り
、
第
二
次
的
に
は
人
民
の
齢
剰
発
偉
力
と
し
て
の
賃
発
伽
で
あ
っ
た
が
、
賃
笏
働
を

-
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大
量
に
動
員
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
事
例
も
存
在
し
な
い
の
で
、
い
ま
は
論
外
に
お
く
。

　

か
く
し
て
王
侯
・
官
僚
・
豪
族
0
1
私
的
大
土
地
所
有
に
は
営
然
自
己
資
本
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
た
奴
隷
笏
働
力
ま
た
は
雇
傭
笏
偉
力
を
動

員
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
結
論
に
達
す
る
が
、
恒
常
的
な
努
働
力
と
し
て
は
奴
隷
努
働
力
を
確
保
す
る
の
が
建
前
で
あ
り
、
そ
こ
で
王
侯
も

官
僚
・
豪
族
も
、
出
来
る
限
り
大
量
の
奴
隷
所
有
に
意
欲
を
燃
や
し
た
の
で
あ
り
、
皇
帝
が
臣
下
に
賞
賜
す
る
場
合
も
、
き
ま
っ
た
よ
う
に
金

銭
や
奴
隷
の
賜
呉
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
漢
代
に
お
い
て
政
府
・
王
侯
・
官
僚
が
大
量
の
奴
隷
所
有
者
で
あ
っ
た
理
由
が
明
ら
か

に
な
る
の
で
あ
り
、
営
然
そ
の
貢
情
を
物
語
る
史
料
も
豊
富
に
存
在
す
る
わ
け
で
あ
‰

　
　
　
　
　
　
　
　
　

四

　

大
土
地
所
有
の
直
接
的
努
働
力
と
上
家
下
戸
制

　
　
　

漢
代
に
お
け
る
王
侯
・
官
僚
・
豪
族
の
大
土
地
所
有
に
奴
隷
努
働
力
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、
専
制
皇
帝
の
人
民
に
對
す
る
直
接
的
個
別
人

　
　

身
支
配
の
徹
底
に
よ
っ
て
人
民
へ
の
支
配
権
が
皇
帝
権
力
の
統
裁
下
に
集
中
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
営
然
の
締
結
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
更
に

　
　

そ
の
前
提
と
し
て
皇
帝
お
よ
び
政
府
そ
れ
自
彊
が
大
量
の
奴
隷
所
有
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
。
さ
き
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
皇
室
諸
王
の

　
　

分
封
に
あ
た
っ
て
多
額
の
金
銭
と
と
も
に
奴
隷
の
賜
興
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
奴
隷
笏
働
力
が
私
田
開
翌
に
活
用
さ
れ
た
こ
と
が
想
定
さ

　
　

れ
る
が
、
王
侯
の
場
合
だ
け
で
な
く
、
皇
帝
権
力
に
直
結
す
る
も
の
は
身
分
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
互
萬
の
富
と
高
い
地
位
を
具
え
ら
れ
、
自
分

　
　

一
身
の
み
な
ら
ず
子
孫
に
至
る
ま
で
繁
柴
し
た
例
は
多
く
、
そ
の
さ
い
廣
大
な
私
田
経
管
が
大
量
の
奴
隷
笏
働
力
に
よ
っ
て
運
管
さ
れ
て
い
る

　
　

こ
と
が
し
ば
し
ば
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
皇
帝
の
配
偶
者
と
し
て
の
外
戚
の
場
合
で
、
漢
書
倦
九
七
上
・
外
戚
傅
に
お
さ
め
ら

　
　

れ
た
衛
皇
后
の
場
合
、
布
衣
か
ら
出
世
し
て
皇
后
の
座
に
つ
き
、
弟
衛
青
お
よ
び
姉
の
子
の
崔
去
病
も
封
侯
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
崔
去
病
は

　
　
　

「
票
騎
勝
軍
と
し
て
匈
奴
征
伐
に
行
っ
た
降
り
に
、
郷
里
の
河
東
平
陽
に
た
ち
よ
っ
て
、
父
富
仲
儒
の
た
め
に
田
宅
・
奴
婢
を
買
っ
て
興
え

　
　

た
」
と
い
う
こ
と
も
、
営
時
の
地
主
的
土
地
所
有
形
成
へ
の
一
般
的
な
ヶ
Ｉ
ス
を
し
め
す
も
の
と
理
解
し
て
よ
い
。
ま
た
雷
去
病
の
異
母
弟
富

4
7

　

光
は
「
食
邑
二
萬
戸
・
賞
賜
前
後
黄
金
七
千
斤
・
銭
六
千
萬
・
奴
婢
一
七
〇
人
」
と
い
り
ま
た
漢
書
倦
九
七
下
・
外
戚
傅
お
よ
び
同
九
八
・

-
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4
8

　

元
后
傅
の
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
王
皇
后
も
、
木
っ
葉
役
人
の
娘
か
ら
皇
后
に
昇
進
、
一
族
に
十
侯
・
五
大
司
馬
を
出
す
と
い
う
盛
況
を
呈
し
た
と

　
　

い
う
事
例
も
あ
る
。
後
者
に
あ
げ
た
王
氏
五
侯
は
そ
れ
ぞ
れ
奴
隷
の
敷
を
干
や
百
の
軍
位
で
算
え
る
ほ
ど
の
大
量
奴
隷
所
有
者
と
な
り
、
ま
た

　
　

の
ち
に
前
漢
帝
室
を
簒
奪
し
た
王
莽
も
王
皇
后
の
弟
王
曼
の
子
で
あ
る
が
、
皇
帝
権
力
に
結
び
着
け
ば
た
だ
ち
に
富
貴
と
な
り
、
私
財
と
し
て

　
　

も
っ
と
も
安
定
し
た
大
土
地
所
有
を
確
立
し
得
た
の
で
あ
る
。
ま
た
漢
書
巻
九
七
上
・
外
戚
傅
に
「
武
帝
の
母
王
太
后
（
景
帝
の
王
皇
后
）
は
景

　
　

帝
の
夫
人
に
な
る
前
に
一
人
の
娘
を
産
ん
で
お
り
、
そ
の
娘
が
民
間
に
あ
っ
て
長
陵
の
小
市
に
住
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
武
帝
は
み
ず
か

　
　

ら
そ
の
家
に
行
っ
て
彼
女
を
連
れ
か
え
り
、
長
楽
宮
で
太
后
に
謁
見
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
太
后
は
涙
を
流
し
て
喜
び
、
武
帝
は
彼
女
に
鯖
干
萬
・

　
　

奴
婢
三
百
人
・
公
田
百
頃
を
賜
わ
り
修
式
君
と
し
て
待
遇
し
た
」
と
い
っ
た
事
例
は
皇
帝
権
力
に
直
結
す
る
も
の
が
富
貴
を
き
わ
め
、
こ
れ
に

　
　

と
も
な
っ
て
安
定
経
済
確
立
の
方
途
と
し
て
、
奴
隷
制
的
大
土
地
所
有
を
印
座
に
容
易
に
行
な
い
え
た
好
例
で
あ
る
。

　
　
　

以
上
述
べ
た
よ
う
に
皇
帝
権
力
に
直
結
す
る
も
の
が
奴
隷
制
的
大
土
地
所
有
を
行
な
い
得
だ
の
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
政
府
自
彊
が
大
量
の

　
　

奴
隷
所
有
者
で
あ
っ
た
か
ら
で
、
武
帝
の
と
き
抑
商
政
策
の
ピ
ー
ク
と
し
て
締
銭
令
と
告
締
が
登
場
す
る
が
、
こ
の
と
き
民
間
に
あ
っ
た
大
量

　
　

の
奴
隷
が
政
府
に
没
収
さ
れ
、
こ
れ
が
政
府
開
係
各
機
関
に
配
属
さ
れ
て
、
そ
の
勢
働
力
と
し
て
活
用
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
り
、

　
　

史
記
子
準
書
お
よ
び
漢
書
食
貨
志
に
は
こ
の
間
の
経
過
を
、
「
郡
國
の
揚
銭
を
治
め
て
民
の
財
物
を
得
る
こ
と
億
を
以
て
計
る
。
奴
婢
は
千
萬

　
　

を
以
て
敷
う
。
田
は
大
蒜
で
敷
百
頃
、
小
蒜
も
百
除
頃
。
（
中
略
）
水
衡
・
少
府
・
太
僕
お
の
お
の
農
官
を
置
く
。
往
往
に
郡
麻
に
印
い
て
没
入

　
　

の
田
を
耕
作
し
没
入
の
奴
婢
を
諸
苑
に
分
っ
て
狗
馬
禽
獣
を
養
お
し
め
、
及
び
諸
官
に
呉
う
」
と
泣
べ
て
い
乱
。
こ
れ
に
よ
る
と
政
府
に
没
収

　
　

さ
れ
た
田
地
は
水
衡
・
少
府
・
太
僕
に
設
置
さ
れ
た
１
　
官
に
配
属
さ
れ
、
各
郡
麻
ご
と
に
管
轄
さ
れ
て
耕
作
さ
れ
、
ま
た
奴
隷
は
諸
苑
の
狗
馬

　
　

禽
獣
の
畜
養
に
も
た
ず
さ
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
に
み
え
る
水
衡
・
少
府
・
太
僕
は
總
じ
て
帝
室
財
政
に
所
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

　
　

場
合
は
告
締
に
よ
っ
て
あ
ら
た
に
没
官
さ
れ
た
田
地
や
奴
隷
に
限
っ
て
述
べ
ら
れ
た
事
賓
で
あ
り
、
こ
の
記
事
を
土
地
耕
作
の
直
接
笏
働
力
と

　
　

の
関
係
と
す
る
こ
と
は
惧
重
を
要
す
る
が
、
告
絡
以
前
の
帝
室
直
属
の
諸
機
関
に
多
く
の
官
有
奴
隷
が
使
用
さ
れ
、
帝
室
は
最
大
の
奴
隷
所
有

　
　

者
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
性
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
増
淵
龍
夫
氏
に
よ
っ
て
明
か
に
さ
れ
た
戦
國
諸
王
の
山
林
藪
拝
の
開
翌

-48-
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♂

墾
田
化
が
人
民
の
径
役
勝
働
を
大
量
に
動
員
し
た
り
、
他
國
人
を
徒
民
し
た
り
、
ま
た
官
有
奴
隷
を
駆
使
す
る
こ
と
も
あ
り
得
た
と
の
推
測
を

可
能
に
す
乱
ど
と
も
に
、
秦
漢
帝
國
の
専
制
皇
帝
の
私
財
政
に
奴
隷
勝
働
力
の
果
し
た
役
割
は
重
罠
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
總
じ
て
古
代
専
制

権
力
の
経
済
的
基
盤
に
私
財
政
の
し
め
る
役
割
が
大
き
く
、
國
家
の
公
財
政
を
管
掌
す
る
大
司
農
に
對
し
、
皇
室
の
私
財
政
を
管
掌
す
る
少
府

は
、
大
小
の
名
と
は
逆
に
、
そ
の
歳
入
が
大
き
に
Ｗ
こ
の
私
財
政
に
所
属
す
る
私
的
勝
働
力
の
な
か
に
奴
隷
の
果
す
役
割
も
相
営
大
き
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
、
王
侯
へ
の
大
量
の
奴
隷
賜
呉
に
関
す
る
記
事
も
頻
繁
に
み
ら
れ
る
事
賓
な
ど
に
立
脚
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
中
國
古
代
漢
帝
國

の
専
制
皇
帝
が
そ
れ
自
身
、
尨
大
な
奴
隷
所
有
者
的
性
格
を
持
つ
も
の
だ
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
り
、
國
家
の
財
政
機
構
が
公
財
政
と
私
財
政
と

の
二
本
建
に
分
け
ら
れ
て
い
た
賞
態
に
依
撞
し
て
、
皇
帝
の
私
権
を
さ
さ
え
る
私
財
政
的
物
質
基
盤
に
奴
隷
制
笏
働
が
決
し
て
軽
硯
し
得
な
い

要
素
を
し
め
て
い
る
と
す
れ
ば
、
専
制
皇
帝
権
力
の
支
配
下
に
統
裁
さ
れ
る
王
侯
を
も
含
め
て
の
官
僚
・
一
般
豪
族
の
大
小
さ
ま
ざ
ま
の
奴
隷

所
有
者
は
、
そ
の
私
経
済
の
側
面
の
み
に
問
題
を
集
約
し
て
な
が
め
た
場
合
、
皇
帝
を
最
大
の
奴
隷
所
有
者
と
し
て
、
そ
の
下
に
幾
多
の
階
層

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

を
な
し
て
つ
ら
な
る
、
廣
汎
な
大
小
奴
隷
所
有
者
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
奴
隷
制
的
生
産
関
係
を
主
軸
に
生
産
を
管
み
、
貧
下
中
農
着
に
對
し

　

4
9

て
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
専
制
皇
帝
は
公
権
的
政
治
の
統
裁
者
と

　

一

し
て
、
そ
の
私
権
的
財
政
規
模
が
い
か
に
厖
大
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
は
む
し
ろ
公
権
的
政
治
の
逐
行
に
補
助
的
役
割
を
演
ず
る
こ
と
が
多
く
、

そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
そ
の
私
財
政
は
公
権
貫
徹
の
基
本
と
も
な
り
得
る
か
ら
、
い
ま
は
論
外
に
お
く
と
し
て
、
王
侯
以
下
一
般
豪
族
に
お
よ

ぶ
被
支
配
者
階
層
の
奴
隷
制
経
管
に
基
づ
く
私
経
済
は
、
廣
汎
な
良
民
層
を
形
成
す
る
貧
下
中
農
層
の
自
管
的
基
盤
に
種
々
の
影
響
を
及
ぼ
し

て
、
こ
れ
が
っ
ね
に
政
治
上
の
重
大
関
心
事
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
自
管
的
規
模
の
薄
弱
な
貧
下
中
農
居
が
、
奴
隷
制
経
管
を
基
軸
と

し
て
運
管
さ
れ
る
大
土
地
経
管
の
握
力
に
屈
し
て
小
作
農
と
し
て
吸
収
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
が
、
廣
汎
な
貧
下
中
農
着
の
人
頭
的
把
握
を
基
盤
と

し
て
成
立
す
る
國
家
権
力
の
人
民
支
配
膿
制
に
悪
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
と
な
り
、
國
家
公
権
の
基
本
的
な
地
盤
を
弱
擾
化
す
る
こ
と
が
憂
慮

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

前
喪
で
は
は
や
く
董
仲
舒
が
こ
の
問
題
を
と
り
あ
げ
、
官
僚
が
奴
隷
制
的
大
土
地
経
管
に
よ
っ
て
人
民
と
利
を
孚
い
、
そ
の
経
済
的
屋
力
が
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多
数
の
人
民
の
困
窮
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
非
難
し
た
（
漢
書
巻
五
六
・
董
仲
舒
傅
參
照
）
が
、
漢
代
に
お
い
て
政
府
が
具
正
面
か
ら
大

　
　

土
地
所
有
問
題
に
對
決
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
前
漢
末
哀
帝
の
限
田
政
策
と
、
こ
れ
に
績
く
王
莽
の
王
田
政
策
の
二
つ
で
あ
り
、
こ
れ
が
前
後

　
　

雨
漢
を
通
じ
て
政
府
の
と
り
あ
げ
た
大
土
地
所
有
へ
の
代
表
的
な
基
本
對
決
策
と
な
っ
た
。
漢
書
巻
二
四
上
・
食
貨
志
に
よ
る
と
、
前
漢
末
哀

　
　

帝
の
と
き
、
師
丹
の
哀
帝
に
對
す
る
建
言
に
、
「
漢
も
孝
文
皇
帝
の
こ
ろ
は
小
民
兼
井
の
害
、
が
な
か
っ
た
た
め
、
土
地
所
有
高
や
奴
婢
敷
に
制

　
　

限
を
し
な
か
っ
臨
一
。
と
こ
ろ
が
現
在
は
官
僚
や
豪
民
の
砦
産
は
敷
鍾
萬
で
、
貧
弱
な
人
民
が
そ
の
黙
迫
に
苦
し
ん
で
い
る
。
か
く
て
豪
民
の
土

　
　

地
・
奴
隷
の
制
限
を
行
な
う
べ
き
で
あ
る
」
と
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
結
果
、
丞
相
弘
光
・
大
司
空
何
武
は
、
「
王
侯
以
下
吏
民
に
至
る
ま
で

　
　

土
地
所
有
の
最
大
限
を
三
〇
頃
と
し
、
奴
隷
努
働
力
は
諸
侯
王
二
〇
〇
人
、
列
侯
・
公
主
一
〇
〇
人
と
す
る
ほ
か
は
す
べ
て
三
〇
人
以
内
に
と

　
　

ど
め
る
。
も
し
制
限
を
犯
し
た
場
合
は
制
限
超
過
分
の
土
地
と
奴
隷
を
政
府
に
没
収
す
る
と
い
う
政
策
を
出
し
、
詔
令
に
よ
っ
て
賓
施
さ
れ
る

　
　

こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
詔
令
の
出
さ
れ
た
シ
ョ
″
ク
で
奴
隷
や
土
地
の
價
格
、
が
全
國
的
に
暴
落
し
た
が
、
こ
の
政
策
に
は
た
だ
ち
に
権
臣
丁

　
　

傅
二
重
賢
等
の
反
對
が
お
こ
っ
た
。
董
賢
は
二
千
頃
に
お
よ
ぶ
大
土
地
所
有
者
で
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
は
哀
帝
か
ら
賜
県
さ
れ
た
も
の
で
あ

　
　

る
。
哀
帝
と
董
賢
と
の
開
係
に
つ
い
て
は
湊
書
巻
九
一
万
佞
幸
傅
に
詳
し
い
ら
、
と
に
か
く
哀
帝
の
限
田
策
は
大
土
地
所
有
者
の
利
盆
代
表
と

　
　

も
い
う
べ
き
董
賢
の
反
對
に
よ
っ
て
完
全
に
挫
折
す
る
破
目
と
な
っ
た
。

　
　
　

そ
の
後
王
莽
は
王
田
制
を
実
施
し
て
人
民
の
土
地
所
有
を
均
等
な
ら
し
め
よ
う
と
し
た
。
王
田
制
と
は
天
下
の
田
を
す
べ
て
王
田
と
し
、
責

　
　

買
を
禁
ず
る
。
王
田
は
八
人
の
男
子
努
働
力
を
持
つ
家
で
一
井
（
九
８
畝
）
を
保
有
の
限
度
と
す
る
も
の
で
、
一
人
営
り
一
一
二
畝
牛
と
な
る
か

　
　

ら
、
こ
れ
は
古
来
儒
家
に
よ
っ
て
唱
道
さ
れ
て
い
る
一
人
一
〇
〇
畝
の
基
準
に
依
攘
す
る
も
の
と
み
て
よ
い
。
そ
こ
で
営
然
大
土
地
所
有
者
に

　
　

は
超
過
分
が
析
出
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
を
九
族
郷
蔵
に
分
県
せ
し
め
て
、
貧
富
の
差
な
く
均
等
な
土
地
保
有
を
賓
現
し
よ
う
と
す
る
も
の

　
　

で
あ
る
。
こ
の
政
策
は
三
年
後
に
実
施
不
能
に
陥
っ
て
挫
折
し
て
し
ま
っ
た
が
、
王
莽
の
意
圖
す
る
と
こ
ろ
を
忖
度
す
れ
ば
、
専
制
皇
帝
の
公

　
　

権
的
支
配
の
た
め
に
一
切
の
権
力
と
財
力
を
集
中
し
、
被
支
配
者
側
に
私
権
・
私
財
の
翌
生
す
る
こ
と
を
極
力
拒
否
し
、
そ
の
登
生
源
と
な
る

　
　

奴
隷
制
的
大
土
地
経
管
を
完
全
に
閉
鎖
し
よ
う
～
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
雨
政
策
実
施
の
理
由
と
し
て
と
も
に
王
侯
・
官
僚
・
豪
族
の
土
地
采
併
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す
な
わ
ち
小
作
制
の
弊
害
を
強
１
　
し
な
が
ら
も
、
小
作
料
の
減
額
等
に
は
言
及
す
る
こ
と
な
く
、
ひ
と
し
く
奴
隷
制
的
大
土
地
経
普
そ
の
も
の

の
抑
制
な
い
七
除
去
を
目
差
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
抜
本
策
を
行
な
お
う
と
し
た
も
の
で
、
奴
隷
制
経
管
の
基
盤
の
上
に
副
次
的
に
派

生
す
る
小
作
制
の
弊
害
を
除
去
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
原
因
を
取
り
除
く
抜
本
的
處
置
が
政
策
の
主
眼
と
さ
れ
た
こ
と
を
明
確
に
う
け
と
め
ね

　

總
じ
て
奴
隷
制
的
生
産
開
係
に
さ
さ
え
ら
れ
た
強
力
な
私
経
済
機
構
が
無
数
に
存
在
し
て
、
こ
れ
が
漢
代
の
祗
會
経
済
機
構
全
般
に
強
力
な

影
響
力
を
持
ち
、
廣
汎
な
小
規
模
経
管
を
次
第
に
墾
倒
し
つ
つ
併
呑
す
る
作
用
を
果
し
、
均
等
な
人
頭
支
配
の
貫
徹
さ
る
べ
き
は
ず
の
全
國
地

方
郷
里
祀
會
内
部
の
階
級
對
立
を
激
化
し
、
什
伍
制
な
い
し
は
太
字
制
の
経
済
的
従
属
関
係
を
深
め
、
こ
こ
に
上
家
下
戸
制
の
飲
會
開
係
を
形

成
す
る
原
動
力
と
な
り
、
専
制
支
配
の
矛
盾
物
と
し
て
古
代
國
家
の
成
立
基
盤
に
動
揺
を
も
た
ら
す
要
因
を
構
成
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
き
に
宇
都
宮
博
士
に
よ
っ
て
精
力
的
に
強
調
さ
れ
た
よ
う
に
、
奴
隷
制
癌
営
は
利
盆
は
大
き
く
て
も
資
本
額
が
多
く
か
か
る
に
對
し
、
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

作
制
は
奴
隷
制
ほ
ど
の
利
盆
は
あ
が
ら
ず
と
も
資
本
面
で
有
利
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
小
作
制
を
展
開
し
て
地
域
飲
會
を
経
済
的

　

5
1

に
支
配
す
る
前
提
と
し
て
ヽ
ま
ず
奴
隷
制
的
大
土
地
経
管
を
確
立
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
り
ヽ
ま
た
そ
れ
が
漢
帝
國
の
基
本
彊
制
で
あ
る
良
民

　

一

の
個
別
人
身
支
配
に
規
制
さ
れ
た
結
果
と
し
て
、
営
然
招
爽
さ
れ
る
事
態
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
限
田
・
王
田
両
政
策
と
も
に
、
奴
隷
制
的
大

土
地
経
管
の
排
除
ま
た
は
抑
制
を
中
心
課
題
と
し
て
Ｊ
そ
の
抜
本
策
を
打
ち
出
し
、
奴
隷
制
経
管
の
周
漫
に
副
次
的
に
翌
生
す
る
良
民
相
互
間

の
小
作
制
を
、
故
意
に
無
硯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
漢
代
に
お
い
て
は
、
そ
の
規
模
の
大
小
は
別
と
し
て
、
仕
會
の
上
下
を
通
じ

て
、
そ
の
私
産
経
管
の
努
働
力
に
は
私
有
努
働
力
と
し
て
の
奴
隷
が
ま
ず
第
一
に
準
備
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
郷
里
内
の
階
級

構
成
も
奴
隷
制
的
土
地
経
管
の
基
盤
の
上
に
重
層
的
に
構
築
さ
れ
て
、
中
貧
農
と
の
間
に
上
家
下
戸
制
を
形
成
し
た
の
で
あ
初
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

五

　

公
権
的
支
配
の
貫
徹
と
そ
の
矛
盾

5
1

　
　

以
上
、
王
侯
の
私
田
経
管
を
中
心
に
、
そ
の
経
営
内
部
の
努
働
力
の
構
造
を
分
析
し
恕
結
果
、
豪
族
は
も
ち
ろ
ん
、
王
侯
と
い
え
ど
も
、
そ



5
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の
私
的
努
働
力
と
し
て
恒
常
的
に
駆
使
し
う
る
も
の
は
、
漢
初
の
一
時
期
を
除
い
て
奴
隷
以
外
に
は
な
い
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
と

　
　

り
も
な
お
さ
ず
、
漢
代
の
一
般
人
民
が
専
制
皇
帝
の
直
接
支
配
下
に
お
か
れ
、
皇
帝
お
よ
び
そ
の
権
力
機
構
内
部
の
官
僚
以
外
の
何
も
の
も
、

　
　

人
民
を
役
使
す
る
こ
と
は
公
法
的
に
許
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
専
制
権
力
の
直
接
的
個
別
人
身
支
配
謄

　
　

制
で
あ
る
。

　
　
　

西
嶋
定
生
氏
に
よ
れ
ば
、
秦
・
漢
の
新
麻
・
初
鶴
の
支
配
機
構
を
、
い
わ
ゆ
る
「
個
別
人
身
支
配
」
の
モ
デ
ル
ヶ
Ｉ
ス
と
し
て
示
さ
れ
る

　
　

が
、
し
か
し
そ
の
よ
う
な
官
製
の
里
で
爵
制
的
秩
序
が
國
家
の
意
の
ま
ま
に
貫
徹
さ
れ
る
の
は
、
き
わ
め
て
稀
な
ヶ
Ｉ
ス
で
あ
り
、
し
た
が
っ

　
　

て
爵
制
的
秩
序
を
個
別
人
身
支
配
の
條
件
と
す
る
こ
と
は
少
々
無
理
が
あ
ろ
う
。

　
　
　

そ
れ
よ
り
も
漢
代
吐
會
に
お
い
て
は
、
全
國
の
郡
鶴
に
お
い
て
も
、
王
侯
國
に
お
い
て
も
、
國
家
権
力
の
人
民
に
對
す
る
個
別
人
身
支
配
が

　
　

現
実
に
参
透
し
て
い
る
事
実
こ
そ
重
脱
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
個
別
人
身
支
配
は
具
謄
的
に
は
人
頭
支
配
と
も
呼
ば
れ
人
民
は
男
女
を
問
わ
ず

　
　

人
頭
別
に
口
算
を
納
め
、
財
産
額
に
護
し
て
醤
算
を
納
入
す
る
。
ま
た
男
子
に
は
兵
役
・
力
役
が
課
せ
ら
れ
る
。
賦
の
ほ
か
に
収
盆
税
と
し
て

　
　

の
田
租
が
あ
る
心
、
ご
の
な
か
で
、
ま
さ
し
く
人
頭
支
配
と
稔
す
べ
き
も
の
は
、
人
頭
割
の
口
算
と
循
役
で
、
他
は
財
産
税
・
収
盆
税
と
み
る

　
　

べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
財
産
税
ま
で
も
人
頭
税
の
計
算
基
準
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
る
黙

り
営
代
の
税
制
観
念
の
根
底
に
人
頭
支
配
の
意

　
　

識
が
強
く
働
い
て
い
た
も
の
と
し
て
注
意
さ
れ
て
よ
い
。
ま
た
人
頭
支
配
は
、
良
民
を
對
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
賤
民
の
直
接
か
か
お
る
と

　
　

こ
ろ
で
は
な
い
。
賜
爵
が
良
民
の
憲
章
で
あ
る
よ
う
に
、
個
別
人
身
支
配
に
服
し
、
人
頭
税
を
納
入
す
る
こ
と
は
良
民
の
義
務
で
あ
‰
こ
れ

　
　

は
漢
代
全
人
民
に
参
透
し
貫
徹
さ
れ
た
も
の
で
、
豪
族
・
中
小
民
の
別
を
問
う
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
人
頭
支
配
は
基
本
的
に
は
人
民
の
自
立

　
　

自
曹
を
前
提
と
し
、
無
理
の
な
い
範
園
内
で
、
税
役
の
収
取
が
行
か
お
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
形
で
専
制
権
力
の
支
配
に
服
す

　
　

べ
き
自
管
農
民
の
敷
が
、
漢
代
で
は
ま
だ
健
全
で
あ
っ
た
。
（
ま
た
中
國
史
全
蜃
を
通
じ
て
み
て
も
、
自
管
農
民
の
叡
は
多
か
っ
釦
。
か
か
る
自
管
農

　
　

民
は
決
し
て
裕
禰
で
は
な
か
っ
た
が
、
た
と
え
貧
窮
し
て
も
、
立
身
し
て
官
僚
機
構
に
も
參
加
で
き
’
る
希
望
を
も
ち
え
た
こ
と
は
、
雨
漢
書

列
傅
に
記
載
さ
れ
た
、
陳
勝
・
槃
布
．
貢
馬
・
楊
雄
・
鄭
玄
・
江
革
・
班
固
・
楊
震
・
李
甕
・
第
五
訪
・
黄
香
・
孔
嵩
・
梁
鴻
等
の
事
伽
に
明
．

-
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か
な
と
こ
ろ
で
あ
り
、
列
傅
『
に
記
載
さ
れ
る
ほ
ど
の
事
項
は
む
し
ろ
稀
少
な
ケ
ー
ス
で
あ
＆
と
す
れ
ば
、
右
に
あ
げ
ら
れ
た
ほ
ど
ｏ
出
世
で
な

　
　

く
と
も
、
中
農
か
ら
出
て
教
養
を
積
み
、
か
な
り
の
位
置
に
昇
進
し
た
ケ
ー
ス
は
よ
り
多
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
し
、
特
別
の
教
養
を
身
に
つ

　
　

け
ず
と
も
、
正
卒
と
し
て
兵
役
に
服
し
、
の
も
郷
官
と
し
て
亭
長
に
就
任
す
る
と
い
っ
た
ケ
ー
？

　
　

上
・
文
苑
傅
の
黄
香
傅
に
は
「
家
が
貧
し
く
て
僕
妾
が
い
な
か
っ
た
の
で
、
自
分
で
何
も
か
も
や
り
な
が
ら
博
く
経
典
を
學
習
し
、
首
都
で
は

　
　

天
下
無
双
の
黄
童
と
も
て
は
や
さ
れ
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
漢
代
に
お
い
て
、
中
級
以
上
の
‰
で
は
、
僕
妾
の
Ｉ
？
二
人
を
も
つ
こ
と

　
　

が
普
通
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
し
た
が
っ
て
漢
代
の
自
管
農
民
は
許
せ
ば
少
な
く
と
も
Ｉ
ヽ
ぐ
二
人
の
奴
隷
所
有
を
志
向
す
る
も
の
と
す
べ

　
　

き
で
あ
り
、
専
制
権
力
の
人
頭
支
配
も
基
本
的
に
は
、
か
か
る
基
盤
の
う
え
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
状
態
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し

　
　

現
賓
に
は
一
般
的
な
中
細
よ
り
も
、
貧
下
中
農
の
敷
が
多
く
、
そ
の
没
落
者
も
か
な
り
あ
っ
た
こ
と
は
、
漢
初
す
で
に
賀
誼
・
亀
錯
に
よ
っ
て

　
　

指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
不
作
の
時
は
爵
を
責
り
子
を
頁
り
、
豪
富
者
か
ら
借
金
し
て
利
息
に
追
わ
れ
、
田
宅
を
責
り
は
ら
う
」
よ
う
な

　
　

ケ
ー
ス
も
翌
生
す
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
雨
漢
を
通
じ
て
、
つ
ね
に
政
治
上
の
問
題
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

い
っ
た
い
専
制
権
力
が
人
民
を
個
別
人
身
的
に
掌
握
す
る
こ
と
は
、
沿
革
的
に
は
戦
國
期
以
爽
、
君
主
が
人
民
を
兵
力
と
し
、
ま
た
軍
賦
醵

　
　

出
の
基
盤
と
す
る
た
め
、
懸
命
に
努
力
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
秦
や
魏
が
君
主
権
力
の
物
質
的
基
盤
と
し
て
山
林
藪
渫
を
開
登
し
た
こ
と
は

　
　

噌
淵
氏
に
よ
っ
て
明
か
に
さ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
の
國
に
お
い
て
賦
税
収
入
の
噌
大
を
い
ま
し
め
、
む

　
　

し
ろ
別
途
の
私
的
財
政
基
盤
の
挟
大
に
重
黙
を
お
く
政
策
を
と
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
税
制
面
で
は
民
力
の
休
養
が
計
ら
る
べ
き

　
　

で
あ
り
、
ま
た
王
家
の
家
産
を
支
出
し
て
で
も
兵
力
の
増
強
に
資
す
べ
き
こ
と
が
制
覇
へ
の
良
策
と
さ
れ
た
。
初
鮮
・
新
鮮
の
設
置
も
、
國
家

　
　

資
本
が
良
民
把
握
の
た
め
に
大
量
投
入
さ
れ
た
代
表
的
な
事
例
で
あ
る
。
漢
の
尨
大
な
苑
圓
・
公
田
が
武
帝
以
後
次
第
に
人
民
に
開
放
・
仮
呉

　
　

・
賦
呉
さ
れ
、
こ
の
傾
向
が
後
漢
に
い
た
っ
て
一
層
伸
展
す
る
の
も
、
同
一
趣
旨
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
や

　
　
　

一
方
漢
代
人
民
の
居
住
す
る
一
般
郷
里
此
會
は
、
新
鮮
や
初
鮮
の
よ
う
な
均
等
な
此
會
で
は
な
く
、
多
額
の
土
地
と
奴
隷
を
所
有
す
る
豪
族

5
3

　

を
筆
頭
に
、
富
農
・
中
農
・
貧
農
の
聚
住
す
る
階
級
此
會
で
あ
り
、
質
誼
・
栽
錯
的
意
味
に
お
け
る
小
民
へ
の
・
経
済
的
歴
力
や
酸
併
を
通
じ

-53-
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て
、
彼
等
の
郷
里
牡
會
に
お
け
る
翌
言
力
が
強
ま
り
、
そ
の
経
済
的
勢
力
は
同
時
に
政
治
的
勢
力
を
も
構
成
し
た
こ
と
は
営
然
で
あ
る
。
こ
の

　
　

こ
と
は
先
に
宇
都
宮
博
士
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
最
近
噌
淵
氏
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
た
ら
、
事
食
、
郷
里
祀
會
の
世
論
＝

　
　

郷
評
は
豪
族
屠
に
濁
占
さ
れ
、
そ
の
好
評
を
え
た
豪
族
出
身
者
は
地
方
官
界
に
お
い
て
、
さ
ら
に
は
中
央
官
界
に
お
い
て
活
躍
し
、
結
局
は

　
　

官
僚
膿
系
を
豪
族
化
す
る
こ
と
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
豪
族
は
地
方
郷
里
共
同
接
の
支
配
者
と
し
て
國
家
権
力
の
末
端
機
構
に
參
書

　
　

し
協
力
し
、
こ
れ
を
利
用
し
た
の
で
あ
り
、
國
家
権
力
も
彼
等
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
専
制
支
配
を
地
方
の
末
端
に
ま
で
１
　
透
せ

　
　

し
め
た
の
で
あ
乱
。
か
く
し
て
概
括
的
に
い
え
る
こ
と
は
、
豪
族
は
帝
権
の
末
端
機
構
に
つ
ら
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
存
立
を
保
持
し
擁

　
　

護
す
べ
き
で
あ
％
、
中
小
民
は
帝
権
の
個
別
人
身
的
把
握
を
挺
子
と
し
て
、
王
侯
・
豪
族
の
墾
迫
か
ら
身
を
守
り
、
自
管
の
存
績
を
と
げ
よ
う

　
　

と
す
る
の
で
あ
る
。
帝
権
は
豪
族
・
中
小
民
を
一
様
に
支
配
し
、
こ
れ
に
對
し
豪
族
・
中
小
民
も
、
と
も
に
自
己
存
立
の
た
め
に
國
家
権
力
を

　
　

利
用
し
、
こ
れ
に
協
力
す
る
。
公
権
は
か
か
る
食
態
の
う
え
に
成
立
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

し
か
し
上
は
帝
室
か
ら
、
王
侯
・
豪
族
に
い
た
る
ま
で
、
そ
の
私
的
経
済
力
の
基
盤
に
は
、
私
有
努
働
力
と
し
て
の
奴
隷
が
、
そ
の
中
核
に

　
　

お
か
れ
て
い
た
こ
と
も
営
時
の
食
情
で
あ
る
。
漢
代
に
お
い
て
、
私
有
努
働
力
は
奴
隷
を
基
本
と
す
る
の
が
法
の
建
前
で
も
あ
り
、
こ
の
原
則

　
　

は
被
支
配
者
側
の
王
侯
・
豪
族
に
對
し
て
適
用
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
支
配
者
た
る
帝
室
の
側
に
お
い
て
も
同
一
基
盤
に
立
っ
て
い
る
。
戦

　
　

國
諸
侯
や
秦
漢
皇
帝
の
家
産
蓄
積
の
場
合
で
も
、
私
的
笏
働
力
と
し
て
は
奴
隷
を
使
用
す
る
こ
と
が
基
本
で
、
人
民
の
定
期
的
答
役
が
必
要
に

　
　

庶
じ
て
充
営
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
常
備
笏
働
力
と
し
て
隨
時
隨
所
に
動
員
で
き
る
の
は
官
有
奴
隷
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
原
則
的
に
は

　
　

公
権
的
支
配
の
基
盤
に
は
良
民
が
、
私
握
的
勢
力
の
基
盤
に
は
奴
隷
が
存
在
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
良
民
を
支
配
す

　
　

る
こ
と
は
専
制
皇
帝
一
人
に
集
中
さ
れ
た
権
力
で
あ
る
が
、
奴
隷
を
所
有
し
、
賜
使
す
る
こ
と
は
祀
會
の
上
下
を
問
わ
ず
、
資
力
あ
る
も
の
の

　
　

す
べ
て
に
許
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
王
侯
も
そ
の
私
田
経
管
に
領
内
人
民
を
役
使
す
る
こ
と
は
法
の
か
た
く
禁
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
奴
隷

　
　

を
駆
使
す
る
こ
と
は
、
王
侯
特
権
階
級
た
ら
ず
と
も
、
一
般
豪
族
の
公
然
と
な
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
仙
。
か
か
る
状
態
の
も
と
で
は
、
公
権

　
　

的
支
配
理
念
に
正
面
か
ら
對
立
１
　
な
い
範
團
に
お
い
て
、
奴
隷
所
有
者
的
私
権
の
撞
頭
す
る
契
機
吐
、
つ
ね
に
存
在
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き

-

54-



　
　

る
。
中
國
史
上
最
初
の
帝
権
確
立
を
な
し
と
げ
た
秦
の
光
輝
あ
る
偉
業
が
、
菌
勢
力
反
動
の
煽
り
を
う
け
て
短
命
に
挫
折
し
た
基
底
に
、
専
制

　
　

支
配
の
強
化
と
人
民
へ
の
人
身
的
役
使
過
多
の
檀
権
的
弊
政
の
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
以
後
の
漢
に
お
い
て
も
人
民
の
負
摺
慢

　
　

系
に
お
い
て
重
い
の
は
、
税
よ
り
も
む
し
ろ
役
で
あ
る
こ
と
が
屡
々
誕
か
れ
る
の
は
、
全
般
的
に
は
帝
権
の
も
つ
私
権
的
側
面
、
す
な
わ
ち
そ

　
　

の
奴
隷
所
有
者
的
檀
権
観
念
が
、
公
権
支
配
の
理
念
を
の
り
こ
え
て
、
政
治
の
前
面
に
お
し
出
さ
れ
た
場
合
に
、
中
央
に
お
い
て
も
地
方
に
お

　
　

い
て
も
、
屡
々
お
こ
り
易
い
現
象
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
側
面
を
強
く
み
て
、
人
民
は
國
家
の
奴
隷
で
あ
る
と
す
る
意
見
も
生
ず
る
が
、
専
制

　
　

的
國
家
権
力
の
個
別
人
身
支
配
を
軍
な
る
政
治
的
支
配
の
制
度
と
み
ず
、
そ
れ
自
膿
を
生
産
開
係
と
み
て
、
一
種
の
奴
隷
制
と
す
る
見
解
が
今

　
　

日
日
本
の
學
界
に
お
い
て
有
力
で
あ
る
と
増
淵
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
り
こ
れ
が
あ
る
い
は
一
般
的
傾
向
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ

　
　

の
よ
う
な
見
解
は
、
西
欧
的
價
値
基
準
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
東
洋
的
デ
ス
ポ
テ
ィ
ズ
ム
の
概
念
の
安
易
な
移
項
に
よ
っ
て
、
困
難
な
諸
問
題

　
　

を
簡
単
に
解
明
し
よ
う
と
す
る
の
と
同
一
の
結
果
に
陥
り
や
す
い
。
中
國
古
代
國
家
の
全
構
造
的
内
容
を
、
そ
の
特
殊
具
慢
相
に
お
い
て
と
ら

　
　

え
る
こ
と
は
、
複
雑
な
史
賓
の
な
か
か
ら
帰
納
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
真
相
を
歪
曲
す
る
こ
と
な
き
よ
う
、
惧
重
に
行
な
わ
る
べ
き
こ
と
で
、
現

　
　

代
人
の
立
脚
す
る
一
定
の
價
値
基
準
に
も
と
づ
く
、
一
方
的
な
評
價
や
鑑
定
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
中
國
古
代
の
人
民
は
、
か
れ
ら
の
住
む

　
　

國
家
慢
制
の
な
か
で
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
き
良
民
で
あ
り
、
決
し
て
賤
民
・
奴
隷
で
は
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
専
制
権
力
と
良
民
と
の
関
係
そ
の

　
　

も
の
を
、
奴
隷
制
的
生
産
開
係
と
規
定
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
慢
が
飛
躍
で
あ
る
。

　
　
　

で
は
大
土
地
所
有
の
私
的
努
働
力
と
し
て
の
奴
隷
、
お
よ
び
大
土
地
所
有
の
一
部
な
い
し
は
大
半
を
小
作
す
る
良
民
と
し
て
の
中
小
農
す
な

　
　

わ
ち
小
作
人
と
、
大
土
地
所
有
者
た
る
豪
族
と
の
相
関
開
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
が
残
さ
れ
た
問
題
と
な
る
。
漢
代
大
土
地
所
有
に

　
　

お
け
る
主
た
る
生
産
開
係
が
奴
隷
制
か
小
作
制
か
と
い
う
こ
と
は
學
界
で
の
９
　
黙
に
な
っ
て
い
る
が
、
わ
た
く
し
は
大
土
地
所
有
に
お
い
て
、

　
　

そ
の
開
護
的
・
基
礎
的
段
階
で
は
、
豪
族
は
も
ち
ろ
ん
王
侯
特
権
者
に
お
い
て
も
、
常
備
努
働
力
は
奴
隷
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て

　
　

原
則
的
に
は
奴
隷
制
が
基
本
た
る
べ
き
こ
と
を
前
述
し
た
。
し
か
し
そ
の
開
我
が
一
定
段
階
に
達
し
、
荘
園
的
規
模
が
出
来
上
る
と
、
近
隣
の

5
5

　

中
小
農
民
を
自
己
荘
園
に
誘
引
す
る
。
荘
園
経
管
が
小
作
制
に
多
く
を
依
存
出
来
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
荘
園
主
に
と
っ
て
は
有
利
で
あ
っ
・

-
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た
ろ
う
。
宇
都
宮
博
士
の
精
緻
な
研
究
は
奴
隷
制
よ
。
り
も
小
作
制
を
有
利
な
も
の
と
結
論
さ
八
一
、
ま
た
そ
の
所
見
は
妥
営
な
も
の
と
思
わ
れ

　
　

る
。
し
か
し
小
作
制
が
い
く
ら
有
利
で
あ
り
、
ま
た
整
備
さ
れ
た
荘
園
内
に
お
け
る
、
奴
隷
勝
働
力
と
小
作
勝
働
力
の
比
重
が
、
小
作
勝
働
に

　
　

お
い
て
、
は
る
か
に
大
き
い
場
合
が
あ
る
と
し
て
如
、
大
土
地
所
有
に
お
い
て
奴
隷
制
勝
働
が
小
作
制
勝
働
に
切
換
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
漢
代

　
　

に
お
い
て
は
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
小
作
制
を
件
い
つ
つ
も
、
奴
隷
制
が
大
土
地
所
有
の
基
底
に
、
は
な
れ
難
く
結
合
せ
ね
ば
な
ら
な

　
　

か
っ
た
の
は
、
國
家
権
力
の
人
民
に
對
す
る
個
別
人
身
的
支
配
貫
徹
の
し
か
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
く
し
て
奴
隷
制
か
小
作
制
か
の
間

　
　

題
は
数
量
や
利
害
の
如
何
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
漢
帝
國
の
人
民
支
配
膝
制
の
公
法
的
建
前
か
ら
規
定
さ
れ
る
べ
き
も

　
　

の
と
考
え
る
。
従
っ
て
豪
族
は
奴
隷
勝
働
力
を
基
軸
と
し
て
荘
園
経
管
に
着
手
し
、
次
第
に
こ
れ
を
整
備
し
、
そ
の
生
産
條
件
を
よ
り
よ
き
方

　
　

向
に
我
展
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
徐
々
に
か
つ
着
貢
に
近
隣
の
中
小
農
民
を
そ
の
経
菅
内
に
誘
引
し
つ
つ
農
業
生
産
を
合
理
化
し
、
荘
園

　
　

の
挟
大
に
つ
と
め
る
と
と
も
に
、
互
硯
的
に
み
れ
ば
荘
園
そ
の
も
の
が
全
國
的
規
模
に
お
い
て
村
落
構
造
を
餅
革
す
る
可
能
性
さ
え
内
に
孕
ん

　
　

で
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
長
い
時
間
を
必
要
と
す
る
が
、
そ
の
組
形
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
古
代
荘
園
の
持
つ
歴
史
的
意
義
は
大
き
い
。
か

　
　

く
し
て
豪
族
は
専
制
支
配
の
矛
盾
物
と
な
り
、
専
制
支
配
の
個
別
人
身
支
配
の
基
盤
に
喰
い
込
む
に
至
る
。
そ
れ
は
具
謄
的
に
は
奴
隷
の
ほ
か

　
　

に
佃
客
・
部
曲
と
い
う
上
級
賤
民
庸
を
形
成
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
が
、
魏
晋
以
後
を
い
か
に
考
え
る
か
は
本
論
の
範
囲
を
越
え
る
こ
と
に

　
　

な
る
の
で
、
後
日
を
期
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
以
上
、
漢
代
史
料
の
記
載
事
項
に
も
と
づ
き
、
か
つ
學
界
諸
賢
の
研
究
に
導
か
れ
つ
つ
、
わ
た

　
　

く
し
自
身
の
考
え
る
ま
ま
を
率
直
に
の
べ
た
が
、
圖
ら
ず
も
宇
都
宮
博
士
の
完
璧
の
業
績
の
一
部
に
私
見
を
加
え
る
結
果
と
な
っ
た
。
し
か
し

　
　

い
ろ
い
ろ
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
博
士
の
研
究
が
全
般
的
に
は
安
心
し
て
依
り
か
か
る
こ
と
の
出
来
る
。
精
緻
な
研
究
で
あ
る
こ
と
を
、

　
　

あ
ら
た
め
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
愚
考
に
誤
り
が
あ
れ
ば
、
十
分
の
御
教
示
と
御
寛
恕
を
賜
わ
り
た
い
。

　
　
　
　
　
　

結

　
　
　
　
　

言

論
旨
を
簡
単
に
要
約
す
る
と
、
国
漢
代
王
侯
は
呉
楚
七
國
の
乱
平
定
以
後
、
領
内
人
民
の
賦
役
権
を
完
全
に
没
収
さ
れ
た
た
め
、
私
田
経
管

-
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に
充
営
す
る
私
的
努
微
力
は
、
そ
の
開
登
的
・
基
礎
的
段
階
に
お
い
て
は
奴
隷
以
外
に
は
な
か
っ
た
。
㈲
豪
族
の
場
合
も
荘
園
造
設
の
笏
働
力

は
営
然
奴
隷
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
㈲
人
民
は
國
家
権
力
の
基
盤
と
し
て
直
接
的
個
別
人
身
的
に
掌
握
さ
れ
て
い
る
た
め
、
王
侯
特
権

者
と
い
え
ど
も
、
領
内
人
民
を
役
使
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
國
家
憤
制
の
あ
り
方
が
、
私
的
努
働
力
を
奴
隷
に
求
め
ざ
る
を
得
な
い

状
態
を
形
成
し
て
お
り
、
従
っ
て
漢
代
大
土
地
所
有
の
第
一
次
的
・
基
本
的
生
産
関
係
は
奴
隷
制
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
㈲
國
家
権
力
は
人

民
を
個
別
人
身
的
に
掌
握
す
る
が
、
人
民
は
権
力
の
基
盤
と
し
て
尊
重
さ
れ
、
保
護
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
は
良
民
で
あ
っ
て
奴
隷

で
は
な
い
。
倒
大
土
地
所
有
の
笏
働
力
と
し
て
奴
隷
制
・
小
作
制
の
い
ず
れ
が
基
本
的
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
基
準
は
、
雨
者
の
数
量
の
多
少

や
、
利
盆
の
大
小
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
営
時
の
國
家
公
権
の
支
配
謄
制
に
規
制
さ
れ
た
、
私
権
的
大
土
地
所
有
内
部
の
第
一
次
的
・
基
本
的

生
産
関
係
の
本
質
が
何
で
あ
っ
た
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

註

　

①

　

後
漢
書
志
二
八
。

　

③

　

漢
書
巻
一
四
・
諸
侯
王
表
序
文
に
も
同
一
趣
旨
の
記
事
が
あ
る
。

　

③

　

布
目
潮
風
「
前
漢
の
諸
侯
王
に
開
す
る
二
・
三
の
考
察
」
（
西
京
大
學

　
　

人
文
學
報

　

一
九
五
三
）

④

　

漢
書
巻
三
五
・
荊
燕
呉
傅
。

⑤

　

正
卒
・
癌
戌
等
は
、
軍
事
的
な
役
で
あ
り
、
富
然
中
央
政
府
の
管
轄
に

　

所
属
す
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
地
方
的
循
役
の
範
囲
を
出
る
も
の
で
は
あ
り

　

得
な
い
。

⑥

　

前
註
①
參
照
。

⑦

　

漢
代
に
お
け
る
王
國
官
制
の
愛
遷
に
つ
い
て
は

　

鎌
田
重
雄
『
秦
漢
政

　

治
制
度
の
研
究
』
（
丸
善
株
式
會
祀

　

一
九
六
二
）
第
二
篇
第
十
一
章

　
　

「
王
國
の
官
制
」
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
な
る
べ
く
重
複
を
避
け
た

　

い
。
た
だ
本
論
で
は
王
侯
の
経
済
上
の
特
権
、
お
よ
び
國
内
人
民
に
對
す

　

る
支
配
権
を
中
心
に
、
鎌
田
氏
と
は
別
の
側
面
を
嶮
討
し
た
い
。

⑧

　

こ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
本
論
で
は
立
ち
入
る
こ
と
を
避
け
る
。

⑨

　

賦
と
視
に
つ
い
て
は
、
漢
書
巻
二
四
上
・
食
貨
志
に
記
載
さ
れ
て
あ

　

り
、
宮
崎
市
定
氏
の
「
古
代
中
國
賦
現
制
度
」
（
『
ア
ジ
ア
史
研
究
』
第

　

一
）
（
東
洋
史
研
究
會

　

一
九
五
七
）
に
す
ぐ
れ
た
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い

　

る
。

⑩

　

章
昭
注
に
は
資
買
價
格
を
不
會
す
る
こ
と
と
い
い
、
師
古
注
に
は
頁
人

　

の
會
を
専
椎
す
る
こ
と
で
、
今
の
和
市
の
ご
と
き
も
の
な
り
と
い
う
。
要

　

す
る
に
商
人
の
資
買
に
干
渉
し
て
、
そ
の
利
得
に
介
入
し
、
何
割
か
を
牧

　

取
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑨

　

漢
書
巻
二
四
上
・
食
貨
志
所
載
同
文
に
は
若
干
の
異
同
が
あ
る
が
、
史

　

記
に
擦
る
べ
き
で
あ
る
。
加
藤
繁
著
『
支
那
経
済
史
考
澄
』
上
、
四
、

　
　

「
漢
代
に
お
け
る
國
家
財
政
と
帝
室
財
政
と
の
匯
別
並
に
帝
室
財
政
一
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斑
」
（
東
洋
文
庫
二
九
五
二
）
三
七
頁
參
照
。

⑩

　

賦
斂
と
は
貨
幣
で
納
め
る
現
の
す
べ
て
を
謂
う
。
宮
崎
市
定
著
「
古
代

’
中
國
賦
現
制
度
」
（
『
ア
ジ
ア
史
研
究
』
第
一
、
前
掲
）
參
照
。

⑩

　

そ
の
領
域
内
に
居
住
す
る
民
戸
全
部
が
諸
侯
の
封
戸
と
な
っ
た
こ
と

　

は
、
封
戸
の
数
が
端
数
を
な
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
る
。
宇

　

都
宮
府
吉
『
漢
代
吐
會
経
済
史
研
究
』
（
弘
文
堂

　

一
九
五
五
）
、
第
十
章

　
　

「
劉
秀
と
南
陽
」
三
。
「
南
陽
劉
氏
侯
家
の
所
領
」
（
三
七
九
頁
）
參
照
。

　
　

な
お
所
領
内
の
封
戸
数
は
、
最
初
に
決
め
ら
れ
た
戸
敷
を
限
度
と
し
、

　

そ
の
後
増
加
が
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
自
動
的
に
封
戸
と
し
て
吸
収
し
え
た

　

と
は
考
え
ら
れ
ぬ
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
文
に
後
述
す
る
。

⑩

　

後
漢
書
集
解
に
は
庶
明
が
な
い
が
、
百
萬
は
、
萬
萬
（
億
）
の
誤
と
す

　

べ
き
で
あ
る
。

⑩

　

集
解
に
、
王
先
謙
が
「
官
本
註
に
二
千
を
三
千
と
す
る
も
の
は
、
二
千

　

の
誤
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

⑩

　

漢
代
の
王
侯
を
取
り
扱
っ
た
も
の
と
し
て
、
本
論
の
論
旨
に
直
接
開
係

　

は
な
い
が
、
五
井
直
弘
「
中
國
古
代
帝
國
の
一
性
格
」
（
『
歴
史
學
研
究
』

　
　

一
四
六
貌

　

一
九
五
〇
）
に
興
味
ぶ
か
い
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と

　

を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

⑩

　

汲
古
閣
本
十
七
史
や
王
先
謙
補
註
本
に
は
、
一
七
六
戸
と
あ
り
、
そ
の

　

誤
り
で
あ
る
こ
と
は
宇
都
宮
氏
の
考
澄
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。
（
宇
都

　

宮
、
前
掲
三
八
一
頁
、
註
⑥
）
參
照
。

⑩

　

宇
都
宮
氏
の
計
算
は
惧
重
を
期
し
て
大
小
の
幅
を
も
た
せ
、
端
斂
を
ふ

　

く
む
も
の
で
あ
る
が
、
い
ま
は
概
略
を
記
す
る
に
と
ど
め
る
。

⑩

　

葵
藁
銭
は
新
開
墾
地
に
課
せ
ら
れ
る
現
、
（
加
藤
前
掲
、
三
九
頁
）
參

　

照
。

⑩

　

こ
れ
は
太
半
の
賦
、
す
な
わ
ち
収
穫
の
三
分
の
二
の
小
作
料
を
納
入
す

　

る
家
と
考
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
土
地
面
積
の
計
算
に
闘
す
る
細
か
い
手

　

法
は
、
す
べ
て
宇
都
宮
氏
の
も
の
に
依
撞
し
て
い
る
の
で
、
詳
細
は
註
⑩

　

前
掲
書
を
參
照
さ
れ
た
い
。

○

　

集
解
に
は
、
王
先
謙
が
「
官
本
に
銭
貨
と
あ
り
、
東
観
記
に
は
田
貨
と

　

あ
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
後
漢
で
は
前
漢
の
よ
う
な
純
粋
の
商

　

業
資
本
は
衰
え
、
た
と
え
銭
貨
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
も
と
づ
く
と
こ
ろ
は

　

農
業
利
得
か
ら
生
じ
た
銭
貨
で
あ
る
か
ら
、
田
貨
と
し
て
も
差
支
え
な
か

　

ろ
う
。

⑩

　

後
漢
書
列
傅
、
一
八
上
・
本
傅
。

⑩

　

宇
都
宮
前
掲
、
第
九
章
「
憧
約
研
究
」
八
、
「
憧
に
つ
い
て
」
參
照
。

＠

　

後
註
⑩
參
照
。

⑩

　

不
中
苓
次
「
居
延
漢
簡
と
漢
代
の
財
産
視
」
（
『
中
國
古
代
の
田
制
と
視

　

法
』
東
洋
史
研
究
會

　

一
九
六
七
）
第
八
章
參
照
。
な
お
奴
隷
價
格
は
、

　

宇
都
宮
前
掲
書
第
八
章
「
漢
代
蒼
頭
考
」
二
五
五
頁
註
⑩
指
摘
の
よ
う

　

に
、
本
簡
の
約
半
額
だ
っ
た
ろ
う
が
、
い
ま
は
一
公
定
基
準
と
し
て
指
摘

　

し
て
お
く
。

⑩

　

前
註
⑩
前
掲
書
、
第
十
章
、
四
「
列
侯
の
収
入
源
」
三
八
一
頁
。

ｅ

　

前
註
⑩
前
掲
書
、
同
右
三
八
二
頁
。

０

　

前
註
⑩
參
照
。

⑩

　

後
漢
書
・
志
二
八
。

⑩

　

前
註
①
同
、
列
侯
の
條
に
は
「
も
と
列
侯
の
朝
請
を
奉
じ
て
長
安
に
在

　

る
者
は
、
位
三
公
に
次
ぐ
」
と
い
う
。

○＠

後
漢
書
列
傅
三
四
。

拙
稿
「
満
代
に
お
け
る
限
田
・
王
田
制
と
大
土
地
所
有
問
題
」
（
龍
谷

-
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大
學
論
集
三
九
七
貌

　

一
九
七
一
）
參
照
。
な
お
本
論
は
事
情
あ
っ
て
倉

　
　
　
　

卒
の
際
に
書
い
た
も
の
で
、
論
旨
に
不
十
分
な
所
が
あ
り
、
今
論
に
お
い

　
　
　
　

て
不
備
を
補
完
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　

⑩

　

農
業
に
お
け
る
賃
努
働
に
つ
い
て
は
、
多
田
狙
介
「
後
漢
豪
族
の
農
業

　
　
　
　

脛
管
」
３
「
傭
作
に
つ
い
て
」
（
歴
史
學
研
究
第
二
八
六
胱

　

一
九
六
四
）

　
　
　
　

に
集
中
的
に
史
料
を
學
げ
て
あ
る
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

　
　
　

＠

　

大
土
地
所
有
の
努
働
力
に
、
賃
努
働
の
占
め
る
比
重
は
少
な
い
と
み
る

　
　
　
　

べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
宮
崎
市
定
「
東
洋
的
古
代
」
（
東
洋
學
報
第
四
八

　
　
　
　

巻
第
二
胱

　

一
九
六
五
）
五
「
農
業
努
働
の
買
値
」
（
二
二
頁
）
に
同
様

　
　
　
　

見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

＠

　

大
土
地
所
有
に
は
奴
隷
努
働
力
の
ほ
か
に
小
作
制
が
考
え
ら
れ
る
が
、

　
　
　
　

小
作
問
題
に
つ
い
て
は
次
節
に
譲
る
。
な
お
漢
書
巻
九
〇
・
酷
吏
傅
内
密

　
　
　
　

成
傅
に
は
、
大
土
地
所
有
の
労
働
力
を
全
部
小
作
制
に
依
存
し
て
い
る
ヶ

　
　
　
　

Ｉ
ス
が
見
え
る
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
き
わ
め
て
稀
な
事
例
で
、
こ

　
　
　
　

れ
に
よ
っ
て
一
般
を
推
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
官
僚
が
罪
を
得
て
刑

　
　
　
　

に
服
し
、
し
か
も
服
刑
中
に
脆
走
し
て
肢
田
千
除
頃
を
貰
貸
し
、
あ
と
で

　
　
　
　

裂
党
し
た
と
い
う
出
来
事
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
別
に
考
う
べ
き
問
題
を

　
　
　
　

含
ん
で
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　

⑩

　

前
註
⑩
參
照
。

　
　
　

＠
＠

　

漢
書
巻
六
八
・
富
光
傅
。

　
　
　

⑩

　

漢
書
巻
二
四
下
・
食
貨
志
。

　
　
　

⑩

　

増
淵
龍
夫
「
先
秦
時
代
の
山
林
藪
渾
と
秦
の
公
田
」
四
「
先
秦
時
代
の

　
　
　
　

圃
と
そ
の
経
済
的
意
味
」
（
『
中
國
古
代
の
吐
會
と
國
家
』
弘
文
堂
、
一
九

　
　
　
　

六
〇
）
。
第
三
篇
、
第
一
章
。
二
九
九
頁
。

5
9

　
　

＠

　

増
淵
龍
夫
「
先
秦
時
代
の
山
林
藪
渾
と
秦
の
公
田
」
一
「
問
題
の
提

　

示
」
前
掲
、
第
三
篇
、
第
一
章
、
二
六
七
～
八
頁
。
お
よ
び
拙
稿
「
漢
代

　

の
勧
農
政
策
」
第
二
節
「
前
漢
の
財
政
機
構
」
（
『
中
國
経
済
史
研
究
』
第

　

一
篇
、
第
一
章
。
東
洋
史
研
究
會
、
一
九
六
八
）
參
照
。

⑩

　

文
帝
時
代
の
大
土
地
所
有
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
に
考
え
ね
ば
な
ら
な

　

い
の
で
、
他
の
機
會
に
論
じ
た
い
。

⑩

　

漢
書
一
一
哀
帝
紀
、
緩
和
二
年
の
條
。

＠

　

土
地
賜
異
に
つ
い
て
は
、
漢
書
八
六
・
王
嘉
傅
、
參
照
。

○

　

限
田
・
王
田
策
が
土
地
・
奴
隷
所
有
の
制
限
を
意
圖
し
な
が
ら
、
こ
れ

　

に
よ
っ
て
派
生
す
る
小
作
制
の
制
限
に
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
が
、
影
山

　

剛
「
前
漢
時
代
の
奴
隷
制
を
め
ぐ
る
「
二
の
問
題
の
覚
書
」
（
禧
井
大

　

學
學
騒
學
部
紀
要
Ⅲ
、
牡
會
科
學
第
五
胱

　

一
九
五
六
）
六
頁
に
も
指
摘

　

さ
れ
て
い
る
が
、
わ
た
く
し
は
こ
れ
は
別
に
究
明
さ
る
べ
き
課
題
で
あ
る

　

と
考
え
る
。

⑩

　

宇
都
宮
清
吉
『
漢
代
祗
會
経
済
史
研
究
』
、
前
掲
第
九
章
「
億
約
研
究
」

　

八
、
「
憧
に
つ
い
て
」
第
三
項
㈲
「
小
作
制
農
業
経
管
」

＠

　

多
田
狙
介
「
後
漢
豪
族
の
農
業
経
管
」
（
歴
史
學
研
究
第
二
八
六
胱
、

　

前
掲
）
に
は
、
主
と
し
て
後
漢
末
に
盛
行
す
る
上
家
下
戸
制
、
お
よ
び
奴

　

隷
よ
り
も
小
作
人
の
敷
の
多
か
っ
た
事
寅
に
も
と
づ
い
て
、
「
奴
隷
制
ウ

　

ク
ラ
ッ
ド
は
大
土
地
経
管
の
中
で
は
基
本
的
な
も
の
、
前
向
き
に
前
進
す

　

る
も
の
と
し
て
は
存
在
し
な
か
っ
た
よ
う
に
う
け
と
れ
る
」
と
さ
れ
、
ま

　

た
漢
代
大
土
地
所
有
に
お
い
て
、
小
作
制
が
一
般
的
で
あ
っ
た
理
由
と
し

　

七
倒
豪
族
が
先
ず
分
田
を
行
な
っ
た
こ
と
、
㈲
小
農
経
管
が
本
来
不
安
定

　

性
を
も
つ
こ
と
、
㈲
中
國
農
業
の
髄
質
に
は
、
小
農
民
経
菅
と
集
約
農
法

　

に
よ
る
土
地
生
産
性
向
上
が
必
須
で
あ
り
、
（
こ
の
鮎
は
河
地
重
造
「
中

　

國
古
代
経
済
史
の
問
題
状
況
と
二
、
三
の
方
法
的
暇
庶
」
、
経
済
學
雑
誌
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6０

　

第
四
四
巻
第
一
胱

　

一
九
六
一
、
八
四
頁
に
撞
ら
れ
た
）
。
（
な
お
中
國
の

　

み
な
ら
ず
、
ア
ジ
ア
全
般
の
問
題
と
し
て
同
一
趣
旨
の
こ
と
を
廣
く
取
扱

　

っ
た
も
の
に
、
今
堀
誠
二
「
家
族
主
義
と
小
経
偕
」
『
東
洋
牡
會
経
済
史

　

序
説
』
柳
原
書
店
、
一
九
六
三
、
第
二
章
、
三
。
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

　

て
お
こ
う
）
。
こ
れ
が
豪
族
的
支
配
の
徹
底
化
を
阻
ん
で
、
郷
里
の
共
同

　

麗
的
機
能
を
保
だ
し
め
た
こ
と
等
を
皐
げ
ら
れ
、
精
緻
な
行
論
を
展
開
さ

　

れ
る
が
、
㈲
㈲
は
中
國
史
全
般
に
み
ら
れ
る
こ
と
で
、
む
し
ろ
非
歴
史
的

　

範
晴
に
所
属
し
、
古
代
に
お
い
て
は
、
倒
の
「
分
田
の
基
盤
設
置
」
が
、

　

國
家
権
力
の
個
別
人
身
支
配
の
建
前
か
ら
、
基
本
的
に
は
私
有
の
奴
隷
努

　

働
力
に
依
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
麗
質
が
重
覗
さ
る
べ
き
で
あ
ろ

　

う
。
ま
た
氏
は
「
豪
族
こ
そ
が
中
國
古
代
帝
國
の
麗
制
を
克
服
し
て
ゆ

　

く
」
と
す
る
宇
都
宮
説
に
反
對
し
、
「
仮
作
制
を
媒
介
と
し
て
漢
帝
國
と

　

豪
族
と
小
農
民
が
共
存
し
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
問
題
を
解
く
鍵
が
あ

　

る
」
と
し
て
、
小
作
制
一
般
を
前
面
に
出
さ
れ
る
が
、
小
作
制
そ
の
も
の

　

は
漢
帝
國
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
所
謂
「
開
放
以
前
の
封
建
中
國
」

　

に
固
有
の
現
象
で
あ
り
、
中
國
古
代
史
の
特
殊
具
麗
相
に
お
い
て
み
た
場

　

合
、
豪
族
こ
そ
古
代
帝
國
を
愛
容
せ
し
め
る
原
動
力
で
あ
る
と
す
べ
き
で

　

は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
小
作
制
に
関
連
し
て
一
つ
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い

　

こ
と
は
、
人
頭
税
よ
り
も
地
祝
歌
取
を
主
饅
と
し
た
税
麗
系
の
な
か
で
、

　

小
作
制
が
基
本
的
な
ウ
ク
ラ
ー
ド
と
し
て
登
場
す
る
時
期
を
、
中
國
史
で

　

は
ど
の
時
勣
に
設
定
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
特
殊
個
性
的
な
把
握
の
對

　

象
と
な
る
課
題
で
、
こ
の
意
味
に
お
け
る
小
作
制
と
漢
代
の
小
作
制
と
は

　

峻
別
さ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

⑩

　

西
嶋
定
生
『
中
國
古
代
帝
國
の
形
成
と
構
造
』
第
五
章
「
二
十
等
爵
制

　

の
形
成
」
（
東
大
出
版
會

　

一
九
六
一
）

⑩

　

好
並
隆
司
「
西
漢
皇
帝
支
配
の
性
格
と
愛
遷
」
（
歴
史
學
研
究
第
二
八

　

四
胱

　

一
九
六
四
）
に
は
、
「
西
嶋
氏
の
爵
に
よ
る
支
配
関
係
の
追
求
は

　

イ
デ
ア
ル
テ
ィ
プ
ス
の
定
着
に
結
果
す
る
も
の
」
と
し
て
い
る
。
西
嶋
氏

　

の
爵
制
秩
序
論
に
無
理
が
あ
る
と
思
う
の
は
、
お
そ
ら
く
わ
た
く
し
だ
け

　

で
は
な
か
ろ
う
。
し
か
し
全
般
と
し
て
、
西
嶋
氏
の
数
々
の
貴
重
的
研
究

　

や
高
論
は
高
く
評
價
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑩

　

算
賦
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
市
定
「
古
代
中
國
賦
現
制
度
」
（
『
ア
ジ
ア
史

　

研
究
』
第
一
、
前
掲
）
。
不
中
苓
次
『
中
國
古
代
の
田
制
と
税
法
』
第
七

　

・
八
・
九
章
。
永
田
英
正
「
漢
代
人
頭
税
の
崩
壊
過
程
」
－
と
く
に
算
賦

　

を
中
心
と
し
て
Ｉ
）
東
洋
史
研
究
第
一
八
巻
第
四
胱

　

一
九
六
〇
）
參
照
。

＠

　

木
村
正
雄
「
秦
漢
時
代
の
田
租
と
そ
の
性
格
」
（
歴
史
學
研
究
第
二
三

　

二
胱

　

一
九
五
九
）
に
は
、
秦
漢
時
代
の
田
租
を
、
人
頭
的
生
産
税
と
し

　

て
、
人
頭
税
の
範
躊
に
入
れ
る
見
解
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
後
世
の
租

　

・
庸
・
調
の
租
と
同
様
に
考
え
う
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
一
考
の
除

　

地
が
あ
ろ
う
。

⑩

　

不
中
苓
次
「
居
延
漢
簡
と
漢
代
の
財
産
税
」
（
『
中
國
古
代
の
田
制
と
税

　

法
』
前
掲
）
、
第
八
章
參
照
。
な
お
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
永
田
英

　

正
「
趙
忠
簡
と
徐
宗
簡
に
つ
い
て
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
二
八
の
二
・
三
。

　

一
九
六
九
）
に
、
「
漢
代
の
贋
算
が
本
来
的
に
賦
た
る
性
格
を
も
っ
て
い

　

た
か
ど
う
か
は
、
更
に
桧
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
（
三
一

　

頁
）
わ
た
く
し
も
こ
の
鮎
、
同
感
で
あ
る
が
、
た
だ
こ
こ
で
は
、
計
算
基

　

準
と
し
て
通
用
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
ま
で
で
あ
る
。

⑩

　

廣
汎
な
人
民
全
般
を
國
家
公
権
の
成
立
基
盤
と
す
る
こ
と
と
賜
爵
と
の

　

関
係
を
、
良
民
権
の
賦
興
と
考
え
る
。
こ
の
鮎
で
は
宮
崎
市
定
博
士
が

　

「
庶
民
が
政
府
に
奉
仕
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
爵
を
得
る
こ
と
を
、
士
の
系

-
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譜
に
つ
ら
な
る
も
の
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
（
宮
崎
市
定
「
東
洋
的
古

　
　
　
　

代
」
東
洋
學
報
第
四
八
倦
第
三
胱
、
一
九
六
五
年
。
八
四
頁
）
見
解
に
同

　
　
　
　

感
で
あ
る
。

　
　
　

９

　

漬
口
重
國
「
中
國
史
上
の
古
代
吐
會
問
題
に
開
す
る
愛
書
」
（
山
梨
大

　
　
　
　

學
學
萄
學
部
研
究
報
告
第
四
胱
）
參
照
。

　
　
　

＠

　

漢
書
塑
二
Ｉ
・
陳
勝
傅
。
同
巻
三
七
・
槃
布
傅
。
同
巻
七
二
・
貢
萬

　
　
　
　

傅
。
同
巻
八
七
上
・
楊
雄
傅
。
後
漢
書
列
傅
七
一
・
濁
行
傅
内
、
苗
式

　
　
　
　

傅
。
同
列
傅
三
七
・
班
超
傅
。
同
列
傅
二
九
・
江
革
傅
。
同
列
傅
四
四
・

　
　
　
　

楊
震
傅
、
李
賢
注
引
績
漢
志
。
同
列
傅
五
三
・
李
固
傅
附
子
慢
傅
。
同
列

　
　
　
　

傅
六
六
・
第
五
訪
傅
。
同
列
傅
七
〇
上
・
文
苑
傅
内
、
黄
香
傅
。
同
列
傅

　
　
　
　

七
三
・
逸
民
傅
内
梁
鴻
傅
。
同
列
傅
二
五
・
鄭
玄
傅
。

　
　
　

⑩

　

註
⑩
參
照
。

　
　
　

⑩

　

宇
都
宮
清
吉
「
漢
代
豪
族
論
」
（
東
方
學
第
二
三
輯

　

一
九
六
二
）
五

　
　
　
　

頁
、
參
照
。

　
　
　

⑩

　

拙
稿
「
漢
代
の
循
役
制
度
」
（
東
洋
史
研
究
第
一
二
巻
第
五
胱

　

一
九

　
　
　
　

五
三
）

　
　
　

⑩

　

こ
こ
で
わ
た
く
し
が
中
級
以
上
と
い
う
の
は
中
流
の
家
の
意
で
、
富
農

　
　
　
　

に
相
宿
す
る
。
西
田
保
「
漢
の
中
家
の
意
味
に
つ
い
て
」
（
史
學
雑
誌
第

　
　
　
　

七
九
編
第
五
胱

　

一
九
七
〇
）
參
照
。

　
　
　

⑩

　

西
田
保
、
前
註
⑩
論
文
に
指
摘
さ
れ
る
陳
湯
や
桓
譚
の
言
う
中
家
で
あ

　
　
　
　

る
。
ま
た
宇
都
宮
清
吉
『
漢
代
此
會
経
済
史
研
究
』
第
二
章
「
古
代
帝
國

　
　
　
　

史
概
論
」
三
、
「
漢
帝
國
・
そ
の
Ｉ
」
に
述
べ
ら
れ
た
、
普
通
の
農
家
の

　
　
　
　

一
般
形
態
と
し
て
劉
邦
の
家
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（
四
〇
～
四
一
頁
）

　
　
　
　

こ
れ
も
、
漢
代
の
中
農
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

6
1

　
　

O

　

漢
書
巻
四
八
・
頁
誼
傅
。
同
巻
四
九
・
亀
錯
傅
。

＠

　

噌
淵
龍
夫
『
中
國
古
代
の
祗
會
と
國
家
』
（
前
掲
）
第
三
篇
第
一
章

　
　

「
先
秦
時
代
の
山
林
藪
渾
と
秦
の
公
田
」

○

　

増
淵
（
註
◎
前
掲
。
二
七
一
頁
）
に
は
、
太
不
御
覧
一
六
一
引
、
史
記

　

侠
文
の
記
事
に
も
と
づ
い
て
、
こ
の
こ
と
を
立
澄
し
て
い
る
。

９

　

好
並
隆
司
「
西
漢
皇
帝
支
配
の
性
格
と
愛
遷
」
（
前
註
⑩
參
照
）
に
は
、

　

漢
帝
室
の
家
産
の
絶
頂
は
武
帝
時
代
で
、
以
後
豪
族
の
自
管
民
に
對
す
る

　

采
併
の
浸
透
に
對
處
す
る
た
め
、
帝
産
を
貧
民
に
賦
興
し
て
斉
民
支
配
を

　

行
な
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
、
帝
産
の
漸
次
縮
少
が
帝
槽
の
衰
退
に
照
鹿

　

し
た
こ
と
を
述
べ
、
興
味
あ
る
行
論
を
展
開
し
て
い
る
。
な
お
こ
の
問
題

　

に
つ
い
て
は
拙
著
『
中
國
経
済
史
研
究
』
（
東
洋
史
研
究
會

　

一
九
六
八
）

　

第
一
篇
第
一
章
「
漢
代
の
勧
農
政
策
」
。
お
よ
び
山
田
勝
彦
「
漢
代
の
公

　

田
」
（
集
刊
東
洋
學
第
二
五
胱

　

一
九
七
一
）
參
照
。

ｅ

　

宇
都
宮
清
吉
「
満
代
に
お
け
る
家
と
豪
族
」
（
『
漢
代
祗
會
経
済
史
研

　

究
』
）
第
十
一
章
。

ｅ

　

増
淵
龍
雄
「
所
謂
東
洋
的
専
制
主
義
と
共
同
盟
」
（
一
橋
論
叢
四
七
の

　

三
。
一
九
六
二
）
。
な
お
こ
の
鮎
は
西
嶋
定
生
氏
も
同
意
見
で
あ
る
。
「
中

　

國
古
代
統
一
國
家
の
特
質
」
（
『
前
近
代
ア
ジ
ア
の
法
と
祗
會
』
仁
井
田
毘

　

博
士
追
悼
論
文
集
第
一
巻
。
二
七
？
八
頁
。

図

　

官
僚
叢
系
の
豪
族
化
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
後
漢
に
な
っ
て
か
ら
で
、
こ

　

れ
は
豪
族
の
大
土
地
所
有
に
よ
る
農
業
経
済
基
盤
の
確
立
と
照
庖
す
る
も

　

の
で
あ
る
。
か
か
る
事
情
を
、
豪
族
へ
の
貨
幣
集
中
と
い
う
側
面
か
ら
と

　

ら
え
た
、
永
田
英
正
「
漢
代
人
頭
税
の
崩
壊
過
程
」
（
東
洋
史
研
究
第
一

　

八
巻
第
四
胱

　

一
九
六
〇
）
が
あ
り
、
ま
た
宮
崎
市
定
博
士
の
、
後
漢
に

　

お
け
る
豪
族
勢
力
の
伸
張
に
よ
っ
て
、
荘
園
開
凌
の
必
要
か
ら
、
城
郭
外

　

聚
落
と
し
て
の
村
（
邨
）
が
翌
生
し
始
め
た
と
い
う
卓
論
「
中
國
に
お
け
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る
聚
落
形
健
の
愛
遷
に
つ
い
て
」
（
大
谷
史
學
第
六
胱

　

一
九
五
七
）
も
、

　

そ
の
責
態
を
示
す
も
の
と
さ
れ
よ
う
。

＠

　

好
並
隆
司
「
古
代
史
部
會
報
告
批
判
」
（
歴
史
學
研
究
第
三
二
八
胱

　

二
五
頁
右
）
に
よ
れ
ば
、
小
作
制
が
普
及
す
る
と
、
豪
族
地
主
は
田
租
の

　

負
推
者
と
し
て
、
國
家
の
税
値
系
の
な
か
に
占
め
る
相
對
的
位
置
が
高
ま

　

り
、
豪
族
の
官
僚
化
を
通
じ
て
國
家
槽
力
が
、
豪
族
を
媒
介
し
て
人
民
を

　

支
配
す
る
よ
う
に
な
る
旨
を
述
べ
ら
れ
る
。
全
般
的
に
は
妥
富
な
見
解
と

　

思
わ
れ
る
が
、
同
氏
の
論
旨
は
「
秦
漢
帝
國
の
構
造
に
つ
い
て
」
（
歴
史

　

學
研
究
第
一
三
二
胱

　

一
九
六
六
）
「
漢
代
の
賦
と
田
租
」
を
経
過
し
た

　

も
の
と
し
て
も
、
木
村
正
雄
「
秦
漢
時
代
の
田
租
と
そ
の
性
格
」
（
歴
史

　

學
研
究
第
二
三
二
貌

　

一
九
五
九
）
に
、
「
田
租
は
地
主
だ
け
に
課
せ
ら

　

れ
た
も
の
で
は
な
い
」
と
す
る
見
解
の
徹
底
的
批
判
の
上
に
な
さ
る
べ
き

　

も
の
で
、
そ
の
鮎
説
得
力
が
弱
い
。
な
お
同
氏
「
前
漢
帝
國
の
二
重
構
造

　

と
時
代
規
定
」
（
歴
史
學
研
究
第
三
七
五
胱

　

一
九
七
一
）
は
示
唆
に
富

　

む
好
論
で
あ
る
。

ｅ

　

奥
崎
裕
司
「
中
國
に
お
け
る
國
家
と
宗
教
－
戦
後
東
洋
史
學
の
批
判

　

的
撤
承
を
め
ざ
し
て
（
歴
史
學
研
究
第
三
七
八
耽

　

一
九
七
一
）
參
照
。

⑩

　

宮
崎
市
定
博
士
の
「
東
洋
的
古
代
」
（
註
⑩
前
掲
）
に
は
菖
蓄
豊
か
な

　

學
識
に
も
と
づ
く
明
快
な
行
論
が
展
開
さ
れ
啓
妾
を
受
け
る
こ
と
が
多
い

　

が
、
漢
代
の
農
業
に
お
け
る
奴
隷
の
役
割
へ
の
評
價
が
軽
す
ぎ
る
と
愚
考

　

す
る
。
博
士
の
説
の
よ
う
に
、
奴
隷
の
用
途
は
農
業
の
み
な
ら
ず
、
工
・

　

鍍
・
牧
畜
そ
の
他
、
奢
侈
的
・
私
兵
的
活
動
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
は
史
料
の

　

傅
え
る
と
お
り
で
あ
る
が
、
農
業
的
用
途
に
使
用
さ
れ
た
こ
と
も
、
爽
重

　

荘
園
や
そ
の
他
博
士
の
指
摘
さ
れ
た
史
料
（
前
掲
論
文
、
二
六
頁
）
に
明

　

か
な
通
り
で
あ
る
。
全
般
的
に
見
て
、
と
く
に
富
貴
を
極
め
た
巨
額
の
奴

　

隷
所
有
者
に
こ
そ
奢
侈
的
役
使
が
な
さ
れ
得
る
の
で
、
廣
汎
な
農
村
の
田

　

舎
豪
族
の
荘
園
経
督
者
に
は
、
奴
隷
は
高
價
で
し
か
も
必
須
の
私
有
努
働

　

力
と
し
て
、
惧
重
に
節
倹
し
て
使
用
さ
る
べ
く
、
契
重
荘
園
の
奴
隷
の
あ

　

り
方
は
、
豪
族
の
大
土
地
経
管
に
お
け
る
一
般
的
な
形
態
と
み
て
よ
い
の

　

で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
富
時
の
史
料
に
み
え
る
奴
隷
の
事
例
を
丹
念

　

に
、
愚
直
に
蒐
集
し
た
結
果
か
ら
も
、
右
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
を
不
可

　

能
に
す
る
よ
う
な
障
害
に
は
突
き
富
ら
ず
、
こ
れ
は
別
の
機
會
に
論
ず
る

　

こ
と
と
し
た
い
。
ま
た
中
國
の
よ
う
な
零
細
農
業
で
は
、
自
管
的
意
欲
が

　

も
つ
小
農
民
の
小
作
に
、
耕
作
を
依
存
し
た
方
が
能
率
的
で
、
こ
こ
に
小

　

作
制
が
早
く
浸
透
し
た
中
國
の
特
殊
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し

　

私
有
努
働
力
に
よ
る
荘
園
の
基
盤
造
昔
の
た
め
の
設
備
投
資
を
経
過
せ
ず

　

に
、
直
接
無
媒
介
に
小
作
制
を
展
開
す
る
こ
と
は
、
本
論
で
と
り
上
げ
た

　

王
侯
の
私
田
経
費
の
場
合
に
徴
し
て
も
わ
か
る
よ
う
に
不
可
能
で
あ
っ
た

　

と
考
え
ら
れ
る
。

○

　

満
代
の
税
制
に
お
い
て
、
奴
隷
一
人
に
つ
き
二
算
の
財
産
税
が
奴
隷
主

　

か
ら
徴
収
さ
れ
た
こ
と
は
、
奴
隷
所
有
の
公
認
を
意
味
す
る
。

⑩

　

木
村
正
雄
「
中
國
の
古
代
専
制
主
義
と
そ
の
基
礎
」
（
歴
史
學
研
究
第

　

二
Ｉ
七
胱

　

一
九
五
八
）
。
ま
た
増
淵
（
註
ｅ
前
掲
論
文
）
に
は
、
西
嶋

　
　

『
中
國
古
代
帝
國
の
形
成
と
構
造
』
（
註
⑩
前
掲
）
の
基
底
に
あ
る
見
解

　

も
、
同
様
の
結
論
を
招
く
旨
を
述
べ
て
い
る
。
た
だ
木
村
正
雄
『
中
國
古

　

代
帝
國
の
形
成
』
（
不
昧
堂

　

一
九
六
五
）
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
る
、

　

第
一
次
・
第
二
次
農
地
説
は
、
き
わ
め
て
説
得
力
に
富
む
、
す
ぐ
れ
た
業

　

績
で
あ
る
。

⑩

　

増
淵
、
註
ｅ
前
掲
、
二
四
頁
。

⑩

　

奴
隷
に
は
い
ろ
い
ろ
の
蒔
呼
が
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
奴
婢
と
呼
ば
れ
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る
。
奴
婢
は
身
分
か
階
級
か
の
論
議
も
あ
る
が
、
近
代
以
前
に
お
い
て

　

は
、
階
級
的
な
も
の
が
同
時
に
身
分
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
の
が
常
で
あ

　

り
、
秦
漢
の
奴
婢
は
良
民
の
下
に
一
階
級
と
し
て
存
在
し
た
と
す
べ
き
で

　

あ
る
。
な
お
本
問
題
に
つ
い
て
は
、
尾
形
勇
「
古
代
『
階
級
と
身
分
』
を

　

ど
う
問
題
に
す
る
か
」
―
東
洋
史
の
ば
あ
い
Ｉ
（
歴
史
學
研
究
第
三
一
〇

　

胱

　

一
九
六
六
）
參
照
。

⑩

　

こ
の
鮎
、
石
母
田
正
『
日
本
の
古
代
國
家
』
（
岩
波
書
店

　

一
九
七
一
）

　

に
お
い
て
、
日
本
古
代
の
律
令
制
國
家
と
公
民
と
の
開
係
を
、
在
地
首
長

　

層
と
人
民
と
の
間
に
お
け
る
支
配
隷
属
関
係
（
基
本
的
・
第
一
次
的
生
産

　

開
係
）
の
派
生
的
・
第
二
次
的
生
産
開
係
と
理
解
す
る
主
張
（
同
書
三
九

　

二
頁
）
の
方
が
、
（
中
味
は
違
っ
て
い
て
も
）
中
１
　
古
代
の
皇
帝
人
民
の

　

對
立
関
係
を
、
無
媒
介
に
奴
隷
制
的
生
産
開
係
と
す
る
よ
り
も
、
は
る
か

　

に
整
合
的
で
あ
る
。

⑩

　

永
田
英
正
「
秦
漢
時
代
史
に
開
す
る
二
、
三
の
問
題
」
（
東
洋
史
研
究

　

第
一
八
巻
第
一
胱
、
一
九
五
九
）
八
〇
頁
、
參
照
。

＠

　

宇
都
宮
清
吉
「
憧
約
研
究
」
（
前
掲
註
⑩
）
を
中
心
と
す
る
行
論
。

⑩

　

宇
都
宮
清
吉
「
憧
約
研
究
」
八
「
憧
に
つ
い
て
’
」
第
五
項
「
小
作
農
と

　

な
る
こ
と
の
有
利
性
」
（
宇
都
宮
前
掲
書
三
一
六
～
七
頁
）
參
照
。

⑩

　

後
漢
書
列
傅
三
九
・
仲
長
統
傅
引
・
昌
言
理
乱
篇
「
豪
人
之
室
。
連
棟

　

敷
百
。
膏
田
満
野
。
奴
婢
千
群
。
徒
附
萬
計
」
な
お
文
中
の
徒
附
を
下
戸

　

・
小
作
人
と
す
る
こ
と
は
、
註
⑩
前
掲
參
照
。

⑩

　

こ
の
鮎
、
多
田
狽
介
「
後
漢
豪
族
の
農
業
経
管
」
に
、
豪
族
の
小
作
制

　

に
お
い
て
一
般
的
概
念
と
な
っ
て
い
る
、
所
謂
「
分
田
劫
仮
」
を
、
分
田

　

と
劫
仮
に
分
析
し
、
劫
仮
の
前
提
と
し
て
分
田
が
な
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば

　

な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
（
註
＠
前
掲
論
文
、
一
四
頁
右
、

　

參
照
）
ま
っ
た
く
正
鵠
を
得
て
お
り
、
こ
の
分
田
に
は
設
備
投
資
が
必
要

　

で
あ
り
、
勢
働
力
と
し
て
は
、
私
有
の
も
の
に
依
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

　

の
で
あ
る
。
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