
自
ー，ー

界

動

|向

地
主
の
賓
態
と
地
主
制
研
究
の
間安

野

省

私
へ
の
課
題
は
「
明
清
地
主
制
研
究
の
間
学
界
展
望
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
課
題
に
沿
っ
て
、
く
ま
な
く
該
常
論
文
に
気
を
配
る
と
す
れ
、
ば
、
こ
れ
は

生
半
の
胸
算
用
で
は
枚
ま
り
の
つ
か
な
い
厄
介
な
仕
事
で
あ
る
。
も
と
も
と
私

に
は
、
そ
ん
な
才
究
や
根
気
が
あ
ろ
う
は
ず
も
な
い
の
で
、
こ
の
さ
い
敢
え
て

ご
論
文
に
局
限
し
て
、

責
め
の
一
端
を
果
し
た
い
。
第

一
は
小
山
正
明
氏
-J
明

末
慣
初
の
大
土
地
所
有
付
口
|
と
く
に
江
南
デ
ル
タ
地
帯
を
中
心
に
し
て
」
(
史

事
雑
誌
六
六
l
二
ー一
、
六
七
|
一
一
九
五
七
、
八
年
以
下
沓
稿
と
略
稽
〉

で
あ
り
、
第
三
は
北
村
敬
直
氏
「
貌
氏
三
兄
弟
と
そ
の
時
代
」
笥
清
代
社
曾
経

済
史
研
究
』
第
四
章
大
阪
市
立
大
事
経
済
皐
曾
研
究
叢
書
2

一
九
七
二
年
)

で
あ
る
。
前
者
に
は
、
補
稿
と
も
い
う
べ
き
新
作
(
「
明
代
の
大
土
地
所
有
と

奴
僕
」
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
第
六
二
冊
一
九
七
四
年
以
下
新
稿
と
略
稽
)

が
追
加
鼎
製
表
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
取
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。
後
者
は
、
嘗
っ
て

「寧
都
の
貌
氏
l
清
初
地
主
の
一
例
L

(

経
済
摩
年
報
第
七
、
八
集

一
九
五

七
、
八
年
)
の
題
目
で
鼎
製
表
さ
れ
た
も
の
の
改
稿
で
あ
る
。
厳
密
に
照
合
し
た

わ
け
で
は
な
い
が
、
新
奮
雨
稿
の
閣
で
小
異
は
あ
る
。
た
だ
大
勢
に
嬰
り
は
な

い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
開
設
の
機
曾
を
得
や
す
い
軍
行
本
の
方
を
選
ん
だ
。
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小
山
・
北
村
論
文
は
、
偶
然
に
も
同
時
期
に
褒
表
さ
れ
た
。
明
士
木
清
初
の
地

主
な
い
し
地
主
制
を
劉
象
と
し
て
い
る
駄
で
も
合
致
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

商
者
で
符
合
す
る
の
は
、
ど
う
や
ら
そ
の
遜
ま
で
で
、
あ
と
は
封
瞭
的
で
あ

る
。
前
者
は
上
梓
直
後
に
筆
か
な
脚
光
を
浴
び
(
後
述
す
る
ご
と
く
、
私
も
そ

の
照
明
係
の
一
人
で
あ
っ
た
)
、
安
良
城
履
昭
事
設
の
東
洋
史
版
と
し
て
騒
が

れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
い
ま
舗
網
み
返
し
て
み
る
と
難
貼
が
目
立
ち
、
氏
の
一
連

の
賦
役
史
研
究
と
比
較
し
て
も
見
劣
り
が
す
る
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
後
者
は
、

愛
表
嘗
時
、
評
判
に
な
ら
な
か
っ
た
し
、
現
在
で
も
、
そ
の
値
打
ち
に
ふ
さ
わ

し
い
ほ
ど
、
端
視ま
れ
て
は
い
な
い
よ
う
だ
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
、
明
清
一
吐
曾

経
済
史
の
諸
業
績
の
中
で
は
第
一
級
の
傑
作
で
あ
り
、
氏
自
身
の
諸
作
品
の
中

で
も
際
立
っ
た
出
来
映
え
を
示
し
て
い
る
。

d

雨
論
文
が
公
刊
さ
れ
た
前
年
、
一
九
五
六
年
、
わ
が
闘
の
論
壇
で
は
、
勉
井

勝
一
郎
氏
が
「
現
代
歴
史
家
へ
の
疑
問
」

(
文
慈
春
秋
三
月
銃
。
以
下
、
氏

の
言
訟
を
引
用
す
る
場
合
、
諸
論
文
を
集
録
し
た
『
現
代
史
の
課
題
』
中
央
公

論
枇
、
一
九
五
七
年
、
に
銭
る
。
)
を
書
き
、
遠
山
茂
樹
氏
等
の
『
昭
和
史
』

(
岩
波
新
書
)
を
人
間
不
在
と
悪
文
の
番
と
し
て
批
判
し
た
。
こ
れ
に
端
を
裂

し
て
、
昭
和
史
論
争
が
も
ち
上
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
論
争

を
小
山
・
北
村
雨
氏
が
ど
れ
ほ
ど
意
識
し
た
か
は
知
る
よ
し
も
な
い
が
、

一隅論

文
を
通
し
て
推
測
す
る
限
り
、
北
村
氏
に
は
多
大
な
影
響
を
輿
え
た
と
思
わ
れ

る
節
が
あ
る
が
、
小
山
氏
に
は
そ
れ
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
こ
の
黙
で
も
劉
際
的

で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
歴
史
研
究
の
方
法
な
ど
で
著
し
い
封
照
を
示
す
わ
け
で

あ
る
が
べ
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
ニ
、
三
で
順
次
ふ
れ
た
い
。

-183ー

訟
は
以
前
、
小
山
氏
の
歴
史
研
究
法
な
り
問
題
意
識
な
り
を
是
認
し
た
う
え
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で
、
前
記
奮
稿
の
論
旨
を
要
約
し
、
か
つ
批
評
し
た
経
験
が
あ
る
〈
史
撃
雑
誌

六
七
|
五

岡

願

と

展

望

明

・
清
。
鶴
見
向
弘
氏
と
の
共
同
執
筆
〉
。

い
ま

讃
み
返
し
て
み
る
と
、
ま
こ
と
に
面
白
が
な
い
。
友
人
と
の
合
作
と
は
い
え
、

で
き
れ
ば
破
棄
し
た
い
衝
動
に
か
ら
れ
る
。
そ
の
誇
を
書
く。

歴
史
研
究
法
と
問
題
意
識
の
雨
面
か
ら
氏
を
迎
上
に
の
ぼ
せ
て
み
た
い
。
ま

ず
歴
史
研
究
法
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
述
三
の
北
村
氏
と
は
劉
煎
的
で
あ
る
。

明
代
と
清
初
、
江
南
に
か
か
わ
り
を
も
っ
文
集

(賞
鍛
や
地
志
も
利
用
さ
れ
て

い
る
が
、
中
心
は
文
集
)
を
渉
猟
し
、
そ
れ
ら
の
中
か
ら
、

農
業
の
生
産
関
係
を

示
す
字
句
が
含
ま
れ
て
い
る
記
事
を
引
用
す
る
。
奮
稿
前
段
の
コ
一

11
1
1
1

手
作
地
の
労
働
力
(
奴
僕
)

(

i

)

」
で
い
え
ば
、
わ
ず
か
本
文
六
頁
の
紙
備

に
、
文
集
十
八
種
・
地
志
五
種
が
登
場
し
、
二
十
七
の
記
事
が
ひ
し
め
く
。

各
記
事
中
に
は
、
位
奴

・
償
僕

・
家
人

・
了
奴

・
傭
奴
・
術
保
・
健
丁
・

家
鐙

.
童
僕

・
耕
奴

・
傭
僕

・
僅
仰
と
い

っ
た
多
機
な
文
字
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
、

要
す
る
に
一
括
す
れ
ば
奴
僕
で
あ
り
、
歴
史
的
範
憾
で
い
え
ば
奴
隷
な
り
と
剣

定
が
下
さ
れ
る
。
立
論
の
初
裂
に
、
こ
う
し
た
設
明
方
法
で
も

っ
て
、
識
者
に

制
到
し
明
代
が
あ
た
か
も
奴
隷
制
祉
曾
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
奥
え
、

以
後
の
行
論
へ
と
樽
い
て
い
く
仕
掛
け
で
あ
る
。
替
稿
後
表
後
、
明
代
奴
隷
制

一
枇
曾
説
に
同
調
す
る
研
究
者
は
、
さ
す
が
出
現
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
氏
も
、

こ
の
一
篇
を
残
し
て
、
研
究
課
題
を
賦
役
史
へ
移
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の

鱒
換
は
氏
の
史
料
操
作
の
特
長
か
ら
す
れ
ば
自
然
の
成
行
で
あ
っ
た
し
、
こ
の

分
野
で
は
面
白
隠
如
た
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
沓
稿
か

ら
十
数
年
の
歳
月
を
経
過
し
て
、
今
回
の
新
稿
が
公
刊
さ
れ
た
。
新
稿
の
「
は

し
が
き
」
の
中
で
、
大
土
地
所
有
と
奴
僕
努
働
と
の
闘
係
を
再
検
討
す
る
に
嘗

り
留
苛
3
9
ベ
き
貼
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
醤
稿
で
は
笛
時
の

史
料
に
奴
僕
・
償
奴
・
儲
僕
・
家
僕
・
家
奴
・
家
了
・
家
人
な
ど
と
呼
ば
れ
る

身
分
的
存
在
を
、
無
媒
介
に
歴
史
的
範
隣
と
し
て
の
奴
隷
と
等
置
す
る
傾
向
を

強
く
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
嘗
該
枇
舎
に
お
け
る

特
殊
具
鰻
的
な
奴
僕
の
存
在
形
態
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
特
殊
な
奴
僕
身
分
規
定

と
の
雨
者
を
、
と
も
に
陵
昧
な
ら
し
め
た
と
言
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、

し
た
が
っ
て
以
下
で
は
、
ま
ず
奴
僕
の
具
慢
的
存
在
形
態
を
検
謹
し
、
こ
の
存

在
形
態
を
構
成
す
る
ど
の
部
分
が
、
奴
僕
身
分
の
中
核
的
規
定
と
な
る
の
か
を

問
題
と
し
、
こ
れ
を
通
じ
て
奴
僕
労
働
の
歴
史
具
鐙
的
内
容
を
考
え
て
み
た

い
よ
(
七
八
頁
)
沓
稿
で
性
急
に
一
般
化

・
抽
象
化
を
行
っ
た

F

」
と
に
つ
い

て
の
反
省
が
吐
露
さ
れ
、
し
き
り
に
、
特
殊
と
具
僅
が
強
調
さ
れ
る
。
だ
か
ら

と
い
っ
て
、
新
稿
で
奴
隷
設
が
撤
回
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
よ
り
飽
富
な
例

鐙
と
よ
り
木
目
の
細
い
類
型
化

・
論
理
化
に
よ
っ
て
、
替
稿
へ
の
補
強
工
作
が

試
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
明
代
の
地
主
を
、
村
中
規
模
地
主

(
佃
作
に
出
す
部
分
と
と
も
に
、
比
較
的
限
ら
れ
た
敷
の
奴
僕
乃
至
雇
工
に
よ

る
直
営
地
を
も
つ
も
の
〉
と
口
有
力
な
大
土
地
所
有
(
佃
戸
の
外
に
、
数
十
人

よ
り
時
に
百
を
も
っ
て
数
え
ら
れ
る
多
数
の
奴
僕
を
隷
属
せ
し
め
る
も
の
〉
の

二
類
型
に
分
け
、
口
の
奴
僕
(
い
わ
ゆ
る
世
僕
〉
の
自
六
億
的
存
在
形
態
を
検
設

し
た
す
え
、
主
家
に
よ
る
婚
姻
の
支
配
〈
H

主
家
に
よ
る
家
族
の
構
成
)
と
給

養
と
が
奴
僕
身
分
の
中
核
的
規
定
で
あ
る
と
断
じ
、
そ
う
し
た
奴
僕
家
族
は
封

建
小
山
政
で
は
な
く
奴
隷
の
範
騰
で
考
え
る
べ
き
だ
と
す
る
。
そ
し
て
、
付
の
下

で
の
直
接
生
産
者
、
口
の
佃
戸
、
村
口
に
直
接
に
は
隷
属
し
て
い
な
い
小
山
夜
、

こ
れ
ら
の
性
絡
を
規
定
す
る
こ
と
は
宿
題
と
し
て
い
る
。
私
が
先
に
論
評
し
か

け
た
奮
稿
の
「
手
作
地
の
持
働
力
(
奴
僕
)

(

i

)

」
の
項
は
、
ほ
ぼ
新
稿
の

「
一
、
奴
僕
の
存
在
形
態
」
に
相
賞
す
る
。
典
嬢
史
料
の
取
扱
い
は
、
新
稿
の

方
が
一
一
層
の
吟
味
を
加
え
ら
れ
、
精
密
で
あ
る
。
し
か
し
、
基
調
と
な
っ
て
い

る
手
法
は
興
つ
て
は
い
な
い
。
極
言
す
れ
ば
、
奮
稿
で
は
、
相
互
に
全
く
関
係

-184-



507 

の
な
い
史
料
を
並
べ
、
た
だ
奴
僕
系
統
の
用
語
が
含
ま
れ
で
い
る
と
い
う
一
鮎

を
践
と
し
て
い
た
。
そ
れ
に
封
し
新
稿
で
は
、
た
と
え
ば
、

A
の
史
料
で
主
家

の
滅
獲
や
中
外
食
指
の
数
量
が
確
め
ら
れ
、

B
の
史
料
で
主
家
の
奴
隷
へ
の
衣

食
給
奥
が
検
出
さ
れ
、
そ
し
て
爾
者
を
結
び
合
わ
せ
て
一
つ
の
剣
断
が
下
さ
れ

る
。
こ
こ
で
も
、
前
と
同
様
、
も
と
か
ら
A
と
B
の
聞
に
は
何
の
脈
路
も
な

い
。
私
が
手
法
は
同
一
で
あ
る
と
言
っ
た
の
ぽ
、
こ
の
絡
繰
を
指
し
て
い
る
。

奮
と
新
と
纏
め
て
、
い
ろ
い
ろ
な
疑
問
が
湧
い
て
く
る
。
各
種
の
典
嬢
史
料
が

記
録
さ
れ
た
瞬
間
、
主
人
と
奴
僕
の
人
間
関
係
は
ど
ん
な
様
相
を
呈
し
て
い
た

の
か
?
も
と
も
と
、
ど
ん
な
性
格
の
主
人
の
下
で
働
い
て
い
た
奴
僕
な
の
か

?
奴
僕
に
も
い
ろ
い
ろ
な
立
場
の
も
の
が
い
た
は
ず
だ
が
、
そ
の
透
は
ど
う

な
の
か
?
史
料
中
の
個
々
の
大
土
地
所
有
が
、
地
域
的
に
江
南
に
は
違
い
な

い
に
せ
よ
、
土
地
の
肥
痔
と
い

っ
た
農
業
の
立
地
傑
件
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の

か
?
等
々
で
あ
る
。
差
笛
り
私
は
、
氏
に
こ
れ
ら
の
疑
問
を
投
げ
か
け
た
い
。

お
よ
そ
、
生
産
関
係
を
封
象
と
す
れ
ば
、
「
ひ
と
」
と
「
も
の
」
と
が
織
り

成
す
、
歴
史
上
の
生
き
生
き
と
し
た
現
質
に
眼
を
凝
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
に
し
て
は
、
氏
の
行
聞
か
ら
、
こ
の
生
き
生
き
と
し
た
現
質
感
が
傍

わ
っ
て
こ
な
い
。
氏
が
「
奴
僕
の
具
種
的
存
在
形
態
を
検
護
」
す
る
と
い
う
と

き
、
具
盤
的
と
は
一
僅
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
、
理
然
と
し
な
い
。
こ
こ
で
、

人
は
、
あ
る
い
は
、
「
明
清
に
は
わ
が
江
戸
時
代
の
地
方
文
書
の
よ
う
な
も
の

が
無
い
か
ら
、
あ
ま
り
に
も
酷
な
注
文
だ
/
」
と
氏
の
癖
護
に
回
る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
有
数
史
料
は
無
い
と
い
え
ば
無
い
し
、
有
る
と
い
え
ば
有
る

よ
う
な
性
質
の
も
の
だ
。
ど
の
み
ち
、
い
か
な
る
史
料
も
、
「
ひ
と
」
と
「
も

の
」
と
が
演
ず
る
塑
か
な
ド
ラ
マ
の
一
角
を
、
あ
る
立
場
か
ら
記
録
じ
た
、
ご

く
局
限
さ
れ
た
断
片
に
す
ぎ
な
い
。

一
断
片
か
ら
墜
か
な
全
健
を
展
望
で
き
る

と
す
れ
ば
、
研
究
者
各
人
が
自
己
の
貧
し
い
人
生
健
験
を
線
動
員
し
て
、
現
在

と
過
去
、
人
間
と
吐
曾
に
つ
き
能
う
る
限
り
の
理
解
力
を
示
す
以
外
、
こ
れ
と

い
っ
た
便
法
は
な
い
。
だ
か
ら
、
つ
ね
に
一
方
で
、
文
筆
作
品
を
書
く
曙
が
要

求
さ
れ
る
。
歴
史
と
文
事
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
の
問
に

境
界
線
を
引
い
て
、
歴
史
は
あ
く
ま
で
も
事
賓
の
叙
述
で
あ
り
、
歴
史
撃
は
総

空
事
と
は
無
線
の
科
撃
で
あ
る
な
ど
と
、
も
っ
と
も
ら
し
く
峻
別
し
て
み
て

も
、
所
詮
は
虚
し
い
カ
み
に
お
わ
る
。
ち
な
み
に
、
わ
が
宋
代
佃
戸
制
研
究
一

般
の
特
徴
を
想
い
起
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ど
う
み
て
も
相
互
に
つ
な
が
り
の

な
い
複
数
の
文
献
か
ら
、
佃
戸
系
統
の
字
句
が
顔
を
出
す
と
い
う
唯
一
の
共
通

貼
を
頼
り
に
諸
記
事
を
括
り
、
佃
戸
制
の
在
り
方
を
論
議
す
る
、
あ
の
方
法
で

あ
る
。
と
き
に
、
華
北
と
華
南
を
緋
別
す
る
こ
と
な
く
、
一
括
腐
理
す
る
論
者

に
出
曾
す
こ
と
す
ら
稀
れ
で
は
な
い
。
こ
れ
が
、
人
間
枇
舎
を
謝
象
と
す
る
、

歴
史
撃
と
い
う
名
の
科
撃
だ
と
す
れ
ば
、
私
は
む
し
ろ
小
説
作
法
を
取
り
込
ん

だ
よ
う
な
作
品
に
魅
力
を
感
ず
る
。
明
消
の
地
主
制
研
究
も
、
賓
は
五
十
歩
百

歩
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
傾
向
は
小
山
氏
一
人
に
と
ど
ま
ら
ず
、
大
方
が
そ

う
で
あ
り
、
私
も
一
九
六
一
年
の
小
論
(
「
明
末
清
初
、
揚
子
江
中
流
域
の
大

土
地
所
有
に
闘
す
る
一
考
察
」
東
洋
事
報
四
四
|
一
二
〉
で
、
そ
ウ
し
た
過
誤

を
犯
し
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
犯
す
危
険
が
紹
割
に
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

結
局
、
氏
に
か
こ
つ
け
て
、
己
れ
を
差
じ
、
戒
し
め
て
い
る
だ
け
の
こ
と
だ
。

氏
の
歴
史
研
究
法
に
つ
い
て
は
、
こ
の
ぐ
ら
い
に
し
て
、
問
題
意
識
の
方
へ
移

ろ
う
。氏

に
関
し
て
、
よ
り
重
大
で
深
刻
な
事
態
は
、
歴
史
家
と
し
て
の
問
題
意
識

で
あ
る
。
既
述
の
と
お
り
、
氏
は
明
清
時
代
の
江
南
の
奴
僕
閥
係
史
料
を
精
力

的
に
蒐
集
し
、
明
代
の
生
産
関
係
の
基
本
を
、
一
般
的
に
せ
よ
部
分
的
に
せ
よ
、

奴
隷
制
と
剣
定
し
た
。
し
か
も
、
奴
僕
だ
け
で
な
く
佃
戸
も
ま
た
、
奴
隷
の
要

素
を
色
漉
く
も
ち
、
明
宋
清
初
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
「
地
主
に
依
存
す
る
こ

-185-
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と
な
く
し
て
は
再
生
産
不
可
能
な
奴
隷
と
し
て
の
佃
戸
が
、
地
主
か
ら
は
濁
立

し
て
自
立
再
生
産
可
能
な
農
奴
へ
と
成
長
し
て
き
た
:
」
(
沓
稿
同
七
一
一
貝
)

と
い
う
。
別
著
か
ら
も
う
一
つ
、
中
関
史
の
設
展
段
階
に
ふ
れ
る
記
述
を
紹
介

し
て
お
こ
う
。
「
(
明
代
後
期
以
降
の
)
貨
幣
経
済
の
農
村
へ
の
浸
透
と
農
村
家

内
副
業
の
商
品
生
産
化
も
、
そ
の
再
生
産
の
環
を
客
商
と
し
て
の
商
業
資
本
の

手
に
掻
ら
れ
て
い
た
た
め
、
苛
酷
な
高
利
貸
資
本
の
牧
奪
と
相
ま
っ
て
生
産
者

の
手
も
と
に
利
潤
を
蓄
積
さ
せ
る
傑
件
を
紋
き
、
閥
単
純
再
生
産
の
繰
返
し
に
と

ど
ま
っ
て
、
商
品
生
産
の
嫌
い
手
た
る
小
農
経
営
の
富
良
化
、
資
本
制
生
産
の

愛
生
と
い
う
方
向
へ
は
展
開
し
え
な
か
っ
た
。
」
(
西
嶋
定
生
編
『
東
洋
史
入

門
』
四
六
頁
有
斐
閣
一
九
六
七
年
)
右
二
カ
所
の
引
用
か
ら
、
氏
が
何
を

基
準
と
し
て
明
清
枇
曾
の
性
格
を
分
析
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
お
よ
そ
の

見
笛
が
つ
く
。
そ
れ
は
、
大
塚
史
撃
が
明
ら
か
に
し
た
西
欧
祉
曾
の
近
代
化
な

い
し
資
本
主
義
化
の
途
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
私
は
第
一
に
、
大
塚
史
撃
を
尺
度

と
し
て
中
園
史
を
測
る
こ
と
で
、
ど
う
い
う
結
果
、
が
生
ま
れ
て
く
る
か
を
考
え

て
み
た
い
。
氏
に
よ
れ
ば
、
枇
曾
の
基
底
に
あ
る
直
接
生
産
者
は
、
明
代
で
は

奴
僕
(
奴
隷
)
、
明
末
清
初
以
降
は
佃
戸
(
農
奴
)
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
佃

戸
を
中
核
と
す
る
小
銭
経
営
は
高
利
貸
資
本
の
牧
奪
を
う
け
、
富
農
化
し
え
な

い
。
よ
っ
て
、
資
本
制
生
産
の
護
生
も
期
待
で
き
な
い
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち

に
、
資
本
主
義
園
イ
ギ
リ
ス
の
進
出
を
う
け
、
「
中
園
枇
曾
は
、
い
ま
や
外
か

ら
の
慶
力
に
よ
っ
て
、
世
界
的
な
償
制
と
し
て
の
資
本
主
義
機
構
の
中
に
縄
問
脚

さ
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
L

(

前
掲
『
入
門
』
五
八
頁
〉
宇
封
建
・
牢
植
民

の
途
で
あ
る
。
か
く
て
、
農
奴
解
放
は
御
預
の
ま
ま
、
と
つ
じ
よ
一
九
四

0
年

代
の
革
命
を
迎
え
る
。
そ
の
問
、
一
九
世
紀
か
ら
二

O
世
紀
に
か
け
て
、
内
側

か
ら
若
干
で
も
資
本
主
義
化
の
気
配
が
動
い
た
と
し
て
も
、
筋
書
き
か
ら
す
れ

ば
、
月
挫
折
」
や
「
漉
界
」
を
指
摘
す
る
ほ
か
工
夫
は
な
か
ろ
う
。
百
欧
の
近

代
資
本
主
義
枇
曾
を
債
値
基
準
と
す
る
限
り
、
中
園
枇
曾
は
間
違
い
な
く
遅
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
遅
れ
を
霞
明
し
強
調
す
る
こ
と
で
、

わ
れ
わ
れ
は
何
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
戦
前
の
「
ア
ジ
ア
一
位
曾

停
滞
性
論
」
と
そ
れ
に
由
来
す
る
中
園
人
蔑
視
思
想
と
が
、
わ
れ
わ
れ
の
心

に
、
大
陸
へ
の
侵
略
を
抵
抗
な
く
敢
行
で
き
る
素
地
を
作
っ
た
事
賓
は
、
記
憶

に
新
し
い
。
そ
れ
は
同
時
に
、
わ
が
帝
国
主
義
者
た
ち
の
陰
謀
と
人
民
大
衆
の

利
己
心
と
を
結
合
さ
せ
る
繍
媒
と
も
な
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
は
往
昔
の
こ
と
で

、
氏
の
皐
設
に
限
り
、
断
じ
て
停
滞
性
論
の
改
訂
再
版
で
は
な
い
、
と
だ
れ
が

保
詮
で
き
よ
う
か
。
た
し
か
に
、
戦
後
の
わ
が
東
洋
史
筆
、
な
か
ん
ず
く
明
清

枇
合
同
経
済
史
研
究
は
、
ま
さ
に
そ
の
停
滞
性
論
の
克
服
を
目
指
し
て
出
費
し

た
。
頴
著
な
例
と
し
て
、
西
嶋
定
生
氏
の
一
連
の
明
代
綿
業
研
究
が
あ
る
。
そ

れ
は
、
周
知
の
通
り
、
大
塚
史
撃
の
成
果
で
あ
り
、
初
期
資
本
主
義
の
経
済
制

度
で
も
あ
っ
た
、
か
の
「
農
村
工
業
」
の
論
理
を
援
用
し
て
構
築
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
結
論
と
し
て
は
、
マ
エ
ュ
フ
ァ
ク
チ

A

ア
は
お
ろ
か
問

屋
制
前
貸
す
ら
検
霊
で
き
な
い
ま
ま
、
撤
退
を
徐
儀
な
く
さ
れ
た
。
小
山
氏
が

直
接
生
産
者
の
軍
純
再
生
産
を
言
い
、
富
良
化
を
断
念
し
て
い
る
の
は
、
全
く

同
じ
軌
道
を
走
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
爾
氏
に
限
ら
ず
、
戦
後

の
明
清
枇
曾
経
済
史
研
究
の
理
論
的
旗
手
た
ち
は
、
共
通
に
次
の
よ
う
な
心
的

状
況
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
よ
し
ん
ば
、
資
本
主
義
の
萌
芽

や
生
長
を
検
出
で
き
な
く
と
も
、
大
塚
久
雄
や
マ
ル
ク
ス
を
奔
錯
し
、
唯
物
錨開

設
法
で
味
付
け
を
す
れ
ば
、
い
つ
の
日
に
か
き
っ
と
、
停
滞
性
論
の
暗
影
を
梯

い
除
け
ら
れ
る
の
だ
、
と
。
も
し
そ
う
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
あ
ま
り
に
も
甘
い

幻
想
で
あ
っ
た
。
と
ま
れ
、
大
塚
史
事
に
依
録
し
て
中
園
史
を
研
究
す
る
以

上
、
い
や
で
も
停
滞
性
論
に
錦
着
す
る
。
そ
の
場
合
、

研
究
が
徒
品
目
に
終
る
だ

付
で
な
く
、
職
前
の
悪
夢
の
よ
う
な
停
滞
性
論
の
数
回
沫
を
一
持
び
呼
び
も
ど
す
危
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険
す
ら
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
費
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
私
は
、

大
塚
史
撃
を
借
り
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
問
題
意
識
の
在
り
方
は
、
中
園

史
研
究
に
と
っ
で
有
害
で
あ
る
と
い
う
前
提
で
考
え
て
み
よ
う
。
帯
同
然
の
成
行

と
し
て
、
こ
こ
で
私
自
身
の
問
題
意
識
を
語
る
こ
と
に
な
る
。
妙
な
言
い
方
だ

が
、
典
擦
は
大
塚
久
雄
で
も
マ
ル
ク
ス
で
も
か
ま
わ
な
い
。
お
よ
そ
、
西
欧
の
d

歴
史
の
流
れ
と
そ
の
終
着
爆
で
あ
る
近
代
資
本
主
義
融
合
固
と
を
下
敷
と
し
て
中

闘
を
な
ぞ
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
中
閣
の
歴
史
や
祉
曾
の
本
質
に
迫
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
大
塚
氏
の
場
合
、
「
西
欧
近
代
資
本
主
義
吐

曾
の
成
立
」
を
研
究
課
題
と
し
、
濁
特
の
生
産
力
論
を
展
開
し
、
そ
の
「
成

立
」
を
美
化
・
礎
資
す
る
趣
き
す
ら
あ
っ
た
わ
け
で
、
歴
史
理
念
の
駄
か
ら
加

備
で
き
な
い
。
マ
ル
ク
ス
に
し
て
も
、
大
方
が
重
賞
に
利
用
す
る
『
資
本
論
』

第
一
巻
の
「
い
わ
ゆ
る
本
源
的
蓄
積
」
の
章
は
、
全
鰻
か
ら
切
り
離
し
て
讃
め

ば
(
賞
際
、
歴
史
研
究
者
の
間
で
は
、
そ
う
讃
ま
れ
て
い
る
傾
向
が
強
い
と
思

わ
れ
る
〉
、
主
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
資
本
主
義
祉
舎
が
成
立
す
る
過
程
を
扱
っ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
農
業
・
農
民
・
農
村
を
犠
牲
に
し
て
、
工
業
・

産
業
資
本
家
・
努
働
者
・
都
市
を
拾
頭
さ
せ
た
歴
史
で
も
あ
る
。
工
業
立
国
イ

ギ
リ
ス
、
そ
の
追
随
者
日
本
、
現
在
こ
れ
ら
の
闘
々
を
貫
流
す
る
資
本
と
利
潤

の
論
理
は
、
内
的
に
は
工
業
を
偏
重
す
る
獲
則
吐
曾
を
生
み
出
し
、
外
的
に
は

輸
入
の
名
目
で
開
愛
途
上
閣
の
食
料
を
は
じ
め
と
す
る
諸
資
源
を
奪
取
し
、
辛

う
じ
て
嬰
則
を
補
っ
て
い
る
。
開
設
途
上
園
に
お
け
る
民
族
自
立
の
動
き
の
延

長
線
上
で
、
将
来
わ
れ
わ
れ
は
本
笛
に
生
き
残
れ
る
の
か
、
と
い
う
エ
コ
ロ
ジ

ス
ト
ば
り
の
焦
慮
に
か
ら
れ
る
。
蝿
変
則
の
立
場
、
嬰
則
の
設
展
、
獲
則
の
理
論
で

も
っ
て
、
中
国
と
い
う
農
民
革
命
の
組
園
を
観
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
し
、

危
険
で
も
あ
る
。
一
九
五

0
年
代
、
中
閣
の
歴
史
皐
界
で
は
、
「
中
国
資
本
主

義
萌
芽
問
題
の
研
究
」
「
時
代
医
分
論
」
等
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

臭
喰
と
か
弱
伯
賛
と
か
、
嘗
時
の
研
究
の
推
進
者
た
ち
は
、
文
化
大
革
命
に
よ
、
〆

り
、
そ
の
業
績
も
ろ
と
も
葬
り
去
ら
れ
た
。
今
後
、
中
園
の
歴
史
撃
が
ど
弘
い

う
形
で
復
活
す
る
の
か
漁
断
を
許
さ
な
い
が
、
従
前
の
よ
う
に
、
西
欧
を
素
材

と
す
る
マ
ル
ク
ス
の
護
展
段
階
論
が
機
械
的
に
適
用
さ
れ
る
風
潮
は
、
ま
ず
起

、

・ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
中
聞
は
世
界
史
上
で
初
め
て
、
ヨ

γ
ロ
ッパ

と
は
異
質
の
農
民
革
命
に
よ
っ
て
枇
曾
主
義
を
成
就
し
た
図
だ
か
ち
で
あ
る
。

ま
た
、
現
に
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
、
ラ
テ
ン
u
ア
メ
リ
カ
の
図
々
が
、
そ
の
中

園
革
命
を
範
と
し
て
帝
園
主
義
勢
力
か
ら
の
解
放
闘
争
を
進
め
て
お
り
、
中
閣

は
そ
う
し
た
園
々
の
牽
引
車
の
役
割
を
果
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

，賞
面
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
大
事
な
こ
と
は
、
一
九
四

0
年
代
の
中
閣
の
農

民
革
命
が
、
ど
う
い
う
歴
史
の
販
路
の
中
で
達
成
さ
れ
た
の
か
を
究
明
す
る
こ

と
で
あ
る
。
現
存
す
る
明
代
の
諮
史
料
を
忠
賓
に
辿
れ
ば
、
あ
る
い
は
直
接
生

産
者
の
大
牢
が
、
主
家
の
支
配
を
甘
受
す
る
、
虐
げ
ら
れ
た
奴
僕
で
あ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
奴
隷
制
な
り
、
と
定
義
づ
け
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
歴

史
家
と
し
て
の
問
題
意
識
な
り
償
値
観
な
り
を
問
わ
れ
る
だ
け
だ
。
む
し
ろ
、

そ
う
し
た
奴
僕
が
、
日
常
ど
の
よ
う
に
し
て
徐
力
を
蓄
え
、
組
織
と
結
束
を
固

め
て
、
奴
獲
を
闘
い
抜
く
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
そ
の
情
熱
と
論
理
を
探
求
す

る
こ
と
が
、
現
代
歴
史
家
の
主
慢
性
の
護
し
と
な
る
、
明
清
の
ど
れ
か
一
つ
農

民
反
蹴
を
と
っ
て
も
、
反
飢
参
加
者
側
の
記
録
は
皆
無
で
あ
る
。
す
べ
て
が
支

配
階
級
・
瑚
墜
者
側
の
筆
に
成
る
も
の
で
あ
る
。
，そ
れ
ら
の
記
録
を
遁
じ
て
、

農
民
た
ち
の
呉
の
姿
を
掴
ま
え
る
こ
と
は
至
難
の
業
で
あ
る
。
嘗
然
の
こ
と
な

が
ら
、
目
覚
め
た
正
義
の
農
民
ば
か
り
で
な
く
、
好
相
官
に
た
け
た
裏
切
り
農
民

も
混
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
ま
で
想
い
を
致
す
と
、
勉
強
の
心
が
挫
け

る
。
し
か
し
、
そ
こ
を
突
破
し
な
け
れ
ば
、

農
民
反
凱
研
究
は
生
き
て
こ
な

い
。
そ
し
て
、
農
民
が
地
主
や
王
朝
播
力
を
相
手
と
し
て
行
っ
た
抵
抗
が
、
何
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を
キ
ッ
カ
ケ
と
し
て
組
織
さ
れ
、
ど
う
い
う
指
導
理
念
を
も
ち
、
ど
れ
だ
け
の

水
準
と
成
果
を
獲
得
し
た
の
か
を
一
つ
一
つ
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
白
蓮
叡

・
義
和
盆
ず
と
い
っ
た
民
間
宗
教
・
秘
密
結
枇
は
号=ロうに
及
、は
ず
、
地
方
の
演
劇

活
動
に
至
る
ま
で
、
お
よ
そ
抵
抗
の
組
織
の
キ
ッ
カ
ケ
と
し
℃
有
数
だ
っ
た
と

恩
わ
れ
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
事
の
性
質
上
、
検
設
の
闘
難
さ
は
あ
る
に
せ
よ
、

何
と
か
し
て
そ
れ
を
克
服
す
る
こ
と
で
あ
る
。
反
面
、
農
民
反
翫
で
痛
め
つ
け

ら
れ
な
が
ら
も
、

綿
々
と
存
綴
し
、
つ
い
に
一
九
四

0
年
代
ま
で
倒
れ
な
か
っ

た
地
主
、
そ
の
賞
態
は
何
で
あ
っ

た
の
か
。
宋
か
ら
明
清
に
か
け
て
、
わ
れ
わ

れ
は
堕
富
な
地
主
制
研
究
の
蓄
積
を
持
つ
が
、
奇
態
な
こ
と
に
、
個
別
の
地
主

研
究
を
ど
こ
か
に
置
き
忘
れ
て
き
た
よ
う
だ
。

最
後
に
一

言
。
本
項
で
は
小
山
氏
を
酷
評
し
た
。
そ
れ
は
、
氏
の
歴
史
研
究

法
と
問
題
意
識
を
皐
ぶ
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
限
定
さ
れ
た
範
囲
に
お
い
て

で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
除
け
れ
ば
、
氏
は
賢
く
明
清
の
史
料
を
渉
猟
・
蒐
集
し
、

生
産
関
係
の
記
事
を
抜
き
出
し
、
そ
れ
を
卓
越
し
た
才
能
で
讃
み
こ
な
し
た
。

そ
れ
ら
は
、
参
考
書
自
主
し
て
有
用
だ
し
、
史
料
解
讃
の
手
引
き
と
な
る
。
後

撃
の
も
の
に
は
、
小
山
論
文
は
掛
け
値
な
し
に
貴
重
で
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て

お
く
。

一
九
七
二
年
、
師
走
の
茶
目
、
私
は
上
洛
し
て
東
蔦
の
御
宅
に
北
村
氏
を
訪

ね
た
。
用
向
き
は
、
前
記
「
致
氏
三
兄
弟
と
そ
の
時
代
」

に
つ
き
、
準
備
し
た

二、

三
の
質
問
に
態
え
て
も
ら
う
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
氏
に
面
識
は
な

か
っ
た
し
、
自
ら
の
怠
惰
を
告
白
す
れ
ば
、
そ
の
前
身
に
嘗
る
雑
誌
論
文
の
初

見
も
一
九
七
一
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
論
文
概
要
は
、
小
山
氏
に
よ
れ
ば
、
こ

う
な
る
。
「
江
西
省
寧
都
の
貌
氏
一
族
の
、
明
清
鼎
革
期
・
三
藩
の
乱
と
二
度

の
戟
慌
を
経
過
す
る
過
程
で
の
三
回
に
わ
た
る
資
産
均
分
、
新
王
朝
に
糾
問
す
る

制
割
前
応
の
仕
方
、
動
醐
乱
期
の
抗
租
運
動
な
ど
、
こ
の
時
期
の
下
級
郷
紳
を
と
り
ま

く
諸
係
件
と
そ
の
中
で
の
彼
ら
の
行
動
様
式
を
浮
彫
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

史
料
の
制
約
か
ら
問
題
鮎
を
充
分
明
確
に
提
出
す
る
に
は
至
ら
な
い
が
、
明
末

諸
問
初
に
お
け
る
地
主
の
動
き
を
族
的
結
合
の
中
で
追
及
し
た
も
の
と
し
て

T

注
目

さ
れ
よ
う
。
」
(
史
事
雑
誌
六
八
|
五
一
一
一
一
一
一
良
一
九
五
九
年
)
ま
ず
は
嘗

障
が
な
い
要
約
・
許
債
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
賓
は
こ
の
論
文
は
大
い
に

嘗
障
が
あ
る
。
そ
の
迭
の
愚
考
を
陳
べ
た
い
。

管
見
の
限
り
で
は
、
北
村
論
文
は
日
本
に
お
け
る
明
清
地
主
研
究
地
主
制

研
究
で
は
な
い
ー
の
う
ち
で
も
、
正
道
を
ゆ
く
稀
有
の
作
品
だ
と
思
う
。
な
ぜ

か
と
い
え
ば
、
第
一
に
氏
は
地
主
を
生
気
あ
ふ
る
る
具
健
像
と
し
て
復
原

・
描

寓
し
よ
う
と
意
圃
し
、
そ
れ
を
か
な
り
賓
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
・
自
身
で

製
作
意
図
を
語
る
「
序
」
を
約
す
れ
ば
、
こ
の
作
品
は
、
明
末
清
初
と
い
う
政

治
上
の
激
動
期
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
そ
れ
と
の
閥
速
に
お
い
て
、
貌
氏
兄

弟
の
三
世
代
に
わ
た
る
析
産
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
。
だ
が
、
讃
み
終
っ
て
み

る
と
、
や
や
趣
き
の
異
る
印
象
を
う
け
る
。
グ
ラ
フ
に
喰
え
れ
ば
、
時
代
背
景

を
縦
軸
に
、
析
産
を
横
軸
に
と
り
、
そ
の
空
間
に
数
多
く
の
鮎
が
打
た
れ
、
そ

れ
ら
が
線
で
結
ば
れ
て
、
一
つ
の
地
主
像
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
、
と
言
え
よ

う
か
。
数
多
く
の
黙
と
は
、
付
寧
都
府
開
の
自
然
・
人
文
地
理
的
環
境
口
貌
氏

の
系
譜
と
寧
都
と
の
つ
な
が
り
白
貌
氏
の
親
戚
や
朋
友
伺
二
兄
弟
の
性
格

・
家
族

・
生
計
・
履
歴
・
人
生
観
・
文
慢
等
因
明
清
交
替
期
の
激
鑓

・
動
揺

を
績
け
る
政
局
に
到
す
る
三
兄
弟
そ
れ
ぞ
れ
の
態
度
内
析
産
を
促
進
さ
せ
た

賓
質
上
の
契
機
|
戟
飢
に
よ
る
臨
時
税
の
課
徴
と
佃
戸
に
よ
る
抗
租
帥
寧
都

の
農
業
と
小
作
制
の
特
徴
的
い
わ
ゆ
る
田
賊
の
動
き
、
等
々
で
あ
る
。
氏
は
、

激
動
期
に
生
き
た
貌
氏
一
族
の
時
々
刻
々
の
命
運
と
こ
れ
ら
の
貼
と
を
有
機
的
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広
結
び
つ
け
、
地
主
を
「
生
き
も
の
」
と
し
て
浮
彫
に
し
も
た
と
え
ば
、
康

照
二

0
年
代
、
一
二
藩
の
凱
を
キ
ッ
カ
ケ
に
寧
都
の
国
賊
の
動
き
が
活
渡
と
な

り
、
嘗
地
の
慣
習
で
あ
る
田
租
の
附
加
銀
の
存
廃
を
め
ぐ
っ
て
、
国
賊
・
地
主

・
知
豚
が
三
す
く
み
に
な
る
場
面
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
謝
す
る
季
子
貌
種
の
立

場
や
主
張
を
、
そ
の
人
柄
と
か
ら
げ
て
論
じ
よ
う
と

L
て
い
る
。
と
も
か
く
民

は
、
中
心
史
料
で
あ
る
『
寧
都
三
貌
全
集
』
に
喰
ら
い
つ
い
て
、
そ
れ
を
能
う

る
限
。
讃
み
切
り
、
波
落
の
一
途
を
た
ど
る
地
方
の
一
郷
紳
が
演
じ
た
人
間
味

堕
か
な
ド
ラ
マ
を
重
厚
に
描
こ
う
と
し
た
。
危
機
の
時
代
に
遭
遇
し
て
、
三
兄

弟
が
、
ど
の
よ
う
に
生
き
、
ど
の
よ
う
に
死
ん
で
い
っ
た
か
、
氏
は
そ
こ
か
ら

眼
を
離
さ
な
い
。
そ
の
観
貼
は
、
亀
井
勝
一
郎
氏
が
「
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
人
聞

は
、
善
悪
是
非
は
あ
る
が
、

、そ
の
時
代
を
彼
な
り
に
精
一
杯
に
生
き
そ
し
て
死

ぬ
。
そ
の
運
命
を
直
観
せ
よ
と
言
ひ
た
い
。
も
し
自
分
が
そ
の
時
代
そ
の
環
境

に
生
き
た
な
ら
、
自
分
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
ふ
「
遁
僅
験
」
の
上
に
立
っ

て
剣
断
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
大
へ
ん
む
づ
か
し
い
が
、
こ
の
意
味
で
の
復
原

力
の
強
弱
が
、
歴
史
家
の
真
贋
を
決
定
す
る
一
篠
件
で
は
な
か
ら
う
か
。
」
(
前

掲
書
、
一
九
頁
〉
と
主
張
す
る
貼
と
符
合
す
る
。
こ
こ
ま
で
筆
を
運
ん
で
き

て
、
私
は
東
歯
周
に
お
け
る
封
談
の
時
の
情
景
が
脳
裡
に
浮
か
ぶ
。
玄
関
口
の
部

屋
で
、
ち
ょ
っ
と
現
む
ソ
フ
ァ
に
坐
り
、
機
嫌
の
慈
い
石
油
ス
ト
ー
ブ
を
は
さ

ん
で
数
時
間
を
過
し
た
は
ず
で
あ
る
。
ど
ん
な
話
の
接
穂
で
あ
っ
た
か
定
か
で

は
な
い
が
、
ふ
と
、
貌
氏
は
北
村
氏
自
身
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
感
じ

た
。
そ
う
い
え
ば
、
明
末
清
初
は
太
卒
洋
戦
争
前
後
の
日
本
の
激
動
期
に
比
較

で
き
る
で
は
な
い
か
。
こ
の
直
感
は
私
の
内
部
で
た
え
ず
増
幅
を
繰
り
返
し
、

と
り
わ
け
根
援
も
な
い
ま
ま
、
つ
い
に
確
信
に
ま
で
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
た

だ
、
さ
す
が
、
そ
れ
を
氏
に
尋
ね
る
の
は
た
め
ら
っ
た
。
初
封
面
だ
か
ら
と
い

う
理
由
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
ま
で
他
人
の
内
側
へ
踏
み
込
む
こ
と
は
で
き
な

sn 

ぃ
、
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
各
個
人
が
、
現
代
人
と
し
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の

僅
験
に
選
。
、
僅
験
の
中
か
ら
得
た
様
々
の
疑
問
や
課
題
を
、
歴
史
に
向
っ
て

問
ひ
か
汁
る
、
寸
し
て
解
答
を
求
め
よ
う
と
す
る
欲
求
が
、
歴
史
を
讃
む
人
に

必
ず
あ
る
と
思
ふ
。
こ
れ
が
讃
む
人
の
主
鐙
性
だ
。
」
(
亀
井
、
前
掲
書
四
四

J
四
五
頁
〉
文
中
で
重
複
使
用
さ
れ
て
い
る
「
讃
む
人
」
の
箇
所
に
、
並
行
し

て
「
書
く
人
」
と
入
れ
て
も
何
ら
お
か
し
く
は
な
い
し
、
む
し
ろ
、
そ
う
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
は
心
め
て
、
雨
者
の
聞
に
歴
史
を
媒
介
と
す
る
共
感
が
生
ま
れ

て
く
る
と
信
ず
る
。
北
村
氏
の
鐙
験
が
、
時
代
主
民
族
を
越
え
、
貌
氏
の
そ
れ

に
そ
っ
く
り
二
重
篤
し
に
な
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
だ
。

北
村
氏
が
貌
氏
に
仮
託
し
て
、
自
己
の
僅
験
を
作
品
の
中
で
燃
焼
し
愛
そ
う
と

し
た
姿
が
胸
を
打
つ
。
そ
れ
は
、
亀
井
氏
の
い
う
「
追
趨
験
」
で
あ
ろ
う
し
、

歴
史
を
書
く
人
の
主
鰻
性
の
確
保
で
も
あ
る
。

と
も
か
く
氏
は
、
人
間
味
堕
か
な
ド
ラ
マ
と
し
て
貌
氏
を
掴
ま
え
よ
う
と
し

た
。
だ
か
ら
、
地
主
を
語
り
、
佃
同
に
筆
が
及
ん
で
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で

も
、
こ
の
ド
ラ
マ
を
構
成
す
る
の
に
歓
か
せ
な
い
一
働
と
し
て
で
あ
っ
て
、
宋

や
明
清
の
研
究
者
に
あ
り
が
ち
な
、
字
句
を
た
よ
り
に
、
寄
木
細
工
を
す
る
よ

う
な
形
で
の
地
主
や
佃
戸
で
は
な
い
。
さ
ら
に
氏
は
、
『
寧
都
三
貌
全
集
』
の

よ
り
一
層
の
活
用
の
た
め
に
、
謙
虚
な
口
ぶ
り
で
、
「
備
が
讃
め
る
と
、
も
っ

と
解
る
こ
と
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
」
と
も
ら
し
て
い
た
。
こ
の
言
葉
は
、
私

に
は
大
い
な
る
衝
撃
で
あ
っ
た
。
今
ま
で
私
は
、
文
集
の
頁
を
繰
る
さ
い
、
詩

類
を
収
録
し
た
容
に
は
自
も
く
れ
な
か
っ
た
。
私
は
詩
に
着
目
し
た
り
、
詩
の

讃
解
力
に
つ
き
煩
悶
す
る
透
か
手
前
で
、
お
よ
そ
詩
類
に
か
か
ず
ら
う
暇
が
あ

る
な
ら
、
そ
の
分
だ
け
文
集
の
件
数
を
こ
な
し
た
方
が
得
策
で
あ
る
、
と
無
知

蒙
昧
に
も
極
め
こ
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
日
頃
、
わ
れ
わ
れ
は
、

「
ど
う
も
良

い
史
料
が
無
く
て
L

と
泣
き
言
を
い
う
癖
が
あ
る
。
ど
う
や
ら
こ
れ
は
、
史
料
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を
官
演
す
る
不
遜
な
言
動
附
で
あ
っ
て
、
正
確
に
は
、
「
史
料
の
性
質
を
的
確
に

把
揮
で
き
な
く
て
」
と
か
「
史
料
を
讃
み
切
れ
な
ノ
ヤ
て
」
と
蓋
詞
を
換
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
氏
の
詩
に
闘
す
る
述
懐
に
は
、
漢
文
文
献
へ
の

深
い
洞
察
力
が
撮
っ
て
お
り
、
史
料
に
内
在
す
る
「
記
録
の
殿
し
さ
」
を
更
め

て
教
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
や
や
も
す
れ
ば
、
具
程
と
し
て
の
地
主
を
明
ら
か
に
し

な
い
ま
ま
、
抽
象
と
し
て
の
地
主
制
を
論
ず
る
性
癖
が
あ
る
。
そ
の
さ
い
、
し

ば
し
ば
、
唯
物
史
観
に
源
を
も
っ
設
展
段
階
論
や
紅
禽
構
造
論
が
道
具
立
て
と

し
て
用
意
さ
れ
、
砂
上
の
棲
閣
の
ご
と
き
地
主
制
研
究
を
装
飾
す
る
役
割
を
果

す
。
嘗
っ
て
私
は
、
こ
う
し
た
道
具
立
て
に
惑
わ
さ
れ
、
邪
道
を
ゆ
く
小
論

(
前
引
、
東
洋
皐
報
四
四
|
三
の
拙
稿
〉
を
ま
と
め
た
こ
と
が
あ
る
が
、
顧
み

て
但
惚
た
る
も
の
が
あ
る
。
こ
う
し
た
事
読
史
上
の
通
弊
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
か

の
ご
と
く
、
第
二
に
氏
は
、
論
文
中
で
、
奴
隷
・
封
建
・
近
代
と
い
っ
た
類
の

用
語
を
一
カ
所
も
使
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
枇
曾
設
展
段
階
設

を
中
園
へ
直
に
適
用
す
る
こ
と
の
是
非
は
暫
く
お
く
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
個

別
の
事
例
研
究
の
形
で
地
主
を
ほ
と
ん
ど
解
明
し
て
い
な
い
以
上
、
い
い
か
え

れ
ば
、
足
を
も
た
な
い
幽
鐙
の
ご
と
き
-
明
清
地
主
制
研
究
は
、
段
階
規
定
に
則

し
た
用
語
を
持
ち
込
め
る
水
準
に
は
到
達
し
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

私
が
氏
に
、
「
設
展
段
階
に
則
し
た
用
語
を
意
識
的
に
避
け
ら
れ
た
の
で
す
か
」

と
問
う
た
の
に
封
し
、
恐
ら
く
は
、
い
く
ぶ
ん
自
省
の
念
を
亡
め
な
が
ら
、

「
み
ん
な
が
手
垢
で
汚
し
て
き
ま
し
た
か
ら
」
と
い
う
返
答
で
あ
っ
た
。
ど
う

い
う
含
み
を
も
っ
稜
言
か
は
、
わ
か
ら
な
い
。
汚
し
た
か
ら
洗
濯
を
し
て
、
い

つ
か
ま
た
使
お
う
と
い
う
の
か
、
あ
る
い
は
、
汚
し
て
使
え
な
く
な
っ
た
か
ら

捨
て
よ
う
と
い
う
の
か
、
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
ほ
か
の
意
味
か
。
た
だ
、
こ

の
脂
製
言
は
、
戦
後
の
明
清
枇
曾
経
済
先
研
究
が
大
き
た
幽
り
角
に
さ
し
か
か
っ

た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
し
、
そ
の
受
け
留
め
方
、
そ
の
生
か
し
方
い
か
ん
で

は
、
研
究
者
各
人
の
存
在
理
由
が
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
波
長
を
延
ば
し
そ
う

で
あ
る
。

北
村
論
文
に
つ
き
、
一
つ
だ
け
言
い
残
し
た
。
そ
れ
は
、
氏
が
一
貫
し
て
簡

明
直
裁
の
表
現
に
徹
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
概
し
て
、
明
清
祉
曾
経
済
史

関
係
の
論
文
は
、
煩
雑
で
晦
溢
な
文
章
が
多
い
。
固
有
名
詞
は
伏
せ
る
が
、
極

端
な
場
合
、
初
畿
の
主
語
が
中
途
の
冗
長
な
節
・
句
に
妨
げ
ら
れ
て
、
終
着
の

述
語
に
う
ま
く
連
絡
し
な
い
、
と
い
っ
た
凄
紹
な
文
章
す
ら
許
容
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
氏
の
は
、
卒
易
で
あ
る
し
、
紛
れ
が
な
い
。
こ
ん
な

こ
と
に
、
い
ち
い
ち
感
嘆
し
て
い
る
な
ど
情
無
い
話
だ
が
、
現
吠
は
い
か
ん
と

も
し
難
い
。

註①
北
村
氏
を
除
い
て
、
地
主
を
生
き
た
具
鶴
像
と
し
て
描
こ
う
と
し
た
作

品
は
意
想
外
に
少
い
。

佐
伯
有
一
氏
の
「
明
末
の
董
氏
の
嬰
|
|
所
謂

「
奴
獲
」
の
性
格
に
関
連
し
て
」
(
東
洋
史
研
究
一
六
|
一
一
九
五
七

年
)
が
目
を
ひ
く
程
度
か
。
こ
れ
は
、
二
ハ
世
紀
末
に
起
っ
た
一
つ
の
民

費
を
フ
ィ
ル
タ
ー
と
し
て
、
湖
州
府
烏
程
豚
の
一
大
官
紳
董
氏
に
照
明
を

嘗
て
た
作
品
で
あ
る
。
ま
ず
、
現
存
す
る
数
種
の
董
氏
関
係
史
料
を
、
そ

れ
ぞ
れ
の
著
者
の
立
場
を
顧
慮
し
つ
つ
利
用
し
よ
う
と
す
る
周
到
さ
が
あ

る
。
と
く
に
、
葦
氏
一
門
の
性
格
か
ら
説
き
起
し
、
そ
の
輩
下
の
多
彩
な

「
奴
僕
」
の
存
在
形
態
を
解
析
す
る
あ
た
り
、
地
主
の
賀
態
に
迫
ろ
う
と

す
る
気
慨
が
う
か
が
ネ
る
。

②
詩
に
つ
い
て
は
、
最
近
、
前
野
直
彬
氏
が
「
文
撃
と
文
章
」

e

の
中
で
次

の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
「
詩
は
:
:
・
作
者
の
政
治

な
い
し
枇
曾
に
射
す
る
意
識
の
表
れ
で
あ
り
、
個
人
の
上
に
限
定
し
て

-190ー



も
、
そ
の
人
の
入
格
の
護
露
で
あ
る
と
す
る
澄
念
示
存
在

L
た
。
日
:
・
:
た

と
え
ば
こ
こ
に
、
一
人
の
官
僚
が
あ
っ
て
、
嘗
時
の
朝
廷
の
政
策
に
つ
い

て
あ
る
意
見
を
持
っ
て
い
た
と
す
る
。
お
も
て
む
き
、
そ
の
意
見
は
上
奏

文
な
ど
の
形
で
ま
と
め
ら
れ
、
設
表
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ

は
、
あ
く
ま
で
も
「
お
も
て
む
き
」
の
護
言
で
あ
る
。
彼
が
そ
の
意
見
を

513 

持
つ
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
、
あ
る
い
は
上
奏
文
が
採
用
さ
れ
た
り
却
下
さ

れ
た
り
し
た
後
の
彼
の
感
慨
は
、
遁
常
、
詩
の
形
で
表
現
さ
れ
る
。
」
門
疲

野
正
高
等
編
『
近
代
中
園
研
究
入
門
』
六
七
頁
東
京
大
皐
出
版
曾
一

九
七
四
年
〉
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