
唐
宋
錨
変
革
期
に
お
け
る
四
川
成
都
府
路
地
域
一
世
舎

の
嬰
貌
に
つ
い
て

佐

竹

靖

彦

二三四五

は
じ
め
に

地
域
と
生
産
力
設
展
の
劃
期

農
業
に
お
け
る
協
業
的
側
面
の
製
化

土
豪
支
配
の
制
捜
質

大
家
族
的
同
族
鍾
制
の
崩
壊

土
地
所
有
に
お
け
る
新
し
い
法
理
の
成
長

お
わ
り
に

-103ー

lま

じ

め

』乙

と
れ
ま
で
唐
代
的
な
祉
舎
が
宋
代
的
な
祉
舎
に
嬰
貌
し
て
ゆ
く
過
程
で
、

有
す
る
と
と
、
い
い
か
え
れ
ば
一
定
の
矛
盾
を
共
有
す
る
ζ

と
に
注
目
し
、
各
地
域
に
お
け
る
そ
の
地
域
に
テ
ィ
ピ
カ
ル
な
祉
曾
蟹
化
の
パ
タ

①
 

l
γ
を
見
出
し
、
そ
の
特
徴
を
分
析
す
る
ζ

と
を
逼
じ
て
唐
宋
嬰
革
の
あ
り
方
を
追
求
し
て
き
た
。

今
乙
の
過
程
を
一
躍
中
園
に
お
け
る
中
世
か
ら
近
世
へ
か
け
て
の
蟹
革
過
程
と
名
づ
け
て
お
き
た
い
が
、
乙
の
饗
革
の
過
程
は
、
各
地
域
に

お
け
る
近
世
的
吠
況
の
最
終
的
確
立
の
時
貼
ま
で
を
射
程
に
入
れ
て
考
え
た
場
合
に
は
、
塩
め
て
長
期
に
わ
た
る
も
の
と
し
て
把
え
ら
れ
ね
ば

筆
者
は
、

一
定
の
地
域
が
、

一
定
の
地
域
的
に
特
有
な
性
格
を
共

275 

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。



276 

問
題
を
輩
純
化
し
て
言
え
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
全
瞳
と
し
て
は
中
世
的
な
杜
舎
関
係
の
中
で
、

一
定
の
地
域
に
お
い
て
近
世
的

な
社
禽
関
係
が
芽
ば
え
育
ち
、

そ
し
て
そ
の
周
遣
部
に
ひ
ろ
が
っ
て
ゆ
く
。
従
っ
て
と
の
貼
に
の
み
注
目
す
れ
ば
、
各
地
域
は
各
時
黙
に
お
い

て
、
先
進
か
ら
後
進
ま
で
の
一
系
列
の
坐
標
軸
の
上
に
、
互
に
系
譜
的
関
係
を
も
っ
連
績
し
た
貼
と
し
て
位
置
づ
け
る
ζ

と
が
可
能
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、

そ
れ
は
基
本
的
に
共
通
の
事
態
の
時
間
差
を
も
っ
た
地
域
的
展
開
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

そ
し
て
ζ

う
し
た
過
程
は
、

そ
れ
自
鰻
極
め
て
長
期
に
わ
た
る
過
程
で
あ
る
と
と
も
に
、
現
買
の
歴
史
過
程
に
お
い
て
は
、

乙
の
よ
う
な
特

性
を
も
っ
た
地
域
相
互
の
、
各
地
域
に
み
ら
れ
る
諸
開
係
相
互
の
、
立
鐙
的
な
結
び
つ
き
の
中
で
と
ら
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
も
基

本
的
な
問
題
だ
け
を
と
り
あ
げ
て
も
、
中
世
的
権
力
の
巌
存
す
る
時
期
と
、

そ
の
崩
壊
饗
質
期
、

近
世
的
権
力
の
確
立
期
の
そ
れ
ぞ
れ
の
中

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
は
そ
れ
ぞ
れ
の
権
力
と
の
か
か
わ
り
あ
い
の
中
で
濁
特
の
問
題
を
う
け
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各
地
域
が
、
そ
の

地
域
的
輔
氏
貌
の
、
過
程
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
殊
な
様
相
を
呈
す
る
の
は
少
く
と
も
、
乙
乙
に
根
擦
が
あ
る
。

@
 

乙
の
よ
う
な
大
雑
把
な
見
通
し
の
中
で
、
成
都
府
路
地
域
の
饗
貌
を
み
る
場
合
、
そ
の
起
貼
は
唐
初
に
、
そ
し
て
そ
の
新
奮
の
矛
盾
の
最
終
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的
爆
震
は
宋
初
の
王
小
波
・
李
順
の
叛
飽
に
も
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ζ

乙
で
の
分
析
の
重
黙
は
、

乙
の
よ
う
な
動
き
を
も
七
ら
し
た
新
し
い
生
産
力
が
地
域
的
に
ど
の
よ
う
に
機
大
俸
播
し
て
い
っ
た
か
。
又
ζ

の
新
し
い
生
産
力
に
と
も
な
う
新
し
い
社
禽
的
関
係
、
郷
村
レ
ベ
ル
で
の
新
し
い
人
間
関
係
が
、

ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
っ

た
か
、
総
じ
て
言
え
ば
、
問
題
の
最
も
普
遍
的
な
側
面
に
お
か
れ
て
い
る
。

と
の
過
渡
期
に
成
立
し
た
雨
萄
王
朝
の
権
力
機
構
の
分
析
に
つ
い
て
は
稿
を
あ
ら
た
め
に
い
し
、

乙
の
地
域
の
主
客
戸
制
度
、
戸
等
制
度
の

も
つ
特
殊
な
性
格
も
と
り
あ
げ
る
乙
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
に
だ
筆
者
の
か
つ
て
の
後
者
の
問
題
に
つ
い
て
の
言
及
に
封
す
る
周
藤
吉
之
氏
の

③
 

そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
の
問
題
個
所
を
注
記
し
て
お
く
乙
と
に
す
る
。

批
判
に
は
全
く
承
伏
し
が
た
い
の
で
、

王
小
波

・
李
順
の
叛
凱
は
、

乙
う
し
た
新
し
い
動
き
の
成
長
と
古
い
樟
制
の
矛
盾
と
し
て

一
躍
は
理
解
さ
れ
る
が
、
全
践
と
し
て
は
新
し
い

近
世
的
鐙
制
の
上
に
立
つ
宋
朝
が
、

四
川
に
お
い
て
は
、
古
い
鐙
制
を
温
存
し
な
が
ら
、
新
し
い
近
世
的
手
段
に
よ
っ
て
、

一
種
の
植
民
地
的



牧
奪
を
行
っ
て
お
り
、

と
乙
で
は
、

ζ

の
こ
と
が
叛
飢
の
性
格
を
複
雑
な
も
の
に
し
て
い
る
。

乙
の
王
小
波
・
李
順
の
叛
飽
よ
り
は
、
そ
の
叛
凱
後
に
展
開
し
た
近
世
的
事
態
の
分
析
に
重
貼
を
お
き
た
い
。

地
域
と
生
産
力
設
展
の
劃
期

宋
代
の
四
川
は
、
成
都
府
路
、
梓
州
路
、
利
州
路
、
慶
州
路
の
四
路
に
分
れ
て
い
た
。

@
 

性
を
し
め
し
て
い
た
と
と
に
つ
い
て
は
、
簡
単
な
が
ら
以
前
に
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
極
め
て
単
純
化
し
て
い
え
ば
、

と
の
四
路
が
宋
代
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
特
有
の
地
域

ζ 

れ

ら
の
四
路
は
、
成
都
府
路
を
最
先
進
と
し
、

と
乙
に
列
べ
た
順
に
従
う
一
つ
の
護
展
系
列
の
地
域
的
表
現
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
ζ

う

し
た
紋
況
に
あ
る
各
々
の
地
域
に
お
け
る
自
然
的
歴
史
的
諸
篠
件
、
お
よ
び
各
地
域
聞
の
関
係
、
あ
る
い
は
四
川
を
ふ
く
み
ζ

む
全
中
園
的
な

諸
閥
係
の
中
で
ζ

れ
ら
の
四
路
は
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
複
雑
な
性
格
を
呈
し
て
い
に
。

こ
の
よ
う
な
、
各
路
に
そ
れ
ぞ
れ
形
成
き
れ
て
き
た
地
域
的
個
性
を
ふ
ま
え
て
、
宋
王
朝
が
こ
の
四
路
の
区
分
け
に
ふ
み
き
っ
た
の
は
威
卒

四
年
三
月
(
一

O
O
一
〉
、
王
朝
の
成
立
後
約
四
十
年
の
ち
、
王
小
法
・
李
順
の
叛
飽
の
ほ
ぼ
十
年
の
ち
の
と
と
で
あ
っ
た
。

と
れ
に
先
立
つ
唐
末
五
代
の
間
に
あ
っ
て
は
、
成
都
府
を
中
心
と
す
る
西
川
と
、
梓
州
を
中
心
と
す
る
東
川
の
あ
い
忙
に
、
地
域
的
劃
立
抗

争
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
、
四
川
盆
地
は

E
覗
的
に
は
東
川
西
川
と
い
う
こ
つ
の
地
域
に
分
け
て
考
え
る
乙
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
さ
か

の
ぼ
っ
て
唐
代
に
は
四
川
一
国
が
剣
南
道
と
し
て
出
護
し
、
惰
代
に
は
四
川
一
園
の
後
進
的
拡
況
の
中
で
に
ピ
一
つ
の
先
進
的
な
島
と
し
て
成

@
 

都
豚
が
浮
ん
で
い
る
と
い
う
光
景
を
呈
し
た
。

-105ー

と
ζ

ろ
で
一
方
元
代
に
入
る
と
、
四
川
の
中
心
部
分
は
四
川
行
省
に
一
括
さ
れ
、
明
清
時
代
の
四
川
は
さ
ら
に
披
が
っ
て
宋
代
の
四
路
全
睦

の
領
域
に
近
つ
き
な
が
ら
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
そ
の
内
部
を
さ
ら
に
区
分
す
る
省
分
は
た
て
ら
れ
な
か
っ
た
。

四
川
地
域
は
出
護
貼
に
お
け
る
等
質
の
地
域
性
の
共
有
か
ら
中
間
で
の

ζ

う
し
て
極
め
て
巨
視
的
に
み
る
と
、
惰
唐
か
ら
明
清
に
か
け
て
、
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四
つ
の
地
域
へ
の
分
裂
と
、
高
次
の
段
階
で
の
今

一
度
の
共
、通
な
地
域
性
の
獲
得
と
い
う
道
す
じ
を
た
ど
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
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筆
者
は
乙
う
し
た
現
象
の
背
後
に
、
成
都
を
起
貼
と
す
る
新
し
い
祉
曾
的
関
係
の
披
大
普
遍
化
を
想
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
章
で
は
、

こ
の
よ
う
な
現
象
の
起
貼
と
な
っ
た
成
都
府
路
内
部
に
お
け
る
地
域
的
個
性
の
形
成
と
解
消
の
問
題
、

乙
と
に
地
域
的
個
性
の
形
成
の
問
題
に

接
近
し
て
み
た
い
と
考
え
る
。

本
章
で
と
ろ
う
と
す
る
方
法
は

一
定
の
生
産
力
の
水
準
に
あ
る
社
舎
の
中
で
、

よ
り
高
度
な
新
し
い
生
産
力
が
芽
ば
え
、
地
域
的
に
展
開

し
て
ゆ
く
場
合
、

乙
の
新
し
い
生
産
力
の
展
開
は
地
域
的
な
人
口
比
重
の
嬰
化
と
し
て
表
現
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
偲
設
に
依
援
し
て
い

る
。
乙
の
貼
成
都
府
路
の
周
遊
部
分
に
お
い
て
は
山
林
の
焼
畑
化
、
焼
畑
の
定
畑
化
等
の
水
田
稲
作
と
は
異
っ
た
要
因
に
よ
る
新
し
い
生
産
力

の
展
開
が
み
ら
れ
る
が
、

乙
れ
ら
の
地
域
の
も
つ
量
的
比
重
の
低
さ
は
、

ほ
ぼ
乙
の
要
因
を
捨
象
し
て
人
口
比
重
の
饗
化
を
考
え
る
こ
と
を
可

能
に
す
る
と
思
わ
れ
る
。

き
て
賞
際
に
戸
口
統
計
の
数
字
に
よ
っ
て
分
析
を
お
こ
な
う
前
提
と
し
て
、
同
様
の
事
態
の
別
の
表
現
と
し
て
と
の
地
域
内
に
お
け
る
行
政

乙
の
貼
で
第
一
に
気
づ
く
の
は
、
隔
、

唐
初
に
お
け
る
成
都
府
(
萄
郡
〉
の
領
域
と

そ
れ
以
降
の
成
都
府
の
領
域
と
の
大
幅
な
不

一
致
で

-106ー

匡
劃
の
嬰
動
の
問
題
に
限
を
む
け
て
み
た
い
。

萄
郡
は
成
都
以
下
十
三
鯨
で
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
奮
唐
書
巻
四

一
地
理
志
に
よ
る

と
、
唐
代
開
元
年
聞
の
と
の
地
域
に
は
、
成
都
府

・
簡
州

・
漢
州

・
彰
州
・
萄
州
の
五
府
州
、
凡
そ
二
十
八
豚
が
お
か
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち

本
来
の
局
郡
一
成
都
府
の
領
域
か
ら
陽
安
以
下
三
牒
を
さ
き
筒
州
が
新
置
さ
れ
、

あ
る
。
す
な
わ
ち
惰
書
巻
二
九
地
理
志
に
お
い
て
は
、

武
徳
三
年
〈
六
二

O
)、

同
時
に
玄
武
鯨
が
梓
州
に
分
属
し

た。

つ
い
で
垂
扶
二
年
(
六
八
六
)
に
は
維
鯨
以
下
の
五
燃
を
さ
き
漢
州
を
分
置
し
、

九
臨
以
下
の
四
鯨
で
彰
州
が
、

菅
源
以
下
の
四
鯨
で
萄

州
が
お
か
れ
た
。

と
の
よ
う
な
多
数
の
州
の
分
置
は
成
都
府
周
港
地
域
に
お
け
る
唐
初
以
来
の
飛
躍
的
な
戸
口
墳
を
推
測
さ
せ
る
。
鯨
の
敷
か
ら
い
っ
て
も
、

二
十
八
|
(
十
三
l
一
)
H
十
六
の
計
算
で
、
十
六
の
新
設
鯨
が
こ
の
区
域
に
生
れ
た
ζ

と
に
な
る
。
醤
唐
書
巻
四

一
一
地
理
志
で
は
、

ζ

の
十

六
幌
中
九
師
怖
に
つ
い
て
新
置
年
度
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、

ζ

れ
は
乙
の
地
域
を
の
ぞ
く
全
成
都
府
路
地
域
の
、
設
置
年
度
の
明
ら
か
な
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三地域の戸口比重の饗動

盟

表 I

l開皇 !瓦町云空1太卒輿園 |元

Ilzl-1主 11主
E 戸f l l lii 3 

+E17Fじ71Zl亘書

¥ 、¥時間 |
地域 、も--------1

60.8 

236094 155142 119311 戸数

% 51. 5 

十円円YJT了l17J川正日子
42.9 39.2 54. 1 55.0 

E 

891728 

100 

499666 601749 286881 216775 

100 

戸
号

日

新
設
豚
の
総
数
に
等
し
い
。
し
か
も
後
者
の
全
九
豚
の
う
ち
六
燃
は
明
確
に
漫
境
の

少
数
民
族
居
住
地
に
お
か
れ
て
お
り
、
直
接
に
地
域
的
な
経
済
的
護
展
に
封
醸
し
た

⑥
 

も
の
で
は
な
い
。

100 

以
上
の
黙
を
ふ
ま
え
れ
ば
全
瞳
と
し
て
の
成
都
府
路
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
小
地

域
に
細
か
く
分
け
て
考
え
る
乙
と
が
で
き
よ
う
。

100 

(I
〉
新
成
都
府
の
領
域
、

す
な
わ
ち
晴

・
唐
初
の
蓄
成
都
府
の
領
域
か
ら
の
ち

に
分
離
濁
立
し
た
筒
・
漢
・
彰
・
萄
四
州
を
と
り
き
っ
て
残
っ
た
領
域
。

成
都
府
か
ら
戸
口
増
に
麿
じ
て
濁
立
し
た
簡
・
漢
・
彰
・
萄
の
領
域
。

(
E
)
奮

(皿
)
成
都

100 

(E
〉
を
あ
わ
せ
た
匡
域
す
な
わ
ち
嘗
成
都
府
の

を
ひ
き
さ
っ
て
残
っ
た
部
分
、
綿
・
茂
・
威
・
却
・
雅
・
繋
・
嘉
・
眉
の
雅
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府
路
全
佳
か
ら
、
以
上
の

(I
)

領
域
、

州
の
領
域
。

の
三
つ
の
匿
域
が
そ
れ
で
あ
る
。

次
に
ζ

れ
ら
の
各
地
域
の
戸
口
の
比
重
の
階
段
動
を
示
す
基
礎
的
な
数
字
を
提
示
し

①
 

〔表
I
〕。

よ'コ。乙
の
表
に
あ
ら
わ
れ
た
数
字
を
も
と
に
し
て

又
天
賓
元
年
(
七
四
二
〉
以
降
、

元
豊
三
年
(
一

O
八

O
)
ま
で
ほ
ぼ
直
線
的
に
お
ち
と
ん
で
い
く

(
I
)
匿
域
の
比

重
の
落
下
の
趨
勢
が
惰
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
偲
定
し
て、

グ
ラ
フ
を
作
成
す
れ
ば

次
の
よ
う
に
な
る
。

〔
グ
ラ
フ

I
〕。

(
I
)
の
線
は
直
線
と
い
う
よ
り
は
、
破

線
部
に
山
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
山
が
あ
る
と
す
れ
ば
唐
初
前
後
と

一
方
、
新
豚
設
置
の
傾
向
か
ら
み
て
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新しい生産力の地域的展開

i些些?期 |唐初期 i唐中期 |北宋中Wl.

1 b b 1 b 

i E i a l b 

l E | a | b 

推
定
さ
れ
る
。

臆
じ
て、

表 E

b 

と
の
よ
う
な
推
定
が
成
立
す
れ
ば
、
こ
れ
に

(E
)
地
域
の
惰
代
J
唐
初
の
比
率
増
加
が
ゆ
る

や
か
に
な
り
、
唐
初
J
唐
中
期
の
比
率
増
大
の
カ
l
ブ
の
傾

斜
が
著
し
く
な
る
。

a 

そ
し
て
、
も
し
ζ

れ
ら
の
要
素
を
考
慮
に
い
れ
て

フ
を
曲
線
化
す
れ
ば

そ
れ
は
最
初
に
田
町
ま
り
を
む
か
え
る

期
か
ら
宋
初
の
聞
に

(
I
)
の
波
、

ζ

れ
に
つ
づ
く

(
E
)

の
渡

(E
)
の
波
と

い
う
、
互
に
始
期
の
ズ
レ
た
三
つ
の
波
の
合
成
と
し
て
表
現

さ
れ
よ
う
。

以
上
の
材
料
に
よ
っ

て
、

(I
)
の
地
域
に
お
い
て
は

惰
か
ら
唐
中
期
ま
で
の
聞
に
、

(E
)
の
地
域
で
は
、
唐
中

(E
〉
の
地
域
で
は
宋
初
以
降
に
、

そ
れ
ぞ
れ
地
域
の
人
口
比
重

の
相
針
的
日
叩
ま
り
を
み
た
と
推
定
で
き
よ
う
。
そ
し
て
と
の
よ
う
な
人
口
比
重
の
に
か
ま

り
の
同
心
圃
的
波
及
は
、
基
本
的
に
は
、
水
田
稲
作
に
お
け
る
新
し
い
高
度
の
生
産
力
の

グ
フ

~iê 

停
播
受
容
、
展
開
に
よ
る
も
の
と
推
測
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
今
ζ

の
よ
う
な
新
し
い
生
産

%

初

印

〔表
日
〕。

カ
の
展
開
以
前
を
刷
、

展
開
以
降
を
似
と
し
て
、

と
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は

地
域
別
に
紋
況
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

a
と
b
と
の
聞
に
、
生
産
力
の
あ
り
方
の
段
階
的
な
差
を
み
と
め
る
ζ

と
が
で
き
よ
う
。

農
業
に
お
け
る
協
業
的
側
面
の
築
化

9~~ 
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ζ
ζ

で
は
各
時
期
の
農
業
に
お
け
る
協
業
が
、
ど
の
よ
う
に
組
織
さ
れ
て
い
た
の
か
を
中
心
に
問
題
を
考
え
る
。

ま
ず
問
題
の
最
も
始
裂
の
段
階
を
一
示
す
も
の
と
し
て
、
常
に
用
い
ら
れ
る
資
料
で
は
あ
る
が
、
蘇
献
の
父
蘇
淘
の
嘉
結
集
巻
五
、
衡
論
下
、
田

@
 

制
に
み
ら
れ
る
議
論
を
ひ
い
て
お
ζ

う。

富
民
之
家
、
地
大
業
康
、
肝
陪
連
接
、
募
召
浮
客
、
分
耕
其
中
。
鞭
答
騒
役
、
覗
以
奴
僕
、
安
坐
四
顧
、
指
腫
於
其
問
。
市
役
属
之
民
、

夏
以
魚
縛
、
秋
漏
之
穫
、
無
有

一
人
達
其
節
度
以
嬉
。
市
田
之
所
入
、
己
得
其
傘
、
耕
者
得
其
牟
。

こ
乙
で
え
が
か
れ
て
い
る
の
は
、
贋
大
な
一
国
的
団
地
を
も
っ
大
地
主
の
直
接
の
監
督
下
に
、
夏
の
除
草
、
秋
の
牧
穫
に
お
け
る
協
業
務
働

が
組
織
さ
れ
て
い
る
と
い
う
姿
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
は
朕
況
が
、
と
の
時
期
の
四
川
の
あ
り
さ
ま
を
下
じ
き
に
し
て
お
り
、

豚
の
人
と
し
て
の
彼
の
艦
験

・
見
聞
を
ふ
ま
え
て
の
設
言
で
あ
る
と
と
は
事
買
で
あ
ろ
う
。

乙
と
に
眉
州
眉
山

し
か
し
と
の
議
論
が
、
同
文
集
の
巻
四
衡
論
上
に
の
せ
ら
れ
た
遠
慮
・
御
賂
・
任
相
・
重
遠
・
贋
士
、
巻
五
衡
論
下
の
養
才
・
申
法
・
議

法

・
兵
制

・
田
制
と
つ
づ
く
抽
象
的
な
議
論
の
一
部
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
貼
を
考
慮
に
い
れ
、
と
の
田
制
の
議
論
自
躍
が
、
「
周
公
の
制

乙
の
議
論
の
背
景
に
あ
っ
た
現
賀

た
る
井
田
の
精
神
」
を
形
を
か
え
て
い
か
す
乙
と
を
主
張
し
て
い
る
と
い
う
ト
l
ン
を
ふ
ま
え
て
い
う
と
、

-109ー

は
、
必
ら
ず
し
も
、

と
の
言
葉
ど
う
り
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

あ
る
祉
舎
に
す
む
人
聞
が
、
そ
の
枇
舎
の
朕
況
を
理
論
的
に
概
括
し
よ
う
と
す
る
際
、
も
っ
と
も
お
ら
い
り
や
す
い
あ
や
ま
り
は
、
理
論
的

に
概
括
し
や
す
い
朕
況
を

一
般
化
し
て
、
そ
れ
を
そ
の
祉
曾
全
鐙
の
あ
り
方
で
あ
る
と
す
る
ζ

と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
概
括
し
や
す
い
拭
況

は
、
乙
れ
ま
に

一
般
的
に
い
え
ば
、
新
し
い
も
の
よ
り
は
古
い
も
の
、
す
で
に
そ
う
し
た
朕
況
の
性
質
に
つ
い
て
、
公
許
の
認
識
が
で
き
あ
が

っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
乙
と
が
多
い
も
の
も
容
易
に
肯
定
で
き
よ
う
。

四
川
の
そ
こ
と
と
に
質
在
し
て
は
い
た
が
、
す
で
に
生
命
力
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
古
い
形
を
、

@
 

ζ

の
地
域
に
支
配
的
で
あ
っ
た
事
態
で
あ
る
も
の
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
た
と
推
測
す
る
乙
と
が
可
能
で
あ
る
。

ζ

の
よ
う
に
考
え
る
と
、
蘇
淘
の
議
論
は
、

281 

眉
州
に
お
い
て
は
、
前
章
の
議
論
を
参
照
す
れ
ば
、

よ
う
や
く
宋
初
以
来
は
じ
め
て
近
世
的
な
生
産
力
の
あ
り
方
が
展
開
し
つ
つ
あ
っ
た
の
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で
あ
り
、
北
宋
中
期
に
お
い
て
も
、
か
れ
の
眼
を
く
ら
ま
せ
る
程
度
に
古
い
関
係
は
残
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
寅
際
に
は
か
れ
の
抱
く
イ
メ

ー
ジ
は
、

次
に
問
題
に
す
る
か
れ
の
子
、
蘇
献
の
思
い
出
の
中
で
え
が
か
れ
た
事
態
よ
り
は
、
惰

・
唐
初
の
土
豪
経
営
の
あ
り
方
に
ぴ
っ
た
り

⑩
 

し
て
い
る
。

ζ

乙
で
は
か
れ
の
議
論
を
ζ

う
い
う
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
前
節
で
み
た
刷
の
段
階
に
お
け
る
協
業
の
組
織
の
し
か
た
を
示
す
も
の
と
し

て
う
け
と
っ
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
数
多
く
の
農
民
を
直
接
に
指
揮
監
督
し
て
除
草

・
秋
牧
等
の
大
規
模
な
単
純
協
業
を
行
な
う
と
の
形
態
は

本
来
一
国
的
な
大
土
地
所
有
に
封
臆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
ζ

と
が
で
き
よ
う
。

さ
て
、
乙
の
地
域
に
お
け
る
協
業
の
よ
り
新
し
い
あ
り
方
は
、
蘇
拘
の
子
蘇
棋
の
経
進
蘇
東
坂
文
集
事
略
巻
五
一
の
「
眉
州
遠
景
棲
記
」
の

中
に
み
ら
れ
る
。

歳
二
月
、
農
事
始
作
。
四
月
初
士
尺

穀
稚
而
草
批
、
転
者
畢
出
、
数
十
百
人
魚
農
。
立
表
下
漏
、
鳴
鼓
以
致
衆
。
揮
其
徒
、
篤
衆
所
親
信

一
人
掌
鼓
、

多
而
丁
少
、
則
出
銭
以
償
衆
。

一
人
掌
漏
、
進
退
作
止
、
惟
二
人
之
聴
。
鼓
之
市
不
至
、
至
而
不
力
、
皆
有
罰
。
量
田
計
功
、
終
事
而
曾
之
。
田

七
月
既
望
、

穀
支
市
草
表
、
則
朴
鼓
決
漏
、
取
罰
金
輿
償
衆
之
鏡
、
買
羊
家
酒
酷
、
以
紀
団
組
。
作
祭
飲

~1l0 一

者
二
人
、

食
、
酔
飽
而
去
、
歳
以
信
用
常
。

ζ

乙
で
の
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

夏
の
除
草
に
お
け
る
協
業
の
あ
り
方
で
あ
る
。
そ
ζ

で
は
協
業
務
働
の
指
揮
監
督
は
、
村
落
共
同
値
的
な

規
制
を
背
景
と
し
な
が
ら
、
農
民
の
中
か
ら
え
ら
ば
れ
た
「
衆
の
畏
信
す
る
と
ζ

ろ
の
者
」
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
農
民
の
勢
働
力
の
提
供
も
先
に
み
た
よ
う
な
富
民
の
強
制
下
で
行
な
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
農
民
の
「
自
渡
的
な
」
共
同
第
働
へ
の

参
加
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。

乙
の
よ
う
な
農
民
た
ち
の
「
自
護
的
」

「
共
同
位
的
」
な
協
業
務
働
の
組
織
の
原
理
と
し
て
は
、
田
の
面
積
に
慮
じ
に
M

労
働
力
の
提
供
が
う

そ
乙
で
は
原
始
的
卒
等
で
は
な
く
、
標
準
団
地
を
保
有
す
る
標
準
的
農
民
家
族
を
規
準
と
す
る
小
農
民
の
卒
等
主
義
が

た
わ
れ
て
い
る
か
ら
、

基
礎
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。



さ
ら
に
、

団
地
の
保
有
額
が
標
準
規
模
よ
り
大
き
な
も
の
は
、

そ
れ
に
み
あ
っ
た
努
働
力
を
提
供
で
き
な
い
場
合
に
は
、
代
償
と
し
て
寸
共

同
盟
」
に
劃
し
て
金
銭
を
接
出
す
る
と
い
う
貼
で
は
、

と
う
し
た
小
農
民
相
互
の
聞
に
観
念
的
に
は
フ
ラ
y

ト
な
共
同
盟
的
関
係
が
形
成
さ
れ

つ
つ
あ
っ
た
と
と
が
知
ら
れ
る
。

ナ

カ

マ

こ
う
し
た
「
卒
等
な
結
合
」
と
い
う
観
念
は
、

ζ

の
金
銭
の
接
出
と
、

「
衆
の
畏
信
す
る
と
と
ろ
の
者
」
の
指
揮
監
督
下
で
の
卒
等
な
務
働

そ
し
て
と
れ
ら
の
金
銭
を
あ
つ
め
て
行
な
わ
れ
る
秋
の
田
租
の
ま
つ
り
の
場
に
お
い
て
全

の
強
制
、
怠
者
へ
の
罰
金
と
い
う
形
で
保
障
さ
れ
、

面
的
に
開
花
す
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
協
業
の
あ
り
方
を
、
先
に
み
た
事
態
に
接
績
す
る
も
の
と
し
て
考
え
る
と
、

そ
ζ

で
は
一
国
的
な
大
土
地
所
有
の
下
で
の
農
民

的
経
営
の
確
立
と
新
し
い
農
民
的
共
同
鐙
的
関
係
の
形
成
、
そ
の
中
で
の
農
民
の
階
層
的
な
分
化
が
想
定
さ
れ
る
。
乙
う
し
た
事
態
は
乙
れ
と

う
ら
は
ら
に
、
大
土
地
所
有
そ
の
も
の
の
蟹
質
日
そ
の
貫
際
の
経
営
か
ら
の
遊
離
と
私
的
公
的
な
領
域
支
配
の
追
求
へ
の
傾
向
を
推
定
さ
せ
る

も
の
で
あ
る
。

乙
う
し
た
事
態
乙
そ
が
、
制
の
段
階
に
ひ
き
つ
づ
い
て
展
開
し
、
人
口
の
飛
躍
的
な
た
か
ま
り
を
も
た
ら
し
た
似
の
段
階
の
生

産
力
に
封
臆
す
る
祉
舎
嬰
化
の
一
側
面
で
あ
っ
た
。

と
乙
ろ
で
乙
乙
に
規
定
し
た
刷
の
段
階
を
も
し
近
世
的
な
段
階
と
よ
ぶ
な
ら
、
そ
れ
は
質
際
に
は
極
め
て
茄
芽
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
。
蘇
叫
も
ま
た
自
分
の
え
が
く
眉
州
の
農
村
賦
況
を
、
「
古
に
近
き
も
の
」
「
漢
唐
の
遺
風
に
し
て
他
郡
の
及
ぶ
な
き
と
と
ろ
」
と
規
定
し

て
お
り
、
す
で
に
王
小
渡
・
李
順
の
叛
凱
を
へ
た
成
都
府
路
地
域
で
は
、
よ
り
新
し
い
賦
況

(
C
の
段
階
〉

が
一
般
的
と
な
り
つ
つ
あ
つ
に
。

以
下
、
成
都
文
類
巻
四
六
に
み
え
る
任
淵
の
「
整
流
照
烈
廟
碑
陰
記
」
に
よ
っ
て
乙
の
問
題
を
考
え
て
み
よ
う
。

整
流
鯨
は
、
宋
代
の
成
都
府
の
中
の
一
鯨
で
あ
り
、
時
期
的
に
は
南
宋
の
紹
興
三
十
一
年
、
水
利
工
事
の
際
の
協
業
の
し
か
た
が
こ
ζ

で
問

題
と
な
っ
て
い
る
。
事
態
を
概
観
す
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。
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る
と
ζ

ろ
が
二
十
ヶ
虚
ほ
ど
あ
る
。

成
都
府
の
属
牒
の
田
は
全
て
渠
堰
に
よ
っ
て
濯
瓶
・
水
利
の
調
節
を
行
っ
て
お
り
、
九
昇
口
よ
り
下
流
で
現
在
手
を
加
え
る
必
要
の
ゐ

そ
の
う
ち
も
っ
と
も
配
水
規
模
が
大
き
く
工
事
の
費
用
も
か
か
る
の
が
、
新
聞
江
の
張
懐
・
杜
源
の
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二
つ
の
堰
で
あ
る
。
毎
年
正
月
に
な
る
と
、
控
流
・
贋
都
の
知
豚
が
、
附
近
の
四
鯨
の
人
夫
数
千
人
を
あ
つ
め
て
、
陵
伍
を
く
ま
せ
隊
長

を
お
い
て
工
事
に
と
り
く
む
。

と
と
ろ
が
被
調
護
者
の
名
簿
が
、
き
ち
ん
と
し
て
い
て
も
、

賓
際
に
や
っ

て
く
る
の
は
六
割
か
ら
七
割
、

そ
れ
も
日
を
お
っ
て
少
く
な

り
、
十
日
ほ
ど
に
も
な
れ
ば
ほ
と
ん
ど
姿
を
け
し
て
し
ま
う
。
や

っ
と
残
っ
た
の
は
年
寄
と
病
人
ば
か
り
。
黙
呼
を
し
よ
う
と
す
る
と
、

入
れ
か
わ
り
た
ち
か
わ
り
、
代
返
す
る
の
で
手
が
つ
け
ら
れ
な
い
。
:
:
:

と
の
工
事
は
毎
年
お
こ
な
う
も
の
な
の
で
、
年
々
堰
の
積
み
石
が
高
く
な
る
は
ず
な
の
に
一
向
か
わ
ら
な
い
。
何
故
か
と
い
う
と
、
毎

カ
ゴ

年
秋
多
、
官
吏
の
検
査
が
お
わ
れ
ば
、
蓄
い
竹
落
が
た
き
ぎ
に
な
る
と
い
う
の
で
、
折
角
つ
く
っ
た
堰
を
と
わ
し
て
、
竹
落
を
き
り
う
り

す
る
。

と
の
た
め
毎
年
積
ん
だ
石
が
江
に
お
ち
ζ

ん
で
も
と
の
も
く
あ
み
と
い
う
吠
況
の
く
り
か
え
し
で
あ
る
と
。

乙
ζ

に
み
ら
れ
る
の
は
、
恐
ら
く
は
従
来
は
有
数
で
あ
っ
た
一
つ
の
協
業
の
原
理
が
、
そ
の
意
味
ぞ
失
い
、
頚
底
し
つ
つ
あ
る
姿
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
な
協
業
の
あ
り
方
が
ど
の
よ
う
に
く
ず
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
か
。
従
来
の
獄
況
の
片
鱗
は
次
の
よ
う
な
記
事
の
中
か
ら
う
か
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が
う
乙
と
が
で
き
よ
う
。日

費
米
二
升
、
薪
菜
之
銭
二
十
、
皆
取
給
於
国
主
。
市
好
民
豪
姓
、
往
々
新
督
、
健
倖
有
克
、
不
肯
供
役
。
或
日
、
汝
負

吾
租
、
雷
魚
我
出
力
、
則
徒
手
役
之
。
其
賀
給
者
、
陵
長
興
賠
吏
、
乾
役
(
波
)
自
潤
、
而
陰
菟
其
役
。
故
所
調
夫
、
多
逃
匿
不
充
数
。

ζ

の
記
事
か
ら
推
測
さ
れ
る
水
利
工
事
の
本
来
の
あ
り
方
に
お
い
て
は
、
工
事
の
負
措
は
各
農
民
の
も
つ
団
地
の
面
積
に
臆
じ
た
費
用
の
共

凡
執
役
之
夫
、

同
支
出
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
(
皆
取
給
於
田
主
)
。

と
れ
に
費
や
さ
れ
る
第
働
の
方
も
、

本
来
は
「
好
民
豪
姓
」
を
ふ
く

め
て
全
農
民
に
割
り
あ
て
ら
れ

一
方
、
夫
役
参
加
者
は
卒
等
に
工
賃
を
う
け
と
っ

て
い
る
。

ζ

と
に
は
た
ら
い
て
い
る
の
は
、
先
の
眉
州
遠

景
棲
記
に
み
ら
れ
た
小
農
民
の
卒
等
主
義
と
基
本
的
に
共
通
し
た
原
理
で
あ
る
。

そ
し
て
問
題
は
ま
さ
に
ζ

の
小
農
民
の
共
同
曲
目
的
仲
間
主
義

ts 

「
好
民
豪
姓
」
の
制
労
働
参
加
の
拒
否
H
仲
間
と
し
て
の
義
務
の
拒
否
、
と
工
事
費
の
侵
蝕
H
仲
間
的
組
織
の
破
壊
と
に
よ
っ
て
崩
壊
し
つ

つ
あ
る
貼
に
集
中
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

ζ

の

「
好
民
豪
姓
」
ζ

そ
か
の
「
衆
の
畏
信
す
る
と
乙
ろ
の
者
L

の
後
身
で
あ
ろ
う
。
か
れ
ら
の
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土豪

協業務動組織の嬰化

賀線は労働の組織の範園を示し

貼線はその上lζ立つ支配の性格を示す

園 I

農民

上
か
ら
の
秩
序
組
織
者
へ
の
饗
身
は
、
乙
乙
に

い
う
蔚
芽
的
な
近
世
的
農
村
秩
序
(
あ
る
い
は
中
世
末
期
的
農
村
秩
序
)
を
再
饗
質
さ
せ
た
。

農
村
共
同
践
的
秩
序
か
ら
の
浮
上
・
遊
離
、

ζ

の
よ
う
な
事
態
を
ふ
ま
え
て
、
任
淵
は
、

農
村
に
お
け
る
地
主
に
ち
と
農
民
た
ち
を
共

同
盟
的
原
理
で
つ
つ
み
ζ

む
と
い
う
従
来
の
方
式
を
断
念
し
、

工
事
費
は
土
地
所
有
者
か
ら

徴
牧
し
、
官
更
が
乙
れ
を
保
管
し
、
質
際
の
傍
働
は
と
れ
ら
の
地
主
を
除
外
し
た
層
に
依
擦

し
て
行
な
わ
せ
る
ζ

と
と
し
た
。

予
始
建
議
、
令
田
主
嘗
出
銭
者
、
先
期
総
之
官
、
官
魚
津
近
便
地
、
置
奴
巾
康
受
之
。
悉

書
於
籍
、
無
所
隠
遁
。
役
既
興
、
則
揮
英
伍
中
謹
患
者
、
瑳
銭
米
、
併
日
給
、
使
造
飯

葉
、
以
時
館
倒
、
鳴
鼓
禽
食
。

自
倍
、
衆
文
畢
集
、
可
就
数
其
存
亡
。

不
就
役
。
籍
令
逃
去
、
吾
格
燦
固
在
、

罰
其
駿
削
不
精
旨
者
。

人
既
得
飽
、

-113ー

主
者
嘗
之
、

用
力

可。歳
召。之
募。初
開。春
民。
而。民
役。方
之。難
也。食

未
有
所
管
、

何
俸
市

以
上
の
よ
う
な
獄
況
と
卒
行
し
て
竹
落
の
撤
去
の
禁
(
か
つ
て
は
不
足
し
た
工
貨
の
一
種
の
み

か
え
り
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
〉
が
行
な
わ
れ
た
の
は
嘗
然
で
あ
る
。
「
銭
米
格

之
官
、
則
役
夫
可
不
令
而
至
。
故
基
不
刺
虫
、
則
石
可
無
求
市
足
。
堰
之
利
害
、
決
於
雨
言

爾
。
」
と
。

以
上
の
よ
う
な
各
段
階
に
み
ら
れ
る
協
業
献
労
働
の
組
織
の
原
理
の
饗
化
を
ま
と
め
て
闘
示

@
 

上
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

す
れ
ば
、

〔園
I
〕。
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土
豪
支
配
の
嬰
質

と
と
で
は
前
章
で
み
た
協
業
第
働
に
お
け
る
饗
化
を
そ
の

一
側
面
と
す
る
よ
う
な
、
全
世
と
し
て
の
祉
禽
関
係
の
愛
化
を
も
う
少
し
康
い
覗

野
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。

ま
ず
土
豪
支
配
の
あ
り
方
を
前
章
で
の
分
析
と
相
封
臆
す
る
形
で
務
恕
し
な
が
ら
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

同
一
前
章
例
に
割
腹

・
土
豪
の
農
民
に
劃
す
る

一
国
的
支
配
。

削
い
前
章
仰
に
封
陸
一
土
豪
の
農
民
に
劃
す
る
初
歩
的
な
領
域
的
支
配
。

川

w
一
前
章

ωに
割
陸

一
土
豪
ハ
郷
町
家
)
の
農
民
に
射
す
る
設
展
し
た
領
域
的
支
配
。

と
と
で
い
う
刷
の
段
階
か
ら
似
の
段
階
に
う
つ
る
援
化
の
ポ
イ

ン
ト
は
、
在
地
有
刀
農
民

(
郷
豪
の
前
身
〉
を
中
心
と
す
る
在
地
秩
序
、
す
な

わ
ち
初
歩
的
な
農
民
的
共
同
盟
の
出
現
が
、
土
一致
の
領
域
的
支
配
者
と
し
て
の
途
を
ひ
ら
き
、
又
領
域
的
支
配
者
へ

の
途
に
お
い
や
る
と
い
う

l乙
お史
け料
る lζ

土 あ
豪 ら
~R~ わ
座 れ
のた
事 も
{列の
と@と

し
て
は

九
世
紀
末
、

ζ

の
刷
か
ら

ωへ
の
過
渡
期
に
あ
る
土
一栄
の
姿
と
し
て
、
八
世
紀
中
ど
ろ
、

漢
州
機
鯨
(
第
二
地
域
)

⑬
 

に
お
け
る
土
豪
の
叛
乱
の
事
例、

す
な
わ
ち
肝
能
の
叛
範
、
の
二
つ
の
ケ

-114ー

事
情
で
あ
る
。

司
州

(
第
三
地
域
〉

ー
ス
を
み
る
ζ

と
が
で
き
る
。

文
地
域
的
に
は
成
都
府
路
に
は
入
ら
な
い
が
、
乙
の
肝
能
の
叛
乱
等
の
唐
末
の
動
範
を
契
機
に
、
民
兵
集
圏
の
組
織
者
か
ら
合
昌
二
州
の
刺

史
に
ま
で
の
し
あ
が
り
、
州
刺
史
と
し
て
の
公
的
地
位
を
利
用
し
な
が
ら
、
領
域
内
の
比
較
的
規
模
の
大
き
な
義
軍
鎖
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、
一
族

「
子
弟
」
に
よ
っ
て
掌
握
し
て
一
種
の
小
型
藩
鎖
を
つ
く
り
あ
げ
に
有
名
な
章
君
靖
の
例
は
、
同
か
ら

ωへ
の
移
行
に
成
功
し
た
土
豪
の
一
典

⑬
 

型
と
し
て
と
ら
れ
る
ζ

と
が
で
き
よ
う
。

置
(
八
六
八
J
八
七

O
)
と、

@
 

ま
ず
肝
能
の
叛
飢
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
叛
蹴
の
前
史
と
し
て
は
、
司
州
を
中
心
と
す
る
定
過
軍
の
設

そ
ζ

で
の
民
兵
政
策
、
南
詔
の
侵
入
等
の
事
態
を
み
て
お
く
必
要
が
あ
る
。



民
兵
問
題
に
つ
い
て
は
、
資
治
通
鑑
考
異
巻
二
三
、

祈
乳
(
刺
)
万
、
補
義
軍
将
、
主
管
数
練
兵
士
」

威
通
十
四
年
五
月
篠
(
八
七
三
〉
に
錦
里
香
奮
俸
を
ひ
い
て
「
米
馳
壇
丁
子
弟
、
敬
之

と
い
い
、

新
唐
書
巻
一
八
回
路
巌
俸
を
ひ
い
て

「取
壇
丁
子
弟
、

教
師
事
刺
、
使
補
屯
籍
」
と

、
ー
。

，Eu
-
-

白
ζ

と
で
問
題
は
「
子
弟
」
で
あ
る
。
今

一
つ
の
漢
州
縦
豚
の
方
の
事
例
で
も
、
子
弟
の
存
在
が
み
え
る
が
、

そ
ζ

で
は
「
援
立
魚
雄
前
脚
、
有

豪
族
陳
氏
鴛
豚
録
事
、
家
業
股
富
、
子
弟
復
多
」

(
封
氏
関
見
記
容
九
除
誌
)

と
い
い
、
子
弟
の
多
き
が
勢
力
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
と
し
て
あ
っ
か

わ
れ
て
い
る
。
ま
た
ζ

の
記
事
の
つ
づ
き
に
は
崖
立
が
ζ

の
土
豪
陳
氏
を
撲
殺
せ
し
め
た
と
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

ζ

の
あ
と
陳
氏
の
子
弟

親
属
数
十
人
が
鯨
街
に
来
り
突
し
て
一
種
の
一
万
威
を
行
っ
た
が
、
屋
立
は
「
取
其
子
弟
壷
杖
殺
之
。
其
疏
者
、
皆
決
駆
出
」
せ
し
め
た
と
あ
っ

て
、
そ
の
親
属
は
親
な
る
も
の
H
子
弟
と
、
疏
な
る
も
の
リ
子
弟
以
外
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
考
え
る
乙
と
が
で
き
た。

乙
の
貼
か
ら

そ
の
中
心
に
、
多
く
の
子
弟
す
な
わ
ち
若
者
グ
ル
ー
プ
を
か
か
え
る
大
家
族
韓
制
を
と
り
、

諸
家
族
を
ひ
き
つ
け
る
二
重
の
睦
制
を
と
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

い
う
と
、
嘗
時
の
土
豪
は
、

そ
の
周
圏
に
同
姓
の

-115ー

ζ

乙
で
問
題
と
し
た
肝
能
の
叔
父
の
肝
行
全
の
家
族
が
三
十
五

人
と
っ
た
え
ら
れ
て
お
り

(
資
治
通
鑑
省
二
五
五
、
中
和
二
年
十
二
月
係〉
、
恐
ら
く
「
祖
父
母
父
母
有
ら
ば
別
籍
異
財
せ
、ざる
」
大
家
族
的
型
態
を

ζ

の
同
族
的
結
合
の
中
心
に
い
た
と
乙
ろ
の
大
家
族
の
規
模
に
つ
い
て
は
、

と
っ
て
い
た
と
推
測
し
て
よ
か
ろ
う
。
乙
と
で
は
一
躍
ζ

の
世
制
を
大
家
族
的
同
族
笹
制
と
呼
ん
で
お
き
た
い
が
、

ζ

う
し
た
瞳
制
は
、
本
来

は
か
れ
ら
の
開
設
地
主
的
側
面
に
由
来
す
る
と
と
も
に
、
次
第
に
か
れ
ら
の
農
民
へ
の
領
域
的
支
配
を
支
え
る
中
心
的
な
力
と
し
て
働
く
よ
う

プ
」

P

ふ
っ
，
』
O

P
V
寸

J

φ

i

以
上
の
よ
う
な
酷
制
を
前
提
と
し
て
考
え
れ
ば
、
定
没
軍
で
と
ら
れ
た
慮
置
は
次
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
想
定
で
き
よ
う
。
す
な

わ
ち
、
在
地
の
土
豪
を
中
心
と
し
て
組
織
さ
れ
た
義
軍

・
郷
軍
の
組
織
の
中
核
を
形
づ
く
る
大
家
族
の
若
者
グ
ル

ー
プ
を
義
軍
将
と
し
て
そ
の

地
位
を
公
認
し
公
権
力
の
在
地
支
配
の
支
柱
と
し
、
一
方
か
れ
ら
を
屯
田
兵
の
籍
に
入
れ
て
、
乙

の
面
か
ら
統
制
を
き
か
せ
、
土
豪
勢
力
の
自

287 

立
的
護
展
を
制
約
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
。
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ζ

う
し
た
政
策
は
一
方
で
土
豪
の
領
域
的
支
配
者
へ
の
途
を
ひ
ら
き
、
他
方
で
は
か
れ
ら
が
直
接
に
唐
朝
の
権
力
と
衝
突
せ
ざ
る
を
え
な
い

朕
況
を
つ
く
り
ピ
し
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
南
詔
侵
入
へ
の
抵
抗
の
中
で
強
ま
っ
た
農
民
の
力
|
|
萄
民
数
千
人
、
争
操
菱
刀
白
培
、
以

助
官
軍
υ

資
治
通
鑑
巻
二
五
二
威
遁
十
一
年
二
月
篠
(
八
七
O
〉
l
l
l
と
地
域
の
窮
乏

・
牧
奪
の
強
化
は
土
豪
の
支
配
健
制
に
複
雑
な

モ
メ
ン

ト
を
興
え
る
。

⑬
 

か
く
て
中
和
二
年
三
月
(
八
八
二
)、
司
州
の
「
土
去
」
で
「
牙
官
」
、
司
州
蟹
と
も
司
州
首
望
と
も
い
わ
れ
る
肝
能
が
叛
乱
に
た
ち
あ
が
っ

七。

叛
凱
の
直
接
の
契
機
は
「
公
事
遣
期
」
す
る
に
よ
り
と
稿
せ
ら
れ
る
が
、
と
の
よ
う
な
前
史
を
ふ
ま
え
て
み
る
と
、
と
乙
に
在
地
で
の
一

国
的

@
 

大
土
地
所
有
者
で
あ
つ
に
肝
能
(
お
そ
ら
く
は
少
数
民
族
の
有
力
者
が
、
そ
の
地
位
を
利
用
し
な
が
ら
農
奴
主
的
土
豪
へ
特
化
し
た
も
の
〉
の
領
域
的
支
配

者
へ
の
瑳
展
(
義
軍
の
支
配
者
か
ら
銀
将

・
刺
史
へ
)
へ
の
成
長
と
い
う
コ

l
ス
と
唐
朝
の
領
域
支
配
の
強
化
と
い
う
二

つ
の
力
の
問
の
矛
盾
の
激

突
ぞ
み
る
乙
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

今

一
つ
の
例
、
漢
州
維
牒
で
の
事
例
で
も
、
土
豪
を
「
訣
殺
」

し
た
崖
立
は
、
采
訪
判
官
に
あ
て
ら
れ
、
監
察
御
史
に
出
世
し
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
乙
の
場
合
で
も
縦
豚
の
土
豪

・
腕
の
録
事
陳
氏
と
、
牒
令
経
立
の
聞
の
封
立
は
偶
然
と
い
う
以
上
に
必
然
的
な
二
つ
の
力
の
衝
突
を

-116ー

あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
封
氏
聞
見
記
に
は
前
引
部
分
に
す
ぐ
ひ
き
つ
づ
い
て
「
萄
漢
風
俗
、
豚
官
初
臨
、

豪
家
必
先
韻
倒
、
令
丞

は
か
ま

づ

き

あ

い

@

以
下
、
皆
典
之
卒
交
」
と
あ
っ

て
、
回
勾
州
漢
州
の
地
域
〈
第
二
地
域
)
で
は
ζ

の
乙
ろ
土
豪
と
鯨
官
と
が
卒
交
し
て
い
た
と
俸
え
て
い
る
。

「豪
盛
を
侍
み
て
ι
「躍
数
甚
だ
倍
っ
て
」
お
り
、
「
其
の
資
産
を
計
れ
ば
、
嘗
牒
の

一
年
の
租
税
に
充
て
る
に
足
る
。
」
と
い
わ
れ
た
と
の
陳

氏
と
先
に
み
た
意
君
靖
の
場
合
と
を
比
較
し
て
も
、
問
題
の
出
震
と
し
て
の
在
地
の
勢
力
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
同
様
の
存
在
で
は
な
か
っ
た
か
と

考
え
る
。

九
世
紀
末
、
唐
王
朝
の
支
配
睦
制
の
崩
壊
と
と
も
に
、
四
川
に
お
い
て
は
、
ζ

の
刷
か
ら
刷
、
あ
る
い
は

ωの
段
階
、
の
土
豪
支
配
は
、
章

君
靖
の
場
合
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
地
域
的
な
藩
銀
位
制

i
lそ
れ
と
表
裏
す
る
土
園
兵

・
郷
軍

・
義
軍
の
結
集
ー
ー
と
し
て
表
現

さ
れ
よ
う
と
し
に
。
そ
し
て
ζ

う
し
た
献
況
は
史
料
的
に
は
東
川
を
中
心
に
あ
る
程
度
の
材
料
を
残
し
て
い
る
。



唐
末
の
東
川
で
可
八
州
の
壇
丁
共
に
十
五
蔦
人
」

(
資
治
通
鑑
谷
二
五
五
、
中
和
四
年
三
月
冗

プ
途
州
の
兵
二
高
」
(
資
治
通
鐙
谷
二
六
一
、
乾
寧
四

年
九
月
)
「
資
州
の
義
軍
二
高
」
(
萄
鑑
答
八
)

と
い
'
コ
よ
予
つ
に
、

そ
の
規
模
の
大
き
さ
は
恐
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
天
賓
元
年
に
、途
州

の
戸
数
が
三
五
、
六
三
二
、
資
州
の
そ
れ
が
二
九
、
六
三
五
と
奮
唐
書
地
理
志
に
俸
え
ら
れ
、
又
乙
ζ

で
い
う
八
州
の
壇
丁
十
五
寓
に
劃
し

て
、
同
じ
天
賓
元
年
に
の
ち
の
梓
州
路
に
属
す
る
十
一
州
(
梓
途
果
資
普
回
目
戎
瀦
合
祭
渠
)
の
組
戸
数
が
約
二
九
省
内
五
千
と
俸
え
ら
れ
て
い
る
。

乙
の
貼
か
ら
み
る
と
、

ζ

の
地
域
の
壇
丁
・
義
軍
は
貧
質
的
に
は
、
凡
そ
各
州
の
領
域
下
に
あ
る
全
て
の
農
民
を
射
象
と
し
た
徴
設
兵
の
制

度
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ζ

れ
ら
の
民
兵
組
織
の
中
味
と
し
て
は
、
宋
初
に
な
っ
て
の
梓
州
に
つ
い
て
の
記
事
で
あ
る
が
、
績
資
治
通
鑑
長
編
巻
七
、
乾
徳
四
年
夏
正

月
庚
成
俊
(
九
六
六
)
に
、
「
偽
萄
時
、

:
・
:
有
郷
賂
都
牌
等
、
互
擾
郷
里
」
と
い
わ
れ
て
お
り
、

ζ

乙
に
い
う
都
賂
は
他
の
地
域
で
の
そ
れ
と

同
様
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
衛
園
の
長
と
し
て
の
土
豪
で
あ
り
、
郷
賂
は
そ
の
下
で
各
農
村
の
組
織
を
把
握
し
て
い
た
郷
豪
居
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

-117-

一
方
、
成
都
府
を
中
心
と
し
て
は
、
と
う
し
た
史
料
は
あ
ま
り
多
く
な
い
が
、
王
建
の
西
川
へ
の
侵
入
に
際
し
て
「
所
在
に
兵
を
擁
し
て
自

保
し
、
衆
あ
る
い
は
寓
人
、
少
き
者
も
千
人
、
:
:
:
皆
衆
を
ひ
き
い
て
建
に
附
す
」
(
資
治
通
鑑
径
二
五
七
、
文
徳
元
年
六
月
篠
)
(
八
八
八
)
と
い

⑮
⑪
 

わ
れ
た
漢
州
の
土
豪
何
義
陽
ら
の
存
在
は
同
様
の
事
態
が
ζ

の
地
域
に
も
み
ら
れ
た
と
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
宋
初
に
な
る
と
、
西
川
の
土
豪
支
配
の
姿
は
数
多
く
の
史
料
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
今
く
り
か
え
し
て
原
史
料
に
た
ち
も
ど
っ
て
事

態
の
展
開
を
た
ど
る
乙
と
は
ひ
か
え
た
い
が
、

と
り
あ
え
ず
二
つ
の
問
題
貼
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

第
一
は
、
宋
王
朝
側
の
事
態
の
認
識
と
、

そ
れ
に
も
と
ず
く
四
川
政
策
に
つ
い
て
で
あ
る
。
宋
王
朝
と
そ
の
官
吏
の
四
川
地
域
全
般
に
劉
す

る
認
識
の
基
調
は
、

ζ

の
地
域
の
秩
序
が
「
数
千
戸
」
に
わ
た
る
「
小
民
」
を
「
数
世
役
麗
せ
し
め
る
」
土
豪
を
中
心
と
し
て
く
み
た
て
ら
れ

て
い
る
と
み
る
黙
に
あ
っ
た
。
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宋
王
朝
は
そ
の
四
川
征
服
の
ほ
と
ん
ど
直
後
に
、
績
資
治
通
鑑
長
編
巻
九
、
開
賓
元
年
六
月
笑
亥
篠
(
九
六
八
〉
に
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西
川
及
山
南
諸
州
百
姓
、

祖
父
母
父
母
在
者
、
子
孫
多
別
籍
異
財
。
詔
長
吏
申
戒
之
。
達
者
論
如
律
。

と
い

い
、
翌
年
八
月
丁
亥
保
に

令
川
快
諸
州
、

察
民
有
父
母
在
而
別
籍
異
財
者
、
其
罪
死
。

と
い
ャ
フ
よ
弓
ノ
に
、

乙
の
地
域
の
別
籍
異
財
を
巌
禁
し
た
。
乙
の
よ
う
な
禁
令
は
、
車
に

一
般
的
な
「
風
紀
上
」
の
問
題
で
あ
る
と
か
、

乙
の
時

期、

ζ

の
地
域
に
他
の
地
域
に
比
し
て
特
に
「
別
籍
異
財
」
が
多
設
し
た
と
か
い
う
よ
う
な
ζ

と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
乙
れ
ま
で
み
て

き
た
よ
う
な
土
豪
の
大
家
族
的
同
族
世
制
を
、
と
の
地
域
の
秩
序
維
持
の
主
要
な
柱
と
し
て
措
定
し
、
か
れ
ら
の
在
地
で
の
勢
力
を
温
存
し
、

ζ

れ
を
宋
朝
の
四
川
支
配
の
重
要
な
手
段

・
支
柱
と
す
る
ζ

と
が
、
ζ

の
政
策
の
員
の
狙
い
で
あ
っ
た
。

⑫
 

質
際
に
は
宋
王
朝
の
植
民
地
的
牧
奪

・
近
世
的
牧
奪
が
、
乙
れ
ら
の
土
豪
の
基
盤
を
も
ゆ
る
が
す
程
の
苛
酷
き
で
進
行
し
た
た
め
乙
の
ね
ら

い
は
十
分
な
放
果
を
瑳
揮
し
な
か
っ
た
が
、
ζ

乙
に
勃
設
し
た
王
小
波

・
李
順
の
均
産
一
授
に
つ
い
て
す
ら
、

(太
宗
質
録
ハ窃
七
八
、
至
道
二
年
八
月
丙
寅
)
と
か

「李
順
之
飢
、
皆
芳
戸
鳩
集
」
(
宋
史
容
三
O
四
劉
師
道
侍
)
と
か
い
う
の
が
宋
王
朝

乙
乙
に
み
ら
れ
る
の
は
卒
時
に
お
い
て
も
叛
飽
時
に
お
い
て
も
、

ζ

の
地
域
の
動
向
を
決
定
す
る
の
は
、
乙
れ
ら

「濁
川
兆
乱
、
職
豪
民
噺
緊
芳

-118ー

戸
之
由
也
」

の
公
式
の
見
解
で
あ
っ
た
。

の
E
大
な
土
豪
の
蹄
趨
で
あ
る
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
そ
し
て
叛
見
後
に
お
い
て
も
な
お
、
地
域
支
配
は
相
饗
ら
ず
土
豪
的
地
域
秩
序
に
も
と

ず
い
て
行
な
う
と
い
う
決
定
が
な
さ
れ
た
ζ

と
が
乙
れ
ら
の
史
料
の
あ
と
に
記
さ
れ
て
い
る
。

第
二
の
問
題
黙
は
、

ζ

う
し
た
宋
朝
の
地
域
認
識
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宋
初
か
ら
王
小
波
・
李
順
の
叛
乱
期
に
か
け
て
、
土
豪
の
下
に
お
け

る
郷
豪
層
の
成
長
を
示
す
史
料
が
少
な
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。

島
居

一
康
氏
は
、
績
資
治
通
鑑
長
編
各
四
六
、
王
小
波

・
李
順
の
叛
凱
に
や
や
お
く
れ
る
威
卒
三
年
春
正
月
乙
未
候
(
一

0
0
0
)
に
の
せ
る

@
 

王
均
の
叛
飽
の
記
事
に
注
意
を
む
け
て
い
る
。

初
、
知
窃
州
供
奉
官
閤
門
紙
候
楊
懐
忠
、
開
成
都
靴
、
邸
調
郷
丁
、
曾
諸
州
巡
検
兵
、
刻
期
進
計
。
濁
民
不
従
賊
者
、
相
率
抗
禦
、
自
謂

清
壇
衆
。
懐
忠
又
揮
清
壇
衆
之
魁
七
十
絵
、
悉
補
巡
検
。



ζ

と
で
は
、
知
窃
州
楊
懐
忠
が
郷
丁
を
調
し
て
諸
州
の
巡
検
兵
と
禽
し
て
云
々
と
い
う
の
で
、
乙
の
民
兵
指
導
者
「
清
壇
衆
之
魁
」
た
る
七

十
徐
人
も
お
そ
ら
く
局
州
の
領
域
内
か
ら
え
ら
ば
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
萄
州
内
で
、
ど
の
程
度
の
ひ
ろ
が
り
を
も
っ
て
、
王
均
の
叛
蹴
に

劃
す
る
自
衛
圏
が
結
成
さ
れ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
街
州
の
一
部
で
七
十
除
人
と
い
う
魁
首
の
数
は
、
か
れ
ら
が
本

そ
の
下
で
成
長
し
て
き
た
郷
豪
層
で
あ
る
乙
と
を
推
測
さ
せ
る
。
し
か
も
か
れ
ら
は
、
楊
懐
忠
に
よ
っ
て
「
巡
検
に

稿
で
い
う
土
豪
で
な
く
、

補
せ
ら
れ
る
」
ほ
ど
の
成
長
を
し
め
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
先
に
も
び
い
た
太
宗
貫
録
や
宋
史
劉
師
道
俸
に
み
え
る
有
名
な
「
郷
豪
」
も
史
料
に
お
い
て
は
、
番
長
か
ら
官
吏
(
州
豚
の
職
)
へ
の

@

@

⑫
 

途
を
歩
み
う
る
も
の
と
し
て
把
え
ら
れ
て
お
り
、
周
藤
氏
の
度
々
の
批
剣
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
丹
喬
二
氏
や
島
居
一
康
氏
の
主
張
さ
れ

る
如
き
存
在
、
す
な
わ
ち
土
豪
の
下
で
成
長
し
つ
つ
あ
る
郷
村
の
有
力
農
民
、

で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
L

き
で
あ
ろ
う
。

乙
乙
で
の
問
題
は
、
土

豪
秩
序
下
で
の
こ
れ
ら
の
郷
豪
層
の
成
長
そ
の
も
の
が
、
土
豪
支
配
の
せ
ま
さ
を
う
ち
ゃ
ぶ
り
、
か
れ
ら
の
領
域
支
配
を
支
え
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
想
定
と
、
宋
朝
の
近
世
的
領
域
支
配
の
中
で
、

郷
豪
層
が
、
逆
に
宋
朝
の
領
域
支
配
の
ス
タ
ッ
フ

と
し
て
さ
え
想
定
さ
れ
る
と

い
う
事
責
で
あ
る
。

ζ

う
い
う
吠
況
は
ま
さ
に
ζ

乙
で
い
う
仰
の
段
階
、
郷
豪
土
豪
の
護
展
し
た
領
域
支
配
の
措
い
手
へ
の
輯
化
の
段
階
に
あ

-119ー

る
も
の
と
い
え
よ
う
。
勿
論
四
川
に
お
い
て
は
、
す
で
に
近
世
的
な
領
域
支
配
の
鰻
制
は
宋
王
朝
に
よ
っ
て
上
か
ら
お
し
つ
け
ら
れ
て
お
り
、

地
域
の
郷
豪
土
豪
層
は
ζ

れ
に
劃
す
る
受
身
の
針
躍
を
し
い
ら
れ
た
と
い
う
の
が
、
問
題
の
主
導
的
側
面
で
あ
る
が
。

と
と
ろ
で
乙
れ
ま
で
は
、

乙
の
地
域
に
お
け
る
祉
禽
的
関
係
の
第
化
の
問
題
を
土
豪
支
配
の
饗
質
に
し
ぼ
っ

て
考
え
て
き
た
。

し
か
し
土
豪

の
領
域
的
支
配
者
へ
の
稜
展
は
、
嘗
然
そ
の
周
迭
の
農
民
を
そ
の
支
配
に
つ
つ
み
こ
む
ζ

と
な
し
に
は
行
な
わ
れ
え
な
い
し
、
逆
に
乙
の
地
貼

か
ら
そ
れ
以
前
の
段
階
を
ふ
り
か
え
れ
ば
、
土
豪
支
配
の
例
の
段
階
、

一
国
的
所
有
支
配
の
段
階
に
お
い

て
さ
え
、

か
れ
ら
土
豪
が
、
州
鯨
の

官
あ
る
い
は
吏
と
し
て
執
務
し
、
貫
際
の
照
政
が
か
れ
ら
の
共
同
執
政
の
下
に
き
り
ま
わ
さ
れ
て
い
る
事
態
を
想
定
す
れ
ば
、

外
の
農
民
も
、
土
豪
支
配
と
無
関
係
な
政
治
的
秩
序
の
中
に
あ
っ
た
と
考
え
る
乙
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

そ
の
支
配
地
域

291 

以
上
の
貼
を
考
慮
し
て
、
最
後
に
こ
れ
ら
土
豪
支
配
の
麗
質
に
封
躍
す
る

一
般
的
政
治
秩
序
の
段
階
的
な
饗
化
を
、
俵
設
と
し
て
提
示
す
る
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と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

刷
、
土
豪
の
一
国
的
農
民
支
配
が
、

そ
の
ま
ま
一
般
農
民
に
劃
す
る
王
朝
の
政
治
的
支
配
の
手
段
と
な
る
段
階
・
国
保
的
秩
序
の
段
階
、

刷
、
郷
豪
の
成
長
が
土
豪
の
領
域
的
支
配
を
支
え
る
段
階
一
土
圏
的
秩
序
の
段
階
、

ω農
民
的
共
同
鐙
的
関
係
の
確
立
に
よ
っ
て
、

を
ふ
く
む
公
的
領
域
支
配
が
確
立
す
る
時
期
ぃ
戸
等
制
的
秩
序
の
段
階
。

土
豪
郷
豪

さ
て
最
近
大
津
正
昭
氏
は
、
藩
鎖
権
力
の
軍
事
構
造
の
地
域
的
差
異
を
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
、
江
南
江
准
に
お
け
る
土
圏
兵
の
活
躍
に
つ

乙
の
地
域
の
開
設
に
お
け
る
「
一
国
的
な
地
主
佃
戸
の
〔
相
互
〕
依
存
的
経
営
の
存
在
が
、
『
土
園
』
的
権
力
の
伸
長
に
有
利
な
傑

⑮
 

件
で
あ
つ
に
」
と
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
大
凡
そ
の
傾
向
と
し
て
、

ζ

の
見
解
に
同
意
す
る
が
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
議
論
と
の
か
か
わ
り

い
て
ふ
れ
、

で
い
え
ば

さ
ら
に

乙
の
相
互
依
存
的
経
営
と
い
わ
れ
る
も
の
の
中
味
、
特
に
そ
の
普
遍
的
側
面
が
問
題
と
な
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
大
規

模
な
土
園
兵
の
領
域
的
形
成
は
、

そ
の
下
で
の
郷
豪
を
中
心
と
す
る
農
民
た
ち

の
一
般
的
な
小
経
営
の
自
立
に
よ
っ
て
ひ
き
お
乙
さ
れ
る
農
業
生
産
力
の
高
ま
り
と
、
新
し
い
在
地
秩
序
の
形
成
を
基
礎
と
し
て
は
じ
め
て
考

一
国
的
開
設
地
主
の
農
民
へ
の
規
制
を
出
護
黙
と
し
な
が
ら
、
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え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
酷
で
あ
る
。

唐
宋
饗
革
期
に
あ
っ
て
、
土
圏
兵
の
出
現
が
、

E
覗
的
に
み
て
、
宋
初
の
戸
口
統
計
の
中
で
、
客
戸
率
の
高
い
地
域
H
揚
子
江
流
域
在
中
心

と
す
る
中
圏
中
部
H
に
み
ら
れ
た
乙
と
は
、
開
設
地
主
的
土
豪
の
存
在
が
、
土
園
形
成
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
乙
と
ぞ
う
か
が
わ
せ
る
が
、

方、

ζ

ま
か
く
み
る
と
、

乙
れ
ら
の
地
域
内
で
の
相
劃
的
に
客
戸
率
が
低
い
部
分
で
土
圏
兵
が
活
躍
す
る
よ
う
に
み
え
る
の
は
、
土
豪
支
配
の

え⑮震
化
lζ 

と
っ

て

郷
豪
層
を
中
心
と
す
る

農
民
層
の
成
長
と
郷
豪
的
在
地
秩
序
の
形
成
が

本
質
的
な
要
素
で
あ
っ
た
ζ

と
を
推
測
さ
せ

乙
れ
ら
の
貼
か
ら
い
う
と
、

唐
初
華
北
に
お
い
て
施
行
さ
れ
た
府
兵
制
の
前
提
と
し
て
、

し

そ
の
前
代
の
郷
兵
集
圏
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
分
析

@
 

「
府
兵
制
の
史
的
意
義
も
郷
兵
の
そ
れ
か
ら
類
推
し
う
る
」
と
し
た
谷
川
遁
雄
氏
の
先
騒
的
業
績
は
、
唐
宋
嬰
革
を
全
面
的
に
と
ら
え
る

に
め
に
、
今
一
度
に
ち
か
え
っ
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
論
駐
を
ふ
く
ん
で
い
る
。



す
れ
ば
、
基
本
的
に
は
、

乙
ζ

で
詳
論
す
る
ゆ
と
り
は
な
い
が
、
筆
者
は

E
規
的
に
み
た
乙
の
時
期
の
黄
河
流
域
の
先
準
性
と
揚
子
江
流
域
の
後
進
的
稜
展
を
前
提
と

か
な
り
な
程
度
に
共
通
の
メ
カ
ユ
ズ
ム
に
立
っ
た
事
態
が
、
北
貌
惰
唐
期
の
華
北
と
唐
中
期
以
後
の
華
中
に
共
通
し

て
み
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。

四

大
家
族
的
同
族
睦
制
の
崩
壊

王
小
波
・
李
順
の
叛
凱
に
お
け
る
事
柄
の
特
殊
近
世
的
側
面
、
宋
朝
の
貨
幣
経
済
や
専
貰
鐙
制
を
利
用
し
た
牧
奪
、
及
び
ζ

れ
と
割
腹
す
る

@
 

乙
の
地
域
の
農
業
に
お
け
る
地
域
的
分
業
の
展
開
、
専
業
的
茶
園
戸
の
叛
飽
に
果
し
た
役
割
等
々
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
最
近
の
研
究
に
よ
っ

⑪
 

て
十
分
に
、

あ
る
意
味
で
は
過
度
の
比
重
を
も
っ
て
解
明
さ
れ
て
い
る
。

⑬

@
 

筆
者
は
、
乙
う
し
た
研
究
成
果
を
基
本
的
に
は
肯
定
し
な
が
ら
も
、

ζ

の
叛
蹴
の
贋
が
り
と
徹
底
性
を
一
つ
の
根
援
と
し
て
、
乙
の
叛
観
が

ζ

の
地
域
に
お
い
て
、
よ
り
大
き
な
歴
史
的
意
味
を
も
っ
て
い
た
乙
と
、
す
な
わ
ち
そ
れ
が
、
と
れ
ま
で
に
み
て
き
た
ζ

の
地
域
の
社
曾
的
関

-121ー

係
の
刷
か
ら

ωへ
の
護
展
を
基
礎
と
し
な
が
ら
、
宋
朝
の
近
世
的
地
域
政
策
と
か
ら
ん
で
激
震
し
た
民
衆
叛
観
で
あ
り
、
従
っ
て
乙
の
叛
観
の

の
ち
に
、

は
じ
め
て
全
面
的
な
近
世
的
社
曾
関
係
が
と
の
地
域
に
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
乙
と
を
推
測
し
て
お
き
た
い
。

き
て
ζ

の
叛
刷
慨
を
通
じ
て
進
行
し
た
乙
の
地
域
の
土
園
的
秩
序
の
崩
壊
の
の
ち
に
乙
の
地
域
の
社
舎
で
典
型
的
に
進
行
し
た
事
態
は
、
史
料

的
に
み
る
限
り
、
以
下
の
二
貼
に
し
ぼ
っ
て
と
ら
え
る
乙
と
が
で
き
る
。

そ
の
第
一
貼
は
、

ζ

れ
ま
で
の
土
豪
が、

そ
の
土
地
所
有
と
祉
曾
的
支
配
の
た
め
に
、
重
要
な
手
段
と
し
て
い
た
大
家
族
的
同
族
鐙
制
の
嬰

lま

首
時
の
土
豪
層
に
お
け
る
遺
産
経
承
の
問
題
と
し
て
集
中
的
に
表
現
さ
れ
る
。
そ
の
第
二
貼

乙
れ
ま
で
の
土
豪
的
土
地
所
有
の
原
理
と
は
異
っ
た
新
し
い
土
地
所
有
の
原
理
の
成
長
と
法
的
公
認
で
あ
り
、
そ
れ
は
有
名
な
正
法
院
の

と
の
乙
と
は
史
料
面
で
は
、

質
崩
壊
で
あ
り
、

「
所
領
」
を
め
ぐ
る
争
い
に
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
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乙
の
章
で
は
、
第
一
黙
の
問
題
を
あ
っ
か
う
ζ

と
に
な
る
が
、

乙
の
黙
に
つ
い
て
は
眉
州
眉
山
燃
の
孫
氏
の
遺
産
手
い
の
例
を
あ
げ
る
乙
と
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が
で
き
る
。

績
資
治
通
鑑
長
編
巻
二
八
の
大
中
群
符
七
年
六
月
丙
辰
係
〈
一

O
一
四〉

に
は
、

ζ

の
件
に
つ

い
て

初
孫
延
世
、
偽
作
祖
父
疏
、
奪
孫
朴
田
、
計
直
三
百
高
。

提
黙
刑
獄
司
、
命
〔
庖
州
通
剣
寅
〕
坐
排
之
。

眉
山
鯨
尉
高
用
、

納
延
世
銭
七

寓
、
易
其
丁
簿
、
以
局
誼
佐
。
埜
又
取
黄
金
三
十
雨
。
獄
成
。
爽
江
豚
令
李
幹
審
覆
之
。
又
取
黄
金
四
雨
、
因
逐
朴
、
悉
以
付
延
世
。
朴

と
あ
る
。
そ
し
て
乙
の
直
前
、

詣
闘
訟
寛
。
詔
劾
得
賞
、

祭
等
砂
田
死
。

用
五
年
十
月
成
午
赦
、
特
除
名
、
配
本
城
軍
。
鉱
山~隷
白
州
、
幹
滋
州
。

「
三
十
年
を
積
み
、
六
七
び
制
劾
を
程
た
る
も
、
官
吏
肱
を
う
け
て
法
を

同
書
同
巻
同
年
五
月
戊
子
僚
に
は

在
げ
た
り
」
と
あ
り
、

ζ

れ
が
極
め
て
大
が
か
り
な
裁
判
事
件
で
あ
っ
て
、
単
な
る
農
民
の
遺
産
学
い
で
な
か
っ
に
ζ

と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

の
程
度
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

乙
乙
で
孫
延
世
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
孫
朴
の
田
が
三
百
寓
銭
に
達
し
た
ζ

と
も
乙
の
推
定
を
う
ら
が
き
す
る
。
首
時
の
ζ

の
地
方
の
国
債
が
ど

@
 

一
躍
畝
あ
た
り
二
貫
乃
至
三
貫
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、

乙
の
事
件
は
十
頃
か
ら
十
五
頃
の
贋
さ
の
田

き
た
土
豪
の
範
崎
に
入
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
。
し
か
も
、

と
の
眉
山
の
民
孫
朴
は
、

さ
ま
ぎ
ま
な
状
況
誼
援
に
よ
り
、
買
は
蘇
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地
の
蹄
腐
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た
と
と
に
な
る
。
遺
産
相
績
の

一
部
が
乙
れ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
全
世
と
し
て
の
孫
家
は
こ
れ
ま
で
み
て

頚
の
蘇
説
文
公
集
巻
六
三
の

「
朝
詩
大
夫
太
子
少
僻
致
仕
贈
太
子
太
保
孫
公
行
欣
」
に

み
え
る
眉
州
眉
山
の
人
孫
件
と
同

一
人
物
で
あ
っ

た
と

@
 

思
わ
れ
る
が
、

ζ

の
孫
作
H
孫
朴
の
行
朕
に
よ
る
と
、
眉
山
豚
の
孫
氏
は
、
唐
末
、
そ
の
六
世
の
組
長
隔
が、

彰
山
鯨
令
を
掘
し
、
そ
の
ま
ま

眉
山
に
い
つ
い
た
こ
と
に
始
る
。
か
れ
は
「
既
に
秩
満
ち
て
罷
め
、
因
り
て
眉
山
に
家
し
、
大
い
に
居
慮
を
治
め
、
文
重
棲
を
構
え
て
以
っ
て

書
を
貯
え
、

日
に
四
方
の
豪
彦
を
延
き
て
、
其
の
聞
に
講
座

4

せ
し
む
。
時
に
窃
人
競
し
て
書
棲
孫
家
と
な
す
。
」

ん」
J

のマ。。

ζ

乙
に
も
唐
末
以

衆
の
土
豪
と
し
て
の
孫
家
の
姿
が
う
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。

と
と
ろ
で
長
編
に
記
さ
れ
た
日
付
け
が
正
し
け
れ
ば
、

乙
の
遺
産
争
い
の
そ
も
そ
も
の
護
端
は
、
大
中
群
符
七
年
〈
一

O
一
四
〉
の
三
十
年
前

薙
照
元
年
(
九
八
四
〉
に
さ
か
の
ぼ
る
。
乙
れ
は
ち
ょ
う
ど
宋
王
朝
、
か
、
そ
の
四
川
支
配
の
初
期
に
、

そ
の
支
配
の
支
柱
と
す
る
た
め
に
出
し
た
禁
令

lll
「
祖
父
母
父
母
あ
り
て
子
孫
の
別
籍
異
財
す
る
も
の
」

四
川
の
土
豪
勢
力
を
温
存
凍
結
し
て
、

を
死
罪
を
も
っ
て
禁
じ
た
法
令



ー
ー
を
維
持
し
き
れ
ず
、
律
に
よ
る
慮
罰
げ
に
後
退
し
た
太
卒
輿
園
八
年
十

一
月
(
九
八
三
)

と
の
禁
令
の
事
質
上
の
解
禁
に
よ
っ

て
、
土
豪
孫
家
が
、

ヲ
匂
ん
」
、

の
翌
年
に
事
件
が
始
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
て
み

「
祖
父
母
父
母
あ
る
も
」
別
籍
異
財
に
ふ
み
き
っ
た
と
と
が
、
今
回
の
事
件

の
は
じ
ま
り
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
乙
と
も
、

そ
う
突
飛
な
空
想
で
は
な
か
ろ
う
。

ζ

乙
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、

一
国
的
経
営
機
能
の

土
豪
の
大
家
族
の
崩
壊
は
、
第
一
に
か
れ
ら
の
農
業
生
産
に
お
け
る
開
設
地
主
的
機
能
、

解
消
に
、
第
二
に
宋
朝
の
四
川
征
服
に
よ
る
、
地
域
土
豪
の
藩
鎖
擢
力
機
構
の
中
で
の
地
位
上
昇
の
展
望
の
喪
失
に
起
因
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
そ
れ
は
宋
朝
の
四
川
征
服
以
後

一
般
的
な
現
象
と
な
り
、
王
小
波

・
李
順
の
叛
飢
に
よ
っ
て

一
一
層
徹
底
的
に
進
行
し
は
じ
め
に
。

乙
の
よ
う
な
大
家
族
鐙
制
の
解
鐙
は
、
嘗
然
そ
れ
に
封
雁
す
る
財
産
相
績
の
方
式
の
嬰
動
を
と
も
な
う
。
そ
し
て
、
大
家
族
位
制
か
ら
小
家

族
鐙
制
へ

の
移
行
に
あ
た
っ
て
、
従
来
の
相
績
慣
行
と
新
し
い
現
賓
と
の
衝
突

・
摩
擦
の
焦
貼
に
お
か
れ
た
の
が
、
男
系
子
孫
な
き
小
家
族
の

遺
産
を
相
績
法
の
中
で
い
か
に
位
置
づ
け
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。

大
家
族
的
な
相
績
形
態
に
お
い
て
は
、

そ
の
財
産
は
大
家
族
全
躍
の
も
の

と
り
わ
け
祖
父
母
あ
る
い
は
父
母
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か

-123-

ら
、
男
系
子
孫
な
き
夫
婦
の
持
分
は
嘗
然
そ
の
兄
弟
の
子
、

す
な
わ
ち
猶
子
た
ち
に
流
れ
と
ん
だ
で
あ
ろ
う
。

と
乙
ろ
が
、
祖
父
母
父
母
在
世
中
の
別
籍
異
財
が
進
行
す
れ
ば
、
別
籍
異
財
し
て
現
貫
の
家
産
の
所
有
者
と
な
っ
に
各
小
家
族
に
、
男
系
子

孫
が
で
き
な
い
と
い
う
乙
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
か
れ
ら
に
と
っ
て
極
め
て
重
大
な
問
題
と
な
っ
て
質
感
さ
れ
て
く
る
。

一
方
宋
朝
の
側
か
ら

は、

ζ

う
し
た
ケ
l
ス
に
劃
し
て
戸
絶
法
を
適
用
し
て
く
る
の
で
、
何
ら
か
の
形
で
、
男
子
相
綴
者
+
そ
っ
く
り
ピ
す
と
と
が
必
要
と
な
っ
て
く

る。

ζ

乙
に
出
現
す
る
の
が
、
男
系
子
孫
を
有
す
る
家
族
、
あ
る
い
は
大
家
族
的
慣
行
を
重
ん
ず
る
側
か
ら
の
同
姓
養
子
採
用
の
要
求
と
、
男

系
子
孫
な
き
家
族
の
相
績
権
の
防
衛
す
な
わ
ち
費
増
の
採
用
、

と
の
衝
突
で
あ
る
。

四
川
地
域
の
土
豪
居
に
お
け
る
宋
初
の
賛
靖
の
盛
行
に
つ
い

て
は
、
有
名
な
績
資
治
遁
鑑
長
編
巻
=
二

・
淳
化
元
年
九
月
戊
寅
篠
(
九
九
O
)

が
俸
え
る
。
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川
峡
富
人
、
多
招
賛
培
、
輿
所
生
子
歯
、
富
人
死
、
町
分
其
財
。
故
貧
民
多
拾
親
出
賞
、
甚
傷
風
化
、
而
盆
争
訟
、
草
禁
之
。
詔
従
其
議
。
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そ
し
て
、

ζ

の
記
事
の
意
味
す
る
も
の
は
、

の
ち
南
宋
初
め
に
、
要
州
路
浩
州
の
知
州
と
な
っ
た
趨
不
僑
の
説
明
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
宋
舎
要
食
貨
六
一
民
産
雑
錦
、
紹
興
三
十
一
年
四
月
十
九
日
篠
(
一
一
六
一
〉
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

知
浩
州
越
不
僑
き
弓
契
勘
、
人
戸
陳
訴
戸
絶
縫
養
遺
嘱
所
得
財
産
、
難
名
有
定
制
、
而
所
在
理
断
、
或
偏
於
一
端
、
是
致
詞
訟
繁
劇
。

且

如
甲
之
妻
、
有
所
出
女
、
別
無
男
児
。
甲
妻
既
亡
、
甲
再
要
後
妻
、
撫
養
甲
之
女
長
成
、
招
準
舎
費
増
。
後
来
甲
患
危
、
震
無
子
、
途
時
間

臆
有
財
産
、
遺
嘱
興
費
靖
。
甲
既
亡
、
甲
妻
却
取
甲
之
的
佳
魚
養
子
、
致
甲
之
賀
培
、
執
甲
遣
蝿
興
手
疏
、
興
所
養
子
手
論
甲
之
財
産
。

承
全
財
産
者
、
或
有
断
令
賛
培
、
依
遺
嘱
管
係
財
産
者
。
:
:
:
詔
〔
給
事
中
黄
〕
組
舜
看
詳
、
法
所
不

其
理
断
官
司
、
或
有
断
令
所
養
子
、

載
、
均
今
(
令
均
?
)
給
施
行
。

わ
れ
わ
れ
は
ζ

乙
に
、

富
人
に
特
徴
的
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
賢
靖
の
盛
行
の
意
味
を
よ
み
と
る
乙
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
大
家
族

睦
制
解
膿
後
の
同
族
的
相
績
の
原
理
(
同
姓
養
子
〉
に
封
抗
す
る
個
別
家
族
的
相
績
の
原
理
(資
婿
)
と
し
て
出
現
し
た
の
で
あ
る
。

と
と
ろ
で
、
以
上
に
問
題
と
し
に
の
は
、
土
豪
の
大
家
族
的
同
族
的
結
合
の
中
心
に
い
た
と
ζ

ろ
の
、
大
家
族
に
お
け
る
饗
化
で
あ
っ
た
。

ζ

の
よ
う
な
傾
向
は
、
嘗
然
こ
れ
ら
の
大
家
族
を
核
と
し
て
、
同
族
的
怯
制
を
つ
く
っ
て
い
た
と
ζ

ろ
の
各
家
族
閣
の
紐
帯
の
襲
質
を
も
た
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ら
す
で
あ
ろ
う
。

ζ

の
貼
を
史
料
的
に
さ
ぐ
る
手
が
か
り
と
し
て
、

と
の
地
域
の
典
買
慣
行
の
特
質
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

よ
く
ひ
か
れ
る
史
料
で
あ
る

が
、
宋
曾
要
食
貨
巻
六

一
民
産
雑
録
の
天
聖
五
年
二
月
篠
(
一

Q
石
)
に
は
、

果
州
同
剣
李
錫
言
。
本
州
典
貰
回
宅
、
多
不
問
親
郷
、

賂
契
書
詣
官
、
致
有
争
訟
。

不
曾
書
契
、
或
削
牧
拾
抽
〔
税
〕
、

貫
銭
土
木
足
、
因
循
達
限
、

避
菟
陪
税
。

是
致
不

同
書
巻
六
三
農
田
雑
録
の
天
轄
二
年
二
月
篠
(
一

O
一
八
〉
に
は
、

梓
州
古
典
昭
盆
、
途
州
際
世
寧
一言、

川
界
多
争
論
追
贈
遠
年
典
頁
荘
土
。
及
至
勘
詰
、
皆
子
業
主
生
前
、
以
銭
典
市
、
及
業
主
戸
絶
、
本
人

不
経
官
自
陳
、
便
魚
己
業
。
直
至
郡
里
争
訟
、
方
始
承
伏
。
出
銭
佑
買
。



と
あ
る
。

田
地
の
責
買
に
お
け
る
親
郊
の
先
買
擢
の
確
立
、
契
約
文
書
の
作
成
と
そ
の
公
的
と
ど
け
出
、
取
引
税
の

と
い
う
、
宋
朝
の
強
制
す
る
近
世
的
な
土
地
典
買
手
つ
づ
き
と
は
、
全
く
異
質
の
慣
行
で
あ
る
。
し
か
も
後
者
に
お
い
て
は
、
戸
絶
を

ζ

乙
に
み
ら
れ
る
の
は
、

徴
牧
、

務
想
さ
れ
る
団
地
の
買
買
が
問
題
と
な
り
、

そ
の
摘
護
が
、

「郷
里」

(親
郷
と
い
う
、き
ま
り
文
句
で
な
く
)
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
乙
と
を
明
記

し
て
い
る
貼
が
注
目
さ
れ
る
。

乙
ζ

で
は
、
近
世
的
慣
行
な
ら
、ざ
る
慣
行
が
、
団
地
買
買
の
際
に
働
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

「
戸
絶
田
」
と

い
う
、
血
属
に
か
か
わ
る
問
題
の
近
世
的
な
ら
、ざ
る
扱
い
が
、
新
し
い
法
制
に
の
っ
と
っ
た
「
邦
里
」
の
摘
裂
を
う
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

て
み
る
と
、

と
れ
ら
の
典
買
は
い
ず
れ
も
同
族
の
人
々
の
間
で
行
な
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、

一
種
の
同
族
的
規
制
と
慣
行
が
、

「
業
主
戸
紹
」
の
の
ち
は
、

と
り
ひ

き
の
さ
さ
え
と
な
っ
て
い
た
と
推
測
す
る
ζ

と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
、

田
産
が
血
ハ
買
者
の
手
に
入
る
乙
と
巻
議

想
し
た
取
引
、
き
で
あ
っ
た
。

時
期
的
に
は
大
分
く
だ
る
が
、

る
、
同
族
規
制
の
存
在
と
そ
の
無
力
化
の
一
面
を
示
し
て
い
る
乙
と
も
、

夷
竪
志
乙
志
の

「
張
九
間
人
田
」

の
記
事
が
乙
れ
と
は
別
の
角
度
か
ら
、

乙
の
地
域
の
土
地
典
買
に
お
け
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乙
の
よ
う
な
推
定
の
一
つ
の
肪
け
と
な
ろ
う
。

贋
都
人
張
九
、
典
同
姓
人
田
宅
。
未
幾
、
其
人
欲
加
質
、
嘱
官
倫
作
断
骨
契
、
以
問
之
。
明
年
来
就
賓
、
乃
出
先
契一示
之
。
其
人
抑
塞
不

得
語
。
徐
謂
之
日
。
願
爾
子
孫
、
似
我
欲
言
市
不
得
、

一一概
涙
雨
去
。

五

土
地
所
有
に
お
け
る
新
し
い
法
理
の
成
長

丹
喬
二
氏
が
紹
介
せ
ら
れ
て
以
来
有
名
と
な
っ
た

@
 

に
停
え
ら
れ
る
の
は

大
土
地
所
有
者
正
法
院
と
農
民
た
ち
と

「
正
法
院
常
住
田
記
」

の
、
土
地
所
有
権
を
め
ぐ
る
百
数
十
年
の
抗
争
と
、
正
法
院
の
全
面
勝
利
と
い
う
結
末
と
で
あ
る
。
ζ

乙
で
は
乙
の
抗
争
の
経
過
と
意
味
を
た

ず
ね
る
乙
と
を
逼
じ
て
、
土
地
所
有
に
お
け
る
新
奮
の
法
理
の
衝
突
の
朕
況
を
追
求
し
た
い
と
考
え
る
。

そ
乙
で
ま
ず
賞
事
者
の
一
方
で
あ
る
正
法
院
の
よ
っ
て
た
つ
所
有
権
の
論
理
と
論
嬢
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
た
い
。
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論
操
と
し
て
第
一
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、

と
の
田
地
が
後
局
の
節
度
使
田
欽
全
に
よ
っ
て
宋
初
に
正
法
院
に
寄
進
せ
ら
れ
た
と
い
う
事
貫
で
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あ
る
。第

こ
に
は
、

ζ

の
拾
田
献
を
う
け
に
昔
時
の
州
服
が
「
閲
見
を

i

回
航
し
て
」
つ
く
り
あ
げ
、
寺
院
に
あ
た
え
た
園
券
の
存
在
|
l
i
そ
れ
は
嘗

時
の
祉
禽
の
動
飢
の
の
ち
を
う
け
て
「
僅
か
に
能
く
南
東
衡
従
の
位
を
記
し
、
畦
町
の
交
入
、
経
界
の
錯
出
の
若
き
は
貿
如
た
り
」
と
い
わ
れ

る
不
十
分
な
も
の
で
は
ゐ
っ
た
が
ー
ー
で
あ
る
。

ζ

の
二
つ
の
論
貼
は
正
法
院
の
団
地
所
有
の
根
披
と
し
て
は
、
互
の
聞
に
微
妙
な
く
い
ち
が
い
を
も
っ
て
い
る
。
第
一
貼
に
よ
る
所
有
権
の

主
張
は
、
正
法
院
の
一
国
的
土
地
所
有
|
|
道
路
、
溝
渠
(
そ
れ
に
未
開
墾
地
)
を
ふ
く
む
ー
ー
を
正
首
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
二
貼
は
、
具

そ
れ
ぞ
れ
に
所
有
権
を
確
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
正
法
院
は
、
第
一
の

陸
的
な
団
地
を
、
個
々
の
地
片
の
調
査
、

あ
る
い
は
申
告
に
よ
っ
て
、

一
国
的
大
土
地
所
有
の
論
理
を
核
と
し
な
が
ら
、

乙
の
二
重
の
論
理
ぞ
巧
み
に
つ
か
い
わ
け
、
農
民
の
攻
撃
に
劉
庭
し
た
の
で
あ
る
。

ζ

の
と
と
は
、

正
法
院
に
よ
る
田
欽
全
の
寄
進
地
の
説
明
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
か
れ
ら
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
る
「
所
領
」
は
、
全
世

au 

内，
b

と
し
て
ほ
ぼ
一
国
的
に
ひ
ろ
が
っ
て
お
り
、

そ
の
面
積
は
約
百
頃
、
そ
の
う
ち
の
既
墾
地
は
寄
進
時
に
お
い
て
七

O
頃
か
ら
八

O
頃
と
い
う
。

し
か
し
と
の
説
明
は
、
以
下
に
記
さ
れ
た
そ
の
後
の
事
態
の
進
行
か
ら
す
る
と
事
買
で
は
な
い
。
事
買
は
回
欽
全
の
所
領
の
寄
進
時
の
土
地

開
墾
朕
況
は
全
く
不
明
で
あ
る
、

七
O
J
八

O
頃
の
開
型
地
は
十
世
期
末
か
ら
元
盟
に
至
る
長
期
間
の
農
民
の
努
力
に
よ
っ
て
徐
々
に
質
現
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
正
法
院
が
か
れ
ら
の
主
張
の
前
提
と
し
て
主
張
す
る
事
態
は
、
買
は
こ
れ
ら
の
田
地
が
察
京
の
指
示
に
よ
り
、
最
終
的
に

正
法
院
の
も
の
と
な
っ
た
時
貼
、
す
な
わ
ち
正
法
院
が
ζ

の
事
件
に
勝
利
を
し
め
た
時
貼
に
お
い
て
寅
現
し
た
獄
況
(
二
一
七
七
三
頃
+
四
七
七
三

頃
)
を
、
事
件
の
出
設
馳
に
お
け
る
事
態
に
二
重
う
っ
し
に
し
て
主
張
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

@
 

か
く
て
か
れ
ら
の
い
う
こ
つ
の
論
貼
は
互
に
助
け
あ
っ
て
王
議
振
の
勝
利
を
か
な
で
る
。
す
な
わ
ち
、

乙
の
百
頃
の
土
地
は

一
国
的
に
正

法
院
の
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
問
題
を
一
国
的
所
有
の
論
理
に
よ
っ
て
説
明
し
な
い
で
も
、

正
法
院
の
所
有
権
は
依
然
と
し
て
有
数
で
あ
る
。

何
故
な
ら
乙
の
所
領
に
お
い
て
は
、
回
欽
全
の
寄
進
時
に
お
い
て
、
す
で
に
七

O
頃
か
ら
八

O
頃
の
困
地
が
開
墾
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
熱
聞
の

所
有
権
は
、
不
十
分
な
が
ら
も
、
そ
の
時
貼
で
の
捨
回
献
に
も
と
ず
い
に
府
豚
の
調
査
に
よ
っ
て
、
基
本
的
に
は
、
正
法
院
の
も
の
と
し
て
確



定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、

ζ

れ
ら
の
団
地
は
、
そ
の
後
の
農
民
の
怠
慢
に
よ
っ
て
荒
麗
し
、
あ
る
い
は
農
民
の
虚
偽
に
よ
っ
て
所
有
権
を

ご
ま
か
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
(
地
の
未
だ
入
ら
ざ
る
は
参
牢
も
た
に
な
ら
ず
〉
と
。

次
に
問
題
と
な
る
の
は

@
 

乙
の
正
法
院
と
樹
立
し
た
主
睦
の
内
容
と
そ
の
よ
っ
て
立
つ
論
理
で
あ
る
。

ま
ず
「
初
め
て
新
田
三
千
七
百
七
十
三
畝
を
得
た
り
」
と
い
う
最
初
の
団
地
開
墾
の
主
世
と
、
「
又
、
美
田
四
千
七
百
七
十
三
畝
を
得
た
り
」

と
さ
れ
る
二
度
目
の
田
地
開
設
の
主
艦
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。

と
の
貼
に
つ
い
て
、
最
初
の
田
地
開
設
は
、
所
領
内
の
農
民
を
主
と
し
て
、
第
二
回
目
の
そ
れ
は
、

@
@
 

他
国
を
以
っ
て
す
」
と
い
わ
れ
る
所
領
周
謹
の
農
民
た
ち
を
主
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

従
来
の
研
究
で
は
、

「
時
に
問
う
る
に

し
か
し
な
が
ら
、

乙
の
部
分
の
本
文
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

同
升
卒
寝
久
、
倒
生
歯
漸
繁
、
人
奔
万
剣
市
銭
錦
、
相
興
墾
田
修
橋
事
。
以
故
議
時
制
壁
之
監
、

蕗
在
草
者
、
類
津
々
就
開
盤
、

ω初
得

新
田
三
千
七
百
七
十
三
畝
。

ω而
佃
陀
之
老
身
長
子
者
、
刷
、
妄
主
名
、

縞
有
之
。
的
:
:
:
。
同
自
慶
暦
距
元
壁
、

ω執
紹
日
以
衆
、
闘

壌
日
以
贋
、

ω蓋
又
得
美
田
四
千
七
百
七
十
三
畝
。
仙
而
努
近
計
伍
、
制
侵
蝕
如
故
、
調
如
巧
葉
。

ω
:
・。

ζ

の
例
制
の
あ
と
の

ωω
で
は
そ
れ
ぞ
れ
ζ

う
し
た
事
態
に
劃
す
る
鹿
置

(第

一
回
目
の
検
回
と
第
二
回
目
の
検
田
)
が
記
さ
れ
て
お
り
、
文
章

表
現
と
し
て
、
制
J
ω
と
同
J
ω
と
が
完
全
に
劉
臆
し
て
い
る
乙
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
し
て

ωの
「
初
」
に
劃
し
て
、
川
w
k
「
又
」
と
い
い
、
制
の
「
妄
主
名
籍
有
之
」
に
制
の
「
侵
蝕
如
故
、
調
加
巧
駕
」
が
封
醸
し
て
い
る

ζ

と
か
ら
す
れ
ば
、
二
度
の
田
地
の
開
墾
の
主
陸
、
従
っ
て
百
年
有
能
に
わ
た
る
正
法
院
と
の
抗
争
の
主
躍
は
、
い
ず
れ
も
、

-127ー

「
所
領
」
内
に

す
む
佃
民
た
ち
で
あ
っ
七
ζ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
解
す
る
時
に
問
題
と
な
る
の
は

「土
労
近
計
伍
」
の
語
句
で
あ
る
が
、

般

乙
れ
は
「
努
近
什
伍
」
の
あ
や
ま
り
で
あ
ろ
う
。

的
に
い
わ
ゆ
る
「
努
戸
」
と
い
う
表
現
も
、
本
来
は
「
努
近
の
戸
」
の
意
味
で
あ
ろ
う
し
、
嘗
時
の
士
大
夫
の
文
章
表
現
か
ら
す
る
と
、
慶
州

@
 

路
等
に
み
ら
れ
る
粗
野
で
強
烈
な
身
分
的
支
配
に
お
い
て
も
、
成
都
府
に
お
け
る
近
世
的
大
土
地
所
有
に
お
い
て
も
、
そ
の
「
所
領
」
内
の
戸

299 
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が
、
と
も
に
「
芳
戸
」

「
芳
近
」
と
よ
ば
れ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
乙
れ
ら
正
法
院
の
佃
民
た
ち
も
「
数
世
役
属
せ
る
佃
戸
」
で

あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
宋
代
萄
文
輯
存
の
各
二
六
に
は
、

乙
の
「
正
法
院
常
住
田
記
」

の
作
者
で
あ
る
楊
天
恵
の

「
附
子
記
」
が
の
っ
て
い
る
。

綿
州
故
康
漢
地
。
領
鯨
八
、
惟
彰
明
出
附
子
。
彰
明
領
郷
二
十
、
惟
赤
水
際
水
倉
昌
昌
明
宜
附
子
。
組
四
郷
之
地
、
帰
国
五
百
二
十
頃
有

奇
。
然
税
稲
之
田
五
、

殺
粟
之
田
二
、
而
附
子
之
田
、
止
居
其
二
鷲
。

乙
れ
で
み
る
と
、
彰
明
豚
で
一
郷
あ
た
り
、

百
三
十
頃
の
団
地
が
登
録
さ
れ
て
い
た
ζ

と
に
な
る
。

綿
州
は
元
豊
九
域
士
山
に
よ
る
と
九
四

郷
、
主
戸
一

O
、
六
六
四
戸
、
客
戸
一
七
、

O
八
五
戸
、
計
一
二
三

O
四
九
戸
で
一
郷
あ
た
り
一
一
二
一
一
戸
と
な
っ
て
、
計
算
上
は
一
戸
あ
た

り
の
団
地
は
ほ
ぼ
十
畝
と
な
る
。
乙
れ
に
か
の
有
名
な
績
資
治
通
鑑
長
編
巻

二
ハ
八
、
皇
祐
二
年
六
月
傑
(
一

O
五
O
)
の

局
民
歳
培
、
臓
土
蜜
閥
、
下
戸
才
有
三
五
十
(
七
?
)
畝
、
或
五
七

〔十
?
〕
畝
、
而
賂

一
家
十
数
日
。

一
不
熟
、
即
轄
死
溝
整
。

と
い
う
記
事
を
重
ね
あ
わ
せ
れ
ば
、

ζ

の
数
字
も
あ
る
程
度
信
愚
性
を
も
っ
て
う
け
と
る
乙
と
が
で
き
よ
う
。

ζ

の
よ
う
な
欣
況
は
成
都
で
は
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よ
り
甚
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

一
臆
ζ

の
一
戸
あ
た
り
十
畝
と
い
う
ζ

の
数
字
を
援
用
す
れ
ば
、
元
盟
の
ζ

ろ
正
法
院
に
八
五
頃
の
田
地

が
あ
っ
た
と
し
て
、

乙
の
「
所
領
」
に
生
活
す
る
農
民
は
八
五

O
戸
に
達
す
る
こ
と
に
な
る
。
正
法
院
も
ま
た
数
百
数
千
の
小
民
守
役
属
さ
せ

る
典
型
的
な
土
豪
的
大
土
地
所
有
者
と
し
て
土
大
夫
に
把
え
ら
れ
で
も
不
思
議
は
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
問
題
の
団
地
を
め
ぐ
る
所
有
権
の
争
い
が
、

一
貫
し
て
正
法
院
と
そ
の
「
所
領
」
に
す
む
数
千
人
の
農
民
た
ち
と
の
間
に
あ

っ
た
と
す
る
と
、

か
れ
ら
農
民
が
、

ど
の
よ
う
な
論
理
に
立
っ
て
、

乙
の
長
い
闘
い
を
た
た
か
っ
た
の
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

き
て
、
問
題
の
「
所
領
」
に
お
い
て
は
、
二
度
に
わ
た
る
検
田
が
あ
っ
た
。

と
ζ

ろ
で
、

乙
の
二
度
の
検
田
の
結
果
は
、
前
後
で
全
く
乙
と

な
っ
て
い
た
。

@
@
@
 

第
一
回
の
検
固
に
お
い
て
は
、
「
佃
虻
の
老
身
長
子
せ
る
者
、
主
名
を
妄
に
し
て
嬬
か
に
乙
れ
を
も
っ
。
府
豚
買
を
駁
し
て
、
遁
ち
寺
に
隷

す
る
を
獲
た
り
。
」
と
あ
る
の
に
劃
し
て
、
第
二
回
の
検
田
に
お
い
て
は
、
芳
近
の
反
抗
に
手
を
や
い
た
府
豚
が
「
上
下
謀
を
合
わ
せ
、
お
も



え
ら
く
、
此
の
弊
の
滋
き
は
歳
久
し
く
し
て
盈
ち
に
正
す
べ
か
ら
ず
。
姑
く
豚
官
に
宮
御
す
れ
ば
、
謹
訟
を
耳
む
可
し
と
。
因
っ
て
南
つ
な
が
ら

に
在
と
直
と
を
置
き
て
寛
え
ず
、
第
に
ζ

れ
を
籍
入
す
。
」
と
常
住
田
記
は
の
べ
て
い
る
。

乙
の
慮
置
に
劃
し
て
、
寺
院
側
で
は
「
衆
迭
に
畷
塞
し
て
捻
去
し
」
た
の
で
あ
っ
て
、
寺
院
側
の
主
張
の
賓
現
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
っ

a
v
u
o
 

'
i
 と

と
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
が
あ
る
。
そ
の
第
一
は
、
第
一
回
目
の
検
田
に
お
い
て
は
、
農
民
の
不
首
な
土
地
所
有
↓
調
査
↓
田
地
の
本
来

の
所
有
者
た
る
寺
院
へ
の
掃
麗
と
い
う
論
理
が
明
確
で
あ
る
の
に
、
第
二
段
階
で
は
、
と
の
論
理
が
消
え
き
っ
て
、
た
だ
農
民
の
賞
力
と
、
事

の
由
来
の
久
し
き
の
前
に
、
如
何
と
も
し
が
た
い
と
い
っ
て
い
る
ζ

と
で
あ
る
。
そ
れ
も
本
法
院
の
側
に
立
つ
楊
天
恵
が
と
う
表
現
し
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
責
際
に
は
よ
り
正
法
院
に
と
っ
て
不
利
な
事
柄
が
の
べ
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
し
か
も
、

一
方
で
は
、

乙
の
慮
置
に
よ
っ
て

「
謹
訟
を
や
む
べ
し
」
と
い
っ
て
い
る
と
と
か
ら
す
る
と
、
農
民
側
で
は
と
れ
ま
で
、
法
的
に
も
そ
の
立
場
を
堂
々
と
主
張
し
て
い
た
と
と
が

@
 

う
か
が
わ
れ
る
。

一
般
的
な
法
理
論
上
、
正
法
院
の
主
張
は
充
分
な
説
得
力
を
も
ち
え
ず
、
農
民
の
主
張
の
方

が
む
し
ろ
安
嘗
で
あ
っ
た
と
と
を
思
わ
せ
る
し
、
第
一
の
段
階
と
第
二
の
段
階
の
聞
に
、
正
法
院
の
論
理
が
同
様
に
遁
用
で
き
な
く
な
っ
た
事

と
の
よ
う
な
事
態
は

乙
の
段
階
に
お
い
て
、
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情
が
生
れ
た
乙
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

第
一
段
階
に
お
い
て
「
府
購
買
を
麗
す
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
賓
際
に
府
鯨
が
佃
民
た
ち
の
耕
作
し
て
い
る
田
地
を
現
地
に
か
、
帳
簿

上
に
お
い
て
か
、
調
査
し
た
と
と
を
意
味
す
る
が
、
「
遁
ち
寺
に
隷
す
る
を
獲
た
り
」
と
い
う
の
は
、
乙
の
調
査
結
果
と
、
正
法
院
が
宋
初
に

え
に
園
券
と
を
封
比
し
て
、
不
確
か
な
園
券
で
あ
れ
、
現
地
の
耕
作
地
を
、

乙
の
圃
多
の
そ
れ
に
比
定
す
る
形
で
、

正
法
院
の
個
々
の
地
片
に

劃
す
る
所
有
権
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
確
定
さ
れ
た
乙
と
を
意
味
し
よ
う
。
従
っ
て
、
と
の
地
貼
で
あ
ら
た
め
て
田
地
の
所
有
権
が
、
鯨
の
五
等
丁

産
簿
の
中
で
寺
田
と
し
て
明
確
に
さ
れ
、
寺
院
側
も
租
入
関
係
の
帳
簿
を
整
備
し
七
は
ず
で
あ
る
。

と
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
第
二
段
階
の
議
論
は
、
本
来
乙
の
時
熱
か
ら
出
裂
す
べ
き
で
あ
っ
七
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
正
法
院
の
長
信
徳
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信
は
、
相
嬰
ら
ず
、

「
故
園
を
挟
み
、
破
券
を
輯
め
て
」
都
下
に
う
っ
た
え
、

「是
れ
我
が
園
券
中
の
物
、
我
砂
田
に
死
を
も
っ

て
争
わ
ん
」
と

、P1
J
O

L
!
 
乙
ζ

で
は

正
法
院
の
主
張
す
る
第
一
の
論
理
、

す
な
わ
ち
、

園
券
中
の
田
地
は
、

一
国
的
に
正
法
院
に
蹄
属
す
べ
し
と
い
う
論
理

と
、
現
買
の
土
地
の
所
有
・
占
有
朕
況
に
臆
じ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
地
片
の
公
的
登
録
と
い
う
第
二
の
論
理
|
|
そ
れ
は
ま
に
嘗
時
の
支
配
的
な
論

理
で
あ
っ
た
が
|
|
と
が
く
い
ち
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

問
題
の
第
二
は
、
第
二
の
段
階
で
と
ら
れ
た
府
鯨
の
慮
置
の
内
容
と
、

そ
の
基
づ
く
と
ζ

ろ
の
法
理
で
あ
る
。

従
来
乙
れ
に
つ
い
て
は
、
豚
が
ζ

れ
ら
の
団
地
を
お
点
近
の
も
の
と
し
て
、
腕
の
民
田
の
籍
に
い
れ
た
も
の
に
と
し
て
い
旬
。
し
か
し
そ
う
で

あ
れ
ば
、

と
れ
は
「
柾
直
を
雨
置
し
て
寛
さ
ず
」
と
い
う
ζ

と
に
は
な
ら
ず
、

一
方
的
に
努
近
の
い

い
分
が
通
っ
た
乙
と
に
な
る
。
そ
う
で
は

な
く
て
、
乙
れ
ら
の
田
地
は

「
姑
ら
く
係
官
に
蹄
す
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
「
豚
官
」
の
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
民
団

に
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
乙
の
場
合
の
「
豚
官
」
と
は
、

漢
代
に
天
子
の
こ
と
を
豚
官
と
稿
し
た
こ
と
に
基
づ
く
雅
稀
で
あ
っ

て
、
意
味
す
る

と
乙
ろ
は
、
乙
れ
ら
の
田
地
を
官
田
と
し
た
と
い
う
乙
と
で
あ
ろ
う
。
ζ

う
解
し
て
は
じ
め
て
徳
信
の
論
理
が
生
き
て
く
る
。

「
ζ

の
世
に
は
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筋
道
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
物
事
に
は
蹄
周
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
公
の
も
の
な
ら
公
に
さ
し
ピ
す
べ
き
で
あ
る
し
、
私
の
も
の
な
ら
私
に
還

い
い
か
げ
ん

え
す
べ
き
で
あ
る
。
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
悩
々
な
の
か
」
と
。
い
う
と
ζ

ろ
は
、
正
法
院
の
一
固
的
所
領
の
半
分
は
私
田
と
し
て
寺
の
も
の
、

半
分
は
官
田
と
し
て
公
の
も
の

乙
ん
な
で
に
ら
め
が
あ
る
か
と
。

以
上
の
二
貼
を
総
合
す
れ
ば

ζ

の
聞
の
事
情
は
ほ
ぼ
推
測
で
き
よ
う
。

す
な
わ
ち
第

一
回
の
検
固
に
よ
り
、

正
法
院
の
「
所
領
」

の
中

で
、
す
で
に
熟
田
と
な
り
、

寺
田
と
し
て
確
定
さ
れ
た
部
分
と
、

未
開
墾
地
と
が
わ
け
ら
れ
た
。

乙
の
未
開
墾
地
は

成
都
府
路
に
お
い
て

も
、
乙
の
と
と
ろ
確
立
し
つ
つ
あ
つ
に
近
世
的
田
制
に
お
い
て
は
、
荒
田
と
し
て
把
握
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
寺
院
側
で
は
、
こ
れ
ら

の
荒
田
に
射
し
て
主
名
の
占
定
と
開
荒
の
手
綴
き
を
と
る
ζ

と
が
必
要
で
あ
つ
に
。
し
か
し
な
が
ら
、
寺
院
側
で
は
、
前
代
の
遺
制
的
な
形
態

で
あ
る

一
図
的
所
有
の
原
理
も
、
そ
れ
な
り
に
生
き
つ
づ
け
て
い
る
過
渡
的
な
朕
況
の
中
で
、
安
易
な
途
に
つ
い
て
、
ζ

れ
ら
の
手
縮
き
を
し

な
か
っ
に
。



と
れ
に
反
し
て
農
民
た
ち
は
、
荒
田
占
定
の
手
縦
き
を
と

っ
て
お
り
、
寺
院
の
匪
力
に
射
し
て
'買
力
行
使
を
行
っ

て
訴
訟
に
も
ち
と
む
と
い

ぅ
、
か
れ
ら
の
強
い
態
度
は
、

ζ

と
に
起
因
し
て
い
る
と
。

と
の
よ
う
な
朕
況
の
中
で
、
正
法
院
が
勝
利
し
た
の
は
、
所
有
者
が
、
寺
院
で
あ
っ
て
私
人
で
な
か
っ
た
貼
に
よ
る
と
と
ろ
が
大
き
く
、
そ

れ
も
凡
そ
絶
望
的
な
苦
闘
の
の
ち
に
、
夜
明
京
の
一

言
で
決
し
た
の
で
あ
る
。
禁
京
の
い
う
と
ζ

ろ
も
、
田
欽
全
と
そ
の
妻
郭
氏
の
遺
志
に
そ
む

く
ζ

と
は
で
き
な
い
し
、
徳
信
の
一
徹
さ
に
ま
け
た
と
い
う
に
と
ど
ま
り
、
正
法
院
の
法
理
が
認
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
正
法
院
が
、
新
し
い
事
態
の
展
開
に
封
艇
で
き
な
か
っ
た
原
因
は
、
基
本
的
に
は
、

そ
の
所
有
の
質
際
の
組
低
か
ら
の
分

離
に
も
と
め
ら
れ
よ
う
。

そ
し
て
、

ζ

の
よ
う
に
経
営
か
ら
寅
際
上
分
離
し
た
土
地
所
有
を
も
保
障
す
る
よ
う
な
宋
王
朝
の
近
世
的
田
制
に
背

ゆ
そ
む
け
て
い
た
の
が
そ
の
致
命
的
な
弱
貼
と
な
っ
て
い
た
。

第
一
に
、
正
法
院
は
、

そ
の
所
有
植
の
面
で
は
、

一
因
性
に
固
執
し
な
が
ら
、
寅
際
の
経
営
に
お
い
て
は
、

一
固
的
経
営
へ
の
何
の
闘
心
も

丹、
一

w

示
さ
ず
、

そ
れ
ど
乙
ろ
か
、
何
ら
か
の
経
営
の
存
在
に
も
と
ず
く
農
民
に
ち
へ
の
恩
き
せ
が
ま
し
い
護
言
さ
え
み
ら
れ
な
い
。

第
二
に
、

ζ

れ
と
針
臆
し
て
、
租
入
は
全
く
寺
の
「
家
計
」
の
た
め
に

つ
か
わ
れ
て
お
り
11
「
租
之
経
入
、
首
排
賦
役
、
殿
仰
供
、
飾
道

場
、
安
僧
徒
、
亡
可
増
損
者
」
|
|
家
産
経
倍
の
た
め
の
何
の
意
識
も
謹
言
も
な
い
。

第
三
に
、
二
度
に
亙
る
検
問
に
お
い
て
、

首
面
の
係
争
地
H
荒
田
H
を
め
ぐ
っ
て
、
寺
院
側
と
股
民
側
と
の
聞
に
か
わ
さ
れ
た
契
約
、
地
券

の
類
い
は
全
く
存
在
せ
ず
、
寺
院
側
は
、
農
民
の
開
荒
に
つ
い
て
は
完
全
に
黙
認
し
て
い
た
。

全
臨
と
し
て
み
れ
ば
、

ζ

乙
に
み
ら
れ
る
も
の
は
、
荒
田
開
設
を
め
ぐ
る
二
つ
の
法
理
の
衝
突
、
す
な
わ
ち
、
大
規
模
な
開
設
地
主
の
質
力

と
身
分
と
に
針
臨
し
に
「
大
四
至
」
の
占
定
と
い
う
、
中
世
的
荒
田
把
握
の
原
理
と
、
荒
田
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
典
型
的
に
は
職
役
の
臨
系

を
通
じ
て
把
握
さ
れ
、
個
々
の
地
片
の
公
的
制
緩
申
請
と
そ
の
認
可
と
に
よ
っ
て
、
始
め
て
荒
田
の
占
有
が
質
現
す
る
と
い
う
近
世
的
な
荒
田

把
握
の
原
理
と
の
衝
突
で
あ
る
。
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そ
し
て
最
後
の
結
末
が
、
た
ま
に
ま
正
法
院
の
勝
利
に
彩
っ

た
と
し
て
も
、

一
般
的
に
は
、

す
で
に
後
者
の
論
理
が
乙

の
地
域
に
お
い
て
も
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F上禽錘質の地域的展開表皿

同支配の型 雨 間秩序 |北宋中期唐中期唐初期時期 |
地域

戸等 告Ij的設達したc b b 

序秩領域支 配c b a E 

b a a E 

初歩的領域
支配配

土閥 的
秩序

支的園土豪支配の型

確
立
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
乙
れ
ま
で
の
全
て
の
議
論
の
ま
と
め
と
し
て
表
E
を
提
示
し
よ
う
。
耐
を
過
渡
期

と
し
て
、

制
と

ωの
聞
に
生
産
関
係
の
嬰
化
を
み
よ
う
と
す
る
の
が
筆
者
の
理
解
で
あ
る
。

お

り

l乙

わ

本
稿
に
お
い
て
は
、
中
世
か
ら
近
世
へ
か
け
て
の
歴
史
の
設
展
の
基
礎
と
し
て
の
、
小
農

経
営
の
全
面
的
な
自
問
と
農
民
的
な
共
同
鰻
的
関
係
の
形
成
、

ζ

れ
に
劃
一
隠
す
る
中
世
的
な

一
国
的
大
土
地
所
有
の
嬰
質
と
荒
田
開
設
を
め
ぐ
る
新
し
い
法
理
の
成
長
と
い
う
論
貼
と
、

乙
う
し
た
諸
開
係
の
地
域
的
展
開
の
想
定
と
い
う
論
結
を
相
互
連
閥
的
に
追
求
す
る
ζ

と
に

。，uつ1v

序

よ
っ
て
、
唐
宋
繁
革
期
に
お
け
る
四
川
成
都
府
路
地
域
の
嬰
貌
を
考
察
し
た
。

秩

そ
と
で
は
、

い
ず
れ
の
時
期
に
お
い
て
も
王
朝
の
支
配
と
所
有
の
問
題
は
捨
象
さ
れ
て
お

な
お
以
上
の
議
論
を
基
礎
に
し
て
、
乙
の
問
題

的

り
、
今
後
の
検
討
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
が
、

保

と
く
に
近
世
王
朝
の
そ
れ
の
性
格
に
一
定
の
視
角
を
提
供
す
る
ζ

と
が
可
能
で
あ
ろ
う
と
考

図

え
る
。そ

の
第
一
は
王
朝
支
配
の
ス
タ
ッ
フ
の
問
題
で
あ
る
。
以
上
の
分
析
か
ら
諜
想
さ
れ
る
と

ζ

ろ
は
、
土
豪
的
所
有
と
経
営
と
ぞ
ほ
り
く
ず
す
事
態
の
準
行
そ
の
も
の
が
、
か
れ
ら
を
領

政治的秩序

域
的
な
支
配
者
へ
の
途
に
お
い
や
り
、
し
か
も
員
に
領
域
的
な
支
配
者
に
な
ろ
う
と
す
れ

ば
、
か
れ
ら
は
も
は
や
土
豪
と
い
う
姿
を
す
て
き
っ
て
、
王
朝
の
領
域
支
配
の
一
ス
タ
y

フ

に
務
身
す
る
乙
と
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
ζ

と
で
あ
る
。



な
さ
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
一
層
瑳
展
す
る
契
機
を
え
た
と
い
え
る
し
、

こ
う
し
た
事
態
の
進
展
め
中
で
、
大
土
地
所
有
一
般
が
崩
壊
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
個
々
の
具
盤
的
な
経
営
か
ら
き
り
は

王
朝
の
支
配
と
所
有
も
ま
に
よ
り

一
一暦

E
大
な
も
の
と
し
て
設
展
す
る

基
盤
を
え
た
こ
と
に
な
る
。

そ
の
第
二
は
、
王
朝
支
配
を
さ
さ
え
る
在
地
秩
序
の
問
題
で
あ
る
。
本
稿
で
い
う
近
世
的
な
政
治
秩
序
は
在
地
に
お
い
て
は
戸
等
制
的
職
役

@
⑫
 

の
艦
制
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
職
役
を
在
地
の
秩
序
へ
の
地
主
の
干
興
と
い
う
面
か
ら
把
え
た
場
合
、
そ
の
中
心
的
な
措
い
手

は
、
基
本
的
に
徴
税
に
は
義
務
を
お
わ
ず
、
在
地
の
治
安
維
持
、
水
利
等
共
同
盟
的
再
生
産
の
機
能
を
把
握
し
て
い
た
番
長
で
あ
っ
た
と
思
わ

耕
の
地
)
の
管
理
把
握
も
ま
た
、

ζ

う
し
た
戸
等
制
的
職
役
の
機
構
を
通
じ
て
、

無
得
克
者
」
。
ハ
蘇
轍
築
城
集
容
三
五
)
。

個
々
に
鹿
理
さ
れ
て
い
た
わ

れ
る
。

「
今
世
三
大
戸
之
役
、

自
公
卿
以
下
、

ζ

乙
で
の
問
題
に
つ
い
て
い
う
な
ら
、

荒
田
(
可
耕
不

村
落
規
制
の
網
の
目
の
中
で
、

げ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
形
の
地
主
の
在
地
秩
序
か
ら
の
解
放
は
、
近
世
的
政
治
秩
序
の
最
終
的
完
成
を
意
味
し
よ
う
。

ζ

の
粘
'
か
ら
以
後
の
歴
史
を
展
望
す
る
な
ら
、
乙
う
し
た
事
態
の
展
開
乙
そ
が
明
末
清
初
の
絡
役
の
全
面
的
貨
幣
納
の
前
提
と
な
っ
た
と

思
わ
れ
る
し
、
文
乙
の
こ
と
と
、
宋
代
に
お
い
て
は
客
戸
と
し
て
制
度
上
と
り
あ
っ
か
わ
れ
て
い
七
農
民
た
ち
が
、
一
人
前
の
農
民
と
し
て
と

@
 

り
あ
っ
か
わ
れ
る
ま
で
に
そ
の
小
経
営
を
設
展
さ
せ
る
と
い
う
事
態
と
は
、
恐
ら
く
無
関
係
で
は
な
い
。
以
上
の
紋
況
は
明
末
清
初
が
、
中
園

-133一

に
お
け
る
近
世
杜
舎
の
成
熟
完
成
期
で
あ
る
と
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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註①
同
「
宋
代
四
川
饗
州
路
の
民
族
問
題
と
土
地
所
有
問
題
」
(
史
林
五

O

の
六
、
五
一
の
一
)
、

ω
「
唐
末
宋
初
の
敦
爆
地
方
に
お
け
る
戸
籍
制
度

の
竣
質
に
つ
い
て
」
(
岡
山
大
間竿法
文
撃
部
挙
術
紀
要
第
三
十
鋭
〉
、

ω

「
庖
宋
出現
革
期
に
お
け
る
江
南
東
西
路
の
土
地
所
有
と
土
地
政
策
|
|
義

門
の
成
長
を
手
が
か
り
と
し
て
|
|
」
(
東
洋
史
研
究
ご
二
の
四
〉
、

凶

「
宋
代
教
州
事
情
素
描
」
(
青
山
博
士
古
稀
記
念
宋
代
史
論
叢
)
。

②

本

論
文
で
い
う
成
都
府
路
と
は
、
太
卒
笈
字
記
の
剣
南
西
道
に
綿
州
を

加
え
た
地
域
を
い
う
。

③
佐
竹
靖
彦
「
宋
代
四
川
愛
州
路
の
民
族
問
題
と
土
地
所
有
問
題
山
」

(
史
林
五

O
の
六
〉
の
四
八
頁
か
ら
四
九
頁
と、

周
藤
士
口
之
「
青
苗
法
に

お
け
る
客
戸
の
貸
付
規
定
」
(
山
本
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
)
の
二

六
五
頁
及
び
二
六
八
頁
の
注
七
を
毅
み
く
ら
べ
ら
れ
た
い
。
周
藤
氏
は
筆
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者
が
呂
陶
の
叩
伊
徳
集
出
合
四
、
元
一
両
元
年
の
「
奏
使
回
奏
十
事
」
に
い
う
、

成
都
府
で
は
、
主
戸
に
比
し
て
客
戸
が
数
倍
の
多
き
に
淫
す
る
と
い
う
記

事
に
気
づ
か
ず
に
議
論
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
が
、
筆
者
は
そ
の
賞
否
は

別
と
し
て
、

少
く
と
も
乙
の
呂
陶
の
殺
言
そ
の
も
の
を
重
要
な
手
が
か
り

と
し
て
議
論
を
す
す
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

④

佐

竹
明
彦
注
①
川
論
文
。

⑤

松
井
秀
一
「
腐
代
前
牢
則
の
四
川
1
1

律
令
制
と
豪
族
居
と
の
捌
係
を

中
心
と
し
て
|

|
」
(
史
感
雑
誌

七
一
の
九
〉
、
「
唐
代
後
牢
期
の
四
川

|
|
官
僚
支
配
と
土
豪
厨
の
出
現
を
中
心
と
し
て
|
|
」
(
史
皐
雑
誌
七

三
の一

0
1

⑤
初
郡
内
の
も
の
、
成
都
府
輩
陽
犀
浦
肢
都
銀
池
、
漢
州
徳
陽
金
堂
、
彰

州
滋
陽
、
茂
州
石
泉。

局
郡
外
の
少
数
民
族
居
住
地
帯
の
も
の
、

嘉
州
羅
目
、
雅
州
百
丈
柴
経
、

数
州
飛
躍
、

維
州
醇
城
小
封
。

そ
の
他
の
地
域
の
も
の
、
綿
州
邸
泉
、
却
州
安
仁
、
陵
州
籍
廊
。

⑦

元
和
郡
川
脚
闘
士
山
は
戸
口
の
白
勢
よ
り
は
王
朝
支
配
の
あ
り
方
を
よ
り
強

く
反
映
し
て
い
る
よ
う
な
の
で
乙
乙
で
は
と
り
あ
げ
な
か
っ
た
。
哲
唐
書

省
二
ハ
、
元
和
十
五
年
十
二
月
後
に
い
う
。

「
是
抜
戸
帳
、
戸
総
二
百
三

十
七
両
五
千
四
百
、
口
総
一

千
五
百
七
十
六
荷
。
定
盟
夏
剣
南
東
西
雨
川

敏
南
貯
中
溢
管
容
管
安
商
、
合
九
十
七
州
、
不
由
戸
帳
」
。
唐
代
の
戸
口
一統

計
に
つ
い
て
は
日
野
開
三
郎
の
「
天
資
以
前
に
お
け
る
唐
の
戸
口
統
計
に

つ
い
て
」
(
重
松
古
稀
九
州
大
同
伊
東
洋
史
論
叢
)
、

「
天
質
元
年
の
戸
口
統

計
の
地
域
的
考
察
」
(
史
林
四
二
の
四
)
、

「唐
貞
間
十
三
年
の
戸
口
統
計

の
地
域
的
考
察
」
(
東
洋
史
事
二
四
)
参
照
。

表
ハ
I
〉
に
お
い
て
、
各
時
期
の

(H
X
E
)地
域
に
属
す
る
州
名
は
次
の
よ

う
で
あ
る
。

天
賀
、
(
日
)
影
漠
窃
筒
、

(m)眉
綿
寸い

AZA雅茂
総
段
。

太
卒
輿
圏
、

(E)彰
渓
局
恒
州
民
安
永
康
、
(
血
〉
眉
綿
嘉
却
繁
雅
茂
維
陵
。

元
段
、
(日
〉
彰
漢
窃
筒
懐
安
、
(
阻
)
眉
綿
嘉
却
刑訴雅
茂
威
陵
井
監
。

な
お
こ
の
う
ち
、
@
玄
武
抑
制
は
底
初
以
降
一
貫
し
て
東
川
に
開
削
す
る
の

で
、
乙
れ
を
省
、き
元
の
数
字
に
十
三
分
の
十
二
を
か
け
て一

O
五
五
八
六

を
え
に
。
@剛
容
五
年
に
陵
州
の
肯
苧
籍
の
二
豚
を
成
都
の
一
前
都
に
入
れ

た
と
い
う
の
で
、
元
限
時
の
成
都
の
八
燃
の
中
に
潜
在
的
に
ゐ
と
二
燃
の

戸
数
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
し
て
笛
時
の
成
都
の
戸
数
の
十
分
の
二
、
す

な
わ
ち
三
三
八
二

O
戸
を

(l
)か
ら
ひ
き
、
(国
〉
に
加
え
た
。

③
周
藤
士
口
之
「
宋
代
四
川
の
佃
戸
制
」
(
唐
宋
祉
曾
経
済
史
研
究
)
、
「
北

宋
佃
戸
制
再
論
」
(
宋
代
史
研
究
)
。

@

蘇

淘

の
議
論
の
す
す
め
方
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
清
水
茂

「
唐
宋
八
家

文
」
閉
(
朝
日
新
聞
社
)
が
参
考
に
な
る
。

⑮

松

井

秀

一
注
⑤
論
文
、
ζ

と
に
第
一
論
文
の
陳
子
昂
家
系
、
な
か
ん
ず

く
そ
の
従
祖
父
で
あ
っ
た
陳
嗣
の
経
営
に
つ
い
て
の
論
及
を
参
照
。

⑪

乙

の

闘
は
、
中
世
末
期
以
来
新
し
く
展
開
す
る
生
産
力
と
枇
曾
秩
序
の

段
階
的
な
袋
化
を
川
式
化
す
る
と
と
が
目
的
で
あ
り
、
こ
う
し
た
動
き
を

つ
つ

み
乙
み
、
規
制
し
て
い
た
中
世
的
枇
曾
秩
序
の
問
題
は
拾
象
し
て
い

ヲ令
。

⑫
封
氏
関
見
記
径
九
除
認
。
愛
宕
元
「
唐
代
後
牢
に
お
け
る
枇
倉
時
決
質
の

一
考
察
」
(
東
方
皐
報
四
二
)
は
、
乙
の
史
料
を
ひ
き
開
元
二
十
二
年
J

至
徳
乾
元
の
聞
の

乙
と
と
す
る
。

⑬
松
井
秀
一
注
⑤
第
二
論
文
。

⑬
栗
原
盆
男
「
唐
末
の
土
豪
的
在
地
勢
力
に
つ
い
て
|

|
四
川
の
掌
君
靖

-134-
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の
場
合
|
|
」
(
歴
史
曲
学
研
究
二
四
三
〉
、
日
野
関
三
郎
「
庸
章
君
靖
碑
の

態
管
諸
銀
築
節
級
に
就
い
て
の
一
考
察
」
(
和
田
古
稀
記
念
東
洋
史
論
叢
〉
。

⑮
ζ
う
し
た
得
吏
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
北
夢
演
言
径
四
の
萄
州
麿
輿

豚
の
吏
の
場
合
、

同
蓄
倉
十
一

の
眉
州
の
吏
の
場
合
、
そ
れ
に
孫
紙
の
眉

州
遠
景
桜
記
に
み
え
る
吏
の
描
寓
等
参
照
。

⑮
池
田
誠
「
均
産
一

撲
の
歴
史
的
意
義
|
|
九
J
一
O
世
紀
に
お
け
る
愛

革
の
一
問
題
|
|
」
(
歴
史
皐
研
究
一
五
二
)
。

⑫
島
居
一
康
「
王
小
波

・
李
順
の
飢
の
性
格
|
|
宋
代
四
川
の
地
主
佃
戸

制
と
の
関
連
に
お
い
て
|
|
」
(
東
洋
史
研
究
二
九
の
一
)
。

⑬
大
津
正
昭
「
康
未
藩
銀
の
軍
構
成
に
閥
す
る
一
考
察
|
|
地
域
差
を
手

が
か
り
と
し
て
|
|
」
(
史
林
五
八
の
六
三

⑬

佐

竹

靖
彦
注
①
同
論
文
。

@

谷
川
道
雄

「北
朝
末
期
の
郷
兵
に
つ
い
て
」
(
東
洋
史
研
究
二

O
の
四
)
。

@

ζ
の
貼
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
ひ
く
楊
天
惑
の
附
子
記
参
照
。
叉
茅
亭

客
話
各
九
の
「
景
山
人
」
に
は
「
住
川
城
北
隅
、
数
畝
閤
疏
、

家
族
数
日

堕
倹
得
中
」
と
あ
る
。

②
重
松
俊
章
「
宋
代
の
均
産
一

僚
と
其
の
系
統
」
(
史
翠
雑
誌
四
二
の
八
)
、

侯
外
底
「
唐
宋
時
代
の
農
民
戦
争
の
歴
史
的
特
徴
」
(
東
洋
史
研
究
二
三

の
一
)
。

②

回
債
に

つ
い
て
は
、

宮
崎
市
定
「
宋
代
以
降
の
土
地
所
有
形
慢
」
(
東

洋
史
研
究
十
二
の
二
)
、
柳
田
節
子
「
宋
代
の
下
等
戸
に
つ
い
て」

(
東
洋

製
報
四
二
の
四
)
等
参
照
。

@
同
文
集
谷
五
五
の
「
孫
公
墓
誌
銘
」
に
よ
る
と
、
「
幼
に
し
て
孤」

と

あ
り
、
行
欣
に
は
「
公
、
儒
者
な
る
を
も
っ
て
、
濁
り
好
し
き
を
総
ぐ
を

得
ず
」
と
あ
っ
て
、
孫
芥
も
遺
産
総
承
上
の
問
題
を
か
か
え
て
い
た
と
と

を
う
か
が
わ
せ
る
。
叉
行
般
に
は
、
孫
件
が
「
未
だ
冠
せ
ず
し
て
、
鮮
符

宮
賦
五
千
絵
言
を
つ
く
り
」
、
成
都
現
凌
策
が
と
れ
を
激
賞
し
て
朝
廷
に

す
す
め
よ
う
と
し
た
が
果
さ
な
か
っ
た
と
い
う
。
先
の
孫
朴
の
事
件
を
凌

策
が
と
り
あ
げ
た
の
も
大
中
群
符
七
年
の
乙
と
で
あ
っ
た
し
、
宋
史
の
俸

に
よ
っ
て
も
凌
策
が
知
盆
州
で
あ
っ
た
の
は
大
中
鮮
符
五
J
九
年
の
乙
と

で
あ
っ
た
か
ら
、
乙
の
二
つ
の
事
件
は
全
く
同
時
期
の
ζ
と
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
と
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
蘇
煩
が
孫
氏
の
族
租
と
す
る
七
世

の
租
が
誇
を
撲
と
い
っ
た
と
い
う
の
も
作
篤
的
で
あ
る
。
ζ
れ
は
族
租
に

撲
の
名
を
あ
げ
れ
ば
、

同
じ
眉
山
の
人
孫
朴
は
孫
作
と
同
一
人
で
あ
り
え

な
い
し
、
族
糸
も
孫
朴
と
異
っ
て
い
た
と
主
張
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
行

状
に
は
「
公
初
め
質
と
名
づ
け
字
は
莱
」

と
い
う
が
、

字
を
誇
と
し
た
例

は
老
謬
庵
筆
記
省
三
の
「
萄
俗
厚
」

に
も
み
え
て
お
り
、
乙
乙
は
貨
は

「公
初
め
朴
と
名
づ
け
字
は
質
」

と
い
う
の
が
木
賞
で
は
な
か
っ
た
ろ
う

か。

「
局
俗
の
厚
き
」
中
で
、
の
ち
に
大
官
と
な
っ

た
孫
休
が
、
遺
産
字

い
の
族
恥
を
さ
げ
て
改
名
し
、
族
系
の
記
録
に
も
細
工
を
加
え
た
と
い
う

の
が
事
の
真
相
で
あ
ろ
う
。

③
丹
喬
二
「
宋
初
の
荘
園
に
つ
い
て
|
|
成
都
府

・
後
初
関
節
度
使
田
欽

全
の
所
領
を
中
心
と
し
て
|
|
」

(
史
潮
八
七
)
。

⑧
丹
氏
注
③
論
文
は
、
乙
の
資
料
の
作
者
楊
天
惑
を
新
興
地
主
の
立
場
に

立
っ
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
楊
氏
の
族
瓶
楊
畑
は
初
唐
詩
の
四
傑
の

一

人
で
あ
っ
た
う
え
、
そ
の
残
虐
浅
薄
は
有
名
な
事
資
で
あ
っ
た
(
奮
唐
害

容

一
九

O
上
文
苑
附
巴
。
宋
代
に
入
っ
て
も
ζ
の
と
と
は
有
名
な
話
柄
で

あ
っ
た
(
州
豚
提
網
谷
二
三
一
方
か
れ
自
身
丹
氏
も
い
う
よ
う
に
崇
寧

の
叙
籍
に
入
っ
て
お
り
、
か
れ
の
頭
の
中
で
の
楊
畑
像
、
か
れ
の
現
質
の

行
銭
、
か
れ
の
撰
し
た
碑
文
の
内
容
、
の
三
者
を
貫
主
う
る
論
理
は
、
新
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興
地
主
と
い
う
よ
り
は
極
右
的
な
果
敢
な
王
誕
波
の
そ
れ
で
し
か
あ
り
え

な
い
と
考
え
る
。

②
周
藤
吉
之
教
「
朱
代
史
研
究
」
に
針
す
る
錠
者
の
書
評
(
東
洋
観
報
五

三
の
二
〉
参
照
。

@
草
野
婿
「
宋
代
民
田
の
仙
作
形
態
」
(
史
州
十
〉
。

@
周
藤
氏
は
乙
の
「
諮
訟
」
の
主
健
を
寺
院
と
し
て
い
る
。
し
か
し
氏
の

い
う
よ
う
に
問
題
の
団
地
を
民
田
と
し
に
の
で
は
寺
院
側
が
「
諮
訟
」
を

や
め
る
わ
け
は
な
い
の
で
、
乙
の
成
置
に
よ
っ

て

「
諮
訟
」
を
や
め
る
で

あ
ろ
う
主
健
は
佃
民
で
あ
る
ζ

と
に
な
る
。

一
方
筆
者
の
よ
う
に
(
後
述
)

問
題
の
田
地
を
官
回
と
し
た
と
と
る
と

「
謎
訟
」
の
主
慢
は
寺
院
・
佃
民

の
雨
者
と
い
う
乙
と
に
な
ろ
う
。

③
佐
竹
靖
彦
「
宋
代
郷
村
制
度
之
形
成
過
程
」

(
東
洋
史
研
究
二
五
の

一一一〉。

@
小
山
正
明
「
中
閣
に
お
け
る
一
専
制
秘
カ
と
『
農
民
組
織
』
」
(
七
五
年
歴

史間
学
研
究
合
同大
食
特
集
)
。
近
世
枇
曾
の
成
熟
完
成
期
云
々
は
、
勿
論
小

山
氏
が
乙
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

筆
者
が
我
田
引
水
的
に

氏
の
業
績
か
ら
乙
う
よ
み
と
る
に
す
ぎ
な
い
。

附
記
、
筆
者
は
本
誌
三
十
一
の
四
に
護
表
し
た
論
文
(
注
①
の
C
)

に
お
い

て
、
羅
香
林
「
客
家
史
料
瀧
篇
」
の
「
、
湯
海
隠
記
」
を
ひ
い
て
い

る
。
質
は
乙
の
文
章
の
原
型
は
、
洪
活
の
盤
州
文
集
容
=
一
三
の
「
盤

州
老
人
小
体
」
に
あ
っ
て
、
骨
回
然
乙
ち
ら
を
ひ
く
べ
き
で
あ
っ

た
。

褒
表
直
後
に
気
付
い
た
が
訂
正
の
機
曾
を
え
な
か
っ
た
。
な
お
、

「
小
脚
内
」
を
利
用
す
れ
ば
や
や
説
明
が
必
要
と
な
る
が
、
論
旨
に
は

さ
し
っ
か
え
な
い
と
考
え
て
い
る
。
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The Regional Changes of Chen-du-fu-lu成都府路

in Si-chuan四川at the Age of Reform between

　　　　　　　　

Tang唐and Sung 宋

YａｓMhifeo　Ｓａtdk＾

　　

In this article, the author investigates the following two points in ａ

transition stage from the medieval society to an early-modern one, in the

■western district of Si-chuan 四川(Xi-chuan西川）.

　

（1）Ｏｎｅ is the development of the early-modern social relation which

started from Chen-du成都and ｅχpanded to its environments. In detail,

the points of his argument are the developing process of small farmers'

management establishing itself, and corresponding with it, the making of

ａ new agrarian communal relation, and ａchange in quality of the medieval

great landholding, and ａ growth of the modern principles of law.

　

（2）Ｔｈｅ other is the process of the making and dissolution of the smaller

regional peculiarities in the χi-chuan西川districts, caused by the develop-

ment as stated above (1). In detail, we can see an increase of ａ new

productive power in the central area of χi-chuan, especially in the early

Tang唐period, and in its environments, in the middle of Tang era, and

in the border district of χi-chuan, in the beginning of Bei-sung 北宋

period. Corresponding with this phenomenon, in these three parts of

χi-chuan districts in　question, at this period there could be seen the

process of the making and dissolution of the regional peculiarities.

４


