
貌
呂
田
南
北
朝
の
客
と
部
曲

唐

長

孫

著

・

川

勝

義

雄

誇

四三二ーは

じ

め

に

客
の
身
分
低
下
と
農
業
品
目
働
に
お
け
る
普
遍
的
使
用

蔭
客
の
特
権
に
射
す
る
耳
目
代
の
制
限

永
嘉
の
飢
以
後
の
北
方
に
お
け
る
大
族
の
蔭
戸

南
北
朝
後
期
の
部
曲
と
陪
初
の
浮
客

t主

じ

め
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客
と
部
曲
と
は
、
い
ず
れ
も
法
律
の
形
で
、
そ
の
私
属
と
し
て
の
地
位
を
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
教
の
限
ら
れ
た
こ
の
合
法
的
な
客
と
部
幽

だ
け
で
、
無
限
に
設
展
す
る
封
建
的
大
土
地
所
有
の
要
求
を
満
足
さ
せ
た
こ
と
は
か
つ
て
な
く
、
大
量
の
破
産
逃
亡
農
民
が
さ
ま
ざ
ま
な
名
穏

を
も
っ
て
豪
強
地
主
に
依
附
し
、
「
佃
客
」
や
「
佃
家
」
に
充
賞
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
封
建
圏
家
は
こ
の
よ
う
な
「
私
附
」
と
「
蔭

庇
」
の
合
法
性
を
決
し
て
承
認
せ
ず
、
国
家
が
直
接
支
配
す
る
編
戸
の
人
丁
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
逃
亡
農
民
を
編
戸
に
復
関
さ

せ
よ
う
と
常
に
企
て
る
。
そ
こ
で
、
き
わ
め
て
長
い
期
聞
に
わ
た
っ
て
、

一
種
の
特
殊
な
現
象
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
逃

亡
農
民
か
ら
成
る
「
佃
客
」
や
「
佃
家
」
が
、
一
方
で
は
封
建
的
な
主
人
に
劃
し
て
強
烈
な
人
身
的
依
附
関
係
を
帯
び
る
と
と
も
に
、
他
方
で

は
、
こ
の
種
の
依
附
闘
係
が
逆
に
不
安
定
で
も
あ
る
、
と
い
う
現
象
で
あ
る
。
木
稿
で
は
、
史
料
に
擦
っ
て
、
こ
の
黙
に
少
し
く
説
明
を
加
え

253 

て
み
よ
う
と
思
う
。
皆
様
の
批
評
指
正
を
お
願
い
す
る
し
だ
い
で
あ
る
。
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客
の
身
分
低
下
と
農
業
務
働
に
お
け
る
普
遍
的
使
用

客
と
は
元
来
、
外
か
ら
来
た
人
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
宗
族
に
つ
い
て
い
え
ば
、
宗
族
の
成
員
で
な
い
も
の
が
客
で
あ
り
、
郷
村
に
つ
い
て
い

え
ば
、
他
郷
の
人
が
客
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
本
来
、
な
ん
ら
身
分
が
低
い
と
い
う
意
味
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
早
く
も
前
漢
時
代
に

お
い
て
、
奴
客
が
連
栴
さ
れ
る
例
を
わ
れ
わ
れ
は
見
い
だ
す
。
『
漢
書
』
五
行
志
に
は
、
谷
永
が
漢
の
成
帝
を
と
が
め
て
、
帝
は
「
票
軽
無
誼

あ

つ

の
人
を
崇
褒
め
て
以
て
私
客
と
質
す
」
と
い
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

「
無
誼
」
と
は
品
行
が
よ
く
な
い
こ
と
で
あ
り
、

漢
の
成
帝
の
私
客

賓
客
が
主
人
の
権
勢
に
よ
っ
て
「
姦
利
を
魚
し
」

ろ
う
。
客
の
身
分
低
下
は
、

生
活
の
上
で
、
ま
た
権
勢
の
上
で
、
豪
強
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
に
始
ま
り
、
州
労
働
者
と
い
う
立
場
で
牽
強
と
関
係

と
は
無
頼
遊
侠
の
徒
が
お
供
に
あ
て
ら
れ
た
も
の
で
、

M

労
働
者
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
史
籍
に
、
雨
漢
の
貴
族
豪
強
の
門
下
に
い
る

「
盗
賊
を
作
す
」
と
記
す
の
は
、

つ
ま
り
谷
永
の
い
う
「
票
軽
無
誼
の
人
」
に
あ
た
る
で
あ

部
分
は
牧
畜
と
農
業
務
働
に
従
事
し
て
い
た
。

賓
客
が
生
産
州
労
働
に
従
事
す
る
の
は

『
後
漢
書
』
馬
援
俸
に
見
え
る
。
そ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
馬
援
に
従
属
し
て
い
た
賓
客
の
少
く
と
も
一

q
u
 

か
れ
ら
は
ま
た
「
田
戸
」
と
呼
ば
れ
、
牧
穫
は
馬
援
と
牢
牢
に
分
け
て
い
た
。
馬
援
の
賓
客
は
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を
生
ず
る
と
こ
ろ
に
始
ま
る
の
で
は
な
い
。

明
ら
か
に
私
麗
で
あ
り
、

主
人
に
癌
便
さ
れ
て
牧
畜
と
農
業
労
働
に
従
事
し
、
戦
争
の
時
に
は
ま
た
馬
援
の
部
曲
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

こ
れ
ら
の
賓
客
が
牧
畜
と
農
耕
に
従
事
し
た
こ
と
は
、

ま
だ
偶
然
性
を
帯
び
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
馬
援
が
か
れ
ら
を
率
い
て
駐
屯
し
耕
作

し
た
上
林
苑
や
、
苑
川
の
牧
師
苑
は
、

馬
援
の
賓
客
は
、
随
従
の
性
質
を
も

っ
た
客
か
ら
、

農
奴
に
近
い
分
金
制
の
小
作
人
へ
と
聴
化
す
る

一
種
の
過
渡
的
形
態
を
示
し
て
い
る
。
前

い
ず
れ
も
馬
援
の
私
有
地
で
は
な
く
、
賓
客
た
ち
も
そ
の
土
地
に
定
着
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
だ
か
ら

漢
か
ら
後
漢
に
か
け
て
の
聞
に
、
こ
の
輔
化
は
ま
だ
決
し
て
完
成
さ
れ
ず

こ
れ
ら
の
賓
客
が
土
地
と
緊
密
な
つ
な
が
り
を
も
っ

て
い
た
と
は

言
え
な
い
し
、
ま
た
人
身
的
依
附
関
係
の
強
さ
が
結
局
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
か
も
明
確
に
し
が
た
い
の
で
あ
る
。

後
漢
末
期
に
は
、
豪
強
の
擁
す
る
客
は
ま
ず
ま
ず
多
く
、
人
身
的
依
附
関
係
は
レ
よ
い
よ
強
く
な
っ
て
、
封
建
的
大
土
地
と
の
つ
な
が
り
も



新
し
い
様
相
を
あ
ら
わ
し
て
く
る
。

『
三
闘
志
』
巻
三
八
・
陵
竺
俸
に
、
府
開
竺
は
「
東
海
胸
の
人
な
り
。
組
世
主
貨
殖
し
て
、
憧
客
薦
人
、
貨

憧
客
は
奴
客
と
も
い
わ
れ
、
そ
の
俸
に
は
腹
竺
が
か
つ
て
劉
備
に
「
奴
客
二
千
と
金
銀
貨
幣
」
を
贈
輿
迭
附
し
て

「
以
て
軍
資
を
助
け
た
」
と
あ
る
。
こ
の
二
千
の
奴
客
に
よ
っ
て
劉
備
は
隊
伍
を
と
と
の
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
か
れ
ら
は
劉
備
の

産
E
億
あ
り
」
と
い
う
。

部
曲
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
嘗
時
は
、
奴
と
客
と
の
聞
を
巌
重
に
区
別
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

燦
竺
が
擁
し
て
い
た
高
を
も
っ
て
数
え
ら
れ
る
億
客
は
、
生
産
に
全
く
従
事
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

一
一
二
の
海
州
東
海
豚
「
麻
理
城
」
の
僚
に
引
く
『
水
経
注
』
に
、
次
の
文
が
あ
る
。

『
太
卒
賓
{
予
記
』
巷

「
胸
鯨
東
北
の
海
中
に
大
洲
あ
り
。
之
を
郁
洲
と
謂
う
。
:
:
:
古
老
停
え
て
言
う
、
此
の
島
上
の
人
は
皆
な
廃
家
の
隷
な
り
と
。
今
、

牛
欄
村
あ
り
、
奮
と
際
家
の
荘
牧
あ
り
て
、
猶
お
之
を
枯
(
杷
0
・
〉
祭
し
、
呼
ん
で
陵
郎
と
日
ぅ
。
臨
祭
の
日
に
準
鋒
を
著
け
、
耕
鞭
を

ま

み

し

か

ら

ざ

h
円い

執
る
。
叉
た
言
う
、
初
め
て
婦
を
取
る
者
は
必
ず
先
ず
陵
郎
に
見
ゆ
。
否
れ
ば
則
ち
崇
を
魚
す
、
と
」
。

カ1

書
名
を
誤
っ
た
と
し
て
も
、

そ
の
著
者
の
楽
史
に
は
擦
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

右
の
引
用
文
に

郁
洲
の
牛
欄
村
に
は
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こ
の
文
は
現
在
の
『
水
経
注
』
に
な
く
、
文
章
も
都
道
元
の
注
ら
し
く
な
い
。

『
嚢
字
記
』
に
誤
り
が
あ
る
と
、
先
人
が
す
で
に
疑
っ
て
い
る

「
奮
と
廃
家
の
荘
牧
あ
り
」
と
い
う
そ
の
荘
と
は
荘
田
で
あ
り
、
牧
と
は
牧
場
で
あ
る
。

「
臨
時
家
の
穀
」
と
は
「
偉
客
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、

台、

れ
ら
は
郁
洲
島
の
醸
家
の
荘
田
・
牧
場
に
置
か
れ
て

農
耕
牧
畜
に
従
事
し
、

さ
ら
に
代
々
縫
承
し
て
そ
の
ま
ま
こ
の
土
地
に
定
着
し
て
き

た
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
後
世
そ
の
子
孫
が
な
お
郁
洲
に
住
み
、

そ
の
う
え
「
擦
郎
」
を
祭
る
と
き
に
は
、

ま
だ
「
翠
鋒
を
著
け
耕
鞭
を
執
っ
て
」
、

か
れ
ら
の
祖
先
の
身
分
を
一がさ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

「
燦
家
の
隷
」
が
農
奴
に
よ
り
接
近
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
際
竺
の

寓
を
数
え
る
偉
客
は
、
少
く
と
も
そ
の
中
の
か
な
り
の
部
分
が
生
産
勢
働
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
、
こ
れ
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

仲
長
統
は
『
昌
言
』
の
理
能
篇
お
よ
び
損
盆
篇
に
お
い
て
、
漢
末
に
は
「
豪
人
」
と
い
っ
た
も
の
が
い
て
、
か
れ
ら
は
郡
園
に
ま
た
が
る
大
土

地
を
所
有
し
、
農
業
・
牧
畜
業
・
商
業
を
経
営
し
て
、
群
を
な
す
奴
稗
と
幾
歯
肉
に
も
お
よ
ぶ
「
徒
附
」
を
使
役
し
、
さ
ら
に
「
刺
客

・
死
士
」

つ
ま
り
客
に
ち
が
い
な
く
、
豪
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か
れ
ら
の
た
め
に
命
を
投
げ
だ
さ
せ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
仲
長
統
が
い
う
「
徒
附
」
と
は
、

を
養
っ
て
、
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人
の
か
か
え
る
奴
稗
や
徒
附
(
す
な
わ
ち
奴
客
)
は
、

そ
の
郡
園
に
ま
た
が
る
大
土
地
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
醗
竺
も
ま

さ
に
こ
の
よ
う
な
「
豪
人
」
に
ほ
か
な
ら
な
か

っ
た
。

建
安
元
年
(
一
九
六
)
、
曹
操
は
許
下
に
屯
田
を
設
け
た
。
屯
田
民
は
屯
田
客
と
も
租
牛
客
戸
と
も
呼
ば
れ
、
郡
豚
に
は
所
属
せ
ず
に
、

田
官

の
管
理
の
も
と
に
置
か
れ
て
、
上
は
大
司
農
に
属
し
て
い
た
。
屯
田
客
は
園
家
の
租
調
径
役
を
負
携
し
な
い
が
、

そ
の
牧
穫
に
つ
い
て
は
、
自

己
の
所
有
す
る
牛
を
使
用
し
た
屯
田
客
の
場
合
は
、
官
と
字
分
に
分
け
、
官
の
支
給
す
る
牛
を
使
用
し
た
場
合
に
は
、
官
が
六
割
、
屯
田
客
が

四
割
と
い
う
割
合
で
分
け
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
屯
田
は
い
わ
ば
園
家
の
私
田
で
あ
り
、
屯
田
客
は
園
家
の
私
客
と
も
い
う
べ
き
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
屯
田
と
い
う
形
は
漢
代
の
進
境
に
置
か
れ
た
屯
田
を
継
承
し
て
レ
る
け
れ
ど
も
、

よ
り
直
接
に
は
、
嘗
時
一
般
に
行

な
わ
れ
て
い
た
封
建
的
大
土
地
経
営
の
方
式
を
ま
ね
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
私
は
、
安
賞
な
見
解
だ
と
考
え
る
。

日
本
の
宮
崎
市
定
氏
は
、

屯
田
が
天
子
の
荘
園
と
い
う
性
質
を
も
っ

建
安
元
年
に
屯
田
が
許
下
に
始
め
ら
れ
て
以
後
、
曹
操
の
統
治
下
に
あ
る
「
郡
闘
に
は
田
官
を
列
置
し
」
て
、

そ
れ
が
あ
ま
ね
く
領
域
内
に
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及
ん
だ
。

曹
親
の
後
期
に
、
朝
廷
は
租
牛
客
戸
(
す
な
わ
ち
屯
田
客
戸
)
を
賞
賜
と
し
て
公
卿
大
臣
に
支
給
し
た
。

を
負
捨
せ
ず
、
た
だ
分
盆
制
の
地
代
だ
け
を
納
め
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
私
家
に
興
え
ら
れ
た
後
で
も
、
た
だ
そ
れ
ぞ
れ
の
私
家
に

な

ね

が

劃
し
て
地
代
を
納
め
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
は
嘗
然
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
「
小
人
は
役
を
障
り
、
之
に
篤
ら
ん
こ
と
を
祭
う
も
の
多
し
。
貴

や
お
、

勢
の
門
に
は
動
も
す
れ
ば
百
も
て
数
う
る
あ
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
朝
廷
か
ら
賜
わ
っ

た
客
の
ほ
か
に
も
、

租
牛
客
戸
は
も
と
も
と
園
家
の
賦
役

径
役
に
苦
し
む
下
層
の
人
民
?

小
人
)
は
進
ん
で
こ
こ
に
身
を
投
じ

太
原
一
帯
な
ど
で
は
胡
人
を
よ
び
入
れ
て
田
客
に
す
る
と
い
う
事
態
に
ま
で
い
た
っ
た
。
客
の
群
れ
は

封
建
的
大
土
地
に
あ
ま
ね
く
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

北
方
に
康
く
屯
田
を
聞
い
た
曹
操
に
や
や
お
く
れ
て
、
孫
呉
も
ま
た
江
南
に
お
い
て
贋
く
屯
田
を
聞
き
、
そ
の
う
え
屯
田
客
の
み
な
ら
ず
一

般
人
民
ま
で
も
、
賞
賜
と
し
て
功
臣
に
支
給
し
、
さ
ら
に
そ
の
賦
役
を
菟
除
し
て
「
復
客
」
と
稀
し
た
。
賜
客
と
復
客
の
数
は
数
百
に
達
す
る
も



の
も
あ
り
、
日
蒙
の
ご
と
き
は
「
湾
陽
の
屯
田
六
百
戸
を
賜
わ
る
」
ほ
ど
多
数
の
客
を
も
ら
い
受
け
向
。
固
有
地
と
私
有
地
に
お
け
る
客
は
、

こ
の
嘗
時
、

賜
客
・
復
客
を
逼
じ
て
、

私
属
と
し
て
の
客
の
身
分
は
す
で
に
確
定
し
て
お

江
南
に
も
北
方
に
も
同
様
に
普
遍
的
で
あ
っ
た
。

り
、
客
と
い
う
名
稽
を
も
っ
て
出
現
し
た
封
建
的
従
属
者
は
あ
ま
ね
く
南
北
に
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
異
っ
た
地
域
に
お
い
て
、
内
容
と
形
式
の
同
じ
い
屯
田
制
度
と
佃
客
制
度
と
を
同
時

た
が
い
に
封
立
し
て
い
た
こ
つ
の
政
権
が
、

に
推
し
進
め
て
い
た
の
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
そ
れ
は
漢
代
以
来
の
社
舎
護
展
の
必
然
的
な
結
果
で
あ
る
と
、

わ
れ
わ
れ
は
認
め
ね
ば

工
、
つ
工
、
。

チ
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蔭
客
の
特
権
に
制
到
す
る
菅
代
の
制
限

以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
前
漢
の
中
葉
以
来
、
奴
客
と
連
稽
さ
れ
た
こ
と
は
、
客
の
身
分
低
下
の
め
じ
る
し
に
な
っ
て
い
る
が
、

し
後
漢
末
に
い
た
る
ま
で
、
法
律
上
、
客
の
身
分
低
下
を
規
定
す
る
こ
と
は
全
く
な
か
っ
た
。
『
三
園
志
』
巻
二
三
・
常
林
俸
に
、

ひ
・
ぞ

「
太
守
王
匡
の
兵
を
起
こ
し
て
董
卓
を
討
つ
や
、
諸
生
を
属
豚
に
遣
わ
し
、
微
か
に
吏
民
の
罪
負
を
伺
わ
し
め
て
、
便
ち
之
を
牧
め
、

考
責
し
て
銭
穀
も
て
罪
を
噴
わ
し
む
。
稽
濯
す
れ
ば
則
ち
宗
族
を
夷
滅
し
て
、
以
て
威
巌
を
崇
く
す
。
林
の
叔
父
、
客
を
掴
ち
、
諸
生
の

自
す
所
と
震
る
。
匡
、
怒
り
て
牧
治
し
、
奉
宗
憧
怖
す
」

と
い
う
。
常
林
の
叔
父
が
客
を
鞭
う
っ
た
た
め
に
逮
捕
さ
れ
取
調
べ
ら
れ
た
の
は
、
太
守
の
王
匡
が
こ
れ
を
手
だ
て
に
鎮
穀
を
ま
き
あ
げ
た
こ

と
に
よ
る
と
し
て
も
、

こ
れ
に
よ
っ
て
、

少
く
と
も
そ
れ
が

し
か
し
、

主
人
は
勝
手
き
ま
ま
に
客
を
鞭
う
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、

「
牧
治
」
す
る
た
め
の
口
貫
に
な
り
得
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
客
が
な
お
良
民
で
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
で
は
な
い

。。

で
あ
ろ
う
か
。

常
林
の
叔
父
の
場
合
は
、

は
な
は
だ
特
殊
な
一
つ
の
例
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
例
を
奉
げ
た
の
は
、

た
だ
、
賓
際
に
は
客
が
す
で
に
奴
と
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連
稽
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
身
分
は
低
下
し
て
い
た
と
し
て
も
、
法
律
上
で
は
依
然
と
し
て
ま
だ
そ
の
現
賓
が
承
認
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ

し
か

- 39ー
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と
を
示
す
た
め
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
以
後
、
賜
客
や
復
客
を
通
し
て
、
客
の
私
腐
と
し
て
の
地
位
が
明
確
に
き
ま
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、

し
も、

し
、
と
く
に
復
除
を
許
さ
れ
た
客
は
別
と
し
て
、

そ
れ
以
外
の
、
み
ず
か
ら
豪
強
の
も
と
に
身
を
寄
せ
た
客
は
、
私
属
と
な
っ
て
賦
役
を
菟
除

『
三
園
志
』
巻
一
二
の
司
馬
芝
俸
に
、
司
馬
芝
、が
菅
牒
の
長
官
で
あ
っ
た
と
き
、
そ
の
地

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
あ
り
え
な
か
っ
た
。

す
」
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

の
豪
強

・
劉
節
を
制
裁
し
た
記
述
が
あ
る
こ
と
は
、
人
の
よ
く
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
司
馬
芝
が
「
劉
節
の
客
の
王
同
ら
を
徴
渡
し
て
兵
と
魚

王
同
ら
が
み
ず
か
ら
身
を
寄
せ
た
客
で
あ
り
、
法
律
で
は
劉
節
が
客
を
勝
手
に
か
く
ま
う
権
利
を
も
っ
と
は
認
め

て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
本
俸
に
よ
れ
ば
、
劉
節
は
賓
客
千
絵
家
を
も
っ
て
お
り
、
菅
問
問
の
嫁
吏
は
「
節
の
家
、
前
後
い
ま
だ
嘗
っ
て
得

を
給
せ
ず
」
と
い
っ
て
い
る
。
千
絵
家
の
賓
客
を
す
べ
て
「
節
の
家
」
と
い
う
範
圏
に
入
れ
て
い
る
こ
と
は
、

明
ら
か
に
か
れ
ら
が
劉
節
の
私

属
だ
と
見
な
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
賞
際
に
、
千
絵
家
の
賓
客
は
長
年
の
あ
い
だ
劉
節
の
庇
護
の
も
と
で
径
役
に
服
し
て
い
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
庇
護
は
全
く
劉
節
の
権
勢
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
朝
廷
が
と
く
に
許
し
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
く
、
司
馬

芝
が
認
め
な
く
て
も
よ
い
の
は
嘗
然
で
あ
っ
た
。

ま
た
『
三
園
志
』
巻
五
四
の
周
論
俸
に
は
、

周
論
と
程
普
の
死
後
、

孫
権
が
敷
令
を
下
し
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て
、
周
家
と
程
家
の
人
客
は
「
皆
な
問
う
こ
と
を
得
ず
」
と
い
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
「
問
う
」
と
は
、
人
客
の
来
歴
を
逼

述
調
査
し
て
、
陪
臓
遁
亡
を
摘
設
す
る
こ
と
で
あ
る
。
孫
権
が
命
令
を
出
し
て
、
と
く
に
こ
の
雨
家
の
人
客
に
つ
い
て
「
問
う
を
得
ず
」
と
言

が
出
な
け
れ
ば
、

い
た
て
て
い
る
の
は
、
そ
の
他
の
家
の
人
客
は
「
問
う
」
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
も
し
こ
の
命
令

周
と
程
と
商
家
の
人
客
も
、
嘗
然
「
問
う
」
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
て
、
賜
客
と
復
客
以
外
の
、
み
ず
か
ら
身
を
寄
せ
た

客
は
、

不
法
な
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
、

た
と
え
功
臣

・
大
将
と
い
え
ど
も
、
孫
権
の
命
令
が
な
け
れ
ば
、

そ
の
人
客
を
庇
護
で
き
な

か
っ
た
こ
と
、

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

貴
族
豪
強
が
、

と
く
に
許
さ
れ
た
場
合
を
除
い
て
、

み
ず
か
ら
私
腐
を
招
き
入
れ
る
こ
と
は
認
め
な
い
、

と
い
う
こ
の
原
則
は
、
以
後
も
基

本
的
に
は
改
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

租
牛
客
戸
を
公
卿
に
賞
賜
し
た
の
は
司
馬
氏
が
権
力
を
掌
握
し
た
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ず
、

ま
た
そ
の
こ
ろ
は
貴
勢
の
家
が
径
役



を
思
避
す
る
小
民
や
胡
人
を
招
募
し
て
田
客
に
す
る
こ
と
を
放
任
し
て
い
た
と
し
て
も
、

し
か
し
、
西
晋
政
権
が
ひ
と
た
び
確
立
さ
れ
る
や
、

た
だ
ち
に
貴
族
豪
強
が
客
の
群
れ
を
抜
大
し
つ
づ
け
る
こ
と
に
劃
し
て
歯
止
め
を
か
け
た
。

「
河
南
安
に
累
遷
す
。
:
:
:
(
こ
こ
に
先
に
述
べ
た
「
貌
氏
、
公
卿
己
下
に
租
牛
客
戸
を
給
す
云
云
」
の
こ
と
を
記
す
〉
・

『
菅
書
』
巻
九
三

・
外
戚
俸
中
の
王
陶
俸
に

武
帝
位
を
践
む

ゃ
、
詔
し
て
客
を
募
る
を
禁
ず
。
怖
は
其
の
防
を
明
峻
に
し
、
部
す
る
所
、
敢
え
て
犯
す
者
な
し
。
威
寧
四
年
(
二
七
八
)
卒
す
」

と
あ
る
。

『
太
卒
御
覧
』
巻
二
五
二
に
引
く
菅
起
居
注
に
よ
れ
ば
、
武
帝
の
威
寧
三
年
(
二
七
七
〉
に
王
悔
は
河
南
安
に
任
命
さ
れ
た
。

か
れ
が

在
任
中
に
募
客
の
禁
令
を
巌
格
に
執
行
し
た
と
い
う
の
は
、
威
寧
三
年
か
ら
四
年
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
と
き
は

「
晋
書
』
食
貨
志
に
よ
る
と
、
泰
始
五
年
(
二
六
九
〉

正
月
葵
巳
の
詔
款
の

「
私
相
置
名
」
と
い
う
の
も
、
自
分
勝
手
に
こ
っ
そ
り
と
姓

司
馬
炎
が
帝
位
に
つ
い
て
か
ら
、
す
で
に
十
年
以
上
す
、
ぎ
て
い
た
。

中
で
、

「
豪
勢
は
寡
弱
を
侵
役
し
て
私
相
置
名
す
る
を
得
ず
」
と
い
っ
て
い
る
。

名
を
記
録
し
て
私
属
の
地
位
に
置
く
意
味
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
禁
令
は
王
情
俸
に
「
詔
し
て
募
客
を
禁
ず
」
と
あ
る
の
と
同
一
の
こ
と
を
指
す

よ
う
に
見
え
る
。
泰
始
五
年
か
ら
威
寧
三
年
ま
で
(
一
二
ハ
九
J
二
七
七
)
、
す
で
に
八
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
、
王
悔
は
禁
令
を
施
行
す
る
こ
と

に
努
め
て
き
た
の
で
あ
り
、
嘗
時
こ
の
問
題
に
つ
い
て
か
な
り
員
剣
に
と
り
く
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

『
菅
書
』
巻
三
七
の
高
陽
王
睦
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の
俸
に

「
威
寧
三
年
(
二
七
七
)
、
睦
は
使
を
遣
わ
し
て
圏
内
(
睦
が
初
め
て
封
ぜ
ら
れ
た
中
山
園
の
こ
と
)
の
八
豚
に
従
る
も
の
を
募
ら
し
め
、

逃

・
私
占
お
よ
び
姓
名
を
繁
易
し
て
復
除
を
詐
冒
せ
る
者
七
百
除
戸
を
受
く
。
翼
州
刺
史
の
社
友
、
奏
す
ら
く
、
睦
は
遁
亡
を
招
誘
す
、

ゆ
る

宜
し
く
園
に
君
た
る
べ
か
ら
ず
と
。
有
司
奏
す
ら
く
、
事
は
赦
の
前
に
在
り
、
躍
に
原
す
べ
し
と
。
詔
し
て
日
く
、
:
:
:
其
れ
睦
を
庇
し 遁

て
豚
侯
と
魚
せ
、
と
」
。

司
馬
睦
の
罪
名
は
、
総
じ
て
い
え
ば
「
遁
亡
を
招
誘
し
た
」
と
い
う
罪
で
あ
る
。
七
百
戸
以
上
が
す
べ
て
「
遁
亡
」
つ
ま
り
逃
亡
者
で
あ
り
、

よ
び
集
め
て
き
で
は
、
こ
れ
を
勝
手
に
占
有
し
、

そ
の
ま
ま
私
廃
に
し
た
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
中
に
は
名
を
繁
え
て
、
径
役
菟
除
に
な
っ
た
人
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の
替
え
玉
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
い
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
い
う
「
募
徒
」
や
「
私
占
」
は

そ
の
性
質
を
考
え
て
み
れ
ば

つ
ま
り
「
募



260 

客
」
で
あ
り
、

ま
た
「
私
相
置
名
」
に
も
相
嘗
す
る
。
こ
の
事
件
は
威
寧
三
年
に
お
こ
り
、

王
悔
は
ま
さ
に
そ
の
年
に
河
南
青
ノ
に
就
任
し
た
。

司
馬
睦
を
摘
設
し
た
の
は
葉
州
刺
史
の
杜
友
で
あ
る
が
、

か
れ
も
王
怖
と
同
様
に
、
募
客
に
射
す
る
禁
令
を
厳
格
に
執
行
し
た
の
で
あ
る
。
司

馬
睦
に
劃
し
て
、
有
司
は
相
談
の
う
え
、

「
躍
に
原
す
ベ
し
」
と
上
奏
し
た
が
、
武
帝
は
や
は
り
倭
位
を
お
と
す
虚
分
に
附
し
た
。
こ
れ
に
よ

っ
て
も
、
禁
令
は
ま
だ
空
文
化
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
っ
て
、
菅
の
は
じ
め
に
戸
口
、
が
増
加
し
た
の
は
、

n可

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

」
れ
と
闘
係
が
あ

そ
の
後
二
年
を
経
て
、
太
康
元
年
(
二
八
O
)
に
耳
目
は
臭
を
滅
ぼ
す
と
、
す
ぐ
さ
ま
戸
調
式
を
頒
布
し
、

そ
の
中
で
各
ク
ラ
ス
の
官
員
、
が
佃
客

主
人
か
ら
衣
食
を
供
給
さ
れ
て
、
従
者
に
あ
て
ら
れ
た
り
、

と
衣
食
客
を
保
有
し
う
る
こ
と
に
つ
い
て
の
基
準
を
規
定
し
た
。
衣
食
客
と
は
、

雑
役
に
臨
便
さ
れ
た
り
し
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
。
佃
客
は

『
情
書
』
の
食
貨
志
に
い
う
よ
う
に
、

「
其
の
穀
は
大
家
と
量
分
」

し
た
と
こ

ろ
の
分
盆
制
の
小
作
人
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
客
は
、

み
な
濁
立
の
戸
籍
を
も
た
ず
、

た
だ
主
人
の
戸
籍
の
下
に
つ
け
て
記
入
さ
れ
た
こ
と
は
、

戸
調
式
に
規
定
さ
れ
た
基
準
内
の
客
は
、
公
け
に
合
法
と
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
数
は
甚
だ
少
い
。

一
品
と
二
品
の
官
員
で
は
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『惰
室
田
』
食
貨
志
に
「
客
は
皆
な
家
籍
に
注
す
」
と
い
う
と
お
り
で
あ
っ
て
、

そ
の
依
附
従
属
関
係
は
明
白
で
あ
る
。

佃
客
五
十
戸
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
十
五
戸
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
逆
に
し
て
誤
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
三
口
問
で
は
十
戸
、
以
下
八

口問

・
九
品
に
な
る
と
一
戸
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
規
定
数
が
昔
時
の
封
建
的
大
土
地
所
有
の
状
況
に
遁
臆
で
き
な
か
っ

た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

曹
細
腕
の
末
期
に
は
貴
勢
の
家
が
保
有
す
る
佃
客
は
「
動
も
す
れ
ば
百
も
て
数
う
る
有

り
」
と
い
う
朕
況
で
あ
っ
た
し
、
菅
の
は
じ
め
に
は
「
詔
し
て
募
客
を
禁
じ
た
」
と
は
い
う
も
の
の
、
す
で
に
所
有
し
て
い
る
客
を
あ
と
か
ら

と
り
あ
げ
た
こ
と
も
聞
か
な
い
。
わ
ず
か
二
年
前
に
は
、
司
馬
陸
が
遁
逃
の
七
百
戸
を
招
誘
し
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
基
準
定
数
が
有
数
に
執

行
で
き
た
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
同
じ
法
文
に
規
定
さ
れ
た
各
ク
ラ
ス
の
官
員
の
占
回
数
が
有
数
に
執
行
で
き
な
か
っ
た
の
と
同
様

し
か
し
、
放
果
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
歴
史
的
な
意
味
は
そ
れ
な
り
に
も
っ
て
い
る
。
第
一
に
、
そ
れ
は
、
競
晋
時
代
に
お
け

で
あ
る
が
、

る
大
量
の
逃
亡
農
民
の
行
く
先
が
豪
強
に
た
よ
っ
て
佃
客
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
数
の
多
さ
が
菅
の
武
帝
に
こ
の
問
題
の
深
刻
さ
を
注
意



禁
じ
、

さ
せ
ず
に
お
か
な
か
っ
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
西
菅
政
権
が
確
立
さ
れ
て
か
ら
、
最
初
に
募
客
を
禁
じ
、

つ
い
で
蔭
客
を
制
限
し
て
そ
の
基
準
を
規
定
す
る
と
い
う
、
こ
れ
ら
の
客
に
射
す
る
措
置
は
、
そ
れ
以
前
に
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、

ひ

そ

か

「
私
相
に
置
名
す
る
」
こ
と
を

そ
れ
は
、
客
が
全
閣
の
人
口
に
お
い
て
占
め
る

E
大
な
比
率
と
、
農
業
生
産
に
お
け
る
そ
の
役
割
と
を
き
わ
め
て
よ
く
反
映
し
て
い
る
と
い
え

そ
れ
は
、
規
定
さ
れ
た
基
準
以
内
の
客
と
、
規
定
以
外
に
と
く
に
径
役
兎
除
を
許
可
さ
れ
た
客
だ
け
を
除
い
て
、
そ
れ
以
外

ょ
う
。
第
二
に
、

の
私
的
に
占
有
さ
れ
た
客
は
法
に
違
反
し
た
も
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
勝
手
に
身
を
寄
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
依
附
従
属
関
係
は

不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

第
二
回
目
の
限
客
規
定
は
東
菅
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
。

A
げ
uウ

「時
に
百
姓
難
に
遭
い
て
、
此
の
境
に
流
移
ポ
。
流
民
は
多
く
大
姓
に
庇
せ
ら
れ
て
以
て
客
と
震
る
。
元
帝
の
大
輿
四
年
(
三
二

一
)、

詔
し
て
流
民
の
籍
を
失
え
る
も
の
は
、
名
を
保
し
て
有
司
に
上
ら
し
め
、
給
客
の
制
度
を
震
る
。
而
れ
ど
も
江
北
は
荒
残
し
て
、
買
を
検

『
南
斉
書
』
巻
一
四
・
州
郡
志
の
南
売
州
の
僚
に
、

す
べ
か
ら
ず
」
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と
あ
る
。
大
輿
四
年
は
東
菅
政
権
が
成
立
し
て
以
後
の
重
要
な
年
で
あ
っ
て
、
菅
の
元
帝
は
こ
の
年
に
王
氏
を
抑
え
、

豪
強
の
利
盆
を
侵
犯
す

の
措
置
の
一
つ
で
あ
り
、

王
敦
の
凱
を
ひ
き
お
こ
し
た
の
で
あ
っ
た
。
徐
州
の
流
民
を
調
査
し
て
給
客
制
度
を
施
行
し
た
の
は
、
こ
れ
ら

「
流
民
多
く
大
姓
に
庇
せ
ら
れ
て
以
て
客
と
な
る
」
と
い
う
の
は
、
み
ず
か
ら
身
を
投
じ
て
庇
護
を
求
め
て
き
た
も

る
一
連
の
措
置
を
貫
施
し
て
、

の
で
あ
る
こ
と
、

い
う
ま
で
も
な
い
。
給
客
制
度
は
大
姓
が
こ
れ
を
勝
手
に
占
有
す
る
の
を
制
限
し
、
新
た
に
客
の
占
有
基
準
を
示
し
て
、
身

『
惰
書
』
巻
三
二
・
食
貨
志
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
各
ク
ラ
ス
の
官
員

を
投
じ
て
き
た
客
を
法
律
の
枠
内
に
お
さ
め
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

が
品
級
に
よ
っ
て
客
を
占
有
で
き
る
基
準
は
、

西
菅
の
基
準
に
比
べ
て
増
加
し
て
お
り
、
第
一
品
と
第
二
品
で
は
佃
客
を
四
十
戸
以
上
も
っ
て

は
な
ら
ず
、
以
下
、
品
ご
と
に
五
戸
ず
つ
遁
減
し
て
、
第
九
品
に
な
る
と
五
戸
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
大
輿
四
年
の
給
客
制
度
だ
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と
私
は
考
え
て
い
る
。
『
惰
室
田
』
の
食
貨
志
に
は
、
客
に
み
な
課
役
が
な
い
こ
と
、
佃
客
は
牧
穫
の
何
割
か
を
主
人
に
地
代
と
し
て
納
め
る
こ

と
が
、
は
っ
き
り
と
記
載
さ
れ
、
ま
た
「
客
は
皆
な
(
主
人
の
〉
家
の
籍
に
注
す
」
と
あ
っ
て
、
佃
客
が
農
奴
に
近
い
分
盆
制
の
小
作
人
で
あ
っ
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た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

東
耳
目
の
給
客
制
度
は
も
と
よ
り
空
文
と
化
し
、

そ
の
翌
年
、

王
敦
が
南
北
の
大
族
に
支
持
さ
れ
て
兵
を
奉
げ
、
建
康
に
入
城
し
た
た
め
に
、

前
年
に
頒
布
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
豪
強
の
利
盆
を
そ
こ
な
う
施
策
は
、
首
然
執
行
で
き
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

そ
の
後
、
大
量
の
逃
亡
農
民
が
私
門
に
流
入
す
る
の
を
正
し
く
押
し
と
ど
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
逃
亡
農
民
が
み
ず
か
ら

身
を
私
門
に
寄
せ
て
こ
れ
に
た
よ
る
こ
と
と
、

豪
強
が
こ
れ
を
勝
手
に
庇
護
す
る
こ
と
は
、
終
始
非
合
法
な
行
震
で
あ
っ
た
。
『
五
百
霊
園
』
巷
四

三

・
山
越
俸
に
、
東
菅
の
「
豪
族
は
多
く
戸
口
を
挟
蔵
し
て
以
て
私
附
と
篤
し
」
て
レ
た
が
、

山
遣
は
命
国
稽
郡
除
挑
の
綜
令
に
な
り
、

「
豚
に

到
っ
て
八
旬
の
う
ち
に
、

口
を
出
だ
す
こ
と
蔦
除
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
地
の
高
貴
な
家
柄
に
廃
し
て
い
た
非
常
な
名
士
の
虞
喜
は
戸
口

を
隠
匿
し
て
い
て
、
法
に
よ
れ
ば
死
刑
に
鹿
せ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
結
局
、
虞
喜
は
何
ご
と
も
な
く
安
穏
に
す
み
、

山
還
が
逆
に
官
位

を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
。
考
え
て
み
る
と
、
除
桃
は
土
地
が
康
く
、
人
口
は
少
く
、
劉
宋
時
代
に
孔
霊
符
は
、

山
陰
燃
の
貧
民
を
除
挑

・
郵

・

品
川
M7

餌
の
三
つ
の
豚
に
移
住
さ
せ
て
湖
田
を
開
墾
さ
せ
よ
う
と
建
議
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
東
菅
時
代
の
儀
挑
の
人
口
は
宋
代
よ
り
多
い
は
ず
は
な

そ
こ
で
八
十
日
以
内
に
検
出
し
た
隠
匿
人
口
が
蔦
除
と
い
う
多
さ
に
達
し
た
の
は
、
ま
こ
と
に
彪
大
な
数
字
で
あ
る
。

か
っ

た
の
に
、
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山
還

停
に
よ
れ
ば
、
隠
蔵
さ
れ
た
戸
口
は
す
べ
て
大
姓
の
私
附
で
あ
る
。
舎
稽
郡
の
大
姓
で
あ
る
虞
・
貌
・
孔

・
賀
の
う
ち
、
虞
氏
は
除
銚
の
人
で

A
万ザ

あ
り
、
山
陰
鯨
の
貧
民
を
移
住
さ
せ
る
よ
う
建
議
し
た
孔
盤
符
は
、
「
産
業
は
な
は
だ
庚
し
」
と
い
わ
れ
た
大
土
地
所
有
者
で
あ
っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
寓
を
も
っ
て
数
え
ら
れ
た
「
私
附
」
の
多
く
は
、

か
れ
ら
の
佃
客
で
あ
っ
た
と
推
定
し
て
よ
か
ろ
う
。

令
ザ

山
還
が
除
挑
令
で
あ
っ

た
の
は
、

菅
の
成
帝
の
成
和

・
威
康
年
聞
の
こ
と
で
あ
り
、
太
輿
四
年
(
三
二

一
)
に
給
客
制
度
が
頒
布
さ
れ
た
と
き

か
ら
十
年
あ
ま
り
た
っ
て
い
る
。
給
客
規
定
が
貫
行
さ
れ
て
レ
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
豪
強
が
私
附
を
隠
顕
し
て
は
な
ら
ぬ
と

い
う
候
文
は
、
少
く
と
も
法
律
上
な
お
有
数
で
あ
っ
た
。

山
遣
は

一
介
の
鯨
令
で
あ
っ
て
、

そ
の
と
き
地
方
官
に
「
私
附
」
の
取
締
り
を
命
ず

か
れ
が
管
轄
内
で
巌
重
な
摘
設
を
行
な
っ
た
の
は
、
地
方
官
、が
本
来
戸
口
取
締
り
の
責
任
を

負
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
募
客
禁
止
な
ど
の
法
令
が
ま
だ
決
し
て
数
力
を
失
つ
て
は
レ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
き
れ
ば
こ
そ
慶
喜
は
法

る
詔
款
が
出
さ
れ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、



に
照
ら
し
て
死
刑
に
慮
せ
ら
れ
る
は
ず
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
山
還
が
失
敗
し
た
の
は
、
園
家
を
背
負
う
宰
相
が
王
導
で
あ
り
、
王
導

A
訓
u
，

は
江
南
の
大
族
と
親
密
な
関
係
を
結
ぶ
よ
う
に
一
貫
し
て
主
張
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
後
、
豪
強
の
戸
口
隠
匿
に
劃
し
て
か
な
り
有
数
に
制
裁
を
加
え
た
の
は
、
晋
の
末
期
に
劉
裕
が
貫
権
を
握
っ
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
、

亡
命
千
蝕
人
を
蔵
匿
し
て
い
た
徐
挑
の
虞
亮
を
、
劉
裕
は
死
刑
に
慮
し
た
。
虞
亮
は
、
虞
喜
の
直
系
の
子
孫
で
は
な
い
と
し
て
も
、
同
族
の
後

八
十
年
前
に
か
れ
の
租
先
が
や
っ
た
の
と
同
じ
こ
と
を
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
か
れ
は
先
租
の
よ
う
な
幸
運
に
め

輩
で
あ
る
。
虞
亮
は
、

ぐ
ま
れ
ず
、
命
を
お
と
し
た
の
で
あ
る
。

劉
裕
が
、

「
亡
命
を
蘇
匿
し
た
」
罪
に
よ
っ
て
曾
稽
第
一
流
の
名
門
虞
亮
を
死
刑
に
慮
し
た
よ
う
な
例
は
、

お
そ
ら
く
菅
初
以
来
、
法
に
よ

っ
て
慮
断
し
た
最
初
の
例
で
あ
り
、

ま
た
こ
れ
が
最
後
の
例
で
も
あ
ろ
う
。
こ
れ
以
後
、
唐
代
に
い
た
る
ま
で
、
逃
亡
し
た
戸
口
や
蔭
客
の
取

締
り
の
こ
と
は
し
ば
し
ば
史
籍
に
-
記
さ
れ
て
い
る
が
、

た
だ
逃
戸
を
本
貫
に
か
え
し
た
だ
け
で
、
こ
れ
を
庇
っ
た
豪
強
に
射
す
る
懲
罰
の
こ
と
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は
見
え
な
い
。

南
朝
に
入
っ
て
か
ら
、
封
建
的
大
土
地
所
有
制
は
ま
す
ま
す
護
展
し
、
逃
亡
す
る
も
の
は
い
よ
い
よ
ひ
ど
く
、
佃
客
の
群
れ
が
そ
れ
に
麿
じ

て
績
大
し
て
い
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
梁
代
に
賀
深
が
指
摘
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

d
d，
 

A
u、

移
を
事
と
し
、
或
い
は
大
姓
に
依
り
、
或
い
は
屯
封
に
緊
ま
る
」
さ
ま
で
あ
っ
た
。
屯
封
と
は
、
封
都
目
さ
れ
た
山
津
の
こ
と
で
あ
り
、
官
有
の

「
百
姓
は
命
に
堪
う
る
能
わ
ず
、
各
お
の
流

も
の
も
私
有
の
も
の
も
あ
る
が
、

主
と
し
て
そ
れ
は
豪
強
が
山
津
を
贋
く
占
有
し
て
経
営
す
る
方
式
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
大
姓
に
依
る
」

の
と
「
屯
封
に
豪
ま
る
」
の
と
は
、
基
本
的
に
一
致
す
る
。
そ
の
こ
ろ
客
は
、
と
き
に
は
別
の
名
稿
を
も
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
南
斉
の
と
き
、

A
W
 

え
き

'U、

「諸
郡
の
役
人
は
多
く
人
士
に
依
っ
て
附
隷
と
震
る
。
之
を
属
名
と
謂
う
」
と
あ
り
、
陳
代
に
は
王
公
百
官
が
、
逃
亡
し
た
も
の
を
招
き
入
れ

品
川
ソ

て
「
程
蔭
」
と
稽
し
た
こ
と
な
ど
、
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
朝
廷
は
も
は
や
菅
律
を
襲
用
し
て
豪
強
を
懲
罰
に
か
け
よ
う
と
は
考
え
な
か

っ
た
け
れ
ど
も
、
南
斉
の
東
昏
侯
は
な
お

「屡
名
を
検
正
せ
ん
」
と
思
い
、
陳
の
宣
帝
も

「
程
蔭
」
を
「
本
属
に
解
還
し
」
ょ
う
と
し
た
の
で
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あ
っ
て
、
逃
亡
者
が
す
す
ん
で
身
を
大
姓
に
寄
せ
る
こ
と
と
、
豪
強
が
こ
れ
を
蔭
庇
す
る
権
利
は
、
依
然
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
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で
あ
る
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
宋
の
大
明
五
年
(
四
六
一
)
か
ら
南
賓
の
永
明
八
年
(
四
九
O
)
ま
で
、

三
十
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
断
績
的

に
戸
籍
検
査
が
行
な
わ
れ
、
そ
れ
が
ま
た
一
度
の
暴
動
を
ひ
き
お
こ
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
主
目
的
は
、
身
分
を
士
族
と
偽
っ
て

レ
る
寒
門
を
取
締
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
径
役
に
徴
護
し
う
る
劉
象
を
ひ
ろ
げ
る
目
的
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
矛
先
が
豪
強
に
身
を
託

し
て
庇
護
さ
れ
て
い
る
「
私
附
」
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

永
嘉
の
凱
以
後
の
北
方
に
お
け
る
大
族
の
蔭
戸

北
方
に
も
と
か
ら
あ

っ
た
地
方
組
織
は
破
壊
さ
れ
、

き
、
根
強
い
基
礎
を
も
っ
宗
族
・
郷
里
が
嘗
時
も
っ
と
も
た
よ
る
べ
き
力
を
そ
な
え
た
基
層
社
舎
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
北
方
で
は
潟
壁
が
い

西
菅
の
永
嘉
の
凱
の
あ
と

新
し
い
統
治
機
構
が
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と

鳩
主
は
、

か
れ
が
統
率
す
る
群
衆
に
射
し
て
、

家
長
で
あ
り
、

ま
た
領
主
で
も
あ
っ
た
し
、

そ
こ
に
集
ま
っ
た
群
衆
は
す
べ
て
か
れ
の
領
民
で
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た
る
と
こ
ろ
に
で
き
て
お
り
、
場
壁
に
集
ま
っ
た
民
衆
の
基
盤
と
、

か
れ
ら
を
相
互
に
結
ぶ
紐
帯
は
、
宗
族

・
郷
里
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

あ
り
、

ま
た
そ
の
子
弟
や
賓
客
の
家
族
を
含
め
て
組
織
さ
れ
た
武
装
集
圏
が
、

家
兵
あ
る
い
は
部
曲
の
集
圏
で
あ
っ
た
。

か
れ
ら
は
鳴
主
の
統

率
の
も
と
に
戦
闘
と
生
産
と
に
従
事
し
た
。

鴇
壁
は
戦
時
に
お
け
る
特
殊
な
組
織
で
あ
っ
て
、

長
期
に
わ
た
る
戦
飢
の
聞
に
、

と
き
に
は
輿

り
、
と
き
に
は
滅
び
た
が
、
北
方
が
統
一
に
向
か
う
に
つ
れ
て
、
消
滅
し
た
り
、

み
ず
か
ら
解
散
し
た
り
し
て
い
っ
た
。

鳴
壁
が
な
く
な
っ
て
も
、
な
お
宗
族
組
織
は
存
在
し
つ
づ
け
た
。
北
親
の
前
期
に
は
郷
官
を
置
か
ず
、
宗
族
を
基
礎
と
す
る
宗
主
督
護
制
を

作
っ
た
が
、
こ
れ
は
北
方
の
貫
情
を
承
認
し
た
も
の
で
あ
り
、
鮮
卑
拓
政
部
の
貴
族
た
ち
に
理
解
し
や
す
い
基
層
祉
曾
の
組
織
形
態
で
も
あ
っ

Tこ

『
菅
書
』
巻

一
一
一
七
・
慕
容
徳
載
記
に
、
南
燕
の
と
き
、
山
墨
田
の
韓
詩
が
上
疏
し
て
戸
口
の
取
締
り
を
建
議
し
、
「
百
姓
は
秦
菅
の
弊
に
因

っ
て
、
迭
い
に
相
い
蔭
冒
し
、
或
い
は
百
室
も
て
戸
を
合
わ
せ
、
或
い
は
千
丁
も
て
籍
を
共
に
し
、
城
祉
に
依
託
し
て
、
帰
燃
焼
を
擢
れ
やす
、
公



け
に
課
役
を
避
け
て
、
撞
い
ま
ま
に
姦
究
を
震
す
」
と
い
っ
た
こ
と
を
載
せ
て
い
る
。
「
百
室
戸
を
合
し
、
千
丁
籍
を
共
に
す
」
の
句
は
、
南

燕
の
と
き
に
一
戸
の
人
口
が
は
な
は
だ
尼
大
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
示
し
て
お
り
、
賞
際
に
、
一
家
族
の
中
に
「
公
然
と
課
役
を
避
け
る
」
多
く

の
蔭
戸
を
含
ん
で
い
た
。
こ
の
と
き
韓
詩
が
南
燕
の
領
域
内
で
検
出
し
た
蔭
戸
の
教
は
、
五
高
八
千
の
多
き
に
達
し
て
い
る
。
大
戸
が
多
く
の

人
口
を
か
か
え
こ
む
こ
の
よ
う
な
形
が
、
韓
詳
に
よ
れ
ば
、
「
秦
菅
の
弊
に
因
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
由
来
が
久
し
い
上
に
、
そ
れ
が
北

方
に
あ
ま
ね
く
存
在
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
私
は
、
こ
れ
が
す
な
わ
ち
鴇
壁
の
組
織
の
基
礎
で
あ
り
、
戦
時
に
な
れ
ば
、
た

と
考
え
る
。
北
貌
の
宗
主
督
護
制
は
、
大

『
貌
書
』
巻
一
一

0
・
食
貨
志
に

だ
ち
に
宗
族
と
賓
客
(
蔭
戸
)
と
か
ら
成
る
一
箇
の
武
装
集
圏
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
、

戸
が
多
く
の
人
口
を
か
か
え
こ
ん
で
い
る
と
い
う
こ
の
寅
情
の
も
と
で
作
ら
れ
た
制
度
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

、
、
し
〉
フ

「
貌
初
に
は
三
長
を
立
て
ず
。
放
に
民
は
蔭
附
す
る
も
の
多
し
。
蔭
附
す
る
者
は
皆
な
官
役
な
く
、

豪
強
の
徴
数
は
公
賦
に
倍
す
。
」

「
蔭
附
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
韓
詳
の
い
う
蔭
戸
で
あ
り
、
韓
詩
は
蔭
戸
が
主
人
に
射
し
て
い
か
な
る
義
務
を
負
措
し
た
か
を
述
べ
て
い

な
い
が
、
食
貨
志
に
は
、
か
れ
ら
が
豪
強
に
納
め
る
地
代
は
「
公
賦
に
倍
し
た
」
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
は
貌
菅
の
佃
客
や
南
朝

の
「
属
名
」
「
程
蔭
」
な
ど
が
置
か
れ
た
地
位
と
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
っ
た
。
雨
者
の
聞
に
ち
が
い
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
南
朝
の
私
属
の
多

く
は
、
ほ
か
の
土
地
か
ら
逃
亡
し
て
き
た
農
民
で
あ
っ
た
の
に
劃
し
て
、
南
燕
や
北
貌
の
「
蔭
戸
」
は
同
じ
そ
の
土
地
の
人
で
あ
っ
た
か
も
し
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れ
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

北
親
が
均
団
法
を
頒
布
し
、
三
長
制
を
立
て
た
後
、

田
を
受
給
さ
れ
て
公
課
を
納
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し

か
し
、
均
田
制
が
施
行
さ
れ
た
後
に
も
封
建
的
土
地
私
有
制
が
ひ
き
つ
づ
き
存
在
し
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
孝
文
帝
は
阪
田
を
賞
賜
と
し
て
李

A
Mv
 

h
u
い

沖
に
輿
え
た
し
、
威
陽
王
稽
の
「
田
業
盟
鍛
は
遠
近
に
遁
ね
く
」
存
在
し
て
い
た
。
た
だ
、
そ
れ
が
誰
に
よ

っ
て
耕
作
さ
れ
た
か
明
ら
か
で
な

そ
れ
ま
で
の
蔭
戸
は
濁
立
し
、
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い
が
、
そ
の
こ
ろ
必
ず
や
佃
客
の
よ
う
な
大
量
の
封
建
的
依
附
農
民
が
存
在
し
た
こ
と
を
推
定
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
。

『
親
書
』

食
貨
志
に
、
太
和
年
問
、
屯
田
を
設
置
し
た
こ
と
を
述
べ
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
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「
叉
、
別
に
農
官
を
立
て
、
州
郡
戸
の
十
分
の
一
を
取
っ
て
、
以
て
屯
民
と
信
用
す
。
水
陸
の
宜
し
き
を
相
、

頃
畝
の
数
を
断
じ
、
賊
臨胴

雑
物
を
以
て
牛
を
市
い
て
科
給
し
、
其
れ
を
し
て
力
を
感
ベ
し
む
。
一
夫
の
田
に
、
歳
に
六
十
刷
所
を
責
め
、
其
の
正
課
な
ら
び
に
征
成
雑

役
を
瓢
す
。
:
:
:
帝
、
覧
て
之
を
善
し
と
し
、
零
い
で
施
行
す
よ

同

帥

お
も
う
に
、
「
屯
戸
」
は
雑
戸
の
類
に
属
す
る
も
の
で
、
「

一
夫
の
田
」
は
す
な
わ
ち
百
畝
で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ

一
畝
あ
た
り

一
削
の
牧
穫
が

あ
る
と
見
積
も
れ
ば
、
官
か
ら
牛
を
支
給
さ
れ
た
屯
民
が
「
歳
に
六
十
餅
を
責
め
」
ら
れ
る
の
は
、
曹
説
の
屯
田
客
が
「
官
牛
を
持
つ
も
の
は

士
が
四
分
を
得
た
」
と
い
う
地
代
の
率
に
等
し
い
。
同
じ

『
貌
書
』
各

一
一
四
・
緯
老
志
に
も
、
卒
棺
門
戸
お
よ
び
諸
民
の
中

官
が
六
分
を
得
、

か
ら
設
置
さ
れ
た
「
借
紙
戸
」
は

「
歳
に
穀
六
十
剤
を
験
し
て
備
前
日
に
入
れ
た
」
こ
と
を
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
六
十
創
も
ご
夫
の
田
」

に
も
と
づ
い
て
徴
牧
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
園
家
が
屯
戸
に
射
し
、
信
官
が
倫
祇
戸
に
射
し
て
徴
牧
す
る
地
代
は
、
た
ん
に
停
統
に
も
と
づ
く

だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
嘗
時

一
般
の
封
建
的
地
代
の
額
に
も
と
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
は
ず
で
あ
っ
て
、
封
建
的
大
土
地
に
は
屯
戸
や
借
紙
戸
に

類
似
し
た
身
分
の
分
盆
制
小
作
人
が
存
在
し
て
い
た
と

信
ず
る
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。

、
抗
日
ザ

h
v
v
 

が
、
は
な
は
だ
漠
然
と
「
憧
殺
」
と
よ
ば
れ
た
り
、
ひ
ど
い
場
合
に
は
、
奴
蝉
と
い
う
康
い
名
目
の
中
に
入
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
偉
隷

か
れ
ら
が
ど
ん
な
名
稀
で
よ
ば
れ
た
か
わ
か
ら
な
い
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t主

一
般
に
戦
争
で
の
捕
虜
が
賞
輿
に
あ
て
ら
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
由
来
す
る
も
の
で
、

し
た
が
っ
て
そ
れ
は
公
け
に
認
め
ら
れ
た
合
法
的
な
私

腐
で
あ
る
。
均
田
法
は
明
ら
か
に
奴
蝉
の
受
田
を
規
定
し
て
お
り
、
憧
隷
も
嘗
然
、
奴
牌
の
範
圏
に
含
ま
れ
る
。

つ
ま
り
、
貴
族
豪
強
の
も
つ

慶
大
な
土
地
の
中
に
は

特
に
賜
わ
っ
た
も
の
で
な
く
て
も
、

奴
牌
(
偉
殺
)
の
名
目
で
合
法
的
に
占
有
で
き
る
土
地
が
あ
っ
た
。
受
回
し
た

こ
れ
ら
の
奴
稗
が
、

そ
の
主
人
に
劃
し
て
い
か
な
る
義
務
を
負
っ
た
か
、
史
籍
に
記
載
は
な
い
。
牧
穫
の
全
部
を
主
人
に
わ
た
し
、

主
人
が
奴

蝉
の
納
め
る
べ
き
田
租
を
代
っ
て
支
梯
う
と
と
も
に
、

そ
の
衣
食
を
支
給
し
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
正
員
正
銘
の
奴
隷
牧
奪
形
式
で
あ
り
、
南

伺

北
朝
時
代
に
、
主
人
が
直
接
経
営
す
る
田
園
で
は
往
々
に
し
て
こ
の
形
が
採
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
我
々
も
認
め
る
。
が
同
時
に
、
さ
ら
に
慶

大
な
土
地
に
は
、
奴
縛
あ
る
い
は
偉
隷
と
よ
ば
れ
る
生
産
者
が
、
事
買
上
、
封
建
的
搾
取
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
屯
戸
や
信
祇

戸
に
見
え
る
と
お
り
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
貌
晋
以
来
の
佃
客
や
南
燕
と
北
貌
前
期
の
蔭
戸
が
忽
然
と
し
て
消
え
う
せ
た
と
想
像
す
る
こ
と



は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

奴
牌
・
憧
隷
の
来
源
は
、
主
と
し
て
戦
争
に
よ
っ
て
得
た
捕
虜
を
賞
と
し
て
輿
え
た
も
の
か
ら
出
て
お
り
、

か
れ
ら
は
合
法
的
な
賎
民
で
あ

っ
て
、
奴
蝉
と
い
う
名
目
で
受
回
す
る
こ
と
は
、
法
令
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
、
な
お
み
ず
か
ら
身
を
豪
強
の
も
と
に
寄

せ
て
、
そ
の
庇
護
を
求
め
る
逃
亡
農
民
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
。
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
が
、
記
録
が
依
け
て
い
る
。
延
昌
元
年
(
五
一
二
〉
、
翼

ゆ
る

M
W

州
刺
史
で
あ
っ
た
元
障
は
「
丁
戸
を
検
括
し
て
、
其
の
鯖
首
す
る
を
聴
し
、
調
絹
五
寓
匹
、
を
得
た
」
。
北
貌
の
制
度
で
は
、
一
夫
一
婦
の
調
は

絹
一
匹
で
あ
っ
た
か
ら
、
五
高
匹
は
五
蔦
戸
の
調
に
あ
た
り
、
そ
の
敷
は
彪
大
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
多
数
の
隠
識
さ
れ
た
丁
戸
が
ど
こ
か
ら

来
た
か
、
俸
に
記
載
は
な
い
。
あ
る
い
は
か
つ
て
の
「
蔭
戸
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
年
齢
を
勝
手
に
増
減
し
て
「
老
と

詐
り
、
小
と
詐
り
」
、
ま
た
「
妄
り
に
死
亡
と
注
し
た
」
た
ぐ
い
の
も
の
か
、
は
な
は
だ
断
定
し
が
た
い
の
で
あ
る
。

以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
北
方
の
大
族
は
長
期
の
戟
観
を
く
ぐ
り
ぬ
け
た
あ
と
、
そ
の
宗
族
関
係
が
い
よ
い
よ
密
と
な
り
、
そ
の
勢
力

も
一
層
強
大
に
な
っ
た
た
め
、
か
れ
ら
が
農
民
を
か
く
ま
う
形
は
、
大
戸
の
も
と
に
お
け
る
蔭
戸
制
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
南
燕
は
蔭
戸
に
劃

し
て
、
か
つ
て
大
規
模
な
取
締
り
を
進
め
た
し
、
北
貌
は
三
長
制
を
賞
施
し
て
、
こ
れ
ま
た
多
数
の
蔭
戸
を
大
戸
の
中
か
ら
ひ
き
は
な
し
た
。

し
か
し
、
大
族
が
緊
居
す
る
朕
況
に
は
饗
り
が
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
宋
孝
王
の
『
関
東
風
俗
停
』
が
、
そ
の
よ
う
な
大
族
は
「
一
宗
に
し

て
近
ん
ど
宮
内
室
な
ら
ん
と
し
、
畑
火
は
連
接
す
」
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
大
戸
の
も
と
に
お
け
る
蔭
戸
は
、
ひ
き
つ
づ
き
存
在
し
て
い
た
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に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。四

南
北
朝
後
期
の
部
曲
と
惰
初
の
浮
客

部
曲
と
は
軍
隊
の
編
制
を
指
す
言
葉
で
あ
っ
て
、
の
ち
に
私
兵
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
曹
操
の
部
下
で
あ
っ
た
任
峻
・
呂
度

、A
場
，

h
v
v
 

・
李
典
ら
は
み
な
部
曲
や
家
兵
を
組
織
し
た
。
部
曲
は
か
れ
ら
の
賓
客
で
も
あ
っ
た
が
、
た
だ
軍
隊
を
編
成
し
た
と
き
に
、
は
じ
め
て
部
曲
と

か
れ
ら
も
劉
備
の
部
出
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

267 

よ
ば
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
鹿
竺
は
奴
客
二
千
を
劉
備
に
興
え
た
が
、
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そ
の
こ
ろ
、
客
の
身
分
は
す
で
に
低
下
し
、
部
曲
も
身
分
が
低
く
な
っ
て
い
た
が
、
嘗
時
の
部
曲
と
い
う
名
稿
は
、
身
分
を
示
す
言
葉
で
は
な

く
、
献
労
働
者
を
指
す
言
葉
で
も
な
か
っ
た
。
部
曲
が
活
躍
す
る
の
は
、
普
通
は
軍
事
行
動
が
頻
繁
に
行
な
わ
れ
る
時
期
で
あ
り
、
建
安
時
代
や

永
嘉
の
範
の
あ
と
な
ど
で
あ
っ
て
、

正
常
な
時
期
に
部
曲
の
活
動
が
見
ら
れ
る
の
は
比
較
的
少
な
か
っ
た
。

民
は
績
々
と
部
曲
に
身
を
投
じ
、
梁
代
と
も
な
れ
ば
、

劉
宋
時
代
の
末
期
以
後
、
圏
内
お
よ
び
南
北
聞
の
戦
争
に
よ
っ
て
、
賂
帥
た
ち
が
康
く
募
丘
一
を
行
な
う
よ
う
に
な
る
と
、
賦
役
に
苦
し
む
人

伺

つ
い
に

「大
牢
の
人
は
皆
な
部
曲
と
信
用
る
」
と
い
う
人
ま
で
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
の
こ
ろ

の
部
曲
は
き
わ
め
て
数
が
多
く
、

か
れ
ら
の
主
人
(
将
帥
)
に
劃
す
る
関
係
や
、

か
れ
ら
が
負
携
す
る
義
務
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

名
目
上

か
れ
ら
は
招
募
に
麿
じ
て
き
た
兵
士
で
あ
っ
て
、
戦
時
に
は
主
人
に
し
た
が
っ
て
作
戦
に
加
わ
り
、
卒
時
に
は
そ
の
指
揮
を
受
け
て
各

種
の
傍
役
そ
の
他
の
活
動
に
従
事
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
寅
際
は
、
部
曲
の
中
に
は
、
わ
ず
か
な
銭
安
}
出
し
て
軍
籍
に
名
を
登
録
し

て
も
ら
い
、
ひ
と
し
き
り
従
軍
す
れ
ば
、
す
ぐ
家
に
か
え
っ
て
、
も
は
や
従
軍
も
し
な
け
れ
ば
径
役
に
も
服
さ
ず
、
こ
れ
を
軍
圏
に
受
け
入

伺

れ
た
賂
帥
と
何
の
関
係
も
結
ん
で
い
な
い
も
の
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
部
曲
が
は
な
は
だ
少
数
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
大
多

で
は
、

数
の
部
曲
は
傍
役
に
酷
使
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

た
だ
、
第
役
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
て
、
部
曲
の
あ
る
も
の
は
生
産
第
働
に
従
事
し
た
が
、
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よ
り
多
く
は
い
ろ
い
ろ
な
臨
時
の
勢
役
に
か
り
だ
さ
れ
た
こ
と
、
た
と
え
ば
宋
の
大
勝

・
王
玄
謀
、
が
部
曲
五
百
人
を
涯
遣
し
て
墓
を
管
造
さ
せ

制

き

ょ
う
と
し
た
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
「
耕
さ
ず
し
て
食
ら
い
、
軍
せ
ず
し
て
衣
」
な
が
ら
、
将
帥
や
守
宰
に
つ
き
従
っ
て
、
百
姓
を

同

脅
迫
す
る
た
ぐ
い
の
側
近
も
多
数
い
た
の
で
あ
る
。

か
れ
ら
は
公
認
の
兵
士
で
あ
り
、
園
家
の
賦
役
義
務
を
負
わ
な
レ
の
は
合
法
的

で
あ
る
。
か
れ
ら
が
ひ
と
た
び
身
を
兵
籍
に
置
く
と
、
終
身
隷
属
す
る
こ
と
に
な
り
、
は
な
は
だ
し
い
場
合
に
は
、
子
孫
に
ま
で
そ
の
地
位
を

部
曲
は
「
私
附
」

「
属
名
」

「
程
蔭
」
と
同
じ
で
は
な
く
、

停
え
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
に
、

か
れ
ら
が
私
属
と
い
う
性
質
を
帯
び
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
合
法
性
は
、
法
律
が
そ
の

か
れ
ら
が
公
認
の
募
集
に
麿
じ
て
き
た
兵
士
で
あ
り
、
豪
強
に
依

附
し
た
「
遁
亡
」
と
は
異
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
部
曲
、
が
法
律
上
そ
の
私
属
た
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
い
な
い
以
上
、
か
れ
ら
の
主
人
に

私
腐
と
し
て
の
身
分
を
は
っ
き
り
と
規
定
し
た
か
ら
で
は
な
く
て
、
逆
に
、



帥

相
到
す
る
人
身
依
附
の
関
係
は
確
定
的
で
は
な
い
。
主
人
が
死
亡
す
れ
ば
、
部
曲
は
そ
の
も
と
か
ら
去
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
に
な
お
留
ま
っ

そ
の
意
味
は
、
去
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
去
ら
ず
、
義
を
も
っ
て
従
う
も
の
と
い
う

た
も
の
は
「
門
義
」
と
か
「
義
故
」
と
か
呼
ば
れ
た
が
、

こ
と
で
あ
る
。
部
曲
は
終
身
あ
る
賂
帥
に
隷
属
し
て
い
た
が
、
皇
帝
は
と
き
に
麿
じ
て
、
あ
る
賂
帥
の
部
曲
を
朝
廷
に
回
牧
す
る
こ
と
が
で
き

帥た。
こ
こ
で
注
意
に
値
い
す
る
こ
と
は
、
南
朝
の
後
期
に
部
曲
が
農
業
生
産
に
使
用
さ
れ
た
例
を
見
い
だ
す
こ
と
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、

「
回
数
十
頃
、
部
曲
数
百
人
あ
り
。
率
い
て
以
て
田
つ
く

『
梁
書
』
巻
五
一

・
張
孝
秀
俸
に
、

か
れ
が
退
官
し
た
の
ち
、

り
に
力
む
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
部
曲
を
使
っ
て
耕
作
し
た
こ
と
が
史
籍
に
は
っ
き
り
と
記
載
さ
れ
て
い
る
唯

一
の
例
で
あ
る
。

本
の
宮
崎
市
定
氏
は
ま
た
、

『
陳
室
田
』
巻
二
・
武
帝
紀
の
永
定
二
年
(
五
五
八
)
三
月
の
詔
敷
に
、
南
務
州
刺
史
の
沈
泰
が
「
良
田
四
百
に
途
ゆ

る
有
り
、
食
客
三
千
に
止
ま
ら
ず
」
と
あ
り
、
ま
た
「
其
の
部
曲
妻
見
は
各
お
の
業
に
復
せ
し
め
よ
」
と
あ
る
文
に
よ
っ
て
、
沈
泰
の
所
有

A
H
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す
る
四
百
頃
の
良
田
が
部
曲
妻
見
の
耕
作
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
定
さ
れ
た
。
以
上
の
二
例
に
よ
っ
て
、
南
朝
の
後
期
に
は
部
曲
を

農
業
生
産
に
使
用
す
る
人
が
か
な
り
い
た
ら
し
い
こ
と
、
推
し
て
知
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ほ
か
、
陳
の
宣
帝
は
、
梁
末
に
荒
れ
は
て
た
姑

‘引“，
ム
uv

軌
を
復
興
す
る
た
め
、
太
建
四
年
(
五
七
三
〉
一
つ
の
詔
放
を
下
し
た
。
そ
の
内
容
の
概
略
は
、
姑
軌
に
駐
屯
し
て
い
た
諸
絡
が
任
を
解
か
れ
た

あ
と
、
部
下
の
一
部
を
留
め
て
、
姑
執
に
お
い
て
商
業
を
営
ま
せ
た
り
、
開
墾
に
従
事
さ
せ
た
り
す
る
場
合
に
は
、
一
律
に
克
税
措
置
を
と
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
最
後
に
、
そ
れ
ら
の
も
の
に
は
「
地
を
給
し
回
を
賦
し
、
各
お
の
頓
舎
を
立
て
よ
」
と
あ
る
。
詔
書
に
い
う
「
諸
絡
の

部
下
」
と
は
部
曲
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
「
部
下
」
は
、
少
数
の
も
の
が
商
業
を
借
ん
だ
ほ
か
は
、
多
数
の
も
の
が
荒
地
を
開
墾
し
た
わ

「
地
を
給
し
田
を
賦
し
、
各
お
の
頓
舎
を
立
て
」
ら
れ
て
か
ら
は
、
そ
こ
に
定
住
し
て
、
も
は
や
所
属
す
る
将
帥
に
し
た
が
っ
て

け
で
あ
り
、

あ
ち
こ
ち
に
動
き
ま
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
詔
書
に
は
、
こ
う
し
て
留
ま
っ
た
部
下
が

一
般
の
戸
籍
に
つ
け
ら
れ
て
百
姓
に
な
っ
た
と
も
書

か
れ
て
お
ら
ず
、
租
税
の
菟
除
に
も
期
限
が
つ
い
て
い
な
い
。
か
れ
ら
は
依
然
と
し
て
諸
賂
の
部
下
で
あ
り
、
身
分
に
は
饗
更
が
な
か
っ
た
ら
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し
い
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
商
業
を
営
ん
だ
も
の
以
外
の
、
残
留
し
た
大
多
数
の
部
下
は
、
す
べ
て
農
業
献
労
働
者
と
し
て
、
所
属
す
る
賂 日

- 51ー
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帥
に
封
し
て
義
務
を
負
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、

た
だ
開
墾
し
た
田
は
、

そ
の
ま
ま
耕
作
し
た
部
下
に
輿
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
身

分
が
.と
う
な
っ
た
か
を
断
定
す
る
こ
と
は
は
な
は
だ
難
か
し
い
。

部
曲
の
身
分
に
つ
い
て
、
南
朝
で
は
明
確
な
規
定
が
つ
い
に
見
え
ず
、
法
律
上
、
部
曲
が
賎
民
の
名
稽
に
な
る
の
は
北
周
か
ら
は
じ
ま
る
。

北
規
時
代
に
部
曲
の
語
が
見
え
る
こ
と
は
、
非
常
に
少
い
が
、
そ
の
末
期
の
大
範
に
際
し
て
は
、
勃
海
の
古
同
氏
の
ご
と
き
地
方
の
大
姓
は
部

曲
を
推
し
て
い
た
。
し
か
し
、
か
れ
ら
は
作
戦
に
用
い
ら
れ
た
だ
け
で
あ
り
、
か
れ
ら
の
来
歴
は
お
お
む
ね
「
郷
聞
を
招
集
す
る
」
こ
と
か
ら

部
曲
は
、

く
る
の
で
あ
っ
て
、
部
曲
の
東
方
老
な
ど
は
、
以
前
に
は
「
軽
険
の
徒
と
結
ん
で
共
に
賊
盗
を
矯
し
」
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

A
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た
だ
私
兵
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
は
じ
め
て
部
曲
の
身
分
が
確
定
さ
れ
た
の
は
、
北
周
末
期
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

『
周
書
』

巻
六
・
武
帝
紀
に
載
せ
ら
れ
た
建
徳
六
年
(
五
七
七
)
十
月
の
詔
放
に
、

「
、
氷
照
三
年
(
五
三
四
〉
七
月
よ
り
己
来
、
去
年
十
月
己
前
に
、
東
土
の
民
の
抄
略
さ
れ
て
化
内
に
在
っ
て
奴
牌
と
焦
る
者
、
及
び
江
陵

を
卒
げ
し
後
、
良
人
の
渡
せ
ら
れ
て
奴
蝉
と
焦
る
者
は
、
並
び
に
宜
し
く
放
菟
し
、
所
在
に
籍
に
附
し
て
、

も

ち

ゆ

る

ベ
し
。
若
し
奮
主
人
の
猫
お
共
居
す
る
を
須
う
る
も
の
は
、
留
め
て
部
曲
及
び
客
女
と
魚
す
こ
と
を
聴
す
。
」

と
あ
る
。
詔
書
の
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
奴
蝉
は
穣
放
し
て
、
完
全
に
良
人
に
す
る
こ
と
も
で
き
た
し
、
ま
た
留
め
て
部
曲

・
客
女
に
す
る

一
に
民
伍
に
同
じ
か
ら
し
む

- 52ー

こ
と
も
で
き
た
が
、
部
曲

・
客
女
が
主
人
と
共
に
居
る
と
は
、
籍
を
共
に
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、

か
れ
ら
は
菅
代
の
佃
客
と
同
様
に
、
濁

立
の
戸
籍
を
も
つ
こ
と
な
く
、

た
だ
主
人
の
戸
籍
の
下
に
つ
け
て
登
録
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
身
分
は
奴
牌
よ
り
高
い
け
れ
ど
も
、

ー「

に
民
伍
に
同
じ
い
」
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。

南
朝
で
は
、
部
曲
は
将
帥
に
終
身
隷
属
し
て
い
た
兵
士
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
私
麗
と
い
う
性
質
を
帯
び
て
い
た
が
、
そ
の
私
腐
と
し
て
の

身
分
が
法
律
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
建
徳
六
年
の
詔
教
は
こ
の
黙
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
以
前
に
我
々
が
史
籍
の
中
で
見
て
き
た
と
こ
ろ
の
、
部
曲
に
閲
す
る
記
載
は
、
そ
の
太
半
、
が
軍
隊
編
制
と
関
連
し
て
お
り
、
賓
客
か
ら

成
る
私
兵
も
、
場
主
が
統
率
し
た
武
装
集
圏
も
、
招
募
に
鷹
じ
て
き
た
士
卒
も
、
す
べ
て
部
曲
と
よ
ば
れ
て
い
た
。
こ
の
詔
教
に
よ
れ
ば
、
奴



解
が
放
菟
さ
れ
て
も
、

主
人
が
「
猶
お
共
居
せ
し
む
る
を
須
う
る
L

場
合
に
は
、
こ
れ
を
留
め
て
部
曲

・
客
女
に
し
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は

決
し
て
か
れ
ら
(
男
丁
)
を
軍
陵
に
編
入
す
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
黙
が
以
前
の
も
の
と
ち
が
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

川
円

東
菅
の
末
期
に
「
奴
を
菟
じ
て
客
と
震
し
」
た
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
見
て
き
た
。
い
ま
、
奴
を
菟
じ
て
部
曲
と
し
、

「
客
女
」
と
し
た
こ
と
は
、
部
曲
の
身
分
が
客
に
相
嘗
す
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。

ま
た
稗
を
菟
じ
て

右
の
詔
敷
に
よ
っ
て
簿
放
さ
れ
た
奴
稗
は
、
す
べ
て
も
と
捕
虜
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の

一
部
は
東
貌

・
北
青
か
ら
抄
略
さ
れ
、
他

は
江
陵
か
ら
の
捕
虜
で
あ
っ
た
。
東
貌

・
北
膏
領
域
か
ら
略
奪
さ
れ
て
き
た
奴
稗
の
数
は
わ
か
ら
な
い
が
、
江
陵
に
お
け
る
捕
虜
で
奴
牌
に
お

伺

と
さ
れ
た
も
の
は
十
徐
蔦
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

カl

範
離
(
つ
ま
り
江
陵
の
敗
戦
)
の
の
ち
、

『
顔
氏
家
訓
』
勉
皐
篇
で
顔
之
推
は
、

「
百
世
の
公
卿
」
で
あ
っ
て
も
、

梁
代
に
お
い
て
謹
書
し
な
か
っ
た
士
族
の
子
弟
た
ち

「
回
を
耕
し
馬
を
養
わ
ざ
る
は
莫
し
」
と
い
う
朕
況
に
置
か
れ

た
こ
と
を
歎
い
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
奴
蝉
に
お
と
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
捕
虜
が
、
農
耕
牧
畜
の
生
産
第
働
に
従
事
し
て
い
た
の
を
知
る
こ

北
競
の
均
回
法
に
よ
れ
ば
、
も
と
も
と
奴
稗
は
受
回
し
て
公
課
を
納
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
西
貌
の
大
統
十
三
年
の
計
帳
に
よ

- 53ー

と
が
で
き
る
。

っ
て
質
註
さ
れ
て
お
り
、
北
周
も
こ
の
制
度
を
踏
襲
し
た
は
ず
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
建
徳
六
年
以
後
の
部
曲

・
客
女
は
受
因
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
先
に
わ
れ
わ
れ
は
、
奴
稗
の
名
目
で
受
回
し
た
も
の
が
必
ず
し
も
奴
稗
だ
け
に
限
ら
れ
な
か
っ
た
ろ
う
と
推
論
し
た
が
、
部
曲

・
客

女
の
受
回
も
、
偉
隷
な
ど
の
受
田
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
『
惰
書
』
巻
二
四

・
食
貨
志
に
記
さ
れ
た
陪
初
の
「
新
令
」
で
、
租
調
の
規
定
は
、
丁

男
一
駄
に
租
粟
一
一
一
石
、
桑
土
の
調
は
絹
純
一
疋
に
綿
三
両
を
加
え
、
蹴
土
の
調
は
布
一
端
に
蹴
三
斤
を
加
え
る
、
と
さ
れ
、

つ
づ
い
て
「
車
丁

お
よ
び
僕
隷
は
各
お
の
之
に
牢
ば
す
。
未
だ
地
を
受
け
ざ
る
者
は
皆
な
課
せ
ず
」
と
い
う
。
以
前
の
田
令
を
見
れ
ば
、

が
受
回
す
る
畝
数
と
、
納
め
る
べ
き
課
調
の
額
を
記
し
て
い
る
の
に
、
惰
令
だ
け
が
「
僕
隷
」
と
稿
し
て
い
る
の
は
、
部
曲
・
客
女
が
奴
蝉
か

そ
こ
に
は
す
べ
て
奴
牌
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ら
放
莞
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
以
前
の
よ
う
に
そ
の
ま
ま
奴
稗
と
い
う
名
目
で
受
田
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
同
じ
『
惰
書
』
食
貨
志
に
は
ま
た
、
場
帝
が
即
位
し
た
の
ち
、

「
乃
ち
婦
人
お
よ
び
奴
牌

・
部
曲
の
課
を
除
く
」
と
あ
る
。
先
に
引
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用
し
た
惰
初
の
新
令
に
「
未
だ
地
を
受
け
ざ
る
者
は
皆
な
課
せ
ず
」
と
い
う
の
に
よ
れ
ば
、
受
回
し
て
は
じ
め
て
租
調
を
負
携
す
る
こ
と
が
明

確
に
一
示
さ
れ
て
お
り
、
い
ま
婦
人
・
奴
牌
・
部
曲
の
課
を
兎
除
し
た
と
い
う
以
上
は
、
そ
れ
ら
の
人
び
と
が
こ
れ
以
前
に
は
受
回
し
て
い
た
こ

と
、
そ
し
て
こ
の
と
き
か
ら
田
を
授
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
、
を
意
味
す
る
。
唐
の
武
徳
七
年
(
六
二
四
)
の
令
で
は
、
婦
人
・
奴
碑
・
部
曲

は
回
を
受
け
ず
、

ま
た
課
せ
ら
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
史
筆
界
で
は
一
般
に
、

そ
れ
が
こ
の
惰
の
制
度
を
う
け
つ
い
だ
も
の
と
認
め
て

い
る

の
は
、
理
由
な
し
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

も
し
以
上
の
推
定
に
誤
ま
り
な
く
、

周
惰
の
交
の
部
曲

・
客
女
が
奴
蝉
と
同
様
に
受
回
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
放
菟
し
た
奴
情
け
を
留
め
て
部

曲
・
客
女
に
す
る
こ
と
を
許
し
た
の
は

主
人
の
土
地
が
奴
稗
の
放
菟
に
よ
っ
て
損
失
を
受
け
な
い
こ
と
を
保
謹
し
た
の
で
あ
り
(
北
貌
の
均

田
法
の
「
奴
舛
と
牛
は
有
無
に
陥
っ
て
以
て
選
受
す
」
と
い
う
規
定
を
、

北
周
は
踏
襲
し
た
は
ず
で
あ
る
)
、

ま
た
、

主
人
の
た
め
に
田
を
耕
し
馬
を
養
う

奴
憧
が
、

ひ
き
つ
づ
き
主
人
の
土
地
で
州
労
働
す
る
こ
と
を
保
護
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
嘗
然
、
身
分
に
愛
化
が
生
じ
た
が
、

7J' 
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れ
ら
が
受
け
る
搾
取
と
待
遇
に
嬰
化
が
お
こ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
全
く
わ
か
ら
な
い
。

こ
の
首
時
、
部
曲
は
軍
事
と
必
然
的
な
闘
係
を
全
く
も
た
ず
、

か
れ
ら
の
大
多
数
は
封
建
的
大
土
地
で
峨
労
働
す
る
直
接
生
産
者
で
あ
っ
た
。

か
れ
ら
の
主
人
に
劃
す
る
人
身
依
附
関
係
は
強
く
、

ま
た
牢
固
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
後
の
唐
律
に
見
え
る
と
こ
ろ
の
、
部
曲
に
闘
す
る
詳
密

な
候
文
は
、

必
ず
や
周
律

・
惰
律
の
踏
襲
で
あ
り
、
設
展
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
こ
ろ
の
社
舎
に
は
、
疑
い
も
な
く
、

か
な
り
の
数

に
の
ぼ
る
部
曲
が
存
在
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
き
れ
ば
こ
そ
、
統
治
に
あ
た
る
も
の
が
、
法
律
の
形
で
か
れ
ら
の
低
い
身
分
を
固
定
さ
せ

る
必
要
あ
り
と
認
め
た
の
で
あ
っ
た
。

周
惰
の
聞
は
、
北
方
に
お
い
て
部
曲
制
が
さ
か
ん
に
行
な
わ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
が
、
嘗
時
の
封
建
的
大
土
地
に
お
け
る
献
労
働
者
は
、
依
然

と
し
て
主
に
逃
亡
農
民
が
非
合
法
に
身
を
寄
せ
て
き
た
も
の
か
ら
由
来
し
て
い
た
。

惰
代
に
高
顕
は
職
籍
の
定
式
を
つ
く
り
、
定
式
に
の
っ
と
っ
て
戸
を
確
定
し
た
。

述
さ
れ
て
い
る
。

『
通
典
』
巻
七

・
丁
中
に
、
こ
の
こ
と
が
衣
の
よ
う
に
論



叉
た
戸
五
十
高
を
牧
む
。
大
業
二
年
に
泊
ん

で
、
干
支
用
い
ら
れ
ざ
る
こ
と
唯
だ
十
八
載
に
し
て
、
戸
八
百
九
十
高
あ
り
。
其
の
時
、
西
貌
の
喪
靴
、
周
・
賓
の
分
擦
を
承
け
、
暴
君

慢
吏
あ
り
て
賦
は
重
く
役
は
勤
し
。
人
は
命
に
堪
え
ず
、
多
く
豪
室
に
依
る
。
禁
網
は
襲
蒸
し
て
、
姦
偽
も
っ
と
も
滋
し
。
高
頴
は
流
冗

の
病
を
観
て
、
職
籍
の
法
を
建
つ
。
是
に
於
て
其
の
名
を
定
め
、
其
の
数
を
軽
く
し
、
人
を
し
て
浮
客
と
篤
れ
ば
彊
家
よ
り
大
半
の
賦
を

牧
め
ら
れ
、
編
頃
と
魚
れ
ば
公
上
を
奉
じ
て
軽
減
の
征
を
蒙
る
こ
と
を
知
ら
し
む
。
先
に
其
の
信
を
敷
き
、
後
に
其
の
令
を
行
な
う
。
丞
…

「
惰
は
周
の
稗
を
受
け
、
戸
三
百
六
十
蔦
を
得
た
り
。

開
皇
九
年
、

陳
を
卒
ぐ
る
や
、

庶
は
恵
を
懐
い
、
姦
は
容
る
る
所
な
し
。
惰
氏
の
責
儲
、
天
下
に
遁
ね
く
、
人
俗
康
阜
な
る
は
、
頴
の
力
な
り
。
」

こ
の
文
中
に
杜
佑
は
ま
た
「
浮
客
」
の
注
懇
を
つ
け
、

「
浮
客
と
は
公
税
を
避
け
、
強
豪
に
依
り
て
佃
家
と
作
る
も
の
を
謂
う
也
」

と
い
っ
て
い
る
。
豪
強
に
依
附
す
る
と
こ
ろ
の
浮
客
か
ら
成
る
こ
の
よ
う
な
佃
家
が
、
前
代
の
佃
客
・
麗
名
・
蔭
戸
な
ど
を
継
承
す
る
こ
と
、

「高
顕
は
軽
税
の
法
を
設
け
、
浮
客
は
悉
く
自
ら
編
戸
に
鯖
せ
り
。
陪
代
の
盛
ん
な
る
は
貫
に
斯
に
由
る
。
」
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か
れ
ら
が
み
ず
か
ら
豪
強
に
身
を
寄
せ
た
逃
亡
農
民
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
杜
佑
は
高
顕
を
高
く
評
慣
し
て
、
こ
う
い
っ
て
い
る
。

杜
佑
は
、
惰
代
の
隆
盛
が
高
頬
の
設
け
た
軽
税
の
法
に
よ
っ
て
、
浮
客
が
園
家
の
戸
籍
に
復
鯨
し
た
こ
と
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
高
顕
が

轍
籍
の
法
を
定
め
た
の
は
何
年
の
こ
と
か
、
杜
佑
は
言
わ
な
い
。
『
惰
書
』
食
貨
志
は
こ
れ
を
開
皇
三
年
〈
五
八
三
)
か
ら
九
年
(
五
八
九
)
の

聞
に
置
き
、

「
大
索
貌
閲
」
の
後
に
記
し
て
い
る
が
、

「
大
索
貌
閲
」
が
結
局
何
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
の
問
題
は
複
雑
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ

『
資
治
逼
鑑
』
巻
一
七
六
は
轍
籍
の
法
を
至
徳
三
年
(
リ
惰
の
開
皇
五
年
H
五
八
五
)

に
か
け
る
が
、

別

で
は
詳
し
く
考
え
な
い
こ
と
に
す
る
。

に
擦
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
わ
か
ら
な
い
。
と
も
か
く
、
験
籍
の
定
式
が
頒
布
さ
れ
た
と
し
て
も
、
浮
客
が
戸
籍
に
も
ど
っ
た
の

は
、
必
ず
し
も
こ
の
年
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
社
佑
自
身
、
大
業
二
年
(
六
O
六
)
の
戸
口
増
加
を
浮
客
が
も
ど
っ
て
き
た
結
果
だ
と
し
て

い
る
の
で
あ
り
、
食
貨
志
に
は
開
皇
十
二
年
の
僚
に
「
時
に
天
下
の
戸
口
、
歳
と
し
に
増
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
開
皇
年
聞
に
浮
客
が
績
々

ま
ず
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
社
佑
の
言
い
か
た
に
照
ら
せ
ば
、
東
西
貌
の
分
立
時
代
か
ら
惰
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と
園
家
の
戸
籍
に
も
ど
っ
て
き
た
と
考
え
れ
ば
、
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の
文
帝
の
治
世
ま
で
の
約
五
十
年
聞
は
、
浮
客
に
由
来
す
る
佃
家
が
豪
強
の
所
有
地
に
お
け
る
主
た
る
献
労
働
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の

よ
う
な
依
附
関
係
は
、
以
前
と
同
様
に
、
法
律
で
認
可
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
園
家
は
い
く
つ
か
の
措
置
を
通
し
て
、
こ
れ
ら
の
浮
客
を
ふ

た
た
び
園
家
の
戸
籍
に
も
ど
し
た
の
で
あ
っ
た
。

杜
佑
が
惰
代
に
お
け
る
戸
口
増
加
の
原
因
を
、
完
全
に
「
浮
客
自
ら
蹄
す
」
こ
と
に
よ
る
と
し
た
の
は
、
明
ら
か
に
誇
大
で
あ
る
。
そ
れ
に

し
か
し
嘗
時
の
豪
強
の
封
建
的
所
有
地
に

浮
客
は
、

そ
の
す
べ
て
が
必
ず
し
も
「
強
豪
に
依
っ
て
佃
家
と
な
っ
た
」
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、

以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

は
、
浮
客
か
ら
出
た
大
量
の
佃
家
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
信
じ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

一
つ
は
公
け
に
認
め
ら
れ
た
合

周
惰
の
聞
に
は
、
北
方
に
二
種
類
の
封
建
的
依
附
農
民
が
存
在
し
て
い
た
。

法
的
な
部
曲
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
浮
客
か
ら
成
る
佃
家
で
あ
っ
て
、
後
者
が
主
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

註ω
『
漢
書
』
各
六
七

・
胡
建
停
「
義
主
閲
之
、
奥
(
丁
)
外
人
・
上
官
終

軍
、
多
従
奴
客
往
、
緯
射
追
士
史
、
士
史
散
走
」
。
ま
た
同
じ
く
巻
二
七
中
之

上
・
五
行
志
の
「
貌
不
恭
」
の
項
に
「
成
帝
:
:
好
篤
微
行
出
説
、
選
従

期
門
郎
有
材
力
者
、
及
私
奴
客
、
多
至
十
銭
、
少
五
六
人
:
」
と
あ

り
、
つ
い
で
本
文
に
引
く
文
が
見
え
る
。

ω
唐
長
濡
『
踊
翌
日
南
北
朝
史
論
叢
綴
編
』
一

O
頁
の
注

ω参
照
。
こ
の
よ

う
な
賓
客
は
以
後
に
も
な
お
ひ
き
つ
づ
い
て
存
在
す
る
。

ω
『
水
経
注
』
俳
句
二

・
河
水
の
苑
川
水
の
僚
に
、
「
苑
川
水
地
震
龍
馬
之

沃
土
、
故
馬
援
町
一
一
同
輿
田
戸
中
分
、
以
自
給
也
」
と
あ
る
。

ω文
中
の
「
粕
祭
」
の
{
子
は
嘉
皮
八
年
重
刊
本
で
は
「
犯
犯
祭
」
の
一一
一字
に

作
る
(
誇
者
補
〉
。

同
じ
『
太
卒
蜜
字
記
』
各
二
二
の
海
州
胸
山
豚
牛
欄
村
の
僚
に
引
く
郡

園
志
に
は
、
「
擁
竺
放
牧
之
所
、
今
民
祭
猶
呼
云
際
堆
」
と
あ
る
。
現
在

の
『
後
漢
笠
宮
』
郡
図
志
を
見
て
も
、
こ
の
文
は
な
い
。

ω
宮
崎
市
定
「
部
曲
か
ら
佃
戸
へ
(
上
)
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
第
二
九
巻

第
四
競
・
三
二
頁)。

ω
『
菅
書
』
径
九
三
・
外
戚
王
陶
停
。

的
拙
著
『
貌
耳
目
南
北
朝
史
論
叢
』
二
五
頁
。

制
『
唐
律
疏
議
』
各
一一
一
一
の
閑
訟
に
は

「良
人
が
他
人
の
部
曲
を
殴
傷
殺

す
る
」
僚
と
「
諸
て
総
腕
小
功
殺
の
部
曲
奴
抽
仰
を
殴
る
」
僚
の
律
文
が
あ

る
が
、
自
分
の
部
曲
を
殿
っ
た
場
合
の
文
が
な
い
。
た
だ
「
部
曲
を
殴
っ

て
死
に
致
ら
し
め
た
」
場
合
の
律
文
に
、
「
諸
て
主
が
部
曲
を
殴
っ
て
死

に
致
ら
し
む
れ
ば
、
徒
一
年
。
故
さ
ら
に
殺
せ
ば
一
等
を
加
う
。
其
の
忽

犯
あ
り
、
罰
を
決
し
て
死
に
致
せ
る
も
の
、
及
び
過
失
も
て
殺
せ
る
者
は
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各
お
の
論
ず
る
勿
れ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
主
人
は
部
曲
を
殴
殺
し
た
場

合
に
は
じ
め
て
有
罪
と
な
る
が
、
そ
れ
で
も
徒
一
年
に
す
ぎ
ず
、
「
も
し

部
曲
に
懲
犯
が
あ
っ
た
た
め
に
、
罰
を
加
え
て
死
に
至
ら
し
め
た
場
合

ゃ
、
過
失
で
殺
し
た
場
合
」
は
庭
罰
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
常

林
の
叔
父
は
た
だ
「
客
を
捕
っ
た
」
だ
け
で
、
死
傷
の
こ
と
は
い
わ
れ
て

い
な
い
。
唐
律
に
照
ら
し
て
、
客
が
も
し
賎
民
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
罪
あ

り
と
さ
れ
る
は
ず
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

例
『
逼
典
』
巻
七

・
戸
口
の
僚
に
「
萄
劉
欄
炎
輿
元
年
則
貌
常
道
卿
公
景

元
四
年
(
一
二
ハ
三
)
歳
次
笑
未
。
是
品
回
軸
別
減
街
。
至
菅
武
帝
太
康
元
年

(
二
八

O
〉
歳
女
庚
子
、
九
一
十
八
年
。
戸
増
九
十
八
蔦
六
千
三
百
八
十

一
、
口
増
八
百
四
十
九
高
九
百
八
十
二
」
と
あ
る
。
『
通
典
』
が
い
う
数

は、
E

日
が
呉
を
滅
ぼ
す
以
前
の
高
田
の
領
域
内
に
お
い
て
増
加
し
た
戸
口
数

で
あ
る
。

帥
南
究
州
は
、
東
E

自
の
は
じ
め
に
は
徐
州
の

一
部
で
あ
っ
た
。

帥

『

宋

書
』
巻
五
四

・
孔
癒
符
停
。

M
W

同
右
o

M
W

山
濯
が
徐
挑
令
で
あ
っ
た
と
き
、
本
俸
に
よ
れ
ば
、
食
稽
内
史
は
何
充

で
あ
っ
た

0

2百
書
』
巻
七
七

・
何
充
俸
に
は
、

成
和
四
年
(
三
二
九
〉

に
蘇
峻
の
飢
が
卒
定
さ
れ
た
あ
と
、
何
充
は
二
つ
の
官
職
を
歴
任
し
て
、

は
じ
め
て
舎
稽
内
史
に
遷
っ
て
お
り
、
ま
た
、
舎
稽
内
史
に
在
任
中
に

「
徴
士
の
虞
喜
を
薦
め
」
て
い
る
。
同
書
各
七

・
成
帝
紀
に
は
、
成
和
八

年
(
三
三
三
)
四
月
に
「
底
土
の
尋
陽
の
翠
湯
と
禽
稽
の
虞
喜
と
を
徴

し
」
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

成
和
八
年
ご
ろ
何
充
は
舎
稽
内
史
で
あ

っ
た
し
、
山
還
が
徐
挑
令
で
あ
っ
た
の
も
こ
の
こ
ろ
の
は
ず
で
あ
る
。

帥
『
青
書
』
巻
七
三

・
庚
費
俸
に
、
山
還
が
官
を
寵
克
さ
れ
た
こ
と
を
叙

ベ
て
、
こ
れ
ら
は

「皆
な
前
宰
の
悟
謬
」
に
よ
る
と
、
名
ざ
し
で
責
め
て

い
る
。
「
前
宰
」
と
は
王
導
を
さ
す
。

帥
『
梁
書
』
各
三
八
・
賀
深
俸
。

制
『
南
史
』
径
五
・
斉
木
紀
下
の
東
昏
侯
紀
。

肋

『

陳

書』

品
位
五
・
宣
帝
紀
の
太
建
二
年
(
五
七

O
)
八
月
の
詔
数
。

同
『
太
卒
笈
{
予
記
』
各
九

・
鄭
州
管
城
郡
跡
李
氏
阪
の
僚
に
「
李
氏
阪
在
豚

東
四
里
。
後
貌
孝
文
帝
以
此
阪
賜
僕
射
李
沖
」
と
あ
る
。
威
陽
王
穏
に
つ

い
て
は
註
帥
を
見
よ
。

同
『
北
斉
宣
百
』
巻
四
・
文
宣
帝
紀
に
、
天
保

二
年
(
五
五
一
)
九
月
、

「
詔
し
て
諸
も
ろ
の
伎
作
・
屯
・
牧
・
雑
色
役
殺
の
徒
を
菟
じ
て
白
戸
と

篤
せ
」
と
あ
る
。
白
戸
と
は
普
通
の
百
姓
・
良
人
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

屯
戸
の
地
位
が
低
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

帥
「
一
夫
百
畝
」
は
古
代
に
常
に
見
え
る
計
数
で
あ
る
。
司
馬
法
に
「
畝

百
篤
夫
」
と
い
い
、
『
漢
書
』
食
貨
志
に
引
く
李
慢
の
設
に
「
今
一
夫
挟

五
口
、
治
団
百
畝
」
と
い
い
、
兎
錯
の
「
貴
一
来
」
の
上
疏
に
も
「
今
農
夫

五
日
之
家
、
其
服
役
者
不
下
二
人
、
其
能
耕
者
不
過
百
畝
」
と
い
う
。
ま

た
「
貌
書
』
食
貨
志
に
載
せ
る
太
和
均
回
令
で
は
、
十
五
以
上
の
男
夫
が

受
け
る
露
国
四
十
畝
、
倍
回
四
十
畝
に
桑
田
二
十
畝
を
加
え
る
と
、
こ
れ

も
百
畝
で
あ
る
(
婦
の
受
田
は
計
算
に
入
れ
な
い
)
。

帥
『
貌
室
田
』
巻
二
一

上
・

威
陽
王
稽
俸
に
「
奴
稗
千
敷
、
田
業
瞬
銭
遁
於

遠
近
、
臣
吏
憧
隷
相
経
経
営
」
と
あ
る
。

「
臣
吏
」
と
は
王
闘
の
家
臣
と

吏
員
を
指
し
、
管
理
し
監
督
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
「
健
殺
」
が
労

働
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
億
殺
」
に
は
奴
客
に
類
す
る
も
の
が
あ
っ
て
、

そ
れ
は
賎
民
に
針
す
る
吃
稀
で
あ
る
。
殺
は
毅
戸
で
あ
っ
て
、

『
貌
書』

に
は
、
伊
虜
を
隷
戸
と
し
て
功
臣
に
賜
興
し
た
こ
と
が
見
え
る
。
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伺
『
南
費
量
回
』
巻
三
八

・
新
景
先
市
博
お
よ
び
『
顔
氏
家
訓
』
止
足
筋
。

帥
『
貌
書
』
各

一
五
・
元
町
市
開
。

M
W

『
三
園
士
心
』
袋

二
ハ
お
よ
び
谷
一
八
の
そ
れ
ぞ
れ
の
木
即
時
を
参
照
。

帥
『
文
苑
英
輩
』
各
五
七
四
に
見
え
る
何
之
元
の
「
梁
典
総
論
」
。

伺
『
南
史
』
径
七

0
・
循
交
の
郭
租
深
侮
。

制

『
宋
菊
田』

巻
五
七

・
祭
興
宗
体
。

帥
註
伺
の
何
之
元
「
梁
血
ハ
総
論
」
。

こ
の
よ
う
な
部
曲
は
、
そ
の
中
の
一

部
に
す
ぎ
な
い
。
何
之
元
が
、
あ
ら
ゆ
る
部
曲
は
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
と

認
め
て
い
る
の
は
、
明
ら
か
に
事
貨
に
合
わ
な
い
。

帥
『
南
揖
門
書
』
巻
一
一
一
八

・
淵
景
先
即
時
。

倒

『
宋官
官

巻
五
七

・
奈
興
宗
停
。

制
宮
崎
市
定
「
部
幽
か
ら
佃
戸
へ
(
上
)
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
二
九
径
四
競

・
四
一
頁
)
O

M
W

『
陳
書
』
各
五
・

宣
帝
紀
の
太
建
四
年
間
月
の
係
。

伺

『

北
揖
門
書
』
各
一
二

・
高
乾
お
よ
び
そ
の
弟
の
高
昂
・
高
季
式
の
俸
を

参
照
。
州
刺
史
と
な
っ
た
高
季
式
は
、

「
自
ら
部
曲
千
絵
人
を
領
し
て
い

た
」
が
、
本
俸
は
そ
れ
が
「
私
軍
」
だ
と
明
言
し
て
い
る
。

制

『

E

日
書
』
巻
六
四

・
舎
稽
王
道
子
停
に
附
せ
ら
れ
た
そ
の
子
の
元
顧

停
。

伺
『
周
章
国
』
径
二
・
文
帝
紀
下
に
載
せ
る
貌
恭
帝
元
年
の
篠
。

〔

ef

持
者
附
記
〕
木
稿
は
一

九
八
一
年
三
月
一
一
日
、
東
方
皐
舎
と
京
都
大

祭
人
文
科
築
研
究
協
舎
共
催
の
も
と
に
同
人
文
科
察
研
究
所
に
お
い
て
行
な

わ
れ
た
講
演
「
唐
代
の
客
と
部
曲
」
の
原
稿
の
前
半
を
、
唐
長
濡
数
授
の
諒

承
を
得
て
譲
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
半
部
は
頁
数
の
関
係
で
こ
こ
に

摘
載
で
き
な
か
っ

た
が
、
新
出
吐
魯
番
文
書
に
見
え
る
部
曲
の
問
題
や
、
数

授
の
結
論
が
そ
の
後
宇
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
唐
代
の
部
曲
と
客
」
と
題

し
て

『
東
方
皐
』
第
六
三
輯
に
書
出
掲
載
さ
れ
る
抽
出
定
の
、
そ
の
後
半
部

は
、
こ
れ
と
一

連
の
原
稿
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
是
非
と
も
参
照
し
て
下
さ

る
よ
う
お
願
い
す
る
。

。。
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Dynasties. When the Ming 明was founded, and China thereby enteredａphase

of absolute monarchy, monks were completely subordinated to the secular

powers, and there were no changes during the Qing 清Dynasty･

FEUDAL DEPENDENTS CALLED 尺万客ANDＢＵＱＵ部曲IN THE

ＷＥＩ魏,JIN晋, SOUTHERN AND NORTHERN DYNASTIES 南北朝

Tang Chang-ru

　　

This is ａ translation into Japanese　from the first half of the Chinese

text written by Ｐｒｏ£Tang Chang-ru of Wuhan 武漢Ｕｎｉｖｅｒsitｙwho pre-

sented briefly its contents and those of the second part on March ｎ， 1981

at the Research Institute for Humanistic Studies of Kyoto University｡

　　

The author states at first that in the period of the Three Kingdoms ａ

great many bankrupt peasants had been drawn under the control of the

landlords (ｈａｏｑｉａｎｓ豪強）ａstheir dependents called 加客ｏｉぷａｎｋｅ　{田客，

and that such ａ social situation persisted and developed further in South

China until the end of the Southern Dynasties, as well as in North China

until at least 485 A. D. On the other hand, the government of the Jin

dynasty specified by legislation the number　of dependents　the　landlords

could have, and it made an　effort to bring them　back under its direct

control. The result was not very succesful, but we should pay attention

to the fact that the succeeding dynasties never　stopped enforcing the laｗ･

In 485, the government of the Northern Wei 北魏Dynasty established two sys-

tems of law called the Ｓａｎｚｈａｎｆｆｚhi三長制andthe Ｊｔ£組紐ｎｚhi均田制，

which enabled it to get back ａ great many tenants under its control and to

levy

　

taxes

　

on

　

them in exchange　for giving them　ａ 丘χed　field. It is

difficult,indeed, to find the existence of 秘in the historical materials at that

time, but if we call to mind the fact that the Ｊｕｎtｉａｎｚ尼乱lowedthe land-

lords to have some 丘elds under the name of their slaves, it would seem

certain that the slaves were ｍｉχedin reality with the tenants called at that

time Ｚｏがf憧隷. The meaning of 加z7が６ｓ equal to ｐｕli僕隷who were

allowed to receive their fields by the law established at the beginning of the

Sui

　

隋

　

period.

　

The title ｏ£か必 contained surely the　bｕｑｕ.the lowly

- ２－



class who had been emancipated from slavery by the edict promulgated in 577

by the Emperor Wu 武帝of the Zhou 周dynasty. Therefore, in North China

there were many feudal dependents called tｏれgiｔ,ｐｕlior hｕｑｕeven after 485,

and we 丘ｎｄagain the numerous ke in the historical texts of the Sui period.

But it is necessary to keep in mind that the bonds between the landlords

and their dependents　were not always clearly specified in the legislation

of the Six Dynasties and that this was ａ characteristic of Chinese feudalism｡

　　

The second part of the author's tｅχtwill be translated and published

in the Tohogaku 東方學, No. 63.

THE COMPOSITION or THE GENTRY CLASS

IN SHANGCHENG 商城COUNTY, HENAN河南

　　　　　　　　　　

Yamane Yukio

　　

l tried in this article to analyse the structure of the gentry　class　in

Shangcheng商城County at the　beginning　of　the　19th　century, by

employing the namelist of contributors to the publication of the Ｓｈａｎｅｃｈｅｎｅ

エｉａｎｚhi商城蒜志, published in the Jiaqing嘉慶period. From this list

l eχtracted ａ number of 536 persons who might be considered as the gentry,

and investigated the social　ranking they belonged t０.1 found that only

19 persons ever held an officialposition of rank 7 and higher, ０ｒhad been

succesful in the j加辿丿進士examinations ；it was clear that the greater part

were ｊｉａｎｓｈｅｎｅ監生（‘nationaluniversity students') oｒｓｈｅｎｇｙ皿ｎ生員

（‘students ')･

　　

Lately Japanese scholars doing research on the gentry usually use the

expression　kｙdｓhinl ｘｉａｎｇｓｈｅｎ郷紳,but l suppose that those called

ｘｉａｎｅｓｈｅｎat the end of the Ming 明were retired ｏ伍cials of rank ７ ０ｒ

higher, or retiredjinｓhi（‘doctors '). More than 70％of the gentry class in

Shangcheng County were　of the student class, and they ｅχercised great

influence

　

in the contemporary rural society, and brought about all kinds

of harm to the people. I think that in the gentry studies a distinction

should be made between the ｘｉａｎｅｓｈｅｎ=highergentry class and the

lower gentry class, consisting mainly of students｡
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