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六
朝
貴
族
制
は
、
岡
崎
文
夫
氏
以
来
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
研
究
に
め
ぐ
ま
れ
、

し
か
し
な
お
許
多
の
課
題
を
の
こ
す
問
題
と
し
て
研
究
者
の

ま
え
に
陣
立
し
て
い
る
。
近
来
と
り
わ
け
焦
黙
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
い
さ
さ
か
園
式
化
し
て
い
え
ば
、

顕
著
に
官
僚
的
形
態
を
と
る
六
朝
貴

族
に
お
い
て
、
児
の
頼
著
な
官
僚
的
形
態
が
は
た
し
て
貴
族
制
に
お
け
る
本
質
な
の
か
、
そ
れ
と
も
単
な
る
現
象
的
形
態
に
す
ぎ
な
い
の
か
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
い
ま
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
ひ
と
つ
の
た
し
か
な
潮
流
と
な
り
つ
つ
あ
る
の
は
、
た
と
え
ば
谷
川
道
雄
氏
の
「
貴

1 
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旋
を
貴
族
た
ら
し
め
る
も
の
は
、
本
源
的
に
は
王
朝
内
部
に
は
な
く
て
、

そ
の
外
側
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
ば
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
貴
族

つ
ま
り
郷
黛
祉
舎
に
お
清
¥
そ
れ
ゆ
え
か
れ
ら
は
王
朝
権
力
の
存
在
を
滴
提
と
せ
ず
、
そ
れ
自
身
と
し
て
支

配
層
で
あ
り
う
る
よ
う
な
存
在
で
あ
る
と
み
る
理
解
で
あ
引
。
川
勝
義
雄
氏
の
郷
論
を
基
軸
に
す
え
た
研
究
、

堀
敏

一
氏
の
九
口
問
中
正
制
と
嘗

そ
れ
に
よ
っ
て
貴
族
制
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
研
究
な
ど
は
、
こ
の
潮
流
に
つ
な
が
る
代

の
本
源
的
契
機
を
王
朝
の
外
側
、

時
の
郷
議
祉
舎
と
の
あ
い
だ
に
構
造
的
封
躍
を
み
、

表
的
な
も
の
と
い
え
る
。

で
、
な
に
ゆ
え
六
朝
期
の
み
が
官
僚
制
的
で
あ
り
つ
つ
も
さ
ら
に
な
お
貴
族
制
と
表
現
さ
れ
う
る
よ
う
な
政
治
的
社
曾
的
構
造
を
も
つ
に
い
た

い
う
な
れ
ば
貴
族
制
の
歴
史
的
性
格
の
解
明
に
む
け
て
ゆ
た
か
な
展
墓
を
ひ
ら
く
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が

か
か
る
硯
貼
よ
り
す
る
貴
族
制
へ
の
接
近
は
、

き
わ
だ
っ
て
官
僚
制
的
鐙
制
を
も
っ
前
近
代
中
園
史
穂
鐙
の
な
か

っ
た
か
と
い
う
疑
問
、

ら
、
か
よ
う
な
覗
貼
を
設
展
さ
せ
る
た
め
に
深
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
論
貼
は
な
お
す
く
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

貴
族
を
貴
族
た
ら
し
め
る
本
源
的
契
機
が
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
王
朝
の
外
側
と
は
郷
黛
祉
舎
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
郷
黛
祉
舎
が
い
か
な
る
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か
た
ち
で
貴
族
を
貴
族
た
ら
し
め
る
の
か
。
川
勝
氏
は
郷
議
祉
禽
の
輿
論
で
あ
る
郷
論
を
そ
の
重
要
な
基
軸
と
と
ら
え
、
氏
の
こ
と
ば
で
あ
る

「郷
論
環
節
の
重
層
構
造
」
な
る
方
法
に
よ
っ
て
貴
族
制
成
立
の
過
程
を
構
想
し
、
堀
氏
は
郷
黛
祉
舎
の
決
定
す
る
郷
品
が
官
人
の
政
治
的
地

位
を
決
定
す
る
と
い
う
九
品
中
正
制
度
の
機
構
原
理
そ
の
も
の
に
貴
族
の
存
在
の
根
源
を
み
よ
う
と
す
到
。
む
ろ
ん
こ
の
両
者
の
見
解
は
そ
の

覗
角
も
方
法
も
異
な
る
が
、
と
も
に
貴
族
制
の
成
立
に
お
け
る
貴
族
と
郷
黛
社
曾
の
闘
係
の
あ
り
か
た
と
し
て
は
も
っ
と
も
本
質
的
な
部
分
に

内
迫
し
た
も
の
と
み
と
め
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
貴
族
制
の
維
持
・
存
績
へ
と
問
題
を
う
っ
せ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
お
と
ら
え
き
れ
ぬ
も

の
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
た
し
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
貴
族
制
の
展
開
過
程
に
お
い
て
し
ば
し
ば
注
目
さ
れ
る
の
は
官
僚
的
形
態
を
と
る
貴

族
に
と
っ
て
の
必
然
で
あ
る
郷
黛
祉
舎
よ
り
の
遊
離
、
あ
る
い
は
郷
黛
と
の
闘
係
の
稀
簿
化
と
い
う
問
題
で
あ
り
、

構
原
理
を
う
し
な
っ
て
硬
直
化
し
た
九
品
中
正
制
の
官
人
登
用
の
寅
態
の
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
貴
族
と
そ
の
存
在
の
根
源
で

あ
る
は
ず
の
郷
黛
祉
舎
と
の
訴
離
・
分
裂
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
局
面
に
た
ち
い
た
っ
た
と
き
の
貴
族
と
郷
黛
祉
舎
と
の
閥
係

は
じ
め
て
貴
族
と
郷
黛
祉
舎
と
の
関
係
と
い
う
覗
角
か
ら
す
る
貴
族
制
の
分
析
が
完
結
に
一
歩
ち
か
づ
く
と
い
え

一
方
で
ま
た
あ
る
べ
き
機

を
も
視
野
に
い
れ
て
こ
そ
、



る
で
あ
ろ
う
。

い
う
な
れ
ば
貴
族
を
貴
族
た
ら
し
め
る
の
み
で
な
く
、
貴
族
た
ら
し
め
つ
づ
け
る
よ
う
な
よ
り
普
遍
性
を
も
っ
た
貴
族
と
郷
黛

社
舎
の
関
係
の
摸
索
こ
そ
が
い
ま
も

っ
と
も
も
と
め
ら
れ
て
い
る
課
題
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

貴
族
と
那
黛
祉
舎
の
関
係
が
言
及
さ
れ
る
ば
あ
い
、
そ
の
郷
黛
祉
舎
は
つ
ね
に
現
貫
的
世
界
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
。
た

と
え
ば
、
土
地
所
有
開
係
や
豪
族
と
小
農
民
の
関
係
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
包
撮
す
る
か
た
ち
で
と
か
れ
る
い
わ
ゆ
る
豪
族
共
同
盟
な
ど
と
い
っ

た
村
落
祉
曾
構
造
の
六
朝
的
あ
り
か
た
が
右
の
よ
う
な
研
究
視
角
の
基
底
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
し
、

そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
貴
族
制
の

歴
史
的
性
格
の
追
求
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
現
賓
の
郷
黛
祉
舎
と
貴
族
と
を
針
置
し、

そ
の
関
係
を
追
求
す
る
方
法
に

は
一
定
の
限
界
が
あ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

貴
族
制
成
立
の
初
設
に
お
い
て
は
、

た
し
か
に
貴
族
は
現
貫
の
郷
黛
祉
舎
と
の

具
佳
的
な
関
係
の
な
か
か
ら
う
ま
れ
る
に
し
て
も
、
そ
の
展
開
過
程
に
お
い
て
官
僚
的
形
態
を
と
る
こ
と
の
必
然
か
ら
郷
黛
祉
曾
よ
り
の
遊
離

を
は
じ
め
る
と
、

貴
族
と
郷
黛
祉
舎
と
の
閥
係
が
き
わ
め
て
抽
象
化
さ
れ
た
も
の
に
な
る
の
み
な
ら
ず
、
抽
象
的
な
関
係
で
か
か
わ
る
郷
黛
祉
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曾
そ
の
も
の
が
貴
族
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
現
質
的
意
味
を
喪
失
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
く
な
る
。
そ
れ
は
、
江
南
に
僑
居
し
て
も
な
お
奮
貫

を
標
携
し
つ

e

つ
け
る
南
朝
貴
族
に
お
け
る
郷
黛
祉
舎
と
の
関
係
に
も
っ
と
も
典
型
的
に
み
ら
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
貴
族
が
依
然
と
し
て
郷

黛
祉
舎
に
固
執
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
貴
族
が
郷
黛
祉
曾
に
現
質
的
関
係
を
こ
え
た
意
味
を
み
い
だ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
し
か
理
解
で

き
な
い
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
意
味
と
は
観
念
的
・
意
識
的
な
も
の
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
現
賓
の
郷
黛
社
舎
の
さ
ら
に
か

な
た
に
考
察
の
射
程
を
の
ば
す
こ
と
が
も
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
の
目
的
は
、
貴
族
と
郷
黛
枇
舎
と
の
関
係
を
基
軸
に
し
て
六
朝
貴
族
制
の
本
質
に
せ
ま
る
こ
と
に
あ
る
。
た
だ
し
、
と
り
わ
け
重
視
し

た
い
の
は
そ
の
関
係
の
意
識
的
・
観
念
的
側
面
で
あ
り
、

究
極
に
は
六
朝
貴
族
制
を
成
立

・
維
持
せ
し
め
て
い
る
本
源
的
契
機
を
い
わ
ば
全
社

曾
的
な
観
念
形
態
か
ら
さ
ぐ
っ
て
み
よ
う
と
す
る
意
園
を
も
っ
こ
こ
ろ
み
で
あ
る
。

3 



4 

同
郷
の
関
係
と
そ
の
本
質

「
郷
里
」
な
る
も
の
が
六
朝
人
の
諸
行
震
に
お
よ
ぼ
し
た
影
響
、
も
し
く
は
規
制
力
は
は
か
り
し
れ
ぬ
ほ
ど
大
な
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
こ

と
を
い
く
つ
か
の
典
型
的
な
事
例
に
よ
っ
て
検
誼
す
る
こ
と
か
ら
論
を
は
じ
め
た
い
。

い
っ
た
い
、

郷
貫
を
お
な
じ
く
す
る
も
の
に
た
い
し
て
一
種
特
別
な
親
近
の
情
を
い
だ
く
こ
と
は
今
日
な
お
し
ば
し
ば
盟
験
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
六
朝
人
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
単
な
る
親
近
の
情
に
と
ど
ま
ら
ぬ
深
刻
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

宋
の
前
段
帝
の
と
き
、
の
ち
の
明
帝
劉
惑
は
帝
の
猪
疑
を
う
け
、

謙
殺
を
お
そ
れ
る
あ
ま
り
数
人
と
は
か
つ
て
帝
の
殺
害
を
く
わ
だ
て
た
。
た
ま
た
ま
帝
は

南
巡
し
よ
う
と
し
、
そ
の
タ
は
腹
心
た
ち
に
殿
外
へ
で
て
準
備
す
る
こ
と
を
ゆ
る
し
、

帝
の
幸
所
で
あ
っ
た
牽
林
聞
に
は
隊
主
焚
僧
整
な
る
も
の
だ
け
が
宿

衡
に
あ
た
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
焚
は
明
帝
の
側
近
柳
光
世
の
郷
人
で
あ
っ
た
の
で
柳
が
も
と
め
る
と
即
刻
そ
の
差
配
の
も
と
に
は
い
り
、
そ
の
ほ
め

勾

d

(『宋
書
』
巻
九
十
四
恩
倖
院
佃
夫
停
)

に
前
臨
時
帝
謀
殺
は
や
す
や
す
と
成
功
し
た
。
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庚
撃
と
繁
認
は
と
も
に
荊
州
の
名
族
の
出
で
、
し
の
ぎ
を
け
ず
る
あ
い
だ
で
あ
っ
た
が
、

梁
武
帝
が
即
位
す
る
と
、

祭
議
も
梁
武
創
業
に
功
あ
っ
て
御
史
中

丞
に
の
ぼ
っ
た
の
に
封
し
、

庚
撃
は
よ
う
や
く
曾
稽
行
事
を
え
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
庚
華
は
は
な
は
だ
恥
辱
と
し
て
い
た
が
、
た
ま
た
ま
職
務
に

徴
諮
が
あ
り
、
梁
武
は
築
指
闘
が
庚
華
の
郷
人
で
あ
る
ゆ
え
、
雌
討
を
つ
か
わ
し
て
庚
を
務
訓
し
た
の
で
庚
は
憤
怒
し
愛
病
し
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。

(『梁
書
』
巻
五
十
三
良
吏
庚
華
停
)

絡
萄
賊
陳
僻
見
織
ら
が
扮
曲
に
緊
結
し
た
の
で
、
詔
し
て
醇
倫
義
を
大
都
督
と
し
、
行
肇
長
孫
稚
と
と
も
に
こ
れ
を
討
伐
さ
せ
た
。
醇
崎
両
義
は
陳
雌
主
織
が
か
れ

の
郷
人
で
あ
る
の
で
、
賊
の
盤
盈
の
も
と
へ
気
経
に
お
も
む
き
、
利
害
を
さ
と
し
た
と
こ
ろ
、
陳
隻
蛾
た
ち
は
降
伏
し
た
。
〈
『
北
斉
室
田
』
程
二
十
醇
惰
義
俸
)

西
耳
目
末
の
混
飢
の
際
の
こ
と
、
鳩
主
張
一や
は
激
州
刺
史
と
自
稽
し、

奨
雅
は
議
郡
太
守
と
披
し
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
居
城
に
よ
り
、
衆
数
千
人
を
擁
す
る
勢
力

と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
と
き
ま
だ
丞
相
で
あ
っ
た
の
ち
の
元
帝
は
、
か
れ
ら
を
支
配
下
に
お
さ
め
よ
う
と
し
た
が
、
桓
宣
が
信
望
あ
つ
く
、
ま
た
張
卒

・
焚

雅
と
州
里
を
お
な
じ
く
す
る
の
で
、
か
れ
を
丞
相
府
参
軍
と
し
て
張

・
焚
の
も
と
へ
お
も
む
か
せ
た
と
こ
ろ
、
張
・
突
は
そ
の
軍
主
簿
を
波
遣
し
桓
宣
に
随

行
さ
せ
て
丞
相
府
の
節
度
を
う
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ハ『
E

白
書
』
各
八
十
一
桓
宣
停
)



宋
末
、
劉
懐
珍
は
預
州
刺
史
と
し
て
北
迭
の
重
鎮
で
あ
っ
た
。
か
れ
と
親
交
の
あ
っ
た
粛
道
成
は
政
権
を
掌
握
す
る
と
劉
の
官
職
を
の
ぼ
す
た
め
に
徴
し
て

都
官
向
書
・
領
前
軍
賂
寧
と
し
、
か
わ
り
に
粛
の
第
四
子
を
波
遺
し
て
濠
州
刺
史
と
な
そ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
代
の
つ
ね
と
し
て
劉
は
簡
単
に

そ
の
地
位
を
は
な
れ
よ
う
と
は
す
ま
い
と
い
う
疑
念
を
も
つ
も
の
が
あ
ら
わ
れ
、
第
四
子
が
出
裂
し
た
の
ち
も
そ
の
疑
惑
の
撃
が
や
ま
な
か

っ
た
。
そ
こ
で

粛
は
軍
主
房
鐙
民
を
つ
か
わ
し
て
第
四
子
を
お
わ
せ
た
が
、
房
に
む
か
つ
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
ベ
た
。
劉
が
命
令
に
し
た
が
わ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
者
が
い

h

測
定
え

る
。
し
か
し
私
は
か
な
ら
ず
そ
う
で
は
な
い
と
お
も
う
。
卿
は
か
れ
の
郷
里
で
あ
る
ゆ
え
、
か
れ
の
も
と
へ
ゆ
か
せ
る
。
こ
れ
は
新
任
者
を
ま
も
る
た
め
だ

け
で
な
く
、
奮
任
者
を
む
か
え
る
た
め
の
も
の
で
も
あ
る
、
と
。

(『南
斉
書
』
巻
二
十
七
劉
懐
珍
俸
)

い
さ
さ
か
繁
雑
な
引
用
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
す
ら
も
あ
ま
た
あ
る
同
様
な
事
例
の
い
わ
ば
九
牛
の
一
毛
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
に
ま
ず
留
意
を
う
な

。。

が
し
た
川
。
そ
れ
は
特
異
で
あ
る
が
ゆ
え
に
記
録
に
の
こ
さ
れ
た
現
象
で
は
な
く
て
、
お
そ
ら
く
六
朝
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
普
遍
的
な
現
象

で
あ
っ
た
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
現
象
に
は
今
日
ひ
と
が
な
お
し
た
し
く
瞳
験
す
る
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ゆ
る
同
郷
の
誼
と
い

う
普
遍
的
な
感
情
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る
部
分
が
な
い
で
も
な
い
。
そ
こ
に
は
、
同
郷
ゆ
え
に
顔
見
知
り
で
あ
る
と
か
、
し
た
し
く
風
評
を
き

く
と
か
い
っ
た
か
た
ち
で
の
親
近
・
信
頼
、
あ
る
い
は
連
帯
の
感
情
が
あ
る
と
み
な
し
て
も
何
ら
不
自
然
で
は
な
い
。
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し
か
し
な
が
ら
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
現
象
を
超
歴
史
的
・
普
遍
的
な
同
郷
意
識
の
な
か
に
な
べ
て
解
消
し
さ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
右
の
事
例
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
同
郷
と
い
う
篠
件
は
、
ほ
と
ん
ど
極
限
に
ち
か
い
献
況
に
お
か
れ
た
人
聞
の
命

運
・
生
死
す
ら
決
定
し
か
ね
な
い
重
大
な
選
揮
に
開
輿
し
、
そ
れ
を
左
右
し
う
る
だ
け
の
現
質
的
力
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
ら
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
右
の
よ
う
な
諸
場
面
に
お
い
て
、
同
郷
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
嘗
事
者
た
ち
の
意
識
と
行
動
を
巌
格
に
規
定
す
る
動
機
と

し
て
機
能
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
同
郷
で
あ
る
が
ゆ
え
の
親
近
感
・

連
帯
感
を
は
る
か
に
こ
え
た
き
わ

め
て
歴
史
的
な
意
識
と
、
そ
こ
か
ら
う
ま
れ
る
歴
史
的
な
人
開
聞
の
紐
帯
、
い
わ
ば
同
郷
的
結
合
と
で
も
い
う
べ
き
関
係
が
存
在
し
て
い
る
こ

と
が
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
同
郷
的
結
合
と
い
う
人
開
聞
の
紐
帯
が
右
の
よ
う
な
現
象
を
貫
現
し
た
基
本
的
契
機
で
あ
っ
た

5 

と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
な
が
ら
、
同
郷
的
結
合
の
意
義
は
け
っ
し
て
こ
こ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
問
題
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
、

そ
れ
を
政
治

的
健
制
と
の
封
比
の
な
か
で
み
て
み
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
政
治
的
世
制
に
お
い
て
は
、
理
念
と
し
て
皇
帝
に
枚
数
す
る
秩
序
原
理
が
貫
徹
し
、

す
べ
て
の
人
間
聞
の
閲
係
が
こ
の
原
理
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
右
の
よ
う
な
同
郷
的
結
合
と
は
異
質
な
関
係
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
珠
測
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

三
園
時
代
、
貌
の
明
帝
の
世
、
帝
の
失
政
は
眼
に
あ
ま
る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
貌
の
帝
室
と
お
な
じ
桁
出
身
の
太
子
会
人
張
茂
は
死
を
か
け
て
失
政

を
揚
言
し
、
切
諌
し
た
。
と
こ
ろ
が
帝
は
上
蓄
を
み
る
や
、

左
右
に
、
張
茂
は
郷
里
で
あ
る
こ
と
を
侍
ん
で
い
る
ゆ
え

(張
茂
侍
郷
里
故
也
)
か
く
な
し
う

る
の
だ
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
た
。

(『
三
園
士
山
』
巻
三
貌
書
明
帝
紀
青
龍
三
年
傑
注
引

『貌
略
』)

三
閣
時
代
の
奥
。
開
羽
伺
の
背
後
を
つ
い
た
呂
蒙
の
作
戦
が
奏
功
し
、
呂
蒙
軍
は
南
郡
に
入
城
し
た
。
軍
内
に
令
し
て
、
城
中
で
は
民
家
を
お
か
し
略
奪
す
る

こ
と
を
禁
じ
た
が
、
自
家
の
麿
下
の
武
士
で
、
呂
と
同
郷
の
汝
南
の
人
物
が
、
民
家
の
笠
ひ
と
つ
を
と
り
、
鎧
を
お
お
っ
た
。
呂
は
軍
令
を
お
か
し
た
と

し
、
同
郷
と
い
う
理
由
で
法
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
(
不
可
以
郷
里
故
而
駿
法
〉
と
涙
を
な
が
し
て
斬
罪
に
慮
し
た
。
軍
中
は
ふ
る
え
あ
が
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(『三
園
士山』
各
五
十
四
奥
書
呂
蒙
停
)

商
品
目
末
の
陳
敏
の
飢
の
お
り
の
こ
と
、
荊
州
刺
史
劉
弘
は
陶
侃
を
江
夏
太
守
と
し
、
間
嶋揚
絡
軍
を
く
わ
え
た
。
や
が
て
陳
敏
は
そ
の
弟
恢
を
源
遣
し
、
武
昌

り、

道
に
お
ち
た
も
の
を
ひ
ろ
う
も
の
さ
え
な
か
っ
た
。

に
侵
攻
さ
せ
た
の
で
、
陶
侃
も
軍
を
だ
し
、
防
禦
に
あ
た
っ
た
。
と
き
に
随
郡
内
史
庖
壊
な
る
も
の
が
陶
侃
と
劉
弘
を
仲
た
が
い
さ
せ
よ
う
と
し
て
劉
弘
に

い
う
に
は
、
陶
侃
と
隙
敏
に
は
郷
里
の
奮
が
あ
る
(
有
郷
里
之
奮
)
。
陶
侃
は
大
郡
に
鋲
し
、
強
兵
を
擁
し
て
い
る
が
、
も
し
ふ
た
ご
こ
ろ
あ
れ
ば
荊
州
の

東
門
た
る
べ
き
江
夏
は
う
し
な
わ
れ
よ
う
、
と
。
劉
弘
が
い
う
、
陶
侃
の
忠
義
と
能
力
は
む
か
し
か
ら
し
っ
て
い
る
。
ま
さ
か
そ
ん
な
こ
と
が
あ
る
は
ず
は

な
い
。
陶
侃
は
ひ
そ
か
に
こ
れ
を
聞
く
や
、
即
刻
賀
子
の
洪
と
兄
の
子
談
を
人
質
と
し
て
劉
弘
の
も
と
に
仮
越
し
た
。

(『青
書
』
巻
六
十
六
陶
侃
侮
)

こ
の
三
話
、
あ
ら
た
め
て
解
説
の
要
も
な
い
と
お
も
わ
れ
る
が
、
い
ま
す
こ
し
、
そ
の
意
味
を
の
べ
て
お
こ
う
。
張
茂
の
ば
あ
い
、
か
れ
の

死
を
賭
し
た
諌
言
を
明
帝
は
死
を
賭
し
た
も
の
と
は
み
ず
、

か
え

っ
て
、
曹
貌
帝
室
と
同
郷
の
ゆ
え
の
も
の
、
し
た
が
っ
て
逆
鱗
に
ふ
れ
て
の

諒
死
な
ど
あ
り
え
ぬ
と
い
う
計
算
の
う
え
で
の
も
の
と
み
た
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
明
帝
だ
け
で
な
く
、
張
茂
自
身
に
も
あ
る
意
識
だ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
こ
れ
は
同
郷
の
関
係
が
皇
帝
の
絶
封
的
意
志
の
賓
現
す
ら
規
制
す
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
し



め
し
て
い
る
。
呂
蒙
の
ば
あ
い
は
、
「
不
可
以
郷
里
故
市
贋
法
」
と
い
う
く
だ
り
が
す
べ
て
を
象
徴
し
て
い
よ
う
。
「
軍
中
震
標
、
道
不
拾
遺
」

と
い
う
肢
態
が
出
現
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
み
て
、
こ
の
慮
断
が
嘗
時
と
し
て
は
異
例
に
属
す
る
こ
と
で
あ
り
、
現
寅
に
は
往
往
に
し
て
同
郷

で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
罪
科
が
軽
減
さ
れ
、
刑
罰
の
執
行
が
猶
聾
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
容
易
に
推
測
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、
同
郷
と

は
法
の
貫
徹
す
ら
阻
止
し
う
る
だ
け
の
力
を
も
っ
意
識
・
論
理
と
し
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
陶
侃
の
ば
あ
い
、
か
れ
は
反
範

者
陳
敏
と
同
郷
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
そ
の
反
飽
に
加
携
す
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

し
か
も
そ
の
疑
念
が
嘗
時
お
お

い
に
あ
り
う
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
、
そ
の
後
の
陶
侃
の
念
な
入
質
と
い
う
行
震
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
究
極

的
に
は
同
郷
の
関
係
が
強
力
な
祉
舎
的
規
範
と
し
て
機
能
し
、
君
臣
関
係
を
否
定
・
超
越
す
る
契
機
を
う
ち
に
は
ら
む
も
の
と
し
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

か
く
て
、
同
郷
的
結
合
は
政
治
的
睡
制
に
お
け
る
秩
序
原
理
、
す
な
わ
ち
法
・
君
臣
関
係
な
ど
と

は
決
定
的
に
背
反
・
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
同
郷
的
結
合
と
君
臣
関
係
と
の
矛
盾
を
さ
ら
に
明
確
に
し
め
す
事
例
が
ほ
か
に
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
官
人
任
用
に
お
け
る
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場
で
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。

三
園
の
胆
旬
、
越
雲
は
夏
侯
惇
と
交
載
し
、

夏
侯
蘭
を
い
け
ど
っ
た
が
、
夏
侯
蘭
は
越
雲
の
郷
里
の
人
で
幼
い
と
き
よ
り
の
知
合
い
で
あ
っ
た
う
え
、

法
律
に

境
遇
し
て
い
た
の
で
、
先
主
に
言
上
し
て
命
を
た
す
け
、
軍
正
と
し
た
。
し
か
し
、
以
後
越
雲
は
か
れ
に
近
づ
か
な
か
っ
た
。
趨
雲
の
慎
重
な
こ
と
は
こ
の

(
『
三
園
士
山
』
巻
三
十
六
萄
書
越
雲
傍
注
引

『雲
別
惇
』)

貌
の
世
、
許
允
は
吏
部
郎
と
な
っ
た
が
、
そ
の
郷
里
の
も
の
を
任
用
す
る
こ
と
多
く
、
明
帝
は
虎
賞
を
つ
か
わ
し
て
許
允
を
逮
捕
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
し
ら

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

べ
て
み
る
と
許
允
が
任
用
し
た
の
は
み
な
遁
任
者
で
あ
っ
た
の
で
、
か
れ
は
よ
う
や
く
簿
放
さ
れ
た
。
(
『
蜜
文
類
褒
』
巻
四
十
八
職
官
部
引

『郭
子
』)

E

自
の
世
、
杜
錫
が
吏
部
郎
に
補
任
さ
れ
た
と
き
、
か
れ
は
郷
曲
の
も
の
を

一
人
と
し
て
任
用
し
よ
う
と
は
し
な
か

っ
た
。

A
は
ヲ

(
『
太
卒
御
覚
』
巻
二
百
十
六
職
官
部
引
『
耳
目官官』
)

7 

東
貌
の
と
き
、
高
慣
は
御
史
中
尉
と
な
り
、
御
史
を
選
用
し
た
。

し
か
し
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
親
戚
や
郷
聞
の
も
の
で
朝
廷
の
望
み
に
そ
ぐ
わ
な
か
っ
た
た
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め
、
の
ち
の
北
斉
文
裏
帝
高
澄
は
上
奏
し
て
改
選
さ
せ
た
。

(『北
斉
霊
園
』
巻
二
十
一
高
乾
停
附
弟
慎
惇〉

血
縁
関
係
と
同
郷
関
係
に
あ
る
人
物
を
任
用
す
る
こ
と
が
非
難
や
鹿
罰
に
値
す
る
行
震
で
あ
り
、
逆
に
そ
れ
を

排
除
す
る
こ
と
が
官
僚
と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
勢
で
あ
っ
た
と
い
う
黙
で
あ
る
(
社
錫
の
ば
あ
い
は
美
談
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
〉。
い
っ
た
い
、
{目

こ
れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
、

吏
登
用
に
お
い
て
は
、
皇
帝
支
配
に
お
け
る
公
な
る
理
念
か
ら
い
っ
て
も、

人
事
の
公
正
な
る
こ
と
が
も
と
め
ら
れ
る
の
は
嘗
然
で
あ
る
。
し

か
る
に
人
事
捨
省
官
僚
が
親
族
と
同
郷
者
を
優
先
的
に
登
用
す
る
と
な
れ
ば
人
事
は
は
な
は
だ
し
く
公
正
を
か
き
、

偏
向
し
た
も
の
と
な
ら
ざ

る
を
え
な
く
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
の
よ
う
な
人
事
が
非
難
さ
れ
る
の
は
ま
っ
た
く
嘗
然
の
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。
が
、
は
た
し
て
そ
れ
だ
け

で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
親
族
・
同
郷
の
優
先
が
公
正
を
か
き
、
皇
帝
か
ら
み
て
あ
る
べ

か
ら
ざ
る
こ
と
に
な
る
の
は
な
ぜ
か
。
畢
寛
、
こ

れ
は
官
僚
佳
制
に
お
け
る
秩
序
理
念
の
耳
藤
の
問
題
と
し
て
理
解
す
べ
き
こ
と
と
お
も
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、

皇
帝
支
配
の
た
め
の
機
構
と
し

て
の
官
僚
制
が
も
っ
と
も
有
数
に
機
能
す
る
た
め
に
は
、

皇
帝
が
そ
の
支
配
力
を
官
僚
集
圏
の
な
か
の
個
個
に
ま
で
貫
徹
し
、
皇
帝
と
と
り
む

す
ぶ
君
臣
闘
係
が
官
僚
の
意
識
・
行
痛
に
と
っ
て
唯
一

一
組
劉
の
規
範
か
つ
論
理
た
ら
し
め
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
あ
る

べ
き
君
臣
関
係
を
否
定
す
る
契
機
を
は
ら
む
要
素
は
必
然
的
に
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
血
縁
と
同
郷
の
関
係
は
買
は
そ
の
よ
う
な
契
機

-8-

を
も
つ
も
の
と
し
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か。

南
湾
の
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
王
俄
が
宰
相
と
な
る
と
、
孔
渇
な
る
も
の
が
そ
の
執
政
に
参
蜜
し
た
こ
と
が
あ
る
。
孔
渇
は
つ
ね
に
人
事
の
こ
と
に
な
る
と

す
こ
ぶ
る
郷
曲
の
情
を
う
し
な
う
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
み
て
主
倹
が
従
容
と
し
て
上
言
す
る
、
臣
に
孔
渇
が
あ
り
ま
す
の
は
、
陛
下
に
臣
が
あ
る
の
と
お

な
じ
で
ご
ざ
い
ま
す
、
と
。

ハ『
南
斉
書
』
巻
三
十
四
虞
玩
之
停
)

こ
こ
に
い
う
「
頗
失
郷
幽
情
」
と
い
う
官
吏
任
用
は
具
鐙
的
に
は
同
郷
者
を
顧
慮
し
な
い
任
用
の
し
か
た
で
あ
る
と
み
て
よ
い
が
、

そ
れ
な

ら
同
郷
関
係
を
無
視
し
た
官
吏
任
用
が
郷
黛
に
お
い
て
物
議
を
か
も
し
か
ね
な
い
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
、

さ
り
な
が
ら
か
よ
う
な
任
用
が
臣
下

と
し
て
と
る
べ
き
方
法
で
あ
っ
た
こ
と
が
王
倹
の

一
言
に
う
か
が
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、

官
吏
任
用
と
い
う
局
面
に
あ
っ
て
、
同

郷
の
関
係
の
重
視
は
単
に
不
公
正
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
皇
帝
を
頂
黙
と
す
る
君
臣
関
係
に
背
反
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ



た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
同
郷
の
関
係
の
本
質
が
次
第
に
鮮
明
に
な
っ
て
く
る
よ
う
に
お
も
え
る
。

つ
ま
り
は
そ
れ
は
法
、
君
臣
関
係
、

官
僚
社
曾
に
お
け
る
秩
序
な
ど
と
い
う
政
治
的
秩
序
原
理
と
本
質
的
に
矛
盾
・
封
立
し
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
超
克
し
さ
え
せ
ん
と
す
る
関
係
と

し
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
、
そ
れ
は
ま
さ
に
私
的

・
吐
禽
的
関
係
と
し
で
あ
っ
た
と
い
い
う
る
。
と
き
に
そ
れ
が
血
縁
関
係
と
等
置
さ
れ
る

‘前
日
守

こ
と
が
あ
る
の
も
、
本
質
的
に
非
政
治
的
、
す
な
わ
ち
佐
倉
的
関
係
で
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
し
め
す
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

ひ
る
が
え
っ
て
考
え
て
み
る
に
、

い
ま
ま
で
あ
げ
た
例
の
ほ
と
ん
ど
は
、
同
郷
で
あ
る
こ
と
が
あ
る
行
震
を
必
然
化
す
る
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
因
果
関
係
の
内
的
構
造
は
軍
一
で
は
な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
同
郷
で
あ
れ
ば
お
の
ず
か
ら
あ
る
行
痛
を
結
果

す
る
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
、
同
郷
で
あ
れ
ば
そ
の
行
震
が
必
然
的
で
あ
る
と
い
う
嘗
事
者
た
ち
の
意
識
、
あ
る
い
は
同
郷
で
あ
れ
ば
こ
そ
そ

の
行
震
が
必
然
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
嘗
事
者
た
ち
の
意
識
の
も
と
に
あ
る
行
震
が
な
さ
れ
る
と
い
う
内
容
が
そ
こ
に
あ
る
と
み
る
べ
き

-9-

で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
後
二
者
の
よ
う
に
理
解
す
る
ほ
う
が
同
郷
的
結
合
の
本
質
を
つ
い
て
い
る
と
い
え
る
。
さ
き
に
同
郷
的
結
合
を
動
機
あ
る

い
は
祉
曾
的
規
範
と
表
現
し
た
の
は
そ
の
意
味
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
理
解
が
失
嘗
で
な
い
と
す
れ
ば
、

つ
ぎ
に
は
必
然
的
に
以
下
に
の
べ
る
よ
う
な
問
題
が
う
ま
れ
よ
う
。
そ
れ
を
共
有
す
る
だ
け

で
人
開
聞
に
特
別
な
関
係
を
う
み
、
行
震
を
な
さ
し
め
る
郷
里
と
は
な
に
か
、
郷
里
を
共
有
す
る
こ
と
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
関
係
を
う
み
、
意

識
を
形
成
す
る
の
か
、

ま
た
そ
の
同
郷
の
関
係
が
な
に
ゆ
え
に
非
政
治
的
関
係
で
あ
り
、
政
治
的
秩
序
克
服
の
契
機
を
も
ち
う
る
の
か
。
こ
の

疑
問
を
と
く
た
め
に
は
、
郷
里
の
本
質
を
追
求
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
郷
里
」
の
世
界

郷
里
の
第

一
義
は
、

ふ
る
さ
と
で
あ
り
、
出
身
地
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、

そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
の
ひ
と
び
と
の
日
常
生
活
の
場
で
あ
り
、
再

9 

生
産
の
母
胎
で
も
あ
る
村
落
祉
舎
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
村
落
社
舎
と
し
て
の
郷
里
の
六
朝
期
に
お
け
る
歴
史
的
構
造
に
つ
い
て
は
、
今
日
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ほ
ぼ
つ
ぎ
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
漢
以
来
の
郷
里
は
共
同
盟
的
性
格
を
も
っ
村
落
祉
曾
|
|
い
わ
ゆ
る
里
共
同
設

ー
ー
で
あ
っ
た
が
、

や
が
て
そ
の
内
部
に
豪
族

・
大
土
地
所
有
者
が
出
現
し
て
そ
の
勢
力
を
増
大
さ
せ
、
か
く
て
郷
里
は
か
か
る
豪
族
・
大
土

地
所
有
者
の
主
導
・
支
配
す
る
村
落
祉
舎
へ
と
饗
貌
し
た
、
と
。
六
朝
期
の
郷
里
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
き
に
は
、
ま
ず
か
よ
う
な
村
落
社
舎

し
か
し
な
が
ら
、
本
節
の
考
察
で
そ
れ
以
上
に
力
貼
を
お
き
た
い
の
は
、
郷
里
な
る
も

い
か
な
る
意
識
上
の
世
界
と
し
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
い
ま
ま

で
み
た
郷
里
は
人
間
聞
の
結
合
紐
帯
と
し
て
、
あ
る
い
は
意
識
や
行
魚
の
規
範
と
し
て
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
枇
舎
の
現

の
歴
史
的
構
造
の
さ
ら
な
る
分
析
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

の
が
い
か
な
る
も
の
と
観
念
さ
れ
て
い
た
の
か
、

質
的
構
造
よ
り
も
は
る
か
に
直
接
に
観
念
形
態
と
関
連
す
る
と
お
も
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

郷
里
と
は
ど
の
程
度
の
空
聞
を
い
う
の
か
、
そ
れ
を
郷
人
・
郷
里
・
州
里
な
ど
と
い
う
こ
と
ば
で
表
現
さ
れ
る
ば
あ
い
に
つ
い
て
倹
誼
し
て

み
よ
う
。
前
節
で
あ
げ
た
例
か
ら
い
え
ば
、
説
明
帝
と
張
茂
は
と
も
に
怖
の
人
、
口
白
蒙
と
そ
の
磨
下
の
士
も
と
も
に
汝
南
の
人
で
あ
っ
て
同
郡

で
あ
り
、
陳
敏
と
陶
侃
は
陳
敏
が
麗
江
の
人
、
陶
侃
が
郡
陽
の
人
で
塵
江
尋
陽
に
徒
居
し
て
い
る
か
ら
、
現
住
地
で
い
え
ば
同
郡
、
本
貫
で
い

え
ば
他
郡
の
も
の
と
な
る
。
庚
墓
と
繁
藷
は
そ
れ
ぞ
れ
新
野
と
南
陽
清
陽
の
人
、
劉
懐
珍
と
房
霊
民
は
そ
れ
ぞ
れ
卒
原
と
清
河
の
人
で
あ
り
、
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郡
を
異
に
す
る
も
の
が
同
郷
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
例
を
み
る
と
、
同
郡
同
燃
の
ば
あ
い
、
同
郡
で
鯨
を
異
に
す
る
ば
あ
い
、

4
4
 

郡
鯨
と
も
に
異
に
す
る
ば
あ
い
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

さ
ら
に

つ
ま
り

同
鯨
、

同
郡
、

近
郊
郡
の
出
身
者
が
同
郷
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
お
そ
ら
く
同
郡
内
で
は
出
身
鯨
が
同
一
で
あ
る
と
同
郷
で
あ
る
が
、
出
身
鯨
が
異
な
る
と
も
は
や
同
郷
で
な
く
、
郡
を
こ
え
る
と
こ
ろ
で

は
同
郡
出
身
者
で
あ
れ
ば
同
郷
、
あ
る
い
は
近
郊
郡
で
も
同
郷
と
み
な
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
同
郷
に
も
多
様
な
水
準
が
あ
っ
た
も
の
と
お
も

し
て
み
る
と
、
同
郷
、
す
な
わ
ち
郷
里
を
お
な
じ
う
す
る
と
い
う
と
き
の
郷
里
と
は
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、

と
そ
れ
に
割
腹
し
た
範
園
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
る
。
郷
里
と
は
、
行
政
匡
萱
と
し
て
の
里
・
郷
は
も
と
よ
り
、
問
問
あ
る

わ
れ
る
。

い
く
つ
か
の
水
準

い
は
郡
を
も
こ
え
る
範
圏
を
あ
る
ば
あ
い
に
は
も
ち
う
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
郷
里
と
は
限
定
さ
れ
た
現
賓
の
あ
る
地
理
的
空
間
で
あ

る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
包
掻
さ
れ
た
も
の
た
ち
が
同
郷
と
意
識
し
、
あ
る
い
は
そ
う
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
よ
り
漠
然
と
し
た
か
た
ち
で
設
定
さ



れ
る
範
囲
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
後
者
の
ば
あ
い
、
そ
れ
は
多
分
に
観
念
的
な
範
園
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
同

郷
と
い
う
ば
あ
い
、
日
常
生
活
の
場
で
あ
る
里
や
郷
を
共
有
す
る
と
い
う
水
準
か
ら
、

嘗
時
の
人
び
と
に
と
っ
て
同
郷
と
み
な
し
う
る
範
園
を

共
有
す
る
と
い
う
水
準
ま
で
、
多
様
な
段
階
が
あ
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
、
つ
ま
り
現
質
の
村
落
と

し
て
の
郷
・
里
で
は
な
く
、
嘗
時
の
人
び
と
の
観
念
の
な
か
で
設
定
さ
れ
る
、
い
く
つ
か
の
段
階
を
も
っ
範
圏
と
し
て
の
郷
里
を
、

「
郷
里
」

で
は
な
く
て
、

ほ
と
ん
ど
の
ば
あ
い
、
い
ま
ま
で
の
ベ
て
き
た
同
郷
と
は
、
郷
・
里
が
お
な
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と

「
郷
里
」
が
お
な
じ
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
は
も
は
や
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

と
表
現
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
し
て
、

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
郷
里
」
と
は
い
か
な
る
世
界
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
空
聞
の
範
圏
よ
り
も
内
部
構
造
に
眼
を
む
け
て
み
よ

ぅ
。
さ
き
に
の
ベ
た
よ
う
に
「
郷
里
」
を
共
有
す
る
人
聞
の
あ
い
だ
に
は
特
別
の
関
係
が
う
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
関
係
は
そ
れ
を
む
す
ぶ
特
定

の
ふ
た
り
の
人
聞
の
あ
い
だ
に
の
み
護
生
す
る
の
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
あ
る
「
郷
里
」
の
な
か
に
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
人
聞
の
あ
い
だ
に
と

り
む
す
ば
れ
、
そ
の
存
在
の
あ
り
か
た
を
規
定
す
る
普
遍
的
関
係
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
濁
特
の
信
頼
感
や
仲
間
意
識
だ
け
で
は
な
く
、

あ
ら
ゆ
る
他
の
関
係
に
優
越
す
る
開
係
が
普
遍
的
で
あ
り
、

か
っ
そ
の
よ
う
な
関
係
を
た
が
い
に
と
り
む
す
び
、
あ
る
い
は
と
り
む
す
ぶ
べ
き

だ
と
す
る
人
び
と
|
|
債
値
観
の
共
有
者
ー
ー
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
世
界
、
そ
れ
が
「
郷
里
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
は
、
そ
れ
は
意
識

上
の
共
同
世
界
と
で
も
な
づ
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
関
係
の
本
質
が
非
政
治
的
、
私
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
よ
り
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す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
非
政
治
的
、
私
的
世
界
で
あ
っ
た
と
い
い
う
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
郷
里
」
の
内
部
秩
序
に
つ
い
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
興
味
ぶ
か
い
い
く
つ
か
の
逸
話
が
あ
る
。

耳目
の
宣
王
司
馬
務
は
常
林
が
郷
邑
(
河
内
温
〉
の
香
徳
な
の
で
、
つ
ね
に
か
れ
に
む
か
つ
て
奔
虚
を
す
る
。
あ
る
も
の
が
常
林
に
む
か
つ
て
、
司
馬
公
は
た

つ
と
い
身
分
な
の
だ
か
ら
、
君
は
そ
れ
を
や
め
さ
せ
る
が
よ
ろ
し
か
ろ
う
と
い
っ
た
と
こ
ろ
、
常
林
が
こ
た
え
る
に
は
、
司
馬
公
は
長
幼
の
序
を
た

っ
と

び
、
後
生
た
ち
の
模
範
と
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
位
の
高
い
の
は
畏
れ
な
い
し
、
奔
穫
は
私
が
と
や
か
く
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
と
。
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ハ
『
三
園
志
』
巻
二
十
三
貌
書
常
林
停
V
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桓
範
と
曹
輿
と
は
と
も
に
浦
郡
の
出
で
あ
る
が
、
桓
範
は
官
位
が
菅
輿
よ
り
下
位
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
曹
田
院
の
子
曹
爽
が
政
治
を
補
佐
し
て
い
た
が
、
桓

範
が
郷
里
の
老
宿
な
の
で
九
卿
中
と
く
に
か
れ
を
う
や
ま
っ
た
。
し
か
し
、
は
な
は
だ
し
た
し
く
す
る
と
い
う
の
で
は
な
か
っ
た
。

(
『
三
園
志
』
倉
九
貌
書
曹
爽
俸
注
引

『貌
略
』〉

育
文
帝
司
馬
昭
は
山
漢
が
郷
聞
の
宿
望
な
の
で
、
太
子
司
馬
炎
に
命
じ
て
奔
嘘
さ
せ
た
。
(
『
E

日
書
』
毎
回
十
三
山
渓
俸
)

梁
の
世
、前
田
景
宗
は
人
と
な
り
倣
然
た
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
公
卿
と
い
え
ど
も
推
揖
す
る
こ
と
が
な
か

っ
た
が
、
た
だ
章
叡
だ
け
は
年
長
の
う
え
、
州
里
の

勝
流
な
の
で
、
か
れ
を
う
や
ま
い
お
も
ん
じ
て
、

宴
席
に
つ
ら
な
っ
て
も
腰
を
ひ
く
く
し
謙
遜
の
態
を
と
っ
た
の
で
、
梁
武
帝
は
こ
れ
を
よ
み
し
た
。

(
『
梁
書
』
巻
九
曹
景
宗
俸〉

こ
れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
、
「
郷
里
」
を
共
有
す
る
人
び
と
の
聞
で
番
徳
・
老
宿
・

宿
墓

・
年
長
な
ど
と
表
現
さ
れ
る
要
素
が
奔

・
敬
な
ど

と
い
う
い
わ
ば
躍
制
的
な
行
震
の
動
機
と
な
っ

て
い
る
勲
、
お
よ
び
そ
の
行
焦
が
官
位
で
表
現
さ
れ
る
政
治
的
秩
序
に
逆
轄
し
た
か
た
ち
で
な

さ
れ
て
い
る
貼
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
郷
里
」
が
か
か
る
睦
制
的
行
震
の
場
で
あ
る
こ
と
を
し
め
す
と
と
も
に
、
番
徳
・
老
宿
・
宿
望
・
年
長
と

い
う
要
素
が
そ
こ
で
は
最
高
の
債
値
観
を
も
ち
、
行
震
の
規
範
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

行
矯
の
動
機
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
よ
り
現
質
的
行
震
に
お
い
て
も
そ
の
規
範
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

か
よ
う
な
要
素
は
賓
は
躍
制
的
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王
菊
が
反
飢
し
て
洛
陽
に
入
城
し
た
と
き
に
は
、
百
官
は
殺
数
さ
れ
た
が
、
劉
敵
は
王
禰
の
郷
里
の
宿
望
だ
っ
た
の
で
、
難
を
ま
ぬ
か
れ
た
(
王
粛
は
東
莱

の
人
、
劉
敵
は
東
莱
披
の
人
で
あ
っ
た
)
。

(『耳図
書
』
単
位
四
十
五
劉
毅
俸
附
子
敵
俸
)

こ
れ
が
そ
の
例
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
も
ま
た
艦
制
的
行
震
の
ひ
と
つ
の
現
象
形
態
か
も
し
れ
な
い
。そ

の
世
界
の
内
部
構
造
・
秩
序
が
そ
の

輪
郭
を
う
か
び
あ
が
ら
せ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
者
徳
・
老
宿
・
宿
墓
・
年
長
と
い
っ
た
表
現
か
ら
く
み
と
る
こ
と
の
で
き
る
債
値
は
、
年
齢
で

と
も
あ
れ
、

か
よ
う
な
要
素
を
債
値
観
の
頂
黙
に
お
く
世
界
が
「
郷
里
」
で
あ
る
と
理
解
す
る
と
、

あ
り
、
徳
で
あ
り
、
墓
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
年
齢
、

と
く
に
年
長
で
あ
る
こ
と
に
債
値
を
み
い
だ
す
の
は
、

い
わ
ゆ
る
年
歯
的
秩
序
が
そ
こ
に
存
在
す
る
こ
と
を
し
め
し
て



い
る
。
そ
の
年
歯
的
秩
序
な
る
も
の
は
、
嘗
時
の
表
現
で
は
長
幼
の
序
で
あ
る
。
そ
れ
が
さ
き
に
あ
げ
た
菅
宣
王
司
馬
誌
の
率
先
し
た
行
震
の

規
範
で
あ
る
こ
と
を
想
起
し
た
い
。
ま
た
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
例
も
そ
れ
が
「
郷
里
」
に
お
け
る
基
本
的
秩
序
原
理
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆

し
て
い
よ
う
。

丞
相
東
前
田
擦
の
何
婆
が
太
租
に
い
う
に
は
、
お
も
い
ま
す
に
、
今
後
任
用
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
か
な
ら
ず
最
初
に
郷
閣
で
し
ら
べ
て
長
幼
が
順
序
に
し

た
が
っ
て
い
て
そ
れ
を
と
び
こ
え
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
、
忠
直

・
公
賓
の
も
の
に
た
い
し
て
そ
の
報
賞
を
は
っ
き
り
さ
せ
れ
ば
賢
と
不
得
の
区
別
が
は

っ
き
り
と
な
る
で
し
ょ
う
、
と
。

(『三
園
士
山
』
巻
十
二
貌
書
何
襲
俸
)

何
安
が
上
表
し
て
い
う
、
:
:
:
考
え
て
み
ま
す
と
、
聖
人
が
音
祭
を
つ
く
っ
た
の
は
、
た
だ
皐
に
耳
や
目
を
た
の
し
ま
せ
る
た
め
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ

り
ま
す
。
宗
廟
の
な
か
で
君
臣
が
い
っ
し
ょ
に
祭
を
き
け
ば
和
敬
し
な
い
こ
と
が
な
く
、
郷
里
の
な
か
で
長
幼
が
い
っ
し
ょ
に
き
け
ば
和
順
し
な
い
こ
と

が
な
く
、
閏
門
の
な
か
で
父
子
が
い
っ
し
ょ
に
き
け
ば
和
親
し
な
い
こ
と
が
な
い
と
い
う
ふ
う
に
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

(『惰
書
』
巻
七
十
五
儒
林
何
安
傍
)
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た
だ
し
、
そ
の
年
歯
的
秩
序
は
六
朝
期
に
濁
自
の
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
ふ
る
き
血
縁
共
同
盟
の
祉
舎
の
秩
序
原
理

で
あ
り
、
以
後
の
祉
禽
の
饗
質
過
程
の
な
か
で
そ
れ
自
身
次
第
に
村
落
社
舎
の
本
源
的
秩
序
原
理
と
し
て
の
位
置
を
後
、
返
さ
せ
つ
つ
あ

っ
た
と

お
も
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
六
朝
期
に
お
い
て
は
そ
れ
は
も
は
や
現
賓
の
村
落
と
し
て
の
郷
・
里
に
お
け
る
基
本
的
秩
序
原
理
で
は
な

く

「郷
里
」
に
お
け
る
秩
序
原
理
と
し
て
の
み
存
在
し
、
も
し
く
は
存
在
す
る
は
ず
の
も
の
と
し
て
理
解

・
認
識
さ
れ
て
い
た
も
の
と
み
ら

れ
る
。
そ
こ
に
こ
の
年
歯
的
秩
序
の
六
朝
期
に
お
け
る
歴
史
性
が
あ
る
。

そ
の
具
瞳
的
表
現
を
み
い
だ
す
の
は
さ
ほ
ど
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
。
嘗
時
の

た
と
え
ば
「
少
く
し
て
単
貧
に
し
て
志
行
有
り
て
、
郷
里
の
敬
信
す
る
所
と
な
る
」
(
『耳目書』

巻
七
十
八
張
茂
停
)
、
「
貧
約
に
し
て
自
ら
立
ち
、
操
行
は
郷
里
の
稽
う
る
所
と
な
る
」
(『宋
書
』
巻
五
十
五
滅
煮
俸
〉
、
「
性
方
検
に
し
て
艦
度
有
り
、

郷
里
宗
敬
す
」
(『貌
書
』
各
四
十
五
裳
駿
俸
)
、
「
家
に
居
り
て
は
孝
友
に
し
て
、
州
里
の
稽
う
る
所
と
な
る
」
(『周
書』

巻
四
十
四
席
固
停
〉
な
ど
と

徳
と
は
き
わ
め
て
抽
象
化
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。

し
か
し
、

人
物
評
債
の
記
事
は
し
ば
し
ば
類
型
的
で
あ
り
、

13 
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い
う
よ
う
に
、
あ
る
行
矯
や
人
と
な
り
が
跡
岳
に
て
稿
讃
さ
れ
る
と
い
う
鐙
裁
を
と
る
。

‘引
d
，

ん
川
uv

信
、
孝
友
、
義
、
準
問
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
が
、
お
お
む
ね
儒
的
行
矯
と
い
え
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
ら
が
い
わ
ゆ
る
徳
の
範
時
に
は
レ
る
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
が
稽
讃
を
う
け
る
場
が
郷
里
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
「
郷
里
」
は
か
よ
う
な
債
値
観
に
律
せ
ら
れ
た
世
界
で
も
あ
る
と
い

そ
の
稀
讃
の
針
象
と
な
る
の
は

-志
ι行、

孝
悌
廉

う
こ
と
に
な
ろ
う
。

い
ま
ひ
と
つ
、

墓
も
ま
た
複
雑
な
概
念
で
あ
る
と
い
え
る
。

し
か
も
、

本
稿
が
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
問
題
を
象
徴
す
る
も
の
で
も
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
理
解
を
の
べ
る
に
と
ど
め
よ
う
。
墓
と
は
「
郷
里
」
の
濁
自
の
債
値
観
が
牧
叙
し
た
と
こ
ろ
に
出
現
す
る
も
の

ω一

で
、
そ
の
債
値
観
の
瞳
現
者
と
み
な
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。

「
郷
里
」
を
律
す
る
内
部
構
造
の
秩
序
原
理
が
い
か
な
る
も
の
か
は
容
易
に
推
測
で
き
よ
う
。

そ
れ
は
ま
さ
し
く
政

治
的
論
理
、
あ
る
い
は
階
級
的
経
済
的
論
理
を
排
除
し
克
服
し
た
共
同
健
的
原
理
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
律
す
る
「
郷
里
」
の
世
界
は
ま
さ
に

共
同
位
的
世
界
と
し
て
あ
っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
く
り
か
え
す
が
、
そ
の
意
味
で
そ
れ
は
非
政
治
的
、
私
的
世
界
で
あ
り
う
る
。

こ
の
よ
う
に
み
れ
ば

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
郷
里
」
が
劉
時
す
る
と
こ
ろ
の
政
治
的
世
界
と
は
い
か
な
る
原
理
を
も
っ
世
界
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
は
い
か
な
る
様
相
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で
「
郷
里
」
と
劉
立
す
る
の
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
二
話
は
示
唆
的
で
あ
る
。

西
耳
目
の
世
、
衛
瑠
は
貌
が
創
設
し
た
九
品
の
制
は
臨
時
の
制
度
で
あ
っ
て
永
遠
不
潔
の
も
の
で
は
な
い
と
考
え
、
古
の
郷
翠
里
遺
に
復
蹄
す
る
ほ
う
が
よ
い

と
し
て
、
太
尉
汝
南
王
亮
と
上
疏
し
た
。
:
:
:
そ
れ
が
創
設
さ
れ
た
は
じ
め
は
、

郷
邑
の
清
議
は
爵
位
に
は
関
係
な
く
な
さ
れ
、
そ
こ
で
の
褒
陵
は
人
び
と

の
行
い
を
す
す
め
は
げ
ま
す
だ
け
の
も
の
が
十
分
あ
り
、
郷
論
の
徐
風
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
途
中
か
ら
次
第
に
事
情
が
悪
化
し
、
つ
い
に
は
官
資
を
み

て
郷
口
聞
を
決
定
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、

天
下
の
人
び
と
の
見
方
は
官
位
に
つ
く
の
を
貴
び
、
そ
の
た
め
人
び
と
は
道
徳
あ
る
行
震
を
ゆ
る
が
せ
に
し
、
わ
ず

か
な
利
盆
の
た
め
に
官
位
の
高
下
を
あ
ら
そ
い
、
風
俗
を
傷
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
弊
害
は
ち
い
さ
く
あ
り
ま
せ
ん
。

東
耳
目
の
は
じ
め
の
こ
と
、
租
納
が
梅
陶
に
問
い
か
け
た
。

君
の
郷
里
で
は
月
旦
許
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、

(
『
E

墨
田
』
袋
三
十
六
術
瑠
停
〉

ど
う
か
ね
。
梅
陶
が
答
え
て
、
善
行
は
ほ
め
ら



れ
、
悪
行
は
お
と
し
め
ら
れ
る
か
ら
、

よ
き
方
法
で
す
。

租
納
が
い
う
、

し
か
し
時
世
に
と
っ
て
利
盆
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

王
際
が
そ
の
場
に
い
て
い

ιノ
、
街
宣
固
に
は
三
年
た
っ
て
成
績
を
し
ら
ベ
、
そ
れ
を
三
度
お
こ
な
っ
て
官
位
の
昇
降
や
能
力
の
多
少
を
き
め
る
と
い

っ
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
ひ
と
月

ご
と
に
褒
隠
す
る
こ
と
が
で
き
る
ん
だ
い
。
梅
向
か
ま
た
答
え
る
、
そ
れ
は
官
法
で
あ
っ
て
、
月
且
評
は
私
法
な
の
だ
。

(墨田
書』

巻
六
十
二
租
滋
健
附
兄
納
停
)

こ
れ
は
い
ず
れ
も
郷
論
、
す
な
わ
ち
郷
里
の
輿
論
に
つ
い
て
の
論
議
で
あ
る
が
、
前
者
の
主
旨
は
郷
論
は
本
来
爵
位
に
関
係
な
く
、

徳
行
を

債
値
観
の
最
上
位
に
す
え
る
も
の
で
あ
っ
た
の
が
、
官
責
の
介
入
が
あ
っ
て
、
そ
の
あ
る
べ
き
姿
を
う
し
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
後
者
も
ま
た
、
郷
論
の
代
表
的
存
在
で
あ
っ
た
月
旦
評
が
あ
く
ま
で
私
法
で
あ

っ
て
、
考
課
と
い
う
官
僚
世
界
の
論
理
と
は
全
然
異
質
で

あ
る
こ
と
の
主
張
で
あ
る
。
と
く
に
前
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
九
口
問
中
正
制
運
用
に
お
け
る
郷
論
の
か
よ
う
な
襲
質
に
つ
い
て
の
主
張
は
こ
の

ほ
か
に
も
あ
る
が
、
要
は
官
位
を
最
高
の
基
準
と
す
る
世
界
と
、
そ
れ
を
排
除
し
た
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
世
界
を
封
置
さ
せ
る
の
が
基
本
的
認

識
で
あ
り
、
そ
こ
に
異
質
な
秩
序
原
理
を
も
っ
ふ
た
つ
の
世
界
の
峻
別
が
、
す
く
な
く
と
も
翻
念
上
は
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
み
る
こ
と
が
で

‘同
ザ

き
ょ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
い
ま
ひ
と
つ
興
味
ぶ
か
い
逸
話
を
あ
げ
よ
う
。
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西
耳
目
の
こ
ろ
、
陳
留
郡
は
嘗
時
の
大
郡
で
、
人
士
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
た
。
浪
邪
の
王
澄
が
そ
の
郡
境
を
通
っ
た
と
き
の
こ
と
、
陳
留
太
守
呂
繋
が
下
役

人
を
波
遺
し
て
か
れ
を
迎
え
さ
せ
た
。
王
澄
は
郡
内
に
入
る
と
下
役
人
に
尋
ね
た
、
こ
の
郡
の
人
士
と
は
誰
か
ね
。
下
役
人
は
答
え
た
、
奈
子
尼
ど
の
江
膝

元
ど
の
が
い
ら
，っ
し
ゃ
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
陳
留
郡
出
身
者
で
大
宮
に
つ
い
て
い
る
も
の
が
多
か
っ
た
の
で
、
王
澄
は
か
れ
ら
の
名
を
あ
げ
て
尋

ね
た
、
甲
や
乙
ら
は
君
の
郡
の
出
身
で
は
な
い
の
か
ね
。
下
役
人
は
答
え
る
、
左
様
で
ご
ざ
い
ま
す
。
王
澄
が
い
う
、
で
は
な
ぜ
あ
の
こ
人
だ
け
を
い
っ
た

の
か
ね
。
下
役
人
が
答
え
る
、
さ
き
に
は
あ
な
た
様
が
人
を
尋
ね
た
の
で
あ
っ
て
位
を
尋
ね
ら
れ
た
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
し
た
の
で
。
王
澄
は
笑
っ
て
そ

れ
で
止
め
、
郡
城
に
つ
く
と
そ
の
下
役
人
の
こ
と
ば
に
ふ
れ
て
太
守
呂
珠
に
い
っ
た
、
こ
の
郡
は
ふ
る
く
か
ら
風
俗
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
き
た
が
、
本
蛍
に

そ
う
で
し
た
。
下
役
人
で
さ
え
も
こ
う
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。

(
『
菅
書
』
巻
七
十
七
察
譲
停
)

15 

こ
こ
に
も
ま
た
さ
き
に
あ
げ
た
二
話
と
同
様
の
趣
旨
が
あ
る
。
し
か
し
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
風
俗
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

風
俗
、
と
い
う
こ
と
ば
は
衛
瑳
の
上
疏
に
も
み
ら
れ
た
が
、
こ
の
こ
と
ば
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
右
に
み
た
よ
う
な
政
治
的
世
界
と
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非
政
治
的
世
界
の
峻
別
と
封
置
と
い
う
意
識
が
相
嘗
の
範
囲
で
普
遍
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
そ
の
範
圏
に
つ
い
て

王
澄
は
こ
の
よ
う
な
認
識
が
吏
に
ま
で
、
浸
透
し
て
い
る
こ
と
を
風
俗
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

吏
、
そ
し
て
吏
の
出
身
階
層
と

い
え
ば
、

し
て
の
庶
ま
で
を
も
ふ
く
む
範
圏
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
ま
た
一
方
で
は
、
こ
の
認
識
が
そ
こ
ま
で
績
大
す
る
こ
と
に
王
澄
は

一
種
の
感
動
を
う
け
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
来
こ
の
認
識
は
よ
り
狭
障
な
世
界
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
も
推
測
で
き
る
。

結
論
的
に
い
え
ば
、
お
そ
ら
く
非
政
治
的
世
界
、
つ
ま
り
「
郷
里
」
の
世
界
を
政
治
的
世
界
と
は
異
質
な
も
の
、
そ
し
て
あ
る
べ
き
世
界
と

し
て
峻
別
し
、
こ
の
両
者
を
封
置
さ
せ
る
と
い
う
認
識
は
六
朝
祉
曾
の
上
層
階
層
の
あ
い
だ
に
醸
成
さ
れ
た
観
念
な
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
上

A
q
 

層
階
層
に
と
っ
て
は
か
れ
ら
の
祉
舎
を
こ
え
て
さ
ら
に
機
大
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

M
。
そ
の
意
味
で
は
、

ま
さ
に
現
に
あ
る
世
界
で
は
な
く
て
、
あ
る
べ
き
世
界
、
い
わ
ば
翻
念
上
の
世
界
と
も
い
い
う
る
。

「
郷
里
」
は

か
よ
う
な
「
郷
里
」
の
世
界
と
現
買
の
村
落
社
舎
と
の
あ
い
だ
に
は
大
な
る
断
層
が
存
在
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
六
朝
時

代
の
村
落
社
舎
た
る
郷

・
里
は
す
で
に
本
源
的
共
同
盟
の
世
界
を
脱
却
し
、
階
級
支
配
を
内
包
す
る
二
女
的
共
同
盟
と
し
て
み
.
す
か
ら
を
賞
現

し
か
し
な
が
ら
、
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し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
断
層
は
端
的
に
表
現
す
れ
ば
理
念
と
現
賓
の
差
、
す
な
わ
ち
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
観
念
さ
れ
た
世
界
と
現
に
あ

る
世
界
と
の
差
で
あ
る
。

で
は
な
に
ゆ
え
に
か
か
る
断
層
が
設
生
し
、

か
よ
う
な
観
念
上
の
世
界
が
出
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
簡
潔
に
レ
え
ば
、

そ
れ
は
一
定
の
限

界
の
た
め
に
武
断
的
階
級
支
配
を
貫
徹
し
き
れ
な
い
豪
族
居
と
共
同
瞳
志
向
を
も
っ
贋
汎
な
小
農
民
の
存
在
と
い
う
漢
末
六
朝
期
社
舎
の
歴
史

品
川
リ

h
Hい

性
と
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
共
同
佳
的
世
界
と
し
て
の
観
念
上
の
「
郷
里
」
は
郷
・
里
の
小
農
民
層
内
部
に
自
然
護
生
的
に
醸
成
さ
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
小
農
民
層
に
こ
の
世
界
の
主
睦
的
構
成
者
と
し
て
の
幻
想
を
い
だ
か
せ
つ
つ
、
か
れ
ら
を
こ
の
秩
序
の
な
か
に
包
揖
し、

そ
れ
に
よ
っ
て
か
れ
ら
に
規
制
力
を
お
よ
ぼ
し
、
階
紐
的
支
配
を
補
完
し
よ
う
と
す
る
こ
の
世
界
の
現
質
的
支
配
者
す
な
わ
ち
豪
族
層
の
主
導

の
も
と
に
構
築
さ
れ
た
観
念
だ
と
い
え
る
。
い
わ
ゆ
る
豪
族
共
同
盟
な
る
も
の
が
も
し
存
在
し
た
と
す
れ
ば
、

り
、
か
っ
そ
れ
は
こ
の
観
念
に
よ
っ
て
一
一
層
完
結
し
た
世
界
と
な
っ
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

そ
れ
は
こ
の
観
念
の
母
胎
で
あ



そ
れ
自
瞳
濁
自
の
債
値
観
と
秩
序
原
理
を
も
っ
完
結
し
た
共
同
種
的
世
界
で
あ
る
べ
き
も
の
と
観
念
さ
れ
て
い
た
。

て
、
そ
の
あ
る
べ
き
姿
が
現
寛
社
舎
の
あ
り
か
た
か
ら
希
離
し
て
ゆ
く
と
き
に
、
そ
れ
は
観
念
的
世
界
へ
と
昇
華
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
観
念
的
世
界
と
し
て
の
「
郷
里
」
は
皇
帝
を
頂
黙
と
す
る
政
治
的
世
界
に
お
け
る
債
値
観
や
秩
序
原
理
と
は
ま
っ
た
く
異
質
な
そ
れ
に
よ

「
郷
里
」

は

そ
し

っ
て
律
せ
ら
れ
る
世
界
と
し
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
現
貫
世
界
の
最
高
の
政
治
権
力
と
し
て
の
皇
帝
擢
力
の
到
達
し
え
な
い
地

卒
に
ひ
ら
か
れ
た
世
界
で
あ
り
、

ま
た
そ
こ
で
は
皇
帝
権
力
が
権
威
た
り
え
な
く
な
る
世
界
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

「
郷
里
」
の
論
理
の
意
義

み
て
き
た
よ
う
に
、

「
郷
里
」
は
六
朝
杜
舎
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
行
震
や
意
識
を
規
定
す
る

一
種
の
観
念
形
態
と
し
で
あ
っ
た
が
、
本
稿
の

課
題
か
ら
い
え
ば
、
つ
ぎ
に
は
そ
れ
が
政
治
的
秩
序
、

よ
り
限
定
し
て
い
え
ば
官
僚
睦
制
に
お
い
て
い
か
な
る
意
義
を
も
っ
て
い
た
の
か
を
検
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討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
官
僚
瞳
制
こ
そ
貴
族
制
が
も
っ
と
も
顕
著
に
現
象
す
る
場
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

官
人
は
「
郷
里
」
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ

た
。
も

っ
と
も
そ
の
関
係
と
い
う
の
は
、
大
土
地
所
有
者
た
る
官
人
が
そ
の
大
土
地
経
営

の
場
で
あ
る
郷
・
里
と
と
り
む
す
ぶ
経
済
的
関
係
な
ど
で
は
な
く
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
き
わ
め
て
抽
象
的
か
つ
特
異
な
も
の
で
あ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。

柳
芳
の
「
世
系
論
」
(
『
新
唐
書
』
巻
一
百
九
十
九
儒
拳
中
柳
沖
停
、
『
全
唐
文
』
巻
三
百
七
十
二
)
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
漢
の
高
組
以
来
、
官
が
た
つ

と
ば
れ
、
貌
の
九
品
以
後
は
姓
が
た
つ
と
ば
れ
、
姓
を
た
っ
と
ぶ
風
潮
は
や
が
て
姓
族
詐
偽
を
う
む
ま
で
に
な
っ
た
が
、
晴
は
そ
の
弊
害
を
う

け
、
そ
れ
を
改
革
し
よ
う
と
し
た
も
の
の
弊
害
の
根
源
を
し
ら
ず
、
そ
の
た
め
古
の
方
法
に
反
し
て
郷
奉
を
や
め
、
本
貫
を
軽
視
し
、
執
事
の

官
吏
の
み
重
視
す
る
よ
う
に
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
土
に
は
郷
里
が
な
く
な
り
、
村
里
に
は
衣
冠
を
被
る
も
の
が
い
な
く
な
り
、
人
は
廉
恥
を

忘
れ
、
土
族
が
範
れ
て
庶
人
が
身
分
を
こ
え
て
お
ご
り
た
か
ぶ
る
よ
う
に
な
っ

た
、
と
い
う
。
こ
の
議
論
の
趣
旨
に
そ
え
ば
、
土
が
郷
里
と
の

聞
の
密
着
を
う
し
な
う
こ
と
が
士
・
庶
と
い
う
身
分
秩
序
の
動
揺
を
結
果
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
士
が
郷
里
と
不
可

17 
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分
に
存
在
す
る
こ
と
が
身
分
制
上
の
土
と
し
て
の
あ
り
か
た
を
維
持
す
る
必
須
篠
件
で
あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
郷
里
が
具
健
的
な
村

落
の
意
味
で
の
郷

・
里
で
は
な
く
、
ま
さ
に
「
郷
里
」
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
士
と
「
郷
里
」
の
関
係
の
よ
り
具
鐙

的
な
例
は
、
争
観
の
世
に
郷
里
を
は
な
れ
、
運
命
を
と
も
に
し
な
か
っ

た
が
た
め
に
任
官
後
も
土
名
を
あ
た
え
ら
れ
ず、

終
世
そ
れ
を
気
に
し

つ
づ
け
た
三
園
競
の
呉
質
(
『三
園
志
』
径
二
十
一
致
書
王
祭
博
裟
注
〉
、
築
達
は
し
た
も
の
の
、

出
身
身
分
が
ひ
く
い
ま
ま
で
あ
る
の
で
、
土
の
仲

間
に
く
わ
わ
ろ
う
と
し
て
、
州
従
事
よ
り
出
身
し
た
と
籍
を
詐
偽
し
て
ま
で
郷
里
に
名
を
し
ら
れ
よ
う
と
し
た

梁
の
郵
元
起
(
『南
史
』
巻
四
十

A
同
w
，

九
庚
華
傍
)
の
ば
あ
い
な
ど
に
み
ら
れ
引
。

こ
の
よ
う
に
、

士
に
と
っ
て
「
郷
里
」

は
母
胎
で
あ
り

土
が
土
で
あ
り
う
る
こ
と
を
保
誼
す
る
唯
一
の
根
援
で
あ
っ
た
。

と
同
時
に
、

「郷
里
」
の
世
界
に
お
い
て
、

士
は
そ
の
ま
ま
そ
の
世
界
の
指
導
者
で
あ
り
、
支
配
者
で
あ
り
え
た
。

「郷
里
」
の
世
界
の
債
値
観
が
牧
数
す

る
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
の
が
土
で
あ
り
、
同
時
に
そ
の
債
値
観
の
強
調
が

「郷
里
」
に
お
け
る
土
の
支
配

・
君
臨
の
正
首
性
を
強
化
す
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

を
も
つ
こ
と
が
祉
曾
的
支
配
者
身
分
と
し
て
の
士
の
前
提
で
あ
り
、

A
司

「郷
里
」
か
ら
の
遊
離
は
そ
の
存
在
の
根
操
を
喪
失
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
南
朝
の
北
人
貴
族
に
と
っ

て
は
、
と
り
わ
け
こ
の
よ

か
く
て

士
に
と

っ
て
蹄
属
す
べ
き

「
郷
里
」
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う
な
意
味
で
本
貫
が
重
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
官
僚
祉
曾
の
な
か
に
あ

っ
て
、
こ
の
い
わ
ば
「
郷
里
」
の
論
理
の
も
つ
意
義
は
き
わ
め
て
大
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。
い
ま

一

度
、
前
節
で
引
用
し
た
司
馬
誌
と
常
林
、
曹
爽
と
桓
範
、
司
馬
昭
と
山
溝
、
曹
景
宗
と
章
叡
と
の
あ
い
だ
に
そ
れ
ぞ
れ
み
ら
れ
た
現
象
を
想
起

し
て
み
よ
う
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
高
官
位
に
あ
る
も
の
が
低
官
位
に
あ
る
同
郷
の
年
長

・
有
徳

・
草
な
る
人
物
に
封
し
て
特
別
な
敬
意
を
は
ら

ぃ、

瞳
的
行
痛
を
お
こ
な
う
と
い
う
貼
で
共
逼
し
て
い
た
。

端
的
に

い
え
ば

そ
れ
は

「
郷
里
」

の
論
理
に
よ
る
政
治
的
秩
序
の
超
克
で
あ

る
。
つ
ま
り
、

官
位
の
上
下
を
主
要
な
秩
序
原
理
と
す
る
政
治
的
秩
序
に
優
先
し
て

「
郷
里
」
の
秩
序
原
理
が
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、

こ
れ
ら
の
行
震
が
き
わ
め
て
作
震
的
な
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
、

ま
れ
な
例
に
属
す
る
も
の
と
い
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
そ
う

で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
「
郷
里
」
の
論
理
が
か
れ
ら
に
主
導
さ
れ
た
観
念
形
態
と
し
て
の
色
彩
を
こ
く
も
つ
こ
と
に
な
り
、

ま
た
そ
の
作
震
が
あ



え
て
意
固
さ
れ
る
ほ
ど
「
郷
里
」
の
意
味
の
重
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
と
は
若
干
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
異
な
る
が
、
官
僚
と
「
郷
里
」
秩
序
の
関
係
を
示
唆
す
る
例
を
ひ
と
つ
あ
げ
て
み
よ
う
。
人
口
に
贈

突
し
た
陶
淵
明
の
蹄
去
来
の
僻
に
ま
つ
わ
る
話
で
あ
る
。

陶
淵
明
が
貧
窮
に
せ
ま
ら
れ
て
仕
官
し
、
彰
漂
令
に
な
っ
た
と
き
の
こ
と
、
郡
で
督
郵
を
波
遺
し
て
豚
の
監
察
を
お
こ
な
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
懸
の
役

人
が
東
州
惜
し
て
舎
見
す
る
よ
う
に
陶
淵
明
に
い
っ
た
と
こ
ろ
、
か
れ
は
、
わ
た
し
は
五
斗
の
米
の
た
め
に
腰
を
ま
げ
て
ぺ
こ
ぺ
こ
し
て
郷
里
の
小
人
に
つ
か

え
る
な
ん
て
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
い
、
師
腕
令
の
印
綬
を
は
ず
し
て
職
を
去
っ
た
の
で
あ
っ
た。

(『宋
書
』
巻
九
十
三
隠
逸
陶
潜
俸
)

あ
ま
り
に
有
名
な
逸
話
で
あ
る
が
、
興
味
ぶ
か
い
の
は
か
れ
が
職
を
僻
し
て
ま
で
し
て
な
ぜ
郷
里
の
小
人
を
嫌
悪
し
た
の
か
、
そ
の
よ
う
な

嫌
悪
の
封
象
に
な
ぜ
郷
里
の
小
人
は
な
っ
た
の
か
と
い
う
黙
で
あ
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

督
郵
は
嘗
時
郡
管
轄
下
の
諸
鯨
を
監
察
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
郡
官
で
あ
っ
た
が
、
大
卒
そ
の
監
察
は
峻
酷
で
、
し
ば
し
ば
鯨
の
令
長
と
摩

擦
を
お
こ
し
た
。
郡
官
は
原
則
と
し
て
本
籍
任
で
あ
る
が
、
督
郵
は
位
そ
の
も
の
は
ひ
く
い
た
め
本
籍
任
で
は
あ
る
が
比
較
的
低
身
分
の
も
の

帥

が
就
任
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
位
軽
く
権
重
い
そ
の
特
徴
が
鯨
令
長
と
の
摩
擦
の
原
因
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
陶
淵
明
の
ば
あ
い
、
か
れ
が
牒

令
を
つ
と
め
る
彰
浮
豚
は
零
陽
郡
管
下
で
あ
る
が
、
こ
の
零
陽
郡
の
督
郵
も
ま
た
尋
陽
郡
出
身
者
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
と
こ
ろ

で
ま

た
、
尋
陽
郡
は
陶
淵
明
そ
の
人
の
本
貫
で
も
あ
っ
た
。
督
郵
は
陶
淵
明
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
郷
里
の
人
物
な
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
例
に
も
れ
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ず
こ
の
督
郵
の
出
身
身
分
は
陶
淵
明
よ
り
は
る
か
に
ひ
く
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
小
人
と
は
君
子
と
劉
置
さ
れ
る
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
身
分
制

的
意
味
を
ふ
く
む
と
き
に
は
土
に
劃
す
る
庶
人
の
意
味
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
郷
里
の
小
人
に
束
帯
し
て
曾
見
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
は
、

陶
淵
明
に
と
っ
て
は
か
れ
が
依
援
し
て
い
る
「
郷
里
」
の
秩
序
の
逆
轄
で
あ
り
、
そ
の
政
治
権
力
へ
の
屈
服
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
か
れ
が

わ
ざ
わ
ざ
郷
里
の
小
人
を
強
調
す
る
の
は
、
か
よ
う
な
祉
曾
的
身
分
秩
序
1
|
|
「
郷
里
」
の
世
界
の
秩
序
|

|
の
問
題
が
根
底
に
あ
る
こ
と
を

し
め
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

l!9: 

こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
よ
い
な
ら
ば

「
郷
里
」
の
世
界
の
秩
序
が
官
僚
艦
制
の
な
か
で
無
硯
で
き
ぬ
も
の
と
な
っ
て
い
た
と
み
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
本
来
あ
る
べ
き
官
僚
瞳
制
の
構
造
原
理
、
す
な
わ
ち
官
位
に
よ
る
秩
序
と
皇
帝

一
元
の
支
配
を
歪
曲
し
否
定
し
、

濁
特
な
構
造
を
も
っ
官
僚
韓
制
を
形
成
し
て
レ
っ
た
も
の
と
汲
想
で
き
る
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
い
わ
ゆ
る
政
治
的
秩
序
の
根
源
で
あ
る
皇
帝
権
力
と
「
郷
里
」
と
の
閥
連
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

耳
目
武
帝
司
馬
炎
の
若
年
の
こ
ろ
、
高
貴
な
人
物
の
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
郷
口
聞
を
あ
た
え
ら
れ
る
に
際
し
て
郷
里
で
は
か
れ
に
匹
敵
す
る
人
物
が
み
あ
た

ら
ず
、
州
規
模
で
き
が
し
て
、
司
州
十
二
郡
の
中
正
が
み
な
制
御
歎
を
推
穆
し
た
。
や
が
て
武
帝
が
即
位
し
、
南
郊
の
犯
を
お
こ
な
う
た
め
に
行
幸
し
た
お

お
ま
え

、

り
、
詔
が
あ
っ
て
鄭
歎
を
参
乗
さ
せ
た
。
武
帝
は
こ
の
と
き
鄭
歎
に
こ
う
い
っ
た
、

卿
は
な
ぜ
参
乗
さ
せ
て
も
ら
っ
た
か
わ
か
る
か
。

昔
州
里
が
卿
を
あ
げ

て
朕
と
等
輩
と
し
た
が
、
朕
は
そ
の
よ
う
な
清
談
に
と
り
あ
げ
て
も
ら
っ
た
こ
と
を
つ
ね
に
心
苦
し
く
お
も
っ
て
い
る
、
と
。
か
く
て
政
治
の
こ
と
を
た
ず

ね
た
の
で
あ
っ
た
。

(『管
室百』

巻
四
十
四
郷
褒
侍
附
子
歎
停
〉

陳
代
の
こ
と
、
高
租
陳
箱
先
の
第
六
子
衡
陽
献
王
昌
が
あ
る
と
き
奥
輿
郡
の
太
守
に
任
命
さ
れ
た
が
、
日
田
は
ま
だ
年
若
か
っ
た
。
呉
興
郡
は
日
日の
、
ひ
い
て

は
陳
氏
の
郷
里
で
あ
り
、
父
老
・
替
知
の
人
び
と
に
は
一
定
の
身
分
秩
序
が
あ
っ
た
。
高
祖
は
昌
が
年
少
で
、
か
れ
ら
と
師
応
援
す
る
の
に
捜
儀
に
も
と
る
こ
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と
が
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
と
心
配
し
、
そ
れ
で
声
室
用
歴
を
厳
選
し
て
こ
れ
を
輔
佐
さ
せ
た
。

(

『

陳

書

』

各

十
六
奈
景
歴
俸
)

陳
の
高
祖
は
即
位
の
の
ち
、
沈
約
の
孫
の
呉
輿
郡
の
沈
衆
が
お
な
じ
州
里
の
知
名
の
人
物
で
あ
る
の
で
は
な
は
だ
か
れ
を
敬
い
重
ん
じ
た
。

(
『
陳
書
』
各
十
八
沈
衆
俸
〉

こ
の
三
話
が
共
通
し
て
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、

一
言
で
い
え
ば
、
最
高
の
政
治
権
力
を
捜
現
し
て
い
る
は
ず
の
皇
帝
が
な
お
そ
の
郷
里
で
の

諸
関
係
を
捨
象
し
き
れ
て
い
な
い
こ
と
、

そ
し
て

「
郷
里
」

の
論
理
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

司
馬
炎
と
鄭
黙
の
ば
あ
い
を
み
よ

ぅ
。
卸
位
後
の
武
帝
が
一
臣
僚
に
す
ぎ
ぬ
鄭
駄
に
そ
れ
な
り
の
敬
意
を
は
ら
う
の
は
武
帝
自
身
が
い
う
よ
う
に
か
つ
て
二
人
が
同
時
に
郷
論
に

そ
の
司
州
の
輿
論
で
等
輩
と
さ
れ
た
二

人

は

、

の

秩
序
に
お
い
て
は
劉
等
と
み
な
さ
れ

る
。
そ
し
て
そ
の
封
等
の
関
係
は
司
馬
炎
の
皇
帝
即
位
後
、

皇
帝
と
臣
僚
と
い
う
政
治
的
な
上
下
関
係
の
出
現
後
も
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

と
り
あ
げ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

い
わ
ば

「
郷
里
」

る
。
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
皇
帝
が
「
郷
里
」
の
論
理
に
つ
よ
く
規
定
さ
れ
、

最
高
の
政
治
権
力
と
し
て
の
あ
り
か
た
を
境
型
さ
れ
て
い
る
こ

お
よ
び
豪
景
歴
の
ば
あ
い
は
さ
ら
に
具
程
的
で
あ
る
。

と
が
う
か
が
え
よ
う
。

陳
の
高
祖
と
そ
の
子
昌
、

陳
高
租
の
出
身
地
の
呉
輿
郡
で
は



「
父
老
故
人
、
念
卑
有
数
」
と
い
う
濁
自
の
内
部
秩
序
が
維
持
さ
れ
て
お
り
、
皇
帝
の
第
六
子
た
る
郡
王
で
す
ら
そ
の
秩
序
に
事
逆
す
る
こ
と

は
許
容
さ
れ
な
い
。
と
と
も
に
皇
帝
で
す
ら
そ
の
秩
序
を
自
己
の
権
力
で
も
っ
て
克
服
す
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
秩
序
を
前
提
と
し
、
そ
れ
に

ひ
た
す
ら
順
醸
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
秩
序
は
皇
帝
擢
力
の
到
達
し
え
な
い
地
卒
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も

皇
帝
す
ら
も
そ
の
「
郷
里
」
の
一
員
と
し
て
は
そ
の
秩
序
に
包
擁
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
も
の
と
し
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
意
味
で

は

「
郷
里
」
の
論
理
は
皇
帝
権
力
の
絶
劃
性
を
相
封
化
す
る
契
機
を
も
っ
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
の
ベ
て
く
れ
ば
、
も
は
や
六
朝
の
皇
帝
権
力
お
よ
び
官
僚
陸
制
の
歴
史
的
特
質
、
お
よ
び
そ
れ
を
う
み
だ
し
た
「
郷
里
」
の
論
理

の
意
義
に
つ
い
て
費
僻
を
か
さ
ね
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
ま
た
か
か
る
皇
帝
権
力
お
よ
び
官
僚
桂
制
と
密
接
な
関
連
の
も
と
に
あ
る
六

朝
貴
族
制
と
「
郷
里
」
の
関
係
も
お
の
ず
と
明
瞭
に
な
っ
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

貴
族
制
の
も
っ
と
も
顕
著
な
現
象
の
場
が
官
僚
盟
制
で
あ
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
の
ベ
た
。
よ
り
具
睦
化
し
て
い
え
ば
、
官
僚
的
形
態
を
と
る

貴
族
が
、
本
来
の
皇
帝
と
官
僚
と
の
あ
る
べ
き
関
係
と
は
異
な
り
、
皇
帝
権
力
に
劃
し
て
相
封
的
な
自
立
性
を
つ
よ
く
有
し
て
い
る
と
い
う
の

が
そ
の
も
っ
と
も
顕
著
な
現
象
と
い
え
る
。

と
り
わ
け
貴
族
が
王
朝
の
交
替
を
超
越
し
て
高
度
の
政
治
的
地
位
と
権
力
を
保
持
し

つ
づ
け
る

勲
、
お
よ
び
貴
族
を
頂
黙
に
お
く
強
固
な
官
僚
社
舎
の
階
層
的
秩
序
が
構
成
さ
れ
て
い
る
黙
が
そ
の
相
封
的
自
立
性
を
つ
よ
く
印
象
づ
け
て
い
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る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
ぜ
可
能
な
の
か
。
そ
れ
は
皇
帝
す
ら
包
癒
し
、
そ
の
権
力
を
相
劃
化
し
て
し
ま
う
「
郷
里
」
の
論
理
が
皇
帝
・
官

僚
聞
の
君
臣
関
係
や
官
位
の
高
下
に
よ
る
官
僚
社
舎
の
秩
序
な
ど
皇
帝
権
力
を
根
源
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
秩
序
に
一
定
の
規
制
力
を
お
よ
ぼ
し
て

よ
り
具
佳
的
に
い
え
ば
、
官
僚
と
し
て
存
在
す
る
貴
族
が
そ
の
皇
帝
と
の
関
係
を
草
に
皇
帝
・
官
僚
の
関
係
と
し
て
と
り

い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
郷
里
」
秩
序
に
内
包
さ
れ
た
も
の
同
士
の
閥
係
と
し
て
と
り
む
す
ぶ
と
き
、
官
僚
佳
制
に
そ
の
よ
う
な
貴
族
制
的
現

象
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
く
り
か
え
す
が
「
郷
里」

の
世
界
に
お
い
て
は
皇
帝
権
力
は
権
威
た
り
え
ず
、
か
え
っ
て
士
が
樺
威

「
郷
里
」
は
官
僚
た
る
貴
族
に
と

っ
て
は
、

官
僚
と
し
て
そ
の
も
と
に
臣
服
す
べ
き
秩
序
原
理
の

つ
い
に
は
か
れ
ら
自
身
単
な
る
官

む
す
ぶ
の
で
は
な
く

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
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根
擦
で
あ
る
皇
帝
権
力
に
封
し
て
、
そ
れ
に
匹
敵
し
さ
ら
に
克
服
し
よ
う
と
す
る
秩
序
原
理
を
つ
き
つ
け、
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僚
と
し
て
の
あ
り
か
た
を
こ
え
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
根
援
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

む
す
び
に
か

え
て

こ
れ
ま
で
展
開
し
て
き
た
議
論
の
根
底
に
あ
る
基
本
的
な
覗
黙
を
ま
ず
確
認
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、
六
朝
期
の
政
治
的
社
禽
的
諸
構
造
が

内
包
す
る
秩
序
原
理
に
は
、
皇
帝
権
力
を
そ
の
根
源
と
す
る
い
わ
ば
政
治
的
秩
序
と
皇
帝
権
力
と
は
無
縁
の
場
で
成
立
す
る
枇
舎
的
秩
序
と
い

h
v
v
 

そ
の
相
互
の
封
立
と
統
一
に
六
朝
期
政
治
的
社
曾
的
構
造
の
歴
史
的
性
格
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

う
異
質
な
二
種
の
そ
れ
が
あ
り
、

社
曾
的
秩
序
と
は

一
種
の
共
同
盟
的
世
界
と
し
て
あ
る
「
郷
里
」
に
お
い
て
、
こ
の
世
界
濁
自
の
債
値
観
を
基
軸
に
し
て
構
築
さ
れ
る
秩

序
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
「
郷
里
」
と
在
地
村
落
の
現
質
的
構
造
に
は
大
な
る
落
差
の
あ
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
落
差
は
端
的
に
い
え
ば
あ
る
べ
き
世
界
と
現
に
あ
る
世
界
と
の
差
で
あ
る
が
、

「
郷
里
」
に
お
い
て
は
現
賓
の
村
落
祉
曾
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に
貫
徹
し
て
い
る
政
治
的
経
済
的
論
理
は
排
除
さ
れ
、
濁
自
の
共
同
佳
的
世
界
の
論
理
に
よ
る
秩
序
が
成
立
し
て
レ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

醸
成
さ
れ
た
六
朝
期
固
有
の
虚
偽
意
識
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

買
の
村
落
祉
曾
に
お
け
る
そ
れ
で
な
く
、

の
よ
う
な
「
郷
里
」
は
ま
さ
に
観
念
の
世
界
な
の
で
あ
り
、
村
落
杜
舎
支
配
を
よ
り
完
結
し
た
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
支
配
的
階
層
に
よ
っ
て

そ
れ
ゆ
え
に
祉
舎
的
秩
序
と
こ
こ
で
い
う
ば
あ
い
、

そ
れ
は
現

と
も
あ
れ
、

一
種
の
観
念
へ
と
昇
華
さ
れ
た
「
郷
里
」
世
界
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

し
た
が

っ
て

大
土
地
所
有
者
・

豪
族
で
は
な
く
、

土
が
正
嘗
な
支
配
者
で
あ
る
。

こ
の

「郷
里
」
の
論
理
は
普
遍
的
で
あ
り
、
最
高
の
政
治
権
力
を
有
す
る
は
ず
の
皇
帝
す
ら
も
そ
の
規
制
力
か
ら
自
由
に
は
な
れ
な
か
っ

た
。
か
か
る
「
郷
里
」
の
秩
序
を
み
ず
か
ら
の
存
在
の
根
援
と
し
た
土
が
官
僚
祉
舎
を
形
成
す
る
と
、
皇
帝
権
力
の

一
元
的
支
配
が
貫
徹
す
る

は
ず
の
官
僚
祉
禽
が

「郷
里
」
の
秩
序
に
よ
っ
て
歪
曲
さ
れ
る
の
み
で
な
く
、
皇
帝
権
力
さ
え
も
が
唯
一
の
秩
序
の
根
源
と
し
て
の
地
位
を
喪

失
し
、

そ
の
組
劃
的
権
力
を
相
封
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
こ
に
は
じ
め
て
貴
族
が
畢
な
る
官
僚
と
し
て
の
存
在
を
こ
え
、
貴
族
た
り
う
る
の
で

あ
る
。



か
く
て
官
僚
た
る
貴
族
に
と
っ
て
、
皐
な
る
官
僚
以
上
の
存
在
で
あ
る
た
め
に
、
皇
帝
擢
力
と
措
抗
し
う
る
秩
序
原
理
の
根
擦
と
し
て
の

「
郷
里
」
と
関
係
を
と
り
む
す
ぶ
こ
と
は
必
要
不
可
依
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
貴
族
と
「
郷
里
」
の
関
係
は
大
土
地
所
有
者
と
そ
の

経
済
的
基
盤
と
い
っ
た
経
済
的
な
も
の
、
も
し
く
は
直
接
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
か

っ
た
。

く
り
か
え
し
の
べ
た
よ
う
に
そ
の
関
係
は
観
念

的
な
も
の
で
あ
り
、
抽
象
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
極
言
す
れ
ば
、
貴
族
は
在
地
村
落
祉
舎
と
の
直
接
的
|
|
経
済
的
|
|
関
係

を
よ
り
抽
象
化
し
た
と
き
に
は
じ
め
て
貴
族
た
り
う
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
す
で
に
の
ベ
た
よ
う
に
「
郷
里
」
は
一
種
の
観
念
形
態
で
あ
る
と
し
、

そ
れ
は
嘗
時
の
濁
特
の
構
造
を
も
っ
村
落
祉
舎
で
の
支

配
の
補
完
と
い
う
目
的
で
支
配
階
層
が
醸
成
し
た
も
の
と
す
る
理
解
が
本
稿
の
ひ
と
つ
の
基
本
的
視
黙
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
の
「
郷
里
」
の
歴

史
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

か
よ
う
な
観
念
形
態
が
現
貧
的
力
た
り
う
る
祉
舎
的
賦
況
は
は
た
し
て
存
在
し
た
ろ
う
か
。

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
嘗
時
の
普
遍
的
関
係
と
し
て
の
同
郷
的
結
合
で
あ
る
。
こ
の
同
郷
的
結
合
は
贋
汎
な
人
間
存
在
を
結
合
せ
し
め
る
紐

橋
と
し
て
六
朝
祉
舎
に
存
在
し
た
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
れ
は
全
社
曾
的
な
規
模
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
「
郷
里
」
世
界
の
秩
序

も
そ
の
同
郷
的
結
合
の
一
部
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

漢
末
か
ら
六
朝
唐
代
に
か
け
て
は
と
り
わ
け
郷
土
意
識
が
昂
揚
し
た
時
期
の
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
示
唆
す
る
ひ
と
つ
の
歴
史

倒

的
現
象
は
こ
の
嘗
時
に
お
け
る
地
方
志
の
類
の
盛
行
で
あ
る
。
こ
こ
で
地
方
志
の
類
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
陳
蕎
撰
『
盆
部
者
奮
惇
』
と
い

っ
た
人
物
中
心
の
も
の
と
、
山
謙
之
撰
『
南
徐
州
記
』
と
い
っ
た
地
理
書
、
あ
る
い
は
宗
懐
撰
『
荊
楚
歳
時
記
』
な
ど
ま
で
ふ
く
む
各
地
域
の

人
物
・
地
理
・
風
俗
に
つ
い
て
の
書
籍
の
こ
と
で
あ
る
。
全
園
規
模
に
わ
た
っ
て
こ
と
を
し
る
す
書
籍
で
は
な
く
、
州
郡
規
模
の
書
籍
が
急
増

(『晴
香
』
各
三
十
三
経
籍
志
二
史
部
)
な
ど
で
は
な
く
、
各
地
域
に
あ
っ
て

す
る
の
は
、
撰
者
の
見
識
が
せ
ま
く
、
皐
聞
が
末
梢
に
わ
た
る
た
め
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郷
土
意
識
が
生
成
し
、
普
遍
化
し
て
い
っ
た
た
め
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
ち
な
ん
で
想
起
さ
れ
る
の
は
後
漢
末
に
あ
ら
わ
れ
た

知
識
人
論
、
と
り
わ
け
特
定
の
地
域
と
の
関
係
に
お
い
て
知
識
人
の
優
劣
を
論
議
す
る
風
潮
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
孔
融
の

『
汝
頴
優
劣

帥

に
結
賞
し
た
汝
南
郡
と
頴
川
郡
の
比
較
な
ど
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
が
、
以
後
の
例
を
ひ
と
つ
あ
.け
れ
ば
、

論
』
、
陳
牽
の
『
汝
顕
土
論
』

- 23ー
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で
に
ふ
れ
た
月
日
一
評
を
め
ぐ
る
租
納

・
王
憶
と
梅
陶
・

鍾
雅
の
醸
酬
の
際
、

租
納
が
梅
陶
ら
に
む
か

っ
て
い
い
は
な

っ
た
「
君
汝
頴
之
士
、
利

如
錐
、
我
幽
翼
之
士
、

鈍
如
槌
、
持
我
鈍
槌
、
撞
君
利
錐
、
皆
嘗
催
事
矢
」
と
い
う
こ
と
ば
に
も
そ
れ
が
う
か
が
え
る

(
E
E

一日書』

巻
六
十
二
租
納
停
〉。

こ
れ
は
知
識
人
た
ち
の
あ
い
だ
に
育
ま
れ
た
郷
土
意
識
の
あ
ら
わ
れ
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
か
よ
う
な
郷
土
意
識
は
全
社
曾
的
規

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

模
で
普
遍
化
し
た
同
郷
的
結
合
と
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
し
、
そ
れ
が
「
郷
里
」

を
培
養
し
た
社
舎
的
朕
況
に
ほ
か
な

か
か
る
理
解
に
た
っ
と
き
に
は
じ
め
て
貴
族
制
は
員
の
意
味
で
の
歴
史
性
を
獲
得
し
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

註ω
谷
川
道
雄
「
六
朝
貴
族
制
社
合同
の
史
的
性
格
と
律
令
謹
制
へ
の
展
開」

(『社
舎
経
済
史
皐
』
一一一一

il
--五
、
の
ち

『中
圏
中
世
社
曾
と
共
同

鐙
』
に
牧
録
〉
参
照
。
谷
川
氏
の
こ
の
鋭
利
な
分
析
に
よ
っ
て
問
題
の
所

在
と
そ
の
追
求
の
方
向
性
が
明
示
さ
れ
自
賛
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

ω
同
右
谷
川
論
文
。

肋
「
シ
ナ
中
世
貴
族
政
治
の
成
立
に
つ
い
て
」
(
『
史
林
』

三一一一
|
囚〉、
「貴

族
制
祉
舎
と
孫
呉
政
権
下
の
江
南
」
(
『中
圏
中
世
史
研
究
』

一
九
七

O
)、

「
貴
族
制
杜
舎
の
成
立
」
(
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
』
一
九
七

O
〉
な
ど

一

連
の
研
究
を
参
照。

ω
「九
口
問
中
正
制
度
の
成
立
を
め
ぐ
っ

て
」
(
『東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』

四
五
〉
。

同

註

ω川
参
照
。

川
勝
氏
の
い
わ
ゆ

る
「
郷
論
環
節
の
重
層
構
造
」
は

「
貴
族
制
社
舎
と
孫
奥
政
権
下
の
江
南
」
で
詳
設
さ
れ
て
い
る
。

同
川
勝
・
谷
川
・
堀
三
氏
の
郷
里
社
舎
に
関
す
る
理
解
に
は
か
な
り
の
差

異
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
よ
う
な
単
純
な
位
置
づ
け
を
す
る
こ
と
は
誤

解
を
ま
ね
く
健
れ
が
あ
る
が
、
現
賓
の
社
舎
と
し
て
の
懇
篤
と
貴
族
と
の

関
係
が
愛
想
の
基
本
に
あ
る
と
い
う
黙
で
一
括
す
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
る

と
お
も
わ
れ
る
。

明
以
下
の
事
例
は
い
わ
ゆ
る
史
料
を
翻
誇
し
て
引
用
す
る
。
た
だ
し
、
翻

譲
は
か
な
ら
ず
し
も
直
誇
で
な
く
、
か
な
り
な
意
誇
と
省
略
を
お
こ
な
っ

た
部
分
が
す
く
な
く
な
い
。
本
来
な
ら
本
文
も
し
く
は
註
に
原
文
を
引
用

す
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

紙
幅
の
都
合
上
、
そ
れ
も
断
念
し
た
。
不

審
の
と
こ
ろ
は
原
文
に
つ
い
て
検
註
さ
れ
る
こ
と
を
醸
い
た
い
。

制
こ
の
ほ
か
一、

二
の
典
型
的
な
例
を
ひ
い
て
お
く
。

(
張
〉
楊
及
部
曲
諸
終
皆
受
(
李
〉
催
(
郭
)
氾
構
募
、
共
圏
布
、

布

関
之
、
謂
場
目
、
布
、
卿
州
里
也
、
卿
殺
布
、
於
卿
弱
、
不
如
頁
布
、

可
極
得
氾
催
爵
箆
、
楊
於
是
外
許
氾
催
、

-
内
質
保
護
布
、

(『
三
園
志
』
巻
七
融
損
害
呂
布
停
注
引
『
英
雄
記
』〉

太
極
曾
問
南
州
人
於
変
、
衰
輿
虚
鴻
州
皇
、
数
談
薦
之
、

(『
貌
室
田』

巻
二
十
四
張
衰
惇
)

及
〈
侯
)
景
卒
、
高
祖
以
文
阿
州
塁
、
表
篤
原
郷
令
、
監
江
陰
郡
、

-24ー
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〈
『
陳
書
』
品
位
三
十
三
儒
林
沈
文
阿
停
〉

同
趣
旨
の
こ
と
は
つ
ぎ
の
例
か
ら
も
い
え
る
。

(
文
〉
欽
性
剛
暴
無
種
、
所
在
偲
倣
陵
上
、
不
奉
官
法
、
:
:
:
王
淡
奏

欽
貧
残
、
不
宣
撫
透
、
求
菟
官
治
罪
、
由
是
徴
欽
還
、
曹
爽
以
欽
郷

里
、
厚
養
待
之
、
不
治
欽
事
、

(
『
三
園
志
』
巻
二
十
八
貌
書
母
丘
倹
停
注
引
『
貌
書』〉

『
北
堂
書
紗
』
巻
六
十
引
『
王
際
音
書
』
は
郷
曲
を
郷
親
に
つ
く
る
。

漢
末
、
北
海
相
孔
融
が
黄
巾
軍
に
包
囲
さ
れ
た
と
き
の
こ
と
、

融
欲
告
急
卒
原
相
劉
備
、
城
中
人
無
由
得
出
、
慈
自
請
求
行
、
:
:
:途

到
卒
原
、
設
備
回
、
慈
東
莱
之
部
人
也
、
輿
孔
北
海
親
非
骨
肉
、
比
非

郷
黛
、
特
以
名
志
相
好
、
有
分
災
共
患
之
義
、

(『
三
園
志
』
巻
四
十
九
奥
書
太
史
慈
停
)

と
い
う
話
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
骨
肉
す
な
わ
ち
血
縁
関

係
と
郷
黛
す
な
わ
ち
地
縁
関
係
が
封
宣
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、

蛍
時
に
お
け
る
人
開
聞
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
関
係
で
あ
る
こ
と
が
あ
き

ら
か
で
あ
る
。
な
お
ま
た
、
つ
ぎ
の
記
事
に
よ
っ
て
同
郷
の
関
係
が
い
わ

ゆ
る
君
臣
関
係
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
し
ら
れ

ト

ι
久
ノ
。(

大
統
)
十
三
年
、
侯
景
嬢
河
南
来
附
、
の
請
丘
ハ
震
援
、
太
祖
先
遣
章

法
保
賀
蘭
願
徳
等
帥
衆
助
之
、
悦
言
於
太
租
回
、
侯
景
之
於
高
獄
、
始

則
篤
郷
黛
之
情
、
末
乃
定
君
臣
之
契
、
位
居
上
持
、
職
重
台
司
、
論
其

分
義
、
有
同
魚
水

、

(

『周
書
』
巻
三
十
三
王
悦
停
)

し
か
も
郷
黛
の
情
と
君
臣
の
契
を
粂
備
し
た
高
教
と
侯
景
の
関
係
が
魚
水

の
ご
と
く
で
あ
り
う
る
の
は
、
そ
れ
が
本
来
相
矛
盾
す
る
闘
係
を
統
一
し

て
い
る
か
ら
だ
と
理
解
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
郷
里
の
関
係
は
君

(11) (1<) 
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匡
関
係
と
封
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

ω
同
豚
の
ば
あ
い

l
l浦
園
議
人
曹
爽
・
文
欽
(『
三
園
士
山
』
巻
二
十
八

数
書
母
丘
倹
停
注
引
『
貌
書
』
)
、
河
内
温
人
司
馬
総
・
常
林
(
『
三
園
志
』

巻
二
十
三
貌
書
常
林
停
)
。
同
郡
の
ば
あ
い
|
|
河
内
温
人
司
馬
昭
・
河

内
懐
人
山
議
(
『
耳
白
書
』
巻
四
十
三
山
務
停
)
、
奥
興
長
城
人
陳
翁
先
・
奥

興
武
康
人
沈
文
阿
(
『
陳
書
』
巻
三
十
三
儒
林
沈
文
阿
俸
)
。
郡
を
こ
え
る

ば
あ
い
||
代
武
川
人
字
文
泰
・
雲
中
人
濁
孤
信
ハ
『
周
書
』
容
十
六
凋

郡
信
停
)
、
上
谷
狙
陽
人
張
衰
・
沼
陽
一
線
人
虚
簿
(
『
貌
書
』
巻
二
十
四
張

衰
俸
)
、
底
江
潔
人
何
充
・
奥
郡
呉
人
顧
衆

(
呈
同
宣
言
巻
七
十
六
顧
衆

俸
)。
な
お
、
厳
密
な
匡
分
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
同
郡
程
度
ま
で
は

郷
里
、
郡
を
こ
え
る
と
き
に
は
州
皇
と
同
郷
の
表
現
を
使
い
分
け
て
い
る

よ
う
に
も
お
も
わ
れ
る
。
な
お
、
た
と
え
ば
、

(
何
〉
充
以
(
顧
〉
衆
州
星
宿
室
、
毎
優
遇
之
、

(『耳
目
書
』
巻
七
十
六
顧
衆
停
)

と
い
う
と
き
、
「
何
充
は
顧
衆
が
願
衆
自
身
の
州
里
に
お
け
る
宿
望
な
の

で
」
と
と
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
そ
の
顧
衆
自
身
の
州
里
に
は
何
充
が

ふ
く
ま
れ
る
と
み
る
方
が
自
然
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
使
い
方
を
す

る
州
塁
は
同
郷
の
意
味
で
あ
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

帥
こ
の
よ
う
な
例
は
枚
患
に
い
と
ま
な
い
ゆ
え
、

奥
擦
の
例
示
を
省
略
す

る
。

帥

望
に
つ
い
て
は
、
川
勝
義
雄
氏、

越
智
重
明
氏
、

安
田
二
郎
氏
な
ど
が

そ
れ
ぞ
れ
濁
自
の
見
解
を
の
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
の

詳
細
な
検
討
は
さ
け
、
機
曾
を
あ
ら
た
め
て
考
察
し
た
い
と
考
え
て

い

る
。
な
お
、

註
帥
拙
稿
二
節
補
註
E
参
照
。

帥

『
耳
白
書
』
巻
四
十
五
劉
毅
停
、
巻
四
十
六
李
重
停
な
ど
に
も
類
似
の
議
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論
が
あ
る
が
、
そ
の
主
題
は
こ

の
術
殖
の
主
張
と
共
通
す
る

も
の
が
あ

る
。

帥
ち
な
み
に
風
俗
と
い
う
こ
と
ば
に
は
、

風
謂
政
数
所
施
、
故
日
、
上
以
風
化
下
、
叉
云
、
風
以
動
之
、
是
也、

俗
謂
民
所
承
襲
、
故
日
、

君
子
行
雄
、
不
求
鎚
俗
、
是
也、

(『
周
躍
』
夏
官
合
方
氏
貿
疏
)

と
い
う
唐
の
貰
公
彦
の
こ
と
ば
に
あ
る
よ
う
に
、
上
か
ら
の
教
化
に
よ
っ

て
出
現
す
る
も
の
と
い
う
含
み
が
あ
る
が
、

こ
の
意
味
が
六
朝
に
通
じ
る

と
す
る
と
、
か
よ
う
な
状
況
を
風
俗
と
表
現
す
る
術
瑠
と
王
澄
の
設
言
は

い
よ
い
よ
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
お
も
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、

そ
れ
は
ま
さ
し
く
か
れ
ら
が
主
導
す
る
と
こ
ろ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

肋

川
勝
義
雄
氏
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
指
摘
を
想
起
し
た
い

(「
貴
族
制
祉
曾

の
成
立
」
)
。
「
つ
ま
り
後
漢
末
期
の
華
北
に
は
、
里
共
同
健
を
基
礎
と
す

る
郷
邑
祉
舎
の
設
展
に
よ
っ
て
、

一
方
で
は
そ
の
な
か
か
ら
豪
族
の
力
が

大
き
く
伸
張
し
、
い
わ
ゆ
る
豪
族
の
領
主
化
傾
向
が
里
共
同
鐙
に
階
層
分

化
を
ひ
き
お
こ
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
つ
き
く
ず
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
紋
況

と
、
同
時
に
他
方
で
は
、
小
俊
民
の
カ
も
ま
た
成
長
し
、
強
い
自
立
性
を

も
っ
農
民
麿
が
か
な
り
の
程
度
に
康
範
図
に
成
熟
し
て
、
共
同
観
的
秩
序

を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
た
紋
況
と
、
こ
の
相
矛
盾
す
る
二

つ
の
紋
況
が

か
ら
み
あ
っ
て
い
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
」

同

こ

の

呉
質

・
郵
元
起
の
例
の
詳
細
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
『
士
庶
区
別
』

小
論

l
l南
朝
貴
族
制
へ
の

一
観
貼
|
|
」
(『
史
皐
雑
誌
』
八
八
|
二
)

参
照
。

ω
ち
な
み
に
い
え
ば
、
郷
里
と
の
関
係
の
あ
り
か
た
は
あ
る
人
物
の
人
絡

を
は
か
る
指
標
で
も
あ
っ
た
。

侯
景
が
梁
に
降
伏
を
も
と
め
た
と
き
、
こ

れ
を
受
納
し
よ
う
と
し
た
梁
武
に
そ
の
信
の
お
け
な
い
こ
と
を
力
説
し
た

瓶
介
は
、
侯
景
が
「
棄
郷
園
如
脱
鹿
、

背
君
親
如
遺
芥
」
と
い
う
よ
う
な

人
物
で
あ
る
と
の
べ

て
い
る

(『梁
書』

巻
四
十

一
粛
介
停
)
。
郷
里
を
こ

の
よ
う
に
す
て
さ
る
と
こ
ろ
に
そ
の
人
開
性
が
う
か
が
わ
れ
る
と
い
う
の

で
あ
る
が
、
郷
里
と
の
密
接
な
関
係
が
嘗
時
い
か
に
重
視
さ
れ
た
か
を
み

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

帥

般

耕

笠

『中
園
地
方
行
政
制
度
史
』
上
編
三

(華
北、

一
九
六
三
)
参

昭
…。

帥
こ
の
よ
う
な
硯
黙
に
つ

い
て
は
前
掲
拙
稿
「
『
土
庶
区
別
』
小
論
|
|
-

南
朝
貴
族
制
へ
の

一
一硯部
|
|
」
で
も
若
干
の
論
議
を
展
開
し
て
い
る
の

で
参
照
さ
れ
た
い
。

伺
青
山
定
雄
「
六
朝
時
代
に
於
け
る
地
方
誌
編
纂
の
沿
革
」
(
『池
内
博
士

還
暦
記
今出
東
洋
史
論
叢
』
一
九
四

O
)、
吉
川
勝
爾
「
南
北
朝

・
陪
時
代

に
於
け
る
地
誌
編
纂
の
設
濯
に
つ
い
て
」
〈
『
立
正
大
暴
論
叢
』
九
〉
等
参

照
。
な
お
、
青
山
定
雄
「
六
朝
時
代
の
地
方
誌
に
つ
い
て
」
(
『東
方
拳

報
』
東
京
一

一
一|
三
、
一
一
一
一

l
一
〉
に
は
百
十
一
種
の
地
方
誌
が
と
り
あ

げ
ら
れ
て
い
る。

帥

勝

村
哲
也

「後
漢
に
お
け
る
知
識
人
の
地
方
差
と
自
律
性
」
(『
中
圏
中

世
史
研
究
』
)
参
照
。
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〔補
註
〕
な
お
、
州
里
を
同
じ
う
す
る
、
同
郷
で
あ
る
と
い
う
問
題
に
つ

い
て
、

本
稿
と
硯
黙
は
異
な
る
が
、
矢
野
主
税
氏
が
「
東
菅
に
お
け
る
南

北
人
封
立
問
題
ー
ー
そ
の
政
治
的
考
察
1
ll
」
〈
『
東
洋
史
研
究
』
一
一
六
|

三
%
「
東
菅
に
お
け
る
南
北
人
針
立
問
題
ー
ー

そ
の
杜
舎
的
考
察
|
|
」



(
『
史
皐
雑
誌
』
七
七
l
一
O
〉
で
詳
細
な
言
及
を
し
て
お
ら
れ
る
の
で
、

あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
本
稿
で
た
ち
い
っ
た
考
察
を
す
る
徐
裕
が
な
か
っ
た
が
、
現
質

世
界
と
し
て
の
郷
里
社
舎
の
内
部
構
造
に
関
し
て
は
、
西
嶋
定
生
氏
の
年

歯
的
秩
序
、

谷
川
道
雄
氏
の
主
導
さ
れ
る
共
同
種
論
な
ど
重
要
な
論
拡
が

存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
論
黙
を
ふ
く
め
、
村
落
祉
舎
の
町
内
部
構
造
に
つ

い
て
、
そ
の
漢
六
朝
期
に
か
け
て
の
歴
史
性
の
解
明
を
ま
っ
て
は
じ
め
て

本
稿
で
い
う
「
郷
里
」
の
性
格
が
よ
り
明
確
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ

27 

を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
と
お
も
う
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
一
九
八
一
年
七
月

一
九
日
の
中
圏
中
世
史
研
究
曾

〈
於
京
大
舎
舘
)
に
お
け
る
報
告
「
六
朝
時
代
の
『
郷
里
』
に
つ
い
て
」

を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
川
勝
義
雄
、
谷
川
道
雄
雨
先
生
を
は
じ

め
、
蛍
日
出
席
さ
れ
て
貴
重
な
ご
意
見
を
お
よ
せ
く
だ
さ
っ
た
諸
先
生
方

に
末
尾
な
が
ら
感
謝
の
意
を
あ
ら
わ
し
て
お
き
た
い
。
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THE Ｘ£4.NG£7郷里CONCEPT ：IDEOLOGY OF

ARISTOCRATIC SOCIETY IN THE SIX DYNASTIES

　　　　　　　　　　　　　　　　

Nakamura Keiii

　　　

This essay will investigate the essential nature of the system of the

Siχ Dynasties aristocracy through an analysis of the conceptual relation-

ship between the aristocracy and the Xニiのiffli　ｓociety｡

　　　

During the Siχ Dynasties period, the conception of ａ xiangli formu-

lated within the consciousness of people was not of ａ village, but rather

of ａ much broader area. In thisエianali，　ａ　ｃharacteristiccommunal order

existed. And between the members of thisヱ包neli,　ａ kind of communal

relationship was evident. Such relationships and such an order differed

completely from the hierarchical order headed by the authority of emper-

ors who were the rulers of the real world｡

　　　

In thiｓＪ：iangli,those who justified the ｅχistence of the rulers were

the ｓｏ･called sh丿士. The ｓhi therefore always maintained an intimate

relationship with the　ｘiangli.　But this relationship, rather than being

pragmatic, represented a highly idealized concept instead｡

　　　

The hierarchical order of thiｓｘiangli.which places the ｓiltat the

apex, was established then in this manner once the shi had participated

in ａ society of officials as an official. Thus, while there was ａ conflict

between the order headed by the authority of the emperor and the order

headed by the shi, the two could also ｅχist together within a society of

officials. In most cases, the latter situation prevailed. It was at such

ａ time that officials who went beyond being officers　of　an　emperor―

namely, aristocratic ｏ伍cials―appeared. This is the essential nature of

the Six Dynasties aristocracy.
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