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今
日
、
戦
園
秦
漢
史
研
究
は
活
況
を
呈
し
て
い
る
。
そ
の
原
因
に
つ
い
て
は

も
と
よ
り
一
概
に
断
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
な
か
で
も
一
九
七
五
年
の
暮

れ
に
出
土
し
た
《
睡
虎
地
秦
衡
》
の
衝
撃
を
特
筆
す
べ
き
こ
と
に
、
誰
し
も
異

存
は
あ
る
ま
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
《
秦
衡
》
は
多
く
の
新
し
い
可
能
性
を
秘

め
た
貴
重
な
史
料
で
あ
り
、
そ
の
解
稗
・
位
置
附
け
な
ど
を
め
ぐ
る
論
議
が
、

現
在
の
活
況
を
創
り
出
す
大
き
な
要
因
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
特
に
重
腕
す

べ
き
は
、
そ
れ
が
中
園
古
代
法
史
研
究
に
と
っ
て
一
つ
の
定
黙
と
な
り
得
る
こ

と
で
あ
る
。
従
来
の
秦
漢
園
家
構
造
論
が
こ
の
法
史
的
側
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー

チ
を
依
い
て
い
た
だ
け
に
、
《
秦
衡
》
の
出
土
を
機
に
今
後
、
文
献
史
料
を
も

含
め
た
活
畿
な
論
議
の
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
掌
一亨
ふ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
新
史
料
に
研
究
が
引
摺
ら
れ
る
形
で
進
め
ら
れ
る

な
ら
ば
、
そ
れ
は
何
ら
質
的
向
上
を
も
た
ら
す
ま
い
。
留
意
す
べ
き
は
、

蛍一
該

時
代
の
園
家
形
態
や
祉
舎
構
造
を
も
視
野
に
入
れ
た
問
題
設
定
が
必
要
な
こ
と

で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
識
を
依
く
法
史
研
究
で
は
、
歴
史
の
展
開
を
捉
え
ら
れ

な
い
卒
板
な
史
料
解
穫
に
移
始
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、

か
つ
て
克
服
さ
れ
た
は
ず
の
停
滞
論
を
も
そ
こ
に
忍
び
込
ま
せ
る
こ
と
に
な
る

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
ど
の
よ
う
な
問
題
設
定
を
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
い
く
つ
か
の
方

向
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
私
は
、
法
の
現
質
的
な
運
倍
・
適
用

に
関
す
る
研
究
を
あ
げ
た
い
。
す
な
わ
ち
、
現
寅
社
曾
に
生
起
す
る
様
々
な
事

件
に
桝
到
し
公
権
力
が
い
か
に
閥
興
す
る
か
ー
ー
ま
た
、
し
な
い
か
|
|
、
と
い

う
言
わ
ば
公
権
力
と
粧
品
目
と
の
援
勲
を
探
る
こ
と
で
あ
り
、
具
種
的
に
は
訴
訟

制
度
の
、
よ
り
庚
く
は
官
僚
制
の
問
題
で
あ
る
。
と
り
わ
け
嘗
面
の
針
象
た
る

戦
園
秦
漠
期
は
、
か
か
る
公
権
的
秩
序
の
生
成
期
で
あ
り
、
こ
う
し
た
研
究
の

も
つ
一
意
味
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
と
言
え
よ
う。

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
充
分
で
な
い
。
周
知
の
如
く
中
園
古
代
社
舎
に
は
、

官
僚
制
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
公
権
的
秩
序
と
並
行
し
て
、
豪
族
・
土
豪
と
い

っ
た
在
地
有
力
者
を
捻
い
手
と
す
る
種
々
の
祉
舎
秩
序
が
存
在
し
た
。
そ
れ
は

一
面
で
公
権
的
秩
序
を
補
完
す
る
が
、
ま
た

一
面
で
は
そ
れ
と
針
抗
す
る
、
濁

自
の
運
動
法
則
を
も
っ
た
自
律
的
秩
序
で
あ
る
。
従
来
の
制
度
史
的
な
秦
漢
法

制
史
研
究
で
は
、
か
か
る
在
地
の
秩
序
に
必
ず
し
も
充
分
な
注
意
が
梯
わ
れ
て

来
な
か
っ
た
。
な
る
ほ
ど
、
そ
の
検
出
は
寅
設
的
に
容
易
な
こ
と
で
は
あ
る
ま

い
。
だ
が
、
こ
の
問
題
を
考
慮
す
る
こ
と
無
し
に
は
、
秦
漢
史
の
深
さ
も
展
開

門

1
)

も
、
捉
え
難
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
私
に
は
思
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
貼
に

最
初
に
注
意
を
喚
起
し
た
の
は
増
淵
龍
夫
氏
で
あ
っ
た
が
、
「
土
豪

・
豪
族
の

も
つ
社
曾
的
規
制
力
」
に
注
目
し
た
氏
の
説
黙
は
、
法
史
研
究
を
進
め
る
に
あ

た
っ
て
も
重
要
性
を
失
わ
な
い
と
言
え
よ
う
。

小
論
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
に
、
在
地
の
秩
序
の
法
史
的
検

討
の
準
備
作
業
と
し
て
、
そ
の
縫
い
手
た
る
豪
族
と
郷
里
と
を
め
ぐ
る
主
な
皐

設
を
整
理
し
、
若
干
の
展
撃
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
豪
族
と
は
在
地
に
勢
力
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を
も
っ
宗
族
の
謂
で
あ
る
が
、
小
論
で
は
宗
族
結
合
・
分
布
欣
況
を
扱
っ
た
研

究
は
検
討
の
外
に
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は
「
在
地
有
力
者
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き

で
あ
ろ
う
が
、
通
り
の
よ
い
「
豪
族
」
を
敢
え
て
用
い
た
。
ま
た
、
郷
里
・
郷

村
・
郷
邑
な
ど
の
語
は
、
基
本
的
に
論
者
の
用
法
に
従
い
統
一
し
な
か

っ
た。

な
お
、
漠
代
豪
族
論
を
め
ぐ
っ
て
は
既
に
、
東
耳
目
次
氏
や
村
上
士
ロ
郎
氏
に
そ
れ

ぞ
れ
特
色
を
も
っ
た
整
理
・
展
望
か
あ
り
、
小
論
も
多
く
示
唆
を
受
け
た
こ
と

を
申
し
添
え
て
お
き
た
い
。

ま
ず
と
り
あ
げ
る
べ
き
は
、
宇
都
宮
清
士
口
氏
の
研
究
で
あ
る
。
夙
に
漢
六
朝

(5
〉

期
の
「
経
済
的
、
社
命
国
的
援
展
史
に
於
け
る
意
士
山
者
、
貧
践
者
と
し
て
の
豪
族
」

に
注
目
し
た
氏
の
論
考
は
、
『
漢
代
社
合
経
済
史
研
究
』
『
中
園
古
代
中
世
史
研

究
』
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
雨
著
の
中
か
ら
氏
の
豪
族
論
を
要
約
す
る
な

ら
ば
、
ほ
ぼ
次
の
二
貼
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第
一
は
、
豪
族
自
値
の
内
部
構
造
に
関
し
て
。
す
な
わ
ち
濠
族
は
、
各
々
固

有
の
財
産
と
経
倍
を
も
ち
、
経
営
内
に
は
家
内
奴
隷
や
下
戸
を
包
括
し
、
さ
ら

に
外
廷
に
賓
客
・
客
を
附
隠
さ
せ
た
存
在
で
あ
る
。
そ
の
個
々
の
豪
族
単
位
の

中
援
に
置
か
れ
る
も
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
一
ニ
族
制
家
族
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

彼
等
は
、
相
互
に
扶
け
合
い
つ
つ
強
い
連
帯
で
結
ば
れ
な
が
ら
郷
里
に
勢
力
を

抜
大
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
第
二
は
、
豪
族
と
園
家
権
力
と
の
関

(

9

)

 

係
に
つ
い
て
。
こ
れ
は
宇
都
宮
氏
の
漢
代
史
理
解
の
根
幹
に
か
か
わ
る
。
ま
ず

氏
は
、
漢
代
の
郷
里
祉
舎
を
家
族
的
秩
序
の
支
配
す
る
「
自
律
の
世
界
」
と
と

ら
え
、
一
方
、
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
リ
ッ
ヒ
な
人
的
支
配
に
も
と
づ
く
園
家
秩
序

を
「
強
権
の
世
界
」
と
呼
ぶ
。
雨
者
は
「
本
来
的
に
矛
盾
的
に
封
立
す
る
存

在
」
で
あ
る
た
め
、
皇
帝
権
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
郷
里
の
中
へ
立
入
る
こ
と

が
で
き
ず
、
そ
こ
に
コ
ニ
老
」
の
よ
う
な
仲
介
者
の
必
要
性
が
生
ま
れ
た
、
と

言
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
農
業
生
産
の
不
安
定
さ
か
ら
、
や
が
て
郷
里
の
「
民
」

に
階
層
分
化
が
お
こ
り
、
豪
族
が
他
の
弱
慢
な
人
々
を
支
配
す
る
新
関
係
(
こ

れ
が
「
武
断
於
郷
曲
」
で
あ
る
〉
が
成
立
す
る。

そ
れ
は
郷
里
の
中
に
「
『皇

帝
支
配
』
と
は
全
く
異
質
の
支
配
糧
制
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ

の
設
展
は
そ
れ
ゆ
え
嘗
然
に
、
一
帝
一
園
を
危
機
に
導
く
べ
き
も
の
で
あ
る
」
。
要

す
る
に
「
ま
こ
と
に
豪
族
こ
そ
は
、
古
代
一一
帝
園
枇
舎
の
内
部
に
設
展
し
た
、
矛

盾
物
そ
の
も
の
で
あ
っ
円
以
と
い
う
氏
の
基
本
認
識
が
、
こ
こ
に
貫
か
れ
る
わ

け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
矛
盾
物
と
し
て
の
豪
族
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
「
古
代
帯
園
」
の
崩
壊
を
「
内
在
す
る
矛
盾
の
展
開
」
と
し
て
整
合
的

に
設
現
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
ユ
-
一

l
ク
さ
が
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
宇
都
宮
氏
の
豪
族
研
究
は
、
家
族
論
か
ら
経
営
論
、
園
家
論
と

多
岐
に
わ
た
る
も
の
で
あ
り
、
批
剣
縫
承
す
る
べ
き
豊
か
な
内
容
を
も
っ
。
ま

た
、
漢
帯
園
の
崩
壊
に
関
す
る
氏
の
提
言
は
、
な
お
有
数
性
を
失
わ
な
い
も
の

と
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
右
に
述
べ
た
二
つ
の
視
貼
の
聞
に
は
、
も
う
一

つ
重
要
な
中
間
項
が
依
落
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
豪
族

と
郷
里
枇
舎
と
の
関
係
が
|
|
「
郷
曲
に
武
断
す
」
と
い
う
一
般
的
な
説
明
以

上

に

|

鰯
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
認
を
る
べ
き
六
望
号
、
郷
里

共
同
値
が
「
自
由
」
を
喪
失
し
て
門
閥
貴
族
の
専
有
物
と
化
し
た
、
と
捉
え
る

氏
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
歴
史
の
縛
換
黙
に
起
こ
っ
た
で
あ
ろ
う
豪

族
と
郷
里
共
同
位
と
の
角
逐
が
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
無
く
し

て
は
「
古
代
帯
図
」
の
崩
援
は
解
け
て
も
「
中
世
世
界
」
の
成
立
は
誘
拐
し
得

な
い
か
ら
で
あ
る
。

川
勝
義
雄
氏
の
六
朝
史
研
究
は
、
ま
さ
に
こ
の
熱
か
ら
始
ま
る
。
後
漢
末
か

ハ
ロ
〉

ら
三
留
へ
の
祉
舎
費
動
を
扱
っ
た
一
連
の
論
考
に
お
い
て
、
氏
は
豪
族
と
郷
里
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と
の
関
係
を
大
略
次
の
よ
う
に
把
握
す
る
。

漢
代
の
標
準
的
な
郷
邑
祉
舎
は
、
本
来
「
自
立
小
農
民
の
か
な
り
フ
ラ
ッ
ト

な
共
同
種
関
係
」
か
ら
成
る
「
皇
共
同
種
」
と
モ
デ
ル
化
し
得
る
も
の
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
漢
代
を
遁
じ
て
農
業
生
産
力
が
設
展
し
た
結
果
、
こ
の
「
里
共

同
鐘
」
内
部
に
階
級
分
化
が
進
行
す
る
。
す
な
わ
ち
、
富
裕
な
豪
族
と
貧
民
へ

の
分
化
、
な
ら
び
に
後
者
に
射
す
る
前
者
の
支
配
が
媛
大
し
て
ゆ
く
の
で
あ

る
。
財
力
と
武
力
に
よ
り
露
骨
な
「
徳
薄
き
」
形
で
行
な
わ
れ
る
こ
の
支
配

を
、
氏
は
「
豪
族
の
領
主
化
傾
向
」
と
呼
ぶ
。
後
漢
末
の
郷
邑
祉
舎
の
秩
序

は
、
か
か
る
豪
族
の
競
ム
?
封
立
に
よ
っ
て
引
き
裂
か
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て

豪
族
の
あ
る
も
の
は
宮
中
の
宣
官
勢
力
と
結
ぶ
こ
と
に
ーよ
っ
て
「
領
主
化
傾

向
」
を
強
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
遂
に
武
人
領
本
繭
枇
禽
を

形
成
す
る
こ
と
な
く
移
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
農
業
生
産
力
の
高
ま
り
は
一
方
で

郷
邑
の
自
営
農
民
の
自
立
を
促
す
方
向
に
も
作
用
し
、
新
た
な
共
同
鐙
の
再
建

を
求
め
る
彼
ら
の
志
向
が
、
知
識
人
か
ら
貧
農
、
さ
ら
に
は
清
流
豪
族
を
も
取

り
込
ん
だ
庚
汎
な
「
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
」
と
し
て
結
貧
し
「
豪
族
の
武
人
領

主
化
を
は
ば
み
、
そ
れ
を
知
識
人
化
す
る
方
向
に
ね
じ
ま
げ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
文
人
的
な
貴
族
制
祉
舎
を
形
成
せ
し
め
た
」
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
川
勝
氏
に
あ
っ
て
は
、
豪
族
を
古
代
脅
園
の
矛
盾
物
と
み
る
字

都
宮
設
を
設
展
さ
せ
、
宜
家
族
の
競
合
・
樹
立
に
よ
る
郷
邑
秩
序
の
分
裂
と
そ
れ

に
射
す
る
抵
抗
と
が
、
六
朝
貴
族
制
祉
曾
成
立
へ
の
祉
曾
的
保
件
と
し
て
位
置
ー

づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
氏
は
、
こ
の
時
期
の
祉
禽
愛
動
|
|
氏
の

い
う
古
代
か
ら
中
世
へ
の
鴎
換

rー
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
描
き
出
す
こ
と
に
成

功
し
た
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
漢
代
史
の
立
場
か
ら
見
た
場
合
|
|
「
里
共
同
盟
」
モ
デ

ル
、
「
農
民
の
自
立
」
な
ど
の
蛍
否
は
暫
く
措
く
と
し
て
も

l
!、
若
干
の
不
満

は
残
る
。
そ
れ
は
、
六
朝
祉
舎
へ
の
移
行
論
に
重
黙
が
置
か
れ
た
た
め
、
必
然

的
に
豪
族
の
も
つ
郷
邑
秩
序
の
破
壊
者
と
し
て
の
側
面
が
強
調
さ
れ
て
し
ま
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
川
勝
氏
自
身
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
‘
蛍
時
の
豪
族
は

「郷

邑
秩
序
の
破
援
者
的
性
格
と
維
持
者
的
性
格
と
の
矛
盾
を
内
包
し
て
い
た
」
。

だ
が
、
維
持
者
的
性
格
を
鰻
現
す
る
「
清
流
豪
族
」
と
は
果
た
し
て
、
濁
流
勢

力
と
結
ん
だ
他
の
豪
族
と
の
言
わ
ば
路
線
闘
争
か
ら
、
儒
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を

受
容
し
寅
践
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
立
ち
現
わ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
む
し
ろ
そ
れ
以
前
に
、
豪
族
と
は
も
と
も
と
郷
皇
の
保
護
者
と
し
て
の
性

(

同

日

)

格
を
も
っ
て
い
た
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
川
勝
氏
が
描

き
出
し
た
、
時
代
の
樽
換
期
に
お
け
る
豪
族
の
役
割
ば
、
今
後
の
研
究
が
避
け

て
通
れ
ぬ
重
要
性
を
も
っ
。
だ
が
、
秦
漢
史
の
中
で
豪
族
問
題
を
捉
え
る
た
め

に
は
、
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
郷
里
祉
曾
と
の
構
造
的
関
係
を
追
究
す
る
必

要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
結
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
て
、
・
次
い
で
検
討
し
て
お
き
た
い
の
は
、
秦

漢
史

l
lと
り
わ
け
園
家
構
造
論
1
l研
究
の
中
で
豪
族
は
ど
う
捉
え
ら
れ
て

い
る
か
、
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
引
繍
き
い
ぐ
っ
か
の
論
考
を
み
て
ゆ
く
と
し

ト
ι
久
ノ
。

-167ー

西
嶋
定
生
氏
の
著
書
『
中
園
古
代
脅
園
の
形
成
と
構
造
|
二
十
等
健
制
の
研

ハ
M
)

究
|
』
は
、
そ
の
後
の
秦
漢
史
研
究
に
様
々
な
影
響
を
輿
え
た
。

賛
言
す
る
ま

で
も
な
く
、
こ
の
論
考
の
主
題
は
皇
一
帝
の
人
民
支
配
の
正
蛍
性
を
民
健
賜
輿
の

中
に
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
掛
田
然
の
論
理
的
障
問
結
と
し
て
、
豪
族

を
は
じ
め
と
す
る
在
地
の
勢
力
は
、
そ
の
寅
現
を
阻
む
も
の
と
し
て
否
定
的
な

位
置
附
け
を
輿
え
ら
れ
た
の
み
で
あ
っ
た
。
け
だ
し
皇
一
帝
支
配
の
理
念
の
中
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に
、
も
と
よ
り
中
間
層
は
介
在
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
西

嶋
氏
の
構
造
論
は
、
却
っ
て
在
地
の
豪
族
・
土
豪
に
針
す
る
注
意
を
喚
起
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
健
制
秩
序
の
貫
徹
を
一
面
で
認
め
る
左
し
で

も
、
反
面
で
在
地
勢
力
が
現
質
に
も
っ
て
い
る
言
わ
ば
非
正
嘗
的
支
配
の
力
も

無
視
し
得
ぬ
存
在
で
あ
り
、
彼
等
を
格
浩
的
に
位
置
附
け
る
こ
と
な
く
し
て
秦

漢
閣
家
論
は
完
結
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
黙
に
ま
ず
注
目
し
た
の
が
五
井
直
弘
氏
で
あ
っ
た
。

「奏
漠
一
帝
園
に
お

円
筒
〉

け
る
郡
豚
民
支
配
と
豪
族
」
と
題
す
る
論
文
に
お
い
て
氏
は
、
「
豪
族
を
園
家

権
力
に
針
立
し
、

あ
る
い
は
並
立
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
限
り
、
豪
族
は
歴

史
の
外
側
に
存
在
し
た
こ
と
に
な
り
、
園
家

・
豪
族
・
小
農
民
三
者
の
関
係
を

一
也
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
の
認
識
に
立
ち
、
以
下
の
よ
う
な

論
旨
を
展
開
す
る
。

氏
族
制
度
の
崩
媛
に
よ
り
生
ま
れ
た
新
た
な
集
落
(
里
〉
に
お
い
て
は
、
そ

こ
に
居
住
す
る
豪
族
や
郡
勝
吏
が
現
貨
に
強
い
勢
力
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
彼
等
の
霞
位
は
必
ず
し
も
一
般
里
民
よ
り
上
と
は
隈
ら
ず
、
そ
こ
に

爵
制
秩
序
と
の
矛
盾
が
生
じ
る
。
し
か
も
漠
代
官
僚
の
出
自
を
詳
細
に
検
討
す

る
と
、
前
漢
中
期
を
境
に
地
方
豪
族
も
し
く
は
そ
の
一
族
が
郡
燃
の
下
級
役
人

と
な
り
、
つ
い
で
大
官
に
昇
進
す
る
事
例
の
激
増
す
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ

れ
は
豪
族
の
勢
力
が
郷
里
に
お
い
て
一
層
伸
張
す
る
こ
と
を
=
意
味
し
、
賜
骨
肘
鐙

制
に
も
と
づ
く
個
別
人
身
支
配
に
と
っ
て
は
、
早
念
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
根
本
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
解
決
策
と
し
て
五
弁
氏
の
注
目
し
た
も
の
が
、

宣
一帝
以
降
し
き
り
に
行
な
わ
れ
た
吏
爵
の
賜
輿
や
寅
官

・
賀
霞
で
あ
る
。
そ
れ

に
よ
っ
て
豪
族
や
下
級
役
人
は
自
ら
の
爵
位
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な

わ
ち
、
豪
族
や
下
級
役
人
が
現
時
且
に
郷
里
に
有
す
る
規
制
カ
を
園
家
が
公
認
す

る
た
め
の
方
策
と
し
て
、
そ
れ
は
位
置
附
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一方、

大
姓

豪
族
は
郎
官
と
な
る
こ
と
に
よ
り
皇
帝
の
家
匡
と
し
て
身
分
を
保
詮
さ
れ
た

が
、
そ
れ
は
皇
帝
を
中
心
と
す
る
園
家
構
造
内
へ
彼
等
を
と
り
、
込
む
た
め
の
措

置
で
あ
っ
た
と
許
領
さ
れ
る
。
か
く
し
て
豪
族
は
、
園
家
構
造
の
中
に
包
括
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
氏
の
理
解
で
あ
る。

こ
の
よ
う
に
五
井
氏
の
論
考
は
、

豪
族

・
下
級
役
人
が
郷
里
祉
舎
に
も
つ
規

制
力
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
西
嶋
氏
の
明
ら
か
に
し
た
寄
制
秩
序
と

矛
盾
な
く
接
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
り
、
と
り
わ
け
『
漢
書
』
列
俸
の

精
密
な
調
査
に
よ
る
豪
族
の
官
僚
化
傾
向
の
指
摘
は
貴
重
な
成
果
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
右
の
論
動
以
外
に
も
、
父
老
の
豪
族
化
、
画
酎
五
大
夫
が
郷
里
祉
舎
に
も

つ
権
威
な
ど
、
傾
礁
に
値
す
る
黙
は
少
な
く
な
い
。

だ
が
、

家
族
論
と
し
て
は
な
お
問
題
が
あ
る。

な
る
ほ
ど
制
度
の
う
え
で
豪

族
は
園
家
模
造
内
に
矛
盾
な
く
包
括
さ
れ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
れ
は
彼
等
の
規
制
力
が
園
家
に
公
認
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
て
、

裏
を
返

せ
ば
豪
族
の
郷
里
祉
舎
で
の
地
位
が
ま
す
ま
す
不
動
の
も
の
に
な
っ
た
こ
と
を

意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
現
質
に
お
い
て
彼
等
が
依
然
、
公
権
力
と
相
容
れ
な

い
世
界
を
形
成
し
て
い
た
熱
、
や
は
り
矛
盾
は
残
る
の
で
あ
る
。
な
お
、

こ
の

五
井
氏
の
方
向
を
承
け
て、

農
業
経
営
の
面
か
ら
豪
族
を
園
家
l

小
農
民
関
係

の
中
に
矛
盾
な
く
包
括
し
よ
う
と
し
た
研
究
に
、
多
因
調
介
氏
の
「
後
漢
豪
族

ハ
凶
)

の
農
業
経
営
I
l
俵
作

・
傭
作
・

奴
隷
第
働
|
」
が
あ
る
。
氏
の
論
理
は
突
き
つ

め
れ
ば
、
豪
族
の
大
土
地
経
営
は
仮
作
・
傭
作
の
如
く
編
戸
制
を
崩
さ
な
い
形

で
の
小
農
民
使
役
を
主
た
る
労
働
力
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
園
家
の

小
農
民
支
配
と
は
矛
盾
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
結
果
氏
は
、

豪
族
こ
そ
が
古
代
脅
圏
の
償
制
を
克
服
し
て
ゆ
く
の
だ
と
す
る
字
都
宮
氏
の
立

場
に
異
議
を
と
な
え
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
や
は
り
、

豪
族
が
郷

里
祉
舎
に
有
す
る
現
寅
の
規
制
力
等
は
考
慮
の
外
に
あ
る
た
め
、
園
家
l

小
農

-168ー
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民
関
係
の
理
念
を
強
調
す
る
だ
け
の
有
殺
性
に
乏
し
い
批
剣
と
な
っ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
側
面
を
積
極
的
に
と
り
あ
げ
た
も
の
が
、
増
淵
龍
夫
氏
の
「
所
謂

(
げ
〉

東
洋
的
専
制
主
義
と
共
同
鐙
」
と
題
す
る
有
名
な
論
文
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
お

い
て
氏
は
ま
ず
、
里
の
秩
序
が
健
制
に
よ
っ
て
他
律
的
に
規
制
さ
れ
た
と
み
る

西
嶋
氏
の
倭
制
論
を
「
動
き
の
と
れ
な
い
構
造
論
」
と
批
創
刊
し
、
そ
の
方
法
論

上
の
限
界
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
針
す
る
自
ら
の
方
法
と
し
て
、
閣
家
権
力
を

「
内
面
か
ら
さ
さ
え
、
規
定
し
て
い
る
、
新
た
に
再
組
織
さ
れ
た
自
律
的
な
(
共

同
盤
的
)
秩
序
」
を
「
秦
漠
脅
園
の
歴
史
展
開
を
さ
さ
え
る
主
鰻
的
要
因
と
し

て
位
置
づ
け
解
明
す
る
」
と
い
う
親
野
を
提
唱
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に

注
目
さ
れ
た
も
の
が

「漢
代
の
父
老
的
土
豪
、
ま
た

一
般
に
豪
族
と
呼
ば
れ
て

い
る
大
小
さ
ま
ざ
ま
の
土
着
勢
力
の
維
持
す
る
秩
序
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
具
陸

例
と
し
て
氏
は
、
碑
陰
の
分
析
に
よ
り
郡
勝
の
嫁
史
が
多
く
地
方
豪
族
の
出
身

で
あ
る
こ
と
を
つ
き
と
め
、
郷
里
の
土
着
勢
力
が
漢
代
郡
勝
統
治
の
基
盤
と
な

づ
て
い
た
黙
に
注
意
を
促
す
。
こ
れ
は
前
掲
五
弁
論
文
で
も
明
ら
か
に
さ
れ

、。o
J

た
事
が
ら
で
あ
り
、
ま
た
潰
口
重
園
氏
が
別
途
論
置
し
た

「漢
の
政
治
は
地
方

の
有
力
者
と
の
協
力
の
形
態
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」
と
い
う
主
張
の
再

確
認
で
あ
る
。
だ
が
、
増
淵
氏
の
濁
自
性
は
衣
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
郡
勝
後
史
の
任
用
規
準
と
し
て
郷
里
の
自
律
的
秩
序
か
ら
生
み
出
さ
れ
る

「
輿
論

・
郷
論
」
の
も
つ
重
要
性
を
刻
出
し
、
そ
こ
に
集
圏
の
長
と
成
員
と
の

聞
に
結
ば
れ
る
「
約
」
に
通
ず
る

「
固
有
な
共
同
践
的
性
格
」
を
讃
み
と
っ
た

こ
と
で
あ
る
。

氏
の
こ
う
し
た
理
解
は
、

戦
後
の
中
園
古
代
史
研
究
が
共
通
の
課
題
と
し
た

停
滞
論
克
服
へ
の
探
索
が
、
と
も
か
く
も
辿
り
着
い
た
一
つ
の
到
達
黙
と
し
て

許
領
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
濁
特
の
「
共
同
鐙
」
概
念
|
|
共
遜
な
課
題
の

共
有
に
よ
っ
て
き
さ
え
ら
れ
て
い
る
カ
の
組
織
ー
ー
も
、
と
も
す
れ
ば
ア
ジ
ア

的
停
滞
論
の
根
援
と
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
「
共
同
種
」
の
語
を
、

逆
に
歴
史
を
お

し
進
め
る
主
偉
と
し
て
積
極
的
に
捉
え
直
そ
う
と
す
る
姿
勢
か
ら
生
み
出
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
有
数
性
を
も
っ
と
私
は
考
え
て
い
る
。
豪
族
は

ま
さ
に
そ
の
「
共
同
陸
」

の
指
導
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
「
郷
邑
の
秩
序
は
豪

〈
凶

)

族
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
」
と
い
う
、
川
勝
氏
と
は
正
反
針
の
見
解
も
ま

た
一
ホ
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
豪
族
、
お
よ
び
そ
れ
が
首
導
す
る
在

地
の
自
律
性
を
、
秦
漢
史
の
展
開
を
さ
さ
え
る
主
鐙
的
要
因
と
し
て
位
置
づ
け

る
増
淵
氏
の
提
言
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
先

述
し
た
豪
族
の
祉
曾
的
機
能
の
再
評
債
に
劃
し
て
、

一
つ
の
有
数
な
視
座
を
提

供
す
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
黙
は
後
述
す
る
と
し
て
、
研

究
の
前
進
の
た
め
に
は
氏
の
論
考
が
も
っ
限
界
も
ま
た
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第

一
に
、
増
淵
氏
自
身
、
か
か
る
自
律
的
秩
序
が
園
家
権
力
を
内
面
か
ら
さ

さ
え
る
と
同
時
に
、
ま
た
そ
れ
と
矛
盾
す
る
契
機
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
を
認

め
な
が
ら
も
、
論
考
で
は
専
ら
前
者
の
側
面
に
光
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

結
果
と
し
て
、
次
の
時
代
へ
の
設
展
が
説
明
し
に
く
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
後
漢
末
三
園
期
に
時
代
の
区
分
を
置
く
に
せ
よ
置
か
ぬ
に
せ
よ
、

漢
一
帝
一
図
を
崩
援
に
導
い
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
豪
族
が
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ

り
、
郷
里
の
い
わ
ゆ
る
自
律
的
秩
序
も
、
そ
う
し
た
観
貼
か
ら
捉
え
直
す
必
要

が
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
右
の
論
文
で
は
氏
の
言
う
自
律
的
秩
序
の
稜
動
の
方
向

が
、
園
家
秩
序
と
の
接
合
貼
へ
向
か
っ
て
|
|
言
わ
ば
上
向
き
に
ー
ー
の
み
捉

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
在
地
の
自
律
性
は

一
方
で
郷

里
泣
舎
の
内
部
へ
向
け
て
も
働
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
南
陽
太
守

・
召

信
臣
の
「
均
水
約
束
」
〈
『
漢
書
』
巻
八
九
)
や
直
江
太
守
・
王
景
の
「
銘
石
刻
誓
」
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(
『
後
漢
書
』
列
博
六
六
〉
な
ど
は
、
郡
守
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
と
は
い

え
、
い
ず
れ
も
里
民
の
再
生
産
活
動
に
か
か
わ
る
内
容
を
も
っ

「約
」
と
し
て

〈

md

興
味
深
い
。
む
ろ
ん
「
約
」
自
穫
は
様
々
な
場
に
、
言
わ
ば
汎
祉
曾
的
に
機
能
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
郷
里
社
舎
に
お
い
て
は
一
位
ど
の
よ
う
な
現
わ
れ

方
を
す
る
の
か
を
探
る
こ
と
は
、
自
律
性
の
性
格
を
知
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

そ
の
際
、
右
の
二
例
は
重
要
な
手
掛
り
を
奥
え
て
く
れ
る
も
の
と
思
う
。
い
わ

ゆ
る
自
律
的
秩
序
の
あ
り
方
は
、
よ
り
在
地
〈
郷
里
)
に
根
ざ
し
た
形
に
お
い

て
、
再
度
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
奥
崎
裕
司
氏
は
「
中
園
史
に

ハ
幻
)

お
け
る
園
家
と
宗
数
1

戦
後
東
洋
史
祭
の
批
剣
的
緩
承
を
め
ざ
し
て
|
」
と
題

す
る
論
説
の
中
で
増
淵
論
文
に
ふ
れ
、
「
土
豪
・
豪
族
の
維
持
す
る
自
律
的
秩

序
」
と
は
言
っ
て
も
一
般
農
民
に
と
っ
て
は
「
他
律
的
」
秩
序
形
成
に
過
ぎ
な

い
で
は
な
い
か
と
批
剣
し
た
。
代
っ
て
奥
崎
氏
の
提
示
し
た
農
民

一
元
論
に
私

は
決
し
て
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
反
面
た
し
か
に
郷
里
の
自
律
性

は
、
「
郷
論
」
の
如
き
昇
華
さ
れ
た
形
式
で
の
み
存
在
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い

と
考
え
る
の
で
あ
る
。

四

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
諸
設
を
通
観
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
自
ず
か
ら

一
つ
の

課
題
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
豪
族

と
郷
里
l
l
|
そ
れ
は
必
ず
し
も
行
政
村
落
と
し
て
の

「里」

の
範
園
に
限
定
さ

れ
な
い
|
|
の
自
律
的
秩
序
と
の
関
わ
り
を
、
よ
り
構
造
的
か
つ
具
程
的
に
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
た
だ
ち
に
惣
起
さ
れ
る
も
の
は
、
か
の

門

nu

魯
仲
連

・
郭
解
の
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
彼
等
の
個
人
的
資
質
に
よ
る

調
停
事
例
で
あ
り
、
自
律
的
秩
序
と
は
呼
び
難
い
。
私
た
ち
が
模
索
す
る
べ
き

は
、
よ
り
普
遍
性
を
も
っ
た
在
地
の
秩
序
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
何
よ
り
も
、

蛍
一
該
時
代
の
郷
里
祉
舎
の
傍
造
、
す
な
わ
ち
大

土
地
所
有
者
た
る
豪
族
と
一
般
小
経
営
農
民
と
の
存
在
形
態
を
踏
ま
え
て
お
く

必
要
が
あ
ろ
う
。
豪
族
と
は
抽
象
的
な
存
在
で
は
な
く
、
郷
里
祉
舎
の
中
で

一

般
小
銭
民
と
の
有
機
的
関
連
性
を
絶
え
ず
保
持
し
て
い
た
に
相
違
な
い
か
ら
で

あ
る
。
い
わ
ゆ
る
在
地
の
自
律
的
秩
序
も
、
そ
う
し
た
祉
曾
関
係
を
反
映
し
た

も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
に
は
、
渡
逸
信
一
郎
氏
の
論
考
を
通
し

て
、
そ
の
関
係
を
垣
間
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

円
お
〉

波
清澄
氏
は
ま
ず
、
「
漠
六
朝
期
の
大
土
地
所
有
制
研
究
を
め
ぐ
っ
て
」
と
題

す
る
展
婆
に
お
い
て
、
諸
説
の
到
達
黙
を
「
豪
族
居
を
主
慢
と
す
る
大
土
地
所

有
の
展
開
が
見
ら
れ
た
こ
と
。
そ
の
所
有
地
に
関
係
し
た
柑
労
働
の
諸
形
態
と
し

て、

奴
隷

・
小
作

・
傭
作
が
見
ら
れ
る
こ
と
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
大
土
地
所
有

下
に
お
け
る
諸
制
労
働
力
の
供
給
源
と
し
て
、
そ
の
外
部
に
小
農
民
層
が
存
在

し、

複
雑
な
郷
村
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
」
の
=
一
貼
に
整
理
す
る
。
で
は
、
そ

の

「
複
雑
な
郷
村
」
の
中
援
と
な
る
富
豪
岡
地

(豪
族
〉
の
大
土
地
所
有
と
は
、

い
か
に
経
営
さ
れ
て
い
た
の
か
。
繍
く
論
考
「
漠
六
朝
期
に
お
け
る
大
土
地
所

ハ
M
V

有
と
経
営
」
で
氏
が
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
は
、
お
お
む
ね
次
の
通
り
で
あ
る
。

ご

園
的
所
有
と
そ
の
散
在
性
と
の
統
一
と
し
て
存
在
し
て
い
た
」
富
豪
暦

の
土
地
は
、
大
半
が
直
径
地
と
し
て
彼
等
自
身
の
家
父
長
制
家
族
|
|
と
り
わ

け
家
内
奴
隷
ー
ー
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
、
そ
の
他
に
外
部
の
小
経
営
か
ら
一

時

的
に
析
出
さ
れ
て
く
る
傭
作
の
労
働
力
も
用
い
ら
れ
た
。
一
方
、

直
答
地
以
外

の
所
有
地
は
外
部
の
小
経
営
に
よ
っ
て
小
作

(俵
作
)
さ
れ
た
が
、
か
か
る
小

経
営
は
、
富
豪
経
僚
の
外
廷
に
存
在
し
て
い
る
黙
、
相
制判
的
に
自
立
し
て
は
い

る
も
の
の
、
富
豪
経
営
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
安
定
し
た
経
営
を
な
し
得
る

限
り
に
お
い
て

「
非
自
立
的
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。
つ
い

で
氏
は
、

技
術
構
成
と
人
的
〈
組
織
的
〉
構
成
の
二
側
面
か
ら
富
豪
経
管
の
傍
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働
過
程
を
検
討
し
、
そ
れ
が
中
幾
層
以
上
に
し
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
経
営

で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
つ
ま
り
「
一
般
的
な
小
経
営
は
、
そ
れ
自

身
で
基
本
的
技
術
構
成
を
編
成
し
得
」
ず
、
安
定
し
た
経
営
鐙
と
な
る
た
め
に

は
「
富
豪
層
の
指
導
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
共
同
経
営
」
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
か
く
し
て
「
自
作
小
作
を
問
わ
ず
嘗
時
の
小
経
営
農
民
は
、
富
豪
経
営

を
そ
の
前
提
と
し
て
、
は
じ
め
て
自
立
し
安
定
し
た
経
営
櫨
と
な
り
得
た
」
と

い
う
一
つ
の
結
論
が
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
渡
溢
論
文
の
直
接
的
な
問
題
関
心
は
、
か
か
る
大
土
地
所
有
制
を
「
地

主
|
佃
戸
制
の
一
つ
の
主
要
な
原
質
」
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
あ
り
、
漢
六

朝
期
の
郷
里
祉
舎
を
線
鐙
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
こ
こ
に
と
り
上
げ
た
の
は
、
富
豪
層
の
大
土
地
所
有
制
と
小
耐
震
民
経
営

と
を
有
機
的
な
結
び
つ
き
の
も
と
に
捉
え
た
氏
の
研
究
が
、
営
面
の
関
心
事
で

あ
る
豪
族
と
小
農
民
と
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
、
踏
ま
え
る
べ
き
基
本
認
識

を
提
供
す
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
富
豪
も
小
農
民
も
園
家

の
側
か
ら
み
れ
ば
等
し
く
「
編
戸
の
民
」
と
し
て
掌
握
さ
れ
た
。
だ
が
現
寅
の

祉
品
間
関
係
に
お
い
て
小
農
民
は
|
|
自
作
小
作
を
問
わ
ず
|
|
富
豪
暦
の
強
い

指
導
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、

卒
常
時
に
お
い
て
は
生
産
指
導

を
、
ま
た
戦
飢
・
災
害
さ
ら
に
は
湿
度
の
制
労
働
力
徴
設
な
ど
に
よ
る
危
機
に
際

し
て
は
そ
の
保
護
を
、
豪
族
居
が
小
農
民
に
糾
問
し
て
行
な
う
こ
と
は
、
む
し
ろ

蛍
然
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
先
述
し
た
如
き
自
律
的
秩
序
が
ま
ず
想
定
さ
れ
る

の
は
、
か
か
る
祉
舎
関
係
の
中
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
私
は
推
定
す

る
の
で
あ
る
。

五
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以
上
、
き
わ
め
て
不
充
分
な
形
で
は
あ
る
が
、
漠
代
豪
族
研
究
の
一
つ
の
傾

向
を
整
理
し
、
併
せ
て
若
干
の
私
見
を
述
べ

た。

そ
こ
か
ら
私
な
り
に
得
た
認

識
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
次
の
二
貼
に
な
ろ
う
。

第
一
は
、
豪
族
の
護
展
が
六
朝
史
へ
の
展
開
を
解
く
重
要
な
鍵
で
あ
る
こ

と
。
こ
の
勲
、
宇
都
宮
民
の
最
初
の
着
服
を
私
は
支
持
し
た
い
。
先
述
し
た
如

く
、
多
国
民
は
豪
族
の
も
つ
か
か
る
側
面
に
異
議
を
呈
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
で
は
歴
史
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
捉
え
難
い
よ
う
に
思
う
。

お

第
二
は
、
豪
族
本
来
の
性
格
と
し
て
、
郷
里
社
曾
|
|
と
り
わ
け
小
経
営
農

〈
お
)

民
の
再
生
産
|
|
の
保
護
者
的
側
面
を
無
視
し
得
ぬ
こ
と
。
こ
の
黙
は

「郷
邑

の
秩
序
は
豪
族
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
」
と
す
る
増
淵
氏
の
理
解
が
嘗
を

得
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
郷
里
の
再
生
産
構
造
の
中
に
占
め
る
豪
族
の

位
置
を
考
え
た
場
合
に
も
、
や
は
り
安
営
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
い
わ
ゆ
る
「
清
流
豪
族
」
の
抵
抗
も
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
豪
族
の

俸
統
的
性
格
に
根
ざ
し
た
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、
先
の
課
題
を
再
度
数
術
し
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
豪
族
の
郷
里
維
持

者
と
し
て
の
性
絡
が
ど
の
よ
う
な
特
殊
漢
代
的
な
形
態
で
現
わ
さ
れ
る
か
、
ま

た
、
そ
れ
を
六
朝
期
へ
の
展
開
の
中
に
ど
う
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
、

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
は
や
事
が
ら
は
寅
置
に
か
か
わ
る
ゆ
え
、
こ
こ
で

詳
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
論
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、

一つ
の
研

究
方
向
と
し
て
、
あ
る
石
刻
史
料
に
注
意
を
喚
起
し
て
お
く
こ
と
を
許
さ
れ
た

'v そ
れ
は
洪
遥
の
『
隷
穣
』
巻
五
に
著
録
さ
れ
て
い
る
〈
酸
夜
令
劉
熊
碑
〉
で

あ
る
。
碑
陰
に
百
八
十
人
に
及
ぶ
姓
名
が
刻
さ
れ
て
い
る
結
、

き
わ
め
て
重
要

な
史
料
で
あ
り
、
前
掲
の
増
淵
論
文
に
お
い
て
郡
豚
橡
史
の
出
自
は
豪
姓
に
あ

り
と
す
る
際
の
一
つ
の
手
掛
り
と
さ
れ
た
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
碑
陰
の
豪
姓
た

ち
と
鯨
令
の
劉
熊
と
は
ど
の
よ
う
な
欄
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
か
か
る
疑
澗
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の
も
と
に
碑
面
に
目
を
鴎
ず
る
と
、
そ
こ
に
極
め
て
注
目
す
べ
き
記
事
が
あ
る

こ
と
に
気
づ
く
。
す
な
わ
ち
、
劉
熊
の
治
績
を
た
た
え
た
碑
文
の
文
末
近
く
、

次
の
よ
う
な
一
節
が
見
え
る
の
で
あ
る
。

〔
鉄
二
字
〕
正
と
震
し
、
卒
を
以
て
更
と
震
す
。
丞
…
民
の
制
労
苦
均
し
か
ら
ざ

あ

わ

れ

お
a
b

た
め

る
を
感
み
念
い
、
信
用
に
正
弾
を
作
り
、
門
更
を
造
設
す
。

富
者
は
濁
り
逸

楽
せ
ず
、
貧
者
は
四
時
に
順
う
を
〔
得
〕
。
積
和
感
暢
、
歳
盤
穣
と
潟
り
、

賦
税
煩
わ
し
か
ら
ず
。
足
に
我
が
劉
父
、
吏
民
総
う
こ
と
慈
父
の
若
く
、

う
や
ま

畏
う
こ
と
紳
明
の
若
し
。

「
正
」
と
は
正
卒
を
、
「
更
」
と
は
更
卒
を
謂
う
。
そ
れ
が
編
戸
の
民
に
課
さ
れ

る
労
役
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
注
目
し
た
い
の
は
「
策
作
正

供
造
設
門
更
」
の
二
句
で
あ
る
。

寧
可
氏
は
出
土
石
刻
を
扱
っ
た
最
近
の
論

文
の
中
で
、
ほ
ぼ
同
内
容
を
も
っ

〈
都
郷
正
街
弾
碑
〉
(
隷
稗
各
一
五
〉
と
併

ゼ
ン

せ
て
こ
の
碑
文
に
言
及
し
、
右
の
二
句
は
「
弾
」
な
る
組
織
を
作
り
更
役
を
卒

均
化
す
る
こ
と
を
謂
う
も
の
だ
、
と
説
い
た
。

〈
都
郷
正
街
弾
碑
〉
で
は
そ
の

た
め
の
具
縫
的
な
措
置
と
し
て

「
臨
時
募
願
」
つ
ま
り
必
要
に
感
じ
て
人
を
雇

う
こ
と
、
な
ら
び
に
「
単
銭
」
つ
ま
り
雇
用
の
た
め
の
飲
銭
、
と
い
っ
た
語
が

見
え
て
い
る
。
お
そ
ら
く
「
弾
(
皐
ご
と
は
南
宋
の
義
役
に
類
し
た
救
済
組

織
で
あ
り
、
碑
陰
に
名
を
連
ね
る
豪
姓
の
中
に
そ
の
結
成
に
か
か
わ
っ
た
人
々

が
含
ま
れ
る
可
能
性
は
、
充
分
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
一意
味
に
お

い
て
こ
の
「
弾
」
は
、
小
論
が
主
張
し
て
来
た
在
地
の
自
律
的
秩
序
の
一
例
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
展
望
亡
の
範
闘
を
逸
脱
す

る
ゆ
え
、
こ
れ
以
上
の
論
及
は
別
稿
に
譲
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
前
述
の

準
設
整
理
と
の
関
連
で
、
次
の
四
貼
だ
け
は
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
第
一
は
、
そ
れ
が
豪
族
を
構
成
員
と
し
た
組
織
で
あ
る
こ
と
。
「
皐
銭
」

の
負
婚
に
は
然
る
べ
き
資
産
を
要
す
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
は
、
そ
れ
が
里
の

範
閣
を
こ
え
た
連
な
り
を
も
っ
て
い
る
こ
と
。
こ
れ
は
嘗
時
の
豪
族
の
存
在
形

態
と
密
接
な
関
連
が
あ
ろ
う
。
第
三
は
、
か
の
『
周
膿
』
地
官
里
宰
の
鄭
注
に

い
う
「
街
弾
之
室」

と
関
係
が
あ
る
こ
と
。
こ
れ
は
「
弾
」

が
何
ら
か
の
形
で

〔

市
出

)

直
接
生
産
過
程
に
閥
奥
し
た
可
能
性
を
う
か
が
わ
せ
る
。
そ
し
て
第
四
は
、
そ

れ
が
郷
里
祉
舎
の
維
持
機
能
を
果
た
す
反
面
、
公
権
力
に
制到
す
る
抵
抗
の
核
と

も
な
り
得
る
組
織
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
四
黙
で
あ
る
。

燭
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
課
題
も
多
い
が
、
ひ
と
ま
ず
論
を
移
え
た

い
。
小
論
の
如
く
在
地
の
自
律
性
を
強
調
す
る
立
場
に
削到
し
て
は
、
園
家
と
豪

族
と
の
二
元
論
に
陥
る
も
の
だ
と
す
る
批
判
が
嘗
然
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
む

ろ
ん
、
雨
者
は
統
一
的
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
場
合
、
園
家
な
い
し
公
機
的
秩
序
を
所
輿
の
も
の
と
し
て
論
議
を
す
す
め

る
こ
と
は
、
努
め
て
避
け
る
べ
き
だ
と
思
う
。
た
と
え
賓
誼
的
に
困
難
で
あ
ろ

う
と
も
、
や
は
り
親
貼
は
ま
ず
在
地
の
社
禽
関
係
の
側
に
置
く
べ
き
で
は
あ
る

ま
い
か
。
け
だ
し
、
園
家
は
祉
舎
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
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註
鼠
行
本
に
再
録
さ
れ
た
論
考
に
つ
い
て
は
、
初
掲
誌
名
を
省
略
し
た
。

(
1
〉
豪
族
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
「
犯
法
者
、

三
原
、
然
後

乃
行
刑
」
(
『
一
ニ
園
士
山
』
巻
入
・
張
魯
停
)
の
如
き
宗
教
結
社
の
規
約
な
ど
に

も
、
充
分
配
慮
す
る
必
要
か
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
集
圏
の
秩
序
の
中
に
、
郷

里
枇
舎
が
本
来
も
っ
て
い
た
「
法
」
の

一
端
を
看
取
す
る
こ
と
が
可
能
で
は

な
い
か
と
、
私
は
推
測
す
る
か
ら
で
あ
る。

(
2
)

「
中
園
古
代
社
舎
史
研
究
の
問
題
朕
況
l
皐
設
史
的
展
墓
|
」
(
『
中
園

古
代
の
祉
舎
と
園
家
|
秦
漢
一帝
園
成
立
過
程
の
祉
舎
史
的
研
究

l
』
弘
文

堂
、
一
九
六

O
年〉。



ハ
3
〉
「
漢
代
豪
涙
研
究
の
た
め
の
一
試
論
」
〈
『
名
古
屋
大
皐
東
洋
史
研
究
報

告』

1
、
一
九
七
二
年
)
。

ハ4
〉
「
秦
漢
脅一
園
と
豪
族
に
関
ナ
る
準
設
史
整
理
」
〈
『
史
叢
』
第
一
一
一
一
一
続
、

一
九
七
九
年
)
。

(

5

)

「
岡
崎
文
夫
博
士
著
『
南
北
朝
に
於
け
る
枇
曾
経
済
制
度
』
を
讃
む
」

〈
『
東
洋
史
研
究
』
第
一
巻
第
三
時
抗
、
一
九
三
六
年
)
。

(
6
)

弘
文
堂
、
一
九
五
五
年
。

(

7

)

創
文
祉
、
一
九
七
七
年
。

(

8

)

「
漢
代
に
お
け
る
家
と
豪
族
」
一
九
三
九
年
、
「
偉
約
研
究
」
一
九
五
三

年
、
「
劉
秀
と
南
陽
」
一
九
五
四
年
(
以
上
司
漢
代
社
曾
経
済
史
研
究
』
所

牧
〉
、
「
漢
代
の
豪
族
」
一
九
六
一
年
、
「
漢
代
豪
族
論
」
一
九
六
二
年
ハ
以

上
『
中
園
古
代
中
世
史
研
究
』
所
牧
〉
、
な
ど
に
述
べ
ら
れ
る
。

(
9〉
「
古
代
中
世
史
把
握
の
た
め
の
一
視
角
」
一
九
七

O
年
ハ
『
中
園
古
代
中

世
史
研
究
』
所
牧
)
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。

ハ
叩
)
前
掲
「
偉
約
研
究
」
。

〈
U
〉
こ
の
黙
は
註
(

3

)

前
掲
の
東
氏
論
文
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
ロ
〉
『
六
朝
貴
族
制
祉
舎
の
研
究
』
岩
波
書
庖
、
一
九
八
二
年
、
の
第

I
部

に
牧
録
さ
れ
た
諸
論
考
。

(
日
)
こ
れ
は
国
時
の
豪
族
共
同
鐙
(
『
三
園
志
』
各
十
一
・
回
噂
停
〉
を
め

ぐ
る
増
淵
氏
と
の
-
評
債
の
遠
い
に
か
か
わ
る
。
す
な
わ
ち
、
増
淵
氏
が
そ
れ

を
戦
園
秦
漠
史
の
流
れ
の
中
で
捉
え
る
ハ
「
戦
闘
秦
漢
時
代
に
お
け
る
集
圏

の
『
約
』
に
つ
い
て
」
注
(
2〉
前
掲
書
所
牧
)
の
に
封
し
、
川
勝
氏
は
「
む

し
ろ
=
一
園
以
後
の
、
あ
る
べ
き
郷
村
秩
序
の
理
想
型
」
と
み
る
の
で
あ
る

〈
「
漢
末
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
」
註
(
ロ
)
前
掲
書
所
牧
)
。

ハ
U
)

東
京
大
皐
出
版
食
、
一
九
六
一
年
。
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(
日
)
『
静
岡
大
皐
人
文
察
部
人
文
論
集
』
第
一
一
一
鏡
、

〈
日
〉
『
歴
史
皐
研
究
』
第
二
八
六
務
、
一
九
六
四
年
。

(
げ
〉
『
一
橋
論
叢
』
第
四
七
巻
第
」
ニ
続
、
一
九
六
二
年
。

(
時
)
「
漢
唐
の
聞
の
家
人
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
」

Q
山
梨
大
皐
皐
肇
皐
部

研
究
報
告
』
第
二
鋭
、
一
九
六

O
年〉。

(
m
w
)

「
後
漢
黛
銅
事
件
の
史
評
に
つ
い
て
」
(
『
一
橋
論
叢
』
第
四
四
巻
第
六

貌
内
一
九
六

O
年〉。

(
却
〉
註
ハ
日
〉
前
掲
の
増
淵
論
文
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。

(
幻
)
『
歴
史
皐
研
究
』
第
三
七
八
続
、
一
九
七
一
年
。

(
忽
〉
前
者
は
『
史
記
』
巻
八
三
・
魯
仲
蓮
列
停
、
後
者
は
問
答
一
一
一
四
・
滋

侠
列
俸
。
と
も
に
民
聞
に
お
け
る
調
停
和
解
の
例
で
あ
る
。

(
お
〉
『
東
洋
史
研
究
』
第
三
二
巻
第
三
鋭
、
一
九
七
三
年
。

(
M
〉

I

『
東
洋
史
研
究
』
第
一
一
一
一
一
一
巻
第

一
統
・
第
二
駿
、
一
九
七
四
年
。

(
お
〉
豪
族
の
も
つ
か
か
る
側
面
を
重
視
す
る
研
究
者
に
堀
敏
一
氏
が
い
る
。

氏
の
『
均
田
制
の
研
究
』
岩
波
書
底
、
一
九
七
五
年
、
の
第
三
章
「
北
貌
に

お
け
る
均
田
制
の
成
立
い
〈
と
り
わ
け

一二
九
頁
以
下
〉
を
参
照
。

(
お
〉
「
関
於
《
漢
侍
廷
里
父
老
伺
買
回
約
束
石
碑
7
U
V
」
〈
『
文
物
』
一
九
八
二

年
第
一
二
期
〉
。
な
お
、
寧
論
文
が
直
接
の
針
象
と
す
る
《
買
回
約
束
石
券
》

は
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
史
料
で
あ
り
、
い
ず
れ
別
途
考
透
し
て
み
た
い
。

(
幻
〉
こ
の
事
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
、
渡
湯
信
一
郎
「
古
代
中
閣
に
お
け

る
小
農
民
経
営
の
形
成
|
古
代
園
家
形
成
論
の
前
進
の
た
め
に
l
」
(『歴
史

評
論
』
第
三
四
四
務
、
一
九
七
八
年
〉
で
あ
る
。

一
九
六
一
年
。
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