
?比

評
・
紹

介

中
村
圭
爾
著

六
朝
貴
族
制
研
究

ー

l
 

j
 
i込
口

十
徐
年
に
お
よ
ぶ
著
者
の
六
朝
貴
族
制
研
究
を
集
大
成
し
た
本
書
は
、
あ
ら

た
に
書
き
お
ろ
さ
れ
た
序
章
と
、
沓
稿
を
も
と
に
加
筆
改
訂
し
た
四
篇
十
章
か

ら
成
る
。
そ
の
篇
・
章
名
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
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序
章
六
朝
貴
族
制
批
舎
に
関
す
る
若
干
の
問
題

第
一
篇
六
朝
貴
族
制
成
立
の
前
提
と
基
本
的
構
造

第
一
章
「
品
」
的
秩
序
の
形
成

第
二
章
「
士
庶
区
別
」
小
論

第
三
章
「
郷
里
」
の
論
理

第
二
篇
九
品
官
制
の
貴
族
制
的
構
造

第
一
章
九
ロ
間
官
人
法
に
お
け
る
起
家

第
二
章
九
品
官
制
に
お
け
る
官
歴

第
三
篇
政
治
的
支
配
健
制
と
祉
舎
的
身
分
制

第
二
章
除
名
に
つ
い
て

第
二
章
清
官
と
濁
官

第
三
章
婚
姻
か
ら
み
た
階
層
と
官
僚
身
分

補
章
墓
誌
銘
よ
り
み
た
南
朝
の
婚
姻
関
係

第
四
篇
南
朝
貴
族
制
に
お
け
る
特
徴
的
諸
問
題

第
一
章
南
朝
貴
族
の
本
貫
と
僑
郡
豚

第
二
章
耳
目
南
朝
に
お
け
る
官
人
の
俸
稼

戸-女

以
下
、
草
を
お
っ
て
、
内
容
の
概
略
を
紹
介
し
、
あ
わ
せ
て
批
評
を
加
え
る

こ
と
に
し
た
い
。

序
一
章
一
で
は
、
わ
が
園
に
お
け
る
内
藤
湖
南
以
来
の
研
究
に
加
え
て
、
人
民
共

和
園
成
立
以
後
の
中
園
の
研
究
が
概
観
・
批
判
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
研
究

史
的
整
理
を
ふ
ま
え
て
、
身
分
制
の
観
熱
か
ら
の
六
朝
貴
族
制
再
検
討
と
い
う

基
本
親
角
が
明
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
六
朝
貴
族
制
の
本
質
を
郷
里
祉
舎
に

後
生
す
る
身
分
と
し
て
把
握
し
、
こ
れ
と
官
僚
健
制
(
貴
族
制
の
も
っ
と
も
願

者
な
現
象
の
場
)
と
の
関
連
を
追
求
す
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
六
朝
貴
族
制

研
究
史
の
整
理
・
展
望
丘
、
こ
れ
ま
で
に
も
谷
川
道
雄
氏
ら
に
よ
っ
て
な
さ
れ

て
き
た
が
、
本
章
は
ま
っ
た
く
濁
自
の
覗
黙
か
ら
こ
れ
を
行
な
っ
て
お
り
、
非

常
に
有
盆
で
あ
る
。

第
一
篇
は
、
著
者
の
貴
族
制
理
解
の
大
枠
を
一
示
す
論
稿
で
構
成
さ
れ
る
。
第

一
章
で
は
、
郷
品
が
個
人
の
才
能
の
等
級
で
は
な
く
、
躍
制
に
も
と
づ
く
人
物

評
債
で
あ
り
、
任
官
資
格
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
郷
里
杜
舎
に
お
け
る
身
分
標

識
と
し
て
も
機
能
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
従
来
の
郷
品
理
解
に
大
幅
な

修
正
を
せ
ま
る
。
さ
ら
に
、

郷
品
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
郷
里
祉
舎
秩
序
の
歴

史
的
意
義
を
衣
の
よ
う
に
展
望
す
る
。
六
朝
期
は
、
秦
漢
帯
一
園
の
二
十
等
爵
制

身
分
秩
序
が
崩
壊
し
て
惰
唐
帯
園
に
お
け
る
良
賎
制
の
完
成
へ
と
む
か
う
過
渡

期
で
あ
り
、
爵
制
や
良
賎
制
の
よ
う
な
皇
一
帝
一
元
の
支
配
値
制
|
|
園
家
的
身

分
秩
序
の
寅
現
が
困
難
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
時
期
に
あ
っ
て
、
在
地
の
祉

舎
的
・
経
済
的
諸
関
係
(
豪
族
層
の
階
級
的
支
配
)
を
容
認
し
つ
つ
、

支
配
の

一 147ー
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側
か
ら
規
制
し
う
る
よ
う
な
秩
序
と
し
て
再
編
成
し
た
も
の
が
郷
品
秩
序
で
あ

る
。
こ
の
秩
序
は
、
皐
帝
の
一
元
的
支
配
に
低
綱
す
る
側
面
を
も
っ
。

ま
た
、
郷
ロ
聞
と
な
ら
ん
で
九
口
問
官
人
法
を
構
成
す
る
い
ま
ひ
と
つ
の
要
素

|
|
官
口
聞
は
、
官
僚
鐙
制
に
お
け
る
階
層
的
身
分
秩
序
と
し
て
機
能
す
る
。
こ

の
官
口
問
秩
序
は
、
律
令
値
制
の
完
成
に
と
も
な
っ
て
、
よ
り
高
度
に
盤
備
さ

れ
、
律
令
制
的
官
僚
慢
制
の
骨
格
と
な
る
黙
で
、

郷口
叩
以
上
に
重
要
な
機
能
を

も
っ
。
官
口
問秩
序
も
、
郷
品
秩
序
と
同
様
、

皇
帝
の
一
元
的
事
制
主
義
の
阻
害

要
因
で
あ
り
、
六
朝
陥
唐
の
皇
帝
権
力
に
超
川
崎
的
・
専
制
的
な
す
が
た
を
と
ら

せ
ず
、
律
令
制
に
一
定
程
度
規
定
さ
れ
た
支
配
者
に
お
し
と
ど
め
る
役
割
を
は

た
し
た
。

以
上
の
如
く
著
者
は
、
郷
品
を
郷
里
枇
舎
に
お
け
る
身
分
標
識
と
と
ら
え
、

楽
附
快
か
ら
階
唐
に
至
る
身
分
制
の
鑓
遜
過
程
に
位
置
づ
け
る
。
郷
田
聞
を
郷
里
祉

曾
秩
序
の
反
映
と
み
る
黙
に
つ
い
て
は
、
堀
敏
一
氏
「
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
(
一
九
六
八
)
の
所
設
に
示

唆
を
う
け
つ
つ
も
、
皇
帝
一
元
の
支
配
位
制
と
の
矛
盾
・
封
立
面
を
強
調
し
て

濁
自
の
見
解
を
う
ち
だ
す
e

す
な
わ
ち
、
郷
里
枇
曾
秩
序
が
図
家
の
制
度
さ
え

も
規
定
し
た
こ
と
を
重
税
す
る
鈷
に
、
堀
設
と
の
決
定
的
差
異
が
あ
る
と
い
え

よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
身
分
制
の
第
遜
過
程
に
お
い
て
、
郷
口
聞
は
、
「
支
配
の
側

か
ら
規
制
し
う
る
よ
う
な
秩
序
と
し
て
再
編
成
し
た
も
の
」
と
規
定
さ
れ
る
。

こ
の
規
定
を
み
る
と
、
郷
品
秩
序
も
結
局
は
良
賎
制
||
皇
帝
一
一
元
の
支
配
値

制
完
成
ま
で
の
一
つ
の
ス
テ
ッ
プ
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
を

い
だ
く
。
郷
品
秩
序
は
、
奈
漢
と
階
臨
閣
の
中
聞
を
し
め
る
六
朝
時
代
に
お
け
る

皇
帯
構
後
退
を
補
完
し
て
陥
唐
の
良
賎
制
へ
と
橋
渡
し
を
し
た
に
す
ぎ
な
い
の

か
。
そ
れ
と
も
、
官
品
秩
序
と
あ
い
ま
っ
て
六
朝
惰
唐
時
代
の
杜
舎
お
よ
び
闘

家
を
規
定
す
る
秩
序
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
黙
は
、
時
代
区
分
問
題
と
密
接
に

か
か
わ
る
所
で
も
あ
る
か
ら
、
ぜ
ひ
と
も
明
確
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

本
撃
の
問
題
黙
と
し
て
も
う
一
勲
、

『
鋭
志
』
巻
二
十
二
陳
霊
俸
の
記
事
の

理
解
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
む
著
者
は
、

及
(
文
喬
)
創
王
位
、
封
霊
昌
武
亭
侯
、
徒
居
周
向
書
、
制
九
品
、

官
人
之

法
、
霊
所
建
也
、

と
句
議
し
て
引
用
し
(
本
書
五
O
頁)、

一制
九
口
問
」
を
郷
口
問
の
制
度
化
、

「官

人
之
法
」
を
官
吏
登
用
・

鐙
選
法
と
い
う
方
向
で
理
解
す
る
。
し
か
し
、
越
智

重
明
氏
も
指
摘
す
る
如
く
、

『
三
園
志
』
の
記
注
様
式
か
ら
い
っ
て
、

「
九口問

を
制
せ
し
む
。
官
人
之
法
は
」
と
よ
む
の
は
困
難
で
あ
り
、
「
九
品
官
人
之
法

を
制
せ
し
む
。
(
そ
れ
は
ど
と
よ
む
の
が
正
し
い
。

そ
の
場
合
で
も
、

「
九

口
問
」
と
「
官
人
之
法
」
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、
雨
者
が
相
互
に
密

接
な
関
連
を
も
つ
こ
と
は
み
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
章
で
は
、
六
朝
時
代
の
郷
里
祉
舎
に
、
郷
論

・
郷
口
聞
を
契
機
と
し
て
、

土
庶
と
い
う
祉
舎
的
身
分
秩
序
(
諸
氏
族
関
の
階
層
的
秩
序
)
が
形
成
さ
れ
て

い
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
土
庶
が
、
皇
帝
を
頂
黙
と
し
た
政
治
積
制
(
官
僚
身

分
を
契
機
と
し
て
形
成
さ
れ
る
身
分
秩
序
)
の
あ
り
か
た
を
つ
よ
く
規
定
し、

本
来
「
官
l
民
」
と
い
う
す
が
た
を
と
る
べ
き
と
こ
ろ
を
お
お
き
く
歪
曲
し
て

「
官
|
吏

|
民
」
と
い
う
六
朝
濁
自
の
支
配
構
造
を
出
現
さ
せ
た
こ
と
が
設
か

れ
る
。社

舎
的
身
分
を
本
源
と
す
る
「
土
庶
区
別
」
が
省
時
の
政
治
値
制
を
規
定
し

た
と
い
う
論
旨
は
非
常
に
明
快
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
「
土
庶
区
別
」
を
、

①

同
坐
の
拒
否
や
土
庶
不
婚
の
如
き
社
禽
的
な
も
の
と
、
②
カ
役
復
除
の
有
無
の

如
く
政
治
的
な
も
の
と
に
二
分
し
て
把
握
す
る
貼
に
は
疑
問
が
残
る
。
①
祉
舎

的
士
庶
は
、
官
僚
身
分
の
有
無
を
直
接
的
契
機
と
は
し
な
い
身
分
で
あ
る
。
だ

が
、
社
舎
的
に
士
と
し
て
の
評
債
を
獲
得
す
る
た
め
の
主
要
な
僚
件
の
ひ
と
つ

-148-
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に
官
僚
身
分
の
世
幽
授
が
あ
る
(
本
書
一

O
五
頁
)
の
で
あ
れ
ば
、
官
僚
身
分
の

有
無
と
ま
っ
た
く
無
縁
で
も
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
祉
曾
的
土
庶
と

は
巽
質
の
②
政
治
的
土
庶
が
皇
帝
権
力
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た

と
い
う
想
定
は
、
主
と
し
て
軍
役
菟
除
事
例
の
検
討
か
ら
み
ち
び
き
だ
さ
れ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
事
例
を
み
て
も
、
政
治
的
土
庶
と
い
う
概
念
を
た
て

る
必
然
性
が
-
評
者
に
は
感
ぜ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
元
嘉
二
十
七
年
の
軍
役
割
問
除
規
定
(
一
一
五
J
六
頁
〉
は
、
た

し
か
に
官
僚
身
分
を
基
準
と
し
た
も
の
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
そ
れ
は
、
祉
舎

的
な
士
の
範
圏
を
お
お
う
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ

も
そ
も
、
軍
役
の
場
合
、
非
常
事
態
と
い
う
こ
と
で
、
士
庶
を
問
わ
ず
に
徴
愛

さ
れ
る
と
と
が
あ
る
の
で
、
軍
役
の
事
例
を
も
っ
て
祉
曾
閏
士
に
菟
役
権
が
と

も
な
わ
な
い
こ
と
を
立
読
す
る
の
は
無
理
で
あ
る
。
や
は
り
、
一
般
の
カ
役
に

つ
い
て
検
霞
す
る
必
要
が
あ
る
。
著
者
は
、
カ
役
に
つ
い
て
も
、
そ
の
菟
除
特

権
の
有
無
が
祉
曾
的
土
庶
に
封
態
し
な
い
と
す
る
(
一
一
八
頁
〉
が
、
そ
の
論

謹
は
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、

『
南
斉
書
』
巻
二
十
六
王
敬
則

俸
の
、

合
土
逮
捕
市
湖
海
、
民
丁
無
士
庶
皆
保
塘
役
、

と
い
う
記
事
に
つ
い
て
、
一
方
で
、
「
士
庶
聞
に
力
役
負
捻
に
つ
い
て
本
来
何

ら
か
の
差
異
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
」
〈
九
九
頁
〉
と
述
べ
な
が

ら
、
力
役
亮
除
と
祉
曾
的
土
庶
と
の
関
係
を
論
ず
る
際
に
は
、
ま
っ
た
く
言
及

し
な
い
。
「
民
了
は
土
庶
と
な
く
」
と
あ
る
、
こ
の
士
庶
は
、
粧
品
間
的
な
も
の

に
ほ
か
な
ら
ず
、
著
者
の
論
旨
に
低
鰯
す
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
い

わ
ゆ
る
政
治
的
土
庶
も
、
ほ
ぼ
祉
曾
的
士
庶
と
一
致
し
て
お
り
、
あ
え
て
爾
者

の
区
別
を
た
て
る
必
要
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
皇
脅
権
力
に

よ
る
杜
曾
的
階
層
秩
序
の
是
認
、
佳
制
内
化
(
一
二
五
頁
〉
は
、
土
庶
逼
婚
に

つ
い
て
の
罰
則
規
定
法
制
化
や
氏
族
譜
編
纂
に
と
ど
ま
ら
ず
、
役
制
の
面
に
さ

え
も
あ
ら
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
章
の
結
論
|
|
「
土
庶

区
別
」
に
よ
る
政
治
健
制
の
規
定
ー
ー
を
否
定
す
る
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
補
強
す

る
も
の
で
あ
る
。

第
三
一
章
で
は
、
六
朝
人
に
お
い
て
同
郷
的
結
合
が
社
舎
的
規
範
と
し
て
重
要

な
意
味
を
も
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
山
富
時
「
郷
里
」
な
る
も
の
が
い

か
な
る
意
識
上
の
世
界
と
し
で
あ
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
。
「
郷
里
」
の
内
部

秩
序
は
、
政
治
的
階
級
的
経
済
的
論
理
を
排
除
し
克
服
し
た
共
同
位
的
原
理

|

|
礎
教
的
規
範
ー
ー
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
「
郷
里
」
と
豪
族

に
よ
る
階
級
支
配
の
行
な
わ
れ
る
現
賓
の
村
落
祉
舎
と
の
聞
に
は
大
き
な
断
層

が
存
在
す
る
。

「郷
里
」
は
小
農
民
層
に
こ
の
世
界
の
主
健
闘
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
括
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
か
れ
ら
に
規
制
力
を
お
よ
ぼ
し
、
階
級
的
経
済
的
支
配
を
補
完
し
よ
う

と
す
る
豪
族
居
の
主
導
の
も
と
に
構
築
さ
れ
た
観
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ

が
、
「
郷
里
」
の
意
義
は
そ
れ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
第
一
に
、
「
郷

里
」
世
界
の
秩
序
は
、
官
位
に
よ
る
秩
序
と
白
書
帝
一
一
元
の
支
配
を
歪
曲
し
否
定

し
、
濁
特
な
構
造
を
も
っ
官
僚
艦
制
を
形
成
し
た
。
第
二
に
、
皇
-
帝
さ
え
も
郷

里
で
の
諸
関
係
を
捨
象
し
き
れ
ず
、

「郷
里
」
の
論
理
に
規
定
さ
れ
、
相
射
的

支
配
権
力
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
「
郷
里
」
は
貴
族
(
土
)

の
母
胎
で
あ
り
、
単
な
る
官
僚
以
上
の
存
在
た
ら
し
め
る
根
接
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。従

来
、
貴
族
を
貴
族
た
ら
し
め
る
本
源
的
契
機
を
現
買
の
郷
総
社
舎
に
見
出

す
視
角
は
、
貴
族
制
形
成
期
(
後
漢
末
)
の
分
析
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
傾
向
に

あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
貴
族
制
の
展
開
過
程
に
お
い
て
、
官
僚
的
形
態
を

と
る
貴
族
の
郷
黛
祉
禽
よ
り
の
遊
離
、
あ
る
い
は
郷
策
批
舎
と
の
関
係
の
稀
滞
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化
と
い
う
局
面
に
た
ち
い
た
っ
た
と
き
の
貴
族
|

|
郷
黛
祉
曾
関
係
に
つ
い
て

は
本
格
的
に
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
著
者
は
、
現
貨
の
郷

熊
枇
舎
を
こ
え
た
概
念
的
世
界
と
し
て
の

「郷
里
」
と
い
う
視
角
を
設
定
し
、

貴
族
制
の
維
持

・
存
績
期
を
も
親
野
に
い
れ
て
、
六
朝
貴
族
制
の
本
源
的
契
機

と
い
う
問
題
に
と
り
く
ん
だ
の
で
あ
る
。
貴
族
と
「
郷
里
」
の
概
念
的
関
係
を

貴
族
制
の
恨
竣
と
し
て
把
握
す
る
覗
角
は
非
常
に
一
示
唆
的
で
あ
る
。
ま
た
一
方

で
、
こ
の
「
郷
里
」
は
、
階
級
支
配
を
補
完
す
る
観
念
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
単
な
る
歎
附
的
概
念
に
と
ど
ま
る
の
か
、
そ
れ

と
も
、
現
貧
村
落
祉
舎
の
階
級
関
係
の
あ
り
か
た
自
位
、
そ
の
観
念
に
よ
っ
て

規
制
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
か
、
論
及
が
望
ま
れ
る
。

第
二
篇
で
は
、
九
口
問
官
制
に
お
け
る
官
人
の
起
家
〈
第

一
章
)
と
そ
の
後
の

官
歴
(
第
二
一
挙
)
に
つ

い
て
、
分
析
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
本
篇
の
成
果
の
第

一
は
、
宋
斉
代
に
お
け
る
官
僚
の
昇
進
経
路
の
階
層
的
秩
序
を
解
明
し
た
こ

と
、
と
り
わ
け
門
地
二
品
内
部
の
階
層
分
化
を
検
詮
し
た
黙
に
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
門
地
二
口
問
は
、
起
家
官
か
ら
、
①
秘
書
郎
、
②
著
作
佐
郎
・
七
品
府
佐
、

③
奉
朝
諮

・
太
事
博
士
・
園
官
・
八
品
府
佐
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
序
列
化
さ

れ
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
官
歴
を
勘
案
し
て
、
右
の
①
と
②
を
ふ
く
む
「
高
流
官

序」

と
、
③
の
「
次
流
官
序
」
と
に
二
大
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
次
流

官
序
」
の
下
に
は
、
庶
人
出
身
者
の
た
ど
る
「
濁
官
官
序
」
が
存
在
す
る
。
こ

の
よ
う
な
昇
進
経
路
の
分
化
は
、
家
格
や
身
分
に
規
定
さ
れ
た
嘗
時
の
官
僚
制

の
寅
態
を
如
寅
に
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
序
列
は
、
越
智

重
明
氏
の
「
族
門
制
」
論
、
と
り
わ
け
門
地
二
品
を
一
括
し
て
「
甲
族
」
(
郷

品
一
・
二
品
、
五
・
六
品
官
起
家
)
と
把
握
す
る
見
解
に
射
し
て
大
幅
な
修
正

を
せ
ま
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
昇
進
経
路
の
分
化
と
密
接
に
か
か
わ
る
事
貨
と
し
て
、
@
宋
斉

代
、
官
品
が
昇
進
経
路
の
枠
組
と
し
て
の
機
能
を
う
し
な
い
、
官
の
清
濁
が
大

き
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
、
⑤
品
制
を
打
破
し
、
清
濁
に
よ
っ
て
あ

ら
た
に
官
位
秩
序
を
再
編
成
し
た
の
が
、
梁
の
十
八
班
制
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
さ
れ
る
。

第
三
に
、
家
格
や
身
分
に
規
定
さ
れ
な
い
官
制
濁
自
の
論
理
と
機
能
も
摘
出

さ
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
宋
湾
代
に
家
格
と
な
ら
ぶ
起
家
官
決
定
の
要
素
で
あ

り
、
梁
陳
代
に
大
規
模
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
任
子
制
で
あ
る
。
そ
れ

か
ら
、
身
分
制
的
に
分
化
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
官
歴
の
聞
で
移
動
が
可
能
で
あ
っ

た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
奉
朝
請
、
黄
門
郎
、
侍
中
な
ど
と
い
う
一
種
の
関
門
の

如
き
官
位
に
就
任
す
れ
ば
、
そ
の
の
ち
は
よ
り
上
位
の
官
歴
に
す
す
む
こ
と
が

で
き
た
黙
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
上
流
官
歴
の
経
歴
官
が
寅
務
の
な
い
、
遁
過
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い

と
い
う
名
目
的
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
官
僚
身
分
の
標
章
と
し
て
の
一
意
味
を

つ
よ
く
も
っ
て
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
。

本
篇
の
論
誼
は
、
正
史
列
俸
を
は
じ
め
諸
史
料
を
博
捜
し
て
得
ら
れ
た
官
歴

の
デ
!
タ
に
も
と
づ
く
だ
け
に
、
十
分
な
説
得
力
を
も
っ
。
た
だ
、
そ
の
こ
と

は
残
さ
れ
た
課
題
が
皆
無
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
た
と
え
ば
、
個
別
の

官
職
に
つ
い
て
の
具
値
的
検
討
な
ど
に
よ
っ
て
、
六
朝
官
僚
制
像
を
い
っ
そ
う

堕
富
な
も
の
に
し
て
ゆ
く
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
基
礎
が
本

篇
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

第
三
篇
は
、
官
僚
鐙
制
と
祉
舎
的
身
分
と
の
具
種
的
関
係
の
考
察
で
あ
る
。

第
一
章
で
は
、
六
朝
時
代
に
出
現
し
た
官
人
の
刑
罰
、
除
名
を
と
り
あ
げ
る
。

除
名
の
名
と
は
、
戸
籍
に
記
載
さ
れ
た
官
職
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
名
(
吏

名
)
が
官
人
と
し
て
の
身
分
を
保
誼
す
る
。
そ
し
て
除
名
と
は
、
こ
の
名
を
除

く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
官
人
と
し
て
の
資
格
(
官
資
〉
を
す
べ
て
剥
奪
し
、
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起
家
以
前
の
状
態
|
|
根
源
的
身
分
た
る
土
庶
1
1
1
に
も
ど
す
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
現
任
官
を
失
い
、
通
常
よ
り
一
階
ひ
く
い
官
人
身
分
(
白
衣
〉
と
さ

れ
る
菟
官
よ
り
も
、
一
段
と
重
い
刑
罰
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
重
刑
に
よ

っ
て
も
な
お
失
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
祉
舎
的
身
分
H

土
の
存
在
は
、
関
家
権
力

が
民
の
一
元
的
支
配
を
貫
徹
で
き
な
い
と
い
う
六
朝
の
時
代
的
特
質
の
反
映
で

あ
る
。

除
名
に
よ
っ
て
は
剥
奪
し
え
な
い
身
分
H
土
の
存
在
と
い
う
論
旨
は
非
常
に

明
瞭
だ
が
、
除
名
自
慢
の
兵
種
的
内
容
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
剣
然
と
し
な
い
黙

が
残
る
。
と
く
に
、
除
名
後
の
官
が
除
名
前
と
同
じ
で
あ
っ
た
り
、
除
名
前
よ

り
も
上
で
さ
え
あ
る
事
賓
の
存
在
(
一
一
二
九
頁
)
は
、
官
資
剥
奪
と
い
う
規
定

と
組
婦
を
き
た
す
。
こ
う
い
う
黙
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
十
分
な
説
明
が
な
さ
れ

て
お
ら
ず
、
な
お
課
題
を
残
し
た
と
い
え
よ
う
。

第
二
章
で
は
、
官
の
清
濁
の
区
別
を
と
り
あ
げ
る
。
清
官
は
、
西
耳
回
初
期
に

出
現
し
て
東
管
代
に
定
着
し
、
宋
斉
代
に
は
、
こ
の
清
官
と
身
分
制
的
表
現
で

あ
る
こ
品
と
が
結
合
し
て
、
二
品
清
官
な
る
特
異
な
身
分
を
形
成
し
た
。
官
の

清
濁
は
、
郷
ロ
問
あ
る
い
は
郷
品
身
分
と
関
係
を
も
っ
。
す
な
わ
ち
、
郷
里
社
舎

に
お
け
る
支
配
者
身
分
が
清
で
あ
り
、
被
支
配
者
身
分
が
褐
な
の
で
あ
る
。
こ

の
清
濁
が
九
口
問
官
制
の
中
に
投
影
さ
れ
た
結
果
、
九
品
官
制
本
来
の
、
官
口
問
秩

序
の
み
に
よ
っ
て
官
僚
制
を
編
成
し
、
皇
帝
に
よ
る
一
元
的
官
人
支
配
を
意
図

す
る
と
い
う
す
が
た
は
う
し
な
わ
れ
、
九
品
官
制
自
帥
涯
が
郷
里
祉
舎
の
支
配
者

層
に
貿
質
的
に
支
配
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

本
意
は
、
第
二
篇
と
あ
い
ま
っ
て
、
社
曾
的
身
分
に
規
定
さ
れ
た
貴
族
制
的

官
制
の
特
質
を
う
か
び
あ
が
ら
せ
る
こ
と
に
成
功
を
お
さ
め
た
と
い
え
よ
う
。

第
三
章
で
は
、
社
曾
的
諸
身
分
の
有
数
な
考
察
方
法
と
し
て
、
首
時
の
婚
姻

関
係
の
分
析
を
行
な
う
。
従
来
も
、

皇
帝
家
と
最
上
層
氏
族
に
よ
る
通
婚
集
闘

の
形
成
な
ど
が
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、
新
出
史
料
「
劉
岱
基
蒜
銘
」
を
素
材
と

し
て
、
よ
り
下
層
の
諸
氏
族
を
分
析
封
象
と
し
た
黙
に
特
色
が
あ
る
。
こ
の
分

析
の
結
果
、
南
朝
に
お
け
る
「
甲
族
|
築
士
(
次
門
)
|
庶
」
と
い
う
累
麿
的

社
曾
身
分
構
成
の
存
在
、
お
よ
び
そ
の
婚
姻
に
よ
る
維
持
存
績
が
解
明
さ
れ

る
。
ま
た
、
こ
の
身
分
構
成
と
官
僚
健
制
に
お
け
る
身
分
秩
序
に
緊
密
な
関
係

が
み
ら
れ
.
甲
族
が

「高
流
官
序」

に
、
寒
土
が
「
次
流
官
序」

に
、
庶
が

「渇
官
官
序
」
に
相
同
感
す
る
こ
と
も
明
白
と
な
る
。

本
章
の
成
果
と
し
て
特
筆
す
べ
き
は
、
従
来
そ
の
定
義
が
暖
味
で
あ
っ
た
寒

土
(
次
門
〉
暦
に
つ
い
て
、
婚
姻
と
官
織
の
雨
面
か
ら
そ
の
輪
郭
を
確
定
し
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。

補
章
は
、
「
劉
岱
墓
誌
銘
」
以
外
の
お
も
な
南
朝
墓
誌
の
紹
介
と
そ
こ
に
み

ら
れ
る
婚
姻
関
係
の
分
析
で
あ
る
。
著
者
に
よ
っ
て
着
手
さ
れ
た
考
古
拳
的
成

果
の
積
極
的
活
用
は
、
次
第
第

一
一章
に
も
み
ら
れ
、
本
書
の
特
徴
あ
る
一
面
を

形
作
っ
て
い
る
。

第
四
篇
は
、
南
朝
貴
族
制
に
か
か
わ
る
論
稿
二
篇
か
ら
成
る
。
第
一
章
で

は
、
東
耳
目
南
朝
の
僑
郡
豚
と
北
人
貴
族
の
本
貫
、
僑
居
地
、
墓
地
と
の
関
係

を
、
新
出
墓
誌
を
駆
使
し
つ
つ
究
明
す
る
。
僑
郡
豚
は
、
通
常
寅
際
の
境
減
を

も
た
な
い
が
、
南
徐
州
南
浪
邪
郡
臨
祈
燃
は
、
建
康
東

・
北
郊
に
質
土
を
も
っ

特
異
な
僑
郡
勝
で
あ
っ
た
。曲以
邪
・
臨
析
の
大
姓
、
王
氏
・
顔
氏
は
、
本
貫
の

み
な
ら
ず
僑
居
地
や
墓
地
も
こ
の
僑
置
臨
祈
豚
に
お
い
て
い
た
。
同
様
の
関
係

は
、
梁
代
に
僑
宣
さ
れ
た
蘭
陵
郡
蘭
陵
腕
肺
と
粛
氏
と
の
聞
に
も
み
ら
れ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
他
の
南
徐
州
諸
族
の
本
貫
僑
郡
燃
は
、
賞
域
を
も
た
な
い
名
目

的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
僑
居
地
も
墓
地
も
異
邦
に
お
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
は
、
陳
郡
の
謝
氏
の
よ
う
に
、
呉
邦
に
あ
る
墳
墓
を
中
心
に
新
本
貫
を

設
定
し
よ
う
と
す
る
方
向
も
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
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以
上
の
如
く
、
僑
郡
勝
と
諸
氏
族
と
の
か
か
わ
り
が
明
快
に
整
理
さ
れ
る
。

か
か
る
作
業
の
倣
如
に
こ
そ
、
従
来
の
研
究
が
明
確
な
僑
郡
燃
理
解
に
到
達
し

え
な
か
っ
た
要
因
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
本
震
は
、
僑
郡
豚
解
明
の
た
め
の
確

固
た
る
土
認
を
き
.
す
い
た
と
-
評
債
で
き
る
。
さ
ら
に
、
僑
郡
豚
の
設
置
や
貧
土

化
の
背
景
に
、
有
力
氏
族
の
意
向
を
想
定
す
る
見
解
も
、
僑
郡
際
の
本
質
探
求

の
う
え
で
有
数
な
繭
黙
の
一
つ
と
な
り
う
る
と
恩
わ
れ
る
。
だ
が
、
僑
郡
市
献
の

本
質
が
有
力
氏
族
の
意
向
の
み
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
こ
と
も
事
賞
な
の
で
あ

る。

藤
家
鐙
之
助
氏
は
、
僑
郡
豚
の
集
中
す
る
耳
目
陵
郡

一
帯
が
三
園

・
奥
の
屯

田
地
州
市
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
郡
勝
の
僑
置
が
園
家
的
施
策
で
あ
っ
た
可

能
性
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、

安
田
二
郎
氏
は
、
僑
郡
豚
民
が
役
・
征
役
の
負
権

者
で
あ
っ
た
事
賞
を
は
じ
め
て
明
ら
か
に
し
た
。
雨
氏
の
見
解
は
、
い
ず
れ
も

図
家
の
軍
事
的

・
財
政
的
施
策
と
い
う
側
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
え
る
。

か
か
る
側
面
も
、

北
人
諸
氏
族
の
あ
り
か
た
や
意
向
と
と
も
に
考
慮
に
い
れ
る

必
要
が
あ
ろ
う
。

第
二
章
は
、
話
回
南
朝
の
俸
級
制
度
全
般
に
つ
い
て
の
は
じ
め
て
の
専
論
で
あ

る
。
官
僚
と
し
て
の
貴
族
の
経
済
的
基
盤
た
る
俸
糠
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら

検
討
し
て
お
り
、

論
貼
が
多
岐
に
わ
た
る
。
本
書
の
全
般
的
テ
l
マ
と
密
接
に

か
か
わ
る
の
は
、
第
六
節
「
官
人
に
お
け
る
俸
蔽
の
意
義
」

な
の
で
、
こ
の
節

に
し
ぼ
っ
て
紹
介
し
た
い
。
ま
ず
、
南
朝
官
人
の
経
済
生
活
に
お
い
て
俸
稼
は

重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
が
、
唯
一
の
経
済
的
基
盤
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
、
矢
野
主
税
氏
の
「
寄
生
官
僚
論
」
に
修
正
を
せ
ま
る
。

さ
ら
に
、
官
人
が
任
官
を
求
め
る
際
に
家
貧
と
閥
的
し
、
あ
る
い
は
俸
糠
を
散

賜

・
返
上
し
た
こ
と
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
が
、
①
貴
族
を
さ
さ
え
る
意
識

・
倫

理
と
し
て
の
清
の
寅
現
に
つ
な
が
る
こ
と
、
②
官
人
が
皇
帝
と
の
君
臣
関
係
の

な
か
に
十
全
に
く
み
こ
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
象
徴
的
に
一
示
す
こ
と
を
指
摘
す

る。
以
上
の
如
く
、
南
朝
貴
族
が
皐
な
る
皇
一
帝
の
官
僚
、
あ
る
い
は
寄
生
官
僚
と

し
て
だ
け
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
こ
と
が
力
設
さ
れ
る
。
本
節
の
問
題
貼
は
、

俸
球
が
君
臣
関
係
を
媒
介
す
る
こ
と
を
自
明
の
前
提
と
し
た
う
え
で
、
俸
蔽
の

散
賜

・
返
上
を
君
臣
関
係
に
十
全
に
く
み
こ
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
象
徴
的
に

示
す
も
の
と
把
握
す
る
黙
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
首
時
の
俸
糠
が
君
臣
関
係
の

媒
介
と
し
て
寅
際
に
機
能
し
た
事
例
の
有
無
、
第
二
に
、
俸
糠
に
よ
っ
て
君
臣

閥
係
に
く
み
こ
ま
れ
た
人
物
が
い
る
と
す
れ
ば
そ
の
出
身
階
層
等
が
問
題
に
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、

家
貧
と
稽
し
て
俸
糠
を
う
け
と
っ
た
場
合
は
、

君
臣
関
係
に
く
み
こ
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
も
論
及
が
必
要

と
さ
れ
よ
う
。
本
節
で
の
指
摘
は
、
貴
族
制
理
解
の
関
鍵
と
い
え
る
だ
け
に
、

右
の
貼
に
つ
い
て
の
検
討
が
切
望
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

-152ー

以
上
で
、
各
一章
の
紹
介
を
お
わ
る
が
、
評
者
の
力
量
不
足
に
よ
り
、
著
者
の

員
意
を
誤
解
し
た
り
み
お
と
し
た
り
し
た
黙
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
お
そ
れ

る
。
最
後
に
、
本
書
全
健
を
通
じ
て
の
感
想
を
の
べ
て
お
き
た
い
。

本
書
で
は
、
社
合
的
身
分
に
よ
る
政
治
強
制
(
官
僚
制
)
の
規
定
と
い
う
基

本
視
角
の
も
と
に
、
貴
族
制
の
諸
相
が
究
明
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
社
曾
的
身

分
が
官
僚
制
の
中
に
ど
れ
ほ
ど
反
映
し
て
い
る
か
を
示
す
こ
と
に
大
き
な
成
功

を
お
さ
め
た
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、
↓
粧
品
閏
的
身
分
と
政
治
位
制
と
を
封
置
し
て

相
互
の
影
響

・
反
映
を
分
析
す
る
方
法
に
よ
る
制
約
も
あ
っ
て
!|

一
面
で
は

こ
の
方
法
に
よ
っ
て
大
き
な
成
果
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
だ
が
|

|
、
社
曾
的
身

分
の
あ
り
か
た
か
ら
政
治
鐙
制
な
い
し
皇
帝
権
力
の
存
立
根
嫁
を
説
明
す
る
視

角
の
飲
如
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
ま
た
、
社
曾
的
身
分
そ
の
も
の
の
寅
態
も
、
現
役

特
権
と
の
か
か
わ
り
な
ど
、
い
ま
だ
十
分
に
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ



た
。
一
方
、
官
僚
制
に
つ
い
て
は
、
身
分
標
識
に
す
ぎ
な
い
官
位
を
ふ
く
む
嘗

時
の
貴
族
的
官
制
の
も
と
で
、
現
寅
具
笹
の
行
政
機
能
が
ど
の
よ
う
に
遂
行
さ

れ
て
い
た
か
が
新
た
な
問
題
と
し
て
う
か
び
あ
が
っ
て
こ
よ
う
。
こ
れ
ら
の
黙

は
い
ず
れ
も
六
朝
貴
族
制
の
究
極
的
研
究
課
題
と
考
え
る
が
、
そ
の
検
討
の
た

め
の
確
質
な
基
礎
が
本
書
に
よ
っ
て
あ
た
え
ら
れ
た
こ
と
を
喜
び
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
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註(

1

)

谷
川
道
雄
「
六
朝
貴
族
制
祉
舎
の
史
的
性
格
と
律
令
僅
制
へ
の
展
開
」

(
『
中
圏
中
世
祉
舎
と
共
同
鐙
』
一
九
七
六
所
牧
〉
な
ど
。

(
2
〉
田
畑
氏
の
皐
設
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
谷
川
道
雄
「
中
園
史
の
時
代
匡
分

問
題
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
中
圏
中
世
の
探
求
』

一
九
八
七
所
枚
)
参
照
。

(

3

)

「
貌
時
代
の
九
口
問
官
人
法
に
つ
い
て
」
(
『
九
州
大
皐
東
洋
史
論
集
』

二
、
一
九
七
四
)
一
五
J
一
六
頁
。

〈
4
〉
こ
の
菟
除
規
定
は
、
父
租
伯
叔
兄
弟
が
特
定
官
職
に
つ
い
て
さ
え
い
れ

ば
、担
問
役
特
権
を
享
受
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
官

職
中
の
州
従
事
は
、
州
の
名
族
(
祉
曾
的
な
土
〉
の
起
家
官
で
あ
り
(
本

書

一
一
一

l
一
一
一
一
頁
)
、
他
も
同
様
と
考
え
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
、
社
曾

的
な
土
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
現
役
範
圏
内
に
包
含
さ
れ
る
と
考
え
る
。

著
者
は
、
沈
彼
之
が
元
嘉
二
十
七
年
に
徴
役
さ
れ
た
と
い
う
『
宋
書』

巻
七
十
四
本
俸
の
記
載
を
あ
げ
て
、
祉
舎
的
土
に
徴
兵
が
お
よ
ん
だ
根
援

と
す
る
(
一
一
六
頁
)
。
だ
が
し
か
し
、
沈
般
之
の
父
叔
任
は
、
皇
弟
府

の
「
長
広
粂
行
参
軍
」
に
就
任
し
て
お
り
、
先
述
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た

な
ら
ば
、
克
役
機
を
得
た
は
ず
で
あ
る
〈
長
粂
行
参
軍
は
規
定
に
み
え
る

参
軍
督
護
よ
り
上
位
三
さ
ら
に
、
沈
般
之
が
こ
の
時
、
領
軍
賂
軍
〈
武
官

人
事
を
管
掌
)
に
面
曾
し
て
白
丁
隊
主
補
任
を
求
め
た
と
い
う
後
文
の
記

述
も
、
徴
兵
者
の
行
動
と
し
て
は
ま
ず
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
以
上

の
如
く
『
宋
書
』
の
記
載
は
、
前
後
組
麟
を
き
た
し
て
お
り
、
信
を
お
き

が
た
い
。
こ
の
熱
、
『
南
史
』
各
三
十
七
本
体
で
は
、

元
嘉
二
十
七
年
、
貌
軍
南
攻
、
朝
廷
設
三
英
之
衆
、
般
之
亦
行
。

と
、
彼
之
が
白
か
ら
志
願
し
て
募
兵
に
臨
応
じ
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
矛

盾
が
な
い
。
『
南
史
』
に
簸
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

安
田
二
郎
氏
よ
り
御
数
示
を
い
た
だ
い
て
い
る
。

(
5
〉
著
者
も
第
一
一
一
篇
第
一
章
で
こ
の
記
事
を
再
引
し
て
、
「
『民
』
の
な
か

に
、
士
人
も
庶
人
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
明
瞭
に
し
め
し
て
い
る
。
」

三
二
六
頁
)
と
す
る
。
こ
の
「
民
」
は
、
政
治
的
支
配
者
た
る
吏
(
官

人
身
分
を
も
っ
)
に
た
い
す
る
政
治
的
被
支
配
者
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、

明
ら
か
に
佐
倉
的
な
土
庶
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

著
者
は
、

『
南
斉

書
』
巻
四
十
六
陵
慧
瞬
博
附
願
書
胞
之
停
に
、

憲
之
議
目
、
・
:
:
山
陰
一
豚
、
課
戸
二
首
円
、
其
民
、
貨
不
満
三
千
者
、

殆
格
居
牢
、
刻
叉
刻
之
、
翁
且
三
分
徐
一
、
凡
有
貿
者
、
多
是
土
人
復

除
、
其
貧
極
者
、
悉
皆
露
戸
役
民
。

と
あ
る
の
を
引
い
て
、
こ
の
「
士
人
」
も
祉
曾
的
な
士
の
こ
と
と
す
る
。

と
す
れ
ば
、
枇
曾
的
な
士
に
菟
役
が
と
も
な
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
さ
ら
に
、
『
宋
京
国
』
巻
八
十
三
宗
越
市
博
に
は
、
氏
族
の
等
級
づ
け
が

裂
陽
地
方
で
行
な
わ
れ
た
結
果
、
宗
越
が
次
門
か
ら
役
門
に
お
と
さ
れ
た

と
い
う
記
載
が
あ
る
。
著
者
も
述
べ
る
如
く
、
役
門
は
庶
人
の
こ
と
と
考

え
ら
れ
る
(
一
三
四
J
五
頁
の
注
必
)
。
そ
う
す
る
と
、
役
門
と
い
う
名

務
か
ら
推
し
て
、
カ
役
は
佐
倉
的
な
庶
に
か
け
ら
れ
、
士
(
次
門
以
上
)

は
四
月
役
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
想
定
で
き
よ
う
。
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(

6

)

越
智
重
明
氏
「
白
衣
領
職
を
め
ぐ
っ
て
」

『小
尾
博
士
古
稀
記
念
中
園

風
平
論
集
』
(
一
九
八
三
〉
は
、
著
者
を
批
剣
し
つ
つ
除
名
と
克
官
の
同
質

性
を
強
調
す
る
が
、
そ
の
相
違
黙
が
不
明
確
で
あ
る
。
そ
の
後
、
著
者
の

反
論
が
、
「
話
回
南
朝
に
お
け
る
律
令
と
身
分
制
」

『律
令
制
1

1
中
園
朝

鮮
の
法
と
園
家
』
(
一
九
八
六
〉
に
お
い
て
な
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
本
文

に
の
ベ
た
疑
問
黙
は
解
決
さ
れ
て
い
な
い
。

(

7

)

著
者
に
は
、
ほ
か
に

「南
京
出
土
六
朝
基
に
関
す
る

一一一一一

の
問
題
」

『
人
文
研
究
』

一一
一
四
|
一
二
(
一
九
八
二
)
が
あ
る
。

「
東
耳
目
南
朝
の
公
団
」

『東
海
史
祭
』

一一一

(一

九
八
六
〉
。

「僑
州
都
燃
制
と
土
断
」
『中
園
貴
族
制
祉
舎
の
研
究
』
(
一
九
八
七
)
。

一
九
八
七
年
二
月
東
京
風
間
書
房

A
5
版
五
四
四
頁

一
五
五

O
O園

(

8

)

 

(

9

)

 

〔附
記
〕

本
稿
は
、
一
九
八
七
年
十
一
月
四
日
の
中
圏
中
世
史
研
究
舎
で
の
設
表
を
も

と
に
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
御
敬
一
示
を
い
た
だ
い
た
著
者
の
中
村
圭
繭

先
生
は
じ
め
諸
先
生
方
に
末
尾
な
が
ら
感
謝
の
意
を
表
し
て
お
き
た
い
。

河
田
悌
一
著

中
国
近
代
思
想
と
現
代

佐

藤

慎

河
田
悌

一
者
『
中
園
近
代
思
怨
と
現
代
|

|
知
的
朕
況
を
考
え
る
』

(
研
文

出
版
、
本
文
三
五
三
頁

・
猿
引
十
五
頁
、

一
九
八
七
年
〉
に
は
、
長
短
二
十
六

篇
も
の
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
e

清
代
初
期
か
ら
中
華
人
民
共
和
園
成
立

ま
で
の
約
三
百
年
聞
の
思
想
史
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
概
観
し
た
、

「中
園
近
代
に

お
け
る
思
想
の
流
れ
」
と
題
す
る
論
文
が
序
-章
に
置
か
れ
、
繍
く
二
十
五
篇
の

論
文
は
四
部
に
分
け
て
配
列
さ
れ
て
い
ま
す
。
第
一
部
に
は
、
近
代
中
園
に
お

け
る
児
童
翻
の
獲
濯
を
扱
う

「近
代
中
閣
に
お
け
る
子
ど
も
」
と
、
毛
津
東
の

孫
子
槻
に
紛
れ
た

「毛
浮
東
と

『孫
子
』
」
と
い
う
二
木
の
エ
ッ
セ
イ
が
配
列

さ
れ
て
い
ま
す
。

(第
一

部
に
は
「
子
ど
も

・
毛
淳
東

・
孫
子
」
と
い
う
三
題

噺
め
い
た
題
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
て
、
三
者
の
相
互
関
連
を
ど
う
議
み
解
く
べ

き
か
色
々
考
え
て
み
ま
し
た
が
、
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
)
。
第
二
部
は
「
章
一
灼

麟
と
孫
文
」
と
題
さ
れ
て
い
て
、
こ
こ
に
は
河
田
さ
ん
の
主
要
皐
術
論
文
で
あ

る
「
否
定
の
思
想
家
・
一
軍
煩
麟
」
を
始
め
、
現
代
中
園
に
お
け
る
章
嫡
麟
と
孫

文
の
研
究
朕
況
を
紹
介
す
る
数
篇
の
論
文
が
枚
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
第
三
部
は

「新
し
い
知
的
紋
況
」
と
題
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
に
枚
め
ら
れ
た
六
本
の

論
文
で
は
、
文
化
大
革
命
以
後
の
急
速
に
努
貌
し
つ
つ
あ
る
中
園
に
お
い
て
、

研
究
者
が
い
か
な
る
「
政
治
的
」
問
題
を
抱
え
て
知
的
活
動
を
展
開
し
て
い
る

か
が
、
多
く
の
場
合
河
回
さ
ん
の
寅
見
に
基
づ
い
て
分
析
さ
れ
て
い
ま
す
。
本

書
の
副
題
が
「
知
的
紋
況
を
考
え
る
」
で
す
か
ら
、
第
三
部
は
本
書
で
最
も
重
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