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著
者
に
よ
れ
ば
、
さ
き
に
、

基
本
的
生
産
手
段
で
あ
る
土
地
を
媒
介
と
し
て

中
園
の
古
代
園
家
が
い
か
に
人
民
を
支
配
し
た
か
、
に
最
大
の
関
心
を
お
い
て

醤
著

『均
田
制
の
研
究
』
(
一
九
七
五
年
)
を
公
に
し
た
が
、
さ
ら
に
、

園
家

が
人
民
を
直
接
掌
握
し
支
配
す
る
た
め
の
人
民
編
成
の
方
式
(
編
戸
制
、

身
分

制
〉
を
考
察
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
、
そ
の
中
の
、
身
分
制
の
研
究
に
関
わ

る
も
の
を
ま
と
め
た
の
が
本
書
で
あ
る
〈
あ
と
が
き
〉
。

す
な
わ
ち
、
「
本
書
で
『
身
分
』
と
い
う
の
は
、
近
代
以
前
の
諸
園
家
に
共

通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
園
家
の
支
配
値
制
の
な
か
に
お
い
て
、

法
に
よ

っ
て
設
定
さ
れ
規
定
さ
れ
て
固
定
し
た
杜
舎
的
地
位
を
指
し
て
い
る
」
と
身
分

概
念
を
措
定
し
た
う
え
で
、
「
本
書
の
課
題
を
具
盤
的
に
い
え
ば
、
副
題
に
も

示
し
た
よ
う
に
、
中
園
古
代
に
お
い
て
良
民
と
賎
民
、
あ
る
い
は
良
人
と
賎
人

な
ど
と
よ
ば
れ
る
身
分
を
、
歴
史
形
成
的
に
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
」
り
、
し
か
も
皇
帝
の
人
民
に
た
い
す
る
支
配
を
第
一

義
と
す
る
専
制
園
家

で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
「
木
書
で
の
主
題
は
そ
の
よ
う
な
皇
帯
支
配
建
制
を

衰
微
す
る
園
家
的
身
分
な
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
(
序
章
・
三
頁
〉
。

吉、

こ
う
し
た
課
題
な
い
し
主
題
設
定
の
も
と
に
、
本
書
が
カ
バ

ー
す
る
時
代
は

中
園
歴
史
時
代
の
初
期

(
股
・
西
周
時
代
〉
か
ら
下
っ
て
惰
唐
に
ま
で
及
び
、

文
字
通
り

4

中
園
古
代
の
身
分
制
多
が、

著
者
に
し
て
は
じ
め
て

一
貫
し
た
論

理
に
お
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
自
盤
、

劃
期
的
な
こ
と
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
今
や

多中
園
古
代
の
身
分
制
。
を
論
ず
る
に
あ
た

っ
て

は
、
匿
匿
た
る
個
別
賞
謹
に
と
ど
ま
ら
ず
新
た
に
い
か
な
る
眺
望
術
殿
の
論
理

を
封
置
し
寅
詮
し
う
る
か
が
課
題
と
さ
れ
る
段
階
に
立
ち
到
っ

た
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る。

し
か
も
、

「本
書
に
収
め
た
文
章
は
、
近
年
の
日
本
皐
界
の
動
向
に
ふ
か
く

関
わ
っ
て
い
る」

と
著
者
み
ず
か
ら
い
わ
れ
(あ
と
が
き
)
、

ま
た
、
本
書
末

尾
に
附
せ
ら
れ
た
参
考
文
献
目
録
も
も
の
が
た
る
よ
う
に
、
皐
界
動
向
を
反
映

し
た
、
一
面
で
す
ぐ
れ
て
論
争
的
な
書
で
あ
る
と
同
時
に
、

も
う
一
面
で
は
、

そ
の
論
争
性
の
背
後
に
、
あ
た
か
も
敬
度
な
感
す
ら
讃
者
に
輿
え
る
ほ
ど
の
目

配
り
で
、

お
よ
そ
能
う
か
ぎ
り
の
先
行
業
績
が

ふ
ま
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、

ま
ぎ
れ
も
な
く
本
書
は
、
日
本
皐
界
の
タ
中

園
古
代
の
身
分
制
。
研
究
が
到
達
し
た
現
水
準
を
最
も
鐙
系
的

・
集
約
的
に
睦

現
し
、
か
つ
今
後
を
リ
ー
ド
す
る
努
作
で
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
い
え
ば
、
本
書
中、

論
争
に
あ
た
っ
て
の
個
別
論
黙
の
多
く
が
、

本
文
の
流
れ
を
で
き
る
だ
け
ス
ム
ー
ズ
に
し
よ
う
と
い
う
著
者
の
配
慮
か
ら
註

の
方
へ
ま
わ
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
註
が
皐
な
る
註
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら

な
く
て
、
し
ば
し
ば
本
文
と
同
様
、

議
者
に
知
的
緊
張
を
せ
ま
る
内
容
で
充
貧

し
て
い
る
の
も
、
ま
た
本
書
の
特
徴
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
て
、

著
者
の

。中
園
古
代
の
身
分
制
。
研
究
は
六
七
年
の
「
均
田
制
と
良

賎
制
」
に
は
じ
ま
る
が
、
今
回
牧
載
さ
れ
て
い
る
個
別
論
文
の
護
表
年
次
か
ら

し
て
も
、
暴
界
動
向
等
を
反
映
し
て
嘗
稿
に
施
さ
れ
た
加
筆

・
修
正
の
あ
り
方
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か
ら
し
て
も
、
本
書
は
ま
さ
し
く
今
目
的
業
績
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
本

書
は
、
八
二
J

A
七
年
愛
衰
の
奮
稿
に
加
筆
・
修
正
を
加
え
て
な
っ
た
序
・
第

二
・
三
・
四
・
六
・
七
章
と
、
新
稿
の
第
一
・
五
・
八
章
と
で
構
成
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
篇
・
章
名
は
左
掲
の
通
り
で
あ
る
。

序
章
日
本
に
お
け
る
中
園
古
代
身
分
制
研
究
の
動
向
と
本
書
の
権
威

第
一
篇
奴
隷
制
の
展
開
と
良
賎
制

慰
問
一
章
中
園
に
お
け
る
奴
隷
制
の
起
源

第
二
章
中
園
に
お
け
る
良
賎
身
分
制
の
成
立
過
程

第
二
篇
秦
漢
時
代
の
諸
身
分

ー

第
三
章
雲
夢
秦
衡
に
み
え
る
奴
隷
身
分

第
四
章
漢
代
の
七
科
謎
身
分
と
そ
の
起
源
|
|
一
商
人
身
分
そ
の
他

第
五
章
漢
代
の
良
家
に
つ
い
て

第
三
篇
六
朝
惰
唐
の
新
身
分

第
六
章
部
曲
・
客
女
身
分
成
立
の
前
提
V
|
六
朝
期
隷
属
民
の
諸
形
態

第
七
章
北
朝
雑
戸
制
の
再
考
察

第
八
章
陪
唐
の
部
幽
・
客
女
身
分
を
め
ぐ
る
諸
問
題

参
考
文
献
目
録

あ
と
が
き

以
下
、
こ
れ
に
そ
っ
て
、
本
書
の
紹
介
と
若
干
の
批
評
を
お
こ
な
っ
て
み
た

、
切

(2) 
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ま
づ
序
章
で
は
、
前
述
し
た
身
分
概
念
の
措
定
に
は
じ
ま
り
、
本
書
の
課

題
・
主
題
が
、
「
近
年
の
日
本
拳
界
の
動
向
に
ふ
か
く
関
わ
」
ら
せ
て
提
示
さ

れ
る
。
著
者
は
、
日
本
に
お
け
る
中
園
古
代
の
身
分
制
研
究
の
愛
逮
を
、
第
一

の
、
法
制
史
的
・
制
度
史
的
研
究
の
段
階
、
第
二
の
、
経
済
史
的
研
究
、
あ
る

い
は
生
産
関
係
や
枇
曾
構
成
に
か
か
わ
る
研
究
の
段
階
、
第
一
一
一
の
、
身
分
と
階

級
と
の
関
係
と
い
う
問
題
提
起
を
含
む
最
近
の
研
究
の
段
階
、
に
分
け
て
研
究

史
を
整
理
さ
れ
、
自
己
の
身
分
制
研
究
の
研
究
史
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、

西
嶋
定
生
「
中
園
古
代
奴
縛
制
の
再
考
察
ー
ー
そ
の
階
級
同
性
格
と
身
分
的
性

格
」
(
六
一
二
年
〉
に
は
じ
ま
る
第
三
の
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
一
方
で
良
賎
身
分
が
中
園
の
皇
帝
支
配
下
の
園
家
身
分
で
あ
る
こ
と
を
研

究
史
的
に
確
認
し
つ
つ
、
し
か
も
も
う
一
方
で
、

，そ
の
前
提
巴
奴
隷
制
そ
の
他

の
隷
属
関
係
の
設
展
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
強
調

さ
れ
る
。
中
園
古
代
の
身
分
制
を
こ
う
し
た
二
方
面
か
ら
考
察
す
る
の
が
、
本

書
に
一
貫
す
る
分
析
硯
角
U
方
法
論
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

か
く
し
て
第
一
章
で
は
、
先
秦
時
代
を
主
と
し
て
、
皇
帝
支
配
下
の
圏
家
身

分
の
出
現
に
先
立
つ
と
こ
ろ
の
、
中
園
に
お
け
る
初
期
奴
隷
制
の
展
開
と
、
そ

れ
に
関
連
し
て
、
初
期
民
衆
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
ま
ず
、

殿
周
時
代
を
め
ぐ
っ
て
奴
隷
制
に
関
し
て
多
く
の
業
績
が
あ
る
中
園
の
事
界
の

論
議
の
な
か
か
ら
、
「
中
園
歴
史
の
初
期
の
段
階
に
、
相
営
長
期
に
わ
た
っ
て

氏
族

・
宗
族
あ
る
い
は
共
同
慢
と
い
っ
て
よ
さ
そ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
で
あ

ろ
う
こ
と
、
そ
れ
と
な
ら
ん
で
皐
身
も
し
く
は
家
族
も
ち
の
奴
隷
も
す
で
に
生

ま
れ
て
い
る
こ
と
が
'明
ら
か
に
な
っ
た
」
(
一

二

頁
)
と
認
識
さ
れ
、
・
次
い
で

以
下
の
よ
う
に
行
論
す
る
。
す
な
わ
ち
、
殿
代
ト
鮮
に
衆
・
衆
人
の
語
、
お
よ

び
臣
・
妾
・

僕

・
桑

-
R等
の
語
が
み
と
め
ら
れ
る
が
、
衆
・

衆
人
と
は
、

「
原
始
民
主
政
」
の
段
階
た
る
股
代
に
お
い
て
、
な
お
玉
と
一
種
化
し
た
関
係

に
あ
る
王
朝
中
核
の
諸
氏
族
集
恩
の
氏
族
員
で
あ
っ
て
、
後
の
周
代
の
庶
人
に

あ
た
り
、
臣
・
妾
:
:
:
と
は
、
本
来
王
室
の
雑
多
な
仕
事
に
た
ず
さ
わ
る
家
内

奴
隷
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
箆
・
妾
は
さ
ら
に
家
臣
や
妻
妾
を
指
す
よ
う
に
な
る
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と
と
も
に
、
や
が
て
の
ち
に
僕
と
な
ら
ん
で
奴
隷

一
般
を
指
す
名
稽
に
も
な
っ

て
い
っ
た
。
た
だ
し
、
股
代
の
衆
・
衆
人
か
ら
周
代
の
庶
人

・
庶
民
へ
の
移
行

に
は
原
始
共
同
値
の
繁
質
が
介
在
し
、
か
つ
て
王
朝
の
中
核
を
な
す
諸
氏
族
集

圏
の
氏
族
員
で
あ
っ
た
衆

・
衆
人
は
、
も
は
や
氏
族
(
宗
族
)
園
陸
を
も
つ
こ

と
を
公
認
さ
れ
ず
(
集
落
に
お
け
る
共
同
値
規
制
は
存
在
す
る
〉
、
「
夫
」
を
単

位
に
一
人
々
々
名
簿
を
、通
し
て
掌
握
・
牧
奪
さ
れ
る
、
明
ら
か
に
被
支
配
階
級

た
る
庶
人
と
な
っ
た
。
お
よ
そ
先
秦
で
支
配
階
級
の
み
が
姓
を
も
ち
、
庶
人
は

姓
を
も
た
な
い
の
は
こ
の
ゆ
え
で
あ
る
|

!
と。

さ
ら
に
、
中
園
初
期
奴
隷
の
来
源
に
つ
い
て
は
、
現
代
中
園
の
多
く
の
撃
者

が
そ
れ
を
戟
争
の
停
虜
に
も
と
め
る
の
に
封
し
、
著
者
は
戟
手
の
停
虜

・
被
征

服
者
と
犯
罪
に
よ
る
慮
刑
者
に
あ
っ
た
と
し
て
、
刑
罰
に
よ
る
奴
隷
の
使
役
が

戟
園
期
に
始
ま
る
と
す
る
籾
山
明
氏
に
劃
し
て
も
異
を
と
な
え
る
。

と
は
い
え
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
嘗
時
の
祉
舎
の
中
核
を
形
づ
く
る
人
々
の
聞

に
族
的
結
合
や
共
同
盟
規
制
が
存
在
し
た
こ
と
か
ら
、
中
園
の
初
期
奴
隷
は
全

僅
的
に
少
数
で
、
そ
れ
ら
は
し
か
も
王
室
・

貴
族
に
卓
越
的
に
集
中
さ
れ
て
存

在
し
た
の
で
あ
り
、
奴
隷
制
が
祉
禽
的
に
一
定
の
展
開
を
示
す
の
は
、

共
同
慢

の
分
解
に
よ
っ
て
、
共
同
種
員
の
な
か
か
ら
身
寅
り
や
債
務
に
よ
る
奴
殺
が
生

じ
、
民
聞
に
ひ
ろ
く
私
的
な
奴
隷
制
が
展
開
す
る
に
い
た
る
新
し
い
段
階
で
の

こ
と
だ
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
購
入
奴
隷
制
は
貨
幣
経
済
の
さ
か
ん
に
な
る

戟
園
期
以
後
劃
期
的
な
裂
展
を
み
た
と
す
る
の
が
一
般
的
な
見
解
で
あ
る
が
、

著
者
は
、
人
身
頁
買
の
出
現
そ
の
も
の
は
春
秋
末
さ
ら
に
西
周
時
期
に
ま
で
湖

り
う
る
と
す
る
一
方
、
庶
人
質
買
禁
止
の
法
に
関
し
て
は
秦
以
来
の
存
在
を
推

定
す
る
。
そ
し
て
、
新
し
い
段
階
に
は
い
っ
て
以
後
、
中
閣
で
の
日
常
的
な
奴

隷
の
増
大
は
主
と
し
て
債
務
関
係
に
よ
る
場
合
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

の
認
識
に
も
と
づ
き
、
購
入
奴
隷
・
債
務
奴
隷
が
漢
代
以
降
な
お
し
ば
ら
く
は

増
大
し
た
で
あ
ろ
う
と
の
見
通
し
を
述
べ
る
。

第
二
章
で
は
、
描
面
積
「
均
田
制
と
良
賎
制
」
に
あ
っ
て
は
、
省
面
の
身
分
制

が
皇
帝
支
配
に
関
係
あ
る
こ
と
を
考
え
て
先
秦
時
代
に
言
及
す
る
こ
と
が
少
な

か
っ
た
と
の
反
省
に
立
ち
、
先
秦
時
代
の
身
分
制
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
秦
漢
以
降
の
身
分
制
に
袋
合
す
る
の
か
、

等
と
い
っ
た

論
黙
を
加
え
な
が
ら
、
改
め
て
中
園
古
代
に
お
け
る
良

・
賎
の
概
念
を
た
ど

り
、
法
律
上
で
良
奴
・
良
時
悼
の
身
分
制
度
が
成
立
し
て
く
る
過
程
を
考
察
す
る
。

著
者
は
、
す
で
に
第
一
章
で
、
西
周
時
代
に
土
以
上
の
支
配
階
級
と
、
被
支

配
階
級
と
し
て
の
庶
人
と
、
さ
ら
に
奴
隷
と
し
て
の
臣

・
妾
・
僕
等
と
の
聞

に
、
身
分
の
別
が
存
在
し
た
こ
と
を
推
測
し
た
。
こ
こ
で
は
ま
ず
最
初
に
、
身

分
制
に
関
し
て
鐙
系
的
な
叙
述
が
は
じ
め
で
あ
ら
わ
れ
る
春
秋
時
代
を
と
り
あ

げ
、
春
秋
時
代
に
あ
っ
て
は
、
王
(
天
子
〉
・
公
(
諸
侯
〉

・
卿
・

大
夫

・
土
の

支
配
階
級
と
、
被
支
配
階
級
と
し
て
の
庶
人

・
工
商
と
、
さ
ら
に
下
層
の
阜

隷

・
隷
国
等
と
の
聞
に
、
身
分
の
別
が
存
在
し
た
こ
と
を
見
出
す
。
支
配
層
の

階
層
秩
序
に
お
け
る
前
代
か
ら
の
継
績
性
に
封
し
、

4

卒
民
多
に
は
新
た
に
工

一
商
が
加
わ
り
、
し
か
も
秦
漢
と
異
な
っ
て
そ
れ
が
庶
人
と
並
記
さ
れ
て
現
わ
れ

る
の
が
注
目
さ
れ
る
が
、
著
者
は
こ
れ
を
、

「先
秦
時
代
に
お
い
て
は
、
庶
人

と
い
え
ば
も
っ
ぱ
ら
農
民
を
指
し
、
商
工
業
者
は
そ
の
な
か
に
入
れ
ら
れ
な
か

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
と
し
、
「
お
そ
ら
く
祉
禽
的
分
業
の
褒
展
に
と
も

な
っ
て
、
手
工
業
者

・
商
人
が
農
民
よ
り
お
く
れ
て
現
わ
れ
た
こ
と
、
初
期
の

手
工
業
者
・
商
人
が
官
に
専
属
す
る
特
殊
な
身
分
で
、
一
般
の
農
民
と
は
別
に

管
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
」
に
起
因
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
(
九
四
J
五

頁
)
。
ま
た
、
庶
人

・
工
一商
よ
り
下
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
阜
隷

・
隷
国
等

の
諸
身
分
に
つ
い
て
は
、
大
部
分
が
官
の
労
役
に
任
ず
る
特
殊
な
下
層
身
分
で

あ
り
、
役
割
の
面
で
雲
夢
睡
虎
地
秦
衡
に
あ
ら
わ
れ
る
戟
園
・
秦
代
の
隷
臣
妾

。。



347 

と
類
似
し
て
い
る
と
し
、
か
か
る
身
分
の
再
生
産
さ
れ
る
根
援
を
、
春
秋
時
代

が
「
後
世
の
よ
う
に
菅
吏
の
採
用
や
一
般
庶
民
か
ら
の
職
役
徴
集
が
充
分
設
達

し
な
い
段
階
」
(
一

O
O頁
一
)
で
あ
っ
た
こ
と
に
求
め
る
。
な
お
こ
の
ほ
か

に
、
ま
だ
具
鐙
的
な
考
察
は
足
り
な
い
と
さ
れ
る
も
の
の
、
私
家
の
奴
隷
と
考

え
ら
れ
る
人
臣
・
人
妾
等
の
存
在
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

次
い
で
、
秦
漢
の
身
分
制
が
考
察
の
封
象
と
な
る
が
、
著
者
に
よ
れ
ば
そ
れ

は
、
西
周
「
封
建
」
制
以
来
の
支
配
層
の
階
層
秩
序
と
身
分
制
と
が
戟
園
以
後

崩
渡
・
消
滅
し
て
い
き
、
君
主
権
力
の
一
元
的
な
支
配
の
下
に
統
一
さ
れ
た
園

家
の
法
と
新
し
い
身
分
制
(
園
家
身
分
〉
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一
種
、
秦
漢
の
う
ち
漢
代
の
身
分
制
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
さ
れ

て
お
り
、
従
来
そ
れ
を
、
尾
形
勇
氏
に
し
た
が
っ
て
、
庶
民
奴
稗
制
(
庶
奴
制
)

と
よ
ん
で
い
た
。
今
回
雲
夢
秦
簡
の
設
見
に
よ
る
知
見
を
加
え
た
著
者
の
考
察

の
結
果
、
そ
の
身
分
制
は
秦
代
に
つ
く
ら
れ
、
漢
は
そ
れ
を
受
け
つ
い
だ
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
秦
と
い
う
時
代
の
過
渡

的
性
格
か
ら
、
秦
律
に
お
け
る
奴
殺
は
人
奴
・
人
臣
・
人
妾
・
臣
妾
等
、
殿
周

以
来
の
俸
統
的
な
呼
稽
を
縫
い
で
い
て
、
未
だ
漢
代
以
後
の
奴
稗
と
い
う
法
的

名
稽
が
出
現
し
て
お
ら
ず
、
且
つ
奴
隷
と
刑
徒
と
の
境
も
分
明
で
な
か
っ
・
た
こ

と
が
奉
げ
ら
れ
る
。

か
く
し
て
秦
漢
の
身
分
慢
系
は
官
l
庶
川1
奴
(
臣
妾
〉
と
し
て
表
示
さ
れ
る

の
で
あ
る
が
、
一
方
で
こ
れ
は
、
春
秋
時
代
に
お
け
る
士
以
上
の
身
分
|
庶

人
・
工
一
商
l
人
臣
・
隷
圏
と
い
っ
た
鐙
系
と
連
績
面
を
も
ち
つ
つ
も
、
し
か
し

他
方
、
中
央
集
権
圏
家
の
成
立
に
よ
っ
て
、

春
秋
以
前
と
秦
漢
時
代
と
の
聞

に
は
大
き
な
遠
い
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
天
子
(
王
)
・
諸
侯

(
公
)
・
卿
・
大
夫
・
土
と
い
う
支
配
層
内
身
分
階
層
制
の
解
消
と
、
官
・
庶

の
閲
の
流
動
性
(
こ
こ
か
ら
、
最
も
厳
重
な
身
分
差
は
奴
稗
と
そ
れ
以
外
と
の

間
に
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
と
す
る
〉
、
お
よ
び
王
爾
等
が
漢
代
で
は
二
熔
庶
人

の
な
か
に
数
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
黙
が
指
摘
さ
れ
る
。
し
か
し
な
お
員
に
庶

人
が
一
本
化
さ
れ
て
い
た
と
は
言
い
難
く
、
何
よ
り
も
官
と
な
る
資
格
を
剥
奪

さ
れ
る
か
た
ち
で
一商
人
は
じ
め
七
科
誼
の
身
分
が
庶
人
の
下
層
に
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
総
じ
て
官
・
庶
の
開
の
流
動
性
の
不
徹
底
が
、
「
皇
帝
の
下
に

一一
克
化

さ
れ
た
民
の
身
分
|
|
次
代
で
良
人
・
良
民
と
よ
ぶ
よ
う
な
身
分
の
成
立
を
妨

げ
て
い
た
」
(
一

O
九
頁
)
と
す
る
の
で
あ
る
。

漢
代
、
良
人
・
良
民
と
よ
ぶ
よ
う
な
身
分
の
成
立
は
妨
げ
ら
れ
て
い
た
が
、

そ
れ
で
は
一
陸
、
良
・
賎
の
観
念
は
ど
の
よ
う
な
内
容
で
推
移
し
て
い
っ
た
の

か
、
・
次
い
で
著
者
の
行
論
の
及
ぶ
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
も
と
よ
り
良
人
・

i

良
民

の
語
が
漢
代
に
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
い
な
、
良
・
良
人
・
良
家
の
語
と
い

う
の
で
あ
れ
ば
さ
ら
に
先
秦
時
代
ま
で
湖
り
う
る
。
し
か
る
に
、
先
秦
時
代
の

良
・
良
人
・
良
家
の
語
は
、
一
部
の
す
ぐ
れ
た
人
一々
、
上
層
階
級
、
夫
婦
聞
の

呼
稽
等
と
し
て
用
い
ら
れ
、
一
方
漢
代
の
良
人
・
良
民
の
語
は
、
盗
賊
・
囚

徒
・
邪
人
・
奴
稗
等
に
封
置
せ
ら
れ
た
善
人
の
意
味
で
用
い
ら
丸
て
い
る
。

「
は
じ
め
一
部
の
人
、
特
定
の
人
を
指
し
た
良
人
の
語
が
、
一
般
の
人
々
を
指

す
よ
う
に
封
象
を
ひ
ろ
げ
て
く
る
:
:
:
。
皇
帝
権
力
が
成
立
し
な
い
う
ち
は
、

人
民
全
健
を
良
と
み
る
観
念
は
生
ま
れ
よ
う
が
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

皇
帝
権

力
が
成
立
し
て
、く
る
に
と
も
な
っ
て
、

善
良
な
る
人
民
と
い
う
観
念
が
ひ
ろ
が

っ
た
」
三
二

O
頁
)
が
、
官
・
庶
の

一
元
化
を
妨
げ
た
僚
件
が
漢
代
に
な
お

統
一
さ
れ
た
法
的
身
分
と
し
て
の
良
民
身
分
を
成
立
さ
せ
ず
、
却
っ

て
良
民
・

良
人
の
法
律
上
の
身
分
は
「
庶
人
」
で
あ
っ
た
、
と
す
る
。
な
お
、
右
の
如
き

良
観
念
の
歴
史
的
展
開
と
く
ら
べ
て
、
時
間
嗣
概
念
の
ば
あ
い
に
は
、

「賎
人
・
桟

民
の
語
が
な
か
っ
た
今わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
一
般
に
貴
に
封
す
る
賎
と
い

う
相
封
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
、
そ
の
指
す
と
こ
ろ
は
一
定
し
て
い
な
か
っ

-119ー
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た
」
「
こ
の
よ
う
な
賎
の
語
が
、
の
ち
の
賎
人
と
い
う
身
分
用
語
に
定
着
し
て

い
く
過
程
は
、
残
念
な
が
ら
い
ま
の
と
こ
ろ
、
良
人
の
語
の
よ
う
に
は
よ
く
わ

か
ら
な
い
」
(
二
二
三
、
二
二
六
頁
〉
と
い
う
。

こ
う
し
た
前
述
来
の
著
者
の
行
論
の
流
れ
か
ら
し
て
、

漠
代
の
官

・
庶
の

一

元
化
を
妨
げ
た
僚
件
が
解
消
さ
れ
る
に
し
た
が
い
、
失
の
三
園
時
代
以
降
、
い

ず
れ
の
時
期
か
は
あ
れ
、
庶
人
に
代
わ
る
良
人
の
法
的
身
分
化
が
必
然
事
で
あ

る
と
認
識
さ
れ
る
。
こ
の
件
に
つ
き
、
嘗
初
著
者
は
後
漢
末
・
三
園
噴
を
劃
期

で
あ
る
と
し
て
い
た
が
(
沓
読
〉
、

今
回
の
本
書
で
は
、
「
良
人
・
良
民
の
語

が
法
制
的
な
身
分
を
指
す
語
に
な
る
た
め
に
は
、
漢
代
と
ち
が
っ
た
新
し
い
法

が
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
、
:
:
貌
律
の
制
定
を
み
た

三
園
期
を
劃
期
と
考
え
た
い
」
(
一
三
九
頁
〉
と
し
て
奮
設
を
修
正
し
た
。
そ

し
て
、

良

・
奴
身
分
制
の
成
立
期
を
北
貌
の
均
田
制
成
立
期
に
重
ね
る
尾
形
設

に
射
し
て
、
土
地
制
度
と
の
関
係
か
ら
み
て
も
良
奴
制
が
鏡
奮
の
時
代
に
成
立

し
て
い
て
お
か
し
く
な
い
し
、
良
賎
の
身
分
制
さ
え
、
延
自
国
二
〈
五
=
ニ
)
年

の
「
定
奴
良
之
制
」
以
前
か
ら
あ
っ
た
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
る
、
と
主
張
さ

れ
て
い
る
。

以
上
、
第
一
篇
を
成
す
第
一
・
二
章
に
つ
い
て
や
や
詳
し
く
紹
介
し
て
み

た
。
般
周
J
貌
E
日
南
北
朝
時
代
と
い
う
ス
パ
ン
で
身
分
制
展
開
の
基
本
的
構

園
を
描
い
た
も
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
雨
章
で
あ
る
と
み
と
め
た
か
ら
で
あ

る
。
こ
う
し
た
関
係
か
ら
み
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
紹
介
し
よ
う
と
す
る
第
二
篇
の

第
三
・
四
・
五
章
は
、
右
の
如
き
基
本
的
構
図
を
障
碍
な
く
描
く
た
め
に
、
な

お
論
及
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
個
別
的
課
題
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る

よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

第
三
章
で
著
者
が
と
り
あ
げ
る
の
は
、
雲
夢
秦
簡
に
み
え
る
奴
隷
身
分
に
関

し
て
で
あ
る
。
ま
ず
、
臣
・
妾
、
人
奴
・
人
臣
・
人
妾
等
と
し
て
秦
簡
に
み
え

る
私
家
奴
隷
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
す
で
に
園
家
身
分
で
あ
っ
た
こ
と
を
詳
細

に
わ
た
っ
て
明
ら
か
に
し
、
な
お
秦
律
の
時
代
は
、
「
奴
隷
主
の
自
力
救
済
の

時
代
が
去
っ
て
、
公
権
力
が
い
っ
さ
い
を
庭
理
す
る
段
階
に
な
っ
た
」
〈

一
ムハ

O
J
一
頁
〉
時
代
で
あ
る
と
同
時
に
、

「
主
人
権
・
親
権
の
上
に
お
よ
ぶ
長
老

の
権
力
と
園
家
の
権
力
と
が
競
合
関
係
に
あ
り
、
そ
の
な
か
か
ら
や
が
て
園
家

の
権
力
が
強
化
さ
れ
て
い
っ
て
、
奴
隷
主

・
家
父
を
統
一
的
に
支
配
す
る
方
向

を
た
ど
る
で
あ
ろ
う
」
(
一
六
七
頁
〉
過
渡
期
に
位
置
し
て
い
た
と
い
う
。
・
次

い
で
、
残
存
秦
舗
に
み
え
る
諸
刑
の
中
、
な
か
で
も
減
E
春
と
な
ら
ん
で
墜
倒

的
に
多
い
隷
臣
妾
に
つ
い
て
、
そ
の
性
格
と
歴
史
的
意
義
を
問
う
。
も
と
よ
り

毅
臣
妾
は
刑
罰
の
名
穏
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
刑
に
慮
せ
ら
れ
た
刑
徒
を
指
し
た

が
、
著
者
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
さ
ら
に
そ
れ
は
、
春
秩
時
代
の
隷
・

阜
隷

・
隷

聞
な
ど
の
後
身
で
、
や
は
り
官
の
雑
用
に
駆
使
さ
れ
る
下
麗
身
分
H
官
奴
隷
と

い
う
性
格
を
も
っ
て
お
り
(
官
奴
隷
の
線
稽
か
そ
の

一
部
な
の
か
は
不
明
〉
、

戦
園
期
に
政
府
機
関
が
抜
大
し
た
た
め
、
刑
罰
に
よ
っ
て
大
量
に
生
み
出
さ
れ

た
。
残
存
秦
衡
の
諸
刑
の
な
か
で
も
城
E
春
と
な
ら
ん
で
隷
臣
妾
が
屋
倒
的
に

多
い
の
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
刑
の
労
働
に
た
い
す
る
需
要
が
多
く
、
刑
徒
が
多

く
こ
れ
ら
に
配
さ
れ
る
よ
う
、
刑
が
規
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
み
る
。

畢
覚
、
著
者
に
よ
る
毅
匡
妾
及
び
そ
れ
に
鐙
現
さ
れ
る
秦
律
の
歴
史
的
意
義
は

次
の
如
し
。
す
な
わ
ち
、
「
秦
律
で
は
労
役
刑
が
主
流
に
は
な
っ
て
い
る
が
、

な
お
肉
刑
を
併
科
し
て
お
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
無
期
刑
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
う
ち
隷
臣
妾
は
、
と
く
に
官
の
雑
務
に
奉
仕
す
る
奴
隷
的
身
分
を
生

み
だ
す
の
を
目
的
と
し
て
お
り
、
な
お
刑
罰
と
奴
隷
と
が
未
分
化
な
欽
態
に
あ

っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
過
渡
的
な
段
階
に
あ
っ
た
秦
律
は

漢
初
に
受
け
つ
が
れ
た
が
、
文
帯
十
三
(
前

一
六
七
)
年
の
有
名
な
改
革
に
よ

っ
て
、
肉
刑
が
腹
止
さ
れ
る
と
と
も
に
、
:
;
:
無
期
刑
か
ら
有
期
刑
へ
の
穂
換
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も
成
し
と
げ
ら
れ
・
:
・
:
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
刑
罰
と
奴
隷
と
が
は
じ
め
て
完
全

に
分
離
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
(
一
八
四
頁
〉
と
。

良
賎
身
分
制
は
漠
代
に
は
未
だ
確
立
L
て
い
な
い
。
そ
れ
を
妨
げ
た
要
因
と

さ
れ
る
、
特
殊
な
身
分
と
し
て
の
七
科
諸
・
良
家
等
の
存
在
、
こ
れ
ら
に
関
し

て
論
じ
た
の
が
第
四
・
五
章
で
あ
る
。
ま
ず
、
七
科
諸
に
関
し
、
請
の
語
は
ツ

ミ
を
意
味
し
、
奴
稗
に
か
ぎ
ら
ず
、
身
分
的
に
差
別
さ
れ
る
も
の
が
、
嘗
時
一

般
人
か
ら
罪
あ
る
も
の
と
し
て
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
と
し
、
・
次
い
で
、

漢
代
の
七
科
の
如
き
を
徴
毅
じ
た
議
成
・
諸
卒
・
誕
民
は
、
秦
代
か
ら
漢
代
の

武
帯
以
後
に
及
ん
だ
が
、
七
科
謡
そ
の
も
の
の
起
源
は
、
雲
夢
秦
簡
に
よ
る
に

先
秦
ま
せ
湖
り
、
そ
こ
で
の
自
晶
画
農
民
H
H
戦
士
の
共
同
種
を
基
礎
と
す
る
古
代

都
市
圏
家
に
お
い
て
、
そ
れ
を
尉
壕
さ
せ
る
商
人
・
賓
靖
そ
の
他
の
遊
民
か

ら
、
成
員
権
を
奪
っ
て
こ
れ
を
社
曾
よ
り
排
除
し
た
と
こ
ろ
に
起
因
す
る
と
さ

れ
)
失
い
で
、
そ
れ
故
に
漢
代
の
七
科
議
は
む
し
ろ
前
代
の
遺
制
に
属
し
、

「
庶
人
タ
ル
農
エ
商
買
」
の
語
が
示
す
如
く
、
t

商
人
の
勢
力
伸
張
が
原
因
と
な

っ
て
、
庶
人
・
庶
民
の
観
念
に
努
化
が
お
こ

っ
て
き
て
い
る
こ
と
と
の
関
遠
か

ら
、
こ
の
身
分
制
は
前
漢
代
を
経
る
聞
に
消
滅
し
て
い
く
が
、
但
し
遺
制
ら
し

き
も
の
ハ
特
に
商
人
身
分
に
関
し
て
〉
は
後
代
ま
で
残
る
と
い
う
。

一
方
、
漢
代
の
良
家
に
つ
い
て
は
、
一
官
吏
・
官
女
等
の
母
慢
と
し
て
の
良

家
・
良
家
子
・
良
家
女
、
及
び
民
開
通
用
の
良
家
の
語
を
逐
一
検
討
し
た
結

果
、
嘗
一
該
身
分
の
範
囲
が
七
科
諮
・
留
・
亙
・

Z
・
奴
稗
等
を
除
い
た
庶
人
に

あ
っ
た
と
さ
れ
、
そ
れ
を
よ
り
富
裕
な
家
柄
の
人
々
を
い
う
の
だ
と
す
る
設
を

斥
け
る
。

つ
づ
く
第
三
篇
「
六
朝
惰
唐
の
新
身
分
」
を
構
成
す
る
第
六
・
七
・
八
章

は
、
篇
題
の
如
く
陪
唐
身
分
制
を
直
接
的
に
一意
識
し
た
諸
問
題
を
と
り
あ
げ

る。

貌
耳
目
南
北
朝
時
代
に
す
で
に
良
奴
・
良
賎
の
身
分
制
が
確
立
す
る
と
み
た
著

者
が
、
新
身
分
た
る
部
幽
・
客
女
身
分
が
成
立
す
る
前
提
を
み
る
た
め
に
、
貌

耳
目
南
北
朝
時
代
の
も
ろ
も
ろ
の
隷
属
関
係
を
分
析
し
た
の
が
第
六
章
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
人
身
貰
買
の
諸
形
態
、
養
子
・
雇
傭
・
客
・
部
曲
等
、
著
者
に
よ

れ
ば
奴
隷
制
に
近
い
形
態
か
ら
農
奴
制
に
近
い
形
態
ま
で
順
を
追
っ
て
分
析
さ

れ、

『そ
の
結
果
、
従
来
か
ら
の
奴
隷
と
な
ら
ん
で
、
そ
れ
と
は
異
な
る
さ
ま
ざ

ま
な
私
的
隷
属
関
係
の
設
展
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
北
周
建
徳
六
(
五
七
七
〉
年

十
一
月
詔
で
の
如
き
、
新
し
い
部
幽
・
客
女
身
分
が
出
現
し
た
前
提
で
あ
る
と

し
、
か
つ
「
部
曲
・
客
女
身
分
の
階
級
的
基
礎
が
さ
し
あ
た
り
奴
隷
と
農
奴
と

の
聞
に
あ
る
こ
と
」
(
二
七
九
頁
〉
を
指
摘
す
る
。

第
七
章
で
は
、
惰
唐
の
官
賎
民
雑
戸
・
官
戸
の
前
身
と
な
る
北
朝
雑
戸
制
広

つ
い
て
と
り
あ
げ
る
。
一雑
戸
の
語
義
に
三
段
階
の
繁
化
を
認
め
る
故
漬
口
重
園

氏
の
設
に
封
し
、
奮
稿
で
か
つ
て
何
勲
か
の
修
正
を
迫
っ
た
著
者
は
、
そ
の
後

の
皐
界
動
向
を
も
ふ
ま
え
、
と
り
わ
け
「
最
初
に
雑
多
な
戸
を
意
味
し
、
の
ち

に
雑
役
の
戸
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
意
味
上
の
餐
化
が
ど
う
し
て

可
能
で
あ
っ
た
か
」
H
「
諸
段
階
の
聞
の
関
連
」
を
問
題
化
さ
せ
て
、
再
論
す
る
。

ま
ず
、
初
期
雑
戸
は
、
雑
人
・
雑
類
・
雑
胡
・
雑
種
等
と
同
じ
く
、
本
族
の

族
組
織
か
ら
離
脱
し
た
り
、
他
種
族
と
雑
居
朕
態
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

あ
ら
た
め
て
北
方
系
民
族
特
有
の
部
族
同
組
織
に
編
成
さ
れ
て
い
る
も
の
を
指

す
が
、
漬
口
氏
の
設
の
よ
う
に
、
雑
の
原
義
に
近
い
単
に
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の

戸
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
「
五
胡
十
六
閣
時

代
に
漢
地
に
入
っ
た
胡
族
諸
園
家
は
、
漢
入
社
舎
の
俸
統
的
堕
制
で
あ
る
州
郡

制
あ
る
い
は
郡
蘇
制
と
は
別
箇
に
、
胡
族
諸
種
族
の
部
族
組
織
を
温
存
し
て
各

地
に
駐
屯
さ
せ
る
と
と
も
に
、
漢
人
ら
の
被
征
服
人
口
の
な
か
か
ら
営
戸
を
設

置
し
て
、
軍
営
に
た
い
し
て
労
力
・
物
資
を
提
供
さ
せ
た
」
か
ら
、
そ
の
黙
、

-121ー



350 

「
北
貌
に
お
い
て
も
、
:
:
:
州
都
制
と
し
か
ら
ざ
る
支
配
と
の
二
元
性
が
、
省

戸
や
各
種
雑
戸
の
形
で
根
づ
よ
く
存
繍
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」
〈
二

九
0
1
一
頁
)
と
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
後
進
的
な
征
服
圏
家
北
鶏
は
、

骨田
時
の
自
然
経
済
の
下
で
各
種

人
口
を
職
能
別
に
掌
握
し
、
園
家
の
必
要
と
す
る
各
種
労
役
を
直
接
的
に
充
足

さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
官
府
に
た
い
し
て
服
役
す
る
事
貧
上
の

雑
役
の
戸
も
北
貌
初
め
か
ら
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
を
い
つ
ご

ろ
か
ら
雑
戸
と
稽
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
は
定
か
で
な
い
。
北
貌
初
期
に
は

「
雑
管
戸
」
、
中
期
に
は
私
養
の
雑
戸
を
含
む
「
乞
養
雑
戸
」
が
み
と
め
ら
れ

る
も
の
の
、
孝
文
-
帝
時
期
、
急
速
に
進
ん
だ
皇
帝
の
一
元
的
な
民
衆
支
配
聾
制

の
整
備
に
よ
り
、
中
頃
以
後
雑
戸
を
民
間
で
私
養
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
、

そ
の
後
は
官
府
に
服
役
す
る
も
の
の
み
が
残
っ
て
い
き
、
伎
作
・
屯
・
牧
・

祭
・
騨
戸
等
、
一
般
州
郡
民
に
麗
し
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
戸
と
い
う
意
味

に
お
い
て
、
途
に
北
貌
の
い
つ
ご
ろ
か
ら
か
、
官
府
に
服
役
す
る
戸
を
汎
稽
し

て
雑
戸
と
よ
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。

こ
う
し
た
彼
ら
は
、
仕
進
を
許
さ
れ
ず
一
般
庶
民
〈
卒
民
、
白
民
)
か
ら
差

別
さ
れ
低
く
み
ら
れ
た
が
、
い
ず
れ
か
と
い
え
ば
良
人
で
あ
っ
て
、
嘗
時
北
朝

で
は
賎
人
と
し
て
は
奴
縛
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
上
級
賎
民
を
含
ん
だ
賎

人
と
い
う
観
念
は
、
未
だ
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
。
雑
戸
が
多
く
縁
坐
配
浅
に

よ
っ
て
補
充
さ
れ
、
そ
の
故
に
一
一
層
の
身
分
低
下
を
想
定
し
う
る
東
西
貌
分
裂

以
後
に
あ
っ
て
も
、
右
の
事
情
に
出
炭
化
が
あ
っ
た
か
、
そ
の
こ
と
を
示
す
史
料

は
な
い
。
か
く
し
て
、
北
周
の
建
徳
六
(
五
七
七
〉
年
八
月
、
同
年
一
連
の
奴

縛
解
放
を
行
な
っ
た
措
置
の
一
環
と
し
て
、
北
朝
の
雑
戸
は
い
っ
た
ん
全
廃
さ
一

れ
る
に
い
た
る
が
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
北
朝
の
雑
戸
は
、
北
朝
特
有
の
僚
件
の

下
に
成
立
し
て
い
た
身
分
で
あ
っ
て
、
東
西
貌
分
裂
後
の
縁
坐
配
波
に
よ
る
雑

戸
補
充
も
、
北
朝
前
期
に
雑
戸
を
生
み
出
し
た
篠
件
が
愛
化
し
た
結
果
で
あ

り
、
さ
ら
に
北
朝
特
有
の
僚
件
の
総
鐙
が
繁
化
し
た
結
果
こ
そ
が
、
か
か
る
身

分
そ
の
も
の
の
消
滅
を
運
命
・
つ
け
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
い
っ
た
ん
駿
止

さ
れ
た
雑
戸
が
、

陪
代
に
番
戸
の
名
で
復
活
し
、
そ
れ
が
唐
代
に
縫
承
さ
れ
て

官
戸
と
も
よ
ば
れ
、
さ
ら
に
そ
の
後
官
戸
の
上
に
ま
た
雑
戸
と
よ
ば
れ
る
身
分

が
加
え
ら
れ
た
経
過
は
、
も
は
や
閥
単
に
北
朝
雑
戸
の
遺
制
を
つ
い
で
い
る
と
い

う
方
が
正
し
い
か
も
し
れ
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

惰
唐
に
つ
い
て
は
、
演
口
重
圏
『
唐
王
朝
の
賎
人
制
度
』
の
大
著
が
あ
る
の

で
、
行
論
の
封
象
範
園
を
先
秦
か
ら
貌
車
両
南
北
朝
ま
で
に
限
っ
た
本
書
の
中

で
、
唯
一
階
唐
身
分
制
の
問
題
そ
の
も
の
を
と
り
あ
げ
た
の
が
、
「
惰
唐
の
部

曲
・
客
女
身
分
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
と
題
す
る
第
八
章
で
あ
る
。

ま
ず
、
部
曲
・
客
女
身
分
の
確
立
過
程
に
関
連
し
て
、
現
存
史
料
で
は
北
周

建
徳
六
年
詔
で
は
じ
め
て
出
現
す
る
嘗
一
該
一
身
分
が
、
唐
律
疏
議
に
規
定
さ
れ
る

よ
う
な
賎
身
分
と
し
て
い
つ
現
わ
れ
た
か
を
聞
い
、
お
そ
く
と
も
惰
場
脅
の
時

以
来
、
完
全
に
良
民
と
区
別
さ
れ
る
賎
身
分
に
な
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
と

し
、
さ
ら
に
、
唐
永
徽
以
後
、
賎
と
し
て
の
部
曲
の
位
置
に
費
動
が
あ
っ
た
こ

と
を
示
す
ベ
リ
オ
漢
文
文
書
三
六

O
八
挽
に
つ
い
て
、
修
正
文
を
垂
扶
の
改
定

候
文
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
武
則
天
以
後
の
良
民
の
分
解
・
波

落
が
契
機
と
な
っ
て
こ
の
修
正
が
な
さ
れ
た
結
果
、
唐
初
に
比
べ
て
部
曲
が
重

視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
も
の
の
、
石
尾
芳
久
氏
や
私
の
よ

う
に
、
部
幽
の
保
護
や
解
放
に
重
貼
が
移
っ
た
と
ま
で
言
う
の
は
言
い
す
ぎ
だ

と
さ
れ
る
。

次
い
で
、
部
曲
・
客
女
身
分
を
唐
代
社
禽
の
な
か
に
い
か
に
位
置
づ
け
る
か

の
黙
で
は
、
「
自
信
の
生
産
者
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
小
経
営
生
産
様
式
が
普
遍
的

な
現
貧
祉
曾
」
に
基
礎
を
も
と
め
る
唐
王
朝
に
あ
っ
て
、
と
く
に
武
則
天
以
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後
、
雇
傭
・
小
作
関
係
へ
と
、
浅
落
し
た
良
民
の

一
部
が
部
曲
・
客
女
も
し
く
は

そ
れ
と
同
等
の
身
分
と
し
て
扱
わ
れ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
一
方
、
均
田
制
的

支
配
鐙
制
あ
る
い
は
唐
朝
的
支
配
理
念
と
結
び
つ
い
た
律
令
は
、
部
幽
・

客
女

を
賎
民
・
家
僕
と
規
定
し
て
、
そ
の
他
の
隷
属
関
係
や
土
地
所
有
関
係
を
認
め

て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
る
に
「
唯
不
得
壷
頭
駈
使
」
規
定
の
存
在

に
よ
っ
て
一
定
の
時
聞
と
労
働
の
絵
暇
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
現
寅
に
は
か
れ
ら

が
自
己
の
私
有
地
を
も
つ
な
り
、
主
家
の
土
地
を
借
り
受
け
る
な
り
し
て
耕
作

す
る
齢
跡
地
が
あ
っ
た
と
し
、
さ
ら
に
は
、
そ
う
し
た
品
跡
地
の
存
在
自
種
、
均
田

制
と
異
な
る
生
産
関
係
〈
雇
傭
制
・
小
作
制
・

農
奴
制
等
)
を
設
展
さ
せ
る
篠

件
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
と
し
、
し
た
が
っ
て
律
令
に
具
現
さ
れ
る
唐
朝
の

支
配
健
制
が
崩
漉
し
た
後
に
は
、
そ
の
渓
展
が
顕
著
に
な
る
と
同
時
に
、
反
面

部
曲
・
客
女
身
分
は
消
滅
に
む
か
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

(3) 

本
書
の
論
黙
は
甚
だ
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
で
き
る
だ
け
謀
り

な
く
理
解
し
紹
介
し
よ
う
と
努
め
た
結
果
、
残
き
れ
た
紙
幅
は
も
は
や
多
く
は

な
い
。
以
下
で
は
、
本
書
を
讃
み
な
が
ら
疑
問
に
思
っ
た
二
、
三
の
黙
に
つ
い

て
述
べ
る
に
と
ど
め
た
い
。

第
一
に
、
分
析
上
の
概
念
に
関
わ
る
ζ

と
で
あ
る
が
、
著
者
に
よ
れ
ば
身
分

と
は
、
「
近
代
以
前
の
諸
園
家
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
園
家
の
支

配
値
制
の
な
か
に
お
い
て
、
法
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
規
定
さ
れ
て
固
定
し
た
社

曾
的
地
位
を
指
」
す
と
す
る
。
園
家
(
的
)
身
分
が
史
貧
で
あ
り
、
従
っ
て
そ

れ
が
分
析
上
有
数
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
し

た
身
分
以
外
の
身
分
を
想
定
し
な
く
て
済
む
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た、

こ
の
黙
は
全
く
私
自
身
の
問
題
で
も
あ
る
の
だ
が
、
身
分
と
は
何
よ
り
も
ま
ず
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前
近
代
に
お
け
る
人
聞
の
存
在
様
式
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
上
か
ら
の
園
家

の
規
制
と
い
う
モ
メ
ン
ト
は
常
に
無
観
し
え
な
い
と
し
て
も
、

諸
身
分
が
諸
身

分
と
し
て
生
ま
れ
存
立
し
つ
づ
け
る
現
質
的
根
嬢
が
何
で
あ
る
か
を
考
え
よ
う

と
し
た
場
合
、
そ
う
し
た
諸
身
分
の
そ
れ
ぞ
れ
が
日
々
生
産
し
生
活
す
る
場
と

し
て
の
、
な
に
が
し
か
「
身
分
共
同
値
」
と
い
っ
た
ご
と
き
も
の
を
考
え
て
み

る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
漢
代
で
は
、
良
人
・
良
民
と
よ
ぶ
よ
う
な
二
冗
化
さ
れ
た
民
の
身

分
は
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
妨
げ
ら
れ
た
要
因
を
、
著
者
は
、
官
と

な
る
資
格
を
剥
奪
さ
れ
る
か
た
ち
で
一商
人
は
じ
め
七
科
認
の
身
分
が
庶
人
の
下

層
に
存
在
し
、

官

・
庶
の
聞
の
流
動
性
が
不
徹
底
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
と
め
て

い
る
。
し
か
る
に
そ
の
後
、
各
王
朝
の
動
揺
期
や
崩
媛
H
草
創
期
等
を
中
心
に

個
別
事
例
と
し
て
は
そ
う
し
た
こ
と
が
往
々
あ
り
え
た
と
し
て
も
、
霞
制
上
の

基
本
政
策
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
、
漢
代
以
上
に
宮

・
庶
の
聞
の
流
動
性
が
徹
底
し
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
一
商
工
業
者
に
関
し
て

は
、
官
・

庶
の
聞
の
流
動
性
を
認
め
な
い
こ
と
こ
そ
が
、
む
し
ろ
中
園
古
代
園

家
に
一
貫
す
る

一
般
的
特
徴
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
三
に
、
部
曲
・
客
女
身
分
成
立
の
前
提
と
し
て
六
朝
期
隷
属
民
の
諸
形
態

を
論
じ
た
第
六
章
に
お
い
て
、
著
者
は
、
「
部
曲
・
客
女
身
分
の
階
級
的
基
礎

が
さ
し
あ
た
り
奴
隷
と
農
奴
と
の
開
に
あ
」
り
、
「
惰
唐
時
代
の
部
曲
・
客
女

が
農
奴
で
あ
る
と
か
、
奴
隷
的
範
鴎
に
属
す
と
か
い
う
単
純
な
二
者
揮

一
的
議

論
に
も
、
反
省
の
叫
跡
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
す
る
が
、
そ
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
は
必
ず
し
も
分
明
で
な
い
。
所
設
の
ご
と
く
、
貌
膏
南
北
朝
時
代
に
、

従
来
か
ら
の
奴
隷
と
並
ん
で
、
そ
れ
以
外
の
奴
隷
制
に
近
い
形
態
か
ら
農
奴
制

に
近
い
形
態
ま
で
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
私
的
隷
属
関
係
が
生
ま
れ
た
と
し
て
も
、

そ
う
し
た
武
舎
的
現
賓
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
が
直
接
に
園
家
の
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身
分
政
策
に
反
映
・
具
現
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
別
箇
の
問
題
で
あ
ろ

う
。
お
よ
そ
皐
一
の
ウ
タ
ラ
I
ド
の
み
か
ら
な
り
た
っ
て
は
い
な
い
現
寅
社
舎

に
お
い
て
、
し
か
も
な
お
特
定
の
ウ
ク
ラ
l
ド
に
基
礎
を
置
く
薗
家
権
力
は、

自
ら
の
園
家
支
配
に
適
合
的
な
身
分
制
を
敷
い
て
駐
曾
全
鐙
を
一
つ
に
ま
と
め

あ
げ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
観
貼
か
ら
み
て
、
ま
さ
し
く
園

家
的
身
分
そ
の
も
の
で
あ
る
部
幽
・
客
女
を
、
嘗
時
の
園
家
が
ど
の
よ
う
な
性

格
H
存
在
に
お
い
て
許
容
し
う
る
も
の
と
観
念
し
て
い
た
の
か
、
す
な
わ
ち
奴

隷
的
鋳
型
と
し
て
か
農
奴
的
鋳
型
と
し
て
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
ほ
か
な
ら
な

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
四
に
、
著
者
は
、
唐
朝
段
階
に
お
い
て
「
自
俸
の
生
産
者
に
よ
る
い
わ
ゆ

る
小
経
後
生
産
様
式
が
普
遍
的
な
現
寅
舷
曾
」
の
存
在
を
み
と
め
る
が
、
武
則

天
以
後
、
そ
の
よ
う
な
自
俸
の
生
産
者
が
波
落
し
て
雇
傭
関
係
や
小
作
関
係
を

妥
展
さ
せ
、
さ
ら
に
唐
朝
の
支
配
健
制
が
崩
壊
し
た
後
に
は
、
雇
傭
制
・
小
作

制
・
農
奴
制
等
、
均
田
制
と
異
な
る
生
産
関
係
の
設
展
が
願
著
に
な
る
と
見
通

す
。
そ
の
よ
う
に
唐
代
の
農
民
が
も
は
や
普
週
間
に
小
経
営
〈
私
的
占
有
以
上

で
あ
る
は
ず
)
に
よ
る
自
営
の
生
産
者
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
分
解
・

波
落
し
て
身
分
間
地
位
を
低
下
さ
せ
つ
つ
、

。唐
宋
開
餐
革
期
。
を
は
さ
ん
で

再
び
小
経
営
た
る
農
奴
へ
と
樽
成
す
る
過
程
は
、
祉
曾
一
般
の
労
働
力
進
化
お

よ
び
所
有
形
態
の
観
熱
か
ら
み
て
、
必
ら
ず
し
も
質
的
設
展
を
認
め
る
こ
と
に

は
な
ら
な
い
よ
う
に
な
る
と
思
う
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
。
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