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野
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利
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文
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経
済
撃
士
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丁
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東
胡
経
済
圏
に
於
け
る
米
生
産
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済
撃
士
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京
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如
く

す
こ
ぶ
る
敬
遠
せ
る
時
代
で
あ
り
.
従
て
か
1
る
時
代
が

1
朝
に
し
て
急
に
成
る
と
は
考
へ
ら
れ
ぬ
｡
そ
こ
で
そ
こ
に
仕
必

ず
や
そ
れ
に
先
行
す
る
相
昔
蓉
達
し
た
時
代
が
想
定
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
せ
ら
れ
る
.
然
し
'
そ
れ
は
所
謂
先
史
時
代
に
嵐
L
t

そ
の
今
日
有
す
る
文
献
の
如
き
も
後
世
の
創
作
に
出
で
す
ん
ぽ
そ
の
粉
飾
に
か
か
.･=
;

僅
詮
､
神
話
の
域
を
出
で
す
'
必
ず
し
も
信

を
措
き
難
い
と
せ
ら
れ
る
も
の
の
如
-
で
あ
る
｡
然
し
挽
近
考
古
尊
の
敬
達
'
費
掘
探
険
の
進
捗
は
漸
-
そ
の
時
代
の
片
鱗
峯
不
す

こ
と
に
成
功
し
'
昔
時
の
状
態
に
射
し
て
解
明
の
曙
光
が
射
し
初
め
'
そ
の
結
果
'
時
に
従
来
所
謂
俸
詮
､
神
話
と
目
せ
ら
れ
て
あ

た
も
の
が
或
る
程
度
ま
で
菅
詮
せ
ら
る
る
を
さ
へ
見
る
に
至
っ
て
は
こ
れ
ら
文
献
の
研
究
解
樺
も
必
ず
し
も
捉
否
す
べ
き
で
な
い
と

せ
ね
ば
な
る
ま
い
｡
そ
れ
で
こ
の
支
郡
古
代
経
済
史
の
概
観
は
こ
れ
ら
出
土
物
と
文
献
に
関
す
る
従
衆
の
諸
研
究
の
環
用
に
負
ふ
常

時
の
経
済
状
態
の
素
描
を
以
て
始
ま
る
.

支
那
は
悠
遠
の
昔
'
黄
河
の
中
流
南
北
の
地
域
か
ら
開
け
始
め
た
と
い
は
れ
る
｡
そ
こ
は
所
謂
黄
土
盾
の
平
原
で
は
あ

つた
が
'

昔
時
は
樹
木
塘
生
し
'
禽
獣
棲
息
し
'
必
ず
し
も
嘉
ま
れ
た
稚
帯
と
は
い
へ
な
い
と
し
て
も
'
黄
河
の
汎
淀
は
地
味
の
良
好
を
招
釆

す
る
と
と
も
息
は
れ
る
か
ら
､
給
水
さ
へ
う
ま
-
行
け
ば
収
棲
は
な
か
-

豊
な
る
こ
と
が
約
束
せ
ら
れ
て
ゐ
た
と
考
へ
て
よ
か
ら
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棒
'
人
々

は
部
諸
に
分
れ
て
'
そ
し
て
各
々
の
部
落
は
極
め
て
幼
稚
で
､
漁
狼
､
採
集
生
清
か
ら
牧
畜
や
低
廉
の
農
業

へ
の
過

渡
期
に
あ
つ
た
で
あ
ら
う
と
推
定
せ
ら
れ
'
概
ね
同
級
又
は
同
級
信
念
を
如
背
と
し
て
結
合
す
る
血
縁
社
食
た
る
氏
族
共
同
博
で
'

そ
こ
で
は
-

財
産
の
共
有
は
も
と
よ
り
部
落

t
切
の
こ
と
は
氏
族
合
議
に
よ
り
､

蓮
静
行
動
を
JJ
れ
る
も
の
の
如
く
'

l
旦
緩
急

あ
れ
ば
'
垂
族
を
あ
げ
て
こ
れ
に
赴
き
.
そ
の
亡
ぶ
る
に
普
-
て
は
亦
仝
族
あ
げ
て
こ
れ
に
殉
じ
た
と
推
想
さ
れ
る
o
鰻
記
薩
蓮
第

に
見
ゆ
る
大
同
の
吐
合
は
勿
論
後
世
の
理
念
の
産
物
で
は
あ
る
が
'
そ
の
'
天
下
を
公
と
な
し
'
喝
-
そ
の
親
を
親
と
せ
ず
'
喝
-

そ
の
子
を
子
と
せ
ず
'
貨
は
そ
の
地
に
粟
つ
る
を
悪
め
ど
も
必
ず
し
も
巳
に
戒
め
ず
'
力
は
そ
の
身
よ
-
出
で
ざ
る
を
謡
め
ど
も
必

ず
し
も
己
の
鶴
に
せ
ず
と
葛
へ
る
如
Ih
Lは
ま
さ
に
こ
の
社
食
に
吻
令
す
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ら
う
｡
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･

･
約
よ
り
す

れ

ば
最

初
は
比

較
的
小
さ
く
､雄
て
樺
山
の
か
く
の
如
き
小
部
蒲
が
併
丑
し
て
ゐ
充
で
あ
ら
う
小
iJ
れ
が
用
謂
｢訪
｣
.fJ

老
子
の
道
徳
経
の
所
謂
小
国
寡
民
の
社
食
は
ネ
言

に
こ
れ
に
請
嘗
す
る
か
と
息
は
れ
る
が
､
然
し
そ
れ
に
於
け
る
無
欲
は

も
と
よ

･sl
.
鄭
固
相
望
み
'
難
犬
の
宰
相
聞
え
､
民
老
死
に
至
る
迄
相
往
来
せ
ず
と
い
ふ
の
は
勿
論
道
徳
紅
の
作
者
の
主
観
で
な
け
れ
ば
な

る

ま
い
｡
そ
れ
は
前
述
の
如
く
共
同
鰐
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
'
狩
喝

征
戦
乃
至
は
給
水
等
に
於
け
る
必
要
よ
り
し
て
生
す
る
指
揮

考

即
ち
首
長
の
登
場
を
見
る
こ
と
と
な
-
､
こ
れ
が
所
謂
｢
后
｣
で
あ
る
が
'
そ
し
て
停
詮
に
上
る
と
､
こ
れ
ら
｢
后
｣
は
そ
の
配

偶
を
同
族
円
に
求
め
ず
'
必
ず
や
他
の
氏
族
の
女
と
結
婚
し
.
所
謂
旗
外
姫
に
ょ
つ
て
ゐ
た
よ
う
で
あ
-
'
そ
れ
は
今
日
支
部
融
合

に
於
け
る
堅
い
同
族
不
姫
の
習
俗
よ
り
す
る
も
肯
定
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
と
息
は
れ
.
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
.
常
時
の
社
食
が
母

支
那
古
代
摩
済
史
概
観

第

l
巻

五
七
九

第

三
訳

五
三



支
那
古
代
経
済
史
概
観

弟

l
春

五
八
〇

第

三
披

五
四

系
制
乃
至
ト
ー
テ
ム
制
で
あ
っ
た
か
､
少
く
と
も
そ
れ
を
紅
過
せ
る
も
の
で
あ
っ
た

で
あ
ら
う

と
の
推

定

を

も
可
能
な

ら
し
む
る
忙

似
る
が
'
妄

れ
と
同
時
に
氏
族
部
諮
問
竺
父
通
関
係
の
存
在
せ
る
U/
と
を
不
す
も
の
と
も
な
し
得
よ
う
｡
そ
し
て
氏
族
部
落
問
の
交

通
に
は
年
載
朗
面
が
あ
る
で
あ
ら
う
が
r.
平
和
の
場
合
に
於

て
も
'
締
盟
､
賓
服
む
見
る
と
卓
の
-
､
若
し
そ
れ
哉
琴
の
場
合
に
室

つ
.て
は
'
征
服
併
呑
む
件
ふ
べ
く
'
何
れ
に
し
て
も
部
落
の
間
に
比
重
蹄
係
を
生
じ
'
空

(
な
部
落
が

l
般
部
落
の
上
に
位
す
る
こ

～J
に
怒
る
O
と
の
上
総

の
部
梓

の
信
が

｢
元
声

l
や
.
そ
の
下
に
併
虹
す
る
部
箔
の
首
長
が

｢
群
居
｣
で
あ
る
O

か
ゝ
る
元
后
と
し

て

始
め

に
規

は
れ

る
の

が

夏

部

族
の
居
で
･.
そ
の
軸
組
は
即
ち
南
で
あ
る
と
い
は
れ
る
｡
夏
は
四
石
飴
年
に
し

て
商
の
湯
に
よ
-
て
代
は
ら
れ
る
と
せ
ら
れ
る
｡
商
は
後
に
段
に
違
っ

た
の
で
叉
殿
と
呼
ば
れ
る
o
段
は
六
百
年
飴
で
間
に
代
は
ら

れ
る
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
､
段
の
晩
年
即
ち
､
西
紀
前
千
二
､
二
着

年
頃
の
状
況
は
そ
の
都
し
た
跡
と
侍
へ
ら
れ
る
殿
嘘
が
近

頃
に
な

っ

て
葡
掘
せ
ら
れ
'
そ
こ
よ
-
出
土
せ
る
漬
物
に
よ
=
Itr.我
々

は
比
較
的
確
蟹
に
JJ
れ
近
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

段
嘘
蔑
見
の
遣
物
は
石
器
'
骨
器
'
土
器
'
青
銅
器
を
始
め
と
し
て
'
文
字
を
刻
し
た
亀
甲
'
軟
骨
で
あ
-
'
そ
れ
に
よ
り
て
こ

の
時
代
が
全
く
金
石
併
用
期
か
ら
産
に
青
銅
時
代
に
入
-
つ
つ
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
知
る
JJ
と
が
で
き
る
が
'
更
に
亀
甲
軟
骨
に

刻
し
た
文
字
と
い
ふ
の
は
'
牛
骨
'
亀
甲
等
に
先
づ
以
て
そ
の
卜
は
ん
と
す
る
用
件
の
文
字
を
刻
記
し
､
そ
の
裏
面
に
孔
を
穿
ち
'

そ
こ
を
焼
い
て
表
面
に
生
じ
た
割
れ
目
を
以
て
ト
宏
の
用
に
供
し
た
も
の
で
､
従
っ
て
そ
れ
は
支
那
古
代
史
最
古
の
文
献
と
い
ふ
べ

-
.
そ
の
研
究
乃
至
解
説
の
進
む
忙
つ
れ
て
昔
時
の
社
食
経
済
状
態
が
次
第
に
解
明
せ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
o
然
ら
ば
そ
れ
は
如
何

*

に
あ
る
で
あ
ら
う
か
｡
今
暫
ら
-
郭
沫
若
氏
や
内
藤
博
士
等
の
研
究
に
よ
っ
て
そ
れ
を
う
か
が
へ
ば
攻
の
如
き
も
の
を
得
る
で
も
あ

ら
う
か
｡

.,. 郭抹著,藤枝丈夫評,支那古代而土倉史編,第三編 卜朗を通じて見ナころ舌代
社食,内藤戌次郎博士,支那上古の元土昏汁大克崇,(東洋文化史研究併収),自
足陽光氏, 卜軒に窺はる 殿ゝ代の良策に就T.,(如正純滑研究,第二十三
巻第四窮策五郎)



常
時
に
於
け
る
人
々
の
生
活
は
祭
祀E
と
狩
磯
と
征
伐
が
主
で
'
そ
の
外
､
牧
畜
'
農
業
'
工
垂
も
あ
る
程
度
存
L
t
そ
し
て
交
換

茸
買
さ
へ
行
ほ
れ
て
ゐ
た
と
考
へ
ら
れ
る
｡

祭
和
は
眼
に
見
え
ぬ
榊
で
あ
る
と
こ
ろ
の
鬼
を
尊
ぶ
も
の
で
'
そ
れ
が
盛
で
あ
っ
た
か
ら
従
て
衣
が
な
か
ノ
1
勢
力
が
あ
わ
'
何

事
で
も
重
大
な
JJ
と
に
は
卜
宏
が
行
は
れ
た
わ
け
で
あ
-
'
そ
し
て
そ
の
祭
紀
に
は
犠
牲
が
供
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

狩
猟
は
弓
央
'
網
羅
'
陥
井
に
よ
-
.
獲
物
･Ldし
て
は
狼
'
鹿
が
大
部
分
を
占
め
'
さ
ら
に
野
生
の
馬
､
羊
､
狩
.
象
等
が
あ
っ

た
.
狩
猟
と
並
ん
で
1
の
経
済
段
階
を
形
成
す
る
と
せ
ら
れ
る
漁
減
は
行
は
れ
は
し
た
が
'
狩
場
の
よ
う
に
盛
ん
で
は
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
.
そ
し
て
そ
れ
は
支
那
の
国
柄
に
も
よ
り
'
又
時
代
の
関
係
も
あ
る
と
せ
ら
れ
る
.

征
故
が
盛
ん
で
あ
る
の
は
常
時
に
あ
-
て
は
そ
れ
は
財
物
人
畜
の
掠
奪
皇

風
味
し
'
従
て
生
清
資
料
捧
得
の

一
方
法
と
し
て
重
夫

虹
｣
夏
毛
JJV
↑弓
ノ
こ
Jb
と
C
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と
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L
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1才
レイ

,～
♂
･iF
イ
葉
月
に
当
塵
ブ
カ

l
男
b
.葛
LQ
を
題
げ
ろ
と
敷
す
代
り
に
顛
封

と
す
る
に
垂
る
の
は
容
易
に
推
測
す
る
こ
と
か
で
き
よ
う
G

祭
紀
に
犠
牲
を
供
し
'
又
食
料
の
篤
も
あ
っ
て
'
牧
畜
も
行
は
れ
る
｡
牧
畜
は
馬
､
牛
'
羊
'
難
'
犬
'
陳
の
所
謂
六
苔
が
既
に

豪
畜
と
し
て
存
し
て
ゐ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡

-
解
に
は
年
の
豊
凶
と
言
ふ
こ
と
が
あ
る
よ

り
す
れ
ば
糞
業
が
行
は
れ
て
ゐ
た
JJ
と
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
｡
た

だ
し
'
出
土
品
に
よ
っ
て
見
る
集
具
は
石
辞
で
あ
っ
た
よ
う
で
は
あ
る
が
'
そ
れ
で
も
栽
培
の
方
面
で
は
圃
'
固
'
具
､
樹
､
桑
'

粟
が
文
字
に
表
は
さ
れ
て
居
り
'
耕
作
の
方
面
で
は
田
'
噴
-
未
.
昔
'
粟
､
小
穿
.
葬
な
ど
の
文
字
が
あ
る
と
こ
ろ
よ
り
み
れ
ば

農
業
が
相
嘗
重
要
な
位
置
を
占
め
る
に
至
っ
て
ゐ
た
こ
と
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
O

支
那
古
代
経
済
史
概
観

第

Z
巻

五
八

一

第
三
択

五
五



支
部
舌
代
難
所
史
概
観

第

一
審

五
八
二

第
1]1新

玉
大

工
藍
と
し

て
は
.

前
述

の
耕
具
の
外
.
鼎
､
雪

盤
'
壷
等
の
食
券
'
弓
矢
の
如
き
武
器
は
何
れ
も
出
土
品
と
し
て
吾
人
の
見
る

を
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､
そ
れ
ら
よ
-
す
る
も
'
既
に
か
な
-
の
程
度
に
襲
達
し
て
ゐ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
そ
し
て
石
帯
'
骨
希

と
と
･>Jn
に
銅
器
も
あ
り
.
金
石
併
用
期
で
あ
っ
た
,LJ
JJ
堅
亦
す

華
鎖
の
開
港
は
未
だ
知
ら
れ
て
ゐ
た
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
又
卜

那

忙

肇

烏
な
ど
の
文
字
が
あ
る
よ
り
み
れ
ば
お
そ
ら
く
蕃
恩

も常
時
既
に
行
ほ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
｡
そ
れ
か
ら
建
雑
も
官
､

近
-

1
i
j
､

家
等
醍

畑

の
女
･E,k
が
あ
hや
と
,こ
ろ
計)
以
て
み
れ
ば
?
屯
は
や
穴
幣
や
鮒
誠
の
虻
給
で
は
た
く
て
家
臣
に
壮
ん
1G
,Ttt

孝

し

て
そ
れ
も
相
皆
の
敬
遠
を
と
げ
て
ゐ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
.
そ
し
て
そ
の
住
居
は
'
丘
陵
を
選
ん
で
居
る
が
'
そ
れ
は
水
毒
を

さ

け
る
馬
と
'
狩
猟
の
必
要
か
ら
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
.
衣
服
は
皮
嚢
を

王
と
L
t
又
布
烏
を
用
ゐ
た
と
と
が
知
ら
れ
る
｡

そ
れ
か
ら
交
換
茸
貫
が
既
に
或
る
程
度
の
費
達
を
と
げ
て
ゐ
た
こ
と
は
腰
嘘
か
ら
石
又
は
骨
の
桂
類
で
小
安
貝
の
形
を
摸
し
た
も

の
が
出
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
推
定
す
る
こ
JJ
が
で
き
る
e
蓋
し
､
支
那
で
は
小
安
貝
が
貨
幣
の
党
組
で
あ
る
と
い
ほ
れ
て
は
ゐ
る
が
･.

黄
河
の
中
流
'
海
の
遠
い
と
こ
ろ
で
は
只
が
よ
ほ
ど
珍
ら
し
く
､
又
夷
し
く
て
菜
館
物
と
し
て
重
ん
ぜ
ら
れ
'
そ
し
て
月
が
そ
の
よ

う
に
人
々
か
ら
珍
重
せ
ら
れ
た
こ
と
が
や
が
て
月
を
し
て
交
換
の
媒
介
物
と
し
て
の
貨
幣
の
役
割
を
具
さ
し
め
る
に
至
っ
た
所
以
で

あ
-
'
即
ち
今
日
財
貨
の
文
字
が
見
に
従
ふ
所
以
で
あ
る
が
'
然
し
股
嘘
か
ら
こ
の
月
が
出
た
と
だ
け
で
は
'
常
時
そ
れ
が
装
飾
物

と
し
て
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
た
の
か
'
貨
幣
と
し
て
使
用
せ
ら
れ
た
の
か
は
判
断
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
然
し
光
津
も

な
く

従
て
飾
-
に
も
な
ら
ぬ
骨
で
も
つ
て
JJ
の
貝
の
模
造
品
が
津
山
造
ら
れ
て
ゐ
た
と
な
る
と
､
そ
れ
は
貨
幣
と
し
て
使
用
せ
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
｡
そ
し
て
段
塩
か
ら
は
こ
の
枝
連
晶
が
出
て
釆
た
の
で
あ
る
｡
し

て
み
る
と
そ
の
昔
時
即
ち
今
か
ら
三
千
年
も
以
前
に
管
幣
が
使
用
せ
ら
れ
て
ゐ
た
三

日
ふ
て
よ
い
の
で
あ
ら
う
｡
そ
し
て
貸
幣
が
使



相
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
'
そ
､こ
で
は
革
な
る
物
三
父
換
を
超
え
た
要
員
が
行
は
れ
た
こ
と
が
推
定
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
但
し

狩
機
'
牧
畜
と
と
も
に
低
慶
の
巣
業
が
潮
-
行
ほ
れ
た
昔
時
で
あ
る
か
ら
'
自
足
自
給
的
傾
向
が
張
-
'
碓
て
そ
れ
ほ
ど
盛
で
は
な

か
つ
た
で
あ
ら
う
｡

然
し
交
換
章
貫
の
馨
生
は
私
有
財
産
の
存
在
を
頚
想
せ
し
め
'
そ
し
て
私
有
財
産
は
財
産
共
有
制
に
背
離
す
る
C
も
と
よ
-
共
産

制
の
下
に
於
て
も
若
干
の
私
有
財
産
例

へ
ぼ
弓
矢
と
か
'
装
身
具
の
如
き
は
首
然
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
と
思
は
れ
は
す
る
が
'
そ

れ
ら
は
怒
ら
-
飴
少
に
私
有
の
必
要
大
で
あ
る
が
故
に
'
そ
れ
は
相
溝
や
遺
曙
な
ど

の
封
象
と
は
な
り
得
て
も
交
換
東
男
の
封
象
と

は
な
る
JJ
と
な
-
.
徒
て
私
有
財
窒
と
は
言
っ
て
も
そ
の
弘
有
の
感
念
は
極
め
て
棟
蒲
で
あ
-
'
香
そ
れ
は
財
産
と
い
ふ
よ
-
は
む

し
ろ
身
硯
の
社
長
と
覇
へ
ら
れ
た
の
で
は
た
い
か
と
さ
へ
推
測
せ
ら
れ
従
て
そ
の
共
産
制
に
封
す
る
影
響
も
問
題
で
は
な
い
の
で
は

な
い
か
よ
考
へ
ら
れ
る
｡
然
し
今
や
交
壁
望
月
が
朽
ほ
れ
る
と
言
ふ
と
こ
ろ
ま
で
-
る
LL
そ
の
位
有
財
葦
は
乾
草
や
ji'壱
制
に
対
し

て
撫
影
響
で
は
あ
-
得
ぬ
｡
換
言
す
れ
ば
.
そ
れ
は
共
産
制
の
基
礎
を
動
か
す
第

一
歩
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
O

然
る
に
人
口
増
加
し
､
人
智
が
進
み
'
欲
望
が
増
大
す
る
に
従
て
'
人
々
が
狩
瓶
や
掠
零
の
如
き
不
確
菅
産

生
清
賛
料
獲
得
方
法

に
よ
る
危
険
を
さ
け
る
に
及
ん
で
農
業
の
重
要
性
は

1
段
と
増
大
し
'
農
業
生
産
力
の
増
大
が
要
望
せ
ら
れ
'
そ
れ
は
や
が
て
粗
放

農
業
よ
り
集
約
農
業
へ
の
推
移
を
結
果
す
る
こ
と
に
な
る
と
解
せ
ら
れ
る
が
'
そ
の
環
に
は
土
地
と
人
の
関
係
の
緊
襟
化
が
必
要
と

な
-

､
そ
し
て
土
地
と
人
と
の
関
係
の
緊
密
化
は
土
地
の
私
有
を
導
入
し

.そ
し
て
そ
こ
に
始
め
て
農
業
生
産
力
の
異
常
な
る
増
進

が
可
能
と
な
る
.
所
謂
'
所
有
権
の
魔
力
は
砂
碑
を
壁
じ
て
黄
金
と
す
る
と
い
は
れ
る
所
以
で
あ
る
O

か
く
て
段
の
末
期
に
は
鼻
糞
は
そ
こ
ま
で
進
み
.
雄
て
そ
れ
は
共
産
制
の
上
に
成
-
立
つ
氏
族
共
同
憶
の
基
礎
を
動
か
し
'
徒
て

支
那
舌
代
輝
漕
史
概
親

第

Z
巻

五
八

三

第

三
班

五
七



支
那
古
代
経
済
史
概
翫

第

1
懸

五
八
四

第
三
郎

五
八

従
非
の
氏
族
を
率
ゐ
る
首
長
の
紳
椎
的
の
力
に
封
す
る
懐
疑
を
生
ぜ
し
め
'
達
に
氏
族
融
合
の
解
鱈
を
偵
進
す
る
こ

･U
に
な
る
と
息

は
れ
る
｡
殿
の
滅
亡
の
原
因
と
し
て
信
仰
が
嚢

へ
て
来
た
こ
と
が
特
筆
大
書
せ
ら
れ
る
所
以
で
あ
ら
う
0

か
-
て
氏
族
共
同
鰭
の
紀
綱
が
弛
る
む
と
世
は
混
乱
に
格
srJO
混
乱
の
世
に
於
て
は
安
登
む
保
障
す
る
も
の
は
武
力
の
外
な
い
｡

そ
こ
で
人
々
は
武
力
に
す
が
る
こ
と
と
な
る
o
そ
し
て
よ
ら
ば
大
樹
の
蔭
と
い
ふ
こ
と
に
な
り
'
そ
れ
で
武
力
の
大
な
る
者
は
益
々

張
大
LJ
な
り
'
や
が
て
そ

の
間
に
JTrlL廃

淘
汰
が
行
は
れ
優
勝
拓
敗
の
過
程
歓
経
て
健
勝
奇
が
天
下
毅

統

〓
タ
る
｡
或
は
TLLJ
下
風
牡
望

ん
で
そ
の
rL･に
集
る
と
も
い
へ
よ
う
G

か
く
て
と
の
優
勝
者
即
ち
君
主
三
日葉
を
襖

へ
て
い
へ
ば
天
子
又
は
王
は
天
下
を
有
ち
'
所
謂

｢
普
天
の
下
王
土
に
非
る
は
な
く
'

～

卒
土
の
蹟
王
臣
に
非
る
は
な
し
｣
と
い
ふ
JJ
と
に
な
る
｡
そ
こ
で
王
は
功
業
に
巷
董
せ
る
創
業
の
臣
を
摘
ふ
JJ
と
に
な
る
が
'
か
-

斤
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預
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男
･fq
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･V
R
O軒
Sld田
G
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弁
T･
I
T
l封
力
茸
-
ヨ
LqqiLu110日
貞
手
段
で
あ
る
故
に
'
AJ
れ
を
賜
興
す
る
が
蔵
も
よ
く
偏
ふ

で
あ
-
､
と
こ
に
封
土
を
受
け
て
諸
侯
が
成
立
す
る
o
そ
し
て
諸
侯
は
封
土
を
受
け
る
代
償
と
し
て
君
主
に
封
し
て
忠
誠
を
誓
約
す

所
以
る
o
忠
誠
の
責
務
の
中
で
は
王
命
を
奉
じ
て
兵
を
出
す
こ
と
が
大
切
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
'
支
那
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
こ
と

は
諸
侯
の
園
を

千
乗
の
国
と
い
ふ
風
に
'
そ
の
出
し
得
る
兵
事
の
数
で
呼
ぶ
に
よ
っ
て
こ
れ
を
う
か
が
払
う
る
で
あ
ら
う
.
勿
論
と

の
場
合
'
土
地
を
有
す
る
者
に
し
て
自
己
の
安
全
を
待
ん
篤
に
自
己
の
土
地
を
提
供
し
改
め
て
君
主
よ
り
封
土
と
し
て
受
け
'
臣
従

忠
誠
の
誓
約
を
為
す
場
合
も
あ
る
で
あ
ら
う
0
所
謂
本
領
安
堵
の
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
｡
又
君
主
が
自
己
の
一
族
を
滞
昇
と
し
て
封

ず
る
場
合
も
あ
る
o

そ
し
て
諸
侯
は
亦
自
己
の
封
土
を
そ
の
豪
衆
に
分
輿
す
る
.

こ
の
場
合

に
は
菅
際
に
土
潮
を
賜
輿
す
る
場
合

と
'
そ
れ
と
同

l
の
効
果
の
あ
る
土
地
の
産
具
即
ち
俸
禄
を
給
す
る
場
合
と
が
あ
る
｡
そ
し
て
豪
罪
は
土
地
を
受
け
る
代
-
に
そ
の

* 詩経,小雅,北山｡



主
人
た
る
諸
侯
に
忠
誠
を
誓
ふ
の
で
あ
る
O
同
様
の
関
係
は
叉
そ
の
豪
衆
と
彼
の
家
来
と
わ
間
に
も
成
-
立
ち
得
る
｡

然
し
土
地
は
そ
れ
だ
け
で
は
横
倍
が
少
い
｡
土
地
は
そ
れ
が
関
聾
利
用
せ
ら
れ
て
そ
れ
か
ら
産
具
が
滑
ら
さ
れ
る
か
ら
債
値
が
あ

る
こ
と
い
ふ
ま
で
も
あ
る
ま
S
｡
そ
れ
で
こ
こ
に
土
地
と
い
ふ
場
合
そ
れ
は
土
袖
を
開
蓉
利
用
す
る
人
を
も
包
含
せ
し
め
ね
ば
な
ら

ぬ
｡
そ
し
て
か
か
る
人
の
尤
な
る
者
は
農
夫
で
あ
る
｡
こ
れ
か
か
る
御
慶
の
下
に
於
て
馬
政
者
が
重
農
を
説
き
な
が
ら
'
農
業
人
口

の
維
持
増
殖
の
葛
に
農
夫
は
土
地
に
固
定
し
､
土
地
の
所
有
権
の
移
靖
に
従
払
て
そ
の
主
人
を
襲
じ
'
所
謂
農
奴
の
状
態
に
置
か
れ

る
所
以
で
あ
る
｡

そ
し
て
こ
れ
が
謂
ふ
と
こ
ろ
の
封
建
制
度
で
あ
-
'
従
て
封
建
制
慶
の
本
質
は
'
主
従
の
間
に
於
け
る
封
土
と
忠
誠
の
交
換
関
係

に
於
て
成
上vlす
る
も
の
で
あ
=
1｢.
土
地
が

1L
定
の
重
要
性
を
有
す
る
と
と
を
前
挟
と
し
'
従
て
共
栄
時
代
に
入
り
て
の
産
物
で
あ
る
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L7如
し

仙仏

期

に
祉
倉
の
安

寧
を確
保
す
る
篤
に
要
評
せ
ら
れ
る
必
然

の
産
物
で
あ
っ
て
F
洋
の
案

西
を
間
は
す
見
ら
れ

る
と
JJ
ろ
で
あ
る
D

人

或
は
支
那
に
於
け
る
封
建
の
語
が
王
が
諸
侯
を
封
す
る
時
の
儀
式
よ
-
出
す
る
の
故
を
以
て
支
那
に
於
け
る
封
建
制
慶
と
西
欧
の
7

ヲ
イ
ダ
リ
ス
ム
ス
を
同
税
す
べ
か
ら
す
と
す
る
が
如
き
は
'
浪
速
の
芦
と
伊
勢
の
婆

秋
を
同
税
す
べ
か
ら
す
と
す
る
の
炉
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
.

か
-
の
如
-
し
て
周
は
段
に
代
は
-
て
茸
場
し
'
同
姓
又
は
功
臣
を
諸
侯
に
封
建
す
る
と
と
も
に
.
又
従
来
の
群
点
の
多
く
は
本

領
安
堵
を
得
､
か
-
て
周
蓋
を
中
心
と
し
て
そ
の
下
に
諸
侯
あ
-
'
王
侯
の
下
に
は
各
卿
'
大
夫
､
士
人
が
あ
-
'
土
地
人
民
を
私

有
す
る
と
と
と
な
る
O
そ
し
て
王
侯
士
大
夫
は
士
蝿
の
所
有
者
で
人
足
は
農
奴
で
あ
る
.
真
奴
は
始
め
被
征
服
民
で
自
由
民
で
は
な

支
那
古
代
符
節
史
概
観

第

1
番

五
八
五

第
三
紀

五

九



支
那
古
代
輝
野
良
概
和

男

Z
巻

五
八
六

第
三
択

六

〇

く
.

支
配
階
級
よ
り
そ
の
土
地
を
受
け
'

そ
の
上
に
生
柘
を
営
む
代
-
に
支
配
階

級
の
駕
に
l
定
の
土
地
を

耕
作

し

又
力
役
に
服

す
る
義
務
を
負
ふ
も
の
で
'
孟
子
の
有
名
な
井
田
制
は
支
配
階
級
と
農
奴
の
か
-
の
如
き
関
係
が
理
想
化
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
た
か

を
う
カ
と
関心
ふ
く

然
し
そ
う
す
る
と
耕
作
者
は
農
奴
で
農
奴
は
土
地
の
附
置
物
で
あ
っ
て
土
地
の
所
有
者
で
は
た
-
.
従
っ
て
農
業
生
産
力
の
増
大

の
必
瀕
は
た
他
と
人
と
の
関
係
の
緊
符
化
を
質
持
し
.
そ
の
極
限
者
と
,J
Jr
C
lと
独
り
払
百
七
を
,｡R
韓
と
㌧
こ
J
ri･Zrn
r
疫

司
軍
籍
臣

招
葬
す
る
と
せ
る
先
述
の
論
理
と
背
馳
す
る
か
に
舟
へ
よ
う
｡
然
し
'

殿
の
時
代
に
於
て
も
警
際
に
土
地
を
私
有
す
る
者
は
氏
族
の

成
月
た
る
貴
族
で
直
接
に
耕
作
す
る
者
は
欺
弟
で
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
'
さ
す
れ
ば
土
地
が
支
配
階
奴
に
ょ
り
て
所
有
せ
ら
る
る
こ

と
に
は
何
等
異
る
と
こ
ろ
な
-
.
そ
し
て
そ
の
私
有
現
象
が
殿
代
に
あ

り
て
は
杜
合
の
基
礎
を
動
輯
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
の
に
間

代
に
あ
-
Lr
lは
そ
れ
こ
TJ.IJが
社
食
の
基
礎
を
確
立
.す
る
所
以
で
あ
る
JJ
い
ふ
だ
け
で
あ
っ
て
'
そ
,LJ
に
吾
戊

は
時
代
錯
誤
の
代
り
に

歴
史
進
展
の
自
然
の
数
を
み
る
べ
き
で
あ
ら
う
.

も
っ
と
も
'
そ
う
い
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
'
段
間
の
更
皆
の
政
治
革
命
は

1
朝
に
な
る
も
'
氏
族
社
骨
よ
り
'
封
建
社
食

へ
の
推

移
の
敢
合
革
命
は

一
夕
に
運
ぶ
も
の
で
は
な
く

そ
れ
で
封
建
制
慶
も
そ
の
萌
芽
は
既
に
殿
の
社
骨
の
円
に
存
し
て
ゐ
た
も
の
が
周

の
天
下
に
室
-
て
見
事
に
開
花
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
'
丁
度
案
が
天
下
を
統

l
し
て
封
塵
制
を
際
し
て
郡
願
制
を
始
め
た
と
い
ふ

も
郡
解
剖
は
す
で
に
そ
の
以
前
よ
-
秦
に
於
て
賛
施
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
む
見
る
如
き
も
の
で
あ
ら
う
.

さ
て
'
間
の
封
建
制
産
の
下
に
在
-
て
は
如
何
な
る
経
済
状
態
が
展
開
せ
ら
れ
た
で
あ
ら
う
か
と
い
ふ
に
'
こ
の
時
代
の
経
済
状

態
を
纏
め
た
最
古
い
も
の
と
し
て
は
摸
寄
食
賀
意
が
あ
-
'
撰
者
班
園
は
周
童
重
美
の
治
を
謂
歌
し
て
､
そ
の
昔
を
今
に
な
す
上
し



も
が
な
の
熱
情
も
て
.
常
時
の
状
態
を
説
い
て
詳
細
を
極
め
､

あ
か
も
眼
前
に
妨
裸
た
る
思
あ
ら
し
め
は
す
る
が
'
惜
し
い
か
な

そ
れ
は
儒
家
創
作
の
僅
説
を
無
批
判
に
援
用
し
て
成
れ
る
も
の
で
経
済
史
皇

I]1
は
ん
よ
-
は
む
し
ろ
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
言
ふ
の
適
切
な

る
を
覚
ゆ
る
｡
JJ
い
っ
て
そ
の
以
後
に
な
っ
た
も
の
で
は
不
確
茸
の
度
を
増
す
の
み
で
あ
り
'
そ
れ
以
前
の
記
録
で
は
信
を
措
き
難

い
と
せ
ら
れ
る
｡
そ
れ
で
.こ
の
時
代
は
ど
う
も
漠
と
し
て
掴
み
に
-
い
の
で
あ
る
が
､
然
し
大
腰
攻
の
如
き
こ
と
は
い
へ
る
の
で
は

な
か
ら
う
か
｡

即
ち
を
と
に
於
て
は
農
業
が
益
々

覆
達
す
べ
き
こ
と
は
既
に
見
た
る
腰
間
革
命
の
歴
史
よ
り
し
て
も
う
な
づ
か
る
べ
く
'
世
に
周

の
姐
充
を
尭
府
の
農
官
后
稜
な
-
と
す
る
俸
詮
は
周
の
天
下
に
於
て
農
業
が
盛
大
な
-
し
^
)と
よ
-
生
ぜ
る
附
合
に
あ
ら
ず
や
と
の

説
も
あ
る
が
'
そ
れ
で
も
な
ほ
そ
れ
は
如
何
に
闇
に
於
て
農
業
が
盛
で
あ
っ
た
か
を
う
か
が
は
し
む
る
に
は
足
る
｡
そ
れ
か
ら
諸
侯

が
封
二
iL
l繋
げ
る
と
所
謂
城
郭
を
糾
し
て
廃
る
JJ
JJ
に
な
る
の
で
あ
る
が
=
モ
う
す
る
と
T
禎
等
は
宮
廷
生
酒
の
器
具
'
調
度
や
武

器
を
必
要
と
す
る
故
そ
こ
に
少
く
と
も
宮
廷
工
業
が
芽
生
え
る
で
あ
ら
う
し
.
叉
支
配
階
級
の
生
滑
の
脊
移
､
欲
望
の
増
進
は
､
地

境
の
産
物
を
も
欲
求
せ
し
む
る
こ
JJ
と
な
-
'
そ
こ
に
交
換
'
商
柴
の
後
尾
が
促
進
せ
し
め
ら
れ
､
諸
国
の
商
人
が
そ
こ
に
婚
集
し

か
-
て
そ
の
城
下
は
政
治
的
中
心
地
た
る
の
み
で
な
-
漸
-
に
し
て
所
謂
軽
滴
的
中
心
と
も
な
牡

や
が
て
都
市
へ
と
考
展
す
る
で

あ
ら
う
｡
そ
し
で
交
換
'
商
業
が
漸
く
蔑
属
し
､
交
換
の
媒
介
物
の
重
要
性
が
増
大
し
'
見
貨
乃
至
そ
の
楳
油管
相
の
外
に
む
し
ろ
常

人
の
必
需
品
た
る
布
Q
E
や
農
具
な
ど
が
物
品
貨
幣
と
し
て
使
用
せ
ら
れ
る
こ
と
が
考
へ
得
ら
れ
る
｡

か
-
て
周
室
治
下
の
文
物
は
覆
度
し
､
慣
熟
す
る
｡
少
-
と
も
彼
等
の
文
化
は
周
鞠
の
部
族
を
蓮
に
凌
駕
す
る
｡
そ
こ
で
嶺
等
仕

自
ら
を
中
華
と
誇
悲
し
'
周
囲
の
部
族
を
東
夷
'
北
秋
'
甫
壁
.
西
戎
と

葺
税
す
る
｡
こ
の
華
美
の
別
の
基
準
と
し
て
は
或
は
夷
狭
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支
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二

の
血
族
結
婚
が
説
か
れ
る
が
.

や
は
り

一
般
文
化
の
優
越
性
の
自
覚
を
あ
ぐ
べ
き
で
あ
ら
う
.

蓋
主

役
等
が
若
し

彼
等
の
1
般
文

化
が
相
手
方
の
そ
れ
よ
り
も
劣
等
で
あ
る
と
の
自
覚
を
抱
-
と
す
れ
ば
'
そ
の
痔
に
は
結
婚
制
度
で
も
却
て
相
手
の
階
管
を
慕
ふ
か

も
知
れ
ぬ
lfJ
あ
ら
う
か
ら
｡
戯
5

1て
文
化
の
讃
展
欄
熱
は
人
を
し
て
軟
弱
に
階
ら
し
め
勝
ち
で
'
経
て
野
蟹
未
開
の
族
は
文
化
欄
熱

の
族
よ
-
力
に
於
て
勝
ぐ
れ
る
を
常
と
す
る
｡
礎
で
文
化
族
は
野
資
族
の
佼
絡
む
競
る
の
が
き
rw
-
の
rL6う
で
あ
る
｡
少
-
と
も
.

間
の
椎
骨
は

潅
流
の
如
/＼
糾慧
栽

批
骨
t;I-
.曽

心
が
F
県
米
社
軒

は
定
位
旦

中

和

的
て

.の

り

=
物

範

が
削
且で

'
戦
闘
的
且
移
但
的
で
物

資
の
必
L
も
盟
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
遊
牧

族
の
好
筒
の
侵

略

の
封

象

と
な
る
と
考
へ
ら
れ
る
D
か
く
て
周

の
天
下
は
英
次
侵
入
の
脅

威
の
下
に
曝
さ
れ
る
べ
く
運
命
づ
け
ら
れ
る
｡
然
る
に
封
建
制
度
は
領
土
の
分
割
､
国
力
の
分
散
の
傾
向
あ
-
'
時
代
を

経
る
間
に

王
威
に
服
せ
ざ
る
着
も
規
は
る
べ
-
~
こ
れ
が
討
伐
は
雨
着
の
衰
幕
を
結
果
す
べ
-
t
か
-
て
王
道
微
か
に
し
て
遂
に
又
天
下
を
糾

せ
し
て
杜
稜
む
保
持
す
る
に
困
難
を
感
ず
る
に
至
る
こ
と
が
生
じ
う
る
が
'
周
も
亦
厩
初
以
釆
約
三
百
年
に
し
て
漸
-
そ
の
よ
う
な

状
態
に
陥
-
'
西
方
よ
-
す
る
犬
戒
の
塵
力
に
堰
へ
か
ね
て
都
を
東
の
方
'
洛
陽
に
移
す
こ
と
と
な
る
が
'
愈
加
は
る
亮
秋
の
重
塵

に
封
し
て
JJ
こ
に
何
人
か
立
っ
て
諸
侯
を
糾
合
L
t
王
墓
を
扶
翼
し
て
'
外
'
英
秋
の
又
を
壊
ひ
'
内
'
中
華
の
文
化
を
維
持
す
る

者
の
出
づ
る
を
要
望
す
る
と
と
と
な
る
は
む
し
ろ
昔
燕
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
.
こ
の
常
然
の
要
望
に
膝
じ
て
登
場
す
る
著
が
即
ち
謂

ふ
と
こ
ろ
の
覇
者
で
'
奔
複
.
背
丈
以
下
五
覇
交
三

止
ち
て
所
謂
春
秋
時
代
を
展
開
す
る
こ
と
と
な
る
｡
こ
れ
を
春
秋
と
呼
ぶ
は
大

腰
そ
の
時
代
が
孔
子
の
刑
せ
る
史
書
た
る
春
秋
の
と
-
政
へ
る
時
代
な
る
に
よ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
あ
る
ま
い
｡

春
秋
時
代
の
経
済
状
態
も
亦
甚
だ
漠
然
と
し
て
ゐ
る
が
､
幸
に

｢
詩
｣
が
あ
り
'
｢
詩
｣
は
春
秋
の
末
期
に
出
で
た
る
孔
子
が
'
周

に
行
は
れ
た
歌
謡
を
凡
二
盲

五
第
に
糾
せ
る
も
の
で
､

歌
詩
は
民
間
に
億
唱
せ
ら
れ
る
も
の
な
れ
ば
そ
の
性
質
上
比
較
的
原
形
を



と
ど
め
て
ゐ
る
と
考
へ
ら
れ
る
か
ら
'
昔
時
の
民
情
､
徒
て
又
経
済
状
態
の
比
較
的
虞
に
近
い
も
の
が
霧
が
払
得
ら
れ
る
と
な
し
え

上
う
か
と
息
は
れ
る
.
も
と
よ
り
｢
詩
｣
は
春
秋
時
代
を
反
映
す
む
も
の
が
多
い
こ
と
を
認
め
る
と
し
て
ち
.
な
ほ
春
秋
以
前
'
即
ち

西
周
時
代
を
反
映
す
る
も
の
の
あ
る
こ
と
を
否
定
出
来
ぬ
で
あ
ら
う
｡
然
し
春
秋
以
後
を
含
む
な
ら
別
'
以
前
を
含
む
の
は
大
し
て

差
支
へ
あ
る
ま
い
と
考
へ
ら
れ
よ
う
｡
蓋
し
春
秋
以
前
に
到
達
せ
る
状
態
は
そ
の
以
後
に
も
も
ち
こ
さ
れ
よ
う
か
ら
O
そ
れ
で
は
詩

を
通
じ
て
観
た
る
昔
時
の
経
済
状
態
は
如
何
に
あ
る
で
あ
ら
う
か
｡
暫
ら
-
小
島
満
席
先
生
の

『
詩
を
通
じ
て
観
た
る
間
代
の
経
済

*

状
態
』

に
於
て
詮
か
れ
る
と
JJ
ろ
に
よ
れ
ば
攻
の
如
-
で
あ
る
｡

詩
を
通
預
し
て
何
人
も
晃
付
く
と
JJ
ろ
の
経
済
上
の
前
著
な
る
事
更
は
そ
の
時
代
に
於
て
生
産
業
と
し
て
は
頻
発
が
主
要
な
る
私

の
Lで
あ
る
土
管
か
LJ
と
で
あ
る
｡
常
時
の
主
賓
な
る
穀
物
は
黍
社
の
二
着
で
あ
っ
て
.
相
'染
'
衣
'
穿
'
麻
が
こ
れ
に
次
い
だ
で
あ

ら
う
と
い
ふ
こ
IJ
が
欄
心懐
yJ
れ
る
｡
;I.J
し
て
,ltJ
の
寅
郡
が
既
に
か
-
の
か
-
多
く
且
分
類
が
か
-
の
如
-
細
か

い

と
育
ふ
こ
と
は
.

又
常
時
農
業
が
相
首
に
敬
接
し
て
ゐ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
歳
某
は
JR
や
蛇
が
多
-
作
ら
れ
た
も
の
の
ど
と

-
'
樹
木
で
は
桃
李
梅
等
果
樹
の
名
が
塵
見
え
､
又
榛
'
粟
'
楕
'
桐
'
梓
'
漆
-
横
等
が
楽
器
そ
の
他
の
器
物
の
材
と
し
て
栽
樗

さ
れ
た
こ

と
も
う
か
が
は
れ
る
が
'何
と
言
っ
て
も
貴
上
位
を
占
む
る
も
の
は
桑
で
あ
る
｡
義
兵
は
和
が
塵

｢
詩
｣
に
見
え
て
居
･2
/

又
時
と
し

て
鍔
錯
<i.G
な
ど
の
名
も
見
え
､
箕
や
臼
の
使
用
さ
れ
た
こ
と
も
想
像
さ
れ
､
家
畜
は
牛
革
属
難
な
ど
の
名
が
散
見
し
て
屠

り
.
牛
羊
は
主
に
食
料
に
周
ひ
ら
れ
､
そ
の
中
で
も
牛
は
た
ま
に
速
乾
に
用
ひ
ら
れ
-
馬
は
専
ら
遇
搬
に
使
は
れ
る
の
み
で
あ
る
｡

そ
し
て
耕
作
方
法
は
稿
耕
と
言
っ
て
二
人
相
並
ん
で
共
群
す
る
の
が

1
般
の
風
習
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

漁
猟
は
行
は
れ
は
し
た
が
農
業
ほ
ど
主
要
な
も
の
で
は
な
く
'
支
配
階
顔
の
娯
柴
と
し
て
'
又
は
儀
櫨
と
し
て
行
は
る
る
こ
と
が

支
那
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代
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史
概
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多
か
つ
た
よ
う
で
あ
る
｡

牧
畜
は
農
象
の
副
柴
と
し
て
各
豪
若
干
の
家
畜
を
飼
養
せ
る
こ
と
は
想
像
に
難
-
な
い
が
'
多
-
天
子
諸
侯
の
経
営
す
る
と
こ
ろ

で
頻
発
ほ
ど
の
茸
巽
性
は
熟
め
難
い
｡

工
米
は
道
具
の
製
造
は
僚
程
憩
達
せ
る
も
の
の
如
く
僅
々
の
精
巧
な
も
の
が
膿
血
に
行
は
れ
'
典
耕
佃
漁
の
道
具
雪

武

辞
か

ら

確

船
架
梓
の
如
き
に
茸
る
芝
で
そ
の
筋
餌
私
お
び
た
だ
し
′＼

TILjの
利
料
も
課
･1
･食
晦
p
粍
土
~
詳

'
石
'
角
'
木
竹
等

忙

及

ぶ

｡

風

塵
舞
の
如
き
も
天
子
諸
侯
の
官
童
は
そ
の
結
構
堂
々

た
る
も
の
の
加
-
.
式
服
は
絹
麻
毛
皮
等
に
て
作
-
諸
種
の
株
式
あ
,sl
､
そ
の

他
装
身
具
も
種
々
佳
麗
な
る
も
の
が
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
然
し

｢
詩
｣
に
よ
れ
ば
衣
食
住
に
関
す
る
簡
単
な
も
の
は
農
民
自
身
の
仕

事
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
し
う
る
も
'

1
艇
の
進
ん
だ
工
業
が
ど
の
程
度
ま
で
民
業
と
し
て
行
は
れ
て
ゐ
た
か
は
推
知
で
き
ぬ
｡
恐
ら

-
は
'
宮
廷
工
業
と
し
て
成
立
せ
る
も
の
で
あ
ら
う
G

商
柴
は
な
ほ
微
々

た
る
も
の
で
物
三
父
換
が
行
は
れ
て
居
り
~
そ
の
中
か
ら
布
烏
の
如
き
が
物
品
貨
幣
と
し
て
成
立
し
'
文
麿
や

刀
の
如
き
も
物
品
墳
幣
を
形
成
し
て
ゐ
た
か
と
想
像
せ
ら
れ
る
が
'
鋳
造
貨
幣
の
行
は
れ
た
事
昔
を
立
詮
す
る
に
足
る
材
料
は
全
-

こ
れ
を
拭
き
､
た
だ
貝
貨
の
行
は
れ
た
る
を
知
る
の
み
で
あ
る
.
そ
れ
で
攻
の
救
国
時
代
に
於
け
る
如
-
商
人
が
五
官
を
擁
し
て
貧

富
の
懸
隔
大
な
る
が
如
き
幹
は
兼
だ
規
は
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
'
治
者
た
る
支
配
階
級
の
搾
取
に
封
す
る
怨
聖
は
よ
-
見
ら

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

春
秋
時
代
に
於
て
五
覇
は
尊
王
撞
夷
を
ロ
競
と
し
て
立
っ
た
と
は
言
へ
､
彼
等
の
本
心
は
自
己
の
勢
力
扶
植
に
あ
っ
た
こ
と
は
尊

へ
ぬ
と
こ
ろ
で
,
景
子
が
二

春
秋
に
義
戦
な
巨

と
慨
せ
ら
れ
た
る
所
以
で
あ
る
｡
さ
れ
ば
春
秋
の
末
期
省
て
夷
秋
と
目
さ
れ
た
る

* 喪心章句,下｡
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洩

案
楚
の
如
き
が
'
却
て
覇
を
中
原
に
唱
へ
る
に
及
ん
で
最
早
や
華
夷
の
封
立
は
無
意
義
と
な
り
'
中
夏
の
億
統
擁
護
と
い
ふ
こ
と
も

問
題
で
な
ら
な
-
な
る
と
.
や
が
て
同
室
の
扶
翼
JJ
い
ふ
が
如
き
こ
と
は
顧
慮
せ
ら
れ
な
-
な
り
､
こ
れ
よ
-
'
下
刻
上
の
風
潮
し

き
rn
に
し
て
諸
侯
自
ら
王
を
栴
L
t
互
に
棟
を
張
り
'
威
を
競
ひ
､
攻
伐
こ
れ
事
と
し
'
詣
肉
張
食
蓮
に
所
謂
我
国
七
雄
の
抗
零
封

立
の
時
代
に
入
る
｡
こ
れ
を
戦
国
時
代
と
呼
ぶ
は
と
の
時
代
の
犀
史
が
あ
だ
か
も
戦
国
策
に
記
せ
ら
れ
居
る
よ
り
解
る
こ
と
は
改
め

て
説
-
べ
-
飴
･り
に
有
名
で
あ
る
｡

か
-
て
戟
園
の
世
は
道
義
椎
を
掃
ひ
て
重
し
-
､
秩
序
は
誇
乱
し
'
七
雄
或
は
合
従
L
t
或
は
避
衝
L
i
干
境
動
き
兵
馬
蓮
-
て

解
け
ず
'
郡
市
は
荒
戯
し
.
財
借
は
礎
砕
L
t
民
衆
は
整
淡
の
菅
を
尊
め
.
乱
離
混
沌
の
暗
黒
虻
骨
を
現
出
す
る
と
湾

へ
ら
れ
が
ち

の
よ
う
で
あ
る
O
そ
し
て
そ
れ
も
経
に
賞
賛
tL
あ
る
O
薄
紙
の
末
期
よ
り
凝
固
に
か
け
で
社
食
が
曙
に
画
せ
る
は
苧
サ
願

い
と
こ
ろ

で
あ
る
O
然
し
そ
れ
は
寄
親
の

二
価
に
過
ぎ
ぬ
O
容
貌

の

他

の

二
側
LB･,
見
れ

ば
持

株
緒

の
牒
嘘

に
状

新

髄

制

の
前

非
が
生
じ
-

¶
茄

の
紫
柴
は
必
ず
し
も
嚢
へ
す
..
経
僻
は
頚
達
し
'

文
化
は

凧
熱
し
'

思
想
鼻

の
如

き

は
基
節
絶
後
の
費
展
を
遂
げ
'
光
に

画

し
て
ゐ

る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
｡

慧
し
列
国
互
に
封
立
し
て
拭
宰
す
る
と
き
は
そ
の
本
を
葦
は
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
-
t
JJ
こ
に
各
国
富
国
張
兵
策
を
競
ふ
と
と

と
な
る
O
宵
圃
策
は
農
業
が
撃
王
%
'な
る
生
産
業
で
あ
る
と
こ
ろ
に
於
て
は
先
づ
重
景
策
と
な
る
は
首
都
で
あ
る
.
か
-
て
臭
柴
を

重
ん
じ
.
農
業
生
産
力
を
増
進
せ
し
む
る
こ
と
が
考
慮
せ
ら
れ
'
或
は
港
概
用
水
の
法
が
進
み
'
又
は
耕
作
方
法
に
於
て
碓
兼
の
瑞

群
に
代
は
-
て
牛
梨
を
使
用
す
る
L
Jと
が
行
は
れ
た
-
す
る
JJ
と
1
な
り
生
産
力
の
増
進
を
見
る
と
と
も
に
地
力
を
議
-
す
こ
と
が

強
調
せ
ら
れ
､
そ
し
て
そ
の
駕
に
は
結
局
耕
作
者
が
土
地
を
所
有
す
る
か
､
少
-
と
,?
所
有
す
る
と
同
様
な
効
果
を
も
た
ら
す
関
係

支
那
舌
代
瀬
野
史
概
観

昇

7

巻

五
九
7

第
三
披

六
五



支
那
古
代
経
済
史
概
観

第

1
巻

五
九
二

第
三
択

六
六

に
立
つ
こ
と
が
要
請
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
が
'
そ
れ
は
奴
隷
の
解
放
皇

息
味
す
べ
-
'
.
こ
こ
に
土
地
所
有
権
は
支
配
階
級
の
手
よ

-
選
民
階
級
の
手
に
移
る
JJ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
p
史
粟
に
垂
商
い
蘭
散
の
斯
謂
井
田
を
廃
し
て
肝
帽
を
聞
く
と
い
ふ
の
も
鷺
は

こ
の
事
象
の
法
的
確
認
の
室

.lP
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
.
か
く
て
農
業
の
生
産
方
絵
は

一
段
と
飛
躍
す
る
等
で
あ
る
が
､
豪
張
の
柴

,]L
やゝ

し
-
I.A
+I_
1

-

再
が
ニ
ト
･'<,I.LTT:_溝
十
･a
JJ
･･J
J:TJ･;L∴IbI･.Iか
T_
に
Tj
Jr･!
･(.hll

狗
諭
1
日
-;
民
が
臼
己
の
土
地
に
A
rて
典
産
む
朗
む
と
な
れ
ば
撃
TP.の
･Ti和
む
袈
奴
が
耕
作
L
rr･
pで
の
収
疎
む
･J
メ
滅

ガ
-i3
月
･1-

立
た
ぬ
.
そ
こ
で
そ
れ
に
代
は
,sl
て
民
の
収
穫
せ
る
穀
物
の
1
部
を
領
主
に
提
供
せ
し
む
る
こ
と
と
な
る
.
こ
れ
が
租
税
で
'
租
税

の
字
を
分
解
す
れ
ば
穀
物
を
分
つ
と
な
る
所
以
で
あ
る
｡
然
る
に
そ
の
領
主
に
提
供
す
る
穀
物
の
1
部
た
る
や
ど
ん
ど
ん
増
大
す

る

こ
と
が
可
能
で
.
殊
に
干
iPf
動
い
て
止
ま
ざ
る
戦
国
の
せ
軍
資
金
の
必
要
は
そ
の
1
部
分
を
大
部
分
に
増
し
､
の
み
な
ら
ず
､
そ
れ

を
他
の
も
の
に
ま
で
損
大
し
て
'
山
津
の
税
.
江
梅
肢
の
枕
'
市
井
の
税
等
が
で
て
釆
'
所
謂
苛
敷
設
求
に
陥
り

勝
ち
で
あ
る
｡
叉

戦
争
は
た
だ
に
軍
資
金
の
み
で
な
-
直
接
人
力
を
も
要
求
す
る
｡.
そ
れ
で
力
役
か
ら
進
ん
で
兵
役
を
課
す
る
こ
と
と
な
る
が
'
数
寄

技
術
の
費
達
は
や
が
て
こ
れ
を
特
定
人
に
限
り
'
こ
こ
に
専
門
の
兵
士
を
常
置
す
る
こ
と
に
な
-
'

一
般
人
は
そ
の
義
務
よ
り
解
放

せ
ら
れ
る
代
-
に
貨
幣
を
納
め
し
め
ら
れ
る
｡
こ
れ
が
既
で
'
そ
の
貨
幣
を
表
象
す
る
貝
と
武
よ
り
成
る
期
以
で
あ
る
｡
然
し
軍
園

費
用
多
端
に
つ
れ
て
既
を
納
め
て
も
更
に
兵
役
が
課
せ
ら
れ
､
そ
の
兵
役
が
既
に
襲
形
さ
れ
'
然
る
後
又
兵
役
が
課
せ
ら
れ
る
と
い

ふ
同

1
過
程
が
繰
-
返
へ
さ
れ
'
民
の
賦
課
は
重
る

】
方
で
あ
る
｡
そ
し
て
厭
は
首
然
人
頭
税
で
あ
る
が
'
収
入
増
大
の
必
要
は
や

が
て
こ
れ
を
財
産
税
と
同
株
に
政
弘
､
資
産
に
感
じ
て
徴
収
す
る
こ
と
と
な
る
｡
の
み
な
ら
す
賦
も
亦
算
賦
'
更
既
､
口
朕
と
種
類

が
増
す
｡
か
く

て苛
放
談
求
は
民
の
生
酒
を
窮
迫
に
陥
れ
'
民
は
所
謂
恒
産
な
ぐ
し
て
恒
心
な
く

放
梓
邪
停
寒
さ
ざ
る
な
き
に
至



竃

1
1

･二

-
'
そ
の
と
と
は
社
骨
を
闇
に
面
せ
し
む
る
所
以
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
隈
を
萩
ふ
て
は
な
ら
な
い
が
'
だ
か
ら
皇
1日
つ
て
わ

れ
わ
れ
は
そ
こ
に
自
由
民
の
藻
琴

農
業
生
産
力
の
増
進
が
社
食
進
展
の
1
駒
で
あ
る
こ
と
を
無
税
す
る
わ
け
に
も
行
か
ぬ
｡

又
周
初
.の
群
小
諸
侯
が
併
寄
せ
ら
れ
て
七
園
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
'
七
国
は
と
に
か
-
大
国
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
従
て
そ
の

諸
侯
の
生
活
は
表
替
と
な
り
'
上
の
好
む
と
こ
ろ
下
こ
れ
に
習
払
'
か
-
て
欲
望
の
質
量
的
増
大
に
伴
ひ
て
こ
れ
に
雁
じ
て
商
工
業

が
聾
達
す
べ
-
'
商
工
柴
の
牽
達
は
又
欲
望
を
刺
戟
し
て
こ
れ
を
増
大
せ
し
め
'
互
に
因
と
な
り
果
と
な
っ
て
窮
ま
る
と
こ
ろ
を
知

ら
ざ
る
べ
-
､
か
く
て
工
業
に
於
て
は
'
宮
廷
生
活
は
装
飾
品
調
度
器
具
等
の
変
速
を
促
し
~
就
中
､
武
器
の
蓉
達
を
来
し
'
特
に

こ
の
頃
よ
-
漸
-
故
の
使
用
が
盛
と
な
る
｡
そ
,F'･そ
も
織
の
古
文
字
は
鏑

で､
爽
秋
の
摘
ふ
る
金
の
諒
で
..
経
て
そ
れ
は
.E
方
､TEか

僻
舛
せ
る
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
が
'
史
記
貨
殖
列
僧
を
播
-
と
こ
の
頃
､
萄
の
卓
民
や
宛
の
礼
民
や
山
東
の
遵
席
梓
郷
等
織
治
を
出

て
富
む
者
が
出
て
ゐ
ス
あ

を
見
る
.

そ
し
て
磯
の
使
偶
は
欄
-
就
籍

の
み
ビ
ー9
-
遵
排
の
L指
具
の
敢
媒
社
解
け.-
し
む

･,<iJLJ
t
,は
改
め

て
訣
く
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
｡

か
-
て
こ
の
時
代
に
な
る
と
諸
侯
の
居
城
の
地
は
愈
大
き
な
都
市
と
な
-
'
商
工
柴
の
中
心
を
形
成
し
'
繁
柴
を
極
め
る
こ
と
'

例

へ
ぼ
蘇
葉
が
'
｢
臨
.笛
の
.塗
'
革
穀
撃
L
t
入
局
摩
す
｡
椎
を
蓮
ぬ
れ
ば
唯
を
成
し
'
枚
を
皐
ぐ
れ
ぼ
幕
を
成
し
'
汗
を
嘩
へ
ば
雨

■

と
な

る

｣

と
い
へ
る
に
よ
り
て
も
想
晩
が
で
き
よ
う
O
を
し
て
こ
れ
ら
都
市
に
は
市
場
が
開
設
せ
ら
れ
~
商
人
に
は
接
触
商
人
も
i
J:

現
す
る
｡
陶
宋
公
'
子
戟
'
自
重
の
如
き
が
そ
れ
で
亦
何
れ
も
互
富
を
績
む
.
富
め
ば
所
謂
累
封
で
諸
侯
と
分
庭
抗
裡
す
る
こ
と
も

で
き
'
勢
力
を
有
す
る
に
至
る
こ
と
は
､
例
へ
ぼ
親
の
女
優
は
魂
の
大
財
閥
た
る
段
千
木
の
門
を
過
る
忙
首
つ
て
は
必
ず
車
上
に
於

*
*

て
合
博
し
て
通
っ
た
と
債

へ
ら
れ
'
又
司
馬
遷
は

'

孔

子
が
そ
の
名
を
天
下
に
知
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
も

l
に
富
豪
の
弟
子
'
千
歳

支
那
古
代
揮
帝
史
概
観

第

一
懸

五
九
三

第

三
就

六
七

萌 史記,蘇秦列倦
柵 史記,貨殖列博



支
那
古
代
溶
漕
史
概
論

第

一
巻

五
九
四

第
三
択

六
八

が
属
た
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
と
さ
へ
い
っ
て
ゐ
る
に
よ
り
て
も

こ
れ

を
う
か
が
ふ
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
以
て
如
何
に
商
業
が
盛
大
に

赴
け
る
か
む
知
る
べ
き
で
あ
る
O
そ
し
て
か
-
南
米
が
盛
と
な
れ
ば
褒
賞
交
換
の
要
具
た
る
僅
幣
も
襲
達
す
る
は
必
然
で
.
JJ
こ
に

始
め
て
金
箱
貨
解
'
銭
貨
の
出
現
を
見
る
こ
と
と
な
る
C
刀
や
既
を
棋
し
た
る
所
謂
刀
布
の
貨
が
即
ち
そ
れ
で
あ
る
o

そ
し
て
た
だ
商
人
が
互
富
を
積
め
る
場
合
と
限
ら
ず
'
凡
そ
我
国
の
食
ふ
か
食
は
れ
る
か
の
封
立
を
授
け
る
JJ
JJ
ろ
で
は
最
早
や

草
為
る
門
地
や
届
書
雪

萌
職
胡
賓
で
は
岡
を
R
;さ
め
の
で
あ
.′l
て
.

物
を
い
ふ
の
は
電
力
貰
効
の
み
で
､.
驚
力
を
効
さ
へ
あ

れ

ば
'
布
衣
よ
-
起
-
て
宰
相
の
印
綬
を
帯
び
る
こ
と
す
ら
稀
ら
し

と
せ
雪

蘇
案
､

張
低
は
そ
の
尤
な
る
も
の
で
あ
る
｡

か
-
て

何
人
も
資
力
さ
へ
あ
れ
ば
立
身
出
世
が
で
き
･
男
子
功
名
富
貴
子
に
つ
ば
き
し

て
凝
る
べ
く
･
望

絹
｢
王
侯
将
相
等
有
種
乎
J
の
気

風
生
じ
互
に
競
率
す
る
と
こ
ろ
に
異
常
な
る
進
歩
蚤
達
が
あ
-
'
又
そ
れ
ら
の
人
々
の
出
虞
進
退
は
国
境
の
制
限
を
超
越
L
t
客
卿

互
に
往
釆
L
t
所
謂

｢
楚
材
晋
用
｣
の
風
潮
を
来
た
L
t
そ
の
こ
と
は
二
父
易
商
業
JJ
禰
よ
-
相
た
す
け
て
諸
国
の
文
化
の
融
合
を

促
進
し
t
か
-
て
1
般
文
化
の
向
上
が
招
木
せ
ら
れ
る
.
か
て
て
加
へ
て
'
か
く
の
如
く
し
て
生
す
る
個
人
尊
重
､
創
意
の
食
草

自
由
放
任
自
由
競
尊
の
傾
向
は
思
想
言
論
の
自
由
を
も
た
ら
し
､
諸
子
百
家
賛
出
し
て
甲
論
乙
駁
誠
に
姦
前
に
し
て
絶
後
と
解
せ
ら

れ
る
党
案
思
想
界
の
盛
観
を
現
出
す
る
こ
と
と
な
る
｡

か
-
の
如
-
し
て
春
秋
の
末
期
よ
り
戟
国
の
世
に
か
け
て
､
兵
馬
佐
偲
干
式

止
む
時
な
き
に
も
か
か
は
ら
す
'
社
食
の
進
歩
聾
達

は
鷺
に
目
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
'
然
し
な
が
ら
'
戟
零
に
は

登
鱈
主
義
が

7
番
よ
い
こ
と
は
背
も
今
に
襲
ら
ぬ
と

見
え
､
最
も
法
家
の
敦
を
奉
じ
'
自
由
を
柳
腰
し
て
統
制
を
蹟
大
L
t
個
人
を
弱
化
し
て
王
権
を
張
化
し
~
鋭
意
宵
闇
強
兵
を
計
-

た
る
案
が
達
に
六
園
を
併
呑
し
て
天
下
を

1
統
す
る
に
室
-
て
JJ
と
に
戦
国
時
代
の
幕
が
降
-
'
世
は
案
漠
時
代
に
入
-
て
党
案
時

代
は
経
る
こ
と
と
な
る

｡

≠ 史記,陳壬堕せ家,


