
唐
宋
時
代
の
農
民
戦
宇
の
歴
史
的
特
徴

中
園
間
学
術
代
表
閣
の
一
員
と
し
て
来
日
さ
れ
た
候
外
底
氏
は
、
昨
年
十
二

月
十
六
日
二
口
市
大
人
文
科
曲
学
研
究
所
講
堂
に
お
い
て
、
「
唐
宋
時
代
の
農
民
載

容
の
歴
史
的
特
徴
」
と
題
し
て
講
演
さ
れ
た
。
本
編
は
そ
の
全
文
で
あ
る
。

鵡
謬
に
は
、
島
田
慶
次
氏
を
わ
ず
ら
わ
し
た
。

中
園
の
長
期
に
わ
た
る
封
建
制
時
代
は
、
摩
迫
と
搾
取
に
反
抗
す

る
農
民
の
闘
宗
で
満
た
さ
れ
て
お
り
、
封
建
支
配
に
反
抗
す
る
階
級

的
起
義
で
貫
か
れ
て
い
る
。
封
建
支
配
者
が

い
か
に
き
び
し
い
法

律
や
刑
罰
で
残
酷
に
鎮
座
し
て
も
、
あ
る
い
は
ま
た
道
徳
の
お
説
教

で
歎
備
し
て
も
、
農
民
の
反
抗
闘
争
を
し
ず
め
る
こ
と
は
で
き
は
し

な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
封
建
的
反
封
波
の
直
接
関
手
の
形
式
と

し
て
の
農
民
起
義
は
逆
に
一
波
は
一
波
よ
り
高
ま
り
、
そ
の
回
数
の

多
さ
と
規
模
の
大
き
さ
と
は
「
世
界
史
上
、
稀
に
見
る
と
こ
ろ
で
あ
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っ
た
(
誇
註
、
毛
津
東
、
中
国
革
命
和
中
園
共
産
紫
、第
一
章
第
二
節
〉
」

侯

外

庫

大
盤
か
ら
い
う
と
、
中
国
農
民
の
封
建
支
配
へ
の
反
抗
闘
字
の
腫

史
は
、
唐
の
中
期
を
境
に
し
て
前
後
二
つ
の
時
期
に
分
け
る
こ
と
が

そ
の
後
期
を
さ
ら
に
分
け
て
、
暦
宋
と
明
清
の
二
つ
の
段
階

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
期
と
後
期
の
農
民
戟
宇
に
は
、
そ
れ
ぞ

は
?
き
り
し
た
特
徴
が
あ
り
、
後
期
の
二
つ
の
段
階
に

で
金
¥
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れ
異
っ
た
、

も
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が
あ
る

中
唐
以
前
は

わ
ず
か
ば
か
り
の
土
地
を
使
用
す
る
一
般
卒
民

〔
編
戸
湾
民
〕

で
あ
ろ
う
と
、

あ
る
い
は
貴
族
や
豪
族
に
依
存
す
る

「徒
附
L

取
形
態
の
も
と
で
、
み
な
奴
隷
の
よ
う
に
酷
使
さ
れ
、
鞭
う
た
れ

「
私
属
」

で
あ
ろ
う
と
、

や

努
働
地
代
を
主
と
す
る
搾

た
え
ず
死
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た

そ
の
よ
う
な
極
端
に
残
酷

な
搾
取
方
式
は
、
農
民
の
人
身
構
と
生
存
権
の
要
求
を
激
震
し
、
原

始
的
財
産
共
有
に
謝
す
る
狂
暴
な
幻
想
を
よ
び
お
こ
し

「
太
卒
世
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界
L

の
出
現
に
あ
こ
が
れ
さ
せ
た
。

中
唐
以
後
、
中
国
の
封
建
制
吐
曾
の
経
済

・
政
治
は
、

み
な
相
封

的
な
鎚
化
を
起
し
た
。
生
産
手
段

〔生
産
工
具
〕

と
生
産
技
術
の
改

良
に
よ

っ
て
、
全
国
の
魔
大
な
土
地
で
の
農
産
物
の
量
は
し
だ
い
に

増
加
し
、
南
方
地
匝
は
さ
ら
に
い

っ
そ
う
開
設
せ
ら
れ
、
生
'産
力
は

め
だ

っ
て
向
上
し
、
商
品
経
済
に
も
あ
る
種
の
設
展
が
あ

っ
た
。
封

建
的
な
土
地
所
有
機
の
形
式
と
土
地
占
有
の
閥
係
に
も
相
封
的
な
饗

化
が
う
ま
れ

「
荘
園
」
経
済
が
設
展
し
て

均
田
制
は
力
を
失
い

き
た
。

貴
族

・
官
僚
と
い
う
大
勢
力
は

ま
た
し
て
も
、
そ
の
政

治
的
経
機
的
勢
力
に
よ

っ
て
、
あ
ら
そ
っ
て
大
量
の
土
地
を
占
有
し

た
。

一
方
、
封
建
闘
家
は
、

「
皇
荘
」
「
官
荘
」
な
ど
の
形
式
を
通
じ

て
、
大
き
な
土
地
を
押
さ
え
、

貴
族

・
官
僚

・
地
主
と
い
う
大
勢
力

な
ど
と
努
働
要
員
の
奪
い
あ
い
を
し
た
。
土
地
の
粂
併
は
日
ま
し
に

土
地
は
日
に
日
に
集
中
し
て
い
っ
た
。
地
代
形
態

は
げ
し
く
な
り
、

も
そ
れ
に
つ
れ
て
饗
化
を
生
じ
、
租
庸
調
と
い
う
揺
役
を
主
と
す
る

形
態
は
、
質
物
徴
牧
を
主
と
す
る
雨
税
法
に
地
位
を
ゆ
ず
っ
た
。
九

等
戸
の
制
度
が
そ
れ
ま
で
の
九
回
開
制
に
と

っ
て
か
わ
り
、

か
つ
、

ん
だ
ん
遊
展
し
て
五
等
戸
の
制
度
に
な

っ
た
。
そ
れ
ま
で
非
合
法
で

あ
っ
た
客
戸
は
合
法
的
な
客
戸
に
な

っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
み
な

労
働
力
が
再
編
制
さ
れ
た
こ
と
と
、
隷
属
閥
係
が
規
定
し
な
お
さ
れ

た
こ
と
と
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
兵
役
制
度
も
、
そ
れ
ま
で
の

徴
兵
制
が
募
兵
制
に
か
わ

っ
た
。
封
建
的
な
官
僚
機
構
も
空
前
に
膨

張
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
新
し
い
歴
史
吠
況
の
も
と
に
お
い
て

農
民
の
地
位
は
い
く
ら
か
高
ま
り
、
彼
ら
の
封
建
主
に
封
す
る
依
存

閥
係
は
い
く
ら
か
ゆ
る
み
を
見
せ
て
き
た

な
る
ほ
ど
経
済
外
強
制

に
よ
る
搾
取
は
、
依
然
と
し
て
非
常
に
重
い
労
役
を
ま
じ
え
て
い
る

と
は
い
う
も
の
の
、

し
か
し
、
農
民
は
自
己
の
労
働
時
聞
を
自
由
に

す
る
機
曾
が
よ
り
多
く
な
り

自
分
が
占
有
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
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使
用
し
て
い
る
土
地
で
、
自
己
の
責
任
に
お
い
て
生
・
産
に
従
事
す
る

」と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た

と
見
て
よ
い
の
で
あ
る
。

し
か
し

そ
れ
と
同
時
に
、
封
建
地
主
階
級
の
搾
取
欲
の
方
も
檎

大
の
歩
を
す
す
め
、
封
建
的
搾
取
方
式
も
さ
ら
に
強
ま
り

さ
ら
に

多
種
多
様
に
な
っ
た
。
貴
族

・
官
僚
た
る
地
主
は

そ
の
封
建
的
特

権
を
利
用
し
、
あ
る
い
は
巧
み
に
、
あ
る
い
は
無
理
や
り
に
奪
う
こ

と
に
よ

っ
て
、
き
わ
め
て
大
き
な
土
地
を
占
有
し
、
農
民
は
ご
日

だ

と
し
て
休
む
目
、
が
な
い
ほ
ど
、
年
中
労
働
の
し
ど
う
し
」
で
あ
り
な

が
ら
、
し
か
も
、
い
つ
も
「
生
計
が
立
た
ず
〔
常
怠
不
足
〕
」「
富
め
る

も
の
は
地
を
粂
ぬ
る
こ
と
数
高
畝
な
る
に
、
賓
し
き
者
は
足
を
容
る



る
居
も
な
し
」
と
い
う
「
貧
富
隔
組
」
の
吐
曾
現
象
が
一
層
あ
ざ
や

か
に
出
現
し
て
き
た
。
形
式
上
に
お
い
て
も
賀
質
上
に
お
い
て
も
不

卒
等
な
雨
税
法
と
い
う
税
制
の
搾
取
の
も
と
で
、
封
建
国
家
と
豪
族

-
地
主
が
努
働
力
を
奪
い
あ
う
闘
争
の
な
か
で
、
農
民
の
負
携
す
る

各
種
の
税
、
貢
納
、
雑
役
は
日
に
日
に
重
く
な

っ
て
い
っ
た
。
封
建

園
家
の
苛
鍛
訣
求
は
小
手
工
業
者
、
小
商
人
、
は
な
は
だ
し
き
は
い

わ
ゆ
る
「
中
産
の
家
」
ま
で
も
紹
瞳
紹
命
の
と
こ
ろ
に
追
い
こ
ん
で

い
っ
た
。
以
上

一
切
の
こ
と
は
つ
ぎ
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ

封
建
吐
曾
に
お
け
る
盤
迫
階
級
と
被
塵
迫
階
級
の
矛
盾
の
襲

化
、
そ
れ
は
必
然
的
に
階
級
封
立
の
新
し
い
情
勢
を
形
成
し
、
封
建

ち支
配
に
反
抗
す
る
農
民
の
闘
争
と
起
義
と
を
一
つ
の
新
し
い
設
展
段

階
に
入
ら
せ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

唐
宋
の
際
に
お
け
る
農
民
の

反
封
建
闘
字
の
波
と
高
ま
り

唐
の
中
期
か
ら
北
宋
に
か
け
て
の
数
百
年
間
、
農
民
は
大
規
模
な

逃
亡
か
ら
「
武
器
を
と
る
〔
挟
持
兵
伏
〕
L

に
い
た
る
ま
で

地
域
的

な
起
義
か
ら
全
園
的
規
模
の
革
命
戟
宇
に
い
た
る
ま
で

不
断
の
波

を
打
ち
な
が
ら
封
建
支
配
に
ぶ
つ
つ
か
っ
て
い
っ
た
。
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農
民
の
反
封
建
闘
字
の
最
初
の
高
ま
り
は
、
唐
の
粛
宗
、
代
宗
、

徳
宗
の
治
世
(
七
五
六
J
入

O
四
〉
に
出
現
し
た
。
農
民
の
大
規
模
な

逃
亡
は
、
漸
次
、
地
域
的
な
武
装
起
義
へ
と
護
展
し
て
い
っ
た
。

は
る
か
開
元
天
賓
の
「
太
卒
」
時
代
(
七
三

7
七
五
五
〉
に
お
い

て
、
農
民
の
逃
亡
は
す
で
に
、
封
建
政
府
が
深
く
不
安
を
感
ず
る
重

大
問
題
に
な

っ
て
い
た
。
安
史
の
凱
お
よ
び
そ
の
後
の
封
建
支
配
者

同
志
の
戟
字
は
「
天
下
の
人
民
は
い
た
め
つ
け
ら
れ
、
流
浪
の
人
と

な
っ
て
し
ま
い
、
自
分
の
郷
里
に
い
っ
く
者
は
百
に
四
五
も
い
な
い

〔
天
下
残
淳
、
蕩
篤
一
浮
人
、

百
不
四
五
〕
」
情
勢
を

一
層

郷
居
地
著
者
、

う
な
が
し
た
。
多
く
の
地
方
の
戸
口
は
「
十
に
九
を
失
い
」
あ
る
い

「
十
に
一
二
も
な
し
」
と
な
り
、

no 

』主

乾
元
三
年
〈
七
六
O
)
に
は
政

府
の
掌
握
す
る
編
戸
は
、
玄
宗
時
代
の
九
百
徐
寓
戸
か
ら
、

に
わ
か

に
一
九

O
徐
高
戸
に
減
少
し
た
。
徳
宗
時
代
に
は
正
式
に
税
制
を
改

革
し
、
雨
税
法
を
質
施
し
た
が
、
戸
口
は
三
八

O
徐
寓
戸
に
の
ぼ

っ

た
に
と
ど
ま
る
。

粛
宗
、
代
宗
、
徳
宗
の
三
十
徐
年
問
、
農
民
起
義
は
き
わ
め
て
頻

繁
で
あ
っ
た
。

い
た
る
と
こ
ろ
「
盗
賊
」
「
海
賊
」
「
山
賊
」
「
洞
窟
」

「
草
賊
」
が
「
武
器
を
と

っ
て
」
唐
朝
の
官
軍
と
封
抗
し
た
。
粛
宗
、

代
宗
の
時
代
に
は

「山
林
と
い
わ
ず
江
湖
と
い
わ
ず
、

亡
命
の
も
の

は
依
然
と
し
て
多
く
、
盗
賊
は
し
ば
し
ば
州
牒
を
犯
し
た
」
。

劉

長
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は
か

つ
て
、
そ
の
こ
ろ
「
人
々
は
虐
政
に
辛
抱
し
き
れ
な
く
な
り
、

み
な
郷
里
を
去

っ
て
盗
賊
に
な

っ
た
」

〔
隷
註
、
新
麿
脅
一
四
九
、
劉

遠
く
は
江
南
、
近
く
は
長
安
、
洛
陽
、
ど
こ
に

も
武
装
し
た
農
民
が
出
復
し
た
。
そ
の
う
ち
で
、
規
模
が
も

っ
と
も

大
き
か

?
た
の
は
、
賓
底
元
年
(
七
六
二
)
に
蓑
晃
が
指
導
し
て
明

且
宜
伸
〕
と
い

司
た
。

州
翁
山
廓
で
お
こ
し
た
農
民
起
義
で
あ
る
。

起
義
軍
は
一
時
台
州
を

占
領
し
、
質
勝
と
改
元
し
、
公
卿
数
十
人
を
任
命
し
た
。
各
地
の
起

義
軍
お
よ
び
「
苛
数
珠
求
に
疲
れ
た
人
民
が
多
く
こ
れ
に
踊
し
」
起

一
義
軍
は
漸
東
を
席
捲
し
て

二
十
数
寓
人
に
ま
で
な

っ
た
。

く
、
方
清
が
激
州
で
数
禽
人
を
率
い
て
起
義
し
、
教
州
お
よ
び
江
西

の
多
く
の
州
鯨
を
攻
め
下
し
た
。
こ
れ
ら
の
起
義
は
最
後
に
は
み
な

聞
も
な

銅
、
座
さ
れ
た
け
れ
ど
も

し
か
し
唐
朝
の
支
配
者
に
深
刻
な
打
撃
を

興
え
た
の
で
あ
る
。

徳
宗
以
後
の
四
十
年
間
も
、
農
民
の
逃
亡
は
依
然
と
し
て
相
嘗
は

げ
し
か

っ
た
。
そ
し
て
文
宗
(
八
二
七
J
八
四
O
〉
以
後
に
な
る
と
、
農

民
は
ま
た
し
て
も
反
封
建
闘
宇
の
高
ま
り
を
ま
き
お
こ
し
た
。

文
宗
か
ら
傍
宗
(
八
七
四
J
八
八
八
)
ま
で
の
五
六
十
年
間
、
農
民

闘
宇
の
規
模
は
、
小
さ
な
も
の
か
ら
大
き
な
も
の
に
な
り
、
地
域
的

な
起
義
か
ら
囲
内
戦
苧
に
遊
展
し
た
。
農
民
の
反
抗
、

下
唐
の
士
官

や
兵
士
〔
土
兵
〕
の
兵
襲
、

小
商
工
業
者
の
闘
季
は
、

つ
に
あ
つ
ま

っ
て
、
強
大
な
唐
朝
支
配
反
封
の

E
流
を
形
成
す
る
。

最
後
に
は

文
宗
の
太
和
二
年
(
八
二
八
)
、

劉
責
は
皇
帝
に
む
か

つ
て
つ
ぎ

の
よ
う
な
警
告
を
護
し
た
こ
と
が
あ
る
。

「ム寸、

い
た
る
と
こ
ろ
流
亡
す
・
・
・・
・・役
人
は
乱

四
海
困
窮
し
、

脈
、
人
民
は
貧
し
く
、
盗
賊
は
い
っ

せ
い
に
蜂
起
し、

今
に
も
土

山
間
瓦
壌
の
勢
な
り
。
臣
、
恐
る
ら
く
は
、
陳
勝
、
奥
底
、
赤
眉
、

貰
巾
は
秦
、
漢
の
み
の
こ
と
に
は
あ
ら
ざ
ら
ん
」

つ
ま
り
、
今
ま
さ
に
来
よ
う
と
す
る
革
命
の
嵐
は、

地
主
階
級
の
士

大
夫
の
な
か
に
さ
え
も
議
感
し
た
人
が
い
た
の
で
あ
る
。
文
宗
、
武

q
r
u
 

cu
 

宗
の
時
代
に
は
、
あ
る
地
方
で
は
「
群
盗
が
多
く
い
て
、
盤
船
を
略

奪
し
た
」
。
ま
た
あ
る
地
方
で
は

「
草
賊
」
が
噺
集
し
て
、
「
州
鯨

を
脅
か
し
て
〔
陵
驚
郡
邑
〕
い
る
」
。
も

っ
と
も
は
げ
し
い
の
は
、
し、

わ
ゆ
る

「
江
賊
」
「
瞳
茶
賊
」

で
あ
る
。
彼
ら
は
多
い
も
の
は

一
五

O
人
、

武
器
を
携
え
て
、

私
茶
を

私
瞳
、

少
い
も
の
は
三
十
人

南
北
に
買
り
歩
い
た
。

江
准
の
商
業
地
直
〔
江
准
草
市
〕
の

「
菅
田
中
主

大
姓
」
は
「
あ
ま
ね
く
殺
害
さ
れ
た

〔
劫
殺
皆
偏
〕
」
。
「
江
南
の
土
地

の
人
聞
が
彼
ら
と
ぴ
た
り
と
呼
吸
を
合
せ
て
い
た
〔
江
南
土
人
相
震

表
裏
〕
」

の
で
唐
の
軍
隊
も
彼
ら
を
撃
滅
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
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宣
宗
の
時
代
(
八
四
七
J
八
五
九
〉

、
蓬
州
・
果
州
お
よ
び
山
南

み
な
起
義
軍
の
活
動
が
あ
っ
た
。

大
中
十
三
年
(
八
五
九
)

に
は
、

妻
甫
の
指
導
す
る
相
嘗
大
規
模
な
逃
亡
農
民
の
起
義
が
祈
東

地
面
、

で
爆
設
し
、
起
義
軍
は
輩
展
し
て
三
高
人
に
の
ぼ
り
、
八
ヶ
月
を
つ

い
や
し
て
や
っ
と
唐
軍
に
鎮
座
さ
れ
た
。
こ
の
た
び
の
起
義
が
失
敗

し
て
の
ち
の
九
年
目
、
韓
宗
の
威
通
九
年
(
八
六
八
)

守
備
兵
の
起
義
が
爆
設
し
た
。
彼
ら
は
鹿
動
の
指
導
の
も
と
に
北
上

す
る
が
、
途
中
で
無
数
の
貧
困
農
民
が
こ
の
隊
伍
に
加
わ

っ
て
、
人

に
は
桂
林
の

数
は
二
十
高
に
も
達
し
た
。
や

っ
と
唐
政
府
に
鎮
座
さ
れ
た
の
は
、

一
年
徐
の
戟
闘
を
へ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ

っ
む
。

こ
れ
ら
の
起
義
が
鎮
座
さ
れ
た
の
ち
も
、
祉
曾
矛
盾
は
決
し
て
緩

和
さ
れ
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
人
民
の
反
抗
闘
宇
は
か
え

っ
て
火
の

よ
う
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
い

っ
た
。
光
州
・

商
州
の
人
民
は
刺
史

を
逐
い
は
ら

っ
た
。
漸
西
で
は
王
鄭
が
起
義
し

一
高
人
あ
ま
り
の

勢
力
で
蘇
州
・
常
州
を
陥
し
い
れ
た
。
こ
の
時
期
に
お
い
て
、
規
模

の
も
っ
と
も
大
き
か

っ
た
の
は

乾
符
元
年
(
八
七
四
〉
に
監
の
闇

商
人
王
仙
芝
と
黄
集
が
指
導
し
た
全
闇
的
な
農
民
の
大
起
義
で
あ

っ

日
υ

た
。
起
義
軍
は
最
初
、

河
北
・
山
東
で
活
動
し

人
数
は
十
徐
寓

人
、
そ
れ
が
後
に
は
百
高
人
に
ま
で
霊
展
し
た
。
彼
ら
は
南
北
に
轄

戟
し
、
責
河
、
揚
子
江
、
珠
江
の
流
域
十
銭
省
を
通
過
し
、
最
後
に

は
信
宗
の
慶
明
元
年
ハ
八
八

O
)
に
唐
の
都
長
安
を
攻
め
下
し
た
。

貰
集
は
長
安
に
政
権
を
建
て
、
国
旗
を
大
賓
と
い
い
、
金
統
と
改
元

し
た
。
四
年
の
の
ち
起
義
は
失
敗
し
た
が
、
こ
の
十
年
も
の
長
き
に

わ
た
っ
た
農
民
大
起
義
は
、
唐
の
支
配
に
致
命
的
な
打
撃
を
奥
与
え
た

の
で
あ

っ
て、

こ
れ
以
後
、
唐
朝
の
存
在
は
も
は
や
名
の
み
に
す
ぎ

な
し責

出
来
の
大
起
義
は
晩
唐
の
農
民
の
封
建
支
配
反
封
闘
字
の
高
峰
で

あ
る
。
起
義
が
失
敗
し
て
の
ち
、
圏
内
政
治
は
さ
ら
に
混
観
の
度
を
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増
し
、
軍
聞
は
毎
年
毎
年
、

地
盤
宇
奪
の
割
接
戦
宇
を
お
こ
な

っ
て

い
た
。
そ
し
て
最
後
に

五
代
十
園
の
紛
字
の
局
面
が
出
現
し
た
。

農
民
の
闘
争
は
し
ば
ら
く
低
潮
期
に
入
る
。
こ
の
時
期
の
農
民
の
闘

害
に
比
較
的
多
い
の
は
、
分
散
的
で
時
間
的
に
も
短
い
小
規
模
な

ば
ら
ば
ら
の
起
義
で
あ
る
。

五
代
十
園
時
代
に
お
け
る
南
北
の
政
治

情
勢
の
護
展
の
相
違
か
ら
、
農
民
間
宇
の
う
ご
き
に
も
ま
た
差
異
が

あ
ら
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

北
方
で
は
、
闘
争
規
模
の
も

っ
と
も
大
き
か

っ
た
の
は
、
後
梁
の

貞
明
六
年
〈
九
二

O
〉
に
陳
州
の
母
乙
・
査
乙
の
指
導
し
た
起
義
で
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あ
る
。
彼
ら
は
陳
・
頴

・
奈
の
三
州
で
活
躍
し
、
母
乙
は
「
天
子
」
に

推
戴
さ
れ
た
。

農
民
の
後
梁
に
た
い
す
る
反
抗
は

兵
土

〔土
兵
〕

の
大
量
逃
亡
と
し
て
も
あ
ら
わ
れ
た
。
時
に
は
一

回
の
戦
争
中
に
寓

に
も
の
ぼ
る
将
校
や
兵
士
が
逃
げ
た
こ
と
も
あ
風
。
農
民
の
闘
争
が

後
梁
の
滅
亡
を
早
め
た
の
で
あ
る
。
後
唐
の

「
苛
数
珠
求
」
は
人
民

の
逃
亡
と
「
盗
賊
」
の
蜂
起
を
ま
ね
い
ね
。
妻
や
子
を
買
っ
て
す
ら

生
き
の
び
よ
う
と
す
る
兵
士
、
こ
れ
も
た
え
ず
反
乱
を
起
し
た
。
同

光
四
年
(
九
二
六
)

に
は
河
北
に
丘
(
鑓
が
あ
り

洛
陽
を
陥
し
い
れ

天
子
の
李
存
日
聞
を
殺
し
た
。
後
菅
の
時
期
に
は
、
人
民
は
起

っ
て
菅

と
契
丹
の
掠
奪
に
反
抗
し
、
多
い
の
は
敷
商
人
、
少
い
も
の
は
数
百

人
で
も

っ
て
、
あ
る
い
は
山
谷
を
保
ち
、
あ
る
い
は
州
鯨
を
陥
し
い

れ
、
契
丹
の
官
丘
ハ
を
殺
し
た
の
で
、
契
丹
の
支
配
者
は
北
方
に
逃
げ

だ
し
て
し
ま

っ
た
。

後
漢
の
時
に
も

歴
史
の
書
物
に
は
や
は
り

「
百
姓
愁
怨
す
」
と
か

「
朝
廷
、
諸
施
の
盗
賊
を
患
う
」
な
ど
と

見
え
て
い
る
。
支
配
者
の
き
び
し
い
法
律
や
刑
罰
を
以
て
し
て
も
、

防
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

南
方
の
呉
・
前
萄
・
閥
、
す
べ
て
農
民
起
義
が
あ

っ
た
。
規
模
の
も

っ
と
も
大
き
い
の
は
、
九
四
二
年
に
張
遇
賢
が
南
漢
の
循
州
で
指
導ω

 

じ
た
起
義
で
、
起
義
軍
は
十
徐
蔦
人
に
ま
で
達
し
た
こ
と
が
あ
る
。

宋
が
南
北
を
統
一
し
て
の
ち
も
、
農
民
の
反
抗
闘
宇
は
や
ま
な
か

っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
漸
次
に
護
展
し
て
い

っ
た
。
北
宋
の
農
民
闘

字
は
局
部
的
地
域
か
ら
底
が
っ
て
い

っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は

頻
繁
な
兵
襲
と
農
民
起
義
と
が
織
り
ま
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

宋
の
初
期
に
は
、
階
級
矛
盾
の
も

っ
と
も
尖
鋭
な
地
直
は
四
川
で

あ
っ
た
。
そ
こ
の
地
主
(
豪
民
)
は
ふ
つ
う
数
百
戸
、
数
千
戸
の
佃

戸
を
も
ち
、
「
皆
、
数
世
あ
い
承
け
」
「
こ
れ
を
使
う
こ
と
奴
隷
の
ご

叫
吋

と
く
」
で
あ

っ
た。

乾
徳
三
年
(
九
六
五
)
、
宋
軍
の
四
川
占
領
に
首
っ
て
、
各
地
の
農
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民
は
紛
々
と
し
て
起
義
し
た
。
後
局
の
上
官
進
は
か

つ
て

「亡
命」

一千
徐
人
「
村
民
」
数
寓
人
を
率
い
て
梓
州
を
攻
め
た

こ
れ
ら
の
起
義
が
宋
の
政
府
に
残
酷
に
鎮
座
さ
れ
て
の
ち
、
政
府

か
ら
汲
遺
さ
れ
る
官
吏
は
、

ほ
と
ん
ど
が

「
生
霊
の
肌
を
謡
食
し
、

p

レ

威
を
作
し
て
暴
虐
を
恐
い
ま
ま
に
す
、
信
な
る
こ
と
天
子
の
聴
を
閤

品
川

い
、
利
の
あ
る
と
こ
ろ
唯
だ
剥
削
す
」
で
あ

っ
た
。
四
川
地
匿
の
階

級
矛
盾
は
い
よ
い
よ
尖
鋭
に
な

っ
て
い

っ
た
。

開
質
六
年
(
九
七
三
〉
渠
州
の
李
仙
は
宗
教
組
織
を
利
用
し
て
起

義
し
、
衆
、
高
人
に
達
し
、
果

・
合

・
漁

・
浩
の
四
州
の
人
民
の
呼

臆
を
得
た
。

二
十
年
後
、

淳
化
四
年
(
九
九
三
)
、

四
川
で
ま
た
も



ゃ
、
茶
商
人
王
小
波
の
指
導
す
る
大
規
模
な
起
義
が
爆
護
し
た
。
王

小
波
が
戦
死
し
て
の
ち
李
順
が
指
導
し
、
成
都
を
攻
め
下
し
、
「
大
窃

王
」
と
稽
し
、
「
臆
運
」
と
改
元
し
た
。

北
は
綿
州
、

で
、
大
部
分
の
州
鯨
は
起
義
軍
に
占
領
さ
れ
た
。
翌
年
、
宋
は
大
軍

東
は
亙
峡
ま

を
移
し
て
四
川
に
入
ら
せ
、

や
っ
と
の
こ
と
で
鎮
座
し
た
。
起
義
の

い残
る一禁

門 t土

至
道

年
，-，_ 

九
九
六

に
な
っ
て
も
ま
だ
活
動
を
つ

e
つ
け
て

至
道
三
年
(
九
九
七
)
劉
貯
が
兵
饗
を
起
し

漢
州
・
永
康
軍
・

萄
州
を
陥
し
い
れ
た
。
威
卒
三
年
(
一

0
0
0〉
に
は
盆
州
に
兵
饗
が

起

り

、

大

局

園

を

建

て

、

「

化

順

」

王
均
が
推
さ
れ
て
主
に
な
り

と
改
元
し
、
漢
州
を
下
し
た
。

四
川
以
外
の
地
方
に
お
い
て
も
、
起
義
と
丘
(
饗
は
や
は
り
頻
々
と

し
て
お
こ

っ
て
い
る
。

開
賓
五
年
(
九
七
二
)
今
の
山
東
地
方
に
小

規
模
な
起
義
が
少
し
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
強
か

っ
た
の
は
売
州
の
周

弼
の
一
隊
で
、
自
ら
「
長
脚
龍
」
と
稿
し
て
い
た
。
海
門
監
の
瞳
戸
の

鹿
崇
も
起
義
を
行
い

官
軍
に
殺
さ
れ
た
も
の
が
三
百
徐
人
も
あ

る
。
開
資
六
年
(
九
七
三
〉
慶
西
の
融
州
の
河
川
工
事
の
兵
隊
が
起

義
し
た
。
嶺
南
地
方
に
も
小
規
模
な
農
民
の
武
装
活
動
が
あ
っ
た。
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太
卒
輿
圏
三
年
(
九
七
八
〉
、

一
珊
建
の
仙
遊
・
甫
田
・
百
丈
で
十
数

百
人
が
参
加
し
た
起
義
が
爆
護
し
、
泉
州
を
攻
め
た
こ
と
も
あ
る
。

務
照
四
年
ハ
九
八
七
)

か
ら
景
祐
二
年
(
一

O
三
五
)
ま
で
の
四
五

十
年
間
、
武
装
起
義
を
行
っ
た
も
の
に
は
、
そ
の
他
、

つ
ぎ
の
よ
う

な
も
の
が
あ
る
。
闘
中
地
方
の
楊
抜
+
卒
、
京
兆
の
焦
四
・
焦
入
、
許

州
の
宋
斌
、
開
封
附
近
の
兵
襲
、
壇
・
濃
な
ど
の
州
の
王
長
害
、
贋

西
宜
州
の
将
校
で
あ
る
陳
進
、
刑
州
の
佑
人
、
事
州
の
脱
走
兵
の
混
同

充
、
刑
湖
下
漢
州
の
鐙
族
人
民
、
慶
南
の
高
・
化
・
雷
な
ど
の
州
の

僚
人
、
な
ど
で
あ
る
。

北
宋
の
土
地
粂
併
は
は
げ
し
く

「
勢
官
富
姓
は
田
を
占
む
る
こ
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と
限
り
な
く
、
粂
併
、
僑
胃
、
習
い
て
俗
を
成
し
」
て
い
た
。
地
主

た
ち
は
ま
た
、
税
役
を
逃
れ
て
農
民
に
轄
嫁
し
た
。
軍
事
官
僚
機
構

も
た
え
ず
膨
張
し
て
い
っ
た
。
宋
と
西
夏
の
戦
争
の
の
ち
、
西
夏
や

遼
に
た
い
す
る
例
年
の
贈
奥
は
大
巾
に
増
加
し
、

同

増
し
て
数
倍
に
も
な
っ
た
」
。
農
民
は
一
層
、

「
凡
百
の
賦
税
は

貧
困
苦
難
の
淵
に
沈

み
、
反
抗
闘
字
は
い
よ
い
よ
激
烈
に
な
っ
て
い
っ
た
。
北
宋
中
期
の

農
民
起
義
の
愛
生
地
域
は
非
常
に
慶
く
、
宋
初
の
よ
う
に
主
と
し
て

四
川
の
み
、
と
い
う
の
と
は
違

っ
て
い
る
。

賓
元
二
年
(
一

O
三
九
)
、

慶
州
に
三
百
人
徐
り
の
起
義
の
一
隊

が
あ
ら
わ
れ
た
。
翌
年
、
新
東
の
兵
士
の
郭
隣
と
い
う
も
の
が
起
義
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し
、
巡
検
を
殺
し
、
一
繭
州
・
慶
州
に
縛
戟
し
た
。
慶
暦
三
年
(
一

O

四
三
)
侠
西
の
兵
士
の
郭
遡
山
と
張
海
ら
は
千
徐
人
を
率
い
、
貌
州

以
東
、
洛
陽
以
西
の
慶
大
な
地
域
を
席
捲
し
た
。
同
年
、
光
化
軍
の

兵
士
は
郁
興
の
指
導
の
も
と
に

「
苛
急
」
な
知
軍
韓
綱
を
追
い
、
商

州
を
攻
め
た
。
好
州
の
兵
卒
王
倫
は
巡
検
を
殺
し
、
多
く
の
卒
民
が

参
加
し
た
起
義
軍
の
一
一
際
を
率
い
て
「
准
海
の
あ
た
り
を
横
行
す
る

こ
と
無
人
の
野
を
履
む
が
ご
と
く
で
あ

っ
叫
」
慶
暦
四
年
(
一

O
四

四
)
に
は

河
北
の
保
州
の
軍
士
が
兵
饗
を
起
し
た
。
慶
暦
七
年

(一

O
四
七
)
に
は
河
北
貝
州
の
兵
士
の
王
則
が
丘
ハ
襲
を
起
し
、

州

・
斉
州
の
兵
士
が
呼
醸
し
た
。

慶
暦
三
年
(
一

O
円
三
)

佑

・
轡
族
五
千
絵
人
は
、
経
陽
監
の

関
山
鯨
に
出
て
、
宋
朝
の
盤
の
専
買
に
反
抗
し
た
。
宋
の
政
府
は
軍

隊
を
出
動
さ
せ
て
銀
座
し

iJ、
ペコ

「
一
人
を
殺
し
た
も
の
に
は

銭
一
高
を
賞
す
る
〔
殺
人

一
頭
、
賞
銭
十
千
〕
」
と
定
め
た
。
「
官
軍
は

賞
金
に
目
が
く
ら
ん
で
、
手
あ
た
り
し
だ
い
に

一
般
人
民
〔
卒
人
〕
を

殺
し
た
。

一
般
人
民
は
お
そ
れ
て
、
こ
と
ご
と
く
起

っ
て
盗
と
な

っ

た」
。

湖
南
の
常
寧
鯨
と
な
る
と

「
大
小
あ
わ
わ
て
盗
賊
が

ご
二
百
火
〕

百
グ
ル
ー
プ

な
か
っ
何
L

漢
族
と
少
数
民
族
の
人
民
が
聯
合
し
て
反
抗
し、

戟
害

い
る
ば
か
り
で

卒
民
は
ほ
と
ん
ど
い

は
五
年
に
わ
た

っ
て
行
な
わ
れ
た
。

賓
元
の
初
か
ら
慶
暦
の
初
に
い
た
る
四
、
五
年
間
、
三
、
四
十
の

州
に
お
い
て
起
義
軍
が
州
城
を
攻
め
陥
す
と
い
う
事
件
が
量
生
し
て

い
る
。
慶
暦
三
年
に
お
い
て
は
大
名
府

・
握
天
府

・
裏

・
郵

・
唐

・

汝

・
光

・
随

・
均

・
房

・
金

・
商

・
安

・
部

・
滑

・
許

・
解
・
池
な

ど
の
州
お
よ
び
建
畠
軍
、
み
な
起
義
が
量
生
し
た
。

北
宋
中
期
の
農
民
起
義
の
影
響
の
ひ
と
つ
は
、
活
仲
掩
と
王
安
石

の
襲
法
を
促
進
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
支
配
階
級
の

深

改
良
主
義
的
政
策
は
、
一
砿
曾
矛
盾
を
緩
和
し
よ
う
と
い
う
目
的
を
ど

う
し
て
も
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
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し
た
期
間
、

王
安
石
が
費
法
を
質
施

お
よ
び
そ
れ
以
後
の
時
期
は
、
依
然
と
し
て
相
首
多
く

の
農
民
起
義
が
起

っ
て
い
る
。

皇
耐
、
喜
一
冊
年
間
(
一

O
四
九
J
一
O
六
三
)

京
東

・
費

・
郡
・

棟

・
博

・
撲
な
ど
の
州
、
ど
こ
で
も
起
義
軍
の
活
動
が
現
わ
れ
て
い

る
。
江
西
省
の
度
州
に
は

「
盟
賊
」
戴
小
人
の
起
義
が
あ

っ
た。

田
川寧
六
年
か
ら
十
年
ま
で
(
一

O
七
三
J
七
七
)
に
は

「
内
附
」
に

反
封
す
る
刑
湖
の
地
盤
人
の
闘
争
、
一
繭
建
の
南
建
州
の
呉
多
の
起
義

摩
思
の
起
義
が
あ
り

大
名
府
に
は
王
成
の
起
義
が
あ
り

品
居

川
川
ザ
」

i
i
i
 

は

「
康
太
保
」
と
穏
す
る
も
の
が
起
し
た
兵
獲
が
あ
り
、
江
西
に
は



作
小
八
が
起
し
た
起
義
が
あ
り
、
准
南
の
斬
豚
に
は
、

王
海
の
兵
獲

が
あ
っ
た
。
元
盟
元
年
か
ら
八
年
ま
で
(
一
O
七
八
J
八
五
〉
、
京
西

の
「
軍
賊
」
責
青
・
張
長
、
岳
州
の
窟
遷
、
一
繭
建
の
康
説
、
緯
州
の

王
達
、
映
西
盟
州
の
兵
士
張
世
矩
、
解
州
の
「
軍
賊
」
、
慶
東
連
州
の

李
小
八
、
一
施
建
汀
州
の
繭
載
、
快
西
の
商

・
舗
な
ど
の
州
の
王
沖
、

み
な
起
義
や
兵
費
を
起
し
た
。
相
首

河
北
檀
州
の
田
平
安
な
ど
な
ど
、

数
の
災
民
、
貧
民
、
茶
盟
の
密
買
者
、
小
銭
の
私
鋳
者
、
金
山
労
働
、

者
〔
金
場
坑
了
〕
や
下
層
兵
士
た
ち
が
暴
動
に
参
加
し
た
。

京
東
地

直
に
も
ま
た
つ
ね
に
起
義
軍
が
活
動
し
て
い
て
、

そ
の
数
は
多
い
と

き
に
は
八
十
徐
に
も
達
し
、
人
数
は
数
千
人
に
至

っ
た
。
元
盟
七
、

八
年
の
間
で
特
に
注
意
す
べ
き
は
、
多
く
の
保
甲
の
起
義
が
あ
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
元
盟
七
年
二
月
、
檀
州
の
保
甲
三
百
飴
人
は
ま
っ
さ

き
に
旗
を
あ
げ
た
。

「
こ
れ
よ
り
河
北
に
は
盗
賊
公
行
す
、
多
く
は

同

保
甲
な
り
」
。
彼
ら
は
「
指
揮
官
を
捕
え
、
巡
検
を
逐
い
、
提
翠
司
幹

嘗
官
を
攻
め
」
宋
朝
を
お
お
い
に
恐
怖
さ
せ
た
。
元
一
冊
年
間
(
一

O

八
六
J
九
一二
)
京
東
で
は
盗
賊
並
び
起
り

濃
州
に
は
張
旗
の
騒
動

が
あ
り

部
州
に
は
轡
人
の
反
抗
が
あ
っ
た
。

元
符
三
年
(
二

O
-O)
宋
の
徽
宗
が
即
位
し
た
。
彼
は
奈
京
・
王
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糊

・
賞
貫

・
楊
載
な
ど
を
寵
用
し
、
公
然
と
官
爵
を
買
り

お
お
い

に
捜
括
を
事
と
し
、
東
南
の
地
方
に
は
花
石
綱
を
設
け
、
北
方
で
は

「
公
回
を
括
し
」
何
千
何
寓
の
人
を
無
一
文
に
し
、
破
産
さ
せ

の

た
れ
死
さ
せ
た
。
人
民
は
や
む
な
く
武
装
反
抗
の
遣
に
走
っ
た
。
も

っ
と
も
著
名
な
の
は
宣
和
二
年
三

二一
O
〉
に
方
脳
酬
が
睦
州
青
渓

鯨
で
指
導
し
た
起
義
で
あ
る
。
方
脳
は
マ
ニ
敢
に
よ
っ
て
人
民
を
組

織
し
た
が
、
各
地
が
呼
醸
し
て
、
数
日
の
う
ち
に
十
高
人
に
も
お
よ

ん
だ
。
方
鵬
は
自
ら
「
聖
公
」
と
稿
し
、
「
永
築
」
と
い
う
年
践
を
建

て
、
睦
・
激
・
杭
・
婆
・
衡
な
ど
の
州
を
攻
め
陪
し
た
。
蘭
渓
霊
山

の
朱
言
・
呉
邦
、

刻
懸
の
仇
道
人
、

方
巌
山
の

仙
居
の
呂
師
張、

陳
十
四
、
蘇
州
の
石
生
、
婦
安
の
陸
行
見
ら
が
み
な
起
っ
て
呼
慮
し
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宋
朝
は
十
徐
高
人
の
軍
隊
を
集
め
て
や
っ
と
起
義
を
鎮
座
し

た
。
方
脳
の
起
義
と
同
時
に
、
宋
江
ら
三
六
人
が
京
東
の
梁
山
で
起

Tこ

宣
和
六
年
三

一二
四
)
に
は
、

六
千
徐
高
貫
を
徴
政
し
か
。
そ
こ
で
「
河
北
の
群
盗
が
お
お
い
に
起

司
た
」
。

義
し
た
。

宋
朝
は
全
園
で
克
夫
鐘

山
東
に
は
張
世
間
仙
と
張
迫
の
起
義
が
あ
り

衆
は
十
徐
蔦

人
に
至

っ
た
。

河
北
に
は
高
託
山
が
い
て
、
三
十
高
人
と
挽
し
て
い

た
。
そ
の
ほ
か
二
、
三
高
の
も
の
は
数
え
き
れ
な
い
。

以
上
、
概
括
的
に
唐
宋
の
際
の
農
民
間
宇
の
蹴
態
を
述
べ
た
。
--::> 

ぎ
に
は
、
こ
の
新
し
い
歴
史
段
階
に
お
け
る
農
民
起
義
の
闘
字
ス
白



68 

ー
ガ
ン

お
よ
び
そ
の
腿
史
的
意
義
に
つ
い
て
少
し
く
私
の
考
え
を

述
べ
よ
う
。

農
民
起
義
の
現
質
的
要
求

お
よ
び
そ
の
進
歩
的
ス
ロ
ー
ガ
ン

唐
宋
の
際
に
お
い
て
、
農
民
起
義
お
よ
び
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
で
の

農
民
の
反
抗
闘
宇
は
笠
前
に
頻
繁
で
、
起
義
の
地
域
は
日
々
に
描
大

関
字
方
式
も
日
ま
し
に
多
様
化
し
て
い
っ
た
。

段
、
小
作
農
の
ほ
か
、
少
な
か
ら
ぬ
手
工
業
者
お
よ
び
中
小
商
人
も

し
て
い
き
c
、

自
作

関
宇
に
ま
き
こ
ま
れ
た
。
組
織
形
式
お
よ
び
闘
争
戟
術
も
だ
ん
だ
ん

進
歩
し
た
。
こ
れ
ら
の
貼
は
こ
の
時
期
に
お
け
る
農
民
と
地
主
階
級

の
階
級
闘
争
の
新
し
い
情
勢
を
反
映
す
る
も
の
で
、
中
国
封
建
枇
曾

の
階
級
封
抗
の
新
し
い
鹿
史
段
階
の
は
じ
ま
り
を
意
味
す
る
。
こ
の

新
し
い
情
勢
の
も
と
で
の
農
民
戦
字
の
主
要
な
特
徴
は
、
革
命
的
な

農
民
が
、
さ
ら
に
現
質
的
な
卒
等
あ
る
い
は
卒
均
の
要
求
を
提
出
し

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

中
唐
以
前
、

つ
ま
り
封
建
制
祉
曾
前
期
に
お
け
る
農
民
起
義
と
農

民
戦
宇
の
、
人
身
植
と
生
存
織
を
要
求
す
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
、

お
よ
び

財
産
共
有
に
た
い
す
る
気
狂
い
じ
み
た
幻
想
、
或
い
は
調
ゆ
る
「
太

一
や
」
世
界
へ
の
あ
こ
が
れ
、

な
ど
と
は
遵
っ
て
、
農
民
は
現
買
な
身

分
的
卒
等
と
財
産
卒
均
へ
の
要
求
を
提
出
し
法
じ
め
た
。
こ
の
種
の

卒
均
へ
の
要
求
の
歴
史
的
根
源
は
ま
さ
し
く
ス
タ
ー
リ
ン
の
い
う
よ

一
切
の
財
産
を
卒
等
己
分
け
る
と

闘

い
う
心
理
、
原
始
的
な
畏
民
的
『
共
産
主
義
』
の
心
理
」
で
あ
る
。

封
建
的
墜
迫
と
搾
取
制
度
の
も
と
で
、
被
搾
取
者
で
あ
り
ま
た
生
産

う
に
「
個
人
農
民
の
思
想
方
式
、

者
で
あ
る
と
い
う
個
々
の
農
民
の
階
級
的
地
位
が

こ
の
種
の
卒
均

の
要
求
を
生
み
だ
す
に
い
た
る
の
は
合
法
則
的
で
あ
る
。

し
か
し
な

「
一
切
の
財
産
を
卒
等
に
分
け
る
と
い
う
農
民
の
心
理
」
が

こ
の
時
期
の
農
民
戟
宇
中
に
お
い
て
凝
集
さ
れ
て
、
さ
ら
に
現
貫
的

な
機
利
の
卒
等
、
財
産
の
卒
均
と
い
う
革
命
的
要
求
と
な
っ
た
こ

と
、
お
よ
び
稽
暁
や
ス
ロ
ー
ガ
ン
そ
の
他
の
形
式
で
そ
の
心
理
が
鮮

ヵ:
ら
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明
に
表
現
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
中
唐
以
後
の
封
建
吐
曾
の
経
済

の
相
封
的
鑓
化
、
搾
取
方
式
の
鑓
遷
、
及
び
そ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
た
新
し
い
階
級
封
抗
の
情
勢
が
、
傑
件
を
提
供
し
た
こ
と
に
よ
る

の
で
あ
り

ま
た
農
民
の
長
期
の
階
級
闘
字
経
験
の
累
積
と
、
闘
字

を
通
じ
て
の
封
建
制
度
下
で
の
階
級
謝
立
の
認
識
の
進
歩
に
よ
る
の

で
あ
る
。

」
の
種
の
卒
均
の
要
求
の
提
出
は

麿
宋
の
際
に
お
い

て
、
や
は
り
低
級
な
も
の
か
ら
高
級
な
も
の
へ
の
曲
折
し
た
霊
展
過

程
を
有
す
る
。
お
お
ま
か
に
い
う
と
中
唐
か
ら
五
代
ま
で
は
、
こ
の



種
の
卒
均
思
想
は
ま
だ
、
構
蹴
の
形
式
あ
る
い
は
不
完
全
な
綱
領
の

形
式
で
表
現
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
北
宋
以
後
は
、
も
っ
と
完
全

な
綱
領
あ
る
い
は
ス

ロ
ー
ガ

ン
の
形
式
で
提
出
さ
れ
は
じ
め
た
。

」
の
種
の
卒
均
の
要
求
の
表
現
は
、
も
っ
と
も
早
く
は
晩
唐
の
農

民
起
義
に
み
ら
れ
る
。

す
で
に
唐
の
宣
宋
の
大
中
十
三
年
(
八
五
九
)

漸
東
地
方
で
は
「
逃
戸
」
を
主
瞳
と
す
る
妾
甫
の
起
義
が
、
「
羅
卒
」

同

「
天
卒
」
と
い
う
印
を
鋳
造
し
た
。
わ
ざ
わ
ざ
「
卒
」

と
改
元
し
、

と
い
う
字
を
重
ね
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
農
民
の
漠
然
と
し
た
一や均

へ

の
願
望
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
唐
末
の
責
巣

・
王
仙
芝
の
起
義
の
時

こ
う
い
う
卒
均
主
義
の
思
想
は
も
は
や
ほ
ぽ
明
瞭
に
な

っ
て
き
た
。
資
治
通
鑑
考
異
の
単
位
二
三
に
引
く
と
こ
ろ
の
績
賞
運
録

に
な
る
と

の
記
載
に
よ
る
と
、
王
仙
芝
は
起
義
し
て
の
ち
、
み
ず
か
ら
「
天
補

卒
均
大
将
軍
粂
海
内
諸
豪
都
統
」
と
帯
し
た
。
同
書
の
省
二

四
に
も

ま
た
績
賞
運
録
を
引
く
が
、

多
少
文
字
に
異
同
が
あ

っ
て

「
天
補

均
卒
大
将
軍
粂
海
内
諸
豪
帥
都
統
」
と
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
が
正
確

か
は
別
と
し
て

い
わ
ゆ
る
「
卒
均
」
「
均
卒
」
の
意
味
に
は
、
内
容

上
い
か
な
る
差
異
も
な
い
。

一
方
、
責
巣
の
方
は
、

考
異
の
記
載
に
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よ
る
と
、「
沖
天
大
将
軍
」
と
競
し
た
の
で
あ

っ
て
、
頭
に
「
卒
均
」

国

と
い
う
文
字
は
つ
い
て
い
な
い
。
し
か
し
五
代
史
卒
話
に
は
責
集
の

」
の
言
い
方

こ
と
を
「
沖
天
太
保
卒
均
大
将
軍
」
と
呼
ん
で
お
り
、

は
ほ
ぼ
信
じ
て
い
い
と
思
う
が
、

卒
均
の
主
張
が
贋
く
普
及
し
て
い

た
こ
と
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
種
の

「
天
補
」
と
つ
な
が

「
た
「
卒
均
」
も
し
く
は
「
均
卒
」
の
稽
践
は
、
疑
い
も
な
く
、
鈴

れ
る
を
減
ら
し
、
足
ら
ざ
る
を
補
い
、
一
や
ら
か
な
ら
ざ
る
を
均
し
く

と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
た
と
い
、

す
る
、

「補」

と
い
う
文

字
を

「
授
」
と
解
四
押
す
る
に
し
て
も

そ
れ
が
依
然
と
し
て
卒
均
へ

の
要
求
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

「
均
卒
」

を

直
接
に
ふ
り
か
ざ
す
と
い
う
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、

や
は
り
、
中
園

農
民
戟
字
史
上
は
じ
め
て
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、

わ
れ
わ
れ
は
簡
単
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に
そ
れ
を
一
個
の
普
通
の
稽
践
と
見
な
し
て
す
ま
す
わ
け
に
は
い
か

な
い
。
こ
の
稽
競
を
遁
じ
て
、
農
民
の
長
期
に
わ
た
る
闘
争
経
験
の

累
積
が
護
展
さ
せ
て
き
た
「
卒
均
」
の
理
想
、
そ
れ
の
反
映
を
見
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
種
の
財
産
卒
均
の
要
求
は
、
階
級
闘
争
の

情
勢
の
ひ
き
つ
づ
く
設
展
の
う
ち
に
、
あ
い
か
わ
ら
ず
、
組
え
ず
、

ど
こ
か
に
反
映
し
て
い
た
。
貰
巣
の
農
民
戟
宇
か
ら
あ
ま
り
経
っ
て

い
な
い
玉
代
十
園
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
前
に
述
べ
た
と
う
り
、
分

裂
割
擦
の
政
治
的
経
済
的
保
件
に
制
限
さ
れ
て
、
大
規
模
な
農
民
戟

字
は
な
か

っ
た
が
、
局
部
的
な
農
民
起
義
と
農
民
の
小
規
模
な
反
抗
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闘
宇
の
う
ち
に
は

な
お
こ
の
種
の
貧
富
を
等
し
く
し
よ
う
と
す
る

思
想
の
遊
展
の
あ
と
を
た
ず
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。
陸
湯
の
南
唐
室
田

に
下
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

昇
元
年
間
(
九
四
O
年
ご
ろ
)
、
陳
起
は
進
士
を
も
っ

て
起
家
し

黄
梅
の
令
と
な
っ

た
。
時
に
、
鯨
境
の
濁
木
村
に
諸
佑
と
い
う
妖

人
が
居
て
、
左
道
を
と
な
え
、
自
分
の
家
は
何
代
も
肉
を
食
わ
な

ぃ
、
金
持
を
貧
乏
に
し
、
貧
乏
人
を
金
持
に
す
る
力
が
あ
る

言
っ
て
、
村
民
に
は
、
そ
れ
に
な
び
く
も
の
も
だ
ん
だ
ん
と
あ
っ

た
。〔
時
豚
境
濁
木
村
有
妖
人
諸
佑
、

挟
左
道
、
自
言
数
世
不
食
肉
、

使
富
者
食
、
貧
者
宮
、
里
民
梢
梢
従
之
〕
は
じ
め
は
数
十
人
で
あ

っ
た

が
、
数
年
す
る
と
、
従
う
も
の
は
数
百
人
に
も
な

っ
た
。
男
女
の

別
な
ど
守
ろ
う
と
も
せ
ず
、

〔男
女
無

そ
れ
を
忍

E

障
を

呼
ん
だ
。

別
、
鋭
日
忍
辱
〕

夜
干丁
蓬
伏

取

季夜
喜岡す

ま

オつ
り

盗
賊
を
職

査
は
か
く
れ
て

業
と
し
て
い
た
。

」
の
史
料
は

い
わ
ゆ
る
妖
人
諸
佑
の
活
動
が
質
際
は
宗
教
で
カ
モ

フ
ラ

l
ジ
ュ
し
た
農
民
の
小
規
模
な
反
抗
闘
争
で
あ
る
こ
と
を
明
か

に
示
し
て
い
る
。
首
時
の
こ
の
種
の
闘
宇
活
動
は
往
々
に
し
て
見
の

が
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、

し
か
し
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
、
唐
末
の
農

民
戦
争
の
「
卒
均
」
と
い
う
稽
挽
が
含
蓄
す
る
あ
る
種
の
内
容
に
た

い
し
て
、

比
較
的
明
確
な
説
明
を
奥
え
る
の
は
、

ま
さ
に

こ
の
よ
う

な
小
規
模
な
反
抗
闘
宇
の
記
事
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
。

北
宋
以
後
に
な
る
と
、
起
義
農
民
の
こ
の
種
の
卒
均
主
義
思
想

は
、
さ
ら
に
一
歩
進
ん
だ
護
展
を
と
げ
、
た
ん
に
「
貧
富
を
均
し
く

す
る
」

と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
直
接
提
出
し
は
じ
め
る
の
み
で
な

く
、
ま
た
し
だ
い
に
、
そ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
な
か
に
、
封
建
的
な
「
形

と

式
不
卒
等
」
た
る
富
貴
貧
賎
閥
係
を
打
ち
破
ろ
う
と
す
る
要
求
を
も

反
映
さ
せ
は
じ
め
て
い
る
。

-h泊
目じ

誰
も
が
よ
く
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
今
の
四
川
地
方
で
爆
費
し
た
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王
小
波

・
李
順
の
起
義
は
、
ま
さ
し
く
直
接
に
「
貧
富
を
均
し
く
す

」と
を
ス

ロ
ー
ガ
ン

に
し
て
い
る
。

玉
砕
之
の

「
濁
水
燕
談

る」録
」
に
い
う

朝
廷
が
孟
氏
を
卒
ら
げ
て
か
ら
、
萄
の
格
競
は
す
べ
て
都
へ
も
っ

て
い
か
れ
た
。
そ
の
後
、
経
済
政
策
家
は
宇

っ
て
功
利
主
義
を
述

商
賓
が
不
振

に
な
り
、
窃
の
人
民
の
生
計
が
不
如
意
に
な

っ
た
。
小
波
が
、
自

分
は
貧
富
の
均
し
く
な
い
の
を
憎
む
、
こ
れ
か
ら
み
な
さ
ん
の
た

め
に
均
し
く
し
て
あ
げ
た
い
、

"" 
樽
易
務
を
置
き
、

私
市
を
禁
止
し
た
の
で
、

と
言

っ
て、

人
々
を
煽
動
す
る

」
と
が
で
き
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
り

〔故
小
波
以
言
動
衆
日
、
五
日



疾
貧
富
不
均
、
五
回
奥
汝
均
之
〕
貧
乏
人
で
彼
に
従
う
も
の
は
、

帥

ま
す
多
く
な

っ
た
の
で
あ
る
。

す
こ
し
時
代
の
下
る
陳
均
の
「
皇
朝
編
年
備
要
」
に
も
似
た
よ
う

ま
す

な
記
載
が
あ
る
。

青
城
廓
民
王
小
波
、
衆
を
あ
つ
め
、
起
ち
て
凱
を
な
し
、
衆
に

謂
い
て
日
く
、
我
は
貧
富
の
均
し
か
ら
ざ
る
を
疾
む
、
今
汝
の
潟

、
、
捕

に
之
を
均
し
く
せ
ん
、
と
。
貧
民
の
来
り
附
く
も
の
多
し
。

や
や
早
く
書
か
れ
た
曾
輩
の

「
隆
卒
集
」
の
記
載
に
よ
る
と
、

-
:
:
・
時
に
守
臣
は
利
の
入
る
こ
と
の
厚
か
ら
ん
こ
と
を
努
め
、
常

の
税
の
ほ
か
、
さ
ら
に
博
買
務
を
つ
く
り
、
民
の
私
に
商
買
す

や
す

る
を
禁
ず
。
而
し
て
、
品
兼
併
す
る
者
は
賠
き
を
す
て
て
高
き
を
買

り
、
小
民
は
貧
に
し
て
、
家
と
田
畑
と
を
失
う
Y

故
に
小
波
は
言

を
以
て
衆
を
動
か
し
て
臼
く
、
我
、
貧
富
の
均
し
か
ら
ざ
る
を
惜

む
。
我
、
汝
の
た
め
に
こ
れ
を
均
し
く
せ
ん
〔
吾
奥
汝
均
之
〕
と
。

同

こ
れ
に
よ
り
て
貧
民
附
く
者
多
し
。

前
後
の
記
載
、
が
ほ
と
ん
ど
同
一
で
あ
る
こ
と
は

こ
の
度
の
起
義

が
、
確
か
に
「
貧
富
を
均
し
く
す
る
」
こ
と
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
し
て

い
た
こ
と
を
よ
く
謹
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
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北
宋
の
後
期
、

宋
の
徽
宗
の
宣
和
二
年
ハ
一
一
一
一

O
年〉

の
方
醐

の
起
義
は
、
直
接
に
貧
富
を
均
し
く
す
る
と
い
う
こ
と
を
ス
ロ

l
ガ

ン
に
し
て
い
な
い
の
で
、

こ
れ
ま
で
農
民
戟
字
史
を
研
究
す
る
人
た

し
か
し
貫
際
は
閥
係
資
料
を
少
し
分

ち
か
ら
見
の
が
さ
れ
て
き
た
。

析
し
て
み
さ
え
す
れ
ば

」
の
度
の
起
義
に
も
、
卒
均
を
要
求
す
る

農
民
の
漠
然
と
し
た
善
良
な
意
圃
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
の
で
あ
る
。
方
闘
が
起
義
し
た
と
き
、
群
衆
に
謝
し
て
、
支
配
層

の
限
り
な
き
罪
悪
を
暴
露
し
、
群
衆
が
起
っ
て
闘
争
す
る
こ
と
を
呼

び
か
け
た
が
、
そ
の
中
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

こ
の
世
の
中
、
お
な
じ
道
理
が
支
配
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

-71ー

〔
天
下
関
家
、
本
同
一
理
〕
い
ま
こ
こ
に
耕
織
に
一
年
中
努
苦
し
て

い
る
青
年
が
い
る
と
し
よ
う
。
す
こ
し
で
も
粟
鳥
あ
れ
ば
、
父
兄

悉
く
取
り
で
っ
か
い
は
た
し
、
や
や
も
意
の
如
く
な
ら
ざ
れ
ば
、

君鞭
は答
は酷
た虐
し
て殺
我し
慢で
でも
き卒
る気
かで
。帥し、

る

と
い
う
よ
う
な
ば
あ
い
、

こ
こ
に
は
起
義
農
民
の
「
彩
歳
以
刀
苦
し
て
粟
鳥
あ
る
こ
と
少
な
き
」

と
こ
ろ
の
「
子
弟
」
(
貧
乏
人
を
た
と
え
た
)
と
、

い
わ
ゆ
る

ー寸

悉

く
取
り
て
擁
蕩
す
る
」
と
こ
ろ
の
「
父
兄
」

(
封
建
支
配
者
に
た
と

え
た
〉
の
聞
の
不
均
等
な
閥
係
に
た
い
す
る
強
烈
な
憤
お
り
が
直
接

に
反
映
さ
れ
て
い
る
し
、
均
等
へ
の
願
望
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
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そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
方
蹴
の
起
義
は
「
食
楽
事
魔
」
の
数
え
で

カ
モ
フ
一
フ

l
ジ
ュ
し
、
宗
教
的
異
端
の
形
式
か
ら
抜
け
だ
す
こ
と
は

で
き
な
い
で
い
る
が
、
し
か
し
、
荘
季
裕
の
「
鶏
肋
編
」
の
記
載
に

、
同

よ
る
と
、
彼
ら
ば
「
是
の
法
は
卒
等
に
し
て
高
下
あ
る
こ
と
な
し
」

と
主
張
し
た
。
こ
の
種
の
、
身
分
貴
賎
の
別
は
あ
る

べ
き
で
な
い
と

い
う
主
張
は
、

封
建
的
身
分
制
度
と
特
植
と
に
た
い
す
る
封
抗
を
は

っ
き
り
と
表
現
し
て
い
る
。

も
し
わ
れ
わ
れ
の
討
論
の
範
圏
を
北
宋
末
、
南
宋
初
ま
で
延
長
し

た
と
す
る
と

わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
て
、
こ
の
種
の
思

想
の
完
壁
な
表
現
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
南
宋
の
初
め
に
爆
設
し

た
鍾
相

・
楊
仏
の
起
義
は
、
完
壁
か
っ
明
確
に
「
貴
賎
を
等
し
く
し
、

貧
富
を
均
し
く
す
る
」
綱
領
を
提
出
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
三
朝
北
盟
曾
編
」
に
言
う

鍾
相
は
鼎
州
武
陵
の
人
、
何
の
と
り
え
も
な
く
た
だ
ダ
ボ
ラ
ば
か

り
吹
い
て
い
た
。
み
ず
か
ら
老
爺
と
稽
し
、
ま
た
天
大
聖
と
穂
し
、

神
通
力
と
天
通
力
と
を
そ
な
え
て
い
て
、
人
の
疾
患
を
救
う
こ
と

が
で
き
る
、
と
言
う
。
ひ
そ
か
に
そ
の
一
味
に
語
る
と
き
は
、
貴

賎
貧
富
を
差
別
す
る
よ
う
な
法
は
、
善
い
法
で
は
な
い
。
自
分
が

法
を
行
な
う
と
す
れ
ば
、
か
な
ら
ず
や
貴
賎
貧
富
を
ひ
と
し
く
す

る
つ
も
り
だ
、

と
言

っ
て
い
た
〔
陰
語
其
徒
則
目
、
法
分
貴
賎
貧
富
、

非
義
国
法
也
、

首
等
貴
賎
、
均
貧
佐田〕。

放
に
ま
わ
り
数
百
里

我
行
法
、

の
問
、
無
知
な
小
民
は
翁
然
と
し
て
こ
れ
に
な
び
き
、
緋
嘗
も
ち

で
お
目
ど
お
り
し
、
道
路
は
大
混
雑
、

こ
れ
を
奔
爺
と
い

っ
た
。

か
く
の
如
き
こ
と
凡
そ
二
十
徐
年
、

相
は
こ
れ
に
よ
り
て

E
高
の

制

財
産
を
き
ず
い
た

c

同
警
に
は
さ
ら
に
記
載
が
あ

っ
て
、
起
義
農
民
は
「
園
法
を
も

っ
て

邪
法
と
な
し
た
」
と
あ
る
。
あ
れ
こ
れ
謝
照
し
て
み
る
と
、
起
義
農

民
が
貴
賎
貧
富
を
直
別
す
る
封
建
的
特
権
を
否
定
し
た
こ
と
、
ま
た

の
L

勾

t

貴
践
、
貧
富
、
身
分
の
直
別
の
な
い
新
し
い
制
度
の
出
現
を
期
待
し

た
こ
と
は

は
?
き
り
と
讃
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
さ
し
く
鍾

相
・
楊
仏
ら
が
「
貴
賎
を
等
し
く
し
、
貧
富
を
均
し
く
す
る
」
と
い

う
ス
ロ

ー
ガ
ン
に
よ

っ
て
首
時
の
農
民
の
強
烈
な
願
望
を
集
中
的
に

表
現
し
た
の
で

そ
れ
で
、
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
首
時
の
農
民
大
衆

の
う
ち
に
穎
箸
な
動
員
作
用
を
遊
揮
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ス

ロ
l

ガ
ン
は
、
唐
宋
の
際
の
農
民
起
義
の
卒
等
、
卒
均
の
思
想
の
最
高
の

設
展
で
あ
り
、
集
中
的
表
現
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
わ

鍾
相
は
「
此
に
縁

っ
て
家
賀
巨
寓
と
な
れ

り
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
鍾
相
が

「
等
貴
賎
、
均
貧
富
」
を
手

れ
わ
れ
は

史
料
に



段
と
し
て
財
産
を
集
め
た
ら
し
い
と
か
、
鍾
相
が
こ
れ
に
よ
っ
て
本

首
に
金
持
に
な
っ
た
ら
し
い
と
か
考
え
て
、

「
等
貴
践
、

均
貧
富
」

の
ス
ロ
ー
ガ
ン
、

お
よ
び
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
で
の
具
鰻
的
活

動

の
意
義
を
低
く
評
慣
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
封
建
支
配
階
級

の
記
録
中
に
は

か
な
ら
ず
彼
ら
の
政
治
的
道
徳
的
な
階
級
的
偏
見

が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
必
要
が
あ
る
。

ま
さ
し
く
レ

l
ニ
ン

が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
問
題
を
研
究
す
る
際
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず

様
々
な
階
級
的
偏
見
に
お
お
い
か
く
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
を

引
き
出
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
て
は
じ
め
て
、

マ
ル
ク
ス
主
義
的

な
、
批
判
的
に
史
料
を
吟
味
し
な
お
す
態
度
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

上
述
し
た
歴
史
的
欣
況
全
僅
か
ら
考
え
る
と
、
唐
宋
の
際
に
お
け

る
反
地
主
の
階
級
闘
字
は
、
ま
さ
し
く
農
民
戟
字
の
歴
史
的
展
開
の

輔
換
貼
を
示
す
も
の
で
、

農
民
起
義
の
歴
史
創
造
的
な
精
神
〔
歴
史

首
創
精
神
〕

を
反
映
し
て
お
り
、

こ
の
時
期
の
農
民
の
共
通
の
願
望

そ
れ
は
、
農
民
戟
字
史
の
ひ
と
つ

を
反
映
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、

の
新
し
い
歴
史
護
展
段
階
を
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
し
組
庶
民
起
義
軍
の
貰
際
活
動
と
関
係
づ
け
て
考
察
す
る
な
ら

ば
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
、
こ
の
時
期
の
農
民
起
義
が
、
彼
ら
の
現
質
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の
卒
均
へ
の
要
求
と
善
良
な
願
望
と
を
各
種
の
形
式
で
あ
ら
わ
し
て

い
る
の
み
で
な
く
、
同
時
に
、
あ
る
・程
度
そ
れ
を
質
際
行
動
に
う
つ

し
た

と
い
う
こ
と
を
知
り
う
る
。

農
民
の
闘
宇
活
動
は
時
代
の

限
界
を
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
「
富
め
る
を
劫
か

じ
、
貧
し
き
を
酒
う
」
義
彦
と
し
て
表
現
さ
れ
う
る
の
み
で
あ
り
、

若
し
く
は
、
「
合
理
」
的
な
分

努
働
人
民
相
互
の
聞
の
助
け
あ
い

配
で
も

っ
て
財
産
の
卒
均
を
達
成
し
よ
う
と
い
う
企
圏
、

と
し
て
表

現
せ
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
人
類
の
階
級
闘
争
史
上
、
こ
の
よ
う

な
活
動
が
、
質
際
上
、
な
ん
ら
重
大
な
成
果
に
は
到
達
し
な
い
で
あ

ろ
う
、

と
い
う
の
は
首
然
の
こ
と
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
も
し

わ
れ
わ
れ
が
農
民
戦
争
史
の
綿
過
程
お
よ
び
そ
の
設
展
の
エ
ポ
ヅ
ク

と
い
う
鈷
か
ら
言
う
な
ら
ば
、

こ
の
卒
均
と
い
う
理
想
が
提
出
さ
れ

た
こ
と
、

お
よ
び

闘
字
に
際
し
て
の
農
民
の
質
際
の
行
動
は

疑
い
も
な
く
、
農
民
起
義
の
闘
宇
水
準
の
高
ま
り
を
示
す
も
の
で
あ

り
、
階
級
闘
宇
史
の
前
進
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

起
義
農
民
の
財
産
均
分
の
行
動
は
、
比
較
的
早
い
農
民
戟
容
の
中

た
と
え
ば
晴
末
の
農
民
戟
字
で
は
、
地

止
す
で
に
出
現
し
て
い
る
。

主
に
た
い
し
て
借
糧
分
金
す
る
現
象
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
階
級
闘

争
が
深
ま
り
、
卒
均
思
想
が
日
ま
し
に
明
確
に
な
る
に
つ
れ
て
、
こ

の
種
の
「
劫
富
務
貧
」
の
活
動
も
ま
た
、
ご

く
普
通
の
現
象
に

な
っ
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た
s

唐
末
に
黄
集
大
起
義
の
序
幕
と
な

っ
た
踊
助
の
起
義
が
、
宿
州

に
お
い
て
、
か
つ
て
「
悉
く
城
中
の
貨
財
を
あ
つ
め
、
人
民
に
勝
手
に

取
ら
せ
た
と
こ
ろ

た
っ
た
一
日
で
四
方
か
ら
雲
の
如
く
集
っ
た
」

と
い
う
記
事
も
あ
る
。
の
ち
に
徐
州
に
お
い
て
、
「
金
持
や
商
人
の
財

産
を
徴
費
し
て
、
そ
の
七
、
八
割
を
取
っ
た
。
そ
の
際
、
財
産
隠
匿
罪

帥

で
一
族
皆
殺
し
の
刑
に
あ
っ
た
も
の
数
百
家
」
と
あ
る
。
責
巣
起
義

の
大
軍
が
全
園
を
席
捲
し
て
い
る
過
程
で
も
、

や
は
り
同
様
の
行
動

を
と

っ
た
。
「
彼
ら
の
部
隊
は
そ
の
富
を
も
て
あ
ま
し
、
途
中
で
貧
乏

人
に
あ
う
と
字
っ
て
胞
し
を
し
た
:
:
:
」
と
か
、
「
貧
乏
人
を
見
る
と

岬

往
々
に
し
て
施
し
を
し
た
」
と
あ
る
。
こ
の
方
面
で
も

っ
と
は
っ
き

り
し
て
い
る
の
は
、
い
ち
ば
ん
最
初
に
「
均
貧
富
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を

提
出
し
た
北
宋
初
年
の
王
小
波
・
李
順
の
起
義
で
あ
る
。
李
順
が
起

義
し
た
始
め
の
活
動
扶
況
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

こ
と
ご
と
く
郷
里
の
富
人
大
姓
を
召
し
、
そ
の
家
に
有
す
る
と
こ

ろ
の
財
粟
を
申
告
さ
せ
た
。
そ
の
一
族
の
必
要
と
す
る
以
外
は

切
徴
穫
し

〔
議
其
生
飽
足
用
之
外
、

一
切
調
後
〕、

大
い
に
貧
乏
人

を
賑
わ
し
、

才
能
あ
る
者
を
登
用
し
、

善
良
な
る
人
民
を
愛
撫

し
、
挽
令
は
巌
明
に
し
て

至
る
と
こ
ろ
何
ひ
と
つ
犯
す
と
こ
ろ

な
し
。
時
に
南
萄
大
飢
僅
に
あ
た
り
、
旬
日
の
聞
こ
れ
に
鯖
す
る

司

者
数
寓
人
コ

王
小
波
が
起
義
し
て
の
ち
、
影
山
鯨
令
の
古川円
振
元
を
殺
し
た
時
も
、

や
は
り
「
そ
の
金
由
巾
を
散
じ
た
」。

李
順
が
「
富
人
大
姓
」
の
財
粟
を

徴
設
し
た
と
き
、

見
る
と
、

や
は
り
「
そ
の
生
歯
の
足
用
に
擦

っ
た
」
酷
か
ら

こ
の
種
の
活
動
は

明
か
に
無
自
覚
で
は
な
く
、

「
均
貧
富
L

の
理
想
を
貰
現
し
よ
う
と
意
園
し
た
の
で
あ
り
、
彼
ら

彼
ら
の

の
納
得
し
う
る
一
種
の
具
盤
的
措
置
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

乙
の
よ
う
な

「
大
い
に
貧
民
を
賑
わ
す
」
活
動
も
、
北
宋
中
期
の

小
規
模
な
農
民
起
義
に
い
つ
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
史
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料
の
記
載
が
筒
箪
で
、
具
盤
的
な
吠
況
を
知
り
え
な
い
。

北
宋
後
期
の
方
鵬
の
起
義
も
、
彼
ら
の
財
産
均
分
の
生
一
本
な
意

圃
を
表
現
し
て
い
る
。

史
料
の
記
載
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と

-， 
t主

じ
め
そ
の
黛
に
身
を
投
ず
る
や
、

』土
丈E

以丘
てだ
小貧
康し
にき
至も
らの
しあ
む川れ
」内 t工、
と、

衆

財
を
持
ち
よ
り
て
以
て
助
け
、

か
、
「

一
家
に
事
あ
れ
ば
、
同
蕪
の
人
、
み
な
カ
を
出
し
て
以
て
相
い

賑
岨
す
」
と
あ
る
。

こ
れ
は
一
種
の
物
を

出
し
て
助
け
あ
う
活
動

〔
助
財
互
済
〕
で
あ
る
。

そ
の
ほ
か
、
こ
の
た
び
の
起
義
は
ま
た
、
原

始
的
財
産
共
有
の
理
想
を
も
表
現
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
お
よ
そ

出
入
通
過
す
る
者
が
あ
れ
ば

た
と
え
見
知
ら
ぬ
者
で
あ

っ
て
も
、



黛
人
は
み
な
宿
泊
、
食
事
を
さ
せ
、

ひ
と
の
物
で
も
誰
の
も
の
と
い

ゅ

う
差
別
な
く
用
い
、
こ
れ
を
一
家
と
い

っ
た
」
こ
の
種
の
制
度
は
封

建
前
期
、
後
漢
末
年
の
農
民
起
義
の
過
程
中
に
出
現
し
た
義
舎
の
制

度
の
新
し
い
遊
展
と
い
う
亡
と
が
で
き
、
も
の
を
出
し
て
助
け
あ
う

活
動
と
同
じ
思
想
的
根
源
か
ら
出
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
く
に
注
意
に
値
す
る
の
は
、

「
等
貴
賎
、
均
貧
富
」
の
ス
ロ

l

ガ
ン
を
提
出
し
た
鍾
相
、
楊
仏
の
起
義
活
動
で
あ
る
。
説
明
の
便
宜

の
た
め
に
閥
係
記
事
を
そ
の
ま
ま
そ
っ
く
り
ひ
く
と
、

建
炎
四
年
、
二
月
一
七
日
庚
寅
:
:
:
人
々
が
恐
慌
を
お
こ
し
て
い

る
の
に
乗
じ
、
彦
舟
を
拒
む
と
い
う
名
目
で
衆
を
集
め
て
、
こ
の

日
に
兵
を
起
し
、
:
:
:
鼎

・
盟
・
刑
南
の
民
が
呼
臆
し
た
。
官
府

城
市
、
寺
観
、
神
廟
お
よ
び
豪
右
の
家
を
境
き
、
官
吏
、
儒
生
、

借
道
、
亙
醤
、
卜
祝
お
よ
び
儲
隙
あ
る
人
を
殺
し
た
。
賊
兵
を
謂

い
て
爺
見
と
な
し
、
園
法
を
謂
い
て
邪
法
と
な
し
、
殺
人
を
謂
い

て
法
の
執
行
と
な
し
、

財
を
劫
か
す
こ
と
を
謂
い
て
均
卒
と
な

し
、
病
者
に
は
薬
を
服
す
る
こ
と
を
許
さ
ず
、

死
者
に
は
葬
を
行

う
こ
と
を
許
さ
ず
‘

た
だ
爺
を
奔
し
常
を
凱
る
を
も
っ
て
事
と
な
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し
た
。
人
み
な
附
き
従
う
こ
と
を
築
し
み
、
こ
れ
を
行
い
て
天
理

叫

の
首
然
と
な
す
。

こ
れ
は
封
建
支
配
者
の
記
述
で
あ
っ
て

そ
こ
に
は
た
く
さ
ん
の
軽

蔑
の
言
葉
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

わ
れ
わ
れ
が
別
の
闘
係
史
料
を

調
べ
て
み
て
も
、
起
義
軍
が
信
道
や
儒
生
を
か

つ
て
に
殺
し
た
と
い

う
こ
と
は
ど
こ
に
も
置
明
で
き
ず
、
逆
に
全
然
相
反
す
る
記
事
が
少

な
か
ら
ず
見
う
け
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
引
い
た
史
料

は
依
然
と
し
て
非
常
に
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
そ
れ
は

天
地
を
わ
が
手
で
動
か
し
て
く
れ
よ
う
と
す
る
農
民
起
義
軍
へ
の
地

主
階
級
の
驚
き
と
恐
れ
と
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
起
義
軍
の

行
く
と
こ
ろ
、
封
建
支
配
者
が
天
経
地
義
と
見
な
し
て
い
る
「
常
」

を
確
買
に
打
ち
「
凱
し
」
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
前

に
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
ら
は
封
建
的
支
配
者
の
特
権
的
法
律
を
「
邪
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法
」
で
あ
る
と
公
然
と
宣
言
し
た
の
み
で
な
く
、
革
命
の
法
を
も
っ

て
鎮
座
者
を
鎮
座
し
、
貫
際
行
動
を
も

っ
て
封
建
統
治
者
の
種
義
道

徳
を
打
破
し

し
か
も
そ
の
こ
と
を
被
支
配
者
の
「
天
理
の
首
然
」

と
見
な
し
た
。
も
っ

と
も
重
要
な
の
は
い
わ
ゆ
る
「
劫
財
を
謂
い
て

均
卒
と
な
す
」
と
い
う
こ
と
で
、
農
民
が
地
主
の
財
産
を
劫
か
し
奪

う
と
い
う
貫
際
行
動
と
、
彼
ら
の
「
等
貴
賎
、
均
貧
富
」
の
ス
ロ

l

ガ
ン
と
の
聞
の
密
切
な
閥
係
を
は
っ
き
り
と
物
語

っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
起
義
軍
が
反
封
建
的
な
革
命
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
も
っ
て
、
こ
の
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時
期
の
農
民
の
卒
均
と
卒
等
と
に
た
い
す
る
現
質
的
要
求
お
よ
び
熱

狂
的
な
理
想
を
表
現
し
た
の
み
で
な
く
、

ま
た
質
際
行
動
に
よ

っ

て
、
貧
富
均
し
か
ら
ず
、

且
貝
賎
等
し
か
ら
ざ
る
封
建
的
特
権
的
支
配

と
封
抗
し
よ
う
と
い
う
決
意
を
表
明
し
た
と
い
う
こ
と
、
ま
さ
に
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
、
慶
大
な
農
民
の
支
持
と
擁
護
を
獲
得
す
る
こ
と

が
で
き
、
「
無
知
な
る
小
民
(
?
)
が
金
調
然
と
し
て
こ
れ
に
従
う
」

と
い
う
こ
と
が
あ
り
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
富
人
大
姓
の

財
粟
を
徴
聾
し
て
貧
乏
人
を
賑
わ
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
群
衆
を
組
織

し

動
員
し
て
い
く
と
い
う

事
質
は

卒
均
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン

と
一
連
の
も
の
で
あ

っ
た
。

新
し
い
情
勢
の
も
と
に
お
け
る
階
級

封
立
は
、
必
然
的
に
か
か
る
進
歩
的
な
動
向
を
生
み
だ
し
た
の
で
あ

る

唐
宋
の
際
の
農
民
起
義
の

ス
ロ
ー
ガ
ン
の
歴
史
的
意
義

麿
末
の
農
民
起
義
の
「
卒
均
」
の
穂
挽
か
ら
、
北
宋
米
の
「
等
貴

賎
、
均
貧
富
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
至
る
ま
で
、
要
す
る
に
、

農
民
の

い
か
な
る
革
命
的
要
求
を
含
ん
で
い
る
か
。
こ
れ
ら
の
稿
蹴
、

ス
ロ

ー
ガ
ン
の
提
出
は

い
か
な
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
。
そ
れ
は
中

圃
農
民
の
闘
宇
史
上
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
意
義
が
あ
る
か
。
首
時
の

歴
史
保
件
か
ら
み
て

こ
れ
は
一
種
の
革
命
思
想
で
あ
る
の
か
ど
う

iJ、

ま
ず
、
唐
宋
の
農
民
起
義
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
疑
い
も
な
く
、
封

建
的
特
機
お
よ
び
そ
れ
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
る
封
建
的
身
分
制
度
に

た
い
す
る
農
民
の
反
封
を
意
味
し
て
い
る
。

封
建
制
度
の
基
本
的
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
地
主
階
級
が
経
糟
外
強

制
の
力
で
農
民
の
剰
徐
労
働
を
搾
取
す
る
貼
に
あ
る
c

唐
宋
の
際
の

地
代
形
態
は
、
雨
税
制
以
来
、

質
物
地
代
が
ま
す
ま
す
多
く
な
っ
て

を
』
て
は
い
あ
が

し
か
し
依
然
と
し
て
一
種
の

「
剰
徐
的
強
制
努
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働
」
で
あ
る
。
封
建
地
主
が
た
よ
る
と
こ
ろ
の
暴
カ
装
置
||
つ
ま

り
国
家
機
構
は
、
こ
の
時
代
に
は
い
っ
そ
う
慈
大
と
な
っ
た
の
で
、

雨
税
制
の
ほ
か
に
さ
ら
に
別
の
法
令
で

「
各
色
人
等
」
あ
る
い
は

「
各
色
人
戸
」
の
労
役
も
し
く
は
賦
役
を
増
し
た
。
ま
さ
し
く
マ
ル

ク
ス
が
言

っ
た
よ
う
に

中
世
紀
に
お
い
て
は
、
植
利
、
自
由
お
よ
び
祉
曾
存
在
の
い
か
な

る
形
式
も
、
な
ん
ら
か
の
特
楼
と
し
て
、
規
則
の
例
外
と
し
て
あ

ら
わ
れ
る
ら

の
で
あ
る
。
唐
宋
の
際
に
は
、
枇
曾
身
分
制
度
の
方
面
で
の
編
制
替

え
が
あ

っ
た
と
は
い
う
も
の
の
、

し
か
し
貴
族
、
官
僚
、
軍
隊
統
率



者
〔
軍
将
〕

は
や
は
り
別
な
形
式
で
特
権
を
に
ぎ
り

一
種
の

則
の
例
外
」
を
も
っ
た
。
こ
れ
は
二
つ
の
面
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

一
つ
は
貴
族
、

官
僚
、

つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
「
衣
冠
戸
」
「
形
勢
戸
」

「
官
戸
」
等
々
が
法
令
の
正
式
な
規
定
に
よ
っ
て
差
役
を
全
部
克

除
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
彼
ら
は
自
分
自
身
が
克
除

さ
れ
た
の
み
で
な
く
、
事
買
上
さ
ら
に
権
勢
を
か
さ
に
き
て
、
彼
ら

に
依
存
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
か
ら
大
量
に
「
影
復
」
し

「
影
占
」

し
た
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
面
は
、
貧
乏
人
の
方
は
「
産
去
り
て

税
存
す
」
で
あ
る
の
に
、
貴
族
、
官
僚
お
よ
び
豪
張
は
、
依
然
と
し

て
自
己
の
政
治
上
経
済
上
の
地
位
を
た
の
み
と
し
、
い
わ
ゆ
る
「
十

の
田
地
に
わ
ず
か
に
二
三
を
税
す
」
で
、
雨
税
を
少
し
し
か
納
め
な

い
か
、
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
納
め
な
い
と
い
う
酷
で
あ
る
。
雨
税
法

施
行
以
来
、
貧
乏
人
ば
土
地
を
わ
ず
か
し
か
持
た
な
い
か
、
全
然
持

た
な
い
の
に
重
税
を
負
揖
し
、
富
者
は
地
多
く
業
慶
き
に
も
か
か
わ

ら
ず
税
が
軽
い
、
と
い
う
ひ
ど
い
不
均
の
現
象
、
そ
れ
は
こ
う
し
て

形
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
唐
よ
り
宋
に
至
る
官
私
の
文
書
は

い
た
る
と
こ
ろ
、
こ
の
種
の

「
不
均
」
「
不
等
」

の
事
貰
に
言
及
し

て
い
る
。

か
く
て
、
賓
と
富
の
問
、
貴
と
賎
の
聞
の
卒
均
に
た
い
す

77 

る
農
民
の
要
求
と
い
う
も
の
は
、
客
観
的
に
み
れ
ば
、
封
建
主
の
特

ー寸

規

惜
慣
を
攻
撃
し
、
彼
ら
の
「
規
則
の
例
外
」
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で

あ

っ
て
、
貫
質
的
に
は
封
建
主
の
経
済
外
強
制
に
反
封
す
る
こ
と
を

意
味
す
る
。

唐
宋
の
際
の
農
民
起
義
の
う
ち
に
お
い
て
、
封
建
的
特
権
と
経
慣

外
強
制
に
た
い
す
る
反
抗
は
、
上
に
の
べ
た
よ
う
に
、

さ
ま
ざ
ま
な

方
式
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
王
仙
芝
や
責
巣
の
起
義
は

た
ん
に
「
均
卒
L

と
い
う
穂
挽
を
用
い
た
の
み
で
な
く
、
ま
た
質
際

に
諸
道
に
指
令
し
て
「
吏
は
貧
欲
非
道
、
税
は
重
く
、
賞
罰
卒
ら
か

な
ら
ず
」
と
指
摘
し
「
刺
史
に
し
て
蓄
財
に
臨
む
も
の
、
鯨
令
に

帥
こ
と
を
公
布

-77 -

し
て
横
領
を
犯
(
犯
臓
)

し
た
も
の
は
族
珠
さ
れ
る
」

し
た
。
方
踊
が
宣
言
し
た
と
こ
ろ
の
「
天
下
国
家
は
も
と
一
理
を
同

じ
う
す
る
」

と
い
う
農
民
的
「
天
理
」
も
、

こ
れ
ま
た
封
建
的
特

備
惜
の
側
で
の
天
理
に
た
い
す
る
否
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
し
、
ま
た
い

わ
ゆ
る
「
是
の
法
は
卒
等
に
し
て
高
下
あ
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
主

張
と

封
建
園
家
の
法
律
を

と
し
て
排
斥
す
る
大
腸
な

「
邪
法
」

否
定
と
は

な
お
さ
ら
、
封
建
的
身
分
等
級
と
特
権
的
法
律
に
た
い

す
る
農
民
の
強
烈
な
憎
悪
と
直
接
的
反
抗
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
レ

l
ユ
ン
は
一
言

っ
て
い
る

誰
も
が
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
奴
隷
一
世
曾
と
封
建
吐
舎
で
は
、
階
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級
の
ち
が
い
も
住
民
の
身
分
匿
別
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
て
お
り

同
時
に
ま
た
、
国
家
内
に
お
け
る
各
階
級
の
特
殊
の
法
的
地
位
も

決
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
奴
隷
祉
曾
と
封
建
社
合
同
(
お
よ

び由
民
奴
制
吐
禽
)
に
お
け
る
階
級
は
、
同
時
に
、
特
別
の
身
分
で

同

も
あ

っ
た
の
だ
。

鍾
相
の

「
法
の
貴
賎
貧
富
を
分
つ
も
の
は

善
法
に
あ
ら
ざ
る
な

り
」
と
い
う
指
摘
、

お
よ
び
彼
ら
が
自
分
た
ち
の
ス

ロ
ー
ガ
ン
の
な

か
で
公
然
と
提
出
し
た
「
等
貴
賎
、
均
貧
富
L

の
要
求
は
、
客
観
的

に
み
れ
ば
、
起
義
農
民
の
封
建
的
法
機
力
に
た
い
す
る
挑
戟
に
ほ
か

な
ら
ず
‘

そ
れ
は
中
闘
農
民
戦
字
史
に
お
い
て
破
天
荒
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
封
建
的
身
分
制
の
う
し
ろ
に
、
麿
一
迫
階
級
と
被

盤
迫
階
級
と
の
階
級
的
封
立
の
存
在
を
看
破
す
る
ま
で
の
こ
と
は
、

農
民
に
と

っ
て
は
不
可
能
の
こ
と
で
あ

っ
た
し
、
富
め
る
も
の
貴
き

も
の
を
「
階
級
」
と
し
て
と
ら
え
て
反
封
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
富
貴
貧
賎
の
あ
い
だ
の
身
分
的
不
卒
等
に
た
い
し
て

提
出
さ
れ
た
反
抗
精
紳
は
、
中
世
紀
農
民
の
階
級
的
反
抗
の
先
駆
的

意
義

〔首
創
意
議
〕
と
い
う
も
の
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
農
民
持
義
の
提
出
し
た
こ
れ
ら
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
そ
の
も

の
は
、
首
時
の
貧
富
聞
の
占
有
の
不
均
等
お
よ
び
負
措
の
不
均
等
な

ど
の
一
耽
命
日
情
況
へ
の
農
民
の
憎
悪
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
、

ま
た
封
建

的
な
貧
富
不
均
等
を
改
め
た
い
と
い
う
強
烈
な
願
望
を
あ
ら
わ
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
が

し
か
し
な
が
ら

レ
l
ニ
ン
も
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
、
彼
ら
の
「
惜
し
み
は
自
覚
的
で
な
く
、
闘
字
は
徹
底
的

で
な
く
、
た
だ
せ
ま
い
範
圏
内
で
理
想
の
生
活
を
追
求
し
た
に
す
ぎ

な
い
」
。
こ
の
時
期
の
農
民
戟
宇
に
つ
い
て
い
う
と
、
彼
ら
に
は
根
本

的
に
「
土
地
の
人
民
へ
の
蹄
腐
と
い
う
事
貫
を
、
多
少
と
も
は
っ
き

崎

り
し
た
経
済
概
念
と
自
覚
的
に
結
び
つ
け
ム
」
こ
と
が
不
可
能
で
あ

っ
た
の
み
な
ら
ず
、

の
ち
の
明
清
時
代
に
お
け
る
よ
う
に

ま
た
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直
接
的
に
土
地
占
有
の
問
題
を
は
っ
き
り
と
提
出
す
る
こ
と
も
で
き

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
こ
と
は
、

農
民
の
こ

の
ス
ロ
ガ

l
ン
の
う
ち
に
は
土
地
へ
の
要
求
が
含
ま
れ
て
い
な
い
と

い
う
謹
明
に
は
な
ら
な
い
し
、

ま
た
、

こ
の
時
代
の
農
民
が
土
地
占

有
の
不
卒
等
に
反
封
で
な
い
こ
と
の
謹
明
に
も
な
ら
な
い
。

ス
タ

l

リ
ン
は
か
つ
て
こ
う
い
っ
た

農
民
は
土
地
を
ほ
し
が
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
夢
に
ま
で
土
地
を
夢

み
る
。
地
主
の
土
地
を
奪
う
ま
で
彼
ら
が
お
と
な
し
く
す
る
こ
と

の
は
明
ら
か
だ
。

が
あ
り
え
な
い、

レ

l
ニ
ン
も
こ
う
い

円
て
い
る



数
百
年
来
の
農
奴
制
度
の
盤
迫
と
、
改
革
以
後
数
十
年
の
加
速
度

的
な
破
産
は
、
無
数
の
恨
み
、
惜
し
み
、
命
が
け
の
決
心
、
を
積
み

重
ね
さ
せ
た
。
こ
う
し
て
園
教
曾
、
地
主
お
よ
び
地
主
政
権
を
徹

底
的
に
追

っ
ぱ
ら
い
、
土
地
占
有
制
度
の

一
切
の
ふ
る
い
形
式
、

ふ
る
い
秩
序
を
消
滅
さ
せ

土
蓋
を
き
れ
い
に
掃
除
し
た
そ
の
上

に
、
警
察
的
階
級
的
政
府
に
代
え
る
に
自
由
卒
等
の
小
農
民
的
な

吐
曾
生
活
の
建
設
を
以
て
し
よ
う
、

と
い
う
一
種
の
志
向
|
|
こ

歩の
の種
歴の
史志
的向
なは
あー
ゆ本
みの
を赤
貫い
い糸
ての
し、よ
る帥う

わ
が
農
民
の
一
歩
一

つ
ま
り
、
問
題
は
農
民
が
土
地
へ
の
要
求
を
も

っ
て
い
る
か
い
な
い

か
と
い
う
黙
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
こ
の
要
求
が
ど
う
い
う
形
式

で
表
現
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
鈷
に
あ
る
の
で
あ
り

一
つ
一
つ
ち

が
う

「
歴
史
の
歩
み
」
に
臆
じ
て
ど
の
程
度
表
現
さ
れ
て
い
る
か
と

い
う
黙
に
あ
る
の
で
あ
る
。
唐
宋
の
際
の
革
命
的
農
民
は
起
義
の
過

程
中
に
お

い
て
「
卒
均
」
「
均
貧
富
」

「
等
貴
賎
」
な
ど
の
要
求
を
も

ち
だ
し
た
の
み
で
な
く
、
行
動
に
お
い
て
も
、
地
主
官
僚
の
土
地
を

奪

っ

h
e
し
か
も
、
封
建
制
吐
曾
に
お
い
て
は
、
ま
え
に
述
べ
た
ご

と
く
、
封
建
的
身
分
の
貴
賎
も
ま
さ
に
封
建
的
土
地
占
有
闘
係
お
よ

79 

び
努
働
生
産
物
の
分
配
閥
係
を
基
礎
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り

「
こ
れ
ま
で
主
要
な
力
は
土
地
で

レ

l
ニ
ン
の
い
う
よ
う
に
、

あ
っ
た
。
農
奴
制
の
時
代
は
そ
う
で
あ
っ
た
。
土
地
を
も
っ
て
い
る

闘

も
の
が
樺
力
を
も
ち
、
力
を
も

っ
て
い
た
」
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る

貴
者
、
富
者
と
い
う
の
も
、
結
局
、
大
土
地
占
有
者
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
「
等
貴
賎
」

「
均
貧
富
」
の
卒
均
と
卒
等
と
の
要
求
は
、
直

接
的
に
土
地
問
題
を
提
出
し
て
い
な
く
て
も
、
質
質
上
は
土
地
の
卒

均
を
要
求
す
る
漠
然
た
る
意
識
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
封
建

的
土
地
占
有
制
に
反
封
す
る
意
味
を
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

経
典
作
家
は
、
こ
の
よ
う
な
封
建
制
反
封
の
卒
等
・
卒
均
思
想
を

述
べ
る
に
あ
た

っ
て
、
も
っ
と
も
熱
烈
な
ほ
め
言
葉
を
輿
え
て
い

エ
ン
ゲ
ル
ス
は
「
ド
イ
ツ
農
民
戦
宇
」
の
な
か
で
農
民
と
卒
民

-79-

る反
封
涯
の
革
命
的
要
求
を
十
分
に
評
慣
し
た
し
、
「
反
デ
ュ

l
リ
ン

グ
論
L

で
も
、
卒
等
へ
の
要
求
は
「
極
端
な
祉
曾
的
不
卒
等
に
反
封

し
、
金
持
と
貧
乏
人
、
領
主
と
農
民
、

た
っ
ぷ
り
食
っ
て
い
る
も
の

と
飢
え
て
い
る
も
の

の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
反
謝
す
る
自
然
琵
生
的

な
反
躍
で
あ
る
。
革
命
本
能
は
こ
の
よ
う
な
形
式
で
率
直
に
表
現
さ

同

れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
い

司
て
い
る
。

レ

l
ニ
ン
も
曲
庶
民
の
土
地
に
た
い
す
る
要
求

お
よ
び
農
民
の
卒

等
思
想
を
具
盤
的
に
分
析
し
た
際
に
、

と
く
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
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し
て
い
る
。

「
こ
の
種
の
理
論
は
ロ
シ
ア
の
替
制
度
に
反
封
す
る
も

の
で
あ

っ
て
、
農
奴
制
度
に
反
封
す
る
も
っ
と
も
き

っ
ば
り
し
た
悶

宇
の
旗
じ
る
し
で
あ
る
。
卒
等
思
想
は
、
一

般
的
に
い
え
は
替
専
制

制
度
に
反
封
す
る
闘
宇
に
お
け
る
、
特
殊
的
に
は
欝
農
奴
主
の
大
土

地
占
有
制
に
反
封
す
る
闘
争
に
お
け
る
、
も

っ
と
も
革
命
的
な
思
想

で
あ
る
。
農
民
的
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
抱
く
卒
等
思
想
は
、
正
首

な
、
進
歩
的
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
封
建
制
農

奴
制
の
不
卒
等
な
闘
係
に
反
謝
す
る
闘
宇
の
表
現
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
土
地
卒
均
の
思
想
は
正
賞
で
進
歩
的
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な

刷

ら
、
そ
れ
は
一
千
高
農
民
の
要
求
を
表
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」

九
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
に
か
け
て
の
中
園
の
農
民
戦
争
お
よ
び
農

民
起
義
が
館
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
卒
均
と
卒
等
と
の
要
求
は
、
依

然
と
し
て

土
地
占
有
の
不
均
等
お
よ
び
分
配
の
不
均
等
に
反
封
し

て
漠
然
と
均
等
を
求
め
る
要
求
|
|
そ
れ
は
封
建
的
特
権
へ
の
、
封

建
的
身
分
制
へ
の
一
般
的
反
封
に
ふ
く
ま
れ
て
い
た
ー
ー
と
い
う
も

の
に
す
ぎ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
が

し
か
し
こ
れ
は

む
し
ろ
嘗

時
の
陳
件
の
も
と
に
あ

っ
て
は
、
革
命
的
農
民
が
提
出
し
え
た
最
高

の
理
想
で
あ
り
、
革
命
的
農
民
が
封
建
制
度
と
封
抗
す
る
た
め
の
も

っ
と
も
有
力
な
思
想
的
武
器
で
あ

っ
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
進
歩
的

で
革
命
的
で
あ

っ
た
。
中
国
階
級
闘
争
史
上
に
お
け
る

一
里
塚
で
あ

?
に

u

中
岡
の

Mm
史
河
川
脳
に
お
け
る
弐
過
な

一
章
で
あ
っ

た
の
で
あ

る
註川

エ
ン
ゲ

ル
ス
は
か
つ

て
封
建
的
支
配
に
反
封
す
る
反
封
波
を
、
三
つ
の

術
附
|
|
す
な
わ
ち
紳
間
半
の
ヴ
ェ

ー
ル
を
ま
と
っ
た
異
端
、
公
然
た
る
異

教
徒
、
お
よ
び
瑛
民
起
義
、
に
分
類
し
て
い
る
。

(エ

γ
ゲ
ル
ス

ド
イ

ツ
段
民
戦
争
)

ω
新

唐

番

谷

一

四

三

元

結

侍

ω
資
治
通
鑑
袋
二
二
四
「
萄
中
新
鋭
、
盗
賊
丞
路
」

冊
府
元
勉

倉
一
三
九
帝
王
部
「
梁
宋
閥
、
群
盗
述
索
、
或
至
二
千
徐
衆
、
攻
陥
城

邑

」

毘

陵

袋

容

五

「

(

江

南

)

山

洞

海

島

、

往
往
結
来
、
陸
州

草
潟
、
得
認
尤
深
、
(
徐
挑
有
興
腐
父
子
)
負
阻
潟
口
己
資
治
通
鑑

谷
二
二
四
「
番
馬
賊
帥
鴻
崇
道
、

桂
州
叛
将
朱
済
、
皆
接
験
再局乱、

陥
十
徐
州
、
」

問

答

二

二

五

「

湖

南

賊

帥

王

国

良
、
阻
山
岳
同
盗
、」

奮
唐
音
谷
一

一
七

般
俊
徳
「
(
梁
漢
間
)
山
賊
剥
掠
、
戸
口
流
散
太

中
ア
、

」

ω
資
治
通
鑑
谷
二
二
二

制
こ
の
方
面
の
記
載
は
は
な
は
だ
多
い
の
で
、一

々
は
引
用
し
な
い
。

ぃ

ま
態
宗
の
時
、
李
溺
が
上
疏
し
て
陳
べ
た
と
こ
ろ
を
摩
げ
て
、
そ
の
一

一党

を
示
す
と
、

「
総
知
滑
南
係
長
源
郷
、
本
有
四
百
戸
、
今
鎌
一
百
徐
戸
、
関
郷
師
脚
本
有

三
千
戸
、
今
綾
有

一
千
戸
、
其
他
州
照
、
大
約
相
似
、
訪
尋
積
弊
、
始
自

A
U
 。。
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均
擬
逃
戸
、
凡
十
家
之
内
、
大
半
逃
亡
、
亦
須
五
家
機
税
、
似
投
石
井
中
、

非
到
底
不
止
、
」
(
醤
唐
害
容
一
七
一
李
溺
侍
)

川

w

全
唐
文
谷
七
四
六
劉
+
賞
封
賢
良
方
正
直
言
極
諌
策

的

資

治

通

鑑

省

二

四

四

ω
焚
川
文
集
倉
一
五
賀
生
檎
衡
州
草
賊
訓別
委
表

ω
向
上
単
位
一
一
上
李
太
尉
諭
江
賊
書

帥

資

治

通

鑑

谷

二

四

九

帥

同

上

容

二

五

一

帥
帯
四
五
代
史
倉
一

O

梁
末
帝
紀
下

同

資

治

通

鑑

袋

二

六

六

同

奮

五

代

史

容

三

四

唐

荘

宗

紀

八

帥

資

治

通

鑑

省

二

八

六

附

同

上

容

二

八

三

帥

宋

合

同

要

刑

法

二

宋

史

容

三

O
四

劉

師

道

停

帥

乗

崖

先

生

文

集

省

二

悼

萄

詩

四

十

韻

帥
綴
資
治
通
鑑
長
編
倉
三
九
至
道
二
年
四
月
戊
子
係
、
五
月
己
未
練

ω
幾
全
集
各
一
一
三
請
校
曾
邦
計
事

帥

欧

陽

修

奏

議

各

二

論

折

州

軍

賊

王

倫

事

宜

劉

子

凶
同
上
容
九
論
湖
南
質
成
可
招
不
可
殺
劉
子
再
論
湖
南
轡
賊
宜
早

招
降
刷
剖
子

綴
資
治
通
鑑
長
編
容
三
四
三
元
盟
七
年
二
月
美
未

向
上
容
三
六
一
元
盤
八
年
一
一
月
丙
午
王
殿
受
奏

三
朝
北
盟
曾
編
谷
三
一

宋

史

倉

一

七

五

食

貨

志

側師側側

帥

ド

イ

ツ

の

作

家

エ

ミ

l

ル
・
ル

γ
ヴ
イ
ッ
ヒ
と
の
禽
談

大
月
番
庖
版
ス
タ
l
リ

γ
全

集

第

二

ニ

倉

一

三

八

頁

ω
資
治
通
鑑
巻
二
五

O

側

資

治

通

鑑

考

異

袋

二

四

側

陸

灘

南

唐

香

容

一

四

陳

起

体

制

王

胸

之

海

水

燕

談

録

谷

八

例
制
陳
均
皇
朝
編
年
備
要
各
四

倒

曾

輩

隆

卒

集

傘

ニ

O

帥

方

勺

背

渓

冠

軌

附
荘
季
裕
難
肋
編
品
位
上
ま
た
、
輩
酒
を
断
ち
、
素
食
し
、
葬
を

薄
く
す
る
記
載
が
あ
っ
て
、
農
民
起
義
の
禁
欲
主
義
的
色
彩
を
反
映
し
て

い
る
。
な
お
、
「
是
法
卒
等
無
有
高
下
」
は
も
と
金
剛
経
の
語
。
方
蝋
ら

は
そ
れ
を
「
是
法
卒
等
無
、
有
高
下
」
と
諌
ん
だ
、
と
難
肋
編
は
い
う

が
、
封
建
支
配
階
級
文
人
の
悪
意
あ
る
誹
誘
と
お
も
わ
れ
、
信
じ
が
た

い
。
青
渓
冠
軌
な
ど
の
記
載
を
参
照
し
、
綜
合
的
に
考
え
る
と
、
や
は
り

「
是
法
卒
等
、
無
有
高
下
」
と
誠
み
、
そ
れ
を
ス
ロ

l
カ
ン
に
し
て
い

た
、
と
い
う
の
が
事
の
真
相
で
あ
ろ
う
。

側
三
朝
北
盟
曾
編
各
一
三
七

側
資
治
通
鑑
袋
二
五
一

州
側
諸
問
唐
香
容
ニ

O
O
下

賞

巣

停

帥

涜

括

夢

渓

筆

談

各

二

五

帥

姪

季

裕

難

肋

編

省

上

帥
建
炎
以
来
繋
年
要
録
単
位
七
六

倒

悲

季

裕

難

肋

編

谷

上

ス
タ
l
リ

γ

資
治
通
鑑

-81ー

各
二
五
四
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帥
三
間
相
北
盟
命
回
編
谷
一
三
七

制

へ

l
ゲ
ル
法
哲
事
の
批
判
か
ら

ス

全

集

第

一

谷

三

五

二

頁

刷

新

唐

書

谷

ニ

二

五

下

黄

巣

侍

附
ロ
シ
ア
敵
曾
民
主
熊
の
山
従
業
綱
領

第
六
谷

九
三
頁

仰
ト
ル
ス
ト
イ
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
閲
字

第
十
六
谷
三
七

O
頁

刷

レ

l

ニ
ン
紅
曾
民
主
総
の
一
九

O
五
年
よ
り
一
九

O
七
年
に
至
る
第

一
次
ロ

シ
ア
革
命
中
の
土
地
綱
領
大
月
番
広
版
レ
l

ニ
γ
全
集

第
十

三

谷

二

九

四
一良

附

ス

タ

1
リ
γ

円以
業
問
題
大
月
書
広
版
ス

タ
ー
リ
ン
全
集
第
一
容

二
四
三
頁

側

レ

l
ニ
ン
ロ
シ
ア
前
半
'バ
の
鋭
と
し
て
の
レ
フ

・
ト
ル
ス
ト
イ

書
庖
版

レ
l

ニ
ン
全
集

第

一
五
谷

一

九
一

頁

大
月
品
背
広
版
マ
ル
ク
ス

・エ

ン
ゲ
ル

大
月
番
庖
版
レ

l

ェ
γ
全
集

大
月
蓄
広
版
レ

1
ニ
γ
全
集

大
月

制

嘗
唐
書
谷
一
七
八
「
郷
政
移
倣
・
・
目
、

-ae---
草
賊
糞
巣
、

脱
皮
田
宅
、
滋
抽
出
貨
財
、
」

ζ

れ
は
起
畿
の
隊
伍
が
地
主
の
土
地
財
産

を
収
奪
し
た
ζ

と
が
あ
る
こ
と
を
詮
明
し
て
い
る
。

倒

レ

l

エ
ソ
貧
践
に
訴
え
る
大
月
害
賠
版
レ

l

ニ
ン
全
集
第
六
省

三
八
一
頁

側

エ

ソ

ゲ

ル

ス

反

デ

ュ

l
リ
ソ
グ
論
大
月
番
庖
版
マ
ル
ク
ス
・
エ
ソ

ゲ
ル
ス
選
集
第
一
四
谷
上
二
二
一
頁

制

レ

1
-一
ソ
枇
曾
民
主
誕
の
一
九

O
五
年
か
ら

一
九
O
七
年
に
至
る
第

一
次

ロ
シ
ア
革
命
に
お
け
る
土
地
綱

領

大

月

蓄
広
版

レ
l

ェ
ン
全
集

第
一
三
袋

二
三
ニ

l
二
三
三
頁

附
記

新
建
設

(
一
九
六
四

・
三
)
に
の
っ
た
同
名
の
論
文
(
唐
宋
之
際
段

民
戦
争
的
歴
史
特
貼
)
は
、
本
稿
に
修
正
加
筆
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
今
は
講
演
の
僚
の
原
稿
の
ま
ま
に
課
し
た
。

n
L
 。。


