
中
國
上
代
は
封
建
制
か
都
市
國
家
か
．

宮

寄

、
市

定

【
梗
概
ロ
　
中
園
上
代
に
封
建
制
度
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
窮
賢
に
ち
が
い
な
い
が
、
そ
れ
は
甚
し
く
宗
族
制
度
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
封
建
さ
れ
た
戦
功
は
そ
の
本
陽
か
ら
分
離
欄
窮
し
よ
う
と
い
う
傾
向
が
強
い
。
こ
れ
は
封
建
園
家
が
都
市
を
中
心
と
し
、
そ
の
都
市
の
市
、

災
に
自
立
の
念
が
強
い
た
め
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
都
市
は
概
ね
城
郭
を
有
し
、
恰
も
ギ
リ
シ
ア
の
魚
苗
國
家
の
よ
う
な
外
貌
を
目
す
る
。
そ
の
茄

畏
は
氏
族
の
集
剛
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
都
市
に
糊
す
る
耕
地
は
氏
族
を
即
位
に
分
配
さ
れ
る
。
勢
働
者
た
る
庶
民
は
姓
、
氏
を
有
す
る
市
斑
と
魅
別

ざ
，
れ
た
が
都
市
の
獲
展
と
共
に
こ
の
酸
別
が
解
溝
さ
れ
、
後
に
は
姓
が
潰
滅
し
て
氏
ば
か
り
と
な
っ
た
。

　
春
秋
の
都
市
は
關
家
漣
合
を
形
成
し
て
、
有
力
關
家
を
覇
岩
と
仰
い
だ
が
、
そ
の
間
に
弱
小
國
は
次
第
に
政
治
的
自
立
盤
を
失
っ
て
、
職
國
時
代

の
領
土
國
家
に
移
行
す
る
道
を
開
い
た
。
春
秋
時
代
は
世
界
史
の
膿
系
の
中
の
一
環
と
し
て
、
封
建
制
の
隠
代
と
す
る
よ
り
も
都
市
國
家
の
時
代
と

し
て
把
握
す
る
方
が
よ
り
適
切
で
あ
み
。

（1｛A　）

關
・
世
界
史
と
中
寺
古
代
史

　
普
通
に
申
國
の
上
代
は
封
建
制
度
の
世
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク

る
。
、
所
が
他
の
地
域
の
歴
史
に
お
い
て
は
西
洋
に
せ
よ
、
田
本
に
せ

巾
國
激
代
は
封
建
瀦
か
都
市
國
家
か
（
宮
隣
）

よ
、
封
建
制
度
ど
い
え
ば
申
世
的
靴
會
の
特
色
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
が
申
國
に
お
い
て
だ
け
古
代
史
の
初
頭
に
出
て
來
る
と
い

う
こ
と
は
、
世
界
史
全
騰
の
獲
展
を
理
解
す
る
上
に
甚
し
い
混
翫
を

引
ぎ
お
こ
さ
せ
る
。
、
も
ち
ゐ
ん
、
　
そ
れ
が
嚴
然
た
る
事
實
で
あ
れ

ば
、
歴
史
家
の
理
論
や
塞
想
は
こ
の
黒
総
の
前
に
屈
服
し
な
け
れ
ば

一



　
　
　
　
　
　
中
閣
上
代
は
封
建
捌
か
都
市
國
家
か
（
宮
崎
）

な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
國
の
上
代
を
封
建
と
名
づ
け
、
そ

の
名
に
よ
つ
て
西
洋
の
フ
ユ
τ
ダ
リ
ズ
ム
と
等
学
窓
の
も
の
の
如
く

に
把
握
し
、
こ
れ
を
以
て
総
説
上
代
勧
會
の
全
般
を
表
わ
す
特
長
と

見
な
す
こ
と
に
は
、
歴
史
簗
腰
許
償
の
上
に
繋
ぎ
な
危
瞼
が
あ
狂
は

し
な
い
か
と
考
え
る
。
歴
史
學
は
事
實
の
究
明
の
墨
で
あ
る
と
共

に
、
評
槽
…
の
墨
・
問
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。

　
私
は
嘗
て
も
の
し
た
東
洋
奥
の
概
説
書
に
お
い
て
は
、
普
通
に
封

建
制
度
の
世
と
考
え
ら
れ
る
申
國
上
代
の
土
肥
を
都
市
謹
製
の
蒔
代

と
名
づ
け
て
お
い
た
。
も
ち
ろ
ん
私
と
て
も
申
國
上
代
に
「
封
建
制
度

が
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
・
い
。
た
だ
私
の
歴
史
槻
に
よ
れ
ば
、

壼
世
界
の
各
地
域
に
お
け
る
古
代
史
の
二
黒
と
は
、
氏
族
的
な
小
幽

結
し
か
持
た
な
か
っ
た
入
興
が
、
次
第
に
大
き
な
團
醗
に
統
合
さ
れ

て
、
最
後
に
大
帝
國
を
現
出
す
・
る
に
至
る
ま
で
の
維
路
で
あ
る
と
理

・
解
す
る
。
そ
し
て
氏
族
制
度
か
ら
大
帝
國
出
現
ま
で
の
中
聞
に
、
都

市
姻
家
な
る
段
階
が
現
わ
れ
る
の
を
普
通
と
す
る
。
私
の
頭
の
中
に

は　
氏
族
制
度
－
都
市
國
家
i
一
領
土
書
家
レ
i
大
帝
國
と
い
う
一

漣
の
公
式
が
潜
在
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
公
式
は
凡
て
の
場
合
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

適
用
さ
れ
る
と
は
考
え
な
い
が
、
中
國
上
代
の
揚
合
に
は
、
と
の
公

式
が
さ
し
て
支
障
な
く
當
て
は
ま
る
と
信
ず
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と

、
具
膿
的
に
謡
え
ぼ
股
末
か
ら
志
望
時
代
（
μ
ゆ
O
O
一
占
”
O
こ
り
一
W
’
（
）
）
ま
で

臨
都
市
國
家
の
時
代
、
載
國
時
代
は
（
一
ゆ
し
。
H
¢
．
O
）
．
領
土
國
家
の

時
代
、
次
の
奏
漢
が
大
帝
需
品
代
に
相
訳
す
る
。
し
か
し
拙
著
に
お

い
て
は
、
別
に
そ
の
理
由
を
詳
細
に
蓮
べ
る
遽
が
な
か
っ
た
が
、
今

史
林
の
古
代
都
市
國
家
…
聞
題
専
號
に
私
の
意
見
を
蓮
べ
る
よ
う
渤
め

ら
れ
た
の
で
、
い
よ
い
よ
こ
の
問
題
と
正
面
か
ら
取
9
組
む
機
愈
を

與
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
な
お
讃
者
は
木
論
丈
と
共
に
私
が
前
に
嚢
表
し
た
「
支
那
號
郭
の

起
原
異
読
」
『
（
歴
史
と
地
理
三
十
ニ
ノ
三
）
及
び
「
古
代
支
那
賦
視

制
度
」
（
史
林
＋
八
ノ
ニ
・
三
。
四
）
を
併
せ
讃
ま
る
れ
ば
幸
で
あ

る
Q

　
封
建
制
度
と
い
う
雷
撃
は
今
日
で
は
色
々
な
意
味
に
用
い
ら
れ
て

い
る
が
、
要
す
る
に
最
初
は
政
治
的
な
意
味
で
あ
っ
て
、
領
主
に
よ

る
土
地
人
民
の
私
有
と
い
う
考
え
が
根
糧
に
な
っ
て
い
る
。
即
ち
最

高
の
主
砲
者
は
そ
の
私
有
す
る
領
土
を
細
分
し
て
臣
下
に
輿
え
て
支

（　1・1，：）　）



配
せ
し
め
る
が
、
そ
の
代
償
と
し
て
臣
下
は
主
結
婚
に
面
し
、
貢
納

從
軍
の
義
務
を
負
う
。
こ
の
臣
下
は
そ
の
輿
え
ち
れ
た
土
地
に
お
い

て
は
融
然
た
る
領
主
で
あ
っ
て
、
再
び
そ
の
土
地
を
細
分
し
て
陪
臣

に
輿
え
、
こ
れ
に
貢
納
と
兵
役
の
義
務
を
負
わ
し
め
る
。
こ
う
し
て

鴛
臣
關
係
が
幾
重
に
も
威
潔
し
て
、
最
後
の
末
端
へ
ゆ
く
と
小
領
主
，

と
そ
れ
に
所
有
さ
れ
る
人
民
と
の
間
の
主
從
關
係
と
な
っ
て
絡
る
。

領
主
に
所
有
さ
れ
る
入
民
は
も
は
や
自
由
民
で
は
な
く
し
て
、
農
奴

と
か
隷
農
と
か
．
繕
せ
ら
れ
る
不
自
由
民
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
反
し
て
都
市
権
家
は
市
民
切
な
る
考
え
を
根
祇
と
し
で
域

面
す
る
。
囁
そ
も
そ
も
都
市
國
家
は
概
ね
規
模
の
極
め
て
狭
小
な
も
の

で
あ
9
、
原
始
的
な
氏
族
杜
會
か
ら
群
を
な
し
て
嚢
生
す
る
も
の
で

あ
る
。
　
で
都
市
國
家
は
原
則
と
し
て
完
全
な
る
主
潮
を
有
し
、
他
の
・

國
家
を
隷
属
せ
し
め
ぬ
と
共
に
、
他
の
國
家
に
も
綜
鈍
し
な
い
。
ま

旋
原
則
と
し
て
樽
威
望
壼
部
が
そ
の
國
家
に
野
す
る
参
政
秘
と
同
時

に
兵
役
の
義
務
を
負
う
の
で
、
も
し
母
襲
的
な
國
王
を
主
知
者
に
泣

く
揚
合
で
あ
っ
て
も
、
王
礎
は
さ
ま
で
面
繋
で
な
く
、
反
っ
て
民
主

的
傾
向
が
弧
い
の
を
常
と
す
る
。
ま
た
都
市
母
家
は
群
を
な
し
て
獲

生
す
る
た
め
に
絶
え
ず
隣
國
と
の
問
に
職
…
闘
が
行
わ
れ
、
各
画
ぱ
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
巾
國
上
代
は
封
建
剃
か
都
市
園
家
か
（
宮
隠
）

衛
の
た
め
に
城
壁
を
設
け
て
城
内
に
居
住
し
、
城
外
に
は
殆
ん
ど
聚

落
の
影
を
見
な
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
城
壁
は
費
に
落
雷
の
肚
・
曾
の

物
質
的
な
霜
葉
を
裏
害
き
す
る
も
の
で
も
あ
り
、
城
壁
の
存
在
が
都

市
國
家
の
必
須
條
件
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
。

　
都
市
國
家
は
原
來
そ
の
概
…
域
員
た
る
市
民
の
み
を
以
て
組
織
さ
れ

る
も
の
で
あ
9
、
市
民
ぱ
同
時
に
生
産
者
、
農
民
で
あ
っ
た
。
然
る

に
都
市
立
家
が
多
数
の
奴
隷
を
所
有
し
、
或
は
多
…
数
の
外
來
者
を
吸

牧
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
こ
に
完
壼
な
る
市
民
樺
所
有
者
と
、
非

市
民
、
乃
至
は
不
自
由
民
と
の
間
に
身
分
的
な
差
違
を
生
・
ず
る
こ
と

に
な
っ
た
。
都
市
細
心
は
内
部
に
お
い
て
か
よ
う
な
階
級
の
言
立
問

題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
が
っ
た
と
共
に
、
外
部
に
湿
し
て
も

金
蝿
と
慶
事
と
の
期
抗
問
題
を
解
決
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
何
と

な
れ
ば
最
初
は
畢
等
な
猫
立
位
家
で
あ
っ
た
も
の
が
、
次
第
に
弧
大

な
指
導
薄
墨
と
弱
小
な
被
指
導
國
家
と
に
分
れ
で
來
た
の
で
、
新
た

に
明
家
と
国
家
と
の
結
合
の
様
式
を
急
患
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
か
ら
で
あ
る
心

　
封
建
融
倉
も
都
市
國
家
も
、
決
し
て
凝
結
し
た
も
の
で
は
な
く
、

一
二
も
停
滞
し
て
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
標

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
嵩

（　146　）



　
　
　
　
　
　
中
閣
上
代
は
封
建
潟
か
都
市
國
家
か
（
宮
崎
）

準
的
な
雛
型
を
抽
き
だ
す
こ
と
は
む
つ
が
し
い
が
、
大
凡
そ
ヨ
4
ロ

ッ
パ
に
お
け
る
申
世
．
の
封
建
制
度
と
古
代
の
都
市
國
家
と
を
上
述
の

よ
う
な
も
の
と
理
解
し
て
、
次
に
中
國
上
代
の
靴
會
は
い
か
な
る
も

の
で
あ
っ
た
か
を
槻
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
れ
が
た
め
に
は
我

々
は
先
ず
磁
心
を
去
っ
て
、
常
時
の
祉
會
の
聚
落
の
形
態
と
、
そ
の

上
に
立
つ
政
治
機
撰
と
を
、
時
代
の
進
行
の
上
に
捉
え
て
見
る
必
要

が
あ
る
。

墨
　
封
建
制
の
核
心
た
る
都
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
申
國
上
代
の
軍
民
の
聚
落
は
お
し
な
べ
て
邑
と
よ
ば
れ
た
。
十
室

の
邑
、
百
室
の
邑
、
干
室
の
口
學
な
ど
の
語
が
古
記
録
に
散
見
す
る
と

こ
ろ
が
ら
考
え
て
、
露
な
る
は
十
戸
、
一
戸
の
入
数
を
六
人
と
す
れ

ば
人
口
六
十
か
ら
、
大
な
る
は
千
戸
、
六
千
、
入
ど
ま
り
位
が
普
通
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
邑
は
大
小
を
通
じ
て
用
い
ら
れ

　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

る
が
、
そ
の
小
な
る
も
の
は
特
に
鄙
と
稚
せ
ら
れ
、
こ
れ
に
反
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
り

特
に
大
な
る
も
の
は
都
と
馳
せ
ら
れ
た
。
千
戸
の
都
と
い
う
言
葉
と

此ハ

ﾉ
万
戸
の
都
と
い
う
晶
員
葉
が
出
　
て
く
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
「

　
呂
ほ
人
民
の
聚
落
で
あ
り
、
軍
民
は
農
業
を
主
と
し
て
い
た
か

ら
、
　
邑
の
周
園
に
は
必
ず
耕
地
を
必
要
と
し
、
　
こ
れ
を
田
と
稻
す

る
。
田
は
耕
作
の
た
め
に
は
肥
沃
な
近
地
を
有
利
と
す
る
が
、
か
よ

う
な
築
地
は
時
に
水
害
の
虞
れ
が
あ
る
の
で
「
邑
は
小
頭
い
丘
を
選

ん
で
立
て
ら
れ
た
。
黄
河
下
流
の
沖
積
暦
地
帯
で
は
、
邑
の
名
に
丘

の
字
が
つ
く
も
の
が
多
い
。

　
丘
を
中
心
と
し
て
威
立
し
た
邑
は
除
々
に
嚢
達
し
て
自
己
を
搬
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
て
ゆ
く
q
そ
れ
は
政
穣
の
所
在
地
で
あ
る
と
い
う
や
う
な
政
治
的
．

な
理
由
ぽ
か
り
で
な
く
、
新
た
な
ろ
耕
地
の
搬
張
が
可
能
で
あ
る
と

・
い
う
地
形
的
な
條
件
と
共
に
、
交
通
の
利
便
が
あ
る
か
な
い
か
と
い

う
地
理
的
な
條
件
も
大
き
く
働
い
て
い
る
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
る

ま
い
。
そ
し
て
邑
が
あ
る
程
度
の
大
き
さ
に
な
り
、
、
あ
る
程
度
の
蜜

力
を
獲
得
す
る
と
、
そ
の
嗣
圃
に
城
…
郭
を
廻
ら
す
よ
う
に
な
る
。

　
の
　
　
　
　
　
り

　
誠
と
郭
と
は
最
初
は
異
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
三
里
の
城
、
七
塁

の
郭
と
古
く
云
わ
れ
て
い
る
よ
ヶ
に
、
城
は
内
心
で
あ
9
、
最
初
は

邑
の
申
心
で
あ
る
丘
を
取
巷
い
て
造
ら
れ
た
城
壁
で
あ
P
、
．
城
の
字

に
干
城
と
い
う
如
く
防
禦
の
意
味
が
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
敵
「
襲

の
傑
に
立
籠
っ
て
心
意
す
る
た
め
の
城
…
塞
で
あ
っ
旋
。
正
に
ギ
リ
シ

（　147　）



ア
都
市
國
家
の
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
に
柑
當
す
る
。
後
に
次
第
に
入
口
が

塘
加
し
て
、
難
民
が
城
外
に
住
居
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
凋
園

に
更
に
築
い
た
障
壁
が
即
ち
郭
で
あ
る
。
こ
の
郭
は
次
第
に
張
化
さ

れ
て
繋
駕
か
も
の
に
な
っ
て
行
っ
た
。
，
最
初
は
恐
ら
く
奴
隷
の
逃
亡

を
防
ぐ
位
の
意
味
し
か
も
た
な
か
っ
た
も
の
が
、
後
に
は
か
な
り
の

洪
水
を
も
食
い
と
め
、
敵
襲
の
際
に
は
郭
が
最
把
的
な
主
要
陣
地
と

な
る
に
至
っ
た
。

　
い
わ
ゆ
る
股
周
革
命
、
－
即
ち
険
西
省
の
溜
水
盆
地
か
ら
起
っ
た
周

民
族
が
、
束
に
出
て
河
南
、
河
北
の
股
民
族
を
征
服
し
た
歴
史
的
事

件
は
中
腎
耐
會
の
聚
落
た
る
邑
が
受
業
の
聖
霊
を
途
げ
、
内
城
…
と
外

郭
と
二
重
の
城
壁
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
に
起
つ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
周
公
が
股
征
服
の
直
後
に
建
設
し
た
都
市
洛
邑
の
規
模

を
見
る
こ
と
に
よ
り
て
察
せ
ら
れ
る
。
響
町
書
芸
洛
学
に
よ
る
と
洛

邑
は

　
書
方
干
七
百
二
十
丈
。
郭
（
H
郭
）
方
七
十
里

囁
と
あ
っ
て
立
派
な
内
城
と
外
郭
と
を
呉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

形
式
は
恐
ら
く
股
の
赴
會
に
普
遍
的
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
を
三
二

採
用
し
た
に
過
書
ぬ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
巾
國
上
代
は
封
建
制
か
榔
市
國
家
か
（
宮
崎
）

　
股
周
革
命
は
申
園
上
代
政
治
洋
上
の
大
鋸
件
と
さ
れ
る
。
そ
の
理

由
は
こ
の
後
に
周
公
に
よ
っ
て
創
…
始
さ
れ
た
封
建
制
度
が
中
國
趾
會

を
被
い
、
そ
れ
が
秦
の
統
…
政
治
ま
で
纏
齢
し
た
と
普
通
に
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
翫
封
建
の
名
に
捉
わ
れ
る
こ
と
な

く
、
先
ず
そ
の
封
建
の
實
質
を
検
討
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
そ
し

て
こ
の
た
め
に
は
周
公
の
制
作
と
寵
せ
ら
れ
る
周
灘
は
あ
ま
り
役
に

立
た
な
い
。
で
な
け
れ
ば
甚
だ
危
瞼
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
こ
の
書

は
甚
し
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
　
「
禮
を
後
に
す
る
」
と
い
う
の
が
私
の
一
貫
し
た
古
代
史
研
究

の
立
言
で
あ
P
、
む
し
ろ
古
代
人
の
不
用
意
な
申
に
吐
い
た
徳
承
の

智
識
の
方
が
よ
り
多
く
信
頼
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
周
．
民
族
の
東
方
へ
の
進
斑
は
、
武
王
の
紛
王
討
伐
の
傅
説
に
集
約

さ
れ
て
い
る
が
、
費
際
は
そ
ん
な
に
劇
的
に
、
ま
た
一
時
的
に
行
わ

れ
た
も
の
で
は
な
く
、
長
期
に
亘
っ
て
除
々
に
實
現
さ
れ
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。
そ
の
年
代
も
普
通
に
西
紀
前
…
…
二
〇
年
頃
と
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
も
確
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
案
外
・
ず
っ
と
新
し
い
時

代
に
完
了
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
に
は
考
え
ら
れ
る
。
　
「

　
さ
て
周
は
征
服
し
た
土
地
の
入
歯
を
如
何
に
取
扱
つ
た
で
あ
ろ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五

（ユK8）



　
　
　
　
　
　
中
園
上
代
は
封
建
捌
か
都
市
國
家
か
（
宮
醗
）
．

か
。
’
周
の
武
王
は
そ
の
在
世
申
に
は
般
の
人
民
を
あ
ま
り
動
か
さ
・
ず

に
、
股
の
尉
主
の
子
藤
父
を
立
て
て
南
ら
治
め
さ
せ
へ
別
に
慮
己
の

弟
、
管
叔
と
藥
叔
と
を
管
と
秦
の
二
畠
に
封
じ
て
領
主
と
し
て
股
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る

政
治
を
監
督
せ
し
め
た
と
い
ヶ
。
被
征
服
者
に
忘
し
て
從
來
の
君
主

の
下
に
自
治
を
行
わ
せ
、
軍
に
周
の
主
擢
を
認
め
さ
せ
る
の
が
、
征

の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る

服
地
統
治
の
第
｝
の
形
式
で
あ
っ
た
。
次
に
武
王
が
死
ん
で
尊
王
の

時
へ
学
籍
と
薬
叔
と
が
股
の
翼
翼
と
共
に
翫
を
起
し
た
の
で
周
公
は

こ
れ
を
征
し
、
殿
の
人
民
を
分
馨
し
て
、
、
そ
の
一
部
を
股
の
一
廻
微

子
に
與
え
て
宋
に
封
じ
、
他
の
一
都
を
弟
の
廉
叔
に
與
え
、
↑
股
の
故

地
に
封
じ
て
術
侯
と
し
た
。
衛
と
毅
と
の
二
字
は
も
志
同
じ
獲
晋
で

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
云
わ
れ
る
。
か
く
の
如
く
被
征
服
民
の
上
に
、

新
に
周
の
…
族
を
立
て
て
器
主
と
す
る
の
が
、
周
の
統
治
の
第
二
の

形
式
で
あ
る
。
次
に
征
服
地
の
要
腱
に
入
民
を
移
し
て
新
な
る
植
民

地
を
建
設
す
る
揚
合
が
あ
る
。
野
馬
が
洛
邑
を
経
隠
し
た
の
は
そ
の

代
表
約
な
例
で
あ
り
、
、
但
し
こ
の
篭
手
は
周
の
別
都
で
あ
る
た
め
に

領
主
を
立
て
な
い
が
、
す
っ
と
後
れ
て
西
周
の
末
に
鄭
の
國
が
域
立

し
た
時
は
、
属
王
の
子
な
る
桓
公
が
、
民
を
率
い
て
東
に
徒
P
、
鄭

父
の
丘
を
申
心
と
し
て
邑
を
立
て
だ
。
こ
の
よ
う
に
民
を
移
し
て
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

植
民
地
を
建
設
す
る
の
が
、
周
の
征
服
地
統
治
の
第
三
の
方
式
で
あ

る
。　

以
上
三
つ
の
雲
合
を
通
じ
て
、
新
著
服
地
は
大
な
る
邑
を
中
心
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
た
領
主
に
輿
え
ら
れ
、
そ
れ
が
國
と
稔
せ
ら
れ
る
が
こ
の
國
の
領
．

主
は
周
の
本
國
に
…
聾
し
て
從
麗
の
關
係
に
お
か
れ
る
。
こ
れ
が
い
わ
・

ゆ
る
周
の
封
建
制
度
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
我
々
は
こ
の
制
度
を
よ

り
ょ
く
理
解
す
る
た
め
に
、
こ
の
際
、
領
主
と
し
て
封
ぜ
ら
れ
た
る

い
わ
ゆ
る
諸
侯
が
如
何
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
か
を
槍
饗
す
る

必
要
が
あ
る
。
、

　
孟
子
（
藤
島
公
下
）
の
云
う
所
に
よ
れ
ば
、
周
は
そ
の
新
領
土
を

開
拓
す
る
に
當
っ
て
、
既
に
存
在
し
て
い
た
國
を
滅
す
こ
と
五
十
と

あ
9
、
そ
の
後
に
立
て
た
封
建
諸
侯
の
数
は
葡
子
冊
数
に
よ
れ
ば
七

十
一
國
、
そ
の
中
に
周
の
…
族
な
る
姫
姓
の
國
が
五
十
ご
㎜
あ
っ
た
と

云
い
、
左
点
綴
二
十
八
の
云
う
灰
は
少
し
く
異
っ
て
、
兄
弟
の
國
が

十
五
、
同
姓
の
國
が
四
十
と
あ
り
、
合
せ
る
と
五
十
五
國
と
な
る
。

　
抑
も
封
建
の
闘
的
は
色
々
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
を
大
凡
そ
三
つ
に
纒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r

め
る
こ
と
が
禺
來
る
と
思
う
。
第
一
は
本
國
の
藩
屏
と
し
て
、
即
ち

職
争
の
際
に
有
力
な
援
助
を
期
待
し
て
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
岡
姓
の

（　149　）



　…

ｰ
を
立
て
る
に
如
く
｝
は
な
い
。
第
二
は
論
功
行
賞
の
意
味
を
持

つ
。
齊
の
太
公
が
遜
辞
に
封
ぜ
ら
れ
た
の
は
そ
の
例
で
あ
る
。
但
し

後
の
齊
の
桓
公
が
果
し
て
そ
の
後
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
な
お
疑
問

が
あ
る
ひ
第
三
は
被
征
服
者
の
傅
統
を
奪
重
し
、
　
…
鷹
…
彼
等
の
自
治

に
任
せ
る
政
策
を
含
め
る
。
と
れ
に
は
宋
國
の
如
く
從
來
の
主
横
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

r
の
戯
評
を
立
て
て
領
主
と
す
る
紫
合
と
、
衛
國
や
魯
國
の
如
く
被
征

服
民
の
上
に
稠
の
一
族
を
封
じ
て
領
主
と
す
る
揚
蓋
が
あ
る
。
こ
の

三
者
は
原
來
は
別
々
に
切
離
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
ば
な
く
、
互

に
重
り
合
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
魯
國
の
如
き
は
完
杢
に
三
者
を

鐙
ね
有
す
る
揚
合
で
あ
る
。
　
　
　
・
．
　
　
　
●

　
と
こ
ろ
で
從
來
は
封
建
制
の
同
的
に
つ
い
て
、
兎
角
第
一
と
第
二

め
競
合
が
張
調
さ
れ
し
す
ぎ
た
嫌
い
が
あ
る
。
・
ず
っ
と
後
世
に
下
っ

て
漢
代
の
例
で
見
て
も
そ
こ
に
｝
種
の
封
建
制
が
探
用
さ
れ
た
が
、

　
一
見
し
て
第
一
の
意
味
し
か
持
た
ぬ
と
見
え
る
肉
合
に
も
、
實
は
案

外
に
第
三
の
意
味
を
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
ゴ
例
え
ば
高
組
が
長
子

を
齊
の
七
十
城
に
封
じ
た
が
、
こ
れ
に
は
そ
の
入
浴
が
齊
の
方
言
を

給
う
る
こ
と
が
理
歯
と
な
っ
て
い
る
ゆ
こ
の
七
十
城
を
含
む
地
は
即

ち
戦
域
時
代
長
く
齊
國
の
領
土
で
あ
っ
・
て
、
そ
こ
に
自
ら
齊
の
氣
風

　
　
　
　
　
　
　
中
國
上
代
は
卦
建
制
か
都
市
圏
家
か
（
宮
晦
）

ゴ
ε

齊
の
習
慣
が
残
っ
て
居
り
、
急
に
そ
れ
を
改
め
る
の
が
困
難
な
　
状
態

に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
更
に
下
っ
て
丈
帝
の
時
代
に
賢
誼
は
、
潅
南

、
地
方
の
入
玉
が
申
央
の
直
轄
下
に
あ
る
た
め
、
遠
く
京
師
に
往
來
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
め
で
そ
の
負
捲
に
苦
し
み
、
領
主
を
封
建
せ
ら
れ
ん
こ

と
を
望
ん
で
い
る
と
報
告
し
て
い
る
。
封
建
は
上
か
ら
の
政
策
で
あ

る
と
共
に
、
下
か
ち
の
要
求
で
も
あ
る
。
こ
の
状
態
は
恐
ら
く
漢
代

ば
か
り
で
は
な
ぐ
、
中
庸
に
も
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
。
封
建
制
度
の
實
態
ぱ
上
の
理
想
ば
か
り
に
よ
っ
て
は
決

定
さ
れ
す
、
下
の
現
實
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
黙
が
多
い
。
殊
に
東

進
の
浪
に
の
る
周
民
族
も
、
そ
の
入
口
数
は
被
征
服
罠
の
数
に
比
較

し
て
す
っ
と
小
数
で
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
故
に
、
周
の
措
導
者
の
理

想
は
大
き
な
現
實
に
ぶ
つ
か
っ
て
改
攣
さ
れ
ざ
る
を
提
な
か
っ
た
。

周
に
服
協
す
る
封
建
諸
侯
七
十
｝
國
の
・
申
、
同
姓
諸
侯
が
五
十
籐
を

数
え
る
と
い
う
窮
實
は
、
稠
の
本
國
が
張
斜
な
統
制
…
力
を
握
っ
て
い

る
こ
と
を
示
す
も
の
で
な
く
、
・
反
訴
に
征
服
地
の
軍
民
が
巴
も
す
れ

ば
離
叛
し
た
が
9
、
そ
の
統
治
に
絶
封
の
自
信
が
も
て
ず
、
窮
飴
の

、
策
と
し
て
最
も
親
近
な
る
家
族
を
封
建
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
入

民
の
離
叛
を
防
ぎ
と
め
よ
う
と
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七

（　1，）O　）



　
　
　
　
　
　
単
國
上
代
綜
封
雄
湖
か
都
霧
國
家
か
（
宮
崎
）

　
普
通
に
股
周
革
・
命
以
後
、
李
王
の
束
論
に
至
る
ま
で
の
、
い
わ
ゆ

る
西
湘
の
時
代
は
、
周
公
に
よ
っ
て
創
案
さ
れ
た
封
建
制
度
の
黄
金

時
代
の
如
く
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
P
、
申
國
上
代
を
封
建
制

度
の
世
と
し
て
理
解
せ
ん
と
す
る
立
揚
も
そ
こ
に
根
蝶
を
お
い
て
い

み
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
此
の
時
代
に
号
す
る
史
料
は
極
め
て
貧
弱
で

あ
P
、
青
銅
器
の
銘
丈
も
ど
こ
ま
で
痴
態
す
べ
き
も
の
が
、
私
に
は

疑
問
に
思
わ
れ
る
。
郭
沫
若
の
コ
隅
周
金
丈
僻
大
系
し
に
よ
れ
ば
、

西
周
時
代
の
も
の
と
目
さ
れ
る
銅
器
に
二
王
以
下
歴
代
の
贈
名
が
見

出
さ
れ
る
が
、
同
時
の
東
方
諸
侯
の
寒
紅
は
殆
ん
ど
窺
う
こ
と
が
出

漆
い
。
抑
も
袈
に
よ
2
、
樹
論
れ
盗
＋
有
馨
同
姓
褄

は
こ
の
聞
に
如
何
に
な
り
ゆ
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
史
料
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
は
出
定
ぬ
藪
で
も
、
我
々
は
後
世

の
状
態
か
ら
、
そ
の
大
凡
そ
を
推
察
す
る
こ
と
が
前
景
る
。
同
姓
諸

侯
は
木
國
に
謝
し
て
、
鱈
臣
で
あ
る
よ
り
も
家
族
で
あ
っ
た
。
も
し

も
封
建
制
度
が
嚴
密
な
君
主
平
壌
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら

ば
、
冊
の
封
建
制
度
は
そ
め
家
族
制
度
に
よ
っ
て
大
い
に
ゆ
が
め
ら

れ
て
い
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
慰
臣
と
い
う
誓
約

に
よ
っ
て
域
毒
す
る
以
前
に
、
本
家
と
分
家
と
い
う
宗
支
の
關
係
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

よ
っ
て
先
ず
規
定
さ
れ
る
曹
か
ら
で
あ
る
。
從
っ
て
分
家
た
る
諸
侯
は

世
代
を
繧
て
、
血
縁
關
係
が
遠
の
く
と
共
に
、
本
國
に
…
憎
し
て
ば
決

し
て
忠
箕
な
臣
下
と
し
で
の
義
務
む
難
さ
な
く
な
り
、
反
っ
て
親
騰

と
し
て
の
自
雄
心
か
ら
そ
の
特
樺
の
み
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
の
で

あ
る
。
後
の
例
で
見
る
と
鄭
、
國
は
周
の
覇
王
の
子
桓
公
が
初
代
で
あ

る
が
、
二
代
の
就
公
は
周
室
の
東
…
遷
に
際
し
周
を
援
け
て
功
あ
り
」

然
る
に
三
代
の
荘
公
に
至
っ
て
は
本
國
の
周
と
戦
い
、
桓
王
の
肩
に

負
傷
せ
し
め
て
い
る
。
更
に
下
っ
て
漢
代
の
封
建
諸
侯
で
は
、
高
祀

の
女
心
交
が
封
ぜ
ら
れ
た
楚
國
は
そ
の
孫
の
代
に
釜
っ
て
謀
叛
を
起

し
、
い
わ
ゆ
る
呉
寒
紅
國
の
観
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
此
簿
の
例

か
ら
推
察
す
る
と
周
東
の
岡
姓
五
十
飴
國
は
数
世
代
を
維
る
と
殆
ん

ど
猫
立
三
家
と
な
っ
て
、
互
い
に
皇
胤
を
罫
と
し
て
距
の
で
あ
ろ
ヶ

と
想
像
さ
れ
る
。
周
の
王
室
が
犬
桟
に
襲
わ
れ
て
本
蝶
を
失
い
、
・
奉

王
が
東
の
滋
藤
邑
に
都
を
遷
し
た
後
の
い
わ
ゆ
る
東
周
時
代
の
初
め

に
は
、
強
大
な
勢
力
を
も
つ
た
大
諸
侯
が
、
黄
河
下
流
の
亭
号
に
雄

概
し
て
い
た
。
彼
等
の
領
土
は
決
し
て
周
室
か
ら
封
建
さ
れ
た
時
の

ま
ま
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
弱
肉
強
食
の
結
果
、
生
き
残
っ
た
諸
國

だ
け
が
存
在
し
て
い
よ
い
よ
事
大
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
蔭
に

（　li）11　）



は
犠
牲
と
な
っ
た
國
の
数
が
少
な
か
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な

、
　
O
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
．

V　
封
建
諸
侯
は
一
面
よ
り
す
れ
ば
周
の
本
甲
に
罪
し
て
震
臣
の
分
が

あ
る
が
、
同
時
に
〃
彼
は
そ
の
國
の
元
首
で
あ
り
、
國
民
の
生
活
を
保

護
す
べ
き
責
任
が
あ
っ
た
。
そ
の
國
を
強
大
に
す
る
こ
と
は
國
民
の

希
望
で
あ
る
と
同
時
に
霧
主
個
入
の
利
釜
で
も
あ
る
。
封
建
諸
侯
が

直
撃
に
果
し
て
常
に
忠
實
な
る
臣
下
で
あ
り
得
な
い
の
は
、
彼
が
あ

ま
り
に
自
己
の
國
の
鱈
主
で
あ
り
す
ぎ
た
結
果
で
あ
る
。
然
ら
ば
諸

侯
の
國
な
る
も
の
は
碑
も
如
何
な
る
撰
浩
を
も
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う

か
。

幽
二
　
古
代
都
市
の
構
造

　
ま
す
第
一
に
春
秋
初
期
の
國
の
領
土
の
大
さ
は
ど
れ
程
で
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
か
。
ツ
騰
に
中
國
上
代
の
丈
豊
里
は
極
め
て
狭
い
も
の

で
、
現
今
の
河
南
省
を
申
心
と
し
、
そ
の
周
國
の
各
省
［
の
　
小
都
分

を
加
え
旋
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
そ
の
間
の
山
地
に
は
異
民
族
が
占

捺
し
て
居
り
周
の
都
洛
邑
か
ら
程
還
か
ら
ぬ
伊
水
上
流
の
難
谷
に
さ

　
　
　
　
　
　
串
醐
上
代
は
封
建
測
か
都
市
國
家
か
く
宮
崎
）

え
陸
渥
の
戎
と
総
せ
ら
れ
る
も
の
が
膨
ん
で
い
た
こ
と
、
夙
に
宋
代

の
洪
遡
が
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
（
容
齋
随
筆
三
五
）
。
　
更
に
河
南

雀
東
部
か
ら
河
北
。
山
東
β
江
蘇
・
安
徽
に
か
け
て
の
李
野
に
は
な

ほ
沮
露
地
が
多
く
て
耕
作
が
不
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
周

の
封
．
建
諸
侯
の
領
土
は
、
山
脈
と
番
地
と
の
接
鰯
す
る
あ
た
り
に
帯

状
に
蓮
謝
し
て
横
わ
っ
て
い
党
に
過
響
な
い
。
そ
し
て
こ
の
帯
歌
の

地
褥
は
同
時
に
當
博
の
駅
逓
線
を
な
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
い

ま
春
秋
時
代
の
初
期
に
有
力
で
訂
つ
た
洛
量
以
爽
の
毎
月
の
都
か
ら

都
ま
で
の
距
離
を
計
る
と
尋
均
し
て
大
凡
そ
百
粁
弱
、
こ
れ
は
ギ
リ

　
シ
ア
に
あ
て
は
め
る
と
、
ア
テ
ネ
か
ら
コ
リ
ン
ト
ま
で
の
直
線
距
離

よ
り
も
僅
か
に
長
い
だ
け
で
あ
る
。
魯
國
と
籐
國
と
の
距
離
は
約
六

十
粁
。
宋
國
と
鄭
國
と
は
二
間
に
祀
國
が
存
在
す
る
の
で
距
離
が
百

七
十
粁
ほ
ど
あ
る
が
、
春
秋
の
末
ま
で
宋
と
鄭
と
の
聞
に
緩
衡
地
帯

と
し
て
何
れ
に
も
島
し
な
い
隙
地
が
残
さ
れ
て
い
た
（
佐
傳
哀
十
三

●
）
。
　
こ
れ
で
見
る
と
既
に
あ
る
程
度
の
鑛
大
を
憎
げ
た
狼
の
霧
秋
初

期
の
大
諸
侯
の
領
土
と
難
も
、
な
ほ
そ
の
面
積
は
李
均
し
て
牛
穫
五

十
粁
晶
馴
後
の
さ
さ
や
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
諸
侯
の
國
は
何
れ
も
そ
の
申
心
に
大
な
る
都
邑
を
有
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九

（　152　）



　
　
　
　
　
　
唯
國
上
代
は
封
建
湖
か
都
霧
鰹
家
か
（
宮
縛
）

ゆ國
な
る
丈
字
は
青
銅
器
の
銘
交
に
は
域
と
書
か
れ
る
ご
と
が
あ
る
が

、
こ
の
中
に
土
と
口
と
業
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
土
は
云
う
ま
で
も

な
く
領
土
で
あ
り
、
口
は
人
口
、
曳
は
武
力
で
あ
っ
て
自
術
数
を
示

す
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
っ
と
後
に
戦
國
博
代
の
孟
子
も
、
諸
侯
の
蜜

は
三
つ
、
土
地
、
入
民
、
政
事
と
云
っ
て
い
る
。
西
方
の
直
家
學
読

に
お
い
て
國
家
と
は
主
面
と
土
地
と
入
民
と
を
必
須
條
件
と
す
る
の

と
甚
だ
近
い
考
え
で
あ
る
。
土
を
取
っ
て
代
り
に
四
角
を
も
つ
て
園

ん
だ
の
が
國
の
字
で
あ
り
、
こ
の
四
角
は
恐
ら
く
城
郭
で
あ
ろ
う
。

而
し
て
春
秋
初
期
の
都
邑
・
は
量
的
に
範
を
と
り
た
る
内
城
外
郭
式
の

二
重
城
…
壁
心
で
あ
っ
た
と
恩
わ
れ
る
。

　
さ
て
こ
の
申
に
住
む
人
民
の
簿
威
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
抑
も
封

建
制
度
な
る
も
の
が
、
上
か
ら
の
理
想
に
よ
っ
て
の
み
威
立
し
た
も

の
で
な
く
、
異
る
傳
統
を
も
つ
た
人
民
の
自
治
の
要
望
に
副
う
と
い

う
意
味
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
儒
家
の
，
稔
え
る
如
き

劃
一
的
な
も
の
で
あ
り
穏
な
い
こ
と
は
自
ら
…
明
か
で
あ
る
。
併
し
な

が
ら
ま
た
糊
の
一
族
を
領
主
に
戴
く
諸
國
に
お
い
て
は
、
征
服
看
た

る
周
の
傳
統
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
を
冤
れ
な
か
っ
た
。
而
し

て
周
の
徳
統
の
最
も
著
し
い
も
の
と
云
え
ば
そ
の
原
始
的
な
灰
族
制

一
〇

度
で
あ
、
ろ
う
。

　
周
の
氏
族
制
度
は
最
も
よ
く
そ
の
命
名
法
に
現
わ
れ
て
い
る
。
人

は
先
ず
姓
を
有
・
ず
る
。
姓
は
父
系
に
よ
っ
て
無
限
に
子
孫
に
傳
わ
る

も
の
で
あ
P
、
如
何
な
る
潮
合
に
も
愛
更
し
な
い
。
周
の
王
室
の
姓

は
姫
で
あ
P
、
そ
の
子
孫
は
姫
姓
を
名
乗
る
こ
と
萬
代
に
不
易
で
あ

る
。
次
に
入
は
氏
を
有
す
る
ゆ
氏
は
姓
の
分
派
を
現
わ
す
も
の
で
あ

っ
て
、
或
は
土
地
に
よ
り
、
或
は
世
襲
ナ
る
宜
職
に
よ
っ
て
名
づ
け

ら
れ
る
。
氏
は
分
家
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
限
に
鍵
化
し
得
る
。
周

公
の
子
孫
は
魯
に
封
ぜ
ら
れ
る
と
魯
氏
と
な
P
、
更
に
そ
れ
か
ら
分

岐
し
た
子
孫
は
、
或
は
季
孫
氏
、
或
は
早
寒
氏
と
い
う
別
箇
の
氏
を

獲
得
す
る
。
最
後
に
第
三
と
し
て
個
属
名
を
親
に
よ
っ
て
名
づ
け
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

れ
る
が
、
第
…
と
第
二
の
姓
と
氏
と
ぱ
そ
の
入
の
由
緒
あ
る
家
系
を

現
わ
す
と
共
に
、
周
の
古
代
の
氏
族
制
度
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ

た
か
も
鯉
Φ
た
め
の
手
懸
り
を
職
ハ
え
る
に
役
立
つ
。

　
周
に
は
同
姓
不
婚
の
原
則
が
行
わ
れ
、
こ
れ
は
春
秋
時
代
を
通
じ

て
嚴
格
に
守
ら
れ
た
ら
し
い
。
尤
も
春
秋
時
代
は
周
以
外
の
異
民
族

興
起
の
時
代
で
あ
・
り
、
屡
土
姫
姓
を
稔
・
ず
る
新
下
家
が
勃
興
し
、
周

の
同
姓
諸
侯
に
求
婚
す
る
旋
め
、
名
同
的
な
詞
姓
婚
が
出
現
す
る
揚

（153）



合
が
あ
る
。
魯
の
公
室
が
同
姓
の
皿
｛
と
結
婚
し
た
こ
と
は
、
逆
に
呉

の
二
重
が
周
の
血
統
と
原
器
何
の
關
係
も
な
か
っ
た
異
民
族
で
あ
る

こ
と
を
物
語
昏
。
同
様
な
論
法
か
ら
し
て
、
周
の
丈
王
の
子
、
唐
叔

の
子
孫
と
心
す
る
晋
の
公
室
も
、
急
冷
氏
姓
と
の
間
に
同
姓
婚
を
行

っ
て
い
る
所
か
ら
、
私
は
大
い
に
晋
の
刷
毛
に
心
し
て
疑
惑
を
抱
か

ざ
る
を
得
な
い
の
で
㍗
の
る
。

　
こ
の
同
姓
不
婚
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
、
男
は
氏
を
稻
し
、
，
女
は

姓
を
稔
す
と
い
う
習
慣
が
生
れ
た
。
周
の
王
室
は
世
羅
で
あ
る
が
艶

語
の
母
は
姐
姓
で
あ
り
、
画
意
は
任
姓
で
あ
り
、
曾
組
母
は
姜
姓
で

あ
っ
た
■
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
、
大
姐
、
大
任
、
上
歯
と
よ
ば
れ
、
周
の
王

女
な
る
姫
と
庭
別
す
る
。
同
様
に
周
か
ら
他
の
姓
に
嫁
し
た
女
は
凡

て
姫
と
癒
せ
ら
れ
、
後
に
は
姫
な
る
置
字
が
貴
族
の
女
を
、
汎
稽
・
ず
る

に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
て
男
子
は
姓
を
稽
せ

す
に
氏
と
名
と
を
溢
す
る
。
晋
の
正
流
が
諸
侯
を
践
土
に
召
集
し
て

強
雨
し
た
誓
露
に
は
（
左
意
欲
四
）

　
愛
重
。
魯
串
・
衛
武
・
藥
甲
午
・
郷
捷
・
齊
播
・
宋
王
臣
・
菖
期

と
名
を
列
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
晋
交
公
。
魯
僖
公
・
聖

画
武
。
藥
蕪
公
。
鄭
峨
々
。
齊
昭
公
。
宋
威
公
・
愈
愈
丞
公
．
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
中
國
上
代
は
封
建
制
か
都
市
國
家
か
（
宮
晦
）

で
あ
り
、
、
姓
を
省
い
て
軍
に
氏
と
名
だ
け
を
書
い
て
い
る
。

　
こ
こ
で
我
々
が
直
ち
に
想
起
す
る
の
は
古
代
ロ
ー
マ
の
氏
族
制
度

に
も
こ
の
習
慣
の
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
で
は
普
通
に
女
の

名
は
ユ
リ
ア
う
コ
ル
ネ
リ
ア
の
如
く
Ω
曾
ω
の
名
で
よ
び
、
男
の
名

は
ヵ
イ
ウ
ス
“
ケ
ー
ザ
ル
、
プ
ブ
リ
ウ
ス
纏
ス
キ
ビ
オ
の
如
く
娼
？

話
9
多
と
周
釜
三
嵩
夢
の
名
で
呼
ぶ
。
こ
れ
で
見
る
．
と
申
國
の
姓
は

Ω
9
話
に
、
氏
は
留
書
三
ぎ
に
相
常
∵
ず
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
中

國
に
百
姓
の
語
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
ロ
τ
マ
の
百
の
Q
㊦
暮
。
ω
に
稿

暮
す
る
も
の
で
、
そ
の
申
に
含
ま
れ
た
者
だ
け
が
周
の
國
家
の
構
威

員
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
ヶ
。
但
し
今
日
に
知
ら
れ
て
い
る
中
國
上
代
の

姓
の
名
は
あ
ま
り
多
く
な
く
、
到
底
百
に
は
達
し
な
い
。
松
本
信
廣

氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
僅
か
に
四
十
二
が
数
え
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
（
・

三
田
評
論
大
正
＋
年
三
月
－
六
月
、
支
那
古
代
姓
氏
0
研
究
）
。

　
周
か
ら
分
封
さ
れ
た
諸
侯
の
國
に
お
い
て
は
、
そ
の
恩
威
軍
位
は

も
は
や
姓
で
は
な
く
て
、
氏
に
な
っ
て
い
た
。
魯
公
無
慮
は
そ
の
始

封
の
際
に
股
の
…
遺
編
六
族
、
條
氏
。
徐
氏
。
蒲
…
氏
・
索
氏
。
長
勺
氏

・
尾
勺
氏
を
與
え
ら
れ
、
同
様
に
衛
公
は
股
民
七
族
を
輿
え
ら
れ
た

と
あ
る
。
そ
の
姓
は
知
ら
れ
な
い
が
恐
ら
く
毅
王
室
と
同
姓
の
子
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
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巾
陵
上
代
は
封
建
湖
か
都
市
麟
家
か
（
宮
晦
）

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
麿
に
封
ぜ
ら
れ
た
叔
虞
は
同
じ
く
股
昆
九
、

族
を
鼠
戦
え
ら
れ
た
が
こ
れ
は
凡
て
懐
姓
で
あ
っ
た
と
匿
う
。
こ
ご
に

注
意
・
ず
べ
き
は
姓
氏
を
有
す
’
る
も
の
は
、
直
家
の
欝
成
員
た
る
を
認

め
ら
れ
た
こ
と
、
西
洋
流
に
云
え
ば
完
全
な
る
内
乱
構
を
有
す
る
こ

と
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
顯
で
あ
る
。
周
が
封
建
し
た
東
方
の
諸
侯

の
國
は
段
の
祉
會
制
度
を
箕
ハ
儘
に
縫
卜
し
た
所
が
多
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
か
ら
、
問
題
は
更
に
古
く
洲
…
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
後
世
の
申

國
に
お
け
る
士
と
庶
と
の
階
級
の
欝
欝
は
周
以
雨
か
ら
既
に
存
在
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
最
初
は
國
家
の
馬
面
員
と
し
て
氏
族
制

度
を
保
ち
姓
氏
を
有
す
る
上
流
階
級
と
、
こ
の
氏
族
に
熱
…
厨
し
て
國

家
の
縫
…
威
員
た
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
ざ
る
庶
民
階
級
と
の
伽
封
立
と
．
い

う
形
で
現
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
詩
経
（
十
月
之
交
）
に

　
　
　
　
　

　
三
后
之
姓
　
於
今
爲
庶
（
三
后
の
姓
も
今
に
痴
い
て
は
庶
と
な
る
）

と
あ
る
の
は
、
立
派
な
家
系
を
有
す
る
者
の
子
孫
が
時
世
の
愛
轄
に

あ
い
、
氏
族
を
破
壌
さ
れ
て
個
人
勢
働
者
た
る
庶
民
に
落
ち
ぶ
れ
た

の
を
な
げ
く
意
味
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。
由
　
緒
あ
る
家
系
も
世
上
か

ら
認
め
ら
れ
な
け
れ
ぼ
何
の
償
値
も
も
た
な
い
。
魯
や
衛
に
お
け
る

股
民
が
そ
・
の
族
制
を
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
濁
時
に
新
し
い
國
家
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

構
成
員
た
る
ご
と
を
承
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
思
う
に
周
と
し
て

は
小
量
の
入
訂
を
も
つ
て
、
善
化
の
遙
か
に
進
ん
だ
股
を
征
服
し
た

後
の
善
後
虞
畳
と
し
て
澄
む
を
得
ぬ
策
で
あ
っ
た
に
網
羅
な
い
。
こ

れ
に
反
し
て
帯
化
程
度
の
低
い
異
尻
族
な
ど
を
捕
虜
と
し
た
時
に
は

そ
れ
は
共
ま
ま
奴
隷
乃
至
は
庶
畏
と
し
て
有
功
者
に
分
配
さ
れ
た
。

晋
の
景
公
が
狭
を
亡
し
た
時
、
書
林
父
に
独
臣
千
室
を
賞
平
し
だ
の

は
そ
の
例
で
あ
る
へ
左
軸
宣
十
五
）
。
　
ま
た
十
分
に
弧
力
な
國
家
が

他
の
邑
を
征
服
し
た
揚
合
、
そ
の
住
民
全
部
を
捕
虜
と
し
て
庶
民
に

下
す
場
合
が
あ
る
。
左
傳
（
昭
和
十
八
。
右
四
）
に
・
「
亡
く
俘
と
し

ひ
き
い
て
瞬
る
」
と
あ
る
の
は
そ
の
例
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
際
に
畢

に
そ
の
土
地
だ
け
を
占
領
し
て
、
住
民
を
自
由
に
退
散
せ
し
め
る
こ

と
は
非
常
な
恩
典
と
さ
れ
た
（
左
傳
僖
二
十
五
）
。
凹
以
上
は
何
れ
も

後
世
蘇
秋
時
代
の
例
で
あ
る
が
、
同
檬
な
購
實
は
周
の
初
期
に
も
行

わ
れ
た
と
考
え
て
聞
違
い
な
い
。

　
さ
れ
ば
周
の
諸
侯
の
國
は
上
に
領
主
の
氏
族
を
戴
き
、
そ
の
下
に

周
本
辺
の
氏
族
、
或
は
征
服
さ
れ
た
る
氏
族
な
ど
の
集
註
に
よ
っ
て

構
域
さ
れ
た
る
当
家
で
あ
る
。
更
に
そ
の
下
に
庶
民
が
氏
族
に
綜
屍

し
て
い
る
が
こ
れ
は
國
家
の
構
威
眞
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
國
家
の
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所
有
地
、
即
ち
田
は
先
ず
氏
を
軍
位
に
分
配
さ
れ
る
。
逆
に
云
え
ば

田
を
所
有
す
る
こ
と
が
氏
と
目
し
て
存
在
す
る
必
要
な
條
件
で
あ
っ

た
。
鄭
の
公
孫
黒
肱
は
死
ぬ
前
に
そ
の
賜
邑
を
君
主
に
返
し
た
が
、

最
小
限
に
必
要
な
田
は
や
は
り
そ
の
族
の
た
め
に
残
し
て
お
い
た
の

で
あ
る
（
左
重
々
一
、
一
十
二
）
。
　
然
る
に
氏
は
分
家
に
よ
っ
て
際
限
な

く
分
裂
す
る
。
子
孫
を
分
家
せ
し
む
る
時
は
、
從
來
の
氏
に
思
し
た

田
を
分
配
し
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
下
馬
者
た
る
領
主
に

お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
魯
に
お
い
て
は
公
子
季
友
が
聖
職
の
田

と
費
邑
と
を
蹴
ハ
え
ら
れ
て
、
そ
の
子
孫
は
季
聖
上
と
な
り
得
た
（
左

傳
僖
二
）
。
子
孫
の
分
家
に
際
し
て
本
家
の
田
を
減
ら
す
こ
と
な
く
、

分
家
に
田
を
煕
ハ
え
る
た
め
に
は
、
常
に
そ
の
田
を
塘
加
さ
せ
て
ゆ
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．
そ
う
で
な
け
れ
ば
璽
託
し
た
子
孫
は
本
家
と

共
に
一
氏
｝
族
と
し
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
協
る
。
そ

れ
が
照
照
時
代
．
を
通
じ
て
、
一
下
内
で
は
氏
と
氏
と
が
田
を
争
い
、

外
で
は
國
と
國
と
が
田
遊
争
っ
て
戦
乱
の
や
ま
な
い
根
本
の
原
困
で

あ
っ
た
。

四
　
春
秋
列
國
の
封
建
制
の
實
態

　
肛
國
上
代
は
封
建
捌
か
郷
市
國
家
か
（
宮
崎
）

　
春
秋
初
期
の
史
上
に
現
わ
れ
る
張
國
は
そ
れ
自
身
が
濁
廻
し
た
國

家
で
あ
9
、
周
の
本
國
に
伽
封
ず
る
主
遅
駆
係
は
殆
ん
ど
断
継
し
た
か

に
見
え
る
。
い
わ
ゆ
る
周
の
封
建
制
度
は
事
實
上
、
解
騰
し
て
し
ま

っ
た
と
見
て
よ
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
藤
秋
時
代
に
入
っ
て
始
め
て
起

つ
た
現
象
か
ハ
或
は
す
っ
と
古
く
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
の
か
は
誰
披

に
な
る
丈
献
が
な
い
。

　
…
周
と
朋
に
ょ
っ
で
封
建
さ
れ
た
諸
侯
の
國
と
の
…
間
の
主
從
關
係
が

断
絶
す
る
と
同
時
に
、
今
度
は
張
國
を
申
心
と
し
て
第
二
段
の
封
建

制
度
が
域
美
し
た
こ
と
は
注
意
を
要
す
る
。

　
主
恩
諮
侯
の
國
は
、
邑
の
嚢
達
↓
た
も
の
で
、
城
郭
を
も
っ
た
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

聚
落
で
あ
る
が
、
そ
の
周
圏
に
は
耕
地
、
．
脚
ち
田
が
世
風
す
る
。
こ

の
田
は
城
郭
内
入
民
の
た
め
の
耕
地
で
あ
る
か
ら
、
最
初
は
極
め
て

狭
い
も
の
で
、
毎
日
往
復
で
き
る
範
圃
、
大
た
い
三
吟
の
牟
穣
の
圓
・

内
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
ρ
と
こ
ろ
が
城
郭
を
も
つ
國
が
だ
ん
だ
ん

．
張
勢
に
な
っ
て
周
園
の
土
地
を
併
合
し
、
藤
秋
初
期
の
張
國
の
よ
う

に
、
牟
穫
四
・
五
十
粁
の
領
地
を
支
配
ず
る
一
．
仏
う
に
な
る
と
、
そ
の

中
に
多
く
の
村
落
的
な
邑
を
包
含
す
る
こ
と
に
な
る
。
乏
こ
ろ
で
原

始
的
な
愚
は
氏
族
囲
騰
の
結
合
で
、
た
と
え
奴
隷
な
ど
が
あ
っ
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
瓢
、
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中
國
上
代
は
封
建
剃
か
都
市
園
家
か
（
宮
崎
）

小
撒
に
す
書
す
、
大
騰
に
自
適
自
活
の
農
民
の
集
團
で
あ
っ
た
ろ
う

ど
思
嫁
れ
る
が
、
そ
れ
が
弧
力
な
城
郭
國
家
に
棘
凝
す
る
よ
う
に
な

る
と
、
邑
の
内
部
に
階
級
的
な
分
化
が
行
わ
れ
て
漁
る
。
そ
の
支
配

　
　
　
り

階
級
を
良
と
害
し
た
。

　
良
の
原
義
は
明
が
で
な
い
。
こ
の
字
が
狼
の
晋
符
に
な
っ
て
い
る

と
こ
ろ
が
ら
、
後
世
の
ト
ル
コ
、
モ
ー
コ
系
民
族
の
狼
祀
徳
読
な
ど

と
考
え
合
せ
て
、
氏
族
ト
ー
テ
ム
の
遺
風
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
な

お
想
像
の
域
を
尽
し
な
い
。
と
ま
れ
左
傳
の
職
争
記
講
で
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
古
代
の
完
全
武
装
兵
舅
£
暮
。
辞
国
書
野
。
。
。
に
相
轡
心
す
る
も

の
を
良
と
名
づ
け
て
い
る
。
さ
れ
ば
蘇
秋
時
代
の
申
事
に
、
良
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ

う
貴
挨
階
級
が
存
在
し
た
こ
と
ば
確
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
姓
氏
を

も
ち
、
完
全
市
民
礎
を
有
す
る
も
の
全
部
を
指
し
た
か
、
或
は
そ
の

中
の
特
に
密
有
な
階
級
だ
け
を
指
し
た
か
は
明
か
で
な
い
。
し
か
し

地
方
の
邑
沈
慨
し
て
は
ハ
良
は
受
の
支
配
階
級
の
こ
と
で
あ
り
、
國

語
齊
語
に
螂
の
良
人
と
あ
る
の
を
平
壌
が
註
し
て
、
郷
士
、
郷
大
夫

と
解
し
て
い
る
の
は
正
當
で
あ
る
。
こ
の
邑
に
お
け
る
良
の
階
級
は

或
は
土
齎
の
有
力
者
で
あ
っ
た
り
、
或
は
國
か
ら
派
遺
さ
れ
た
有
力

者
の
土
着
し
た
も
の
で
あ
っ
た
り
、
禺
身
は
色
々
で
あ
ろ
う
が
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

れ
は
…
戦
々
を
へ
て
漢
代
ま
で
績
い
た
。
こ
れ
が
古
代
末
期
の
大
土
地

所
有
者
で
懸
子
へ
問
二
四
）
に
郷
の
良
家
0
語
が
あ
り
、
…
愚
兄
秦
の
r

爵
に
大
魚
逡
、
良
士
の
名
が
あ
り
、
餅
代
に
も
良
家
の
子
と
い
う
階

　
　
　
　
な

級
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
更
に
後
世
ま
で
、
良
民
と
賎
民
の
歴
別
が

あ
っ
て
、
こ
れ
は
公
民
構
が
あ
る
か
な
い
か
の
境
で
あ
る
。
森
秋
時

代
の
邑
の
良
も
恐
ら
く
申
央
の
誠
郭
國
家
へ
選
る
と
、
完
全
な
市
民

罐
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

，
さ
て
誠
郭
國
家
に
隷
厩
す
る
よ
う
に
な
っ
た
邑
が
、
申
央
に
蘇
腸

す
る
形
式
は
三
通
り
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
第
　
は
邑
が
自
ら
自
治

を
行
い
な
が
ら
中
央
に
從
厨
す
る
型
、
第
二
は
號
郭
厨
家
の
鱈
主
が

代
理
者
と
し
て
宰
を
派
遣
し
て
治
め
さ
せ
る
型
、
第
三
は
鱈
主
が
そ

の
7
族
や
功
臣
に
邑
を
領
土
と
し
て
輿
え
る
型
で
あ
る
。
何
れ
の
場

合
に
お
い
て
も
、
そ
の
起
原
は
極
め
て
古
く
募
る
も
の
と
見
ら
れ

る
。
第
　
の
場
合
、
隷
尊
し
た
邑
は
附
庸
と
よ
ば
れ
、
自
ら
の
震
主

を
有
し
、
こ
れ
に
は
相
當
大
き
な
も
の
も
あ
っ
た
よ
う
で
議
‘
0
る
。
第

二
の
資
望
は
時
代
が
．
下
る
ほ
ど
盛
ん
に
流
行
し
て
、
後
世
の
い
わ
ゆ

る
壁
厚
制
度
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
の
型
は
主
と
し
て
春
秋
の

前
期
に
流
行
し
た
。
魯
の
國
で
は
桓
公
の
三
公
子
が
そ
れ
ぞ
れ
邑
を
．
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越
え
ら
れ
て
、
孟
孫
氏
、
、
叔
孫
氏
、
季
孫
氏
と
な
り
、
晋
の
國
で
は

六
書
の
異
姓
の
大
臣
が
各
黄
雀
大
な
領
土
を
輿
え
ら
れ
て
、
晋
の
政

事
を
聾
鳴
し
た
こ
と
は
有
名
な
電
導
ハ
で
あ
る
。

　
さ
て
海
秋
の
張
國
が
、
第
二
段
の
封
建
を
行
う
に
當
っ
て
、
新
領

主
が
輿
え
ら
れ
た
邑
は
、
既
に
立
派
な
妓
郭
を
有
す
る
大
都
市
で
あ

る
図
式
も
あ
り
、
ま
た
新
領
主
が
塵
事
の
邑
の
周
園
に
城
壁
を
築
い

て
、
新
た
に
壮
大
な
都
市
と
す
る
蜴
合
も
あ
る
。
か
か
る
都
市
が
…

般
に
都
と
穣
せ
ら
れ
る
。
前
記
の
魯
…
の
三
公
子
の
賜
邑
は
三
都
と
よ

ぼ
れ
、
菖
の
國
に
「
て
は
母
國
と
そ
の
領
邑
二
つ
と
を
合
せ
て
三
都
と

よ
ば
れ
た
（
成
九
）
。
　
か
か
る
從
厨
的
都
邑
の
本
國
に
封
ず
る
關
係

は
一
檬
で
な
い
が
、
、
都
邑
の
勢
力
の
確
立
は
必
勝
し
も
そ
の
本
國
の

利
釜
と
一
致
し
な
い
で
、
繭
…
者
の
闘
の
棚
勉
が
始
ま
る
。
既
に
春
秋

の
初
頭
に
、
晋
で
は
國
都
の
翼
と
別
都
曲
沃
と
の
争
い
、
鄭
で
は
本

國
と
そ
の
鵬
邑
な
る
京
と
の
間
の
戦
い
が
見
ら
れ
る
。
左
傳
は
そ
の

原
因
を
領
主
の
野
心
に
毒
す
る
が
、
人
民
と
入
民
と
の
聞
に
封
立
感

情
が
な
け
れ
ば
、
そ
ん
な
に
容
易
に
職
争
に
ま
で
は
獲
偉
し
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
三
楽
末
期
に
魯
が
三
都
を
讐
を
、
髭

”
膝
の
騒
動
に
見
て
も
知
ら
れ
る
。
邸
ち
魯
の
定
公
の
十
一
へ
…
年
に
議
し

　
　
　
　
　
　
巾
囲
上
代
は
封
建
制
か
都
市
國
家
か
（
慰
晦
）

て
三
都
の
城
郭
を
撤
去
・
ず
る
ご
と
に
き
ま
り
、
領
主
た
る
季
孫
、
叔

孫
、
孟
孫
の
三
歳
が
承
諾
し
た
に
も
拘
ら
す
、
季
孫
氏
の
費
邑
の
入

民
は
魯
都
に
押
し
よ
せ
て
定
公
を
攻
め
、
戦
い
に
敗
け
て
始
め
て
城

郭
を
鍛
つ
た
が
、
孟
孫
氏
の
成
立
は
邑
入
が
防
戦
し
て
魯
軍
を
破
っ

た
た
め
、
折
角
の
計
霊
が
挫
折
し
て
し
ま
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
内
書
に
お
い
て
都
邑
と
都
邑
と
の
甥
立
の
あ
る
國
家

は
外
部
に
向
っ
て
膨
脹
す
る
カ
が
弱
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
期
立

は
、
都
邑
が
封
建
領
主
を
戴
く
こ
と
に
よ
っ
て
激
化
さ
れ
る
こ
と
も

疑
い
な
い
。
そ
こ
で
都
邑
に
は
領
主
を
立
て
す
に
、
巾
央
か
ら
臨
時

に
邑
宰
を
派
遣
し
て
治
め
さ
せ
る
方
式
が
春
秋
中
期
以
後
に
流
行
し

　
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
ペ
ン
ト

軽
し
た
砿
か
か
る
都
邑
を
縣
と
樗
す
る
が
、
こ
れ
は
申
央
に
懸
す
る

．
意
味
か
ら
だ
と
去
う
。
左
傳
の
記
纂
で
は
官
公
十
一
年
（
q
O
呂
酬
Q
）

に
楚
が
陳
國
を
亡
し
て
こ
れ
を
縣
に
し
た
と
見
交
る
の
が
初
見
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
．
里
心
暗
紅
に
入
っ
て
中
央
の
國
に
賦
し
て
都
縣
な
る
熟
字
、
或
、

　
　
　
り
　
　
　
　
　
　

ぱ
通
都
小
野
の
語
も
見
爾
さ
れ
る
（
齊
策
）
。
職
國
時
代
に
も
封
建
の

事
實
は
存
際
す
る
が
、
大
勢
は
郡
縣
時
代
で
あ
9
、
郡
と
は
数
個
の

縣
を
総
轄
す
る
領
域
の
名
で
あ
る
。
・

一
五
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単
囲
上
代
は
封
建
制
か
都
市
醐
家
か
（
宮
崎
）

五
　
古
代
都
市
の
璽
遷

　
簸
槻
す
る
に
申
國
は
周
代
の
初
か
ら
封
建
な
る
一
重
が
行
わ
れ
、
、

そ
れ
が
漢
代
ま
で
漸
績
的
に
行
わ
れ
て
來
た
こ
と
は
疑
う
絵
地
が
な

い
。
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
云
っ
て
、
封
建
と
い
ふ
名
で
そ
の
三
代

の
特
長
が
難
い
表
わ
せ
る
と
は
限
ら
な
い
。

　
周
を
墨
壷
と
・
ず
る
第
丁
次
の
封
建
は
か
な
り
賢
い
範
園
に
亘
っ
て

行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
甚
だ
宗
族
制
の
色
濃
き
も

の
で
あ
っ
て
、
離
叛
せ
ん
と
す
る
新
占
領
地
を
、
宗
族
の
紐
帯
に
よ

っ
て
っ
な
ぎ
と
み
て
お
こ
う
と
す
る
特
に
、
不
本
意
な
が
ら
出
現
し

た
も
の
に
過
ぎ
ぬ
ら
し
い
。
本
國
と
封
建
諸
侯
と
の
開
の
主
観
關
係

が
ど
の
程
度
に
存
績
し
た
か
は
殆
ん
ど
徴
す
べ
き
史
料
が
な
い
が
、

案
外
徴
弱
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
像
さ
、
れ
る
。
ど
う
も
周
の

封
建
に
は
封
建
猫
自
の
理
念
と
い
う
も
の
が
な
く
、
も
し
．
あ
れ
ば
そ

「
れ
は
後
世
の
儒
家
に
よ
っ
て
作
図
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

　
醐
に
よ
っ
て
封
建
さ
れ
た
諸
國
は
そ
の
土
地
が
、
そ
の
國
家
を
構

瀕
す
る
氏
族
の
闘
に
分
配
さ
れ
た
。
氏
族
の
代
表
者
が
大
夫
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

9
、
氏
族
の
構
成
員
た
る
肚
丁
が
士
で
あ
る
。
土
地
の
耕
作
は
貧
乏

な
氏
族
で
は
所
有
者
窟
ら
建
つ
た
で
あ
ろ
う
が
、
強
力
な
氏
族
で
は

こ
れ
に
隷
腸
す
る
庶
民
を
使
役
し
た
。
地
代
の
率
は
儒
家
の
理
想
を

裏
切
っ
て
、
一
…
公
一
民
の
割
合
で
あ
っ
、
た
ら
し
い
（
左
傅
昭
三
）
φ

　
領
主
・
と
そ
の
顯
入
た
る
大
夫
・
士
と
の
…
聞
に
は
賢
臣
關
係
の
あ
っ

た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
大
夫
と
そ
の
族
人
と
の
…
闇
は
果
し
て

君
臣
關
係
で
あ
っ
た
か
否
か
は
疑
わ
し
い
。
但
し
春
秋
初
期
の
張
國

が
、
別
に
都
邑
を
立
て
、
そ
こ
に
小
領
主
を
封
建
す
「
る
蜴
合
、
小
領

主
と
邑
入
と
の
問
に
は
艦
臣
關
係
が
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
。
晋
か
ら

原
に
封
ぜ
ら
れ
た
趙
盾
に
は
属
大
夫
な
る
鷹
下
が
あ
っ
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る
（
左
傳
丈
六
・
十
二
）
。
さ
て
か
く
の
如
く
に
し
て
生

じ
た
小
領
主
と
そ
の
國
料
と
の
間
の
關
係
は
ど
も
す
れ
ぼ
圓
滑
を
鉄

い
て
、
決
し
て
儒
教
が
期
待
す
る
よ
う
な
習
弊
の
名
分
が
守
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
こ
と
は
史
費
の
示
す
と
ほ
P
で
あ
る
。
春
秋
に
殺
蛎
胴
三

十
六
と
書
け
ば
翫
世
の
よ
う
に
聞
…
え
る
が
、
そ
れ
は
春
秋
の
融
に
封

建
の
黄
金
時
代
を
室
註
す
る
か
ら
張
く
耳
に
響
く
だ
け
で
、
そ
れ
は

恰
も
中
津
上
世
に
統
一
國
家
の
存
在
を
想
像
す
る
か
ら
、
馨
秋
戦
國

が
分
裂
の
世
と
映
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
當
臨
の
入
に

（　159　）



は
、
鴛
を
試
す
る
の
は
、
別
に
大
逆
罪
で
な
く
て
、
む
し
ろ
軍
な
る

風
入
罪
に
近
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
春
秋
時
代
の
封
建
に
も
や
は
9

そ
こ
に
何
ら
の
見
る
べ
き
理
想
の
な
か
っ
た
こ
と
が
之
で
も
分
る
。
、

　
春
秋
以
前
の
封
建
の
事
費
が
既
に
か
く
の
如
き
も
の
で
あ
り
、
戦

國
以
後
に
い
よ
い
よ
そ
の
影
が
薄
く
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
申
國
上
代

を
封
建
時
代
と
饗
す
る
の
は
、
た
と
え
ぼ
マ
ッ
チ
を
賞
っ
て
い
る
か

ら
マ
ッ
チ
渥
と
よ
ぶ
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
。
我
々
は
そ
の
正
髄

が
煙
草
歴
で
あ
る
か
、
荒
物
屋
で
あ
る
か
を
つ
き
と
め
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
義
務
を
感
ず
る
。

　
周
及
び
春
秋
に
入
っ
て
の
諸
張
園
が
、
封
建
制
を
採
用
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
の
は
、
當
蒔
の
就
曾
に
分
裂
的
な
素
因
が
根
強
く
働
い

て
い
た
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
こ
の
頃
ま
だ
大
國
家
の
統
治

方
式
が
患
　
來
上
ら
す
、
氏
族
囲
鰹
以
上
に
統
制
の
と
れ
た
鳥
撃
生
沼

が
困
難
で
あ
っ
て
、
　
一
方
に
は
都
市
生
活
様
式
が
嚢
達
し
か
け
、
氏

族
舗
度
と
都
市
形
式
と
が
結
合
し
て
、
、
到
る
と
こ
ろ
に
残
郭
都
市
を

獲
生
せ
し
め
つ
つ
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
周
の
封
建
は
こ
の
城
郭
都

市
を
結
合
す
「
る
旋
め
に
、
巳
む
を
得
・
ず
採
用
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
と

倣
え
る
。

　
　
　
　
　
、
中
國
上
代
は
封
建
鋼
か
都
市
醒
家
か
（
宮
崎
）

　
さ
て
こ
の
城
郭
都
市
は
本
來
な
ら
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
如
き
都
市
國

家
に
ま
で
獲
達
す
べ
き
と
ご
ろ
」
そ
れ
が
封
建
制
度
に
，
よ
っ
て
暮
し
．

く
歪
め
ら
れ
煮
と
い
う
こ
と
は
否
定
患
來
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら

す
A
や
が
て
本
國
と
の
隷
無
職
係
を
切
断
し
て
濁
立
の
粋
家
と
な

り
、
君
主
制
の
下
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
が
辿
っ
た
よ
う
な
獲
達

を
ば
、
　
一
挙
は
蓮
っ
て
い
る
と
見
受
け
ら
れ
る
。

　
春
秋
初
期
の
城
郭
都
市
に
市
民
梅
と
い
う
親
念
の
あ
っ
た
こ
と
は

前
に
の
べ
た
。
さ
て
こ
の
駅
家
が
次
第
に
獲
号
す
・
る
に
つ
れ
、
國
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

の
総
力
を
結
集
す
る
た
め
に
從
來
の
姓
氏
の
血
統
を
誇
る
氏
族
の
外
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
6

に
、
庶
民
を
も
市
民
の
闇
に
加
え
る
必
要
が
感
ぜ
ら
れ
て
く
る
。
庶
　
（

民
の
市
民
櫻
…
獲
得
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
階
級
…
闘
争
の
型
式
を
と
っ
た

が
、
申
國
で
は
そ
の
闇
0
経
緯
が
明
瞭
で
な
い
。
恐
ら
く
艦
主
礎
が
，

強
く
、
政
治
は
上
か
ら
與
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
中
等
的
な

特
色
が
早
く
か
ら
現
わ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
注
意
す
べ
き
現
象
は
春
秋
申
期
以
後
に
お
け
る
成
丈
法
の
獲

布
で
あ
る
。
晋
は
苑
宣
子
の
遭
っ
た
愛
書
を
鼎
に
錐
込
み
（
左
傳
文

六
。
昭
二
十
九
）
、
　
鄭
ぱ
聖
書
を
鋳
た
外
に
、
尊
者
の
繋
っ
た
竹
刑

な
る
も
の
を
用
い
た
と
あ
る
（
左
傳
昭
六
．
？
定
九
）
。
　
こ
れ
は
恐
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



　
　
　
　
　
　
巾
霞
上
代
は
封
麺
制
か
都
宵
　
囲
家
か
（
宮
崎
）

く
ロ
ー
マ
に
お
け
る
十
ご
落
忌
の
公
布
に
比
ナ
べ
き
も
の
で
、
庶
民

も
ま
た
法
律
の
封
象
に
取
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
物
語

る
で
あ
ろ
う
。

　
庶
民
の
地
位
向
上
は
同
時
に
義
務
の
塘
加
で
も
あ
っ
た
。
春
秋
中

期
に
お
け
る
各
國
の
兵
制
改
革
は
、
そ
の
度
に
庶
民
を
國
民
兵
に
繰

り
入
れ
て
、
働
蟻
の
充
實
を
計
っ
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
と
ま

れ
．
、
春
秋
時
代
の
聞
に
、
市
民
と
庶
民
と
の
颪
別
は
次
第
に
撤
…
駿
さ

れ
て
行
っ
た
。
そ
の
結
果
は
申
國
古
代
の
氏
族
劒
度
の
破
壌
と
な

P
、
氏
族
制
の
講
授
を
な
す
姓
の
鳴
石
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
。
戦
國
’

時
代
に
入
る
と
人
名
は
氏
と
名
の
み
に
よ
っ
て
冠
せ
ら
れ
、
古
き
家

が
姓
を
央
つ
た
代
り
に
、
ヒ
庶
民
に
も
氏
が
褒
生
し
た
。
た
だ
古
代
の

同
姓
婆
ら
・
ず
の
習
慣
は
、
同
．
氏
嬰
ら
・
ず
の
禁
止
と
な
っ
て
現
今
ま
で
｝

も
縫
寒
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び

　
申
國
上
代
の
妓
郭
都
市
は
、
　
こ
の
よ
う
に
、
　
血
族
制
度
を
破
壊

し
、
市
民
と
庶
民
と
を
打
っ
て
一
丸
と
し
、
新
し
い
國
民
を
形
成
す

　
る
　
　
り
　
　
り

る
る
つ
ぼ
と
な
っ
た
の
み
な
ら
す
、
古
い
地
域
的
な
継
立
を
解
淘
し
、

て
、
も
っ
と
大
き
な
領
土
國
家
を
形
づ
く
る
橋
渡
し
と
も
な
か
っ

た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
扁
．
八

　
春
秋
初
期
に
お
い
て
は
夫
々
の
傅
統
を
も
つ
妓
郭
都
市
の
自
立
意

識
は
極
め
て
強
烈
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
覇
者
な
る
も
の
の
毘
現
す
べ

き
基
底
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
齊
の
桓
公
は
滅
圃
三
十
五
と
稔
せ
ら

れ
て
い
る
か
ら
、
大
領
土
國
家
を
建
設
す
る
欲
望
が
な
か
っ
た
わ
け

で
な
く
、
た
だ
そ
こ
に
自
か
ら
限
界
が
あ
り
、
限
界
を
越
え
た
以
外

で
は
、
輩
・
に
諸
國
と
同
盟
の
名
で
自
己
に
隷
腸
さ
せ
、
自
己
は
そ
の

上
に
覇
者
と
な
っ
て
號
面
す
る
だ
け
で
浦
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

　
　
　
　
　
り

つ
た
。
彼
が
途
な
る
國
を
滅
し
て
、
そ
こ
に
戊
兵
を
駐
屯
せ
し
め
て

お
い
た
と
こ
ろ
、
途
の
有
力
者
た
る
因
氏
等
の
四
族
が
、
戌
兵
に
酒

を
ふ
る
ま
っ
て
醇
わ
せ
た
揚
句
、
凝
れ
を
塁
殺
し
に
し
た
事
件
が
起

つ
た
（
左
下
蕪
十
七
）
。
　
こ
の
講
は
恐
ら
ぐ
糖
質
に
、
　
他
國
を
亡
す

　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　

と
い
う
こ
と
が
、
如
何
に
抵
抗
の
大
き
な
も
の
で
あ
る
か
を
悟
ら
せ

た
に
網
逮
な
く
、
さ
れ
ば
後
に
術
國
が
秋
に
亡
さ
れ
た
時
は
、
同
盟

諸
國
に
命
じ
て
衛
…
の
復
興
に
三
面
さ
せ
て
い
る
。
羊
歯
の
次
に
現
わ

れ
た
第
三
の
覇
者
な
る
楚
は
最
も
侵
略
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も

一
度
滅
し
た
陳
の
國
を
、
ま
も
な
く
再
び
封
建
し
て
自
治
を
許
し
て

い
る
（
左
露
塵
十
一
）
。

　
覇
者
の
任
務
は
同
盟
諸
國
間
の
紛
争
を
調
停
し
、
そ
の
訴
訟
を
裁

（．　161　）



判
ナ
る
に
あ
っ
た
。
ま
た
同
盟
外
の
張
國
よ
り
の
侵
略
に
細
し
て
は

協
力
し
て
防
禦
の
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め

に
同
盟
國
よ
つ
軍
隙
を
徴
装
す
る
が
、
同
盟
國
は
こ
れ
に
苦
し
め
ら

れ
る
こ
と
が
一
通
り
で
な
い
。
魯
が
呉
に
從
寒
し
た
時
に
は
八
百
乗

の
職
車
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
な
お
こ
の
外
に
も
李

時
の
貢
納
が
課
せ
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
愈
愈
加
入
権
は
次
第
に
そ
の

政
治
上
の
濁
立
性
。
自
主
性
を
失
っ
て
ゆ
く
。
　
　
　
　
．

　
…
方
、
覇
者
の
國
都
に
は
莫
大
な
財
物
が
集
申
す
る
。
職
國
時
代

に
入
っ
て
、
こ
の
形
勢
は
い
よ
い
よ
決
定
的
な
も
の
と
な
り
、
一
面

に
は
毘
大
な
常
備
軍
が
編
威
さ
れ
、
商
業
の
盛
行
と
、
郡
縣
制
度
の

實
施
と
相
倹
っ
て
、
｛
全
前
の
大
都
布
が
禺
現
し
た
。
孟
子
と
同
時
な

る
齊
の
宣
王
の
凶
暴
臨
瀞
は
、
戸
数
七
萬
、
肚
丁
の
数
が
最
少
に
見
．

積
っ
て
も
二
十
一
萬
入
と
稻
せ
ら
れ
る
（
職
國
策
齊
二
王
）
。
戦
國

の
領
土
塗
家
の
大
規
模
な
政
治
と
軍
事
と
を
蓮
螢
さ
せ
得
た
の
は
、

か
か
る
大
都
市
の
財
力
に
あ
っ
た
と
云
う
こ
と
が
出
与
る
。
而
も
そ

の
反
面
に
こ
の
肚
大
な
城
郭
都
市
は
自
今
や
濁
自
の
政
治
的
生
命
を

失
っ
て
、
猫
裁
的
艦
主
が
領
有
す
る
財
貨
の
集
積
地
に
ず
ぎ
な
く
な
，

つ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
頃
は
庶
民
開
放
の

　
　
　
　
　
　
中
國
上
代
は
封
建
制
か
都
市
騨
家
か
（
宮
鋳
）

潮
に
の
っ
て
、
國
民
の
問
に
古
の
自
由
市
露
な
る
自
難
が
活
濃
化
し

て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
．
彼
等
に
は
、
彼
等
自
身
が
露
主
の
臣
下
で
あ

る
よ
り
も
、
瀦
主
こ
そ
は
一
般
市
民
の
申
か
ら
の
成
り
上
9
者
で
あ

る
と
い
う
考
え
が
強
く
支
配
し
て
い
た
。
そ
れ
が
奏
漢
の
統
一
帝
國

の
下
で
は
、
君
主
は
絶
食
不
可
侵
の
存
在
と
な
り
、
人
民
は
ひ
た
す

ら
こ
れ
に
恭
順
な
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
民
草
と
な
っ
て
し
豪

つ
た
。
春
．
秋
…
戦
國
時
代
の
中
墨
庶
事
界
の
藤
本
な
脈
動
は
、
自
爵
市

民
た
る
自
重
の
産
物
と
蓉
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
春
秋
時
代
を
無
心
と
し
た
申
國
の
城
郭
都
市
の
襲
展
を
蓮
べ

た
が
、
そ
の
間
に
概
念
の
混
難
を
避
け
る
た
め
、
私
は
努
め
て
都
市

國
家
な
る
名
、
稔
を
用
う
る
の
を
避
け
て
來
た
。
し
か
し
今
や
我
々
は

此
等
の
都
市
を
よ
蕊
に
都
市
國
家
の
名
を
用
い
て
も
別
に
差
つ
が
え

な
く
、
．
む
し
ろ
そ
う
呼
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
一
斗
よ
く
中
心
上
代
の
祉

會
歌
態
を
理
解
す
る
こ
と
が
田
來
る
と
信
ず
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は

ギ
リ
シ
ア
の
よ
う
に
完
全
な
嚢
達
を
ぱ
遽
げ
得
な
が
っ
た
。
し
か
し

都
市
國
家
は
西
方
で
も
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
ば
か
り
の
専
有
．
で
は
な

い
。
地
申
海
岸
か
ら
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
に
か
げ
て
、
も
っ
と
古
い
形
の

ド
都
市
尊
家
が
あ
り
・
、
そ
れ
ら
の
中
に
轍
、
或
は
中
國
の
都
市
國
家
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
“
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巾
國
上
代
は
赫
建
湖
か
都
市
國
家
か
（
宮
綜
）

も
っ
と
近
い
形
式
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
・

　
ま
た
ギ
リ
シ
ア
の
都
市
國
家
の
近
く
に
は
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
よ
う

な
封
建
國
家
が
存
在
し
た
。
中
國
上
代
の
封
建
制
を
、
4
3
世
当
ー
ロ

ッ
パ
の
封
建
制
に
…
封
此
ず
る
の
は
あ
ま
9
に
も
時
代
が
隔
り
す
’
ぎ

二
〇

る
。
も
し
比
較
を
と
る
な
ら
ば
、
も
っ
と
も
古
い
時
代
の
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
で
は
柴
門
達
に
絡
つ
た
古
代
の
封
建
制
度
を
取
9
上
げ
て
、
そ

の
嚢
蓬
と
伽
羅
…
の
速
度
な
ど
を
申
達
の
そ
れ
と
比
較
研
究
す
べ
き
で

は
な
か
ろ
う
か
。

奮
中
國
の
教
育
官
吏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

　
中
國
歴
代
の
宮
僚
の
理
想
は
清
要
．
官
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
浩
と
は
位
が
高
く
て
ひ
ま
の
多
い
ご
と
を
…
冒

　
　
つ

い
、
要
と
は
忙
し
く
て
肝
心
な
ポ
ス
ト
を
指
し
、
爾
者
を
翁
ね
る
の
を
需
要
官
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
教
育
系
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

の
官
吏
は
丈
蔀
大
臣
に
相
當
す
る
禮
部
爾
響
を
は
じ
め
、
清
官
で
は
あ
る
が
贈
官
で
は
な
い
。
中
央
の
大
學
穂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
く
ぬ

長
に
あ
た
る
國
子
祭
酒
の
如
き
は
関
…
漫
な
差
遣
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
地
方
の
府
撃
、
州
學
、
縣
箪
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
敏
授
、
學
正
、
教
論
、
訓
導
な
ど
の
教
宜
が
配
鳳
…
さ
れ
る
が
、
停
年
を
す
ぎ
た
頃
に
や
っ
と
科
學
を

通
過
し
た
進
士
や
飛
入
が
任
命
さ
れ
る
。
知
縣
な
ど
の
行
政
官
で
役
に
た
た
ぬ
無
能
者
と
認
め
ら
れ
る
と
教
宮

に
左
遷
ざ
れ
、
こ
れ
を
改
教
と
云
っ
て
甚
だ
不
名
説
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
た
。
清
掃
の
雍
正
帝
は
あ
る
廉
潔
な

宮
爽
を
工
部
侮
轡
に
任
命
し
て
、
適
切
な
按
擢
だ
と
い
う
評
判
を
た
て
ら
れ
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
當
の
雍
正
帝

は
曰
く
「
あ
の
男
は
愁
部
欝
欝
の
外
に
使
ひ
道
が
あ
る
も
の
か
」
。
黒
化
を
奪
重
し
、
徳
治
主
義
を
標
榜
す
る

奮
中
園
の
政
治
に
、
こ
う
い
う
一
、
面
が
あ
っ
た
ご
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
ぬ
。
（
宮
崎
）
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