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問
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先秦時代の「士」の諸問題（河地）

…
霧
裏
霧
島
の
中
国
に
は
、
士
と
庶
の
二
つ
の
募
か
・
な
る
蒙
禁
書
萩
蒙
あ
っ
た
．
士
は
官
僚
乃
至
貴
族
あ
る
い
は
「
蕃
人
階
級
」

畝
す
な
わ
ち
支
配
者
階
層
と
し
て
、
被
支
配
者
階
膚
た
る
一
般
庶
民
と
対
立
す
る
社
会
的
身
分
を
意
味
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
古
く
漢
代
に
ま
で
遡
る
と
、
官
僚

一
が
士
た
る
は
当
然
と
し
て
、
す
べ
て
の
庶
民
に
も
一
定
の
範
韻
で
爵
が
与
え
ら
れ
、
そ
れ
が
や
は
り
士
の
身
分
を
意
味
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
一
見
奇
妙

…
な
社
会
秩
序
の
あ
り
荏
・
士
の
馨
の
系
譜
を
遡
る
こ
と
に
よ
つ
夢
解
で
き
る
・
古
い
都
市
国
家
の
時
代
志
・
邑
（
都
市
醗
家
）
の
震
員
た
る

へ

一
氏
族
三
体
賢
で
あ
っ
た
・
平
心
わ
れ
、
甦
毒
す
・
諸
無
難
（
「
民
U
）
の
支
配
者
で
あ
り
、
撃
た
。
権
利
を
享
．
。
も
の
で
あ
っ
た
．
崇
自

凧
立
農
民
暦
に
成
長
し
て
ゆ
き
、
邑
の
支
配
体
制
が
崩
壊
し
て
ゆ
く
過
程
で
、
集
権
的
領
土
国
家
は
、
官
僚
層
と
と
も
に
、
農
民
層
の
す
べ
て
を
、
新
た
な
国

…
舞
熱
闘
乞
て
把
握
・
鍵
・
な
芒
た
。
号
・
て
士
・
い
身
毒
言
示
ま
一
・
護
、
麺
な
実
語
分
化
定
着
・
た
ほ
か
、
同
時
に
、
身

一
分
を
は
な
れ
た
多
様
な
意
義
に
転
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
士
の
観
念
の
分
化
を
た
ど
る
試
み
は
、
古
代
漢
帝
圏
の
ユ
ニ
ー
ク
な
性
格
と
歴

…
器
位
讐
堂
る
；
の
手
響
と
な
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
牝

、

は
　
じ
　
め
　
に

＿＿へM．＿へ、〈

　
中
国
の
み
な
ら
ず
他
の
国
で
も
そ
う
で
あ
る
が
、
あ
る
時
代
の
政

治
・
社
会
の
竜
ろ
竜
ろ
の
現
象
の
基
底
に
は
、
そ
の
時
代
に
固
有
な

社
会
原
理
乃
至
秩
序
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
顕
著
に
あ
る
い
は

内
在
的
に
認
め
ら
れ
る
ば
あ
い
が
あ
る
。
そ
う
い
う
秩
序
そ
の
竜
の

乃
至
理
念
は
、
あ
る
時
代
の
人
々
の
行
動
を
規
制
し
、
考
え
方
を
支

配
し
た
一
つ
の
力
な
の
で
、
歴
史
を
深
く
か
っ
全
体
的
に
と
ら
え
よ

う
と
す
る
ば
あ
い
無
視
で
き
ぬ
竜
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
れ
は
、

当
時
の
社
会
の
基
礎
的
な
、
経
済
的
な
諸
関
係
を
そ
の
ま
ま
反
映
し

て
い
る
ば
あ
い
も
あ
る
が
、
ま
た
あ
る
と
き
は
間
接
的
に
し
か
反
映

し
な
い
、
い
い
か
え
る
と
そ
れ
自
体
相
対
的
独
自
性
を
も
つ
て
現
わ
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れ
る
。
し
か
し
そ
の
ば
あ
い
で
も
、
現
実
の
政
治
的
支
配
体
制
を
内

面
か
ら
支
え
る
も
の
と
し
て
、
重
要
性
は
依
然
と
し
て
認
め
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
私
が
か
つ
て
中
国
の
士
庶
の
身
分
的
秩
序
の
問
題
を

検
討
し
た
の
・
も
、
一
つ
に
は
こ
の
た
め
で
あ
り
、
同
時
に
こ
の
面
の

検
討
が
あ
る
時
代
の
国
家
の
性
格
と
か
基
本
構
造
の
研
究
に
役
立
つ

と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
と
こ
ろ
で
前
稿
「
磐
代
の
士
身
分
と
社
会
秩
序
の
諸
問
題
」
は
、

晋
代
に
お
け
る
士
の
問
題
か
ら
出
発
し
て
、
穿
話
の
士
の
問
題
に
遡

っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
ま
が
り
な
り
に
も
一
応
の
解
決
に
接
近

で
き
る
の
で
な
い
か
と
い
う
当
初
の
見
込
は
は
ず
れ
て
し
ま
っ
た
。

士
の
観
念
は
す
で
に
漢
代
に
お
い
て
多
様
に
分
化
し
て
い
た
。
な
か

で
も
と
く
に
注
目
す
べ
き
は
、
ご
く
普
通
の
意
味
で
支
配
者
階
層
と

い
っ
て
よ
い
官
僚
が
士
た
る
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
そ
れ
と
対
瞭

的
な
庶
民
も
ま
た
民
爵
制
の
上
か
ら
み
る
な
ら
ば
士
で
あ
っ
た
点
で

あ
る
。
そ
う
い
え
ば
『
勲
記
』
な
ど
の
伝
え
る
古
典
の
世
界
に
し
て

も
、
卿
・
大
夫
・
士
・
庶
の
身
分
は
、
す
べ
て
の
秩
序
の
基
と
し
て

明
確
す
ぎ
る
ほ
ど
明
確
で
あ
る
よ
う
に
み
え
て
、
　
「
野
馳
下
庶
人
、

刑
不
上
大
夫
」
　
（
「
曲
礼
」
）
に
し
て
も
、
士
の
位
置
に
は
微
妙
な
も

の
が
あ
る
。
漢
代
の
士
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
は
、
士
の
観
念
の

分
化
の
経
路
を
た
ど
っ
て
懸
軍
時
代
に
遡
り
、
で
き
る
だ
け
体
系
的

に
整
理
し
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
。

　
た
だ
し
こ
こ
で
二
、
三
塁
っ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
体
系
的

に
整
理
す
る
と
い
っ
て
も
、
観
念
の
分
化
を
綱
羅
す
る
意
図
は
な
い

し
、
ま
た
先
秦
時
代
の
士
そ
れ
自
体
が
目
標
で
は
な
い
。
泓
に
と
っ

て
問
題
な
の
は
、
漢
代
に
お
け
る
先
述
の
分
化
、
そ
こ
に
の
ぞ
い
て

い
る
漢
代
社
会
の
特
質
で
あ
り
、
壁
代
は
出
発
点
た
る
と
嗣
時
に
帰

着
点
な
の
で
あ
る
。
ま
た
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
字
義

そ
の
も
の
か
ら
見
れ
ば
、
た
と
え
ば
卒
に
対
す
る
士
は
、
徒
卒
、
雑

卒
に
対
す
る
車
士
・
甲
士
乃
至
精
兵
と
し
て
、
春
秋
時
代
に
遡
っ
て

そ
の
ま
ま
通
用
す
る
し
、
庶
に
対
す
る
士
竜
、
形
式
的
に
み
れ
ば
さ

し
て
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
竜
つ
と
単
純
化
し
て
い
え
ば
、
士
は

男
子
の
美
称
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
私
が

明
か
に
し
て
み
た
い
と
願
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
士
の
字
義
に
お
け

る
多
様
化
で
は
な
く
て
、
士
と
い
う
言
葉
の
な
か
に
ふ
く
ま
れ
て
い

る
社
会
的
・
身
分
秩
序
的
観
念
内
容
で
あ
り
、
そ
の
変
化
な
の
で
あ

る
。
　
こ
の
｝
懸
か
ら
ノ
扱
わ
ψ
な
い
こ
と
に
は
、
　
士
の
分
析
も
一
胃
頭
に
述
。
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

た
よ
う
な
問
題
関
心
に
接
近
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
私
は
前
稿
で
つ
ぎ
の
よ
う
な
意
味
の
こ
と
を
述
べ
て
お
い
た
。
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ta先后晦代の「士」の諸問題（河地）

士
の
観
念
が
湿
た
に
分
化
し
た
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
に
は
、
漢
よ
り
古
い

時
代
に
、
現
実
の
社
会
秩
序
に
ぴ
っ
た
り
当
て
は
ま
る
一
つ
の
観
念

と
実
体
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
こ
か
ら
実
体
が
変
化
し
分
化

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
っ
た
士
の
観
念
に
結
び
つ
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

も
う
少
し
具
体
的
に
い
う
な
ら
ば
、
古
く
は
氏
族
鋼
に
も
と
つ
く
士

の
階
層
が
あ
り
、
そ
れ
は
お
そ
く
と
も
戦
国
時
代
に
崩
壊
し
て
、
新

し
く
士
と
よ
ば
れ
る
人
女
が
出
現
し
た
。
し
か
し
そ
こ
で
は
単
一
の

固
定
し
た
士
の
身
分
が
形
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
多
様
な
実
体

が
存
在
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
分
化
の
根
底
を
な
す
も
の

は
、
官
僚
か
ら
庶
民
に
い
た
る
す
べ
て
を
新
し
い
国
家
の
構
成
員
と

し
て
抱
囲
し
編
心
し
よ
う
と
す
る
戦
国
君
主
の
政
治
で
あ
っ
た
。
統

一
帝
国
が
完
成
す
る
と
官
僚
制
の
重
要
性
は
増
し
、
官
僚
は
一
つ
の

固
定
し
た
階
層
を
な
す
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
は
当
然
士
と
み
な
さ
れ

た
が
、
同
時
に
庶
民
も
帝
国
の
基
礎
と
し
て
、
す
べ
て
天
子
に
直
結

さ
れ
る
の
が
漢
帝
国
の
基
本
秩
序
で
あ
っ
た
。
庶
民
も
荘
家
の
上
か

ら
み
る
と
士
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
維
持
さ
れ
得
た
の
は
、
こ
う
し

た
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
な
見
通
し
の
大
筋
は
、

大
体
に
お
い
て
い
ま
も
か
わ
ら
な
い
．
た
だ
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
晃

通
し
で
あ
っ
て
、
も
う
少
し
具
体
的
に
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
し
、

補
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
す
で
に
述
べ

た
よ
う
に
、
官
僚
制
に
基
く
士
と
工
十
等
爵
制
に
基
く
士
は
必
ず
し

も
一
致
せ
ず
、
異
っ
た
実
体
に
結
び
つ
い
た
別
個
の
観
念
で
あ
る
。

し
か
し
意
味
上
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
や
は
り
共
通
す
る
竜

の
が
あ
る
。
そ
れ
が
「
命
士
」
と
い
う
考
え
で
あ
る
こ
と
は
前
稿
で

述
べ
た
。
だ
が
実
は
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
。
な
る
ほ
ど
こ
の

共
通
点
と
三
岡
鴛
主
の
生
み
だ
し
た
新
し
い
国
家
秩
序
を
関
連
さ
せ

て
考
え
る
な
ら
ば
、
庶
民
も
ま
た
士
で
あ
っ
た
こ
と
は
一
応
理
解
さ

れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
　
し
か
し
こ
の
「
命
士
」
の
観
念
は
、
　
戦
函

一
跡
漢
的
官
僚
と
い
う
意
味
に
置
き
か
え
る
だ
け
で
は
す
ま
な
い
、

も
っ
と
古
い
観
念
で
も
あ
る
よ
う
だ
。
と
す
れ
ば
天
子
と
「
命
士
」

の
関
係
の
な
か
に
は
、
天
子
と
官
僚
と
い
う
以
上
の
何
か
別
σ
紐
帯

が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
が
明
か
に

さ
れ
ね
ば
、
漢
代
社
会
の
歴
史
的
な
位
麗
が
明
か
に
な
ら
な
い
。
こ

う
し
て
こ
の
問
題
は
、
戦
国
霜
主
の
．
新
国
家
秩
序
形
成
の
歴
史
的
意

義
に
も
深
く
関
連
す
る
の
で
あ
る
。

④
大
阪
市
大
、
馴
、
経
済
学
雑
誌
』
第
三
九
巻
二
号
。

②
　
も
し
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
士
と
卒
の
問
題
も
簡
単
で

　
は
な
い
。
か
つ
て
大
庭
脩
氏
の
「
材
官
孜
扁
　
（
『
龍
谷
三
山
』
第
三
山
ハ
ロ
万
）

　
で
指
摘
さ
れ
た
漢
の
騎
士
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
米
田
賢
次
郎
氏
の
「
漢

3（62エ）



代
徳
役
日
数
に
関
す
る
一
試
論
」
（
『
東
方
学
報
』
第
二
七
器
）
も
言
及
し
、

最
近
で
は
西
村
元
佑
氏
の
「
三
代
の
騎
士
鳳
（
『
龍
谷
史
壇
』
第
四
四
号
）

が
こ
れ
に
批
判
を
試
み
て
い
る
。
参
照
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
お
願
い
す

る
。

第
一
章
　
般
・
西
周
の
士

　
序
書
で
の
べ
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
士
の
問
題
が
興
味
あ
る
様
相

を
示
す
の
は
森
秋
・
戦
国
時
代
で
あ
る
。
（
本
稿
で
は
第
一
章
第
三
節
以

下
に
当
る
。
）
そ
れ
以
前
は
資
料
も
乏
し
い
し
、
ま
た
ト
辞
、
金
文
に

た
い
す
る
知
識
も
貧
し
い
。
と
い
う
わ
け
で
股
、
西
周
に
遡
る
の
は

私
の
能
力
が
許
さ
な
い
の
で
あ
る
が
、
士
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
実

に
さ
ま
ざ
ま
に
説
か
れ
て
き
た
の
で
、
こ
れ
ら
に
ふ
れ
つ
つ
、
興
味

あ
る
二
、
三
の
点
を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
も
無
音
心
味
で
は
な
い
。
此
二

か
蛇
足
の
感
を
免
れ
な
い
が
、
ま
ず
士
の
初
義
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
第
醐
節
士
の
初
義
に
つ
い
て

　
『
説
交
』
に
は
「
士
は
龍
眼
。
数
は
一
よ
り
始
ま
り
、
十
に
終
る
。

一
と
十
に
夙
う
。
孔
子
曰
く
、
十
を
推
し
て
一
に
合
す
る
を
±
と
為

す
。
凡
そ
士
の
属
番
士
に
夙
う
」
と
い
う
。
こ
れ
は
仕
に
通
じ
て
、

し
ば
し
ば
経
書
の
注
に
み
ら
れ
る
解
釈
で
あ
る
け
れ
ど
竜
、
お
そ
ら

く
後
義
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
こ
こ
に
興
味
深
い
の
は
徐
中
箭
氏
の
見

　
　
　
①

解
で
あ
る
。
少
し
な
が
く
な
る
が
紹
介
し
て
み
よ
う
。

　
徐
氏
に
よ
る
と
、
士
・
王
・
皇
の
三
字
は
、
い
ず
れ
も
「
人
の
端

洪
し
て
坐
す
る
形
に
象
り
」
、
　
た
だ
異
る
の
は
王
の
首
部
が
士
に
比

較
し
て
大
き
く
、
皇
は
さ
わ
に
首
部
の
上
に
冠
を
著
け
て
い
る
点
で

あ
る
。
挿
図
1
は
、
徐
氏
が
例
証
に
あ
げ
て
い
る
山
東
省
済
寧
の
文

廟
楼
門
の
郭
泰
碑
陰
画
像
の
写
真
の
一
部
を
線
描
し
て
み
た
も
の
で

あ
る
が
、
こ
の
端
嘉
し
て
坐
し
た
人
形
こ
そ
±
字
の
形
と
異
ら
ず
、

そ
れ
故
に
こ
そ
、
士
は
古
代
に
お
い
て
は
男
子
の
通
称
だ
つ
た
、
と

徐
氏
は
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
藪
作
賓
氏
の
説
を
援
用
し
て
角
筆

の
い
う
と
こ
ろ
を
要
約
す
る
と
、
挿
図
2
（
徐
氏
の
例
示
を
適
当
に

｛
癒

王
ω

髭

（“p　　・（　3）

挿図2

査
樹

左
C1）

整
理
し
た
）
の
甲
骨
文
字
は
い

ず
れ
も
王
字
で
あ
る
が
、
左
か

ら
右
へ
の
順
に
時
代
が
下
り
、

そ
う
し
て
左
端
ω
は
肥
筆
に
不

便
な
甲
骨
文
で
あ
る
た
め
に
こ

う
な
っ
て
い
る
が
、
細
筆
に
つ

く
れ
ば
壼
と
な
る
は
ず
で
（
ω

参
照
）
、
士
と
同
形
と
み
な
さ
れ

る
。
古
字
で
は
士
の
上
下
両
横
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先秦蒔田の「士」の諸瞬題（河地）

に
は
長
短
の
別
は
な
か
っ
た
。
小
笈
と
今
隷
に
至
っ
て
下
の
一
が
短

く
な
り
土
と
区
別
さ
れ
る
が
、
土
字
は
甲
骨
文
で
は
皇
、
金
文
で
は

⊥
形
（
因
み
に
大
酒
饅
、
大
孟
鼎
で
は
壷
）
に
つ
く
り
、
混
同
は
あ
り
得

な
い
の
で
あ
る
。
（
た
し
か
に
挿
図
4
に
み
る
周
初
金
文
、
山
脚
尚
の
士
字

は
、
下
が
む
し
ろ
長
い
。
）

　
と
こ
ろ
が
晩
期
の
甲
骨
文
の
正
字
は
、
し
だ
い
に
首
形
が
大
き
く

な
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
今
の
王
字
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
士
と
区
別

す
る
意
を
あ
ら
わ
す
屯
の
で
、
大
字
と
天
字
の
関
係
に
等
し
く
、
そ

う
し
て
大
と
天
が
齎
く
は
互
用
さ
れ
た
よ
う
に
、
士
と
王
も
最
初
は

明
確
に
区
部
さ
れ
な
か
っ
た
。
徐
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
古
代
の
階

級
観
念
が
後
代
ほ
ど
明
確
で
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、

こ
の
見
解
は
は
な
は
だ
興
味
が
深
い
。

　
皇
字
は
挿
図
3
（
徐
氏
の
図
は
原
形
で
は
な
い
の
で
、
適
寛
採
録
し
た
）

に
み
る
よ
う
に
、
王
が
冠
星
を
著
け
た
形
と
解
さ
れ
る
。
徐
氏
の
皇

墨縄
呈

宗
夙
三

三
鼓

挿図3

字
の
考
釈
の
詳
細
は
こ
こ
で
は
省

略
し
よ
う
。
金
文
の
皇
字
の
下
半

分
が
士
・
王
と
等
し
い
の
は
確
か

で
あ
る
。

　
以
上
は
徐
中
野
氏
の
論
文
の
一

働
禁
令
駿

ω
・
鵬
雇
曲

〈o｝

干
噛
轟

部
の
要
約
で
あ
る
。
　
士
と
王
が
古
く
は
同
一
字
で
あ
り
、
　
の
ち
一

字
を
上
に
加
え
て
区
別
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
、
そ
れ
は
階
級
観
念

（
む
し
ろ
王
后
と
い
う
べ
き
か
）
が
一
段
と
発
達
し
た
こ
と
を
物
語
る
と

解
す
る
の
は
、
信
じ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
挿
図
4
の
周
初
金
文
を

み
て
も
、
王
と
士
は
ま
っ
た
く
類
似
し
た
形
を
も
つ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
ま
た
疑
問
も
な
い
で
は
な
い
。
そ
れ
は
士
・
王
の
原

始
形
を
、
人
の
端
如
し
て
坐
す
る
形
と
見
て
よ
い
か
ど
う
か
と
い
う

点
で
、
挿
図
4
の
請
形
と
く
に
③
の
下
辺
の
形
は
、
徐
氏
に
よ
れ
ば

裳
の
下
鞍
の
形
か
ら
き
た
も
の
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
点
の
賛
否
は
保

留
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
ま
た
〃
王
は
帝
王
で
あ
り
、
士
は
官
長

で
あ
り
、
故
に
並
び
に
其
の
端
毒
し
て
坐
す
る
形
に
象
る
”
の
だ
と

い
う
議
論
で
あ
る
が
、
士
を
官
長
と
釈
す
る
か
ぎ
り
、
帝
王
の
王
字

と
難
字
の
最
初
同
一
字
で
あ
っ
た
理
由
が
、
か
え
っ
て
不
鮮
明
に
な

っ
て
し
ま
う
。
後
代
の
王
制
の
映
像
が
股
代
の
そ
れ
に
重
ね
ら
れ
る

た
め
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
士
を
官
長
と
解
す
る
ま
え
に
、
階
級
観
念
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が
未
発
達
で
あ
っ
た
と
い
う
古
代
の
玉
綱
そ
の
も
の
が
、
も
う
少
し

掘
り
下
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
　
「
王
」
と
「
官
長
扁
の
親
近
関
係
は
、

そ
こ
か
ら
理
解
し
う
る
も
の
と
な
ろ
う
。

　
士
と
王
が
最
初
は
同
一
字
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
よ
△
字
は
、

本
来
は
両
者
に
共
通
す
る
身
分
・
特
権
を
象
徴
す
る
何
物
か
の
象

形
、
　
も
し
く
は
そ
の
訂
う
な
階
層
に
属
す
る
人
の
象
形
な
の
で
あ

ろ
う
。
物
の
象
形
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
人
の
義
に
転
じ
た
わ
け
で
あ

る
。
は
じ
め
王
は
、
太
の
中
か
ら
選
ば
れ
、
代
表
し
て
事
を
お
こ
な

い
、
特
権
を
行
使
し
た
。
初
期
の
ト
辞
の
太
が
、
も
は
や
王
の
み
を

さ
す
よ
、
う
に
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
太
字
か
ら
の
ち
に
王
道
と
士

字
が
分
化
す
る
と
こ
ろ
が
ら
み
て
、
初
期
の
王
制
が
ま
だ
絶
対
化
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
王
は
士
を
代
表
す
る
存
在

と
み
て
よ
い
。
で
は
般
の
王
と
士
の
紐
帯
は
何
か
。
そ
れ
は
氏
族
制

的
関
係
を
措
い
て
ほ
か
に
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
太
の
な
か

に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
王
と
士
の
関
係
は
、
人
と
人
の
関
係
と
し
て
み

る
な
ら
ば
、
族
長
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
族
員
に
当
る
も
の
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
。
上
に
一
を
加
え
て
王
が
士
か
ら
区
別
さ
れ
る
に
い
た

っ
た
の
は
、
王
制
が
一
段
と
進
化
し
た
こ
と
を
示
す
竜
の
で
あ
る
。

た
だ
し
字
形
か
ら
の
推
定
に
は
限
界
が
あ
る
。
字
体
の
変
化
と
そ
の

時
期
が
、
そ
の
ま
ま
に
股
代
王
制
の
進
化
の
歴
史
と
符
合
す
る
と
い

う
の
で
は
な
い
。

　
王
制
の
進
化
に
と
も
な
い
、
太
虚
は
王
字
に
演
化
す
る
一
方
、
西

周
以
降
の
金
文
、
文
献
史
料
の
八
字
に
系
譜
を
ひ
く
。
し
か
し
後
者

の
系
譜
、
す
な
わ
ち
一
種
の
官
名
も
し
く
は
玉
と
明
瞭
に
区
別
さ
れ

た
脂
質
の
意
味
で
置
字
を
用
い
た
例
は
、
ト
辞
に
は
な
い
。
こ
の
点

か
ら
み
る
と
、
虚
字
の
系
譜
の
う
え
で
は
、
卜
辞
と
金
文
、
経
書
の

閲
に
、
若
干
の
断
層
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
卜
辞
に
船
い
て
、
王
と

区
別
さ
れ
た
虚
威
を
さ
す
字
に
は
、
　
「
人
」
が
あ
り
、
ま
た
特
定
の

族
な
ら
ば
、
コ
†
」
（
多
子
族
）
、
の
ご
と
き
字
が
あ
る
。
「
人
偏
の
ほ
う

‘
は
そ
の
ま
ま
西
周
以
降
、
族
人
を
さ
す
語
と
し
て
よ
く
這
い
ら
れ
た
。

そ
こ
で
士
と
人
も
、
近
い
関
係
を
も
つ
語
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
こ

の
こ
と
に
は
、
二
つ
の
解
釈
が
な
り
た
つ
。
無
敵
籠
氏
の
立
場
に
た

つ
な
ら
ば
、
士
は
族
長
、
人
は
族
員
の
区
別
が
成
立
つ
か
も
し
れ
な

い
。
だ
が
こ
の
解
釈
は
、
経
書
の
例
に
う
ま
く
っ
な
が
ら
な
い
。
別

の
面
か
ら
み
る
と
、
±
が
人
形
を
象
っ
た
の
で
は
な
い
か
ら
、
そ
こ

に
士
と
人
の
用
法
の
相
違
が
生
じ
た
の
だ
と
も
い
え
る
。
卜
辞
・
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ツ

文
の
「
人
」
の
形
に
は
、
　
「
河
二
革
尤
一
二
十
人
ヲ
御
ラ
ソ
カ
」
（
挿
図
5

の
ω
）
、
　
「
維
王
来
征
人
方
」
（
5
の
勧
）
、
　
　
の
人
の
よ
・
つ
に
、
「
嘉
ハ
」
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先奏時代の「士」の諸問題（河地）

研
う
ん
署
薗

傷
》
器
尋

ω
ぐ

挿図5

（
5
の
⑧
）
に
通
ず
る
面
が
あ
る
。

人
は
莞
、
夷
の
よ
う
な
異
氏
族
成

員
を
さ
す
も
の
と
し
て
も
勢
い
う

る
。
そ
こ
で
、
徐
氏
の
説
明
は
は

な
は
だ
巧
み
で
は
あ
る
が
、
士
と

人
は
、
象
形
そ
の
も
の
に
お
い
て
は
、
本
来
異
っ
た
概
念
か
ら
出
発

し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
す
る
考
え
も
捨
て
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
士
に
あ
る
種
の
氏
族
制
に
も
と
つ
く
身
分
的
乃
至

特
権
的
観
念
が
ふ
く
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
推
定
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
第
二
節
　
西
周
金
文
を
中
心
に
み
た
官
名
と
し
て
の
士

　
前
節
で
の
べ
た
士
の
初
義
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
な
お
臆
説
の
域

を
出
な
い
が
、
そ
れ
で
は
、
四
周
時
代
の
士
の
諸
猛
撃
と
、
如
何
に

関
連
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
第
一
は
金
文
資
料
で
あ
る
。
士
字
を
も
つ
銅
器
銘
文
は
、
私

の
あ
つ
め
得
た
も
の
だ
け
で
、
同
文
お
よ
び
前
後
の
不
明
瞭
な
も
の

を
除
い
て
十
九
例
を
数
え
る
。
便
宜
上
関
連
し
た
羅
銘
を
ふ
く
め
て

別
に
掲
げ
よ
う
。
こ
の
表
か
ら
明
か
に
う
か
が
え
る
こ
と
が
あ
る
。

金
文
に
士
字
が
初
め
て
見
え
る
の
は
周
初
以
降
で
あ
る
が
、
以
下
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

周
器
の
士
字
は
、
ほ
と
ん
ど
が
人
名
に
冠
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
蓑
②
の
史
一
や
公
器
な
ど
と
同
じ
く
、
官
名
を
も
つ
て
族
を

称
し
た
竜
の
と
解
し
て
誤
り
な
い
。
こ
の
史
、
士
が
単
な
る
族
名
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

な
く
官
名
た
る
こ
と
は
、
白
川
豊
島
の
「
旧
史
」
に
く
わ
し
い
。
で

は
西
熊
の
士
の
官
は
本
来
如
何
な
る
官
で
あ
っ
た
の
か
。
本
節
で
は

こ
の
点
に
つ
い
て
の
頗
来
の
諸
説
を
み
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
特
定
の
官
名
と
し
て
の
士
に
は
、
　
ま
ず
理
官
（
獄
官
）
説
が
あ
る
。

孫
星
得
の
『
尚
書
今
古
文
注
疏
』
は
「
難
典
」
の
「
女
賢
士
」
の
条

に
、
　
「
雪
融
日
、
獄
官
之
長
、
鄭
康
成
日
、
士
、
察
也
、
主
察
獄
訟

嘉
事
」
と
古
注
を
あ
げ
て
い
る
。
馬
説
は
『
史
記
集
解
』
に
耀
え
、

『
漢
書
』
百
官
表
の
応
勘
注
と
も
一
致
し
、
鄭
説
は
『
周
礼
』
司
憲

の
注
そ
の
他
に
し
ば
し
ば
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
周
官
司
憲
の
属
に
、

獄
官
た
る
士
師
以
下
郷
士
、
遂
士
、
県
減
等
た
の
名
称
が
列
挙
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
り
、
士
は
よ
く
こ
の
士
師
に
あ

て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
下
訳
衛
は
さ
き
の
「
藩
学
」
の
士
を
士

師
に
あ
て
る
『
正
義
』
の
説
を
と
ら
な
い
。
　
「
女
」
（
皐
陶
）
は
「
蛮

夷
与
島
、
竃
賊
姦
策
」
を
治
め
る
司
馬
三
公
の
職
に
任
ぜ
ら
れ
た
の

で
、
だ
か
ら
こ
そ
鄭
注
は
「
主
察
獄
訟
意
訳
」
と
い
う
。
そ
の
こ
ろ

司
憲
の
職
は
な
い
が
、
総
領
に
も
し
当
て
る
な
ら
ば
そ
れ
は
司
憲
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
る
。
　
『
筆
記
』
月
謝
の
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注
に
「
理
、
治
獄
官
也
。
有
虞
氏
日
士
、
夏
日
大
理
、

数
日
大
司
憲
」
と
あ
る
の
も
同
じ
考
え
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
古
い
士
の
官
を
理
官
と
み
・
る
説
は
、

漢
以
来
な
が
く
註
釈
家
の
と
っ
て
き
た
見
解
で
あ
る

が
、
西
周
金
文
の
「
士
某
」
の
職
掌
を
検
討
し
て
み
・

て
も
、
春
秋
以
前
の
士
の
官
を
、
理
官
と
い
う
特
定

の
官
と
み
な
す
べ
き
根
拠
は
で
て
こ
な
い
。
古
文
献

に
お
い
て
も
、
『
周
回
』
や
「
雍
典
」
を
除
く
と
、
実

は
信
拠
す
べ
き
実
例
は
乏
し
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

西
周
の
士
の
嘗
を
理
官
に
品
定
す
る
こ
と
は
容
認
で

き
な
い
と
し
て
も
、
士
と
司
法
的
権
能
と
の
関
係
を

す
べ
て
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
春
秋

時
代
に
下
る
と
『
左
伝
』
に
、
　
「
衛
侯
三
元
嘔
訟
、

寧
武
子
為
輔
、
鍼
荘
子
為
坐
、
士
栄
為
大
士
」
　
（
僖

二
八
）
、
「
衛
侯
如
晋
、
習
人
馬
而
囚
之
於
士
弱
氏
」

（
栓
預
注
、
士
景
伯
晋
理
官
）
（
婆
宍
）
、
「
士
景
一
如

楚
、
叔
魚
摂
理
篇
（
杜
新
注
、
士
弱
乱
塾
獄
大
夫
也
）
（
昭

「
四
）
、
な
ど
の
記
事
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
景
伯

の
記
事
は
『
晋
語
』
に
も
み
え
、
　
「
叔
魚
摂
理
」
に
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先秦時代の「士」の諸問題（河地）

由
維
幸
月
初
苔
高
手
、
公
嘘
一
士
宅
憂
、
薮
勃
急
．
用
探
気
乙
皇
舞
．
－
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
玄
皆
警
）
（
手
銭
）

ヵ
維
正
珂
を
丑
．
壬
裕
手
呂
鼓
．
壬
穿
・
丁
承
、
蔵
岨
、
妥
命
玄
道
．
薩
馬
手

（　
鹿
三
．
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
絡
手
工
）
（
書
）

む
更
訂
ヨ
．
…
…
：
蕩
民
足
，
藪
．
威
畜
胤
虻
、
奮
々
〉
人
武
、
銀
馬
鐸
建
…

（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
秦
公
殴
　
）
（
童
戯
）

ナ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

彦
維
三
正
再
初
吉
厩
在
乙
気
轟
公
穀
…
副
祥
鯨
鐘
．
ロ
．
－
－
藏
予
鎌

　
鍾
二
銘
、
台
（
以
）
楽
葉
身
、
争
渥
犬
天
．
台
善
認
玄
・
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肺
試
暇
鐘
4
（
二
四
）

む
…
台
楽
犬
拠
、
台
導
劣
滋
子
…
－
　
　
　
　
（
肺
媒
華
鐘
）
（
火
系
）

叡
．
’
書
g
慾
気
義
g
梨
嘉
騒
及
腰
菟
兄
魚
虫
…

（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
光
皇
鐘
）
　
（
火
系
）

実
…
業
萬
手
孫
．
磯
書
飽
彊
．
盆
彼
霊
尺
函
昌
、
壷
奪
曼
尚
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
葡
諮
掃
鉦
）
（
犬
系
）

由
、
・
－
毬
公
痢
・
．
・
・
…
，
余
蔵
二
七
士
、
作
乱
淫
石
、
保
麟
三
凶
…
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
薯
・
憐
豊
）
　
（
K
系
）

d
p
．
．
…
呂
唾
獲
喜
、
円
楽
父
亀
諦
玄
・
．
－
　
　
　
　
（
手
取
鐘
）
（
匁
系
）

焼
（
勇
士
尚
蔵
駿
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
沢
系
）

南
（
魚
軍
学
簸
）

㊥
糸
入
白
ち
丈
叔
皇
薄
）

註
．
（
．
　
暑
妨
9
’
（
ッ
學
ゲ
そ
ア
ル
’
ハ
昭
姦
。

　
’
（
　
胃
石
ハ
驚
舜
（
喫
壕
殻
桝
．
．
守
劇
膚
寒
史
豪
・
縫
展
）

　
　
　
玄
（
単
凡
躯
・
、
書
蓮
全
寒
審
一
港
）
、
尺
了
し
（
郭
一
戸

　
　
　
　
．
．
両
周
聖
誕
纏
山
系
）
　
．
疋
出
し
（
9
、
ρ
誌
§
。
、
～
：
望
遠
篭

　
　
　
　
録
捨
金
凝
）

つ
づ
く
文
と
し
て
、
　
「
邪
二
三
雍
子
争
田
、
雍
子
納

其
女
於
叔
魚
以
求
直
、
　
及
断
獄
三
日
、
　
叔
魚
抑
邪

侯
」
と
あ
る
。
　
こ
こ
で
は
大
士
と
い
う
官
名
、
　
お

よ
び
こ
の
士
某
が
官
を
竜
っ
て
族
を
称
す
る
西
周
金

文
の
例
に
つ
な
が
り
、
し
か
も
理
官
を
世
々
職
掌
と

し
た
と
推
測
さ
れ
る
点
か
ら
み
て
、
士
の
官
の
職
掌

は
、
　
理
官
と
あ
る
関
係
を
有
し
た
と
思
わ
れ
、
　
こ

の
関
係
は
必
ず
し
も
春
秋
時
代
に
限
定
で
き
な
い
の

で
あ
る
。
　
た
だ
習
の
士
氏
は
、
　
特
定
の
理
官
で
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
士
蔦
以
来
政
治
の
全
般
に
活

躍
し
た
有
力
な
大
夫
の
家
で
あ
っ
た
。
士
氏
の
司
法

的
権
能
は
、
む
し
ろ
こ
の
大
夫
た
る
多
種
の
権
能
の

な
か
に
含
ま
れ
っ
つ
、
し
だ
い
に
一
つ
の
職
掌
と
し

て
分
化
・
世
襲
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
　
こ
う
し
て
士
円
理
官
説
は
、
　
の
ち
に
も
の

べ
る
よ
う
に
、
士
の
問
題
を
考
え
る
上
で
一
つ
の
手

掛
り
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
西
嶺
の
士
の
官
を
理

官
に
限
定
す
る
こ
と
に
は
困
難
が
伴
う
。
　
こ
の
こ

と
は
、
郭
沫
若
氏
が
表
③
の
士
を
、
理
官
と
み
ず
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に
、
冥
官
飾
馬
の
属
た
る
司
士
と
釈
し
て
い
る
点
か
ら
も
、
ま
た
っ

ぎ
の
随
縁
騰
落
の
士
i
祭
祀
官
説
と
そ
の
検
討
か
ら
も
わ
か
る
の
で

あ
る
。

　
白
川
氏
の
説
は
亀
つ
ば
ら
金
文
に
、
す
な
わ
ち
表
ω
の
遡
上
が
、

祖
先
を
ま
つ
る
葬
器
に
名
を
つ
ら
ね
て
い
る
点
か
ら
み
て
、
史
一
と

同
族
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
雪
上
が
掌
っ
て
い
る
「
毅
」
が
祭
祀
的

儀
礼
で
あ
る
こ
と
の
二
点
に
竜
と
つ
い
て
い
る
。
氏
に
よ
れ
ば
当
時

富
職
は
氏
族
制
的
規
綱
か
ら
解
放
さ
れ
る
傾
向
が
生
じ
、
窟
制
の
分

化
に
と
も
な
い
、
一
族
一
職
の
制
は
く
ず
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
士
の
職

掌
は
、
か
く
て
史
官
か
ら
関
係
職
掌
と
し
て
分
化
し
た
も
の
と
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
蓑
②
に
あ
ら
わ
れ
た
か
ぎ
り
、
士
が
祭
祀
を
職
掌
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

す
る
官
で
あ
っ
た
こ
と
は
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も

問
題
が
つ
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
第
一
に
、
氏
の
前
提
た
る
士
上
と

史
1
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
陳
夢
家
勢
の
よ
う
に
、
必
ず
し
も
岡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

族
と
は
み
な
い
説
が
あ
る
。
第
二
は
、
こ
れ
も
重
要
な
前
提
で
あ
る

史
官
と
の
闘
係
で
あ
る
。
史
官
の
演
化
に
つ
い
て
は
、
博
引
多
岐
を

き
わ
め
た
彪
大
な
氏
の
考
証
が
あ
る
が
、
　
周
初
以
前
の
士
官
の
生

成
・
演
化
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
明
か
で
な
い
。
史
誤
訳
と
同
じ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

士
某
器
も
段
系
に
多
い
の
で
、
士
も
す
で
の
股
代
に
官
名
化
し
て
い

た
か
も
し
れ
な
い
が
、
士
関
羅
の
周
初
に
あ
ら
わ
れ
、
史
某
の
用
例

に
く
ら
べ
て
数
少
い
点
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
士
の
宮
名
化
は
周
以
後

の
制
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
ま
た
の
ち
の
史
某
器
か
ら
遡
っ
て
史
官
の
職
掌
内
容
を
検
証
す
る

方
法
助
士
某
器
の
ば
あ
い
十
分
に
効
果
的
で
は
な
い
。
表
⑥
で
は
紹

は
祖
考
を
つ
い
で
司
ト
の
職
を
命
ぜ
ら
れ
、
問
題
の
器
た
る
表
α
ゆ
の

士
道
は
牢
祭
に
関
係
が
あ
る
。
だ
が
一
方
で
は
、
表
⑧
の
士
は
祭
祀

官
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
蟹
は
表
⑦
で
は
成
周
烈
烈
を
掌
る
寒
司
徒
に

任
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
表
㈹
、
㈲
で
は
宰
と
し
て
右
者
を
つ
と
め
て
い

る
。
　
（
表
⑧
の
士
父
、
⑩
の
士
告
は
不
明
）
。
　
こ
の
よ
う
に
先
述
の
理
官

を
ふ
く
め
て
、
士
を
称
す
る
屯
の
の
官
話
は
、
史
と
同
じ
く
、
時
代

が
下
る
と
多
様
化
し
て
い
る
が
、
士
の
官
が
本
来
そ
の
よ
う
な
多
様

性
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
竜
洋
初
で
は
受
認
官
に
限

定
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
決
定
す
べ
き
器
銘
が
余
り
に
少
な
い

の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
も
し
一
つ
の
推
測
を
試
み
る
な
ら
ば
、
私
は
響
岩
の
士
官

を
、
祭
絶
を
管
掌
し
た
と
と
も
に
、
ま
た
多
様
な
氏
族
制
的
権
能
を

も
つ
も
の
と
考
え
、
ま
た
一
方
で
は
、
表
①
に
士
某
が
「
一
工
」
し
、

ま
た
史
獣
が
百
工
を
率
い
て
成
周
の
経
営
に
当
っ
た
よ
う
に
、
士
上
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先秦時代の「二k：」の諸問題（河地）

は
次
節
で
の
べ
る
「
股
多
士
」
（
『
尚
書
出
多
士
）
ま
た
は
表
③
の
士
と

関
係
が
あ
り
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
統
率
し
て
・
成
周
経
営
に
も
参
加
し

た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
，
、
こ
こ
で
は
時
代
が

下
る
が
、
士
智
が
表
⑦
で
家
司
徒
と
な
り
、
成
周
八
斗
の
み
な
ら
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

庶
股
の
全
般
的
管
理
と
政
教
を
掌
っ
た
こ
と
も
念
頭
に
あ
る
。
す
で

に
の
べ
た
よ
う
に
、
ト
辞
で
は
、
士
と
王
の
区
別
が
十
分
に
は
明
確

で
な
く
、
王
と
区
別
し
た
意
味
で
族
員
を
さ
す
士
の
用
法
は
な
か
っ

た
。
士
が
殿
の
諸
族
の
峻
岳
、
さ
ら
に
同
盟
諸
邦
の
族
員
の
呼
称
と

し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
次
節
で
挙
例
す
る
よ
う
に
、

周
初
の
文
献
を
も
つ
て
礪
矢
と
す
る
。
こ
れ
は
「
殴
多
士
」
や
諸
邦

が
集
団
と
し
て
周
に
服
属
す
る
に
い
た
っ
た
政
治
的
変
動
と
無
関
係

で
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
股
族
を
は
じ
め
、
新
た
に
周

に
服
激
し
た
諸
国
が
、
周
王
を
中
心
と
し
た
累
層
的
…
な
支
配
体
制
に

編
成
さ
れ
た
。
　
一
般
的
呼
称
と
し
て
の
士
の
語
法
も
、
官
名
と
し
て

の
士
の
名
称
も
、
こ
の
よ
う
な
事
情
を
背
景
と
し
て
生
れ
た
の
で
は

な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　
も
っ
と
も
以
上
は
、
士
の
官
名
と
し
て
の
用
法
も
一
般
的
呼
称
と

し
て
の
用
法
も
、
現
存
の
資
料
・
交
献
で
み
る
か
ぎ
り
、
石
倉
に
お

け
る
一
つ
の
変
化
と
し
て
み
と
め
う
る
こ
と
、
士
某
器
が
股
系
の
器

に
多
い
こ
と
、
士
の
官
の
の
ち
の
演
化
に
は
、
宮
方
関
係
に
限
定
し

に
く
い
多
様
な
職
掌
が
存
在
す
る
こ
と
、
な
ど
か
ら
組
立
て
た
仮
説

に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
ト
辞
と
金
文
、
経
書
の
資
料
的
性
格
の
ち
が

い
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
仮
説
は
力
強
い
も
の
と
は
い
え
な
い
。

確
実
に
い
え
る
こ
と
は
、
少
く
と
も
周
初
に
い
た
っ
て
、
一
種
の
官

名
と
し
て
の
士
の
語
法
が
出
現
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
し

か
し
そ
の
官
職
を
理
官
に
限
定
し
て
考
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

官
制
の
未
発
達
で
あ
っ
た
股
・
周
初
に
あ
っ
て
、
司
法
権
乃
至
司
法

官
が
独
立
し
固
定
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
諸
種

の
行
政
権
に
つ
い
て
竜
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
と
く
に
司
法
権
は
氏

族
共
同
体
的
規
制
乃
至
慣
習
の
か
げ
に
か
く
れ
、
は
る
か
後
に
至
っ

て
固
定
し
た
窟
堂
丁
と
結
び
つ
い
た
。
周
知
の
ご
と
く
成
文
法
に
し
て

も
、
春
秋
中
期
に
出
現
し
、
そ
の
時
で
す
ら
は
げ
し
い
非
難
を
あ
び

た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
早
く
固
定
化
し
た
の
は
、
祭
紀
関
係
の
官

で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
た
だ
し
祭
祀
が
問
時
に
政
治
一
般
を
も

、
意
味
し
た
段
階
に
お
い
て
は
、
史
官
に
し
て
竜
職
掌
は
広
汎
な
分
野

に
わ
た
っ
た
。
そ
う
し
て
、
そ
こ
か
ら
官
捌
的
分
化
が
徐
々
に
開
始

さ
れ
る
ば
あ
い
に
も
、
行
政
適
職
裳
・
内
容
と
並
行
し
て
、
当
時
の
社

会
に
園
有
な
雲
華
を
も
と
と
す
る
人
的
管
掌
の
組
織
の
面
が
、
な
お
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強
く
作
用
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
の
が
私
の
考
え

の
骨
子
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
周
初
の
官
昌
制
に
お
い
て
、
金
文
に

み
え
る
隠
事
寮
に
し
て
も
、
こ
れ
を
『
礼
寵
』
曲
礼
に
み
え
る
天
官

六
大
に
あ
て
る
郭
沫
若
氏
の
見
解
は
、
な
お
検
討
を
要
す
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
で
言
及
し
て
お
き
た
い
。
誓
事
が
ト
辞
の
盆
景
で
あ
り
、
経

書
の
卿
士
で
あ
る
こ
と
は
、
羅
振
玉
氏
の
『
毅
虚
書
契
考
釈
』
に
の

べ
る
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
事
と
史
と
は
字
形
か
ら
み
て
も
相
通
ず
る
。

た
だ
史
・
事
と
士
は
、
字
形
の
上
で
は
ま
っ
た
く
柑
通
じ
な
い
。
そ

こ
で
羅
氏
の
「
士
、
吉
智
嚢
事
」
と
い
う
考
え
方
は
、
字
の
初
義
と

演
化
に
よ
る
と
い
う
よ
り
は
、
多
分
に
前
節
に
み
た
『
説
交
』
的
解

釈
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
士
が
仕
で
あ
り
事
で
あ
る
と
す
る
考

え
方
は
、
た
し
か
に
士
の
語
が
含
む
意
味
の
一
面
で
あ
る
し
、
そ
れ

故
に
こ
そ
嘉
事
は
卿
士
に
お
き
か
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
が
、
士
か
ら
事
乃
至
官
の
義
が
派
生
し
た
源
は
、
孫
包
里
の
『
尚

書
』
酒
詰
の
「
一
士
」
の
条
に
「
庶
士
者
士
之
言
事
、
総
謂
朝
距
」

と
翻
し
た
朝
臣
、
す
な
わ
ち
士
が
す
べ
て
朝
礼
に
参
加
し
、
ま
た
あ

る
職
掌
に
任
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
身
分
の
所
持
者
で
あ
っ
た

点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
卿
事
二
期
士
に

つ
い
て
郭
沫
若
氏
が
、
寒
宰
説
（
羅
善
玉
）
、
孤
卿
及
び
『
周
礼
』
六

臆
説
（
孫
論
譲
、
『
周
礼
正
義
』
）
を
反
駁
し
、
　
天
仁
六
大
説
を
主
張
し

た
こ
と
は
す
で
に
ふ
れ
た
が
、
そ
の
六
大
の
な
か
に
大
士
が
あ
る
。

そ
こ
で
登
窯
は
表
㈹
の
飽
食
に
お
い
て
、
同
器
の
士
を
大
士
に
あ
て
、

ま
た
表
⑲
の
士
を
「
大
士
あ
る
い
は
士
師
」
に
あ
て
、
さ
ら
に
大
士

は
、
大
壷
（
左
史
）
に
対
す
る
内
史
（
野
史
）
で
あ
る
と
考
え
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
こ
の
説
の
当
否
は
、
ま
ず
天
官
六
大
の
存
在
そ
の
も

の
、
ま
た
史
官
の
演
化
に
索
隠
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
で

お
こ
う
。
史
と
士
の
関
係
に
つ
い
て
の
白
川
説
に
は
す
で
に
ふ
れ
た
。

こ
こ
で
は
士
と
史
の
関
係
が
、
字
の
初
義
か
ら
一
事
ず
る
の
で
は
な

い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
け
ば
足
り
る
。
露
な
る
身
分
に
つ
い
て
は
後

節
で
ふ
れ
る
機
会
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
士
の
官
の
職
掌
を
、
理
官
も
し
く
は
祭
羅
官
に
限
定
し
て
よ
い
か

の
検
討
か
ら
出
発
し
、
士
の
官
名
化
の
背
景
を
な
す
一
般
的
事
情
を
、

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
み
た
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
前
節
で
も
み
た

ご
と
き
士
字
の
観
念
に
付
着
し
て
い
る
諸
権
能
が
、
新
し
く
生
れ
た

士
の
嘗
の
職
掌
と
無
関
係
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
司
法

権
も
司
祭
権
も
、
し
た
が
っ
て
士
の
集
団
の
統
率
権
も
、
ま
だ
未
分

化
の
か
た
ち
で
士
の
宮
の
職
掌
に
ふ
く
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
つ
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先秦時代の「士」の諸問題（河地）

た
か
、
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
権
能
は
、
柳
代
以
来

氏
族
共
同
体
に
固
有
の
も
の
と
し
て
、
氏
族
制
の
強
固
な
存
続
と
と

も
に
温
存
さ
れ
て
お
り
、
周
の
支
配
下
に
は
い
っ
て
も
急
に
消
滅
し

た
の
で
は
な
か
っ
た
。
士
の
官
掌
は
、
た
と
え
周
王
の
王
権
の
仮
託
・

分
与
と
い
う
擬
制
を
と
っ
た
に
せ
よ
、
股
以
来
の
氏
族
制
に
も
と
つ

く
伝
統
の
…
継
承
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
竜
し
こ
の
よ
う
な
意
味
か

ら
出
発
し
、
若
干
の
曲
折
を
み
と
め
た
上
で
な
ら
ば
、
貝
塚
茂
樹
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
士
一
理
官
説
の
根
源
も
深
い
と
い
わ
ね
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
第
三
飾
『
尚
憲
二
、
春
秋
金
文
の
垂
訓

　
前
節
で
の
べ
た
よ
う
に
、
西
遊
金
文
に
み
え
る
官
名
と
し
て
の
士

の
性
質
・
権
能
を
推
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
私
は
、
そ
の
下
に
氏
族

成
員
、
と
く
に
股
の
諸
族
か
ら
な
る
士
の
集
団
の
存
在
を
予
測
し
て

い
た
。
こ
の
予
測
は
主
と
し
て
、
表
⑦
の
士
忽
が
管
掌
し
た
成
周
八

師
、
庶
毅
と
、
。
『
尚
書
』
の
「
股
多
士
」
を
結
び
つ
け
て
み
る
考
え

に
よ
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
西
周
金
文
の
士
の
用
例
が
ほ
と
ん
ど

「
士
某
」
と
い
う
形
を
と
る
か
ぎ
り
、
は
た
し
て
そ
の
よ
う
な
族
員

集
団
の
存
在
を
予
測
で
き
る
の
か
、
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
数
少
い
西
周
金
文
に
お
い
て
も
、
　
「
僕
・
射
・
士
」
と
い
う

例
が
中
期
の
表
③
の
器
に
み
え
る
。
た
だ
、
こ
の
例
だ
け
で
は
、
士

と
よ
ば
れ
る
族
員
集
団
の
存
在
を
裏
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

こ
の
士
を
周
官
司
士
に
あ
て
る
前
述
の
郭
説
の
当
否
を
検
討
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
む
し
ろ
表
③
の

士
を
、
成
立
の
は
や
い
と
い
わ
れ
る
『
尚
書
』
冷
静
、
お
よ
び
春
秋

金
文
の
士
の
用
例
か
わ
さ
ぐ
っ
て
み
・
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
『
尚
書
』
諸
篇
の
な
か
で
も
、
も
っ
と
も
古
い
文
体
を
も
ち
、
周

初
の
事
情
を
比
較
的
正
し
く
伝
え
る
と
い
わ
れ
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る

五
詰
を
中
心
と
す
る
諸
篇
で
あ
る
が
、
周
公
が
三
監
及
び
潅
夷
の
叛

乱
を
討
伐
す
る
に
当
り
、
夢
野
国
と
周
の
百
僚
有
司
に
協
力
を
竜
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

め
て
発
し
た
宣
言
と
さ
れ
る
「
大
詰
」
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
連

の
よ
び
か
け
が
あ
る
。

　
蹄
予
告
我
友
邦
君
越
墾
氏
・
義
士
・
御
事
…
…
賦
課
邦
鴛
越
庶
士
・
御
事

　
…
…
義
爾
邦
講
越
爾
多
士
・
歩
氏
・
御
事
…
…

こ
れ
に
類
し
た
交
語
は
「
酒
誌
」
に
も

　
厭
誰
砦
庶
邦
・
庶
士
、
越
粛
正
・
御
事

と
見
え
る
。
こ
こ
で
は
、
士
は
庶
邦
の
支
配
者
た
る
氏
族
の
成
員
一

般
を
さ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
て
こ
の
庶
士
を
、
　
『
偽
孔
伝
』
及
び

『
正
義
』
は
卿
・
大
夫
・
士
の
衆
士
と
解
し
た
。
伝
は
「
我
友
国
諸
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侯
及
於
正
官
サ
氏
獺
大
夫
衆
士
御
善
事
者
」
と
解
…
釈
し
、
　
『
正
義
』

は
さ
ら
に
敷
科
し
て
「
歩
正
也
、
諸
官
之
正
謂
卿
大
夫
、
故
伝
書
及

於
石
馬
ヂ
氏
卿
大
夫
、
歩
氏
即
毒
婦
、
総
呼
大
夫
為
官
営
也
」
と
の

べ
て
い
る
。
だ
が
聞
し
卿
大
夫
士
を
身
分
の
序
列
と
解
す
る
な
ら
、

「
歩
氏
・
庶
士
」
が
、
　
「
多
士
・
歩
氏
」
に
転
倒
し
て
い
る
例
に
疑

問
が
生
じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
一
方
で
は
、

前
述
の
孫
星
術
の
ご
と
く
、
士
が
卿
大
夫
も
含
み
う
る
朝
臣
一
般
、

し
た
が
っ
て
庶
士
と
御
事
を
同
格
に
よ
む
考
え
が
あ
り
、
こ
の
二
つ

の
考
え
方
を
適
宜
使
い
わ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
転
倒
は
問
題

と
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
獺
・
大
夫
・
士
の
身
分
序
列
の
確
立

は
、
明
か
に
後
代
の
所
産
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
庶
士
は
氏
族
の
正
常

の
成
員
で
あ
り
か
っ
戦
士
と
し
て
、
何
ら
か
の
職
事
を
も
つ
ヂ
氏
、

御
事
と
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
器
量
は
身
分
的
な
ラ

ン
ク
で
は
な
か
っ
た
。
三
者
の
語
順
に
は
、
前
景
の
他
「
御
事
・
庶

士
」
（
『
尚
書
』
泰
誓
）
と
も
あ
っ
て
、
一
定
の
順
位
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

　
な
お
御
事
に
は
、
御
治
事
者
と
い
う
一
般
名
詞
と
し
て
、
華
氏
、

庶
±
の
形
容
詞
も
し
く
は
総
称
と
解
す
る
読
み
方
が
あ
る
が
、
さ
き

の
「
酒
誰
」
の
文
例
か
ら
み
る
と
、
む
し
ろ
陳
夢
家
氏
が
の
べ
る
ご

　
　
　
⑪

と
く
鞘
取
、
乃
至
は
御
三
ど
よ
ば
れ
る
あ
る
種
の
官
と
し
て
解
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
タ
氏
に
つ
い
て
陳
氏
は
、
共
王
以
降
の
金
文
に

現
わ
れ
る
官
名
だ
か
ら
、
こ
れ
は
後
に
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う

　
　
　
　
　
　
⑧

と
す
る
が
、
令
郵
に
は
「
画
意
寮
」
、
「
諸
歩
」
、
「
里
君
」
、
「
百
工
」
、

と
言
挙
さ
れ
て
お
り
、
卜
辞
に
も
す
で
に
ヂ
字
が
み
え
る
か
ら
、
必

ず
し
も
そ
う
と
は
断
定
で
き
な
い
。

　
さ
て
「
大
識
」
、
　
「
横
芝
」
の
庶
士
、
多
士
が
、
　
「
洛
誌
」
の

　
翅
将
其
後
、
號
我
士
・
師
・
工
、
誕
保
文
武
軍
民
記
為
四
駅

の
士
に
当
る
と
す
れ
ば
、
士
は
師
・
エ
の
集
団
と
と
も
に
成
周
経
営

に
も
参
加
し
た
族
的
団
体
と
考
え
ら
れ
る
。
枝
た
こ
れ
ら
集
団
の
主

力
が
股
の
部
族
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
士
の
集
団
は
、
康

王
末
年
の
製
作
と
推
定
さ
れ
る
『
尚
書
』
多
士
に

　
惟
三
月
、
自
公
初
子
新
邑
洛
、
用
魚
商
二
士
、
王
若
樹
、
爾
股
遺
多
士
…

と
い
う
多
士
で
あ
る
だ
ろ
う
。
股
の
部
族
は
周
か
ら
み
れ
ば
「
股
頑

晟
レ
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
「
商
王
士
」
、
「
股
遺
多
士
」
と
よ
ば

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
大
誰
」
の
多
士
が
必
ず
し
も
股

の
多
妻
に
限
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
　
『
尚
書
』
多
方
に

　
王
国
、
鳴
呼
猷
告
爾
有
方
多
土
、
鰭
股
多
士

と
あ
る
の
に
よ
っ
て
屯
知
ら
れ
る
。
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先秦時代のヂ士」の諸問題（河地）

　
こ
れ
ら
庶
士
、
多
士
の
士
は
、
族
長
に
統
率
さ
れ
る
氏
族
成
員
日

揮
の
呼
称
と
な
っ
た
の
で
、
士
は
宗
周
の
み
な
ら
ず
「
有
方
一
す
な

わ
ち
諸
侯
国
、
股
族
の
い
ず
れ
に
も
用
い
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。
そ

う
し
て
段
族
の
多
士
の
中
核
に
は
当
然
多
子
族
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
比
す
べ
き
竜
の
は
周
族
で
は
公
族
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
公
族

（
公
子
）
は
ま
た
殴
制
と
同
じ
く
小
子
と
も
よ
ば
れ
、
小
子
群
は
あ

る
ば
あ
い
多
子
と
も
総
称
さ
れ
た
。
　
「
洛
誰
」
に
は
尊
公
旦
の
言
葉

と
し
て

　
乱
漫
以
多
子
越
御
事
、
篤
前
人
成
烈
、
答
其
師
、
華
年
蜜
語

　
　
　
　
　
　
　
⑯

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
多
子
越
御
事
」
は
、
「
大
誌
」
の
「
多

士
、
サ
氏
、
御
事
」
と
類
似
し
て
い
る
の
で
、
　
「
大
諮
」
の
多
士
は
、

あ
る
い
は
多
子
の
誤
り
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
多
士
と
い
う

用
例
が
多
く
あ
り
、
こ
れ
を
す
べ
て
多
子
の
誤
り
と
み
る
こ
と
は
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

き
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
多
士
は
、
毛
公
鼎
に
い
う
「
小
子
・
師

氏
・
虎
臣
」
の
虎
臣
、
あ
る
ば
あ
い
に
は
、
虎
臣
を
選
出
す
べ
き
母

体
と
し
て
の
族
員
を
ひ
ろ
く
指
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
時
代

は
は
る
か
に
下
る
が
、
表
⑰
の
「
余
威
密
胤
士
、
作
隅
左
右
」
の
漏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

を
虎
と
解
し
て
よ
け
れ
ば
、
虎
左
右
は
虎
臣
で
あ
り
、
士
と
虎
臣
の

関
係
を
う
か
が
う
に
足
る
よ
う
に
思
う
。
周
族
の
多
子
族
乃
至
公
族

自
体
も
、
分
封
・
分
族
が
拡
延
さ
れ
れ
ば
、
谷
地
に
拡
大
分
散
し
て

い
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
は
宗
周
か
ら
み
れ
ば
、
も
は
や
実
質

は
諸
邦
の
多
士
と
み
な
さ
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も

し
こ
う
考
え
て
よ
け
れ
ば
、
先
述
の
「
士
・
師
・
工
」
（
洛
誰
）
の
士

は
、
と
く
に
成
周
八
師
と
い
う
特
定
の
軍
団
、
工
人
集
罰
と
区
別
さ

れ
た
意
味
で
の
「
股
多
士
」
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
金
文
に
も
ど
ろ
う
。
表
の
西
周
金
文
の
う
ち
③
の
士
を
、

郭
氏
は
周
官
司
馬
の
属
た
る
司
士
に
あ
て
、
・
司
竃
の
属
た
る
士
師
に

あ
て
な
い
の
は
す
で
に
紹
介
し
た
。
僕
・
射
と
の
関
係
か
ら
み
る
と
、

士
は
こ
こ
で
も
武
臣
と
関
連
が
あ
り
、
士
と
師
、
士
と
虎
臣
の
関
連

を
裏
づ
け
る
竜
の
の
よ
う
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
表
⑨
の
士
は
、
具
体
的

に
は
准
夷
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
毅
の
頑
民
を
士
と
よ
ん
だ
の
と
問
じ

く
、
士
の
用
法
が
し
だ
い
に
拡
大
さ
れ
て
い
た
屯
の
と
察
せ
ら
れ
る
。

　
す
で
に
士
が
血
縁
的
な
紐
帯
の
観
念
を
も
つ
氏
族
成
員
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
春
秋
列
国
器
の
金
文
が
「
胤
士
し
（
表
⑫
働
）
と
記
し
、

「
庶
士
」
「
諸
士
」
が
「
父
兄
」
　
と
連
称
さ
れ
て
い
る
（
表
㈲
、
姻
）

こ
と
は
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
う
し
て
表
⑬
、
⑭
で
は
「
父
兄
」
の

か
わ
り
に
「
大
夫
」
が
対
挙
さ
れ
、
　
「
台
（
以
）
腰
（
宴
）
大
夫
、

台
喜
諸
士
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
　
「
父
兄
」
は
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族
長
た
る
大
夫
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
表
⑫
と
ほ
ぼ
同
文
の
秦
公

鐘
に
「
威
六
百
辞
胤
士
」
と
あ
る
胃
辟
も
ま
た
、
諸
侯
と
い
う
よ
り

は
、
分
邑
を
う
け
た
大
夫
を
さ
す
と
み
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
ま
た
郭
氏
は
王
孫
遺
者
鐘
を
徐
器
と
み
な
す
。
そ
れ
は
表
㈲
の
流

児
鐘
と
、
文
型
の
み
な
ら
ず
鎧
形
に
お
い
て
も
著
し
く
類
似
す
る
か

ら
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ぽ
、
王
孫
遺
者
鐘
の
』
用
医
台
喜
、

用
楽
嘉
賓
父
兄
、
及
我
朋
友
」
の
朋
友
と
、
慰
書
鐘
「
騒
匿
巳
喜
、

照
楽
嘉
賓
及
我
父
兄
庶
士
」
の
庶
士
は
、
極
め
て
近
い
関
係
を
も
つ

こ
と
が
み
と
め
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
朋
友
と
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は

西
周
後
期
の
器
、
史
頒
毅
の
銘
文
を
想
起
す
る
。
　
「
王
在
宗
親
、
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

史
頚
、
循
蘇
（
齎
）
・
潤
友
・
黒
君
・
百
生
…
…
」
の
潤
友
は
、
三
論

譲
、
郭
沫
若
と
竜
に
未
詳
と
し
た
が
、
白
川
氏
に
よ
っ
て
朋
友
と
釈

さ
れ
た
。
　
『
書
道
全
集
』
も
朋
と
釈
し
て
い
る
。
こ
の
史
頭
毅
の
銘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

文
は
、
増
淵
龍
夫
氏
に
よ
っ
て
綿
密
に
検
討
さ
れ
た
。
金
文
の
「
朋

友
」
「
友
」
は
、
　
「
僚
友
し
、
　
「
僚
属
」
の
意
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
。
こ
の
ば
あ
い
は
、
寝
際
の
ひ
き
い
る
諸
官
の
意
に
な
る
。
増

淵
氏
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
出
国
の
卿
大
夫
が
任
じ
た
竜
の
で
、
璽
に

嘱
す
る
百
生
（
族
人
）
の
長
老
た
る
里
君
と
連
称
さ
れ
て
不
都
合
の

な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
王
孫
遺
二
男
の
朋
友
は
、
　
「
父
兄
」
す
な
わ

ち
族
長
た
る
長
老
を
あ
げ
た
の
ち
、
　
「
我
が
朋
友
に
及
ぼ
す
」
と
記

さ
れ
て
い
る
の
で
、
歴
青
殴
と
若
干
こ
と
な
P
、
む
し
ろ
沈
児
鐘
の

庶
評
す
な
わ
ち
諸
肉
の
族
員
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
の
庶
士
に
は
諸
官
が
ふ
く
ま
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
書
士
は
、
従
来
か
ら
種
々
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
郭
沫
若
氏
の
表

⑫
に
た
い
す
る
放
釈
に
よ
る
と
、
孫
語
譲
は

　
荘
子
之
義
、
以
声
音
放
之
、
当
読
早
舞
士
、
広
雅
、
釈
詰
「
雰
、
官
也
」
、

　
勢
士
猶
言
詮
士
突
。

と
解
釈
し
、
郭
氏
は

　
余
意
胤
真
子
為
俊
、
礼
、
王
制
「
司
徒
論
選
士
之
計
測
升
全
学
爾
俊
士
」
、

　
書
、
推
断
謹
「
二
叉
在
官
」
、
語
意
相
近
。

と
解
釈
し
て
い
る
。
思
う
に
胤
士
も
、
氏
族
制
と
切
離
し
て
解
釈
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
氏
族
制
の
伝
統
的
観
念
を
ぬ
い
て
見
れ
ば
、
　
「
子

孫
相
承
続
也
」
（
『
説
文
』
）
、
「
継
也
」
（
『
爾
雅
』
、
釈
詰
）
と
い
う
胤
の

義
は
、
士
と
は
結
び
つ
か
ぬ
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
春
秋
列
国
器
金
文
の
中
で
問
題
に
な
る
の
は
、
表
⑭
の
「
士

庶
子
」
で
あ
る
。
　
『
周
礼
』
天
興
宮
伯
の
条
に
は
「
題
言
掌
王
宮
之

士
庶
子
凡
在
版
者
」
と
あ
り
、
伝
に
は
「
鄭
司
農
云
、
庶
子
、
宿
衛

之
官
」
と
い
う
。
こ
の
意
味
で
の
「
士
庶
子
」
に
つ
い
て
は
、
か
つ
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先秦晦代の「士」の諸閲題（河地）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

て
増
淵
氏
も
検
討
を
加
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
た
だ
春
秋
に
遡
る

こ
の
ば
あ
い
は
、
　
「
士
庶
子
」
を
専
ら
天
子
の
宿
衛
専
従
の
臣
の
制

度
と
し
て
描
く
『
送
礼
』
を
そ
の
ま
ま
信
ず
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

む
し
ろ
『
尚
書
』
忘
霜
の
「
外
庶
子
偏
の
条
の
孫
星
衛
の
疏
に
、

「
燕
厚
意
、
古
看
周
天
子
職
官
、
有
庶
子
官
職
、
諸
侯
・
卿
大
夫
・

士
之
庶
子
之
卒
、
掌
其
戒
厳
、
与
其
教
治
、
華
氏
注
周
礼
叙
官
云
、

諸
子
、
主
公
卿
大
夫
士
之
子
春
、
或
日
庶
子
、
是
也
」
と
あ
る
の
を

参
照
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
『
周
礼
』
荘
官
司
馬
の
属
の
諸
子
の
条
に

は
、
　
「
諸
子
掌
国
子
之
俸
、
掌
其
選
考
、
与
国
教
治
、
旨
趣
等
、
正

其
伝
、
国
有
大
事
則
帥
国
子
韻
致
於
大
子
、
惟
所
用
之
、
零
丁
兵
甲

之
事
則
授
之
車
甲
、
合
其
卒
伍
、
話
題
有
司
以
軍
灘
治
之
」
と
あ
り
、

注
に
こ
の
量
子
は
「
謂
諸
侯
卿
大
夫
士
之
子
也
」
と
あ
る
。
庶
子
は

支
庶
…
子
で
な
く
衆
子
、
諸
侯
卿
大
夫
士
の
子
な
の
で
あ
り
、
国
子
、

庶
子
を
統
率
し
て
そ
の
教
治
を
掌
り
、
大
事
の
と
き
に
は
大
子
の
指

揮
下
に
つ
き
、
兵
事
に
は
車
・
甲
を
授
け
ら
れ
華
字
を
ひ
き
い
て
出

陣
す
る
官
も
庶
子
（
諸
子
）
と
よ
ば
れ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
庶

子
の
官
は
ま
た
『
礼
記
』
文
王
世
子
で
は
、
公
族
を
率
い
る
も
の
と

さ
れ
、
『
焼
鳥
』
諸
子
の
賞
疏
は
、
「
王
制
」
を
ひ
い
て
「
王
大
子
・

王
子
亦
日
国
子
」
と
の
べ
て
い
る
。
し
か
ら
ば
国
子
と
は
大
子
・
王

子
以
下
公
族
を
も
含
む
庶
子
な
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
貝
塚
残
の
い
う

股
の
多
子
族
塾
周
の
公
族
に
当
る
。
多
子
族
ゲ
公
族
を
率
い
た
竜
の

は
、
子
・
大
子
そ
の
も
の
で
あ
凱
、
大
子
と
多
子
と
の
関
係
は
、
庶

子
（
諸
子
）
の
宮
と
国
子
（
庶
子
）
の
関
係
に
ほ
ぼ
相
類
す
る
が
、
こ

の
官
と
し
て
の
庶
子
（
諸
子
）
は
、
あ
る
い
は
多
子
族
の
集
団
に
伝

統
の
氏
族
制
的
統
率
者
乃
至
教
師
を
、
卿
・
大
夫
・
士
の
身
分
序
列

や
完
整
さ
れ
た
官
制
を
前
提
と
し
て
書
替
え
た
周
官
の
世
界
の
所
産

か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
庶
子
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
「
康
誰
扁
の
「
外

庶
子
調
人
」
を
は
じ
め
、
な
お
述
べ
た
い
点
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は

省
略
し
よ
う
。
以
上
引
用
の
や
や
繁
雑
に
わ
た
っ
た
き
ら
い
が
あ
る

が
、
表
⑭
の
「
士
庶
子
」
の
庶
子
は
、
経
書
お
よ
び
そ
の
註
釈
に
い

う
官
名
で
は
な
く
、
古
い
氏
族
制
の
系
譜
を
ひ
く
「
国
子
」
の
集
団

で
あ
り
、
私
の
考
え
る
士
と
深
い
関
係
を
も
つ
竜
の
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
春
秋
金
文
に
大
夫
と
庶
士
が
対
挙
さ
れ
、
　
ま
た

「
士
庶
子
」
と
い
う
文
　
＝
口
の
あ
る
の
を
み
る
と
、
股
、
周
初
の
多
子

族
乃
至
公
族
の
ご
と
き
独
特
の
制
は
く
ず
れ
、
大
夫
と
士
の
身
分
秩

序
の
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
ば
あ
い
の
「
庶

子
」
は
、
も
は
や
「
多
子
」
で
は
な
く
、
　
「
国
子
」
す
な
わ
ち
族
人

ユ7（635）



の
子
弟
ご
鮫
を
さ
す
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
　
コ
国
子
」

は
王
の
大
子
か
ら
士
の
子
ま
で
を
含
み
、
か
れ
ら
は
す
べ
て
士
の
身

分
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
古
い
族
制
か
ら
す
れ
ば
「
天

子
之
元
子
士
也
」
（
『
粍
記
』
郊
特
牲
）
、
「
父
為
大
夫
子
為
士
」
（
「
中
庸
」
）
、

で
あ
り
、
　
「
士
之
子
砂
子
士
」
（
『
斉
語
』
）
も
、
こ
の
古
い
制
度
を
四

民
分
居
欄
の
結
果
に
い
い
替
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
も
し
こ
の
国
子
が
未
成
年
男
子
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
士
を
成

年
男
子
と
み
る
な
ら
ば
、
　
『
儀
礼
』
の
冒
頭
「
士
冠
礼
」
の
疏
に
、

「
鄭
目
録
云
、
童
子
任
職
居
士
位
、
年
二
十
而
冠
」
と
あ
る
の
も
、

当
時
の
習
俗
に
か
ん
す
る
粥
程
か
の
事
実
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
か

も
知
れ
ぬ
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
つ
い
て
、
清
の
禽
正
蔓
は
『
癸
巳
類

稿
』
巻
7
の
「
釈
士
補
儀
礼
篇
名
義
」
で
反
対
し
て
い
る
。
内
「
此
鄭

就
士
爵
言
之
、
非
古
言
也
、
士
者
古
人
年
少
未
冠
姿
之
通
名
」
と
い

う
の
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
と
し
て
禽
氏
は
、
　
『
易
』
、
『
詩
』
の
士
が

し
ば
し
ば
女
と
対
称
さ
れ
、
　
「
土
・
女
」
が
「
夫
・
婦
」
と
対
置
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
の
べ
、
ま
た
「
天
子
之
元
子
±
也
、
天
下
無
生
而

忍
者
也
」
の
文
を
あ
げ
て
い
る
。
，
天
子
の
子
も
庶
人
の
子
も
す
べ
て

「
総
角
之
士
し
で
あ
り
、
冠
礼
を
お
え
て
は
じ
め
て
費
賎
を
知
る
。

こ
れ
を
『
白
虎
通
』
が
、
　
「
王
太
子
亦
称
士
何
、
挙
止
下
露
、
以
為
、

人
士
生
得
病
者
、
莫
不
由
士
起
、
是
以
舜
時
称
為
天
子
、
必
先
試
於

士
、
礼
士
冠
礼
、
経
日
、
天
子
之
元
子
士
也
」
と
解
す
る
の
は
、
古

義
を
失
っ
た
も
の
で
あ
る
。
冠
礼
を
お
え
た
太
子
な
ら
ば
、
士
の
爵

に
お
る
は
ず
は
な
い
。
こ
れ
を
「
挙
従
下
堀
」
と
い
う
の
は
誤
解
で

あ
り
、
太
子
が
士
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
士
の
本
来
の
意
味
が
未
冠
、

す
な
わ
ち
総
角
の
士
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の
「
郊
特
牲
」
の
・
文
は
、
前
後
か
ら
み
れ
ば
、
大
夫

の
冠
義
と
い
う
も
の
を
否
定
し
、
こ
れ
に
対
㎜
直
し
て
士
と
の
べ
て
い

る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
恩
う
に
漢
以
来
の
註
釈
家
と
同
様
、
愈
氏

の
念
頭
に
も
そ
れ
ま
で
は
、
卿
・
大
夫
・
士
の
身
分
序
列
乃
至
は
そ

れ
を
爵
と
見
る
意
味
で
の
士
し
か
な
か
っ
た
。
だ
が
禽
氏
が
考
え
る

に
、
そ
れ
で
は
「
士
冠
礼
」
に
し
て
も
、
ま
た
経
書
の
多
く
の
箇
所

に
し
て
も
、
ど
う
も
納
得
で
き
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
士
1
1

未
成
年
男
子
説
が
生
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
未
成
年
男
子
説
は
、

「
就
士
爵
言
之
、
非
古
雷
鳥
」
と
い
う
三
富
へ
の
非
難
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
愈
氏
自
身
も
士
1
1
爵
と
い
う
固
定
観
念
を
前
提
に
も
っ
て
い

た
結
果
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
士
が
未
成
年
男
子
弟
の
呼
称
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
逸
名
と
し
て
の
士
は
ど
う
な
る
か
と
い
う
自
問
に
た
い
し
、

こ
れ
は
爵
が
士
の
名
を
と
っ
た
の
で
、
そ
の
逆
で
は
な
い
一
「
士
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先一瓢代の「士」の譜問題（河地）

方
可
任
事
、
故
智
仕
取
之
」
と
自
答
す
る
ご
と
き
、
諸
文
献
の
士
の

用
例
に
つ
い
て
の
禽
氏
の
解
笛
は
か
な
り
苦
し
い
。
私
も
か
っ
て
前

稿
に
お
い
て
、
　
「
天
子
之
元
子
士
也
」
の
文
を
と
り
あ
げ
、
『
礼
記
』

『
白
虎
通
』
の
考
え
方
を
検
討
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
天
子
か
ら
す

べ
て
の
士
ま
で
を
一
連
の
身
分
的
観
念
で
結
び
つ
け
る
紐
帯
は
、

『
礼
記
』
や
『
由
虎
通
』
の
い
う
徳
で
は
な
く
、
古
い
族
制
的
観
念

で
あ
ろ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
い
う
士
は
成
年
に
達
し
て

正
当
な
族
の
成
員
権
を
え
た
者
と
い
う
考
え
は
、
　
「
郊
特
牲
」
の
文

言
に
あ
て
は
め
て
矛
盾
し
な
い
。
ま
た
そ
の
直
前
に
「
古
者
五
十
而

后
爵
、
何
大
夫
冠
礼
之
有
」
と
い
う
。
古
は
五
十
に
し
て
大
夫
の
爵

を
与
え
ら
れ
た
（
何
ぞ
大
夫
の
冠
礼
か
回
れ
有
ら
ん
）
、
　
と
い
う
の
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
竜
大
夫
は
爵
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
大

夫
も
、
長
老
た
る
族
長
と
考
え
て
、
　
「
天
子
之
元
子
士
也
」
に
つ
な

が
る
。
つ
ま
り
こ
の
大
夫
と
天
子
の
元
子
の
士
は
、
爵
制
の
観
点
か

ら
み
れ
ば
、
愈
氏
σ
よ
う
な
疑
念
を
生
じ
、
さ
れ
ば
と
い
っ
て
こ
の

士
を
未
成
年
子
弟
の
呼
称
と
み
て
屯
、
や
は
り
前
後
が
一
、
貫
し
な
い

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
礼
制
が
、
徳
と
い
っ
た
観
念
で
潤
色
さ
れ

な
が
ら
、
と
も
か
く
漢
代
で
は
な
お
通
用
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

士
を
身
分
序
列
的
に
、
爵
制
的
に
う
け
と
る
考
え
方
は
ま
す
ま
す
強

ま
っ
て
い
っ
た
。
融
正
愛
の
説
は
そ
の
よ
う
な
時
代
の
盛
り
を
よ
く

示
し
て
い
る
。
で
は
士
の
観
念
は
、
ど
の
よ
う
な
変
容
を
う
け
な
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ら
、
漢
代
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

①
劇
中
紆
「
士
王
皇
三
月
探
源
」
（
『
集
刊
』
第
四
本
）
。
な
お
玉
垂
と
ま

　
つ
た
く
異
っ
た
見
解
の
一
つ
に
、
羅
振
玉
『
股
二
死
万
考
釈
』
の
説
が
あ

　
る
。
羅
氏
は
王
字
を
釈
し
て
、
△
字
に
従
う
も
の
と
し
、
挿
図
4
の
王
字

　
の
下
辺
の
形
と
同
じ
で
あ
る
と
見
る
。
こ
れ
は
古
く
火
字
に
釈
さ
れ
た
が

　
正
し
い
。
二
字
は
も
と
地
・
甲
に
火
あ
る
の
象
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
羅
氏

　
の
説
で
あ
る
。

②
こ
の
蓑
は
士
字
を
も
つ
器
銘
を
、
ほ
ぼ
年
代
順
に
な
ら
べ
た
も
の
で
あ

　
る
。
5
、
6
、
7
、
に
は
士
字
が
な
い
が
、
忽
が
4
の
士
禦
と
同
一
人
と

　
考
え
ら
れ
、
本
交
で
の
ち
に
ふ
れ
る
の
で
、
挿
入
し
た
。
こ
の
編
年
を
考

　
え
る
に
当
っ
て
は
、
郭
沫
若
卯
．
隅
周
覧
文
辞
大
系
』
、
　
二
二
『
商
周
回
器

　
通
考
』
、
錬
夢
家
『
西
周
銅
器
断
代
』
、
只
塚
茂
樹
岬
、
中
園
古
代
史
学
の
発

　
展
』
、
平
凡
社
儒
、
書
道
全
集
』
第
一
巻
の
各
説
を
参
照
し
た
。
　
な
お
伊
藤

　
道
治
「
新
嵐
薄
周
金
文
編
年
の
諸
闇
題
」
（
『
史
林
」
第
四
～
巻
潤
丹
）
の

　
末
尾
の
表
に
は
、
呉
其
昌
、
工
作
賓
の
説
も
併
記
さ
れ
て
い
て
、
は
な
は

　
だ
便
利
で
あ
る
。
　
こ
れ
ら
各
説
に
よ
れ
ば
ほ
ぼ
、
1
、
2
は
酉
周
初
期

　
（
成
王
）
、
3
は
黒
氏
は
中
期
穆
王
期
と
み
る
が
、
貝
塚
氏
は
も
う
少
し
時

　
代
が
下
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。
4
～
9
は
後
期
で
、
6
、
7
は
孝
王

　
期
、
4
は
夷
王
期
、
5
も
ほ
ぼ
そ
の
こ
ろ
、
8
は
郭
氏
に
よ
れ
ば
属
王

　
期
、
9
は
宣
弓
打
期
と
田
心
わ
れ
る
。
1
0
は
繭
周
前
～
中
期
と
思
わ
れ
る
が
不

　
詳
。
U
は
㎝
、
書
道
全
集
駈
の
解
説
に
も
あ
る
よ
う
に
問
題
の
器
で
あ
る
が
、

ユ9 （637）



　
『
害
道
全
集
』
に
な
ら
っ
て
一
．
慰
葱
周
時
代
に
区
分
し
て
お
く
。
！
2
以
下

　
は
春
秋
時
代
。
1
2
は
中
期
の
秦
器
。
1
3
、
1
4
は
中
期
の
郊
器
。
1
5
は
中
期

　
の
徐
期
。
　
！
6
も
魚
期
。
1
7
は
後
期
の
晋
器
。
　
1
8
は
許
器
。
1
9
、
2
0
は
魯

　
器
。

　
　
な
お
1
2
に
は
、
ほ
ぼ
同
文
の
秦
公
鐘
が
あ
り
、
　
「
素
生
是
敷
、
成
畜
百

　
群
胤
士
」
と
あ
る
。
ま
た
寿
県
か
ら
練
土
し
た
楚
器
の
う
ち
剣
劇
に
は
士

　
字
が
み
え
、
前
後
が
欠
け
て
い
る
が
、
劉
節
氏
は
「
禁
衛
之
軍
士
」
と
推

　
検
し
て
い
る
（
「
寿
県
所
出
楚
下
露
釈
」
『
古
史
考
存
』
）
。
果
し
て
そ
う
解

　
し
て
よ
い
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
欠
文
が
あ
っ
て
な
ん
と
も
い
え

　
な
い
の
で
、
衷
か
ら
は
の
ぞ
い
た
。
　
（
三
九
頁
附
註
参
照
）

③
『
甲
骨
金
文
学
論
叢
』
初
集
。

④
郭
沫
若
『
両
懸
金
交
辞
大
系
孜
釈
』
五
七
、
「
周
営
質
疑
」
（
『
金
文
叢

　
孜
』
）
。

⑤
　
こ
の
点
は
表
②
の
み
な
ら
ず
、
白
下
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
「
曲
礼
」

　
の
文
「
億
載
筆
、
士
載
君
」
に
も
関
連
す
る
。
こ
の
士
は
一
般
的
・
身
分

　
酌
意
味
で
の
士
で
な
く
、
史
に
対
鷹
さ
れ
、
史
と
関
連
あ
る
と
こ
ろ
の
官

　
を
意
味
す
る
。
し
か
し
こ
こ
で
の
史
と
士
も
、
本
文
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に

　
周
初
の
職
掌
か
ら
変
貌
し
て
い
て
、
下
平
の
士
の
官
憲
を
祭
祀
に
局
限
す

　
る
根
拠
に
は
し
に
く
い
。

⑥
《
西
湘
銅
器
断
代
」
⇔
（
『
考
古
学
報
』
第
一
〇
冊
）
。

⑦
表
。
り
、
②
、
⑩
は
氏
名
に
十
干
名
を
も
つ
。

⑧
由
川
静
「
釈
師
し
（
『
甲
骨
金
文
学
論
叢
㎞
第
三
集
）
。

⑨
貝
塚
茂
樹
『
中
瞭
古
代
史
学
の
発
展
』
。

⑭
貝
塚
茂
樹
「
尚
書
大
諾
篇
の
作
家
．
に
就
い
て
」
（
『
羽
田
博
虻
田
寿
記
念

　
東
洋
史
論
叢
』
）
。

⑪
　
　
『
尚
書
通
論
』
第
三
部
、
　
尚
欝
講
義
。
　
劉
節
「
大
藩
解
」
　
（
『
古
史
考

　
存
』
）
も
「
諸
侯
執
事
之
臣
」
と
解
し
て
い
る
。

⑫
　
『
書
道
全
集
』
3
6
。
西
周
初
期
、
尊
王
期
の
器
と
さ
れ
る
。

⑪
岡
8
2
、
8
3
。

⑭
　
同
齢
の
華
字
・
の
右
半
分
の
形
は
、
ま
っ
た
く
虎
と
瞬
じ
で
あ
る
。

⑬
岡
9
3
、
9
4
。
『
両
周
金
文
辞
大
系
孜
釈
』
＝
ハ
○
。

⑯
瞬
6
5
。

⑰
　
増
淵
龍
夫
　
「
落
葉
時
代
の
封
建
と
郡
県
扁
　
（
霊
橋
大
学
研
究
年
報
』

　
経
済
学
研
究
X
）
。

⑲
溝
「
戦
濁
官
僚
側
の
…
性
格
臨
（
『
祉
会
経
済
史
学
』
第
　
二
巻
三
易
）
。

⑲
　
な
お
こ
の
章
全
般
に
関
連
す
る
の
で
、
こ
こ
で
ま
と
め
て
ふ
れ
て
お
き

　
た
い
見
解
が
あ
る
。
そ
れ
は
劉
節
氏
の
単
解
（
「
弁
駁
墨
」
第
二
錬
「
士
族

　
帥
淵
源
及
其
代
表
人
物
偏
、
傍
．
古
史
考
存
』
藤
収
）
で
あ
る
。
氏
が
士
族
の

　
淵
源
は
周
初
に
あ
る
と
い
う
と
き
、
こ
れ
は
私
の
考
え
と
一
脈
相
通
ず
る

　
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
根
拠
と
す
る
と
こ
ろ
は
ま
っ
た
く
異

　
つ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
氏
の
見
解
は
、
ま
ず
甲
骨
文
に
士
字
が
な
く
、
東

　
方
の
毅
民
族
の
交
化
に
巫
祝
の
道
、
貞
人
の
職
が
あ
っ
た
の
に
た
い
し
、

　
西
方
の
夷
夏
民
族
に
は
卿
士
と
太
史
の
官
が
あ
っ
た
と
し
、
両
軸
を
対
置

　
す
る
と
こ
ろ
か
ら
鐵
発
す
る
。
そ
う
し
て
士
と
史
は
深
い
関
係
を
も
つ
も

　
の
で
、
　
そ
の
士
は
　
『
説
交
』
　
の
い
う
事
で
あ
り
、
　
「
推
一
合
十
為
士
扁

　
（
『
説
文
ご
は
、
子
心
が
「
顔
圓
は
　
を
聞
い
て
十
を
知
る
」
と
の
べ
た

　
ご
と
く
、
士
の
本
質
で
あ
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
部
分

　
酌
に
は
、
白
川
氏
の
説
や
泓
の
考
え
と
皿
致
す
る
点
も
あ
る
が
、
土
の
初

　
義
、
　
『
説
文
』
の
当
否
、
士
の
本
質
、
史
官
の
歴
史
、
股
綱
と
周
捌
の
連

　
閣
性
な
ど
の
点
で
、
と
う
て
い
賛
意
を
表
す
る
わ
け
に
憶
い
か
ぬ
も
の
で
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あ
る
。
ま
た
藤
代
に
士
が
重
要
な
階
贋
で
あ
っ
た
こ
と
は
従
っ
て
よ
い
が
、

西
周
の
階
級
を
諸
侯
、
士
、
百
姓
の
三
等
で
あ
り
、
こ
れ
は
金
文
中
の
侯
、

旬
、
男
の
三
級
か
ら
鶴
宣
し
た
も
の
と
み
る
の
も
唐
突
の
感
を
免
れ
な
い
。

そ
の
よ
う
な
士
族
の
霞
要
視
さ
れ
た
例
証
と
し
て
晋
の
士
蔦
の
一
族
の
活

羅
を
あ
げ
て
い
る
の
も
、
第
二
郷
で
の
べ
た
ご
と
く
士
の
階
層
そ
の
も
の

と
は
藏
接
関
係
し
な
い
。

第
二
章
　
春
秋
・
戦
国
時
代
の
士

　
　
　
　
　
　
第
剛
節
　
春
秋
中
期
の
士
の
変
貌

　
『
左
伝
』
に
よ
れ
ば
、
襲
公
一
〇
年
（
鄭
で
は
憂
慮
二
年
）
、
螂
の
国

に
尉
止
と
い
う
者
が
乱
を
お
こ
し
た
。
国
侍
は
、
瑚
臣
、
堵
女
父
、

侯
習
、
子
三
下
と
と
も
に
徒
党
を
く
み
、
二
年
前
鄭
の
公
子
で
宰
相

で
あ
っ
た
子
勲
…
に
殺
さ
れ
た
公
子
襲
ら
の
残
党
を
ひ
き
い
れ
、
子
關

に
乱
を
な
し
た
の
で
あ
る
。
『
左
伝
』
は
「
書
日
田
、
言
無
大
夫
焉
」

と
い
い
、
挙
止
ら
五
人
は
み
な
士
で
あ
っ
た
、
と
杜
預
が
注
し
て
い

る
。
か
れ
ら
が
．
士
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
乱
の
伏
線
と
し
て
、

「
球
差
子
騒
、
与
鰻
止
有
望
、
三
聖
諸
侯
之
師
、
而
黙
華
車
、
尉
止

獲
又
与
之
争
（
獲
囚
俘
）
、
子
駅
抑
寸
止
田
、
爾
車
非
礼
也
、
遂
弗
使

献
（
不
使
献
所
獲
と
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
信
じ
て
よ
い
。
出
陣

す
る
に
あ
た
っ
て
車
を
有
す
る
の
は
士
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
杜
預
は
勲

は
「
減
損
」
め
意
で
あ
る
と
解
し
た
の
で
．
　
「
爾
車
非
礼
也
」
に
も
、

「
言
女
車
猶
多
、
過
制
也
」
と
注
し
て
い
る
。
土
は
本
来
一
様
た
る

が
礼
制
で
あ
っ
た
。
し
か
し
『
左
三
会
箋
』
は
、
黙
を
「
斥
」
と
解

し
、
士
は
一
浴
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
尉
止
の

車
が
華
飾
に
す
ぎ
た
か
ら
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も
大
夫
か
ら
非
礼
と
し
て
抑
損
さ
れ
て
い
る
の
で
、
尉
止
が
士
以

上
の
身
分
で
な
か
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
こ
の
こ

と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
解
止
は
士
で
あ
る
と
は
い
え
、
か
な
り

豊
か
な
財
力
を
も
ち
、
ま
た
司
、
増
、
侯
、
子
師
の
各
氏
と
と
も
に
、

　
ち
　
　
　
も「

五
族
襟
回
不
逞
之
人
」
と
あ
る
よ
う
に
、
躍
動
ら
五
人
は
そ
れ
ぞ

れ
勢
力
を
も
つ
分
族
の
一
員
で
あ
っ
た
。
し
て
み
る
と
、
杜
預
の
ご

と
く
一
騎
以
上
を
有
す
る
と
解
し
て
も
、
あ
な
が
ち
誤
り
と
は
い
え

な
い
で
あ
ろ
う
。
尉
止
ら
は
、
数
車
を
有
し
た
と
解
し
て
も
お
か
し

く
な
い
有
力
な
族
を
背
後
に
も
ち
、
ま
た
そ
れ
に
は
そ
れ
だ
け
の
田

土
を
保
有
し
て
い
た
。
　
「
初
子
駅
為
田
泣
、
司
民
．
堵
氏
・
侯
氏
．

子
師
力
率
喪
田
焉
」
と
い
う
の
が
、
こ
の
乱
の
直
接
の
動
機
だ
つ
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
を
杜
注
は
、
　
「
滋
、
田
畔
溝
也
、
子
關
為
書
泣
、

以
正
封
彊
、
禰
侵
四
族
田
也
」
と
説
明
し
、
　
『
正
義
』
は
こ
れ
を
敷

幽
し
て
「
此
解
髪
詩
聖
障
壁
、
占
田
過
制
、
子
翻
為
此
田
油
、
正
其

2／　（639）



封
彊
、
於
分
有
下
聞
減
、
給
他
人
」
と
の
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
三
族

と
い
う
が
、
　
「
五
族
」
の
な
か
に
多
磨
も
ふ
く
め
て
い
る
か
ら
、
田

を
奪
わ
れ
た
の
は
皇
族
と
し
て
も
、
尉
氏
も
ほ
ぼ
同
様
な
財
力
あ
る

い
は
田
土
を
有
し
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
叛
徒
は
「
賊
」
を
帥

い
て
国
中
に
入
り
、
執
政
子
馳
ら
を
西
宮
の
朝
に
攻
め
て
殺
し
、
獲

麟
を
麗
し
て
北
宮
に
乱
入
し
た
が
、
子
産
は
防
備
を
か
た
め
府
庫
を

閉
し
た
の
ち
、
兵
車
十
七
乗
を
く
9
だ
し
、
国
人
の
助
力
を
え
て
討

滅
し
お
わ
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
尉
止
の
叛
乱
事
件
は
、
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
を
教
え

て
く
れ
る
。
当
時
少
く
と
も
士
の
一
部
は
田
土
の
個
別
的
な
保
有
者

で
あ
り
、
し
か
も
強
い
私
的
保
有
の
意
識
が
す
で
に
培
わ
れ
て
い
た
。

こ
の
ば
あ
い
の
土
地
保
有
の
主
体
が
、
ま
だ
「
族
」
　
（
お
そ
ら
く
分
遷

す
な
わ
ち
小
宗
的
血
族
団
体
）
そ
の
竜
の
で
あ
っ
た
の
か
、
　
そ
れ
と
も

さ
ら
に
分
化
し
た
家
父
長
講
大
家
族
い
わ
ゆ
る
王
族
綱
家
族
に
移
行

し
、
族
は
外
廓
的
存
在
に
後
退
し
て
い
た
の
か
は
、
明
か
で
な
い
。

し
か
し
、
か
り
に
前
者
で
あ
る
と
し
て
も
、
邑
に
附
属
す
る
田
土
が
、

親
族
の
個
別
的
保
有
に
帰
し
、
そ
れ
が
階
級
分
化
の
原
動
力
と
な
ろ

う
と
し
て
い
た
状
況
だ
け
は
推
測
で
き
る
。
ま
た
も
し
後
者
で
あ
る

と
す
る
な
ら
ば
、
族
は
こ
の
ば
あ
い
土
地
共
有
の
主
体
と
い
う
よ
り

は
、
む
し
ろ
蟹
父
長
制
大
寂
族
の
私
帥
・
鰯
別
的
土
地
保
有
の
萌
芽

を
内
包
し
、
内
部
的
解
体
要
因
を
胚
胎
し
つ
つ
、
邑
の
集
団
的
土
地

所
有
舗
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
邑
体

制
の
集
団
的
土
地
所
有
制
は
、
こ
の
ば
あ
い
は
子
駅
、
の
ち
に
は
子

産
の
改
革
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
な
公
室
の
規
動
力
に
集
約
し
て
表
現

さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
本
来
は
氏
族
共
同
体
鰯
…
に
支
え
ら
れ
た
竜
の

で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
氏
族
共
無
体
の
解
体
過
程
の
進
行
に
対

応
す
る
か
の
よ
う
に
、
も
つ
ば
ら
邑
綱
国
家
に
よ
る
治
水
灌
概
機
構

の
管
理
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

四
族
の
田
を
規
制
す
る
と
き
、
そ
れ
が
「
為
田
泣
」
と
い
う
形
で
行

わ
れ
た
こ
と
、
漉
は
「
田
畔
溝
也
」
と
解
さ
れ
る
こ
と
を
参
照
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　
け
れ
ど
も
そ
の
よ
う
な
規
制
力
は
し
だ
い
に
弱
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。

「
盗
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、
「
匝
夫
樹
蔭
、
猶
殺
接
盗
」
（
『
周
語
』
）

と
い
う
の
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
子
産
が
死
ん
で
子
大
叔
が
あ
と
を

襲
う
と
、
　
盗
が
多
く
な
り
、
　
主
と
し
て
蕉
符
の
沢
に
い
た
と
い
う

（『

ｶ
伝
』
昭
二
〇
）
そ
の
盗
は
、
必
ず
し
も
賊
盗
の
音
幽
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
佐
藤
…
武
敏
氏
が
こ
れ
を
、
新
興
階
層
に
よ
る
土
地
占
取
の
盛

　
　
　
　
　
①

行
と
解
さ
れ
た
の
は
、
注
翻
す
べ
き
指
摘
で
あ
る
。
沢
と
は
低
湿
の
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地
で
あ
り
、
竜
し
佐
藤
氏
の
よ
う
に
解
し
て
よ
け
れ
ば
、
そ
こ
で
の

土
地
占
取
は
、
低
湿
地
へ
の
開
拓
と
耕
地
造
成
の
進
行
を
意
味
す
る
。

そ
れ
を
盗
と
称
す
る
の
は
、
邑
の
集
団
的
土
地
所
有
制
を
素
乱
す
る

不
法
な
私
的
占
取
だ
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
こ
の
こ
と
は
、

私
的
∵
個
別
的
土
地
保
有
が
、
邑
制
国
家
の
狸
藻
…
機
構
に
依
存
し
な

く
て
も
、
か
な
り
嶽
立
的
な
経
営
を
行
い
う
る
ま
で
に
、
生
産
諸
力

が
上
昇
し
た
こ
と
を
も
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
生
産
諸

力
の
上
昇
は
す
で
に
子
驕
の
時
代
に
も
あ
ら
わ
れ
て
お
9
、
そ
れ
が

尉
止
の
乱
の
背
景
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
盗
は
ま
た
魯
で
竜
閥
題
と
な
っ
て
い
る
。
　
『
左
伝
』
に
は
、
　
「
郷

庶
其
以
漆
閣
丘
来
奔
、
季
武
子
以
公
姑
姉
妻
之
、
皆
有
海
於
其
従
者
、

於
是
魯
多
盗
」
（
裏
二
～
）
と
い
う
。
こ
の
盗
が
、
伝
統
的
な
魯
国
の

秩
序
の
素
乱
と
結
び
つ
け
て
説
か
れ
て
い
る
の
屯
理
解
で
き
る
こ
と

で
あ
る
。
季
孫
は
餓
武
仲
に
「
子
蓋
砂
面
」
と
問
う
た
。
武
仲
は
治

め
な
い
の
で
は
な
い
、
治
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
と
答
え
、
そ

の
理
由
を
「
子
召
外
盗
而
大
礼
焉
、
何
以
止
吾
盗
、
子
為
正
卿
将
来

空
晶
、
使
紘
去
之
、
、
将
何
回
能
、
庶
面
素
邑
於
郎
以
来
、
子
壷
姫
回

忌
之
、
而
与
之
邑
、
其
従
者
皆
有
家
焉
…
…
し
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
説
話
に
は
『
左
伝
』
的
潤
色
が
あ
る
が
、
門
下
の
伝
統
的
な
秩

序
の
棄
乱
の
一
つ
と
し
て
、
有
力
大
夫
自
ら
が
魯
の
属
邑
を
他
族
に

与
え
た
点
を
非
難
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
野
生
し
た
と
す
る
な
ら

ば
、
・
〈
の
「
盗
」
は
必
ず
し
も
賊
盗
の
み
を
意
味
し
な
か
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　
古
い
都
市
国
家
乃
至
邑
鋼
国
家
の
時
代
、
　
士
は
国
・
都
（
昆
）
に

す
む
氏
族
共
圃
体
の
成
員
で
あ
り
、
平
素
は
長
老
（
師
）
に
礼
・
射
・

御
な
ど
を
習
い
、
戦
時
に
ぽ
自
ら
所
有
す
る
武
器
を
た
ず
さ
え
、
戦

車
に
乗
っ
て
出
陣
し
た
。
士
が
車
士
・
戦
士
の
義
を
有
す
る
に
い
た

っ
た
起
源
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
士
の
姿
は
、
後
世
儒
家
が
礼
教
の

士
と
し
て
描
き
、
　
庶
と
対
比
せ
し
め
た
も
の
に
通
じ
、
　
ま
た
『
左

伝
』
に
楚
の
子
嚢
の
書
葉
と
し
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
．
覇
王
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

理
想
的
統
治
の
あ
り
方
に
竜
反
映
さ
れ
て
い
る
。

　
戦
車
・
武
具
を
製
作
し
た
の
は
、
国
・
都
内
に
す
む
工
人
集
國
で

あ
ろ
う
。
国
・
都
に
属
す
る
「
郊
」
　
「
野
」
の
田
は
、
国
・
都
に
す

む
支
配
者
た
る
氏
族
全
体
の
集
団
所
有
下
に
お
か
れ
、
「
某
（
国
・
都
）

の
田
」
と
称
さ
れ
た
。
こ
の
田
は
、
族
員
が
奴
隷
を
ひ
き
い
て
経
営

し
た
ば
あ
い
竜
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
の
労
働
力
の
主
力

と
な
り
、
国
・
都
の
経
済
を
支
え
・
た
の
は
、
お
そ
ら
く
「
野
」
に
共

議
体
を
維
持
し
、
聚
落
を
な
し
て
す
む
「
民
」
島
隠
「
類
醜
」
の
い
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③

わ
ゆ
る
「
助
法
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
段
階
で
は
氏
族
共
趣
旨
内
部
か

ら
発
生
す
る
個
別
的
土
地
保
有
、
と
く
に
主
要
な
耕
地
の
そ
れ
は
、

さ
し
て
顕
著
で
は
な
か
っ
た
。

　
は
じ
め
分
層
は
、
分
邑
を
と
も
な
っ
た
。
国
の
周
辺
に
散
在
す
る

大
小
の
穴
塞
（
郷
邑
）
の
う
ち
、
　
大
き
な
邑
は
有
力
な
族
に
分
封
さ

れ
、
若
干
の
小
さ
な
邑
竜
そ
れ
に
付
随
し
た
。
国
が
す
で
に
薄
湿
で

あ
っ
た
ご
と
く
、
都
も
国
の
領
邑
で
あ
り
、
閥
族
一
分
邑
関
係
の

拡
延
も
、
最
初
は
累
層
…
酌
支
配
関
係
の
完
整
を
も
た
ら
す
の
み
で
、

昏
邑
の
単
一
性
、
独
立
性
を
改
変
す
る
屯
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
族
員
の
増
加
と
分
族
関
係
の
進
行
は
、
し
だ
い
に
邑
の

構
造
を
変
化
せ
し
め
た
。
郊
に
竜
居
佳
区
域
が
ひ
ろ
が
り
、
こ
れ
も

広
義
の
国
∵
都
と
観
念
さ
れ
た
。
そ
の
構
成
員
に
は
、
士
、
工
人
の

ほ
か
に
、
の
ち
に
は
商
人
も
出
現
す
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
も
っ
と

も
重
要
な
変
化
の
一
つ
に
、
分
昆
を
と
も
な
わ
ぬ
重
爆
の
ひ
ろ
ま
り

を
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
分
邑
を
と
も
な
わ
ぬ
分
族
の
進
行
、
　
「
小

宗
」
的
血
族
集
団
の
独
立
化
と
氏
族
的
血
縁
紐
帯
の
稀
薄
化
に
と
も

な
い
、
少
数
の
有
力
な
分
族
は
、
本
族
の
下
で
書
聖
支
配
し
て
い
た

幅
木
や
郊
の
田
を
、
　
「
釆
邑
〕
と
し
て
分
割
・
領
有
す
る
に
い
た
る
。

魯
の
季
氏
が
宰
を
つ
か
わ
し
て
釆
顧
た
る
費
を
治
め
て
い
た
の
は
、

そ
の
一
例
で
あ
る
、
も
っ
と
も
仁
心
に
た
い
す
る
集
団
所
有
体
制
に
　
鱒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

も
と
つ
く
規
制
力
は
、
そ
う
簡
単
に
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
4

殴
（
西
周
後
期
金
交
）
に
み
ら
れ
る
王
の
上
級
処
分
権
の
よ
う
な
形
で
、

そ
れ
は
存
続
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
分
族
の
田
土
領
有

は
、
族
の
自
立
的
存
続
の
基
礎
た
る
重
要
性
を
増
す
に
つ
れ
て
、
氏

族
酌
集
団
所
有
舗
を
排
除
す
る
排
他
的
・
世
襲
駒
保
有
へ
の
要
求
を

強
め
た
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
、
邑
全
体
の
集
m
団
所
有
綱
に
対
…
置
し
て

分
族
の
側
か
ら
み
れ
ば
野
田
に
ほ
か
な
ら
ぬ
が
、
そ
の
内
部
で
は
依

然
と
し
て
共
有
制
で
あ
っ
た
と
羨
い
え
る
。
こ
れ
に
た
い
し
多
く
の

弱
小
分
族
は
、
分
邑
、
釆
邑
賜
与
の
恩
恵
に
浴
さ
ぬ
ま
ま
分
族
を
つ

づ
け
、
か
く
て
形
成
さ
れ
た
一
般
族
員
と
魯
の
三
智
氏
の
ご
と
き
有
’

力
な
分
族
と
の
差
は
、
ま
す
ま
す
拡
が
っ
た
。
こ
れ
ら
一
般
族
齢
す

な
わ
ち
士
の
暦
は
、
春
秋
中
期
に
い
た
る
と
、
小
土
地
を
保
有
し
か

つ
鶴
ら
生
産
に
た
ず
さ
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
ば

あ
い
の
土
地
保
有
の
主
体
は
、
も
っ
と
も
分
化
が
す
す
ん
だ
と
こ
ろ

で
は
家
父
長
制
大
家
族
い
わ
ゆ
る
一
二
族
制
家
族
に
ま
で
到
達
し
て
い

た
と
推
測
さ
れ
る
。
の
み
な
ら
ず
有
力
部
族
の
内
部
で
も
、
春
秋
中

期
に
な
れ
ば
、
土
地
の
纐
分
化
と
個
別
的
占
有
が
深
化
し
て
い
た
に

ち
が
い
な
い
。
と
い
う
の
は
助
法
の
衰
退
や
「
賦
し
の
変
化
は
、
そ
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の
よ
う
な
変
化
が
撮
管
・
公
田
と
私
邸
・
私
田
を
と
わ
ず
ひ
ろ
が
っ

て
い
た
こ
と
の
反
映
で
あ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
注

意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
二
族
制
家
族
が
氏
族
乃
至
「
小
宗
」

的
共
同
体
の
破
壊
者
た
り
得
る
に
は
、
そ
の
経
済
的
独
立
を
実
現
す

る
た
め
の
農
業
生
産
力
の
発
達
が
必
要
で
あ
っ
た
。
よ
く
い
わ
れ
る

鉄
器
、
牛
耕
の
採
用
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
一
挙
に
普

及
し
か
つ
社
会
体
制
の
変
化
を
惹
起
し
た
の
で
は
な
い
。
冒
頭
に
み

た
短
章
の
尉
止
の
乱
は
、
士
の
層
の
土
地
に
た
い
す
る
関
係
を
示
し

て
興
味
深
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ば
あ
い
族
臼
体
が
個
別
的
土
地
保

有
の
主
体
で
あ
れ
ば
も
ち
ろ
ん
、
個
別
的
土
地
保
有
の
主
体
と
な
っ

た
三
族
制
家
族
を
つ
つ
む
外
廓
的
…
存
在
に
後
退
し
て
い
て
も
、
な
お

族
的
結
合
が
重
要
な
共
岡
組
織
的
機
能
を
の
こ
し
て
い
た
こ
と
が
留

意
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
小
宗
的
血
族
団
体
轍
、
い
う

ま
で
も
な
く
、
の
ち
に
ふ
れ
る
地
縁
的
な
共
同
組
織
た
る
「
郷
党
」

と
は
別
物
で
あ
る
が
、
両
者
は
互
に
絶
対
的
に
排
除
す
る
も
の
で
な

く
、
族
的
結
合
は
そ
の
後
も
ゆ
る
や
か
な
変
質
と
解
体
の
過
程
を
た

ど
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
漢
代
の
「
宗
族
」
の
存
在
に
よ

っ
て
も
た
し
か
め
ら
れ
る
し
、
邑
の
征
服
に
よ
っ
て
族
的
結
合
が
し

ば
し
ば
破
壊
さ
れ
な
が
ら
、
な
お
征
服
者
の
側
に
お
い
て
も
、
被
征

服
者
の
側
に
お
い
て
も
、
族
的
結
合
の
一
挙
に
消
滅
し
尽
さ
れ
な
か

っ
た
事
情
は
、
最
近
の
増
淵
龍
夫
氏
の
雄
篇
に
鋭
く
指
摘
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
④

る
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
う
し
て
生
き
な
が
ら
え
る
族
的
結
合

が
、
昔
な
が
ら
の
氏
族
共
岡
体
そ
の
ま
ま
、
あ
る
い
は
小
宗
的
血
族

集
団
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
増
淵
氏
は
、
容
易
に
壊

滅
し
な
い
族
的
結
合
を
指
摘
し
つ
つ
、
　
一
方
で
そ
れ
を
壊
滅
せ
し
め

る
究
極
的
な
力
を
外
部
か
ら
打
撃
す
る
力
と
し
て
、
山
林
藪
沢
の
家

産
化
と
広
大
な
公
田
の
造
成
に
よ
っ
て
強
大
な
経
済
力
を
握
る
に
い

た
っ
た
専
制
耕
主
の
出
現
に
も
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ま
た
角

度
を
か
え
て
、
族
的
結
合
の
解
体
過
程
の
具
体
的
な
一
側
面
は
、
本

稿
の
よ
う
に
士
に
焦
点
を
あ
わ
せ
た
考
察
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が

で
き
、
そ
の
ば
あ
い
族
の
外
部
か
ら
の
力
に
結
び
つ
く
内
部
の
解
体

の
モ
メ
ン
ト
に
も
煎
鍋
ゆ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
竜
、
経
済
的
基
盤
の
分
割
を
と
も
な
う
族
的
結
合

の
細
分
化
の
進
行
は
、
同
時
に
邑
の
単
一
的
構
成
の
な
か
に
対
立
的

要
素
を
屯
ち
こ
み
、
や
が
て
階
級
分
化
が
激
化
し
「
邑
」
が
解
体
す

る
素
地
を
十
分
に
醸
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
社
会
の

深
奥
部
で
の
変
化
が
中
国
全
体
の
政
治
的
動
向
に
反
映
さ
れ
る
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
衝
撃
が
作
訂
し
あ
い
、
諸
制
度
の
変
革
が
複
雑
に
か
ら
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み
あ
い
、
前
進
と
逆
行
の
ジ
グ
ザ
グ
な
コ
ー
ス
を
た
ど
っ
た
。
上
述

の
よ
う
な
股
・
西
周
か
ら
春
秋
中
期
に
い
た
る
邑
の
構
造
変
化
は
、

宮
崎
市
定
、
貝
塚
茂
樹
、
白
川
静
、
宇
都
宮
清
吉
、
増
淵
龍
夫
、
佐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

藤
武
敏
、
松
本
光
雄
ら
各
氏
の
す
ぐ
れ
た
論
考
を
、
当
面
私
の
必
要

と
す
る
か
ぎ
り
で
参
照
し
、
そ
こ
に
泓
な
り
の
推
測
に
も
と
づ
い
て

煮
干
の
考
え
や
用
語
を
加
え
た
も
の
で
あ
り
、
多
方
面
に
わ
た
る
こ

の
時
代
の
変
動
は
、
各
氏
の
論
考
に
つ
い
て
み
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
う
。

　
さ
て
こ
の
よ
う
な
変
化
の
過
程
の
な
か
で
、
前
章
で
あ
き
ら
か
に

し
た
ご
と
き
士
の
観
念
、
族
制
に
も
と
つ
く
士
の
姿
は
、
ど
の
よ
う

な
変
容
を
こ
う
む
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
古
い
士
が
、

そ
の
ま
ま
春
秋
中
期
に
「
発
生
」
し
た
と
い
わ
れ
る
士
、
も
し
く
は

「
新
興
の
武
士
」
階
級
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
と
し
た

な
ら
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
関
係
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
魯
国
を
例
に
と
れ
ば
、
有
名
な
三
軍
の
設
置
と
三
智
氏
に
よ
る
私

軍
化
（
前
五
六
二
年
）
が
お
こ
な
わ
れ
る
以
前
、
士
は
国
乃
至
郊
（
広

義
の
桑
中
）
に
居
住
し
、
左
右
す
な
わ
ち
東
西
二
郷
に
分
れ
て
郷
党
と

い
う
軍
事
・
祭
灘
共
同
体
を
組
織
し
、
戦
時
に
は
そ
の
ま
ま
二
軍
の

国
軍
を
編
成
し
て
艶
態
に
直
属
し
た
。
二
軍
の
大
・
副
将
は
卿
で
あ

る
。
卿
は
祭
縄
団
体
の
長
と
し
て
、
　
「
饗
」
と
φ
う
重
要
な
宴
会
を

主
宰
す
る
卿
士
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
宰
・
糧
・
閣
僚
で
も
あ
っ
た
と
い

わ
れ
る
。
こ
の
体
制
は
三
軍
へ
の
編
成
替
と
三
篶
氏
の
私
幣
化
に
よ

っ
て
重
大
な
変
化
を
こ
う
む
っ
た
。
け
れ
ど
も
こ
の
事
件
は
、
そ
れ

自
体
を
と
り
あ
げ
て
み
る
な
ら
ば
、
郷
党
の
組
織
を
そ
の
ま
ま
に
泓

軍
化
し
た
の
で
、
士
の
団
体
の
伝
統
的
存
在
を
、
一
挙
に
改
変
す
る

も
の
で
は
な
い
。
　
『
左
伝
』
に
よ
れ
ば
三
桓
氏
は
企
て
を
実
行
す
る

に
当
り
、
「
乃
盟
諸
僖
閾
（
僖
公
の
願
門
）
、
訟
諸
五
父
之
街
（
東
南
近

郊
の
広
場
）
」
し
た
。
そ
れ
よ
り
数
十
年
後
、
か
の
借
主
陽
虎
の
国
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
亡
し
、
説
し
た
や
り
か
た
と
同
様
、
魯
国
の
伝
統
を
ま
も
っ
た
も

の
で
あ
る
。
問
題
は
公
と
郷
党
の
成
員
を
直
結
す
る
邑
の
基
本
的
秩

序
が
歪
め
ら
れ
た
点
に
あ
る
。
累
層
的
な
本
誌
・
分
量
の
紐
帯
を
た

ど
れ
ば
す
べ
て
公
に
結
び
つ
く
は
ず
の
支
配
秩
序
が
、
ま
ず
上
部
で

横
あ
い
か
ら
切
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
族
員
た
ち
の
内
部

で
も
、
す
で
に
伝
統
的
意
識
が
崩
れ
か
け
て
い
な
け
れ
ば
不
可
能
な

こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
貝
塚
氏
が
、
郷
党
の
地
縁
的
組
織
と

し
て
の
側
面
を
強
調
さ
れ
る
の
は
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
園

軍
を
編
成
し
た
一
般
成
員
は
、
実
質
上
、
平
面
的
な
地
縁
的
組
織
を

形
成
し
、
有
力
な
族
の
出
身
で
あ
る
卿
大
夫
に
統
率
さ
れ
て
い
た
。
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時代の「士」　の請問題（河地）

士
と
卿
大
夫
が
上
下
の
身
分
序
列
と
観
念
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
は
、

こ
の
よ
う
な
有
力
な
族
の
長
た
ち
と
一
般
成
員
○
区
別
の
明
確
化
と

い
う
背
景
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
あ
と
で
述
べ
る
よ
う
に
郷
党
の
地
縁
化
を
絶
対
視
す

る
の
は
速
断
で
あ
り
、
大
夫
が
族
長
た
る
側
爾
を
竜
つ
こ
と
も
無
視

で
き
な
い
が
、
ま
た
か
か
る
身
分
序
列
的
観
念
が
形
成
さ
れ
た
時
期

の
、
お
そ
く
と
竜
春
秋
中
期
ま
で
遡
ら
せ
う
る
こ
と
も
注
意
さ
る
べ

き
で
あ
る
。
前
節
で
み
た
こ
の
こ
ろ
の
金
交
に
、
庶
子
、
諸
士
に
対

置
し
て
、
　
「
父
兄
」
と
と
も
に
「
大
夫
」
の
語
の
は
じ
め
て
み
え
る

こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
卿
大
夫
の
身
分
序
列
化
の
一
つ
の
契
機
に
は
、

な
お
、
春
秋
時
代
か
ら
活
澄
と
な
っ
た
国
際
外
交
と
儀
礼
も
忘
れ
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。
こ
れ
に
た
い
し
卿
が
大
夫
の
上
位
の
身

分
と
な
っ
た
の
は
、
も
う
少
し
の
ち
の
制
度
で
あ
ろ
う
。
卿
は
族
長

た
る
点
で
は
大
夫
で
あ
り
、
そ
の
資
格
に
よ
っ
て
国
政
に
参
与
し
、

ま
た
士
を
統
率
で
き
た
。
た
と
え
ば
『
左
伝
』
隠
公
二
年
に
は
、
「
十

月
紀
裂
嬬
来
逆
女
、
獅
為
欝
管
領
」
と
あ
る
が
、
経
交
に
は
卿
の
字

は
な
く
、
杜
預
が
注
し
て
、
　
〃
振
興
は
紀
の
大
夫
で
あ
る
”
と
い
い
、

『
会
笈
』
に
も
〃
卿
は
亦
大
夫
で
あ
る
”
と
断
っ
て
い
る
。
同
十
二

年
の
経
文
に
も
大
夫
仇
牧
の
名
が
み
え
る
が
、
杜
注
は
こ
こ
で
も
仇

牧
を
宋
の
卿
と
い
い
、
　
『
会
箋
』
は
、
か
れ
の
名
が
経
文
に
み
え
る

か
ら
、
卿
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
ば
し
ば
卿
大

夫
と
称
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
　
『
左
伝
』
に
お
い
て

も
、
卿
と
大
夫
の
区
別
は
さ
し
て
明
白
で
な
い
ば
あ
い
が
あ
る
。
た

だ
し
卿
が
大
夫
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
卿
大
夫
を
さ
ら
に
士
と

よ
ぶ
ば
あ
い
、
そ
の
士
は
身
分
序
列
と
し
て
の
士
で
は
な
い
。
　
『
左

伝
』
嚢
公
一
〇
年
の
寵
事
に
お
い
て
も
、
鄭
の
子
關
、
子
国
、
子
耳

を
さ
し
て
、
孟
年
子
は
「
執
政
之
三
士
」
は
必
ず
災
禍
を
招
く
で
あ

ろ
う
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
士
は
男
子
の
美
称
と
も
、
逆
に
三
人
の

大
夫
に
た
い
す
る
蔑
視
の
あ
ら
わ
れ
と
も
受
取
れ
る
が
、
裏
公
二
六

年
に
晋
の
韓
宣
子
が
周
に
鵯
し
て
、
王
に
た
い
し
「
術
士
起
（
起
は

宣
子
の
名
）
」
と
自
称
し
て
い
る
点
か
ら
み
て
亀
、
必
ず
し
も
そ
う
と

は
い
え
な
い
よ
う
に
思
う
。
諸
侯
の
大
夫
も
周
王
に
対
し
て
は
士
と

　
　
⑦

称
す
る
。
こ
れ
は
古
制
で
あ
る
が
、
そ
の
根
抵
に
本
来
の
士
の
観
念

が
あ
り
、
そ
れ
が
同
時
に
、
陪
臣
は
身
分
序
列
的
に
一
級
卑
下
す
る

と
い
う
礼
制
に
転
じ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
わ
き
道
に
そ
れ
た
の
で
、
本
題
に
も
ど
ろ
う
。
　
『
左
伝
』
を
み
る

と
、
大
事
件
に
あ
た
っ
て
活
躍
し
た
堂
衆
は
、
士
と
記
さ
れ
ず
「
国

人
し
と
記
さ
れ
て
い
る
。
國
の
大
事
に
さ
い
し
、
公
も
、
陽
虎
の
よ
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う
な
僻
主
や
三
遺
勲
の
よ
う
な
豪
族
も
、
　
「
盟
国
人
於
大
宮
」
（
嚢
二

五
）
「
朝
賢
人
」
（
二
一
）
と
い
っ
た
大
会
を
ひ
ら
い
た
。
で
は
国
人
と
サ

士
の
関
係
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
貝
塚
氏
の
「
民
会
」
と
題
し
た
論
文
は
、
こ
の
よ
う
な
『
左
伝
』

の
実
例
に
よ
り
、
　
『
周
礼
』
の
「
燕
朝
」
　
「
内
蓋
」
　
「
外
燈
」
の
制

度
の
実
態
を
修
正
し
つ
つ
、
　
当
時
の
民
会
（
外
層
）
の
性
格
を
追
究

し
た
優
れ
た
研
究
で
あ
る
。
ま
た
松
本
氏
に
も
「
国
人
」
に
ふ
れ
た

連
作
が
あ
る
こ
と
は
、
註
に
掲
げ
て
お
い
た
。
こ
の
諸
篇
を
よ
ん
で
、

私
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
感
じ
を
も
つ
の
で
あ
る
。
貝
塚
論
・
文
の
主
た
る

狙
い
は
、
か
つ
て
氏
が
孔
子
を
「
新
興
の
武
士
階
級
」
と
し
て
と
ら

え
ら
れ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
民
会
の
ご
と
き
制
度
の
成
立
し
た
歴

史
的
意
義
を
、
商
工
業
に
よ
っ
て
勃
興
し
た
自
由
市
民
の
出
現
に
み

よ
う
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
属
会
の
制
慶
を
、
そ
れ
以
前
の
氏

族
綱
祉
会
と
の
関
連
よ
り
、
む
し
ろ
古
代
都
市
に
お
け
る
民
主
制
の

先
駆
的
確
象
と
し
て
説
明
す
る
と
こ
ろ
に
・
刀
点
が
お
か
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
郷
党
の
士
た
る
一
般
成
員
は
「
自
作
農
民
」
と
し
て
、
自
由

商
工
民
と
同
一
範
晦
の
も
の
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
す
べ
て
含
め
て

「
自
由
市
民
」
　
「
庶
事
」
と
し
、
こ
れ
が
岡
時
に
團
人
と
み
な
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
国
人
と
郷
党
の
士
は
、
全
く
同
一
視
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
士
の
形
成
す
る
郷
党
の
地
縁
組
織
化
、

古
典
古
代
共
構
体
酌
性
格
の
面
が
強
調
さ
れ
、
た
め
に
士
と
国
人
の

差
異
の
面
が
は
っ
き
り
と
指
摘
さ
れ
な
い
。
同
じ
よ
う
な
形
で
、
松

本
氏
の
論
稿
か
ら
は
、
邑
の
変
容
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
国
人
、
即
支
配
氏
族
成
員
と
い
う
考
え
が
印
象
的
で
あ
る
。

　
国
人
が
、
私
の
い
う
士
の
集
団
を
ふ
く
む
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

同
時
に
国
人
に
は
、
そ
れ
以
外
の
も
の
竜
含
ま
れ
て
い
る
。
『
左
伝
』

に
は
、
陳
の
懐
公
の
朝
会
を
記
し
て
、

　
呉
之
入
楚
也
（
定
公
四
年
、
前
五
〇
七
年
の
事
件
）
、
　
使
召
陳
懐
公
、
懐

　
公
朝
国
人
蒲
問
焉
、
日
、
欲
与
慰
者
右
、
欲
与
覇
者
左
、
陳
人
従
国
、
無

　
田
従
党
（
哀
一
）

と
伝
え
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
国
人
に
、
田
を
有
す
る
考
す
な
わ
ち

士
以
上
の
身
分
の
者
の
ほ
か
、
　
田
を
持
た
ぬ
国
・
郊
の
市
民
（
お
そ

ら
く
多
く
の
商
工
民
）
が
含
ま
れ
て
い
る
と
と
、
ま
た
田
と
の
関
連
か

ら
、
こ
こ
に
い
う
党
を
、
現
住
地
域
の
組
織
す
な
わ
ち
郷
党
と
解
す

る
こ
と
は
、
従
っ
て
よ
い
解
釈
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
に
若
干
の
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

が
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
郷
党
が
『
周
礼
』
の
伝
え
る
よ
う
な

純
粋
の
地
縁
組
織
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
郷

党
は
、
前
章
で
み
た
ご
と
き
氏
族
共
同
体
成
員
た
る
士
を
中
核
と
し
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た
組
織
で
あ
っ
た
。
本
来
は
士
で
な
い
商
工
民
な
ど
が
混
入
さ
れ
え

た
と
こ
ろ
に
、
郷
党
の
地
縁
組
織
化
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
が
、

一
方
士
の
組
織
本
来
の
伝
統
が
こ
の
こ
ろ
な
お
存
続
し
て
い
た
こ
と

は
、
春
秋
列
国
器
の
銘
文
か
ら
す
で
に
見
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
き

に
鄭
国
の
尉
止
の
乱
を
検
討
し
、
増
淵
氏
の
研
究
を
引
用
し
て
、
族

的
結
合
の
存
続
に
注
音
心
し
て
お
い
た
点
も
、
こ
こ
に
関
係
し
て
く
る
。

の
ち
の
『
左
伝
』
に
党
は
「
族
党
」
　
（
た
と
え
ば
昭
二
七
）
と
熟
し
て

用
い
ら
れ
、
　
『
周
礼
』
の
制
度
で
竜
党
の
下
に
族
な
る
単
位
の
あ
る

分
は
、
そ
の
名
残
り
と
思
わ
れ
る
。
魯
国
の
昭
公
十
一
年
、
季
氏
の

費
邑
の
宰
で
あ
っ
た
南
謝
と
い
う
者
が
、
季
氏
に
叛
い
て
公
室
に
っ

こ
う
と
し
た
。
　
『
左
伝
』
に
は
そ
の
事
件
の
一
働
が

南
翻
之
将
叛
也
、
其
郷
人
或
知
之
ハ
過
淫
売
歎
…
…
将
適
費
、
飲
郷
人
酒
、

郷
人
或
歌
二
日
、
我
有
脳
、
生
之
杷
乎
、
従
我
長
子
乎
、
去
我
者
郡
乎
、

倍
其
郡
薪
恥
乎
、
二
二
己
乎
、
非
我
党
志
士
乎
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
郷
人
の
党
の
観
念
は
、
こ
の
「
飲
郷
人
酒
」
、

す
な
わ
ち
「
郷
飲
酒
礼
」
の
ご
と
き
氏
族
的
伝
統
的
儀
礼
に
よ
っ
て

も
培
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
郷
党
が
、
士
本
来
の
心
綱
的
組
織
を
止
揚
し
た
竜
の
で
は
な
く
、

解
体
過
程
の
変
化
形
態
で
あ
る
と
み
て
よ
け
れ
ば
、
こ
れ
は
、
郷
党

を
組
織
す
る
市
民
が
「
外
界
」
に
お
け
る
参
政
権
を
も
つ
、
　
そ
の

「
外
朝
」
の
性
格
を
考
え
る
う
え
で
考
慮
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
商

工
民
が
国
の
大
事
に
さ
い
し
、
参
政
権
を
行
使
し
う
る
に
い
た
っ
た

の
は
、
た
し
か
に
か
れ
ら
の
著
し
い
勢
力
増
大
の
結
果
で
あ
ろ
う
。

た
だ
そ
う
い
う
「
国
人
」
の
参
政
権
の
中
核
に
は
士
の
参
政
権
の
伝

統
が
存
在
し
、
そ
・
の
拡
延
に
よ
っ
て
「
外
弁
」
が
形
成
さ
れ
た
。
そ

れ
故
、
　
「
外
朝
」
1
1
「
民
会
」
に
は
、
族
制
的
乃
至
家
父
長
竿
性
格
が

付
着
し
て
い
る
。
中
国
古
代
都
市
の
民
主
制
に
は
、
ギ
リ
シ
岬
・
：
ロ

ー
マ
の
古
代
畏
主
制
に
類
比
す
べ
き
様
相
が
明
か
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
前
後
を
通
じ
て
薬
舗
国
家
へ
の
底
流
が
あ
る
と
い
う

印
象
が
ぬ
ぐ
い
さ
れ
な
い
。
そ
の
理
由
の
一
つ
の
側
面
を
、
こ
の
よ

う
に
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
士
の
団
体
が
変
貌
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
、
十

分
み
と
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
陳
の
朝
会
に
田
土
を
も
つ
巻
と
記
さ
れ

て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
自
ら
生
産
す
る
自
作
農
驚
で
あ
っ
た
ろ
う
、

と
丸
塚
氏
「
も
推
測
さ
れ
て
い
る
。
　
「
自
作
農
民
」
と
い
う
書
葉
は
と

竜
か
く
、
士
の
生
産
者
化
は
、
士
の
戦
士
た
る
性
格
に
も
影
響
を
与

え
る
。
か
つ
て
自
ら
所
有
す
る
武
器
を
も
つ
て
武
装
の
戦
士
で
あ
っ

た
士
は
、
「
吐
下
将
伐
許
、
五
月
黒
蓋
、
勇
兵
於
大
宮
」
（
偲
一
一
）
、
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「
春
正
〔
月
、
楚
武
王
荊
戸
、
授
師
矛
焉
、
以
伐
随
」
（
荘
四
）
な
ど
の

記
事
に
よ
る
と
、
春
秩
の
初
期
以
後
武
器
を
支
給
さ
れ
る
ば
あ
い
が

多
く
な
っ
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
士
が
純
粋
に
戦
士
で
あ
る
生
活
か

ら
変
化
し
、
生
産
に
も
た
ず
さ
わ
る
よ
う
に
な
る
の
と
並
行
し
て
、

武
器
を
支
給
さ
れ
る
も
の
は
、
　
「
国
人
受
勲
者
偏
（
閥
二
）
と
い
う
よ

う
に
、
必
ず
士
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
疑
問
の
よ
う
な
表
現
も
み
え
て

く
る
。
　
中
期
以
降
に
な
る
と
、
　
さ
ら
に
活
躍
す
る
の
は
「
某
段
々

甲
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
国
人
と
も
区
別
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
新
興
の

武
士
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
『
左
伝
』
文
豆
一
四
年
に
は
、
斉
の

公
子
商
人
が
二
野
に
勢
力
を
あ
つ
め
た
こ
と
を
「
朧
施
三
国
、
而
多

立
論
、
尽
並
家
貸
於
公
、
有
司
以
継
之
」
と
記
し
、
嚢
公
二
年
に
は
、

晋
の
璽
懐
子
の
こ
と
を
、
　
「
好
施
、
士
爵
帰
島
」
と
記
し
、
清
の
魏

禧
は
こ
の
点
に
ふ
れ
て
、

　
冑
三
代
以
来
、
未
有
養
死
士
之
郭
者
、
其
撃
墜
懐
子
始
、
以
為
開
宿
戸
公

　
子
者
非
也
。

　
　
　
　
　
⑨

と
の
べ
て
い
る
。
春
秋
中
期
の
旧
臣
の
増
加
は
、
古
い
士
の
変
化
と

対
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
『
左
伝
』
嚢
公
三
〇
年
に
は
、
三
国
の

伯
有
の
乱
を

　
子
暫
以
醜
氏
之
申
、
伐
而
一
二
、
二
一
一
匹
梁
、
…
…
乙
巳
、
鄭
伯
及
其

　
大
夫
盟
子
大
宮
、
盟
国
人
干
師
之
梁
之
外
、
伯
有
醗
郷
人
之
盟
已
也
怒
、

　
捻
子
皮
之
甲
不
与
攻
巳
也
喜
、
…
…
癸
健
診
霞
墓
門
之
讃
入
…
…
上
帯
率

　
国
人
以
伐
之
（
嚢
三
〇
）

の
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
「
翻
氏
之
甲
」
　
「
三
后
之
甲
」
が
、
国
人

と
区
別
さ
れ
て
い
る
の
も
、
太
・
来
の
鉱
員
の
ほ
か
に
、
武
芸
を
も
つ

て
心
門
に
仕
え
る
者
を
ふ
く
む
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。
こ
れ
よ
り
数

年
前
の
斉
国
に
お
い
て
、
面
子
が
荘
公
を
殺
害
し
た
事
件
が
お
き
た
。

こ
の
事
件
を
伝
え
る
『
左
伝
』
の
一
節
に

　
費
挙
、
州
紳
、
廓
師
…
…
皆
瀬
。
…
…
崔
氏
国
譲
蔑
干
平
陰

と
あ
り
、
杜
注
は
「
八
子
皆
斉
勇
力
之
臣
、
公
所
婁
知
悉
公
共
死
於

崔
子
之
宮
」
、
「
綴
蔑
、
平
陰
大
夫
、
公
外
船
、
伝
醤
、
藏
公
所
養
非

国
士
、
故
其
死
難
皆
嬰
寵
二
人
」
と
い
う
。
公
に
し
て
な
お
「
勇
力

之
距
」
を
有
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
士
の
観
念
の
変
貌
に
つ
い
て
、
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ

と
が
い
え
る
と
思
う
。
春
秋
中
期
は
、
士
の
観
念
が
多
様
に
分
化
し

て
い
く
起
点
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
同
時
に
、
古
い
氏
族
綱
の
解
体
に

並
行
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
が
、
問
題
は
そ
の
経

路
に
あ
る
。
新
興
の
武
士
階
級
や
自
由
商
工
民
を
も
ふ
く
む
国
人
層

の
参
政
権
は
、
古
い
士
の
団
体
に
固
有
の
特
権
を
中
核
に
し
て
、
外

延
に
拡
大
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
邑
の
構
造
変
化
が
鮮
や
か
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に
示
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
の
参
政
権
の
拡
延
は
、
古
い
士
の
団
体

の
解
体
過
程
の
産
物
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
こ
の
中
核
の
解
体
が
、

同
時
に
「
民
会
」
の
制
度
全
体
の
解
体
に
つ
な
が
る
点
に
問
題
が
あ

る
。
民
会
に
あ
ら
わ
れ
た
中
国
古
代
の
民
主
制
は
発
達
せ
ず
、
消
滅

は
意
外
に
早
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
中
国
古
代
の
民
主
制
の
社
会
が
、

古
代
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
ー
マ
と
異
る
竜
の
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
貝
塚
氏
が
士
の
「
自
作
農
民
」
化
を
と
か
れ
る
と
き
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
古
典
古
代
の
世
界
の
映
像
が
投
影
さ
れ
て
い
た
に
ち
が

い
な
い
。
だ
が
私
は
、
そ
こ
に
か
な
り
質
的
に
こ
と
な
る
側
面
を
み

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
思
う
。
も
っ
と
も
、
昆
の
構
造
変
化
か
ら
析
出

さ
れ
た
「
自
作
農
民
」
や
「
商
工
自
由
罠
」
が
、
何
故
古
代
民
主
制

を
発
達
さ
せ
な
か
っ
た
か
は
、
本
稿
の
範
囲
を
こ
え
た
大
闘
題
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
た
だ
「
自
作
農
民
」
　
「
自
由
市
民
」
そ
の
も
の
に
検

討
の
余
地
が
あ
る
こ
と
だ
け
を
記
し
て
お
き
た
い
。
国
人
摺
や
「
畏

会
」
の
参
政
権
の
な
か
に
古
い
士
と
族
制
的
な
伝
統
を
指
摘
し
た
理

由
も
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
私
の
視
角
は
、
む
し
ろ
士
の
問
題
を

た
ど
っ
て
秦
漢
帝
国
に
い
た
る
方
向
に
む
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に

自
ら
異
っ
た
側
面
が
描
き
だ
せ
た
ら
、
私
の
意
図
は
果
さ
れ
た
と
い

・
り
べ
き
で
あ
ろ
・
り
。

　
さ
て
民
会
の
制
度
と
そ
の
解
体
に
、
古
い
士
の
観
念
、
特
権
の
一

つ
の
行
方
が
示
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
も
う
一
つ
の
特
権
す
な
わ
ち

戦
±
た
る
性
格
は
、
新
興
の
武
士
階
級
に
受
継
が
れ
、
仕
官
の
途
は

そ
の
よ
う
な
武
士
、
あ
る
い
は
文
豆
と
し
て
の
新
興
の
貯
溜
階
級
の

手
に
う
つ
っ
て
い
っ
た
。
で
は
戦
国
時
代
の
士
は
、
新
し
い
官
僚
乃

至
武
士
を
意
味
す
る
に
止
ま
る
か
。
そ
う
断
言
は
で
き
な
い
。
戦
国

時
代
の
民
は
、
春
秋
時
代
の
民
の
ほ
か
、
春
秋
時
代
の
士
、
「
衛
民
」

の
系
譜
を
も
ふ
く
み
、
こ
こ
に
屯
新
た
な
士
の
観
念
が
関
係
し
て
い

く
。
そ
こ
か
ら
ヨ
…
ロ
ヅ
パ
古
典
古
代
と
ち
が
っ
た
社
会
が
形
成
さ

れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
邑
体
制
の
解
体

と
そ
の
後
の
時
代
の
士
の
問
題
と
し
て
、
節
を
改
め
て
述
べ
よ
う
。

　
　
　
第
二
節
　
む
す
び
に
か
え
て
一
1
戦
国
・
夢
心
時
代
の
士

　
前
節
で
の
べ
た
よ
う
に
、
士
の
層
の
変
貌
は
い
く
つ
か
の
側
面
か

ら
た
し
か
め
ら
れ
た
。
そ
の
ば
あ
い
邑
体
制
の
集
団
的
土
地
所
有
鰯

と
、
分
族
に
竜
と
つ
く
個
別
酌
土
地
保
有
の
矛
盾
が
基
軸
に
あ
っ
た
。

そ
う
し
て
後
者
も
、
当
初
は
小
篇
的
血
族
集
団
の
共
有
制
に
も
と
つ

く
か
ぎ
り
、
邑
体
制
め
解
体
の
決
定
的
要
因
と
は
い
え
な
か
っ
た
の

で
あ
る
が
、
未
開
拓
地
の
開
発
と
耕
地
造
成
を
可
能
に
し
、
　
一
方
向

は
さ
ら
に
小
規
模
な
家
父
長
制
大
家
族
の
自
立
性
を
昂
め
る
よ
う
な
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生
産
諸
事
の
発
展
が
出
現
す
る
と
、
そ
れ
は
族
制
を
内
部
か
ら
破
壊

す
る
決
定
的
要
因
と
な
り
、
族
制
の
外
部
か
ら
加
え
ら
れ
る
解
体
作

用
と
深
く
結
び
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
事
態
の
変
化
は
、
事
情
の
こ
と
な
る
点
が
あ
っ
た
と

は
い
え
、
基
本
的
に
は
「
民
」
の
共
議
体
内
部
に
推
定
し
て
竜
よ
い

と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
て
士
の
層
が
固
有
の
手
捌
的
結
合
を
、
諸
特

権
と
と
も
に
喪
失
し
て
い
く
の
に
対
応
し
て
、
民
も
士
の
層
と
同
じ

よ
う
に
、
新
興
の
官
僚
層
乃
至
武
士
層
に
な
る
機
会
を
あ
た
え
ら
れ

た
。
一
方
地
主
・
生
産
者
化
し
た
士
の
層
は
、
逆
に
戦
国
君
主
に
統

治
さ
れ
る
一
般
庶
罠
の
層
に
変
貌
し
て
い
っ
た
。

・
春
秋
中
期
以
後
、
実
際
上
の
政
権
は
ま
ず
卿
大
夫
乃
至
豪
族
の
手

に
う
つ
り
、
か
れ
ら
は
伝
統
約
な
秩
序
に
た
よ
る
君
主
に
対
抗
す
る

た
め
に
、
族
制
的
障
壁
を
自
ら
打
壊
す
こ
と
を
望
む
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
権
門
に
集
る
新
興
の
武
士
の
発
生
に
つ
い
て
は
す
で
に

の
べ
、
ま
た
そ
の
生
態
お
よ
び
か
れ
ら
の
行
方
の
一
つ
、
す
な
わ
ち

游
侠
の
士
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
・
増
淵
両
氏
の
す
ぐ
れ
た

　
　
　
　
⑩

論
稿
が
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
戦

国
の
四
公
子
に
代
表
さ
れ
る
貴
族
・
権
門
と
新
興
の
武
土
と
の
結
合
、

か
つ
て
の
族
的
結
合
に
か
わ
る
い
わ
ゆ
る
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
人
的
結
合

関
係
か
ら
、
そ
の
ま
ま
戦
国
・
秦
早
早
官
僚
綱
が
生
れ
て
き
た
の
で

は
な
い
。
春
秋
中
期
以
後
さ
ま
ざ
ま
な
場
で
形
成
さ
れ
た
人
的
結
含

関
係
は
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
心
平
壌
結
合
に
止
ま
る
か
ぎ
り
、
質
的
に

電
平
面
的
に
竜
、
興
隆
な
限
界
性
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か

ら
大
規
模
な
官
僚
制
的
支
配
関
係
が
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
を
理
解

す
る
た
め
に
は
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
心
情
的
結
合
が
バ
ト
リ
ア
ル
カ
ー

ル
な
支
配
関
係
と
い
う
場
の
な
か
に
機
能
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
支

配
関
係
を
い
っ
そ
う
強
化
す
る
方
向
に
作
用
し
た
、
と
い
う
よ
う
な

構
造
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
増
淵
氏
の
す
ぐ
れ
た
着
眼
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
戦
国
時
代
に
は
い
る
と
、

族
制
の
枠
か
ら
と
き
は
な
た
れ
た
一
般
族
員
お
よ
び
春
秋
時
代
ま
で

の
民
が
、
す
べ
て
新
し
く
民
と
観
念
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
も

か
つ
て
君
主
と
氏
族
成
員
を
結
ん
で
い
た
士
の
観
念
が
新
た
な
内
容

に
姿
を
か
え
つ
つ
付
与
さ
れ
て
い
く
の
を
興
味
ぶ
か
く
思
う
。

　
晋
の
趙
三
子
は
、
苑
氏
と
言
行
氏
を
討
つ
に
あ
た
っ
て
、
　
「
克
虚

者
上
大
夫
心
密
、
下
大
夫
受
遺
、
士
田
十
万
、
庶
人
工
商
遂
、
人
臣

隷
嗣
免
」
と
誓
っ
た
と
い
う
（
『
左
伝
」
、
哀
二
）
。
こ
の
軍
令
に
み
え
る

士
は
、
庶
人
工
商
が
す
で
に
「
国
人
」
と
し
て
人
臣
隷
幽
と
区
別
さ

れ
て
い
る
も
の
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
そ
の
庶
人
工
商
が
「
進
仕
を
遂
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げ
」
て
就
く
べ
き
身
分
、
す
な
わ
ち
官
も
し
く
は
武
臣
と
し
て
俸
禄

を
受
け
る
士
と
思
わ
れ
る
。
ひ
ろ
く
庶
罠
の
層
の
力
と
動
向
を
把
握

し
得
た
も
の
の
み
が
、
戦
国
時
代
の
動
乱
を
か
ち
ぬ
き
、
中
央
集
権

的
官
僚
制
国
家
の
君
主
の
座
に
の
ぼ
り
得
た
。
そ
う
し
て
大
規
模
な

任
用
と
恩
賞
の
給
源
と
し
て
、
征
服
す
べ
き
族
の
所
有
下
に
あ
っ
た

邑
の
耕
地
や
山
林
藪
沢
、
公
田
な
ど
が
、
君
主
の
手
に
用
意
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
だ
が
こ
の
よ
う
に
庶
民
と
対
置
さ
れ
た
士
が
、
官
乃
至
武
距
の
身

分
と
し
て
庶
民
に
も
開
放
さ
れ
る
一
方
、
そ
れ
と
董
行
し
て
戦
国
時

代
に
は
、
そ
の
庶
民
自
体
が
、
士
と
し
て
抱
握
さ
れ
た
。
そ
の
た
め

に
、
士
と
民
の
境
界
線
は
、
こ
の
時
代
総
じ
て
明
確
さ
を
失
う
ば
あ

い
が
多
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
族
制
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
異
っ
た
社
会
的
観
念
内
容
を
付
与
さ
れ
た
と
は
い
え
、
土
の
観

念
は
ひ
ろ
く
緬
別
約
小
土
地
保
有
者
願
一
般
に
拡
延
さ
れ
た
。
邑
体

制
の
下
で
は
野
に
す
ん
で
士
乃
至
国
人
と
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た

民
は
、
鱈
主
と
群
々
直
接
に
結
合
す
る
と
同
時
に
、
家
父
長
動
的
全

国
支
配
の
下
に
く
り
こ
ま
れ
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
形
に
お
い
て
、

国
家
の
正
当
な
成
員
権
を
獲
得
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
以
下

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
興
味
あ
る
若
干
の
資
料
を
指
摘
し
て
み
よ

悔
つ
Q

　
『
韓
非
子
』
初
見
秦
篇
に
は
、

　
今
天
下
之
府
庫
不
乱
、
園
倉
空
虚
、
悉
其
士
畏
張
軍
数
十
蒼
万

と
い
う
一
節
が
あ
る
。
こ
こ
で
の
士
民
は
、
士
と
民
な
の
か
士
民
な

の
か
明
か
で
な
い
が
、
岡
篇
に
「
代
四
十
六
県
上
党
七
十
県
、
不
用

一
領
甲
、
不
苦
一
士
民
、
此
皆
秦
有
也
」
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
士

民
は
士
と
民
で
は
な
く
、
　
「
士
民
」
と
熟
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
な
ら
ば
『
呂
氏
春
秋
』
懐
厚
編
に
「
士
民
贈
首
益
行
義
　
」
と

い
う
士
畏
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
高
誘
の
注
に
コ
命
為
士
民
、
士
民

之
説
為
士
者
也
」
と
あ
り
、
『
集
釈
』
に
は
「
呉
先
生
臼
、
注
当
作

コ
命
為
士
、
士
民
、
民
之
説
為
士
者
也
』
、
　
意
謂
士
民
為
民
之
秀

者
」
　
と
い
・
り
。
　
従
・
り
べ
き
で
あ
ろ
逼
り
。
　
η
｛
こ
で
　
「
劇
評
民
」
を
逆
に
し

た
「
概
士
」
と
い
う
言
葉
も
み
え
る
。
　
「
故
忠
臣
尽
於
公
、
民
士
馬

力
於
家
」
（
『
韓
非
子
』
難
三
篇
）
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
　
こ
れ
ら

は
す
べ
て
、
民
が
士
で
あ
り
、
民
と
士
の
境
界
が
不
明
確
で
あ
っ
た

と
こ
ろ
が
ら
生
じ
た
語
法
で
あ
っ
た
。
士
の
身
分
を
支
え
て
い
た
族

制
の
障
壁
が
打
破
ら
れ
た
こ
と
は
、
『
悪
子
』
王
制
篇
に
い
た
っ
て
、

　
難
王
公
士
大
夫
之
子
孫
也
、
不
能
属
於
礼
義
剛
帰
之
庶
人
、
難
庶
人
之
子

　
孫
也
、
積
文
学
、
正
身
行
、
寮
属
於
礼
義
刷
帰
之
卿
相
士
大
夫
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と
明
由
に
説
か
れ
て
い
る
ひ
だ
が
私
に
と
っ
て
興
味
が
あ
る
の
は
、

む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
士
で
は
な
く
、
さ
き
に
亀
い
う
民
が

民
と
し
て
同
時
に
士
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
『
韓
非
子
』
の
「
士

民
」
な
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
は
和
掌
篇
や
亡
徴
篇
に
い
う
「
耕
戦
下

士
」
、
『
聖
君
書
』
断
言
篇
に
い
う
「
農
戦
聖
心
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
公
家
虚
而
大
臣
実
、
正
戸
貧
蒲
寄
寓
冨
、
耕
戦
評
四
戒
、
末
作
之
民
漫
筆

　
可
．
二
二
（
『
韓
非
子
』
亡
徴
）

に
よ
れ
ば
、
　
耕
戦
の
士
は
「
正
戸
」
で
あ
り
、
　
末
作
之
民
の
「
寄

寓
」
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
正
戸
と
は
国
家
の
電
環
に
登
録
さ
れ

た
農
民
で
あ
，
り
、
寄
寓
は
移
動
し
て
商
販
に
従
事
す
る
末
作
の
民
で
、

別
に
正
戸
の
家
に
寄
食
す
る
者
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
国
家
全
体

か
ら
み
て
農
業
に
寄
生
す
る
存
在
と
み
な
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る

墨
書
の
士
は
『
韓
非
子
』
六
反
篇
の
「
耕
運
有
益
之
罠
」
で
あ
り
、

農
戦
の
士
も
『
商
君
書
』
で
は
「
業
曝
之
民
」
に
等
し
い
。
『
管
子
』

君
臣
篇
に
「
筆
力
支
之
力
、
修
電
力
之
業
、
以
待
令
者
庶
人
也
」
と

い
う
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
士
と
民
は
ま
っ
た
く
同
一
の
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
と
周
じ
よ
う
な
例
が
あ
る
。
　
『
韓
非
子
』
六
反
篇
の
「
畏
死

　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

至
難
、
降
北
之
民
也
、
禰
世
尊
之
日
貴
生
之
士
、
学
道
立
方
、
離
法

之
民
也
、
而
世
貴
之
日
交
学
画
帳
…
…
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

だ
が
こ
れ
は
、
陸
戦
の
民
が
士
で
あ
っ
た
の
と
は
、
少
し
ば
か
り
こ

と
な
る
。
こ
こ
に
い
う
揚
朱
の
徒
の
「
貴
生
之
士
」
、
　
儒
墨
の
徒
の

「
文
学
之
士
」
、
孟
嘗
君
の
薦
馳
の
ご
と
き
「
有
能
之
士
」
、
子
貢
の

よ
う
な
「
辮
智
之
士
」
、
　
ほ
か
「
鎌
勇
之
士
」
「
道
面
（
侠
）
之
士
」

な
ど
は
、
才
能
を
も
つ
て
仕
官
す
べ
き
士
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
も
い
生

活
様
式
を
持
し
て
い
る
士
、
も
し
く
は
任
侠
を
も
つ
て
自
ら
任
ず
る

士
で
あ
っ
て
、
小
地
主
乃
至
農
驚
が
耕
戦
の
民
た
る
こ
と
に
よ
っ
て

士
と
さ
れ
る
の
と
は
同
一
で
な
い
。
法
家
流
の
観
念
に
よ
れ
ば
、
耕

戦
の
民
は
、
商
戦
の
爵
制
に
お
い
て
士
の
身
分
を
制
度
化
さ
れ
、
こ

の
制
度
は
漢
の
二
十
等
爵
制
に
お
い
て
、
直
接
の
軍
功
の
有
無
か
ら

も
切
離
ざ
れ
た
。
漢
代
民
立
野
に
お
け
る
士
と
任
侠
の
士
が
、
と
も

に
民
で
あ
っ
て
か
つ
士
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
士
の
観
念
に
相
違
す

る
面
の
あ
る
こ
と
を
想
起
し
て
も
ら
え
ば
、
こ
こ
で
い
わ
ん
と
す
る

　
’こ

と
が
理
解
し
て
竜
ら
え
る
と
思
う
。

　
法
家
の
国
家
理
念
に
よ
れ
ば
、
国
家
の
基
幹
は
、
天
子
と
法
術
の

士
た
る
官
僚
と
耕
戦
の
罠
1
1
士
か
ら
な
る
。
　
「
貴
生
三
士
」
な
ど
は
、

身
分
的
に
民
た
る
は
勿
論
、
い
く
ら
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
生
活
様
式

を
と
っ
て
い
て
も
、
「
姦
偽
無
益
之
石
落
（
種
）
」
な
の
で
あ
る
。
　
そ

う
し
て
こ
れ
ら
は
民
に
ち
が
い
な
い
が
、
し
か
し
潔
癖
・
儒
墨
流
か
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ら
み
れ
ば
、
や
が
て
仕
官
す
べ
き
処
士
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、

民
を
民
と
し
て
、
す
な
わ
ち
官
の
尊
厳
と
区
別
さ
れ
な
が
ら
、
し
か

も
そ
れ
を
竜
士
の
身
分
観
念
に
包
摂
す
る
、
こ
こ
に
法
家
独
特
の
国

家
理
念
と
戦
国
官
僚
制
国
家
の
深
い
関
連
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
処
士
に
た
い
す
る
法
家
の
態
度
は
、
つ
ぎ

の
よ
う
な
説
話
に
竜
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
　
『
呂
氏
春
秋
』
二
審
篇
、

に
よ
る
と
、
斉
の
桓
公
は
小
倉
穫
に
会
う
た
め
日
に
三
至
、
つ
い
に

見
る
を
得
な
か
っ
た
。
従
者
が
止
め
て
も
公
は
従
わ
な
か
っ
た
と
い

う
。
こ
の
説
話
は
『
韓
非
子
』
難
一
篇
に
竜
見
え
る
の
で
、
よ
く
流

布
し
た
話
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
で
私
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と

は
、
　
こ
の
説
謡
の
真
否
で
は
な
く
て
、
　
叙
述
の
し
か
た
で
あ
る
。

『
温
氏
春
秋
』
に
み
え
る
桓
公
の
奇
知
に
よ
る
と
、
小
臣
穫
は
士
と

み
な
さ
れ
、
「
夫
子
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
『
韓
非
子
』
で
は
「
処

士
」
　
「
布
衣
之
士
」
と
さ
れ
、
そ
の
小
隠
穫
は
ま
た
、
「
匹
夫
之
士
」

で
あ
P
、
　
「
民
萌
之
劃
し
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
難
一
篇
は
、

　
是
壁
跡
封
之
内
、
執
会
而
朝
、
名
日
臣
、
二
幅
分
元
受
毒
、
名
既
萌
、
今

　
小
臣
墨
斑
薦
之
衆
…
…

と
い
う
。
執
会
は
執
禽
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
打
製
篇
に
も
「
執
事
下

身
」
と
い
う
文
が
み
え
る
。
　
「
卿
執
蕪
、
大
夫
執
雁
、
門
下
雄
」
と

い
う
の
が
古
来
の
礼
で
あ
り
、
　
『
左
伝
』
温
血
四
年
に
、
呼
野
の
一

婦
人
が
か
の
竪
牛
を
叔
孫
穆
子
に
初
め
て
鐸
見
え
さ
せ
る
と
き
維
を

献
じ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
一
例
証
と
み
・
な
し
う
る
。
と
す

る
と
、
　
「
受
事
」
と
「
名
日
萌
」
の
間
に
何
か
脱
文
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
一
本
に
は
臣
字
が
一
字
無
い
と
こ
ろ
が
ら
、
　
「
如
上
南

受
事
、
名
繊
繭
」
と
し
て
、
吏
と
い
え
ど
竜
民
で
あ
る
と
の
意
に
読

む
説
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
は
小
臣
穫
が
処
士
、

布
衣
本
心
で
あ
る
こ
と
と
う
ま
く
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ

の
文
は
萌
を
こ
と
さ
ら
民
萌
と
い
う
。
萌
と
は
民
の
意
味
に
解
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
戦
蘭
策
で
は
萌
を
眠
に
つ
く
り
、
ま
た
幌
は
虻
で
あ

る
。
古
典
籍
に
三
字
を
通
用
す
る
例
は
多
い
。
　
『
説
文
』
に
「
民
、

衆
本
直
」
　
「
眠
、
民
也
」
と
あ
り
、
ま
た
「
四
鄙
之
萌
人
面
（
『
愚
子
瓢

尚
賢
上
篇
）
、
　
「
野
民
間
醒
ご
（
『
潅
南
子
」
修
務
献
醐
の
高
議
注
）
、
　
「
声
明
、
　
田

民
也
」
（
『
管
子
』
山
単
軌
篇
の
勢
注
）
を
参
照
す
べ
き
で
あ
る
。

　
『
韓
非
子
』
は
執
凄
し
て
士
と
な
っ
た
コ
磁
」
と
「
民
萌
」
を
は

っ
き
り
区
別
す
る
。
こ
こ
よ
り
み
れ
ば
処
士
、
布
衣
の
士
は
民
に
ほ

か
な
ら
ぬ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
匝
穫
が
と
っ
た
態
度
は
「
逆
君

上
之
欲
」
も
の
で
あ
り
、
ま
た
桓
公
の
態
度
も
「
以
万
乗
之
勢
、
下

匹
夫
之
謝
し
も
の
で
あ
る
。
と
竜
に
仁
義
と
い
う
べ
か
ら
ず
と
い
う
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非
難
が
こ
こ
か
ら
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
『
畠
氏
春
秋
』
の
両
者

を
む
し
ろ
是
認
す
る
よ
う
な
叙
述
と
対
比
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
主

張
を
み
ち
び
き
出
す
た
め
に
、
小
臣
穫
の
民
萌
た
る
こ
と
が
と
く
に

強
調
さ
れ
て
い
る
む
き
も
否
め
な
い
。
だ
が
そ
れ
故
に
こ
そ
一
法
家

流
の
国
家
理
念
が
明
瞭
に
読
み
と
れ
る
。
法
家
流
に
国
家
秩
序
を
考

え
れ
ば
、
執
雑
の
士
と
は
厳
格
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
耕
戦

の
民
が
観
た
る
こ
と
と
は
、
別
個
の
観
念
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
で
は

耕
戦
の
士
は
、
単
に
戦
士
の
士
で
な
い
の
か
。
そ
れ
は
誤
り
で
は
な

い
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
、
商
鞍
下
制
か
ら
漢
代
二
十
等
親
に
展

開
す
る
民
爵
制
の
士
の
意
義
が
十
分
把
握
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
天
子
に
代
っ
て
法
を
運
塗
し
秩
序
を
維
持
す
る
士
す
な
わ
ち
宮
僚

と
、
耕
戦
の
附
す
な
わ
ち
「
耕
戦
有
益
之
蝿
」
と
は
、
法
家
的
国
家
．

理
念
の
基
幹
で
あ
っ
た
。
．
こ
の
二
つ
の
士
の
観
念
は
、
天
子
に
直
接

臣
従
す
る
と
い
う
観
念
を
媒
介
に
、
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
こ

の
よ
う
な
事
清
は
基
本
的
に
は
漢
帝
国
に
受
継
が
れ
て
い
る
。
た
だ

秦
で
は
、
そ
の
臣
従
関
係
が
、
主
と
し
て
信
賞
必
罰
の
法
と
報
賞
制

度
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
も
う
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
に
た
い
し
て
、
漢
帝
国
の
理
念
は
、
儒
と
法
の
合
一
を
家
法
と

す
る
と
い
う
言
葉
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
二
つ
の
士
の
観
念
を
媒

介
す
る
も
の
が
、
　
こ
こ
で
も
一
見
秦
の
そ
れ
と
岡
じ
よ
う
な
「
命

士
」
の
観
念
で
あ
る
こ
と
は
前
稿
で
指
摘
し
て
お
い
た
が
、
命
士
の

観
念
を
支
え
た
竜
の
は
、
法
や
報
賞
制
で
は
な
い
。
こ
こ
に
秦
の
爵

制
と
漢
の
爵
制
の
ち
が
い
も
あ
る
。
命
士
の
観
念
を
支
え
た
も
の
は
、

邑
の
秩
序
に
培
わ
れ
、
本
来
士
と
い
う
観
念
に
内
包
さ
れ
て
い
た
氏

族
制
的
竜
し
く
は
そ
の
変
化
形
態
と
し
て
の
家
父
長
制
酌
結
含
関
係

で
あ
る
。
そ
う
し
て
過
去
に
お
い
て
現
実
の
氏
族
制
と
い
う
基
盤
が

あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
漢
代
の
士
の
観
念
の
基
礎
に
屯
、
自
立
農
民
層

の
形
成
す
る
郷
還
の
社
会
に
残
存
す
る
何
ら
か
の
共
同
体
密
結
合
関

係
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
れ
は
か
っ
て
の
氏
族
制
の
は
げ

し
い
解
体
作
用
の
の
ち
に
の
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
解
体
に

よ
っ
て
、
家
父
長
制
的
結
合
関
係
は
抽
象
化
さ
れ
、
一
般
的
理
念
に

す
り
か
え
ら
れ
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
狭
変
な
族
的
紐
帯
の
限
界
を
の

り
こ
え
て
、
ひ
ろ
く
全
人
民
に
拡
延
さ
れ
得
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
家
父
長
制
的
支
配
と
い
え
ば
、
縦
の
支
配
と
隷
属
の
関

係
が
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
た
。
そ
れ
は
問
違
い
で
は
な
い
。
漢
帝
国

は
す
べ
て
の
罠
を
個
別
人
身
的
に
支
配
す
る
体
制
を
完
成
し
た
。
た

だ
、
　
こ
れ
を
反
対
側
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
　
邑
体
制
の
下
に
お
け
る
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先寮蒔代の「士」の諸問題（河地）

「
民
」
が
す
べ
て
士
と
観
念
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
は
、
　
「
民
」

の
隷
属
か
ら
の
解
放
と
電
い
え
る
。
さ
き
に
全
人
民
と
い
っ
た
が
、

厳
密
に
い
え
ば
、
奴
碑
は
入
ら
な
い
。
近
影
を
の
ぞ
く
い
わ
ゆ
る
自

営
の
農
民
層
は
こ
う
し
て
国
家
の
正
式
の
成
員
権
を
得
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
い
う
解
放
、
成
員
権
の
獲
得
を
、
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
古
典
古
代
の

市
民
権
と
一
応
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
す
で
に
の
べ
た
。

そ
こ
で
か
夢
に
市
民
権
と
区
別
す
る
意
味
で
、
公
民
権
と
で
も
よ
ぶ

こ
と
に
し
た
い
。

　
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
解
放
の
端
緒
は
、
邑
の
灌
漉
機
構
の
統

制
・
管
理
を
内
部
か
ら
く
ず
す
よ
う
な
、
生
産
諸
藩
の
上
昇
に
支
え

ら
れ
た
個
別
的
土
地
保
有
、
家
父
長
制
大
家
族
の
自
立
性
の
含
ま
り

に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
端
緒
か
ら
出
発

し
た
邑
体
鰯
の
解
体
過
程
が
、
漢
帝
国
の
公
民
制
と
い
う
一
律
の
個

別
人
身
的
把
握
の
体
制
に
帰
着
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
帰
着
点

ボ
ア
ジ
ア
的
デ
ス
ポ
テ
ィ
ズ
ム
の
上
向
的
発
展
の
結
果
と
し
て
の
み

と
ら
え
ら
れ
る
か
と
い
う
点
に
関
連
し
て
、
こ
こ
に
少
く
と
も
二
つ

の
問
題
が
検
討
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
一
つ
は
、
最
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

木
村
正
雄
氏
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
見
解
、
す
な
わ
ち
漢
の
個

別
人
頭
的
支
配
の
体
制
を
「
斉
罠
欄
」
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
基
礎

を
直
接
に
治
水
灌
概
の
国
家
的
占
有
支
配
に
求
め
る
見
解
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
「
分
割
さ
れ
な
い
一
つ
の
単
位
治
水
水
利

機
構
は
、
結
筒
、
一
人
の
占
有
支
配
に
帰
す
る
ほ
か
な
く
」
、
　
さ
ら

に
「
そ
れ
ら
小
専
制
巻
の
有
力
蓉
は
次
第
に
他
の
治
水
水
利
機
構
を

も
専
有
支
配
す
る
よ
う
に
な
り
し
、
　
か
く
て
専
制
的
統
一
国
家
が
形

成
さ
れ
る
、
と
い
う
よ
う
な
み
か
た
が
、
気
体
綱
の
内
都
か
ら
成
長

し
て
く
る
解
体
要
因
の
発
現
の
側
面
と
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
か
、

と
い
う
点
で
あ
る
。
専
制
君
主
の
人
頭
的
支
配
と
小
自
立
農
民
腰
の

自
立
的
経
営
の
成
長
の
閥
に
こ
の
時
代
の
基
本
的
矛
盾
を
み
よ
う
と

す
る
私
の
ば
あ
い
、
こ
の
問
題
は
軽
視
で
き
な
い
も
の
と
な
る
。
ま

た
さ
き
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
官
僚
も
庶
民
も
す
べ
て
士
1
1
公
儀
と

す
る
秩
序
が
、
官
僚
を
現
実
の
支
配
者
と
し
て
別
緬
の
士
身
分
と
す

る
秩
序
と
重
な
り
あ
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
、
こ
こ
に
漢
帝
国
の
特

異
な
性
格
を
み
ょ
う
と
す
る
私
の
考
え
は
、
氏
の
国
家
構
造
論
と
必

ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
こ
こ
か
ら
導
き
だ
さ
れ
て
く
る

疑
問
は
、
漢
帝
国
が
い
わ
ゆ
る
総
体
的
奴
隷
制
の
完
成
、
邑
体
制
の

上
向
的
発
展
の
結
果
と
し
て
＝
酔
客
に
と
ら
え
う
る
か
、
と
い
う
疑

問
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
点
は
後
考
に
ま
た

ね
ば
な
ら
な
い
。
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第
二
の
問
題
は
、
泓
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
音
心
味
を
も
つ
増

淵
龍
夫
氏
の
見
解
で
あ
る
。
氏
は
周
知
の
よ
う
に
古
代
専
制
君
主
権

力
の
現
実
の
基
礎
を
、
家
産
化
さ
れ
た
公
田
・
山
林
藪
沢
に
も
と
め

　
　
　
　
　
　
⑧

ら
れ
た
が
、
近
著
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
君
主
の
家
産
と
は
別

に
、
専
制
君
主
の
個
別
人
頭
的
支
配
を
支
え
る
基
盤
と
し
て
、
古
い

氏
族
制
的
秩
序
の
遺
制
が
、
形
を
変
え
つ
つ
、
分
解
さ
れ
た
個
々
の

農
民
を
む
す
び
つ
け
る
擬
制
的
な
関
係
、
人
的
結
合
関
係
と
し
て
存

在
し
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
。
そ
れ
は
氏
の
ば
あ
い
、
必
ず
し
も
里

制
の
問
題
に
止
ま
ら
ず
、
土
豪
・
豪
族
の
問
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
土
豪
・
豪
族
は
、
大
土
地
所
有
と
族
的
統
合
、
仮

作
農
民
に
た
い
す
る
支
配
力
の
み
で
な
く
、
そ
の
周
辺
の
農
民
に
た

い
し
て
も
祉
会
的
規
制
力
を
も
つ
て
郷
曲
に
武
断
し
た
の
で
あ
る
が
、

そ
こ
で
の
社
会
的
規
制
力
は
、
一
種
の
形
を
か
え
た
共
同
体
規
制
の

一
つ
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
豪
族
を
郡
県
の
下
級
官
僚
と
し
て
つ
か

む
こ
と
に
よ
つ
で
、
国
家
は
そ
の
規
制
力
を
人
民
支
配
に
利
用
し
え

た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
見
解
が
私
に
と
っ

て
問
題
と
な
る
の
は
、
も
つ
ば
ら
、
専
制
国
家
の
人
頭
的
支
配
を
支

え
る
基
礎
の
農
村
祉
会
に
お
い
て
、
あ
の
郷
里
の
秩
序
と
豪
族
の
も

つ
社
会
規
制
力
が
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
た
か
、
と
い
う
点
で
あ

る
。
豪
族
は
、
本
来
、
家
父
長
制
大
家
族
と
し
て
の
、
家
族
成
員
∵

奴
隷
・
仮
作
農
民
を
内
包
す
る
自
己
封
鎖
性
、
さ
ら
に
宗
族
酌
結
合

の
自
己
封
鎖
性
を
も
ち
、
そ
こ
か
ら
は
族
的
結
合
の
国
家
権
力
に
対

抗
す
る
側
面
が
導
き
だ
さ
れ
て
く
る
。
つ
ま
り
豪
族
が
漢
帝
国
内
部

の
矛
盾
の
波
頭
と
な
っ
て
い
く
醐
を
考
慮
し
た
ば
あ
い
、
前
述
の
よ

う
な
問
題
が
、
今
後
の
重
要
課
題
と
し
て
の
こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

気
が
つ
く
。
こ
の
問
題
も
氏
の
専
有
に
ま
た
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
ら
は
さ
て
お
き
、
上
下
二
十
の
等
級
に
整
序
さ
れ
た
爵
翻
…
に

は
、
漢
の
公
民
綱
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
古
典
古
代
の
市
民
の
社
会
と
の
性

格
の
差
が
…
が
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
爵
綱
の
な
か
に
庶
民
一
般

竜
ふ
く
ま
れ
、
上
は
諸
侯
か
ら
庶
民
ま
で
が
す
べ
て
一
連
の
秩
序
に

組
み
こ
ま
れ
た
こ
と
は
、
魏
晋
以
降
の
国
家
秩
序
や
わ
れ
わ
れ
が
普

通
に
観
念
し
て
い
る
爵
制
と
い
う
も
の
か
ら
み
る
と
、
漢
帝
国
の
は

な
は
だ
ユ
ニ
ー
ク
な
性
格
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
を
解

明
す
る
ポ
イ
ン
ト
を
、
前
稿
で
は
命
士
の
観
念
に
も
と
め
、
本
稿
で

は
そ
の
命
士
の
観
念
の
歴
史
的
系
譜
を
辿
る
こ
と
に
も
と
め
て
み
た
。

以
上
の
よ
う
な
考
察
か
ら
、
漢
帝
国
の
歴
史
的
胤
位
概
と
性
格
を
さ

ぐ
る
一
つ
の
手
掛
り
が
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
望
外
の
喜
び

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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秦時代の『士まの譲問題（河地）

①
　
　
「
鄭
の
子
産
に
つ
い
て
」
　
（
『
交
化
』
第
二
〇
巻
六
号
）
。

②
　
た
と
え
ば
「
公
父
文
伯
退
朝
、
朝
其
母
、
：
：
：
（
羅
臼
）
：
…
・
士
朝
受

　
業
、
昼
而
講
貫
、
夕
簡
習
復
、
夜
而
計
過
無
意
而
後
即
安
：
…
・
列
士
之
妻

　
加
之
以
朝
服
…
…
」
（
驚
講
』
）
。
　
「
秦
量
公
使
士
雅
乞
師
干
楚
、
：
…
・
将

　
以
伐
轡
、
楚
ユ
こ
許
之
、
子
嚢
日
不
可
、
：
：
：
晋
君
類
能
蒲
使
之
、
挙
不
失

　
選
、
官
不
易
方
、
其
卿
譲
於
善
、
其
大
夫
不
失
認
、
其
士
競
於
教
、
其
庶

　
人
力
於
農
積
、
商
工
阜
隷
不
知
遷
業
」
　
（
『
左
伝
』
裏
9
）
。

③
宮
晦
市
定
「
古
代
中
坐
賦
税
制
度
」
（
『
ア
ジ
ア
史
研
究
』
第
一
）
。

④
増
淵
龍
夫
「
先
秦
時
代
の
封
建
と
郡
県
」
禽
一
橋
大
学
研
究
年
報
』
経

　
済
学
研
究
夏
）
。

⑥
宮
崎
市
定
へ
前
掲
論
文
。
「
游
侠
に
就
て
」
（
『
ア
ジ
ア
史
研
究
』
第
一
）
。

　
二
四
蔀
戊
樹
、
晶
罰
掲
勲
口
。
「
孔
↓
す
と
一
†
産
」
（
『
古
代
の
精
神
』
）
『
孔
｝
†
』
（
山
石

　
波
凝
書
）
。
「
中
園
古
代
都
市
に
お
け
る
民
会
」
（
『
東
方
学
論
集
』
第
二
）
。

　
白
翔
静
「
詩
経
に
見
え
る
農
事
詩
」
（
『
立
命
館
文
学
』
第
一
三
八
、
一
三

　
九
号
）
。
　
「
申
国
古
代
の
共
岡
体
」
（
『
北
ハ
岡
体
の
研
究
』
上
巻
）
。
宇
都
宮

　
清
吉
「
古
代
帝
国
史
概
論
」
（
『
漢
代
社
会
経
済
史
研
究
』
）
。
増
淵
龍
夫
、

　
前
掲
論
文
。
佐
藤
武
敏
、
前
掲
論
文
。
　
「
春
秋
時
代
魯
照
の
賦
税
制
度
改

　
革
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
中
国
古
代
の
社
会
と
文
化
』
）
。
松
本
光
雄
「
中

　
蟹
古
代
の
邑
と
民
・
人
と
の
関
係
」
（
『
山
梨
大
学
学
芸
部
研
究
報
告
』
三
）
。

　
　
「
中
国
古
代
社
瓜
瓜
に
於
け
る
分
邑
と
宗
と
賦
〔
に
つ
い
て
」
（
瞬
四
）
。
　
「
中
・

　
麟
古
代
の
継
室
』
に
つ
い
て
偏
（
『
史
学
雑
誌
』
第
六
五
編
八
雲
）
。
　
以
下

　
本
文
に
参
照
し
て
と
く
に
註
記
し
な
い
も
の
は
、
す
べ
て
右
に
掲
げ
た
論

　
稿
で
あ
る
。
、
な
お
こ
の
ほ
か
挙
げ
て
謝
意
を
表
す
べ
き
論
稿
も
数
多
く
あ

　
る
が
、
そ
れ
で
は
先
秦
時
代
の
論
文
目
録
に
も
な
り
か
ね
な
い
の
で
、
割

　
愛
を
ゆ
る
し
て
い
た
だ
き
た
く
思
う
。

⑥
「
陽
虎
又
盟
公
及
三
桓
於
周
社
、
盟
国
人
予
毫
社
、
訊
二
五
加
之
舗
」

　
（
伊
、
左
伝
論
定
公
6
年
）
。

⑦
　
　
「
遡
麟
之
大
夫
入
天
子
薄
日
某
士
」
　
（
『
礼
記
』
醜
礼
　
）
。

⑧
「
令
五
家
為
業
i
野
比
一
調
－
閥
無
為
族
－
五
族
為
党
－
五
爵
為
州
一

　
五
州
総
郷
扁
　
（
『
周
礼
』
地
官
大
司
徒
）
。

⑨
　
　
『
友
氏
会
箋
』
遅
引
。

⑩
富
崎
認
定
、
前
掲
論
文
、
増
淵
龍
夫
「
漢
代
に
お
け
る
民
間
秩
序
の
構

　
臨
患
と
任
侠
的
習
俗
扁
　
（
『
一
橋
塚
醐
礁
坂
』
第
二
六
巻
五
蹴
万
。
）
　
「
戦
国
憲
八
漢
時
代

　
に
お
け
る
集
団
の
『
約
』
に
つ
い
て
」
　
（
『
東
方
学
論
集
」
第
三
）
。
お
よ

　
び
第
一
章
註
⑱
の
論
文
。

⑧
「
中
職
古
代
専
制
主
義
と
そ
の
塞
礎
扁
（
『
歴
史
学
研
究
』
第
一
二
七
号
）
。

⑫
　
「
・
甲
国
古
代
デ
ス
ポ
テ
ィ
ズ
ム
の
写
場
史
的
考
察
」
　
（
『
歴
史
学
研
究
』

　
第
二
二
七
号
）
。

附
註
　
脱
稿
後
、
北
京
市
文
物
組
「
海
淀
区
発
現
春
秋
時
代
銅
器
」
（
『
文

　
　
物
参
考
資
料
、
　
一
九
五
八
、
第
五
期
）
で
、
同
器
の
銘
文
が
「
呉
王

　
　
造
士
雰
氏
叔
孫
作
旅
犠
」
と
釈
さ
れ
て
い
る
の
を
知
っ
た
。
同
第
一

　
　
二
期
で
黄
耳
環
氏
は
、
逓
士
は
御
里
と
し
、
郷
士
舞
氏
を
御
士
之
長

　
　
と
解
し
て
い
る
。
紹
介
に
止
め
る
。

附
記
　
甲
骨
、
金
文
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
京
大
人
文
科
学
研
究
所
の
伊

　
　
藤
道
治
氏
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
教
示
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意

　
　
を
あ
ら
わ
し
た
い
。
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The　Problems　of‘Shih’（士）ln　the　Pre－ch‘in　Period

by

Jaz6　Kawachi

　　There　was　the　funda，　mental　social　order　which　conslsted　of　two

ranks，　Shih（士）and　Shll，（庶）in　the　pre－modern　China、　Shih　means

nobles，　or　mandarins　or‘the　bool〈一readers　class’．　a　social　rank　by

which　they　were　opposite　to　the　common　people　o£　the　governed　as

the　goveming　class、　Back　to　the魚η（漢）dynasty，　however，　the

oMcials　shou！d　be　Shih，　and　all　common　people　were　given　chiteh

（eqkg一）　in　certain　grades　which　might　mean　the　rank　of　Shih．　This

apparently　curious　social　order　would　be　understood　by　tracing　the

genealogy　of　Shih　’　s　idea．　ln　the　old　period　of　city－states．　Shih　seems

tQ　have　been　members　of　the　clan　which　were　members　of　l（邑）

（city－stac　tes），　rulers　of　the　subject　clan　or　Min　（Ee），　and　had　the

right　to　be　warriors．　In　the　process　through　which　Min（民）grew

up　to　tfte　independent　peasantry　ic　nd　the　rullng　system　of　1　（pt）　was

collapsing，　the　centralized　territorlal　state　gr．asped　and　re－orgcftnized

ftc　s　new　state－members　the　wlaole　peasantry　as　well　as　the　official

class．　The　word　which　meac　nt　the　ideftc　of　rank　Shih　was　differen－

tlated　and　established　into　the　new　substances，　and　was　transformed

into　various　meac　nings　free　from　the　idea　of　rank．　Then，　to　try　to

trace　the　differentiation　o£　Shih‘s　idea　may　be　a　clue　for　judging　a

unlque　character　and　historical　stand　of　the磁π（漢）Empire．

The　Formation　of　the　Tomura，Mura一

llimoiri（十村・村肝煎）System　in　the

Kaga（力噴）Clan

by

Kisabur6　Wakabayashi

　　We　understand　the　agricultural　policy　in　the　I〈aga（加賀）clan　as

established　by　executiagも｝ユe　rev墨sed　law（改作法）in　the　Keian－Meire7ei

σ憂安～明暦）period，　and　hereafter　as　its　complete　organization，　develoP－

ment，　and　revision．　Then，　the　Tomze？・α，搬磁一」獲規。疹7乞（十村・村肝煎）

sys＃em　the　charcacteristic　of　which　was　as　a　form　of　governing　the

（772）


