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【
要
約
】
　
晴
唐
時
代
の
政
治
的
統
一
の
基
礎
に
は
、
国
家
権
力
に
対
す
る
人
民
の
近
接
化
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
勿
論
そ
こ
に
は
宮
僚
制
が
媒
介
さ
れ
て
｛

　
い
る
の
で
あ
る
が
・
躍
家
権
力
と
宝
亀
の
こ
乞
禽
係
を
百
鍵
L
体
制
と
よ
ぶ
と
す
れ
ば
・
そ
の
淵
源
の
ひ
と
つ
発
議
帝
響
北
警
の
関
係
に
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ

　
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
従
来
、
北
畑
の
い
わ
ゆ
る
華
化
政
策
か
ら
、
と
も
す
れ
ば
こ
の
蒲
が
見
失
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
筆
者
は
こ
の
点
に
強
一

爾
撚
概
耀
鰐
礁
魏
抑
驚
群
馬
聾
鶴
嚢
雑
融
謡
㌶
鋸
鎌
讐
騎
槻
概

…
礎
・
走
成
立
・
て
い
た
の
で
あ
・
て
、
・
乞
た
関
係
を
い
塞
普
遍
化
・
た
の
が
、
雛
散
後
の
北
魏
笛
で
あ
・
・
想
像
す
・
．
　
、

一
　
三

口

　
階
唐
期
は
秦
漢
期
に
つ
ぐ
第
一
一
の
政
治
的
統
一
の
時
代
と
呼
び
う

る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
統
一
を
基
礎
づ
け
た
歴
史
的
二
会
関
係
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
こ
れ
が
、
こ
こ
数
年
来
わ
た
く
し
の

関
心
事
と
な
っ
て
お
9
、
本
稿
も
、
そ
う
し
た
課
題
か
ら
併
発
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
は
じ
め
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
こ
の
よ
う
な

課
題
の
も
と
で
北
魏
社
会
に
関
す
る
研
究
を
試
み
る
の
は
、
北
魏
王

朝
が
階
…
唐
統
一
帝
国
の
先
駆
者
と
し
て
の
位
置
を
占
め
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
想
定
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
ん
に
、
均
田
制
そ
の
他

心
唐
の
諸
々
度
が
多
く
こ
の
時
期
に
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
だ

け
で
は
な
い
。
ま
た
、
降
唐
社
会
に
異
民
族
の
諸
要
素
が
色
濃
く
流

れ
こ
ん
で
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
も
な
い
。
そ
う
し
た
事
実
は

あ
る
と
し
て
も
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
学
問
的
関
心
は
、
そ
の
よ
う

な
部
分
的
連
関
の
問
題
を
越
え
て
、
社
会
の
成
立
原
理
に
お
け
る
史

的
連
続
性
の
追
求
に
注
が
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。



初期拓餓顧象におけるヨ三権（谷」（1）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
以
上
の
こ
と
は
前
揺
に
電
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は

重
ね
て
詳
述
す
る
こ
と
を
避
け
た
い
。
た
だ
ひ
と
需
述
べ
て
お
く
な

ら
ば
、
わ
た
く
し
の
推
測
で
は
、
寝
憤
の
統
一
性
を
支
え
た
・
も
の
は
、

フ
摂
由
民
」
の
広
汎
な
存
在
と
そ
の
体
制
化
で
は
な
か
っ
た
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
自
由
民
」
に
た
い
し
て
、
ど
う
い
う
歴
史

的
規
定
を
与
え
る
か
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
少
く
と
竜
奴
隷
な

い
し
農
奴
の
既
成
の
範
疇
で
楼
小
化
す
る
こ
と
は
、
警
戒
を
要
す
る

と
お
貰
う
。
北
魏
の
解
体
に
始
ま
る
北
朝
後
期
史
の
展
閲
の
う
ち
に
、

こ
の
「
自
由
化
」
は
か
な
り
は
っ
き
妙
と
姿
を
あ
ら
わ
し
、
階
宋
に

爆
発
す
る
あ
の
民
衆
蜂
起
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
を
、
十
分
に

銘
記
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
「
自
由
民
」
の
源
流
は
、
ど
こ
に
求
め

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
階
唐
帝
国
が
「
自
由
民
」
体
制
を
基
礎
と
し
、

て
い
た
と
い
っ
て
竜
、
そ
れ
は
、
帝
国
権
力
と
人
民
と
が
フ
ラ
ッ
ト

に
闘
黙
し
対
立
し
あ
っ
て
い
た
の
で
は
勿
論
な
く
、
官
僚
組
織
が
そ

こ
に
介
在
し
て
双
方
を
内
的
に
関
係
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
国
家

権
力
の
み
な
ら
ず
「
自
崩
民
」
も
ま
た
、
官
僚
制
度
を
媒
介
と
し
て

自
ら
を
具
現
し
て
い
た
と
い
え
る
。
科
挙
制
の
創
始
に
表
徴
さ
れ
る

よ
う
に
、
当
時
の
官
僚
制
度
が
前
代
の
門
閥
主
義
か
ら
の
脱
皮
の
方

向
で
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
と
、
　
「
自
由
民
」
の
体
制
と
は
、
相

符
嘉
す
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
附
議
官
僚
制
の

母
胎
を
求
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
六
朝
の
貴
族
制
度
に
到
達

ぜ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
貴
族
が
す
ぐ
れ
て
窟
僚
と
し
て
の

姿
態
を
と
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
人
格
主
義
的

色
彩
を
濃
厚
に
ま
つ
わ
ら
せ
た
官
僚
制
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
支
配

体
系
の
も
と
に
包
括
さ
れ
る
人
民
は
、
そ
の
人
格
主
義
の
ゆ
え
に
賎

視
を
受
け
る
一
思
竜
具
え
て
は
い
る
が
、
歳
時
に
ま
た
、
こ
れ
を
官

僚
制
と
し
て
成
立
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
「
自
由
民
」
の
一
菰
も
保
有
し

て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
鴎
唐
的
祉
会
の
源
流
の
ひ
と

つ
は
、
六
覇
期
の
貴
族
祉
会
そ
の
も
の
に
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
竜
、

あ
な
が
ち
不
当
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
秦
漢
的
統
一
世
界
に
た
い
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
反
措
定
と
し
て
、

内
侵
し
て
き
た
周
辺
諸
種
族
が
あ
る
。
六
朝
貴
族
綱
が
中
圏
社
会
の

素
地
を
形
づ
く
っ
て
い
た
の
に
た
い
し
て
、
こ
れ
は
、
そ
の
征
服
者

つ
ま
り
圏
叡
権
力
と
し
て
自
己
を
顕
現
す
る
。
患
者
の
結
合
が
現
実

化
し
た
の
は
こ
と
に
北
朝
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う

に
し
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
士
族
的
部
族
社
会

の
中
岡
的
文
明
社
会
へ
の
解
消
と
い
う
見
解
も
存
す
る
。
た
し
か
に
、
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五
胡
十
六
国
以
来
の
北
族
諸
政
権
が
輝
国
固
有
の
制
度
・
文
物
を
採

用
し
て
、
中
華
帝
国
と
よ
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
国
家
体
制
を
構
築
し
た

例
亀
ま
れ
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
に
伴
な
っ
て
親
族
本
来
の
部
族

制
度
の
弛
緩
・
解
体
も
必
然
的
に
進
行
す
る
。
し
か
し
、
魚
族
約
祉

会
結
縁
の
原
理
は
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
完
全
に
廃
棄
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

　
わ
た
く
し
が
こ
こ
で
い
う
鞍
鼻
的
社
会
結
合
の
原
理
と
は
、
決
し

て
部
族
．
制
そ
の
も
の
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ
は
、
生
き
た
部
族
舗
度

に
集
約
的
に
見
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
こ
の
制
度
の
形
式
を
越
え
て

普
遍
化
し
う
る
可
能
性
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
い
っ
て
み
れ
ば
園
家

と
人
民
と
の
一
体
的
結
合
の
体
制
で
あ
る
。
わ
た
く
し
が
近
稿
に
お

い
て
考
察
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
慕
容
燕
の
滅
亡
は
、
そ
の
中
国

化
に
よ
る
と
い
う
よ
り
も
、
こ
の
結
舎
体
制
の
解
体
に
原
閃
し
て
い

る
。
こ
の
解
体
を
推
し
す
す
め
た
貴
族
層
は
、
む
し
ろ
部
族
結
禽
の

形
式
諏
に
よ
り
か
か
っ
て
権
威
を
ふ
る
い
、
そ
の
本
来
的
精
神
を
鷹
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

壊
せ
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。
都
．
族
解
散
を
敢
行
し
た
北
魏
に
お
い
て
、

か
え
っ
て
命
脈
が
長
く
存
す
る
理
由
も
、
こ
の
辺
に
あ
る
の
で
は
な

い
か
。

　
要
す
る
に
園
家
と
人
斑
と
の
一
体
的
結
合
が
保
た
れ
て
い
る
状
況

に
お
い
て
は
、
人
民
は
段
ら
権
力
に
参
与
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、

こ
の
限
り
に
お
い
て
自
由
を
保
有
す
る
。
わ
た
く
し
は
、
晴
唐
帝
国

を
こ
う
し
た
体
制
の
普
遍
化
で
あ
り
且
つ
墨
形
で
あ
る
と
考
え
た
い

の
で
あ
る
が
、
も
し
こ
O
仮
説
が
論
理
的
に
季
立
す
る
と
す
れ
ば
、

精
唐
権
力
の
源
流
を
北
族
国
家
に
求
め
る
努
力
も
、
無
駄
で
は
な
い

と
お
も
う
。
本
稿
に
題
し
た
初
期
妬
賊
鼠
家
と
は
、
北
魏
帝
国
創
建

以
前
の
岡
部
族
を
中
心
と
す
る
政
治
勢
力
を
意
味
す
る
。
も
し
か
り

に
、
そ
れ
の
統
一
性
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
王
権
を
、
北
魏
帝
権
の
原

型
と
み
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
王
権
の
あ
．
り
方
を
探
る

こ
と
は
、
如
上
の
課
題
に
た
い
し
て
い
く
ら
か
の
意
義
を
も
つ
で
あ

ろ、

､
。

二
　
初
期
拓
賊
政
権
の
消
長
と
国
嶽
形
態

　
1
　
御
階
の
部
族
連
会

　
帝
国
形
成
以
前
の
鮮
卑
拓
践
部
の
歴
史
を
記
録
し
た
事
書
序
幕
に

つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
そ
の
儒
漏
心
性
を
め
ぐ
る
論
議
が
交
え
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
の
疑
わ
し
い
部
分
は
極
力
避
け
る
と
し
て
、
こ

こ
で
は
や
は
り
序
紀
を
中
心
と
し
て
そ
の
推
移
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。

　
魂
迎
部
が
た
と
い
蔚
芽
的
に
せ
よ
、
国
家
の
形
態
を
そ
な
え
る
の

50　（918）



初期拓猷騨家に．おけるヨ三艀寵（谷JII）

は
い
い
つ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
早
耳
は
ま
ず
同
母
が
黄
帝
の
後
｛
簡
で

あ
る
こ
と
か
ら
説
き
お
こ
し
、
つ
ぎ
に
成
皇
帝
毛
以
下
歴
代
の
鷺
長

十
四
人
の
識
号
と
誰
を
列
挙
し
、
そ
の
う
ち
幾
人
か
に
つ
い
て
は
簡

単
な
伝
説
的
事
蹟
を
付
し
て
い
る
。
本
格
的
な
記
録
が
始
ま
る
の
は
、

十
五
人
欝
の
始
祖
神
元
皇
帝
機
微
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
力
微
に
至
っ

て
始
め
て
「
元
年
、
歳
在
庚
子
」
と
絶
対
年
代
を
記
し
て
い
る
。
こ

れ
は
、
罫
書
の
撰
者
も
、
こ
こ
か
ら
拓
終
夕
の
歴
史
時
代
が
始
ま
る
・

と
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
中
源
側
の
史
料
に
登
場
す
る
の
竜
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

力
微
か
ら
と
い
っ
て
差
支
え
な
い
。
と
す
れ
ば
、
力
微
以
前
は
い
わ

ば
伝
説
塾
代
に
属
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
こ
の
伝
説
時
代
を
後
世
の
史
家
の
偽
作
と
み
る
か
、
あ
る
い
は
何

ら
か
史
実
の
反
映
と
み
・
る
か
は
議
論
の
分
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

内
田
吟
風
・
田
村
実
造
両
氏
は
後
者
の
見
解
を
と
り
、
こ
と
に
田
村

氏
は
君
長
の
事
蹟
と
し
て
寵
述
さ
れ
た
諸
伝
説
を
明
快
に
分
析
し
て
、

拓
蹉
部
の
朋
濁
前
史
に
新
ら
し
い
光
を
当
て
て
い
る
。
こ
こ
に
両
氏

の
説
に
よ
っ
て
素
描
を
試
み
る
と
、
成
皇
帝
毛
以
下
十
三
人
の
鷺
長

は
か
れ
ら
相
互
の
血
縁
関
係
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
ら
、

も
と
も
と
岡
時
代
的
に
並
立
し
て
い
た
鮮
卑
語
部
族
の
酋
長
で
あ
っ

た
の
が
、
後
世
に
な
っ
て
時
間
∵
附
序
列
に
お
き
か
え
ら
れ
、
す
・
べ
て
妬
｝

薮
都
の
祖
先
と
み
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
，
と
こ
ろ
が
、
献
皇
帝
隣

1
聖
武
帝
詰
溌
－
神
元
皇
帝
力
微
〇
三
人
は
そ
れ
ぞ
れ
父
子
関
係
に

あ
り
、
こ
の
時
期
に
な
っ
て
拓
販
部
の
指
導
的
地
位
が
確
立
さ
れ
た

と
見
ら
れ
る
。
こ
の
両
蒔
期
を
通
じ
て
移
住
説
話
が
伝
え
ら
れ
る
が
、

そ
れ
は
、
本
来
桃
児
河
上
流
に
あ
っ
た
拓
…
厭
部
等
が
二
次
に
わ
た
る

斑
族
移
動
に
よ
っ
て
、
興
趣
嶺
を
こ
え
て
蒙
羅
盛
楽
地
方
に
出
た
こ

と
を
物
語
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
機
微
の
出
生
に
つ
い
て
、
父
詰
沿
と

天
女
と
の
神
人
交
含
説
話
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
指
導
部
族
と
し
て

の
地
位
を
獲
得
し
た
拓
賊
勢
の
始
心
力
微
の
神
格
化
を
意
馴
す
る
と
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
見
て
、
艶
艶
嶺
東
麓
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
平
原

に
出
た
拓
賊
部
等
は
、
齋
く
か
ら
飼
奴
と
中
国
と
の
接
触
が
．
頻
繁
に

行
な
わ
れ
た
土
地
に
、
文
明
生
活
の
曙
光
を
迎
え
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
こ
に
始
ま
る
力
微
の
事
蹟
は
、
た
ん
な
る
拓
黒
部
大
人
と
し
て
で

は
た
く
、
諸
都
族
の
連
禽
に
お
け
る
君
長
と
し
て
叙
述
さ
れ
る
。
そ

れ
は
、
　
コ
兀
年
。
魚
形
庚
子
」
に
始
ま
る
紀
年
や
北
魏
開
園
の
祖
た

る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
「
始
祖
竃
元
撃
帝
」
の
称
号
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
初
期
の
業
績
の
な
か
に
ま
ざ
ま
ざ
と
轍
…
か
れ
て
い
る
。
最
初
西

方
の
索
話
の
侵
入
を
受
け
て
鶴
崎
黄
が
離
散
し
、
没
鹿
同
部
大
人
費

賓
の
も
と
に
身
を
よ
せ
た
が
れ
は
、
一
構
の
亡
療
．
酋
長
に
す
ぎ
な
か
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つ
た
．
し
か
し
餐
氏
の
娘
を
姿
っ
て
次
第
に
そ
こ
に
地
歩
を
占
め
、

離
散
し
た
禰
部
民
を
再
結
集
し
、
つ
い
に
賓
の
二
子
と
争
っ
て
そ
の

部
民
を
併
会
す
る
と
、
他
部
族
の
大
人
も
服
従
し
、
二
十
余
万
の
武

装
力
を
擁
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
力
微
の
三
十
九
年
、
盛
楽
に
本
拠
を
さ
だ
め
、
祭
天
の
儀
式
を
行

な
っ
た
。
悪
天
の
儀
式
は
遊
牧
民
族
に
普
遍
的
な
神
事
で
、
諸
部
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
重
要
難
行
事
の
決
定
に
関
連
す
る
。
力
微
が
こ
の
祭
祀
を
主
宰
し
、

諸
蔀
族
の
鴛
長
が
集
ま
っ
て
そ
れ
を
助
け
た
。
二
心
を
抱
い
て
参
加

を
拒
否
し
た
白
蔀
．
大
人
は
諌
験
さ
れ
た
。
こ
の
儀
式
に
お
い
て
、
力

微
は
大
人
た
ち
に
向
っ
て
宣
言
し
た
。
　
「
前
代
の
鋸
引
・
蹴
頓
（
鵬
蠣

麟）

ﾌ
よ
う
に
、
辺
境
を
抄
掠
し
イ
財
利
を
獲
る
と
い
う
や
り
方
で
は
、

獲
物
に
た
い
し
て
こ
ち
ら
の
死
傷
が
つ
り
あ
わ
な
い
ば
か
り
か
、
さ

ら
に
報
復
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
人
民
に
苦
し
み
を
与
え
る
。
こ

れ
は
良
策
で
は
な
い
」
と
。
こ
う
し
て
曹
魏
と
友
好
関
係
を
結
ぶ
こ

と
に
な
り
、
一
二
年
後
に
長
子
の
沙
漠
汗
を
魏
朝
に
派
遣
し
た
。
以
来

魏
と
の
間
に
通
商
が
開
け
、
莫
大
な
金
吊
糟
鳥
見
が
流
れ
こ
む
こ
と
に

な
る
。

　
こ
れ
を
一
口
に
い
え
ば
、
こ
れ
ら
北
方
諸
部
族
の
対
華
政
策
が
、

抄
略
方
式
か
ら
通
商
方
式
に
切
り
替
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
こ
う
し
た
外
交
方
針
は
内
治
政
策
に
も
関
わ
っ
て
く
る
。
す
な

わ
ち
、
個
た
の
韻
族
が
個
女
に
中
国
周
辺
を
侵
略
す
る
こ
と
を
禁
じ
、

全
体
と
し
て
中
田
の
寓
を
引
き
出
す
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
掠
奪
戦

争
が
も
た
ら
す
都
族
員
の
犠
朧
を
減
じ
て
、
民
生
を
安
定
さ
せ
る
利

益
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
通
じ
て
諸
部
族
の
結
合
は
強
化
さ
れ
、

そ
の
統
一
性
の
体
現
者
と
し
て
力
微
が
存
在
し
た
と
考
え
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
力
微
は
、
面
心
部
を
指
導
部
族
と
す

る
諸
部
族
連
脅
の
創
始
者
な
い
し
確
立
老
と
し
て
意
義
づ
け
ら
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
魏
書
物
官
寸
志
に
、
北
魏
帝
園
を
構
成
し
た
非
漢

人
諸
氏
を
、
①
十
秒
半
拓
販
氏
と
そ
の
皮
族
）
②
竈
元
息
帝
隣
余
部
諸

姓
内
入
老
　
②
東
方
　
④
南
方
　
⑤
次
爾
　
⑥
酉
方
．
⑦
北
方
の
七
項

に
分
．
類
し
て
い
る
が
、
②
の
七
十
五
氏
こ
そ
、
こ
の
部
族
連
合
の
構

成
譜
部
族
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
連
合
の
統
一
性
は
ま
だ
き
わ
め
て
脆
弱
で

あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
力
微
晩
年
の
紛
乱
が
、
そ
れ
を
物

語
っ
て
い
る
。
二
六
五
年
の
魏
晋
交
替
後
も
力
微
の
対
華
方
針
に
は

変
り
な
く
、
ひ
き
つ
づ
き
晋
と
の
和
親
を
保
持
し
た
。
こ
の
間
、
沙

漠
汗
は
洛
陽
に
滞
留
し
て
い
た
が
、
力
微
が
年
老
い
た
か
ら
と
い
う
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「
父
老
」
の
要
請
で
、
故
国
に
帰
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
四
十
八
年
　
沙
漠
等
位
幽
。

　
五
十
六
年
　
再
び
晋
に
い
く
。

　
岡
年
冬
　
　
再
帰
騨
。
し
か
し
中
途
で
引
き
か
え
す
。

　
五
十
八
年
　
帰
国
を
実
現
。

　
一
度
帰
国
し
て
後
、
ど
う
し
て
再
び
晋
に
赴
い
た
か
は
理
由
不
明

で
あ
る
。
五
十
六
年
冬
、
帰
園
の
途
中
、
井
州
で
引
き
か
え
し
た
の
は
、

著
将
衛
罐
が
、
英
明
な
沙
漠
汗
が
朔
北
の
君
長
と
な
っ
た
場
合
の
事

態
を
憂
慮
し
て
、
武
帝
に
要
相
し
た
か
ら
で
あ
る
。
継
は
ま
ず
こ
の

手
を
打
っ
て
お
い
て
、
拓
販
の
「
国
之
大
人
」
た
ち
に
賄
賂
を
贈
っ

で
分
裂
策
を
講
じ
た
。
五
十
八
年
に
帰
園
が
か
な
っ
た
の
は
、
こ
の

工
作
が
完
了
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
諸
都
の
大

人
た
ち
は
、
力
微
に
命
ぜ
ら
れ
て
、
塞
南
の
陰
館
ま
で
か
れ
を
迎
え

に
い
っ
た
。
こ
こ
で
の
祝
宴
の
際
、
沙
漠
汗
が
弾
弓
を
用
い
て
飛
鳥

を
射
落
し
、
大
人
た
ち
を
驚
か
せ
た
話
は
有
名
で
あ
る
。
か
れ
ら
は

顔
を
見
あ
わ
せ
て
、
　
「
こ
ん
な
中
国
か
ぶ
れ
の
な
り
を
し
て
、
見
た

こ
と
も
な
い
奇
術
を
使
う
太
子
が
園
統
を
嗣
い
で
、
伝
統
を
変
え
る

よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
薗
白
か
ら
ぬ
結
果
と
な

る
。
故
郷
の
淳
撲
さ
を
身
に
つ
け
た
圏
許
の
王
子
た
ち
の
方
が
ま
し

だ
（
不
若
在
国
諸
子
習
本
淳
撲
）
」
と
言
い
あ
い
、
　
一
散
に
馳
せ
帰
っ
て

力
微
に
報
告
し
た
。
力
微
じ
し
ん
今
で
は
他
の
諸
子
を
愛
す
る
よ
う

に
な
っ
て
お
り
、
沙
漠
汗
を
後
継
と
す
る
気
持
が
ぐ
わ
っ
い
て
い
た

か
ら
　
（
自
帝
〔
沙
漢
汗
〕
在
晋
之
後
、
諸
子
愛
総
鋒
進
、
始
祖
年
鍮
配
管
、
頗

有
所
惑
）
、
「
圏
の
気
風
に
合
わ
ぬ
奴
は
処
分
し
て
し
ま
え
」
と
命
じ

た
。
大
人
た
ち
は
早
速
塞
南
に
戻
っ
て
沙
漠
汗
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
と
き
力
微
の
側
近
に
あ
っ
て
権
勢
を
握
っ
て
い
た
も
の
に
鳥
丸

王
動
産
が
あ
り
、
衛
…
罐
の
贈
賄
を
受
け
て
諸
都
族
を
離
叛
さ
せ
よ
う

と
企
ん
で
い
た
。
か
れ
は
、
　
「
主
上
は
太
予
が
瀧
誉
に
よ
っ
て
穀
さ

れ
た
の
を
恨
み
、
こ
れ
か
ら
大
人
た
ち
の
長
子
を
み
な
捕
え
て
殺
せ

と
い
っ
て
お
ら
れ
る
」
と
い
っ
て
、
わ
ざ
と
王
庭
で
鉱
斧
を
磨
い
た
。

そ
れ
を
信
じ
こ
ん
だ
大
人
た
ち
は
離
散
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
騒
ぎ

　
　
　
　
　
　
⑦

に
乗
じ
て
、
庫
賢
は
力
微
を
殺
し
た
ら
し
い
。
　
一
時
強
盛
を
ほ
こ
っ

た
力
微
の
勢
力
も
、
こ
う
し
て
あ
っ
け
な
く
瓦
解
し
た
。

　
こ
の
悲
劇
の
根
元
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
濁
村
氏
は
次

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
よ
・
り
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
事
件
は
要
す
る
に
申
顧
の
君
主
鋤
の
よ
う
な
進
ん
だ
三
叉
を
も
つ
沙

漠
汗
を
、
力
微
の
後
継
考
と
す
る
こ
と
を
峻
拒
し
て
、
か
れ
ら
の
飲
統
で

あ
る
蔀
族
的
推
戴
制
に
よ
っ
て
欝
長
を
選
出
し
よ
う
と
し
た
譲
都
大
人
の
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陰
謀
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
す
れ
ば
、
タ
ク
バ
ツ
部

ほ
そ
の
こ
ろ
、
そ
の
君
長
の
地
位
が
、
諸
三
族
内
に
よ
る
推
戴
鋼
か
ら
一

氏
族
に
よ
る
世
襲
鰯
へ
移
ろ
う
と
す
る
過
渡
期
に
あ
っ
た
と
も
み
ら
れ
よ

㌧
）
。

　
後
段
で
竜
指
摘
す
る
よ
う
に
、
田
村
氏
は
、
力
微
以
後
二
三
成
立

に
至
る
ま
で
の
諸
紛
乱
の
特
質
を
、
中
岡
文
明
化
に
転
身
し
て
い
く

方
向
と
北
族
的
守
旧
的
方
向
と
の
相
剋
に
見
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら

れ
る
。
さ
ら
に
あ
え
て
推
測
を
試
み
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、

北
魏
帝
権
は
、
後
者
な
綱
圧
し
た
酋
者
の
系
譜
の
上
に
立
つ
と
さ
れ

　
　
　
　
　
　
⑨

る
か
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
右
の
事
件
に
即
し
て
検
討
す
る
な
ら

ば
、
諸
蔀
大
人
が
沙
漠
汗
を
排
斥
し
た
…
簿
葉
に
あ
る
唱
不
着
在
園
諸

子
糟
本
割
僕
偏
と
ぽ
、
　
「
黄
帝
在
監
之
後
、
讃
子
愛
寵
礒
進
云
た
」

と
い
う
網
句
と
対
応
し
て
い
て
、
　
「
諸
子
」
と
は
と
も
に
力
微
の
諸

子
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
人
た
ち
の
意
図
は
、
沙
漠
汗
を

排
し
て
力
微
の
他
の
子
を
推
戴
す
る
こ
と
に
あ
り
、
氏
の
い
わ
ゆ
る

「
か
れ
ら
の
伝
統
で
あ
る
部
族
的
推
戴
鰯
」
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の

推
戴
の
範
囲
は
、
力
微
の
請
子
に
限
ら
れ
、
結
局
、
　
「
一
氏
族
に
よ

る
世
襲
鋤
」
と
は
矛
盾
し
な
い
の
で
あ
る
。
最
初
は
諸
部
大
人
と
い

え
ど
も
沙
漠
汗
を
後
継
者
に
擬
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
沙
漠
汗
の
帰

園
を
晋
に
要
請
し
た
「
父
老
」
も
、
そ
の
内
実
は
大
入
層
に
他
な
ら

な
い
と
お
も
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
す
で
に
こ
の
三
代
、
拓
三
部
の

指
導
部
族
と
し
て
の
位
置
は
確
立
し
て
お
9
、
君
長
は
同
部
族
の
う

ち
か
ら
諸
部
大
入
の
推
戴
に
よ
っ
て
選
鐵
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。　

こ
う
み
る
と
、
こ
の
事
件
は
、
中
富
式
の
王
権
強
化
に
対
す
る
諸

部
族
の
反
犠
と
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
た
と
い
大
人
た
ち
の

間
に
、
沙
漠
汗
の
「
中
驚
か
ぶ
れ
」
へ
の
反
感
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

得
た
り
と
ば
か
り
に
継
嗣
問
題
を
云
吊
し
、
直
ち
に
力
微
に
報
告
す

る
な
ど
の
需
動
は
、
い
か
に
も
不
自
然
で
あ
る
。
こ
の
不
自
然
さ
は
、

衛
…
礎
の
工
作
に
基
．
つ
く
所
が
大
き
い
と
わ
た
く
し
は
想
像
す
る
。
衛
…

礎
の
計
面
は
、
拓
賊
勢
力
を
さ
ら
に
強
大
．
化
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
沙

漠
汗
を
排
除
し
、
さ
ら
に
こ
の
勢
力
を
内
都
か
ら
崩
壊
さ
せ
る
こ
と

に
あ
っ
た
。

　
臨
時
幽
閉
、
東
有
務
桓
、
酉
有
力
徽
、
舷
為
辺
害
、
蟻
離
間
耳
塞
、
冠
着

　
嫌
隙
（
普
嘗
衛
灌
）

　
こ
こ
で
は
拓
賊
と
務
桓
（
烏
桓
、
烏
究
）
と
は
「
二
虜
」
と
よ
ば
れ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
勢
力
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
こ
の
文

章
で
も
、
　
「
離
闘
」
、
「
嫌
隙
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
、
両
者
の
閲
に

連
繋
の
あ
ら
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
こ
の
連
繋
は
、
在
韓
の
方
で
惹
、
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力
微
の
側
近
に
あ
っ
て
権
勢
を
有
し
て
い
た
烏
丸
王
庫
賢
と
し
て
あ

ら
わ
れ
る
。
衛
礎
は
「
圏
之
執
事
及
外
部
大
人
」
に
悉
く
財
貨
を
ば

ら
ま
い
た
と
い
う
が
（
序
紀
）
、
庫
賢
は
「
編
之
執
事
」
に
当
る
の
で

は
な
い
か
。
要
す
る
に
、
部
族
連
余
は
一
種
の
繭
芽
的
官
僚
制
を
も

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
鳥
桓
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
じ

し
ん
の
部
族
勢
力
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
二
瀬
性
は
、
そ
の
後
の
拓

蹟
国
家
の
動
向
に
も
、
深
く
か
か
わ
る
竜
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
力
微
晩
年
の
事
件
の
主
因
が
、
中
原
の
漢
人

王
朝
と
拓
顕
勢
力
と
の
矛
盾
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ

れ
を
基
底
と
し
て
、
こ
の
部
族
連
合
の
矛
盾
が
王
権
の
継
承
閏
題
を

い
と
ぐ
ち
に
露
出
し
た
の
で
あ
・
“
9
。
前
述
の
よ
う
に
、
力
微
の
諸
部

統
一
の
一
契
機
は
、
対
中
魍
関
係
に
あ
っ
た
。
　
そ
し
て
、
　
そ
の
瓦

解
の
厘
因
も
ま
た
、
そ
こ
に
根
ざ
し
て
い
る
。
烏
丸
王
庫
賢
は
、
拓

賊
部
中
心
の
部
族
連
合
を
崩
壊
に
み
ち
び
い
た
後
、
晋
に
降
っ
た
と

い
う
。
こ
れ
は
鳥
麺
族
が
直
接
巾
隔
と
の
交
渉
を
開
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
諸
部
族
中
の
中
心
た
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

要
す
る
に
、
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
北
族
と
中
閣
と
の
力
の
比
重
は
、

後
者
に
傾
い
て
い
た
と
い
え
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
の
力
関
係
が

逆
転
し
つ
つ
あ
る
過
渡
期
に
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
力
微
一
代
の
興

亡
は
、
そ
れ
の
か
な
り
正
確
な
反
映
で
あ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

2
　
山
国
政
権
の
成
立
と
挫
折

　
力
微
の
死
後
、
一
時
「
興
部
離
叛
、
国
内
紛
擾
」
と
い
う
状
況
を

呈
し
た
が
、
し
だ
い
・
に
流
線
の
方
向
が
生
ま
れ
る
。
層
層
部
の
鴬
長
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と
し
て
は
、
力
微
の
子
単
騎
、
緯
お
よ
び
沙
漠
汗
の
子
の
弗
が
次
肉

に
代
立
す
る
。
前
二
者
は
、
さ
き
の
「
在
国
諸
子
」
に
あ
た
る
。
注

冒
す
べ
き
こ
と
は
、
沙
漠
汗
の
系
統
が
力
を
回
復
し
て
い
る
点
で
あ

る
。
こ
の
三
人
の
治
世
合
計
十
八
年
を
経
て
、
半
官
、
碕
俺
、
猜
盧

が
そ
れ
ぞ
れ
東
部
、
中
部
、
二
部
を
恥
曝
し
た
三
期
分
国
時
代
と
な

富
。
こ
の
分
圏
舗
は
、
全
体
と
し
て
は
力
微
死
後
の
拓
転
部
の
衰
勢

を
挽
回
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
子
孫
を
中
心
と
す
る
各
勢
力
が

分
立
し
つ
つ
妥
協
し
あ
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
序
紀
は
年
代
を
逐
っ

て
こ
の
一
二
者
の
事
蹟
を
叙
べ
て
い
る
が
、
　
一
応
禄
官
を
中
心
と
し
て

　
　
　
⑩

い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
世
代
上
の
関
係
か
ら
で
あ
ろ
う
。
実
際
上
社

も
屠
覚
ま
し
い
活
躍
を
示
す
の
は
猜
犠
で
あ
り
、
つ
ぎ
に
弟
宮
慮
で

あ
る
。
こ
の
兄
弟
は
そ
の
本
拠
も
近
く
、
晋
と
の
関
係
で
竜
圃
一
歩

　
　
　
　
　
　
⑰

調
を
と
っ
て
い
た
。

　
沙
漠
汗
の
子
で
あ
る
か
れ
ら
兄
弟
は
、
父
と
そ
の
妃
封
氏
の
葬
儀

を
盛
大
に
営
ん
だ
。
こ
れ
は
弗
の
時
代
か
ら
の
懸
案
で
あ
っ
た
。
こ

の
葬
儀
の
会
葬
者
は
遠
近
二
十
万
人
と
い
わ
れ
、
普
の
成
都
王
司
馬

頴
、
河
劇
化
司
馬
顯
、
井
州
刺
史
司
馬
騰
ら
、
八
王
の
乱
の
立
役
者

で
あ
っ
た
人
び
と
が
、
属
官
を
派
遣
し
て
い
る
。
こ
こ
に
政
治
主
計

騨
が
作
ら
い
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
沙
漠
汗
が
多
年

晋
朝
に
あ
9
、
朝
廷
や
士
人
に
重
ん
ぜ
ら
れ
た
こ
と
も
、
か
ら
み
あ

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
分
閣
時
代
に
は
、
猜
魅
や
猜
鹿
に
よ
っ
て
、
周
辺
諸
部
族
に

対
す
る
征
服
戦
争
が
大
規
模
に
起
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
猜
鮪
は
、
砂

漠
を
渡
り
、
五
年
か
か
っ
て
藤
方
諸
部
二
十
搬
出
を
服
属
さ
せ
て
い

る
。
し
か
し
さ
ら
に
注
難
す
べ
き
こ
と
は
、
八
王
の
乱
や
こ
れ
に
つ

づ
く
永
嘉
の
乱
に
乗
じ
て
、
中
濁
と
の
接
触
を
ま
す
ま
す
深
め
て
い

る
点
で
あ
る
。
南
飼
奴
劉
淵
が
筆
立
す
る
と
、
井
州
刺
史
司
馬
騰
の

求
め
に
慈
じ
て
、
起
爆
と
十
三
と
が
出
丘
ハ
し
た
。
こ
う
し
た
功
績
に

よ
り
、
猜
短
は
普
よ
り
大
単
干
・
金
印
紫
綬
を
仮
授
さ
れ
た
。
晋
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

で
は
代
公
の
授
爵
も
決
定
し
て
い
た
が
、
実
現
に
至
ら
な
い
う
ち
に

獅
短
は
細
し
た
。
そ
の
あ
と
は
、
子
の
普
根
が
襲
う
。
つ
い
で
翌
肉

年
、
禄
官
が
亡
く
な
り
、
狗
虞
が
三
都
を
統
一
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
井
州
刺
史
は
飼
奴
中
郎
将
を
兼
ね
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
い
ま

や
安
心
奴
は
自
立
し
、
そ
の
勘
所
　
晋
陽
城
は
異
民
族
の
た
え
ま
な
い

　
　
　
　
　
⑬

襲
来
を
受
け
た
。
司
馬
騰
に
代
っ
て
刺
史
と
な
っ
た
劉
現
は
、
む
す

こ
の
遵
を
人
質
に
送
っ
て
、
狗
盧
の
援
助
を
求
め
、
さ
ら
に
朝
廷
に

大
男
予
・
代
位
の
任
命
を
申
請
し
た
。
猜
廊
は
代
公
の
称
号
を
利
用

し
て
、
早
速
「
句
一
概
北
之
卑
し
　
（
山
西
北
都
）
を
要
求
し
て
獲
得
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初娚箔躍墨家におけるヨ三権（谷川）

し
、
方
数
百
里
と
い
わ
れ
る
そ
の
地
に
十
万
家
を
移
植
し
た
。
こ
こ

に
拓
…
威
部
は
、
中
国
の
支
配
者
と
し
て
の
第
一
歩
を
ふ
み
・
繊
し
た
。

猜
盧
の
六
年
、
盛
楽
に
築
城
し
（
北
都
）
、
ま
た
も
と
の
平
城
を
修
理

し
て
南
都
を
立
て
た
。
こ
の
南
北
両
都
は
、
長
城
の
内
外
に
ま
た
が

る
拓
顕
勢
力
の
中
心
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
南
都
の
南
百

里
の
地
に
新
平
城
を
築
い
て
、
長
子
六
衛
を
派
遣
し
、
南
部
を
統
領

さ
せ
た
。
翌
々
年
、
晋
朝
は
猜
盧
を
代
王
に
進
忘
す
る
。
か
れ
は
こ

の
地
位
に
応
じ
て
国
官
を
設
罹
し
た
。
こ
う
し
て
、
い
わ
ゆ
る
乱
国

政
権
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
構
造
・
性
格

を
竜
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
、
な
お
猜
磁
の

そ
の
こ
に
つ
い
て
語
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
聖
慮
は
そ
の
九
年
に
七
堂
を
召
還
し
た
が
、
六
脩
が
応
じ
な
い
の

で
、
怒
っ
て
白
ら
討
伐
に
赴
い
た
。
し
か
し
却
っ
て
敗
北
し
、
と
ら

え
ら
れ
て
殺
さ
れ
た
ら
し
い
。
　
一
方
、
六
脩
も
普
根
に
滅
さ
れ
、
以

後
内
乱
が
長
び
い
て
、
海
量
内
に
は
深
刻
な
権
力
争
い
が
く
り
か
え

さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
六
趣
は
な
ぜ
に
父
王
に
楯
つ
い
た
の
か
。
魏

壷
駐
四
山
ハ
脩
伝
に
よ
れ
ば
、

　
六
二
、
少
而
兇
惇
、
穆
帝
（
橋
澁
）
五
年
、
遣
六
衛
為
筋
鋒
、
与
輔
絹

衛
雄
・
覆
灘
崎
姫
澹
等
、
救
劉
現
、
帝
躬
統
大
兵
、
為
後
継
…
…
程
帝
遣

　
六
下
、
与
縮
…
腹
子
煎
掘
根
、
桝
竿
張
網
騎
助
劉
顔
枇
、

と
あ
っ
て
、
野
駈
を
援
け
て
中
岡
内
地
に
勢
力
を
紳
張
さ
せ
る
た
め

の
戦
闘
に
従
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
猫
慮
は
少
子
比
延
を
寵
愛
し
て

こ
れ
に
後
を
継
が
せ
よ
う
と
し
、
そ
の
た
め
に
六
野
を
新
平
城
に
追

い
や
り
、
そ
の
母
を
斥
け
た
の
で
あ
．
る
。
内
乱
の
近
因
は
、
こ
こ
で

も
継
嗣
問
題
に
あ
る
。
し
か
し
大
き
く
は
、
王
と
諸
部
族
と
の
対
立

が
あ
っ
た
こ
と
を
見
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
穆
帝
時
、
劉
聰
・
石
勒
、
傾
覆
普
窯
、
漆
掻
蓋
世
鼠
、
乃
峻
刑
法
、
毎

　
以
軍
令
従
事
、
民
乗
寛
政
、
多
以
違
命
、
得
罪
死
者
以
万
詩
、
於
是
扇
落

　
曲
論
、
劇
暑
（
拶
穣
）
．
承
業
、
奇
弁
離
散
（
虚
礼
＝
刑
罰
志
）

　
つ
ま
り
、
こ
こ
で
王
は
、
中
岡
平
定
と
い
う
代
團
の
圏
策
の
執
行

者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
権
限
は
、
軍
令
と
い
う
形
で
強
化
さ
れ

る
。
で
は
、
諸
部
族
へ
の
抑
圧
と
な
っ
た
こ
の
王
権
は
、
ど
の
よ
う

な
勢
力
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
序
紀
に
よ
れ

ば
、
こ
の
内
乱
の
最
中
、
衛
雄
・
姫
澹
ら
代
王
猜
慮
の
地
相
で
あ
．
つ

た
漢
人
た
ち
は
、
「
晋
人
及
烏
丸
三
百
余
家
」
を
ひ
き
い
、
劉
遵
（
現

の
子
）
を
擁
し
て
井
州
に
出
奔
し
た
。
魏
書
二
三
衛
雄
の
伝
に
は
、

　
六
繕
之
逆
、
擁
立
－
天
乱
、
新
旧
旧
猜
嫌
、
迭
網
識
自
粛
、
雄
・
澹
、
並
為
璽

情
所
附
、
謀
欲
南
帰
、
言
於
衆
臼
、
聞
諦
猟
人
忌
新
入
露
霜
、
欲
黙
殺
之
、
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吾
等
不
単
為
詐
、
恐
無
種
奥
、
晋
人
温
言
丸
驚
鍵
、
皆
口
、
死
生
随
二
将

　
軍
、
於
麸
雄
・
澹
与
劉
堤
子
．
遵
．
率
鳥
丸
・
晋
人
数
万
衆
而
籔
、
現
闘
之

　
大
悦
、
率
数
百
騎
，
馳
如
平
城
、
撫
納
之
、

と
、
そ
の
閥
の
事
情
を
詳
述
し
て
い
る
。
こ
の
内
乱
に
、
　
「
新
人
」

に
た
い
す
る
「
旧
人
」
の
憎
悪
が
か
ら
み
あ
っ
て
い
た
こ
と
が
分
る

が
、
　
「
新
人
扁
と
は
、
こ
こ
で
は
玉
人
と
烏
丸
で
あ
る
。

　
ま
ず
晋
人
に
つ
い
て
述
べ
裕
と
、
そ
の
代
表
を
泳
す
徳
雄
・
姫
澹

ら
は
共
に
代
郡
の
人
で
、
力
微
の
死
後
衛
操
に
ひ
き
い
ら
れ
て
入
津

し
た
、
か
れ
の
「
宗
室
・
郷
忍
草
数
人
」
中
に
属
す
る
。
か
れ
ら
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

す
べ
て
代
郡
の
土
着
豪
族
ら
し
く
、
拓
践
政
権
に
帰
附
し
て
か
ら
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

猜
瓶
・
猜
虚
O
信
任
を
得
て
、
そ
の
輔
相
・
将
軍
と
な
り
、
拓
…
郷
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

力
を
晋
朝
の
味
方
に
つ
け
る
こ
と
に
努
力
し
た
。
か
れ
ら
は
ま
た
、

漢
人
を
招
致
す
る
よ
う
に
勧
告
し
た
の
で
、
部
内
に
お
け
る
漢
人
の

数
も
次
第
に
増
加
し
た
。
劉
現
の
説
得
を
受
け
て
招
璃
…
に
応
じ
た
一

門
の
富
豪
莫
＾
薪
な
ど
は
、
”
．
’
〕
の
一
例
で
あ
ろ
う
。
漢
人
軍
閥
が
拓
販

勢
力
の
援
助
を
得
る
の
に
、
こ
う
し
た
土
類
豪
族
層
を
仲
介
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

い
る
の
は
興
味
ぶ
か
い
。
と
も
か
く
、
代
園
の
政
策
を
リ
…
ド
し
て

い
っ
た
の
は
こ
れ
ら
漢
人
鱒
で
あ
っ
て
、
王
と
か
れ
ら
と
の
関
係
は

童
わ
め
て
密
接
な
も
の
が
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
次
に
烏
丸
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
さ
き
の
衛
雄
伝
の
一
節
を
み
る

と
、
　
「
諸
旧
人
忌
新
人
響
戦
」
と
あ
っ
て
、
　
「
新
人
」
は
軍
事
面
で

も
活
躍
し
て
い
た
こ
と
が
分
る
。
右
に
述
べ
た
漢
人
は
国
政
を
リ
…

ド
し
た
ほ
か
、
武
将
と
し
て
も
実
力
を
発
揮
し
た
。
そ
れ
は
土
着
豪

族
と
し
て
の
か
れ
ら
の
出
身
に
ふ
さ
わ
し
い
。
右
の
一
文
か
ら
も
、

か
れ
ら
は
「
新
入
」
部
隊
を
率
い
て
い
た
こ
と
が
寝
せ
ら
れ
る
。
と

こ
ろ
で
、
こ
の
「
新
人
」
の
一
部
を
な
す
鳥
丸
を
、
鮮
卑
と
並
称
さ

れ
る
鳥
桓
族
の
音
心
に
と
れ
ば
、
か
れ
ら
の
部
隊
は
そ
の
族
長
に
よ
っ

て
統
率
さ
れ
る
筈
で
、
漢
人
武
将
の
介
入
す
る
余
地
は
な
く
な
る
。

わ
た
く
し
は
こ
こ
で
、
鳥
桓
（
L
メ
）
の
語
源
を
「
帰
順
来
附
者
」
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

意
に
解
し
た
内
田
氏
の
説
を
採
聾
入
れ
た
い
。
氏
も
引
黒
し
て
い
る

が
、
後
の
什
翼
壁
時
代
の
統
治
体
制
を
述
べ
た
も
の
に

　
　
其
諸
方
雑
人
来
評
者
、
総
謂
之
鶏
九
、
多
以
多
少
称
酋
戴
冠
、
分
為
階

　
北
部
、
復
二
二
都
大
人
、
以
統
撰
之
（
薄
書
｝
…
…
一
官
氏
志
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

と
い
う
一
節
が
あ
り
、
雑
人
す
な
わ
ち
代
国
政
権
に
帰
附
し
た
種
女

雑
多
．
の
弱
小
部
落
民
を
、
鳥
丸
と
総
称
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
狗
盧

時
代
の
「
新
人
」
烏
丸
も
こ
れ
と
問
一
性
格
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
唐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

長
南
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
留
場
の
直
属
部
分
で
あ
．
つ
た

と
思
わ
れ
、
右
の
什
翼
縫
の
施
策
は
、
そ
の
体
制
化
と
見
ら
れ
る
の
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で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
　
「
新
人
」
と
は
、
こ
れ
ま
で
拓
践
．
国
家
の
原
形
を
な

し
て
き
た
「
旧
人
」
た
る
諸
部
族
に
、
新
ら
た
に
つ
け
加
わ
っ
た
代

圏
の
構
戒
要
素
で
あ
る
コ
　
「
旧
人
」
は
国
家
の
原
形
で
は
あ
っ
て
も
、

こ
の
発
展
段
階
に
お
い
て
は
、
国
家
の
す
べ
て
で
は
な
い
。
い
ま
や

拓
顕
騨
家
は
、
陸
続
と
参
加
し
て
く
る
「
新
人
」
を
糧
容
し
、
新
旧

の
両
要
素
を
統
一
的
に
掘
握
す
る
課
題
に
迫
ら
れ
て
い
る
。
し
か
る

に
狗
慮
は
、
王
権
強
化
を
意
図
す
る
あ
ま
り
に
、
直
属
部
分
た
る
「
新

人
」
に
深
く
依
存
し
、
圏
家
本
来
の
基
礎
た
る
諸
部
族
に
強
い
統
制

を
加
え
た
の
で
あ
る
。

　
　
帯
止
（
劉
）
聡
・
（
石
）
勒
之
乱
、
下
冷
、
平
之
、
先
是
、
幽
俗
寛
簡
、

　
民
未
知
禁
、
至
是
明
飛
峻
法
、
諸
法
幾
多
以
違
命
得
罪
、
凡
後
期
者
、
皆

　
挙
蔀
獄
之
、
旧
年
室
家
相
五
爵
赴
死
者
、
主
根
何
之
、
答
騰
、
当
往
就
諌
、

　
其
威
厳
三
物
、
皆
此
類
也
（
序
紀
）
、

　
駆
引
の
刑
罰
志
の
一
文
と
岡
趣
旨
の
文
章
で
あ
る
が
、
　
「
国
俗
寛

簡
」
の
一
句
で
表
現
さ
れ
る
諸
部
族
員
の
臼
由
が
、
王
権
の
下
に
圧

服
さ
れ
て
い
る
状
況
を
こ
こ
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
い
わ
ば
王
権
は
、
そ
の
基
礎
と
す
る
と
こ
ろ
を
変
え
た
の
で
あ
る
。

六
脩
の
叛
乱
の
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
情
況
変
化
が
あ
る
と
わ
た
く

し
は
考
え
る
。
こ
こ
で
こ
の
事
件
に
関
す
る
諸
説
を
紹
介
す
る
と
、

田
村
氏
は
、
　
「
つ
ま
り
こ
の
内
乱
は
、
猿
盧
に
従
う
北
部
の
守
旧
派

タ
ク
バ
ツ
貴
族
と
、
六
脩
を
擁
護
す
る
新
附
の
漢
人
や
そ
の
影
響
を

う
け
た
進
歩
的
な
タ
ク
バ
ツ
都
人
と
の
問
に
生
じ
た
対
立
が
激
化
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
結
果
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
推
定
し
、
掌
文
近
勝
は
、
　
「
新
旧
の

闘
争
は
主
と
し
て
、
晋
人
と
鮮
卑
人
と
の
闘
の
闘
争
で
あ
り
、
封
建

勢
力
と
原
始
社
会
の
残
存
勢
力
（
各
部
大
人
）
と
の
闘
の
闘
争
で
あ
．
つ

た
。
感
傷
は
新
人
を
信
任
し
て
、
愛
人
の
摂
み
を
引
き
お
こ
し
た
云

　
　
　
　
◎

女
」
と
述
べ
、
唐
長
揺
氏
も
、
新
人
と
猜
盧
の
結
び
つ
き
一
王
権
強

　
　
　
　
　
　
　
⑪

化
を
指
摘
し
て
い
る
。
新
旧
両
勢
力
が
そ
れ
ぞ
れ
猜
盧
・
六
衛
の
い

ず
れ
に
結
び
つ
い
て
い
た
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
わ
た
く
し
は

苑
・
唐
両
氏
の
説
に
傾
く
。
し
か
し
苑
氏
が
ま
た
次
の
よ
う
に
論
ず

る
と
き
、
わ
た
く
し
は
必
ず
し
も
同
意
で
き
な
い
も
の
を
感
ず
る
。

　
狛
短
・
狗
蹴
・
什
翼
鍵
は
漢
族
士
人
の
援
助
を
え
て
、
次
第
に
専
制
園

王
と
な
っ
た
。
二
王
は
国
家
統
一
の
新
方
向
を
代
溶
し
、
貴
族
（
諸
部
落

大
人
）
は
原
始
社
会
の
旧
い
償
習
を
保
持
し
た
。
田
王
と
貴
族
の
問
に
は

矛
．
盾
が
存
在
し
て
お
り
、
醐
家
を
形
成
し
た
と
お
も
う
と
、
次
に
ば
瓦
解

し
て
安
定
し
な
か
っ
た
。
だ
が
国
蒸
の
代
表
す
る
方
向
が
、
つ
ま
り
は
拓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

蕨
部
の
社
会
発
展
の
全
方
向
で
あ
っ
た
。
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こ
こ
で
は
、
王
と
貴
族
と
は
全
く
対
立
す
る
関
係
と
し
て
杷
握
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
対
立
は
、
中
国
封
建
定
会
と
北
方
原
始
社
会
と
い

う
外
的
対
立
で
あ
り
、
そ
の
必
然
的
結
果
は
前
者
の
勝
利
に
帰
し
、

後
者
は
そ
の
な
か
に
呑
み
こ
ま
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
論
理
は
、
田
村

氏
の
所
論
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
と
い
う
よ

り
、
こ
れ
が
、
従
来
最
も
普
通
に
と
ら
れ
て
き
た
視
角
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
毒
忌
権
力
の
性
格
を
、
部
族
連
合
の
初
元
か
ら
そ

の
内
部
発
展
の
所
巌
と
し
て
捕
捉
し
よ
う
と
意
図
す
る
と
き
に
は
、

当
時
の
王
権
の
展
開
を
中
潜
化
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
見
る
こ
と
に

は
、
や
や
不
満
を
禁
じ
え
な
い
の
で
あ
．
る
。
史
実
に
徴
し
て
み
て
も
、

部
族
か
ら
乖
離
し
た
王
権
は
、
た
ち
ま
ち
顯
覆
の
憂
購
に
あ
わ
ざ
る

を
え
な
い
。
部
族
綱
を
基
礎
と
し
て
し
か
も
こ
れ
を
超
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
王
権
の
宿
命
的
と
終
い
う
べ
き
矛
盾
を
ど
う
克
服

し
て
い
く
か
一
そ
の
原
理
を
創
還
し
え
た
者
の
み
が
、
歴
史
の
勝

者
と
し
て
生
き
残
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。

3
　
二
派
抗
争
時
代

　
六
衛
を
討
滅
し
た
普
根
は
、
就
野
帰
ひ
と
月
余
り
で
鼓
し
、
生
れ

た
ば
か
り
の
そ
の
子
が
立
て
ら
れ
た
が
、
こ
れ
も
ま
も
な
く
死
ん
だ
。

そ
の
あ
と
を
襲
っ
た
の
は
、
弗
の
子
の
醗
律
で
あ
る
。
欝
律
は
西
方

の
鉄
弗
部
を
撃
退
し
、
　
一
時
広
大
な
勢
力
を
回
復
し
た
。
当
時
、
南

飼
奴
の
…
漢
は
劉
氏
の
内
紅
と
贋
勒
の
懸
立
の
た
め
に
混
乱
し
、
江
南

に
は
束
晋
王
朝
が
樹
立
さ
れ
、
中
騨
愚
論
は
分
裂
の
極
に
達
し
て
い

た
。
野
帰
・
層
勒
・
策
晋
は
い
ず
れ
も
欝
律
と
提
携
し
よ
う
と
し
た

が
、
謬
徐
は
す
べ
て
こ
れ
を
拒
絶
し
、
窃
ら
島
原
平
定
の
志
を
抱
い

た
。
拓
践
部
の
勢
∵
刀
圃
復
も
、
当
直
圧
倒
的
に
有
力
な
政
権
が
存
在

し
な
い
と
い
う
状
況
が
作
ら
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
欝
律
は
治
世
五
年
に
し
て
、
狗
魎
の
妃
郡
氏
に
殺
審
さ

れ
た
。
郵
氏
は
か
れ
が
人
望
が
あ
り
、
、
細
分
の
子
の
賀
傅
・
維
那
ら

に
不
利
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
さ
き
に
、
生
後
間
も
な
い
接
根
の

子
（
郡
氏
の
孫
）
を
立
て
た
の
も
、
郡
氏
の
策
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
欝

律
の
子
供
た
ち
ま
で
殺
そ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
も
と
も
と
北
族

の
君
長
の
資
格
と
し
て
は
、
軍
事
的
才
能
や
部
内
の
統
率
力
が
要
求

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
郡
氏
が
普
根
の
死
後
、
政
・
権
を
弗
の
系
統

に
渡
す
ま
い
と
し
て
幼
児
を
立
て
た
こ
と
は
、
君
長
推
立
の
原
則
か

ら
大
き
く
距
っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
欝
律
殺
害

の
後
に
賀
樽
…
が
立
て
ら
れ
る
が
、
実
権
を
掌
握
し
て
い
た
の
は
郡
氏

そ
の
人
で
あ
っ
て
、
外
国
か
ら
は
「
各
国
し
と
い
わ
れ
た
。
わ
れ
わ

れ
は
、
こ
れ
ら
ノ
の
馬
市
例
に
、
王
権
…
へ
の
黒
ハ
轡
巾
な
訓
執
艶
潴
を
威
要
し
と
・
0
こ
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と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
四
年
臼
に
や
っ
と
賀
簿
の
親
政
を
み
・
る
が
、
諸
部
族
の
支
持
が
得

ら
れ
ず
、
東
木
根
山
（
大
嗣
北
方
…
田
村
氏
）
に
本
拠
を
移
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

そ
の
翌
年
、
賀
傅
が
死
ん
で
弟
紘
那
が
後
を
襲
う
が
、
こ
の
時
期
も
あ

ま
り
振
わ
ず
、
石
接
頭
と
「
句
注
豊
北
聖
地
」
に
戦
っ
て
敗
れ
、
大
様

（隈

ﾄ
櫛
購
近
）
に
撤
退
し
た
。
こ
の
闘
，
欝
新
派
の
勢
力
も
侮
り
が
た
い

も
の
が
あ
る
。
燃
紀
律
の
長
子
騎
擁
は
母
方
の
賀
蘭
部
に
亡
命
し
て
い

た
が
、
維
那
は
驕
櫨
を
さ
し
嵐
す
よ
う
銀
蘭
部
大
人
訥
頭
に
命
じ
た
。

山
頭
が
拒
否
し
た
の
で
、
維
那
は
宇
文
都
の
援
を
え
て
賀
蘭
部
討
伐

を
企
て
た
が
、
却
て
失
敗
し
た
。
そ
の
五
年
、
維
那
は
宇
文
部
に
亡
命

し
、
賀
興
部
を
始
め
諸
部
大
人
の
推
戴
に
よ
っ
て
、
窮
櫨
が
立
っ
た
。

　
騎
椀
の
治
世
は
七
年
で
あ
る
。
か
れ
は
保
護
老
麺
頭
を
「
不
修
臣

職
〕
の
か
ど
で
殺
し
た
。
こ
の
事
件
で
国
人
の
離
叛
を
招
き
、
維
那

が
宇
文
蔀
か
ら
迎
え
ら
れ
て
、
再
び
位
に
就
く
。
一
方
勢
櫨
は
石
趙

に
亡
命
し
て
黒
髭
に
あ
っ
た
が
、
趙
軍
の
援
護
の
も
と
に
大
羽
に
帰

っ
た
。
こ
こ
で
「
国
人
六
干
瓢
落
」
が
維
郷
を
見
捨
て
、
給
那
は
慕

容
部
に
出
奔
、
磐
椀
が
再
度
就
位
す
る
の
で
あ
る
。

　
猜
魑
と
弗
の
そ
れ
ぞ
れ
の
子
孫
が
演
ず
る
こ
の
シ
ー
ソ
ー
・
ゲ
ー

ム
に
は
、
ど
の
よ
う
庵
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い

て
、
水
野
清
一
「
雲
崩
石
窟
と
そ
の
時
代
」
は
、
雪
雲
一
中
部
派
と

諺
律
1
1
西
部
派
の
相
剋
で
あ
る
と
し
、
田
村
氏
は
、
絃
那
一
景
部
派

一
保
守
派
と
繋
塊
⊥
嗣
部
派
一
進
歩
派
の
抗
争
と
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
た
し
か
に
こ
れ
は
単
な
る
王
廷
内
の
蔦
藤
に
止
ま
ら
ず
、
背

後
に
そ
れ
ぞ
れ
の
支
持
勢
力
が
あ
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。
郡
氏
が

齢
律
を
殺
し
た
と
き
、
同
時
に
大
人
数
十
人
を
殺
害
し
て
い
る
こ
と
、

ま
た
前
述
の
よ
う
に
王
の
廃
立
に
諸
都
族
の
意
思
が
直
接
に
作
ら
い

て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
そ
の
鉦
左
で
あ
る
。
し
か
し
、
田
村
説
の
根

拠
の
ひ
と
つ
は
、
葛
桜
派
が
申
原
の
石
勒
の
援
を
た
の
ん
だ
事
実
に

握
か
れ
て
い
る
が
、
か
っ
て
郡
氏
も
贋
氏
と
和
親
を
結
ん
だ
こ
と
が

あ
り
、
ま
た
こ
の
よ
う
に
外
部
と
の
接
触
の
度
合
で
一
方
の
勢
力
を

性
格
づ
け
る
こ
と
は
、
や
や
困
難
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　
わ
た
く
し
は
、
王
権
を
支
え
る
諸
部
族
間
の
利
害
対
立
が
尖
鋭
化

し
、
そ
れ
が
王
権
争
奪
戦
と
な
っ
て
、
石
趙
と
の
提
携
に
ま
で
拡
大

し
て
い
っ
た
と
考
え
た
い
。
そ
し
て
そ
こ
に
何
ら
か
の
史
酌
意
義
を

み
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
王
権
争
奪
戦
の
か
っ
て
な
い
激
し
さ
に
注
賦

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
表
面
上
で
は
王
権
の
統
一
性
は
見
る
か
げ
屯
な

く
後
退
し
て
い
る
が
、
王
権
に
対
す
る
諸
部
族
の
糠
着
の
要
求
は
あ

く
ま
で
強
く
、
そ
れ
が
却
て
こ
う
し
た
分
裂
・
抗
争
を
生
ん
だ
と
も
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考
え
う
る
の
で
あ
る
“

　
前
述
の
よ
う
に
、
欄
膨
律
は
劉
躍
∵
層
勒
・
東
燃
の
誘
い
を
い
ず
れ

も
拒
絶
し
て
、
自
ら
中
圏
支
配
の
志
を
抱
く
の
で
あ
る
が
、
漢
人
勢

力
が
華
北
か
ら
後
退
し
、
小
義
．
権
の
乱
立
の
相
貌
を
塁
し
て
い
た
当

時
の
政
局
に
お
い
て
、
拓
賊
勢
力
の
自
立
の
必
然
性
と
必
要
性
は
大

い
に
増
し
た
と
想
像
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
要
請
さ
れ
る
王
権

強
化
を
、
だ
れ
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ー
ヴ
で
進
め
て
い
く
か
と
い
う
こ

と
に
な
る
と
、
た
ち
ま
ち
部
族
綱
の
ワ
ク
に
つ
き
あ
た
る
。
そ
れ
は

単
な
る
部
族
制
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
磐
櫨
を
強
く
支
持
し
た
賀

六
部
は
、
北
方
に
蛎
屠
す
る
有
力
部
族
で
あ
り
、

　
　
其
先
世
為
髪
長
、
四
方
附
懸
者
数
十
部
、
襟
紅
熱
有
勲
於
隣
、
尚
平
文

　
　
（
鰍
拶
雑
）
女
（
魏
漁
ロ
八
㎝
二
趣
只
　
謂
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
あ
る
よ
う
に
、
数
十
の
部
族
を
擁
し
て
一
国
を
な
し
て
い
た
。
そ

れ
じ
し
ん
が
一
個
の
部
族
連
合
で
あ
る
。
広
義
の
拓
販
国
家
は
、
こ

う
し
た
諸
園
の
連
禽
∴
問
盟
な
の
で
あ
ろ
う
、
こ
の
よ
う
な
構
造
が

何
疇
ご
ろ
か
ら
成
立
し
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
賀
蘭
部
の
有
力

部
族
と
し
て
の
基
礎
は
、
こ
こ
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
　
一
方

で
自
立
し
つ
つ
、
他
方
で
は
通
婚
・
職
掌
そ
の
他
の
関
係
を
通
じ
て

王
権
を
支
え
、
ま
た
こ
れ
に
介
入
す
る
。
い
っ
て
み
れ
ば
・
〈
れ
は
、

北
方
祉
会
に
形
成
さ
れ
た
貴
族
制
で
あ
る
。
王
と
は
貴
族
群
に
支
え

ら
れ
た
、
か
れ
ら
の
意
思
O
代
行
考
で
あ
9
、
貴
族
は
ま
た
王
権
に

よ
っ
て
そ
の
身
分
を
保
証
さ
れ
る
。
両
者
の
こ
う
し
た
絹
互
依
存
関

係
を
、
前
記
の
全
銀
的
政
画
品
の
も
と
で
よ
り
臼
己
に
有
利
な
ら
し
め

ん
と
し
た
の
が
、
こ
の
時
期
の
紛
争
の
意
味
で
は
な
か
っ
た
か
と
お

も
㌔
う
。

4
　
什
翼
健
の
宮
制
整
備

　
騎
擁
は
死
に
当
っ
て
、
次
弟
什
翼
縫
を
後
継
と
す
る
よ
う
遺
配
し

た
。
政
権
を
反
対
派
に
渡
さ
な
い
た
め
の
配
慮
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
什
翼
縫
は
人
質
と
し
て
趙
無
熱
に
あ
っ
た
か
ら
、
群
、
繊
は
さ
し

あ
た
っ
て
在
陣
の
諸
弟
の
な
か
か
ら
王
を
選
ぼ
う
と
し
た
。
そ
こ
で

大
人
梁
蓋
ら
は
、
　
「
剛
猛
多
変
」
た
屈
を
殺
し
、
　
「
寛
和
柔
麟
」
な

孤
を
推
戴
し
た
。
し
か
し
、
孤
は
「
長
兄
を
さ
し
お
く
こ
と
は
で
き

な
い
」
と
い
っ
て
、
臼
ら
獅
に
赴
き
、
石
虎
に
請
う
て
什
翼
縫
を
帰

麟
さ
せ
た
。
什
上
里
は
繁
時
の
楽
曲
で
即
位
し
、
建
国
元
年
と
称
し

た
。　

か
れ
の
即
位
は
、
黒
糖
政
権
の
統
一
性
を
回
復
す
る
気
運
を
生
ん

だ
。
そ
の
勢
力
範
闘
は
累
累
か
ら
破
洛
那
（
険
礪
）
に
及
ん
だ
と
い

う
。
そ
の
治
世
期
闘
は
三
十
九
年
と
い
う
長
き
に
…
閉
り
、
力
微
、
狗
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厳
に
つ
グ
く
第
三
の
ピ
ー
ク
を
な
し
て
い
る
。
建
国
二
年
・
、
か
れ
は

諸
部
大
人
を
参
禽
破
に
羅
賑
し
て
、
漫
源
川
に
定
僻
す
る
意
図
を
討

議
さ
せ
た
が
、
定
着
方
式
は
不
利
で
あ
る
と
い
う
意
見
に
よ
っ
て
結

局
断
念
し
た
。
し
か
し
同
じ
年
に
、
「
始
概
百
官
、
分
掌
信
砂
」
　
（
序

紀
）
と
い
う
措
置
を
と
っ
て
、
國
家
体
制
の
整
備
に
つ
と
め
て
い
る
。

以
下
こ
の
こ
と
を
中
心
に
、
什
翼
縫
の
時
代
の
性
格
を
考
察
し
て
み

た
い
。

　
こ
の
措
遣
は
、
養
畜
志
で
は
さ
ら
に
詳
し
く
、
次
の
よ
う
に
記
し

て
い
る
。

　
ω
　
昭
伐
之
即
王
位
、
已
命
燕
楓
為
右
長
史
、
許
謙
為
郎
中
令
奥
、
余
官

　
　
雑
号
、
多
淫
於
轡
朝
、

　
ω
　
建
国
二
年
、
初
置
左
冶
近
侍
之
職
、
無
常
負
、
或
至
霧
数
、
侍
霞
禁

　
　
中
、
伝
宣
詔
命
、
皆
・
取
譜
部
大
人
及
豪
族
良
家
子
弟
、
儀
貌
端
厳
、
機

　
　
弁
才
幹
者
、
三
選
、
又
置
内
侍
長
四
人
、
童
顧
問
応
対
、
若
今
回
侍
中

　
　
致
賦
劃
静
絢
湘
寸
也
、

　
　
　
　
ρ
「
f
　
‘

　
　
」
「
鰺
働

　
㈲
　
其
請
方
雑
人
来
附
者
、
総
謂
之
鳥
九
、
多
以
多
少
称
齋
弓
長
、
三
三

　
　
南
北
部
、
復
置
二
部
大
人
、
以
統
摂
之
、
熱
帯
錦
鱗
監
北
灘
、
子
宴
裂

　
　
監
南
都
、
丸
鏡
而
治
、
若
古
墨
二
伯
鴛
、

　
右
は
一
連
の
文
章
で
あ
る
が
、
事
柄
の
挫
質
に
よ
っ
て
類
別
す
れ

ば
、
Q
ゆ
、
㈹
、
⑧
の
三
段
に
分
も
う
る
と
お
も
う
．
以
下
そ
れ
ぞ
れ

に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
ま
ず
ω
の
燕
鰍
を
右
箱
膳
と
し
、
許
謙
を
郎
中
置
と
し
た
と
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
本
伝
に
徴
す
れ
ば
、
代
董
た
る
什
髄
鞘
の
弱
毒
の
職
を

意
味
す
る
。
こ
の
ほ
か
、
当
時
什
翼
礎
の
国
界
を
つ
と
め
た
も
の
に
、

前
記
莫
含
の
子
の
莫
．
顕
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
で
気
の
つ
く
こ
と
は
、

い
ず
れ
も
代
雷
魚
は
鷹
門
患
身
の
漢
人
で
あ
り
、
ま
た
知
識
人
で
あ

　
　
　
　
　
　
㊤

つ
た
点
で
あ
る
。
燕
氏
・
莫
氏
は
そ
の
地
の
有
・
刀
者
で
も
あ
る
。
こ

れ
ら
は
い
わ
ば
、
猜
盧
時
代
の
漢
人
の
輔
簸
た
ち
に
相
当
し
、
二
王

の
属
窟
は
、
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
人
び
と
で
占
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

・
う
。　

し
か
し
な
が
ら
、
代
王
燭
は
拓
賊
政
権
の
す
べ
て
で
は
な
い
。
そ

の
周
辺
に
は
北
人
の
諸
部
族
が
あ
り
、
拓
賊
政
権
の
重
要
な
構
成
要

素
と
な
っ
て
い
る
。
㈹
は
、
こ
の
部
分
や
漢
人
豪
族
と
王
権
と
の
結

脅
強
化
を
図
る
た
め
の
措
置
で
あ
る
。
弓
長
孫
氏
は
、
こ
れ
に
つ
い

て
次
の
よ
・
り
に
述
。
へ
て
い
る
。

　
左
右
、
近
侍
は
国
王
の
親
信
で
あ
り
、
近
（
内
）
侍
長
は
政
務
に
参
与

す
る
。
そ
し
て
こ
の
近
佳
機
欝
の
全
体
は
、
た
ん
に
瞬
王
の
ぞ
ぱ
に
仕
え

る
だ
け
で
な
く
、
旨
趣
に
ま
た
貴
族
・
富
豪
の
子
弟
を
聾
成
し
て
、
軍
政

の
要
職
に
任
じ
、
国
王
に
忠
誠
で
あ
る
よ
弓
に
適
応
さ
せ
る
学
校
と
も
な

63　（931）



つ
た
、
左
噺
・
近
待
の
年
齢
ぽ
み
な
非
常
に
若
か
っ
た
．
…
…
こ
れ
ら
の

人
は
成
人
し
て
か
ら
、
往
々
に
し
て
軍
政
の
大
宮
に
選
抜
さ
れ
た
。
…
…

園
王
の
侍
従
は
、
属
王
権
力
の
拡
大
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
重
要
性
を
あ

ら
わ
し
て
き
た
。
什
翼
腱
の
近
侍
集
闘
は
、
　
「
鞍
部
大
人
及
潔
族
良
家
子

弟
」
で
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
部
落
貴
族
に
適

些
し
た
観
点
で
建
て
ら
れ
た
こ
と
を
物
語
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
内
部
の

矛
績
を
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
の
う
え
、
そ
れ
ら
の
子
弟
も
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

麺
の
「
質
子
」
と
な
っ
て
、
諸
部
大
人
を
牽
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
解
説
は
傾
聴
す
べ
き
諸
点
を
含
ん
で
い
る
が
、
全
体
の
論
旨

は
、
諸
部
族
を
国
王
権
力
の
も
と
に
ひ
き
つ
け
て
王
権
強
化
を
図
っ

た
と
い
う
こ
と
に
帰
す
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
王
権
と
部
族
制
と
の

あ
い
だ
に
は
本
来
的
な
舛
立
が
あ
る
と
い
う
前
提
が
こ
こ
に
お
か
れ

て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
矛
盾
緩
和
策
云
々
の
見
解
が
生
ま
れ
る
の
で

あ
う
。

　
た
し
か
に
、
「
侍
直
禁
中
、
伝
竃
詔
命
」
と
い
う
職
掌
は
、
左
右
・

近
侍
が
王
に
た
い
し
て
従
属
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
職
務
は
、
逆
に
王
が
貴
族
磨
の
意
思
か
ら
逸
脱
す
る
の
を

防
ぐ
役
割
を
も
果
し
う
る
の
で
は
な
い
か
。
　
「
顧
問
応
対
」
を
つ
と

め
る
内
侍
長
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
な
お
さ
ら
そ
う
し
た
機
能
を

も
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
内
侍
長
の
具
体
例
を
示
す
と
、

　
　
長
孫
道
生
、
嵩
従
子
器
、
忠
厚
廉
謹
、
太
祖
愛
馬
槙
重
、
使
掌
幾
密
、

　
　
与
賀
砒
等
四
人
、
内
侍
左
右
、
出
入
詔
命
（
魏
言
高
峰
本
伝
）
。

こ
れ
は
拓
飯
珪
時
代
の
事
例
で
あ
る
が
、
内
侍
長
の
定
定
が
四
人
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
「
内
侍
左
右
」
と
い
う
の
は
、
内
侍
長

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
長
二
面
は
力
微
の
祖
父
隣
か
ら
分
れ
た
支
族
で

あ
る
。
ま
た
、
賀
蹴
は
賀
蘭
蔀
の
出
身
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
内

侍
長
は
最
も
有
力
な
貴
族
層
か
ら
選
ば
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
と

お
も
わ
れ
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
出
身
部
族
な
ど
の
意
向
を
代
表
す

る
役
割
を
も
担
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、
貴
族
の
官
僚
化
の
一
例
を
み
る
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
貴
族
が
そ
の
本
質
を
失
な
う
コ
ー
ス
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
貴
族
に
あ
る
制
約
を
加
え
る

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
、
貴
族
じ
し
ん
が
王
権
の
存
在

を
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
が
ら
く
る
必
然
約
運
命
な
の
で
あ
る
。
で
は

な
ぜ
、
貴
族
は
王
権
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ひ
と
つ
の
推

察
を
加
え
る
な
ら
ば
、
貴
族
に
よ
っ
て
直
接
支
瀧
さ
れ
て
い
る
人
び

と
が
な
お
自
立
性
を
保
有
し
て
い
る
た
め
に
、
貴
族
は
か
れ
ら
に
た

い
し
て
完
全
な
私
的
支
配
権
を
貫
徹
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
統
一
的
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権
力
を
要
求
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
自
立
性
の
保
有
の

体
綱
が
、
つ
ま
り
は
部
族
制
で
あ
る
。
さ
き
に
賀
蘭
部
に
つ
い
て
み

た
、
　
「
其
先
世
為
君
長
、
四
・
万
附
国
者
数
十
部
」
と
は
、
ま
さ
し
く

具
体
的
な
す
が
た
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
部
族
貴
族
は
、
貴
族
と
し
て
の
地
位
保
証
の

た
め
に
は
、
自
己
に
た
い
す
る
制
約
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
か
れ
ら

が
王
の
近
侍
と
い
う
職
名
に
甘
ん
じ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
が
、

さ
ら
に
官
僚
と
し
て
の
人
格
と
能
力
に
自
己
を
適
合
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
れ
は
従
来
の
貴
族
体
制
に
い
く
ら
か
の
改
変
を
迫
る

結
果
と
な
る
。
　
「
左
右
・
近
侍
之
職
」
が
定
員
を
さ
だ
め
ず
、
当
時

百
…
数
十
人
も
採
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
ろ
く
諸
部
族
か
ら
募

集
し
た
こ
と
を
階
示
し
て
い
る
し
、
又
、
「
儀
貌
端
厳
・
機
弁
才
幹
扁

と
い
う
人
絡
・
才
能
面
に
お
け
る
規
定
も
ま
た
、
特
定
の
部
族
に
の

み
限
定
し
な
か
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
さ
ら
に
、
北
鮮
の
み
な
ら

ず
漢
人
の
豪
族
・
喪
家
を
も
言
種
の
職
位
に
含
ん
だ
こ
と
は
、
北

族
・
漢
人
の
官
界
に
お
け
る
交
流
の
端
を
開
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
を
要
す
る
に
、
②
の
措
置
は
、
王
権
を
中
心
と
し
た
費
族
批
界
の

一
定
範
囲
に
お
け
る
開
放
（
乃
至
は
そ
の
可
能
性
）
を
意
味
す
る
の
で

あ
．
る
。

　
③
は
、
　
「
烏
丸
」
の
統
率
方
法
に
つ
い
て
述
べ
た
屯
の
で
あ
る
。

先
述
の
よ
う
に
、
こ
の
ば
あ
．
い
の
「
鳥
丸
」
と
は
鳥
桓
族
の
意
味
で

は
な
く
、
帰
順
来
附
し
た
種
々
雑
多
な
弱
小
部
落
民
の
総
称
で
あ
る
。

什
翼
鍵
は
こ
れ
を
爾
北
二
部
に
分
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
部
大
人
を
お
い
て

統
領
さ
せ
た
と
い
う
が
、
こ
れ
を
実
例
に
徴
し
て
み
た
い
。
官
氏
志

の
例
で
は
、
北
都
…
拓
践
甑
（
歯
痛
犠
）
、
南
部
…
拓
賊
塞
麿
（
什
翼

鍵
の
子
）
と
い
う
所
管
と
な
っ
て
い
る
。
　
こ
の
う
ち
鱗
と
は
、
兄
騎

塊
の
遺
…
否
に
し
た
が
っ
て
脅
翼
縫
を
王
位
に
立
て
た
高
涼
王
孤
と
同

一
人
物
で
あ
ろ
う
。
什
翼
鍵
は
孤
の
志
を
徳
と
し
て
、
か
れ
に
「
国

の
半
都
を
分
け
て
与
え
た
（
晶
晶
半
鐘
以
与
之
）
篇
と
い
う
。
　
し
か
し

孤
が
死
ぬ
と
、
そ
の
子
の
斤
は
「
失
職
」
し
て
怨
み
を
抱
き
、
謀
叛

　
　
　
　
　
．
⑲

を
企
て
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
み
る
と
、
　
「
分
騨
腹
部
以
与
之
」

と
は
、
永
久
領
有
権
を
与
え
た
の
で
は
な
く
、
北
部
大
人
と
し
て
鳥

丸
（
間
接
的
に
は
北
部
一
帯
の
臼
立
し
た
諸
都
族
を
も
挑
む
で
あ
ろ
う
）
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

統
率
権
を
委
ね
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
・
に
、
什
翼
鍵
時

代
の
南
北
都
大
人
と
な
っ
た
も
の
を
挙
げ
る
と
、

　
　
王
族
寒
君
（
土
塗
志
）
、
孤
（
官
氏
志
・
本
伝
）

　
　
麦
族
　
長
篇
仁
（
長
孫
嵩
伝
）
、
長
孫
嵩
（
本
譜
）

　
　
姻
族
　
劉
庫
仁
（
序
紀
・
本
伝
）
、
劉
春
（
劉
羅
辰
伝
）
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が
あ
り
、
も
っ
と
も
王
に
ち
か
い
人
び
と
が
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ

う
し
た
点
か
ら
み
る
と
、
薦
北
二
部
の
鳥
丸
統
治
体
制
は
、
基
本
的

に
は
、
拓
賦
政
権
の
盧
轄
部
分
に
位
…
識
す
る
と
み
ら
れ
る
。
狗
盧
末

年
の
内
乱
の
際
に
、
　
「
諸
旧
人
忌
新
人
桿
戦
」
と
あ
っ
て
、
烏
丸
は

王
の
直
属
軍
隊
と
し
て
戦
闘
に
従
事
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し

た
が
、
こ
の
頃
に
お
い
て
も
、

　
　
父
仁
、
昭
成
（
什
翼
健
）
時
為
南
部
大
人
、
崩
寛
雅
有
器
度
、
年
十
四
、

　
代
父
島
軍
、
…
…
太
祖
承
大
統
、
復
以
為
黒
部
大
人
、
累
著
軍
功
（
魏
書

　
二
五
皇
孫
嵩
）

と
あ
り
、

　
　
　
ρ
発
國
七
年
…
戯
月
甲
子
〕
西
綿
泣
寄
大
人
茂
鮮
鼠
走
、
遣
南
翻
大
人
長

　
孫
嵩
、
追
討
大
破
之
（
魏
書
二
太
祖
紀
）

と
あ
っ
て
、
同
様
伽
役
割
を
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
知
り
う
る
の
で

あ
る
。

　
以
上
に
の
べ
た
よ
う
に
、
什
翼
犠
の
G
ゆ
、
㈲
、
⑧
の
措
澱
は
、
藷
…

部
族
、
漢
人
、
鳥
丸
の
三
要
素
を
統
一
的
に
講
説
し
よ
う
と
す
る
竜

の
で
あ
っ
て
、
猫
蹴
が
後
二
者
に
頼
っ
て
、
諸
部
族
と
の
対
立
を
招

い
た
事
実
に
比
。
へ
れ
　
ば
、
　
よ
り
植
ハ
舌
総
ゆ
べ
配
慮
が
「
加
え
・
り
れ
て
い
る
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
諸
部
族
と
の
提
携
を
失
う
こ

と
な
く
国
家
の
強
盛
を
は
か
ろ
う
と
す
る
什
翼
機
の
政
策
は
、
そ
の

他
の
事
蹟
に
も
よ
み
と
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
漫
源
川
麓
都
や
中
原
平

定
な
ど
の
聞
題
で
、
請
部
大
人
の
意
向
を
容
れ
て
こ
れ
を
中
止
し
た

こ
と
、
ま
た
、
狗
蹴
時
代
と
は
対
蹴
的
に
刑
罰
の
緩
和
を
図
っ
て
い

　
⑳る

こ
と
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

三
　
結
語
一
王
権
の
性
格

　
以
上
観
察
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
力
草
か
ら
聖
王
腱
に
い
た
る

初
期
拓
賊
政
権
の
全
期
間
を
通
じ
て
、
王
権
は
部
族
制
に
基
礎
を
お

い
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
狗
灘
の
時
代
だ
け
は
例
外
で
あ

っ
た
よ
う
に
耀
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
王
位
の
顧
覆
と
そ
の
こ
に
続

く
深
刻
な
内
乱
と
に
よ
っ
て
、
右
の
命
題
が
か
え
っ
て
強
く
承
認
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
王
権
の
統
一
性
と
蔀
族
制
の
封
鎖
性

と
の
あ
．
い
だ
に
は
、
一
定
の
矛
盾
が
存
在
す
る
。
閲
題
は
、
こ
の
矛

馬
が
王
権
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
克
服
さ
れ
て
い
く
か
に
あ
る
が
、

す
く
な
く
と
も
こ
の
時
期
ま
で
は
、
そ
れ
を
中
国
文
明
に
よ
る
北
方

部
族
制
の
圧
服
と
み
る
こ
と
は
、
園
難
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

わ
た
く
し
は
、
そ
の
よ
う
な
外
か
ら
の
制
狂
と
い
う
こ
と
で
な
く
、

部
族
制
社
会
そ
の
も
の
の
う
ち
に
自
己
を
克
服
し
て
い
く
地
盤
を
見
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射
そ
う
と
つ
と
め
て
き
た
。
部
族
制
は
一
颪
で
は
封
鎖
的
で
あ
る
が
ト

他
面
で
は
部
族
員
の
本
来
的
自
由
を
保
証
す
る
体
制
で
も
あ
る
。
も

し
王
権
が
蔀
駄
獣
を
基
礎
と
し
つ
つ
、
そ
の
部
族
制
の
ワ
ク
を
取
り

除
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
真
に
つ
か
み
繊
さ
な
．
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
は
、
人
び
と
の
こ
の
よ
う
な
自
忠
で
あ
る
。

　
も
っ
と
竜
、
一
介
の
部
族
員
の
自
由
に
生
き
る
す
が
た
を
、
限
ら

れ
た
輿
料
の
な
か
に
求
め
る
こ
と
は
爾
難
で
あ
り
、
務
盧
の
綾
法
に

う
ち
ひ
し
が
れ
た
か
れ
．
ら
の
状
況
か
ら
、
た
か
だ
か
蒼
定
的
に
こ
れ

を
推
察
し
う
る
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
部
族
員
の
第
一
人
望
た
る
べ

き
大
人
願
に
眼
を
向
け
る
な
ら
ば
、
さ
ら
に
い
く
ら
か
の
事
実
を
み

ち
び
き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
熱
量
部
を
盟
主
と
す
る
北
方
諸
部
族

の
連
合
体
が
伝
統
を
も
ち
始
め
る
と
、
王
族
と
の
旧
婚
そ
の
他
に
よ

っ
て
王
権
の
内
部
に
介
入
す
る
有
力
部
族
大
人
一
貴
族
が
形
成
さ
れ

る
が
、
什
翼
縫
の
時
代
に
は
さ
ら
に
そ
の
封
鎖
性
を
破
っ
て
、
部
族

大
人
層
一
般
を
国
王
の
側
近
に
結
集
す
る
。
こ
れ
は
貴
族
制
の
拡
大

の
意
味
を
五
つ
と
閥
時
に
、
官
僚
制
樹
立
の
方
向
を
隠
ざ
す
も
の
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
を
さ
ら
に
推
進
し
て
い
っ
た
の
が
、
次
に
来
る
べ
き

為
事
珪
の
蔀
族
解
散
と
官
事
確
立
で
あ
る
。
こ
う
し
て
つ
い
に
帝
政

が
成
立
す
る
。

　
都
落
…
解
散
等
女
の
仁
心
義
に
つ
い
て
は
、
紙
数
の
都
合
上
、
詳
論
を

さ
け
た
い
。
た
だ
、
如
上
と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
、
い
く
ら
か
の

こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
な
ら
ば
、
ふ
つ
う
に
部
落
解
散
と
よ
び
な
ら

わ
さ
れ
て
い
る
こ
の
改
革
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
登
圏
初
、
太
祖
散
諸
都
落
、
始
同
為
編
民
（
禦
乱
㌦
罠
志
）
。

　
　
　
　
む
　
　
む

　
　
其
後
離
散
各
部
、
分
土
定
居
、
不
寝
欝
欝
、
其
君
長
大
人
、
皆
同
編
戸

　
　
（
欝
欝
訥
）
。

　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
　
太
祖
時
、
分
散
諸
等
（
同
　
晦
蹴
・
）

と
あ
る
よ
う
に
、
　
「
散
」
　
「
離
散
」
　
「
分
散
」
と
い
う
こ
と
ば
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
　
「
離
散
」
と
い
う
語
は
、
た
と
え
ば
、

　
　
元
年
、
前
鑑
庚
子
、
先
勝
国
民
離
散
、
　
〔
力
微
〕
依
病
没
鹿
圃
蔀
大
人

　
三
無
（
序
紀
）
。

　
　
　
〔
符
〕
堅
軍
既
還
、
隅
衆
離
散
、
堅
使
劉
開
顕
・
劉
衛
気
分
摂
園
事

　
　
（
太
祉
紀
）
。

数
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
部
族
連
合
の
解
休
を
い
う
ば
あ
い
が
多
い
。

勿
論
、
い
わ
ゆ
る
都
濃
解
散
は
、
　
一
部
族
の
内
部
に
ま
で
関
わ
っ
た

も
の
で
あ
ろ
う
が
、
ま
ず
第
一
に
は
、
諺
部
族
闘
の
結
合
（
「
綴
b

を
解
体
さ
せ
る
意
図
を
有
し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
施
策
に
よ
っ

て
新
ら
た
に
八
国
鰯
度
が
建
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
と
す
れ
ば
、
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姻
族
解
散
は
従
来
の
「
鵬
」
を
分
解
し
て
そ
の
代
り
に
擬
捌
約
な
「
八

国
」
を
設
鷺
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
中
央
政
府
の
支
配
貫
徹
を
匿
ざ
し

た
と
み
る
こ
と
も
不
当
で
は
あ
る
ま
い
。

　
こ
れ
は
従
前
か
ら
「
国
」
に
足
場
を
も
つ
貴
族
層
に
と
っ
て
は
打

撃
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
し
か
し
ま
た
勲
爵
は
、
帝
圏
の
柱
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

た
る
官
僚
・
武
将
を
生
み
だ
す
母
胎
で
も
あ
っ
た
。
あ
た
か
も
什
翼

翼
時
代
の
大
人
の
夜
戦
に
よ
る
「
左
右
・
近
侍
之
職
」
が
、
大
官
育

成
の
場
に
な
っ
た
の
と
相
似
た
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、
貴
族
制
は
、
官
僚
制
を
媒
介
と
し
て
北
族
間
に
拡
延
さ
れ
た
。

北
魏
政
権
を
し
て
真
に
華
北
の
王
者
た
ら
し
め
た
か
の
石
人
系
軍
士

は
、
一
種
の
騎
士
糊
と
も
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
．
ろ
う
。
こ
の

自
由
な
軍
士
の
存
在
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
北
三
三
の
門
閥
主
義
は

深
重
な
抵
抗
に
遭
遇
す
る
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
わ
た
く
し
も
中
圏
文
明
と
の
接
触
が
拓
践
政
権
の
発

展
に
寄
与
し
た
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
本
論
に
も
指
摘

し
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
王
権
の
成
立
と
強
化
の
契
機
と
し
て
、
拓

眩
郁
の
長
城
地
帯
へ
の
進
出
、
漢
人
王
朝
と
の
交
易
、
中
原
の
危
機

に
乗
ず
る
南
進
、
漢
人
勢
力
の
後
退
か
ら
く
る
自
立
の
必
要
性
等
々

が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
が
か
れ
ら
O
経
済
約
文
化
的
生
活
を
発
展

さ
せ
、
し
だ
い
に
魔
羅
結
倉
を
弛
緩
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
も
、
予
測

で
き
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
弛
緩
が
部
族
制
社
会
の
階
級
分
化
を
ど
の

よ
・
つ
「
な
形
態
に
お
い
て
み
ち
び
い
て
い
っ
た
か
は
、
な
お
韓
厚
塗
に
検

討
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
段
階
に
限
っ
て
い
え
ば
、
部
族

内
部
に
階
級
分
化
が
酷
烈
に
進
行
し
た
と
い
う
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
。

そ
れ
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
北
魏
末
期
に
眼
を
向
け
る
べ
き

で
あ
り
、
と
す
れ
ば
帝
国
成
立
以
前
に
お
け
る
中
国
文
明
の
影
響
は
、

諸
掛
鉱
産
を
統
一
権
力
の
も
と
に
結
集
す
る
と
い
う
意
義
を
有
し
た

の
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。

①
「
慕
容
燕
の
権
力
構
造
篇
「
名
古
難
火
学
文
学
部
研
究
論
集
史
学
篇
一
〇
。

③
　
岡
右
。

③
力
微
の
名
は
、
普
書
三
武
帝
紀
、
同
三
六
衛
灌
伝
な
ど
に
冤
え
、
そ
の
内

　
容
も
序
紀
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
な
お
銚
薇
尤
「
北
朝
胡
科
条
」
で
は
、
一
∴

　
国
志
魏
志
三
鮮
卑
伝
註
引
の
鵜
祭
嘱
望
に
み
え
る
纏
脇
田
容
気
の
西
部
大

　
人
推
演
を
、
序
紀
の
宣
皇
帝
雛
寅
と
嗣
一
入
物
と
し
て
い
る
が
、
真
偽
の

　
ほ
ど
は
明
ら
か
で
な
い
。

④
こ
の
立
場
を
と
る
も
の
に
、
贈
鳥
庫
吉
「
東
胡
民
族
考
」
「
史
学
雑
誌
漏

　
一
コ
～
二
四

　
志
田
不
動
麿
「
尊
王
世
系
批
判
」
　
「
史
学
雑
誌
一
四
八
i
二
∴
瓢
な
ど
が

　
あ
る
。

⑤
　
内
田
吟
風
「
魏
書
序
紀
と
く
に
そ
の
世
系
転
写
に
つ
い
て
」
　
禰
、
史
林
翫
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二
二
。
剛
村
実
造
「
北
魏
開
鉱
伝
説
の
背
景
」
　
㎝
、
窺
ニ
工
学
論
集
］
第
二
。

⑥
島
田
正
郎
一
．
遼
制
の
研
究
し
第
二
編
各
論
第
二
章
礼
制
。

⑦
子
購
幽
井
、
東
雑
務
檀
、
西
有
力
微
、
並
川
辺
害
、
麺
離
間
鶏
群
、
遂

　
致
嫌
隙
、
於
是
務
槙
降
、
而
力
微
以
餓
死
（
晋
書
三
六
衛
礎
）
。

⑧
隣
村
実
鷺
「
代
瞬
時
代
の
タ
ク
バ
ッ
政
権
」
「
東
方
学
」
一
〇
輯
。
以

　
下
田
村
氏
の
説
の
紹
介
は
、
特
に
記
す
ば
あ
い
を
除
き
、
こ
の
論
文
に
よ

　
る
。

⑨
園
村
実
造
「
ボ
ヨ
ウ
烹
園
の
繊
立
と
性
格
」
憺
東
洋
史
研
究
目
黒
i

　
二
Q

⑩
　
序
紀
の
こ
の
諦
分
に
は
、
猜
短
を
桓
帝
と
し
忌
避
を
天
帝
と
称
し
て
い

　
る
が
、
副
官
だ
け
は
た
ん
に
帝
と
記
し
て
い
る
。

⑫
　
漸
漸
・
猫
盧
の
輔
相
と
し
て
活
躍
し
た
漢
人
衛
操
の
建
立
し
た
大
刊
城

　
南
顛
徳
碑
文
（
魏
書
二
荘
本
伝
所
載
。
狩
矩
也
の
残
後
に
立
て
る
）
に
は
、

　
つ
ね
に
一
、
桓
穣
二
帝
」
と
併
称
し
て
い
る
。

＠
資
治
通
鑑
驚
異
に
引
く
「
劉
現
与
氷
禰
職
」
に
よ
る
。

⑬
　
晋
書
六
二
劉
珊
伝
に
当
時
の
井
州
附
近
の
惨
状
が
ま
ざ
ま
ざ
と
描
か
れ

　
て
い
る
、

⑭
　
衛
操
伝
に
よ
れ
ば
、
宗
室
と
し
て
は
衛
雄
以
下
二
人
が
あ
り
、
和
親
と

　
し
て
は
、
嫌
、
段
、
王
、
鞄
、
資
、
李
、
郭
の
諸
氏
八
入
が
あ
る
。
衛
操

　
は
か
っ
て
衛
…
礎
の
牙
門
将
、
衛
雄
と
姫
櫓
は
と
も
に
…
州
従
事
を
つ
と
め
た

　
こ
と
が
あ
る
。

⑮
桓
穆
二
等
、
存
在
笈
摂
、
輔
相
二
衛
、
対
揚
砒
翼
、
操
展
三
熱
、
雄
奮

　
武
烈
、
承
命
会
議
、
諮
論
響
発
（
大
取
城
南
濡
事
碑
文
）
。

　
〔
姫
激
．
衛
雄
〕
桓
帝
壮
其
精
力
、
並
以
跡
取
、
常
随
擾
伐
…
…
維
連
有
戦
功
、

　
稽
遷
左
将
軍
雲
・
中
篇
、
澹
亦
以
磁
路
著
名
、
桓
帝
末
、
棄
信
義
将
軍
・

　
楼
煩
侯
、
穆
帝
初
、
二
見
委
任
、
衛
操
卒
後
、
単
為
左
右
輔
枳
（
衛
操
伝
）
。

⑯
及
劉
淵
・
石
勒
之
乱
、
霊
山
桓
帝
唱
曲
晋
氏
〔
井
弼
遡
史
〕
東
恵
公
司
馬

　
翻
而
善
、
之
衷
加
三
号
（
衛
繰
低
）
。

⑰
　
　
「
大
工
城
南
類
徳
碑
文
㎏
に
よ
れ
ば
、
井
州
働
史
司
馬
醗
は
拓
販
都
に

　
援
を
求
め
る
の
に
、
参
軍
壷
掘
、
面
訴
将
中
行
虫
鋤
、
義
陽
亭
前
衛
談
、
協

　
義
亭
侯
衛
継
ら
を
使
灘
と
し
て
遣
わ
し
て
い
る
が
、
衛
摸
・
衛
韓
は
、
衛

　
操
ら
と
同
族
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

⑱
内
倒
吟
風
「
鳥
桓
族
に
関
す
る
研
究
」
『
満
蒙
史
論
叢
臨
四
）
。

⑲
　
雑
人
と
い
う
こ
と
ば
は
北
朝
の
史
料
に
し
ば
し
ば
見
え
、
ま
た
雑
…
戸
、

　
雑
夷
な
ど
の
語
と
同
義
で
あ
る
が
（
浜
口
重
国
「
北
棚
の
史
料
に
児
え
た

　
雑
…
戸
・
雑
営
芦
・
営
戸
に
つ
い
て
」
　
［
，
肉
梨
大
学
学
芸
学
部
研
究
報
告
』

　
八
）
、
た
と
え
ば
、

　
　
金
城
辺
問
・
沢
水
梁
会
謀
反
、
扇
動
秦
益
…
一
州
雑
入
万
謝
芦
、
拠
上
田

　
東
城
、
政
逼
酉
城
…
…
嗣
・
会
叢
論
四
千
攻
城
、
氏
莞
一
万
、
屯
於
南
嶺
、

　
休
官
・
屠
畑
島
諸
雑
挫
傷
万
余
人
、
洋
鵡
北
嶺
、
為
㈹
等
形
援
（
直
書
五

　
…
封
敷
文
）

　
と
あ
り
、
数
・
莞
・
休
官
・
職
能
な
ど
の
比
較
約
ま
と
ま
っ
た
部
落
以
外

　
の
も
の
を
馬
入
・
鼠
戸
と
よ
ん
で
い
る
よ
う
“
6
あ
る
。

　
　
以
義
城
朔
晩
霜
夷
及
栄
職
部
衆
望
万
配
之
（
購
書
九
九
鉄
弗
劉
虎
）

　
も
、
鉄
弗
部
以
外
の
雑
腫
を
意
味
し
、
ま
た
、
前
秦
鄭
能
進
言
交
感
碑
（
金

　
石
続
編
一
）
に
、
　
「
屠
各
・
上
郡
・
細
腰
・
黒
蒐
・
由
鑑
∴
四
緑
・
西
苑

　
盧
水
・
由
盧
・
支
藩
・
粟
特
・
苦
水
雑
芦
七
千
夷
類
十
二
種
」
と
あ
る
。

⑳
唐
豪
播
「
姦
婦
国
家
曲
建
立
及
共
巽
建
化
」
旧
、
魏
曹
密
北
朝
史
濤
叢
』
、
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⑳
　
臨
村
説
の
根
縄
の
ひ
と
つ
は
、
醇
韻
は
北
部
に
比
べ
て
漢
人
の
数
が
多

　
く
、
し
た
が
っ
て
そ
の
勢
力
も
強
く
、
新
平
城
に
あ
っ
て
こ
れ
を
統
領
し

　
た
六
驚
の
帷
幕
に
も
、
多
く
の
漢
人
が
参
丸
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
あ

　
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
懸
平
城
が
諸
富
の
根
拠
地
で
あ
っ
た
と
し
て

　
も
、
南
郷
か
ら
は
わ
ず
か
に
百
華
黒
距
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
六
徳
は

　
こ
こ
に
い
わ
ば
左
遷
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
窮
綿
の
真
の
本
拠
は
主
都
平

　
城
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
多
数
の
漢
人
が
か
れ
の
帷
幕
に
参
画

　
し
て
い
た
と
は
、
衛
雄
・
鏡
澹
ら
の
漢
人
将
軍
が
前
鋒
た
る
六
衛
の
軍
と

　
協
力
し
て
劉
漫
救
援
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
示
峻
を
得
た
結
果
で
あ

　
ろ
う
が
、
か
れ
ら
が
六
衛
の
庭
下
に
あ
り
、
か
っ
か
れ
と
親
密
な
関
係
を

　
結
ん
だ
と
い
う
証
明
に
は
や
x
欠
け
る
も
の
が
あ
る
。

⑳
　
課
金
通
史
簡
室
鯵
訂
本
選
…
…
編
　
瞼
五
六
頁
。

　
　
前
掲
論
文
。

⑳
爺
墨
書
璽
識
田
口
。

　
　
拙
稿
「
慕
容
燕
の
権
力
構
造
」
。

　
　
や
や
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
賀
薩
部
に
身
を
よ
せ
て
い
た
拓
践
珪
．
が
嗣

　
綿
を
バ
ッ
ク
と
し
て
黒
月
位
に
瀞
鵜
い
た
事
惜
川
が
次
の
よ
・
）
に
噛
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
於
是
、
請
邦
大
入
請
訥
兄
弟
、
求
三
太
祁
為
書
、
　
（
皇
弟
）
染
干
照
、

　
　
在
我
園
中
、
二
二
爾
也
、
納
田
、
帝
大
醗
三
世
孫
、
興
復
先
業
、
於
我

　
　
圏
中
之
福
、
常
相
持
奨
、
立
断
統
勲
、
汝
尚
異
議
、
難
是
臣
節
、
遂
与

　
　
諸
人
勧
進
太
祖
、
登
代
王
位
予
集
塵
（
魏
欝
八
三
春
賀
訥
）
。

　
　
す
な
わ
ち
、
賀
染
干
の
い
う
「
照
」
と
は
賀
蘭
部
を
中
心
と
す
る
諸
部

　
族
の
連
合
体
で
あ
り
、
訥
の
い
う
「
大
瞬
扁
と
は
、
拓
践
部
を
中
心
と
す

　
る
そ
れ
を
指
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
序
紀
や
周
欝
文
帝
紀
な
ど
に
「
統

　
龍
脳
篇
牽
も
ハ
、
　
∴
人
乳
九
十
九
」
　
と
い
・
フ
ば
あ
い
の
　
「
鯉
川
㎏
　
鱒
か
こ
れ
に
絹
当
山
ヲ

　
る
の
で
あ
る
う
。

　
　
　
　
　
　
む

⑳
　
本
伝
に
は
左
長
史
と
な
っ
て
い
る
。

⑳
　
燕
鰍
は
「
好
学
、
博
綜
経
史
、
薫
習
陰
陽
識
維
、
昭
成
異
聞
其
名
、
使

　
絶
壁
礼
一
致
之
」
　
（
本
黛
）
と
い
わ
れ
、
許
謙
は
「
少
有
丈
才
、
善
天
文

　
図
識
難
聴
」
と
い
わ
れ
、
い
ず
れ
も
什
翼
纏
の
太
子
庭
に
経
学
を
授
け
て

　
い
る
。

⑳
前
掲
論
文
。

⑳
逸
書
ヨ
楚
君
。

⑳
拓
賊
塁
時
代
の
携
で
あ
る
が
、
賀
染
上
が
謀
反
を
お
こ
し
た
と
き
の
事

　
情
…
を
つ
た
え
て
、

　
　
　
北
都
人
皆
驚
骸
、
莫
有
園
憲
、
於
是
北
都
大
入
叔
孫
普
縫
製
及
雛
鳥

　
　
丸
、
亡
奔
（
劉
）
衛
辰
（
魏
書
【
五
窟
蝋
）

　
と
あ
り
、
北
綿
大
人
が
直
接
に
烏
丸
を
統
率
し
、
そ
の
周
囲
に
北
方
諸
部

　
族
が
そ
の
監
督
を
受
け
て
い
た
状
況
が
想
像
さ
れ
る
。

⑳
　
昭
成
建
国
瓢
年
、
噺
死
蒋
、
聴
実
家
献
金
馬
以
腰
、
犯
大
逆
者
、
親
族

　
男
女
、
無
少
長
日
斬
、
二
女
不
以
上
交
、
皆
死
、
罠
耀
殺
濤
、
聴
与
死
家
、

　
馬
牛
四
十
九
頭
及
送
葬
器
物
以
平
之
、
無
二
認
連
逮
之
坐
、
盗
官
物
嚇
、

夏
期
準
、
法
八
二
白
、
百
重
然
（
魏
昏
三
再
罰
志
）

　
と
あ
っ
て
、
猜
滋
の
時
代
よ
り
緩
和
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑳
　
天
賜
元
年
、
三
国
に
大
師
・
小
師
を
置
い
て
、
　
「
弁
馬
丁
党
、
品
挙
人

　
才
」
　
（
官
氏
志
）
を
司
ら
し
め
た
措
聡
を
想
起
せ
よ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
名
古
纏
穴
学
講
師
）
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The　V量Uage℃ombi難ation　i鍛the　Kamaleitra鎌倉Era

1と：hiidani　－」←谷，　OyamaTzoshδ　大口．i斗主，

　　　Tamba丹一波　country

　　　　　　by

Kyohei　Oyama

　　The　cultivated　land，　ill　Jchiidani一井谷，　Oyamanoshδ　大山荘，

Tamba　H“？．N　country，　in　the　Middle　Ages，　was　divided　into　two

sections，　the　Ofeu婆匙land　and　Satoleata里方land　by　the　HoSihima？’zc

法師丸Pond．as　a　boundary　which　was　situated圭n　the　middle　of

the　valley；　the　former　！and　was　a　very　bad　cultivated　land　with－

out　irrigation，　but　the　latter　a　stable　progressive　one　with　the

village－wide　irrigation　around　the　Iloshim，　am　Pond．　Basecl　on　the

management　of　the　pond，　there　existed　“Mu，ra”　’b“S　communlty

chiefly　consisted　of“Otonasatanin”をとなさた人in　Ichiidant　of

the　Kα規α加γα鎌倉era．　As　a　background　of　thls　v玉11age　combin－

ation，　peasants　made　extinct　the　Azuiearidofloi・o預所control　of£he

Tbj．i東寺in　BumPo文保2，、　and　peasa】｝t・contract　of　ren£『百姓講

established　here．　Along　w1th　the　establishment　of　this　peasant－

contract，　the　rent　in　thi．s　valley　was　discounted　to　60　percent　of

the　former　payment；　the　peasants　made　exceptioRal　inspection

paper実検注文after　inspec乞i茸g　for嶺emselves，　signi1壌and　sealing

eacli　other　；　or　they，　having　1｛ept　a　considerable　army　force，　fought

the　inside　or　outsicle　enemy，　and　tried　to　1〈eep　their　village　safe

by　organizing　subsidary　troops　from　ot！ter　world．　Btit　when　they

had　to　stand　against　the　power　of　manorial　lords，　there　was　also

an　unexpected！y　weal〈　poine　in　the！“．

Rega王ities　iR　the　Early　7”o－」クa　著篇蹟　States

　　　　　　　by

Michio　Tanigawa

　　Was　£here　the　approach　of　the　peop！e　to　the　state　auehority

for　the　polit呈cai　uliification　ilユthe　Sui晴・and　T’ang唐dynasties？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1028）



No　deul）t，　the　bareaucyatic　system　was　its　mediator，　1）ut　its　origin／

may　be　ill　the　relation　between　Pei－wei北魏empire　and　the　nor－

thei’n　tribes，　when　we　can　call　the　yelation　of　the　people　to　the

state　authority　“free－man”　system．　This　phase　hac　s　been　often

overlooked　in　the　so－called　northern　policy　of　Pei－wei，　so　the　writer，，

with　the　earnest　interest　in　this　aspect，　is　to　consider　what　the

．Pei－tvei　state　was；　this　article，　as　a　link　of　his　plan，　traces　the・

development　of　7”o．加拓販before　the　formation　of　Pei．wei，　a鷺d

then　centemplates　the　existence・　of　regalities，　the　united　authority

of　differen£　tribes．　The　regalities，　with　the　various　contraclictions－

against　the　tril）e　system，　consisted　generally　in　its　basement；　ancl

it　is　iniagined　that　one　niore　universalization　of　this　relation

should　be　the　］Pei－wei　empire　after　the　dissolution　of　tribes．

The　Substantial　Results　of　The　Progressive　Movement

　　　　in　The　United　States：　The　Case　in　Wisconsin

　　　　　　　by

Kosuke　Shimttra

　　The　Progressive　Movement　in　Wisconsiii　was　tlie　pioneer　and

the　model　of　the　national　moveineBt．　lt　is，　however，　hac　rd　to

clefine　it　simply　as　one　ef　“anti－machine　and　ant／i－monopoly”

revealed　in　its　slogan．　lts　leader，　Robert　M．　La　lfollette，　yan　for

the　governor　（and　elected　in　1900）　as　a　candidate　accepted　by

the　Republican　coRservative　inacliine　which　allied　with　the　rail－

i’ord　interests．　This　fact　implies　that　at　that　time　the　political

adjustnients　to　the　rapicl　industrialization　and　urbanization　were

becoming　the　urgent　problems　that　were　to　be　necessarilly　met

in　any　form　by　citizens，　irrespecting　their　political　stands，　con－

servative　or　progressive．　And　the　substantial　results　of　two　major

reforms，　the　overthrow　of　machine　system　and　the　regulation　of

big　business，　attempted　under　the　Progresslve　Governments，　would

be　seen，　on　the　one　hancl，　in　expandipg　function　of　the　neutral

and　specialist　government　in　managing　society　and，　on　the　other

hand，　in　rationalization　e£　business　management　in　which　business

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1027）


