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政
治
権
力

の
歴
史
的
構
造
を
規
定
す
る
も
の

今

中

次

麿

一

人

間

の

集

群

生

活

政
治
権
力
の
構
造
は
、
歴
史
的
規
定
を
う
け

る
免
政
治
権
力
構
造
の

一
般
性
と
特
殊
性
を
規
定
す
る
も
の
が
、
歴
史
的
規
定
で
あ
る
こ

と
は

い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
そ
の
歴
史
的
規
定
を
作
り
出
す
も
の
は
何
か
。

科
学
は
、
自
然
法
則
と
社
会
法
則
を
認
め
る
。
自
然
法
則
と
社
会
法
則
の
差
異
は
何
か
。
自
然
法
則
が
物
質

の
法
則
で
あ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な

い
が
、
社
会
法
則
と
は
何
か
。
社
会
法
則
は
、
人
間
の
意
思
の
決
定
性

で
は
な

い
。
意
思
の
実
験
心
理
学
的
規
定
は
、
自
然

法
則
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
社
会
法
則
は
人
間
の
肉
体
の
決
定
性
で
は
な

い
。
社
会
法
則
ぱ
、
人
間
の
集
群
生
活

そ
の
も
の
の
決
定
性
で

あ
る
。

人
間
の
集
群
生
活
は
、
ま
す
人
間
の
意
識
を
決
定
す
る
。
集
群
生
活
の
中
で
決
定
せ
ら
れ
る
人
間
の
意
識
は
、
心
理
学
的
自
然
法
則
の

決
定
性
と
は
、
別
種
の
関
係
で
決
定
さ
れ
た
意
識
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
肉
体
的
決
定
で
は
な
し
に
、
社
会
集
群
的
決
定
性
で
あ
る
。
こ
れ

が
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

人
間
の
集
群
生
活
は
人
間
の
生
活
そ
の
も
の
を
決
定
す
る
。

ま
す
そ
れ
は
生
活
の
技
術
を
決
定
す
る
。

衣
食
住
の
社
会
的
様
式
は
、

集
群
生
活
の
中
で
決
定
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
人
間
の
集
群
生
活
は
経
済
生
活
を
決
定
す
る
。
経
済
生
活
の
規
定
は
集
群
生
活
に
お
い
て

決
定
さ
れ
る
。
厘

に
人
間
の
集
群
生
活
は
、
政
治
生
落
を
決
定
す
る
。
政
治
生
活
は
、
人
間
の
集
群
生
活
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
。



集
群
生
活
と
は
、
決
し
て
た
だ
多
数
の
人
間
が
集
合
し
て
}い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
。

ま
た
そ
れ
は
、

多
数
の
人
間
の
相
互
の
関

に
、
社
会
関
係
が
あ
る
と
い
う
て
と
で
は
な
い
。
集
群
生
活
と
は
、
多
数
の
入
間
が
、
相
互
に
共
同
の
生
活
を
も
つ
こ
と
に
よ
つ
て
、
は

じ
め
て
生
存
を
可
能
に
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
人
間
の
集
群
生
活
に
は
、
大
別
し
て
四

つ
の
様
式
が
あ

る
。
暫
時

的
な
も
の
と
、
持
続
的
な
も
の
、
ま
た
選
択
的
な
も
の
と
、
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
、
人
間

の
集
群
生
活
に
お
け

る
、

も
つ
と
も
基
礎
的
な
も
の
は
、
持
続
的
必
然
的
な
様
式
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
家
族
と
社
会
階
級
と
民
族

(
n
a
t
i
o
n

)
と
の
三
つ
を
、

こ
の
種
の
集
群
生
活
の
実
例
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
他
の
も
の
は
、
恐
ら
く
こ
の
種
の
も
の
に
属
し
な
い
と
思
う
。

二

家

族

人
間
の
最
初
の
原
始
的
集
団
生
活
に
お
い
て
は
、
家
族
は
い
ま
だ
存
在
し
な
か
つ
た
。
家
族
は
何
時
成
立
し
た
か
。

人
間
の
集
群
生
活

(
以
下
、
持
続
的
必
然
的
様
式
の
も
の
を
意
味
す
る
。
)
の
規

定
を
作
り
出
し
た
も
の
と
し

て
、

わ
れ
わ
れ
は
、

二

つ
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
は
生
活
技
術
上
の
必
要
、
ま
た
は
人
間
が
自
然
お
よ
び
物
質
に
対
し

て
も
つ
と
こ
ろ
の
、
必
然

的
要
求
と
し
て
の
、
協
力
。
二
は
男
女
の
性
的
要
求
、
そ
れ
か
ら
生
す

る
親
子
関
係
、
お
よ
び
そ
の
発
展
と
し

て
の
血
縁
。

こ
の
二
つ
の

■

要
求
の
う
ち
で
、
ど
ち
ら
が
よ
り
基
本
的
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
学
説
は
二
つ
に
分
れ
る
。

ス
タ
ー
リ
ン
の
史
的
唯
物
論
の
立
場
と
、

エ
ン
ゲ
ル
ス
の

『
起
源
』
の
序
文
に
提
起
さ
れ
た
立
場
は

対
立
し
て
い
る
。

わ
た
く
し
が
、
後
者
を
支
持
し
、

前
者
に
批
判
的
立
場
を
と
る
こ
と
は
、

す
で
に
既
往
の
拙

文
で
明
ら
か
に
し
た
か

ら
、

こ
こ
で
は
繰
返
さ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
人
間
集
群
生
活
の
規
定
を
作
り
出
し
た
も
の
は
、
生
活
技
術
で
な
し
に
性
生
活
の
要
求
で
あ

つ
た
と
い
う
の
が
、
わ
た
く
し
の
見
解
で
あ
る
。

ス
タ
ー
リ
ン
が
説
く
よ
う
に
、
た
と
い
自
然
の
脅
威
や
、
環
境
の
不
安
が
あ
つ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
必
す

し
も
原
始
人
集
群
生
活
の



社
会
規
定
を
作
り
出
す
意
味
を
も
た
な
か
つ
た
。
人
間
は
個
人
的
に
す

で
に
万
物
に
長
た
る
優
れ
た
存
在

で
あ

つ
て
、
自
然
的
脅
威
の
た
、

め
に
、
集
群
す
る
必
要
は
少
し
も
な
か
つ
た
。
人

間
の
集
群
生
活
が
、性
生
活
か
ら
始
ま
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
明
白
な
こ
と
で
あ
る
。

性
生
活
は
も
と
よ
り
、
最
初
は
、
特
定
の
社
会
規
定
を
も
た
す
、
・た
だ
自
然
法
則
に
支
配
せ
ら
れ
た
。
こ
の
段
階
に
は
、

い
ま
だ
何
ら

の
社
会
法
則
は
現
わ
れ
て
き
て
い
な

い
。
物
質
が
、
人
間
の
意
識
を
さ
え
規
定
し
、
そ
れ
以
上
の
社
会
規
定
は
存
在
し
な
か
つ
た
。
衣
食

住
は
自
然
的
存
在
に
依
存
し
、
そ
れ
を
5利
用
す
る
技
術
の
み
が
必
要

で
あ
つ
た
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
を

「
採
集
生
活
」
と
名
づ
け
る

の
で
あ

つ
て
、
そ
れ
を
決
し
て

「
経
済
生
活
」
と
よ
ん
で
は
な
ら
な

い
。
両
者
は
、
自
然
法
則
と
社
会
法
則
と
の
差
異
で
あ
る
。

性
生
活
は
、
い
か
に
し
て
自
然
法
則
か
ら
脱
却
し
て
、
社
会
法
則
を
も
た
ね
ば
な
ら
な

い
よ
う
に
な
つ
た
か
。
そ
れ
は
、
血
族
相
婚
の

弊
害
が
、
経
験
的
に
わ
か
つ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
血
族
相
婚
の
弊
害
を
知

る
よ
う
に
な
つ
た
人
間
た
ち
は
、

は
じ
め
て
、
血
族
婚
姻
禁

忌
の
タ
ブ
ー
を
信
仰
す

る
よ
う
に
な
つ
た
。
こ
こ
に
最
初
の
社
会
法
則
が
成
立
し
た
。
そ
れ
は
人
間
の
集
群
生
活
の
中
に
、
は
じ
め
て
秩

序
と
組
織
が
成
立
し
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
組
織
が

「
氏
族
」
(
c
l
a
n
)
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
同
血
集
団
内

の
婚
姻
を
禁
忌
と
し
、
氏
族

外
婚
制
を
保
障
す
る
た
め
に
、
そ
れ
を

「
部
族
」
(
p
h
r
a
t
r
y
,
 
S
i
p
p
e
)

に
、
更
に
そ
れ
を

「
種
族
」
(
t
r
i
b
e
,
 
S
t
a
m
m
)

に
統

一
す
る
、

婚
姻
集
団
で
あ
つ
た
。

そ
こ
に
は
、
氏
族
、
部
族
お
よ
び
そ
れ
を
統

一
す
る
種
族
が
あ
つ
た
の
み
で
、
家
族

(
戸
の
意
味
に
お
い
て
)
は
存
在
し
な
か
つ
た
。

こ
の
最
初
の
種
族
集
団
ぱ
、
団
婚
制
(
g
r
o
u
p
m
a
r
r
i
a
g
e
)

で
あ
つ
た
か
ら
、
必
然
的
に
母
系
系
譜
で
あ
つ
た
。
す
な
わ
ち
、
母
系
的

氏
族
制
度
と
し
て
、
種
族
の
組
織
が
、
最
初
に
成
立
し
た
。
こ
れ
が
最
初
の
社
会
法
則
の
出
現
で
あ
つ
た
。
自
然
法
則
が
、
は
じ
め
て
社

会
法
則
に
よ
つ
て
規
制
せ
ら
れ
た
。

団
婚
制
は
い
ま
だ
血
族
婚
姻
禁
忌
の
端
緒
的
規
定
で
あ
つ
て
、
な
お
極
め
て
不
完
全
で
あ
つ
た
。
し
た
が
つ
て
種
族
の
内
面
規
定
た
る

氏
族
制
度
は
し
だ
い
に
血
族
婚
姻
禁
忌

へ
の
徹
底
化
の
線
を
た
ど
つ
て
、
変
化
し
て
行

つ
た
。
魁

会
法
則

の
変
化
が
こ
こ
か
ら
始
ま
る
。



血
族
婚
姻
禁
忌
を
完
成
し
た
秩
序
が
、

一
夫
多
妻
劇
で
あ
り
,
そ
れ
ぱ
当
然
、
・族
父
的
系
譜
を
も
つ
氏
族
制
度
で
あ
つ
た
。

こ
こ
で
は

じ
め
て

一
人
の
族
父
を
中
心
と
す
る
氏
族
が
成
立
し
、
族
父
の
支
配
す
ゐ
氏
族
が
、
は
じ
め
て
人
間
集
群
生
活
の
社
会
単
位
さ
な
つ
た
。

"
夫
多
妻
制
は
、
必
す
し
も
、
直
ち
に
氏
族
制
度
を
崩
壌

に
導
き
、
新
し

い
一
人
の
父
を
中
心
と
す
る
家
族
制
度
を
作
り
出
し
た
の
で

は
な
か
つ
た
。
民
族
制
度
は
{
母
系
系
譜
か
ら
父
系
系
譜

へ
変
革
さ
れ
た
だ
け
で
、
な
お
し
ば
ら
く
残
存
し
た
。

こ
の
族
父
制
度
が
、
必
然
的
に
、
氏
族
を
崩
壌
に
導
き
、
新
し

い
家
族
単
位
の
血
縁
秩
序
に
移
行
す
べ
き
性
格
を
内
包
し
な
が
ら
、
な

お
し
ば
ら
く
氏
族
制
度
を
維
持
し
、
そ
の
内
部
に
、
多
数
の
相
婚
男
女
単
位
を
包
容
し
つ
す
け
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
第

一
段
階
の
族

父
制
集
団
が
、

い
ま
だ
土
地
領
有

へ
発
展
し
な
い
で
、
機
能
分
化
制
度
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
か
ら
で
あ

る
。

一
人
の
父
と
多
数
の
妻
子
の
共
棲
生
活
と
し
て
の
族
父
制
度
は
、
そ
れ
だ
け
で
統

一
的
社
会
単
位
を
な
す

こ
と
が
で
き
、
も
は
や
氏
族

組
織
を
必
要
と
し
な

い
性
格
を
内
包
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、

一
人
の
父
が
多
数
の
妻
子
た
ち
の
生
活
を
支
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
こ
ろ

の
族
父
制
下
で
は
、
も
は
や
多
数
の
男

子
と
多
数
の
女
子
お
よ
び
子
供
た
ち
の
共
同
生
活
で
あ
る
と
こ
ろ
の
団
婚
制
下
の
生
活
様
式
を
そ

の
ま
ま
維
持
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

つ
た
。
父
た
る

一
人
の
男
子
の
生
活
上
の
負
担
は
非
常
に
加
重
せ
ら
れ
、

一
人
の
父
だ
け

で
は
、
も

は
や
背
負
い
切
れ
な

い
生
産
力
の
不
足
を
感
す

る
よ
う
に
な
つ
た
。

こ
の
族
父
制
集
団
の
内
部
に
起
つ
た
生
産
力
の
不
足
を
補
充
す
る
方
法
は
、
氏
族
制
度
を
解
消
し
て
、
各
婚
姻
単
位
が
分
散
す
る
こ
と

つ

で
は
な
し
に
、
反
対
に
、
彼
ら
が
ま
す
ま
す
相
互
に
依
存
す

る
度
合
を
深
め
る
こ
と
に
ょ
つ
て
、
生
産
力
の
協
力
的
効
果
を
発
揮
す
る
こ

と
で
あ
つ
た
。
か
よ
う
な
要
求
の
具
体
化
が
、
す
な
わ
ち
機
能
分
化
的
氏
族
制
度
の
樹
立
で
あ
つ
て
、
血
縁
の
組
織
と
し
て
の
氏
族
制
度

を
維
持
し
て
、
同

一
氏
族
集
団
内
部
の
協
力
に
よ
る
生
産
力
の
維
持
を
は
か
り
な
が
ら
、
更
に
各
氏
族
を
機
能

分
化
的
に
組
織
化
す
る
こ

と
に
よ
つ
て
、
全
体
の
生
産
力
を
効
率
化
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
つ
た
。

か
よ
う
な
必
要
か
ら
、
最
初
の
族
父
制
社
会
は
"
…機
能
分
化
的
氏
族
制
度
め
組
織
を
有
す
る
も
の
と
な
つ
た
。



機
能
分
化
的
氏
族
制
度
は
、
各
氏
族
関
係
を
平
等
な
も
の
か
ら
不
平
等
な
も

の
に
、
し
だ

い
、に
変
質

せ
し
め
た
。
何
と
な
れ
ば
、
機
能

の
分
化
は
、
氏
族
の
社
会
的
地
位
を
平
等
に
維
持
す
る
こ
さ
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
ま
た
社
会
階
級

分
化

へ
の
端
緒
が
作
り

出

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
社
会
階
級
の
発
展
こ
そ
、
氏
族
を
家
族
に
解
体
し
ゆ
く
源
泉
と
な
つ
た
の
で
あ
つ
て
.
家
族
と
称
す
る
社
会

単
位
は
、
も
は
や
氏
族
の
よ
う
な
、
血
縁
の
系
譜
だ
け
に
結
び
つ
い
た
社
会
組
織
で
は
な
し
に
、
同
時
に
財
産
相
続
制
と
結
び
つ
く
も
の

で
あ
つ
た
。
し
た
が
つ
て
氏
族
よ
り
家
族

へ
の
変
革
は
、
財
産
制
度

の
発
展
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。

三

社

会

階

級

社
会
階
級
は
、
生
産
手
段
の
支
配
的
な
占
有
で
あ
つ
て
、
労
働
の
占
有
か
ら
は
じ
ま
り
、
財
産

の
所
有
に
発
展
し
た
。
労
働
は
、
最
も

基
本
的
な
生
産
力
で
あ
る
が
、
生
産
方
法
の
発
展
は
、
生
産
手
段
と
し
て
の
財
産
所
有
の
発
展
に
よ
つ
て
裏
付
け

ら
れ
た
。
そ
れ
は
物
的

生
産
手
段
と
し
て
の
道
具
が
著
し
い
発
展
を
と
げ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

労
働
は
技
術
を
伴
う
け
れ
ど
も
、
労
働
が
幼
稚
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
技
術
も
幼
稚
で
あ
り
、
技
術
が
幼
稚
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
道
具

を
必
要
と
す
る
度
合
も
少
い
。

労
働
は
、
最
初
は
自
然
法
則
と
し
て
は
じ
ま

つ
た
の
で
あ
る
。
肉
体
を
生
理
的
に
動
か
す
こ
と
と
、
意
識
を
心

理
的
に
働
か
す
こ
と
で

あ

つ
た
。
労
働
が
発
達
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
意
識
に
価
値
批
判
が
加
え
ら
れ
、
技
術
に
道
具
が
必
要
と
な
つ
た
。

そ
の
道
具
の
技
術
は
、

ま
す
ま
す
発
達
し
た
し
、
意
識
も
ま
た
ま
す
ま
す
観
念
的
な
も
の
と
な
つ
た
。

し
か
し
、
か
よ
う
な
発
達
は
、
理
由
な
し
に
起
る
筈
は
な

い
の
で
あ
る
。
何
が
そ
れ
を
推
進
し
た
の
'で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
人
間
自
身

が
、
生
産
力
を
ま
す
ま
す
し
だ

い
に
多
く
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
つ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

生
産
力
が
、
ま
す
ま
す
多
く
必
要

a
な
る
理
由
は
、
決
し
て
天
変
地
異
で
は
な

い
。
何
亡
な
れ
ば
そ
れ
ぱ
偶
然
蘭

で
あ
つ
て
持
続
的
漸



進
的
原
因
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
人
ロ
増
加
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
も
な
い
。
あ
り
余
る
広
漠
な

る
原
始
野
に
、
は
た
し

て
幾
何
の
過
剰
人
ロ
が
起
り
得
よ
う
か
。
果
実
と
漁
貝
類
と
禽
獣
と
は
、
あ
り
余
る
ほ
ど
野
や
河
に
充
ち
あ

ふ
れ
て
い
る
時
代
に
、
人
ロ

が
万

一
著
し
く
膨
脹
し
た
と
仮
定
し
て
も
、
そ
れ
は
却
つ
て
人
間
の
労
働
生
産
力
の
増
加
で
あ

つ
て
、
決
し
て
労
働
の
技
術
を
能
率
化
せ

ね
ば
な
ら
な

い
よ
う
な
、

生
産
力
欠
乏
の
原
因
と
は
な
り
得
な

い
で
は
な

い
か
。

わ
れ
わ
れ
は
、

そ
の
よ
う
な
文
明
時
代
の
社
会
法
則

を
、
そ
の
ま
ま
無
批
判
に
、

こ
の
野
変
な
原
始
時
代
に
、
適
用
し
よ
う
と
し
て
は
な
ら
な

い
。

生
産
力
の
発
達
は
、
最
初
は
自
然
法
則
で
あ
つ
た
。
し
か
し
生
産
力
の
増
強
は
、
自
然
法
則
だ
け
で
は
間
に
あ

わ
な
い
よ
う
な
時
代
が

現
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
生
産
力
の
増
強
は
、
社
会
法
則
に
も
と
す
か
ね
ば
な
ら
な

い
必
要
が
起
つ
た
。
か
よ
う
な
生
産
力
の
増
強
を
必

要

と
す
る
社
会
法
則
の
発
現
は
、
何
時
で
あ
つ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
は
族
父
制
氏
族
制
度
が
、
機
能
分
化
的
生
産
関
係
を
も

つ
よ
う
に
な
つ

た
時
期
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

い
な
機
能
分
化
制
度
そ
れ
自
体
が
、
最
初
の
社
会
法
則
と
し
て
の
、
生
産
増
強
を
反
映
す
る
、
生
産
関
係

に
ほ
か
な
ら
な

い
の
で
あ

つ
た
。

族
父
的
氏
族
制
度
と
さ
も
に
発
生
し
た

一
人
の
族
長
の
過
重
な
生
産
力
の
負
担
は
、
必
然
的
に
彼
の
仕
事
を
分
担
す
る
制
度
を
必
要
と

し
た
。
そ
れ
は
ま
す
氏
族
内
部
に
起
つ
た
。
次
で
氏
族
相
互
の
間
に
起
つ
た
。
更
に
氏
族
以
外
に
ま
で
及
ん
だ
。
第

一
の
機
能
分
化
が
、

族
長
権
の
確
立
で
あ
り
、
第
二
の
機
能
分
化
が
、
氏
族
不
平
等
社
会
の
出
現
で
あ
り
、
そ
し
て
第
三
が
氏
族

に
隷
従
す
る
隷
属
人
ロ
の
発

生
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
氏
族
制
度
は
、
氏
族
平
等
性
を
失
つ
て
、
氏
族

ヒ
ー
ラ
ル
ヒ
ー
を
作
り
出
し
、
そ
の
氏
族
不

平
等
性
の
基
礎
は
、
氏

族
隷
属
人
ロ
の
数
量
と
技
能
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
た
。

母
系
的
氏
族
制
度
の
下
で
は
、
氏
族
は
相
互
に
完
全
に
平
等
で
あ
つ
て
、
何
人
も
他
人
に
隷
属
す
る
こ
と
は
な
か
つ
た
。
こ
の
段
階
の

生
産
力
は
、
各
人
の
自
分
の
労
働
に
依
存
し
た
。
嬰
児
が
母
ま
た
は
氏
族
全
体
の
…鞠
養
の
下
に
お
か
れ
た
こ
と
を
除
き
、
各
人
は
平
等
の



労
働
と
協
力
で
、
氏
族
生
活
に
必
要
な
生
産
力
を
充
分
に
充
す
こ
と
が
で
き
た
。

か
よ
う
な
各
人
の
平
等
な
労
働
に
依
存
し
た
生
産
力
ば
、
族
父
的
氏
族
制
度

の
成
立
に
よ
つ
て
不
足
を
つ
げ

る
よ
う
に
な
つ
た
。
そ
れ

は
も
は
や
平
等
な
労
働
に
よ
る
各
人
の
協
力
が
保
障
さ
れ
な
く
な
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
機
能
分
化
制
度
を
必
要
と
し
た
。
か
く
し

て
機
能
分
化
的
氏
族
制
度
が
確
立
さ
れ
、
そ
れ
は

一
人
の
族
長
の
支
配
と
、
氏
族
に
隷
属
す
る
労
働
と
か
ら
成
る
と
こ
ろ
の
氏
族

ヒ
ー
ラ

ル
ヒ
ー
の
社
会
を
作
り
出
し
た
。
族
父
的
氏
族
制
度
は
、
か
よ
う
な
組
織
を
も
つ
て
、
ま
す
そ
の
存
在
を
始
め
た
。

社
会
秩
序
は
、
こ
の
飛
躍
に
よ
つ
て
、
根
本
的
に
変
革
さ
れ
た
。
血
族
婚
姻
禁
忌
の
タ
ブ
ー
は
、

一
応
そ
の
役
割
と
目
的
と
を
完
了
し

て
、

そ
の
最
高

の
指
導
的
地
位
を
次
の
社
会
法
則
に
譲
つ
た
。

こ
こ
か
ら
始
ま
る
、

第
二
の
最
高

の
指
導
的
社
会
法
則
は
何
か
と
い
う

と
、
絶
え
す
不
足
を

つ
げ
る
生
産
力
の
増
強
が
必
要
と
な
つ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
性
生
活
の
自
然
法
則
は
、
こ
こ
で
生
産
力
の
社
会

法
則

へ
、
そ
の
指
導
性
を
、
譲
渡
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
史
的
唯
物
論
の
生
産
力
の
原
理
が
、
正
し
く
適
用
を
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
後
と

い
え
ど
も
、
社
会
を
推
進

す
る
カ
は
、
自
然
法
則
で
は
な
し
に
、
社
会
法
則
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
そ
れ
は

「道
具
」
で
は
な
し
に

「人
間
集
群
の
生
産
関
係
」
で

あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
か
ら
を

「記
録
的
歴
史
時
代
」
と
よ
ぶ
。
そ
れ
以
前
が

「原
始
時
代
」
ま
た
は

「原
始
社
会
」
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
時
期
を
劃
す
る
、
最
も
基
本
的
な
要
素
は
、
社
会
法
恥
の
う
ち
に
お
い
て
、
氏
族
的
原
理
が
、
生
産
力
的
原
理

へ
、
そ
の

支
配
性
を
譲
つ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
氏
族
制
度
の
発
展
を
た
ど
つ
て
き
た
、
わ
れ
わ
れ
の
思
索
は
、
こ
こ
で
生
産
力

の
原
理

へ
、
そ
の
視
野
を
転
換
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

今
更

こ
こ
に
改
め
て
、

史
的
唯
物
論
に
お
け
る
生
産
方
式
の
公
式
を
繰
返
す
必
要
は
な
い
が
、

「道
具
」
と

「
人
間
の
労
働
」
に
よ
つ

て
作
り
出
さ
れ
る

「
生
産
力
」
の
構
成
に
も
、
発
展
過
程
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は

『
ド
イ
ツ
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー



論
』
に
お
い
て

「
自
然
生
的
な
生
産
力
」
と

「
文
明
に
よ
つ
て
創
造
さ
れ

た

生

産

力
」
と
を
分
け
、

「
自
然

へ
包
摂
ざ
れ
た
労
働
」
と

「
労
働
に
よ
る
生
産
物

へ
包
摂
さ
れ
る
労
働
」
と
に
よ
つ
て
、
両
者
を
区
別
し
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
の
区
分
ば
、
生
産
手
段
が

「
土
地
」

で
あ
る
か
、

「資
本
」
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
わ
た
く
し
は
、

「土
地
」
よ
り
も
、
更
に
原
始
的
な
生
産
手
段
に
つ
い
て
述

べ
て
き
た
。
そ
れ
は

「
土
地
」
と
も
、
ま
た

「資
本
」
と
も
結
び
つ
か
な

い

「労
働
」
そ
れ
自
体
が
、
唯

一
の
生
産
手
段
た
る
段
階
で
あ

る
。
人
間
の
生
産
力
は
、
実
際
か
よ
う
な
形
式

で
始
ま
つ
た
。

族
父
的
氏
族
制
度

の
、
機
能
分
化
的
生
産
関
係
は
、
実
は
か
よ
う
な
、

「
土
地
」
と
も
、
ま
た
い
わ
ん
や

「資
本
」
と
も
結
び

つ
か
な

い

「
労
働
」

の
み
に
よ
る
生
産
手
段
に
依
存
し
て
い
た
。
こ
の
段
階
の
生
産
力
の
構
成
は
、
か
よ
う
な
意
味
で
、
な
お
原
始
的
で
あ
り
、

前
期
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
時
期
と
の
差
異
は
、
人
間
的
隷
属
が
発
生
し
、
隷
属
的
労
働
が
成
立
し
た
と
い
う
に

す
ぎ
な

い
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
も
と
よ
り
次
の
よ
う
な
反
論
が
提
起
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
記
録
的
歴
史
時
代
の
第

一
段
階

と
し
て
の
族
父
的
氏
族
制
度

の
時
期
は
、
事
実
上
す
で
に
遊
牧
や
定
住
農
耕
が
始
ま
つ
て
い
た
で
は
な

い
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
し

か
に
遊
牧
や
定
住
農
耕
は
、
こ
の
時
期
に
始
ま
つ
た
。
わ
た
く
し
は
、
そ
れ
を
何
ら
否
定
し
な
い
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
い
ま
だ
少
し

も
労
働
が

「
土
地
」

へ
包
摂
さ
れ
る
と
い
う
形
態
で
あ
つ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
形
態

は
、
も

つ
と
後
期
の
段
階

に
属
し
て
い
た
。

こ
の
段
階
で
は
、

用
語
の
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
、

家
畜
や
土
地
は
、

い
ま
だ
氏
族
的
占
有
の
対
象
と
な
つ
て
は

い
な

い
の
で
あ
つ

て
、
各
氏
族
の
何
れ
も
、

こ
れ
を
自
己
の
も
の
と
し
て
支
配
す
る
状
態
に
お
か
れ
て
い
な
か
つ
た
。

そ
れ
は
、

む
し
ろ
全
氏
族
た
ち
の

(
種
族
に
代
つ
た
民
族
の
)
共
同
的
領
有
の
対
象
で
あ
り
、
氏
族
に
よ
る
分
割
的
占
有
は
、
存
在
し
な
か
つ
た
。

こ
の
時
代
の
生
産
力
は
、
し
か
ら
ば
何
に
依
存
し
た
か
と
い
え
ば
、
も
つ
ば
ら
、
労
働
の
占
有
に
依
存
し
た
の
で
あ
つ
て
、
し
か
も
、



そ
の
労
働
は
、
特
定
の
技
術
に
結
び
つ
い
た
機
能
分
化
的
労
働
で
あ
る
か
ら
、
か
よ
う
な
労
働
力
を
よ
り
多
く
占
有
ず
る
こ
と
が
、
生
産

力
を
増
強
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
つ
た
。
そ
の
労
働
の
定
着
す
る
土
地
の
占
有
が
行
わ
れ
、
家
畜
そ
の
も
の
が
占
有
の
対
象
に
な
つ
た
の
は
、

次
の
段
階
で
あ
つ
た
と

い
う
こ
と
が
、
歴
史
的
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
族
父
的
氏
族
制
度
は
、
遊
牧
や
定
住
農
耕
を
も
た
な
い
わ
け
で

は
な
い
が
、
そ
れ
が
家
畜
や
土
地
の
財
産
所
有
形
態
と
結
び
つ
く
た
め
に
は
、
氏
族
制
度
の
崩
壌
を
必
要
と
し
た

の
で
あ
る
。

族
父
的
氏
族
制
度

の
始
期
を
、
遊
牧
の
成
立
や
、
定
住
農
耕
の
確
立
に
結
び

つ
け
た
の
は
、
第
十
八
世
紀
に
お
け
る
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ

ト
の
社
会
史
理
論

い
ら
い
の
誤
謬
の
踏
襲
な
の
で
あ
つ
て
、
古
代
史
的
研
究
や
、
原
始
社
会
の
研
究
は
、
そ
の
後

は
る
か
に
発
達
し
た
。

わ
た
く
し
は
、
そ
の
例
証
と
し
て
、
国
史
に
お
け
る
大
化
改
薪
を
中
心
と
す
る
、
前
時
期
と
後
時
期
と
を
挙
げ
た

い
。
そ
の
前
期
に
お
い

て
、
土
地
の
領
有
が
発
展
し
て
き
た

こ
と
は
、
決
し
て
原
始
的
な
現
象
で
は
な
か
つ
た
。
し
た
が
つ
て
土
地
を
氏
族
の
集
中
的
占
有
か
ら

解
放
す
る
こ
と
が
、
こ
の
改
新
の
目
的
と
な
つ
た
の
で
あ
ぢ
。
そ
こ
で
何
故
、
土
地
の
領
有
が
否
定
さ
れ
た
か
と

い
う
と
、
品
部
や
部
曲

の
占
有
の
発
展
が
、
不
法
な
土
地
の
領
有

へ
転
化
し
、
土
地
直
有
の
発
展
が
氏
族
制
度
を
矛
盾
に
追

い
込
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
大
化

改
新
前
期
の
族
父
的
氏
族
制
度
の
社
会
的
基
礎
は
、
本
来
、
品
部

・
部
曲
の
氏
族
的
労
働
支
配

い
が
い
の
何
も
の
で
も
な
か
つ
た
の
で
あ

る
。

ア
テ
ネ
に
お
い
て
は
、
ソ

ロ
ン
の
改
革
、

ロ
ー

マ
市
に
お
い
て
は
セ
ル
ヴ
ィ
ウ
ス
の
改
革
に
よ
つ
て
点
土
地

の
領
有
が
合
法
的
に
確

立
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
テ
シ
ウ

ス
の
改
革
に
お
い
て
、

ア
テ
ネ
に
は
、
機
能
分
化
的
氏
族
制
度

が
、
よ
り
古
代
に
存
在

し

て
い
た

こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
機
能
分
化
的
氏
族
制
度
の
段
階
に
お
け
る
農
業
生
産
は
、
た
だ

一
つ
の
機
能
部
門
と
し
て
営
ま
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
当
時
食
糧
生

産
力
が
な
お
豊
富
で
あ
り
、
全
体
の
生
産
力
は
十
分
に
、
他
の
生
産
部
門
に
向
け
得
る
余
裕
を
も
つ
て
い
た
こ
と
を
推
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

こ
の
食
糧
生
産
力
は
、
氏
族

に
隷
属
す
る
機
能
労
働
人
口
が
ま
す
ま
す
増
加
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
,し
だ
い
に
欠
乏
を
つ
げ
る
よ
う
に



な
つ
た
。
か
く
し
て
、
は
じ
め
て
機
能
分
化
的
労
働
の
占
有
の
崩
壌
と
、
土
地
領
有
制
の
発
展
が
、
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。
そ
れ
は

記
録
的
歴
史
時
代
の
第
二
段
階
で
あ
つ
て
、
從
来
、
こ
れ
を
そ
の
第

一
段
階
と
考
え
て
き
た
の
は
、
誤
謬
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。

氏
族
不
平
等
関
係
の
発
展
が
、
す
な
わ
ち
最
初
の
社
会
階
級

の
成
立
を
意
味
す
る
。
故
に
、
最
初
の
社
会
階
級
は
、
氏
族
制
度
に
結
び

つ
い
て
成
立
し
た
。
し
た
が
つ
て
、
そ
の
社
会
階
級
は
、
血
縁
的
対
立
に
お
い
て
現
わ
れ
て
く
る
。
或
る
血
縁
に
属
す
る
も
の
は
す
べ
て

支
配
的
地
位
を
有
し
、
或
る
血
縁
に
属
す
る
も
の
は
す
べ
て
支
配
さ
れ
る
地
位

に
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
間
に
支
配
と
被
支
配
の
階

層
が
、
氏
族
的
血
縁
的
に
構
成
さ
れ
、
こ
こ
か
ら
出
身
と
門
地
の
貴
賎
の
ヒ
ー
ラ
ル
ヒ
ー
が
生
じ
て
く
る
。
出
身
と
門
地
の
明
ら
か
で
な

い
も
の
は
、
最
も
卑
賎
で
あ
つ
て
、
全
く
最
下
の
隷
属
的
階
層
を
構
成
す
る
。

氏
族
制
度
の
社
会
に
、
門
地
や
出
身
の
血
統
が
明
ら
か
で
な
い
者
が
存
在
す
る
と

い
う
こ
と
は
、

一
つ
の
矛
盾
で
あ
る
が
、
そ
れ
ば
族

父
的
氏
族
制
度
下
の
、
経
済
生
活
の
出
現
に
よ
つ
て
発
生
し
た
。

母
系
的
氏
族
制
度
下
に
は
、

「採
集
生
活
」
が
あ
つ
た
だ
け
で

「経
済
生
活
」
は
存
在
し
な
か
つ
た
。
経
済

的
な
、
こ
の
新
し
い
生
活

様
式
は
、

族
父
的
氏
族
制
度

の
機
能
分
化
に
よ
つ
て
初
め
て
作
り
出
さ
れ
た
。

社
会
的
機
能
分
化
は
、

他
人
の
た
め
の
余
剰
生
産

・
交

易

・
市
揚
の
発
達
を
う
な
が
し
、
交
換
価
値
関
係
を
成
立
せ
し
め
た
。
そ
れ
が
経
済
生
活
で
あ
る
。

、も
と
よ
り
そ
れ
は
生
産
物
の
蓄
積
を

必
要
と
し
、
生
産
手
段
の
占
有
を
発
展
せ
し
め
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
同
時
に
財
産
制
度
の
源
泉
で
は
あ
る
が
、

い
ま
だ
生
産
物
の
蓄

積
は
乏
し
く
、
生
産
手
段
は
主
と
し
て
な
お
労
働
に
依
存
し
た
。

マ
ル
ク

ス
は
、
『
ド
イ
ツ
ィ
ヂ
オ

ロ
ギ
ー
』
『
共
産
党
宣
言
』
『資
本
制
生
産
に
先
行
す

る
諸
形
態
』
『経
済
学
批
判
序
説
』
ま
た
は

『
資

本
論
』
な
ど
に
お
い
て
、
歴
史
発
展
の
基
本
的
要
素
を
、
財
産
の
成
立
に
求
め
て
い
る
。

エ
ン
ゲ
ル
ス
の

『家

族

・
私
有
財
産

お
よ
び
国

家
の
起
源
』
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
財
産
制
度
の
、
い
ろ

い
ろ
の
形
態
の
発
展
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
歴
史
的
社

会
形
態
の
規
定
を
求
め
て
い
る
。
も
と
よ
り
こ
の
理
論
は
、
史
的
唯
物
論
の
公
式
が
、
生
産
力
の
変
化
に
基
礎
を
求
め
る
立
場
と
結
び
つ



き
、
生
産
手
段
の
占
有
が
、
最
も
重
要
な
原
因
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
く
る
、
極
め
て
合
理
的
な
見
解
で
は
あ

る
が
、
生
産
手
段

の
占
有
は
、
生
産
力
を
保
障
し
、
増
強
し
、
ま
た
は
補
充
し
よ
う
と
す
る
要
求
か
ら
う
な
が
さ
れ
て
起
る
の
で
あ

つ
て
、
そ
こ
に
は
、
更

に
よ
り
基
本
的
な
原
因
が
存
在
し
て
い
る
。

も
と
よ
り
こ
の
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
、

更
に

「道
具
」
(生
産
要
具
)
の
絶
え
ざ
る
発
展
と
い
う

基
本
的
な
見
解
が
あ
り
、
こ
れ

が
史
的
唯
物
論
の
、
最
後

の
歴
史
的
法
則
性
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な

い
が
、
そ
こ
で
主
張
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
「道
具
」

の
構
成
す
る
生
産
力
の
う
ち

へ
、
人
間
労
働
そ
の
も
の
を
包
容
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
道
具
の
発
展
を
作
り
出
す
人
間
的
要
素
が
無
視
さ

れ

て
い
る
こ
と
は
、
正
し
く
な

い
。
社
会
法
則
の
第

一
原
因
は
、
常
に
人
間
の
存
在

で
あ
る
。

道
具
ぱ
、
決
し
て
そ
れ
自
ら
に
お
い
て
発
展
す
る
も
の
で
な
し
に
、
人
間
の
要
求
に
よ
つ
て
発
展
せ
し
め
ら
れ

る
。
人
間
の
要
求
な
し

に
、
道
具
の
発
展
は
な

い
。
し
た
が
つ
て
、
道
具
の
発
展
を
支
配
す
る
人
間
の
要
求
は
何
か
、
と

い
う
問
題
を
解
決
す
る
必
要
が
あ
る
の

で
あ
つ
て
、
そ
れ
は

「生
産
力
の
欠
乏
」
で
あ
る
と
、
わ
た
く
し
は
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
欠
乏
が
、
族
父
的
氏
族
制
度
下
に

お
け

る
機
能
分
化
に
お

い
て
、
は
じ
め
て
反
映
し
て
く
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

財
産
制
度
は
、

一
応
、
生
産
手
段
の
不
平
等
な
占
有
と
し
て
成
立
し
て
き
た
の
で
あ

る
が
、
占
有
の
対
象
と
せ
ら
れ
る
生
産
手
段
は
、

絶

え
す
欠
乏
す
る
生
産
力
を
補
充
す
る
に
役
立
つ
よ
う
な
、
絶
え
す
改
良
せ
ら
れ
る
生
産
手
段
で
あ
つ
て
、
道
具
そ
の
も
の
の
発
達
と
結

び

つ
い
た
道
具
の
占
有
で
あ
る
。

し
た
が
つ
て
、
そ
の
占
有
が
、
生
産
力
を
補
強
す
る
の
に
役
立
た
な

い
な
ら
ば
、
か
よ
う
な
生
産
手
段
の
占
有
は
起
ら
な

い
か
、
或
は

絶

え
す
廃
棄
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
財
産
の
対
象
は
、
し
た
が
つ
て
、
常
に
必
す
し
も
同

一
で
ぱ
な

い
の
で
あ
る
。

故
に
、
人
間
は
、
生
産
力
の
欠
乏
す
る
場
合

に
、
生
産
手
段
の
占
有
を
欲
す
る
だ
け
で
な
し
に
、
そ
の
占
有
の
目
的
で
あ
る
生
産
手
段

の
選
択
を
必
要
と
す
る
。
か
よ
う
な
二
重
の
関
係
に
お
い
て
、
・人
間
は
生
産
手
段
を
支
配
し
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
か
よ
う
に
決
定
さ
れ



た
生
産
手
段
が
、
更
に
人
間
と
人
間
集
群
の
存
在
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
生
産
手
段
に
対
す
る
人
間
め
、
二
つ
め
異
つ
た
立

場

が
現
わ
れ

る
。
生
産
手
段
の
占
有
者
た
る
人
間
は
、
か
よ
う
に
生
産
手
段
を
支
配
す
る
け
れ
ど
も
、
他
方
に
お

い
て

「道
具
」
は

「
労

働
」
に
ょ
つ
て
使
用
さ
れ
、

「労
働
」
を
規
定
す
る
。
し
か
も
、
そ
の
労
働
は
、
占
有
の
対
象
と
し
て
、
更
に
社
会
的
に
規
定
さ
れ
る
。

母
系
的
氏
族
制
度
の
段
階
で
は
、
し
か
し
、
か
よ
う
な
人
間
の
、
二
つ
の
異

つ
た
立
場

は
存
在
し
な

い
。
彼
ら

の
労
働
は
、
他
人
の
占

有
の
対
象
で
な
し
に
、

「道
具
」
も
ま
た
自
分
の
生
産
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て

「道
具
」
の
占
有
が
、
財
産
制
度
を
発
展

せ
し
め
る
と

い
う
こ
と
は
、

「道
具
」
と

「
労
働
」
の
関
係
の
ほ
か
に
、
更

に
、
そ
の
道
具
と
労
働
を
対
象
と
す

る
、
人
と
人
と
の
人
間

関
係
が
現
わ
れ
て
き
た

こ
と
を
意
味
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
財
産
は
、
生
産
手
段
と
そ
の
占
有
者
と
の
関
係
で
は
な
し
に
、
生
産
力
の
占

有
を
め
ぐ
る
多
数
人
間
の
社
会
集
団
関
係
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
財
産
制
度
は
、
社
会
制
度
と
結
び
つ
か
す
に
は
存
在
し
な

い
。

そ
の
こ
と
ば
、

マ
ル
ク
ス
も
認
め
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
氏
族
制
度
に
は
、
そ
れ
に
相
応
す
る
固
有
の
財
産
制
度
が
存
在
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
母
系
的
段
階
で
は
、
財
産
は
存
在
し
な
い
が
、
族
父
的
段
階
で
は
、
ど
の
よ
う
な
財
産
制
度
が
存
在

す
る
の
か
。
そ
れ
は
前

述
の
よ
う
に
、
機
能
労
働
そ
の
も
の
の
氏
族
的
占
有
で
あ
る
。

最
初
ば
、
氏
族
的
血
統
の
明
ら
か
で
な

い
外
来
者

(邦
語
で
は
、
外
蕃
と

い
う
。
)
が
、

そ
の
占
有
労
働
の
対
象
と
な
る
。
次
は
、
戦

争

に
よ
る
捕
虜
で
あ
る
。
(戦
闘

が
始
ま
る
。)
第
三
は
重
犯
罪
を
犯
し
た
氏
族
全
員
で
あ
る
。
(
犯
罪
と
権
力
的
処
罰
が
始
ま
る
。)
か
よ

う
な
隷
属
階
層
は
、
族
父
的
氏
族
制
度
下
の
経
済
生
活
の
発
展
の
結
果
、
ま
す
ま
す
増
加
す
る
。

か
よ
う
な
発
展
は
、
も
と
よ
り
、
経
済
生
産
の
矛
盾
の
深
化
に
支
配
さ
れ
る
。

一
方
で
は
生
産
力
の
欠
乏
ー

他
方
で
は
生
産
力
増
強

の
要
求
に
よ
つ
て
、
隷
属
階
層
は
、
絶
え
す
増
加
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
段
階
の
機
能
分
化
的
労
働
の
占
有
は
、
し
か
し
、

い
ま
だ
決
し
て
氏
族
的
財
産
を
作
り
出
す
も
の
で
は
な

い
。
…機
能
分
化
的
労
働

と
し
て
の
生
産
手
段
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
経
済
的
要
求
を
充
さ
な
い
。
機
能
労
働
は
、
お
互
に
他
の
機
能
労
働

に
依
存
性
を
も
つ
の
で



あ
つ
て
、
現
在
の
資
本
主
義
的
生
産
過
程
に
お
け
る
分
業
と
同
じ
よ
う
に
、

一
〇
の
製
造
工
程
と
し
て
の

一
分
業

部
門
は
、
社
会
的
な
自

立
的
存
在
を
も
た
す
、

一
貫
工
程
に
綜
合
さ
れ
て
、
は
じ
め
て
自
立
的
と
な
る
。

各
氏
族
的
機
能
労
働
は
、
こ
の
分
業
と
同
じ
よ
う
に
、
社
会
的
に
綜
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
生
産
目
的
た

る
需
要
の
満
足
を
達
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
各
々
氏
族
的
に
分
散
し
て
自
立
す

る
こ
と
は
で
き
な

い
で
、
統

一
的
に
集
合

化
さ
れ
ね
ば
な

ら
な

い
。
故
に
、
そ
の
固
有
の
社
会
関
係
は
、
氏
族
的
機
能
労
働
の
社
会
共
有
制
で
あ
る
q
各
氏
族
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
的
機
能
労
働
を

部
門
的
に
支
配
し
、
そ
れ
に
必
要
な
生
産
を
分
担
し
つ
つ
、
社
会
全
体
に
奉
仕
し
な
け
れ
ば
、
各
氏
族
そ
れ
自
体

の
生
存
を
維
持
す
る
こ

と
は
で
き
な

い
。
と
く
に
そ
こ
に
ぱ
、
資
本
と
か
、
地
代
と
か
い
う
よ
う
な
、
経
済
的
支
配
手
段
が
存
在
し
て

い
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、

他
の
氏
族
的
機
能
部
門
を
も
遍
く
支
配
す
る
た
め
の
共
通
の
経
済
的
基
礎
が
欠
げ
て
い
る
。

こ
の
段
階
の
階
級
的
支
配
は
、
い
ま
だ
直
接
の
人
間
的
支
配
に
よ
つ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、

「
経
済
外
的
」
支
配
で

あ
る
。
機
能
労
働
の
氏
族
的
占
有
は
、
直
接
の
生
産
力
の
占
有
で
あ
つ
て
、
資
本
や
地
代
の
よ
う
な
、
経
済
的
占
有
で
は
な

い
。
も
と
よ

り
、
そ
れ
を

「経
済
外
的
」
と
よ
ぶ
こ
と
が
妥
当
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
が
、
資
本
や
地
代
に
よ
る
支
配
で
な
し
に
、
入
間
の
、
直
接

的
な
、
人
間
に
対
す
る
支
配
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、

一
応
か
よ
う
な
用
語
を
も
つ
て
表
現
す
る
。

か
よ
う
な
支
配
関
係
を
可
能
に
す
る
基
礎
は
、
血
の
伝
統
と
、
そ
れ
を
権
威
化
す
る
政
治
権
力
の
出
現
で
あ
る
。

か
よ
う
な
意
味
で
、
最
初
の
政
治
権
力
に
支
え
ら
れ
た
氏
族
的
社
会
階
級
性
が
、
「
氏
姓
階
級
(
c
a
s
t
e
)と
よ
ば
れ
る
。

氏
姓
階
級
は
、
氏
族
不
平
等
性
の
う
え
に
確
立
さ
れ
る
。
そ
の
不
平
等
を
規
定
す
る
も
の
は
、
機
能
労
働
の
社
会
的
性
質
で
あ
つ
て
、

有
利
な
機
能
労
働
は
よ
り
支
配
的
な
地
位
を
作
り
上
げ
、
そ
れ
は
機
能
労
働
に
対
す
る
、
よ
り
有
力
な
労
働
の
占
有
支
配
者
と
な
り
、
他

を
制
圧
す
る
こ
と
に
な
る
。
か
よ
う
な
支
配
的
氏
族
に
は
、
更
に
氏
族
に
属
し
な

い
、
外
来
お
よ
び
被
征
服
人
口
が
、
よ
り
多
く
隷
属
し
、

ま
す
ま
す
そ
の
支
配
を
増
長
せ
し
め
る
。
そ
の
こ
さ
は
生
産
力
の
集
中
的
古
有
の
発
展
で
あ

つ
て
、
同
時
に
、
社

会
的
に
は
、
生
産
力
の



一
般
的
欠
乏
を
も
ち
来
す
こ
と
と
な
り
、
氏
姓
階
級
の
自
壊
作
用
を
う
な
が
す
こ
と
に
な
り
、
遂
に
、
氏
族
制
度

そ
の
も
の
を
崩
壊
に
み

ち
び
き
、
次
の
新
し
い
位
階
階
級
制
度
(
r
a
n
k
)の
発
展
を
う
な
が
す

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

四

民

族

母
系
的
氏
族
制
度
に
代
る
族
父
的
氏
族
制
度

の
出
現
は
、
種
族
を
崩
壊
せ
し
め
る
。
種
族
は
、
血
縁
の
系
譜
を
守
り
、
血
族
婚
姻
の
禁

忌
を
保
障
す
る
た
め
の
組
織
と
し
て
発
達
し
た
。
し
か
る
に
族
父
的
氏
族
制
度
は
、
な
お
血
縁
制
度
と
し
て
の
氏
族
制
度
を
温
存
し
な
が

ら
、
す
で
に
、
血
族
婚
姻
禁
忌
の
規
定
を
完
成
し
、
も
は
や
血
族
婚
姻
禁
忌
の
タ
ブ
ー
を
必
要
と
し
な

い
段
階
に
達
し
た
。
血
族
婚
姻
の

禁
忌
は
、
も
は
や
タ
ブ
ー
を
必
要
と
せ
す
、
新
し
く
確
立
し
た
族
長
権
に
よ
つ
て
保
障
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。

そ
れ
と
同
時
に
、
族
父
的
氏
族
制
度
の
社
会
に
は
、
す
で
に
旧
種
族
外
か
ら
の
異
種
族
の
族
員
が
新
に
参
加
し
、
ま
た
族
性
の
明
ら
か

で
な

い
雑
多
な
人

ロ
が
流
入
す
る
よ
う
に
な
つ
た
。
そ
う
い
う
現
象
は
、

も
と
よ
り
、

交
易
経
済
や

交
通

の
発
達
し
た

と
こ
ろ
に
お
い

て
、
と
く
に
著
し
く
起
り
、
交
易
市
場
に
お
い
て
ば
、
と
く
に
か
よ
う
な
異
種
族
の
混
合
と
、
種
族
共
同
体
の
混
乱
が
甚
し
く
起
つ
た
。

農
村
が
い
つ
ま
で
も
血
統
の
伝
統
を
保
有
す
る
の
に
反
し
て
、
商
業
都
市
が
、
か
よ
う
な
伝
統
を
も
つ
こ
と
の
少

い
と
い
う
の
は
、実
に
、

交
易
経
済

の
頻
繁
と
発
達
に
関
係
す

る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
理
由
に
よ
つ
て
、
交
易
経
済
の
発
達
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
種
族
は
早
く
解
体
を
ぱ
じ
め
る
。
或
る
と
こ
ろ
で
は
、

種
族
生
活
が
久
し
く
後
期
に
い
た
る
ま
で
残
存
し
、
ま
た
他
の
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
が
早
期
に
解
体
し
た
と
い
う
の
は
、
か
よ
う
な
理
由

に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
故
に
、
族
父
的
氏
族
制
度
の
成
立
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
、
す
で
に
種
族
生
活
を
解
体
せ
し
め
る
要
素
を
内
包
し
て

い
る
が
、
更
に
、
交
易
経
済
が
そ
の
中
に
ど
の
程
度

に
発
達
し
て
き
た
か
に
よ
つ
て
、
種
族
生
活
の
解
体
の
程
度

が
決
定
せ
ら
れ
る
。
そ

の
こ
と
が
、

一
方
で
は
氏
族
制
度

の
構
成
内
容
を
規
定
も
、
他
方
で
は
種
族
に
代

る
新
し
い
共
同
体
と
し
て
の
民
族
の
発
生
の
程
度
を
規



定
す
る
。

種
族
は
、

血
縁
と
性
生
活
の
組
織
と
し
て
存
続
し
た
の
で
あ
る

が
、

民
族
は
、
経
済
生
活
の
共
同
体
と
し
て
成
立
し
た
。

し
た
が
つ

て
、
種
族
は
同

一
血
族
集
団
の
近
親
血
族
婚
姻
禁
忌
の
組
織
と
し
て
、
か
つ
そ
れ
を
反
映
す
る
共
同
意
識
と
し
て

成

立

し

た
の
で
あ
る

が
、
民
族
は
、
経
済
生
活
共
同
体
と
し
て
、
か
つ
そ
れ
を
反
映
す
る
共
同
意
識
と
し
て
成
立
し
た
。

と
く
に
、
最
初
の
民
族
共
同
体
は
、
氏
族
的
機
能
分
化
社
会
の
う
え
に
成
立
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
民
族
は
、

一
応
必
要
な
、

一
通
り

の
社
会
機
能
を
内
包
す
る
自
立
的
生
産
共
同
体
と
し
て
成
立
し
た
。
民
族
は
常
に
、
そ
の
内
部
に
経
済
自
立
的
基
礎
を
も
た
ね
ば
な
ら
な

い
。
少
く
も
そ
れ
を
も

つ
こ
と
を
絶
対
的
要
求
と
し
て
存
在
す
る
必
要

が
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
必
要
な
あ
ら
ゆ

る
社
会
機
能
が
内
包
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
し
、
ま
た
そ
れ
を
も
つ
こ
と
を
要
求
す
る
。

も
と
よ
り
、

種
族
共
同
体
は
す
で
に
、

一
つ
の
自
立
的
共
同
体
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
血
縁
と
性
生
活
に
基
礎
を
お

い
て
い
る
の
に
反

し
、
民
族
共
同
体
は
、
経
済
生
活
の
共
同
性
に
基
礎
を
お
い
て
い
る
。
故
に
そ
こ
に
は
、
血
統
人
種

の
異
る
異
種

族
の
共
同
性
が
成
り
立

つ
て
い
る
。

一
つ
の
民
族
の
存
立
の
限
界
は
、
民
族
意
識
の
同

一
性
で
あ
る
が
、
こ
の
同

一
意
識
は
、
経
済
生
活
上
の
社
会
的
共
同
性
を

反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。

最
初
の
民
族
共
同
体
は
、
族
父
的
氏
族
制
度
の
う
え
に
立

つ
て
い
る
か
ら
、
族
長
権
に
よ
つ
て
基
礎
づ
け
ら
れ

た
、
最
も
支
配
的
な
氏

族
の
族
長
の
支
配
に
よ
つ
て
統

一
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
氏
姓
階
級
が
反
映
す
る
。

氏
姓
階
級
を
内
包
す
る
こ
の
第
一
の
民
族
共
同
体

は
、
氏
姓
階
級
的
支
配
の
共
同
体
で
あ
り
、
そ
れ
は
族
長
的
君
主
政
治
(
p
a
t
r
i
a
r
c
h
a
l
 
m
o
n
a
r
c
h
y
)

で
あ
る
。

民
族
共
同
体
は
、
種
族
共
同
体
と
異
り
、
か
よ
う
に
す
で
に
政
治
社
会

で
あ
り
、
政
治
権
力
的
支
配
に
よ
つ
て
統

一
さ
れ
た
共
同
体
で

あ
る
。
そ
の
民
族
共
同
体
が
、
対
立
す
る
他
の
い
か
な
る
民
族
共
同
体
か
ら
も
、
恒
常
的
に
、
政
治
権
力
的
支
配
の
下
に
お
か
れ
て
い
な

い
場
合

に
1

自
立
的
な
政
治
権
力
的
共
同
体
で
あ
る
場
合

に
、
そ
れ
が
国
家
で
あ
る
。
も
と
よ
り
数
個
の
民
族
土
ハ同
体
が
、
一

つ
の
国



家
を
作
る
し
と
も
で
き
る
。
最
初
の
国
家
は
都
市
国
家
で
あ
つ
た
。
交
易
市
場
と
し
て
発
展
し
た
都
市
に
お
い
て
は
、

機
能
分
化
祉
会
の

発
達
が
著
し
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
農
村
は
反
対
の
意
味

で
、
停
滞
し
、
却
つ
て
都
市
か
ら
支
配
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
農
村
は
、
し
た
が

つ
て
比
較
的
永
く
、
国
家
に
ま
で
自
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。
す
で
に
族
父
的
氏
族
制
度
に
ま
で
発
達
し
な
が
ら
、
な
お
民
族
と

し
て
明
確
な
発
展
を
と
げ
る
こ
と
な
く
、
し
た
が
つ
て
、
統

一
自
立
的
な
政
治
権
力
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
す

、
な
お
村
落
共
同
体
と

し
て
停
滞
的
な
存
在
を
持
続
し
て
い
る
種
族
と
民
族
の
中
間
的
形
態
を
、
わ
れ
わ
れ
は
後
期
の
歴
史
的
段
階
に
お

い
て
す
ら
見
出
す
こ
と

が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
か
よ
う
な
種
族
か
ら
民
族

へ
の
社
会
的
発
展
の
過
渡
期
に
お

い
て
、
交
易
経
済

の
未
分
化
の
た
め
に
、
停

滞
し
て
い
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

民
族
共
同
体
の
規
範
は
、
も
は
や
タ
ブ
ー
で
な
し
に
法
で
あ
る
。

タ
ブ
ー
は
宗
教
的
原
始
信
仰
に
よ
つ
て
そ
の
権
威
を
与
え
ら
れ
て
い

る
が
、
法
は
民
族
意
識
を
反
映
す
る
政
治
権
力
に
よ
つ
て
強
制
的
に
保
障
さ
れ
て
い
る
。

法
は
集
団
統

一
目
的
を
表
現
す
る
社
会
規
範
で
あ
る
が
、
社
会
に
は
、

い
ろ
い
ろ
異
る
集
団
が
あ
り
、
そ
れ
ら

の
集
団
目
的
は
い
ろ

い

ろ
異
る
方
式

で
決
定
さ
れ
、
し
た
が
つ
て
、
社
会

に
は

い
ろ

い
ろ
の
異
つ
た
種
類
の
法
が
あ
る
が
、
民
族
共
同
体
の
法
は
、
民
族
共
同
体

の
統

一
意
識
の
反
映
で
あ
り
な
が
ら
、
当
然
、
民
族
社
会
に
は
必
然
的
に
内
包

さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
そ
れ
ら
の
社
会
階
級
性
を
反
映
せ
す

に
は
、
存
在
し
な

い
。
民
族
共
同
体
は
、
か
よ
う
に
常

に
、
社
会
階
級
の
対
立
を
内
包
し
て
い
る
か
ら
、
民
族
意
識
に
は
、
社
会
階
級
性

を
含
ま
な
い
意
識
は
、
あ
り
得
な

い
の
で
あ
つ
て
、
民
族
的
共
同
意
識
は
、
階
級
的
支
配
意
識
に
よ
つ
て
規
定
せ
ら
れ
る
。
民
族
共
同
体

の
法
は
し
た
が
つ
て
、
か
よ
う
に
、
民
族
的
共
同
意
識
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
階
級
的
支
配
意
識
で
あ
る
。

そ
こ
に
民
族
共
同
体
に
お
け
る
法
の
権
力
的
基
礎
が
あ
り
、
法

の
強
制
力
の
根
拠
が
あ
る
。
民
族
共
同
体
の
法
は
、
他
の
法
と
異
り
、

か
く
し
て
法
そ
れ
自
体
と
し
て
強
制
力
を
も
ち
、
権
力
支
配
性
を
も
つ
の
で
あ
る
。

最
初
の
民
族
共
同
体
は
、

氏
族
的
法
秩
序
を
・も
ち
、

氏
姓
階
級
性
に
よ
つ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
、

族
長
的
権
力
支
配
の
上
に
立
つ
て
い



る
。
そ
れ
は
族
長
権
的
支
配
の
秩
序
で
あ

る
が
、
ま
た
同
時
に
、
機
能
分
化
的
生
産
方
式
の
秩
序
で
あ
つ
て
、
氏

族
的
機
能
分
化
的
社
会

制
度
の
規
定
の
保
障
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
国
家
は
、
「氏
族
的
国
家
」
で
あ
る
。
決
し
て
そ
れ
は

「種
族
国
家
」
(
t
r
i
b
a
l
 
s
t
a
t
e
,

s
t
a
m
m
s
t
a
a
t
)

で
は
な

い
。
国
家
ぱ
、
常
に
種
族
の
上
に
存
在
し
な

い
で
、
民
族
の
上
に
存
在
し
て
い
る
。

マ
ル
ク
ス
理
論
に
お
い
て
は
、
決
し
て
こ
の
民
族
的
要
素
が
、
全
く
無
視
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
カ
ア
ル
ーー

マ
ル
ク
ス
は
、
そ

の
著

『
資
本
制
生
産
に
先
行
す
る
諸
形
態
』
(
F
o
r
m
e
n
,
 
d
i
e
 
d
e
r
 
k
a
p
i
t
a
l
i
s
t
i
s
c
h
e
n
 
P
r
o
d
u
k
t
i
o
n
 
v
o
r
h
e
r
g
e
h
e
n
.
)

に
お

い
て

は
、
民
族
と
し
て
の
統

一
体
の
社
会
的
基
礎
づ
け
に
論
及
し
な

い
で
、

「
公
共
組
織
」
の
観
念
を
提
出
し
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
ま
す

家
族
を
あ
げ
、
次

に

「
家
族
間
の
交
婚
を
通
じ
て
種
族
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
家
族
集
団
」
を
あ
げ
、
そ
し
て
、
種
族
の
集
合
体
と
し
て
の

「
数
種
族
の
結
合
体
」
が
、

「
公
共
組
織
」
(
G
e
m
e
i
n
w
e
s
e
n
)

で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、

そ
こ
に
は
二
つ
の
点

に
お
い
て
説
明

が
不
十
分
で
あ
る
。
第

一
は
種
族
に
ま
で
集
合
し
た
も
の
が

「
家
族
」
(
F
a
m
i
l
i
e
)

で
は
な
し
に

「
氏
族
」
(
K
l
a
n
)で
な
く
て
は
な
ら

な

い
こ
と
、
第
二
に
、
「数
種
族
の
結
合
体
」
を
成
立
せ
し
め
る
社
会
的
原
動
力
が
、

い
ぜ
ん
と
し
て
家
族
の
延
長
と
し
て
1

血
縁
関

係
と
し
て
1

説
か
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
社
会
的
基
礎
の
説
明
が
欠
け
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら

マ
ル
ク
ス
理
論
に
お
け

る

「
民
族
」

へ
の

一
般
的
無
理
解

が
生
じ
て
く
る
。

す
な
わ
ち
、

こ
の

「
公
共
組
織
」

と
し
て
の

「
数
種
族
の
結
合
体
」
が
、

い
か
な
る
社
会
的
統

一
力
に
よ
つ
て
結
合
せ
ら
れ
て
い
る
か
を
何
ら
説
明
す
る
こ
と
な
し
に
、

こ
の

「
公
共

組
織
」
を
常
識
的
に
提
出
し
て
い
る
だ
け

で
、
そ
の
基
礎
の
説
明
が
な
さ
れ
て

い
な

い
。

し
か
る
に
、
他
方
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
ぱ
、
リ
ャ
ザ
ノ
ブ
編
集
の

『
マ
ル
ク

ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
・
ア
ル
ヒ
ー
ブ
』
に
収
め
ら
れ
た

『ド

イ
ツ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』-
(
『
フ
オ
ィ
エ
ル
バ
ッ

ハ
論
』
)
の
遺
稿
に
お
い
て
、
社
会
階
級
と

「
民
族
」
(
N
a
t
i
o
n
)
に
つ
い
て
説

い
て
い
る

が
、
そ
れ
は
民
族
意
識
の
成
立
を
、
階
級
矛
盾
の
統

一
性
と
し
な
が
ら
、
民
族
意
識
そ
の
も
の
を
、
他
の
民
族
意

識
と
の
矛
盾
対
立
か
ら

生
す
る
社
会
意
識
と
し
て
説

い
て
い
る
。

そ
れ
を

マ
ル
ク
ス
は
当
然

㌔
公
共
組
織
」

の
社
会
的
基
礎
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
筈
で
あ



る
。

マ
ル
ク
ス
の
そ
の
点
の
突
込
み
方
が
不
足
し
て
い
る
。
(
第
一
巻
・

二
四
八
-
九
頁
)

マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
遺
稿
に
お
い
て
、
歴
史
発
展
の
始
動
力
を

「
生
活
の
生
産
」
(
P
r
o
d
u
k
t
i
o
n
 
d
e
s
 
L
e
b
e
n
s
)

に
求
め
て
い
る
。
す

な
わ
ち
人
類

の
歴
史

の
最
初
の
前
提
は
、
「
生
け
る
人
間
各
人
の
生
存
」
で
あ
つ
て
、
そ
れ
を
ま
す

「
自
然
的
関
係
」
と

「
社
会
的
関
係
」

と
に
分
け

て
、
各
個
人
の
社
会
的
相
互
関
係
、
す
な
わ
ち
各
人
の
相
互
的
影
響
の
方
式
が
、
生
産
力
を
規
定
す
る

こ
と
を
述
べ
つ
つ
、
人

口
の
増
殖
と
、
財
産

の
発
生
と
に
、
古
代
社
会
に
お
け

る
社
会
的
…機
能
分
化
発
生
の
原
因
を
求
め
た
。
ま
す
機
能
分
化
は
、
家
族
の
内
部

か
ら
始
ま
つ
て
社
会
に
波
及
す

る
と
い
い
、
そ
れ
が
財
産
所
有
と
、
社
会
階
級
を
成
立
せ
し
め
た
と
述
べ
、
そ
し

て
、
社
会
階
級
が
、
社

会
的
集
団
の
内
面
的
矛
盾
と
し
て
成
立
し
た
の
に
反
し
、
民
族
は
他
の
民
族
に
対
す
る
対
外
的
矛
盾
か
ら
成
立
し
た
と
説
い
て
い
る
の
で

あ

る
。

か
よ
う
に
マ
ル
ク

ス
が
、
民
族
と
社
会
階
級
に
お
け

る
矛
盾
の
対
外
性
と
対
内
性
を
指
摘
し
た
こ
と
は
、
甚
だ
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る

が
、
彼
が
、
「
人
ロ
増
殖
」
や

「
財
産
」
を
持
ち
込
ん
で
、
機
能
社
会
と
社
会
階
級
の
成
立
を
説
い
た
こ
と
は
、
す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

賛
成
で
き
な

い
こ
と
で
あ
る
。

五

歴

史

的

段

階

(
「
ア
ジ
ャ
的
」
お
よ
び

「
古
代
的
」
)

マ
ル
ク
ス
が
主
と
し
て
取
挙
げ
て
い
る
題
材
は
、
記
録
的
歴
史
時
代
で
あ
つ
て
、
そ
れ
に
先
立
つ
前
史
時
代
は
、
殆
ん
ど

モ
ル
ガ
ン
学

説
の
継
承
に
終
つ
て
い
る
。

そ

こ
に
、

マ
ル
ク

ス
学
説
の
原
始
社
会
理
論
に
お
け

る
問
題
点
が
残
つ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

わ
れ
わ
れ

ば
、
更
に
す
す
ん
で
、

マ
ル
ク
ス
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
論
理
が
展
開
を
始
め
る
と

こ
ろ
の
、
記
録
的
歴
史
時
代
に
入

つ
て
見
よ
う
。

こ
の
領

域
に
お
け

る
マ
ル
ク
ス
の
遺
産
は
、
相
当
豊
富
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ

に
関
係
あ
る
前
掲
の
諸
論
文
で
の
問
題
の
提
出
の
仕
方
は
常
に

一
様
で
あ
つ
て
、
生
産
手
段
の
所
有
形
式
1

す
な
わ
ち



財
産
形
態
の
分
析
か
ら
理
論
が
立
て
ら
れ
て

い
る
。

例
え
ば

『ド
イ
ツ
ィ
ヂ
オ

ロ
ギ
ー
』
で
は
、
四
つ
の
財
産
形
態
と
そ
れ
に
相
応
す
る
四
つ
の
社
会
制
度
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

る
と
、
第

一
の
財
産
形
態
は

「種
族
財
産
制
」
(
S
t
a
m
m
e
i
g
e
n
t
u
m
)

で
あ
つ
て
、
マ
ル
ク

ス
ば
、
そ
こ
に
狩
猟

・
漁
掛

・
遊
牧
お
よ
び

農
耕
の
諸
段
階
を
組
み
入
れ
て
い
る
。

第
二
の
財
産
形
態
は

「
古
代
的
財
産
制
」
で
あ
つ
て
、
村
落
共
有
(
G
e
m
e
i
n
d
e
e
i
g
e
n
t
u
m
)

お
よ
び
国
家
公
有
(
S
t
a
a
t
s
e
i
g
e
n
t
u
m
)

の
形
態
を
含
ん
で
い
る
。

マ
ル
ク
ス
は
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
、
種
族
の
崩
壊
と
都
市
(
S
t
a
d
t
)
の
成
立
を
認
め
て
い
る
。

そ
し
て
都
市

の
成
因
を
、
契
約
ま
た

は
征
服
に
よ
る
も
の
と
し
、
ま
た
奴
隷
制
度
を
こ
の
段
階
に
属
す
る
も
の
と
し
、
更
に
そ
の
末
期
に
お
け
る
私
有
財
産
制

(
動
産
お
よ
び

不
動
産
の
)
の
成
立
を
認
め
て
い
る
。

第
三
の
財
産
形
態
が
中
世
の

「
封
建
的

・
等
族
的
財
産
制
」
(
D
a
s
 
f
e
u
d
a
l
e
 
o
d
e
r
 
 
S
t
a
n
d
i
s
c
h
e
 
E
i
g
e
n
t
u
m
)

で
あ
り
、

第
四
が

「
資
本
主
義
的
財
産
制
」

で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
後

に
書
か
れ
た

『諸
形
態
』
の
中
で
は
、
そ
れ
が
ア
ジ
ヤ
的

・
ギ
リ
シ
ヤ
的

・
ロ
ー
マ
的
お
よ
び
ゲ
ル
マ
ン
的
の
四
形

態

に
分
た
れ
、

ま
た

『経
済
学
批
判
』
序
説
で
は
、

第

一
の

「
種
族
財
産
制
」
が

「
ア
ジ
ヤ
的
生
産
様
式
」
と

よ
ば
れ

る
よ
う
に
な

つ

た
。こ

れ
に
よ
つ
て
見
る
と
、

マ
ル
ク
ス
に
お
け
る

「
種
族
財
産
制
」
と

「
古
代
的
財
産
制
」
の
区
分
に
は
、
重
大

な
疑
問
が
さ
し
は
さ
ま

れ
ね
ば
な
ら
な

い
。

『ド
イ
ツ
ィ
デ
オ

ロ
ギ
ー
』
で
意
味
す

る

「
種
族
財
産
制
」
は
、
「
ア
ジ
ヤ
的
財
産
制
し
ま
た
は

「
ア
ジ
ヤ
的
生
産
様
式
」

で
あ
つ
て
、

「
古
代
的
」
な
る
も
の
は

「
ギ
リ

シ
ャ
的
」
お
よ
び

「
ロ
ー
マ
的
」
、財
産
制
を
意
味
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な

「
ア
ジ
ャ
的
」
と



「
古
代
的
」
と
の
二
つ
の
形
態
は
、
ば
た
し
て
合
理
的
に
区
別
さ
れ

て
い
る
か
ど
う
か
。
そ
れ
が
問
題
で
あ
る
。

ま
す

『
ド
イ
ツ
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
』
に
お
け

る

「種
族
財
産
制
」
と

「
古
代
的
財
産
制
」
と
の
区
分

の
仕
方
を
見

る
と
、
そ
れ
は
家
族
的

結
合
と
市
民
的
結
合

の
差
異
で
あ

る
と
さ
れ
、
そ
こ
に
農
村
共
同
体
が
主
体
的
で
あ
る
か
、
或
は
そ
れ
が
従
属
的
存
在
で
あ
る
か
に
よ
つ

て
分
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て

『諸
形
態
』
に
お
け
る

「
ア
ジ
ヤ
的
」
と

「
ギ
リ
シ
ヤ
・
ロ
ー

マ
的
」
(す
な
わ
ち
古
典
古
代
的
)
と
の
区

分
に
つ
い

て
は
、
ア
ジ
ヤ
に
お
け
る
デ

ス
ポ
チ
ズ
ム

(族
長
専
制
主
義
)
と
、
そ
れ
を
維
持
し
て
い
る
条
件
と
し
て
の
自
然
発
生
的
要
素
が
、
指
摘

さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て

「
古
代
的
」
な
も
の
に
お
い
て
は
、
農
村
に
対
す
る
都
市
の
発
達
と
、
個
人
の
人
格
的
要
素
の
発
現
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

へ
ー
ゲ
ル
歴
史
哲
学
以
来
、
ア
ジ
ャ
的
な
る
も
の
と
、
ギ
リ
シ
ヤ
・
ロ
ー
マ

的
古
典
時
代
と
の
歴
史
段
階
的
区
分
は
、

一
般
に
慣
用
さ

れ
て
き
た
。
そ
の
差
異
は
明
白
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
も
と
よ
り
か
よ
う
な
対
立
を
、
認
め
る
こ
と
そ
の
こ
と
に
は
、
何
ら
の
異
議
は

あ
り
得
な

い
が
、
古
典
的
古
代
に
先
行
す
る
、
ア
ジ
ヤ
的
生
産
様
式
の
内
容
的
分
析
は
、
農
村
と
都
市
の
対
立
だ
け
で
は
不
十
分

で
は
な

い
か
。

こ
の
マ
ル
ク

ス
に
ょ
つ
て

「
ア
ジ
ャ
的
」
と
よ
ば
れ
る
時
代
の
分
析
に
は
、

氏
族
制
度
を
閑
却
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

マ
ル
ク
ス

は
、
そ
れ
を

「家
族
」
と
か

「
種
族
」
と
か
で
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
正
確
に
、
氏
族
と
さ
れ
る
必
要

が
あ
る
。
そ
し
て
古
代
氏
族
制

度
は
、
よ
り
原
始
的
な
種
族
的

「
氏
族
制
度
」
と
区
別
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
氏
族
制
度
ば
、
母
系
系
譜
か
ら
父
系
系
譜

へ
発
展
し
た
こ

と
は
、
前

に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
第

一
の
母
系
的
氏
族
制
度
が
、
種
族
的
社
会
を
基
礎
と
し
て
成
立
し

て
'い
る
の
で
あ
る
が
、

第
二
の
族
父
的
氏
族
制
度

の
基
礎
は
、
も
は
や
種
族
社
会
で
は
な

い
の
で
あ
つ
て
、
す
で
に
、
階
級
政
治
社
会

(民
族
)
を
基
礎
と
し
て

い
る
。
し
か
る
に
マ
ル
ク
ス
が

「
種
族
的
」
と
よ
ん
で
い
る
段
階
は
、
こ
の
第
二
の
族
父
的
氏
族
制
度
に
該
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
す
、
か



つ
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
「
古
典
的
古
代
」
は
、
も
は
や
氏
族
制
度
を
脱
却
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
甚
だ
矛
盾
で
あ
る
。
「古
典
・

的
古
代
」
も
ま
た

「
ア
ジ
ヤ
的
」
と

同
じ
く

族
父
的
氏
族
制
度
か
ら
始
つ
て
い
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
す

「
古
典
的
古
代
」

の
後
期

が
、
氏
族
制
度
を
脱
却
す
る
に
至
つ
た
の
は
"
村
落
共
同
体
が
、
交
易
の
発
達
に
よ
つ
て
、
都
市
共
同
体
に
発
展

し
て
き
た
か
ら
で
あ
つ

た
。「

古
典
的
古
代
」

の
過
程
は
、
氏
族
的
機
能
分
化
社
会
構
造
か
ら
の
、
貴
族
的
大
土
地
領
有
制

へ
の
移
行
で
あ

る
。
し
た
が
つ
て
ま
す

第

一
に
、
マ
ル
ク
ス
の

「
種
族
的
」
は
、
む
し
ろ

「
氏
族
的
」
と
修
正
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
第
二
に
、

マ
ル
ク
ス
の

「
ギ
リ

シ
ヤ
的

.
ロ
ー
マ
的
」
ま
た
は

「
古
典
古
代
的
」
な
る
段
階
は
、
二
つ
の
異
つ
た
段
階
に
分
た
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。

「
ア
・ジ
ヤ
的
」
な
も

の
が
、
氏
族
制
度
を
も

つ
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ヤ
や
ロ
ー
マ

の
古
代
に
も
、
族
父
的
氏
族
制
度

の
時
代
が
あ
る
の
で
あ

つ
て
、
ギ
リ
シ
ヤ
の

ソ

・
ン
の
改
革
や
、

ロ
ー
マ
の
セ
ル
ヴ
イ
ウ
ス
の
改
革
を
経
て
、

「
古
典
古
代
」

で
は
、
は
じ
め
て
そ
の
氏
族
制
度
が
崩
壊
し
去
つ
た
だ

け

で
あ

る
。

し
か
る
に

「
ア
ジ
ヤ
的
」
な
る
世
界
で
は
、
か
よ
う
な
氏
族
制
度
の
完
全
な
崩
壊
が
、

い
つ
ま
で
も
進
行
せ
す

、
血
統
の
組
織
と
、
族

父

的
支
配
が
、
い
つ
ま
で
も
崩
れ
な
か
つ
た
だ
け
で
あ
る
。

か
よ
う
な
意
味

で
、
わ
れ
わ
れ
は
前
史
的
原
始
社
会
崩
壊
の
後

に
、
直
接
に
継
続
す

る
古
代
的
歴
史
時
代
を
、

二
つ
の
異
つ
た
階
級
制

と
社
会
制
度
の
時
期
に
分
た
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
第

一
期
が

「
族
父
的
氏
族
訂
度
」
と

「
社
会
的
機
能
分
化
」
と

「
カ
ス
ト
階
級
制
」

の
存
在
す
る
時
期
で
あ
り
、
そ
の
第
二
期
が
、
す
で
に
氏
族
制
度
の
存
在
し
な
い

「
貴
族
的
大
土
地
領
有
制
」
と

「
位
階
階
級
制
」
の
時

期

で
あ
る
。
互
に
生
産
方
法
を
異
に
し
、
社
会
階
級
制
を
異
に
し
、
社
会
制
度
を
異
に
す
る
両
者
は
、
明
か
に
二
つ
の
異
つ
た
時
代
で
あ

る
。
し
か
も
こ
の
二
時
代
は

「
ア
ジ
ヤ
」

に
も

「
古
典
古
代
」
に
も
見
出
さ
れ

る
。

、

古
代
社
会
の
今

一
つ
の
重
要
な
問
題
は
、

奴

隷

制

度

に
つ
い
て
俗
あ

る
。

『経
済
学
批
判
』
序
説
に
お
い
て

マ
ル
ク
ス
は

「奴
隷
」



(
S
k
l
a
v
e
)

と

「
農
奴
」
(
L
e
i
b
e
i
g
e
n
e
)

と
近
代

「
賃
労
働
」
(
L
o
h
n
a
r
b
e
i
t
e
r
)

の
三
つ
の
隷
属
階
級
.を
挙
げ
て
い
る
。

し
か
し
第

一
の

「
奴
隷
」
は
、
二
つ
の
異
る
古
代
の
歴
史
的
段
階
に
相
応
し
て
、
更
に
二
種

の
形
態
に
区
分
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

「奴
隷
」

の
最
古
の
形
態
は
、
氏
族
制
度
の
時
代
に
お
け
る
社
会
機
能
の
分
化
に
結
び
つ
い
て
い
る
人
間
の
隷
属
性
で
あ
る
。
そ
れ
は

各
種
の
分
化
的
機
能
労
働
に
よ
つ
て
対
立
し
て
い
る
特
殊
技
術
者
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
彼
ら
は
漸
く
始
ま
つ
て
き
た
生
産
力
の
集
中
的
占

有
に
も
と
す
く
生
産
力
の
相
対
的
欠
乏
を
補
う
た
め
に
、
ま
す
ま
す
生
産
力
を
増
強
す
る
必
要
に
ょ
つ
て
生
み
出

さ
れ
て
き

た

と

こ

ろ

の
、
直
接
的
な
人
間
労
働
力
の
領
有
支
配
の
対
象
で
あ
り
、
カ
ス
ト
階
級
制
は
、
か
よ
う
な
労
働
力
の
占
有
と
結
び
つ
い
た
不
平
等
氏
族

制
度
で
あ
つ
た
。

彼
ら
の
構
成
分
子
は
、
多
く
は
異
種
族
で
あ
つ
て
、
自
由
に
流
入
し
、
或
は
戦
争
の
結
果
、
捕
虜
と
し
て
隷
属
人
ロ
と
な
つ
た
も
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
、
更
に
同
族
内

の
重
罪
犯
人
が
加
わ
つ
た
。

氏
族
制
度
は
、
労
働
占
有
の
集
中
が
、
し
だ

い
に
土
地
の
領
有

へ
転
化
す
る
こ
と
に
ょ
つ
て
崩
壊
し
た
。
機
能
労
働
占
有
の
集
中
化
的

発
展
は
、
家
畜
の
増
加
の
場
合

と
同
じ
よ
う
に
、
食
糧
生
産
力
の
欠
乏
を
も
た
ら
し
た
。
支
配
階
級

に
と
つ
て
は
、
機
能
労
働
力
を
領
有

す
る
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
耕
地
と
農
業
生
産
力
を
領
有
す
る
こ
と
が
、
よ
り
必
要
な
問
題
と
な
つ
て
き
た
。
食
糧
生
産
機
能
は
、
も
は

や
社
会
機
能
の

一
部
門
を
構
成
す
る
だ
け
で
は
満
足
せ
ら
れ
な
く
な
つ
た
。
か
く
し
て
耕
地
の
領
有
と
、
農
業
生
産
力
の
拡
張
が
う
な
が

さ
れ
た
。
こ
れ
が
直
接
の
労
働
領
有
か
ら
土
地
領
有

へ
の
移
行
の
原
動
力
で
あ
つ
た
。
氏
族
制
度

の
肘
壊
と
と
も

に
、
機
能
分
化
制
度
も

ま
た
崩
壊
し
た
。

こ
れ
が
古
代
史
に
お
け
る
第

一
の
政
治
革
命
で
あ
つ
た
。

こ
の
革
命
の
結
果
現
わ
れ
て
き
た
も
の
は
轟
新
し
い
階
級
制
度

で
あ
つ
て
、
そ
れ
が
貴
族

・
平
民

・
お
よ
び
賎

民
を
も
つ
て
構
成
さ
れ

る

「
位
階
階
級
制
度

」
(
r
a
n
k
)
で
あ

つ
た
。

貴
族
は
そ
れ
自
体
階
層
を
形
成
す
る
、
耕
地
と
農
業
生
産
力
の
支
配
者
で
あ
つ
て
、
後

に
し
だ

い
に
、
そ
の
領

有
者
と
な
つ
た
。
平
民



は
す
べ
て
農
業
労
働
者
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、
そ
の
ほ
か
に
貴
族
の
従
属
者
が
必
要
で
あ
つ
た
。
何
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
農
業
以
外
の
生

産
的
必
要
を
充
す
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
生
産
力
の
担
当
者
が
要
求
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
よ
う
な
社
会
的
任
務

を
負
う
て
、
貴
族
に
労
働

を
提
供
し
て
隷
従
す
る
階
級
が
、
賎
民
で
あ
つ
た
。

こ
こ
か
ら
厳
密
な
意
味
で
の

「奴
隷
」
(
S
k
l
a
v
e
)

が
成
立
し
た
。

賎
民
と
よ
ば
れ
る
貴
族
の
隷
従
階
級
の
中
に
ぽ
、
な
お
数
種
の
異
つ
た
社
会
的
階
層
が
含
ま
れ
て
お
り
、
彼
ら
鳳
互
に
異
る
社
会
的
身

分
的
地
位
を
有
し
て
い
た
。
そ
の
中
で
最
下
位
に
属
し
、
全
く
人
間
と
し
て
の
存
在
を
認
め
ら
れ
す
、
道
具
ま
た
は
家
畜
と
と
も
に
物
質

的
な
生
産
力
の
対
象
と
し
て
、

物
的
に
所
有
せ
ら
れ
た
も
の
が
、

実
に
最
も
厳
密
な
意
味
に
お
け
る

「
奴
隷
」

で
あ
つ
た
。

こ
の
種
の

「
奴
隷
」
の
構
成
分
子
は
、
農
業
債
務
を
履
行
し
得
な
く
な
つ
た
平
民
た
る
農
民
の
、
階
級
的
顯
落

に
よ
る
も

の
で
あ
つ
た
。
故
に
そ
れ

は
、
売
買
の
対
象
で
あ
つ
た
し
、
財
産
所
有
の
対
称
で
も
あ
つ
た
。
彼
ら
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
牛
馬
家
畜
と
等
し
い
物
質
的
生
産
力
と

し
て
の
人
間
労
働
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
つ
て
、
氏
姓
階
級
と
し
て
の
、
人
間
労
働
の
支
配
と
は
、
全
く
異
る
隷
属
性
で
あ
つ

た
。し

た
が
つ
て
、
こ
の
段
階
で
の
奴
隷
の
増
加
は
、
農
民
の
減
退
で
あ

つ
て
、
農
業
生
産
力
の
欠
乏
を
も
た
ら

し
た
。
支
配
階
級
た
る
貴

族
ぱ
、
そ
の
農
業
生
産
力
の
減
退
を
補
う
た
め
に
、
農
業
生
産

へ
の
収
奪
を
高
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
農
民
は
ま
す
ま
す
農

業
債
務
の
重
圧
に
苦
し
め
ら
れ
、
「役
身
折
酬
」
奴
隷
の
数
は

ま
す
ま
す
増
大
す
る

一
方
で
あ
つ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
地
代
収
入
を
維
持

す
る
方
策
は
、
絶
え
す
奴
隷
を
解
放
し
て
、
農
業
生
産
力
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
か
ら
、
奴
隷

制
度
は
、
ま
た
奴
隷
解
放
運
動
と
並

行
し
た
。

か
よ
う
な
循
環
的
矛
盾
は
、
結
局
、
位
階
階
級
制
の
維
持
を
困
難
に
し
、
古
代
に
お
け

る
第
二
の
政
治
革
命

を
促
す
よ
う
に
な
つ
た
。

こ
こ
に
古
代
社
会
の
終
末
が
あ
り
、
中
世
社
会
の
発
展
で
あ
つ
た
。

実
は
、
こ
の
貴
族
的
位
階
階
級
制
を
反
映
す

る
も
の
こ
そ
、
「
ア
ジ
ヤ
的
」
と
よ
ば
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
'
そ
れ
は

「
古
代
帝
国
」



を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
な
お
氏
族
的
血
縁
制
の
残
滓
を
と
ど
め
て
は
い
る
が
、
氏
族
は
す
で
に

「
戸
」
に
分
解
し
て
も
は
や

存
続
し
て
い
な

い
。
戸
ぱ
た
だ
氏
族
の
小
さ

い
分
裂
し
た
形
態
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
更
に
そ
れ
は
財
産
主
体
と
し
て
の
薪
し
い
性

格
を
も
つ
て
現
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
氏
族
は
決
し
て
い
ま
だ
財
産
主
体
た
る
本
質
を
も
た
な
い
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
性

的
血
縁
的
構
成
で
あ
る
が
、
戸
は
、
す
で
に
私
有
財
産

(
は
じ
め
ば
動
産
、
後

に
不
動
産
と
く
に
土
地
)
の
主
体

で
あ
り
、
そ
れ
は
財
産

の
所
有
を
保
障
す
る
組
織
と
し
て
現
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
そ
の
財
産
主
体
は
、
な
お
血
統
に
よ
つ
て
伝
承
さ
れ
、
と
く

に

「
戸
」
と
名
す
け

る
性
的
血
縁
的
集
団
に
よ
つ
て
緯
持
さ
れ

る
。
故
に
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
か
ら
家
産
相
続
的
財
産
制
度

の
確
立
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
、
財
産
の
封
建
的
所
有
の
前
提
が
見
出
さ
れ
る
。
奴
隷
も
ま
た
戸

の
財
産
の

一
部
分
と
し
て
成

立
し
た
の
で
あ
る
。

貴
族
的
位
階
階
級
は
、
か
よ
う
な
意
味
で
の

「
戸
」
の
階
級
構
造
で
あ
る
が
、
前
段
階
の
隷
属
階
層
が

「
氏
」

を
も
た
な
か
つ
た
よ
う

に
、
こ
の
段
階
の
賎
民
階
級
も
ま
た

「
戸
」
を
も
た
な
か
つ
た
。

「
戸
」
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
血
統
が
明
ら
か
で
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た
財
産
を
も
た
な

い
と

い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

「
戸
」
は
、
も
は
や
機
能
分
化
制
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
な

い
で
、
隣
保
制
度
を
と
る
。
そ
れ
は
地
域
的
で
あ
つ
て
、
農
耕
と
土
地
的
原

理
に
支
配
さ
れ
る
。
か
く
し
て
貴
族
階
級
制
ば
、
「
国
郡
制
度
」
と
し
て
綜
合
的
に
組
織
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
。

そ
れ
は
地
域
的
集
権
制

で
あ
つ
て
、
そ
の
上
に
貴
族
的
権
力
が
成
立
す
る
。
か
よ
う
な
形
態
が
、
こ
の
段
階
の
民
族
構
造
で
あ
る
。

そ
れ
は
、,
も
は
や
族
父
的
君
主
政
治
で
は
な
く
、

貴
族
的
専
制
政
治
で
あ
る
。

そ
の
生
産
力
を
担
当
す
る
農

民
が

「
平
民
」

で
あ
つ

て
、
被
支
配
階
級
を
な
し
、
戸
の
構
成
者
と
し
て
、
隣
保
的
に
組
織
さ
れ

る
。
隣
保
制
度
は
、
公
課
収
奪
の
公
共
組
織
で
あ
る
が
、
土
地

を
所
有
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
。

彼
ら
は

土
地
を
も
た
な
い
現
物
地
代
収
奪
の
対
象
と
し
て
の
、

農
業
労
働
者
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ

る
。マ

ル
ク

ス
が
、
古
代
を

一
つ
の
歴
史
的
段
階
と
し
て
い
ら
い
、

ス
ク
ー
リ
ン
に
至
る
ま
で
、
こ
の
歴
史
的
区
分

が
踏
襲
さ
れ
て
今
日
に



至
つ
て
い
る
。

そ
れ
に
伴
つ
て
、

古
代
階
級
が
、

カ
ス
ト
階
級
と
し
て
説
か
れ
、
位
階
階
級
と
、
そ
れ
を
反
映
す
る
貴
族
的
生
産
方
式

が
、
閑
却
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
。

こ
こ
に
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
古
代
史
理
論
の
問
題
点
が
ぴ
そ
ん
で
い
る
が
、
中
世
紀
お
よ
び
近
代
に
至
つ
て
マ
ル
ク

ス
の
理
論
は
、
漸
次

正
確
に
な
る
。
も
と
よ
り
、
な
お
そ
の
部
分
に
も
、
多
く
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
別
論
に
ゆ
す

る
。

い
ま
述

べ
た
と
こ
ろ
を
要
約
す
る
と
、
次

の
よ
う
に
な
る
。

種
族
社
会
。
原
始
的
母
系
氏
族
制
。
無
階
級
社
会
。
氏
族
共
産
制
。
原
始
社
会
。

民
族
社
会
。
村
落
共
同
体
。

都
市
共
同
体
。

氏
姓
階
級
制
。
土
地
公
有
制
。
機
能
分
化
制
↓
氏
族
土
地
領

有
制

へ
の
分
解
。

古
代
社
会

貴
族
集
権
制
。
位
階
階
級
制

(
奴
隷
制
)。
上
地
国
有
制
↓
貴
族
大
十
地
領
有
制

へ
の
分
解
。

六

歴
史
的
段
階
を
す
す
め
る
力

生
産
用
具
の
能
率
化
を
す
す
め
る
も
の
ぱ
、
人
間
の
社
会
的
要
求
で
あ
り
、
人
間
に
そ
の
要
求
を
起
さ
し
め

る
も

の
は
、
生
産
力
の
欠

乏
で
あ
る
。
生
産
力
の
欠
乏
の
発
端
は
、
階
級
社
会
の
発
生
で
あ
つ
て
、
階
級
社
会
の
発
生
は
、
生
産
関
係
に
お
け
る
機
能
分
化
の
成
立

で
あ
つ
た
。
そ
し
て
機
能
分
化
過
程
の
発
生
は
、
族
父
制
社
会
の
成
立
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

階
級
社
会
は
、
種
族
共
同
体
を
解
体
し
て
、
民
族
共
同
体
を
成
立
せ
し
め
、
権
力
と
国
家
を
作
り
出
し
た
。

階
級
社
会
は
絶
え
ざ
る
社
会
的
矛
盾
の
深
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
そ
の
社
会
的
矛
盾
は
、
絶
え
す
社
会
生
産
力

の
欠
乏
を
惹
起
し
た
。

そ
れ
は
絶
え
ざ
る
生
産
力
の
集
中
的
占
有
の
発
展
に
よ
つ
て
起
さ
れ
た
。
生
産
力
と
し
て
の
労
働

の
集
中
的
占
有

(
氏
族
制
)
、
生
産
力

と
し
て
の
士
地
の
集
中
的
占
有

(
貴
族
制
と
封
建
制
)
、
そ
し
て
生
産
力
と
し
て
の
資
本
の
集
中
的
占
有

(
資
本

制
)
が
古

い
階
級
制
を



破
壊
し
、
つ
ぎ
つ

ぎ
に
新
し
い
社
会
制
度
を
作
り
出
し
た
。
そ
れ
に
よ
つ
て
、
た
え
歩
歴
史
の
新
し

い
段
階
と
権
力
の
新
し
い
構
造
が
作

り
出
さ
れ
た
の
で
あ

る
。

な
お
附
記
し
た
い
こ
と
は
、
文
中
に
引
用
し
た

マ
ル
ク
ス
の
諸
文
献
に
お
い
て
は
、
民
族
(
N
a
t
i
o
n
)
と

国

民
(
V
o
l
k
)と
が
、
用

語
的
に
も
、
観
念
的
に
も
、
互
に
区
別
し
て
正
確

に
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
邦
語
訳
書
に
は
、
民
族
が
し
ば
し
ば
、

国
民
に
誤
訳
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
訳
語
の
誤
謬
は
民
族
に
関
す
る
理
論
構
成

の
誤
謬
で
あ
つ
て
、
も
と
よ
り
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
政
治
学
と
と
も

に

マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス

・
レ
ー
ニ
ン
・
ス
タ
ー
リ

ン
に
お
け
る
基
本
的
な
民
族
理
論
の
未
成
熟
か
ら
原
西
す

る
も
の
で
あ
る
。
社
会

階
級
の
な
い
民
族
理
論
や
、
民
族
理
論
の
な
い
社
会
階
級
理
論
だ
け
で
権
力
構
造
の
理
論
が
ー

し
た
が
つ
て
政
治
学
の
理
論
が
完
成
さ

れ
な

い
こ
と
は
す
で
に
明
白
で
あ
る
。


