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資
　
料

武
樹
転
封

「
中
国
の
伝
統
的
法
文
化
の
社
会
的
成
因
」

ま
え
が
き

植
　
田
　
信
　
廣
．

　
　
　
こ
こ
に
紹
介
す
る
資
料
は
、
北
京
大
学
法
律
系
教
授
武
樹
臣
氏
（
中

　
　
国
法
律
思
想
史
専
攻
／
一
九
四
九
年
～
）
の
論
稿
「
中
国
傳
統
法
律

　
　
文
化
的
社
会
成
因
」
（
『
学
習
与
探
索
』
一
九
九
二
年
第
二
期
）
の
翻

　
　
訳
で
あ
る
。
武
氏
の
研
究
ス
タ
イ
ル
の
特
徴
は
、
前
近
代
中
国
法
の

　
　
通
史
的
概
観
の
上
に
た
っ
て
、
大
局
的
見
地
か
ら
、
伝
統
中
国
法
の

　
　
比
較
法
制
史
的
に
み
た
特
徴
を
指
摘
し
、
同
時
に
そ
の
形
成
の
原
因

　
　
を
探
る
と
い
う
点
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
本
論
文
は
こ
う
し
た
観

　
　
点
か
ら
、
伝
統
中
国
法
の
「
専
制
政
体
」
、
「
倫
理
主
義
」
、
「
成
文
法

料
　
　
と
判
例
と
を
結
合
さ
せ
た
混
合
法
」
と
い
っ
た
表
現
に
集
約
さ
れ
る

資
　
　
諸
特
徴
の
歴
史
的
由
来
に
つ
い
て
考
察
し
た
力
作
で
あ
る
。
同
時
に
、

本
論
文
は
訳
者
が
先
に
紹
介
し
た
、
同
様
の
関
心
に
立
つ
同
氏
の
論

稿
「
歴
史
が
予
言
す
る
未
来
ー
ー
中
国
法
文
化
の
全
体
精
神
及
び
マ

ク
ロ
的
様
式
を
論
ず
」
（
『
法
政
研
究
』
六
〇
1
一
）
の
続
編
に
あ
た

る
も
の
で
あ
る
。
同
氏
の
近
著
（
武
樹
臣
等
著
『
中
国
傳
統
法
律
文

化
』
、
北
京
大
学
出
版
社
、
一
九
九
四
）
と
併
せ
て
参
照
さ
れ
れ
ば
、

武
氏
に
よ
る
伝
統
中
国
法
理
解
の
全
体
像
が
把
握
で
き
よ
う
。

　
な
お
、
翻
訳
作
業
に
あ
た
っ
て
は
、
王
亜
新
氏
（
九
州
大
学
法
学

部
助
教
授
）
か
ら
多
く
の
貴
重
な
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て

謝
意
を
表
し
た
い
。

本

文

　
〈
全
体
の
要
旨
〉

　
自
給
自
足
の
農
耕
生
産
様
式
は
古
代
中
華
民
族
の
社
会
的
実
践
活

動
の
主
要
な
様
式
だ
が
、
そ
れ
は
安
定
性
、
内
向
性
、
及
び
閉
鎖
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訳
注
1
）

と
い
う
特
徴
を
備
え
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
《
同
族
支
配
に
立
脚
す
る
》

宗
法
家
族
的
な
社
会
組
織
が
基
本
細
胞
と
な
り
、
さ
ら
に
、
「
礼
」
に

よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
た
、
首
尾
一
貫
し
た
宗
法
家
族
制
度
が
形
成

さ
れ
て
い
る
。
政
治
モ
デ
ル
で
い
え
ば
、
中
央
集
権
的
専
制
政
体
で

あ
る
。
宗
法
的
な
倫
理
観
念
は
、
中
原
文
化
と
遊
牧
文
化
の
衝
突
と
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資料

融
合
を
経
て
、
支
配
的
な
地
位
を
占
め
た
。
自
然
経
済
、
宗
法
的
社

会
、
専
制
王
権
噛
及
び
倫
理
道
徳
と
い
う
四
つ
の
要
素
が
全
体
と
し

て
、
中
国
め
伝
統
的
法
文
化
の
内
容
、
性
質
、
及
び
そ
の
発
展
方
向

を
制
約
し
た
。
そ
れ
ら
は
ま
た
、
伝
統
的
法
文
化
に
君
主
権
と
族
長

権
を
擁
護
す
る
と
い
う
特
徴
を
持
た
せ
、
成
文
法
と
判
例
制
度
の
結

合
し
た
混
合
法
と
い
う
様
式
を
備
え
さ
せ
、
そ
の
結
果
、
独
自
の
倫

理
主
義
精
神
を
具
備
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
は
じ
め
に

　
中
国
の
伝
統
的
法
文
化
は
中
華
民
族
の
数
千
年
に
わ
た
る
法
律
実

践
活
動
の
結
晶
で
あ
る
。
そ
れ
は
特
有
の
倫
理
主
義
精
神
に
よ
っ
て

世
界
の
法
文
化
の
中
で
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。
こ
の
倫
理
主
義
精
神

が
歴
史
的
な
「
合
理
性
」
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
か
つ
て

そ
れ
が
中
華
民
族
の
生
存
と
発
展
に
大
い
な
る
貢
献
を
果
し
た
点
ば

か
り
で
な
く
、
こ
の
精
神
が
中
国
古
代
社
会
か
ぢ
必
然
的
に
生
み
出

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
点
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
中
国
の

伝
統
的
法
文
化
の
発
生
の
原
因
を
探
る
に
は
、
法
律
実
践
活
動
（
立

法
、
司
法
及
び
法
思
考
）
を
支
配
す
る
価
値
基
盤
そ
れ
自
体
を
問
題

に
す
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
そ
れ
が
な
ぜ
発
生
し
た
の
か
、
ま
た
な

ぜ
過
去
に
お
け
る
社
会
全
体
の
あ
り
か
た
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た

の
か
に
つ
い
て
も
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
全
体

と
し
て
．
の
社
会
の
あ
り
か
た
が
、
主
七
し
て
生
産
様
式
、
社
会
組
織
、

政
治
動
向
、
及
び
思
想
意
識
と
い
う
四
方
面
か
ら
法
文
化
の
内
容
、

性
質
、
及
び
そ
の
発
展
方
向
を
制
約
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
　
自
給
自
足
の
農
耕
生
産
様
式

　
中
華
民
族
は
か
な
り
早
く
か
ら
遊
牧
か
ら
農
耕
へ
の
転
換
を
遂
げ
、

そ
の
後
、
農
業
生
産
が
社
会
実
践
活
動
の
主
要
な
内
容
と
な
っ
た
。
・

こ
の
社
会
的
分
業
の
画
期
的
意
義
は
、
黄
帝
か
ら
大
萬
ま
で
の
伝
説

時
代
の
英
雄
を
し
て
、
そ
の
農
業
に
対
す
る
卓
越
し
た
貢
献
に
よ
っ

て
歴
史
の
中
に
燦
然
と
輝
か
し
め
た
点
に
ば
か
り
で
は
な
く
、
農
業

を
生
業
と
す
る
中
原
地
域
を
終
始
中
華
民
族
と
い
う
大
家
族
の
重
心

と
し
て
位
置
付
け
た
点
に
あ
る
。
農
耕
民
族
は
他
民
族
と
の
交
流
と

融
合
の
過
程
に
お
い
て
指
導
的
役
割
を
果
し
た
。
そ
し
て
、
い
か
な

る
遊
牧
民
族
で
あ
れ
、
「
中
原
に
入
っ
て
支
配
す
る
」
と
い
う
こ
と
は

常
に
被
「
同
化
」
の
開
始
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
中
国
の
歴
史
上
、

農
耕
を
中
心
と
し
、
遊
牧
を
補
助
的
な
も
の
と
す
る
経
済
の
あ
り
か

た
は
、
古
代
社
会
の
政
治
形
態
や
政
治
変
遷
に
極
め
て
大
き
な
影
響

を
与
え
て
い
る
。

　
農
業
生
産
活
動
は
自
ず
か
ら
安
定
し
た
社
会
環
境
を
必
要
と
す
る
。
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長
い
時
間
を
か
け
て
時
間
（
四
季
の
変
化
）
や
空
間
（
経
度
や
緯
度
）

　
　
に
関
す
る
体
験
を
積
み
、
選
択
を
経
る
に
つ
れ
て
、
人
々
は
猛
獣
か

　
　
ら
遠
く
離
れ
、
水
源
に
近
く
、
気
候
が
温
和
で
土
壌
の
よ
い
土
地
に

　
　
住
居
を
定
め
、
そ
こ
に
永
久
に
定
住
す
る
こ
と
に
な
る
。
安
定
し
た

　
　
地
域
の
中
に
あ
っ
て
は
じ
め
て
人
々
は
四
季
や
節
気
の
変
化
の
法
則

　
　
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
用
い
て
農
業
活
動
を
リ
ー
ド
す

　
　
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
移
住
は
冒
険
や
不
作
や
災
害

　
　
を
意
味
す
る
。
農
業
生
産
の
周
期
は
長
い
の
で
、
季
節
と
い
う
も
の

　
　
に
つ
い
て
の
模
索
や
耕
作
技
術
の
総
括
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
長
期
に

　
　
わ
た
る
積
み
重
ね
と
伝
達
の
過
程
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
た
め
自
然

　
　
と
年
長
者
が
優
位
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
時
に
、

　
　
農
業
生
産
は
季
節
性
が
強
い
た
め
、
．
播
種
、
収
穫
、
水
利
事
業
な
ど

　
　
は
す
べ
て
一
種
の
絶
対
的
権
威
が
あ
ら
ゆ
る
労
働
人
口
を
集
中
的
に

　
　
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
事
情
が
男
性
年
長
者
を

　
　
指
導
的
地
位
に
座
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
生
産
力
の
向
上
に
つ
れ
て
、
中
国
史
上
の
農
業
生
産
活
動
は
、
家

　
　
族
《
1
1
大
家
族
》
単
位
の
時
代
（
西
堂
、
春
秋
）
か
ら
個
別
の
家
庭

　
　
《
1
1
小
家
族
》
単
位
の
時
代
（
戦
国
、
秦
）
へ
の
転
化
を
経
験
し
た
。

料
　
　
封
建
社
会
全
体
の
中
で
主
導
的
地
位
を
占
め
て
い
る
の
は
後
者
で
あ

資
　
　
る
。
農
業
生
産
の
目
的
は
生
産
物
を
社
会
化
し
商
品
化
す
る
こ
と
で

は
な
く
、
そ
れ
を
自
己
消
費
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
食
糧
が

最
も
重
要
な
財
産
な
の
で
あ
る
。
食
糧
を
蓄
え
る
こ
と
が
財
産
を
蓄

え
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
食
糧
の
備
蓄
は
凶
作
を
乗
り
越
え
る
生

計
の
手
段
と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
人
々
の
身
分
や
地
位
を
確
定
す

る
た
め
の
政
治
手
段
と
も
な
っ
た
。
い
み
じ
く
も
『
逸
中
書
・
文
傳

解
』
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
『
挙
々
』
曰
く
。
小
人
が
も
し

次
の
年
に
備
え
て
食
糧
を
蓄
え
ず
し
て
災
害
に
よ
る
飢
謹
に
見
舞
わ

れ
た
ら
、
妻
子
を
失
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
も
し
そ
れ
が
大
夫
な
ら

下
僕
や
妾
や
車
馬
な
ど
を
失
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
。
農
産
品

の
備
蓄
を
最
終
目
的
と
す
る
こ
う
し
た
生
産
方
式
は
、
必
ず
内
向
的

か
つ
閉
鎖
的
な
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
点
に

現
れ
て
い
る
。

e
内
に
対
し
て
は
労
働
力
を
し
っ
か
り
と
土
地
に
固
定
す
る
こ
と

を
求
め
る
。
そ
し
て
人
口
と
土
地
の
バ
ラ
ン
ス
を
維
持
す
る
た
め
に
、

労
働
力
の
流
出
を
制
限
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
外
部
か
ら
の
人
口
流

入
も
阻
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
土
地
、
労
働
力
、
及

び
農
産
物
の
商
品
化
や
社
会
化
を
極
力
制
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

口
外
に
対
し
て
は
商
品
の
介
入
を
抑
制
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。

な
ぜ
な
ら
い
か
な
る
商
品
の
輸
入
も
す
べ
て
交
換
関
係
及
び
平
等
価

値
原
理
に
よ
る
《
社
会
に
対
す
る
》
侵
触
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
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＼

資料

は
最
終
的
に
は
農
業
社
会
の
安
寧
と
秩
序
を
破
壊
す
る
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
安
定
的
、
内
向
的
か
つ
閉
鎖
的
な
生
産
方
式
は
、
次
の

よ
う
な
一
連
の
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
第
一
は
、
宗
法
家
族
的
な
社

会
組
織
が
社
会
の
基
本
単
位
と
な
り
、
さ
ら
に
「
礼
」
を
そ
の
形
式

と
す
る
首
尾
整
っ
た
宗
法
家
族
制
度
が
形
式
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

第
二
は
、
社
会
を
凌
駕
す
る
絶
対
的
権
威
に
対
す
る
切
望
が
現
わ
れ

た
こ
と
で
あ
る
。
農
業
生
産
者
と
し
て
の
家
族
あ
る
い
は
家
庭
は
、

互
い
に
孤
立
し
て
お
り
肖
彼
ら
に
は
平
等
な
経
済
的
交
換
と
い
う
手

段
を
通
し
て
自
己
の
権
利
を
実
現
し
、
「
市
民
社
会
」
へ
と
足
を
踏
み

出
す
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
以
上
、
た
だ
最
高
至
上
の
専
制
王
権
に

頼
ら
ざ
る
を
え
ず
、
そ
れ
を
通
じ
て
安
定
し
た
秩
序
を
得
、
ひ
い
て

は
自
然
の
恵
み
を
受
け
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
生
産
者

の
積
極
性
、
主
体
性
及
び
進
取
の
精
神
が
制
約
さ
れ
、
古
い
し
き
た

り
に
閉
じ
こ
も
ヴ
、
進
歩
を
求
め
ず
、
几
帳
面
に
規
則
を
守
る
よ
う

な
個
性
に
欠
け
る
集
団
が
作
り
出
さ
れ
た
。
要
す
る
に
、
自
給
自
足

の
自
然
経
済
は
宗
法
社
会
的
構
造
、
専
制
王
権
、
及
び
封
建
的
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
を
作
り
出
し
た
基
本
原
因
で
あ
っ
た
。

　
農
業
社
会
内
部
に
は
商
品
経
済
の
発
展
を
抑
制
す
る
天
然
の
免
疫

力
が
あ
る
。
で
は
、
そ
の
外
部
の
環
境
は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う

か
。
こ
こ
に
お
い
て
我
々
は
農
業
民
族
と
遊
牧
民
族
の
関
係
の
問
題

を
論
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
農
業
と
遊
牧
業
と
は
は
っ
き
り

と
異
な
る
二
種
の
生
産
方
式
で
、
両
者
は
自
ず
か
ら
排
斥
し
合
う
関

係
に
あ
る
。
地
域
と
い
う
角
度
か
ら
い
え
ば
、
牧
草
が
繁
茂
す
る
場

所
は
ま
さ
し
く
農
事
に
適
し
て
い
る
。
逆
に
、
田
地
の
荒
廃
は
牧
場

作
り
の
た
め
の
条
件
で
あ
る
。
コ
切
の
土
地
栽
培
は
遊
牧
民
族
に

と
っ
て
放
牧
権
の
制
限
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
権
利
は
彼

ら
に
と
っ
て
あ
ら
ゆ
る
権
利
の
中
で
最
も
重
要
な
権
利
な
の
で
あ

（一

j
る
。
」
農
業
生
産
者
か
ら
み
れ
ば
、
土
地
は
最
も
重
要
な
財
産
で
あ
り
、

食
糧
生
産
の
基
本
条
件
で
あ
る
が
ハ
遊
牧
者
に
し
て
み
れ
ば
、
牛
や

羊
な
ど
の
家
畜
が
最
も
重
要
な
財
産
で
あ
っ
て
、
土
地
に
生
え
る
牧

草
は
土
地
以
上
に
重
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
念
は
春
秋
時
代
の
北

方
に
関
す
る
「
戎
独
聖
帝
、
貴
耳
癖
土
、
土
可
頁
焉
（
戎
秋
は
定
住

せ
ず
、
財
貨
を
重
ん
じ
、
土
地
を
軽
視
す
る
の
で
、
土
地
を
買
い
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

る
こ
と
が
で
き
る
）
」
と
い
う
記
述
や
元
代
初
期
に
蒙
古
の
貴
族
が
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

原
の
耕
地
を
牧
場
に
変
え
る
よ
う
建
議
し
た
と
い
う
事
実
か
ら
も
そ

の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
農
耕
民
族
と
遊
牧
民
族
が
各
々

別
々
に
暮
し
て
い
た
時
は
、
両
者
は
平
等
互
恵
の
貿
易
関
係
を
打
立

て
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
互
い
に
そ
の
不
足
し
て
い
る
も
の
を
余
っ
て

い
る
も
の
に
換
え
て
補
い
合
う
と
い
う
安
定
し
た
関
係
に
あ
っ
た
。
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し
か
し
、
農
耕
社
会
の
閉
鎖
性
と
遊
牧
民
族
の
掠
奪
性
の
た
め
に
、

　
　
両
民
族
間
の
経
済
関
係
は
非
常
に
脆
弱
で
、
往
々
に
し
て
戦
争
と
い

　
　
う
手
段
に
訴
え
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
漢
の
武
帝
が
勾
奴
を
破
っ
た

　
　
よ
う
に
、
農
耕
民
族
が
遊
牧
民
族
を
追
い
払
っ
た
り
、
秦
が
長
城
を

　
　
築
い
た
よ
う
に
互
い
の
往
来
を
止
め
た
り
、
あ
る
い
は
金
、
元
、
清

　
　
朝
な
ど
の
よ
う
に
、
遊
牧
民
族
が
中
原
に
入
っ
て
支
配
し
た
り
す
る

　
　
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
二
つ
の
文
化
の
交
流
と
融
合
は

　
　
経
済
を
通
し
て
で
は
な
く
、
政
治
と
い
う
ル
ー
ト
を
通
し
て
完
成
し

　
　
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
民
族
戦
争
と
い
う
表
現
形

　
　
式
を
と
る
政
治
行
為
は
、
中
国
古
代
史
の
伝
説
時
代
に
ま
で
潮
る
こ

　
　
と
が
で
き
る
。
し
か
る
に
戦
争
は
農
耕
社
会
の
閉
鎖
性
を
改
変
し
な

　
　
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
か
え
っ
て
共
同
し
て
安
全
を
守
る
と
い
う

　
　
農
耕
社
会
の
結
集
を
促
進
さ
せ
た
。
こ
れ
こ
そ
が
恐
ら
く
分
散
隔
絶

　
　
し
た
農
耕
組
織
の
上
に
高
度
の
政
治
的
集
権
が
出
現
し
た
原
因
の
一

　
　
　
つ
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
全
体
と
し
て
の
経
済
と
い
う
角
度
か
ら
い
え
ば
、
農
耕
民
族
と
遊

　
　
牧
民
族
が
い
ま
だ
に
経
済
交
流
を
通
じ
て
共
に
発
展
す
る
こ
と
が
で

　
　
き
な
い
で
い
る
こ
と
は
、
中
華
民
族
の
一
大
悲
劇
と
い
っ
て
も
よ
い
。

料
　
　
な
ぜ
な
ら
戦
争
は
遊
牧
民
族
を
農
耕
民
族
に
同
化
さ
せ
は
し
て
も
、

資
　
　
農
耕
社
会
に
質
的
飛
躍
を
も
た
ら
す
こ
と
は
な
く
、
他
方
、
農
耕
社

会
内
部
で
自
生
的
に
芽
生
え
た
商
品
経
済
の
芽
は
往
々
に
し
て
戦
争

と
社
会
動
乱
に
よ
っ
て
摘
み
取
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
問
題

の
一
面
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
こ
う
し
た
戦
争
は
ま
た
中
華
民

族
の
融
合
や
伝
統
文
化
の
形
成
を
促
進
し
た
。
中
国
の
封
建
文
化
は

戦
国
時
代
を
経
て
、
儒
と
法
が
合
流
し
、
礼
と
法
が
統
一
さ
れ
た
後

に
、
よ
う
や
く
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
儒
家
と
法
家

は
あ
る
面
か
ら
い
え
ば
、
ま
さ
し
く
中
原
の
農
耕
文
化
と
西
北
の
遊

牧
文
化
の
学
術
面
に
お
け
る
代
表
な
の
で
あ
る
。

　
二
　
宗
法
家
族
の
社
会
組
織
構
造

　
閉
鎖
的
な
自
然
経
済
の
土
器
の
上
に
宗
法
家
族
が
発
展
し
て
き
た
。

宗
法
的
な
大
家
族
あ
る
い
は
家
庭
は
物
質
的
生
産
と
人
類
自
身
の
再

生
産
の
基
本
単
位
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
社
会
保
障
や
社
会
に
お

け
る
安
全
の
保
証
の
た
め
の
基
本
単
位
で
も
あ
る
。
一
人
の
人
間
は

出
生
か
ら
死
亡
ま
で
完
全
に
家
族
や
家
庭
に
依
存
す
る
の
で
あ
り
、

そ
の
他
の
社
会
機
関
に
頼
っ
た
り
は
し
な
か
っ
た
。
原
始
社
会
に
お

け
る
個
人
が
氏
族
か
ら
離
れ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
、
古
代
社
会
に

お
け
る
個
人
も
ま
た
宗
法
家
族
を
超
越
し
て
独
立
す
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。
宗
法
家
族
は
外
に
対
す
る
復
讐
、
内
に
対
す
る
保
護
扶

養
な
ど
の
方
面
に
お
い
て
、
重
要
な
…
機
能
を
果
し
た
。
こ
の
よ
う
な
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環
境
の
下
で
は
、
・
個
人
の
権
利
や
利
益
は
家
族
の
首
長
に
よ
っ
て
保

護
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
個
人
は
独
立
の
私
有
財
産
を
保
有
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
自
由
に
な
る
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば
、
交
換
を
通
じ

て
社
会
と
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
個
人
に
と
っ
て

は
全
体
と
し
て
の
家
族
の
権
利
や
利
益
の
み
が
確
か
訟
も
の
で
あ
っ

て
、
個
人
の
権
利
や
国
家
社
会
全
体
の
利
益
な
ど
は
漠
と
し
て
理
解

す
る
す
べ
．
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
自
然
経
済
の
た
め
に
私
有
制
や
商
品
交
換
関
係
が
発
達
ル
な
か
っ

た
こ
と
、
及
び
宗
法
家
族
の
伝
統
の
慣
性
の
パ
ワ
ー
が
強
大
だ
っ
た

こ
と
が
、
中
国
に
お
け
る
国
家
の
起
源
の
道
筋
を
内
部
で
コ
つ
が

二
つ
に
分
裂
す
る
」
革
命
で
は
な
《
、
外
部
で
コ
一
つ
が
一
つ
に
融

　
　
　
　
　

合
す
る
」
維
新
と
し
た
。
こ
の
た
め
宗
法
的
な
血
縁
紐
帯
は
国
家
の

外
衣
の
下
で
弱
体
化
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
売
ば
か
り
か
、
か
え
っ
て
強

化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
西
周
初
期
に
な
る
と
、
周
の
天
子
は

天
下
の
土
地
と
そ
の
土
地
の
住
民
及
び
般
の
遺
民
を
一
族
ご
と
ま
と

め
て
姫
姓
の
親
族
や
異
姓
の
功
臣
に
分
封
し
た
。
ま
た
、
周
王
と
同

姓
の
貴
族
と
異
姓
の
貴
族
は
婚
姻
関
係
に
よ
っ
て
政
治
同
盟
を
結
成

し
た
。
」
こ
れ
に
よ
っ
て
宗
法
的
な
血
縁
紐
帯
は
空
前
の
社
会
的
価
値

を
獲
得
し
た
。
そ
れ
は
支
配
階
級
と
被
支
配
階
級
と
を
区
別
す
る
基

準
で
あ
り
、
支
配
階
級
内
部
に
あ
ρ
て
は
権
利
の
再
分
配
を
行
う
平

め
の
基
準
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
宗
法
血
縁
的
な
「
親
貴
一
体
」

と
い
う
宗
法
貴
族
政
治
体
制
の
下
で
、
地
域
に
よ
っ
て
住
民
を
区
分
．

す
る
の
で
は
な
く
、
血
縁
に
よ
っ
て
階
級
を
区
分
す
る
こ
と
が
行
わ

れ
た
の
で
あ
る
。

　
戦
国
時
代
に
は
、
・
個
別
家
族
に
よ
る
土
地
私
有
制
を
特
徴
と
す
る

新
興
地
主
階
級
が
宗
法
家
族
の
旧
い
壁
を
突
き
破
り
、
遷
ら
に
個
人

を
家
族
の
束
縛
か
ら
解
放
し
よ
う
と
企
て
た
。
そ
し
て
、
個
人
が
功

利
と
法
治
と
い
う
手
段
を
通
し
て
国
家
と
出
来
る
だ
け
簡
潔
な
権
利

義
務
関
係
を
持
て
る
よ
う
に
七
、
こ
れ
に
よ
っ
て
伝
統
的
な
血
縁
制

度
の
白
州
の
上
に
血
縁
を
超
え
た
真
の
意
味
の
国
家
を
構
築
し
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
法
家
が
声
高
に
叫
ぶ
「
公
義
」
、
「
公

法
」
、
「
公
民
」
な
ど
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
真
意
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
．
新
興
地
主
階
級
は
自
ら
の
姿
に
照
し
て
世
界
を
改
造
し
、
集
権

的
な
専
制
政
体
を
打
ち
立
て
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は
「
民
農
則
朴
、

朴
単
玉
用
（
民
は
農
業
を
す
れ
ば
素
直
に
な
り
、
素
直
で
あ
れ
ば
支

　
　
　
　
　
　
　

配
し
や
す
い
）
」
と
い
う
見
解
に
基
づ
い
て
、
政
権
と
王
朝
の
統
一
を

維
持
す
る
た
め
に
「
強
本
抑
末
（
根
本
1
1
農
を
強
化
し
、
末
節
“
商

を
抑
え
る
）
」
と
い
う
国
策
を
推
進
し
、
人
間
を
改
め
て
土
地
に
緊
縛

し
、
そ
う
し
て
宗
法
家
族
的
勢
力
を
安
定
し
た
自
然
経
済
の
環
境
の

中
で
再
び
膨
張
さ
せ
、
さ
ら
に
進
ん
で
こ
う
し
た
趨
勢
を
不
可
逆
的
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な
も
の
と
し
た
。
法
家
の
一
進
一
退
が
時
代
の
光
栄
と
悲
劇
を
演
ず

　
　
　
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
戦
国
・
秦
漢
以
後
、
「
親
と
貴
が
分
離
」
し
、
土
地
所
有
権
と
地
域

　
　
行
政
権
は
分
立
し
、
以
前
は
貴
族
が
土
地
所
有
者
の
身
分
で
土
地
人

　
　
民
に
対
し
て
有
し
て
い
た
世
襲
的
支
配
権
は
、
す
で
に
非
世
襲
的
な

　
　
官
僚
支
配
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
宗
法
家
族
は
依
然
と

　
　
し
て
王
朝
の
社
会
的
基
礎
で
あ
り
、
家
族
の
安
寧
は
王
朝
の
安
全
に

　
　
と
っ
て
最
も
重
要
な
価
値
を
有
し
て
い
た
。
こ
こ
に
お
い
て
王
権
と

　
　
族
長
権
は
暗
黙
の
契
約
を
結
ん
だ
。
即
ち
、
家
族
《
1
1
一
族
》
の
首

　
　
長
は
王
権
の
充
分
に
及
ば
な
い
領
域
に
お
い
て
皇
帝
の
半
官
僚
、
半

　
　
立
法
官
、
半
司
法
官
を
務
め
、
皇
帝
を
助
け
て
臣
民
を
管
理
す
る
。

　
　
そ
し
て
、
そ
の
返
礼
と
し
て
、
王
朝
は
法
律
と
行
政
措
置
を
用
い
て

　
　
家
族
の
首
長
の
一
連
の
特
権
を
保
障
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
契
約
は

　
　
唐
律
の
「
十
悪
」
の
な
か
に
書
き
記
さ
れ
て
い
る
。
十
種
の
「
常
赦

　
　
　
で
は
許
さ
れ
な
い
」
重
罪
の
う
ち
、
四
箇
条
里
は
皇
権
の
擁
護
、
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
箇
条
半
は
族
長
権
の
擁
護
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
皇
権
と
族
長
権

　
　
と
の
結
合
は
見
事
な
ま
で
に
巧
み
に
出
来
上
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
家
族
が
国
家
に
と
っ
て
、
ま
た
族
長
権
が
皇
権
に
と
っ
て
重
要
な

料
　
　
価
値
を
有
し
て
い
た
た
め
、
宗
法
倫
理
に
基
づ
く
行
為
規
範
が
普
遍

資
　
　
的
な
社
会
的
機
能
を
果
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
「
礼
」
と
呼
ば
れ

る
行
為
準
則
は
、
西
周
及
び
春
秋
時
代
に
お
い
て
は
刑
罰
を
後
楯
と

す
る
法
規
範
の
代
名
詞
で
あ
り
、
秦
漢
以
後
に
お
い
て
は
立
法
、
司

法
の
指
導
原
則
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
立
法
領
域
に
お
い
て
不
断
に
法

典
化
、
条
文
化
を
進
め
る
一
方
、
司
法
領
域
に
お
い
て
は
判
例
を
創

造
し
適
用
す
る
た
め
の
法
的
根
拠
と
な
っ
た
。
中
国
封
建
社
会
に
お

け
る
成
文
法
典
と
判
例
と
の
結
合
を
そ
の
特
徴
と
す
る
「
混
合
法
」

的
状
況
は
、
ま
さ
し
く
「
礼
」
の
指
導
の
下
に
形
成
さ
れ
た
も
の
に

ほ
か
な
ら
な
い
。

　
家
族
が
社
会
に
対
し
て
、
ま
た
「
礼
」
が
法
律
実
践
活
動
に
対
し

て
有
し
た
特
殊
な
意
義
が
、
伝
統
的
中
国
法
に
倫
理
主
義
精
神
を
浸

透
さ
せ
た
。
父
権
を
中
核
と
す
る
こ
う
し
た
差
別
や
等
級
付
け
は
中

国
古
代
に
の
み
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
古
代
ロ
ー
マ
の
「
家
父

権
」
と
中
国
古
代
の
家
父
長
の
特
権
と
は
け
っ
し
て
異
な
る
も
の
で

は
な
い
。
た
だ
し
、
私
有
制
や
商
品
交
換
関
係
の
発
達
の
程
度
が
異

な
る
た
め
、
両
者
の
前
途
も
は
っ
き
り
異
な
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え

ば
、
古
代
ロ
ー
マ
の
法
学
者
は
「
家
父
権
は
け
っ
し
て
公
法
に
触
れ

な
い
」
と
考
え
て
い
た
し
、
当
時
の
法
律
は
「
父
権
の
下
に
あ
る
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　

が
父
か
ら
別
れ
て
財
産
を
所
有
す
る
こ
と
を
禁
止
」
し
て
い
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
・
訳
注
2
）

れ
は
秦
忌
中
の
「
非
公
室
告
」
の
制
度
や
唐
律
が
「
祖
父
母
・
父
母

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
健
在
の
ま
ま
、
籍
を
別
に
し
、
財
産
を
別
に
す
る
」
の
を
禁
止
し
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て
い
る
こ
と
ど
軌
を
一
に
す
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
古
代

ロ
ー
マ
で
は
「
子
が
三
度
身
売
り
さ
れ
た
ら
、
そ
の
子
に
対
す
る
家

父
権
は
消
滅
し
う
る
」
し
、
’
ま
た
男
子
は
公
共
事
務
に
貢
献
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
報
酬
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
結
果
個
人
の
「
特
有

財
産
」
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
お
い
て
年
若
い
「
家
父
権
」

は
年
老
い
た
「
家
父
権
」
に
対
抗
す
る
物
質
的
な
力
を
獲
得
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
古
代
中
国
で
は
父
系
家
族
の
首
長
の
土
地
財
産
に
対

す
る
支
配
は
終
生
に
わ
た
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
た
め
父
の
子
に
対

す
る
人
身
支
配
も
ま
た
終
生
の
も
の
で
あ
る
。
子
女
は
家
族
内
部
に

上
の
世
代
の
権
力
と
対
抗
で
き
る
物
質
的
基
礎
を
持
た
ず
、
ま
た
個

人
の
財
産
を
獲
得
す
る
た
め
の
外
部
的
条
件
も
な
か
っ
た
。
彼
ら
の

唯
一
の
前
途
は
、
歳
月
が
経
過
し
て
新
し
い
「
家
父
権
」
が
旧
い
「
家

父
権
」
と
自
然
に
交
替
す
る
の
を
じ
っ
と
待
つ
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
古
代
ロ
ー
マ
に
お
い
て
は
私
有
制
と
交

換
関
係
が
「
家
父
権
」
に
制
約
を
加
え
、
最
終
的
に
は
こ
れ
に
取
っ

て
代
わ
っ
た
の
に
対
し
、
古
代
中
国
で
は
、
自
然
経
済
の
支
配
の
下

で
、
父
系
的
特
権
を
中
核
と
す
る
宗
法
家
族
的
秩
序
が
手
を
加
え
ら

れ
、
そ
れ
が
神
聖
か
つ
恒
久
的
な
法
律
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
三
．
権
力
を
中
心
と
す
る
政
治
モ
デ
ル

　
最
も
早
い
時
期
に
お
け
る
政
治
は
、
恐
ら
く
氏
族
間
の
関
係
を
い

か
に
処
理
す
る
か
と
い
う
戦
略
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
父
系

家
族
制
度
が
確
立
し
た
径
、
氏
族
内
部
に
お
い
て
は
家
族
の
首
長
の

特
権
が
平
等
精
神
を
封
じ
込
め
、
原
始
の
民
主
主
義
を
窒
息
さ
せ
た
。

部
族
連
合
の
中
で
は
勢
力
の
強
い
氏
族
が
首
領
と
な
っ
た
。
部
族
連

合
を
促
進
し
た
の
は
血
縁
の
紐
帯
で
も
な
け
れ
ば
経
済
的
交
換
関
係

で
も
な
く
、
た
だ
戦
争
と
実
力
の
み
で
あ
っ
た
。
伝
説
時
代
の
歴
史

を
回
顧
し
た
『
尚
書
』
の
諸
篇
の
中
か
ら
、
我
々
は
氏
族
の
首
領
が

互
い
に
推
挙
し
あ
う
民
主
的
な
気
風
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
し
、

さ
ら
に
連
合
の
首
長
の
地
位
が
極
め
て
高
い
特
殊
な
も
の
で
あ
る
こ

と
も
わ
か
る
。
ま
た
、
当
時
の
政
治
的
分
業
は
各
氏
族
の
戦
功
と
実

力
に
よ
う
て
の
み
行
わ
れ
る
最
も
早
期
に
お
け
る
権
力
再
分
配
に
す

ぎ
な
か
っ
た
。
戦
雲
た
ち
こ
め
る
政
治
状
況
の
中
で
、
上
か
ら
下
ま

で
の
集
中
的
権
力
体
制
が
確
立
さ
れ
、
し
っ
か
り
と
根
を
お
ろ
し
た

の
で
あ
る
。
そ
の
た
み
伝
説
時
代
の
文
献
の
中
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ア

の
よ
う
な
民
衆
集
会
や
個
人
の
自
主
精
神
や
、
平
民
と
貴
族
間
の
政

治
闘
争
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
民
主
主
義
の
習
慣
な
ど
を
見
つ
け

る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
。
『
周
礼
・
秋
官
司
冠
・
小
司
冠
』
に
い
う

と
こ
ろ
の
「
詞
国
危
」
、
「
詞
国
遷
」
、
「
詞
立
君
」
（
国
の
危
険
や
国
の
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移
転
や
君
主
の
擁
立
に
つ
き
意
見
を
徴
す
る
）
と
は
、
恐
ら
く
尭
や

　
　
　
　
　
　
（
訳
注
3
）

　
　
舜
が
「
四
界
」
の
意
見
を
尋
ね
た
こ
と
の
遺
風
で
あ
る
。
ま
た
、
『
孟

　
　
子
』
の
い
わ
ゆ
る
「
民
貴
君
軽
（
民
は
貴
く
、
君
は
軽
い
）
」
、
「
人
は

　
　
宵
宮
舜
の
よ
う
に
な
れ
る
」
な
ど
は
、
ま
さ
に
原
始
の
平
等
や
民
主

　
　
の
精
神
の
絶
唱
で
あ
る
。
た
と
え
孟
子
の
真
意
が
「
統
治
者
」
の
意

　
　
図
を
代
弁
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
だ
と
し
て
も
。
私
有
制
と
交
換

　
　
関
係
の
未
発
達
な
古
代
社
会
に
あ
っ
て
は
、
実
力
こ
そ
権
勢
で
あ
り
、

　
　
権
勢
こ
そ
政
治
の
基
礎
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
政
体
を
決
定
し
た
ば
・

　
　
か
り
で
な
く
、
法
の
形
態
を
も
決
定
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
文
明
が
出
現
す
る
頃
に
は
、
我
々
の
み
る
と
こ
ろ
、
国
家
は
氏
族

　
　
内
部
の
貧
富
の
分
化
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
社
会
内
部
の
必
然

　
　
的
な
結
果
で
は
な
く
、
あ
る
部
族
の
別
の
部
族
に
対
す
る
支
配
を
意

　
　
味
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
戦
争
は
社
会
の
安
寧
の
擁
護
の
た
め
に
発

　
　
生
し
た
も
の
で
あ
れ
、
異
民
族
の
「
中
原
侵
入
」
へ
の
反
撃
か
ら
生

　
　
じ
た
も
の
で
あ
れ
、
す
べ
て
種
族
の
保
護
と
い
う
民
族
闘
争
の
形
式

　
　
を
と
る
政
治
行
為
な
の
で
あ
る
。
戦
争
の
勝
敗
は
双
方
の
国
家
体
制

　
　
の
中
に
お
け
る
地
位
を
決
定
す
る
。
そ
こ
で
は
妥
協
の
な
い
生
き
る

　
　
か
死
ぬ
か
の
闘
い
、
あ
る
い
は
勝
者
は
王
侯
、
敗
者
は
賊
と
い
う
の

料
　
　
が
究
極
の
政
治
原
則
で
あ
り
、
政
治
技
術
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に

資
　
　
政
治
は
ま
る
で
経
済
活
動
と
関
係
の
な
い
放
れ
駒
に
な
っ
た
か
の
如

く
で
あ
る
が
、
翻
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
実
は
経
済
活
動
を
支
配
せ

ん
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
、
西
洋
に
お
い
て
都
市
と

奴
隷
が
私
有
制
と
交
換
関
係
の
産
物
だ
と
す
れ
ば
、
中
国
に
お
い
て

は
都
市
と
奴
隷
は
政
治
活
動
の
副
産
物
な
の
で
あ
る
。
西
洋
で
は
債

務
が
奴
隷
を
生
み
、
金
銭
が
人
間
の
身
分
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
う
し
た
交
換
関
係
が
ま
さ
し
く
民
法
（
あ
る
い
は
私
法
）
の
基
礎

な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
中
国
で
は
戦
争
と
犯
罪
が
奴
隷
を
生
み
、

政
治
行
為
が
人
々
の
身
分
を
決
定
し
た
。
か
く
し
て
暴
力
を
後
楯
と

す
る
と
こ
ろ
の
刑
法
が
発
達
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
権
力
を
中
心
と
す
る
天
下
統
一
な
の
で
、
経
済
活
動
と
政
治
活
動

の
間
の
内
在
的
な
調
和
の
取
れ
た
関
係
は
確
立
し
に
く
か
っ
た
。
経

済
発
展
に
内
在
的
な
法
則
性
と
正
当
な
要
求
は
自
覚
的
な
政
治
行
為

に
転
化
す
る
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
反
し
て
、
政
治

行
為
の
側
は
常
に
自
ら
の
特
殊
な
方
式
で
経
済
生
活
に
関
与
し
、
経

済
生
活
を
支
配
し
た
。
西
周
の
禁
酒
、
戦
国
の
「
強
本
身
末
」
、
及
び

漢
の
武
帝
の
塩
鉄
の
専
売
等
々
こ
そ
そ
の
明
証
で
あ
る
。
政
治
が
経

済
を
支
配
し
た
結
果
、
政
治
の
価
値
が
経
済
の
価
値
に
勝
り
、
権
勢

が
財
力
よ
り
優
位
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
一
方
で
、
民
間
に
よ
る

採
鉱
、
冶
金
、
製
塩
、
炭
焼
、
遠
距
離
輸
送
販
売
及
び
辺
境
交
易
な

ど
、
純
粋
な
経
済
活
動
は
し
ば
し
ば
「
山
林
に
集
ま
っ
て
公
然
と
叛
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旗
を
翻
す
」
、
「
地
方
の
秩
序
を
乱
す
」
、
「
利
敵
行
為
」
な
ど
と
駈
め

ら
れ
、
厳
し
く
禁
止
さ
れ
た
。
他
方
で
、
王
朝
は
自
ら
の
権
勢
の
外

に
こ
れ
と
対
抗
す
る
民
間
の
富
が
存
在
す
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
。

こ
の
た
め
官
は
上
か
ら
の
圧
力
と
い
う
手
段
を
採
用
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
例
え
な
留
書
の
い
わ
ゆ
る
「
財
産
が
あ
っ
て
も
豪
華
な
生
活

を
さ
せ
な
に
」
0
）
と
い
う
措
置
の
よ
ヶ
に
。
ま
た
、
例
え
ば
晃
錯
に
よ

る
「
一
定
の
穀
物
を
官
に
納
め
れ
ば
一
定
の
官
職
を
与
え
る
」
と
い

う
措
置
の
よ
う
に
、
取
り
立
て
と
い
う
手
段
を
採
用
す
る
こ
と
も
で

き
た
。
－
さ
ら
に
は
、
殺
す
と
い
う
手
段
を
用
い
る
、
つ
ま
り
言
い
掛

か
り
を
つ
け
て
は
戸
籍
を
没
収
し
公
の
も
の
と
す
る
こ
と
も
で
き
た
。

王
朝
の
統
治
に
つ
い
て
い
え
ば
、
民
間
に
財
力
の
あ
る
こ
と
は
常
に

不
利
な
要
素
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
財
を
侍
ん
で
官
を
蔑
ろ
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
一
）

た
り
、
地
方
の
実
力
者
た
る
「
諸
侯
に
財
貨
を
贈
る
」
ほ
ど
の
財
を

蓄
え
た
り
、
ま
た
、
地
方
に
割
拠
し
て
い
る
勢
力
を
助
長
す
る
と
い
っ

た
形
で
現
わ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
富
の
集
中
は
土
地
の
集
中
に
ほ

娑
ら
ず
、
往
々
に
し
て
流
民
を
聾
み
淵
叢
勧
乱
を
引
懲
旭
．
与
と

い
う
点
に
、
よ
り
強
く
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
「
平

均
」
主
義
は
農
民
の
美
し
い
理
想
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
封
建

階
級
が
政
治
的
に
必
要
と
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
皮
さ

に
農
業
重
視
、
商
業
抑
圧
政
策
の
依
っ
て
立
つ
価
値
観
で
あ
る
。

　
政
治
と
権
力
に
よ
る
支
配
は
法
律
実
践
活
動
の
価
値
方
向
を
決
す

る
に
充
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
賠
償
（
金
）
を
例
に
あ
げ
て
み
よ
う
。

古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
で
は
、
賠
償
金
は
原
始
的
な
血
縁
に
よ
る

復
讐
に
終
止
符
を
打
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
双
方
思
事
者
が
傷
害

な
ど
の
権
利
侵
害
行
為
が
原
因
で
行
う
経
済
的
賠
償
で
あ
っ
て
、
一

種
の
対
等
な
私
人
間
の
経
済
的
性
格
の
法
律
行
為
で
あ
る
。
・
し
か
る

に
古
代
中
国
で
は
、
賠
償
金
は
、
一
種
の
縦
型
《
”
上
下
方
向
》
の
政

治
行
為
か
つ
司
法
行
為
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
『
管
子
・
軽
重
八
・

山
権
数
』
に
よ
れ
ば
、
「
湯
王
の
時
代
は
七
年
に
わ
た
る
旱
越
が
あ

グ
、
萬
の
時
代
に
は
五
年
に
わ
た
る
水
害
が
あ
っ
た
た
め
、
民
は
食

糧
に
困
り
、
子
供
を
売
る
者
も
出
た
。
そ
こ
で
湯
王
は
庄
山
か
ら
採

掘
し
た
金
属
で
、
禺
は
歴
山
の
金
属
で
そ
れ
ぞ
れ
貨
幣
を
鋳
造
し
、

売
ら
れ
た
子
供
を
買
い
戻
し
た
」
と
あ
る
。
『
塩
鉄
論
・
力
耕
』
に
も

ゴ
首
萬
の
と
き
に
水
害
が
あ
り
、
湯
王
の
と
き
に
早
越
が
あ
っ
た
。
人

民
は
欠
乏
し
、
互
い
に
助
け
合
っ
て
や
っ
と
衣
食
に
あ
り
つ
い
た
。

そ
の
と
き
禺
は
豊
山
の
金
を
用
い
、
湯
王
は
庄
山
の
銅
を
用
い
て
貨

幣
を
鋳
造
し
、
人
民
に
贈
っ
た
。
天
下
は
こ
れ
を
仁
と
称
え
た
。
」
と

書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
呂
氏
春
秋
・
察
微
』
に
載
せ
る
魯
国
の
法

に
よ
れ
ば
、
「
魯
人
は
他
国
の
諸
侯
の
下
僕
や
妾
に
な
っ
た
場
合
に
、

魯
国
の
金
を
そ
の
国
に
納
め
て
自
由
を
買
い
取
る
」
と
あ
る
。
こ
こ
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か
ら
分
る
よ
う
に
、
統
治
者
が
賠
償
と
い
う
措
置
を
取
る
こ
と
に

　
　
　
よ
っ
て
、
民
間
の
正
常
な
売
買
や
貸
借
行
為
を
ね
じ
ま
げ
、
抑
圧
し

　
　
　
て
い
る
の
で
あ
る
。
司
法
の
場
に
あ
っ
て
は
、
賠
償
は
罪
刑
を
決
す

　
　
　
る
に
際
し
て
疑
問
が
あ
る
と
き
に
採
用
さ
れ
る
一
種
の
便
宜
的
な
手

　
　
段
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
違
法
犯
罪
者
を
懲
罰
す
る
の
み
で
な
く
、
被

　
　
害
者
の
不
平
を
和
ら
げ
、
さ
ら
に
統
治
者
は
無
享
の
者
を
む
や
み
に

　
　
　
は
殺
さ
な
い
と
い
う
仁
慈
の
イ
メ
ー
ジ
を
添
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
《
斉
の
宰
相
》
子
仲
が
か
ぶ
と
や
矢
を
訴
訟
費
用
と
し
て
徴
収
し
、
国

　
　
　
の
軍
事
費
に
充
て
る
と
い
う
措
置
を
取
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
｝
二
）

　
　
れ
以
上
言
及
す
る
必
要
も
あ
る
ま
い
。

　
　
　
　
こ
こ
に
至
っ
て
、
我
々
は
中
国
の
古
代
政
治
に
お
け
る
経
済
の
価

　
　
値
と
政
治
の
価
値
の
何
た
る
か
を
理
解
し
た
。
即
ち
、
そ
れ
は
中
央

　
　
集
権
の
専
制
政
治
体
制
が
自
然
経
済
と
宗
法
家
族
的
社
会
の
所
産
と

　
　
し
て
、
そ
う
し
た
秩
序
の
安
定
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
こ
と

　
　
　
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
有
効
な
あ
ら
ゆ
る
行
政
行
為
、
法
律
制
度
、

　
　
及
び
道
徳
教
化
等
は
、
す
べ
て
異
な
る
方
向
か
ら
で
は
あ
る
が
個
人

　
　
を
土
地
に
固
定
化
し
、
家
族
の
中
に
束
縛
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
個

　
　
人
を
農
業
生
産
過
程
の
中
に
融
け
込
ま
せ
、
個
人
を
宗
法
血
縁
の
網

料
　
　
の
目
の
中
に
絡
め
取
っ
た
の
で
あ
る
。
専
制
政
治
体
制
、
自
然
経
済

資
　
　
及
び
宗
法
社
会
の
「
三
結
合
」
は
商
品
経
済
の
侵
入
を
押
し
と
ど
め

る
に
充
分
な
天
然
の
障
壁
を
構
築
し
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
こ
の

た
め
に
、
中
国
の
古
代
社
会
は
緩
慢
に
発
展
は
し
た
も
の
の
、
二
度

と
再
び
飛
躍
す
る
機
会
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
四
　
農
業
に
お
け
る
宗
法
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

　
自
然
経
済
と
宗
法
社
会
と
は
集
権
政
体
の
基
礎
で
あ
る
ば
か
り
で

な
く
、
中
華
民
族
の
伝
統
文
化
の
土
壌
で
も
あ
る
。
農
業
生
産
活
動

は
人
々
を
し
て
「
天
」
に
畏
敬
の
念
を
抱
か
せ
、
「
天
」
に
服
従
さ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ニ
　

た
。
し
か
し
、
「
天
道
有
常
（
天
道
は
一
定
不
変
の
も
の
で
あ
る
）
」

で
あ
り
、
天
の
運
行
法
則
は
探
究
で
き
る
し
、
利
用
す
る
こ
と
も
で

き
る
。
古
代
の
先
人
た
ち
が
「
天
道
」
を
利
用
し
て
豊
作
を
享
受
し

た
と
き
に
は
、
自
信
と
自
尊
に
満
ち
て
い
た
。
こ
う
し
た
自
信
と
自

尊
は
祖
先
に
対
す
る
崇
敬
の
上
に
集
中
的
に
現
わ
れ
て
い
る
。
因
み

に
『
礼
記
・
表
記
』
に
よ
れ
ば
、
「
夏
の
政
道
は
政
教
の
命
令
を
よ
く

守
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
鬼
神
に
は
仕
え
る
が
、
敬
し
て
こ
れ
を
遠
ざ

け
て
い
る
」
、
「
般
人
は
神
を
尊
び
、
人
民
を
導
く
に
あ
た
っ
て
は
、

神
に
仕
え
る
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
す
る
。
宗
廟
で
鬼
神
を
祭
る
こ

と
を
優
先
し
、
朝
廷
に
お
け
る
君
臣
の
礼
を
軽
視
す
る
。
」
、
「
周
人
は

礼
を
尊
び
、
施
す
こ
と
を
尊
ぶ
。
鬼
神
に
は
仕
え
る
が
、
敬
し
て
こ

れ
を
遠
ざ
け
て
い
る
」
な
ど
と
い
う
。
鬼
神
並
立
の
二
元
的
な
神
観
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念
の
な
か
で
、
祖
先
神
の
作
用
は
天
と
人
と
の
関
係
を
つ
な
ぐ
と
い

う
よ
り
も
、
人
と
神
と
の
距
離
を
短
縮
し
た
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、

祖
先
神
と
現
実
の
人
間
と
の
間
の
血
縁
関
係
は
神
を
人
間
の
世
界
に

引
き
入
れ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
祭
礼
活
動
の
中
で
生
み

出
さ
れ
る
「
礼
」
の
社
会
的
価
値
は
、
人
の
神
に
対
す
る
畏
れ
の
念

を
培
う
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
人
の
祖
先
に
対
す
る
追
想
や
崇
敬

の
情
を
育
て
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
古
代
の
先
人
た
ち
の
現
実
生

活
に
対
す
る
関
心
と
祖
先
に
対
す
る
崇
敬
は
、
一
世
を
風
靡
し
た
神

権
法
と
神
判
法
か
ら
根
本
的
に
脱
却
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
転

換
は
、
中
国
の
伝
統
的
法
文
化
を
世
俗
的
で
非
宗
教
的
な
も
の
と
し

た
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
、
後
世
の
人
を
宗
教
的
熱
狂
や
宗
教
的

迫
害
や
宗
教
戦
争
や
未
来
の
「
彼
岸
の
世
界
」
に
対
す
る
恐
怖
か
ら

免
れ
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
「
世
界
で
わ
ず
か
に
一
、
二
の
民
族
だ
け
が

奇
異
な
運
命
に
よ
っ
て
、
や
っ
と
こ
う
し
た
不
幸
か
ら
免
れ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　

が
で
き
た
」
の
で
あ
る
。
人
々
は
現
実
の
生
活
そ
の
も
の
か
ら
法
の

実
践
の
問
題
を
探
究
し
、
評
価
す
る
。
く
し
く
も
、
『
准
南
子
・
主
術
』

は
「
法
は
天
か
ら
降
っ
て
く
る
も
の
で
も
、
地
に
生
ず
る
も
の
で
も

な
く
、
人
の
澗
に
発
し
て
、
人
の
行
為
を
正
す
も
の
で
あ
る
。
」
と
述

べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
情
は
、
法
律
の
進
歩
に
と
っ
て
、
疑
い
も

な
く
、
た
い
へ
ん
好
ま
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
）

・
春
秋
時
代
以
降
、
「
礼
は
庶
人
に
下
ら
ず
」
と
い
う
貴
族
政
体
が
衰

微
し
て
後
、
礼
は
す
ぐ
に
あ
ら
ゆ
る
人
に
適
用
さ
れ
る
宗
法
的
倫
理

観
念
あ
る
い
は
宗
法
的
倫
理
規
範
へ
と
変
化
し
た
。
孔
子
は
そ
れ
を

「
克
己
復
礼
（
己
れ
を
克
服
し
礼
に
復
す
）
」
し
て
到
達
す
る
境
地
、

即
ち
仁
と
概
括
し
た
。
「
仁
」
は
人
と
人
の
関
係
を
対
象
と
す
る
学
問

で
み
り
、
ま
た
、
宗
法
的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
代
名
詞
で
あ
る
。

も
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」

が
神
の
光
を
通
じ
て
、
人
間
の
価
値
を
発
見
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、

孔
子
の
「
仁
」
は
す
な
わ
ち
、
一
人
の
人
間
が
相
手
方
の
瞳
を
通
じ

て
自
己
の
存
在
を
発
見
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場

合
の
人
間
と
は
個
別
の
自
然
人
で
は
な
く
、
集
団
的
な
宗
法
家
族
の

一
員
と
い
う
意
味
に
お
け
る
人
間
で
あ
る
。
「
仁
」
は
「
人
を
愛
す
る
」

と
い
う
過
程
を
通
じ
て
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
愛
の
内

容
は
愛
す
る
者
と
愛
さ
れ
る
者
と
の
間
の
関
係
に
よ
っ
て
決
ま
る
。

父
が
子
を
愛
す
る
の
は
慈
、
子
が
父
を
愛
す
る
の
は
孝
、
君
が
臣
を

愛
す
る
の
は
仁
、
臣
が
君
を
愛
す
る
の
は
忠
、
等
々
で
あ
る
。
人
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
六
）

禽
獣
と
異
な
る
所
以
は
、
決
し
て
人
が
「
二
本
足
で
無
毛
」
だ
か
ら

で
は
な
く
、
人
に
は
倫
理
規
範
が
あ
る
の
に
、
禽
獣
に
は
そ
れ
が
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
「
人
が
人
と
な
る
」
神
聖
な
過
程
を
完

成
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
人
は
必
ず
人
と
し
て
の
環
境
を
備
え
ね
ば
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な
ら
な
い
。
こ
の
環
境
こ
そ
親
族
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
家
族
社
会

　
　
　
で
あ
る
。
個
々
の
人
は
人
と
い
う
も
の
の
本
質
上
、
人
の
集
団
か
ら

　
　
離
れ
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
個
々
の
人
は
、
宗
法
家
族
の
連
結
環

　
　
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
さ
に
、

　
　
　
ヘ
ン
リ
ー
・
メ
イ
ン
が
述
べ
た
よ
う
に
、
「
古
代
法
は
殆
ど
全
く
個
人

　
　
を
知
ら
な
い
。
古
代
法
が
関
心
を
向
け
る
の
は
個
人
で
は
な
く
、
家

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
七
）

　
　
族
な
の
で
あ
る
。
」
つ
ま
り
、
孔
子
の
「
仁
」
は
、
中
国
の
伝
統
法
文

　
　
化
に
お
け
る
集
団
本
位
の
原
型
と
い
っ
て
よ
い
。

　
　
　
　
こ
の
種
の
宗
法
家
族
を
基
礎
と
す
る
集
団
主
義
精
神
は
、
個
人
に

　
　
対
す
る
束
縛
に
依
拠
し
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
最

　
　
も
有
効
な
手
段
は
家
族
の
首
長
に
よ
る
財
産
の
独
占
で
あ
り
、
こ
れ

　
　
　
に
よ
っ
て
、
個
人
は
家
族
を
離
れ
て
生
計
を
立
て
る
術
を
失
っ
た
。

　
　
家
族
の
首
長
は
封
建
王
朝
か
ら
半
立
法
権
と
半
司
法
権
を
獲
得
し
た

　
　
が
、
こ
れ
ら
の
権
力
は
個
人
を
服
従
さ
せ
る
の
に
十
分
な
も
の
で

　
　
あ
っ
た
。
家
族
は
一
方
で
は
朝
廷
の
た
め
に
有
能
な
助
手
と
な
り
、

　
　
他
方
で
は
ま
た
、
朝
廷
の
た
め
に
忠
実
な
奴
僕
を
養
成
し
た
。
即
ち
、

　
　
「
忠
臣
を
孝
子
の
門
に
求
め
る
」
と
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た

　
　
文
化
環
境
の
な
か
で
、
個
人
の
権
利
や
自
由
は
蔑
ろ
に
さ
れ
、
個
人

料
　
　
の
主
体
的
な
精
神
は
埋
没
し
て
し
ま
っ
た
。
自
然
経
済
と
宗
法
社
会

資
　
　
は
天
然
の
安
定
し
た
平
穏
無
事
な
世
界
で
あ
り
、
個
性
的
な
色
彩
に

満
ち
た
い
か
な
る
能
動
的
な
精
神
も
、
そ
の
安
寧
を
破
壊
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
王
権
が
及
ば
な
い
領
域
で
は
、

族
長
権
が
大
い
に
威
を
振
る
い
、
族
長
権
の
力
が
及
ば
な
い
と
こ
ろ

で
は
、
王
権
が
一
切
を
支
配
し
た
。
族
長
権
の
支
配
は
、
温
情
脈
々

た
る
血
縁
絆
帯
を
利
用
し
、
王
権
の
支
配
は
氷
の
よ
う
に
冷
た
く
無

情
な
法
律
の
鎖
を
用
い
た
。
そ
し
て
、
内
部
と
外
部
の
二
つ
の
方
向

か
ら
個
人
を
し
っ
か
り
と
土
地
や
家
族
に
束
縛
し
た
の
で
あ
る
。

　
自
然
経
済
、
宗
法
社
会
と
い
う
基
盤
の
上
に
、
倫
理
道
徳
を
注
入

す
れ
ば
、
人
々
の
行
為
と
思
想
を
支
配
す
る
に
充
分
で
あ
っ
た
。
西

洋
古
代
に
お
い
て
は
、
私
有
財
産
と
交
換
が
発
達
し
た
た
め
、
賠
償

金
に
よ
っ
て
血
縁
者
に
よ
る
復
讐
の
炎
と
そ
の
神
聖
な
る
責
任
は
消

滅
さ
せ
ら
れ
た
。
「
財
産
と
い
う
感
情
が
人
類
の
心
の
中
に
入
り
込

ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
も
根
強
い
感
情
や
本
能
や
観
念
が
動
揺
し
、

新
し
い
欲
望
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
私
有
財
産
が
あ
っ
て

は
じ
め
て
復
讐
欲
と
い
う
、
古
く
か
ら
半
文
明
人
の
精
神
を
支
配
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
き
た
欲
望
が
抑
制
さ
れ
た
り
、
弱
め
ら
れ
た
り
し
た
の
で
あ
る
。
」

個
人
に
よ
る
個
人
に
対
す
る
侵
害
《
に
対
す
る
社
会
の
抑
制
メ
カ
ニ

ズ
ム
》
は
民
事
訴
訟
を
通
し
て
解
決
さ
れ
、
損
害
賠
償
に
よ
っ
て
終

結
す
る
こ
と
に
な
る
「
不
法
行
為
法
」
あ
る
い
は
「
権
利
侵
害
に
関

　
　
（
一
九
）

す
る
法
」
へ
と
変
化
発
展
し
て
い
っ
た
。
し
か
る
に
中
国
古
代
に
お
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い
て
は
、
私
有
財
産
制
度
と
交
換
関
係
が
未
発
達
な
た
め
、
血
縁
者

に
よ
る
復
讐
と
い
う
神
聖
な
感
情
を
弱
め
る
す
べ
が
な
か
っ
た
。
封

建
時
代
を
通
し
て
世
論
は
依
然
と
し
て
復
讐
を
賛
美
し
、
復
讐
者
は

常
に
仇
を
手
に
か
け
る
こ
と
を
快
挙
と
位
置
付
け
て
、
力
が
不
足
し

て
い
る
場
合
で
も
無
理
や
り
で
れ
を
行
う
の
で
あ
る
。
封
建
王
朝
は

長
期
に
わ
た
っ
て
家
の
礼
と
国
の
法
と
の
間
を
彷
裡
っ
て
い
た
。
「
復

讐
を
禁
止
す
れ
ば
孝
子
の
心
を
傷
－
つ
け
、
先
王
の
訓
に
背
く
。
他
方
、

復
讐
を
許
可
す
れ
ば
民
法
を
口
実
に
殺
人
が
横
行
し
、
そ
の
歯
止
め

　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
）

が
か
け
ら
れ
な
い
。
」
結
局
、
折
衷
の
方
法
し
か
な
か
っ
た
。
例
え

ば
、
『
晋
書
・
刑
法
志
』
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
人
を
賊
殺

し
た
り
闘
殺
し
た
り
し
て
、
告
発
せ
ら
れ
た
の
ち
に
逃
亡
す
れ
ば
、

古
来
の
精
神
に
従
っ
て
、
被
害
者
の
子
弟
が
こ
れ
を
追
跡
殺
貢
し
て

も
よ
い
こ
と
を
認
め
る
。
但
し
、
赦
令
に
あ
っ
た
場
合
、
及
び
過
誤

で
人
を
殺
し
た
場
合
は
、
復
讐
を
許
さ
な
い
。
こ
れ
は
殺
害
行
為
を

や
め
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
」
こ
れ
ぞ
ま
さ
し
く
封
建
時
代
の
原
始
的

復
讐
の
法
則
で
あ
る
。
封
建
時
代
の
法
律
は
復
讐
を
提
唱
も
し
な
け

・
れ
ば
禁
止
も
し
て
い
な
い
が
、
明
確
に
「
私
信
（
私
的
和
解
）
」
を
禁

じ
て
い
る
。
『
唐
律
・
賊
盗
・
親
属
為
人
区
区
和
』
条
の
規
定
に
よ
れ

ば
、
「
祖
父
母
、
父
母
及
び
夫
が
他
人
に
殺
さ
れ
た
場
合
、
私
和
ル
た

者
は
二
千
里
の
流
刑
」
と
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
道
徳
倫
理
に
照
し

て
「
親
子
の
恩
義
を
忘
れ
」
、
「
財
産
的
利
益
を
諮
る
」
こ
と
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
利
に
走
り
義
を
忘
れ
る
行
為
は
、
人
間
の

風
上
に
も
置
け
な
い
獣
の
行
い
と
同
一
視
さ
れ
た
。
他
方
、
人
と
人

及
び
家
族
と
家
族
の
間
の
侵
害
行
為
に
つ
い
て
、
双
方
の
協
議
に
よ

る
経
済
的
賠
償
に
よ
っ
て
決
着
を
つ
け
る
3
」
と
が
出
来
な
い
と
す
れ

ば
、
官
に
頼
る
し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
刑
法
と
刑
事

訴
訟
が
発
達
し
は
じ
め
、
官
は
刑
罰
手
段
を
用
い
て
被
害
者
の
不
平

を
抑
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
道
徳
倫
理
に
違
反
す
る
行
為
の
扱
い
に

つ
い
て
は
、
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
。

、
宗
法
倫
理
精
神
の
支
配
下
に
お
け
る
法
律
実
践
活
動
は
（
家
族
構

成
員
間
の
権
利
と
義
務
の
不
平
等
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗

法
社
会
の
秩
序
を
擁
護
し
て
き
た
。
こ
の
こ
と
が
中
国
の
伝
統
法
の

中
に
尊
卑
、
長
幼
及
び
男
女
間
の
差
別
意
識
を
浸
透
遷
せ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
国
法
に
違
反
す
る
い
か
な
る
行
為
も
人
倫
に
背
く
と

い
う
悪
性
を
兼
ね
備
え
て
お
り
、
冒
こ
の
よ
う
な
禽
獣
に
等
し
い
行
い

に
対
し
て
は
、
た
と
え
苛
酷
な
制
裁
を
加
え
て
も
合
理
的
か
つ
正
当

と
さ
れ
た
。
同
時
に
、
違
法
犯
罪
あ
る
い
は
訴
訟
は
ま
た
一
種
の
「
不

幸
」
と
み
な
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
は
官
吏
や
家
族
の
首
長
の
「
徳

の
教
え
が
行
き
届
か
な
い
」
結
果
で
あ
り
、
犯
罪
者
が
邪
念
に
侵
食

さ
れ
て
し
ま
っ
た
結
果
で
も
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
ゆ
結
局
、
我
々
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は
中
国
古
代
の
法
律
実
践
の
中
に
、
峻
厳
な
刑
罰
と
刑
罰
を
慎
む
寛

　
　
異
な
措
置
の
両
方
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
倫
理
主
義
精
神
は

　
　
古
代
法
に
差
別
と
苛
酷
さ
と
脈
々
た
る
温
情
を
も
た
ら
し
た
。
そ
し

　
　
　
て
温
情
主
義
は
一
種
の
文
化
の
出
子
と
し
て
、
中
国
古
代
が
不
断
に

　
　
野
蛮
か
ら
文
明
へ
と
向
か
う
の
を
促
進
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
中
国
古
代
社
会
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
領
域
に
お
い
て
、
農
耕
的
か
つ

　
　
宗
法
的
な
倫
理
観
念
が
占
め
る
支
配
的
地
位
は
、
中
原
と
周
囲
の
遊

　
　
牧
文
化
の
衝
突
と
融
和
の
過
程
の
中
か
ら
徐
々
に
確
立
さ
れ
た
も
の

　
　
　
で
あ
る
。
春
秋
戦
国
時
代
に
法
家
の
「
法
治
」
倫
理
に
代
表
さ
れ
る

　
　
西
北
遊
牧
文
化
が
優
位
を
占
め
て
い
た
と
す
れ
ば
、
秦
漢
以
後
、
儒

　
　
家
の
「
礼
治
」
に
代
表
さ
れ
る
中
原
文
化
が
再
起
し
、
官
の
学
術
と

　
　
し
て
確
立
さ
れ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
遊
牧
文
化
は
中
国
の
伝
統
文

　
　
化
を
形
成
す
る
構
成
要
素
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
か
つ
て
中
国
の
伝
統

　
　
法
文
化
に
新
鮮
な
血
液
を
注
入
し
、
生
気
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
こ

　
　
と
は
主
に
次
の
よ
う
な
点
に
現
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
先
秦
時
代

　
　
　
に
は
個
人
の
後
天
的
な
努
力
に
よ
る
功
利
主
義
や
「
刑
罰
に
等
級
な

　
　
　
ニ
こ

　
　
し
」
な
る
文
言
に
明
ら
か
な
平
等
精
神
や
「
尊
君
」
の
旗
印
の
下
に

　
　
形
成
さ
れ
た
「
三
会
方
式
（
す
べ
て
の
事
に
つ
き
法
が
あ
る
）
」
、
「
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
　

料
　
　
皆
決
干
法
（
す
べ
て
の
事
を
法
で
決
す
る
）
」
と
い
う
成
文
法
様
式
な

資
　
　
ど
が
重
視
さ
れ
た
。
さ
ら
に
は
、
北
魏
に
お
け
る
女
性
の
尊
重
や
均

田
制
を
通
じ
て
再
現
さ
れ
た
原
始
の
平
等
、
元
代
の
「
間
引
き
の
禁

　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
コ
じ

止
」
、
「
堕
胎
の
禁
止
」
に
反
映
さ
れ
て
い
る
生
命
の
尊
重
、
及
び
民

族
的
特
色
の
あ
る
判
例
法
の
伝
統
、
等
々
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
こ

か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
中
国
の
伝
統
法
文
化
の
二
つ
の
重
要
な
側
面

　
　
君
権
と
族
長
権
の
擁
護
を
特
徴
と
す
る
全
体
精
神
及
び
成
文
法

と
判
例
制
度
が
互
い
に
結
合
し
た
「
混
合
法
」
様
式
　
　
は
す
べ
て

中
原
文
化
と
遊
牧
文
化
の
融
合
の
必
然
的
所
産
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。原

注
　
（
一
）
　
ラ
フ
ァ
ル
グ
『
宗
教
和
資
本
』
、
三
聯
書
店
、
一
九
六
三
年
版
、

　
　
一
九
頁
。

　
（
二
）
　
『
左
伝
・
嚢
公
四
年
』

　
（
三
）
　
『
元
史
・
耶
律
剛
材
伝
』

　
（
四
）
　
侯
外
鷹
等
『
中
国
思
想
通
史
』
第
一
巻
、
人
民
出
版
社
、
一
九
五

　
　
七
年
版
、
一
一
頁
。

　
（
五
）
　
『
呂
氏
春
秋
・
上
農
』

　
（
六
）
　
謀
反
、
謀
大
逆
、
謀
叛
及
び
大
不
敬
は
皇
権
を
擁
護
す
る
も
の
で

　
　
あ
り
、
悪
逆
、
不
孝
、
不
運
及
び
内
乱
は
族
長
権
を
擁
護
す
る
も
の
で

　
　
あ
り
、
不
義
は
両
者
の
要
素
が
半
々
で
あ
る
。
不
道
の
み
が
一
般
の
殺

　
　
人
犯
罪
を
指
し
て
い
る
。

　
（
七
）
　
メ
イ
ン
『
古
代
法
』
、
商
務
印
書
館
、
一
九
五
九
年
版
、
八
一

　
　
頁
。
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、

料資

（
八
）
　
『
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
』
、
文
物
出
版
社
、

～
一
九
六
頁
。

（
九
）
　
『
唐
律
・
名
例
・
十
悪
・
不
孝
』

（　（　 （　（　（　（　（　 （　（　（　（　（　（　（

三ニー〇九八七六五四三ニーO）　〉　）　 ）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）

『
史
記
・
徳
器
列
伝
』

『
国
語
・
晋
三
八
』

『
国
語
・
斉
語
』

『
筍
子
・
天
論
』

メ
イ
ン
、
前
掲
、
四
四
頁
。

『
礼
記
・
曲
礼
上
』

『
筍
子
・
非
相
』

メ
イ
ン
、
前
掲
、
一
四
六
頁
。

ラ
フ
ァ
ル
グ
、
前
掲
、
七
九
頁
。

メ
イ
ン
、
前
掲
、
二
〇
八
頁
。

『
韓
昌
黎
文
集
・
復
仇
状
』

『
商
君
書
適
賞
刑
』

『
史
記
・
始
皇
本
紀
』

『
元
三
・
刑
法
志
』

一
九
七
八
年
版
、
一
九
五

　
と
い
っ
た
。

（
3
）
　
諸
橋
『
大
漢
和
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
帝
尭
の
と
き
、
四
丁
の
諸
侯

　
の
事
を
分
掌
し
た
義
和
の
四
子
“
義
仲
、
義
叔
、
和
仲
、
和
叔
の
こ

　
と
。
一
説
に
官
名
で
、
一
人
で
四
岳
の
諸
侯
を
統
べ
る
も
の
と
も
い

　
う
。
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訳
注

　
（
1
）
，
《
》
内
の
文
言
は
原
著
に
は
な
い
が
、
訳
者
の
判
断
で
補
充
的

　
　
に
挿
入
し
た
も
の
。
以
下
、
同
様
。

　
（
2
）
　
殺
人
・
傷
害
・
盗
み
等
国
家
の
法
廷
に
お
い
て
国
家
法
に
よ
っ
て

　
　
処
断
さ
れ
る
一
般
の
犯
罪
（
処
理
手
続
）
が
「
公
室
告
」
と
呼
ば
れ
た

　
　
の
に
対
し
、
国
家
の
裁
判
に
よ
ら
ず
、
特
に
家
族
内
部
で
処
断
す
る
こ

　
　
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
犯
罪
（
処
理
手
続
）
の
こ
と
を
「
非
公
室
告
」


