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東

歪互
日

の

豪

族

越

智

重

明

は

し

が

き

旧
来
、
貌
膏
南
北
朝
の
豪
族
の
研
究
ば
、
豪
族
そ
の
も
の
の
実
体
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
問
題
意
識
、
及
び
、
そ
の
も
つ
歴
史

的
性
格
、
す
な
わ
ち
対
農
民
、
対
国
家
権
力
と
の
関
係
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
歴
史
的
性
格
を
、
漢
帝
国
か
ら
唐
帝
国
｜
律
令
制
国
家
に
至
る
専

制
主
義
の
な
か
で
ど
う
理
解
す
る
か
と
い
う
問
題
意
識
そ
も
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
研
究
は
と
も
に
豪
族
の
も
つ
自
立
的
性
格
の
実

態
、
国
家
権
力
が
か
れ
ら
が
郷
村
社
会
に
お
い
て
も
つ
優
越
的
地
位
を
肯
定
す
る
だ
け
で
な
く
そ
の
も
つ
勢
力
を
国
策
遂
行
に
利
用
し
た
次

第
、
の
解
明
を
中
心
と
し
て
お
り
、
豪
族
の
国
家
権
力
へ
の
依
存
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
と
い
っ
た
方
面
に
は
比
較
的
配
慮
が
な
さ
れ
て
い

よ
〉
っ
こ
。

f
、
刃
て
ナ
d

と
こ
ろ
で
、
現
膏
南
北
朝
の
家
族
が
豪
族
と
し
て
も
つ
機
能
は
、

一
言
に
し
て
い
え
ば
そ
の
族
的
結
合
を
中
核
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
ま
た
中
国
の
家
族
全
体
に
通
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
巨
視
的
に
い
っ
て
、
現
膏
南
北
朝
の
そ
れ
は
漢
時
代
の
そ
れ
に
比
し
て
弛
緩
し
て
お

り
、
唐
時
代
の
そ
れ
に
比
し
て
は
輩
固
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
は
別
の
面
か
ら
い
え
ば
貌
畜
南
北
朝
の
豪
族
の
国
家
権
力
へ
の

依
存
度
が
、
前
時
代
に
比
し
て
一
段
と
高
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
稿
は
親
替
南
北
朝
を
通
じ
て
最
も
国
家
権
力
が
衰
退
し
豪
族
勢
力
が
進
展
し
た
と
称
さ
れ
る
東
替
に
時
代
を
お
き
、
豪
族
が
そ
う
し
た
時

代
に
あ
っ
て
国
家
権
力
に
ど
の
よ
う
に
依
害
し
た
か
巻
、

そ
の
歴
史
的
性
格
を
中
心
に
、
か
な
り
広
い
視
野
か
ら
考
え
た
も
の
の
一
つ
で
あ
っ

東

督

の

豪

族



東
膏
の
豪
族

て、

豪
族
に
視
点
を
お
き
競
膏
南
北
朝
の
歴
史
発
展
の
様
相
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
筆
者
の
研
究
の
一
局
面
を
な
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

fニ

だ
、
本
稿
は
問
題
の
複
雑
困
難
さ
と
筆
者
の
不
勉
強
と
か
ら
序
論
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

豪

族

と

貴

族

と

の

別

論
を
進
め
る
に
先
立
ち
説
膏
南
北
朝
の
豪
族
と
貴
族
と
の
別
に
つ
い
て
の
私
見
の
大
要
を
述
べ
る
乙
と
と
す
る
。

当
時
の
豪
族
と
い
う
語
の
概
念
規
定
は
基
本
的
に
は
ほ
ぼ
一
定
し
た
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
規
定
は
大
体
当
時
の
豪
族
と
い
う
用
語
（
及
び

こ
れ
に
類
す
る
も
の
）
の
内
容
を
分
析
追
求
し
た
結
果
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
当
時
の
貴
族
と
い
う
語
の
概
念
規
定
で
あ
る
が
こ
れ
は

豪
族
と
い
う
語
の
場
合
ほ
ど
一
定
し
た
も
の
が
な
い
。
そ
の
理
由
は
旧
来
の
研
究
態
度
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
貌
膏
南
北
朝
の

貴
族
の
研
究
に
は
、
ま
ず
、
我
が
国
の
（
藤
原
）
貴
族
や
欧
州
の
貴
族
に
関
す
る
（
比
較
的
古
い
）
研
究
成
果
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
当
時
の
貴

族
を
、
政
治
的
特
権
と
社
会
的
優
越
性
と
を
も
ち
、
か
っ
そ
れ
ら
を
子
孫
に
伝
え
え
る
も
の
と
規
定
し
、
そ
う
し
た
線
に
そ
っ
て
当
時
の
貧
族

の
理
解
を
進
め
よ
う
と
す
る
も
の
が
生
じ
た
。

こ
れ
は
い
わ
ば
概
念
規
定
自
体
を
前
提
と
す
る
・
も
の
で
あ
っ
た
。

つ
い
で
、
厳
密
に
当
時
の

賞
、
貴
人
、
貴
族
の
語
の
内
容
を
分
析
し
、
そ
こ
に
当
時
の
貴
族
の
実
態
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
生
じ
た
。
両
者
の
追
求
方
法
は
相
反

す
る
面
が
多
い
が
、
第
一
の
研
究
態
度
か
ら
え
が
き
出
さ
れ
た
貴
族
像
と
第
二
の
研
究
態
度
か
ら
え
が
き
出
さ
れ
た
貴
族
像
と
は
往
々
に
し
て

一
致
点
を
見
出
す
。
当
時
の
貴
（
族
）
と
い
う
語
の
内
容
は
千
差
万
別
で
あ
る
か
ら
そ
れ
ら
の
語
の
用
法
を
等
価
値
的
に
認
め
、
そ
れ
ら
か
ら

貴
族
像
を
え
が
き
出
そ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
直
接
的
に
は
第
二
の
研
究
態
度
を
と
っ
た
こ
と
に
は
な
る
が
、
結
果
的
に
は
第
一
の
概
念
規
定

に
必
要
な
条
件
を
も
殆
ん
ど
充
す
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
に
両
者
の
考
え
か
た
、
追
求
方
法
が
多
く
相
反
し
つ
つ
し
か
も
結
論
が
ほ
ぼ
一
致
す
る

わ
け
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
け
る
貴
族
は
ほ
ぼ
豪
族
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
う
し
た
貴
族
像
を
い
く
ら
え
が
い
て

も
灘
高
官
南
北
朝
の
政
治
社
会
の
研
究
は
そ
の
割
に
進
展
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
新
ら
し
く
、

当
時
の
貴
（
族
）
と
い
う
語
の
中
核



ぞ
な
す
べ
き
貴
（
族
）
の
語
と
そ
の
語
に
含
ま
れ
る
貴
（
族
）
の
実
態
と
を
追
求
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
こ
に
到
っ
て
当
時
の
貴
族
の
概
念

規
定
は
各
研
究
者
の
説
膏
南
北
朝
史
に
対
す
る
歴
史
学
的
関
心
と
理
解
を
反
映
し
て
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
が
現
在
の
よ
う

な
貴
族
の
定
義
の
多
様
性
を
生
じ
た
原
因
で
あ
る
。
そ
の
一
に
貌
膏
南
北
朝
貴
族
の
本
質
を
政
治
的
貴
族
と
認
め
る
も
の
が
あ
る
。
宮
崎
市
定

民
の
名
著
「
九
品
宮
人
法
の
研
究
」
は
ほ
ぼ
こ
う
し
た
立
場
に
た
つ
も
の
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
筆
者
は
同
著
に
よ
っ
て
鴻
益
を
え
た
も
の
で
あ

る
が
、
以
下
筆
者
の
意
を
も
っ
て
、
ほ
ぼ
そ
う
し
た
立
場
に
た
ち
つ
つ
、
本
稿
の
論
述
に
必
要
な
範
囲
で
貴
族
と
い
う
も
の
の
一
端
を
え
が
い

て
見
ょ
う
。
例
を
西
膏
時
代
に
と
る
と
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
貴
の
内
容
は
、
宮
品
第
五
品
以
上
の
も
の
を
指
す
場
合
（
乙
の
場
合
官
品
第
六

品
以
下
の
も
の
は
践
で
あ
っ
て
貴
で
は
な
い
て
官
品
第
九
品
以
上
の
も
の
を
指
す
場
合
（
こ
の
場
合
無
官
品
の
も
の
は
践
で
あ
っ
て
寅
で
は
な

い
）
、
漠
然
と
支
配
属
と
い
っ
た
意
味
を
含
む
場
合
、
と
く
に
そ
の
一
部
上
層
の
も
の
を
指
す
場
合
、
よ
り
上
宮
品
の
も
の
が
よ
り
下
官
品
の
も

の
に
対
す
る
場
合
（
た
だ
し
、
そ
の
際
の
貴
の
下
限
は
官
品
第
九
品
の
も
の
が
無
官
品
の
も
の
に
対
す
る
と
き
と
思
わ
れ
る
）
が
あ
り
、
例
を

東
膏
時
代
に
と
れ
ば
、
右
の
う
ち
宮
品
第
五
品
以
上
の
も
の
を
指
す
場
合
（
そ
の
場
合
官
品
第
六
品
以
下
の
も
の
は
践
で
あ
っ
て
貴
で
は
な
い
）

が
、
品
宮
第
六
品
以
上
の
も
の
を
指
す
場
合
（
こ
の
場
合
宮
品
第
七
品
以
下
は
賎
で
あ
っ
て
貴
で
は
な
い
）
と
変
る
だ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
、
当
時
に
お
け
る
「
支
配
階
級
」
と
非
「
支
配
階
級
」
と
の
別
は
具
体
的
に
は
官
品
を
有
す
る
と
否
と
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
決
定
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
当
時
の
貴
を
最
も
広
く
、
政
治
的
に
解
す
れ
ば
「
支
配
階
級
」
と
に
れ
。
こ
う
し
て
形
に
お
け
る
貴
と
い
う
用
法
は
説
膏
南
北

朝
を
通
じ
て
の
も
の
と
解
し
て
誤
り
あ
る
ま
い
。
こ
う
し
た
貴
は
即
ち
貴
人
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
膏
書
載
記
ぜ
桃
一
興
伝
に
、

（
桓
）
謙
江
左
貴
族
、
部
曲
偏
於
荊
楚
。

と
あ
る
が
、
そ
う
し
た
貴
U
貴
人
は
ま
た
貴
族
と
も
よ
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
南
史
詳
謝
方
明
伝
に
、

（
前
路
）
貴
族
豪
士
、
莫
敢
犯
禁
。

と
あ
る
が
、

こ
う
し
た
際
の
貴
族
も
亦
、
右
の
貴
日
貴
人
と
殆
ん
ど
同
内
容
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
当
時
の
用
法
と
し
て
の
貴
族
に
は
個
人
と
し

東

膏

の

豪

族



東

吾

の

豪

族

四

て
の
貴
族
と
、
族
と
し
て
の
貴
族
と
い
う
こ
用
法
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
当
時
後
者
の
よ
う
な
用
法
は
あ
ま
り
一
般
的
で
な
く
ひ
し
ろ
前
者
の

よ
う
な
用
法
が
一
般
的
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
後
者
の
よ
う
な
用
法
に
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
族
人
と
い
う
の

は
、
基
本
的
に
は
せ
い
ぜ
い
直
系
家
族
程
度
（
リ
そ
の
門
流
程
度
）
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
門
流
が
貴
（
族
）
で
あ
る
と
い

わ
れ
る
際
、
そ
れ
は
貴
た
る
も
の
の
父
・
祖
が
貴
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
そ
の
子
（
・
孫
）
が
貴
た
る
べ
き
可
能
性
、
資
格
を
十
分
に
備
え
て

い
る
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
（
（
た
だ
し
、
そ
う
し
た
際
の
貴
（
族
）
は
史
料
に
見
え
る
限
り
で
は
上
級
の
も
の
に

限
ら
れ
る
こ
と
が
多
門
戸
）
）
ち
な
み
に
、
梁
書
一
世
太
宗
簡
皇
居
王
民
伝
に
、

（
王
審
、
）
性
凝
筒
、
不
押
営
世
。
嘗
、
従
容
謂
諸
子
、
日
、
「
吾
家
門
戸
、
所
謂
素
族
。
自
可
随
流
平
進
。
不
須
苛
求
世
。
」
」

と
あ
る
。
乙
の
素
族
と
は
ほ
ぼ
貴
族
の
意
味
で
あ
っ
た
立
そ
れ
に
類
す
る
用
法
を
も
っ
他
の
一
例
を
あ
げ
る
と
、
南
史
尚
一
切
呂
文
顕
伝
に
、

大
明
・
泰
始
、
長
王
臨
藩
、
素
族
出

「
（
前
略
）
宋
氏
晩
運
、

多
以
幼
少
皇
子
詩
方
鎖
。
時
主
皆
以
親
近
左
右
領
典
範
。

典
鎮
之
樺
梢
重
。

錦
、
莫
不
皆
出
内
教
命
、
刺
史
不
得
専
其
任
也
。
云
云
。
」

と
あ
る
が
、

右
に
い
う
素
族
は
そ
の
門
流
に
止
ま
る
の
が
考
え
ら
れ
る
。

し
、
素
族
が
常
に
ほ
ぼ
貴
族
の
意
味
な
の
で
は
な
い
。
）
か
つ
て
別
稿
で
、

済
陽
の
江
民
を
例
に
と
り
、
宋
の
後
廃
帝
江
皇
后
の
門
流
が
「
門

無
弱
蔭
」
と
か
「
門
孤
援
寡
」
と
か
い
わ
れ
て
い
た
に
反
し
、

た
風
に
い
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
ぞ
述
べ
（
は
が
、
こ
れ
は
当
時
の
族
と
し
て
の
貴
族
の
範
囲
が
ほ
ぼ
直
系
の
門
流
に
止
ま
る
べ
き
を
裏
面
か
ら
証

（
血
縁
上
で
は
比
較
的
近
い
）
そ
の
正
統
の
門
流
が
「
父
子
並
貴
達
」
と
い
っ

す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
事
実
は
結
局
、
賞
た
る
性
格
が
（
自
ら
の
族
的
結
合
に
よ
っ
て
え
ら
れ
る
と
い
う
よ
り
も
）
第
一
義
的
に
皇
帝
か

ら
個
人
に
授
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
だ
け
に
賞
た
る
人
物
が
皇
帝
権
力
に
個
人
と
し
て
把
握
さ
れ
個
人
が
中
心
と
な
る
こ
と
と
緊
密
な

関
連
が
あ
る
か
ら
と
解
し
て
大
過
な
か
ろ
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
の
ち
再
び
ふ
れ
る
。
な
お
、
当
時
の
貴
族
の
属
性
の
う
ち
起
家
の
制
の
存
在

は
、
当
時
の
力
関
係
に
お
い
て
、
む
し
ろ
当
時
の
族
と
し
て
の
貴
族
を
特
徴
－
つ
け
る
も
の
で
あ
る
ο

乙
れ
は
宮
崎
市
定
氏
が
明
快
に
指
摘
さ
れ

た
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
が
、

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、

そ
う
し
た
起
家
の
制
が
旧
来
の
上
級
貴
族
層
の
周
に
お
い
て



だ
け
で
な
く
新
興
の
上
級
貴
族
層
の
障
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
新
興
の
上
級
貴
族
層
は
皇
帝
の
任
命
大
権
行
使
に
よ
っ
て
生
じ

た
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
貴
族
と
は
そ
れ
が
個
人
で
あ
っ
て
も
族
と
し
て
で
あ
っ
て
も
本
来
官
品
と
の
関
係
に
お
い
て
存
す
べ
き
が
窺
わ
れ

よ”っ。な
お
、
説
菅
南
（
北
）
朝
の
政
治
社
会
史
の
追
求
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
政
治
社
会
体
制
に
二
元
的
性
格
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
一
は
い
う
ま
で
も
な
く
皇
帝
に
よ
る
支
配
体
制
で
あ
る
。
秦
漢
以
来
皇
帝
を
頂
点
と
す
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
お
け
る
貴
賎
尊
卑
は
た
だ
皇

帝
の
任
命
大
権
の
行
使
に
よ
る
官
職
授
与
を
通
じ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
貌
膏
南
（
北
）
朝
の
貴
族
が
貴
族
た
る
所
以
は
、
か
れ
ら
が
有

官
品
者
と
し
て
皇
帝
を
頂
点
と
す
る
官
僚
機
構
に
繰
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
。
他
の
一
は
士
大
夫
層
を
頂
点
と
す
る
一
種
の
社
会
統
制
的

体
制
で
あ
る
。
士
大
夫
層
の
社
会
統
制
的
体
制
は
他
か
ら
遊
離
し
た
も
の
で
な
く
社
会
全
体
の
動
き
の
指
標
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
体
制
は
当

然
前
の
皇
帝
の
支
配
体
制
と
関
連
を
も
っ
。
士
大
夫
が
士
大
夫
と
し
て
存
す
る
為
に
は
そ
の
家
が
累
世
政
治
的
性
格
を
帯
ぴ
る
こ
と
（
す
な
わ

ち
上
級
乃
至
そ
れ
に
近
い
貴
族
と
な
る
こ
と
）
を
必
要
と
し
て
お
り
、
そ
こ
に
い
わ
ゆ
る
門
閥
が
生
じ
た
の
で
あ
る
ー
さ
き
に
旧
来
の
上
級
貴

族
層
と
い
っ
た
の
は
ほ
ぼ
そ
れ
に
あ
た
る

l
が
、
そ
う
し
た
士
大
夫
層
の
も
つ
社
会
統
制
的
体
制
だ
け
に
、
そ
の
皇
帝
の
支
配
体
制
と
の
関
連

は
官
界
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
。
関
連
の
最
も
大
き
い
の
は
郷
論
・
清
議
を
通
じ
て
官
界
に
か
れ
ら
の
意
思
を
投
影
す
る
と
乙
ろ
に
あ
る
。
つ

ま
り
士
大
夫
は
一
面
で
士
大
夫
で
あ
り
他
の
一
面
で
貴
族
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
士
大
夫
が
そ
の
寄
在
に
不
可
避
的
な
も
の
と
し
て
官
僚

（H
貴
族
）
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
の
存
在
が
、

一
面
に
お
い
て
皇
帝
の
任
命
大
権
行
使
の
枠
の
な
か
に
あ
っ
た
こ
と
は
自

ら
を
頂
点
と
す
る
社
会
統
制
的
体
制
を
も
っ
士
大
夫
層
に
と
っ
て
の
弱
点
で
あ
り
矛
盾
で
も
あ
っ
た
。
皇
帝
と
士
大
夫
層
と
の
力
関
係
に
お
い

て
、
皇
帝
が
説
晋
で
は
郷
論
・
清
議
に
全
面
的
に
肯
定
的
で
あ
っ
た
が
、
宋
以
後
否
定
的
と
な
り
、
皇
帝
権
力
が
士
大
夫
層
に
も
侵
透
し
て
行

く
が
、
乙
れ
は
そ
う
し
た
弱
点
、
矛
盾
を
つ
い
た
も
の
で
も
あ
っ
た
も
乙
の
乙
と
は
同
時
に
士
大
夫
が
旧
来
の
士
大
夫
的
性
格
よ
り
も
貴
族
的

性
格
を
強
め
て
行
か
ぎ
る
を
え
な
か
っ
た
乙
と
を
物
語
る
。
し
か
し
何
れ
に
し
て
も
、
巨
視
的
に
い
っ
て
こ
う
し
た
士
大
夫
の
存
在
が
「
貴
族

東

膏

の

豪

族

五



東

苔

の

豪

族

」 a

ノ、

が
本
来
政
治
的
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
前
の
見
解
を
否
定
す
る
も
の
で
な
い
の
は
明
か
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
士
大
夫
に
つ
い
て
は
稿
を
新
た
に

し
て
述
べ
る
。

論
を
も
と
に
か
え
し
本
節
で
い
お
う
と
す
る
豪
族
と
貴
族
と
の
別
を
結
論
的
に
述
べ
る
と
、
家
族
と
は
、
そ
の
主
領
的
人
物
を
指
す
場
合
も

族
の
構
成
者
全
員
を
指
す
場
合
も
あ
る
が
、
そ
の
機
能
を
政
治
的
社
会
的
に
見
た
際
、
あ
く
ま
で
族
自
体
が
中
心
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
族
中

の
主
領
的
人
物
の
行
動
に
あ
っ
て
も
少
な
く
と
も
対
外
的
行
動
に
お
い
て
そ
れ
は
族
人
と
し
て
の
枠
内
に
あ
り
か
っ
そ
れ
に
大
き
く
規
制
さ
れ

一
方
貴
族
と
は
、
貴
た
る
個
人
を
指
す
場
合
も
上
流
の
貴
た
る
も
の
の
門
流
を
指
す
場
合
も
あ
る
が
、
貴
族
の
政
治
的
社
会

的
機
能
は
あ
く
ま
で
官
僚
と
し
て
の
個
人
が
中
心
で
あ
る
べ
く
、
か
れ
ら
が
「
貴
族
」
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
か
れ
ら
に
と
っ
て
同
族
の
制

る
も
の
で
あ
る
。

約
度
は
減
少
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
貴
族
の
族
が
せ
い
ぜ
い
第
一
議
的
に
門
流
程
度
に
と
ど
ま
る
の
は
本
質
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
（
豪
族
は
貴
族
を
産
み
出
す
母
胎
で
あ
る
に
し
て
も
、
）
豪
族
と
賞
族
と
は
そ
の
政
治
的
社
会
的
機
能
に
お
い
て
本
来
異
質
的
な
も
の

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

豪
族
の
国
家
権
力
依
存
の
一
端
と
し
て
の
治
水
事
業

さ
き
に
「
は
し
が
き
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
旧
来
の
研
究
は
豪
族
の
も
つ
自
立
的
性
格
の
実
態
、
国
家
権
力
が
か
れ
ら
が
郷
村
社
会
に
お
い

て
も
つ
優
越
的
地
位
を
肯
定
す
る
だ
け
で
な
く
そ
の
も
つ
勢
力
を
国
策
遂
行
に
利
用
し
た
次
第
、
を
指
摘
解
明
す
る
に
つ
と
め
て
き
た
。
筆
者

も
そ
う
し
た
立
場
に
あ
っ
て
一
、
ニ
の
小
論
を
発
表
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
本
節
で
は
、
逆
に
豪
族
が
国
家
権
力
に
依
存
し
た
一
端
に
ふ
れ

た
い
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、

か
つ
て
別
稿
で
、
西
畜
末
・
東
菅
始
は
、
呉
滅
亡
後
畜
南
朝
を
通
じ
、
江
東
豪
族
l
東
膏
南
朝
豪
族
を
種
々
の
面

で
代
表
す
る
ー
に
「
江
東
」
（
H
三
呉
）

と
い
う
地
縁
を
媒
介
と
し
た
、

か
れ
ら
を
頂
点
と
す
る
政
治
的
独
立
性
が
最
も
大
き
く
要
求
さ
れ

た
時
期
で
あ
る
が
、

そ
の
際
も
江
東
豪
族
諸
氏
（
の
主
領
た
ら
）
は
国
家
権
力
に
対
す
る
政
治
的
独
立
を
意
図
す
る
こ
と
な
く
、
旧
来
の
国
家



権
力
が
豪
族
勢
力
の
温
存
を
な
す
と
い
う
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
に
依
存
す
る
と
い
う
行
き
か
た
ぞ
と
っ
た
こ
と
、
及
び
国
家
権
力
が
豪
族
勢

力
を
温
帯
す
る
と
い
う
限
り
に
お
い
て
そ
れ
に
依
存
す
る
態
度
が
以
後
一
貫
し
て
変
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
の
際
、
国
家
権
力
へ
の

依
存
の
態
度
が
江
東
豪
族
の
も
つ
力
の
限
界
及
び
そ
れ
と
関
連
す
る
意
識
の
限
界
に
よ
る
こ
と
を
強
調
し
に
肉
、
今
そ
う
し
た
見
解
を
補
足
す

る
意
味
で
当
時
の
治
水
問
題
の
一
端
に
ふ
れ
る
こ
と
と
す
る
。

当
時
の
治
水
（
・
瀦
概
）
に
つ
い
て
は
不
明
の
点
が
多
い
。

こ
こ
で
は
勿
論
そ
れ
を
全
般
的
に
と
り
あ
げ
る
の
で
は
な
く
、
単
に
、
豪
族
の

力
も
亦
国
家
の
治
水
を
通
じ
て
の
支
配
に
抗
す
べ
く
も
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
一
面
を
述
べ
る
の
み
で
あ
る
。

南
斉
香
芝
王
敬
則
伝
に
、

舎
土
、
漫
帯
湖
海
、
民
丁
無
士
庶
、
皆
保
塘
役
。

（
舎
稽
太
守
王
）
敬
則
、
以
功
力
有
除
、
悉
、
評
、
飲
震
銭
、
送
肇
庫
。
以
詩
、

＝『

詩

便
宜
。
』
上
、
許
之
。

と
あ
る
。
王
敬
則
が
左
の
処
置
を
し
た
の
は
大
明
二
年
（
西
紀
四
五
八
年
）
の
こ
と
で
あ
る
。

当
時
一
人
一
日
の
作
業
量
を
一
功
と
い
う
か

ら
、
右
の
「
功
力
有
余
」
と
は
、
会
土
の
塘
作
業
に
必
要
な
作
業
量
を
上
廻
る
塘
役
が
存
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。
太
守
王
敬

則
が
銭
に
換
算
し
て
台
庫
に
収
め
た
と
い
う
の
は
後
に
引
く
寛
陵
王
子
良
の
上
言
に
鑑
み
そ
の
塘
役
量
全
部
と
思
わ
れ
る
が
、
王
敬
則
が
敢
て

そ
れ
を
行
っ
た
こ
と
は
、
裏
面
か
ら
い
え
ば
（
寛
陵
王
子
良
の
上
言
に
そ
れ
に
よ
っ
て
将
来
治
水
に
支
障
ぞ
来
す
べ
き
が
説
か
れ
て
い
る
に
し

て
も
、
）
王
敬
則
が
太
守
と
し
て
治
水
の
全
責
任
を
負
う
べ
き
も
の
と
し
た
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
に
か
く
右
の
記
事
は
少

な
く
と
も
窮
極
的
、
理
念
的
に
会
稽
の
治
水
事
業
が
国
家
の
責
任
に
お
い
て
行
わ
れ
る
べ
く
な
っ
た
の
を
物
語
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
際
注
目

す
べ
き
は
、

民
丁
無
士
庶
、
皆
保
塘
役
。

と
あ
る
記
事
で
あ
る
。
豪
族
は
そ
の
殆
ん
ど
す
べ
て
が
士
で
あ
る
。
士
の
も
つ
最
大
の
特
権

l
国
家
権
力
と
の
対
決
に
お
け
る
｜
は
役
の
免
除

東

膏

の

豪

族

七



東

奮

の

豪

族

で
あ
丸
山
山
。
旧
来
会
稽
郡
に
お
い
て
豪
族
（
の
族
人
）
も
亦
塘
役
を
保
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
王
敬
則
の
改
変
に
あ
た
り
か
れ
ら
も
亦
功

八

力
を
銭
に
換
算
し
て
納
め
か
っ
国
家
の
治
水
に
依
脊
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
を
示
唆
す
る
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
世
説
新
語
雅
量
篇
の
注
に

引
く
銭
唐
県
志
に
、

勝
近
海
、
為
潮
漂
没
。
鯨
諸
豪
姓
、
数
銭
雇
人
、
輩
土
矯
塘
。
因
以
震
名
也
。

と
あ
る
。
銭
唐
は
秦
漢
の
旧
県
で
あ
る
。
こ
れ
は
膏
宋
斉
時
代
は
呉
郡
に
属
し
て
い
る
。
史
料
を
欠
く
の
で
確
言
は
出
来
な
い
が
、
こ
の
記
事

は
か
つ
て
揚
州
の
各
地
に
お
い
て
、
そ
の
治
水
が
豪
族
層
の
主
体
性
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

か
く
て
、
巨
視
的
に
い
っ
て
そ
の
困
難
さ
（
及
び
そ
の
重
要
さ
）
と
相
応
じ
つ
つ
、
治
水
事
業
が
豪
族
の
手
か
ら
は
な
れ
て
国
家
的
規
制
の

も
と
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
か
っ
そ
う
し
た
規
制
は
豪
族
層
を
も
そ
の
坪
外
に
あ
る
を
許
さ
な
か
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

な
お
、
南
斉
書
王
敬
則
伝
に
、
前
述
の
敬
則
の
や
り
か
た
に
反
対
し
た
寛
陵
王
子
良
の
上
言
を
の
せ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
、

臣
、
昔
、
恭
舎
稽
、
粗
閑
物
俗
。
塘
丁
所
上
、
本
不
入
官
、
良
由
股
湖
宜
翠
、
橋
路
須
遇
、
均
レ
夫
訂
レ
直
、

民
自
篤
用
。
若
、

甲
分
駿

壊
、
則
年
一
傍
改
、
若
、
乙
限
堅
完
、
則
終
歳
無
役
。
今
、
郡
通
課
此
直
、
悉
以
還
墓
、
租
賦
之
外
、
更
生
一
調
。
致
令
塘
路
崩
蕪
、
湖

源
池
散
、
害
民
損
政
、
質
此
詩
劇
。
建
元
初
、
投
虜
潜
魂
、
軍
用
段
康
。
新
東
五
郡
、
丁
税
一
千
。
乃
、
有
質
買
妻
児
、
以
充
此
限
。

．．
 

臣
登
具
啓
問
、
即
蒙
描
原
、
而
此
年
租
課
、
三
分
逼
一
。
明
知
、
徒
足
擾
民
、
貫
自
弊
園
。
愚
謂
、
塘
丁
一
条
、
宜
還
復
奮
。
云
云
。

と
あ
る
。
子
良
の
上
言
は
結
局
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
右
の
銭
唐
県
志
の
記
事
と
こ
の
上
言
と
か
ら
、
旧
来
（
正
丁
だ
け
か
ど
う
か
不
明
で

あ
る
が
少
な
く
と
も
）
正
丁
全
部
が
原
則
的
に
塘
役
を
保
す
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
、
塘
役
が
銭
に
換
算

さ
れ
た
際
、
そ
の
負
担
の
重
さ
が
、
か
つ
て
の
（
了
の
調
的
性
質
を
も
っ
）
丁
税
一
干
の
負
担
の
重
さ
を
た
と
え
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の

に
鑑
み
相
当
に
き
び
し
い
も
の
で
あ
っ
た
の
が
推
測
さ
れ
る
。

一
人
一
日
の
労
働
力
が
銭
に
し
て
当
時
ど
の
程
度
に
な
っ
た
の
か
全
く
不
明
で

あ
る
が
、
子
良
の
同
じ
上
言
中
に
、



頃
、
銭
貴
物
賎
、
殆
欲
兼
倍
。
・
・
・
・
今
、
機
持
勤
苦
、
匹
裁
三
百
。

と
あ
る
。
そ
の
当
時

l
大
明
二
年
！
と
丁
税
一
千
を
課
し
た
建
元
年
間
（
西
紀
四
七
九
年
｜
西
紀
四
八
二
年
）
と
で
も
物
価
に
相
違
は
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
が
、
と
に
か
く
銭
一
千
は
労
働
量
に
す
れ
ば
随
分
と
多
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
極
め
て
漠
然
と
し
て
で

は
あ
る
が
、
旧
来
の
塘
役
が
か
な
り
の
日
数
の
も
の
で
あ
っ
た
の
が
想
像
さ
れ
る
。
今
、
宋
蓄
量
州
郡
志
、
揚
州
の
条
を
見
る
と
、
会
稽
郡

口
が
三
十
四
万
八
千
余
で
あ
る
。
も
し
一
戸
二
正
丁
と
し
て
、
か
り
に
年
に
一
日
の
塘
役
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
戸
が
五
万
二
千
余
、

だ
け
で
十
万
功
を
超
え
、
三
日
で
は
三
十
万
功
を
超
え
る
。

必
要
の
あ
っ
た
が
窺
わ
れ
る
か
も
知
伝
ロ
。

こ
う
し
た
面
か
ら
も
、
同
地
の
豪
族
が
そ
の
治
水
に
関
し
国
家
の
力
に
よ
る
べ
き

東
膏
時
代
、
会
稽
の
治
水
が
ど
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
か
明
か
で
な
い
。
し
か
し
、
巨
視
的
に
い
っ
て
国
家
権
力
へ
の
依
容
が
志
向
さ
れ

て
い
た
に
ほ
ぼ
間
違
い
な
か
ろ
う
。
元
来
会
稽
は
膏
似
の
地
で
そ
れ
だ
け
に
家
族
勢
力
が
強
く
、
国
家
権
力
の
浸
透
が
他
地
に
比
し
て
弱
か
っ

た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
右
の
実
情
で
あ
る
こ
と
は
、
東
膏
時
代
（
そ
れ
と
立
地
条
件
が
異
る
も
の
が
あ
る
と
は
い
え
）
他
地
に
お
け
る

豪
族
も
亦
、
ど
の
よ
う
な
形
を
と
る
に
し
ろ
治
水
事
業
を
め
ぐ
り
往
々
国
家
権
力
に
依
寄
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
暗
示
す
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ち
な
み
に
、
宋
書
当
謝
方
明
停
に
、

前
後
征
伐
、
毎
兵
運
不
充
。
悉
護
情
士
庶
。
事
既
寧
息
、
皆
使
還
本
。

と
あ
り
、
資
治
通
鑑
埜
弔
梁
太
清
二
年
（
西
紀
五
四
八
年
）
の
条
に
、

（
董
紺
、
）
先
為
中
書
舎
人
。
傾
財
以
事
時
要
。
超
授
諒
州
刺
史
。
至
州
、
傭
護
民
丁
、
使
措
腰
輿
扇
轍
等
物
、
不
限
士
庶
。
恥
矯
之
者
、

重
加
杖
責
。
多
輸
財
者
、
即
、
縦
免
之
。
由
是
、
人
皆
思
能
。

と
あ
る
。

こ
の
二
記
事
は
、
管
見
の
及
ぶ
範
囲
で
は
耳
目
南
朝
に
お
い
て
士
を
（
そ
の
ま
ま
の
身
分
で
）
役
に
あ
て
た
こ
と
を
記
す
も
の
の
す
べ
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て
で
あ
る
。
前
記
事
は
宋
初
の
会
稽
郡
の
乙
と
で
あ
る
。
南
史
博
炉
謝
方
明
伝
に
は
「
発
情
」
が
単
に
「
情
」
と
な
っ
て
い
る
。
或
は
こ
れ
が

正
し
い
か
も
知
れ
ぬ
が
、
何
れ
に
し
て
も
、
士
を
役
に
あ
て
る
の
は
全
く
例
外
的
、
臨
時
的
で
あ
り
、
右
の
会
稽
郡
の
塘
役
の
如
く
そ
れ
が
一

般
的
、
恒
久
的
に
な
っ
て
い
た
も
の
は
他
に
殆
ん
ど
例
を
見
な
い
。

国
家
と
豪
族
と
の
有
機
的
関
係
を
見
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
奴
兵
徴
発

国
家
権
力
と
豪
族
と
の
関
係
は
、
旧
来
の
よ
う
に
、
国
家
が
豪
族
に
依
存
し
た
面
と
豪
族
が
国
家
に
依
帯
し
た
面
と
を
そ
れ
ぞ
れ
別
に
切
り

離
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
と
同
時
に
、
両
者
の
関
係
を
結
合
的
有
機
的
に
み
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
以
下
そ
う
し
た
意
味
で
、

両
者
の
関
係
を
綜
合
的
有
機
的
に
見
る
べ
く
、
東
膏
時
代
に
お
け
る
奴
兵
徴
発
問
題
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

論
を
進
め
る
に
先
立
ち
、
奴
（
蝉
）
の
意
味
が
大
き
く
分
け
て
二
つ
あ
る
乙
と
を
見
て
お
こ
う
。
当
時
、
同
一
の
語
が
多
義
的
に
種
々
に
用

い
ら
れ
る
の
は
百
姓
、
士
、
調
な
ど
の
用
法
に
明
か
で
あ
る
が
、
奴
の
用
法
も
亦
同
様
で
ゐ
る
。
と
こ
ろ
で
奴
の
用
法
は
一
見
す
れ
ば
極
め
て

多
義
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
大
別
す
る
と
、

一
は
制
度
的
な
購
民
を
指
す
も
の
、
他
の
一
は
「
居
消
奉
公
人
」
、
「
年
期
奉
公

人
」
そ
の
他
経
済
的
意
味
を
第
一
と
し
て
主
家
に
隷
属
す
る
も
の
、
と
な
る
。
旧
来
後
者
に
つ
い
て
は
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
少
な
か
っ
た
が
、

そ
れ
を
体
系
的
に
明
か
に
し
た
草
野
靖
氏
の
功
は
大
仁
川
。
し
か
し
、
後
者
が
前
者
と
相
掩
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
二
者
は
あ
く
ま
で
基
本
的

に
別
な
の
で
あ
る
。

ま
ず
酉
膏
時
代
で
あ
る
が
、
膏
書
隣
恵
帝
本
紀
永
平
七
年
（
H
元
康
七
年
）
（
西
紀
ニ
九
七
年
）
の
条
に
、

秋
、
七
月
、
薙
梁
州
疫
、
大
阜
、
関
霜
殺
秋
諒
。
開
中
鎖
。
米
餅
高
銭
。
詔
、
骨
肉
相
費
者
、
不
禁
。

と
あ
る
。
国
家
が
自
売
を
許
し
た
乙
と
は
、
同
時
に
豪
族
層
ー
そ
の
「
所
有
者
」
が
籍
を
偽
っ
て
制
度
的
な
奴
稗
（
乃
至
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
）

を
造
り
出
し
ま
た
そ
れ
を
春
続
す
る
の
を
半
ば
公
然
と
認
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
以
後
西
畜
一
代
を
通
じ
国
家
が
こ
の
際
自
売
し
て
奴
稗
と



な
る
乙
と
を
許
し
た
も
の
に
対
し
再
び
そ
の
奴
鱒
た
る
を
否
定
し
て
良
人
と
し
よ
う
と
し
た
記
録
は
見
当
ら
ず
、
ま
た
新
た
に
自
売
し
て
奴
蝉

と
な
る
の
を
禁
じ
た
記
録
も
見
当
ら
ぬ
よ
う
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
東
膏
時
代
に
な
る
が
、
膏
書
雄
元
帝
本
紀
太
輿
四
年
（
問
調
一
一
一
い
だ
年
）
の
条
に
、

（
五
月
、
）
庚
申
、
詔
日
、
『
昔
、
漢
ニ
祖
及
貌
武
、
皆
、
免
良
人
。
武
・
帝
時
、
涼
州
覆
敗
。
譜
第
奴
解
者
、
亦
皆
復
籍
。
此
、
累
代
成

規
也
。
其
、
免
中
州
良
人
遭
難
需
揚
州
諸
郡
憧
客
者
、
以
備
征
役
。
』

と
あ
る
。
識
の
武
帝
が
か
つ
て
良
人
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
奴
鮮
に
な
っ
て
い
た
も
の
を
、
再
ぴ
良
人
と
し
た
記
録
は
現
在
他
に
見
当
ら

ぬ
よ
う
で
あ
り
、
膏
の
武
帝
の
そ
れ
に
関
し
て
も
、
現
在
、
涼
州
が
覆
敗
し
た
記
録
は
あ
っ
て
も
、
武
帝
（
或
は
そ
の
後
の
西
膏
の
皇
帝
）
が
、
そ

の
際
奴
稗
に
さ
れ
た
良
人
を
免
じ
て
再
び
良
人
と
し
た
記
録
は
失
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
漢
の
高
祖
及
び
世
祖
光
武
帝
の
そ
れ

に
関
す
る
記
録
は
幸
に
残
っ
て
い
る
。
前
漢
書
噌
下
高
帝
本
紀
第
一
下
五
年
（
西
紀
前
二

O
二
年
）
の
条
に
、

詔
目
、
『
・
・
民
餓
餓
、
自
費
需
人
奴
蝉
者
、
皆
免
庶
人
。
一
五
云
。
』

と
あ
り
、
後
漢
書
噌
下
光
武
帝
本
紀
一
下
建
武
六
年
（
西
紀
三
O
年
）
の
条
に
、

十
一
月
、
丁
卯
、
詔
目
、
『
王
葬
時
、
吏
人
没
入
震
奴
蝉
、
不
臆
奮
法
者
、
皆
免
庶
人
。
』

と
あ
り
、
同
じ
く
建
武
七
年
（
西
紀
三
一
年
）
の
条
に
、

（
五
月
、
）
甲
寅
、
詔
、
『
吏
人
遭
餓
晶
、
及
詩
青
徐
賊
所
略
、
矯
奴
鱒
下
妻
、
欲
去
留
者
、
怒
聴
之
。
敢
拘
制
不
還
、
以
寅
人
法
従
事
。
』

と
あ
り
、
同
じ
く
建
武
十
二
年
（
西
紀
三
六
年
）
の
条
に
、

一
月
、
発
酉
、
詔
、
『
臨
萄
民
、
被
略
矯
奴
牌
、
自
訟
者
及
獄
官
未
報
、

一
切
免
震
庶
民
。
』

と
あ
り
、
同
じ
く
建
武
十
三
年
（
西
紀
三
七
年
）
の
条
に
、

冬
、
十
二
月
、
甲
寅
、
詔
、
『
益
州
民
、
自
八
年
以
来
、
被
略
需
奴
解
者
、
皆
一
切
免
震
庶
民
。
或
依
託
詩
人
下
妻
、
欲
去
者
、
恋
聴
之
c
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敢
拘
留
者
、
比
青
徐
ニ
州
、
以
略
人
法
従
事
。
』

と
あ
り
、
同
じ
く
建
武
十
四
年
（
西
紀
三
八
年
）
の
条
に
、

十
二
月
、
発
卯
、
詔
、
「
益
涼
二
州
奴
稗
、
自
八
年
以
来
、
自
訟
在
所
官
、

一
切
免
震
庶
民
。
売
者
無
還
直
。
』

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
右
の
漢
の
二
祖
の
詔
の
免
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
奴
蝉
が
、
来
源
上
奴
稗
（
及
び
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
）
た
る
べ

き
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
に
制
度
的
法
的
な
手
続
上
奴
牌
（
及
び
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
）
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
指
す
べ
き
は
、
右

の
詔
の
内
容
に
明
か
で
あ
ろ
う
。
国
家

i
皇
帝
が
右
の
よ
う
な
来
源
を
も
っ
て
現
実
に
制
度
的
法
的
な
奴
蝉
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
否
定
す
ベ

き
は
明
か
で
あ
る
。
元
来
、
国
家
統
治
の
理
念
か
ら
そ
う
し
た
奴
稗
が
制
度
的
法
的
に
帯
す
る
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
右
の
よ

う
な
詔
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
の
国
家
理
念
か
ら
見
て
そ
の
存
続
が
許
さ
れ
て
い
る
奴
蝉
｜
犯
罪
に
よ
る
没
官
人
の
奴
蝉
や

そ
の
下
賜
さ
れ
た
も
の
な
ど
｜
以
外
に
、
現
実
に
国
家
対
「
所
有
者
」
の
力
関
係
に
お
い
て
、
籍
の
欺
臓
な
ど
を
通
じ
て
制
，
民
的
法
的
な
手
続

上
奴
牌
と
さ
れ
た
も
の
の
多
か
っ
た
の
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。
以
下
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
の
は
専
ら
そ
う
し
た
も
の

l
本
来
な
ら
ば
そ
の
存
在

が
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
ー
な
の
で
あ
る
。
（
以
下
特
に
そ
れ
を
「
制
度
的
な
奴
解
」
と
い
う
こ
と
と
す
る
。
）
な
お
、
国
家
｜
皇
帝
が
、
本
来
奴

解
た
る
べ
き
で
な
い
民
庶
が
略
売
、
自
売
そ
の
他
の
理
由
で
「
制
度
的
な
奴
稗
」
と
さ
れ
て
い
る
の
を
免
じ
て
再
び
良
人
と
す
る
こ
と
は
勿
論

漢
時
代
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
右
の
膏
書
元
帝
本
紀
の
記
事
は
そ
れ
が
説
、
西
膏
時
代
に
も
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
が
、

時
代
の
一
例
を
挙
げ
る
と
、
周
書
一
世
武
帝
本
紀
建
徳
六
年
（
西
紀
五
七
七
年
）
の
条
に
、

（
十
一
月
、
）
詔
、
『
自
永
照
三
年
（
西
紀
五
三
四
年
）
七
月
己
来
、
去
年
（
西
紀
五
七
六
年
）
十
月
己
前
、
東
土
之
民
、
被
抄
略
在
化
内

こ
こ
に
南
北
朝

震
奴
蝉
者
、
及
平
江
陵
之
後
、
良
人
没
震
奴
牌
者
、
並
宜
放
免
、
所
在
附
籍
、

一
同
民
伍
。
若
、
奮
主
猶
須
共
居
、
聴
留
待
部
曲
及
客
女
。
』

ム」みの”。。

（
以
下
、
「
制
度
的
な
奴
牌
」

叉
は

「
制
度
的
な
奴
」
（
乃
至
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
て
と
い
う
べ
き
際
も
、

「
制
度
的
な
奴
」
と
い
う
表
現
に
そ
れ

を
含
め
る
こ
と
と
す
る
0
）



さ
て
、
膏
書
時
…
帆
翠
湯
伝
に
、

建
元
初
、
安
西
将
軍
贋
翼
北
征
石
季
龍
。
大
韓
憧
客
、
以
充
戎
役
。
云
云
。

と
あ
る
。
こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
後
に
ふ
れ
る
が
、

こ
こ
に
見
え
る
「
憧
客
」
が
主
と
し
て
「
制
度
的
な
奴
」
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
殆
ん
ど

間
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
右
述
の
実
情
と
こ
の
こ
と
と
を
あ
わ
せ
考
え
な
が
ら
、
著
書
元
帝
本
紀
の

其
、
免
中
州
良
人
遭
難
震
揚
州
諸
郡
憧
客
者
、
以
備
征
役
。

と
あ
る
の
を
再
び
み
る
と
、
そ
の
「
憧
客
」
と
い
う
用
法
が
、

詔
は
、
膏
室
長
以
戴
若
思
停
に
見
え
る
奴
兵
徴
発
の
政
策
す
な
わ
ら
、

（
戴
若
思
、
）
出
矯
征
西
勝
軍
・
都
替
充
強
胸
実
権
井
六
州
諸
軍
事
。
俄
節
。
加
悦
騎
常
侍
。

「
制
度
的
な
奴
」
を
指
し
て
い
る
の
が
知
ら
れ
よ
う
。
右
の
著
書
一
万
帝
本
紀
の

護
投
刺
王
官
千
人
品
持
軍
吏
、

調
揚
州
百
姓

家
奴
高
人
需
兵
、
配
之
。
云
云
。

と
あ
る
政
策
の
一
環
と
し
て
考
え
ら
れ
ぬ
で
も
な
い
。
（
戴
若
思
が
右
の
臓
に
な
っ
た
の
は
太
興
四
年
七
月
甲
戊
の
こ
と
で
あ
る
。
）
し
か
し
、

後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
奴
兵
と
は
私
家
の
制
度
的
な
奴
及
び
「
制
度
的
な
奴
」
で
あ
り
な
が
ら
、
国
家
権
力
に
よ
り
徴
発
さ
れ
て
兵
と
な
っ
て

い
る
も
の
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
私
家
の
「
制
度
的
な
奴
」
た
る
を
免
ぜ
ら
れ
か
っ
兵
と
さ
れ
て
い
る
も
の
、
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

て〉

ま
り
、
右
の
畜
書
元
帝
本
記
の
詔
は
、
奴
兵
を
徴
発
す
る
政
策
と
は
何
等
直
接
的
関
係
の
無
い
も
の
と
理
解
さ
れ
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
右
の

著
書
元
帝
本
紀
の
記
事
と
吾
書
戴
若
思
伝
の
記
事
と
つ
き
あ
わ
せ
、
か
っ
、
当
時
東
膏
政
権
が
微
弱
で
あ
っ
た
こ
と
、
問
題
の
対
象
と
な
る
地

が
同
じ
く
揚
州
で
あ
っ
た
こ
と
、
前
者
の
成
功
し
た
記
録
が
無
く
、

一
方
後
者
が
、
後
述
の
よ
う
に
奴
の
「
所
有
者
」
に
非
常
な
不
満
を
も
た

に
と
く
に
注
意
す
る
と
、
そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
前
者
の
意
図
す
る
、
「
制
，
民
的
な
奴
」
と
な
っ
た
も
の
を

れ
な
が
ら
も
一
応
成
功
し
た
こ
と
、

免
じ
て
良
人
と
な
し
、
以
て
征
役
に
備
え
よ
う
と
す
る
や
り
か
た
、
す
な
わ
ち
そ
の
「
所
有
者
」
と
か
れ
ら
と
の
関
係
を
完
全
に
切
り
離
す
や

り
か
た
、
が
力
関
係
に
お
い
て
殆
ん
ど
功
を
奏
さ
な
か
っ
た
得
、

一
歩
後
退
し
て
、
か
れ
ら
を
「
制
度
的
な
奴
」
と
し
て
容
認
し
、
（
後
述
の

東

音

の

豪

族



東

膏

の

家

族

日目

よ
う
に
将
来
事
が
終
れ
ば
そ
の
「
所
有
者
」

に
か
え
す
と
い
う
条
件
を
も
っ
て
、
）

本
来
そ
の
来
源
に
お
い
て
正
当
性
を
も
っ
制
度
的
な
奴
｜

例
え
ば
官
奴
の
下
賜
さ
れ
た
も
の
ー
と
な
ら
ん
で
か
れ
ら
を
奴
兵
徴
発
の
対
象
と
し
た
こ
と
を
察
し
加
え
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
、
同
じ
く
東
畜
時
代
の
こ
と
と
し
て
、
著
書
回
一
辺
陶
回
伝
に
、

時
、
人
機
穀
賞
。
三
呉
尤
甚
ο

詔
、
欲
聴
相
韓
宝
賀
、
以
抵
一
時
之
急
。
（
征
虜
持
軍
・
呉
興
太
守
陶
）
回
上
疏
日
、
『
営
今
、
天
下
不
普
荒

倹
。
唯
、
濁
東
土
穀
価
偏
賞
。
便
相
営
費
、
聾
必
遠
流
。
北
賊
聞
此
、
持
窺
彊
場
。
如
愚
臣
意
、
不
如
開
倉
康
、

以
賑
之
。
』
乃
、

不
待

報
、
帆
便
開
倉
、
及
割
府
郡
軍
資
撒
寓
餅
米
、
以
救
乏
絶
。
由
是
、

一
境
獲
全
。
既
市
下
詔
。
井
勅
食
稽
・
呉
郡
、
依
田
振
曲
。
ニ
郡
頼

之。

と
あ
る
。
陶
回
が
呉
興
太
守
で
あ
っ
た
の
は
、
戚
和
の
中
期
以
後
か
ら
戚
康
の
初
期
に
か
け
て
で
あ
っ
た
。
「
既
而
下
詔
。
」
と
あ
る
の
は
、
三

呉
を
対
象
と
し
て
人
の
相
驚
売
す
る
を
許
す
詔
を
下
し
た
こ
と
と
解
さ
れ
る
。

こ
れ
は
、
当
時
東
替
の
国
家
が
そ
の
微
力
さ
と
相
応
じ
「
制
度

的
な
奴
」
の
寄
在
｜
増
加
に
対
し
十
分
な
ま
で
に
そ
れ
を
否
定
し
え
な
か
っ
た
の
を
示
唆
す
る
と
い
え
よ
う
。
以
後
管
見
の
及
ぶ
範
囲
で
は
東

替
時
代
、
国
家
が
こ
の
際
自
売
し
て
奴
鮮
と
な
っ
た
も
の
及
び
一
般
に
「
制
度
的
な
奴
」
に
な
っ
て
い
る
も
の
を
再
び
良
人
と
す
べ
き
意
図
を

明
か
に
し
そ
の
方
策
を
と
っ
た
こ
と
は
な
い
。

（
勿
論
、
元
康
七
年
以
後
の
両
膏
政
権
が
窮
極
的
に
は
今
論
じ
て
い
る
よ
う
な
「
制
度
的
な

奴
」
の
存
在
を
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
疑
い
な
か
ろ
う
。
太
興
四
年
五
月
庚
申
の
詔
は
そ
れ
を
物
語
る
。
し
か
し
今
迄
見
て
き
た
と
こ

ろ
か
ら
、
現
実
の
情
勢
が
そ
の
意
図
を
か
す
ま
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
否
定
し
難
い
で
あ
ろ
う
。
）

ち
な
み
に
、
劉
宋
政
権
の
成
立

l
宋
朝
の
成
立
は
、
対
豪
族
策
に
お
い
て
旧
来
と
異
る
面
を
も
ち
、
そ
の
豪
族
勢
力
の
弾
圧
削
減
に
は
見
る

べ
き
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
具
体
的
な
あ
ら
わ
れ
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
議
照
土
断
の
成
功
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
か
つ
て
別
稿

で
か
な
り
詳
し
く
説
叶
）
た
の
で
こ
こ
で
再
論
し
な
い
が
、
後
述
の
よ
う
に
、
義
照
土
断
後
に
も
劉
宋
政
権
の
樹
立
者
劉
裕
（
宋
の
武
帝
）
は
奴

兵
を
使
用
し
て
い
る
。
当
時
に
お
い
て
も
奴
兵
の
使
用
は
「
制
度
的
な
奴
」
の
寄
在
を
前
提
と
す
る
と
断
じ
て
誤
り
な
か
ろ
う
が
、
そ
の
存
在



は
義
照
土
断
の
目
的
完
徹
と
相
反
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
劉
裕
が
義
照
土
断
後
も
奴
兵
を
使
用
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
（
東
畜
権
力
機

構
を
通
じ
、
対
豪
族
関
係
を
日
と
一
変
さ
せ
た
と
称
さ
れ
る
）
劉
裕
が
議
照
土
断
に
際
し
示
し
た
力
に
も
亦
、
「
制
度
的
な
奴
」
の
存
在
を
め

ぐ
り
大
き
い
限
界
の
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
宋
書
量
王
弘
伝
に
、
同
伍
犯
法
の
論
議
が
記
載
さ
れ
て
い
（
叫
が
、

そ
の
う
ち
の
謝
元
の
議
に
、

（
前
略
）
奴
不
押
符
。
是
認
名
也
。
民
之
資
財
。
是
私
暗
也
。
云
云
。

と
あ
る
。
先
ず
「
奴
不
押
符
。
」
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
符
に
押
さ
れ
て
い
る
の
は
制
度
上
、
士
か
庶
か
で
あ
り
、
そ
れ
ら
で
な
い
も
の
は
、
制

度
上
賎
民
か
漏
口
と
な
る
。
（
こ
の
際
皇
親
は
問
題
外
と
な
ろ
う
。
）
し
か
し
、

こ
の
際
の
奴
は
「
民
之
資
財
。
」
と
あ
る
。

つ
と
に
仁
井
田
陸
民
の
卓
見
が
丸
山
町
が
、
単
に
経
済
的
な
意
味
で
主
家
に

B

四
百
し
さ
〉
、

と
ナ
4

・刀

奴
を
財

物
と
考
え
て
い
た
こ
と
の
事
直
な
表
現
で
あ
る
こ
と
に
関
し
て
は
、

隷
属
し
て
い
る
奴
が
資
財
視
H
財
物
視
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
難
い
。

こ
れ
は
ど
う
し
て
も
法
身
分
的
制
度
的
な
奴
と
し
な
け
れ
ば
な
る

i

、C

E
L
 
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
が
少
な
く
と
も
理
論
的
窮
極
的
に
漏
口
た
り
え
ぬ
こ
と
を
物
語
る
。
と
こ
ろ
で
奴
が
「
是
無
名
也
。
」
と
あ
る
に

関
し
て
で
あ
る
が
、

こ
の
無
名
を
河
地
重
造
氏
は
、
「
唐
代
戸
籍
残
簡
に
て
ら
し
て
い
え
ば
、

ヱ
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
u

と
い
う
意
味

w
独
立
し
た
一
戸
貫
が
な
い
u

と
い
う
意
味
に
解
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
け
れ
ど
も
こ
の
言
葉
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
の
観
念
か

ら
い
え
ば
、
独
立
の
戸
貫
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
「
無
名
」
と
い
う
に
ひ
と
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
云
云
。
」
と
し
て
お
ら
れ
る
。
前
漢
書
高

組
本
紀
噌
下
に
見
え
る
顔
師
固
の
注
に
、

編
一
戸
者
、
言
列
次
名
籍
也
。

と
あ
る
。
後
述
の
よ
う
に
音
書
誌
何
充
伝
に
、
「
編
戸
奴
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
右
の
無
名
は
「
所
有
者
」

た
る
編
戸
の
名
籍
に
名
を
連
ね
か
っ
そ
の
奴
た
る
旨
が
記
し
て
あ
る
奴
の
意
味
と
解
さ
れ
よ
う
。
な
お
、
音
書
博
司
厩
氷
伝
に
、

で
は
な
く
、

（
庚
氷
、
）
叉
、
隠
貫
一
戸
口
、
料
出
無
名
高
徐
人
、
以
充
軍
賞
。

商
用
音
の
豪
族

一五



東

苔

の

豪

族

一
六

と
あ
る
。
こ
れ
は
戚
康
五
年
（
西
紀
三
三
九
年
）
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
贋
永
は
申
書
監
で
あ
っ
た
が
時
務
を
経
繍
し
て
お
り
、
ま
た
庚
氏
一

族
は
国
家
権
力
を
通
じ
軍
事
力
を
充
実
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
た
。
当
時
土
断
乃
至
そ
れ
に
類
す
る
一
戸
口
調
査
の
存
し
た
の
が
考
え
難
い

る
と
す
れ
ば
、

こ
の
無
名
は
す
で
に
存
し
て
い
る
何
ら
か
の
籍
帳
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
も
の
と
す
る
の
が
一
番
妥
当
性
が
あ
ろ
う
。
果
し
て
そ
う
で
あ

こ
の
無
名
も
亦
右
の
無
名
と
同
一
の
も
の
と
な
ろ
河
町
な
お
、
こ
の
無
名
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
制
度
的
な
奴
及
び
「
制
度
的

か
ら
、

な
奴
」
を
そ
の
構
成
分
子
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
王
弘
の
同
伍
犯
法
の
論
議
が
行
わ
れ
た
こ
ろ
の
無
名
寄
在
の
状
態
は
、
恐
ら
く
東
菅
末
劉
裕
が

義
照
土
断
を
行
っ
た
後
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
劉
裕
が
義
照
土
断
に
あ
た
り
聞
伍
の
法
を
修
め
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
に
関
し
て

は
、
か
つ
て
別
稿
で
ふ
れ
た
。
し
か
し
、
い
か
に
闇
伍
の
法
を
修
め
て
も
、
東
膏
境
内
に
無
名
の
符
に
押
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
い
る
限
り
、

劉
裕
が
議
照
土
断
に
お
い
て
意
図
す
る
一
元
的
人
身
把
握
は
完
徹
さ
れ
ず
、
か
つ
そ
れ
ら
に
租
、
調
、
役
を
負
担
さ
せ
え
な
い
こ
と
と
な
る
の

で
あ
る
。

以
上
、
「
制
度
的
な
奴
」
｜
奴
兵
徴
発
を
中
心
に
、
国
家
が
家
族
の
郷
村
社
会
に
お
け
る
優
位
を
認
め
か
っ
そ
う
し
た
勢
力
に
依
容
す
べ
き
一

面
を
窺
っ
た
が
、
以
下
、
同
じ
く
「
制
度
的
な
奴
」
l
奴
兵
徴
発
を
中
心
に
豪
族
が
国
家
に
依
存
し
た
面
を
見
る
と
、

ま
ず
、
今
迄
な
す
べ
く
し
て
な
さ
な
か
っ
た
奴
兵
徴
発
に
関
す
る
記
録
の
年
次
的
列
挙
を
す
る
と
、
第
一
は
、
吾
輩
日
時
一
恵
帝
本
紀
太
安
二
年

（
西
紀
三
O
三
年
）
の
条
に
、

（
十
一
月
、
）
王
師
攻
（
張
）
方
塁
、
不
利
。
方
決
千
金
場
、
水
碓
皆
掴
。
乃
、
建
王
公
奴
解
、

手
春
給
兵
庫
。

一
品
己
下
不
従
征
者
・

男
子
十
三
以
上
、
皆
従
役
。
叉
、
強
奴
助
兵
。
競
矯
四
部
司
馬
。

と
あ
る
も
の
で
あ
り
、
第
二
は
、
膏
書
戴
若
思
伝
に
、

（
戴
若
思
、
）
出
脅
征
西
将
軍
・
都
督
発
議
幽
巽
落
井
六
州
諸
軍
事
。
俄
節
。
加
散
騎
常
侍
。

型
投
刺
王
千
官
人
箆
軍
更
。

調
揚
州
百
姓



家
奴
高
人
矯
兵
、
配
之
。
云
云
。

と
あ
る
も
の
で
あ
る
。
戴
若
思
が
征
西
将
軍
等
と
な
っ
た
の
は
、
太
興
四
年
七
月
甲
民
の
こ
と
で
あ
る
。
第
三
は
、
膏
室
長
一
北
庚
翼
伝
に
、

並
殻
所
統
六
州
奴
及
車
牛
腫
馬
。
百

康
帝
即
位
。
（
都
督
江
荊
司
薙
梁
益
六
州
諸
軍
事
・
荊
州
刺
史
贋
）
翼
、
欲
率
衆
北
伐
。

・・於是、

姓
瑳
怨
。

と
あ
る
も
の
で
あ
る
。

乙
れ
は
建
元
元
年
（
西
紀
三
四
三
年
）
の
こ
と
で
あ
る
。
音
書
翠
湯
伝
に
は
、
こ
の
徴
発
に
関
し
、

建
元
初
、
安
西
将
軍
庚
翼
、
北
征
石
季
龍
。
大
型
憧
客
、
以
充
戎
役
。
勅
有
司
、
特
蹴
湯
所
調
ι

湯
悉
推
僕
使
、
委
之
郷
吏
。
吏
奉
旨
、

一
無
所
受
。
湯
依
調
限
、
放
免
其
僕
使
、
令
編
戸
詩
百
姓
。

と
あ
る
。
第
四
は
、
宋
書
珍
武
帝
本
紀
下
永
初
元
年
（
西
紀
四
ニ

O
年
）
の
条
に
、

（
八
月
、
）
乙
亥
、
詔
日
、
「
先
因
軍
事
所
護
奴
憧
、
各
々
還
本
主
。
若
、
死
亡
及
勲
努
破
免
、
亦
依
限
還
直
。
』

と
あ
る
も
の
で
あ
る
。

右
の
膏
書
程
湯
伝
の
記
事
及
び
宋
書
武
帝
本
紀
の
記
事
は
、
奴
兵
徴
発
の
対
象
と
な
っ
た
奴
が
編
戸
で
な
か
っ
た
こ
と
（
ま
た
、
単
に
経
済

的
に
だ
け
特
定
の
家
に
対
し
隷
属
的
関
係
に
あ
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
こ
と
）
を
示
す
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、

そ
れ
だ
け
で
は
そ
う
し
た
奴

が
「
制
度
的
な
奴
」
で
あ
っ
た
（
よ
り
正
確
に
は
そ
れ
を
数
多
く
含
む
）
と
断
定
は
出
来
な
い
。

つ
ま
り
そ
こ
に
は
漏
口
の
奴
が
存
し
そ
れ
が

徴
発
の
対
象
と
な
っ
た
（
或
は
そ
の
際
の
奴
兵
の
大
部
分
を
な
し
た
）
と
い
う
想
定
の
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
想
定
は
事

実
と
し
て
成
立
し
難
く
、

そ
の
奴
は
や
は
り
「
制
度
的
な
奴
」
を
数
多
く
含
む
と
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
奴
が
「
制
度
的
な
奴
」

を
多
く
含
む
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
太
興
四
年
の
奴
兵
徴
発
の
実
情
解
明
に
お
い
て
こ
れ
に
ふ
れ
た
。
以
下
そ
れ
を
別
の

面
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

そ
れ
に
は
ま
ず
第
一
に
、
そ
の
徴
発
が
そ
の
「
所
有
者
」
に
極
め
て
不
満
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
と
り
あ
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
質
的

東

奮

の

豪

族

七



東

替

の

豪

族

I¥ 

に
「
所
有
者
」
の
核
を
な
す
の
は
在
地
豪
族
層
で
あ
る
が
、
か
れ
ら
は
そ
の
箪
事
力
が
国
家
権
力
機
構
に
、
何
ら
か
の
保
留
を
な
し
つ
つ
繰
り

人
れ
ら
る
の
に
対
し
必
ら
ず
し
も
反
対
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
そ
の
郷
村
社
会
の
治
安
維
持
に
関
連
あ
る
場
合
と
い
う
枠

内
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
直
接
的
に
関
連
な
い
場
所
・
事
態
へ
の
軍
事
力
投
入
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
か
れ
ら
が
、
た
と

え
将
来
事
が
終
れ
ば
再
び
自
ら
の
も
と
へ
帰
っ
て
く
る
に
し
て
も
、
自
ら
の
郷
村
社
会
の
治
安
維
持
に
直
接
的
関
係
の
な
い
中
原
出
兵
や
王
敦

討
滅
の
為
、
そ
の
奴
を
徴
発
さ
れ
る
の
に
反
対
し
た
の
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
膏
書
贋
翼
伝
に
、
前
引
の
よ
う
に
、

（
前
略
）
於
是
、
並
護
所
統
六
州
奴
及
車
牛
瞳
馬
。
百
姓
嘘
怨
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
庚
翼
が
中
原
恢
復
の
為
出
兵
し
よ
う
と
し
、
都
督
諸
軍
事
た
る
江
荊
司
薙
梁
益
六
州
の
奴
な
ど
を
徴
発
し
た
際
の
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
奴
は
奴
兵
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
関
連
す
る
記
事
と
し
て
、
音
書
何
充
伝
を
見
る
と
、

（
前
略
）
於
是
、
徴
（
何
充
）
。
入
嬉
都
督
揚
強
徐
州
之
現
邪
諸
軍
事
。
偲
節
。
領
揚
州
刺
史
。

勝
軍
如
故
。

先
是
、
（
庚
）
翼
悉
強
江
荊

二
州
編
戸
奴
、
以
充
兵
役
。
士
庶
吸
然
。
充
、
復
、
欲
護
揚
州
奴
、
以
均
其
語
。
後
、
以
、
『
中
興
時
己
費
三
呉
。
今
、
不
宣
復
輩
。
』
而

止

と
あ
る
。
両
記
事
で
同
一
の
奴
兵
徴
発
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
対
象
た
る
州
数
に
相
異
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
恐
ら
く
江
荊
ニ
州
を
中
心

と
し
て
他
の
四
州
に
及
ん
だ
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
両
記
事
を
あ
わ
せ
考
え
た
際
、
奴
の
「
所
有
者
」
が
一
般
に
奴
兵
徴
発
に
ひ
ど
く

不
満
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
な
お
、
右
の
コ
ニ
呉
」
か
ら
の
奴
兵
徴
発
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
太
興
四
年
七
月
の
揚
州
の
奴
兵

徴
発
を
指
す
。

第
二
に
徴
発
し
た
奴
兵
数
が
相
当
に
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
と
り
あ
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
萱
雷
神
一
川
王
敦
伝
を
見
る
と
、

（
元
）
帝
、
以
劉
陣
矯
鎮
北
野
軍
、
戴
若
思
為
征
西
将
軍
。
悉
護
揚
州
奴
、
震
兵
。
外
、
以
討
胡
、
質
禦
（
王
）
敦
也
。
云
云
。

と
あ
る
ω

戴
若
思
と
劉
院
と
の
右
の
被
任
命
は
同
時
で
あ
る
。
こ
の
際
戴
若
思
に
配
さ
れ
た
奴
兵
が
万
人
で
あ
っ
た
の
は
前
述
し
た
通
り
で
あ



る
が
、
劉
院
に
も
当
然
戴
若
思
の
そ
れ
と
に
あ
う
だ
け
の
奴
兵
が
配
さ
れ
た
と
す
べ
‘
き
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、

「
悉
発
」
と
あ
る
表
現
で
あ

る
が
、

こ
れ
は
一
見
、
揚
州
の
私
家
の
奴
の
悉
く
を
現
実
に
徴
発
し
た
の
を
意
味
す
る
よ
う
に
う
け
と
れ
る
。
し
か
し
、
実
情
は
必
ら
ず
し
も

そ
の
通
り
に
う
け
と
れ
ぬ
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
耳
目
書
翠
揚
伝
を
見
る
と
、

湯
所
調
。
湯
悉
推
僕
使
、
委
之
郷
吏
。
吏
奉
旨
、

翠
湯
、
字
道
深
。
尋
陽
人

3

・
・
隠
子
鯨
界
南
山
。
建
元
初
、
安
西
栴
軍
庚
翼
、
北
征
石
季
龍
。
大
盤
憧
客
、
以
充
戎
役
。
勅
有
司
、
特
描

一
無
所
受
。
湯
依
所
調
限
、
放
免
其
僕
使
、
令
編
戸
露
百
姓
。

し
て
い
る
。
当
時
尋
陽
は
江
州
に
属
し
て
い
る
が
、

乙
の
徴
発
の
際
著
書
何
充
伝
に
は
、
前
引
の
よ
う
に
腐
翼
が
江
荊
ニ
州
の
編
戸
の
奴
を
「
悉
発
」
し
て
以
て
兵
役
に
充
て
た
と
表
現

そ
れ
が
徴
発
の
対
象
と
な
る
地
域

乙
の
両
記
事
は
相
ま
っ
て
、

「
悉
発
」
と
い
っ
て
も
、

と
あ
る
。

内
の
奴
の
す
べ
て
を
徴
発
し
尽
し
た
も
の
で
な
い
の
を
物
語
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

た
と
え
「
悉
発
」
を
標
梼
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
膏
書

程
湯
伝
の
「
大
発
」
程
度
を
せ
い
ぜ
い
現
実
の
目
標
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
太
輿
四
年
の
徴
発
に
際
し
現
実
に

徴
発
さ
れ
た
の
は
そ
の
「
制
度
的
な
奴
」
の
幾
分
か
に
過
ぎ
な
か
っ
た
乙
と
が
想
像
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
太
興
四
年
徴
発
の

奴
兵
が
一
万
を
は
る
か
に
上
廻
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
一
般
に
徴
発
奴
兵
の
数
が
相
当
多
数
に
の
ぼ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
と
い
え
よ

’nノ。
第
三
に
徴
発
が
始
ま
っ
て
か
ら
そ
れ
が
一
応
完
了
す
る
ま
で
の
期
聞
が
と
く
短
か
か
っ
た
と
恩
わ
れ
る
こ
と
が
と
り
あ
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

ぃ
。
こ
れ
は
史
料
的
に
容
易
に
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

ζ

こ
で
の
論
証
を
略
す
る
。

乙
ζ

に
と
り
あ
げ
た
三
点
に
鑑
み
て
も
奴
兵
が
漏
口
の
奴
を
徴
発
し
た
も
の
と
は
為
し
難
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
微
力
な
東
膏
政
権
が
各

戸
の
漏
口
奴
数
を
漠
然
と
推
測
し
て
割
当
て
た
ぐ
ら
い
で
成
就
す
る
も
の
で
な
く
、
必
ら
ず
や
官
に
あ
る
明
確
な
籍
帳
に
よ
っ
て
徴
発
さ
れ
た

に
相
違
な
い
。
事
実
、
前
引
の
膏
害
程
湯
伝
の
記
事
は
そ
れ
が
明
確
な
籍
帳
に
よ
っ
た
乙
と
を
暗
示
す
る
。
漏
口
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
官
に

明
確
に
把
握
さ
れ
て
い
な
い
口
で
あ
る
か
ら
、
官
に
明
確
な
籍
帳
の
あ
る
筈
が
な
い
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
乙
の
奴
で
編
戸
で
な
い
も

東

膏

の

豪

族

九



東
耳
日
の
豪
族

。

の
と
は
漏
口
の
奴
と
考
え
難
く
、
官
に
把
握
さ
れ
て
い
る
奴
す
な
わ
ち
「
制
度
的
な
奴
」
及
び
下
賜
さ
れ
た
官
奴
（
リ
私
家
に
あ
る
制
度
的
な

奴
）
で
あ
る
と
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
果
し
て
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
が
特
定
有
力
者
の
聞
か
ら
だ
け
徴
発
さ
れ
た

の
で
な
く
、
史
料
的
に
見
て
も
随
分
広
範
な
層
に
わ
た
っ
て
徴
発
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
あ
わ
せ
考
え
、
前
者
が
数
的
に
基
幹
と
な
る
と
す
る
の

は
蓋
し
自
然
の
こ
と
で
品
の
ろ
う
。
な
お
、
著
書
王
敦
伝
に
、

永
昌
元
年
（
西
紀
三
ニ
二
年
）
、
（
王
）
敦
率
衆
内
向
、
以
諒
（
劉
）
仰
得
名
。
上
疏
目
、
『
：
・
；
・
（
劉
必
）
復
、
依
諮
問
名
、

普
取
出
容
。

従
来
久
遠
、
経
渉
年
載
。
或
死
亡
滅
絶
、
或
自
蘭
得
免
。
或
見
放
遣
。
或
父
兄
時
事
、
身
所
不
及
。
有
所
不
得
、
朝
罪
主
。
百
姓
哀
償
、

怨
聾
盈
路
。
云
云
o』

と
あ
る
。
浜
口
軍
国
民
の
卓
論
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
私
賎
民
に
は
奴
蝉
と
出
客
と
の
二
種
が
あ
り
、
か
っ
後
者
が
前
者
よ
り
も
上
位
に
あ
っ
た

市
右
の
出
客
は
ま
さ
に
そ
れ
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
旧
名
と
は
旧
い
官
の
籍
帳
で
あ
る
。
当
時
新
ら
し
い
籍
帳
が
無
く
、
従
っ
て

劉
院
は
や
む
を
え
ず
旧
い
籍
帳
に
よ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
う
し
た
出
客
徴
発
の
仕
方
は
、
私
家
の
賎
民
の
徴
発
が
ど
う
し
て
も
官
の
籍
帳

に
依
存
し
な
け
れ
ば
成
功
せ
ぬ
こ
と
を
物
語
る
。
逆
に
い
え
ば
、

そ
れ
は
官
の
籍
帳
に
無
い
も
の
（
H
漏
口
）
を
そ
の
「
所
有
者
」
た
る
あ
ら

ゆ
る
階
層
か
ら
引
き
出
す
こ
と
の
不
可
能
な
の
を
説
く
も
の
で
あ
る
。

こ
の
考
察
は
右
の
見
解
の
有
力
な
傍
証
と
な
ろ
う
。

右
は
豪
族
層
が
直
接
自
ら
の
郷
村
社
会
の
治
安
維
持
と
関
係
な
い
奴
兵
徴
発
に
、
多
大
の
不
満
を
も
ち
な
が
ら
も
応
じ
た
こ
と
（
よ
り
正
確

に
は
応
ぜ
、
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
）
を
物
語
る
と
同
時
に
、
奴
兵
徴
発
を
め
ぐ
り
豪
族
層
の
力
に
限
界
が
あ
り
、
国
家
権
力
へ
依
存
せ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
の
を
示
す
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

以
上
、
国
家
対
豪
族
の
力
関
係
の
具
体
相
を
追
求
し
、
奴
兵
徴
発
を
中
心
に
、
国
家
は
豪
族
の
荏
在

l
郷
村
社
会
に
お
け
る
優
位
を
容
認
せ

一
方
、
豪
族
の
国
家
に
対
す
る
依
存
は
、
国
家
権
力
の
微
弱
な
東
替
に
お
い
て
も
無
視
出
来
ぬ
も
の
が
あ
り
、
（
豪

族
は
国
家
、
が
自
ら
の
豪
族
と
し
て
の
存
在
を
基
本
的
に
容
認
す
る
限
り
、
）
相
当
大
き
く
国
家
の
要
求
を
い
れ
た
こ
と
を
考
察
し
弓

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
が
、



四

豪
族
の
族
人
が
官
僚
と
な
る
こ
と

（略）

今
迄
見
て
き
た
（
東
膏
）
豪
族
の
国
家
に
対
す
る
依
容
は
、
そ
の
う
ち
の
い
わ
ば
消
極
的
な
面
で
あ
る
が
、
豪
族
が
国
家
に
対
し
い
わ
ば
積

極
的
に
依
一
存
し
た
面
も
亦
無
視
出
来
な
い
ο

そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
族
人
が
官
僚
と
し
て
国
家
の
権
力
機
構
の
な
か
に
入
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
は
か
れ
ら
が
官
僚
と
し
て
の
特
権
と
（
広
い
意
味
で
の
）
収
入
と
を
そ
の
族
的
な
い
と
な
み
に
反
映
さ
せ
つ
つ
、
し
か
も
最
後
に
は
族

人
と
し
て
の
制
約
か
ら
次
第
に
ぬ
け
で
て
行
く
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
本
節
で
は
最
初
そ
れ
に
つ
い
て
の
論
述
を
記
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、

規
定
の
紙
数
を
超
え
る
の
で
省
略
し
近
く
別
に
発
表
す
る
「
六
朝
官
僚
の
貨
殖
に
つ
い
て
」
（
仮
題
）
の
う
ち
に
含
め
論
ず
る
こ
と
と
す
る
ο

五

豪

族

か

ら

貴

族

，、ー

豪
族
か
ら
貴
族
が
析
出
さ
れ
る
乙
と
に
つ
い
て
は
宮
崎
市
定
民
に
卓
論
が
私
日
。
筆
者
も
か
つ
て
そ
れ
に
ふ
仏
印
が
、
論
旨
の
不
充
分
な
と

乙
ろ
も
あ
っ
た
の
で
豪
族
の
国
家
権
力
依
存
を
論
じ
た
本
稿
の
「
む
す
び
」
に
か
え
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
再
び
ふ
れ
て
見
た
い
。

東
膏
（
南
朝
）
に
お
け
る
貴
族
を
「
貴
族
と
貴
族
で
な
い
他
の
族
人
と
の
豪
族
と
し
て
の
結
合
」
面
か
ら
考
察
す
る
と
、
ま
ず
北
来
の
貴
族

（
以
下
北
人
貴
族
と
い
う
）
の
場
合
、
そ
の
「
貴
族
」
佑
の
内
容
は
上
流
貴
族
と
下
流
貴
族
と
に
よ
っ
て
異
つ
清
ま
ず
上
流
貴
族
の
場
合
で

か
つ
て
別
稿
で
は
主
と
し
て
現
邪
の
王
民
を
と
り
あ
げ
、
貴
族
と
し
て
の
同
氏
の
政
治
的
社
会
的
行
動
が
豪
族
と
し
て
の
基
盤
に
た

つ
こ
と
な
く
寄
生
官
僚
的
性
格
を
濃
厚
に
帯
び
て
い
た
ζ

と
を
述
べ
明
本
節
で
は
そ
の
見
解
を
よ
り
確
実
佑
す
べ
く
、
現
邪
の
王
民
と
ほ
ぼ

同
様
の
政
治
的
性
格
を
も
っ
太
原
の
王
民
を
と
り
あ
げ
て
見
ょ
う
。
同
氏
に
関
し
て
は
す
で
に
守
屋
美
都
雄
民
に
優
れ
た
研
究
が
あ
る
匂
氏

は
貌
の
司
徒
と
な
っ
た
王
剰
が
そ
の
家
誠
に
お
い
て
宗
族
の
教
済
を
説
い
た
こ
と
、
膏
書
謹
王
洗
伝
に
、
王
剥
が
自
分
け
従
祖
姪
に
当
る
王

抗
を
父
親
の
死
後
引
取
っ
て
や
っ
た
の
が
見
え
る
こ
と
、
な
ど
か
ら
、
漢
貌
の
交
に
太
原
王
氏
に
従
祖
兄
弟
位
ま
で
の
聞
に
は
相
当
に
緊
密
な

あ
る
が
、

東
晋
の
古
家
族



東

膏

の

豪

族

親
縁
感
情
が
は
た
ら
い
て
い
た
こ
と
を
推
定
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
世
説
新
語
言
語
篇
の
注
に
引
く
王
長
史
別
伝
に
、

其
先
、
出
周
公
、
経
漢
灘
、
世
々
矯
大
族
。

と
あ
る
。
漢
現
に
お
い
て
大
族
と
あ
る
か
ら
に
は
そ
の
一
族
も
郷
土
に
お
い
て
相
当
に
繁
茂
し
て
い
た
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
、
競
士
山
暗
記

王
潤
伝
に
見
え
る
、
王
剥
が
残
し
た
家
誠
の
内
容
に
、

夫
、
孝
敬
仁
義
、
百
行
之
首
。
行
之
而
立
、
身
之
本
也
。
孝
敬
則
宗
族
安
之
、
仁
義
則
郷
黛
重
之
。

と
あ
る
。
ま
た
家
誠
に
は
、
子
弟
の
行
為
の
規
範
が
列
記
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
胃
頭
に
、

及
其
用
財
、
先
九
族
、
其
施
舎
、
務
周
急
。

と
見
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
家
誠
の
存
在
も
亦
右
の
見
解
を
証
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
す
で
に
旧
来
の
研
究
に
明
か
な
よ
う
に
東
苔
時

代
、
上
級
官
僚
、
上
流
貴
族
と
し
て
の
同
氏
を
代
表
す
べ
き
家
門
は
南
下
し
て
い
た
が
、
そ
の
大
多
数
の
族
人
が
と
も
に
南
下
し
た
記
録
は
見

当
ら
な
い
。
も
し
前
後
し
て
南
下
し
て
い
た
に
し
て
も
、
上
級
官
僚
、
上
流
貴
族
と
し
て
の
同
氏
を
代
表
す
べ
き
家
門
と
は
無
関
係
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
と
断
じ
て
大
過
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
南
下
後
東
吾
朝
に
お
け
る
右
の
家
門
は
ま
っ
た
く
「
貴
族
」
的
と
な
り
寄
生
官
僚
的
な

も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
右
の
家
門
に
そ
う
し
た
傾
向
が
突
如
と
し
て
起
っ
た
の
で
は
な
く
、
徐
々
に
そ
う
し
た
傾
向
が
強
ま
り
つ

つ
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
拍
車
e

伊
』
か
け
た
の
が
南
下
で
あ
っ
た
の
に
間
違
い
は
な
か
ろ
う
。
（
ち
な
み
に
、
吾
妻
日
諸
王
述
伝
に
、
太

原
の
王
民
の
右
の
家
門
を
代
表
す
る
一
人
た
る
王
述
が
、
南
土
に
お
い
て
、
初
め
家
が
貧
で
あ
っ
た
が
、
官
僚
と
し
て
十
分
な
財
を
え
で
の
ち
、

「
禄
賜
、
散
之
親
故
。
」
と
あ
る
。
こ
の
「
親
故
」
中
の
「
親
」
が
一
族
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
に
し
て
も
そ
の
範
囲
は
不
明
で
あ
る
。
東
膏
時

代
、
南
土
の
右
の
よ
う
な
家
門
の
人
々
が
同
族
扶
助
の
義
務
観
念
な
ど
を
殆
ん
ど
喪
失
し
て
い
た
の
は
、
す
で
応
守
屋
民
の
指
摘
さ
れ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
何
れ
に
し
て
も
そ
れ
か
ら
、
か
れ
の
官
僚
と
し
て
の
行
動
の
背
景
に
豪
族
的
結
合
が
あ
っ
た
こ
と
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
の
は

無
理
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
何
ら
か
の
人
々
が
大
土
地
経
営
を
行
う
の
を
豪
族
的
行
為
と
し
、
そ
う
し
た
人
々
を
豪
族
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
そ



こ
で
は
族
的
結
合
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
よ
う
に
受
取
れ
る
。
博
捜
す
れ
ば
豪
族
の
語
に
そ
う
し
た
用
法
に
適
す
る
内

容
を
も
つ
も
の
も
勿
論
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
本
稿
で
い
う
豪
族
と
は
直
接
関
係
な
い
。
）
こ
こ
に
南
史
詮
王
蔀
伝
を
見
る
と
、
東

畜
末
の
こ
と
を
述
べ
た
記
事
の
な
か
に
、

王
齢
、
字
仲
徳
。
太
原
郡
人
也
。
自
言
、
漢
司
徒
允
弟
幽
州
刺
史
慾
七
世
孫
也

0

・
・
・
・
北
土
重
同
姓
、

並
調
之
骨
肉
。
有
遠
来
相
投
者
、

莫
不
埼
力
管
贈
、
若
有
一
人
不
至
者
、
以
露
不
義
、
不
露
郷
邑
所
容
。
仲
徳
間
王
愉
在
江
南
貴
盛
、
是
太
原
人
。
乃
遠
来
蹄
愉
。
愉
接
遇

甚
薄
。
因
至
姑
熟
、
投
桓
玄
。

と
あ
る
。
こ
の
記
事
は
、
太
原
の
王
氏
が
全
族
を
あ
げ
て
南
下
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
及
び
、
王
織
の
豪
族
的
な
意
識
、
行
動
が
、
王

愉
の
「
貴
族
」
的
な
意
識
、
行
動
と
大
き
く
喰
い
ち
が
っ
て
い
た
こ
と
を
察
せ
し
め
る
。
こ
れ
は
東
菅
時
代
の
南
土
の
同
民
に
関
し
右
に
述
べ

た
と
こ
ろ
を
証
す
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
守
屋
氏
は
、
太
原
王
民
中
の
烏
丸
王
民
を
論
じ
た
際
、
長
慶
三
年
（
西
紀
入
二
三
年
）
現
在
、
御
史

大
夫
で
従
三
品
で
あ
り
、
の
ち
大
和
三
年
（
西
紀
入
二
九
年
）
、

司
空
で
正
一
品
に
な
っ
た
王
涯
に
関
し
、

か
れ
と
そ
の
周
辺
に
あ
つ
ま
っ
て

い
た
族
人
と
の
聞
に
、
著
し
い
上
下
の
懸
隔
が
あ
り
、
対
等
の
地
位
に
お
け
る
族
的
結
合
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と

を
説
い
て
お
ら
れ
る
。
民
は
さ
ら
に
太
平
広
記
禁
定
数
篇
に
引
く
社
陽
雑
編
に
、

王
泳
は
涯
の
再
従
弟
な
り
（
新
唐
書
王
涯
伝
に
は
従
弟
と
あ
る
）
。
江
南
に
家
す
。
老
い
且
つ
窮
す
。

涯
が
相
の
権
を
執
る
を
以
て
、

遂

に
窪
趨
に
跨
が
り
、
京
師
に
至
り
、
米
を
索
め
、
舎
を
蹴
る
。
住
む
こ
と
三
十
日
に
し
て
始
め
て
涯
を
門
扉
に
一
見
す
る
を
得
た
り
。
望

む
所
一
薄
一
尉
に
過
ぎ
ず
。
市
も
涯
、
僚
倒
し
て
雁
序
の
情
な
し
。
太
和
九
年
、
秋
、
体
、
方
に
涯
の
聾
奴
に
説
き
、
以
て
欲
す
る
所
を

導
く
。
涯
、
初
め
て
一
召
し
、
擬
し
て
微
官
を
以
て
処
る
を
許
す
。
是
よ
り
E
タ
涯
の
門
に
造
り
、
以
て
其
の
命
を
倹
つ
。
涯
、
誌
に
就

く
に
及
ん
で
仇
士
良
、
家
人
を
収
捕
す
。
時
に
、
体
、
方
に
涯
の
私
第
に
在
り
。
其
の
王
民
の
党
な
る
を
調
ひ
、
遂
に
腰
領
を
免
れ
ず
。

と
あ
る
の
を
引
き
、
よ
く
当
時
の
宮
人
に
お
け
る
宗
族
相
互
の
関
係
を
示
し
て
い
る
と
思
う
。
と
さ
れ
て
い
る
。
よ
り
「
貴
族
」
的
で
あ
れ
ば

東

膏

の

豪

族
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あ
る
だ
け
、
同
族
人
と
懸
絶
し
た
身
分
、
意
識
を
有
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
蓋
し
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、

｛お）

に
先
の
南
史
王
蕗
伝
に
見
え
る
王
愉
の
態
度
に
窺
わ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
傾
向
の
蔚
芽
は
す
で

構
成
員
、

つ
ぎ
に
下
流
賞
族
で
あ
る
が
、
か
つ
て
別
稿
で
、
京
兆
の
意
民
及
び
京
兆
の
杜
民
を
例
と
し
て
、
か
れ
ら
が
南
下
後
も
依
然
と
し
て
豪
族
の

そ
こ
に
自
ら
の
生
き
る
途
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
、
な
ど
に
ふ
れ
た
。
乙
れ
は

そ
の
主
領
的
な
も
の
と
し
て
の
性
格
を
強
く
帯
び
、

下
流
貴
族
と
し
て
蓋
し
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
民
の
う
ち
章
氏
は
褒
陽
を
中
心
に
僑
居
し
て
お
り
、
社
民
は
た
だ
「
南
遷
」
し
た
こ

と
し
か
わ
か
ら
な
い
が
そ
の
「
南
遷
」
の
地
は
恐
ら
く
裏
陽
の
あ
た
り
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ニ
民
は
こ
う
し
た
「
南
下
」
を
し
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
豪
族
と
し
て
の
族
的
結
合
を
害
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
北
人
下
流
貴
族
で
地
理
的
関
係
か
ら
旧
来
の
一
族
の
居
住
地

宇
佐
変
え
る
必
要
が
な
か
っ
た
も
の
の
場
合
、
豪
族
と
し
て
の
族
的
結
合
の
依
然
存
す
べ
き
を
予
想
さ
せ
る
。
い
ま
そ
の
例
と
し
て
議
郡
の
夏
侯

民
に
つ
い
て
見
ょ
う
。
音
書
謹
夏
侯
淳
例
に
、

淳
、
字
孝
沖
。
亦
有
文
頭
。
興
（
兄
）
湛
倶
知
名
。
官
至
そ
陽
太
守
。
遭
中
原
傾
覆
、
子
姪
多
没
胡
冠
。
唯
、
息
承
渡
江
。

と
あ
る
。
南
北
史
世
系
表
、
夏
侯
氏
の
条
に
は
、
夏
侯
道
遷
の
家
系
を
記
し
て
の
ち
、
夏
侯
車
、
夏
侯
旅
費
の
家
系
の
こ
と
を
記
し
、
さ
ら
に
、

右
夏
侯
氏
、
案
膏
書
夏
侯
淳
停
、
云
、
「
中
原
傾
覆
、
子
姪
多
没
胡
冠
。
唯
、
息
承
渡
江
。
』
則
道
遷
輿
詳
（
沼
崎
轡
疑
皆
承
之
脅
也
。

と
あ
る
。
夏
侯
詳
ら
の
家
系
が
諜
郡
の
夏
侯
民
で
あ
る
の
は
明
か
で
あ
る
が
、
右
の
南
北
史
世
系
表
の
推
定
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
確
定
出
来

な
い
。
し
か
し
、
何
れ
に
し
て
も
、

こ
の
夏
侯
氏
（
の
家
系
）
が
一
日
一
南
渡
し
て
（
東
膏
）
南
朝
政
権
に
依
存
し
た
が
そ
の
族
人
の
多
く
は
依

然
と
し
て
諜
郡
に
あ
り
、

の
ち
前
者
が
後
者
と
再
び
族
的
結
合
を
な
し
た
（
よ
り
正
確
に
は
結
合
が
絶
え
な
か
っ
た
）
こ
と
に
ま
ず
誤
り
は
な

か
ろ
う
。
下
流
貴
族
と
し
て
の
夏
侯
民
が
豪
族
の
主
領
的
性
格
を
（
章
、
社
二
氏
の
場
合
と
同
様
）
相
当
強
く
有
し
て
い
た
の
を
物
語
る
若
干

の
例
を
挙
げ
る
と
、
梁
書
時
ヒ
夏
侯
前
提
伝
に
、
兄
夏
侯
民
、
弟
夏
侯
婆
が
と
も
に
そ
の
郷
貫
た
る
予
州
の
刺
史
に
任
用
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
て

－
J
 

の伊り、



兄
弟
並
有
思
恵
於
郷
里
。
百
姓
歌
之
目
、
『
我
之
有
州
、
頻
の
夏
侯
。
前
兄
後
弟
、
布
政
優
優
。
』

と
あ
り
、
婆
の
子
譜
に
闘
し
、

常
停
郷
里
、
領
其
父
部
曲
。
云
云
。

と
あ
り
、
ま
た
梁
書
建
夏
侯
曹
一
伝
に
、
宣
の
予
州
刺
史
に
卒
す
る
や
、

州
民
夏
侯
簡
等
五
百
人
、
表
請
、
震
直
立
碑
置
洞
。
詔
、
許
之
。

と
あ
る
。
簡
は
も
と
よ
り
買
の
一
族
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

宗
人
夏
侯
温
詩
衡
陽
内
史
。
辞
目
、
直
侍
御
座
。
高
組
謂
萱
日
、
「
夏
侯
温
、
於
卿
疏
近
。
』
寅
一
答
日
、
『
是
臣
従
弟
。
』
高
祖
知
溢
於
直
己

疏
、
乃
日
、
『
卿
俗
人
、
好
不
弁
族
従
。
』
対
日
、
『
臣
聞
、
「
服
岡
崎
易
疎
、
所
以
不
忍
言
族
。
」
』
時
以
震
能
対
。

と
ふ
ぴ
。
な
お
、
こ
こ
で
の
論
述
ぞ
割
愛
す
る
が
、
同
氏
が
豪
族

ω主
領
的
性
格
を
帯
び
そ
こ
に
自
ら
の
生
き
る
途
を
見
出
さ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
次
第
は
章
、
社
二
民
の
場
合
と
相
通
ず
る
点
が
多
い
。

ま
た
、
か
つ
て
別
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
北
人
上
流
貴
族
は
南
下
に
際
し
、
依
然
豪
族
の
主
領
的
性
格
を
も
ち
続
け
た
も
の
も
あ
っ
た
。
し

か
し
そ
れ
ら
も
や
が
て
そ
の
子
、
孫
の
代
に
な
る
と
よ
り
「
貴
族
」
的
、
寄
生
官
僚
的
と
な
っ
て
い
つ
時
。

南
人
土
着
貴
族
（
以
下
南
人
貴
族
と
い
う
）
の
う
ち
、
下
流
貴
族
が
依
然
と
し
て
豪
族
の
主
領
的
性
格
を
も
ら
続
け
て
い
た
の
は
当
然
で
あ

る
が
、

こ
う
し
た
南
人
上
流
貴
族
に
も
「
貴
族
」
化
の
傾
向
の
萌
芽
が
な
か

っ
た
の
で
は
決
し
て
な
い
。
た
だ
そ
れ
が
あ
く
ま
で
萌
芽
た
る
に
止
ま
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
南
人
豪
族
の
族
の
分
裂
の
志
向
に

乙
れ
は
上
流
貴
族
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

お
い
て
現
在
最
も
と
り
あ
げ
る
べ
き
は
、
南
人
の
家
、
族
の
あ
り
か
た
に
関
す
る
倫
理
観
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
関
す
る
私
見
を
述
べ
る

だ
け
の
紙
数
の
余
裕
が
な
い
の
で
、

こ
こ
で
の
論
述
を
割
愛
し
、

単
に
表
面
的
現
象
の
問
題
に
止
ま
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、

南
人
上
流
貴
族
の

「
貴
族
」
化
、
寄
生
官
僚
化
の
蔚
芽
の
一
端
を
そ
の
文
人
化
に
窺
っ
て
み
よ
う
。
ま
ず
東
膏
南
朝
貴
族
社
会
に
お
け
る
貴
族
の
文
人
佑
の
も
つ

東
耳
目
の
豪
族

二
五



東
膏
の
豪
族

一一六

意
義
に
つ
い
て
瞥
見
す
る
と
、
現
膏
の
中
原
上
流
貴
族
に
関
し
、
か
れ
ら
が
在
地
性
を
も
っ
「
豪
族
」
と
し
て
自
族
の
主
領
的
地
位
に
あ
っ
た

と
す
れ
ば
、
自
ら
が
武
人
的
能
力
を
有
す
る
こ
と
は
当
然
の
乙
と
と
し
て
要
求
さ
れ
る
。
た
と
え
か
れ
ら
の
う
ち
の
若
干
が
武
人
と
し
て
無
能

で
あ
っ
て
も
、
そ
う
し
た
時
代
に
お
い
て
貴
族
が
有
能
な
武
人
で
あ
る
こ
と
は
何
等
忌
む
べ
き
こ
と
で
も
恥
づ
ベ
き
乙
と
で
も
な
か
っ
た
。

事
実
か
れ
ら
の
聞
に
は
有
能
な
武
人
が
多
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
北
人
上
流
貴
族
（
基
本
的
に
か
つ
て
の
中
原
上
流
貴
族
の
子
孫
）
が
在
地
性

「
貴
族
」
的
性
格
、
寄
生
官
僚
的
性
格
を
濃
く
し
て
き
た
東
晋
以
後
、
と
く
に
そ
の
中
期
以
後
武
事
に
従
う
を
忌
み
武
一
人
を
蔑
視

を
喪
失
し
、

す
る
風
が
濃
厚
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
当
時
の
社
会
通
念
佑
さ
れ
「
貴
族
」
た
る
こ
と
は
即
ち
（
武
人
で
な
く
）
専
ら
文
人
で
あ
る
こ
と
と
緊
密

に
関
係
す
る
よ
う
に
な
乱
伐
。
こ
の
傾
向
は
か
れ
ら
が
当
時
に
処
し
て
え
た
生
き
た
経
験
、
す
な
わ
ち
世
事
に
深
く
関
係
せ
ぬ
こ
と
が
保
家
の

要
諦
で
あ
る
と
い
う
考
え
か
た
、
に
よ
っ
て
一
段
と
強
め
ら
れ
た
｜
世
事
に
深
く
関
係
す
る
こ
と
の
一
つ
の
代
表
的
様
態
が
実
に
武
事
に
か
か

わ
る
こ
と
で
あ
っ
た

l
。
か
く
て
北
人
上
流
貴
族
の
文
人
佑
は
異
様
に
徹
底
し
、
遂
に
は
常
軌
を
逸
す
る
ま
で
と
な
る
が
、
こ
の
よ
う
に
見
て

く
る
と
、
北
人
上
流
貴
族
の
文
人
佑
の
徹
底
は
、
か
れ
ら
の
「
貴
族
」
と
し
て
の
あ
り
か
た
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

南
人
上
流
貴
族
の
一
代
表
と
す
る
に
足
る
呉
郡
の
張
民
を
例
に
と
っ
て
も
、
そ
う
し
た
文
人
佑
の
傾
向
が
強
く
な
っ
て
い
っ
た
。
音
辞
容
儀

の
尊
重
は
す
で
に
貌
晋
時
代
に
も
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
が
南
朝
に
入
っ
て
一
層
著
し
く
な
っ
た
。
例
え
ば
、
宋
末
の
四
貨
に
数
え
ら
れ
た
緒

淵
l
北
人
上
流
貴
族
の
代
表
的
人
物
ー
も
、
犠
貌
美
に
、
容
止
を
普
く
し
、
情
仰
進
退
、
戚
く
風
則
あ
り
と
い
っ
た
調
子
で
、
朝
会
の
あ
る
毎

に
、
百
僚
を
始
め
遠
国
の
使
者
に
至
る
ま
で
首
を
延
べ
て
目
送
し
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
。
宋
の
明
帝
も
嘗
て
歎
声
を
発
し
、

「
緒
淵
は
遅
歩

緩
歩
を
能
く
し
、
便
ち
比
を
以
て
宰
相
を
得
た
り
。
」
と
述
懐
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
呉
郡
の
張
民
の
一
族
は
音
儀
の
美
を
以
て
聞

え
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
中
で
も
張
敷
は
風
韻
端
雅
、
玄
言
を
好
み
、
属
文
を
好
く
す
る
な
ど
文
人
と
し
て
の
風
格
を
完
備
し
て
い
た
が
、

善
く
音
犠
を
持
し
、
詳
緩
の
致
を
尽
し
た
と
い
う
。
そ
の
従
弟
の
張
暢
も
北
朝
の
使
者
李
孝
伯
を
接
得
し
た
際
に
、
応
答
敏
捷
、
音
韻
詳
雅
を

以
て
痛
く
北
人
を
感
動
さ
せ
た
。
乙
と
に
南
郡
王
義
宣
が
兵
を
挙
げ
た
と
き
、
張
暢
は
そ
の
元
佐
と
な
り
、
射
堂
に
出
で
て
兵
を
閲
す
る
や
、



そ
の
音
儀
容
止
に
衆
み
な
嘱
目
し
、
見
る
者
為
に
命
を
尽
き
ん
と
し
た
と
い
わ
れ
る
。
張
融
に
な
る
と
大
分
度
を
外
れ
て
お
り
、
歩
き
方
に
も

そ
ろ
そ
ろ
と
歩
む
の
で
同
行
者
は
遅
い
の
で
迷
惑
し
、
見
物
人
が
集
ま
っ
て
市
と
な

す
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
が
、
張
融
自
ら
は
一
向
平
気
で
あ
っ
た
と
凡
党
o

い
ろ
い
ろ
新
工
夫
を
加
え
、
身
を
そ
ら
せ
頭
を
も
た
げ
、

豪
族
張
氏
の
主
領
的
人
物
で
あ
り
、
か
つ
武
人
た
る
べ
く
、
ま
た
事
実
そ
の
多
く
が
有
能
な
武
人
で
あ
っ
た
か
れ
ら
が
、
そ
う
し
た
運
命
を

に
な
い
つ
つ
、
し
か
も
、
当
時
に
お
い
て
「
貴
族
」
的
な
貴
族
が
本
質
的
に
も
つ
文
人
的
な
も
の
に
あ
こ
が
れ
か
つ
自
ら
が
そ
う
な
っ
て
い
つ

た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
「
貴
族
」
佑
の
萌
芽
の
一
端
を
窺
お
う
と
す
る
の
は
牽
強
附
会
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
宋
孟
一
4
顧
環
一
博
に
、

尚
書
寺
門
、
有
制
。
八
店
以
下
門
生
瞳
入
者
、
各
々
有
差
。
不
得
雑
以
人
士
。

（
尚
書
庫
部
郎
・
本
邑
中
正
顧
）

課
以
宗
人
顧
碩
頭
寄
尚

書
張
茂
度
門
名
、
而
興
碩
頭
同
席
、
明
年
、
坐
、
遺
出
、
免
中
正
。

と
あ
る
。
張
茂
度
は
呉
郡
の
張
民
の
主
領
的
人
物
で
あ
る
。
右
の
呉
郡
の
顧
民
も
亦
有
名
な
南
人
上
流
貴
族
で
あ
る
。
顧
環
が
顧
碩
頭
と
尚
書

省
中
で
同
座
し
た
と
い
う
の
は
、
か
れ
が
顧
碩
頭
に
対
し
同
族
人
と
し
て
の
（
一
応
対
等
に
近
い
）
意
識
と
行
動
と
を
有
し
て
い
た
の
を
物
語

る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
官
界
に
お
い
て
両
人
が
懸
絶
し
た
地
位
に
お
か
れ
か
っ
そ
う
あ
る
べ
く
規
制
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
南
人
上
流
賞

族
の
主
領
的
人
物
も
亦
政
治
権
力
に
よ
る
「
貴
族
」
佑
、
寄
生
官
僚
佑
へ
の
方
向
づ
け
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ

λ
ノ。

南
人
上
流
貴
族
は
貴
族
と
し
て
は
北
人
上
流
貴
族
に
つ
ぐ
も
の
で
あ
る
が
か
れ
ら
は
「
貴
族
」
花
、
寄
生
官
僚
佑
の
蔚
芽
を
有
し
つ
つ
、

し

か
も
最
後
迄
依
然
と
し
て
豪
族
の
主
領
的
性
格
を
強
く
も
ら
続
け
て
い
た
。
そ
れ
は
南
北
の
「
地
縁
」
的
対
立
に
基
く
も
の
で
、
北
人
上
流
賞

族
の
政
治
的
圧
迫
に
対
抗
す
る
為
不
可
避
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
そ
の
純
粋
な
「
貴
族
」
佑
、
寄
生
官
僚
佑
は
北
人
上
流
貴
族
に
よ
っ

（
舗
）

て
阻
止
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
し
（
完
全
に
「
政
治
的
」
な
存
在
で
あ
る
）
「
地
縁
」
的
対
立
が
除
か
れ
れ
ば
、

か
れ
ら
の
純

一
栄
音
の
一
家
族

七



東

膏

の

家

族

粋
な

二
八

「
貴
族
」
化
、
寄
生
宮
僚
化
の
生
ず
べ
き
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
が
、

わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
考
察
の
聞
に
お
い
て
さ
え

註

も
、
純
粋
に
「
貴
族
」
的
で
あ
る
こ
と
が
、
同
時
に
極
め
て
「
政
治
的
」
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
え
る
で
あ
ろ
う
。

「
東
背
の
貴
族
制
と
雨
北
の

ヘ
史
学
雑
誌
に
J

「
地
縁
」
性
L

（
発
表
予
定
〕

（l
）
拙
稿
、

参
照
。

（2
）
幾
つ
か
の
武
な
る
門
流
を
合
せ
て
賞
（
族
）
と
い
う
こ
と
が
あ
る

が
、
そ
れ
は
こ
う
し
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
在
在
は
今
迄
の
見
解
を
．
否
定
す
る
こ
と
に
は
は
る
ま
い
。

（3
）
宮
川
尚
志
氏
、
「
霊
長
び
南
朝
の
寒
門
・
寒
人
」
（
献
畑
山
）
参
照

ヘ
重
松
先
生
古
稀
記
念

J
さ

（4
）
拙
稿
、
「
劉
裕
政
権
と
義
照
土
断
」
（
九
州
大
学
東
洋
史
論
叢
）
参
照

－
ヘ
史
淵
第
六
〆

（5
）
拙
械
、
「
刑
制
の
食
族
と
家
族
」
（
十
九
組
｝

（6
）
前
掲
、
「
東
川
刊
の
貴
族
制
と
南
北
の
「
地
総
」
性
」
参
照
。

（7
）
競
耳
目
南
朝
の
南
土
に
お
け
る
水
利
事
業
に
つ
い
て
は
不
明
の
点
が
多

い
が
、
そ
れ
に
関
す
る
私
見
は
改
め
て
専
論
を
編
ん
で
発
表
す
る
予

定
で
あ
る
。
そ
の
と
き
会
稽
郡
の
乙
の
問
題
も
再
び
よ
り
詳
し
く
論

ず
る
こ
と
と
す
る
。h

k
x
川
H『

ι

（8
）
ち
な
み
に
、
普
湾
問
W
劉
矧
低
に
、

旧
、
修
埼
阪
、
年
用
数
万
人
。
豪
騒
兼
弁
、
孤
貧
失
業
。
（
准
南
相

劉
）
頒
、
使
大
小
数
力
計
功
、
受
分
。
百
姓
歌
其
平
恵
。

と
あ
る
。
治
水
引
業
に
お
い
て
家
族
が
好
惑
を
な
し
た
の
は
会
納
に

あ
っ
て
も
問
機
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
木
節
の
論
旨
を
否
定
す
る
こ

と
に
は
な
ら
な
い
。

（9
）
草
野
靖
氏
、
「
唐
律
に
み
え
る
私
服
民
奴
鮮
部
耐
に
つ
い
て
の
一
考

祭
」
（
旭
州
坊
戦
額
一
…
線
設
）

（
ω）
前
掲
、
「
劉
総
政
権
と
義
照
土
断
」
参
照
。

（
日
）
宋
書
王
弘
伝
の
同
伍
犯
法
の
論
議
に
関
し
て
は
、
浜
口
霊
園
氏
、
「
唐

の
部
門
凶
・
零
女
と
前
代
の
衣
食
客
」
（
組
一
献
」
ゴ
均
五
学
部
）
・
噌
村

宏
氏
、
「
宋
叫
王
弘
伝
の
同
伍
犯
法
の
論
議
」
（
糊
州
制
…
欝
．
4
旭

科
報
告
」
第
一
集
J

呈

史
学
篇
第
一
円
号
室
照
。

（
ロ
）
仁
井
旧
陸
氏
、
「
支
那
身
分
法
史
」
第
八
章
部
山
・
奴
解
法
参
照
。

（
日
）
河
地
震
造
氏
、
「
普
の
限
存
法
に
か
ん
す
る
若
干
の
考
察
｜
中
国
三

世
紀
の
社
会
に
関
連
し
て
」
（
綿
4
4唯
一
時
第
三
十
五
巻
）
参
照
。

（
は
）
ち
な
み
に
、
宋
世
一
目
玉
弘
伝
の
同
伍
犯
法
の
論
議
に
お
い
て
は
、
無
名

の
奴
と
い
う
意
味
で
、
奴
客
、
奴
、
僕
隷
、
佳
、
僕
、
な
ど
の
語
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
お
）
前
掲
、
「
劉
紛
政
権
と
義
熊
土
断
」

（
時
）
前
掲
、
「
唐
の
部
州
・
存
女
と
前
代
の
衣
食
客
」

ち
な
み
に
、
晋
書
唯
一
仏
会
稽
文
孝
王
道
子
伝
に

l
『
l
H
U
r
F

（
会
稽
王
道
子
世
子
）
一
克
顕
、
性
背
刻
。
生
殺
自
己
0

（
張
）
法
順
屡
と

謙
、
一
小
納
。
叉
、
発
東
士
稀
郡
品
川
奴
為
存
者
、
号
日
楽
属
。
移
尚
一
以

帰
、
以
充
兵
役
。
東
・
十
一
意
業
、
人
不
地
命
。
東
土
哲
之
奏
。

と
あ
る
。
右
の
「
品
川
奴
為
詐
」
と
は
、
浜
口
氏
の
同
税
に
よ
れ
ば
、

前
述
の
川
客
と
同
一
内
容
の
も
の
で
あ
る
（
「
厨
の
部
品
川
・
客
女
と



前
代
の
衣
食
客
」
。
）
ζ

の
記
事
は
、
前
引
の
叫
円
選
王
敦
伝
の
出
客
に

関
す
る
記
事
と
納
ま
っ
て
、
当
時
そ
れ
を
有
し
た
も
の
が
広
い
範
囲

に
わ
た
り
一
部
富
裕
な
民
庶
に
ま
で
及
ん
だ
の
を
察
せ
し
め
よ
う
。

な
お
、
大
興
四
年
の
給
客
制
度
に
お
け
る
容
と
は
本
，
柄
で
い
う
「
制

皮
的
な
奴
」
の
一
部
を
な
す
と
思
わ
れ
る
。
乙
れ
に
つ
い
て
は
僑
州

郡
県
に
関
す
る
別
稿
で
ふ
れ
る
。

（
路
）
宮
崎
市
定
氏
、
「
九
口
問
官
人
法
の
研
究
」

（
四
）
前
掲
、
「
東
晋
の
資
族
制
と
南
北
の
「
地
縁
」
性
」
、
「
南
朝
の
貴
族

と
豪
族
」
位
、
ど
。

（
却
）
こ
こ
に
い
う
上
流
賞
族
と
下
流
賞
族
と
の
別
は
筆
者
が
勝
手
に
つ
け

た
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
実
情
に
即
し
か
っ
本
稿
で
今
迄
述
べ
て
き

た
よ
う
な
考
え
か
た
に
従
え
ば
、
乙
乙
に
い
う
下
流
貴
族
は
中
流
貴

族
と
も
い
う
べ
く
、
そ
の
下
に
さ
ら
に
下
流
貴
族
が
あ
る
べ
き
で
あ

る
が
、
本
節
で
は
説
明
の
便
宜
上
、
か
り
に
そ
う
名
附
け
た
。

五
）
前
掲
、
「
南
朝
の
貴
族
と
一
致
族
」

（
辺
）
守
屋
美
都
雄
氏
、
「
六
朝
門
閥
の
一
研
究
」

（
お
）
ち
な
み
に
、
陳
治
体
一
一
一
周
敷
伝
に
、
臨
川
一
笠
宮
放
と
そ
の
族
人
周

（げ）

東

奮

の

家

族

治
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

（
前
略
）
一
週
素
無
簿
閥
。
恐
失
衆
心
。
傍
敷
族
望
、
深
求
交
結
。
云

一一品。と
あ
る
。
乙
の
氾
引
は
周
放
（
の
家
系
）
が
官
僚
と
し
て
相
当
の
政

治
的
社
会
的
地
伎
を
有
し
て
い
た
ζ

と
を
物
語
る
だ
け
で
な
く
、
当

時

梁

末

l
す
で
に
そ
の
政
治
的
地
位
に
応
じ
同
族
問
に
か
な
り
懸

け
は
な
れ
た
身
分
、
意
識
が
仔
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。

（
泊
）
北
人
が
南
人
民
比
べ
そ
の
族
的
結
合
が
強
か
っ
た
と
と
に
関
し
て

は
、
守
屋
芸
能
氏
、
「
南
人
と
北
人
」
ぬ
理
問
叢
）
参
照
。

〆－
n
十
シ
一
ノ
企
附
下
＼

（
お
）
前
掲
、
「
雨
刷
の
段
族
と
豪
族
」

（
お
）
拙
柄
、
「
南
朝
に
お
け
る
地
万
五
本
籍
地
任
用
に
就
い
て
」
（
成
時

M
m
史
学
紀
J

雲
話
。

要
第
一
樹
」
君
、
日

（
幻
）
森
三
樹
三
郎
氏
、

「
六
朝
士
大
夫
の
精
神
」
（
献
一
般
議
…
ヨ
騨
）
参
照

「
地
縁
一
性
」
、
及
び
「
南
側

（
お
）
前
掲
、
「
東
晋
の
貨
族
制
と
南
北
の

の
氏
族
と
妥
族
」
参
照
。

官

ul
 



The Powerful Clans in the Tung-Tsin 
Okfi) Period. 

-1-

By S. Ochi 

On the relation of the state with the powerful clans during 

the period of the Wei (K), Tsin (If) and Soitthern dynasties, 

the former studies have emphasized the two points: that the 

state made use of the powerful clans to carry out the national 

policy, admitting their predominent position in the rural comm

unities, and that they were independent of the state. In this 

article, I tried to make clear the organic relation between the 

former and the latter through the study of the nu-ping(tJ:ilfi:: 

-the soldiers recruited from slaves) problems, and also to point 

out the dependent character of the latter on the former through 

the embankment works, in the Tung-Tsin period during which 

the power of clans most developed. 

It may be probable that the aristocrats generally came from 

the powerful clans. In my opinion, however, there was · the 

most essential difference between them, aristocrats and powerful 

clans. The aristocrats were the political ones, kept under the 

Emperor, therefore they were personally free from the consan

guineous restraint of the clans to which they belonged. The 

members of the clans, on the other hand, were kept under the 

power of clans. 

To maintain their position, these clans were compelled to 

depend on the state, the powerful members of them becoming 

bureaucrats. But that was a contradiction for them, for these 

members took on the .. aristocratic "character and inevitably seced
ed from their clans. 

Even in the Tung-Tsin period, the powerful members of 

clans were in large measure of bureaucratic nature, and among 



-2-

them the considerable number of the more ,"genuine aristocrats" 

came from. 

Generally speaking, this means even in this period the 

powerful clans mosty depended on the state. 
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