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郷
品
と
「
制
九
品
」

一
.醐剛闘聞圃圃.

郷
品
と
郷
里
社
会

む

す

び

註

い
わ
ゆ
る
九
品
宮
人
法
の
九
品
が
、
人
物
評
価
の
表
現
で
あ
る
郷
品
九
品
と、

職
官
の
等
級
で
あ
る
官
品
九
品
を
ふ
く
む
乙
と
、
両
者

は
貌
初
に
同
時
に
成
立
し
、
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
、
九
品
官
人
法
研
究
の
画
期
と
な
っ
た
宮
崎
市
定
氏
の
『
九
品
官
人
法
の
研
究

ー
科
挙
前
史
l

』
〈
一
九
五
六
)
が
解
明
し
た
九
品
宮
人
法
の
制
度
的
内
容
の
な
か
で
も
、

乙
の
事
実
ほ
ど
六
朝
史
研
究
、

と
り
わ
け
貴

族
制
研
究
に
お
お
き
な
影
響
を
あ
た
え
た
も
の
は
な
い
。
郷
品
が
基
準
と
な

っ
て
宮
人
の
官
品
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
の
関
係
は
、
郷

品
が
郷
邑
の
品
第
で
あ
り
、
中
正
の
評
品
が
社
会
に
お
け
る
人
物
の
徳
行
に
よ
る
と
み
ら
れ
て
い
た

こ
と
を
前
提
と
し
て
、
郷
里
社
会
の

秩
序
が
官
僚
体
制
の
あ
り
か
た
を
規
制
し
て
い
る
乙
と
を
し
め
す
も
の
と
う
け
と
ら
れ
、
貴
族
制
存
立
の
根
源
を
、
王
朝
に
で
は
な
く
、

六
七

四>



九
品
官
t
/

法
に
お
け
る
郷
品
に
つ
い
て

六
八

そ
の
外
側
に
あ
る
郷
党
社
会
に
み
よ
う
と
す
る
貴
族
制
研
究
の
有
力
な
祝
角
の
拍
車
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
宮
崎
氏
は
実
は
郷
口
∞
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。

氏
は
郷
品
を
官
ロ
m
九
品
を
前
提

た
と
え
ば
中
正
が
あ
る
ノ
物
を
二
品
官
に
な
り
う
る
才
徳
が
あ
る
と
判
定
す
れ
ば
第
二
品
と
評
品
す
る
と
い
う
ご
と
き
も

の
と
考
え
ら
れ
勺
た
し
か
に
郷
品
裁
定
の
基
準
が
ど
の
程
度
の
官
位
に
ふ
さ
わ
し
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

と
し
た
も
の
、

そ
れ
が
乱

邑
で
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
貴
族
の
貴
族
と
し
て
の
地
位
は
、
王
朝
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
外
側
に
あ
る
郷
党
社
会
に
よ
っ

て
決
定
さ
れ
る
と
理
解
す
る
乙
と
は
け
っ
し
て
あ
や
ま
り
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
疑
問
を
の
べ
れ
ば
、
郷
口
m
と
し
て
い
ぷ

現
さ
れ
る
郷
里
社
会
の
秩
序
が
官
僚
体
制
の
あ
り
か
た
を
規
制
す
る
と
み
る
と
き
、
郷
品
が
右
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
郷
里
社
会
の

秩
序
を
構
成
す
る
原
理
は
官
僚
世
界
、
も
し
く
は
政
治
的
体
制
の
そ
れ
と
何
ら
異
な
る
も
の
で
な
く
、
し
た
が
っ
て
郷
里
社
会
そ
れ

n休

も
純
粋
に
王
朝
の
外
側
に
あ
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
の
で
は
な
カ
ろ
う
か
と
お
も
わ
れ
る
。
む
し
ろ
右
の
よ
う
な
祝
灼

を
発
展
さ
せ
る
ば
あ
い
に
は
、
政
治
体
制
に
お
け
る
秩
序
と
は
異
質
の
そ
れ
を
郷
里
社
会
に
み
い
だ
し
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
に
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
微
妙
な
組
離
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
注
定
が
は
ら
わ
れ
ず
、
郷
口
m
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
郷
里
紅
会
で

決
定
さ
れ
る
任
官
資
絡
と
い
っ
た
理
解
が

n切
の
前
提
で
あ
り
つ
づ
け
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
む
ろ
ん
郷
口
問
と
官
口
聞
の
関
係
が
官
附
氏

の
と
か
れ
た
よ
う
に
整
然
と
し
た
も
の
で
な
い
と
い
う
矢
野
主
税
氏
の
批
刊
で
郷
品
の
制
度
的
成
立
を
貌
中
期
の
州
大
中
正
の
設
杭
の

時
期
に
み
よ
う
と
す
る
越
智
重
明
氏
の
見
慨
が
ど
、
宮
崎
氏
説
へ
の
疑
問
の
提
出
や
修
正
の
提
案
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
、
右
の
よ
う
な

し
か
し
な
が
ら
、

意
味
で
の
郷
品
の
本
質
に
ま
で
た
ち
い
っ
た
考
察
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
お
も
え
る
。

さ
ら
に
い
ま
ひ
と
つ
霊
.
裂
な
問
題
は
、

乙
の
郷
品
が
そ
の
よ
う
な
官
口
間
決
定
の
た
め
だ

7
の
機
能
し
カ
も
た
な
カ
っ
た
の
カ
と
し
う
点

で
あ
る
。
郷
口
聞
は
郷
邑
の
品
第
で
あ
る
か
ら
、

( 598) 
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官
h

i
人・

は
宮
人
候
補
者
と
し
て
で
は
な
く
、
郷
里
社
会
の
一
構
成
員
と
し
て
の
個
I

ノ
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
も
た

な
か
っ
た
の
か
、
ま
た
一

品
か
ら
九
品
ま
で
と
い
う
郷
品
の
階
層
的
形
態
が
郷
里
社
会
の
す
が
た
と
ど
う
か
か
わ
る
の
か
、
こ
の
よ
う
な

問
題
も
従
来
あ
ま
り
重
視
さ
れ
な
か

っ
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

本
稿
は
あ
ら
た
め
て
こ
の
郷
品
を
と
り
あ
げ
、
郷
里
社
会
と
の
か
か
わ
り
に
重
心
を
お
い

て、

そ
の
本
質
や
具
体
的
な
機
能
な
ど
に
つ

い
て
若
干
の
考
察
を
乙
乙
ろ
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

.圃圃・・・

郷
品
と

「
制
九
品
」

周
知
の
よ
う
に
九
品
官
ノ
法
創
設
を
し
め
す
記
事
は
『
三
国
志
』
巻
二
二
貌
書
陳
翠
伝
に
あ
る
。

及
(
文
帝
〉
卸
王
位
、
封
翠
昌
武
亭
侯
、
徒
震
尚
書
、
制
九
品
、
官
人
之
法
、
霊
所
建
也
、

〈

5
〉

乙
の
記
事
の
後
半
部
分
の
句
読
に
も
諸
説
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
宮
崎
氏
が
乙
の
九
品
に
つ
い
て
、
後
世
の
官
制
に
多
大
の

影
響
を
の

乙
し
た
九
品
官
制
の
創
始
の
記
事
が
み
え
な
い
乙
と
を
不
可
思
議
と
し
、
貌
晋
代
に
み
え
る
九
ロ
m
の
語
は
従
来
す
べ
て
中
正
の

乙
の
九
品
は
宮
品
と
郷
品
の
両
者
を
い
う
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、

評
品
と
し
て
の
九
品
を
意
味
す
る
と
さ
れ
て
き
た
の
に
対
し
、

〈

6
〉

九
品
官
制
と
郷
品
九
品
が
不
可
分
に
連
結
し
て
成
立
し
た
と
と
か
れ
た
の
は
周
知
の

こ
と
で
あ
る
。

〈

7
〉

ζ

の
九
品
を
宮
品
九
品
の
み
に
限
定
し
て
い
る
。

乙
乙
に

こ
れ
を
ャ
つ
け
た
矢
野
氏
は
さ
ら
に
す

す
ん
で
、

と
こ
ろ
で
、

『
三
国
士
山
』
陳
輩
伝
に
み
え
る
九
品
宮
人
法
創
設
と
い
う
で
き
ど
と
は
、
別
の
晋
代
の
文
献
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
ら

乙
の

わ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
『
太
平
御
覧
』

巻
ニ
ム
ノ
五
引
『
惇
子
』
(
『
文
選
』
巻
五

O
恩
倖
伝
論
李
注
、
『
北
堂
書
紗
』
巻
七
三
引

『
侍
子
』
略

同

lζ 、
九
品
官
人
法
に
お
け
る
郷
品
に
つ
い
て

六
九

. 
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九
品
官
人
法
に
お
け
る
郷
品
に
つ
い
て

七。

貌
司
空
陳
群
始
立
九
品
之
制
、
郡
置
中
正
、
平
次
ノ
才
之
高
下
、
各
篤
輩
目
、
州
置
都
、
而
抱
其
議
、

と
あ
る
も
の
、
い
ま
ひ
と
つ
は
、
『
太
平
御
覧
』

巻
一
二
四
引
『
晋
陽
秒
』
(
『
初
学
記
』
巻
一

一
引
同
)
l乙

陳
筆
篤
吏
部
尚
書
、
制
九
格
登
用
、
皆
由
於
中
正
、
考
之
簿
世
、
然
後
授
任
、

〈

8
〉

と
あ
る
、
も
の
で
あ
る
。

お
な
じ
事
件
を
の
べ
な
が
ら
、
乙
の
両
者
に
は
決
定
的
な
差
が
あ
る
。
『
惇
子
』

の
い
う
の
は
人
才
の
高
下
の
評
次
で
あ
る
か
ら
、

乙

れ
は
ま
さ
し
く
郷
品
を
重
点
に
お
い
た
制
度
を
の
べ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
の
に
た
い
し
、

『
晋
陽
秋
』
の
ば
あ
い
は
む
し
ろ
郷
品
評
定
よ

り
も
、
官
吏
登
用
と
錐
選
の
方
法
を
中
心
に
し
て
い
る
乙
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
乙
の
差
は
『
待
子
』
『
晋
陽
秋
』

い
づ
れ
が

正
確
か
と
い
う
問
題
で
は
な
く
、
陳
輩
の
創
制
が
乙
の
両
者
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
り
、
乙
の
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
一
面
を
強
調
し
て

記
述
し
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
う
す
る
と
、
『
惇
子
』

の
い
う
「
九
品
之
制
」
が
陳
筆
伝
の

「
制
九
品
」

に
、
『
晋
陽
秋
』
に
い
う
「
九
格
登
用
」
が
お
な
じ
く
陳
護

伝
の

「
宮
人
之
法
」
に
あ
た
る
乙
と
は
ま
ち
が
い
な
か
ろ
う
。

乙
う
考
え
る
と
、
陳
潜
伝
の
九
品
は
や
は
り
主
と
し
て
ノ
物
評
価
た
る
郷

品
の
乙
と
を
い
っ
て
い
る
と
解
釈
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
く
な
く
と
も
晋
代
人
は
そ
う
理
解
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

一
方
の
官
品
九
品
の
方
は
、
当
然
あ
た
ら
し
い
方
式
の
官
吏
任
用
の
際
に
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、

「
官
ノ
之
法
」

の
部
分
に
ふ

く
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

つ
ま
り
官
品
九
品
を
何
ら
か
の
基
準
と
し
た
宮
吏
登
用
と
詮
選
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
『
耳
目
陽
秋
』
が

「
九
格
登
用
」
と
い
う
表
現
は
、
李
重
が
施
行
を
主
張
し
た

「
選
例
九
等
」

(
『
晋
書
』
巻
四
ム
ノ
本
伝
)
や
、
劉
頒
が
建
策
し
た
と
い
う
「
九
班
之
町
(
同
巻
四
六
本
伝
)
と
い
っ
た
官
吏
登
用
、

「
九
格
登
用
」
と
表
現
す
る
乙
と
か
ら
も
推
測
で
き
よ
う
。
な
お
ま
た
乙
の

詮

選
の
一
方
式
と
の
名
称
上
の
類
似
が
注
目
さ
れ
る
と
乙
ろ
で
あ
る
。

乙
れ
は
単
に
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
九
品
官
制
の
構
造
そ
の
も

(600 ) 
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の
に
も
か
か
わ
る
問
題
と
み
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
論
及
す
る
余
裕
が
な
い
の
で
、
詳
細
は
別
の
機
会
を
ま
ち
た
い
。

さ
て
、
陳
ぶ
伝
に
み
え
る
九
品
が
や
は
り
郷
品
九
ロ
m
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
と
、
乙
の
郷
品
九
ロ
m
の
基
本
的
性
格
、
お
よ
び
そ
も
そ
も

「
制
九
品
」

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
な
に
か
を
つ
ぎ

K
問
題
に
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

は
し
め
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
宮
崎
氏
は
ζ

の
郷
ロ
m
を
官
品
を
前
提
と
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
た
。

そ
の
見
解
を
提
示
す
る
に
あ
た
っ

て
、
氏
は
従
来
の
郷
品
と
官
品
と
は
ほ
と
ん
ど
無
関
係
の
も
の
と
し
た
り
、
郷
品
が
官
品

へ
と
拡
大
す
る
と
し
た
り
す
る
見
解
を
排
除
さ

〈

m〉

〈

U
〉

れ
た
。
こ
の
う
ち
後
者
、
つ
ま
り
郷
品
九
品
が
官
界
に
拡
に
し
た
と
い
う
の
は
岡
崎
文
夫
氏
の
品
で
あ
る
。
岡
崎
氏
ば

「
に
物
を
九
.
・
F
K

次
第
す
る
法
先
づ
存
し
」
た
と
理
解
さ
れ
た
が
、
そ
の
人
物
九
等
の
本
質
に
つ
い
て
は
、

「
沌
未
ー
ヘ
物
を
口
問
題
す
る
習
慣
が
や
が
て
九
品

を
以
て
人
物
を
斑
別
す
る
法
に
進
展
す
る
」
と
い
う
王
鳴
俗
『
十
七
史
商
擁
』

の
泌
を
支
持
さ
れ
、
ま
た
『
孫
楚
集
』
(
『
太
平
御
覧
』
淫

ニ
ム
ノ
五
引
)

に
み
え
る
説
に
し
た
が
い
、
九
品
は
班
悶
の
古
今
ノ
去
の
斑
別
法
を
採
用
し
た
と
の
べ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
泌
末
人
士

品
川
脳
の
凪
と
は
、
『
後
漢
書
』
列
伝
第
五
八
評
初
伝
に
、

初
仙
輿
〈
許
)
消
供
有
高
名
、
好
共
殿
論
郷
な
人
物
、
毎
月
蝋
更
其
口
問
題
、
故
汝
南
俗
有
月
旦
静
穏
、

と
あ
る
い
わ
ゆ
る
月
旦
評
の
ロ
m.過
の
乙
と
で
あ
る
。

(

ロ

〉

乙
の
郷
品
の
性
絡
に
き
わ
め
て
卓
抜
な
凡
併
を
口
五
.
不
さ
れ
た
の
は
堀
敏
一
氏
で
あ
っ
た
。
氏
は
『
後
波
書
』
列
伝
第
ム
ノ
凶
下
劉
表
伝
に
、

及
ハ
市
U

〉
操
車
到
褒
陽
、
〈
劉
〉
涼
翠
州
諸
降
、
劉
備
が
夏
口
、
操
以
涼
借
地
青
州
刺
史
、
封
列
伎
、

比
ハ
名
重
、
甚
加
躍
待
、
使
保
口
問
州
人
優
劣
、
皆
抱
一向
用
之
、

胸
越
等
侯
者
十
五
if
、
及
糊
柿
〈
韓
〉
均
之
広
、
以

と
あ
り
、
『
三
国
志
』
を
五
凶
呉
占
魯
粛
伝
に
、

曾
ハ
孫
)
檎
得
首
公
欲
栄
之
問
、
山
央
諸
持
議
、
皆
勤
憎
迎
之
、
:
:
:
粛
封
日
、
向
察
米
t
ノ
之
議
、
専
欲
誤
将
軍
、
不
足
興
聞
大
事
、
今備制

F

川
d

迎
操
耳
、

九
Mm
官
人
法
に
お
け
る
郷
口
仰
に
つ
い
て

，じ
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九
口
問
官
ノ
法
に
お
け
る
郷
品
に
つ
い
て

じ
二

如
将
軍
、
不
可
也
、
何
以
言
之
、
ふf
粛
迎
操
、
操
常
国
以
粛
還
付
郷
築
、
品
其
名
位
、
猶
不
失
下
曹
従
事
、
乗
償
車
、
従
吏
卒
、
安
静
士
林
、
黒
官
故
不

失
州
郡
也
、
将
軍
迎
操
、
欲
安
所
錦
、
願
早
定
大
計
、
莫
用
衆
人
之
議
也
、

と
あ
る
の
に
留
意
さ
れ
、
後
漢
末
郷
党
社
会
で
は
ノ
物
を
「
ロ
巴
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
官
僚
に
登
用
す
る
乙
と
が
普
通
に
考
え
ら
れ
て
い

た
と
と
カ
れ
た
。
氏
は
こ
の
よ
う
に
郷
品
を
郷
党
で
の
任
官
の
た
め
の
人
物
等
級
づ
け
の
伝
統
か
ら
う
ま
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
が
、

乙
の
郷
党
社
会
で
は
上
流
豪
族
が
郷
論
を
掌
握
し
、
乙
の
郷
論
が
郷
品
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
郷
ロ
m
は
上
流
豪
族
を
頂
点
に
お
く

現
実
の
郷
党
社
会
に
お
け
る
社
会
的
秩
序
を
表
現
す
る
も
の
と
み
な
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

堀
氏
の
見
解
は
説
得
的
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
有
名
な
劉
毅
の

「
上
品
無
寒
門
、
下
品
無
勢
族
」
(
『
晋
誓
』
を
四
五
本
伝
)
と
い
う
こ

と
ば
を
は
じ
め
、
郷
品
が
現
実
に
は
有
力
者
の
掌
握
す
る
と
乙
ろ
と
な
っ
て
い
た

こ
と
を
し
め
す
記
事
は
お
お
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
現

実
に
は
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
郷
品
は
は
た
し
て
郷
里
社
会
の
現
実
的
な
、
換
言
す
れ
ば
経
済
的
、
社
会
的
な
秩
序
を
反
映
す
る
だ

け
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

ハ
ロ
)

九
品
官
ノ
法
は
そ
の
施
行
後
三
十
年
あ
ま
り
を
へ
た
貌
中
期
に
は
は
や
く
も
そ
の
弊
害
を
主
張
す
る
説
者
が
あ
ら
わ
れ
た
が
、
そ
の
後

も
弊
害
-
一
-m
者
は
跡
を
た
た
な
か
っ
た
。
代
表
的
な
も
の
を
あ
げ
れ
ば
、

李
霊
(
『
晋
蓄
』
巻
四
ム
ノ
)
、

街
璃
(
同
ー
し
な
三
ム
ノ
)
、

劉
殺
(
同
然
}
凹

五
)
た
ち
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
西
晋
期
に
の
べ
ら
れ
た
か
れ
ら
の
主
張
の
内
容
は
さ
ま
さ
ま
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
な
か
に
、
銀
ロ
m
そ
の
も

の
が
本
来
の
あ
る
べ
き
ノ
物
評
価
の
す
が
た
を
う
し
な
っ
て
い
る
と
い
う
趣
旨
の
も
の
が
あ
る
。
右
に
あ
げ
た
劉
毅
の
と
と
ば
も
そ
の
よ

う
な
意
味
で
あ
る
し
、
段
灼
(
『
晋
書
』
巻
四
八
〉
も
お
な
じ
よ
う
な
乙
と
を
い
っ
て
い
ジ
が
、
な
か
で
も
衛
瑳
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
乙
と
ば

は
注
目
さ
れ
る
。

H
J

知
造
也
、
郷
い
己
的
議
、

一イ
拘
Q
位
、
京
児
所
加
、
足
俗的
動
閥
、
猶
有
郷
論
絵
風
、
中
間
漸
染
、
遂
計
安
定
口
問
、
使
天
下
観
望
、
唯
以
居
位
倍
川
賞

ノ

( 602) 
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。抗日
、
ロ
晴
、
仕
民
主
人
予

f

棄
徳
一
間
忽
道
業
、
宇
多
少
於
錐
万
之
末
、
傷
損
風
俗
、
其
弊
不
細
、

乙
れ
は
中
正
の
評
品
の
あ
り
か
た
を
批
判
し
て
い
る
の
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
衛
球
は
「
計
資
定
品
」
と
い
う
そ
の
評
品
の
あ

り
か
た
に
往
時
の
弊
害
を
み
と
め
る
と
と
も
に
、
本
来
あ
る
べ
き
す
が
た
、
か
つ
ま
た
当
初
は
そ
う
あ
っ
た
す
が
た
と
し
て
、
爵
位
に
拘

泥
せ
ず
、
人
士
の
所
業
の
勧
励
と
も
な
る
褒
庭
の
お
こ
な
わ
れ
る
郷
品
裁
定
を
想
定
し
て
い
た
と
み
な
す
乙
と
が
で
き
よ
う
。

乙
れ
は
一

種
の
理
想
論
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
衛
曜
の
考
え
る
評
品
と
は
爵
位
や
父
祖
の
官
品
な
ど
、
い
っ
て
み
れ
ば
政
治
的
世
界
に
お
け

る
価
値
と
は
ま
っ
た
く
異
質
の
、
郷
里
社
会
固
有
の
価
値
観
に
根
ざ
す
人
物
評
価
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

郷
品
乙
そ
が
中
正
の
評
品
の
本
来
の
す
が
た
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ぎ
の
例
は
こ
の
よ
う
な
推
測
の
ひ
と
つ
の
傍
-
証
と
な

ろ
う
。

『
三
国
士
山
』
巻
二
三
貌
書
常
林
伝
注
引
『
貌
略
』

清
介
伝
の
吉
茂
の
項
に
、

. 
. 

先
時
、
園
家
始
制
九
品
、
各
使
諸
郡
選
置
中
正
、
差
紋
自
公
卿
以
下
至
子
郎
吏
、
功
徳
材
行
所
任
、
茂
同
郡
護
笑
校
尉
王
瑛
前
勲
焦
郡
守
、
不
名
焦
清

白
、
而
瑛
子
嘉
仕
歴
諸
勝
、
亦
復
篤
通
人
、
嘉
時
還
篤
散
騎
郎
、
鴻
捌
郡
移
嘉
矯
中
正、

嘉
紋
茂
齢
在
上
第
、
而
吠
其
下
、
云
徳
優
能
少
、
茂
慣
回
、

痛
乎
、
我
殺
汝
父
子
、
冠
憤
劫
人
邪
、

(603 ) 

乙
の
な
か
に
、
中
正
の
く
だ
す
郷
品
と
状
の
具
体
例
が

〈

日

〉

乙
乙
に
み
え
る
上
第
と
い
う
の
が
郷
品
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
な
か
ろ
う
。
鴻
均
郡
中
正
王
嘉
が
吉
茂
に
く

だ
し
た
判
定
は
、
郷
品
は
高
か
っ
た
が
、
状
は
低
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
状
の
内
容
は
「
徳
優
能
少
」
で
あ
る
。
徳
は
あ
る
が
能
力
が

乙
れ
は
九
品
宮
人
法
制
定
当
時
の
事
情
を
あ
ら
わ
す
貴
重
な
記
事
で
あ
る
が
、

み
ら
れ
る
。

な
い
と
い
う
の
は
た
し
か
に
状
と
し
て
は
低
評
価
に
ち
が
い
な
い
が
、

そ
れ
で
も
一
応
、
徳
は
優
れ
て
い
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
お
そ

と ら
く
こ
の

こ
こ
で
評
品
は
徳
を
基
準
に
し
、
状
は
能
力
を
重
点
と
す
る
と
い
う
区
別
が
た
て
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
が
う
ま

「
徳
優
」
と
い
う
状
の
内
容
が
、
状
は
低
く
と
も
上
第
で
あ
っ
た
と
い
う
吉
茂
の
評
品
と
対
応
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
う
す
る

九
口
問
官
ノ
法
に
お
け
る
郷
品
に
つ

い
て

七
三



九
n
m
宮
人
法
に
お
け
る
郷
口
問
に
つ
い
て

七
四

れ
る
。こ

の
よ
う
な
品
と
状
の
関
係
は
劉
毅
の
主
張
の
な
か
に
も
み
ら
れ
る
。
か
れ
は
い
う
、

夫
名
欣
以
嘗
才
矯
清
、
品
輩
以
得
賃
借
川
平、

ま
た
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
い
う
。

今
um
不
欣
才
能
之
所
宜
、
市
以
九
等
矯
例
、
以
um
取
人
、
或
非
才
能
之
所
長
、
以
欣
取
人
、
則
篤
本
口
問
之
所
限
、

後
者
が
本
来
の
あ
り
か
た
を
う
し
な
っ
て
弊
容
を
生
じ
た
品
と
状
の
乙
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
品
と
状
の
関
係
が
当
初
か
ら
そ
う
で
あ

っ
た
た
め
の
弊
害
な
の
か
、
そ

の
判
断
は
む
つ
か
し
い
が
、
先
の
吉
茂
の
例
を
参
照
し
て
、
品
と
状
が
本
来
か
な
ら
ず
し
も
対
応
す
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
た
め
の
弊
害
を
い
っ
て
い
る
と
理
解
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
っ
き
り
と
品
が
才
能
の
表
現
で
は
な
く
、
む
し
ろ
能
力
と
は

無
関
係
な
人
格
の
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
が
し
め
さ
れ
て
い
よ
う
。

(

げ

)

ま
た
、
郷
品
の
昇
降
の
実
例
を
み
る
と
、
郷
品
の
退
割
や
剥
奪
の
起
因
が
ひ
と
し
く
礼
制
違
反
で
あ
る
乙
と
も
郷
品
の
本
来
の
性
格
を

よ
く
し
め
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
実
際
の
郷
品
の
昇
降
が
郷
里
社
会
に
お
け
る
現
実
の
勢
力
関
係
に
左
右
さ
れ
た
可
能
性
を

(

凶

〉

ま
っ
た
く
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
郷
品
の
昇
降
も
や
は
り
礼
制
に
か
か
わ
ら
せ
て
の
み
、
正
当
化
さ
れ
る
も
の
で
あ

(
日

)

っ
た
と
恕
像
で
き
る
。
そ
れ
は
、
郷
邑
消
議
の
掌
握
者
が
郷
品
裁
定
の
場
で
あ
る
郷
邑
清
議
の
規
制
力
を
郷
里
社
会
総
体
に
お
よ
ぼ
す
た

め
に
は
、
か
れ
ら
が
有
力
者
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
規
制
力
の
基
本
理
念
た
る
礼
制
的
秩
序
に
従
順
で
あ
る
必
要
が
あ

っ
た
と
い
う

す
ぐ
れ
て
意
識
的
、
観
念
的
な
郷
邑
清
議
の
構
造
と
も
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
郷
品
は
本
質
的
に
は
郷
里
社
会
に
お
け
る
独
自
の
秩
序
、
し
か
も
現
実
の
経
済
的
、
社
会
的
関
係
の
総
体

と
し
て
の
秩
序
で
は
な
く
、

む
し
ろ
多
分
に
観
念
的
に
構
成
さ
れ
て

い
る
秩
序
に
お
け
る
身
分
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

• 
. ‘ 

• 
・. 

• 

b 

• 

• 

• 
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郷
口
山
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、

「
制
九
品
」
と
は
、

後
漢
の
伝
統
で
あ
る
徳
行
に
も
と
づ
く
郷
里
社
会
独
自
の
人
物
評
価
を
郷
品

と
こ
ろ
で
、
郷
品
九
品
と
「
制
九
品
」
を
乙
の
よ
う
に
理
解
し
た
ば
あ
い
、

ひ
と
つ
の
意
裂
な
問
題
と
な
る
の
は
、

乙
の

「
制
九
口
問
」

(605) 

と
し
て
制
度
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
乙
と
に
な
ろ
う
。

乙
の
ば
あ
い
の
制
度
化
と
は
い
く
つ
か
の
内
容
を
ふ
く
む
。
後
漢
の
郷
里
社
会
に

お
け
る
品
題
は
、
月
旦
評
を
の
ぞ
け
ば
、
そ
の
具
体
的
内
容
は
か
な
ら
ず
し
も
あ
き
ら
か
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

た
と
え
ば

そ
の
実
際
の
ひ
ろ
が
り
か
た

γ
つ
い
て
い
え
ば
、
全
国
に
普
遍
的
に
、
か
つ
同
一
の
形
態
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
も
の
か
ど
う
か
が
疑
問

ハ
れ
〉

視
さ
れ
る
し
、
そ
の
口
m
第
に
つ
い
て
も
一
品
か
ら
九
品
ま
で
と
い
う
数
量
的
表
現
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
も
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
く
ま

で
こ
れ
は
私
法
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
門
問
題
も
制
度
的
位
置
づ
け
を
-
つ
け
て
い
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
保
す
べ
て
を
制

ハ
幻
〉

一
品
か
ら
九
品
ま
で
の
品
第
形
式
と
、
そ
の
黄
紙
へ
の
設
以
を
全
国
一

度
化
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
中
正
組
織
の
設
置
と
並
行
し
て
、

律
の
制
度
と
し
て
制
定
す
る
乙
と
が
「
制
九
品
」

の
具
体
的
内
容
で
あ

っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

が
郷
里
社
会
の
あ
り
か
た
に
と
っ
て
い
か
な
る
窓
味
を
も
っ
た
か
で
あ
ろ
う
。
は
し
が
き
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で

「
制
九
口
問
」
は

官
制
や
宮
ノ
法
に
お
け
る
問
題
と
し
て
ば
か
り
あ
つ
か
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
上
に
の
べ
た
よ
う
に

「
制
九
口
川
」

が
後
間
の

郷
里
社
会
に
お
け
る
品
題
の
伝
統
に
た
つ
郷
里
社
会
独
自
の
人
物
評
価
を
制
度
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
か

っ
そ
れ
に
よ
っ
て
郷
毘
の
人
物

評
価
が
一
品
か
ら
九
品
ま
で
と
い
う
階
層
的
表
現
を
制
度
と
し
て
と
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
か
よ
う
な
制
度
化
さ
れ
た
郷
口
問
九
品

が
郷
里
社
会
に
お
い
て
も
つ
窓
味
や
そ
の
影
響
は
、
後
漢
の
郷
里
の
品
題
と
は
当
然
異
な
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
乙
乙
で
節
を

あ
ら
た
め
、

「
制
九
ロ
m
」

が
郷
旦
社
会
に
お
い
て
も
つ
意
味
、
も
し
く
は
そ
れ
が
郷
里
社
会
秩
序
に
お
よ
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
検
刈
し

て
み
よ
う
。九

日
間
官
ノ
仏
に
お
け
る
郷
品
に
つ
い
て

七
五

「



九
品
官
人
法
に
お
け
る
郷
品
に
つ
い
て

七
六

-
・圃圃・・・・

郷
品
と
郷
里
社
会

「
制
九
品
」

は
郷
ロ
m
九
品
と
古
品
九
円
聞
を
不
可
分
に
む
す
び
つ
け
た
。

そ
れ
以
前
に
も
た
し
か
に
郷
里
社
会
に
人
物
を
口
問
題
し
て
、
そ

れ
を
も
と
に
宮
人
登
用
を
お
こ
な
う
と
い
う
発
恕
は
あ
っ
た
。

ま
た
現
実
に
そ
れ
は
後
漢
の
郷
挙
里
選
の
一
環
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
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そ
の
ば
あ
い
も
品
組
は
あ
く
ま
で
私
法
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
・
刀
法
は
一
程
の
慣
行
で
は
あ
っ
て
も
、
王
朝
の
制
度

で
は
な
い
。
し
か
し
「
制
九
品
」
は
結
果
的
に
は
郷
品
と
宮
品
の
直
結
し
た
官
吏
登
用
法
と
む
す
び
つ
い
た
。
そ
れ
は
郷
里
社
会
の
ひ
と

び
と
の
郷
品
に
た
い
す
る
異
様
な
関
心
を
よ
び
お
乙
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
「
天
下
-
融
制
、
但
争
品
位
」
(
前
掲
豆
回
世
一
回
』
劉
毅
伝
)
、

人

人
望
品
、
求
者
奔
競
」
(
『
文
選
』
巻
四
ム
ノ
王
文
憲
集
序
李
注
引
『
晋
諸
侯
賛
』
)
、

「
争
多
少
於
錐
万
之
末
」

(
『
晋
世
一
日
』
巻
三
ム
ノ
衛
璃
伝
)

な
ど
と
い
う
状
況
が
出
現
し
た
の
は
い
わ
ば
当
然
の
乙
と
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
に
し
て
、
個
人
の
情
誼
や
権
勢

へ
の
阿
訣
に
よ
る
怒
立
的
な
郷
品
の
与
傘
、
さ
ら
に
は
郷
品
を
武
尽
に
し
て
郷
里
社
会
に
影
響
β
を
お
よ
ぼ
そ
う
と
す
る
巾
正
の
動
向
が

顕
在
化
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
劉
毅
が
い
う
よ
う
に

(『
E
n
苔
』
本
伝
)
、

故
反
逃
前
品
、
大
比
ハ
形
勢
、
以
駆
動
衆
人
、
使
必
腕
己
、
進
民
自
無
功
以
表
勤
、
退
者
無
窓
以
成
懲
、

と
い
っ
た
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
点
は
九
品
宮
人
法
弊
害
論
者
の
一
様
に
と
く
と
乙
ろ
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
か
れ
ら
弊
害
論
者
の
所
説
に
は
、
こ
の
よ
う
な
郷
品
へ
の
妄
執
や
、
郷
品
を
手
段
に
す
る
中
正
の
堕
落
と
い
っ
た
現
象
の
ほ

か
に
、
と
い
う
よ
り
は
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
深
刻
な
状
態
を
憂
慮
す
る
部
分
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
「
騒
動
風
俗
」
(
豆
口
書
』
李
重
伝
〉
、

「
人
棄
徳
市
忽
巡
業
」
「
傷
山
風
俗
」
(
『
汚
在
』
術
瑞
伝
)
、
「
守
辺
者
悶
伴
」

(『
m
n
苫
』
劉
毅
伝
)

な
ど
と
い
う
発
言
が
そ
れ
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
も
と
も
と
郷
里
社
会
は
、
辺
、
徳
に
よ
っ
て
作
せ
ら
れ
た
品
川
界
で
あ
っ
た
の
に
、
小
正
九
日
導
入
の
あ
と
は
、
風
俗
を
そ
乙
な

、

， 
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郷
盟
社
会
の
変
質
は
、

な
げ
」
も
幣
中
川
…
口
論
者
た
ち
の
い
う
よ
う
に
九
口
聞
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
客
観
的
に
は
掘
氏
の
い

(607 ) 

し
、
道
や
徳
の
う
し
な
わ
れ
た
世
界
吃
お
ち
て
し
ま

っ
た
と
か
れ
ら
は
慨
嘆
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
弊
市
首
曲
目
両
者
が
九
品
を
廃
止

せ
よ
と
主
張
す
る
と
き
、

そ
れ
は
官
吏
笠
用
法
を
ゆ
が
め
、
中
正
.
の
私
物
と
化
し
た
郷
ロ
聞
を
廃
止
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
究
板
の

的
と

し
で
か
つ
て
の
あ
る
べ
き
世
界
へ
の
回
帰
を
怒
識
の
う
ち
に
お
い
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

娘
氏
が
つ
と
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
弊昨十
一口論
者
に
共
通
し
た
い
ま
ひ
と
つ
の
認
識
は
、
漢
・
米
三
国
初
の
戦
乱
の
な
か
で
、
九
品
宮
人

法
が
創
制
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
い
雀
宜
の
制
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
戦
乱
に
よ
る
郷

そ
れ
を

前
提
と
し
て
い
た
句
挙
里
選
の
維
持
が

3
Aに
な

っ
た
と
と
を
い
う
の
で
あ
る
と
拐
氏
ま
と
か
れ
、
ま
た
そ
の
郷

2
社

の
崩
壊
は
北
〆
同

ル
判
的
構
造
を
も
っ
郷
里
社
会
内
で
の
豪
族
の
を
展

γ
は
じ
ま
り
、
戦
乱
の
中
で
の

E
衆
や
豪
族
の
流
亡
に
よ
っ
て
件
定
的
に
な
っ
た
と
の

べ
ら
れ
る
。

弊
中山I
論
者
が
う
し
な
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
な
げ
く
道
や
徳
こ
そ
は
牝
ノ
同
体
的
制
盟
社
会
を
律
す
る
価
値
観
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え

う
よ
う
な
社
会
的
な
変
動
に
起
目
す
る
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
郷
里
紅
会
の
変
質
の
以
凶
は
さ
て
お
き
、
弊巾ド一同

論
者
た
ち
が
否
定
的
に
し
か
ヂ
価
し
な
い
そ
の
変
質
し
た
郷
里
社
会
の
あ
り
か
た
を
郷
品
九
品
と
む
す
び
つ
け
て
認
識
し
て
い
る
点
は
注

怒
し
て
お
く
必
裂
が
あ
ろ
う
。

で
は
弊
出
世
論
者
は
郷
口
問
九
品
の
い
か
な
る
長
業
を
も
っ
て
、
あ
る
べ
き
郷
里
社
会
の
す
が
た
を
う
し
な
わ
せ
た
当
の
も
の
と
み
な
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

乙
の
疑
問
に
明
解
を
あ
た
え
る
の
は
困
難
だ
が
、
あ
え
て
い
え
ば
そ
れ
は
郷
品
の

「
政
治
」
的
性
格
と
階
居
的
性
格
で

あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
政
治
」

的
性
絡
と
は
、
山

.
m
hリ
ζ

1

・℃
平
品
、

み虫

-A
U
P
u
t
u
-
-
/
J
t

郷
口
聞
が
郷
里
オ
来
の
価
値
観
を
政
治
体
制
に
お
け
る
そ
れ
に
よ
っ
て
陵
駕
さ
れ
る
よ
う
な

九
日
山
官
A
/
・止

γ
お
け
る
郷
口
聞
に
つ
い
て

七
じ



九
品
官
A
ノ
法
に
お
け
る
郷
口
聞
に
つ
い
て

七
J¥ 

性
格
を
も
つ
こ
と
を
い
う
。
郷
ロ
m
の
変
質
を
な
げ
く
衛
躍
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
ば
に
注
目
し
た
い
。

中
間
漸
染
、
遂
計
資
定
口
問
、
使
天
下
観
望
、
唯
以
居
位
免
責
、

こ
の
よ
う
な
高
位
高
官
を
貴
と
し
、
そ
れ
に
価
値
を
み
い
だ
す
風
俗
に
た
い
す
る
危
機
感
が
弊
害
論
者
た
ち
の
認
識
の
底
流
と
し
て
あ

る。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
問
題
に
な
っ
た
の
は
、

一
品
か
ら
九
品
ま
で
に
等
級
づ
け
る
と
い
う
郷
品
自
身
の
階
層
的
性
格
、
あ
る
い
は
段

差
を
内
包
す
る
形
態
に
あ

っ
た
の
で
は
な
カ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
郷
品
保
有
者
間
の
優
劣
、
上
下
関
係
を
発
生
さ
せ
よ
う
。

乙
れ
に
つ
い
て

の
た
し
か
な
証
左
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
さ
き
に
ふ
れ
た
郷
里
に
お
い
て
出
現
し
た
郷
品
獲
得
競
争
と
で
も
い
う
べ
き
現
象
が

ひ
と
つ
の
示
唆
と
な
る
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
競
争
は
郷
里
社
会
が
あ
く
ま
で
共
同
体
的
形
態
を
と
っ
て
い
る
と

つ
ま
り
、

き
に
は
あ
ら
わ
れ
る
は
ず
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
郷
里
社
会
の
根
幹
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
知
識
人
た
ち
の
危
機
感
を
あ

お
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
当
時
、
郷
里
社
会
を
共
同
体
的
世
界
と
し
て
強
調
し
よ
う
と
す
る
一
種
の
虚
偽
的
意
識
が
存
在
し
た
と
み

ら
れ
る
九
〉

そ
れ
は
右
の
よ
う
な
状
況
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
に
よ

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
郷
品
九
品
は
本
来
共
同
体
的
世
界
と
し
て
あ
る
は
ず
の
郷
里
社
会
に
階
層
的
秩
序
を
も
ち
乙
み
、

っ
て
郷
里
社
会
を
再
編
成
す
る
役
割
を
に
な
わ
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
郷
品
九
品
は
郷
里
社
会
の
な
か
で
現
実
の
秩
序
の
基
準
と
し
て
具
体
的
に
機
能
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
乙
の
点
に
つ
い
て
は
、
宮

崎
氏
の
い
わ
ゆ
る
門
地
二
品
が
注
目
さ
れ
弘
正
に
よ
れ
ば
、
門
地
二
品
と
は
郷
品
二
品
、
六
品
官
起
家
の
貴
族
階
級
で
あ
り
、
墨
田
の

頃
に
あ
ら
わ
れ
た
と
い
う
。

つ
ま
り
こ
こ
に
は
郷
品
二
品
を
身
分
標
識
と
す
る
階
層
秩
序
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

乙
の
郷
品
二
品
は
、
す
で
に
西
晋
初
期
か
ら
特
別
な
意
味
を
も
た
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
お
も
え
る
。

そ
の
例
を
二
、
三
あ
げ
て
み
よ
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郷
品
退
割
の
具
体
例
と
し
て
し
ら
れ
る
李
含
や
南
陽
韓
氏

・
楊
俊
の
ば
あ
い
、

(

お

)

げ
ら
れ
て
い
る
。
乙
れ
は
け
っ
し
て
偶
然
の
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
お
も
う
に
、 い

ず
れ
も
二
品
か
ら
四
品
な
い
し
五
品
へ
と
郷
品
を
さ

( 609) 

〈

幻

)

ぅ
。
太
康
年
聞
に
劉
毅
を
青
州
大
中
正
に
任
命
す
る
か
ど
う
か
で
司
徒
府
と
尚
書
の
対
立
が
あ
っ
た
と
き
、

そ
の
青
州
大
中
正
実
現
の
た

め
に
上
奏
し
た
の
は

「青
州
自
二
品
己
上
光
禄
勲
石
襲
等
」
で
あ
・
っ
た
(
『
晋
書
』
劉
毅
伝
)
。

こ
れ
は
二
品
が
特
定
の
身
分
で
あ
る
乙
と

を
も
の
が
た
つ
て
い
る
。

一
元
康
中
、
劉
洗
が
燕
国
大
中
正
と
な
っ
て
、
塞
原
を
二
品
に
あ
げ
た
が
、
司
徒
府
が
認
可
せ
ず
、
論
議
を
か
さ
ね
て
よ
う
や
く
認
定
さ

れ
た
(
『
晋
書
』
李
重
伝
、
同
巻
九
四
隠
逸
塞
原
伝
)
。

こ
れ
は
や
は
り
二
品
が
き
わ
め
て
重
要
な
郷
品
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

八
王
の
乱
の
こ
ろ
、
珠
州
刺
史
で
あ
っ
た
解
結
は
そ
の
属
僚
に
む
か
つ
て
、

河
北
自
壊
官
、
梁
、
何
故
少
人
士
、
毎
以
三
品
震
中
正
、

と
と
い
か
け
た
と
い
う

(
『
晋
書
』
巻
七
一
陳
額
伝
)
。

乙
れ
は
二
品
が
人
士
な
る
存
在
を
あ
ら
わ
す
ひ
と
つ
の
基
準
で
あ
っ
た
こ
と
を
し

め
す
で
あ
ろ
う
。

乙
の
こ
ろ
す
で
に
郷
品
二
品
は
特
別
の
身
分
と
し

乙
の
両
者
は
そ
の
郷
品
二
品
た
る
存
在
と
し
て
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
礼
制
違
反
を
お
か
し
た
が
た
め

に
、
そ
の
二
品
か
ら
郷
品
を
退
割
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

て
み
と
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

以
上
の
例
か
ら
考
え
る
と
、
郷
品
二
品
は
郷
里
社
会
の
な
か
の
特
定
身
分
の
標
識
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
み
な
し
て
あ
や
ま
り
な
か

ろ
う
。
問
題
は
そ
の
よ
う
な
機
能
が
二
品
だ
け
で
は
な
く
、

三
品
以
下
の
ば
あ
い
に
も
あ
っ
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。

乙
の
点
に
つ
い
て

も
、
明
証
と
な
る
事
例
は
み
い
だ
せ
な
い
の
で
あ
る
が
、
い
く
つ
か
の
例
を
傍
証
と
し
て
、
推
測
し
て
み
よ
う
。

『
太
平
御
覧
』

巻
二
六

五
引
『
孫
楚
集』

に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

九
品
官
人
法
に
お
け
る
郷
品
に
つ

い
て

七
九

-



九
品
官
人
誌
に
お
け
る
郷
品
に
つ
い
て

ノ¥。

九日問、

漢
氏
本
無
、
班
国
著
漢
書
、
序
先
往
代
賢
智
、
以
篤
九
係
、

此
蓋
記
鬼
録
次
第
耳
、
而
陳
群
依
之
、
以
ロ
間
生
人
、
文
貌
武
技
脊
、

決
於
ω円
臆
、

収
才
不
問
階
次
、
量
頼
九
品
、
而
後
博
人
、
今
可
令
長
守
篤
小
大
中
正
、
各
自
品
其
編
戸
也
、

注
目
し
た
い
の
は
そ
の
末
尾
で
、
孫
楚
は
郡
県
の
長
官
を
バ
リ
大
中
正
に
し
て
、
そ
の
編
戸
を
ロ
m
第
さ
せ
よ
と
主
張
す
る
。

乙
れ
も
ま
た
中

正
の
あ
り
か
た
へ
の
不
満
か
ら
で
た
主
張
で
あ
ろ
う
が
、
重
要
な
の
は
品
第
を
編
戸
に
ま
で
お
よ
ぼ
す
と
い
う
発
想
で
あ
る
。

乙
の
ば
あ

ぃ
、
そ
の
品
第
は
中
正
の
評
品
よ
り
も
は
る
か
に
制
度
的
な
、
換
言
す
れ
ば
国
家
身
分
の
校
識
の
ど
と
き
性
絡
を
も
っ
乙
と
に
な
ろ
う
。

乙
の
孫
楚
の
主
張
が
ど
う
処
遇
さ
れ
た
か
は
あ
き
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
こ
に
は
品
を
郷
里
社
会
全
体
の
秩
序
表
現
と
し
よ
う
と
す
る
芯

識
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
い
う
編
戸
が
ど
の
程
度
の
ひ
と
び
と
ま
で
を
包
摂
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る

が
、
一編
戸
と
い
う
以
上
、
上
層
階
層
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
な
か
っ
た
乙
と
だ
け
は
た
し
か
で
あ
る
。

乙
れ
に
関
連
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
租
調
の
徴
収
に
際
す
る

「
九
品
相
通
」
「
九
品
混
通」

な
ど
と
よ
ば
れ
る
措
置
で
あ

ち
な
み
に
、

〈

鈎

)

る。

乙
の
九
品
は
従
来
か
ら
戸
等
制
を
し
め
す
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る。

そ
れ
自
体
は
別
に
問
題
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
留
芯
し
た
い

の
は
そ
の
戸
等
制
が
九
品
と
い
う
名
称
と
形
態
を
と
っ
て
い
る
乙
と
で
あ
る
。
身
分
の
現
実
的
機
能
で
あ
る
他
身
分
と
の
区
別
を
想
起
す

ハ
鈎
)

れ
ば
、
租
調
賦
課
の
差
を
結
果
す
る
戸
等
制

「九
ロ
巴
が
身
分
表
現
の
一
種
で
あ
る
と
み
る
乙
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
乙
の
「
九
品
」
が

は
じ
め
で
あ
ら
わ
れ
る
『
晋
故
事
』
は
西
晋
初
の
も
の
と
さ
れ
る
内
、〉
そ
の
乙
ろ
に
す
で
に
こ

の
よ
う
な
「
九
ロ
巴
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る

乙
と
は
、

当
時
の
政
治
的
社
会
的
な
諸
秩
序
に
お
け
る
階
層
表
現
と
し
て
九
品
が
一
般
化
し
て
い
る
乙
と
を
し
め
す
で
あ
ろ
う
。

乙
の

「九
品
」

と
郷
品
九
品
が
い
か
に
か
か
わ
る
か
は
い
ま
の
と
乙
ろ
あ
き
ら
か
に
す
る
乙
と
が
で
き
な
い
が
、
い
ず
れ
の
ば
あ
い
も
郷
里
社

会
全
体
を
包
摂
す
る
秩
序
の
基
準
と
し
て
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
と
乙
ろ
に
共
通
点
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
郷
品
を
一
種
の
郷
里
社
会
の
秩
序
表
現
と
み
な
し
た
ば
あ
い
、
も
う
ひ
と
つ
の
問
題
は
、
そ
の
郷
口
問
の
秩
序

( 610) 
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晶
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ニ

は
い
か
な
る
存
在
ま
で
を
包
摂
し
、
い
か
な
る
存
在
を
排
除
し
た
か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。

乙
れ
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
『
沼
田
舎
』

巻
ム
ノ
四
簡
い
え
三
子
会
稽
文
孝
王
道
子
伝
に、

子
時
朝
政
既
索
、
左
衛
領
管
終
軍
曾
稽
許
築
上
疏
日
、
今
豪
府
局
吏
直
衛
武
官
及
僕
隷
牌
見
取
母
之
姓
者
、

議
、
用
潟
郡
守
豚
令
、

本
戚
獲
之
徒
、

無
郷
邑
口
問
第
、

皆
得
命

と
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
台
府
局
吏
に
郷
品
が
な
い
の
は
、
泊
以
邪
郡
吏
孫
秀
が
郷
品
を
も
と
め
た
(
『
晋
書
』
巻
四
三
王
戎
伝
)

こ
と
を
想

起
さ
せ
る
が
、
孫
秀
の
例
は
、
吏
の
出
身
基
盤
で
あ
る
庶
人
に
ま
で
郷
品
が
あ
た
え
ら
れ
る
乙
と
の
あ

っ
た
乙
と
を
し
め
す
。
た
だ
し
、

そ
れ
は
自
動
的
に
庶
I

ノ
に
も
あ
た
え
ら
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
孫
秀
の
ご
と
く
政
治
体
制
に
多
少
と
も
か
か
わ
り
、
結
栂
的
に
希
望

す
る
も
の
に
た
い
し
て
だ
け
、
し
か
も
か
な
ら
ず
し
も
簡
単
に

で
は
な
く
、
あ
た
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

一
般
庶
人
は
郷
口
問
授
与
の
対

象
内
で
は
あ
っ
て
も
、
現
実
に
は
無
品
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

右
の
記
事
で
そ
れ
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
郷
品
な
き
も
の
と
減
獲
之
徒
が
等
置
さ
れ
て
い
る
乙
と
で
あ
る
。
賊
獲
之
徒
と
は
一
般
に
は

奴
牌
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
乙
れ
は
郷
品
の
有
無
が
庶
人
と
奴
牌
の
身
分
制
、
も
し
く
は
良
賎
制
と
か
か
わ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

い
ま
こ
れ
以
上
分
析
を
す
す
め
る
用
意
が
な
い
の
で
、

論
議
を
断
念
せ
ね
ば
な
ら
な
い

乙
の
問
題
は
、

し
か
し、

が
、
右
の
事
実
か
ら
は
、
郷
品
と
は
郷
里
社
会
の
正
当
の
構
成
員
た
る
の
標
識
で
あ
っ
た
と
い
う
推
測
も
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
奴
縛
は
郷
里
社
会
の
構
成
員
と
し
て
み
と
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

推
論
の
う
え
に
推
論
を
か
さ
ね
る
議
論
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
以
上
の
よ
う
な
考
察
に
よ
れ
ば
、

郷
品
は
郷
里
社
会
に
お
け
る
一
種

の
身
分
表
現
と
し
で
あ
っ

た
と
い
う
乙
と
に
な
る
。
そ
れ
は
崩
壊
し
た
郷
里
社
会
の
再
編
成
の
た
め
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
身
分
秩
序
は
階
層
的
形
態
を
と
っ
て
い
た
。
郷
品
は
単
な
る
任
官
資
格
と
し
て
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
な
に
よ
り

九
品
官
人
法
に
お
け
る
郷
品
に
つ
い
て

1¥ 
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九
品
官
人
法
に
お
け
る
郷
品
に
つ
い
て

八
二

も
ま
ず
郷
里
社
会
の
秩
序
の
基
準
と
し
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

む

す

び

以
上
の
考
察
の
要
点
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
貌
初
に
陳
翠
が
制
定
し
た
と
い
わ
れ
る
郷
品
九
品
は
、
従
来
い

わ
れ
る
よ
う
に
個
人
の
才
能
を
官
位
を
基
準
に
し
て
等
級
づ
け
た
も
の
で
も
、
郷
里
社
会
の
豪
族
を
頂
点
に
し
た
現
実
的
な
階
層
秩
序
の

表
現
で
も
な
く
、
郷
里
社
会
本
来
の
価
値
観
と
し
て
あ
る
礼
制
に
も
と
づ
く
人
物
評
価
で
あ
る
乙
と
、
陳
翠
の
「
制
九
品
」
と
は
、
そ
の

よ
う
な
人
物
評
価
を
制
度
化
し
た

乙
と
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

第
二
に
、
そ
の
よ
う
な
郷
品
は
、
単
に
任
官
資
格
と
し
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
郷
里
社
会
に
お
け
る
身
分
の
表
現
と
し
て
も
機
能
し

て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
郷
品
九
品
の
制
定
は
郷
品
に
よ
る
あ
ら
た
な
、
そ
し
て
階
層
的
形
態
を
と
る
郷
里
社
会
の
身
分
秩
序
の
成
交
を

結
果
し
た
と
推
論
し
た
。

従
来
、
九
品
官
ノ
法
の
研
究
は
、
宮
崎
而
定
氏
の
ナ
ノ著
が
「
科
挙
前
史
」
と
い
う
副
題
を
も
つ
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
官
吏
登

用
制
度
の
側
面
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
宮
崎
氏
の
研
究
が
そ
れ
ば
カ
り
で
な
く
、
貴
族
、
門
地
二
品
、
土
庶
、
吏
荷
と
い
っ
た
身

分
制
に
か
か
わ
る
重
要
な
問
題
へ
の
言
及
を
ふ
く
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

乙
の
側
面
に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
論
議
が
深
化
さ
れ
た

と
は
お
も
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
ム
ノ
朝
社
会
に
固
有
の
身
分
が
九
品
宮
人
法
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
乙
と
は
否
定
の
し
よ
う

が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
九
品
官
人
法
の
歴
史
的
窓
味
は
乙
の
身
分
制
の
側
面
で
も
あ
ら
た
め
て
検
討
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

そ
の
際
の
も
っ
と
も
核
心
的
な
問
題
と
な
る
の
が
「
口
m
」
の
秩
序
で
あ
る
乙
と
は

い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

本
稿
は
こ
の
よ
う
な
怠
味
か
ら
、
九
品
官
ノ
法
の
身
分
制
史
上
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
展
望
し
よ
う
と
し
た
一
試
論
で
あ
る
。
し
た

( 612) 
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が
っ
て
、

こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
問
題
よ
り
も
、

の
こ
さ
れ
た
課
題
の
方
が
は
る
か
に
お
お
い
。
な
か
で
も
重
要
な
の
は
、

こ
の
よ
う
に
し

すに
るか
かか
、 わ

とる
い の
うか
問、

題 と
でい
あう
ろ問

28埼
本そ
稿し
の て
考
察
を
も
と
iζ 

て
形
成
さ
れ
た
郷
里
社
会
の
階
層
的
秩
序
が
国
家
の
身
分
制
、
と
く
に
専
制
支
配
の
一
環
で
あ
る
一
元
的
な
良
賎
制
な
る
身
分
制
と
い
か

こ
の
よ
う
な
社
会
の
秩
序
の
あ
り
か
た
が
六
朝
固
有
の
体
制
で
あ
る
貴
族
制
と
ど
う
関
係

乙
の
よ
う
な
課
題
を
今
後
す
こ
し
づ
っ
検
討
し
て
い
き
た
い
。

註

(
1
)
谷
川
道
雄
「
六
朝
貴
族
制
社
会
の
史
的
性
格
と
律
令
体
制
へ
の
展
開
」

体
』
一
九
七
六
参
照
。

(
2
)
宮
崎
前
掲
著
、
一

O
二
頁
。

(
3
)
矢
野
「
貌
晋
中
正
制
の
性
格
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
『
史
学
雑
誌
』
七
二
l
二。

(
4
)
越
智
「
州
大
中
正
の
制
に
関
す
る
諸
問
題
」
『
史
淵
』
九
四
、
『
貌
普
南
朝
の
貴
族
制
』
一
九
八
二
、
一

O
二
頁
。

(
5
)
宮
崎
氏
は
「
九
品
官
人
之
法
」
と
つ
づ
け
ら
れ
た
(
前
掲
著
、
九
三
頁
)
が
、
矢
野
氏
は
本
文
の
よ
う
に
句
読
さ
れ
る
(
注
川
論
文
、
お
よ
び

「
九
口
問
の
制
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
『
社
会
科
学
論
叢
』
一
八
〉
。
な
お
、
越
智
氏
は
は
じ
め
矢
野
氏
と
同
様
の
句
読
で
あ
っ
た
ハ
「
九
品
官
人
法
の

制
定
に
つ
い
て
」
『
東
洋
学
報
』
四
六
l
一
一
〉
が
、
『
貌
晋
南
朝
の
貴
族
制
』
で
は
「
九
品
官
人
之
法
」
と
つ
づ
け
て
い
る
(
七
六
頁
)
。

(
6
)
宮
崎
前
掲
著
、
九
五
頁
以
下
。

(
7
)
矢
野
前
掲
「
貌
晋
中
正
制
の
性
格
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
、
「
九
品
の
制
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
。

(
8
)

『
侍
，
十
』
は
西
晋
初
の
人
侍
玄
の
撰
、
墨
田
陽
秋
』
は
東
晋
初
の
孫
盛
の
撰
。
以
下
に
の
べ
る
両
者
の
差
と
か
か
わ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

(
9
)
劉
頒
の
乙
の
制
は
施
行
さ
れ
な
か
っ
た
と
本
伝
や
『
晋
紀
』
総
論
(
『
文
選
』
巻
四
九
)
に
い
う
が
、
墨
田
章
一
回
』
巻
一

O
六
石
季
龍
載
記
に
、

「
吏
部
選
奉
、
可
依
奮
氏
九
班
選
制
」
と
で
で
き
て
、
後
代
の
範
と
な
っ
て
い
る
(
宮
崎
前
掲
著
、
二

O
O頁
参
照
〉
。

(
叩
)
宮
崎
前
掲
著
、
九
五
頁
。

(
日
)
岡
崎
「
九
品
中
正
考
」
『
南
北
朝
に
於
け
る
社
会
経
済
制
度
』
一
九
三
五
。

(
ロ
)
堀
「
九
品
中
正
制
度
の
成
立
を
め
ぐ
っ

て
」
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
四
五
。

『社
会
経
済
史
学
』

三
一
!
一
!
五
、

の
ち

「
中
国
中
世
社
会
と
共
同

九
品
官
人
法
に
お
け
る
郷
品
に
つ
い
て

八
三
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四

(日
)
た
と
え
ば
夏
侯
玄
。
『
三
国
土
心
』
巻
九
貌
書
夏
侯
尚
伝
附
子
玄
伝
参
照
。

(
U
〉
か
れ
は

「故
援
上
品
者
、
非
公
侯
之
子
孫
、
則
嘗
塗
之
毘
弟
也
」
と
い
う
。

(
お
)
こ
の
記
事
も
問
題
が
あ
る
。
と
く
に
差
叙
以
下
を
、
中
正
が

「公
卿
以
下
至
子
郎
吏
」
を
審
査
し
た
と
と
る
か
、

「
公
印
以
下
至
子
郎
吏
」
を
中

正
に
任
じ
た
と
と
る
か
で
見
解
が
わ
か
れ
る。

前
者
は
宮
崎
氏
(
前
掲
著
、

一
O
一頁〉

、
堀
氏
(
前
掲
論
文
〉

、
矢
野
氏
(
「
九
ロ
仰
の
制
を
め
ぐ

る
諸
問
題
」
〉
の
見
解
で
あ
り
、
後
者
は
越
智
氏
(
「
九
口
問
官
人
法
の
制
定
に
つ
い
て
」
〉
の
そ
れ
で
あ
る
。

(
日
〉
堀
前
掲
論
文
。

(刀
)
李
含

〈
『
晋
室
田
』
巻
六

O
李
含
伝
、

『
通
典
』
巻
八
八
礼
典
四
八
斬
綴
三
年
)

司
徒
選
含
領
始
平
中
正
、

秦
玉
東
議
、
合
依
牽
儀
、
葬
詑
除
喪
、
尚
室
田
抽
脳
波
有
内
施
、
疾
含
不
事
己
、
遂
奏
合
不
際
除
喪
、
本
州
大
中
正
体
祇

以
名
義
肢
合
、:・
含
遂
被
庇
、
退
割
矯
五
品
、

中
正
鹿
騰
・
・
・
反
含
品
三
等
、

南
陽
韓
氏
と
場
俊
〈
『
通
典
』
巻
六
O
礼
典
二

O
降
服
及
大
功
未
可
嫁
妹
及
女
議
ν

畜
南
陽
中
正
張
輔
言
司
徒
府
云
、
故
涼
州
刺
史
持
欣
女
以
九
月
二
十
日
出
赴
姉
喪
境
、
而
欣
息
依
因
喪
服
二
十
六
日
、
強
嫁
妹
輿
南
陽
韓
氏
、

而
韓
就
防
家
、
共
成
婚
姻
、
韓
氏
居
妻
喪
、
不
顧
躍
菜
、
三
旬
内
悦
婚
、
傷
化
敗
俗
、
非
冠
帯
所
行
、
下
木
口
川
二
等
、
第
二
人
、
今
危
第
四
、

請
正
黄
紙
、
梁
州
中
正
某
一一一一
口、
俊
居
姉
喪
嫁
妹
、
犯
鰻
一同
義
、
阪
矯
第
五
口
問
、

問
績
(
『
晋
書
』
巻
四
八
木
伝
〉

父
卒
、
継
母
不
慈
、
績
恭
事
掬
護
、
而
母
疾
之
愈
甚
、
乃
諮
績
盗
父
時
金
賀
、
訟
子
有
司
、
遂
被
清
議
十
徐
年
、
働問加盟…怨色
、
孝
搾
不
怠
、
ほ

後
窓
解
、
更
移
中
正
、
乃
得
復
ロ
川
、

温
橋
〈
『
思自
室
田
』
巻
七
八
孔
愉
伝
、

『
世
説
新
語
』
下
之
下
尤
悔
篤
〉

初
愉
篤
司
徒
長
史
、
以
平
南
将
軍
温
橋
母
亡
、
遭
胤
不
葬
、
乃
不
過
其
品
、

温
公
初
受
劉
司
空
使
勧
進
、
母
雀
氏
固
駐
之
、
橋
絶
裾
而
去
、
迄
於
崇
貴
、
郷
品
猶
不
過
也
、

〈国
)
た
と
え
ば
、

『
沼
田
書
』
を
三
三
何
初
伝
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
事
例
。
な
お
、
堀
前
掲
論
文
参
略
。

劫
初
亡
、
家
築
山
岐
、
岐
伽
以
疾
、
祭
紛
失
市
出
日
、
今
年
決
下
縛
子
品
、
王
詮
謂
之
目
、
知
死
引
死
、

下
、
何
公
新
亡
、
使
下
岐
口
問
、
人
謂
忠
正
町
民
強
易
弱
、
祭
乃
止
、

何
必
見
生
、

岐
前
多
罪
、
商
昨
不

ー

ー. 

• 
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安
易
担
市
段
、
政

hF
H
'
h張
、

nx環
口
大

F
E
U山
目
、
今
年
許

5
1

1
1、
H
U
H
A
V
A
t
f
p
戸
し
、
同
K
I
-
-作
眼
目
問
、

i
A
3
4
d
M
-
mか
γ正
岡
山
K
M
d
B
g勾
m
m川、

B.、1
H
J
E
‘

h
ヤ

nN臥ド
『
ぬ
阻
ん
A
U
J『
、

仏

仇

川

内

hみ
J

b岬
V

坊
、
、
円

れ
れ
市
ふ
h
刷

、

弘

樹

桜

内

z

・3λ
占的
P
R陀

7
丁
目
町
、

γ
工
誌
巳
翠
・
同
4
/日
口
、
恥
山
T
7・

(
日
)
註
(
げ
)
の
李
含
の
例
は
そ
れ
で
あ
る
。

(
初
)
な
お
、
豆
日
書
』
巻
一

O
七
舟
関
載
記
に
、

関
至
自
蒼
一
争
、
行
飲
至
之
躍
.
清
定
九
流
、
準
才
授
任
、
儒
察
後
門
、
多
蒙
験
進
、
子
時
翁
然
、
方
之
篤
貌
畜
之
初
、

と
あ
る
の
も
、
貌
晋
の
美
化
が
あ
る
と
は
い
え
、
当
初
の
九
品
清
定
基
準
が
儒
学
や
徳
行
に
あ
っ
た
乙
と
を
も
の
が
た
る
。

(
幻
)
孫
廷
の
い
う
よ
う
に
古
今
人
表
か
ら
と
っ
た
と
す
れ
ば
上
上
か
ら
下
下
と
な
る
。
九
品
制
定
当
初
の
記
事
で
あ
る
前
掲
『
貌
略
』
清
介
伝
の
士
口
茂

が
「
上
第
」
で
あ
っ
た
の
は
、
そ
の
影
響
を
な
お
，
つ
け
て
い
る
た
め
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

(
勾
)
歪
墨
田
』
巻
六
二
祖
納
伝
。

(
お
)
唐
長
指
「
九
口
問
中
正
制
度
試
釈
」
『
貌
晋
南
北
朝
史
論
叢
』
一
九
五
五
。

(μ)
堀
前
渇
論
文
。

(
お
)
拙
稿
「
『
郷
里
』
の
論
理
|
六
朝
貴
族
制
社
会
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
l
」
『
東
洋
史
研
究
』
四
一
!
一
。

(
お
〉
宮
崎
前
掲
著
、
二
三
三
頁
以
下
。

(
幻
)
唐
前
掲
論
文
参
照
。

(
お
)
註
(
げ
〉
。

(
m
U
)

凡
民
丁
、
課
回
、
夫
五
十
敵
、
収
租
四
斜
絹
三
疋
綿
三
斤
、
・
:
其
絵
租
及
奮
調
二
戸
三
疋
綿
三
斤
、
書
矯
公
賦
、
九
品
相
通
、
皆
輸
入
於
官
、

自

如

奮

制

、

〈

『

初

学

記

』

巻

二

七

『

E
H
故
事
』
)

其
年
、
玄
諜
又
令
九
品
以
上
租
、
使
貧
富
相
通
、
境
内
英
不
嵯
怨
、

ハ

『

宋

書

』

巻

七

六

王

玄

諜
伝
〉

太
延
元
年
十
有
二
月
甲
申
、
詔
日
、
:
・
若
有
護
調
、
厭
宰
集
郷
邑
三
老
計
質
定
課
、
哀
多
益
寡
、
九
品
混
通
、
不
得
縦
富
替
貧
、
避
強
侵
弱
、

(
『
貌
書
』
巻
四
上
世
祖
紀
)

一
旦
改
法
、
恐
成
擾
鋭
、

ハ
同
巻
五
三
李
沖
伝
)

於
是
創
三
長
之
制
、
而
上
之
、
:
・
著
作
郎
侍
思
益
進
日
、
民
俗
既
異
、
険
易
不
問
、
九
品
差
調
、
震
自
己
久
、

(ω)
堀
敏
一
「
中
国
に
お
け
る
律
令
制
の
展
開
」
『
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
日
本
古
代
史
講
座
』
六
、
一
九
八
二
参
照
。

(
汎
)
平
呉
直
後
の
太
康
故
事
の
一
部
と
い
う
。
守
屋
美
都
雄
「
晋
故
事
に

つ
い
て
」
『
中
国
古
代
の
家
族
と
国
家
』
一
九
六
八
。

(
幻
)
国
家
的
身
分
と
郷
里
社
会
秩
序
に

つ
い
て
は
、
西
嶋
定
生
「
良
賎
制
の
性
格
と
系
譜
」
『
史
学
雑
誌
』
七
九
!
一
二
が
示
唆
的
な
発
言
を
お
乙

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
堀
敏
一
「
身
分
制
と
中
国
古
代
社
会
i

良
賎
制
の
見
方
を
め
ぐ
っ
て
」
『
駿
台
史
学
』
五

O

に
は
、
良
民
・
奴
舛
身
分
制

と
貴
族
制
、
土
・

庶
身
分
や
品
級
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
概
括
的
な
言
及
が
あ
る
。

九
品
官
l
ノ
法
に
お
け
る
郷
品
に
つ
い
て

ノ
五
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