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（43）　中国史における異民族支配の問題

旧
奉
天
省
の
大
地
主
張
家
の
歴
史

　
一
九
〇
五
年
九
月
、
清
朝
の
大
臣
を
狙
っ
た
一
つ
の
爆
弾
テ
ロ

事
件
が
北
京
で
起
こ
り
ま
し
た
。
当
時
、
反
清
運
動
が
激
化
し
、

清
朝
の
支
配
体
制
が
大
き
く
揺
ら
ぎ
始
め
る
な
か
で
、
中
国
の
各

界
で
は
立
憲
制
度
の
確
立
を
求
め
る
議
論
が
沸
き
起
こ
っ
て
い
ま

し
た
。
そ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
清
朝
は
五
人
の
憲
政
考
察
出

洋
大
臣
を
欧
米
に
派
遣
し
、
各
国
の
立
憲
制
度
の
内
容
を
調
査
さ

せ
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
こ
の
憲
政
考
察
出
洋
大
臣
が
北
京
駅
を

出
発
し
よ
う
と
し
た
時
、
呉
樋
と
い
う
人
物
が
こ
の
使
節
の
爆
殺

を
図
り
ま
し
た
。
結
局
、
こ
の
暗
殺
計
画
は
失
敗
し
、
呉
構
は
壮

烈
な
自
爆
を
遂
げ
ま
し
た
。
当
時
の
「
革
命
派
」
は
呉
構
の
行
為

を
讃
え
、
同
盟
会
の
機
関
誌
で
あ
っ
た
『
民
報
」
の
特
別
号

（
『
民
報
臨
時
増
刊
　
天
討
』
明
治
四
〇
年
四
月
）
に
は
呉
樋
の
写

真
、
か
れ
の
遺
書
が
大
き
く
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
、

日
本
で
は
日
露
戦
争
後
の
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
の
調
印
に
反
対
す
る

運
動
で
、
社
会
が
騒
然
と
し
て
い
た
頃
の
こ
と
で
す
。

　
こ
の
呉
樋
に
よ
る
清
朝
大
臣
暗
殺
未
遂
事
件
に
は
一
人
の
共
犯

者
が
い
ま
し
た
。
そ
の
人
物
こ
そ
、
こ
こ
で
の
話
の
主
人
公
で
あ

る
張
樒
で
す
。
張
椿
は
本
名
を
張
換
椿
と
い
い
ま
す
。
清
朝
の
時

代
、
か
れ
の
実
家
で
あ
る
張
家
の
人
々
は
漢
軍
鐘
黄
旗
に
属
し
て

い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
漢
族
で
あ
り
な
が
ら
、
満
族
の
軍
事
・
政

治
・
社
会
組
織
で
あ
る
八
旗
に
戸
籍
を
有
し
て
い
た
の
で
す
。
清

末
か
ら
民
国
期
、
さ
ら
に
「
満
洲
国
」
の
時
代
に
か
け
て
、
張
家

は
旧
奉
天
省
屈
指
の
大
地
主
・
名
望
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
旧
奉
天
省
、
旧
奉
天
市
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
現
在
の
遼
寧
省
、
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藩
陽
市
に
ほ
ぼ
あ
た
り
ま
す
。
張
家
は
奉
天
、
撫
順
の
近
郊
を
は

じ
め
、
奉
天
省
、
吉
林
省
の
各
地
に
広
大
な
面
積
の
土
地
を
有
し

て
い
ま
し
た
。
こ
の
張
家
は
奉
天
地
方
政
界
に
何
人
も
の
実
力
者

を
輩
出
し
た
こ
と
で
も
有
名
で
す
。
例
え
ば
、
張
椿
の
従
兄
弟
に

張
換
相
と
い
う
人
物
が
い
ま
す
。
張
換
相
は
日
本
の
陸
軍
士
官
学

校
を
卒
業
し
た
後
、
張
作
霧
政
権
の
高
官
、
さ
ら
に
、
満
洲
国
の

時
代
に
は
司
法
大
臣
等
を
務
め
て
い
ま
し
た
。
張
椿
の
兄
で
あ
る

張
換
柏
も
後
に
奉
天
地
方
政
界
の
黒
幕
的
な
存
在
と
な
っ
て
い
き

ま
す
。
こ
の
張
換
柏
に
つ
い
て
は
、
後
ほ
ど
少
し
触
れ
ま
す
。
張

家
は
も
と
も
と
清
朝
の
三
陵
に
所
属
す
る
官
員
で
あ
っ
た
と
い
い

ま
す
。
三
陵
と
は
清
朝
の
始
祖
で
あ
る
ヌ
ル
ハ
チ
（
太
祖
）
の
祖

先
、
ヌ
ル
ハ
チ
（
太
祖
）
、
ホ
ン
タ
イ
ジ
（
太
宗
）
を
祀
る
永
陵
、

．
福
陵
、
昭
陵
を
さ
し
ま
す
。
永
陵
は
現
在
の
撫
順
市
東
方
の
新
濱

県
、
福
陵
と
昭
陵
は
奉
天
の
近
郊
に
位
置
し
て
い
ま
す
。

　
張
樒
は
若
い
頃
か
ら
勉
学
の
た
め
に
北
京
に
出
て
い
ま
し
た
が
、

そ
の
な
か
で
、
反
清
運
動
に
深
く
関
わ
り
、
呉
機
と
も
親
し
く
な

っ
た
よ
う
で
す
。
呉
横
が
自
爆
し
た
時
、
張
椿
は
北
京
駅
の
現
場

か
ら
逃
走
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
、
官
憲
に
捕
ら
え
ら
れ
て
し
ま

い
ま
す
。
そ
の
後
の
か
れ
の
辿
っ
た
運
命
は
不
思
議
な
も
の
で
し

た
。
張
楮
は
当
然
予
想
さ
れ
た
処
刑
を
免
れ
、
天
津
刑
務
所
に
収

監
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
張
樒
の
実
家
で
あ
る
張
家
が
、
清
朝

の
当
時
の
有
力
者
で
あ
っ
た
宙
官
の
李
蓮
英
に
多
額
の
賄
賂
を
贈

っ
た
か
ら
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
奉
天
の
在
地

有
力
者
の
集
団
も
李
蓮
英
に
張
樒
の
助
命
を
請
願
し
ま
し
た
。
こ

の
李
蓮
英
か
ら
西
太
后
へ
の
口
添
え
で
、
張
樒
は
助
命
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
時
、
李
蓮
英
は
西
太
后
に
「
張
樒
は
わ
が
家
（
清
朝
皇

室
）
の
息
子
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
、
年
端
も
い
加
な
い
者
な
の

で
、
そ
の
命
を
助
け
た
ら
如
何
か
」
と
述
ぺ
た
と
言
い
ま
す
。
漢

軍
旗
人
の
家
の
生
ま
れ
で
あ
づ
た
こ
と
を
理
由
に
、
張
樒
は
そ
の

命
を
助
け
ら
れ
た
の
で
す
。

　
そ
の
後
、
張
楮
は
天
津
刑
務
所
を
脱
獄
し
、
日
本
に
逃
亡
し
ま

し
た
。
こ
の
張
椿
の
脱
獄
に
も
、
張
家
の
大
掛
か
り
な
工
作
が
あ

っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
張
楮
は
日
本
で
同
盟
会
の
活
動
に

積
極
的
に
参
加
し
、
辛
亥
革
命
の
直
前
、
奉
天
に
再
び
戻
り
ま
し

た
。
か
つ
て
清
朝
大
臣
の
暗
殺
を
図
っ
た
「
英
雄
」
で
あ
り
、
奉

天
屈
指
の
名
望
家
の
息
子
で
あ
っ
た
張
椿
が
、
奉
天
に
お
け
る
革

命
運
動
の
指
導
者
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
決
し
て
不
思
議

で
は
な
い
で
し
上
う
。
辛
亥
革
命
時
、
他
の
中
国
各
省
と
同
じ
よ

う
に
、
奉
天
省
で
も
清
朝
か
ら
の
独
立
を
目
指
す
革
命
運
動
が
展

開
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
中
核
的
な
組
織
が
同
盟
会
の
奉
天
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支
部
で
あ
り
、
そ
の
指
導
者
の
一
人
が
張
楮
で
し
た
。
し
か
し
、

一
九
二
一
年
一
月
、
張
椿
は
当
時
の
東
三
省
総
督
趨
爾
巽
の
右
腕

と
い
わ
れ
た
張
作
霧
の
配
下
に
暗
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
張
椿

が
殺
害
さ
れ
た
の
は
、
後
に
奉
天
地
方
政
界
の
重
鎮
と
い
わ
れ
た

蓑
金
鎧
と
の
宴
席
の
帰
り
道
の
こ
と
で
し
た
。
辛
亥
革
命
後
、
張

椿
の
姉
で
あ
る
張
換
桂
は
趨
爾
巽
、
張
作
霧
、
蓑
金
鎧
な
ど
を
張

樒
暗
殺
の
首
謀
者
と
し
て
北
京
の
法
院
に
訴
え
ま
し
た
。
こ
の
時

の
彼
女
の
訴
状
は
現
在
も
北
京
の
第
一
歴
史
槽
案
館
に
残
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
殺
さ
れ
た
弟
を
思
う
張
換
桂
の
気
持
ち
が

切
々
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
張
換
桂
も
奉
天
に
お
け
る
同

盟
会
の
有
力
な
会
員
で
し
た
。
張
樒
の
生
涯
を
追
う
こ
と
は
、
そ

れ
自
体
、
大
変
興
味
深
い
の
で
す
が
、
紙
幅
の
関
係
か
ら
、
こ
こ

で
は
こ
れ
以
上
述
べ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
張
樒
と
張
家
に
つ

い
て
は
、
か
つ
て
『
一
橋
論
叢
』
に
少
し
ま
と
め
た
こ
と
が
あ
る

の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
下
さ
い
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
は
、
上
に
述
べ
た
張
椿
、
並
び
に
、
張
家
の
歴

史
か
ら
次
の
点
を
指
摘
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
第
一
に
、
張
構
の

父
で
あ
る
張
欽
善
、
叔
父
で
あ
る
張
欽
元
（
張
換
相
の
父
）
が
清

朝
の
三
陵
に
所
属
す
る
官
員
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
先
程

紹
介
し
た
張
家
の
娘
で
あ
る
張
換
桂
が
三
陵
四
晶
官
で
あ
っ
た
王

書
銘
の
息
子
（
王
世
旗
）
と
結
婚
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
こ
の

張
家
が
三
陵
衙
門
の
な
か
で
か
な
り
の
地
位
に
あ
う
た
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。
こ
の
四
品
官
は
三
陵
に
所
属
す
る
膨
大
な
土
地
・
財

産
を
管
理
す
る
大
官
で
し
た
。
で
は
、
三
陵
衙
門
に
属
し
た
張
家

の
人
間
は
清
朝
の
「
官
僚
」
と
言
え
た
の
で
し
上
う
か
。
、
こ
存
知

の
よ
う
に
、
科
挙
制
度
の
も
と
で
、
中
国
の
官
僚
が
官
職
を
世
襲

す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
張
家
や
王

家
の
場
合
を
見
る
と
、
こ
れ
ら
の
家
は
、
代
々
、
三
陵
衙
門
の
官

職
を
世
襲
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
一
体
、
張
家
と
三
陵
と
の
関
係

は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
が
、
　
一
つ
の

論
点
に
な
り
そ
う
で
す
。

　
第
二
に
、
張
家
は
大
地
主
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ

こ
に
も
問
題
が
あ
り
ま
す
。
清
朝
の
時
代
、
奉
天
の
地
に
は
広
大

な
面
積
の
官
荘
地
、
旗
地
な
ど
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
「
民
地
」

の
面
積
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
張
家
の
有
し
た

と
さ
れ
る
土
地
の
所
在
地
を
見
て
み
る
と
、
そ
の
多
く
は
か
つ
て

三
陵
の
附
属
地
が
広
大
に
展
開
し
て
い
た
地
域
に
あ
り
ま
し
た
。

も
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ぱ
、
張
家
は
決
し
て
も
と
か
ら

の
大
地
主
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
多
分
、
清
末
か

ら
民
国
期
、
三
陵
附
属
地
が
解
体
さ
れ
て
い
く
過
程
で
、
張
家
は
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こ
れ
ら
の
土
地
を
自
ら
の
も
の
と
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
大
地
主

と
し
て
の
地
位
を
築
い
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

張
家
の
土
地
支
配
の
背
後
に
は
三
陵
の
土
地
を
め
ぐ
っ
て
の
複
雑

な
背
景
が
あ
る
よ
う
で
す
。

　
第
三
に
、
張
家
が
漢
軍
旗
人
で
あ
っ
た
こ
と
の
意
味
で
す
。
清

朝
の
時
代
、
張
家
は
漢
族
で
あ
り
な
が
ら
、
八
旗
の
旗
籍
に
お
か

れ
て
い
ま
し
た
。
清
末
の
奉
天
地
方
政
界
に
お
け
る
実
力
者
の
経

歴
を
見
て
み
る
と
、
こ
う
し
た
漢
軍
旗
人
の
戸
籍
を
有
し
た
人
が

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
張
椿
の
他
に
も
、
東
三
省
総
督
超
爾
巽
、

当
時
の
省
議
会
と
も
言
え
る
奉
天
諮
議
局
の
議
長
呉
景
濠
、
副
議

長
蓑
金
鎧
、
奉
天
諮
議
局
か
ら
北
京
の
資
政
院
議
員
に
選
出
さ
れ

た
王
玉
泉
な
ど
が
そ
の
例
で
す
。
清
初
以
来
、
異
民
族
王
朝
で
あ

っ
た
清
朝
が
中
国
全
土
を
支
配
し
て
い
く
な
か
で
、
漢
族
社
会
の

事
情
に
通
じ
た
漢
軍
旗
人
の
果
た
し
た
役
割
は
重
要
で
し
た
。
漢

軍
旗
人
は
漢
族
と
満
族
の
狭
間
に
お
・
か
れ
、
あ
る
時
に
は
漢
族
と

し
て
、
あ
る
時
に
は
満
族
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
一
部
の
漢
軍
旗
人
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
か
れ
ら
の
二

重
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
は
、
時
と
し
て
、
有
力
な
武
器
で
あ

っ
た
の
で
す
。
も
っ
と
も
、
清
末
以
降
、
反
満
運
動
が
激
化
す
る

な
か
で
、
か
れ
ら
の
置
か
れ
た
状
況
は
大
変
厳
し
い
も
の
で
し
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
張
家
の
人
間
が
奉
天
地
方
社
会
で
大
き
な
影
響

力
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
、
か
れ
ら
が
漢
軍
旗
人
で
あ
っ
た
こ
と

と
無
縁
で
は
な
い
よ
う
で
す
。

　
清
末
の
時
代
、
張
家
は
清
朝
の
官
僚
で
あ
っ
て
な
い
よ
う
な
、

地
主
で
あ
っ
て
な
い
よ
う
な
、
漢
族
で
あ
っ
て
満
族
で
あ
る
よ
う

な
と
い
っ
た
存
在
で
し
た
。
そ
う
し
た
暖
昧
模
糊
と
し
た
、
「
混

沌
」
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
清
末
以
降
、
奉
天
地
方
社
会
に
お
い
て

大
富
豪
、
大
実
力
者
と
し
て
台
頭
し
て
い
っ
た
張
家
の
秘
密
が
あ

る
よ
う
で
す
。
こ
の
点
を
探
る
こ
と
は
、
奉
天
の
近
代
史
研
究
に

と
っ
て
興
味
深
い
と
い
う
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
は
、

清
朝
の
支
配
機
構
、
土
地
制
度
、
民
族
の
概
念
と
い
っ
た
問
題
を

め
ぐ
っ
て
の
、
中
国
史
に
関
す
る
重
要
な
研
究
課
題
が
隠
さ
れ
て

い
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

二
　
漢
軍
旗
人
の
歴
史
と
そ
の
問
題

　
浦
廉
一
「
漢
軍
（
烏
真
超
蛤
）
に
就
い
て
」
と
い
う
論
文
は
、

清
朝
の
漢
軍
旗
人
に
つ
い
て
ま
と
め
た
先
駆
的
な
研
究
で
す
が
、

そ
の
な
か
に
、
「
敬
告
漢
軍
及
包
衣
旗
人
」
と
い
う
文
章
が
引
用

さ
れ
て
い
ま
す
。
清
末
の
革
命
家
に
よ
う
て
書
か
れ
た
と
い
う
こ

の
文
章
に
は
、
当
時
の
漢
軍
旗
人
の
お
か
れ
た
複
雑
で
困
難
な
状
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況
が
良
く
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ぱ
、
漢
軍
旗
人
は
旗

人
と
し
て
の
身
分
を
有
し
て
い
る
も
の
の
、
漢
族
出
身
で
あ
る
が

ゆ
え
に
清
朝
支
配
層
で
あ
る
満
族
か
ら
は
疎
ま
れ
、
他
方
、
か
れ

ら
は
旗
籍
に
あ
る
た
め
に
、
漢
族
か
ら
も
排
斥
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
こ
の
文
章
の
作
者
は
、
漢
軍
旗
人
は
帰
属
す
る
民
族
も

な
い
、
漢
族
と
満
族
の
狭
間
に
お
か
れ
た
よ
う
な
存
在
で
あ
る
と

論
じ
て
い
ま
す
。
実
際
、
反
清
運
動
が
激
化
し
、
満
族
の
王
朝
で

あ
る
清
朝
が
崩
壊
し
て
い
く
な
か
で
、
漢
軍
旗
人
の
お
か
れ
た
状

況
は
大
変
厳
し
か
づ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
詳
し
い
こ
と
は
分

か
り
ま
せ
ん
が
、
辛
亥
革
命
後
に
は
、
か
つ
て
旗
人
で
あ
ウ
た
こ

と
を
理
由
に
、
多
く
の
漢
軍
の
人
々
が
満
族
と
み
な
さ
れ
た
と
い

い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
、
旧
漢
軍
の
多
く
の
人
々
は
自
ら
の
民
族

戸
籍
は
漢
族
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
事
情

の
も
と
で
、
民
国
の
時
代
、
統
計
的
に
、
満
族
人
口
は
減
少
し
て

い
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
と
は
反
対
に
、
近
年
、
中
国
で
は
満
族

の
人
口
が
急
速
に
増
加
し
て
い
ま
す
。
例
え
ぱ
、
一
九
七
二
年
に

は
約
二
四
三
万
人
で
あ
っ
た
満
族
人
□
は
、
一
九
九
〇
年
に
は
約

九
八
五
万
人
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
、
満
族
の
自
然
増
加

亡
考
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
背
景
に
は
、
一
人
っ
子
政

策
の
緩
和
や
大
学
入
試
の
制
度
な
ど
に
み
ら
れ
る
、
少
数
民
族
に

対
す
る
政
府
の
優
遇
政
策
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
で
し
上
う
。
そ

う
し
た
優
遇
政
策
の
恩
恵
に
与
か
る
た
め
に
、
漢
族
か
ら
満
族
へ

と
そ
の
民
族
戸
籍
を
変
更
す
る
人
々
の
動
き
が
広
が
う
て
い
る
よ

う
で
す
。
恐
ら
く
、
そ
う
し
た
人
々
の
家
の
歴
史
を
辿
る
と
、
そ

の
家
は
か
つ
て
満
族
と
漢
族
の
狭
間
に
お
－
か
れ
て
い
た
旧
漢
軍
で

あ
る
と
い
う
場
合
が
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
、
中
国
史

に
お
け
る
民
族
の
概
念
と
い
う
も
の
が
そ
の
時
々
の
政
治
的
、
社

会
的
な
条
件
な
ど
に
大
き
く
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。
も
う
と
も
、
最
近
の
世
界
各
地
の
民
族
問
題
と
い
う
も
の
を

見
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
決
し
て
不
思
議
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。　

で
は
、
そ
も
そ
も
、
こ
う
し
た
漢
軍
旗
人
は
ど
の
よ
う
に
し
て

生
ま
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
十
七
世
紀
初
期
、
清
朝
（
当
時

は
「
後
金
」
）
が
奉
天
・
遼
東
の
地
に
進
出
し
た
頃
、
多
く
の
明

朝
将
兵
や
こ
の
地
域
の
有
力
者
が
清
朝
に
投
降
し
ま
し
た
。
か
れ

ら
は
満
族
の
政
治
・
軍
事
・
社
会
制
度
で
あ
る
八
旗
制
の
も
と
に

組
み
込
ま
れ
、
清
朝
の
中
国
征
服
に
協
力
し
て
い
き
ま
す
。
清
朝

の
八
旗
制
度
は
満
洲
八
旗
、
蒙
古
八
旗
、
漢
軍
八
旗
。
か
ら
な
う
て

い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
か
れ
ら
漢
族
は
漢
軍
八
旗
に
編
成
さ
れ
た

の
で
す
。
（
厳
密
に
言
う
と
、
満
洲
八
旗
の
も
と
に
奴
隷
的
な
存
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在
で
あ
る
「
包
衣
」
と
し
て
組
み
込
ま
れ
た
漢
族
の
人
々
も
多
く

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
や
が
て
、
漢
軍
と
こ
う
し
た
「
包
衣
」
の

区
別
は
ど
う
も
は
っ
き
り
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
場
合
が
多
い
よ

う
で
す
。
こ
こ
で
は
、
と
り
あ
え
ず
、
こ
う
し
た
人
々
を
す
べ
て

漢
軍
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
す
。
）
か
れ
ら
漢
軍
は
清
朝
の
中
国
征

服
の
主
力
部
隊
の
一
つ
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。

と
り
わ
け
、
清
朝
に
と
う
て
、
．
漢
軍
が
重
火
器
の
使
用
・
製
造
に

長
じ
て
い
た
こ
と
は
重
要
で
し
た
。
漢
軍
の
こ
と
を
満
洲
語
で

「
烏
真
超
蛤
（
音
約
）
」
と
言
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
「
重
軍
」
と
い

う
意
味
だ
そ
う
で
す
。

　
満
洲
族
の
王
朝
で
あ
る
清
朝
が
巨
大
な
漢
族
社
会
を
支
配
し
て

い
く
う
え
で
、
漢
族
社
会
の
内
部
に
通
じ
た
漢
軍
旗
人
の
協
力
を

得
る
こ
と
は
是
非
と
も
必
要
で
し
た
。
漢
軍
旗
人
は
清
朝
と
漢
族

社
会
と
の
間
の
仲
介
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
の
で
す
。
実

際
、
清
朝
の
中
国
征
服
後
の
し
ば
ら
く
は
、
中
国
各
地
に
派
遣
さ

れ
た
総
督
・
巡
撫
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
漢
軍
の
旗
人
で
し
た
。
但

し
、
時
代
も
康
煕
年
間
に
な
り
、
清
朝
の
中
国
支
配
が
一
応
安
定

し
て
く
る
と
、
漢
軍
旗
人
の
政
治
の
表
舞
台
に
お
け
る
活
躍
は
目

立
た
な
く
な
っ
て
き
ま
す
。
科
挙
制
度
が
再
ぴ
機
能
し
始
め
る
な

か
で
、
清
朝
の
行
政
も
一
般
の
漢
族
出
身
の
官
僚
に
よ
っ
て
担
わ

れ
て
い
く
部
分
が
大
き
く
な
づ
て
き
ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
そ
の

後
も
、
漢
族
出
身
の
旗
人
の
一
部
は
清
朝
の
中
枢
で
引
き
続
き
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
き
ま
し
た
。
か
れ
ら
の
一
部
は
清
朝
皇

室
と
の
私
的
な
繋
が
り
を
維
持
し
、
例
え
ば
、
内
務
府
な
ど
を
そ

の
活
躍
の
場
と
し
て
い
ま
し
た
。
『
紅
楼
夢
』
の
作
者
で
あ
る
曹

雪
芹
の
実
家
で
あ
る
曹
家
の
歴
史
な
ど
は
そ
の
良
い
例
で
す
。
清

朝
初
期
、
曹
家
の
祖
先
は
遼
東
の
地
で
清
朝
に
投
降
し
、
旗
籍
に

組
み
込
ま
れ
ま
し
た
。
曹
雪
芹
の
祖
父
と
言
わ
れ
る
曹
寅
は
康
煕

帝
の
信
任
が
厚
く
、
南
京
で
江
寧
織
造
（
皇
室
の
た
め
に
織
ら
れ

る
絹
織
物
の
工
場
の
責
任
者
）
な
ど
を
務
め
、
皇
帝
の
た
め
に
各

地
の
情
報
収
集
に
当
た
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　
清
朝
の
中
国
支
配
が
一
応
安
定
す
る
と
、
そ
の
中
国
征
服
に
協

カ
し
た
漢
軍
旗
人
の
武
装
解
除
を
如
何
に
行
う
か
と
い
う
こ
と
が
、

清
朝
に
と
っ
て
難
し
い
問
題
と
な
り
ま
し
た
。
康
煕
年
問
に
起
こ

づ
た
三
藩
の
乱
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
点
は
良
く
分
か
る
と

思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
清
朝
の
中
国
征
服
に
協
力
し
た
漢
族
の
将

軍
で
あ
る
呉
三
桂
、
臥
仲
明
、
尚
可
喜
が
そ
の
武
功
に
よ
り
雲
南
、

福
建
、
広
東
に
封
ぜ
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
の
後
、
清
朝
が
中
国
全

土
を
中
央
集
権
的
に
掌
握
し
よ
う
と
す
る
動
き
の
な
か
で
、
呉
三

桂
、
臥
精
忠
（
臥
仲
明
の
孫
）
、
尚
之
信
（
尚
可
喜
の
子
）
が
清
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朝
に
対
し
「
反
乱
」
を
起
こ
し
た
と
い
う
事
件
で
す
。
漢
軍
旗
人

の
武
装
解
除
を
如
何
に
図
る
か
と
い
う
課
題
に
対
し
、
そ
の
一
つ

の
方
策
と
し
て
、
清
朝
は
漢
軍
旗
人
の
多
く
を
遼
東
の
地
で
帰
農

さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
試
み
ま
し
た
。
多
く
の
漢
軍
旗
人
に
と
っ

て
、
遼
東
の
地
は
そ
の
故
郷
で
し
た
。
実
は
、
こ
の
こ
と
が
奉
天

の
近
代
史
に
と
っ
て
後
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
の
で
す
。

　
既
に
、
清
初
以
来
、
清
朝
の
故
地
で
あ
る
中
国
東
北
地
域
に
は

清
朝
皇
室
や
皇
族
の
有
す
る
各
種
荘
園
、
旗
地
な
ど
が
展
開
し
て

い
ま
し
た
。
康
煕
年
間
の
初
期
、
さ
ら
に
、
清
朝
は
こ
の
地
域
に

内
務
府
官
荘
、
盛
京
戸
部
官
荘
、
同
薩
部
官
荘
な
ど
の
各
種
官
荘
、

三
陵
の
附
属
地
な
ど
を
設
け
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
土
地
は
清
朝
皇

室
が
私
的
に
有
し
た
土
地
と
言
え
ま
す
。
つ
ま
り
、
「
国
家
財
政
」

に
対
し
、
清
朝
の
「
帝
室
財
政
」
に
属
し
た
土
地
と
言
え
ま
し
ょ

う
。
こ
れ
ら
の
土
地
は
後
に
「
官
地
」
と
総
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。
清
朝
は
中
国
東
北
地
域
を
八
旗
軍
政
の
支
配
の
も
と

に
お
き
、
こ
れ
ら
各
種
官
荘
地
や
旗
地
の
保
護
を
図
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
清
朝
の
中
国
征
服
に
協
力
し
た
漢
族
出
身
の
旗
人
、
そ

の
子
孫
が
、
代
々
、
こ
れ
ら
各
種
官
荘
の
土
地
を
管
理
、
耕
作
す

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
の
中
に
は
、
撤
廃
さ
れ
た
旧
三
藩

に
属
し
た
漢
軍
旗
人
も
数
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
清
朝
の
時
代
、
奉
天
に
は
多
く
の
漢

軍
旗
人
が
居
住
し
て
お
り
、
そ
の
多
く
は
官
荘
地
な
ど
の
管
理
、

耕
作
に
従
事
し
て
い
ま
し
た
。
奉
天
の
張
家
が
ど
の
よ
う
な
事
情

で
漢
軍
に
組
み
込
ま
れ
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
恐

ら
く
、
清
朝
の
初
期
、
か
れ
ら
の
祖
先
は
何
ら
か
の
経
緯
で
清
朝

に
投
降
し
、
そ
の
後
、
三
陵
衙
門
に
所
属
し
、
そ
の
附
属
地
を
管

理
す
る
よ
う
に
な
う
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
三
陵
附
属

地
を
管
理
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
奉
天
地
方
社
会
に
お
い
て
大
き

な
影
響
力
を
獲
得
し
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
土
地
は
あ
く
ま
で

清
朝
皇
室
の
私
的
な
財
産
で
あ
っ
て
も
、
実
際
に
そ
の
土
地
を
管

理
す
る
こ
と
で
、
張
家
を
は
じ
め
と
す
る
一
部
の
漢
軍
旗
人
が
強

大
な
在
地
支
配
力
を
獲
得
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
十
分
想
像
で

き
ま
す
。
清
末
に
な
る
と
、
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
漢
軍
旗
人
の
一

部
は
そ
の
土
地
を
自
ら
の
も
の
と
し
、
大
地
主
と
し
て
の
地
位
を

獲
得
す
る
機
会
を
得
て
い
く
の
で
す
。

三

官
荘
地
・
三
陵
附
属
地
な
ど
の
解
体
と

そ
の
民
有
地
化

　
清
末
以
降
、
奉
天
の
地
に
広
く
設
け
ら
れ
て
い
た
清
朝
の
各
種

官
荘
地
、
三
陵
附
属
地
な
ど
は
相
次
い
で
民
間
に
払
い
下
げ
ら
れ
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て
い
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
土
地
は
民
有
地
と
し
て
再
編
さ
れ
、

そ
こ
に
新
た
な
地
主
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。
こ
う
し
た
官

地
の
払
い
下
げ
事
業
は
張
作
霧
政
権
の
時
代
に
な
る
と
さ
ら
に
大

規
模
に
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
満
洲
国
の
時
代
ま
で
に
、
こ
れ
ら
官

荘
地
、
三
陵
附
属
地
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
て
い
た
と
圭
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
は
後
述
す
る
よ
う
に
必
ず

し
も
正
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
後
に
奉
天
の
大
地
主
と
言
わ
れ
た
、

一
部
の
旧
漢
軍
旗
人
の
家
の
歴
史
を
考
察
す
る
時
、
こ
う
し
た
官

地
の
払
い
下
げ
問
題
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
こ

で
は
、
次
の
二
点
に
問
題
を
絞
っ
て
議
論
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
ま
ず
、
な
ぜ
、
清
末
の
奉
天
地
方
政
府
、
張
作
霧
政
権
は
旧
官

荘
地
、
三
陵
附
属
地
な
ど
を
民
間
に
払
い
下
げ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

恐
ら
く
、
そ
こ
に
は
財
政
的
な
理
由
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
細
か
な

数
字
は
省
略
し
ま
す
が
、
官
地
の
払
い
下
げ
に
よ
り
、
清
末
の
奉

天
地
方
政
府
、
張
作
霧
政
権
は
実
に
膨
大
な
収
入
を
得
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
逼
迫
す
る
省
の
財
政
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
官
地

の
払
い
下
げ
か
ら
得
る
収
人
は
極
め
て
魅
力
あ
る
も
の
で
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
一
つ
疑
問
が
生
じ
ま
す
。
つ
ま
り
、

清
朝
の
官
僚
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
奉
天
地
方
政
府
が
、
な
ぜ
、

清
朝
皇
室
の
私
的
な
財
産
と
も
い
え
る
よ
う
な
各
種
官
荘
を
解
体

す
る
政
策
を
と
う
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
断
定
的

な
こ
と
は
何
も
答
え
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
次
の
よ
う
な
こ
と
は
言
え

る
で
し
上
う
。
日
露
戦
争
後
の
一
九
〇
七
年
、
奉
天
、
吉
林
、
黒

竜
江
の
各
省
は
そ
れ
ま
で
の
将
軍
に
よ
る
軍
政
支
配
か
ら
民
政
支

配
の
も
と
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
奉
天
に
は
東
三
省
総
督
、

東
三
省
各
省
に
は
巡
撫
が
派
遣
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
、
墓
二
省
に

は
日
本
と
ロ
シ
ア
に
よ
る
侵
略
の
危
機
が
迫
っ
て
い
ま
し
た
。
東

三
省
を
中
国
関
内
各
省
と
同
様
な
民
政
の
も
と
に
お
く
こ
と
に
よ

り
、
清
朝
は
こ
の
地
が
中
国
の
不
可
分
の
領
土
で
あ
る
こ
と
を
意

思
表
示
し
、
ま
た
、
そ
の
内
政
の
再
建
を
図
う
た
の
だ
と
理
解
さ

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
説
明

が
必
要
で
す
。
既
に
、
清
朝
の
早
い
時
期
か
ら
、
奉
天
省
で
も
一

部
に
州
県
が
設
け
ら
れ
、
八
旗
の
管
轄
す
る
旗
衙
門
と
州
県
を
中

心
と
す
る
民
衙
門
と
の
間
に
、
あ
る
種
の
対
抗
的
な
関
係
が
存
在

し
て
い
ま
し
た
。
清
末
の
民
政
移
行
に
伴
い
、
こ
の
地
域
に
お
け

る
州
県
制
の
整
備
が
本
格
化
す
る
な
か
で
、
そ
う
し
た
旗
衙
門
と

民
衙
門
と
の
間
の
対
抗
的
な
関
係
が
顕
在
化
し
て
き
ま
す
。
土
地

問
題
か
ら
見
た
場
合
、
八
旗
の
旗
衙
門
は
旗
地
、
官
荘
、
三
陵
附

属
地
な
ど
を
、
民
衙
門
は
民
地
を
管
轄
し
て
い
ま
し
た
。
民
政
移

行
の
も
と
で
、
そ
の
権
力
を
強
化
し
つ
つ
あ
っ
た
省
政
府
・
州
県

698



（51）　中国史における異民族支配の問題

機
構
は
そ
の
財
源
の
拡
大
を
図
り
、
旗
地
、
官
荘
地
、
三
陵
附
属

地
な
ど
の
土
地
を
自
己
の
管
轄
下
に
再
編
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
省
政
府
に
は
土
地
払
い
下
げ
に
よ
る
莫
大
な
地
価

と
土
地
税
が
流
れ
込
ん
で
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
既
に
、
旗
衙

門
に
は
こ
う
し
た
動
き
を
阻
止
す
る
力
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

皮
肉
に
も
、
清
朝
の
官
僚
自
身
の
手
に
よ
り
、
清
朝
皇
室
の
家
産

と
も
い
え
る
官
荘
地
、
三
陵
附
属
地
な
ど
の
解
体
が
ま
ず
進
め
ら

れ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　
で
は
、
ど
の
よ
う
な
人
々
が
官
荘
地
、
三
陵
附
属
地
な
ど
の
払

い
下
げ
を
受
け
て
、
そ
の
地
主
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

す
で
に
そ
こ
に
展
開
し
て
い
る
生
産
関
係
を
維
持
し
つ
つ
、
こ
れ

ら
の
土
地
の
払
い
下
げ
・
民
有
地
化
を
行
う
と
な
れ
ぱ
、
土
地
の

実
質
的
な
占
有
者
に
そ
の
土
地
の
権
利
を
与
え
る
こ
と
が
ま
ず
考

え
ら
れ
ま
し
た
。
例
え
ば
、
各
種
官
荘
地
な
ど
の
場
合
、
原
則
的

に
、
そ
の
土
地
と
耕
作
者
を
管
理
す
る
荘
頭
に
土
地
の
払
い
下
げ

を
受
け
る
権
利
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
既
に
説
明
し
た
よ
う
に
、

こ
れ
ら
荘
頭
は
漢
軍
に
属
し
、
そ
の
一
部
は
各
在
地
に
お
い
て

「
地
主
的
」
な
存
在
で
あ
っ
た
と
言
い
ま
す
。
こ
う
し
た
荘
頭
の

一
部
は
広
大
な
荘
地
の
払
い
下
げ
を
受
け
、
完
全
な
る
地
主
と
し

て
の
地
位
を
獲
得
し
て
い
き
ま
し
た
。
奉
天
省
の
大
地
主
と
い
わ

れ
た
人
々
の
な
か
に
、
か
つ
て
官
荘
の
荘
頭
で
あ
っ
た
漢
軍
旗
人

が
少
な
く
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
の
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
事
情

が
あ
り
ま
す
。
緩
中
県
所
在
の
旧
錦
州
官
荘
の
荘
頭
で
あ
づ
た
凌

雲
閣
、
遼
陽
所
在
の
内
務
府
官
荘
の
荘
頭
で
あ
っ
た
田
雨
公
な
ど

は
、
そ
う
し
た
大
地
主
の
例
で
す
。

　
張
家
の
場
合
を
考
え
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
三
陵
の
土
地
に
つ

い
て
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
清
朝
の
時
代
、
清
朝
の
始
祖
が
生
ま
れ

た
と
さ
れ
る
長
白
山
（
現
在
の
吉
林
省
と
朝
鮮
と
の
境
に
位
置
す

る
）
か
ら
吉
林
省
東
南
部
を
通
り
、
奉
天
近
郊
の
昭
陵
に
い
た
る

ま
で
、
巨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
「
龍
気
」
の
通
う
適
筋
が
走

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
龍
気
は
清
朝
を
支
え

る
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
り
、
こ
の
龍
気
の
道
筋
が
「
龍
脈
」
と
呼
ぱ

れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
風
水
の
思
想
で
す
。
龍
脈
は
清
朝

に
よ
り
手
厚
く
保
護
さ
れ
、
そ
こ
に
各
種
の
「
封
禁
地
」
が
設
け

ら
れ
、
一
般
人
民
が
そ
こ
に
立
ち
入
り
、
狩
猟
・
耕
作
な
ど
を
行

う
こ
と
は
固
く
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
三
陵
衙
門
な
ど
が
こ
う

し
た
龍
脈
、
各
種
封
禁
地
の
保
護
に
当
た
り
ま
し
た
。
後
に
張
家

の
所
有
し
た
と
い
わ
れ
る
土
地
が
展
開
し
て
い
た
奉
天
、
撫
順
、

西
豊
、
興
京
、
樺
旬
な
ど
の
地
域
は
、
こ
う
し
た
龍
脈
の
上
に
あ

り
ま
し
た
。
こ
こ
で
、
一
つ
の
仮
説
が
成
り
立
ち
ま
す
。
つ
ま
り
、
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張
家
は
か
つ
て
三
陵
の
官
員
と
し
て
管
理
し
て
い
た
こ
れ
ら
の
龍
．

脈
の
走
っ
て
い
る
土
地
、
各
種
封
禁
地
を
、
そ
の
払
い
下
げ
の
機

会
に
乗
じ
て
、
自
ら
の
も
の
と
し
て
し
ま
づ
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
清
末
以
降
、
奉
天
屈
指
の
大
地
主
と

言
わ
れ
た
張
家
の
所
有
し
た
土
地
は
、
元
々
、
清
朝
の
家
産
で
あ

っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

こ
こ
に
、
一
つ
の
皮
肉
な
事
実
が
あ
り
ま
す
。
張
家
の
息
子
で
あ

る
張
樒
は
奉
天
に
お
け
る
反
清
運
動
の
指
導
者
で
し
た
。
張
家
の

財
産
は
そ
う
し
た
張
椿
の
政
治
活
動
を
支
え
る
重
要
な
役
割
を
果

た
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
張
家
の
財
産
と
は
、
実
は
、

清
朝
の
私
的
な
財
産
に
曲
来
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。

　
で
は
、
こ
う
し
た
三
陵
附
属
地
は
実
際
に
ど
の
よ
う
に
し
て
張

家
の
も
と
に
払
い
下
げ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
に

一
つ
の
難
し
い
問
題
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
奉
天
の
有
力
者
が

如
何
に
旧
官
荘
地
、
三
陵
附
属
地
な
ど
の
払
い
下
げ
を
受
け
、
地

主
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
点
を
文
献
史
料

か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た

土
地
の
払
い
下
げ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
示
す
史
料
が
残
さ

れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
偽
名
や
団
体
の
名
前
が
残
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
多
く
、
実
際
に
は
、
土
地
の
払
い
下
げ
の
実
態
が
分

か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
普
通
で
す
。
但
し
、
幸
運
な
こ
と

に
、
張
家
の
場
合
、
遼
寧
省
槽
案
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
榿
案
史

料
の
な
か
に
、
張
家
と
旧
三
陵
の
土
地
と
の
関
係
を
具
体
的
に
示

す
文
書
が
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
次
に
、
こ
う

し
た
史
料
を
用
い
て
、
張
家
と
旧
三
陵
の
土
地
と
の
関
係
を
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
。

四
　
張
家
と
三
陵
附
属
地
と
の
関
係

　
辛
亥
革
命
は
あ
る
意
味
で
中
途
半
端
な
結
果
の
革
命
で
し
た
。

民
国
政
府
が
清
朝
に
与
え
た
「
優
待
条
項
」
に
よ
り
、
清
朝
皇
室

は
革
命
後
も
各
国
君
主
と
同
じ
よ
う
に
遇
さ
れ
る
と
い
う
約
東
を

得
、
引
き
線
き
、
北
京
の
紫
禁
城
内
に
住
む
こ
と
を
許
さ
れ
ま
し

た
。
旧
清
朝
皇
室
は
な
お
一
定
の
権
威
を
有
し
た
の
で
す
。
そ
の

後
の
中
国
政
治
の
動
き
の
な
か
で
、
こ
の
こ
と
は
か
な
り
重
要
な

意
味
を
も
っ
て
き
ま
す
。
さ
て
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
点

は
、
こ
の
「
優
待
条
項
」
に
よ
り
、
奉
天
な
ど
の
地
に
設
け
ら
れ

て
い
た
各
種
官
荘
地
な
ど
の
土
地
は
旧
清
朝
皇
室
の
家
産
と
み
な

さ
れ
、
そ
の
私
有
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
旧
清
朝

皇
室
は
奉
天
な
ど
の
地
域
に
お
い
て
は
な
お
巨
大
な
地
主
で
あ
っ

た
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
張
作
霧
政
権
は
様
々
な
手
段
を
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駆
使
し
、
そ
れ
ら
の
土
地
を
民
間
に
払
い
下
げ
、
そ
の
権
利
を
旧

清
朝
皇
室
の
手
か
ら
奪
っ
て
い
き
ま
し
た
。
既
に
、
旧
清
朝
皇
室

に
は
こ
う
し
た
動
き
を
阻
止
す
る
政
治
的
な
カ
は
有
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
満
洲
国
の
時
代
に
ま
と
め
ら
れ
た
各
種
報
告
書
な
ど
を
読

む
と
、
既
に
、
一
九
三
〇
年
代
に
は
こ
う
し
た
旧
官
荘
地
な
ど
の

旧
清
朝
皇
室
の
家
産
は
ほ
ぼ
姿
を
消
し
て
い
た
と
書
か
れ
て
い
ま

す
。
但
し
、
例
え
ぱ
、
満
洲
国
に
臨
時
土
地
制
度
調
査
会
と
い
う

機
関
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
秘
密
幹
事
会
の
議
事
録
な
ど
を
読

む
と
、
事
実
は
少
し
違
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
満
洲

国
の
時
代
に
な
っ
て
も
、
ま
だ
、
旧
清
朝
皇
室
の
家
産
と
考
え
ら

れ
る
土
地
は
か
な
り
存
在
し
て
い
た
の
で
す
。
満
洲
国
政
府
は
旧

清
朝
皇
室
の
土
地
財
産
の
ほ
と
ん
ど
は
既
に
存
在
し
な
い
と
言
い

切
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
り
、
満
洲
国
皇
室
の
私
的
財
産
を
め
ぐ

っ
て
将
来
生
じ
る
で
あ
ろ
う
厄
介
な
問
題
を
あ
ら
か
じ
め
回
避
し

よ
う
と
し
て
い
た
の
で
す
。

　
そ
こ
で
、
辛
亥
革
命
後
、
旧
清
朝
皇
室
の
家
産
と
さ
れ
た
土
地

の
整
理
は
そ
う
簡
単
に
は
進
ま
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら

れ
ま
す
。
旧
清
朝
皇
室
も
積
極
的
に
は
土
地
の
払
い
下
げ
に
は
応

じ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
何
よ
り
、
払
い
下
げ
の
対
象
と

な
る
土
地
の
権
利
関
係
が
多
く
の
場
合
複
雑
で
し
た
。
例
え
ば
、

そ
の
土
地
を
管
理
し
た
荘
頭
と
耕
作
に
従
事
し
た
壮
丁
や
佃
戸
と

の
間
に
は
、
土
地
を
め
ぐ
う
て
複
雑
で
重
層
的
な
関
係
が
展
開
し

て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
清
朝
の
時
代
の
禁
令
を
無
視
し
て
、
そ
の

土
地
が
既
に
第
三
者
に
売
却
、
あ
る
い
は
、
貸
し
出
さ
れ
て
い
る

場
合
も
あ
り
ま
し
た
。
様
々
な
人
間
の
利
害
が
交
錯
す
る
な
か
で
、

重
層
的
な
土
地
権
弔
関
係
を
整
理
し
、
た
だ
一
人
の
権
利
者
に
土

地
を
払
い
下
げ
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
容
易
で
な
－
か
っ

た
と
想
像
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
旧
官
荘
地
や
三
陵
附
属
地
の
多

く
が
、
か
つ
て
の
そ
の
土
地
の
管
理
者
で
あ
る
荘
頭
や
三
陵
官
員

の
も
と
に
払
い
下
げ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
過
程
で
ど
の
よ
う

な
問
題
が
生
じ
た
の
か
と
い
う
点
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
張
家
の
場
合
に
も
、
辛
亥
革
命
後
、

結
局
は
三
陵
の
多
く
の
土
地
を
自
ら
の
も
の
と
す
る
こ
と
に
成
功

し
た
と
推
測
で
き
ま
す
が
、
そ
の
過
程
で
如
何
な
る
問
題
が
起
こ

っ
た
か
と
い
う
点
が
重
要
で
す
。
そ
こ
か
ら
、
張
家
と
旧
清
朝
皇

室
、
張
家
と
奉
天
地
方
政
府
と
の
問
の
関
係
な
ど
が
明
ら
か
に
な

っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
先
程
紹
介
し
た
遼

寧
省
槽
案
館
所
蔵
の
史
料
か
ら
、
張
家
と
三
陵
附
属
地
と
の
関
わ

り
に
つ
い
て
、
二
つ
の
事
例
を
と
り
あ
げ
て
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

①
昭
陵
竃
柴
官
旬
地
に
関
す
る
事
件
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清
朝
の
時
代
、
昭
陵
（
太
宗
の
陵
墓
）
の
附
属
地
で
、
薯
柴
官

旬
地
と
よ
ぱ
れ
た
土
地
が
奉
天
の
西
北
近
郊
に
展
開
し
て
い
ま
し

た
。
こ
の
土
地
は
、
元
々
、
昭
陵
の
甑
瓦
を
製
造
す
る
た
め
の
柴

薪
・
薯
土
を
採
取
し
、
警
場
を
設
置
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
、
そ

の
面
積
は
三
万
畝
以
上
に
も
な
り
ま
し
た
。
当
時
、
こ
の
地
域
の

農
家
の
平
均
的
な
耕
地
面
積
が
二
〇
－
三
〇
畝
で
あ
っ
た
と
言
い

ま
す
か
ら
、
こ
の
土
地
の
広
さ
が
分
か
り
ま
す
。
清
末
時
、
こ
の

土
地
は
既
に
三
陵
所
属
の
官
員
・
壮
丁
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
、
か

れ
ら
は
三
陵
衙
門
に
一
定
の
租
を
納
入
し
て
い
ま
し
た
。
史
料
に

よ
れ
ば
、
こ
の
土
地
の
う
ち
、
合
わ
せ
て
二
千
畝
以
上
を
占
有
し

て
い
た
人
物
が
張
樒
と
張
換
柏
の
兄
弟
で
あ
り
、
こ
の
張
家
が
窪

柴
官
旬
地
の
土
地
と
壮
丁
の
多
く
を
実
質
的
に
支
配
し
て
い
ま
し

た
。
民
国
の
初
頭
、
こ
の
土
地
が
民
間
に
払
い
下
げ
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
際
、
一
つ
の
問
題
が
起
こ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
張
家

の
占
有
し
た
部
分
を
中
心
と
し
て
、
か
な
り
の
面
積
の
土
地
が
日

本
人
に
貸
与
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
こ
と
で
す
。
張
作
霧

政
権
は
、
こ
れ
が
実
質
的
に
日
本
人
へ
の
土
地
売
却
で
あ
る
と
判

断
し
、
そ
の
土
地
を
接
収
し
ま
し
た
。
当
時
、
張
作
霧
政
権
は
外

国
人
へ
の
土
地
売
却
を
禁
じ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
一
つ
の
事

件
の
記
録
と
し
て
、
こ
の
史
料
は
、
清
朝
の
時
代
に
お
い
て
、
張

家
が
三
陵
附
属
地
を
実
質
的
に
支
配
し
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
、

民
国
期
、
日
本
人
へ
の
土
地
貸
出
が
発
覚
し
た
こ
と
に
よ
り
、
張

家
が
そ
の
土
地
の
払
い
下
げ
を
受
け
る
こ
と
に
失
敗
し
て
い
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
す
。
恐
ら
く
、
こ
う
し
た
問
題
が
起
こ

ら
な
け
れ
ぱ
、
そ
の
土
地
は
そ
の
ま
ま
張
家
に
払
い
下
げ
ら
れ
た

の
で
し
ょ
う
。
こ
の
馨
柴
官
旬
地
の
払
い
下
げ
の
事
例
が
例
外
的

ポ
事
件
の
記
録
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
他
の

三
陵
附
属
地
の
場
合
、
張
家
は
多
く
の
土
地
の
払
い
下
げ
を
受
け

る
こ
と
に
成
功
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

②
　
昭
陵
鉄
地
に
関
す
る
事
件

　
昭
陵
塞
柴
官
旬
地
と
同
じ
く
、
奉
天
市
の
北
側
に
昭
陵
余
地
と

い
う
昭
陵
の
附
属
地
が
展
開
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
面
積
は
約
一

四
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
に
も
な
る
と
い
う
広
大
な
も
の
で

し
た
。
辛
亥
革
命
後
、
こ
の
土
地
の
権
利
を
め
ぐ
っ
て
一
つ
の
輿

味
深
い
事
件
が
起
こ
り
ま
し
た
。
そ
の
事
件
に
関
す
る
史
料
の
な

か
に
、
や
は
り
、
張
換
柏
の
名
前
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

事
件
の
内
容
は
実
に
複
雑
な
も
の
で
す
が
、
概
略
は
次
の
よ
う
な

も
の
で
し
た
。
辛
亥
革
命
後
、
奉
天
都
督
趨
爾
巽
、
奉
天
塩
運
使

周
肇
祥
ら
を
中
心
と
す
る
数
名
の
奉
天
地
方
政
府
高
官
は
広
大
な

面
積
の
昭
陵
余
地
の
存
在
に
目
を
付
け
、
偽
名
を
用
い
て
「
薄
豊
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農
場
公
司
」
と
い
う
会
社
を
設
立
し
、
清
朝
皇
室
か
ら
そ
の
土
地

を
借
受
け
ま
し
た
。
超
爾
巽
ら
は
官
界
に
身
が
あ
り
な
が
ら
民
間

人
を
装
い
、
こ
の
土
地
の
権
利
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。

し
か
し
、
そ
の
後
、
奉
天
政
界
で
実
権
を
確
立
し
た
張
作
霧
が
趨

爾
巽
ら
の
行
為
を
摘
発
し
ま
す
。
そ
こ
で
、
趨
爾
巽
ら
は
旧
清
朝

皇
室
か
ら
借
り
受
け
て
い
た
昭
陵
鉄
地
に
関
す
る
権
利
を
日
本
人

の
榊
原
政
雄
と
い
う
人
物
に
転
売
し
て
し
ま
い
、
こ
こ
に
「
榊
原

農
場
」
と
い
う
農
場
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
榊
原
の
旧
昭
陵
余
地

の
権
利
獲
得
に
は
日
本
の
満
鉄
、
関
東
軍
の
深
い
関
与
が
あ
っ
た

よ
う
で
す
。
し
か
し
、
張
作
霧
政
権
は
こ
の
榊
原
農
場
の
土
地
を

中
国
側
に
回
収
す
る
こ
と
を
試
み
ま
し
た
。
そ
の
過
程
で
、
一
九

一
五
年
、
旧
薄
豊
農
場
公
司
の
株
主
代
表
で
あ
る
張
換
柏
ら
と
榊

原
政
雄
の
代
理
人
細
梅
三
郎
（
当
時
の
衆
議
院
議
員
）
と
の
間
で

榊
原
農
場
の
土
地
を
中
国
側
に
返
還
す
る
た
め
の
交
渉
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
こ
の
時
、
張
換
柏
は
薄
豊
農
場
の
利
害
を
代
表
と
す
る

人
物
と
し
て
、
旧
昭
陵
余
地
の
問
題
に
介
入
し
て
き
た
の
で
す
。

交
渉
の
結
果
、
榊
原
農
場
の
大
部
分
の
土
地
の
権
利
は
張
換
柏
の

管
理
の
も
と
に
一
度
戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
後
、
こ
れ
ら

の
土
地
の
権
利
は
奉
天
省
政
府
の
手
に
移
り
、
そ
こ
か
ら
土
地
は

民
間
に
払
い
下
げ
ら
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
れ
以
上
の
説
明

は
省
略
し
ま
す
が
、
こ
の
榊
原
農
場
の
問
題
は
そ
の
後
も
日
中
間

の
係
争
事
件
と
し
て
残
っ
て
い
き
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
清
朝

の
時
代
、
張
家
は
昭
陵
余
地
に
対
し
相
当
の
権
利
を
有
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
辛
亥
革
命
後
、
張
換
柏
は
こ
の
土
地
を
め

ぐ
る
係
争
事
件
に
深
く
関
わ
う
て
い
き
ま
し
た
。

　
以
上
の
二
例
は
、
清
末
以
降
の
三
陵
附
属
地
の
解
体
過
程
の
な

か
で
、
張
家
が
そ
の
土
地
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
い
っ
た
こ
と
を

真
接
的
に
示
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
史

料
か
ら
、
張
家
が
広
大
な
面
積
の
三
陵
附
属
地
、
そ
の
耕
作
者
で

あ
る
壮
丁
・
佃
戸
を
各
在
地
に
お
い
て
支
配
し
て
い
た
こ
と
を
確

認
で
き
ま
す
。
三
陵
附
属
地
は
清
朝
皇
室
の
家
産
で
あ
り
、
張
家

の
財
産
で
は
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
張
家
は
、
昭
陵
馨
柴

官
旬
地
の
場
合
に
は
、
そ
の
在
地
支
配
力
を
背
景
に
土
地
を
自
ら

の
手
で
処
分
し
て
し
ま
う
こ
と
を
試
み
、
昭
陵
余
地
の
場
合
に
は
、

そ
の
土
地
の
権
利
者
代
表
と
し
て
、
一
方
の
土
地
権
利
者
（
こ
の

場
合
は
日
本
人
の
榊
原
政
雄
）
と
の
交
渉
に
当
た
る
役
割
を
務
め
、

そ
こ
か
ら
多
く
の
利
益
を
得
て
い
た
の
で
す
。
旧
清
朝
皇
室
、
張

作
霧
政
権
が
三
陵
附
属
地
の
解
体
・
整
理
に
関
し
て
様
々
な
交
渉

を
進
め
て
い
く
う
え
で
、
こ
う
し
た
張
家
の
持
つ
在
地
的
な
影
響

力
は
時
と
し
て
大
き
な
障
害
と
な
り
、
ま
た
、
あ
る
時
は
、
そ
の
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協
力
を
得
る
こ
と
が
必
要
だ
づ
た
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
た
立
場
を

利
用
し
な
が
ら
、
張
家
は
か
つ
て
自
ら
が
管
理
し
て
い
た
三
陵
附

属
地
の
払
い
下
げ
を
機
会
あ
る
。
こ
と
に
受
け
、
或
い
は
、
そ
の
ま

ま
自
ら
の
土
地
と
し
て
し
ま
い
、
そ
の
所
有
地
を
拡
大
し
て
い
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
清
朝
の
初
期
、
張
家
は
漢
族
で
あ
り

な
が
ら
旗
籍
に
置
か
れ
、
清
朝
皇
室
の
た
め
に
三
陵
附
属
地
の
管

理
を
行
う
こ
と
を
そ
の
任
と
し
ま
し
た
。
や
が
て
、
清
末
以
降
、

そ
の
こ
と
が
こ
の
家
に
莫
大
な
土
地
財
産
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な

っ
た
の
で
す
。

五
　
ま
と
め
に
代
え
て

　
こ
こ
ま
で
、
旧
奉
天
省
の
有
力
者
で
あ
っ
た
張
家
に
焦
点
を
当

て
て
話
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
清
末
以
降
、
こ
の
張
家
か
ら
は
張

樒
、
張
換
柏
、
張
換
相
と
い
う
た
奉
天
政
界
の
実
力
者
が
生
ま
れ

て
き
ま
し
た
。
先
に
も
述
ぺ
た
よ
う
に
、
清
朝
の
時
代
、
こ
の
張

家
は
官
僚
の
家
で
あ
う
て
な
い
よ
う
な
、
地
主
の
家
で
あ
っ
て
な

い
よ
う
な
、
漢
族
で
あ
っ
て
満
族
で
あ
る
よ
う
な
と
い
う
存
在
で

し
た
。
張
換
柏
な
ど
は
政
界
の
「
黒
幕
」
的
な
存
在
で
あ
っ
た
よ

う
で
す
。
本
講
座
の
タ
イ
ト
ル
を
使
え
ぱ
、
実
に
、
「
混
沌
」
と

し
た
世
界
が
そ
こ
に
展
開
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
し
か
し
、

漢
軍
旗
人
の
歴
史
、
そ
の
漢
軍
旗
人
と
官
荘
地
・
三
陵
附
属
地
な

ど
と
の
関
係
と
い
っ
た
視
点
か
ら
張
家
の
歴
史
を
と
ら
え
て
み
る

と
、
そ
こ
に
、
そ
れ
ほ
ど
理
解
困
難
な
問
題
が
あ
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
張
家
の
歴
史
は
、
中
国
史
に
お
け
る
「
民

族
」
、
「
土
地
所
有
」
、
「
官
僚
機
構
」
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
、

私
た
ち
が
よ
り
多
面
的
な
理
解
を
進
め
て
い
く
た
め
の
具
体
的
な

材
料
を
提
供
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
さ
ら
に

考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
、
私
の
今
後
の
課
題
で
す
。
今
回
は
、

張
家
の
歴
史
か
ら
上
述
の
よ
う
な
興
味
あ
る
問
題
が
見
え
て
き
た

こ
と
を
確
認
し
、
こ
こ
で
の
話
を
終
え
る
こ
と
に
し
ま
す
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
一
橋
大
学
春
期
公
開
講
座
「
ア
ジ
ア
の
混
沌
と

秩
序
」
で
の
講
義
の
内
容
を
文
章
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た

め
、
細
か
な
註
を
付
け
る
と
い
う
作
業
を
省
略
し
ま
し
た
。
個
々

の
論
点
に
つ
い
て
は
、
参
考
に
示
し
た
他
の
研
究
や
拙
稿
な
ど
を

参
照
し
て
下
さ
い
。
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