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研
究
の
目
的

六
朝
時
代
に
は
士
族

･
庶
属
の
い
ず
れ
の
身
分
の
出
身
者
も
そ
の
出
身
し
た
家
格
に
よ
り
政
治
上

･
社
会
上
の
地
位
が
規
定
さ
れ
た
が
'
そ
の
家
格
に
よ
る

規
制
を
最
も
端
的
に
表
現
し
た

っ
た
｡
こ

士
身
分
内
の
階
層

制
と
い
う
観
点
か
ら
'
就
任
官
や
通
婚
関

係
が
研
究

さ
れ
た
が
､
誠

任
官
に
つ
い
て
は
今
措
く
と
し
て
通
婚
関
係
に
つ
い

て
は南

北
両
朝
と
も
研
究
さ
れ
て
い

る
が
､
そ
の
多
-
は
家
毎
に
個
々
別
々
に
行
わ
れ
て
お
り
､
当
時
の
通
婚
関
係
全
体
を
具
体
的
に
解
明
し
た
研
究
は
な
い
｡
そ
こ
で
本
研
究
で
は
北
朝
士
大
夫

に
限

っ
て
通
婚
関
係
例
を
正
史
等
の
文
献
史
料
と
と
も
に
伝
製
あ
る
い
は
発
掘
史
料
で
あ
る
墓
誌
を
用
い
な
が
ら
'
王
朝

(国
家
権
力

･
皇
帝
権
)
と
の
関
わ

り
を
視
野
を
収
め

つ
つ
､
そ
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
､
六
朝
時
代
､
ひ
い
て
は
隔
唐
時
代
の
政
治

･
社
会
の
構
造
を
研
究
す
る
手
か
か
り
を
得
た
い
と
考
え

る
｡研

究
組
織

研
究
代
表
者

-
長
部
悦
弘

研
究
経
費

平
成
六
年
度

一
､
〇
〇
〇
千
円

平
成
七
年
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は
し

が

き

本
富
は
､
平
成
六

･
七
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金

一
般
研
究

(C
)

｢北
朝
士
大
夫
の
通
婚
関
係
の
研
究
｣
の
研
究
成
果
報
告
書
と
し
て
刊
行
す
る

も
の
で
あ
る
｡

中
国
の
六
朝
隔
唐
時
代
は
士
大
夫

(貴
族
)
が
政
治

･
経
済

･
社
会

･
文
化
を
主
導
す
る
社
会
階
層
と
し
て
今
日
認
め
ら
れ
て
い
る
が
'
我
が
国
の
六
朝
隔

唐
時
代
の
士
大
夫

(貴
族
)
に
対
す
る
研
究
に
先
鞭
を
つ
け
､
そ
の
後
の
研
究
方
向
を
定
め
た
の
か
内
藤
湖
南
氏
の
見
解
で
あ
る
｡
次
に
そ
の

一
端
を
引
い
て

み
よ
う
｡

貴
族
政
治
は
､
支
那
で
は
六
朝
か
ら
唐
の
中
頃
ま
で
を
最
も
盛
ん
な
る
時
代
と
し
た
｡
勿
論
こ
の
貴
族
政
治
は
､
上
古
の
宗
教
的
な
氏
族
政
治
と
は
全
-
別

物
で
'
武
人
を
中
心
と
し
て
封
建
政
治
と
も
別
種
の
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
時
代
の
支
那
の
貴
族
は
､
制
度
と
し
て
天
子
か
ら
領
土
人
民
を
輿
へ
ら
れ
た
と
い

ふ
う
の
で
は
な
-
､
そ
の
家
柄
が
自
然
に
地
方
の
名
望
家
と
し
て
永
続
し
た
関
係
か
ら
生
じ
た
も
の
で
'
勿
論
こ
れ
は
元
来
幾
代
も
官
吏
を
出
し
た
の
に
基

因
す
る
｡
当
時
社
会
上
の
実
権
は
こ
の
貴
族
が
握
っ
て
い
た
｡
こ
れ
ら
の
貴
族
は
､
皆
系
譜
を
重
ん
じ
､
そ
の
為
に
当
時
系
譜
学
が
盛
ん
に
な
っ
た
位
で
あ

る

｡
(略
)

か
-
の
如
き
名
族
は
､
当
時
の
政
治
上
の
位
置
か
ら
殆
ど
超
越
し
て
居
る
｡
即
ち
当
時
の
政
治
は
､
貴
族
全
体
の
専
有
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
貴

族
で
な
け
れ
ば
高
さ
官
職
に
就
-
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
が
､
し
か
し
君
臣
な
ど
と
い
ふ
位
置
の
関
係
は
'
家
柄
と
は
必
ず
し
も

一
致
せ
ず
'
第

一
流
の
貴

族
と
な
る
と
は
限
ら
な
い
｡
殊
に
天
子
の
位
置
は
尤
も
特
別
の
も
の
で
､
こ
れ
は
実
力
あ
る
者
の
手
に
帰
し
た
が
､
天
子
に
な
っ
て
も
そ
の
家
柄
は
第

1
流

の
貴
族
と
な
る
と
は
限
ら
な
い
｡

(略
)
こ
れ
ら
の
名
族
は
'
皆
同
階
級
の
貴
族
の
問
で
結
婚
を
な
し
､
そ
れ
ら
の
団
体
が
社
会
の
中
心
を
形
成
し
'
何
人

が
天
子
に
な
っ
て
も
､
最
も
よ
き
官
職
は
皆
こ
の
仲
間
の
占
む
る
所
と
な
り
､
政
治
は
こ
れ
ら
の
貴
族
の
持
ち
合
ひ
で
出
来
て
居
っ
た
｡
Ⅲ

内
藤
氏
は
士

･
士
族

･
士
大
夫
と
い
っ
た
歴
史
的
表
現
を
歴
史
学
上
の
概
念
で
あ
る

｢貴
族
｣
を
以
て
表
し

脚は
じ
め
て
六
朝
隔
唐
時
代
の
政
治

･
社
会

･

文
化
を
解
析
し
､
以
後
我
が
国
の
六
朝
隔
唐
時
代
の
士
大
夫

(貴
族
)
に
対
す
る
研
究
は
氏
の
指
摘
の
中
か
ら
可
能
性
を
汲
み
取
っ
て
深
化
し
て
き
た
と
み
ら

れ
る
｡

こ
こ
三
〇
年
来
六
朝
史
の
中
心
テ
ー
マ
の

一
つ
は
､
士
大
夫

(貴
族
)
と
国
家
権
力

(王
朝

･
皇
帝
権
)
と
の
関
係
､
士
大
夫

(貴
族
)
が
国
家
権
力

(王



朝

･
皇
帝
権
)
に
依
存

･
従
属
す
る
存
在
で
あ
っ
た
の
か
､
あ
る
い
は
士
大
夫

(貴
族
)
が
国
家
権
力

(大
朝

･
皇
帝
権
)
か
ら
自
立
し
た
存
在
で
あ
る
の
か
､

と
い
う
問
題
で
あ
る
｡
こ
の
問
題
は
､
谷
川
道
雄
氏
が
宮
崎
市
定
氏
が

『九
品
宮
人
法
の
研
究
-
科
挙
前
史
』
に
お
い
て
解
明
し
た
郷
品
と
官
品
と
の
相
関
関

係
に
対
す
る
解
釈
か
ら
導
き
出
し
提
起
し
た
も
の
で
あ
る
｡
以
下
､
谷
川
氏
の
問
題
提
起
を
み
て
み
よ
う
｡

わ
た
-
し
の
成
蒜
心
で
は
'
官
品
が
郷
品
に
よ
っ
て
､
決
定
さ
れ
る
と
い
う
事
実
は
'
貴
族
の
身
分

･
地
位
が
い
く
ら
王
朝
権
力
に
付
与
さ
れ
て
い
る
か
に
見

え
て
も
､
本
源
的
に
は
そ
の
郷
党
社
会
に
お
け
る
地
位

･
権
威
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
､
王
朝
は
そ
れ
の
承
認
機
関
1
尤
も
こ
の
承
認
は
大
き

な
役
割
を
占
め
る
の
で
あ
る
が
ー
に
す
ぐ
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
端
的
に
言
え
ば
､
貴
族
を
貴
族
た
ら
し
め
る
も
の
は
､
本
源
的

に
は
王
朝
内
部
に
は
な
-
て
､
そ
の
外
側
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
の
承
認
手
続
き
こ
そ
が
､
つ
ま
り
は
九
品
宮
人
法
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
も
で

き
る
の
で
あ
る
｡

こ
う
考
え
る
な
ら
ば
､
六
朝
貴
族
制
が
い
か
に
官
僚
制
的
姿
態
を
装
っ
て
い
よ
う
と
も
'
そ
の
本
質
は
封
建
制
に
擬
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
り
'
い
い
か

え
れ
ば
､
封
建
制
の
変
形
と
も
い
い
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
｡
わ
た
く
L
は
､
著
者
の
真
意
は
こ
こ
に
存
ず
る
と
お
も
う
の
で
あ
る
が
､
も
し
果
た
し
て
そ

う
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
六
朝
社
会
は
世
界
史
上
の
中
世
封
建
社
会
に
も
比
定
す
べ
き

l
時
代
た
る
こ
と
が
著
者
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
て
こ
と
に
な
る
.

制

以
来
､
士
大
夫

(貴
族
)
の
依
拠
す
る
基
盤
が
郷
里
社
会
に
あ
る
と
考
え
る
谷
川

･
川
勝
良
雄
両
氏
と
､
そ
れ
が
王
朝

(国
家
権
力

･
皇
帝
権
)
に
あ
る
と

み
な
す
矢
野
主
税
氏
と
の
問
で
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
｡
㈲

士
大
夫

(貴
族
)
の
存
立
基
盤
が
郷
里
社
会
に
あ
る
と
す
る
谷
川

･
川
勝
両
氏
の
見
方
は
'
直
接
に
は
宮
崎
氏
の
上
記
の
見
解
か
ら
ひ
き
出
さ
れ
た
が
､
更
に

淵
源
を
辿
れ
ば
内
藤
氏
の

｢
こ
の
時
代
の
支
那
の
貴
族
は
'
制
度
と
し
て
天
子
か
ら
領
土
人
民
を
輿
へ
ら
れ
た
と
い
ふ
の
で
は
な
く
､
そ
の
家
柄
が
自
然
に
地

方
の
名
望
家
と
し
て
永
続
し
た
関
係
か
ら
生
じ
た
も
の
｣
と
い
う
う
上
記
引
用
文
中
の
発
言
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
六
朝
士
大
夫

(貴
族
)
と
王
朝

(皇

帝
権

･
国
家
権
力
)
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
､
私
は
基
本
的
に
は
前
者
の
存
立
基
盤
が
後
者
に
な
く
'
と
り
わ
け
て
も
北
朝
士
大
夫

(貴
族
)
に
関
し
て
は

郷
里
社
会
に
存
立
基
盤
が
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
に
同
意
す
る
｡

と
こ
ろ
で
六
朝
士
大
夫

(貴
族
)
の
あ
り
方
を
探
る
に
当
た
っ
て
､
各
郷
里
社
会
に
依
拠
し
て
い
た
彼
ら
が
自
己
の
郷
里
社
会
を
超
え
て
地
域
を
横
断
し
て

｢士
｣
階
層
を
形
成
し
て
い
た
点
に
も
目
を
や
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
つ
ま
り
地
域
を
横
断
し
て

｢士
｣
階
層
を
結
成
し
て
い
た
点
に
も
､
六

朝
士
大
夫

(貴
族
)
が
王
朝

(国
家
権
力

･
皇
帝
権
)
か
ら
自
立
し
て
い
た
原
因
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
､
川
勝
氏

が
六
朝
貴
族
制
が
成
立
す
る
構
造
を
後
漢
末
､
三
国
初
に
焦
点
を
当
て
て
説
明
さ
れ
て
い
る
の
が
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
｡
以
下
'
川
勝
氏
の
発
言
に
耳
を
傾

け
て
み
よ
う
｡

黄
巾
に
よ
っ
て
ま
き
お
こ
さ
れ
た
地
方
の
無
秩
序
状
態
は
郷
邑
存
立
の
危
機
を
前
に
し
て
'
対
立
し
て
い
た
大
姓
と
知
識
人
と
の
協
同
を
促
し
た
.
こ
う

し
て
秩
序
の
恢
復
し
た
郷
邑
を
よ
り
安
全
に
す
る
た
め
に
t
よ
り
協
力
な
権
力
体
へ
結
び
つ
け
る
パ
イ
プ
の
役
割
は
知
識
人
の
も
の
で
あ
っ
た
｡
上
部
の
権

ワ



力
と
下
部
の
権
力
と
の
問
の
媒
介
者
と
な
っ
た
知
識
階
級
は
'
上
下
の
双
方
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
反
対
側
の
権
力
を
背
景
に
発
言
権
を
増
す
｡
少
な
-
と
も
'

下
部
権
力
た
る
大
姓
に
対
し
て
'
上
部
権
力
を
背
景
に
も
っ
た
知
識
人
の
優
位
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
大
混
乱
の
さ
な
か
に
お
い
て
さ
え
'
知
識
階
級
が
右

の
よ
う
な
形
で
上
下
の
権
力
の
問
の
媒
介
層
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
､
か
な
り
重
要
な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
｡

(略
)
こ
れ
ら
の
知
識
階
級
は
､
従
っ

て
強
弱
さ
ま
ざ
ま
の
権
力
体
相
互
を
結
び
つ
け
る
媒
介
者
と
し
て
'

一
つ
の
社
会
層
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
｡
私
が
第

一
章
に
お
い
て
､
清
流
勢
力
か

ら
全
土
大
夫
団
に
発
展
し
た
と
い
っ
た
の
は
､
正
し
-
言
い
直
せ
ば
､
知
識
階
級
が
こ
の
よ
う
に
横
に
連
帯
す
る
権
力
媒
体
層
と
な
っ
た
こ
と
に
は
か
な
ら

な
い
｡
権
力
媒
体
層
と
な
っ
た
知
識
階
級
は
､

一
方
で
は
下
部
権
力
た
る
地
方
大
姓
よ
り
も
優
位
に
立
ち
､
こ
の
強
大
化
-
領
主
化
を
抑
え
る
作
用
を
な
す

と
と
も
に
､
地
方
で
は
下
部
権
力
の
代
表
者
､
い
わ
ゆ
る

｢民
の
望
｣
と
し
て
､
上
部
権
力
を
支
え
な
が
ら
も
､
そ
の
方
向
を
規
制
す
る
｡
か
-
て
､
こ
の

社
会
層
は

｢士
｣
と
い
う
身
分
階
層
を
形
成
し
'
そ
の
上
に
文
人
的
な
貴
族
制
社
会
を
成
立
せ
し
め
て
ゆ
-
の
で
あ
る
｡
脚

か
-
の
如
-
川
勝
氏
は
後
漠
末
か
ら
三
国
初
に
か
け
て
清
流
勢
力
た
る
知
識
階
級
が
各
郷
里
社
会
に
根
を
は
り
､

一
方
で
は
各
郷
里
社
会
の
知
識
階
級
が
横

に
連
帯
し
､
更
に
上
部
権
力
の
曹
操
を
支
え
な
が
ら
そ
の
方
向
を
規
制
す
る
構
造
の
中
な
ら
六
朝
士
大
夫
が
創
出
さ
れ
て
い
-
姿
を
描
い
た
が
'
六
朝
士
大
夫

(貴
族
)
の
淵
源
と
も
言
う
べ
き
後
漠
末
､
三
国
初
の

｢士
｣
階
層
は
社
会
構
造
中
郷
里
社
会
内
で
の
垂
直
関
係
の
頂
点
と
各
郷
里
社
会
を
繋
ぐ
水
平
関
係
と

の
結
節
点
に
立
っ
て
い
た
と
言
い
換
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
川
勝
氏
の
場
合
､
後
漠
末
､
三
国
初
に

｢士
｣
階
層
が
上
郡
権
力
の
曹
操
に
抗
し
得
る
力
の
根
源

を
郷
里
社
会
で
の
垂
直
関
係
の
頂
点
に
立
っ
て
い
る
点
に
求
め
て
い
る
が
､

｢士
｣
階
層
が
既
に
成
立
し
て
い
た
六
朝
時
代
に
は
王
朝

(国
家
権
力

･
皇
帝

権
)
か
ら
自
立
し
得
た
原
因
と
し
て
､
各
士
大
夫

(貴
族
)
が
各
郷
里
社
会
で
の
垂
直
関
係
の
頂
点
に
立
っ
て
い
た
こ
と
と
も
に
各
士
大
夫
が
己
が
郷
里
社
会

で
他
の
士
大
夫
と
孤
絶
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
く
川
勝
氏
が
後
漢
末
､
三
国
初
の

｢士
｣
階
層
に
つ
い
て
論
じ
た
如
く
各
郷
里
社
会
の
頂
点
に
位
置
す

る
士
大
夫

(貴
族
)
が
他
の
士
大
夫

(貴
族
)
と
相
互
に
横
断
的
に
連
帯
す
る
水
平
関
係
を
構
成
し
'
士
大
夫
集
団

(貴
族
集
団
)
を
編
成
し
て
い
た
こ
と
も

認
め
ら
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
｡
そ
れ
で
は
六
朝
士
大
夫
が
各
々
依
拠
す
る
郷
里
社
会
を
超
え
て
横
断
的
に
結
合
す
る
方
法
と
し
て
'
何
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

ろ
う
か
｡
私
は
そ
の
最
も
有
力
な
方
法
と
し
て
'
内
藤
氏
が
前
の
引
用
文
中
で

｢こ
れ
ら
の
名
族
は
'
皆
同
階
級
の
貴
族
の
間
で
結
婚
を
な
し
､
そ
れ
ら
の
団

体
が
社
会
の
中
心
を
形
成
し
､
云
云
｡
｣
と
語
っ
て
お
り
､
更
に
中
村
圭
爾
氏
が

｢六
朝
貴
族
が
現
実
的
に
は
官
僚
身
分
の
世
襲
と
婚
姻
関
係
に
よ
る
門
閥
を

構
成
し
て
い
る
こ
と
は
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
｣
㈲
と
説
い
て
い
る
如
-
'
士
大
夫

(貴
族
)
の
家
同
士
通
婚
す
る
こ
と
で
る
と
考
え
る
｡
従
来
六
朝

士
大
夫
の
通
婚
関
係
の
研
究
は
､
中
村
氏
に
よ
れ
ば
そ
の
論
点
は
①
士
大
夫
の
最
上
層
階
層
間
の
婚
姻
関
係
'
②

｢士
庶
不
婚
｣
と
い
う
身
分
的
内
婚
制
､
③

南
北
人
不
姫
の
三
点
で
あ
り
'
更
に
中
村
氏
自
身
の
研
究
も
加
え
る
と
④
士
大
夫
の
最
上
層
階
層
以
外
の
通
婚
関
係
刑
が
挙
げ
ら
れ
る
O
旧
来
南
北
南
朝
の
士

大
夫
の
通
婚
関
係
が
研
究
対
象
と
な
っ
た
が
､
今
北
朝
士
大
夫
に
焦
点
を
当
て
て
考
え
て
み
る
と
'
各
家
毎
に
個
々
別
に
研
究
し
た
も
の
と
､
北
朝
士
大
夫
の

通
婚
関
係
を
全
体
的
に
研
究
し
た
も
の
と
に
分
か
れ
る
｡
㈲
も
し
か
り
に
各
士
大
夫
が
各
郷
里
社
会
内
部
､
各
郷
里
社
会
を
超
え
て
結
ん
だ
と
推
定
さ
れ
る
通

婚
関
係
の
事
例
を
集
積
し
て
北
朝
士
大
夫
の
通
婚
関
係
の
全
容
を
解
明
し
た
な
ら
ば
､
そ
の
全
体
像
か
ら
逆
に
各
士
大
夫
の
家
の
通
婚
関
係
を
僻
徹
し
て
中
村

只



氏
が
整
理
し
た
通
婚
関
係
に
関
す
る
研
究
の
論
点
で
あ
る
②
の
身
分
制
､
③

･
④
の
士
大
夫
身
分
内
で
の
階
層
制
と
い
う
視
点
か
ら
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き

ょ
う
｡
ま
た
各
士
大
夫
の
郷
里

(出
身
池
)
と
い
う
視
点
を
導
入
し
て
通
婚
関
係
を
眺
め
た
な
ら
ば
'
通
婚
関
係
を
通
し
て
異
な
る
地
域
間
の
士
大
夫
同
士
の

結
合
の
疎
密
度
が
浮
か
び
あ
が
る
可
能
性
も
予
測
さ
れ
る
｡
更
に
北
朝
士
大
夫
と
王
朝

(国
家
権
力

･
皇
帝
権
)
と
の
関
わ
り
か
ら
み
れ
ば
､
北
朝
士
大
夫
と

北
朝
諸
国
家
帝
室
と
の
問
に
婚
姻
関
係
が
認
め
ら
れ
る
が
､
北
朝
士
大
夫
の
通
婚
関
係
全
体
を
士
庶
身
分

･
士
身
分
内
の
階
層

･
地
域
と
い
う
観
点
か
ら
整
理

し
て
お
-
こ
と
に
よ
り
将
来
身
分
秩
序
の
み
な
ら
ず
国
家
の
地
域
統
治
上
の
意
義
を
関
明
に
す
る
足
か
か
り
が
得
ら
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
｡

こ
れ
ま
で
北
朝
士
大
夫
全
体
の
通
婚
関
係
に
つ
い
て
は
､
宮
川
尚
志
氏
の
先
行
研
究

｢北
朝
に
お
け
る
貴
族
制
度
｣
が
あ
り
､
そ
の
中
に
各
家
毎
の
通
婚
関

係
を
示
す
表
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡
表
に
記
さ
れ
て
い
る
通
婚
関
係
の
事
例
は

一
二
六
例
で
あ
る
が
､
依
っ
た
典
拠
が
王
と
し
て

『北
史
』
で
あ
っ
た
旨
が
注

記
さ
れ
て
い
る
.
当
該
研
究
は
最
初
に
1
九
四
三
年
及
び

1
九
四
四
年
に

『東
洋
史
研
究
』
に
掲
載
さ
れ
そ
の
後

1
九
五
六
年
に

ヱ
ハ
朝
史
研
究
1
政
治
社
会

篇
-

』
に
収
め
ら
れ
て
お
り
､
今
か
ら
四
～
五
〇
年
に
現
存
し
て
い
た
史
料
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
｡
宮
川
氏
の
研
究
が
発
表
さ
れ
た
後
も
陸
続
と
墓
誌
が

発
掘

･
発
表
さ
れ
て
お
り
､
今

一
度
そ
れ
ら
の
成
果
を
取
り
入
れ
て
北
朝
士
大
夫
の
通
婚
関
係
を
全
体
的
に
整
理
し
て
お
く
こ
と
は
'
前
述
し
た
如
く
北
朝
士

大
夫
の
あ
り
方
､
ひ
い
て
は
北
朝
の
政
治

･
社
会
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
基
本
作
業
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
ま
た
私
自
身
以
前
北
朝
に
お
け
る
胡
族

(鮮

卑
族
)
の
通
婚
関
係
を
研
究
し
た
が
､
胡
族

(鮮
卑
族
)
の
通
婚
関
係
と
と
も
に
漠
族
士
大
夫
の
通
婚
関
係
を
整
理
し
､
㈱
両
者
の
比
較
及
び
関
わ
り
を
み
る

こ
と
に
よ
り
北
朝
士
大
夫
の
通
婚
関
係
の
あ
り
方
が
よ
り
鮮
明
に
浮
か
び
あ
が
る
と
思
わ
れ
る
｡
以
上
の
理
由
か
ら
私
は
今
回

｢北
朝
士
大
夫
の
通
婚
関
係
｣

を
研
究
課
題
に
選
ん
だ
｡

本
研
究
報
告
で
は
統
計
四
二
七
の
北
朝
士
大
夫
の
通
婚
例
を
抽
出
し
'
山
東

(太
行
山
脈
以
東
)
二
九
二
例
と
､
山
西

(大
行
山
脈
以
西
'
開
陳
地
方
と
も

含
む
)

二
二
五
例
に
分
け
て
整
理
し
た
｡
山
東
と
山
西
上
で
山
西
士
大
夫
よ
り
山
東
士
大
夫
の
方
が
よ
り
精
度
の
高
い
結
果
が
得
ら
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
｡

②
山
東
士
大
夫
の
通
婚
関
係
に
関
す
る
記
述
が
山
西
士
大
夫
の
そ
れ
よ
り
多
い
史
料
上
の
原
因
は
'
第

一
に

『親
書
』

･
『北
斉
書
』

･
『周
囲
』

･
『隔

書
』

･
『北
史
』
の
正
史
中
､

『韻
書
』

･
『北
斉
書
』
の
記
述
対
象
が
山
東
に
傾
い
て
い
た
こ
と
'
第
二
に
発
掘
さ
れ
た
墓
誌
が
山
西
の
も
の
よ
り
山
東
の

も
の
の
方
が
多
い
こ
と
で
あ
る
.
第
二
の
原
因
に
つ
い
て
は
発
掘
状
況
に
左
右
さ
れ
る
偶
然
的
要
素
が
大
き
い
が
､
第

1
の
原
因
に
つ
い
て
は

『北
斉
書
』
は

山
東
に
拠
点
を
置
い
た
東
訣

･
北
斉
を
叙
述
対
象
と
し
て
い
る
が
故
に
当
然
山
東
士
大
夫
が
王
た
る
記
述
対
象
と
な
っ
て
お
か
し
-
な
い
が
､
山
東

･
山
西
の

い
ず
れ
も
支
配
し
た
北
鶏
の
正
史

『親
書
』
に
山
東
士
大
夫
の
通
婚
関
係
が
山
西
士
大
夫
の
そ
れ
よ
り
多
く
記
さ
れ
て
い
る
の
は
'
編
者
魂
収
が
山
東
の
拒
鹿

群
の
名
族
士
大
夫
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
て
､
北
談
の
華
北
統
治
の
重
心
が
山
西
よ
り
平
野
部
が
広
が
り
農
業
生
産
高
が
高
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
山
東
に
置
か

れ
､
山
東
士
大
夫
を
山
西
士
大
夫
よ
り
重
用
し
た
と
み
ら
れ
る
点
に
原
因
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
｡
こ
の
点
は
山
東
と
山
西
の
農
業
生
産
高
の
比
較
､
山
東
士

大
夫
と
山
西
士
大
夫
の
北
魂
国
家
機
構
内
に
お
け
る
地
位
の
精
査

･
比
較
を
通
し
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
｡

先
ず
山
東
士
大
夫
の
通
婚
関
係
を
概
観
し
て
み
よ
う
｡



③
山
東
士
大
夫
の
頂
点
に
位
置
付
け
ら
れ
る
清
河
郡
崖
氏

･
花
陽
郡
産
氏

･
趨
郡
李
氏

･
滞
陽
郡
郡
民

･
博
陵
郡
崖
氏
は
通
婚
相
手
の
出
身
地
が
不
明
な
も

の
を
除
け
ば
'
四
〇
～
七
五
%
が
山
東
出
身
者
に
よ
り
占
め
て
い
る
｡
山
東
出
身
者
の
比
率
が
最
も
高
い
の
か
博
陵
郡
崖
氏
の
七
五
%
で
'
最
も
低
い
の
か
塊

陽
郡
の
郡
民
の
三
八
､

一
%
で
あ
り
､
山
西
士
大
夫
よ
り
山
東
士
大
夫
が
通
婚
相
手
と
し
て
選
ば
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
｡
以
上
の
五
姓
が
通
賭
し
た

山
東
士
大
夫
は
､
清
河
郡
の
崖
氏
は
同
郡
の
房
氏

･
張
氏

･
花
陽
郡
の
虞
氏
は
同
郡
の
祖
氏
が
み
ら
れ
る
が
､
例
え
ば
清
河
郡
崖
氏
が

一
七
㌧
六
%
'
花
陽
郡

慮
氏
が
二
九
､
六
%
'
趨
郡
李
氏
が
四

1
､
四
%
､
贈
陽
郡
部
氏
が

l
九
､
〇
%
､
博
陵
郡
崖
氏
が
六
八
､
八
%
と
い
う
よ
う
に
､
家
格
の
高
い
五
姓
同
士
が

繁
く
通
嬉
し
､
そ
れ
を
中
核
に
他
の
山
東
士
大
夫
と
通
婚
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
｡
以
上
の
五
姓
中
山
東
士
大
夫
と
の
通
婚
率
が
最
低
の
郡
民
が
通
婚
し

た
山
西
士
大
夫
が
多
-
結
ん
だ
瀧
西
郡
李
氏
が
主
た
る
相
手
で
あ
っ
た
.

④
③
で
検
討
し
た
五
姓
以
外
の
山
東
士
大
夫
の
通
婚
関
係
は
､
五
姓
の
通
婚
関
係
が
拒
鹿
郡
魂
氏
が
六
二
､
五
%
､
清
河
郡
房
氏
が
五
〇
%
'
平
原
郡
明
氏

が
五
三
､
八
%
､
東
清
河
郡
博
氏
が
六
六
､
七
%
が
通
婚
関
係
中
高
い
割
合
を
占
め
て
い
る
以
外
は
､
比
較
的
事
例
が
少
な
-
通
婚
関
係
に
占
め
る
比
率
が
低

く
､
五
姓
以
外
の
山
東
士
大
夫
と
通
婚
し
て
い
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
｡
五
姓
と
繁
く
通
婚
し
た
魂

･
房

･
明

･
博
四
民
は
､
例
え
ば
明
氏
は
清
河
郡
の
崖
氏
'

博
氏
は
清
河
郡
の
崖
氏

･
東
清
河
郡
の
崖
氏
と
姻
戚
関
係
を
結
ん
で
お
り
'
地
理
上
比
較
的
近
い
地
域
に
居
住
し
て
い
た
結
果
で
あ
っ
た
も
の
と
思
う
｡
恐
ら

く
山
東
士
大
夫
中
､
五
姓
と
他
の
士
大
夫
と
の
通
婚
関
係
を
五
姓
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
､
五
姓
は
同
郡
の
士
族
と
他
の
五
姓
と
通
姑
を
重
ね
'
五
姓
と
同
郡
以

外
の
士
大
夫
は
'
自
ら
の
郡
内
外
の
山
東
士
大
夫
と
通
婚
を
重
ね
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

次
に
山
西
士
大
夫
の
通
婚
関
係
を
み
て
み
よ
う
｡

⑤
山
西
士
大
夫
の
通
婚
関
係
に
つ
い
て
は
'

二
二
五
例
を
集
め
た
が
､
家
毎
に
個
別
に
み
る
と
事
例
が
極
め
て
少
な
く
各
家
毎
の
通
婚
相
手
の
傾
向
'
山
西

士
大
夫
全
体
の
通
婚
相
手
の
傾
向
を
慎
重
に
見
極
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡
山
西
士
大
夫
の
通
婚
関
係
の
全
休
的
傾
向
は
'
例
え
ば
太
原
郡
の
郭
氏
が
五
〇
%
､

河
東
郡
の
襲
氏
が
四
〇
%
､
嬬
瑚
郡
の
完
氏
が
七
二
､

1
%
'
安
定
郡
の
皇
甫
氏
が
五
〇
%
の
如
-
'
山
西
士
大
夫
を
多
-
相
手
と
す
る
家
が
認
め
ら
れ
る

1

万
､
陳
西
郡
の
李
氏
の
如
-
山
東
士
大
夫
が
四
〇
%
､
山
西
士
大
夫
が
二
八
%
で
前
者
が
後
者
を
上
回
る
家
が
み
ら
れ
た
｡
山
西
士
大
夫
で
山
東
士
大
夫
と
通

婚
し
た
家
の
中
'
山
東
士
大
夫
の
頂
点
を
な
す
五
姓
と
通
婚
し
た
家
は
極
め
て
少
な
い
が
'
簡
西
郡
李
氏

･
大
原
郡
王
氏

二
軍
山
郡
王
氏

･
京
兆
郡
葺
氏

･
安

t疋
郡
胡
氏
が
少
数
な
が
ら
見
受
け
ら
れ
る
｡

以
上
甚
だ
蕪
雑
な
が
ら
こ
れ
ま
で
得
ら
れ
た

｢北
朝
士
大
夫
の
通
婚
関
係
の
研
究
｣
に
関
す
る
知
見
で
あ
る
｡
こ
れ
を
出
発
点
に
今
後

｢北
朝
士
大
夫
の
通

婚
関
係
の
研
究
｣
を
更
に
深
め
て
い
き
た
い
が
､
そ
の
た
め
に
､
①
北
朝
士
大
夫
の
北
魂
鮮
卑
族
と
通
婚
す
る
以
前
の
婚
姻
関
係
を
探
る
こ
と
､
②
北
朝
士
大

夫
の
通
婚
関
係
を
北
訣
孝
文
帝
の
漠
化
政
策
や
北
魂
の
東
西
分
裂
な
ど
の
政
治
的
変
動
の
関
わ
り
の
中
で
把
え
る
こ
と
'
な
ど
き
め
細
か
な
作
業
が
当
面
な
す

べ
き
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
｡
将
来
'
更
に
時
代
を
六
朝
士
大
夫
が
誕
生
し
た
後
漢
末
に
ま
で
遡
り
､

一
方
唐
代
に
ま
で
下
り
て
通
婚
関
係
を
整
理
し
'
六

朝
隔
唐
時
代
の
士
大
夫
の
あ
り
方
の
変
化
を
探
求
し
て
み
よ
う
と
思
う
｡
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文
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村
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(
C
a
b
r
i
d
g
e

u
コ

i
<

e
rsこ
y

P
】･
e
s
s

一
九
七
八
年
)
な
ど
が
あ
る
｡

北
朝
し
だ
い
い
ふ
の
通
婚
関
係
全
体
を
整
理
し
た
研
究
に
は
､
宮
川
尚
志

｢北
朝
に
お
け
る
貴
族
制
度
｣

(上
)
､

(下
)

(
『東
洋
史
研
究
』
八
-
四

五
､

一
九
四
三
年
､
同
八
-
六
､

一
九
四
四
年
､
の
ち

『六
朝
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研
究
-
政
治

･
社
会
篇
-
』

平
楽
寿
書
店

一
九
五
六
年
所
収
)
が
あ
る
｡

㈱
こ
れ
ま
で
北
朝
の
漠
族
士
大
夫
を
単
に
北
朝
士
大
夫
と
呼
ん
で
き
た
が
､
以
下
同
じ
意
味
で
北
朝
士
大
夫
な
る
語
を
用
い
る
｡
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