
緒　
　
　

言

　

「
郡
県
制
」
と
は
、
秦
の
始
皇
帝
の
中
国
統
一
に
よ
っ
て
そ
の
全
領
域
に
施
行

さ
れ
た
と
さ
れ
る
制
度
で
あ
っ
て
、
古
代
中
国
に
お
け
る
中
央
集
権
的
国
家
支

配
を
象
徴
す
る
名
辞
で
も
あ
る
。
郡
県
制
の
成
立
過
程
を
追
う
こ
と
は
、
と
り

も
な
お
さ
ず
中
国
古
代
国
家
の
形
成
の
歴
史
的
意
義
の
解
明
に
繋
が
る
も
の
で

あ
っ 
た 
。
そ
の
「
郡
（
国 
） 
」「
県
」
と
い
っ
た
機
構
そ
の
も
の
に
関
し
て
も
、

（
１
） 

（
２
）

必
ず
し
も
豊
富
と
は
言
え
な
い
史
料
を
用
い
、
制
度
の
あ
り
方
そ
の
も
の
の
復

元
も
な
さ
れ
て
き
て
お 
り 
、「
郡
」「
県
」
に
関
わ
る
制
度
の
大
要
は
相
当
程
度

（
３
）

明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。

　

そ
う
し
た
基
礎
的
な
研
究
成
果
を
受
け
て
、
我
が
国
の
一
九
七
〇
年
代
以
降

に
お
け
る
「
郡
県
制
」
研
究
は
新
た
な
段
階
に
入
っ
た
。
そ
れ
は
、
漢
代
―
と

り
わ
け
前
漢
代
―
を
通
し
て
の
、「
郡
」
―
「
県
」
間
相
互
の
関
係
変
化
の
解
明

を
軸
に
、
郡
県
制
の
変
容
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ

の
展
開
に
つ
い
て
は
次
章
で
触
れ
る
こ
と
と
し
た
い
が
、
佐
藤
直
人
氏
も
言
う

よ
う 
に 
、
従
来
の
「
い
わ
ば
静
態
的
」
な
視
角
に
対
し
て
、
動
態
的
な
視
角
を

（
４
）

導
入
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
特
に
「
郡
」
の
性
格
変
化
に
つ
い
て
深
化
し
た
考

察
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　

さ
て
、こ
れ
ま
で
私
は
、後
漢
時
代
の
国
家
支
配
の
問
題
を
検
討
す
る
な
か
で
、

後
漢
に
お
い
て
は
、「
州
」
が
「
郡
県
」
を
包
摂
す
る
体
制
を
確
立
し
つ
つ
、
在

地
社
会
に
対
す
る
国
家
の
公
的
な
支
配
が
貫
徹
・
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
主

張
し
て
き 
た 
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
「
州
」
を
軸
と
す
る
後
漢
時
代
の
国
家

（
５
）

支
配
の
史
的
淵
源
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
充
分
な
検
討
を
加
え
て
き
て
は
い
な

か
っ 
た 
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
前
漢
の
郡
県
制
の
展
開
に
関
す
る
七
〇
年
代
以

（
６
）

降
の
諸
研
究
の
驥
尾
に
付
し
つ
つ
、
前
漢
期
に
お
け
る
「
郡
」
の
国
政
上
の
位

置
付
け
の
変
容
に
つ
い
て
私
な
り
の
観
点
か
ら
の
検
討
を
加
え
、
そ
の
成
果
に

拠
り
つ
つ
、
主
に
郡
太
守
・
諸
侯
王
国
の
国
相
の
監
察
に
あ
た
る
「
刺
史
」
の

前
漢
期
に
お
け
る
そ
の
職
務
上
の
性
格
の
変
容
（
所
謂
「
行
政
官
化
」）
に
つ
い

て
の
私
見
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

以
下
、
第
一
章
に
お
い
て
、
前
漢
で
の
「
郡
」「
県
」
関
係
を
軸
と
し
た
郡
県

制
の
変
質
に
関
わ
る
学
説
の
展
開
を
整
理
す
る
。
次
に
、
第
二
章
に
お
い
て
、

救
荒
・
勧
農
等
の
政
策
実
施
に
着
目
し
て
、国
政
上
の
位
置
付
け
に
お
け
る「
郡
」

の
歴
史
的
変
遷
に
つ
い
て
検
討
し
、特
に
前
漢
期
の
地
方
統
治
に
お
い
て
、「
郡
」

に
対
す
る
中
央
の
認
識
が
、
宣
帝
期
・
元
帝
期
頃
を
境
に
変
化
し
た
こ
と
を
指

摘
し
た
い
。
そ
れ
ら
の
成
果
を
基
礎
に
、
第
三
章
に
お
い
て
、
前
漢
後
期
に
見
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ら
れ
る
刺
史
の
性
格
の
変
容
と
そ
の
要
因
に
つ
い
て
、
従
来
看
過
さ
れ
て
き
た

点
を
中
心
に
論
及
し
て
い
き
た
い
。

第
一
章　

前
漢
「
郡
県
制
」
の
変
容
に
つ
い
て
の
従
来
の
理
解

　

緒
言
に
述
べ
た
よ
う
に
、
我
が
国
に
お
け
る
漢
代
郡
県
制
研
究
は
、
七
〇
年

代
に
、
固
定
的
静
態
的
に
そ
の
制
度
を
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
動
態
的
な
視
角

を
用
い
て
歴
史
的
な
変
容
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
、
新
た
な
展
開
を
迎
え
る
こ

と
と
な
っ
た
が
、
そ
の
先
駆
と
な
っ
た
の
が
重
近
啓
樹
氏
の
研
究
で
あ
る
。

　

重
近
氏 
は 
、
前
漢
初
期
の
三
老
制
の
分
析
な
ど
を
通
じ
て
、
元
来
は
県
が
地

（
７
）

方
の
統
治
機
関
と
し
て
の
基
幹
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、景
帝（
在

位
前
一
五
七
〜
前
一
四
一
年
）・
武
帝
（
在
位
前
一
四
一
〜
前
八
七
年
）
期
頃
ま

で
の
地
方
政
治
の
実
態
を
示
す
史
料
を
も
と
に
、
当
該
時
期
に
お
い
て
「
郡
が

直
接
、
積
極
的
に
勧
農
政
策
を
ふ
く
む
部
内
の
一
般
民
政
に
関
与
し
た
形
跡
は

薄
く
、
む
し
ろ
属
県
に
対
す
る
監
察
、
及
び
地
方
軍
政
の
中
心
と
し
て
の
性
格
、

つ
ま
り
軍
事
・
監
察
機
構
と
し
て
の
性
格
が
基
本
で
あ
っ 
た 
」
と
の
見
通
し
を

（
８
）

述
べ
る
。
続
い
て
、
宣
帝
（
在
位
前
七
四
〜
前
四
九
年
）
期
を
中
心
に
、
在
地

に
お
け
る
豪
族
層
の
あ
り
方
と
そ
れ
に
対
応
す
る
郡
太
守
の
事
例
を
提
示
し
た

う
え
で
、
時
代
の
変
転
と
と
も
に
郡
政
が
豪
族
社
会
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
、
豪

族
的
秩
序
の
か
か
え
る
矛
盾
が
郡
政
の
場
に
投
影
さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
郡

が
従
前
の
軍
事
・
督
察
を
主
と
す
る
機
構
か
ら
、
一
般
民
政
を
直
接
管
掌
し
て

地
方
政
治
の
中
核
と
し
て
の
官
庁
に
成
長
し
た
と
し
て
い
る
。
氏
は
、
併
せ
て
、

前
漢
中
期
以
降
、
宣
帝
〜
元
帝
（
在
位
前
四
九
〜
前
三
三
年
）
期
に
か
け
て
、

豪
族
の
発
展
を
背
景
と
し
つ
つ
、
国
家
の
規
制
下
に
郡
規
模
で
規
制
力
を
行
使

す
る
有
力
豪
族
を
中
心
に
求
心
的
性
格
の
強
い
「
郡
豪
族
社
会
」
が
形
成
さ
れ
、

国
家
支
配
も
そ
の
安
定
的
な
基
盤
の
上
に
展
開
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
と

論
じ
て
い 
る 
。

（
９
）

　

こ
の
重
近
氏
の
国
家
論
的
理
解
を
も
視
野
に
入
れ
た
提
言
を
踏
ま
え
、
前
漢

期
郡
県
制
の
変
質
過
程
に
つ
い
て
制
度
史
的
に
精
緻
な
研
究
を
展
開
し
た
の
が
、

紙
屋
正
和
氏
で
あ
っ 

。
紙
屋
氏
は
、
郡
政
の
安
定
を
宣
帝
期
の
前
後
に
求
め

る
重
近
氏
と
は
異
な
っ
て
、
景
帝
・
武
帝
の
頃
に
一
つ
の
転
期
を
見
い
だ
す
。

氏
は
本
来
県
が
有
し
た
管
掌
事
項
を
、
県
民
の
教
化
、
戸
籍
の
管
理
、
田
・
宅

の
登
記
の
管
理
、
爵
・
田
・
宅
の
賜
与
・
徭
役
の
課
徴
な
ど
に
整
理
し
、
そ
れ

が
人
民
統
治
に
深
く
か
つ
直
接
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
う
え
で
、

郡
の
性
格
は
本
来
軍
事
・
監
察
機
関
と
し
て
の
そ
れ
が
基
本
で
あ
っ
た
こ
と
を

主
張
し
、
併
せ
て
武
帝
期
以
降
に
郡
国
の
守
相
の
統
治
権
が
強
化
さ
れ
た
こ
と

を
述
べ
て
い
る
。
紙
屋
氏
は
引
続
き
郡
国
の
守
相
が
県
の
有
し
て
い
た
統
治
上

の
権
限
を
自
己
の
も
と
に
集
約
す
る
様
子
を
具
体
的
に
明
ら
か
に 

、
あ
わ
せ

て
そ
の
郡
国
を
中
央
政
府
が
監
督
す
る
有
り
様
に
つ
い
て
も
検
討
を
進
め
て
い

 

。

　

重
近
・
紙
屋
二
氏
の
理
解
に
は
、
郡
の
変
容
し
た
時
期
の
と
ら
え
方
に
お
い

て
齟
齬
す
る
と
こ
ろ
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
前
漢
を
通
じ
て
、
県
の
有
し
た
支

配
上
の
権
限
を
基
礎
と
し
て
、
郡
が
そ
の
上
位
の
統
治
機
構
へ
と
成
熟
し
て

い
っ
た
と
見
做
す
点
は
共
通
し
て
お
り
、
こ
の
視
点
は
継
受
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。

　

近
年
、
佐
藤
直
人
氏
は
、
重
近
・
紙
屋
両
氏
の
見
解
を
「
上
か
ら
為
さ
れ
た

郡
の
権
限
強
化
」
と
い
う
方
向
で
の
認
識
と
し
て
批
判
し
、
秦
漢
期
に
お
け
る

県
の
在
り
方
、
及
び
、
県
の
内
情
と
そ
れ
に
対
す
る
国
家
権
力
と
の
関
わ
り
方

を
究
明
し 

。
佐
藤
氏
は
そ
こ
で
、
景
帝
期
以
後
、
豪
族
層
の
経
済
的
成
長
も

（　

）
10た

（　

）
11し

（　

）
12る

（　

）
13た
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相
ま
っ
て
県
の
内
部
に
分
裂
が
生
じ
、
結
果
と
し
て
上
位
権
力
で
あ
る
郡
の
介

入
が
起
こ
り
、
次
第
に
郡
も
し
く
は
国
家
中
央
の
在
地
社
会
に
対
す
る
求
心
力

が
大
幅
に
増
大
し
て
、
郡
の
権
力
規
模
の
巨
大
化
な
い
し
郡
守
国
相
に
よ
る
強

力
な
介
入
と
い
う
現
象
を
招
い
た
、
と
結
論
付
け
て
い 

。
重
近
・
紙
屋
氏
の

理
解
と
は
異
な
る
手
法
で
、
前
漢
に
お
け
る
郡
の
優
位
性
の
確
立
を
佐
藤
氏
は

論
じ
た
訳
で
あ
る
が
、
氏
が
郡
の
優
位
が
確
立
す
る
と
見
做
す
時
期
は
武
帝
期

か
ら
成
帝
（
在
位
前
三
三
〜
前
七
年
）
期
に
か
け
て
の
こ
と
と
な
る
。
成
長
を

遂
げ
た
時
期
と
い
う
点
で
は
理
解
の
差
が
残
る
も
の
の
、
統
治
機
構
と
し
て
郡

が
成
熟
し
た
と
い
う
点
で
は
、
三
氏
の
見
解
に
は
共
通
性
が
見
ら
れ
よ
う
。

　

私
も
、
県
に
対
す
る
監
察
や
軍
事
目
的
の
た
め
に
設
置
さ
れ
て
い
た
郡
が
、

前
漢
期
を
通
じ
て
県
の
上
位
の
統
治
機
構
と
し
て
権
限
が
強
化
さ
れ
て
い
く
と

す
る
、
上
述
し
た
三
氏
の
見
解
に
賛
同
す 

も
の
で
あ
る
が
、
三
氏
の
郡
に
つ

い
て
の
検
討
が
主
と
し
て
郡
県
間
の
関
係
の
解
明
や
郡
国
守
相
と
な
っ
た
人
物

の
採
っ
た
政
策
の
分
析
な
ど
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
中
央
政
府
と
の
関
係
に
お

い
て
相
対
的
に
郡
が
如
何
な
る
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
か
、
換
言
す
れ
ば
当
時
の

国
家
統
治
機
構
全
体
の
な
か
で
の
郡
の
位
置
づ
け
と
い
う
観
点
か
ら
の
分
析
は

稀
薄
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
次
章
に
お
い
て
は
、
敢
え
て
屋
下
に
屋
を
架
す

こ
と
と
な
る
が
、
私
な
り
の
視
点
か
ら
中
央
と
郡
の
関
係
の
変
遷
に
つ
い
て
考

察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

 　

本
章
で
は
、
漢
代
の
国
家
の
地
方
統
治
の
た
め
の
機
構
が
、
主
と
し
て
農
業

に
依
拠
し
た
当
時
の
社
会
に
お
い
て
如
何
な
る
役
割
を
担
う
べ
き
と
認
識
さ
れ

（　

）
14る

（　

）
15る

第
二
章　

漢
代
に
お
け
る
救
荒
・
勧
農
等
諸
政
策
の

　
　
　
　

展
開
と
「
郡
」

て
い
た
か
に
つ
い
て
、
漢
代
を
通
し
た
検
討
を
加
え
る
こ
と
で
、
前
漢
中
期
以

降
の
「
郡
」
の
位
置
づ
け
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
そ

の
た
め
の
方
法
と
し
て
、
限
定
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
両
漢
書
の
帝
紀
に
載

せ
ら
れ
て
い
る
詔
文
の
な
か
で
、
勧
農
・
救
荒
等
の
政
策
に
関
係
す
る
も
の
を

時
間
軸
に
沿
っ
て
検
討
し
、
特
に
そ
れ
ら
の
中
で
「
郡
」
が
ど
の
よ
う
に
位
置

付
け
ら
れ
て
い
る
か
を
考
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

そ
も
そ
も
、
社
会
経
済
史
の
深
化
に
そ
の
特
徴
の
一
つ
が
認
め
ら
れ
る
日
本

の
（
特
に
戦
後
の
）
中
国
史
研
究
に
お
い
て
、
農
業
に
関
す
る
研
究
の
蓄
積
は

多
い
。
漢
代
に
限
定
し
て
考
え
た
だ
け
で
も
、『
呂
氏
春
秋
』『
氾
勝
之
書
』『
四

民
月
令
』
な
ど
の
農
書
に
関
す
る
研
究
、
代
田
法
・
区
田
法
や
火
耕
水
耨
な
ど

の
農
業
技
術
に
関
す
る
研
究
、
作
物
に
関
す
る
具
体
的
な
研
究
な
ど
の
他
、
土

地
所
有
の
あ
り
方
や
土
地
制
度
の
研
究
な
ど
ま
で
含
め
れ
ば
、
ま
さ
に
枚
挙
に

暇
が
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
漢
代
を
通
じ
て
、「
勧
農
」「
救
荒
」
な

ど
当
時
の
農
業
に
依
拠
し
た
社
会
を
維
持
す
る
目
的
で
採
ら
れ
た
諸
政
策
の
変

遷
か
ら
国
家
統
治
の
た
め
の
機
構
で
あ
っ
た
「
郡
」
や
「
県
」
の
あ
り
方
や
そ

の
変
質
の
課
程
を
把
握
し
よ
う
と
い
う
試
み
は
、
い
わ
ば
農
業
史
と
制
度
史
な

い
し
政
治
史
の
間
に
位
置
す
る
た
め
か
、
従
来
着
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う

に
も
思
わ
れ 

。

　

本
章
で
は
、
以
下
、
両
漢
書
の
諸
帝
紀
に
詔
勅
の
形
を
採
っ
て
現
れ
る
諸
政

策
を
時
代
順
に
列
挙
し
、
そ
の
変
遷
の
概
観
を
試
み
る
こ
と
と
し
た 

。

（
一
）　

高
祖
〜
景
帝
期

　

こ
の
時
期
に
採
ら
れ
た
政
策
の
全
般
的
傾
向
は
、
戦
災
や
自
然
災
害
に
よ
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
る
民
衆
の
窮
状
に
対
す
る
租
税
減
免
や
必
要
に
応
じ
た
振
給

（　

）
16る

（　

）
17い
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の
よ
う
な
対
症
療
法
的
な
措
置
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
適
合
す
る
と
思

わ
れ
る
事
例
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

【
１
】 
高
帝
紀
、
漢
二
年
（
前
二
〇
五
）
条

　

（
二
月
）
蜀
漢
の
民
は
軍
事
に
給
し
て
労
苦
す
れ
ば
、
復
し
て
租
税
を
勿
く
す

る
こ
と
二
歳
。

【
２
】 
高
帝
紀
、
漢
二
年
条

　

（
六
月
）
関
中
、
大
い
に
飢
ゑ
、
米
、
斛
ご
と
に
万
銭
、
人
相
い
食
む
。
民
を

し
て
食
を
蜀
漢
に
就
か
し
む
。

【
３
】 
文
帝
紀
、
文
帝
二
（
前
一
七
八
）
年
条

　

「
農
は
、
天
下
の
大
本
な
り
、
民
の
以
て
生
を
恃
む
所
な
り
、
而
れ
ど
も
民
は

或
ひ
は
本
に
務
め
ず
し
て
末
を
事
と
す
、
故
に
生
遂
げ
ず
。
朕
、
其
の
然
れ

る
を
憂
ふ
れ
ば
、
故
に
今
茲
に
親
か
ら
羣
臣
を
率
ゐ
て
農
し
て
以
て
之
に
勧

む
。
其
れ
天
下
の
民
に
今
年
の
田
租
の
半
を
賜
へ
。」

【
４
】 
文
帝
十
二
（
前
一
六
八
）
年
条

　

「
民
を 
道 
く
の
路
は
、本
に
務
む
る
に
在
り
。
朕
、親
か
ら
天
下
の
農
を
率
ゐ
、

み
ち
び

今
に
十
年
、
而
る
に
野
に
辟
を
加
へ
ざ
れ
ば
、
歳
ひ
と
た
び 
登 
ら
ざ
れ
ば
、

み
の

民
に
飢
色
あ
り
。
是
れ
、
事
に
従
ふ
も
の
尚
ほ
寡
な
く
、
吏
の
未
だ
務
め
を

加
へ
ざ
れ
ば
な
り
。
吾
、
詔
書
し
ば
し
ば
下
し
、
歳
ご
と
に
民
に
樹
を
種
う

る
こ
と
を
勧
む
る
も
、
而
る
に
功
の
未
だ
興
ら
ざ
る
は
、
是
れ
、
吏
の
吾
が

詔
を
奉
じ
て
勤
め
ず
、
民
に
勧
む
る
を
明
ら
か
に
せ
ざ
れ
ば
な
り
。
且
つ
、

吾
が
農
民
甚
だ
苦
し
み
、
而
る
に
、
吏
の
之
を
省
み
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
将

た
何
を
か
以
て
焉
を
勧
め
む
。
其
れ
、農
民
に
今
年
の
租
税
の
半
ば
を
賜
へ
。」 

【
５
】 
文
帝
十
三
（
前
一
六
七
）
年
六
月
条

　

「
農
は
、
天
下
の
本
な
れ
ば
、
務
め
焉
よ
り
大
な
る
は
な
し
。
今
、
身
を 
 
 　
 
し

つ
つ

み
て
事
に
従
ふ
に
、
而
る
に
租
税
の
賦
あ
る
は
、
是
れ 
謂 
ふ
に
、
本
末
の
以

お
も

て
異
な
る
こ
と
無
き
な
り
。其
れ
勧
農
の
道
に
お
い
て
未
だ
備
は
ら
ず
。其
れ
、

田
の
租
税
を
除
け
。（
後
略
）」

【
６
】 
文
帝
後
六
（
前
一
五
八
）
年
夏
四
月
条

　

大
い
に
旱
、
蝗
せ
り
。
諸
侯
を
し
て
貢
を
入
る
こ
と
無
か
ら
し
む
。
山
沢
を

 
弛 
む
。
諸
の
服
御
を
減
ら
す
。
郎
吏
の
員
を
損
な
ふ
。
倉 

を 
発 
き
て
以
て

ゆ
る 

ひ
ら

民
に
振
ふ
。
民
は
爵
を
売
る
こ
と
を
得
。

【
７
】 
景
帝
紀
、
景
帝
元
（
前
一
五
六
）
年
春
正
月
条

　

「 
間  
者  
 
比  
登 
ら
ず
、
民
多
く
食
に
乏
し
く
、 
夭 
く
し
て
天
年
を
絶
て
ば
、
朕
、

こ
の 
ご
ろ 

み
な 
み
の 

わ
か

甚
だ
之
を
痛
む
。
郡
国
或
ひ
は
磽 

に
し
て
、
農
桑
繋
畜
す
る
に
所
な
し
、

或
ひ
は
地
饒
広
に
し
て
、
薦
草
莽
に
し
て
、
水
泉
の
利
あ
る
も
、
徙
る
を
得

ず
。
其
れ
議
し
て
、
民
の
寛
大
な
る
地
に
徙
ら
む
と
欲
す
る
者
は
、
之
を
聴

せ
」
と
。（
中
略
）
五
月
、
田
を
し
て
租
を
半
ば
な
ら
し
む
。

【
８
】 
景
帝
後
二
（
前
一
四
二
）
年
条

　

春
、
歳
の
登
ら
ざ
る
を
以
て
、
内
郡
に
、
馬
に
粟
を
食
ら
は
す
を
禁
じ
、
之

を
没
入
す
。

　

【
１
】【
２
】
は
漢
の
統
一
に
先
行
す
る
楚
漢
抗
争
期
の
事
例
で
あ
る
が
、
民

衆
の
お
か
れ
た
状
況
に
配
慮
し
て
、
適
宜
租
税
の
免
除
や
食
糧
の
案
配
を
行
っ

て
い
る
。【
３
】【
４
】【
５
】
は
農
本
主
義
の
理
念
と
そ
れ
に
齟
齬
す
る
現
実
と

を
対
比
さ
せ
つ
つ
、一
種
の
勧
農
政
策
と
し
て
、一
時
的
な
租
税
の
免
除
を
行
っ

た
も
の
で
あ 

。【
６
】【
７
】【
８ 

は
、
旱
害
や
蝗
害
や
飢
饉
に
対
し
て
の
対

（　

）
18る

（　

）
19】
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処
策
で
あ
る
。
実
際
に
政
策
を
実
施
す
る
際
、
指
示
そ
の
も
の
は
中
央
か
ら
郡

を
経
て
県
へ
と
伝
達
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
詔
文
の
な
か
で
郡
太
守
や
県
令
に

具
体
的
に
対
処
法
を
示
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
大
綱
を
提
示
し
て
細
部
は
現

地
の
官
吏
に
任
せ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
理
解
で
き
る
事
例
で
あ
り
、
ま
さ
し

く
地
方
に
対
す
る
「
ゆ
る
や
か
な
支
配
」
で
あ
っ
た
と
見
な
せ
よ
う
。

（
二
）　

武
帝
〜
宣
帝
期

　

こ
の
時
期
か
ら
、
徐
々
に
勧
農
・
救
荒
等
の
政
策
の
実
施
に
際
し
て
、
地
方

に
積
極
的
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
中
央
の
姿
勢
が
、
詔
文
か
ら
も
読
み
取
れ
る

よ
う
に
な
る
。

【
９
】 
武
帝
紀
、
元
光
四
（
前
一
三
一
）
年
条

　

五
月
、
地
、
震
ふ
。
天
下
に
赦
す
。

【　

】 
元
狩
元
（
前
一
二
二
）
年
条

10
　

十
二
月
、
大
い
に
雪
ふ
り
、
民
、
凍
へ
死
す
。
夏
四
月
、
天
下
に
赦
す
。

【　

】 
元
狩
三
（
前
一
二
〇
）
年
条

11
　

夏
五
月
、
天
下
に
赦 

。

【　

】 
元
狩
三
（
前
一
二
〇
）
年
条

12
　

謁
者
を
遣
は
し
て
水
災
あ
り
し
郡
に
勧
め
て
宿
麦
を
種
ゑ
し
む
。

【　

】 
元
鼎
二
（
前
一
一
五
）
年
秋
九
月
条

13
　

「
仁
は
遠
き
を
異
と
せ
ず
、
義
は
難
き
を
辞
せ
ず
。
今
、
京
師
未
だ
豊
年
な
ら

ざ
る
と
雖
ど
も
、
山
林
池
沢
の
饒
、
民
と
之
を
共
に
せ
り
。
今
、
水
潦
江
南

に
移
り
、
隆
冬
の
至
れ
る
こ
と
迫
れ
ば
、
朕
は
其
の
飢
寒
に
し
て
活
か
さ
れ

ざ
る
を
懼
る
。
江
南
の
地
、
火
耕
水
耨
、
方
に
巴
蜀
の
粟
を
下
し
て
之
を
江

（　

）
20す

陵
に
致
せ
、博
士
の
中
等
を
し
て
分
ち
て
循
行
し
て
、 抵 
る
所
に
諭
告
せ
し
め
、

い
た

重
ね
て
困
し
ま
せ
し
む
る
こ
と
な
か
ら
し
め
よ
。
吏
民
の
飢
民
を
振
求
し
て

其
の 

を
免
か
れ
せ
し
め
し
者
あ
れ
ば
、
具
さ
に
挙
げ
て
以
て
聞
せ
よ
。」

【　

】 
昭
帝
紀
、
始
元
二
（
前
八
五
）
年
三
月
条

14
　

使
者
を
し
て
貧
民
の
種
・
食
な
き
者
に
振
貸
せ
し
む
。

【　

】 
始
元
二
年
八
月
条

15
　

「
往
年
災
害
多
く
、
今
年
蠶
麦
傷
め
ば
、
振
貸
せ
し
所
の
種
・
食
は
収
責
す
る

こ
と
な
か
れ
、
民
を
し
て
今
年
の
田
租
を
出
さ
し
む
る
こ
と
な
か
れ
。」

【　

】 
元
鳳
三
（
前
七
八
）
年
正
月
条

16
　

中
牟
苑
を
罷
め
て
貧
民
に
賦
す
。
詔
し
て
曰
は
く
「
さ
き
ご
ろ
、
民
、
水
災

を
被
り
、
頗
る
食
に 
匱 
し
け
れ
ば
、
朕
、
倉
廩
を
虚
し
く
し
て
、
使
者
を
し

と
ぼ
し

て
困
乏
な
る
を
振
る
は
し
む
。
其
れ
、
四
年
を
止
め
て
漕
す
る
な
か
れ
。
三

年
以
前
に
振
貸
せ
し
所
、
丞
相
御
史
の
請
ふ
所
に
非
ざ
れ
ば
、
辺
郡
の
牛
を

受
く
る
者
収
責
す
る
こ
と
な
か
れ
。」

【　

】 
元
平
元
（
前
七
四
）
年
春
二
月
条

17
　

「
天
下
は
農
桑
を
以
て
本
と
為
す
。 
日
者 
用
を
省
き
、
不
急
の
官
を
罷
め
、
外

さ
き
に

 

を
減
ら
し
、
耕
桑
す
る
者 
益 
す
衆
し
、
而
れ
ど
も
百
姓
未
だ
家
ご
と
に
給

ま
す
ま

す
る
能
は
ず
、
朕
、
甚
は
だ
焉
を
愍
れ
む
。
其
れ
口
賦
銭
を
減
ぜ
よ
」
と
。

有
司
奏
請
し
て
什
に
三
を
減
ら
す
、
上
、
之
を
許
す
。

【　

】 
宣
帝
紀
、
本
始
三
（
前
七
一
）
年
条

18
　

大
い
に
旱
し
、
郡
国
旱
に
傷
つ
く
こ
と
甚
し
き
者
は
、
民
は
租
賦
を
出
だ
す

こ
と
な
か
れ
。
三
輔
の
民
の
賤
に
就
き
し
者
は
、
且
つ
事
を
収
む
る
こ
と
な

か
ら
し
め
、
四
年
に
尽
く
せ
よ
。 
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【　

】 
本
始
四
（
前
七
〇
）
年
春
正
月
条

19
　

「
蓋
し
聞
く
な
ら
く
農
と
は
徳
を
興
す
の
本
な
り
、
今
、
歳
登
ら
ず
、
已
に
し

て
使
者
を
し
て
困
乏
せ
し
も
の
に
振
貸
せ
し
む
。
其
れ
太
官
を
し
て
膳
を
損

な
ひ
宰
を
省
き
、
楽
府
を
し
て
楽
人
を
減
ら
さ
し
め
、
帰
り
て
農
の
業
に
就

か
し
め
よ
。
丞
相
以
下
�
官
令
丞
に
至
る
ま
で
、
書
を 
上 
り
て
穀
を
入
れ
、

た
て
ま
つ

長
安
の
倉
に
輸
し
、
貧
民
に
貸
す
る
を
助
け
よ
。
民
の
車
船
を
以
っ
て
穀
を

載
せ
て
関
に
入
る
者
は
、
伝
を
用
ゐ
る
こ
と
な
き
を
得
せ
し
め
よ
。」

【　

】 
本
始
四
年
夏
四
月
条

20
　

壬
寅
、
郡
国
、
四
十
九
、
地
震
ふ
。
或
ひ
は
、
山
崩
れ
、
水
出
づ
。
詔
し
て

曰
は
く
「（
前
略
）
地
震
を
被
り
て
壊
敗
す
る
こ
と
甚
だ
し
き
者
は
、
租
賦
を

収
む
る
こ
と
勿
か
れ
」
と
。

【　

】 
地
節
三
（
前
六
七
）
春
三
月
条

21
　

「
鰥
寡
・
孤
独
・
高
年
・
貧
困
の
民
は
、
朕
の
憐
れ
む
所
な
り
。
前
に
詔
を
下

し
て
公
田
を
仮
し
、
種
・
食
を
貸
す
。
其
れ
鰥
寡
・
孤
独
・
高
年
に
帛
を
加

へ
賜
へ
よ
。
二
千
石
、
厳
し
く
吏
に
教
へ
謹
み
て
遇
を
視
せ
し
め
、
失
職
せ

し
む
る
こ
と
な
か
ら
し
め
よ
。」

【　

】 
地
節
三
年
冬
十
月
条

22
　

「
さ
き
ご
ろ
、
九
月
壬
申
の
地
震
、
朕
、
甚
だ
焉
を
懼
る
。（
後
略
）」
又
、
詔

し
て
「
池 

の
未
だ
御
幸
せ
ざ
る
者
は
、
貧
民
に
仮
与
せ
よ
。
郡
国
の
宮
館

は
、
復
た
修
治
す
る
こ
と
な
か
れ
。
流
民
の
還
帰
す
る
者
に
は
、
公
田
を
仮

し
、
種
・
食
を
貸
し
、
且
つ
算
事
す
る
こ
と
な
か
れ
。」

【　

】 
地
節
四
（
前
六
六
）
年
九
月
条

23
　

「
朕
、
百
姓
の
職
を
失
ひ
て
贍
ら
ざ
る
を
惟
ひ
、
使
者
を
し
て
郡
国
を
循
行
せ

し
め
て
民
の
疾
苦
す
る
所
を
問
は
し
む
。
吏
、
或
ひ
は
私
を
営
み
て
煩
擾
し
、

厥
の
咎
を
顧
み
ざ
る
、
朕
、
甚
だ
之
を 
閔 
ふ
。
今
年
、
郡
国
、
頗
る
水
災
を

う
れ

被
れ
ば
、
已
に
振
貸
す
。
塩
、
民
の
食
な
れ
ど
も
、
賈
み
な
貴
く
、
衆
庶
、

重
く
困
し
む
。
其
れ
、
天
下
の
塩
賈
を
減
ぜ
よ
。」

【　

】 
元
康
二
（
前
六
四
）
年
夏
五
月
条

24
　

「（
前
略
）
今
、
天
下
頗
ぶ
る
疾
疫
の
災
を
被
む
り
、
朕
、
甚
だ
之
を
愍
れ
む
。

其
れ
、
郡
国
の
災
を
被
る
こ
と
甚
だ
し
き
者
を
し
て
、
今
年
の
租
賦
を
出
す

こ
と
な
か
ら
し
め
よ
。」

　

武
帝
期
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
の
治
世
の
初
期
に
は
災
害
の
発
生
等
を
受
け

て
「
天
下
に
赦
す
」
な
ど
、
必
ず
し
も
積
極
的
と
は
い
え
な
い
方
法
が
採
ら
れ

て
い
る
が
、
そ
の
中
期
に
な
る
に
従
っ
て
、【　

】
の
よ
う
に
「
郡
」
に
勧
農
を

12

命
じ
た
り
【　

】
の
よ
う
に
水
害
を
受
け
た
地
域
へ
の
博
士
官
の
派
遣
な
ど
の

13

政 

が
採
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、
前
章
で
見
た
紙
屋
氏
の
見
解
に
も

沿
う
。
し
か
し
、
佐
藤
武
敏
氏
の
編 

を
通
観
す
る
と
、
武
帝
期
に
は
旱
害
の

事
例
は
多
く
見
え
る
が
、
全
般
に
渡
っ
て
対
策
が
採
ら
れ
た
形
跡
が
必
ず
し
も

認
め
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
中
央
か
ら
積
極
的
に
地
方
に
働
き
か
け
よ
う
と
す
る

政
策
の
採
用
は
、
実
は
武
帝
期
頃
ま
で
は
必
ず
し
も
常
態
で
な
か
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　

無
論
、
地
方
に
お
い
て
自
発
的
に
何
ら
か
の
対
策
が
採
ら
れ
て
い
た
こ
と
ま

で
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
治
水
灌
漑
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る

が
、
文
帝
紀
、
文
帝
十
二
（
前
一
六
八
）
年
条
に

冬
、
十
二
月
、
河
、
東
郡
に
決
す
。

と
あ
る
黄
河
の
決
潰
へ
の
対
策
が
、
巻
二
九
、
溝
洫
志
に
、

漢
、
興
り
て
三
十
有
九
年
、
孝
文
の
時
、
河
、
酸
棗
に
決
し
、
東
の
か
た

（　

）
21策

（　

）
22著
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金 

を 
潰 
や
す
、
是
に
お
い
て
、
東
郡
、
大
い
に
卒
を
興
し
て
之
を
塞
ぐ
。

つ
い

と
見
え
て
、
東
郡
が
独
自
に
修
復
作
業
を
行
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
前
節
で
も

触
れ
た
よ
う
に
、
救
荒
の
必
要
に
応
じ
て
郡
な
い
し
県
段
階
で
何
ら
か
の
対
策

が
採
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
充
分
に
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
こ
の

段
階
ま
で
は
中
央
が
そ
う
し
た
施
策
を
積
極
的
に
地
方
に
命
じ
る
体
制
に
は

な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

武
帝
期
に
認
め
ら
れ
た
傾
向
は
、
昭
帝
期
の
【　

】【　

】【　

】
に
ま
で
見

15

16

17

ら
れ
る
。
賑
恤
を
受
け
た
り
租
税
が
減
免
さ
れ
る
こ
と
は
、
窮
状
に
追
い
込
ま

れ
た
農
民
に
と
っ
て
は
確
か
に
あ
る
種
の
「
善
政
」
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
昭
帝
期
ま
で
の
傾
向
と
し
て
は
、
特
定
の
地
域

を
念
頭
に
置
い
た
り
、
詔
文
の
な
か
で
郡
の
存
在
を
前
提
し
た
り
し
て
政
策
が

出
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
、
と
ひ
と
ま
す
概
括
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

そ
の
傾
向
は
、【　

】
〜
【　

】
の
宣
帝
期
に
お
い
て
も
基
本
的
に
は
変
わ
っ

18

24

て
い
な
い
。
し
か
し
、
宣
帝
期
の
詔
文
を
注
意
し
て
見
て
い
く
と
、
昭
帝
期
以

前
と
は
異
な
っ
た
状
況
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
【　

】【　

】

18

20

【　

】
〜
【　

】
に
見
え
る
「
郡
国
」
と
は
、
漠
然
と
中
央
に
対
し
て
の
地
方
を

22

24

指
す
語
で
は
な
く
、
被
災
し
た
特
定
の
「
郡
（
国
）」
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
も

の
で
あ
る
し
、【　

】
の
一
部
の
指
示
は
明
ら
か
に
「
三
輔
」
を
対
象
に
し
て
い

18

る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
【　

】
は
、
社
会
的
弱
者
に
対
す
る
保
護
政
策
の
よ
う

21

な
も
の
で
厳
密
に
は
勧
農
・
救
荒
政
策
に
は
分
類
し
え
な
い
も
の
か
も
し
れ
ず

一
種
の
社
会
政
策
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
指
示
の
対
象

と
し
て
「
二
千
石
（
＝
郡
太
守
も
し
く
は
国
相
）」
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
以
上

の
検
討
か
ら
、
宣
帝
期
に
入
る
こ
ろ
に
は
、
中
央
の
政
策
遂
行
に
あ
た
っ
て
、

県
と
の
間
に
介
在
す
る
機
構
と
し
て
「
郡
」
の
存
在
が
明
瞭
に
認
識
さ
れ
て
き

た
こ
と
を
示
そ 

。

（
三
）　

元
帝
〜
平
帝
期

　

前
節
で
指
摘
し
た
、
宣
帝
期
頃
か
ら
詔
文
の
な
か
に
明
確
に
郡
が
現
れ
て
く

る
と
い
う
傾
向
が
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
か
を
、
こ
こ
で
は
見
て
い

き
た
い
。

【　

】 
元
帝
紀
、
初
元
元
（
前
四
八
）
年
三
月
条

25
　

三
輔
・
太
常
・
郡
国
の
公
田
及
び
苑
の
省
く
べ
き
者
を
以
て
貧
民
に
振
業
し
、

貲
の
千
銭
に
満
た
ざ
る
者
に
は
種
・
食
を
賦
貸
す
。

【　

】 
初
元
元
年
夏
四
月
条

26
　

「
関
東
は
、
今
年
、
穀
登
ら
ず
、
民
多
く
困
乏
す
。
其
れ
郡
国
の
災
害
を
被
む

る
こ
と
甚
し
き
者
を
し
て
租
賦
を
出
だ
す
こ
と
な
か
ら
し
め
よ
。
江
海
陂
湖

園
池
の
少
府
に
属
す
る
者
は
以
て
貧
民
に
仮
し
、
租
賦
す
る
こ
と
な
か
ら
し

め
よ
。（
後
略
）」

【　

】 
初
元
元
年
九
月
条

27
　

関
東
郡
国
十
一
大
水
し
て
、
飢
ゑ
、
或
ひ
は
人
相
ひ
食
む
、
旁
郡
の
銭
穀
を

転
じ
て
以
て
相
ひ
救
は
し
む
。

【　

】 
初
元
二
（
前
四
七
）
年
三
月
条

28
　

「（
前
略
）
乃
ち
二
月
戊
午
、
地
、
隴
西
郡
に
震
へ
、（
中
略
）
山
崩
れ
地
裂
け
、

水
泉
湧
き
出
づ
。（
中
略
） 
間
者 
、
歳
し
ば
し
ば
登
ら
ず
、
元
元
困
乏
し
、
飢

こ
の
ご
ろ

寒
に
勝
へ
ず
、
以
て
刑
辟
に
陥
る
、
朕
、
甚
だ
之
を 
閔 
ふ
。
郡
国
の
地
動
く

う
れ

の
災
を
被
り
て
甚
だ
し
き
者
は
租
賦
を
出
す
勿
か
れ
。（
後
略
）」 

（　

）
23う
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【　

】 
初
元
二
年
六
月
条

29
　

関
東
飢
ゑ
、
斉
地
、
人
、
相
ひ
食
む
。
秋
七
月
、
詔
し
て
曰
は
く
「
歳
、
し

き
り
に
災
害
あ
り
て
、
民
に
菜
色
あ
り
、
心
に
惨
怛
た
り
。
已
に
吏
に
詔
し

て
、
倉
廩
を
虚
し
く
し
、
府
庫
を
開
き
て
振
救
せ
し
め
、
寒
き
者
に
衣
を
賜

ふ
。（
後
略
）」

【　

】 
永
光
元
（
前
四
三
）
年
三
月
条

30
　

「（
前
略
）
其
れ
天
下
に
赦
し
て
、
�
精
な
る
も
の
を
し
て
自
新
し
、
各
お
の

農
畝
に
務
め
し
め
よ
。
田
無
き
者
に
は
皆
之
を
仮
し
、
種
・
食
を
貸
す
こ
と

貧
民
の
如
く
せ
よ
。（
後
略
）」
こ
の
月
雪
ふ
り
霜 
隕 
り
て
麦
稼
を
傷
な
ふ
。

お

【　

】 
永
光
三
（
前
四
一
）
年
冬
十
一
月
条

31
　

「
さ
き
ご
ろ
、
己
丑
、
地
動
き
、
中
冬
雨
水
あ
り
、
大
霧
あ
り
、
盗
賊
並
び
に

起
こ
る
。（
後
略
）」（
翌
四
年
春
二
月
詔
曰
）「（
前
略
）
其
れ
天
下
に
赦
し
、

貧
民
に
貸
す
所
は
収
責
す
る
こ
と
勿
か
れ
。」

【　

】 
建
昭
四
（
前
三
五
）
年
夏
四
月
条

32
　

「（
前
略
） 
間
者 
、
陰
陽
調
は
ず
、
五
行
序
を
失
ひ
、
百
姓
飢
饉
せ
り
。
烝
庶

こ
の
ご
ろ

の
業
を
失
ふ
を
惟
ひ
、
臨
み
て
諫
大
夫
博
士
賞
等
二
十
一
人
を
し
て
天
下
を

循
行
せ
し
め
、
耆
老
・
鰥
寡
・
孤
独
の
乏
困
し
て
職
を
失
ふ
人
を
存
問
せ
し

め
、
茂
材
特
立
の
士
を
挙
げ
し
む
。（
後
略
）」

【　

】 
建
昭
五
（
前
三
四
）
年
春
三
月
条

33
　

「
方
に
春
に
し
て
農
桑
興
ら
む
と
し
、
百
姓
は
力
を 
勠 
せ
自
か
ら
尽
く
す
の
時

あ
は

な
り
、故
に
是
の
月
は
農
を 
労 
り
民
に
勧
め
、時
に 
後 
れ
し
む
る
こ
と
な
か
れ
。

い
た
は 

お
く

今
、
不
良
の
吏
は
、
小
罪
を
覆
案
し
て
、
証
案
を
徴
召
し
て
、
不
急
の
事
を

興
し
、
以
て
百
姓
を
妨
た
げ
、
一
時
の
作
を
失
は
し
め
、
終 

の
功
亡
か
ら

し
む
、
公
卿
は
其
れ
明
ら
か
に
察
し
て
之
を
申
勅
せ
よ
。」

【　

】 
成
帝
紀
、
建
始
元
（
前
三
二
）
年
十
二
月
条

34
　

こ
の
日
、
大
風
、
甘
泉
の
畤
中
の
大
木
十
革
以
上
を
抜
く
。
郡
国
の
災
を
被

む
る
こ
と
什
に
四
以
上
の
も
の
、
田
租
を
収
む
る
こ
と
毋
か
れ
。

【　

】 
建
始
三
（
前
三
〇
）
年
九
月
条

35
　

「
さ
き
ご
ろ
、
郡
国
水
災
を
被
り
、
流
し
て
人
民
を
殺
し
、
多
き
は
千
数
に
至

る
。
京
師
、
故
無
く
し
て
訛
言
あ
り
て
大
水
至
る
と
、
吏
民
驚
恐
と
し
て
、

奔
走
し
て
城
に
乗
ら
む
と
す
。
苛
暴
深
刻
な
る
の
吏
未
だ
息
ま
ざ
る
に 
殆 
く
、

ち
か

元
元
の
冤
た
り
て
職
を
失
ふ
者
も
衆
し
。
諫
大
夫
林
等
を
し
て
天
下
を
循
行

せ
し
め
よ
。」

【　

】 
河
平
四
（
前
二
五
）
年
三
月
条

36
　

光
禄
大
夫
博
士
嘉
等
十
一
人
を
し
て
河
に
瀕
せ
る
の
郡
を 
行 
ら
し
挙
げ
し
め
、

め
ぐ

水
の
毀
傷
す
る
所
の
困
乏
し
て
自
存
す
る
能
は
ざ
る
者
を
、 
財 
き
て
振
貸
せ

さ
ば

し
む
。

【　

】 
陽
朔
二
（
前
二
三
）
年
秋
条

37
　

関
東
、
大
水
、
流
民
の
函
谷
・
天
井
・
壺
口
・
五
阮
関
よ
り
入
ら
ん
と
欲
す

る
者
、
苛
し
て
留
む
る
こ
と
勿
か
れ
。
諫
大
夫
博
士
を
し
て
分
か
ち
て
行
視

せ
し
む
。

【　

】 
陽
朔
四
（
前
二
一
）
年
春
正
月
条

38
　

「
夫
れ
洪
範
八
政
、
食
を
以
て
首
と
為
す
、
斯
れ
誠
に
家
給
刑
錯
の
本
な
り
。

先
帝
農
に 
劭 
め
、
其
の
租
税
を
薄
く
し
、
其
の
彊
力
を
寵
し
、
孝
弟
と
科
を

つ
と

同
じ
く
せ
し
む
。 
間
者 
、
民 
弥 
よ
惰
怠
に
し
て
、
本
に 
郷 
ふ
者
少
な
く
、
末

こ
の
ご
ろ 

い
よ
い 

む
か

に 
趨 
る
者
衆
く
、
将
に
何
を
か
以
て
之
を
矯
さ
む
と
す
る
や
。
方
に
東
作
せ

は
し

む
と
す
る
時
な
れ
ば
、
其
れ
二
千
石
を
し
て
勉
め
て
農
桑
を
勧
め
、
阡
陌
に

出
入
し
て
、
之
に 
労 
り
来
る
を
致
さ
し
め
よ
。
書
に
云
は
ず
や
。『
田
に
服
し

い
た
は
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嗇
に 
力 
め
れ
ば
、
乃
ち
亦
秋
あ
り
』
と
。
其
れ
之
に 
勗 
め
よ
。」

つ
と 

つ
と

【　

】 
鴻
嘉
四
（
前
一
七
）
年
春
正
月
条

39
　

「
数
し
ば
有
司
に
勅
し
て
、務
め
行
ふ
こ
と
寛
大
に
し
て
、苛
暴
を
禁
じ
よ
と
、

今
に
訖
る
も
改
ま
ら
ず
。
一
人
罪
有
れ
ば
、
宗
を
挙
げ
て
拘
繋
す
れ
ば
、
農

民
業
を
失
ひ
、
怨
恨
す
る
者
衆
く
、
和
気
を
傷
害
し
、
水
旱
災
を
為
し
、
関

東
の
流
冗
す
る
者
衆
し
、
青
・
幽
・
冀
部
尤
も
劇
し
く
、
朕
、
甚
だ
焉
を
痛

む
。
未
だ
位
に
在
り
て
惻
然
た
る
こ
と
あ
る
者
を
聞
か
ず
、 
孰 
か
当
に
朕
の

た
れ

之
を
憂
ふ
る
を
助
く
る
や
。
已
に
使
者
を
し
て
郡
国
を
循
行
せ
し
む
。
災
害

を
被
む
る
こ
と
什
に
四
以
上
、
民
の
貲
三
万
に
満
た
ざ
る
は
、
租
賦
を
出
す

こ
と
な
か
れ
。
逋
貸
の
未
だ
入
れ
ざ
る
も
、
皆
、
収
む
る
こ
と
勿
か
れ
。
流

民
の
関
に
入
ら
む
と
欲
す
る
は
、
輒
ち
内
に
籍
つ
け
よ
。
之
く
所
の
郡
国
、

謹
み
て
遇
す
る
こ
と
理
を
以
て
し
、
務
め
て
全
て
を
以
て
之
を
活
か
す
こ
と

あ
れ
。
朕
が
意
を
称
ふ
こ
と
を
思
へ
。」

【　

】 
永
始
三
（
前
一
四
）
年
春
正
月
条

40
　

「
天
災
仍
ほ
重
く
、
朕
、
甚
だ
焉
を
懼
る
。
民
の
職
を
失
ふ
を
惟
ひ
、
臨
み
て

大
中
大
夫
・
嘉
等
を
し
て
天
下
を
循
行
せ
し
め
、
耆
老
に
民
の
疾
苦
す
る
所

を
存
問
せ
し
む
。（
後
略
）」

【　

】 
哀
帝
、
綏
和
二
（
前
七
）
年
秋
条

41
　

「
朕
、
宗
廟
の
重
き
を
承
け
、
戦
々
恐
々
、
天
の
心
を
失
ふ
を
懼
る
。 
間
者 
日

こ
の
ご
ろ

月
光
を
失
ひ
、
五
星
行
り
を
失
ひ
、
郡
国
し
き
り
に
地
動
く
。
さ
き
ご
ろ
、

河
南
・
潁
川
郡
、
水
出
で
、
人
民
を
流
殺
し
廬
舍
を
壊
敗
す
。
朕
の
不
徳
、

民
、
反
り
て
辜
を
蒙
り
、
朕
、
甚
だ
焉
を
懼
る
。
已
に
、
光
禄
大
夫
を
し
て

循
行
し
て
挙
籍
せ
し
め
、
死
者
に
棺
銭
を
賜
ふ
こ
と
、
人
ご
と
に
三
千
。
其

れ
、
水
の
傷
つ
く
る
所
の
県
邑
及
び
他
の
郡
国
の
災
害
什
に
四
以
上
、
民
の

貲
十
万
に
満
た
ざ
る
は
、
皆
今
年
の
租
賦
を
出
す
こ
と
な
か
れ
。」

【　

】 
平
帝
紀
、
元
始
元
（
後
一
）
年
夏
条

42
　

大
司
農
部
の
丞
十
三
人
、
人
ご
と
に
一
州
を
部
し
、
農
桑
を
勧
め
し
む
。

【　

】 
元
始
二
（
後
二
）
年
夏
四
月
条

43
　

「
郡
国
大
旱
し
、
蝗
あ
り
、
青
州
尤
も
甚
だ
し
く
、
民
、
流
亡
す
。
安
漢
公
・

四
輔
・
三
公
・
卿
大
夫
・
吏
民
の
百
姓
の
困
乏
の
た
め
に
そ
の
田
宅
を
献
ず

る
者
二
百
三
十
人
、
口
を
以
て
貧
民
に
賦
せ
し
む
。
使
者
を
し
て
蝗
を
捕
ら

へ
さ
せ
、
民
の
蝗
を
捕
ら
え
て
吏
に
詣
す
は
、
石 

を
以
て
銭
を
受
く
。
天

下
の
民
の
貲
二
万
に
満
た
ざ
る
、
及
び
災
を
被
り
し
の
郡
の
十
万
に
満
た
ざ

る
は
、
租
税
す
る
こ
と
勿
か
れ
。（
下
略
）」

　

以
上
を
通
観
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
特
徴
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

ま
ず
第
一
に
は
、【　

】【　

】【　

】【　

】【　

】
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

25

29

30

31

32

災
害
や
飢
饉
に
対
す
る
措
置
と
し
て
、
地
域
を
限
定
し
な
い
形
で
の
租
税
減
免

や
振
救
と
い
う
前
漢
初
期
以
来
の
施
策
は
継
続
し
て
実
施
さ
れ
つ
つ
も
、
災
害

を
受
け
た
特
定
の
郡
国
を
対
象
と
し
て
限
定
す
る
形
で
諸
政
策
が
実
施
さ
れ
る

傾
向
が
明
確
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
事
例
は
、【　

】
の

26

「
郡
国
の
災
害
を
被
る
こ
と
甚
だ
し
き
者
」、【　

】
の
大
水
の
被
害
を
受
け
た

27

「
関
東
郡
国
十
一
」、【　

】
の
「
郡
国
の
災
を
被
る
こ
と
什
に
四
以
上
の
者
」、

34

【　

】
の
「
河
に
瀕
せ
る
の
郡
」
と
い
う
よ
う
に
、
武
帝
〜
宣
帝
期
に
も
見
ら
れ

36た
よ
う
な
特
定
の
郡
名
を
挙
げ
な
い
形
式
で
、
災
害
を
受
け
た
郡
国
に
限
定
し

て
政
策
の
施
行
を
指
示
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
郡
名
を
付
し
て
施
行
を
求

め
る
よ
う
な
事
例
も
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
、【　

】
で
は
、
一

28

応
「
郡
国
の
地
の
動
く
の
災
を
被
り
て
甚
だ
し
き
者
」
と
い
う
表
現
に
は
な
っ
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て
い
る
が
、隴
西
郡
で
発
生
し
た
地
震
を
受
け
て
の
措
置
で
あ
る
か
ら
こ
の「
郡

国
」
の
な
か
に
隴
西
郡
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
確
実
で
あ
る
し
、【　

】
で
採
ら

41

れ
た
措
置
の
場
合
に
は
明
ら
か
に
水
害
の
影
響
を
被
っ
た
「
河
南
郡
」
や
「
潁

川
郡
」
が
政
策
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
詔
文
の
変
化
は
、
中
央

が
諸
政
策
を
遂
行
し
て
い
く
場
合
に
お
い
て
、
郡
の
置
か
れ
た
位
置
づ
け
の
持

つ
重
要
性
が
増
大
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
変
遷
の
延

長
上
に
、【　

】
の
詔
勅
の
な
か
で
直
接
「
二
千
石
」
に
勧
農
政
策
を
命
じ
て
い

38

く
、
と
い
う
新
し
い
傾
向
が
産
ま
れ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

第
二
に
は
、「
州
」
に
つ
い
て
も
「
郡
」
と
同
様
の
仕
方
で
中
央
政
府
に
把
握

さ
れ
る
傾
向
が
生
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
【　

】
で
は
、
災
害
の

39

影
響
の
甚
大
な
地
域
を
「
青
・
幽
・
冀
部
」
と
い
う
形
で
表
し
て
お
り
、
成
帝

期
に
お
い
て
郡
を
越
え
て
州
で
の
地
域
把
握
が
顕
在
化
し
て
き
た
と
言
う
こ
と

が
出
来
よ
う
。
こ
の
傾
向
は
前
漢
末
期
に
も
見
ら
れ
、【　

】
の
旱
害
・
蝗
害
の

43

激
甚
な
地
域
と
し
て
「
青
州
」
と
い
う
単
位
で
把
握
が
な
さ
れ
、【　

】
の
平

42

帝
・
元
始
元
年
の
大
司
農
部
の
丞
十
三
人
が
そ
れ
ぞ
れ
一
州
ず
つ
を
管
掌
し
て

勧
農
を
実
施
す
る
と
い
う
状
況
に
ま
で
に
至
る
の
で
あ
る
。

　

前
章
で
検
討
し
た
諸
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
、
遅
く
と
も
前
漢
の
宣
帝
期
以
降

に
は
郡
が
独
立
し
た
行
政
機
構
に
成
長
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
わ
け
で

あ
る
が
、
本
節
で
見
た
諸
事
例
は
、
確
実
に
元
帝
期
以
降
に
お
い
て
は
、
中
央

の
救
荒
・
勧
農
政
策
の
遂
行
に
あ
た
っ
て
、
前
漢
初
期
に
比
し
て
明
ら
か
に
郡

を
一
個
の
独
立
し
た
機
関
と
み
な
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い

る
。
そ
の
傾
向
は
、
郡
の
枠
組
み
を
超
え
て
、
州
が
地
域
認
識
の
単
位
と
な
り

つ
つ
あ
る
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
元
帝
以
降
の
時
期
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
別
途
考
慮
す
べ
き
問
題
が

あ
る
。
そ
れ
は
、【　

】【　

】【　

】【　

】
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
諫
大
夫
・

32

35

36

40

光
禄
大
夫
・
博
士
な
ど
に
、
被
災
地
域
を
循
行
さ
せ
る
事
例
が
見
ら
れ
、
あ
わ

せ
て
【　

】【　

】
に
お
い
て
循
行
を
命
じ
ら
れ
た
諫
大
夫
等
が
振
救
行
為
を
求

32

36

め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
類
推
す
る
と
、
循
行
に
あ
た
っ
て
は
お
そ
ら
く
単
な
る
調

査
・
観
察
の
域
を
超
え
た
救
荒
・
勧
農
等
の
行
為
が
付
随
し
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、【　

】
の
地
方
官
吏
が
農
事
を
妨
げ
る

33

こ
と
の
な
い
よ
う
に
と
の
詔
勅
の
存
在
と
を
併
せ
考
え
る
と
、
元
帝
期
以
降
、

中
央
が
様
々
な
方
法
に
拠
り
つ
つ
も
農
村
社
会
内
部
の
安
定
を
企
図
し
て
、
ま

さ
し
く
佐
藤
直
人
氏
の
言
う
「
小
農
民
の
保
護
を
通
じ
て
貫
徹
さ
れ
る
『
強
力

な
支
配 

が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
ろ
う
。
所
謂
「
限
田
策
」
と
し
て
知

ら
れ
る
、
哀
帝
・
綏
和
二
（
前
七
）
年
に
実
施
さ
れ
た
土
地
等
の
所
有
を
制
限

す
る
政
策 

、
こ
う
し
た
中
央
か
ら
の
地
方
統
治
の
あ
り
方
の
変
容
の
結
果
と

し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
も
或
い
は
可
能
か
も
し
れ
な
い

　

以
上
、
前
漢
後
半
期
に
至
り
―
元
帝
期
以
降
に
あ
っ
て
は
ほ
ぼ
確
実
に
―
中

央
の
勧
農
・
救
荒
等
の
政
策
を
遂
行
す
る
際
に
、
統
治
機
構
と
し
て
の
郡
の
重

要
性
が
認
識
さ
れ
、
郡
太
守
に
政
策
の
遂
行
を
指
示
す
る
傾
向
が
現
れ
て
き
た

こ
と
、
及
び
、
中
央
の
「
強
力
な
支
配
」
が
着
々
と
実
施
さ
れ
て
き
た
可
能
性

を
、『
漢
書
』
の
諸
帝
紀
の
記
事
と
い
う
限
定
さ
れ
た
史
料
群
か
ら
で
は
あ
る
が

確
か
め
ら
れ
た
と
思
う
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
郡
太
守
・
国
相
の
監
察
を
主
な

業
務
と
し
た
刺
史
に
対
し
て
も
何
ら
か
の
変
容
を
促
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

次
章
に
お
い
て
は
、
武
帝
期
に
設
置
さ
れ
た
刺
史
が
実
際
に
果
た
し
た
治
績
で
、

現
在
史
料
上
確
か
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
改
め
て
の
分
析
を
加
え
つ
つ
、
そ

の
「
変
容
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
た
だ
、
三
節
を
費
や
し

て
本
章
で
こ
こ
ま
で
確
か
め
て
き
た
国
政
上
に
お
け
る
郡
の
位
置
づ
け
の
変
容

（　

）
24』」（　

）
25も
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や
中
央
の
支
配
の
あ
り
方
の
変
化
が
、
後
漢
時
代
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
展

開
を
示
し
た
の
か
に
つ
い
て
確
か
め
て
お
く
こ
と
は
必
ず
し
も
無
駄
で
は
な
い

と
思
わ
れ
る
。
節
を
改
め
て
、
検
討
を
加
え
た
い
。

（
四
）　

後
漢
時
代
に
お
け
る
救
荒
・
勧
農
等
政
策
の
展
開

　

後
漢
時
代
に
つ
い
て
も
、『
後
漢
書
』
諸
帝
紀
に
見
え
る
救
荒
・
勧
農
等
の
諸

政
策
を
示
す
詔
勅
に
、
一
定
の
傾
向
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
本

節
に
限
り
『
後
漢
書
』
か
ら
の
引
用
の
場
合
、
書
名
を
省
略
す
る
。

　

前
漢
を
通
じ
て
見
ら
れ
た
、
対
象
と
す
る
地
域
を
限
定
し
な
い
形
で
勧
農
を

説
い
た
り
、
租
税
の
減
免
な
ど
の
措
置
を
採
る
例
は
後
漢
に
あ
っ
て
も
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
前
者
の
勧
農
に
つ
い
て
は
、
明
帝
紀
、
永
平
三
（
六
〇
）
年
春

正
月
条
の
詔
に
、

「（
前
略
）
夫
れ
春
と
は
、
歳
の
始
ま
り
な
り
。
始
め
其
の
正
し
き
を
得
れ

ば
、
則
ち
三
時
成
る
こ
と
あ
り
。 
比
者 
水
旱
節
な
ら
ず
、
辺
人
は
食
寡
な

こ
の
ご
ろ

く
、
政
、
上
に
失
は
れ
、
人
、
其
の
咎
を
受
く
。
有
司
其
れ
勉
め
て
時
気

に
順
ひ
、
農
桑
を
勧
督
し
、
其
の
螟 

を
去
り
、
以
て 

賊
に
も
及
び
、

刑
を
詳
び
ら
か
に
し
罰
を
慎
し
み
、
明
ら
か
に
単
辞
を
察
し
、
夙
夜 
懈 
る

お
こ
た

こ
と
な
く
、
以
て
朕
が
意
を 
称 
へ
よ
。」

か
な

と
あ 

、
後
者
の
租
税
減
免
の
例
と
し
て
は
、
和
帝
紀
、
永
元
四
（
九
二
）
年

十
二
月
条
の
詔
に
、

「
今
年
の
郡
国
の
秋
稼
、
旱
蝗
の 
傷 
ふ
所
と
為
れ
ば
、
其
れ
什
に
四
以
上
な

そ
こ
な

ら
ば
田
租
・
芻
稾
を
収
む
る
こ
と
勿
か
れ
、
満
た
ざ
る
者
あ
れ
ば
、
実
を

以
て
之
を
除
け
。」

と
あ
る
も
の
を
挙
げ
る
こ
と
が
で 

、
こ
う
し
た
措
置
が
時
期
を
問
わ
ず
中
央

（　

）
26り

（　

）
27き

に
求
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
よ
う
。
い
っ
ぽ
う
前
節
で

指
摘
し
た
宣
帝
・
元
帝
期
頃
か
ら
顕
在
化
し
て
き
た
政
策
上
の
特
徴
は
、
後
漢

に
あ
っ
て
も
多
く
を
徴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
諸
政
策
の
実
行
の
当
事
者
と
し
て
地
方
官
を
指
示
す
る
事
例
に
つ
い
て

で
あ
る
が
、
光
武
帝
紀
、
建
武
六
（
三
〇
）
年
春
正
月
条
の
詔
、

「
往
歳
、
水
旱
・
蝗
蟲 

を
為
し
、
穀
価
騰
躍
し
て
、
人
用
困
乏
す
。
朕
惟

ふ
に
、
百
姓
は
以
て
自
か
ら 
贍 
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
惻
然
と
し
て
之
を
愍

た

れ
む
。
其
れ
郡
国
の
穀
あ
る
者
に
命
じ
て
、
高
年
・
鰥
・
寡
・
弧
・
独
及

び
篤 

・
家
属
無
く
貧
し
く
し
て
自
か
ら
存
す
る
能
は
ざ
る
者
に
給
稟
す

る
こ
と
、
律
の
如
く
せ
よ
。
二
千
石
は
勉
め
て
循
撫
を
加
へ
、
職
を
失
は

し
む
る
こ
と
な
か
れ
。」

に
「
二
千
石
」
が
見
え 

。
明
帝
紀
、
永
平
十
三
（
七
〇
）
年
、
冬
十
月
条
の

制
に
は
、

「（
前
略
）
今
、
何
を
か
以
て
陰
陽
を
和
穆
し
、
災
譴
を
消
伏
せ
し
め
む
。

刺
史
・
太
守
は
刑
を
詳
び
ら
か
に
し
冤
を 
理 
め
、
鰥
孤
に
存
恤
し
、
勉
め

お
さ

て
職
を
思
へ
。」

と
「
刺
史
・
太
守
」
と
見
え
、
和
帝
紀
、
永
元
一
〇
（
九
八
）
年
春
三
月
条
の

詔
に
、「 

防
溝
渠
は
、
地
理
を
順
助
し
て
、
壅
塞
を
通
利
す
る
所
以
な
り
。
今
、

廃
慢
懈 

す
る
も
、
以
て
負
と
為
さ
ず
。
刺
史
・
二
千
石
は
其
れ
宜
し
き

に
隨
ひ
て
疏
導
せ
よ
。
縁
に
因
り
て
妄
り
に
発
し
て
、
以
て
煩
擾
を
為
す

こ
と
な
か
れ
、
将
に
顕
ら
か
に
其
の
罰
を
行
へ
。」

と
「
刺
史
・
二
千
石
」
と
見
え
る
の
と
同
様
、
刺
史
と
郡
太
守
と
に
指
示
が
向

け
ら
れ
て
い
る
。
後
漢
に
な
っ
て
郡
太
守
と
並
ん
で
刺
史
に
指
示
が
出
さ
れ
る

（　

）
28る
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の
は
、
所
謂
「
刺
史
の
行
政
官
化
」
を
象
徴
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
が
、
後
漢

の
後
期
に
な
る
と
、
桓
帝
紀
、
永
興
二
（
一
五
四
）
年
六
月
条
に
、

司
隸
校
尉
・
部
刺
史
に
詔
し
て
曰
は
く
「
蝗 

害
を
為
し
、
水
変 
仍 
至

し
ば
し
ば

り
、五
穀
登
ら
ず
、人
に
宿
儲
な
し
。
其
れ
傷
な
ふ
所
の
郡
国
を
し
て 
蕪
菁 
か
ぶ
ら

を
種
ゑ
て
以
て
人
の
食
を
助
け
よ
。」
と
。

と
、
中
央
と
郡
国
の
間
で
政
策
を
媒
介
す
る
役
割
ま
で
も
刺
史
に
期
待
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
以
上
の
事
例
か
ら
、
後
漢
に
入
っ
て
か
ら
は
、
地
方
で

国
家
統
治
を
行
う
官
吏
と
し
て
の
郡
太
守
の
位
置
づ
け
が
ほ
ぼ
確
立
し
た
こ
と

と
、
刺
史
も
そ
の
位
置
を
占
め
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

　

同
時
に
、
政
策
の
施
行
対
象
も
、
明
確
に
地
域
が
限
定
さ
れ
る
も
の
が
多
く

見
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

ま
ず
「
郡
」
を
対
象
と
す
る
も
の
だ
が
、
光
武
帝
紀
、
建
武
二
十
二
（
四
六
）

年
九
月
条
に
、

戊
辰
、
地
震
へ
裂
く
。
制
詔
し
て
曰
は
く
「 
日
者 
地
震
へ
、
南
陽
尤
も
甚

さ
き
に

だ
し
。（
中
略
）
其
れ
南
陽
を
し
て
今
年
の
田
租
・
芻
稾
を
輸
せ
し
む
る
こ

と
な
か
れ
。
謁
者
を
し
て
案
行
せ
し
め
、
其
れ
死
罪
に
し
て
繋
囚
せ
ら
る

る
こ
と
戊
辰
以
前
に
在
る
も
の
、
死
罪
一
等
を
減
ぜ
よ
。
徒
は
皆 

め
て

鉗
を
解
き
、
絲
絮
を
衣
せ
よ
。
郡
中
の
居
る
人
の
圧
死
せ
る
者
に
棺
銭
を

賜
へ
、
人
ご
と
に
三
千
な
り
。
其
れ
口
賦
の
逋
税
は
、
廬
宅
尤
も
破
壊
さ

る
る
者
に
は
、
収
責
す
る
こ
と
勿
か
れ
。（
後
略
）」
と
。

と
あ
る
の
は
、
地
震
の
被
害
が
大
き
か
っ
た
南
陽
郡
が
対
象
と
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。

　

章
帝
期
に
は
、
章
帝
紀
、
建
初
元
（
七
六
）
年
春
正
月
条
に
、

三
州
の
郡
国
に
詔
し
て
「 
方 
し
春
の
東
作
な
ら
む
と
し
て
、
人
の 
稍 
稟
を

い
ま 

や
や

受
け
む
と
し
て
、
往
来
煩
劇
に
し
て
、
或
は
耕
農
を
妨
げ
む
こ
と
を
恐
る
。

其
れ
各
お
の
尤
も
貧
な
る
者
を
実
覈
し
、
貸
す
所
を
計
り
て
并
せ
て
之
に

与
へ
よ
。（
下
略
）」
と
。

と
あ
り
、「
三
州
」
の
「
郡
国
」
に
限
定
さ
れ
た
措
置
が
指
示
さ
れ
て
い
る
例
が

あ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
三
州
と
は
、
章
帝
紀
の
こ
の
記
事
の
前
年
の
記
事
か
ら
、

 

州
・
予
州
・
徐
州
で
あ
る
こ
と
が
了
解
で
き
る
。

　

安
帝
期
に
は
、
安
帝
紀
、
永
初
四
（
一
一
〇
）
年
春
正
月
辛
卯
条
に
見
え
る
、

詔
し
て
、
三
輔
の 
比 
寇
乱
に
遭
ひ
、
人
庶
流 

す
る
を
以
て
、
三
年
の
逋

こ
の
ご
ろ

租
・
過
更
・
口 

・
芻
稾
を
除
き
、
上
郡
の
貧
民
に
稟
す
る
こ
と
各
お
の

差
あ
れ
、
と
。

と
三
輔
や
上
郡
が
対
象
と
な
っ
た
事
例
の
他
に
五
件
の
同
様
の
事
例
が
見
ら
れ

 

。

　

順
帝
期
に
お
い
て
は
、
順
帝
紀
、
永
建
三
（
一
二
八
）
年
条
に
、

春
正
月
丙
子
、
京
師
地
震
、
漢
陽
は
地
、
陷
裂
す
。
甲
午
、
詔
し
て
傷
害

せ
し
者
を
実
覈
し
、
年
七
歳
以
上
に
銭
、
人
ご
と
に
二
千
を
賜
ひ
、
一
家

害
を
被
れ
ば
、
郡
県
、
収
斂
を
な
す
。
乙
未
、
詔
し
て
漢
陽
の
今
年
の
田

租
・
口
賦
を
収
む
る
こ
と
勿
か
ら
し
む
。
夏
四
月
癸
卯
、
光
禄
大
夫
を
し

て
漢
陽
及
び
河
内
・
魏
郡
・
陳
留
・
東
郡
を
案
行
し
て
、
貧
人
に
稟
貸
せ

し
む
。

と
地
震
の
害
を
受
け
た
漢
陽
と
四
月
の
光
禄
大
夫
の
循
行
に
「
河
内
・
魏
郡
・

陳
留
・
東
郡
」
が
対
象
と
な
っ
た
事
例
の
他
、
三
例
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き

 

。

　

桓
帝
期
に
お
い
て
も
確
か
め
ら
れ
る
。
桓
帝
紀
、
永
寿
元
（
一
五
五
）
年
六

月
条
の
、

（　
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太
山
・
琅
邪
の
賊
に
遇
ふ
者
に
詔
し
て
、
租
・
賦
を
収
む
る
こ
と
な
く
、

更
・ 

を
復
す
る
こ
と
三
年
。
又
、
詔
し
て
、
水
を
被
り
て
死
し
て
屍
骸

を
流
失
す
る
者
は
、
郡
県
を
し
て
鉤
求
し
て
収
葬
せ
し
め
、
及
び
唐
突
に

壓
溺
し
て
物
故
せ
る
所
、
七 

以
上
に
銭
を
賜
ひ
、
人
ご
と
に
二
千
。
廬

舍
を
壊
敗
し
、
穀
食
を
亡
失
し
て
、
尤
も
貧
な
る
者
は
稟
す
る
こ
と
、
人

ご
と
に
二
斛
、
と
。

で
は
、
前
半
部
で
は
太
山
郡
・
琅
邪
郡
が
対
象
に
な
っ
て
お
り
、
後
半
の
水
害

後
の
処
置
に
つ
い
て
は
、
桓
帝
紀
、
同
年
の
六
月
条
に
「
南
陽
大
水
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
主
に
南
陽
郡
が
対
象
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ 

。

　

霊
帝
期
に
入
っ
て
か
ら
は
、
霊
帝
紀
、
熹
平
四
（
一
七
五
）
年
条
に
、

守
宮
令
の
塩
監
を
し
て
、
渠
を
穿
ち
て
民
の
為
に
利
を
興
さ
し
む
。
郡
国

の
災
に
遇
ふ
者
を
し
て
、
田
租
の
半
を
減
じ
、
其
の
傷
害
す
る
こ
と
十
に

四
以
上
は
、
収
責
す
る
こ
と
勿
か
れ
。

と
あ
る
。
郡
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
霊
帝
紀
の
同
年
の
記
事
に
「
夏

四
月
、
郡
国
七
、
大
水
」「
六
月
、
弘
農
・
三
輔
螟
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

ら
の
「
災
に
遇
」
っ
た
郡
国
が
政
策
の
対
象
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

以
上
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
郡
」
を
対
象
に
し
て
中
央
政
府
の
施
策
が
実
施

さ
れ
る
事
例
は
後
漢
時
代
を
通
じ
て
一
般
化
し
て
い
た
と
言
え
る
が
、
同
時
に

後
漢
に
あ
っ
て
は
、「
州
」
を
対
象
と
す
る
事
例
が
「
郡
」
を
対
象
と
す
る
事
例

に
数
的
に
確
か
め
ら
れ
る
限
り
で
は
ほ
ぼ
拮
抗
し
て
く
る
。
以
下
列
挙
し
て
み

た
い
。

　

ま
ず
章
帝
期
の
も
の
と
し
て
は
、
章
帝
紀
、
永
平
十
八
（
七
五
）
年
条
に
、

是
の
年
、
牛
、
疫
す
。
京
師
及
び
三
州
大
い
に
旱
り
し
、
詔
し
て 

・
予
・

徐
州
は
田
租
・
芻
稾
を
収
む
る
こ
と
な
か
れ
、
其
れ
見
穀
を
以
っ
て
貧
人

（　

）
31る

に
賑
給
せ
よ
、
と
。

と
租
税
減
免
の
措
置
を
京
師
の
他
に
「 

州
・
予
州
・
徐
州
」
に
限
定
し
た
事

例
が
あ
る
。

　

和
帝
期
に
は
、
和
帝
紀
、
永
元
十
四
（
一
〇
二
）
年
条
に
、

是
の
秋
、
三
州
雨
水
す
。
冬
十
月
甲
申
、
詔
し
て
「 

・
予
・
荊
州
は
今

年
の
水
雨 
淫 
く
過
ぎ
、
多
く
農
功
を
傷
な
ふ
。
其
れ
被
害
の
什
に
四
以

は
な
は
だ
し

上
な
る
も
の
を
し
て
皆
田
租
・
芻
稾
を
入
る
こ
と
半
ば
な
ら
し
め
、
其
れ

満
た
ざ
る
者
は
、
実
を
以
て
之
を
除
け
。」
と
。

と
「 

州
・
予
州
・
荊
州
」
を
対
象
と
し
て
租
税
の
減
免
措
置
が
採
ら
れ
た
こ

と
が
記
さ
れ
、
永
元
十
六
（
一
〇
四
）
年
二
月
己
未
条
の
詔
文
で
は
「 

・
予
・

徐
・
冀
の
四
州
」
を
対
象
と
し
て
長
雨
に
起
因
す
る
不
作
へ
の
対
策
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

　

順
帝
期
に
は
、
順
帝
紀
、
永
建
二
（
一
二
七
）
年
二
月
甲
辰
条
の
、

詔
し
て
荊
・
予
・ 

・
冀
四
州
の
流 

せ
る
貧
人
に
稟
貸
し
、
在
る
所
に

て
之
を
業
に
安
ん
ぜ
し
め
、
疾
病
に
は
医
薬
を
致
せ
、
と
。

と
あ
る
「
荊
州
・
予
州
・ 

州
・
冀
州
」
を
対
象
と
す
る
振
救
を
主
と
す
る
政

策
が
あ
り
、
そ
の
他
に
は
、
と
り
わ
け
「
冀
州
」
を
対
象
と
し
た
、
永
建
六

（
一
三
一
）
年
か
ら
陽
嘉
元
（
一
三
二
）
年
に
か
け
て
の
事
例
を
指
摘
で
き 

。

　

桓
帝
期
に
入
っ
て
も
、
桓
帝
紀
、
建
和
元
（
一
四
七
）
年
二
月
条
の
、

荊
・
揚
の
二
州
の
人
多
く
餓
ゑ
て
死
せ
ば
、
四
府
の
掾
を
し
て
分
行
し
て

賑
給
せ
し
む
。

の
「
荊
州
・
揚
州
」
を
対
象
と
す
る
施
策
が
あ 

。

　

な
お
、こ
こ
に
み
た「
州
を
単
位
と
す
る
諸
政
策
が
施
行
さ
れ
た
場
合
」に
、実

際
に
そ
の
措
置
に
あ
た
っ
た
の
は
そ
の
州
の
配
下
の
郡
で
あ
っ
た
可
能
性
は
捨

（　
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て
き
れ
な
い
が
、
仮
に
そ
の
見
方
の
ほ
う
に
妥
当
性
が
あ
る
に
せ
よ
、
後
漢
に

入
っ
て
、
中
央
と
郡
と
を
媒
介
す
る
重
要
な
機
構
と
し
て
州
を
認
識
し
て
地
方

統
治
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
象
徴
す
る
記
事
群
で
あ
る
と
は
い
え
る
だ
ろ 

。

（
五
）　

郡
の
変
容
と
漢
代
に
お
け
る
「
郡
県
制
」
支
配
の
変
質
―
小
結

　

前
節
ま
で
の
検
討
の
結
果
は
、
前
章
で
見
た
、
重
近
・
紙
屋
・
佐
藤
氏
ら
の

見
解
に
概
ね
一
致
し
、
前
漢
の
遅
く
と
も
元
帝
期
以
降
に
お
い
て
、
中
央
が
地

方
支
配
を
行
う
際
に
、
様
々
な
形
態
で
の
郡
の
介
在
が
顕
在
化
し
て
き
た
と
す

る
こ
れ
ま
で
の
理
解
を
補
強
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
紙
屋
正
和
氏
が
指
摘
し
た

よ
う
に
、
前
漢
の
初
期
ま
で
は
地
方
行
政
の
主
た
る
担
い
手
は
県
令
で
あ
り

「
県
」
が
国
家
の
地
方
統
治
の
基
幹
と
な
っ
て
い 

が
、
前
漢
中
期
以
降
そ
の
機

能
が
郡
に
管
掌
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
前
節
ま
で
の
本
稿
で
の
成
果
を
加
味

す
れ
ば
、
詔
文
の
形
に
表
象
さ
れ
る
国
家
の
政
策
の
な
か
の
位
置
づ
け
で
も
、

国
政
遂
行
上
在
地
社
会
と
の
重
要
な
媒
介
機
構
と
し
て
郡
が
位
置
づ
け
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
付
言
す
れ
ば
、
前
漢
極
末
期
以
後
に
は
早

く
も
州
が
そ
の
郡
の
位
置
に
取
っ
て
替
わ
る
傾
向
す
ら
見
せ
、
後
漢
に
な
れ
ば

そ
の
傾
向
が
よ
り
明
確
に
な
っ
て
い
く
こ
と
も
示
せ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

す
で
に
別
稿
で
述
べ
た
こ
と
も
あ 

、
前
漢
期
に
関
し
て
は
次
章
で
も
簡
単
に

触
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
指
摘
に
と
ど
め
て
お
く
。

　

さ
て
、
前
漢
中
期
以
降
に
お
い
て
郡
が
地
方
統
治
に
関
す
る
中
央
の
政
策
の

中
核
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
両
漢
書
の
帝
紀
以
外

の
史
料
を
使
っ
て
傍
証
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
以
下
、
本
節
に
お
い
て
、
二
つ

の
論
点
を
一
瞥
す
る
こ
と
で
、
本
章
の
小
結
に
か
え
た
い
。

　

ま
ず
、
第
一
に
、
両
漢
書
に
お
い
て
勧
農
や
民
衆
教
化
に
尽
力
し
た
地
方
官

（　

）
34う

（　

）
35た

（　

）
36り

と
し
て
立
伝
さ
れ
る
場
合
に
、
そ
こ
で
顕
彰
さ
れ
て
い
る
行
為
が
郡
太
守
と
し

て
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
れ
に
関
連
し
て
特
に
『
漢
書
』
循
吏
伝
に
立
伝

さ
れ
た
地
方
官
が
概
ね
宣
帝
期
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

実
例
を
見
て
い
こ
う
。
巻
八
九
、
循
吏
伝
、
召
信
臣
伝
に
は
、
彼
の
南
陽
太

守
と
し
て
の
職
務
を
、

信
臣
、
人
と
為
り
勤
力
に
し
て
方
略
あ
り
、
好
み
て
民
の
為
に
利
を
興
し
、

務
め
之
を
富
ま
す
に
あ
り
。
躬
か
ら
耕
農
を
勧
め
、
阡
陌
に
出
入
し
、
離

郷
の
亭
に
止
舍
し
、
居
に
安
ん
ず
る
こ
と
あ
る
時
は
稀
な
り
。
行
り
て
郡

中
の
水
泉
を
視
、
溝 

を
開
通
さ
せ
、
水
門
堤
閼
を
起
こ
す
こ
と
凡
そ
数

十
処
、
以
て
広
く
漑
灌
し
、
歳
歳
増
加
し
、
多
き
は
三
万
頃
に
至
る
。
民
、

其
の
利
を
得
て
、
蓄
積
に
余
り
あ
り
。
信
臣
、
民
の
為
に
均
水
約
束
を
作

り
、
石
に
刻
み
て
田
畔
に
立
て
、
以
て
分
か
ち
争
ふ
を
防
ぐ
。（
中
略
）
其

の
化
、
大
い
に
行
は
れ
、
郡
中
、
耕
稼
力
田
せ
ざ
る
は
な
く
、
百
姓
之
に

帰
し
、
戸
口
増
倍
し
、
盗
賊
獄
訟
、
衰
へ
止
む
。

と
伝
え
て
い
る
。
こ
の
記
事
で
注
目
す
べ
き
は
、
召
信
臣
そ
の
人
が
勧
農
の
た

め
に
自
ら
阡
陌
、
す
な
わ
ち
田
間
の
道
路
に
入
っ
て
い
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
と
、
農
業
用
水
に
関
す
る
争
い
を
未
然
に
防
止
す
る
目
的
で
「
均
水
約
束
」

が
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
確
か
に
召
信
臣
と
い
う
特
異
な
個
性

に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
極
め
て
明
瞭
な
形
で
、
地
方

官
が
在
地
社
会
の
内
部
に
入
り
込
ん
だ
事
例
と
し
て
着
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ 

。

　

続
い
て
後
漢
の
事
例
を
見
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
『
後
漢
書
』
列
伝
二
一
、

杜
詩
伝
に
、

（
建
武
）
七
（
三
一
）
年
、
南
陽
太
守
に
遷
る
。
性
、
節
倹
に
し
て
政
治
清

平
な
り
、
暴
を
誅
す
る
を
以
て
威
を
立
て
、
計
略
に
善
く
、
民
の
役
を
省

（　
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愛
す
。
水
排
を
造
作
し
、
鋳
し
て
農
器
を
為
し
、
力
を
用
ゐ
る
こ
と
少
な

く
し
て
、
功
を
見
る
こ
と
多
く
、
百
姓
之
を
便
と
す
。
又
、
陂
池
を
修
治

し
、
広
く
土
田
を
拓
け
ば
、
郡
内
室
を 
比 
べ
て
殷
足
せ
り
。

な
ら

と
あ
り
、『
後
漢
書
』
列
伝
一
九
、
鮑
�
伝
に
、
明
帝
永
平
年
間
に
汝
南
太
守
と

な
っ
た
後
の
こ
と
と
し
て
、

郡
に
陂
池
多
く
、
歳
歳
決
壊
し
、
年
ご
と
に
常
に
三
千
余
万
を
費
や
す
。

�
、
乃
ち
上
り
て
方
梁
と
石
洫
を
作
れ
ば
、
水
常
に
饒
足
し
、
人
、
以
て

殷
富
た
り
。

と
あ
り
、
地
方
官
が
任
地
に
あ
っ
て
治
水
灌
漑
に
腐
心
し
た
様
子
が
見
て
取
れ

よ
う
。
召
信
臣
の
事
例
も
含
め
た
、
郡
太
守
が
治
水
事
業
を
推
進
し
、
積
極
的

に
勧
農
に
関
与
し
た
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
本
章
で
の
両
漢
書

帝
紀
の
諸
記
事
と
同
一
次
元
に
あ
る
も
の
と
し
て
理
解
で
き
よ 

。

　

第
二
に
、
国
家
が
主
体
と
な
っ
て
い
た
求
雨
祭
祀
に
関
し
て
、
郡
太
守
が
施

行
し
た
可
能
性
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
漢
代
の
地
方
官
は
、「
水
」

を
齎
す
べ
き
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。『
後
漢
書
』
列
伝

七
一
、
独
行
列
伝
、
諒
輔
伝
に
、

郡
に
仕
へ
て
五
官
掾
と
為
る
。
時
に
夏
に
し
て
大
い
に
旱
し
、
太
守
自
か

ら
出
で
て
山
川
に
祈
祷
す
る
も
、
連
日
、
降
る
所
な
し
。
輔
、
乃
ち
自
か

ら
庭
中
に
暴
さ
れ
、
慷 

し
て
呪
ひ
て
曰
は
く
「
輔
、
股
肱
と
為
り
、
諫

を
進
め
忠
を
納
れ
、
賢
を
薦
め
悪
を
退
ぞ
け
、
和
し
て
陰
陽
を
調
へ
、
天

意
に
承
順
す
る
能
は
ざ
れ
ば
、
天
地
を
し
て
否
隔
し
、
萬
物
を
し
て
焦
枯

せ
し
む
る
に
至
り
、
百
姓 
 

と
す
る
も
、
訴
告
す
る
所
な
き
は
、
咎
、

尽
と
く
輔
に
あ
り
。
今
、
郡
太
守
、
服
を
改
め
て
己
を
責
め
、
民
の
為
に

祈
福
す
る
こ
と
、精
誠
懇
到
な
る
も
、未
だ
感
徹
す
る
こ
と
あ
ら
ず
。輔
、今
、

（　

）
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敢
へ
て
自
か
ら
祈
請
し
、
若
し
日
中
雨
ふ
ら
ざ
る
に
至
れ
ば
、
身
を
以
て

無
状
を
塞
が
む
こ
と
を
乞
は
む
。」
と
。
こ
こ
に
お
い
て
薪
柴
を
積
み 

茅

を
聚
め
て
以
て
自
か
ら 
環 
ら
し
、
火
を
其
の
傍
に 
搆 
へ
、
将
に
自
か
ら
焚

め
ぐ 

か
ま

か
む
と
す
。
未
だ
日
中
に
及
び
ざ
り
し
時
、
天
雲 
 
 　
 
が
り
合
し
、
須
臾
に

く
ら

し
て
雨
を 

お
し
、
一
郡
、
沾
潤
せ
り
。

と
あ
る
、
広
漢
郡
の
郡
太
守
が
山
川
に
祈
祷
し
な
が
ら
も
雨
が
得
ら
れ
な
か
っ

た
の
で
、
そ
れ
に
業
を
煮
や
し
た
諒
輔
が
自
ら
を
犠
牲
に
す
る
意
志
を
示
し
て

実
際
に
行
動
に
移
し
、
俄
に
雨
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
逸
話
が
あ
る
。

史
実
で
あ
っ
た
と
即
断
で
き
る
内
容
で
は
な
い
が
、
こ
こ
に
は
太
守
が
祈
っ
て

雨
が
得
ら
れ
な
い
の
は
そ
の
補
佐
役
で
あ
る
自
分
の
責
任
で
あ
る
と
の
諒
輔
の

意
志
を
汲
む
こ
と
が
で
き
、
少
な
く
と
も
当
時
の
人
々
の
認
識
と
し
て
、
雨
が

少
な
い
と
き
に
は
地
方
官
が
先
頭
に
立
っ
て
雨
を
齎
せ
る
よ
う
に
努
力
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
思
潮
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

そ
れ
が
、
恐
ら
く
、『
続
漢
書
』
礼
儀
志
、
請
雨
条
に
、

立
春
よ
り
立
夏
に
至
り
て
立
秋
に
尽
く
る
ま
で
、
郡
国
は
雨
沢
を 
上 
る
。

た
て
ま
つ

若
し
少
な
け
れ
ば
、
郡
県
、
各
お
の
社
稷
を
掃
除
し
、
其
れ
旱
た
れ
ば
、

公
卿
官
長
は
次
を
以
て 

礼
を
行
ひ
て
雨
を
求
む
。

と
あ
り
、
同
志
劉
昭
注
引
『
漢
旧
儀
』
に
は
、

求
雨
、
太
常
、
天
地
・
宗
廟
・
社
稷
・
山
川
に
祷
り
て
以
て 
賽 
り
、
各
お

ま
つ

の
其
の
常
牢
の
如
く
す
る
は
、
礼
な
り
。
四
月
・
立
夏
に
旱
す
れ
ば
、
乃

ち
求
雨
祷
雨
す
る
の
み
、
後
に
旱
す
れ
ば
、
復
た
重
ね
て
祷
る
の
み
、
立

秋
に 
訖 
れ
ば
、
旱
す
る
と
雖
ど
も
祷
り
て
雨
を
求
む
る
を
得
ざ
る
な
り
。

い
た

と
あ
る
、
漢
代
の
求
雨
祭 

の
規
定
に
繋
が
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
漢

旧
儀
』
の
規
定
を
見
る
限
り
で
は
求
雨
祭
祀
は
太
常
の
管
轄
と
さ
れ
て
い
る
が
、

（　
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礼
儀
志
に
記
さ
れ
る
「
公
卿
官
長
」
の
実
施
す
る 

礼
の
前
段
に
少
雨
の
場
合

の
郡
県
に
よ
る
「
社
稷
の
掃
除
」
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
祭
祀
の
全

て
が
太
常
に
任
さ
れ
た
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
形
で
郡
県
も
求
雨

祭
祀
に
は
関
与
し
て
い
た
と
考
え
て
良
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
諒
輔
伝
の
記
事

と
考
え
併
せ
れ
ば
、
漢
代
の
郡
太
守
が
何
ら
か
の
形
で
求
雨
祭
祀
に
携
わ
っ
て

い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
そ
の
歴
史
的
意
味
も
本
章
で
の
検
討
結
果
の
延
長

上
で
捉
え
ら
れ
よ
う
。

第
三
章　

前
漢
に
お
け
る
刺
史
の
「
行
政
官
化
」
へ
の
試
論

　

前
章
で
の
検
討
の
結
果
、
遅
く
と
も
前
漢
の
元
帝
期
以
降
、
中
央
の
勧
農
・

救
荒
等
の
政
策
遂
行
に
あ
た
っ
て
、
郡
の
位
置
づ
け
の
重
要
性
が
増
大
し
た
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
本
章
で
は
、
そ
う
し
た
「
郡
の
位
置
づ
け
」
の
変
容

が
、
監
察
官
で
あ
っ
た
刺
史
の
性
格
に
何
ら
か
の
変
化
を
及
ぼ
し
た
可
能
性
に

つ
き
、
仮
説
を
提
示
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

　

前
漢
武
帝
期
に
設
置
さ
れ
た
、
郡
国
の
守
相
の
監
察
官
と
し
て
の
刺
史
に
つ

い
て
は
、
そ
の
由
来
・
職
掌
等
に
つ
い
て
、
す
で
に
基
本
的
な
事
項
は
明
ら
か

に
さ
れ
て
い 

。『
漢
書
』
顔
師
古
註
や
『
続
漢
書
』
劉
昭
註
に
引
か
れ
た
蔡
質

『
漢
官
典
職
儀
式
選 

』
に
見
え
る
所
謂
「
六
条
詔
条
」
か
ら
、
刺
史
の
監
察
の

対
象
が
郡
太
守
と
地
方
の
豪
族
と
に
向
け
ら
れ
た
こ
と
も
周
知
に
属
す
る
。

　

ま
た
、
近
年
で
は
王
勇
華
氏
が
前
漢
の
刺
史
に
関
し
て
、
監
察
官
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
が
故
に
中
央
に
お
い
て
は
御
史
中
丞
に
繋
属
し
て
い
た
と
従
来
は

考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
行
政
組
織
上
は
丞
相
に
所
属
し
て
い
た
と

述 

、
監
察
職
能
を
有
す
る
刺
史
は
そ
の
設
置
当
初
か
ら
純
然
た
る
地
方
行
政

官
吏
で
は
な
い
も
の
の
、「
行
政
的
職
能
」
で
あ
る
「
行
政
的
監
督
権
」
を
保
持

（　
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し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
後
世
刺
史
が
行
政
官
に
「
転
化
」
し
、「
州
」
が
地
方

行
政
編
成
の
主
体
と
な
っ
て
い
く
要
因
は
実
は
制
度
の
設
定
時
か
ら
存
在
し
て

い
た
と
の
主
張
を
展
開
し
て
い 

。
王
氏
の
見
解
へ
の
私
見
の
一 

を
以
前
簡

略
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
本
章
の
検
討
を
通
じ
て
、
そ
こ
で
の
私
見
を

補
強
す
る
こ
と
も
本
章
の
狙
い
と
し
た
い
。

　

さ
て
、
夙
に
王
鳴
盛
が
、『
十
七
史
商 

』
巻
一
四
、
刺
史
察
藩
国
に
お
い
て
、

百
官
表
に
、
部
刺
史
詔
条
を
奉
じ
て
州
を
察
す
、
と
。
師
古
、
漢
官
儀
を

引
き
て
、惟
一
条
の
み
強
宗
豪
右
を
察
す
。其
の
五
条
は
皆
二
千
石
を
察
す
。

而
る
に
諸
伝
中
を
歴
攷
す
る
に
、
凡
そ
此
官
に
居
る
者
、 
大
率 
、
皆
な
藩

お
お
む
ね

国
を
督
察
す
る
を
以
て
事
と
為
せ
り
。

と
指
摘
し
、
藤
岡
喜
久
男 

は
「
然
し
当
時
の
刺
史
の
活
躍
は
、
昭
帝
時
代
の

一
件
と
宣
帝
時
代
の
六
件
、
計
七
件
に
上
る
侯
王
国
に
関
す
る
も
の
に
」
尽
き

る
こ
と
を
言
明
し
、
そ
れ
ら
が
「
封
建
侯
王
対
策
で
あ
り
、
決
し
て
郡
国
と
中

央
と
の
政
治
的
結
び
つ
き
の
緊
密
さ
を
予
想
せ
し
め
な
い
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、

宣
帝
期
ま
で
の
刺
史
が
「
六
条
詔
条
」
の
規
定
と
は
異
な
っ
た
職
務
―
中
央
に

よ
る
諸
侯
王
・
列
侯
対
策
―
に
専
心
し
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
本

章
は
こ
の
問
題
を
手
掛
か
り
と
し
て
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

（
一
）　

宣
帝
期
ま
で
の
刺
史

　

確
か
に
、
宣
帝
期
ま
で
に
か
け
て
、
実
際
に
刺
史
の
職
務
内
容
が
確
か
め
ら

れ
る
事
例
の
内
容
は
、
藤
岡
氏
の
指
摘
の
通
り
で
あ
る
。

　

昭
帝
期
の
青
州
刺
史
・
雋
不
疑
に
つ
い
て
は
、
巻
七
一
、
雋
不
疑
伝
に
、

武
帝
崩
じ
、
昭
帝
即
位
す
、
而
る
に
斉
孝
王
の
孫
、
劉
沢
、
郡
国
の
豪
傑

と
交
結
し
て
謀
反
し
、
先
づ
青
州
刺
史
を
殺
さ
ん
と
欲
す
。
不
疑
、
発
覚

（　

）
43る

（　

）
44端

（　

）
45氏

― 100 ―



し
、
収
捕
し
、
皆
、
其
の
辜
に
伏
す
。 

せ
ら
れ
て
京
兆
尹
と
為
り
、
銭

百
万
を
賜
は
る
。

と
あ
り
、
皇
族
に
連
な
る
劉
沢
の
謀
反
を
摘
発
し
関
係
者
も
ろ
と
も
逮
捕
し
て

い
る
。
こ
の
事
件
の
背
後
に
は
、
武
帝
死
後
の
昭
帝
の
即
位
に
不
満
を
持
っ
て

い
た
燕
王
・
劉
旦
の
存
在
が
あ
り
、
雋
不
疑
が
捕
ら
え
た
劉
沢
は
、
劉
旦
と
共

謀
し
て
い
た
も
の
で
あ 

。

　

続
い
て
、
宣
帝
期
の
事
例
を
見
て
い
き
た
い
。
諸
侯
王
個
人
の
不
道
徳
な
行

為
を
刺
史
が
摘
発
し
た
事
例
が
目
立
つ
。
ま
ず
、冀
州
刺
史
・
某
林
に
つ
い
て
、巻

四
七
、
文
三
王
伝
、
代
王
劉
年
条
に
、

地
節
（
前
六
九
〜
前
六
六
年
）
中
、
冀
州
刺
史
・
林
の
奏
す
ら
く
、
年
、

太
子
為
り
し
時
女
弟
・
則
と
私
通
せ
り
。
年
、
立
ち
て
王
と
爲
り
し
後
に

及
び
て
、
則
、
年
の
子
を
懐
き
、
其
の
壻
、
挙
ぐ
る
な
か
ら
し
む
。
則
、

曰
は
く
、「
自
か
ら
来
り
て
之
を
殺
せ
。」
と
。
壻
怒
り
て
曰
は
く
「
王
の

為
に
子
を
生
む
、
自
か
ら
王
家
を
し
て
之
を
養
は
せ
よ
。」
と
。
則
ち
児
を

頃
太
后
の
所
に
送
ら
す
。
相
、
聞
知
し
、
則
に
禁
止
し
、
宮
に
入
る
得
ざ

ら
し
む
。
年
は
従
季
父
を
し
て
往
来
に
則
を
送
迎
せ
し
め
、
連
年
絶
へ
ず
。

有
司
、
年
を
淫
乱
た
る
と
奏
し
、
年
は
坐
し
て
廃
せ
ら
れ
て
庶
人
と
為
る
。

と
あ
る
の
は
、
妹
と
私
通
し
て
子
ま
で
設
け
た
諸
侯
王
が
刺
史
の
奏
事
を
経
て

廃
さ
れ
た
事
例
で
あ
り
、
巻
三
八
、
高
五
王
伝
、 

川
王
劉
終
古
条
に
、

五
鳳
（
前
五
七
〜
前
五
四
年
）
中
、
青
州
刺
史
の
奏
す
る
に
、
終
古
は
愛

す
る
所
の
奴
と
八
子
及
び
諸
御
婢
と
姦
せ
し
め
、
終
古
或
ひ
は
被
席
に
参

与
し
、
或
ひ
は
白
昼 

伏
せ
し
め
、
犬
馬
の
ご
と
く
交
接
さ
せ
、
終
古
親

か
ら
臨
観
す
。
子
を
産
め
ば
、
輒
ち
曰
は
く
、「
乱
れ
て
知
る
可
か
ら
ず
、

其
の
子
を
し
て
去
ら
し
め
よ
。」
と
。
事
、
丞
相
御
史
に
下
さ
れ
、
奏
す
る

（　
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に
終
古
位
は
諸
侯
王
、
以
て
八
子
・
秩
比
六
百
石
な
る
を
置
か
し
む
る
は
、

嗣
を
広
げ
祖
を
重
ん
ず
る
所
以
な
り
。
而
る
に
終
古
は
禽
獣
の
ご
と
く
行

ひ
て
、
君
臣
夫
婦
の
別
を
乱
す
は
、
人
倫
に
悖
逆
せ
る
、
請
ふ
ら
く
は
逮

捕
せ
ん
こ
と
を
、
と
。
詔
あ
り
て
、
四
県
を
削
る
。

と
あ
る
の
も
、
性
的
に
紊
乱
し
た
生
活
を
送
っ
た 

川
王
劉
終
古
が
青
州
刺
史

の
奏
事
を
経
て
丞
相
・
御
史
に
措
置
が
委
ね
ら
れ
封
邑
の
う
ち
四
県
を
削
減
さ

れ
た
事
例
で
あ
る
。

　

性
的
な
不
道
徳
さ
に
類
似
の
例
と
し
て
、
甘
露
年
間
（
前
五
三
〜
前
五
〇
年
）

に
冀
州
刺
史
を
務
め
た
張
敞
が
奏
上
し
た
も
の
で
、
巻
五
三
、
景
十
三
王
伝
、

河
間
王
劉
徳
伝
附
劉
元
の
条
に
、

元
、
故
の
広
陵
�
王
・
�
王
太
子
及
び
中
山
懐
王
の
故
の
姫
廉
等
を
取
り

て
以
て
姫
と
爲
す
。
甘
露
中
、
冀
州
刺
史
・
敞
、
元
を
奏
し
、
事
、
廷
尉

に
下
し
、
廉
等
を
逮
召
す
。

と
あ
る
記
事
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。

　

個
人
の
性
癖
に
還
元
で
き
な
い
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
国
家
の
治
安
維
持
に

対
す
る
妨
害
行
為
に
近
い
行
為
を
諸
侯
王
自
身
が
行
っ
て
い
た
事
例
と
し
て
は
、

こ
れ
も
張
敞
が
冀
州
刺
史
を
務
め
て
い
た
時
に
お
こ
っ
た
事
件
で
、
巻
七
六
、

張
敞
伝
に
、

拝
し
て
冀
州
刺
史
と
為
す
。
敞
、
亡
命
よ
り
起
ち
、
復
た
奉
使
し
て
州
を

典
ど
る
。
既
に
し
て
部
に
到
れ
ば
、
広
川
王
国
の
羣
輩
、
不
道
、
賊
連
発

し
て
、 
得 
へ
ら
れ
ず
。
敞
、
耳
目
を
以
て
賊
の
主
名
・
区
処
を
発
起
し
、

と
ら

其
の
渠
帥
を
誅
す
。
広
川
王
の
姫
の
昆
弟
、
及
び
王
の
同
族
、
宗
室
の
劉

調
等
、
通
行
し
て
之
が
た
め
に 
 
 

 　
　
 
へ
ば
、
吏
、
逐
捕
窮
窘
す
れ
ど
も
、

か
く
ま

蹤
迹
は
皆
王
宮
に
入
る
。
敞
、
自
か
ら
郡
国
の
吏
を
将
ゐ
、
車
数
百
両
も
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て
、
王
宮
を
囲
守
し
て
、
調
等
を
捜
索
す
れ
ば
、
果
た
し
て
之
を
殿
屋
の

重 

中
に
得
。
敞
の
傅
吏
、
皆
、
捕
格
し
て
断
頭
し
、
其
の
頭
を
王
宮
の

門
外
に
縣
く
。因
り
て
広
川
王
を
劾
奏
す
。天
子
、法
を
致
す
に
忍
び
ず
、其

の
戸
を
削
る
。

と
あ
る
、
諸
侯
王
以
下
の
盗
賊
の
渠
帥
ら
と
の
結
託
の
摘
発
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
、
や
や
特
異
な
事
例
と
し
て
、
揚
州
刺
史
・
某
柯
が
、
海
昏
侯

と
さ
れ
て
い
た
霍
光
に
よ
っ
て
皇
帝
を
廃
位
さ
れ
た
も
と
の
昌
邑
王
・
劉
賀
を

摘
発
し
た
事
例
で
、
巻
六
三
、
武
五
王
伝
附
昌
邑
王
賀
伝
に
、

数
年
し
て
、
揚
州
刺
史
柯
、
賀
の
故
の
太
守
卒
史
孫
万
世
と
交
通
す
る
を

奏
す
。
万
世
、
賀
に
問
ひ
て
「
前
に
廃
せ
ら
れ
し
時
、
何
ぞ
堅
く
守
り
て

宮
を
出
で
て
大
将
軍
を
斬
ら
ざ
ら
ん
、
而
し
て
人
の
璽
綬
を
奪
ふ
を
聴
す

か
。」
と
。
賀
、
曰
は
く
「
然
れ
り
。
之
を
失
へ
り
。」
と
。
万
世
、
又
、

 
以 
ふ
に
賀
の
且
に
予
章
に
王
た
ら
ん
と
す
と
、
久
し
か
ら
ず
し
て
列
侯
と

お
も為

ら
ん
と
。
賀
、
曰
は
く
「
且
に
然
ら
む
、
宜
し
く
言
ふ
べ
き
所
に
あ
ら

ず
。」
と
。
有
司
案
験
し
て
、
逮
捕
を
請
ふ
。
制
し
て
曰
は
く
「
戸
三
千
を

削
れ
。」
と
。
後
ち
、
薨
ず
。

と
あ
る
事
件
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
こ
の
事
件
は
、
巻
一
三
、
王
子
侯
表
に
記
さ

れ
る
劉
賀
の
没
年
（
神
爵
三
（
前
五
九
）
年
）
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
神
爵
元
年

か
ら
二
年
頃
（
前
六
一
〜
前
六
〇
年
）
に
か
け
て
起
こ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

唯
一
、
宣
帝
期
ま
で
に
何
ら
か
の
職
務
を
果
た
し
た
事
跡
が
確
か
め
ら
れ
る

刺
史
で
、
以
上
の
事
例
と
性
格
が
異
な
る
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
楊
州
刺
史
を

務
め
た
魏
相
の
も
の
だ
け
で
あ
っ
て
、
巻
七
四
、
魏
相
伝
に
、

楊
州
刺
史
に
遷
る
。
郡
国
の
守
相
を
考
案
し
て
、
貶
退
す
る
所
多
し
。

と
あ
る
。
魏
相
が
楊
州
刺
史
の
地
位
に
あ
っ
た
の
は
昭
帝
の
元
鳳
年
間
（
前
八

〇
〜
前
七
五
年
）
で
あ
る
。
漠
然
と
し
て
い
る
と
は
い
え
、
こ
の
魏
相
の
事
例

が
あ
る
以
上
は
宣
帝
期
ま
で
の
刺
史
が
諸
侯
王
な
い
し
列
侯
の
督
察
に
だ
け
・
・

専

心
し
て
い
た
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、『
漢
書
』
の
な
か
の
記
事
の
残
り
方
か

ら
推
測
し
て
、
全
般
的
傾
向
と
し
て
、
宣
帝
期
ま
で
は
、
諸
侯
王
・
列
侯
が
主

な
刺
史
の
督
察
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
十
分
に
想
定
で
き
る
。

（
二
）　

元
帝
・
成
帝
期
の
刺
史

　

前
節
で
の
想
定
は
、
元
帝
期
以
降
の
事
跡
が
判
明
し
て
い
る
刺
史
の
事
例
を

見
れ
ば
、
よ
り
明
確
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
建
昭
五
（
前
三
四
）
年
に 

州
刺
史
を
務
め
た
浩
賞
は
、
巻
二
七
、
五
行
志
に
、

建
昭
五
（
前
三
四
）
年
、 

州
刺
史
・
浩
賞
、
民
の
私
か
に
自
か
ら
立
つ

る
所
の
社
を
禁
ず
。

と
あ
っ
て
、
私
社
を
禁
じ
て
い
る
。
ま
た
、
益
州
刺
史
を
務
め
た
王
尊
の
事
例

は
、
巻
七
六
、
王
尊
伝
に

益
州
刺
史
に
遷
る
。
是
に
先
ん
じ
て
、琅
邪
の
王
陽
、益
州
刺
史
と
為
り
、部

を 
行 
り
て 
 

の
九
折
阪
に
至
る
、
歎
じ
て
曰
は
く
「
先
人
の
遺
体
を
奉

め
ぐ

ず
る
に
、
奈
何
ぞ 
数 
此
の
険
に
乗
ら
ん
。」
と
。
後
、
病
を
以
て
去
る
。

し
ば
し
ば

尊
の
刺
史
と
為
る
に
及
び
て
、
其
の
阪
に
至
り
、
吏
に
問
ひ
て
曰
は
く
、

「
此
れ
王
陽
の
畏
る
る
所
の
道
に
非
ざ
る
や
。」と
。
吏
、対
へ
て
曰
は
く「
是

な
り
。」
と
。
尊
、
其
の
馭
を
叱
し
て
曰
は
く
「
之
を
駆
け
よ
。
王
陽
は
孝

子
為
れ
ば
、
王
尊
は
忠
臣
為
ら
ん
。」
と
。
尊
、
部
に
居
る
こ
と
二
歳
、
徼

外
を
懐
来
し
て
、
蛮
夷
、
其
の
威
信
に
帰
附
す
。
博
士
・
鄭
寛
中
、
使
は

さ
れ
て
風
俗
を
行
り
、
尊
の
治
状
を
挙
奏
す
、
遷
り
て
東
平
の
相
と
為
る
。

と
あ
る
。
前
任
者
が
そ
の
険
し
さ
に
通
過
す
る
こ
と
を
尻
込
み
し
た
九
析
坂
を
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積
極
的
に
越
え
た
と
の
逸
話
は
、
前
任
者
で
あ
っ
た
王
陽
が
必
ず
し
も
益
州
全

域
に
渡
っ
て
職
務
を
誠
実
に
実
行
し
た
と
は
思
え
な
い
こ
と
を
示
し
つ
つ
、
王

尊
が
熱
心
に
職
務
を
遂
行
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
し
、
蛮
夷
を
帰
附
さ
せ

る
だ
け
の
政
治
的
な
働
き
か
け
を
し
た
こ
と
も
想
定
で
き
る
。
な
お
、
こ
の
王

尊
の
前
任
者
・
王
陽
が
益
州
刺
史
で
あ
っ
た
の
は
宣
帝
期
の
こ
と
で
あ
る
。
宣

帝
期
以
前
の
刺
史
が
、
少
な
く
と
も
職
務
の
一
環
と
し
て
自
己
に
与
え
ら
れ
た

監
察
区
域
を
巡
回
す
る
こ
と
は
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
め
ら
れ
よ
う
。

　

さ
ら
に
成
帝
の
時
期
に
な
る
と
、
制
度
が
想
定
し
た
明
白
な
監
察
官
と
し
て

の
刺
史
の
例
が
登
場
し
て
く
る
。
鴻
嘉
年
間
（
前
二
〇
〜
前
一
七
年
）
に
は
益

州
刺
史
を
務
め
た
孫
宝
が
い
る
。
巻
七
七
、
孫
宝
伝
に
、

鴻
嘉
中
、
広
漢
に
羣
盗
起
こ
り
、
選
ば
れ
て
益
州
刺
史
と
為
る
。
広
漢
太

守
の
扈
商
な
る
者
は
、
大
司
馬
車
騎
将
軍
王
音
の
姉
の
子
に
し
て
、
軟
弱

に
し
て
職
に 
任 
へ
ず
。
宝
、
部
に
到
り
、
親
か
ら
山
谷
に
入
り
、
羣
盜
に

た

諭
告
し
て
、
本
に
非
ざ
れ
ば
造
意
せ
ず
、
と
。
渠
率
も
皆
、
過
を
悔
い
る

を
得
て
自
か
ら
出
で
れ
ば
、田
里
に
帰
ら
し
む
。自
か
ら
矯
制
せ
る
を
劾
し
、

商
の
乱
首
た
る
を
奏
し
、
春
秋
の
義
に
、
首
悪
を
誅
す
る
の
み
と
。
商
も

亦
、
宝
の 
縦 
す
所
或
ひ
は
渠
率
の
当
に
坐
す
べ
き
者
あ
る
を
奏
す
。
商
、

ゆ
る

徴
さ
れ
て
下
獄
し
、
宝
も
失
に
坐
し
て
死
罪
な
れ
ば
免
ぜ
ら
る
。
益
州
の

吏
民
、
多
く
宝
の
功
効
を
陳
べ
、
言
へ
ら
く
車
騎
将
軍
の
為
に
排
せ
ら
る
、

と
。
上
、
復
た
、
宝
を
拜
し
て
冀
州
刺
史
と
為
し
、
丞
相
司
直
に
遷
る
。

と
あ
る
の
は
、
当
時
の
外
戚
で
中
央
政
界
の
有
力
者
・
王
音
の
縁
者
で
あ
っ
た

広
漢
太
守
が
、
発
生
し
た
羣
盗
に
つ
い
て
適
正
に
対
応
で
き
ず
「
軟
弱
に
し
て

職
に
任
へ
」
ざ
る
状
態
で
あ
っ
た
た
め
に
、
羣
盗
の
主
と
同
質
で
あ
る
と
し
て

奏
事
し
た
事
例
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
六
条
詔
条
の
規
定
に
沿
う
も
の
で
あ
る
。

　

や
は
り
成
帝
期
に
揚
州
刺
史
を
務
め
た
何
武
の
事
例
も
、
前
漢
末
期
の
刺
史

の
事
例
と
し
て
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
巻
八
六
、
何
武
伝
に
、

（
１
）　

揚
州
刺
史
に
遷
る
。
挙
奏
す
る
所
の
二
千
石
長
吏
、
必
ず
先
づ
露
章
し
、

罪
に
服
せ
る
者
虧
除
を
為
し
て
、
之
を
免
ず
る
の
み
な
る
も
、
服
さ
ざ
れ
ば
、

法
を
極
め
て
之
を
奏
し
、
罪
に
抵
た
る
は
或
ひ
は
死
に
至
る
。

（
２
）　

九
江
太
守
戴
聖
、
礼
経
に
小
載
と
号
す
る
者
な
る
も
、
治
を
行
ふ
に
不

法
多
か
る
も
、
前
の
刺
史
は
其
の
大
儒
た
る
を
以
て
、
之
を
優
容
す
。
武
の

刺
史
と
為
る
に
及
び
、
部
を
行
り
て
囚
徒
を
録
し
、
挙
ぐ
る
所
あ
れ
ば
以
て

郡
に
属
せ
し
む
。
聖
曰
は
く
「
後
進
生
何
を
か
知
る
、
乃
ち
人
治
を
乱
さ
ん

と
欲
す
る
か
。」
と
、
皆
決
す
る
所
な
し
。
武
、
従
事
を
し
て
其
の
罪
を
廉
得

す
れ
ば
、
聖
懼
れ
、
自
ら
免
ず
。（
中
略
）

（
３
）　

武
、
刺
史
と
爲
り
て
、
二
千
石
に
罪
あ
れ
ば
、
時
に
応
じ
て
挙
奏
し
、

其
の
余
、
賢
と
不
肖
と
之
を
敬
ま
ふ
こ
と
一
の
如
し
、
こ
こ
を
も
っ
て
郡
国

お
の
お
の
其
の
守
相
を
重
ん
じ
、
州
中
清
平
な
り
。
部
を
行
れ
ば
必
ず
先
づ

学
官
に 
即 
き
諸
生
を
見
、
其
の
誦
論
を
試
し
、
問
ふ
に
得
失
を
以
て
し
、
然

お
も
む

る
後
に
伝
舎
に
入
り
、
記
を
出
だ
し
て
墾
田
の
頃
畝
、
五
穀
の
美
悪
を
問
ひ
、

已
に
し
て
乃
ち
二
千
石
に
見
ゆ
、
以
て
常
と
為
す
。

（
４
）　

初
め
、
武
、
郡
吏
た
り
し
時
、
太
守
何
寿
に
事
ふ
。
寿
、
武
の
宰
相
の

器
あ
る
を
知
り
、
其
の
同
姓
の
故
を
以
て
之
に
厚
く
す
。
後
、
寿
、
大
司
農

と
為
り
、
其
の
兄
の
子
、
廬
江
の
長
史
た
り
。
時
に
、
武
、
奏
事
あ
り
て
邸

に
在
り
、
寿
の
兄
の
子
も 
適 
長
安
に
在
れ
ば
、
寿
、
為
に 
具 
に
武
の
弟
顕
及

た
ま
た
ま 

と
も

び
故
人
楊
覆
衆
等
を
召
し
、
酒 
酣 
に
し
て
、
其
の
兄
の
子
を
見
せ
て
、
曰
は

た
け
な
は

く
「
此
の
子
、
揚
州
の
長
史
な
る
も
、
材
能
駑
下
、
未
だ
嘗
て
省
見
せ
ら
れ

ず
。」
と
。
顕
等
、
慙
づ
こ
と
甚
し
く
、
退
き
て
以
て
武
に
謂
へ
ば
、
武
、
曰
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は
く「
刺
史
は
古
の
方
伯
、上
の
委
任
す
る
所
に
し
て
、一
州
の
表
率
な
り
、職

は
善
を
進
め
悪
を
退
く
る
に
あ
り
。
吏
の
治
行
に
茂
異
あ
り
、
民
に
隠
逸
あ

れ
ば
、乃
ち
当
に
召
見
す
べ
き
も
、私
か
に
問
ふ
所
あ
る
べ
か
ら
ず
。」と
。
顕
・

覆
衆
、
之
に
強
ひ
、
已
む
を
得
ず
し
て
召
見
し
、
扈
酒
を
賜
ふ
。
歳
中
、
廬

江
太
守
、
之
を
挙
ぐ
。
其
の
法
を
守
り
て
憚
か
ら
る
る
こ
と
か
く
の
ご
と
し
。

刺
史
た
る
こ
と
五
歳
、
入
り
て
丞
相
司
直
と
爲
り
、
丞
相
の
薛
宣
、
敬
ひ
て

之
を
重
ん
ず
。

と
あ
る
も
の
で
あ
る
。（
１
）
の
部
分
は
、
郡
太
守
を
監
察
す
る
際
の
何
武
の
姿

勢
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
、（
２
）
で
、
最
終
的
に
は
自
ら
九
江

太
守
を
退
く
こ
と
に
な
る
戴
聖
と
の
や
り
と
り
が
記
さ
れ
て
い
る
。
前
任
者
が

戴
聖
が
大
儒
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
優
遇
し
て
い
た
こ
と
も
意
に
介
す
る
こ
と

な
く
処
置
し
て
い
る
。（
３
）
は
、
何
武
が
郡
国
に
監
察
に
赴
い
た
際
の
執
務
態

度
が
記
さ
れ
、
監
察
と
い
う
行
為
を
媒
介
と
し
て
社
会
の
実
際
の
内
情
に
も
精

通
す
る
よ
う
に
な
っ
た
刺
史
の
実
例
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
４
）
で
は

「
刺
史
は
古
の
方
伯
」「
一
州
の
表
率
」
と
い
う
何
武
の
刺
史
と
い
う
職
務
に
関

す
る
自
負
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
、
武
帝
期
に
設
置
さ
れ
て
以
降
具
体
的
に
職
務
内
容
が
伝
え
ら
れ
る

刺
史
の
諸
事
例
の
通
時
的
な
検
討
結
果
を
、
前
章
ま
で
の
検
討
成
果
の
延
長
上

に
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
、
次
節
に
お
い
て
本
章
の
む
す
び

に
か
え
て
簡
潔
に
述
べ
た
い
と
思
う
。

（
三
）　

前
漢
に
お
け
る
刺
史
の
性
格

　

本
章
第
一
節
で
提
示
し
た
、
昭
帝
期
と
宣
帝
期
に
お
け
る
、
刺
史
が
諸
侯
王

や
列
侯
を
督
察
す
る
事
例
の
背
後
に
は
共
通
性
が
あ
り
、
宣
帝
期
で
の
事
例
が

ど
の
段
階
で
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
か
を
考
慮
す
る
こ
と
で
、
そ
の
共
通
点
が

見
え
て
来
る
。

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
昭
帝
即
位
直
後
の
青
州
刺
史
雋
不
疑
の
事
例
の
背

後
に
は
、
武
帝
死
後
の
昭
帝
擁
立
と
い
う
事
態
に
伴
う
皇
帝
の
権
威
の
動
揺
が

あ
っ
た
。
半
世
紀
に
及
ぶ
武
帝
の
死
後
に
わ
ず
か
八
歳
の
皇
帝
が
擁
立
さ
れ
、

そ
の
背
後
に
は
武
帝
の
側
近
で
あ
っ
た
霍
光
・
金
日 

・
上
官
桀
ら
の
姿
が
あ
っ

た
こ
と
に
対
す
る
疑
念
は
、
巻
六
三
、
武
五
子
伝
、
燕
王
旦
条
に
お
い
て
、
劉

沢
ら
の
情
宣
活
動
に
つ
い
て
、

詐
言
す
る
に
以
て
武
帝
の
時
に
詔
を
受
け
、
吏
事
を
職
と
す
る
を
得
、
と
。

武
備
を
修
め
、
非
常
に
備
ふ
。（
中
略
）
即
ち
、
劉
沢
と
謀
り
て
姦
書
を
為

し
、言
へ
ら
く
少
帝
は
武
帝
の
子
に
非
ず
、大
臣
の
共
に
立
つ
る
所
な
れ
ば
、

天
下
、
宜
し
く
共
に
之
を
伐
つ
べ
し
、
と
。
人
を
し
て
郡
国
を
伝
行
せ
し

め
て
、
以
て
百
姓
を
揺
動
さ
す
。

と
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
民
衆
に
動
揺
を
与
え
る
の
に
充
分
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
宣
帝
期
の
事
例
は
ど
の
よ
う
に
解
し
得
る
か
。
宣
帝
は
一
般
に
前
漢

の
中
興
に
功
の
あ
っ
た
皇
帝
と
さ
れ
る
だ
け
に
、
幼
く
し
て
帝
位
に
即
い
た
昭

帝
と
は
事
情
が
異
な
る
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

宣
帝
の
即
位
の
事
情
も
か
な
り
微
妙
で
あ
る
。
宣
帝
は
、巫
蠱
の
乱
で
死
に
至
っ

た
衛
太
子
の
孫
に
あ
た
り
、
乱
の
際
に
太
子
の
一
族
が
全
て
殺
害
さ
れ
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
襁
褓
の
身
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
時
的
に
獄
に
下
さ
れ
、
死
の

危
険
が
あ
っ
て
も
丙
吉
の
力
に
よ
っ
て
免
れ
、
最
終
的
に
は
後
宮
に
て
養
育
さ

れ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
成
人
し
た
宣
帝
そ
の
人
が
本
当
に
武
帝
の
曽
孫
で
あ

る
の
か
と
疑
念
を
抱
か
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
さ
き
に
見
た
燕
王
旦
伝
の

中
で
武
帝
の
子
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
昭
帝
を
遙
か
に
凌
駕
し
よ
う
。
そ
の
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宣
帝
が
帝
位
に
即
い
た
際
に
は
、
し
か
し
、
何
の
混
乱
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
当
時
事
実
上
国
政
の
第
一
人
者
の
位
置
に
あ
っ
た
霍

光
の
も
つ
政
治
的
権
勢
に
負
う
所
が
大
き
い
。
西
嶋
定
生
氏
の
指 

す
る
よ
う

に
、
桑
弘
羊
・
上
官
桀
ら
の
政
敵
を
駆
逐
し
、
昭
帝
死
後
に
一
旦
は
皇
帝
に
擁

立
し
た
昌
邑
王
劉
賀
の
廃
立
す
ら
思
う
が
ま
ま
で
あ
っ
た
霍
光
の
勢
威
の
前
に

は
、
仮
に
諸
侯
王
の
地
位
に
あ
る
人
物
が
宣
帝
擁
立
に
不
満
を
持
っ
て
も
、
そ

れ
を
公
然
化
さ
せ
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
要

す
る
に
、
宣
帝
そ
の
人
の
皇
帝
と
し
て
の
正
当
性
は
、
事
実
上
国
政
を
壟
断
し

て
い
た
霍
光
の
政
治
力
が
あ
っ
て
初
め
て
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

霍
光
の
在
世
中
は
、
宣
帝
は
隠
忍
自
重
し
た
と
さ
れ
、
霍
光
の
死
後
、
霍
氏

一
族
か
ら
政
治
的
実
権
を
剥
奪
し
て
窮
地
に
追
い
込
み
謀
反
の
疑
い
を
か
け
て

誅
滅
す
る
こ
と
で
、
よ
う
や
く
宣
帝
は
親
政
の
実
施
に
至
っ
た
。
宣
帝
の
治
世

が
循
吏
の
登
用
な
ど
地
方
政
治
を
重
視
し
て
農
業
社
会
の
安
定
を
図
っ
た
こ
と

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
確
か
に
後
世
の
史
書
の
宣
帝
に
対
す
る
評
価
は
「
中

興
の
祖
」
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
霍
氏
死
後
の
政
局
に
不
安
定
さ
を
見
出

す
見
解
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
管
見
に
は
入
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
前
節
で

見
た
宣
帝
期
の
刺
史
の
諸
侯
王
等
の
摘
発
の
事
例
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
霍
光

死
後
に
発
生
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ 

。
霍
光
死
後
に
発
生
し
た
と

い
う
点
か
ら
、
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
藤
岡
氏
の
言
う
よ
う
に
「
武
帝
末
以
来
宣

帝
時
代
に
か
け
て
、
地
方
政
治
が
重
視
さ
れ
る
一
方
、
実
際
に
は
中
央
と
地
方

と
が
少
な
く
と
も
刺
史
を
通
し
て
は
政
治
的
に
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
な
か
っ

 

」
事
例
と
見
な
す
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
最
大
の
後
見
役
で
あ
っ
た
霍
光
の

死
を
受
け
自
身
の
皇
帝
と
し
て
の
正
当
性
の
確
保
に
不
安
を
抱
い
た
宣
帝
に

（　

）
47摘

（　

）
48る

（　

）
49た

よ
っ
て
採
ら
れ
た
、
積
極
的
な
一
種
の
諸
侯
王
・
列
侯
対
策
と
し
て
見
る
べ
き

な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

少
な
く
と
も
、
霍
光
に
廃
さ
れ
た
も
と
の
昌
邑
王
・
劉
賀
は
、
宣
帝
に
と
っ

て
は
気
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
劉
賀
は
皇
帝
位
を
廃
さ
れ
た
後
、

も
と
の
封
国
へ
の
帰
還
は
許
さ
れ
る
も
の
の
、
二
千
戸
の
湯
沐
邑
を
与
え
ら
れ

る
ば
か
り
で
、
封
国
で
あ
っ
た
昌
邑
国
も
山
陽
郡
と
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
が
、

と
も
か
く
は
健
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
劉
賀
の
居
所
で
あ
る
山
陽
郡
の
太
守
で

あ
っ
た
張
敞
に
対
し
て
、
宣
帝
は
、
霍
光
死
後
に
あ
た
る
元
康
二
（
前
六
四
）

年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
巻
六
三
、
武
五
王
伝
附
昌
邑
王
賀
伝
に
、

（
宣
帝
は
）
即
位
す
る
も
、
心
の
内
に
賀
を
忌
み
、
元
康
二
年
、
使
者
を
し

て
山
陽
太
守
張
敞
に
璽
書
を
賜
ひ
て
曰
は
く
「
山
陽
太
守
に
制
詔
す
。
其

れ
謹
み
て
盗
賊
に
備
へ
、
往
来
の
過
客
を
察
せ
よ
。
書
を
賜
ふ
所
を
下
す

こ
と
な
か
れ
。」
と
。

と
あ
る
指
示
を
与
え
、
張
敞
は
そ
れ
に
対
し
て
劉
賀
の
生
活
ぶ
り
に
つ
い
て
の

細
か
い
報
告
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
宣
帝
の
意
図
を
張
敞
が
察
し
て
引
用
し

た
記
述
に
続
け
て
劉
賀
伝
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
詳
細
な
劉
賀
の
生
活
ぶ
り
を
報

告
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
宣
帝
は
張
敞
の
報
告
を
受
け
て
「
賀
の
忌
む
に
足

ら
ざ
る
」
を
知
っ
た
、
と
劉
賀
伝
に
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
一
事
を
見
て

も
、
宣
帝
が
、
自
己
の
皇
帝
位
に
あ
る
こ
と
に
対
し
て
何
ら
か
の
不
安
感
・
後

ろ
め
た
さ
の
よ
う
な
も
の
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。

　

本
節
の
こ
こ
ま
で
の
検
討
を
踏
ま
え
れ
ば
、
第
一
節
で
示
し
た
昭
帝
・
宣
帝

期
の
刺
史
の
職
掌
が
諸
侯
王
や
列
侯
の
督
察
に
偏
向
し
て
い
た
理
由
も
理
解
で

き
よ
う
。
つ
ま
り
、
前
漢
の
刺
史
は
、
設
置
当
初
に
お
い
て
は
諸
侯
王
・
列
侯

の
督
察
の
職
務
に
当
た
る
も
の
が
多
く
存
在
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、
昭
帝
・
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宣
帝
の
即
位
の
事
情
に
内
在
し
た
帝
位
に
在
る
こ
と
に
対
す
る
正
当
性
へ
の
不

安
に
由
来
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
昭
帝
即
位
直
後
の
燕
王
旦
の
事
例
を
除
い
て
、
昭
帝
期
・
宣
帝
期
の
諸
侯
王

や
列
侯
が
直
接
中
央
に
反
旗
を
翻
そ
う
と
し
た
訳
で
は
な
い
か
ら
、
本
稿
で
の

私
見
は
憶
測
の
域
を
出
な
い
訳
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
劉
賀
伝
に
記
さ
れ
た
廃

帝
劉
賀
の
存
在
に
対
す
る
宣
帝
の
思
い
を
考
え
れ
ば
、
他
の
諸
侯
王
・
列
侯
に

対
す
る
あ
る
種
の
負
い
目
な
い
し
は
不
信
感
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
て
い
た

と
見
て
も
大
過
な
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
宣
帝
が
山
陽
太
守
張
敞
に
対
し
て
示

唆
し
た
も
の
と
同
様
の
趣
旨
の
指
示
が
各
州
の
刺
史
に
対
し
て
も
発
せ
ら
れ
、

第
一
節
で
見
た
他
の
事
例
は
そ
れ
に
呼
応
し
て
摘
発
が
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な

い
か
、
と
い
さ
さ
か
憶
測
を
逞
し
く
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

た
だ
、
以
上
の
検
討
を
も
っ
て
宣
帝
期
ま
で
の
刺
史
は
諸
侯
王
列
侯
対
策
の

た
め
の
み
に
設
置
さ
れ
て
い
た
、
と
ま
で
は
断
ず
る
こ
と
は
で
き
な
か
ろ
う
と

思
わ
れ
る
。
事
実
、
第
一
節
に
見
た
魏
相
の
事
例
は
、「
六
条
詔
条
」
に
基
づ
く

任
務
を
揚
州
刺
史
で
あ
っ
た
魏
相
が
遂
行
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
し
、

そ
の
他
、
武
帝
紀
、
天
漢
二
（
前
九
九
）
年
条
に

泰
山
・
琅
邪
の
羣
盗
・
徐 

等
、
山
を 
阻 
み
て
城
を
攻
め
、
道
路
通
ぜ
ず
。

は
ば

直
指
使
者
暴
勝
之
等
を
し
て 

衣
を
衣
せ
杖
斧
せ
し
め
て
部
を
分
か
ち
て

逐
捕
せ
し
む
。
刺
史
郡
守
以
下
皆
誅
に
伏
す
。

と
あ
る
記
事
は
、
本
来
盗
賊
の
鎮
圧
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
刺
史
が
充

分
に
職
責
を
果
た
せ
ず
に
誅
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
示
す
が
、
こ
の
こ
と

は
と
り
も
な
お
さ
ず
武
帝
期
の
刺
史
が
「
六
条
詔
条
」
に
依
拠
し
た
監
察
官
と

し
て
の
責
務
を
負
っ
て
い
た
こ
と
も
示
し
て
い
る
。

　

従
っ
て
検
討
す
べ
き
は
、
宣
帝
期
ま
で
諸
侯
王
ら
の
督
察
に
任
じ
た
刺
史
の

事
例
ば
か
り
が
史
乗
に
多
く
残
っ
た
要
因
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
と
よ
り
、

編
纂
史
料
で
あ
る
『
漢
書
』
に
依
拠
し
た
考
察
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ま
た
憶
測

の
域
を
出
な
い
も
の
と
な
る
が
、
少
し
く
前
漢
末
に
お
け
る
刺
史
の
「
行
政
官

化
」
ま
で
見
通
し
た
私
見
を
披
瀝
し
て
本
節
を
閉
じ
た
い
と
思
う
。
か
つ
て
藤

岡
氏
は
、
そ
の
要
因
に
つ
い
て
「
郡
国
と
中
央
と
の
政
治
的
結
び
つ
き
の
緊
密

さ
」
の
欠
如
が
し
か
ら
し
め
た
と
理
解
し
た
訳
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
事
の
一
面

は
正
確
に
把
握
さ
れ
て
い
る
が
、
別
の
一
面
に
つ
い
て
は
補
足
が
必
要
で
あ
ろ

う
。
先
に
論
じ
た
よ
う
に
、
宣
帝
期
ま
で
の
事
例
は
確
か
に
藤
岡
氏
の
言
う

「
封
建
侯
王
」
対
策
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
背
後
に
は
、
皇
帝
権
威
の
動
揺

な
い
し
は
皇
帝
位
に
即
い
て
い
る
人
物
の
皇
帝
と
し
て
の
正
当
性
に
対
す
る
不

安
の
念
が
横
た
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
あ
る
意
味
で
は
「
中
央
」

と「
地
方
」と
の
間
に
は
一
種
の
政
治
的
緊
張
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

武
帝
以
前
の
封
建
侯
王
対
策
と
は
や
や
文
脈
を
異
に
し
た
、
し
か
し
な
が
ら
当

事
者
―
昭
帝
期
で
あ
れ
ば
霍
光
・
宣
帝
期
に
お
い
て
は
宣
帝
自
身
―
に
と
っ
て

は
極
め
て
切
実
な
政
治
的
課
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
一
方
で
藤
岡
氏
の
言
う
「
郡
国
」
と
「
中
央
」
の
結
び
つ
き
が
ま

だ
希
薄
で
あ
っ
た
と
の
言
及
は
、
本
稿
第
二
章
で
の
前
漢
の
救
荒
・
勧
農
等
の

諸
政
策
の
通
時
的
分
析
と
併
せ
考
え
れ
ば
首
肯
で
き
る
部
分
は
多
い
。
そ
れ
ら

の
政
策
を
発
布
す
る
詔
文
の
な
か
で
、
郡
が
明
確
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
よ
う
や
く
宣
帝
の
治
世
に
入
っ
て
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
れ
も

ま
た
憶
測
に
留
ま
る
こ
と
と
な
る
が
、「
六
条
詔
条
」
に
規
定
さ
れ
る
刺
史
の
職

務
が
遂
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
現
実
の
郡
太
守
や
国
相
が
実
際
の
地

方
統
治
上
に
重
要
な
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
宣
帝
な
い
し
は
元
帝

の
治
世
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
前
節
で
見
た
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よ
う
に
、
元
帝
期
以
降
に
史
乗
に
散
見
す
る
刺
史
の
執
行
し
た
職
務
は
「
六
条

詔
条
」
に
規
定
さ
れ
る
刺
史
そ
の
も
の
の
そ
れ
で
あ
っ 

。
そ
の
歴
史
的
帰
結

の
一
つ
が
、
成
帝
期
に
冀
州
刺
史
を
務
め
た
朱
博
に
ま
つ
わ
る
以
下
の
有
名
な

逸
話
に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

博
は
本
は
武
吏
、
文
法
を
更
せ
ず
、
刺
史
と
為
り
て
部
を 
行 
る
に
及
び
、

め
ぐ

吏
民
数
百
人
道
を
遮
り
て
自
か
ら
言
ひ
て
、
官
寺
は
尽
く
満
つ
、
と
。
従

事
の
白
請
す
る
に
、
且
に
此
の
県
に
留
ま
り
て
諸
の
自
か
ら
言
ふ
者
を
録

見
し
て
、
事
畢
り
て
乃
ち
発
せ
む
、
と
、
欲
す
る
に
以
て
博
を
観
試
せ
ん

と
す
。
博
は
心
に
之
を
知
り
な
が
ら
、
外
に
駕
に
趣
す
る
こ
と
を
告
ぐ
。

既
に
駕
の
弁
ぜ
ら
る
る
を
白
す
、
博
は
出
で
て
車
に
就
き
て
自
ら
言
ふ
者

を
見
て
、
従
事
を
し
て
明
勅
し
て
吏
民
に
告
げ
し
め
て
、「
県
の
丞
尉
に
言

は
ん
と
欲
す
る
者
は
、
刺
史
は
黄
綬
を
察
せ
ざ
れ
ば
、
お
の
お
の
自
か
ら

郡
に
詣
れ
。
二
千
石
の
墨
綬
長
吏
を
言
は
ん
と
欲
す
る
者
は
、
使
者
部
を

行
り
て
還
り
て
よ
り
、
治
所
に
詣
れ
。
其
の
民
の
吏
の
冤
と
す
る
と
な
り
、

及
び
盗
賊
辞
訟
の
事
を
言
は
ん
と
す
る
は
、
お
の
お
の
其
の
部
従
事
に
属

せ
し
め
よ
。」
と
。

と
あ
る
、
刺
史
の
監
察
対
象
の
拡
大
―
二
千
石
の
「
長
吏
」
層
ま
で
及
ん
で
い

る
―
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
前
節
で
見
た
何
武
伝
の
記
述
の
な
か
に
見
え
る
、

何
武
が
自
負
を
込
め
て
と
い
う
こ
と
で
は
あ
ろ
う
が
、
刺
史
の
こ
と
を
「
古
之

方
伯
」「
一
州
表
率
」
と
語
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
仮
に
、
重
近
氏
の
見
解
に
依
拠

し
て
、
宣
帝
期
ま
で
に
は
豪
族
の
維
持
す
る
共
同
体
的
秩
序
を
も
と
に
郡
段
階

で
一
応
完
結
す
る
郡
豪
族
社
会
の
形
成
が
な
さ
れ
た
と
理
解
し
た
時
、
そ
う
し

た
郡
段
階
ま
で
の
社
会
の
変
容
を
基
礎
に
、
そ
れ
に
対
応
な
い
し
は
対
抗
す
る

意
味
合
い
も
あ
っ
て
、
刺
史
が
徐
々
に
監
察
官
と
し
て
の
本
来
の
役
割
を
的
確

（　

）
50た

に
果
た
す
よ
う
に
な
り
、
そ
の
後
限
り
な
く
地
方
行
政
官
と
言
う
べ
き
「
州
牧
」

へ
と
転
化
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
萌
芽
は
、
成
帝
紀
、

鴻
嘉
元
（
前
二
〇
）
年
春
二
月
条
の
詔
に
、

「
朕
、
天
地
を
承
け
、
宗
廟
を
獲
保
す
る
も
、
明
に
蔽
ふ
所
あ
り
、
徳
は 
綏 や
す

ん
ず
る
能
は
ず
、
刑
罰
は 
中 
ら
ず
、
衆
は
職
を
失
ふ
こ
と
を 
冤 
み
、
闕
に

あ
た 

う
ら

趨
り
て
訴
へ
を
告
ぐ
る
者
は
絶
へ
ず
。
是
を
以
て
陰
陽
錯
謬
し
、
寒
暑
序

を
失
な
ひ
、
日
月
光
ら
ず
、
百
姓
辜
を
蒙
む
り
、
朕
、
甚
は
だ
焉
を 
閔 
ふ
。

う
れ

書
に
云
は
ず
や
。『 
即 
し
我
れ
事
を
御
す
る
に
、
克
き
耆
寿 
罔 
け
れ
ば
、
咎

も 

な

は
厥
れ 
躬 
に
あ
り
』
と
。
方
に
春
の
生
長
す
る
時
な
ら
ん
と
せ
ば
、
臨
み

み
づ
か
ら

て
諫
大
夫
・
理
等
を
し
て
三
輔
・
三
河
・
弘
農
の
冤
獄
を
挙
げ
し
む
。
公

卿
大
夫
・
部
刺
史
は
明
ら
か
に
守
相
に
申
勅
し
、
朕
が
意
を
称
へ
よ
。（
後

略
）」

と
あ
っ
て
、
す
で
に
こ
の
段
階
で
「
部
刺
史
」
が
「
守
相
」
に
皇
帝
の
意
志
を

伝
達
す
る
職
責
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
求
め
ら
れ
よ
う
。

　

以
上
の
本
章
で
の
検
討
に
大
過
な
い
と
す
れ
ば
、
本
章
冒
頭
で
触
れ
た
王
勇

華
氏
の
見
解
に
つ
い
て
、
王
氏
の
い
う
「
行
政
的
監
督
権
」
と
は
、
仮
に
氏
の

言
う
よ
う
に
制
度
の
当
初
か
ら
伏
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
現

実
の
問
題
と
し
て
は
、
中
央
か
ら
見
て
「
郡
」
と
の
関
係
が
よ
り
重
要
と
な
り

つ
つ
あ
っ
た
宣
帝
期
頃
か
ら
顕
在
化
し
て
い
っ
た
も
の
、
と
見
直
す
こ
と
も
出

来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

結　
　
　

言

　

本
稿
で
得
ら
れ
た
成
果
を
簡
略
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　

ま
ず
第
一
に
は
、
第
一
章
で
検
討
し
た
重
近
啓
樹
・
紙
屋
正
和
・
佐
藤
直
人
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三
氏
の
研
究
成
果
の
驥
尾
に
付
し
つ
つ
、
両
漢
書
の
帝
紀
に
登
場
す
る
勧
農
・

救
荒
等
に
関
す
る
諸
政
策
の
遂
行
に
あ
た
っ
て
発
せ
ら
れ
た
詔
文
類
の
中
に
お

け
る
「
郡
」
の
取
り
上
げ
ら
れ
方
に
着
目
し
て
考
察
を
加
え
た
結
果
、
中
央
政

府
か
ら
見
た
場
合
に
は
当
該
諸
政
策
の
実
行
に
お
い
て
、
お
お
む
ね
宣
帝
期
を

境
に
、
元
帝
期
以
降
に
お
い
て
は
確
実
に
、「
郡
」
の
重
要
性
が
増
大
し
て
い
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

第
二
に
は
、
前
漢
期
に
お
い
て
遂
行
し
た
職
務
が
明
瞭
で
あ
る
刺
史
に
つ
い

て
、
そ
の
内
容
を
検
討
し
た
結
果
、
宣
帝
以
前
に
お
い
て
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

諸
侯
王
・
列
侯
の
督
察
で
あ
り
、
こ
れ
は
昭
帝
の
即
位
直
後
も
し
く
は
霍
光
死

後
に
お
け
る
宣
帝
と
い
う
、
皇
帝
の
地
位
に
い
る
こ
と
の
安
定
性
が
弱
化
し
た

状
態
に
お
い
て
採
ら
れ
た
積
極
的
な
諸
侯
王
対
策
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
宣
帝
期
以
前
に
お
け
る
「
郡
」
の
あ
り
方
で
は
、

「
六
条
詔
条
」
に
依
拠
し
た
地
方
官
の
監
察
の
重
要
性
も
ま
だ
顕
在
化
し
な
い
ま

ま
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
の
傍
証
と
も
な
る
。

　

中
央
か
ら
見
た
「
郡
」
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
、
基
本
的
な
理
解
の
枠
組
み

は
、
重
近
・
紙
屋
・
佐
藤
三
氏
に
依
拠
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
意
味
で
は
本

稿
の
第
二
章
は
先
学
三
氏
の
成
果
に
対
す
る
文
字
ど
お
り
の
蛇
足
と
な
っ
た
憾

み
が
あ
る
。
一
方
で
、
そ
の
成
果
を
元
に
、
前
漢
期
に
お
け
る
刺
史
の
性
格
の

変
化
に
つ
い
て
若
干
の
私
見
を
述
べ
る
こ
と
は
で
き
た
。
ち
な
み
に
、
成
帝
・

綏
和
元
（
前
八
）
年
に
「
州
牧
」
と
改
称
さ
れ
て
以
降
、
後
漢
光
武
帝
・
建
武

十
八
（
後
四
二
）
年
に
「
刺
史
」
の
名
称
に
再
び
落
ち
着
く
ま
で
、「
州
」
を
主

宰
す
る
官
吏
の
名
称
は
目
ま
ぐ
る
し
い
変
遷
を
重
ね
る
こ
と
に
な
る
。
従
来
の

後
漢
の
刺
史
と
州
に
関
す
る
私
見
の
妥
当
性
の
吟
味
の
た
め
に
も
、
こ
の
名
称

の
変
遷
の
持
つ
歴
史
的
意
味
の
解
明
は
急
が
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
稿
で
得

ら
れ
た
前
漢
の
刺
史
に
関
す
る
さ
さ
や
か
な
知
見
を
基
礎
に
、
追
求
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
も
あ
る
。

註

（
１
） 
一
九
六
〇
年
前
後
に
展
開
さ
れ
た
、
西
嶋
定
生
・
増
淵
龍
夫
・
木
村
正
雄
の
三

氏
を
中
心
と
す
る
古
代
国
家
形
成
（
構
造
）
論
に
お
い
て
も
、
論
者
に
よ
っ
て
濃
淡

の
差
こ
そ
あ
れ
、
何
ら
か
の
形
で
「
郡
」
な
い
し
「
県
」
が
分
析
の
対
象
に
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
。

（
２
） 
所
謂
「
郡
国
制
」
が
前
漢
の
建
国
当
初
に
は
施
行
さ
れ
、
景
帝
・
武
帝
期
に
か

け
て
「
実
質
的
郡
県
制
」
化
が
進
行
し
た
こ
と
は
周
知
に
属
す
る
が
、
一
方
で
形
式

的
で
あ
る
に
せ
よ
「
諸
侯
王
国
」
は
残
存
し
た
。
し
か
し
そ
の
諸
侯
王
国
に
つ
い
て

は
、
独
自
の
官
制
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
（
紙
屋
正
和
「
前
漢
諸
侯
王
国
の
官
制
―

内
史
を
中
心
に
し
て
―
」﹇『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
三
、
一
九
七
四
﹈）
や
、
特

に
後
漢
に
あ
っ
て
国
家
の
「
藩
屏
」
と
し
て
象
徴
的
な
政
治
的
意
味
を
保
持
し
て
い

た
可
能
性（
拙
稿「『
後
漢
書
』所
見
諸
侯
王
列
侯
関
連
記
事
窺
管
―
後
漢
の
諸
侯
王
・

列
侯
に
つ
い
て
―
」
池
田
温
編
『
日
中
律
令
制
の
諸
相
』﹇
東
方
書
店
、
二
〇
〇
二
﹈）

を
別
に
す
れ
ば
、
紙
屋
氏
の
指
摘
す
る
通
り
、
地
方
統
治
の
た
め
の
機
関
と
し
て
は

郡
と
共
通
す
る
側
面
が
多
い
。
以
下
、本
稿
に
お
い
て
は
諸
侯
王
国
も
含
む
意
味
で
、

「
郡
」
と
表
記
す
る
。

（
３
） 「
郡
」
や
「
県
」
に
関
し
て
の
基
礎
的
な
制
度
史
的
研
究
と
し
て
、
鎌
田
重
雄

「
郡
県
制
の
起
源
に
つ
い
て
」（『
東
京
教
育
大
学
東
洋
史
学
論
集
』
一
九
五
三
）・

『
秦
漢
政
治
制
度
の
研
究
』（
日
本
学
術
振
興
会
、
一
九
六
二
）、
厳
耕
望
『
中
国
地

方
行
政
制
度
史　

甲
部　

秦
漢
地
方
行
政
制
度
』（
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所

専
刊
四
五
Ａ
、
一
九
六
一
）
第
二
章
「
郡
府
組
織
」
第
三
章
「
郡
尉
」
第
四
章
「
郡

国
特
種
官
署
」
第
五
章
「
県
廷
組
織
」、
安
作
璋
・
熊
鉄
基
『
秦
漢
官
制
史
稿
』
下

（
斉
魯
書
社
、
一
九
八
五
）
第
二
編
「
地
方
官
制
」
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、「
郡
県

制
」
も
含
め
た
、
我
が
国
に
お
け
る
漢
代
官
僚
制
研
究
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
米

田
健
志
「
日
本
に
お
け
る
漢
代
官
僚
制
研
究
」（『
中
国
史
学
』
一
〇
、
二
〇
〇
〇
）

を
参
照
。

（
４
） 
佐
藤
直
人
「
秦
漢
期
に
お
け
る
郡
―
県
関
係
に
つ
い
て
―
県
の
性
格
変
化
を
中
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心
に
―
」（『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
二
四
、
二
〇
〇
〇
）。

（
５
） 
拙
稿
「
後
漢
時
代
の
国
家
と
社
会
」（『
歴
史
学
研
究
』
七
一
六
、
一
九
九
八
）・

「
漢
代
州
制
再
攷
―
国
家
統
治
機
構
と
し
て
の
州
に
つ
い
て
の
基
礎
的
考
察
―
」

（『
歴
史
』
九
九
、
二
〇
〇
二
）・「
漢
代
の
国
家
統
治
機
構
に
お
け
る
亭
の
位
置
」

（『
史
学
雑
誌
』
一
一
二
―
八
、
二
〇
〇
三
）。
な
お
、
拙
稿
「
漢
代
の
国
家
統
治
機

構
に
お
け
る
亭
の
位
置
」
は
、
後
漢
に
お
い
て
、
警
察
・
軍
事
施
設
と
し
て
の
機
能

を
有
し
て
国
家
統
治
の
末
端
で
治
安
の
維
持
に
当
た
っ
て
い
た
亭
が
、
統
轄
上
、
州

と
結
合
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
私
見
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

（
６
） 
纔
に
、
拙
稿
「
漢
代
州
制
再
攷
」
に
お
い
て
、
前
漢
期
の
州
の
治
所
や
属
吏
層

の
形
成
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

（
７
） 
重
近
啓
樹
「
前
漢
の
国
家
と
地
方
政
治
―
宣
帝
期
を
中
心
と
し
て
―
」（『
駿
台

史
学
』
四
四
、
一
九
七
八
）。

（
８
） 
註
（
７
）
前
掲
重
近
氏
論
考
八
五
頁
。

（
９
） 
重
近
啓
樹
「
秦
漢
の
国
家
と
農
民
」（
一
九
七
九
年
度
歴
史
学
研
究
会
大
会
報
告

特
集
『
世
界
史
に
お
け
る
地
域
と
民
衆
』﹇
青
木
書
店
、
一
九
七
九
﹈）。

（　

） 
紙
屋
正
和
「
前
漢
郡
県
統
治
制
度
の
展
開
に
つ
い
て
―
そ
の
基
礎
的
考
察
―
」

10（
上
・
下
）（『
福
岡
大
学
人
文
論
集
』
一
三
―
四
・
一
四
―
一
、
一
九
八
二
）。

（　

） 
紙
屋
正
和
「
前
漢
時
代
の
郡
・
国
の
守
・
相
の
支
配
権
の
強
化
に
つ
い
て
」（『
東

11洋
史
研
究
』
四
一
―
二
、
一
九
八
二
）。

（　

） 
紙
屋
正
和
「
前
漢
後
半
期
に
お
け
る
郡
・
国
へ
の
規
制
の
強
化
」（『
古
代
文
化
』

12四
二
―
七
、
一
九
九
〇
）・「
前
漢
後
半
期
に
お
け
る
中
央
政
界
と
郡
・
国
」（『
福
岡

大
学
総
合
研
究
所
報
』
一
三
六
、﹇
人
文
科
学
編
﹈
七
七
、
一
九
九
一
）。

（　

） 
註
（
４
）
前
掲
佐
藤
直
人
氏
論
考
。

13
（　

） 
前
漢
初
期
の
県
内
部
の
状
況
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
佐
藤
氏
の
検
討
の
結
果
に
つ

14い
て
は
、
そ
の
考
察
の
結
果
を
敷
衍
し
て
述
べ
る
氏
の
前
漢
期
の
国
家
支
配
へ
の
理

解
の
仕
方
、
特
に
、「
国
家
の
領
域
支
配
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
景
帝
期
以
前

の
相
対
的
に
『
ゆ
る
や
か
な
支
配
』
か
ら
、
武
帝
期
以
後
の
小
農
民
の
保
護
を
通
じ

て
貫
徹
さ
れ
る
『
強
力
な
支
配
』
に
移
行
」（
註
（
４
）
前
掲
佐
藤
氏
論
考
三
二
頁
）

と
の
指
摘
な
ど
も
含
め
て
、
賛
意
を
表
し
て
お
き
た
い
。

（　

） 
た
だ
、
一
九
八
三
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
発
掘
さ
れ
た
張
家
山
二
四
七
号
前
漢

15

墓
か
ら
出
土
し
た
竹
簡
群
の
う
ち
「
奏 

書
」
と
「
二
年
律
令
」
と
の
内
容
か
ら
は
、

三
氏
の
理
解
と
異
な
っ
た
「
郡
」「
県
」
相
互
の
関
係
、
並
び
に
「
郡
」「
県
」
と
中

央
政
府
の
関
係
が
示
唆
さ
れ
る
こ
と
に
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
　

ま
ず
「
奏 

書
」
の
記
述
か
ら
は
、
あ
く
ま
で
裁
判
結
果
に
つ
い
て
の
「 

」
と

い
う
上
申
手
続
き
に
関
わ
っ
て
だ
が
、
中
央
政
府
か
ら
見
て
郡
・
県
の
位
置
づ
け
が

等
距
離
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。「
奏 

書
」
は
全
体
で
二
十
二
の
事
例

か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
以
前
拙
稿
（「
読
江
陵
張
家
山
出
土
『
奏 

書
』
箚
記
」﹇『
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
歴
史
社
会
研
究
』
二
、
一
九
九
七
﹈）
で
整
理

し
た
よ
う
に
、
第
一
の
事
例
か
ら
第
五
の
事
例
ま
で
（
張
家
山
二
四
七
号
漢
墓
竹
簡

整
理
小
組
編
『
張
家
山
漢
墓
竹
簡
（
二
四
七
号
墓
）』﹇
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
一
﹈

の
簡
番
号
で
は
第
一
簡
〜
第
四
八
簡
）
の
「
第
一
群
」、
第
六
の
事
例
か
ら
第
十
三

の
事
例
ま
で
（
第
四
九
簡
〜
第
六
二
簡
）
の
「
第
二
群
」、
第
十
四
の
事
例
か
ら
第

二
十
二
の
事
例
ま
で
（
第
六
三
簡
〜
第
二
二
八
簡
）
の
「
第
三
群
」
と
三
つ
の
群
に

分
類
で
き
る
。
必
ず
し
も
「 

」
の
手
続
き
と
は
関
係
し
な
い
も
の
も
含
ま
れ
る
雑

多
な
書
式
の
集
ま
り
で
あ
り
第
三
群
を
除
く
と
、
第
一
群
に
は
、
県
か
ら
直
接
中
央

の
廷
尉
に
上
申
さ
れ
た 

の
内
容
が
記
さ
れ
て
お
り
、
第
二
群
で
は
、
郡
か
ら
中
央

の
廷
尉
に
上
申
さ
れ
た 

の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
「 

」
の
手
続
き

は
、『
漢
書
』
巻
二
三
、
刑
法
志
に
「
高
皇
帝
七
（
前
二
〇
〇
）
年
、
御
史
に
制
詔

し
て
『
獄
の
疑
は
し
き
者
、
吏
の
或
ひ
は
敢
へ
て
決
せ
ざ
れ
ば
、
罪
有
る
者
も
久
し

く
論
ぜ
ず
、
罪
無
き
者
も
久
し
く 

が
れ
て
決
せ
ず
。
自
今
以
来
、
県
・
道
の
官
、

獄
の
疑
は
し
き
者
は
、
各
お
の
属
す
る
所
の
二
千
石
の
官
に 

じ
、
二
千
石
の
官
は

其
の
罪
名
を
以
て
、
当
に
之
に
報
づ
べ
し
。
決
す
る
能
は
ざ
る
所
の
者
は
、
皆
、
廷

尉
に 
移 
り
、
廷
尉
も
ま
た
当
に
之
に
報
づ
べ
し
。
廷
尉
の
決
す
る
能
は
ざ
る
所
の
者

お
く

は
、
謹
み
て
具
し
て
奏
を
為
せ
、
当
に
律
令
に
比
す
べ
き
所
に
傅
し
て
以
っ
て
聞
せ

よ
』
と
」
と
あ
る
よ
う
に
、
県
で
解
決
の
着
か
な
い
場
合
に
は
郡
（
属
す
る
所
の
二

千
石
の
官
）へ
、郡
で
も
解
決
の
着
か
な
い
場
合
に
は
廷
尉
に
す
な
わ
ち
中
央
へ
と
、

よ
り
上
級
の
機
関
に
対
し
て
上
申
す
る
制
度
で
あ
る
。
し
か
し
、
県
か
ら
直
接
廷
尉

に
上
申
さ
れ
た
と
解
し
う
る
事
例
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
前
漢
初
期
に
お
い

て
、
県
と
中
央
と
の
関
係
が
郡
を
介
さ
な
い
で
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
も
示
唆
し
よ

う
。
郡
か
ら
の
上
申
が
記
さ
れ
る
第
二
群
に
お
い
て
、
県
か
ら
の
上
申
を
経
た
う
え
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で
郡
守
が
上
申
の
手
続
き
を
採
っ
た
の
か
ど
う
か
に
関
し
て
必
ず
し
も
明
確
に
記

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
、
上
記
の
想
定
の
裏
づ
け
と
な
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
な

お
「
奏 

書
」
を
通
し
て
前
漢
初
期
の
郡
県
の
中
央
政
府
か
ら
の
自
立
性
の
高
さ
を

論
じ
た
研
究
に
、
直
井
晶
子
「
前
漢
初
期
の
県
令
と
門
人
・
舎
人
―
張
家
山
漢
簡

『
奏 

書
』
案
例
一
六
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
史
滴
』
二
一
、
一
九
九
九
）
が
あ
る
。

　
　

い
っ
ぽ
う
、
二
〇
〇
一
年
に
「
二
年
律
令
」
の
内
容
が
公
表
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、

山
田
勝
芳
氏
は
、「
二
年
律
令
」
の
「
置
吏
律
」「
史
律
」「
具
律
」
の
記
載
の
分
析

を
行
っ
て
、「
行
政
・
裁
判
面
で
の
郡
の
圧
倒
的
優
位
性
」
を
指
摘
し
、「
本
来
的
に

辺
境
拡
大
に
伴
っ
て
敷
か
れ
た
軍
政
担
当
機
関
的
存
在
で
あ
っ
た
郡
が
、
行
政
機
構

を
整
備
し
属
県
を
置
い
て
い
っ
た
と
い
う
経
緯
を
考
え
れ
ば
、
当
初
か
ら
郡
の
権
限

の
強
さ
を
推
測
で
き
る
」
と
す
る
が
（
同
氏
「
張
家
山
二
四
七
号
漢
墓
竹
簡
『
二
年

律
令
』
と
秦
漢
史
研
究
」﹇『
日
本
秦
漢
史
学
会
会
報
』
三
、
二
〇
〇
二
﹈）、
藤
田
勝

久
氏
が
山
田
氏
の
指
摘
に
賛
意
を
表
し
つ
つ
も
「
し
か
し
郡
の
統
治
が
、
ど
の
よ
う

な
側
面
で
機
能
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
県
内
部
の
徴
税
と
徴
発
な
ど
の
実
態
に
つ

い
て
は
、
な
お
検
討
を
深
め
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
（
同
氏
「
秦

漢
帝
国
の
成
立
と
秦
・
楚
の
社
会
―
張
家
山
漢
簡
と
『
史
記
』
研
究
―
」﹇『
愛
媛
大

学
法
文
学
部
論
集　

人
文
科
学
編
』
一
五
、
二
〇
〇
三
﹈）、
山
田
氏
の
指
摘
に
つ
い

て
は
、「
二
年
律
令
」
で
の
規
定
が
現
実
に
如
何
な
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
の
か

と
い
う
こ
と
や
、
同
時
に
出
土
し
た
「
奏 

書
」
の
検
討
結
果
を
も
踏
ま
え
た
考
察

が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　

本
稿
で
は
主
と
し
て
前
漢
中
期
以
降
の
郡
の
変
容
に
関
心
の
中
心
を
置
い
て
し

ま
っ
た
た
め
、「
二
年
律
令
」
の
記
載
を
踏
ま
え
て
の
前
漢
極
初
期
の
郡
県
制
に
対

し
て
の
私
な
り
の
検
討
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
他
日
に
期
し
た
い
。

（　

） 
従
来
は
、国
家
の
側
か
ら
小
農
民
の
経
営
を
安
定
化
さ
せ
た
手
段
と
し
て
の「
公

16田
」
政
策
の
歴
史
的
変
遷
と
い
う
よ
う
な
形
で
、
個
別
の
政
策
に
注
目
し
て
勧
農
・

救
荒
に
関
わ
る
政
策
は
検
討
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　

例
え
ば
、
こ
こ
で
例
示
し
た
「
公
田
」
に
つ
い
て
は
、
重
近
啓
樹
氏
の
整
理
（「
公

田
と
仮
作
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」﹇
同
氏
『
秦
漢
税
役
体
系
の
研
究
』
第
一
章
、
汲
古

書
院
、
一
九
九
九
﹈）
に
従
え
ば
、
公
田
は
前
漢
武
帝
・
昭
帝
期
こ
ろ
ま
で
は
国
家

の
直
接
経
営
に
置
か
れ
た
が
、
宣
帝
・
元
帝
期
以
降
は
、
貧
民
・
流
民
へ
の
公
田
仮

与
、
公
田
の
私
田
・
民
田
化
政
策
が
取
ら
れ
た
こ
と
が
ほ
ぼ
共
通
理
解
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
「
公
田
」
政
策
に
関
す
る
変
化
を
見
て
も
、
漢
代
の
国
家
が
時
代
の
変
化

に
つ
れ
て
、
そ
の
手
法
を
徐
々
に
変
化
さ
せ
な
が
ら
在
地
社
会
へ
介
入
し
て
い
く
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
を
想
定
で
き
る
。

　
　

な
お
「
勧
農
」
政
策
に
つ
い
て
は
、
西
村
元
佑
氏
に
「
漢
代
の
勧
農
政
策
―
財
政

機
構
の
改
革
に
関
連
し
て
―
」（『
史
林
』
四
二
―
三
、
一
九
五
九
、
の
ち
同
氏
『
中

国
経
済
史
研
究
―
均
田
制
度
篇
―
』﹇
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
六
八
﹈
に
収
録
）
が

あ
る
。
西
村
氏
は
、
後
漢
に
入
っ
て
そ
れ
ま
で
帝
室
財
政
と
国
家
財
政
に
分
か
れ
て

い
た
中
央
政
府
の
財
政
機
構
が
大
司
農
に
よ
る
国
家
財
政
に
一
本
化
さ
れ
た
こ
と

に
伴
い
、
農
政
関
係
機
構
が
郡
県
に
移
管
さ
れ
、
地
方
長
官
を
主
体
と
す
る
水
利
・

灌
漑
事
業
の
推
進
と
そ
れ
に
伴
う
田
土
開
発
や
貧
民
・
流
民
へ
の
公
田
の
仮
与
な
ど

が
行
わ
れ
て
、
国
家
権
力
の
支
配
下
に
幾
多
の
中
・
小
農
民
層
を
育
成
保
護
す
る
こ

と
が
で
き
た
、
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
中
国
の
救
荒
史
全
般
に
つ
い
て
は
、
�
雲
特

『
中
国
救
荒
史
』（
商
務
印
書
館
、
一
九
三
七
）
を
参
照
。

（　

） 
両
漢
書
の
表
記
上
詔
勅
の
体
裁
（
詔
曰
…
）
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
で
も
、
記

17述
の
内
容
に
応
じ
て
、
採
録
し
た
事
例
も
あ
る
。
事
例
の
摘
出
に
際
し
て
は
、
佐
藤

武
敏
編
『
中
国
災
害
史
年
表
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
三
）
を
適
宜
参
照
し
た
。

ま
た
、「
勧
農
」「
救
荒
」
等
の
諸
政
策
と
い
っ
て
も
、
記
事
の
理
解
の
仕
方
に
よ
っ

て
は
、
ど
こ
ま
で
が
該
当
す
る
か
は
議
論
の
分
か
れ
る
も
の
も
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、

本
文
で
以
下
に
列
挙
す
る
諸
事
例
は
、
あ
く
ま
で
も
現
段
階
の
私
見
に
よ
る
便
宜
的

な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
飢
饉
や
戦
災
な
ど
が
起
こ
っ
た
場
合
の
国
家
の
対

応
や
、
文
字
通
り
の
「
勧
農
」
に
直
結
す
る
諸
政
策
に
言
及
し
て
い
る
詔
文
を
可
能

な
限
り
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
両
漢
書
の
持
つ
文
献
史
料
と
し
て
の
限
界
を

考
慮
し
て
も
、
相
当
程
度
の
傾
向
が
把
握
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
　

ま
た
、
今
日
的
観
点
か
ら
は
、
国
家
の
採
る
積
極
的
な
政
策
と
は
認
め
ら
れ
な
い

よ
う
な
措
置
、
例
え
ば
自
然
災
害
を
発
生
さ
せ
な
い
よ
う
に
「
善
政
」
を
敷
く
こ
と

を
命
じ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
も
、
当
時
の
政
治
思
想
に
基
づ
く
切
実
な
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
抽
出
し
て
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
以
後
『
漢

書
』
か
ら
の
引
用
の
場
合
は
書
名
を
省
略
す
る
。

（　

） 【
５
】
の
事
例
は
永
続
的
な
田
租
の
撤
廃
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
周
知
の

18
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と
お
り
、
景
帝
の
即
位
後
は
田
租
の
徴
収
は
復
活
し
て
い
る
。

（　

） 
こ
の
事
例
は
、『
史
記
』
巻
一
一
、
孝
景
本
紀
に
、『
漢
書
』
に
記
さ
れ
る
内
容

19に
続
け
て
、「
徒
隸
を
し
て
七 

布
を
衣
せ
し
む
。
馬
の
た
め
に 
舂 
く
を
止
む
。
歳

う
す
つ

の 
登 
ら
ざ
る
が
た
め
に
、
天
下
の
食
、
歳
を
造
ら
ざ
る
を
禁
ず
。
列
侯
の
国
に
之
か

み
の

し
む
る
を
省
く
」
と
あ
っ
て
、
よ
り
詳
細
な
対
応
が
採
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
が
、

『
史
記
』
の
記
載
を
加
え
て
も
是
の
時
の
政
策
全
体
の
性
格
は
本
文
で
述
べ
た
こ
と

と
大
き
く
変
わ
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
　

ま
た
景
帝
紀
は
こ
の
事
例
に
続
け
て
、四
月
に
出
さ
れ
た
詔
文
を
載
せ
て
い
る
が
、

そ
こ
で
は
皇
帝
が
率
先
し
て
節
約
に
務
め
て
い
る
こ
と
と
、
不
作
に
よ
る
飢
饉
の
防

止
の
た
め
の
官
吏
の
綱
紀
粛
正
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
救
荒
政
策
と
は

解
し
得
な
い
と
考
え
、
本
稿
で
は
採
録
し
な
か
っ
た
。

（　

） 
こ
の
記
事
は
、
佐
藤
武
敏
氏
編
の
前
掲
書
の
記
載
に
よ
れ
ば
、『
漢
書
』
巻
二
七
、

20五
行
志
中
之
上
の
「
元
狩
三
年
夏
、
大
い
に
旱
す
」
を
受
け
て
い
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

（　

） 
博
士
官
の
地
方
巡
行
に
関
し
て
は
、
石
岡
浩
「
前
漢
代
の
博
士
の
郡
国
循
行
―

21地
方
監
察
に
お
け
る
博
士
と
刺
史
の
役
割
―
」（『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

紀
要
』
第
四
二
輯
第
四
分
冊
、
一
九
九
七
）
を
参
照
。

（　

） 
註
（　

）
前
掲
佐
藤
武
敏
氏
編
著
書
。

22

17

（　

） 
景
帝
期
頃
ま
で
郡
太
守
・
国
相
が
地
方
統
治
に
具
体
的
に
関
与
す
る
こ
と
が
少

23な
か
っ
た
こ
と
や
、
武
帝
期
以
降
県
の
職
掌
に
介
入
し
つ
つ
郡
の
管
掌
す
る
職
務
内

容
が
拡
大
し
た
こ
と
の
具
体
的
展
開
に
つ
い
て
は
、
註
（　

）（　

）
前
掲
紙
屋
氏

10

11

諸
論
考
を
参
照
。

（　

） 
註
（　

）
参
照
。

24

14

（　

） 
限
田
策
に
関
す
る
史
料
と
し
て
、
哀
帝
紀
、
綏
和
二
（
前
七
）
年
六
月
条
の
詔

25に
、「
節
を
制
し
度
を
謹
む
る
は
以
て
奢
淫
を
防
ぎ
、
政
の
先
に
す
る
所
と
為
り
て
、

百
王
の
不
易
の
道
な
り
。
諸
侯
王
・
列
侯
・
公
主
・
吏
二
千
石
及
び
豪
富
の
民
は
多

く
奴
婢
を 
畜 
へ
、
田
宅
限
り
な
く
、
民
と
利
を
争
ひ
、
百
姓
職
を
失
な
ひ
、
重
ね
て

た
く
は

足
ら
ざ
る
に
困
し
む
。
其
れ
限
列
を
議
せ
よ
。」
と
あ
る
の
を
挙
げ
て
お
く
。

（　

） 
同
様
の
事
例
は
、
和
帝
紀
永
元
十
二
（
一
〇
〇
）
年
二
月
条
の
詔
文
に
も
見
え

26る
。

（　

） 
同
様
の
事
例
は
、
和
帝
紀
永
元
五
（
九
三
）
年
九
月
条
・
永
元
十
六
（
一
〇
四
）

27年
七
月
辛
巳
条
の
詔
・
順
帝
紀
永
建
元
（
一
二
六
）
年
十
月
甲
辰
条
の
詔
文
・
永
建

五
（
一
三
〇
）
年
夏
四
月
辛
巳
条
の
詔
に
見
ら
れ
る
。

（　

） 「
二
千
石
」
を
対
象
と
す
る
も
の
に
、
章
帝
紀
、
建
初
元
（
七
六
）
年
、
春
正
月

28条
の
詔
文
の
「 
比
年 
牛
多
く
疾
疫
し
、
墾
田
は
減
少
し
て
、
穀
価
は
頗
ぶ
る
貴
く
、

こ
の
ご
ろ

人
は
以
て
流
亡
せ
り
。
方
し
春
の
東
作
な
ら
む
と
し
て
、宜
し
く
時
務
に
及
ぶ
べ
し
。

二
千
石
は
勉
め
て
農
桑
に
勧
め
、
弘
く
労
来
す
る
を
致
せ
。（
下
略
）」
が
あ
る
。

（　

） 
安
帝
紀
永
初
七
（
一
一
三
）
年
八
月
丙
寅
条
に
見
え
る
「
郡
国
の
蝗
を
被
む
り

29て
稼
を
傷
ふ
こ
と
十
に
五
以
上
」、
元
初
元
（
一
一
四
）
年
十
月
乙
卯
条
の
「
三
輔
」、

元
初
六
（
一
一
九
）
年
夏
四
月
条
の
「
会
稽
」、
建
光
元
（
一
二
一
）
年
冬
十
一
月

条
の
地
震
に
被
災
し
た
三
十
五
の
郡
国
と
水
雨
の
害
を
受
け
た
郡
国
、
延
光
元
（
一

二
二
）
年
条
の
水
害
・
風
害
に
遭
っ
た
二
十
七
の
郡
国
な
ど
。

（　

） 
順
帝
紀
陽
嘉
二
（
一
三
三
）
年
春
二
月
甲
申
条
詔
文
の
「
呉
郡
・
会
稽
郡
」、
永

30和
三
（
一
三
八
）
年
四
月
戊
戌
条
の
地
震
の
被
害
を
受
け
た
「
金
城
郡
・
隴
西
郡
」、

永
和
四
（
一
三
九
）
年
秋
八
月
条
の
旱
害
を
受
け
た
「
太
原
郡
」
な
ど
。

（　

） 
そ
の
他
、
桓
帝
期
、
延
熹
九
（
一
六
六
）
年
春
正
月
己
酉
条
の
詔
文
で
「 

旱

31盗
賊
」
に
遭
っ
た
郡
を
対
象
に
租
税
の
減
免
を
し
た
事
例
が
あ
る
。

（　

） 
永
建
六
（
一
三
一
）
年
冬
十
一
月
条
の
詔
文
の
冀
州
（
冀
部
）
を
対
象
に
租
税

32の
減
免
措
置
を
採
っ
た
事
例
、
陽
嘉
元
（
一
三
二
）
年
二
月
条
に
見
え
る
振
給
・
勧

農
、
同
年
三
月
庚
寅
条
で
の
租
税
免
除
の
措
置
を
採
っ
た
事
例
な
ど
。

（　

） 
そ
の
他
、
永
寿
元
（
一
五
五
）
年
二
月
条
の
司
隸
校
尉
部
と
冀
州
が
飢
饉
の
発

33生
し
た
地
域
と
し
て
把
握
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
措
置
が
司
隸
校
尉
・
冀
州
刺
史
に

命
じ
ら
れ
た
事
例
や
、
延
熹
九
（
一
六
六
）
年
三
月
条
に
見
え
る
司
隷
校
尉
部
と
予

州
を
対
象
と
す
る
同
様
の
事
例
な
ど
。

（　

） 
後
漢
の
「
州
」
の
持
つ
独
自
性
に
つ
い
て
は
、
註
（
５
）
前
掲
拙
稿
「
漢
代
州

34制
再
攷
」
参
照
。

（　

） 
註
（　

）（　

）
前
掲
紙
屋
氏
論
考
。

35

10

11

（　

） 
註
（
５
）
前
掲
拙
稿
三
編
参
照
。

36
（　

） 
好
並
隆
司
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
召
信
臣
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
「
地
方
官
の
手

37に
よ
る
民
の
た
め
の
治
水
灌
漑
」
と
は
「
君
主
権
力
の
貫
徹
を
媒
介
す
る
豪
族
の
地
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元
に
お
け
る
支
配
力
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
た
形
の
擬
制
的
共
同
体
を
維
持
す
る
方

向
」
に
お
い
て
推
進
さ
れ
た
、
と
さ
れ
る
（
同
氏
「
漢
代
の
治
水
灌
漑
政
策
と
豪

族
」（『
中
国
水
利
史
研
究
』
第
一
号
、
一
九
六
五
、
の
ち
、
同
氏
『
秦
漢
帝
国
史
研

究
』﹇
未
来
社
、
一
九
七
八
﹈
に
収
録
）。

（　

） 
漢
代
の
治
水
灌
漑
を
巡
っ
て
は
、
註
（　

）
前
掲
好
並
氏
論
考
の
他
、
佐
藤
武

38

37

敏
「
古
代
に
お
け
る
江
淮
地
方
の
水
利
開
発
―
と
く
に
陂
を
中
心
に
し
て
―
」（
大

阪
市
立
大
学
文
学
会
『
人
文
研
究
』
一
三
―
七
、
一
九
六
二
）、「
漢
代
の
水
利
機

構
」（『
中
国
史
研
究
』
四
、
一
九
六
五
）、「
漢
代
江
南
の
水
利
開
発
」（『
三
上
次
男

博
士
喜
寿
記
念
論
文
集　

歴
史
編
』﹇
平
凡
社
、
一
九
八
五
﹈）、
藤
田
勝
久
「
漢
代

に
お
け
る
水
利
事
業
の
展
開
」（『
歴
史
学
研
究
』
五
二
一
、
一
九
八
三
）、「
漢
代
関

中
の
県
と
水
利
開
発
」（
森
田
明
編
『
中
国
水
利
史
の
研
究
』
国
書
刊
行
会
、
一
九

九
五
）、「
漢
代
郡
県
制
と
水
利
開
発
」（『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
三　

中
華
の
形
成
と

東
方
世
界
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
）、「
中
国
古
代
社
会
と
水
利
問
題
」（『
殷
周
秦

漢
時
代
史
の
基
本
問
題
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一
）、
浜
川
栄
「
両
漢
交
替
期
の
黄

河
の
決
壊
に
つ
い
て
」（『
中
国
水
利
史
研
究
』
二
六
、
一
九
九
八
）、「
両
漢
交
替
期

の
黄
河
の
決
壊
と
劉
秀
政
権
」（『
東
洋
学
報
』
八
一
―
二
、
一
九
九
九
）
な
ど
の
他
、

第
二
次
農
地
論
に
関
わ
る
木
村
正
雄
氏
の
研
究
も
あ
り
、
本
来
検
討
す
べ
き
問
題
は

多
岐
に
渡
る
が
、
す
で
に
本
稿
の
課
題
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
論

及
せ
ず
、
他
日
に
期
し
た
い
。

（　

） 
漢
代
の
求
雨
祭
祀
に
つ
い
て
は
、
藤
田
忠
「
漢
代
� 

祭
�
に
つ
い
て
の
一
考

39察
」（『
国
士
舘
大
学
文
学
部
人
文
学
会
紀
要
』
二
一
、
一
九
八
八
）
で
詳
細
な
検
討

が
な
さ
れ
、
一
度
国
家
が
手
放
し
た 

祭
の
祭
祀
権
が
、
後
漢
に
な
っ
て
国
家
に
回

収
さ
れ
た
と
見
做
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
本
章
で
獲
ら
れ
た
見
通
し
と
あ
わ
せ
て

考
え
れ
ば
、
元
来
は
恐
ら
く
郷
村
内
部
で
言
わ
ば
「
自
主
的
」
に
執
り
行
わ
れ
て
い

た
求
雨
祭
祀
で
あ
っ
た
が
、前
漢
中
期
以
降
の
郡
を
媒
介
と
す
る「
強
力
な
支
配
」の

在
地
社
会
へ
の
浸
透
の
過
程
で
、
国
家
の
祭
祀
体
系
の
中
に
取
り
込
ま
れ
た
と
い
う

経
緯
を
想
定
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　

な
お
、
好
並
隆
司
氏
は
、「
中
国
古
代
に
お
け
る
山
川
神
祭
祀
の
変
貌
」（『
岡
山

大
学
法
文
学
部
学
術
紀
要
』
三
八
（
史
学
篇
）、
一
九
七
七
、
の
ち
註
（　

）
前
掲

37

同
氏
著
書
に
収
録
）
に
お
い
て
、『
春
秋
繁
露
』
求
雨
篇
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
求
雨

祭
祀
に
つ
い
て
、
一
部
分
で
は
あ
る
が
論
じ
て
い
る
。『
春
秋
繁
露
』
求
雨
篇
に
は
、

春
・
夏
・
季
夏
・
秋
・
冬
ご
と
に
県
以
下
の
村
落
段
階
で
行
わ
れ
た
と
思
し
き
求
雨

の
民
俗
的
祭
祀
の
あ
り
様
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
、
そ
こ
で
の
叙
述
に

は
明
ら
か
に
陰
陽
五
行
思
想
の
影
響
が
濃
厚
で
あ
っ
て
、
果
た
し
て
当
時
の
在
地
社

会
に
お
け
る
求
雨
祭
祀
の
実
態
を
そ
の
ま
ま
伝
え
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
季
節
の
祭
祀
を
記
し
た
そ
の
冒
頭
の
記
述
に
お
い
て
、
求
雨
の
た
め
の
祭
祀

が
県
邑
に
命
じ
ら
れ
て
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
従
っ
て
、
そ
の
祭
祀
の
実
施

主
体
は
、「
県
邑
」
に
令
を
下
し
得
た
地
方
官
（
郡
太
守
・
国
相
）
で
あ
っ
た
と
認

め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（　

） 
桜
井
芳
朗
「
御
史
制
度
の
形
成
（
上
）（
下
）」（『
東
洋
学
報
』
二
三
―
二
・
三
、

40一
九
三
六
）
六
「
両
漢
に
於
け
る
刺
史
の
推
移
」、
労 

「
両
漢
刺
史
制
度
考
」（『
中

央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
一
一
、
一
九
四
三
、
の
ち
『
労 

学
術
論
文
集

甲
編
』
上
﹇
芸
文
印
書
館
、
一
九
七
六
﹈
に
収
録
）、
註
（
３
）
前
掲
厳
耕
望
氏
著

書
第
九
章
「
監
察
」、
紙
屋
正
和
「
漢
代
刺
史
の
設
置
に
つ
い
て
」（『
東
洋
史
研
究
』

三
三
―
二
、
一
九
七
四
）、
安
作
璋
・
熊
鉄
基
『
秦
漢
官
制
史
稿
』
下
（
斉
魯
書
社
、

一
九
八
五
）
第
二
編
第
一
章
「
州
」
な
ど
を
参
照
。

（　

） 
周
天
游
点
校
『
漢
官
六
種
』（
中
華
書
局
、
一
九
九
〇
）
の
「
点
校
説
明
」
に
従

41い『
漢
官
典
職
儀
式
選
用
』と
し
た
。
蔡
質
漢
儀
な
ど
と
略
称
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

（　

） 
王
勇
華
「
前
漢
刺
史
の
所
属
に
つ
い
て
」（『
史
学
雑
誌
』
一
〇
九
―
四
、
二
〇

42〇
〇
）。

（　

） 
王
勇
華
「
前
漢
刺
史
の
性
格
に
つ
い
て
」（『
史
林
』
八
三
―
二
、
二
〇
〇
〇
）

43
（　

） 
註
（
５
）
前
掲
拙
稿
「
漢
代
州
制
再
攷
」
四
八
頁
註
（
３
）。

44
（　

） 
藤
岡
喜
久
男
「
前
漢
の
監
察
制
度
に
関
す
る
一
考
察
―
特
に
、
刺
史
と
郡
県
制

45度
と
の
関
連
に
つ
い
て
―
」（『
史
学
雑
誌
』
六
六
―
八
、
一
九
五
七
）。

（　

） 
武
帝
死
後
の
前
漢
の
政
局
全
般
と
本
稿
で
触
れ
た
燕
王
旦
の
謀
反
事
件
に
つ
い

46て
は
、
西
嶋
定
生
「
武
帝
の
死
―
『
塩
鉄
論
』
の
政
治
史
的
背
景
―
」（『
古
代
史
講

座
』
一
一
﹇
学
生
社
、
一
九
六
五
﹈、
の
ち
同
氏
『
中
国
古
代
国
家
と
東
ア
ジ
ア
世

界
』﹇
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
﹈
に
収
録
）
を
参
照
。

（　

） 
註
（　

）
前
掲
西
嶋
氏
論
考
参
照
。

47

46

（　

） 
霍
光
の
死
は
、
地
節
二
（
前
六
八
）
年
三
月
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
地
節
年
間

48

― 112 ―



に
発
生
し
た
と
さ
れ
る
代
王
・
劉
年
の
妹
と
の
私
通
と
そ
れ
に
付
随
し
た
問
題
は
、

厳
密
に
考
え
れ
ば
霍
光
の
死
に
先
立
つ
可
能
性
は
残
る
。

（　

） 
註
（　

）
前
掲
藤
岡
氏
論
考
五
頁
。

49

45

（　

） 
註
（　

）
前
掲
論
考
の
註
（　

）
に
お
い
て
藤
岡
氏
は
、
刺
史
が
職
務
遂
行
に

50

45

10

際
し
て
本
稿
で
い
う
「
六
条
詔
条
」
に
よ
っ
て
批
判
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

元
帝
以
降
の
こ
と
と
指
摘
し
て
い
る
。
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