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車

掩
え
卑
象

第
十
四
巻
第

7
･
二
合
刊
耽

昭
和
三
十
年
六
月
聾
行

大

良

刺

屯

田

と

代

田

は

し

が

き

西
暦
前
二
世
紀
'
よ
う
や
く
鹿
茸
し
き
た
っ
た
漠
帝
国
の
国
威
は
'
英
主
武
帝
の
積
極
的
な
封
外
寛
の
下
に
'
四
方
に
延
び
る
に
至
っ
た
･o

こ
と
に
黄
河
上
流
の
西
方
'
い
わ
ゆ
る
河
西
の
地
(甘
藷
)
に
お
い
て
は
'
宿
敵
旬
奴
と
の
間
に
激
烈
な
闘
争
が
開
始
さ
れ
た
｡
こ
の
時
､
甘
藷

か
ら
西
域
地
方

へ
か
け
て
'
そ
の
延
び
た
国
威
を
維
持
す
る
た
め
に
'
屯
田
と
い
う
方
法
が
行
わ
れ
た
｡
屯
田
と
は
'
連
境
の
守
備
隊
が
戦
闘

の
か
た
わ
ら
'
そ
の
地
を
耕
し
'
食
糧
の

7
部
を
自
給
す
る
方
法
で
あ
る
.
こ
の
軍
隊
に
よ
る
屯
田
政
策
は
'
武
膏
時
代
に
お
い
て
開
始
さ
れ

寵
が
'
こ
れ
は
旬
奴
を
制
歴
L
t
西
域
貿
易
路
を
開
拓
す
る
と
い
う
嘗
時
の
国
策
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
役
割
り
を
は
た
し
た
.
屯
田
の
宥

わ
れ
る
と
こ
ろ
は
,
い
う
ま
で
も
な
く
有
力
登

別
進
基
地
と
な
っ
た
れ
ら
で
あ
る
.
の
み
な
ら
ず
,
そ
れ
は
,
昔
時
水
災
な
ど
に
よ
る
難
民
の

救
済
策
と
し
て
の
役
割
り
も
は
た
す
,

云

二
鳥
の
政
策
で
も
か
っ
た
｡
し
か
し
,
そ
れ
が
賛
際
に
如
何
に
行
わ
れ
た
か
と
-

.J
･J
は
･
偉

世
の
文
献
資
料
か
ら
は
'
ほ
と
ん
ど
何
も
わ
か
ら
な
い
｡
こ
こ
に
今
世
紀
以
来
数
次
の
探
険
に
よ
っ
て
'
教
壇

･
居
延
な
ど
に
お
い
て
牽
見
さ

.･

ノヽ

れ
た
湊
代
の
木
簡
が
,
そ
れ
を
知
る
絶
好
の
資
料
と
し
て
注
目
さ
れ
る
理
由
が
あ
勘
｡

1-
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こ
と
に
居
延
に
お
い
て
g
r
武
帝
の
太
初
三
年
(前

7
〇
二
年
)
に
親
筆
都
尉
路
博
徳
に
よ
っ
て
'
旬
奴
の
南
俵
を
防
ぐ
た
め
に
築
城
さ
れ
た

･さ
れ
た
こ
と
が
記
る
さ
れ
て
S
る
.
あ
た
か
も
よ
し
'
居
延
藻
簡
に
は

｢代
田
倉
｣
の
名
も
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
私
は
'
こ
の
武

帝
時
代
に
お
こ
な
わ
れ
た
屯
田
と
代
臼
に
つ
い
て
､
藻
簡
を
資
料
と
⊥
て
述
べ
て
み
よ
う
と
思
う
.
そ
れ
に
は
'
ま
ず
初
め
に
屯
田
成
立
の
事

∫情
を
歴
史
的
に
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

′

′

I

屯

田

に

つ

い

て

軍
隊
に
よ
る
屯
田
は
武
帝
時
代
に
は
じ
ま
る
t
と
私
は
考
え
る
が
t
L
か
し
そ
れ
以
前
灯
も
ヾ
軍
事
と
の
関
係
に
お
い
て
,
良

衆
を
逮
境
地

帯
に
迭
り
'
定
住
せ
し
め
る
と
い
う
こ
と
は
行
わ
れ
た
.
い
わ
ゆ
る
移
民
賓
連
繋
で
あ
る
.
こ
の
よ
う
な
方
式
は
'
清
水
泰
爽
博
士
に
よ
れ
ば
'

ー｢■H一

や
は
り
屯
田
で
,
民
屯
と
よ
ぼ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
,
こ
れ
は
遠
く
周
代
に
は
じ
ま
る
と
い
ち
.

し
か
し
こ
の
民
屯
に
つ
い
て
は
,
藻
の
世
に

至
り
'
女
帝
の
時
'
薗
錆
の
屯
田
の
計
が
上
奏
さ
れ
る
ま
で
の
も
の
は
､
そ
れ
が
は
た
し
て
農
耕
を
生
業
と
し
た
も
打
か
ど
う
か
,
あ
ま
り
は

っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
｡
そ
こ
で
ま
ず
彼
の
上
奏
の
大
要
を
漠
書
巻
四
九
㌧
嶺
錯
侍
に
よ
っ
て
述
べ
よ
う
.

ち
か
こ
ろ
胡
人
(旬
奴
)
が
'
燕

･
代

･
上
郡

･L北
地

･
瀧
西
方
面
の
塞
下
に
侵
入
の
気
配
を
示
し
て
い
る
た
め
'
適
地
の
民
心
は
す
こ
ぶ

る
不
安
で
あ
れ
ま
す
｡
陛
下
に
は
幸
い
に
逮
境
を
憂
S.さ
せ
ら
れ
,
将
吏
を
遣
わ
し
,
卒
を
畿
し
て
寒
を
治
め
し
め
た
ま
㌢
は
大
意
に
存
じ

ま
す
｡
し
か
し
な
が
ら
'
連
境
の
守
備
隊
に
は
遠
方
の
も
の
が
多
く
.'
か
れ
ら
は
守
塞
｣
年
で
交
替
す
る
た
め
'
旬
奴
の
能
力
を
知
ら
す
'

こ
れ
を
防
ぐ
方
法
も
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
.
従
っ
て
'
こ
こ
に
永
住
す
る
も
の
を
選
ん
で
'
豪
室
田
作
せ
し
め
て
'
旬
奴
に
備
え
し
め
る

方
が
よ
S,と
存
じ
ま
す
.
そ
れ
に
は
要
害
の
地
'
交
通
の
便
利
な
所
に
'
城
邑
を
築
き
'
千
束
以
上
を
佳
ま
わ
せ
ま
す
.
か
れ
ら
に
は
ま
す

家
屋
を
つ
く
り
'
田
器
を
具
え
さ
せ
ま
す
｡
そ
れ
に
は
'
罪
人
や
赦
免
さ
れ
た
も
の
を
募
っ
て
'
こ
こ
に
任
ま
わ
せ
ま
す
O
そ
れ
で
も
不
足

の
時
は
､
妖
婦
撞
供
者
を
募
り
ま
す
｡
更
k
不
足
の
時
に
は
'
高
欝
の
賜
輿
や
､
肴
役
免
除
を
僚
件
と
し
て
'
民
の
希
望
者
を
募
り
ま
す
b

2



3

か
れ
ら
に
は
'
冬
と
夏
の
衣
食
を
給
興
し
､
日
給
し
う
る
よ
う
に
な
る
ま
で
つ
づ
け
ま
す
.
ま
た
夫
や
妻
を
亡
く
し
た
も
の
に
は
'
願
官
が

.買
い
輿
え
ま
す
?

/

こ
の
亀
錆
の
上
奏
は
ま
こ
と
に
立
派
な
堂
々
た
る
議
論
で
'
こ
の
大
要
は
賓
は
そ
の

7
部
に
す
ぎ
な
い
か
ら
､
詳
し
く
は
原
文
を
見
て
い
た

だ
き
た
3,が
'
こ
の
上
奏
に
つ
づ
け
て

｢上
'
そ
の
言
に
従
や
'
民
を
募
っ
て
案
下
に
う
つ
す
｣
と
あ
り
'
さ
ら
に
つ
づ
け

て
｢錯
ま
た
い
う
'

陛
下
事
S,に
民
を
募
り
'
相
移
し
て
塞
下
を
み
た
き
し
め
た
ま
う
O
屯
虎
の
事
を
し
て
ま
す
ま
す
省
き
'
敏
速
の
費
を
し
て
ま
す
ま
す
少
な
か

ら
し
め
た
ま
う
は
'
は
な
は
だ
大
意
な
り
｣
と
あ
る
か
ら
'
錆
の
方
策
は
賓
施
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
.
通
鑑
に
よ
れ
ば
'
こ
れ
は
文
帝
十

7
年
(前

〓
ハ
九
年
)
の
こ
と
で
'
こ
の
上
奏
文
の
前
書
き
に

｢旬
奴
'
歌
道
に
毒
す
｣
と
あ
る
か
ら
､
こ
の
時
の
屯
田
は
専
ら
歌
道
の
こ
と
を

n■れu

言
っ
て
S.る
の
か
も
知
れ
な
S.･
秋
道
上
は
聴
西
郡
の

7
願
で
あ
る
n･
し
か
し
通
鑑
に
堅
剛
の
文
に
つ
づ
け
て

｢時
に
旬
奴
し
ば
し
ば
連
息
を

な
す
｣
と
も
あ
る
か
ら
'
錆
の
上
奏
文
中
に
見
え
る
燕

･
代

･
上
郡

･
北
地
-･

髄
西
の
諸
郡
が
,
常
時
の
湊
の
退
部
'
つ
ま
-
望
別
線
基
地
で

lヽノ4

あ
っ
た
わ
け
で
'
こ
れ
ら
を
つ
な
ぐ
線
に
沿
っ
て
移
民
賛
連
が
行
わ
れ
た
と
見
る
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
.

そ
れ
は
と
も
か
ぐ
と
し
て
'
漢
書
文
帝
紀
に
は
'
こ
れ
に
関
連
し
た
記
事
が
重
く
見
え
な
い
の
は
'
ど
う

し
た
わ
け
で
あ
ろ
う
か
.
ま
た
史

寵
の
平
準
書
に
は
'
女
帝
時
代
の
逮
防
に
つ
い
て
は
た
ゞ

｢旬
奴
し
ば
し
ば
北
連
に
優
盗
す
o
屯
戊
す
る
者
多
L
o
逮
栗
'
雷
に
食
す
べ
き
者

を
給
L
t
や
し
な
う
に
足
ら
ず
.
こ
こ
に
お
い
て
属
を
募
り
て
'
能
く
輸
L
t
及
び
粟
を
連
に
稀
ず
る
者
は
欝
を
挿
チ
.
}欝
'-
大
庶
長
に
至
る

3

･庵

得
｣
と
あ
る
の
み
で
あ
る
か
ら
'
錆
の
上
奏
通
り
に
'
鞄
蓬
の
費
を
ま
す
ま
す
少
な
か
ら
し
め
た
か
と
う
か
に
は
疑
問
が
あ
ろ
う
と
思
う
.

攻
の
景
帝
時
代
に
は
､
元
年
(前

7
五
六
年
)
に
'
磯
鮭
の
難
民
封
策
と
し
て
'
民
の
寛
大
の
地
へ
の
移
住
を
許
す
よ
う
に
と
わ
う
詔
が
出
さ

ノヽ5

丸
て
い
る
0
寛
大
の
地
が
ど
て
を
指
す
か
も
わ
か
ら
な
S,が
'
こ
れ
に
連
防
と
の
関
係
は
認
め
が
た
い
.

/i

一
以
上
の
こ
と
か
ら
見
る
と
'
女
帝
の
時
の
民
屯
は
篭
錯
侍
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
成
功
し
た
か

tど
う
か
に
疑
問
が
も
た
れ
る
が
､
彼
の

ま
こ
と
に
立
液
な
方
策
は
武
帝
時
代
に
室

っ
～て
､
戊
の
積
極
的
な
封
旬
奴
策
と
相
侠
っ
て
}

成
功
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
0
㌦

一
さ
て
-
武
帝
の
時
に
な
る
と
,
西
北
方
面

へ
も
漠
の
勢
力
餅
の
ぴ
た
?
,漢
書
武
藤
栂
に
よ
れ
ば
､
元
朔
二
年
(
前
±

毛

年
)
に
塗
一

癖
軍
衛
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青
ら
の
出
撃
に
よ
り
'
首
虜
数
千
級
の
得
'
河
南
の
地
(
オ
ル
下
ス
)
を
収
め
'
朔
方

･
五
原
の
二
部
を
置
い
た
.
元
狩
二
年
(前

1.二

1.年
)秩

に
は
'
旬
奴
の
昆
邪
王
が
休
屠
王
を
殺
し
て
'
そ
の
衆
四
寓
飴
人
を
率
い
て
乗
降
し
て
お
り
'
そ
の
翌
'
元
狩
三
年
に
は
､
瀧
西

･
北
地

･
上

部
の
成
卒
の
隼
ば
を
減
じ
て
い
る
.
ま
た
'
こ
の
年
に
は
山
東
に
水
災
が
あ
っ
て
'
民
衆
は
磯
え
に
苦
し
ん
で
い
た
｡
平
準
書
を
見
る
と
'

そ
の
明
年
(元
狩
一二
年
)
'
山
東
は
水
災
を
被
り
'
民
多
-
飢
乏
す
.
こ
こ
に
お
い
て
'
天
子
は
使
者
を
通
わ
し
'
郡
観
の
穀
倉
を
虚
う
し

て
､
も
っ
て
貧
民
を
に
ぎ
わ
す
｡
な
お
足
ら
ず
｡
ま
た
豪
富
の
人
を
寡
-
て
'
貸
き
し
む
.
な
お
救
う
能
わ
ず
O
す
な
わ
ち
貧
民
を
閲
以
西

に
移
し
'
及
び
朔
方
以
南
'
新
案
中
を
充
す
こ
と
､
七
十
飴
筒
口
｡
衣
食
は
み
な
給
を
願
官
に
仰
ぐ
｡
教
義
に
し
て
産
業
を
貸
し
あ
た
う
.

使
者
'
部
を
分
ち
て
'
こ
れ
を
護
り
'
(革
馬
の
)冠
蓋
相
望
む
｡
そ
の
費
は
億
を
も
っ
て
計
り
'
数
う
る
に
た
う
べ
か
ら
す
O
こ
こ
に
お
い

て
願
官
大
い
に
姦
し
.
云
々
｡

と
あ
る
｡
以
上
の
諸
事
賓
の
闇
に
密
接
な
関
係
の
あ
る
こ
と
は
'
漢
書
旬
奴
俺
に
､
昆
邪
王
の
乗
降
に
つ
づ
け
て
､
｢陳
西

･
北
地

･
河
西
は
'

あだ

ま
す
ま
す
胡
の
冠

少
し
b

関
東
の
貧
民
を
移
し
て
'
奪
う
と
こ
ろ
の
旬
奴
の
河
南
の
地
､
新
案
申
(
オ
ル
ド
ス
)
に
居
ら
し
め
豆
'
も
っ
て
こ
れ

川_れり

を
み
た
し
,
北
地
以
西
の
戊
卒
の
牛
ば
を
減
す
｣
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
.o
Q.
こ
の
時
の
移
民
は
,
難
民
封
策
と
し
て
行
わ
れ
た

も
の
だ
が
'
そ
の
結
果
'
軍
事
的
役
割
を
も
果
し
た
わ
け
で
あ
る
｡

こ
う
い
う
移
民
が
､
現
地
へ
着
い
た
と
き
'
何
を
し
て
生
計
を
立
て
よ
う
と
し
た
か
'
牧
畜
か
農
業
か
'

そ
の
い
ず
れ
で
あ
ろ
う
か
.
｢数

歳
に
し
て
産
業
を
貸
し
あ
た
う
｣
と
は
､
さ
き
の
領
錆
の
上
奏
の
よ
う
に
田
器
を
具
え
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
O
漠
代
に
お
い
て
｢産
業
｣
の
語

[?

は
農
業

･
手
工
業
な
ど
を
含
め
た
廉
雲
恩
義
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
し
､
オ
ル
ド
ス
の
地
方
が
農
業
の
適
地
と
は
考
え
ら
れ
な
3,
こ
と
な

ど
′を
思
う
と
'
農
耕
よ
り
も
牧
畜
用
の
牛
馬
か
羊
な
ど
を
貸
し
輿
え
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
平
準
書
に
は
'
こ
の
文

の
前
段
に
'
薄
邪
王
の
乗
降
に
つ
づ
.け
て
'
各
地
に
港
概
工
事
を
起
し
た
こ
と
を
奉
げ
た
中
に
'
｢朔
方
に
も
亦
た
薬
を
穿
つ
｡
作
者
教
常
人
｡

な

各
二
三
年
を
塵
て
'
功
未
だ
就
ら
ず
｡
費
も
ま
た
各
匡
寓
十
数
な
り
｣
､と
あ
.ち
.
こ
の
こ
と
は
オ
ル
ド
ス
地
方
へ
の
移
民
に
農
業
を
さ
せ
よ
う

と
し
た
こ
と
の
何
よ
り
の
明
葦
で
は
あ
る
憤
い
か
｡
従
っ
て
'
こ
の
時
'
オ
ル
ド
ス
が
農
業
の
不
適
地
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
J
こ
こ
に
大
規
模

4･一一
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な
菜
を
穿
ち
'
七
十
寓
の
民
衆
を
遜
っ
て
農
耕
を
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
A
.
す
な
わ
ち
嶺
錆
の
プ
ラ
ン
を
こ
ゝ

に

も
賓
行
し
ょ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
結
果
は
'
成
卒
の
牛
ば
を
減
じ
た
と
い
う
か
ら
'
こ
れ
ら
移
民
の
定
住
化
に
は
成
功
し
た
の
か
も
知

れ
な
い
が
､
産
業
の
方
は
失
敗
し
た
よ
う
で
あ
る
｡
平
準
書
に
よ
る
と
'
そ
の
後
七
年
ほ
ど
し
て
'
元
鼎
五
年
(前

二

二
年
)
に
'
天
子
が
新
案

中
に
巡
行
し
た
際
､
千
里
に
事
案
な
-
荒
廃
し
て
い
た
の
で
'
北
他
部
の
太
守
以
下
を
課
し
'
民
に
は
官
よ
り
母
馬
を
貸
し
､
三
年
後
に
十
分

の

7
の
利
息
､
す
な
わ
ち
母
馬
十
頭
に
つ
き
駒

7
頭
を
つ
け
て
返
5tJせ
る
こ
と
と
し
た
'
と
あ
る
か
ら
'
連
境
の
農
業
は
な
お
困
難
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
い
な
か
､
こ
れ
は
,
そ
の
後
に
移
民
の
行
わ
れ
た
河
西
地
方
に
か
い
て
も
事
情
は
ほ
ゞ
同
様
で
あ
っ
た
｡
漢
書
地
理
志
下
の
二

の
復
交
に
'
河
西
四
郡
の
住
民
に
つ
い
て

｢
そ
の
民
は
'
あ
る
い
は
関
東
の
下
条
を
も
っ
て
し
､
あ
る
い
は
報
怨
の
常
を
過
ぎ
し
も
の
'
あ
る
.

3.
は
乱
逆
に
し
て
道
を
失
い
し
も
の
の
家
魔
'
こ
こ
に
移
-
し
も
の
な
り
.
習
俗
す
こ
ぶ
る
殊
凍
る
｡
地
は
庚
-
民
は
稀
れ
に
'
水
草
は
畜
敏

ゆ
たか

に
よ
ろ
し
｡
故
に
涼
州
の
竜
は
天
下
の
鏡

な

-
｣
と
述
べ
て
い
る
.
こ
の
記
事
は
'
ま
た
'
常
時
の
移
民
が
'
難
民
封
筒
で
あ
る
と
共
に
'
な

,2
.

ら
ず
庵
の
な
ど
を
流
刑
的
に
､
こ

の
地
贋
人
稀
の
地
に
移
住
せ
し
め
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

こ
う
い
う
人
々
が
'
こ

の
寒
冷
荒
蕪
の
地
に
移

っ
て
'
直
ち
に
農
耕
す
る
こ
と
は
t
か

そ
ら
-
不
可
能
で
あ
る
｡
そ
こ
で
畜
敏
が
主
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
.
も
し
嘗
時
の
連
境
移

民
の
生
活
が
'
こ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
'
嶺
錆
の
上
奏
に
も
か
1

わ
ら
す
､
こ
れ
を

｢屯
田
｣

と
呼
び
う
る
か
ど
う
か
'
疑
問

で
あ
ろ
う
｡
湊
代
'
連
境
の
屯
田
は
'
や
は
り
'
軍
隊
の
組
織
力
に
よ
ら
な
け
れ
ば
成
功

t
な
か
っ
た
も
の
と
思
う
.
と
こ
ろ
が
'
こ
れ
か
ら

間
も
な
く
前
線
駐
屯
軍
に
よ
る
田
作
'
す
な
わ
ち
屯
田
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
｡

漠
書
巻
九
四
上
'
旬
奴
侍
に
よ
る
と
､
元
狩
四
年
(前

二

九
年
)
の
大
将
軍
衛
青

･
票
騎
将
軍
蕃
去
病
の
出
撃
に
よ
っ
て

｢旬
奴
は
速
-
過

れ
て
､
漠
南
に
は
王
庭
な
し
.
漠
は
河
を
渡
り
て
'
朔
方
よ
り
以
西
､
令
居
に
至
る
ま
で
'
往
々
薬
を
通
じ
'
田
宮

･
吏
卒
五
六
高
人
を
置
き
'

次
第
に
憲
食
し
,
地
は
旬
奴
に
接
し
て

も
.っ
て
北
す
｣
と
あ
る
｡
令
居
は
､
今
日
の
甘
繭
省
永
登
願
(菅
平
番
願
)

附
近
で
,
河
西
麹
廊
地
帯

に
お

け
る
東
部
の
要
衝
で
あ
る
が
'
河
西
の
地
に
漠
の
勢
力
が
及
ん
だ
の
は
'
元
鼎
二
年
(前

二

五
年
)
以
後
の
こ
と
で
あ
っ
て

こ

の
時
､

ノヽ

令
居
を
中
心
と
す
る
河
西
郡
が
お
か
れ
た
の
で
あ
dQ.
平
準
書
に
お
い
て
塗

元
鼎
五
年
(前

二

二
年
)
の
こ
ろ

[
激
高
人
が
河
を
渡
り
て
令

}

5
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居
に
轟

く
｣
と
あ
る
の
が
､
こ
れ
に
嘗
る
O
.す
な
わ
ち
'
令
居
の
地
に
や
S･て
'
痕

固
以
来
饗
達
し
潅
潅
慨
技
術
を
動
員

守
て
.｢藻
を
適
志
し‥

田
宮
や
吏
卒
五
六
寓
を
駐
屯
せ
し
め
,
城
某
を
築
き
､
屯
成
田
作
に
従
事
せ
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
O
Jこ
れ
が
文
献
に
現
れ
た
湊
代
屯
田
の
開
始

で
あ
少

'

そ
の
時
期
は
'
元
鼎
1
1年
以
後
'
五
年
こ
ろ
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
.
こ
の
よ
-
な
軍
隊
に
よ
る
開
墾
を
含
む
基
地
の
建
設
と
S,ラ

構
想
が
'
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
出
て
き
た
か
は
わ
か
ら
な
い
｡
し
か
し
文
帝
の
時
'
す
で
に
嶺
錆
の
屯
田
の
計
が
出
て
お
り
'
そ
れ
は
民
衆

に
よ
る
庵
の
の
如
-
で
あ
る
が
'
適
地
の
開
墾
は
民
衆
の
力
で
は
無
理
な
こ
と
が
オ
ル
ド
ス
の
経
験
か
ら
も
明
か
に
さ
れ
た
の
で
､
こ
れ
を
軍

隊
の
組
織
さ
れ
た
弊
働
力
に
よ
っ
て
行
う
と
い
う
方
式
が
生
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
女
帝
時
代
以
来
の
悩
み
で
も
あ
-
'
武
帝
時
代
ま
す

ノヽS

ま
す
困
難
と
な
っ
て
き
た
軍
事
費
の
軽
減
と
い
う
問
題
が
,
そ
の
根
底
に
あ
っ
た
こ
と
は
,
い
う
ま
で
も
な
E
.
旬
奴
侍
に
よ
る
と
,
そ
の
後
,

元
鼎
六
年
(前

〓

7
年
)
.U
ろ
'
避
被
疑
が
寓
飴
騎
を
率
い
て
令
居
を
出
聾
し
て
数
千
里
遠
征
L
t
旬
河
水
に
至
っ
て
引
返
し
た
が
'
そ
の
間

に
旬
奴

7
人
を
も
見
な
か
っ
た
と
い
1ぅ
か
ら
'
令
居
が
常
時
､
前
進
基
地
と
し
て
成
功
し
て
S̀･た
こ
-と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
.

こ
の
亮
鼎
二
年
か
ら
五
年
こ
ろ
に
お
け
る
令
居
の
屯
田
の
成
功
を
基
と
し
て
'
元
鼎
六
年
こ
ろ
'
さ
ら
に
大
屯
田
計
壷
が
立
て
ら
れ
た
｡
平

準
書
に
､
発
き
の

｢数
常
人
'
河
を
渡
り
て
令
居
に
築
く
｣
の
文
に
つ
ゞ
け
て
'

｢初
め
て
張
液

･
酒
泉
郡
を
置
-
.
而
し
て
上
郡

･
朔
方

･

ここ

西
河

･
河
西
の
開
田
の
官
'
斥
寅
の
卒
六
十
常
人
､
成
し
て
之
に
田
す
.
中
国
'
道
を
繕
S,て
糧
を
造
る
こ
と
'
遠
き
些

二
千
㌧
近
き
は
千
飴

卦
､
み
な
給
を
大
農
に
仰
ぐ
｣
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
｡
こ
れ
は
ま
た
漢
書
武
帝
紀
の
元
鼎
六
年

(前

〓

叫
年
)
に
,
｢
す
な
わ
ち
武
威
,

酒
泉
の
地
を
分
ち
て
'
張
孜

･
敦
塩
郡
を
置
き
'
民
を
移
し
て
こ
れ
を
み
た
す
一
と
あ
る
の
に
嘗
る
｡
河
西
四
郡
の
建
直
に
つ
い
て
は
'
漢
書

自
身
の
中
に
す
で
に
矛
盾
し
た
記
事
が
あ
る
た
め
'
明
か
に
L
が
た
い
問
題
で
あ
る
が
'
日
比
野
氏
の
研
究
に
よ
る
と
'
元
鼎
六
年
に
設
け
ら

Eid11

れ
た
の
は
酒
泉
郡
の
み
で
'
武
威

･
張
液

･
敦
燈
三
部
の
設
置
は
こ
れ
よ
り
後
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
｡
発
き
の
令
居
屯
田
の
際
に
吏
卒
五
六

C1

寓
で
あ
っ
た
も
の
が
(
こ
の
時

7
躍
六
十
寓
人
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
'
疑
い
な
き
を
得
な
い
が
'
平
準
書
に
は
こ
れ
に
つ
づ
け
て
'
そ
の
装

備
に
苦
心
し
た
こ
と
を
つ
ぶ
さ
匿
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
事
膏
か
鴻
知
れ
な
い
O
ま
た
こ
の
時
の
聞
出
の
官
や
斥
憲
の
卒
が
上
郡

･
朔

方

･
西
河

･
河
西
の
各
部
か
ら
来
た
と
い
う
か
ら
'
こ
れ
ら
の
地
に
お
い
て
す
で
に
屯
田
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
.い
｡
も
し
そ
う
だ

6
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と
す
る
と
'
嶺
錆
の
屯
田
の
計
の
上
奏
以
来
'
移
民
喜
連
策
に
は
官
の
指
導
は
も
ち
ろ
ん
'
軍
も
協
力
し
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
.
こ
の

鮎
は
'
な
お
不
確
か
で
あ
る
が
'
そ
う
い
う
傾
向
の
中
か
ら
､
元
鼎
六
年
の
軍
中
心
の
屯
田
が
強
力
に
賓
施
さ
れ
た
と
'
考
え
て
お
き
た
い
.

そ

れ
は
と
も
か
く
'
こ
の
酒
泉
郡
に
か
け
る
へ
屯
田
に
よ
る

7
大
基
地
の
建
設
が
'
劃
期
的
な
大
事
菜
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
間
違
い
あ
ーる
ま
い
.

こ
う
い
う
軍
隊
の
強
力
な
組
織
力
に
よ
っ
て
築
城
と
適
薬
と
い
う
大
規
模
の
土
木
工
事
が
は
じ
め
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
'
適
地
の
開
拓
は
'
困

難
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
S.
の
で
あ
る
.

ノヽ3

そ
の
後
･
太
初
元
年
(前

7
〇
四
年
)
の
武
師
将
軍
李
贋
利
の
大
宛
遠
征
を
契
機
と
し
て
,
敦
塩
が
前
進
基
地
と
し
て
急
速
に
畿
展
し
.LU己

と

の
敦
燈
の
地
に
も
'
ま
す
軍
隊
に
よ
る
開
拓
'
す
な
わ
ち
屯
田
が
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
7
し
か
Ĵ
そ
れ
を
澄
明
す
る
資
料
は
あ
ま
り
な
い
｡

▲ユ

か
つ
て
王
国
推
氏
が
敦
燈
漠
簡
に
見
え
る
天
田
に
つ
3.て
,
塞
上
の
屯
墾
を
示
す
も
の
と
考
え
た
鈍
,
こ
れ
は
賀
昌
葦
民
ら
に
よ
っ
て
否
定
さ

ノヽhE>

れ
私
｡
ま
た
敦
蛙
簡
に
は
居
延
簡
に
多
く
見
ら
れ
る
田
卒
に
関
す
る
記
載
が
仝
-
見
ら
れ
な
3..
た
ゞ
努
氏
は
敦
塩
簡
に
･
屯
田
収
穫
の
肺
葉

ノヽdU

を
成
卒
が
負
犀
す
る
こ
と
を
記
す
も
の
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
か
が
,
そ
の
ほ
か
で
は
,
居
延
簡
に
,

1

延
毒
廼
太
初
三
年
中
'
叉
以
負
馬
田
教
壇
'
延
等
興
国
倶
釆
田
事
巳

壱

丁
莞
-
玉
手

11nl(言
責
)

と
い
う
簡
が
あ
る
位
の
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
か
ら
見
る
と
､
敦
塩
に
も
屯
田
は
府
わ
れ
た
が
'
そ
れ
が
盛
大
で
あ
っ
た
と
い
う
澄
摸
は
ま
こ

と
に
と
ほ
し
い
と
思
う
｡

ノヽ7

と
こ
ろ
が
'
太
初
三
年
(前

7
〇
二
年
)
に
は
,
さ
ら
に
長
城
線
を
北
に
越
え
て
,
居
桂
城
が
築
か
れ
私
.
居
延
滞
の
ほ
と
り
で
あ
る
.
こ
の

居
延
の
地
が
'
嘗
時
西
北
地
方
の
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
こ
と
は
'
げ
で
に
椅
田
寺
男
氏
の
給
費
が
あ
り
'
ま
た
こ
の
塊
が
漠
代
に
お
い
て
屯

ら

8

田
の
適
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
[
森
鹿
三
氏
に
よ
っ
て
論
語
さ
れ
て
わ
聖

事
茸
､
居
延
漠
簡
を
披
見
す
れ
ば
,
こ
の
地
に
お

け
る
屯
田
の
盛
大

な
さ
ま
が
'
よ
く
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
こ
の
居
薙
屯
田
の
成
功
の
後
'
湊
の
国
威
が
西
域
地
方
に
延
び
る
に
つ
れ
て
'
そ
の
地
方
に

も
屯
田
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
'
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
稀
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
A
.
て
ぅ
3,ぅ
わ
け
で
'
屯
田
の
史
的
展
望
に
つ

い
て
は
'
わ
ず
か
に
そ
の
成
立
の
事
情
を
述
べ
､
･居
延
屯
田
に
及
ん
だ
に
す
ぎ
な
い
が
'
そ
の
中
で
､
私
が
明
か
に
し
よ
う
と
し
た
こ

と
は
'

- 7-
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.a

逮
境

へ
の
移
民
政
策
は
'
ま
ず
軍
事
上
か
ふ
注
目
澄
れ
'
内
地
の
災
害
封
策
と
し
て
の
難
民
の
移
住
'
ま
た
流
刑
的
強
制
移
住
が
行
わ

れ
た
こ
と
｡

⑧

こ
れ
ら
の
適
地
移
民
に
永
住
性
の
強
い
農
業
開
拓
を
行
わ
せ
よ
う
と
し
た
が
'
そ
れ
は
蜜
際
に
は
困
難
で

主
と
L
P
'牧
畜
が
行
わ
れ

た
こ
と
｡

●

.･掬

軍
隊
の
組
織
的
労
働
力
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
､
屯
成
田
作
が
成
功
し
た
こ
と
｡
そ
の
最
初
は
令
居
の
地
で
あ
り
'
.そ
の
成
功
を
基
と
し

て
'
清
泉
に
'
敦
燈
に
'
居
延
に
t
と
次
ぎ
つ
き
に
行
わ
れ
て
行

っ
た
こ
と
｡

な
ど
で
あ
る
.
こ
の
よ
う
な
連
境
屯
田
の
成
功
の
背
後
に
は
'
戦
国
以
乗
の
桑
葉
技
術
の
聾
達
'
こ
と
に
潅
概
工
事
の
襲
達
と
農
具
の
改
良
'

耕
作
技
術
の
豪
速
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
'
居
娃
屯
田
の
場
合
に
つ
3,
7
い
え
ば
､
武
帝
の
末
年
に
'
代
田
法
が
葦
施
さ
れ
た
こ
と
が

特
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
.
従
っ
て
次
に
は
､
こ
の
代
田
法
に
つ
3,
て
､
主
と
し
て
屯
田
と
の
閲
連
に
お

い
て
述
べ
て
み
た
い
｡

〓

代

田

･
に

つ

い

て

E
H一
91

漢
書
食
貸
志
下
に
よ
れ
ば
一
武
帝
の
末
年
'
超
過
に
よ
っ
て
唱
導
T
Jれ
'
居
延
お
よ
び
連
郡
の
地
に
普
及
さ
れ
た
と
い
う
代
田
法
の
特
徴
は
'

ほ

ゞ
衆
の
如
き
も
の
で
あ
る
｡

み
ぞ

ヽ
ヽ

鋸

7
畝
に
三
本
の
剛

を
作
り
'

1
年
こ
と
k
み
ぞ
の
位
置
を
代
え
る
.
こ

れ
に
よ
っ
て
代
田
と
よ
ば
れ
も

こ
と
｡

-
㈲

代
田
法
は
石
浜
で
あ
り
'
周
王
朝
の
始
組
の
后
稜
に
は
七
ま
る
こ
と
.

ヽ
ヽ

佃

深
耕
し
て
,
除

･
深
さ
共
に

7
尺
の
み
ぞ
を
作
り
､
そ
こ
に
種
を
播
i
耐
草
耐
風
農
法
で
あ
る
こ
と
.

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

㈲

み
ぞ
は
'
基
準
と
し
て
畝
(
7
畝
は
幅
六
尺
'
長
さ
六
〇
〇
尺
)
の
全
長
に
及
ぶ
長
い
み
ぞ
に
す
る
こ
と
｡

㈱

五
頃
を
単
位
と
す
る
極
め

て贋
い
耕
地
と
'
稿
撃
な
ど
の
便
利
精
巧
な
田
器
と
'
二
年
三
人
を
使
用
す
る
大
農
経
営
の
農
法
で
あ
る
こ

ど
.
こ
の
五
頃
は
.
･

嘗
時
行
わ
れ
た
新
制
に
よ
る
五
頃
で
､
周
以
乗
の
膏
制
の
十
二
天
(
7
二
〇
〇
畝
)
に
あ
た
る
こ
と
.
∫

8
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㈱

こ
の
代
田
法
に
よ
れ
ば
'

1
歳
の
収
穫
は
'
鰻
田
'
す
な
わ
ち
代
田
法
を
行
わ
な
い
普
通
の
畑
よ
り
も
'
毎
畝

7
石
以
上
の
増
収
に
な

る
こ
と
｡

n■Ht12

私
は
'
か
つ
て

｢氾
勝
之
書
に
つ
い
て
｣
と
い
う
小
論
に
お
い
て
'
代
田
法
に
論
及
し
た
こ
と
が
あ
る
が
､
そ
れ
は
主
と
し
て
笹
田
法
と
の

関
係
凄
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
Jた
｡
い
ま
､
前
漠
に
お
け
る
屯
田
初
期
の
歴
史
を
考
察
し
た
の
ち
に
'
こ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
､
ふ
た
た

び
代
田
法
を
見
る
と
'
な
空

1三
の
論
す
べ
き
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
0

そ
の
第

7
は
､
こ
の
農
法
が
'
草
に
内
郡
の
大
農
富
農
の
た
め
の
農
法
で
あ
る
ば
か
り
で
な
-
'
連
郡
地
方
に
お
け
る
屯
田
と
密
接
な
関
係

が
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
S,ぅ
こ
と
で
あ
る
｡
漢
書
食
貨
志
に
は
代
田
法
を
述
べ
る
は
じ
め
に

｢
(董
)仲
野
死
し
て
後
'
功
費
い
よ
い
よ

甚
し
く
し
て
天
下
虚
耗
L
t
人
ま
た
相
食
む
｡
武
帝
は
'
末
年
'
征
伐
の
こ
と
を
悔
い
'
す
な
わ
ち
丞
相
(田
千
軟
)
を
封
じ
て
官
民
侯
と
な
し
'

詔
を
下
し
て
い
わ
く
'
方
今
の
務
め
は
'
農
を
力
む
る
に
あ
り
と
.
超
過
を
も
っ
て
捜
粟
都
尉
と
な
す
.
過
'
よ
く
代
田
を
つ
く
る
｣
と
あ
る
.

7
見
'
屯
田
と
は
無
関
係
の
よ
う
で
あ
る
が
'
上
述
し
た
よ
う
に
'
武
帝
時
代
に
屯
田
が
大
々
的
虹
行
わ
れ
た
の
も
､
封
旬
敗
戦
の

｢功
費
い

よ
い
よ
甚
し
く
し
て
天
下
虚
耗
し
｣
た
た
め
で
あ
り
'
ま
た
関
東
の
災
害
の
た
め

｢人
ま
た
相
食
む
｣
窮
民
封
策
と
し
て
の
移
民
に
'
そ
の
端

を
聾
し
た
も
の
守
あ
っ
た
｡
と
す
れ
ば
'
武
帝
の
重
農
政
策
と
屯
田
と
は
'
そ
の
目
的
は

7
つ
で
あ
る
と
h
っ＼て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
超
過
の
代

田
法
は
'
こ
の
要
請
に
こ
た
え
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
.
ま
た
こ
の
農
法
が

｢風
と
早
と
に
た
え
る
｣
農
法
で
あ
る
こ
と
も
'
華
北
の
倖

銃
的
な
草
地
農
法
で
あ
る
ば
か
り
で
な
ぐ
'
そ
れ
が
西
北
連
郡
の
屯
田
に

｢
暦
適
癒
し
た
農
法
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
と
思
う
｡
ま
た
五
頃

に
及
ぶ
大
耕
地
を
単
位
と
す
る
大
農
方
式
も
'
軍
隊
の
組
織
力
に
よ
る
屯
田
に
こ
そ
最
も
適
し
た
方
式
だ
と
い
う
こ
と
が
で
iu
よ
う
｡
こ
う
見

て
-
る
と
､
漢
書
食
貨
志
に

｢ま
た
連
郡
お
よ
び
居
延
城
に
敬
う
.
こ
れ
よ
り
後
'
適
城

･
河
東

･
弘
農

･
三
輪

･
太
常
の
民
'
み
な
便
ち
代

田
す
.
力
を
用
う
遁
こ
と
少
ぐ
し
て
穀
を
得
る
こ
と
多
し
｣
と
あ
る
'
連
郡

･
連
城
な
ど
の
語
の
も
つ
重
み
が
十
分
理
解
さ
れ
る
の
で
は
あ
る

ま
3.か
｡
嘗
時
屯
田
の
最
適
地
で
あ
っ
た
居
延
に
お
い
て
代
田
絵
が
賓
施
さ
れ
た
の
は
､
決
し
て
偶
然
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
計
｡

次
に
代
田
法
に
お

け
る
増
収
の
問
題
に
･つ
S.て
考
え
て
み
よ
う
｡
漢
書
食
貸
志
に
は
'
代
田
法
に
よ
れ
ば
'
｢
7
歳
の
牧
は
了
常
忙
鰻
周
に

9
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過
ぐ
る
こ
と
畝
こ
と
に

一
石
以
上
'
善

く
す
る
も
の
榛
こ
れ
に
倍
す
｣
と
あ
る
が
､
嘗
時
の
纏
田
､
す
な
わ
ち
普
通

7
椴
､の
畑
の
収
穫
は
'
ど

れ
ほ
ど
で
あ

っ
た
か
｡
准
南
子
主
術
訓
に
は

｢
7
人
未
を
暗
み
て
許
す
は
'
十
畝
に
す
ぎ
ず
'
中
田
の
穫
'
卒
歳
の
牧
は
畝
こ
と
に
四
石
に
す

ぎ
ず
｣
と
あ
り
'
後
産
書
巻
七
九
'

伸
長
統
俺
に
は
'
｢
3,ま
'
肥
健
の
率
を
通
じ
'
穣
籍
の
人
を
計
る
に
'

畝
こ
と
に
三
石
を
収
め
し
む
｣

と
あ
る
｡
ま
た
漢
書
溝
池
志
に
は
'
河
水
を
引
い
て
漕
概
す
れ
ば
'
水
蓮
の
棄
地
で
も
田
五
千
頃
か
ら
穀
二
百
高
石
以
上
を
得
べ
L
t
と
い
う

意
味
の
番
係
の
言
葉
が
あ
る
が
'
こ
れ
は
濯
概
に
よ
れ
ば
荒
地
す
ら
も

7
畝
四
石
以
上
の
生
産
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
つ
ぎ
り
漠
代

で
は
'
普
通

7
殻
の
畑
の
生
産
量
は
'

7
畝
三
石
か
ら
四
石
で
あ
り
'
こ
れ
に
射
し
て
代
田
汝
を
用
う
れ
ば
'

7
畝
四
石
か
ら
五
石
と
い
う
こ

ノヽ22

と
に
な
る
｡

し
か
も
注
意
す
べ
き
こ
と
は
'
こ
の
生
産
量
は
'
戦
国
時
代
以
来
の
生
産
力
の
進
展
の
結
果
到
達
し
た
も
の
で
あ

っ
て
'
藻
代
に
お
い
て
は

ヽ
ヽ
ヽ

じ
め
て
急
激
な
生
産
力
の
増
強
が
あ

っ
た
た
め
で
は
な
い
と
3,ぅ
こ
と
で
あ
る
.
漢
書
食
貨
志
に
よ
る
と
'
戦
国
初
期
に
'
李
性
が
魂

の
文
侯

の
た
め
に
地
力
を
轟
す
の
教
え
を
述
べ
た
言
葉

の
う
ち
に

｢
い
ま
､

7
夫
'
五
口
を
挟
ん
で
田
百
畝
を
冶
む
.
歳
放
'
畝
こ
と
に

一
石
牛
'
粟

百
五
十
石
と
な
す
｣
と
あ
る
｡
こ
れ
を
直
ち
に
前
串
の

7
畝
三
石
乃
至
五
石
の
牧
童
と
比
較
し
て
'
漠
代
に
は
戦
国
時
代
の
二
倍
三
倍
の
増
収

と
な

っ
た
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
と
い
う
の
は
､
李
性
の
場
合
の

7
畝
は
'
武
帝
時
代
の

7
畝
と
､
そ
の
面
積
が
等
し
く
な
い
か
ら
で
あ

る
.
周
代
の
制
度
で
は
'

7
畝
は
幅

7
歩
(
六
尺
)
'
長
さ

7
0
0
歩
で
あ

っ
た
も
の
が
'
戦
国
か
ら
秦
漠
に
か
け
て
次
第
に
民
間
の
風
習
と
し

り

て
畝
の
長
さ
が
延
び
て
二
四

〇
歩
と
な
り
,
武
帝
時
代
に
至

っ
て
,
こ
の

7
畝
二
四

〇
歩
制
が
法
制
化
さ
れ
た
の
で
あ
聖

戦
圃
初
年

の
李
性

の
場
合
は
'
ま
だ
周
制
に
よ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
'
そ
の
生
産
量
を
漠
代
の
そ
れ
と
比
較
す
る
場
合
に
は
'
二

･
四
倍
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
｡

f
五

〇
石
室

1
･
四
倍
す
れ
ば
三
六

〇
石
で
あ
る
か
ら
'
武
帝
時
代
の
新
制
の

7
畝
に
つ
い
て
言
え
ば
'
三

･
六
石
の
生
産
量
と

な
る
.
こ
れ
が
戦
国
時
代
拡
お
い
て
す
で
灯
到
達
し
て
い
た
生
産
力
な
の
で
あ
る
｡
ま
た
こ
こ
で
漠
代
に
お
け
る
最
も
低
い
生
産
力
を
示
し
て

S
.る
竜
錆

の
詮
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
漢
書
食
貨
志
に
よ
れ
ば
'
竜
錆
の
女
帝
に
封
す
る
上
奏
の
う
ち
に

｢
い
ま
'
農

･
夫
五
口
の
豪
'
そ
の
後
に
服
す
る
も
の
二
人
を
下
ら
ず
?
そ
の
能
-
耕
す
も
の
も
古
畝
に
過
ぎ
ず
｡
百
畝
の
牧
は
百
石
に
過
ぎ
ず
｣
と
あ
る
｡

10
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宇
都
宮
清
書
氏
も
す
で
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
'
こ
の
文
帝
時
代
に
は
'一
民
間
で
は
す
で
に

1
畝
二
四
〇
歩
制
が
行
わ
れ
て
い
た
が
'
ま

た
そ
れ
が
法
制
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
'
厳
格
な
法
家
主
義
者
で
あ
る
竜
錆
は
'
こ
の
上
奏
に
お
S,て
'
あ
え
て
民
間
通
用
の
習
慣
上
の

り
､

単
位
を
さ
け
､
な
空

厳
存
す
る

7
畝

T
O
O
歩
制
を
用
S.た
も
の
で
あ
る
G
.
従
っ
て
,
こ
れ
を
武
帝
時
代
の
新
制
の

7
畝
あ
た
り
の
収
量
に

直
す
と
'
二

･
四
倍
し
て
二

･
個
石
を
得
る
.
三
石
に
は
満
た
な
い
が
'
そ
の
政
治
的
意
圏
を
考
慮
す
れ
ば
'
は
な
は
だ
し
い
不
都
合
は
な
い

と
思
う
｡

､
こ
う
見
て
-
る
と
'
漠
代
に
お
け
る
農
薬
生
産
力
は
'
代
田
法
を
も
含
め
て
'
そ
れ
は
戦
国
以
来
の
生
産
力
の
聾
展
の
結
果
で
あ
っ
て
'
そ

ヽ
ヽ

一

こ
に
特
別
の
飛
躍
は
な
か
っ
た
も
の
と
'
私
は
思
う
.
漢
書
食
貨
志
に
雪

代
田
法
の
内
容
を
な
す
幅

･
長
さ
共
に

1
尺
の
長
S,み
ぞ
を
は
る

耐
革
耐
風
農
法
が
党
案
以
来
の
倖
銃
的
な
農
法
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
3･濁
ほ
か
'
型
を
牛
に
ひ
か
せ
る
農
法
が
戦
闘
以
来
の
も
の
で
あ

ヽ
ヽ

る
こ
と
も
明
か
な
こ
と
で
あ
る
｡
た
だ
代
田
法
の
名
の
,S
と
す
く
,

7
年
こ
と
に
み
ぞ
の
位
置
を
代
え
る
と
S.う
こ
と
蜂
,
な
お
辞
か
で
な
3.

ヽ
ヽ

が
'
こ
れ
と
て
も
党
案
時
代
に
な
か
っ
た
と
は
い
い
き
れ
な
い
と
思
う
｡
と
い
う
の
は
'
は
じ
め
に
深
-
は
ら
れ
た
み
ぞ
は
'
穀
物
の
成
長
す

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

る
に
つ
れ
て
土
寄
せ
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
'
最
後
に
は
'
こ
の
み
ぞ
の
部
分
が
高
く
な
少
t
も
七
の
う
ね
の
方
が
'
か
え
っ
て
低
く
な
っ
て

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

い
た
で
あ
ろ
う
.
と
す
る
と
'
次
に
み
ぞ
作
り
す
争
と
き
に
は
'
こ
の
低
-
な
っ
て
わ
か
も
と
の
う
ね
の
位
置
に
み
ぞ
を
作
る
こ
と
は
決
し

て

不
自
然
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
漢
書
食
貨
志
が
代
田
法
に
つ
い
て
,
｢盲
法
な
り
｣
と
述
べ
て
い
る
の
蜂
･

必
ず
し
も
侍
苗
思
想
の
み
に
紅

と
ず
-
表
現
で
は
な
く
て
'
党
案
以
来
の
農
業
技
術
史
を
ふ
ま
え
た
含
み
の
多
S
ll自
棄
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
3,か
｡

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
き
て
､
い
ま
私
の
到
達
し
た
苗
代
農
法
に
つ
い
て
の
考
え
を
要
約
す
る
と
'
春
秋
戦
国
以
来
'
各
国
に
お
い
て
富
国

強
兵
策
の

一
環
と
し
て
生
産
力
の
増
強
が
推
進
さ
れ
た
結
果
t.
濯
概
工
事
が
畿
達
し
'
銀
製
農
具
と
牛
新
が
行
わ
れ
'
鼻
糞
技
術
が
急
速
に
進

歩
し
た
｡
こ
れ
に
は
李
性
の
よ
う
か
農
事
改
良
家
た
ち
の
努
力
が
あ
っ
た
.
戦
闘
時
代
に
は
'
こ
う
い
う
人
々
が
西
周
以
来
の
農
稜
の
官
の
傍

目■175

銃
を
う
け
'
后
稜
を
農
業
沖
と
仰
ぐ
官
僚
涙
と
し
て
､
紳
農
を
農
薬
沖
と
す
る
許
行
ら
の
民
間
革
新
派
と
対
立
立
て
支

の
で
あ
QN.

か
-
し

て
戦
国
時
代
に
は
(
李
恒
の
説
く
よ
う
に
'

7
畝

7
･
五
石
｣
武
帝
時
代
の
新
制
粧
直
せ
ば
三

･
六
石
に
.*
よ
ぶ
生
産
力
に
到
達
し
た
｡､し
か

‡1
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し
そ
れ
は
魂
の
よ
う
な
中
央
の
文
化
の
聾
達
し
た
地
方
や
'
秦
の
よ
う
に
商
歓
の
土
地
制
度
改
革
に
よ
っ
.て
強
力
に
増
産
奨
励
の
行
わ
れ
た
地

方
の
こ
と
で
あ
っ
-て
'
全
図
的
な
平
均
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
さ
て
'
秦
末
の
混
乱
の
あ
と
を
う
け
､
湊
初
以
来
の
民
衆
生
活
の
安
定
に

Fnt
62

つ
れ
て
'
生
産
は
次
第
に
恢
復
し
た
が
'
各
地
の
農
業
技
術
に
は
'
な
お
は
な
は
だ
し
い
差
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
..金
閣
的
に
生
産
を
あ

げ
る
た
め
に
は
､
戟
隣
以
来
襲
達
し
た
農
法
を
普
及
す
る
必
要
が
あ
っ
た
.
こ
こ
に
超
過
が
登
場
し
た
の
で
あ
る
｡
彼
が

7
介
の
官
僚
に
す
ぎ

な
い
か
､
農
業
の
専
門
家
で
あ
る
か
は
明
か
で
は
な
S
が
'
農
業
技
術
の
改
良
が

7
個
人
の
力
で
突
然
成
し
遂
げ
う
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明

か
で
あ
ろ
う
｡
こ
う
考
え
て
-
る
と
'
私
は
'
超
過
の
功
績
は
'
新
農
法
の
畿
明
と
い
う
よ
り
は
∵
武
帝
の
要
請
に
癒
え
て
'
各
地
の
農
法
を

比
較
研
究
し
た
結
果
､
か
れ
の
採
用
し
た
農
法
を

｢代
田
｣
と
名
づ
け
て
宣
偉
す
る
と
共
に
'
そ
れ
に
必
要
な
田
器
を
常
時
の
技
術
を
絶
動
員

し
て
t
よ
り
精
巧
に
､
し
か
も
大
量
に
製
作
し
'
新
農
法
の
普
及
に
努
力
し
た
鮎
に
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
｡
し
か
も
'
そ
れ
は
内
郡
の
土
豪

暦
の
大
農
経
営
に
役
立
っ
た
ば
か
り
で
な
く
'

1
方
で
は
居
延
な
ど
の
西
北
遵
境
地
方
の
屯
田
に
お
い
て
強
力
に
賓
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
.
私

は
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
-0

し
か
ら
ば
'
代
田
法
は
居
延
に
お

い
て
'
如
何
に
行
わ
れ
た
か
｡
居
延
湊
簡
は
'
こ
の
間
3.
に
十
分
答
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
か
o
次
に
こ

∫- 12 -

の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

三

居
延
漠
簡
中
の
代
田
に
つ
い
て

ー｢■ー■u7

居
延
出
土
漠
簡
に
よ
れ
ば
,
.ま
ず
第

7
に
,
代
周
倉
の
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
Qn
.

-

2

入
鹿
小
石
十
四
石
五
斗
'
始
元
二
年
十

l
月
戊
戊
朔
戊
戊
'
第
二
亭
長
野
受
代
田
倉
'
験
見
'
都
丞
延
毒
臨
｡
二m
･二二(≡

貰
心

.
3

EZ]十
五
石
'
始
元
二
年
十
二
月
丁
卯
朔
丁
卯
'
第
二
亭
長
野
受
代
田
倉
'
験
見
'
都
丞
臨
O
二等

7i(1≡
貢
)

4

人
廉
小
石
十
四
石
五
斗

始
元
三
年
正
月
丁
酉
'
第
二
亭
長
野
受
代
田
倉
'
験
見
｡
蒜
八
･望
(至
1貢
)

5

人
廉
小
石
十
五
石
□
□
'
始
元
三
年
七
月
甲
午
朔
甲
午
､
第
二
亭
長
野
受
代
田
倉
､
験
､
都
丞
臨
｡
五亭

主(喜

頁
)
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6

･十

一
石
六
斗
､.
始
元
三
年
十
二
月
壬
戊
朔
壬
戊
'
通
津
第
二
亭
長
野
受
代
田
倉
託
口
｡
霊
‡
11(111711買

)

7

人
廉
小
石
十
二
石

始
元
五
年
二
月
甲
申
朔
再
成
､
第
二
亭
長
野
受
代
田
倉
､
験
見
｡
云
言
111T(書
芸
貢
)

8

己
丑
朔
'
第
二
亭
長
野
受
代
田
倉
'
験
粟
'
其
六
石
以
食
小
事
二
人
｡
霊
七
･五
(重
四責
)

以
上
の
諸
簡
は
'
い
ず
れ
も
'
通
洋
の
第
二
亭
長
の
静
が
代
田
倉
よ
り
若
干
の
穀
を
受
け
取
り
'
こ
れ
を
そ
の
管
理
す
る
倉
に
入
れ
た
記
録

で
あ
る
｡
筒
の
上
文
に

｢入
鹿
｣
と
あ
り
'
下
攻
に
,r受
｣
と
あ
る
の
は
そ
う
い
う
意
味
か
と
思
う
.
鍵
と
は
王
国
維
氏
に
よ
れ
ば
'
廉
の
こ

FHt
S

と
で
'
槽
(不
和
の
き
び
)
の

7
種
で
あ
る
N.
ま
た

｢験
見
,
都
丞
臨
｣
と
あ
る
の
は
,
都
丞
が
験
菅
に
立
合

っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
'

そ
の
日
付
が
多
く
月
の
朔
日
に
な
っ
て
い
る
の
は
'
亭
関
係
の
人
々
の
食
糧
は
月
の
は
じ
め
に
受
取
る
き
ま
り
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
.
こ

れ
ら
の
代
田
倉
に
関
す
る
記
録
が
す
べ
て
第
二
亭
長
閑
係
の
簡
に
お

い
て
の
み
見
ら
れ
t
か
つ
第
二
亭
長
骨
は
序
胡
倉
と
S,ぅ
別
の
倉
か
ら
穀

を
受
け
て
い
る
例
も
あ
乳
か
ら
'
代
田
倉
と
い
う
の
は
'
｢代
田
法
を
行
っ
て

.い
る
耕
地
の
倉
｣
と
い
う
よ
う
な
普
通
名
詞
で
は
な
く
'
お
そ

ら
く

7
個
の
個
有
名
詞
で
あ
ろ
う
｡
常
時
居
延
附
近
に
お
い
て
渦
'
都
尉
の
い
る
城
は
も
ち
ろ
ん
'
候

(看
視
所
)
や
燃

(狼
煙
台
)
d
よ
う
な

a(

-

連
境
警
備
の
末
端
地
域
に
ま
で
'
兵
端
倉
庫
が
散
布
さ
れ
て
い
魁
｡
漠
簡
に
見
え
る
倉
名
と
し
て
は
,
代
田
倉
の
ほ
か
に
'
城
倉
'
居
延
城
倉
'

屑
水
倉
'
都
倉
'
北
部
倉
'
北
倉
'
序
胡
倉
'
寄
遠
倉
'
伐
子
倉
'
第
廿
三
陳
倉
な
ど
が
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
倉
の
う
ち
'
序
胡
倉
以
下
は
お
そ

ら
く
末
端
地
域
の
倉
で
'
代
田
倉
も
そ
う
わ
う
倉
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
と
思
う
.
そ
の
置
か
れ
た
位
置
は
ど
の
連
で
滴
ろ
う
か
｡
は
っ
き
り
し

I

た
こ
と
は
､
む
ろ
ん
わ
か
ら
な
3,が
'
前
掲
の
木
簡
に
つ
け
ら
れ
た
番
故
か
ら
推
定
す
る
と
､
カ
ラ
ホ
ト
(居
延
披
)
の
南
'
ウ
ラ
ン
ヅ
ル
ベ
ル

.llHt
ハU

ジ
ン
(地
磯
城
)
の
北
'
こ
の
両
者
の
中
間
の
'
ム
ヅ
ル
ベ
ル
ジ
ン
附
近
で
あ
る
ら
し
叛
｡

こ
.Q
あ
た
り
-

チ
ナ
川
の
流
域
の
農
耕
の
適
地
で

あ
る
か
ら
'
こ
の
流
れ
に
滑
っ
て
屯
田
が
行
わ
れ
'
幾
つ
か
の
倉
が
こ
の
地
域
に
鮎
探
し
て
お
か
れ
た
.
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
保
護
連
絡
の
た
め

に
候

･
燃
'
あ
る
3,
は
革
が
設
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
.

武
帝
の
末
年
'
代
田
汝
を
質
権
す
る
に
あ
た
っ
て
も
'
ま
す
こ
の
地
域
が
最
適

の
地
と
し
て
韓
ば
れ
た
で
あ
ろ
う
｡
代
田
倉
の
名
も
､
こ
う
し
て
と
こ
に
起
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

こ
の
代
田
倉
に
は
倉
長
が
S
Jて
'
穀
そ
の
他
の
授
受
を
管
理
し
て
い
た
ら
し
い
｡

- 13-
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㌔9

静
受
代
田
長
頑
'
以
食
吏
士
四
人
'
辛
酉
壷
庚
寅
廿
八
日
積
官

7
十
二
人
.
二等

宍
至
責

)

)13

静
と
堅
剛
連
の
第
二
革
長
の
こ
'･J
で
あ
り
,
代
田
長
服
と
は
代
田
倉
長
の
碩
(名
)
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
.
た
ゞ
漢
簡
に
は
'
城
倉
の
よ
う

な
大
き
な
倉
に
は
倉
長
や
城
倉
令
史
な
ど
の
役
名
が
み
ら
れ
る
が
'
代
田
倉
の
よ
う
な
末
端
の
倉
の
場
合
は
ヾ
わ
ず
か
に
こ
の
不
完
全
な

1
簡

を
見
出
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
o
L
か
し
末
端
の
倉
は
'
た
と
い
そ
れ
が
候
や
幣
と
同
じ
場
所
に
あ
る
壕
合
で
も
'
候

･
陳
に
附
設
さ
れ
て
い
た

の
で
は
な
く
'
倉
長
の
下
に
褐
立
し
て
い
た
も
の
と
思
う
｡
そ
れ
は
､
米
田
氏
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
､
倉
が
候

･
麻
に
附
設
さ
れ
て

S
た
な
ら
ば
'
候

･
陳
は
倉
を
通
じ
で
そ
の
附
近
の
雛
作
地
も
支
配
し
て
い
た
こ
と
に
な
-
t
t
た
が
っ
て
黙
卒
の
戊
役
の
中
'
田
作
が
重
要

ーまし
く

事

な
仕
事
の

7
つ
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
し
か
る
に
成
卒
の
仕
事
と
し
て
は
t.
野
菜
作
り
'

安

作

り
､
塑
(日
乾
し
レ
ン
ガ
)作
り
く
ら
い
よ
り

ほ
か
あ
ま
り
な
い
の
で
あ
る
0
ま
た
常
時
は
成
卒
と
田
卒
と
は
明
確
に
慣
別
さ
れ
て
い
た
か
ら
'
無
が
耕
作
を
管
理
し
て
い
た
な
ら
ば

｢
○
○

勝
田
卒
某
｣
と
記
さ
れ
た
簡
も
嘗
然
多
量
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
茂
が
､
か
か
る
簡
竺

枚
も
尊
兄
さ
れ
て
3･な
S
.
故
に
耕
作
地
は
嫌
に
附
属

23

し
た
も
の
で
な
-
'
然
卒
は
耕
作
し
な
か
っ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
o
L
か
ら
ば
耕
作
地
や
田
卒
は
ど
こ
に
屠
し
た
か
t
と
い
え
ば
'
居
延
簡
の

10
(上
略
)案
展
丞
蘭
元
二
年
成
田
卒
千
五
百
人
馬
陣
馬
田
官
需
琵
菜
'
廼
正
月
己
酉
推
陽
郡
(下
略
)

≡

去

､
重

･

t五(責

)

に
よ
っ
て
'
田
卒
は
農
都
府
の
管
轄
下
に
あ
る
田
宮
に
屠
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
.

搾

っ
て
大
輝
に
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
'
屯
田
は
'

也

代
田
法
の
賓
確
や
倉
の
管
理
を
含
め
て
'
農
都
尉
の
管
轄
下
に
お
3,て
'
田
宮
や
農
令

の
指
揮
の
下
に
経
営
さ
れ
た
も
の
で
'
候

･
幣
な
ど
の

H1m14一
3

守
備
部
隊
と
は
別
の
系
統
を
な
し
て
い
た
の
で
は
な
S,か
と
思
う
O

以
上
述
べ
た
よ
う
に
'
居
延
漠
簡
に
見
ら
れ
る
代
田
倉
の
存
在
は
t
.居
延
の
地
に
代
田
が
行
わ
れ
た
と
い
う
漢
書
食
貸
志
の
記
述
を
賓
護
す

る
も
の
と
見
て
間
違
い
あ
る
ま
わ
と
思
う
｡
し
か
し
'
そ
れ
以
上
'
代
田
法
が
ど
の
く
ら
い
盛
ん
に
行
わ
れ
た
か
'
立
派
な
成
績
を
牧
め
た
か
'

ま
た
代
田
法
に
不
可
快
の
も
の
と
い
う
べ
き
牛
や
精
巧
な
田
器
が
豊
富
に
使
用
さ
れ
て
IS.た
か
'
な
ど
と
考
え
て
-
る
と
､
居
延
漠
簡
は
'
そ

れ
に
射
し
て
何
ほ
ど
の
こ
と
も
答
え
て
く
れ
な
い
の
で
あ
る
｡
ま
ず
牛
に
つ
い

て
み
る
と
､
居
延
簡
に

11

着
以
道
央
倦
別
'
書
劉
相
牛
'
大
司
農
調
受
簿
編
吹
'
不
新
著
囚

三
八
･三宍
竺
貢
)

･-14
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と
い
う
の
が
あ
る
が
'
こ
れ
は
努
斡
氏
に
よ
る
と
､
漢
書
食
貨
志
に
武
帝
末
年
の
代
田
汝
賓
施
後
次
第
に
牛
の
需
用
が
埠
し
た
が
'
民
衆
は
牛

が
少
い
の
に
苦
し
む
,
雨
の
潤
滞
な
地
方
に
逃
亡
す
る
も
の
が
少
Y
な
い
と
あ
る
が
,
こ
の
簡
は
こ
れ
と
同
様
な
状
態
に
あ
ーっ
か
元
帝

･
成
帝

Ll■H】
お

時
代
に
大
司
鼻
の
非
調
が
詔
を
う
け
て
連
郡
ま
で
も
牛
を
調
査
記
録
さ
せ
た
こ
と
肇
不
す
も
の
で
あ
る
と
い
う

｡

し
か
ら
ば
賓
際
に
居
延
地
方

に
牛
が
多
く
い
た
か
'
と
い
う
と
'
居
延
簡
に
は
'

213141

□
牛
革
名
籍

等

蓋
(
芸

○

貢
)

出
英
八
十
束

以
食
官
牛

工
亭

真

空
入
貢
)

買
馬
牛
持
刀
剣

三

･九
(悪
七
貢
)

候
長
､
康
得
贋
昌
里
'
公
乗
'
鰻
息
'
年
井

二
礁
燃
長
'
居
延
西
遺
墨
'
公
乗
'
徐
宗
'
年
五
十

小
紋
二
人
直
三
高

夫
婦

一
人
二
寓

商
事

7
東
涯
寓

メ
マ
マ

妻
妾

子
弟

1
人

輿
同
産
二
人

女
同
産
二
人

用
馬
五
匹
直
二
嵩

宅

7
慣
寓

牛
革
二
両
直
四
千

田
五
頃
五
寓

/

服
牛
二
六
千

●
凡
貿
直
十
五
寓

亭

宝
(望
貢

)

- 15-

宅

一
画
直
三
千

田
五
十
畝
直
五
千

用
牛
二
直
五
千

妻

一
人

子
勇
二
人

子
女
二
人

男
同
産
二
人

女
同
塵
二
人

孟
･
!(男
呈
頁
)

な
ど
が
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
る
と
'
牛
の
膏
男
が
行
わ
れ
'
ま
た
候
長

･
然
長
が
個
人
で
そ
れ
ぞ
れ
二
匹
の
年
を
も
っ
て
S,た
く
ら
い
で
あ
る
か

ら
'
こ
の
地
方
に
牛
は
相
嘗
多
数
S,た
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
.
ま
た

16
の
用
牛
二
は
'
田
五
十
畝
に
封
-
写
し
は
た
し
か
に
過
剰
な
感
じ
が

ノヽ醍

す
る
が
'
と
も
か
く
こ
れ
は
耕
作
用
で
あ
ろ
う
.
し
か
し
12
か
ら
15
ま
で
の
簡
の
牛
蜂
､
そ
れ
が
耕
作
用
か
ど
う
か
疑
わ
t
い
よ
う
に
思
わ
れ
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る
｡
牛
革
と
あ
り
'
服
牛
と
あ
る
の
は
'
そ
れ
が
革
を
ひ
-
牛
で
あ
る
こ
と
肇
不
し
て
い
る
.
官
牛
と
あ
る
も
の
な
ど
も
耕
作
用
と
い
う
よ
り

I

は
牛
軍
用
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
と
も
か
く
居
魔
地
方
に
は
牛
が
相
嘗
い
た
と
見
て
さ
し
つ
か
え
は
な
い
よ
う
に
思
う
｡
な
お

こ
I

Ll_HJ
73

こ
で
15
の
簡
に
つ
い
て
の
思
い
つ
き
を
述
べ
て
お
き
た
い
｡
七

の
簡
は
'
財
産
税
に
関
す
る
薄
緑
(算
簿
)
の

7
片
で
あ
る
が
'
そ
の
財
産
と
.J

て
､

田
五
頃
と
奴
婦
三
人
と
服
牛
二
を
含
ん
で
い
る
｡

こ
れ
は
あ
た
か
も
'
上
述
の
代
田
経
営
の
基
本
的
な
型
が
五
頃
の
耕
地
と
稿
翠

･
二

牛

･
三
人
を
用
い
る
と
い
う
の
と
'
ま
こ
と
に
よ
く
符
合
す
る
o

l
健
こ
れ
は
全
く
の
偶
然
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
簡
に
つ
い
て
陳
紫
氏
は
妖
婦

の
慣
格
を
何
の
僅
少
も
な
く
記
載
し
て
い
る
か
ら
'
･こ
れ
は
恐
ら
-
王
葬
の
妖
婦
膏
買
禁
止
以
前
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
i
3..'
卒
中
苓
攻
氏
は
､

こ
の
簡
に
記
す
と
こ
ろ
の
課
税
封
象
と
覚
し
き
物
件
は
'
武
帝
の
定
め
た
税
制
規
定
に
記
す
も
の
と
殆
ど
合
致
し
て
い
る
か
ら
t
も
し
こ
れ
を

JH■1m川1
{5i

最
も
早
い
時
期
に
測
ら
せ
る
と
す
れ
ば
t
,武
帝
時
代
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
と
い
う

.

私
は
発
き
の
代
田
法
と
の

7
敦
が
偶

感
で
な
い
と
す
れ
ば
'
こ
の
簡
は
武
帝
の
末
年
代
田
法
施
行
常
時
の
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
｡
常
時
軍
隊
の
屯
田
に
代
田
法
が
行
わ
れ
た

1

万
'
軍
官
の
職
に
あ
る
も
の
に
も
五
頃
の
田
と
奴
隷
や
牛
を
輿
え
て
代
田
法
を
行
わ
せ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
.
も
っ
と
も
三
人
の
奴
碑
は
小

川id93
奴
二
人
と
大
碑

7
人
で
あ
る
か
ら
'
稿
型

･
二
年
を
使
用
す
る
に
は
た
し
か
に
十
分
で
は
な
い
｡
し
か
し
候
長
の
家
族
は
こ
の
簡
に
は
記
載
が

ノヽ04-

な
い
上
に
'
居
延
漠
簡
に
は
雇
傭
労
働
が
行
わ
れ
て
い
た
例
も
あ
る
か
ら
､
必
ず
し
も
小
紋
二
八

･
大
碑

7
人
の
み
が
労
働
力
の
す
べ
て
で
あ

る
と
考
え
る
把
は
及
ば
な
い
と
思
う
.
ま
た
服
牛
二
は
牛
革
二
両
忠
相
軍

表

と
関
係
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
が
,
し
か
七
年
軍
用
の
牛
も
耕

作
に
使
用
し
う
る
は
ず
で
あ
る
O
こ
う
考
え
て
く
る
と
'
さ
き
の
一
致
も
全
く
の
偶
然
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
'
ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡

ひ
と
つ
の
恩
S,付
き
と
し
て
述
べ
て
お
-
0

年
に
つ
り
て
は
'
以
上
述
べ
た
よ
う
に
'
必
ず
し
も
耕
作
用
で
は
な
S,が
'
居
延
地
方
に
も
相
常
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
'
最
も
困
る

の
は
田
津
の
問
題
で
あ
る
.
IiJ
S･ぅ
Q
t̂f
t
代
田
法
賓
滝
に
是
非
と
も
必
要
な
構
翠
､
或
い
は
翠
に
つ
い
て
'
居
延
湊
簡
に
は
何
ら
の
記
録
も

1

見
出
す
こ
と
が
で
逐
な
い
か
ら
で
あ
も

し
か
ら
ば
居
延
に
お

い
て
は
代
田
法
は
嘗
際
に
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
か
･
代
田
倉
の
存
在
も
,
名

目
的
な
も
の
で
代
田
雷
蔵
の
詮
嬢
に
は
な
ら
な
い
の
で
嬢
な
い
か
.

そ
う
S
Jう
疑
問
が
お
こ

か
か
も
知
れ
な
い
.
と
こ
ろ
が
､
さ
ら
に
驚
い
た

16
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か
ま

く
わ

ナ
き

こ
と
に
は
'
居
延
漠
簡
中
に
は
'二

殻
の
屯
田
に
必
要
な
'
こ
く
あ
り
ふ
れ
た
農
具
'
た
と
え
ば
'
鎌

･鋤

･鈍

な
ど
も
見
ら
れ
な
S
tの
で
あ

る
｡
例
え
ば
'

7181910212

0
0

出
錦
鏡
甫
五
千

○

東
銀
五
千
具

0

攻
曜
不
能
任
'

0

銅
銚

7
直
五
十

○

銀
鉱
督
若
干

給
寄
遠
倉

十
月
丙
戊
'
寄
遠
候
史
彰
受
命
史
(下
略
)

三
亨
云
(天
九貢
)

従
兵
田
臭

三
言
l宍
天
八貢
)

虞
蒙

空
･云
(至
入貢
)

岩
?
至
(美
七貢
)

其
若
干
弊
絶
可
糖

莞
･tT真
写
衰
)

の
如
き
諸
簡
に
お

い
て
'
ま
ず
17
の
鉾
鏡
に
つ
い
て
み
る
と
'
詩
経
臣
工
篤
の

｢乃
ち
の
鏡
と
錦
を
そ
な
へ
｣
と
い
う
句
の
場
合
は
い
ず
れ
も

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

小
さ
な
か
ま
窒

息
味
す
る
が
､
こ
の
簡
の
場
合
'
こ
れ
を
か
ま
と
す
る
と
'
甫
五
千
も
寄
遠
倉
と
い
う
末
端
9

7
倉
に
輿
え
た
と
い
今
の
が
う

l

な
ず
け
な
3,｡
そ
こ
で
こ
れ
は

｢出
賦
鐘
｣
の
誤
り
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
3,が
か
こ
る
の
で
あ
る

0
18
の
場
合
は
'
農
田
臭
の
文
字
も
あ
り
t
.
1

鏡
を
農
具
と
解
す
る
こ
-′滝

で
き
よ
う
が
､
漠
代
に
お
い
て
'
鏡
の
字
が
詩
経
時
代
そ
の
ま
ま
に
農
具
窒

息
味
す
る
場
合
が
あ
っ
た
か
hJ
う
か
'

嘘

こ
れ
も
疑
わ
し
3,
と
思
う

｡

19
の
確
は
詮
文
に

｢鍵
は
大
鋤
な
り
｣
と
あ
る
鍔
と
同
じ
も
の
と
見
ら
れ
る
O
准
南
子
精
神
訓
に
は

｢4T･そ
れ
蘇

ノヽ

あ

娼

者
は
鐸
再
を

璃

げ
範
士
を
負
い
｣
と
あ
る
か
ら
､
こ
れ
が
漠
代
普
通
の
農
具
に
は
間
違
い
な
い
が
､
た
ゞ
こ
の
簡
は
手
紙
の

7節

で

あ
り
'
慣

用
句
と
思
わ
れ
る
か
ら
'
必
ず
し
も
こ
の
農
具
が
居
延
地
方
に
あ
っ
た
と
い
う
置
接
に
は
な
ら
な
S
.と
思
う
｡
20
の
銚
は
､
訣
文
に

｢温
帯
な

り
'
金
に
従
う
兆
の
聾
｡

1
に
日
く
'
田
器
な
り
｣
と
あ
る
か
ら
田
器
と
見
ら
れ
な
く
も
な
い
が
'
こ
の
場
合
は
銅
製
で
あ
る
か
ら
酒
な
ど
を

ヽ
ヽ

温
め
る
銚
子
と
み
る
方
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
0
21
の
組
は
鋤
と
同
字
で
'
長
柄
の
く
わ
セ
あ
り
'
さ
ら
に
銀
鉱
と
い
え
ば
農
具
か
と
思
わ

FJ一

よ

ろト

4

れ
る
が
,
衆
の
管
の
字
か
ら
判
断
す
る
と
居
延
簡
中
に
し
ば
し
ば
見
え
る
提
督
の
誤
り
で
は
な
い
か
と
思
う
｡
提
督
は

哲

で

あ
S

.

こ
の
よ
う

に
居
延
簡
中
に
は
農
具
か
と
思
わ
れ
る
文
字
は
散
見
し
な
A
こ
之
も
な
い
が
'
い
ず
れ
も
確
賓
な
も
Q
,で
は
な
.め
.
居
延
簡
中
に
は
ま
た
椎
や

ノヽ妨

斧
も
見
ら
れ
る
が
,
こ
れ
も
農
具
と
い
う
よ
り
は
,
弊
韓
氏
が
い
う
よ
う
に
守
禦
器
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る

｡

こ
の
よ
O

A
に

見
て
く
る
と
'
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居
姪
の
屯
田
で
は
'
ど
ん
な
農
具
で
耕
田
L
t
収
穫
し
た
の
か
'
重
く
不
明
と
い
ケ
ほ
か
は
な
い
｡
し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
居
確
に
傘
け
る
屯

田
の
存
在
ま
で
も
疑
う
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
3..?

同
様
の
こ
と
が
代
田
に
つ
い
て
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
.
屯
田
や
代
田
に
関
す
る
資

料
は
､
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
十
分
で
は
な
い
が
'
今
後
尊
兄
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
も
の
と
思
う
.

居
延
漠
簡
中
の
代
田
に
関
す
る
資
料
は
'
以
上
述
べ
た
通
り
で
'
代
田
の
存
在
肇
不
す
も
.の
と
し
て
は
'
わ
ず
か
に
代
田
倉
と
い
う
も
の
が

あ
っ
た
こ

と
を
知
り
得
た
に
す
ぎ
ず
'
代
田
経
営
の
賛
際
に
つ
3,7
は
全
く
不
明
と
S,う
ほ
か
は
な
3,.
従
っ
て
居
延
に
牽
い
て
代
田
法
が
盛

ん
に
行
わ
れ
た
か
'
ま
た
そ
の
成
績
は
如
何
'
と
い
う
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
は
'
全
く
未
解
決
と
い
う
は
か
は
な
h
o
た
だ
努
氏
は
こ
の
間

題
に
つ
い
て
も
'
ひ
と
つ
の
解
答
を
あ
た
伐
て
い
る
｡

そ
れ
は
'

娼

22
●
右
第
二
長
官
二
鹿
田
六
十
五
畝

｡

租
廿
六
石

云

W
･
4
(三
三
貢
)

【■.hu74

と
い
う
簡
に
つ
い
て
'
避
充
図
の
屯
田
策
で
は
'

7
人
に
二
十
畝
を
蹴
輿
す
る
と
あ
る
が
'
こ
の
比
例
に
よ
れ
ば
六
十
五
畝
は
三
人
に
賦
輿
す

る
こ
と
が
で
き
る
.
ま
た
食
貨
志
に
よ
れ
ば

7
人

7
月
の
食
糧
は

7
石
牛
で
あ
る
か
ら
'
三
人

7
年
に
必
要
な
粟
は
五
十
四
石
で
あ
る
.
こ
れ

に
租
粟
二
十
六
石
を
加
え
れ
ば
'

六
十
畝
の
年
収
は
八
十
石
七
な
る
.

つ
ま
り

7
畝
の
牧
樺
は
粟

7
石
三
斗
で
あ
る
.

こ
れ
は
李
蜂
の
詮
-

｢歳
放
'
畝
こ
と
に

一
石
牛

｣

と
い
う
の
と
近
い
O

お
も
う
に
塞
上

7
殻
の
農
法
は
S･さ
さ
か
粗
放
だ
,つ
た
の
だ
ろ
う
.
･食
貨
藩
に
は
'
居
延

に
お
3･て
代
田
を
試
み
rLÛ
と
あ
る
が
'
そ
れ
は
わ
諌
か
に
居
延
城
に
行
わ
れ
た
だ
け
で
'
屯
田
の
士
卒
は
そ
の
蕗
を
用
い
な
か
っ
た
の
か
も
知

鵡

れ
な
い
t
と
述
べ
て
い

る

.

こ
の
努
鹿
の
年
収
八
十
石
と
い
う
計
算
は
疑
わ
し
い
｡
か
-
に
弊
氏
の
言
う
よ
う
に
｣
六
十
五
畝
が
三
人
に
賦
興

さ
れ
た
と
し
て
も
'
そ
の
敬
啓
が
三
人
の
食
糧
と
粗
菓
の
合
計
以
上
に
な
か
っ
た
と
い
ぅ
笹
塚
は
凄
い
か
ら
で
あ
る
Q
も
し
こ
の
六
十
五
畝
を

五
人
豪
族
の

7
豪
に
賦
輿
さ
れ
'
そ
の
収
穫
が
こ
の

7
豪
の
生
計
を
ま
か
な
っ
た
と
す
れ
ば
ど
う
か
O
こ
れ
に
類
し
た
候
定
は
S,く
ら
で
も
可

能
で
あ
ろ
う
｡
要
す
る
に
こ
の

一
簡
か
ら
収
穫
量
を
推
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
わ
た
し
は
考
え
る
｡
従
っ
て
'
代
田
法
は
居
延
城
で
わ
ず

か
に
行
わ
れ
た
の
み
で
'
士
卒
は
そ
の
浜
を
用
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
論
も
疑
わ
し
S
.
も
ち
ろ
ん
代
田
法
と
･い
ぅ
も
の
は
'
忘
頃

と
い
う
贋
大
な
耕
地
を
基
準
と
す
る
大
農
浜
で
あ
る
か
ら
'

7
般
士
卒
に
そ
の
ま
ゝ

行
わ
れ
な
か
っ
た
ろ
う
こ
と
は
明
か
で
あ
る
が
'
し
か
し

-18-



19

代
田
法
の
説
く
深
耕
と

1
年
こ
と
に
虚
を
代
え
る
と
い
う
や
り
方
は
'
小
田
に
お
い
て
も
'
ま
た
牛
が
な
く
て
も
'
府
3･ぅ
る
も
の
で
あ
り
'

次
第
に
普
及
し
た
も
の
と
思
う
.
そ
う
い
う
試
み
の
の
ち
に
生
れ
た
の
が
'
わ
た
し
が
か
つ
て
氾
勝
之
書
中
の
農
浜
を
分
析
し
た
結
果
'
溝
種

C
;
?4

絵
と
名
付
け
た

7
法
で
あ
ろ
う
と
思
う

.

た
だ
こ
の
簡
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
'

7
畝
の
放
租
が
四
斗
で
あ
る
と
S,ぅ
こ
と
で
あ
る
｡

居
延
漠
簡
考
樺
稗
史
之
部
の
二
五

f
頁
に
'

23

率
取
四
斗

一八
ニ
･宝

24.

租
十
六
石

三

･三

と
S
う
二
筒
が
並
錬
さ
れ
て
い
る
が
'
そ
の
番
班
か
ら
こ
れ
ら
を

7
連
の
筒
と
見
れ
ば
'
十
六
石
の
租
粟
の
率
が
や
は
り
四
斗
で
あ
っ
た
こ
と

ノヽ0

肇
不
す
も
の
で
あ
る
毎

こ
れ
は
偶
然
の

f
敦
で
あ
ろ
う
か
.
S.さ
さ
か
大
勝
な
推
定
を
す
れ
ば
,
地
租
を
収
穫
の
多
寡
と
関
係
な
く

T
畝
四

斗
と
い
う
便
法
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
わ
か
｡

四

む

す

ぴ

- 19-

最
後
に
'
以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
を
要
約
し
て
お
こ
う
O

漠
の
武
帝
時
代
'
西
方
貿
易
路
の
開
拓
の
た
め
に
は
'
是
非
と
も
旬
奴
を
討
伐
し
て
'
そ
の
地
に
軍
隊
を
駐
屯
さ
せ
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
｡

し
か
し
そ
の
補
給
は
は
な
は
だ
困
難
で
あ
っ
た
か
ら
'
そ
の

7
部
な
り
と
'
現
地
補
給
を
は
か
ら
ね
ば
な
ら
か
か
っ
た
｡
そ
こ
で
案
出
さ
れ
た

の
が
軍
隊
に
よ
る
屯
田
で
あ
る
｡
漢
民
族
に
よ
る
適
地
の
開
拓
は
周
代
に
は
じ
ま
る
移
民
茸
通
貨
に
そ
の
起
源
を
も
つ
が
'
民
衆
の
力
の
み
を

も
っ
て
し
て
は
非
常
に
困
難
で
'
成
功
し
な
か
っ
た
｡
湊
代
に
お
い
て
も
そ
の
事
情
は
同
様
で
あ
っ
た
｡
そ
こ
で
武
帝
時
代
に
至
っ
て
は
じ
め

て
'
軍
隊
の
豊
富
な
'
組
織
さ
れ
た
労
働
力
を
利
用
す
る
屯
田
が
行
わ
れ
'
こ
れ
が
み
こ
と
に
成
功
し
iiU
の
で
あ
る
｡
こ
と
に
居
延
の
屯
田
で

･

は
超
過
の
唱
導
し
た
代
田
法
が
賓
施
さ
れ
た
.
代
田
法
に
つ
い
て
'
わ
た
し
は
前
に
は
'
そ
れ
が
大
農
経
営
的
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
に
す

ぎ
な
か
っ
た
が
'
今
回
は
'
超
過
の
代
田
法
唱
導
の
歴
史
的
背
景
に
は
園
内
の
大
土
地
所
有
者

へ
呼
び
か
け
て
生
産
増
加
を
計
ら
せ
る
目
的
だ
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け
で
な
く
'
屯
田
を
成
功
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
嘗
時
の
要
請
が
あ
っ
た
こ

と
を
知

っ
た
｡
漢
書
食
貨
志
の
代
田
の
記
述
中
'
居
延
の
ほ

か
連
城
や
連
郡
に
代
田
が
行
わ
れ
た
と
あ
る
鮎
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
3,｡
そ
し
て
居
延
に
お
い
て
は
'
食
貨
志
の
記
述
を
裏
書
き
す
る
よ
う

に
'
そ
の
地
か
ら
出
土
し
た
漠
代
木
簡
の
中
に
は

｢代
田
倉
｣
の
名
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
賓
施
さ
れ
て
い

た
か
と
い
う
こ
と
は
'
い
ろ
誓
り
考
え
て
み
た
が
'
･凍
念
な
が
ら
よ
く
わ
か
ら
な
い
.
す
べ
て
は
今
後
の
研
究
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
｡

証
①
居
姪
浜
簡
の
1
般
的
性
質
に
つ
い
て
は
'
森
鹿
三
｢居
延
漠
簡
研
究
序
説
｣

東
洋
史
研
究
十
二
番
三
額
を
見
ら
れ
た
い
｡

㊥
清
水
泰
次

｢
浜
代
の
屯
田
｣
東
塩
練
済
研
究
十
四
巻
三

･
四
競
｡

③
清
水
博
士
前
掲
論
文
｡

④
こ
の
時
の
移
民
の
生
業
に
つ
い
て
は
'
竜
鋸
の
上
奏
に

｢
田
器
を
具
え
し

め
る
｣
と
あ
る
か
ら
'
農
業
を
行
っ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
が
'
錐
の
後

の
上
奏
中
に
は

｢種
樹
畜
長
ト
の
句
が
あ
り
､
畜
長
を

｢
六
畜
｣
と
す
る

説
と
'
｢畜
横
長
茂
｣
と
解
す
る
こ
説
が
あ
る
(
漠
書
補
証
と
通
産
の
胡
三

省
注
参
照
)｡

史
記
李
牧
樽
に
よ
る
と
'

代

･
雁
門
地
方
の
没
入
の
民
衆

は
牧
畜
を
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
'
農
業
の
ほ
か
に
牧
畜
も
併
せ
行

･つ
て
い
た
と
み
る
の
が
よ
い
と
思
う
｡

◎
漠
書
景
帯
紐
｡

㊥
漠
嘗
武
帯
紐
で
は
､
こ
の
こ
と
空
冗
狩
四
年

(前

二

九
)
冬
に
か
け
'

｢有
司
言
開
来
賓
民
社
髄
西

･
北
地

･
西
河

･
上
郡

･
骨
格
'

凡
七
十
こ

高
五
千
ロ
'
願
官
衣
食
振
菜
｣
と
い
う
｡
こ
こ
に
骨
稽
郡
を
も
あ
げ
て
い

る
の
は
'
食
貨
志
や
旬
奴
侍
と
異
る
鮎
で
あ
る
が
'
三
先
諸
は
そ
の
補
註

I
に
お
い
て
'
そ
の
是
非
は
わ
か
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
｡

二

九
五
五

･
五

･
八
)

⑦
加
藤
繁
博
士
は
'
史
記
平
準
書
の
讃
註
(
岩
波
文
庫
本
)
に
お
i
.て
'
こ
の

｢
産
業
｣
の
誌
に
｢
田
園
を
謂
う
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
こ
の
誌
は
平
準
書
の

場
合
は
嘗
て
は
ま
る
が
'
湛
書
張
安
世
博
(審
五
九
㌧
附
張
湯
俸
)
の
｢家

童
七
盲
人
'
官
有
手
技
作
事
'
内
治
産
業
'
累
積
繊
徴
｣
と
い
う
場
合
に

は
嘗
て
は
ま
ら
な
い
と
思
う
｡

㊥
流
刑
的
移
民
に
つ
い
て
は
'
藻
書
武
帝
紀
の
元
狩
五
年
(前

二

八
)
の
保

に

｢徒
天
下
姦
滑
吏
民
於
連
｣
と
あ
る
｡

㊥
日
比
野
丈
夫

｢
河
西
四
郡
の
成
立
に
つ
S.て
｣
貴
大
人
文
料
率
研
究
所
創

立
廿
五
週
年
記
念
論
文
集
｡
な
お
'
こ
の
河
西
郡
些
冗
封
年
間
に
至
っ
て

張
披
郡
と
改
名
さ
れ
た
｡
ま
た
昭
帝
始
元
二
年
(前
八
女

)
に
は
'
こ
の
地

に
屯
田
し
て
い
る
｡

㊥
例
え
ば
平
準
書
に
よ
る
と
'
元
狩
四
年
(前

二

九
)'
衛
膏

･
電
去
病
の

出
撃
に
よ
り

｢首
虜
を
得
る
こ
と
八
九
高
級
'
貴
賜
五
十
甫
僚
'
漠
の
軍

馬
の
死
す
る
も
の
十
飯
高
四
｡
樽
酒

･
華
甲
の
費
は
興
ら
ず
｡
こ
の
時
'

財
と
ほ
し
く
し
て
戦
士
す
こ
ぶ
る
線
を
得
ず
｣
た
め
に
孔
僅

･
東
部
成
陽

に
命
じ
て
塩
蛾
の
統
制
な
行
わ
し
め
'
ま
た
き
び
L
S.骨
纏
の
令
を
出
し

て
い
る
｡
⑪
日
比
野
氏
前
端
論
文
.
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⑩
六
十
寓
は
'
あ
る
い
は
六
七
高
の
誤
寓
か
も
知
れ
な
い
O
七
と
十
と
は
古

-
は
殊
に
誤
り
や
す
い
字
形
で
あ
も
｡

⑲
敦
燈
郡
の
設
置
は
天
漠
年
間
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
が

(日
比
野
氏

前
掲
論
文
)
'
基
地
と
し
て
の
拳
展
は
'
そ
れ
以
前
に
あ
っ
た
も
の
と
思
う
｡

⑭
｢流
沙
墜
簡
｣
屯
戊
叢
頑
考
稗
.
戊
役
類
o

㊥
賀
昌
葦

｢
流
沙
乾
簡
校
補
｣
北
卒
園
書
館
々
刊
八
巻
五
期
.
羽
田
明

｢
天

田
舛
凝
｣
東
洋
史
研
究

l
巻
大
境
｡
野
戦

｢居
延
漠
簡
考
稗
｣
考
詮
之
部

巻

T
o
⑯
努
氏

｢考
課
之
部
｣
巻
二
｡

㊥
浜
署
武
帝
紀
'
大
初
三
年
の
健
に

｢
夏
-
‥
強
智
都
尉
路
博
徳
築
屠
延
｣

と
あ
る
｡
路
博
徳
が
築

い
た
常
時
は
'
速
度
陣
と
呼
ば
れ
た
が
'
後
に
こ

の
他
に
屯
田
が
行
わ
れ
'
願
が
お
か
れ
る
に
及
ん
で
居
延
城
と
よ
ば
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

⑯
給
田
幕
男

｢
屠
延
と
自
亭
｣
和
田
浄
土
澄
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
｡
同

｢東

西
交
通
史
に
お
け
る
居
延
に
つ
い
て
の
考
｣
東
方
畢
論
集
第

一
.
森
氏
前

掲
論
文
｡
⑯
こ
の
時
'
丞
相
田
千
秋
を
富
民
侯
と
し
た
が
'
田
氏
が
丞
相

と
な
っ
た
の
は
'
藻
青
首
官
公
澗
表
に
よ
れ
ば
'
征
和
四
年
(前
八
九
)
で

あ
る
O
徹
っ
て
こ
こ
に
未
年
と
い
う
の
は
'
こ
の
年
以
後
の
こ
と
で
あ
る
.

通
鑑
は
征
和
四
年
の
こ
と
と
し
て
い
る
.

ヽ
ヽ

⑳

1
尺
の
深
さ
に
み
ぞ
を
作
る
と
い
う
の
は
､
実
際
に
は
五
寸
の
深
さ
に
掘

ヽ
ヽ

り
'
そ

の
土
を
傍
ら
に
も
り
上
げ
'
出
来
上
り

1
尺
の
み
ぞ
に
な
る
こ
と

で
あ
ろ
う
O
㊥
東
方
畢
報

京
都
第
十
五
筋
第
三
分
｡

㊥
こ
の
1
畝
三
石
乃
至
玉
石
と
い
う
生
産
量
は
､
日
本
の
段
嘗
り
収
革
に
直

せ
ば
ど
の
位
か
.
新
制
の
1
畝
は
'
わ
が
国
の
約

〇
･
四
五
段
に
嘗
り
､

三
石
は
わ
が
観
に
約
三
斗
に
笛
る
か
ら
'
反
省
り
約
六
斗
六
升
と
な
る
｡

ヽ
ヽ

篠
田
統
博
士
の
示
教
に
よ
れ
ば
'
わ
が
国
で
は
あ
わ
は
上
田
に
は
植
え
な

い
が
'
そ
の
反
嘗
収
量
は
､
大
正
八
年
か
ら
昭
和
十
年
に
至
る
間
の
最
高

は

1
･
三
四
三
石
'
最
低
は
C)･
八
五
二
石
'
十
三
年
間
の
平
均
は

1
･

二
一
六
石
で
あ
る
｡
(富
民
協
骨
編

｢
日
本
農
薬
年
鑑
｣
及
び
葬
十
二
次
農

林
省
統
計
に
よ
る
)
代
田
法
に
よ
り

一
畝
五
石
の
牧
猿
が
あ
る
と
す
れ
ば
'

そ
れ
は
反
嘗
り

1
石

一
斗
に
も
な
る
の
で
'
果
し
て
漠
代
に
こ
の
よ
う
な

高
い
収
猿
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
疑
問
に
思
わ
れ
る
｡
そ
こ
で
私
は
は
な
は

だ
常
識
的
だ
が
'
常
田
で
は

一
畝
三
石
'
代
田
法
や
藩
政
な
ど
に
よ
る
上

田
で
四
石
の
生
産
量
と
見
た
い
の
で
叡
る
｡

⑳
宇
都
宮
清
吉

｢億
約
研
究
｣
名
古
屋
大
串
文
革
部
論
集
五
史
単
二
'
ま
た

｢漠
代
社
食
経
済
史
研
究
｣

所
収
｡

㊨
宇
都
宮
氏
前
掲
論
文
｡
李
怪
の
場
合
も
竜
錆
の
場
合
も
'

一
夫
育
畝
を
単
､

位
と
し
て
い
る
こ
と
は
'
そ
れ
が
周
制
に
基
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
.

㊨
拙
稿

｢
紳
農
と
農
家
着
流
｣
羽
田
博
士
璽
帯
記
念
東
洋
史
論
叢
.
な
お
超

過
の
代
田
法
が
后
稜
に
は
じ
ま
る
と
説
か
れ
る
鮎
に
注
意
さ
れ
た
い
.

⑳
後
湛
書
巻

一
〇
六
'
三
景
博
に

｢
明
年
塵
症
江
太
守
'
党
是
首
姓
不
知
牛

耕
'
致
地
力
有
僚
而
食
常
不
足
'
(
中
略
)景
乃
駆
率
吏
民
修
起
蕪
塵
'
数

用
型
耕
'
由
是
艶
聞
倍
多
'
境
内
鼻
給
｣
と
あ
る
｡
鮭
江
は
今
の
安
徽
省

の
地
で
あ
る
｡

㊨
努
簸

｢居
延
漠
簡
考
樺

･
樺
文
之
部
｣

r
九
四
九
年
新
取
に
よ
る
O
句
讃

鮎
は
筆
者
が
附
け
た
も
の
で
あ

る
｡
㊥
｢流
沙
睦
簡
｣

戊
役
類
｡

㊥
米
田
賢
次
部

｢薬
代
の
連
境
組
織
｣
東
洋
妃
研
究
十
二
番
三
味
.

㊨
ム
ヅ
ル
ベ
ル
ジ

ン
は
四
千
鮎
に
も
及
ぶ
多
数
の
木
簡
を
出
土
し
た
地
で
あ

る
が
'
賀
昌
葦

｢蜂
惨
考
｣
(
北
京
大
草
四
十
週
年
記
念
論
文
集

乙
編
上
)

に
引
用
さ
れ
て
い
る
t.
こ
の
地
か
ら
出
土
し
た
簡
の
番
鱗
は
四
か
ら
二
八

六
ま
で
'
お

よ
び
四
八
二
か
ら
五
七
八
ま
で
を
含
ん
で
い
る
｡
上
鴇
木
簡
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の
香
味
の
中
'
二
九
五
の

1
簡
の
み
を
除
い
て
'

1
四
八

･
二
七
三

･
二

七
五

･
五
三
四

･
五
五
七
は
'
す
べ
て
こ
の
中
に
ふ
く
要
れ
る
｡
こ
の
こ

と
は
森
良
三
氏
の
示
教
に
よ
る
.
な
お

こ
の
地
の
地
望
に
つ
い
て
は
'
東

洋
史
研
究
十
二
番
三
鋸
所
載
の

｢
エ
チ
ナ
河
流
域
圏
｣
お
よ
び
本
嚢
･1
五

八
頁
の
日
比
野
氏
併
記
の
努
敏
氏
の
談
話
を
見
ら
れ
た
い
O

㊥
米
田
氏
前
掲
論
文
?
た
だ
し
､
こ
れ
に
は
類
似
の
蘭
が
な
い
た
め
'
や
や

疑
問
が
凍
る
O
｢
代
田
長
頒
｣
は
'
2
以
下
の
筒
の
よ
う
に
'
｢
代
田
倉
鹸
｣

か
も
知
れ
な
い
.
し
か
し
今
は
努
氏
の
稗
文
に
信
頼
し
て
諭
を
進
め
る
｡

㊧
米
田
氏
瀧
掲
論
文
｡

⑬
農
令
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
衛
が
あ
る
.

候
農
令
督
蓬
燃
士
吏
'
遠
ES]

三
六
･二宍
一八
二貫
)

守
農
令
進
入
田
榊
取
禾

九
〇
･四
(三
言
貢
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

㊧
屯
田
は
田
宮
や
度
合
の
指
揮
下
に
'
倉
を
中
心
と
し
て
経
曹
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
疑
い
が
あ
る
.
そ
れ
は
複
文
に
あ
げ
る
居
娃
漠
簡
17
に

｢緒
鏡
寓
五
千
を
出
し
て
'
春
遠
倉
に
給
す
｣
と
あ
る
縛
盛
を
農
具
あ
る

い
は
農
具
を
箕
う
鏡
と
見
れ
ば
'
そ
れ
を
支
給
さ
れ
た
春
遠
倉
は
屯
田
を

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
の
筒
を
こ
う
解
す
る
こ

と
に
凝
間
の
あ
る
こ
と
は
後
に
逮
ぺ
る
通
り
で
あ
る
｡

㊥
労
氏

｢考
誇
之
部
｣
巻

1
.
こ
の
事
は
ま
た
漢
書
昭
帝
紀
元
鳳
三
年

(節

七
八
)
に

｢
渡
部
受
牛
者
勿
牧
貴
｣
(慮
初
任
｡

武
帝
始
開
三
蓮
'

社
民

屯
田
､
管
輿
型
牛
､
後
丞
相
御
史
夜
間
有
所
帝
'
今
数
日
上
所
賜
輿
勿
収

貴
'
丞
相
所
論
乃
令
其
顧
松
耳
)
と
あ
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
と
思
う
.

⑲
宇
都
宮
氏
は
前
掲
論
文
に
お
い

て'
｢牛
二
匹
は

五

〇
畝
の
田
を
耕
作
す

る
に
し
て
は
過
剰
で
あ
る
.
お
そ
ら
く
賃
貸
す
る
の
で
な
け
れ
ば
､
家
族

が
そ
れ
を
利
用
し
て
､
他
の
地
主
の
田
土
を
耕
作
L
t
小
作
う
け
と
り
を

か
せ
い
だ
で
あ
ろ
う
｣
と
述
べ
て
い
る
｡

㊥
卒
中
軍
次

｢
居
延
漠
簡
と
葬
代
の
財
産
税
｣
立
命
館
大
草
人
文
料
率
研
究

所
紀
要
第

一
鱗
.
㊥
陳
菓

｢
由
漠
簡
中
之
軍
東
名
希
説
起
｣
大
陸
雑
誌
二

巻
八
期
｡
卒
中
氏
前
掲
添
文
｡
⑳
小
奴
は
'
卒
中
氏
に
よ
れ
ば
.'
大
敗
に

封
す
る
も
の
で
'
十
四
歳
以
下
の
少
年
奴
鹿
で
あ
る
｡

⑲
盾
延
湊
筒
中
に
み
ら
れ
る
雇
傭
に
つ
い
て
は
'
努
氏
に
考
許
が
あ
る
.

｢考
許
之
部
｣
巻

二

か
よ
ぴ

｢漠
簡
中
的
河
西
経
済
生
活
｣
中
央
研
究
院

歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
第
九
本
'
｢漠
代
的
雇
傭
制
度
｣集
刊
二
十
三
本
俸

新
年
先
生
記
念
論
文
集
上
放
｡

㊨
｢流
沙
墜
簡
｣
簿
書
類
三
八
に
は

｢
(
上
映
)
□
凶
主
簿
奉
護
追
大
侯
究
翠

輿
牛
詣
管
下
受
試
｣
と
い
う
蒲
昌
海
北
方
出
土
の
筒
が
あ
る
.
こ
れ
が
沸

代
の
も
の
で
あ
れ
ば
'
居
延
で
は
な
く
と
も
西
北
地
方
に
翠
と
牛
と
が
共

に
存
在
し
た
澄
接
に
な
る
の
だ
が
'
こ
の
衝
は
三
園
維
叱
よ
れ
ば
魂
未
か

ら
前
涼
に
至
る
時
代
の
も
の
だ
と
い
う
0

㊨
証
文
に
は
'
鏡
に
つ
い
て

｢
鉄
也
'
古
着
田
器
｣
と
あ
る
.

@
努
氏

｢
樺
文
之
部
｣
は
こ
れ
を
侶
札
頻
に
分
知
し
て
い
る
.

㊨
穿
氏

｢考
歪
之
部
｣
巻
二
.

⑯
同
上
O.
な
お
懐
な
ど
の
備
品
に
は
'
釜

･
鐙
な
ど
の
食
事
用
品
の
ほ
か
は

守
禦
葬
な
ど
だ
け
で
'
耕
作
用
具
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
'
前
述
の
横
は

田
作
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
米
田
氏
説
の
裏
付
け
に
な
る
の
で
は
な
い
か

と
思
う
.
⑲
｢
畝
｣
の
字
は
'
｢
帯
文
之
部
｣
で
は

｢
取
｣
に
な
っ
て
い
る

が
'
｢考
置
｣
の
引
用
に
従
っ
て
畝
と
改
め
た
｡

@
藻
草
巻
六
九
'
敵
充
閲
樽
.
⑲
努
氏

｢考
琵
之
部
｣
巻
二
｡

⑲
拙
稿

｢
把
勝
之
書
に
つ
れ
.て
｣

⑳
23
簡
の

｢
取
｣
も

22衛
の
場
合
の
よ

う
に
'
畝
と
諌
め
る
な
ら
ば
'
問
題
は

一
層
は
っ
き
り
す
る
と
思
う
｡
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T'un-t'ien (~EB) and Tai-t'ien (1i:EB)

R. Oshima

Wu-ti (fEC1i¥) of Han dynasty intended to quarter the armies along

the trade road which ran through the areas of the Hsiung-nu (~toc).

But the recruitment of the army in the far-off countries was so difficult

that the settlement of the soldiers on the soil was deliberately made'

by the order from the East. This is the t'un-t'ien, which originated

far back into the Chou (mJ) era. But the success of the quartersystem

of the Han era was rendered by the ample labour force Qf the army.

Especially in the district of Chii-yen (m~), the tai-t'ien method was

introduced, which Chao-kuo (~j~) urgently proposed. The tai-t'ien

method is characterized by the great land-ownership which utilized the

oxen-driven plough-teams.
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