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武

周

政

権

成

立

の

前

提

横

田

】

序

唐
朝
の
国
家
権
力
を
い
か
な
る
性
格
の
も
の
と
し
て
把
握
す
る
か

と
い
う
こ
と
は
'
中
圃
史
の
時
代
債
分
設
定
に
も
関
連
す
る
重
要
な

課
題
で
あ
る
｡
こ
の
課
題
を
解
決
し
ょ
う
と
す
る
場
合
'
事
賓
上
唐

朝
政
権
が
中
断
さ
れ
て
い
る
武
周
革
命
期
の
国
家
横
力
を
､
お

し
な

べ
て
唐
朝
権
力
と
同
質
の
も
の
と
し
て
見
て
し
ま
え
'る
か
'
ど
う
か
'

さ
し
あ
た
り
問
題
で
あ
ろ
う
｡

と
こ
ろ
で
武
周
革
命
史
の
分
析
は
'
最
近
'
中
観
の
箪
者
に
よ
る

も
の
が
二
篇
あ
る
だ
け
で
'
殆
ど
看
過
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ

憲

諸

姉
馳
摘
靴
詣

詣

鰯
如
棚
儀
鯛
㌫

触
謂

㌫

諸

ノ
)
.

そ
れ
と
い
う
の
も
'

い
わ
ゆ
る
武
周
革
命
が
'

宮
廷
内
部
に
お
け
る

李
武
二
氏
の
権
力
率
い
で
あ
り
'
車
宗
の
皇
后
葦
氏
と
と
も
に
A
:武

葦
の
禍
V
で
あ
り
'
敢
て
疑
問
を
さ
し
さ
は
む
故
地
の
な
い
自
明
の

も
の
と
し
て
'
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
0
し

か
る
に
前
掲
の
陳
寅
格
氏
は
'
地
域
的
に
ち
が
っ
て
い
る
婚
姻
集
圏

間
の
闘
争
と
し
て
武
周
革
命
を
把
握
し
ょ
う
と
す
る
｡
胡
如
富
民
は

陳
氏
の
見
解
を
批
判
し
て
'

｢唐
代
李
武
集
圏
の
闘
争
は
'
常
時
の

統
治
階
級
の
内
部
的
矛
盾
の
表
現
で
あ
る
｣

と
L
t

｢封
建
的
男
子

の
特
権
的
立
場
に
立
つ
女
禍
諭

=
倦
銃
的
封
建
理
論
の
偏
見
は
'
こ

の
武
周
革
命
の
社
食
階
級
的
背
景
を
掩
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
.｣

そ

の
瓜
:配
合
基
礎
V
の
分
析
こ
そ
重
要
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
o

S.う
ま
で
も
な
く
'
則
天
武
后
の
武
周
政
権
の
成
立
は
六
九
〇
年

(詣

)
で
あ
る
が
'
そ
の
前
ほ
ゞ
三
〇
年
間
'
高
宗
の
皇
后
と
し
て

の
政
治
活
動
期
が
あ
る
｡
唐
童
か
ら
樺
を
奪
い
'

｢改
め
て
宗
紅
を

立
つ
る
は
'

垂

夕
の
故
簸

ず
､
そ
の
由
来
す
晶

久
し
｣
(儲

帽
駐
)
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
'

そ
の
政
樺
は
こ
.Q
T.10
年
間
に
形
成

さ
れ
た
基
礎
の
上
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
｡
私
は
こ
1

で
前
に
述
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べ
た
よ
う
な
問
題
意
識
と
胡
氏
の
批
判
の
上
に
'
こ
の
基
礎
が
ど
の

よ
う
な
過
程
を
経
て
形
成
さ
れ
る
の
か
を
t
A
:武
周
政
権
成
立
の
前

提
V
と
し
て
追
究
し
た
3.と
思
う
.
ま
ず
は
じ
め
に
'
太
原
の
材
木

lIノ2

商
人
武
士
頚
の
女
と
し
て
生
れ
た
武
氏
が
'
ど
の
よ
う
な
政
治
情
勢

lid

の
中
で
登
場
し
て
く
る
か
を
考
え
た
い
d.

二

政
治
的
背
景

太
宗
の
車
囲
支
配
は
'
貞
観
十
年

(六
三
六
)
前
後
か
ら
漸
次
そ
の

ノヽ4

政
策
が
襲
化
す
る
｡
事
賛
'
西
北
地
域

へ
の
蹟
張
に
は
じ
ま
る
外
征

に
封
臆
し
て
'
均
田
農
民
の
小
歴
皆
の
破
綻
と
抵
抗
が
漸
く
高
ま
り
'

権
力
機
構
の
末
端
に
連
な
る
も
の
さ
え
権
力
に
封
決
す
る
姿
勢
を
と

っ
て
く
る
｡
農
民
の
兵
役
忌
避
'
逃
散
'
群
盗
化
が
唐
朝
の
均
田
制

支
配
を
播
ぶ
り
'

｢自
今
自
ら
傷
凍
す
る
者
は
法
に
よ
り
て
罪
を
加

え
'
賦
役
に
従
わ
し
む
｣
と
か
'
｢浮
薄
無
籍
者
の
附
籍
令
｣
を
出
さ

ざ
る
を
得
な
く
な
る
(㌔

欄
)｡

階
末
の
動
警

生
き
誓

,
義

の
治
に
生
産
力
を
高
め
た
で
あ
ろ
う
均
田
農
民
暦
が
､
権
力
の
無
慈

悲
さ
を
感
じ
'
そ
れ
と
封
決
す
る
な
か
で
'
土
地
所
有
を
境
大
し
成

長
す
る
地
主
富
農
'
商
業
資
本
の
聾
展
の
な
か
か
ら
伸
び
る
富
商
大

貫
は
'
｢鏡
を
官
に
輸
し
て
品
秩
を
得
L
t
ま
た

｢捉
銭
令
史
｣
と
な

っ
て
'
官
僚
機
構
の
な
か
に
連
出
し
て
い
っ
た
｡

｢嘗
て
漠
代
の
章

官
を
笑
い
た
れ
と
'
冬
こ
の
道
を
開
き
て
頗
る
彼
に
類
す
｣
と
い
う

祐
資

の
警

は
t
U
.の
葺

の
反
映
で
あ
る
(諸

相
禦

内
).

従
っ
て
貞
観
後
年
期
に
於
い
て
は
､
唐
朝
の
政
治
支
配
及
び
貴
族

暦
の
土
地
支
配
の
動
掃
'

7
方
で
は
農
民
の
階
層
分
化
過
程
に
お
け

る
農
民
の
土
地
所
有
の
確
立
化
と
'
そ
れ
に
伴
う
政
治
的
要
求
'
地

主
富
商
の
官
僚
機
構

へ
の
進
出
と
い
う
事
態
が
認
め
ら
れ
る
｡
没
落

し
て
ゆ
く
貴
族
暦
や
貴
族
官
僚
が
こ
れ
を
く
わ
と
め
'
支
配
を
貫
徹

し
ょ
う
と
し
た
場
合
'
必
然
的
に
有
力
な
貴
族
官
僚
に
結
集
し
て
い

)5

っ
た
で
あ
ろ
う
｡
政
府
部
内
に
お
け
る
官
僚
間
の
封
立
の
な
か
で
'

長
孫
無
忌
が
自
己
に
つ
な
が
る
官
僚
群
を
擁
し
て
外
戚
権
力
を
横
大

し
て
い
っ
た
の
も
'
こ
の
よ
う
な
情
勢
に
関
連
す
る
の
で
は
な
い
か

lヽノQD

と
思
う
｡

Tid7

貞
観
十
七
年

(六
四
三
)
の
皇
位
纏
承
問
題
に
お
い
て
'
太
宗
が
滞

王
泰
(宗

鰯
朋
肘
生
)を
順
序
と
し
て
皇
嗣
に
し
よ
う
と
す
る
の
を
↓

無
忌
は
緒
鷺

ら
と
共
に
強
引
蒜

切
-
,辱

王
治
(請

託

㌘
)

を
擁
立
し
た
.
し

か
し
太
宗
は
晋
王
の
闇
弘
を
憂
え
て
こ
れ
を
斥
け
,

英
明
で
人
望
あ
る
至

情
(触
蛸
嚇
綻
㌘
一

量

嗣
忙
し
よ
う
と
し
た

ヽ

ヽ
ヽ
l

ヽ

ヽ
ヽ
l
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

が
'
無
忌
は
強
く
反
封
し
､｢
守
文
の
艮
主
｣
と
し
て
晋
王
を
擁
護
し

26
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た
た
め
'
遂
に
貰
現
し
な
か
･つ
た
｡
太
宗
と
封
立
し
た
無
忌
は
深
く

格
を
憎
悪
L
t
何
か
の
磯
合
に
葬
っ
て

｢衆
望
を
絶
た
ん
｣
と
決
し

り

た
が
､
永
微
四
年

(六
五
三
)
そ
の
謀
反
を
検
察
し
虚
刺
し
た
｡

格
が

死
に
臨
み
'
｢長
孫
無
忌
'
縮
か
に
威
樺
を
弄
L
t
良
書
を
構
害
す
｡

某
社
婁
あ
ら
ぼ
'

ま
さ
に
族
滅
せ
ら
れ
ん
こ

と
久
し
か
ら
ざ
る
ぺ

L
L
(･T
iE
鳩
)
と
叫
.ん
で
-

よ
う
に
,
た
し
か
に
彼
の
勢
力
は
,
す

で
に
貞
観
初
'
そ
の
櫓
寵
の
甚
し
す
ぎ
る
を
警
告
す
る
密
奏
が
あ
る

(･T
九
空

位
で
､
中
期
に
も
な
る
と
'
准
承
問
題
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
大
き
な
撃
富
力
を
も
つ
'
外
戚
権
力
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
た
と

思

め
れ
る

(
従

っ
て
官
僚
層
も
ま
た
端
的
に
い
え
ば
､
皇
帝
擢
力
に
つ
な
が

ろ
う
と
す
る
も
の
と
'
外
戚
権
力
に
つ
な
が
ろ
う
と
す
る
も
の

に
分
化
し
っ
1
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
｡
)｡

閣
署

晋
王
治
の
擁
立
姦

忌
が
固
執
し
た
の

も
､太
宗
な
き
あ
と
'晋
王
が
自
分
の
妹
の
文
徳
皇
后
の
子
で
あ
る
こ

と
t
か
つ
そ
の
間
弱
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
(従
っ
て
英
明
な

漢
王
泰
や
輿
王
略
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
)
外
戚
横
力
の
強
化

横
大
-

皇
帝
権
力
と
の
平
行
紺
係
に
お
い
て
I

を
賛
現
し
ょ
う

と
す
る
政
治
的
意
園
が
'
そ
こ
に
貫
い
て
い
た
か
ら
で
為
ろ
ケ
o貞
観

二
十
三
年
(六
四
九
)太
宗
が
死
の
床
に
無
忌
と
緒
途
良
を
よ
ん
で
'高

宗
を
託
し
,途
良
に
は
,
｢我
死
す
と
も
義
人
を
し
て
之
を
(絹
榊
憎
忌
)

間
せ
し
む
る
な
か
れ
｣
(JT
九
鳩
)
と
い
っ
て
-

の
も
,
以
前
か
ら
憂

慮
し
て
い
た
蘭
粛
な
高
宗
を
彼
等
に
托
し
'
階
級
的
に
は
同
じ
外
戚

権
力
に
よ
っ
て
､
皇
帝
標
力
を
補
強
し
ょ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡

つ
ま
り
太
宗
自
身
'
強
大
に
な
っ
た
外
戚
横
力
を
認
め
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
高
宗
が
即
位
以
来
'
｢輔
政
｣
の
名
の
下
に
'

外
戚
権
力
に
大
き
な
制
約
を
加
え
ら
れ
'
無
忌
の
言
は

｢す
べ
て
嘉

納
せ
ざ
る
｣
姦

ず
(･T
S
等

そ
の
精
神
的
霊

を
さ
け
得
な
か

っ
た
の
rO
,'
必
然
的
で
あ
る
｡
先
に
述
べ
た
輿
王
格
の
謀
反
は
'
唐

朝
の
政
治
支
配
の
矛
盾
が
漸
く
深
ま
り
'
皇
帝
権
力
が
外
戚
権
力
に

よ
っ
て
掩
わ
れ
'
埋
没
し
て
い
こ
う
と
L
t
官
僚
間
の
封
立
が
激
化

す
各
情
勢
の
な
か
で
'
皇
帝
横
力
に
つ
ら
な
る
も
の
と
し
て
'
外
戚

権
力
に
挑
戦
し
た
も
の
で
あ
る
｡
皇
后
武
氏
が
唐
代
政
治
史
の
舞
嘉

に
登
場
し
て
き
た
の
は
'
こ
の
よ
う
な
政
治
情
勢
の
中
に
お
い
て
で

あ
っ
た
｡

三

武
后
の
勢
力
結
集

武
氏
は
太
宗
崩
後

7
時
尼
に
な
っ
た
が
'
再
び
高
宗
に
召
さ
れ
た
.

外
戚
権
力
を
背
後
に
も
っ
て
い
た
と
は
い
え
'
既
に
王
皇
后
は
愛
寵

を
失
い
'
帯
革
妃
と
封
立
し
っ
1

あ
っ
た
.
そ
こ
へ
登
場
し
た
武
氏

は
よ
く
高
宗
に
結
び
つ
き
昭
儀
と
な
っ
た
b
永
徴
三
年

(六
五
二
)
代

2 7
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王
弘
が
生
れ
た
｡
未
だ
妹
子
の
な
か
っ
た
王
皇
后
と
外
戚
の
柳
爽
は
､

祐
遼
良
'
韓
竣
'干
志
寧
と
い
う
長
孫
系
官
僚
の
協
力
を
得
て
､秘
儀

出
身
の
後
宮
劉
氏
の
生
ん
だ
陳
王
息
を
た
て
1

皇
嗣
と
し
た
｡
こ
れ

が
代
王
弘
の
出
生
と
直
音
つ
な
が
-
が
あ
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な

い
が
'
外
戚
権
力
維
持
の
馬
の
政
治
的
簡
謀
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違

ノヽ.01

い
な
い
｡
長
い
宮
廷
生
活
の
間
に
は
'
そ
こ
に
渦
巻
-
派
閥
の
争
い

と
'階
級
的
封
立
を
具
さ
に
観
察
し
た
で
あ
ろ
う
武
后
に
'陳
王
息
の

ヽ
ヽ
l
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

擁
立
と
い
う
こ
と
は
'
自
己
に
封
立
す
る
も
の
と
し
て
の
外
戚
権
力

の
存
在
を
意
識
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
｡
昭
儀
が
高
宗
に
結
び
つ
き
つ
ゝ

王
皇
后
を
敬
遠
し
て
い
る
官
僚
を
懐
柔
し
､
皇
后
'
淑
妃
等
の
動
静

を
察
知
L
t
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
つ
く
し
て
こ
れ
を
排
除
す
る
暗
躍
を

練
け
た
と
い
う
こ
と
は
'
高
宗
を
め
ぐ
る
個
人
的
な
寵
愛
の
問
題
で

あ
っ
た
以
上
に
す
ぐ
れ
て
政
治
性
に
富
む
も
の
で
あ
り
'
客
観
的
に

は
彼
女
の
政
治
的
立
場
を
決
定
し
て
い
っ
た
.
彼
女
に
反
外
戚
官
僚

が
結
合
し
て
い
っ
た
こ
と
は
常
然
の
蹄
結
で
あ
る
.
こ
う
し
た
高
宗

-

武
氏
の
関
係
は
宮
廷
の
中
に
ひ
ろ
く
ひ
ろ
ま
っ
て
い
っ
た
｡

高
宗
が
王
皇
后
を
廃
し
武
昭
儀
空
止
て
よ
う
と
決
意
し
た
時
'
外

戚
権
力
の
存
在
は
大
き
な
障
碍
で
あ
っ
た
｡
永
徴
六
年
九
月
'
長
孫

無
忌
を
は
じ
め
と
す
る
重
臣
の
前
に
切
り
出
さ
れ
た
摸
案
が
'
激
し

い
抵
抗
に
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
h
o
辰
野
の
理
由
は
､
皇

后
は
名
家
出
身
で
'
先
帝
が
陛
下
の
馬
に
要
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら

軽
々
し
く
廃
せ
な
い
｡
婦
を
后
と
な
さ
ば
皇
統
を
亡
絶
せ
し
め
'
敢

稜
を
傾
倫
す
る
'
観
衆
の
禍
が
起
る
t
な
ど
明
ら
か
に
先
帝
の
槽
威

を
楯
と
し
'
胡
氏
の
い
う
俸
銃
的
倫
理
観
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
｡
し
か
し
そ
れ
は

7
鷹
の
理
由
に
す
ぎ
ず
'
本
質
的
に
は
'
緒

ヽ
ヽ
ヽ
,ヽ
ヽ

遼
良
の

｢陛
下
必
ず
皇
后
を
易
え
ん
と
欲
せ
ば
'
天
下
の
令
族
よ
り

妙
警

ん
こ
と
&
#,!
う
,
何
ぞ
掌

L
も
武
氏
と
せ
ん
｣
(㌔

鳩
)
と

･い
う
言
か
ら
し
て
'
貴
族
及
び
外
戚
権
力
を
維
持
す
る
た
め
の
反
封

に
外
な
ら
な
か
っ
た
.
こ

れ
に
射
し
支
持
す
る
も
の
が
'
李
新
'
許

敬
宗
'
李
義
府
'
雀
義
玄
な
ど
'
長
孫
無
忌
よ
り
排
除
さ
れ
'
ま
た

卓

-
よ
り
武
昭
儀
の
腹
心
と
な
り
'
或
い
は
門
閥
的
背
景
な
き
新
官

僚
層
'
絶
じ
て
反
外
戚

=
反
長
孫
無
忌
官
僚
群
で
あ
っ
た
こ
と
は
い

ぅ
ま
で
も
な
い
｡
こ
う
し
た
官
僚
暦
を
基
礎
に
し
､
府
兵
を
軍
事
的

背
景
と
し
て
(碑
禁

謂

完

謂

)
,
十
月
,義

昭
儀
は
皇
后
と
な

っ
た
｡
従
っ
て
武
氏
立
后
問
題
は
'
貴
族
的
官
僚
を
主
構
と
す
る
外

戚
権
力
と
'
皇
帝
横
力
を
表
面
に
か
し
た
て
た
､
武
后
を
中
心
と
す

る
反
外
戚
勢
力
と
の
封
決
の
場
に
'
集
中
的
に
現
象
し
て
き
た
問
題

で
あ
る
｡
そ
し
て
長
孫
系
官
僚
の
干
志
寧
が
立
后
に
囲
し
沈
黙
を
守

- 28-
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っ
た
こ
と
は
'
こ
の
力
関
係
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
｡

か
く
し
て
高
宗
に
つ
な
が
る
形
を
と
り
つ
ゝ

外
戚
権
力
に

7
大
痛

撃
を
輿
え
た
皇
帝
権
力

-
賓
質
的
に
は
武
后
と
そ
の
官
僚
は
'
そ
の

基
礎
を
周
め
る
必
要
か
ら
陳
王
息
を
廃
し
､
武
后
所
生
の
代
王
弘
を

皇
太
子
と
し
た
o
そ
し
て
無
忌
及
び
そ
れ
に
つ
な
が
る
官
僚
暦
に
大

き
な
動
婿
が
起
る
中
で
､
聖
顔
慶
二
年

(六
五
七
)
韓
環
七
乗
務
､
緒

速
度
'
柳
爽
'
干
志
寧
等
を
左
遷
L
t
四
年
'
長
孫
無
忌
も
亦
殺
さ

れ
た
｡
彼
等
の

7
族
も
殆
ど
流
殿
さ
れ
た
.
既
に
流
所
に
在
っ
た
陳

王
息
が
'
｢頗
る
自
ら
安
ん
ぜ
ナ
'
或
い
は
私
か
に
婦
人
の
服
を
衣
て

刺
客
に
備
え
､
叉
し
ば
し
ば
白
書

凶
を
占
っ
た
｣
(瑚
o
g
)
こ
と
か

ら
し
て
も
'
謀
殺
の
は
げ
し
さ
が
わ
か
ろ
う
｡
し
か
し
外
戚
棒
力
の

中
核
官
僚
に
封
し
て
打
撃
を
輿
え
た
と
は
3..え
'
そ
れ
に
つ
な
が
る

貴
族
官
僚
勢
力
ま
で
も
崩
壊
せ
し
め
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
｡
な
お

そ
の
勢
力
が
櫓
力
機
構
の
中
枢
を
な
し
て
い
る
.

こ

の
蒲
清
の
中
心
人
物
は
李
義
府
と
許
敬
宗
で
あ
る
｡
李
義
府
の

組
は
梓
州
射
洪
願
丞
と
い
わ
れ
'
大
し
た
家
柄
で
は
な
い
.
義
府
は

武
氏
立
后
の
際
こ
れ
を
支
持
し
た
こ
と
か
ら
'
中
書
侍
郎
と
な
っ
た
｡

彼
は
樺
要
の
地
位
を
利
し
て
'
意
に
伴
う
者
を
傾
略
し
､

1
族
の
う

ち

｢諸
子
該
抱
の
者
も
並
び
に
清
澄
に
列
L
J

そ
の
｢書

目
は
厭
く

な
し
｡
母
宴
及
び
諸
子
女
婿
と
官
豊
賞
り
獄
を
驚
げ
ば
'
そ
の
曽
市

の
如
し
｡
多
-
朋
薫
を
樹
て
'
朝
野
を
傾
動
｣
し
､

｢無
頼
の
徒
は

そ
の
権
勢
を
籍
り
'
辞
伏
し
て
兄
叔
と
な
る
者
甚
だ
衆
く
｣
(瑚
o
g
)

そ
の
鴬
､
時
人
は
義
府
を

｢笑
中
刀
あ
り
Lt
｢李
猫
｣
と
よ
ん
で
敬

遠
し
-

-

(同
上
)
｡
許
敬
宗
は
蓮

部
侍
郎
許
善
心
の
子
で
秀

才
出
身
の
官
僚
｡永
微
六
年
薩
部
倍
音
と
な
る
｡彼
は
兇
官
と
し
て
皮

質
を
叙
述
す
る
に
も
屡
々
収
賄
し
て
曲
筆
し
た
と
い
わ
れ
'
ま
た
嶺

南
の
蟹
鷺

警

結
ん
で
金
賓
を
納
め
弾
劾
さ
れ
て
-

(藩
唐
音
八

二
許
敬
譲

博
一
か
ら
,
決
し
て
艮
吏
と
は
買

な
い
｡

二
人
と
も
武
后
が
敵
封

す
る
長
孫
無
忌
と
は
ひ
ど
く
不
和
で
あ
っ
た
｡
武
后
が
こ
う
し
た
人

間
を
特
に
優
遇
し
た
と
い
う
の
は
'
い
わ
ば
外
戚
権
力
打
倒
の
た
め

ヽ
ヽ
l
ヽ
ヽ
ヽ

に
必
要
な
暴
力
圏
的
存
在
と
し
て
利
用
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
思
う
0

と
こ
ろ
で
永
徽
六
年
の
薙
州
別
史
長
孫
群
の
奏
言
に
よ
れ
ば
'
こ

の
頃
､
嘉

大
賢
の
豊

富

が
準

1(
J
(畑
禁

)

,

墓

口
分
田

の
賓
男
は
禁
令
を
無
税
し
て
行
わ
れ
､
富
豪

の

土
地
粂
併
と
小
農
居

の
蓬

が
進
み
(鮒
絹
食
)
,
豪
富
の
籍
外
-

は
叢

頃
の
検
察
し

た

遠

方
だ
け
で
も
三
千
飴
頃
に
及
ん
だ
と
-

(鞘
髭

恥
八
五
)
o

ま
た
貨
幣
経
済
の
畿
展
は
'
慈
鎮
の
流
通
に
も
拘

ら
ず
､
｢百
姓
は
悪

戯
の
償
腰
し
き
を
以
て
ひ
そ
か
に
之
を
自
蔵
し
､
ぶ

て官
禁
の
弛
む

29
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を
候
つ
｣
(鯛
諾

)有
様
で
あ
っ
た
｡嘉

以
降
の
霊

と
し
て
,
か
ゝ

る
現
茸
か
ら
成
長
す
る
地
主
富
農
暦
や
商
人
が
'
土
地
所
有
を
凍
大

し
､
自
ら
の
経
済
的
聾
展
を
茸
硯
す
る
た
め
の
俵
件
を
作
ろ
う
と
し

た
時
'
虞
向
か
ら
封
立
す
る
も
の
は
均
田
制
と
い
う
権
力
支
配
の
鯉

制
で
あ
っ
た
｡
こ
の
髄
制
に
妥
協
し
っ
＼

そ
の
枠
内
で
そ
う
し
た

供
件
を
作
ろ
う
と
し
た
場
合
'
彼
等
は
官
僚
機
構

へ
の
進
出
を
政
治

的
要
求
と
し
て
強
く
も
っ
て
い
っ
た
と
思
う
.
し
か
し
科
拳
ル
ー
ト

を
通
じ
て
の
進
出
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
り
'
そ
の
要
求
は
十
分
満

EiiZ11'1

た
さ
れ
な
か
っ
た
｡
と
い
っ
て
そ
れ
が
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
o
な

く
な
る
ど
こ
ろ
か
各
々
矛
盾
を
探
め
た
で
あ
ろ
う
｡
武
后
の
登
場
は

そ
れ
を
或
る
程
度
満
足
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

｢
そ
の
門
市
の
如

し
｣
と
い
う
李
義
府
の
責
官
な
ど
も

7
つ
の
チ
ャ
,t
ス
で
あ
っ
た
.

し
か
し
臭
っ
た
人
間
類
型
の
官
僚
機
構

へ
の
数
多
い
進
出
は
貴
族

官
僚
か
ら
み
れ
ば
た
し
か
に

｢偏
濫
｣
で
あ
っ
た
｡
官
僚
慣
濃
の
改

革
と
い
う
形
で
彼
等
か
ら
の
反
撃
が
加
え
ら
れ
る
の
も
'
士
庶
身
分

秩
序
と
棟
力
内
部
に
お
け
る
勢
力
維
持
の
た
め
に
外
な
ら
ぬ
｡
期
慶

二
年

(六
五
七
)
吏
部
侍
郎
劉
弾
道
は
上
奏
す
る
｡
毎
年
入
流
す
る
者

千
四
百
を
越
え
'

難
色
人
で
も
え
ら
ぶ
と
こ
ろ
な
く
官

に
注
し
'

｢背
徒
の
流
｣
の
進
出
は
甚
し
い
｡
難
色
人
中
'

大
洗
す
る
も
の
は

曹
司
を
し
て
試
判
せ
し
め
'
四
等
に
分
ち
奏
聞
せ
よ
｡
官
営
そ
の
人

を
得
'
非
才
は
と
ら
ざ
れ
ば
'
入
流
も
渡
れ
ナ
官
も
冗
難
し
な
い
だ

ろ
う
｡
入
流
教
は
明
経
過
士
空

二
分
の
二
'
三
分
の

1
を
難
色
人
に

あ
て
よ
う
｢官
員
数
あ
る
収
入
流
限
り
な
き
｣
欺
啓
を
改
む
べ
L
t
と
.

し
か
し
そ
れ
は
群
臣
に
よ
り
詳
議
さ
れ
た
が
'
多
-
は
改
作
を
悼
っ

た
た
め
'
何
の
措
警

講
ぜ
ら
れ
な
か
っ
た

(即
納
鮎

帽
)o

背
徒

難
色
人
の
入
流
進
出
は
決
し
て
こ
の
時
に
始
ま
る
も
の
で
は
な
い
が
'

｢永
微
中
官
紀
巳
に
素
れ
麟
徳

の
後
に
及
ん
で
そ
の
弊
に
た
え
す
｣

(湘
緋
覧

雫
)

,
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
,
武
氏
の
登
場
,
立
后
芸

機
と
し
て
著
し
く
な
っ
た
と
し
て
間
違
い
な
い
｡
貴
族
官
僚
の
反
撃

が
'
か
く
否
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
'
李
義
府
ら
の
に
ら
み
も
さ

り
乍
ら
'
新
興
勢
力
の
ぬ
き
難
い
存
在
を
物
語
っ
て
S.よ
う
｡

顛
慶
四
年

(六
五
九
)'
貞
軌
氏
族
志
に
武
后
の
本
望
が
赦
し
て
な

い
の
を
理
由
と
し
て
'
姓
氏
録
の
編
修
が
行
わ
れ
'

｢上
自
ら
序
凌

製
し
｣
た
.

こ
J

で
は
'
｢后
族
を
以
て
第

7
等
と
し
'

そ
の
飴
は

悉
-
唐
に
仕
え
し
官
品
の
高
下
を
以
て
準
と
な
す
｡
凡
そ
九
等
｡
是

に
於
て
士
卒
は
軍
功
に
よ
っ
て
'
位
五
品
に
致
り
士
流
に
預
る
｣
と

-

(瑚
〇
g
).
即
ち
･
上
奏
し
た
許
敬
宗
,
李
義
府
ら
は
,
士
庶

の
別

=
六
朝
的
身
分
秩
序
を
打
破
L
t
武
氏
を
頂
鮎
と
す
る
官
僚
髄

30
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系
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
新
官
僚
権
力
を
う
ち
た
て
よ
う
と
志
向

し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
.
姓
氏
録
は
時
人
(恐
ら
く
は
貴
族
階
級
)

か
ら

｢動
格
｣
と
非
難
さ
れ
r
い
る
が
'
そ
れ
だ
け
氏
族
志
よ
且

糾

進
性
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
.
李
義
府
が
門
閥
七
姓
十

7
家

の
婚
姻
制
限
や
'
陪
門
財
の
制
限
を
し
て
い
る
の
も
'
個
人
的
理
由

ノヽ2

は
あ
鋸
に
し
ろ
,
彼
の
帯
同
を
う
か
が
う
に
足
る
で
あ
ろ
う
.

願
慶
五
年
'
風
弦
に
苦
し
む
高
宗
は

｢
百
司
の
奏
事
を
武
后
に
詳

決
せ
し
め
｣
ざ
る
を
得
な
く
な
り
'
こ
れ
以
後
'
武
后
は
国
政
に
参

預
し
天
下
の
利
害
を
論
じ
'
務
め
て
人
心
を
収
め
'
武
后
執
政

へ
の

第

7
歩
を
ふ
み
出
し
た
.
高
宗
も
武
后
の
政
治
干
渉
を
抑
え
る
こ
と

が
出
釆
な
く
な
り
'
麟
徳
和
(六
六
四
)に
は
'
｢上
馬
す
所
あ
ら
ん
と

欲
す
る
も
動
も
す
れ
ば
后
の
制
す
る
所
と
な
る
｡
上
そ
の
念
に
勝
え

三

滴
o
m
P
武
氏
立
后
を
後
悔
し
,
慶
警

考
え
る
量

っ
て
い

る
(
鯛
絹
本
e
I
H
)
O

･
つ
ま
り
,
武
后
は
,
は
じ
め
は
高
宗
の
皇
帝
樺
力

を
強
化
す
る
よ
う
な
姿
勢
空
不
し
っ
^

.
外
戚
排
除
に
成
功
し
た
が
'

そ
の
後
は
除
々
に
皇
帝
権
力
よ
り
分
離
す
る
形
で
'
武
后
権
力
形
成

へ
の
道
を
進
ん
､だ
｡
そ
こ
に
高
宗
と
武
后
の
封
立
が
生
じ
'
そ
の
間

隙
を
ぬ
っ
て
貴
族
官
僚
が
高
宗
に
結
び
つ
い
て
い
っ
た
と
思
う
｡

譜
代
の
大
官
上
官
儀
の
皇
后
廃
除
の
上
奏
は
こ
う
し
た
時
で
､
高

宗
も
亦
も
っ
て

｢然
り
と
な
し
｣
､

彼
の
手
で
摩
后
の
草
詔
が
作
ら

れ
よ
う
と
し
た
が
'
直
ち
に

｢左
右
､
后
に
奔
り
告
げ
｣
た
の
で
成

功
し
な
か
っ
た
｡
こ
れ
を
契
機
と
し
て
､
再
び
許
敬
宗
等
に
よ
る
繭

清
が
行
わ
れ
'
上
官
儀
は
下
獄
L
t
儀
と
交
通
せ
る
を
理
由
に
朝
士

の
流
腰
せ
ら
る
ゝ

も
の
甚
だ
多
く

高
宗
も
亦

｢政
大
小
と
な
-
皆

之
に
預
聞
｣
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
'
｢
天
下
の
東
棟
悉
く
中
富
に
犀

L
t
雷

警

其
の
口
に
決
し
天
子
も
誓

す
る
の
み
｣
(瑚

○
瑠
)と
･

い
う
結
果
を
み
た
.

か
く
t
て
高
宗
は
虚
心
直
諌
を
求
め
て
も

｢陛
下
馬
す
所
塞
く
善

)31

に
し
て
諌
む
る
こ
と
な
し
｣
と
す
る
迎
合
官
僚
を
除
い
て
は
'
｢競
S.

て
槻
獣
を
な
し
｣
て
の
み
'
身
を
保
ち
得
た
情
勢
の
中
で
は
'
積
極

的
に
高
宗
を
守
る
官
僚
を
得
る
こ
と
が
出
来
ず
'

一
麿
皇
帝
と
し
て

立
て
ら
れ
つ
1

も
'
賓
質
的
に
は
各
々
疎
外
さ
れ
'
官
僚
暦
と
き
り

は
な
さ
れ
て
3,
っ
た
と
思
わ
れ
る
.
か
1

る
状
態
に
な
っ
て
い
っ
た

時
'
高
宗
は
熊
津
都
督
の
代
搾
す
る
農
民
兵
か
ら
の
き
ぴ
し
い
批
判

を
う
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
日
く
'

｢今
日
の
官
府
轟
時
と
同
じ
か
ら
す
'
人
心
も
亦
轟
時
と
殊
な
る
｡

東
西
の
在
役
'
身
王
事
に
没
す
れ
ば
並
び
に
勅
使
の
弔
祭
を
蒙
り

官
欝
を
迫
衛
L
t
或
い
は
死
者
の
官
爵
を
以
て
子
弟
に
回
授
せ
ら

31
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る
.
凡
そ
遼
海
を
慶
る
者
皆
勤
を
賜
い
て

一
持
す
｡
顛
慶
五
年
よ

り
以
来
征
人
屡
々
海
を
経
度
す
る
も
'
官
記
録
せ
ず
'
其
死
者
も

亦
人
の
誰
何
す
る
な
し
｡
州
原
は
百
姓
を
蓉
し
て
兵
と
な
す
毎
に
'

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
l
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

そ
の
虻
に
し
て
富
め
る
者
は
鏡
を
行
り
て
参
逐
L
t
皆
亡
匿
し
て

ヽ
l
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
l
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

免
る
1
を
得
｡

貧
者
は
身
老
弱
と
雄
も
葵
せ
ら
る
れ
ば
即
ち
行

L
.
･･････咋
海
西
を
聾
す
る
の
日
･
巳
に
逃
亡
白
襟
の
者
あ
り
･

■ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
l
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

濁
り
海
外
に
至
り
て
然
る
の
み
に
非
ず
｡
又
も
と
征
役
に
よ
り
て

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
■ヽ
ヽ
ヽ
l
ヽ
ヽ

動
級
を
凍
り
柴
寵
を
な
す
に
'
比
年
出
征
す
る
も
の
皆
勤
官
を
し

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
l
ヽ
ヽ
l
ヽ

て
挽
引
せ
し
め
'
労
苦
白
丁
と
殊
な
る
な
し
'
百
姓
の
従
軍
す
る

晶

わ
ざ
る
は
'
率
ね
皆
此
に
由
る
｡
｣

(瑚
○
掘
)

と
.
こ
の

｢衣
服
費
赦
し
て
唯
西
岸
を
思
う
｣
兵
士

-
農
民
の
不
満

を
ま
と
も
に
う
け
と
め
た
劉
仁
軌
が
'

｢陛
下
の
馬
に
言
を
志
す
こ

と
な
き
｣
官
府
に
お
い
て

｢肝
牌
を
披
露
L
t
死
を
昧
し
て
奏
陳
｣

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
､
兵
役
を
め
ぐ
る
諸
矛
盾
は
､

彼
を
も
つ
逐
動
か
す
程
に
深
刻
化
し
て
い
た
も
の
と
思
う
.
高
宗
は

三
十
六
州
に
命
じ
た
造
船
を
窮
め
'
優
を
十
道
に
遺
し
て

｢聞
入
疾

苦
'
欝

官
吏
｣

(瑚
○
瑠
)の
拳
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
.

換
言
す
れ
ば
､
｢
百
司
の
奏
事
を
武
后
に
詳
決
せ
し
め
｣
た
顧
慶
末

年
か
ら
僅
か
四
年
後
に
は
'
｢政
大
小
と
な
く
骨
之
に
預
聞
L

せ
ざ
る

を
得
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
'
こ
の
よ
う
な
権
力
の
危
機
に
直

面
し
た
高
宗
と
そ
の
集
圏
が
'
武
后
の
力
を
借
り
る
こ
と
な
く
し
て

は
'
危
機
の
克
服
も
権
力
の
維
持
も
出
来
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を

物
語
る
で
あ
ろ
う
｡
高
宗
が
武
后
廃
熱
の
気
持
を
も
っ
た
と
は
い
え
'

な
お
屠
し
得
な
い
と
い
う
の
も
､
以
上
の
様
な
諸
情
勢
が
制
約
し
て

い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
.
私
は
顛
慶
か
ら
麟
徳
に
至
る
十
年
間
に
'
武

后
勢
力
の
基
礎
は
略
々
成
っ
た
と
考
え
る
が
'
そ
れ
は
決
し
て
武
后

勢
力
の
決
定
的
勝
利
を
意
味
し
な
い
｡
武
后
は
形
式
的
に
は
決
し
て

高
宗
を
皇
位
か
ら
排
除
し
ょ
う
と
は
し
な
か
っ
た
｡
そ
こ
に
は
高
宗

を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
る
利
鎧
を
考
え
て
の
打
算
が
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
が
'
も
っ
と
政
治
的
に
そ
う
田
釆
な
い
よ
う
な
傑
件
'
す
な
わ
ち

排
除
に
よ
っ
て
う
け
る
反
撃
の
存
在
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か

ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
.
権
力
内
部
に
お
け
る
力
関
係
は
'
ま
だ
武

后
横
力
を
確
立
し
得
る
よ
う
な
状
況
に
は
招
か
っ
た
も
の
と
思
う
.

4-‖り

こ

の
時
期
に
は
武
后
は
ま
た
'
武
氏

一
族
に
封
し
て
も
自
ら
の
態

度
を
明
白
に
し
て
い
る
.武
氏
は
立
后
以
後
'
1
族
を
樺
要
の
地
位
に

つ
け
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
'
上
官
儀
が
課
殺
さ
れ
た
二
年
後

の
乾
封
元
年

(六
六
六
)
に
'
7
族
に
振
っ
た
利
剣
は
'
そ
の
態
度
の

7

両
を
端
的
覧

し
て
-

｡
即
ち
武
后
の
姉
(蛸
想

と
そ
の
女
(瑚
朋
)
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急81

は
武
后
と
の
つ
な
が
り
で
禁
中
に
出
入
し
た
が
'
何
れ
も
高
宗
の
龍

を

@

;
.魂

に

韓
国

の

宛

後

は
そ

.
の

女

に

嶺

あ

つ

ま

り

t

.inF

宗
.jS
こ
れ

に
魂
凶
夫
人
の
故
を
授
け
'
更
に
内
職
の
地
位
を
輿
え
よ
う
と
し
た

が
､
武
后
を
障
っ
て
心
決
し
な
い
間
に
后
の
知
る
所
と
な
り
'
武
后

の
陰
謀
に
よ
っ
て
魂
観
望

母
殺
さ
新
た
.

7
方
武
后
は
従
兄
の
武
惟

艮
'
懐
遅
ら
が
后
の
母
柴
囲
夫
人
に
蕗
せ
ず
'
殊
に
'
功
臣
の
子
弟

の
故
に
貴
慮
の
地
位
を
得
た
の
で
あ
っ
て
､
后
の
思
惑
で
は
な
い
な

ど
と
い
っ
た
こ
と
を
に
く
ん
で
左
遷
L
t
の
ち
彼
等
を
し
て
高
宗
に

厳
食
せ
し
め
た
際
'
武
后
は
魂
図
夫
人
の
器
に
毒
を
入
れ
て
毒
殺
L
t

罪
を
両
人
に
表
せ
て
課
殺
し
た
｡
と
こ
ろ
が
こ
の
毒
殺
の
陰
謀
を
知

っ
て
い
た
魂
観
の
弟
､
賀
蘭
敏
之
は
も
と
か
ら
素
行
お
さ
ま
ら
ず
t

か
つ
こ
の
毒
殺
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
が
故
に
'
武
后
に
よ
っ
て
数

年
後
に
遺

さ
れ
て
-

(瑚
o
T
m
.

要
す
る
に
･武

后
は
自
今

を
排
除
し
た
形
で
高
宗
に
つ
な
が

っ
て
ゆ
こ

う
と
し
た
り
'
自
分
に

利
各
し
な
S
言
動
あ
る
も
の
は

1
族
と
錐
も
容
赦
し
な
か
っ
た
の
で

あ
っ
て
'
｢
己
に
利
せ
ざ
る
も
の
｣
は
何
人
と
錐
も
謀
殺
を
加
え
る
と

い
う
在
り
方
は
'
武
后

7
代
の
一
貫
し
た
統
制
原
理
と
し
て
注
目
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡

四

擁
政
政
権
の
形
成

そ
の
は
じ
め
外
戚
権
力
を
打
倒
し
'
そ
れ
を
契
機
と
し
て
新
興
官

僚
を
自
己
の
周
連
に
結
集
す
る

7
方
'
高
宗
に
つ
な
が
ろ
う
と
す
る

官
僚
を
事
あ
る
毎
に
排
除
L
t
高
宗
を
孤
立
化
さ
せ
つ

7
-
そ
の
集

圏
を
分
裂
さ
せ
つ
1
自
ら
の
政
治
的
基
礎
を
固
め
て
き
た
武
后
は
'

上
元
元
年

(六
七
四
)
八
月
に
至
る
や
'
｢皇
帝
を
天
皇
と
解
し
'
皇
后

美

后
と
稀
｣
す
る
こ
と
豊

し
た
(♂
背

同
時
に
,
莞

針

め
蹴
落
を
薄
-
す
'
兵
を
息
め
道
徳
を
以
て
天
下
を
化
す
､
功
費
力

役
を
省
く
'
言
路
を
贋
む
'
王
公
以
降
皆
老
子
を
習
う
｡
上
元
前
9

勅
官
に
し
て
巳
に
骨
身
を
給
す
る
者
は
退
寮
な
し
t
な
ど
'
｢壁
首
十

二
華

を
上
奏
し
直
ち
に
施
行
さ
れ
た
(鵬
短
窮

i
)
o

そ
膏

翌

年
三
月
に
は
､
都
塵
俊
や
著
姓
李
義
疎
等
が

｢
天
子
は
外
を
埋
め
后

は
内
を
理
む
.
天
の
這
な
り
･･･-
陛
下
い
か
に
し
て
高
敵
太
宗
の
天

下
を
以
て
'
子
孫
に
備
え
ず
し
て
天
后
に
委
す
る
か
｣
と
反
封
し
た

た
め
'思
い
止
ま
っ
た
と
は
い
え
'
高
宗
は
､
｢遜
位
L
t
天
后
を
し
て

囲
警

棟
知
せ
し
め
ん
｣
と
考
え
る
量

っ
て
-

(鵬
朗
鱒
鰍
四
)o

こ
1

で
は
も
は
や
武
后
を
慶
そ
う
と
は
い
わ
な
い
.
高
宗
が
自
ら
退

位
L
国
政
を
委
任
し
ょ
う
と
す
る
の
に
封
し
て
'
武
后
は
天
后
を
緬
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加

す
る
と
と
も
に
'
｢多
く
文
撃
の
士
'著
作
郎
元
高
頃
'左
史
劉
韓
之
等

を
引
き
･･････三
朝
延
の
奏
議
及
び
百
司
の
表
魂
は
'
時
に
密
か
に
参

決
せ
し
め
以
て
宰
相
の
権
を
分
つ
'
時
人
之
を
北
門
畢
士
と
謂
う
｣

(T
fo
望

よ
う
に
,
宰
相
の
権
を
分
散
縮
少
化
し
､
北
門
を
中
心
に

し
て
権
力
を
集
中
し
よ
う
と
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
劉
確
之
が
友
人
雷

大
腰
に
'
｢何
ぞ
臨
朝
稀
制
す
る
を
用
い
ん
'
政
を
返
し
天
下
の
心
を

安
ん
ず
る
に
し
か
ず
｣
(誤

娼
讐

)
と
語
っ
て
-

こ
と
か
ら
も
う

か
が
わ
れ
る
｡
従
っ
て
天
皇
､
天
后
と
稗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
形

式
的
に
は
あ
く
ま
で
高
宗
を
た
て
る
姿
勢
を
示
し
っ
1

㌧
賓
質
的
に

は
高
宗
を
衝
立
に
し
て
封
等
の
地
位
を
作
り
あ
げ
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
と
思
う
.
天
を
持
ち
出
す
こ
上
に
よ
っ
て
自
己
を
権
威
づ
け
よ

う
と
L
t
老
子
を
王
公
巳
下
に
畢
習
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
も
'
聖
人

-
権
威

=
武
后
の
絶
封
性
の
前
に
ひ
ざ
ま
づ
か
せ
よ
う
と
す
る
下
心

が
既
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
.
勿
論
'
こ
の
時
武
周
政
権
と
い
う
よ

う
な
形
で
政
樺
を
た
て
る
意
圏
が
あ
っ
た
か
否
か
は
わ
か
ら
な
い
に

し
て
も
'
｢壁
首
十
二
事
｣
を
上
奏
し
て
い
る
程
で
あ
る
か
ら
､
少
く

と
も
白
分
に
つ
な
が
る
官
僚
群
を
基
盤
に
し
て
政
治
に
乗
り
出
し
て

ゆ
く
意
圏
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
こ
れ
と
関
連
し
て
皇
太
子
弘
の

毒
殺
(謡

に
年
)
毒

え
る
な
ら
ば
,

票

に
特
に
愛
せ
ら
れ
中
外

か
ら
心
を
寄
せ
ら
れ
て
い
た
皇
太
子
は
｣
武
后
が
其
志
を
達
し
く
す

る
こ
と
に
封
し
て
は
'
｢常
に
旨
に
珪
う
｣批
判
者
と
し
て
存
在
し
'

そ
の
た
め
に
犠
牲
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
(瑚
○

葦

で
は
何
故
こ
の
時
鮎
に
'
武
后
が
天
后
を
稀
し
て
権
威
づ
け
脅
し

た
り
'
｢十
二
事
｣
の
政
策
上
奏
を
し
た
り
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

既
に
紙
筆
二
年
.L(六
六
九
)
｢在
遼
軍
士
の
逃
亡
'
限
内
に
首
せ
ず
'

首
し
て
基

に
逃
亡
す
る
者
は
新
し
,
妻
子
籍
汲
｣(･Tfo
掘
)
と
令
し

て
外
征
へ
の
抵
抗
を
抑
歴
し
ょ
う
と
し
'
均
田
農
民
の
逃
亡
に
よ
る

生
産
の
低
下

-
国
庫
収
入
の
減
少
は
'
高
覧
戸
二
寓
八
千
飴
を
江
准

以
南
の
諸
州
の
義

の
虚
に
強
制
移
住
さ
せ
ざ
る
毒

す
(･h

m
,

府
兵
の
食
糧
は
稔
皮
や
葦

で
あ
っ
た
と
-

(舶
鮒
欝

)

'
ま
た

｢社
｣
を
中
心
と
す
る
村
落
結
合
が
権
力
に
封
し
て
固
め
ら
れ
つ
1

あ
っ
た
(鵬
御
璽

三

)
と
-

か
ら
'

権
力
支
配
も
何
等
か
の
形
で

そ
の
矛
盾
と
動
格
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
ま
で
迫
S･

こ
ま
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
｡

儀
鳳
二
年

(六
七
七
)
平
壌
に
あ
っ
た
安
東
都
護
府
の
遼
東

へ
の
撤

退

=
朝
鮮
放
棄
は
'
唐
初
以
来
の
き
び
政
策
の
破
綻
を
意
味
す
る
｡

そ
れ
は
翠
に
国
内
矛
盾
の
激
化
の
み
に
蹄
せ
ら
る
べ
き
で
は
な
く
､

酸
く
封
外
矛
盾
と
あ
か
ら
み
合
い
に
於
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
｡
即
ち
'
六
年
間
に
亘
る
新
羅
と
の
戦
闘
に
お
い
て
示
さ
れ
た
彼

の
抗
戦
と
'
高
句
麗
'
百
済
遺
民
の
執
鋤
な
反
乱
は
'
唐
の
軍
事
的

支
配
日
朝
鮮
占
領
を
挫
折
せ
し
め
た
.
こ
う
し
た
朝
鮮
民
族
の
動
き

を
は
じ
め
と
し
て
'
周
連
諸
民
族
の
自
立
化
傾
向
が
強
く
あ
ら
わ
れ
'

と
く
に
突
蕨
､
吐
蕃
'
契
丹
な
ど
の
活
動
は
､
都
護
府
の
権
威
を
失

墜
せ
し
め
後
退
を
飴
儀
な
く
さ
せ
'
唐
の
封
外
政
策
は
こ
の
頃
大
き

な
行
詰
り
を
見
せ
て
来
た
｡
殊
に
封
吐
蕃
問
題
は
悩
み
の
種
で
あ
っ

て
'
高
宗
も

｢吐
春
を
も
っ
て
憂
3,
と
残
し
｣
､

そ
の
封
策
を
協
議

し
た
が
(

｢或
る
者
は
和
親
を
以
て
民
を
息
め
ん
と
欲
し
'
或
る
者

は
厳
に
守
備
叡
設
け
公
私
の
富
貴
を
侠
ち
て
之
を
討
た
ん
と
欲
し
,

或
る
者
は
壷
か
に
兵
を
畿
し
て
之
を
撃
た
ん
と
欲
し
｣
'

な
か
な
か

結
論
が
出
な
か
っ
た
と
-

(･Tfo
等

明
ら
か
に
内
外
矛
盾
の
激

化
に
直
面
し
て
露
呈
し
た
政
治
的
動
稀
に
外
な
ら
な
い
.
こ

う
し
た

時
'
太
畢
生
来
観
の
魂
元
忠
は
封
吐
零
防
禦
策
を
論
す
る
中
で
'

｢今
'
朝
廷
の
人
を
用
い
る
や
'
類
ね
将
門
の
子
弟
及
び
事
に
死

す
る
の
家
を
取
る
｡
彼
皆
唐
人
'
豊
閣
外
の
任
に
嘗
る
に
足
ら
ん
｡

l
ヽ
ヽ
ヽ
l
l
ヽ
ヽ
l
ヽ
ヽ
ヽ

李
友
軍
'
陳
湯
､
呂
蒙
'
孟
観
､
常
貧
鰻
よ
り
出
で
て
殊
功
を
立

ヽ

ヽ
l
l
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
l
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

つ
｡
未
だ
そ
の
家
代
々
将
た
る
を
聞
か
ざ
る
な
り
.
夫
れ
賞
罰
は

水

軍
園
の
切
務
に
し
て
,
萄
-
も
功
か
る
に
賞
せ
ず
,
罪
あ
る
に
諌

せ
ざ
れ
ば
'
尭
舜
と
雄
も
以
て
理
を
致
す
能
わ
す
｡
議
す
る
者
骨

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
＼
ヽ
ヽ
ヽ

云
う
'
近
日
の
征
伐
'
虚
し
-
賞
格
あ
り
て
事
賓
な
し
'
蓋
し
小

才
の
吏
大
健
を
知
ら
ざ
る
に
由
る
'
徒
ら
に
勅
庸
を
惜
し
み
'
倉

庫
を
虚
に
す
る
を
恐
る
.
知
ら
す
'
士
'
命
を
用
い
ざ
れ
ば
挽
す

ヽ
l
l
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

る
所
幾
何
な
る
か
を
｡
緊
首
微
と
錐
も
欺
岡
す
べ
か
ら
ナ
'
豊
不

信
の
令
を
懸
け
虚
賞
の
科
を
設
け
て
そ
の
功
を
立
つ
る
を
望
む
を

ヽ
l

得
ん
や
｡
蘇
定
方
遼
束
を
征
L
t
李
勧
平
壌
を
破
り
で
よ
り
賞
は

掛
か
蒜

か
跡
ヤ

軌

か外志
掛
ヱ

♂

望

｢数
年
紛
警

し
て
虞
慣
相
雑
う
'
縦
に
沙
汰
を
加
え
末
だ
澄
清
に
至
ら
ず
-
-

ヽ
ヽ
ヽ
l
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
l
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

今
の
滞
吏
率
ね
多
-
は
食
暴
粧
し
て
務
む
る
所
は
唯
狗
馬
の
み
'

35

卦
小
か
掛
巌

軌
跡
6
ヱ

奮
唐
書
九

魂
元
息
博

と
｡

｢志
束
個
儀
に
し
て
拳
選
を
以
て
意
と
な
さ
ざ
る
｣
こ
の
新
興

地
主
は
'
遼
東
遠
征
以
来
つ
も
り
に
つ
も
っ
た
'
貴
族
的
大
官
僚
の

封
外
諸
政
策
の
貧
困
と
矛
盾
を
批
判
し
'
し
か
も
同
時
に
新
興
勢
力

の
無
税
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
'
権
力
に
肉
迫
し

て
い
る
.
高
宗
も
之
を
嘉
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
農
民
の

兵
役
忌
避
の
た
ゝ
か
い
と
封
外
出
血
が
も
た
ら
し
た
軍
事
力
の
窮
鯉

化
は
'
こ

の
吐
音
に
封
す
る
防
衛
の
馬
に
も
'
河
南
'
河
北
に
お
S

て
'
布
衣
仕
官
を
問
わ
ず
'
督
力
雄
異
の
者
を
猛
士
と
し
て
募
集
せ
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ざ
る
を
得
票

つ
た
(瑚
○
背

唐
朝
権
力
の
軍
事
的
支
柱
で
-

府
兵
制
は
'
大
き
な
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
｡

こ
う
し
た
世
界
帝
国
髄
制
の
矛
盾
の
沫
ま
る
中
で
'
武
后
が
高
宗

に
封
し
て

｢群
臣
は
年
俸
を
約
め
'
百
姓
は
口
錦
を
計
り
て
以
て
連

兵
に
頗
す
｣
の
を
や
め
る
よ
う
請
う
て
い
る
の
は
'
草
に

｢寛
裕
寧

示
し
て
人
心
を
讐

し
め
る
た
め
｣
(鵬
璃
靴
酢

)
の
み
で
は
な
く
,

こ
の
矛
盾
を
克
服
L
t
魂
元
息
な
ど
に
表
わ
れ
て
い
る
階
級
的
要
求

を
ふ
ま
え
て
'
自
ら
政
治
の
衝
に
嘗
っ
て
い
こ
う
と
す
る
具
髄
策
の

7
つ
と
し
て
出
て
い
る
も
の
と
思
う
｡
こ
う
考
え
る
時
'
上
元
元
年

の
天
后
立
稀
や
建
言
十
二
事
は
'
梼
政
と
い
う
形
を
と
っ
て
成
立
し

た
武
后
政
権
と
も
い
え
よ
う
か
.
私
は
こ
の
よ
う
に
t
よ
り
積
極
的

な
意
味
に
お
い
て
う
け
と
り
た
い
と
思
う
｡

武
后
が
そ
の
態
度
を
愈
々
明
確
に
し
て
き
て
数
年
後
(六
八
〇
)'

再
び
皇
太
子
の
廃
立
が
行
わ
れ
る
｡
太
子
賢
が

｢頗
る
聾
色
を
近
づ

け
戸
奴
等
と
款
押
し
｣
'
僕
隷
小
人
を
周
連
に
溜
び
(報
鯛
鰐
恥
入
)､

更
に
'
馬
坊
に

｢早
甲
数
百
領
を
備
え
｣
謀
反
を
は
か
る
t
と
い
う

理
由
で
庶
人
に
さ
れ
た
｡

そ
の
時
の
武
后
の
'

｢人
の
子
と
な
り
て

逆
謀
を
懐
く

天
地
の
容
れ
ざ
る
所
'
大
義
親
を
滅
す
'
何
ぞ
赦
す

べ
き
･･････｣
(♂

空

と
-

芸

に
は
,
飯
豊

べ
た
雷

雲

の
貫
徹
の
馬
の
容
赦
な
き
非
妥
協
性
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
｡
こ
の
謀

反
の
具
髄
的
内
容
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
'
武
后
は
以
前
か
ら
信
頼

す
る
術
師
明
菜
傭
ら
と
厭
勝
の
法
を
な
し
'
ま
た
彼
の

｢太
子
大
位

を
承
輝
す
る
に
堪
え
ず
｣
と
い
う
上
奏
を
信
じ
た
り
し
て
'
排
除
へ

の
意
志
は
動
い
て
い
た
ら
し
い
.
そ
う
し
た
武
后
の
疎
外
が
JP
太
子

賢
を
釜
三
見
族
的
官
僚
の
側
に
追
い
や
り
'
後
年
乱
を
起
す
李
散
発

(慧

)
に
讐

-

っ
た
ら
し
い
｡
賢
に
つ
等

は
英
毒

(蛸
如
)

が
皇
太
子
と
な
っ
た
｡

勿
論
こ
う
し
た
間
に
も
､

｢群
司
列
位
し
て
復
た
新
た
に
加
う
る

な
き
｣
官
僚
機
構
に
'
｢諸
色
の
入
流
は
歳
々
千
を
以

て計
る
｣
新
興

官
僚
の
進
出
は
つ
ゞ
き
'
権
力
内
部
に
お
け
る
貴
族
的
官
僚
と
の
封

立
は
唐
朝
の
権
力
支
配
を
行
き
語
ら
せ
'
矛
盾
を
深
め
れ
ば
深
め
る

程
深
刻
な
も
の
･k
Lな
っ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
唯
'
武
后
と
そ
の
集

圏
の
力
に
抑
え
ら
れ
て
皇
帝
権
力
に
つ
ら
な
る
貴
族
官
僚
は
沈
獣
を

守
る
を
飴
儀
な
く
さ
れ
､
従
っ
て
そ
の
封
立
も
ま
た
深
い
底
流
と
な

っ
て
3,た
の
で
あ
る
.
備
蓄
左
丞
碍
元
常
が
密
か
に
'
｢中
宮
の
権
重

し
'
宜
し
-
抑
損
す
べ
L
L
と
上
奏
し
て
も
'
高
宗
は

｢深
-
そ
の

言
を
以
て
善
し
｣
と
し
っ
1

も
'
上
官
儀
の
場
合
の
様
に
賓
際
に
と

り
あ
げ
芝

と
が
出
撃

'
(鯛
電

離
八
重

)
そ
の
密
奏
が
雪

に
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武
后
の
耳
に
入
る
と
い
う
程
'
武
后
の
勢
力
は
権
力
の
隅
々
に
ま
で

浸
透
し
て
い
た
.

か
く
て
高
宗
は
形
式
的
に
皇
帝
の
地
位
に
あ
る
に
す
ぎ
ず
'

｢天

后
は
我
の
疋
敵
｣
と
し
っ
＼

弘
道
元
年

(六
八
三
)
十
二
月
'
袈
炎

に
輔
政
を
遺
詔
L
t
太
子
に
は

｢軍
国
の
大
事
決
せ
ざ
る
も
の
あ
ら

ば
天
后
の
進
止
畏

れ
｣
と
遺
し
て
崩
じ
た
(770
背

高
宗
の
武
后
に
封
す
る
態
度
は
幾
度
か
襲
っ
て
い
っ
た
｡
そ
れ
は

唐
朝
の
中
国
支
配
の
矛
盾
の
中
か
ら
生
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
'
挙

る
た
び
に
武
后
の
力
は
強
化
さ
れ
た
｡
に
も
拘
ら
ず
高
宗
を
武
后
は

驚
質
的
に
は
形
骸
と
化
し
た
存
在
に
お
い
こ
み
な
が
ら
も
'
最
後
ま

.P
こ
れ
を
廃
除
し
な
か
っ
た
｡
ー

し
か
も
高
宗
の
死
の
直
前
'
侍
撃
が

啓

示
の
頭
を
刺
し
て
治
癒
せ
し
め
よ
う
と
し
た
時
'
武
后
は
侍
欝
を

脅
迫
し
治
療
せ
し
め
な
か
っ
た
と
-

(,%

讐

こ

れ
は
要
す
る

に
.'
太
宗
以
来
の
外
戚
権
力
に
擁
立
さ
れ
た
高
宗
を
慶
す
る
こ
と
は
'

そ
う
し
た
権
力
の
系
統
を
ひ
-
貴
族
官
僚
勢
力
が
存
在
す
る
限
り
反

撃
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
.
自
己
を
不
利
な
立
場
に
か
く
よ
り
も
'

7
癒
高
宗
を
表
面
に
出
し
て
お
く
限
り
に
お
い
て
'
反
撃
の
可
能
性

-#
少
く
L
t
よ
り
よ
く
統
御
し
う
る
と
考
え
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う

か
｡
従
っ
て
高
宗
の
延
命
策
を
拒
否
し
た
の
も
自
ら
手
を
下
す
こ

と

な
-
､
自
然
的
か
つ
合
法
的
に
葬
り
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
反
撃
の

口
茸
を
輿
え
す
'
同
時
に
貴
族
勢
力
の
擦
り
所

日
中
板
を
按
去
ろ
う

と
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
｡
し
か
も
武
后
の
か
1
る
寛
謀
を
成
功

さ
せ
た
も
の
は
'
か
つ
て
外
戚
偉
力
が
没
落
し
ゆ
く
貴
族
階
級
を
基

盤
と
し
た
が
故
に
打
倒
さ
れ
た
の
に
勤
し
'
基
本
的
に
は
'
新
し
く

成
長
し
て
き
た
新
興
の
地
主
富
商
を
社
食
的
経
済
的
地
磐
に
し
た
か

ら
で
あ
る
｡五

光
宅
政
壁
と
李

･
越
の
反
乱

高
宗
の
死
は
武
后
の
来
待
を
轟
か
に
自
由
な
も
の
に
し
た
で
あ
ろ

う
｡
新
帝
中
宗
は
武
后
の
嫡
子
で
あ
り
'
ま
た
外
戚
権
力
に
よ
っ
て

擁
立
さ
れ
た
と
い
う
関
係
も
な
い
.
し
か
し
高
宗
の
死
を
契
機
に
'

武
后
が
政
権
の
樹
立
を
策
し
た
か
ど
う
か
は
'
史
料
的
に
は
わ
か
ら

な
い
｡
そ
れ
が
次
に
の
べ
る
光
宅
政
愛
を
き
っ
か
け
と
し
て
'
は
っ

き
り
し
た
志
向
肇
不
す
の
で
あ
る
｡
申
宗
は
即
位
す
る
や
'
皇
后
葺

氏
の
父
や
乳
母
の
子
に
ま
で
高
い
官
位
を
輿
え
よ
う
と
し
た
こ

と
が

原
因
で
廃
さ
れ
慮
陵
王
と
な
り
(二
月
)
'
預
王
且
が
即
位
し
て
容
宗

と
な
る
.
即
ち
中
宗
の
や
り
方
は
'
唐
朝
の
支
配
権
を
華
氏

7
族
に

輿
え
る
も
の

とし
て
､
高
宗
の
遺
詔
を
う
け
輔
政
の
任
に
貰
っ
た
裳

37
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炎
が
ま
す
反
封
し
た
｡
こ
の
た
め
中
宗
の
歴
迫
を
う
け
'
武
后
と
結

ん
で
廃
位
し
た
の
で
あ
る
｡
彼
の
立
場
は
'
華
氏
が
勢
力
を
も
っ
こ

と
は
外
戚
樺
力
の
形
成
を
意
味
し
'
そ
れ
は
太
宗
時
代
の
二
の
舞
を

演
ず
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
し
て
'
唐
朝
政
権
を
.外
戚
に
わ
た
さ
な
い

た
め
に
'
や
む
な
く
武
后
に
結
合
す
る
の
で
あ
る
が
'
武
后
に
於
い

て
は
'
華
氏
勢
力
の
増
大
が
自
己
の
敵
封
勢
力
に
な
る
所
か
ら
'
そ

の
立
場
は
異
る
に
し
ろ
中
宗
廃
位
に
関
し
て
結
合
す
る
の
で
あ
る
｡

勿
論
､
こ

の
政
挙
を
確
賛
な
ら
し
め
る
軍
事
的
背
景
は
､
武
后
が
掌

握
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
'
政
愛
の
主
導
権
は
武
后
が
に
ぎ
っ
て

い
た
と
考
え
ね
ぼ
な
ら
ぬ
｡
こ
う
し
て
即
位
し
た
碁
宗
は
､
も
は
や

武
后
の
カ
イ
ラ
イ
に
す
ぎ
ず
'
政
事
は
武
后
に
よ
-
決
L
t
別
殿
に

居
ら
し
め

品
閉
し
て
全
然
タ
ッ
チ
出
来
な
-

う
に
さ
れ
た

(朗

靴
霜

天
)
.
そ
し
て
二
年
磯
の
垂
扶
二
年

(六
八
六
=

月
に
は
,

危
険
を
感
じ
た
春
宗
も
亦
譲
位
し
て
'
武
后
が
臨
朝
す
る
に
至
る
の

で
あ
る
が
'
こ
う
し
た
武
后
の
急
激
な
や
-
方
は
､
中
宗

･
客
宗
が

そ
申
所
生
と
は
い
え
､
唐
垂
の
嫡
子
で
あ
る
限
り
'
李
氏
を
は
じ
め

貴
族
官
僚
を
中
心
と
す
る
反
武
后
官
僚
の
間
に
大
き
な
衝
撃
と
批
判

を
起
さ
ず
に
は
お

か
な
い
.
殊
に
天
后
立
稀
以
乗
の
潜
在
的
暗
闘
の

中
で
沈
黙
を
飴
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
て
い
た
彼
等
が
不
満
を
持
つ
の
は

叢

で
空

う
｡

故
警

墨

年
後
の
九
月
に
ぎ

る
李
敬
菓

(

聖

の
乱
造

后
に
封
す
る
最
初
の
軍
事
的
反
撃
で
各

｡

既
に
武
后
は
皇
太
子
賢
を
廃
し
て
以
来
､
官
僚
暦
の
動
静
に
は
警

戒
を
か

こ
た
ら
す
t
と
-
に
中
宗
廃
立
の
光
宅
政
襲
前
後
か
ら
は
李

氏

7
族
に
注
意
を
疎
い
'
唐
室
の
な
か
で
も
有
力
に
し
て
信
望
あ
り
'

多
大
の
期
待
を
か
け
ら
れ
て
い
た
韓
王
元
茅
'
勝
王
元
嬰
'
魯
王
憂

襲
'
越
王
貞
､
紀
王
僕
等
に
は
'
政
治
面
に
タ
ッ
チ
す
る
こ
と
の
な

い
宮
廷
の
官
職
を
輿
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
舎
崇
を
外
に
表
わ
し
'
其

心
を
や
わ
ら
げ
る
と
同
時
に
､宮
廷
に
止
め
て
監
視
L
t
反
抗
の
横
合

基

音

と
は
か
っ
て
冨

(硝
細
萱
ハ)
｡

と
こ
ろ
が
武
孟

(読

)

の
請
に
よ
り
'
武
氏
七
廟
を
た
て
よ
う
と
し
た
武
后
i)'
唐
朝
政
権

を

｢私
す
る
も
の
｣
と
し
て
反
封
し
た
袈
炎
が
封
立
L
t
つ
い
に
彼

は
罪
せ
ら
れ
た
｡
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
'
襲
炎
は
高
宗
の
遺
詔
を

う
け
る
程
の
反
武
后
的
官
僚
で
あ
る
が
'
華
氏
勢
力
を
抑
え
唐
朝
政

権
を
守
る
た
め
に
'

1
時
武
后
と
結
ん
で
中
宗
を
廃
し
た
｡
そ
の
立

場
か
ら
す
れ
ば
､
武
氏
七
廟
の
建
立
を
拒
否
す
る
の
も
償
麿
で
あ
る
｡

こ
の
7
件
を
契
機
に
'
唐
壷

7
族
の
不
安
は
'
武
后
等
の
横
暴
を
憤

憧
す
る
反
面
で
強
ま
っ
た
｡
た
ま
た
ま
何
か
の
理
由
で
庶
せ
ら
れ
､

或
い
は
失
職
し
て
武
后
に
不
満
を
も
つ
官
僚

-

皇
太
子
賢
の
陰
謀
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に
閲
係
し
た
と
思
わ
れ
る

-
李
散
薬
及
び
敬
献
'
唐
之
奇
'
賂
賓

王
等
は

｢皆
揚
州
に
合
し
'
各
自
職
を
失
う
を
以
て
怨
望
し
て
-
･-

魔
陵
王
を
匡
復
す
る
を
以
て
警

な
し
｣
要

し
た
(･%
竿

反
乱
軍
の
軍
隊
構
成
は
'
は
じ
め

｢司
曹
参
軍
李
宗
臣
を
し
て
鎮

坊
に
就
き
て
囚
徒
工
匠
を
騒
し
て
授
-
る
に
甲
を
以
て
し
｣
た
と
い

い
'-
畢
兵
後
揚
州

｢
1
州
の
兵
｣
を
起
た
し
め
'
｢旬
日
の
間
に
勝
兵

十
飴
寓
を
得
｣
た
と
い
う
が
'
贋
汎
な
農
民
犀
を
地
盤
に
L
t
そ
の

要
求
を
ふ
ま
え
て
の
反
乱
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
3,｡
州
願

へ
の

棟
文
を
見
て
も
｢偏
り
て
朝
に
臨
す
る
武
氏
は
'人
温
順
に
非
ナ
'
地

は
茸
に
塞
棟
な
り
-
･･･春
宮
を
積
乱
し
'
密
か
に
先
帝
の
私
に
障
れ
'

陰
に
後
塵
の
費
と
困
り
-
‥
･吾
君
を
衆
塵
に
障
る
｡
‥
-
･姉
を
殺
し

兄
を
屠
り
､君
を
畢
し
母
を
鵜
す
｡
人
面
の
と
も
に
嫉
む
所
'
天
地
の

容
れ
ざ
る
所
･･････摘
心
を
包
蔵
L
t縮
か
に
帝
琴
菅
窺
い
'君
の
愛
子

は
之
を
別
官
に
幽
L
t
賊
の
宗
盟
は
之
に
委
す
る
に
重
任
を
以
て
す
.

･･･‥
･試
み
に
今
日
の
城
中
を
見
る
に
'
責
に
是
れ
誰
豪
の
天
下
.
｣

(瑚
○
認
)
と
あ
る
よ
う
に
･
唯
,
反
武
后
官
僚
,
貴
族
盾
の
願
起
を

促
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
'
農
民
の
問
題
に
は
全
く
ふ
れ
て
い
な
い
o

L
か
も
こ
の
集
園
の
軍
事
的
結
合
が
い
か
に
弱
い
も
の
で
あ
っ
た
か

は
､敬
業
が
故
太
子
賢
に
容
讐

似
た
も
の
嘉

め
て
'
(配
S
,&
欝

詣

認

諾

器

銅
一軍
衆
を
.-

わ
り
｢賢
死
亡
せ
蒜

の
城
中
に
･

在
り
'
吾
屡
を
し
て
拳
兵
せ
し
む
｣
と
い
ね
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ

と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
｡
逆
に
言
え
ば
'
反
乱
の
名
目
が

｢鷹
陵

王
匡
復
｣
に
あ
る
に
も
拘
ら
ず
'-

そ
の
限
り
正
嘗
な
名
目
で
あ
る

ー

な
お
集
圏
か
ら
疑
惑
を
も
た
れ
て
い
た
が
故
に
こ
そ
'
軍
衆
を

償
購
し
て
で
も
'
こ
の
名
目
を
貫
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
疑
惑
を
滑

滅
L
t
結
合
力
を
強
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
作
戦
の
進

行
過
程
で
部
将
魂
思
温
が
'

｢明
公
匡
復
を
軒
と
す
-
-
直
ち
に
洛

陽
を
指
さ
ば
'
天
下
'
公
の
志
'
勤
王
に
在
る
を
知
-
て
四
面
響
鷹

-

せ
ん
'｣
｢山
東
の
豪
傑
'
武
氏
の
専
制
を
憤
憧
し
て
平
か
な
ら
チ
.

謝

公
,
事
を
拳
ぐ
る
を
聞
か
ば
､
皆
白
ら
変
飯
を
蒸
し
て
糧
と
な
し
,

l

勘
を
伸
し
て
兵
と
な
し
'
以
て
南
軍
の
至
る
を
侯
た
ん
｣
と
'
洛
陽

進
撃
の
戦
略
的
有
利
性
を
す
1

め
た
の
に
勤
し
'

｢金
陵
に
玉
東
あ

り
'
且
つ
大
江
は
天
険
'
以
て
固
め
と
為
す
に
足
ら
ん
｡
発
つ
常
'

潤
を
取
り
て
定
覇
の
基
と
L
t
然
る
後
北
向
し
て
以
て
中
原
を
園
る

に
如
か
ず
｣
と
い
う
帝
伸
噂
の
策
を
'
散
薬
が
と
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
'
こ

の
乳
が
文
字
通
り

｢匡
復
を
以
て
尉
む
な
し
｣
た
に
す
ぎ

な
く
'
｢
玉
東
｣
を
慕
い
中
国
支
配
権
を
撞
ら
ん
が
た
め
の
反
武
后
の

反
乱
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
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か
1
る
内
部
事
情
を
も
っ
た
反
乱
に
封
し
て
農
民
が
ど
う
い
う
封

鷹
を
示
し
た
か
は
わ
か
ら
な
い
｡
欧
に
数
年
前
に
課
役
年
令
を
五
十

歳
ま
で
に
す
る
等
の
寛
政
が
見
え
'
陳
子
昂
も
亦
こ

の
乱
に
際
し
て

｢海
内
轟
然
と
し
て
織
塵
も
動
か
す
｣
と
い
っ
て
い
る
か
ら
'
恐
ら

く
農
民
は
動
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
大
衆
に
基
盤
を
お
き
得
な
か

っ
た
こ

と
が
'
大
規
模
な
反
乱
に
聾
展
L
な
か
っ
た
原
因
で
あ
り
'

ノヽ■U

僅
か

7
ケ
月
飴
に
し
て
津
城
し
た
所
以
で
あ
聖

し
か
し
中
央

へ
の
影
響
は
大
き
い
も
の
が
あ
る
.
武
后
を
中
心
と

す
る
封
策
協
議
の
際
'
例
の
袈
炎
は

｢皇
帝
年
長
ず
る
に
未
だ
親
政

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

せ
し
め
ず
､
乃
ち
狩
竪
'
詞
あ
る
に
至
る
｡
若
し
太
后
政
を
返
さ
ば
'

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
l
ヽ
ヽ
l

此
賊
討
た
ず
し
て
解
け
ん
｣
と
｡
御
史
雀
寮
は

｢裳
炎
先
朝
に
使
事

す
る
こ
と
二
十
飴
載
'
顧
託
を
受
け
大
権
己
に
在
り
'
若
し
異
圏
な

け
れ
ば
何
故
に
太
后
に
政
を
犀
す
を
請
わ
ん
｣
と
封
立
し
た
｡
李
景

詩
は
雀
祭
に
賛
し
た
が
､
劉
景
先
'
胡
元
範
'
程
務
挺
等
は
襲
炎
の

反
意
な
き
を
苦
し
'
｢も
し
袈
炎
'
反
を
な
さ
ば
臣
等
も
亦
反
せ
ん
｣

と
強
襲
に
主
張
し
た
.
官
僚
の
間
で
も
炎
の
反
せ
ざ
る
を
澄
す
る
も

の
が
多
か
っ
た
と
い
う
｡
武
后
は
宗
廟
問
題
で
裳
炎
を
憎
ん
で
い
た

の
で
'
強
引
に
裳
炎
に
反
意
あ
り
と
断
守
'
反
乱
鎖
定
と
同
時
に
之

を
斬
り
'
関
係
者
を
す
べ
て
謀
殺
流
彪
し
た
.
武
后
は
自
己
の
政
治

原
理
に
照
L
で
'
こ
の
反
乱
に
関
連
し
て
浮
び
上
っ
て
き
た
反
武
后

官
僚
を
葡
清
L
t･
迎
合
す
る
も
の
の
み
を
周
連
に
結
集
し
た
の
で
あ

る
｡
し
か
も
乱
平
定
す
る
や
'
葦
臣
を
召
し
て
反
武
后
官
僚
抑
歴
の

宣
言
を
聾
し
た
｡
尭
づ
自
己
の
力
の
絶
大
な
こ
と
'
帝
位
富
貴
は
自

分
の
輿
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
宜
し
'
吹
S.で
譜
代
の
将
相
の
不l

遜
を
述
べ
､
受
通
の
老
臣
侃
属
の
制
し
難
き
も
の
裳
炎
の
如
く
'
世

ヽ

ヽ
ヽ

相
と
し
て
は
徐
敬
業
の
如
く
'
宿
将
と
し
て
は
程
務
挺
の
如
き
が
そ

l
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
l
ヽ

れ
で
､

｢彼
皆
､
人
豪
な
れ
と
も
､
膜
に
利
せ
ず
'
朕
よ
-
之
を
教

i
J
と
(鵬
諾

酢

)
.

こ

の
乱
を
契
機
に
'
武
后
は
'
｢
天
下
の
人
多
-
己
を
囲
る
か
と
疑

い
'
叉
自
ら
久
し
-
国
事
を
専
ら
に
し
内
行
正
し
か
ら
ざ
る
を
以
て
'

宗
壷
大
臣
怨
空
し
'
心
服
せ
ざ
る
を
知
り
l
'
謀
殺
す
る
必
要
を
感
ず

る
と
向
時
に
､
｢昔
密
の
門
を
開
く
｣
こ
と
に
よ
っ
て
'
反
武
后
情
勢

を
把
撞
し
ょ
う
と
し
た
｡
延
恩
'
招
諌
'
伸
寛
'
通
玄
の
四
銅
匪
の

設
置
は
'

｢周
ぬ
く
人
間
の
事
を
知
ら
ん
｣
と
の
名
目
で
は
あ
っ
た

が
'新
興
勢
力
の
要
求
を
き
-
と
共
に
､賓
は
こ
の
情
勢
把
握
の
烏
に

外
な
ら
な
か
っ
た
｡
こ
の
方
法
を
す
1

め
た
侍
御
史
魚
承
噂
の
子
､

保
家
は
'
李
散
華
に
通
じ
力
率
'
考
な
ど
の
兵
器
を
供
給
し
た
が
､

こ
の
匪
に
投
じ
ら
れ
た
密
告
に
よ
っ
て
課
さ
れ
て
S.る
.
肯
密
せ
ん

- 40-
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と
す
る
者
は
何
人
と
い
わ
ず
､
す
べ
て
騨
馬
'
五
品
食
を
支
給
し
､

農
夫
樵
人
と
雄
も
召
見
し
た
｡
そ
の
内
容
が
旨
に
構
え
ば
'
不
攻
に

官
に
険
し
,
妻

で
な
く
て
晶

わ
な
エ

,R
o
謂
)
と
-

の
で
あ

る
か
ら
'
｢
四
方
に
肯
密
の
者
蜂
起
し
｣
'

｢人
皆
重
足
界
息
し
た
｣

と
い
う
の
も
無
理
は
な
い
｡
胡
人
索
元
鰻
は
こ
の
方
法
で
勝
率
将
軍

に
な
っ
た
｡
彼
が
検
察
す
る
と

｢
7
人
を
推
せ
ば
必
ず
数
十
百
人
を

引
致
し
た
｣
の
で
'
武
后
の
束
に
入
り
権
勢
を
振
っ
た
と
い
う
｡
周

輿

･
釆
俊
臣
の
徒
が
そ
れ
に
つ
ゞ
き
'
何
れ
も
無
頼
数
百
人
を
蓄
え
'

専
ら
昔
密
を
以
て
事
と
な
す
'
常
時
の
暴
力
圏
に
外
な
ら
な
か
っ
た
｡

か
く
し
て
武
后
は
繭
清
を
徹
底
し
て
ゆ
く

7
方
で
は
'
｢内
外
九
品

以
上
百
姓
に
及
ぶ
ま
で
L
t才
能
あ
る
も
の
ゝ

官
僚
白
拳
制
を
断
行
L
t

(♂

竿

合
荒

に
新
興
勢
力
の
政
治
的
要
求
で
あ
っ
た
官
界
進

出
の
ル
ー
ト
を
開
拓
し
た
｡
勿
論
劃
瓢
的
な
こ
と
だ
け
に
陳
子
昂
の

よ
う
な
正
義
派
官
僚
の
反
封
も
強
か
っ
た
｡

｢縮
か
に
吏
部
の
選
人

I

を
見
る
に
'
願
令
を
補
す
こ
と

7
願
尉
を
補
す
如
き
の
み
｡
た
ゞ

資

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

爽
考
第
㌧
従
官
清
歴
を
以
て
即
ち
之
を
補
L
t賢
艮
徳
行
を
論
ゼ
ナ
'

朴
争
か
よ

責

忍

か
1
････-
｣
,
(甜
撃

四
)
魂
高

-T
T
Tu
.

｢州
願
の
奉
を
待
た
ず
直
ち
に
書
判
よ
り
上
る
｡
恐
ら
-
は
徳
行
を

卦
㌣

碁

W.Eか
掛
㌢

か
か
卦
宗

ヱ

鯛
諜

七
四
)

と

｡
け
れ

ど
も
陳
子
昂
の
よ
う
に

｢賢
良
徳
行
｣
の
士
を
以
て
任
ず
る
官
僚
が

ど
れ
程
'
ま
た
ど
の
よ
う
に

｢民
を
化
し
｣
た
で
あ
ろ
う
か
｡
新
興

の
勢
力
を

｢
天
下
の
層
流
｣

と
見
'
｢庸
流

一
た
び
雑
ら
ば
賢
不
肯

分
つ
頂
し
｣
と
言
う
官
僚
の
政
治
が
ど
ん
な
政
治
で
あ
る
か
｡
所
詮

｢賢
艮
徳
行
｣
を
楯
に
し
て
'
成
長
し
ょ
う
と
す
る
階
級
を
抑
堅
L
t

六
朝
的
身
分
秩
序
の
崩
壊
を
く
わ
と
め
よ
う
と
す
る
貴
族
達
の
挽
歌

に
外
な
ら
な
い
｡

と
こ
ろ
で
李
敏
美
の
乱
後
の
課
教
の
嵐
が
漸
-
お
さ
ま
っ
た
垂
扶

四
年

(六
八
八
)
八
月
'
攻
邪
王
沖
'
越
王
兵
が
'
武
后
に
封
す
る
最

l1ノ6F=

後
の
反
抗
を
試
み
る
｡

前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
'
武
后
は
宗
窒
諸
王
を
瞥
戒
L
t
は
じ
め

は
高
位
を
輿
え
て
懐
柔
し
ょ
う
と
し
た
が
'
李
徴
発
の
乳
の
衝
撃
は

飴
り
に
も
大
き
く
､
そ
れ
以
後
'
宗
壷
排
除
の
意
志
を
固
め
て
い
っ

た
｡
こ

れ
は
諸
王
に
も
感
じ
と
ら
れ
'
不
安
な
状
態
が
つ
ゞ
く
中
に

も
'
ひ
そ
か
に
匡
復
の
志
が
固
め
ら
れ
た
｡
と
く
に
速
ま
兵
は
刺
史

と
し
て
薬
州
に
在
る
時
'
既
に
管
下
め
租
既
を
免
ぜ
ん
こ
と
を
奏
し

て
人
心
を
結
び
'
豪
僅
千
八
㌧
馬
数
千
匹
を
有
L
t
牧
猟
に
託
し
て

早
く
か
ら
武
備
訓
練
を
施
J
y

l
･LU
(離
諾

聖
ハ
)｡

丁
度
､
武
后

は
明
堂
落
嵐
を
機
に
大
享
の
薩
を
行
3.㌧
こ
れ
に
宗
童
を
召
そ
う
と

41
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し
た
.
こ
れ
は
唐
宗
垂
を

7
拳
に
葬
る
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
を
意
味
す

る
も
の
で
あ
っ
た
が
'
早
く
も
諸
王
'
特
に
層
要
望
轟
の
察
知
す
る

と
こ
ろ
と
な
り
'

7
族
は
ひ
ど
く
動
格
し
た
｡
こ
1
に
於
い
て
'
先

制
攻
撃
を
か
け
る
反
乱
が
計
量
さ
れ
る
が
'
紀
王
慎
だ
け
は
畢
兵
に

反
封
し
た
(相
聖

(誓

願
聖

ハ一｡

そ
し
て
十
分
に
謀
議
が
な
さ
れ
ぬ

ま
1
に
'
博
州
刺
史
改
邪
主
神
は
急
接
兵
を
奉
げ
た
｡
し
か
し
軍
統

帥
で
あ
っ
た
董
玄
寂
は
'
｢娘
邪
王
'
国
家
と
交
戦
す
'是
れ
反
な
り
｣

と
い
っ
た
た
め
殺
さ
れ
'
｢衆
憧
れ
て
草
津
に
散
人
し
禁
止
す
べ
か

ら
ナ
｣
'
聴
衆
僅
の
み
数
千
人
が
従
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
も
'

無
謀
な
拳
兵
で
あ
っ
た
と
S.わ
ね
ば
な
ら
な
3,｡
他
の
諸
王
は
連
絡

を
失
い
'
拳
兵
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
が
'
越
王
貞
の
み
は
長
子
沖

が
兵
を
起
し
た
関
係
か
ら
'
起
た
ざ
る
を
得
ず
'
少
し
か
-
れ
て
濠

州
に
起
っ
た
｡
し
か
し
沖
が
僅
か
七
日
に
し
て
敗
死
す
る
や
'
恐
れ

て
閲
に
詣
り
て
謝
罪
し
ょ
う
と
す
る
程
'
消
極
的
で
あ
っ
た
.
や
っ

と
部
将
の
停
延
慶
に
励
ま
さ
れ
て
軍
事
行
動
は
つ
ゞ
け
る
が
'
そ
の

軍
事
的
力
の
錦
鯉
は
お

1

う
べ
く
も
な
か
っ
た
.

｢道
士
及
び
倍
を

し
て
諸
経
を
特
讃
せ
し
め
以
て
事
を
所
り
'
家
僅
戦
士
を
集
め
常
符

を
帯
せ
し
め
｣
'
闘
志
な
き
も
の
を
脅
迫
し
て
従
軍
せ
し
め
た
｡

従

っ
て
李
徴
集
と
同
じ
く

民
衆
を
基
盤
に
す
る
こ

と
な
く
'
諸
三
間

の

7
致
し
た
行
動
も
と
れ
な
か
っ
た
越
王
の
反
乱
も
'
起
兵
後
二
十

日
に
し
て
敗
れ
去
っ
た
(鰯
牌
紅
嘉

警

貞
倖
)
｡

そ
う
で
な
く
て
さ
え
唐
宗
壷
の
諌
城
を
考
え
て
い
た
武
后
に
と
っ

て
'
こ
の
乱
は
絶
好
の
口
茸
を
輿
え
る
も
の
で
あ
っ
て
'
乳
後
に
み

る
武
后
の
追
究
の
は
げ
し
か
っ
た
こ
と
は
S,ぅ
ま
で
も
な
い
.
は
じ

め
監
察
御
史
蘇
掬
が
検
察
の
任
に
嘗
っ
た
が
'
拳
兵
し
な
か
っ
た
諸

王
に
関
し
て
は

｢簡
明
験
な
し
｣
と
奏
し
た
た
め
退
け
ら
れ
'
先
に

述
べ
た
酷
吏
周
興
が
車
用
さ
れ
る
に
至
っ
て
､
宗
垂
諸
王
相
継
い
で

諌
死
し
､
子
孫
年
少
の
者
は
嶺
外
に
流
さ
れ
'
こ
れ
に
緑
坐
す
る
も

の
六
七
百
八
㌧
籍
没
す
る
者
五
千
口
と
い
わ
れ
る
大
規
模
な
課
教
が

行
わ
れ
た
｡
か
つ
て
外
戚
権
力
を
打
倒
す
る
に
李
義
府
等
を
利
用
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
度
し
と
げ
た
武
后
は
'
今
は
を
た
酷
吏
周
興
等
を

利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
唐
宗
垂
を
諌
裁
し
た
｡
そ
の
子
孫
は
嶺

表
に
流
窺
し
た
り
'
永
年
捕
因
の
生
活
を
逢
っ
た
り
'
ま
た
民
間
に

逃
匿
し
て
人
の
傭
保
に
な
っ
た
と
-

(♂

讐

し
か
も
'葦

に

な
っ
て
も
な
お
'
｢内
外
大
臣
の
坐
死
及
び
流
庶
せ
ら
る
1
も
の
甚
だ

衆
｣
か
っ
た
と
い
う
か
ら
'
以
上
の
二
つ
の
反
乱
は
'
武
后
に
封
し

て
飴
程
の
打
撃
を
輿
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て

｢
王
公
巳
下

の
奴
婦
数
の
制
限
｣

を
し
て
-

(鵬
食
餌
八
六
)
鮎
か
ら
し
て
も
'

42
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貴
族
大
官
僚
の
軍
事
的
反
撃
の
基
礎
に
な
る
大
土
地
所
有
に
お
け
る

私
的
人
民
支
配
に
ま
で
も
'
武
后
権
力
を
貫
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'

そ
の
可
能
性
を
な
く
そ
う
と
し
て
3,る
｡
そ
う
す
る
こ
と
な
く
し
て

は
武
后
権
力
の
安
定
の
あ
り
得
な
3,
こ
と
が
'
垂
扶
期
の
二
反
乱
に

よ
っ
て
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
従
っ
て

｢威
刑
を
以
て

天
下
を
支
配
｣
す
る
場
合
'
武
后
嘗
面
の
目
標
が
'
速
や
か
に
彼
等

を
排
除
す
る
こ
と
に
お
か
れ
た
の
も
嘗
然
で
あ
る
｡
武
周
政
権
成
立

嘗
初
か
ら
数
年
聞
'
酷
吏
に
よ
る
羅
織
の
嵐
が
吹
-
の
は
'
そ
の
具

櫨
化
に
外
な
ら
な
い
｡

大
武
周
政
権
の
樹
立

-
結
び

と
こ
ろ
で
武
周
政
権
が
成
立
し
た
の
は
載
初
元
年

(六
九
〇
)
九
月

で
'
開
中
の
百
姓
九
百
飴
八
㌧
ま
た
百
官
及
び
帝
窒
宗
戚
'
遠
近
百

姓
'
四
夷
酋
長
'
沙
門
道
士
'
合
せ
て
六
寓
飴
人
の
上
表
に
よ
り
､
武

后
は

｢威
柄
己
に
在
る
こ
と
を
知
-
L
t
帝
を
改
め
て
周
と
し
'
天
授

と
莞

し
た
と
云
わ
れ
る
(瑚
○
讐

し
か
し
今
ま
で
述
べ
て
来
た

と
こ
ろ
か
ら
'
既
に
上
元
元
年

(六
七
四
)
の
天
后
立
稀
の
時
に
'
梼

政
と
い
う
形
に
お
い
て
武
周
政
権
は
賓
質
的
に
そ
の
第

!
歩
を
ふ
み

出
し
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
.
そ
れ
が
高
宗
の
死
に
よ
っ
て
嘗
然

こ
の
祷
政
政
権
は
新
帝
に
返
上
す
べ
き
で
あ
る
に
か
1

わ
ら
ナ
'
光

宅
政
愛
に
お
い
て
返
上
し
な
い
と
い
う
意
志
を
示
し
'
中
宗
客
宗
の

廃
立
を
強
行
し
た
こ
と
が
李

･
越
の
反
乱
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
っ

た
.
し
か
も
そ
れ
を
契
機
に
武
后
自
身
は
っ
き
り
と
武
周
政
樺
の
樹

立
を
考
え
た
も
の
と
思
う
.
従
っ
て
'
百
官
そ
d
他
の
上
表
は
'
も

は
や
抗
L
が
た
い
ま
で
に
固
め
ら
れ
た
武
后
横
力
と
'
今
ま
で
の
既

成
事
茸
を
公
認
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

で
は
武
周
政
権
の
横
力
と
は
ど
の
よ
う
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
だ

ろ
う
か
.
こ
れ
に
つ
等

,は
六
九
〇
年
(詣

)
後
に
廉
開
さ
れ
る
政

治
史
の
過
程
と
連
関
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
'
今
ま
で
述

べ
て
来
た
と
こ
ろ
を
ふ
り
か
え
り
つ
1
㌧
私
の
考
え
る
所
を
櫨
示
し

て
結
び
と
し
た
い
｡

唐
朝
の
国
家
権
力
は
'
そ
の
成
立
の
事
情
か
ら
'樺
力
機
構
の
軒
に

貴
族
階
級
以
外
の
土
豪
､
手
工
業
者
を
官
僚
と
し
て
含
み
こ
み
'
且

つ
皇
帝
を
頂
鮎
と
す
る
律
令
制
的
官
僚
髄
系
に
お

け
る
官
位
を
基
準

と
し
て
,
(縦
断
競

糊
醐
純
誤

咽
詔

S摘
謂

S
).上
下
関
係
を
決

定
す
る
と

い
う
原
理
を
確
立
し
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
.

け
れ
ど
も
唐
朝
改
構
が
政
治
支
配
を
推
し
進
め
る
場
合
'
人
民
の
力

を
無
成
し
得
な
か
っ
た
こ
と
は
も
と
よ
り
な
が
ら
'
そ
れ
以
上
に
､貴

43
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族
階
級
の
配
合
的
勢
力
を
無
成
し
得
な
か
っ
た
結
果
'
基
本
的
に
は

貴
族
権
力
と
し
て
の
性
格
を
濃
厚
に
も
っ
て
い
っ
た
.
し
か
も
権
力

機
構
内
部
に
お
け
る
貴
族
的
官
僚
と
非
貴
族
的
官
僚
の
封
立
を
'
建

国
嘗
初
か
ら
潜
在
せ
し
め
て
出
費
し
た
唐
朝
政
権
は
'
そ
の
支
配
の

動
格
の
過
程
で
'
前
者
を
中
心
と
し
て
外
戚
権
力
を
形
成
L
t
そ
れ

が
皇
帝
権
力
よ
り
優
位
を
占
め
て
い
く
が
へ
そ
う
し
た
分
離
的
様
相

は
勢
い
官
僚
暦
を
分
化
せ
し
め
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
と
こ
ろ
が

武
后
登
場
を
契
機
に
外
戚
権
力
が
崩
壊
す
る
や
'
皇
帝
権
力
の
背
面

に
お
い
て
'
そ
れ
に
封
立
す
る
武
后
権
力
が
形
成
さ
れ
て
3,
っ
た
.

階
級
的
に
は
'
貴
族
的
大
官
僚
は
皇
帝
権
力
に
結
集
L
t
武
后
権
力

に
は
下
級
貴
族
及
び
碓
主
的
料
率
官
僚
が
背
景
セ
な
し
た
.
こ
の
貴

族
的
大
官
僚
に
封
す
る
武
后
の
顛
清
が
展
開
さ
れ
る
過
程
で
'
科
奉

ル
ー
ト
を
通
ら
ぬ
背
徒
難
色
人
の
入
流
埠
武
后
樺
力
内
部
に
於
い
て

科
拳
官
僚
と
の
封
立
矛
盾
を
徐
々
に
育
成
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
.

唯
'
そ
.の
度
合
3.は
貴
族
大
官
僚
と
の
矛
盾
に
比
し
て
は
る
か
に
小

さ
か
っ
た

｡し
か
し
武
后
横
力
が
強
ま
っ
て
ゆ
-
に
し
た
が
っ
て
'

皇
帝
樺
力
に
つ
な
が
る
貴
族
大
官
僚
が
反
武
后
勢
力
に
特
化
す
る
の

は
勿
論
な
が
ら
､
武
后
権
力
内
の
料
率
官
僚
暦
か
ら
も
反
武
后
勢
力

が
生
れ
て
く
る
｡
と
は
い
え
'
ま
だ
之
等
は
潜
在
的
な
底
流
と
し
て

結
集
さ
れ
て
い
く
に
す
ぎ
な
い
1.

逆
に
背
徒
難
色
人
は
武
后
権
力
に

つ
な
が
る
こ
と
に
よ
っ
て
各
々
有
力
灯
な
り
'
彼
等
の
官
僚

へ
の
急

激
な
進
出
は
'
貴
族
的
均
田
制
支
配
を
賛
質
的
に
襲
質
さ
せ
る
役
割

を
果
し
て
ゆ
-
｡
か
く
し
て
光
宅
垂
扶
期
の
反
乱
に
よ

っ
て
唐
宗
童

を
は
じ
め
貴
族
的
官
僚
暦
は
大
打
撃
を
う
け
'
没
落
す
る
か
'
武
后

権
力
に
従
展
す
る
か
と
い
う
状
態
に
な
る
｡
従
っ
て
武
后
は
'
内
部

に
矛
盾
を
包
蔵
し
な
が
ら
も
科
奉
官
僚
と
背
徒
難
色
人
を
中
心
と
し

て
武
周
政
権
の
権
力
を
構
成
し
､
貴
族
階
暦
を
従
属
さ
せ
る
形
で
樺

ノヽ7E;

力
機
構
に
入
れ
て
S
O
た
と
思
わ
れ
る
｡

と
こ
ろ
が
武
后
の
背
徒
雑

一

色
人
起
用
策
の
誤
守
は
酷
吏
の
専
横
を
招
き
'
こ
れ
が
料
率
官
僚
と

軸

の
翌

是

々
深
め
,
権
力
の
腐
敗
と
農
雲

寵
の
央
敗
と
が
中
宗

-

復
位
運
動
を
激
化
さ
せ
､
や
が
て
紳
龍
元
年
の
ク
ー
デ
タ
ー
と
な
っ

て
武
周
政
権
を
崩
壊
せ
し
め
る
に
至
る
の
で
あ
る
｡

圏
式
的
で
は
あ
る
け
れ
ど
も

7
鷹
こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
'
武

后
の
果
す
役
割
と
は
何
だ
ろ
う
か
｡
と

れ
亦
'
武
周
成
立
後
の
こ
と

を
も
考
え
合
わ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
'
最
も
重
要
な
こ
と
は
'

均
田
制
と
い
う
権
力
支
配
の
髄
制
の
中
で
'
横
力
と
人
民
が
最
も
劇

し
く
封
立
す
る
も
の
は
篠
役
で
あ
っ
た
と
思
う
｡
な
る
ほ
ど
土
地
の

凍
大
と
い
う
こ

と
は
'
法
律
的
に
も
'
制
限
さ
れ
て
い
た
が
た
め
小
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農
民
に
は
思
う
に
ま
か
せ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
'
役
に
よ
る
人
身

支
配
は
'
均
田
農
民
の
再
生
産
さ
え
危
機
に
追
込
ん
だ
と
い
う
か
ら
'

役
の
排
除
と
い
う
こ
と
は
切
賓
な
要
求
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
.

動
官
を
輿
え
ら
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
従
軍
し
た
と
S,ぅ
こ
と
か
ら
も
'

そ
の
切
資
さ
は
想
像
出
来
る
｡
即
ち
官
位
を
も
ち
'
官
僚
機
構

へ
の

進
出
七
い
う
こ
と
は
'
均
田
体
制
と
い
う
枠
内
で
あ
る
に
し
ろ
均
田

農
民
の
猫
立
性
を
確
保
す
る

7
つ
の
候
件
で
あ
り
｣
そ
れ
の
7
般
化

は
究
極
的
に
は
均
田
鰭
制
を
ほ
り
-
す
す
こ
と
を
意
味
し
'
更
に
は

士
庶
身
分
秩
序
を
う
ち
や
ぶ
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
｡
武
后
の
登
場
は

こ
う
し
た
ル
ー
ト
を
き
り
ひ
ら
い
た
の
で
あ
る
｡
勿
論
'
均
田
農
民

暦
か
ら
成
長
し
た
地
主
富
農
富
商
に
し
か
'
そ
の
恩
恵
は
う
る
か
わ

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
'
六
朝
的
貴
族
支
配
に
か
わ
る

新
し
い
時
代
を
作
り
出
す
た
め
の
重
要
な
足
が
か
り
に
な
っ
た
こ
と

は
否
定
出
来
な
3,｡
そ
し
て
中
宗
復
位
か
ら
玄
宗
朝
に
お
い
て
'

1

時
貴
族
的
反
動
の
時
期
が
あ
る
が
'
そ
れ
に
も
か
1

わ
ら
ナ
'
武
周

期
に
う
ち
た
て
ら
れ
た
地
主
的
勢
力
を
無
税
す
る
こ
と
は
全
く
不
可

能
で
あ
っ
た
｡
唐
朝
観
象
権
力
を
考
え
る
上
で
'
武
周
革
命
期
の
研

究
の
重
要
な
る
所
以
で
あ
る
｡

二

九
五
六
･
一
'
二
七
)

〔
註
〕

①
日
本
に
お
S,て
直
接
こ
の
間
題
を
と
り
あ
げ
て
い
る
の
は
'
森
本
樵
作

･･

則
天
武
后
冊
立
始
末
妃
畢
界
五
ノ
五
(明
36
)
の
み
で
あ
る
｡
他
に
あ
れ
ば

御
教
示
敬
い
た
い
.

◎
太
平
庚
記
に
打

｢
以
驚
材
麓
事
'
常
衆
材
木
教
蔦
萱
'

1
且
化
慮
叢
林
森

茂
'
因
致
大
富
｣
と
見
え
る
｡

③
武
氏
は
す
で
に
貞
散
十

一
年
'
十
四
歳
に
し
て
太
宗
に
召
さ
れ
て
後
宮
に

入
り
才
人
と
な
っ
て
い
る
.

㊤
㊥
寓
鈎
-
唐
大
栄
に
よ
る

㊥
陳
氏
は
諭
文
全
体
を
通
じ
て
'
蘭
瀧
貴
族
集
圏
と
山
東
貴
族
集
圏
と
の
封

抗
関
係
を
重
蔵
せ
ら
れ
る
が
'
私
は
こ

1

で
外
戚
権
力
の
結
集
と
し
て
把

壊
し
た
い
.

⑦
皇
太
子
東
乾
が
謀
反
に
よ
り
廃
さ
れ
庶
人
と
な
っ
た
の
な
契
機
と
し
て
横

王
泰
と
晋
三
治
の
争
い
が
起

っ

てい
る
.

㊥
太
宗
は
晋
王
の
寛
厚
な
る
を
気
に
し
て

｢
生
狼
倫
恐
如
羊
'
黄
其
稗
壮
自

不
同
耳
｣
と
い
っ
て
い
る
｡
通
遮
(
1
九
七
)
は
注
し
て

｢
太
子
不
可
謂
之

寛
厚
'
謂
之
閤
弱
可
也
｣
と
い
う
O

㊥
昏
遺
愛
'
柴
令
武
'
辞
筒
徹
等
何
れ
も
長
孫
無
忌
に
よ
っ
て
左
遷
さ
せ
ら
･

れ
た
の
を
怨
み
'
英
主
格
'
刑
王
元
景

ら
と
と
も
に
謀
反
を
計
る
が
事
前

に
検
拳
さ
れ
た
｡

㊥
陳
寅
格
は
閑
瀧
集
園
の
政
治
上
の
策
略
と
い
う
O
鼓
㊥
参
照

⑪
胡
如
常
論
文
参
照
｡

⑯
自
分
の
子
の
妻
を
山
東
貴
族
か
ら
要
ろ
う
と
し
て
失
敗
し
た
こ
と
を
指
す
｡

⑳
挙
動
を
指
す
､
通
鍵
(
ニ

0
1
)
津
に
は

｢挙
動
献
訣
以
苛
利
線
｣
と
い
J
.

唐
鑑
(
七
)
で
は

｢
臣
取
高
日
'
甚
臭
挙
動
之
傷
也
'
略
君
於
悪
､
叉
詔
以
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怜
之
､
君
有
求
諌
之
心
､
丙
臣
無
納
忠
之
志
､
其
罪
大
兵
｣
と
い
っ
て
い

る

｡

⑭

1
族
随
伴
を
簡
単
に
示
せ
ば
夷
の
通
り
｡

考
え
ら
れ
る
が
'
そ
う
規
定
し
て
し
ま
う
こ
と
に
は
な
お
蹟
頗
さ
れ
る
｡

い
わ
ゆ
る
武
周
革
命
は
'
儒
教
的
天
命
思
想
か
ら
は
妥
首
で
あ

っ
て
も
'

敢
骨
科
畢
的
に
は
'
決
し
て
権
力
の
革
命
的
襲
革
を
意
味
す
る
も
の
で
は

な
く
'
貴
族
階
級
に
大
き
な
打
撃
を
輿
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ

た
'
新
興
階
級
の
政
治
的
優
越
性
空

不
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
政
確
成

立
後
の
政
治
過
程
を
追
求
し
て
偉
力
構
造
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
い
.

-
元
慶

1
三
思

-元
爽

1
東
嗣

賀
蘭
越
石

-
武
后

-
三
女

⑯
胡
氏
は
こ
の
反
乱
が
大
規
模
化
し
な
か
っ
た
理
由
と
し
て

旧
居
初
9
綬
和
政
策
に
よ
っ
て
社
食
藤
済
が
襲
展
L
t
農
民
が
生
活
の
相

封
的
安
定
の
情
況
下
に
あ

っ
た
｡

物
農
兵
結
合
の
府
兵
制
慶
が
未
だ
破
壊
,Jtlれ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘

さ
れ
て
い
る
｡

⑯
も
ち
ろ
ん
,
こ
の
間
に
垂
埜

二
年
九
月
'
嵐
陵
王
復
樺
の
乱
が
か
こ
っ
て

い
る
が
'
小
規
模
の
よ
う
で
あ
り
'
詳
細
は
全
く
不
明
の
た
め
'
こ
1

で

は
略
し
た
｡
(
通
鑑
二

〇
四
)

㊥
こ
の
よ
う
に
い
え
ば
'
武
后
権
力
が
新
興
地
主
権
力
で
あ
る
か
の
よ
う
に

前
浜

｢潮
田
博
士
追
悼
録
｣
車
'
七
七
頁
､
郵
政
利
貞
先

生
の
哀
詩
の
第
六
句

｢洛
拳
固
城
哀
悼
虞
｣
は
'
｢華
洛
閲

城
哀
悼
庚
｣
と
訂
正
し
ま
す
｡

編
集
委
員
の
校
正
の
不
行

届
で
し
た
｡
謹
ん
で
訂
正
L
t
.深
-
お
わ
び
し
ま
す
｡

(略



A New ThoughtontheT･axationSystem ofT'ang(磨)

khisadaM2'yazak3'

Corv6eunderlaythetaxationsystemoftheT'angdynasty.Theduties

ofa〃standardadult"(正丁)consistedoftsu(租),yung(庸)andchiao(調),

whichwereconvertibleinto15-day,15-dayand20-daylabour,respectively,

i.e.,50daysaltogether.Thedutiesofthosewhowere18to20yearsofage

were50days'"miscellaneouslabour"(雑役)whichwasequivalentto25days'

labouroftheadult.りMiscellaneouslabour"wasalsoobligatoryonthe

partoftheHstandardadult"andthedisabledandthepersonunder16-17

yearsofage,butitsmaximum wasfixed,e.g.,50days.Thewatchman

(番役)whowasexemptfrom thosedutieswasobligedtopayacertain

amountofmoneycalledtzu-k'o(貿課).

BackgroundofEmpressWu'S(武后)Power

ShigeruYokoia

lnthepoliticalandsocialuneasinessastheresultofthedecliningland

distributionsystemEmpressWu(武后)emergedasapowerfulsovereignto

destroythepoweroftheT'ang (磨)imperialclanbyma汀iage.The

empresswhowas＼suppoi.tedbythegrowingclassoflandlordsandbig

merchantscameintocon且ictwiththearistocracy,andadoptedastrong

policytoputtheempireunderherowncontrol,takingadvantageofthe

revoltsofLiChing-yeh(李敬業)andPrinceChさng Yiieh (越王貞).The

establishmentofEmpressWu'Spowerwasduetoweakeningofthearisto-

cracyandthepressureofノーhegrowing landlordandmerchantclasses,
butthisdoesnotmeanthatEmpressWu'srulerepresentedtheinterest

ofthelandlordclass.ItshouldberecognizedatleastthatEmpressWu

playedanextremelyimportantroleinthegrowingpowerofthelandlord

classandindestroyingthelanddistributionsystem.
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