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き

捻
箪
と
は
一
八
五
三
年
(
戚
盟
三
)
か
ら
六
八
年
(
同
治
七
〉
に

か
け
て
の

一
六
年
間
、
安
徽

・
河
南
・
江
蘇

・
山
東
四
省
の
交
界

帯
ー
ー
い
わ
ゆ
る
准
北
地
方
を
中
心
に
反
観
し
た
農
民
軍
で
あ
り
、

捻
子
と
は
そ
の
中
核
と
な

っ
た
反
櫨
制
的
集
闘
の
稀
で
あ
る
。
そ
の

規
模

・
内
容

・
持
績
性
の
い
ず
れ
か
ら
し
で
も
、
清
末
農
民
戦
字
史

上
、
き
わ
め
て
異
色
の
存
在
で
あ
る
が
、
華
や
か
な
太
卒
天
国
革
命

の
蔭
に
か
く
れ
て
、
従
前
は
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
る
と
と
な
く
、
そ

野

信

爾

の
輪
廓
さ
え
も
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。

だ
が
近
年
来
、
中
園
に
お
け
る
闘
係
資
料
の
整
理

・
出
版
事
業
の

進
行
も
あ

っ
て
、
に
わ
か
に
研
究
が
進
み
、

の
F
U
ロ
M

阿

国
包
印
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ma
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σ巾
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)、
江
地
「
捻
軍
史
初
探
」
(
一
九
五

六
)
、
同
「
初
期
捻
軍
史
論
叢
」
(
一
九
五
九
)
な
ど
の
諸
労
作
が
相
つ

い
で
護
表
さ
れ
た
が
、
と
く
に
安
徽
史
事
通
訊
一
九
五
六
年
第
六
期

に
お
け
る
「
捻
軍
史
特
輯
」
は
ま
っ
た
く
劃
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
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と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
安
徽
省
科
事
研
究
所
(
嘗
時
)
歴
史

一
九
五
七
年

・
五
八
年
の
雨
度
に
わ
た
っ
て
行
な
っ
た

研
究
室
が
、

大
規
模
な
現
地
調
査
の
成
果
を
基
礎
に
、
同
室
近
代
史
組
が
討
論

・

執
筆
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
官
製
史
料
、
官
紳
側
記
述
に
の

ほ
と
ん
ど
不
可
避
的
に
生
じ
た
誤
解

・
誤

認
を
大
幅
に
訂
正
す
る
と
と
も
に
、
捻
軍
の
貰
態
究
明
へ
の
豊
か
な

み
擦
る
こ
と
に
よ
っ
て
、



手
掛
り
を
提
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
蒐
集
し
た
侍
読
・
歌
謡
、
古

老
か
ら
の
聴
書
き
な
ど
現
地
調
査
の
も
つ
強
み
を
、
決
し
て
切
札
扱

い
す
る
の
で
は
な
く
、
既
存
の
文
献
資
料
と
慎
重
に
照
合

・
検
謹
し

て
取
捨
す
る
態
度
は
、
そ
の
秀
れ
た
研
究
臨
制
と
と
も
に
、
ま

っ
た

く
伺
服
の
ほ
か
は
な
い
。

こ
れ
ら
諸
研
究
に
よ
っ
て
、
少
く
と
も
戟
史
と
し
て
の
捻
軍
史
は

か
な
り
細
部
に
わ
た
る
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
い
え
る
が
、
捻
子

の
性
格
・
捻
軍
叛
凱
の
評
債
に
つ
い
て
は
、
私
と
し
て
は
必
ず
し
も

賛
同
し
か
ね
る
貼
が
あ
る
。

u
t

れ
は
中
園
の
研
究
者
に
ほ
ぼ
共
通

捻
子
や
捻
軍
の
農
民
革
命
的
性
格
の
究
明
に
力

黙
が
お
か
れ
る
あ
ま
り
、
同
時
に
内
包
す
る
他
の
複
雑
な
諸
要
因

が
往
々
無
視
あ
る
い
は
軽
観
さ
れ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
。
中
国
の

歴
史
家
と
日
本
の
我
々
と
で
は
嘗
面
す
る
現
貫
的
課
題
に
大
き
な

す
る
こ
と
だ
が

遣
い
が
あ
り
、
私
の
不
満
も
首
然
そ
こ
に
根
ざ
し
て

い
る
わ
け
で
あ

っ
て
、
捻
箪
叛
凱
を
反
消
反
封
建
の
「
轟
々
烈
々
的
農
民
起
義
」
と

規
定
す
る
鮎
で
は
基
本
的
に
一
致
し
な
が
ら

あ
え
て
こ
の
小
論

を
草
し
た
の
は
、
捻
子
・
捻
軍
の
複
雑
な
性
格
、
そ
の
内
部
矛
盾
、

弱
貼
を
も
明
ら
か
に
し
、
そ
の
克
服
の
契
機
を
究
明
し
て
み
た
い
か
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ら
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
以
下
、
前
述
の
「
捻
軍
史
特
輯
」
の
新
成
果
の

紹
介
も
か
ね
て
、
私
な
り
の
見
解
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と

す
る
。

)
 

1
 

(
 
中
国
近
代
史
資
料
畿
刊
「
捻
寧
」
六
冊
(
一
九
五
三
)
、
「
捻
軍
史
料
議

刊
」
第
一
集
(
一
九
五
七
)
、
第
二
集
(
同
)
、
第
三
集
(
一
九
五
八
)
、

「
捻
軍
資
料
別
集
」
(
同
)
な
ど
。

「
捻
軍
産
生
的
祉
曾
背
景
」
肖
柳
撰
稿
、
「
捻
箪
的
産
生
及
其
初
期
的

活
動
」
馬
昌
華
撲
稿
、
「
閥
子
捻
軍
的
組
織
問
題
」
張
珊
撰
稿
、
「
和

羅
爾
綱
先
生
商
椛
捻
軍
戦
術
問
題
」
張
測
、
「
張
幾
行
停
」
若
木
撰
稿

。

の
五
篇
よ
り
な
る
。
総
論
と
し
て
の
「
安
徽
捻
寧
概
述
L

張
珊
は
前
腕

の
第
四
・
五
期
合
刊
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
以
後
引
用
の
場
合
は

各
篇
の
表
題
の
み
掲
げ
る
こ
と
と
す
る
。

安
徽
史
家
通
訊
一
九
五
八
年
第
五
期
「
捻
史
調
査
計
割
和
提
綱
」
参
照
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(2) (3) 

捻

子

の

登

場

「捻
子
」
と
い
う
呼
び
名
が
初
め
て
文
献
に
現
わ
れ
る
の
は

一
八

一
四
年

m
嘉
慶
一
九
〉
、
御
史
陶
樹
の
上
奏
に
お
い
て
で
あ
る
が
、

翌
一
五
年
に
は
「
河
南
・
安
徽
透
界
の
紅
嶺
・
捻
臣
は
四
川
咽
匪
の

例
に
照
し
て
加
重
治
罪
す
る
」
と
い
う
新
例
が
公
布
さ
れ
、
に
わ
か

に
脚
光
そ
浴
び
る
こ
と
に
な

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
捻
子
の
存
在
自
瞳
は

そ
れ
に
先
行
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
間
樹
が
「
臣
従
は
此
れ
よ

り
前
は
猫
お
散
じ
い
た
る
も
今
は
則
ち
聴
衆
ま
れ
り
。

:
:
:
此
れ
よ
り
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前
は
黛
あ
り
し
も
今
は
則
ち

(
頭〉

目
あ
り
。
:
:
:
此
れ
よ
り
前
は

猫
お
官
を
畏
れ
お
り
し
も
近
ご
ろ
は
官
反

っ
て
退
縮
せ
り
、
査
す
る

に
此
等
の
匪
徒
は
、
皆

十
年
前
の
地
方
官
の
因
循
胎
誤
せ
る
に
因

っ
て
後
思
を
養
成
せ
る
な
り
:
:
:
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
嘉

慶
年
聞
に
入

っ
て
急
速
に
撞
頭
し
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
陶
樹
の
上
奏
は
「
傑
陳
絹
捕
院
殻
等
省
紅
嶺
匪

徒
摺
子
」
な
る
表
題
の
示
す
よ
う
に
、
買
は
安
徽
の
腿
州

・
鳳
陽

・

頴
州
各
府
、
河
南
の
南
陽
・
汝
寧
・
陳
州
各
府
お
よ
び
光
州
な
ど
で
、

「
群
を
成
し
除
を
結
び
、
臼
登
横
行
」
し
て
い
る
「
紅
鶴
子
」
な
る

か
〈
グ
レ
ー
プ

「
匪
徒
」

に
つ
い
て
報
告
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
「
毎
一
股

を
一
捻
子
と
調
い
、
小
捻
子
は
数
人
・
数
十
人
、
大
捻
子
は
一

・
二

ぐ
ら
い

百
人
不
等
」
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
紅
詣
と
捻
子
を
直
結
し

た
の
は
後
で
述
べ
る
よ
う
に
彼
の
誤
認
だ
が
「
捻
」
を
集
臨
の
呼
稽

と
し
た
の
は
正
確
で
あ

っ
た
。

「
ぷ
ヂ
は
安
徽

・
河
南
交
界
地
方

一
帯
の
方
言
で
、
股

・
伏
・
舗
と
同
義
で
あ
る
。
安
徽
北
部
の
渦
陽

-
蒙
城

・
事
将
一

帯
で
は
、
(
組
、
仲
間
な
ど
を
数
え
る
量
調
た
る
)

一
股
子
・
一
膨
見
を
慣
用
的
に
は

一
捻
子
・
一
舗
(
守
口
J

い
う
」
か
ら
で
あ
る
。
史
料
上
、
た
と
え
ば
湘
軍
士
山・湘
軍
記
、
さ
ら

子
と

に
は
捻
軍
の
故
地
た
る
渦
陽
鯨
士
山
さ
え
も
が

「
捻
」
を
「
捻
紙
燃

乙

よ

り

脂
」

l
l
l
脂
を
穆
ま
せ
た
紙
捻
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
、
捻
子
盗

賊
説
あ
る
い
は
宗
教
結
祉
設
を
正
首
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
臆

説
・
話
設
と
断
定
し
て
差
支
え
な
い
。

ま
た
紅
嶺
子
と
い
う
の
は
、
周
知
の
よ
う
に
華
北
で
は
馬
賊
の
こ

と
で
あ
り
、

ζ

の
地
方
で
は
土
匪

・
強
盗
の
通
稿
で
あ
る
。
陶
樹
も

こ
れ
を
悪
逆
無
道
の
匿
賊
と
し
て
、
そ
の
罪
燃
を
列
翠
し
て
い
る
が

前
記
の
新
例
白
樺
が
紅
嶺
と
捻
匪
を
並
-記
し
て
匝
別
し
て

い
る
し
、

同
時
に
出
さ
れ
た
上
誌
で
も
「
務
省
汝

・
光
一
帯
の
紅
嶺

・
捻
子
手

等
」
と
書
き
わ
け
て
い
か
。
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こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
同
時
代
人
で
あ
り
、
貫
際
に
捻
子
の
活
動

を
目
撃
し
た
と
と
も
あ
る
河
南
固
始
の
人
蒋
湘
南
が
「
捻
子
、
紅
嶺

す
告
は

は
乃
ち
誼
児
な
り
。」
と
述
。へ

、
「
良
民
こ
れ
を
晋
り
て
紅
嶺
子
と
日

う
」
と
記
し
て
い
る
の
が
参
考
と
な
ろ
う
。
捻
子
は
往
々
紅
嶺
子
と

悪
罵
さ
れ
て
い
た
が
、
決
し
て
紅
嶺
H

捻
と
い
う
等
式
が
成
立
す
る

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
捻
子
の
性
格
に
つ
い
て
考
察
す
る
中

で
、
自
ず
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

)
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(
 

十
朝
聖
訓
仁
宗
谷
一

O
一
嘉
援
二

O
年
八
月
壬
成
係
。

陶
文
毅
公
全
集
二
四
、
捻
軍
資
料
別
集
(
以
下
別
築
一
と
略
構
)
に
も
枚

録。捻
軍
的
産
生
及
其
初
期
的
活
動
。

)
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(8) (7) 

同
注
川

曲
作
子
猫
先
生
遺
集
、
春
障
関
詩
紗
選
六
「
捻
子
」

五
頁
)

(
捻
章
第
一
冊
三
ニ

そ
れ
で
は
捻
子
と
は
一
瞳
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
捻
軍
叛
甑

後
の
悪
意
に
満
ち
た
記
載
や
官
府
の
資
料
は
避
け
て
、
公
一
ゃ
な
る
第

者
と
い
う
わ
け
に
も
行
く
ま
い
が

一
個
の
讃
書
人
た
る
前
出
の

蒋
湘
南
の
記
述
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

「
江
准
の
聞
に
所
調
捻
子
な
る
者
あ
り
、
数
百
人
一
群
と
な
り
、

撞
磁
・
鳥
銃
・
万
矛
な
ど
各
殺
人
の
器
皆
具
え
、
蟻
擁
蜂
轄
す
る
も

か

っ

か

し

ら

地
方
官
敢
て
誰
何
す
る
莫
し
。
余
嘗
て
其
の
魁
を
調
た
る
に
下
中
人

か

ど

む

ら

が

な
る
の
み
。
而
も
所
在
門
に
関
る
も
の
呼
び
て
『
響
老
』
と
日
う
。

た
い
ら
げ

響
老
な
る
者
は
、
人
に
不
卒
の
事
あ
れ
ば
輔
ち
こ
れ
が
卒
を
な
す
。

う

っ

た

お

お

久
し
う
し
て
赴
き
恕
う
る
者
衆
く
、
費
口
洋
溢
し
遠
近
に
轟
く
と
と

則
ち
響
捻
子
と
成
る
な
り
。
」
ど
う
し
て

風
鼓
雷
鳴
の
如
け
れ
ば
、

牒
官
(
父
母
官
)
に
訴
え
ず
に
、
捻
子
に
ば
か
り
た
よ
る
の
か
と
土

お

か

み

か

ね

民
に
尋
ね
る
と
、
官
簡
に
は
銭
が
な
け
れ
ば
訴
え
も
で
き
ず
、
し
か

"

も
理
非
曲
直
が
立
つ
と
は
か
ぎ
ら
ぬ
.
裁
判
沙
汰
の
諸
掛
り
で
破
産

「
何
ぞ
諸
を
響
老
に
憩
う
れ
ば
、
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の
憂
目
も
め
ず
ら
し
く
は
な
い
。

一
銭
も
費
さ
ず
し
て
曲
直
立
ち
ど
ζ

ろ
に
判
じ
、
弱
者
伸
び
強
者
抑

え
ら
る
る
こ
と
、
郎
ち
一
日
の
聞
に
在
る
に
知
か
ん
や
」
と
の
返
答
。

い
わ

「
余
こ
こ
に
於
い
て
噌
然
と
し
て
日
く
、
捻
子
は
其
れ
漢
代
の
櫛
侠

・

か
。
:
:
:
難
を
聞
け
ば
排
し
、
紛
を
見
れ
ば
解
き
、
其
の
身
を
顧
り

み
ず
以
て
人
の
急
に
殉
ず
、
:
:
:
然
う
し
て
話
を
重
ん
じ
義
を
市
る

の
後
、
無
業
の
者
こ
れ
に
投
じ
、
出
創
部
こ
れ
に
投
じ
、
鵬
監
・

宮
か
ぬ
す
ぴ
と
吃
〈
ら
う
ち

掘
塚
・
博
掩
の
者
こ
れ
に
投
じ
、
:
:
:
公
に
背
き
黛
に
死
し
て
、

L

し
え

震
す
可
か
ら
ざ
る
無
し
。
古
よ
り
侠
魁
は
罪
魁
た
ら
ざ
る
者
あ
ら
ざ

る
な
り
。
」
(
讃
漢
書
瀞
侠
侍
)

蒋
湘
南
は
、
他
に
捻
子
同
士
山
の
械
闘
の
作
法
や
、
彼
が
貰
際
に
目

撃
し
た
、
捻
徒
が
貧
乏
老
秀
才
に
非
常
な
敬
意
を
梯
っ
て
い
た
話
な

ど
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
叛
凱
以
前
の
捻
子
の
貰
相
と
し
て
、

ζ

の

現
地
の
讃
書
人
の
謹
言
は
一
躍
信
頼
出
来
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
前
出
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の
捻
子
取
締
り
強
佑
の
新
例
と
前
後
し
て
、
捻
子
の
本
場
、
頴
州
府

で
出
さ
れ
た
告
示
の
中
で
は
「
一
種
の
専
ら
罪
人
を
匿
い
、
私
瞳
を

包
迭
し
、
官
捕
を
抗
桓
す
る
も
の
、
と
れ
を
醸
子
(
礎
と
捻
と
は
同

音
)
と
謂
う
」

「
集
世
間
の
徒
、
自
ら
雄
長
な
る
を
持
り
、
逢
に
私
盟

を
包
迭
し
、
亡
命
を
寄
留
し
、
捻
頭
と
暁
稽
す
。
衆
を
褒
め
劫
殺
す

る
を
以
て
威
風
を
張
り
、
尋
仇
報
復
を
ば
義
気
と
な
七
」
と
捻
子
・

捻
頭
を
規
定
し
て
い
る
事
買
を
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
同
じ
宮
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府
の
文
書
で
も
、
直
接
人
民
に
戒
告
す
る
告
示
の
類
で
は
、
あ
ま
り

貰
態
と
か
け
離
れ
す
ぎ
た
規
定
で
は
全
く
逆
効
果
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
私
な
り
に
そ
の
性
格
を
規
定
す
る
と
す
れ
ば
、
捻
子
と
は

一
種
の
侠
客
閉
館
で
あ
り
、
捻
頭
は
い
わ
は
親
分
に
首
る
と
い
う
こ

日
本
流
に
い
え
ば
、

組
、
あ
る
い
は

O
O
一
家
と
い
う
組
ま
た
は
一
家
を
指
す
言
葉
か
ら

と
に
な
る
。

「
捻
」
と
い
う
呼
稿
白
煙
、

× 
× 

来
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
水
激
の
世
界
を
片
山
沸
さ
せ
る
も

ひ
と
と
は
り

の
が
あ
り
、
事
貰
「
水
洗
宋
江
の
局
人
を
慕
っ
て
、
群
盗
と
交
通
し

凶

た
」
あ
る
富
家
の
子
弟
さ
え
飛
出
し
て
い
る
。

「
行
侠
尚
義
」
を
看

板
に
し
た
侠
客
園
鶴
、
「
重
諾
市
義
」
の
男
伊
達
の
下
に
、
梁
山
泊

の
如
く
、
盟
密
買
買
者
も
博
徒
も
盗
賊
も
庇
護
を
求
め
て
投
じ
た
わ

け
で
‘
決
し
て
捻
子
自
慨
が
闇
盟
業
者
、
博
徒
、
盗
賊
で
あ
っ
た
の

で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る

O?i U1) 00) (9) 

時
間
子
繍
先
生
池
袋
、
七
経
桜
文
紗
三
(
捻
軍
第
一
冊
三
二
三
頁
)

左
輔
、
念
宛
雄
前
集
官
書
三
「
穎
州
府
係
一郡
」
(
別
集
二
三
頁
)

向
上
「
禁
行
媛
害
示
」
(
別
築
二
五
頁
)

停
懐
瓶
、
制
地
図
未
定
稿
「
蘭
山
師
脚
質
公
治
盗
紀
略
」

(
別
集
四
五
頁
)

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

お
そ
ら
く
明
確
な
起
源
な
ど
は

江
地
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う

ζ

の
よ
う
な
性
格
の
捻
子
に
は
、

に

白
蓋

御
法
度
を
犯
し
て

群
を
な
し

一
刀
を
ひ

っ
さ
げ

て
村
や
衝
を
練
り
歩
く
威
勢
の
い

い
連
中
は
、

「
順
万
曾
」

捜

「
披
万
禽
」

な
ど
の
名
稽
で
、
す
で
に
乾
隆
ご
ろ
(
一
八
世

紀
中
葉
)
か
ら
文
献
に
出
浸
し
て
お
り
、
か
か
る
「
無
頼
の
徒
」
の

万
曾
」

活
動
が
嘉
擾
以
降
に
わ
か
に
活
液
化
し
た
結
果
、

い
う
呼
稽
が
定
着
し
て
い

っ
た
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

い
つ
し
か
捻
子
と

そ
の
武
装

も
嘉
慶

・
道
光
と
も
な
れ
ば
、

撞
鎗
(
大
型
の
火
縄
銃
)
、

鳥
銃
と

火
器
ま
で
備
え
て
、

も
は
や
「
順
刀
」
と
か
「
捜
万
」
と
か
で
は

包
括
し
得
な
く
な
っ

て
い
九
か
ら
で
あ
る
。

嘉
慶
と
い
え
ば
誰
し
も
想
起
す
る
の
が
、

一
七
九
六
年
ハ
嘉
慶
元
)

か
ら
一
入

O
四
年
(
嘉
慶
九
〉
に
か
け
て
の
四
川
・
湖
北
・

快
西
を

中
心
に
爆
聾
し
た
白
蓮
数
の
叛
凱
で
あ
ろ
う
。
雨
准
地
方
は
元
末
の

- 50ー

白
蓮
数
叛
蹴
の
故
地
で
も
あ
り
、
湖
北
と
は
直
接
地
を
接
し
て
い
る

の
だ
か
ら
、
捻
子
の
費
生
と
そ
れ
そ
結
び
つ
け
る
考
え
方
が
生
ま
れ

る
の
も
自
然
で
あ
る
。
陶
樹
も
「
紅
嶺
は
原
と
白
蓮
数
漏
網
の
人
に

係
る
」
と
云
い
、
責
鈎
宰
も
「
金
壷
七
翠
」

の
中
で
「
白
蓮
遺
議
」

と
す
る
設
を
と

っ
て
お
り
、
こ
れ
を
承
け
た
江
地
は
「
捻
議
は
白
蓮

数
の
饗
種
で
あ
り
、
白
蓮
教
と
密
切
な
歴
史
的
淵
源
を
も
っ
て
い
る
」

と
断
言
さ
え
し
て
い
る
。
だ
が
同
時
に
、
彼
は
「
捻
議
は
宗
教
組
織

で
は
な
く
、
迷
信
的
要
素
を
も
た
ぬ
」
と
矛
盾
し
た
見
解
を
も
述
、へ



て
い
る
が
、
調
査
結
果
に
よ
れ
ば
、
捻
子
は
白
蓮
教
と
無
関
係
な
は

同

か
り
か
、
逝
・に
封
立

・
抗
字
の
関
係
に
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
間
接
的
な
閥
係
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
馬
杏
逸
は
そ

同

の

「
捻
逆
述
略
」
の
中
で
、

「
捻
は
嘉
慶
二
年
に
起
る
。
楚
川
に
数

み
の
一
の
う
す

匠
滋
擾
し
、
在
庭
に
郷
勇
を
招
募
す
。
其
時
、

頴
・
汝
歳
数
く
、
麿

募
せ
る
者
衆
し
。
数
年
に
し
て
数
臣
底
定
し
、
勇
を
撤
し
て
籍
に
踊

乙
nw
ゃ
か
ら

ら
し
む
。
若
輩
は
久
し
く
戎
行
を
歴
し
、品開
驚
性
と
成
り
、

剰
掠
性

い

さ

ぎ

よ

し

た

ぜ

と
成
る
。
既
に
踊
る
も
生
業
を
屑
と
せ
ず
、
唯
博
飲
を
事
と
し
、

地
方
の
無
頼
ま
た
従

っ
て
と
れ
に
附
和
す
。
:
:
:
賊
の
強
惇
に
し
て

富
め
る
者
、
自
ら
首
領
と
な
り
、
衆
を
糾
め
て
横
行
す
。
集
市
に
て

ひ
と
び
と

緊
り
賂
し
、
刀
矛
鎗
銃
を
排
列
し
て
名
ず
け
て
鎖
棚
と
震
し
、
衆
稽

し
て
悼
主
(
捻
首
)
と
矯
す
。
各
集
市
皆
然
り
。
:
:
:」

と
述
べ
て

い
る
が
、
郷
勇
く
ず
れ
が
沓
来
か
ら
あ
っ
た
指
侠
無
頼
の
風
を
一
一
暦

助
長
し
、
重
大
な
枇
曾
的
・
政
治
的
問
題
に
ま
で
蛮
展
さ
せ
た
こ
と

}ま

一
態
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ

-Z
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。司自由 自由(14)(13) 

江
地
、
初
期
捻
軍
史
論
議
(
以
下
論
叢
と
略
す
)
二

1
七
頁。

前
引
「
傑
陳
緯
捕
続
強
等
省
紅
務
匪
徒
摺
子
」

金
萱
七
墨

・
浪
墨
四
「
捻
医
初
超
」
(
捻
箪
第

一
冊
三
七
七
頁
)

江
地
、
論
議
七

l
一
三
頁。

江
地
、
論
叢
一
八

1
ニ
O
頁

(IPJ 

捻
軍
的
産
生
及
其
初
期
的
活
動
、
・
江
地
の
論
接
を

一
々
否
定
し
、
捻
軍

と
白
蓮
数
徒
と
の
聞
に
闘
争
の
あ
っ
た
事
賞
を
も
翠
げ
て
い
る
が
、
紙

帽
の
都
合
で
詳
し
い
紹
介
の
で
き
ぬ
の
は
残
念
で
あ
る
。

方
玉
湖
、
星
烈
日
記
集
要
三
ニ
「
賊
情
一
九
」
所
引
。

(
捻
軍
第
一
冊

三
O
九

1
=二
三
頁
)

09) 
捻
子
が
こ
の
よ
う
な
自
然
量
生
的
な
侠
客
圃
鰻
で
あ
る
以
上
、
相

五
の
聞
に
何
ら
の
統
一
も
な
く
、
各
地
に
無
数
の
捻
頭
が
翫
立
し
て

互
い
に
し
の
ぎ
を
け
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
嘗
然
で
あ
っ
た
。
も

と
も
と
雨
准
地
方
は
、
一
村
一
姓
、
数
村
一
姓
と
い
っ
た
同
族
部
落

が
多
く
、後
進
的
宗
族
遺
制
を
背
景
に
械
闘
の
盛
ん
な
地
域
で
あ
り
、

「
民
風
強
惇
に
し
て
事
に
遇
い
て
念
字
す
れ
ば
、
往
々
多
人
を
競
召

し
、
械
を
持

っ
て
格
闘
す
」
と
云
わ
れ
、
民
間
に
は
禁
制
の
火
器
・

同

万
矛
の
類
が
多
く
私
離
さ
れ
て
い
た
が
、
捻
子
の
撞
頭
は
さ
ら
に
と

の
風
潮
に
拍
車
を
か
け
る
。
と
い
う
よ
り
も
、

~ 51 ~ 

一
般
の
械
闘
の
風
潮

が
捻
子
を
産
み
出
し
た
と
見
る
方
が
よ
り
正
確
か
も
知
れ
な
い
。
「一

荘
に
捻
あ
れ
ば
一
荘
安
ん
じ
、

一
族
に
捻
あ
れ
ば

一
族
幸
な
り
」
と

云
わ
れ
、
他
捻
の
塵
迫
を
避
け
る
た
め
、
荘

や
族
中
に
一
寸
で
も

「
強
惇
な
る
者
」
が
あ
る
と
、
み
な
'で
慾
憩
し
、
資
糧
を
援
助
し
て

一制

「
結
捻
」
さ
せ
た
と
い
う
。
ま
た
械
闘
に
備
え
て
、
特
殊
な
技
何
を

持
つ
連
中
を
高
賃
金
で
雇
い
入
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
ら
し
く
、
捻
子
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に
闘
す
る
記
述
に
は
凄
惨
な
械
闘
・
叩
即
の
記
事
が
つ
き
も
の
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
捻
子
の
主
流
は

「
該
匿
徒
等
(
紅

嶺
・
捻
子
手
)
は
、
販
私
(
瞳
の
密
買
買
〉

-
騨
掠
(
掠
奪
〉
の
時

に
首

つ
て
は
、
白
か
ら
多
人
を
来
集
し
、
障
い
ま
ま
に
不
法
を
行
う

も
、
其
の
卒
時
に
至
つ
て
は
、
川
ω
お
村
落
に
散
慮
し
、
自
ら
湾
民
に

附
す
」
と
嘉
慶
二

O
年
の
上
論
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
在
地
性
の

強
い
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
郷
村
か
ら
遊
離
し
た
ル
ン
ペ
ン
圏
瞳
で

は
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
「
邪
匪
(
白
蓮
教
徒
)
の
彩
黛
を
勾
結
し

て
凱
を
伺
う
る
者
の
如
き
の
比
す
べ
き
に
非
ず
」
と
清
朝
白
樺
が
認

め
て
い
る
よ
う
に
反
清
朝
的
性
格
は
本
来
持
合
せ
て
い
な
か
っ
た
の

闘

で
あ
る
。

だ
が
一
方
で
は
、
「
名
姓
を
知
ら
ざ
る
類
、
数
十
人
を
緊
め
て
到

る
魔
潜
行
し
、
隙
に
遇
え
ば
便
ち
か
山
知
ら
ず
る
」
瀞
捻
ま
た
は
飛
捻
と

同

呼
ば
れ
る
も
の
も
あ
り
、
と
の
場
合
は
む
し
ろ
ル
ン
ペ
ン
的
性
格
が

強
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
他
、
渦
河
の
波
止
場
人
足
の
捻
な
ど

の
事
例
も
あ
る
が
w

と
れ
ら
は
捻
子
と
し
て
は
む
し
ろ
傍
系
に
属
し

た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
種
々
の
史
料
例
か
ら
考
え
る
と
、
捻
子

こ
と
に
そ
の
首
領
で
あ
る
捻
頭
は
、
官
府
文
書
の
中
で

「
土
揖
」
「
光

「
土
豪
」
と
普
通
呼
び
慣
わ
さ
れ
て
い
る
連
長
主
流
を
占
め

根

て
い
た
と
判
断
さ
れ
る
。

現
地
調
査
で
採
集
さ
れ
た
停
設
に
よ
っ
て
も
、
捻
軍
の
首
領
級
の

大
部
分
は
「
光
梶
」
で
あ
り
、
そ
れ
も
「
仁
義
光
槙
」
と
「
五
狙
光

揖
」
の
二
種
あ
っ
た
。
前
者
は
つ
ま
り
響
老
、
響
捻
子
的
な
「
行
侠

尚
義
」
の
看
板
通
り
の
男
伊
達
で
あ
り
、
後
者
は
そ
の
逆
に
弱
い
者

い
じ
め
専
門
の
悪
親
分
と
い
う
わ
け
だ
が
、
光
担
相
互
間
に
は
「
字

同

光
梶
」
と
呼
ぶ
縄
張
り
字
い
が
組
え
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
「
字

光
梶
」
を
通
じ
て
、
各
捻
子
の
聞
に
統
嵐
関
係
の
生
ず
る
の
も
自
然

の
成
行
き
で
あ
り
、

「
大
捻
」
の
支
配
下
に
お
か
れ
た
「
小
捻
」
は

「
脊
捻
」
と
帯
さ
れ
酬
。
各
捻
頭
は
地
域

・
地
域
に
割
接
し
て
勢
力

。L
P
h
u
 

を
張
り
、
鯨
や
府
の
衛
門
の
膏
吏
や
捕
役
さ
え
も
抱
き
込
み
、
地
方

官
さ
え
、
う
っ
か
り
手
を
つ
け
ら
れ
ぬ
吠
韻
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ

同
る
。

ω) 

十
朝
聖
訓
宣
宗
八
三
道
光
一
四
年
三
月
壬
申
係
。
火
縄
銃
な
ど
各
種
の

武
器
は
、
民
間
の
銭
舗
で
製
造
さ
れ
て
い
た
。

方
玉
湖
、
前
掲
書
。

十
朝
聖
訓
仁
宗
一

O
一
一
掃
援
ニ

O
年
八
月
壬
成
係
。

方
玉
澗
前
掲
書
。

捻
寧
黒
旗
の
首
領
劉
狗
・
劉
尿
兄
弟
の
例
。

的
活
動
第
二
章
)

制倒倒帥

(
捻
軍
的
産
生
及
其
初
期



帥

例
え
ば
十
朝
聖
訓
宣
宗
八

O
道
光
二
年
九
月
乙
亥
係
。
同
八
三
道
光
一

、O
年
二
月
了
卯
係
、
同
八
三
道
光
一
二
年
九
月
庚
戊
篠
な
ど
を
見
よ
。

捻
軍
的
産
生
及
其
初
期
的
活
動
第
三
章

方
玉
湖
前
掲
番
。

豚
衡
の
膏
役

・
捕
役
が
捻
と
通
謀
し、

効
果
的
取
締
の
出
来
ぬ
こ
と
を

指
摘
し
た
資
料
は
無
数
に
あ
る
。

倒的側

雨

准

と

私

瞳

も
ち
ろ
ん
、
嘉
慶
年
聞
に
入
っ
て
か
ら
の
捻
子
の
急
激
な
勢
力
旗

大
の
背
景
に
は
、
そ
れ
な
り
の
政
治
的

・
吐
曾
的

・
経
済
的
原
因
が
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「
我
此
の
邦
(
河
南
省
南
陽

・
汝
寧

・
光
州
一

帯
)
に
生
れ
、
頗
る
其
の
狙
う
所
を
知
る
。
地
は
本
清
せ
て
貧
し

お
ろ
か

く
、
人
ま
た
輩
に
し
て
秀
な
ら
ず
。
博
進
し
て
生
涯
を
矯
し
、
私
盟

に
て
販
俸
を
轄
ず
。
・
:
:
恒
産
自
来
無
け
れ
ば
恒
心
何
虞
に
か
毘
ら

制

ん
じ
と
蒋
湘
南
は
歎
き
、
査
挨
は
嘉
慶
二

O
年
頃
の
作
と
推
定
さ

刷

れ
る
「
論
安
徽
吏
治
ご
の
中
で
、

「夫
れ
民
人
は
耕
縛
そ
以
っ
て

生
を
矯
し
、
彼
ハ
捻
子
)
は
卸
ち
盗
賊

・
光
梶
・
私
販
を
以
っ
て
耕

ひ
ぴ

縛
と
矯
す
。
今
、
官
を
し
て
日
に
耕
縛
す
る
者
を
捕
え
て
こ
れ
を
殺

さ
し
む
る
も
、
民
殺
に
よ
っ
て
耕
縛
を
壊
す
る
能
わ
ざ
る
は
必
然
な

り
。
然
ら
ば
彼
の
盗
賊

・
光
梶
・
私
販
そ
以
て
耕
蒋
と
震
す
者
、
能

あ
っ
た
筈
で
あ
る
。

く
殺
に
よ
っ
て
迭
に
盗
賊

・
光
梶
・
私
販
を
矯
さ
ざ
ら
ん
や
。
且
つ

夫
れ
凶
荒
前
に
あ
り
、
鼎
鎮
後
に
在
れ
ば
、
其
の
凶
荒
に
嘗
つ
て
は

鼎
銭
あ
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
。

此
の
輩
の
法
を
胃
し
て
以
て
死
す
る

者
、
壷
く
は
凶
荒
に
由
ら
ざ
る
も
、
凶
荒
に
由
っ
て
以
て
此
に
馴
致

か

αし

せ
る
が
十
の
八

・
九
、
:
:
:
其
の
故
習
を
去
り
、
法
を
畏
れ
死
を
感

ま
し
め
ん
と
す
る
も
、
男
に
耕
す
可
き
無
く
、女
に
織
る
可
き
無
し
、

赤
身
持
腹
、
索
然
と
し
て
甘
ん
じ
て
餓
拝
と
矯
る
も
敢
て
動
か
ざ
ら

し
む
る
は
、
ま
た
勢
い
の
必
ず
し
も
然
ら
ざ
る
所
の
者
な
り
に
と

政
治
の
無
力
を
か
ζ

っ
て
い
る
。
捻
子
横
行
の
祉
曾
的

・
経
済
的
背

景
を
的
確
に
つ
か
ん
だ
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

- 53一

元
来
、
地
理
的
に
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
捻
蹴
の
中
心
地
域

|

|
准
北
は
主
要
交
通
路
線
か
ら
外
れ
た
後
進
地
帯
で
あ
り
ハ
農
業

以
-外
に
生
計
の
遭
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
も
そ
の

一

農
業
も
棉
花

・
麻
な
ど
商
業
性
の
高
い
作
物
に
は
恵
ま
れ
ず
、
大
小

安

・
豆
類
を
主
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
生
産
力
は
極
度
に
低

く
、
自
然
的
災
害
も
あ

っ
て
非
常
に
不
安
定
で
あ

っ
た
。
査
授
は

こ
れ
に
つ
い
て
、
「
(
先
進
地
帯
で
あ
る
〉
江
斯
に
て
は
田
業
無
き

者
も
、
皆
務
む
る
所
あ
り
。
:
:
:
指
民
あ
り
と
雌
も
害
を
箆
す
に
足

ら
ず
。
濁
り
准
酒
の
聞
は
物
産
清
少
に
し
て
販
易
通
ぜ
ず
、
逐
末
U
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利
も
其
の
術
を
知
る
空
し
。
是
に
お
い
て
工
商
せ
ず
し
て
婦
女
を
販

し
盟
硝
を
欝
ぎ
、
百
饗
せ
ず
し
て
開
場
し
て
博
徒
を
緊
め
、
甚
し
き

す

は

わ

か

ほ

ん

同

は
乃
ち
数
(
白
蓮
数
〉
を
習
い
鳩
集
し
て
不
軌
を
震
す
」
と
述
べ
て

い
る
。
だ
が
こ
れ
は
生
産
力
が
停
滞
し
、
商
品
経
済
の
護
展
が
阻
ま
れ

て
い
る
限
り
、
不
挫
の
篠
件
で
あ

っ
て
、
嘉
慶
以
後
の
捻
子
登
場
の
説

明
に
は
な
り
か
ね
る
。
な
ぜ
こ
の
時
貼
に
お
い
て
、
「
無
業
の
民
」
「
瀞

民
」
の
存
在
が
と
く
に
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
た
の
か
、
解
答
は

清
朝
支
配
瞳
制
の
全
般
的
危
機
の
中
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

倒。1)仰)

縛
子
満
先
生
遁
集
、
春
郎
関
詞
紗
選
六
「
捻
子
」

五
頁
)

質
谷
詩
文
紗
九
(
別
集
二
九

l
三
O
頁
)

向
上
「
論
安
徽
吏
治
三
」
(
別
築
三

一
頁
)

(
捻
箪
第
一
冊
三
ニ

清
朝
も
そ
れ
以
前
の
各
王
朝
と
同
様
に
、
初
期
の
農
業
生
産
の
復

興

・
輩
展
を
基
軸
と
す
る
諸
施
策
を
基
礎
に
政
権
を
安
定
さ
せ
、
や

が
て
康
照

・
薙
正

・
乾
隆
の
最
盛
期
を
む
か
え
た
が
、
間
も
な
く
商

業
資
本
に
よ
る
農
村
経
慣
の
侵
蝕
、
園
家
支
出
の
檎
大
と
官
僚
の
魔

敗
に
よ
る
農
民
政
奪
の
強
化
、
農
業
生
産
維
持
の
保
障
た
る
諸
施
策

ー

ー
こ
と
に
水
利
の
鹿
弛
に
よ
る
生
産
力
の
減
退
、
小
農
民
の
浪
落

に
よ

っ
て
、
自
ら
の
基
礎
を
掘
り
崩
し
、瞳
制
全
瞳
の
危
機
を
招
来
す

る
と
い
う
法
則
的
な
推
移
を
辿
る
。
さ
ら
に
加
え
て
欧
米
資
本
主
議

の
盤
迫
・侵
略
が
、新
た
な
る
要
因
と
し
て
出
現
し
た
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
最
初
の
大
規
模
な
農
民
戟
字
|
|
白
蓮
数
の
叛
凱
に
、
そ

の
馬
脚
を
露
わ
し
な
が
ら
、
や

っ
と
こ
れ
を
鎮
座
し
て
一
息
を
つ
い

た
清
朝
は
、
中
興
を
自
賛
す
る
暇
も
な
し
に
、
深
刻
な
矛
盾
の
繕
起

に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。す
な
わ
ち
阿
片
の
流
入
、
銀
の

流
出
に
よ
る
経
済
的
バ
ラ
ン
ス
の
崩
演
、
一
世
曾
不
安
の
増
大
で
あ
る
。

河
北
の
一
例
に
よ
る
と
、
嘉
慶
初
年
、
銀
一
雨
に
つ
き
銅
銭
て

O
O
O
J九
O
O文
で
あ
っ
た
銀
銭
比
債
は
、
年
と
と
も
に
増
大
し
、

太
卒
天
国
革
命
の
勃
護
し
た
一
八
五

O
年
頃
に
は
、
買
に
二
、
三

O
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O
文
前
後
、

一
八
一
一
一
年
(
遭
光
元
〉
を
一

O
Oと
す
れ
ば
、

入

0
0年
か
ら

O
九
年
の
問
、
最
高
八
四
・
玉
、
最
低
七
二
・

六
を
上

下
し
て
い
た
比
慣
が
、

か
に
上
昇
に
轄
じ
、
三

0
年
間
徐
り
の
聞
に
一
八

O
蓋
ま
で
、
貫
に

一
四
年
頃
(
嘉
慶
二

O
〉
を
境
に
し
て
に
わ

二
倍
牢
に
近
い
値
上
り
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
間
、
銭
建
値
の
農
産

入
O
か
ら

一一

O
蓋
と
ほ
ぼ
横
ば
い
、
手
工

同

業
生
産
物
も
同
様
で
あ
っ
た
か
ら
、
銀
相
場
の
高
騰
は
生
産
物
を
銭

物
小
買
物
債
指
数
は
、

で
貰
り
、
銀
に
雨
替
し
て
納
税
す
る
小
農
民
に
と

っ
て
、
直
接
の
増
税

を
意
味
し
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
官
僚
・膏
役
の
中
間
搾
取
・

雨
替
商
人
の
相
場
操
作
、
地
主

・
豪
紳
に
よ
る
負
措
輔
嫁
等
々
は



さ
ら
に
何
倍
か
の
苛
鍛
・
諒
求
と
し
て
結
果
し
、
加
う
る
に
人
災
た

る
自
然
災
害
の
頻
輩
も
あ
っ
て
、
清
末
農
民
戟
字
の
大
爆
護
を
必
至

な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。

わ
が
捻
軍
の
最
大
接
貼
と
な

っ
た

維
河
集
一
帯
(
現
在
の
渦
陽

蘇
、
首
時
頴
州
府
属
一の
事
州
・
皐
陽
・
蒙
城
お
よ
び
鳳
陽
府
腐
の
宿

州
の
四
州
豚
の
交
界
一
帯
)
に
、
そ
の
具
韓
的
蹴
況
を
さ
ぐ

っ
て
み

ょ
う
。
こ
こ
で
は
何
よ
り
も
、
水
利
の
荒
鹿

・
治
水
の
放
置
が
重
大

な
結
果
を
引
起
し
た
。
安
徽
北
部
一
帯
は
大
卒
原
で
あ
り
、
西
北

か
ら
東
南
に
流
れ
て
准
河
に
注
ぐ
河
川
が
無
数
に
あ
っ
た
が
、
捻
軍

叛
乱
前
に
は
渦
河
を
除
い
た
ほ
と
ん
ど
の
河
川
は
河
道
が
埋
ま
り
、

水
は
け
が
悪
く
な
っ
て
い
た
。
し
か
も
一
帯
が
砂
磯
地
で
表
土
が
浅

く
、
蓄
水
力
に
乏
し
い
と
い
う
傑
件
も
あ

っ
て
、
ち
ょ

っ
と
雨
が
績

け
ば
洪
水
、
日
照
れ
ば
皐
害
と
な
り
、
「
三
年
南
頭
災
、
十
年
八
年

雑
河
集
の
北
を
流
れ
る
鴻
溝
，と

災
」
の
諺
ま
で
あ

っ
た
と
い
う
。

い
う
川
は
、
捻
乱
前
に
は
、
た
っ
た
五
尺
幅
の
文
字
通
り
の
溝
に
饗

り
は
て
た
し
、
同
じ
く
北
担
河
は
、
瞳
-
宿
を
貫
流
す
る
相
嘗
大
き

な
河
で
あ
っ
た
の
が
、
全
く
埋
も
れ
て
し
ま
い
、
や

っ
と
一
八
九
八

55 

年
(
光
緒
二
四
)
に
な
っ
て
五
尺
幅
の
溝
を
つ
け
直
し
た
。
間
早
に
河

床
が
上
っ
た
と
か
、
せ
ば
ま
っ
た
と
い
う
程
度
を
越
え
て
、
多
く
の

河
川
が
基
本
的
に
は
消
滅
し
さ
え
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
は

で
は
な
い
、
嘗
時
ま
だ
江
蘇
省
北
部
で
海
に
注
い
で
い
た
黄
河
が
、

一
八
四
一
年
(
道
光
二
一
〉
、

四
三
年

四
四
年
と
三
固
に
わ
た
っ

て
河
南
で
決
潰
し
た
お
り
に
は
、
そ
の
た
び
に
洪
水
が
准
北
を
洗
つ

同

て
准
河
に
山
山
、
庚
汎
な
飢
鐙
を
置
土
産
に
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

側側

殿
中
卒
等
篇
、
中
国
近
代
経
済
史
統
計
資
料
選
積
三
七
、
三
八
頁
。

捻
寧
産
生
的
批
舎
背
景
第
四
章
。

こ
れ
に
前
述
の
銀
高
と
苛
欽
諒
求
が
加
わ
る
。
後
進
的
な
准
北
地

方
で
は
、
商
品
経
慣
の
未
琵
遠
か
ら
、
直
接
納
税
者
は
銅
銭
で
納
付

-55ー

し
、
官
側
が
こ
れ
を
た
と
え
ば
河
南
の
周
家
口
な
ど

か
な
り
遠
方

の
商
業
中
心
地
ま
で
輪
迭
し
て
銀
に
換
え
て
い
た
が
、
運
搬
費
s

・
雨

替
諸
掛
り
の
加
算
は
嘗
然
と
し
て
も
、
機
構
の
複
雑
さ
に
膳
じ
て
中

間
搾
取
の
額
も
増
し
た
。
ま
た
こ
の
地
方
で
は
、
課
税
基
準
た
る
畝

の
大
き
さ
が
一
定
せ
ず
、
貫
質
上
の
税
負
措
の
差
が
七

O
倍
に
遣
す

る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
い
、
地
主

・
豪
紳
の
と
れ
を
利
し
た
脱
税
行

同

震
は
、
こ
と
に
鳳
陽
府
属
で
甚
し
か
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
す
べ
て

の
負
措
は
小
農
民
に
お
し
か
ぶ
さ
れ
、
階
級
分
化
は
急
速
に
進
行
し

て
い

っ
た
の
で
あ
る
。

現
地
調
査
で
の
推
定
に
よ
る
と
、
捻
観
前
夜
、
張
掛
飛
行
の
出
身
村
、
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張
老
家
で
は
、
線
戸
数
六
九
戸
中
、
所
有
地
二
九
畝
以
下
の
貧
農
・

小
作
農
は
三
九
戸
、
三
O
J
九
九
畝
の
自
作
農
が
一
五
戸
、

。。

J
七
O

O
畝
の
地
主
が
一
五
戸
で
あ
り
、
総
戸
数
の
五
六
%
を
占
め

る
貧
農

・
小
作
農
は
耕
地
面
積
の
わ
ず
か
一

・
五
%
し
か
占
め
て
い

同

な
か
っ
た
。
し
か
も
提
示
さ
れ
て
い
る
資
料
を
検
討
す
る
と
、
そ
の

三
九
戸
中
、
三
五
戸
|
|
線
戸
数
の
五
O
%
強
は
、
全
く
土
地
を
持

っ
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
隣
り
の
宿
鯨
(
宿
州
)
で
の

倒

一
九
O
五
年
の
数
値
、
牢
自
作
農
二
二

・
六
%
、
小
作
農
一
七
・
九

%
と
比
較
す
れ
ば
、
そ
の
農
民
唐
分
解
が
ど
れ
ほ
ど
深
刻
で
あ

っ
た

か
、
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

も
と
も
と
安
徽
省
北
部
は
農
業
生
産
力
の
低
さ
か
ら
、
自
作
農
の

開

一
九
三
五
年
の
調
査
統
計
で
は
、
鳳
蓋

比
率
の
高
い
地
方
で
あ
り

-
事

・
車
陽
三
鯨
の
卒
均
数
値
と
し
て
、
地
主
三
・
五
五
%
、
自
作

七
一
・
五
八
%
、
自
小
作
九
・
五
七
%
、
小
作
一
四
・
二
五
%
、
麗

農

0
・
八
%
が
あ
が

っ
て
い
る
。
他
方
、
捻
凱
首
時
、
事
・
蒙
・
宿

「
投
鞭
地
」
ま
た
は
「
把
牛
地
」
と
呼
ば
れ
る

一
帯
の
小
作
で
は

も
の
||
農
民
の
所
有
物
は
牛
迫
い
用
の
鞭
だ
け
で
、
農
具
・
家
畜
・

種
子
・
住
居
等
一
切
を
地
主
の
貸
輿
に
仰
ぐ
形
式
と

「
賠
牛
地
」

と
稿
す
る
地
主
か
ら
耕
牛
購
入
費
の
貸
輿
(
無
利
子
〉
を
う
け
、
小

作
契
約
解
消
の
際
に
は
そ
の
返
済
が
係
件
と
な
る
形
式
|
|
貰
質
上

の
土
地
緊
縛
ー
ー
と
の
二
種
が
最
も
普
遍
的
で
あ
り
、
小
作
料
は
前

者
で
六
O
J
七
O
%
、
後
者
で
は
五
O
J
六
O
%
に
達
し
た
と
い

帥
ぅ
。
土
地
の
生
産
性
の
低
さ
が
、
小
作
経
営
の
成
立
を
よ
ほ
ど
傑
件

の
よ
い
土
地
だ
け
に
限
っ
た
こ
と
が
、
准
北
に
お
け
る
地
主
制
の
費

還
を
阻
ん
だ
主
要
篠
件
で
あ

っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
深
刻

な
事
態
は
、
多
く
の
農
民
を
生
命
の
維
持
す
ら
困
難
な
境
遇
に
追
込

む
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

だ
が
彼
等
は
食
え
な
い
と
云

っ
て
も
離
村
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
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い
。
中
圏
全
土
が
程
度
の
差
は
あ
っ
て
も
ほ
ぼ
同
様
の
吠
態
で
あ
っ

た
か
ら
、
農
民
は
首
面
を
糊
塗
す
る
た
め
に
耕
地
を
手
放
し
て
も
、

や
は
り
土
地
に
し
が
み
つ
く
ほ
か
は
な
く
、

生
き
る
た
め
に
は
、
他

に
何
ら
か
の
副
業
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
こ
の
地

や

し

ね

方
に
お
い
て
は
、
私
瞳
の
密
買
買
(
私
販
〉
で
あ
り
、
彼
等
は
正
し

く
「
生
き
る
た
め
の
闘
い
」
を
、
清
朝
専
制
支
配
樫
制
に
向
っ
て
挑

む
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

刷
、
闘
捻
軍
産
生
的
批
曾
背
景
第
一
章
。

帥
判
中
国
近
代
経
済
史
統
計
資
料
選
輯
二
七
六
頁
。
乙
の
数
字
は
捻
飢
前
の

宿
州
で
の
農
民
分
解
が
、
時
樺
河
築
よ
り
低
か
っ
た
乙
と
を
意
味
し
な

い
。
私
は
矛
盾
が
農
民
戟
舎
の
形
で
爆
後
し
た
あ
と
土
地
関
係
の
自
律
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的
↓調
整
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。

郭
漢
鳴
・
洪
瑞
堅
、
安
徽
省
之
土
地
分
配
輿
租
佃
制
度
一
九
頁
。

同
註
側
、
制
。
他
に
一
一
穫
の
労
役
地
代
の
残
存
形
式
で
あ
る
コ
戸
下
L

l

|
‘
地
主
か
ら
四
・
五
畝
の
土
地
を
貰
う
代
償
と
し
て
、
代
々
地
主
の

保
掴
聞
を
努
め
、
雑
役
に
従
事
す
る
畿
務
を
負
う
ー
ー
が
あ
る
。
「
一
戸
下
」

は
人
格
的
に
は
藤
観
さ
れ
て
お
り
、
続
南
の
世
僕
・
伴
韓
国
な
ど
の
競
民

は
案
外
乙
れ
と
関
係
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
な
お
コ
戸
下
」
を
持
つ
の

は
比
較
的
大
き
な
地
主
に
限
ら
れ
た
。
そ
の
他
、
「
課
地
」
と
い
う
定

額
地
代
制
も
ま
れ

K
は
容
在
し
て
い
た
と
い
う
。

盟
の
専
買
盆
金
を
園
庫
枚
入
の
重
要
財
源
と
し
た
の
は
中
園
専
制

支
配
髄
制
の
特
色
で
あ
る
が
、
清
朝
も
こ
れ
を
脂
製
し
、
歳
入
の
三

O
l四
O
%
に
及
ぶ
瞳
課
を
盤
商
か
ら
取
立
て
、
濁
占
販
責
権
を
こ

れ
に
附
輿
し
て
巌
重
な
統
制
を
行
な
っ
て
い
た
。
闇
値
が
公
定
よ
り

か
つ
良
質
で
あ
る
と
い
う
私
堕
は
、
こ
の
悪
税
の
下
で
始
め

廉
く
、

て
可
能
と
な
り
、
人
民
大
衆
の
支
持
を

h

つ
け
て
、
組
え
ず
、
清
朝
の

護
政
を
脅
や
か
し
、
弾
盤
・
取
締
り
と
奔
命
に
疲
れ
さ
せ
た
の
だ
が
、

こ
の
黙
で
は
准
北
一
帯
は
紹
好
の
傑
件
に
恵
ま
れ
て
い
た
。

地
圃
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
山
東
・
江
蘇
・
安
徽
・
河
南
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の
各
省
境
が
犬
牙
錯
綜
し
、
各
行
政
嘗
局
が
互
い
に
責
任
を
轄
嫁
し

合
い
、
園
家
権
力
に
よ
る
統
制
が
最
も
及
び
難
い
、
俗
に
「
雨
不
管
」

倒

「
三
不
管
」
と
呼
ば
れ
る
地
域
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
地
方
は
同

時
に
、
長
産
・
山
東
・
准
北
三
盟
の
行
瞳
地
(
濁
占
販
買
地
域
〉
の

交
錯
す
る
聾
法
上
の
不
管
地
で
も
あ
り
、
加
う
る
に
山
東
・
長
麗
二

瞳
が
准
北
盟
に
比
べ
て
透
か
に
低
廉
だ
っ
た
と
い
う
特
殊
事
情
を
以

品
問

っ
て
す
れ
ば
、
私
腫
密
賓
が
盛
行
し
な
い
方
が
不
思
議
で
あ
る
。

捻
凱
以
前
、
安
徽
北
部
各
蘇
の
中
た
だ
一
つ
麓
盟
国
に
属
し
て
い

た
宿
州
は
、
毎
年
、
定
額
二

O
、
八
九
三
引
の
盤
を
賓
り
、
他
に
徐

引
(
徐
堕
〉
ま
で
引
受
け
て
さ
ば
い
て
い
た
。
反
封
に
隣
り
の
官
宅
州

は
、
清
初
の
定
額
五
、

O
三
三
引
を
、

一
七
七
九
年
(
乾
隆
四
四
〉

二、

0
0
0引
に
減
じ
て
お
り
、
頴
州
府
六
州
鯨
(
車
陽

・
蒙
城
・

円

t
w
h
d
 

事
州
・
太
和
・
頴
上
・
塞
郎
)
の
割
嘗
額
合
計
さ
え
二
四
、
二
一
六

引
で
、

や
っ
と
宿
州
一
州
に
し
か
匹
敵
し
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も

「
瞳
を
積
ん
で
筈
れ
ず
、
商
に
阻
勅
の
苦
あ
り
、
民
に
迫
比
の
患
あ

り
」
と
い
っ
た
有
様
で
あ
っ
た
。
こ
と
だ
け
で
な
く
、
准
瞳
匿
の
安

徽
一
四
州
鯨
(
准
北
全
部
〉
と
河
南
入
州
鯨
は
官
瞳
の
消
化
が
皆
無

に
近
く
、
種
々
の
調
縫
策
も
何
ら
の
効
果
も
攻
め
ぬ
不
良
地
匿
と
し

て
問
題
と
な
り
、
つ
い
に
一
八
=
二
年
(
道
光
一
一
)
、
陶
樹
に
よ

る
大
改
革
1
1
1
票
盟
法
の
施
行
を
見
る
に
い
た
る
の
だ
卵
、
基
本
的

な
事
情
は
少
し
も
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
。

捻
子
が
私
瞳
密
貰
買
に
関
係
し
て
い
た
こ
と
は
、
前
引
の
諸
資
料
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に
頻
出
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が

と
れ
に
つ
い
て
向
樹
は

入

四
年
の
上
奏
で
、
捻
子
抑
盤
の
た
め
に
は
准
北
纏
の
債
格
を
引
下
げ

同

る
外
に
な
い
こ
と
を
主
張
し
つ
つ
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
安
省
の
頴

・
事
、
強
省
の
汝

・
光
一
帯
は
例
と
し
て
准
監
を
食

み
、
現
在
毎
斤
の
値
銭
は
四

・
五
十
文
不
等
な
り
。
長
置
の
私
盟
は

毎
斤
宇
慣
に
及
ば
ず
。
と
こ
を
以
て
居
民
は
私
臨
を
利
食
す
。
其
の

お

む

と

も

けか
ら

問
、
私
版

・
盤
泉
質
に
繁
く
徒
を
も
ち
、
紅
詣
(
捻
子
〉
こ
れ
が

謹
迭
を
な
す
。
毎
車
の
私
盟
に
銭
二
百
文
を
索
め
、
毎
月
私
盤
は
百

輔
に
官
な
ら
ず
。
賭
博

・
酒
肉
の
貨
は
皆
此
よ
り
出
ず
。
盟
車
足
ら

ざ
れ
ば
乃
ち
出
で
て
劫
鎗
す
。
」

つ
ま
り
捻
子
は
私
醸
の
「
包
迭
」

(
謹
迭
請
負
)
を
、
そ
の
経
済

的
基
盤
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
張
幾
行
の
場
合
を
見
る
と
、
維
河

集
一
帯
は
す
ぐ
北
の
鴻
溝
(
治
水
政
棄
の
た
め
首
時
五
尺
幅
の
小
溝

と
化
し
て
い
た
)
を
隔
て
て
、
麓
瞳
匝
た
る
宿
州
に
接
す
る
と
い
う

好
篠
件
に
恵
ま
れ
、
多
く
の
農
民
は
農
閑
期
に
大
摩
し
て
、
私
盤
商

買
に
出
か
け
て
い
た
。
大
運
河
沿
い
の
大
が
か
り
な
瞳
の
闇
商
人
組

織
と
遭

っ
て
、
こ
こ
ら
で
は
片
手
間
の
「
か
つ
ぎ
屋
」
的
商
買
が
可

能
だ

っ
た
わ
け
で
、
前
述
の
黄
河
連
繍
決
潰
に
よ
る
洪
水
の
後
は
、

こ
れ
に
参
加
す
る
農
民
が
に
わ
か
に
増
え
た
と
い
う。

も
ち
ろ
ん
清

朝
側
が
こ
れ
を
放
任
す
る
わ
け
は
な
く
、
宿
州
お
よ
び
河
南
の
永
城

鯨
と
事
州
・

蒙
城
と
の
長
い
境
界
線
沿
い
に
、私
盤
密
買
買
者
と
「
盟

巡
」ー

(私
闘
G
メ
ン
)
と
の
死
闘
が
く
り
か
え
さ
れ
た
。

張
幾
行
は
「
盟
組
主
」
(
宰
領
)
と
し
て
「
十
八
打
手
」
(
火
縄

銃
の
操
作
に
熟
達
し
十
八
槍
手
と
も
呼
ば
れ
る
一
八
人
の
手
下
、
日

本
流
に
い
え
ば
一
八
人
衆
か
〉
を
率
い
、
私
盟
キ
ャ
ラ
バ
ン
の
護
迭

に
嘗
り

そ
の
護
迭
費
は
太
卒
車

(
四
輪
牛
車
で
瞳
二

O
J三
O
包

を
積
む
)

一
憂
に
つ
き
、
盟
一
包
だ
っ
た
と
い
う
。

彼
の
捻
子
の
勢

力
の
増
大
に
つ
れ
て

そ
の
保
護
に
依
存
す
る
私
盟
集
固
は
ま
す
ま
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す
多
く
な
り
、
盟
巡
も
三
舎
を
避
け
た
た
め
、
つ
い
に
は
盟
車
に
彼

の
「
義
樟
腿
」
!
(
?
)
を
か
か
げ
る
だ
け
で
、
堂
々
と
通
行
で
き
る

よ
う
に
な
り
、
な
か
に
は
無
断
で
彼
の
名
儀
を
借
用
す
る
も
の
さ
え

現
わ
れ
た
の
で
あ
る

Q

ω) 

陶
樹
前
掲
摺
に
「
匪
徒
往
来
無
定
、
此
筆
彼
鼠
、
其
東
成
多
在
隣
省
交

界
及
各
州
豚
接
線
之
所
。
此
等
成
所
名
徳
三
不
管
。
怨
有
失
事
案
件
、

地
方
宮
純
互
相
推
議
、
以
闘
免
成
分
」

佐
伯
宮
、
清
代
盤
政
の
研
究
一
一
六

i
一
二
七
頁
参
照
。

捻
軍
産
生
的
世
曾
背
景
、
宿
州
志
、
事
豚
志
、
顕
州
府
士
山
を
引
い
て
い

場。。

品。印。(42) 

佐
伯
前
掲
番
三
二
九

l
三
九
四
頁
参
照
。
な
お

こ
の
ニ
二
州
豚
の
外、

湖
還
の
他
の
一
一
州
懸
(
主
と
し
て
准
南
)
も
相
首
の
現
政
疲
隣
地
直
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で
あ
る

・が
、
捻
子
の
分
布
の
南
限
が
こ
れ
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
1
1
0
江
運

の
合
肥
が
加
わ
る
|
|
の
は
興
味
深
い
事
賓
で
あ
る
。

陶
溺
前
掲
摺
。

捻
軍
産
生
的
世
曾
背
景
お
よ
び
張
幾
符
待
、
な
お
張
輔
衆
行
の
捻
に
は
後

に
五

O
打
手
、
一

O
O打
手
の
停
設
が
あ
り
、
そ
の
勢
力
扱
大
を
示
し

て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
捻
子
と
私
盟
と
の
聞
係
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
と
全
く

相
反
す
る
史
料
の
存
在
す
る
こ
と
も
注
意
し
な
け
れ
出
な
ら
な
い
。

十
朝
聖
訓
宜
宗
入
二
道
光
一

O
年
(
一
八
三

O
)
二
月
丁
卯
篠
に
よ

る
と
、
長
童

・
山
東
盟
国
の
河
南
の
陳
州
・
鯖
徳
南
府
と
、
こ
れ
に

隣
接
し
な
が
ら
准
強
直
に
属
す
る
汝
寧
府

・
光
州
と
の
聞
で
は
聾
債

の
差
か
ら
往
復
数
日
で
倍
利
を
博
し
得
る
た
め
、
婦
徳
の
鹿
巴
問
料
、

陳
州
の
項
域
豚
な
ど
で
揮
を
買
込
ん
だ
密
費
者
還
の
「
或
は
騒
を
以

ひ
と
〈
み

て
駄
し
、
或
は
車
を
以
て
運
び
、
毎
起
数
十
人
よ
り
二
・
三
百
人
不

等
に
至
る
」
武
装
キ
ャ
ラ
バ
ン
が
、
堂
々
と
董
夜
南
行
す
る
ほ
ど
私

ま
た
を
の

盤
が
盛
ん
だ
っ
た
が
、
同
時
に
「
過
る
所
の
州
鯨
に
、
叉
本
地
の
土

か

〈

て

し

た

お

の

お

の

み

ち

揖
あ
り
、
毎
一
頭
目
が
彩
臣
多
人
を
率
領
し
、
各
地
界
を
分
ち
途
に

そ

れ

ま

ら

ぷ

せ

沿
て
守
候
し
、
私
盟
経
過
す
れ
ば
勤
し
て
械
闘
を
成
す
」
強
敵
に
ぶ

同

つ
つ
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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「
光
梶
は
則
ち
略

査
授
も
前
に
引
い
た

「
論
安
徽
吏
治

ご

で

強
盗
に
近
き
も
盗
賊
た
る
を
恥
ず
る
な
り
。
多
く
は
里
中
の
無
頼
の

子
を
象
養
し
、
:
:
:
其
の
甚
だ
し
き
者
は
、
場
を
聞
き
市
を
詮
い
、

緊
ま
'っ
て
賭
博
し
、
棚
を
分
っ
て
衆
を
糾
め
、
臼
董
万
械
を
露
わ
し
、

梢
睦
此
す
れ
ば
卸
ち
殴
殺
し
、
商
販
の
苦
し
む
所
た
り
」
と
光
捉
の

生
態
を
説
明
す
る
中
で
、
そ
の
「
最
も
年
力
強
暴
な
る
者
は
、
乃
ち

私
販
を
趣
遮
し
て
闘
い
、
其
の
過
ぐ
る
所
の
水
陸
を
載
し
て
、
規
例

を
責
取
し
て
以
て
常
と
矯
す
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
と
れ
ら
の
行
震

は
「
一
種
無
頼
の
博
徒
、
什
五
相
乗
ま
り
、
各
万
械
を
持
っ
て
水
陸

の
要
陸
に
蹄
り
、
私
盤
梢
販
を
謹
一
え
る
を
藷
り
て
名
ど
矯
し
、
窓
意

に
謂
索
し
て
事
端
を
滋
生
す
。
こ
れ
を
路
魔
と
謂
う
」
と
頴
州
府
篠

一59一

一
ボ
に
あ
る
の
に
嘗
る

「
光
槙
」
が
捻
子
に
外
な
ら
ぬ
こ
と
は
前
述
し
た

が
、
彼
等
は
清
朝
の
た
め
に
、
自
費
的
な
私
瞳
取
締
に
従
事
し
た
の

同

で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
密
費
者
側
が
謄
分
の
金
口
問
(
規
例
〉
を
差
出

乙
の
「
土
槙
」

し
さ
え
す
れ
ば
文
句
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
さ
れ
ば
こ
そ
査
授
も
績

け
て
い
っ
て
い
る
よ
う
に

「
私
販
も
亦
こ
れ
(
光
揖
)
を
侍
み
て

緩
急
を
矯
し
、
こ
乙
を
以
て
准
掴
に
出
入
す
る
に
千
里
の
間
舶
艦
街

尾
し
、
車
輔
接
診
す
る
も
、
敢
て
問
う
者
無
き
」
扶
態
を
呈
し
た
の

で
あ
る
。
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「
路
廊
崎
」

と
「
包
迭
」
と
は
、
捻
子
の
自
然
費
生
性
か
ら
い

っ
て
、

先
後
の
時
期
を
査
さ
れ
よ
う
筈
も
な

υ、
事
賞
、
頴
州
府
保
示
で
は

「
て

磯
子
・
路
魔
を
禁
ず
。」
と
一
僚
に
括

っ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る

が
、
論
理
的
に
云
え
ば
、
縄
張
り
を
通
過
す
る
私
堕
か
ら
冥
加
金
を

う
り
さ
ば
・3

ひ
き
う
ゆ

と
る
封
立
閥
係
か
ら
、
包
迭

・
包

販

の

共

棲

閥

係
に
進
ん
だ
と

見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
前
章
に
引
い
た
頴
州
府
の
硬
(
捻
〉
子
の
定

義
自
髄
が
、
こ
れ
を
物
語

っ
て
い
る
。
捻
子
は
「
(
阜
陽
勝
地
理
城
地

方
で
は
〉
捻
匪

・
盟
泉
、

群
を
成
し
議
を
結
ぶ
。
」
「
江
蘇
省
河
北

つ

ね

同

一
帯
:
:
:
捻
匪

・
盤
泉
、
毎
に
相
勾
結
す
」
と
い

っ
た
調
子
で
史
料

上
で
も
直
則
さ
れ
て
お
り
、
決
し
て
私
摺
密
買
者
と
イ
l
ク
ォ

l
ル

で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
が
、
私
闘
の
盛
行
こ
そ
が
そ
の
成
長

・
輩

展
を
支
え
た
最
大
の
経
済
的
基
盤
だ

っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は

ま
た
准
北
地
方
の
瞳
政
上
に
お
け
る
特
殊
な
地
位
と
不
可
分
の
闘
係

に
あ

っ
た
の
で
あ
る

制由

江
地
は
論
議
二
二
・
二
三
頁
に
ζ

の
上
稔
を
引
き
な
が
ら
、
「
私
堕
経

過
、
初
成
械
悶
」
の
部
分
を
故
意
に
省
略
し
て
、

可一捜刀
手
・
捻
匪

・

紅
筋
子
出
自由
此
出
」
と
末
文
に
直
結
し
て
い
る
。
こ
の
八
字
の
有
無
が

捻
解
料
に
大
き
く
響
く
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

前
引
の
上
総
は
同
時
に
「
有
息
豚
著
名
土
根
本
子
調
、
不
倒
包
販
私
卵
、

意
激
簡
裁
賊
匪
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

。。

。司

た
と
え
ば
橡
軍
紀
略
三
土
匪
三
に
「
成
盟
六
年
六
月
、
裕
州
土
匪
李
太

春
、
張
五
禿
、
・
:
'
以
年
荒
失
業
起
意
結
捻
、
所
歪
説
索
酒
食
、
包
迭

私
腫
」
「
泌
陽
土
匪
王
四
老
虎
、
有
捻
彩
・
六

一
人
、
自
篤
一
捻、

:
・銑
鎗
私
盟
」
と
同
一
時
鮎
で

ニ
つ
の
捻
子
が
相
反
す
る
行
動
を
と

っ
て
い
る
。
な
お
中
間
幽
で
の
研
究
は
こ
の
路
魔
的
側
面
に
全
く
ふ
れ
て

い
な
い
。

十
朝
塑
訓
宜
宗
八
O
道
光
二
年
九
月
乙
亥
係
。

同
上
八
六
道
光
二
四
年
三
月
庚
辰
係
。

側 (ω

捻

軍

と

宗

族

私
盟
は
捻
子
に
と

っ
て
、
軍
に
財
源
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
受
盆
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者
た
る
民
衆
と
の
結
合
、

捻
子
同
士
山
の
連
携
の
強
化
に
も
貢
献
し

た
。
た
と
え
ば
維
河
集

一
帯
の
捻
子
の
包
迭
活
動
が
、
安
徽
北
部
か

ら
遠
く
河
南

・
山
東

・
江
蘇
北
部
に
ま
で
及
ん
だ
事
買
は
、
各
地
の

捻
子
や
私
盟
業
者
と
の
連
絡
関
係
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
刊
。
ま
た

官
憲
の
弾
悠
一
も
同
様
の
結
果
を
も
た
ら
し
た
よ
う
で
あ
る
。
捕
役
ま

で
捲
込
ん
だ
捻
子
の
組
織
が
、
質
質
的
に
地
方
末
端
行
政
を
麻
庫
せ

じ
め
る
ほ
ど
強
大
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
清
朝
お
よ
び
地
方
嘗
局
は

も
ち
ろ
ん
座
視
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、

「
若
し
捻
を
結
ぶ
と
と

十
人
以
上
な
る
者
は
、
鴛
首
は
斬
に
擬
し
て
立
決
し
、
矯
釘
は
絞
監

る

え

う

は

〈

う

る

む

ち

が

候
に
擬
し
、
被
脅
さ
れ
て
同
行
せ
る
者
は
烏
魯
木
済
に
費
し
官
兵
に



給
し
て
奴
と
矯
す
」
と
い
う
一
八
=
二
年
の
新
例
を
ふ
り
か
ざ
し
て

強

墜

を

加

え

た

。

「

不

管

地

」

で
あ
り
、
手
配
さ
れ
た
捻
子
は
、
車
濁
も
し
く
は
グ
ル
ー
プ
で
河
南

か
ら
江
蘇
へ
、
江
蘇
か
ら
山
東
、
さ
ら
に
安
徽
・
湖
北
へ
と
、
各
地

と
こ
ろ
が
こ
の
地
方
は
名
う
て
の

の
捻
頭
を
頼
っ
て
省
境
地
帯
を
捕
時
々
と
し
、
ほ
と
ぼ
り
の
さ
め
る
の

を
待
つ
の
で
あ
弘
。
上
か
ら
下
へ
瞳
制
的
に
は
完
備
し
た
清
朝
支
配

も
、
横
の
連
絡
、
協
力
闘
係
の
不
備
を
衝
か
れ
て
は
、
そ
の
も
ろ
さ

を
暴
露
す
る
外
は
な
か

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
場
合
、
各
捻
頭
は
仁
義
を
つ
く
し
て
と
れ
を
保
護
し

た
よ
う
で
あ
り
、
本
来
、
排
他
的
局
地
的
性
格
の
捻
子
に
も
、
弾
堅

へ
の
抵
抗
を
通
じ
て
連
帯
閥
係
が
生
じ
て
い

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
維

河
集
が
捻
軍
叛
凱
の
最
大
の
中
心
と
な
る
の
も
、
そ
ζ

が
省
境
・
瞳

政
共
通
の
不
管
地
で
あ
る
ば
か
り
か
、
事
州
・
宿
州
・
蒙
城
さ
ら
に

阜
陽
の
四
州
牒
交
界
の
地
で
あ
り
、
三
重
の
不
管
地
だ

っ
た
こ
と
を

度
外
視
で
き
な
い
。
恐
ら
く
各
地
の
捻
徒
が
手
配
を
さ
け
て
、
張
築

行
の
許
に
身
を
寄
せ

一
宿
一
飯
の
恩
載
を
受
け
た
こ
と
が
、
捻
子

中
に
お
け
る
彼
の
聾
債
を
ま
す
ま
す
高
か
ら
し
め
げ
最
後
に
は
捻
軍

~1 

盟
主
へ
と
推
戴
さ
せ
た
の
で
あ
る
ま
い
か
。
大
龍
、
捻
凱
前
夜
に
お

い
て
は
、
私
撞
ル

l
ト
の
聞
係
も
あ
ゥ
て
、
河
南
南
部
・
安
徽
北
部

の
河
南
省
境
地
帯
・
准
河
沿
岸
九
准
南
と
そ
れ
ぞ
れ
に
捻
子
の
ル
l

ズ
な
結
合
開
係
が
成
立
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ζ

の
勢
力
の
増
大
と
連
年
の
凶
荒
に
よ
る
一
世
曾
不
安
を
背
景
に
、

一
入
四
五
、
四
六
年
項
か
ら
捻
子
の
指
導
す
る
、
時
に
は
千
人
・
数

千
人
に
達
す
る
牢
武
装
の
大
衆
が
清
軍
と
衝
突
し
た
り
、
官
簡
を
襲

撃
す
る
事
件
が
各
地
で
費
生
す
る
よ
う
に
な
る
。
五
一
年
(
戚
豊
元
)

に
は
河
南
南
陽
の
角
子
山
で
の
抗
官
闘
字
、
江
蘇
の
捻
衆
に
よ
る
河

南
確
山
鯨
域
占
領
、

五
二
年
に
は
張
幾
行
が
衆
省
内
徐
を
率
い
て
河
南

永
城
牒
城
を
襲
う
な
ど
、
雨
准
一
帯
は
物
情
騒
然
た
る
吠
態
を
呈
す

る
。
五
三
年
二
月
、
太
卒
天
園
箪
は
安
慶
(
安
徽
省
城
〉
を
占
領
、
四
月
、

定
遠
で
陸
運
齢
の
叛
蹴
が
費
生
、
五
月
、
太
卒
天
国
北
伐
部
隊
は
揚

州
を
出
輩
、
六
月
、
准
北
の
蒙
域
・
事
州
を
通
過
、
無
人
の
野
を
往

く
が
如
き
勢
い
で
河
南
に
進
軍
す
る
。
清
軍
の
無
力
さ
の
露
呈
と
太

卒
天
国
軍
通
過
の
刺
激
に
よ

っ
て
、
到
る
と
こ
ろ
で
農
民
の
武
装
・

抗
官
が
始
ま
り
、
捻
子
は
そ
の
組
織
者
と
な
り
、
江
地
の
所
調
「
捻

同

軍
期
L

の
幕
が
あ
く
わ
け
で
あ
る
が
、
紙
幅
の
制
約
も
あ
り
、
戦
史

は
全
く
割
愛
し
て
、
た
だ
ち
に
捻
軍
の
性
格
の
考
察
に
入
ら
ね
ば
な

唱
E
E晶no 

ら
な
い
。

側

東
捻
軍
の
命
取
り
と
な
っ
た
同
治
六
年
の
山
東
進
入
の
契
機
は
鱒
巣
の
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叛
乱
と
そ
の
際
援
依
頼
に
あ
っ
た
ら
し
い
。
(
雨
准
験
飢
記
参
照
)

十
朝
型
訓
宣
宗
八
六
道
光
ニ
二
年

一
O
月
巳
卯
篠
と
か
、
同
文
宗
九

O

成
型
元
年
六
月
丁
丑
係
九
一
成
盟
二
年
十
二
月
己
丑
係
な
ど
に
そ
の
好

例
が
み
ら
れ
る
。

江
地
、
論
議
三

0
1三
八
頁
参
照
。

Gil) 倒

「
捻
冠
は
初
起
に
方
つ
て
は
、
飢
窮
烏
合
の
徒
に
過
ぎ
ず

P

.

今
日
は
散
じ
て
民
と
矯
り
、
明
日
は
復
起
ち
て
捻
と
矯
る
。」
と
醇
一繭

成
は
論
旬
、
捻
軍
に
捕
え
ら
れ
て
二
月
徐
を
過
し
た
柳
堂
は
、
そ
の

「
蒙
難
迫
筆
」
の
中
で
、
「
此
れ
生
れ
な
が
ら
に
し
て
賊
た
る
者
に
非

ず
P

飢
寒
に
迫
ら
れ
し
な
り
、
飢
寒
に
迫
ら
る
れ
ば
賦
に
入
り
、
飢

寒
に
迫
ら
れ
ず
ん
ば
賊
を
出
ず
」
と
述
べ
て
い
る
。

一
八
五
一
年
、

五
二
年
と
准
北
は
大
水
害
に
見
舞
わ
れ
、
連
年
の
凶
荒
に
す
で
に

一

切
の
備
蓄
を
食
議
し
て
い
た
農
民
は
、
食
を
求
め
て
流
亡
す
る
外
は

ま
ん
じ
ゅ
う

な
か

っ
た
。
中
小
の
地
主
さ
え
食
を
歓
き
、
人
肉
包
子
ま
で
現
れ
た

帥

と
い
う
か
ら
、
そ
の
惨
肢
は
想
像
を
紹
す
る
。
「
故
に
賊
の
至
る
所
、

控
旗
野
に
偏
く
、
感
一錨
一
天
を
障
い
、
人
千

・
高
を
以
て
は
計
う
可
か

ら
ず
。
然
れ
ど
も
並
え
て
利
刃
は
無
く
、
大
牢
は
飢
民
家
っ
て
食
を

謀
る
の
み
」
と
柳
堂
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
餓
死
を
目
前
に
し
た

農
民
連
が
、
私
盟
宰
領
で
経
験
を
積
ん
だ
捻
子
の
下
に
結
集
し
、
富

裕
な
地
主
、
都
市
、
非
凶
荒
地
直
に
謝
す
る
掠
奪
行
に
出
か
け
た
の

が
、
そ
の
原
初
形
態
だ

っ
た
の
で
あ
る

各
地
の
捻
軍
の
中
で
最
も
強
力
で
あ
り
、

ま
た
最
も
典
型
的
な
護

展
を
見
せ
た
、張
袋
行
・地
下
の
雑
河
集
集
囲
の
場
合
も
、
村
ぐ
る
み
・

地
域
ぐ
る
み
の
性
格
が
強
く
、
先
述
し
た
こ
の
地
方
の
宗
族
遺
制
の

強
固
な
残
存
を
反
映
し
て
、
必
然
的
に
宗
族
聞
の
自
然
的
結
合
と
い

つ
組
織
構
成
を
と

っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
清
軍
や
河
南
囲

練
と
の
交
戦
を
通
じ
て
、

一
八
五
五
年
秋
、
維
河
集
一
帯
の
捻
頭
の

大
周
囲
結
が
貫
現
し
て
張
幾
行
が
盟
主
に
推
さ
れ
、
捻
軍
は
よ
う
や

補

ω

く
そ
の
反
清
の
姿
勢
を
明
ら
か
に
し
た
。

同
時
に
黄

・
白

・
紅

・

輔

藍

・
黒
の
五
「
綿
旗
」
を
設
け
、
多
少
と
も
軍
制
を
整
備
し
た
の
で
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あ
る
が
、
各
線
旗
頭
は
何
れ
も
大
族
の
出
身
で
あ
り
、
そ
の
下
の
「
大

旗
」ー

「
小
旗
」
は

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
宗
族
に
よ

っ
て
系
列
化
さ
れ

て
い
た
。

盟
主
で
あ
る
と
同
時
に
黄
旗
綿
旗
頭
を
粂
ね
た
張
袋
行
は

「
九
里

十
八
張
」
と
脱
す
る
大
族
の
出
で
あ
り
、
黄
旗
の
成
員
は
す
べ
て
張

姓
で
あ
っ
た
外
、
藍
旗
韓
老
寓
(
一
族
は
五
ケ
村
〉
を
や
や
例
外
と

し
て
、
紅
旗
侯
士
維
の
一
族
数
千

白
旗
聾
得
の

「
九
里
十
三
襲
」

同
族
三

・
四
千
、
黒
旗
蘇
天
一
隅
の
同
族
数
寓
な
ど
、
い
ず
れ
も
豪
族

の
出
身
で
あ
っ
た
。
各
旗
へ
の
桝
省

・
外
地
人
の
参
加

・
投
入
は
決



し
て
少
な
く
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
基
幹
部
隊
は
同
族
人
で
あ
り

同
族
の
大
小
が
各
旗
の
勢
力
を
左
右
す
る
決
定
的
要
素
と
な
っ
た
の

制

で
あ
る
。
宗
族
的
結
集
が
如
何
に
徹
底
し
て
い
た
か
を
示
す
も
の

は
、
呉

・
侯
南
姓
数
十
戸
か
ら
成
る
呉
土
棲
と
い
う
小
村
落
に
二
人

の
小
旗
頭
が
あ

っ
た
と
い
う
例
で
あ
ろ
う
。
普
通
は
一
村
一
姓
で
あ

り
、
一
小
旗
頭
が
こ
れ
を
率
い
る
の
だ
が
、
侯
姓
は
嘗
然
同
族
の
紅

旗
侯
士
維
の
下
に
入
り
、
奥
姓
は
責
旗
の
中
に
親
戚
が
あ
る
た
め
、

責
旗
に
参
加
し
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
云
え
ば
、
張
築
行

と
侯
士
維
、
蘇
天
稿
、
楊
興
泰
(
五
旗
の
外
に
入
花
旗
を
建
て
た
人

物
)
、
楊
興
泰
と
劉
狗
(
後
出
〉
い
ず
れ
も
親
戚
閥
係
に
あ

っ
た
と
俸
え
ら
れ
る
か
ら
、
雑
河
集
捻
軍
の
大
連
盟
自
瞳
が
、
血
縁
・

姻
縁
(
嘗
然
地
縁
も
含
む
〉
と

い
っ
た
自
然
的
結
合
を
紐
帯
と
し
て

貰
現
し
た
も
の
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。

と
は

帥倒

庸
舎
且
外
編
二
「
治
捻
冠
」
(
捻
軍
第
一
冊
三
五
七

1
三
五
九
頁
)

成
堕
八
年
の
僅
験
を
記
し
た
も
の
。

(
捻
軍
第
一
冊
三
四
八

i
三
五
五

頁
)

以
下
特
に
註
記
せ
ぬ
か
ぎ
り
、
「
捻
軍
史
特
輯
」
各
篇
に
接
る
。

後
、
他
に
八
卦
旗
、
花
旗
縁
旗
な
ど
が
生
れ
た
。

大
旗
頭
劉
狗
は
義
門
集
を
根
援
と
し
た
が
、
彼
自
身
山
東
か
ら
移
っ
て

来
た
搬
運
工
人
(
苦
力
?
)
で
あ
り
、
そ
の
題
下
に
も
搬
運
工
人
が
多

か
っ
た
と
い
う
。
義
門
集
は
大
き
な
町
で
あ
り
、
そ
の
附
近
に
は
大
族

抑制駒
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が
な
か
っ
た
こ
と
が
、
彼
の
撞
頭
の
原
因
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
捻
軍
の
性
格
は
、

組
織
上
の
ル

l
ズ
さ
だ
け
で
な

く
、
同
族
楽
居
の
闘
係
上
、
地
域
的
な
分
立
・
割
操
服
態
を
も
た
ら

し
た
。
大
旗
頭
車
位
で
そ
れ
ぞ
れ
縄
張
り
を
持
ち
、
「
好
案
」
を
築
い

て
接
っ
て
い
た
た
め
、
あ
た
か
も
多
く
の
濁
立
小
王
園
の
離
を
呈
し

た
。
調
査
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
渦
陽
鯨
だ
け
で
氏
名
の
確
買
な
大
旗
頭

だ
け
で
四
五
人
い
た
と
云
う
。
五
旗
成
立
後
も
そ
の
統
属
閥
係
は
固

補

ω

と
呼
ば
れ
る
方
法

定
し
た
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ

「
領
旗
L

で
、
他
の
大
旗
あ
る
い
は
小
旗
を
系
列
化
し
、
自
由
に
i

そ
の
勢
力
を

機
大
し
得
た
の
で
、
後
に
は
各
旗
勢
力
の
大
き
な
費
動
を
生
じ
た
。
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雑
河
集
一
帯
の
中
心
部
に
あ

っ
た
黄
，・
紅
雨
線
旗
が
頭
打
ち
し
た
反

面
、
周
透
部
に
位
置
し
た
、
た
と
え
ば
白
旗
は
西
南
に
伸
び
て
阜
陽
・

頴
上
一
帯
を
そ
の
勢
力
範
囲
に
政
め
、
藍
旗
は
東
南
に
向
か

っ
て
懐

遠
・
宿
州
・
霊
壁
・
五
河
の
遺
境
に
達
し
、
黒
旗
は
北
と
西
へ
そ
の

勢
力
を
遊
展
さ
せ
た
。
ま
た
大
旗
頭
の
中
に
は
藍
旗
所
属
の
鹿
利
科
、

白
旗
の
孫
葵
心
、
黒
旗
の
劉
狗
の
よ
う
に
、
所
属
線
旗
頭
の
勢
力
を

し
の
ぎ
、
濁
立
作
戦
の
能
力
を
備
え
、
別
格
扱
い
さ
れ
る
も
の
す
ら

現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

盟
主
張
築
行
と
各
線
旗
頭
の
聞
に
も
組
織
上
の
統
属
関
係
は
な
く
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各
組
旗
は
、
責

・
紅
南
旗
が
常
に
共
同
行
動
を
と

っ
た
以
外
は
、
そ

れ
ぞ
れ
濁
自
に
行
動
し
た
。
五
五
年
に
反
消
の
旗
臓
を
鮮
明
に
し
た

と
云

っ
て
も
、
六
三
年
ま
で
は
捻
寧
の
軍
事
行
動
の
主
要
な
目
的
は
、

と
く
に
食
糧
の
獲
得
に
あ
り
、
飢
餓
が
迫
る
と
大
越
主

(
総
旗
頭
)
の
蹴
令
に
よ

っ
て
、
各
組
主
(
大
旗
頭
)
・
小
越
主
(
小

生
活
手
段
、

旗
頭
)
は
、
参
加
希
望
者
を
統
率
し
て
|
|
装
旗
と
い
う
|
|
「
打

d
n
s
 

糧
」
に
出
撃
す
炉
。
累
職
の
結
果
「
嚢
棄
充
裕
」
す
れ
ば
引
揚
げ
て

「
解
散

・
蹄
農
」
し
、
食
が
輩
く
れ
ば
ま
た
出
撃
す
る
と
い
っ
た
欣

態
を
繍
け
た
。
獲
物
は
馬
兵
二
、
歩
兵
一
の
原
則
で
分
た
れ
た
が

同
時
に
参
加
不
可
能
の
老
幼
婦
女
に
も
配
分
さ
れ
た
と
い
う
事
貫

は
、
共
同
瞳
的
規
制
の
強
固
さ
を
示
す
好
例
で
あ
ろ
う
。
捻
軍
の
か

か
る
宇
農
牢
兵
的
性
格
は
、

ー
一
面
そ
の
闘
争
の
強
靭
さ
の
根
源
で
あ

っ
た
が
、
同
時
に
そ
の
無
組
織
性
と
相
ま
っ
て
、
軍
事
行
動
を
制
約

し
、
清
軍
や
園
練
の
各
個
撃
破
の
好
餌
と
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
こ
と

は
云
う
ま
で
も
な
い
。

だ
が
捻
軍
に
と

っ
て
最
も
致
命
的
だ
っ
た
こ
と
は
、
宗
族

・
地
域

の
制
約
を
乙
え
て
農
民
を
結
集
す
る
革
命
的
綱
領
、
政
治
目
標
を
持

た
な
か

っ
た
ζ

と
で
あ
る
。
張
築
行
の
ス
ロ

ー
ガ
ン
は
「
替
天
行
道」

「
殺
富
済
貧
」
と
い
う
水
潜
停
も
ど
き
の
も
の
で
あ
り
、
他
慮
で
は

「斉
天
大
聖
」

(
つ
ま
り
孫
悟
空
の
こ
と
〉
と
い

っ
た
旗
暁
さ
え
現

同

わ
れ
た
例
が
あ
る
が
、
中
国
の
歴
代
の
農
民
戟
宇
に
共
通
す
る

「
均

産
」
の
要
求
は
全
く
提
起
さ
え
さ
れ
て

い
な
い
。
こ
れ
は
組
織
者
た
る

捻
子
の
性
格
お
よ
び
そ
の
背
景
で
あ
る
宗
族
遺
制
と
関
係
す
る
。
前

に
「
賊
の
強
惇
に
し
て
富
め
る
者
、
自
ら
首
領
と
震
る
」
と
い
う
馬
杏

逸
の
言
葉
を
引
い
た
が
、
張
袋
行
の
場
合
そ
見
る
と
、
彼
の
手
下
二

八
打
手
」
達
は
い
ず
れ
も
貧
農

・
小
作
の
出
身
で
あ
る
に
拘
ら
九
、

彼
自
身
は
小
地
主
(
一
四

O
J
一
五

O
畝
)
の
家
の
出
で
あ

っ
た
。

兄
弟
三
人
の
中
、
長
兄
は
小
地
主
の
叔
父
(
一
一

O
畝
)
を
出
繕
し
、
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捻
軍
旗
頭
の

一
人
で
あ
る
次
兄
張
敏
行
は
、
析
産
後
買
足
し
て
五

O

O
畝
の
地
主
と
な

っ
て
お
り
、
彼
自
身
は
七

O
畝
徐
の
富
農
の
地
位

を
維
持
し
て
い
た
。
さ
ら
に
彼
を
一
療
の
「
光
栂
」
に
ま
で
引
立
て

て
く
れ
た
張
老
家
村
内
の
光
槙
張
光
照
は
三

O
O畝
の
地
主
で
あ
っ

た
。他
の
領
袖
達
も
多
く
が
豪
家
の
出
身
者
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
捻
軍

が
他
族
・他
地
域
の
地
主
・豪
紳
を
打
撃
し
て
も
、
白
族
や
白
地
域
の

地
主

・
豪
紳
と
は
友
語
的
閥
係
を
結
ん
で
い
た
事
買
ね
こ
の
捻
頭

の
階
級
的
出
自

・
宗
族
共
同
瞳
(
血
縁
擬
制
〉
に
よ
っ
て
説
明
で
き

補
判

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

u

(58) 

江
地
、
論
叢
七
五
頁
参
照
。



(59) 

そ
の
中
の
張
徳
才
は
幾
行
と
は
同
族
で
は
な
く
、
張
老
家
村
内
の
地
主

の
家
の
長
工
だ
っ
た
。

(
彼
の
父
は
も
と
裳
姓
の
地
主
の
保
錬
だ
っ
た

の
が
張
老
家
に
引
抜
か
れ
た
と
い
う
。
一
入
打
手
中
、
張
以
外
の
姓
が

敬
人
い
る
が
、
恐
ら
く
同
様
に
張
姓
に
附
し
た
佃
戸
或
い
は
麗
農
だ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

江
地
、
論
叢
八
一
頁
参
照
。)

(60) 
さ
ら
に
問
題
と
な
る
の
は
、
捻
箪
蜂
起
の
契
機
や
そ
の
後
の
各
地

の
園
練
と
の
激
闘
に
、
多
分
に
械
闘
的
要
因
が
絡
ん
で
い
る
ζ

と
で

あ
例
。
維
河
集
捻
軍
の
大
同
圃
結
に
、
河
南
省
の
永
城
鯨
な
ど
数
牒

池の
も圏
認、練
めと
ての
し、 判h

竺M 域
カ:岡域

私~
は主左

手挙
りち1

E促
A剛進
蓋 契
蘇
ι 機

吊手
心な
につ

勢 ?E
Tl '-

盃と
張は
つ江

た
苗
柿
森
の
園
練
と
の
激
烈
な
封
立
・
戦
闘
に
も
南
地
聞
の
械
闘
的

性
格
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
捻
甲
車
が
窮
乏
地
域
に
お
け
る
地
主
・

農
民
諸
階
層
の
「
打
糧
」
統
一
行
動
の
性
格
を
も
っ
以
上
、
被
進
攻

地
域
の
地
主

・
豪
紳
が
「
家
郷
保
衛
」
を
ス

ロ
ー
ガ
ン
に
、
貧
窮
同

族
人
を
園
練
に
結
集
す
る
こ
と
は
容
易
だ
っ
た
し
、
か
か
る
園
練
の

報
復
攻
撃
に
遭
う
雑
河
集
一
州
市
の
住
民
が
、
さ
ら
に
地
域
ぐ
る
み
の

結
集
を
強
化
し
た
の
は
首
然
で
あ
ろ
う
。

捻
箪
の
中
に
牢
固
と
し
て
存
在
し
た
宗
族
観
念
と
地
域
主
義
は
、

日

ー
と
の
よ
う
に
地
域
械
闘
の
中
に
事
態
の
階
級
的
本
質
を
見
失
わ
せ
た

だ
け
で
な
く
、
捻
軍
内
部
に
ま
で
各
旗
相
互
の
利
己
主
義
・
排
他
主

義
を
持
込
み
、
そ
の
無
統
制
と
分
裂
を
助
長
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

捻
軍
同
志
の
互
闘
互
殺
事
件
が
少
な
か
ら
ず
量
生
し
た
こ
と
、
領
袖

連
の
中
か
ら
裏
切
者
や
投
降
者
が
意
外
な
ほ
ど
多
く
出
て
い
る
事
貰

は
、
こ
れ
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た

一
八
六
一
年
、
書
州
の

同

土
豪
的
園
練
の
指
導
者
孫
家
泰
と
苗
柿
課
の
抗
字
の
際
、

一
部
の
捻

軍
が
孫
家
泰
に
招
か
れ
、
睦
慶
の
た
め
所
も
あ
ろ
う
に
も
安
徽
巡
撫

一
八
六
五
年
、
札
付

き
の
裏
切
者
李
兆
寄
(
世
忠
、
河
南
固
始
の
人
)
の
下
に
、
捻
軍
の
鐸

帥

鍔
た
る
領
袖
還
が
避
難
し
て
捕
え
ら
れ
た
こ
と
な
ど
、
捻
子
時
代
の

性
格
が
、
叛
凱
期
を
通
じ
て
基
本
的
に
は
依
然
と
し
て
貫
徹
し
て
い

翁
同
書
の
座
城
、
蕎
州
へ
入
城
し
た
こ
と
や
、
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た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

最
後
に
前
述
の

一
切
と
関
連
し
て
来
る
問
題
は
、
捻
頭
の
土
豪
的

性
格
で
あ
る
。

一
般
に
後
進
的
宗
族
遺
制
は
土
豪
遊
一
生
の
紹
好
の
温

床
で
あ
り
、
事
賞
、
戚
豊
年
間
の
雨
准
一
帯
は
、
動
乱
の
中
で
土
豪

一
一
躍
の
戟
園
時
代
を
現
出
し
た
の
で
あ
る
が
、

連
が
群
雄
割
譲
し

捻
軍
に
闘
す
る
宮
・
紳
側
の
記
述
に
は

捻
頭
を
土
豪
と
し
て
と

ら
え
て
い
る
も
の
が
多
い
。
先
述
し
た
捻
頭
の
「
響
老
」
的
性
格
、

「
強
惇
に
し
て
富
め
る
者
」
と
い
う
規
定
、
張
袋
行
お
よ
び
そ
の
周
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園
の
捻
軍
旗
頭
の
階
級
的
出
自
、
さ
ら
に
は
捻
寧
の
性
格
上
彼
等
が

首
然
族
中
の
有
力
者
で
あ
っ
た
ζ

と
な
ど
併
せ
考
慮
す
れ
ば
、
彼
等

闘

が
所
謂
土
豪
と
見
な
さ
れ
や
す
い
こ
と
は
首
肯
で
き
よ
う
。

私
は
土
豪
を
「
直
接
の
暴
力
を
含
め
た
経
済
外
的
強
制
力
に
よ
っ

て
、
地
域
的
に
勢
力
を
張
る
も
の
L

ど
規
定
し
て
い
る
が
、
農
奴
主

的
・
家
内
奴
隷
主
的
地
主
と
し
て
、
彼
等
は
支
配
瞳
制
の
下
部
に
重

要
な
地
位
を
占
め
つ
つ
、
同
時
に
そ
の
封
建
的
支
配
維
持
の
た
め
、
専

制
檎
力
貫
徹
の
封
立
物
に
轄
ず
る

ア
ウ
ト
・
ロ
ウ
(
無
法
者
)
的

性
格
を
も
粂
ね
備
え
た
複
雑
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
中
園
の

専
制
支
配
は
在
地
の
地
主
権
力
と
相
補
代
位
の
闘
係
に
あ
り
、
国
家

楢
力
の
弛
緩
・
後
退
の
際
は
、
在
地
の
地
主
勢
力
が
直
接
的
武
装
形

態
を
も
っ
て
、
支
配
の
維
持
を
圃
る
の
が
常
で
あ
っ
て
、
と
く
に
動

蹴
の
場
合
に
そ
れ
が
顕
著
に
現
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
同
時
に
中
国

制

奮
祉
曾
に
内
包
し
て
い
る
封
建
的
割
嬢
傾
向
の
顕
在
化
で
も
あ
る
。

園
練
の
練
長
と
し
て
勢
力
を
張
り

「呼
を
連
ぬ
る
こ
と
数
千
、

衆
数
十
高
、
訟
獄
は
大
小
皆
口
決
し
、
賂
令
は
符
璽
を
守
る
の
み
」

と
い
わ
れ
、
閥
税
徴
枚
棒
、
瞳
販
買
機
を
清
朝
か
ら
強
取
し
、
軍
閥

小
玉
園
を
賞
質
上
質
現
し
て
、

あ
わ
よ
く
ば
観
世
の
英
雄
た
ら
ん
と

し
た
量
の
文
生
苗
札
剰
な
ど
、
雨
准
に
お
け
る
そ
の
典
型
で
あ
る

が
、
こ
の
地
方
の
土
豪
達
は
、
あ
る
い
は
捻
軍
に
加
わ
り
、
あ
る
い

は
首
鼠
雨
端
を
持
し
、
あ
る
い
は
清
朝
に
加
携
す
る
の
差
異
は
あ
っ

て
も
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な
し
に
封
建
的
濁
立

・
割
接
の
傾
向
を
示
し

制

た
の
で
あ
る
。
捻
軍
の
場
合
も
、
そ
の
内
容
の
正
確
な
理
解
の
た
め

bま

か
か
る
要
因
も
首
然
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う

(61) 

定
速
の
陸
還
紛
の
叛
乱
も
、
同
地
の
大
族
方
氏
と
の
抗
争
が
契
機
と
な

っ
て
い
る
。
陳
作
森
、

可
闘
文
存

一
て

「
金
剛
怒
公
開
押
」
(
別
集
八

三
頁
)
参
照
。

江
地
、
論
叢
七
九

l
八
二
頁
参
照
。

員
外
郎
。
孫
氏
は
族
中
か
ら
孫
家
制
聞
を
出
し
て
い
る
名
族
で
あ
る
。

同
治
六
年
、
維
河
集
捻
箪
の
大
旗
頭
李
允
が
逃
投
し
て
逮
捕
さ
れ
た
。

史
念
組
、
設
園
随
筆
「
生
檎
李
允
安
徽
粛
清
記
略
」
(
別
集
三
三

ニ

1

三
三
五
)
参
照
。

他
に
藍
旗
大
旗
頭
の
李
勤
邦
(
後
投
降
)
は
大
地
主
で
あ
っ
た
ζ

と
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
な
お
捻
軍
中
に
少
数
だ
が
武
奉
、
武
生
、
監

生
な
ど
が
い
た
乙
と
は
江
地
、
論
議
二
八

l
三
O
頁
参
照
。

太
卒
天
闘
後
の
督
撫
世
帯
制
、
分
機
化
の
傾
向
の
基
礎
に
は
こ
れ
が
あ
る
。

拙
稿
「
准
箪
の
基
本
的
性
格
を
め
ぐ
っ
て
」
歴
史
翠
研
究
二
四
五
銃
参

照
ロ
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制 (ω(め(65) 例 制
し
か
し

そ
れ
で
は
、
張
繁
行

・
任
柱
・

張
宗
寓
な
ど
、
最
後
ま

で
飢
餓
農
民
の
先
頭
に
立
っ
て
闘
い
、
節
を
曲
、
げ
な
か
っ
た
捻
軍
の

領
袖
達
を
ど
う
評
債
す
る
の
か
。
張
幾
行
の
率
い
る
維
河
集
捻
軍
の



一
八
五
八
J
六
一
年
ま
で
准
南
に

一
部
が
、
主
力
と
は
分
か
れ
て
、

あ
り
、
太
卒
天
園
軍
と
相
呼
臆
す
る
作
戦
を
行
っ
た
こ
と
、
張
繁
行

め
い
れ
い

が
五
九
年
頃
、
「
封
を
聴
く
も
調
は
聴
か
ず
」
の
篠
件
付
で
は
あ
っ

た
が
、
太
卒
天
園
の
「
征
北
主
将
鼎
天
一
隅
」
の
封
蹴
を
受
け
、
六
一

年
末
か
翌
年
初
に
は
「
沃
王
」
に
封
ぜ
ら
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
彼
の
被

害
後
、
六
四
年
に
張
宗
百
円
・
任
柱
等
の
捻
軍
が
、
太
卒
天
国
の
残
軍
、

遵
王
頼
文
光
等
と
完
全
に
合
瞳
し
、
そ
の
覆
滅
に
い
た
る
ま
で
の
四

年
間
、
凄
ま
じ
い
運
動
鞍
を
展
開
し
て
、
そ
の
悼
尾
を
飾
っ
た
事
質

と
、
私
が
こ
れ
ま
で
強
調
し
た
捻
軍
の
宗
族
的
排
他
性
、
地
域
主
義

と
を
ど
う
結
び
つ
け
る
の
か
。

と
れ
に
つ
い
て
は
、
雨
者
の
相
互
利
用
と
か
、
六
二
年
か
ら
六
三

年
に
か
け
て
、
信
格
林
め
軍
の
洋
式
大
砲
で
維
河
集
一
帯
の
呼
案
群

を
演
さ
れ
、
太
卒
天
園
滅
亡
後
に
わ
か
に
増
大
し
た
清
軍
の
霊
力
と

相
ま
っ
て
、
踊
る
べ
き
根
接
地
・
家
郷
を
失
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
必

然
的
鯖
結
と
か
、
い
ろ
い
ろ
に
解
樺
で
き
よ
う
。
だ
が
私
は
基
本
的

に
は
飢
餓
農
民
の
革
命
的
昂
揚
に
支
え
ら
れ
た
領
袖
達
が
、
清
軍
や
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地
主
園
練
と
の
戟
い
を
遁
じ
て
、
そ
れ
ら
の
偏
向
を
克
服
し
、
成
長

し
た
結
果
だ
と
考
え
た
い
。
宗
族
遺
制
に
依
捜
し
利
用
す
る
者
は
、

同
時
に
宗
族
大
衆
の
動
向
に
規
制
さ
れ
る
。
最
も
極
端
な
飢
餓
に
迫

ら
れ
、
園
練
や
清
箪
の
残
忍
非
道
な
武
力
弾
墜
に
劃
す
る
仇
恨
に
激

載
さ
れ
た
同
族
・
地
域
の
貧
窮
農
民
の
ェ
、
不
ル
ギ
ー
こ
そ
が
、
彼
等

を
指
導
者
と
し
て
押
上
げ
、
文
字
通
り
「
行
侠
尚
義
」
「
替
天
行
道
」

「
滅
富
酒
貧
」
の
英
雄
を
成
就
さ
せ
た
原
動
力
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

北
村
敬
直
氏
は
、
そ
の
論
考
「
清
代
の
械
闘
」
(
史
林
三
三
ノ
一
)

の
中
で
、
王
志
伊
の
所
論
を
紹
介
し
つ
つ
、
宗
族
遺
制
の
強
固
な
地

「
各
郷
巴
が
械
闘
し
て
互
い
に
仇
殺
し
あ
う
た
め
に
、
大

方
で
は
、

地
域
に
わ
た
っ
て
連
合
す
る
こ
と
が
で
き
難
い
か
ら
」

支
配
機
構

へ
の
反
抗
を
意
圃
す
る
秘
密
結
祉
(
曾
議
〉
が
伸
び
悩
む
。
械
聞
は

(
叛
乱
)
の
護
展
を
阻
止
す
る
、
つ
ま
り
「
逆
」
と
正
反
謝

ー，67ー

「
逆
」

の
方
向
に
作
用
す
る
「
歴
史
的
役
割
」
を
も
っ
て
い
た
と
指
摘
さ
れ

い
か
に
宗
族
遺
制
、
地
域
主
義
、
械
闘
が
捻
箪
の

翠
展
を
制
約
し
、
階
級
闘
宇
の
正
常
な
護
展
を
阻
害
し
た
か
は
、

ζ

補川別

れ
ま
で
棲
述
し
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

、

て
い
る
。
事
買
、

だ
が
宗
族
的
制
約
の
中
で
歪
め
ら
れ
、
屈
折
し
つ
つ
も
階
級
的
契

機
は
貫
徹
せ
ず
に
は
い
な
い
。
も
し
も
元
末
の
と
の
地
方
に
お
け
る

が
如
く
、
白
蓮
数
が
、
宗
族
・
地
域
の
制
約
を
と
え
て
、
農
民
を
結

集
す
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
叛
乱
の
様
相
は
か
な
り
遭
っ
た
も

の
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
白
蓮
教
が
そ
の
役
割
を
果
し
得
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ぬ
蹴
況
の
下
で
は
、
飢
餓
農
民
連
は
そ
の
封
立
物
で
さ
え
あ
り

っ
て
「
邪
匪
」

(
白
蓮
数
)
と
で
は
そ
の
危
険
性
は
段
ち
が
い
だ
と

清
朝
に
多
寡
を
く
く
ら
せ
て
い
た
捻
子
を
、
こ
れ
だ
け
の
大
叛
乱
の

組
織
者
に
育
て
あ
げ
、
清
朝
に
大
打
撃
を
輿
え
得
た
の
で
あ
る
。

笛
時
、

合
肥
で
家
族
闘
練
を
指
揮
し
て

い
た
土
豪
の
周
盛
停
は
、

太
卒
天
国
軍
や
叛
乱
土
民
の
猛
攻
に
遭
っ
て
動
揺
す
る
同
族
の
農
民

の
士
気
を
鼓
舞
す
る
た
め
に
、
鉛
を
銀
と
偏
っ
て
懸
賞
に
か
け
た
と

同

述
懐
し
て

い
る
白
こ
れ
は
「
匪
徒
|
|
失
う

へ
き
何
物
を
も
持
た
ぬ

貧
窮
農
民
ー
ー
ー
は
、
往
々
捻
匪
終
に
至
ら
ん
と
す
る
を
聞
く
や
、
寛

に
自
ら
其
の
親
属
を
殺
し
、
自
ら
其
の
居
監
を
焚
い
て
以
て
ζ

れ
に

同

悦
と
し
て
抜
宅
飛
界
す
る
が
如
し
。」

従
う
者
あ
り
。
欣
々
自
得
、

と
い
う
捻
軍
に
謝
す
る
農
民
の
姿
勢
と
全
く
好
封
象
と
云
わ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
我
々
は
官
府
文
書
が
「
脅
従
」
と
謹
帯
す
る
捻
軍
大
衆
の
中

に
、
白
か
ら
共
同
盟
的
規
制
を
打
破
っ
て
飛
び
こ
ん
で
来
た
農
民
達

の
大
群
を
見
出
し
得
る
。宗
族
遺
制
は
ど
ん
な
に
強
固
で
あ
っ
て
も
、

階
級
的
契
機
の
貫
徹
を
阻
み
得
る
ほ
ど
高
能
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
制1) Q剣

周
武
枇
公
遺
書
谷
首
「
自
訂
年
譜
」
戚
盛
十

一
年
係
。

楊
積
中
、
副
制
禦
趨
略
中
(
別
集
一
二
八
頁
)
、
な
お
農
民
が
「
汗
破
之 jp 

後
、
従
之
(
捻
)
如
錦
」
と
い
っ
た
類
の
記
述
は
多
く
の
史
料
に
見
う

け
ら
れ
る
。

む

す

ひ

十
数
年
間
に
わ
た
る
戟
凱
の
中
で
、
と
く
に
借
格
林
泌
を
筆
頭
と

す
る
清
軍
の
三
光
(
殺
光
・
略
光
・
燐
光
〉
政
策
に
よ
っ
て
、
安
徽

北
部
の
人
口
は
激
減
し
た
。
多
く
の
土
地
は
荒
蕪
し
、
野
に
は
野
生

化
し
た
農
作
物
が
多
く
、
袋
一
杯
ぐ
ら
い
の
食
物
は
す
ぐ
採
集
で
き

階
級
的
な
矛
盾
は
あ
る
程
度
緩
和
さ

れ
、
革
命
的
士
気
ぽ
低
下
し
、
農
民
の
一
部
に
は
叛
凱
の
繕
績
を
願

わ
ぬ
空
気
が
あ
っ
た
と
い
う
。
維
河
集
根
接
地
潰
滅
笛
時
の
情
況
で

た
と
古
老
は
語
っ
て
い
る
。

-68一

あ
る
。
准
北
地
方
に
お
け
る
枇
曾
矛
盾
の
農
民
戦
宗
と
い
う
形
で
の

自
律
的
調
整
は

一
段
落
し
、
新
た
な
る
矛
盾
の
再
生
産
過
程
が
進
行

を
開
始
す
る
の
で
あ
る
。
以
後
の
准
北
地
方
は
、
准
軍
の
募
兵
地
と

な
り
、
安
徽
軍
閥
の
根
接
地
と
な
っ
て
、
農
村
の
後
進
性
を
背
景
に
、

む
し
ろ
反
動
的
な
役
割
を
多
く
分
指
す
る
よ
う
に
な
る
。

同
時
期
の
太
卒
天
闘
革
命
に
封
比
し
て
、
捻
軍
が
か
く
も
異
質
で

あ
り
、
立
ち
お
く
れ
て
い
た
原
因
は
、

や
は
り
雨
准
と
筆
中

・
筆
南

と
の
経
情
的
・

一
位
曾
的
地
域
差
に
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
太
卒
天
国



革
命
展
開
の
基
盤
と
な
っ
た
、
筆
中
・
華
南
の
三
合
曾
・
天
地
曾
な

ど
の
所
謂
「
曾
黛
」
は
、
赤
句
他
人
で
も
結
盟
を
経
れ
ば
同
生
共
死

の
兄
弟
だ
と
い
う
護
想
か
ら
出
費
し
て
お
り
、
地
理
的
制
約
を
克
服

し
て
慶
汎
な
結
集
を
圏
り
得
る
組
織
形
態
で
あ

っ
た
の
に
封
し
、
南

准
で
は
強
固
な
宗
族
遺
制
の
存
在
、

つ
ま
り
血
縁
以
外
の
結
合
閥
係

が
考
え
ら
れ
ぬ
と
い
う
歴
史
的
制
約
が
、
捻
子
な
る
反
瞳
制
的
集
圏

群
を
産
み
出
し
た
の
、で

あ
る
。
お
そ
ら
く
嘉
慶
の
大
叛
凱
の
敗
北
に

よ
る
打
撃
か
ら
立
直
れ
ず
に
、
白
蓮
数
が
農
民
戟
字
の
組
織
者
た
る

歴
史
的
機
件
を
敏
い
て
い
た
嘗
時
の
雨
准
に
あ
っ
て
は
、
捻
子
・
捻

軍
的
結
集
以
外
に
農
民
に
は
方
法
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
こ
そ
捻
軍

の
革
命
性
の
根
源
が
あ
り
、
同
時
に
そ
の
限
界
も
あ
っ
た
と
云
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。

補
1 

捻
寧
に
は
笛
初
明
確
な
反
清
意
識
は
な
く
、
乙
の
時
彼
等
が
「
大
漢

園
」
を
建
て
、
張
が
「
大
漢
盟
主
」
「
大
漢
明
命
王
」
と
扮
し
た
と

す
る
一
部
の
記
載
は
全
く
の
誤
侍
だ
と
調
査
報
告
は
否
定
し
て
い

る
。
豚
官
の
張
幾
行
誘
殺
の
陰
謀
、
河
南
回
線
の
縫
河
築
攻
撃
な
ど

に
よ
り
、
所
謂
「
官
遁
民
反
」
の
立
場
に
遁
込
ま
れ
た
の
で
あ
る

が
、
彼
等
が
公
然
た
る
叛
飢
に
賂
み
切
っ
た
の
に
は
、
太
卒
天
園
の

勢
威
上
昇
と
清
朝
の
弱
健
暴
露
が
相
償
影
響
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

縛
旗
ま
た
は
大
旗
が
自
己
の
旗
を
他
捻
に
授
興
し
て
統
属
関
係
を
明
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補
2 

補
3 

か
に
す
る
方
式
で
あ
る
。

越
主
は
各
史
料
で
は
堂
主
と
誤
篤
ま
た
は
誤
認
さ
れ
、
白
蓮
数
と
捻

と
の
関
係
を
臆
測
さ
せ
る
一
因
と
な
っ
て
い
る
。

地
主
も
貧
農
も
同
じ
く
宗
族
共
同
慢
の
成
員
と
し
て
一
括
さ
れ
、

他
宗
族
と
の
封
立
意
識
が
連
帯
性
を
支
え
、
加
え
て
地
主
層
の
イ
ユ

シ
ア
テ
ィ
プ
が
確
立
し
て
い
た
以
上
、
均
産
と
い
っ
た
極
め
て
階
級

的
な
要
求
は
、
捻
子
に
お
い
て
は
提
起
さ
れ
う
べ
く
も
な
か
っ
た
。

論
叢
一
一
七
、
一
一
八
、
一
七
七

l
一
八
四
頁
参
照
。

約
七

O
年
後
、
中
共
は
捻
分
布
地
域
の
西
部
で
農
民
運
動
を
展
開
、

都
予
院
ソ
ヴ
ェ
ト
直
を
建
設
す
る
が
、
そ
れ
は
宗
族
遺
制
と
の
徹
底

的
な
封
決
を
通
じ
て
か
ち
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

太
卒
天
闘
の
革
命
的
禁
欲
主
義
と
は
封
照
的
に
、
張
幾
行
・
張
宗
爵

な
ど
捻
軍
の
領
袖
逮
に
は
阿
片
吸
飲
者
の
多
か
っ
た
乙
と
を
示
す
史

料
は
少
な
く
な
く
、
捻
子
の
性
格
と
し
て
も
そ
れ
は
十
分
あ
り
う
る

こ
と
で
あ
る
。

一
方
、
採
集
さ
れ
た
捻
軍
民
歌
や
張
幾
行
布
告
の
類

に
は
、
豪
富
に
封
す
る
貧
民
の
勝
利
を
謡
い
、
憎
悪
を
示
し
、
あ
る

い
は
他
族
・
他
地
域
の
貧
民
の
保
護
を
設
い
て
、
捻
軍
の
農
民
戦
争

性
を
如
寅
に
一
示
す
刊
の
が
あ
る
。
こ
の
爾
側
面
を
ど
う
統

一
し
て
把

握
す
る
か
、
こ
れ
が
小
論
の
課
題
で
あ
っ
た
が
、
紙
幅
の
制
約
も
あ

り
、
中
国
側
の
研
究
で
軽
視
さ
れ
て
い
る
側
面
を
強
調
す
る
に
急
で
、

必
ず
し
も
十
分
に
意
を
つ
く
せ
な
か
っ
た
の
は
遺
憾
で
あ
る
。
ま
た

笛
然
ふ
れ
る
べ
く
し
て
ふ
れ
え
な
か
っ
た
河
南
の
逮
荘
曾
、
山
東
の

宋
景
詩
軍
・
白
蓮
数
軍
な
ど
に
つ
い
て
は
他
日
に
期
し
た
い
と
思
う
。

な
お
安
徽
史
事
通
訊
は
我
闘
で
は
非
常
に
入
手
困
難
な
雑
誌
で
あ
る

が
、
私
は
日
中
友
好
協
曾
京
都
府
連
所
蔵
の
も
の
を
利
用
し
た
。
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On the Origin of the ａz‘加ｇ-ｉｎｉａｏ一泡青苗法

　　　　　　　

ＹａＳＭｓfiiKｕｓａｎｏ

　　　

Since the merchants practiced the cornering of cereals, boosted the

prices and sold at high prices to the government, the northern Sung

dynasty faced a difficult financial problem to supply its army with

provisions. Consequently, the government attempted to　control　the

merchants firstby means of prohibiting commercial transactions during

the

　

period of government purchasing and buying from the farmers.

This policy proved a failure because of the merchants' advance purchase

in the form of loans to the producers. Theｃｈ^inｓ-ｍｉａｏ-fa　ｓystem,

which was ｎ０less than government advance buying, was brought into

practice to cure this difficulty･

A Sidelight on Islamic Financiers, especially the Jahbadh

　　　　　　　　　　　　　　

S如節Ｏｋａｚａki

　　　

The author tries to make clear the nature of the ｉａｈｂａｄｈ　ｓｙｓtem,

which has been little explored because of its complicated character.

The term ｉａｈｂａｄｈ１ｓａ derivative from the Persian ｋｉｈｂａｄ,　ａnd seems

to have appeared about the tenth century.　　The ｊａｈｂａｄｈwas ａ kind

of licensed financial agent whose business was to collect tａχes, remit

government funds, loan to the caliphate, etc. and in return he was

granted some privileges.　　This syctem came into ｅχistence as ａ result

of confused local currency　and different purities of　precious metals,

developing into ａ politico-financial organization with the progress of

the deterioration of the financial system.

The Ｍｅｎ-fa捻子and the Men Rebellion捻軍

　　　　　　　　　　

ＳiｎjiＯｎｏ

　　

The Nien-tzu organization, which was the core of the Nien-tzu Re-

bellion (1853-68), was not ａ simple secret society affiliated with the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－1－



Pai-lien-ｃＭａｏ白蓮教religion, as often said, but ａ spontaneous asso-

ciation of^outlaws.　It sprang up ａ８ａ result of the then prevailing

agrarian distress and intensified social stratification in the Huai-ho region,

while illicit traffic in salt constituted the organization's financial back-

ground. The failure of the movement was largely due to its narrow

regionalism and clan-like exclusiveness which prevented unity wit hin the

organization. But in some uncompromising leaders (戒ｅ?１-f’　ＯＵ)such ａ８

ＣｈａｎｇＬｏ-ｈｓｉｎｇ張楽行we find the true nature of the movement ａ８ａ

peasant war.

Ｋ゛Ｏ課and^ Shui Taxes in ａ Tax Register of Western Wei

　　　　　　　　　　　

ＧｅｎｙｕNiｓｈｉｍｕｒａ

　　

There appears the name of ａ household headed by ａ man called

Liu Wen-ch'eng in the document Ｎ０. 613 discovered at T'un-huang by

Sir Aurel Stein. This household is classified ａｓａ ｒ ０-ｈｕ課戸，ａ tech-

nical term in the contemporaneous taxation terminology, while each

member of the household is registered ａｓi)Ｍ-ｆｅ’ｏ-ｆｅ’ＯＭ不課口.The docu-

ment tells us that Liu Wen-ch'eng and his wife were ａ t'ai-tｚｉｉ　■ｆｔ資

and ａ　t'ai-tｚｕ-ｃｈ’i　Ｓ資妻, respectively; these names indicate that the

Liu household Ｗａｓ　ａ　ｐｕぶ０-ｈ which was to pay ａ special kind of tax

called ｔ’ｆｌｉ-tｚｕ-ii？tｇ-ｃｈ’　ｕａｎｇ-ｓｈｕi-tｚｕ蜃資丁床現租.However, in fact the

Lius paid the full amount of shut (pu-ma-tsu布麻租) like ａ ん‘り-ｋ‘oubut

not Ｓみui-tsu, and, consequently, their household was called ａ ｈ゛Ｏ-応召.

Why?

　

Liu, a fai-tzu, who was to be employed for tｓａ-ikn-f雑任役，

ａ sort' ０ｆ clerical work, was still free from the job at the time of

making of the tax register. It seems that at that time he paid four

ｓｈｉｈ石of tsu instead of one; he must have paid the excess three 助活

as his tzu-k'o資課in place of being employed in the ｆｓａ-jkn-i service.
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