
六

朝

時

代

華

北

の

都

市

緒

= 
Eコ

私
は
ず
っ
と
前
か
ら
、
中
園
の
屋
史
を
考
え
る
場
合
に
、
後
世
の

蹴
態
を
そ
の
ま
ま
古
代
へ
引
伸
し
て
行
っ
て
そ
の
吠
態
を
想
像
し
て

は
な
ら
な
い
と
唱
え
て
き
た
。
古
代
や
中
世
は
決
し
て
近
世
を
稀
薄

に
し
た
も
の
で
は
な
く
、
夫
々
の
時
代
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
も

っ
た
祉
曾
相
が
存
在
す
る
筈
で
あ
る
。
そ
う
い
う
特
色
、
嘗
て
は
存

在
し
た
が
後
世
に
は
消
滅
し
て
な
く
な
っ
て
し
ま

っ
た
祉
曾
相
を
え

ぐ
り
出
す
ζ

と
が
歴
史
皐
の
重
要
な
任
務
の
一
つ
で
あ
る
。

し
か
も

ζ

の
仕
事
は
決
し
て
口
で
言
う
よ
う
に
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
も

し
も
祉
曾
の
嬰
革
が
、
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
の
よ
う
に
、
短
日
時
の
間
に

誰
の
自
に
も
明
ら
か
に
見
え
や
す
く
、
大
っ
ぴ
ら
に
行
わ
れ
た
場
合

は
そ
の
経
過
そ
辿
る
こ
と
が
比
較
的
集
で
あ
ろ
う
。
併
し
そ
の
襲
草

宮

崎

市

定

が
た
と
え
如
何
に
大
き
く
て
も
、
そ
れ
が
長
い
間
か
か
っ
て
、
な
し

く
ず
し
に
行
わ
れ
た
時
、
そ
の
渦
中
に
生
き
て
い
た

A
す
ら
、
ど
ん

な出現
化
が
自
分
の
周
圏
に
行
わ
れ
た
か
を
は
っ
き
り
気
付
か
ず
に
す

ん
で
し
ま
う
と
と
が
多
い
。
従
っ
て
そ
の
出
変
革
は
、
明
白
な
形
で
は
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記
録
に
残
ら
な
い
。
記
録
ば
か
り
を
頼
り
に
す
る
歴
史
撃
で
は
、
え

て
し
て
、
そ
う
い
っ
た
大
饗
革
が
反
っ
て
見
逃
さ
れ
易
い
も
の
な
の

で
あ
る
。

私
は
ま
た
中
園
の
古
代
の
研
究
に
は
都
市
圏
家
群
の
封
立
す
る
朕

態
を

一
臆
の
出
費
貼
と
す
る
の
が
都
合
が
よ
い
と
唱
え
て
き
た
。
前
払

の
乙
の
言
葉
の
意
味
を
正
確
に
理
解
し
て
く
れ
叫
ん
人
は
意
外
に
少
な

か
司
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
西
洋
の
歴
史
に
謝
す
る
理
解
が
一

般
に
あ
ま
り
深
く
行
わ
れ
て
い
な
い
所
か
ら
く
る
ら
し
い
。
抑
も
都

市
園
家
の
時
代
と
言
え
ば
、
同
時
に
そ
れ
は
後
世
の
よ
う
な
村
落
が



ま
だ
普
及
し
て
い
な
い
時
代
を
意
味
す
る
。
即
ち
農
民
ζ

そ
が
密
集

し
て
城
郭
の
中
に
住
み

そ
の
城
郭
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
都
市
圏

家
な
る
も
の
の
市
民
の
主
慎
を
形
成
し
て

い
た
時
代
な
の
で
あ
る
。

耕
地
は
こ
の
城
郭
都
市
の
周
圏
に
附
属
し
て
お
り
、
農
民
た
る
市
民

は
毎
日
、
郭
外
に
あ
る
彼
等
の
耕
地
へ
働
き
に
出
る
。

ζ

の
城
郭
を

離
れ
て
遠
く
、
個
々
に
孤
立
す
る
人
家
や
、
散
村
と
い
う
も
の
は
甚
だ

例
外
的
に
し
か
存
在
し
な
い
。
中
国
古
代
で
は
こ
う
い
う
生
活
肢
態

が
即
ち
同
時
に
中
園
文
化
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
居
り
、
中
園
文
化

の
損
充
と
は
、
城
郭
都
市
生
活
様
式
の
損
充
に
外
な
ら
な
か
っ
た
と

も
言
え
よ
う
。

都
市
国
家
的
な
枇
合
同
形
態
は
、
大
九
そ
漢
代
ま
で
纏
績
し
、
む
し

ろ
前
漢
時
代
を
古
代
都
市
の
最
盛
期
と
し
て
以
後
は
次
第
に
衰
退
に

向
う
。
抑
も
中
園
の
上
古
に
お
い
て
は
、
大
凡
そ
寓
園
あ
っ

た
が
、

そ
の
数
が
春

そ
れ
が
弱
肉
強
食
の
結
果
、

次
第
に
併
合
さ
れ
て

秋
、
職
固
と
時
代
の
下
る
に

つ
れ
て
減
少
し
て
い
司
た
と
い
う
の

が
、
中
園
・
史
家
の
胸
骨
統
的
な
解
揮
で
あ
る
。
即
ち
周
初
に
千
八
百
園

あ
っ
た
も
の
が
春
秋
初
期
に
は
数
十
固
に
な
り
、
鞍
園
時
代
に
な
っ

て
七
園
の
み
が
残
存
し
た
と
い
う
(
漢
書
地
理
志
)
。

言
う
園
と
は
粗
鋼
立
園
の
ζ

と
を
さ
す
の
で
、
若
し
も
そ
の
政
治
上
の

但
し
こ
こ
に

濁
立
性
を
問
わ
ず
、
車
に
都
市
形
態
を
と
る
人
民
集
圏

い
わ
ゆ
る

邑
を
問
題
と
す
る
な
ら
、
そ
の
邑
の
数
は
反
っ
て
時
代
の
下
る
と
共

に
増
加
し
た
筈
で
あ
る
。
そ
れ
は
中
園
文
化
が
周
圏
に
援
ま
る
に
つ

れ
、
従
来
山
聞
に
散
』
廃
し
た
り
、
草
原
に
漂
泊
し
た
り
し
て
い
た
異

民
族
を
同
化
し
、
中
園
式
の
城
郭
生
活
を
賛
ま
し
め
る
よ
う
に
な
っ

た
外
、
中
国
人
も
そ
の
人
口
増
加
に
伴
っ
て
新
た
に
植
民
都
市
を
建

設
す
る
必
要
が
起

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
乙
で
古
い
都
市
園
家
は

政
治
的
に
は
そ
の
濁
立
性
を
失
い
な
が
ら
も
、
そ
の
都
市
園
家
の
外

形
だ
け
は
ず
司
と
長
く
後
世
ま
で
存
績
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
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う
な
都
市
生
活
の
最
盛
期
は
前
漢
時
代
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
漢
代
に
お
け
る
地
方
制
度
の
末
端
組
織
で
あ
る
蘇

・
郷
・
亭

い
わ
ば
古
代
都
市
園
家
の
名
残
り
と
も
一
言
う
べ
き
城
郭
都
市
で

トまあ
り
、
そ
の
数
は
漢
書
百
官
公
卿
表
に
記
す
と
ζ

ろ
に
よ
れ
ば

鯨
(
道

・
園
・

巴
を
含
む
)

千
五
百
八
十
七

発F

六
千
六
百
二
十

亭

二
寓
九
千
六
百
三
十
五

乙
れ
は
恐
ら
く
漢
書
地
理
志
に
載
す
る
と
こ
ろ
の
戸
口
数

統
計
と
同
じ
く
、
卒
帝
元
始
二
年

Q
〉
・
り
・

〉
の
調
査
に
よ
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
こ
ζ

に
言
う
鯨

・
郷
・
亭
は
夫
々
一
個
の
城
郭
都
市

と
あ
り
、



を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
前
漢
末
の
中
固
に
は
合
計
三
高
七

千
八
百
四
十
四
の
都
市
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。
然
る
・に
後
漢
に

入
る
と
こ
の
数
が
減
少
す
る
傾
向
を
一
ホ
す
。
即
ち
績
漢
書
郡
園
志
の

本
文
に
鯨
・
邑
・
遭
・
侯
園
の
数
を
あ
げ
、
又
そ
の
注
の
中
に
東
観

書
左
引
い
て
桓
帝
の
永
輿
元
年
ハ
ロ
ω
〉
-
U
・〉

の
郷
亭
数
を
次
の

よ
う
に
載
せ
て
い
る
が

鯨
・
巴
・
道
・
侯
園

千
一
百
八
十

発E

一
千
六
百
八
十

亭

高
二
千
四
百
四
十
三

も
し
こ
の
三
者
が
同
年
の
調
査
に
係
る
も
の
で
あ
る
な

ら
、
こ
の
頃
の
都
市
教
は
合
計
一
高
七
千
三
百
四
で
あ
り
、
前
漢
に

と
あ
り

比
べ
て
約
字
数
に
激
減
し
て

い
る
。
僅
か
百
四
十
年
徐
り
の
聞
に
大

し
た
嬰
り
よ
う
で
あ
る
。

乙
の
傾
向
は
更
に
績
く
の
で
あ
っ
て
、
後
漢
か
ら
三
園
へ
、
三
園

か
ら
六
朝
へ
、
更
に
唐
へ
と
、
都
市
教
は
減
少
の
一
途
を
辿
る
。
唐

代
に
な
る
と
城
郭
を
も

っ
た
都
市
は
大
た
い
鯨
域
ま
で
で
あ
る
が
、

唐
代
の
蘇
の
数
は
新
唐
書
地
理
志
に
よ
る
と

太
宗
(
貞
観
〉
十
三
年

(
8ゆ
〉
・
ロ
・
)

一
千
五
百
五
十
一

開
元
二
十
八
年
(
足
。
〉
・
ロ
・
)

一
千
五
百
七
十
三

と
あ
っ
て
、
何
れ
も
一
千
六
百
以
下
で
あ
る
。
恐
ら
く
城
郭
を
も
っ

た
都
市
全
瞳
の
敷
は
何
程
も
こ
れ
を
上
回
っ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
。
後
漢
時
代
か
ら
四
・
五
百
年
を
経
た
唐
の
時
代
に

一
度
牢
減
し
た
城
郭
都
市
数
は
更
に
十
分
の
一
に
減
少
し

て
し
ま
い
、

ζ
ζ

ま
で
減
少
し
て
し
ま
う
と
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
固
定

し
宋
以
後
、
今
度
は
更
に
少
し
ず
つ
で
も
増
加
し
て
行
く
傾
向
す
ら

な
る
と

現
わ
れ
て
く
る
。

そ
れ
な
ら
ば
前
漢
時
代
に
四
寓
近
く
も
あ
っ
た
都
市
の
住
民
は
、

た
え
ず
都
市
の
数
が
減
少
し
て
ゆ
く

以
後
六
・
七
百
年
に
わ
た
り
、
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間

い
っ
た
い
ど
と
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ζ 

h 

は
常
識
的
に
も
す
ぐ
考
え
つ
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
第
一
に
は
漢

大
き
さ
は
損
張
さ
れ
た
の
で
、

一
つ
の
都
市
の

そ
こ
へ
吸
収
さ
れ
た
と
想
像
さ
れ

か
ら
唐
ま
で
の
聞
に
、
都
市
の
数
は
減
少
し
た
が

る
都
市
人
口
の
膨
脹
は
、
古
代
か
ら
纏
績
し
て
行
わ
れ
て
い
る
現
象

で
あ
る
が
、
先
ず
と
れ
を
各
王
朝
の
首
都
に
つ
い
て
み
る
に
、
前
漢

時
代
の
長
安
は
、
漢
書
地
理
士
山
、
京
兆
苦
ノ
の
篠
下
、
長
安
(
蘇
)
の

項
の
師
古
注
に

戸
入
蔦
八
百
。
口
二
十
四
高
六
千
二
百
。



と
あ
り
、

ζ

れ
は
長
安
城
の
み
な
ら
ず
、
長
安
蘇
下
の
郷
亭
の
人
口

ま
で
凡
て
を
含
む
も
の
に
し
て
は
、
意
外
に
少
な
す
ぎ
る
感
じ
を
受

け
る
。
但
し
同
じ
所
に
漢
の
緩
盛
な
る
卒
帝
元
始
二
年
(
N
〉

-
U
・〉

の
京
兆
芦
支
配
下
の
全
域
、

長
安
を
含
め
た
十
二
燃
の
戸
口
数
を

戸
十
九
高
五
千
七
百
二
。
口
六
十
八
高
二
千
四
百
六
十
八
。

と
あ
る
の
と
比
較
し
て

さ
ま
で
不
均
衡
と
も
思
え
な
い
。

尤
も
こ

の
数
に
は
軍
隊
や
寄
留
者
を
含
ま
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
貫
際
に
は

も
っ
と
多
い
筈
で
あ
る
が
、
さ
り
と
て
こ
の
数
を
無
意
味
に
す
る
程

で
も
あ
る
ま
い
。
要
す
る
に
長
安
城
の
人
口
は
戸
十
高

口
三
十
高

そ
こ
そ
こ
と
考
え
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
漢
代
ζ

の
地
方

に
は
な
お
小
家
族
が
普
週
的
で
、

一
戸
三
口
と
し
た
地
理
志
注
の
記

載
も
大
し
て
不
自
然
で
は
な
か
司
た
と
思
わ
れ
る。

然
る
に
北
説
の
後
牢
期
の
首
都
洛
陽
の
戸
口
は
、
洛
陽
伽
藍
記
の

絡
の
所
に
記
載
が
あ
る
が

京
師
東
西
二
十
里
。
南
北
十
五
里
。
戸
十
高
九
千
絵
。

と
あ
り
、
中
国
の
北
半
分
し
か
領
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
北
朝
の
都
に

し
て
既
に
漢
代
の
長
安
を
超
え
て
い
る
。
そ
し
て
人
口
は
恐
ら
く
五

十
寓
を
突
破
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

唐
代
の
長
安
は
戸
数
八
高
と
稽
せ
ら
れ
な
が
ら
、
人
口
は
百
寓
と

い
う
の
が
嘗
代
の
常
識
で
あ
っ
た
。
戸
数
に
比
較
し
て
口
数
が
多
い

の
は
、
首
時
は
貴
族
制
度
の
時
代
で
あ
り
、
首
都
に
住
む
者
に
は
貴

族
的
な
大
家
族
が
多
か
っ
た
せ
い
で
あ
ろ
う
。
六
朝
以
後
の
貴
族
が

一
家
百
口
が
普
通
で
あ

っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
唐
代
の
長
安
の
住

人
が
卒
均
し
て
一
戸
十
口
以
上
と
な
っ
て
も
、
こ
れ
ま
た
決
し
て
不

自
然
で
は
な
い
。
結
局
唐
の
長
安
の
人
口
は
漢
代
の
そ
れ
の
約
三
倍

ほ
ど
に
な
っ
て
お
り
、
他
の
大
都
市
に
お
い
て
も
同
様
な
現
象
が
起

っ
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
考
え
ら
れ
る
人
民
の
第
二
の
行
先
は
、
後
漢
頃
か
ら
、
中
園

β
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人
の
中
に
都
市
を
脱
出
し
て
郊
野
に
村
落
生
活
を
轡
む
者
が
増
え
て

き
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
村
落
の
盛
行
が
後
漢
以
後
の
中
国
の
特
色

で
あ
り
、
こ
れ
を
助
成
し
た
も
の
は
、
第
一
に
政
府
の
屯
回
、
第
二

に
貴
族
の
荘
園
、
第
三
に
異
民
族
遊
牧
部
落
の
定
着
が
翠
げ
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。
と
ま
れ
、
行
政
官
醸
の
治
所
と
な
っ
て
比
較
的
大
き
な

人
口
を
擁
す
る
城
郭
都
市
と

そ
ζ

か
ら
離
れ
て
田
野
に
散
在
す
る

村
落
と
の
封
立
す
る
六
朝
祉
曾
は

そ
れ
以
前
の
漢
代
に
は
見
ら
れ

な
か
っ
た
新
現
象
で
あ
る
。

私
は
先
に
「
大
谷
史
事
」
第
六
暁

「
中
園
に
お
け
る
緊
落
形
韓

の
襲
遷
に
つ
い
て
|
|
巴

・
園
と
郷
・
亭
と
村
と
に
封
す
る
考
察
」



を
護
表
し
て
、
漢
代
の
郷
亭
は
古
代
の
巴
園
の
名
残
り
で
あ
り
、
こ

れ
が
城
郭
都
市
の
形
脇
町
を
と
り
、
後
世
の
村
落
の
如
き
存
在
は
ま
だ

普
遍
的
で
な
か
っ
た
こ
と
を
唱
え
、
次
い
で
「
東
洋
史
研
究
L

第
十

，

八
容
第
四
競
に
「
中
固
に
お
け
る
村
制
の
成
立
|
|
古
代
帝
園
崩
壊

の
一
面
|
|
」

を
載
せ
、
後
漢
時
代
か
ら
次
第
に
護
遣
を
と
げ
た
村

落
の
治
革
に
つ
い
て
述
べ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
問
題
に

し
よ
う
と
す
る
の
は
、
村
落
の
護
達
と
卒
行
し
て
起
っ
た
同
じ
時
期

に
お
け
る
城
郭
都
市
の
慶
遁
に
つ
い
て
で
あ
る
。

都

市

の

襲

質

漢
代
ま
で
の
中
園
城
郭
都
市
の
特
長
は
、
極
め
て
特
殊
な
例
外
を

除
き
、
そ
れ
が
農
業
都
市
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
都
市
は
そ
の
位

置
と
大
小
の
闘
係
に
よ
っ
て
蘇

・
郷

・
亭
の
三
階
級
に
分
け
ら
れ
、

鯨
は
自
身
が
一
個
の
都
市
で
あ
る
と
共
に
、
そ
の
附
近
の
郷
を
支
配

し
、
郷
も
ま
た
自
身
が
一
個
の
都
市
で
あ
る
と
共
に

そ
の
附
近
の

更
に
小
な
る
都
市
、
亭
を
支
配
す
る
。
亭
は
亭
城
を
中
心
と
し
て
そ

の
周
圏
に
耕
地
を
有
す
る
農
業
都
市
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
亭
よ
り
も

上
級
な
る
鯨

・
郷
と
い
え
ど
も
、
そ
の
本
質
は
結
局
の
と
こ
ろ
一
種

の
亭
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
何
と
な
れ
ば
郷
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
敷

個
の
亭
の
う
ち
で
中
心
に
な
る
亭
、↑即
ち
都
亭
に
外
な
ら
ず
、
牒
は

同
じ
よ
う
に
数
個
の
郷
の
う
ち
で
中
心
と
な
る
郷
、

即
ち
都
郷
に
外

な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
亭
の
制
度
こ
そ
は
漢
代
の
一
世
曾
を
特
色
づ
け

る
根
本
的
な
制
度
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

然
る
に
こ
の
亭
の
制
度
が
三
園
か
ら
晋

へ
至
る
聞
に
消
滅
し
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。

ζ

れ
は
中
園
祉
曾
史
上
の
大
慶
革
で
あ
る
。
我

々
は
不
幸
に
し
て
そ
の
崩
壊
に
至
る
運
路
を
仔
細
に
跡
事
つ
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
た
だ
そ
の
結
果
に
つ
い
て
言
え
る
ζ

と
は
、
腕
脚
と
人

民
と
の
相
封
闘
係
の
上
で
、
豚
が
漢
代
の
よ
う
に
郷
亭
の
仲
介
を
経

ザ
d

戸

h
d

な
い
で
、
直
接
に
人
民
を
支
配
す
る
よ
う
に
襲
っ
て
き
た
乙
と
で
あ

る
。
そ
し
て
亭
な
る
都
市
の
消
滅
に
件
っ
て
、
亭
長
な
る
名
は
鯨
城

内
の
職
員
と
し
て
の
み
残
存
し

し
か
も
そ
の
貫
質
が
全
く
失
わ
れ

て
単
な
る
駆
使
の
役
に
す
ぎ
な
く
な
っ
た
。
と
の
よ
う
に
中
問
機
閥

が
失
わ
れ
た
結
果
、
鯨
の
衛
門
の
機
構
は
衣
第
に
複
雑
化
す
る
と
共

に
、
そ
の
人
員
が
慈
大
化
す
る
に
至
っ
た
。

漢
書
百
官
公
卿
表
に
記
載
す
る
牒
の
衛
門
の
組
織
は
極
め
て
簡
単

で
あ
り
、
令

・
長
の
下
に
長
吏
と
し
て
丞

・
尉
が
あ
り
、
少
吏
と
し

て
斗
食

・
佐
・

史
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
乙
の
外
で
列
停
等
に
散
見

す
る
も
の
を
西
漢
曾
要
単
位
三
十
三
、
前
脚
嫁
史
の
僚
に
よ

っ
て
拾
い
あ



つ
め
て
み
る
と
、
牒
嫁

・
門
下
嫁

・
戸
曹
嫁
史

・
蘇
史

・
令
史

・
獄

史

・
獄
小
吏

・
小
史
な
ど
が
あ
る
が
、

こ
の
中
に
は
貰
質
が
同
一
で

名
前
が
重
複
し
て
現
わ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
ら
し
く
、
結
局
、
前

漢
時
代
に
は
牒
衝
の
組
織
も
小
規
模
に
止
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
衣
に
後
漢
時
代
に
つ
い
て
は
績
漢
書
百
官
志
に
は
、
鯨
の
諸
曹

の
嫁
史
は
ほ
ぼ
郡
員
の
如
し
、
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
功
曹

・
決

曹

・
賊
嘗

・
議
曹

・
倉
曹
な
ど
の
部
局
に
分
れ
、
外
に
門
下
嫁

・
主

簿
な
ど
が
置
か
れ

る。

鯨
衝
の
憧
制
が
漸
く
整
っ
て
き
た
と
思
わ
れ

晋
代
に
は
地
方
街
門
に
上
級
職
な
る
員
と
、
下
級
職
な
る
吏
と
あ

り
、
併
せ
て
員
吏
と
稿
せ
ら
れ
た
。
晋
書
百
官
志
に
よ
る
に
豚
衛
門

で
は
、
令
長
の
下
に
、
主
簿
、
録
事
史
、

主
記
室
史
、
門
下
の
書
佐

及
び
幹
、
蹄
徴
、
議
生
、
循
行
、
廷
縁
、
功
曹
の
史
と
小
史
と
書
佐

と
幹
、
戸
曹
の
嫁
と
史
と
幹
、
法
曹
の
門
幹
、
倉
曹
の
嫁
、
賊
曹
の

擦
と
史
、
兵
曹
の
史
、
獄
小
史
、
獄
門
の
亭
長
、
都
亭
長
、
賊
捕
嫁

な
ど
と
あ
る
の
が
員
で
あ
り
、

そ
の
下
に
職
吏
と
散
吏
と
い
う
二
種

の
吏
が
お
か
れ
た
。
吏
の
数
は
、
戸
三
百
以
下
の
蘇
で
は
職
吏
十
八

人
、
散
吏
四
人
、
戸
三
百
以
上
の
牒
に
は
職
吏
二
十
九
人
、
散
吏
六

人
、
戸
五
百
以
上
で
は
職
吏
四
十
人
、
散
吏
八
人
、
以
上
逓
増
し
て

戸
三
千
以
上
に
な
る
と
職
吏
八
十
八
人
、
散
吏
二
十
六
人
と
い
う
大

世
帯
に
な
る
。
後
漢
に
比
し
て
更
に
一
層
充
質
し
た
陳
容
を
も
っ
た

こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

豚
街
門
の
機
構
の
旗
大
と
い
う
こ
と
は
、
鯨
城
が
政
治
都
市
と
し

て
の
性
質
を
濃
厚
に
し
た
こ
と
を
意
味
す
る

ま
た
牒
街
の
職
員
の

数
が
増
加
す
れ
ば
、
更
に
こ
れ
に
奉
仕
す
る
た
め
の
労
力
と
費
財
が

必
要
と
さ
れ
、
そ
の
労
力
と
費
財
を
提
供
す
る
た
め
に
更
に
第

次
、
第
三
次
の
努
力
と
費
財
が
必
要
と
な
る
。
豚
城
は
従
来
の
農
業

都
市
た
る
の
性
質
を
次
第
に
失
う
一
方
、
商
工
業
都
市
と
し
て
の
性
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質
を
州
市
び
る
に
至
る
。
更
に
言
い
か
え
れ
ば
、
生
産
都
市
か
ら
消
費

都
市
へ
と
移
行
し
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。

都
市
が
農
業
都
市
で
あ
る
聞
は
、
そ
れ
は
言
わ
ば
眠
れ
る
都
市
で

よ
か
っ
た
。
人
民
は
春
夏
の
候
に
は
毎
日
郊
外
の
耕
地
へ
労
働
に
行

き
、
た
だ
夜
眠
る
た
め
に
だ
け
都
市
へ
踊
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
秋

各
に
は
女
子
在
中
心
と
し
て
紡
織
に
努
め
る
が
、
こ
れ
は
主
と
し
て

自
家
消
費
の
た
め
の
家
内
工
業
で
あ
る
か
ら
、
外
部
と
の
交
渉
も
少

く
て
す
む
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
が
政
治
都
市
、
商
工
業
都
市
と
な

っ
て

く
る
と
、
こ
れ
は
一
個
の
有
機
瞳
と
し
て
活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
そ
こ
に
不
可
避
的
に
起
っ
て
く
る
の
は
古
代
的
な
里
制
の
崩
壊



で
あ
る
。

長
い
中
園
の
歴
史
を
通
観
す
る
と
、

と
、
開
放
的
な
都
市
と
の
二
種
類
が
存
在
し
た
。
封
鎖
的
な
都
市
の

代
表
は
漢
代
ま
で
の
古
代
都
市
で
あ
り
、
城
内
は
街
な
る
大
路
に
よ

っ
て
里
に
匿
分
さ
れ
、
塁
の
周
園
に
は
絡
が
め
ぐ
ら
さ
れ
、
婚
に
は

都
市
に
は
封
鎖
的
な
都
市

只
一
個
所
の
闇
門
が
聞
か
れ
、
人
民
は
凡
て
こ
の
間
門
に
よ

っ
て
呈

の
内
部
の
小
路
、
巷
へ
入
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

ζ

れ
は
甚

だ
不
便
な
制
度
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
都
市
が
完
全
に
眠
れ
る

都
市
で
あ

っ
た
な
ら
ば

こ
れ
は
貰
際
に
は
さ
し
て
不
便
を
感
じ
さ

せ
な
い
。
闇
門
の
出
入
と
い
っ
て
も
一
日
た
だ
二
回
だ
け
の
と
と
で

あ
る
。
京
都
か
ら
毎
日
大
阪
ま
で
遇
勤
往
復
す
る
乙
と
を
思
え
ば
何

で
も
あ
る
ま
い
。

封
鎖
都
市
で
は
街
な
る
大
路
は
そ
の
方
向
に
治
っ
た
縦
の
交
通
の

左
右
に
封
し
て
は
遮
断
の
役
目
を
つ
と
め

る
。
そ
れ
は
恰
も
刑
務
所
と
兵
営
に
は
さ
ま
れ
た
裏
道
の
如
き
も
の

た
め
に
の
み
存
在
し

で
あ
っ
て
よ
り
み
ち
す
る
所
が
な
い
。
と
ζ

ろ
が
ζ

の
よ
う
な
都
市

の
封
鎖
性
は
、
常
に
そ
れ
が
崩
壊
す
る
傾
向
を
内
職
す
る
。
人
一
民
は

交
遁
の
便
利
を
欲
し
て
、
塁
の
周
園
に
め
ぐ
ら
し
た
絡
を
破

っ
て
、

各
自
の
門
戸
を
街
に
向
っ
て
聞
き
た
が
る
の
で
あ
る
。
凡
て
の
家
一が
一

最
も
近
い
大
路
に
向
っ
て
門
を
聞
く
よ
う
に
な
れ
ば
、
街
路
は
軍
に

縦
の
交
通
に
使
に
す
る
の
み
で
な
く
、
併
せ
て
左
右
に
横
切
る
交
通

即
ち
街
を
爽
ん
で
相
封
す
る
家
と
家
と
を
連
絡
す
る
役
目
を
も
果

す
。
街
路
は
箪
に
通
る
ば
か
り
の
た
め
の
も
の
で
な
く
、
横
切
る
た

め
に
も
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
肢
に
星
摘
が
な
く
な
れ
ば
、

闇
門
の
存
在
も
無
意
味
と
な
る
。
そ
し
て
都
市
は
今
日
我
々
が
住
居

す
る
よ
う
な
開
放
的
な
都
市
に
費
形
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

漢
代
の
里
制
は
三
園
を
経
て
六
朝
に
至
る
聞
に
崩
壊
し
た
と
と
は

事
貰
で
あ
る
が
、

ζ

れ
も
記
録
の
上
で
仔
細
に
跡
ゃ
つ
け
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。
た
だ
聞
な
る
文
字
が
以
後
は
単
に
比
験
的
に
用
い
ら
れ
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る
だ
け
で

ζ

の
質
物
に
つ
い
て
の
記
事
が
現
わ
れ
な
く
な
る
こ
と

が
間
接
的
な
謹
明
に
な
る
。

ま
た
原
来
は
街
が
旦
外
の
大
路
で
あ

り
、
巷
が
閣
内
、の
小
路
で
あ
っ
た
の
が

い
つ
の
間
に
か
街
巷
を
績

け
て
域
内
の
道
路
を
線
稿
す
る
よ
う
に
な
る
。
後
漢
書
桓
築
俸
に

天
子
明
帝
が
彼
の
病
気
を
見
舞
う
際
、
そ
の
家
に
近
付
く
と
草
を
下

り
て
徒
歩
し
た
ζ

と
を
記
す
に

入
街
下
車
、
街
に
入
る
や
車
を
下
る
。

と
言
い
、
こ
の
家
は
街
に
向
っ
て
門
を
開
い
た
も
の
の
如
く
で
あ

る
。
論
衡
詰
術
篇
に
は
、
「
街
巷
の
民
家
」
な
る
言
葉
が
あ
り
、



般
民
家
も
街
に
向
っ
て
門
を
聞
い
た
こ
と
を
想
像
せ
し
め
る
。
但
し

域
内
目
抜
き
の
大
道
に
向

つ
て
は
一
般
人
民
は
家
の
門
を
聞
く
と
と

を
許
さ
れ
な
か
っ
た
制
度
が

少
く
も
後
漢
末
ま
で
は
績
い
て
い

た
。
初
撃
記
袋
二
四
、
居
庭
宅
の
部
に
引
か
れ
た
親
王
(
曹
操
〉
奏

事

出
ず
る
に
星
に
由
ら
ず
し
て
、
門
の
大
道
に
面
す
る
者
を
第
と

日
う
。
爵
列
侯
た
り
と
雄
も
、
食
邑
高
戸
に
満
た
ざ
れ
ば
第
を

作
す
を
得
ず
。
其
の
舎
の
里
中
に
あ
る
も
の
は
、
皆
、
第
と
稿

せ
ず
。

と
あ
り
、

こ
こ
に
街
と
言
わ
ず
し
て
、
特
に
大
道
と
稽
し
た
の
は
、

位
以
に
皇
制
が
鼠
援
し
か
け
、
大
道
以
外
の
裏
道
の
衝
に
は
民
家
が
里

絡
を
破
っ
て
門
を
聞
く
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
か
。
而

し
て
鯨
城
の
政
治
都
市
化
、
商
工
業
化
に
倖
い
、
城
内
に
お
け
る
人

民
の
活
動
が
盛
ん
と
な
り

い
よ
い
よ
皇
制
は
崩
壊
の
一
途
を
辿
る

ζ

と
に
な
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

鯨
域
以
上
の
大
都
市
の
商
工
業
化
の
問
題
は
暫
く
こ
れ
を
措
き
、

そ
の
政
治
都
市
化
の
面
を
考
え
ん
に
、
こ
れ
に
は
西
晋
末
か
ら
幕
の

切
っ
て
落
さ
れ
た
異
民
族
の
大
移
動
が
更
に
決
定
的
な
契
機
と
な
っ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

民
族
移
動
と
都
市

後
漢
時
代
に
中
固
に
降
服
し
、
長
城
を
越
え
て
内
地
に
移
住
す
る

と
と
を
許
さ
れ
た
南
伺
奴
は
、
現
今
の
山
西
省
、
嘗
時
の
弁
州
の
境

内
に
移
動
的
な
部
落
を
造
っ

て
住
居
し
て

い
た
。
彼
等
は
首
時
の
記

よ
く
中
国
人
と
雑
慮
し
て
い
た
と
記
さ
れ
る
が
、
乙

録
に
よ
る
と
、

と
に
言
う
雑
庭
と
は
、
伺
奴
個
人
と
中
国
人
個
人
と
が
隣
り
同
志
に

住
ん
で
い
た
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
中
国
人
の
都
市
と
都
市
と
の

中
間
の
空
地
に
、
彼
等
の
部
落
が
入
り
こ
ん
で
、
犬
牙
錯
綜
し
て
い

る
版
態
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
等
の
住
居
は
晋
書
劉
元
海
載
記

ハ
リβ
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に
記
さ
れ
る
よ
う
に

み
な
晋
陽
(
治
下
の
)
扮
澗
の
演
に
家
居
す
。

と
あ
り
、
城
外
の
原
野
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
部
落
の
中
か
ら

草
子
の
子
孫
な
る
劉
淵
が
輿

り
、
濁
立
園
を
樹
立
し
て
漢
の
正
統
を
嗣
ぐ
権
利
が
あ
る
と
主
張
す

る
よ
う
に
な
る
と
、
ど
こ
か
に
不
動
の
根
接
地
が
必
要
に
な
る
。
最

初
は
左
圏
域
(
離
石
牒
東
北
〉

を
都
と
し
た

3
2
〉
・
ロ

)
と
あ

る
が
、
こ
こ
に
言
う
城
と
は
、
郷

・
亭
と
同
じ
位
の
格
式
を
も
っ
た

小
城
郭
都
市
に
す
ぎ
な
い
。

間
も
な
く
蒲
子
牒
に
移
っ
た

Q
S〉・



り
・
)
が

と
れ
は
卒
陽
郡
十
二
懸
の
一
で
あ
り

つ
い
で
卒
陽
郡

治
の
卒
陽
鯨
に
移
っ
て
都
と
し
た

Q
S
〉
-
U
・
)
。
大
い
に
土
木
工

事
を
興
し
た
と
い
う
か
ら
、
城
郭
の
規
模
も
蹟
大
さ
れ
た
と
思
わ
れ

る
カ2

乙
れ
は
買
に
部
下
な
る
伺
奴
の
軍
隊
を
住
居
さ
せ
る
た
め
で

あ
っ
た
。
さ
れ
ば
劉
淵
の
後
、
子
劉
聴
の
時
に

一
族
聞
の
内
-
証
か

ら
大
弟
の
劉
叉
を
殺
し

併
せ
て
そ
の
黛
を
粛
清
し
た
が

(ω

口

〉
・り・
)
、
晋
書
載
記
に
は
こ
の
ζ

と
宕

士
衆
高
五
千
飴
人
を
坑
す
の
卒
陽
の
街
巷
、

之
が
震
に
空
し
。

と
記
し
て
い
る
。

ζ

れ
で
見
る
と
卒
陽
の
街
巷
に
面
す
る
住
家
は

多
く
伺
奴
出
身
の
軍
土
に
分
配
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
我

々
は
と
こ
で
大
き
な
歴
史
の
轄
換
に
気
付
く
の
で
あ
る
が
、
従
来
は

中
国
的
な
城
郭
都
市
の
郊
外
に
、
移
動
的
な
部
落
生
活
を
遺
っ
て
い

た
異
民
族
は
、
彼
紘
一
寸
が
支
配
階
級
に
な
っ
た
途
端
に
、
彼
等
の
首
都

を
始
め
、
嘗
時
の
最
も
大
き
な
都
市
に
集
中
し
て
住
居
す
る
よ
う
に

な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

五
胡
の
漢
は
劉
築
の
時
に
内
甑
が
起
っ
て
領
土
が
分
裂
し
前
越
の

劉
曜
は
長
安
に
よ
り
、
渇
族
の
た
て
た
後
趨
の
石
助
は
裏
固
に
よ
司

て
相
字

っ
た
。
結
局
石
勤
が
勝
ち
、
彼
は
甥
の
石
虎
を
や
っ
て
前
週

の
都
、
長
安
を
陥
れ
て
開
中
を
卒
げ
た
が

(ω
包
〉
・
ロ
・
)
、
そ
の
際

の
こ
と
宕
晋
書
劉
曜
載
記
に

(
前
越
の
〉
蓋
省
文
武
、
閥
東
の
流
入
、
秦
羅
の
大
族
な
ど
九

千
徐
人
を
褒
固
に
従
す
。

と
あ
り

石
勅
の
首
都
袈
園
は
、
彼
と
同
族
の
箪
土
の
外
に
中
園
人

の
豪
族
を
人
質
と
し
て
迎
え
、
そ
れ
ら
を
牧
容
す
る
大
都
曾
と
な
っ

甥
の
石
虎
が
買
力
を
用
い
て
位
を
つ

た
の
で
あ
る
。

彼
の
死
後
、

ぎ
、
自
己
の
根
接
地
な
る
都
に
遷
都
し
た
が
、
裏
園
の
有
力
分
子
は

そ
の
ま
ま
鄭
へ
移
住
せ
し
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

石
虎
の
子
石
撃
の

時
に
今
度
は
潟
人
と
漢
人
と
の
内
証
が
起
っ
た
〈
ω
お
〉
-
H
Y
Y
トま
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じ
め
孫
伏
都
等
が
渇
土
三
千
を
率
い
、
漢
人
出
身
の
大
臣
再
闘
を
殺

そ
う
と
し
て
失
敗
し
、
反
っ
て
再
闘
が
政
権
を
掌
握
す
る
ζ

と
に
な

っ
た
。
こ
れ
に
衝
撃
を
受
け
て
、
非
漢
民
族
は
、

や
が
て
迫
害
の
及

ば
ん
こ
と
を
慮
っ
て
、
我
先
き
に
都
か
ら
出
奔
し
は
じ
め
た
。
晋
書

再
開
載
記
に

胡
人
、
或
い
は
闘
を
斬
り
、
或
い
は
城
を
撒
え
て
出
ず
る
者
、

勝
げ
て
数
う
べ
か
ら
ず
。

と
あ
る
。
併
し
再
開
は
人
心
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
し
、
最
初
は
そ
の

自
由
に
任
せ
た
が
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
逃
亡
者
が
た
え
ぬ
の
で
、

迭
に
見
切
り
を
つ
け
て
異
民
族
を
一
せ
い
に
虐
殺
す
る
と
い
う
悲
劇



が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
晋
書
載
記
の
績
き
に

(
再
開
)
域
内
に
令
し
て
日
く
、
官
と
心
を
同
じ
く
す
る
者
は

心
を
同
じ
く
せ
ざ
る
者
は

各
々
之
く
所
に
任
す
。

閥
、
城
門
に
勅
し
て
復
た
相
禁
ぜ
ず
。
是
に
於
い
て
越
人
百
里

住
ま
れ
。

内
な
る
者
、
悉
く
城
に
入
り
、
胡
掲
の
去
る
者
、
門
を
填
む
。

聞
は
胡
の
己
が
用
を
矯
さ
ざ
る
を

知
る
や

令
を
内
外
に
班

ち
、
超
人
に
し
て
一
胡
首
を
斬
り
て
鳳
陽
門
に
迭
る
者
は
文
官

に
は
位
三
等
を
進
め
、

武
戦
は
悉
く
牙
門
に
奔
す
。

一
日
の

中
、
首
を
斬
る
こ
と
数
詰
問
、
関
婦
ら
趨
人
を
率
い
、
諸
の
胡
潟

を
諒
す
。
貴
賎
、
男
女
、
少
長
と
な
く
、
皆
之
を
斬
る
。
死
者

二
十
徐
菌
、
之
を
域
外
に
戸
す
。

と
あ
り
1
鄭
城
か
ら
逃
げ
お
く
れ
て
虐
殺
さ
れ
た
異
民
族
の
み
で
も

二
十
徐
高
に
も
及
ん
だ
こ
と
そ
-
記
し
て
い
る
。
さ
れ
ば
、
遷
都
の
は

じ
め
に
、

か
く
も
多
数
の
異
民
族
が
鄭
城
中
に
移
住
し
た
反
面
、
原

住
の
中
園
人
に
し
て
城
外
に
駆
逐
さ
れ
た
者
も
多
か
っ
た
筈
で
、
今

や
再
開
政
権
の
出
現
の
機
に
乗
じ
て
、
鄭
中
に
入
り
と
ん
で
き
た
百

皇
内
の
趨
人
と
は
こ
の
輩
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
言
い
か
え
れ
ば

五
胡
異
民
族
園
家
の
樹
立
と
共
に
、
首
都
(
及
び
重
要
な
る
政
治
都

市
)
に
は
、
大
々
的
に
住
民
の
入
れ
換
え
が
行
わ
れ
、
そ
こ
に
は
従

来
部
落
生
活
を
遺
っ
て
い
た
宇
遊
牧
的
民
族
が
住
民
の
主
要
部
分
を

占
め
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
現
象
は
単
に
首
都
の
み

で
な
く

そ
れ
が
'
次
第
に
地
方
の
重
要
都
市
に
も
及
ん
だ
の
で
あ

る
。
晋
書
石
勅
載
記
に

巴
帥
及
び
諸
の
尭
渇
の
降
る
者
十
徐
蔦
落
あ
り
。
之
を
司
州
諸

廓
に
徒
す
。

と
あ
り
、
都
市
の
夷
扶
化
は
先
ず
首
都
附
近
の
諸
懸
か
ら
始
ま
っ
た

の
で
あ
る
。

後
越
の
後
に
華
北
に
覇
を
唱
え
た
大
勢
力
は
、
島
族
出
身
の
前
秦

- 62ー

の
持
堅
で
あ
る
。
先
に
石
勤
の
甥
石
虎
が
長
安
を
陥
れ
て
閥
中
の
地

を
定
め
た
時
、
そ
の
地
の
忌

・
売
を
大
々
的
に
闘
東
に
移
住
せ
し
め

た

(ω
包
〉
-U
・)
。
晋
書
石
勅
載
記
下
に

島
発
十
五
歯
肉
落
を
司

・
糞
州
に
徒
す
。

と
あ
り
、
略
陽
臨
滑
の
底
族
の
酋
長
持
洪
が
石
氏
の
都
の
郭
に
徒
さ

れ
た
の
は
こ
の
時
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
れ
ば
や
が
て
後
越
末
年
の
大

凱
に
際
し
、
彼
は
同
族
の
軍
士
十
徐
高
人
を
糾
合
し
て
濁
立
し
、
そ

の
子
持
健
の
時
に
開
中
に
復
錦
し
長
安
を
取
っ
て
都
と
し
た
の
で
あ

る
(
ω

旬
。
〉
・
り
・
)
。
そ
の
弟
雄
の
子
が
大
征
服
者
持
堅
で
あ
り
、
彼

は
そ
の
租
の
幽
囚
中
に
、
鄭
の
永
貴
里
で
生
れ
た
と
い
う
。
と
の
荷



堅
が
前
秦
王
に
な
っ
た
頃
、
閥
東
に
は
鮮
卑
族
出
身
、
前
燕
の
.慕

容

氏
の
勢
力
が
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
そ
の
内
紛
に
乗
じ
て
前
燕
を

亡
し
、
前
燕
王
慕
容
陣
以
下
を
捕
虜
と
し
て
、
そ
の
一
族
を
長
安
に

徒
し
た

(ω
弓
〉
・
り
・
)
。
晋
書
慕
容
障
載
記
に

障
及
び
其
の
王
公
己
下
、
弁
び
に
鮮
卑
四
蔦
徐
戸
を
長
安
に
徒

す。

と
あ
る
。
但
し
そ
の
大
部
分
は
長
安
附
近
の
諸
鯨
に
分
配
し
た
の

で
、
た
だ
そ
の
中
心
人
物
千
徐
人
を
人
質
と
し
て
長
安
城
中
に
止
め

て
お
い
た
の
で
あ
っ
た
。

五
胡
時
代
の
君
長
は
ζ

の
よ
う
に
、
自
己
の
征
服
し
た
諸
民
族
の

有
力
者
を
自
己
の
首
都
に
移
住
さ
せ
、
監
督
を
巌
に
し
て
怠
ら
ぬ

方
、
自
己
の
腹
心
な
る
同
族
の
軍
土
を
そ
の
家
族
と
共
に
征
服
地
の

要
所
に
派
遣
駐
屯
さ
せ
て
、
四
方
の
守
り
と
し
た
。

晋
書
祥
堅
載
記
上
に
ハ
ω
∞C
〉
・
ロ
)
。

堅
、
閥
東
の
地
慶
く
人
段
き
を
以
て
、
之
を
鎮
静
す
る
所
以
を

思
い
、
そ
の
群
臣
を
東
堂
に
引
き
、
議
し
て
日
く

「
凡
そ
我

が
族
類
、
支
胤
調
々
繁
し
。
い
ま
三
原

・
九
眼
・
武
都
・
河
川
棄

の
十
五
高
戸
を
諸
方
の
要
鎮
に
分
ち
、
奮
徳
を
忘
れ
し
め
ず
、

諸
君
の
意
に
於
い
て
加
何
」

盤
石
の
宗
と
な
さ
ん
と
欲
す
。

と
。
皆
目
く
、
「
こ
れ
有
周
の
群
、
隆
ん
な
る
こ
と
八
百
(
年
)

な
り
し
所
以
に
し
て
祉
寝
の
利
な
り
」
と
。

帥
の
子
弟
三
千
戸
を
分
ち
、
以
て
存
不
一
に
配
し
て
鄭
に
鎮
せ
し

是
に
於
い
て
四

む
~

世
封
の
諸
侯
の
如
く
に
し
て
、
新
券
(
秦
?
)
の
主
と
な

す
。

と
あ
る
。
併
し
こ
の
事
は
決
し
て
内
部
か
ら
衷
心
歓
迎
さ
れ
た
壮
撃

で
は
な
か
っ
た
。
晋
室
田
載
記
に
績
け
て

堅
は
亙
を
迭
り
、
幅
棚
上
に
い
た
り
て
流
沸
し
て
別
る
。
諸
戎
の

子
弟
の
其
の
父
兄
と
離
る
る
者
も
、

み
な
悲
観
哀
働
し
、
行
人
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を
酸
感
せ
し
む
。

と
あ
り
、
開
中
に
生
長
し
た
昌
人
に
と
っ
て
は
、
未
知
の
新
征
服
地

に
迭
ら
れ
る
こ
と
は
甚
だ
迷
惑
千
高
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上

に
所
謂
、
虫
が
知
ら
せ
た
と
で
も
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
、
生
き
て
再

曾
す
忍
と
と
の
困
難
な
よ
う
な
務
感
が
わ
い
て
、
互
い
に
泣
き
の
涙

で
別
離
し
た
の
で
あ
っ
た
。
併
し
園
家
の
方
針
上
、
覇
権
の
維
持
の

た
め
に
己
む
を
得
ざ
る
政
策
と
し
て
、
大
々
的
な
徒
民
政
策
は
私
情

を
押
し
切

っ
て
途
{
付
さ
れ
た
。
晋
書
載
記
に

是
に
於
い
て
幽
州
を
分
っ
て
卒
州
を
置
き
、
石
越
を
以
て
卒
州

刺
史
・
領
護
鮮
卑
中
郎
終
と
な
し
て
龍
城
に
鎮
せ
し
め
、
大
鴻



脆
韓
胤
を
以
て
領
護
赤
沙
中
郎
将
と
な
し
、
烏
丸
府
を
代
郡
の

卒
城
に
移
さ
し
め
、
中
書
梁
謀
を
安
遠
将
軍

・
幽
州
刺
史
と
な

し
前
域
に
鎖
せ
し
め
、
毛
輿
を
鎮
西
将
軍

・
河
州
刺
史
と
な
し

地
牢
に
鎖
せ
し
め

王
騰
を
騰
揚
将
軍

・
弁
州
刺
史
・

領
護
伺

奴
中
郎
終
と
な
し
、
晋
陽
に
鎖
せ
し
む
。
二
州
(
河
・
弁
)
に

各
支
戸
三
千
を
配
す
。

と
あ
り
、
結
局
荷
堅
の
政
策
は
、
自
己
腹
心
の
部
族
と
、
新
征
服
地

の
婦
降
部
族
と
を
適
嘗
に
移
動
さ
せ
、
最
も
巧
妙
に
有
利
な
篠
件
を

造
り
あ
げ
て
、
そ
の
均
衡
の
上
に
自
己
の
政
権
を
安
定
せ
し
め
よ
う

と
計
っ
た
の
で
あ
る
。
併
し
こ
れ
も
結
局
は
数
の
問
題
で
あ
り
、
持

竪
に
と

っ
て
最
大
の
弱
貼
は

同
族
の
島
民
族
の
数
が
十
分
で
な
か

っ
た
貼
に
あ
る
。

特
に
自
己
が
征
服
し
た
前
燕
の
鮮
卑
の
方
が
益

か
に
強
大
で
あ
っ
た
の
が
悩
み
の
種
で
あ
っ
た
。
ζ

の
よ
う
な
形
勢

の
下
で
彼
が
東
晋
征
伐
を
企
て
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
は
多
大

の
危
険
が
伴
っ
た
の
で
あ
り

さ
れ
ば
こ
そ
削
水
の
戟
に
先
鋒
部
隊

が
挫
折
す
る
と

そ
れ
が
直
ち
に
全
軍
の
動
揺
と
な
り

ζ

の
敗
戦

が
決
し
て
致
命
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず

敗
報

た
び
侍
わ
る
と
全
圏
内
が
離
叛
し
出
し
た
の
で
あ
る

Q
g〉・
り
・
)
。

特
に
首
都
に
移
住
さ
せ
た
鮮
卑
の
濁
立
運
動
が
先
ず
梓
氏
政
権
の
鼎

の
軽
重
を
問
う
に
到
ら
し
め
た
。
前
燕
の
降
王
慕
容
障
は
時
に
長
安

城
中
に
あ

っ
た
が
、
同
族
の
千
絵
人
と
共
に
荷
堅
を
暗
殺
し
よ
う
と

計

っ
て
失
敗
し
、
反

っ
て
全
部
が
殺
さ
れ
た
。
晋
書
持
堅
載
記
下
に

時
に
鮮
卑
の
城
に
在
る
者
、
猶
お
千
徐
人
あ
り
。
陣
乃
ち
密
か

に
鮮
卑
の
衆
と
結
び
、
兵
を
伏
せ
て
堅
を
請
き
、
因
り
て
之
を

殺
さ
ん
と
謀
る
(
中
略
)
。
堅
乃
ち
陣
父
子
及
び
其
の
宗
族
、
城

内
の
鮮
卑
を
、
少
長
婦
女
と
な
く
、
皆
之
を
殺
す
。

と
あ
る
。
然
る
に
長
安
域
外
大
多
数
の
鮮
卑
は
こ
の
後
、
慕
容
沖
に

従
っ
て
蜂
起
し
、
長
安
城
を
陥
れ
、
沖
の
敗
死
後
、
慕
容
恒
の
指
揮
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下
に
大
掌
し
て
東
遷
を
計
り
、
民
族
の
大
移
動
が
開
始
さ
れ
た
。

現

書
谷
九
五
、
慕
容
永
停
に

其
(
沖
)
の
左
僕
射
慕
容
恒
(
中
略
)
、

て
て
燕
王
と
な
し
、
年
を
建
明
と
暁
し
、
鮮
卑
男
女
三
十
能
蔦

口
を
率
い
、

乗
輿
服
御
、
韓
築
の
器
物
も
て
、
長
安
を
去
り
て

東
す
。

宜
都
王
の
子
凱
を
立

と
あ
り
、
闘
中
が
大
混
乱
に
陥
っ
た
。

線
じ
て
五
胡
時
代
の
民
族
移
動
に
は
二
つ
の
場
合
が
あ
り
、

は

征
服
者
が
新
領
土
卒
定
の
後
に
、
奮
勢
力
を
抑
え
、
自
己
の
勢
力
を

扶
殖
す
る
た
め
に
行
う
政
策
的
な
移
動
で
、
と
れ
は
比
較
的
秩
序
を



保
っ
て
行
わ
れ
る
。
而
し
て
そ
の
移
住
先
き
は
多
く
は
首
都
若
し
く

は
、
軍
事
上
の
要
衝
な
る
大
都
曾
で
あ
る
。
た
と
え
出
自
は
遊
牧
民

に
も
せ
よ

一
た
ん
征
服
者
、
支
配
者
と
な
る
と
、
大
な
る
都
市
を

根
接
地
と
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
は

必
然
不
可
避
の
運
命
で
あ

る
。
興
味
あ
る
賓
例
は
南
涼
の
鮮
卑
、
禿
髪
氏
の
場
合
で
あ
る
。
と

五
胡
前
涼
以
来
河
州
の

の
園
が
支
配
し
た
い
わ
ゆ
る
河
西
地
方
は
、

立
て
ら
れ
た
土
地
で
責
河
の
上
流
に
首
る
。
と
の
地
方
は
中
央
の
形

勢
が
波
及
す
る
こ
と
の
遅
い
透
都
な
土
地
で
、
南
涼
の
始
租
、
禿
髪

利
鹿
孤
が
占
領
し
た
首
時
に
お
い
て
も
、
中
国
人
民
は
農
民
も
な
お

城
郭
生
活
を
維
持
し
、
郊
外
の
原
野
に
遊
牧
民
が
移
動
生
活
を
遺
っ

て
い
た
。
禿
髪
利
鹿
孤
は
そ
の
遊
牧
民
の
中
か
ら
起
り
、
と
の
附
近

一
帯
を
斬
り
従
え
た
の
で
あ
る
が

そ
の
征
服
の
初
期
に
お
い
て
彼

は
城
郭
都
市
に
入

っ
て
都
を
定
め
、
帝
挽
を
帯
し
て
中
国
的
な
主
権

者
に
な
ろ
う
と
欲
し
た
が
、

ζ

れ
を
諌
め
た
部
下
の
将
軍
の
言
に
従

っ
て
思
い
止
ま
っ
た
と
い
う
。
晋
書
禿
髪
利
鹿
孤
載
記
に

隆
安
五
年
(
ち
H

〉
・
り
・
)

を
以
て
河
西
王
と
僻
稽
す
。
そ
の

持
の
銭
勿
脅
、
進
ん
で
日
く
、
昔
我
が
先
君
、
幽
朔
よ
り
(
園

を
〉
肇
め
、
被
髪
左
在
し
て
、
冠
見
の
儀
な
く
、
遷
徒
常
な
ら

ず
し
て
、
城
邑
の
制
な
し
。
用
て
能
く
天
下
を
中
分
し
、
威
殊

境
に
振
え
り
。
今
大
暁

(
H帝
観
)
を
建
て
ば
、
誠
に
天
心
に

順
わ
ん
。
然
れ
ど
も
築
土
に
寧
居
す
る
は
、
廠
の
(
子
孫
に
)

胎
す
の
規
に
あ
ら
ず
。
倉
府
に
粟
烏
(
を
積
む
〉
は
、
敵
人
の

志
を
生
ぜ
ん
。
且
つ
兵
を
首
と
す
る
に
競
よ
り
始
む
る
は
、
事

必
ず
成
る
無
け
ん
。
陳
勝
項
籍
あ
り
、
前
壁
遠
か
ら
ず
。
宜
し

く
晋
人
を
諸
城
に
置
き
、
農
桑
を
勘
課
し
、
以
て
軍
国
の
用
に

供
せ
し
め
、
我
は
戟
法
を
習
い
、
以
て
未
だ
賓
せ
ざ
る
も
の
を

諒
せ
ん
。
若
し
東
西
に
襲
あ
ら
ば
、
長
算
以
て
之
を
璃
ぎ
、
如

し
其
れ
敵
我
よ
り
も
強
か
ら
ば
、
従
っ
て
以
て
其
の
鋒
を
避
け

ん
。
亦
善
か
ら
ず
や
、
と
。
利
鹿
孤
そ
の
言
を
然
り
と
せ
し
な

h
Hノ

-65-

と
あ
り
、
結
局
南
涼
の
初
期
の
園
策
は
、
城
郭
に
す
む
中
園
人
農
民

を
安
堵
し
て
農
業
に
専
念
さ
せ
、
自
己
遊
牧
民
は
遊
牧
生
活
を
維
持

甚
だ
保
守

し
て
ひ
た
す
ら
軍
事
に
波
頭
し
よ
う
と
す
る
に
あ
り
~

的
、
国
粋
主
義
的
な
方
針
に
一
た
び
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
併
し

貫
際
に
は
こ
の
よ
う
な
政
策
は
不
便
極
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
し

く
、
折
角
の
名
案
も
永
績
き
し
な
か
ア
た
。
利
鹿
孤
が
死
ん
で
弟
停

檀
が
立
つ
と
(
ち
N

〉
・
ロ
〉
、
直
ち
に
築
都
に
都
し
、
や
が
て
大
い

に
築
城
工
事
を
行
っ
た
。
更
に
涼
州
姑
臓
の
内
観
に
乗
じ
て
ζ

れ
を



併
合
し
、
涼
王
と
名
乗
り
、

嘉一
や
と
改
元
し
た
。
五
胡
の
諸
圏
は
遅

か
れ
早
か
れ
、
結
局
こ
の
よ
う
な
経
過
を
繰
返
し
て

い
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
度
に
従
来
の
中
園
人
民
の
農
業
都
市
は
政
治
都
市
、
軍
事

都
市
に
饗
形
し
、
そ
の
住
民
の
中
に
多
量
の
異
民
族
軍
士
が
注
入
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
割
嬢
政
織
が
、
更
に
強
大

な
新
興
勢
力
に
よ
っ
て
打
倒
さ
れ
る
と

そ
の
あ
と
に
来
る
も
の
は

定
っ
て
新
政
機
に
よ
る
大
都
市
住
民

主
と
し
て
異
民
族
軍
土
と
中

国
人
豪
族
の
他
地
方
へ
の
強
制
移
住
で
あ
る
。

そ
し
て
此
等
の
者
が

立
ち
退
い
た
あ
と
へ
は
、
新
政
機
側
の
軍
圏
が
鎮
守
に
や
っ

て
く
る

の
で
あ
っ
た
。

然
る
に
こ
の
濁
立
政
権
の
崩
壊
が
外
部
か
ら
の
征
服
に
よ
る
も
の

で
な
く
、
内
部
的
分
裂
に
よ
る
時
は
、
破
産
管
理
人
の
な
い
曾
祉
の

解
散
と
同
様
、
拾
枚
す
べ
か
ら
宍
る
無
政
府
状
態
に
陥
る
。
乙
れ
が

民
族
移
動
の
第
二
の
場
合
で
あ
り
、

こ
の
混
蹴
は
首
都
の
み
な
ら

ず
、
地
方
に
も
及
び
、
強
制
移
住
せ
し
め
ら
れ
た
各
民
族
は
各
自
が

思
い
思
い
の
方
向
に
向

っ
て
移
動
を
開
始
す
る
。
先
に
翠
げ
た
前
秦

持
竪
末
の
鮮
卑
の
移
動
が
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、

越
の
石
氏
滅
亡
の
際

Q
S
〉
・
ロ

)
の
再
開
の
内
観
は
更
に
一
一
麿

懐
惨
を
極
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
晋
書
拘
関
載
記
に こ

れ
に
先
立
つ
後

聞
は
謹
く
倉
庫
を
散
じ
て
以
て
拡
恩
を
樹
て
、

品
一
元
胡
と
相
攻

め
、
月
と
し
て
戟
わ
ざ
る
は
な
し
。
青
・
薙

・
幽
・
荊
州
の
徒

戸
及
び
諸
の
居

・
発

・
胡

・
鐙
数
百
鈴
高
、
各
々
本
土
に
還
ら

ん
と
し
、
道
路
に
交
錯
し

互
い
に
相
殺
掠
す

且
つ
鱗
疫
に

て
死
亡
し
、
其
の
能
く
達
す
る
者
は
十
に
一
一
一
二
あ
る
の
み。

諸

夏
紛
乱
し
、
復
た
農
す
る
者
無
し
。

と
あ
り
、
世
を
あ
げ
て
の
大
混
蹴
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
際
に
最
も

悲
惨
な
の
は
既
に
政
治
都
市
化
し
、
同
時
に
消
費
都
市
化
し
た
大
都

曾
で
、
特
に
首
都
の
鄭
が
極
度
の
食
糧
不
足
に
苦
し
ん
だ
。
晋
書
舟
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関
載
記
に

鄭
中
鍛
え
、
人
相
い
食
む
。
季
龍
(
石
虎
〉
の
時
の
宮
人
、
食

ら
わ
れ
て
略
々
登
く
。

と
あ
る
如
き
惨
肢
を
呈
し
た
。

四

城
郭
二
重
式
の
都
市

既
に
都
市
が
政
治
都
市
と
な
っ
て
官
街
、
府
庫
が
設
け
ら
れ
、
多

数
の
人
民
を
活
動
さ
せ
る
舞
裏
と
な
れ
ば
、
勢
い
そ
れ
が
壮
大
な
外

形
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
が
、
同
時
に
そ
れ
が
軍
事
都
市
と
な

っ
て
、
武
器
庫
、
軍
替
を
含
み
、
軍
人
家
属
を
も
枚
容
し
て
之
を
保



護
す
る
場
所
と
な
る
と
、
そ
の
城
壁
も
亦
、
勢
い
堅
固
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
る
。
妊
大
に
し
て
堅
固
と
い
う
こ
つ
の
傑
件
は
時
に
相

矛
盾
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、

乙
れ
を
南
立
さ
せ
る
た
め
に
、
五
胡

時
代
の
都
市
の
中
に
は
、
嘗
て
春
秋
戟
園
時
代
に
行
わ
れ
た
と
似
た

よ
う
な
、
域
と
郭
と
二
重
の
壁
を
も
っ
た
大
都
市
が
出
現
し
た
。
前

秦
の
荷
民
時
代
の
鄭
が
そ
の
形
式
を
も

っ
た
例
で
あ
る
。
晋
書
慕
容

垂
載
記
に
彼
が
、
班
水
の
職
後
、
持
堅
に
叛
い
て
荷
主
を
都
城
に
圏

ん
だ
ζ

と
を
記
し

Q
E
〉
・
り
・
〉
、

垂
攻
め
て
鄭
の
邪
を
抜
く
。
主
中
城
を
固
守
す
れ
ば
、
垂
は
藍

し
て
之
を
圏
む
。

と
あ
り
、
鄭
は
郡
と
中
城
と
二
重
の
城
壁
が
あ
?
た
と
と
が
知
ら
れ

る
?
但
し
こ
と
に
言
う
中
城
と
は
、
邪
の
中
央
に
位
置
し
た
も
の
で

は
な
い
ら
し
く
、
北
部
に
突
出
し
た
部
分
で
、
先
に
後
越
石
氏
の
宮

殿
の
お
か
れ
た
地
域
で
あ
る
ら
し
い
。
鄭
は
も
と
人
民
の
住
む
城
下

町
の
北
に
、

石
氏
の
宮
城
が
あ
り
、
宮
城
の
南
門
、
鳳
陽
門
の
大
通

り
が
城
下
町
を
東
西
に
二
分
し
て
い
た
。
持
堅
は
前
述
の
如
く
、

族
の
符
亙
に
同
族
三
千
戸
を
分
っ
て
瓢
に
派
遣
鎮
成
に
首
ら
せ
た
の

で
、
恐
ら
く
彼
等
の
住
地
と
し
て
、
故
宮
の
あ
と
を
嘗
て
が
っ
て
、

中
城
と
稿
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
果
し
て
然
ら
ば
、

ζ

の
地
は
後
に
北

斉
の
時
代
に
北
城
、
或
い
は
後
部
、
或
い
は
成
安
蘇
と
稽
せ
ら
れ
た

地
に
首
る
。
さ
て
慕
容
垂
は
堅
固
な
中
城
に
立
龍
っ
た
存
不
一
の
頑
強

な
抵
抗
に
あ
っ
て

一
度
な
ら
ず
二
度
ま
で
も
鄭
に
封
す
る
強
襲
に

失
敗
し
た
が
、
最
後
に
彼
の
部
下
の
慕
容
農
が
こ
こ
を
占
領
し
、
先

に
邪
と
稽
せ
ら
れ
た
城
下
町

い
わ
ゆ
る
南
城
を
東
西
に
二
分
し

西
域
を
棄
て
て
、
東
城
に
人
民
を
集
め
、
そ
の
防
御
討
を
一
一
暦
堅
固
に

し
た
。
晋
書
慕
容
垂
載
記
に

(
慕
容
曲
演
)
師
を
進
め
て
鄭
に
入
る
。
都
城
慶
く
し
て
守
り
難

き
を
以
て
、
鳳
陽
門
大
道
の
東
を
築
い
て
隔
城
と
な
す
。
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と
あ
り
、
隔
城
と
は
支
域
と
い
う
が
如
き
意
味
で
あ
ろ
う
。

し
か
も

な
お
南
燕
の
慕
容
徳
の
時
代
に
な
っ
て
、

北
貌
か
ら
の
攻
撃
を
受
け

る
と
、
鄭
の
城
が
大
き
す
ぎ
て
守
り
難
い
の
で
、
戸
四
高
、
車
二
高

七
千
乗
を
率
い
、
黄
河
を
越
え
て
南
し
、
滑
蓋
に
都
を
従
さ
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た

Q
g〉
・
ロ
)
。
然
る
に
こ
の
滑
肇
に
内
凱
が
起
り
、

漢
人
が
叛
し
て
北
現
に
降
っ
た
な
ど
の
事
件
が
あ
っ
た
の
で
、
此
を

も
棄
て
、
改
め
て
庭
園
に
移
っ
て
都
と
し
た

3
3
〉
・
り
ふ
。

と
の

贋
固
は
明
ら
か
に
城
と
郭
と
二
重
の
壁
を
具
え
た
都
市
で
あ
っ
た
。

東
晋
末
に
将
軍
劉
裕
が
政
権
を
握
り
、
軍
を
率
い
て
北
上
し
て
南

燕
を
亡
ぼ
し
た
が
、
こ
の
時
の
と
と
そ
晋
書
慕
容
趨
載
記
に
は



超
ま
た
臨
時
国
に
奔
還
し
、
郭
内
の
人
を
徒
し

入
り
て
小
城
を

保
つ
。

と
あ
り
、
同
じ
と
と
を
資
治
遁
鑑
単
位
一
一
五
、
安
帝
義
岡
山
五
年
官
。

ゆ
〉
・
り
・
)
の
傑
に
は

(
劉
〉
裕
勝
に
乗
じ
北
ぐ
る
を
逐
い
臨
周
囲
に
至
る
。
(
六
月
)

丙
子
、
そ
の
大
城
に
克
つ
。
超
、
衆
を
牧
め
て
入
り
て
小
城
を

保
つ
。
裕
、
長
圏
を
築
い
て
之
を
守
る
。
園
の
高
さ
三
丈
、
監

を
穿
つ
ζ

と
三
重
。

と
あ
り
、
恐
ら
く
こ
の
文
は
「
十
六
園
春
秋
」
原
本
に
よ

っ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
晋
書
に
郭
と
言
っ
た
も
の
を
、
資
治
遁
鑑
で
は
大
城
と

言
っ
て
い
る
が
、
何
れ
も
同
一
物
た
る
は
疑
い
な
い
。

但
し
こ
の
場

合
も
、
大
城
が
小
城
を
完
全
に
取
単
位
い
て
い
た
か
、
或
い
は
小
城
の

一
部
が
大
域
の
外
へ
突
出
て
い
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

こ
の
よ
う
に
城
郭
二
重
式
の
都
市
は
、
大
都
市
に
つ
い
て
の
記
載

が
間
々
現
わ
れ
る
だ
け
で
、
そ
れ
が
地
方
小
都
市
へ
、
ど
の
程
度
ま

で
波
及
し
た
か
を
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
を
得
な
い
。
併
し
同
一
の
都

市
に
、
相
異
っ
た
民
族
が
、
相
異
っ
た
目
的
を
も
っ
て
住
居
す
る
場

合
、
矯
政
者
側
と
し
て
は
、
な
る
べ
く
雨
者
の
聞
に
起
り
が
ち
な
摩

擦
を
避
け
る
た
め
に
、
城
を
別
に
し
て
住
居
さ
せ
る
の
が
最
も
便
利

で
あ
る
。
そ
の
際
、
軍
事
的
な
意
義
を
も
っ
た
小
な
る
城
郭
が

よ

り
堅
固
に
築
城
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
乙
と
は
十
分
に
推
察
さ
れ
う
る
。

と
ま
れ
と
の
城
郭
二
重
式
都
市
は
、
次
の
北
親
の
首
都
に
影
響
を
及

ぼ
し
、
そ
れ
が
惰
唐
に
績
き
、
更
に
元
明
清
と
近
代
ま
で
尾
を
引
い

て
い
る
こ
と
が
一
躍
注
意
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

五
胡
諸
民
族
を
統
一
し
、
北
朝
と
稿
せ
ら
れ
る
北
貌
は
、
鮮
卑
の

そ
の
成
功
の
原
因
は
や
は
り
、
鮮
卑
民
族
全
髄
の

出
身
で
あ
る
が
、

数
の
優
位
が
物
を
言

っ
た
ら
し
い
。
所
で
北
説
初
期
の
都
、
卒
城
京

は
明
ら
か
な
城
郭
二
重
式
で
あ
る
が
、
但
し
小
城
は
外
郭
の
内
に
す

っ
ぽ
り
と
包
含
さ
れ
る
の
で
な
く
北
部
に
突
き
出
し
て
い
て
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度
後
趨
石
氏
の
郭
の
都
城
に
似
た
形
を
も
っ
て
い
た
。
説
書
本
紀
に

よ
る
と道

武
帝
天
賜
三
年
(
色
。
〉
・
り
・
)
六
月
、
八
部
五
百
里
内
の

男
丁
を
護
し
、
潔
南
宮
を
築
く
。
門
閥
高
さ
十
徐
丈
、
溝
を
引

き
池
を
穿
も
、
苑
園
を
慶
む
。
外
域
を
規
立
す
、
方
二
十
星
。

と
あ
り
、
こ
の
潔
南
宮
は
ま
た
宮
城
と
稿
せ
ら
れ
、
外
城
は
ま
た
外

郭
と
も
よ
ば
れ
た
。
調
書
本
紀
に
は

明
元
帝
泰
常
七
年

(
b
N
〉
・
ロ
)
九
月
、

卒
城
の
外
郭
を
築

く
、
周
回
三
十
二
塁
。



と
あ
り
、
更
に
衣
の
太
武
帝
の
時
に
大
い
に
卒
城
を
増
築
し
た
と
と

が
、e
説
書
本
紀
に
は
見
え
ず
し
て
反
っ
て
南
斉
書
倉
五
七
貌
虜
停
に

見
え
て
い
る
。

梯
狸
(
太
武
帝
〉
、
涼
(
原
作
梁
〉
州
責
龍
を
破
り
官
民

1
8

。〉
-
U
・〉
、
そ
の
居
民
を
徒
し
て
大
い
に
郭
巴
を
築
く
。
卒
城

の
西
(
北
?
)
を
哉
ち
て
宮
戚
と
な
す
。
四
角
に
楼
女
絡
を
起

し
、
門
に
屋
を
施
さ
ず
、

域
に
又
堕
な
し
。

そ
の
郭・南
城・門
は外
宮に
域二
の土
南門

を
立
て
、
内
に
廟
を
立
つ
(
中
略
)
。

を
績
る
。

と
あ
り

北
部
に
宮
城
が
あ

っ
て

そ
の
南
に

よ
り
大
き
な
外

郭
、
郭
戚
が
接
績
し
て
い
た
と
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
外
郭
は
言
う

ま
で
も
な
く
、
鮮
卑
出
身
の
軍
人
や
、
被
征
服
地
か
ら
強
制
移
住
さ

せ
ら
れ
て
き
た
中
園
人
や
其
他
の
異
民
族
を
住
居
さ
せ
る
場
所
で
あ

る
。
そ
し
て
と
の
形
鰹
は
非
常
に
よ
く
、
後
趨
石
氏
の
都
都
に
似
て

い
る
が
、
果
し
て
意
識
的
に
そ
れ
を
模
倣
し
た
も
の
で
あ
る
か
否
か

は
明
ら
か
で
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
北
説
は
い
わ
ゆ
る
征
服
王
朝
の
一

種
で
あ
り
、
首
都
の
住
民
は
必
ず
し
も
子
飼
い
の
譜
代
郎
議
と
は
限

ら
ず
、
嘗
て
は
敵
国
の
有
力
分
子
で
あ
っ
た
者
も
多
く
混
っ
て
い
る

か
広
、
紹
封
に
は
信
頼
の
お
け
ぬ
住
民
で
あ
る
。
放
に
宮
城
は
首
都

の
住
民
と
密
に
按
鯛
す
る
必
要
は
あ
る
が
、
全
々
そ
の
中
に
浪
人
し

て
閣
圏
を
取
か
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
て
は
反
っ
て
不
要
心
な
の
で
あ

る
。
そ
乙
で
宮
城
は
南
方
で
は
人
民
直
域
に
接
鯛
す
る
が
、
北
方
で

は
空
地
に
面
し
て
お
く
方
が
安
全
で
あ
り
、
相
似
た
地
位
に
お
か
れ

た
後
越
と
北
貌
と
が
期
せ
ず
し
て
同
様
な
首
都
の
形
韓
を
も
つ
よ
う

に
な

っ
た
の
だ
と
も
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

北
貌
は
孝
文
帝
の
時
に
卒
城
か
ら
洛
陽
に
遷
都
し
盛
大
な
造
営
工

事
が
行
わ
れ
た
伝
記
〉
・

0
・
)。

北
誕
の
洛
陽
は
貌
晋
の
洛
陽
城
を

中
心
と

L
、
そ
の
周
固
に
郭
域
を
廻
ら
し
た
も
の
で
あ
っ
ね
。
中
心

n
y
 

no 

に
お
か
れ
た
洛
陽
故
域
は
、
南
北
九
里
一
百
歩
、
東
西
六
里
十

一
歩

あ
り
、
九
六
城
と
よ
ば
れ
た
と
い
う
が
、

北
に
二
門
、
東
に
三
門
、

南
と
西
と
に
各
四
門
が
聞
か
れ
て
い
た
。
北
貌
の
首
都
と
な
っ
て
か

ら、

ζ

の
九
六
城
の
周
圏
に
南
北
十
五
星
、
東
西
二
十
皇
の
外
郭
が

設
け
ら
れ
、
内
城
は
す
っ
ぽ
り
ζ

の
外
郭
の
中
に
包
含
さ
れ
て
し
ま

っ
た
。
そ
ζ

で
こ
の
形
だ
け
を
見
る
と
、
そ
れ
は
恰
も
春
秩
や
戟
園

の
内
域
外
郭
式
の
二
重
都
市
そ
の
ま
ま
の
如
く
見
え
る
が
、
併
し
仔

細
に
そ
の
内
容
を
貼
検
す
る
と
買
は
そ
う
で
な
く
、
や
は
り
卒
城
の

形
瞳
と
あ
ま
り
遣
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
る
。

即
ち
内
域
の
九
六
域
は
、
正
し
く
外
郭
の
中
心
部
に
お
か
れ
た
の



で
な
く
、
ず
っ
と
北
方
に
偏
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば

内
域
の
東
壁
か
ら
東
郭
ま
で
は
約
八
皇
、
内
城
の
西
壁
か
ら
西
郭
ま

で
は
約
七
星
で
、
東
西
は
大
し
た
差
違
が
な
い
が
、
南
北
に
つ
い
て

は
、
内
城
の
南
壁
か
ら
南
郭
ま
で
は
四
里
あ
る
が
、
内
城
の
北
壁
か

ら
北
郭
ま
で
は
僅
に

一
星
に
す
ぎ
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
内

城
の
北
壁
外
の
部
分
に
は
ど
う
も
民
家
が
な
か
っ
た
ら
し
く
思
わ
れ

る。
洛
陽
伽
藍
記
の
第
五
容
は
こ
の
部
分
、
卸
ち
城
北
の
記
述
で
あ
る

が
、
他
の
部
分
に
比
し
て
著
し
く
筒
翠
で
あ
る
。
い
つ
だ
い
内
城
の

北
壁
に
は
二
つ
の
門
が
あ
り
、
東
よ
り
の
を
贋
莫
門
と
い
い
、
西
よ

り
の
を
大
夏
門
と
い
う
が
、
各
々
の
門
か
ら
北
に
向
っ
て
御
道
が
走

っ
て
い
る
。
洛
陽
伽
藍
記
第
五
容
に
は
、
庶
民
莫
門
御
遁
の
東
側
と
、

大
夏
門
御
道
の
西
側
と
に
つ
い
て
は
寺
や
里
の
存
在
を
記
す
が
、
二

つ
の
御
道
の
中
間
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
に
晋
代
の
宣
武
場
、
首
時
の

調
ん
風
園
が
あ

っ
た
こ
と
を
記
す
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
光
風
園
は
首

稽
の
生
ず
る
所
だ
と
い

っ
て
い
る
の
で
、
園
と
は
稽
す
る
も
の
の

む
し
ろ
牧
場
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
市
し
て
洛
陽
伽

藍
記
序
文
を
見
る
と
、
そ
こ
に
は

慶
莫
門
以
西
、
大
夏
門
に
至
る
ま
で
、
宮
観
相
連
な
り
、
之
を

城
上
に
被
ら
す
也
。

と
あ
り
、
御
遁
と
御
道
と
の
中
聞
は
宮
観
の
地
だ
と
一
言
っ
て
い
る
。

宮
観
と
は
多
く
宮
殿
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
か
ら
、

ζ

の
地
域
は
ど

う
も
一
般
庶
民
の
住
所
で
な
く
、
宮
室
に
附
属
し
た
後
苑
と
で
も
言

う
べ
き
土
地
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
も
。
果
し
て
こ
の
よ
う
に
、

北
貌

の
宮
廷
が
内
域
の
北
に
の
び
、
郭
城
に
よ
っ
て
郭
外
の
空
地
に
接
し

て
い
た
と
し
た
な
ら
ば

そ
れ
は
従
来
の
卒
城
の
規
模
と
殆
ん
ど
費

ら
ぬ
と
言
っ
て
よ
い
。

模
も
、

こ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
つ
い
だ
麿
の
長
安
城
の
規

こ
の
よ
う
な
都
市
形
瞳
護
遠
の
延
長
線
上
に
お
い
て
考
察
す
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惰
の
大
輿
城
、

べ
き
も
の
で
あ
る
。

い
ま
資
治
通
鑑
自
信
二
四
五
の
胡
三
省
住
の
説
明

を
よ
め
ば

六
典
に
い
う
、
唐
の
都
域
は
三
重
、
外
の
一
重
を
京
城
と
名
づ

け
、
内
な
る
一
重
を
皇
域
と
名
づ
け
、
更
に
内
な
る
一
重
を
宮

城
と
名
づ
く
。

と
言
い
、
恰
も
三
重
の
城
郭
が
重
複
し
て
い
る
か
の
如
く
に
受
取
ら

れ
る
が
、
買
際
は
そ
う
で
な
く
、
外
郭
の
内
部
、
北
壁
に
接
し
て
小

こ
れ
が
天
子
の
内
廷
で
あ
り
、
そ
の
南
に
と
れ

な
る
宮
城
が
あ
り
、

と
略
同
じ
位
の
皇
城
が
あ
っ
て
と
れ
が
外
朝
を
形
遣
っ
て
い
る
の
で



あ
る
。
従
っ
て
ζ

れ
も
賓
質
的
に
は
北
貌
の
洛
陽
と
何
程
も
掛
買
っ
て

は
い
な
い
と
言
え
る
。

五

む

す

び

五
胡
か
ら
南
北
朝
に
か
け
て
、
中
国
の
祉
曾
は
嘗
て
な
い
混
観
を

経
験
し
た
。

ζ

の
時
代
の
史
書
を
播
け
ば
毎
年
の
よ
う
に
大
量
的
な

民
族
移
動
が
行
わ
れ
て
い
て
、
到
底
そ
の
饗
遷
を
あ
と
づ
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
私
は
大
事
卒
業
直
後
、

一
時
五
胡
時
代
に
興
味
を
持

っ
た
こ
と
が
あ
り
、
民
族
移
動
の
記
事
を
拾
い
出
し
て
整
理
し
よ
う

と
試
み
た
が
、
途
に
は
匙
を
投
げ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
併
し
よ
う

や
く
こ
の
頃
に
な
っ
て
、
民
族
移
動
に
は
二
種
の
型
が
あ
り
、
国
家

の
政
策
と
し
て
強
権
を
以
て
貰
施
す
る
場
合
と
、
そ
う
で
な
く
無
政

府
吠
態
の
下
に
任
意
に
移
動
す
る
場
合
と
を
直
別
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
前
者
の
場
合
は
、
混
凱
の
中
に
も
秩

4

序
が
あ
り
、
少
ぐ
も
秩
序
を
維
持
す
る
目
的
の
た
め
に
行
わ
れ
る
。

そ
し
て
か
か
る
際
に
民
族
移
動
の
舞
肇
と
な
っ
た
も
の
は
、
意
外
に

も
村
落
で
は
な
く
て
都
市
、
し
か
も
大
都
市
な
の
で
あ
る
。
ζ

と
に

お
い
て
後
漢
末
以
来
、
既
に
そ
の
傾
向
の
あ
っ
た
都
市
の
政
治
化
、

軍
事
化
が
い
よ
い
よ
決
定
的
と
な
り
都
市
は
農
業
と
全
く
無
線
な
存

在
と
化
し

農
業
は
専
ら
村
落
に
任
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ

る
園
策
に
よ
る
民
族
移
動
、
郎
ち
徒
民
政
策
は
、
こ
れ
を
後
世
に
類

を
求
め
る
な
ら

そ
れ
は
恰
も
清
朝
に
お
け
る
八
旗
駐
防
政
策
の
如

き
も
の
で
あ
る
。
主
と
し
て
異
民
族
か
ら
成
る
軍
土
の
集
圏
は
、
な

る
べ
く
未
知
の
土
地
に
鎖
成
の
た
め
に
派
遣
駐
屯
せ
し
め
ら
れ
る
。

ぞ
ζ

で
先
住
の
、
主
と
し
て
中
国
人
と
の
聞
に
摩
擦
を
生
ぜ
ざ
る
よ

う
に
特
別
の
配
慮
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
清
朝
が
駐
防
地
に

お
い
て
、
漢
域
と
匝
別
し
て
満
域
を
設
け
た
よ
う
に

五
胡
王
朝
の
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中
に
は
城
郭
二
重
式
の
都
市
を
築
き
、
域
を
軍
事
基
地
と
し
、
郭
に

一
般
人
民
を
居
住
せ
し
め
た
。
前
秦
の
郭
が
そ
の
例
で
あ
る
が
、
費

料
不
足
の
た
め
に
こ
の
政
策
が
ど
の
程
度
ま
で
普
遍
化
し
た
か
を
知

り
得
な
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
。
首
都
の
場
合
、
城
郭
二
重
式
の
都
市

に
あ

司
て
は
、
そ
の
城
は
必
然
的
に
君
主
の
宮
城
と
な

っ
た
。
そ
の

例
を
吾
人
は
南
燕
、
北
誕
の
場
合
に
見
出
す
。
南
燕
の
場
合
は
あ
ま

り
明
ら
か
で
な
い
が
、
北
貌
の
卒
城
で
は
、
宮
城
が
一
般
人
民
の
郭
城

の
内
部
に
浪
人
し
て
了
わ
ず
に
、
北
部
に
突
出
し
て
い
る
。
北
貌
の

洛
陽
城
、
惰
唐
の
長
安
城
に
お
い
て
は
、
宮
城
は
外
郭
域
の
内
部
に

含
ま
れ
な
が
ら
、
而
も
そ
の
北
壁
は
域
外
の
空
地
に
接
績
し
て
い



る
。
こ
れ
は
後
世
清
朝
の
北
京
城
に
お

い
て
も
期
せ
ず
し
て
軌
を

に
し
て
お
り
、
北
京
城
北
部
に
は
入
旗
集
固
に
固
ま
れ
た
皇
城
を
含

む
内
城
が
あ
り
、
そ
の
南
に
接
し
て
漢
人
住
地
た
る
外
域
が
築
か
れ

て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
五
胡
南
北
朝
の
聞
に
、
華
北
の
諸
都
市
に
お
い
て
は

計
量
的
に
大
量
の
人
民
の
入
れ
換
え
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
従

来
の
農
民
は
次
第
に
郊
外
の
村
落
に
追
い
出
さ
れ
、
代

っ
て
異
民
族

同

軍
土
と
、
漢
人
豪
族
と
が
新
た
な
る
住
民
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す

る
と
宋
代
に
な

っ
て
商
業
上
に
活
躍
し
た

い
わ
ゆ
る
坊
郭
戸
な
る

そ
の
祖
先
を
辿

っ
て
行
く
と
、
そ
の
中
に
は
こ
の
よ
う
な
異

民
族
分
子
が
少
な
か
ら
ず
混
っ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。

併
し
こ
れ
も

者
は
、

決
し
て
不
思
議
な
現
象
で
は
な
い
。
周
知
の
如
く
、
唐
末
に
西
域
に

走

っ
て
イ
ラ
ン
系
民
族
と
混
血
し
た
漢
北
の
ウ
イ
グ
ル
民
族
は
、
宋

代
に
な
る
と
中
園
坊
郭
戸
に
劣
ら
ず
商
才
に
長
け
た
商
業
民
族
と
な

っ
て
史
上
に
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

五
胡
以
来
、
都
市
が
い
わ
ゆ
る
五
方
雑
腐
の
地
と
な
る
と
、
政
府

と
し
て
は
車
に
こ
れ
を
城
と
郭
と
に
分
け
た
だ
け
で
は
十
分
で
な
い

と
考
え
、
更
に
そ
の
内
部
を
整
理
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
そ
こ
に

生
じ
た
の
が
、
漢
代
の
里
制
の
復
活
の
試
み
で
あ
り
、
北
貌
政
府
の

努
力
に
よ

っ
て
そ
れ
が
貫
現
し
た
。
そ
れ
が
唐
代
に
更
に
整
備
さ
れ

た
都
市
の
坊
制
で
あ
り
、

中
園
都
市
は
此
に
お
い

て
再
び
封
鎖
的
都

市
の
性
質
を
濃
厚
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
坊
制
の
治
革
に
つ
い
て

は
別
に
稿
を
改
め
て
説
き
た
い
と
思
う
。

① 註

漢
書
地
理
志
に
見
え
る
戸
口
敏
の
統
計
は
、
そ
れ
が
正
し
く
何
年
の
も

の
で
あ
る
か
、
本
文
に
記
さ
れ
て
い
な
い
。
反
っ
て
そ
れ
は
綴
漢
書
郡

闘
志
の
注
に
よ
っ
て
卒
帝
元
始
二
年
の
調
査
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
戸
口
統
計
は
先
ず
懸

・
郷
・
亭
別
に
行
わ
れ
た
に
違
い
な
い
川
か
ら

漢
書
百
官
公
卿
表
に
見
え
る
蘇

・
郷
・
亭
の
放
は
戸
口
と
同
時
の
調
査

と
見
て
大
過
あ
る
ま
い
。

唐
代
の
長
安
の
人
口
に
つ
い
て
、
及
び
戸
口
比
が
、
一
戸
笛
り
十
口
絵

で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
は
、
卒
岡
武
夫
氏
「
長
安
と
洛
陽
」
地

閥
解
説
第
三
七
頁
以
下
参
照
。

街
に
向
っ
て
門
を
開
く
ζ

と
は
、
後
漢
の
頃
に
は
銃
に
可
な
り
庚
く
行

わ
れ
た
ら
し
い
ロ
後
漢
書
出
也
六
七
桓
策
停
に

帝
(
明
帝
)
幸
其
家
。
関
起
居
。
入
街
下
車
(
中
略
)
。

自
是
諸
侯

将
軍
大
夫
問
疾
者
。
不
敢
復
乗
車
到
門
。

と
あ
り
、
こ
れ
を
讃
む
と
彼
の
家
の
門
は
街
に
向
っ
て
関
か
れ
て
い
た

ら
し
く
、
一
点
目白も
聞
や
巷
に
ふ
れ
て
い
な
い
。
因
み
に
彼
は
闘
内
侯
食

色
五
千
戸
に
封
ぜ
ら
れ
て
い
た
。

皇
制
の
出
倒
壊
と
共
に
、
衡
に
も
大
道
と
小
路
と
の
直
別
が
生
じ
た
ら
し
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⑤ 

く
、
特
に
天
子
の
常
に
通
る
大
道
を
御
街
と
稽
し
た
。
晋
書
符
堅
載
記

ア』

高
卒
徐
統
。
有
知
人
之
墜
。
遇
堅
於
路
。
臭
之
。

執
其
手
日
。
存

郎
。
此
官
之
御
街
。
小
児
敢
戯
子
此
。
不
畏
司
毅
縛
邪
。
堅
目
。
司

隷
縛
罪
人
。
不
縛
小
児
戯
也
。
統
謂
左
右
目
。
此
見
有
覇
王
之
相
。

と
あ
り
、

ζ

の
よ
う
な
御
街
に
は
依
然
と
し
て
家
の
門
を
開
く
こ
と
は

許
き
れ
な
か
「
た
で
あ
ろ
う
。

雑
廃
の
意
味
。
き
れ
ば
と
い
っ
て
中
国
人
と
異
民
族
が
個
人
的
に
混
浴

し
た
乙
と
が
全
く
な
か
っ
た
わ
け
で
な
く
、
案
外
古
く
か
ら
行
わ
れ

⑥ 

三
園
志
貌
志
梁
習
停
。
弁
土
新
附
(
中
略
)
。
時
承
高
幹
荒
乱
之
絵
。

胡
欽
在
界
。
張
雄
駿
属
。
吏
民
亡
叛
。
入
其
部
落
。

併
し
雑
腐
と
い
う
言
葉
は
、
論
衡
詰
術
篇
に

州
郡
列
居
。
蘇
邑
雑
慮
。
奥
街
巷
民
家
。
何
以
異
。

と
あ
る
如
く
、
都
市
が
入
り
混
っ
て
存
在
す
る
よ
う
な
般
態
を
さ
す
の

が
普
通
で
あ
る
。

西
燕
の
鮮
卑
の
移
動
の
こ
と
を
、
資
治
遁
鑑
倉
一

O
六、

E

日
紀
孝
武
帝

太
元
十
一
年
三
月
の
傑

κは

西
部
一僕
射
慕
容
恒
・
倫
書
慕
容
永
。
襲
段
随
殺
之
。
立
宜
都
王
子
鎖

骨
岬
燕
王
。
改
元
建
明
。
帥
鮮
卑
男
女
四
十
徐
高
口
。
去
長
安
市
束
。

(
胡
註
。
海
西
公
太
和
五
年
。
秦
遜
鮮
卑
於
長
安
。
至
是
財
十
七
年

・

耳
。
而
種
類
蕃
育
。
乃
如
此
。)

と
あ
り
、
人
数
が
晋
書
載
記
に
比
し
て
十
高
口
多
い
。
但
し
先
に
長
安

に
移
さ
れ
た
の
が
戸
数
四
高
徐
で
あ
っ
た
か
ら
、
四
十
高
口
と
し
て
も

胡
三
省
が
驚
く
震
の
ふ
え
方
で
は
な
い
。

① 

禿
髪
利
鹿
孤
に
つ
い
て
、
資
治
通
鑑
倉
一
一
二
、
晋
紀
安
帝
、
隆
安
五

年
の
僚
に
は

春
正
月
。
武
威
王
禿
髪
利
庫
孤
。
欲
稽
帝
。
群
臣
皆
勤
之
。
安
闘
将

軍
鈴
勿
忠
商
目
。
苔
関
白
上
世
以
来
。
被
髪
左
征
。
無
冠
帯
之
飾
。
遂

水
草
遷
徒
。
無
城
郭
室
座
。
故
能
雄
親
沙
漠
。
抗
衡
中
夏
。
今
血
争
大

続
。
誠
順
民
心
。
然
建
都
立
邑
。
難
以
避
息
。
儲
蓄
倉
庫
。
啓
敵
人

心
。
不
如
虎
晋
民
於
城
郭
。
動
課
農
桑
。
以
供
資
儲
。
帥
園
人
以
習

職
射
。
隣
国
弱
則
乗
之
。
彊
則
避
之
。
此
久
長
之
良
策
也

と
、
更
に
分
り
易
く
記
述
し
て
い
る
。

北
開
門
時
代
の
鄭
。
貌
書
孝
静
本
紀
、
天
卒
元
年
(
印
包
〉
・
り
・
)
の
傑
に

各
十
月
庚
寅
。
車
駕
至
鄭
。
居
北
城
相
州
之
暗
冊
。
改
相
州
刺
史
。
篤

司
州
牧
。
貌
郡
太
守
局
周
貌
罪
。
徒
鄭
奮
人
西
径
百
里
。
以
居
新
遜
之

人
。
分
鄭
置
臨
湾
師
脚
。

と
あ
り
、
北
城
は
卸
ち
後
越
の
宮
崎
蜘
、
存
率
の
中
城
で
あ
り
、
新
設
の

臨
津
懸
は
卸
ち
南
城
の
東
部
、
後
燕
の
隔
城
で
あ
り
、
鄭
豚
は
郎
ち
後
、

燕
に
よ
っ
て
一
度
棄
て
ら
れ
た
南
城
鳳
陽
門
以
西
の
部
分
で
あ
ろ
う
。

東
裂
は
こ
の
よ
う
に
洛
瞬
間
か
ら
引
率
し
て
き
た
百
官
の
家
島
を
お
く
た

め
に
従
来
の
鄭
懸
の
人
民
を
這
い
出
し
、
こ
れ
を
鳳
陽
門
以
西
に
移
し

て
之
を
鄭
豚
と
し
、
奮
鄭
豚
の
地
に
新
た
に
臨
海
豚
を
立
て
た
が
、
そ

の
後
北
費
時
代
に
ま
た
北
城
を
成
安
燃
と
し
併
せ
て
清
都
と
蒋
し
た
。

鄭
は
右
部
・
南
部
・
西
部
の
三
尉
を
領
し
、
臨
湾
は
左
部
・
東
部
の
二

尉
を
領
し
、
成
安
は
後
部
・
北
部
の
ニ
尉
を
領
し
た
。
こ
の
う
ち
、
右

部
・
左
部
は
南
城
で
後
部
は
北
城
に
笛
り
、
併
せ
て
三
部
と
稽
せ
ら
れ

城
内
は
何
れ
も
里
に
分
た
れ
た
。
東
・
南
・
西
・
北
の
四
部
は
域
外
の

村
落
を
領
し
た
。
東
軸
舗
が
亡
び
る
と
そ
の
ま
ま
北
時
間
の
都
と
な
り
、
北
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① 

躍
円
が
北
周
に
亡
ぼ
さ
れ
る
と
再
び
相
州
に
下
げ
ら
れ
、
尉
混
泡
の
叛
乱

の
蟻
鮎
と
な
っ
た
が
、
卒
定
後
の
乙
と
を
周
書
静
帝
本
紀
、
大
象
二
年

(
印
∞

O
〉
・
ロ
・
)
の
篠
に

秋
八
月
庚
午
。
移
相
州
於
安
陽
。
其
郷
城
及
邑
居
。
皆
段
康
之
。

と
あ
る
。

後
燕
の
都
中
山
に
も
城
と
郭
と
が
あ
っ
た
。
軸
別
番
太
組
紀
、
皇
始
二
年

(ω
也、
N
P
U
・
)
の
僚
に

七
月
。
遼
将
軍
長
孫
肥
。
一
千
騎
襲
中
山
。
入
其
郭
而
選
。

八
月
。
遁
撫
軍
大
将
軍
略
陽
公
元
進
。
襲
中
山
。
菱
其
禾
茶
。
入
郭

而
選
。

と
あ
り
、
邪
卸
ち
郭
が
あ
れ
ば
別
に
城
の
あ
っ
た
乙
と
は
自
ら
明
か
で

あ
る
。

北
貌
の
洛
陽
が
城
と
郭
と
を
有
し
乙
と
に
つ
い
て
は
、
森
鹿
三
氏
、
北

貌
絡
瞬
間
城
の
規
模
に
つ
い
て
(
東
洋
史
研
究
第
十
一
容
第
四
腕
)
を
参

照
。
そ
の
中
心
と
な
っ
た
貌
晋
の
い
わ
ゆ
る
九
六
城
の
東
西
南
北
の
長

き
に
つ
い
て
は
、
同
論
文
に
引
用
す
る
如
く
、
記
録
に
多
少
の
食
い
ち

が
い
が
あ
る
。
卸
ち
綴
漢
書
郡
闘
士
山
劉
昭
注
に
次
の
よ
う
に
記
す
。

帝
王
世
紀
目
。
城
東
西
六
里
十
一
歩
。
南
北
九
里
一
百
歩
。
晋
元
康

地
道
記
目
。
域
内
南
北
九
里
七
十
歩
。
東
西
六
里
十
歩
。

洛
陽
城
北
面
の
門
に
つ
い
て
。
洛
陽
城
が

南
面
に
四
門
あ
る
の
に
封

し
、
同
じ
幅
員
の
北
面
に
ニ
門
し
か
な
い
の
は
、

ζ

の
部
分
が
特
殊
匿

域
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
卸
ち
西
よ
り
の
大
夏
門
、
東
よ
り
の
贋
莫

門
を
出
る
道
は
何
れ
も
御
道
と
稽
せ
ら
れ
る
。
恐
ら
く
そ
の
中
間
に
も

何
ら
の
形
で
門
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
そ
れ
は
宮
中
と
後
苑
と
を
つ
ら

ね
る
た
め
で
、
一
般
人
民
の
通
る
門
で
は
な
か
っ
た
の
で
記
載
さ
れ
な

⑬ @ 

⑫ 

か
「
た
の
で
あ
ろ
う
。
大
夏
門
は
三
層
績
を
有
し
城
内
で
最
も
批
大
な

建
物
で
あ
っ
た
。

中
関
農
民
が
ど
の
地
方
に
お
い
て
は
、
何
時
頃
か
ら
城
巴
を
す
て
て
農

村
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
か
を
明
か
に
す
る
乙
と
は
容
易
で
な
い
。
晋

書
存
生
載
記
に

自
生
立
一

年
。
獣
殺
七
百
徐
人
。
百
姓
苦
之
。
皆
薮
而
邑
居
。
食
害

滋
甘
曲
。
途
殿
山
旋
桑
。

と
あ
り
、
こ

の
頃

(ω
忽
〉
・

0
・
)
長
安
附
近
で
は
幾
民
は
既
に
村
落
生

活
を
始
め
た
が
、
但
し
必
要
に
感
じ
て
は
直
ち
に
巴
居
も
で
き
る
と
い

う
吠
態
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
き
れ
ば
後
に
符
氏
滅
亡
後

(ω
宏
〉
-

U
・
)
、
挑
興
が
存
登
の
部
衆
を
散
じ
て
農
業
に
阻
閥
復
せ
し
め
た
の
は
、

農
村
へ
遁
い
か
え
し
た
の
で
あ
ろ
。
晋
書
銚
輿
戦
記
に
い
う
。

興
登
戟
子
山
南
。
斬
登
。
散
其
部
衆
。
防
復
山
政
業
。

(
昭
和
三
十
六
年
八
月
九
日
、
京
都
に
お
い
て
)
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The Poll Tax of Sung 

Setsuko Yanagida 

The poll tax of Sung， which was imposed on every 20 to 60 years 

()ld man， differed basically from the twice-a-year land tax of the older 

days. It was practiced throughout the southeastern part of China 

after the Five Dynasties， though the system was different from place 

to place and from age to age. When it was abolished in 1206 in Chi-

angsu and Chechiang， the poll tax had been incorporated into the 

traditional land tax system. In some provinces it was abolished alre-

ady in the Northern Sung period. On the other hand， in such prov-

inces as Chinghu and Kuangnan the land tax assesed by polls seems 

to pave existed until Southern Sung. In a word， various forms of 

the poll tax differed in different ages and localities under the influ-

ence of particular local conditions and landownership. 

The Prime Minister's Office (neiko) of the Ming Dynasty 

Takayoshi Yamamoto 

The present article is a continuation of the author's former ar-

ticle， The Formation and Develotment of the Prime Minister's Offi・ce

in the Ming D ynasty， in the Tohogaku， No. 21， where he divided 

its history into four stages (1) the nebulous period under T'aitsu， (2) 

the prototype established by Huiti， (3) the period of its continuation 

under Chも19tsuand (4) its consummation in the form similar to the 

ancient hsiangfz! (Prime Minister's Office) under ]entsung and Hsuan-

tsung. In this article the author explains each of the aforesaid four 

stages more in detail， elucidating the relation this institution with 

absolute monarchy. 

Cities in North China in the Six Dynasties 

Ichisada Miyazaki 

A big transformation took place in Chinese society in the Six 
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Dynasties through the Three Kingdoms from the Han; tens of th・

ousand of local agricultural centers were disintegrated into villages， 

while part of their population was absorbed in 'the' larg巴 cities. On 

the other hand， a few large cities of the Hah period became non-

productive politico-military centers， and their inha bitants largely con-

sisted of the gentry， officials and soldiers. When the chieftains of 

the Five Northern .Barbarians became rulers in North China， the 

tribesmen became professional soldiers and resided in these big cities， 

while many Chinese moved from the cities to the lQcal communities. 

Thus， these cities became military bases with strong inner and outer 

walls. The palace was located not in the ceter of the city but along 

the north outer wall. P'ingcheng of Northern Wei， Loyang， and 

Ch'angan of T'ang and Sui were capitals of such structure. 
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