
天
賓
末
以
前
に
於
け
る
唐
の
軍
糧
田

ー

「
天
賓
末
以
前
に
於
け
る
唐
の
軍
糧
政
策
」

軍
糧
生
産
の
矯
に
寧
が
管
理
経
営
し
て

い
た
田
に
は
屯
田
と
笹
田

こ
こ
に
云
う

屯
田
と
は
軍
兵
が
軍
務
の
傍
に
耕
作

し
、
時
に
は
役
丁
傭
夫
を
併
せ
使
用
す
る
も
、
そ
の
全
枚
穫
を
箪
に

牧
め
る
田
で
あ
り
、

ζ

れ
と
直
別
せ
ら
れ
た
笹
田
と
は
農
民
を
し
て

小
作
方
式
に
準
じ
て
耕
作
せ
し
め
る
田
で
あ
る
。
但
し
唐
代
の
文
献

に
使
用
せ
ら
れ
て
い
る
屯
田

・
笹
田
に
は
未
だ
此
の
匿
別
が
確
立
さ

と
が
あ
っ
た
。

れ
て
お
ら
ず
、

或
は
笹
田

屯
田
・
営
団
共
に
或
は
屯
田
を
指
し
、

を
意
味
し
、
或
は
叉
双
方
を
併
せ
含
め
て
い
る
の
で
、
史
料
に
見
え

る
雨
用
語
の
貫
瞳
は
そ
の
都
度
検
討
す
る
必
要
が
あ
る。

屯
田
と
笹

田
と
を
匝
別
し
て
使
用
す
る
本
稿
で
は
此
の
双
方
を
線
括
す
る
用
語

と
し
て
軍
糧
田
の
語
を
用
い
る
。
唐
代
の
軍
糧
固
に
就
い
て
は
銃
に
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青
山
数
授
の
「
唐
代
の
屯
田
と
営
団
」
と
題
す
る
精
触
な
力
作
が
あ

h
円
ノ
、

本
稿
は
そ
の
誘
披
を
受
け
つ
つ
そ
の
残
香
剰
複
を
拷
集
し
た

の
第
二
|

日

野

良E

開

も
の
で

こ
こ
に
先
ず
そ
の
事
恵
に
厚
く
感
謝
の
意
を
表
し
て
お

く

鎮
成

・
鎮
守
制
と
屯
田

唐
初
の
逢
防
常
備
軍
は
鎮
・
成
と
都
護
府
護
衡
の
鎮
守
と
で
あ
っ

-27ー

た。

行
軍
は
戟
時
編
成
の
野
戟
軍
圏
で
、
遺
防
上
に
極
め
て
重
大
な

役
割
を
果
し
て
は
い
た
が
、
定
、
駐
を
た
て
ま
え
と
す
る
常
備
軍
で
は

な
い
。
唐
初
の
常
備
軍
は
こ
う
し
た
遼
防
配
置
の
も
の
を
主
と
し
、

園
内
治
安
の
矯
の
も
の
は
首
都
の
禁
軍
を
除
く
外
、
殆
ん
ど
云
う
に

足
る
ほ
ど
の
も
の
は
無
か

っ
た
。
行
軍
は
行
動
作
戟
部
隊
と
し
て
軍

糧
回
を
経
営
す
る
筈
な
く
、
在
京
の
禁
軍
も
亦
軍
糧
回
を
経
営
し
た

形
迩
は
無
い
。
然
し
鎮
成
・

・鎮
守
の
兵
固
に
は
軍
糧
田
の
経
営
が
軍

糧
補
給
の
最
大
手
段
と
し
て
最
も
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
た
様
で

あ
る
。
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銀
成
と
屯
田

文
慰
霊
ム
一
回
賦
考

・
屯
田

・
開
元
二
十
五
年
の
詔
に

鎖
成
地
可
耕
者
。
人
給
十
畝
以
供
糧
。
方
春
令
屯
官
巡
行
。
諦

作
不
時
者
。

と
あ

っ
可
、
銀
成
の
丘
(
に
は
原
則
と
し
て
十
畝
の

地
を
耕
作
せ
し

め
、
軍
糧
に
供
せ
し
め
た
と
云
う
。

一
畝
の
卒
均
牧
粟
量
は
最
低
一

石
程
度
で
あ
る
か
ら
、
十
畝
の
牧
穫
は
大
盟
十
石
徐
り
で
あ
っ
た
こ

と
と
な
り

又
兵
士
の
基
準
日
食
量
は
米
二
升
、

一
年
に
し
て
七
石

二
斗
、
従
っ
て
粟
に
換
算
し
て
十
二
石
と
な
る
か
ら
、
十
畝
の
給
地

自
耕
は
銀
成
の
軍
糧
を
屯
田
に
よ
っ
て
略
々
自
給
自
足
せ
し
め
る
た

て
ま
え
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
衣
に
麿
律
疏
議
均
一
檀
興
律
疏
議

所
引
の
箪
防
令
に

諸
防
人
。
在
防
守
固
之
外
。
各
量
防
人
多
少
。
於
首
慮
側
近
給
空

閑
地
。
逐
水
陸
所
宜
。
勘
酌
畿
種
弁
雑
競
奈
。
以
糧
貯
及
充
防
人

等
食
。
此
非
在
役
不
責
全
功
。
自
須
苦
築
均
卒
。

と
あ
っ
て
、
防
人
に
封
し
給
地
自
耕
せ
し
め

主
食
の
外
に
読
楽
を

も
栽
培
し
w

自
給
の
外
、
貯
蔵
に
も
充
て
し
め
て
い
る
。
防
人
は
府

兵
上
番
の
銀
成
兵
員
で
あ
る
が
、
損
成
に
は
防
人
の
外
に
兵
募
差
遣

の
丁
防
も
居
た
。
右
の
軍
防
令
は
防
人
を
主
た
る
封
象
に
置
い
て
い

る
が
、
勿
論
、

丁
防
に
も
そ
の
ま
ま
適
用
せ
ら
れ
て
い
た
に
相
違
あ

る
ま
い
。
唐
令
拾
遺
に
依
れ
ば
此
れ
亦
開
元
二
十
五
年
令
で
あ
る
と

い
う
。
馬
糧
に
就
い
て
の
所
停
は
未
見
で
あ
る
が
、
六
典
に
首
稽
栽

培
の
屯
田
に
闘
す
る
規
定
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
騎
丘
ハ
を
も
っ
鎮

成
で
は
馬
糧
用
の
屯
田
を
も
脇
田
ん
で
い
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う

e

六
奥
谷
戸
部

・
倉
部
郎
中
員
外
郎
の
項
に

三
街
士
防
人
以
上
、
征
行
若
在
鎮
及
番
還
。
並
給
身
糧
。

と
あ
っ
て
、
銀
成
の
防
人
、
従
っ
て
嘗
然
丁
防
も
、
衛
士
と
共
に

就
役
中
及
び
番
還
の
際
の
食
糧
は
圏
家
が
支
給
す
る
こ
と
を
保
聾
し

て
い
る
が
、
就
役
中
の
食
糧
支
給
の
貫
態
は
彼
等
兵
士
の
自
耕
自
給
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に
倹
つ
空
閑
地
の
給
付
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
唐
令
拾
遺
に

依
れ
ば
、
こ
れ
は
開
元
七
年
令
で
あ
る
と
い
う
。
以
上
、
銀
成
の
屯

回
自
給
に
闘
す
る
規
定
は
何
れ
も
開
元
令
で
、
特
に
前
二
者
は
二
十

五
年
令
で
あ
る
が
、
開
元
二
十
五
年
は
長
征
健
見
を
透
防
兵
の
核
心

と
す
る
方
針
が
確
立
せ
ら
れ
た
年
で
あ
り
、
府
兵
は
そ
れ
よ
り
も
前

の
開
元
十
三
年
に
新
徴
募
が
や
め
ら
れ
て
か
ら
年
々
減
少
の
一
途
を

辿
っ
て
来
て
お
り

又
透
防
の
中
心
的
な
役
割
も
軍
鎖
に
移
行
し
て

鎮
成
は
減
少
し
つ
つ
あ

っ
た
の

で
あ
る
か
ら
、
鋸
成
や
防
人
の
屯
田

規
定
が
此
の
時
代
に
な

っ
て
新
に
設
け
ら
れ
た
と
は
考
え
難
く
、
恐



ら
く
そ
れ
以
前
の
令
を
繕
承
修
補
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
屯
田
に
よ

る
鎮
成
の
軍
糧
自
給
方
針
は
鎮
成
制
の
制
定
以
来
う
け
つ
が
れ
た
も

の
と
想
わ
れ
る
。

鎮
は
数
百
人
、
成
は
数
十
人
の
小
軍
圏
で
あ
る
か
ら

一
兵
十
畝

と
し
て
各
鎮
成
個
々
の
屯
図
面
積
を
考
え
れ
ば
必
ず
し
も
慶
大
で
あ

っ
た
と
は
云
え
な
い
。
開
元
の
規
定
に
従
い
、

上
鎮
五
百
人
よ
り
下

成
三
十
人
以
下
と
し
て
計
算
す
れ
ば
、
一
鎮
成
の
屯
図
面
積
は
五
十

噴
以
下
二
三
頃
程
度
と
な
る
。
然
も
鎮
は
少
く
、
成
が
多
か
「
た
。

然
し
鎮
成
の
総
数
は
頗
る
多
く
、
貞
観
時
代
に
は
千
を
越
え

開
フじ

-
天
資
時
代
に
は
牢
減
し
て

い
た
と
は
云
え
、
向
約
六
百
近
く
を
数

え
て
い
丸
。
屯
田
が
原
則
通
り
に
行
わ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
透
境

地
帯
に
千
乃
至
五
六
百
箇
所
も
散
在
し
て

い
た
こ
と
に
な
る
。

叉
貞

観
の
鎮
成
丘
〈
州
総
数
を
十
鈴
首
問
、
開
元
・
天
質
時
代
を
約
五
高
と
す
れ

ば
、
屯
回
線
面
積
は
一
高
乃
至
五
千
頃
に
達
す
る
。
果
し
て
此
の
計

算
通
り
に
原
則
が
完
途
せ
ら
れ
て
い
た
と
は
断
言
し
難
い
に
し
て

も
、
屯
田
が
数
百
乃
至
千
絵
箇
所
に
散
在
し

そ
の
面
積
線
計
が
数

千
乃
至
高
徐
頃
に
達
し

五
高
乃
歪
十
数
蔦
と
推
定
せ
ら
れ
る
鎮
成

丘
ハ
馬
の
軍
糧
自
給
謹
制
が
施
か
れ
て
い
た
こ
と
は
大
勢
的
に
充
分
認
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め
ら
れ
、
線
観
す
れ
ば
屯
田
が
極
め
て
重
要
な
軍
糧
政
策
と
な
っ
て

い
た
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
。

(2) 

鎮
守
と
屯
田

鎮
守
は
都
護
府
や
特
別
途
要
の
都
督
府
に
配
駐
せ
ら
れ
て
い
た
数

千
乃
至
高
を
超
え
る
大
兵
固
で
あ
る
。
概
ね
異
民
族
の
住
域
に
位
置

し
、
然
も
そ
れ
ら
の
異
民
族
は
必
ず
し
も
農
耕
民
で
な
か
っ
た
の

で
、
軍
糧
は
多
く
屯
田
自
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
司
た
。
奮
唐
書

酷
八
劉
仁
親
俸
に
百
済
の
滅
亡
〈
龍
朔
三
年

L
ハ
六
一
一
一
)
後
こ
こ
に

鎮
守
し
た
彼
の
活
躍
を
述
べ
て

詔
。
留
仁
親
勤
兵
銀
守
。
於
是
漸
賛
屯
田
積
糧
撫
士
。
云
云
。

と
あ
h

川
、
又
同
書
一
主
李
素
立
停
に

太
宗
於
其
地
置
翰
海
都
一
設
府
以
統
之
、
以
素
立
矯
翰
海
都
一
議
。
一
叶

円
宮

内，

u

震
建
立
廃
合
。
開
置
屯
因
。

と
あ
h
、
陳
伯
玉
文
集
問
篤
喬
補
闘
論
突
蕨
表
に

伏
見
去
月
日
勅
。
令
同
域
機
置
安
北
都
護
府
。
昨
臣
比
住
同
域
周

観
其
地
利
。
脚
。
今
居
延
海
津
一
接
張
笹
川
中
問
。
堪
笹
田
鹿
数
百

千
頃
。
水
草
畜
牧
供
巨
首
向
。
叉
甘
州
諸
屯
犬
牙
相
接
。
見
所
蓄
粟

萎
積
数
十
高
。
四
国
水
利
。
種
無
不
枚
。
運
到
同
城
甚
省
功
費
。

と
あ
る
等
は
都
督
府

・
都
護
府
下
の
鎮
守
の
屯
田
の
例
で
あ
る
。
漢

民
族
の
組
少
地
域
に
お
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
右
の
屯
田
は
何
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れ
も
屯
兵
自
耕
の
屯
田
と
解
せ
ら
れ
る
。
然
も
此
れ
ら
の
地
域
に
内

地
か
ら
糧
米
を
組
え
ず
迭
り
績
け
る
こ
と
は
事
買
上
不
可
能
で
あ
る

か
ら
、
屯
田
は
そ
の
牧
穫
を
以
て
自
足
し
得
る
規
模
に
於
い
て
行
わ

れ
て
い
た
と
見
る
可
き
で
あ
る

ω
そ
の
他
の
唐
初
の
屯
田

冊
府
元
箱
笠
邦
計
部
・
屯
田
の
項
を
見
る
に
、
高
租
か
ら
太
宗

の
貞
翻
初
年
に
か
け
て
相
首
大
規
模
な
屯
田
の
例
が
若
干
停
え
ら
れ

て
お
り

そ
れ
ら
は
銀
成
・
鎮
守
の
屯
田
と
は
著
し
く
性
格
を
異
に

し
て
い
た
様
に
思
わ
れ
る
。
先
ず
そ
れ
ら
の
屯
回
例
を
表
示
す
る
。

勿
論
、
こ
の
表
は
此
の
期
間
の
主
要
屯
田
を
悉
く
網
羅
し
て

い
る
も

の
で
は
な
く
、
奮
唐
書
一
一
六
河
間
王
孝
恭
一
停
に
、
彼
が
高
租
の
と
き

荊
州
大
総
管
と
し
て
屯
田
を
開
置
し
た
と
あ
る
は
、
表
記
以
外
に
も

高
租
・
太
宗
時
代
屯
田
例
(
接
冊
府
元
鐙
・
屯
田
傑
)

太 高
刀E土て， 粗 時

同貞武岡武
曜日徳 徳
初年六四代
年間年生!三

代朔松 弁位
同

州州州 州置

表及厳備皮盆多
前巡査奇後事告白 t置 記
屯倹屯母正樹屯屯
回 。回来事回国
。割l銭i 気

以石致後 童話
省姓激恩 致
特相十 。 数
運胸高於 十
。(7) 。石松高
途 。 州石
菟漫置
機組屯 以
告書盆回 省
。銭 。 線 事

以運。

大
屯
田
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
一
例
で
あ
る
。
然
し
此
の
表
に
よ
司

て
貞
観
初
年
迄
の
い
わ
ゆ
る
創
業
期
の
屯
田
に
就
い
て
そ
の
大
様
を

窺
う
こ
と
が
出
来
る
。
先
ず
第
一
に
指
摘
す
べ
き
は
、
創
業
期
に
か

な
り
見
ら
れ
る
こ
の
様
な
大
規
模
屯
田
の
記
事
が
貞
観
初
年
以
後
は

殆
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
次
に
こ
れ
ら
の
屯

回
例
は
多
く
劃
外
防
禦
の
痛
の
も
の

で
透
州
に
置
か
れ
て
は
い
る
が

(
荊
州
は
例
外
)
、
漢
人
地
帯
を
離
れ
て
は
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第

こ
は
こ
れ
ら
の
屯
田
は
屯
兵
自
耕
の
屯
田
で
あ

っ
た
と
は
断
定
し
難

い
こ
と
で
あ
る
。
或
は
一
日
一
兵
を
引
揚
げ
る
に
首
り
再
撃
の
日
に
備
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え
て
そ
の
他
に
屯
田
を
置
い
た
と
い
い

(
松
州
)

或
は
屯
田
の
鏡

な
牧
穫
に
よ
司
て
餓
裁
に
百
姓
相
助
け
る
を
得
た
と
い
司
て
い
る

(
朔
州
)
の
は
、
屯
田
の
耕
作
者
が
屯
兵
で
は
な
く
、
農
民
で
あ
っ

た
こ
と
を
想
わ
し
め
る
。
創
業
期
の
兵
は
惰
末
唐
初
の
混
凱
期
に
戟

場
を
久
し
く
馳
駆
し
来

っ
た
も
の
で
、

未
だ
府
兵
制
以
前
の
彼
等

が
、
圏
内
に
屯
駐
し
乍
ら
附
近
の
農
民
を
腫
役
す
る

こ
と
な
く
自
ら

耕
作
に
汗
す
る
堅
買
な
兵
士
で
あ
っ
、た
と
は
想
わ
れ
な
い
。
屯
田
の

名
を
以
て
呼
ば
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
貫
髄
は
農
民
の
努
力
を
艦
使

し
て
の
箪
糧
田
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
屯
田
が
府
兵
制

の
整
え
ら
れ
た
貞
観
の
初
め
頃
ま
で
で
姿
を
消
し
て
い
る
の
は

そ



れ
が
創
業
期
の
謄
急
封
策
と
し
て
の
意
義
を
も
っ
た
に
止
ま
り
、
府

兵
制
の
制
定
と
そ
れ
に
伴
う
鎮
成
制
の
成
立
普
及
と
共
に
、
先
に
述

べ
た
兵
士
自
耕
の
屯
田
制
の
中
に
吸
牧
せ
ら
れ
て
行
っ
た
こ
と
を
示

す
も
の
と
云
え
よ
う
。
向
こ
れ
ら
園
初
の
大
規
模
屯
田
が
輔
運
の
煩

勢
を
避
け
る
痛
に
行
わ
れ
た
と
あ
る
の
は
、
屯
田
振
興
の
要
請
が
長

路
漕
運
の
努
費
を
省
く
上
か
ら
生
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
と
と
を
示

し
、
延
い
て
は
遼
境
以
遠
の
屯
兵
は
軍
糧
回
の
経
営
を
件
わ
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
ζ

と
を
も
示
し
て
い
る
も
の
と
見
る
ζ

と
が
出
来
る
。

(4) 

鎮
成
・
鎮
守
制
の
後
退
と
屯
田

唐
の
透
防
常
備
瞳
制
は
兵
制
の
確
立
を
見
た
貞
観
の
初
め
頃
に
整

え
ら
れ
、
鎮
成
・
鎮
守
制
が
そ
の
中
心
と
な
り
、

そ
の
屯
兵
を
構
成

し
て
い
た
の
は
府
兵
の
防
人
と
兵
募
の
丁
防
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
糧

食
を
支
え
て
い
た
の
は
屯
田
で
、
租
粟
で
は
な
い
。
そ
れ
は
長
路
潜

運
の
努
賓
を
さ
け
る
震
に
要
請
せ
ら
れ
た
軍
糧
政
策
で
、
兵
士
は
自

ら
耕
作
す
べ
き
定
量
を
割
付
け
ら
れ
て
い
た
。
銀
成
の
線
数
は
多
か

っ
た
が
、
軍
圏
と
し
て
の
個
々
の
規
模
は
小
さ
か
司
た
の
で
、
屯
田

の
個
々
の
経
営
規
模
も
小
さ
く
、

只
そ
れ
が
透
境
に
千
絵
も
散
在
し

て
い
た
所
に
此
の
時
代
の
屯
田
の
特
色
が
あ
っ
た
と
云
え
る
。
大
規
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模
な
軍
糧
回
は
寧
ろ
唐
初
創
業
期
に
於
い
て
透
要
地
に
若
干
の
設
置

を
見
た
が
、
そ
れ
ら
は
貞
観
の
初
め
噴
か
ら
鎮
成
制
の
中
に
吸
牧
解

消
せ
ら
れ
て
行
っ
た
。
但
し
異
民
族
の
住
域
奥
深
い
地
貼
に
お
か
れ

た
大
兵
圏
鎮
守
の
屯
田
は
嘗
然
大
規
模
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
の
様
な
屯
田
制
の
盛
衰
が
銀
成
・
鎮
守
制
の
盛
衰
に
支
配
せ
ら
る

可
き
も
の
で
あ
っ
た
と
と
は
自
ら
明
か
で
あ
る
。

唐
の
謝
外
紹
封
優
勢
は
高
宗
の
中
頃
か
ら
崩
れ
初
め
、
鎮
守
は
都

護
府
と
共
に
衣
第
に
園
境
線
近
く
に
引
揚
げ
ら
れ
、
そ
れ
と
共
に
透

防
の
常
備
龍
制
も
巨
大
な
軍
圏
、
即
ち
軍
・
域
・
守
捉
・
鎮
守
等
の

所
調
軍
鎮
中
心
に
移
行
し
、
鎮
成
の
役
割
は
そ
れ
に
従
っ
て
低
下
し
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Tこ

小
軍
圏
の
鎮
成
は
大
敵
侵
入
の
前
に
は
無
力
で
あ
っ
た
が

向
燐
候
的
な
役
割
を
保
ち
、
従
っ
て
全
鹿
せ
ら
れ
る
乙
と
は
無
か
っ

た
が
、
貞
観
の
千
徐
に
謝
し
、
天
賓
年
聞
に
は
半
減
の
五
百
徐
に
整

理
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
兵
数
も
大
韓
字
減
せ
ら
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
天
賓
の
鎮
成
兵
員
を
大
約
五
高
と
す
れ
ば

一
人
十
畝

の
割
付
け
に
よ
る
屯
回
線
面
積
は
五
千
頃
程
度
、

そ
の
糧
粟
の
牧
量

一
方
、
大
軍
鎮
に
は
そ
れ
に
相
躍
す

は
五
六
十
高
石
に
す
ぎ
な
い
。

る
軍
糧
回
の
添
設
が
推
進
せ
ら
れ
、
武
后
時
代
の
河
源
軍
の
如
き
は

一
軍
圏
で
五
千
頃
に
も
及
び
、
軍
糧
政
策
の
重
心
は
全
く
軍
鎮
に
移

行
し
て
い
た
と
云
え
る
。
鎮
成
よ
り
軍
鎮
へ
の
透
防
罷
制
の
移
行
は
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兵
制
を
も
大
き
く
推
移
せ
し
め
た
。
邸
ち
府
兵
は
開
元
十
三
年
か
ら

新
徴
が
や
め
ら
れ
、従
っ
て
そ
の
後
の
府
兵
は
年
々
減
少
老
弱
化
し
、

天
賓
の
初
め
に
は
四
十
歳
以
上
の
老
兵
の
み
と
な

っ
て
い
た
。
そ
れ

に
代
っ
て
護
展
し
た
の
は
や
は
り
民
兵
の
閤
練
(
闘
結

・
土
岡

・
土

鎖
)
兵
で
あ
る
。
又
遊
防
軍
の
最
重
要
構
成
要
素
を
な
し
て

い
た
兵

募
も
開
元
二
十
五
年
に
職
業
兵
士
た
る
長
征
健
児
に
切
換
え
ら
れ

た
。
軍
兵
の
主
力
は
職
業
兵
た
る
健
児
と
な
り
、
屯
耕
に
適
す
る
農

民
兵
の
鎮
成
差
遣
は
減
少
組
滅
の
寸
途
を
辿
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

先
に
述
。へ
た
如
く
、
銀
成
の
屯
兵
に
毎
人
十
畝
の
耕
作
を
割
付
け
た

開
元
二
十
五
年
令
は
、
こ

の
様
に
銀
成
の
衰
減
、
兵
員
数
の
激
減
、

兵
士
の
性
格
的
鑓
化

が
最
も

著
し
か
「
た

時
代
に
出
さ
れ
た
も
の

で、

明
か
に
時
勢
逆
行
の
翻
が
あ
る
。
恐
ら
く
開
元
二
十
五
年
の
十

畝
白
耕
令
は
今
後
に
於
け
る
指
針
を
示
し
た
も
の
で
は
な
く

そ
れ

迄
行
わ
れ
て
来
た
租
法
の
申
覆
に
す
ぎ
ず
、
然
も
そ
の
貰
行
に
就
い

て
は
必
ず
し
も
期
待
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
く
貰

行
性
の
な
い
均
田
令
が
此
の
年
に
申
ね
ら
れ
て
お
り
、
又
同
じ
此
の

頃
に
無
慮
数
高
頃
に
及
ぶ
軍
鎮
の
屯
田
が総園
田
に
切
換
え
ら
れ
て
い

る
事
貰
等
を
併
せ
考
え
る
に
、
開
元
二
十
五
年
の
十
畝
自
耕
令
は
恐

ら
く
現
貫
性
を
あ
ま
り
期
待
し
な
い
租
法
の
申
覆
に
相
違
な
く
、
従

っ
て
此
の
令
は
開
元
二
十
五
年
首
時
よ
り
も
寧
ろ
鎮
成
制
盛
時
の
研

究
史
料
と
し
て
活
用
す
べ
き
も
の
と
想
わ
れ
る
。

軍
銀
と
箪
糧
回

卒
常
銀
成
、
非
常
時
行
軍
を
以
て
す
る
透
防
樫
制
は
高
宗
の
晩
年

に
至
っ
て
破
綻
し
、
そ
れ
に
代
る
新
遼
防
瞳
制
と
し
て
巨
大
な
箪
圏

を
配
す
る
軍
銀
制
が
登
場
し
た
。
軍
鎮
沙
」
透
防
常
備
軍
の
核
心
と
す

る
方
針
が
打
出
さ
れ
た
の
は
高
宗
の
儀
鳳
二
年
(
六
七
七
)
で
、
河

源

・
挑
河
(
臨
挑
と
更
名
)
・
漢
門

・
積
石
等
、
突
蕨

・
吐
蕃
の
雨
脅

威
を
最
も
強
く
受
け
る
臨
右
方
面
の
諸
軍
が
此
の
時
先
ず
設
置
せ
ら

れ
、
爾
後
則
天
武
后
の
末
年
(
七

O
五
)
迄
に
東
北
は
河
北
よ
り
西

北
は
安
西
に
至
る
透
境

一
帯
に
数
十
の
軍
鎮
の
布
列
を
見
、
此
の
趨
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勢
は
時
に
促
精
し
乍
ら
も
安
史
の
凱
の
勃
聾
す
る
天
質
末
年
(
七
五

五
〉
謹
績
い
て
い
た
。
こ
れ
ら
多
数
の
軍
鎮
の
地
直
的
統
合
司
令
官

と
し
て
諸
軍
州
大
使

・
防
禦
大
使

・
経
略
大
使
等
が
生
れ
、

や
が
て

容
宗
の
時
に
節
度
使
が
生
れ
、
玄
宗
の
開
元
十
年
噴
迄
に
節
度
使
の

軍
鎮
分
統
の
髄
制
が
ほ
ぼ
出
来
上

っ
た
。
軍
鎖
制
の
透
防
は
節
度
使

制
の
完
備
に
よ
っ
て
完
成
確
立
し
た
と
云
え
る
。

)
 

1
 

(
 

軍
糧
問
の
緊
要
性

軍
鎮
の
中
に
は
創
南

・
河
北
や
河
東
の
一
部
の
如
く
比
近
の
地
に



有
力
な
農
産
地
を
控
え
て
い
た
も
の
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
全
瞳

か
ら
見
れ
ば
数
少
な
く
、
大
部
分
は
僻
遠
還
荒
の
軍
事
的
要
地
に
置

か
れ
、
殊
に
安
西

・
北
庭

・
河
西

・
朔
方

・
臨
右

・
卒
慮
等
の
諸
節

度
使
の
管
下
に
入
っ
た
諸
軍
鎮
は
編
民
稀
少
叉
は
紹
無
に
近
い
組
域

に
お
か
れ
た
も
の
が
多
く
、
然
も
そ
れ
ら
は
常
在
戟
場
の
緊
張
を
強

く
要
求
せ
ら
れ
て
い
た
。
突
蕨

・
吐
蕃
の
強
敵
を
控
え
て
か
か
る
紹

域
に
お
か
れ
る
軍
国
は
首
然
巨
大
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

天
賓
元
年
一
高
人
以
上
軍
鎖
表
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備 成都 静武経 卒 天経銀安臨赤翰 軍

園 塞威 略虚卒略西人挑水海 鋲

考
結
営軍軍軍軍軍軍軍軍軍軍軍 名

。。 0000  000  所
成約檀幽管太震河都都涼北

印 都州州州州原州州州州州庭
lま 城城城城減城城域管城城城
曾府 内内内内内内内内内内内内 在

牙
銅同同誌卒太朔同同鴎右 河北 所 l

軍
南 陽虚原方 西庭 属

一一一一一一 一一一一 一一 一一 一一一一一 兵二六 00六 00- 0 五 三二、 司、、、、、、、、、、、

0 0 0 0 0 。0 七 00000
員

00000'0000000  敏000000000000人

一 軍
一 五 四 五 三 八三四、

八五三四 二 五 O 三 00ニ
馬

0000000不五 000 数
0000000記 0000匹

た
。
天
質
元
年
の
統
計
に
よ
り
嶺
南
を
除
く
九
節
度
使
管
下
の
兵
員

一
高
以
上
の
軍
鎮
を
拾
い
出
し
て
表
示
す
る
に
、
上
掲
の
如
く
十
指

を
越
む
、
安
西
以
外
の
八
藩
の
牙
軍
は
す
べ
て

一
高
を
越
え
て
い

る

一
高
以
下
五
千
人
以
上
の
も
の
に
至
つ
て
は
移
し
い
数
に
上

る
。
然
も
と
う
し
た
規
模
は
玄
宗
時
代
に
入

っ
て
蹟
大
せ
ら
れ
た
結

果
で
は
無
い
。
玄
宗
時
代
は
軍
鎮
数
の
著
増
布
列
の
結
果
、
そ
れ
ら

相
互
の
協
力
に
よ
っ
て
比
較
的
少
人
数
の
軍
圏
を
以
て
す
る
も
効
力

を
有
ち
得
る
場
合
が
多
く
な
り

で
二
千
人
程
度
の
小
軍
鎮
を
か

な
り
生
ず
る
と
共
に
、
大
軍
鎮
の
或
る
者
は
兵
員
を
削
ら
れ
た
ら
し

一
軍
鎮
個
々
の
規
模
に
就
い
て
云
え
ば
、
軍
鎮
の
数
が
少
く
濁
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く力
で
戟
わ
ね
ば
な
ら
な
い
ζ

と
の
多
か
っ
た
嘗
初
の
も
の
が
概
し
て

巨
大
で
あ
っ
た
様
で
あ
る
。

軍
鎮
の
配
備
地
黙
は
戟
略
的
な
傑
件
に
よ

司
て
決
せ
ら
れ
る
の

で
、
要
街
地
帯
に
集
中
す
る
傾
向
が
あ

っ
た
。

突
厩

・
吐
蕃
の
雨
最

大
勢
力
が
南
北
か
ら
迫
っ
て
い
た
朔
方

・
臨
右

・
河
西
諸
藩
の
各
曾

府
た
る
璽

・
都

・
涼
三
州
は
そ
う
し
た
軍
鎮
集
中
の
最
も
顕
著
な
地

で
あ
っ
た
。
三
州
内
の
軍
鎮
を
表
示
す
る
と
左
の
如
く
で
あ
る
。

兵

敷
は
天
資
元
年
の
統
計
で
あ
り
、
従

っ
て
兵
数
の
所
停
が
な
い
軍
鎮

は
天
資
元
年
以
後
の
設
置
と
見
る
可
き
も
の
で
あ
る
。
軍
鎮
名
及
び
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鎮

(イ)

軍

都
州
管
内

集
数

名

一
五
、

0
0
0

四、

0
0
0

四、

0
0
0

一O
、
0
0
0

て

0
0
0

て

0
0
0

て

0
0
0

て

0
0
0

軍

銀

名

兵

員

臨

挑

軍

河

源

軍

白

水

軍

安

人

軍

振

威

軍

威

戎

軍

緩
和
守
捉

合
川
守
捉

臨

蕃

城

緩

戎

城

定

戎

城

石

盤

城
一
兵
員
計
三
七
、

0
0
0
名

備
考
一一戸
倣
五
、
三
八
七
一
戸

統
計
戸
数
は
共
に
新
唐
書
の
地
理

志
に
依
り
、
従
っ
て
戸
数
も
天
資

元
年
の
統
計
で
あ
る
。
首
時
の
戸

口
統
計
は
土
戸
(
編
戸
・
百
姓
)

の
み
で
客
戸
を
含
ま
ず
、
叉
隠
漏

戸
も
多
か
っ
た
の
で
、
質
際
居
住

中

例
制
涼
州
管
内

備
烏白交城 張寧建大赤 軍

考
城亭披

戸兵 守守守捉 守 冠康斗水 銀
員 捉捉 捉軍軍軍軍 名

敏計
二五
二七 兵

一一 八 五 七 三、、 、、、、
四五

七 O 五五三五 O 員
六O
二0 0000000  

数
戸名

0000000名

十す

璽
州
管
内

備
保経新定墜経 |軍

考
戸兵 寧寧昌遠安略 銀

員 城城軍軍軍軍 名
数計

一五 一 兵
七八 O

四七 00七
員

五0 000  
六O 000名

数
戸名

の
戸
数
は
遥
か
に
此
れ
よ
り
多
く
、
叉
漢
人
外
に
蕃
戸
も
相
嘗
多
数

加

定
住
し
て
い
た
。
然
し
内
地
の
州
に
は
十
高
の
統
計
戸
数
を
越
え
る

こ
れ
ら
三
州
が
経
済
的

も
の
さ
え
少
く
無
か
っ
た
こ
と
を
想
え
ば
、

に
貧
弱
な
部
類
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
充
分
察
せ
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。
但
し
そ
の
管
域
は
夷
放
に
向
っ
て
無
人
の
荒
野
を
殆
ん

ど
無
限
に
旗
大
す
る
を
得
、

さ
れ
ば
こ
そ
一
州
内
に
数
個
乃
至
十
数

個
の
軍
鎮
が
お
か
れ
、

四
五
箇
円
前
後
の
大
兵
力
と
そ
れ
に
相
臆
す
る

軍
馬
と
が
配
備
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
新
唐
書

・
地
理
志
の
軍
鎮
所

在
州
に
閥
す
る
比
定
記
事
に
は
往
々
疑
わ
し
い
も
の
が
あ
り
、
そ
う
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し
た
意
味
で
先
衰
の
内
容
も
精
確
に
は
検
討
の
徐
地
あ
り
と
云
わ
ね

ば
な
ら
ぬ
が
、
然
し
此
れ
に
よ

司
て
軍
鎮
の
配
備
が
戟
略
的
見
地
か

ら
行
わ
れ
、

そ
の
地
域
の
経
済
力
と
の
鈎
合
は
考
慮
せ
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
だ
け
は
充
分
認
め
ら
れ
る
。
曾
府
以
外
の
州
に
於
い
て

も
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
大
瞳
同
じ
傾
向
が
見
ら
れ
た
こ
と
は
容

易
に
類
推
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
戸
口
稀
薄
の
透
境
険
遠
の
地
に
お

か
れ
た
軍
鎮
の
と
の
様
な
大
兵
馬
が
傍
近
の
租
粟
で
賄
え
な
か
っ
た

こ
と
は
勿
論
で
あ
り
、

さ
れ
ば
と
て
膨
大
な
軍
糧
そ
遠
く
内
地
よ
り

不
断
に
総
迭
す
る
こ
と
も
、
首
時
の
貫
情
よ
り
し
て
紹
封
に
望
め
ぬ

所
で
あ
っ
た
。
透
地
の
州
民
は
殆
ん
ど
兵
役

・
色
役
に
徴
費
せ
ら
れ



た
だ
さ
え
少
い
透
境
地
帯
の
租
粟
攻
入
は
軍
鎮

の
護
遼
と
共
に
愈
々
激
減
し
、
皆
無
に
近
い
所
さ
え
あ
っ
た
。
蔑
さ

れ
た
軍
糧
補
給
の
途
は
現
地
附
近
で
の
農
回
開
拓
以
外
に
無
い
。
事

賀
、
奮
唐
書
世
解
碗
俸
に

景
龍
中
遁
朔
方
行
軍
大
楠
磐
田
(
棚
一
端
服
)
。
碗
前
後
在
軍
二
十
徐

載
。
務
農
習
戟
。
多
所
利
益
。
透
境
安
之
。

と
あ
り
、
同
書
一
一
一
一
一
郭
慶
一
様
俸
に

及
在
安
西
。
務
農
重
載
。
安
西
府
庫
途
局
充
質
。

て
不
課
丁
と
な
り
、

と
あ
る
如
く
、
軍
糧
の
現
地
生
産
を
振
興
す
る
「
務
農
」
は
習
戟
と

並
ん
で
、
或
は
寧
ろ
そ
れ
以
上
に
重
要
な
屯
軍
司
令
官
の
要
務
と
な

っ
て
い
た
。

即
ち
軍
糧
田
の
経
営
は
軍
鎮
瞳
制
を
維
持
費
展
せ
し
め

る
上
に
不
可
紋
の
要
務
と
し
て
軍
糧
政
策
の
核
心
を
な
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

川

w

軍
糧
回
の
展
縮

透
防
軍
鎮
の
蹟
充
が
軍
糧
田
の
開
拓
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
必
然
の
結
果
と
し
て
、
儀
鳳
二
年
の
軍
鎮
制
開
創
以
後
、
軍

糧
回
は
急
速
に
抜
大
せ
ら
れ
て
行
っ
た
が
、
約
六
十
年
後
の
開
元
二
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そ
れ
よ
り
天
質
末
迄
の
二
十
徐

年
聞
は
逆
に
縮
減
せ
ら
れ
た
も
の
の
如
く
吃
あ
る
。
よ
っ
て
軍
鎮
制

十
年
頃
を
以
て
蹟
大
は
や
め
ら
れ
、

下
の
軍
糧
田
の
展
絡
を
此
の
二
期
に
分

っ
て
考
察
す
る
。

μ) 

儀
鳳
二
年
乃
至
開
元
二
十
年
頃

儀
鳳
二
年
、
軍
鎖
制
が
開
創
せ
ら
れ
た
時
、
先
ず
そ
の
設
置
地
域

に
選
ば
れ
た
の
は
臨
右
道
方
面
で
、
都
州
の
臨
挑
(
初
め
は
挑
河
)
・

河
源
紘
一
寸
の
軍
は
此
の
時
置
か
れ
た
の
で
あ
る
が
こ
の
方
面
の
軍
糧

田
は
河
源
軍
の
地
を
中
心
に
開
拓
せ
ら
れ
て
行
っ
た
。
河
源
軍
の
天

賓
元
年
の
規
模
は
兵
四
千
、

馬
六
百
五
十
匹
で
あ
る
が
、
首
初
は
此

れ
よ
り
ず
っ
と
大
き
く
、
同
じ
都
州
管
内
に
多
数
の
軍
鎮
が
添
置
せ

ら
れ
る
に
従
い
、
そ
れ
ら
と
の
闘
聯
に
於
い
て
削
減
せ
ら
れ
た
も
の

の
如
く
で
あ
る
。
資
治
遇
鑑
省
二
儀
鳳
三
年
七
月
の
僚
に

O
二

(
婁
)
師
徳
。
充
河
源
軍
司
馬
粂
知
営
団
事
。

-35-

と
あ
り
、
績
い
て
翌
々
永
隆
元
年
七
月
の
僚
に

擢
(
黒
歯
)
常
之
魚
河
源
軍
艦
略
大
使
。
常
之
以
河
源
衝
要
。
欲

加
兵
成
之
。
而
時
輪
険
遠
。
乃
慶
置
燐
成
七
十
絵
所
。
開
屯
回
五

千
徐
噴
。
歳
枚
五
百
徐
高
石
。
由
是
戟
守
有
備
意
。

と
あ
る
如
く
、
河
源
軍
の
軍
糧
田
は
軍
の
設
置
と
殆
ん
ど
同
時
に
着

手
せ
ら
れ
、
迭
に
五
千
頃
の
慶
大
な
開
拓
に
成
功
し
て
い
る
。
嘗
時

の
畝
牧
粟
は
一
石
か
ら
二
石
程
度
で
、
遼
境
の
開
拓
団
は
概
ね

一
石

徐
で
あ
る
か
ら

五
千
頃
の
牧
穫
は
五
十
高
石
徐
り

四
五
高
の
兵
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士
の
年
間
食
糧
を
支
え
る
に
足
る
額
で
あ
る
。
右
記
事
に
五
千
頃
の

牧
穫
量
を
五
百
高
石
と
去
っ
て
い
る
の
は
過
大
な
誤
り
で
あ
り
、
醤

唐
書
出
也
一
黒
歯
常
之
俸
の
同
一
己
事
こ
百
高
石
と
あ
る
の
も
梢
々
多

O
九

言

』

す
ぎ
る
数
字
で
あ
る
。
こ
の
大
業
績
を
皐
げ
た
貫
際
の
功
労
者
は
知

営
団
事
の
婁
師
徳
で
、
沓
告
書
谷
九
同
事
に
よ
れ
ば
、

彼
は
此
の
業

!

三

{

十
年
後
の
天
援
の
初
め
(
六
九

O
)
盟
州
都

績
を
成
し
と
げ
た
後
、

叔
四
粂
知
凱
福
田
事
に
鞠
じ

こ
ζ

で
も
成
績
を
あ
げ
た
後
、

以
魚
河
源

・
積
石

・
懐
遠
等
軍
及
、
河

・
蘭

・
都

・
廓
等
州
検
校
管

と
あ回
る大
如使
く"。

再
び
臨
右
の
地

還
り

そ
の
慶
大
な
地
域
の
総
格

的
な
笹
田
使
と
な
っ
て
い
る
。
資
合
通
鐙
谷
二
に
依
れ
ば
、
右
は
延

f

O

五

載
元
年
(
六
九
四
〉
一
月
で
あ
り
、
問
書
出
世
一
)
に
依
れ
ば
、
聖
暦
元

o-ノ

年
(
六
九
八
〉
四
月
、
臨
右
諸
軍
大
使
(
臨
右
節
度
使
の
前
身
〉
粂

検
校
笹
田
事
と
な
り
、
翌
二
年
八
月
、
任
地
に
残
し
て
い

る。

同
臨

に
在
る
こ
と
四
十
徐
年
と
い
わ
れ
て
い
る
彼
の
生
涯
の
牢
ば
に
近
い

約
二
十
年
聞
は
箪
糧
田
の
振
興
に
捧
げ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
向
臨

右
方
面
の
軍
祖
国
に
就
い
て
は
、
河
州
刺
史
丹
君
が
絡
岡
田
使
を
粂
ね

て
屯
田
に
功
績
を
立
て
た
こ
と
、
都
州
都
督
品
氷
河
源
軍
経
略
大
使
減

懐
亮
が
屯
田
を
開
い
た
こ
と
等
が
従
来
の
研
究
に
於
い
て
指
摘
せ
ら

叫

れ
て
い
る
品
、
賦
懐
亮
の
業
績
は
婁
師
徳
の
事
業
を
緩
承
推
進
し
た

も
の
と
想
わ
れ
る
。
臨
右
方
面
の
軍
鎖
列
置
が
軍
糧
田
に
大
き
く
依

存
し
、
嬰
師
徳
の
手
腕
と
努
力
、
更
に
は
そ
の
遣
業
を
縫
承
推
進
し

た
後
人
の
業
績
が
よ
く
そ
の
要
請
に
臨
え
て
い
た
こ
と
を
知
る
。

盤
州
を
中
心
と
す
る
朔
方
方
面
の
軍
糧
回
を
聞
い
た
の
は
天
援
か

ら
延
載
ま
で
四
年
間
こ

の
地
に
在
任
し
た
嬰
師
徳
で
あ
る
。
冊
府
元

官
谷
五
邦
計
部

・
屯
田
門
に

O
三

則
天
天
授
初
。
婁
師
徳
局
検
校
盟
州
都
督

・
知
笹
田
事
。

則
天
下

書
労
日
。
卿
受
委
北
陸
線
司
軍
任
。
往
還
盛
夏
。
検
校
屯
因
。
牧

粟
既
多
。
京
域
通
積
。
不
煩
和
耀
之
貴
。
無
復
職
運
之
銀
。
南
軍
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及
其
鎮
丘
〈
。
数
年
戚
得
支
給
。
云
云
。

と
あ
っ
て
、
霊

・
夏

・
盟
三
州
、
特
に
盟
州
に
軍
糧
田
を
開
拓
し
、

十
除
菌
以
上
と
推
定
せ
ら
れ
る
此
の
方
面
の
軍
鎮
の
兵
糧
は
悉
く
そ

の
牧
入
を
以
て
補
給
す
る
を
得
、
向
徐
剰
さ
え
あ
る
に
至
っ
た
と
云

「
て
い
る
。
朔
方
方
面
の
軍
鎖
も
亦
軍
糧
田
に
支
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
を
知
る
。

涼
州
を
中
心
と
す
る
河
西
方
面
の
軍
糧
田
に
就
い
て
は
陳
白
玉
文

集
所
牧

垂
扶
中
(
六
八
五
J
八
八
)
の
上
疏
「
上
西
蕃
透
州
安
危

事
」
の
中
に
好
資
料
が
あ
り
、
そ
れ
に
依
れ
ば
此
の
方
面
の
軍
糧
田



開
拓
の

一
中
心
地
と
な
っ
て
い
た
の
は
甘
州
で
あ
る
。
上
疏
に
は
ま

ず
頃
至
涼
州
問
其
倉
貯
。
惟
有
六
高
徐
石
。
以
支
兵
防
緯
周
今
歳
。

雌
云
屯
田
牧
者
猫
在
此
外
。
略
問
其
数
。
得
亦
不
多
。
叉
至
甘
州

資
(
縮
問
)
其
糧
数
。
稽
見
在
所
貯
積
者
四
十
徐
蔦
石
。
今
年
屯
牧

猶
不
入
。
云
云
。

と
あ
っ
て
、
涼
・
甘
二
州
共
に
屯
田
を
有
し
て
い
た
が
、
涼
州
は
屯

牧
少
く
、
従
っ
て
貯
積
も
乏
し
か

っ
た
の
に
封
し
、
甘
州
は
屯
牧
多

く
、
四
十
鈴
高
石
の
貯
積
を
有
し
て
い
た
と
云
う
。
然
も
此
れ
は
牧

穫
直
前
の
吠
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
行
文
の
中
か
ら
酌
み
と
ら
れ
、
甘

州
の
徐
裕
ぶ
り
が
知
ら
れ
る
。
更
に
他
の
一
節
に

T

縞
謂
。
甘
州
宜
便
加
兵
。
内
得
営
農
。
外
得
防
盗
。
甘
州
委
積
必

嘗
更
倍
。
何
以
言
之
。
甘
州
諸
屯
。
皆
因
水
利
。
濁
河
概
濯
良
沃

四
十
徐
屯
。
並
震
奥
壊
。
故
毎
牧
穫
常
不
滅
二
十
高
。

但
以
人
功
不
修
。
猶
有
荒
蕪
。
今
若
加
兵
。
務
窮
地
利
。
歳
三
十

不
待
天
時
。

高
不
矯
難
得
。
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と
あ
る
に
依
り
、
甘
州
の
屯
田
は
四
十
銭
屯
、
歳
牧
粟
二
十
蔦
石
、

屯
田
推
定
面
積
二
千
絵
頃
に
達
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
と
と

は
濁
河
の
水
利
に
恵
ま
れ
、
な
お
沃
田
と
な
り
得
る
土
地
が
未
聞
の

ま
ま
に
蔑
さ
れ
て
い
て
、
努
カ
さ
え
あ
れ
ば
屯
田
を
二
十
高
石
の
歳

牧
か
ら
三
十
高
石
に
増
大
せ
し
め
る
こ
と
は
難
し
く
な
か
っ
た
と
云

う
。
努
力
が
不
足
し
て
い
た
の
は
、
「
甘
州
地
慶
根
多
。
左
右
受
敵
。

其
所
管
戸
不
満
三
千
。
堪
勝
兵
者
不
足
百
数
」
と
指
摘
せ
ら
れ
て
い

る
如
く
、
管
戸
(
編
籍
の
土
戸
)
が
三
千
に
も
満
た
ず
(
天
質
元
年

は
約
六
千
戸
)
、
然
も
左
右
を
突
廠

・
吐
蕃
の
南
強
敵
に
挟
ま
れ
て
農

耕
に
専
心
出
来
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
然
し
垂
供
中
に
既
に
二
十

高
石
の
屯
枚
を
あ
げ
て
い
た
以
上
、

そ
の
開
拓
は
此
の
年
を
湖
り
、

恐
ら
く
約
十
年
前
の
儀
鳳
二
年
の
軍
鎮
制
開
創
と
共
に
着
手
せ
ら
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
新
唐
書
竺
陳
子
昂
俸
に

屯
田
慶
夷
。
倉
慶
一豊
街
。
瓜
粛
以
西
皆
仰
其
館
。
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一
旬
不
往
。
土

己
樗
飢
。
是
河
西
之
命
。
係
於
甘
州
失。

と
あ
っ
て
、
甘
州
の
屯
牧
は
河
西
の
軍
糧
補
給
に
決
定
的
な
重
要
意

義
を
占
め
て
い
た
と
云
う
。
然
し
垂
扶
中
に
早
く
も
裕
り
あ
る
屯
枚

十
年
後
の
霊
聖
元
年
(
六
九
五
〉
、

建
康
寧
(
天
賓
元
年
の
丘
〈
数
五
千
三
百
〉
が
置
か
れ
た
外
、
道
内
近

を
得
て
い
た
甘
州
も

州
内
に

傍
に
績
々
と
軍
鎖
が
添
増
せ
ら
れ
る
に
従
っ
て
供
給
不
足
を
来
し
た

も
の
ら
し
て
、
長
安
中
(
七

O
一
J
O五
〉
に
至
っ
て
再
び
軍
糧
回

の
大
開
拓
が
行
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
冊
一
府
元
紘
一
日
邦
計
部

・
屯
田
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問

J
V」

f
t
 

郭
元
振
。
長
安
中
。
局
涼
州
都
督

・
臨
右
諸
軍
州
大
使
。
元
振
令

甘
州
刺
史
李
漢
通
開
置
屯
田
。
謹
其
水
陸
之
利
。
奮
涼
州
粟
委
朗

至
数
千
。
及
漢
遇
牧
率
之
後
。
数
年
盟
稔
。
途
斜
至
数
十
銭
。
積

軍
糧
可
支
数
十
年
。

と
あ
る
如
く
、
長
安
中
、
河
西
の
穀
債
は
一
石
数
千
に
も
達
し
て

い

た
の
が
、
甘
州
に
屯
田
を
増
置
す
る
に
及
ん
で
数
十
文
に
下
落
し
た

時

と
云
う
。
甘
州
に
屯
田
開
拓
の
絵
地
が
多
か
司
た
こ
と
は
陳
子
昂
の

先
文
に
指
摘
せ
ら
れ
て
い
る
所
で
、
先
の
四
十
屯
二
千
頃
に
比
し
て

六
十
屯
三
千
頃
、
歳
牧
三
十
高
石
を
越
え
て
い
た
こ
と
は
疑
い
あ
る

ま
い
。
河
西
方
面
の
軍
糧
も
亦
大
き
く
軍
糧
田
に
依
存
し
、
甘
州
が

そ
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
知
る
。

時
じ
て
東
北
を
見
る
に

そ
の
防
衛
の
最
前
線
を
な
し
て
い
た
の

は
管
州
を
中
心
と
す
る
卒
慮
の
地
で

こ
こ
は
蔦
歳
通
天

(
六
九

六
〉
以
来
久
し
く
契
丹
に
占
領
せ
ら
れ
て
い
た
が
、
開
元
五
年
(
七

一
七
)
漸
く
恢
復
し
、
同
七
年
、
卒
虚
軍
節
度
使
を
お
い
た
。
資
治

通
鑑
4
一
一
一
開
元
五
年
三
月
庚
戊
の
僚
に

復
置
管
州
都
督
於
柳
域
。
粂
卒
慮
軍
使
。
管
内
州
廊
銀
成
皆
如
其

奮
。
以
太
子
愈
事
萎
師
度
局
営
団
支
度
使
。
輿
慶
鵡
等
築
之
。
三

旬
而
畢
。
慶
租
清
勤
厳
粛
。
開
屯
田
八
十
絵
所
。
脚
。
数
年
之
問
。

倉
時
品
充
貫
。
市
里
浸
繁
。

と
て
、
卒
虚
の
軍
糧
の
震
に
屯
閏
八
十
絵
所
を
聞
い
た
と
あ
る
。
軍

糧
を
軍
糧
回
に
依
存
す
る
軍
鎮
制
開
創
以
来
の
方
針
が
開
元
の
初
め

に
も
そ
の
ま
ま
守
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
。

以
上
は
軍
額
制
下
の
軍
糧
田
の
展
開
を
、
一
川
西
・
臨
右

・
朔
方

・

卒
虚
等
諸
藩
内
の
代
表
的
な
若
干
州
を
中
心
に
考
察
し
た
も
の
で
、

こ
れ
ら
の
諾
州
は
そ
の
規
模
に
於
い
て
代
表
的
な
も
の
で
あ
っ
た

軍
糧
田
の
設
置
そ
の
も
の
は
多
か
れ
少
か
れ
各
州
軍
に
推
し

及
ぼ
さ
れ
て
い
た
。
資
治
遁
鑑
谷
ニ
開
元
二
年
間
二
月
の
傑
に

一
一

従
(
安
北
)
大
都
護
府
於
中
受
降
域
。
置
丘
〈
屯
回
。

と
あ
り
、
文
苑
英
華
…

1
所
牧
、
蘇
一
期
の
援
郭
度
確
右
騒
術
大
将
軍

や
は
り
此
の
頃
北
庭
都
護
と
な

っ
て
い
た
郭
度
礁
に
就
い

ヵ:
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等
制
に
、

て

北
庭
都
護
・
翰
海
軍
経
略
使
・

金
山
道
副
大
総
管

・
招
慰
営
団
等

使
。
云
云
。

と
あ
る
等
は

そ
う
し
た
諸
軍
鎮
の
軍
糧
問
設
置
を
示
す
例
謹
で
あ

る
。
こ
の
様
に
軍
糧
問
は
軍
鎮
地
帯
一
固
に
普
及
し
て
い
た
が
、
軍

糧
回
へ
の
依
存
度
か
ら
云
え
ば
、
内
地
の
大
農
産
地
に
連
る
沼
陽



河
東
・
鯛
南
等
よ
り
も
内
地
を
遠
く
離
れ
た
河
西
・
臨
右
・
朔
方
の

諸
軍
鎮
が
遥
か
に
大
で
、
殆
ん
ど
紹
封
的
に
近
く
、
従
っ
て
こ
れ
ら

の
地
置
で
は
軍
糧
回
の
開
拓
に
非
常
な
努
力
が
注
ぎ
込
ま
れ

そ
の

軍
糧
回
生
産
は
前
後
に
比
を
見
ぬ
盛
況
を
示
し
て
い
た
。
太
卒
庚
記

諸
所
校
、
貰
昌
(
開
元
元
年
J
元
和
五
年
、
九
八
歳
喪
〉
の
東
城

老
父
俸
に

河
州
激
煙
道
。

質
透
食
。

徐
粟
輔
輪
璽
州
。

歳
屯
因
。

漕
下
黄

河

入
太
原
倉
。
備
開
中
凶
年
。
開
中
粟
委
購
於
百
姓
。

と
あ
っ
て
、
河
州
(
臨
右
)

-
沙
州

(
河
西
)
方
面
の
軍
糧
回
生
産

が
現
地
の
軍
鍍
を
賄
っ
て
徐
り
あ
り
、

河
水
に
よ
っ
て
璽
州
(
朔
方
〉

か
ら
更
に
闘
中
に
迄
総
迭
せ
ら
れ
て
い
た
と
云
っ
て
い
る
。
小
説
と

し
て
一
等
史
料
と
は
云
え
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
軍
糧
回
生
産
の

盟
溢
と
云
う
現
貫
を
背
景
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
小
説
で
あ
る
こ
と

を
思
え
ば
、
河
西
・
臨
右
の
軍
糧
回
の
非
常
な
護
展
そ
知
る
史
料
と

し
て
充
分
参
考
に
な
る
も
の
と
云
え
よ
う
。

(ロ)

開
元
二
十
年
頃
乃
至
天
賀
来
年

景
雲
元
年
(
七
一

O
)、
軍
鎮
の
地
直
的
統
合
司
令
官
と
し
て
節
度

使
が
登
場
し
、

や
が
て
西
北
二
迭
の
軍
鎮
は
悉
く
九
節
度
使
に
分
統
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せ
ら
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
が
、
節
度
使
は
同
時
に
管
内
笹
田
使
そ
粂

ね
て
域
内
の
軍
糧
回
を
縛
轄
し
て
い
た
。
笹
田
使
に
就
い
て
は
別
に

詳
考
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
こ
に
委
細
を
愛
す
裕
り
は
な
い
が
、
と

に
か
く
軍
糧
回
の
経
営
が
轡
田
使
と
し
て
の
節
度
使
に
大
き
く
委
任

せ
ら
れ
た
結
果
と
し
て
、
却
っ
て
軍
糧
回
開
係
の
史
料
が
中
央
の
記

録
に
書
き
と
め
ら
れ
難
く
な
っ
た
も
の
の
如
く
、
節
度
使
時
代
に
入

っ
て
か
ら
そ
の
動
向
が
史
料
的
に
把
え
難
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し

田
畝
経
営
の
利
不
利
は
そ
の
地
の
自
然
篠
件
に
大
き
く
支
配
せ
ら
れ

る
の
で
、
節
度
使
が
営
団
使
と
し
て
賢
域
の
軍
糧
補
給
を
調
整
し
得

る
こ
と
と
な
っ
た
結
果
、

不
利
な
地
の
回
を
整
理
し
て
隣
近
の
有
利

-39一

な
地
の
田
を
増
し
、
彼
是
融
通
し
相
補
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
こ
と

は
一
躍
考
え
ら
れ
る
所
で
あ
る
。
但
し
慶
域
の
軍
糧
田
を
統
轄
す
る

営
団
使
は
節
度
使
以
前
か
ら
出
現
し
、
節
度
使
の
営
団
使
は
い
わ
ば

そ
れ
を
纏
承
し
定
制
化
し
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
宿
の
調
整

も
そ
れ
程
大
き
く
見
る
べ
き
で
は
な
い
。

節
度
使
時
代
の
軍
糧
回
に
就
い
て
最
大
の
研
究
資
料
と
な
る
の
は

六
五
一
工
部

・
屯
田
郎
中
・
員
外
郎
の
篠
に
-
記
さ
れ
た
遺
書
道
各

州
軍
下
の
屯
数
記
事
で
あ
る
。
嘗
然
開
元
二
十
五
年
頃
の
も
の
で
あ

る
。
整
理
し
て
表
示
す
る
。

一
屯
は
司
曲
炭
寺
所
属
の
も
の
は
二
十
頃

乃
至
三
十
頃
、
軍
鎮
所
属
の
も
の
は
五
十
頃
を
基
準
と
す
る
定
め
で
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諸道節度使下諸州軍屯数表(嬢六典〉

河 河 閥
度節

~I:; 太東 朔内
使

道 原 道 方道 名
{ 

幽 l蒲胤蔚朔雲 大 横 太北堕堕長夏原曾勝西型車定中東 列i

岡野 州 受安子遠~受 軍
監 降降降 鋲

州 州州州州州軍 軍 原使牧 池宮州州州州城 軍 府 軍 城 城 名

五 三四四 一二二三四四四 屯
五 五一三三七 O ニ 一二四七 O 二四五四五七一 0 一五 数

屯

河
節度

北 安 河西 卒 活 使
庭 西 西道 虚 陽 名

..-A-ー、

玉粛建大甘赤臨 天伊北 駕疏安 安卒 長北漁武清静卒 州

百b 山 吾 庭 西 門 康斗 水 東虚 陽 開 威 夷 塞 軍
守 銀

寧 軍 軍府 替動府 軍州軍軍州軍 府軍 使郡捉軍軍軍州 名

一一一一 一一一 一 屯
七七 O 五七五六九六 二五 六六 O 五五 O 四 数

飽 節

剣南 胤
度 l

南道 右

一
松偶 軍南西 卒武眠 緩成蘭廊秦潤郡河 莫卒富自安積河 州 l

戎 専 門夷手水人石源
箪 i
銀

州州 器使使軍 州 州 捉 州 州 州 州 州 州 州軍軍捉軍軍軍軍 名

一一一 屯
一 八 四六 0 一一二三三四四四四六六六八九 O 一二八 数

あ

っ
た
。
表
中
の

六
奥
記
事
に
は
節

度
使
軍
銀
と
の
所

属
関
係
が
一
見
明

か
で
な
い
も
の

所
属
し
て

い
た
と

は
見
難
い
も
の

軍
糧
以
外
の
屯
田

ら
し
く
想
わ
れ
る

40 -

も
の
等
が
あ
り

詳
細
は
今
後
の
検

討
に
倹
た
ね
ば
な

ら
ぬ
が

醸
疑

問
の
も
た
れ
る
も

の
を
取
出
し
、

} 

t、一ー

れ
を
括
弧
で
示
し

て
お
く
。
そ
の
合

計
六
十
一
屯
を
線

計
允
百
三
十
二
屯



よ
り
差
引
い
た
残
り
八
百
七
十
一
屯
を
節
度
使
軍
鎮
の
軍
糧
回
と
し

て
藩
別
に
整
理
し

一
屯
五
十
頃
の
規
定
に
従
い

一
畝
の
歳
牧
粟

を
抑
え
自
に
一
石
と
し
て
計
算
し
た
結
果
を
表
示
す
る
に
、
左
の
如

く
で
あ
る
。
各
屯
と
節
度
使
と
の
闘
係
を
精
査
し
て
い
な
い
の
で
多

少
の
差
誤
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
嘗
時
の
軍
糧

回
を
藩
別
の
大
勢
に
於
い
て
考
察
す
る
紹
好
の
資
料
と
云
う
べ
き
で

あ
る
。
そ
こ
で
此
の

二
表
を
基
礎
に
し
て
軍
糧
田
の
展
縮
を
考
え
る

に
、
節
度
使
以
前
に
封
比
し
て
縮
減
し
て
い
た
こ
と
が
察
知
せ
ら
れ

る

先
ず
臨
右
の
河
源
軍
の
軍
糧
田
に
就
い
て
見
る
に

創
置
後

九
節
度
使
箪
糧
回
表
(
開
元
二
五
年
)

41 

£口>. 銅北安卒河河河腕朔
節度

使
計 南庭西虚西東北右方 名

i¥_ 一一一
屯

七 二三四九二四五三
1)ll[ 九二四七八六九二四

四
一一二四 六七七一 算、 、、、、、、、、

出
五 四一七三九三四六七 頃
五 五 00五 00五 00 政。000000000頃

四 一、
歳

一 一二四六七七一 枚
五 四一七三九三四六七

粟算五 五 00五 00五 00

。0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
出。000000000  
額。000000000石

聞
も
な
い
高
宗
の
晩
年
に
は
五
千
噴
(
百
屯
〉
あ
っ
た
と
云
う
の
に

封
し
、
開
元
二
十
五
年
は
二
十
八
屯
(
千
四
百
頃
)
し
か
な
い
。
同

じ
都
州
内
の
臨
挑

・
白
水

・
安
人

・
紙
和
等
の
諸
軍
鎮
及
び
都
州
所

属
の
全
屯
田
を
合
計
す
る
も
九
十
屯
に
足
ら
ず
、

明
か
に
此
の
方
面

の
軍
糧
田
は
縮
少
せ
ら
れ
て
い
た
と
云
え
る
。
次
に
河
西
の
軍
糧
田

の
中
心
を
な
し
、

垂
扶
中
に
四
十
徐
屯
を
鍛
え
、
更
に
長
安
中
に
大

績
張
せ
ら
れ
て
瓜
粛
以
西
に
普
く
補
給
し
て
い
た
と
云
う
甘
州
が
開

元
二
十
五
年
に
は
僅
か
に
十
九
屯
に
す
ぎ
ず
、

叉
河
西
藩
全
髄
の
合

計
も
百
屯
未
満
で
、
嘗
て
の
甘
州
の
屯
数
が
推
定
六
十
を
越
え
、
曾
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府
の
涼
州
(
赤
水
軍
)
に
も
相
嘗
の
屯
数

(
開
元
二
十
五
年
に
三
十

六
屯
)
が
あ

っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
此
の
地
方
も
亦
軍
糧
田
の
縮

減
を
来
し
て
い
た
と
推
定
せ
ら
れ
る
。
衣
に
卒
慮
を
見
る
に
、
開
元

五
年
の
鐙
州
復
興
に
際
し
て
開
置
し
た
屯
田
は
入
十
絵
所
に
及
ん
だ

と
停
え
ら
れ
て
い
る
が
、
開
元
二
十
五
年
の
長
域
外
卒
虚
地
匿
内
線

屯
数
は
四
十
七
で
、
も
し
八
十
絵
所
の
ま
ま
と
し
て
計
算
す
れ
ば
一

所
の
卒
均
は
僅
か
に
牢
屯
程
度
と
な
り

こ
こ
で
も
首
初
に
比
し
て

か
な
り
の
縮
減
が
あ

っ
た
ら
し
く
推
察
せ
ら
れ
る
。
た
だ
朔
方
の
み

は
開
元
二
十
五
年
に
於
い
て
も
二
十
五
屯
以
上
を
有
つ
軍
鎮
が
盟
州

方
面
に
六
も
並
立
し
て

い
て
そ
の
線
計
は
大
約
二
百
屯
一
高
頃
に
達
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し

」
こ
だ
け
は
活
況
を
績
け
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
然
し
此

れ
と
て
も
必
ず
し
も
昔
日
を
凌
ぐ
展
櫓
で
あ
っ
た
と
は
速
断
で
き
な

し、

朔
方
節
度
使
の
兵
力
は
天
資
元
年
首
時
に
兵
六
高
四
千
七
百

人、

馬
一
高
四
千
三
百
匹
で
あ
っ
た
が
、
資
治
通
鑑
に
依
れ
ば
、
景

雲
二
年
(
七
一
一
)
七
月、

三
受
降
城
の
成
兵
を
按
じ
て
朔
方
総
管

(
節
度
使
の
前
身
)
の
兵
十
高
人
を
減
じ
た
と
云
う
か
ら
、
そ
れ
迄

の
線
兵
力
は
少
く
と
も
十
五
議
を
越
し
て
い
た
筈
で
あ
る。

軍
馬
の

数
を
略
々
同
じ
と
見
て
も
一
年
の
必
要
寧
糧
は
粟
二
百
五
十
高
石
前

後
と
な
り
(
兵
十
二
石
、
馬
三
十
六
石
〉
、
そ
の
生
・
産
に
要
す
る
屯
田

は
約
二
高
五
千
頃
、
五
百
屯
程
度
と
な
る
。
然
も
此
の
方
面
の
屯
田

は
此
れ
よ
り
十
年
前
に
婁
師
徳
が
大
い
に
開
拓
し
て
か
ら
必
要
な
軍

糧
を
充
分
補
給
し
得
る
こ
と
と
な
り
、
和
雑
や
租
莱
輪
運
の
努
費
を

要
し
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る。

果
し
て
然
ら
ば
玄
宗
即
位
頃
の

朔
方
管
内
の
屯
田
は
た
と
え
右
の
算
定
数
五
百
屯
に
及
ば
な
か
っ
た

と
し
て
も
、
開
元
二
十
五
年
の

二
百
屯
に
及
ば
ぬ
こ
と
は
先
ず
無
か

っ
た
と
見
て
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
卒
虚
・
朔
方
・
臨

右

・
河
西
等
、

長
域
外
諸
軍
の
開
元
二
十
五
年
の
軍
糧
回
は
節
度
使

以
前
の
時
代
に
比
し
て
縮
減
し
て

い
た
と
推
断
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ

て
、
遠
く
安
西

・
北
庭
や
長
域
内
の
河
北

・
河
東

・
飯
南
等
に
就
い

て
は
比
較
の
史
料
を
検
索
し
得
な
い
が
、
恐
ら
く
は
同
様
で
あ

っ
た

の
で
は
な
い
か
と
想
わ
れ
る
。

創
南
の
九
屯
の
如
き
は
全
廃
の
直
前

に
あ
っ
た
か
の
感
さ
え
受
け
る
。

初
め
展
櫓
し
績
け
た
箪
銀
の
軍
糧
田
が
此
の
様
に
縮
減
し
初
め
た

の
は

一
瞳
何
時
頃
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

開
元
五
年
に
は
向
卒
虚
管
内

に
軍
糧
回
の
大
開
査
を
行

っ
て
い
る
か
ら
、
軍
糧
田
重
覗
の
方
針
は

此
の
時
代
に
は
未
だ

襲

っ
て
い
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。

一
一
七
帝
王
部

・
務
長
門
に
依
れ
ば
開
元
十
五
年
に
朔
方
玉
城
に
田
曹

参
軍
各
一
人
を
置
い
た
と
云
い
、
軍
糧
田
重
視
の
方
針
は
依
然
と
し

冊
府
元
翁
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て
襲

っ
た
様
子
が
無
い
。
又
開
元
二
十
二
年
に
は
河
南
に
慶
大
な
栢

刷

-E

作
の
屯
田
を
聞
い
て
い
る
。
所
が
六
典
一一

工
部

・
屯
田
郎
中
員
外
郎

の
項
に

開
元
二
十
二
年
。
河
南
道
陳

・
許

・
預

・
蕎
又
置
百
徐
屯
。
二
十

五
年
勅
。
以
矯
不
便
弁
長
春
宮
田
三
百
四
十
徐
頃
。
並
令
分
給
貧

人
と
あ
っ
て
、
内
地
に
迄
蹟
大
せ
ら
れ
て
い
た
屯
田
熱
は
開
元
二
十
五

年
を
境
と
し
て
大
き
ぐ
後
退
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
箪
鎮
の
軍
糧

回
縮
減
も
恐
ら
く
は
此
の
頃
か
ら
急
激
に
進
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
想
わ
れ
る
。
軍
糧
回
の
縮
減
は
節
度
使
時
代
に
入

っ
て
徐
々
に



進
め
ら
れ
た
と
見
る
よ
り
も
、
開
元
二
十
五
年
を
一
大
時
機
と
し
て

そ
の
前
後
に
急
減
せ
ら
れ
た
と
解
す
、へ
き
で
あ
ろ
う
。
開
元
二
十
五

年
頃
の
軍
鎮
兵
力
数
は
武
后
時
代
の
そ
れ
に
比
し
て
必
ず
し
も
少
く

は
な
い
。
然
る
に
軍
糧
回
が
大
き
く
縮
減
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
軍
糧

の
調
達
が
多
角
的
と
な
っ
て
、
軍
糧
田
へ
の
依
存
度
が
減
じ
た
痛
と

見
る
外
な
い
。
但
し
此
の
縮
減
も
嘗
て
の
盛
時
に
比
し
て
の
こ
と
で

あ
っ
て
、
回
畝
の
紹
封
量
約
四
高
五
千
頃
、
そ
の
推
定
生
産
粟
量
四

百
五
十
高
石
は
兵
三
十
五
高
以
上
を
支
え
る
に
足
り
、
軍
糧
供
給
源

と
し
て
極
め
て
重
要
な
地
位
を
依
然
保
持
し
て
い
た
と
云
え
る
。
縮

減
以
前
に
於
け
る
軍
糧
回
の
軍
糧
補
給
額
は
此
れ
よ
り
更
に
巨
大
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら

五
十
蔦
前
後
の
首
時
の
軍
鎮
兵
の
軍
糧
は

殆
ん
ど
軍
糧
回
の
生
産
に
依
存
し
、
そ
れ
以
外
の
補
給
が
多
少
あ

っ

た
と
し
て
も
、
問
題
と
す
る
に
足
ら
ぬ
程
度
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

(3) 

軍
糧
回
の
経
営

遺
境
未
拓
の
荒
地
に
設
置
せ
ら
れ
た
軍
糧
田
の
経
営
は
、
少
ぐ
と

も
開
拓
と
敵
襲
か
ら
の
防
護
、
管
理
組
織
、
経
管
形
態
の
三
面
か
ら

考
察
す
る
必
要
が
、あ
る
が
、
管
理
組
織
に
就
い
て
は
紙
幅
に
裕
り
が

白幽戸

叉
既
に
先
人
の
研
究
も
あ
る
の
で
、

無
く
、

こ
こ
に
は
割
愛
し
、
開
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拓
防
護
と
経
営
形
態
と
に
就
い
て
の
み
考
設
す
る
。

(イ)

開

拓

防

護

無
数
に
布
置
せ
ら
れ
た
軍
糧
田
の
中
に
は
漢
人
の
居
住
地
帯
に
在

る
も
の
も
無
い
で
は
無
か
っ
た
が
、
多
く
は
人
煙
稀
な
、
時
に
は
無

人
に
近
い
趨
荒
の
地
に
開
拓
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
食
糧
生
産

の
多
い
漢
人
調
密
の
地
に
於
い
て
は
軍
糧
田
は
必
ず
し
も
緊
要
で
な

い
。漢
人
地
帯
の
軍
一
糧
田
設
置
は
、
欝
唐
書
一
一
九
李
元
紘
俸
の
閥
輔
の

屯
田
に
反
謝
し
た
開
元
十
四
年
噴
と
思
わ
れ
る
彼
の
上
疏
の
一
節
に

百
姓
所
有
私
回
。
皆
力
自
耕
墾
。
不
可
取
也
。
若
置
屯
田
卸
須
公

私
相
換
。
云
云
。
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と
あ
る
如
く
、

田
畝
集
中
の
必
要
か
ら
私
回
と
公
団
と
の
交
換
分
合

そ
こ
か
ら
種
々
の
弊
警
が
起

っ
て
い
た
が
、
遺
境

が
問
題
と
な
り
、

還
荒
の
地
の
軍
糧
回
設
置
は
寧
ろ
新
開
田
の
難
事
業
た
る
こ
と
に
問

題
の
重
心
が
あ

っ
た
。

北
方
は
冬
婆
夏
粟
、
特
に
粟
を
主
と
す
る
陸
団
地
帯
で
、
そ
の
栽

培
は
低
緑
地
を
さ
け
て
高
燥
地
を
え
ら
び
、
然
も
濯
概
の
水
利
に
悪

ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

先
掲
の
諸
軍
鎮
管
内
屯
数
表

を
見
る
に
、

こ
の
自
然
的
係
件
の
反
映
が
穎
著
に
認
め
ら
れ
る
。
卸

ち
屯
数
が
集
中
的
に
最
も
多
い
朔
方
の
三
受
降
城
よ
り
箪
子
府
に
至

る
地
域
は
オ
ル
ド
ス
北
方
の
黄
河
北
岸
地
帯
で
、
肥
沃
な
水
利
地
で
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あ
る
。
衣
い
で
多
い
の
は
太
原
の
横
野
軍
乃
至
雲
州
等
今
の
大
同
盆

地
、
及
び

沼
陽
の
幽
州
・
卒
州
等
河
北
一今
野
の
北
部
の
地
で
あ
る

iJ>. 

こ
こ
は
共
に
漢
人
の
古
く
か
ら
の
住
地
で
遊
外
遠
荒
の
地
と
は

事
情
を
異
に
す
る
。
次
に
卒
虚
の
卒
虚

・
安
東
府
は
今
の
朝
陽

・
義

鯨
等
大
凌
河
に
沿
う
地
域
で
あ
る
。
河
西
の
軍
糧
田
の
一
大
中
心
そ

な
し
た
甘
州
は
岡
市
河
に
沿
っ
た
沃
地
で
、
陳
白
玉
文
集
に
も

つ
甘
州

諸
屯
。
皆
因
水
利
。
濁
河
港
概
良
沃
不
待
天
時
。
四
十
徐
屯
並
震
奥

壊
」
と
述
べ
て
い
る
。
最
大
の
軍
鎖
と
い
わ
れ
る
赤
水
軍
を
域
内
に

か
か
え
た
涼
州
も
亦
現
在
に
至
る
迄
河
渠
漣
概
に
恵
ま
れ
て
生
活
し

て
来
た
所
で
あ
る
。
臨
右
の
大
屯
田
地
と
な
っ
て
い
た
河
糠
軍
や
臨

挑
軍
を
抱
え
た
都
州
は
挑
河
流
域
の
沃
地
で
あ
る
z

こ
の
様
に
軍
糧

回
の
開
設
は
河
水
港
紙
の
使
に
恵
ま
れ
た
乾
燥
地
に
於
い
て
初
め
て

可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
恵
ま
れ
た
自
然
傑
件
も
此
れ
を

活
か
す
矯
に
は
二
つ
の
人
文
的
篠
件
を
必
須
と
し
た
。
そ
の
第
一
は

大
河
の
水
を
陸
田
に
濯
蹴
す
る
施
設
を
作
る
こ
と
で
、
そ
れ
に
は
綿

密
な
企
劃
、
秀
れ
た
技
術
等
の
外
に
大
き
な
資
本
と
努
働
力
と
を
注

入
す
る
必
要
が
あ
る
。
奮
唐
書
谷
九
王
唆
停
に
桂
州
都
督
と
な
っ
た

三

彼
の
事
績
を
述
べ
て

又
堰
江
水
開
屯
回
数
千
頃

と
あ
る
は
、
大
屯
田
を
開
拓
す
る
に
は
大
水
の
流
れ
を
堰
き
と
め
る

大
堰
域
の
築
造
を
必
要
と
し
た
こ
と
を
知
る
一
謹
例
で
あ
り
、
同
書

谷
一
李
傑
俸
に

。。先是
河
作
之
間
有
梁
公
堰
。
年
久
堰
破
。
江
准
漕
運
不
通
。
傑
奏

調
護
休

・
鄭
丁
夫
。
以
溶
之
。

と
あ
る
は
、
大
堰
の
築
造
修
理
が
移
し
い
労
働
力
を
要
す
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
を
知
る
一
例
詮
で
あ
る
。
堰
域
か
ら
は
更
に
屯
田
の
由民

さ
に
態
じ
た
大
小
の
溝
渠
を
網
の
如
く
に
分
流
せ
し
め
て
行
か
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
大
土
木
は
圏
家
州
鯨
の
機
力
を
背
景
と
し
て

-44一

初
め
て
行
え
る
所
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
人
煙
稀
な
透
外
で
は
土
着
民

戸
の
労
働
力
が
調
達
出
来
な
い
か
ら
、
大
軍
国
の
兵
員
労
働
力
の
組

織
的
な
投
入
に
倹
つ
外
な
い
。
町、
ち
極
遺
還
荒
の
地
の
大
新
田
開
拓

!

は
事
質
上
屯
軍
の
力
に
依
る
外
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
土
戸
数
の
乏

少
は
、
警
盾
愛
国
守
ハ
李
大
亮
停
に

然
河
西
頃
庶
積
禦
蕃
夷
。
州
麻
樹
傑
。
戸
口
鮮
少
。
加
因
惰
観
減

耗
最
多
。

と
あ
る
如
く
、
河
西
に
於
い
て
最
も
甚
し
か
っ
た
が
、
臨
右
も
天
賛

同

元
年
の
統
計
戸
数
は
一
道
を
合
し
て
十
二
高
二
千
徐
戸
で
、
河
北
の

説

・
槍
等
一
州
の
戸
数
に
も
及
ば
ず
、

卒
虚
藩
の
如
き
は
そ
の
長
城



外
の
統
計
戸
数
が
全
部
で

一
高
戸
に
も
満
た
ぬ
貫
吠
で
あ
り
、
綿
じ

て
透
境
地
域
の
土
戸
は
意
想
外
に
少
か
っ
た
。
つ
ま
り
新
田
の
開
拓

は
軍
圏
の
力
に
頼
る
外
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

開
田
に
必
要
な
第
二
の
篠
件
は
蕃
夷
の
侵
掠
を
防
ぐ
防
護
力
の
確

立
で
あ
る
。
天
高
肥
馬
の
候
と
も
な
れ
ば
北
方
民
族
の
侵
略
は
殆
ん

ど
必
ず
行
わ
れ
て
い
た
。
奮
唐
書
倉
一
寄
静
翰
俸
の
天
賓
六
載
の
傑

O
四

に;

先
是
。
吐
蕃
毎
至
婆
熟
時
。

卸
率
部
衆
至
積
石
軍
獲
取
之
。
共
呼

矯
吐
蕃
萎
荘
。
前
後
無
敢
拒
之
者
。

と
あ
る
は
、
吐
蕃
の
夏
婆
を
ね
ら
う
定
期
的
襲
撃
の
例
で
あ
る
が
、

侵
掠
の
中
心
時
季
は
秋
で
、
そ
れ
に
封
す
る
防
秋
兵
の
増
配
は
透
防

上
の
大
き
な
問
題
と
な
っ

て
い
た
。
先
に
述
。へ
た
如
く
、
河
源
軍
の

屯
田
五
千
絵
頃
の
開
査
が
爆
成
七
十
絵
所
の
設
置
の
下
に
行
わ
れ
た

と
云
う
事
情
は
こ
の
様
な
侵
掠
の
激
し
さ
と
封
臆
さ
せ
て
理
解
す
ベ

き
も
の
で
あ
る
。
陳
子
昂
が
甘
州
の
屯
田
に
就
い
て
州
内
に
は
向
田

45 

畝
増
添
の
徐
地
多
き
も
州
の
左
右
が
敵
に
挟
ま
れ
て
農
耕
に
専
心
し

難
い
貫
棋
を
述
。へ

た
の
ち

縞
調
。
甘
州
宜
便
加
兵
。
内
得
営
農
。
外
得
防
盗
。
甘
州
委
積
必

嘗
更
倍
。

と
て
、
開
田
増
産
の
具
種
策
は
増
兵
し
て
内
は
曲
演
を
織
固
ま
し
め
外
は

敵
に
嘗
ら
し
め
る
外
な
し
と
論
じ
て
い
る
の
も
、
土
着
農
民
勢
働
力

の
倣
乏
、
蕃
夷
侵
掠
の
被
害
等
、
開
田
増
産
を
妨
げ
る
悪
傑
件
の
克

服
が
兵
員
増
加
の
途
以
外
に
な
か

っ
た
こ
と
を
一
示
す
。
河
西

・
臨
右

-
朔
方

・
卒
虚
等
の
塞
外
地
匿
の
開
田
は
何
れ
も
そ
の
努
働
力
の
供

給
源
を
主
と
し
て
軍
園
の
兵
士
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
黙
に
於

い
て
相
似
た
貫
情
に
在
っ
た
と
い
っ
て
差
支
え
な
い
。
勿
論
、
若
干

の
住
民
も
丁
や
夫
と
し
て
極
度
に
活
用
せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
し
、
騎

農
蕃
民
の
使
用
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
根
本
的
に
は
大
き
な
軍
国
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の
屯
駐
に
倹
っ
て
」
初
め
て
軍
糧
回
の
開
震
が
可
能
と
な
っ
て
い
た
こ

と
は
紛
れ
な
い
事
貰
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

(ロ)

経

管

形

態

開
霊
せ
ら
れ
た
軍
糧
田
の
維
持
の
局
の
管
理
組
織
は
遺
憾
乍
ら
割

愛
し
て
、

そ
の
経
営
形
態
に
就
い
て
考
察
す
る
に
J

初
め
は
兵
士
自

ら
耕
作
す
る
形
態
か
ら
出
費
し
て
後
に
は
農
民
を
し
て
小
作
せ
し
め

る
形
態
に
移
行
し
た
も
の
の
如
く
解
せ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
前
者
を

屯
田
方
式
と
呼
び
、
後
者
を
笹
田
方
式
と
呼
ん
で
国
別
す
る
こ
と
と

す
る
。前
者
は
兵
士
を
農
耕
に
使
役
す
る
が
枚
穫
が
全
て
軍
に
入
り
、

後
者
は
兵
士
を
農
耕
か
ら
解
放
し
て
軍
事
に
専
心
せ
し
め
る
が
寧
糧
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の
牧
入
は
全
枚
穫
か
ら
耕
作
者
の
取
得
分
、
即
ち
小
作
料
を
差
引
い

た
額
に
減
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。
屯
田
方
式
か
ら
笹
田
方
式

へ
の

移
行
に
は
或
は
早
晩
の
地
域
差
や
、
過
渡
現
象
と
し
て
の
南
方
式
の

併
用
紘
一
寸
が
あ
っ

た
か
も
知
れ
ず
、
殊
に
屯
田
方
式
に
於
け
る
丁
夫
の

強
徴
は
嘗
然
考
え
ら
れ
る
所
で
あ
る
が
、
大
勢
的
に
は
屯
田
か
ら
営

回
へ
の
線
を
辿
っ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
勿
論
、
首
時
の

文
献
に
は
こ
う
し
た
推
移
を
指
摘
し
た
史
料
は
無
く

叉
屯
田
と
管

固
と
の
雨
用
語
に
此
の
南
方
式
の
裁
然
た
る
匿
別
も
設
け
て
い
な
い

の
で
、
右
の
推
移
は
別
の
面
か
ら
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し

て
此
の
検
討
の
最
大
の
手
掛
り
と
な
る
の
は
軍
に
入
る
粟
の
畝
額
で

あ
る
。
首
時
の
粟
の
生
産
額
は
卒
均
毎
畝
一
石
鈴
で
あ
る
か
ら
、
毎

畝
一
石
前
後
以
上
の
莱
を
軍
が
牧
め
て
い
れ
ば
屯
田
方
式
、
数
斗
の

場
合
は
小
作
料
が
差
引
か
れ
る
営
団
方
式
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ

の
様
に
考
え
て
節
度
使
以
前
の
屯
牧
を
見
る
に
、
高
宗
時
代
の
河
源

軍
は
五
千
頃
で
五
十
寓
石
、
武
后
時
代
の
甘
州
は
四
十
屯
即
ち
二
千

頃
で
二
十
徐
高
石
の
枚
穫
を
得
た
と
云
っ
て
お
り
、
疑
い
も
な
く
屯

田
方
式
の
牧
入
額
で
あ
る
。
甘
州
の
屯
田
に
闘
す
る
陳
子
昂
の

上
疏

~ì 今
年
屯
政
用
魚
善
熱
。
属
兵
防
数
少
百
姓
不
多
。
屯
田
鹿
遠
牧
穫

難
遍
。
時
節
既
過
。
途
有
凋
固
所
。
以
三
分
枚
不
過
二
。
人
力
叉

少
。
未
入
倉
儲
。
縦
己
枚
穫
向
多
在
野
。

兵
士
も
百
姓
も
人
数
が
少
い
矯
折
角
の
枚
穫
が
未
刈
の
ま

ま
、
或
は
刈
干
し
の
ま
ま
野
に
放
置
せ
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
て
お
り
、

と
て

甘
州
の
軍
糧
田
が
百
姓
の
手
を
借
り
て
は
い
る
が
百
姓
小
作
の
倍

田
で
は
な
く
、
全
牧
穫
を
軍
が
取
る
屯
田
方
式
で
あ
っ
た
こ
と
を
は

っ
き
り
示
し
て
い
る
。
河
源
箪
が
こ
れ
と
同
じ
方
式
で
あ
っ
た
こ
と

は
勿
論
、
同
じ
嬰
師
徳
の
手
で
聞
か
れ
た
積
石
軍
以
下
の
臨
右
の
箪

祖
国

同
じ
く
同
人
の
手
で
拓
か
れ
た
霊

・
夏

・
盟
州
等
朔
方
の
軍
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糧
田
も
同
じ
屯
田
方
式
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
河
東

・

活
陽
の
軍
糧
田
は
漢
人
の
住
む
内
地
に
連
接
し
た
所
が
多
い

の
で
、

果
し
て
同
じ
屯
田
方
式
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
。

速
に
断
定
し
難
い

が
、
た
と
え
百
姓
の
手
を
高
率
に
借
用
し
て
い
た
に
せ
よ
、
た
て
ま

え
と
し
て
は
や
は
り
屯
田
方
式
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
わ
れ

る
。
開
元
五
年
、
契
丹
よ
り
奪
回
し
た
管
州
卒
底
地
匿
の
屯
田
八
十

鈴
所
の
開
拓
に
就
い
て
は
奮
唐
書
一
位
宋
慶
稗
停
に

開
屯
田
八
十
徐
所
。
追
抜
幽
州
及
漁
陽

・
尚

・
青
等
戸
。
弁
招
揖

商
胡
。
矯
立
庖
贈
ω

数
年
間
。
営
州
倉
麗
頗
賞
。
居
人
漸
股
。

と
あ

っ
て
、
開
田
と
共
に
今
の
河
北
・
山
東
の
民
を
強
制
移
住
せ
し



め
た
と
停
え
て
い
る
。
然
し
此
の
文
面
か
ら
直
ち
に
こ
れ
ら
の
移
民

が
八
十
絵
所
に
及
、
ぶ
開
田
の
小
作
の
矯
に
行
わ
れ
た
も
の
と
解
す
る

こ
と
は
困
難
で
、
寧
ろ
彼
等
が
流
民
客
戸
で
な
く
土
戸
(
主
戸

・
居

戸
・編
戸
又
は
車
に
戸
と
も
云
う
)
、
卸
ち
土
地
所
有
戸
で
あ
っ
た
貼

か
ら
考
え
る
と
、
移
住
先
に
於
い
て
も
土
地
を
輿
え
ら
れ
土
戸
と
し

て
定
着
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
勿
論
、
土
戸
と

し
て
自
ら
の
耕
作
を
し
つ
つ
軍
糧
固
に
も
徴
用
せ
ら
れ
て
い
た
で
は

あ
ろ
う
が
、
軍
糧
田
の
小
作
戸
と
し
て
担
致
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な

い
。
商
胡
の
招
揖
等
と
一
連
の
営
州
方
面
充
賓
の
震
の
徒
民
に
す
ぎ

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
徒
民
の
記
事
に
拘
わ
れ
て
管
州
の
開
田
八

十
絵
所
を
笹
田
方
式
で
あ
っ
た
と
見
る
必
要
は
無
く
、
寧
ろ
戸
口
稀

薄
の
此
の
地
に
軍
鎮
の
充
買
を
急
が
ね
ば
な
ら
な
が
っ
た
貫
情
か
ら

推
し
て
や
は
り
屯
田
方
式
と
見
る
可
き
で
あ
ろ
う
。

」
の
様
に
軍
糧
田
は
殆
ん
ど
屯
田
方
式
を
以
て
出
費
し
、
恐
ら
く

開
元
の
初
め
頃
に
も
向
此
の
方
式
に
依
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の

が
、少
く
と
も
天
資
・
年
間
に
は
様
子
が
全
く
襲
化
し
て
い
る
。
通
血
ハ
ヰ

屯
田
の
項
に
天
賓
八
年
の
屯
校
歳
額
を
百
九
十
一
高
三
千
九
百
六
十

石
と
停
え
、
更
に
そ
の
道
別
牧
額
を
闘
内

・
河
北

・
河
東

・
臨
右

・
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河
西
の
五
道
に
就
い
て
書
き
記
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
河
北
道
に

は
卒
虚

・
箔
陽
二
藩
の
所
管
を
、
河
西
遣
に
は
河
西

・
安
西

・
北
庭

藩
の
所
管
を
含
ん
で
い
る
も
の
と
見
る
可
き
で
あ
り

又
閥
内

・

河
北
・

河
東
の
内
地
地
面
に
は
軍
鎮
に
属
さ
な
い
若
干
の
司
農
等
の

屯
田
を
含
ん
で
い
る
か
と
想
わ
れ
る
が

そ
う
し
た
屯
田
の
天
賓
八

載
の
屯
数
は
判
ら
な
い
の
で
、
般
に
先
表
に
よ
っ
て
十
二
年
前
に
首

る
開
元
二
十
五
年
の
屯
数
を
参
考
し
、
大
雑
把
に
一
屯
五
十
頃
と
し

て
各
道
の
頃
畝
数
を
算
出
し
、
そ
れ
を
以
て
屯
牧
額
を
割

っ
た
一
畝

嘗
り
の
牧
納
額
を
算
出
す
る
に
、
表
の
如
く
で
あ
る
。
語
道
概
ね
四

斗
程
度
と
な
り
、
遺
別
に
見
れ
ば
河
西
の
約
三
斗
牢
が
最
も
少
く
、

臨
右
の
五
斗
絵
が
最
も
多
い
。
尤
も
屯
教
と
屯
岐
額
と
の
調
査
年
女

-47-

の
聞
き
十
二
年
間
は
屯
数
が
減
少
し
つ
つ
あ
っ
た
乙
と
先
述
の
如
く

天
賓
八
載
屯
牧
額
表

dロL 鴎河河河閥 道

計 右西東北内 名

一、
屯

九 四ニニ四五
一 四六四 0 六 l段

00五三三、 、、、、、
歳

九 九 O 八二八
占ノ、0八八八 一 額。二八 000石

屯開
7c 

九 一一一 一ー 七五三 O 五 五
二四一八八屯敏年

一。00000  畝
収

四 五 三三三三 額
一 一 四八九八 算
石 石石石石石 出
頚 強弱弱弱弱 高
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で
あ
る
か
ら

そ
の
減
少
の
推
移
に
は
諸
道
聞
に
相
違
の
あ
っ
た
こ

と
を
考
え
る
べ
き
で
あ
り

又
一
屯
の
基
準
頃
数
を
異
に
す
る
若
干

の
司
由
民
寺
所
属
の
屯
田
が
混
入
し
て

い
る
か
も
知
れ
な
い
こ
と
を
も

一
臨
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
各
道
聞
の
一
畝
嘗
り
牧
額
に

計
算
上
の
差
異
が
若
干
出
て
来
る
の
は
寧
ろ
首
然
で
、
三
斗
牢
と
五

斗
飴
と
の
聞
き
は
率
と
し
て
小
さ
く
は
な
い
が
、
こ

の
際
さ
ほ
ど
、
深

く
問
題
に
す
る
必
要
は
な
い
様
に
思
わ
れ
る
。
然
し
嘗
て
の
卒
均
畝

牧
一
石
に
封
し
天
質
八
裁
の
畝
牧
が
そ
の
宇
ば
に
も
満
た
ぬ
四
斗
程

度
に
落
ち
込
ん
で
い
る
大
き
な
獲
化
は
、
軍
に
屯
数
の
若
干
の
減
少

や
極
く

一
部
の
屯
田
の
頃
数
不
足
等
で
説
明
し
悉
せ
る
も
の
で
は
な

し、

思
う
に
此
れ
は
嘗
て
の
屯
田
方
式
が
笹
田
方
式
に
切
換
え
ら

れ
、
従

っ
て
卒
均
一
石
の
畝
牧
全
額
を
軍
糧
に
牧
め
て
い
た
の
が

首
時
の
小
作
慣
例
に
従

っ
て
ほ
ぼ
そ
の
半
分
の
五
斗
前
後
左
営
団
の

小
作
人
に
、
他
の
半
分
の
五
斗
前
後
を
地
主
た
る
軍
に
校
め
る
こ
と

と
な
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
先
表
の
畝
牧
計
算
が
四
斗
卒
均

し
か
な
い
の
は
、
屯
数
調
査
年
次
の
開
元
二
十
五
年
か
ら
屯
牧
調
査

年
次
の
天
費
八
載
に
至
る
十
二
年
間
の
管
図
面
積
の
縮
減
が
卒
均
二

割
程
度
に
嘗

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
果
し
て
然
ら
ば
天
質
八
載

の
寧
糧
回
は
四
高
三
千
五
百
徐
頃
の
八
割
三
高
五
千
頃
前
後
の
計
算

と
な
り
、
十
二
年
間
に
約
八
千
五
百
頃
の
軍
糧
田
を
減
じ
た
こ
と
と

な
る
。
果
し
て
此
の
計
算
通
り
に
史
貰
が
動
い
て
い
た
と
は
云
え
な

い
が
、
大
勢
を
握
る
参
考
と
し
て
役
立

つ
も
の
と
云
う
こ
と
は
許
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。

屯
田
方
式
か
ら
笹
田
方
式
へ
の
切
換
え
が
行
わ
れ
た
の
は
何
時
頃

か
e

此
の
貼
の
究
明
こ
そ
は
最
も
重
要
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
徴
詮

す
べ
き
史
料
は
未
だ
検
索
し
得
な
い
。
或
は
各
道
各
銀
別
々
に
徐
々

に
轄
換
を
途
げ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
大
轄

換
を
指
示
す
る
中
央
の
大
方
針
が
決
め
ら
れ
た
時
期
は
或
る
年
衣
に
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絞
っ
て
考
定
せ
ら
る
可
き
で
あ
る
。
諸
般
の
事
情
を
綜
合
し
て
そ
れ

は
恐
ら
く
開
元
二
十
五
年
頃
で
あ
っ
た
と
推
定
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
説
明
は
兵
制
や
税
財
制
に
わ
た

司
て
複
雑
と
な
る
の
で
更

め
て
扱
う
こ
と
と
す
る
。

軍
鎮
の
軍
糧
田
が
初
め
軍
鎮
兵
士
自
ら
の
屯
田
方
式
に
よ

っ
た

大
原
因
は
現
地
に
軍
糧
回
を
小
作
す
べ
き
農
民
が
少
無
で
屯
田
方
式

に
依
る
外
な
か
っ
た
こ
と
に
在
る
。
そ
の
屯
田
方
式
が
営
田
方
式
に

切
換
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
嘗
て
少
無
で
あ
っ
た
現
地
農
民
が
切
換
え

の
一
大
輔
機
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
開
元
二
十
五
年
頃
に
は
大
い

に
増
加
充
質
し
て
い
た
矯
と
見
る
外
な
く
、
此
の
貼
の
質
置
が
必
要



可と
能な
でる
は。

な確
し、?こ

がそ
、れ

こは
れ紛
亦れ
更な
めい
て事
論貫
及で
すあ
る同?

て

そ
の
立
謹
も
不

屯
田
方
式
か
ら
笹
田
方
式
へ
の
輔
換
は
端
的
に
云

っ
て
軍
糧
牧
入

の
字
減
を
意
味
す
る
。
加
う
る
に
軍
糧
回
面
積
の
縮
減
も
か
な
り
大

き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
軍
糧
回
枚
入
は
開
元
末
か
ら
天
賓
に
か
け

て
急
激
に
減
少
し
て
行
っ
た
こ
と
が
察
知
せ
ら
れ
る
。
然
し
透
防
の

軍
備
面
か
ら
見
て
軍
糧
の
需
要
が
此
の
頃
に
減
少
し
つ
つ
あ

っ
た
と

は
組
封
に
受
取
れ
な
い
。
寧
ろ
逆
に
増
大
し
つ
つ
あ
っ
た
、と
さ
え
考

え
ら
れ
る
。
然
ら
ば
開
元
二
十
五
年
前
後
か
ら
の
軍
糧
回
牧
入
の
急

減
、
即
ち
回
畝
の
縮
少
、
笹
田
方
式
へ
の
轄
換
等
は
、
他
方
に
そ
の
減

牧
に
見
合
う
か

又
は
そ
れ
以
上
の
軍
糧
調
給
方
法
が
新
に
打
樹
て

ら
れ
て
、
軍
糧
田
の
減
牧
を
充
分
補
い
得
て
い
た
震
に
行
わ
れ
た
も

の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
新
な
調
給
方
法
の
第
一
は
租
粟
の

増
枚
回
充
で
あ
り
、
第
二
は
和
纏
の
輩
遼
で
あ
る
。

つ
ま
り
軍
糧
政

策
は
軍
糧
田
偏
重
の
軍
純
な
段
階
か
ら
租
粟
・
和
擢
を
併
用
し
た
多

角
的
な
綜
合
政
策
に
進
展
し
て
行

っ
た
の
で
あ
る
。

租
莱
・
和
摺
と

軍
糧
と
の
闘
係
は
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
専
考
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
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軍
糧
必
需
量
と
軍
糧
回
枚
入

天
質
末
以
前
に
於
け
る
透
防
の
軍
馬
数
を
停
え
た
史
料
は
天
賓
元

(4) 

年
の
も
の
が
唯
一
で
、
軍
鎮
制
の
初
ま

っ
た
高
宗
の
晩
年
か
ら
武
后

-
中
宗
・
容
宗
を
経
て
玄
宗
の
開
元
末
に
至
る
六
十
齢
年
間
の
軍
馬

数
は
全
然
知
り
得
ず
、
従

っ
て
軍
需
と
し
て
の
糧
莱
の
必
要
量
も
全

く
判
ら
な
い
。
只
大
雑
把
に
武
后
末
年
の
逢
防
軍
鎮
の
兵
力
が
五
十

首
門
前
後
と
推
定
せ
ら
れ
、
此
れ
よ
り
一
兵
の
年
間
糧
粟
十
二
石
の
基

準
を
以
て
車
純
に
必
需
軍
糧
額
を
算
出
す
れ
ば
六
百
高
石
と
な
る
。

然
し
兵
員
の
中
に
は
卒
時
在
野
・

交
代
上
番
の
民
兵
た
る
域
傍
や
圏

結
兵
が
か
な
り
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
賞
需
軍
食
量
は
そ
れ
だ
け
少制

く
な
る
が
、
他
方
に
一

匹
三
兵
分
の
糧
を
最
低
基
準
と
す
る
軍
馬
が

同

少
く
も
四
五
高
は
い
た
と
推
測
せ
ら
る
の
で
、
そ
れ
を
考
慮
に
入
れ

- 49一

る
と
却
っ
て
六
百
高
石
以
上
と
見
る
べ
き
公
算
が
大
き
く
な
る
。
そ

う
し
た
箪
糧
は
、
冊
府
元
範
明
立
邦
計
部

・
屯
田
門
の
武
后
が
長
寄

二
年
に
婁
師
徳
に
輿
え
た
詔
文
の
一
節
に

王
師
外
鎖
。
必
籍
透
境
管
回
。

と
あ
る
如
く
、
軍
糧
回
の
生
産
に
倹
つ
外
な
い
事
情
に
在
り
、
か
く

て
屯
田
が
盛
ん
に
開
拓
せ
ら
れ
、
諸
軍
州
の
間
で
彼
是
融
通
し
あ
い

と
に
か
く
屯
回
生
産
を
以
て
軍
食
を
充
す
努
力
が
績
け
ら

れ
、
武
后
末
年
に
は
屯
田
の
最
盛
期
を
出
現
し
て
い
た
と
推
考
せ
ら

っ
てコ

れ
る
の
で
あ
る
。
嘗
時
の
軍
糧
田
の
線
面
積
は
全
く
停
え
ら
れ
て
い



50 

:
、l

t旬、
ν
，刀

開
元
二
十
五
年
の
諸
節
度
使
管
下
の
軍
糧
回
線
計
八
百
七

十
屯
、
大
約
四
高
五
千
頃
は
武
后
時
代
に
比
し
て
か
な
り
縮
減
せ
ら

れ
た
も
の
と
考
定
せ
ら
れ
る
か
ら
、
武
后
末
年
の
屯
回
総
面
積
が
四

同

高
五
千
頃
を
か
な
り
上
廻

っ
て
い
た
こ
と
だ
け
は
紛
れ
な
い
。
般
に

開
元
二
十
五
年
の
縮
減
が
武
后
末
年
の
一
一
割
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば

縮
減
前
の
屯
田

は
五
菖
頃
、

二
割

で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
五
高
六
千

頃、

三
割
と
す
れ
ば
六
蔦
五
千
頃
前
後
と
な
る
。
大
雑
把
に
五
六
寓

一
畝
一
石
徐
の
卒
均
畝
牧
か
ら
算
出
し
た
屯
回
線
牧

頃
と
見
れ
ば
、

入
は
六
百
高
石
程
度
と
な
り
、
略
々
雷
時
の
迭
防
常
備
軍
の
軍
糧
必

需
量
を
ま
か
な
い
得
た
勘
定
が
得
ら
れ
る
。
勿
論
、
買
際
が
右
の
推

計
数
字
の
通
り
で
あ
っ
た
と
は
云
え
な
い
が
、
軍
糧
需
要
に
封
す
る

屯
田
牧
入
の
組
封
的
意
義
を
詮
明
す
る
参
考
と
し
て
は
立
派
に
役
立

つ
も
の
で
ふ
め
る
と
云
え
よ
う
。

降
っ
て
天
質
元
年
の
軍
銀
兵
力
は
大
約
五
十
高
と
停
え
ら
れ
、
私

考
に
依
れ
ば
そ
の
中
の
約
三
十
五
寓
が
官
健
で
、
十
五
高
は
圃
結
兵

で
あ

っ
た
。
囲
結
兵
は
軍
銀
所
属
の
も
の

の
外
に
州
長
の
統
轄
に
属

す
る
も
の
が
あ
り
、
更
に
域
傍
も
存
し
て
お
り

そ
れ
ら
の
数
は
九

そ
十
五
高
前
後
と
推
算
せ
ら
れ
る
か
ら
、
透
防
の
線
兵
力
は
鎮
成
の

帥

者
を
除
い
て
大
約
六
十
五
高
と
な
る
。
囲
結
丘
ハ
の
上
番
を
三
時
耕
種

-
一
時
議
武
の
原
則
に
照
し
て
三
箇
月
九
十
日
と
す
れ
ば

上
番
中

の
身
糧
の
み
を
支
給
す
る
彼
等
の
軍
食
量
は
職
業
兵
た
る
官
健
の
七

八
高
人
分
と
な
る
。
別
に
軍
鎮
の
現
役
馬
が
八
省
内徐
匹
に
達
し
て
お

り
、
そ
の
食
糧
の
必
要
最
は
兵
士
の
数
に
直
し
て
約
二
十
五
高
人
分

と
な
る
。
結
局
、
兵
士
の
数
に
し
て
大
約
七
十
高
人
分
、
八
百
五
十

高
石
前
後
が
天
質
元
年
の
必
需
軍
食
量
と
し
て
計
上
せ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

踊
っ
て
此
の
時
代
の
軍
糧
田
を
顧
る
に

五
年
前
の
開
元
二
十
五

年
の
調
査

で
は
八
百
七
十

一
屯、

大
約
四
寓
五
千
頃
程
度

で
あ
っ

ー 50一

た
。
こ
れ
が
屯
田
方
式
に
依

っ
て
い
た
の
か
、
笹
田
方
式
で
あ

っ
た

の
か
、
時
恰
も
南
方
式
の
輔
換
期
に
嘗

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
、
何
れ
と
も
一
方
に
決
定
し
か
ね
る
が
、
般
に
悉
く
屯
田
方
式
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、

そ
の
軍
糧
枚
入
は
畝
額

一
石
の
生
産
と
し
て
四

百
五
十
高
石
程
度
に
止
ま
る
。
果
し
て
然
ら
ば
軍
糧
田
の
縮
減
を
来

し
つ
つ
あ

っ
た
嘗
時
と
し
て

五
年
後
の
天
資
元
年
の
屯
牧
は
更
に

少
か
っ
た
と
見
る
可
き
で
、
軍
糧
の
推
定
線
需
要
量
八
百
数
十
高
石

に
封
し
、

ほ
ぼ
そ
の
牢
分
程
度
に
す
ぎ
な
か

っ
た
こ
と
に
な
る
。
開

元
二
十
五
年
の
供
給
率
は
多
少
こ
れ
よ
り
高
か

っ
た
か
も
知
れ
な
い

が
、
そ
の
差
は
さ
ほ
ど
大
き
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

つ
ま
り



開
元
末
か
ら
天
賓
初
年
に
か
け
て
の
軍
糧
田
牧
入
は
、
侵
に
そ
れ
が

屯
田
方
式
の
経
営
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、

必
要
軍
需
量
の
過
牢
前
後

し
か
供
給
し
得
な
い
線
に
低
下
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

云
う
迄
も
な

く
、
そ
れ
は
兵
力
の
増
大
の
外
に
軍
糧
回
の
縮
減
に
よ
司
て
粛
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
尤
も
右
の
計
算
は
軍
糧
回
の
経
緯
田
を
屯
田
方
式
に

よ
る
も
の
と
偲
定
し
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、
貫
際
は
寧
ろ
笹
田
方
式

に
よ

っ
て
い
た
と
見
る
の
が
異
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
此
の

立
場
に
立

っ
て
計
算
す
れ
ば
軍
糧
牧
入
は
字
減
し
て
二
百
二
三
十
高

石
と
な
り
、
従

っ
て
軍
需
量
に
謝
す
る
供
給
率
は
四
分
の
一
程
度
に

す
ぎ
な
く
な
る
。
天
賓
八
裁
に
は
軍
糧
回
の
経
営
は
明
か
に
全
く
管

田
方
式
に
切
換
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
練
校
入
は
僅
か
に
百
九
十
徐

高
石
と
な

っ
て
い
る
。
天
資
末
年
に
は
恐
ら
く
更
に
減
じ
て
百
五
六

十
高
石
程
度
と
な

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
わ
れ
る
。

軍
鎮
の
増
置
、
従

っ
て
兵
馬
の
培
加
は
此
の
期
聞
を
通
じ
て
績
け
ら

一方、

れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
天
賓
末
年
の
軍
需
食
糧
は
一
千
高
石
に

垂
ん
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
せ
ら
れ
る
。
果
し
て
然
ら

ば
箪
糧
田
の
牧
入
は
全
軍
需
食
糧
に
謝
し
て
二
割
に
も
足
ら
ぬ
も
の
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と
な

っ
て
い
た
乙
と
に
な
る
。
勿
論
、
事
買
は
此
の
計
算
遁
り
で
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
嘗
て
は
軍
糧
の
補
給
に
紹

封
的
な
役
割
を
果
し
て
い
た
軍
糧
回
牧
入
が
、
山
間
無
視
し
得
な
い
額

を
翠
げ
て
い
た
と
は
云
え
、
全
寵
に
比
す
れ
ば
僅
か
に
そ
の
一
部
を

充
す
に
止
ま
り
、
昔
日
の
地
位
を
他
の
調
達
方
法
に
譲

っ
て
終

っ
た

こ
と
を
確
め
る
資
料
と
し
て
は
大
い
に
役
立
つ

で
あ
ろ
う
。
新
な
調

遠
方
法
と
し
て
租
粟
と
和
纏
と
が
重
要
化
し
た
こ
と
は
先
に
一
言
し

た
加
く
で
あ
る
が
、
租
粟
の
軍
糧
回
充
は
天
資
末
年
に
於
い
て
漸
く

歳
額
百
九
十
高
石
を
数
え
た
に
す
ぎ
ず
、
軍
糧
回
牧
入
と
合
せ
て
も

百
五
六
十
世
間
石
程
度
で
あ
っ
た
と
推
定
せ
ら
れ
る
。
果
し
て
然
ら

ば
残
り
の
大
約
六
百
高
石
は
和
纏
が
そ
の
供
給
を
受
持
っ
て
い
た
と

za 

見
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
和
懇
の
研
究
が
軍
糧
政
策
の
究
明
に

重
要
な
課
題
で
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

軍
鎮
の
護
達
と
共
に
園
初
以
来
の
鎮
成
は
そ
の
透
防
の
地
位
を
低

下
し
て
鎮
成
数
も
兵
員
数
も
激
減
し
た
が
、

と
に
か
く
天
賢
末
迄
存

績
し
て
い
た
。
鎮
成
兵
は
毎
人
十
畝
を
自
耕
し
て
食
糧
を
自
給
す
ベ

し
と
す
る
規
定
が
開
元
二
十
五
年
に
申
明
せ
ら
れ
た
乙
と
、
先
に
述

べ
た
如
く
で
あ
る
が
、
然
し
軍
鎮
の
軍
糧
回
が
屯
田
方
式
か
ら
営
団

且
つ
田
畝
を
縮
少
せ
ら
れ
て
、
軍
人
自
ら
の
耕
作

が
放
菟
せ
ら
れ
て
行

っ
た
開
元
二
十
五
年
以
後
に
於
い

て
、
濁
り
鎮

方
式
に
移
さ
れ
、

成
に
の
み
自
給
自
耕
が
強
制
せ
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
、
疑
い
無
き
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を
得
な
い
。
折
し
も
兵
制
の
改
革
が
あ

っ
て
、
銀
成
の
防
人
・
丁
防

の
母
胎
を
な
す
府
兵

・
兵
募
の
制
が
や
め
ら
れ
、
職
業
兵
た
る
官
健

と
土
着
の
闇
結
兵
と
に
切
換
え
ら
れ
、
屯
田
方
式
か
ら
営
団
方
式
へ

の
推
移
も
此
の
兵
制
の
改
革
と
大
き
く
関
係
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
、
銀
成
兵
の
自
耕
も
や
は
り
放
克
せ
ら
れ
て
行

っ
た
の
で
は

な
い
か
と
想
わ
れ
る
。

一
時
は
五
六
寓
頃
に
も
達
し
た
と
思
わ
れ
る
透
境
屯
軍
地
帯
の
屯

田
は
開
元
二
十
五
年
頃
か
ら
急
速
に
牧
縮
し
て
行

っ
た
が
、
そ
れ
は

鹿
田
に
せ
ら
れ
た
箆
で
は
な
く
、
民
有
に
解
放
せ
ら
れ
た
も
の
と
見

る
可
き
で
あ
る
。
引
績
き
保
留
せ
ら
れ
た
屯
田
は
農
民
小
作
の
管
田

方
式
に
切
換
え
ら
れ
た
。
か
く
て
減
少
し
た
箪
糧
田
か
ら
の
軍
糧
牧

入
は
和
縮
の
振
興
に
よ

司
て
補
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
必
要
量
の
軍

糧
の
調
達
は
紹
封
で
あ
る
。
従

っ
て
民
有
に
解
放
せ
ら
れ
た
田
、
管
回

方
式
に
切
り
換
え
ら
れ
た
軍
糧
回
も
和
雑
躍
需
の
生
産
を
維
持
振
興

す
る
矯
に
荒
躍
莱
耕
の
こ
と
な
き
ょ
う
軍
州
の
巌
重
な
管
理
や
監
覗

を
必
要
と
し
た
筈
で
あ
る
。
何
れ
に
せ
よ
、
遺
境
還
荒
の
地
に
五
六

蔦
頃
の
屯
田
が
開
拓
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
開
元
二
十
五
年
頃
か
ら
急
速

に
民
有
、

又
は
民
の
小
作
に
解
放
せ
ら
れ
、
然
も
そ
の
生
産
に
封
す

る
園
家
の
巌
重
な
管
理
乃
至
監
覗
が
必
要
と
せ
ら
れ
た
と
と
は
、
屯

軍
地
域
の
農
業
農
民
開
係
、
特
に
土
地
開
係
を
考
察
す
る
上
に
そ
の

背
景
と
し
て
見
落
し
て
は
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
但
し
、

そ
う
し
た

背
景
を
更
に
的
確
に
把
握
し
て
お
く
矯
に
は
和
耀
の
研
究
が
先
ず
必

要
と
な
る
。
よ
っ
て
更
め
て
和
濯
を
考
究
し
、
然
る
後
ち
西
方
出
土

の
田
籍
文
書
の
考
察
に
ま
で
進
ん
で
行
き
た
い
つ
も
り
で
あ
る
。

註ω
史
皐
雑
誌
六
三
筋
一
一
腕
所
載
、
「
唐
代
の
屯
田
と
笹
田
」
。

ω
新
唐
害
容
五
三
食
貨
志

・
屯
田
の
項
に
同
記
事
あ
り
。

ω
六
典
谷
七
工
部
・
工
部
郎
中
員
外
郎
の
項
。

川
鋲
成
政
及
び
そ
の
兵
軸
慨
に
就
い
て
は
故
岩
佐
率
土
の
遺
稿
集
枚
識
の
「

節
度
使
の
起
原
」
に
よ
る
。

開
府
元
亀
谷
五

O
三
邦
計
部
・
屯
田
門
に
同
記
事
あ
り
。

資
治
通
鑑
谷

一
九
九
永
徽
元
年
九
月
の
僚
に
同
記
事
あ
り
c

趨
腐
害
容
六
八
仮
公
謹
停
に
聞
記
事
あ
り
。

此
の
切
換
え
に
就
い
て
は
更
め
て
考
説
す
る
。

以
下
、
天
資
元
年
の
各
軍
銀
兵
馬
数
は
資
治
通
鐙
谷
二
一
五
の
谷
頭
、

通
典
倉
一
七
二
州
郡
序
回
下
、
描
出
唐
寵
谷
三
人
地
理
志

・
序
文
等
の
記

載
に
よ
る
。

新
唐
書
・
地
理
士
ゅ
に
記
す
各
州
の
一戸
数
が
天
資
元
年
の
も
の
で
あ
る
こ

と
は
、
史
林
四
二
容
四
腕
の
拙
稿
「
天
資
元
年
の
戸
口
統
計
の
地
域
的

考
察
」
に
考
説
し
て
い
る
。

審
戸
の
定
住
錆
耐
震
に
就
い
て
は
更
め
て
述
べ
る
」

冊
府
元
勉
容
五

O
三
邦
計
部
・
屯
田
門
に
同
記
事
あ
り
。
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(15) (14) (13) 

註
1
の
論
文
。

嘗
唐
警
谷
九
三
婁
師
篠
崎
博
に
同
記
事
あ
り
。

天
質
元
年
の
朔
方
節
度
使
の
兵
力
は
盤
・
夏
・
豊
三
州
の
管
内
に
屯
す

る
経
路
・
塑
安
・
定
遠
の
三
軍
、
東
中
西
三
受
降
城
、
二
都
護
の
八
寧

鋲
合
計
六
高
四
千
七
百
人
と
侍
え
ら
れ
て
い
る
が
、
軍
銀
外
の
兵
を
加

え
れ
ば
若
干
こ
れ
を
上
廻
っ
て
い
た
筈
で
あ
り
、
更
に
容
宗
の
景
雲
二

年
七
月
に
は
朔
方
管
内
の
み
で
十
高
の
裁
兵
を
行
っ
て
い
る
か
ら
、
そ

れ
以
前
の
兵
力
は
二
十
高
近
く
に
達
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
わ

れ
る
。

天
資
元
年
の
河
西
節
度
使
の
兵
力
は
赤
水
以
下
八
寧
三
守
捉
を
合
せ
て

七
高
三
千
人
と
伴
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
此
れ
に
寧
銀
外
の
兵
を
加
え

て
十
背
間
近
く
で
あ
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
。

描
間
唐
番
谷
九
七
郭
元
振
停
に
同
記
事
あ
り
。

奮
闘
博
は
皿
山
府
元
勉
の
「
途
餅
至
数
十
銭
」
と
あ
る
部
分
を
「
一
匹
絹
粟

数
十
斜
」
と
記
し
、
雨
者
の
間
に
相
違
が
あ
る
。

奮
唐
書
倉
一
八
五
宋
由
民
雄
停
に
聞
記
事
あ
り
。

奮
唐
書
谷
八
玄
宗
紀
に
依
れ
ば
七
月
と
八
月
と
の
こ
固
に
わ
た
っ
て
い

句。。

。。(18) (1カωD (19) 制 ω倒刷

註

1
の
論
文
。

原
文
の
ま
ま
。

註
日
の
論
文
参
照
。

史
淵
八
七
績
所
載
の
拙
稿
「
玄
宗
の
卒
虚
軍
鋲
度
使
育
成
と
小
高
句
麗

園」。
兵
制
・
税
財
政
、
特
に
和
雑
の
面
か
ら
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

前
註
に
同
じ
。

側側

ω)帥

唐
の
厩
牧
令
に
よ
る
。

天
資
元
年
の
箪
鎮
所
属
現
役
馬
大
約
八
高
か
ら
逆
推
し
た
大
雑
把
な
推

定
。

尤
も
関
元
五
年
の
瞥
州
の
恢
復
に
よ
っ
て
そ
の
管
内
に
お
か
れ
た
箪
糧

問
の
分
は
増
加
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
然
し
そ
う
し
た
一
部
地
域
の

増
加
は
他
の
全
地
域
に
於
げ
る
減
少
を
補
う
に
は
足
ら
な
か
っ
た
筈
で

ホ
り
ヲ
心
。

闘
結
兵
の
制
度
及
び
兵
数
に
就
い
て
は
、
法
制
史
研
究
五
帽
の
拙
稿

「
大
唐
府
兵
制
時
代
の
図
結
兵
に
就
い

て
」
、
史
淵
六
一
績
の
拙
稿
「
大

唐
府
兵
制
時
代
に
於
け
る
園
結
兵
の
稽
呼
と
普
及
地
域
」
。

註

9
K
同
じ
。

倒{初)。。

(
昭
和
三
十
一
年
稿
、
三
十
七
年
訂
)

本
稿
は
「
天
費
以
前
の
寧
糧
政
策
」
の
一
部
分
を
な
す
も
の
で
、

「
租
粟
と
箪
糧
」
に
績
く
第
二
に
嘗
り
、
更
に
第
三
の
和
親
に
透

る
も
の
で
あ
る
。
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