
230 

前
漢
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・
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し

き

前
漢
時
代
の
郡
・
園
の
二
千
石
、

と
く
に
そ
の
守

・
相
は
前
漢
初
期
か
ら
地
方
支
配
に
大
き
な
権
限
を
ふ
る

っ
て
い
た
と
す
る
理
解
が
奮
来

一
般
的
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
近
来
、
そ
う
し
た
理
解
に
反
省
が
く
わ
え
ら
れ
て
、
前
漢
初
期
の
地
方
支
配
は
主
と
し
て
豚
に
よ
っ
て
行
な

わ
れ
、
「
前
漢
中
期
」
以
後
に
な
っ
て
郡
太
守
が
支
配
権
を
強
化
し
て
く
る
と
い
う
見
解
が
あ
ら
わ
れ
て
き
向
。
筆
者
も
そ
の
膜
尾
に
附
し
て

景
帝
時
代
以
前
の
地
方
行
政
制
度
を
検
討
し
、
大
略
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
を
の
ベ
た
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
時
期
の
鯨
の
令
・

長
は
豚

・
郷

亭

・
里
の
官
吏
組
織
を
ひ
き
い
て
、
昔
時
の
民
政
全
般
を
管
掌
し
て
い
た
。
そ
れ
に
劃
し
て
郡
・
園
の
守
・
相
は
か
な
り
贋
範
な
事
項
を

一
麿

そ
の
内
容
に
た
ち
い
る
と
、

軍
事
な
ど
の
一
部
の
事
項
以
外
の
も
の
に
闘
し
て
は
限
定
的
な
も
の
に
お
わ
っ

て
お

り
、
具
瞳
的
行
政
に
閥
興
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
第
一
に
こ
の
時
期
の
勝
以
下
の
官
吏
組
織
が
守
・
相
を
中

管
掌
し
て
い
た
も
の
の
、



心
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
守
・
相
が
鯨
以
下
の
官
吏
組
織
を
行
政
上
、
日
常
的
に
指
導
す
る
と

い
う
よ
う
な
有
機
的
関
係
が
な
か
っ
た
こ
と
、
第
二
に
文
帝
初
年
以
前
に
論
功
行
賞
の
一
環
と
し
て
の
郡

・
園
の
二
千
石
の
任
用
が
多
く
、

そ

の
影
響
が
の
ち
に
ま
で
お
よ
ん
で
い
た
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
時
代
を
く
だ
る
に
し
た
が

っ
て
、
豚
以
下
の
官
吏
が
具
睦
的
支

配
に
関
聯
し
て
不
法
行
筋
を
は
た
ら
く
と
か
、
動
曲
震
の
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
な
問
題
が
表
面
化
し
て
き
た
。
ち
ょ
う

ど
そ
の
こ
ろ
か
ら
、
論
功
行
賞
の
一
環
と
し
て
で
は
な
く
、
各
郡
・
園
の
寅
情
に
慮
じ
た
二
千
石
の
任
用
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

ま
た
鯨

以
下
の
官
吏
の
不
法
行
震
に
射
す
る
守

・
相
の
監
察
権
が
強
化
さ
れ
て
く
る
が
、
こ
れ
ら
は
武
帝
時
代
に
す
す
む
守
・
相
の
支
配
擢
の
強
化
の

前
段
階
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

以
上
み
た
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、

景
帝
時
代
以
前
の
守
・
相
は
、
軍
事
・
監
察
官
と
し
て
の
性
格
が
強
か

っ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
首

時
、
具
睦
的
地
方
行
政
を
措
嘗
し
て
い
た
鯨
よ
り
も
、

む
し
ろ
皇
帝
な
い
し
は
中
央
朝
廷
と
の
関
係
が
強
く
、

し
た
が
っ
て
大
ま
か
に
い
っ

- 35ー

て
、
行
政
官
と
し
て
の
性
格
は
弱
か

っ
た
と
い
え
る
。

国
家
機
構
の
整
備
強
化
が
す
す
む
な
か
で
、

と
こ
ろ
が
武
帝
時
代
以
降
に
な
る
と

守

・
相
は
具
瞳
的
行
政
に
開
興
す
る
よ
う
に
な
り
、
上
級
の
行
政
官
と
し
て
の
性
格
が
強
く
な
っ
て
く
る
。
守

・
相
の
性
格
が
こ
の
よ
う
に
舞

元
封
五
年

(前

一
O
六
)
に
刺
史
を
設
置
し、

武
帝
は
守

・
相
に
劃
す
る
新
た
な
監
察
機
関
と
し
て
、

方
支
配
睦
制
は
一
患
の
完
成
を
み
た
こ
と
に
な
る
。

化
し
た
結
果
、

こ
こ
に
前
漢
時
代
の
地

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
地
方
支
配
瞳
制
は
ど
の
よ
う
に
し
て
で
き
あ
が
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
み
る
た
め
に
は
康
範
な
角

度
か
ら
の
考
察
が
必
要
と
な
る
が
、
本
稿
で
は
守
・
相
が
支
配
権
を
強
化
し
て
く
河
背
景
と
過
程
と
を
、

主
と
し
て
制
度
の
饗
革
や
そ
の
運
営

そ
の
大
ま
か
な
見
通
し
を
提
示
す
る
こ
と
に
す
る
。

上
の
改
革
の
側
面
か
ら
考
察
し
、守

・
相
の
支
配
権
強
化
の
あ
り
方
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景
帝
時
代
以
前
に
行
政
官
と
し
て
の
性
格
が
弱
か
っ
た
郡
・

園
の
守
・
相
が
、
武
帝
時
代
以
後
、

上
級
の
行
政
官
と
し
て
の
性
格
を
強
化
し
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て
き
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
い
か
な
る
境
化
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
以
下
に
お
け
る
守

・
相
の
支
配
権
強
化
の
背
景

・
過
程
の
考

察
に
さ
き
だ
っ

て
、
本
節
で
は
こ
の
こ
と
を
考
察
す
る
。

ま
ず
守

・
相
の
管
掌
事
項
の
嬰
化
か
ら
検
討
し
よ
う
。
前
稿
で
考
察
し
た
よ
う
に
、

景
帝
時
代
以
前
の
守

・
相
は
、
ハ
円
軍
事
、
∞
豚
吏
に
封

す
る
監
察
、
同
中
央
朝
廷
へ
の
貢
献
、
帥
祭
記
、
伺
詔
書

・
法
令
の
豚
へ
の
下
達
、
約
賢
良
な
ど
の
人
材
の
察
摩
、
他
行
照
、
M
W
裁
判
、
帥
中

央
朝
廷
へ
の
上
計
と
鯨
の
令

・
長
に
劃
す
る
考
謀
、

な
ど
の
事
項
を
管
掌
し
て
い
た
。
前
稿
で
は
と
り
あ
げ
な
か
っ

た
が
、
景
帝
時
代
以
前
の

守
・
相
の
管
掌
事
項
と
し
て
、
右
以
外
に
つ
ぎ
の
二
つ
の
事
項
を
補
足
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、

肘
治
安
維
持
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
こ
の

時
期
に
郡
・
園
の
二
千
石
が
治
安
維
持
を
措
賞
し
た
こ
と
を
直
接
的
に
し
め
す
具
瞳
例
は
み
え
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、

『漢
書
』
巻
八
六
何
武

俸
を
み
る
と
、
京
帝
時
代
の
丞
相
経
方
準

・
大
司
空
何
武
の
上
奏
文
に

往
者
、

諮
侯
玉
、
獄
を
断
じ
て
政
を
治
む
。

内
史
、
獄
事
を
典
り
、
相
、
綱
紀
を
総
べ
て
王
を
輔
け
、
中
尉
、
盗
賊
に
備
ふ
。
今
の
玉、

獄
を
断
じ
政
に
輿
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ら
ず
(
不
断
獄
輿
政
)
。

と
あ
る
。
こ
こ
の
「
往
者
」
は
景
帝
中
元
五
年
(
前

一四
五
)
の
諸
侯
王
閣
の
官
制
改
革
以
前
の
こ
と
を
さ
す
か
ら
、
右
の
記
事
に
よ

っ
て
、
そ

の
時
期
の
諸
侯
王
園
の
中
尉
が
治
安
維
持
を
捲
嘗
し
、

丞
相
が
そ
れ
を
統
轄
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ

の
こ
と
は
、
郡
に
お
い
て
も

郡
尉
が
治
安
維
持
を
捨
嘗
し
、
郡
守
が
そ
れ
を
統
轄
し
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る。

つ
ぎ
に

出
豪
強
の
抑
座
が
あ
げ
ら
れ
る。

景
帝
時
代

に
部
都
・
官
成
・
周
陽
由
が
郡
の
二
千
石
と
し
て
、
法
秩
序
を
無
視
し
て
悪
事
を
は
た
ら
く
豪
強
を
抑
座
し
た
(『漢
書
』
巻
九
O
酷
吏
停
〕

こ
と

は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

(た
だ
し、

豪
強
抑
盤
の
手
掛
捌
き
を
み
る
と
、

不
法
を
は
た
ら
い
た
豪
強
を
ま
ず
逮
捕
し
、

つ
い
で
裁
剣
に
よ
っ
て
族
滅
す
る
と
い

う
形
式
を
と

っ
て
い
る
か
ら
、

し
か
し

豪
強
の
抑
盤
は
前
漢
時

巨
視
的
に
は
治
安
維
持
・
裁
剣
と
い
う
管
掌
事
項
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
も
で
き
る
。

代
に
お
い
て
は
目
立
つ
現
象
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
濁
立
の
項
目
と
し
て
た
て
て
お
く
J

と
こ
ろ
で
、
武
帝
時
代
以
降
の
守
・
相
が
支
配
擢
を
強
化
し
て
い
っ
た
と
す
れ
ば
、

る
守

・
相
の
機
能
も
、
武
帝
時
代
以
後
、
そ
れ
ぞ
れ
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。

一
般
的
に
は
景
帝
時
代
以
前
か
ら
の
管
掌
事
項
に
開
す

と
こ
ろ
が
貫
際
に
は
そ
れ
ら
す
べ
て
に
つ
い
て



守
・
相
が
そ
の
機
能
を
強
化
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
な
か
に
は
む
し
ろ
機
能
を
滅
じ
て
き
た
も
の
も
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
奮
来
あ
ま
り
ゆ
れ
ら

れ
て
い
な
い
の
で
、
以
下
、
簡
皐
に
の
ベ
て
お
こ
う
。
付
軍
事
に
つ
い
て
は
、
武
帝
時
代
以
降
、
守
・
相
が
郡
勝
な
ど
と
稿
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
守
・
相
は
軍
事
措
嘗
官
と
し
て
の
性
格
を
あ
い
か
わ
ら
ず
保
持
し
て
い
く
。
し
か
し
前
稿
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
関
外

戦
争
・
劉
諸
侯
王
園
政
策
な
ど
に
お
い
て
郡
・
園
の
軍
事
力
が
帝
園
全
僅
の
軍
事
瞳
制
の
な
か
で
し
め
る
位
置
は
、
景
帝
時
代
以
前
に
比
し
て

(
と
く
に
内
郡

・
園
の
)
守

・
相
の
そ
の
機
能
は
相
劃
的
に
縮
小
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
∞
豚
吏
に
射
す

低
く
な
っ
て
い
く
か
ら
、

る
監
察
は
、
武
帝
時
代
に
設
置
さ
れ
た
刺
史
の
監
察
劉
象
が
首
初
は
郡
・
園
の
二
千
石
と
豪
強
と
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
鯨
吏
に
は
お
よ
ん
で

い
な
か
っ
た
か
ら
、
刺
史
設
置
後
も
し
ば
ら
く
は
守
・
相
の
職
掌
と
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
遅
く
と
も
成
帝
時
代
に
は
墨
綬
(比

六
百
石
J
千
石
H
鯨
令
ク
ラ
ス
)
に
劃
す
る
監
察
権
は
刺
史
に
移
管
さ
れ
て
お
り
(『漢
書
』
径
八
三
朱
博
俸
〉
、
そ
の
分
だ
け
守

・
相
の
権
限
が
削
減

さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
白
中
央
朝
廷
へ
の
貢
献
に
つ
い
て
い
う
と
、
武
帝
時
代
の
均
職
法
の
創
設
に
よ
っ
て
守
・
相
の
も
つ
機
能
が
減
じ
て
い

到
。
伺
祭
記
に
つ
い
て
も
、
元
帝
の
永
光
四
年
(
前
四
O
〉
に
郡
・
園
廟
が
慶
止
さ
れ

〈
『
漢
書
』
巻
七
三
章
玄
成
俸
)
、

成
帝
の
建
始
二
年
(
前
一一一

一
)
に
は
瞳
制
に
か
な
わ
な
い
郡
・
園
の
諸
問
が
慶
さ
れ
て
い
る
(
『
漢
書
』
各
二
五
郊
紀
志
下
)
か
ら
、
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や
は
り
同
様
な
こ
と
が
い
え
る
。

こ
れ

ら
の
職
営
ず
の
う
ち
、
ハ
円
・
伺
は
行
政
官
と
し
て
の
性
格
に
直
接
的
に
か
か
わ
る
ζ

と
の
少
な
い
も
の
で
あ
る
。
∞
の
監
察
権
は
、
そ
の
措
首
官

が
こ
れ
を
通
じ
て
行
政
権
を
強
化
す
る
こ
と
が
中
園
史
上
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
が
、
し
か
し
本
来
行
政
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

武
帝
時
代
以
後
の
守
・
相
が
そ
の
機
能
を
減
じ
て
き
た
職
掌
は
、
行
政
官
と
し
て
の
性
格
に
か
か
わ
り
の
少
な
い
も
の
が
中
心
を
な
し
て
い
た

と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
日
開
中
央
朝
廷
へ
の
貢
献
は
行
政
そ
の
も
の
の
な
か
に
ふ
く
ま
れ
る
が
、
こ
れ
に
関
す
る
守

・
相
の
も
つ
機
能
が
減
じ

た
こ
と
は
、
武
帝
時
代
に
新
た
な
財
政
政
策
が
と
ら
れ
た
結
果
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

ハ円

・

ω・
帥
と
は
性
格
を
異
に
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
守
・
相
が
そ
の
機
能
を
減
じ
て
く
る
事
項
が
あ
る
一
方
で
、
行
政
官
と
し
て
の
性
格
に
か
か
わ
っ

て
く
る
と
思
わ
れ
る
伺
J

白
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
武
帝
時
代
以
降
、
守
・
相
は
そ
の
機
能
を
ま
し
て
く
る
。
こ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
筆
者
と
項
目
の
た
て
方
が
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同
じ
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く、

ま
た
必
ず
し
も
景
帝
時
代
以
前
と
武
帝
時
代
以
後
と
で
守

・
相
の
性
格
が
蟹
化
す
る
と
い
う
覗
角
を
も
つ
も
の
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A
リ

で
は
な
い
が
、
諸
先
摩
が
武
帝
時
代
以
後
の
史
料
を
主
た
る
根
援
と
し
て
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
詳
論
し
な
い
。

武
帝
時
代
以
後
に
支
配
権
を
の
ば
し
て
く
る
守

・
相
は
、
以
上
の
ベ
た
職
掌
以
外
の
事
項
に
も
職
分
を
ふ
や
し
て
く
る
。
つ
ぎ
に
そ
の
こ
と

を
み
て
い
こ
う
。

ま
ず
第
一
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
前
稿
で
具
鐙
的
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
本
来
中
央
朝
廷
の
「
直
営
事
業」

と
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ

た
治
水
濯
概
設
備
の
建
設
や
未
開
設
地
の
開
墾
な
ど
の
土
木
事
業
(
の
多
く
)
が
、
武
帝
時
代
以
降
、

守

・
相
に
委
任
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た

こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
土
木
事
業
の
管
轄
は
、
景
帝
時
代
以
前
に
は
郡

・
園
お
よ
び
鯨
を
通
じ
て
、
地
方
官
が
管
掌
す
る
こ
と
の
な
か

っ
た
新

た
な
職
分
で
あ
る
。

し
か
し
こ
う
し
た
新
た
な
職
分
の
例
は
、

管
見
の
か
ぎ
り
で
は
右
以
外
に
は
確
認
で
き
な
い
。

守

・
相
の
職
分
の
増
加
の
ほ
と
ん
ど
は
、
景
帝
時
代
以
前
に
豚
が
管
掌
し
て
い
た
事
項
に
守
・
相
が
介
入
し
て
い
く
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を

吸
牧
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
具
鐙
的
に
い
う
と
、

そ
の
一
と
し
て
民
衆
の
数
化
が
あ
げ
ら
れ
る
。
前
稿
で
み
た
よ
う
に
、

景
帝
時
代
以
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前
、
民
衆
の
数
化
は
豚
の
職
掌
と
な
っ
て
い
た
が
、
景
帝
末
年
か
ら
武
帝
時
代
に
か
け
て
の
萄
郡
太
守
文
翁
が
郡
民
の
教
化
に

つ
と
め
た
(『漢

書
』
巻
八
九
循
吏
・
木
侮
)
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
武
帝
時
代
以
後
に
な
る
と
守

・
相
が
そ
の
民
衆
の
数
化
に
直
接
あ
た
っ
た
事
例
が
多
く
み
え

て
く
る
。
そ
の
こ
は
勘
農
で
あ
る
。
景
帝
時
代
以
前
、
動
農
は
鯨
の
職
掌
で
あ
っ
た
が
、
武
帝
時
代
以
後
に
な
る
と、

た
と
え
ば
宜
帝
時
代
の

融
海
太
守
襲
途
が
農
民

一
人

一
人
に
「

一
樹
検
・
百
本
撞

・
五
十
本
葱
・

一
畦
韮
」
を
う
え
さ
せ
、

一
家
ご
と
に

「
二
母
国
斑

・
五
難
」
を
飼
育

さ
せ
る
(『漢
書』

循
吏

・
本
俸
)
と
い
う
よ
う
に

ま
た
景
帝
時
代

守

・
相
、
が
農
民
と
親
し
く
接
し
て
勘
農
に
つ
と
め
る
こ
と
が
多
く
な
る
。

以
前
に
は
勘
農
政
策
の

一
環
と
し
て
鯨
の
令

・
長
が
孝
弟
・
力
団
を
察
事
し
て
い
た
が
、
武
帝
時
代
以
後
に
な
る
と
、
た
と
え
ば
宣
帝
時
代
の

京
兆
弔
ア
張
倣
が
守
・
相
の
や
る
べ
き
こ
と
と
し
て
孝
弟

・
力
団
の
察
撃
を
あ
げ
て
い
る

ハ『漢
書
』
循
吏

・
賞
縮
傍
)
よ
う
に
、
そ
れ
は
守

・
相
の

任
務
に
か
わ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
三
は
租
税
の
徴
牧
で
あ
る
。
景
帝
時
代
以
前
の
租
税
の
徴
牧
は
最
終
的
に
は
販
の
責
任
に
お
い
て
な
さ
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
第
四
節
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
武
帝
時
代
以
後
、

そ
こ
に
も
守

・
相
が
開
興
し
て
く
る
。

以
上
の
ベ
た
よ
う
に
、
武
帝
時
代
以
降
、
守

・
相
の
支
配
樺
が
強
化
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
職
分
が
ふ
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ



る
。
そ
の
さ
い

土
木
事
業
の
管
轄
の
よ
う
に
、

奮
来
の
地
方
官
に
み
ら
れ
な
か

っ
た
新
た
な
事
項
が
附
加
さ
れ
た
こ
と
は
た
し
か
に
あ
る

ま
た
質
的
に
い

っ
て
も
こ
れ
が
附
加
さ
れ
た
と
い

が
、
こ
れ
は
数
的
に
い
っ
て
も
守
・
相
の
全
管
掌
事
項
の
一
部
を
な
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、

う
だ
け
の
理
由
で
守

・
相
の
支
配
権
が
強
化
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
こ
の
こ
と
を
過
大
評
債
す
べ
き
で
は
な
い
。
守

・
相
の
支
配
権
の

強
化
、
す
な
わ
ち
そ
の
行
政
官
と
し
て
の
性
格
の
強
化
は
、
基
本
的
に
は
、
守
・
相
が
景
帝
時
代
以
前
か
ら
の
管
掌
事
項
の
ほ
か
に
、

蓄
来
豚

の
職
掌
と
さ
れ
て
い
た
事
項
に
介
入
し
て
い
く
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
吸
牧
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
職
分
を
増
加
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
管
掌
事
項

に
つ
い
て
の
機
能
を
強
化
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
お
こ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
べ
た
こ
と
に
関
聯
し
て
、
景
帝
時
代
以
前
の
鯨
以
下
の
官
吏
組
織
は
懸
の
令

・
長
を
中
心
に
機
能
し
て
お
り
、
守
・
相
は
そ
れ
と
の

聞
に
有
機
揃
関
係
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
武
帝
時
代
以
後
に
な
る
と
、
す
で
に
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
有
機
的
関
係
が

4
4，
 

生
じ
て
く
る
。
こ
の
こ
と
は
、
武
帝
時
代
以
後
の
守
・
相
が
鯨
吏
か
ら
民
間
に
い
た
る
ま
で
の
情
報
を
贋
く
あ
つ
め
、
ま
た
守
豚
令

・
守
豚
長

事

帥

h
H
V
 

か
ら
下
は
里
正
・
父
老
に
お
よ
ぶ
ま
で
の
人
事
に
介
入
し
、
鯨
以
下
の
官
吏
を
直
接
指
揮
し
て
い
た
事
例
が
そ
れ
ぞ
れ
多
見
す
る
こ
と
か
ら
も
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確
認
で
き
よ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
武
帝
時
代
以
後
の
勝
以
下
の
官
吏
組
織
は
守
・
相
を
中
心
に
機
能
す
る
よ
う
に
再
編
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
そ
れ
で
は

い
ま
ま
で
み
た
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
法
制
上
の
根
擦
に
も
と
寺つ
い
て
お
こ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ぎ
に
そ
の
こ
と
を
み
て
い

?
}
Aノ
。

宣
帝
時
代
の
京
兆
予
張
倣
は
、
園
家
に
は
「
微
を
承
け
獲
に
通
じ
」
て
制
定
さ
れ
た

「候
貫
詳
備
に
し
て
復
た
加
ふ
べ
か
ら
ざ
」
る
律
令
が

す
で
に
存
在
し
て
お
り
、
郡
・
園
の
二
千
石
は
そ
の
律
令
に
の
っ
と
っ
て
事
に
あ
た
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し

(
『漢
書
』
循
吏

・
資
額
停)、

成
帝
時
代
の
浪
邪
太
守
朱
博
は

太
守
は
「
三
尺
の
律
令
を
奉
じ
て
以
て
事
に
従
ふ
の
み」

と
の
べ
て
い
る

(『漢
書
』
本
俸
)
か
ら
、

前
漢
時

代
に
守

・
相
が
郡

・
闘
に
の
ぞ
む
に
あ
た
っ
て
遵
守
す
べ
き
律
令
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
律
令
の
具
盤
的
内
容
の
全
容
は
不
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明
で
あ
る
が
、
前
漢
後
半
期
の
諸
事
例
を
倹
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
大
ま
か
な
性
格
を
み
て
お
こ
う
。
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武
帝
時
代
以
後
、
支
配
権
を
強
化
し
て
き
た
守
・
相
は
し
ば
し
ば
園
家
の
法
令
と
は
別
に
篠
数
な
ど
と
よ
ば
れ
る
濁
自
の
規
程
を
制
定
し
て

い
る
。
そ
の
係
数
を
め
ぐ
る
興
味
深
い
記
事
が

『漢
書
』
循
吏

・
寅
覇
博
に
み
え
る
。
す
な
わ
ち
、

宣
帝
時
代
の
頴
川
太
守
責
覇
は
篠
数
を
制

定
す
る
な
ど
し
て
多
く
の
治
績
を
あ
げ
て
宣
帝
か
ら
賞
さ
れ
、
太
子
太
停
・
御
史
大
夫
を
へ
て
五
鳳
三
年

(
前
五
五
)
に
丞
相
に
就
任
し
た
。

宣
帝
は
五
鳳
二
年
(
前
五
六
)
八
月
の
詔
で
郡
・
閣
の
二
千
石
が
「
檀
に
苛
禁
を
魚
」
る
こ
と
を
非
難
し
た
(
『
漢
書
』
各
八
宣
帝
紀
)

が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
丞
相
責
覇
は
郡

・
園
の
上
計
吏
の
雑
間
に
あ
た
っ
て
、

黄
覇
自
身
の
頴
川
太
守
在
任
中
と
同
様
に
、
係
数
を
制

そ
の
問
、

定
し
て
治
績
を
あ
げ
た
郡
・
園
の
上
計
吏
を
ま
ず
股
上
に
あ
が
ら
せ
て
顕
彰
し
て
い
る
。
そ
れ
に
射
し
て
京
兆
予
張
倣
は
、

丞
相
の
意
向
を
う

け
た
各
郡
・
園
が
「
法
令
を
舎
て
」
て
「
私
数
」
を
つ
く
り
、
見
せ
か
け
の
良
政
に

つ
と
め
は
じ
め
る
こ
と
を
危
倶
し
て
、

「郡
事
皆
な
義
法

令
を
以
て
捻
式
し
、
檀
に
係
数
を
矯
る
を
得
る
こ
と
母
か
ら
し
め
」
る
よ
う
に
上
奏
し、

宣
帝
に
嘉
納
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が

『
漢
書
』

各

八
三
欝
宣
俸
を
み
る
と
、

成
帝
の
陽
朔
元
年
(
前
二
四
)
に
左
鴻
切
に
就
任
し
た
醇
宣
は
や
は
り
係
数
を
制
定
し
て
い
る
。

以
上
み
た
と
こ
ろ

- 40ー

に
よ
る
と
、
守
・
相
が
郡
・
園
に
の
ぞ
む
に
あ
た
っ
て
遵
守
す
べ
き
律
令
は
候
数
制
定
の
可
否
に
つ
い
て
明
確
に
は
規
定
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ

は
各
人
各
様
の
解
揮
を
う
み
う
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

守
・
相
が
遵
守
す
べ
き
律
令
の
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
は
他
の
側
面
に
つ
い
て
も
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

『漢
書
』
循
吏
・
文
翁
俸
を
み

る
と
、
萄
郡
太
守
文
翁
は
濁
自
の
裁
量
で
成
都
市
中
に
察
官
を
た
て
た
が
、

文
翁
が
そ
の
こ
と
で
批
判
さ
れ
た
こ
と
は
な
く
、

か
え
っ
て
の

ち
に
各
郡
・
園
に
翠
校
官
が
設
立
さ
れ
る
さ
い
の
模
範
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た

『漢
書
』
循
吏
・
黄
覇
俸
を
み
る
と
、
宣
帝
時
代
の
頴
川
太
守

資
覇
は
、
属
下
の
鯨
内
の
問
題
の
解
決
は
で
き
る
だ
け
各
鯨
の
長
吏
に
ま
か
せ
る
態
度
を
と
っ
て
い
た
が
、
他
方
、
鯨
寡
孤
濁
の
葬
式
に
あ
た

っ
て
郷
が
指
示
を
も
と
め
て
く
る
と
、
牒
の
長
吏
の
頭
ご
し
に
郷
に
直
接
指
示
を
く
だ
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
同
一
人
で
あ
っ
て
も
律
令

の
具
鐙
的
適
用
に
つ
い
て
の
剣
断
に
幅
が
あ
っ
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
さ
ら
に

『漢
書
』
朱
博
俸
に
よ
る
と
、
成
帝
時
代
の
瑛
邪
太
守
朱

博
は
か
ね
て
か
ら
「
太
守
の
如
き
は
漢
の
吏
に
し
て
、
三
尺
の
律
令
を
奉
じ
て
以
て
事
に
従
ふ
の
み
」
と
の
べ
て
い
た
。
あ
る
と
き
、
郡
下
の

姑
幕
鯨
の
際
廷
中
で
殺
人
事
件
が
あ
り
、
豚
の
力
で
そ
の
犯
人
を
逮
捕
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
懸
の
長
吏
は
郡
府
に
指
示
を
あ
お
い
で
き
た
。



郡
の
賊
曹
嫁
史
・
功
曹
諸
接
・
郡
丞
は
つ
ぎ
つ
ぎ
に
姑
幕
鯨
に
お
も
む
く
こ
と
を
朱
博
に
も
と
め
た
が
、
朱
博
は
そ
の
都
度
そ
れ
を
却
下
し、

豚
の
長
吏
や
郷
の
瀞
微
に
撤
文
を
裂
し
て
牒
内
で
の
解
決
を
命
じ
て
い
る
。
以
上
の
経
過
か
ら
す
る
と
、
朱
博
赴
任
以
前
の
瑛
邪
郡
で
は
郡
下

の
鯨
の
問
題
に
郡
府
が
積
極
的
に
閥
興
す
る
こ
と
が
一
般
化
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
朱
博
は
そ
れ
を
ゆ
る
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と

は
、
同
一
律
令
で
あ
っ
て
も
前
任
の
太
守
、
懸
の
長
吏
、
郡
府
の
属
官
と
現
任
の
太
守
朱
博
と
で
解
揮
の
相
違
が
あ
っ
た
こ
と
を
し
め
し
て
い

る
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
前
漢
時
代
、
守
・
相
が
郡
・
固
に
の
ぞ
む
に
あ
た
っ
て
遵
守
す
べ
き
律
令
が
存
在
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
各
守
・

相
の
解
揮
に
よ

っ
て
弾
力
的
に
適
用
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
守
・
相
の
自
由
裁
量
の
品
跡
地
を
の
こ
す
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

律
令
の
こ
う
し
た
性
格
は
、
生
寸
・
相
が
有
能
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
そ
の
支
配
擢
を
強
化
し
て
い
く
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。

は

た
し
て
、
前
漢
初
期
に
治
民
と
い
う
側
面
を
あ
ま
り
考
慮
せ
ず
に
論
功
行
賞
の
一
環
と
し
て
行
な
わ
れ
る
傾
向
の
強
か
っ
た
守

・
相
の
任
用
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が
、
文
帝
・
景
帝
時
代
に
愛
化
し
は
じ
め
、
武
帝
時
代
に
各
郡

・
圏
の
貫
情
に
そ
っ
て
有
能
な
守

・
相
を
任
用
す
る
こ
と
が

一
般
化
し
て
く
る

守

・
相
の
支
配
権
強
化
、
が
現
賓
の
も
の
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

(
前
稿
参
照
)
と
、

武
帝
時
代
以
降
の
守

・
相
の
支
配
植

の
強
化
は
特
別
な
法
制
上
の
根
擦
が
あ
っ
て
お
こ
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
議
測
さ
れ
る。

ひ
る
が
え

っ
て
、
景
帝

・
武
帝
の
交
の
史
料
を
み

A
H
d守

ん
日
ur

て
も
、
た
と
え
ば
景
帝
の
中
元
年
聞
の
郡
・
園
の
官
制
改
革
や
武
帝
の
元
光
元
年

(前一一一
一
四
)
の
孝
・
廉
の
察
奉
の
開
始
(
後
述
)
な
ど
の
記

そ
う
す
る
と
、

事
は
あ
る
が
、
守
・
相
の
支
配
権
の
強
化
に
直
接
つ
な
が
る
大
慶
革
が
あ
っ
た
こ
と
を
し
め
す
記
事
は
み
あ
た
ら
な
い
。
か
く
て
、

守

・
相
の

支
配
穫
の
強
化
は
、
あ
る
時
期
に
制
度
上
の
大
第
革
が
あ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
武
帝
時
代
以
後
の
政
治
拡
況
の
推
移
の
な
か
で
、

制

度
の
小
さ
な
努
革
や
そ
の
運
営
上
の
改
革
、
が
つ
み
か
さ
ね
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
す
す
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

上
計
の
制
の
充
賓
1

1

支
配
権
強
化
の
背
景

ω
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以
上
め
よ
う
な
観
黙
に
た
っ
て
、
武
帝
時
代
以
降
に
郡
・
園
の
守
・
相
が
支
配
権
を
強
化
し
て
く
る
背
景
な
り
過
程
な
り
を
考
察
し
よ
う
と
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す
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
考
察
を
制
度
に
か
か
わ
る
側
面
に
限
定
し
た
と
し
て
も
、
贋
範
な
角
度
か
ら
の
追
求
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し

か
し
史
料
の
制
約
も
あ
っ
て
そ
の
全
貌
を
こ
こ
に
し
め
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
以
下
に
お
い
て
は
二
J
三
の
側
面
か
ら
支
配
穫
の
強

化
の
背
景
・
過
程
を
考
察
し
て
、
そ
の
見
通
し
を
の
ベ
る
。
本
節
で
は
ま
ず
守
・
相
が
奮
来
の
懸
の
職
掌
に
介
入
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
吸
枚

し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
職
分
を
ふ
や
し
て
き
た
背
景
を
、
武
帝
時
代
に
郡

・
園
か
ら
の
上
計
簿
が
巌
密
に
吟
味
さ
れ
は
じ
め
、

そ
れ
が
守
・

相
の
期
防
に
関
係
し
て
く
る
と
い
っ
た
側
面
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

(
守
・
相
が
沓
来
の
燃
の
職
掌
に
介
入
し
、
そ
れ
を
吸
牧
し
て
い
く
と
す

れ
ば
、
景
帝
時
代
以
前
か
ら
の
自
身
の
管
掌
事
項
に
つ
い
て
の
機
能
を
強
化
し
て
い
く
の
は

蛍
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

そ
の
背
景
を
と
く
に
と
り
あ
げ
る
必
要
は

な
か
ろ
う
。
)

『
漢
書
』
巻
四
八
寅
誼
停
に
よ
る
と
、
文
帝
時
代
の
買
誼
は
上
疏
文
の
な
か
で
、
嘗
時
の
政
治
状
況
が
悪
化
し
て
い
る
こ
と
に
ふ
れ
た
あ
と

で
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大
臣
、
特
だ
簿
書
の
期
舎
の
閲
に
報
ぜ
ら
れ
ざ
る
を
以
て
、

大
故
と
以
篤
ひ
、
俗
の
流
失
し
、
世
の
壊
敗
す
る
に
至
つ
て
は
、

因
り
て
悟
と
し
て
怪
し
む
を

知
ら
ず
。

と
の
べ
て
い
る
。
こ
こ
の
「
簿
書
」
は
直
接
に
は
下
級
機
関
か
ら
の
報
告
書
類
全
般
を
さ
す
。
そ
の
な
か
に
は
嘗
然
郡
・
固
か
ら
の
上
計
簿
も

ふ
く
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
右
の
記
事
に
よ
っ
て
、
文
帝
時
代
に
郡
・
園
の
上
計
簿
の
内
容
が
巌
密
に
吟
味
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
う
し
た
肢
況
は
武
帝
初
年
ま
で
つ
づ
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

『
漢
書
』
巻
五
六
董
仲
箭
俸
を
み

る
と
、
董
仲
告
は
武
帝
初
年
の
劉
策
の
な
か
で
、

「
昔
は
能
力
を
護
揮
し
た
者
は
そ
の
任
官
後
の
回
数
と
は
か
か
わ
り
な
く
大
官
に
昇
進
し、

無
能
の
者
は
日
を
か
さ
ね
て
も
昇
進
で
き
な
か
っ
た
が
、
今
の
官
吏
は
能
力
の
有
無
と
は
無
関
係
に
任
官
後
の
日
数
に
よ
っ
て
貴
官
に
昇
進
し

て
い
る
」
(
大
意
)
と
の
べ
て
い
る
。
こ
の
封
策
は
武
帝
初
年
の
官
吏
全
睦
の
昇
進
の
あ
り
方
を
の
べ
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
だ
け
に
こ
れ
を

守
・
相
の
貴
官
へ
の
昇
進
と
い
う
こ
と
に
よ
み
か
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
右
の
針
策
に
は

「
上
計
」
と
い
う
語
は
み
え

な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
昇
進
の
基
本
的
あ
り
方
か
ら
み
て
、
上
計
簿
の
内
容
が
巌
密
に
吟
味
さ
れ
て
そ
れ
が
昇
進
に
関
係
す
る
こ
と
は
ほ
と



ん
ど
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
う
か
び
あ
が
っ
て
こ
よ
う
。

と
こ
ろ
が
『
漢
書
』
巻
七
二
貢
百
円
俸
を
み
る
と
、
元
帝
時
代
の
御
史
大
夫
貢
百
円
は
初
元
五
年
(
前
四
四
〉
に
上
書
し
て

則
ち
史
、書
に
便
巧
に
し
て
計
簿
に
習
ひ
、
能
く
上
府
を
欺
く
者
を
揮
び
て
、

武
帝
、
始
め
て
天
下
に
臨
み
、
:
・
:
・
郡
・
園
、
其
の
謙
に
伏
す
る
を
恐
れ
て
、

以
て
右
職
と
震
す
。

と
の
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
各
郡
・
園
が
上
計
簿
を
う
ま
く
と
り
つ
く
ろ
う
こ
と
が
で
き
る
者
を
右
職
に
任
用
せ
ざ
る
を
え
な
く
な

っ
た
の

は
、
こ
の
時
期
か
ら
上
計
簿
が
巌
密
に
吟
味
さ
れ
は
じ
め
、

そ
れ
が
守
・
相
の
賄
捗
に
関
係
す
る
よ
う
に
な

っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
。

は
た
し
て
、

『
漢
書
』
巻
一
七
武
帝
功
臣
表
を
み
る
と

A
N
w，
 

ん
H
い

(
衆
利
侯
郁
賢
〉
元
狩
二
年
(
前
二
二
〉
、
上
谷
太
守
震
り
て
、
成
卒
の
財
物
の
上
計
を
入
れ
、
設
な
る
に
坐
し
て
菟
ぜ
ら
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、

上
計
の
歎
謹
に
よ
っ
て
太
守
が
罪
に
と
わ
れ
、
兎
職
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

- 43ー

『
漢
書
』
巻
六
武
帝
紀
を
み
る
と
、
元
狩
元
年
(
前
一
一
一
一

一)
・
同
三
年

(
前
一
二

O
〉
に
謁
者
を
、

一
七
)
・
元
鼎
二
年
(
前
一
一
五
〉
に
博
士
を
そ
れ
ぞ
れ
涯
遁
し
て
天
下
を
巡
行
さ
せ
、
天
下
の
寅
情
を
さ
ぐ
ら
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
か
つ
て
は

礎
知
・
甘
泉
宮
な
ど
の
か
ぎ
ら
れ
た
地
域
に
し
か
行
幸
し
な
か

っ
た
武
帝
が
、
元
鼎
四
年

ハ前

一
一
一
二
)
に
河
東
郡
方
面
へ
、
翌
五
年
に
醜
西
郡
方

そ
の
こ
と
に
く
わ
え
て
、

同
六
年
(
前

そ
れ
以
後
、
連
年
全
圏
各
地
へ
の
巡
幸
を
く
り
か
え
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
巡
幸
は
致
告
な
し
に
各

d
q
 

民
衆
と
接
燭
し
て
民
聞
の
賓
情
を
つ
ぶ
さ
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
元
封
四
年
(
前
一

O
七
)
に
武
帝
が

丞
相
石
慶
を
「
今
流
民
愈
々
多
く
し
て
、
計
文
改
め
ら
れ
ず
」
と
せ
め
て
い
る
(
『
漢
書』

巻
四
六
高
石
君
停
)
の
は
右
の
よ
う
な
朕
況
の
な
か
で

郡面

"'" 
園行
を幸
まし
わた
り仰の

を
tま
じ
め
と
し
て

理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
に
、
武
帝
時
代
に
な
っ
て
上
計
簿
の
内
容
が
巌
密
に
吟
味
さ
れ
て
そ
れ
が
守
・
相
の
賠
捗
の
資
料
と
さ
れ
は
じ
め
、
使
者
の
涯
遣

や
武
帝
自
身
の
巡
孝
に
よ
っ
て
上
計
簿
の
粉
飾
の
有
無
が
さ
ぐ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
守
・
相
は
必
然
的
に
鯨
の
貫
情
を
的
確
に
把
握
し、

さ
ら
に
上
計
簿
の
内
容
を
少
し
で
も
よ
く
す
る
よ
う
に
努
力
す
る
必
要
が
で
て
く
る
。
こ
の
こ
と
が
、
守
・
相
が
牒
の
奮
来
の
職
掌
に
介
入
し
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た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
吸
牧
し
て
い
く
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
は
容
易
に
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

選
牽
制
度
の
整
備
|
|
支
配
権
強
化
の
背
景

ω

本
節
で
は
郡
・
園
の
守
・
相
が
武
帝
時
代
に
牒
以
下
の
官
吏
組
織
と
有
機
的
関
係
を
形
成
し
て
く
る
背
景
を
、
選
奉
制
度
の
整
備
の
側
面
か

ら
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

景
帝
時
代
以
前
に
も
官
吏
登
用
の
た
め
に
郡
守
な
ど
が
賢
良
な
ど
を
察
撃
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
(
こ
れ
を
制
科
と
い
う)。

し
か
し
前
稿
で
み

た
よ
う
に
、
こ

の
時
期
の
賢
良
の
察
撃
に
あ
た
っ
て
は
、
郡
守
と
い
え
ど
も
必
ず
し
も
所
轄
の
郡
内
に
人
材
を
も
と
め
る
必
要
は
な
く
、
か
ね

て
か
ら
そ
の
有
能
さ
を
知
悉
し
て
い
た
者
を
察
奉
で
き
た
か
ら、

郡
守
に
と
っ
て
被
察
奉
者
を
さ
が
す
の
は
比
較
的
容
易
で
あ

っ
た
。

し
か
も

A
叫
す

景
帝
時
代
以
前
の
全
時
期
を
通
じ
て
郡
守
が
閥
興
し
た
制
科
は

一
J
二
回
し
か
な
か
っ
向
。

そ
れ
だ
け
に
、
景
帝
時
代
以
前
に
制
科
の
存
在
が
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郡
守
の
あ
り
方
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
唯
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う。

と
こ
ろ
が
武
帝
時
代
に
な
る
と
、
制
納
と
は
別
に
毎
年
定
期
的
に
察
奉
す
べ
き
選
奉
制
度
が
新
た
に
創
設
さ
れ
、

そ
れ
が
守
・

相
の
あ
り
方

に
も
影
響
を
お
よ
.
ほ
し
て
く
る
。

『
漢
書
』
武
帝
紀
の
元
光
元
年
(
前
二
ニ
四
)
十
一
月
の
僚
を
み
る
と

初
め
て
郡
・
閣
を
し
て
孝
廉
各
一
人
を
翠
げ
し
む
。

と
あ
っ
て
、

元
朔
五
年

(前一

二
四
〉
に
丞
相

こ
の
年
に
「
孝
廉
」
の
察
奉
が
は
じ
ま
り
、
ま
た

『史
記
』
巻
一
一
二

儒
林
列
俸
を
み
る
と
、

公
孫
弘
の
上
奏
に
よ
っ
て
博
士
悌
子
員
の
科
が
創
設
さ
れ
、

郡

-
園
の
二
千
石
は
所
轄
郡

・
圏
内
の
遁
格
者
を
太
常
に
お
く
り、

博
士
弟
子
同

ふ
り
や

援
に
受
業
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

右
の
両
者
の
う
ち
、
守
・
相
の
性
格
の
饗
化
に
か
か
わ

っ
て
く
る
と
い
う
黙
で
ま
ず
と
り
あ
げ
る
べ
き
は
「
孝
廉
」
の
察
拳
で
あ
る
。

「孝

際
」
の
察
撃
に
つ
い
て
、
演
口
重
園
氏
は
孝
廉
を
一
つ
の
科
と
み
な
し
て
、
孝
廉
科
と
察
事
廉
吏
と
は
別
個
の
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
前



す
な
わ
ち
吏
民
全
瞳
を
劉
象
と
し
、

後
者
は
現
任
の
官
吏
を
封

者
は
「
郡
園
鯨
な
ど
の
地
方
官
臆
の
下
級
官
吏
も
し
く
は
在
野
無
官
の
人
」
、

同

象
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
た
。
漬
口
氏
の
こ
の
理
解
の
前
半
部
に
射
し
て
、
鎌
田
重
雄
氏
は
「
郡
園
以
外
の
官
聴
に
お
け
る
祭
事
廉
は

嘗
然
郡
園
の
拳
孝
廉
と
匡
別
す
べ
き
で
」
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
「
孝
廉
」
が
創
設
さ
れ
た
嘗
初
、
奉
孝
と
察
廉
と
は
そ
れ
ぞ
れ
別
に
一
科
を

帥

の
ち
に
拳
孝
を
泰
孝
廉
と
い
い
な
ら
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
と
の
べ
て
い
る
。
創
設
嘗
初
の
「
孝
廉
」
の
匡
別
に
つ
い
て
の
理

な
し
て
い
た
が
、

つ
ぎ
に
引
用
す
る
元
朔
元
年
(
前
一
一
一
八
〉
十
一
月
の
武
帝
の
詔
を
う
け
て
な
さ
れ
た
有
司
の
上
言
(
後
引
)
か
ら
み
て
、

が
正
し
い
と
筆
者
は
考
え
る
。
そ
う
す
る
と
、
創
設
嘗
初
の
「
孝
康
」
の
制
度
は
、
郡
・
圏
内
の
吏
民
全
践
を
封
象
と
す
る
拳
孝
と
現
任
の
官

吏
を
劃
象
と
す
る
察
廉
と
に
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

解
t土

鎌
田
氏
の
方

と
こ
ろ
で
、
孝
・
廉
の
察
奉
は
元
光
元
年
に
は
じ
ま
っ
た
が
、

詔
に
、
孝
・
廉
の
察
奉
に
つ
い
て

『
漢
書
』
武
帝
紀
を
み
る
と
、
そ
の
六
年
後
の
元
朔
元
年
十
一
月
の
武
帝
の

今
或
ひ
は
閥
郡

一
人
を
薦
め
ざ
る
に
至
る
。
是
れ
化
下
究
せ
ず
し
て
、
積
行
の
君
子
、
上
聞
に
薙
が
る
る
な
り
。

何
を
以
て
か
般
を
佐
け
て
幽
隠
を
燭
し
、
元
元
を
勧
め
、
蒸
庄
町
を
腐
ま
し
、
郷
誕
の
訓
を
崇
ば
ん
や
。
且
つ
賢
を
進
む
れ
ば
上
賞
を
受
け
、
賢
を
蔽
せ
ば
顛

裁
を
蒙
る
は
古
の
道
な
り
。
其
れ
中
二
千
石
・
躍
官
・
博
土
と
、

家
げ
ざ
る
者
の
罪
を
議
せ。
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二
千
石
・
官
長
は
人
倫
を
紀
綱
す
。
終
た

と
あ
り
、
察
奉
を
行
な
わ
な
い
守
・
相
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
選
奉
に
お
い
て
は
、
守
・
相
な
ど
が
不
適
格
な
人
材
を
察
零
し
て
罪
に
と

こ
こ
で
は
察
事
自
鎧
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、

わ
れ
る
規
定
(
選
摩
不
寅
〉
が
あ
る
が
、

雨
者
は
問
題
の
性
格
を
異
に
す
る
。

ャ

'-

の
詔
が
本
紀
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
事
例
が
嘗
時
か
な
り
多
か
っ
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
。
こ
の
嘗
時
は
前
漢
成
立
嘗

初
と
は
ち
が
っ
て
、
そ
れ
な
り
の
官
歴
を
へ
て
治
績
を
あ
げ
た
者
が
守
・
相
に
任
用
さ
れ
る
傾
向
が
一
般
化
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、

そ
の
か
な
り

多
数
の
者
が
孝
・
廉
を
察
零
し
て
い
な
い
背
景
に
は
、
守
・
相
を
め
ぐ
る
こ
の
時
期
濁
特
の
鐘
質
上
の
依
陥
が
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
ざ
る
を
え

:
、
@

ふ
ト
旬
、
L
U
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そ
の
こ
と
を
み
る
た
め
に
、

や
や
時
代
を
く
だ
っ
て
、
孝
・
廉
の
察
拳
が
軌
道
に
の
っ
て
い
た
時
期
の
察
拳
の
具
瞳
的
手
績
き
が
ど
の
よ
う
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な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
と
の
比
較
に
お
い
て
、

元
朔
元
年
嘗
時
の
守

・
相
の
鶴
質
上
の
歓
陥
を
み
る
こ
と
に

す
る
。『

漢
書
』
醇
宣
俸
を
み
る
と
、
醇
宣
が
陽
朔
元
年
(
前
二
四
〉
に
左
鴻
坊
と
な
っ
た
の
ち
の
こ
と
と
し
て

池
陽
令
、
成
吏
に
獄
縁
王
立
を
観
ぐ
。
府
、
未
だ
召
す
に
及
ば
ざ
る
に
、
立
が
囚
家
の
銭
を
受
け
し
を
聞
く
。
宣
、
問怖を
責
識
す
。

と
あ
る
。
こ
の
記
事
か
ら
、
鯨
の
令
・

長
が
際
吏
候
補
者
を
推
薦
し

そ
の
候
補
者
と
郡

・
園
府
内
の
際
吏
候
補
者
と
の
全
践
の
な
か
か
ら

守
・
相
が

一
人
の
廉
吏
を
え
ら
ん
で
中
央
に
察
摩
す
る
と
い
う
手
績
き
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
の
翠
孝
の
手
綴
き
が
ど
う
な
っ

て

い
た
の
か
を
直
接
的
に
し
め
す
前
漢
の
記
事
は
み
あ
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
博
士
弟
子
員
の
科
の
創
設
を
奏
請
し
た
元
朔
五
年
の
丞

相
公
孫
弘
の
上
奏
文
の
な
か
に
、
そ
れ
を
う
か
が
わ
せ
る
記
事
が
あ
る
。
す
な
わ
ち

『史
記
』
儒
林
列
俸
を
み
る
と
、
博
士
弟
子
五
十
人
の
補

任
の
方
法
を
記
し
た
あ
と
に

- 46ー

郡
・
図
・
豚

・
道
・
邑
に
文
皐
を
好
み
、

腐
所
の
二
千
石
に
上
せ
。
二
千
石
、

政
教
を
粛
み
、
郷
里
に
順
ひ
、
出
入
、
閲
ゆ
る
所
に
惇
ら
ざ
る
者
有
れ
ば
、
令
・相・

長
・丞
、

謹
ん
で
可
な
る
者
を
察
し
て
、

告
田
に
計
と
借
に
太
常
に
詣
ら
し
め
、

業
を
受
く
る
を
得
る
こ
と
弟
子
の
如
く
す
べ
し
。

長
上
を
敬
ひ
、

と
あ
る
。
博
士
弟
子
同
様
に
受
業
す
べ
く
郡

・
園
か
ら
太
常
に
汲
遣
さ
れ
る
者
は
、
郡
・
園
内
の
吏
民
全
健
の
な
か
か
ら
察
撃
さ
れ
た
と
理
解

さ
れ
る
が
、

吏
民
全
佳
が
察
患
の
封
象
と
な
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て

そ
れ
だ
け
に
、
目黒

」
れ
は
傘
孝
と
類
似
し
て
い
る
と
い
え
る
。

道
・
邑
の
吏
民
の
な
か
か
ら
令
・
相
・

長

・
丞
が
候
補
者
を
郡
・
園
の
二
千
石
に
推
薦
し
、
二
千
石
が
そ
の
な
か
の
最
適
格
者
を
察
摩
す
る
と

い
う
手
摺
き
は
翠
孝
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

か
く
て
、
孝

・
阪
の
察
翠
は
、
本
来
、

い
ず
れ
も
豚
の
長
吏
か
ら
候
補
者
の
推
薦
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
園
滑
に
行
な
え
る
性
格
の
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
守
・
相
が
郡

・
圏
内
の
か
ぎ
ら
れ
た
人
し
か
現
買
に
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
れ
は
嘗
然
の
こ
と
と

い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
前
稿
で
み
た
よ
う
に
、
景
帝
時
代
以
前
の
守

・
相
は
豚
以
下
の
官
吏
組
織
と
の
聞
に
有
機
的
関
係
を
も

っ
て
お
ら
ず
、

そ
う
し
た
朕
況
は
基
本
的
に
は
武
帝
初
年
ま
で
ひ
き
つ
が
れ
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

元
光
元
年
に
孝
・
廉
の
察
奉
が
は
じ
ま
っ

た
に



も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
行
な
わ
な
い
守
・
相
が
多
か
っ
た
こ
と
が
元
朔
元
年
に
政
治
問
題
と
な
っ
た
背
景
に
は
、
右
の
よ
う
な
守
・
相
を
め

ぐ
る
こ
の
時
期
猫
特
の
睦
質
上
の
般
陥
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
漢
書
』
武
帝
紀
の
元
朔
元
年
十
一
月
の
僚
を
み
る
と
、
前
引
の
武
帝
の
詔
を
う
け
て
、
有
司
は
孝
・
廉
を
察
奉
し
な
い
二
千
石
す
な
わ
ち

守
・
相
の
罪
に
つ
い
て

喜
平
を
響
げ
ざ
る
は
詔
を
奉
ぜ
ざ
る
な
り
。
蛍
に
不
敬
を
以
て
論
ず
ベ
し
。
擦
を
察
せ
ざ
る
は
任
に
勝
へ
ざ
る
な
り
。
骨
固
に
菟
ず
ベ
し
。

と
上
奏
し
、

そ
れ
は
裁
可
さ
れ
て
い
る
。
孝
・
廉
を
察
奉
し
な
い
こ
と
に
劃
し
て
こ
の
よ
う
に
き
び
し
い
罰
則
が
制
定
さ
れ
、

し
か
も
不
適
格

な
人
材
を
察
参
す
れ
ば
「
選
奉
不
買
」
に
よ
っ
て
別
に
き
び
し
く
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
守
・
相
は
最
適
格
の
人
材
を
毎
年
察
拳
す
る

た
め
に
、
必
然
的
に
鯨
の
長
吏
と
の
閥
係
を
で
き
る
だ
け
早
急
に
緊
密
な
も
の
に
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
ち
な
み

に
、
元
朔
五
年
の
丞
相
公
孫
弘
の
上
奏
は
、
守
・
相
と
蘇
の
長
吏
と
の
聞
の
こ
う
し
た
関
係
が
で
き
あ
が
り
つ
つ
あ
っ
た
か
、

あ
る
い
は
あ
る
程
度
で
き
あ
が
っ

- 47ー

て
い
た
獄
況
を
ふ
ま
え
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
J

他
方
、
鯨
以
下
の
吏
民
に
と

っ
て
も
、
守
・
相
に
よ
っ
て
孝
・
廉
に
察
奉
唱
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
太
常
に
涯
遣
さ
れ
て
博
士
弟
子
同
様
に
皐

業
を
う
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
出
世
の
糸
口
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
出
世
欲
に
も
え
る
者
の
な
か
に
は
、
鯨
の
長
吏
を
こ
え

て
直
接
守
・
相
の
知
己
を
え
よ
う
と
す
る
者
が
で
て
き
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
は
あ
い
ま
っ
て
、
守
・
相
が
鯨
以
下
の
官
吏
組
織
と
有

機
的
関
係
を
形
成
し
て
い
く
一
つ
の
契
機
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

四

守
・
相
の
租
税
徴
牧
へ
の
閲
興
|
|
支
配
権
強
化
の
過
程

本
節
で
は
郡
・
園
の
守
・
相
が
支
配
擢
を
強
化
し
て
く
る
過
程
の
一
例
と
し
て
、
本
来、

軍
事
推
嘗
官
と
し
て
の
性
格
を
強
く
も
っ
て
い
た

守
・
相
が
、

そ
の
任
務
遂
行
の
延
長
線
上
に
租
税
徴
牧
に
強
く
開
興
し
て
い
く
過
程
を
と
り
あ
げ
る
。
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ま
ず
景
帝
時
代
以
前
の
軍
事
費
・
軍
需
物
資
が
ど
の
よ
う
に
し
て
調
達
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
軍
糧
の
調
達
の
あ
り
方
を
通
じ
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て
み
て
お
こ
う
。
鯨
に
よ
っ
て
徴
牧
さ
れ
た
穀
物
は
圏
内
各
地
の
倉
庫
に
蓄
積
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
圏
内
に
お
け
る
軍
事
行
動
で
は
軍
糧
の
調

達
は
さ
ほ
ど
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
溢
郡
の
ば
あ
い
、
租
税
を
納
入
す
る
民
衆
は
少
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内

泌一

地
か
ら
徴
設
さ
れ
て
き
た
成
式
市
が
多
く
、
現
地
で
の
完
全
な
軍
糧
調
達
は
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
内
地
の
倉
庫
か
ら
穀
物
を
職
逸
し
た

り

(
『豊
富
』
径
四
九
品
盟
向
日
胸
、

天
下
の
富
裕
な
者
を
し
て
過
地
に
穀
物
を
直
接
納
入
さ
せ
、

そ
の
見
返
り
と
し
て
爵
を
賜
興
し
た
こ
と
も
あ
っ

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
朝
廷
が
韓
制
的
に
す
す
め
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
没
郡
の
郡
守
が
軍
糧
調
達

の
た
め
に
特
別
に
う
ご
く
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

た

(『
漢
書
』
径
二
四
食
貨
士山
上
の
也
錯
の
上
言
〉。

ま
た
こ
の
時
期
の
封
伺
奴
政
策
は
、
旬
奴
の
侵
攻
が
あ
れ
ば
漫
郡
の
守
備
兵
が
そ
の
防
衛
に
あ
た
る
の
が
原
則
で
あ
っ
て
、
文
帝
が
そ
の
前

元
三
年
(
前
一
七
七
)
五
月
、
前
元
十
四
年
(
前
一
六
六
)
多
、
後
元
六
年
(
前
一
五
八
)
多
の
三
回
、
遠
征
軍

・
駐
屯
軍
を
汲
遣
し
た

(以
上
、

『
漢
書
』
各
四
文
帝
紀
・
『
漢
書
』
巻
九
四
旬
奴
博
上
)
ほ
か
に
は
、
漢
の
方
か
ら
積
極
的
に
出
兵
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
し
か
も
右
の
う
ち
、
前

二
者
は
短
期
間
で
お
わ
っ
て
お
り
、
後
元
六
年
の
駐
屯
は
数
箇
月
に
お
よ
ん
で
は
い
る
が
、
旬
奴
が
句
注
山
に
侵
入
し
て
き
た
と
き
、
将
軍
蘇

意
磨
下
の
駐
屯
軍
が
そ
こ
に
い
た
に
も
か
か
わ
ら
.
す
長
安
か
ら
援
軍
が
涯
遣
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
駐
屯
軍
の
規
模
は
比
較
的
小
さ
く
、
し

- 48ー

た
が
っ
て
い
ず
れ
も
莫
大
な
出
費
を
要
す
る
こ
と
な
く
お
わ
っ
た
と
み
て
大
過
な
か
ろ
う
。

て
か
ら
漫
郡
に
備
蓄
さ
れ
て
い
た
穀
物
で
軍
糧
は
ま
か
な
い
き
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

か
く
て
、

景
帝
時
代
以
前
に
は
、

一
般
的
に
か
ね

と
こ
ろ
が
武
帝
時
代
に
な
る
と
様
相
が
か
わ
っ
て
く
る
。

『
史
記
』
巻
三

O
卒
準
書
に
よ
る
と
、
武
帝
が
即
位
し
た
嘗
初
こ
そ
、
中
央

・
地

方
を
と
わ
ず
財
政
は
豊
か
で
あ
っ
た
が

是
れ
よ
り
後
、
殿
助
・
朱
買
臣
等
、
東
臨
を
招
来
し
、
雨
越
に
事
を
な
す
。
江
・
准
の
開
粛
然
と
し
て
煩
費
す
。

唐
蒙

・
司
馬
相
如、

路
を
西
南
夷
に
開
き
、

童

八、
減
・
朝
鮮
を
穿
捌
て
治
海
の
郡
を
置
く
。
則
ち
燕

・
斉
の
開
腹

山
を
撃
ち
道
を
通
ず
る
こ
と
千
絵
里
、
以
て
巴
・
窃
を
庚
む
。

巴
・
萄
の
民
罷
る
。

然
と
し
て
波
動
す
。

王
依
、
謀
を
馬
邑
に
設
く
る
に
及
び
、
旬
奴
、
和
親
を
紹
ち
、
北
迭
を
侵
擾
し
、
丘
(
連
り
て
解
け
ず
。
・
・
・
財
賂
衰
耗
し
て
贈
ら
ず。

と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
後
、
雨
越
・
西
南
夷
・
朝
鮮
へ
の
遠
征
が
あ
い
つ
ぎ
、
そ
れ
と
並
行
し
て
旬
奴
と
の
戦
争
が
く
り
か
え
さ
れ
る
よ
う
に



な
る
と
、
財
政
朕
態
が
悪
化
し
て
き
た
。
財
政
紋
態
の
悪
化
は
中
央
・
地
方
を
と
わ
ず
に
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
卒
準
書
は
南
越
・
西

南
夷
・
朝
鮮
へ
の
遠
征
の
さ
い
、
そ
の
出
撃
墓
地
と
な
っ
た
地
方
が
と
く
に
罷
弊
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
か
ら
、
財
政
困
窮
は
お
そ
ら
く
そ

う
し
た
地
方
に
と
く
に
強
く
あ
ら
わ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
建
元
六
年
(
前
二
二
五
〉
か
ら
元
朔
三
年
(
前
一
二
六
〉
に
か
け
て

唐
蒙
・
司
馬
相
如
が
西
南
夷
へ
の
進
出
を
こ
こ
ろ
み
た
(
『
漢
書
』
武
帝
紀

・『漢
書
』
巻
九
五
西
南
夷
停
〉
さ
い
の
こ
と
を
、
卒
準
書
が

巴
・
萄
の
租
賦
を
悉
す
も
、

而
し
て
内
、

銭
を
都
内
に
受
け
し

以
て
之
を
更
ふ
に
足
ら
ず
。

乃
ち
豪
民
を
募
り
て
南
夷
に
回
し
、

粟
を
豚
官
に
入
れ
て
、

む

と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

制

こ
う
し
た
財
政
困
窮
を
打
開
す
る
た
め
に
、
政
府
は
新
た
に
財
政
増
牧
政
策
を
と
り
は
じ
め
る
の
で
あ
る
が
、
割
外
遠
征
の
準
備
に
あ
た
っ

そ
の
出
撃
基
地
の
責
任
に
お
い
て
軍
事
費
・
軍
需
物
資
を
調
達
十
さ
せ
る
こ
と
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。

て
は
、

つ
ぎ
に
そ
の
こ
と
を
み
て
み
よ

- 49ー

う

『
漢
書
』
巻
六
四
上
朱
買
臣
俸
を
み
る
と
、

舎
稽
太
守
に
奔
し

元
朔
六
年
(
前
二
=
一
〉
ご
ろ
、

今
こ
そ
関
越
を
う
つ
べ
き
だ
と
主
張
し
た
朱
買
臣
を
武
帝
は

郡
に
到
り
て
補
償
船
を
治
め
、
糧
食
・
水
載
の
具
を
備
へ
、
詔
書
の
到
る
を
須
ち
て
、
軍
と
倶
に
進
め
。
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と
詔
し
て
い
る
。
こ
の
準
備
は
原
則
と
し
て
曾
稽
郡
内
の
蓄
積
に
よ
っ
て
行
な
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
嘗
時
の
財
政
の
一
般
的

朕
況
か
ら
考
え
て
、
そ
れ
だ
け
で
は
た
り
な
か
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
前
引
の
卒
準
書
に
は
「
是
れ
よ
り
後
、
巌
助
・
朱
買
臣
等
、
東
甑

を
招
来
し
、
南
越
に
事
を
な
す
。
江
・
准
の
開
粛
然
と
し
て
煩
費
す
」
と
あ
っ
た
。
朱
買
臣
以
前
の
越
方
面
へ
の
武
帝
時
代
の
遠
征
と
し
て

は
、
建
元
三
年
(
前
二
二
八
〉
七
月
に
中
大
夫
巌
助
に
曾
稽
郡
の
兵
を
ひ
き
い
て
聞
越
を
う
た
せ
、
同
六
年
八
月
に
大
行
王
依
を
議
章
郡
か
ら
、

大
農
令
韓
安
園
を
曾
稽
郡
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
出
設
さ
せ
て
関
越
を
う
た
せ
た
(
以
上
、

『
漢
書
』

武
帝
紀
)
こ
と
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
'

両
国
と
も
、
申
央
・
地
方
と
も
に
財
政
献
態
の
よ
か
っ
た
武
帝
即
位
嘗
初
の
こ
主
で
あ
っ
て
、。遠
征
の
準
備
は
曾
稽

・
繋
章
郡
な
ど
の
蓄
積
で
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ま
か
な
う
こ
と
が
で
き
、
民
衆
に
兵
役
の
負
捨
が
特
別
に
く
わ
わ
る
こ
と
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
経
済
的
負
携
が
新
た
に
く
わ
わ
る
こ
と
は
少

な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
右
の
「
煩
費
」
と
い
う
語
に
は
朱
買
臣
の
遠
征
準
備
の
さ
い
の
こ
と
が
よ
り
強
く
反
映
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
と
き
、
民
衆
に
劃
し
て
特
別
な
経
済
的
負
携
が
新
た
に
く
わ
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
経
済
的
負
措
は
具
睦

倒

的
に
は
軍
事
目
的
税
と
い
う
形
を
と
り
、
そ
れ
は
本
来
的
に
は
牒
に
よ
っ
て
徴
牧
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
曾
稽
太
守
朱
買
臣
に
前
引

の
よ
う
な
詔
が
だ
さ
れ
て
い
る
以
上
、
朱
買
臣
は
詔
を
背
景
と
し
て
そ
の
徴
牧
に
積
極
的
に
介
入
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

元
狩
二
年
(
前
一
二

一
)
に
旬
奴
の

海
邪
王
が
投
降
し
て
く
る
と
、
園
家
は
民
衆
か
ら
馬
を
掛
け
で
か
お
う
と
し
た
。
こ
れ
も
蹟
義
の
軍
需
物
資
調
達
の
な
か
に
ふ
く
ま
れ
る。

そ

の
と
き
、
民
衆
が
馬
を
か
く
し
て
馬
が
そ
ろ
わ
な
か
っ
た
た
め
、
武
帝
は
長
安
令
を
斬
ろ
う
と
し
た
が
、
浪
賠
は

つ
ぎ
に
『
漢
書
』
巻
五

O
扱
鯖
俸
を
み
る
と
、

設
絡
は
元
朔
五
年
(
前
一
一
一
四
〉
に
右
内
史
に
な
っ
た
。

- 50ー

長
安
令
罪
亡
し。

濁
り
臣
賠
を
斬
れ
ば
、
民
、
廼
ち
馬
を
出
す
を
肯
ん
ぜ
ん
。

な
ど
と
の
ベ
、

そ
れ
に
射
し
て
武
帝
は
黙
然
と
し
て
い
る
。
馬
を
調
達
し
え
な
か
っ
た
責
任
を
武
帝
が
鯨
令
に
も
と
め
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の

嘗
時
、
公
式
に
は
豚
令
に
そ
の
責
任
が
あ
っ
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
し
か
し
汲
賠
の
言
葉
か
ら
す
る
と
、

の
一
端
を
に
な
う
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
段
階
で
は
軍
事
費

・
軍
需
物
資
調
達
に
つ
い
て
太
守
の
責
任
だ
け
が
追
求
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
、
そ
れ
に
闘
す
る
太
守
の
責
任
が
公
式
的
に
も
追
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。

太
守
(
右
内
史
〉
も
そ
の
責
任

『
漢
書
』
巻
五
八
見
寛
俸
を
み
る
と
、

元
鼎
四
年
(前
一
一
一
一
一
)
か
ら
元
封
元
年
(
前
二

O
〉
ま
で
左
内
史
に
在
任
し
た
見
寛
が
、

刑
罰
を

ゆ
る
め
、
良
吏
を
え
ら
び
、
六
輔
渠
の
開
設
や
水
令
の
制
定
な
ど
を
通
じ
て
勤
農
に
つ
と
め
、
民
政
に
成
果
を
あ
げ
て
い
た
こ
と
を
の
ベ
た
あ

と

租
税
を
牧
む
る
時
、
関
狭
を
裁
り
、
民
と
相
ひ
般
貸
す
。
故
を
以
て
租
多
く
入
ら
ず
。
後
ち
軍
の
設
す
る
有
り
。
左
内
史
、
負
租
を
以
て
、
課
、
殿
た
り
て
、

掛曲に再出
ぜ
ら
れ
ん
と
す
。



と
あ
る
よ
う
に
、
見
寛
は
「
軍
褒
」
の
と
き
考
課
が
肢
と
さ
れ
、
菟
職
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
見
寛
は
ど
の
程
度
の
租
税
徴
牧
の

見
寛
の
左
内
史
在
任
中
の
「
軍
装
」
す
な
わ
ち

軍
事
遠
征
と
し
て
は
、

元
鼎
五
年
(
前
一
一

一己

駄
の

賓
績
を
あ
げ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

伏
浪
将
軍
路
博
徳
ら
に
よ
る
南
越
遠
征
、
翌
六
年
十
月
に
将
軍
李
息
ら
が
暁
西
・
天
水
・
安
定
郡
の
騎
士
と
中
尉
・
河
南
・
河
内
郡
の
卒
十
高

人
と
を
護
し
て
行
な
っ
た
西
尭
遠
征
、
同
年
秩
の
横
海
将
軍
韓
説
ら
に
よ
る
関
越
遠
征
、

居
蜘
か
ら
出
撃
し
た
旬
奴
遠
征
の
四
つ
が
あ
る
(
以
上
、
『
漢
書
』
武
帝
紀
〉
。

お
よ
び
浮
温
将
軍
公
孫
賀
ら
が
九
原
郡
・
河
西
郡
令

左
内
史
の
地
の
地
理
的
関
係
か
ら
み
て
、
右
の
「
寧
護
」
は
元
鼎

六
年
十
月
の
西
発
遠
征
か
、
同
年
秋
の
旬
奴
遠
征
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
。
そ
う
す
る
と
、
見
寛
は
左
内
史
に
就
任
し
て
か
ら
西
莞
遠
征

・

帥

旬
奴
遠
征
ま
で
の
聞
に
、
元
鼎
五
年
十
月
と
翌
六
年
十
月
の
二
回
、
上
計
簿
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
さ
い
、
前
述
し
た
よ
う
に

上
計
簿
の
巌
密
な
吟
味
が
行
な
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
元
鼎
五
年
十
月
の
上
計
で
は
何
ら
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
(
右
の
「
軍
褒
」

が
元
鼎
六
年
十
月
の
西
先
遠
征
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

し
か
し
「
軍
渡
」
が
か
り
に
同
年
秩

同
年
十
月
の
上
計
に
つ
い
て
考
課
が
殿
と
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
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の
伺
奴
遠
征
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
同
年
十
月
の
上
計
時
に
お
い
て
も
何
ら
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
〉
。

ま
た
そ
の
徴
税
方
法
も
「
閥

狭
を
裁
」
る
も
の
で
あ
っ
て
、
無
原
則
に
租
税
徴
牧
を
ゆ
る
め
た
の
で
は
な
く
、
見
寛
と
し
て
は
何
ら
か
の
成
算
を
も
っ
て
い
た
と
み
と
め
ら

か
く
て
、
見
寛
が
左
内
史
と
し
て
嘗
然
徴
牧
す
べ
き
基
準
額
を
下
ま
わ
る
徴
牧
し
か
行
な
っ
て
い
な
か

っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で

れ
る
。

、情

M
，

ム
H
V

あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
考
課
が
肢
と
さ
れ
、
菟
職
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
は
「
軍
護
」
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
軍
事
遠

征
が
あ
れ
ば
太
守
は
そ
の
必
要
に
麿
じ
て
、
ば
あ
い
に
よ
っ
て
は
基
準
額
を
こ
え
る
租
税
を
徴
牧
す
る
義
務
が
す
で
に
生
じ
て
お
り
、
そ
れ
が

で
き
な
け
れ
ば
兎
職
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

前
記
の
舎
稽
太
守
朱
買
臣
の
事
例
は
出
撃
基
地
で
の
こ
と
で
あ
り
、
左
内
史
扱
賠
の
事
例
も
そ
れ
に
準
ず
る
と
考
え
ら
れ
る

が
、
左
内
史
見
寛
の
ば
あ
い
は
出
撃
基
地
に
お
け
る
軍
事
費
・

軍
需
物
資
調
達
と
は
い
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、

元
鼎
六
年
十
月
の
西
美
遠
征
の

と
こ
ろ
で
、

出
撃
基
地
は
陣
西
・
天
水
・
安
定
郡
で
あ
り
、
河
南

・
河
内
郡
が
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
さ
れ
、
同
年
秋
の
旬
奴
遠
征
の
出
撃
基
地
は
九
原

・
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河
西
郡
で
あ
っ
た
か
ら
、
左
内
史
の
地
は
い
ず
れ
の
ば
あ
い
も
出
撃
基
地
で
は
な
く
、
そ
の
後
背
地
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

か
く
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て
、
右
の
左
内
史
児
寛
の
事
例
は
、
出
撃
基
地
の
後
背
地
に
お
い
て
も
軍
事
費
・

軍
需
物
資
調
達
の
義
務
が
太
守
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を

も
の
が
た
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
遅
く
と
も
元
鼎
年
聞
に
は
、
軍
事
費

・
軍
需
物
資
調
達
の
最
終
責
任
が
出
撃
基
地
と
さ
れ
た
郡
は
も
と
よ
り
、
そ

の
後
背
地
の
郡
に
お
い
て
も
太
守
に
揖
仰
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
達
成
で
き
な
い
太
守
は
兎
職
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
え
た
こ
と

が
わ
か
ろ
う
。

な
お
、
左
内
史
児
寛
は
軍
事
遠
征
が
は
じ
ま
る
ま
え
に
、
「
租
税
を
牧
む
る
時
、
閥
狭
を
裁
り
、
民
と
相
ひ
偲
貸
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
租

税
徴
牧
の
方
針
を
し
め
し
て
い
る
か
ら
、
遠
征
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
太
守
は
租
税
徴
牧
一
般
に
つ
い
て
も
す
で
に
権
限
を
の
ば
し
て
き
て

い
た
こ
と
が
お
か
る
。
蓋
し
、
軍
事
費
・
軍
需
物
資
調
達
の
任
務
塗
行
の
た
め
に
租
税
徴
牧
に
闘
興
し
て
き
た
こ
と
の
結
果
で
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
に
通
常
の
租
税
徴
牧
に
ま
で
権
限
が
の
び
て
き
て
い
た
か
ら
こ
そ
、

『
漢
書
』
巷

一
六
高
租
功
臣
表
に
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(
曲
成
侯
掻
皇
柔
)
元
鼎
二
年
(
前
一
一
五
)
、
汝
南
太
守
篤
り
て
、
民
の
赤
側
銭
を
用
て
賦
と
震
さ
ざ
る
を
知
る
に
坐
し
て
、
鬼
薪
と
信
用
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
太
守
が
賦
の
徴
枚
に
関
聯
し
て
罪
に
と
わ
れ
る
こ
と
も
生
じ
て
き
た
と
理
解
さ
れ
る
。

本
節
の
考
察
は
列
停
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
た
具
瞳
例
を
資
料
と
し
て
あ
と
守
つ
け
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
太
守
が
寅
際
に
租
税
徴
牧
に
闘
輿
し

は
じ
め
た
時
期
は
、
以
上
で
の
ベ
た
時
期
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
少
し
ず
つ
前
代
に
さ
か
の
ぼ
ら
せ
て
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
以
上

の
考
察
に
お
い
て
は
、
史
料
の
制
約
か
ら
、

た
ま
た
ま
郡
の
太
守
の
事
例
だ
け
を
と
り
あ
げ
る
結
果
に
な
っ
た
が
、
諸
侯
王
園
の
相
に
つ
い
て

も
同
様
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

む

す

び

本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
の
大
要
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

景
帝
時
代
以
前
に
行
政
官
と
し
て
の
性
格
が
弱
か
っ
た
郡
・
園
の
守

・
相

は
、
武
帝
時
代
以
降
、
景
帝
時
代
以
前
か
ら
の
職
掌
の
ほ
か
に
、
主
と
し
て
奮
来
の
鯨
の
管
掌
事
項
に
介
入
す
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
吸
牧



す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
職
分
を
増
加
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
管
掌
事
項
に
つ
い
て
の
機
能
を
強
化
し
、
さ
ら
に
鯨
以
下
の
官
吏
組
織
と
の
有
機

的
関
係
を
形
成
し
て
支
配
権
を
強
化
し
て
き
た
。
そ
れ
は
あ
る
時
期
に
制
度
上
の
大
慶
革
が
あ
っ
て
お
こ

っ
た
の
で
は
な
く
、
武
帝
時
代
以
後

の
政
治
朕
況
の
推
移
の
な
か
で
、
制
度
上
の
小
さ
な
饗
草
や
そ
の
運
営
上
の
改
革
が
つ
み
か
さ
ね
ら
れ
て
お
こ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た

翻
動
か
ら
、
守
・
相
が
牒
の
職
掌
に
介
入
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
吸
牧
し
て
職
分
を
ふ
や
し
た
背
景
を
み
る
と
、
そ
の
一
つ
と
し
て
、
武
帝
時

代
に
上
計
簿
の
内
容
が
巌
密
に
吟
味
さ
れ
は
じ
め
、
し
か
も
使
者
の
涯
遣
や
武
帝
自
身
の
巡
幸
に
よ
っ
て
上
計
簿
の
粉
飾
の
有
無
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
、
守
・
相
の
瓢
砂
の
資
料
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
に
封
庭
し
て
守

・
相
が
鯨
の
賓
情
を
的
確
に
把
握
し
、
上
計
簿
の
内
容

を
少
し
で
も
よ
く
す
る
た
め
に
蘇
政
に
干
渉
し
て
き
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
武
帝
時
代
に
孝
・
廉
を
察
奉
し
な
い
守
・
相
を
重
く
罰
す

る
よ
う
に
な

っ
た
結
果
、
守
・
相
は
鯨
の
長
吏
と
の
関
係
を
緊
密
に
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
他
方
、
鯨
以
下
の
官
吏
も
出
世
の
糸
口
を
つ
か

む
た
め
に
守
・
相
の
知
己
を
え
よ
う
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
守
・
相
と
勝
以
下
の
官
吏
組
織
と
の
有
機
的
関
係
が
生
じ
る

一
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因
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
以
上
の
こ
と
な
ど
を
背
景
と
し
て
守
・
相
の
支
配
擢
が
強
化
さ
れ
て
く
る
。
そ
の
過
程
の

一
端
を
租
税
徴
牧
へ
の

開
興
の
側
面
か
ら
う
か
が
う
と
、
武
帝
時
代
に
劃
外
遠
征
が
く
り
か
え
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
、
そ
の
出
撃
基
地
と
な
っ
た
郡
・

園
の
守

・
相

に
遠
征
準
備
の
義
務
が
課
さ
れ
た
が
、

軍
事
費

・
軍
需
物
資
を
調
達
す
る
た
め
に
、
豚
が
行
な
っ
て
い
た
租
税
徴
牧
に
も
介
入
す
る
よ
う
に
な

る
。
こ
の
傾
向
は
そ
の
後
さ
ら
に
強
化
さ
れ
、
遅
く
と
も
元
鼎
年
聞
に
は
、
軍
に
出
撃
基
地
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
後
背
地
の
郡

・

園
で
も
同
様
に
な
り
、
そ
の
任
務
を
完
遂
で
き
な
い
守
・
相
は
兎
職
さ
れ
る
こ
と
も
で
て
き
た
。
そ
の
こ
と
に
と
も
な
っ
て
、
守
・
相
は
遠
征

準
備
と
は
関
係
の
な
い
逼
常
の
租
税
徴
牧
に
つ
い
て
も
権
限
を
の
ば
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

249 

註ω
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
重
近
感
樹
氏
「
前
漢
の
函
家
と
地
方
政
治
」

(
一
九
七
八
駿
肇
史
皐
四
四
〉
が
あ
る
。

ω
拙
稿
「
前
漢
郡
懸
統
治
制
度
の
展
開
に
つ
い
て
」
〈
上
・
下
〉
(
一
九
八

東
洋
史
研
究
三

二
一
隅
岡
大
皐
人
文
論
叢
一
一
一一1
l

四・

一
四
一
〉

参
照
。
な
お
、
本
稿

に
お
い
て
は
以
下
、
こ
れ
を
前
稿
と
略
構
す
る
。

ω
拙
稿
「
漢
代
刺
史
の
設
置
に
つ
い
て
」
三
九
七
四
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一
一
一
ー
一
己
参
照
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
お
い
て
は
景
帝
時
代
以
前
の
守

・
相

が
行
政
官
と
し
て
熟
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
基
本
的
認
識
を
か
い
て
い

た
。

ω
重
近
氏
は
前
燭
「
前
淡
の
闘
家
と
地
方
政
治
」
で
、
太
守
が
地
方
政
治

の
要
と
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
の
は
、
武
帝
の
こ
ろ
か
ら
郡
を
単
位
と
す

る
豪
族
居
の
結
合
関
係
が
生
じ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

今
後
縫
承
し
て
い
く
べ
き
卓
見
で
あ
る
が
、
木
稿
で
は
そ
の
こ
と
に
つ
い

て
の
考
察
を
割
愛
す
る
。

日
間
拙
稿
「
前
漢
諸
侯
王
園
の
官
制
」

(
一
九
七
四
九
州
大
同
学
東
洋
史
論

集
一
ニ
〉
多
照
。

同

玉

鳴
盛

『十
七
史
商
権
』
径
一
四
「
太
守
別
格
」
の
傑
参
照。

的
た
だ
し
、
過
郡
太
守
は
、
元
朔
三
年
(
前
三
二
ハ
)
に
西
河

・
上
郡
の

太
守
が
「
寓
騎
太
守
」
と
さ
れ
〈
『
漢
務
儀
』
巻
下
)
、
哀
帝
時
代
の
執
金

吾
級
将
阪
が

「泌
家
法
変
、
職
在
距
冠
」

と
の
べ
て
い
る

(
『
漢
書
』
径

七
七
本
陣
)
よ
う
に
、
軍
事
機
内
品
官
と
し
て
の
性
格
が
強
か

っ
た
。

ω
山
田
勝
芳
氏
「
均
輪
卒
準
と
桑
弘
羊
」

(
一
九
八

一

東
洋
史
研
究
四

0
ー
一
ニ
)
は
、
算
賦
の
な
か
か
ら
献
納
さ
れ
て
い
た
貢
献
は
、
均
総
の
創

設
に
よ
っ
て
町単
な
る
特
産
口
聞
の
貢
納
へ
と
そ
の
性
絡
を
か
え
た
と
の
ベ
、

影
山
剛
氏

「
桑
弘
羊
の
均
給
法
試
論
」
(
一

九
八
二
東
洋
史
研
究
四

O

|
四
)
は
、

一
般
的
租
税
と
は
制
度
的
に
区
別
さ
れ
て
い
た
貢
献
は
財
政

上
の
有
力
財
源
の
一
つ
と
し
て
均
給
法
の
な
か
に
再
編
成
さ
れ
た
と
理
解

し
て
い
る
。
爾
設
の
相
途
は
均
輸
制
度
の
基
本
的
理
解
に
か
か
わ
る
も
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
掌
否
に
つ
い
て
の
私
見
を
の
ベ
る
用
意
は
な
い
が
、
い

ず
れ
の
設
に
し
た
が
う
に
し
て
も
、
均
輸
の
創
設
に
よ
っ
て
、

貢
献
に
関

す
る
守
・
相
の
機
能
が
減
じ
た
こ
と
に
か
わ
り
は
な
か
ろ
う
。

仰

た

だ

し
、
永
始
三
年
(
前

一
四
)
に
は
郡
・
園
の
諸
犯
の
著
明
な
も
の

は
復
活
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
郡

・
園
の
祭
犯
の
機
能
が
か

つ
て
に
比

し
て
小
さ
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。

同
代
表
的
な
も
の
だ
け
を
記
す
と
、
国
に
つ
い
て
は
大
庭
備
氏

「
居
延
出

土
の
詔
書
冊
」

(
一
九
八
二

『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
所
牧
)
、
内
J
川

お
よ
び
肘
に
つ
い
て
は
殿
耕
笠
氏

『中
園
地
方
行
政
制
度
史
』
上
編
巻
上

『秦
波
地
方
行
政
制
度
』

(
一
九
六

一
〉
第
二
輩
、

ωに
つ

い
て
は
鎌
田

重
雄
氏

「郡
園
の
上
計
」
(
一
九
四
三
『
秦
漢
政
治
制
度
の
研
究
』
所

枚
)
と
厳
氏
同
右
寄
第
八
輩
、
出
に
つ

い
て
は
影
山
剛
氏

「
前
漢
の
隣
吏

を
め
ぐ
る
二

・
三
の
問
題
」
(
一
九
五
七
福
井
大
摩
皐
盛
同
学
部
紀
要
第

田
部
祉
曾
科
翠
六
)
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
。
な
お
、
内
に
つ
い
て
は
本
稿
第

三
節
で
も
と
り
あ
げ
る
。

ω
重
近
路
樹
氏
前
掲
「
前
漢
の
園
家
と
地
方
政
治
」
な
ど
参
照。

た
だ

し
、
重
近
氏
は
宣
帝
時
代
以
後
の
太
守
に
つ
い
て
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
た

の
で
あ
る
が
、
前
出
の
窃
郡
太
守
文
翁
は
成
都
の
間
四
千
官
の
弟
子
で
高
第
の

者
を
郡
お
よ
び
豚
の
吏
に
補
任
し

(『漢
書
』

循
吏

・
木
侍
)
、

元
封
元
年

(
前
一

一
O
)
に
左
内
史
に
な

っ
た
威
宣
は
各
燃
の
微
細
な
こ
と
ま
で
直

接
決
裁
し
て
い
る
(
『
漢
書
』
酷
吏

・
本
防
御
)
。
こ
こ
か
ら
、内寸

・
相
と
豚

吏
と
の
有
機
的
関
係
は
武
帝
時
代
に
す
で
に
み
ら
れ
た
こ
と
を
う
か
が
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。

ω
『
漢
書
』

巻
七
六
越
廉
漢
・

予
翁
飾
・

韓
延
車両
停、

『漢
書
』

循
吏

・

策
編
傍
な
ど
に
賓
例
が
あ
る
。

帥

守

・
相
に
よ
る
守
豚
令

・
守
耐
納
長
の
人
事
は
『
漢
書
』
朱
博
係
、
『
漢

書
』
径
九
九
王
奔
俸
上
、
『
後
漢
書
』

傍
一
五
卓
茂
停
な
ど
に
、
里
正
に

つ
い
て
は

『
漢
書
』
斡
延
蒋
俸
に
、
父
老
に
つ
い
て
は
『
漢
書
』
循
吏
・
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黄
額
俸
に
そ
れ
ぞ
れ
質
例
が
あ
る
。

帥
た
と
え
ば
『
漢
書
』
越
庚
漢
停
、
『
漢
書
』
朱
博
停
、
『
漢
書
』
循
吏
・

責
務
停
な
ど
に
み
え
る
。

帥
拙
稿
前
掲
「
前
漢
諸
侯
王
園
の
官
制
」
参
照
。

帥
こ
の
記
事
は
『
漢
書
』
向
僚
の
顔
師
古
注
・
王
先
謙
補
注
、
『
史
記
』

巻
二

O
建
元
以
来
侯
者
年
表
お
よ
び
陳
直
氏
『
史
記
新
設
』
(
一
九
七
九
)

・
『
漢
書
新
設
』
〈
一
九
七
九
)
に
よ
っ
て
校
訂
し
た
も
の
に
よ
る
。

伺
『
史
記
』
巻
三

O
卒
準
書
に
「
其
明
年
、
天
子
始
巡
郡
・
圏
、
東
度

河
。
河
東
守
不
意
行
至
、
不
緋
、
自
殺
。
行
西
捻
陣
。
隣
西
守
以
行
往

卒
、
天
子
従
官
不
得
食
。
幽
腕
西
守
自
殺
」
と
あ
る
。

帥
『
漢
書
』
各
四
六
蔦
石
君
俸
に
ひ
く
武
帝
の
語
に
「
済
准

・
江
、
歴
山

演
海
、
間
百
年
民
所
疾
苦
」
と
あ
る
。

同
確
貧
な
も
の
と
し
て
は
文
帝
前
元
十
五
年
(
前
一
六
五
)
の
「
賢
良
能

直
言
極
諌
者
」
の
察
奉
が
あ
る
(『
漢
室
一
回
』
巻
四
文
帝
紀
)
。
や
や
問
題
が

の
こ
る
も
の
と
し
て
は
高
祖
十
一
年
(
前
一
九
六
〉
の
、
天
下
卒
定
に
功

績
の
あ
っ
た
「
賢
士
大
夫
」
の
推
薦

a

か
あ
る
(
『
漢
書
』
巻
一
高
帝
紀
下
)
。

な
お
、
後
者
に
つ
い
て
は
前
橋
の
注
三
九
参
照
。

帥
福
井
重
雅
氏
「
漠
代
の
選
翠
と
制
科
の
形
成
」
(
一
九
七
三
社
舎
科

皐
討
究
一
八
|
一
二
)
に
漢
時
代
に
お
け
る
制
科
の
事
例
の
一
覧
表
が
の
せ

ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
武
帝
時
代
以
後
、
制
科
が
急
激
に
ふ
え

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
制
科
の
急
増
が
守
・
相
の
性
格
の
努
化

と
直
接
に
関
係
し
て
い
る
と
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。

帥
「
孝
廉
」
の
察
容
と
博
士
弟
子
員
の
科
に
つ
い
て
は
永
田
英
正
氏
「
漢

代
の
選
奉
と
官
僚
階
級
」
〈
一
九
七

O

東
方
皐
報
京
都
四
一
〉
に
概
括

的
説
明
が
あ
る
。
た
だ
し
、
「
孝
廉
」
に
つ
い
て
は
筆
者
の
見
解
と
異
な

る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
な
お
、
武
帝
時
代
に
は
以
上
の
ほ
か
に
、
元
封
五
年

の
刺
史
設
置
に
と
も
な
っ
て
、
州

・
郡
に
よ
る
秀
才
の
察
患
が
は
じ
ま
っ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
守

・
相
の
支
配
穫
の
強
化
が
あ
る
程
度
す
す
ん
だ
の

ち
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
で
は
と
り
あ
げ
な
い
。

同

演

口

重
園
氏
「
漢
代
の
孝
康
と
康
吏
」
〈
一
九
四
二

『
秦
漢
惰
唐
史

の
研
究
』
下
巻
所
収
)
参
照
。
な
お
、
こ
の
理
解
は
永
田
英
正
氏
前
掲

「漢
代
の
選
翠
と
官
僚
階
級
」
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

帥
鎌
田
重
雄
氏
「
漢
代
の
孝
康
に
つ
い
て
」
(
一
九
四
四

『
秦
漢
政
治

制
度
の
研
究
』
一
四
六
頁
註
二
二
)
参
照
。
な
お
、
鎌
田
氏
は
翠
孝
を
奉

孝
康
と
い
い
な
ら
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
時
期
を
宣
帝
の
黄
龍
元
年
(
前
四

九
)
に
も
と
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
論
緩
は
不
明
で
あ
る
し
、

こ
の
理
解
に
は
疑
問
が
の
こ
る
。

帥
越
智
重
明
氏
「
前
漢
時
代
の
復
役
に
つ
い
て
」
(
一
九
七
六
法
制
史

研
究
二
五
)
参
照
。

同

『

漢

書
』
題
錯
俸
に
は
、
母
錯
の
提
案
に
し
た
が
っ
て
文
帝
が
天
下
の

民
を
つ
の

っ
て
塞
下
に
う
つ
し
た
こ
と
を
記
し
た
あ
と
に
、

「
錯
復
言、

陛
下
幸
募
民
相
徒
、
以
貧
塞
下
、
使
屯
成
之
事
盆
省
、
輪
終
之
費
盆
寡。

甚
大
慈
也
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
前
後
を
通
じ
て
内
地
か
ら
の
穀
物
の
輪

迭
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

伺
原
文
は

「彰
奥
買
滅
朝
鮮
」
に
つ
く
る
が
、
『
漢
書
』
食
貨
志
お
よ
び

『
史
記
禽
注
考
透
』
に
し
た
が

っ
て
「
彰
奥
穿
減
朝
鮮
」
に
あ
ら
た
め

た。

制
拙
稿
「
前
漢
諸
侯
王
園
の
財
政
と
武
帝
の
財
政
増
牧
策
」
(
一
九
七
八

福
岡
大
察
研
究
所
報
三
七
)
参
照
。

悌
越
智
重
明
氏
は
景
帝
初
年
の
江
陵
漢
衡
を
分
析
し
て
、
軍
事
目
的
税
を
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ふ
く
む
人
頭
税
が
里
正
に
よ
っ
て
徴
枚
さ
れ
、
そ
れ
が
際
に
〈
直
接
に
は

鯨
の
出
張
所
的
性
格
を
も
っ
郷
に
〉
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
(「均
総
法
を
め
ぐ
っ
て
」
《
未
設
表
》
〉
。
こ
の
こ
と
は
、

漢
時
代

の
郡
勝
支
配
位
制
の
性
格
か
ら
考
え
て
、
租
税
徴
蚊
の
政
治
的
責
任
が
本

来
的
に
は
豚
に
あ
っ
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
基
本
的
あ
り

方
は
武
帝
時
代
に
も
か
わ
ら
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

帥
原
文
は

「
旬
河
崎
府
軍
越
破
奴
出
令
居
」
と
だ
け
記
し
て
、

令
居
豚
の
所

属
郡
を
記
し
て
い
な
い
。
日
比
野
丈
夫
氏
は
「
河
西
四
郡
の
成
立
に
つ

い
て
」
(
一
九
五
四
『
中
園
歴
史
地
理
研
究
』
所
牧
〉
で
い
わ
ゆ
る
河

西
四
郡
の
成
立
年
代
を
考
議
し
て
、
元
鼎
二
年
(
前
二
五
〉
に
ム
長
燃

を
中
心
に
河
西
郡
が
設
置
さ
れ
た
と
の
べ
て
い
る
。
長
津
和
俊
氏
は
「
前

漢
の
西
域
経
営
と
東
西
交
通
」
(
一
九
七
四
『
シ
ル
ク
・
ロ
l
ド
史
研

究
』
所
牧
)
で
日
比
野
氏
の
理
解
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
い
る
が
、
た
だ

「
河

西
郡
」
の
存
在
に
つ
い
て
は
疑
問
が
の
こ
る
と
し
て
、
元
鼎
二
年
に
酒
泉

郡
が
設
置
さ
れ
た
可
能
性
を
留
保
し
て
い
る
。
元
鼎
六
年
省
時
の
令
居
燃

の
所
属
郡
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
日
比
野
氏
に
し
た
が
っ
て
河
西
郡
と

し
て
お
く
。
な
お
、
昭
帝
の
始
元
六
年
(
前
八
一
〉
に
金
城
郡
が
設
置
さ

れ
た
の
ち
に
は
、
令
居
燃
は
こ
れ
に
所
属
す
る
よ
う
に
な
る
。

M
W

こ
の
こ
ろ
の
上
計
が
歳
首
の
十
月
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て

は
鎌
田
重
雄
氏
前
掲
「
郡
園
の
上
計
」
参
照
。

倒

潰

口
4

皇
園
氏
は
「
漢
碑
に
見
え
た
る
守
令
・
守
長
・
守
丞

・
守
尉
等
の

官
に
就
い
て
」
(
一
九
四
三

『
秦
漢
階
麿
史
の
研
究
』
下
容
所
収
〉
の

な
か
で
、
「前
漢
時
代
で
は
何
時
の
頃
よ
り
か
」
、
新
任
の
三
輔
の
長
官
と

三
輔
の
属
豚
の
長
官
と
が
適
任
で
あ
る
か
ど
う
か
を
剣
断
す
る
た
め
に
、

試
守
満
歳
魚
員
の
制
度
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
の
ベ
、
そ
の

質
例
と
し

て
宣
帝
時
代
の
守
京
兆
罪
組
庚
漢
・
守
左
軍
閥
均
韓
延
詩

・
守
右
扶
風
苦
J

品
調

節
・
守
京
兆
予
張
倣
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
れ
に
射
し
て
大
庭
筒
氏
は

「漢
の
官
吏
の
粂
任
」
(
一
九
八
二

『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
所
収
〉

で
、
こ
の
制
度
は
九
卿
や
太
原
太
守
な
ど
に
も
み
ら
れ
た
と
し
て
、
武
帝

末
年
以
後
の
貧
例
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
、
試
守
融
開
放
信
用

岡
県
の
制
度
が
武
帝
末
年
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
賀
で
あ
る
が
、
こ

の
制
度
が
い
つ
、
い
か
な
る
理
由
で
は
じ
ま
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
今
の

と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
確
言
は
さ
け
る
が
、
か
り
に
こ
の
制
度
が
武
帝
中

期
に
も
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
左
内
史
見
寛
は
試
守
期
開
に
適
任
で
あ
る
と

剣
断
さ
れ
て
、
岡
県
の
左
内
史
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
こ
と

は
、
「
軍
裂
」
時
ま
で
の
租
税
徴
収
に
お
い
て
も
と
く
に
問
題
と
す
べ
き

黙
が
な
か
っ
た
こ
と
を
し
め
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
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Bashu巴蜀(Sichuan Province), and the literary documents, including the

“Chronicle ”，it is supposed that after entering Bashu, this tribe,going

along the Han River 漢江, arrived at Yunmeng in Chu.

　　　

Finally, the author has investigated the points at which this emigrant

Qin tribe had assimilated itself to the culture of native Chu peoples.

THE ENHANCED CONTROL OF THE JUNSHOU郡守

AND ＧＵＯＸＩｉ國相DURING THE FORMER HAN

Kamiya Masakazu

　　　

Before Jingdi's 景帝reign period, the Junsh。u and guoxiang held

little power as administrative offices within the local government. After

Wudi's武帝reign period, their control had increased. In addition to the

concerns which they had managed previously, they largely absorbed the

functions of the xian K. In doing so, they increased the duties of that

ｏ伍ｃｅ

　

and moreover　formed a highly coordinated association with the

organizations of officials below the xian level.

　　　

This was not an institutional revolution that could have occurred at

any time. During the political transition after Wudi's reign, small institu-

tional changes and operational reforms had occurred cumulatively one by

one.

　

Figuring in the background of how the duties of the ｓｈｏｗ and

xiang increased was the beginning during χＶｕdi's reign of ａ strict and

careful scrutiny of tχ，ｅ　ｓＪｉａｎｇj極秘上計簿. In answer to this, the　ｓJioｕand

ｘｉａｎｓhad　grasped the actual affairs of the xian with accuracy. And

moreover had begun to exert an effort to improve even slightly the con-

tents of the 功“″がφ“･The following figures in the background behind

the formation of a highly coordinated association with the organizations

of officials below　theぶian level.　During Wudi's
reign, the relations

between the ｓｈｏｕ-ｴtａｎｇand the officials below the xian level had had

to

　

beco°ｅ close　because　if an officer did not recommend Qchaju)
the

ヽｒ必θ孝or Z必刀廉he ゛ａｓ severely punished.

　　　

Let us study one aspect of the means whereby
the Ｓｈｏ麗ａｎｄｘｉａｉｉｇ

strengthened their control from the perspective of their
participation in

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－2－



Ae collection of tａχes. When the foreign campaigns were renewed

again and again during Wudi's reign, the　iｕｎｓhoｕａａｄｇ皿こｒｔａｎｇof those

regions which served as bases for the sorties of the campaigns were

-charged with the responsibility of providing for the campaigns. To raise

funds for wartime ｅχpenditures and munitions, they also intervened in

the collection of tａχes. Later, this tendency was enhanced. At the latest,

it was during the Yuanding 元鼎period (BC 116-BC Ill) that the jun

and ｇｕｏ　ａtthe rear of the campaigns' sortie bases also developed similarly.

Ｓん∂zzand xiang unable to fulfilltheir duties also came to be discharged.

At the same time, the　ｓhoｕ　and xiang ｅχtended their jurisdiction over

the collection of ordinary tａχesthat had no connection with the provision

of the foreign campaigns.

£INBAO m保AND ITS FUNCTION IN THE EARLY

　　

HALF OF THE TANG ：THE CLUE OF THE

　　　　　

SO-CALLED ＴＡＮＴＡＯ擲逃ABUSE

　　　　　　　　　　　

Yamane Kiyoshi

　　

During the Tang, both tｈ.＆ｌｉｎａｎｄｈａｏwere formalized into law.

At ａ level below the 公αzzがfｚ眉郷里制and the c征mfang ｚhi村坊制, the

ｌｉｎｈａｏ．composedof four or 丘ve households, was based essentially upon

the fundamental unit of the ］ia家. Unlike the ＆戸, the fundamental

unit of the ぶiangli zhi, the iiawas more or less based upon the natural

and individual relationships held between certain blood relatives and

members

　

of the local society. In this sense, it was, more than the

others, a real unit reflecting actual social relationships.

　　

Until now, the function of the Z加bao has been widely understood

to have been intended only as police enforcement. But this interpretation

is not necessarily correct. Since the　early Tang, the law ｏ£“linhao

daiji” 鄭保代済had probably ｅχisted. Under its provisions, in the event

of a peasant leaving the area, abandoning his household fields and not

fulfilling

　

his

　

appointed

　

work, the　linbao　to　which　the　departed

householder belonged undertook the cultivation of the abandoned fields

and the responsibilities　of his alotted jobs. Social responsibility was
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