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前
漢
の
戸
口
統
計
に
つ
い
て

佐

藤

武

敏

は

し

が

き

第
一
節
「
漢
書
」
地
理
志
の
戸
口
統
計
の
性
質
と
信
頼
度

付
従
来
の
設
と
そ
れ
に
封
す
る
私
見

伺
戸
口
総
数
に
関
す
る
問
題

第

二

節

前
漢
の
人
口
俊
動

付
前
漢
前
期

口
前
漢
後
期

第
三
節
前
漢
末
人
口
の
地
域
的
分
布

む

す

ぴ
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t主

し

ヵ:

き

前
漢
の
歴
史
を
ど
の
よ
う
に
把
揮
し
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
技
連
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
迄
各
種
の
覗
貼
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
試
み
が
な
さ

れ
て
い
る
が
、

最
も
一
般
的
な
の
は
漢一
帝
国
の
政
治
的
な
権
力
の
推
移
を
中
心
と
し
た
次
の
よ
う
な
把
握
の
し
方
で
あ
る
。

つ
ま
り
高
租
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
漢
一帝
国
は
文
・
景
一
帝
一
時
代
比
較
的
無
事
卒
和
な
時
期
が
つ
づ
い
て
そ
の
基
礎
が
固
ま
り
、

次
の
武
一帝一
時

代
に
園
勢
は
紹
頂
に
達
す
る
。

し
か
し
武
一
一帝
の
末
期
か
ら
次
第
に
衰
退
す
る
が
、
昭
一
帝
を
へ
て
次
の
宣
一帝
時
代
が
い
わ
ゆ
る
中
興
の
時
期
で
あ



る
。
或
は
武
一
帝
か
ら
宣
一
一
帝
に
い
た
る
約

一
世
紀
聞
が
前
漢
の
極
盛
期
で
あ
る
と
い
う
読
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
元
一
一帝
時
代
に
は
官
官
が

政
治
的
権
力
を
握
り
、
成
一
帝
一
時
代
に
は
外
戚
の
専
権
が
あ
ら
わ
れ
、
漢
一
帝
一
園
は
衰
退
の
一
路
を
た
ど
り
、

卒
一帝
の
と
き
王
葬
が
掻
政
主
な
り
、

や
が
て
王
葬
の
時
代
に
入
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

な
お
ま
た
武
帯
以
後
の
漢
一
一
帝
園
の
衰
退
現
象
に
つ
い
て
は
、
政
治
的
な
擢
力
を
め
ぐ
る
抗
争
だ
け
で
な
く
、

貧
富
z

の
差
の
激
化
を
中
心
と
す

る
祉
舎
矛
盾
の
進
行
、
自
然
災
害
の
頻
設
な
ど
に
よ
り
農
民
の
流
亡
や
反
慌
が
盛
ん
に
な

っ
て
ゆ
く
こ
と
や
そ
れ
に
伴
い
農
地
の
荒
慶
が
抜
大

し
て
ゆ
く
こ
と
な
ど
を
指
摘
す
る
読
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
前
漢
の
歴
史
の
把
握
じ
方
で
と
り
わ
け
問
題
と
な
る
の
は
武
一
帝
一
以
降
の
前
漢
後
期
で
あ
る
。
覗
黙
を
第
九
て
た
と
え
ば

人
口
史
や
経
済
史
の
角
度
か
ら
見
る
と
、
こ
の
時
期
を
果
し
て
衰
退
期
と
言
っ
て
よ
い
か
.
と
う
か
疑
問
が
お
こ
る。

と
い
う
の
は
、
前
漢
史
の

根
本
史
料
の
一
つ
で
あ
る
「
漢
書
」
の
巻
二
八
地
理
志
上
下
は
各
郡
園
の
戸
口
数
を
記
し
、
最
後
に
「
民
戸
千
二
百
二
十
三
高
三
千
六
十
二
、

口
五
千
九
百
五
十
九
寓
四
千
九
百
七
十
八
」
と
い
う
線
数
を
っ
た
え
、
そ
し
て
こ
の
総
数
を

「漢
の
極
盛
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
年
代

に
つ
い
て
は
、
郡
園
の
冒
頭
つ
ま
り
京
兆
罪
の
戸
口
敏
の
前
に
「
元
始
二
年
」
と
い
う
年
幌
が
見
え
て
い
る
の
で
、
郡
園
の
戸
口
敷
お
よ
び
組

数
は
卒
一
帝
元
始
二
年

Q
〉

-
U・
)
の
も
の
と
解
す
る
の
が
ほ
ぼ
定
読
と
な
っ
て
い
る
。
も
う
一
つ
同
じ
く
「
漢
書
」

の
巻
二
四
食
貨
志
上
に
お

-119-

そ
ら
く
亥
一
帝
時
代
の
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
が
、
「
宮
室
・
苑
国
・
府
庫
の
た
く
わ
え
が
多
す
ぎ
る
ほ
ど
で
、
人
民
の
嘗
富
は
文
・

景
時
代
に

は

及
ば
な
い
が
、
天
下
の
戸
口
は
最
盛
で
あ
る
」
と
見
え
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
哀
一
帝一
も
し
く
は
卒
一
帝
時
代
つ
ま
り
前
漢
末
期
に
人
口
が
ピ

ー
ク

てに
さあ
らつ
にた
補と
足い
すう
るの
とで
、ぁ
量る
雪ま

た
巻下手

さ議
一時叶
侠代
俸は

文原
渉早

害蕃
!与時

安2
2 ど
宗で
士は
~な
雪ぃ
Zぞ
き
w 人
主民
間も
陽幽
22 カ注
7 だ
}つ
な t.::. 
vっ

と
た、

カ:z
v の
」で、
の

あ
頃

る
-，。

寺霊
は 23
股 V'-
~ "? 

己い

で
、
大
郡
の
太
守
が
在
任
中
亡
く
な
る
と
、
選
葬
費
と
し
て
千
寓
銭
以
上
を
賦
数
し
、

一妻子
が
共
に
そ
れ
を
受
け
、
生
業
の
責
金
に
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
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こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
前
漢
後
期
乃
至
前
漢
末
期
が
ど
の
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た
の
か
、
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
'と
思
わ
れ
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る
。
こ
こ
で
は
と
く
に
「
漢
書
」
地
理
志
の
記
載
を
中
心
に
前
漢
の
人
口
と
経
済
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
が
、
こ
れ
に
入
る
前
に
「
漢
書
」

地
理
志
の
戸
口
統
計
は
ど
う
い
う
性
質
の
も
の
で
、
ま
た
ど
の
程
度
信
頼
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
を
解
決
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
問
題
を
第
一
節
で
取
上
げ
る
。
次
い
で
第
二
節
で
そ
う
し
た
戸
口
統
計
の
数
字
が
「
漢
書
」
が
言
う
よ
う
に
前
漢
最
盛
期
の
も
の
と
考
え

て
よ
い
か
ど
う
か
を
前
漢
の
人
口
饗
動
を
推
論
し
な
が
ら
位
置
づ
け
て
み
た
い
。
そ
し
て
最
後
に
第
三
節
で
前
漢
末
に
お
け
る
人
口
と
経
済
を

で
き
る
だ
け
具
鐙
的
に
と
ら
え
る
た
め
に
地
波
別
の
観
貼
か
ら
分
析
を
試
み
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

第

一
節

「漢
書
」
地
理
志
の
戸
口
統
計
の
性
質
と
信
頼
度

付

従
来
の
設
と
そ
れ
に
劃
す
る
私
見

「
漢
書
」
地
理
志
に
見
え
る
戸
口
統
計
は
中
園
に
お
い
て
清
代
迄
多
く
の
書
物
に
引
用
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
に
疑
問
を
挟
む
と
い
う
こ
と
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は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
清
代
に
入
り
、
王
鳴
盛
が
そ
の
著
「
十
七
史
一
商
機
」
巻
一
五
元
始
戸
口
で
始
め
て
王
葬
増
飾
読
を
提
唱
し
た
。
そ

の
設
は
き
わ
め
て
簡
単
で
、
「
漢
書
」
地
理
志
京
兆
予
の
僚
に
戸
口
数
の
前
に
元
始
二
年
と
い
う
年
践
が
見
え
、

顔
師
古
は
漢
の
戸
口
は
元
始
が

最
盛
な
の
で
そ
の
数
字
を
あ
げ
た
の
だ
と
言
っ
て
い
る
が
、
元
始
二
年
は
王
葬
が
政
治
的
な
権
力
を
に
ぎ
っ
て
お
り
、
戸
口
に
は
き
っ
と
培
飾

が
多
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
、
班
固
は
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
わ
け
は
な
く
、
お
そ
ら
く
最
後
の
戸
籍
を
「
漢
書
」
地
理
志
に
記
載
し
た
も

の
で
、
最
盛
の
た
め
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

し
か
し
こ
う
し
た
震
想
が
で
て
く
る
の
は
理
由
の
な
い
わ
け
で
は

な
く
、

た
と
え
ば
「
漢
書
」
地
理
志
の
末
尾
を
見
る
と
、
卒
一
一帝
元
始
中
、

王
葬
が
政
治
を
輔
け
、
「
威
徳
を
耀
や
か
さ
ん
と
欲
し
」
た
と
あ
る
。

し
か
し
王
鳴
盛
自
身
「
十
七
史
一商
機
」
巻

一
八
地
理
操
排
謹

一
で
山
陽
郡
の
戸
口
数
に
つ
い
て
「
漢
書
」
地
理
志
と
同
書
張
倣
俸
と
の
記
載
が

相
違
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
「
元
始
は
盛
漢
に
く
ら
べ
て
戸
口
が
倍
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
」
と
言
っ
て
お
り
、
少
く
と
も
山
陽
郡
の

「
漢
書
」
地
理
志
の
戸
口
敏
を
信
用
し
て
お
り
、
こ
れ
は
増
飾
読
と
は
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
る
。
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そ
の
後
、
王
鳴
盛
の
読
を
支
持
す
る
研
究
者
は
少
な
い
が
、
と
い
っ
て
そ
一の
反
論
も
少
な
い
。
た
だ
務
総
氏
は
王
葬
が
元
始
の
戸
口
を
培
飾

し
た
と
断
定
で
き
る
直
接
の
誼
擦
が
な
い
こ
と
、
班
固
が
見
た
前
漢
の
人
口
組
数
の
記
載
は
元
始
だ
け
で
な
く
、
も
し
増
加
に
道
理
が
な
い
な

ら
班
固
は
き
っ
と
取
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
王
葬
の
増
飾
が
行
わ
れ
た
と
し
た
な
ら
、
郡
園
の
名
稿
を
改
め
た
と
き
で
、
元
始
初
年
は

王
葬
の
初
政
で
あ
り
、
百
三
の
郡
園
は
全
部
が
王
葬
の
一
意
に
し
た
が
る
わ
け
で
な
く
、

東
郡
太
守
は
王
葬
に
反
射
し
た
程
義
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
の
理
由
を
あ
げ
て
反
射
し
て
い
る
。

王
鳴
盛
の
玉
罪
増
飾
読
は
こ
の
よ
う
に
支
持
さ
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、
「
漢
書
」
地
理
志
の
戸
口
統
計
の
信
頼
度
が
高
い
こ
と
を
主
張
す
る

(

2

)

 

領
向
が
と
り
わ
け
わ
が
園
に
お
い
て
つ
よ
い
。
そ
の
主
な
設
を
二
三
あ
げ
て
み
る
と
ブ
加
藤
繁
氏
は
漢
代
毎
年
八
月
、
案
比
又
は
算
人
と
呼
ば

た
と
え
ば
東
郡
の
戸
口
は
少
な
く
な
い
け
れ
ど
、
嘗
時

れ
る
人
口
調
査
を
行
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
人
頭
税
の
賦
課
を
正
確
公
卒
に
す
る
こ
と
を
主
な
目
的
と
し
た
も
の
で
、
「
元
始
二
年
の
戸
口
統
計

も
此
の
人
口
調
査
の
結
果
と
し
て
現
れ
来
っ
た
も
の
で
、
支
那
歴
代
の
戸
口
統
計
の
中
で
最
も
正
確
に
近
い
も
の
ん
}
認
め
ら
れ
る
」
と
い
う
評

ハ
3
〉

債
を
輿
え
て
い
る
。
今
日
で
も
加
藤
氏
と
同
じ
よ
う
な
根
擦
で
元
始
二
年
の
戸
口
統
計
に
高
い
信
頼
度
を
認
め
る
研
究
者
が
多
い
。
牧
野
巽
氏

は
別
の
観
貼
か
ら
信
頼
度
を
確
め
て
い
る
。
氏
は
「
漢
書
」
地
理
志
の
郡
園
の
一
戸
あ
た
り
の
家
族
数
を
表
示
し
、
そ
の
結
果
、
最
高
の
交
陛

郡
の
八
・

O
九
人
強
よ
り
最
低
は
梁
園
の
二
・
七
六
人
弱
(
た
だ
し
地
理
志
は
郡
園
以
外
、
五
蘇
の
戸
口
統
計
を
っ
た
え
、
そ
れ
を
ふ
く
め
る

と
、
最
低
は
陽
塞
鯨
の
二
p

五
八
人
強
ν
の
聞
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
「
第
一
位
の
交
祉
郡
と
第
二
位
の
准
陽
園
と
の
聞
に

0
・
八
五
人
の

-121ー

差
が
あ
る
の
を
最
大
と
し
て
そ
の
他
は
第
一
一
位
の
河
南
郡
と
第
二
三
位
の
上
郡
と
の
聞
に

0
・
四
五
人
、
第

一
O
一
位
の
北
地
郡
と
第
一

O

二
位
の
漢
中
郡
と
の

0
・
コ
二
人
の
差
が
あ
る
外
は
、
皆
0
・
二
人
以
下
の
小
差
を
以
て
連
繍
し
て
い
る
の
で
、

一
戸
卒
均
人
口
の
貼
か
ら
し

て
疑
を
挟
む
儀
地
は
殆
ん
ど
な
く
信
用
し
得
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
が
牧
野
氏
の
漢
代
の
家
族
の
大
き
さ
を
五
人
前
後
と
す
る

一つ

の
根
嬢

と
も
な
っ
て
い
る
。
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以
上
の
よ
う
に
「
漢
書
」
地
理
志
の
戸
口
統
計
に
高
い
信
頼
度
を
認
め
る
読
に
劉
し
、
ま
ず
戸
口
統
計
の
性
質
を
考
え
、
そ
の
上
で
そ
れ
が

(
4〉

戸
口
の
賞
態
色
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
主
に
中
閣
の
研
究
者
に
よ
り
出
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
務
総
氏
は
正
史

〈
「
漢
書
」
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も
ふ
く
む
)
の
も
と
づ
く
戸
口
数
は
寅
際
の
そ
れ
で
な
く
、
納
税
の
戸
口
数
で
、
そ
れ
を
前
提
に
し
て
信
頼
度
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
し
て

(
5〉

い
る
が
、
近
年
、
王
鏑
鈴
氏
は
さ
ら
に
詳
し
く
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
氏
に
よ
る
と
、
漢
代
の
戸
籍
作
成
の
手
績
は
巌
密
だ
が、

賓
際

の
数
字
は
信
頼
で
き
な
い
と
い
う
。
第
一
に
戸
籍
の
数
字
は
本
来
、
す
べ
て
貫
際
存
在
し
て
い
る
戸
口
の
数
字
で
は
な
い
。
戸
籍
上
の
戸
口
は

官
府
が
籍
に
附
(
停
〉
け
た
人
戸
で
、
附
け
ら
れ
な
い
人
戸
も
多
い
。

た
と
え
ば
皇
室
・
列
侯
・
公
卿
・

豪
右
が
所
有
す
る
奴
牌
・

賓
客
・
徒

附
・

隠
匿
せ
る
逃
亡
の
人
戸
な
ど
で
あ
る
。
第
二
に
官
府
の
戸
籍
に
は
流
離
中
に
死
亡
、
も
し
く
は
出
生
し
た
人
口
、
山
林
に
一
年
以
上
逃
亡

し
た
人
戸
は
な
い
。
第
三
に
官
府
の
戸
籍
に
は
未
だ
か
つ
て
籍
に
附
け
ら
れ
な
か
っ
た
人
戸
、

つ
ま
り
漏
籍
の
人
戸
が
流
民
と
同
じ
く
大
量
に

存
在
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
戸
籍
上
の
戸
口
敏
と
貧
際
の
戸
口
敷
と
が
一
致
し
な
い
と
し
、
さ
ら
に
地
方
官
吏
の
考
課
の
項
目
中
、

墾
田

し
た
が
っ
て
地
方
官
吏
が
そ
れ
ら
を
水
ま
し
す
る
こ
と
が
あ
っ

た
と
し
て
い
る
。
た
だ
王
氏
は
漢
代
の
戸
口
数
は

賞
際
と
は
一
致
し
な
い
が
、
嘗
時
の
封
建
園
家
の
統
治
力
量
と
枝
幹
の
強
弱
関
係
を
推
測
で
き
る
資
料
で
、
戸
口
敏
の
靖
多
は
封
建
園
家
の
統

と
戸
口
の
増
殖
が
重
要
で
、

私
も
ま
ず
戸
口
統
計
の
性
質
を
確
定
し
た
上
で
、
次
に
信
頼
度
を
推
測
す
る
と
い
う
王
氏
の
研
究
方
法
は
単
に
人
頭
税
や
家
族
の
大
き
さ
か
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治
力
量
が
か
な
り
強
い
こ
と
を
あ
ら
わ
す
と
見
な
し
得
る
と
考
え
て
い
る
。

ら
だ
け
で
信
頼
度
を
決
め
る
よ
り
は
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
し
て
漢
代
の
戸
口
統
計
は
園
家
が
把
揮
で
き
た
範
園
の
も
の
で
、
必

ず
し
も
寅
態
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
す
る
結
論
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
王
氏
の
所
説
で
問
題
と
な
る
の
は
、

一
つ
は
一
口
に
漢
代

と
言
っ
て
も
時
代
に
よ
っ
て
園
家
が
把
握
で
き
た
戸
口
数
と
貧
態
と
の
ズ
レ
の
大
小
に
相
違
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
「
漢
書
」
地
理
志
が

っ
た
え
る
戸
口
敏
の
場
合
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
戸
口
の
増
減
に
は
い
ろ
い
ろ
な
要
因
が
あ
り
、
車
に
王
氏
の
言
う
封

建
闘
家
の
統
治
力
量
か
ら
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
者
は
「
漢
書
」
地
理
志
の
前
漢
末

期
の
戸
口
数
が
最
盛
を
示
す
も
の
か
ど
う
か
と
も
か
か
わ
り
を
も
つ
の
で
後
に
ふ
れ
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
前
者
に
つ
い
て
考
え
て
み

る。
ま
ず
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
漢
書
」
地
理
志
の
戸
口
数
は
「
民
」
を
劃
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
民
」



に
は
奴
縛
は
ふ
く
ま
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

一
戸
あ
た
り
五
人
前
後
と
い
う
の
も
そ
れ
を
裏
づ
け
る
。
宣
一
帝
時
代
の
史
料
で
あ
る
が
、
「
漢
書
L

巻
六
三
昌
邑
哀
王
鱒
俸
に
「
名
籍
及
奴
解
財
物
簿
」
と
あ
り
、
奴
解
は
名
籍
と
は
別
の
帳
簿
に
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
奴
稗

の
敷
で
あ
る
が
、
前
漢
一
代
を
逼
じ
か
な
り
の
襲
遷
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
「
漢
書
」
巻
一
ご
及

一一帝
紀
、
同
書
巻
二
四
食
貨
志
上
に

よ
る
と
、
哀
一帝一
緩
和
二
年
令
切
・
。
・
〉
、
諸
侯
王
の
奴
牌
は
二

O
O人
、
列
侯
・
公
主
は
一

O
O人
、
関
内
侯
・

吏
民
は
三

O
人
に
制
限
す
る
案

が
朝
廷
で
問
題
と
な
り
、
貫
際
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
前
漢
末
は
-奴
牌
の
教
が
多
か
っ
た
時
期
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

以
上
は
統
計
の
劉
象
に
闘
す
る
問
題
で
あ
る
が
、
次
に
統
計
作
成
の
手
績
に
閲
し
て
と
く
に
衣
の
二
つ
が
問
題
と
な
る
。
第
一
は
調
査
時
の

脱
漏
が
ど
の
程
度
か
で
あ
る
。
脱
漏
の
最
大
の
原
因
で
あ
る
流
民
に
つ
い
て
前
漢
末
の
場
合
を
「
漢
書
」
哀
一
帝
一
紀
・
卒
一
帝
紀
に
よ
っ
て
あ
げ
る

と
、
哀
帝
綬
和
二
年
秋
の
河
南
・
頴
川
郡
の
水
害
、
建
千
四
年
春
の
大
卒
、
卒
一
帝
元
始
二
年
四
月
の
郡
園
の
大
手

・
瞳
な
ど
の
災
害
な
ど
が
あ

り
、
と
り
わ
け
元
始
二
年
は
青
州
の
被
害
最
も
甚
し
く
、
民
が
流
亡
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
「
漢
書
」
地
理
志
の
戸
口
統
計
を
元
始
二
年
の
も
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の
と
す
る
と
、
嘗
然
流
民
な
ど
の
戸
籍
か
ら
の
脱
漏
が
多
か
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
私
は
後
に
の
べ
る
よ
う
に
「
摸
書
」
地
理

志
の
戸
口
統
計
の
中
、
各
郡
園
の
部
分
は
元
始
元
年
の
戸
籍
に
も
と
づ
く
と
考
え
る
の
で
、
元
始
二
年
の
災
害
を
除
く
と
前
漢
末
の
災
害
は
前

漢
の
他
の
時
期
に
く
ら
べ
て
少
な
い
。
た
だ
し
流
民
の
原
因
は
災
害
だ
け
で
な
い
。
「
漢
書
」
巻
七
二
飽
宣
俸
に
飽
宣
が
上
書
し
て
京
一
一帝
時
代
、

人
民
の
流
亡
・
死
亡
が
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
流
亡
の
原
因
七
つ
、
死
亡
の
原
因
七
つ
を
あ
げ
て
い
る
が
、
流
亡
の
原
因
は
第

一

(
6
)
 

の
水
早
一
ー
災
を
除
き
、
他
は
政
治
的
批
舎
的
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
政
治
的
社
合
的
原
因
に
よ
る
流
民
の
教
が
ど
の
位
か
、
ま
た
そ
れ
に
劃
し
て

園
家
が
ど
の
よ
う
な
封
策
を
と
っ
た
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
災
害
に
あ
た
っ
て
は
、
た
と
え
ば
緩
和
二
年
の
水
害
の
と
き
光
椋
大
夫
を
つ
か
わ

し
て
循
行
さ
せ
、
名
籍
を
奉
げ
さ
せ
た
こ
と
が
「
漢
書
」
友
一
帝
紀
に
見
え
て
お
り
、
園
家
が
で
き
る
だ
け
名
籍
を
把
握
す
る
の
に
つ
と
め
た
こ

と
が
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
「
漢
書
」
地
理
志
の
戸
口
統
計
に
は
脱
漏
が
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
前
漢
の
他
の
時
期
の
も
の
に

く
ら
べ
て
比
較
的
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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第
二
に
地
方
官
吏
に
よ
る
上
計
時
の
正
確
さ
の
閣
題
が
あ
る
。
た
し
か
に
前
漢
時
代
、
郡
太
守
・
園
相
が
上
計
簿
に
よ
っ
て
そ
の
成
績
が
評



124 

〔

7
V

債
さ
れ
る
た
め
不
正
確
な
報
告
を
行
っ
た
例
が
「
漢
書
」
に
散
見
す
る
。
し
か
し
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
武
一
帝
・
宣
一帝一
・
元
一
一
帝
の
と
き
の
も
の
で
、

前
漢
末
の
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。

お
そ
ら
く
「
漢
書
」
地
理
志
の
戸
口
統
計
は
前
漢
の
他
の
時
期
の
も
の
よ
り
は
上
計
時
の
水
ま
し
が
比
較
的

少
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
漢
書
」
地
理
志
の
戸
口
統
計
は
奴
縛
が
ふ
く
ま
れ
な
い
こ
と
を
除
き
、
そ
の
数
字
は
他
の
時
期
の
も
の
よ

り
信
頼
度
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
た
だ
従
来
の
研
究
で
見
逃
さ
れ
て
き
た
も
う

一
つ
の
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
各
郡
園
の
戸

口
敏
の
合
計
と
「
漢
書
」
地
理
志
が
記
し
て
い
る
総
数
と
が
か
な
り
喰
い
遣
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
次
に
考
え
て
み
よ
う
。

口

戸
口
組
数
に
闘
す
る
問
題

か
つ
元
始
二
年
の
も
の
と
し
て
い

る
の
が
多
い
。
と
こ
ろ
が
「
繍
漢
書
」
郡
闘
志
一
注
引
く
「
一
帝
王
世
紀
」
に
「
元
始
二
年
、
:
:
:
:
:
:
民
戸
千
三
百
二
十
三
高
三
千
六
百
十
二
、

「
漢
書
」
地
理
志
に
見
え
る
戸
口
組
数
は
前
に
紹
介
し
た
。
後
世
の
書
物
は
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
、

口
五
千
九
百
一
十
九
寓
四
千
九
百
七
十
八
人
」
と
見
え
、
戸
数
は

「漢
書
」
よ
り
多
く
、

口
敏
は
「
漢
書
」
よ
り
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
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に
つ
い
て
は
す
で
に
王
鳴
盛
「
十
七
史
一商一
権
」
巻
三
二
世
紀
荒
誕
で
「
一
帝
王
世
紀
」
の
著
者
皇
甫
謹
の
「
荒
誕
態
臆
妄
造
」
と
手
き
び
し
く
非

難
し
て
い
る
。
「
一
帝
王
世
紀
」
と
「
漢
書
」
の
数
字
の
相
違
の
幅
は
大
き
い
が
、
戸
は

「漢
書
」
の
二
百
二
十
三
高
と
六
十
二
が
「
一帝
王
世
紀
」

で
は
三
百
二
十
三
高
と
六
百
十
二
と
な
り
、

ロ
は
「
漢
書
」
の
九
百
五
十
九
高
が
ヨ
帝
王
世
紀
」
で
は
九
百
十
九
高
と
な
っ
た
も
の
で
、
或
は

俸
寓
の
聞
に
誤
ま
り
や
脱
落
が
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
ま
た
「
逼
典
」
食
貨
七
歴
代
盛
衰
戸
口
は
元
始
二
年
と
し
て
、

ロ
は
「
漢
書
」
と
同
じ
で
あ
る
が
、
戸
は
「
千
二
百
二
十
三
高
三
千
」
と
し
て
い
る
。

後
に
こ
れ
を
襲
う
書
物
も
あ
る
が
、
「
ウ通
典
」
は
三
千

以
下
の
数
字
を
省
略
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
私
が
こ
こ
で
と
く
に
問
題
と
し
た
い
の
は
、
前
に
の
ベ
た
よ
う
に
同
じ
「
漢
書
」
地
理
志
の
記
載
で
あ
り
な
が
ら
、
各
郡
園
の
戸

(

8

)

 

口
の
合
計
数
と
『
漢
書
」
が
っ
た
え
る
総
数
と
が
喰
い
違
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
戸
は
郡
園
の
合
計
敷
よ
り
総
数
の
方
が
一
二
三
、
四

O
八



少
な
く
、
回
は
郡
閣
の
合
計
数
よ
り
線
数
が
一
九
二
三
、
五
七
六
多
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
班
固
も
し
く
は
班
固
が
も
と

e

つ
い
た
資
料
の
単
純

な
計
算
ミ
ス
と
は
考
え
難
く
了
そ
こ
で
こ
う
し
た
喰
い
違
い
が
ど
う
し
て
生
じ
た
か
、
そ
の
理
由
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

↑
第
一一
に
考
え
ら
れ
み
の
は
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
相
違
。
す
で
に
「
漢
書
補
注
」
}

や
中
華
書
局
本
「
漢
書
」
に
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
数
字
の
異
同
が

〈

9
〉

指
摘
さ
れ
て
い
る
?
戸
数
で
は
河
南
郡
・
済
陰
郡
・
南
陽
郡
に
百
柄
本
・
波
古
本
-
殿
本
!
局
本
な

E
の
テ
キ
ス
ト
(
以
下
一
般
的
な
テ
キ
ス

ト
と
い
め
〉
と
異
な
っ
た
数
字
を
つ
た
え
る
テ
キ
ス

ト
が
あ
る
。
し
か
し
後
者
は
戸
数
が

一
般
的
な
テ
キ
ス
ト
よ
り
多
く
、
と
く
に
河
南
郡

・

南
陽
郡
で
は
そ
れ
ぞ
れ
一

O
蔦
戸
多
い
。
そ
れ
に
じ
た
が
え
ば
、
「
漢
書
」
地
理
志
の
組
数
と
の
差
は
さ
ら
に
大
き
く
な
る
。
口
敏
で
は
清
河

郡
・
臨
准
郡
・
南
陽
郡
に
一
般
的
な
テ
キ
ス
ト
と
数
字
を
異
に
す
る
テ
キ
ス
ト
が
あ
り
、
清
河
郡
の
相
違
は
少
な
い
が
、
臨
准
郡
広
お
い
て
異

本
の
方
が
一

O
高
、
南
陽
郡
に
お
い
て
異
本
の
方
が
二

O
O寓
多
く
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
口
数
は
異
本
に
し
た
が
っ
て
約
一
二

O
蔦
を
前
に

あ
げ
た
郡
園
の
合
計
敢
に
加
え
る
と
、
「
漢
書
」
地
理
志
の
糟
，数
に
か
な
り
接
近
す
る
。
し
か
し
戸
数
の
相
違
の
説
明
は
困
難
で
あ
る
。

，そ
こ
で
第
二
の
考
え
方
は
各
郡
闘
の
数
字
一に
脆
漏
が
な
い
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
銭
大
研
は

司
廿
二
史
変
異
」
巻
六
漢
書

一
4

百

官
公
卿
表
上
で
「
漢
書
」
地
理
志
は
豚
・
邑
・
遺
・
侯
圏
の
組
数
を
一
、
五
八
七
と
し
て
い
る
が
、
寅
際
計
算
し
て
み
る
と
て
五
七
八
し
か

な
く
、
・「u

お
そ
ら
く
史
文
に
脱
漏
が
あ
る
の
だ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
同
書
巻
九
漢
書
四
侯
園
致
で
侯
園
は
地
理
志
の
記
載
が
成
一帝一
元

延
末
で
移
り
、
そ
の
数
も
地
理
志
は
二
四
一
と
す
る
が
、
寅
際
の
計
算
で
は
一
九
四
し
か
な
い
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
同
じ
く
侯
園
ま
は
た
と
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え
ば
贋
卒
園
は
鯨
一
六
で
あ
る
の
に
戸
は
わ
ず
か
二
七
、
九
八
四
、
信
都
圏
は
牒

一
七
で
あ
る
の
に
戸
は
わ
ず
か
六
五
、
五
五
六
で
あ
る
の
を

疑
っ
て
い
る
。
豚
・
ロ
巴
・
道
・
侯
園
に
脱
漏
が
あ
る
と
す
る
と
、
戸

F

口
数
に
も
脱
漏
が
あ
る
の
-で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。

し
か
し
そ
れ
は
お
そ
ら
く
豚

-
E
・
道
・
侯
園
が
脱
漏
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
各
郡
圃
の
戸
口
敏
は
そ
う
し
た
脱
漏
し
た
瞬

・
邑
・
道
・

侯
園
の
戸
口
敏
を
除
い
た
も
の
と
い
う
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
♂ま
た
脱
漏
と
な
る
と
郡
闘
の
口
数
の
合
計
が
地
理
志
の
線
数
よ
り
少
な
い
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こ
と
を
説
明
で
き
て
も
、
郡
閣
の
戸
数
の
合
計
が
地
理
志
の
純
計
よ
り
多
い
こ
と
を
説
明
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
き
て
私
は
次
の
第
三
の
考
え
方
が
安
嘗
で
は
な
い
か
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
「
漢
書
」
地
理
志
の
各
郡
閣
の
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戸
口
敏
と
そ
の
末
尾
の
縮
政
と
は
異
な
っ
た
年
代
の
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
般
的
に
は
雨
者
同
じ
く
元
始
二
年
の
も
の
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
前
に
の
ベ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
冒
頭
京
兆
予
の
僚
に
「
元
始
二
年
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
る
が
、

し
か
し
「
元
始

年
」
と
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
問
題
と
な
る
。
一
般
的
に
は
元
始
二
年
の
版
籍
に
も
と
をつ
い
た
と
解
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
銭
大
析
だ

け
は
「
廿
二
史
孜
異
」
巻
六
漢
書

一

諸
侯
玉
表
康
宗
王
如
意
世
で

「
地
理
志
は
諸
侯
王
園
二
十
を
の
せ
て
い
る
。
贋
宗
・

贋
世

・
康
徳
の
三

園
は
い
ず
れ
も
元
始
二
年
に
置
か
れ
た
が
地
理
志
は
書
い
て
い
な
い
。
定
陶
園
は
哀
一
帝
の
と
き
蔵
さ
れ
た
が
地
理
志
は
ま
た
書
い
て
い
な
い。

お
お
よ
そ
元
始
元
年
の
版
籍
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
の
べ
て
い
る。

慶
宗

・
康
川

・
康
徳
の
三
園
を
置
い
た
こ
と
は
「
漢
書
」
巻
一
一
一

(ω)
 

卒
帝
紀
元
始
二
年
四
月
の
僚
に
見
え
て
い
る
。
漢
制
で
は
戸
口
調
査
は
八
月
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
か
ら
、

地
理
志
が
元
始
二
年
の

版
籍
に
も
と
づ
く
も
の
な
ら
、
贋
宗
・

贋
川
・
康
徳
の
三
闘
が
記
載
さ
れ
て
い
て
も
よ
い
は
ず
で
、
そ
れ
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
銭

氏
の
よ
う
な
元
始
元
年
の
版
籍
と
す
る
読
が
で
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
王
鳴
盛
「
十
七
史
一
商
権
」
巻
一
五
建
置
従
略
も
以
上
の
三
闘
を
元
始
に

よ
ら
な
い
例
に
入
れ
て
い
る
。
私
は
錨
氏
の
元
始
元
年
読
に
も
う
二
つ
の
理
由
を
つ
け
加
え
た
い
。

一
つ
は
「
漢
書
」
卒
一
帝
一
紀
元
始
二
年
四
月

一126-

に
安
定
の
呼
池
苑
を
罷
め
て
安
民
豚
と
し
た
と
あ
る
。
顔
師
古
は
「
中
山
の
安
定
」
と
注
し
て
い
る
が
、
地
理
志
中
山
圏
の
僚
に
安
民
鯨
は
見

え
な
い
。
も
う
一
つ
同
じ
く
「
漢
書
」

卒一帝一
紀
元
始
二
年
四
月
に
郡
園
大
牟
・

睡
で
、
青
州
が
最
も
甚
し
く
、

民
が
流
亡
し
た
と
あ
る
が
、
車
百

州
の
戸
口
敏
は
全
圏
十
三
州
中
第
七
位
で
、
上
位
と
は
言
え
な
い
が
、
激
減
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
で
は
何
故
地
理
志
は
「
元
始
二
年
」

と

(
日

〉

記
し
た
か
。

漢
制
に
よ
れ
ば
あ
る
年
の
版
籍
は
次
の
年
の
正
月
に
上
計
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
地
理
志
の
「
元
始
二
年
」
も
上
計
の
年
を

あ
ら
わ
す
も
の
で
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
地
理
志
の
総
数
の
年
代
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
元
始
元
年
の
版
籍
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
或
は
最
盛
時
の
も
の
、

あ
げ
た
「
漢
書
」
食
貨
志
が
言
う
哀
一
帝
時
代
の
も
の
で
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
し
戸
数
は
そ
れ
よ
り
各
郡
園
の
合
計
数
が
多
い
か
ら
、

最
盛
と
い

つ
ま
り
前
に

っ
て
も
口
敏
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
一
世
、
前
漢
の
戸
口
統
計
が
毎
年
度
分
す
べ
て
後
漢
に
つ
た
え
ら
れ
た
か
は
疑
わ
し
く
、

お
そ
ら
く
各
皇
帝
の
初
年
か
末
年
の
も
の
と
最
盛
時
の
も
の
と
が
主
で
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。
後
漢
の
場
合
に
つ
い
て
言
う
と
、
「
繍



漢
書
」
郡
園
志
の
冒
頭
、
河
南
安
の
前
に
「
永
和
五
年
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
順
帝
永
和
五
年
公
ち
〉
・
0
・
〉
の
こ
と
で
、
「
繍
漢
書
」
が
利
用
で

き
た
統
計
の
最
移
の
年
競
で
あ
ろ
う
。
他
に
「
績
漢
書
」
郡
園
志
五
注
引
く
伏
元
忌
の
記
録
は
光
武
一
帝
か
ら
質
一一帝
に
い
た
る
問、

八
種
類
の
戸

口
組
数
を
っ
た
え
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
各
皇
一
一
帝
末
年
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
繍
漢
書
」
郡
園
志

一
注
引
く

「一一帝
王
世
紀
」
の
桓
帝
永
喬
二

年
公
印
〉
・
0
・
〉
の
戸
口
組
数
は
最
盛
時
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
後
漢
の
珪
固
が
見
る
こ
と
が
で
き
た
前
漢
の
戸
口
統
計
は
前
漢
す
べ
て
の
年
度
の
も
の
で
な
く
、
限
定
さ
れ
た

年
度
の
も
の
で
あ
り
、
「
漢
書
」
地
理
志
に
は
そ
れ
ら
の
中
か
ら
卒
一
帝
一
元
始
ご
年
上
計
時
の
も
の
、
後
漢
の
例
か
ら
推
測
す
れ
ば
班
固
が
利
用

で
き
た
最
終
の
戸
口
統
計
を
各
郡
閣
の
僚
に
記
し
、
ま
た
哀
一
一帝
時
代
と
思
わ
れ
る
前
漢
最
盛
時
の
も
の
を
末
尾
に
組
数
と
し
て
記
し
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
節

前
漢
の
人
口
嬰
動
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付

前
漢
前
期

こ
こ
で
は
「
漢
書
」
地
理
志
の
戸
口
統
計
を
前
漢
の
人
口
費
動
の
中
で
位
置
づ
け
て
み
た
い
が
、
人
口
一
費
動
と
言
っ
て
も
全
図
的
な
統
計
は

「
漢
書
」
地
理
志
の
だ
け
で
、
し
た
が
っ
て
前
漢
を
通
じ
て
数
量
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
、
人
口
一襲動
の
概
略
の
傾
向
と
そ
の
歴
史

的
背
景
を
た
ど
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
前
漢
の
人
口
費
動
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
前
期
つ
ま
り
高
-
温
か
ら
武
帝
迄
と
後
期
つ
ま
り
昭
一帝
か
ら

卒
一
帝
迄
と
に
大
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
武
一
帝
以
前
と
以
後
と
で
は
麗
域
が
大
き
く
相
違
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
高
祖
の
時
代
に
つ
い
て
「
漢
書
」
巻
一
高
帝
紀
下
に
高
祖
が
即
位
し
た
五
年

QSω
・
。
・
)
五
月
、
罷
兵
の
詔
を
出
し
た
こ
と
が
見
え
て

い
る
が
、
天
下
が
定
ま
っ
た
の
で
人
民
は
自
分
の
鯨
に
諦
り
、
も
と
の
霞
・
田
宅
を
興
え
ら
れ
、
名
籍
に
書
せ
ら
れ
る
よ
う
命
じ
て
い
る
の
で
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あ
る
。

し
か
し
「
漢
書
」
巻
一
六
高
恵
高
后
文
功
臣
表
に
よ
る
と
、
高
祖
の
十
二
年
嘗
時
、
大
都
市
の
人
民
の
流
亡
が
多
く
、
戸
口
は
二
乃
至
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三
割
し
か
教
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
具
韓
例
と
し
て
よ
く
あ
げ
ら
れ
る
の
が
曲
逆
(
孟
康
注
で
は
中
山
蒲
陰
瞬
、

現
在
の
河
北
完
勝
〉
で
あ
る
。
「
漢
書
」
巻
四

O
陳
卒
俸
に
高
温
が
曲
逆
を
す
ぎ
た
と
き
、
御
史
に
曲
逆
の
戸
口
数
を
た
ず
ね
、
御
史
が

「
秦

の
と
き
は
三
寓
徐
戸
だ
っ
た
が
、
さ
き
ご
ろ
兵
し
ば
し
ば
お
こ
り
、
亡
匿
が
多
く
、
現
在
は
五
千
除
戸
に
す
ぎ
な
い
」
と
答
え
た
こ
と
が
見
え

て
い
る
。
こ
れ
は
高
祖
七
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
秦
か
ら
漢
初
に
か
け
て
曲
逆
の
戸
数
は
六
分
の
一
に
減
少
し
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
次
の
恵
一
帝
の
頃
か
ら
漢
の
支
配
も
次
第
に
安
定
し
、
人
口
が
増
加
し
た
よ
う
で
あ
る
。
「
漢
書
」
巻
二
三
刑
法
志
は
恵
帝

・
高
后
の

と
き
、
人
民
は
「
長
幼
養
老
」
を
欲
し
、
政
治
も
そ
の
方
向
に
し
た
が

っ
た
と
い
う
。
高
粗
か
ら
恵
一
帝
に
か
け
て
行
わ
れ
た
人
口
増
加
の
政
策

と
し
て
は
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

〔
高
祖
七
年
春
〕
、
人
民
が
子
を
産
む
と
、
二
年
間
各
役
を
免
除
す
る
よ
う
命
じ
た
。
(
「
漢
書
」
巻
一

高
一
帝
紀
下
〉

〔
恵
一
帝
六
年
多
十
月
〕
、
女
子
で
十
五
歳
よ
り
三
十
歳
迄
の
聞
に
結
婚
し
な
い
も
の
は
五
算
を
支
梯
う
よ
う
命
じ
た
。
(「
漢
書
」
巻
二
恵
帝
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紀
)

後
者
は
女
子
が
通
常
算
賦
を
賦
課
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
の
問
題
に
関
連
す
る
が
、
こ
の
場
合
は
女
子
が
十
五
歳
か
ら
三
十
歳
迄
未
婚
で
あ

(
ロ
〉

る
な
ら
、
五
算
が
特
別
賦
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た

一
算
一
二

O
銭
読
が
有
力
で
あ
る
が
、

一
九
七
三

(
日
)

年
、
湖
北
省
江
陵
鳳
嵐
山
一

O
競
墓
出
土
の
簡
胞
を
手
が
か
り
に
一
二

O
銭
設
に
疑
問
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
の
僚
膿
が
文

・
景
一帝
時

代
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
ら
、

恵
一
帝
紀
の
五
算
は
一

算
↓
二

O
銭
と
し
て
六

O
O
銭
と
考
え
ら
れ
る
。

文
一
帝
か
ら
景
一
帝
一
に
か
け
て
は
戸
口
数
が
一
段
と
増
加
し
た
よ
う
で
あ
る
。
二
三
史
料
を
あ
げ
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

文
一
帝
・

景一帝一
の
時
代
に
な
る
と
、
流
民
は
も
は
や
蹄
り
、

戸
口
も
ま
た
増
し
、
列
侯
の
大
な
る
も
の
は
三
四
高
戸
に
い
た
り
、
小
園
も
自

ら
倍
に
な
っ
た
。
(
「
漢
書
」
巻
一

六
高
恵
高
后
文
功
臣
表
)

文
一
帝
が
即
位
す
る
に
お
よ
び
、
自
分
か
ら
玄
獣
〔
リ
沈
静
寡
一吉田
〕
に
し
、
農
業
を
奨
即
し
、
租
賦
を
減
省
し
た
。

:
:
:
吏
は
そ
の
官
職
に

安
ん
じ
、

・・民
は
そ
の
仕
事
を
楽
し
み
、

た
く
わ
え
が
歳
ご
と
に
増
し
、
戸
口
は
，
次
第
に
ふ
え
た
。
(
「
漢
書
」
巻
二
二
刑
法
志
〉



前
者
の
小
園
が
倍
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
顔
師
古
は
曹
参
の
例
を
あ
げ
、
初
封
一
蔦
六
百
戸
が
後
嗣
侯
宗
が
菟
ぜ
ら
れ
た
と
き
二
蔦
三
千

(
U〉

で
、
「
こ
れ
は
戸
口
蕃
息
に
よ
る
も
の
だ
」
と
し
て
い
る
。
文
・
景
帝
時
代
の
封
戸
増
加
の
貧
例
に
つ
い
て
は
す
で
に
牧
野
巽
氏
も
若
干
指
摘

し
て
い
る
が
、
「
高
恵
高
后
文
功
臣
表
」
に
見
え
る
の
を
表
示
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
高
組
の
始
封
時
に
く
ら
べ
て
文
・
景
一
帝
時
代
に
二
乃
至
三
倍
の
戸
口
増
が
あ
っ
た
と
き
?
え
る
で
あ
ろ
う
。
因
に
「
史
記
」

高
温
功
臣
侯
者
年
表
の
索
醸
に
よ
っ
て
封
地
の
所
属
郡
を
括
弧
内
に
示
す
と
次
の
逼
り
で
あ
る
。

部

G
m
郡
)
、
成
(
源
郡
)
、
陽
都
(
張
邪
郡
)
、
東
武
〈
向
上
〉
、
南
安
(
韓
震
郡
)
、
曲
成
(
「
史
記
」
は
曲
城
、
深
郡
〉
、
柳
丘
(
櫛
海
郡
)
、
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l 続始封誼者姓名の I 始と 封戸数の年 I子れ孫た年の苑とぜ戸数ら I増加率

望号移侯議何 〈高祖6年戸〉 (景帯2声〉 3.25 
8，000 26，000 

成敬侯萱諜 (向 上} (景帝7年戸) 2 
2，800戸 5，600 

i陽都敬侯丁復 (向 上戸〉 〈景帝2p
7，800 17，.000 

2.19 

。東武敬侯郭蒙 (同 上〉 〈景10，帯1060年戸〉 3.36 
3，000戸

1南安般侯宣虎
〈向 900上戸〕 そ景帝2，-1中00元戸年〉 2.33 

s 

.幽成闇侯録達 (同 上〕 〈文帝9，後3002戸年〉 2.32 
4，000戸

1柳丘成侯戎賜 (向 上戸〉 (景帝後0元戸年) 3 
8，000 3，00 

功は(i史臣1，侯0記0」0者戸高年〉表祖 (i史記る〉」
によ

貌其巌侯周止 〈同 上〉 (景帝3芦〉 3 1，000戸 3，000 

卒悼侯工師喜 (同 上〉 〈景者中05戸年〉 2.53 
1，300戸 3，30 

宣曲斉侯丁義 〈同 上〉 (景帝5年戸) 1. 64 
670戸 1，100 

終陵斉侯華努筈 (同 上1 〈景I帯，5040年戸〉 2.23 
670戸

杜街巌侯王翁 (高祖7年戸) (景帝中06戸年) 2 
1. 700 3，40 

貌
其
〈
浪
郡
郡
〉
、
卒
(
河
南
郡
〉
、
宣
曲
(
?
)
、

移
陵
(
?
〉
、
杜
街
(
南
陽
郡
)

華
北
が
ほ
と
ん
ど
で
、
そ
の
東
部
か
ら
中
部
に

か
け
て
が
多
い
が
、
四
川
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
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*小歓3ケタ以下は切捨

お
そ
ら
く
文
・

景
一
帝
時
代
、
華
北
の
全
般
に
わ
た

っ
て
人
口
の
自
然
増
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し

か
し
そ
れ
に
は
園
家
の
政
策
も
作
用
し
て
い
る
と

推
測
さ
れ
る
。
そ
の
第
一
は
い
わ
ゆ
る
「
僅
武
行

文
」
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
卒
和
な

時
代
が
つ
。
つ
い
た
こ
と
、
そ
の
第
二
は
前
に
引
い

た
『
漢
書
」
刑
法
志
が
言
う
よ
う
に
農
業
を
奨
駒

し
、
租
賦
を
減
省
し
た
こ
と
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ

る
。
第
二
の
最
初
の
農
業
に
つ
い
て
は
積
極
的
な
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奨
勘
策
が
と
ら
れ
る
と
と
も
に
災
害
時
に
と
ら
れ
た
次
の
よ
う
な
政
策
も
注
目
さ
れ
る
。
「漢
書
」
巻
五
景
一
帝
一
紀
に
よ
る
と
、
景
一
帝
元
年

Q
g

回
・
。
・
)
正
月
、

穀
物
が
み
の
ら
ず
、
食
糧
が
不
足
し
、
若
死
す
る
も
の
が
多
い
の
で
、

郡
闘
で
農
業
を
や
っ
て
い
な
か
っ
た
地
域
、
土
地
に
除

裕
が
あ
る
が
、
移
住
で
き
な
か
っ
た
地
域
に
移
住
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
と
い
う
。

次
の
賦
税
に

つ
い
て
は
「
漢
書
」
巻
六
四
下
買

損
之
俸
に
文
一帝一
時
代
、
「
民
の
賦
は
四
十
、
丁
男
は
三
年
に
し
て

一
事
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
見
え
て
い
る
。
「
民
の
賦
は
四
十
」
と
は
従
来

一
二

O
銭
で
あ
っ
た
算
賦
を
四

O
銭
に
減
じ
た
こ
と
と
す
る
読
が
有
力
で
あ
る
。
こ
う
し
た
算
賦
の
軽
減
も
園
家
が
把
揮
で
き
る
戸
口
数
の
増
加
と

密
接
な
関
連
が
あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

次
の
武
一帝
時
代
は
従
来
の
礎
域
に
加
え
、
新
し
い
-
抱
域
が
加
わ
り
、
戸
口
総
数
は
急
激
に
増
加
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
や
が
て
そ
の
末
期
、

戸
口
は
激
減
す
る。

そ
の
聞
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
、
「
漢
書
」
巻
七
昭
帝
紀
賞
は
「
昭
一帝一
は
武
一
帝
の
者
修
の
除
徹
、
師
旗
の
後
を
承
け
、
海

内
は
慮
耗
と
な
り
、
戸
口
は
半
ば
に
減
じ
た
」
と
の
べ
て
い
る
。
武
一
一
帝
の
者
修
と
外
征
に
よ
る
戸
口
の
激
減
と
い
う
こ
と
は
、
外
征
に
よ

っ
て

成
年
男
子
が
減
少
し
た
と
い
う
以
外
、

民
衆
の
負
措
の
急
増
や
農
業
生
産
の
大
幅
な
低
落
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
民
衆
の
負
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措
で
は
と
り
わ
け
算
賦
の
増
額
、
ま
た
三
歳
か
ら
十
四
歳
に
い
た
る
幼
年
者
に
射
す
る

一
人
二
十
三
鎮
の
ロ
鎮
の
新
設
が
出
生
率
の
低
下
や
戸

籍
脱
漏
の
原
因
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
武
一
帝
時
代
は
他
の
時
期
以
上
に
災
害
が
頻
設
し
、
こ
れ
が
流
民
の
瑳
生
に
つ
な
が
っ
た
こ
と

(
M
M
〉

は
別
稿
で
明
ら
か
に
し
た
。

以
上
見
て
き
た
朕
況
が
昭
一
一
帝
以
後
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
く
か
、
を
次
に
考
え
て
み
よ
う
。

同

前
漢
後
期

昭
一一
帝
時
代
に
つ
い
て
「
漢
書
」
巻
二
四
食
貨
志
上
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

田
野
が
盆
々
ひ
ら
け
、
た
く
わ
え
が
た
く
さ
ん
あ
る
よ
う
に
な

っ
た。

昭
一
帝
一
時
代
に
な
り
、
流
民
が
，
次
第
に
還
り、

こ
れ
は
流
民
の
定
着
に
よ
っ
て
農
業
生
産
が
上
昇
し
、

た
く
わ
え
が
増
加
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。



昭
一
帝
時
代
、
民
衆
が
豊
か
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
漢
書
」
昭
帝
紀
賛
(
同
書
巻
八
九
循
吏
俸
に
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
ば
見
ゆ
〉
は

次
の
よ
う
に
言
う
。

塞
光
が
政
務
の
ポ
イ
ン
ト
を
知
り
、

，傍
役
を
軽
く
し
賦
を
薄
く
し
、
民
衆
に
休
息
を
輿
え
た
。
始
元
・
元
鳳
の
聞
に
い
た
り
、
旬
奴
と
和

親
し
た
の
で
民
衆
は
経
済
的
に
豊
か
に
な
っ
た
。

各
役
や
賦
税
の
軽
減
を
は
か
っ
た
こ
と
は
「
漢
書
」
昭
一
帝
一
紀
に
見
え
る
が
、
と
く
に
人
口
と
の
関
係
で
重
要
な
の
は
口
賦
で
、
元
鳳
四
年

(ゴ切
-
P
)
正
月
に
四
年
・
五
年
の
口
賦
を
兎
除
し
て
い
る
し
、
元
卒
元
年
令
色
-
P
〉
二
月
に
も
口
賦
銭
を
十
分
の
三
減
ず
る
こ
と
に
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
は
園
家
が
把
握
す
る
人
口
の
増
加
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

次
の
宣
一帝
時
代
は
い
わ
ゆ
る
中
興
の
時
代
で
、
昭
一
帝
時
代
よ
り
さ
ら
に
人
口
の
増
加
が
進
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
宣
一
帝
時
代
の
具
盤
的
数
字

は
わ
ず
か
に
「
漢
書
」
巻
七
六
張
倣
俸
に
嘗
時
山
陽
太
守
を
し
て
い
た
張
敵
が
「
山
陽
郡
は
戸
九
高
三
千
、
口
五
十
蔦
以
上
、
計
を
詑
っ
て
盗

賊
の
つ
か
ま
ら
な
い
も
の
七
十
七
人
」
と
の
べ
た
こ
と
が
見
え
て
い
る
。
こ
の
数
字
は
お
そ
ら
く
上
計
時
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
以
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前
の
山
陽
郡
の
戸
口
数
が
っ
た
え
ら
れ
て
い
な
い
た
め
増
加
率
が
ど
の
位
か
明
ら
か
で
な
い
。

山
陽
郡
の
他
の
例
と
し
て
は
数
字
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
郡
園
に
戸
口
の
増
加
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
「
漢
書
」
巻
八
九
循
吏
俸
の
記
載
の

通
り
で
あ
る
。
一
一
一一
一
の
例
に
つ
い
て
そ
の
要
黙
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

ω
王
成
が
腰
東
園
の
相
と
な
り
、
そ
の
治
政
が
大
慶
評
剣
よ
か
っ
た
。
そ
こ
で
宣
一帝一
は
地
節
三
年
〈
句
切
・
。
・
〉
詔
し
て
王
成
の
管
内
で

流
民
が
八
寓
儀
人
も
自
分
で
申
告
し
、
治
に
特
別
の
成
績
を
あ
げ
た
の
で
関
内
侯
の
爵
、
中
二
千
石
の
秩
を
た
ま
わ
っ
た
。

黄
覇
が
頴
川
太
守
と
な
っ
た
が
、
そ
の
治
め
方
は
外
寛
内
明
で
、
吏
民
の
心
を
つ
か
ん
だ
の
で
戸
口
は
毎
歳
増
加
し
、
治
は
天
下
第

(2) 
一
と
な
っ
た
。
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い
て
貧
民
に
慢
し
、
さ
ら
に
人
民
に
農
桑
を
す
す
め
、

襲
途
が
溺
海
太
守
だ
っ
た
と
き
、
溺
海
の
左
右
の
郡
が
飢
え
、
盗
賊
が
お
こ
っ
た
の
を
治
め
、
秩
序
が
回
復
し
た
の
で
、

倉
漢
を
開

お
お
に
ら

一
人
毎
に
檎
一
本
、
撞
百
本
、
葱
五
十
本
、

一
戸
毎
に
母
歳
二
頭
、
難
五
羽
を
養

(3) 
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わ
せ
た
た
め
、
郡
中
に
は
た
く
わ
え
が
あ
り
、
吏
民
は
富
裕
と
な
り
、
獄
訟
は
や
ん
だ
。

ωの
例
に
つ
い
て
は
後
日
霧
が
あ
り
、

王
成
が
亡
く
な
っ
た
後
、
王
成
が
偽
っ
て
自
ら
増
し
、
額
賞
を
蒙
っ
た
と
い
う
も
の
が
あ
ら
わ
れ
た

が
、
「
漢
書
」
循
吏
俸
は
「
こ
の
後
、
俗
吏
は
多
く
虚
名
を
な
す
と
い
う
」
と
の
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
「
漢
書
」
宣
一
帝
紀
責
龍
元
年

(
念
切
-
P
)
の
詔
に
も
「
上
計
簿
は
具
文
に
す
ぎ
な
い
。

つ
と
め
て
欺
謹
を
な
し
、
課
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
見
え
、
地
方
よ
り
の

上

計
の
不
正
が
願
著
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
宣
一帝一
時
代
、
人
口
が
増
加
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

宣
一
帝
時
代
の
人
口
増
加
の
背
景
に
は
戸
口
数
が
地
方
長
官
の
考
課
の
材
料
と
さ
れ
た
た
め
地
方
長
官
が
管
内
の
戸
口
数
の
増
加
に
つ
と
め
た

こ
と
は
前
に
見
た
通
り
で
あ
る
が
、
中
央
政
府
が
と
っ
た
各
種
の
政
策
も
関
連
す
る
。
「
漢
書
」
宣
一
帝
紀
か
ら
そ
れ
ら
を
あ
げ
る
と
、

第
一
に

農
業
政
策
。
地
節
元
年

3
2凶
・
。
・
〉
三
月
、
郡
閣
の
貧
民
に
回
を
慣
し
た
こ
と
、
同
年
十
月
、
流
民
の
師
る
も
の
に
公
団
を
慢
し
、
種

・
食
を

か
つ
算
賦
を
出
す
こ
と
な
く
、
各
役
に
給
し
な
い
よ
う
に
し
た
こ
と
な
ど
が
そ
の
主
な
例
で
あ
る
。
第
二
に
口
銭
の
軽
減
。
五
鳳
三
年

貸
し
、

(
明
白
一
・
の
し
に
天
下
の
口
銭
を
減
じ
て
い
る
が
、
ど
の
位
な
の
か
明
ら
か
で
な
い
。
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以
上
の
よ
う
な
地
方
並
に
中
央
政
府
の
政
策
だ
け
で
な
く
、

首
時
婚
姻
の
年
齢
が
早
か

っ
た
と
い
う
枇
合
的
風
習
も
出
生
本
の
増
加
に
関
係

し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
漢
書
」
巷
七
二
王
吉
俸
に
よ
る
と
、
宣
一
帝
一
時
代
に
博
士
諌
大
夫
で
あ
っ
た
王
吉
が
「
世
の
な
ら
わ
し
と
し
て

婚
姻
が
早
す
ぎ
、
ま
だ
人
の
父
母
た
る
の
道
を
知
ら
な
い
う
ち
に
子
ど
も
が
あ
る
。
そ
こ
で
激
化
が
明
ら
か
で
な
く
、
民
に
若
死
が
多
い

0

・:

-
:
」
と
の
べ
た
と
い
う
。
早
婚
の
た
め
出
生
率
が
高
か
っ
た
が
、
反
面
死
亡
率
も
高
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
早
婚
の
理
由
と
し
て
或
は
恵
一一帝
時

代
に
う
ち
だ
さ
れ
た
早
婚
奨
勘
策
が
社
合
的
風
習
と
し
て
定
着
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
臆
測
さ
れ
る
。

元
一
帝
・
成
一
帝
一
時
代
に
つ
い
て
は
、
戸
口
の
増
加
を
具
盟
的
に
一示
す
史
料
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
元
一
帝
一
時
代
の
例
と
し
て

「
漢
書
」
巻
八
九
循
吏

停
召
信
臣
俸
に
召
信
臣
が
南
陽
太
守
と
な
っ
た
と
き
、
そ
の
化
が
大
い
に
行
わ
れ
、
郡
中
は
農
業
に
つ
と
め
、
人
民
が
定
着
し
、
戸
口
は
倍
に

増
加
し
た
こ
と
が
見
え
て
い
る
。
他
の
郡
闘
の
場
合
は
明
ら
か
で
な
い
。

た
だ
元
一
帝
・
成
一帝一
時
代
も
宣
帝
時
代
と
同
様
な
次
の
政
策
が
と
ら
れ

て
い
る
。
第
一
は
農
業
奨
勘
策
、

と
り
わ
け
貧
民
救
済
策
。
「
漢
書
」
巻
九
元
一一帝
紀
に
よ
る
と
、

一
初
元
元
年
(
品
∞切・。・
)
三
万
、
三
輔

・
太
常
噂



郡
園
の
公
団
お
よ
び
苑
の
省
く
べ
き
は
貧
民
に
振
業
し
、
!
賞
千
鏡
に
満
た
ざ
る
も
の
に
は
種
・
食
を
奥
与
え
て
い
る
し
、
同
年
四
月
、
証
海
肢
湖

園
池
の
少
府
に
属
す
る
も
の
は
貧
民
に
慢
し
て
租
賦
を
免
除
し
て
い
る
し
、
二
年
三
月
、
水
衡
の
禁
園
、
宜
春
の
下
苑、

い少
府
の
依
飛
外
池
、

巌
鎮
ハ
晋
灼
設
で
は
射
苑
〉
池
田
を
賓
民
に
偲
興
し
て
い
る
し
、
永
光
元
年
(
色
∞
-
P
〉一一
一
月
、
四
な
き
も
の
に
は
俵
し
、
種
・

食
を
貸
す
こ

と
貧
民
の
ご
と
く
し
、
四
年
二
月
、
貸
す
と
こ
ろ
の
貧
民
は
牧
責
し
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
政
策
は
嘗
時
、
貧
民
が
多
く
護
生
し

て
い
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
ま
た
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
貧
民
の
流
民
化
を
防
ご
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
第
二
は
口
銭

の
軽
減
で
、
元
帝
・
成
一
帝
時
代
を
通
じ
て
寅
施
さ
れ
て
い
る
。
「
漢
書
」
巻
七
二
貢
再
俸
に
よ
る
と
、
元
帯
の
と
き
光
旅
大
夫
の
貢
寓
が
次
の

日
υ

/

口

よ
う
に
の
べ
た
と
い
う
。

私
が
思
う
に
古
は
民
に
賦
算
・
口
銭
が
な
か
っ
た
。
武
一
帝
が
外
征
を
は
じ
め
て
か
ら
、
民
に
重
く
賦
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
民
が
子
を
産

み
、
三
歳
に
な
る
と
口
銭
を
出
し
た
。
だ
か
ら
民
は
大
慶
苦
し
ん
だ
。
そ
こ
で
子
を
生
む
と
殺
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
ま
こ
と
に
痛
ま
し

い
こ
と
で
あ
る
。
子
ど
も
が
七
歳
に
な
っ
た
ら
口
銭
を
出
す
よ
う
に
し
、
二
十
歳
に
な
っ
た
ら
算
賦
を
出
す
よ
う
に
す
べ
き
だ
。

ロ
銭
の
負
捲
に
堪
え
か
ね
て
幼
児
を
殺
害
す
る
こ
と
が
多
く
行
わ
れ
た
よ
う
で
、
貢
再
は
口
銭
負
措
の
年
齢
を
七
歳
に
ひ

き
上
げ
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
貫
施
に
う
つ
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
成
一
帝
時
代
に
も
建
始
二
年

Q
H
切・。・
)、
天

下
の
賦
銭
を
四
十
銭
減
ず
る
よ
う
に
し
た
こ
と
が
「
漢
書
」
成
一帝
紀
に
見
え
て
い
る
。

以
上
は
人
口
の
増
加
に
直
接
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
園
家
の
政
策
で
あ
る
が
、
成
一帝一
時
代
に
つ
い
て
は
「
漢
書
」
食
貨
志
上
は

「
天
下
に

兵
革
の
こ
と
が
な
く
、
安
楽
と
呼
ば
れ
た
。
と
こ
ろ
が
風
俗
は
者
修
で
、
た
く
わ
え
を
心
が
け
な
か

っ
た
」
と
の
ベ
、
成
一
帝
時
代
を
卒
和
で
豊

か
な
時
代
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
こ
う
し
た
時
代
背
景
は
人
口
の
増
加
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
食

(
日
)

貨
志
の
見
方
は
少
し
甘
い
。
と
い
う
の
は
、
別
稿
で
の
ベ
た
よ
う
に
成
帝
時
代
災
害
や
地
方
の
反
範
が
お
こ
っ
て
い
る
ー
た
だ
し
そ
れ
ら
に
劉

ハ
げ
〉

し
政
府
は
か
な
り
積
極
的
な
政
策
を
と

っ
て
い
る
の
は
見
逃
せ
な
い
。
前
漢
後
期
の
災
害
時
に
お
け
る
穀
債
が
前
期
の
よ
う
に
大
幅
に
饗
動
し

こ
れ
に
よ
る
と
、
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な
い
の
は
そ
れ
に
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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こ
の
よ
う
な
人
口
増
加
に
よ
り
成
一
帝
の
末
年
頃
、
人
口
座
が
護
生
し
た
地
域
も
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
「
漢
書
」
巻
八
四
翠
方
準
俸
に
よ

る
と
、
成
一
帝
綬
和
二
年
〈
日
・
。
・
〉
、
上
が
方
進
に
た
ま
わ
っ
た
加
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

そ
ち
の
政
治
を
観
る
に
朕
を
輔
佐
し
て
民
を
富
ま
し
、
民
を
安
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
考
え
が
な
い
。

近
ご
ろ
郡
園
の
穀
物
の
み
の
り
は

す
こ
ぶ
る
よ
い
が
、
百
姓
の
足
り
な
い
も
の
な
お
数
多
で
、
以
前
に
城
郭
を
去
っ
て
ま
だ
還
れ
な
い
も
の
も
あ
る
。
.

穀
物
に
徐
剰
が
あ
る
の
に
民
衆
に
ゆ
き
わ
た
ら
な
い
の
は
こ
の
頃
、
貧
富
の
差
が
額
著
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
情
も
あ
る
が
、
人
口
の
過

剰
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
も
う
少
し
他
の
角
度
か
ら
論
誼
し
て
み
よ
う
。
成
一
帝
時
代
よ
り
少
し
後
の
史
料
で
あ
る
が
、
「
漢

書
」
地
理
志
下
に
可
耕
地
の
面
積
が
っ
た
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
戸
数
で
割
る
と
一
戸
あ
た
り
の
可
耕
地
の
面
積
が
で
る
。
こ
れ
は
す
で
に

「
逼
典
」

食
貨
一
回
制
上
で
試
み
て
お
り
、
そ
の
結
果
は
一
戸
あ
た
り
「
回
六
十
七
畝
百
四
十
六
歩
有
奇
」
と
な
っ
て
い
る
。

全
戸
数
を
農
家
と
し
て
の
計
算
で
、
非
農
家
を
差
引
け
ば
一
戸
あ
た
り
の
面
積
は
も
っ
と
大
き
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
こ
れ
は

し
か
し
た
と
え
ば

「
漢
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書
」
食
貨
志
上
に
文
一
一
帝
時
代
置
錯
が
の
べ
た
こ
と
ば
に
標
準
の
小
農
民
が
百
畝
を
耕
作
し
、
な
お
生
活
が
困
難
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る

と
、
や
は
り
前
漢
末
に
お
け
る
人
口
座
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
前
漢
末
、
全
国
的
に
人
口
敏
が
増
加
し
た
と
い
う
よ
り
地
域
的
に
培

減
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
次
に
地
域
的
分
布
を
取
上
げ
て
み
よ
う
。

第
三
節

前
漢
末
人
口
の
地
域
的
分
布

こ
こ
で
は
誼
域
に
大
き
な
質
化
が
な
か
っ
た
武
帝
以
降
、
前
漢
末
に
か
け
て
人
口
の
密
集
地
域
が
ど
の
よ
う
に
饗
遷
し
て
い
る
か
を
中
心
に

見
て
み
た
い
。

武
一
帝
時
代
の
人
口
密
集
地
域
は
華
北
の
中
、
開
中
・
三
河
・

関
東
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
開
中
は
都
の
長
安
の
あ
っ
た
地
域
で
あ

り
、
い
わ
ゆ
る
強
幹
弱
枝
政
策
に
よ
っ
て
地
方
の
豪
族
や
一
般
吏
民
が
強
制
的
に
移
住
さ
せ
ら
れ
た
。

し
か
し
そ
れ
が
行
わ
れ
た
の
は
高
-温

・

景
一
帝
・
武
一
帝
一
・
昭
一
帝
・
宣
帝
の
時
代
で
あ
っ
て
、
元
一
帝
以
後
は
陵
を
つ
く
る
も
鯨
邑
は
お
か
ず
、
郡
園
の
民
を
移
住
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
て
レ



る
。
た
だ
し
災
害
の
場
合
は
成
一
帝
の
時
代
に
い
た
っ
て
も
流
民
が
闘
に
入
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
っ
た
え
ら
れ
て
い
る
。
前
漢
末
に
は
開
中
へ
の

停
に
よ
る
と
、
「
開
中
の
地
は
天
下
に
お
い
て
三
分
の
つ

移
住
の
史
料
も
な
く
、
そ
れ
以
前
に
く
ら
べ
て
人
口
は
減
少
の
方
向
に
向
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
「
史
記
」
巻
一

二
九
貨
殖
列

ま
た
人
口
は
十
分
の
三
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
の
富
を
計
算
す
る
と
十
分
の
六
」
と

さ
れ
る
。
そ
の
後
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
「
漢
書
」
地
理
志
下
に
成
帝
時
代
の
朱
識
の
地
方
風
俗
に
閲
す
る
報
告
を
基
礎
に
し
て
作
成
さ
れ
た

も
の
が
の
せ
ら
れ
、
秦
の
地
に
つ
い
て
前
に
あ
げ
た
「
史
記
」
貨
殖
列
俸
と
全
く
同
じ
よ
う
な
こ
と
ば
が
っ
た
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
果
し

て
朱
輸
の
報
告
に
あ
っ
た
も
の
か
、
或
は
班
囲
が
「
史
記
」
貨
殖
列
俸
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
「
漢
書
」
地
理
志

下
に
は
秦
の
地
の
範
園
が
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
で
そ
の
範
固
に
属
す
る
郡
園
の
「
漢
書
」
地
理
志
の
人
口
数
を
次
に
か
か
げ
て

み
る
。こ

の
合
計
は
前
漢
末
の
人
口
組
数
、
五
九
、
五
九
四
、
九
七
八
の
約
十
分
の
一
・

六
に
あ
た
り
、
決
し
て
十
分
の
三
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
前
漢
末
の
開
中
の
人
口
数
の
全
閣
総
数
に
劃
す
る
比
は
武
一
帝
時
代
に
く
ら
べ
て
か
な
り
減
少
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
三
河
地
方
で
、
三
河
と
は
河
東
・
河
内
・
河
南
の
こ
と
で
あ
り
、
今
日
の
山
西
南
部
か
ら
河
南
北
部
に
わ
た
る
地
域
で
あ
る
。
「
史
記
」

貨
殖
列
俸
は
三
河
は
天
下
の
中
に
あ
り
、
土
地
が
狭
く
、
人
口
が
多
い
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
地
域
に
お
い
て
武
一
帝
時
代
以
後
ど
の
よ

う
に
人
口
に
饗
遷
が
あ
る
の
か
考
え
る
手
掛
り
が
な
い
。
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た
だ
河
東
に
つ
い
て
は
、
汁
漢
書
」
巻
七
六
晋
ノ
翁
蹄
停
に
よ
る
と
、
昭
一
帝
時
代
、

田

延
年
が
河
東
太
守
と
な
り
、
そ
の
下
で
芦
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郡園名|人口敏

京兆予 682，468 

右扶風 836，070 

左橋捌 917，822 

北地 210，688 

上郡 606，658 

西河 698，836 

安定一 143，294 
天水 ι 261. 348 

臨 西 236，824 

巴 708，148 

萄 1245，929 

農漢 662，249 

韓震 489，486 

武都 235，560 

金城 149，648 

武，威 76，419 

張披 88，731 

酒泉 76，726 

敦士皇 38，335 

鮮拘 153，360 

越嶺 408，405 

盆升| 580，463 

計 |9507，467 

翁
簡
が
督
郵
を
つ
と
め
た
が
、

「
河
東
二

十
八
牒
を
南
部
に
分
ち
、
閑
需
が
扮
北
を

部
し
、

翁
蹄
が
扮
南
を
部
し
」
た
と
さ
れ

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
同
書
地
理
志
上
は
河

東
郡
の
鯨
数
に
つ
い
て
「
二
十
四
」
と
し
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て
い
る
。
昭
一
帝
以
後
、
前
漢
末
に
い
た
る
の
問
、
河
東
郡
ーの
鯨
敏
が
四
つ
減
少
し
て
い
る
の
は
同
地
方
の
人
口
の
減
少
を
示
す
も
の
で
は
な
い

か
と
推
測
さ
れ
る
。
河
内
y

河
南
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
後
に
の
べ
る
よ
う
に
河
南
郡
は
前
漢
末
、
人
口
数
全
圏
第
五
位
で
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
む
し
ろ
戸
口
敷
は
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
増
加
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
最
も
問
題
と
な
る
の
は
漢
代
山
東
或
は
関
東
と
呼
ば
れ
た
地
域
で
あ
る
。
山
東
の
場
合
、
そ
の
山
に
は
華
山
説
、
崎
山
説
、
太
行

(
同

〉

山
脈
読
が
あ
る
が
、
「
史
記
」
貨
殖
列
俸
の
山
東
は
太
行
山
脈
読
が
有
力
で
あ
る
。
ま
た
閥
東
の
闘
に
つ

い
て
は
函
谷
開
設
が
有
力
で
あ
る
。

そ
こ
で
三
河
地
方
の
さ
ら
に
東
に
あ
た
る
黄
河
流
域
の
東
部
卒
原
地
帯
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

そ
の
地
域
で
「
史
記
」
貨
殖
列
俸
が
と
く
に

重
視
し
て
い
る
の
は
済
水
流
域
で
、
「
鴻
幣
よ
り
以
東
、
で
〔
山
〕
・
楊
〔
山〕

よ
り
以
北
は
鉦
野
に
麗
し
、
梁
・
宋
二
園
の
地
で
あ
る
」
と
の

べ
て
い
る
あ
た
り
で
あ
る
。
今
日
の
河
南
・
山
東
の
交
界
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
地
域
の
東
北
、
斉
・
郷
・
魯
な
ど
の
地
帯
も
「
史
記
」
貨
殖
列

俸
は
絹
織
物
業
や
腕
織
物
業
が
護
達
し
、
人
口
密
度
の
高
い
と
こ
ろ
の
よ
う
に
え
が
い
て
い
る
。

以
上
あ
げ
た
山
東
の
武
一
帝
一
時
代
の
人
口
密
集
地
域
で
、
そ
の
後
の
出
現
遷
を
具
鐙
的
に
た
ど
れ
る
の
は
梁
圃
の
あ
た
り
だ
け
で
あ
る
。
梁
園
の

-136ー

北
に
山
陽
郡
が
あ
り
、
こ
れ
は
景
一
帝
一
中
元
六
年
会
企
図
・
。
・
)
に
梁
闘
か
ら
分
れ
て
山
陽
園
と
な
り
、
武
一帝
建
元
五
年

0
8
∞-
P
〉
に
郡
と
な

っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
山
陽
郡
の
戸
口
数
に
つ
い
て
は
、
「
漢
書
」
張
倣
俸
に
宣
一
帝
時
代
、

戸
九
高
三
千
、

ロ
五
十
蔦
以
上
で
あ
っ
た
と
見

ぇ
、
「
漢
書
」
地
理
志
上
に
卒
一
帝
元
始
年
聞
の
こ
と
と
し
て
戸
十
七
寓
二
千
八
百
四
十
七
、

こ
の
こ
と

ハ
凶
)

か
ら
王
鳴
盛
が
元
始
年
聞
の
は
盛
漢
に
く
ら
べ
て
倍
と
考
え
た
こ
と
は
前
に
ふ
れ
た
。
こ
の
設
を
襲
う
研
究
者
が
多
い
が
、
近
年
、

葛
剣
雄
氏

は
、
山
陽
郡
は
宣
一帝
以
後
、
近
く
の
梁
園
・
東
卒
園
の
十
齢
の
侯
園
が
推
恩
法
に
よ
り
轄
属
さ
れ
て
お
り
、
元
延
年
聞
に
も
梁
園
の
五
豚
が
削

ロ
八
十
高
一
千
二
百
八
十
八
と
見
え
、

ら
れ
、
山
陽
郡
に
属
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
な
お
菖
氏
は
湾
郡
臨
池
鯨
に
つ
い
て
武
一
帝
一
の
と
き
十
省
内戸、

元
始
の
と
き
は
斉
郡
十

二
腕
、
全
部
で
十
五
高
四
千
八
百
二
十
六
戸
、
も
し
臨
楢
豚
が
依
然
と
し
て
十
高
な
ら
、
毎
回
開
卒
均
五
千
戸
に
も
満
た
な
い
こ
と
に
な
り
、

お

そ
ら
く
武
一
帝
一
か
ら
卒
一
帝
元
始
年
聞
に
か
け
て
戸
口
は
減
少
し
た
と
し
、
他
に
湖
水
圏

・
員
定
圃
も
同
様
武
一帝一
以
後
戸
口
増
は
見
ら
れ
な
い
と

し
、
前
漢
後
期
の
人
口
は
一
般
に
増
加
の
趨
勢
は
存
し
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
山
東
の
梁
・
宋
や
湾
地
方
は
或
は
嘉
氏
の
指
摘
の
通
り



か
も
知
れ
沿
い
が
、
そ
れ
を
全
図
的
な
傾
向
と
考
え
る
の
は
ゆ
き
す
ぎ
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、

私
は
「
漢
書
」
地
理
志
に
見
え
る
人
口

密
集
の
地
域
は
葛
氏
が
問
題
に
し
て
い
る
地
域
と
は
異
な
り
、
梁
・
宋
の
西
南
に
あ
た
る
地
域
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

逼
暑
」

地

理
志
で
百
高
人
以
上
の
人
口
数
最
も
多
い
郡
を
表
示
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

て
ほ
と
ん
ど
近
接
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
表
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
汝
南
・
頴
川
・
柿
・
南
陽

・
東
・
陳
留

・
済
陰
な
ど
の
諸
郡
は
黄
河
中
流
の
南
側
か
ら
准
水
の
北
側
に
か
け

つ
ま
り
前
漠
末
期
の
人
口
最
密
集
地
域
は
こ
の
あ
た
り
に
移
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
史
記
」
貨
殖
列
停
で
は
こ
の
あ
た
り
は
西
楚
に
ふ
く
ま
れ
、
「
地
薄
く
、

た
く
わ
え
が
少
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
武
一一帝
以
後
、
・
次

第
に
土
地
開
設
が
進
み
、
人
口
が
集
中
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
前
提
と
な
っ
た
の
は
私
は
水
利
開
設
で
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
れ
を
主
な
郡

に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
人
口
敷
金
一
圏
第

一
位
の
汝
商
郡
は
「
漢
書
」
溝
油
志
に
よ
る
と
、
武
帝
が
元
封
二
年
。
。
恒
国
・
の
し
に
弧
子
(
河
北

濃
陽
鯨
西
南
〉
で
決
河
を
塞
い
で
か
ら
、
嘗
此
吋
水
害
に
最
も
苦
し
ん
で
い
た
梁
・
楚
の
地
が
寧
ら
か
と
な
り
、
そ
の
後
各
地
で
水
利
濯
概
が
盛

ん
に
行
わ
れ
、
汝
南
・
九
江
地
方
で
も
准
水
か
ら
引
水
し
た
と
い
う
。
ま
た
小
渠
や
肢
も
数
多
く
利
用
さ
れ
た
と
い
う
。
汝
南
郡
の
肢
に
つ
い

て
言
う
と
、
鴻
隙
肢
が
と
く
に
重
要
で
あ
る
。
「
漢
書
」
巻
八
四
割程
方
準
俸
に
よ
る
と
、
成
一
帝
時
代
に
汝
南
下
茶
出
身
の
方
準
が
相
と
な
り
、

そ
れ
迄
利
用
さ
れ
て
農
業
生
産
に
役
立

っ
た
鴻
隙
肢
が
し
ば
し
ば
水
害
を
な
し
た
た
め
こ
れ
を
撤
去
し
て
農
田
と
し
た
が
、
後
に
枯
卒
が
生

-137ー

じ
、
そ
の
責
が
方
準
に
闘
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
汝
南
地
方
の
肢
は
後
漢
以
後
の
史
料
に
か
な
り
の
数
見
え
て
い
る
が
、
そ
れ
ら

〈
幻
)

の
中
に
は
す
で
に
前
漢
後
期
か
ら
利
用
さ
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
第
二
位
の
頴
川
郡
は
汝
南
郡
の
西
北
に
位
置
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郡名|人口数

汝南 2596，148 

頴川 2210，973 

柿 2030，480 

南陽 1942，051 

河南 1740，279 

東 1659，028 

東海 1559，357 

陳留 1509，050 

済陰 1386，278 

萄 1245，929 

臨准 1237，764 

浪邪 1079，100 

河内 1067，097 

舎稽 1032，604 

す
る
郡
で
、
「
史
記
」
巷

一
O
七
貌
其
武
安
侯
列
惇
ハ
「
漢
書
」
巻
五
二
濯
夫
傍

ほ
ぽ
同
じ
〉
に
よ
る
と
、
武
一
帝
時
代
、
頴
川
地
方
の
肢
池
田
園
は
多
く
滋
夫

一

族
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
、
そ
の
後
、
昭
一
帝
時
代
に
は
韓
延
蕎
、

(n
)
 

宣一
帝
一
時
代
に
は
越
庚
漢
、
貧
窮
な
ど
が
頴
川
太
守
と
な
り
、
昔
時
郡
内
に
多
か

っ
た
豪
彊
の
封
策
に
苦
心

L
て
い
る
が
、
と
く
に
貰
覇
は
教
化
・

勘
農
に
つ
と
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め
、
戸
口
が
歳
ご
と
に
増
し
た
こ
と
は
前
に
ふ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
頴
川
に
お
い
て
も
肢
池
の
利
用
に
よ
る
土
地
開
設
が
盛
ん
だ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
第
三
位
は
汝
南
郡
の
東
に
位
置
し
て
い
る
柿
郡
で
あ
る
。
浦
郡
も
豪
族
の
多
い
地
方
で
あ
る
が
、
土
地
開
設
の
吠
況
は
明
ら
か
で
な

ぃ
。
た
だ
「
漢
書
」
巻
一
高
一
帝
紀
上
は
浦
郡
の
北
部
に
「
大
津
の
肢
」
が
あ
っ
た
と
い
う
。

し
か
し
浦
郡
の
中
心
は
よ
り
南
部
の
、
治
の
あ
っ

た
相
耐
腕
占
め
た
り
で
あ
る
。
こ
の
地
方
は
碓
水
の
上
流
で
、
後
の
史
料
で
あ
る
が
、
「
水
経
注
」
腹
水
の
僚
に
よ
る
と
、

相
豚
一
帯
に
鄭
肢
・
梧

桐
肢
な
ど
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
或
は
そ
の
利
用
が
前
漢
迄
さ
か
の
ぼ
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
第
四
位
の
南
陽
郡

(お〉

は
汝
南
郡
の
西
に
接
し
て
い
る
。
そ
の
開
設
史
に
つ
い
て
は
す
で
に
研
究
が
あ
る
が
、
「
史
記
」
巻
一
一
一
一
一
酷
吏
列
惇
(
「
漢
書
」
巻
九

O
酷
吏

俸
ほ
ぼ
同
じ
〉
に
よ
る
と
、
寧
成
が
南
陽
穣
に
お
い
て
肢
田
千
絵
頃
を
経
営
し
た
と
さ
れ
、
元
一
一
帝
時
代
に
は
南
陽
太
守
の
召
信
臣
が
漏
水
を
せ

(
鈍
)

(
お

)

き
と
め
て
六
門
喝
を
つ
く
り
、
穣
・
新
野
・
昆
陽
三
鯨
の
回
土
を
濯
瓶
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
さ
ら
に
南
陽
湖
陽
の
豪
族
で
あ
る
奨
重
が

お
そ
ら
く
前
漢
末
、
肢
渠
を
利
用
し
て
大
土
地
を
経
営
し
て
い
る
。
以
上
の
他
は
あ
ま
り
明
ら
か
で
な
い
郡
が
多
い
が
、
二
三
の
例
を
の
ベ
て

武
一
一
帝
以
後
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
地
域
の
水
利
を
中
心
と
す
る
土
地
開
衰
の
朕
況
を
補
っ
て
お
き
た
い
。
第
六
位
の
東
郡
は
黄
河
の
す
ぐ
南
に
位
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置
し
て
い
る
が
、
「
漢
書
」
棒
組
志
で
は
武
一
帝
が
組
子
で
決
河
を
塞
い
だ
後
、
黄
河
は
館
陶
(
山
東
舘
陶
鯨
西
南
〉
で
決
し
、
分
れ
て
屯
氏
河

と
な
っ
て
か
ら
、
館
陶
東
北
の
四
五
郡
は
少
し
く
水
害
を
被
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
売
州
以
南
の
六
郡
は
水
憂
が
な
く
な
っ
た
こ
と
、
そ
の
後

の
黄
河
の
氾
濫
は
束
郡
よ
り
さ
ら
に
下
流
域
の
地
域
に
多
い
こ
と
な
ど
を
つ
た
え
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
以
後
、
東
郡
の
土
地
開
設
が
進
む

と
推
測
さ
れ
る
が
、

た
だ
「
漢
書
」
緯
泊
志
に
見
え
る
京
一
帝
時
代
の
買
譲
の
こ
と
ば
に
よ
る
と
、
東
郡
の
白
馬
に
は
大
陸
、
卒
剛
に
は
石
陸
が

あ
り
、
こ
う
し
た
陸
防
の
毎
歳
の
維
持
費
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
。
次
に
第
八
位
の
陳
留
郡
は
黄
河
の
南
側
に
位
置
し
、
東
郡

・
済
陰
郡
の
西

に
位
置
し
て
い
る
。
こ
の
郡
に
は
碓
水

・
寵
蕩
渠
が
流
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
利
用
し
て
土
地
開
設
が
進
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
水
経
注
」

陰
溝
水
の
傑
引
く
「
陳
留
風
俗
俸
」
に
よ
る
と
、
も
と
の
梁
閤
寧
陵
豚
か
ら
種
龍
郷
へ

移
住
が
行
わ
れ
、
成
一帝
・
京
帝
時
代
に
戸
が
八
九
千
に

な
っ
た
の
で
燃
を
置
か
ん
こ
と
を
求
め
た
と
い
う
。
こ
れ
は
後
漢
の
と
き
に
己
吾
鯨
と
な
る
も
の
で
、
寧
陵
鯨
の
さ
ら
に
西
南
に
位
置
し
て
い

る
か
ら
、
前
漢
末
に
は
陳
留
郡
内
部
で
も
商
の
方
が
次
第
に
開
設
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



要
す
る
に
武
帝
の
治
河
政
策
以
後
、
黄
河
中
流
の
南
側
の
地
域
は
比
較
的
水
災
が
少
な
く
な
り
、
黄
河
の
す
ぐ
南
の
郡
か
ら
漸
次
さ
ら
に
南

の
郡
へ
と
開
設
が
進
み
、
准
水
北
岸
に
迄
達
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
前
漢
後
期
の
土
地
開
震
が
こ
の
地
域
の
人
口
密
集
を

促
し
た
一
つ
の
大
き
な
要
因
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

む

す

び

以
上
、
紙
撤
が
限
ら
れ
て
い
る
の
で
論
述
が
簡
略
に
な
っ
た
箇
慮
も
あ
る
が
、
要
貼
を
ま
と
め
て
み
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
に
「
漢
書
」
地
理
志
に
見
え
る
戸
ロ
統
計
の
性
質
や
信
頼
度
を
検
討
し
た
結
果
、
そ
れ
は
言
う
迄
も
な
く
園
家
が
把
握
し
得
た
範
圏
内

の
も
の
で
あ
り
、
戸
籍
か
ら
の
脱
漏
や
官
吏
に
よ
る
不
正
な
報
告
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
前
漢
の
他
の
時
期
に
く
ら
べ
て
比
較
的
少
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
、
統
計
に
は
奴
牌
は
ふ
く
ま
れ
な
い
こ
と
、
郡
園
の
戸
口
数
の
合
計
と
班
固
が
あ
げ
る
組
敷
と
は
一
致
し
な
い
が
、

前
者
は
卒
一
帝
元
始
元
年
の
版
籍
に
も
と
づ
き
、
翌
二
年
上
計
を
行
っ
た
と
き
の
も
の
、

後
者
は
哀
一
帝
一
時
代
の
も
の

で
お
そ
ら
く
前
漢
最
盛
時
の

も
の
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
。
最
後
の
黙
に
関
連
し
て
言
う
と
、
「
漢
書
」
地
理
志
下
の
国
土
統
計
も
「
群
不
可
墾
」
「
可
墾
不
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可
墾
」
「
定
墾
田
」
の
合
計
と
「
提
封
回
」
の
数
字
と
が
一
致
し
な
い
。
二

O
四
六
、

O
三
三
頃
ほ
ど
「
提
封
田
」
の
方
が
多
い
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
も
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
前
漢
の
人
口
饗
動
の
概
略
を
た
ど
っ
て
み
た
が
、
高
祖
時
代
か
ら
文
-
景
一帝
時
代
に
か
け
て
二
乃
至
三
倍
位
の
人
口
増
加
が
あ
り
、

さ
ら
に
武
一
帝
時
代
に
は
飛
躍
的
に
増
加
し
た
が
、
そ
の
末
年
に
者
修
や
外
征
な
ど
の
た
め
人
口
が
激
減
し
た
こ
と
、
そ
の
後
卒
和
な
時
代
が
つ

づ
い
た
こ
と
や
国
家
の
農
業
奨
勘
・
人
頭
税
軽
減
の
政
策
、
女
子
の
早
婚
の
社
曾
的
風
習
な
ど
に
よ
り
次
第
に
人
口
増
加
が
つ
づ
き
、

哀
一
帝
時

代
に
は
ピ

l
ク
に
達
し
た
が
、
成
一
帝
の
頃
か
ら
人
口
座
の
問
題
が
お
こ
っ
て
い
る
地
域
も
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
し
た
。

山
第
三
に
前
漢
後
期
に
お
け
る
人
口
の
地
域
的
分
布
を
考
え
、
密
集
地
域
は
武
一帝
時
代
、
開
中
二
ニ
河
・
関
東
で
あ
る
が
、
前
漢
末
に
は
関
東

の
中
、
と
り
わ
け
黄
河
中
流
の
南
側
か
ら
准
水
の
北
側
迄
に
最
も
集
中
し
て
い
る
こ
と
、
こ
の
地
域
の
急
激
な
人
口
増
加
の
背
景
に
は
肢
池
や

139 
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河
川
を
利
用
し
た
土
地
開
設
の
準
行
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

と
く
に
そ
う
し
た
開
設
を
め
ぐ
っ
て
の
園
家
と
豪
族
と
の
関
係
な
ど
は
別
の
機
舎
に
考
え
て
み
た
い
。

た
だ
し
こ
の
地
域
の
土
地
開
設
は
郡
毎
に
も
う
少
し
具
値
的
に
究
明
す
る
必

要
が
あ
り
、

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
前
漢
後
期
、
圏
家
の
支
配
が
衰
退
過
程
に
入
っ
た
と
し
て
も
、
地
域
に
よ

っ
て
は
土
地
の
開
護
、

農
業
生
産
の

れ
る
の
で
あ
る
。

上
昇
が
進
み
、
人
口
が
増
加
し
、
そ
う
し
た
傾
向
は
前
漢
末
迄
つ
づ
き
、
人
口
総
数
が
最
盛
と
さ
れ
る
欣
況
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

註(
1〉
努
験
「
雨
漢
戸
籍
奥
地
理
之
関
係
」
(「中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究

所
集
刊
」
五
本
二
分
、
一
九
三
五
)
。

(
2
〉
加
藤
繁
「
支
那
経
済
史
紙
読
」
一
九
四
四
年
。

(
3〉
牧
野
巽
「
漠
代
に
お
け
る
家
族
の
大
き
さ
」
(
「
漢
皐
曾
雑
誌
」
第
一
一一

容
第
一
鋭
、
一
九
三
五
年
、
後
に
「
牧
野
巽
著
作
集
」
第
一
巻
一
九
七
九

年
に
所
枚
三

(

4

)

註
(

1

)

に
同
じ
。

(

5

)

王
統
品
位
「
H

民
数
H

輿
漢
代
封
建
政
権
」
(
「
中
園
史
研
究
」
一
九
七

九|一一一〉。

(

6

)

「
漢
書
」
宅
七
二
飽
宣
俸
に
見
え
る
民
の
流
亡
の
原
因
七
つ
は
、
「
陰

陽
不
和
、
水
皐
震
災
」
「
豚
{
旦
皇
賞
更
賦
租
税
」
「
貧
吏
並
公
、
受
取
不
己
」

「
豪
強
大
姓
鐙
食
亡
厭
」
「
苛
吏
鋲
役
、
失
農
桑
時
」
「
部
落
鼓
鳴
、
男
女

遮
進
」
「
盗
賊
劫
略
、
取
民
財
物
」
で
あ
る
。

〈
7
)

鎌
田
重
雄
「
郡
図
の
上
計
」
(
「
秦
漢
政
治
制
度
の
研
究
」
一
九
六
ニ

年
〉
参
照
。

(

8

)

戸
口
の
合
計
数
以
、
戸
数
一
二
、
三
五
六
、
四
七

O
、
口
数
五
七
、

六
七
一
、
四

O
二
、
「
漢
書
」
の
総
数
は
戸
数
二
一
、
二
三
三
、

O
六
二
、

口
数
五
九
、

五
九
四
、
九
七
八
。
な
お
胡
徳
燈
「
前
漠
戸
口
統
計
表
」ハ「困問

貢
半
月
刊
」
一
|
二
、
一
九
三
四
年
〉

に
合
計
数
と
し
て
戸
数
一
二
、
三

六
七
、
四
七

O
、
口
数
五
七
、
六
七
一
、
四

O
一
と
あ
る
は
テ
キ
ス
ト
の

相
違
か
計
算
遠
い
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

(
9
)

テ
キ
ス
ト
に
よ
り
戸
口
数
の
相
違
す
る
郡
を
あ
げ
る
と
次
の
通
り
で

あ
る
。
①
は
一

般
的
な
テ
キ
ス
ト
の
数
字
、
②
は
異
本
の
数
字
。
戸
数
は

河
南
郡
①
二
七
六
、
四
回
目
、
②
三
七
六
、
四
四
四
ハ
宋
邪
引
部
本)、

済

陰
郡
①
二
九
O
、
O
二
五
(
景
祐
本
・
殴
本
〉
、
②
二
九
二
、

O
O五
ハ
「漢

書
補
注
」
本
)
、
南
陽
郡
①
三
五
九
、

一一
一
一
六
、
②
四
五
九
、
一
一
一
一
六

(宋

郡
読
〉
、
口
数
は
清
河
郡
①
八
七
五
、
四
二
二
、
②
八
七
五
、
四
二
一
〈
朱

一
新
引
証
本
〉
、
臨
准
郡
①
一
、
二
三
七
、
七
六
四
、
②
一
、

三
三
七、

七
六
四

ハ
宋
郁
引
部
本
〉
、
南
陽
郡
①
て

九
四
二
、

O
五
一
、
②
三
、
九

四
二
、

O
五
一
ハ
朱

一
新
引
注
本
)
。
な
お
、
汝
南
郡
の
戸
数
に

つ
き、

「
漢
書
補
注
」
は
徐
松
の
設
を
引
き
、
「
三
園
志
陳
窓
停
注
引
漢
書
地
理

志
、
汝
南
信用上
郡
、
有
三
十
徐
高
戸
、

奥
今
本
異
、
或
字
之
設い

と
し
て

い
る
が
、
今
本
の
戸
数
は
「
四
六
て
五
八
七
」
で
あ
る
。
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〈
ω)
漢
代
の
戸
口
調
査
の
制
度
に
つ
い
て
ば
、
拙
稿
『
漢
代
の
戸
口
調

査
」
(
「
集
刊
東
洋
皐
」
一
八
、
一
九
六
七
年
〉
参
照
。

(
日
)
註
(

7

)

に
同
じ
。

ハ
ロ
)
山
田
勝
芳
「
漢
代
の
算
と
一役
」
ハ
「
東
北
大
皐
教
養
部
紀
要
」
二
入
、

一
九
七
八
年
)
参
照
。

(
刊
日
〉
永
岡
英
正
「
江
陵
鳳
風
山
十
貌
漢
墓
出
土
の
筒
順
」
〈
「
鷹
陵
史
皐
」

三
・
回
焼
、
一
九
七
七
年
〉
参
照
。

(
川
比
)
牧
野
巽
「
西
漢
の
封
恐
相
繍
法
」
(
「
東
方
皐
報
」
東
京
第
三
班
、
一

九
三
二
年
、
後
に
「
牧
野
巽
著
作
集
」
第
一
容
一
九
七
九
年
に
所
牧
)。

(
は
M

)

拙
稿
「
秦
漢
時
代
の
水
皐
災
」
(
「
人
文
研
究
」
第
三
五
港
第
五
分

加
、
一
九
八
三
年
〉
。

(
日
〉
註
(
路
〉
に
同
じ
。

(
げ
)
拙
稿
「
前
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の
穀
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」
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「
人
文
研
究
」
第
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八
巻
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一
一
鋭
、
一
九
六
七

年〉。

(
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)
日
比
野
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夫
「
史
記
貨
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列
俸
と
漢
代
の
地
理
匡
」
(
「
東
方
皐
報
」

京
都
第
四
十
一
般
、
一
九
七
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年
、
後
に
「
中
薗
歴
史
地
理
研
究
」

一
九

七
七
年
に
所
牧
〉
。
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〉
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「
西
漢
戸
口
一
最
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年
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」
(
「
復
旦
皐
報
」
祉
曾
科
皐
版

一
九
八

O
年
八
月
〉
。

〈
却
)
こ
の
地
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て
は
拙
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「
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代
に
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け
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江
准
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設
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文
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照。
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。
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」
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、
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」
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。
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)
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」
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。
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perspective of the society as ａ whole, the number of compleχ, large

families was stillsmaller than the number of small families. Nevertheless

the increased occurrence of large families must be regarded as ａ special

characteristicof this era.

　

POPULATION STATISTICS OF THE FORMER HAN DYNASTY

　　　　　　　　　　　　　　　　

Sato Taketoshi

　　

It is generally assumed that the Former Ｈａ!ldynasty gradually de-

clined after the reign of Emperor Wu 武微. In this article. however, I

would like to examine this assumption anew from the point of view of

the history of population and, economy. The presentation includes the

following three points.

　　

1. Upon analyzing the nature and reliabilityof the population stati-

sties contained in the “Section on Geography”(dilizhi)地理志of the

Hanshu,漢書，l found that they were entirely obtained by the state and

did not include the slaves. Yet in compaねson with statisticsof other

periods they are relatively reliable. The sum total of the whole country

as given by Ban Gu 班固differs from the total as calculated from the num-

bers of all the districts. One seems to be based on an　inquiry done

under Emperor Ai 哀微, the other on one under Emperor Ping 平微｡

　　

2. Following the movements in population（!urine the Former Han

one observes that there was ａ marked decrease in the 1卵t year of Em-

peror Wu, whereas after this the population gradually increased again,

reaching ａ peak under Emperor Ai.

　　

3.

　

As regards the distribution of the population towards the end of

the Former Han, it is notably concentrated between the middle course

of the Yellow River 黄河and the Huai River 淮水。This appears to be

related to the particularlyhigh development of waterways in this area.

- ４


