
票

渉レ

史

所
完

第
七
十
二
巻

第

一
號

卒
成

二
十
五
年
六
月
獲
行

使
者

の
越
え
た

「境
界
」

秦
漢
統

一
國
家
禮
制
形
成

の

一
こ
ま

問
題

の
あ
り
か

一
、
前
漢
武
帝
期

に
お
け
る
統

一
國
家
膿
制

の
形
成

I
l

近
年

の
研
究
か
ら

二
、
徐
偶
矯
制
事
件

の
周
邊

三
、
元
狩

・
元
鼎

の
交

博
十

の
郡
國
循
行

の
事
例
か
ら

(
一
)

元
狩
六
年

に
お
け

る
博
士

の
郡
國
循
行

(
二
)

元
鼎

二
年

に
お
け

る
博
士

の
郡
國
循
行

(三
)

「
多
事
」
、
「
騒
動
」
と

コ

統
」

終

章

I
l

「
境
界
」
を
超
え

て

大

櫛

敦

弘

1



2

問
題
の
あ
り
か

筆
者
は
こ
れ
ま
で
秦
漢
時
代
に
お
け
る
統

一
國
家
謄
制
の
形
成
と
展
開
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
主
と
し
て

「地
域
問

で
の
支
配
-
被
支
配
の

關
係
」
と
い
う
祠
鮎
か
ら
考
察
を
重
ね
て
き
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
秦
お
よ
び
前
漢
初
期
の
段
階
で
は
、
戦
國
時
代
の
秦
と
東
方
諸
國
と
の
關

　
ユ
　

係
を
引
き
縫
い
で
、
關
中
と
東
方
地
域
と
が
封
峙
し
、
あ
る
い
は
前
者
が
後
者
を
支
配
す
る
よ
う
な
露
骨
な

「地
域
聞
支
配
」
の
構
圖
を
と
る

も
の
で
あ

っ
た
が
、
統

一
が
成
熟
し
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
こ
う
し
た
地
域
間
の
關
係
も
次
第
に
相
封
化
し
、
前
漢
武
帝
期

に
は
基
本
的
に
統

一
國

家
膿
制

の
確
立
を
見
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
以
降
は

「地
域
的
層
位
性
」
を
と
も
な
い
つ
つ
も
、
こ
の
統

一
國
家
膿
制

の
枠
組
み
が
よ
り
實
質

　　
　

的
な
重
み
を
持

っ
て
展
開
し
て
ゆ
く
こ
と
、
な
ど
と
い
っ
た
理
解
を
提
示
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

近
年
登
見
の
出
土
文
字
資
料
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
漢
初
の
張
家
山
漢
簡

「
二
年
律
令
」
中
の
秩
律
で
は
、
東
方
地
域
に
廣
が
る
諸
侯
王

　
ヨ
　

國
に
は
漢
王
朝
の
統
制
、
影
響
力
が
十
分
に
及
ぼ
な
い
状
況
が
明
示
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
津
關
令
に
お

い
て
も
、
東
方
と
の

聞
に
設
置
さ
れ
た
關
所
で
の
出
入
に
お
け
る
統
制
が
非
常
に
嚴
格
で
あ
る
な
ど
、
そ
こ
で
は
戦
國
の
秦
と
東
方
諸
國
と

の
地
域
間
の
封
立
の
構

　　
　

圖
が
纏
績
し
て
い
る
こ
と
が
如
實
に
示
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
こ
れ
に
封
し
て
前
漢
末
期
の
状
況
を
示
す
サ
潜
漢
簡
か
ら
は
、
か
つ
て
諸
侯
王

國
の
版
圖
で
あ

っ
た
東
海
郡
で
さ
え
も
、
こ
の
時
期
に
は
上
計
制
度
や
官
吏
の
人
事
、
勢
役
の
管
理
な
ど
、
完
全
に
中
央
政
府
の
統
制
下
に
組

み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
雨
者
の
状
況
は
好
封
照
を
な
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
中
で
、
統

一
國
家
髄
制
が
確
立
し
た
と
さ
れ
る
武
帝
期
は
そ
の
韓
換
鮎
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
(地
域
問
の
封

立
の
構
圖
が
露
骨
に
前
面
に
出
て
い
る
と
い
う
鮎
で
)
未
成
熟
な
そ
れ
ま
で
の

「統

一
」
國
家
膿
制
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
武
帝
期
の
統

一
國
家

謄
制
が
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
の
具
禮
的
な
あ
り
方
を
充
分
に
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

で
き
な
か

っ
た
。
し

か
し
近
年
、
前
出
の

「
二
年
律
令
」
な
ど
の
新
出
資
料
の
存
在
に
加
え
て
、
こ
の
問
題
に
關
し
て
も
、
後
述
す
る
よ
う
な

い
く
つ
か
の
注
目
す

べ
き
成

果
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
本
報
告
で
は
、
こ
れ
ら
新
た
な
研
究
動
向

の
験
尾
に
附
し
て
、
武
帝
期
に
お
け
る
統

一
國
家
膿
制

の
形
成

一2一
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(
・
確
立
)
の
具
禮
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

ま
ず
は
こ
れ
ら
近
年

の
研
究
に
つ
い
て
簡
軍
に
整
理
し
た
う
え
で
、
『漢
書
』
巻
六
四
下
終
軍
傳
に
見
ら
れ
る

「徐
優
矯
制
」
事
件

の
事
例

に
注
目
し
て
取
り
上
げ
、
検
討
を
加
え
る
。
こ
れ
は
地
方
巡
視
の
使
者
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
博
士
の
徐
催
が
、
そ
こ
で
皇
帝
の
命
令
と
儒
り
猫

噺
で
當
時
專
責
制
下
に
あ

っ
た
盤
鐵
の
生
産
を
指
示
し
た
と
い
う
事
件
な
の
で
あ
る
が
、
終
軍
傳
で
は
徐
催
本
人
の
辮
明
な
ら
び
に
終
軍
に
よ

る
反
駁

・
詰
問
の
内
容
を
傳
え
て
お
り
、
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け

「使
者
は
境
界
を
出
た
な
ら
ば
、
凋
断
專
行
し
て
も

か
ま
わ
な
い
」
と
の

「春
秋

之
義
」
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
は
、
當
時
に
お
け
る
國
内
の
境
界
線
、
さ
ら
に
は
地
域
聞
の
關
係
と
い
っ
た
側
面
か
ら
統

一
國
家
髄
制
の

あ
り
方
を
う
か
が
う
上
で
、
興
味
深

い
事
例
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
の
検
討

の
結
果
を
ふ
ま
え
て
さ
ら
に
、

そ
の
背
景
と
な
る
元
狩
か
ら
元
鼎
年
聞
に
か
け
て
の
時
期
の
状
況
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
、
ど
の
よ
う
な
時
代
状
況
の
も
と
に
武
帝
期
の
統

一

國
家
膿
制
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
具
膿
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
こ
と
と
し
た
い
。

一
、
前
漢
武
帝
期
に
お
け
る
統

一
國
家
膿
制
の
形
成

-

近
年

の
研
究
か
ら

本
章

で
は
、
前
漢
武
帝
期
に
お
け
る
統

一
國
家
謄
制
の
形
成
を
め
ぐ
る
近
年
の
研
究
に
つ
い
て
、
杉
村
伸
二
、
阿
部
幸
信
雨
氏
の
研
究
を
中

心
に
見

て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
、
杉
村
氏
の
研
究
で
は
、
從
來
ふ
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か

っ
た
中
央
集
灌
化
進
展
の

「影
」
の
部
分
に
注
目
す
る
。
す
な
わ
ち
呉
楚
七

國
の
齪
後
に
お
こ
な
わ
れ
た
景
帝
中
五
年
の
王
國
改
革
に
よ

っ
て
、
諸
侯
王
は
王
國
行
政
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
領
域
面

で
の
漢

の

「
天
下
統

一
」
は
達
成
さ
れ
る
が
、

一
方
で
二
倍
以
上
に
も
急
激
に
膨
れ
あ
が

っ
た
領
域
を
支
配
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
は
未
整

備
で
あ

っ
た
た
め
に
、

地
方
長
吏
の
増
加
、
中
央
官
署
に
お
け
る
事
務
量
の
塘
加
、
王
國
財
政
の
回
牧
に
よ
る
経
濟
的
な
問
題
な
ど
と
い
っ
た
、
諸
問
題
が
獲
生
す
る

こ
と
と
な

っ
た
。
こ
れ
に
封
し
て
武
帝
期
に
は
、
孝
廉
科
の
創
設
な
ど
人
事
制
度
の
改
革
、
官
名
の
攣
更
や
内
朝
の
形
成
な
ど
官
僚
機
構
の
組

織
的
機
能
的
強
化
、
そ
し
て
漕
渠
建
造
事
業

(元
光
年
間
)
や
均
輸
卒
準
の
施
行

(元
封
元
年
)
な
ど
の
國
家
的
な
物
流

の
整
備
と
い
っ
た
行
政

一3一
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諸
改
革
が
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
蹄
結
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
漢
帝
國
の
國
制
は
新
た
な
專
制
國
家
禮
制

へ
と
再
編
さ
れ
、
漢
朝
は
本
當
の
意
味

　
ら
ワ

で
の
中
央
集
権
化
を
よ
う
や
く
果
た
す
こ
と
に
な

っ
た
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
杉
村
氏
の
研
究
は
、
軍
純

に

「諸
侯
王
勢
力
の

弱
謄

・
郡
縣
化
に
よ

っ
て
中
央
集
灌
が
達
成
さ
れ
た
」
と
す
る
從
來
の
理
解
に
封
し
て
、
い
わ
ば

「統

一
の
コ
ス
ト
」
と

い
う
視
鮎
か
ら
見
直

し
を
迫
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
こ
う
し
た
課
題

へ
の
封
慮
の
中
で
武
帝
期
に
お
け
る
統

一
國
家
膿
制
の
形
成
が
進
行
し

て
い
っ
た
と
す
る
論
鮎

　
　
　

は
、
と
く
に
注
目
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
阿
部
氏
は
封
外
的
な
契
機
を
も
含
め
た
祠
角
か
ら
、
漢
朝
は
黄
河
の
決
壊
や
未
統

一
な
ま
ま
の
國
内
状
況
を
抱
え
つ
っ
旬
奴
な
ど
と

の
封
外
戦
争
を
途
行
し
て
ゆ
く
中
で
、
そ
れ
を
利
用
し
な
が
ら
國
内
の
統

一
、
「天
下
」
の

一
禮
化
を
進
め
て
い
っ
た
と
す
る
。
す
な
わ
ち
當

初
、
國
内
は
統

一
と
は
ほ
ど
遠
い
状
況
で
あ

っ
た
が
、
封
旬
奴
戦
孚
に
よ

っ
て
國
内
の
意
識
を
外
に
そ
ら
す
と
と
も
に
、
軍
功
者
の
増
加
や
人

事
制
度

の
整
備
な
ど
を
通
じ
て
元
朔
年
聞

(前

一
二
八
～
三
年
)
末
年
ま
で
に
は
漢

の
人
的
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
が
山
東

へ
と
彊
大
し
て
ゆ
く
。
そ

し
て
旬
奴
と
の
戦
い
は
優
勢
で
は
あ
る
も
の
の
総
力
戦
が
必
要
と
な

っ
て
き
た
元
狩
年
問

(前

一
二
二
～
一
七
年
)
に
な
る
と
、
財
政
が

一
元
化

さ
れ
人
事
権
も
最
終
的
に
漢
朝

の
手
に
蹄
し
て
、
(山
東
の
人
的
物
的
資
源
が
北
邊
へ
供
給
さ
れ
る
よ
う
な
)
北
邊
と
山
東
全

域
と
を
有
機
的
に
結

合
す
る
政
治
的

・
経
濟
的

・
軍
事
的
な
構
造
が
出
現
し
、
さ
ら
に
元
鼎
か
ら
元
封
年
問

(前

=

六
～
〇
五
年
)
に
は
封
暉
が
行
わ
れ
、
治
水
を　ヱ

は
じ
め
と
す
る
國
内
の
危
機
的
状
況
が
以
上
の
プ
ロ
セ
ス
の
下
で
解
消
し
て
ゆ
く
中
で

「海
内

一
統
」
が
達
成
さ
れ
た
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
印
制
の
検
討
か
ら
は
、
元
狩
二

(前

=
=

)
年

の
印
制
改
革
に
よ

っ
て
、
諸
侯
王
國
の
任
命
灌
が
漢
朝

の
手
に
蹄

し
た
ほ
か
に
、
諸
侯

　
　
ソ

王
が
漢

の

「内
」

へ
と
と
り
こ
ま
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
阿
部
氏
の
研
究
に
よ

っ
て
、
こ
れ
ま

で
理
解
さ
れ
て
き
た
よ

う
に

「統

一
の
完
成
と
内
政
の
安
定
を
承
け
て
武
帝
期
の
外
征
が
行
わ
れ
た
」
の
で
は
な
く
、
統

一
國
家
膿
制
の
形
成
が
封
旬
奴
戦
争
な
ど
と

相
互
に
關
わ
り
合
い
な
が
ら
拉
行
し
て
進
行
し
て
い
た
こ
と
が
具
禮
的
に
明
ら
か
と
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

以
上

の
よ
う
な
杉
村
氏
や
阿
部
氏

の
研
究
で
は
、
(主
と
し
て
封
諸
侯
王
政
策
の
検
討
か
ら
)
呉
楚
七
國
の
乱
以
降
に
集
権

化
が
進
ん
で
い
っ
た

と
比
較
的
漠
然
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
に
封
し
て
、
武
帝
期

阿
部
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
と
く
に
元
朔
末
年
か
ら
元
狩

・
元
鼎

・
元
封
に
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か
け
て
の
あ
た
り
か

に
お
け
る
改
革
、
諸
政
策

の
意
義
を
重
視
す
る
。
さ
ら
に
關
中
地
域
に
基
盤
を
置
く
漢
王
朝

が
東
方
諸
地
域
を
組

み
込
ん
で
ゆ
く
形
で
の
こ
う
し
た
統

一
國
家
形
成
の
過
程
は
決
し
て

「す
ん
な
り
と
」
進
ん
だ
わ
け
で
は
な
く
、
「統

一
の
コ
ス
ト
」
や
封
外

戦
争
を
も
含
め
た
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
封
庭
し
て
ゆ
く
中
で
進
行
し
て
い
っ
た
こ
と
が
具
禮
的
に
明
ら
か
と
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
り
、
こ
う
し

た
視
角
は
本
稿
で
の
考
察
に
お
い
て
も
縫
承
す
べ
き
鮎
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
目
黒
杏
子
氏
は
、
「當
時
の
皇
帝
椹
力

の
あ
り
方
を
表
現
す
る
政
治
的
事
業
」
と
し
て
の
封
暉
に
つ
い
て
論
ず
る
中
で
、
そ
れ
が
東
方

地
域
の
中
心
で
あ
る
泰
山
で
墾
行
さ
れ
た
背
景
に
は
、
天
下
に
は
依
然

「
西
」
(漢
の
本
擦
地
)
と

「東
」
(奮
六
國

・
東
方
諸
侯
王
の
領
域
)
の
匿

分
が
あ

る
現
實
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
そ
れ
を
漢
王
朝
と
武
帝
の
も
と
に
統
合
し
て
ゆ
く
意
圖
が
あ

っ
た
と
し
て
、
封
暉
と
は
ま
さ
に

「漢
の
皇

帝
に
よ
る
天
下
の

一
元
的
支
配
髄
制
確
立
の
可
祠
化
」
で
あ

っ
た
と
す
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
さ
ら
に
、
そ
こ
で
は

「東
」

の
領
域
の
掌
握
と
拉

ん
で
旬
奴
に
封
す
る
軍
事
的
優
勢
な
ど
の
要
素
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
、
あ
る
い
は
元
鼎
四
年
の
地
方
巡
幸
開
始
、
翌
年
の
郊
祀
髄
制

整
備
、
元
封
元
年
の
第

一
回
封
暉
、
太
初
元
年
の

「改
暦
服
色
」
と
、
皇
帝
支
配
禮
制
形
成
の

一
連
の
諸
事
業
が
、
元
鼎
か
ら
元
封
、
そ
し
て

　
　
ワ

太
初
元
年
に
か
け
て
推
し
進
め
ら
れ
た
こ
と
な
ど
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
前
出
の
諸
読
と
相
通
ず
る
理
解
が
こ
う
し
た
分
野
に
お
い
て
も
示
さ

れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら

に
矢
澤
忠
之
氏
は
、
北
邊
の
諸
侯
王
國
で
あ
る
代
國

・
燕
國
の
事
例
の
検
討
か
ら
、
中
央
と
こ
れ
ら
北
方
王
國
と
は
旬
奴
に
封
抗
す
る

と
い
う
共
通
の
利
盆
の
た
め
に
そ
の
負
憺
を
分
憺
し
あ
う
と
い
う
關
係
を
有
し
て
お
り
、
中
央
に
よ
る
邊
郡
の
牧
納

そ
れ
自
膿
は
武
帝

　り

期
の
施
策
で
は
な

い
も
の
の

は
、
こ
う
し
た
旬
奴
防
衛

の
負
憺
を
中
央
が
回
牧
し
て

一
手
に
憺
う
こ
と
で
も
あ

っ
た
と
す
る
。
こ
の
よ

う
な
北
邊
牧
納
に
よ
る
北
邊
防
衛
事
務
の
回
牧
は
、
矢
澤
氏
自
身
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
先
に
紹
介
し
た
杉
村
氏
の
研
究

で
論
じ
ら
れ
て
い
る

よ
う
な

こ
と
が
ら
の
具
禮
的
な

一
事
例
と
な
る
も

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を

「邊
郡
総
謄
」
の
牧
納
の
問
題
に
ひ
ろ
げ

て
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、

そ
れ
に
よ

っ
て
諸
侯
王
國
が

(領
域
の
上
で
)
漢
の

「内
」
に
包
み
込
ま
れ
る
よ
う
な
形
が
現
實
に
準
備
さ
れ
る
こ
と
や
、
漢
王
朝
が
封
外
政

　
　
　

策
で
主
導
的
に
動
け
る
足
が
か
り
を
得
て
、
こ
れ
に
本
格
的
に
向
き
合
う
契
機
と
な

っ
た
と
い
う
こ
と
な
ど
、
以
上
に
見

て
き
た
諸
研
究
と
の

一5一
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關
聯
に
お
い
て
、
さ
ら
に
明
ら
か
に
で
き
る
鮎
は
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
旬
奴
と
拉
ん
で
武
帝
期
に
お
け
る
統

一
國
家
膿
制
の
形
成
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
と
さ
れ
る
黄
河
の
水
災

に
つ
い
て
は
、
濱
川
榮

　ど

氏
の

一
連
の
研
究
が
あ
る
。
そ
の
中
で
も
た
と
え
ば
、
「河
決
」
に
よ
る
長
年
の
水
災
が
東
方

の
諸
侯
王
勢
力
を
弱
禮
化

さ
せ
、
中
央
に
よ
る

諸
侯
王
抑
損
策
を
完
成
さ
せ
る
な
ど
、
武
帝
に
よ
る
中
央
集
権
膿
制
の
確
立
に
大
き
く
貢
献
す
る

一
方
で
、
そ
れ
が
黄
河

の
治
水
、
被
災
民
の

　ヨ

救
濟
な
ど
、
從
來
漢
朝
政
府
が
負
わ
な
い
で
き
た
深
刻
な
課
題
の
解
決
を
新
た
に
武
帝
に
突
き
つ
け
る
こ
と
に
な

っ
た
、
な
ど
の
指
摘
は
本
稿

で
の
考
察
に
と

っ
て
も
興
味
深
い
。

以
上
、
近
年
の
諸
研
究
に
つ
い
て
簡
軍
に
整
理
し
、
そ
こ
で
は
武
帝
期
の
改
革
、
諸
政
策
の
意
義
が
重
視
さ
れ
、
か

つ
そ
れ
に
よ
る
統

一
國

家
髄
制
形
成
の
過
程
が
具
髄
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
き
た
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
研
究
動
向
を

ふ
ま
え
つ
つ
、
こ
う
し

た
過
程

の

一
噺
面
、
具
膿
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。
そ
の
た
め
の
糸
口
と
し
て
ま
ず
は
次
章
で

「徐
催
矯
制
事
件
」
の

事
例
に
つ
い
て
取
り
上
げ
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

一
一、
徐
催
矯
制
事
件

の
周
邊

　ち

い
わ
ゆ
る

「徐
優
矯
制
」
事
件
に
つ
い
て
、
『漢
書
』
巻
六
四
下
終
軍
傳
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
傳
え
て
い
る
。

元
鼎
年
間
、
博
士
の
徐
偶
は
使
者
と
し
て
地
方
の
風
俗
の
視
察
に
派
遣
さ
れ
た
際
に
、
皇
帝
の
命
と
偏
り
猫
断
で
、
膠
東
國
と
魯
國
と
に

盤
鐵
を
生
産
さ
せ
た
。
そ
し
て
蹄
還
す
る
と
復
命
し
て
太
常
丞
に
韓
じ
た
が
、
御
史
大
夫
の
張
湯
は

「催
が
皇
帝

の
命
を
傷

っ
て
大
害
を

あ
た
え
た
こ
と
、
法
に
照
ら
せ
ば
死
罪
に
も
相
當
す
る
」
と
告
登
す
る
。
〔
こ
れ
に
封
し
て
〕
徐
偶
が

「春
秋
の
義

で
は
、
大
夫
た
る
も

の
境
界
を
出
た
か
ら
に
は
、
杜
稜
を
安
ん
じ
萬
民
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
猫
断
專
行
し
て
も
よ
い
こ
と
に
な

っ
て
い
る
」

　ビ

と
反
論
し
た
た
め
、
張
湯
は
す
で
に
そ
の
法
を
適
用
し
た
も
の
の
、
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
論
破
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。

　ぜ

こ
こ
に
は

「
元
鼎
中
」
と
あ
る
が
、
關
係
者
の
没
年
な
ど
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
元
鼎
元

(前

三

六
)
年

の
こ
と
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
な

一6一
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お
、
こ
の
事
件

の
獲
端
と
な

っ
た
博
士
に
よ
る
地
方
循
行
に
つ
い
て
は
、
後
段
に
て
ふ
れ
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
文
中

に
見
え
る

「春
秋
の

義
」
の
典
捺
と
な
る
の
は
、
『春
秋
公
羊
傳
』
荘
公
十
九
年

の

「大
夫
受
命
不
受
僻
、
出
寛
有
可
以
安
肚
稜
、
利
國
家
者

、
則
專
之
可
也
」
と

い
う
傳
文
で
あ
る
が
、
徐
優
は
こ
れ
を
大
義
名
分
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
專
士買
制
違
反
、
さ
ら
に
は

「矯
制
」
と
い
う
重
大
な
不
法
行
爲
を
犯

し
た
こ
と
を
正
當
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
實
際
、
こ
の
鮎
に
關
し
て
は
、
さ
し
も
の
御
史
大
夫
張
湯
も
論
破
し
罪
を
認
め
さ
せ
る
ま
で

に
は
追

い
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
に
登
場
し
て
き
た
の
が
、
當
時
謁
者
の
官
に
あ

っ
た
終
軍
な
の
で
あ
る
。

詔

に
よ

っ
て
終
軍
が
罪
状
の
取
り
調
べ
に
當
た
る
こ
と
と
な

っ
た
。
軍
は
徐
偶
を
詰
問
す
る
。
「
い
に
し
え
は
諸
侯

ご
と
に
國
は
異
な
り

風
俗
も
分
か
れ
て
お
り
、
百
里
の
先
で
も
連
絡
が
取
り
に
く
く
、
時
と
し
て
聰

・
會
な
ど
の
通
交
は
あ

っ
て
も
、
安
危
の
情
勢
は

一
瞬
の

聞

に
も
攣
韓
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ

〔使
者
は
〕
指
示
も
受
け
ず
に
勝
手
に
使
命
を
作
り
あ
げ
、
臨
機
慮
攣
に
猫
断
專
行
す
る
こ
と
も

許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
今
や
天
下
は

一
と
な
り
、
萬
里
に
わ
た

っ
て
風
俗
を
同
じ
く
し
て
い
る
。
『春
秋
』
に
も

「王
者
は
外

無
し
」
と
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
優
は
封
域
の
中
を
巡

っ
た
に
す
ぎ
な
い
の
に

「境
界
を
出
た
」
と
構
す
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
ま

た
盤
鐵
は
各
郡
ご
と
に
絵
分
の
備
蓄
分
が
あ
り
、
膠
東

・
魯
の
二
國
が
そ
の
生
産
を
せ
ず
と
も
、
國
家
全
膿
に
影
響
が
及
ぶ
わ
け
で
も
な

　ぜ

い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「杜
稜
を
安
ん
じ
萬
民
を
守
る
」
こ
と
を
も

っ
て
自
ら
を
正
當
化
す
る
の
は
ど
う

い
う
こ
と
か
。

代
わ

っ
て
詰
問
に
當
た

っ
た
終
軍
は
、
ま
ず
諸
侯
が
分
立
し
て
い
た
春
秋
の
世
と

一
統
が
實
現
し
た
武
帝
の
時
代
と
で
は
、
使
者
を
め
ぐ
る
状

　お
　

況
が
異
な

っ
て
い
る
事
を
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で

「王
者
は
外
無
し
」
と
の
春
秋
傳
文
を
引
き
つ
つ
、
徐
偶
は
實
際
に
は
封
域
の
中
を
巡

っ
た

だ
け
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が

っ
て
そ
も
そ
も

「境
界
を
出
て
」
は
い
な
い
の
で
あ
る
と
し
た
。
か
く
し
て

膠
東

・
魯

國
に
お
け
る
盤
鐵
の

生
産
が
必
ず
し
も

「杜
稜
を
安
ん
じ
萬
民
を
守
る
」
も
の
で
は
な

い
と
の
指
摘
と
も
あ
わ
せ
て

徐
偶

の
主
張
す
る

「春
秋
の
義
」
に
も

と
つ
く
大
義
名
分
は
、
そ
も
そ
も
の
前
提
か
ら
し
て
否
定
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
終
軍
の
詰
問
は
こ
の
後

に
も
さ
ら
に
、
徐
催
が

　　

命
じ
た
盤
鐵
生
産
の
具
膿
的
な
問
題
鮎
の
列
基
や
、
そ
の
猫
噺
專
行
に
封
す
る
指
弾
な
ど
が
績
く
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
割
愛
す

る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
嚴
し
い
詰
問
を
う
け
て
、
徐
催
は
つ
い
に
屈
服
す
る
。
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徐
優
は
辮
明
に
窮
し
て
屈
服
し
、
自
ら
の
罪
が
死
に
當
た
る
こ
と
を
認
め
た
。
終
軍
は

「催
は
命
を
傷
り
猫
断
專
行
す
る
こ
と
、
使
者
の

膿
を
な
し
ま
せ
ん
。
御
史
に
下
げ
渡
し
て
偶
を
徴
し
、
罪
に
つ
か
せ
ま
す
よ
う
」
と
奏
し
て
裁
可
さ
れ
た
。
武
帝
は
そ
の
詰
問
を
あ

っ
ぱ

　　

れ
と
し
、
詔
に
よ

っ
て
御
史
大
夫
に
示
し
た
。

こ
れ
を
も

っ
て
、
事
件
は

一
鷹
の
決
着
を
見
た
の
で
あ

っ
た
。

以
上
が

『漢
書
』
終
軍
傳
の
記
事
に
よ
る
、
徐
偶
矯
制
事
件
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
き
わ
め
て
簡
略
な
形
で
ま
と
め
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、

そ
こ
で
は

「
『境
界
』
を
越
え
た
か
ら
、
猫
断
專
行
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
」
と
す
る
徐
催
の
主
張
に
封
し
て
、
「天
下
が

一
つ
と
な

っ
た
今
日
、

徐
偶
は
封
域
の
中
を
巡

っ
た
に
す
ぎ
な
い
、
つ
ま
り
徐
偶
は

『境
界
』
を
越
え
て
な
ど
い
な
い
」
と
い
う
終
軍
に
よ
る
反
論
の
な
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
爾
者
の
や
り
と
り
は
、
當
時
に
お
け
る
國
内
の
境
界
線
、
さ
ら
に
は
地
域
間

の
關
係
と
い
っ
た
側
面

か
ら
統

一
國
家
膿
制
の
あ
り
方
を
う
か
が
う
上
で
、
興
味
深
い
事
例
を
提
供
す
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
う
ち
で
も
、
ま
ず
も

っ
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
徐
催
の
主
張
を
め
ぐ
る
状
況
に
つ
い
て
の
あ
る
種
の

「違
和
感
」
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
そ

の
主
張
の
前
提
と
な
る
、
膠
東

・
魯
國
な
ど

へ
の
出
使
を
も

っ
て

「境
界
を
出
た
」
と
す
る
理
屈
は
、
後
世
の
わ
れ
わ
れ
の
感
寛
か
ら

す
れ
ば

い
さ
さ
か
奇
異
な
、
理
解
に
苦
し
む
議
論
で
は
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
こ
れ
に
封
す
る
終
軍
の
反
論
に
し
て
も
、
と
も
す
れ
ば
あ
ま
り

に
ま
と
も
す
ぎ
て
、
ご
く
ご
く
あ
り
き
た
り
な
常
識
論
を
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
さ
え
思
え
て
し
ま
う
ほ
ど

で
あ
る
。
と
は
い
え
、

「法
至
死
」
と
も
さ
れ
る
重
大
な
問
責

の
場
に
お
い
て
、
徐
偶
が
あ
え
て
説
得
力
に
鉄
け
る
論
辮
を
弄
し
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
も
そ

も
終
軍
傳
で
の
こ
の
記
事
自
膿
が
、
そ
れ
を
見
事
に
論
破
し
た
終
軍
の
い
わ
ば

「武
勇
傳
」
と
し
て
書
か
れ
て
い
る

こ
こ
に
引
い
た
以

外
の
論
鮎
や
、
経
義
も
織
り
ま
ぜ
て
の
見
事
な
議
論
で
あ

っ
た
こ
と
も
も
と
よ
り
そ
の
大
き
な
理
由

の

一
つ
で
は
あ

っ
た
ろ
う
が

の
で

あ
り
、
論
破
し
た

「強
敵
」
で
あ
る
徐
優
の
主
張
を
軍
な
る
屍
理
屈
で
あ

っ
た
と
片
づ
け
て
し
ま

っ
て
は
、
事
の
本
質
を
見
誤

っ
て
し
ま
う
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
何
よ
り
そ
の
論
理
に
封
し
て
は
、
切
れ
者
と
し
て
鳴
る
御
史
大
夫
張
湯
を
も

っ
て
し
て
も
歯
が
立
た
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

徐
恒
の
こ
の
主
張
は
け

っ
し
て
荒
唐
無
稽
な
強
辮
な
ど
で
は
な
く
、
當
時
に
お
い
て
は
む
し
ろ

一
定
の
読
得
力
、
リ
ァ
リ

テ
ィ
ー
を
有
す
る
考
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え
方
で
あ

っ
た
、
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ

で
は
徐
優
が

「
越
え
た
」
と
主
張
す
る

「境
界
」
と
は
、
は
た
し
て
ど
の
よ
う
な
も

の
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
鮎
に
つ
い
て
、

境
界
と
密
接
な
關
係
を
有
す
る

「關
所
」
の
問
題
か
ら
考
え

て
み
る
と
、
た
と
え
ば
終
軍
傳
中
に
は
前
引

の
記
事
と
は
別
に
、
「
は
じ
め
終
軍

が
故
郷

の
濟
南
か
ら
召
さ
れ
て
都
に
赴
く
際
、
關
所
で
役
人
か
ら
復
路
用
の
通
行
謹

(傳
)
を
交
付
さ
れ
た
が
、
自
分
に
と

っ
て
こ
ん
な
も
の

は
必
要
な
い
と
、
そ
れ
を
棄
て
て
入
關
し
て
し
ま

っ
た
。
の
ち
に
果
た
し
て
彼
は
、
榮
え
あ
る
皇
帝
の
使
者
と
な

っ
て
關
所
を
出
た
の
で
あ

っ

　
れ
ソ

た
」
と

い
う
有
名
な
挿
話
が
見
え
て
お
り
、
濟
南
か
ら
長
安
、
長
安
か
ら
東
方
に
向
か
う
際
に
そ
れ
ぞ
れ
關
所
を
通

っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ

れ
る
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
漢
の
領
域
内
の
移
動
に
際
し
て
、
函
谷
關
あ
る
い
は
臨
苦
關
、
武
關
な
ど
の
關
所
を
通
過
し

て
い
る
事
例
は
少
な
く

　
　
　

な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
當
時
は
國
内
に
關
所
、
ひ
い
て
は
境
界
の
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
紙
屋
正
和
氏
は
前
漢
時
代

ヘ

へ

の
關
所
全
膿
に
つ
い
て
論
ず
る
中
で
、
そ
れ
ら
は

「國
境
地
帯
に
設
置
さ
れ
た
關
」
と

「畿
内
を
と
り
か
こ
む
關
」
の
二
種
類
の
み
に
限
定
し

　お
　

て
設
置
さ
れ
て
い
た

す
な
わ
ち
國
内
の
關
所
に
よ
る
境
界
線
は
後
者
の

一
種
類
の
み
で
あ

っ
た

こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
徐
偶
が

「越
え
た
」
と
主
張
す
る

「境
界
」
と
は
ま
さ
に
こ
れ
ら
後
者
の
、
文
字
通
り

「關
中
」

の
地
を
劃
す
る
關
所

群
か
ら
な
る

「國
内
の
境
界
線
」
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

「國
内
の
境
界
線
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
筆
者
も
主
と
し
て
統

一
國
家
禮
制
と
の
關
わ
り
か
ら
検
討
を
加
え
、
戦
國
時
代
の

秦
と
東
方
諸
國
と
の
關
係
を
引
き
縫
い
で
、
關
中
と
東
方
地
域
と
が
封
峙
し
、
あ
る
い
は
前
者
が
後
者
を
支
配
す
る
よ
う
な
秦
お
よ
び
前
漢
國

家
の
統

一
支
配
髄
制
の
あ
り
方
が
そ
こ
に
は
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
し
か
し
統

一
が
成
熟
し
、
こ
う
し
た
地
域
間
の
關
係
も
次
第
に
相
封
化

　を

し
て
ゆ
く
に
つ
れ
て

「國
内
の
境
界
線
」
の
重
要
性
も
徐
々
に
低
下
し
て
い
っ
た
こ
と
、
な
ど
を
論
じ
て
き
た
。
こ
れ

に
加
え
て
近
年
は
、
張

家
山
漢
簡

「
二
年
律
令
」
中
の
津
關
令
の
出
現
に
よ

っ
て
、
と
く
に
漢
初
に
お
け
る
そ
の
具
禮
的
な
あ
り
方
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
て

い
る
。

　お
　

す

な

わ

ち

そ

こ

で
は

、

先

述

の
函

谷

關

・
臨

巫
日
關

・
武

關

の
ほ

か

に
拝

關

・
鄙

關

の
名

前

が

見

え

て
お

り

、

こ
れ

ら

五

つ

の
關

所

に
よ

っ
て

一9一
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元鼎初年の諸侯王國の分布 と關所の ライン

(黒塗 りの部分が諸侯王國の領域で、五つの黒鮎は津關令中の五關 を示す。

周振鶴 『西漢政厘地理』、 人民 出版杜 、1987、 などをもとに作 圖。)

境
界
線

の
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

地
圖
に
も
示
し
て
あ
る
よ
う

に
、
こ
の
時
期
そ
れ

は
南
北

の

「直
線
」
と

い
う
形
を
と

っ
て
關
中
と

東
方
地
域
と
を
東
西
に
隔
て
て
い
た
が
、
そ
こ
で

の

「關
中
」
す
な
わ
ち
關

所

の
西
側

の
範
園
は
、

ほ
ぼ
昭
嚢
王
後
期

の
秦

の
版
圖
に
相
當
す
る
と
い

　　う
。
さ
ら
に
津
關
令
中
の
諸
規
定
に
よ
る
と
、
人

員

の
出
入
、
馬
匹

・
武
器

・
黄
金
の

(關
中
か
ら

の
)
搬
出
な
ど
に
嚴
重
な

統
制
を
加
え
て
お
り
、

そ
の
内
と
外
と
で
は
嚴
重
な
匿
別
が
な
さ
れ
て
い

(27
)

た
の
で
あ

っ
た
。
當
時
、
漢

の
直
轄
領
は
全
膿
と

し
て
は
關
中

の
み
な
ら
ず
東
方
地
域
に
も
廣
く
展

開
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
う
し
た
嚴
重
な
境
界
線
が
そ
の
中
を
切
り
分
け

る
よ
う
に
引
か
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
は

『新
書
』
壼
通
に
も

「武
關

・
函
谷

・
臨
苦
關
を

ゆ

え

ん

お

よ

そ

建
て
し
所
謂
は
、
大
抵
山
東

の
諸
侯
に
備
え
ん
が

た
め
也
」
と
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が

「秦
時

の
六
國

に
備

え

し
が
若

し
」
と
さ

れ

て

い
る
よ
う

に

一10一
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戟
國
以
來
の
秦
と
東
方
諸
國
、
關
中
と
東
方
地
域
と

い
う
地
域
間
封
立
の
枠
組
み
が
、
漢
初

の
統

一
國
家
膿
制
に
お
い
て
も

い
か
に
根

強
く
残
存
し
て
い
た
か
を
示
す
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

徐
偶
矯
制
事
件

の
あ

っ
た
武
帝
の
元
鼎
初
年
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
境
界
線

の
配
置
自
膿
は
基
本
的
に
攣
わ
ら
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　お
　

ち
な
み
に
こ
の
こ
ろ
の
史
料
に
は
、
漢
の
直
轄
領
全
膿
が

「天
子
の
郡
」
と
い
う
語
で
示
さ
れ
る
例
が
見
え
て
い
る
。

一
方
、
終
軍
傳
中
に
見

え
る

「封
域
」
の
語
は
諸
侯
王
國
を
も
含
め
た
領
域
総
膿
を
指
す
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
か
ら
、
當
時

に
お
け
る
國
内
の
大
ま

か
な
地
域
的
な
匿
分
に
つ
い
て
簡
輩
に
整
理
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
漢
王
朝

の
基
盤
と
な
る
地
域
で
あ
る
關
中
(A
)
の
東
側
は
關
所

の
ラ
イ
ン

に
よ

っ
て
匿
切
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
境
界
の
先
の
東
方
地
域
に
は
そ
れ
以
外
の
直
轄
郡
(B
)、
さ
ら
に
は
諸
侯
王
國
(C
)
が
廣
が

っ
て
い
た
。

そ
し
て
そ
れ
ら
は
全
禮
と
し
て

「關
中
(A
)
1
天
子
之
郡
(A
+
B
)
1
封
域
(A
+
B
+
C
)」
と

い
う
重
暦
的
な
構
造
を

な
し
て
い
た

(も

っ
と

　　

も
こ
の
う
ち
直
轄
郡
(B
)
と
諸
侯
王
國
(C
)
と
の
厘
別
に
つ
い
て
は
、
當
時
進
行
し
て
い
た
諸
侯
王
抑
損
策
に
よ
っ
て
徐
々
に
希
薄
化
し
つ
つ
あ
っ
た
)、
と

　　

理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上

の
よ
う
に
、
そ
の
背
景
と
な
る
こ
れ
ら
の
状
況
に
つ
い
て
見
て
く
る
な
ら
ば
、
先
に
示
し
た
徐
催
の
主
張
を
め
ぐ
る
事
情
に
つ
い
て
も

自
ず
と
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
彼
が
使
者
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
と
き
、
そ
こ
に
は
戦
國
以
來
の
地
域
問
の
封
立
の
構
造
を
反
映
し
て
、
漢
王

朝
の
基
盤
と
な
る
關
中
地
域
と
東
方
の
他
の
地
域
と
を
隔
て
る
關
所
の
ラ
イ
ン
が
横
た
わ

っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
當
時

の
人
々
に
と

っ
て
そ
れ

は
嚴
然
た
る

「境
界
線
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。
徐
偶
の
主
張
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

そ
の

「大
夫
彊
を
出
つ
れ
ば
…
…
」
と
い
う

「春
秋
の
義
」
を
引
い
て
の
論
理
も
け

っ
し
て
空
疎
な
観
念
や
こ
じ
つ
け
な
ど
で
は
な
く
、
そ
の

當
時
に
あ

っ
て
は
そ
れ
な
り
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
張
湯
な
ど
も
事
こ
の
鮎
に
關
し

て
は
完
全
に
否
定
し

き
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
り
、
か
つ
こ
れ
を
打
ち
負
か
し
た
終
軍
の
辮
論
が
い
わ
ば

「武
勇
傳
」
と
な
り
え
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
こ
と
は
逆
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た

「國
内
の
境
界
線
」
の
も
つ
存
在
感

・
重
要
性
が
、
こ
の
時
期
に
あ

っ
て
も
な
お
強
く
認
識
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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し
か

し
そ
の

一
方
で
、
こ
の
元
鼎
初
年
の
段
階
に
あ

っ
て
は
、
「
二
年
律
令
」
の
こ
ろ
と
比
べ
る
と
そ
の
聞
の
状
況
に
大
き
な
攣
化
が
生
じ

て
い
た
。
呉
楚
七
國
の
乱
の
鎭
墜
と
後
述
す
る
よ
う
な

一
連
の
集
権
政
策
の
展
開
に
よ

っ
て
、
漢
王
朝
の
東
方
地
域
に
封
す
る
統
制
は
格
段
に

強
化
さ
れ
つ
つ
あ

っ
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
中
で
領
域
の

一
謄
化
、
地
域
問
の
緊
張

・
封
立
關
係
の
相
封
化
が
進
ん

で
い
っ
た
と
す
る
な
ら

ば
、
こ
の

「境
界
線
」
の
あ
り
方
に
も
影
響
が
及
ぼ
な
か

っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
「徐
催
は
封
域
の
中
を
巡

っ
た
に
す
ぎ
ず
、
『境
界
』
を
越

え
て
な
ど
い
な
い
」
と
そ
の
主
張
を
眞

っ
向
か
ら
否
定
す
る
終
軍
の
議
論
は
、
以
上
に
見
て
き
た
よ
う
な
當
時

一
般
の
認
識
か
ら
す
る
な
ら
ば
、

お
そ
ら
く
ま
だ
大
勢
と
な
る
に
は
至

っ
て
い
な
い
考
え
方
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
徐
催
が
こ
れ
に
屈
服
せ
ざ

る
を
え

な
か

っ
た
と

い
う
事
實
は

「
い
ま
天
下
は

一
と
爲
り
、
萬
里
は
風
を
同
じ
く
す
る
」
、
「王
者
は
外
無
し
」
と

い
う

「建
前
」
に

は
正
面

か
ら
反
論
し
か
ね
る
と

い
っ
た
事
情
も
さ
る
こ
と
な
が
ら

ま
さ
に
こ
こ
に
述
べ
た
よ
う
な
攣
化
を
背
景

と
し
て
、
「
天
下
は

一

と
爲
り
」
、
「封
域
の
中
」
と
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
現
實
が
否
定
し
が
た
く
進
行
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
も

そ
も
徐
優
が
猫
断
專
行
な
が
ら
も
諸
侯
王
國
で
盤
鐵
の
生
産
を
命
じ
る
と
い
う
そ
の
行
爲
自
禮
が
、
關
中
と
東
方
地
域
、
あ
る
い
は
諸
侯
王
國

　　
　

と
い
っ
た
垣
根
を
越
え
て
、
中
央
の
統
制
が

「封
域
」
内
全
膿
に
強
く
及
ぶ
よ
う
に
な

っ
て
い
る
こ
と
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
封
し
て
終

　　

軍
は
、
さ
ら
に
使
者
の
專
断
灌
さ
え
も
認
め
な
い
と
い
う
、
よ
り
徹
底
し
た
立
場
を
と

っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
る
が
、
中
央
集
灌
の
進
展
を
う

け
た
領
域
の

一
髄
化
と
い
う
流
れ
の
上
に
あ
る
と
い
う
鮎
で
は
、
雨
者
の
捺

っ
て
立
つ
基
盤
は
意
外
に
共
通
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
終
軍
が
徐
偶
を
論
破
し
た
こ
こ
で
の
議
論
は
、
國
内
の
境
界
線
と
そ
の
背
景
と
な
る
状
況
を
め
ぐ

っ
て
、
と
も
す
れ
ば

こ
れ
ま
で
の
禮
制
の

あ
り
方

に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
い
が
ち
な
意
識
が
、
統

一
の
進
展
と
い
う
現
實
に
追
い
つ
く
過
程
を
示
す
も
の
な
の
で
も
あ

っ
た
。

以
上
、
本
章
で
は
徐
偶
矯
制
事
件
の
事
例
か
ら
、
當
時
に
お
け
る
國
内
の
境
界
線
を
め
ぐ
る
議
論
を
手
が
か
り
と
し

て
検
討
を
加
え
て
き
た

わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
に
あ

っ
た
の
は
、
戦
國
時
代
の
秦
と
東
方
諸
國
と
の
關
係
を
引
き
纏
い
で
關
中
と
東
方
地
域
と
が
封
峙
し
、
あ
る

い
は
前
者
が
後
者
を
支
配
す
る
よ
う
な
秦
お
よ
び
漢
初
の
統

一
支
配
の
あ
り
方
で
あ
り
、
か
つ
そ
の

一
方
で
、
こ
う
し
た
地
域
間
の
緊
張
關
係

や
差
異
が
相
封
化
し
、
相
互
の

一
謄
化
が
進
行
し
て
ゆ
く
と
い
う
動
き
が
顯
著
と
な
り
つ
つ
あ
る
當
時
の
状
況
な
の
で
あ

っ
た
。
徐
催
矯
制
事

一12一
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件
を
め
ぐ
る

一
連
の
経
緯
は
、
ま
さ
に
統

一
の
成
熟
に
向
け
て
時
代
が
動
き
だ
し
て
い
る
こ
と
を
示
す

一
こ
ま
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

で
次
に
そ
の
直
接
の
背
景
を
な
し
て
い
た
、
元
狩
か
ら
元
鼎
年
間
に
か
け
て
の
時
期
の
状
況
に
つ
い
て
見
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

三
、
元
狩

・
元
鼎
の
交

-

博
士

の
郡
國
循
行

の
事
例
か
ら

そ

こ

本
章

で
は
、
こ
こ
ま
で
に
見
て
き
た
徐
偶
矯
制
事
件
の
背
景
と
な
る
、
元
狩
年
聞
か
ら
元
鼎
年
聞
に
か
け
て
の
時
期

の
状
況
に
つ
い
て
考
察

を
加
え
る
。
そ
の
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
以
下
に
、
事
件
の
契
機
と
も
な

っ
た
こ
の
時
期
に
お
け
る
博
士
の
郡
國
循
行

の
事
例
に
注
目
し
て

取
り
あ
げ
、
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　　

　　

博
士
を
使
者

(主
と
し
て
國
内
へ
の
)
と
し
て
派
遣
す
る
と
い
う
漢
代
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
葛
志
毅
、
石
岡
浩
雨
氏

に
よ

っ
て
そ
れ
ぞ
れ
基

本
的
な
検
討
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
葛
氏
に
よ
れ
ば
、
使
者
と
し
て
の
派
遣
は
博
士
の
主
要
な
職
務
で
は
な
か

っ
た
が
、
そ
の
義
務
の

一
つ
で
は
あ

っ
た
。
そ
の
内
容
は
主
と
し
て

(
一
)
存
問
、
(二
)
墨
賢
、
(三
)
地
方
官

の
監
察
の
三
種

で
あ
り
、
ま
た
こ
う
し
た
博
士
の
派

遣
が
前
漢
時
代
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
の
と
は
封
照
的
に
、
後
漢
時
代
に
は
行
わ
れ
な
か

っ
た
と
い
う
。
ま
た
石
岡
氏
は
前
漢
時
代
に
お
け
る

博
士
の
郡
國
視
察
の
事
例
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
れ
が
武
帝
の
元
狩
六

(前

=

七
)
年
か
ら
元
鼎
二

(前

=

五
)
年
と
、
元
帝
の
建
昭

四

(前
一二
五
)
年
か
ら
成
帝
の
陽
朔
二

(前
二
三
)
年

の
二
つ
の
期
聞
に
の
み
集
中
し
て
い
る
こ
と
、
こ
の
う
ち
前
者

の
場
合
は
、
盤
鐵
專
責

や
告
絡
令
な
ど
、
當
時
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
新
財
政
政
策
を
支
え
る
中
央
の
法
術
官
僚
た
ち
に
地
方
の
情
報
を
迭
り
、
豪
族
な
ど
の
兼
併
の

徒
と
郡
守

・
國
相
を
摘
登
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
職
務
は
元
封
五
年
に
設
置
さ
れ
た
刺
史
に
縫
承
さ
れ
た
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
し
て
い

る
。こ

の
よ
う
な
博
士
に
よ
る
郡
國
循
行
の
事
例
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
と
く
に
徐
催
ら
に
よ
る
武
帝
期
の
博
士
循
行
が
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な

理
由
で
實
施
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
鮎
に
注
目
し
て
見
て
ゆ
く
こ
と
と
し
た
い
。
葛

・
石
岡
爾
氏
と
も
に
指
摘
す
る
よ
う

に
、
元
狩
六
年
の
博

士
に
よ
る
郡
國
循
行
は
そ
の
最
初
の
事
例
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
そ
こ
で
は
漢
王
朝
が
當
時
直
面
し
て
い
た
様
々
な
問
題
が
比
較
的
現
實
に
師

一13一
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し
た
か
た
ち
で
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
に
、

　あ
ワ

あ
わ
せ

て
、
こ
の
時
期
の
博
士
の
郡
國
循
行
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
を
加
え
て
ゆ
く
。

(
一
)

元
狩
六
年
に
お
け
る
博
士
の
郡
國
循
行

い
ま

一
つ
の
例
で
あ
る
元
鼎
二
年
の
場
合
と

こ
れ

に
つ
い
て
の
も

っ
と
も
詳
細
な
記
事
は
、
『漢
書
』
巻
六
武
帝
紀
元
狩
六
年
六
月
條
の
次
の
よ
う
な
詔
で
あ
る
。

さ
き
ご
ろ
有
司
は
、
貨
幣
が
輕

い
た
め
に

(盗
鋳
な
ど
の
)
悪
事
が
多
く
、
農
業
は
荒
慶
し
て
工

・
商
の
末
業
に
從
事
す
る
者
が
増
加
し
、

ま
た
兼
併
の
方
途
を
禁
ず
る

(べ
き
で
あ
る
)
こ
と
か
ら
、
貨
幣
制
度
を
改
め
て
姦
邪
を
取
り
締
ま
ろ
う
と
し
た
。
過
去
の
経
験
に
鑑
み
、

現
今
の
時
宜
に
適
し
た
措
置
を
と

っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て

一
年
と

一
ヶ
月
を
経
た
が
、
山
澤

(な
ど
僻
阪
)
の
民
は
い
ま
だ
そ
の
主

旨
を
理
解
し
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も

(上
に
立
つ
者
に
よ
っ
て
)
仁
が
行
わ
れ
て
こ
そ

(下
々
が
)
善
に
從
う
よ
う
に
な
る
の
で
あ
り
、
義

が
確
立
し
て
こ
そ
風
俗
を
改
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
思
う
に
法
を
奉
ず
る
役
人
た
ち
の
民
の
導
き
よ
う
が
な
お
行
き
届
か
な
い

の
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
民
の
安
ん
ず
る
と
こ
ろ
は
別
に
あ
る
の
に
、
あ
れ
こ
れ
引

っ
か
き
回
す
吏
が
勢
威
を
か
り
て
民
草
を
侵
害
す

る

の
で
あ
ろ
う
か
。
か
く
も
紛
然
た
る
混
齪
の
さ
ま
は
ど
う
し
た
こ
と
か
。
そ
こ
で
博
士
の
大
ら
六
人
を
派
遣
し
手
分
け
し
て
天
下
を
循

行
さ
せ
、
鰍

・
寡

・
慶
疾

の
人
々
を
慰
問
し
、
暮
ら
し
が
立
ち
ゆ
か
な
い
者
に
は
貸
與
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
。
(ま
た
)
三
老

・
孝
弟
を

選
び
民
の
師
表
た
ら
し
め
、
猫
行
の
君
子
を
推
墨
し
て
、
召
し
出
し
て
行
在
所
に
至
ら
し
め
よ
。
験
は
賢
者
を
嘉
し
、
そ
の
人
と
な
り
を

知

る
こ
と
を
樂
し
み
と
し
て
い
る
。
そ

(う
し
た
賢
者
登
用
)
の
道
筋
を
廣
く
述

べ
傳
え
、
(優
秀
な
)
人
材
を
特
別

に
召
致
す
る
こ
と
は

使
者
の
つ
と
め
で
あ
る
。
世
を
避
け
て
お
り
登
用
さ
れ
て
い
な

い
、
お
よ
び
無
實
な
の
に
職
を
失

っ
た
、
(さ
ら
に
は
)
悪
賢
く
害
悪
を
及

ぼ
す
、
土
地
が
荒
れ
た
ま
ま
で
開
墾
さ
れ
ず
統
治
の
あ
り
よ
う
が
苛
酷
な
者
た
ち
に
つ
い
て
、
つ
ぶ
さ
に
追
究
し

て
上
奏
せ
よ
。
郡

・
國

　あ
ワ

は
有
盆
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
丞
相

・
御
史
に
告
げ
て
上
奏
す
る
よ
う
に
。

意
を
も

っ
て
補

っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
い
が
、
お
よ
そ
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
は

(
一
)
貨
幣
政
策
の

一14一
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　を

迷
走
に
よ
る

(盗
鋳
な
ど
)
犯
罪
行
爲

の
横
行
、
を
中
心
と
し
て
、
(二
)
農
業
の
荒
慶
や

(三
)
兼
併
の
進
行
、
な
ど
の
問
題
が
墾
げ
ら
れ
て

お
り
、
そ
れ
ら
が

(四
)
官
吏
の
無
能

・
不
正
と
も
相
ま

っ
て

「何
紛
然
其
擾
也
」
と
さ
れ
る
ほ
ど
の
杜
會
的
混
齪
状
態

に
あ

っ
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
問
題
に
封
庭
す
べ
く
實
施
さ
れ
た
博
士

の
郡
國
循
行
は
、
(ア
)
「鰍
寡
慶
疾
」

へ
の
存
問

や
貧
窮
者

へ
の
貸
與
、

(イ
)
(
三
老

・
孝
弟
を
通
じ
て
の
)
教
化
、
(ウ
)
「濁
行
の
君
子
」
の
推
墨
、
お
よ
び
地
方

の
實
情
を
調
査
し
て

(
エ
)
(「
隙
庭
亡
位
、
及
冤
失
職
」

な
ど
の
)
報
告
、
あ
る
い
は

(オ
)
(「姦
猜
爲
害
、
野
荒
治
苛
者
」
な
ど
の
)
摘
獲
、
な
ど
を
そ
の
使
命
と
し
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。
ま
た
博
士
た

ち
の
派
遣
と
拉
ん
で
、
郡
國
か
ら
の
提
言
も
募

っ
て
い
る
。

つ
ぎ
に

『史
記
』
巻
三
十
卒
準
書
の
記
事
で
は
、

白
金
五
鉄
銭
を
鋳
造
し
て
よ
り
五
年
、
吏
民
で
貨
幣
盗
鋳
の
罪
に
よ

っ
て
死
罪
と
な
る
者
は
数
十
萬
人
に
も
上
り
、
獲
畳
し
な
い
ま
ま
に

殺
し
合
う
者
は
藪
え
切
れ
な
い
ほ
ど
で
あ

っ
た
。
自
首
し
て
赦
免
さ
れ
た
者
は
百
絵
萬
人
、
た
だ
し
自
首
し
た
者

は
牛
分
に
も
満
た
ず
、

天
下
は
お
お
よ
そ
ほ
と
ん
ど
の
者
が
貨
幣
盗
鋳
に
手
を
染
め
る
ほ
ど
で
あ

っ
た
。
禁
を
犯
す
者
が
多
す
ぎ
て
、
吏
も

こ
と
ご
と
く
は
摘
獲

す

る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
こ
で
博
士
の
楮
大

・
徐
優
等
を
遣
わ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に

(査
察
)
班
を
率
い
て
郡
國
を
巡
行
し
、
兼
併
の
輩
や

太
守

・
諸
侯
相
で
利
得
追
求
に
走
る
者
を
摘
獲
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し

(そ
の
一
方
で
苛
酷
な
こ
と
で
鳴
る
)
御
史
大
夫

の
張
湯
は
高

位

に
あ

っ
て
政
治
を
切
り
回
し
、
減
宣

・
杜
周
ら
は
御
史
中
丞
と
な
り
、
義
縦

・
サ
齊

・
王
温
紆
ら
は
無
慈
悲
、
苛
酷
に
法
を
適
用
す
る

　
お
　

こ
と
で
九
卿
に
上
り
、
直
指
使
者
の
夏
蘭
の
輩
が
出
て
く
る
よ
う
に
な

っ
た
。

と
あ
る
よ
う
に
、
も

っ
ぱ
ら

(
一
)
の
貨
幣
盗
鋳
の
振
大

・
横
行
に
よ
る
混
齪
と
い
う
鮎
か
ら
博
士
の
派
遣
に
つ
い
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
こ
こ
で
使
者

の
任
務
と
し
て
墨
げ
ら
れ
て
い
る
の
が

「兼
井
之
徒

・
守
相
爲
利
者
」
の
摘
襲
で
あ
る
こ
と
か
ら
は
、
(三
)
兼
併

の
進
行

や

(四
)
官
吏
の
不
正
な
ど
の
問
題
も
こ
こ
に
關
わ

っ
て
く
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
問
題

へ
の
直
接
の
封
慮
と
さ
れ
る
の
は
、
先
の
武
帝

の
詔
に
見
ら
れ
た
も
の
の
う
ち
で
も
、
主
と
し
て

(オ
)
の

「摘
登
」
で
あ

っ
た
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
も

っ

と
も
、

こ
れ
に
績
い
て
張
湯
以
下
の
酷
吏
た
ち
の
活
躍
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
現
實
に
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は

こ
う
し
た

「強
面
」
の

一15一
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封
慮
に
多
く
を
負

っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
封
し
て

『漢
書
』
巻
二
七
の
五
行
志
中
之
下
の
次
の
記
事
は
、
こ
れ
と
は
異
な
る
面
か
ら
博
士
の
郡
國
循
行
に
つ
い
て
傳
え
て
い
る
。

武
帝
の
元
狩
六
年
冬
は
泳
が
は
ら
な
か

っ
た
。
こ
れ
よ
り
先
、
連
年
、
大
將
軍
衛
青
や
崔
去
病
を
派
遣
し
て
祁
連
を
攻
め
、
大
漠
を
横
断

し

て
軍
干
を
追

い
詰
め
、
斬
首
す
る
こ
と
十
絵
萬
級
、
凱
旋
す
る
と
、
恩
賞

の
大
盤
振
る
舞
い
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
海
内
の

(民
の
)
勢

苦
を
あ
わ
れ
み
、
こ
の
年
に
博
士
の
楮
大
等
六
人
を
遣
わ
し
、
節
を
持
し
て
天
下
を
巡
行
し
、
螺

・
寡
の
人
々
を
慰
問
し
て
給
付
し
、
窮

乏
者
に
は
貸
與
し
て
や
り
、
遺
逸

・
猫
行
の
君
子
を
推
墾
し
て
行
在
所
に
至
ら
せ
た
。
(ま
た
)
郡

・
國
に
は
有
盆

と
思
わ
れ
る
こ
と
が

　　

あ
れ
ば
、
丞
相

・
御
史
に
告
げ
て
上
奏
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
天
下

(の
人
々
)
は
こ
と
ご
と
く
喜
ん
だ
の
で
あ
る
。

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
遣
使
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
(五
)
封
旬
奴
戦
争
に
よ
る
杜
會

の
疲
弊
で
あ
る
。
こ
れ
は
元
狩
六
年
詔
に

は
直
接

に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
問
題
で
は
あ
る
が
、
あ
る
い
は

(二
)
の
農
業
の
荒
慶
と
關
わ
る
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
問
題
に

封
庭
す

べ
き
使
者
の
任
務
は
、
武
帝
の
元
狩
六
年
詔
に
見
ら
れ
る
う
ち
の

(ア
)
「
鰍
寡
慶
疾
」

へ
の
存
問
や
貧
窮
者

へ
の
貸
與
と

(ウ
)
「猫

行
の
君
子
」
の
推
基
と
で
あ

っ
た
。
な
お
、
末
尾
に
元
狩
六
年
詔
と
同
じ
く
郡
國
か
ら
の
提
言
も
募

っ
て
い
る
こ
と
は
、
雨
者
が
政
策
と
し
て

密
接
な
關
係
に
あ

っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

最
後

に

『盤
鐵
論
』
刺
復
篇
で
は
、

博
士
楮
泰

・
徐
偶
等
は
、
明
詔
を
奉
じ
て
、
節
を
建
て
傳
車
を
馳
せ
て
、
郡
國
を
視
察
し
て
回
り
、
孝
廉
を
推
墨
し
、
民
草
を
教
導
し
た

　ぜ

が
、
流
俗
は
改
ま
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。

と
あ
り

、
使
者

の
任
務
の
う
ち
で
も

(イ
)
教
化
、
(ウ
)
(猫
行
の
君
子
で
は
な
く
て

「孝
廉
」
で
は
あ
る
が
)
推
墨
、
の
二
鮎
が
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は

「流
俗
」
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
が
、
元
狩
六
年
詔
に
も

「俗
易
」

へ
の
言
及
が
あ
り
、
前
章
で
見
て
き
た
終
軍

傳
に
お

い
て
も
、
そ
こ
で
の
博
士
の
郡
國
循
行
の
目
的
は

「行
風
俗
」
と
あ
る
こ
と
な
ど
は
、
彼
ら
の
使
命
の
う
ち
で
も

こ
う
し
た
側
面
を
強

調
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
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以
上
、
元
狩
六
年
に
お
け
る
博
士
の
郡
國
循
行
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
が
、
そ
の
背
景
に
あ

っ
た
の
は

(
一
)
貨
幣
盗
鋳
の
擾
大

・

横
行
や

(二
)
農
業
の
荒
慶
、
(三
)
兼
併
の
進
行
、

(四
)
官
吏

の
無
能

・
不
正
、
(五
)
封
旬
奴
戦
争
に
よ
る
肚
會

の
疲
弊
な
ど
、
複
合
的
な

問
題
に
よ
る
杜
會
の
混
齪
な
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
諸
問
題
に
封
慮
す
べ
く
使
者
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
博
士
た
ち
は
、
主
と
し
て

(
一
)
や

(三
)
・
(四
)
に
つ
い
て
は
兼
併

の
徒
や
不
正
な
地
方
官
な
ど
の
摘
登
、
ま
た

(二
)
や

(五
)
に
つ
い
て
は
生
活
困
窮
者

へ
の
援

助
や
埋
も
れ
た
人
材
の
推
墨

さ
ら
に
そ
れ
以
外
に
も
地
方
の
實
情
の
報
告
や
敏
化
な
ど

を
そ
の
使
命
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
前
章
で
取
り
上
げ
た
徐
優
矯
制
事
件
の
例
に
お
い
て
塵
鐵
專
責
政
策
に
介
入
し
て
い
る
の
も
、
こ
う
し
た
使
者
と
し
て
の
活
動
の

一
環
で
あ

っ
た
。
結
局
そ
れ
が
不
法
行
爲
と
断
ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
終
軍
傳
に
見
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
事
例
の
存
在
か
ら
は
、

博
士
の
郡
國
循
行
の
實
際
に
お
い
て
、
右
に
墨
げ
た
以
上
に
多
様
な
活
動
が
な
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
さ
ら
に
そ

こ
で
は
當
時
展
開
し

て
い
た
盤
鐵
專
責
を
は
じ
め
と
す
る
新
財
政
政
策
な
ど
が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
が
あ

っ
た
こ
と
、
な
ど
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

(二
)

元
鼎
二
年
に
お
け
る
博
士
の
郡
國
循
行

こ
れ

に
つ
い
て
は
、
『漢
書
』
武
帝
紀
元
鼎
二
年
秋
九
月
詔
に
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。

遠

い
も
の
も
分
け
隔
て
し
な
い
の
が
仁
で
あ
り
、
困
難
を
も
避
け
な
い
の
が
義
で
あ
る
。
い
ま
京
師
は
い
ま
だ
豊
年

で
は
な
い
と
は
い
え
、

山
林
池
澤

の

(産
物
の
)
豊
か
さ
を
民
に
開
放
し
て
共
に

(す
る
こ
と
で
乗
り
切
ろ
う
と
)
し
て
い
る
。

一
方
、
水
災

が
江
南
に
も
移

っ
て

き

て
お
り
、
眞
冬
を
問
近
に
し
て
、
朕
は

(被
災
地
の
人
々
が
)
飢
え
凍
え
て
暮
ら
し
が
立
た
な
く
な
る
こ
と
を
憂
慮
し
て
い
る
。
江
南

の
地
で
は
火
耕
水
褥

(の
農
業
)
を
行

っ
て
お
り
、
巴

・
蜀
の
粟
を
水
運
に
よ

っ
て
江
陵
に
迭
る
こ
と
と
し
、
博
士

の
中
な
ど
を
派
遣
し

て
手
分
け
し
て
循
行
さ
せ
、
各
地
で
論
告
を
行
い
、
こ
れ
以
上
困
苦
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
せ
よ
。
吏
民
で
飢
民
を
救
濟
し
、
そ
の
窮

　き

状
か
ら
救
い
出
す
者
が
あ
れ
ば
、
詳
し
く
調
べ
て
報
告
せ
よ
。

こ
こ
で
は
博
士
が
江
南
地
方
で
の
水
害

へ
の
救
濟
の
た
め
派
遣
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
直
前
の
同
年
夏
條
に
は

「大
水
あ
り
、
關
東
の
餓
死
せ
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る
者
千
を
以
て
数
う
」
と
あ
り
、
詔
に
見
え
る

「水
濠
は
江
南
に
移
る
」
と
は
、
そ
れ
が
江
南
に
ま
で
擾
大
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
黄
河
は
武
帝
の
元
光
三

(前
一
三
二
)
年
に
瓠
子
で
決
壊
し
て
か
ら
元
封
二

(前

一
〇
九
)
年
に
そ
れ
が
塞
が
れ
る
ま
で
の
問
、

放
置
さ
れ
績
け
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
濱
川
榮
氏
に
よ
る
と
こ
の
元
鼎
二
年
の
水
災
も

「河
決
」
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
特
に
元
鼎
年
間

　せ
ワ

に
は
こ
の

「河
決
」
が
武
帝
を
悩
ま
す
最
大
の
問
題
の

一
つ
に
ま
で
な

っ
て
い
た
と
い
う
。
ち
な
み
に

「元
鼎
二
年
三
年
ご
ろ
の
こ
と
を

一
括

セ
　

し
て
叙
し
た
」
と
さ
れ
る

『史
記
』
卒
準
書
の
次
の
よ
う
な
記
事
も
、
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
と
き
山
東
は
黄
河
の
水
害
を
こ
う
む
り
、
ま
た
不
作
の
績
く
こ
と
数
年
で
、
人
が
互
い
に
食
べ
合
う
よ
う
な
地
域
が

一
、
二
千
里
四

方

に
も
及
ん
だ
。
天
子
は
こ
れ
を
憐
れ
ん
で
詔
を
下
し

「江
南
で
は
火
耕
水
褥
を
行

っ
て
い
る
の
で
、
飢
民
が
江
准
地
方
に
食
糧
を
求
め

て
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
、
そ
こ
に
留
ま
り
た
い
者
は
安
住
さ
せ
よ
」
と
命
じ
た
。
使
者
が
互
い
に
望
見
す
る
ほ
ど
絶
え
問

ね
　

な
く
派
遣
さ
れ
て

(飢
民
の
)
保
護
に
當
た
り
、
巴

・
蜀
の
粟
を
水
蓮
で
迭

っ
て
救
濟
し
た
。

こ
の
よ
う
に
元
鼎
二
年
に
お
け
る
江
南
の
水
害

の
背
景
に
は
、
(六
)
黄
河
に
よ
る
山
東
地
域
の
水
害
と
い
う
問
題
が
さ
か
の
ぼ

っ
て
存
在
し

　タ

て
い
た

の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
前
節
に
て
見
て
き
た

「農
業
の
荒
慶
」
と
い
う
問
題
の
大
き
な
原
因
の

一
つ
で
も
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

(
三

)

「
多

事

」
、

「
騒
動

」
と

=

統

」

以
上
、
元
狩
六
年
と
元
鼎
二
年
に
お
け
る
博
士
の
郡
國
循
行
の
事
例
か
ら
、
こ
の
時
期
に
漢
王
朝
が
直
面
し
て
い
た
諸
問
題
に
つ
い
て
見
て

き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
は

(
一
)
貨
幣
盗
鋳
の
旗
大

・
横
行
や

(二
)
農
業
の
荒
慶
、
(三
)
兼
併
の
進
行
、
(
四
)
官
吏
の
無
能

・
不

正
、
(
五
)
封
旬
奴
戦
争
に
よ
る
杜
會
の
疲
弊
、
そ
し
て

(六
)
黄
河
に
よ
る
山
東
地
域
の
水
害
、
な
ど
と
い
っ
た
問
題

の
存
在
が
確
認
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
に
加
え
て
さ
ら
に
酷
吏
の
活
動
や
、
盤
鐵
專
責
を
は
じ
め
と
す
る
新
財
政
政
策
な
ど
も
こ
れ
ら
に
關
わ

っ
て
く
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ

っ
た
。
も
と
よ
り
こ
れ
ら
が
す
べ
て
を
網
羅
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
に
せ
よ
、
前
後
の
時
期
も
含
め
た
大
ま
か
な
流
れ
に
お
い
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19

國内の事件 災害 封外關係

前154三 年 呉楚七國の齪
153四 年

152五 年

151六 年

150七 年

149中 元元年

148二 年

147三 年

146四 年

145五 年 官制改革
144六 年

143後 元元年

142二 年

141三 年 武帝即位
140建 元元年

139二 年

138三 年 黄河氾濫で飢饒 東甑救援
137四 年

136五 年

135六 年 閲越攻撃
134元 光元年

133二 年 馬 邑の役。封旬奴戦争へ。

132三 年 黄河決壊、16郡 に氾濫

(～ 前109)

131四 年

130五 年

129六 年 漕渠開繋 封旬奴攻撃
128元 朔元年 封旬奴攻撃
127二 年 推恩の令/茂陵への徒民 封旬奴攻撃、河南奪取
126三 年 朔方に徒民 張箒臨還
125四 年

124五 年 封旬奴攻撃、大勝
123六 年 封旬奴攻撃(二 回)
122元 狩元年 准南、衡山王謀反事件
121二 年 河西奪取、渾邪王投降
120三 年 山東大水
119四 年 堕 鐵專責 、算 繕、貨幣 制度改 封旬奴攻撃、旬奴漠北に

革、沿陰后土祠創設
118五 年 郡國五鉢鋳造、甘泉泰時創設
117六 年 博士の郡國巡行 楊可の告繕
116元 鼎元年

115二 年 均輸法實施/張湯自殺 關東で水害

博士の郡國巡行
114三 年 廣關 關東で飢饅
113四 年 本格的な巡幸開始/上林五鉄

鋳造
112五 年

111六 年 南越を滅ぼす。西南経略
110元 封元年 泰 山封所軍/實施 東越を滅ぼす
109二 年 黄河の決壊口封鎖
108三 年 衛氏朝鮮を滅ぼす
107四 年

106五 年 州刺史設置
105六 年

104太 初元年 暦法の改正、官制改革 大宛出兵
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て
見
る
な
ら
ば
、
當
時
の
主
要
な
問
題
は
お
お
む
ね
出
揃

っ
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う

(別
掲

「年
表
」
で
は
、
景
帝
三
年
か
ら
武
帝
太
初
元

年
に
か
け
て
の
主
要
な
出
來
事
を

「國
内
の
事
件
」、
「災
害
」、
「封
外
關
係
」
に
分
け
て
示
す
)。

こ
れ
ら
の
諸
鮎
か
ら
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
の
は
、
「平
穏
」
と
か

「安
定
」
と
か
い
う
に
は
ほ
ど
遠

い
、
混
齪
し
た
杜
會
の
す
が
た
で
あ

る
。
旬
奴
と
の
戦
争
は
優
勢
の
う
ち
に
小
休
止
を
迎
え
て
は
い
た
も
の
の
、
そ
れ
に
よ
る
疲
弊
し
た
状
況
は
杜
會
に
重
く

の
し
か
か

っ
て
い
た
。

黄
河
の
決
壊

へ
の
封
鷹
も
未
解
決
の
ま
ま
で
、
元
鼎
年
間
に
は
さ
ら
に
深
刻
の
度
を
増
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
よ
り
農
業

の
荒
慶
が
彊
大
す
る

一
方
で
、
兼
併
の
動
き
は
加
速
し
て
ゆ
く
。
さ
ら
に
貨
幣
制
度
改
革
は
盗
鋳
や
治
安
悪
化
な
ど
杜
會
的
混
齪
を
も
た
ら
し

て
い
た
。
こ
う
し
た

事
態
に
封
し
て
博
士
が
使
者
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
役
割
は
主
と
し
て
振
憧
、
教
化
、
監
察
と

い

っ
た
事
柄
が
中
心
で

あ

っ
た
よ
う
で
あ
り
、
不
法
行
爲
や
兼
併
の
動
き
な
ど

へ
の
實
数
的
な
封
慮
と
し
て
は
、
卒
準
書
の
記
事
な
ど
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、

む
し
ろ
酷
吏
に
よ
る
苛
烈
な
取
り
締
ま
り
に
頼
る
部
分
が
大
き
か

っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
と
て
ま
た
杜
會
の
混
齪
に

一
層

の
拍
車
を
か
け
る
結

果
と
な

っ
て
い
る
。

ち
な

み
に
貨
幣
制
度
を
め
ぐ
る
混
齪
は
元
鼎
四

(前

=

三
)
年
の
上
林
五
鉄
銭
の
出
現
ま
で
績
く
と
さ
れ
て
お
り
、
同
様
に
元
鼎
二
年
の

(46
)

均
輸
法
が
施
行
さ
れ
る
ま
で
は
、
國
の
物
資
調
達
や
流
通
の
面
で
も
か
な
り
の
混
齪
が
生
じ
て
い
た
。
ま
た
盤
鐵
專
吉貝
に
お
い
て
も
、
前
章
で

(
47
)

見
た
魯
國
と
膠
東
國
の
み
な
ら
ず
、
趙
國
な
ど
で
も
ト
ラ
ブ
ル
が
生
起
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
元
狩
か
ら
元
鼎
年
間
に
か
け

て
の
時
期
は
、
こ
れ
ら
政
策
の
蓮
用
面
に
お
い
て
も
混
齪
が
か
な
り
廣
く
及
ぶ
よ
う
な
状
況
に
あ

っ
た
と

い
え
よ
う
。

『史
記
』
巻

一
二
二
酷

吏

・
張
湯
列
傳
に
は
、
張
湯
が
御
史
大
夫
に
就
任

(元
狩
二

〔前

一
二
一
〕
年
)
し
て
以
降
の
事
績
を
ま
と
め
て

こ
の
こ
ろ
渾
邪
王
ら
が
投
降
し
、
漢
が
大
規
模
に
軍
を
動
員
し
て
旬
奴
を
攻
撃
し
、
(さ
ら
に
は
)
山
東
が
水
害
や
旱
害
の
被
害
を
受
け
て

貧
民
が
流
浪
す
る
、
な
ど
と
い
っ
た
事
態
を
受
け
て
、
そ
れ
に
か
か
る
経
費
は
す
べ
て
國
の
支
給
を
仰
い
だ
た
め

に
財
政
は
底
を
つ
い
て

し
ま

っ
た
。
そ
こ
で
主
上
の
意
を
う
け
、
奏
請
し
て
白
金
お
よ
び
五
鉄
銭
を
鋳
造
し
、
天
下
の
塵
鐵

(の
利
)
を
聾
断
し
て
大
商
人
た
ち

を
排
除
し
、
告
絡
令
を
出
し
て
豪
強
兼
併
の
家
を
根
絶
や
し
に
し
、
解
繹
を
濫
用
し
て
巧
妙
に
人
を
陥
れ
、
法

(
の
不
足
)
を
埋
め
合
わ
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(
48
)

せ
た
。
…
…
ひ
と
び
と
は
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
ず
に
騒
ぎ
齪
れ
た
。

と
あ
り
、
こ
こ
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
な
状
況
が
當
時
の
政
策
責
任
者
の
立
場
か
ら
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

こ
で
も
そ
れ
に
よ

っ

て

「百
姓
其
の
生
に
安
ん
ぜ
ず
、
騒
動
す
」
と
い
う
局
面
が
現
出
し
て
い
た
こ
と
が
傳
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上

に
元
狩
か
ら
元
鼎
年
聞
に
か
け
て
の
時
期
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
が
、
こ
こ
で
前
後
の
時
期
を
も
含
め
て
も
う
少
し
廣

め
に
範
園
を
と

っ
て
見
て
み
る
と
き
、
そ
こ
で
は

「多
事
」
そ
し
て
こ
の

「騒
動
」
の
語
が
比
較
的
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ

る
。す

な
わ
ち
前
者
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
武
帝
初
期
の
人
材
登
用
の
あ
ら
ま
し
を
述
べ
た
記
事
に
、
こ
の
時
に
周
園

の
異
民
族
と
戦
い
領
域

(49
)

を
廣
げ

て
し
ば
し
ば
軍
を
獲
し
、
國
内
で
は
制
度
を
改
め
る
な
ど

「朝
廷
多
事
」
で
あ

っ
た
と
あ
り
、
ま
た
元
鼎
二
年
か
ら
太
初
元

(前

一
〇

　の
ワ

四
)
年

の
聞
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
記
事
に
は

「時
に
方
に
外
は
胡
越
を
事
と
し
、
内
に
は
制
度
を
興
し
、
國
家
多
事
」

(「漢
書
』
巻
六
五
東
方

朔
傳
)
で
あ

っ
た
と

い
う
。
さ
ら
に
元
鼎
五

(前

二

二
)
年
に
丞
相
に
就
任
し
た
石
慶
の
記
事
に
は

「是
の
時
、
漢
は
方

に
南
は
雨
越
を
諌

し
、
東
は
朝
鮮
を
撃
ち
、
北
は
旬
奴
を
逐

い
、
西
は
大
宛
を
伐
ち
、
中
國
多
事
。
天
子
は
海
内
を
巡
狩
し
、
上
古

の
柿

祠
を
修
め
、
封
暉
し
、

禮
樂
を
興
す
」
(「史
記
』
巻

一
〇
三
萬
石
君
列
傳
)
と
あ
り
、
太
初
二

(前

一
〇
三
)
年

の
例
に
も

「時
に
朝
廷
多
事
」
(
「漢
書
』
巻
六
六
公
孫
賀

傳
)
と
見
え

て
い
る
。
な
お
、
(當
人
や
張
湯
の
任
官
時
期
か
ら
)
元
朔
二

(前

=

一七
)
年
か
ら
元
狩
三

(前

一
二
〇
)
年

の
問
の
こ
と
と
思
わ
れ

(51
)

(52
)

る
が
、
「少
事
」
に
努
め
た
汲
賠
が
旬
奴
と

の
和
親
を
主
張
し
て
い
る
例
な
ど
も
、
逆
の
側
面
か
ら
こ
の
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ

に

「騒
動
」
に
つ
い
て
は
、
先
に
引

い
た
張
湯
列
傳

の
例
の
ほ
か
に
、
元
狩
二
年

の
渾
邪
王
來
降

(『史
記
』
汲
賠
列
傳
)、
あ
る
い
は

太
初
三

(前
一
〇
二
)
年

の
大
宛
出
兵

(『史
記
』
巻

=

ゴ
ニ
大
宛
列
傳
)
に
際
し
て
そ
れ
ぞ
れ

「天
下
騒
動
」
と
見
え
て

い
る
。
な
お
、
武
帝
即

位
以
來

の
周
邊

へ
の
軍
事
行
動
に
よ
る
國
内
の
疲
弊
を
述

べ
た
中
に

「中
外
騒
擾
」
(『史
記
』
平
準
書
)
と
あ
る
例
も
こ
れ
に
含
め
る
こ
と
が

で
き
る

で
あ
ろ
う
。

(53
)

も

と

よ

り

こ

う

し

た

「
多

事

」
、

「
騒

動

」

の
語

例

は

こ

の
時

期

に

の
み

限

定

し

て

見

ら

れ

る

わ

け

で
は

な

い

(と
く

に

「騒
動
」
)
も

の

の

、

一21一
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以
上
の
こ
と
か
ら
は
、
元
狩
か
ら
元
鼎
の
交
お
よ
び
そ
の
前
後
の
時
期
は
、
封
外
戦
争

の
展
開
や
國
内
の
膿
制

の
攣
革
な
ど
を
う
け

「多
事
」

か
つ

「騒
動
」
と
さ
れ
る
よ
う
な
、
基
本
的
に

一
つ
の
共
通
し
た
時
代
状
況
の
も
と
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

う
で
あ

る
な
ら
ば
ま
た
、
前
節
ま
で
に
見
て
き
た

(元
狩
か
ら
元
鼎
年
問
に
か
け
て
の
)
状
況
も
、
あ
る
程
度
は
そ
の
前
後

の
時
期
に
も
敷
街
し

て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し

て
こ
の

「多
事
」
、
「騒
動
」
の
時
期
は
ま
た

=

統
」
の
進
展
し
た
時
期
で
も
あ

っ
た
。
阿
部
幸
信
氏
に
よ
れ
ば
、
漢
の

=

統
」
の

初
見
は
元
朔
六
年
の
詔
に
見
ら
れ
る

「中
國

一
統
」
の
事
例
で
あ
る
が
、
こ
の
段
階
で
は
そ
れ
を
現
實
化
す
る
よ
う
な
禮
制
の
存
在
は
認
め
ら

れ
ず
、

い
わ
ば

「イ
メ
ー
ジ
の
先
走
り
」
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
し
か
し
次
第
に
現
實
の
方
が
こ
の
イ
メ
ー
ジ
に
合
う
か
た
ち
で
事
態
は
進
み
、

漢
は
天
下
の

=

統
」
に
向
け
て
踏
み
だ
し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
元
封
元
年
に
は

「海
内

一
統
」
の
語
例
が
見
ら
れ
る
に
至

っ
た
、
と
さ
れ
て
い

(
54
)

る
。
こ
の
よ
う
な
用
例
の
あ
り
方
か
ら
は
、
こ
の
時
期
に

「多
事
」
、
「騒
動
」
と
い
う
状
況
と

=

統
」

へ
の
動
き
と
が
拉
行
し
て
展
開
し
て

い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
第

一
章
で
紹
介
し
た
よ
う
な
、
阿
部
氏
の
議
論
を
裏
附
け
る
も

の
で
も
あ
ろ
う
。

そ
れ

で
は
以
上
に
見
て
き
た
よ
う
な
状
況
か
ら
は
、
當
時
に
お
け
る
統

一
國
家
膿
制
形
成
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
ど

の
よ
う
な
こ
と
が
具
髄

的
に
知
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
第

一
章
で
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
杉
村
氏
は
中
央
集
灌
化
進
展
の

「影
」
の
部
分
と
し

て
、
呉
楚
七
國
の
齪

後
に
領
域
面
で
の

「天
下
統

一
」
は
達
成
さ
れ
る
も
の
の
、
急
激
に
膨
れ
あ
が

っ
た
領
域
を
支
配
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
は
未
整
備
で
あ

っ
た

た
め
に

(地
方
長
吏
の
壇
加
、
中
央
官
署
に
お
け
る
事
務
量
の
壇
加
、
王
國
財
政
の
回
牧
に
よ
る
経
濟
的
な
問
題
な
ど
と
い
っ
た
)
諸
問
題
が
登
生
し
た
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
矢
澤
氏
は
北
方
の
邊
郡
牧
納
に
よ
り
、
中
央
が
旬
奴
防
衛
の
負
憺
を
自
ら
憺
う
こ
と

に
な

っ
た
こ
と
、
あ
る

い
は
濱
川
氏
は
中
央
集
権
膿
制
の
確
立
が
黄
河
の
治
水
、
被
災
民
の
救
濟
な
ど
深
刻
な
課
題
を
新
た
に
漢
朝
政
府
に
負
わ
せ
る
よ
う
に
な

っ
た

こ
と
な
ど
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
統

一
の
進
展
に
と
も
な
う

「負
憺
」
や

「課
題
」
の
出
現
は
、
杉
村
氏

の
言
う
中
央
集
権
化

に
よ
る

「影
」
の
部
分
の
問
題
が
、
さ
ら
に
廣
い
範
園
に
及
ぶ
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
期

に
お
け
る
統

一
國
家
謄
制
の
形
成
を
地
域
聞
の
關
係
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
西
方
の
關
中
を
基
盤
と
す
る
漢
王
朝
が
、
東
方
諸
地
域
を

一22一
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取
り
込

み
、
そ
の
内

へ
と
包
撮
し
て
ゆ
く
も

の
で
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
以
上
か
ら
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
こ
う
し
た

「負
憺
」
や

「課
題
」

な
ど
東
方
諸
地
域
の
様
々
な
問
題
を
も

「込
み
」
で
抱
え
込
む
、
と
い
う
側
面
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
充
分
な
統
制
の
及
ぶ
こ
と
の
な
か

っ
た
東
方
の
諸
地
域
に
封
し
漢
王
朝
が
影
響
力
を
強
め
て
本
格
的
に
關
與
、
介
入
し
て
ゆ
く
こ

と
に
よ
り
生
じ
て
き
た
こ
の
よ
う
な

「負
憺
」
や

「課
題
」
は
、
も
と
よ
り
こ
れ
ら

「旬
奴
の
防
衛
」
や

「黄
河
の
治
水
」
の
み
に
と
ど
ま
る

も
の
で
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
前
節
ま
で
に
見
て
き
た
博
士
に
よ
る
郡
國
循
行
の
事
例
に
お
い
て
は
、
黄
河
に
よ
る
山
東
地
域
の
水
害
と
な

ら
ん
で
、
様
々
な
問
題
の
存
在
が
列
墨
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

一
面
で
は
以
上
の
よ
う
な
事
情

の
も
と
、
漢
王
朝
が

(多
分
に
東

方
諸
地
域
の
そ
れ
を
含
む
で
あ
ろ
う
)
領
域
全
膿
の
問
題
に
封
し
て
本
格
的
に
向
き
合
い
、
取
り
組
ま
ざ
る
を
え
な
い
状
況

に
な

っ
て
い
た
こ
と

を
示
す
も
の
で
も
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し

て
お
そ
ら
く
は
こ
う
し
た
こ
と
も

一
因
と
し
て
、
新
た
な
領
域
支
配
の
シ
ス
テ
ム
が
再
編
、
整
備
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
の
時
期
に
財
政

・

人
事
灌
な
ど
制
度
面
で
の
整
備
、

一
元
化
が
進
ん
だ
の
は
杉
村
氏
を
は
じ
め
と
す
る
諸
家
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
が
、
先
に
も
引
い
た
東
方

朔
傳
に

「内
に
は
制
度
を
興
し
、
國
家
多
事
」
、
嚴
助
傳
に

「内
に
は
制
度
を
改
め
、
朝
廷
多
事
」
と
見
え
る
よ
う
な
記
述
は
、
こ
の
よ
う
な

新
た
な
統

一
國
家
禮
制

へ
の
再
編
、
整
備
が
、
さ
ら
な
る

「多
事
」
を
も
た
ら
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
東
方
諸
地
域
を
本
格
的
に
取
り
込
ん
で
ゆ
く
中
で
、
漢
王
朝
は
様
々
な
問
題
を
抱
え
込
む
こ
と
と
な
り
、
「多
事
」
(
・
「騒

動
」
あ
る
い
は
混
齪
)
の
状
況
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の

一
方
で
、
こ
う
し
た
統

一
の
進
展
自
膿
が

(封
外
戦
争
に

よ
る
負
憺
や
牧
奪
の
強
化
な
ど
と
は
別
に
)
東
方
諸
地
域
を
は
じ
め
と
す
る
全
領
域
に
混
齪
を
も
た
ら
す
も
の
で
も
あ

っ
た
。
た
と
え
ば
元
狩
年

聞
後
牛
か
ら
元
鼎
年
聞
初
年
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
盤
鐵
專
責
、
算
繕
、
告
絡
、
均
輸
法
な
ど
の
新
財
政
政
策
に
つ
い
て
、
そ
こ
で
は
お
お
む

ね
中
央
官
府
と
そ
れ
に
直
屡
す
る
官
署
と
が
直
接
の
蓮
螢
に
當
た

っ
て
お
り
、
郡

・
國
や
縣
な
ど
の
地
方
行
政
機
構
は
補
完
的
役
割
を
は
た
し

　
あ
ワ

て
い
た

に
す
ぎ
な
か

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
漢
王
朝
に
よ
る
東
方
諸
地
域
の
取
り
込
み
は
、
こ
の
よ
う
に
ま
ず
は
中
央
が
直
接
に
手
を
突

っ
込

む
形
で
展
開
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
新
し
い
枠
組
み
の
構
築
が
決
し
て
整
然
と
進
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
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(前
述
し
た
よ
う
に
)
こ
れ
ら
の
新
財
政
政
策
が
現
地
で
ト
ラ
ブ
ル
や
混
齪
を
惹
起
し
つ
つ
展
開
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し

か
も
中
央
の
政
策
が
よ
う
や
く
全
領
域
規
模
で
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
く
る
と
、
そ
れ
が
及
ぼ
す
影
響
も
格
段
に
大
き
く
な

っ
て
ゆ
く
。

前
節
で
見
て
き
た
よ
う
な

「官
吏
の
無
能

・
不
正
」
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
状
況
と
も
相
ま

っ
て
、
東
方
諸
地
域

へ
の
積
極
的
な
關
與
に
よ
る

混
乱
は
、
容
易
に
増
幅
さ
れ
る
状
況
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
貨
幣
政
策
の
迷
走
に
よ
る
盗
鋳
の
擾
大

・
横
行
な
ど
の
混
齪
は
、
ま
さ
に
こ
う
し

た

「副
作
用
」
の
最
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
封
庭
す
べ
く
展
開
さ
れ
た
酷
吏
た
ち
の
活
動
が
さ
ら
な
る
混
齪
の
廣
が
り
、
深
刻
化
を
招

い
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
た
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
さ
き
の
張
湯
傳
の
記
事
は
、
こ
う
し
た

一
連
の
政
策
が

「騒
動
」
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
端

的
に
示
し
て
い
る
。

以
上

に
見
て
き
た
よ
う
に
、
前
漢
武
帝
の
元
狩
よ
り
元
鼎
年
聞
に
か
け
て
の
時
期
は

そ
の
前
後
の
時
期
も
含

め
て

混
齪
の
時

代
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
戦
争
や
災
害
な
ど
様
々
な
要
因
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
が
、
そ
こ
に
は
漢
王
朝
が
東
方
諸
地
域
を
本
格
的
に

取
り
込

ん
で
ゆ
く
中
で
、
領
域
全
禮

の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
込
み
、
向
き
合

っ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
る
混
齪
や
、
(こ
う
し
た
鮎
へ
の
封
憲
も

含
め
た
)
東
方
諸
地
域

へ
の
積
極
的
な
關
與
が
、
枠
組
み
が
確
立
し
て
い
な

い
ま
ま
に
本
格
化
、
大
規
模
化
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
る
混
齪
、
と

い
っ
た
要
素
も
多
分
に
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
時
期
に
は

「多
事
」
、
「騒
動
」
と
い
う
状
況
と

コ

統
」

へ
の

動
き
と
が
拉
行
し
て
展
開
し
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。
さ
ら
に
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
全
領
域
を
巻
き
込
ん
で
廣
が

っ
た

こ
う
し
た
混
齪
は
、
そ

れ
自
膿

に
地
域
間
の
融
合
を
促
進
す
る
面
も
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
か
く
し
て

「紛
然
た
る
混
齪
」
の
中
、
統

一
國
家
禮
制
の

形
成
が
進
ん
で
ゆ
く
。
こ
こ
で
前
章
で
取
り
あ
げ
た

「國
内
の
境
界
線
」
の
問
題
に
つ
い
て
顧
み
る
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
そ
れ
は
戦
國
以
來
の

地
域
聞

の
封
立
の
構
造
を
反
映
す
る
存
在
で
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
以
上
の
よ
う
に
領
域
の

一
膿
化
、
地
域
間
の
緊
張

・
封
立
關
係
の
相
封

化
が
進

ん
で
い
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の

「境
界
線
」
の
あ
り
方
に
も
影
響
が
及
ば
な
か

っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
「徐
恒
矯
制
」
事
件
を

め
ぐ
る
や
り
取
り
の
中
で
、
當
時
の

一
般
的
な
認
識
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る

「使
者
は
境
界
を
出
た
な
ら
ば
、
濁
断
專
行
し
て
も
か
ま
わ
な

い
」
と

い
う
主
張
が
、
「徐
優
は
封
域
の
中
を
巡

っ
た
に
す
ぎ
ず
、
『境
界
』
を
越
え
て
な
ど
い
な
い
」
と
す
る
議
論
に
よ

っ
て
論
破
さ
れ
た
背

一24一



景
に
は
、
統

一
國
家
禮
制
の
形
成

(
・
確
立
)
に
關
わ
る
以
上
の
よ
う
な

す
な
わ
ち
露
骨
な

「地
域
聞
支
配
」

の
構
圖
に
か
わ

っ
て
、

統

一
國
家
膿
制
の
枠
組
み
が
よ
り
實
質
的
な
重
み
を
持

っ
て
展
開
し
は
じ
め
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の

「國
内
の
境
界
線
」

の
重
要
性
も
し
だ
い

に
相
封
化

へ
の
道
を
た
ど
り
だ
す
と
い
う

状
況
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

25

終

章

「境
界
」
を
超
え
て

以
上
、
本
稿
で
は
武
帝
期
に
お
け
る
統

一
國
家
膿
制
形
成
の
具
膿
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
。

ま
ず
は
、
支
配
領
域

の
急
激
な
膨
張
に
よ
り
生
じ
た
諸
問
題

へ
の
封
慮
の
中
で
國
制

の
再
編
が
行
わ
れ
た
と
す
る
杉

村
伸
二
氏
の
研
究
や
、

こ
れ
ま

で
い
わ
れ
て
い
た
よ
う
な
統

一
の
完
成
と
内
政
の
安
定
を
承
け
て
武
帝
期
の
外
征
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
封
外
危
機
を
作
り

出
す
こ
と
に
よ

っ
て
國
内
の
問
題
を
解
決
し
な
が
ら
統

一
、
「
天
下
」
の

一
謄
化
が
進
ん
だ
と
す
る
阿
部
幸
信
氏
の
研
究

な
ど
を
中
心
に
、
こ

の
問
題

に
關
わ
る
近
年
の
研
究
動
向
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
そ
の
上
で

「徐
偶
矯
制
」
事
件
の
事
例
に
つ
い
て
取
り
上
げ
検
討
を
加
え
、
そ
こ

で
の

「國
内
の
境
界
線
」
を
め
ぐ
る
議
論
か
ら
は
、
戦
國
時
代

の
秦
と
東
方
諸
國
と

の
關
係
を
引
き
纏

い
で
關
中
と
東
方
地
域
と
が
封
峙
し
、

あ
る
い
は
前
者
が
後
者
を
支
配
す
る
よ
う
な
秦
お
よ
び
漢
初
の
統

一
支
配
の
あ
り
方
が
な
お
嚴
然
と
存
在
し
て
い
た

一
方

で
、
こ
う
し
た
地
域

間
の
緊
張
關
係
や
差
異
が
相
封
化
し
、
相
互
の

一
膿
化
が
進
行
し
て
ゆ
く
動
き
も
顯
著
に
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
な
當
時

の
状
況
が
う
か
が
わ
れ

る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
こ
の
徐
優
矯
制
事
件
の
背
景
と
な
る
、
元
狩
年
聞
か
ら
元
鼎
年
聞
に
か
け
て
の
時
期
の
状
況
に
つ
い
て
、
博
士

の
郡
國
循
行
の
事
例
か
ら
検
討
を
加
え
、
當
時
漢
王
朝
が
直
面
し
て
い
た
國
内
の
混
乱
し
た
状
況
に
つ
い
て
具
膿
的
に
明
ら
か
に
し
た
が
、
そ

れ
に
關
聯
し
て
そ
こ
に
は
、
漢
王
朝
が
東
方
諸
地
域
を
本
格
的
に
取
り
込
ん
で
ゆ
く
中
で
、
領
域
全
謄
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
込
み
、
向

き
合

っ
て
ゆ
く
、
あ
る
い
は

(こ
う
し
た
鮎
へ
の
封
慮
も
含
め
た
)
東
方
諸
地
域

へ
の
積
極
的
な
關
與
が
、
枠
組
み
が
確
立

し
て
い
な
い
ま
ま
に

本
格
化
、
大
規
模
化
し
て
ゆ
く
よ
う
な
側
面
も
見
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
う
し
た
混
齪
の
中
か
ら
統

一
國
家
禮
制

の
形
成
が
進
ん
で
い
っ
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た
こ
と
を
論
じ
た
の
で
あ

っ
た
。

以
上

の
よ
う
な
本
稿
で
の
議
論
は
、
は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
近
年
の
諸
研
究
の
騨
尾
に
附
し
た
も
の
に
す
ぎ
な

い
が
、
武
帝
期
に
お

け
る
統

一
國
家
謄
制
形
成
の
あ
り
方
を
具
謄
的
に
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
本
稿
の
目
的
は
、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
達
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ

れ
る
。

つ
い
で
な
が
ら
こ
こ
で

一
言
付
け
加
え
て
お
く
と
、
こ
う
し
た
武
帝
期
の
状
況
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
(さ
ら
に
先
行
す
る
)
秦
の

(
56
)

段
階
で
の
統

一
が
い
か
に
早
獲
的
で
未
熟
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
脆
弱
か
つ
短
命
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
か
が
、
あ
ら
た

め
て
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
最
後
に
こ
れ
以
降
の

「國
内
の
境
界
線
」
に
つ
い
て
、
統

一
國
家
禮
制
の
展
開
と
あ
わ
せ
て
見
て
ゆ
く

こ
と
で
、
こ
こ
で
の
さ
さ
や
か
な
議
論
を
締
め
く
く
る
こ
と
と
し
た
い
。

徐
優
矯
制
事
件
か
ら
聞
も
な
い
元
鼎
三

(前

一
一
四
)
年
、
國
内
の
關
所
の
ラ
イ
ン

(の
少
な
く
と
も
武
關
以
北
に
つ
い
て
)
は
、
こ
れ
ま
で
の

　
サ
ワ

潤
水
盆
地
東
端
か
ら
太
行
山
脈
と
東
方
卒
野
部
と
の
境

へ
と
大
き
く
東
に
移
動
す
る
。
こ
の

「廣
關
」
は

「關
中
の
擾
大
」
と
い
う
鮎
で
集
権

支
配
の
強
化

・
展
開
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
は
あ

っ
た
が
、

一
方
で
戦
國
以
來
の
地
域
問
の
關
係
を
背
景
と
す
る
境
界
線
が

こ
の
よ
う
な
形
で
移

動
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
(そ
の
背
景
を
も
含
め
て
)
こ
の

「境
界
線
」
が
す
で
に
絶
封
的
な
も
の
で
は
な
く
な
り
つ
つ
あ

る
こ
と

の
あ
ら
わ
れ

で
も
あ

ろ
う
。

そ
し

て

「廣
關
」
の
翌
元
鼎
四

(前

=

三
)
年
か
ら
は
さ
ら
に
、
皇
帝
で
あ
る
武
帝
自
ら
が
こ
の
新
た
な
境
界
線
を
越
え
て
東
方
地
域
を

(58
)

巡
る
大
規
模
な
行
幸
が
開
始
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
は
頻
繁
に
く
り
返
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
も
そ
も

(博
士
の
郡
國
循
行
を
も
含
め
て
)
使
者

(
59
)

の
郡
國

へ
の
派
遣
は
、
元
狩
年
聞
に
始
ま

っ
た
新
た
な
政
策
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
大
規
模
な
行
幸
の
展

開
は
、
漢
王
朝
の
東
方
諸
地
域

へ
の
關
與
の
さ
ら
な
る
積
極
化
で
あ
る
と
と
も
に
、
「境
界
」
の
ハ
ー
ド
ル
が
さ
ら
に
下
が
り

つ
つ
あ

っ
た
こ

と
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。

ち
な
み
に
石
岡
氏
に
よ
れ
ば
、
使
者
の
監
察
に
よ
る
不
定
期
な
地
方
監
察
は
、
組
織
的
で
恒
常
的
な
監
察
官
で
あ
る
刺
史
に
縫
承
さ
れ
る
と

(
60
)

い
う
。
ま
た
紙
屋
正
和
氏
は
、
使
者
の
派
遣
や
皇
帝
自
ら
に
よ
る
巡
幸
を
武
帝
期
に
お
け
る
郡

・
國
、
守

・
相
に
封
す
る
問
接
的
規
制
の

一
つ
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　れ
　

と
し
て
い
る
が
、
直
接
的
規
制
と
し
て
よ
り
重
要
な
意
味
を
も
つ
上
計

・
考
課
制
度
が
前
漢
後
牛
期
に
整
備
さ
れ
展
開
し

て
ゆ
く
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
漢
王
朝
に
よ
る
東
方
諸
地
域
の
取
り
込
み
は
、
よ
り
組
織
的
な
枠
組
み
に
よ

っ
て
憺
わ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ

う
し
た
方
向
性
を
は
ら
み
つ
つ
、
こ
の
段
階
で
は
ま
ず
は
元
封
元

(前

二

〇
)
年

の
泰
山
封
暉
、
太
初
元

(前

一
〇
四
)
年
の

「改
暦
服
色
」

な
ど
、
統

一
國
家
膿
制
形
成
の
総
仕
上
げ
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

前
漢
後
期
の
統

一
國
家
禮
制
に
お
い
て
も
、
な
お

(か
つ
て
の
關
中
地
域
の
中
心
で
あ
る
)
「
三
輔
」
や

(新
奮
の
)
「關
中
」
は
特
殊
な
地
位
を

占
め
て
お
り
、
ま
た

「國
内
の
境
界
線
」
と
し
て
の
關
所
の
ラ
イ
ン
も
存
績
し
、
流
民
の
獲
生
な
ど
の
非
常
時
に
際
し

て

一
定
の
機
能
を
果
た

　ほ
　

し
績
け

て
は
い
る
な
ど
、
相
封
化
し
つ
つ
も
こ
う
し
た

「地
域
的
層
位
性
」
は
存
績
し
て
い
た
も
の
の
、

一
方
で
は
從
來

の

「關
中
」
と

「東　お
　

方
」
と

い
っ
た
地
域
聞
封
立
の
構
圖
は
後
景
に
退
き
、
か
わ

っ
て

「内
郡
」
と

「邊
郡
」
と
い
う
匿
別
が
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
く
る
。

こ
れ
に
關
し
て
渡
邊
信

一
郎
氏
は
、
内
郡
の
中
心
領
域
と
邊
郡
の
周
邊
領
域
と
が
、
中
央
政
府
に
よ
る
財
政
的
物
流
と
軍
役

・
倍
役
編
成
の
も

　
　
　

と
に
統
合
さ
れ
、
構
造
化
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
て
お
り
、
統

一
國
家
禮
制
が
確
立
し
領
域
の

一
禮
化
の
深
化
し
て
い
る

こ
と
が
具
禮
的
に
知
ら

　お
　

れ
る
。

こ
う
し
た
構
造
の
も
と
、
東
方
諸
地
域
の
物
資
や
人
力
の
流
れ
が
よ
り
關
中
に
集
中
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
、
長
安
や
關
中
の
繁
榮

が
も
た
ら
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の

一
方
で
、
領
域

の

一
膿
化
の
結
果
、
「そ
の
重
心

(で
あ
る
長
安
)
が
西
に
偏

っ
て
存
在
す
る
」
と
い
う
状
況

を
出
現
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、
負
憺
や
勢
力
な
ど
の
面
か
ら
も
そ
れ
は
次
第
に
問
題
と
な

っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
元
帝
期

　　

　む

の
翼
奉

の
洛
陽
遷
都
論
や
新
代
に
お
け
る
洛
陽
遷
都
計
劃
な
ど
、
こ
の
時
期
に
洛
陽

へ
の
遷
都
が
繰
り
返
し
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
背
景
に

は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
も
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
政
権
の
中
心
そ
の
も
の
が

「境
界
」
を
越
え
て
移
動
す
る
と

い
う
議
論
か
ら
は
、
こ

う
し
た

「國
内
の
境
界
線
」、
ひ

い
て
は
關
中
と
東
方
地
域
と
の
地
域
間
の
封
立
の
構
圖
が
、
統

一
國
家
膿
制
の
枠
組
み
の
中
で
さ
ら
に
薄
れ

　　

つ
つ
あ

る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
翼
奉
の
洛
陽
遷
都
論
に
お
い
て
は
、
「畿
内
を
取
り
園
む
」
形

で
の
關
所
の
ラ
イ
ン

　　

　ぜ

が
構
想
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
新
代
に
は
首
都
圏
を
關
所
の
ラ
イ
ン
が
園
続
す
る

「四
關
將
軍
」
の
膿
制
が
出
現
す
る
な
ど
、
こ
う
し
た
鮎
で

も

「國
内
の
境
界
」

と

い
う
表
現
も
も
は
や
適
當
で
あ
る
か
ど
う
か

の
あ
り
方
は
攣
質
を
と
げ
つ
つ
あ

っ
た
。
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そ
し

て
後
漢
時
代
に
入
る
と
、
つ
い
に
洛
陽
遷
都
が
現
實
の
も
の
と
な
る
。
そ
こ
で
は
洛
陽
盆
地

の
周
圏
を

「洛
陽
四

(八
)
關
」
の
關
所

の
ラ
イ

ン
が
園
饒
し
て
い
た
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
「國
内
の
境
界
線
」
と
し
て
の
存
在
感
は
か
つ
て
の
そ
れ
に
は

(
71
)

及
ぶ
べ
く
も
な
い
。
こ
う
し
た
中
で
、
か
つ
て
徐
優
が
使
者
と
し
て
の
自
ら
の
行
爲
を
正
當
化
す
る
論
捺
と
し
て
主
張
し
た

「大
夫
彊
を
出
つ

れ
ば
…
…
」
と
い
う

「春
秋
の
義
」
も
、
も
は
や
國
内
の
状
況
に
お
い
て
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
そ
の
適
用
範
園
は
國
外
や
邊
境

(
72
)

で

の
事

例

に
限

ら

れ

る
よ

う

に
な

っ
て

ゆ
く

の

で
あ

る
。

註(
1
)

「
關
中
」

の
語

が
指
す
範
園

は
潤
水
盆
地

一
帯

の
地
域
を
指

す
場

合

や
、
巴
蜀

や
天
水

・
安
定
郡
な
ど
を
含
め
た

い
わ
ゆ
る

「
廣
域
關

中
」
、
「
大
關
中
」
を
示
す
場
合
な
ど
、
廣
挾
多
様

で
あ
る
が
、
本
稿

で
は
主
と
し

て

「
關
所

の
ラ
イ

ン
の
内
側

(西
側
)
」
、
す
な
わ
ち
後

者

の
意
味

で
用

い
て
い
る
。
な
お
、
秦

の
故
地

で
あ
る
前
者
は
三
輔

制
度

の
問
題
な
ど
と
關
わ

っ
て
く
る
。
拙
稿

「
漢
代
三
輔
制
度

の
形

成
」

(池
田
温
編

『中
國
禮
法
と
日
本
律
令
制
』
、
東
方
書
店
、

一
九

九

二
年

)
、
「前

漢

『畿
輔
』
制
度

の
展

開
」

(卒

成

二

・
三
年

度
科

學
研
究
費

補
助
金
、

一
般
研
究

(
B
)
研
究

成
果
報
告
書

「出

土
文

物

に
よ
る
中
國
古
代

杜
會

の
地
域

的
研
究
』

〔代
表

　
牧

野
修

二
〕
、

一
九
九

二
年
)
な
ど
参
照
。

(
2
)

前
注

(
1
)
掲

の
拙
稿

な
ら
び

に

「
秦
邦

-

雲
夢
睡
虎

地
秦

簡

よ
り
見

た

「
統

一
前

夜
」

1

」

(
『論
集

・
中

國
古

代

の
文

字

と
文
化
』
、
汲
古
書
院
、

一
九
九
九
年
)
ほ
か
。

(
3
)

藤
田
勝
久

「
張
家
山
漢
簡

「秩
律
』
と
漢
王
朝

の
領
域
」

(
「愛
媛

大
學
法
文
學
部
論
集
』
人
文
學
科
編
第

二
八
號
、

二
〇

一
〇
年
)
蓼

照
。

(4
)

連
雲
港
市
博
物
館

・
東
海
縣
博
物
館

・
中
國
杜
會
科
學
院
簡
吊

研

究
中

心

・
中
國

文
物

研
究

所
編

「サ
漕

漢

墓
簡
腰
』

(中
華
書

局
、

一
九
九
七
年
、
北
京
)
蓼
照
。

(
5
)

杉
村

伸

二

「景

帝
中

五
年

王
國
改

革
と

國
制

再
編
」

(
「古
代

文

化
』
第
五
六
巻
第

一
〇
號
、

二
〇
〇
四
年
)
蓼
照
。

(6
)

冨

田
健
之

「
前
漢
武
帝

期

の
側
近

政
治
と

『公
卿
』
」

(
『新
潟

大

學
教
育
人
問
科
學
部
紀
要
』
第
八
巻
第

一
號
、

二
〇
〇
五
年
)

で
は
、

杉
村
読
を
う
け

て
國
家
蓮
螢

の
面
か
ら
國
家
機
構
改
革
に

つ
い
て
論

じ

て
い
る
。

(
7
)

阿
部
幸
信

「
封
旬
奴
關
係
か
ら
み
た
漢
朝
支
配
膿
制

の
推
移
と
確

立
」

(
『歴
史
學
研
究
』
第

八
〇
七
號
、

二
〇
〇

五
年
)
、
「
武
帝
期

・

前
漢
末

に
お
け
る
國
家
秩
序

の
再
編
と
封
旬
奴
關
係
」

(
『早
期
中
國

史
研
究
』

〔吉室
溝
〕
第

一
巻
、

二
〇
〇
九
年
)
な
ど
蓼

照
。

(8
)

阿
部
幸
信

「前
漢
時

代
に
お
け
る
内
外
観

の
攣

遷

印
制

の

祠
鮎

か

ら

ー

」

(
「中

國
史
學
』

第
十

八
巻
、

二
〇
〇

八
年
)
蓼
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照
。

(
9
)

目
黒
杏
子

「前
漢

武
帝

の
封
暉

I

I

政
治
的
意
義
と

儀
禮

の
考

察

l

l
」

(
「東
洋

史
研

究
』

第
六
九

巻
第

四
號
、

二
〇

一
一
年
)
、

同

「
前

漢

武

帝

の
巡

幸

I
I

祭

祀
と

皇

帝

権

力

の
視

鮎

か

ら

ー

」

(
「史
林
』
九

四
巻

四
號
、
二
〇

一
一
年
)
。
な

お
、
封

暉
儀

禮

に
お
け
る

「
天
下
統

合

の
象
徴
」
と

し

て
は
、

「江
准

の
茅
」
や

「
五
色

の
土
」
な
ど

の
要
素

も
見
え

て
は

い
る
。
同

「
封
暉
儀

禮

の

創
出
」

(
『古
代

文
化
』
第
六

三
巻
第

四
號
、
二
〇

一
二
年

)
参

照
。

な

お
、
楊
華

「秦

漢
帝
國

的
碑
権
統

一
l
l

出

土
簡
吊

與

《
封
暉

書
》
・
《
郊
祀
志
》
的
封
比
考
察
」

(
「歴
史
研
究
』

二
〇

一
一
年
第
五

期
)

で
も
、
秦
始
皇
帝
や
漢
武
帝

の
封
暉
や
巡
遊

の
目
的
は
東
方
柿

祇

の

「認

同
」
を
得

て
、
全
國

柿
椹

の
統

一
を
實

現
す

る

こ
と

で

あ

っ
た
と
す
る
。

(
10
)

矢
澤
忠

之

「漢

初

に
お
け
る
北
方

郡
國

の
再
編
」

(
「東
洋
學

報
』

第
九

二
巻
第

一
號
、

二
〇

一
〇
年
)
蓼
照
。

(
11
)

武
帝
初
年

の
東
甑
救
援

や
閲
越
攻
撃
な
ど

の
封
外
的
な
軍
事
行
動

は
國
内

の
反
封
を
押

し
切

っ
て
強
行

さ
れ

る
が
、

『史

記
』
巻

=

四
東
越
列
傳

に

「
至
建
元
三
年
、
閾
越
獲
兵
園
東
甑
…
…
乃
遣
荘
助

以
節
獲
兵
會
稽
…
…
遂
獲
兵
俘
海
救
東
甑
。
…
…
至
建
元
六
年
、
閾

越
撃
南
越
…
…
上
遣
大
行
王
恢
出
豫
章
、
大
農
韓
安
國
出
會
稽
」
と

見
え
る
よ
う

に
、
そ
れ
を
可
能

に
し
た

一
つ
の
要
因
と
し

て
、
呉
楚

七
國

の
齪
後

に
中
央

に
回
牧
さ
れ
た
會
稽
郡
が
出
兵

の
際

の
足
が
か

り
と
な
り
え
た

こ
と
が
大
き
か

っ
た

の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

(
12
)

濱

川
榮

『中
國
古

代

の
杜
會

と
黄

河
』

(早
稻

田
大

學
出
版

部
、

二
〇
〇
九
年
)
参
照
。

(13
)

濱

川

(佐
藤
)
榮

「
瓠
子

の

『河
決
』
と
武

帝

の
抑
商

」

(
『早
稻

田
大
學
大

學
院
文
學

研
究
科
紀

要
別
冊
』

(哲
學

・
史
學

編
)
二

一

集
、

一
九
九
五
年
。

の
ち
前
注

(
12
)
掲
著
書
、
第
三
部
第

;
章
に

所
牧
)
蓼
照
。

(14
)

こ
れ
と
同
様
な
記
事
が
萄
悦

「漢
紀
』
巻
十
三
孝
武
皇
帝
紀
元
鼎

元
年
條
に
も
見
え
る
が
、
字
句
に
は
若
干

の
異
同
も
あ
る
。

(15
)

原
文
は

「元
鼎
中

、
博

士
徐
偶
使
行
風
俗
。
偶
矯

制
、
使
膠
東

・

魯
國
鼓
鋳
盤
鐵
。
還
、
奏
事
、
徒
爲
太
常
丞
。
御
史
大
夫
張
湯
劾
偶

矯
制
大
害
、
法
至
死
。
偶
以
爲
春
秋
之
義
、
大
夫
出
彊
、
有
可
以
安

肚
稜
、
存
萬
民
、
韻
之
可
也
。
湯
以
致
其
法
、
不
能
詔
其
義
。
」

(16
)

御
史
大
夫
張
湯
は
元
鼎

二
年
十

一
月

(當
時
は
十
月
歳
首
)
に
自

殺
し

て
お
り
、
ま
た
前
注

(14
)
に
記

し
た
よ
う

に
、
筍

悦

『漢
紀
』

で
は

こ
の
事
件
を
元
鼎
元
年
條
に
載
せ

て
い
る
。

(
17
)

原
文

は

「有

詔
下
軍
問

状
、
軍
詰
偶

日
、
古
者

諸
侯
國
異

俗
分
、

百
里
不
通
、
時
有
聴
會
之
事
、
安
危
之
勢
、
呼
吸
成
攣
、
故
有
不
受

僻
造
命
額
己
之
宜
。
今
天
下
爲

一
、
萬
里
同
風
、
故
春
秋
、
王
者
無

外
。
催
巡
封
域
之
中
、
構
以
出
彊
何
也
。
且
臨
皿鐵
、
郡
有
飴
威
、
正

二
國

慶
、
國
家

不
足

以
爲
利

害
、
而
以

安
杜

稜
存

萬
民
爲

僻
、
何

也
。
」

(
18
)

「春
秋
公
羊
傳
』
隙
公
元
年

の

「
奔
則
局
爲
不
言
奔
。
王
者
無
外
、

言
奔
則
有
外
之
辮
也
」

(19
)

こ
れ
ら

に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
漢
代

の
鐵
專
吉貝
と
鐵
器
生
産

1

「
徐
優
矯
制
」
事
件

よ
り
見
た

ー

」

(
『東
方
學
』
第

七
八
輯
、

一

九
八
九
年
)
参
照
。

(20
)

原
文
は

「
偶
窮
誰
、
服
罪
當
死
。
軍
奏
、
偶
矯
制
額
行
、
非
奉
使
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膿
、
請

下
御
史

徴
偶

即
罪

。
奏

可
。
上
善

其
詰

、
有

詔
示

御
史

大

夫
。
」

(
21
)

『漢
書
』
終

軍
傳

の

「初
、
軍
從

濟
南
當

詣
博
士

、
歩

入
關
,
關

吏
予
軍
縮
。
軍
問

「以
此
何
爲
』
吏
日

『爲
復
傳
、
還
當
以
合
符
。
』

軍

日

「大

丈
夫

西

游
、
終

不

復
傳

還
。』

棄
縮

而
去
。

軍
爲
謁

者
,

使
行
郡
國
、
建
節
東
出
關
、
關
吏
識
之
、
日

『此
使
者
乃
前
棄
縮
生

也
。
』
」

(
22
)

函
谷
關

の
例

に
つ
い
て
は
、
前
注

(1
)
掲
、
拙
稿

「
前
漢

『畿

輔
』
制
度

の
展
開
」
参
照
。

(
23
)

紙
屋

正
和

「前

漢
時

代

の
關
と
馬

弩
關
」

(
「幅

岡
大
學

人
文

論

叢
』
第

一
〇
巻
第

二
號
、

一
九
七
八
年
)
蓼
照
。

(
24
)

前

注

(22
)
掲
拙

稿

の
ほ

か

に
、
「
關
中

・
三
輔

・
關

西

I

I

關
所

と
秦

漢
統

一
國
家

1

」

(
『海
南

史
學
』
第

三
五

號
、

一
九

九
七
年
)
、
前
注

(
2
)
掲
拙

稿
、
「
秦
邦

雲
夢
睡
虎

地
秦
簡

よ
り
見

た

「統

一
前

夜
』
l
l

」
、
「
新
朝

の
統

一
支

配

主

と

し

て
軍
事
的

側
面
か
ら

ー

」

(
『人
文
科
學
研
究
』

〔高
知
大

學
人

文
學
部
人
問
文
化
學
科
〕
第
十
六
號
、

二
〇

一
〇
年
)
な
ど
蓼

照
。

(
25
)

「
其
令

拝

〈
拝
〉
關

・
鄭
關

・
武

關

・
函
谷

・
臨
晋

關
、
及
諸

其

塞
之
河
津
、
禁
母
出
黄
金
。
」

(第
四
九

二
簡
)

(
26
)

王
子
今

「
秦
漢
匿
域
地
理
學
的

"
大
關
中
"
概
念
」

(
「秦
漢
史
論

叢
』
第
九
輯
、
三
秦
出
版
肚
、

二
〇
〇
四
年
、
西
安
)
蓼

照
。

(
27
)

楊
建

「西

漢
初
期
津

關
制
度

研
究

　
附

《
津
關
令

》
簡
繹
』

(上

海
古
籍
出
版
杜
、

二
〇

一
〇
年
、
上
海
)
な
ど
蓼
照
。

(
28
)

『史
記
』
巻

二
八
封
暉
書

で
は
、
徐

偶
矯
制
事

件
か
ら
敷
年

後

の

元
鼎
四
年

の
こ
と
と
し

て
、
濟
北
王

に
よ
る
泰
山
お
よ
び
そ

の
周
邊

の
邑

の
献
上
、
お
よ
び
常
山
王
家

の
徒
封
に
件
う
常
山

の
直
轄
郡
化

に
よ
り

「
五
岳
皆
在
天
子
之
郡
」
と
な

っ
た
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。

(29
)

前
注

(8
)
掲
、
阿
部
氏
論
文

で
は
、
元
狩

二
年

の
印
制
改
革
に

よ

っ
て
諸
侯
王
國

の
領
域
が

「
内
」
に
取
り
込
ま
れ
る
、
と
す
る
。

(30
)

關
所

の
ラ
イ

ン
も
含
め
た
領
域
内

の
こ
う
し
た
厘
分

の
歴
史
的
背

景

や
展

開
に

つ
い
て
は
、
前
注

(24
)
掲

、
拙

稿

「秦

邦

-

雲

夢
睡
虎
地
秦
簡

よ
り
見
た

『統

一
前
夜
』
1

」
蓼

照
。
な
お
、
こ

こ
で
は
ふ
れ
な
か

っ
た
が
、
「
關
中
」

の
中

で
は
さ
ら

に
秦

の
故

地

で
あ
る
滑
水
盆
地

一
帯

の

「
(狡
義

の
)
關
中
」
と
そ

の
他

の
地
域
、

と

い
う
厘
分
も
存
し

て
い
た
。

(31
)

山
田
勝
芳

「
漢
代
財
政
制
度
に
關
す
る

一
考
察
」

(
『北
海
道
教
育

大
學
紀
要
』
第

一
部

B
、
杜
會
科
學
編
第
二
三
巻
第

一
號
、

一
九
七

二
年
)

で
は
、

こ
こ
か
ら
當
時
、
中
央
が
財
政
的

に
も
王
國
を
強
く

規
制
し

つ
つ
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
前
注

(19
)
掲
、
拙

稿

で
は
、
終
軍
傅

で
の
記
事
中
に

コ

一國
」
と
あ
る

べ
き
膠
東

・
魯

國

の
こ
と
を

「
二
郡
」
と
し

て
い
る
事
例
や
、
趙
國

で
の
ト

ラ
ブ

ル

の
事
例
な
ど
か
ら
、
專
費
制

に
お

い
て
王
國
は
郡
と
同
様

に
扱
わ
れ

て
い
た
と
し

て
い
る
。

(32
)

な

お
徐

偶

の

「
專
断
」

に
し

て
も
、
終
軍
傳

の

「
偶
已
前

三
奏
、

無
詔
、
不
惟
所
爲
不
許
、
而
直
矯
作
威
幅
」
と

い
う
記
事
か
ら
す
れ

ば
、
そ
れ

に
先
だ

っ
て
朝
廷

に
再
三
上
奏
し
た
上

で
の
こ
と
で
あ

っ

た
。

(33
)

葛
志
毅

「
漢
代
的
博
士
奉
使
制
度
」

(
『歴
史
教
學
』

一
九
九
六
年

第
十
期
)
蓼

照
。

(34
)

石
岡
浩

「前
漢
代

の
博

士

の
郡
國
循
行

-

地
方
監
察

に
お
け
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る
博
士
と
刺
史
の
役
割
1

」
(『早
稻
田
大
學
大
學
院
文
學
研
究

科
紀
要
』
第
四

二
輯
第
四
分
冊
、

一
九
九
七
年
)
参
照
。

(
35
)

な
お
、
博
士

の
郡
國
循
行
に
先
だ
ち
、
元
狩
元
年
に
は
立
太
子

に

際
し

て

「
遣
謁
者
巡
行
天
下
、
存
問
致
賜
」

(
『漢
書
』
武
帝
紀
同
年

丁
卯
詔
)
と

い
う
例
が
見
え

て
い
る
。

(
36
)

原
文
は

「
日
者
有
司
以
幣
輕
多
姦
、
農
傷
而
末
厭
、
又
禁
兼
井
之

塗
、
故
改
幣
以
約
之
。
稽
諸
往
古
、
制
宜
於
今
。
慶
期
有
月
、
而
山

澤
之
民
未
論
。
夫
仁
行
而
從
善
、
義
立
則
俗
易
、
意
奉
憲
者
所
以
導

之
未
明
與

。
將
百
姓
所
安
殊

路
、
而
橋
慶
吏

因
乗
勢
以
侵
蒸

庶
邪
。

何
紛
然
其
擾
也
。
今
遣
博
士
大
等
六
人
分
循
行
天
下
、
存
問
鰹
寡
慶

疾
、
無
以
自
振
業
者
貸
與
之
。
論
三
老
孝
弟
以
爲
民
師
、
塞
濁
行
之

君
子
、
徴
詣
行
在
所
。
験
嘉
賢
者
、
樂
知
其
人
。
廣
官
蕨

道
、
士
有

特
招
、
使
者

之
任
也
。
詳

間
隙
庭
亡
位

、
及
冤
失
職
、
姦
猜
爲

害
、

野
荒

治
苛

者
、
畢
奏

。
郡
國
有

所

以
爲
便

者
、
上
丞

相

・
御
史

以

聞
。
」
な
お
、

「漢
紀
』
巻
十
三
孝
武
皇
帝
紀
元
狩
六
年
條
に
は
、

こ

れ

に
つ
い
て

「
詔
遣
博
士
六
人
分
巡
天
下
、
存
孤
寡
、
位
腹
病
、
賑

窮
乏
、
勧
孝
悌
、
畢
猫
行
之
君
子
」
と
あ
る
。

(
37
)

當
時

に
お

け
る
貨
幣

や
貨

幣
政
策

を

め
ぐ

っ
て
は
、
佐
原
康

夫

「
漢
代
貨
幣
史
再
考
」

(松
丸
道
雄
ほ
か
編

『股
周
秦
漢
時
代
史

の
諸

問

題
』
、
汲
古
書

院
、

二
〇
〇

一
年
。
後
、

「漢

代
都

市
機

構

の
研

究
』
、
汲
古
書
院
、

二
〇
〇

二
年
、

に
所
牧
)
蓼
照
。

(
38
)

原
文
は

「
自
造
白
金
五
鉄
銭
後
五
歳
、
赦
吏
民
之
坐
盗
鋳
金
銭
死

者
藪
十
萬
人
。
其
不
獲
寛
相
殺
者
、
不
可
勝
計
。
赦
自
出
者
百
鯨
萬

人
。
然
不
能
牛
自
出
、
天
下
大
抵
無
慮
皆
鋳
金
銭
　
。
犯
者
厭
、
吏

不
能
煮
皿諒
取
、
於
是
遣
博
士
楮
大
、
徐
偶
等
分
曹
循
行
郡
國
、
基
兼

井
之
徒

・
守

相
爲

(吏
)

〔利
〕
者
。
而
御

史
大
夫
張

湯
方
隆
貴

用

事
、
減
宣

・
杜
周
等
爲
中
丞
、
義
縦

・
サ
齊

・
王
温
紆
等
用
惨
急
刻

深
爲
九
卿

、
而

直
指
夏
蘭

之
厩
始
出
　
。
」
な

お
本
條

の
讃
解

に
當

た

っ
て
は
加
藤
繁
諜
注

「史
記
卒
準
書

・
漢

書
食
貨
志
』

(岩

波
文

庫
、

一
九
四

二
年
)
を
蓼

照
し
た
。

(39
)

原
文
は

「
武
帝
元
狩
六
年
冬
、
亡
泳
。
先
是
、
比
年
遣
大
將
軍
衛

青

・
雀
去
病
攻
祁
連
、
絶
大
幕
、
窮
追
軍
干
、
斬
首
十
飴
萬
級
、
還
、

大
行
慶
賞
。
乃
閾
海
内
勤
勢
、
是
歳
遣
博
士
楮
大
等
六
人
持
節
巡
行

天
下
、
存
賜
鰹
寡
、
假
與
乏
困
、
畢
遺
逸
掲
行
君
子
詣
行
在
所
。
郡

國
有
以
爲
便
宜
者
、
上
丞
相
、
御
史
以
聞
。
天
下
成
喜
。
」

(40
)

原
文
は

「
博
士
楮
泰

・
徐
偶
等
、
承
明
詔
、
建
節
馳
傳
、
巡
省
郡

國
、
畢
孝
廉
、
渤
元
元
、
而
流
俗
不
改
。
」

(41
)

原
文
は

「
仁
不
異
遠
、
義
不
僻
難
。
今
京
師
難
未
爲
豊
年
、
山
林

池
澤
之
饒
與
民
共
之
。
今
水
濠
移
於
江
南
、
迫
隆
冬
至
、
験
催
其
飢

寒
不
活

。
江
南

之
地
、
火
耕
水

褥
、
方
下

巴

・
蜀

之
粟
致
之

江
陵
、

遣
博
士
中
等
分
循
行
、
論
告
所
抵
、
無
令
重
困
。
吏
民
有
振
救
飢
民

免
其
E
者
、
具
塞
以
聞
。
」
な
お
、

『漢
紀
』
巻
十
三
孝
武
皇
帝
紀
元

鼎

二
年
條

に
も
節
録
し
た
記
事
が
見
ら
れ
る
。

(42
)

濱

川
榮

「
瓠
子

の

『河
決
』
1

前

漢

・
武
帝
期

の
黄

河

の
決

壊

」

(
「史

滴
』

一
四

號
、

一
九

九

三

年
。

の
ち

前

注

(
12
)

掲
著
書
、

「中
國
古
代

の
肚
會
と
黄
河
』
、
第
三
部
第

一
章
所
牧
)
蓼

照

(43
)

前
注

(
38
)
掲
、
加

藤
繁
課
注

『史

記
卒
準
書

・
漢
書
食

貨
志
』

参
照
。

(44
)

原
文
は

「
是
時
山
東
被
河
苗
、
及
歳
不
登
数
年
、
人
或
相
食
、
方
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一千
里
。
天
子
憐
之
、
詔
日

『江
南
火
耕
水
褥
、
令
飢
民
得
流
就

食
江
准

問
、
欲
留
,
留
庭
。
』
遣

使
冠
蓋
相

囑
於
道

、
護

之
、
下
巴

蜀
粟
以
振
之
。
」

(
45
)

『史
記
』
平
準

書
や

「漢
書
』
武

帝
紀

で
は
、

元
狩

三
年

の
山
東

の
水
災

に
際
し

て
、
使
者
を
派
遣
し

て
救
濟
な
ど

に
當
た
ら
せ

て
い

る
例
も
見
ら
れ
る
。

(
46
)

『史
記
』
平
準
書

に
均
輸
法
施

行

の
直
前

の
状
況
と

し
て

「
諸
官

各
自
市
、
相
與
争
、
物
故
騰
躍
、
而
天
下
賦
輸
或
不
償
其
備
費
」
と

あ

る
。

(
47
)

『史
記
』
巻

一
二

二
酷

吏

・
張
湯

列
傳

に

「
趙
國

以
冶

鋳
爲

業
、

王
藪
訟
鐵
官
事
、
湯
常
排
趙
王
」
と
あ
る
。

(
48
)

原
文
は

「
會
渾
邪
等
降
、
漢
大
興
兵
伐
旬
奴
、
山
東
水
旱
、
貧
民

流
徒
、
皆
仰
給
縣
官
、
縣
官
空
虚
。
於
是
丞
上
指
、
請
造
白
金
及
五

鉄
銭
、
籠
天
下
臨
皿鐵
、
排
富
商
大
買
、
出
告
繕
令
、
鉗
豪
彊
井
兼
之

家
、
舞
文
巧
試
以
輔
法
…
…
百
姓
不
安
其
生
。
騒
動
。
」

(
49
)

『漢
書
』
巻

六

四
上
嚴

助
傳

に

「
是
時

征
伐

四
夷

、
開
置
邊

郡
、

軍
旅
藪

獲
、
内
改
制
度

、
朝

廷
多
事
、
婁
塞

賢
良
文
學

之
士
。
」
と

あ

る
。

(
50
)

拙
稿

「東

方
朔

の

『
除
目
』
1

漢
代

官
制
史

研
究

の

一
資

料

と
し

て
l

l
」

(
「海
南
史
學
』
第
四
三
號
、

二
〇
〇
五
年
)
蓼
照
。

(
51
)

『史
記
』
巻

一
二
〇
汲
賠

列
傳

に

「是

時
、
漢

方
征
旬

奴
、
招
懐

四
夷
。
賠
務
少
事
、
乗
上
聞
、
常
言
與
胡
和
親
、
無
起
兵
。
上
方
向

儒
術
、
尊
公
孫
弘
。
及
事
盆
多
、
吏
民
巧
弄
。
」
と
あ
る
。

(
52
)

冨
田
健
之

「尚
書

膿
制
形
成
前
史

I
I

前
漢
前
牛
期

の
皇

帝
支

配
を

め
ぐ

っ
て
ー

」

(
『日
本

秦
漢
史

學
會
會

報
』
第

四
號
、

二

O
O
三
年
)

で
は
、
武
帝
期

に
お
け
る
官
僚
機
構

の
機
能
強
化

の
前

提
と
し

て
、
當
時
に
お
け
る

「
朝
廷
多
事
」

(「
中
國
多

事
」
、
「
國
家

多

事
」
)
と

い
う
状
況

に
言
及
し

て
い
る
。

(
53
)

た
と
え

ば

「漢
書
』

に
お
け
る

「
騒
動
」

の
語

例
は
時
期

別

に
、

秦
末

二
、
楚
漢

一
、
景
帝
期

一
、
武
帝
期
三
、
元
帝
期

二
、
平
帝
期

一
、
新
代
六
例
、

で
あ
る
。

(
54
)

「
漢
初

『郡
國
制
』
再
考
」

(
『日
本
秦
漢
史
學
會
會

報
』
第
九
號
、

二
〇
〇
八
年
)
、
お
よ
び
前
注

(
7
)
掲
、
「
武
帝
期

・
前
漢
末
に
お
け

る
國
家
秩
序

の
再
編
と
封
旬
奴
關
係
」
蓼

照
。

(
55
)

紙
屋
正
和

「
武
帝

の
財
政
増
牧
政
策
と
郡

・
國

・
縣
」

(
「東
洋
史

研
究
』
第
四
八
巻
第

二
號
、

一
九
八
九
年
。

の
ち
同
氏

『漢
時
代
に

お
け

る
郡
縣
制

の
展
開
』
、
朋
友
書
店

、
二
〇

〇
九
年
、

の
第

二
編

第
五
章

に
所
牧
)
参
照
。

(
56
)

秦

の
統

一
支
配

の
こ
う
し
た
側
面
に

つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
拙
稿

「
秦
代
國
家

の
統

一
支
配

主
と
し

て
軍
事
的
側
面
か
ら

l
l

」

(平
成
五
年
度
科
學
研
究
費
補
助
金
、

一
般
研
究

(
B
)
研
究
成
果
報

告
書

『「
史

記
」

「漢
書

」

の
再
検
討

と
古
代
杜
會

の
地
域
的

研
究
』

〔代
表

　
問
瀬
牧
芳
〕
、

一
九
九
四
年
)
な
ど
蓼
照
。

(
57
)

こ

の
關

所

の

ラ
イ

ン

の
移

動

(廣

關
)
に

つ

い

て
は
、
前

注

(1
)
掲
、
拙
稿

「
前
漢

『畿
輔
』
制
度

の
展
開
」
参

照
。

(
58
)

拙

稿

「
前

漢

武
帝

期

の
行
幸

1

そ

の
基

礎

的

考

察

I
I

」

(
「日
本
秦
漢
史
學
會
會
報
』
第
五
號
、

二
〇
〇
四
年
)
参
照
。

(
59
)

前
注

(34
)
掲
、
石
岡
氏
論
文
な
ら
び
に
前
注

(35
)
蓼

照
。

(60
)

前
注

(34
)
掲
、
石
岡
氏
論
文
蓼

照
。

(61
)

紙
屋
正

和

「前

漢
後
牛
期

に
お
け

る
郡

・
國

へ
の
規
制

の
強
化
」
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(
『古

代

文

化
』
第

四

二
巻

第

七

號
、

一
九

九

〇

年
。

の
ち

前

注

(
55
)
掲
、
同
氏
著
書
、
第
三
編
第
六
章

に
所
牧
)
参
照
。

(
62
)

前
注

(
1
)
掲
、
拙
稿

「
前
漢

「畿
輔
』
制
度

の
展
開
」
蓼

照
。

(
63
)

飯
田
祥

子

「前

漢
後
孚
期

に
お
け

る
郡

縣
民
支
配

の
攣
化

I

I

内

郡

・
邊

郡

の
分
化

か
ら

ー

」

(
「東
洋
學

報
』
第

八
六
巻
第

三

號
、

二
〇
〇
四
年
)
参
照
。

(
64
)

渡
邊
信

一
郎

『中
國
古

代

の
財
政

と
國
家
』

(汲
古
書

院
、
二
〇

一
〇
年
)
第
五
章
、
漢
代

の
財
政
と
帝
國
編
成
、
参
照
。

(
65
)

た
と
え
ば
東
方
地
域
か
ら
關
中

(
・
北
邊
)

へ
の
年
間
漕
蓮
量
は
、

漢
初

の
敷
十
萬
石
か
ら
武
帝
期

の
六
百
萬
石
、
宣
帝
期

の
四
百
萬
石

に
大
き

く
増
加
し

て

い
る
。
藤
田
勝
久

「前
漢

時
代

の
漕

蓮
機
構
」

(
『史
學

雑
誌
』
第

九

二
編
第

十

二
號
、

一
九

八
三
年

。
の
ち

同
氏

『中
國
古
代
國
家
と
郡
縣
杜
會
』
、
汲
古
書
院
、

二
〇
〇
五
年
、

の
第

二
編
第
三
章

に
所
牧
)
蓼
照
。

(
66
)

拙
稿

「
中
國

「
畿
内
制
度
」

の
形
成
に
關
す
る

一
考
察
」

(
「西
嶋

定
生
博

士
追
悼
論
文
集

・
東

ア
ジ

ア
史

の
展
開
と

日
本
』
、
山
川
出

版
杜
、

二
〇
〇
〇
年
)
蓼
照
。

(
67
)

『漢
書
』
巻
九
九
王
葬
傳
中
、
始
建
國
五
年

二
月
條
お
よ
び
天
鳳

元
年
正
月
條
。

(
68
)

先

に
も
述

べ
た
よ
う

に
、
こ
れ
以
降
も

こ
う
し
た
地
域
間

の
關
係

が
地
を
携

っ
て
消
え

て
し
ま

っ
た
わ
け

で
は
な
く
、
統

一
國
家
膿
制

の
枠
内

で
相
封
化
し
た
か
た
ち

で
新
た
な
展
開
を
見
せ
る

こ
と
に
な

る
。
前
注

(
1
)
掲

、
拙

稿

「
前
漢

『畿

輔
』
制
度

の
展

開
」
、
同

「
後
漢
時
代

の
行
幸
」

(
「人
文
科
學
研
究
』

〔高
知
大
學
人
文
學
部
人

間
文
化
學
科
〕
第
七
號
、

二
〇
〇
〇
年
)
な
ど
蓼

照
。

(69
)

前
注

(66
)
掲
、
拙
稿
蓼
照
。

(
70
)

そ

こ
で
は
從
來

の
關
所

の
ラ
イ

ン
も
存
績
し
、
反
齪
軍

に
封
す
る

防
衛

ラ
イ

ン
と

し

て
機
能

し

て

い
た

が
、

一
方

で
は
意
外

な

「
脆

さ
」
も
露
呈
し

て
い
る
。
前
注

(24
)
掲
、
拙
稿

「
新
朝

の
統

一
支

配

主
と
し

て
軍
事
的
側
面
か
ら

」
蓼
照
。

(
71
)

盤
澤
裕
仁

「洛
陽

八
關
と
そ

の
内
包
空

間

-

漢
魏
洛

陽
盆
地

の
空

間

的

理
解

に
燭

れ

て

ー

」

(『法

政

考
古

學
』
第

三
十

集
、

二
〇
〇
三
年
。

の
ち
同
氏

『千
年
帝
都
洛
陽
そ

の
遺
跡
と
人
文

・
自

然
環
境
』
、
雄
山
閣
、

二
〇

一
〇
年
、

に
所
牧
)
は
、
「
総
合
環
境
研

究
」

の
立
場
か
ら
洛
陽
八
關
と
そ
れ
が
取
り
巻
く
都
市
空
間
に

つ
い

て
論
じ

て
い
る
。

(
72
)

た
と
え
ば

『漢
書
』
巻
七
九
濡
奉
世
傳
で
は
、
西
域

の
渉
車
に
封

す
る
軍
事
行
動

に
つ
い
て
、
ま
た

『後
漢
書
』
傳
三

一
宋
均
傳

で
は

武
陵
攣

の
反
齪

に
際
し

て
の
紹
降
、
鎭
撫
工
作

に
つ
い
て
、
こ

の
論

理
が
持
ち
出
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
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THE BORDER THE ENVOY CROSSED : A PAGE FROM THE HISTORY

OF THE FORMATION OF THE QIN-HAN UNIFIED STATE

OHKUSHI Atsuhiro

In this paper the author attempts to examine the concrete process of the

formation of the unified state during the reign of Emperor Wu on the basis of recent

study trends.

First, he analyzes the controversy over one of the “principles of the Spring and

Autumn Annals” that “an envoy can act according to his own judgment after he has

crossed the border,” which is seen in the biography of Zhong Jun in part 2 of volume

64 of the Hanshu, taking it as a clue in the examination of the nature of “internal

borders,” at that time. As a result of this examination, one sees that the unified rule

of the Qin and early Former Han era firmly survived in that the conflict between

Guanzhong and the eastern areas succeeded the relation between the Qin state and

the eastern states in the Warring States period and the former ruled the latter, but

on the other hand, such regional strains and difference became relativized and a

state of mutual unification also clearly progressed. Secondly, the author examines

the cases of inspection of commanderies and kingdoms by academicians from the

Yuanshou to the Yuanding era (during the 110ʼs BCE), which lay behind the

controversy, and concretely clarifies the confused state that confronted the Han

dynasty at that time. Furthermore, one can thereby learn concrete aspects of the

formation of the unified state that resulted from the unification process that had

advanced in this state of confusion, which was due to various problems of the entire

region that were created when the Han dynasty, whose original power base had

been the Guanzhong area, faced the process of the regular incorporation of the

eastern regions, or may have been due to the regularization and increasing scale of

aggressive intervention in the eastern regions (included in the responses to these

problems) before a framework to deal with the problems could be established.

In the historical situation of this period, the structure of conflict between

regions gradually became relativized and the unified state was established.
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