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1
主
に
東
披
尺
腋
を
資
料
と
し
て
i

層

沙

雅

立早

【
要
約
】
　
北
宋
の
著
名
な
文
人
官
燦
蘇
賦
（
東
灘
）
は
多
数
の
書
簡
を
残
し
て
い
る
。
本
稿
は
そ
の
な
か
か
ら
彼
の
買
田
に
関
す
る
も
の
と
、
郷
里
の
族

人
に
あ
て
た
書
簡
を
と
り
あ
げ
、
嶺
時
の
士
大
夫
の
社
会
経
済
生
活
の
一
面
を
明
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
蘇
賦
は
墨
流
に
あ
っ
て
生
活
に
苦

し
ん
だ
黄
州
時
期
よ
り
土
地
を
探
し
求
め
、
知
人
や
土
着
の
士
人
の
斡
旋
を
う
け
、
よ
う
や
く
常
州
（
漸
江
）
に
記
田
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
町
際

に
地
方
宮
と
結
托
し
て
不
正
を
働
い
た
疑
い
も
も
た
れ
た
。
以
後
、
生
活
の
基
盤
を
こ
こ
に
置
き
、
故
郷
の
眉
州
（
四
川
）
に
は
一
度
も
帰
る
こ
と
は
な

く
、
郷
里
の
墳
墓
、
家
産
等
は
族
人
ら
に
管
理
を
ゆ
だ
ね
た
。
こ
う
し
た
本
籍
に
帰
ら
な
い
風
潮
は
北
宋
士
大
夫
一
般
に
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
障
み

ず
か
ら
も
記
す
よ
う
に
、
生
活
お
よ
び
子
孫
の
出
世
の
便
を
求
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
当
時
の
社
会
の
流
動
的
な
一
面
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

他
方
、
官
僚
に
な
れ
ず
郷
里
に
と
ど
ま
る
多
数
の
士
人
が
存
在
し
た
こ
と
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
　
史
林
　
五
四
巻
一
一
号
　
一
九
七
［
年
三
月

は
　
し
　
が
　
き

　
北
砂
後
期
の
文
人
官
僚
蘇
執
（
一
〇
＝
瓢
バ
ー
一
　
一
〇
一
）
に
は
一
千
首

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
近
い
多
数
の
書
簡
が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
雷
簡
に
は
、
彼
の
日

常
生
活
が
記
述
さ
れ
、
彼
の
あ
り
の
ま
ま
の
心
情
が
表
わ
さ
れ
て
い

て
、
人
間
味
の
乾
れ
た
文
章
と
し
て
多
く
の
人
々
に
愛
読
さ
れ
て
き

た
が
、
そ
れ
に
は
ま
た
当
時
の
士
無
暗
単
二
の
社
会
経
済
生
活
の
具

体
的
な
す
が
た
を
伝
え
る
資
料
を
数
多
く
含
ん
で
い
る
。
本
稿
で
は
、

そ
の
中
か
ら
主
に
彼
の
買
田
の
経
緯
を
記
し
た
書
簡
と
族
人
た
ち
に

与
え
た
書
簡
の
若
干
を
挙
げ
、
さ
ら
に
他
の
士
大
夫
官
僚
の
事
例
を

も
如
え
て
、
当
蒔
の
彼
ら
の
土
地
所
有
の
あ
り
方
、
同
族
お
よ
び
郷

里
と
の
関
係
に
つ
い
て
二
、
三
の
考
察
を
行
な
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
朱
代
新
興
官
僚
の
大
土
地
所
有
が
さ
か
ん
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
周
藤
吉
之
「
塵
労
官
僚
制
と
大
土
地
所
有
」
　
（
社
会
構
成
史
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大
系
之
一
日
本
旨
論
争
、
昭
二
五
）
を
は
じ
め
、
し
ば
し
ば
論
及
さ
れ
て

き
た
が
、
そ
の
土
地
所
有
の
実
態
は
な
お
詳
ら
か
で
な
い
。
資
料

的
に
は
、
土
地
文
書
の
遺
存
が
な
い
こ
と
と
と
も
に
、
士
大
夫
が
み

ず
か
ら
の
土
地
買
得
、
荘
園
経
営
等
に
つ
い
て
の
記
録
を
書
き
留
め

て
い
な
い
こ
と
が
、
そ
の
実
態
を
詳
ら
か
に
で
き
な
い
一
つ
の
理
由

で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
蘇
賦
の
書
簡
は
彼
の
土
地
買
得
に
い
た

る
経
緯
を
い
く
ら
か
具
体
的
に
碧
し
て
く
れ
る
興
味
深
い
資
料
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
．
も
と
よ
り
書
簡
の
性
質
上
、
断
片
的
な
事
実
が

知
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
が
、
従
来
、
こ
の
種
の
資
料
が
用
い
ら
れ
る

こ
と
が
少
な
い
の
で
、
本
稿
は
宋
代
土
地
問
題
に
関
す
る
～
つ
の
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

料
的
試
み
と
し
て
の
意
図
を
も
持
っ
て
い
る
。

二
　
蘇
賦
の
三
田
一
黄
州

　
蘇
転
が
煙
管
の
計
画
を
い
だ
い
た
の
は
科
挙
に
及
第
し
た
と
き
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
じ
ま
る
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
実
行
に
移
し
た
の
は
黄
漆
講
居

の
時
期
で
あ
っ
た
。
元
豊
三
年
（
一
〇
八
○
）
黄
菜
に
流
さ
れ
た
当

初
、
多
く
の
家
族
を
か
か
え
て
彼
の
生
活
は
苦
し
く
、
日
々
百
五
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

文
の
切
り
つ
め
た
暮
し
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
答
秦
太
虚
雷
、

東
波
集
三
〇
）
。
そ
こ
で
、
も
と
軍
営
の
あ
っ
た
荒
地
数
十
畝
を
得
て
開

墾
し
、
こ
こ
に
雪
堂
を
築
き
、
み
ず
か
ら
東
披
居
士
と
号
し
た
こ
と

は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
が
、
同
時
に
他
の
場
所
に
も
積
極
的
に

土
地
を
探
し
求
め
た
。
ま
ず
、
黄
州
東
南
三
十
里
に
あ
る
沙
湖
1
1
螺

師
店
の
土
地
を
買
う
べ
く
検
分
に
出
か
け
た
が
、
そ
こ
で
疾
に
か
か

っ
た
（
書
清
泉
寺
詞
、
全
集
六
八
題
賊
）
。
そ
の
土
地
は
斬
水
の
ほ
と
り
の

山
谷
の
聞
に
あ
り
、
一
斗
の
種
を
播
け
ば
稲
十
餅
が
収
穫
で
き
る
駅

田
の
土
地
柄
で
あ
っ
た
（
金
穀
説
、
全
集
七
三
）
が
、
実
際
に
見
た
田
は

あ
ま
り
佳
く
な
か
っ
た
の
で
買
う
の
を
止
め
た
（
与
国
季
常
三
、
全
集
五

三
）
と
い
う
。

　
当
時
、
彼
は
買
田
の
辛
苦
を
述
べ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

　
　
　
吾
は
世
に
求
む
る
も
の
な
し
。
須
む
る
所
は
憎
悪
の
稲
田
も
て
、
も

　
　
っ
て
醸
粥
に
充
つ
る
こ
と
の
み
。
し
か
し
て
至
る
所
に
訪
問
す
る
も
終

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
に
得
べ
か
ら
ず
。
吾
が
道
、
銀
難
の
時
に
回
れ
ば
、
旧
く
と
こ
ろ
と
し

　
　
て
可
な
る
こ
と
な
き
や
。
そ
も
そ
も
人
生
れ
て
お
の
ず
か
ら
定
ま
れ
る

　
　
分
あ
り
、
一
飽
と
い
え
ど
も
、
ま
た
功
名
寓
貴
の
ご
と
、
軽
が
る
し
く

　
　
は
得
べ
か
ら
ざ
る
や
（
書
田
、
全
集
六
…
三
二
）
。

わ
ず
か
な
俸
給
し
か
支
給
さ
れ
な
い
罪
廃
の
身
で
あ
る
彼
に
と
っ
て

土
地
を
獲
得
す
る
こ
と
は
急
務
で
あ
っ
た
が
、
八
方
手
を
つ
く
し
て

も
得
ら
れ
な
い
苦
衷
を
述
べ
て
い
る
。
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こ
う
し
た
彼
の
窮
状
に
同
情
す
る
知
人
た
ち
か
ら
、
し
ば
し
ば
土

地
を
斡
旋
す
る
書
簡
が
彼
の
も
と
に
届
け
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ

の
一
は
陳
燧
字
は
季
常
で
あ
っ
た
。
対
岸
武
昌
の
田
を
紹
介
し
、
献

に
こ
こ
に
移
塾
す
る
こ
と
を
勧
め
た
。
そ
れ
に
対
す
る
返
事
。

　
　
　
示
諭
さ
れ
し
武
昌
の
一
策
は
、
営
為
を
労
せ
ず
、
坐
な
が
ら
に
し
て

　
　
半
費
を
減
ず
。
こ
れ
真
に
上
策
な
り
。
然
れ
ど
も
某
の
慮
る
所
あ
り
、

　
　
又
、
恐
ら
く
は
好
事
の
君
子
、
便
ち
粉
飾
を
加
え
、
糎
に
安
置
の
所
を

　
　
去
り
て
別
路
に
居
る
と
云
い
、
京
師
に
伝
聞
す
れ
ば
、
細
事
に
は
あ
ら
ざ

　
　
る
な
り
。
ま
た
往
来
常
な
し
と
い
え
ど
も
、
然
れ
ど
も
多
言
何
ぞ
至
ら

　
　
ざ
る
所
あ
ら
ん
。
若
し
大
錦
の
後
、
尊
爵
や
や
寛
に
な
れ
ば
、
あ
る
い

　
　
は
こ
れ
を
図
る
べ
し
。
更
に
深
く
慮
ら
れ
ん
こ
と
を
希
う
。
云
々
（
与

　
　
陳
季
常
八
、
全
集
五
三
）
。

こ
の
書
簡
は
彼
の
流
調
後
間
も
な
い
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
王
文
誰
は
黄
州
に
到
着
し
た
　
7
6
豊
三
年
二
月
末
に
こ
の
書
簡
を

置
く
（
総
立
二
〇
）
。
別
路
す
な
わ
ち
荊
湖
北
路
に
移
訂
す
る
こ
と
で
ま

た
物
議
を
か
も
す
の
を
恐
れ
、
鄭
重
に
陳
燧
の
斡
旋
を
断
っ
て
い
る

が
、
当
時
彼
の
置
か
れ
た
き
び
し
い
境
遇
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
楊
元
素
の
斡
旋
を
う
け
、
こ
れ
に
は
大
い
に
関
心
を
示
し

た
。
蘇
颯
が
元
素
に
与
え
た
書
簡
は
一
七
首
あ
り
、
そ
の
う
ち
九
首

が
黄
鐘
時
代
の
も
の
で
あ
る
が
、
う
ち
三
首
は
買
田
の
斡
旋
に
対
す

る
返
書
で
あ
る
。
以
下
、
説
明
の
便
宜
上
、
改
行
を
施
し
序
数
を
付

す
。
括
弧
内
は
筆
老
の
注
記
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
令
弟
の
訪
を
承
け
し
も
、
岸
下
に
悪
処
な
く
、
又
風
雨
に
苦
し
み
、

　
　
忽
々
に
し
て
別
れ
去
り
し
は
今
に
至
る
も
足
ら
ず
。

　
ω
　
田
事
を
示
論
さ
る
。
方
に
回
せ
ら
る
を
憂
う
。
乃
ち
留
念
か
く
⑳
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
べ

　
　
と
き
を
蒙
り
、
感
幸
言
う
べ
か
ら
ず
。
某
は
都
て
彼
の
中
の
事
を
知
ら

　
　
ず
。
た
だ
公
の
意
の
可
と
す
る
と
こ
ろ
便
な
ら
ざ
る
者
な
か
ら
ん
。

　
②
　
郎
子
の
東
三
百
石
な
る
者
、
便
ち
状
を
下
せ
し
に
甚
だ
佳
な
り
。

　
㈲
李
教
授
（
李
昭
昭
、
特
に
徐
州
教
授
）
の
兄
又
云
う
「
官
務
相
近
き
と
こ

　
　
ろ
に
一
荘
の
大
い
に
佳
な
る
も
の
あ
り
」
と
。
（
注
）
こ
れ
彰
寺
丞
報
ぜ
ら

　
　
る
。
ま
た
閑
に
問
看
せ
ん
。

　
ω
　
今
日
、
章
質
夫
（
章
藁
、
宰
相
得
象
の
従
子
）
の
子
こ
こ
を
過
ぐ
。
す
で

　
　
に
舟
中
に
二
百
千
省
を
載
せ
て
上
納
を
託
せ
り
。
到
ら
ば
乞
う
留
下
せ

　
　
ら
れ
よ
。

　
　
　
　
　
　
　
は
か
ら
い

　
　
　
果
し
て
公
の
見
念
を
蒙
り
、
帰
老
の
資
あ
ら
し
む
れ
ば
、
異
日
、
公
、

　
　
蒼
生
の
た
め
復
起
す
る
と
き
、
当
に
却
っ
て
公
の
為
に
田
園
を
葺
治
し
、

　
　
も
っ
て
今
日
の
賜
に
報
ゆ
べ
き
な
り
。

　
　
　
た
ま
た
ま
新
旧
の
守
到
発
し
、
冗
甚
し
け
れ
ば
一
一
せ
ず
。

　
（
二
）
　
秀
才
唐
君
留
念
を
な
す
を
許
さ
れ
、
兼
ね
て
幹
人
を
し
て
久
遠
に
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罪
せ
し
む
と
示
諭
せ
ら
る
。
幸
甚
幸
甚
。
某
い
ま
だ
こ
の
間
を
虫
る
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な
ら
ず

　
わ
ず
。
更
に
人
の
往
冠
す
べ
き
も
の
な
し
。
必
須
唐
君
を
奉
煩
す
る
に

　
至
る
な
ら
ん
。
い
ま
だ
嘗
て
相
識
ら
ざ
る
に
、
便
ち
開
許
を
蒙
る
は
、

　
必
ず
元
素
の
故
を
も
っ
て
な
り
。
深
く
書
を
作
っ
て
謝
を
な
さ
ん
と
欲

　
す
る
も
、
た
ま
た
ま
冗
甚
し
。
久
し
か
ら
ず
別
に
附
問
せ
ん
も
、
し
ば

　
ら
く
は
区
々
を
道
わ
ん
こ
と
を
乞
う
。
云
々
。

（
三
）
　
ω
示
諭
を
承
け
た
る
帆
掛
胡
家
の
田
は
、
公
、
唐
彦
と
之
を
議
す

　
れ
ば
、
必
ず
遺
策
な
か
ら
ん
。
小
子
坐
し
て
成
熟
を
享
く
。
知
幸
知
幸
。

　
近
ご
ろ
唐
画
に
答
う
る
の
書
井
び
に
一
字
韻
に
和
す
る
の
詩
、
必
ず
皆

　
達
せ
ん
。
胡
田
の
先
に
佃
し
後
に
買
う
は
、
い
わ
ゆ
る
橋
を
抱
い
て
操

　
浴
し
、
綴
を
把
っ
て
船
を
放
つ
も
の
な
り
。
呵
呵
。
凡
事
既
に
左
右
を

　
干
濱
す
る
を
免
が
れ
ず
。
乞
う
ら
く
は
、
一
面
に
こ
れ
を
裁
き
、
某
に

　
　
　
　
セ
に

　
問
う
を
須
た
ざ
る
な
り
。
な
お
二
百
千
省
あ
り
。
若
し
使
う
べ
く
ん
ば

　
乞
う
示
諭
せ
ら
れ
よ
。
便
を
求
め
て
附
去
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
あ

㈲
　
陳
季
常
櫨
に
見
う
に
、
云
う
「
京
師
に
任
下
中
其
孚
の
子
に
あ
う
に
、

　
荊
南
頭
湖
の
荘
子
を
売
ら
ん
と
欲
す
（
注
）
鰐
を
表
る
こ
と
五
六
十
里
、
田

　
五
百
来
石
あ
り
。
そ
の
直
は
六
百
千
。
先
に
た
だ
二
百
来
千
を
要
し
、
余

　
　
じ
ょ
じ
よ

　
は
麺
逓
に
還
す
べ
し
」
と
。
的
な
る
や
否
や
を
知
ら
ず
。
又
蚕
簿
徳

　
（
京
）
に
あ
う
に
言
う
「
こ
の
田
下
だ
好
し
。
た
だ
し
税
や
や
重
し
」
と
。

　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
間
看
せ
ん
こ
と
を
告
う
云
々
（
以
上
、
続
三
五
、
全
集
五
五
、
外
集
六
八
）
。

　
　
　
　
　
　
⑥

楊
元
素
は
名
は
絵
（
一
〇
二
七
－
八
八
）
、
四
川
綿
竹
の
人
、
皇
朝
五

年
（
一
〇
五
三
）
進
士
に
及
第
し
、
神
宮
朝
に
翰
林
学
士
に
な
っ
た

が
、
あ
る
事
件
に
坐
し
て
熈
寧
十
年
（
一
〇
七
七
）
五
月
荊
南
節
度
副

使
に
疑
さ
れ
、
さ
ら
に
撃
壌
江
州
太
平
観
に
疑
さ
れ
て
、
元
豊
六
年

（一

Z
八
三
）
十
一
月
恩
赦
に
よ
り
雨
冠
国
軍
に
復
帰
す
る
ま
で
の
間

江
陵
に
居
住
し
た
。
彼
も
ま
た
こ
こ
に
土
地
を
獲
た
ら
し
く
、
楓

も
（
一
）
の
尾
に
「
公
の
だ
め
に
田
園
を
葺
治
し
云
々
」
と
述
べ
て

い
る
。
　
ま
た
彼
は
死
後
、
江
陵
辱
龍
山
郷
全
家
村
に
葬
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
調
居
中
に
三
月
に
生
活
の
基
盤
を
築
い
た
よ
う
で
あ

る
。　

右
の
三
首
の
書
簡
は
、
王
文
誰
に
よ
れ
ば
、
元
豊
六
年
五
月
に
書

か
れ
た
も
の
と
い
う
。
そ
の
根
拠
は
（
一
）
の
宋
尾
に
「
た
ま
た
ま

新
旧
の
守
到
発
し
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
年
の
四
月
末
、
知
黄
門
が

徐
大
受
よ
り
楊
霜
素
に
交
代
し
た
こ
と
を
指
す
と
い
う
。
従
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
さ
て
、
書
簡
に
よ
る
と
、
滑
河
は
定
配
す
な
わ
ち
江
島
の
里
家
の

田
産
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
罪
調
の
身
で
三
州
を
離
れ
ら
れ
な
い
蘇

賦
は
深
田
交
渉
を
楊
絵
と
唐
秀
才
と
に
一
任
し
た
。
唐
秀
才
は
恐
ら

く
在
地
の
士
人
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
彼
が
買
収
に
当
っ
た
と
思
わ
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れ
る
。
し
か
し
、
買
田
交
渉
は
順
調
に
進
ま
ず
、
た
び
た
び
楊
絵
よ

り
賦
の
裁
断
を
求
め
る
短
簡
が
送
ら
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
も
っ

と
も
難
し
い
闇
題
は
、
　
（
三
）
の
ω
の
「
胡
田
先
事
後
買
」
と
い
う

点
に
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
は
、
彼
が
得
意
と
す
る
比
喩
「
豊
橋
操

　
　
　
　
　
⑧

浴
、
把
続
放
船
」
か
ら
推
測
す
る
と
、
胡
馬
は
土
地
の
所
有
権
を
手

放
さ
ず
、
先
ず
佃
権
の
み
を
譲
渡
し
よ
う
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。
先

ず
土
地
を
典
質
し
て
銭
を
借
り
、
後
に
絶
超
す
る
「
先
典
後
売
」
の

慣
行
が
近
代
ま
で
あ
り
、
宋
代
で
は
「
已
典
就
売
」
「
聖
典
就
園
」
と

雷
つ
た
。
す
で
に
太
宗
雍
煕
四
年
（
九
八
七
）
工
月
月
典
就
売
の
諸
規

定
が
設
け
ら
れ
、
仁
宗
天
聖
六
年
（
一
〇
二
八
）
八
月
已
典
就
売
主
に

対
す
る
収
税
規
定
が
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
周
藤
吉

之
「
重
代
の
典
佃
剃
」
　
（
宋
代
詮
会
経
済
史
研
究
昭
四
〇
、
一
八
一
⊥
二
二

頁
）
等
に
詳
し
い
説
明
が
あ
る
。
そ
こ
で
「
盛
典
後
売
」
等
が
質
入

者
か
ら
す
る
語
と
す
れ
ば
、
こ
の
書
簡
の
「
先
事
後
買
」
は
そ
れ
を

裏
が
え
し
て
言
っ
た
典
主
演
か
ら
す
る
語
と
い
え
る
。
元
祐
二
年

（一

Z
八
七
）
一
二
月
辛
巳
、
王
巌
翌
の
奏
状
中
に

　
　
　
民
間
の
荘
土
を
典
領
す
る
は
、
多
く
は
こ
れ
婚
姻
喪
葬
の
急
よ
り
出

　
　
ず
。
往
々
臨
機
に
哀
求
し
て
、
先
に
借
銭
を
な
し
後
に
は
じ
め
て
印
契

　
　
す
。
云
々
（
長
編
三
九
七
一
＝
一
一
）
。

と
あ
り
、
農
民
が
土
地
を
手
離
す
の
は
多
く
は
差
し
迫
っ
た
金
策
の

た
め
で
あ
っ
た
。
胡
氏
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が

想
像
さ
れ
る
。
他
方
、
買
取
主
の
方
は
直
ち
に
完
全
な
所
有
権
を
獲

得
し
て
お
き
た
い
と
の
欲
望
が
あ
り
、
所
有
権
を
め
ぐ
っ
て
売
る
側

と
買
う
側
と
の
折
合
が
つ
か
な
か
っ
た
こ
と
が
、
定
二
胡
家
田
の
収

買
に
手
間
ど
つ
た
理
由
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
買
田
交
渉
を
唐
秀

才
に
一
切
委
ね
た
ば
か
り
で
な
く
、
買
収
後
の
田
荘
の
管
理
に
あ
た

る
幹
人
も
斗
帳
が
定
め
て
い
て
、
蘇
載
は
直
接
に
は
全
く
干
与
し
て

い
な
い
こ
と
も
注
目
さ
れ
よ
う
。

　
（
三
）
の
②
の
荊
南
頭
湖
荘
子
の
売
主
任
卒
中
其
孚
の
事
蹟
は
詳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

か
で
な
い
が
、
同
郷
任
属
の
族
親
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
荘
田
の

位
置
、
収
穫
量
、
田
価
と
そ
の
支
払
い
方
法
さ
ら
に
「
藩
命
稽
重
」

と
田
税
の
軽
重
が
問
題
に
さ
れ
て
い
て
、
彼
ら
が
土
地
を
選
定
す
る

際
の
条
件
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
が
、

土
地
の
広
さ
は
問
題
で
な
く
、
地
の
利
と
収
益
と
が
最
大
の
関
心
事

で
あ
っ
た
。

　
そ
の
後
、
拭
は
面
子
を
荊
南
に
往
か
し
め
た
。

　
　
　
児
子
は
骨
質
に
往
き
て
少
事
を
幹
せ
し
め
、
い
ま
だ
還
ら
ず
。
還
ら

　
　
ば
即
ち
教
に
答
え
し
む
る
な
り
（
答
蘇
子
平
先
輩
、
続
集
五
）
。
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こ
こ
に
少
事
を
幹
せ
し
む
と
は
買
田
の
事
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と

は
、
や
は
り
黄
州
時
期
に
発
し
た
「
苑
蜀
公
に
答
う
」
書
で
知
ら
れ

る
。

　
ト
隣
を
な
さ
ん
と
欲
す
と
の
示
諭
を
蒙
る
。
こ
れ
平
生
の
至
当
な
り
。

…
…
た
だ
し
嚢
中
に
は
た
だ
数
百
千
あ
る
の
み
。
す
で
に
白
子
を
し
て

持
ち
て
荊
渚
に
往
か
し
め
、
一
心
荘
子
を
買
え
り
。
命
を
聞
く
こ
と
の

お
そ
き

後
を
恨
む
。
然
れ
ど
も
京
師
に
な
お
少
し
く
房
綬
あ
り
。
も
し
従
者
に

指
揮
し
て
、
こ
の
業
を
売
ろ
こ
と
を
斡
当
せ
し
む
る
を
許
さ
る
れ
ば
、

八
百
余
千
を
得
べ
し
。
識
ら
ず
左
右
に
噛
む
べ
き
や
否
や
を
。
云
々
（
続

集
五
、
金
集
五
〇
）
。

田
富
愛
す
な
わ
ち
苑
鎮
（
一
〇
〇
八
一
八
八
）
は
成
都
興
野
の
人
、
当

時
、
新
法
に
反
対
し
て
雲
州
に
退
居
し
て
い
た
。
こ
こ
に
荊
渚
の
一

言
荘
子
と
は
、
さ
き
の
任
氏
の
田
で
あ
ろ
う
。
そ
の
価
直
は
総
額
六

百
貫
で
あ
っ
た
か
ら
、
手
持
の
数
百
貫
を
す
べ
て
こ
れ
に
注
い
だ
こ

と
に
な
る
。
そ
こ
で
艶
出
の
申
出
に
対
し
て
は
、
京
師
に
有
す
る
屋

業
を
売
っ
て
そ
の
資
金
を
調
達
し
て
も
よ
い
と
記
し
て
い
る
。
高
文

諮
は
、
こ
の
覇
業
を
さ
き
に
蘇
洵
が
購
得
し
て
居
住
し
て
い
た
南
國

に
あ
て
る
が
、
断
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、

「
京
師
の
高
騰
等
の
資
産
が
つ
い
に
は
土
地
に
投
下
さ
れ
る
一
つ
の
笑

例
を
示
す
。

　
以
上
の
ご
と
・
＼
黄
州
に
流
さ
れ
た
蘇
獄
は
生
計
の
資
を
う
る
た

め
土
地
の
買
得
に
熱
心
で
あ
っ
た
。
そ
の
地
域
は
黄
州
と
そ
の
近
辺

に
止
ま
ら
ず
、
荊
爾
の
荘
田
を
収
得
し
た
よ
う
に
右
の
書
簡
に
記
し

て
い
る
。
間
も
な
く
彼
は
黄
州
を
離
れ
、
再
び
「
求
田
間
舎
」
に
奔

走
す
る
。
以
後
、
上
記
の
土
地
に
つ
い
て
は
何
ら
言
及
し
て
お
ら
ず
、

結
局
は
こ
れ
を
買
わ
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

三
　
配
賦
の
買
田
1
常
州

　
元
豊
七
年
（
一
〇
八
四
）
三
月
、
汝
州
団
練
副
使
・
本
州
安
置
・
不

高
州
書
公
事
の
辞
令
を
受
取
っ
た
蘇
賦
は
、
・
高
州
を
離
れ
て
江
沿
い

に
汝
州
へ
向
け
て
旅
立
っ
た
が
、
旅
の
途
上
で
も
絶
え
ず
土
地
を
探

し
求
め
た
。
金
陵
で
は
鍾
山
の
ふ
も
と
に
隠
退
し
て
い
る
王
安
石
を

　
⑭

訪
れ
、
の
ち
に
彼
に
宛
て
た
書
簡
に

　
　
　
某
は
じ
め
田
を
金
陵
に
買
わ
ん
と
欲
し
ハ
杖
履
に
写
し
て
鍾
山
の
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
い
ね
が

　
　
に
老
う
る
を
得
ん
と
庶
幾
う
も
、
既
に
し
て
遂
げ
ず
。
選
定
真
に
一
食

　
　
し
、
又
す
で
に
二
十
日
、
日
々
に
寒
期
を
も
っ
て
事
と
な
す
。
然
れ
ど

　
　
も
成
否
い
ま
だ
知
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
若
し
幸
に
し
て
成
ら
ば
、
瀟

　
　
舟
も
て
往
来
し
、
公
に
見
ゆ
る
ζ
と
難
か
ら
ざ
ら
ん
（
群
集
＝
）
。
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と
あ
り
、
金
陵
で
の
求
職
を
遂
げ
ず
、
儀
真
に
行
き
、
　
こ
こ
で
も

土
地
を
物
色
す
る
日
々
を
送
っ
た
が
、
結
局
成
ら
な
か
っ
た
。
よ
う

や
く
十
月
に
な
っ
て
常
州
宜
興
県
に
あ
る
藝
氏
の
田
を
買
得
し
た
。

こ
の
土
地
は
宜
興
の
深
山
中
に
あ
り
、
市
を
去
る
こ
と
七
十
里
の
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
じ
ん

便
な
場
所
で
あ
っ
た
が
、
親
情
蒋
君
の
勾
当
に
便
な
の
で
買
っ
た
の

だ
と
い
う
（
与
王
定
国
三
四
、
全
集
五
二
）
。
　
『
万
暦
常
州
府
志
』
巻
三
に

よ
れ
ば
、

　
　
東
披
別
業
　
順
順
北
五
十
里
漏
湖
塘
頭
。

と
記
す
。

　
古
意
と
は
宜
興
の
人
参
之
奇
（
一
〇
三
一
一
＝
〇
四
）
の
族
人
で

あ
る
。
当
時
、
之
奇
は
裏
面
荊
漸
発
運
使
と
し
て
漕
運
を
掌
り
成
績

を
挙
げ
て
い
た
（
宋
史
三
四
三
）
。
ま
た
『
万
暦
常
州
三
春
』
巻
三
に

　
　
　
爾
荘
　
在
県
北
五
十
二
里
。
蒋
頴
叔
（
之
奇
）
計
帳
義
田
干
此
。
因

　
　
名
之
。

．
と
あ
り
、
一
族
の
た
め
に
義
田
を
設
け
て
い
た
。
竜
北
五
十
二
里
ど

あ
る
の
で
、
県
北
五
十
里
の
東
灘
別
業
は
こ
れ
と
近
接
し
て
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
、
　
「
親
情
將
君
の
勾
当
に
便
」
と
蘇
獄
が
記
す
の
は
、

近
く
に
土
地
を
も
つ
將
氏
が
賦
の
田
を
も
あ
わ
せ
て
管
理
し
た
こ
と

を
意
味
す
る
。

　
念
願
の
帰
休
の
田
を
得
た
蘇
賦
は
そ
の
喜
び
を
詩
文
に
著
わ
し
て
、

方
々
の
知
人
に
報
せ
た
。

　
　
　
平
す
で
に
田
を
随
順
（
宜
興
）
に
買
え
り
。
ま
さ
に
聖
主
に
余
生
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
　
哀
憐
し
て
、
こ
こ
に
安
置
を
許
さ
れ
ん
こ
と
を
告
う
べ
し
。
幸
に
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
と
リ
　
　
　
　
　
ア

　
　
許
さ
る
れ
ば
、
遂
に
室
を
欝
憤
の
上
に
築
き
て
老
い
ん
。
云
々
（
全
集

　
　
五
七
、
啓
賢
紙
老
二
）
。

　
　
　
す
で
に
宜
興
の
一
小
荘
を
買
得
せ
り
。
且
つ
彼
に
居
る
こ
と
を
乞
い
、

　
　
遂
に
常
（
州
）
の
人
と
な
ら
ん
（
全
集
五
三
、
与
濤
彦
明
一
）
。

右
の
文
中
に
記
す
ご
と
く
、
汝
州
居
住
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
た
彼
は
、

帰
老
の
地
を
得
た
結
果
、
皇
帝
に
常
州
居
住
を
乞
う
上
表
を
行
な
い

（
東
城
集
二
五
）
、
　
翌
八
年
二
月
そ
の
許
可
を
え
た
。
し
か
し
、
三
月
に

神
宗
が
世
を
去
り
、
旧
法
党
人
が
中
央
に
復
帰
す
る
と
、
彼
も
五
月

に
知
登
州
、
九
月
に
礼
部
獄
中
と
な
っ
て
官
界
に
復
帰
し
、
常
州
居

住
は
数
月
に
も
満
た
な
か
っ
た
。

　
こ
の
宜
興
立
田
が
十
年
後
に
御
史
台
の
弾
劾
を
受
け
た
。
す
な
わ

ち
元
祐
八
年
（
一
〇
九
三
）
五
月
、
監
察
御
史
黄
慶
基
、
潟
町
逸
が
彼

に
対
す
る
弾
劾
文
の
な
か
で
、

　
　
　
常
州
宜
興
知
県
李
去
盈
と
結
託
し
て
、
姓
曹
な
る
人
の
抵
当
田
産
を

　
　
強
買
し
、
そ
の
人
上
下
に
論
訴
進
状
を
致
す
こ
と
凡
そ
八
年
、
は
じ
め
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ウ
る

　
　
て
断
還
を
与
さ
る
（
長
編
四
八
四
－
　
四
）
。

と
弾
劾
し
た
。
当
時
、
礼
部
尚
書
に
の
ぼ
っ
て
い
た
蘇
賦
は
、
自
弁

の
割
子
を
上
っ
て
弾
劾
事
実
の
護
妄
を
弁
明
し
た
。
宜
興
買
田
に
つ

い
て
は
次
の
ご
と
く
反
駁
し
た
。

　
　
　
慶
基
言
う
所
の
、
臣
が
常
州
宜
興
県
姓
曹
な
る
人
の
田
地
を
強
買
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
る

　
　
八
年
に
し
て
州
県
は
じ
め
て
断
還
を
与
せ
り
と
。
こ
の
事
は
も
と
臣
が

　
　
団
練
副
使
に
任
ぜ
ら
れ
し
日
、
罪
廃
の
中
に
、
親
識
に
託
し
て
、
状
を

　
　
投
じ
条
に
依
っ
て
、
姓
曹
な
る
人
の
一
三
の
田
地
を
買
得
せ
る
に
係
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
う
が
い

　
　
後
来
、
皇
尊
な
る
人
か
え
っ
て
臣
の
処
に
来
り
、
昏
頼
争
奪
す
。
感
即

　
　
時
に
本
町
転
置
司
に
牒
し
て
、
公
に
依
り
理
を
尽
し
て
根
勘
せ
し
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か

　
　
働
お
便
ち
状
を
具
し
て
尚
書
省
に
申
す
。
後
来
、
転
運
司
、
官
を
差
わ

　
　
し
て
三
曹
な
る
人
を
勘
得
し
、
非
理
に
昏
頼
せ
る
を
招
服
せ
し
め
、
法

　
　
に
依
っ
て
決
し
回
れ
り
。
そ
の
田
は
旧
に
依
り
、
ま
さ
に
こ
れ
臣
を
主

　
　
と
な
す
べ
し
と
、
臣
に
牒
し
て
照
会
あ
り
。
臣
、
三
民
の
無
知
に
し
て
、

　
　
意
は
財
を
得
る
に
在
る
を
懲
み
、
臣
す
で
に
位
を
侍
従
に
備
う
れ
ば
、

　
　
こ
れ
と
曲
直
を
計
較
す
る
を
欲
せ
ず
。
故
に
招
服
回
雪
の
後
に
お
い

　
　
て
、
却
っ
て
姓
曹
な
る
人
、
允
価
を
も
っ
て
収
噂
す
る
を
許
す
。
な
お

　
　
ま
た
尚
書
省
に
申
し
、
及
び
本
腰
に
牒
し
て
施
行
せ
し
む
。
今
、
慶
基

　
　
す
な
わ
ち
「
こ
れ
本
県
が
本
人
に
断
還
せ
り
」
と
雷
う
は
、
顕
か
に
こ

　
　
れ
泣
面
な
り
。
今
来
の
公
案
は
戸
部
に
見
在
す
れ
ば
、
も
っ
て
取
索
案

　
　
験
す
べ
し
（
奏
議
集
；
一
、
長
編
一
八
四
－
一
．
四
）
。

　
弾
劾
文
に
よ
れ
ば
、
元
主
権
氏
は
八
年
間
も
訴
え
つ
づ
け
た
と
あ

る
が
、
田
島
み
ず
か
ら
も
こ
の
弾
劾
事
件
が
起
る
以
前
に
王
定
国
．

（
名
は
灘
、
王
旦
の
孫
）
に
宛
て
た
書
簡
に
つ
ぎ
の
ご
と
く
記
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
し

　
　
　
宜
興
の
田
、
某
あ
に
敢
て
こ
れ
等
を
嵩
む
こ
と
あ
ら
ん
や
。
然
札
ど

　
　
　
　
　
　
げ
ん
　
　
　
　
　
そ
れ
が
し
　
ぼ
う
が
い

　
　
も
こ
の
田
は
見
に
元
下
葉
を
昏
頼
す
。
見
に
公
文
あ
り
、
漸
漕
の
処

　
　
に
在
っ
て
理
会
す
る
も
、
い
ま
だ
了
絶
を
見
ず
。
ま
さ
に
ま
た
都
省
に

　
　
申
す
べ
き
な
り
（
全
集
五
二
　
二
王
定
訳
三
十
四
）
。

王
者
講
の
考
証
に
、
元
祐
六
年
五
月
以
前
、
そ
の
年
の
春
間
の
こ
と

と
い
う
（
総
督
二
四
）
の
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
弾
劾
を
受
け
る
二
年

前
で
あ
り
、
そ
の
時
、
命
運
司
で
審
理
し
て
い
る
が
ま
だ
結
着
を
み

な
い
の
で
、
さ
ら
に
尚
書
省
に
申
状
し
ょ
う
と
考
え
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
の
後
、
転
回
司
の
判
決
が
下
り
、
三
三
の
主
張
を
認
め

て
所
有
権
は
買
主
に
あ
る
と
し
た
が
、
■
す
で
に
高
宮
に
の
ぼ
っ
て
家

計
に
余
裕
が
で
き
て
い
た
の
で
、
斌
は
元
主
曹
氏
に
元
価
で
収
回
す

る
の
を
許
し
た
。
曹
磯
の
訴
え
を
認
め
て
宜
興
県
が
元
主
に
断
還
し

た
と
い
う
黄
慶
基
の
言
は
誤
り
で
あ
る
と
弁
解
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
い
ず
れ
に
し
て
も
、
果
し
て
こ
の
土
地
を
元
主
に
返
却
し
た

か
否
か
に
つ
い
て
、
疑
問
を
い
だ
い
た
の
は
、
南
宋
の
周
必
大
（
一

35 （213）



一
二
六
－
一
二
〇
四
）
で
あ
っ
た
。
度
々
書
癖
を
訪
れ
て
東
畑
の
事
蹟

に
関
心
を
も
っ
た
彼
は
、
紹
…
照
三
年
（
一
一
九
二
）
零
下
の
宜
興
買
田

に
関
す
る
資
料
を
あ
つ
め
、
右
の
一
件
に
つ
い
て

　
　
　
今
、
公
の
曾
孫
な
お
こ
の
田
に
食
す
。
あ
に
曹
氏
理
屈
し
て
ま
た
漿

　
　
さ
ざ
り
し
や
、
そ
も
そ
も
当
時
置
く
所
こ
れ
に
止
ま
ら
ざ
り
し
や
（
益

　
　
公
題
践
一
二
、
書
東
披
宜
興
事
）
。

と
記
す
。
甘
薯
後
期
ハ
こ
こ
に
彼
の
曾
孫
が
居
住
し
て
い
た
が
、
す

で
に
買
田
の
経
緯
は
定
か
で
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

子
孫
が
住
ん
で
い
た
土
地
は
曾
氏
の
田
で
は
な
く
別
に
買
得
し
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

だ
と
い
う
推
論
も
、
後
世
に
は
出
さ
れ
た
が
、
　
『
万
暦
常
州
府
志
』

に
記
す
そ
の
位
置
か
ら
し
て
、
曾
氏
田
は
返
済
さ
れ
ず
、
結
局
は
献

の
所
有
に
帰
し
た
と
み
る
の
が
妥
当
の
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
の
土
地
は
い
か
ほ
ど
の
広
さ
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
王
定
国
に
与

・
え
た
書
に
・

　
　
　
近
ご
ろ
常
州
宜
興
に
在
っ
て
一
小
荘
子
を
買
得
し
た
り
。
歳
に
百
余

　
　
碩
を
得
、
食
に
足
る
べ
き
に
似
た
り
（
与
｝
土
｛
疋
開
国
一
山
ハ
、
全
集
五
二
）
。

と
あ
る
。
南
宋
の
例
で
は
あ
る
が
、
常
州
潤
州
な
ど
は
土
地
が
や

せ
て
い
て
畝
ご
と
の
租
米
は
多
く
て
も
五
、
耳
管
あ
る
い
は
四
、
三

　
　
　
　
⑫

斗
で
あ
っ
た
。
彼
の
土
地
は
、
市
よ
り
七
十
黒
は
な
れ
た
深
山
中
に

あ
っ
た
か
ら
、
毎
畝
、
の
収
穫
量
は
さ
ら
に
低
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。
も
し
百
碩
と
あ
る
の
が
租
米
と
み
て
、
畝
ご
と
に
三
、
四
斗
と

す
る
と
、
二
〇
〇
畝
か
ら
三
〇
〇
畝
に
な
る
。
ま
た
蘇
轍
『
攣
城
後

集
』
二
〇
「
祭
亡
兄
端
明
文
」
に

　
　
　
終
に
晩
照
（
常
州
）
に
止
ま
る
。
田
数
頃
あ
り
。

と
あ
り
、
ほ
ぼ
そ
の
広
さ
を
推
測
し
う
る
。

　
さ
て
自
弁
の
孟
子
を
上
っ
て
四
ケ
月
後
、
元
祐
八
年
九
月
、
宣
仁

太
后
の
死
、
哲
宗
の
親
政
に
よ
っ
て
新
法
党
人
が
復
活
し
、
旧
法
党

に
属
す
る
蘇
賦
は
嶺
外
に
流
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
す

で
に
宜
興
に
土
地
を
得
た
の
で
、
粟
田
の
時
の
よ
う
に
家
族
の
生
活

に
不
安
を
覚
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
嶺
南
へ
の
繊
麗
に
あ
た
っ
て
、

友
入
参
家
子
道
潜
に
宛
て
た
書
簡
（
＝
一
）
に

　
　
　
従
来
奉
養
腰
薄
に
し
て
魔
入
微
な
り
と
い
え
ど
も
、
ま
た
慶
蠣
に
供

　
　
す
べ
し
。
及
び
子
由
（
轍
）
俸
七
千
を
分
た
る
。
適
（
献
長
子
）
家
を

　
　
ひ
ぎ

　
　
黒
い
て
大
半
導
灯
に
就
食
し
、
す
で
に
失
草
せ
ず
。
外
に
何
を
か
ま
た

　
　
心
に
掛
け
ん
や
（
全
集
六
一
）
。

と
記
し
、
家
族
の
大
半
を
宜
興
に
置
き
身
軽
に
嶺
南
に
旅
立
っ
た
。

嶺
南
に
い
て
も
遙
か
に
宜
興
の
田
を
想
い
、
秩
馬
と
よ
ぶ
田
の
中
を

行
く
小
舟
を
見
て
「
自
分
に
も
陽
羨
に
簿
掴
が
あ
る
の
で
、
こ
の
農
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器
を
教
え
て
や
り
た
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
題
狭
馬
櫛
後
、
全
集
六
八
題
賊
）
。

　
彼
の
死
後
、
汝
州
翰
墨
県
に
葬
ら
れ
、
そ
の
子
孫
も
整
調
と
常
州

に
分
れ
て
住
み
、
郷
墨
眉
墨
に
は
帰
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
南
宋
後

期
に
も
曾
孫
が
宜
興
に
住
ん
で
い
た
こ
と
は
、
周
必
大
の
題
顕
で
明

ら
か
で
あ
る
。
そ
の
点
は
弟
の
轍
も
同
様
で
あ
っ
て
、
轍
は
許
州
に

居
を
定
め
た
。
「
卜
居
無
論
」
（
藁
城
三
集
五
）
に
そ
の
経
過
を
述
べ
る
が
、

そ
れ
に
よ
る
と
穎
川
（
許
州
）
の
西
三
十
里
に
田
二
号
を
有
し
、
の
ち

に
城
西
に
築
凄
し
、
次
第
に
田
を
買
い
増
し
て
幾
倍
か
に
し
た
と
い

う
。
ち
な
み
に
『
墜
誠
巨
匠
』
『
同
三
二
』
に
は
、
頴
浜
造
老
と
号

し
て
隠
退
し
た
晩
年
の
自
適
の
生
活
を
描
写
し
た
詩
文
を
収
め
る
。

．
ま
た
、
果
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
二
人
乗
父
蘇
淘
も
早
く
か

ら
ト
居
の
志
を
い
だ
い
て
い
た
。
　
『
嘉
祐
集
』
一
五
「
卜
居
の
志
を

幽
い
陳
景
観
に
贈
る
」
詩
序
に
、
郷
人
陳
景
回
が
薬
州
に
土
地
を
も

ち
出
立
の
計
を
な
す
の
を
う
ら
や
み

　
　
　
余
か
つ
て
嵩
山
の
下
、
画
期
の
上
に
、
地
を
買
い
壼
を
築
い
て
、
以
」

　
　
て
休
息
の
館
と
な
さ
ん
と
の
意
あ
る
も
、
い
ま
だ
果
さ
ず
。

と
記
す
。
結
局
、
蘇
洵
は
京
師
に
客
死
し
、
執
兄
弟
が
護
聾
し
て
郷

里
の
眉
州
に
葬
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
四
川
を
出
て
官
仕
し
た
蘇
氏

父
子
は
、
と
も
に
土
地
を
他
の
地
方
に
求
め
て
退
休
の
計
を
企
て
た

が
、
そ
れ
で
は
、
郷
里
に
残
し
た
田
産
あ
る
い
は
族
人
と
は
、
ど
の

よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
述
べ
る
前
に
、

眉
山
蘇
氏
一
族
の
歴
史
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

四
　
眉
山
蘇
氏
の
系
譜

　
濃
州
眉
山
の
蘇
氏
の
系
譜
は
蘇
淘
が
編
纂
し
た
　
「
談
論
族
譜
」

「
族
譜
後
録
」
（
嘉
祐
集
一
三
）
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
蘇
氏
の
先
祖
は
唐
則
天
朝
の
趙
郡
七
城
の
人
至
味
道
で
あ
り
、

か
っ
て
眉
州
刺
史
と
な
り
、
そ
の
一
子
が
眉
州
に
家
し
た
の
が
眉
山

三
雲
の
始
で
あ
る
と
伝
え
る
。
た
だ
し
「
族
譜
後
備
」
で
も
、
「
高
祖

脛
以
前
は
す
で
に
詳
か
で
な
い
。
雷
祖
針
よ
り
後
は
や
や
記
す
こ
と

が
で
き
る
」
と
記
し
て
お
り
、
味
道
に
つ
な
が
る
か
否
か
は
明
ら
か

で
な
い
。
針
は
唐
末
の
人
で
あ
り
、
恐
ら
く
こ
の
頃
よ
り
次
第
に
殆

頭
し
て
き
た
土
着
の
一
族
で
あ
っ
た
ろ
う
。
針
よ
り
後
も
族
人
中
で

官
吏
に
な
っ
た
者
は
居
ら
ず
、
雲
影
は
小
都
市
の
一
名
望
家
に
す
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

な
か
っ
た
。
そ
の
状
況
は
洵
の
父
序
（
九
七
三
1
一
〇
四
七
）
の
二
、

三
の
逸
話
に
よ
っ
て
う
か
が
い
う
る
。
　
『
族
譜
』
で
は
、
彼
は
凶
年

に
自
ら
の
田
を
売
っ
て
飢
春
を
救
い
、
の
ち
に
返
済
を
申
し
出
て
も

受
取
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
　
『
師
友
談
記
』
に
は
、
著
者
李
薦
が
蘇
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賦
よ
り
聞
い
た
話
と
し
て
、
序
は
郊
居
し
て
陸
田
に
粟
を
種
え
て
大

倉
に
儲
え
、
累
年
に
し
て
三
、
　
四
千
石
に
達
し
た
。
　
こ
の
貯
蔵
の

粟
を
凶
歳
に
放
出
し
て
、
族
人
、
外
姻
、
佃
芦
、
郷
曲
の
貧
者
の
順

に
与
え
た
。
ま
た
宅
の
ま
わ
り
に
芋
を
植
え
、
乏
食
の
時
節
に
蒸
芋

を
門
外
に
並
べ
て
、
曲
者
が
自
由
に
取
っ
て
食
べ
る
よ
う
に
し
た
な

ど
の
美
談
を
伝
え
る
が
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
蘇
氏
が
若
干
の
洋
盤

を
有
し
佃
戸
を
抱
え
た
地
主
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に

例
の
均
産
一
揆
が
起
っ
て
眉
州
が
包
囲
さ
れ
た
時
、
ニ
ニ
才
の
彼
は

「
日
々
兵
を
指
揮
し
て
城
を
守
っ
た
」
（
蘇
廷
評
行
状
）
と
い
い
、
土
軍

を
結
集
し
て
郷
井
を
守
っ
た
濃
州
の
一
土
豪
の
姿
を
浮
び
上
ら
せ
る
。

彼
は
「
読
書
を
好
ま
な
か
っ
た
」
（
族
譜
後
三
下
）
が
、
子
弟
の
教
育
に

は
熱
心
で
あ
り
　
み
ず
か
ら
家
業
に
は
げ
ん
で
、
次
子
換
の
受
業

を
た
す
け
た
結
果
、
湊
は
天
聖
工
年
（
一
〇
二
四
）
の
進
士
乙
科
に

及
第
し
、
の
ち
に
利
州
路
提
点
刑
獄
ま
で
す
す
ん
だ
。
実
に
換
は
眉

山
蘇
氏
一
族
に
と
っ
て
初
め
て
の
官
僚
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
眉
州

に
お
け
る
宋
代
官
僚
の
先
達
で
も
あ
っ
た
。
蘇
轍
は
「
伯
父
墓
表
」

（
樂
三
筆
二
五
）
に
、
五
代
よ
り
以
来
、
眉
州
の
士
大
夫
は
官
僚
に
な
ろ

う
と
せ
ず
、
準
拠
中
（
一
〇
一
七
一
二
）
に
孫
堪
が
は
じ
め
て
進
士

に
挙
げ
ら
れ
た
が
、
世
に
繕
わ
れ
な
い
う
ち
に
死
去
し
て
お
り
、
眉

州
で
官
僚
と
な
っ
て
活
躍
し
た
の
は
伯
父
に
は
じ
ま
る
．
そ
の
後

は
彼
を
慕
っ
て
出
仕
す
る
も
の
が
稲
継
ぎ
、
今
（
元
祐
三
年
、
一
〇
八

八
）
で
は
、
仕
う
る
も
の
つ
ね
に
数
十
百
人
、
処
士
は
つ
ね
に
千
数

百
人
に
達
す
る
と
述
べ
る
。

　
蘇
漢
の
仕
官
に
よ
り
、
読
書
を
好
ま
ぬ
父
の
序
も
官
を
授
け
ら
れ
、

蘇
氏
は
官
戸
に
上
昇
し
た
。
そ
の
時
の
状
況
に
つ
い
て
賦
が
語
っ
た

話
を
『
師
友
談
記
』
に
載
せ
る
。

　
　
　
祖
父
（
序
）
酒
を
嗜
み
、
甘
ん
じ
て
村
父
と
箕
露
し
高
歌
大
群
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
れ
い

　
　
忽
ち
伯
父
（
湊
）
の
封
告
至
り
、
伯
父
朝
に
登
る
。
旨
し
て
外
氏
程
舅

　
　
（
溶
）
も
ま
た
朝
に
登
る
。
外
祖
甚
だ
富
み
、
二
家
連
卜
す
。
皆
子
の

　
　
貴
き
を
も
っ
て
官
に
封
ぜ
ら
る
。
程
氏
預
め
こ
れ
を
為
し
、
祖
父
に
謂

　
　
っ
て
日
く
、
公
何
ぞ
ま
た
預
め
こ
れ
を
為
さ
ざ
る
や
と
。
太
傅
（
序
）

　
　
　
　
　
　
　
て
が
み

　
　
曰
く
、
児
子
の
書
に
作
宮
の
器
用
も
ま
た
寄
せ
来
る
と
云
う
と
、
一
日
、

　
　
方
に
大
酔
中
、
封
告
歪
る
。
旧
び
に
外
縷
・
公
服
・
笏
・
交
椅
・
水
鰹

　
　
子
・
衣
服
等
の
物
あ
り
。
太
傅
蒔
に
露
頂
に
一
三
三
子
の
指
ば
か
り
な

　
　
る
を
戴
く
。
大
酔
中
に
告
を
取
り
、
箕
諾
し
て
こ
れ
を
読
み
、
畢
り
て

　
　
諸
物
と
井
せ
て
一
布
嚢
中
に
置
く
。
告
を
取
る
時
、
余
り
の
牛
肉
多
し
。

　
　
ま
た
一
布
嚢
中
に
置
き
こ
村
童
を
し
て
荷
い
帰
ら
し
め
、
騒
に
跨
が
っ

　
　
て
城
に
入
る
。
城
中
の
人
、
告
を
受
く
と
聞
き
、
或
は
郊
外
に
就
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
か
れ

　
　
こ
れ
を
観
る
に
、
諸
に
塗
に
遇
い
、
二
嚢
を
荷
…
据
す
る
を
見
て
、
大
笑
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せ
ざ
る
は
な
し
。
程
老
こ
れ
を
聞
い
て
、
そ
の
太
だ
簡
な
る
を
曲
る
。

　
　
た
だ
有
識
の
士
は
こ
れ
を
奇
と
す
。

子
の
仕
官
に
よ
り
封
官
を
受
け
る
父
は
あ
ら
か
じ
め
官
人
の
衣
冠
等

を
用
意
し
て
封
告
の
到
着
を
待
ち
、
告
を
受
け
た
こ
と
を
聞
い
た
町

の
人
々
が
遠
く
郊
外
ま
で
観
に
出
か
け
る
と
い
っ
た
、
官
僚
を
出
し

た
家
を
め
ぐ
る
様
子
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
封
建
に

無
頓
着
で
あ
っ
た
蘇
序
と
対
比
さ
れ
て
い
る
王
氏
は
同
じ
眉
山
の
人

で
、
そ
の
家
系
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。

眉
山
程
氏
系
譜

沼
－
仁
覇
一
文
応

Ill
溶提□

一
機
才

一
之
元

－
之
郡

一
之
禅

－
之
儀

い
く
ら
か
で
も
事
績
が
わ
か
る
の
は
仁
覇
に
は
じ
ま
る
。
彼
は
宋
朝

が
蜀
を
征
服
し
土
地
の
名
望
家
を
選
ん
で
荘
官
せ
し
め
た
時
、
摂
録

（
事
）
参
学
に
な
っ
た
が
、
眉
山
漿
尉
と
意
見
が
対
立
し
て
免
官
に
な
、

　
⑭つ

た
、
と
蘇
賦
が
伝
え
る
。
そ
の
点
で
も
全
く
官
吏
を
出
さ
な
か
っ

た
蘇
氏
と
異
な
り
、
程
氏
は
蘇
氏
よ
り
も
眉
山
に
お
い
て
名
望
の
家

柄
で
あ
っ
た
。
し
か
し
罷
帰
後
、
仁
覇
は
家
居
し
て
仕
え
ず
、
子
の

文
応
も
官
吏
に
な
ら
な
か
っ
た
。
程
氏
初
の
官
僚
は
濤
（
一
〇
〇
一
i

八
二
）
で
あ
っ
た
。
彼
は
天
聖
五
年
（
一
〇
二
七
）
同
学
究
出
身
を
賜

わ
り
、
幕
職
官
を
歴
任
の
の
ち
大
理
寺
丞
と
な
り
、
再
度
科
挙
を
受

け
て
進
士
三
審
に
及
第
し
、
の
ち
に
荊
湖
南
路
提
点
刑
獄
、
蔓
州
路

　
　
　
　
　
　
　
⑮

転
運
使
を
歴
任
し
た
。
す
な
わ
ち
程
溶
は
蘇
換
に
や
や
遅
れ
て
官
僚

と
な
り
、
彼
の
五
子
の
う
ち
幻
像
ま
で
の
四
人
が
任
官
す
る
と
い
う
、

蘇
氏
と
ほ
ぼ
同
様
の
過
程
で
官
戸
に
土
虚
し
た
。
蘇
氏
と
は
、
程
溶

の
妹
が
蘇
洵
に
嫁
し
た
こ
と
で
姻
戚
関
係
を
結
ん
だ
が
、
平
民
は
つ

ね
に
眉
の
大
姓
、
富
豪
と
称
せ
ら
れ
る
の
に
対
し
、
蘇
氏
は
つ
ね
に

貧
と
書
わ
れ
る
。
司
馬
光
も
「
蘇
主
簿
門
人
墓
誌
銘
」
（
司
馬
温
公
文

集
七
六
）
に
「
程
氏
は
冨
み
て
、
平
氏
は
極
め
て
貧
な
り
。
」
と
記
し
て
お

り
、
家
格
は
同
等
で
も
家
産
に
お
い
て
相
当
の
ひ
ら
き
が
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

　
従
っ
て
尊
墨
に
と
っ
て
官
僚
に
な
る
こ
と
は
、
貧
を
救
い
一
家
を

支
え
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
は
科
挙
に
失
敗
し
て
も

な
お
四
方
に
「
官
游
」
し
て
就
職
の
た
め
に
奔
走
し
、
よ
う
や
く
嘉

祐
五
年
（
一
〇
六
〇
）
試
校
書
郎
を
授
け
ら
れ
た
が
、
そ
れ
で
協
彼
に

は
不
満
で
あ
っ
た
。
蒔
の
宰
相
韓
碕
に
送
っ
た
書
簡
に
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去
歳
、
朝
廷
よ
り
試
校
書
郎
を
授
け
ら
る
。
洵
も
ま
た
敢
て
こ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

少
し
と
す
る
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。
然
れ
ど
も
、
区
々
と
し
て
厭
く
な

く
、
ま
た
相
公
に
求
む
る
野
心
は
、
実
に
家
貧
に
し
て
貿
な
く
、
六
七

千
銭
を
得
る
も
誠
に
も
っ
て
購
養
す
る
に
足
ら
ざ
れ
ば
な
り
（
嘉
祐
集
一

二
）
。

と
あ
り
、
よ
り
収
入
の
多
い
官
職
を
要
求
し
た
。
さ
ら
に
こ
の
書
簡

で
は
、
官
僚
と
い
え
る
の
は
京
朝
官
以
上
で
、
試
校
書
郎
の
よ
う
な

そ
れ
以
下
の
官
吏
は
身
心
を
使
い
果
し
て
人
に
酷
使
さ
れ
、
僕
隷
と

変
る
と
こ
ろ
が
な
い
も
の
と
も
記
し
、
官
僚
を
志
向
す
る
者
の
本
意

を
吐
露
し
て
い
る
。

　
以
上
の
ご
と
く
、
贋
山
蘇
氏
は
唐
来
頃
よ
り
系
譜
が
た
ど
れ
る
新
．

興
地
主
階
級
で
あ
り
、
．
宋
磁
に
は
土
地
の
名
望
家
と
し
て
の
地
位
を

築
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
仁
宗
朝
に
官
戸
に
上
昇
し
、
以

後
代
々
官
僚
を
出
す
家
柄
に
な
っ
た
。
し
か
し
同
じ
こ
ろ
富
戸
に
昇

っ
た
外
戚
程
氏
に
比
べ
て
蘇
氏
は
極
め
て
貧
し
い
と
さ
れ
、
洵
は
官

僚
と
な
り
俸
禄
に
よ
っ
て
家
計
を
支
え
る
こ
と
を
期
し
た
の
で
あ
っ

た
。
程
氏
と
蘇
氏
と
は
と
も
に
新
興
階
級
で
あ
り
、
同
じ
時
期
に
官

戸
に
な
っ
た
が
、
両
家
の
経
済
状
態
に
は
著
し
い
貧
富
の
差
が
あ
っ

た
。
そ
れ
は
宋
代
の
新
興
官
僚
全
般
に
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

つ
ね
に
富
裕
な
階
級
で
あ
っ
た
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
手
代
の
政

治
、
文
化
の
指
導
的
地
位
に
あ
っ
た
代
表
的
な
士
大
夫
に
は
平
氏
に

似
た
境
遇
に
あ
っ
た
も
の
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
眉
山
蘇
氏
系
譜

　
　
　
　
　
一
位

序
1

一
澹
l
l
倫

1
浜
一

1
洵
1 一

不
欺
（
子
政
）
1
〔
男
五
人
千
乗
・
千
之
・
千
慮
・
千
秋
・
千
鈎
〕

　
＝

　
霜
曇

一
歩
疑
（
子
閨
）
一
〔
男
六
人
〕

透
婁
了
［
醐

　
史
氏

一
□

1
魑
（
伯
達
）

一
遍
（
仲
予
）

　　1　1
　　轍　1賦
　　　　　　　　
　　子　子
　　由　魔
　　　　　　　 　
　　I　l
llI「1遜這遅蓮過

　　　　　　　　　　
叔イ中伯　叔
寛南充　党
）　）　）　　　　 ）■

　
蘇
軌
・
骸
骨
兄
弟
は
こ
の
よ
う
な
家
庭
に
育
ち
、
と
も
に
発
跡
し

て
官
僚
生
活
を
送
っ
た
が
、
彼
ら
は
父
の
服
喪
を
終
っ
て
都
に
上
っ

て
以
後
、
一
度
も
故
郷
に
帰
る
こ
と
な
く
、
す
で
に
述
べ
た
ご
と
く
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生
活
の
基
盤
を
そ
れ
ぞ
れ
異
郷
の
常
州
、
許
州
に
定
め
た
。
そ
れ
で

は
彼
ら
の
生
存
中
、
郷
里
に
残
し
た
家
産
や
族
人
と
の
関
係
が
ど
の

よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
や
は
り
主
に
賦
の
書
簡
を
通

じ
て
う
か
が
っ
て
み
よ
う
。

　
蘇
洵
夫
妻
は
眉
州
彰
山
県
安
鎮
郷
可
也
黒
に
葬
ら
れ
た
が
、
元
畜

六
年
目
一
〇
九
～
）
唇
側
の
旋
善
広
福
禅
院
を
功
徳
下
寺
に
充
て
て
墳

墓
の
維
持
に
当
ら
せ
（
攣
城
三
集
一
〇
、
墳
院
記
）
、
子
星
を
遣
わ
し
て
墓

祭
を
行
な
っ
た
（
藁
城
後
集
二
〇
、
野
帰
祭
束
素
雪
、
遣
廿
里
東
寒
冷
）
。
ま
た

墳
域
そ
の
他
郷
里
に
残
し
た
財
産
の
管
理
は
族
人
の
蘇
子
安
と
隣
人

楊
済
粛
…
に
委
任
し
、
献
は
両
人
に
宛
て
た
書
簡
で
し
ば
し
ば
東
砂
の

照
管
に
謝
意
を
表
し
て
い
る
。
そ
の
一
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
さ
カ

　
東
螢
の
菱
松
、
甚
だ
照
管
を
煩
わ
せ
り
。
も
し
更
に
回
る
べ
き
間
、

こ告
う
兄
と
三
五
寄
（
済
甫
）
と
ほ
ぼ
往
観
し
、
ま
さ
に
分
明
に
根
回
を
点

数
し
て
佃
戸
に
交
付
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
楡
研
を
致
す
を
免
が
れ
ん
。

　
　
　
　
　
た
め

然
ら
ず
ん
ば
、
与
に
榜
を
出
し
て
賞
を
立
て
、
人
の
楡
研
を
告
ぐ
る
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

を
召
す
も
ま
た
佳
し
。
　
一
切
、
留
意
相
度
さ
れ
ん
こ
と
を
告
う
（
与
子
安

兄
三
、
全
儒
杢
ハ
○
）
。

こ
れ
は
墳
域
の
松
林
の
盗
伐
を
防
止
す
る
方
法
に
つ
い
て
指
示
し

た
も
の
で
あ
る
。
子
安
は
名
を
不
危
と
い
い
、
獄
の
伯
父
湊
の
第
三

子
。
長
兄
不
欺
、
次
兄
不
疑
が
官
僚
と
な
っ
て
離
郷
し
た
が
、
不
危

ひ
と
り
仕
官
せ
ず
に
郷
里
に
止
ま
っ
て
い
た
（
伯
父
墓
表
）
。
そ
こ
で
自

房
の
族
産
を
護
る
と
と
も
に
賦
の
一
房
の
世
話
も
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
賦
は
彼
に
与
え
た
別
の
書
簡
で

　
　
　
老
兄
媛
、
火
炉
頭
に
団
坐
し
、
児
女
を
環
列
し
、
墳
墓
は
腿
尺
、
親

　
　
谷
は
満
百
な
る
は
、
便
ち
こ
れ
人
聞
第
一
等
の
好
事
、
更
に
何
の
羨
や

　
　
む
所
か
あ
ら
ん
（
与
子
安
兄
一
、
全
集
六
〇
）
。

と
記
す
。
こ
の
書
の
冒
頭
に
東
披
雪
堂
を
作
っ
允
こ
と
を
記
す
の
で

鵬
ら
か
に
黄
州
僑
居
の
時
期
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
火
櫨
を
囲

み
児
子
に
取
り
か
こ
ま
れ
た
郷
里
の
生
活
こ
そ
人
間
第
一
等
の
好
事

で
あ
る
と
し
て
子
安
を
慰
諭
し
て
お
り
、
恐
ら
く
子
安
の
書
簡
に
は

離
郷
し
て
い
っ
た
族
人
た
ち
を
羨
み
、
一
三
の
叔
父
に
ま
で
そ
の
不

満
を
も
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
子
安
の
一
家
も
長
子
の
時
が

紹
聖
四
年
（
一
〇
九
七
）
に
登
第
し
宮
僚
と
な
っ
た
。
そ
の
回
す
で
に

子
安
は
亡
く
、
執
は
嶺
南
恵
那
よ
り
私
子
太
君
に
書
簡
を
寄
せ
祝
意

を
述
べ
て
い
る
（
与
史
氏
太
震
媛
、
全
集
六
〇
）
。
こ
の
よ
う
に
、
離
郷
し

た
蘇
獄
ら
は
父
母
の
墳
墓
の
管
理
を
郷
居
す
る
族
人
に
委
ね
た
が
、
笥

そ
う
し
た
例
は
欧
陽
脩
の
場
合
に
も
み
ら
れ
、
郷
里
を
去
っ
た
官
僚
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に
共
通
す
る
形
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
r

　．

ﾆ
こ
ろ
で
蘇
賦
の
詩
や
書
簡
中
に
は
族
親
、
郷
人
に
宛
て
た
も
の

が
多
い
が
、
高
官
に
の
ぼ
っ
た
後
で
も
族
親
ら
に
対
し
て
積
極
的
に

経
済
的
な
援
助
を
行
な
っ
た
形
跡
は
み
ら
れ
ず
、
あ
る
い
は
同
族
の

繁
栄
を
図
る
た
め
の
義
荘
に
類
す
る
施
策
を
行
な
っ
て
も
い
な
い
。

そ
れ
ば
か
り
か
、
彼
は
む
し
ろ
族
人
に
対
し
て
故
郷
を
離
れ
て
他
に

移
居
す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
子
安
の
兄
子
明
（
不
疑
）

に
与
え
た
雷
簡
に
、

　
　
　
　
　
　
　
い
ず

　
　
　
兄
の
才
気
は
何
く
に
黒
く
も
可
な
ら
ざ
ら
ん
に
、
数
々
蜀
中
に
留
る
。

　
　
此
の
間
必
ず
衝
替
を
免
れ
ん
。
い
か
で
か
一
人
来
っ
て
荊
南
に
寄
家

　
　
し
、
単
騎
も
て
入
京
し
、
因
っ
て
少
物
を
帯
び
来
っ
て
、
遂
に
江
三
一

　
　
住
の
計
を
謀
る
も
ま
た
こ
れ
一
策
。
試
み
に
こ
れ
を
思
え
。
他
日
、
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
が
し

　
　
孫
の
癒
挙
官
游
皆
便
な
り
。
弟
も
ま
た
か
く
の
如
き
を
欲
す
。
た
だ
先

　
　
人
の
墳
墓
、
人
の
照
管
す
る
も
の
な
し
。
又
子
由
と
両
処
を
倒
す
に
忍

　
　
び
ず
。
兄
自
ら
三
脚
（
子
安
）
の
一
房
あ
っ
て
郷
居
す
れ
ば
、
こ
の
策
を

　
　
作
す
可
き
こ
と
莫
き
や
否
や
。
又
た
だ
蘇
る
ら
く
は
三
冊
と
両
処
を
作

　
　
す
に
忍
び
ざ
ら
ん
（
与
星
明
兄
、
全
集
六
〇
）
。

　
こ
れ
は
黄
州
よ
り
発
し
た
も
の
と
い
う
の
で
、
荊
南
に
買
田
を
謀

っ
て
い
た
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
子
明
に
対
し
て
、
子
安
一
家

が
郷
居
し
て
墳
墓
を
管
理
し
て
く
れ
る
か
ら
江
准
一
撃
の
計
を
行
な

っ
て
は
ど
う
か
と
勧
め
、
そ
う
す
れ
ば
将
来
子
孫
の
応
挙
、
犠
囲
い

ず
れ
に
も
便
利
で
あ
る
と
い
う
。
蘇
洵
を
は
じ
め
賦
、
轍
兄
弟
が
そ

れ
ぞ
れ
早
く
か
ら
ト
居
の
計
を
懐
き
、
常
州
、
許
州
に
買
塾
し
て
子

孫
を
居
住
さ
せ
た
彼
等
の
本
意
を
、
こ
の
書
簡
は
示
し
て
い
る
。

五
　
北
宋
士
大
夫
の
旧
居
と
三
田

　
前
章
ま
で
に
お
い
て
、
眉
山
蘇
氏
の
移
住
と
蘇
賦
の
墾
田
に
つ
い

て
述
べ
て
き
た
が
、
こ
う
し
た
傾
向
は
蘇
氏
に
と
ど
ま
ら
ず
北
宋
士

大
夫
官
僚
の
一
般
的
傾
向
で
あ
っ
た
。
す
で
に
南
朱
の
錯
落
（
一
一

二
三
一
一
二
〇
二
）
は
『
容
斎
前
記
』
一
六
・
「
思
頴
詩
」
に

　
　
　
士
大
夫
の
瀧
畝
よ
り
墨
跡
し
、
貴
く
公
卿
と
為
ら
ば
、
父
祖
の
旧
癒

　
　
を
謂
い
て
居
る
べ
か
ら
ず
と
為
し
、
そ
の
宅
を
更
新
す
る
者
多
し
。
ま

　
　
た
医
薬
便
な
ら
ず
、
飲
膳
得
難
き
を
も
っ
て
、
結
玉
よ
り
邑
に
遷
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

　
　
邑
よ
り
郡
に
遷
る
者
も
ま
た
多
し
。
た
だ
慨
然
と
し
て
委
て
て
こ
れ
を

　
　
去
る
。
或
い
は
遠
く
数
百
千
里
の
外
に
在
り
、
自
ら
大
い
に
已
む
を
得

　
　
ざ
る
こ
と
あ
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
挙
動
為
に
宜
し
く
軽
々
し
ぐ
す

　
　
べ
か
ら
ず
。

と
記
し
、
士
大
夫
の
徒
居
の
風
を
指
摘
し
、
そ
う
し
た
挙
動
は
軽
々

42　（220）
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し
く
行
な
う
べ
き
で
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。
さ
ら
に
続
け
て
、
士

大
夫
の
な
か
に
は
調
質
を
誇
示
し
て
そ
れ
を
詩
文
に
著
わ
す
も
の
が

あ
る
が
、
こ
れ
は
思
慮
に
か
け
た
行
為
で
あ
る
と
し
て
、
頴
州
を
帰

休
の
地
と
定
め
、
　
「
思
頴
詩
」
　
「
続
思
頴
詩
」
（
居
士
集
四
四
）
二
十
数

篇
を
作
っ
て
こ
こ
に
帰
る
日
を
待
望
し
た
欧
陽
脩
を
槍
玉
に
あ
げ
、

「
こ
の
文
作
ら
ざ
れ
ば
可
な
り
」
と
痛
烈
に
非
難
し
た
。
常
州
匹
田

を
遂
げ
て
そ
の
喜
び
を
詩
や
書
簡
に
著
わ
し
た
蘇
賦
も
そ
の
中
に
入

る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
田
居
の
指
摘
は
後
の
人
に
引
用
さ
れ
て
き
た
が
、

清
の
趙
翼
は
『
該
余
叢
考
』
一
八
に
「
翼
翼
土
大
夫
多
不
帰
本
籍
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

と
題
し
て
、
張
斉
賢
ほ
か
一
五
人
を
例
毒
す
る
。
そ
の
う
ち
華
華
野

心
を
除
い
て
す
べ
て
北
宋
の
士
人
で
あ
駒
。
も
と
よ
り
趙
翼
が
挙
げ

た
も
の
は
一
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
宋
代
、
こ
と
に
北

斗
の
土
大
夫
官
僚
の
徒
居
の
風
潮
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
徒

居
の
地
域
も
北
野
一
五
人
中
、
蘇
賦
、
周
敦
願
以
外
は
、
江
北
の

開
封
、
洛
陽
、
濃
州
、
勢
州
な
ど
京
畿
路
お
よ
び
京
西
北
路
に
集
中

し
て
い
る
点
も
ま
た
当
時
の
趨
勢
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
さ
き
に
青

山
定
雄
氏
は
宋
代
華
北
官
僚
の
系
譜
を
調
査
さ
れ
て
、
唐
言
五
代
以

来
の
華
北
富
僚
は
他
の
地
域
、
河
北
、
映
餌
等
か
ら
都
あ
る
い
は
都

に
近
い
河
南
地
方
に
言
っ
た
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
を
明
ら
が

　
　
　
⑰

に
さ
れ
た
。
氏
が
及
ば
れ
な
か
っ
た
、
宋
代
に
な
っ
て
新
た
に
勃
興

し
た
官
僚
を
加
え
る
と
、
そ
の
事
例
は
さ
ら
に
増
加
し
、
第
一
線
で

活
躍
し
た
富
僚
の
大
半
が
こ
の
地
域
に
窺
っ
た
こ
と
が
関
ら
か
に
な

る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
傾
向
は
四
川
出
身
の
全
編
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で

言
及
し
て
き
た
な
か
で
も
、
翠
玉
に
胡
家
田
を
斡
旋
し
た
綿
竹
の
人

楊
絵
は
江
陵
に
田
を
買
い
、
こ
こ
に
葬
ら
れ
た
。
眉
州
眉
山
の
任
扱
は
、

蘇
轍
の
「
送
任
用
中
通
判
黄
州
」
に
「
厭
屠
巴
蜀
千
山
底
、
決
住
荊

河
十
平
田
」
と
あ
り
、
荊
毒
す
な
わ
ち
河
南
の
察
州
汝
南
県
に
住
む

計
を
立
て
た
ら
し
く
、
事
実
彼
は
近
く
の
光
山
県
に
葬
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
族
親
か
と
み
ら
れ
る
任
其
孚
は
荊
南
に
荘
園
を
も
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ま
た
成
都
華
陽
の
人
苑
鎮
は
許
与
に
邸
宅
を
構
え
た
。
蘇
洵
が
羨
望

し
た
書
入
陳
景
回
は
薬
州
に
土
地
を
有
し
て
園
圃
を
治
め
帰
休
の
計

　
　
　
⑳

を
図
っ
た
。
こ
れ
ら
わ
ず
か
な
例
で
も
四
川
出
身
の
官
僚
が
、
　
「
離

塁
に
住
む
の
を
厭
っ
て
」
河
南
も
し
く
は
荊
湖
地
域
に
徒
居
す
る
傾

向
が
知
ら
れ
る
。
彼
ら
は
政
治
経
済
の
中
心
か
ら
遠
く
は
な
れ
た
地

に
生
れ
、
洪
適
が
い
う
よ
う
に
生
活
の
便
を
求
め
て
、
あ
る
い
は
蘇

賦
が
い
う
よ
う
に
応
挙
離
郷
の
便
宜
の
た
め
に
離
郷
し
て
い
っ
た
。

そ
の
傾
向
は
北
宋
中
期
、
眉
州
に
つ
い
て
言
え
ば
蘇
換
、
程
溶
が
登
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緩
し
て
官
僚
に
な
っ
た
仁
宗
朝
ご
ろ
か
ら
次
第
に
顕
著
に
な
っ
て
い

っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　
洪
遮
が
挙
げ
た
も
の
の
う
ち
、
江
南
に
本
籍
…
を
有
し
て
河
爾
地
方

に
徒
つ
た
も
の
は
浦
城
（
福
建
）
よ
り
頴
川
（
河
南
）
に
徒
つ
た
楊
億
、

会
稽
（
漸
江
）
よ
り
睡
陽
（
河
南
）
の
杜
術
、
蘇
州
（
蟹
江
）
よ
り
許
州

（
河
南
）
の
苑
銀
流
、
翼
果
（
江
西
）
よ
り
頴
州
（
安
徽
）
の
欧
陽
脩
で

あ
る
。
な
か
で
も
薄
仲
俺
は
郷
黒
の
蘇
州
に
義
血
を
置
い
た
こ
と
で

　
　
　
　
⑳

有
名
で
あ
る
が
、
彼
自
身
は
許
州
に
住
み
洛
陽
に
墓
地
が
あ
っ
た
。

仲
儀
翻
転
に
与
え
た
書
簡
の
な
か
で
、
　
「
礼
七
癖
に
遷
塗
し
て
は
な

ら
ぬ
と
あ
る
の
は
自
分
も
知
っ
て
い
る
。
か
つ
て
母
を
姑
蘇
に
帰
っ

て
葬
ろ
う
と
思
っ
た
が
、
そ
の
風
俗
を
見
る
と
は
な
は
だ
悪
い
。
そ

こ
で
先
祖
は
も
と
も
と
島
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
、
洛
陽
に
改
め

て
墓
．
地
を
定
め
た
」
（
苑
文
蕉
公
口
置
蔽
下
）
と
、
礼
制
に
反
す
る
行
為
の

．
弁
明
を
行
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
弁
解
は
は
な
は
だ
苦
し
い
。

洪
遽
の
批
判
の
対
象
に
な
っ
た
吉
州
朧
陵
の
人
欧
陽
脩
は
、
父
の
任

地
綿
州
（
四
川
）
に
生
れ
、
最
後
は
頴
州
に
帰
休
し
、
開
封
府
新
郵
県

に
葬
ら
れ
て
、
本
籍
地
と
は
お
よ
そ
縁
の
な
い
生
涯
で
あ
っ
た
。
そ

の
彼
が
故
郷
に
帰
っ
た
の
は
皇
位
五
年
（
一
〇
五
三
）
父
母
を
滝
岡
に

葬
っ
た
時
の
一
度
限
り
で
あ
り
、
平
生
、
先
祖
の
墳
墓
の
管
理
は
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
聾

門
弟
換
に
委
ね
て
い
た
。
換
は
脩
と
曾
祖
父
を
共
に
す
る
。
脩
が
燥
　
鋤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
与
え
た
七
首
の
書
簡
（
欧
陽
文
忠
公
集
一
五
三
）
は
い
ず
れ
も
墳
墓
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
4

と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
脩
は
年
々
寒
食
の
晦
に

人
力
を
遣
わ
し
て
墓
参
を
さ
せ
、
ま
た
酒
食
の
費
と
し
て
銭
五
百
文

を
送
り
、
換
に
秘
話
の
世
話
の
ほ
か
墳
域
の
謄
躍
の
修
理
や
樹
木
の

管
理
な
ど
を
依
頼
し
た
。
至
和
二
年
（
一
〇
五
五
）
の
書
簡
の
外
封
題

に
「
書
附
揚
州
小
市
三
色
巷
云
々
」
と
あ
り
、
今
（
南
宋
時
）
そ
の
玄

孫
が
こ
の
巷
に
居
住
す
る
と
の
注
記
が
あ
っ
て
、
換
と
そ
の
子
孫
は
，

吉
州
に
住
ん
で
い
た
こ
と
が
知
ち
れ
、
栄
達
し
た
官
僚
が
故
郷
に
帰

ら
ず
、
墳
墓
を
郷
正
す
る
族
人
に
管
理
さ
せ
た
こ
と
は
前
述
の
蘇
輯
、

の
場
合
と
同
じ
で
あ
っ
た
。

　
洪
適
が
挙
げ
た
楊
、
杜
、
苑
、
欧
の
ほ
か
に
も
江
爾
よ
り
河
南
に

鳴
っ
た
例
は
墓
誌
銘
類
に
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
宋
初
の
財
政
宮
僚

と
し
て
活
躍
し
た
豫
章
南
島
（
江
西
）
の
入
陳
恕
は
開
封
祥
符
県
に
葬

ら
れ
（
楽
全
墓
二
六
）
、
撫
州
（
江
西
）
の
人
心
殊
は
許
州
陽
霧
県
に
葬
ら

れ
た
（
欧
陽
文
忠
公
集
二
二
）
。
仁
安
の
呉
育
は
天
霊
中
に
一
家
と
と
も
に

京
に
上
り
、
育
と
そ
の
父
と
は
鄭
州
に
、
充
は
閉
封
に
葬
ら
れ
、
こ

れ
よ
り
建
安
の
呉
氏
は
多
く
北
方
に
占
籍
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
省
斎

文
藁
三
一
）
。
　
銭
資
元
は
呉
中
に
旧
業
な
く
家
貧
に
し
て
帰
す
る
所
が
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な
か
っ
た
が
、
無
想
居
る
干
し
と
聞
い
て
母
と
と
も
に
こ
こ
に
来
り
、

つ
い
に
陳
州
に
草
し
た
（
楽
全
集
四
〇
）
。
福
州
候
官
の
人
王
回
は
父
を

頴
州
墨
画
に
葬
り
、
権
勢
の
人
と
な
っ
た
（
臨
州
先
生
文
集
九
＝
一
）
。

　
こ
の
よ
う
に
四
川
、
江
南
出
身
の
官
僚
も
「
本
籍
に
帰
ら
ず
」
河

南
、
荊
南
地
方
に
徒
質
し
、
異
郷
の
地
に
葬
ら
れ
た
。
そ
れ
は
苑
仲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

掩
自
身
が
承
知
す
る
ご
と
く
、
礼
制
に
戻
る
行
為
で
あ
っ
た
。
そ
こ

で
墓
誌
銘
の
撰
者
は
し
ば
し
ば
「
貧
に
し
て
帰
り
え
ず
」
や
む
な
く

客
寓
の
地
に
住
み
、
葬
っ
た
と
書
い
た
。
建
国
浦
城
の
人
煙
子
游
は

「
貧
に
し
て
帰
る
能
わ
ず
、
陳
（
州
）
の
宛
邸
に
ト
慨
し
、
子
孫
遂

に
宛
郵
に
興
す
」
（
省
斎
文
藁
三
三
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
総
州
に

「
築
室
買
田
」
し
た
平
信
は
し
き
り
に
「
家
も
と
野
州
、
貧
に
し
て

帰
る
能
わ
ず
」
（
頴
浜
遣
老
伝
下
、
山
城
後
集
三
）
「
こ
こ
に
ト
居
す
る
は
初

め
よ
り
吾
が
意
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
（
ト
居
賦
引
同
三
重
五
）
と
記
す
。

そ
れ
ら
は
も
と
よ
り
、
苑
仲
掩
と
同
様
、
礼
制
に
戻
る
こ
と
へ
の
弁

解
の
語
に
す
ぎ
ず
、
こ
う
し
た
当
時
の
士
大
夫
に
顕
著
な
離
郷
の
風

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

潮
は
後
人
の
批
判
を
あ
び
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
北
宋
士
大
失
官
僚
の
特
徴
は
、
革
新
政
治
家
と
目
さ
れ

て
い
る
弘
安
石
ら
新
法
党
官
僚
に
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
江
西
臨

川
の
人
事
跡
石
は
金
陵
に
隠
退
し
、
仁
山
の
太
平
興
国
寺
を
功
徳
墳

専
に
充
て
圏
産
を
奥
入
し
た
（
長
編
二
七
九
－
九
）
。
泉
州
晋
江
の
人
呂
恵

山
は
蘇
州
に
田
産
を
有
し
（
同
二
六
七
－
一
五
）
、
三
州
華
墨
県
で
富
民
の

銭
を
強
幽
し
て
田
産
を
置
い
た
こ
と
か
ら
弾
劾
を
う
け
た
（
同
二
七
…

一
一
〇
等
）
。
同
じ
晋
江
の
人
血
確
は
父
の
代
に
陳
州
に
徒
り
（
宋
史
四
七

…）

A
建
州
浦
城
の
人
賦
淳
も
父
倫
の
時
に
蘇
州
に
徒
つ
た
（
同
署
七
一
）
。

惇
は
蘇
賦
が
常
州
に
買
田
し
た
時
湖
州
よ
り
詩
を
寄
せ
、
　
「
我
も
ま

た
呉
門
（
蘇
州
）
に
旧
朧
を
葺
く
」
と
詠
じ
帰
休
後
の
交
遊
を
約
し
た
。

し
か
し
そ
の
後
、
蘇
州
の
抵
当
田
産
を
強
擬
し
た
と
し
て
弾
劾
を
う

け
失
脚
し
た
こ
と
は
後
に
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
新
法
党
官
僚
も
ま

た
本
籍
に
は
帰
ら
な
か
っ
た
が
、
卜
居
、
置
産
の
地
が
河
南
で
な
く

多
く
菓
南
地
方
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
は
江
南
デ
ル
タ
地
帯
の
開
発
と

関
連
し
て
注
手
さ
れ
る
現
象
で
あ
ろ
う
。

　
も
と
よ
り
郷
里
を
離
れ
て
徒
点
す
る
風
潮
は
ひ
と
り
富
僚
に
止
ま

ま
ら
な
か
っ
た
。
景
祐
二
年
（
一
〇
三
五
）
京
東
西
、
険
要
、
河
北
、

河
東
、
灘
南
六
路
転
運
使
に
詔
し
て
、
戸
を
あ
げ
産
を
講
し
京
師
に

綻
っ
て
徳
役
を
避
け
る
こ
と
を
禁
じ
（
長
編
二
六
－
二
）
、
さ
ら
に
同
四

年
、
河
北
転
運
司
に
対
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
聞
く
な
ら
く
、
城
邑
の
上
戸
、
近
歳
多
く
河
南
あ
る
い
は
京
師
に
徒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
き
り

　
　
遷
し
て
、
も
っ
て
衝
役
を
避
く
と
。
辺
郡
寝
に
虚
な
る
を
恐
る
。
宜
し

45　（223）

兇



　
　
く
本
路
を
し
て
、
こ
れ
を
禁
止
せ
し
む
べ
し
（
岡
一
二
〇
1
一
八
）
。

と
い
う
詔
を
発
し
て
お
サ
、
江
北
諸
路
の
人
戸
が
喪
亡
を
売
り
一
家

を
挙
げ
て
京
師
に
流
入
し
、
あ
る
い
は
河
北
の
上
戸
が
河
爾
や
京
師

に
徒
愛
す
る
傾
向
が
は
げ
し
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
う

し
た
隠
居
の
風
潮
に
つ
い
て
、
中
主
に
興
味
深
い
指
摘
が
あ
る
。
煕

寧
三
年
、
剛
定
隠
逸
官
の
彼
が
肉
刑
の
議
を
上
っ
て
流
刑
に
言
及
し
、

つ
ぎ
の
ご
と
く
述
べ
た
。

　
古
は
天
下
の
農
民
に
田
畝
宮
室
を
授
け
、
宗
族
・
郷
人
が
と
も
に
郷

土
を
守
り
互
い
に
助
け
あ
っ
た
。
故
に
人
々
に
は
郷
土
に
安
ん
じ
遷
を

は
ば
か

重
る
気
持
が
あ
っ
た
。
遠
方
に
流
さ
れ
る
と
な
る
と
、
田
畝
は
授
け
ら

れ
ず
、
食
糧
も
支
給
さ
れ
ず
、
終
身
こ
き
使
わ
れ
辱
め
を
う
け
て
、
死

刑
と
ほ
と
ん
ど
差
が
な
か
っ
た
。
近
世
の
民
は
郷
を
離
れ
家
を
軽
ん
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

て
東
西
南
北
し
、
転
徒
し
て
四
方
に
之
く
こ
と
は
も
と
よ
り
苦
に
し
な

い
。
し
か
も
一
年
居
住
す
る
と
附
記
が
聴
さ
れ
る
。
だ
か
ら
死
刑
に
近

い
罪
を
つ
く
っ
た
人
を
懲
ら
し
め
よ
う
と
欲
し
て
も
、
す
で
に
刑
罰
は

動
乱
で
あ
る
（
長
編
二
　
四
1
一
九
、
宋
史
刑
法
志
三
）
。

近
世
で
は
民
が
四
方
に
転
徒
し
て
苦
に
し
な
い
の
で
流
刑
の
重
み
が

な
い
と
い
う
彼
の
意
見
は
、
当
時
の
流
動
す
る
社
会
を
示
す
も
の
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
遠
隔
地
に
な
る
ほ
ど
徒
興
し
う
る
階
層
は
限
ら
れ

て
く
る
。
南
宋
の
例
で
あ
る
が
、
溝
川
府
路
転
運
判
官
王
之
望
の
言

に
「
蜀
人
東
南
に
至
る
者
は
皆
士
大
夫
。
然
ち
ず
ん
ば
公
吏
と
富
民

と
の
み
。
そ
の
貧
乏
の
徒
は
も
と
よ
り
遠
く
に
適
く
能
わ
ず
云
々
」

（
繋
年
要
録
一
七
四
、
紹
興
二
六
年
八
月
）
と
あ
り
、
四
川
な
ど
で
都
の
あ
る

東
南
に
出
か
け
ら
れ
る
も
の
は
先
ず
土
大
夫
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
地

方
官
と
な
っ
て
方
々
を
廻
り
、
意
に
飼
っ
た
土
地
を
探
す
こ
と
が
で

き
、
し
か
も
「
築
室
買
田
」
し
う
る
豊
か
な
資
力
を
も
っ
て
い
た
。

そ
れ
に
反
し
て
官
僚
に
昇
り
え
な
い
者
は
知
識
人
で
あ
っ
て
も
郷
里

に
留
ま
り
、
発
恥
し
離
郷
し
た
族
人
に
代
っ
て
先
祖
の
墳
墓
を
守
ら

ね
ば
な
ら
な
い
。
蘇
献
に
お
け
る
不
危
、
欧
陽
脩
に
お
け
る
換
が
そ

の
例
で
あ
り
、
不
危
の
よ
う
に
奇
麗
に
不
満
を
も
つ
老
も
少
な
く
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
北
宋
中
期
以
後
の
科
挙
受
験
者
の
激
増
は
地
方

の
読
書
人
層
の
増
加
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
志
を
得
ず
郷
里
に
と

ど
ま
る
「
土
居
の
士
人
」
の
郷
村
社
会
に
お
け
る
実
態
と
役
割
に
つ

い
て
は
別
に
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。

　
以
上
、
北
宋
士
大
夫
官
僚
が
生
活
の
便
、
応
挙
窪
遊
の
利
を
求
め

て
本
籍
を
離
れ
異
郷
に
徒
離
し
た
風
潮
に
つ
い
て
、
若
干
の
考
察
を

行
な
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
「
求
尋
問
舎
」
「
津
田
築
室
」

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
蘇
獄
の
実
例
が
示
す
ご
と
く
、
土
地
の
獲
得
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が
前
提
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
方
法
で
そ
の
土
地
を
得
て

い
た
か
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
に
一
つ
の
事
例
を
あ
げ
て
述
べ
て
み
た
い
。

　
さ
き
の
蘇
賦
の
場
合
は
そ
の
地
に
住
む
知
人
ら
の
斡
旋
に
よ
っ
て

買
倒
し
た
が
、
そ
の
知
人
は
さ
ら
に
土
居
の
士
人
に
交
渉
を
委
ね
た
。

「
世
の
士
大
夫
は
自
ら
離
業
を
買
う
に
心
を
つ
く
さ
ざ
る
に
あ
ら
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
く

る
も
、
往
々
価
高
く
し
て
田
薄
く
、
地
広
く
し
て
収
鮮
な
し
。
何
と

な
れ
ば
、
そ
の
習
う
所
に
あ
ら
ざ
る
を
も
っ
て
な
り
」
と
の
孫
升
の

言
が
あ
る
（
長
編
三
九
七
1
一
九
）
が
、
畑
田
を
つ
か
ま
せ
ら
れ
な
い
た

め
に
も
、
そ
の
土
地
に
明
る
い
土
着
の
人
を
使
う
の
が
安
全
で
あ
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
土
居
の
士
人
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の

こ
と
を
通
じ
て
高
級
官
僚
と
の
縁
を
結
び
出
仕
の
緒
を
う
る
こ
と
に

な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
今
一
つ
は
そ
の
地
の
地
方
官
吏
と
結
托
し
て
出

売
の
官
田
を
承
買
す
る
方
法
で
あ
っ
た
。
台
諌
の
弾
劾
を
う
け
る
の

は
多
く
こ
の
場
合
で
あ
っ
允
。
賦
の
常
州
買
田
も
そ
の
嫌
疑
を
か
け

ら
れ
た
が
、
’
よ
り
詳
細
に
そ
の
間
の
事
情
を
伝
え
る
の
は
、
章
惇
の

強
買
事
件
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
元
祐
三
年
（
一
〇
八
八
）
閏
十
二
月
よ

り
翌
年
八
月
に
か
け
、
　
「
殿
上
の
虎
」
と
恐
れ
ら
れ
た
右
下
言
承
安

世
が
前
後
十
一
道
の
弾
劾
文
を
奏
上
し
た
事
件
で
あ
る
。

　
弾
劾
文
に
よ
れ
ば
、
章
惇
は
元
祐
三
年
二
月
に
蘇
州
毘
山
県
衡
姓

朱
迎
ら
四
戸
－
後
の
調
査
で
一
二
戸
一
1
の
市
易
官
銭
の
抵
当
興

産
を
強
濁
し
た
。
朱
迎
ら
が
そ
の
不
法
を
蘇
州
、
転
運
司
、
提
刑
司

に
つ
ぎ
つ
ぎ
に
上
訴
し
た
が
、
受
理
さ
れ
な
い
た
め
、
つ
い
に
戸
部

に
ま
で
訴
え
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
朝
廷
は
早
速
江
激
発
運
司

に
命
じ
て
事
情
を
調
査
せ
し
め
た
と
こ
ろ
「
条
法
に
お
い
て
別
に
違

擬
な
し
」
と
の
報
告
を
得
た
が
、
安
世
ら
の
執
拗
な
糾
弾
を
認
め
て
、

関
係
の
州
県
官
を
処
罰
し
、
田
野
を
元
に
か
え
し
、
墨
画
は
一
官
を

降
し
、
宮
観
差
遣
を
与
え
る
と
の
処
分
を
行
な
い
、
一
年
近
く
か
か

っ
て
よ
う
や
く
決
着
を
み
た
。
こ
の
時
の
十
一
道
の
奏
疏
は
『
尽
言

集
』
（
四
部
叢
刊
続
編
所
収
）
巻
五
に
収
録
し
、
　
『
長
編
』
は
『
劉
安
世

集
』
か
ら
引
用
し
て
新
旧
実
録
の
補
訂
を
行
な
っ
て
い
る
。
も
と
よ

り
『
長
編
』
の
引
用
文
に
は
文
字
の
誤
脱
が
多
く
、
宋
刊
本
景
印
の

前
者
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
十
一
道
の
奏
疏
は
新
法
党
人
追
放
の
政
治
的
意
図
の
も
と
に
書
か

れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
当
時
の
宮
僚
の
土
地
兼
井
の

在
り
方
を
示
唆
す
る
。
以
下
、
奏
疏
の
中
か
ら
一
、
二
の
問
題
を
取

上
げ
て
み
よ
う
。

　
弾
劾
事
由
の
一
は
、
編
章
節
文
に
「
侍
従
官
朝
潮
以
上
は
広
く
産

業
を
置
き
、
民
と
利
を
争
う
を
得
ず
」
と
あ
る
の
に
、
章
惇
は
蘇
州
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出
亮
の
宮
田
を
尽
く
賎
価
を
も
っ
て
宮
遷
し
て
細
民
と
利
を
争
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
す
る
点
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
当
時
高
級
官
僚
の
殖
産
が
法

的
に
抑
制
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
．
し
か
し
、
そ
れ
は
厳
密

な
規
制
で
は
な
か
っ
た
。
第
十
＝
英
に
章
惇
が
子
の
名
義
を
用
い
て

田
契
を
立
て
た
点
を
挙
げ
て
、
再
び
右
の
編
敷
を
引
用
し
、

　
　
　
祖
宗
の
制
、
た
だ
従
宮
以
上
の
広
く
産
業
を
営
み
民
と
利
を
争
う
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
な
は

　
　
得
ず
と
興
し
む
る
の
み
。
驚
く
も
合
爵
太
だ
甚
し
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち

　
　
こ
の
法
の
禁
ぜ
ざ
る
所
な
り
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
編
敷
が
ど
の
よ
う
に
で
も
解
釈
し
う
る
こ
と

を
示
し
て
お
り
、
こ
れ
が
宮
僚
の
殖
産
抑
制
に
さ
ほ
ど
の
効
力
を
も

つ
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
を
暴
露
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
第
四
奏
に
、
江
潅
発
墨
司
よ
り
派
遣
さ
れ
た
調
査
官
が
箆
山
県
の

公
案
を
調
べ
て
「
買
田
の
事
は
実
状
あ
り
と
い
え
ど
も
、
条
法
に
お

い
て
は
別
に
違
凝
な
し
し
と
報
告
し
た
の
を
批
判
し
、
姦
吏
が
権
力

者
に
附
い
て
良
民
を
慮
げ
る
場
合
、
決
し
て
案
版
の
な
か
に
民
を
重

出
し
た
形
跡
を
残
し
て
お
く
も
の
で
は
な
い
っ
今
、
書
類
が
具
っ
て

い
る
の
を
信
じ
て
、
そ
の
本
意
を
た
ず
ね
な
い
な
ら
、
民
を
救
う
こ

と
は
で
き
な
い
と
述
べ
、
　
「
外
に
違
法
の
形
な
く
し
て
、
内
に
奪
民

の
実
あ
り
」
と
い
う
。
朱
迎
ら
は
出
売
を
願
わ
な
い
の
に
官
吏
に
脅

迫
さ
れ
無
理
遣
り
に
願
売
文
書
を
誉
か
さ
れ
た
と
訴
え
た
が
、
そ
の

事
実
は
文
書
に
表
わ
れ
な
い
。
得
吏
が
当
の
高
級
官
僚
と
結
托
し
で

条
法
に
適
う
よ
う
に
文
書
を
作
成
し
、
脅
迫
の
あ
と
を
留
め
な
い
か

ら
で
あ
る
。
さ
き
に
蘇
賦
が
常
州
平
田
に
つ
い
て
弾
劾
さ
れ
た
時
、

彼
は
「
条
に
依
っ
て
買
得
」
し
「
法
に
依
っ
て
決
し
」
た
と
弁
明
し
、

そ
の
証
拠
書
類
は
所
轄
官
庁
に
現
存
し
て
い
る
と
い
い
、
そ
の
主
張

が
認
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
も
果
し
て
「
外
に
違
法
の
形
な
く
し
て
、

内
に
三
民
の
実
あ
り
」
で
な
か
っ
た
か
ど
う
か
。
お
よ
そ
官
僚
の
買

田
に
伴
う
紛
争
の
う
ら
に
、
官
吏
と
結
ん
で
農
民
か
ら
無
理
遣
り
に

出
産
を
強
費
し
た
事
実
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
が
蘇
賦
の
場
合
は
無
実
と
さ
れ
、
章
惇
は
処
罰
を
う
け

た
が
、
そ
れ
は
両
者
の
置
か
れ
た
政
治
状
勢
の
違
い
に
帰
着
す
る
で

あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
官
田
熱
烈
に
あ
た
っ
て
の
権
力
者
の
不
法
行
為
を
防
止

す
る
た
め
に
、
種
々
の
立
法
が
行
わ
れ
て
い
た
。
宋
代
で
は
土
地
売

買
に
際
し
て
樹
帯
、
四
隣
の
先
買
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
没
官

田
に
つ
い
て
も
天
聖
元
年
（
一
〇
二
三
）
七
月
の
敷
で
は
、
見
佃
戸
に

承
買
の
最
優
先
権
を
与
え
、
つ
い
で
四
隣
、
中
等
以
下
の
人
戸
の
順

に
与
え
た
（
宋
会
要
食
貨
六
三
－
一
七
二
）
。
　
ま
た
南
宋
に
な
る
と
、
官
田

48　（226）

O



北宋士大夫の徒居と買田（竺沙）

の
出
面
は
提
刑
司
の
職
責
で
あ
り
、
提
市
司
は
州
県
宮
に
委
任
し
て
、

出
売
を
勝
示
し
て
一
ケ
月
以
内
に
実
封
投
状
さ
せ
、
期
限
後
開
封
し

て
最
高
値
の
も
の
に
売
る
が
、
先
ず
見
佃
人
に
そ
の
価
格
を
提
示
し

て
南
無
の
有
無
を
問
い
、
承
乏
し
な
け
れ
ば
投
状
者
に
与
え
た
。
し

か
も
見
心
入
が
そ
の
土
地
を
三
十
年
以
上
葉
箒
し
て
お
れ
ば
、
最
高

価
の
二
割
減
で
与
え
る
と
の
見
佃
野
優
遇
の
処
置
が
と
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
不
正
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
州
県
の
見
任
宮
、
主
管
の
公
人
、

公
吏
の
承
売
を
禁
じ
た
。
し
か
し
寄
居
待
閾
宮
に
は
冠
状
が
認
め
ら

れ
買
田
承
買
資
格
を
も
っ
て
い
た
か
ら
、
見
任
官
と
結
ん
で
出
売
官

田
を
買
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
『
機
会
要
』
食
貨
に
は
、
富
室
大
姓

が
官
吏
牙
倫
と
計
嘱
し
て
、
膏
煮
繭
の
価
値
を
低
く
見
積
っ
て
買
占

め
、
中
下
の
田
産
の
価
を
高
く
つ
け
る
た
め
、
中
下
田
に
は
買
季
が

つ
か
ず
（
嗣
六
一
⊥
一
西
、
三
五
）
、
せ
っ
か
く
出
堅
し
て
も
官
の
収
入
は

ほ
と
ん
ど
な
い
商
六
一
…
四
四
）
と
い
っ
た
弊
害
が
み
ら
れ
た
。
こ
と

に
抵
当
出
産
は
、
劉
安
世
に
よ
る
と
、
後
の
失
陥
の
弊
を
防
ぐ
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

に
実
価
よ
り
低
く
値
ぶ
み
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
賎
価
に

目
を
つ
け
州
県
官
を
籠
絡
し
て
抵
当
物
件
を
占
有
す
る
事
例
は
少
な

く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
蘇
賦
が
買
っ
た
宜
興
曹
田
田
産
も
黄
慶
基

ら
の
弾
劾
文
に
よ
れ
ば
、
抵
当
田
産
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
劉
安
世
倉
岳
に
記
す
不
正
買
田
の
事
情
は
、
ひ
と
り
章
惇
に
限
ら

ず
当
時
の
官
僚
一
般
に
つ
い
て
需
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
面
構

の
買
田
に
お
い
て
も
、
先
に
は
丁
重
干
瓢
の
問
題
が
あ
り
、
後
に
宜

輿
田
で
は
一
7
5
主
墨
髭
の
昏
頼
を
う
け
た
こ
と
な
ど
、
そ
の
背
後
に
こ

う
し
た
不
正
強
買
の
事
実
が
ひ
そ
ん
で
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
政
争
の
激
し
か
っ
た
宋
代
に
あ
っ
て
は
、
官
瞭
の
田
産

は
必
ず
し
も
安
定
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
芳
信
の
よ
う
に
反
対

党
の
糾
弾
を
う
け
て
獲
得
し
た
騒
客
も
「
改
正
」
せ
し
め
ら
れ
、
没
官

さ
れ
る
例
は
他
に
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
流
講
中
に
貴
人
の
侵
奪
を

う
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
程
願
（
一
〇
三
ニ
ー
八
五
）
は
元

豊
中
、
銭
数
百
千
を
も
っ
て
器
品
の
戸
絶
の
荒
田
二
十
余
頃
を
買
っ

た
が
、
紹
耳
元
符
の
聞
、
願
が
罪
を
え
て
遠
調
さ
れ
る
と
、
元
の
四
人

が
隙
に
乗
じ
て
争
っ
て
買
い
取
っ
た
。
し
か
も
戸
部
は
こ
の
田
を
奪

っ
て
汝
州
よ
り
重
売
し
た
た
め
、
元
弘
三
年
（
一
〇
九
九
）
十
二
月
、

方
宙
が
上
空
し
て
、
豊
州
に
命
じ
て
元
売
価
に
よ
り
願
の
田
を
欝
欝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

さ
せ
る
こ
と
を
願
い
出
て
い
る
（
道
心
録
二
）
。
ま
し
て
族
親
に
任
せ
き

り
の
郷
里
の
財
産
に
な
る
と
、
な
お
さ
ら
廃
絶
の
可
能
性
は
大
き
か

っ
た
ろ
う
。
真
宗
大
中
祥
符
四
年
（
一
〇
一
一
）
九
月
三
日
、
諸
善
州

軍
県
鎮
に
詔
し
て
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げ
ん

　
　
　
あ
ら
ゆ
る
文
武
宮
の
見
に
遠
任
に
居
り
家
属
寓
止
す
る
も
の
、
も
し

　
　
子
弟
姪
無
頼
に
し
て
家
業
を
幹
せ
ざ
る
者
あ
ら
ば
、
即
ち
厳
に
約
束
を

　
　
行
う
べ
し
（
宋
会
話
刑
法
二
一
一
〇
）
。

と
あ
り
、
正
意
の
家
業
が
無
頼
子
弟
の
管
理
怠
慢
に
よ
っ
て
、
廃
絶

す
る
場
合
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

前
述
の
欧
蘇
の
先
墳
に
し
て
も
、
明
代
に
は
す
で
に
無
く
な
っ
て
い

た
（
説
部
精
華
四
、
離
核
下
）
と
、
王
中
里
は
記
す
。

穴
　
む
　
す
　
び

　
わ
れ
わ
れ
は
蘇
賦
を
中
心
に
し
て
北
宋
士
大
夫
官
僚
の
「
不
帰
本

籍
」
の
実
態
を
み
て
き
た
。
彼
ら
は
登
第
し
て
官
僚
に
の
ぼ
る
と
、

郷
里
に
残
し
た
先
墳
家
産
の
管
理
を
郷
請
す
る
族
人
に
ゆ
だ
ね
、
み

ず
か
ら
は
医
薬
飲
繕
の
便
、
応
挙
窟
游
の
利
を
求
め
て
「
求
田
間
舎
」

し
、
土
着
の
士
人
を
用
い
、
州
県
官
や
荷
吏
と
結
托
し
て
「
記
田
築

室
」
し
た
。
眉
山
蘇
氏
も
五
代
宋
初
よ
り
拾
頭
し
た
新
興
地
主
で
は

あ
っ
た
が
、
つ
ね
に
貧
と
称
せ
ら
れ
、
発
跡
の
の
ち
は
官
俸
に
依
存

し
、
経
産
家
業
と
の
関
係
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
「
本

籍
に
帰
ら
な
か
っ
た
」
士
大
夫
一
般
に
い
え
る
こ
と
で
あ
り
、
大
土

地
所
有
者
で
あ
る
彼
等
が
支
配
権
力
に
身
を
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
自

己
の
土
地
所
有
を
守
ろ
う
と
し
た
、
と
い
っ
た
と
ら
え
方
は
一
面
的

で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
彼
ら
に
よ
っ
て
族
譜
の
編
纂
、

義
荘
の
設
置
、
郷
約
の
作
成
な
ど
が
行
わ
れ
、
宗
族
郷
党
の
団
結
と

相
互
扶
助
が
う
た
わ
れ
た
が
、
例
え
ば
近
世
の
族
譜
の
手
本
と
さ
れ

た
の
は
欧
蘇
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
編
纂
し
た
の
が
郷
里
を
棄

て
た
欧
陽
脩
で
あ
り
、
蘇
洵
で
あ
っ
た
の
は
、
は
な
は
だ
示
唆
的
で

あ
る
。
む
し
ろ
そ
う
し
た
も
の
の
出
現
こ
そ
、
現
実
に
は
族
的
結
合

の
弛
緩
を
物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
も
と
よ
り
登
第
発
跡
し
う
る
階
層
は
読
書
人
全
体
か
ら

す
れ
ば
少
数
で
あ
っ
た
。
こ
と
に
北
宋
中
期
に
な
る
と
地
方
の
読
書

人
の
数
は
激
増
し
、
官
界
を
め
ざ
し
て
ひ
し
め
い
た
。
そ
れ
が
政
界

に
お
け
る
み
に
く
い
朋
党
の
争
を
激
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

他
方
、
科
挙
に
挙
げ
ら
れ
ず
、
志
を
得
ず
し
て
郷
里
に
留
ま
っ
て
、

あ
る
い
は
州
県
学
の
教
諭
と
な
り
、
あ
る
い
は
地
方
官
庁
の
属
吏
と

な
り
、
族
産
の
管
理
維
持
に
あ
た
っ
て
、
み
ず
か
ら
は
果
せ
な
か
っ

た
宮
津
へ
の
望
み
を
子
孫
に
託
し
た
「
土
着
の
士
人
」
が
存
在
し
た
。

彼
ら
の
実
態
は
な
お
明
ら
か
で
な
い
が
、
南
宋
に
な
る
と
、
史
籍
に

は
「
寄
居
の
士
人
」
が
州
県
官
と
結
ん
で
横
暴
を
働
い
た
こ
と
が
記

さ
れ
る
と
と
も
に
、
　
「
土
居
の
士
人
」
を
郷
村
の
保
安
、
鰭
酒
事
業
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等
の
指
導
者
に
起
用
し
て
郷
村
統
治
を
支
え
し
め
た
事
例
が
少
な
く

な
い
。
ま
た
社
倉
等
の
運
営
に
当
っ
た
「
郷
官
」
と
い
う
の
も
、
朱

門…

ﾌ
社
倉
規
約
に
よ
れ
ば
、
多
く
は
こ
れ
ら
土
居
の
士
人
で
あ
っ
た
。

同
じ
く
士
大
夫
階
層
と
は
い
っ
て
も
、
本
籍
に
帰
ら
ざ
る
も
の
と
、

失
意
の
う
ち
に
郷
居
す
る
土
居
の
士
人
と
へ
の
分
化
の
過
程
と
実
情

に
つ
い
て
弁
別
す
る
こ
と
は
、
宋
代
の
社
会
、
文
化
の
性
格
を
知
る

上
に
は
是
非
と
も
必
要
な
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

①
東
界
尺
績
に
つ
い
て

　
　
蘇
賦
の
君
簡
は
宰
相
等
に
送
っ
た
長
文
の
な
か
ば
公
的
な
上
浦
と
、
知
人
、
子

　
弟
、
族
人
等
に
宛
て
た
小
簡
、
い
わ
ゆ
る
尺
履
と
に
分
け
ら
れ
る
が
、
大
部
分
を

　
占
め
る
尺
腰
は
、
い
わ
ゆ
る
『
東
披
七
半
』
の
続
集
巻
四
－
七
に
収
録
す
る
。
続

　
集
は
明
成
化
中
の
編
纂
に
か
か
り
、
前
穴
集
に
比
べ
て
は
な
は
だ
編
纂
は
雑
然
と

　
し
て
お
り
、
偽
作
の
詩
文
も
含
ま
れ
て
い
る
。
尺
贋
に
つ
い
て
も
文
、
字
の
誤
り
が

　
多
い
。
明
代
に
刊
行
さ
れ
た
他
の
東
坂
の
集
う
ち
、
寓
自
し
た
文
集
で
、
尺
蟄
類

　
を
収
録
す
る
巻
数
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
○
中
果
城
先
生
△
血
集
七
十
五
巻
　

明
文
盛
堂
一
刊
轟
小
　
二
五
〇
…
六
一

　
〇
三
編
東
披
先
生
外
集
八
十
六
巻
　
明
前
暦
三
十
六
年
序
刊
本
　
巻
六
三
一
八
一

　
と
も
に
収
録
数
、
排
列
が
異
な
り
、
文
字
の
出
入
も
あ
る
か
ら
、
彼
我
紺
校
す
る

　
必
要
が
あ
る
。

　
　
尺
綾
の
最
も
古
い
刊
本
は
北
京
図
書
館
所
蔵
の

　
○
策
披
先
生
翰
愚
尺
回
申
二
巻
　
元
刊
本

　
で
あ
り
、
京
都
大
学
に
そ
の
量
照
本
が
あ
る
。
　
『
紛
欣
閣
叢
霞
』
所
収
の
岡
名
の

　
書
は
、
恐
ら
く
こ
れ
と
岡
一
も
し
く
は
同
系
統
の
刊
本
に
基
づ
い
て
覆
更
し
た
も

　
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
信
用
し
う
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
が
、
蚊
録
数
は
前
三
者

　
よ
り
少
な
い
。

　
　
な
お
わ
が
国
で
も
欧
陽
脩
の
尺
禎
と
併
せ
て
選
議
し
た
『
欧
蘇
手
量
』
四
巻

　
『
後
編
』
二
巻
が
江
戸
時
代
に
刊
行
さ
れ
、
曝
治
に
な
っ
て
大
槻
誠
之
『
箋
注
欧
蘇

　
手
簡
』
四
巻
（
西
川
文
仲
『
欧
蘇
手
織
注
解
』
四
巻
な
ど
が
出
版
さ
れ
て
お
り
、

　
わ
が
罵
で
ひ
ろ
く
読
ま
れ
た
こ
と
を
知
る
。

　
　
　
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
お
お
む
ね
通
行
の
七
二
本
の
巻
数
を
記
す
が
、
尺
績

　
　
　
に
つ
い
て
は
便
宜
上
、
序
数
を
付
し
て
い
て
検
索
し
易
い
全
集
本
を
主
と
す

　
　
　
る
。

②
西
野
貞
治
門
爽
披
詩
の
買
田
の
語
に
つ
い
て
」
（
人
文
研
究
一
大
阪
宙
大
1
一

　
九
1
一
〇
、
昭
四
三
）
に
買
田
に
関
す
る
主
要
な
書
箇
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
多

　
く
の
教
示
を
え
た
が
、
原
文
の
移
録
、
訓
読
な
ど
や
や
異
に
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る

　
の
で
、
紹
介
ず
み
の
資
料
も
重
複
を
い
と
わ
ず
引
用
し
た
。

③
清
、
王
文
詰
『
蘇
文
忠
公
詩
編
註
集
成
二
上
案
二
四
。
な
お
本
帯
磁
案
は
蘇
賦

　
の
も
っ
と
も
詳
細
な
伝
記
で
あ
り
、
本
稿
も
お
お
い
に
本
書
を
利
用
し
た
。
以
下
、

　
「
総
案
」
と
略
記
す
る
。

④
　
こ
の
書
簡
の
　
節
は
小
川
環
樹
「
蘇
賦
の
書
簡
」
（
中
国
詩
人
選
集
二
集
　
第

　
六
巻
蘇
へ
献
下
、
付
録
、
昭
三
七
）
の
な
か
に
訳
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ

⑤
（
一
弊
）
承
令
弟
見
訪
。
岸
下
無
此
処
。
又
昔
風
雨
。
忽
忽
励
去
。
至
今
不
足
。
示

　
　
論
田
事
。
方
憂
見
罪
。
乃
蒙
留
念
如
此
。
明
豊
不
可
言
。
某
都
不
知
彼
中
事
。

　
　
但
公
意
所
出
。
無
不
便
者
。
軍
落
語
東
三
百
石
者
。
便
為
下
歯
甚
佳
。
李
教
授

　
　
之
兄
又
云
。
官
務
相
夕
立
一
荘
大
佳
。
此
彰
寺
瓢
湖
報
。
謡
講
為
問
看
。
今
日

　
　
章
質
夫
之
子
過
此
。
已
託
於
舟
中
載
二
醤
千
省
上
納
。
到
。
乞
与
留
下
。
果
蒙

　
　
公
見
念
。
令
有
帰
老
之
資
。
異
艮
。
公
為
蒼
生
並
幅
。
当
却
翁
面
葺
治
田
園
。

　
　
以
報
今
日
之
賜
也
。
適
新
旧
守
鋼
発
。
冗
甚
。
不
一
一
。

　
　
　
＊
続
日
な
し
。
　
＊
外
外
集
　
鋼
作
鰐
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（
二
）
　
示
講
秀
オ
唐
君
許
為
留
念
。
兼
令
幹
人
久
遠
韓
之
。
幸
甚
乖
蕪
。
某
未
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
去
此
間
。
更
無
人
可
以
往
幹
。
必
須
至
奉
煩
唐
君
也
。
未
轡
相
識
。
便
蒙
開
許
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ

　
　
必
以
元
素
之
故
道
。
深
欲
墨
書
為
謝
。
上
酒
甚
。
非
久
試
演
間
。
且
乞
道
区

　
　
区
。
…
…

　
　
　
＊
続
集
　
開
作
聞
　
　
＊
＊
同
　
冗
作
陳
｝

　
（
三
）
承
示
識
定
裏
胡
家
田
。
公
与
唐
彦
議
之
。
必
無
遺
策
。
小
子
坐
享
成
熟
。

　
　
知
幸
知
幸
。
海
溝
唐
君
書
四
点
紋
字
韻
詩
。
必
皆
達
　
。
胡
田
先
佃
後
弾
。
所

　
　
　
　
　
ぷ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ
み

　
　
謂
抱
嬌
漢
浴
。
把
績
放
船
也
。
呵
呵
。
凡
事
既
不
漁
干
漬
左
右
。
乞
＝
圓
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
　
　

　
　
之
。
不
愚
問
某
也
。
尚
有
二
百
千
省
。
若
須
使
。
縦
軸
喩
。
求
便
書
去
。
見
陳
季

　
　
脚
巾
欺
阻
一
瓜
。
　
｛
口
小
師
同
担
κ
」
醗
鼎
坐
T
其
乖
・
ツ
陥
叫
十
・
欲
密
冗
曲
割
引
旧
｝
顕
湖
荘
エ
」
去
府
五
山
ハ
誉
田
諜
。
　
み
弔
旧
凹

　
　
五
百
米
石
。
　
厭
｛
銃
眼
ハ
噌
四
千
。
　
先
只
要
二
甲
臼
蹴
小
千
。
除
一
円
一
載
量
粗
滋
。
　
不
知
信
否
。

　
　
又
見
楽
器
徳
言
。
苅
田
甚
好
。
塗
篭
粕
重
。
告
為
問
看
。
…
…

　
　
　
＊
続
集
　
濃
作
深
　
　
＊
＊
論
、
外
集
　
船
作
紅
　
　
＊
＊
＊
全
集
　
求
作
目

⑥
　
　
『
萢
太
史
集
』
三
九
「
天
章
閣
待
制
楊
公
墓
誌
銘
」

⑦
定
嚢
は
南
朝
時
代
に
荊
州
に
僑
置
さ
れ
た
県
。
陪
大
業
初
に
廃
止
さ
れ
た
。

⑧
「
把
続
放
船
」
の
語
は
「
与
浴
室
屠
公
」
（
全
集
六
一
）
に
も
用
い
て
い
ろ
。

　
　
　
知
長
講
起
信
。
自
講
入
禅
。
把
統
放
船
。
甚
善
甚
善
。

　
　
こ
こ
で
は
教
学
よ
り
禅
へ
進
ん
だ
用
事
の
馬
借
な
仏
学
を
褒
め
て
お
り
、
こ
の

　
比
喩
は
よ
い
意
味
に
用
い
て
い
る
。

⑨
眉
州
贋
山
の
人
任
孜
（
導
師
平
、
又
字
遵
聖
）
任
扱
（
講
師
中
）
兄
弟
は
慶
暦

　
中
に
登
第
、
蘇
洵
と
な
ら
ぶ
眉
山
の
名
士
で
あ
っ
た
。
献
は
兄
弟
を
大
任
、
小
器

　
と
呼
び
、
　
「
送
任
扱
通
判
黄
州
兼
寄
其
自
浄
」
な
ど
詩
文
の
交
わ
り
を
も
ち
、
仮

　
が
元
豊
四
年
死
失
し
た
と
き
、
彼
の
祭
文
、
挽
詞
を
つ
く
っ
た
。
後
述
す
る
ご
と

　
く
、
轍
に
も
送
別
の
詩
が
あ
ウ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
仮
も
ト
居
を
計
画
し
て
い
た
こ

　
と
が
知
ら
れ
る
。
宋
史
三
四
五
に
孜
の
子
伯
幕
の
伝
が
あ
る
。

⑩
賦
が
王
安
石
を
訪
問
し
た
と
き
作
っ
た
「
次
荊
公
韻
照
絶
」
其
三
に

　
　
　
勧
我
試
求
三
皇
宅
　
従
公
已
覚
十
年
遅

　
と
あ
り
、
王
安
石
よ
り
金
陵
に
宅
唐
す
る
よ
う
勧
め
ら
れ
た
（
小
笠
環
樹
、
蘇
拭

　
下
、
五
頁
参
照
）
。

⑪
　
張
開
門
蘇
亭
詩
話
臨
の
説
。
羅
文
識
は
、
十
年
近
く
た
っ
て
い
る
の
で
讐
氏
は

　
す
で
に
元
価
を
消
耗
し
て
い
た
。
昏
頼
と
は
糊
塗
詐
頼
し
て
そ
の
耕
作
等
の
こ
と

　
を
限
む
意
で
あ
り
、
真
に
類
田
を
欲
し
た
の
で
は
な
い
（
総
案
二
四
）
と
考
え
る
。

　
た
だ
両
者
と
も
、

　
　
某
宣
流
出
得
門
田
。
至
楊
附
逓
。
乞
居
常
。
傍
遣
一
重
孫
子
贅
語
。
往
宜
興
納

　
　
窟
蓋
官
田
也
。
　
（
答
泰
太
虚
五
、
全
集
五
二
）

　
を
引
漬
し
て
曹
田
以
外
に
官
田
も
買
得
し
た
と
解
す
る
の
は
、
誤
り
で
あ
ろ
う
。

　
む
し
ろ
黄
就
業
の
欝
に
あ
る
ご
と
く
、
曹
田
が
抵
当
田
産
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
す

　
る
嚇
冒
簡
と
い
え
る
。
な
お
「
蓋
官
田
也
」
は
後
人
の
注
記
で
あ
る
。

⑫
　
周
藤
晋
之
『
中
国
土
地
制
度
史
研
究
』
昭
二
九
、
六
六
七
頁
参
照
。

⑬
　
蘇
序
の
伝
記
資
料

　
蘇
淘
「
族
譜
後
録
」
下
（
嘉
祐
集
；
一
）

　
曲
鯨
軟
「
憎
綜
廷
酬
評
行
状
」
　
（
ム
鳳
集
一
六
）

　
曾
灘
「
贈
職
方
鎮
外
郎
蘇
君
墓
誌
銘
」
（
元
盤
頚
藁
四
三
〉

　
李
鷹
『
師
友
談
記
』

⑭
蘇
拭
「
窓
外
曾
祖
程
公
逸
事
」
（
全
集
六
六
題
絨
）

　
公
誹
仁
覇
。
眉
山
人
。
以
仁
厚
信
於
郷
里
。
蜀
平
。
中
朝
±
大
夫
椰
油
締
。
官

　
闘
選
土
人
有
行
義
者
摂
。
公
論
録
参
軍
。
…
…
公
坐
逸
囚
。
罷
帰
。

⑮
　
程
踏
の
伝
記
は
呂
陶
「
太
中
大
夫
武
島
程
公
墓
誌
銘
」
（
浄
徳
集
二
一
）
　
に
よ

　
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
男
閥
人
が
任
黒
し
、
無
才
、
之
元
、
之
郡
の
三
人
は
い
ず
れ

　
も
転
輪
判
宮
に
な
っ
た
。
蘇
拭
も
「
書
票
曾
祖
程
公
逸
事
」
で
「
圃
時
に
監
司
と

　
な
る
者
三
人
」
と
記
す
の
は
こ
の
こ
と
を
指
す
。

⑯
　
趙
翼
『
陵
除
叢
考
』
一
八
「
宋
聴
士
大
夫
多
不
帰
本
籍
偏

　
　
張
斉
賢
由
温
州
趣
洛
陽
、
楊
理
由
浦
域
群
頴
川
、
韓
億
由
真
定
話
芸
郵
、
杜
衛
由

　
　
会
稽
徒
購
陽
、
萢
仲
掩
由
蘇
州
徒
許
州
、
母
型
由
蜀
能
許
、
文
彦
博
編
制
麩
洛
、
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北宋±大夫の後居と買田（竺沙）

　
　
呂
公
署
聖
寿
徒
洛
、
欧
公
（
陽
脩
）
由
吉
徒
穎
、
二
蘇
（
献
、
轍
）
由
賢
徳
穎
及

　
　
陽
羨
、
司
馬
温
公
（
光
）
由
夏
県
能
洛
、
王
文
正
（
旦
）
由
大
名
縫
關
封
、
周

　
　
元
公
（
敦
願
）
由
道
鵜
縄
剥
製
、
酵
母
節
（
雍
）
磁
鞄
陽
謎
洛
、
朱
摯
斎
（
松
）

　
　
由
漸
安
豊
富
安
。
…
…

　
　
な
お
酒
井
忠
夫
『
中
鷺
善
書
の
研
究
』
（
昭
三
五
）
八
八
一
九
三
頁
に
こ
の
間

　
題
を
科
挙
側
度
よ
り
論
ず
る
。

⑰
青
山
定
雄
「
樋
代
に
お
け
る
華
北
官
僚
の
系
譜
に
つ
い
て
」
（
聖
心
女
子
大
学

　
論
叢
｛
＝
、
二
五
　
昭
三
八
、
四
〇
）
。

⑱
任
仮
の
伝
は
秦
観
「
濾
州
使
君
任
公
墓
表
」
（
潅
海
運
三
三
）
。

⑲
　
彼
は
高
庵
を
作
っ
て
洛
に
い
る
司
馬
光
の
地
室
に
対
抗
し
た
と
い
う
（
文
昌
雑

　
録
）
。

⑳
　
丙
申
歳
。
余
在
京
師
。
郷
人
陳
襲
爵
自
南
来
奔
。
其
官
得
太
子
濫
費
。
景
回

　
旧
有
地
在
漿
。
今
将
治
園
圃
於
其
間
以
講
掛
（
嘉
祐
集
｝
五
「
道
ト
層
意
贈
陳
景

　
回
」
詩
序
）
。

⑳
　
近
藤
秀
樹
「
萢
氏
義
荘
の
変
遷
」
（
東
洋
史
研
究
一
溜
ー
四
）
等
参
照
。

⑫
　
王
士
長
『
警
部
精
華
』
二
時
購
下
「
再
嫁
」

　
宋
世
士
大
夫
最
講
礼
法
。
二
野
有
不
可
解
春
二
。
菅
野
卒
葬
終
身
不
帰
寒
土
。
一

　
也
。

爵
　
蘇
織
「
和
章
七
二
守
湖
州
二
首
」
の
二
三
に
、
芸
当
小
伝
を
詑
し
た
な
が
に
、

　
　
東
坂
既
買
田
陽
羨
。
子
厚
在
湖
州
。
寄
詩
云
。

　
　
君
方
陽
羨
卜
新
居
　
我
亦
呉
門
葺
旧
贋

　
　
身
外
浮
雲
軽
土
菖
　
眼
前
陳
迩
付
無
篠

　
　
澗
声
山
色
蒼
雲
上
　
花
影
渓
光
羅
諾
除

　
　
他
日
漏
舟
約
来
往
　
共
将
詩
酒
押
樵
漁

　
と
あ
る
。
小
川
環
樹
・
倉
田
淳
之
助
編
『
蘇
詩
秩
注
驕
上
（
昭
四
二
）
＝
○
頁

　
参
照
。

⑳
　
乾
興
元
年
（
　
○
ニ
ニ
）
に
官
僚
、
衙
前
将
吏
の
土
地
所
有
制
限
の
命
ム
下
が
出

　
さ
れ
た
が
、
官
僚
の
反
対
に
あ
っ
て
間
も
な
く
廃
止
さ
れ
た
。
ま
た
七
年
（
一
〇

　
　
｝
九
）
の
詔
で
は
近
臣
は
居
第
の
外
、
京
師
に
広
く
物
業
を
置
く
こ
と
を
禁
じ
て

　
い
る
。
こ
れ
ら
官
僚
の
土
地
と
物
業
の
所
有
の
制
限
に
つ
い
て
は
周
藤
吉
之
「
宋

　
代
官
僚
制
と
火
土
地
所
有
」
、
宮
綺
市
定
「
宋
代
以
後
の
土
地
所
有
形
体
」
（
ア
ジ

　
ア
史
研
究
第
四
）
等
に
言
及
さ
れ
、
そ
の
欄
愚
策
が
宮
僚
の
反
対
に
よ
り
廃
止
も

　
し
く
は
骨
抜
き
に
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

㊧
　
自
来
州
県
信
計
抵
当
物
業
。
止
約
一
半
之
直
。
蓋
官
司
巣
山
霞
失
陥
百
弊
。
不

　
〔
尽
用
＋
小
妬
脚
（
門
尽
営
四
集
巻
五
～
轟
ハ
）
。

⑳
　
方
提
挙
請
還
先
年
所
奪
伊
川
先
生
田
土

　
　
於
元
豊
闘
。
以
銭
嵩
百
千
。
市
単
州
戸
絶
直
訴
二
十
余
頃
。
躬
耕
以
睡
親
族
。

　
　
坤
遮
十
山
ハ
年
。
關
剛
癩
罷
濃
沖
｝
。
漸
成
凱
漏
土
。
至
紹
盤
一
兀
符
之
際
。
願
得
照
非
臨
嵐
舗
綱
。
～
罰

　
　
旧
学
人
乗
隙
争
買
。
戸
部
以
聞
朝
廷
脊
髄
。
下
田
州
。
群
議
重
売
。
…
…
乞
下

　
　
雅
語
。
依
元
売
価
格
。
給
還
願
園
。

　
　
こ
の
文
の
一
部
分
は
草
野
靖
「
宋
代
民
田
の
佃
作
形
態
」
（
史
艸
一
期
目
昭
四

　
四
）
一
〇
七
頁
に
、
佃
戸
成
長
の
一
滴
と
し
て
引
詰
さ
れ
て
い
る
。

　
　
な
お
こ
の
汝
州
地
方
は
煕
寧
中
よ
り
四
方
の
民
が
集
ま
っ
て
闘
漏
し
、
北
宋
末

　
に
は
良
田
と
な
っ
た
（
宋
会
要
食
貨
七
〇
1
二
四
）
と
伝
え
、
程
勲
も
い
わ
ば
開

　
拓
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
文
学
灘
助
教
授
・
為
槻
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The　Theory　of　Evolution　in　the　Political　Thought　of

　　　　　　Japan　and　China　in　the　Early　Meiji　Era

by

Peng　Tse－chou

　　In　this　article　1　have　tried　to　analyze　modern　political　thought　in

Japan　and　China，　particurarly　how　the　theory　of　evolution　tool〈　its　place

in　the　histories　of　the　two　countries．

　　Here，　1　rnust　point　out　that　by　evolution　1　inean　sociai　evolut1on，

which　was　first　introduced　into　Japan　and　later　China　at　the　end　of　the

19th　century，　not　biological　evolution．

　　This　is　a　comparative　study　of　modern　political　thought，　and　1　have

found　it　convenient　to　divide　my　conclusions　into　three　main　points，　as

follows　：

　　1）　Both　Japan　and　China，　in　the　age　of　an　enlightenment　movement，

were　extremely　fond　of　the　ideals　of　British　utilitarianism．

　　2）　ln　accordance　with　Herbert　Spencer’s　theory　of　evolution，　Japan

and　China　rejected　radical　i’evolution　and　advanced　their　reforms　gra－

dually．

　　3）　The　theory　of　selection　（survival　of　the　fittest）　provided　a

stimulus　for　the　formation　of　nationalism　in　Japan　and　China．　This

nationalism　was　earnestly　needed　to　repel　the　threat　of　the　Western

Powers　in　order　to　bring　about　the　independence　of　two　countries．

The　Wandering　Shi－tai－fu＝ヒ大夫and　their　Purchase　of　La1ユd

by

Masaaki　Chil〈usa

　　Su－shin蘇獄（Tung－po二二），　a　well－known　writer　and　civil．officer　of

the　Northern　Sun9北宋dynasty，　left　lnany　letters　of｝lis　owll．　With
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i”eference　to　the　letters　cencerning　his　purchase　of　land　and　the　ones

which　he　wrote　to　his　relatives；　the　author　has　here　attempted　to　make

clear　a　social　and　economic　aspect　of　tlie　life　of　Chinese　gentry　（Shi－tai－

fu士大夫）in　his　time．

　　Su－shin　if””，vaifut　was　looking　for　land　since　he　was　exiled　to　Huang－chou

黄州，aRd　finally　managed　to　get　it　in　Ch’ang－chou興り・1・i　by　the　help　of

his　fr圭ends　and　native　men　of　in伽elユce（Shih－jen士人）．（On　this　occa－

sion，　he　was　suspected　of　his　unlawful　deed　in　conspiracy　with　local

officials．）Since　therユ，　he　never　returned　to　his　native　land　Mei－chou羽州，

leavlng　his　ancestor’s　tomb　and　his　house　in　charge　of　hls　relatives．

　　Such　an　attitude　was　common　in　the　Shi－tai－fu士大夫class　in　Northern

Stmg怪士，　who　as　Su－shin蘇州himself．worte，　aimed　at　good　livlng　and

their　descendant’s　success．　We　find　in　thein　a　fiuid　part　of　the　Northern

Sung北宋society．　At　the　same　tirne，　we　should　notice　the　fact　that

there　were　many　Shih－j6士人who　could　not　obtain　the　post　of　o伍cials

and　remained　in　their　native　laRd．

Making　of　the　Common　Law　and　the　Part

　　　　　　　Played　by　the　Royal　Writs

by

Yutal〈a　Matsugaki

　　In　this　article，　we　postulate　the　making　of　the’　common　law　in　the

reign　of　Henry　II，　as　unification　of　the　principle　in　the　feudal　jurisdiction

with　that　in　the　royal　or　franchisal　jurisdiction，　and　as　regulation　of　the

feudal　elements　by　the　supremacy　of’royalty．

　　And　this　assumption　will　be　confirmecl，　we　suppose，　by　the　facts　that

the　principle・of　“nemo　tenetur　respondere　in　curia　domini　sui　de　aliquo

libero　tenemento　suo　sine　praecepto　domini　regis”　（Glanvill，　Tractatus　de

legibus，　xii，　25）　was　established　as　the　result　of　commonizing　of　issue

o’f　the　“writ　ef　right”，　and　that　the　ti’ansfer　ef　all　pleas　in　the　feudal

court　into　the　king’s　court　became　to　be　possible，　whenever　the　king

wishes，　by　the　“writ　praecipe”．　These　royal　writs，　being　ori’ginally　the

executive　means，　changed　themselves’　gradually　and　customarily　into　the

（　331　）




