
評

近
世
で
は
安
芸
国
竹
原
塩
田
を
対
象
に
、
そ
れ
を
運
営
す
る
町
役
人
・
塩
商

人
、
さ
ら
に
は
周
辺
農
村
と
の
経
済
的
連
帯
性
を
中
心
に
、
塩
田
都
市
文
化

の
形
態
を
研
究
し
て
お
ら
れ
る
。

　
が
ん
ら
い
、
産
業
史
の
研
究
は
生
産
機
梅
、
流
通
構
造
の
究
明
に
の
み
終

始
し
、
そ
れ
ら
の
有
す
る
諸
相
を
統
合
的
に
把
握
す
る
作
業
を
お
ろ
そ
か
に

す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
そ
の
反
省
と
し
て
、
同
氏
の
お
こ
な
っ
た
社
会
・

経
済
・
文
化
の
関
連
に
お
い
て
一
塩
田
地
域
を
総
合
的
に
把
握
さ
れ
た
究
明

は
甚
だ
興
味
深
い
も
の
で
、
こ
れ
に
対
し
賛
意
を
画
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
渡
辺
野
禽
氏
の
本
陣
は
、
豊
富
な
資
料
を
も
っ
て
手
が
た
く
打
ち
た
て
て

い
っ
た
近
年
ま
れ
に
み
る
好
著
で
あ
っ
て
、
塩
業
史
の
研
究
者
は
も
ち
ろ
ん
、

広
く
日
本
史
の
研
究
者
に
推
奨
し
た
い
論
著
と
い
え
る
。

　
　
（
A
5
判
　
三
二
三
頁
　
一
九
七
一
年
三
月
　
三
一
書
房
　
定
価
二
八
○
○
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鳥
取
大
学
教
授
・
隅
出
市

谷

川
　
道
　
旧
著

『
階
唐
帝
国
形
成
史
論
』

気
賀
沢
保
規

　
五
胡
十
六
国
時
代
と
そ
れ
に
続
く
北
朝
史
は
、
宗
族
と
漢
族
の
葦
囲
の
過

程
か
ら
次
の
晴
事
帝
麺
の
根
幹
を
形
づ
く
る
時
代
、
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

る
。
し
か
し
、
こ
の
錯
綜
し
た
歴
史
事
象
の
内
薗
に
踏
込
み
、
そ
こ
に
展
開

さ
れ
る
世
界
を
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
、
多
く
の
困
難
に
遭
遇
せ
ざ
る

を
得
な
い
。
こ
の
困
難
な
課
題
に
精
力
的
に
取
組
み
、
五
胡
・
北
朝
史
の
研

究
に
新
た
な
地
平
を
拓
か
れ
た
の
が
谷
川
道
雄
旋
で
あ
り
、
本
書
は
そ
の
成

果
を
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
五
八
年
か
ら
六
八
年
に
至

る
十
年
間
の
氏
の
穴
朝
貴
族
制
社
会
に
関
す
る
研
究
の
う
ち
、
と
く
に
政
治

史
の
領
域
を
扱
っ
た
十
二
編
の
論
文
が
本
書
に
載
せ
ら
れ
、
そ
こ
に
新
た
に

序
説
「
晴
唐
帝
国
の
本
源
に
つ
い
て
一
中
国
中
世
の
国
家
と
共
同
体
」
が

加
え
ら
れ
て
、
氏
の
「
共
同
体
論
」
を
知
る
上
で
最
も
注
目
す
べ
き
論
稿
と

な
っ
て
い
る
。
本
書
に
は
氏
の
貴
族
制
に
関
す
る
精
神
史
的
側
薗
か
ら
の
一

連
の
研
究
は
載
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
政
治
過
程
の
論
及
の
う
ち
に
そ
の
精

神
史
的
課
題
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
抑
え
ら
れ
た
筆
致
の
な
か
に
も
氏
独
自
の
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問
題
意
識
が
漂
っ
て
い
る
。

　
本
書
に
つ
い
て
、
す
で
に
丹
羽
隠
子
・
礪
波
護
の
両
懸
が
ふ
れ
（
史
学
雑

誌
　
一
九
七
〇
年
の
回
願
と
展
望
「
魏
晋
南
北
朝
」
と
「
晴
唐
」
の
項
）
、

ま
た
池
田
温
氏
の
詳
細
な
批
判
と
紹
介
（
東
洋
史
研
究
三
一
一
一
）
を
み
て

い
る
の
で
、
行
論
の
都
合
上
概
要
を
述
べ
る
に
止
め
、
自
分
な
り
に
全
体
を

通
じ
て
表
出
す
る
谷
川
氏
の
世
界
へ
接
近
し
た
い
。
と
は
い
っ
て
も
、
氏
の

提
出
さ
れ
る
問
題
は
多
岐
に
わ
た
り
内
容
も
豊
富
で
、
ま
た
筆
者
自
身
十
分

な
知
識
も
な
く
、
ど
れ
だ
け
理
解
で
き
る
か
心
も
と
な
い
状
態
で
あ
る
が
、

叱
責
を
恐
れ
ず
与
え
ら
れ
た
機
会
を
生
か
す
つ
も
り
で
あ
る
。

　
当
初
、
唐
代
史
研
究
に
数
々
の
す
ぐ
れ
た
業
績
を
残
さ
れ
た
谷
川
氏
が
、
中

途
か
ら
北
朝
史
の
領
域
へ
と
遡
行
し
て
い
っ
た
の
は
、
主
要
に
「
階
唐
帝
国

と
い
う
時
代
を
ど
う
理
解
す
る
か
」
と
い
う
問
題
意
識
に
関
っ
て
、
そ
の
原

基
形
態
を
探
ろ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
範
囲
を
五
胡
十
六
国

時
代
に
ま
で
押
拡
げ
た
の
は
、
こ
の
時
代
を
「
秦
漢
帝
国
の
ひ
と
つ
の
帰
結

を
示
す
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
つ
ぎ
の
大
帝
国
の
時
代
、
す
な

わ
ち
晴
唐
帝
国
へ
の
起
点
を
な
す
も
の
」
と
把
握
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

第
一
編
「
古
代
世
界
帝
国
の
崩
壊
と
五
胡
諸
国
家
の
興
立
」
で
は
、
そ
の
立

場
か
ら
、
中
原
の
地
に
国
家
を
形
成
し
た
飼
軽
爆
の
両
趙
・
鮮
煙
草
容
部
の

前
燕
（
後
燕
）
・
氏
族
の
前
秦
と
い
っ
た
諸
国
家
の
構
造
を
追
求
す
る
。

　
漢
帝
国
を
崩
壊
さ
せ
た
要
因
は
、
第
一
義
的
に
は
豪
族
勢
力
の
拾
頭
…
貴

族
制
社
会
の
出
現
の
な
か
に
求
め
ら
れ
る
が
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
漢
帝
国
の

支
配
下
に
包
摂
さ
れ
漢
人
と
雑
屠
状
態
に
置
か
れ
た
異
民
族
の
自
立
化
の
動

き
に
あ
っ
た
。
こ
の
異
民
族
問
題
は
、
オ
ル
ド
ス
方
薗
か
ら
南
下
し
て
山
西

扮
水
流
域
に
弓
手
し
て
い
た
南
何
奴
が
、
四
批
紀
初
頭
劉
淵
を
擁
し
て
自
立

し
た
こ
と
を
倹
っ
て
、
顕
在
化
す
る
。
漢
帝
国
の
崩
壊
は
、
同
時
に
一
元
的

支
配
の
体
制
か
ら
多
極
的
世
界
へ
の
移
行
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　
五
胡
諸
国
の
興
起
の
先
頭
を
き
っ
た
南
何
奴
は
、
後
漢
・
願
意
の
支
配

の
過
程
で
、
　
「
飼
奴
人
民
衆
を
し
て
そ
の
自
由
身
分
を
転
落
し
て
奴
隷
・
田

客
化
せ
し
め
た
」
身
分
的
低
落
の
境
遇
と
、
単
干
の
地
位
の
形
骸
化
と
を
も

た
ら
し
、
「
そ
の
固
有
な
生
活
を
解
体
さ
せ
ら
れ
、
種
族
と
し
て
の
自
立
性

を
喪
失
ぜ
し
め
ら
れ
た
状
態
」
に
追
込
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
劉
淵
を

介
し
て
噴
出
す
る
運
動
は
、
種
族
の
自
立
性
喪
失
状
態
の
克
服
、
す
な
わ
ち

「
貴
族
と
民
衆
と
の
相
互
結
合
を
保
証
す
る
と
こ
ろ
の
遊
牧
社
会
の
自
由
体

制
」
の
原
理
に
依
拠
す
る
匂
霊
的
世
界
の
復
興
に
向
う
の
で
あ
る
。
こ
の
自

立
性
圓
復
の
行
動
は
、
申
原
社
会
そ
の
も
の
に
立
脚
し
て
進
め
ら
れ
、
そ
れ

を
通
じ
て
劇
的
世
界
帝
国
の
否
定
が
実
現
す
る
。
同
時
に
劉
淵
が
旬
奴
部
落

の
困
窮
を
救
済
す
べ
く
期
待
さ
れ
、
現
実
社
会
の
新
し
い
指
導
者
と
し
て
出

現
す
る
自
立
化
の
具
体
的
形
態
は
、
漢
族
の
郷
村
社
会
か
ら
出
現
す
る
豪
族

の
あ
り
方
と
共
通
性
を
も
ち
、
そ
の
こ
と
が
湖
漢
語
撚
界
の
統
舎
の
方
向
を

示
し
て
い
る
。
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評書

　
華
北
に
成
立
し
た
胡
族
諸
国
家
は
、
皇
帝
権
を
媒
介
に
し
て
一
つ
に
ま
と

め
ら
れ
る
胡
漢
二
重
体
制
を
採
用
し
た
、
だ
が
そ
れ
ら
の
国
家
溝
造
に
共
通

し
て
み
ら
れ
る
現
象
は
、
　
「
皇
帝
権
の
著
し
い
不
安
定
さ
」
で
あ
る
。
軍
事

に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
胡
難
儀
家
は
、
胡
族
民
衆
か
ら
な
る
軍

事
力
を
宗
室
諸
王
の
手
に
委
ね
た
が
、
そ
の
結
果
皇
帝
権
は
強
大
な
兵
力
を

掌
握
す
る
宗
室
の
存
在
に
よ
っ
て
独
裁
化
を
抑
制
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
権
力
の
多
元
性
の
姿
に
、
遊
牧
社
会
の
部
族
鶏
合
国
家
の
継
承
が
窺
わ
れ

る
の
で
あ
り
、
あ
た
か
も
軍
事
的
封
建
制
の
様
相
を
呈
す
る
。
宗
室
的
軍
事

封
建
制
を
基
礎
に
し
て
成
立
し
公
的
に
機
能
す
る
皇
帝
権
の
あ
り
方
に
、

「
単
干
と
遊
牧
自
由
民
と
の
連
帯
関
係
」
と
い
う
理
念
の
投
影
を
み
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
し
か
し
、
中
国
の
冨
を
前
に
し
て
連
帯
関
係
は
も
ろ
く
も
崩

れ
、
帝
室
内
部
の
深
刻
な
権
力
闘
争
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一

方
で
は
皇
帝
権
に
よ
る
タ
テ
の
関
係
の
強
化
…
皇
太
子
へ
の
国
政
委
任
・
後

宮
の
拡
張
・
箆
官
外
戚
の
政
治
介
入
・
莫
大
な
銀
砂
と
浪
費
…
の
方
向
を
生

み
、
ま
た
他
方
で
は
諸
王
に
よ
る
威
権
の
拡
張
と
な
り
、
帝
室
内
の
不
和
と

頽
廃
を
ひ
き
お
こ
す
。
五
韻
諸
国
家
の
構
造
的
限
界
、
す
な
わ
ち
権
力
の
私

権
化
を
容
易
に
し
た
理
由
は
、
宗
室
と
い
う
血
縁
共
同
体
を
基
盤
に
し
種
族

主
義
を
政
治
体
制
に
持
込
ん
だ
こ
と
に
よ
る
抵
抗
力
の
弱
さ
に
求
め
ら
れ
る
。

五
胡
時
代
の
最
盛
期
を
画
す
る
前
導
燈
堅
に
あ
っ
て
も
、
徳
治
主
義
に
立
脚

す
る
統
一
を
志
向
し
な
が
ら
、
種
族
血
縁
主
義
の
壁
を
越
え
る
こ
と
が
で
き

ず
瓦
解
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

　
だ
が
、
遊
牧
社
会
の
理
念
に
依
屈
し
て
成
立
し
た
胡
族
国
家
は
、
そ
こ
に

権
力
の
「
公
共
性
」
の
側
面
を
現
わ
す
の
で
あ
り
、
民
衆
世
界
に
生
き
て
い

た
±
大
夫
層
は
、
漢
人
王
朝
の
浮
華
的
風
潮
を
見
棄
て
異
民
族
王
朝
の
も
つ

公
共
性
に
期
待
を
寄
せ
た
。
か
れ
ら
は
、
公
共
的
性
格
を
有
す
る
皇
帝
罐
の

確
立
を
望
み
、
権
力
の
私
権
化
へ
の
傾
斜
に
対
し
て
、
命
を
賭
し
て
ま
で
抵

抗
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
結
局
は
種
族
の
ワ
ク
を
打
破
れ
ず
、
私
権
化
の
動

き
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
た
が
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
士
大
夫
層
の
意
識
に
、
の

ち
の
賢
才
主
義
の
原
型
が
存
在
し
て
い
る
。

　
異
民
族
王
朝
が
真
に
中
々
社
会
に
成
立
し
得
る
に
は
、
胡
漢
無
事
の
人
絡

主
義
的
合
体
と
、
そ
れ
を
基
盤
に
し
て
公
共
世
界
の
中
心
と
な
る
皇
帝
権
の

確
立
と
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
H
編
「
北
魏
統
一
帝
国
の
支
配
構

造
と
貴
族
制
社
会
」
に
お
い
て
は
、
右
の
課
題
を
解
決
す
る
前
半
部
分
に
位

置
し
、
北
魏
の
成
立
か
ら
北
魏
末
の
内
乱
に
至
る
過
程
が
問
題
と
さ
れ
る
。

　
五
胡
国
家
の
限
界
性
を
示
し
た
種
族
主
義
は
、
北
魏
で
は
、
四
世
紀
末
道

武
帝
が
部
落
解
散
を
断
行
し
開
国
（
部
）
に
統
合
し
た
こ
と
に
よ
り
、
　
一
応

乗
越
え
ら
れ
た
。
太
武
帝
に
至
っ
て
華
北
全
域
の
平
定
が
実
現
す
る
が
、
こ

の
段
階
で
は
「
重
壁
的
要
素
を
濃
厚
に
も
つ
軍
事
体
制
」
に
支
え
ら
れ
、
胡

族
兵
士
が
各
地
の
鎮
戎
に
分
散
し
て
置
か
れ
て
お
り
、
部
族
連
合
国
家
の
影

響
か
ら
抜
け
切
っ
て
い
な
い
。
崔
浩
の
国
史
事
件
の
如
く
、
漢
人
±
大
嘗
層
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も
ま
だ
受
身
の
形
で
参
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
拓
薮
国
家
の
こ
の
よ
う
な
性
格
は
、
孝
文
帝
の
漢
化
政
策
に
よ
っ
て
転
換

さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
試
製
国
家
か
ら
中
国
的
普
遍
国
家
へ
の
転
身
」
で
あ
り
、

官
制
改
革
を
通
じ
て
貴
族
制
社
会
の
成
立
へ
と
進
む
。
人
格
的
資
質
に
価
値

．
基
準
を
求
め
る
貴
族
主
義
は
、
種
族
主
義
か
ら
よ
り
普
遍
的
地
平
へ
の
移
行

を
意
味
す
る
。
孝
文
帝
は
そ
の
体
制
の
維
持
の
た
め
、
北
人
内
部
の
身
分
秩

序
の
制
定
と
漢
族
社
会
内
部
の
門
閥
関
係
の
整
備
と
い
う
忍
男
苫
葺
を
実
行

し
た
。
孝
文
帝
に
よ
る
門
閥
主
義
政
策
採
用
の
意
義
は
、
　
「
中
国
照
会
の
伝

統
的
門
閥
主
義
と
北
族
社
会
の
素
朴
単
純
な
旧
習
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
、
政
治

的
に
埋
め
」
、
寒
釣
勢
力
に
階
級
制
度
を
注
入
し
て
統
一
力
の
維
持
を
は
か

っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
漢
人
士
大
夫
の
賢
才
主
義
者
に
よ
る
反
発
を
ひ
き
起
こ

し
た
。
か
れ
ら
は
、
旧
門
閥
勢
力
と
ち
が
っ
て
王
朝
権
力
と
深
い
関
係
の
も

と
に
出
現
し
た
士
人
層
が
主
体
で
、
権
力
の
公
共
性
達
成
の
た
め
に
、
門
閥

制
度
に
よ
る
閉
鎖
性
を
打
破
し
、
士
大
夫
内
の
賢
才
に
解
放
さ
れ
た
体
制
の

確
立
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
主
張
は
孝
文
帝
に
承
認
さ
れ
な
か
っ
た

が
、
次
の
北
周
－
階
の
体
制
下
で
現
実
化
し
、
科
挙
制
度
の
理
念
に
受
け
継

が
れ
る
。

　
門
閥
主
義
的
再
編
成
は
、
必
然
的
に
土
人
と
非
士
人
の
区
別
を
明
確
に
す

る
。
そ
の
結
果
、
北
魏
の
華
北
統
一
に
主
要
な
役
舗
を
果
し
た
北
野
出
身
の

軍
人
は
、
栄
達
を
抑
え
ら
れ
排
除
さ
れ
て
い
く
。
栄
光
あ
る
地
位
か
ら
転
落

す
る
に
際
し
て
、
門
閥
体
制
へ
の
反
発
と
し
て
最
初
に
激
発
し
た
の
が
羽
林

兵
の
暴
動
で
あ
り
、
次
に
北
鎮
の
乱
と
な
っ
て
現
わ
れ
、
華
北
全
域
の
内
乱

へ
と
進
む
。
怨
讐
に
配
属
・
定
住
さ
せ
ら
れ
た
北
方
系
軍
士
は
、
　
「
本
来
自

由
で
国
家
の
栄
光
を
に
な
っ
た
軍
士
」
で
あ
り
、
仕
官
の
道
も
開
け
様
々
な

特
権
が
与
え
ら
れ
て
い
た
、
だ
が
門
閥
国
家
へ
の
転
身
に
と
も
な
っ
て
、
体

制
か
ら
疎
外
さ
れ
身
分
的
分
断
を
う
け
、
北
暗
黒
に
は
軍
籍
付
属
の
賎
民
化

し
た
地
位
（
府
戸
）
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
北
山
の
乱
を
契
機
に
、

華
北
各
地
に
活
動
す
る
城
民
（
賄
人
）
1
1
鎮
城
所
属
の
民
も
、
州
郡
民
と
は
区

別
さ
れ
軍
籍
に
置
か
れ
た
北
族
系
兵
士
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
北
鎮
の
乱

と
続
く
城
民
の
反
乱
は
、
　
「
自
由
民
か
ら
賎
民
へ
、
と
い
う
歴
史
的
状
況
、

お
よ
び
賎
民
か
ら
自
由
民
へ
、
と
い
う
志
向
と
行
動
」
と
し
て
措
定
で
き
る
。

孝
文
帝
の
門
閥
主
義
政
策
は
、
種
族
性
を
脱
賦
し
て
中
国
的
普
遍
国
家
へ
の

志
向
を
具
体
化
し
た
の
で
あ
る
が
、
究
極
に
お
い
て
そ
の
種
族
性
を
克
服
で

き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
北
魏
末
の
内
乱
の
過
程
で
明
ら
か
と
な
っ
た
賎
業
か
ら
自
由
畏
へ
と
い
う

課
題
は
、
次
の
時
代
に
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
同
時
に
、
種
族
性
を
克
服
し
門
閥
体
制
を
否
定
す
る
方
向
に
お
い
て
実

現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
三
編
「
北
朝
後
期
に
お
け
る
新
瞬
費
族
制

の
抗
争
偏
は
、
そ
の
問
題
に
主
眼
を
お
い
て
展
開
さ
れ
る
。
氏
は
全
体
と
し
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院内

て
「
東
魏
一
北
斉
に
つ
い
て
は
そ
の
挫
折
を
、
し
か
し
西
魏
一
封
周
に
つ
い

て
は
こ
の
方
向
の
定
着
を
」
と
す
る
展
望
の
も
と
に
臨
ん
で
い
る
。

　
北
魏
末
の
内
乱
の
な
か
か
ら
新
た
な
勢
力
と
し
て
出
現
し
た
の
は
、
地
方

豪
族
と
そ
れ
の
統
率
す
る
郷
兵
集
國
で
あ
っ
た
。
郷
帥
と
郷
倉
ハ
と
の
関
係

は
、
賎
民
化
の
契
機
を
内
包
さ
せ
た
門
閥
主
義
体
制
下
の
官
兵
と
は
ち
が
っ

て
、
自
発
性
と
相
互
儒
頽
に
よ
る
自
由
な
空
気
が
み
ら
れ
る
。
手
工
は
多
く

地
方
の
貴
族
層
出
身
で
あ
る
が
、
豪
侠
的
性
格
を
備
え
郷
党
社
会
と
密
接
に

関
係
し
て
い
た
。
郷
党
を
遊
離
し
て
門
閥
体
制
に
組
込
ま
れ
た
貴
族
層
が
頽

廃
へ
の
道
を
た
ど
る
の
に
対
し
、
郷
党
を
背
景
に
現
わ
れ
る
豪
侠
的
貴
族
は
、

貴
族
階
級
の
危
機
を
克
服
す
べ
く
自
ら
郷
信
を
結
集
し
、
高
歓
・
宇
文
泰
に

結
び
つ
い
た
の
で
あ
る
。
論
著
集
団
に
流
れ
る
門
閥
主
義
を
打
破
し
水
平
器

を
求
め
る
動
き
と
、
北
族
に
み
ら
れ
る
自
由
民
へ
の
志
向
と
の
共
通
性
が
、

両
勢
力
の
合
体
を
可
能
に
し
た
。

　
門
閥
主
義
体
制
か
ら
生
ま
れ
た
頽
廃
が
、
北
下
末
の
内
乱
と
三
兵
集
団
の

出
現
を
促
し
、
こ
の
二
つ
の
勢
力
が
東
魏
一
北
斉
と
島
島
一
宮
周
の
政
権
を

購
成
す
る
軸
と
な
る
。
し
か
し
前
者
の
世
界
は
、
政
権
の
成
立
を
助
け
た
勲

貴
勢
力
と
北
魏
以
来
の
漢
人
門
閥
貴
族
と
の
葛
藤
が
続
き
、
つ
い
に
は
女
君

と
恩
倖
に
よ
る
腐
敗
の
な
か
で
滅
び
た
。
こ
の
政
権
を
荒
廃
さ
せ
た
原
因
は
、

主
要
に
は
門
閥
勢
力
が
士
大
夫
的
元
年
を
棄
て
、
帝
権
に
依
存
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
指
導
権
を
獲
得
し
、
勲
貴
勢
力
の
弾
圧
に
進
ん
だ
こ
と
に
あ
る
が
、

一
方
勲
貴
勢
力
側
も
、
自
ら
の
立
場
を
政
治
体
制
に
定
着
さ
せ
る
努
力
を
怠

っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
初
期
に
高
望
に
採
用
さ
れ
た
賢
才
主
義
も
、
門

閥
貴
族
の
拾
頭
・
勲
貴
の
後
退
・
潜
門
勢
力
の
出
現
の
な
か
で
挫
折
を
余
儀

な
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
西
魏
一
業
周
に
あ
っ
て
、
警
守
宋
に
現
わ
れ
た
北
族
・
漢
族
の
勢

力
は
、
宇
文
例
の
下
で
二
十
四
軍
の
軍
団
に
編
成
さ
れ
、
そ
の
勢
力
の
指
導

層
は
二
十
四
軍
を
分
統
す
る
勲
貴
集
団
を
構
成
す
る
に
至
る
。
こ
の
勲
貴
集

団
は
内
部
的
に
相
互
に
規
制
・
支
持
し
あ
う
関
係
を
と
る
と
と
も
に
、
そ
れ

総
体
と
し
て
一
定
の
自
立
性
を
保
ち
、
政
権
を
二
重
状
態
に
置
く
の
で
あ
る
。

雨
曇
集
団
の
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
に
正
当
性
を
与
え
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た

の
が
周
礼
的
体
制
で
あ
る
。
こ
の
分
権
状
態
を
前
提
と
し
つ
つ
統
一
性
を
保

と
う
と
す
る
体
制
は
、
五
胡
の
国
家
構
造
に
み
ら
れ
た
宗
室
に
よ
る
分
権
的

体
制
と
共
通
性
を
も
つ
の
で
あ
り
、
両
者
の
権
力
構
造
の
共
通
性
が
具
体
的

に
「
天
王
」
の
称
号
と
し
て
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
権
力
構
造

上
の
共
通
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
五
胡
国
家
で
は
そ
れ
が
宗
室
と
い
う
血
縁

的
関
係
で
支
え
ら
れ
た
の
に
対
し
、
北
周
で
は
血
縁
的
秩
序
原
理
を
越
え
異

姓
と
の
関
係
へ
と
一
歩
踏
み
出
し
て
い
る
。

　
北
魏
門
閥
体
制
下
で
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
賢
才
主
義
は
、
同
じ
く
門
閥
体

制
の
否
定
の
過
程
で
生
ま
れ
た
西
国
賭
北
龍
に
お
い
て
採
用
さ
れ
る
に
至
っ

た
。
そ
れ
は
、
勲
貴
勢
力
を
中
心
と
す
る
士
人
層
の
行
動
理
念
と
な
う
、
新
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貴
族
制
の
成
立
を
促
し
た
。
そ
こ
で
胡
漢
両
勢
力
は
種
族
の
限
界
を
越
え
て

主
体
的
に
参
加
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
新
貴
族
勢
力
の
拾

頭
の
前
に
、
門
閥
勢
力
は
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
帝
権
に
依
託
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
始
め
て
地
位
が
確
保
で
き
た
。
周
壁
革
命
に
瞭
翻
し
た
面
癖
．
劉

防
ら
漢
人
貴
族
の
行
動
に
、
頽
廃
の
典
型
的
姿
態
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
北
周
に
替
っ
て
成
立
し
た
階
朝
で
は
、
高
顕
に
代
表
さ
れ
る
一
群
の
官
僚

が
活
躍
し
始
め
る
。
か
れ
ら
に
み
ら
れ
る
文
武
両
鶴
的
人
格
・
豪
侠
性
・
職

務
に
対
す
る
忠
実
さ
や
実
務
性
・
民
衆
と
遊
離
し
な
い
生
活
感
情
等
々
の
共

通
盤
が
、
開
府
期
の
政
治
を
特
色
づ
け
た
。
高
穎
の
富
僚
と
し
て
の
あ
り
方

に
、
　
「
本
来
旧
貴
族
を
成
り
た
た
せ
て
い
た
士
大
夫
精
神
が
、
あ
た
ら
し
い

形
態
に
お
い
て
生
か
さ
れ
た
、
薪
時
代
の
官
人
像
」
、
す
な
わ
ち
西
魏
漣
北

周
体
制
に
生
成
し
た
薪
貴
族
主
義
の
結
実
の
姿
、
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
り
、
次
に
成
立
す
る
唐
帝
国
に
受
け
継
が
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
本
書
の
概
要
の
紹
介
を
試
み
て
き
た
が
、
平
板
な
理
解
に
終
り
、

谷
川
氏
の
意
図
を
完
全
に
汲
取
っ
て
い
な
い
こ
と
を
恐
れ
る
。
重
厚
な
論
理

構
造
と
緻
密
な
実
証
の
も
と
に
構
成
さ
れ
た
本
書
は
、
歴
史
認
識
に
現
わ
れ

た
ナ
イ
ー
ブ
さ
と
情
熱
と
い
う
氏
自
身
の
個
性
と
相
馬
っ
て
、
従
来
み
ら
れ

な
か
っ
た
新
た
な
歴
史
書
と
し
て
の
態
を
な
し
、
わ
れ
わ
れ
に
限
り
な
い
魅

力
を
与
え
る
と
と
も
に
、
こ
れ
か
ら
の
歴
史
研
究
の
ひ
と
つ
の
方
向
を
握
示

し
て
い
る
。
氏
の
背
景
に
は
内
藤
湖
南
以
来
の
学
問
的
伝
統
の
存
在
が
知
ら

れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
依
拠
し
つ
つ
も
氏
独
自
の
地
位
を
確
立
す
る
に

歪
つ
た
の
は
、
国
罠
的
歴
史
学
の
運
動
と
そ
れ
を
継
承
し
た
人
々
と
の
間
で

展
開
さ
れ
た
中
国
国
家
論
に
関
す
る
論
争
を
通
じ
て
で
あ
る
。
こ
の
論
争
の

う
ち
、
氏
の
最
も
闇
題
と
し
た
点
は
、
　
「
諸
制
度
の
根
源
に
あ
る
人
間
の
意

志
」
を
如
何
に
歴
史
の
舞
台
に
蘇
生
さ
せ
る
か
、
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

圏
家
長
制
度
を
民
衆
に
対
す
る
支
配
抑
圧
の
機
構
と
理
解
し
、
両
者
の
対
立

を
生
産
関
係
で
没
人
閻
的
に
把
握
す
る
階
級
史
観
に
対
し
、
氏
は
国
家
と
民

衆
と
の
間
の
相
互
に
意
識
し
結
合
し
よ
う
と
す
る
諭
を
重
視
す
る
。
両
者
が

互
い
に
支
え
合
う
緊
張
関
係
の
上
に
国
家
は
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
階
級
性

を
前
面
に
押
出
し
両
神
の
関
係
を
破
綻
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
国
家

は
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
階
級
関
係
を
包
摂
し
た
共
同
体
的
結
合
を

軸
に
据
え
、
中
国
史
の
独
自
の
且
つ
生
き
生
き
し
た
発
展
形
態
を
追
求
し
よ

う
と
し
た
の
が
、
谷
川
氏
の
「
共
同
体
論
」
で
あ
り
、
本
書
は
そ
の
具
体
的

成
果
で
あ
る
。

　
階
唐
帝
国
の
本
源
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
進
め
ら
れ
た
五
胡
・
北
朝
史

の
研
究
で
、
氏
は
「
胡
漢
民
衆
の
自
由
へ
の
志
向
」
を
主
軸
と
し
て
全
体
の

流
れ
を
跡
づ
け
る
、
具
体
的
に
は
権
力
の
公
的
性
格
・
（
公
共
性
）
が
ど
の
よ

う
に
確
立
さ
れ
て
い
く
の
か
、
に
視
点
を
あ
て
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
と
さ

れ
る
門
自
由
」
と
は
、
漢
人
社
会
の
郷
党
共
同
体
と
遊
牧
社
会
の
部
族
共
同

体
に
貫
徹
す
る
理
念
で
あ
り
、
こ
の
胡
漢
両
共
同
体
が
華
北
の
場
に
お
い
て
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評書

相
互
に
関
与
し
、
最
後
に
両
者
の
主
体
的
合
体
の
も
と
に
新
た
な
国
家
共
同

体
、
す
な
わ
ち
隅
唐
帝
国
を
創
出
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
胡
漢
民
衆
は
そ
こ

で
自
由
畏
と
し
て
国
家
と
結
合
す
る
可
能
性
を
与
え
ら
れ
た
。

　
階
唐
帝
国
の
原
点
た
る
胡
漢
両
共
同
体
が
、
『
中
国
中
世
史
』
の
「
総
論
」

で
示
さ
れ
た
「
豪
族
共
同
体
」
に
あ
た
る
が
、
で
は
何
故
に
こ
の
共
同
体
に

お
け
る
自
由
が
問
題
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
自
立
小
農
罠
に
よ

っ
て
編
成
さ
れ
た
一
、
璽
共
岡
体
」
が
、
内
部
か
ら
生
ま
れ
る
階
級
分
化
の
前

に
崩
記
し
、
次
に
大
土
地
所
有
者
と
小
農
民
と
の
鋭
い
階
級
対
立
を
越
え
て

再
編
さ
れ
た
の
が
「
豪
族
共
同
体
」
で
あ
る
と
想
定
す
る
場
合
、
そ
こ
で

の
指
導
者
が
共
同
体
倫
理
の
体
得
・
笑
諜
者
た
る
土
大
夫
で
あ
ろ
う
と
も
、

民
衆
の
側
に
お
い
て
は
、
疎
外
状
況
が
一
歩
進
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
か
。
谷
川
氏
が
貴
族
の
も
つ
倫
理
性
を
執
拗
な
ま
で
に
追
求
さ
れ

る
背
景
に
は
、
こ
の
こ
と
を
意
識
す
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
自
由
の
本
源
を
共
同
体
に
求
め
る
と
き
、
何
故
に
里
共
同
体

で
は
な
く
豪
族
共
同
体
を
定
置
す
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
り
続
け
る
。
潤

筆
民
衆
が
漢
族
世
界
へ
合
流
し
て
い
く
に
あ
た
り
、
そ
の
古
代
性
の
標
徴
た

る
部
族
共
同
体
が
想
起
さ
れ
る
よ
う
に
、
漢
族
民
衆
に
あ
っ
て
も
里
共
同
体

が
前
提
に
さ
れ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。

　
中
国
史
の
巨
大
な
流
れ
を
、
共
岡
体
被
会
と
そ
れ
を
支
え
る
自
由
の
理
念

を
軸
に
し
て
、
統
一
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
作
業
は
、
多
く
の
困
難
を
と

も
な
う
と
と
も
に
、
一
方
で
は
生
き
生
き
し
た
歴
史
像
を
浮
彫
り
に
す
る
だ

ろ
う
。
西
魏
一
網
周
の
胡
漢
合
作
政
権
の
も
と
で
成
立
し
た
漸
貴
族
官
僚
集

団
が
、
次
の
晴
朝
開
皇
期
に
お
い
て
政
治
を
主
導
す
る
勢
力
と
し
て
現
わ
れ
、

そ
こ
に
国
家
共
同
体
の
一
応
の
実
現
が
あ
る
、
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
谷
川
氏

は
、
唐
帝
国
に
対
し
さ
ら
に
完
成
さ
れ
た
姿
を
期
待
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、

上
絵
の
間
に
介
在
す
る
諸
反
乱
の
意
味
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の

で
あ
ろ
う
か
。
換
雷
す
れ
ば
、
新
貴
族
舗
の
上
に
確
立
し
た
階
朝
が
、
何
故

に
短
期
間
の
う
ち
に
崩
壊
へ
の
道
を
突
き
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
蝪
帝
の
暴
政
に
加
担
し
た
の
は
、
　
「
選
曹
の
七
貴
」
と
総
称
さ

れ
る
旧
門
閥
貴
族
的
性
格
の
濃
厚
な
勢
力
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

こ
の
時
期
を
文
二
期
の
政
治
と
は
異
質
な
も
の
と
想
定
す
る
こ
と
は
早
計
だ

と
思
う
。
む
し
ろ
腸
帝
期
に
み
ら
れ
る
政
治
の
出
現
を
可
能
に
す
る
要
因
が
、

新
貴
族
主
義
体
制
の
内
部
に
隠
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
郷
党
共
同
体

の
同
心
円
的
な
拡
延
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
る
国
家
共
同
体
と
は
、
畏
衆
の
自

由
へ
の
志
向
を
現
実
化
し
自
由
民
的
地
位
を
保
証
し
た
と
掘
え
ら
れ
る
半
面
、

そ
れ
を
不
断
に
規
制
し
変
革
さ
せ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
そ
の
カ
を
生
み
出
す
場

を
喪
失
し
て
し
ま
う
危
険
性
を
有
す
る
。
北
周
一
晴
の
体
制
と
緊
密
な
関
係

を
形
成
し
た
郷
村
社
会
が
、
そ
れ
自
身
の
も
つ
自
律
的
な
活
動
を
抑
制
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
案
外
の
暴
政
を
到
来
さ
せ
た
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
逆
に

谷
川
氏
が
霞
由
へ
の
志
向
の
挫
折
形
態
と
し
て
理
解
す
る
東
魏
1
1
北
斉
で
は
、
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動
揺
を
続
け
る
政
治
体
制
の
も
と
で
、
李
豊
艶
に
代
表
さ
れ
る
士
大
夫
的
中

土
地
所
有
制
を
発
展
さ
せ
、
そ
の
下
で
郷
村
の
自
律
性
が
維
持
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
階
末
の
諸
及
乱
は
、
劇
画
に
対
す
る
反
航
で
あ
る
と
と
も
に
、

郷
村
の
自
律
性
回
復
を
志
向
す
る
運
動
と
し
て
の
側
面
を
み
せ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
新
貴
族
主
義
体
劇
制
は
胡
漢
両
共
同
体
の
帰
結
を
意
味

す
る
と
同
時
に
、
た
だ
ち
に
形
骸
化
の
方
向
に
進
み
出
す
、
と
し
て
の
考
察

も
必
要
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
谷
用
氏
が
貴
族
社
会
の
倫
理
性
を
重
視
す
る
姿
勢
に
は
、
中
国
史
の
階
級

対
立
を
知
識
の
所
有
の
問
題
に
お
い
て
掘
握
す
る
意
識
と
関
連
し
て
い
る
と

思
う
。
文
化
の
所
有
者
と
非
所
有
者
の
対
立
、
こ
の
関
係
が
現
在
に
至
る
ま

で
続
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
規
定
す
る
の
は
生
産
関
係
に
求
め
ら
れ
ね
ば

な
ら
ず
、
精
神
史
的
領
域
の
解
明
に
あ
た
り
、
社
会
経
済
史
と
の
相
互
補
完

が
避
け
ら
れ
な
い
課
題
と
な
る
。
こ
の
ほ
か
、
北
魏
の
果
し
た
役
割
に
関
し

て
、
氏
は
余
り
に
も
否
定
的
評
価
で
終
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ

れ
で
よ
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
点
、
高
歓
と
河
北
貴
族
勢
力
と
の
結
合
を
可
能

に
し
た
理
由
、
な
ど
二
・
三
の
も
の
足
ら
な
さ
を
感
じ
た
が
、
そ
れ
ら
は
有

機
的
接
合
の
上
に
立
つ
本
書
に
お
い
て
竣
末
な
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
、
浅
学
の
身
も
顧
み
ず
思
い
つ
く
ま
ま
書
き
つ
ら
ね
、
谷
川
氏
の
真

意
に
ど
れ
だ
け
迫
り
得
た
か
心
配
で
あ
る
。
だ
が
、
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
た

民
衆
の
内
面
世
界
の
豊
か
さ
は
、
古
代
世
界
を
超
克
し
た
と
こ
ろ
に
現
わ
れ

る
中
世
的
精
神
と
し
て
、
強
い
共
感
を
覚
え
た
。
氏
が
提
起
さ
れ
た
「
自

由
偏
の
理
念
は
、
わ
れ
わ
れ
が
今
後
の
歴
史
研
究
で
正
面
か
ら
取
組
み
、
一

層
実
質
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
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