
唐
代
の
観
察
処
置
使
に
つ
い
て
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i
藩
鎮
体
制
の
一
考
察
－

鄭

柄

俊

～
　
門
要
約
】
　
本
稿
は
、
風
鎮
の
兼
ね
る
民
政
官
職
た
る
観
察
使
を
取
り
上
げ
、
藩
鎮
体
制
の
民
政
的
側
面
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
藩
鎮
研
究
に

　
は
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
っ
た
。
第
一
は
、
一
部
の
反
逆
の
藩
鎮
に
見
ら
れ
る
事
象
が
そ
の
ま
ま
一
般
化
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、

　
唐
朝
と
握
翫
を
あ
ま
り
に
も
相
離
反
す
る
実
態
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
は
、
藩
鎮
研
究
が
あ
ま
り
に
も
軍
事
的
側
面
に
傾
い
て
い
る

　
こ
と
で
あ
る
。
第
四
は
、
謙
卑
が
全
国
に
置
か
れ
て
か
ら
中
央
と
州
と
の
関
係
が
大
い
に
絶
た
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
認
識
の
下
で
、
研
究
が
行
わ
れ
て

　
い
る
こ
と
で
あ
る
。
考
察
の
対
象
は
直
接
的
に
は
第
三
の
問
題
点
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
が
互
い
に
密
接
に
絡
み
合
っ
て
い
る
だ
け

　
に
、
論
述
の
過
程
で
は
、
自
ず
と
他
の
問
題
点
に
も
取
り
組
む
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
本
稿
の
目
的
は
、
そ
れ
ら
の
問
題
点
を
抱
え
る
藩
鎮
研
究
の

　
殆
ど
が
唐
朝
と
藩
鎮
と
の
関
係
に
対
し
て
一
定
の
認
識
を
あ
ら
わ
し
、
ま
た
そ
れ
を
重
要
な
前
提
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
藩
鎮
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
を

　へ
　
意
識
し
て
、
主
に
両
者
の
関
係
に
対
す
る
筆
港
の
認
識
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
七
七
巻
五
号
　
一
九
九
四
年
九
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
安
史
の
乱
を
契
機
と
し
て
全
国
に
置
か
れ
た
藩
鎮
は
軍
・
民
政
に
わ
た
る
強
大
な
権
限
を
持
ち
、
律
令
支
配
の
破
綻
に
よ
る
社
会
的
中
矛
盾

の
深
刻
化
と
密
接
に
絡
み
合
い
な
が
ら
、
地
方
政
治
を
大
き
く
左
右
す
る
存
在
と
な
っ
た
。
数
理
か
ら
十
勢
州
を
統
轄
す
る
こ
の
藩
鎮
の
登
場

に
よ
り
、
唐
初
以
来
の
中
央
集
権
体
制
は
大
い
に
後
退
し
、
ま
た
疇
と
し
て
唐
朝
と
強
藩
と
の
問
に
権
力
を
巡
る
閾
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。

観
察
処
置
使
（
以
下
、
観
察
使
と
略
称
）
は
、
い
わ
ば
里
馬
の
兼
任
す
る
官
職
と
し
て
、
そ
の
民
事
的
側
面
を
な
す
も
の
で
あ
る
。



唐代の観察処置使について（鄭）

　
唐
宋
変
革
論
に
関
わ
る
閥
題
意
識
も
あ
っ
て
、
従
来
藩
鎮
に
対
す
る
研
究
は
数
多
く
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
そ
れ
ら
の
研
究
の
問
題
点
を
整

理
し
て
本
稿
の
性
格
を
明
確
に
し
た
い
。
第
一
は
、
河
北
遊
吟
等
の
一
部
の
反
逆
の
藩
鎮
に
見
ら
れ
る
事
象
が
そ
の
ま
ま
一
般
化
さ
れ
る
傾
向

が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
大
沢
正
昭
氏
は
、
田
本
に
お
け
る
藩
鎮
研
究
の
有
力
な
一
角
を
な
し
て
い
る
堀
敏
一
氏
の
研
究
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

取
り
上
げ
、
堀
氏
は
全
て
の
藩
鎮
を
同
質
の
も
の
と
し
て
分
析
し
、
下
女
の
も
つ
地
域
的
差
異
を
捨
象
し
て
し
ま
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
大

沢
氏
も
熟
知
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
日
野
開
三
郎
残
の
研
究
を
含
め
て
一
般
に
も
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
う
面
で
中
国
の
張
裏
剛
氏
に
よ
る
藩
鎮
の
類
型
論
は
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
。
第
二
は
、
唐
朝
と
上
甑
を
あ
ま
り
に
も
相
離
反
す
る
実

体
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
河
北
竃
等
等
に
重
き
を
置
く
藩
鎮
研
究
の
必
然
的
結
果
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
臼
野
開

翼
翼
氏
は
も
と
よ
り
、
堀
敏
一
・
栗
原
益
男
両
氏
の
研
究
も
結
局
同
じ
で
あ
り
、
B
本
で
主
流
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
中
砂
明
徳
幾

は
、
王
朝
－
隠
秘
の
拮
抗
関
係
を
認
め
な
が
ら
も
、
両
者
の
共
存
的
形
態
に
関
心
を
持
ち
、
藩
鎮
体
翻
を
唐
朝
の
支
配
体
制
の
転
換
と
か
か
わ

　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ら
せ
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
中
国
で
も
、
と
り
わ
け
清
の
要
急
に
よ
り
完
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
「
藩
鎮
割
拠
」
論
を
主
と
す
る
藩
士
観
が
主

流
を
な
し
て
い
る
が
、
近
来
、
藩
鎮
に
対
す
る
国
家
の
主
体
性
を
認
め
て
、
藩
鎮
が
唐
朝
を
支
え
る
側
面
を
論
じ
た
り
藩
鎮
を
国
家
機
構
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

部
と
し
て
位
置
付
け
る
等
の
新
た
な
試
み
も
行
わ
れ
て
い
る
。
第
ヨ
は
、
愚
智
研
究
が
あ
ま
り
に
も
軍
事
的
側
面
に
傾
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

藩
鎮
に
対
す
る
細
し
い
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
中
、
藩
鎮
の
民
事
的
側
面
た
る
観
察
使
に
関
す
る
専
論
は
日
野
開
三
郎
門
観
察
処
置
使
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

て
1
主
と
し
て
大
中
巻
ま
で
…
」
が
出
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
し
て
も
、
唐
後
期
全
般
に
わ
た
っ
て
は
不
十
分
で
あ
り
、
氏
独
自

の
藩
鎮
論
に
基
づ
い
て
管
下
州
県
に
対
す
る
観
察
使
の
恣
意
的
支
配
が
あ
ま
り
に
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。
第
四
は
、
観
察
使
が
置
か
れ
て
か
ら

原
則
と
は
裏
腹
に
中
央
と
州
と
の
関
係
が
大
い
に
絶
た
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
認
識
の
下
で
、
電
影
あ
る
い
は
観
察
使
に
対
す
る
研
究
が
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
関
係
が
持
続
し
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
藩
鎮
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
イ
メ
ー
ジ
に
大
き
な
影
響
を
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ぼ
し
兼
ね
な
い
。
そ
の
関
係
が
持
続
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
臓
器
で
論
じ
、
本
文
で
も
所
々
で
補
う
つ
も
り
で
あ
る
。

　
以
上
の
問
題
点
を
克
服
し
て
い
く
一
つ
の
過
程
と
し
て
、
本
稿
で
は
と
く
に
唐
朝
の
地
方
支
配
政
策
と
観
察
使
と
の
関
係
に
重
点
を
置
き
な
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が
ら
論
を
進
め
た
い
。
地
域
的
に
は
前
稿
と
同
じ
く
、
大
づ
か
み
に
諸
藩
鎮
を
、
唐
朝
の
威
令
が
及
ぶ
地
域
と
及
ば
な
い
地
域
と
に
分
け
て
、

前
者
の
大
多
数
の
藩
鎮
の
地
域
を
主
な
考
察
の
対
象
と
す
る
。
ま
だ
出
発
の
段
階
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
り
、
藩
鎮
体
制
の
新

た
な
歴
史
的
意
義
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

①
　
大
沢
正
昭
「
唐
末
・
五
代
政
治
史
研
究
へ
の
一
視
点
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
誰
＝

　
1
賜
、
一
九
七
三
）
一
ご
八
頁
。

②
張
国
議
「
唐
代
藩
鎮
類
型
及
其
動
乱
特
点
」
（
『
歴
史
研
究
』
一
九
八
三
一
四
）

　
及
び
「
唐
代
藩
鋏
的
類
型
分
析
」
（
『
唐
代
藩
鎮
研
究
』
湖
南
教
育
出
版
栓
、
一
九

　
八
七
）
。
氏
は
諸
藩
鎮
を
分
け
て
「
河
朔
望
拠
型
」
と
「
中
原
防
遍
型
」
と
「
辺
藤

　
御
辺
型
」
と
「
東
爾
財
源
型
」
と
分
類
す
る
。

③
中
砂
明
徳
「
後
期
唐
朝
の
江
潅
支
配
－
元
和
時
代
の
一
側
面
1
」
（
『
東
洋
史
研

　
究
蝕
四
七
－
一
、
一
九
八
八
）
。
倶
し
氏
の
研
究
は
藩
鎮
全
体
か
ら
見
れ
ば
、
朱

　
だ
間
借
提
起
の
段
階
に
過
ぎ
な
い
。

④
趙
翼
の
藩
鎮
論
は
『
廿
二
丁
倒
記
』
巻
二
〇
「
唐
節
度
使
之
禍
」
や
「
方
鎮
驕

　
兵
」
に
最
も
よ
く
集
約
さ
れ
、
現
在
の
中
圏
と
台
湾
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
学
者

　
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

⑤
　
例
え
ば
張
識
量
『
唐
代
藩
鎮
研
究
』
（
前
掲
）
、
程
志
「
論
中
窟
藩
鎮
的
本
質
和

　
作
胴
」
（
『
東
北
師
大
学
報
』
一
九
八
六
一
六
）
等
が
あ
る
。
但
し
こ
れ
ら
は
藩
鎮

　
体
制
の
蒋
期
的
変
化
に
関
わ
る
問
題
に
対
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
注
意
が
払
わ
れ
て
い

　
な
い
。

⑥
『
日
野
南
三
郎
東
洋
史
学
論
集
臨
（
以
下
、
『
日
野
論
集
隔
と
略
称
）
三
、
三
一

　
書
…
揚
、
…
九
八
一
に
収
録
。
以
下
、
日
野
「
観
察
処
置
使
」
と
略
称
。

⑦
拙
稿
「
唐
後
半
期
の
地
方
行
政
体
系
に
つ
い
て
－
特
に
州
の
直
達
・
直
下
を
中

　
心
と
し
て
一
」
（
『
東
洋
史
研
究
隔
五
一
一
三
、
一
九
九
二
）
。
以
下
、
前
稿
と
略
称
。
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禰
　
律
令
支
配
の
破
綻
と
地
方
使
職
の
発
達

　
観
察
使
の
性
格
を
よ
り
明
確
に
理
解
す
る
た
め
、
ま
ず
そ
の
前
身
た
る
唐
前
期
の
地
方
使
職
の
発
達
の
実
態
や
そ
の
時
代
的
背
景
を
考
察
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
。
そ
の
発
達
の
様
態
を
見
よ
う
。
高
祖
が
帝
位
に
つ
い
て
間
も
な
い
武
徳
元
年
（
六
一
八
）
二
月
に
馬
七
夕
を
山
南
に
遣
わ
し
て
百
姓
を
慰
撫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

し
、
同
年
六
月
に
太
僕
卿
宇
文
明
達
を
し
て
山
東
地
方
を
招
慰
し
た
。
以
後
高
祖
は
晦
と
し
て
各
地
に
使
臣
を
派
遣
す
る
が
、
そ
の
厨
的
は
主

に
、
晴
末
唐
初
の
動
乱
が
激
し
く
進
ん
で
い
る
中
で
、
広
が
る
勢
力
版
図
内
に
お
け
る
民
心
の
収
拾
や
占
領
地
域
で
の
支
配
体
側
の
強
化
等
に

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
つ
い
で
太
宗
が
即
位
し
て
貞
観
三
年
（
六
二
九
）
五
月
に
大
理
遠
耳
正
倫
と
催
敦
礼
等
を
関
内
砂
州
に
派
遣
し
て
百
姓
を
撫

慰
し
地
方
官
を
監
察
せ
し
め
、
岡
八
年
正
月
に
は
騎
馬
と
李
靖
等
十
三
人
の
大
原
を
そ
れ
ぞ
れ
十
六
道
期
砂
大
便
に
任
命
し
て
天
下
を
巡
省
せ

　
　
③

し
め
た
。
以
後
全
国
に
わ
た
る
監
察
使
臣
の
派
遣
が
し
ぼ
し
ば
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
同
二
十
年
正
月
に
は
大
理
卿
孫
伏
伽
・
黄
門
侍
郎
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④
　
　
　
　
　
　
⑤

亘
理
良
等
二
十
二
人
の
使
臣
を
遣
わ
し
て
六
条
に
も
と
づ
い
て
四
方
を
巡
察
さ
せ
た
。
こ
の
六
条
は
、
射
爆
二
年
（
六
八
六
）
に
は
監
察
項
目
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

十
四
条
と
格
・
勅
の
関
係
条
嬉
三
十
余
条
に
な
り
、
の
ち
地
官
尚
書
葉
方
質
の
禅
定
に
よ
り
四
十
八
条
と
な
る
。
唐
朝
が
次
第
に
地
方
監
察
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
偉
し
の
ち
こ
の
四
十
四
条
や
四
十
八
条
は
廃
止
さ
れ
、
六
条
が
再
び
行
わ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

そ
し
て
載
初
一
7
6
年
（
六
九
〇
）
以
後
は
使
臣
の
派
遣
が
「
勅
を
奉
じ
て
乃
ち
巡
り
、
毎
年
は
出
饗
せ
ず
」
と
な
る
が
、
そ
の
｝
方
、
次
第
に
貞
観

元
年
に
山
川
の
形
便
や
糞
虫
の
近
便
に
よ
り
区
画
さ
れ
た
要
道
に
沿
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
即
ち
武
則
天
天
授
二
年
（
六
九
　
）
に
工
十

　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

人
の
十
道
存
撫
使
、
中
宗
神
璽
二
年
二
月
に
は
二
十
人
の
三
道
巡
察
使
が
遣
わ
さ
れ
て
い
る
。
以
後
十
道
は
事
実
上
監
察
区
画
と
な
る
。
そ
の

上
、
神
龍
二
年
二
月
の
馬
道
巡
察
使
の
派
遣
に
際
し
て
は
「
二
周
年
に
一
堕
す
」
と
い
う
規
定
が
定
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
容
宗
景
雲
二
年
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

全
国
に
わ
た
り
強
力
な
権
限
を
持
つ
二
十
二
都
督
の
設
置
を
巡
る
議
論
を
経
て
、
そ
の
代
わ
り
に
士
道
按
察
使
が
設
置
さ
れ
る
。
こ
の
按
察
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
至
り
、
道
内
の
豊
州
に
治
し
て
そ
の
刺
史
を
兼
ね
る
場
合
が
多
く
、
地
方
常
駐
の
傾
向
を
見
せ
る
。
し
か
し
、
按
察
使
は
幾
度
も
墨
書
を
繰

　
　
⑭

り
返
し
、
地
方
機
構
と
し
て
定
着
す
る
に
は
至
ら
な
い
。
二
十
二
都
督
の
設
齪
が
や
め
ら
れ
、
珍
芸
使
が
撹
廃
を
繰
り
返
し
た
の
は
、
州
県
に

対
す
る
監
察
体
制
の
強
化
が
大
い
に
要
求
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
唐
朝
が
強
大
な
地
方
権
力
の
臨
現
を
懸
念
し
、
監
察
機
構
の
地
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

常
駐
化
や
そ
の
権
力
の
強
大
化
に
慎
重
な
態
度
を
取
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
玄
宗
開
元
二
十
二
年
（
七
三
四
）
二
月
に
至
り
、
全
国
を
十
五
道
に
分
け
、
採
訪
処
置
使
（
以
下
、
採
訪
使
と
略
称
）
が
置
か
れ
る
。
こ
の
採
訪
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

は
「
両
前
は
中
丞
を
以
て
之
を
領
し
、
余
は
皆
野
胴
史
を
択
ん
で
之
を
領
せ
し
む
」
と
、
殆
ど
地
方
常
駐
の
監
察
官
と
な
り
、
慮
ら
判
官
二
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

と
支
宮
二
人
と
推
官
一
人
等
を
辟
召
し
得
、
設
置
当
年
三
月
か
ら
職
印
を
概
き
、
一
段
と
体
制
を
整
え
た
。
ま
た
「
官
に
遷
心
有
る
に
あ
ら
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

れ
ば
、
則
ち
使
は
廃
更
無
し
」
と
身
分
が
高
度
に
保
証
さ
れ
て
い
た
採
訪
使
は
、
開
元
二
十
五
年
十
二
月
か
ら
地
方
官
の
考
課
を
定
め
て
三
年

　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
一
回
上
奏
す
る
等
の
幅
広
い
分
野
に
わ
た
る
権
限
を
え
、
そ
の
任
の
遂
行
過
程
に
お
い
て
は
「
惟
だ
旧
章
を
変
革
す
る
は
、
乃
ち
報
を
須
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

て
可
な
り
。
自
余
は
便
宜
に
従
事
す
る
を
聴
し
、
先
に
行
い
後
に
聞
す
」
、
憎
其
の
専
ら
刺
史
の
務
を
漉
し
、
廃
置
は
己
に
由
る
を
許
す
」
こ
と

が
で
き
て
い
た
。
採
訪
使
が
こ
れ
ほ
ど
大
き
な
権
限
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
だ
け
州
県
へ
の
監
察
の
必
要
性
が
大
き
く
な
っ
た
こ
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⑳

と
を
物
語
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
結
果
採
訪
使
が
州
県
に
過
大
な
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
が
生
じ
、
そ
の
権
限
が
制
限
さ
れ
る
例
も
見
ら
れ
、

あ
る
面
で
唐
朝
が
依
然
と
し
て
強
大
な
地
方
権
力
の
出
現
に
は
慎
重
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
の
が
窺
わ
れ
る
。
そ
し
て
唐
朝
の
期
待
に
対
し
て

採
訪
使
が
必
ず
し
も
十
分
に
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
事
象
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
天
雷
末
年
に
採
訪
使
が
灘
隣
使
を
も
兼
任
し
て
お

ゆ
慎
重
な
が
ら
も
唐
禦
採
訪
使
に
権
限
を
与
え
て
い
た
の
簡
違
い
な
い
・

　
地
方
追
懐
の
発
達
、
と
り
わ
け
採
訪
使
の
設
置
の
背
景
に
つ
い
て
み
よ
う
。
地
方
監
察
使
職
が
州
県
に
対
す
る
監
察
及
び
監
督
を
本
来
の
任

と
し
て
い
る
だ
け
に
、
そ
の
設
置
の
要
因
は
何
よ
り
も
州
県
政
治
の
あ
り
方
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。
唐
が
階
を
受
け
継
い
で
整
然
と
し
た
中

央
集
権
的
州
県
体
制
を
確
立
し
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
裏
に
矛
盾
も
働
い
て
い
た
。
と
り
わ
け
人
事
面
で
の
内
官
重
視
や
外
官
軽

視
の
風
潮
は
甚
だ
し
く
、
そ
の
弊
害
を
論
ず
る
議
論
が
多
く
行
わ
れ
て
い
た
。
地
方
官
が
中
央
か
ら
の
財
官
に
よ
り
占
め
ら
れ
る
場
合
が
多
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

従
っ
て
地
方
官
の
資
質
が
低
下
し
、
地
方
統
治
が
う
ま
く
い
か
な
い
大
き
な
原
因
と
な
っ
て
い
た
が
、
開
元
年
間
に
至
れ
ば
、

　
　
（
開
元
十
六
年
）
七
月
賢
し
て
曰
く
、
州
鼎
牧
童
等
、
…
…
働
お
法
式
に
遵
わ
ず
、
自
ら
紀
綱
を
棄
し
、
貿
．
遷
し
て
営
利
し
、
或
い
は
親
識
を
縦
ち
、
下
人

　
　
を
侵
算
し
、
或
い
は
郵
伝
に
在
り
て
、
貨
馬
を
要
求
す
る
こ
と
有
り
、
諸
の
此
の
如
き
類
、
具
さ
に
言
う
べ
か
ら
ず
（
『
鍵
裂
元
亀
』
巻
一
五
八
帝
王
部
誠

　
　
励
三
）
。

と
、
州
県
官
の
腐
敗
や
紀
綱
の
弛
緩
が
顕
在
化
し
、
そ
の
上
、

　
　
凡
そ
制
令
の
宣
布
、
皆
入
を
為
め
る
所
以
な
り
、
聞
く
が
如
く
ん
ば
州
県
勅
を
承
く
る
に
多
く
百
姓
に
告
示
せ
ず
、
威
な
閣
巷
の
間
を
し
て
旨
意
を
知
ら
ざ

　
　
ら
し
む
。
是
れ
何
の
道
理
な
る
や
、
…
…
（
『
唐
大
戦
令
集
』
巻
二
〇
誠
諭
「
令
州
県
以
制
勅
告
示
百
姓
勅
」
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
、
州
県
官
が
百
姓
に
告
示
す
る
べ
き
制
令
を
告
示
し
な
い
等
、
規
律
が
よ
く
遵
守
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。
周
知
の
よ
う
に
玄

宗
期
は
異
民
族
の
活
動
の
活
発
化
等
に
よ
り
巨
大
な
財
政
的
負
担
を
抱
え
、
財
政
使
職
を
設
置
す
る
等
、
支
配
体
制
の
改
革
に
大
き
な
拍
車
が

掛
か
っ
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
玄
宗
は
州
県
政
治
の
改
善
や
組
織
の
整
備
に
も
積
極
的
に
取
り
組
み
、
多
く
の
施
策
を
打
ち
出
し
て
い
た
。
即

ち
「
命
新
畑
牧
版
面
辞
勅
」
・
「
簡
高
官
為
都
督
刺
史
詔
扁
・
「
誠
励
諸
州
刺
史
勅
」
・
「
刺
史
令
久
在
任
詔
」
・
「
丁
霊
都
響
刺
史
中
外
迭
用
二
野
・
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唐代の観察処置使について（鄭）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
処
分
県
令
勅
二
道
」
・
「
重
牧
宰
資
望
勅
」
等
の
勅
令
が
枚
挙
に
暇
が
な
い
ほ
ど
嘱
せ
ら
れ
て
お
り
、
州
県
政
治
に
取
り
組
む
姿
勢
が
前
代
と

は
か
な
り
異
な
っ
て
い
た
。
そ
の
施
策
の
一
つ
と
し
て
採
訪
使
の
設
置
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
唐
朝
が
地
方
監
察
機
構
の
常
駐
化
と
そ
の

権
力
の
強
大
化
に
慎
重
な
態
度
を
取
り
な
が
ら
も
、
結
局
開
元
二
十
二
年
に
採
訪
使
の
設
置
を
断
行
し
た
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
一
連
の
州
県
改

革
の
施
策
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
州
県
官
の
腐
敗
や
紀
綱
の
弛
緩
が
深
刻
に
進
ん
で
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
そ
し
て
採
訪
使
は
六
条
に
も
と
つ
く
監
察
活
動
の
み
な
ら
ず
、
様
女
な
行
政
的
業
務
に
も
関
わ
っ
て
い
た
。
そ
の
中
、
と
く
に
寒
鮒
満
期
以

来
重
要
な
政
治
懸
案
に
な
っ
た
営
業
と
監
察
使
職
と
の
関
係
を
検
討
し
て
、
採
訪
使
の
設
置
の
背
景
の
も
う
一
つ
の
側
面
を
見
る
。
証
聖
元
年

に
李
嬌
が
上
奏
を
行
い
、
多
少
誇
張
の
気
味
は
あ
る
が
、
浮
戸
の
検
括
問
題
に
つ
き
、

　
　
今
縦
し
更
に
捜
検
し
、
愉
し
て
之
を
州
県
に
委
ね
る
も
、
則
ち
ま
た
旧
藩
に
寄
り
、
無
益
に
卒
わ
る
。
隠
以
為
え
ら
く
、
宜
し
く
御
史
に
令
し
て
督
察
検
校

　
　
せ
し
む
べ
し
。
…
…
（
『
唐
会
要
』
巻
八
五
逃
戸
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
、
州
県
に
委
ね
て
も
そ
の
効
果
が
殆
ど
出
な
い
か
ら
、
御
史
（
こ
の
場
舎
は
巡
察
一
等
の
監
察
使
臣
を
さ
す
）
に
「
督
察
検
校
」
さ
せ
る
よ
う
に
願

っ
て
い
る
。
李
嬌
の
建
議
は
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
長
安
薫
年
に
至
り
、
武
則
天
が
十
特
使
を
派
遣
し
て
「
天
下
亡
戸
」
の
検
括
を
行
う
よ

う
に
な
る
。
逃
戸
が
州
県
の
検
括
限
度
を
越
え
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
と
も
あ
れ
、
開
元
年
間
に
至
れ
ば
、

　
　
（
開
元
九
年
）
二
月
乙
酉
凝
し
て
曰
く
、
…
…
戸
口
至
っ
て
多
き
と
錐
も
、
葡
し
て
逃
亡
未
だ
恩
ま
ざ
る
は
、
良
に
牧
宰
の
任
、
訓
道
に
方
無
く
、
鞍
撫
す

　
　
る
能
わ
ざ
る
に
縣
（
1
1
由
）
る
な
り
（
『
冊
府
元
亀
』
巻
六
三
帝
王
部
発
癌
令
二
）
。

と
、
逃
戸
に
対
し
て
州
県
が
殆
ど
紺
処
で
き
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
事
態
に
対
し
て
、
玄
宗
が
非
常
手
段
と
し
て
開
元
九
年
か

ら
十
二
年
置
か
け
て
有
名
な
宇
内
融
の
括
戸
政
策
を
実
施
し
て
大
き
な
成
果
を
挙
げ
た
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
籍
帳
を
直
接
管
理
す
る
の
は
州

県
で
あ
り
、
逃
戸
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
に
は
州
県
の
役
割
が
不
可
欠
で
あ
る
。
玄
宗
が
開
発
十
八
年
十
一
月
に
墨
壷
按
察
使
に
対
し
て
、

　
　
天
下
の
戸
の
等
第
未
だ
平
ら
か
な
ら
ず
、
升
降
須
ら
く
重
な
る
べ
し
。
帰
来
、
富
商
大
賢
、
多
く
官
吏
と
往
還
し
、
謡
い
に
率
い
慧
嘱
し
て
、
下
等
に
居
る

　
　
を
求
む
。
今
よ
り
已
後
、
更
に
然
る
を
得
ず
。
如
し
嘱
請
す
る
者
有
ら
ば
、
所
由
の
牧
宰
、
名
を
録
し
て
封
事
し
、
朕
当
に
処
分
す
べ
し
。
京
都
は
御
史
に

45　（711）



　
委
ね
、
外
州
は
本
道
に
委
ね
て
、
如
し
隠
藪
し
て
雷
わ
ざ
る
こ
と
有
ら
ば
、
事
に
随
っ
て
弾
奏
せ
よ
（
『
総
会
要
』
巻
八
五
定
戸
等
第
）
。

と
、
州
衆
に
よ
る
不
正
な
戸
籍
管
理
の
取
り
締
ま
り
の
強
化
を
命
じ
て
お
り
、
採
訪
使
が
霞
か
れ
て
か
ら
は
、

　
　
開
元
二
十
四
年
三
月
勅
す
ら
く
、
…
…
今
よ
り
已
後
、
天
下
請
州
の
戸
口
、
或
い
は
刺
史
・
県
令
に
離
任
す
る
者
膚
ら
ば
、
並
び
に
宜
し
く
分
明
し
て
交
付

　
　
す
べ
し
。
州
県
、
伽
お
年
嵩
に
釜
る
毎
に
、
各
々
存
亡
及
び
増
加
の
実
数
を
具
し
て
同
に
申
し
、
弁
び
に
採
訪
使
に
委
ね
て
重
覆
し
て
省
に
報
ず
べ
し
。
…
…

　
　
（
『
唐
会
要
』
巻
八
四
雑
録
）
。

　
　
開
元
二
十
六
年
七
月
勅
す
ら
く
、
諸
州
の
応
ゆ
る
帰
首
し
て
業
に
復
す
る
者
、
比
来
年
終
に
至
る
毎
に
、
皆
朝
州
録
奏
せ
り
。
今
よ
り
已
後
、
宜
し
く
本
道

　
　
採
訪
使
に
牒
報
し
て
同
に
勘
せ
し
む
べ
し
。
…
…
（
『
唐
会
要
』
巻
八
五
墨
黒
）
。

と
、
採
訪
使
に
対
し
て
戸
口
や
逃
戸
の
管
理
に
関
与
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
そ
し
て
開
元
二
十
六
年
七
月
置
は
、
従
来
所
属
の
州
で
年
末

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
記
録
し
て
い
た
戸
口
調
査
方
式
を
改
め
、
採
訪
使
に
よ
る
監
査
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
し
た
。
逃
戸
問
題
に
限
ら
ず
、
採
訪
使
が
設
置
さ
れ
た

時
期
に
は
、
州
県
だ
け
で
は
律
令
支
配
の
破
綻
に
対
し
て
殆
ど
対
応
で
き
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
採
訪
使
が
行

政
的
性
格
を
持
っ
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
と
し
て
も
、
採
訪
使
は
あ
く
ま
で
監
察
機
構
で
あ
り
、
そ
の
行
政
的
性
格
を
あ
ま
り
高
く
評
価
し

　
　
　
　
　
⑭

て
は
な
ら
な
い
。

　
ど
こ
ろ
で
、
採
訪
使
が
置
か
れ
た
後
も
、
唐
朝
は
、
そ
の
派
遣
の
回
数
は
減
っ
た
も
の
の
、
依
然
と
し
て
臨
時
の
使
臣
を
地
方
に
派
遣
し
て

州
照
を
監
察
乃
至
監
督
し
て
い
た
。
即
ち
、

　
　
其
の
官
吏
の
中
、
寅
習
に
し
て
臓
私
し
、
及
び
名
倉
を
犯
し
、
或
い
は
衰
老
・
疾
病
し
、
或
い
は
政
理
無
き
者
、
刺
史
已
下
、
宜
し
く
務
を
賛
し
て
奏
聞
す

　
　
べ
し
。
其
の
職
を
守
る
に
公
清
、
政
を
為
す
に
尤
異
に
し
て
、
事
激
勧
に
堪
え
遠
近
の
知
る
者
、
具
し
て
名
を
以
て
聞
せ
よ
。
其
の
諸
道
に
遭
損
の
人
有
ら

　
　
ば
、
応
に
須
ら
く
賑
給
す
べ
く
、
先
に
頻
り
に
処
分
あ
る
も
、
猶
お
凋
弊
を
慮
る
。
方
言
軸
を
忘
れ
ん
や
。
亦
た
宜
し
く
審
ら
か
に
州
県
と
商
量
し
、
務
め

　
　
て
周
済
せ
し
む
べ
し
（
『
唐
大
紹
令
集
』
巻
一
〇
四
「
遣
使
黙
防
諸
道
勅
」
開
元
二
十
九
年
十
月
）
。

　
　
天
宝
五
年
正
月
、
礼
部
尚
書
湯
器
と
御
史
中
丞
王
鋲
・
備
隠
之
…
…
と
に
命
じ
て
道
を
分
か
ち
て
天
下
の
風
俗
を
巡
按
し
、
及
び
宮
吏
を
灘
防
せ
し
む
（
『
冊
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唐代の観察処置使について（鄭）

　
　
府
一
兀
亀
』
巻
二
六
二
帝
王
部
命
伸
｛
二
）
。

と
あ
り
、
使
臣
た
ち
が
殆
ど
採
訪
使
を
抜
き
に
し
て
、
州
県
宮
を
監
察
し
、
ま
た
州
県
と
協
議
し
て
賑
給
を
行
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
政
策
が

州
県
に
嘉
す
る
中
央
の
統
制
力
を
維
持
し
、
採
訪
使
の
過
大
な
権
力
伸
張
を
牽
癒
す
る
効
果
を
も
挙
げ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
一

方
、
開
元
二
十
七
年
か
ら
は
い
わ
ゆ
る
宣
言
使
が
毎
年
恒
例
で
派
遣
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
の
場
合
は
、

　
　
今
よ
り
已
後
、
年
毎
に
秋
収
の
後
に
至
ら
ば
、
即
ち
宜
し
く
使
を
遣
わ
し
て
道
を
分
か
ち
て
宣
慰
し
、
傍
お
採
訪
使
及
び
州
県
と
相
知
し
て
巡
検
し
、
百
姓

　
　
の
問
に
或
い
は
乏
絶
し
て
自
ら
支
済
せ
ざ
る
者
有
ら
ば
、
応
に
須
ら
く
麟
放
し
、
及
び
振
給
し
、
便
ち
藝
を
量
り
処
置
し
詣
り
て
奏
聞
す
べ
し
（
『
唐
大
認

　
　
令
集
』
巻
九
「
開
元
二
十
七
年
珊
薄
号
赦
」
）
。

と
、
採
訪
使
と
も
協
議
し
て
そ
の
任
に
当
た
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
採
訪
使
が
地
方
支
配
機
構
と
し
て
の
地
位
を
あ
る
程
度
獲
得
し

て
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。

　
最
後
に
、
次
の
観
察
使
の
権
限
の
考
察
に
も
資
す
る
た
め
に
、
採
訪
使
が
も
と
に
し
た
六
条
を
見
て
お
く
。
即
ち
『
新
唐
書
』
四
八
百
官
志

三
御
史
台
に
「
其
一
、
官
人
の
善
悪
を
察
し
、
其
一
一
、
戸
口
の
霧
散
・
難
曲
の
隠
没
・
賦
役
の
不
均
を
察
し
、
其
三
、
農
桑
の
不
慮
・
倉
庫
の

減
耗
を
察
し
、
其
四
、
妖
猪
盗
賊
の
生
業
を
事
と
せ
ず
私
か
に
慰
害
を
為
す
を
察
し
、
其
五
、
徳
行
孝
悌
・
茂
オ
異
等
・
二
合
晦
跡
の
応
に
時

に
用
う
べ
き
者
を
察
し
、
暴
悪
、
贈
吏
豪
宗
に
し
て
兼
井
縦
麗
し
、
貧
弱
冤
苦
に
し
て
自
ら
申
す
能
わ
ざ
る
者
を
察
す
」
と
あ
る
。

　
①
従
来
の
研
究
に
は
日
野
〔
観
察
処
無
二
」
、
池
濁
温
「
採
訪
使
考
」
『
第
欝
油
国
　
　

水
早
、
則
有
巡
察
・
安
固
・
臆
面
之
名
」
と
あ
る
が
、
大
使
十
人
の
巡
省
の
年
月

　
際
唐
代
学
術
会
議
論
文
集
』
台
湾
学
生
霞
局
、
…
九
八
九
、
以
下
池
田
「
採
訪
使

　
考
」
と
略
称
）
、
何
温
泉
「
唐
薯
前
期
駒
地
方
監
察
制
度
」
（
『
中
国
史
研
究
駈
一
九

　
八
九
一
二
）
等
が
あ
る
。

②
『
資
治
通
塗
縣
巻
｝
八
五
岡
年
国
庫
灸
及
び
胡
ヨ
省
注
、
『
冊
府
元
亀
』
巻
一
六

　
一
帝
王
部
命
使
一
等
。

③
『
馬
繋
元
亀
』
巻
　
穴
一
、
『
唐
肝
要
』
巻
七
七
等
。
な
お
『
資
治
通
鑑
』
巻
ニ

　
ニ
○
乾
元
元
年
五
月
条
胡
三
省
注
に
「
貞
観
初
、
遺
大
使
十
人
巡
省
天
下
。
諸
口

　
は
確
か
め
ら
れ
な
い
。

④
　

『
珊
一
調
一
門
亀
』
巻
一
山
口
一
、
『
唐
ム
石
油
』
巻
七
七
等
。

⑤
　
胡
宝
繭
幣
「
唐
初
號
察
〃
山
ハ
条
”
小
出
喝
」
（
『
河
北
師
院
単
・
報
』
哲
学
舛
征
ム
苫
科
学
版
、

　
一
九
八
五
－
闘
）
や
邸
永
朔
『
中
国
監
察
湖
度
史
駈
（
輩
東
師
範
大
学
出
版
社
、
一

　
九
九
二
）
一
工
ハ
山
ハ
～
七
｝
貝
麟
ψ
昭
酬
。

⑥
　
『
．
旧
唐
書
』
巻
九
四
豊
野
伝
、
『
文
苑
英
華
『
巻
六
九
七
李
晦
「
論
巡
察
風
俗
疏
」

　
等
。
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⑦
『
通
典
』
巻
二
四
職
官
六
御
史
台
等
。
な
お
誰
上
質
が
地
帯
尚
書
を
つ
と
め
た
の

　
は
永
昌
元
年
（
六
八
九
）
二
月
か
ら
翌
年
の
載
初
元
年
一
月
ま
で
で
あ
る
。

⑧
『
資
治
通
男
』
巻
胴
＝
二
開
元
二
十
一
年
宋
条
に
「
凡
十
五
道
、
各
置
采
訪
使
、

　
以
六
条
検
察
非
法
」
と
あ
り
、
少
な
く
と
も
採
訪
使
が
澱
か
れ
て
か
ら
は
六
条
が

　
復
活
す
る
。

⑨
『
通
典
』
巻
二
四
御
史
台
。

⑩
『
唐
会
要
』
巻
七
七
巡
察
按
察
巡
撫
等
使
。
『
新
唐
書
』
巻
九
一
李
嗣
真
伝
等
。

⑪
　
『
二
二
元
旦
』
巻
一
六
二
命
使
二
、
『
旧
軍
書
』
巻
一
八
五
下
野
師
団
債
等
。

⑫
『
通
典
』
巻
三
二
職
官
十
四
州
牧
刺
史
「
至
景
雲
二
年
、
下
輩
書
算
使
、
道
各

　
一
人
」
。

⑬
池
田
「
採
訪
使
考
」
八
七
八
～
九
頁
参
照
。

⑭
　
日
野
「
観
察
処
置
使
」
一
八
四
頁
の
「
按
察
使
置
廃
表
」
参
照
。

⑮
出
稿
三
八
○
～
一
頁
。

⑯
『
資
治
連
舞
』
巻
二
一
三
開
元
二
十
一
年
末
条
。

⑰
『
通
典
』
巻
三
二
総
論
州
佐
「
皆
墨
跡
一
群
、
然
後
上
聞
」
。

⑱
　
『
新
唐
書
』
巻
隅
九
下
百
官
志
外
官
只
節
度
使
）
以
節
度
便
印
自
随
、
留
観
察

　
使
・
営
田
等
印
、
以
郎
官
虫
之
」
。
『
唐
会
要
』
巻
七
八
採
訪
処
澄
使
開
元
二
十
二

　
年
条
。

　
　
注
⑯
同
。

＠＠＠＠＠＠

『
皿
捌
府
一
兀
魚
置
巻
山
ハ
三
｝
九
鐙
選
部
考
課
一
、
『
通
典
』
巻
十
岬
血
選
挙
【
二
考
緬
矧
等
。

具
体
的
に
は
池
田
「
採
訪
使
考
」
八
八
九
～
九
五
頁
参
照
。

注
⑯
同
。

『
唐
会
要
』
巻
七
八
採
訪
処
置
使
大
暦
十
二
年
五
月
条
。

『
唐
会
要
』
巻
七
八
採
訪
処
置
使
「
天
宝
九
載
三
月
勅
、
本
道
採
訪
使
、
令
挙

　
大
綱
。
若
大
小
必
由
一
人
、
幾
等
兼
理
数
郡
。
自
今
已
後
、
採
訪
使
但
察
訪
善
悪
、

　
挙
其
大
綱
。
自
余
郡
務
所
有
奏
請
、
並
委
郡
守
、
不
須
干
拓
」
。

⑯
　
『
唐
治
要
』
巻
七
八
採
訪
処
澱
使
「
盃
（
開
元
）
二
十
七
年
二
月
七
B
、
赦
文
、

　
…
…
比
来
諸
道
勝
通
善
状
、
但
優
仕
進
之
輩
、
与
当
選
調
之
資
、
責
馬
旧
名
、
或

　
乖
古
義
。
自
今
已
後
、
諸
道
使
更
不
須
善
状
」
、
「
（
同
）
二
十
九
年
七
月
勅
、
採
訪

　
使
等
所
資
按
部
、
憤
撫
処
多
、
事
須
周
細
、
不
可
匁
遽
、
徒
有
往
来
。
宣
準
鯛
史

　
例
入
歯
」
。

⑯
　
『
文
献
通
考
』
巻
五
九
職
官
一
三
観
察
使
、
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
二
〇
乾
元
元
年

　
五
月
壬
午
条
の
胡
三
省
注
。

⑰
　
辻
正
博
「
唐
代
疑
官
考
」
（
『
東
方
学
報
』
六
三
、
一
九
九
一
）
二
七
六
頁
参
照
。

⑱
　
中
村
裕
一
『
唐
代
制
勅
研
究
隔
（
汲
古
書
院
、
一
九
九
一
）
九
〇
三
～
四
頁
参
照
。

（
㈱
v
　
『
唐
｛
入
訓
湘
令
集
』
巻
一
〇
〇
官
制
上
、
『
A
轟
唐
文
』
巻
ゴ
　
五
一
兀
心
乱
｛
呈
帝
十
六
等
。

　
田
廷
柱
「
唐
玄
宗
改
革
地
方
吏
治
」
（
『
遼
寧
大
学
学
報
』
一
九
九
〇
1
二
）
参
照
。

⑳
　
日
野
「
観
察
処
置
使
」
一
八
八
及
び
二
〇
四
買
は
、
採
訪
使
が
事
実
上
｛
道
の

　
行
政
長
官
に
な
っ
た
と
さ
れ
、
池
田
「
採
訪
使
考
」
八
八
二
頁
は
、
監
察
使
臣
的

　
性
格
と
「
広
域
守
旧
治
民
器
官
」
的
性
格
を
同
時
に
具
備
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。

⑪
　
『
旧
墨
書
』
巻
九
四
李
嬌
伝
。

⑫
　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
〇
七
長
安
三
年
末
条
、
『
新
唐
書
』
巻
一
二
五
蘇
皆
伝
。
な

　
お
唐
長
儒
「
唐
代
的
客
戸
」
（
『
山
居
存
稿
』
中
華
書
局
、
　
一
九
八
九
）
　
一
三
二
～

　
六
贈
貝
等
参
昭
島
。

⑱
　
中
川
学
「
唐
代
の
逃
戸
・
浮
客
・
客
芦
に
関
す
る
覚
書
」
（
『
一
橋
…
論
叢
』
五
〇

　
…
三
、
　
｝
九
六
一
器
）
一
二
四
二
百
ハ
。

⑭
前
稿
七
五
頁
参
照
。
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二
　
観
察
使
の
設
置
か
ら
徳
宗
ま
で

唐代の観察処鍛使について（鄭）

　
唐
朝
が
採
訪
使
を
置
き
新
た
な
支
配
体
制
の
構
築
を
模
索
し
て
い
る
中
、
安
史
の
乱
が
勃
発
し
た
。
こ
の
乱
の
最
中
に
観
察
使
が
置
か
れ
る

が
、
こ
れ
は
系
統
的
に
採
訪
使
の
流
れ
を
汲
む
も
の
の
、
地
方
情
勢
の
大
き
な
変
化
に
伴
い
、
採
訪
使
と
は
大
き
く
異
な
る
様
子
を
呈
す
る
。

こ
こ
で
地
方
情
勢
の
変
化
と
い
う
の
は
唐
朝
支
配
に
分
権
的
体
制
を
も
た
ら
す
藩
鎮
の
台
頭
を
さ
し
、
観
察
使
は
こ
の
藩
鎮
の
兼
任
と
な
る
。

従
っ
て
観
察
使
の
性
格
を
的
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
軍
事
機
構
と
し
て
の
財
界
を
巡
る
諸
問
題
を
も
同
時
に
考
究
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
が
、
こ
こ
で
は
一
応
両
者
を
切
り
離
す
。
で
は
、
ま
ず
そ
の
設
置
の
理
由
を
解
明
し
よ
う
。

　
安
峰
山
が
天
宝
十
四
載
（
七
五
五
）
十
一
月
に
兵
を
あ
げ
て
十
二
月
目
洛
陽
を
陥
れ
、
翌
年
六
月
に
は
長
安
を
占
領
し
た
。
こ
の
時
点
で
は
形

勢
が
反
乱
軍
側
に
有
利
に
展
開
す
る
か
に
見
え
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
翌
月
に
愚
筆
が
帝
位
に
つ
い
て
戦
列
を
整
え
て
か
ら
は
新
た
な
局
面
に

入
る
。
一
方
、
反
乱
軍
・
側
で
は
安
慶
緒
が
父
の
安
黒
山
を
殺
し
て
権
力
を
握
っ
た
。
至
徳
二
野
（
七
五
七
）
九
月
に
唐
朝
軍
が
長
安
、
翌
月
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

洛
陽
を
奪
回
し
た
。
同
十
月
二
十
八
日
に
大
赦
が
行
わ
れ
る
。
翌
十
一
月
に
は
粛
宗
が
広
平
王
李
傲
や
郭
子
儀
に
対
し
て
「
吾
の
家
国
、
卿
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

由
り
て
再
造
せ
ら
れ
り
」
と
語
り
、
自
ら
再
建
を
果
た
し
た
と
認
識
す
る
よ
う
に
な
る
。
翌
十
三
月
十
五
聞
に
は
乱
後
の
収
拾
を
睨
ん
で
多
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
施
策
を
盛
り
込
ん
だ
「
修
復
両
翼
大
赦
」
が
発
布
さ
れ
る
。
そ
の
内
容
の
幾
つ
か
を
見
れ
ば
、
功
臣
に
対
す
る
大
々
的
な
論
功
行
賞
を
行
い
、

次
年
の
租
と
庸
の
三
分
の
一
を
免
除
し
、
天
宝
年
間
に
改
め
た
県
名
や
官
名
を
廃
止
し
て
州
・
刺
史
・
警
部
・
兵
部
等
の
名
称
を
復
活
し
、
反

乱
側
に
つ
い
た
人
々
の
刑
獄
を
実
施
し
、
使
臣
を
地
方
に
派
遣
し
て
民
を
宣
慰
す
る
等
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
後
に
多
く
打
ち
出
さ
れ
る
他
の

諸
施
策
の
中
で
も
と
り
わ
け
、
殆
ど
唐
朝
の
再
建
を
宣
言
し
、
新
た
な
体
制
の
下
で
王
朝
支
配
を
始
め
る
か
の
よ
う
な
観
を
墨
す
る
。
同
月
、

唐
朝
の
再
建
の
勢
い
を
見
守
っ
て
い
た
史
思
明
の
部
将
の
歌
姦
智
が
事
実
上
河
北
を
支
配
し
て
い
た
思
明
に
対
し
て
「
今
唐
室
中
興
」
と
言
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

鳥
話
説
も
ま
た
「
今
酒
室
再
造
篇
と
い
う
判
断
を
し
て
投
降
を
勧
め
、
思
明
も
同
様
の
認
識
を
あ
ら
わ
す
。
つ
い
に
同
月
に
史
思
明
が
唐
朝
に

来
降
す
る
。
も
は
や
残
り
は
安
慶
緒
だ
け
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
勢
い
が
な
く
、
河
北
の
一
部
を
除
き
殆
ど
が
唐
に
帰
す
る
。
こ
れ
で
形
勢
は
決
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定
的
に
な
り
、
翌
年
二
月
に
は
安
穏
緒
の
武
将
歯
元
皓
が
所
部
を
挙
げ
て
来
降
す
る
。
同
月
に
大
赦
を
頒
布
し
、
天
幕
三
門
か
ら
使
わ
れ
て
い

た
年
次
等
を
表
す
「
載
」
を
廃
止
し
て
「
年
」
を
復
活
し
て
乾
元
元
年
と
改
元
す
る
。
以
後
も
乱
の
収
拾
策
や
新
た
な
体
制
づ
く
り
が
続
く
が
、

そ
の
一
つ
と
し
て
同
年
五
月
に
行
わ
れ
る
の
が
観
察
使
の
設
置
で
あ
る
。

　
そ
の
設
置
の
理
由
を
よ
り
具
体
的
に
み
よ
う
。
乱
が
勃
発
す
る
や
、
唐
朝
は
採
訪
使
に
軍
事
権
を
与
え
る
と
と
も
に
、
反
乱
軍
に
当
た
る
諸

豪
の
刺
史
に
防
禦
使
・
団
練
使
を
兼
ね
さ
せ
る
等
の
軍
事
体
制
の
強
化
を
図
っ
た
。
し
か
し
、
反
乱
対
策
の
中
心
を
な
し
た
の
は
い
う
ま
で
も

な
く
、
従
来
辺
境
に
置
か
れ
て
い
た
、
数
州
か
ら
十
島
州
の
軍
事
を
掌
る
節
度
使
等
の
藩
鎮
の
内
地
並
置
で
あ
る
。
そ
の
際
、
そ
れ
ら
藩
鎮
に

は
各
々
「
応
須
ゆ
る
兵
馬
・
甲
杖
・
糧
笛
音
、
井
び
に
本
塩
に
お
い
て
自
ら
供
す
べ
し
」
、
「
其
の
濾
せ
し
官
属
並
び
に
漏
路
の
郡
県
官
、
並
び

に
各
々
自
ら
棟
ぶ
に
任
せ
、
五
品
已
上
は
署
比
し
詑
り
て
聞
奏
し
、
六
品
已
下
は
便
授
に
任
せ
、
已
後
一
時
に
聞
奏
せ
よ
」
と
い
う
権
限
が
与

　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

え
ら
れ
た
り
し
た
。
彼
ら
の
中
に
は
強
大
な
権
限
を
背
景
に
し
て
、
早
く
も
乱
中
に
反
乱
を
起
こ
す
も
の
も
出
た
。
し
か
し
、
安
史
の
乱
に
よ

り
国
家
存
亡
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
時
点
で
は
、
唐
朝
は
反
乱
軍
に
対
抗
す
る
強
大
な
権
限
を
持
つ
勢
力
の
存
続
を
許
す
し
が
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
再
建
が
確
実
に
見
え
、
乱
の
収
拾
に
あ
た
る
時
期
に
な
る
や
、
唐
朝
が
強
大
な
権
限
を
持
つ
藩
鎮
を
警
戒
し
、
そ
の
権
限
の

削
減
を
は
か
る
の
も
当
然
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
最
も
重
要
な
遠
泳
の
｛
つ
が
乱
に
よ
り
変
質
を
遂
げ
て
い
た
採
訪
使
を
廃
止
し
、
観
察
使

を
設
置
し
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
乱
が
一
応
終
極
に
向
か
い
、
唐
朝
が
非
常
体
制
か
ら
平
時
体
制
へ
の
転
換
を
意
識
し
て
い
る
中
、
藩
鎮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
領
域
の
道
ご
と
に
、
本
来
州
県
に
対
す
る
監
察
機
構
た
る
観
察
使
を
設
澱
し
、
織
豊
に
兼
任
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
州
県
に

対
し
て
殆
ど
全
権
を
発
揮
し
て
い
た
藩
鎮
は
法
規
的
に
一
定
の
枠
を
付
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
観
察
使
が
藩
翰
権
力
の
削
減
を
狙
う
唐
朝
の

思
惑
と
密
接
に
絡
み
合
っ
て
い
た
の
は
、
の
ち
唐
朝
が
節
度
使
を
廃
止
し
て
そ
の
代
わ
り
に
観
察
使
を
置
こ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
裏
付

　
　
　
⑨

け
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
内
乱
は
予
想
を
越
え
、
ま
た
激
し
さ
を
増
す
よ
う
に
な
る
。
廓
ち
観
察
使
の
設
置
の
翌
月
、
史
思
明
の
暗
殺
計
画
が
失
敗
し
、

思
明
が
再
び
反
旗
を
翻
し
、
戦
局
が
一
変
し
た
の
で
あ
る
。
史
思
明
が
慶
緒
を
殺
し
虜
ら
大
燕
皇
帝
と
称
し
、
ま
た
洛
陽
を
占
領
し
た
。
観
察
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唐代の観察処置使について（鄭）

使
を
兼
ね
る
節
度
使
の
新
設
も
続
い
た
。
以
後
、
戦
闘
は
長
期
戦
に
入
り
、
代
宗
広
徳
元
年
（
七
六
三
）
正
月
に
史
朝
義
の
死
に
よ
り
乱
が
よ
ヶ

や
く
終
わ
る
。

　
反
乱
が
予
想
以
上
の
展
開
を
見
せ
た
こ
と
に
よ
り
、
唐
刺
が
観
察
使
の
設
置
に
か
け
た
当
初
の
意
図
は
大
き
く
は
ず
れ
て
い
た
。
戦
乱
が
再

び
激
し
く
な
っ
て
か
ら
、
諸
藩
鎮
が
観
察
使
を
兼
任
し
た
ま
ま
州
県
の
民
財
政
を
も
統
轄
し
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
唐
朝
は
乱

の
打
撃
に
よ
り
衰
弱
し
て
い
た
。
藩
鎮
に
対
す
る
唐
朝
の
威
令
が
十
分
に
及
ば
な
い
事
態
が
起
こ
り
、
河
北
の
魏
博
・
成
徳
・
魔
龍
の
三
里
を

中
心
と
す
る
「
反
側
」
の
藩
鎮
が
現
れ
る
。
唐
朝
が
従
来
か
ら
警
戒
し
て
い
た
こ
と
が
現
実
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
そ
こ
で
唐
朝
が
乱
の
打
撃

か
ら
立
ち
直
る
次
第
で
、
評
点
改
革
に
乗
り
出
す
が
、
代
宗
や
徳
宗
の
藩
鎮
抑
圧
は
い
ず
れ
も
失
敗
に
終
わ
る
。
そ
の
申
、
河
北
三
鎮
．
を
筆
頭

と
す
る
反
側
の
地
の
藩
鎮
は
不
法
に
領
土
世
襲
・
租
税
独
占
・
官
吏
任
免
等
を
行
い
自
立
の
態
勢
を
固
め
、
反
側
の
地
以
外
に
お
い
て
も
不
穏

な
姿
勢
を
見
せ
る
諸
寺
が
時
々
あ
ら
わ
れ
た
。
そ
し
て
津
蟹
の
兼
任
た
る
観
察
使
は
本
務
を
越
え
、
地
方
政
治
を
左
右
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
そ
れ
故
に
、
唐
朝
が
観
察
使
の
権
力
に
対
し
て
舗
限
を
設
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
多
く
見
ら
れ
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
従
来
よ
く
論
じ
ら

　
　
　
⑩

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
当
時
唐
朝
が
観
察
使
の
権
限
を
削
減
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
し
て
も
、
あ
る
面
で
そ
の
権
力
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
を

見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
即
ち
本
来
の
監
察
の
任
に
関
わ
り
、

大
赦
四
年
忌
月
癸
未
撮
し
て
幽
く
、
聞
く
が
如
く
ん
ば
、
州
県
官
、
比
年
来
、
意
に
率
っ
て
恣
に
論
叢
を
行
い
、
格
令
に
依
ら
ず
、
其
の
須
艶
せ
し
む
る
を

致
し
、
深
く
哀
傷
す
詳
し
。
頻
り
に
処
分
有
る
も
、
伽
お
乖
越
す
る
を
聞
く
。
今
よ
り
以
後
、
…
…
傍
お
観
察
・
節
度
使
に
委
ね
て
、
厳
し
く
捉
搦
を
加
え
、

犯
す
こ
と
有
る
な
か
ら
し
め
、
名
を
録
し
て
聞
奏
せ
し
む
べ
し
（
『
冊
府
元
亀
』
巻
一
五
　
帝
王
部
慎
罰
）
。

（
大
濠
七
年
目
十
一
月
認
す
ら
く
、
聞
く
が
如
く
ん
ぱ
、
薄
墨
の
道
州
、
頃
年
よ
り
以
来
、
…
…
。
如
し
、
刺
史
・
県
今
、
能
く
人
民
を
総
量
し
、
流
亡
を

し
て
日
に
還
り
、
戸
口
を
し
て
歳
に
益
す
こ
と
有
ら
ば
、
宜
し
く
観
察
使
に
委
ね
て
状
を
録
し
て
奏
聞
せ
し
む
べ
し
（
『
冊
府
元
亀
』
巻
一
六
四
招
懐
二
）
。

近
日
、
州
県
の
官
吏
、
殺
を
専
ら
に
し
て
威
を
立
て
、
杖
或
い
は
制
を
瞼
ゆ
。
今
よ
り
已
後
、
情
を
詠
め
て
罰
を
決
め
、
死
を
致
す
者
有
ら
ば
、
宜
し
く
本

道
の
観
察
使
を
し
て
事
由
を
具
し
て
聞
奏
せ
し
む
べ
し
（
『
唐
大
詔
今
集
』
巻
頭
〇
「
貞
元
六
年
南
郊
赦
馬
）
。
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等
の
命
令
を
出
し
て
お
り
、

ら
れ
る
。
例
え
ば
、

さ
ら
に
唐
朝
が
観
察
使
に
新
た
な
権
限
を
与
え
、
州
県
の
行
政
に
対
す
る
監
督
を
よ
り
強
化
さ
せ
て
い
る
の
が
見

52　（718）

　
　
比
部
の
状
に
称
す
ら
く
、
又
大
暦
十
二
年
六
月
十
五
臼
の
勅
に
准
る
に
、
諸
州
府
、
仁
道
観
察
判
官
一
人
に
委
ね
て
、
毎
年
専
ら
按
覆
し
詑
ら
ん
こ
と
を
請

　
う
。
限
に
准
じ
て
比
部
に
（
申
せ
し
む
べ
き
）
者
な
り
、
と
。
去
年
よ
り
以
来
、
諸
州
多
く
到
ら
ざ
る
有
り
。
今
請
う
ら
く
は
、
其
の
到
ら
ざ
る
州
府
、
勲

　
　
三
品
に
委
し
て
、
観
察
使
と
同
に
計
会
勾
当
し
、
発
遣
し
て
省
に
申
せ
し
め
ん
。
庶
わ
く
は
皆
斉
一
に
し
て
、
法
必
ず
行
わ
る
る
を
得
ん
こ
と
を
、
と
。
勅

　
　
旨
あ
り
、
奏
に
依
れ
、
と
（
『
唐
会
要
』
巻
五
九
比
部
員
外
郎
建
中
元
年
四
月
）
。

　
　
（
貞
元
）
九
年
正
月
様
し
て
曰
く
、
…
…
今
よ
り
宜
し
く
州
府
を
し
て
覚
り
に
閉
羅
有
る
を
得
ず
、
勿
お
塩
鉄
使
及
び
観
察
使
に
委
ね
て
訪
察
し
て
聞
奏
せ

　
　
し
む
べ
し
（
『
冊
府
元
亀
』
巻
五
〇
二
邦
計
部
平
羅
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

等
が
あ
る
。
こ
の
中
、
前
者
は
唐
朝
が
唐
初
以
来
主
に
尚
書
省
刑
部
の
比
部
が
掌
っ
て
い
た
州
の
財
政
の
臨
検
業
務
に
観
察
使
を
参
与
さ
せ
る

も
の
で
あ
る
。
即
ち
宝
暦
十
二
年
六
月
か
ら
観
察
判
官
が
州
を
按
覆
し
、
藩
中
発
年
四
月
か
ら
は
観
察
使
が
瓢
防
使
と
と
も
に
愈
愈
に
至
ら
な

い
州
に
対
し
て
も
「
計
会
勾
当
」
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
但
し
そ
の
時
に
も
、
引
用
文
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
相
州
が
最
終
的
に
は
依
然
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

て
比
年
の
勾
検
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
基
本
的
な
枠
組
み
は
唐
末
ま
で
持
続
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
後
喜
は
、
地
方
官
に
よ
る
穀
物

の
管
外
移
出
の
禁
止
行
為
た
る
金
轡
の
弊
害
を
防
ぐ
た
め
、
唐
朝
が
始
め
て
観
察
使
に
そ
の
取
締
り
を
命
じ
た
も
の
で
あ
り
、
以
後
そ
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

な
命
令
は
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
の
他
に
も
、
唐
朝
が
観
察
使
の
役
割
に
期
待
を
掛
け
た
も
の
が
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
全
体
か
ら
み
れ
ば
、
そ

の
数
や
内
容
は
限
定
さ
れ
て
い
る
。

　
で
は
、
唐
朝
が
藩
鎮
の
蹟
魑
に
大
い
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
限
定
的
な
が
ら
も
、
観
察
使
の
役
割
を
利
用
し
よ
う
と
し
て

い
た
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
一
言
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
何
よ
り
も
安
史
の
乱
後
、
州
県
が
採
訪
使
の
設
置
の
時
期
に
も
増
し
て
破
綻
し
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

か
ら
で
あ
る
。
即
ち
又
安
史
の
乱
後
）
貧
萸
鐙
革
に
し
て
、
因
縁
姦
を
為
し
、
法
令
検
制
を
得
る
こ
と
莫
く
、
黙
庶
告
訴
を
知
ら
ず
」
、
「
大
暦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

中
、
紀
綱
廃
弛
し
て
、
百
事
権
に
従
い
、
率
税
の
鍛
鋼
に
至
り
て
は
、
耳
玉
守
の
管
制
に
在
り
」
、
「
其
（
建
中
元
年
）
の
後
、
或
い
は
吏
理
宜
を
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失
い
、
…
…
或
い
は
信
号
蓉
り
に
突
し
、
田
里
荒
蕪
し
、
戸
日
減
耗
す
る
も
、
牧
混
綿
塾
し
、
殿
責
に
於
い
て
は
、
申
聞
を
尽
く
す
こ
と
牢
な

　
　
　
⑰

り
。
…
…
」
と
い
う
有
り
様
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
唐
朝
の
威
令
が
大
き
く
萎
縮
し
て
い
た
代
宗
期
は
も
と
よ
り
、
安
史
の
乱
の
打

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

撃
か
ら
あ
る
程
度
回
復
し
た
徳
宗
期
に
も
基
本
的
に
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
唐
朝
は
地
方
政
治
の
破
綻
を
立
て
直
す
た
め
、
他
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

も
い
ろ
い
ろ
と
施
策
を
打
ち
出
し
て
お
り
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
方
に
唐
朝
が
よ
り
力
を
入
れ
て
い
た
と
も
思
わ
れ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
当
時
唐
朝
が
積
極
的
に
は
観
察
使
を
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
藩
鎮
が
分
立
的

傾
向
を
表
し
て
い
る
中
、
観
察
使
の
役
割
の
強
化
が
州
県
に
対
す
る
そ
の
統
制
力
を
増
大
し
て
分
立
の
傾
向
を
助
長
す
る
か
も
知
れ
な
い
と
い

う
憂
慮
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
州
県
政
治
が
破
綻
を
極
め
、
唐
朝
支
配
を
揺
る
が
し
て
い
た
と
し
て
も
、
唐
朝
が
男
芸
抑
圧
を
よ
り
重
視
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
両
税
法
の
施
行
を
も
っ
て
藩
鎮
に
対
す
る
唐
朝
の
政
策
の
変
化
を
認
め
よ
う
と
す
る
見
解
も
あ
り
、
両
者
の
関
係
に
関
す
る
筆

者
の
考
え
方
を
述
べ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
徳
宗
建
中
元
年
正
月
に
楊
炎
の
上
奏
に
よ
り
施
行
さ
れ
た
両
税
法
は
、
諸
税
を
一
本
化
し
て
州
・

県
ご
と
に
額
を
定
め
、
州
の
税
収
を
上
野
・
送
使
・
甲
州
の
三
部
分
に
分
け
て
中
央
・
藩
鎮
・
州
の
そ
れ
ぞ
れ
の
用
に
充
て
た
も
の
で
あ
る
。

両
税
法
が
経
済
体
制
の
再
編
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
地
方
支
配
体
制
の
再
編
に
大
き
な
働
き
を
果
た
し
た
こ
と
に
は
違
い
な
い
。

本
格
的
な
研
究
は
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
一
般
に
、
両
税
法
は
管
下
理
学
に
対
す
る
藩
鎮
の
恣
意
的
な
徴
収
を
困
難
に
す
る
性
格
を
持
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

そ
の
た
め
強
盗
が
強
く
反
発
し
反
乱
を
引
き
起
こ
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
微
税
や
財
政
体
系
が
両
税
法
に
集
約
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
藩
鎮

の
恣
意
的
な
財
政
運
営
が
法
規
的
に
大
き
な
制
限
を
受
け
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
堀
敏
一
氏
は
、
基
本
的
に
は
そ
の
よ
う
な
立

場
に
立
ち
な
が
ら
も
、
唐
朝
が
両
税
法
を
施
行
し
、
藩
鎮
の
体
認
を
認
め
て
そ
れ
に
基
礎
を
お
い
た
新
し
い
政
治
体
制
を
驚
く
に
至
っ
た
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

う
指
摘
を
も
出
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
諸
藩
鎮
の
地
域
的
差
異
を
視
座
に
置
い
た
も
の
で
は
な
い
。
諸
藩
鎮
を
大
き
く
唐
朝
の
威
令
の
及
ぶ

地
域
と
及
ば
な
い
地
域
と
に
分
け
た
上
、
政
治
的
問
題
を
も
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、
藩
鎮
と
両
税
法
と
の
関
係
を
見
れ
ば
、
両
税
法
の
施
行
が

反
逆
の
地
以
外
の
一
般
藩
鎮
に
対
し
て
は
一
定
の
枠
を
は
め
る
一
方
で
、
送
使
等
を
設
け
て
そ
の
恒
常
的
な
財
源
を
確
保
さ
せ
、
体
制
的
に
認
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め
る
性
格
を
持
つ
。
し
か
し
、
徳
宗
は
反
逆
の
地
の
藩
鎮
、
と
り
わ
け
そ
の
自
立
的
態
勢
を
体
制
的
に
認
め
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
と
い
う

の
は
、
両
税
法
の
施
行
後
徳
宗
が
反
逆
の
藩
鎮
に
対
し
て
強
硬
な
姿
勢
を
鮮
明
に
し
て
お
り
、
ま
た
後
述
す
る
徳
宗
の
政
治
の
基
本
方
針
か
ら

見
て
も
、
い
ま
だ
唐
朝
が
反
側
の
地
を
体
制
的
に
認
め
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
当
時
反
側
の
地
の
藩
鎮
の
態
勢
は
唐
朝
の
体
制

や
そ
の
意
志
に
真
向
か
ら
対
立
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
唐
朝
が
反
側
の
地
の
自
立
的
繋
累
の
体
綱
を
認
め
る
の
は
穆
宗
期
以
後
の
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
勝
合
も
河
北
三
悪
だ
け
を
認
め
・
そ
の
他
の
藩
鎮
が
河
渠
の
旧
事
に
な
ら
う
こ
と
は
認
め
な
い
。
ち
な
み
に
、
両
税
法
は
直
接
的
に

は
あ
く
ま
で
経
済
や
財
政
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
直
ち
に
藩
鎮
に
対
す
る
唐
朝
の
政
策
の
転
換
を
想
定
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

や
や
限
界
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
よ
り
多
面
的
な
検
討
を
経
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
徳
宗
が
観
察
使
権
限
を
限
定
的
に
し
か
拡
大
し
な
か
っ
た
い
ま
一
つ
の
理
由
を
見
る
た
め
、
徳
宗
の
い
く
つ
か
の
政
策
を
検
討
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

次
の
三
つ
を
見
よ
う
。
第
｛
は
徳
宗
が
講
中
元
年
に
安
史
の
乱
後
二
十
余
年
間
停
止
し
て
い
た
朝
集
使
を
召
集
し
た
こ
と
で
あ
る
。
新
た
に
長

安
に
宿
禽
を
建
築
し
た
こ
と
か
ら
見
て
、
徳
宗
が
そ
の
旧
制
を
復
活
し
よ
う
と
し
た
の
は
疑
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
当
時
州
は
観
察
使
に
統
轄

さ
れ
る
支
郡
も
し
く
は
巡
属
と
呼
ば
れ
る
地
位
に
転
落
し
、
中
央
と
の
関
係
は
大
い
に
絶
た
れ
て
い
た
。
従
っ
て
唐
初
に
州
が
中
央
に
直
属
す

る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
た
朝
集
使
が
上
京
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
本
来
の
意
義
は
も
は
や
殆
ど
な
く
な
っ
て
い
た
。
朝
集
使
の
西
風
は
中
宗
期
に

既
に
そ
の
意
味
が
減
退
し
、
玄
宗
期
に
は
朝
集
使
の
上
京
に
よ
る
弊
害
さ
え
著
し
く
あ
ら
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
鶴
翼
二
年
七
月
に
は
徳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

宗
が
朝
集
使
を
一
時
停
止
し
た
際
、
州
の
貢
物
や
文
解
を
避
雷
・
司
功
参
軍
に
任
せ
て
長
安
に
送
ら
せ
た
。
そ
の
後
、
朝
集
使
は
事
実
上
廃
止

さ
れ
て
ゆ
き
、
建
中
二
年
七
月
の
臨
時
規
定
は
唐
末
ま
で
行
わ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
第
二
は
律
令
官
舗
の
一
瞬
復
活
で
あ
る
。
建
言
元
年
正
月
に
宰
相
楊
炎
の
上
奏
に
よ
り
、
当
時
実
質
的
に
財
政
権
を
掌
握
し
て
い
た
下
支
・

転
運
使
等
の
使
職
の
代
わ
り
に
、
尚
書
省
金
部
・
倉
部
等
の
職
権
を
復
活
し
た
。
し
か
し
そ
の
結
果
は
「
既
に
し
て
鳶
職
久
し
く
廃
し
、
耳
目

喰
い
接
せ
ず
、
能
く
振
冒
す
る
画
く
、
天
下
の
銭
穀
、
総
領
す
る
所
無
し
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
て
、
同
年
三
月
に
再
び
判
度
支
と
馬
歯
水
陸

転
運
命
が
任
命
さ
れ
、
そ
の
試
み
は
皆
失
敗
す
る
。
つ
い
で
貞
元
二
年
正
月
に
宰
相
二
百
の
上
奏
に
よ
り
、
二
度
蔭
の
財
政
使
職
の
廃
止
が
断

54　（720）
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行
さ
れ
る
。
即
ち
『
旧
唐
書
』
巻
一
三
〇
崔
造
伝
を
見
れ
ば
、

　
　
（
撰
）
造
久
し
く
江
外
に
従
事
し
、
銭
穀
の
画
革
の
上
を
圏
す
る
の
弊
を
嫉
み
、
乃
ち
奏
し
て
天
下
両
税
の
銭
物
、
本
道
の
観
察
使
・
本
州
の
刺
史
に
委
ね

　
　
て
官
典
を
選
び
上
都
に
部
嬉
し
、
諸
道
の
水
陸
運
使
及
び
度
支
巡
院
・
江
回
転
運
至
難
並
び
に
麗
し
、
其
の
度
支
・
塩
鉄
、
尚
書
省
の
本
司
に
委
ね
て
判
し
、

　
　
其
の
尚
書
省
の
六
職
、
宰
臣
を
し
て
分
判
せ
し
む
。
…
…
諸
道
の
撃
鉄
の
有
る
処
、
旧
に
依
り
巡
院
を
置
い
て
勾
当
せ
し
め
、
河
陰
の
見
在
の
米
及
び
諸
道

　
　
の
先
に
度
支
学
院
に
付
し
て
般
運
し
て
路
に
在
る
銭
物
、
度
支
に
委
ね
て
前
に
依
り
勾
当
せ
し
め
、
其
の
未
だ
本
道
を
離
れ
ざ
る
者
、
観
察
使
に
分
付
し
て

　
　
発
遣
せ
し
め
、
傍
お
中
書
門
下
に
委
ね
て
年
終
に
諸
道
の
課
最
を
類
例
し
て
聞
奏
せ
し
む
。

と
あ
り
、
漕
運
関
連
の
諸
鶴
瀬
を
廃
止
し
て
両
税
銭
物
の
京
師
へ
の
輸
送
等
を
当
該
地
域
の
観
察
使
や
刺
史
に
委
ね
る
と
と
も
に
、
宰
相
た
ち

が
分
判
ず
る
尚
書
省
に
度
支
・
塩
鉄
の
業
務
を
掌
ら
せ
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
も
「
羅
造
、
銭
穀
の
法
を
改
む
る
も
、
事
多
く
集
ら
ず
。
諸
使

の
職
、
之
を
行
う
こ
と
已
に
久
し
く
、
中
外
こ
れ
に
安
ん
ず
。
…
…
造
、
憂
催
し
て
疾
を
成
し
、
事
を
視
ず
。
…
…
（
韓
）
滉
を
以
て
度
支
・
諸

道
甲
鉄
・
転
運
猿
手
を
兼
ね
し
め
、
造
の
条
奏
せ
る
所
、
皆
之
を
改
む
レ
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
改
革
に
際
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
律

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

令
官
制
を
復
活
し
な
が
ら
、
御
職
た
る
観
察
使
に
新
た
な
権
限
を
与
え
た
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
唐
朝
が
藩
鎮
の
権
力
を
抑
圧
し
よ
う
と
し
な
が

ら
も
、
あ
る
面
で
観
察
使
を
利
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
回
に
わ
た
る
財
政
上
職
の
一
時
廃
止
の
背
景
に
、
権
力
を
巡
る
朋
党
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

争
い
や
財
政
使
職
の
強
大
化
に
よ
る
弊
害
等
の
問
題
が
絡
み
合
っ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
を
入
れ
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
楊
炎
ら
が
所
定
の
目

的
を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
の
み
律
令
官
制
の
復
活
を
企
ん
だ
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
れ
は
と
り
わ
け
徳
宗
の
唐
初
へ
の
復
帰
の
傾
向
を
栢
当

に
反
映
す
る
出
来
事
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
三
は
府
露
盤
の
復
活
の
企
図
で
あ
る
。
徳
宗
は
府
兵
制
に
大
き
な
関
心
を
示
し
、
吐
蕃
等
の
侵
攻
に
苦
し
む
辺
境
地
帯
で
の
営
田
・
彪
田

事
業
に
託
し
て
そ
の
復
活
を
試
み
た
。
即
ち
理
詰
の
献
策
に
よ
り
、
関
東
か
ら
の
防
秋
兵
等
の
戌
卒
に
田
地
や
耕
牛
等
を
与
え
て
屯
田
せ
し
め
、

彼
ら
が
富
を
得
て
土
着
を
願
え
ば
、
悉
く
「
府
兵
の
法
」
を
も
っ
て
治
め
、
さ
ら
に
「
京
師
の
諸
軍
諸
衛
に
分
着
せ
し
め
、
憲
有
ら
ぱ
、
則
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

符
契
を
以
て
辺
将
に
発
話
し
、
憲
無
く
ん
ば
、
分
番
宿
衛
せ
し
む
」
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
お
い
て
「
分
番
宿
衛
扁
ま
で
行
い
え
た
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⑫

か
は
や
や
疑
わ
し
い
と
し
て
も
、
戌
卒
の
十
の
五
・
六
が
応
募
し
た
と
い
わ
れ
、
府
兵
制
の
遺
著
を
辺
境
に
生
か
す
こ
と
に
は
一
応
の
成
果
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

収
め
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
貞
元
九
年
五
月
に
陸
蟄
が
「
憲
至
ら
ば
、
則
ち
人
自
ら
戦
を
為
し
、
時
至
ら
ば
、
則
ち
家
島
ら
農
に
力
む
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

い
う
府
兵
制
的
兵
農
一
致
の
辺
境
防
備
策
を
説
き
、
あ
る
程
度
行
わ
れ
た
ら
し
い
。
以
後
屯
田
は
行
わ
れ
る
も
の
の
、
府
兵
制
度
を
巡
る
議
論

は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。

　
こ
れ
ら
は
、
徳
宗
が
可
能
な
限
り
唐
初
へ
の
復
帰
を
理
想
と
す
る
反
動
的
政
治
を
企
ん
で
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
し
か
し
現
実
と
の
隔
た
り

は
あ
ま
り
に
も
大
き
く
、
そ
の
理
想
が
実
現
さ
れ
る
は
ず
は
な
か
っ
た
。
地
方
支
配
体
制
に
対
し
て
も
、
徳
宗
が
中
央
1
州
を
軸
と
す
る
体
制

の
再
現
を
夢
見
て
い
た
と
見
て
よ
い
。
代
宗
は
も
と
よ
り
、
徳
宗
の
観
察
使
政
策
と
い
う
の
は
、
州
県
政
治
の
破
綻
等
の
た
め
そ
の
役
割
を
拡

大
す
る
面
が
あ
る
と
し
て
も
、
基
本
的
に
観
察
使
の
権
力
を
削
減
す
る
方
向
に
働
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

①
　
従
来
こ
の
問
題
に
関
し
て
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
…
般
に
は
唐
朝
の
反

　
乱
対
策
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
日
野
「
観
察
処
置
使
」
二

　
〇
九
～
～
○
頁
は
、
唐
朝
が
弱
体
化
し
、
反
乱
対
策
と
し
て
澱
か
れ
た
藩
鎮
の
行

　
政
・
財
政
に
対
す
る
既
得
権
を
容
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
の
中
、
観
察
使
を
置

　
き
そ
れ
を
合
法
化
し
た
上
で
國
家
組
織
の
新
た
な
体
系
を
つ
く
る
狙
い
が
あ
っ
た

　
等
と
さ
れ
る
。

②
『
資
治
豊
洲
』
巻
ニ
ニ
○
。
『
唐
大
詔
召
集
』
巻
一
二
三
¶
修
復
京
師
詔
」
。

③
『
資
治
通
鑑
臨
巻
二
二
〇
。

④
　
『
唐
大
詔
令
集
』
巻
＝
コ
ニ
「
至
徳
二
載
修
復
両
京
大
赦
」
。

⑤
　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
二
〇
。

⑥
『
唐
大
詔
令
集
』
巻
三
六
「
命
三
王
擬
」
矢
宝
十
五
載
七
月
十
五
日
、
『
資
治
通

　
鑑
』
巻
一
＝
肉
叢
徳
元
載
七
月
歯
軸
条
、
『
文
苑
英
華
』
巻
四
六
二
「
玄
宗
幸
普
安

　
郡
制
」
。

⑦
至
徳
元
載
十
二
月
か
ら
翌
年
二
月
に
わ
た
る
永
王
隣
の
反
乱
等
が
そ
れ
で
あ
る
。

⑧
　
観
察
使
の
任
務
に
関
す
る
明
確
な
記
事
は
殆
ど
見
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
本
来
の

　
任
は
唐
初
の
六
条
で
あ
る
と
見
て
よ
い
。
谷
川
道
雄
「
唐
代
の
藩
翰
1
漸
西
の
場

　
合
一
」
（
『
史
林
』
一
二
五
一
三
、
　
一
九
五
二
）
七
六
盟
貝
参
照
。

⑨
　
『
瞬
慰
書
』
巻
三
八
地
理
志
一
「
至
徳
之
後
、
中
原
用
兵
、
刺
史
皆
治
軍
戎
、

　
遂
有
防
禦
・
団
練
・
制
置
之
名
。
要
衝
大
運
、
皆
有
節
度
歳
額
、
憲
盗
稽
消
、
則

　
易
以
観
察
之
号
」
。

⑩
　
日
野
「
観
察
処
置
使
」
二
四
七
～
五
四
頁
。

⑪
　
監
察
御
史
も
唐
末
に
繋
る
ま
で
、
州
県
を
巡
察
し
て
州
の
財
務
を
勾
検
し
て
い

　
た
。
鞠
清
遠
『
唐
代
財
政
史
馳
（
申
島
敏
訳
融
、
国
書
出
版
、
一
九
四
四
）
二
五
二

　
～
三
頁
、
王
永
興
『
唐
勾
検
制
研
究
』
（
上
海
古
籍
出
版
毯
、
一
九
九
一
）
八
七
～

　
九
頁
、
陳
光
明
『
唐
代
財
政
史
新
編
』
（
中
国
財
政
経
済
出
版
社
、
　
九
九
一
）
二

　
五
一
頁
等
参
照
。

⑫
な
お
『
唐
会
要
』
巻
五
九
比
部
員
外
郎
貞
元
八
年
閏
十
二
月
十
七
日
条
「
尚
醤

　
右
丞
盧
遙
奏
、
…
…
伏
詳
比
部
所
句
諸
州
」
云
々
。
王
永
興
前
掲
著
轡
八
六
頁
参

　
照
。

⑬
　
日
野
朋
三
郎
「
蚕
繭
の
閉
耀
と
露
語
」
（
一
九
三
八
、
の
ち
『
日
野
論
集
』
五
、
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唐代の観察処置使について（邸）

　
一
九
八
二
に
収
録
）
参
照
。

⑭
　
例
え
ば
、
安
史
の
乱
後
「
蟹
名
」
や
「
接
脚
」
が
よ
く
行
わ
れ
、
州
か
ら
の
応

　
選
者
の
真
偽
が
把
握
さ
れ
な
い
事
態
が
生
じ
て
い
た
が
、
徳
宗
貞
元
四
年
八
月
に

　
そ
の
弊
害
を
直
す
た
め
、
観
察
使
に
対
し
て
そ
れ
を
勾
当
せ
し
め
る
（
『
唐
会
要
』

　
巻
七
四
選
盤
上
）
。
　
そ
し
て
安
史
の
乱
に
よ
り
士
人
が
地
方
に
逃
れ
込
ん
で
い
た

　
の
で
、
唐
朝
が
人
材
の
不
足
に
悩
み
、
観
察
使
に
人
士
の
推
挙
を
命
じ
て
い
る
の

　
も
見
ら
れ
る
（
『
唐
大
詔
令
集
』
巻
藁
〇
門
貞
元
九
年
後
郊
大
赦
天
下
」
等
、
刺
史

　
に
命
じ
る
場
A
口
は
露
鮒
府
一
兀
亀
』
巻
六
八
求
賢
二
貞
一
兀
十
ム
年
九
田
刀
条
等
）
。
観
察

　
使
の
遠
雷
に
人
材
が
集
ま
り
、
そ
の
勢
力
伸
張
に
役
立
っ
て
い
た
こ
と
は
こ
と
さ

　
ら
い
う
ま
で
も
な
い
。

⑮
『
通
典
勧
二
七
食
貨
七
。

⑯
『
陸
逃
角
翰
苑
集
』
巻
二
二
中
書
論
議
六
「
調
節
賦
三
蓋
百
姓
穴
条
」
其
一
。

⑰
　
注
⑯
同
。

⑯
　
但
し
徳
宗
期
に
入
り
、
州
県
に
対
す
る
観
察
使
の
監
察
活
動
は
あ
る
程
度
行
わ

　
れ
た
ら
し
い
。
即
ち
『
資
治
霊
鑑
』
巻
二
二
六
徳
宗
建
窯
元
年
九
月
条
に
「
大
暦

　
以
前
、
機
敏
出
納
俸
給
皆
無
法
、
長
吏
藤
葛
之
、
重
以
元
（
載
）
・
王
（
緒
）
簗
政
、

　
賃
賂
公
行
、
天
下
不
按
賦
吏
者
殆
二
十
年
。
惟
江
西
観
察
曲
路
嗣
恭
按
虞
州
刺
史

　
源
薫
製
、
流
之
」
と
あ
る
。

　
　
な
お
陸
蟹
が
貞
元
九
年
に
書
い
た
「
均
節
賦
税
緻
百
姓
六
条
」
（
前
掲
）
に
は
、

　
徳
宗
期
に
お
け
る
州
鼠
政
治
の
弊
害
が
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
藤
田
純
予
「
陸

　
蟄
の
両
税
法
批
判
に
つ
い
て
」
（
『
史
談
』
三
一
、
　
｝
九
七
三
）
参
照
。

⑲
例
え
ば
、
「
貞
元
六
年
十
　
月
八
日
勅
、
自
今
以
後
、
太
守
・
県
令
有
犯
賊
者
、

　
宣
令
加
常
式
　
等
」
（
『
信
書
要
』
巻
四
一
雑
記
）
と
地
方
官
の
刑
罰
を
強
化
し
、

　
使
臣
を
薩
接
派
遣
し
て
地
方
官
を
監
察
し
（
『
冊
府
元
亀
』
巻
一
六
一
…
命
使
二
頁
元

　
元
年
二
月
条
等
）
、
地
方
官
の
俸
給
を
新
た
に
制
定
す
る
等
（
『
唐
会
要
』
巻
九
　

　
内
外
官
料
銭
上
大
暦
十
二
年
五
月
条
）
の
法
規
的
整
備
等
が
あ
る
。

⑳
　
日
野
開
三
郎
「
藩
鎮
時
代
の
州
税
三
分
制
に
つ
い
て
」
（
…
九
五
六
、
の
ち
『
日

　
野
論
集
』
四
、
三
一
書
房
、
一
九
八
二
に
収
録
）
二
八
六
～
八
頁
、
栗
原
益
男
『
階

　
唐
帝
国
価
（
共
著
、
中
国
の
歴
史
四
、
講
談
社
、
｛
九
七
四
）
三
三
五
～
六
頁
、
堀

　
敏
一
『
古
代
の
中
置
』
（
世
界
の
歴
史
四
、
講
談
社
、
一
九
七
七
）
幽
＝
一
一
及
び
四

　
一
九
頁
等
。

⑳
堀
敏
一
「
唐
宋
七
飯
乱
の
性
格
－
遠
国
に
お
け
る
貴
族
政
治
の
没
落
に
つ
い
て

　
一
」
（
『
東
洋
文
化
』
七
、
一
九
五
一
）
七
一
頁
。

⑳
　
そ
の
任
務
に
は
、
考
課
の
報
告
や
貢
物
の
献
上
や
正
月
の
朝
儀
参
列
等
が
あ
る
。

　
青
山
定
雄
「
唐
代
の
駅
と
郵
及
び
油
島
院
」
（
『
唐
宋
時
代
の
交
通
と
地
誌
地
図
の

　
研
究
』
吉
用
弘
文
館
．
一
九
六
三
）
．
曾
我
部
静
雄
「
上
計
吏
と
朝
集
使
」
（
『
中

　
嗣
社
会
経
済
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
　
九
七
六
）
参
照
。

⑳
　
青
山
定
雄
「
唐
代
の
駅
と
郵
及
び
進
奏
院
扁
（
前
掲
）
八
九
～
九
一
百
ハ
。

⑭
　
『
総
会
要
』
巻
二
四
諸
侯
入
朝
嚢
中
二
年
七
月
二
十
二
日
条
「
勅
、
諸
州
府
今
年

　
朝
集
使
、
寛
且
権
停
。
其
貫
物
及
文
解
等
、
准
例
令
考
月
面
上
都
」
。

⑳
〉
　
再
燃
治
通
鑑
』
黒
総
二
六
。

⑯
『
資
治
通
雲
』
巻
一
一
三
二
貞
元
二
年
十
一
月
及
び
十
二
月
条
。

⑳
　
建
中
年
間
に
、
強
藩
の
践
魑
に
よ
り
汁
河
の
漕
運
が
し
ば
し
ば
途
絶
し
、
徳
察

　
が
漕
運
の
円
滑
の
た
め
、
有
力
藩
鎮
を
転
難
壁
に
任
命
し
て
い
た
。
青
山
定
雄

　
「
唐
宋
時
代
の
転
運
使
及
び
発
運
使
」
（
『
詩
語
晴
代
の
交
通
と
地
誌
地
図
の
研
究
』

　
前
掲
）
三
〇
…
頁
参
照
。

⑱
礪
波
護
「
三
軍
使
の
成
立
に
つ
い
て
1
唐
宋
の
変
革
と
紅
潮
－
」
（
一
九
六
一
、

　
の
ち
『
唐
代
政
治
祉
会
史
研
究
』
嗣
朋
舎
、
一
九
八
六
年
に
収
録
）
二
二
～
三
頁

　
参
照
。

⑭＠＠＠＠
『
資
治
通
報
』
巻
二
三
二
貞
元
二
年
八
月
置
同
三
年
七
月
条
等
。

『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
二
貞
元
三
年
七
月
条
。

『
豊
海
』
巻
＝
二
八
兵
制
三
「
唐
闘
内
庫
兵
、
十
道
覇
府
」
郷
侯
家
俵
。

注
⑳
同
。

谷
霧
光
『
府
兵
制
度
考
量
』
（
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
六
二
）
二
四
五
頁
は
、
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そ
の
よ
う
に
し
て
関
中
に
著
籍
す
る
「
新
府
兵
」
が
成
立
し
た
と
述
べ
、
青
山
定

雄
「
唐
代
の
平
素
と
営
田
」
（
『
史
学
雑
誌
』
六
三
…
一
、
…
九
五
四
）
一
　
穴
頁
も
、

か
な
り
の
成
功
を
収
め
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
二
歳
威
「
山
胤
後
期
屯
鶴
的
変
質
与

敗
壊
」
（
『
平
準
学
刊
』
四
上
、
一
九
八
九
）
入
五
頁
等
は
、
そ
の
実
行
に
対
し
て

　
否
定
的
で
あ
る
。

⑭
　
『
資
治
通
鑑
』
巻
一
～
三
二
、
『
陸
宜
公
翰
苑
集
』
巻
十
九
「
論
縁
辺
守
備
事
宜
状
」
。

⑳
　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
四
貞
元
九
年
五
月
条
「
上
難
不
能
尽
従
、
心
置
重
之
」
、

　
『
旧
請
書
』
巻
一
三
九
陸
賢
伝
「
徳
宗
極
深
嘉
納
」
。
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三
　
憲
宗
の
藩
鎮
改
革
と
以
後
の
観
察
使

　
徳
宗
の
没
後
、
冷
評
を
経
て
憲
宗
が
即
位
し
て
、
反
逆
の
藩
鎮
に
対
す
る
討
伐
を
試
み
て
大
き
な
成
功
を
収
め
る
。
そ
の
結
果
、
河
北
三
鎮

も
一
時
唐
朝
の
命
令
に
従
い
、
唐
朝
支
配
は
あ
る
程
度
安
定
期
を
迎
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
後
、
河
北
三
鎮
が
再
び
「
河
北
の
旧
事
」
を
守

り
続
け
、
唐
朝
支
配
に
反
旗
を
翻
す
節
黒
が
時
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
と
し
て
も
、
藩
鎮
が
唐
朝
支
配
に
大
き
な
脅
威
を
与
え
る
こ
と
は
殆
ど
な

く
な
る
。
同
時
に
、
憲
宗
は
藩
鎮
権
力
の
改
革
に
着
手
し
て
以
後
唐
朝
の
地
方
支
配
体
制
の
墓
礎
を
つ
く
る
よ
う
に
な
る
。
周
知
の
元
禰
四
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
財
政
上
、
同
十
四
年
の
軍
事
上
の
改
革
が
そ
れ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
制
度
上
の
改
箪
に
よ
り
、
藩
鎮
の
権
力
は
大
き
く
弱
ま
り
、
相
対
的
に
州

刺
史
の
権
限
が
大
き
く
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
で
は
、
そ
の
後
、
唐
朝
は
藩
鎮
と
し
て
の
観
察
使
に
対
す
る
政
策
を
ど
の
よ
う
に
推
進
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
検
討
の
前
提
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ま
ず
雄
馬
以
後
州
が
地
方
支
配
体
綱
の
中
に
占
め
て
い
た
地
位
に
つ
い
て
見
る
。
憲
宗
の
改
革
に
よ
り
中
央
の
州
へ
の
統
制
力
が
大
い
に
回
復

さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
唐
朝
は
州
県
を
直
接
統
制
し
、
州
県
体
制
を
立
て
直
そ
う
と
し
て
積
極
的
に
施
策
を
打
ち
出
し
て
い
た
。
郊
ち
、

（
元
和
）
七
年
閏
七
月
勅
す
ら
く
、
前
後
に
累
ね
て
制
勅
を
降
し
、
応
ゆ
る
諸
道
の
違
法
の
徴
科
及
び
刑
政
の
寛
濫
、
皆
出
使
の
郎
官
・
御
史
に
委
ね
て
訪

察
し
て
聞
奏
せ
し
む
（
『
唐
会
要
』
巻
六
一
孫
御
史
ム
ロ
下
出
使
）
。

宝
暦
二
年
正
月
、
戸
部
侍
郎
麗
元
略
奏
す
ら
く
、
…
…
其
の
孝
子
・
噸
孫
・
義
夫
・
節
婦
及
び
股
を
割
き
て
親
を
奉
ず
る
も
の
は
、
正
出
、
州
府
課
役
を
免

ず
る
に
、
所
司
に
由
ら
ず
。
今
後
、
詰
う
ら
く
は
、
応
有
る
此
の
色
、
勅
下
り
し
後
、
亦
た
須
ら
く
先
に
薮
司
に
序
せ
し
め
よ
。
如
し
、
戸
部
の
文
符
を
承

け
ざ
れ
ば
、
其
の
課
役
は
免
限
に
在
ら
ざ
ら
ん
、
と
。
之
に
従
う
（
『
唐
会
要
』
巻
五
八
戸
部
侍
郎
）
。
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会
昌
二
年
四
月
赦
文
、
大
和
元
年
十
二
月
十
八
獲
勅
に
細
る
に
、
進
士
初
め
て
合
格
す
れ
ば
、
並
び
に
諸
州
府
の
参
軍
及
び
緊
媒
の
尉
を
授
け
し
め
、
未
だ

　
　
両
考
を
経
ざ
れ
ば
、
職
を
奏
す
る
を
許
さ
ず
、
と
あ
り
。
…
…
近
者
、
諸
州
の
長
史
（
萸
P
）
、
漸
く
遵
承
せ
ず
、
県
寮
に
注
す
と
錐
も
、
多
く
使
職
に
慶
ぎ
、

　
　
知
己
に
荷
従
し
、
蒸
民
を
念
わ
ず
。
流
例
遅
く
成
り
、
供
華
少
な
か
ら
ず
。
況
ん
や
去
年
の
覚
醒
、
新
樹
に
改
更
す
る
を
や
。
本
郡
、
官
を
奏
す
ろ
に
、
便

　
　
ち
当
府
職
に
…
人
を
充
て
る
を
許
し
、
従
事
は
両
請
し
、
料
銭
は
虚
占
す
（
『
唐
会
要
』
巻
七
五
選
部
下
雑
処
澄
）
。

等
と
、
地
方
宮
の
不
法
徴
税
や
刑
獄
の
紫
乱
等
を
防
ぐ
た
め
に
監
察
活
動
の
強
化
を
図
り
、
ま
た
新
た
な
状
況
に
対
応
し
て
関
連
法
規
を
整
備

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
類
の
命
令
は
唐
末
に
至
る
ま
で
数
多
く
見
ら
れ
る
。
唐
朝
の
威
令
は
大
い
に
州
県
に
及
ん
だ
で
あ
ろ
う
。

　
州
の
地
位
の
一
端
を
見
よ
う
。
即
ち
武
宗
年
間
に
全
国
に
わ
た
り
大
女
的
な
仏
教
弾
圧
が
断
行
さ
れ
る
際
、
藩
鎮
や
州
県
が
ど
の
よ
う
に
働

い
た
か
を
み
る
。
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
巻
四
会
昌
五
年
十
一
月
三
日
条
を
見
れ
ば
、
そ
の
弾
圧
事
件
と
関
わ
り
、
一
部
藩
鎮
の
動
向
を
記

し
て
、

　
　
唯
だ
黄
河
已
北
の
鎮
・
幽
・
魏
・
瀦
等
の
四
節
度
、
元
来
仏
法
を
敬
重
し
、
書
を
注
せ
ず
、
僧
尼
を
条
流
せ
ず
。
仏
法
の
事
、
一
切
之
を
勤
か
さ
ず
、
頻
り

　
　
に
勅
使
の
勘
罰
有
る
も
、
「
天
子
自
ら
来
た
り
て
殿
折
焚
焼
す
れ
ば
、
即
ち
然
る
寒
き
な
り
。
駆
等
、
此
の
事
を
零
す
能
わ
ざ
る
な
り
」
と
闘
う
。

と
あ
る
。
即
ち
成
徳
・
膣
龍
・
魏
博
・
昭
義
の
四
藩
鎮
が
唐
朝
の
廃
仏
令
に
従
わ
ず
、
従
来
の
仏
事
を
固
執
し
て
い
る
。
こ
の
中
、
昭
義
節
度

使
に
よ
る
廃
仏
令
の
拒
否
は
、
藩
帥
の
劉
積
が
会
昌
三
年
九
月
に
反
乱
を
起
こ
し
翌
年
八
月
に
討
伐
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
討
伐
さ
れ
る
前
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
そ
の
他
の
藩
鎮
は
廃
仏
令
に
従
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
確
か
め
る
べ
き
記
事
が
見
出
さ
れ
な
い
こ
と
や
、
他
に

唐
朝
に
対
決
で
き
る
藩
鎮
が
殆
ど
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
当
時
の
政
治
的
形
勢
か
ら
見
て
、
廃
仏
令
を
颪
接
拒
否
す
る
藩
鎮
は
殆
ど
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
州
県
の
廃
仏
活
動
は
か
な
り
見
出
さ
れ
る
。
即
ち
、

　
　
諸
州
県
、
勅
に
照
り
て
諸
坊
・
諸
郷
に
優
し
、
僧
尼
の
衣
服
を
収
め
、
将
っ
て
州
県
に
到
り
て
尽
く
騰
馬
せ
り
（
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
巻
四
会
昌
五
年

　
　
八
月
）
。

　
　
三
・
四
年
已
来
、
天
下
の
州
県
、
勅
に
准
り
て
僧
尼
を
条
流
し
、
還
俗
巳
に
尽
く
。
…
…
天
下
の
州
県
、
等
家
の
謡
物
・
荘
園
を
収
納
し
、
家
人
・
奴
碑
を
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収
め
て
巳
に
詑
る
（
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
巻
四
会
昌
五
年
十
一
月
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

等
が
あ
り
、
観
察
使
が
廃
仏
に
関
わ
ら
な
か
っ
た
と
は
言
い
難
い
け
れ
ど
も
、
州
県
が
唐
朝
の
命
令
を
実
行
に
移
し
て
い
る
の
が
窺
わ
れ
る
。

こ
れ
は
廃
仏
に
止
ま
ら
ず
、
当
時
の
一
般
的
な
州
の
地
位
を
反
映
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
当
時
の
州
の
地
位
を
あ
ま
り
過
大
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
唐
朝
の
期
待
と
は
う
ら
は
ら
に
州
県
政
治
が
改
善
さ

れ
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
益
々
棄
乱
を
露
益
し
て
い
る
中
、
唐
朝
が
引
き
続
き
藩
鎮
権
力
に
対
し
て
規
制
を
図
る
一
方
で
、
地
方
政
策
の
一
環

と
し
て
観
察
使
の
役
割
を
強
化
す
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
州
県
政
治
の
状
況
に
留
意
し
な
が
ら
、
観
察
使
の
本
来
の
任

に
関
わ
る
も
の
を
見
よ
う
。
例
え
ば
、

　
　
比
来
、
州
県
多
く
戸
を
定
め
ず
、
貧
富
変
易
し
、
遂
に
不
均
を
成
し
、
前
後
制
勅
頻
り
に
処
分
有
り
。
聞
く
が
如
く
ん
ば
、
長
吏
尽
く
は
遵
行
せ
ず
、
宜
し

　
　
く
観
察
使
に
委
ね
て
刺
史
・
県
令
と
商
毒
し
て
、
三
年
に
一
た
び
定
め
、
必
ず
均
平
な
ら
し
む
べ
し
（
『
文
苑
英
華
』
巻
四
二
二
翰
林
制
海
三
男
書
三
「
元

　
　
和
十
四
年
七
月
二
十
三
日
上
尊
号
赦
」
）
。

　
　
聞
く
が
如
く
ん
ば
、
所
在
の
州
郡
、
未
だ
尽
く
詔
雪
を
諭
し
、
常
平
義
倉
に
嚢
入
す
る
能
わ
ず
、
縦
い
年
輩
に
遇
う
も
、
羅
敏
を
務
め
ず
、
謬
り
て
廃
閣
を

　
　
為
す
。
切
に
挙
明
に
在
り
。
…
…
其
の
刺
史
の
任
を
去
る
日
、
伍
お
本
道
の
観
察
使
に
委
ね
て
便
ち
在
任
の
日
の
収
貯
せ
る
所
の
餅
爵
の
多
少
の
支
数
を
以

　
　
て
、
以
て
考
課
を
為
す
べ
し
（
『
文
苑
英
華
』
巻
四
二
〇
翰
林
制
詔
一
墨
書
一
「
大
中
十
三
年
十
月
九
日
嗣
登
宝
位
赦
」
）
。

　
　
其
の
天
下
の
州
県
官
等
、
皆
律
令
を
習
う
筆
に
し
て
、
重
軽
を
知
る
こ
と
莫
し
。
唯
だ
得
物
に
任
せ
て
、
閃
り
て
棲
息
多
き
の
み
な
り
。
本
道
の
観
察
使
に

　
　
委
ね
て
覚
察
し
て
聞
奏
せ
し
め
ん
。
又
た
刺
史
・
県
令
、
多
く
遊
宴
に
務
め
、
官
署
を
思
わ
ず
。
決
遣
既
に
妨
げ
、
圃
鉦
鼓
ら
満
ち
、
永
く
冤
滞
を
言
う
は
、

　
　
量
斯
に
由
ら
ざ
る
や
。
観
察
使
に
委
ね
て
表
逃
し
て
条
流
し
、
以
て
深
濠
を
懲
ら
し
め
ん
（
『
唐
大
詔
令
書
』
巻
八
六
恩
宥
四
「
型
通
七
年
大
赦
」
）
。

等
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
つ
ま
り
州
県
政
治
の
破
綻
が
州
県
を
監
察
・
監
督
す
る
べ
き
観
察
使
の
役
割
を
強
く
要
求
し
て
お
り
、
藩
鎮
が
唐
朝
に

大
き
な
脅
威
と
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
唐
朝
が
観
察
使
を
積
極
的
に
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
上
、
観
察
使
の
行
政
的
権
限
が
大
き
く
な
る
こ
と
を
示
す
史
料
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
幾
つ
か
を
見
る
。
第
一
は
、
観
察
使
が
州
県
の
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財
政
や
戸
口
管
理
に
深
く
関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
観
察
使
も
採
訪
使
と
同
じ
く
州
県
の
戸
口
管
理
を
監
察
す
る
任
を
持
っ
て

　
⑥

い
た
が
、
の
ち
そ
の
権
限
が
、

　
　
会
昌
五
年
四
月
、
中
霧
門
下
奏
す
ら
く
、
…
…
臣
等
商
量
し
、
且
つ
望
む
ら
く
は
、
各
々
本
道
の
観
察
使
に
委
ね
て
、
清
強
磁
を
差
し
て
本
州
の
刺
史
・
県

　
　
令
と
同
に
点
検
し
て
、
見
在
の
口
数
及
び
老
弱
・
嬰
弦
を
具
し
て
、
並
び
に
須
ら
く
一
一
分
析
し
て
聞
奏
せ
し
む
べ
し
。
…
…
と
。
勅
旨
あ
り
、
奏
に
依
れ
、

　
　
と
　
（
『
唐
会
要
』
巻
八
六
奴
泌
門
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
、
よ
り
具
体
化
さ
れ
る
。
そ
し
て
武
宗
会
昌
元
年
正
月
に
は
、

　
　
制
し
て
曰
く
、
…
…
聞
く
が
如
く
ん
ば
、
近
年
長
吏
、
条
法
に
遵
わ
ず
、
分
外
に
徴
求
し
、
力
農
の
夫
を
し
て
転
た
困
弊
を
舶
え
し
む
る
を
致
し
、
亦
た
歳

　
　
毎
に
官
を
差
し
て
巡
簡
（
聾
検
）
す
る
こ
と
有
り
、
労
擾
頗
る
深
し
。
…
…
傍
お
本
道
の
観
察
使
に
委
ね
て
、
毎
年
秋
成
の
時
に
、
管
内
の
墾
質
せ
る
田
地
の

　
　
頃
畝
、
及
び
合
に
徴
す
べ
き
上
供
・
留
州
・
（
留
）
使
の
魁
斗
の
数
を
具
し
て
、
分
折
し
て
聞
奏
せ
し
め
ん
。
数
外
に
人
芦
の
鯖
斗
を
剰
納
す
る
こ
と
有
ら
ば
、

　
　
刺
史
以
下
、
井
び
に
節
級
も
て
重
く
懲
疑
を
加
え
、
観
察
使
、
奏
し
て
纏
足
を
聴
く
べ
し
。
傍
お
出
鼻
の
属
官
・
御
史
及
び
度
支
・
塩
上
知
弟
宮
を
し
て
訪

　
　
察
し
て
聞
奏
せ
し
め
ん
、
と
（
『
冊
府
元
亀
』
巻
四
八
八
邦
計
部
賦
税
二
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
、
唐
朝
が
観
察
使
に
対
し
て
管
内
の
墾
田
や
上
盤
・
留
州
・
留
使
の
餅
斗
の
数
を
報
告
す
る
権
限
を
与
え
る
。
こ
こ
で
観
察
使
の
権
限
が
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

り
大
き
く
な
っ
た
の
は
、
引
用
文
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
地
方
官
の
不
正
行
為
を
防
ぐ
た
め
の
唐
朝
の
政
策
の
一
環
に
他
な
ら
な
い
。
ち
な

み
に
、
こ
の
後
も
、
同
二
年
四
月
二
十
三
日
に
発
布
さ
れ
た
露
文
に
「
州
府
の
両
夏
物
の
鮒
斗
、
年
毎
に
各
々
定
額
有
り
、
微
科
の
日
に
皆
省

　
　
　
⑩

司
に
申
す
」
と
見
え
、
そ
の
州
の
報
告
は
引
き
続
き
行
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
第
二
は
、
観
察
使
の
獄
訟
権
が
よ
り
拡
大
す
る
こ
と
で
あ
る
。
採
訪
使
の
下
に
推
官
一
人
が
置
か
れ
て
「
聖
意
を
推
鞄
」
し
た
が
、
観
察
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

も
最
初
か
ら
州
県
の
獄
訟
権
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
代
宗
や
徳
宗
が
州
県
の
刑
獄
の
棄
乱
を
直
す
た
め
、
観
察
使
に
そ
の
監
察
を
命
じ
て

い
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
憲
宗
以
後
に
お
い
て
、

　
　
元
和
三
年
正
月
勅
す
ら
く
、
今
後
、
応
ゆ
る
座
賦
し
て
及
び
他
罪
に
し
て
当
に
聾
す
べ
き
者
は
、
諸
道
、
観
察
判
官
｝
入
に
委
ね
て
専
ら
勾
当
し
、
時
に
及
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ん
で
申
報
せ
し
む
べ
し
。
…
…
如
し
、
罪
名
未
だ
正
さ
れ
ず
、
妄
り
に
其
の
財
を
罰
す
る
は
、
亦
た
観
察
判
官
に
委
ね
て
勾
当
せ
し
む
（
『
唐
会
要
』
巻
四

　
十
定
触
佑
）
。

　
　
（
大
和
）
四
年
八
月
、
御
史
中
丞
魏
碁
奏
す
ら
く
、
諸
道
州
府
の
百
姓
台
に
詣
り
て
事
を
奏
す
れ
ば
、
多
く
御
史
を
差
し
て
推
具
す
。
臣
、
州
県
を
煩
労
す

　
　
る
を
恐
れ
、
先
に
度
支
・
戸
部
・
塩
鱒
の
院
官
の
憲
街
を
帯
び
る
者
を
差
し
て
推
誉
す
る
を
請
う
。
…
…
今
諸
道
の
観
察
使
の
懐
中
の
判
官
、
少
な
き
も
五

　
　
・
六
人
を
下
ら
ず
、
其
の
中
の
憲
街
を
帯
び
る
者
に
於
い
て
、
委
ね
て
推
足
せ
し
め
ん
こ
と
を
請
う
。
…
…
と
。
之
に
従
う
（
『
唐
芋
要
』
巻
六
二
御
史
台

　
　
下
推
事
）
。

と
、
唐
朝
が
御
史
台
の
権
限
を
割
譲
し
て
観
察
使
に
与
え
る
等
、
そ
の
権
限
を
よ
り
拡
大
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
熱
忠
興
通
十
二
年
五
月

に
至
り
、
唐
朝
が
速
理
赦
免
を
実
施
し
た
際
、

　
　
勅
す
ら
く
、
…
…
獄
吏
苛
刻
に
し
て
、
青
む
る
は
舞
文
に
在
り
。
守
臣
因
循
し
て
、
事
親
す
る
を
聞
く
こ
と
窄
な
り
。
此
を
以
て
械
繋
の
輩
、
蕉
門
（
狸
牢

　
　
P
）
に
盗
れ
、
逮
捕
の
徒
、
簡
…
順
に
繁
な
り
、
笑
に
和
気
を
傷
り
、
用
っ
て
診
菰
を
致
す
。
…
…
応
ゆ
る
天
下
の
禁
野
す
る
所
の
罪
人
、
…
…
に
非
ざ
る
の

　
　
外
、
余
は
宜
し
く
並
び
に
錬
幽
し
て
什
放
せ
し
む
べ
し
。
如
し
或
い
は
人
吏
を
信
任
し
て
、
多
く
情
を
生
じ
て
繋
留
す
る
こ
と
有
ら
ば
、
続
い
て
察
訪
し
て

　
　
早
知
し
、
本
道
の
観
察
使
判
官
・
州
府
の
本
曹
官
、
必
ず
懲
謎
を
加
え
て
、
以
て
慢
易
を
努
め
る
べ
し
（
『
文
苑
英
華
』
巻
四
四
一
翰
林
制
詔
二
二
「
諫
理

　
　
京
城
諸
司
及
諸
州
軍
府
囚
徒
徳
音
」
）
。

と
、
そ
の
実
行
機
関
と
し
て
観
察
使
と
州
を
並
べ
て
い
る
の
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
勅
文
は
、
引
用
文
と
若
干
の
出
入
は
あ
る
が
、
『
冊
府
元
亀
』

巻
九
一
帝
王
部
赦
宥
や
『
旧
隷
書
』
巻
十
九
上
酪
宗
紀
や
『
唐
大
詔
令
集
』
巻
八
六
「
面
通
十
三
年
五
月
置
理
刑
獄
勅
」
や
『
全
唐
文
』
巻
八

四
「
憧
刑
勅
」
に
も
載
っ
て
お
り
、
『
唐
墨
要
』
巻
四
〇
慰
上
半
樋
同
年
五
月
条
に
は
「
其
れ
諸
州
府
の
罪
人
、
並
び
に
本
道
に
委
ね
て
十
日

の
内
に
速
や
か
に
理
め
よ
」
と
、
観
察
使
が
州
の
上
位
の
司
法
機
構
と
し
て
裁
判
権
を
発
揮
す
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
第
三
は
、
観
察
使
が
州
の
郷
貢
に
関
わ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
安
史
の
乱
後
、
観
察
使
が
州
か
ら
の
貢
挙
に
ど
れ
ほ
ど
関
与
し
て
い

た
か
は
確
認
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
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重代の観察処置使について（鄭）

　
元
和
二
年
十
二
月
勅
す
ら
く
、
今
よ
り
已
後
、
州
府
の
送
る
所
の
進
士
、
跡
疏
狂
に
渉
り
、
兼
ね
て
礼
教
を
繕
き
、
或
い
は
曾
て
州
府
の
小
吏
に
任
じ
て
、

　
　
一
事
の
清
流
に
合
わ
ざ
る
有
る
者
の
如
き
は
、
薄
か
辞
芸
有
り
と
錐
も
、
並
び
に
申
送
す
る
を
得
ず
。
如
し
後
に
挙
げ
ら
れ
事
発
か
れ
れ
ば
、
長
吏
は
奏
し

　
　
て
現
任
を
訳
し
、
已
に
停
替
せ
る
者
の
如
き
は
、
二
年
を
殿
と
せ
ん
。
本
試
官
及
び
司
長
官
、
見
任
及
び
已
に
惇
替
せ
る
も
の
、
並
び
に
事
の
軽
重
を
量
り

　
　
て
財
降
せ
し
め
、
弱
お
御
史
台
に
委
ね
て
常
に
察
訪
を
加
え
る
べ
し
、
と
（
『
唐
会
要
』
巻
七
六
貢
挙
中
進
士
）
。

等
と
あ
る
よ
う
に
、
元
和
期
に
お
い
て
は
州
が
依
然
と
し
て
そ
の
最
高
機
関
と
し
て
の
資
格
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
唐

朝
が
会
昌
五
年
（
八
四
五
）
に
礼
部
試
へ
の
国
子
監
お
よ
び
古
格
か
ら
の
送
付
人
数
に
関
す
る
制
限
令
を
発
布
し
た
際
、
観
察
使
に
州
か
ら
の
貢

士
数
を
統
制
す
る
権
限
を
与
え
た
。
即
ち
、

　
　
其
の
諸
系
郡
の
送
る
所
の
人
数
、
観
察
使
に
請
申
し
て
解
を
為
り
て
都
響
し
、
諸
州
が
各
自
に
詳
解
す
る
を
得
ず
（
『
唐
魚
雷
』
巻
一
「
会
昌
五
年
挙
格
節

　
　
文
」
）
。

　
　
⑬

と
あ
る
。
倶
し
こ
れ
に
よ
り
観
察
使
が
州
の
郷
…
頁
に
関
す
る
全
権
を
握
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
州
の
郷
貢
に
対
す
る
中
央
の
直
接
の
監
督
が
依

然
行
わ
れ
る
。
即
ち
こ
の
「
長
文
」
に
は
続
い
て
「
今
諸
州
府
の
試
す
る
所
、
各
々
須
ら
く
省
司
に
封
送
し
て
検
勘
す
べ
し
。
如
し
病
罪
し
詞

理
に
近
か
ら
ざ
る
に
、
州
階
妄
り
に
解
を
給
す
る
者
、
試
宮
は
見
任
を
博
し
て
閾
に
用
う
べ
し
」
と
見
え
、
唐
朝
が
貢
挙
制
度
を
改
革
し
て
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

察
使
の
役
割
を
強
化
し
な
が
ら
も
、
中
央
政
府
が
州
の
紀
綱
の
弛
緩
を
直
接
取
り
締
ま
る
た
め
の
方
策
を
も
講
じ
て
い
る
。

　
第
四
は
、
藩
鎮
の
州
県
官
に
報
ず
る
差
摂
権
や
奏
辟
権
の
問
題
で
あ
る
。
安
史
の
乱
中
に
唐
朝
が
臨
時
に
諸
藩
鎮
に
対
し
て
州
藤
野
を
任
命

す
る
権
限
を
与
え
て
い
た
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
。
乱
後
、
藩
鎮
に
よ
る
刺
史
ら
の
「
差
摂
」
が
し
ぼ
し
ぼ
行
わ
れ
た
ら
し
く
、
代
言
大
暦
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

二
年
五
月
に
は
「
刺
史
に
故
智
有
る
も
、
使
司
、
差
摂
す
る
を
得
ず
、
但
だ
上
佐
を
し
て
州
事
を
毒
せ
し
め
よ
」
と
い
う
勅
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

と
こ
ろ
が
、
州
県
官
の
空
席
が
数
多
く
、
観
察
使
が
先
の
大
釜
十
二
年
五
月
の
勅
を
守
ろ
う
と
し
て
も
守
り
難
い
状
況
に
な
る
。
そ
の
た
め
、

文
宗
大
和
四
年
八
月
に
至
り
、
唐
朝
は
藩
鎮
に
よ
る
不
法
な
州
県
官
差
遣
を
防
ぐ
狙
い
を
含
め
て
「
刺
史
未
だ
至
ら
ず
、
上
佐
人
を
豪
き
、
及

び
別
に
面
当
す
る
処
有
ら
ぼ
、
録
事
参
審
を
差
し
て
州
事
を
知
せ
し
む
る
を
許
し
、
如
し
録
事
参
審
又
た
破
け
れ
ば
、
則
ち
別
に
判
官
を
差
す
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⑰

る
に
任
す
」
と
い
う
勅
を
出
す
。
一
方
、
管
下
州
県
官
に
対
す
る
観
察
使
の
奏
請
は
認
め
ら
れ
、
例
え
ば
大
暦
十
四
年
七
月
に
「
流
外
出
身
人
、

今
後
、
刺
史
・
県
令
・
録
事
参
軍
を
細
く
る
こ
と
な
か
れ
。
諸
軍
諸
使
も
亦
た
奏
請
を
得
ず
、
傍
お
所
由
に
委
ね
て
検
濾
せ
よ
」
と
い
う
勅
が

　
　
　
　
　
⑲

出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
異
宗
大
和
元
年
（
八
二
七
）
九
月
十
九
日
目
「
両
畿
及
び
諸
道
の
州
県
官
を
奏
請
す
る
を
麓
革
し
、
唯
だ
山
劒
・
三

川
・
破
内
、
及
び
諸
道
の
比
遠
、
県
令
・
録
事
参
軍
を
奏
す
る
を
許
し
、
其
の
余
は
並
び
に
書
す
」
と
、
観
察
使
の
権
限
を
大
幅
に
削
減
す
る

　
　
　
　
　
　
⑲

勅
が
出
さ
れ
る
等
、
観
察
使
の
州
県
官
奏
質
権
に
関
す
る
法
規
は
度
々
改
修
さ
れ
る
。
と
く
に
、
そ
の
理
由
に
注
意
し
な
が
ら
、
観
察
使
の
権

限
の
拡
大
に
関
わ
る
も
の
を
見
れ
ば
、
前
の
大
和
元
年
九
月
の
勅
が
出
さ
れ
た
後
、
観
察
使
に
よ
る
州
県
官
奏
請
が
相
次
ぎ
、
大
和
四
年
五
月

に
中
書
門
下
が
、

　
　
伏
し
て
以
え
ら
く
、
…
…
今
よ
り
已
後
、
山
導
・
三
川
・
破
内
、
及
び
諸
道
の
比
遠
の
州
県
官
、
有
出
身
及
び
前
年
の
正
員
官
人
の
中
、
道
芝
に
録
事
を
除

　
　
く
の
外
、
各
々
語
数
員
を
奏
す
る
を
許
す
こ
と
を
望
む
。
河
北
諸
道
の
槍
景
・
盗
難
の
類
の
如
き
、
破
傷
を
経
し
の
後
、
及
び
孟
夏
・
那
寧
・
麟
笏
・
淫

　
　
原
・
振
武
・
豊
州
、
全
て
俸
料
無
く
、
出
身
有
る
の
人
、
及
び
正
員
官
、
悉
く
歩
く
を
肯
ぜ
ず
、
隻
綿
前
に
慮
り
多
く
注
擬
せ
ず
、
如
し
仮
摂
し
て
労
有
ら

　
　
ば
、
諸
色
人
の
中
に
於
い
て
、
事
を
量
り
て
三
廻
員
を
奏
す
る
を
許
し
、
其
の
余
の
勒
約
及
び
期
限
、
並
び
に
大
和
元
年
九
月
十
九
艮
勅
の
処
分
に
依
る
こ

　
　
と
を
望
む
（
『
冊
府
元
亀
』
巻
六
三
一
鐙
選
部
条
制
三
）
。

と
、
引
用
文
に
見
え
る
地
域
に
対
し
て
録
事
を
除
く
三
管
を
奏
請
で
き
る
よ
う
に
上
奏
を
行
い
実
行
に
移
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
権
限
の
拡
大
の

理
由
と
し
て
州
県
官
の
空
席
を
埋
め
よ
う
と
す
る
唐
朝
の
配
慮
が
働
い
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
宣
宗
大
中
二
年
正
月
に
は
、

　
　
中
書
門
下
奏
す
ら
く
、
…
…
大
和
・
選
書
末
に
、
中
選
の
後
四
選
に
し
て
、
諸
道
方
に
州
県
官
職
を
奏
宣
す
る
を
得
、
如
し
未
だ
選
に
合
わ
ざ
れ
ば
、
並
び

　
　
に
申
奏
の
限
に
在
ら
ず
。
臣
等
昨
に
已
に
奏
論
し
て
、
面
し
て
寸
止
を
奉
ず
。
今
よ
り
已
後
、
及
第
の
後
鼻
三
年
に
し
て
、
即
ち
奏
請
す
る
に
任
す
べ
し
、

　
　
と
。
勅
旨
、
奏
に
依
れ
、
と
（
『
唐
会
要
』
巻
七
六
貢
挙
中
進
士
）
。

と
、
足
部
選
に
四
選
し
た
人
物
を
奏
請
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
大
和
か
ら
会
昌
年
間
ま
で
の
規
定
を
改
め
、
礼
部
試
に
及
第
し
て
三
年
と
、

被
奏
請
者
の
範
囲
を
広
げ
て
い
る
。
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唐代の観察処置使について（鄭）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
他
に
も
、
観
察
使
の
役
割
や
権
限
の
拡
大
を
物
語
る
記
事
が
少
な
か
ら
ず
見
出
さ
れ
る
が
、
中
に
は
、

　
　
（
大
中
）
六
年
七
月
、
考
重
奏
す
ら
く
、
…
…
近
年
以
来
、
刺
史
皆
自
ら
課
績
を
録
し
て
省
に
申
す
る
に
、
気
立
す
る
者
則
ち
其
の
事
を
張
志
し
、
謙
退
す

　
　
る
者
則
ち
織
黙
し
て
言
わ
ず
。
今
よ
り
已
後
、
其
の
巡
内
の
刺
史
、
並
び
に
本
道
の
観
察
使
に
委
ね
て
其
の
考
第
を
定
め
、
然
る
後
に
録
申
し
、
本
州
自
ら

　
諜
績
を
録
し
て
省
に
申
す
る
を
得
ざ
ら
し
む
こ
と
を
請
う
。
…
…
と
。
勅
、
…
…
奏
に
依
れ
、
と
（
『
唐
会
要
』
巻
八
二
虫
下
）
。

と
、
州
に
対
す
る
観
察
使
の
支
配
力
を
大
い
に
増
大
し
兼
ね
な
い
処
置
も
あ
る
。
憲
宗
以
後
に
お
け
る
観
察
使
の
権
眼
の
拡
大
は
徳
宗
以
前
の

そ
れ
と
は
異
な
り
、
唐
朝
に
よ
り
相
当
積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
実
際
に
お
い
て
は
観
察
使
が
よ
り
大
き
な
権
限
を
行
使
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
観
察
使
の
権
限
の
拡
大
の
背
景
に
、
制
度
の
現
実
化
を
計

ろ
う
と
す
る
唐
朝
の
思
惑
が
働
い
て
い
た
こ
と
を
想
定
す
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
関
連
記
事
に
は
、
所
女
で
見
た
よ
う
に
、
当
時
州

県
政
治
が
破
綻
を
見
せ
、
こ
れ
が
観
察
使
の
役
割
や
権
限
の
拡
大
に
直
接
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
や
は
り
州
県
政
治
の
破
綻
が

観
察
使
の
権
限
の
拡
大
に
お
い
て
最
も
重
要
な
要
因
と
し
て
働
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
さ
ら
に
唐
末
に
近
づ
け
ば
、
州
院
の
組
織
が
縮
小
さ
れ
、
州
県
に
対
す
る
観
察
使
の
権
限
は
益
々
拡
大
し
て
地
方
行
政
体
制
は
道
1
州
一
県

と
い
う
蹉
級
制
の
様
子
を
よ
り
強
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
勿
論
、
そ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
中
央
と
諸
州
と
の
関
係
が
消
滅
せ
ず
、
依
然
と

し
て
相
当
持
続
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
唐
朝
支
配
の
崩
壊
の
兆
し
が
多
く
見
ら
れ
る
鹿
野
年
間
に
お
い
て
さ
え
、

　
　
宜
し
く
台
府
及
び
該
軍
司
並
び
に
所
在
の
州
県
の
長
吏
を
し
て
、
見
禁
の
囚
徒
に
拠
り
、
徳
音
の
到
る
後
七
日
の
内
に
、
親
し
く
罪
名
を
詳
ら
か
に
し
て
、

　
　
疏
理
し
詑
り
て
聞
奏
す
べ
し
（
『
唐
大
詔
令
集
』
巻
八
六
恩
讐
四
「
威
通
八
年
五
月
置
音
」
）
。

等
と
、
唐
朝
が
諸
州
に
対
し
て
特
定
の
事
項
に
つ
い
て
聞
奏
さ
せ
て
い
る
。
唐
朝
の
権
威
が
未
だ
生
き
て
い
る
限
り
、
州
も
そ
れ
ら
を
無
視
し

て
は
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
憲
宗
以
後
、
藩
鎮
が
唐
朝
に
反
旗
を
翻
し
難
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
唐
朝
支
配
を
脅
か
す
危
険
姓
は
存
在
し
て
お
り
、
唐
朝
が
観
察
使
の
権

限
の
削
減
を
し
た
り
す
る
等
、
い
ろ
い
ろ
の
規
制
策
を
講
じ
て
い
た
の
は
い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
。
観
察
使
の
権
力
に
対
す
る
唐
朝
の
牽
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制
策
を
幾
つ
か
見
て
み
よ
う
。
第
一
に
、
観
察
使
に
新
た
な
権
限
を
与
え
る
際
、
彼
や
幕
僚
の
責
任
に
対
す
る
処
罰
の
規
定
等
の
制
限
を
設
け

る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、

　
　
（
大
中
）
三
年
二
月
目
中
書
門
下
奏
す
ら
く
、
諸
州
の
刺
史
郡
に
到
り
、
条
流
有
ら
ば
、
須
ら
く
先
に
観
察
使
に
申
し
、
本
判
官
と
利
害
を
商
量
し
て
、
鮫

　
　
然
と
分
閥
な
れ
ば
、
即
ち
施
行
を
許
す
べ
し
。
如
し
本
と
是
れ
前
政
物
に
利
し
公
に
絢
う
事
な
ら
ば
、
転
ち
移
改
を
許
す
を
得
ず
。
勾
当
を
存
せ
ず
、
前
に

　
　
鍾
ぎ
因
循
す
れ
ば
、
判
嘗
は
重
く
殿
貴
を
加
え
、
観
察
使
は
輪
止
を
聴
く
べ
し
。
勿
お
出
使
の
罪
悪
・
御
史
に
委
ね
て
、
常
に
切
に
訥
訪
し
て
挙
察
せ
し
め

　
　
ん
、
と
。
勅
旨
あ
り
、
奏
に
依
れ
、
と
（
『
唐
会
要
隔
巻
六
九
刺
史
下
）
。

等
が
あ
る
。
第
二
に
、
御
史
台
や
野
宮
御
史
や
二
院
は
州
県
に
対
し
て
監
察
活
動
を
行
っ
て
い
た
が
、
観
察
使
に
対
し
て
も
同
じ
く
監
察
活
動

を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
錦
ち
、

　
　
諸
道
の
方
書
、
兵
興
よ
り
以
来
、
或
い
は
進
奉
三
軍
に
よ
り
、
或
い
は
本
道
の
微
発
に
縁
り
て
、
務
め
て
済
辮
を
求
む
る
も
、
多
く
覆
れ
権
宜
な
り
。
今
憲

　
　
賊
既
に
平
ら
ぎ
、
中
外
事
無
く
、
宜
し
く
無
法
を
申
し
て
、
以
て
傷
残
を
救
う
べ
し
。
天
下
、
郵
税
を
除
く
の
外
、
凝
り
に
科
配
有
る
を
得
ず
、
其
の
檀
に

　
　
雑
確
率
を
競
う
こ
と
、
一
切
宜
し
く
停
す
べ
し
。
働
お
御
史
台
及
び
出
使
の
応
護
・
御
史
並
び
に
所
在
の
巡
院
を
し
て
、
厳
し
く
訪
察
を
加
え
る
べ
し
（
『
文

　
苑
英
華
』
巻
四
二
八
翰
林
制
詔
九
「
大
和
三
年
十
一
月
十
八
臼
赦
文
」
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

等
が
あ
る
。
こ
の
中
、
度
支
・
塩
鉄
転
貢
使
の
地
方
出
先
機
関
た
る
魔
道
に
よ
る
監
察
活
動
は
と
く
に
注
目
さ
れ
、
観
察
使
に
対
す
る
御
史
台

の
弾
劾
活
動
も
他
の
官
職
へ
の
弾
劾
に
較
べ
れ
ば
わ
り
に
多
く
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
唐
朝
が
観
察
使
の
州
県
に
関
す
る
不
正
な
報
告
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

確
認
す
る
た
め
に
、
岡
一
事
項
を
句
法
や
更
訂
郎
官
等
に
報
告
さ
せ
て
い
る
こ
と
も
見
ら
れ
る
。
第
三
に
、
勲
防
使
・
宣
慰
・
宣
撫
・
安
撫
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

等
の
地
方
使
臣
を
時
々
派
遣
し
て
諸
道
に
唐
朝
の
威
令
を
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
第
四
に
、
前
述
の
通
り
唐
朝
が
諸
州
と
の
直
接
の
関
係
を
維

持
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
藩
朝
が
観
察
使
の
権
限
の
拡
大
を
積
樋
的
に
推
進
し
て
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
こ
う
し
た
憲
宗
の
藩
鎮
改
革
以
後
に
見
ら
れ

る
政
策
の
転
換
は
州
県
政
治
の
破
綻
に
対
応
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
州
県
は
も
は
や
、
唐
朝
を
支
え
る
反
面
、
逆
に
唐
朝
支
配
を
揺
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唐代の観察処置使について（郵）

さ
ぶ
る
存
在
と
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
財
政
使
職
に
も
見
ら
れ
る
。
建
中
元
年
頃
に
塩
鉄
転

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

運
使
が
強
大
化
し
て
、
中
央
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
は
礪
波
護
氏
の
指
摘
の
通
り
で
あ
り
、
元
蒲
二
年
二
月
に
は
、

　
　
詔
し
て
曰
く
、
…
…
比
物
、
鉛
錫
箔
無
く
、
鼓
鋳
に
妨
ぐ
る
有
り
、
其
の
江
潅
の
諸
州
府
、
鉛
銅
等
を
収
市
す
る
に
、
先
に
巴
に
諸
道
の
知
院
官
を
し
て
勾

　
　
当
せ
し
む
。
令
の
初
め
て
出
だ
さ
る
る
に
縁
り
て
未
だ
各
々
頒
行
せ
ず
、
宜
し
く
諸
道
の
観
察
使
等
に
委
ね
て
知
院
官
と
奪
切
に
（
勾
）
賀
す
べ
し
。
事
の
畢

　
　
わ
る
日
、
傍
お
塩
鉄
使
に
委
ね
て
得
る
所
の
数
に
拠
り
類
会
し
て
聞
奏
す
べ
し
、
と
（
『
唐
会
要
』
巻
八
九
泉
貨
）
。

と
、
撃
墜
が
唐
刺
の
命
令
を
よ
く
遂
行
し
な
い
こ
と
が
生
じ
る
と
、
憲
宗
が
観
察
使
に
巡
院
と
と
も
に
引
用
文
に
見
え
る
業
務
を
行
う
よ
う
に

命
じ
て
い
る
。
そ
し
て
同
年
九
月
に
は
、

　
　
給
車
中
穆
質
請
う
ら
く
は
、
州
府
の
塩
鉄
血
院
の
応
決
の
私
塩
の
死
囚
、
州
県
同
に
摂
し
て
、
冤
濫
有
る
を
免
れ
ん
こ
と
を
請
う
、
と
。
之
に
従
う
（
『
唐

　
　
会
要
』
巻
八
八
塩
鉄
）
。

と
、
憲
宗
が
巡
警
に
よ
る
刑
獄
の
冤
濫
を
防
ぐ
た
め
、
州
県
と
「
同
監
」
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
な
お
高
橋
継
男
氏
に
よ
れ
ば
、
唐
末
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

巡
院
が
独
自
の
動
き
を
顕
著
に
あ
ら
わ
し
、
唐
朝
が
信
頼
す
る
べ
き
本
来
の
監
察
機
能
を
殆
ど
喪
失
し
て
い
る
か
に
見
え
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま

り
、
地
方
機
構
の
中
最
も
信
頼
で
き
る
中
央
の
出
先
機
関
た
る
巡
院
が
そ
う
で
あ
る
だ
け
に
、
唐
朝
が
全
面
的
に
信
頼
し
え
る
地
方
機
構
は
も

は
や
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
唐
朝
が
観
察
使
の
権
力
に
対
し
て
規
欄
を
図
る
一
方
で
、
そ
の
役
割
や
権
限
の
拡
大
を
試
み
る
と
い
う
、

一
見
し
て
相
矛
盾
す
る
政
策
を
取
っ
て
い
た
の
も
、
そ
の
よ
う
な
脈
絡
の
上
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

①
　
日
野
開
三
郎
「
藩
鎮
時
代
の
州
税
三
分
制
に
つ
い
て
」
（
前
掲
）
及
び
「
唐
代
藩

　
鎮
の
賊
魑
と
王
将
」
（
一
九
三
九
・
四
〇
、
の
ち
『
日
野
論
集
』
一
、
器
＝
書
房
、

　
一
九
八
○
に
収
録
）
参
照
。
但
し
、
元
和
圏
年
の
税
欄
改
革
は
同
五
年
や
六
年
目

　
補
訂
さ
れ
、
諸
州
の
送
使
が
一
部
復
活
す
る
等
、
中
央
と
州
の
直
接
関
係
を
強
化

　
し
ょ
う
と
す
る
唐
土
の
意
図
が
や
や
後
退
し
た
観
も
あ
る
が
、
基
黍
的
な
骨
格
は

　
唐
末
ま
で
行
わ
れ
る
。
即
ち
松
井
秀
一
「
嚢
珀
の
税
制
改
革
に
つ
い
て
」
（
『
史
学

　
雑
鮭
瞼
』
七
六
－
七
、
　
一
九
六
七
）
参
昭
｛
。

②
　
聯
繋
に
対
し
て
多
く
の
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
問
題

　
に
対
し
て
は
あ
ま
り
論
究
さ
れ
て
い
な
い
が
、
通
常
、
そ
の
後
も
唐
朝
は
引
き
続

　
ぎ
藩
鎮
権
力
を
削
減
し
、
中
央
と
州
と
の
関
係
を
強
化
し
よ
う
と
し
、
藩
鎮
も
衰

　
弱
す
る
一
方
に
あ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
日
野
囲
三
郎
前
掲

　
論
文
、
葉
原
號
男
「
安
史
の
乱
と
藩
鎮
体
制
の
展
開
」
（
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
』
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六
、
岩
波
書
店
、
　
一
九
七
　
）
　
一
八
○
頁
等
。

③
　
従
釆
の
理
解
は
二
つ
に
分
か
れ
、
一
つ
は
、
唐
朝
が
中
央
と
州
と
の
直
接
関
係

　
を
圓
復
し
よ
う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
藩
吏
権
力
は
弱
体
化
し
た
も
の
の
、

　
そ
の
関
係
の
圓
復
は
つ
い
に
実
現
さ
れ
ず
、
州
は
殆
ど
藩
鎮
に
よ
り
統
制
さ
れ
続

　
け
る
と
さ
れ
る
（
日
野
開
三
郎
前
掲
論
文
）
。
も
う
一
つ
は
未
だ
指
摘
に
と
ど
ま
る

　
が
、
憲
宗
の
改
革
に
よ
り
、
中
央
と
州
と
の
関
係
が
再
び
強
化
さ
れ
、
州
が
再
び

　
あ
る
程
度
の
地
位
を
得
る
と
い
う
ふ
う
に
い
わ
れ
る
（
藥
原
益
男
「
安
史
の
乱
と

　
藩
無
体
綱
の
展
開
」
前
上
｝
、
　
一
七
二
頁
等
）
。

④
『
唐
会
要
』
巻
六
二
御
史
台
下
出
使
元
和
七
年
閏
七
月
条
「
出
使
郎
冒
・
御
史
、

　
所
歴
州
県
」
、
同
書
巻
六
二
御
史
台
下
雑
録
長
慶
三
年
八
月
条
「
比
来
御
史
出
使

　
推
按
、
或
所
在
取
州
県
印
文
状
」
等
も
見
ら
れ
る
。

⑤
　
当
時
贋
朝
の
命
令
は
直
接
州
に
趣
い
て
い
た
（
前
垂
三
九
八
～
四
〇
〇
頁
）
。
な

　
お
『
入
癌
求
法
巡
礼
行
記
』
巻
二
開
成
五
年
三
月
五
日
条
に
は
登
州
に
到
着
し
た

　
詔
書
の
宣
箱
儀
式
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
（
中
村
裕
一
『
導
出
制
勅
研
究
』
前

　
掲
、
九
一
ご
～
酋
頁
参
照
）
。

⑥
例
え
ば
「
（
元
和
）
六
年
二
月
制
、
自
定
論
税
蓮
田
、
刺
史
以
戸
口
増
減
為
其
殿

　
最
、
故
有
面
戸
主
張
虚
数
、
或
分
産
以
鼠
戸
名
、
兼
招
引
浮
華
、
絹
為
増
益
。
至

　
於
税
額
、
　
無
所
加
、
懸
緒
人
心
楽
舞
、
土
著
者
寡
。
観
察
零
露
加
訪
察
、
必
令

　
黒
髪
」
（
『
唐
会
要
』
巻
八
四
雑
録
）
等
が
見
え
る
。

⑦
そ
の
前
に
は
「
会
昌
元
年
正
月
綱
、
…
…
自
今
已
後
、
応
州
県
開
成
紙
年
已
前

　
逃
戸
、
並
委
観
察
使
・
麟
史
差
上
明
官
就
村
郷
詣
実
簡
（
三
豊
）
勘
桑
田
屋
宇
等
、

　
衡
勒
長
瀬
切
加
簡
較
（
H
検
校
）
、
租
畑
下
人
、
勿
令
瀧
廃
」
（
『
冊
府
究
亀
』
巻
囚

　
九
五
邦
計
部
国
糊
）
と
、
観
察
使
と
刺
史
と
を
同
等
に
し
て
い
る
の
が
見
ら
れ
る
。

⑧
以
前
穆
宗
長
慶
四
年
盃
月
に
は
「
（
愚
僧
四
年
三
月
）
捌
、
…
…
自
今
以
後
、
州

　
府
所
由
戸
帳
及
墾
関
頃
畝
、
宜
拠
見
徴
税
案
為
定
、
串
善
後
、
戸
部
類
会
、
具
単

　
数
聞
奏
。
侃
勅
五
年
一
定
税
、
如
有
逃
亡
死
損
州
県
累
石
事
書
補
」
（
『
冊
府
元
亀
』

　
巻
闘
八
八
邦
計
部
賦
税
二
）
と
、
州
が
戸
帳
や
墾
田
頃
畝
数
を
中
央
に
報
告
す
る

　
よ
う
に
命
令
を
協
し
て
い
た
。

⑨
　
両
税
法
の
施
行
後
に
お
け
る
地
方
官
の
戸
口
管
理
の
繁
乱
の
異
態
に
関
し
て
は
、

　
隙
光
明
『
唐
代
財
政
史
新
編
』
（
前
掲
）
二
四
三
～
五
頁
参
照
。

⑩
『
文
苑
英
華
』
巻
四
二
三
「
野
並
二
年
正
月
二
十
三
蜀
上
尊
号
赦
文
」
。

⑬
『
通
典
』
巻
三
二
総
論
二
佐
。
な
お
『
郷
府
元
亀
』
巻
一
五
一
慎
罰
開
元
二
十
三

　
年
四
月
悪
子
灸
に
「
詔
、
…
…
天
下
中
州
、
委
本
道
採
訪
使
及
塞
州
長
官
、
随
纂

　
決
断
、
勿
令
嗣
繋
」
云
々
と
見
え
る
。

⑫
『
唐
会
要
』
巻
七
八
諸
使
中
に
「
景
雲
二
年
正
月
二
十
九
日
勅
、
諸
節
度
除
縁
兵

　
馬
継
、
不
得
別
訴
百
姓
訴
訟
事
」
と
あ
り
、
安
史
の
面
前
に
節
度
使
が
既
に
菖
姓

　
の
訴
訟
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
乱
暴
節
度
使
に
よ
る
不
法
な
裁
判

　
は
多
く
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

⑬
以
前
、
観
察
使
は
刺
史
が
推
薦
す
る
人
材
を
「
考
籔
」
す
る
権
限
を
も
っ
て
い

　
た
。

　
　
（
大
和
）
七
年
五
月
二
十
五
日
、
中
書
門
下
奏
、
今
後
請
弊
習
兆
・
河
南
勢
及

　
　
天
下
刺
史
、
各
干
本
府
本
道
嘗
（
薩
常
）
選
人
中
、
棟
勘
二
筋
為
県
令
・
司
録
・

　
　
録
墓
参
軍
人
、
具
紺
碧
才
能
聞
薦
。
其
二
曲
先
申
牒
観
察
使
、
都
島
考
荻
、
申

　
　
送
吏
部
、
…
…
従
之
（
『
唐
概
要
』
巻
七
五
選
部
下
雑
処
置
）
。

⑭
　
村
上
哲
見
『
科
挙
の
話
』
（
講
談
社
現
代
新
書
、
　
九
八
○
）
一
〇
二
頁
は
、
観

　
察
使
の
設
雄
以
後
、
州
が
観
察
使
を
通
じ
て
解
罪
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
が
、
同

　
補
し
難
い
。

⑮
　
『
唐
会
要
』
巻
六
九
都
督
戦
史
館
下
雑
録
。

⑯
　
『
唐
会
要
田
巻
六
八
刺
史
上
大
和
四
年
八
月
条
「
御
史
台
奏
、
馬
継
大
暦
十
二
年

　
五
月
一
日
勅
、
…
…
囲
者
、
宣
州
観
察
使
干
数
所
差
周
廉
知
池
州
、
若
拠
勅
冒
、

　
便
合
奏
剖
。
今
勘
再
建
、
長
史
・
司
馬
並
在
上
都
守
職
、
有
録
事
目
偏
顧
復
元
在

　
任
。
認
証
総
有
条
約
、
所
在
終
難
守
文
」
。

⑰
　
『
唐
雨
垂
臨
画
六
八
薦
史
上
。

⑱
　
『
中
坐
懸
船
巻
五
八
吏
部
尚
書
。
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唐代の観察処羅使について（邸）

⑲
　
『
冊
…
府
…
一
丁
亀
藍
龍
胆
ゴ
　
一
画
二
部
条
欄
一
謡
大
和
四
年
五
月
μ
条
中
郡
口
門
下
奏
所
引
。

⑳
　
例
え
ば
「
（
大
和
）
五
年
二
月
、
塩
鉄
使
奏
、
…
…
其
江
匹
・
郷
岳
・
桂
管
鋳
濫

　
銭
、
日
量
委
本
道
観
察
使
条
流
禁
絶
。
勅
旨
宜
依
」
（
『
順
唐
書
』
巻
四
八
食
貨
志

　
上
）
、
「
（
会
昌
）
四
年
八
月
、
中
書
門
下
奏
、
…
…
臣
等
商
量
、
自
今
已
後
、
勅
到

　
南
省
、
限
両
日
内
牒
本
道
、
便
令
進
奏
院
逓
去
。
…
…
如
前
製
史
諸
道
居
住
、
未

　
貸
賃
廷
者
、
各
委
観
察
使
、
毎
漁
具
管
内
有
無
申
開
、
或
憂
制
及
疾
廃
者
、
並
須

　
一
一
華
言
。
…
…
。
勅
旨
聯
奏
」
（
『
唐
会
規
』
巻
六
九
刺
史
下
）
等
が
あ
る
。
な

　
お
前
罪
八
九
～
九
一
頁
参
照
。

⑳
　
宮
噺
市
定
「
宋
代
州
県
制
度
の
由
来
と
そ
の
特
色
」
（
一
九
五
三
、
の
ち
『
宮
崎

　
市
定
全
集
』
一
〇
、
岩
波
書
店
、
　
…
九
九
二
に
収
録
）
二
一
八
～
二
〇
頁
、
厳
耕

　
蝦
エ
「
唐
代
府
州
瞭
ル
佐
考
」
『
唐
史
研
薦
九
叢
出
循
』
新
亜
研
究
所
、
　
一
九
六
九
）
一
〇
四

　
及
び
～
四
三
頁
等
。

＠
　
高
橋
継
男
「
唐
代
後
半
期
に
お
け
る
巡
院
の
地
方
行
政
監
察
業
務
に
つ
い
て
」

　
（
『
星
博
士
退
官
記
念
中
国
史
論
集
』
同
論
集
編
集
委
員
会
、
　
一
九
七
八
）
、
寧
欣

　
「
唐
朝
巡
院
豊
強
在
唐
後
期
監
察
体
系
中
的
作
用
和
地
位
」
（
『
北
京
師
範
学
院
学

　
報
』
社
会
科
学
版
、
一
九
八
九
－
六
）
等
参
照
。
但
し
巡
院
に
よ
る
監
察
活
動
の

　
大
き
な
目
標
は
藩
鎮
に
あ
っ
た
と
い
う
高
橋
氏
の
見
解
（
同
四
九
～
五
二
頁
）
に

　
は
岡
意
し
難
い
。
ち
な
み
に
、
こ
の
高
橋
氏
の
見
解
は
寧
氏
に
そ
の
ま
ま
受
け
継

　
が
れ
て
い
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

璽
　
胡
藪
沢
『
唐
代
御
史
制
度
研
究
瞼
（
文
津
出
版
社
、
一
九
九
三
）
五
三
～
四
頁

　
「
玄
宗
壁
越
以
後
御
史
弾
劾
情
況
表
」
参
照
。

⑭
　
例
え
ば
「
其
（
開
成
元
）
年
八
月
、
中
書
門
下
奏
、
…
…
自
今
已
後
、
望
令
諸

　
道
観
察
使
、
毎
歳
終
、
具
部
内
刺
史
・
県
令
、
司
牧
方
策
、
政
事
工
拙
上
奏
。
…
…

　
橡
曹
・
邑
佐
、
善
悪
特
異
者
、
亦
仰
隔
状
。
講
頒
示
四
方
、
専
最
奥
察
、
働
令
両

　
都
御
史
台
、
併
出
使
郎
官
御
史
及
巡
院
法
憲
官
、
常
加
採
訪
、
具
以
事
状
奏
申
。

　
中
書
門
下
、
都
比
較
諸
道
観
察
使
承
舗
勤
怠
之
状
、
毎
歳
孟
春
、
分
析
聞
奏
、
悶

　
渤
誠
徴
心
奨
。
劃
勅
巳
日
依
潔
英
」
（
『
唐
会
要
』
巻
六
八
刺
・
史
上
）
等
が
あ
る
。

⑯
　
『
鮒
府
…
一
兀
魚
唱
』
巻
一
六
二
帝
王
落
命
使
二
、
『
唐
大
回
㎎
令
集
』
巻
一
一
六
尉
仰
撫
由
丁

　
及
び
巻
…
一
七
慰
撫
下
等
に
そ
の
派
遣
の
例
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
。
そ
の
際
、

　
使
臣
の
主
な
任
務
は
租
税
や
縦
断
の
減
免
に
あ
っ
た
が
、
刑
獄
を
疎
理
し
官
吏
を

　
訪
察
す
る
場
合
も
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
。
そ
の
任
の
遂
行
過
程
に
お
い
て
は
観

　
察
使
と
商
量
す
る
場
合
と
、
刺
史
と
商
量
す
る
場
合
と
、
観
察
使
と
刺
史
と
と
も

　
に
商
量
す
る
場
合
が
あ
る
。

⑳
　
礪
波
護
「
三
司
使
の
成
立
に
つ
い
て
一
唐
墨
の
変
革
と
使
職
…
」
（
前
掲
）
二
三

　
頁
。

⑰
　
高
橋
継
男
「
凶
賊
後
半
期
に
お
け
る
巡
院
の
地
方
行
政
監
察
業
務
に
つ
い
て
」

　
（
前
掲
）
五
五
頁
。

玄
宗
期
に
な
る
と
、
州
県
政
治
は
大
い
に
破
綻
を
見
せ
て
い
た
。
そ
し
て
風
戸
の
発
生
等
の
律
令
支
配
の
破
綻
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
諸

矛
盾
に
対
し
て
、
州
県
体
鰯
が
う
ま
く
対
応
で
き
ず
大
き
な
限
界
を
露
鼓
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
現
象
は
聖
天
武
后
期
か
ら
少
し
ず
つ
顕
在
化

し
て
、
玄
宗
期
に
入
り
深
刻
な
様
子
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
臨
時
差
遣
か
ら
始
ま
り
、
按
出
使
を
経
て
採
訪
使
の
設
置
に
至
る
地
方
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監
察
使
職
の
発
達
の
道
筋
は
、
こ
れ
と
概
し
て
一
致
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
安
「
禄
山
の
乱
が
勃
発
し
て
観
察
使
が
設
澱
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
反
乱
勢
力
が
殆
ど
唐
朝
に
投
降
し
て
い
た
時
点
で
、
唐
朝
が
乱
後
を

睨
ん
で
非
常
体
制
か
ら
平
時
体
制
へ
転
換
さ
せ
る
重
要
政
策
と
し
て
行
わ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
州
県
に
対
し
て
殆
ど
全
権
を
発
揮
し
て
い
た

藩
鎮
の
権
限
は
法
規
的
に
一
定
の
枠
を
付
け
ら
れ
た
。
し
か
し
史
思
明
の
再
反
乱
に
よ
り
、
唐
朝
の
意
図
通
り
に
は
い
か
な
い
。
乱
後
、
「
反

側
の
地
」
の
藩
鎮
が
出
現
し
、
他
の
地
域
で
も
、
藩
鎮
は
管
下
州
県
に
対
す
る
支
配
力
を
そ
れ
ほ
ど
緩
め
な
い
。
そ
こ
で
唐
朝
が
藩
鎮
（
観
察

使
）
権
力
の
削
減
に
努
力
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
い
う
時
に
も
地
方
支
配
政
策
の
一
環
と
し
て
観
察
使
を
利
用
し
て
い
る
の
が
見
ら
れ
る
。

こ
れ
は
州
県
政
治
が
以
前
に
も
ま
し
て
破
綻
を
見
せ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
、
観
察
使
へ
の
期
待
に
は
限
度
が
あ
っ
た
。

　
憲
宗
に
よ
る
藩
鎮
抑
圧
が
成
功
し
た
後
、
唐
朝
は
中
央
と
州
と
の
関
係
の
回
復
に
努
め
、
ま
た
州
県
政
治
を
立
て
直
そ
う
と
し
て
い
ろ
い
ろ

の
施
策
を
打
ち
出
す
。
と
こ
ろ
が
、
州
県
政
治
は
改
善
の
気
配
を
見
せ
な
い
。
そ
う
い
う
状
況
の
中
、
藩
鎮
に
よ
る
直
接
的
脅
威
が
殆
ど
な
く

な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
唐
朝
は
引
き
続
き
藩
鎮
権
力
に
対
す
る
規
制
を
企
て
る
一
方
、
地
方
支
配
を
維
持
す
る
た
め
、
観
察
使
の
役
割
に
積

極
的
に
働
き
掛
け
る
。
さ
ら
に
は
唐
朝
が
観
察
使
に
行
政
的
権
限
を
も
与
え
、
そ
の
役
割
や
権
限
が
よ
り
拡
大
す
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、

中
央
と
州
と
の
関
係
は
次
第
に
弱
め
ら
れ
る
も
の
の
、
唐
末
ま
で
持
続
す
る
。

　
以
上
、
観
察
使
を
中
心
と
し
て
、
そ
れ
も
主
に
唐
朝
の
地
方
支
配
政
策
と
い
う
立
場
か
ら
、
臨
急
体
制
の
一
側
面
を
述
べ
た
。
と
く
に
唐
朝

と
藩
鎮
権
力
と
の
関
係
を
考
察
し
た
の
は
、
従
来
の
藩
鎮
研
究
が
多
く
の
場
合
、
両
者
の
政
治
的
関
係
を
前
提
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を

意
識
し
た
か
ら
で
あ
る
。
但
し
、
本
稿
で
見
た
よ
う
な
事
象
が
節
度
使
等
の
軍
事
面
に
も
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
か
ど
う
か
は
、
ま
た
改
め
て

確
認
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
な
お
、
作
業
の
過
程
に
お
い
て
、
観
察
使
と
い
っ
て
も
予
想
よ
り
遙
か
に
幅
広
い
権
限
を
持
ち
、
関
連
史
料
も
多

い
と
い
う
こ
と
を
切
感
し
た
。
今
後
、
立
場
を
変
え
な
が
ら
よ
り
詳
し
い
考
察
を
加
え
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
研
簸
員
　
大
難
民
購
6

号
）
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Changes　in　Tomb　Styles　during　the　Han　Period

　　　　　　　　　　　　　　From　Gσ0榔to　S伍室

by

HuANG　Xiaofen

　　The　two　most　characterlstic　structures　of　ancient　Chinese　tombs　are

the　tirnber　compartment　G　UO　and　corridor　style　chamber　SHI．　The

former　was　a　traditional　pit－style　timber　compartment　to　protect　the

coMn，　and　the　latter　was　typically　a　corridor　style　chamber　made　of

tiles．　The　change　from　the　G　UO　to　SHJ　styles　which　occurred　durjng

the　｝ilan　Period　was　greatly　infiuential　throughout’　East　Asia．　Because

of　the　complexity　and　diverSity　ef　the　two　styles’　an　integrated　under－

standing　of　the　concrete　processes　of　transformation　has　not　yet　been

possible．　ln　this　paper，　based　on　a　typelogical　study　of　the　structures　of

Han　tombs，　a　classification　of　G　UO　and　SHI，　together　with　a　clarification

of　the　process　of　transformation　are　proposed．　The　introduction　of　a

corridor　space　and　the　addition　of　a　side　entrance，　followed　by　the

development　of　a　rites　area，　played　a　determinative　role’in　this　process．

These　changes　which’@occurred　were　fundamental　to　the　nature　of　the

tomb：the　space　in　which　the　body　and　goods　representing　his　status

had　previously　been　laid　became　the　place　for　the　performance　of　burial

rites　in　accordance　with　the　social　position　of　the　deceased．

Civil　Governors観察使of　the　Tang　Dynasty：astudy

　　　　　　on　the　Provincial　Command藩鎮System

by

CE［EoNG　Byungjun

　　The　intention　of　this　article　is　to　throw　sorne　fresh　light　on　the　systern

of　provincial　command　under　the　Tang　dynasty　by　reexarning　the

dynasty’s　local　government　policy．　Previous　studies　of　provincial　cornmand
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contain　a　number　of　problems．　First，　there　is　a　tendency　uncritically

to　generalise　phenomena　seen　in　relation　to　only　a　few　provincial　com－

mands．　Second，　the　relationship　between　centrai　government　and　the

provi．n　cial　authorities　tends　to　be　regarded　as　essentially　hostile．　Third，

such　research　has　tended　to　be　conducted　mainly　from　a　mllitary

perspective．　Fourth，　the　genera1　assumption　that　re1ations　between　central

government　and　the　prefectures・　had　declined　since　the　nation－wide

establishment　of　the　provincial　command　system．

　　With　these　problems　in　mind，　this　research　has　been　carried　out　on

material　relating　to　most　of　the　areas　over　which　the　Tang　ruler’s

authority　extended，　excluding　those　areas　controlled　by　rebellious　pro－

vincial　commands．　Since　the　An　Lu－shan　rebellion　of　755－763，　the

dynasty　had　tended　to　reduce　the　power　of　civil　governors，　and　although

continuing　the　policy，　begun　with　the　reform　of　tke　provincial　command

system　under　the　Hsien－tsung，　of　suppressing　the　power　of　civil　governors，

owing　to　the　necessity　of　coping　with　the　collapse　of　the　local　adminis－

tration　system，　their　powers　in　fact　lncreased．

The　Reform　of　Public　Finance　in　Hubei　and

　　　　Hunan　during　the　late　Qing　Period

by

YAMAMOTO　SuSUmu

　　In　the　Qing　Period　the　financial　system　was　centralised　and　local

raising　of　finance　was　not　permitted　by　the　central　government．　The

result　was　a　dual　system　of　tax　collection：　regularised　tax　collection

conducted　by　central　government，　and　unregularised　raising　of　revenue

by　iocal　governments　to　cover　the　costs　of　local　administration．

　　In　the　19th　century　public　finances　experienced　dithcuities　owing　to

decreases　in　regular　tax　revenues　and　increases　in　irregular　local　levies．

The　duftt督撫（chief　local　govemment　o爺cers）attempted　a　refOrm　of

public員nance　by　introducing　commercial　taxes　s疑ch　as　勿．勿莚資金and

ブianshu掲輸，　and　by　seeking　to　preve且t　local　govemment　o銀cers　from

coliectlng　loz．tgui随規（fees）and　offering　8uili規礼（bribes）to　high一
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