
麿
代
の
蕪
鎮
に
つ
い
て
（
谷
川
）

七
〇

唐
代
の
藩
鎮
に
つ
い
て

i
漸
　
西
　
の
　
揚
　
合
i

谷

ノ

道

雄

㏄
婁
約
〕
摩
宋
の
変
蓬
つ
い
て
は
内
藤
蘂
以
来
現
奮
い
た
る
ま
で
華
墨
の
問
題
点
の
；
と
な
っ
て
い
る
が
・
そ
の
具
体
的
な
研
窪
ま

　
だ
決
し
て
豊
密
と
は
い
え
な
い
。
　
そ
こ
で
中
晩
菊
社
会
の
基
本
的
な
関
係
を
と
く
に
藩
命
の
聞
落
か
ら
と
り
あ
げ
て
見
た
。
　
晦
帝
国
の
砲
機
は
す
で
に
開

　
元
・
天
宝
以
前
か
ら
き
わ
め
て
深
刻
に
進
行
し
て
お
り
、
罠
衆
の
反
抗
は
あ
ら
わ
な
か
た
ち
で
し
き
り
に
お
こ
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
内
部
の
動
き
は
北
方

冨
族
の
侵
入
・
も
嬰
つ
毒
酪
支
配
籍
を
つ
く
愚
・
・
竈
の
乱
は
・
の
傾
向
婁
す
享
つ
・
め
て
つ
い
に
灘
体
量
盛
喜
た
・
・
か

　
し
一
部
の
藩
鎮
は
反
中
央
的
な
勢
力
と
な
っ
た
。
そ
の
原
因
や
桃
格
を
ど
う
規
定
す
る
か
は
な
鷲
問
顕
で
あ
る
が
、
そ
れ
ほ
薪
し
く
拍
属
し
た
商
人
や
地
主

　
が
唐
朝
の
拳
螺
か
ら
自
己
を
ま
も
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
之
に
対
し
い
わ
ゆ
る
「
心
志
の
中
興
し
は
こ
の
新
興
勢
力
を
中
央
集
権
下
に
揖
編
成
し
よ
う
と
す

～
る
反
動
政
策
で
あ
っ
た
。
両
税
法
の
意
義
も
こ
こ
に
あ
る
。
漸
森
羅
方
は
こ
の
政
策
の
犠
腔
と
な
り
、
中
央
の
露
要
な
財
源
地
帯
と
し
て
極
度
の
収
菊
が
行

へ
わ
れ
た
が
、
黄
巣
の
乱
以
後
こ
こ
で
も
結
局
軍
隊
の
反
乱
と
農
昆
暴
勲
は
唐
翻
権
力
を
打
倒
し
、
五
代
へ
の
道
を
き
り
ひ
ら
く
の
で
あ
る
。

隔
、
序
　
　
雷

　
「
唐
の
…
崩
壊
は
即
ち
貴
族
政
治
の
崩
壊
で
あ
っ
て
、

の
制
度
か
ら
来
た
。
し
か
し
、

ら
で
は
な
し
に
、
他
の
原
因
か
ら
来
た
。

こ
れ
は
軍
隊

そ
れ
は
太
宗
の
立
て
た
府
兵
制
度
か

　
　
　
　
府
兵
制
が
敗
れ
、
節
度
使

即
ち
藩
鎮
が
そ
の
地
方
に
勢
力
を
有
し
、
租
税
を
満
足
に
政
府
に
納

め
ず
、
武
人
の
蹟
魑
を
来
し
た
の
が
そ
の
素
因
で
あ
る
」
。
こ
れ
は
内

藤
虎
漆
博
ま
名
言
申
国
近
貰
し
の
中
の
蛋
（
一
二
一
＝
一
頁
）
で

あ
る
。
貴
族
政
治
と
唐
帝
国
．
の
崩
壊
の
第
一
歩
は
、
ま
さ
し
く
こ
の

藩
鎮
の
成
立
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
意
味
か
ら
藩
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鎮
の
理
解
は
き
わ
め
て
蛙
戦
な
意
義
を
竜
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
藩
鎮
と
い
う
制
度
は
ど
の
よ
う
に
し
て
で
き
た
の
だ
ろ

う
か
。
内
藤
博
士
に
よ
れ
ば
、
齢
即
度
使
は
「
最
初
は
夷
歎
防
禦
の
た

舷
め
、
後
に
は
内
乱
平
定
の
た
め
に
、
そ
の
地
方
の
兵
馬
の
全
権
を
有

つ
・
う
に
な
つ
棄
た
し
（
「
中
国
近
世
史
」
二
二
頁
）
亀
の
で
あ
る
．
即
ち
、
唐

に
至
っ
て
完
成
さ
れ
た
律
令
制
は
、
す
で
に
初
唐
時
代
か
ら
破
綻
を

来
し
は
じ
め
て
い
た
。
中
国
匂
内
部
の
弱
体
化
は
必
然
的
に
対
外
関
係

に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
従
来
の
羅
慶
政
策
的
な
や
り
方
で
は
、
世
界

帝
国
と
し
て
の
体
制
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
吐

蕃
。
突
厭
を
は
じ
め
諸
周
辺
民
族
の
反
攻
は
年
と
共
に
は
げ
し
く
な

り
、
遂
に
唐
朝
は
強
力
な
辺
境
軍
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
。
こ
う
し
た
い
く
つ
か
の
辺
境
軍
の
最
高
司
令
嘗
と
し
て
置
か

れ
た
の
が
節
度
使
で
あ
り
、
　
景
雲
元
年
（
七
一
〇
）
の
河
西
節
度
使

設
置
が
そ
の
最
初
の
例
で
あ
る
。
そ
の
後
開
元
天
心
期
ま
で
に
、
い

わ
ゆ
る
辺
境
十
節
度
使
が
そ
ろ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
天
宝
十
四
載
（
七

五
五
）
よ
り
年
内
に
わ
た
っ
て
安
史
の
乱
の
た
め
、
中
国
内
部
に
竜

各
地
に
節
慶
使
が
お
か
れ
、
以
後
内
証
に
い
た
る
ま
で
こ
の
藩
鎮
体

綱
が
続
い
た
。

　
　
　
　
麿
代
の
藩
磁
陥
に
つ
い
て
（
翁
川
）

　
し
た
が
っ
て
節
度
使
は
、
本
来
的
に
は
対
外
的
に
毒
対
内
的
に
も
、

唐
帝
国
の
維
持
を
溶
的
と
し
て
お
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

「
そ
鞍
乱
（
蚕
窺
轟
耀
）
嚢
・
楓
螢
た
た
め
、
そ
の
部

下
の
兵
は
馬
面
に
亙
り
職
業
的
兵
士
に
変
化
し
た
。
府
兵
の
綱
度
は

罷
め
ら
れ
た
。
若
し
事
が
済
め
ば
直
ち
に
節
度
使
を
罷
め
る
こ
と
が

出
来
る
な
ら
ば
、
大
し
た
こ
と
に
竜
な
ら
ぬ
が
、
か
く
の
如
き
こ
と

が
行
へ
な
い
以
上
、
節
度
使
は
自
然
に
そ
の
地
方
に
於
て
兵
力
と
財

力
と
を
併
著
つ
窒
つ
た
」
（
前
掲
樽
ニ
ニ
頁
）
．
・
う
し
て
鍵
使
は
次

第
に
反
窟
朝
影
と
な
P
、
留
頭
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
貴
族
政
治
そ

の
竜
の
ま
で
も
嶺
壊
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
藩
鎮
の
性
格
は
、
も
っ
と
具
体
的
に
つ
か
む
必
要

が
あ
る
と
お
も
う
。
内
藤
博
士
は
藩
鎮
の
成
立
を
貴
族
政
治
及
び
唐

帝
国
の
冒
鋳
崩
壊
の
素
屡
と
し
て
書
れ
る
（
前
掲
霧
二
｝
責
）
．
こ

の
「
自
然
的
」
と
い
う
語
は
、
お
そ
ら
く
「
必
然
的
し
と
同
義
な
の

ぞ
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
博
士
が
中
国
奥
を
王
朝
興
亡
論
的
、
偶
然
的
歴

奥
観
か
ら
解
放
さ
れ
た
偉
大
な
業
績
が
あ
る
。
し
か
し
三
世
紀
来
の

貴
族
政
治
が
崩
壊
に
至
る
の
は
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
、
そ

こ
に
は
極
め
て
深
刻
な
歴
史
的
必
然
が
働
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
｝
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臨
繁
代
の
蕪
…
蔽
幽
に
つ
い
て
（
谷
川
）

こ
の
意
味
で
、
内
藤
博
士
の
考
え
は
更
に
具
体
的
に
展
開
し
て
ゆ
か

ね
ば
な
ら
な
い
。
　
（
で
な
け
れ
ば
「
自
然
的
」
は
い
わ
ゆ
る
「
自
然

的
し
に
お
わ
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
）
こ
う
い
う
観
点
に
立
つ
な
ら
ば
、

次
の
四
つ
の
課
題
が
提
起
さ
れ
る
と
お
。
も
う
。

　
1
、
唐
朝
が
節
度
使
を
置
い
た
の
は
、
具
体
的
に
い
か
な
る
情
勢

に
対
し
て
で
あ
っ
た
か
。

　
2
、
唐
朝
の
支
配
機
構
と
し
て
の
藩
鎮
が
、
次
第
に
反
唐
朝
的
な

性
格
を
帯
び
て
ゆ
く
の
ば
ど
う
い
う
事
情
に
竜
と
ず
く
か
。

　
3
、
唐
朝
は
、
2
の
動
向
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
対
策
を
こ
こ
ろ

み
た
か
。

．
4
、
　
（
2
、
3
の
課
題
と
関
連
し
て
）
唐
朝
の
決
定
的
な
崩
壊
は

ど
の
よ
う
に
し
て
や
っ
て
き
た
か
。

　
本
篇
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
上
に
立
ち
な
が
ら
、
慶
…
代
典
の

一
こ
ま
を
ス
ケ
ッ
チ
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
、
三
三
の
反
乱

　
中
唐
の
元
和
二
年
（
八
〇
七
）
李
吉
甫
の
撰
し
た
元
和
国
営
簿
に

よ
れ
ば
、
こ
の
時
代
唐
朝
に
毎
年
の
租
税
の
上
供
を
行
っ
て
い
る
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二

方
は
、
主
と
し
て
悪
質
東
西
◎
宣
激
・
准
南
。
江
西
。
郷
岳
・
福
建
◎

湖
南
の
八
道
だ
け
で
あ
り
、
　
（
全
国
の
州
府
二
百
九
十
五
の
う
ち
四

十
九
州
、
戸
に
し
て
二
百
四
十
…
四
万
二
百
五
十
四
戸
の
う
ち
一
百
四

十
四
万
戸
之
に
対
し
、
鳳
翔
。
麟
、
坊
。
那
寧
。
振
武
・
脛
原
・
銀

夏
・
霊
塩
・
河
東
・
概
定
・
魏
博
・
鎮
翼
・
苑
陽
。
槍
景
・
准
酉
・

濾
青
の
十
五
道
は
、
　
「
戸
口
を
申
せ
ず
」
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
租

税
凄
く
皐
半
独
立
の
形
響
ち
て
い
た
（
陥
齢
禦
Y
し
た

が
っ
て
中
央
政
府
は
、
溜
水
。
黄
河
・
准
河
及
び
大
運
河
の
諸
ル
ー

ト
を
確
保
し
な
が
ら
、
と
く
に
江
准
以
南
の
地
域
に
対
す
る
財
政
上

の
依
存
度
を
つ
よ
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
、
す
で
に
盛

田
代
に
箆
究
た
が
（
籍
鑛
頴
灘
融
踪
響
謹
讐
・

の
頃
に
な
る
と
、
中
央
政
府
の
武
力
増
大
の
必
要
、
こ
れ
に
反
し
て

上
紙
地
域
の
縮
少
な
ど
の
あ
た
ら
し
い
事
情
が
加
わ
り
、
こ
れ
ら
東

南
地
方
に
対
す
る
財
政
問
題
は
、
加
速
度
的
に
重
要
性
を
帯
び
て
き

　
　
　
　
　
　
　
　
①

た
も
の
と
お
竜
わ
れ
る
。
》
、
れ
は
爾
税
だ
け
で
は
な
い
。
樫
塩
・
樒

酷
・
税
茶
・
屯
田
・
礁
税
・
税
商
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
わ
た
っ
て

い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
地
方
は
い
わ
ば
七
道
の
生
命
線
で
あ
っ

た
わ
け
で
あ
り
、
こ
の
地
方
の
喪
失
は
唐
帝
国
の
崩
壊
を
意
味
し
て

（　282　）
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　唐代藩鎮図
（日野氏r麦那申世の軍闘」

による）

い
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
地
方
に
お
け
る
唐
朝
権
力
と
反
唐
朝
勢
力

と
の
戦
い
は
き
わ
め
て
激
烈
と
な
ら
ざ
る
を
え
・
な
い
。
そ
れ
は
具
体

的
に
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
、
と
く
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る

漸
西
地
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
瀧
西
地
方
に
藩
鎮
が
お
か
れ
た
の
は
、
安
史
の
乱
の
さ
な
か
、
至

徳
二
載
（
七
五
七
）
の
江
東
防
禦
使
設
置
が
最
初
ぞ
あ
る
が
、
翌
乾

元
元
年
、
漸
江
西
道
節
慶
使
が
お
か
れ
た
。
し
か
し
上
元
二
年
ご
ろ

に
は
廃
さ
れ
て
漸
西
観
察
使
と
な
っ
た
。
そ
の
後
も
数
次
に
互
っ
て

あ
る
い
は
節
度
使
を
お
き
、
あ
る
い
は
観
察
使
を
お
い
て
、
決
し
て

一
定
し
て
い
な
い
。
　
ま
た
貞
元
三
年
（
七
八
七
）
ま
で
は
漸
江
東
道

と
の
合
併
・
分
尽
し
ば
し
ば
行
わ
多
い
る
（
薪
唐
轡
六
八
方
鍍
表
）
．
あ

よ
う
に
漸
西
は
い
わ
ゆ
る
藩
鎮
と
し
て
必
ず
し
も
固
定
し
た
状
態
に

は
な
か
っ
た
。
同
じ
藩
鎮
で
も
、
た
と
え
ば
華
北
の
河
…
朔
三
三
（
幽

州
・
魏
博
・
成
徳
）
な
ど
で
は
、
他
の
道
と
合
併
さ
せ
ら
れ
た
り
、

強
力
な
軍
事
権
を
も
つ
節
度
使
を
罷
め
て
、
観
察
使
が
置
か
れ
た
り

す
る
よ
う
奮
と
は
殆
寒
か
っ
た
（
謬
・
し
忌
違
棲
禦
中

央
政
府
に
対
し
、
独
自
の
力
を
も
つ
て
一
応
対
立
し
て
い
る
の
に
く

ら
べ
、
前
者
は
中
央
政
府
の
権
力
に
全
く
従
属
し
た
藩
鎮
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
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’

　
　
　
　
　
隣
【
代
の
蕪
…
織
…
に
つ
い
て
（
谷
規
）

こ
と
か
ら
来
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
こ
と
は
、
響
町
で
飾
度
使
臣
蓋
観
察
使
に
任
命
さ
れ
た
人
々

の
顔
ぶ
れ
を
見
て
も
よ
く
わ
か
る
。
黄
大
藩
の
唐
藩
鎮
年
表
に
よ
れ

ば
、
こ
れ
ら
の
入
女
は
の
べ
四
十
四
名
に
上
る
が
、
そ
の
う
ち
、
乾

符
五
年
（
八
七
八
）
一
こ
の
年
黄
巣
の
乱
が
漸
西
に
波
及
し
、
こ
の
地

の
、
唐
朝
権
力
は
決
定
的
な
崩
壊
期
に
入
っ
た
一
ま
で
の
、
の
べ
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

十
一
名
は
大
部
分
が
史
劇
等
し
く
は
科
挙
出
身
の
丈
官
で
あ
る
。
即

ち
こ
こ
に
は
内
藤
博
士
の
い
わ
ゆ
る
「
武
人
の
蹟
属
」
と
い
う
様
相

は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
麿
朝
官
僚

と
し
て
こ
の
地
方
の
支
配
を
執
行
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点

で
竜
北
方
の
反
中
央
的
な
諸
藩
と
は
大
い
に
趣
き
を
異
に
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
漸
西
地
方
に
お
い
て
は
、
少
く
と
屯
乾
符
以

前
ま
で
は
（
乾
符
以
後
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
に
考
察
す
る
）
、
　
ご

く
穏
便
に
唐
室
の
権
力
が
浸
透
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ

き
に
の
べ
た
よ
う
に
、
財
政
上
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
な
が
ら
こ
こ
に
一
つ
の
例
外
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
』
貝
元
十
五
年

（
七
九
九
）
よ
り
元
和
コ
年
（
八
〇
七
）
ま
で
足
か
け
九
年
に
わ
た
っ

て
使
職
を
帯
び
た
李
鋳
の
場
合
ぞ
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四

　
李
鋪
は
有
名
な
李
国
貞
の
子
で
、
父
の
恩
蔭
に
よ
っ
て
江
南
の
刺

典
を
歴
任
し
て
い
た
が
、
当
時
徳
宗
に
寵
の
あ
っ
た
李
斉
運
に
贈
賄

し
て
鉱
毒
劇
輿
漸
西
櫨
察
諸
悪
諸
道
塩
煮
取
運
使
の
職
を
得
る
こ
と

が
で
き
た
。
そ
の
後
も
進
奉
を
や
め
ず
、
徳
宗
の
寵
愛
を
え
た
。
漸

繭
の
剛
布
衣
雲
鳥
貞
の
法
螺
弾
劾
の
上
訴
は
と
り
あ
げ
ら
れ
ず
、
．
徳

宗
は
か
え
っ
て
善
貞
の
身
柄
を
李
鋳
に
引
き
渡
し
た
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
中
央
政
府
に
恩
寵
を
む
す
び
な
が
ら
、
李
鋳
は
営
々
と

し
て
自
己
の
勢
力
強
化
に
つ
と
め
た
。
即
ち
兵
力
を
増
強
し
、
挽
硬

随
身
、
蕃
落
健
児
な
ど
と
称
す
る
私
兵
の
親
衛
隊
を
も
た
く
わ
え
た
。

つ
い
に
徳
宗
は
．
節
慶
使
の
職
を
あ
た
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
徳
宗
の

後
記
宗
を
経
て
憲
宗
が
即
位
す
る
と
、
周
知
の
と
お
り
積
極
的
に
強

藩
抑
圧
を
開
始
し
、
二
年
後
に
は
早
く
・
も
西
川
の
劉
闘
、
夏
紐
銀
の

楊
恵
琳
を
圧
膿
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
政
治
情
勢
に
よ
り
、

自
立
し
た
諸
藩
の
中
で
も
入
朝
を
求
め
る
屯
の
が
多
く
な
り
、
李
鋳

も
、
十
年
近
く
勢
力
の
扶
植
に
つ
と
め
た
漸
西
を
去
っ
て
入
朝
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
立
た
さ
れ
た
。
し
か
し
彼
は
憲
宗
の
入
朝

命
令
を
拒
否
し
、
高
級
官
僚
の
地
位
と
ひ
き
か
え
に
反
乱
の
道
を
選

ん
だ
の
で
あ
る
、
だ
が
戦
い
は
あ
っ
け
な
く
器
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

（　284　）



元
和
二
年
十
月
に
挙
兵
し
た
彼
は
、
そ
の
月
の
う
ち
に
破
れ
、
と
ら

え
乳
、
翠
万
に
籍
罪
に
処
せ
ら
れ
た
（
以
上
旧
唐
書
一
＝
一
李
鋳
倣
）
．

そ
の
後
は
、
李
元
素
一
撃
皐
一
望
葦
と
、
典
型
的
な
唐
朝
官
僚
た
ち

に
よ
っ
て
、
平
穏
に
職
任
が
ひ
き
つ
が
れ
て
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
反
乱
の
意
義
を
ど
う
規
定
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。
李
鋳
が

挙
兵
を
決
意
し
た
動
機
に
は
、
自
己
の
権
勢
に
対
す
る
自
信
が
考
え

ら
れ
る
が
、
権
勢
と
は
具
体
的
に
は
財
力
と
武
力
と
で
あ
ろ
う
。
そ

こ
で
、
先
づ
彼
が
い
か
に
し
て
富
を
つ
く
り
あ
げ
た
か
を
見
て
み
よ

う
。
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
最
初
贈
賄
に
よ
っ
て
中
央
政
府
の
権

力
者
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
が
観
察
使
・
塩
鉄
転
運
使
と
い
う
劇
職
獲

得
の
蔵
接
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
職
権
は
、
ま
た
逆
に

彼
の
莫
大
な
豊
富
の
手
段
と
な
っ
た
。
　
「
（
貞
元
十
年
後
）
数
年
に
し

て
出
惜
之
（
塩
空
説
王
緯
）
に
代
る
。
塩
院
賞
堰
、
斜
張
侵
瑚
し
、

紀
極
を
知
ら
ず
。
私
路
小
器
竜
厚
く
行
人
に
蕾
む
る
は
、
多
く
は
是

紮
に
始
ま
ゑ
繋
鞭
業
転
）
．
と
れ
は
凄
転
注
の
津
軽
利

用
し
て
税
商
を
行
っ
た
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
彼
の
財
力
形
成
に
大

き
な
役
割
な
果
し
て
い
た
こ
と
は
、
反
乱
の
翌
年
、
江
准
の
私
堰
壕
二

圭
ヶ
所
が
試
筆
れ
た
・
と
で
晶
ら
か
で
あ
ろ
う
（
雛
響
．

　
　
　
　
　
庸
｛
代
の
藩
蔽
酬
に
つ
い
て
（
谷
廻
）

ま
た
彼
の
不
法
の
弾
劾
し
た
羅
善
貞
は
、
「
宮
市
進
奉
及
劇
甚
之
弊
」

三
二
て
書
（
資
三
晃
難
二
三
六
）
、
さ
ら
に
霧
は
権
力
に
・
ヨ
・
眞

官
の
財
蓋
取
L
（
同
上
）
し
を
い
わ
れ
る
が
、
舞
に
し
♂
・
も
、
自

己
の
職
権
に
よ
る
暴
力
的
な
叙
勲
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
の
こ
と
は
し
か
し
、
た
ん
に
李
鋳
の
個
人
的
な
不
法
行
為
と
し

て
見
の
が
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
一
祝
町
。
塩
鉄
・
宮
箕
面
ど
の
手

段
は
、
中
麿
以
后
さ
か
ん
に
行
わ
れ
た
財
政
救
済
策
の
主
要
な
も
の

ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

で
あ
る

　
安
史
の
乱
を
契
機
と
し
て
、
内
外
よ
り
の
反
唐
朝
勢
力
が
飛
躍
的

に
増
大
す
る
一
方
、
前
掲
の
元
和
国
計
簿
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
租

税
上
供
地
域
は
縮
…
少
の
一
途
を
た
ど
っ
て
行
っ
た
。
こ
う
し
て
唐
朝

財
政
に
お
け
る
収
∵
支
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
は
年
と
共
に
拡
大
し
た
が
、

こ
れ
を
く
い
と
め
る
た
め
に
は
、
農
琵
か
ら
の
収
奪
を
強
化
す
る
ほ

か
、
あ
た
ら
し
く
商
業
資
本
へ
の
権
力
的
な
依
存
な
実
現
し
て
ゆ
か

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
馬
継
・
言
上
∵
宮
市
な
ど
は
そ
の
具
体
的
な

あ
ら
わ
れ
に
外
な
ら
な
い
。
し
た
が
つ
で
筆
意
の
こ
の
よ
う
な
行
為

は
（
県
官
の
財
盗
取
を
の
ぞ
い
て
）
、
　
そ
れ
が
彼
自
身
の
懐
を
肥
や

し
て
政
府
の
倉
庫
を
み
た
さ
な
い
と
い
う
か
ぎ
り
に
お
い
て
違
法
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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唐
代
の
藩
鎮
た
つ
い
て
（
谷
川
）

の
で
あ
り
、
行
為
そ
れ
自
休
と
し
て
は
、
決
し
て
不
当
で
は
な
か
っ

た
わ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
代
の
め
ざ
ま
し
い
商
業
資
本
の
蓄
積
が
駈

農
業
及
び
手
工
業
に
お
け
る
生
産
力
の
発
展
を
背
景
に
し
た
も
の
で

・
あ
る
と
す
れ
ば
、
繁
栄
の
可
能
性
を
は
ら
ん
だ
身
構
た
ち
が
、
腐
敗

し
き
っ
た
唐
朝
の
暴
力
的
収
奪
に
甘
ん
じ
て
い
る
筈
は
な
い
。
彼
ら

は
「
死
を
軽
ん
じ
気
を
重
ん
じ
、
党
を
結
び
群
を
連
ね
て
、
」
時
に

は
嚢
さ
え
し
て
い
た
（
鷹
会
要
八
六
闘
市
）
．
後
述
す
る
黄
巣
や
牛
糞
の

私
塩
商
人
た
ち
の
麿
末
契
に
果
し
た
役
割
を
考
え
て
も
、
こ
の
こ
と

は
理
解
に
か
た
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
鷹
朝
が
新
財
源
を
か
れ
ら
の

商
業
利
潤
に
屯
と
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
当
然
は
げ
し
い
抵
抗
に
あ
わ

ず
に
は
い
ら
れ
喬
（
唐
A
瓢
柵
災
八
八
塩
鉄
開
成
元
年
悶
五
月
の
条
）
．
・
・
霧
朝
は
強
固
な

武
力
を
必
要
と
す
る
わ
け
ぞ
あ
る
。
李
鋳
の
武
力
も
、
本
来
的
に
は

こ
の
よ
う
な
事
歴
…
か
ら
形
成
さ
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
も

た
ん
な
る
彼
の
恣
意
に
よ
る
・
も
の
で
は
な
い
。

　
こ
れ
を
も
う
少
し
一
般
的
に
考
え
る
な
ら
ば
、
つ
ま
り
は
蛇
篭
制

度
の
問
題
に
帰
す
る
。
藩
鎮
が
中
国
全
土
を
お
お
う
の
は
、
安
吏
の

乱
を
契
機
と
し
て
で
あ
る
が
、
そ
の
原
型
は
す
で
に
そ
れ
以
前
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六

存
在
し
た
と
い
え
る
。
重
鎮
の
総
帥
は
、
節
度
使
叉
は
観
察
使
で
あ

る
が
（
屑
麿
欝
三
八
地
理
志
）
、
饗
使
の
棄
の
霧
は

　
一
、
官
入
の
善
悪
を
察
す
。

　
2
、
戸
目
の
流
散
ゼ
籍
帳
の
量
器
・
賦
役
の
均
し
か
ら
ざ
る
を
察
す
。

　
3
、
農
桑
に
勤
め
ず
、
倉
庫
の
減
耗
す
る
を
察
す
。

　
4
、
妖
猜
盗
賊
の
生
業
を
事
と
せ
ず
私
の
毒
害
を
為
す
を
察
す
。

　
5
、
徳
行
孝
悌
、
茂
才
黒
日
等
、
蔵
器
晦
跡
応
に
時
に
用
う
べ
き
者

　
　
　
を
察
す
。

　
6
、
、
黙
吏
豪
宗
、
兼
併
縦
距
、
貧
弱
冤
苦
庸
ら
申
す
る
能
は
ざ
る

　
　
　
者
を
察
す
。

な
ど
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
任
務
の
遂
行
の
た
め
に
都
邑
練
使
と
い

う
膿
竃
兼
ね
ほ
た
（
逓
典
三
二
職
官
州
牧
刺
史
）
．
あ
時
代
の
饗
的
矛
盾

が
い
か
に
激
烈
な
も
の
で
あ
っ
た
か
想
像
す
る
に
足
る
が
、
こ
の
よ

う
な
軍
政
的
体
制
は
、
早
く
も
開
元
以
前
に
め
ば
え
て
い
た
。
こ
の

時
代
、
唐
朝
の
権
力
支
配
に
対
す
る
抵
抗
は
、
す
で
に
「
群
盗
」
と

い
う
か
た
ち
ぞ
、
陳
西
。
山
東
。
河
南
を
始
め
四
川
。
広
東
に
至
る

ま
ノ
・
務
に
つ
づ
け
ら
れ
て
い
嚥
漏
肇
懸
章
史
」
）
、
・
か

も
府
兵
制
は
崩
壊
に
瀕
し
て
お
り
、
こ
う
し
て
先
天
一
一
年
（
七
＝
5

（　2seo　）



正
月
、
楊
子
江
以
北
の
諸
州
刺
史
に
臨
短
兵
の
軍
隊
を
直
接
に
掌

握
繋
る
と
い
う
墾
発
・
た
の
ノ
し
あ
る
（
難
事
．
之
ま
で
の

府
兵
制
が
地
方
行
敷
機
関
か
ら
～
応
独
立
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る

な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
全
く
刺
史
政
治
の
軍
政
化
の
第
一
歩
を
意
味

す
る
屯
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
見
ち
れ
る
、
は
げ
し
い
政

治
危
機
に
対
応
し
た
刺
史
政
治
こ
そ
、
開
元
二
十
｝
年
の
十
五
道
採

訪
処
置
使
常
置
の
前
提
で
あ
り
、
之
が
さ
ら
に
乾
元
元
年
の
観
察
処

置
使
（
探
訪
使
よ
り
権
限
大
）
の
設
置
と
な
っ
た
こ
と
は
明
か
で
あ

る
と
お
も
う
。
こ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
藩
鎮
制
度
と
は
、
要
す
る
に

唐
朝
が
そ
の
危
機
に
際
し
て
必
然
的
に
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
一

種
の
軍
政
で
あ
り
、
そ
れ
は
す
で
に
開
元
以
前
よ
り
形
成
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
李
鋳
の
財
・
刀
や
武
力
の
形

成
は
、
こ
の
よ
う
な
唐
朝
の
危
機
突
破
の
た
め
の
諸
政
策
に
便
乗
し

た
か
た
ち
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
を
し
て

反
唐
朝
的
立
場
に
立
た
せ
た
屯
の
は
囲
休
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
明
確
な
解
答
を
用
意
し
て
い
な
い
が
、
一
応
次

の
よ
う
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
安
愛
の
乱
以
后
、
政
治
上
の
危
機
は
ま

　
　
　
　
　
庸
代
の
比
熱
に
つ
い
て
（
谷
川
）

す
ま
す
深
刻
と
な
っ
て
ゆ
く
が
、
こ
の
た
め
唐
朝
権
力
は
き
わ
め
て

独
裁
的
な
か
た
ち
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
こ
の
権
力
を
專

有
す
る
独
裁
者
は
、
他
の
官
僚
た
ち
を
甥
除
し
て
、
輿
ら
の
権
力
組

織
を
つ
く
る
。
こ
こ
に
賄
賂
そ
の
他
に
よ
っ
て
む
す
ば
れ
た
「
恩
籠

の
世
貫
嘱
辮
頴
鐸
霧
乱
）
が
形
馨
れ
・
・
．
・
の
難
ξ

な
が
る
竜
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
権
力
の
一
部
を
委
譲
さ
れ
る

が
、
そ
れ
は
彼
の
恣
意
的
な
歓
望
を
み
た
す
底
の
屯
の
で
あ
る
。
源

氏
の
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
玄
｛
示
に
つ
な
が
る
安
富
山
の
魏
魏
が
そ

れ
で
あ
る
が
、
徳
宗
i
李
斉
運
の
寵
を
え
た
李
鋳
も
ま
た
、
こ
の
よ

う
な
位
置
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
3
3
も
う
。
こ
う
し
て
、
権
力

が
き
わ
め
て
私
的
な
性
格
を
帯
び
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
政
治
上
必

然
的
な
事
態
が
、
李
鋳
に
ほ
し
い
ま
ま
に
財
力
と
武
力
と
を
作
り
揖

さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
憲
宗
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
律

令
的
飯
釜
の
再
編
成
を
目
ざ
し
て
諸
藩
鎮
の
弾
圧
を
強
行
し
た
。
こ

こ
に
客
寄
の
権
勢
伸
張
に
も
終
止
符
が
打
た
れ
よ
う
と
し
、
彼
は
反

乱
を
決
意
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
彼
が
あ
れ
ほ
ど
み
じ
め
な
敗
北
に
お
わ
ら
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
理
歯
竜
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
藩
論
が
兵
を
挙
げ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
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鷹
代
の
藩
磁
崩
に
つ
い
て
（
谷
川
）

と
き
、
先
ず
彼
は
欝
血
の
闘
将
に
命
じ
て
管
内
諸
州
の
刺
史
を
殺
さ

せ
よ
う
と
し
た
が
、
二
鎮
将
は
か
え
っ
て
刺
更
た
ち
に
討
た
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
李
鋳
は
管
内
諸
州
の
権
力
を
完
全
に
は
手
中

に
富
め
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
、
一
坐
三
鎮
な
ど
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

強
藩
が
州
県
官
の
任
免
権
ま
で
・
も
っ
て
い
た
の
と
対
駿
的
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
藩
鎮
と
し
て
の
独
自
の
力
を
ま
だ
も
っ
て
い

な
か
う
た
の
で
あ
る
。
彼
の
権
勢
は
唐
朝
の
政
策
に
便
乗
し
、
中
央

の
独
裁
者
と
つ
な
が
っ
た
結
果
で
あ
り
、
李
鋳
は
そ
の
よ
う
な
自
分

の
弱
さ
に
つ
い
て
過
小
評
価
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
こ

こ
で
、
彼
が
唐
朝
に
対
抗
し
う
る
独
自
の
力
を
。
も
っ
た
め
に
は
、
こ

の
時
代
蓬
頭
し
つ
つ
あ
る
地
方
勢
力
と
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で
結
び

あ
わ
ね
ば
な
ら
の
侭
か
つ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
河
朔
三

鎮
な
ど
の
勢
力
が
何
に
基
礎
を
置
い
て
い
た
か
と
い
う
忌
引
な
問
題

と
共
に
、
解
開
を
後
日
に
期
し
た
い
。

①
晩
唐
の
詩
入
杜
牧
は
「
三
呉
は
国
用
の
半
は
焉
に
在
り
」
（
焚
野
田
一
四
提
公
行
状
）
と

　
い
っ
て
い
る
。

⑨
断
西
に
お
け
る
観
察
使
若
く
は
節
度
使
の
任
に
あ
っ
た
入
は
ほ
ぼ
次
の
と

　
お
η
で
あ
る
。
　
（
○
印
は
列
伝
の
あ
る
も
の
を
示
し
、
丈
は
文
官
、
進
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八
・

　
進
士
、
明
は
明
経
、
驚
…
は
愚
蔭
と
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
繊
身
を
あ
ら
わ
す
）
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
O
交
鵜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
丈
灘

　
章
陪
一
章
黄
裳
i
顔
真
卿
一
傑
禽
儀
一
季
寄
募
一
二
兀
甫
一
覧
繊
鋳
－
李

　
　
　
　
　
　
　
O
丈
陰
　
　
○
交
　
　
　
0
引
明
　
　
○
丈
　
　
O
丈
蔭
　
O
丈
蔭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
文

　
油
一
瓢
道
鼠
…
韓
溝
…
白
志
寅
i
王
緯
一
李
若
初
一
李
鋳
一
李
元
紫
一
韓

　
　
　
○
交
　
　
O
丈
　
　
　
○
文
明
　
　
　
○
交
蔽
　
　
○
丈
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
交
燃
　
　
○

　
采
一
二
革
一
千
衛
一
蜜
易
直
一
李
徳
裕
－
丁
公
碧
－
王
二
一
李
徳
裕
－
贋

　
○
丈
進
○
丈
進
　
　
　
　
　
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
丈
溝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
文
遮

　
錬
一
路
随
－
旧
邸
一
李
徳
裕
－
震
商
一
磁
簡
欝
一
三
景
譲
－
鄭
朗
一
敬
晦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
交
懲

　
　
　
　
　
　
○
丈
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
文
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
文
意

　
一
三
瑞
－
糧
懐
由
－
四
魔
－
鄭
処
講
i
麗
耽
一
斗
審
籍
i
三
二
－
弓
隠
…

　
　
　
　
　
○
　
　
○
　
　
○

　
嚢
畷
f
高
餅
一
周
宝
一
銭
謬

③
こ
の
勅
の
鴎
た
先
天
二
年
箆
月
に
は
時
を
興
じ
く
し
て
次
の
よ
う
な
認
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
は
ロ

　
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
「
往
者
戸
を
計
り
て
兵
に
充
つ
。
二
十
二
に
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
な

　
入
募
し
、
六
十
に
し
て
軍
を
餌
で
し
む
。
既
に
勧
労
を
量
り
、
威
逃
匿
せ

　
ん
と
歓
す
。
驚
革
有
ら
ず
ん
ぱ
、
将
に
何
ぞ
理
を
致
さ
ん
。
天
下
の
三
士

　
は
、
年
二
十
五
巳
上
を
　
繁
り
て
充
て
、
十
五
年
越
し
て
放
碍
せ
ん
。
頻
り

　
に
舞
を
経
る
霞
、
＋
年
に
し
て
蕾
せ
を
至
」
（
鷹
会
要
七
八
藩
使
難
壇
上
）
の
よ

　
う
な
府
丘
ハ
制
の
改
董
・
は
全
く
そ
の
脚
朋
壌
を
出
贔
味
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、

　
周
知
の
遜
り
こ
の
磁
－
よ
り
十
年
目
の
臨
四
元
十
一
偏
ヰ
に
は
由
肘
兵
に
よ
る
宿
衛

　
を
や
め
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
唖
斜
に
長
逼
塞
門
衛
（
灘
…
騎
）
の
欄
…
が
立
て
ら

　
れ
る
の
で
あ
る
。

④
　
「
河
朔
三
鎮
な
ど
の
強
藩
）
餐
々
勤
卒
数
万
を
擁
し
、
兵
を
治
め
城
を
完

　
う
し
、
霞
ら
文
武
の
警
吏
を
碧
し
、
雲
斗
を
供
せ
ず
。
…
…
朝
廷
専
ら
姑

　
息
を
事
と
し
、
復
た
制
す
る
能
は
ず
。
名
は
藩
臣
と
雛
も
覇
回
す
る
の

　
み
」
（
載
議
郷
）
。
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三
、
「
唐
窒
の
申
興
し
と
漸
西

　
前
述
の
と
お
り
、
憲
｛
示
は
武
力
を
も
つ
て
藩
鎮
の
自
立
化
を
阻
止

し
た
．
こ
の
た
め
彼
は
、
　
「
唐
室
中
興
の
英
主
」
と
い
わ
れ
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
彼
は
種
女
の
手
段
を
講
じ
て
中
央
集
縫
制
の
回

復
に
つ
と
め
た
。
そ
の
う
ち
次
の
二
つ
の
改
革
は
、
と
く
に
注
履
に

値
す
痘
だ
ろ
う
。
一
つ
は
元
和
六
年
（
八
二
）
宰
相
翼
端
の
奏
請

に
よ
り
実
施
さ
紅
た
送
使
額
の
累
減
で
あ
る
。
従
来
藩
内
の
税
収
は

上
供
。
送
使
（
留
使
）
。
留
筆
の
三
部
分
に
分
け
、
中
央
。
藩
・
州

の
り
く
れ
そ
れ
の
用
に
充
て
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
う
ち
軍
費
は
会
府

（
節
度
使
叉
は
観
察
使
の
治
州
）
の
腹
入
か
ら
だ
け
で
な
く
、
属
州

か
ら
も
送
使
と
し
て
と
珍
立
て
て
い
た
。
憲
宗
は
之
を
改
め
、
藩
費

爲
源
則
と
し
て
会
府
だ
け
で
ま
か
な
い
、
不
足
が
あ
っ
た
時
に
、
始

め
て
属
州
に
求
め
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
之
ま
で
の
送
使
額
は
上

供
に
変
重
る
・
と
に
な
っ
た
（
翻
謹
選
削
Y
改
革
の
も
う

一
つ
は
、
元
和
十
四
（
八
一
九
）
年
四
月
横
海
軍
飾
度
鳥
量
胤
の
奏

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
そ
れ
は
従
来
節
度
使
等
の
弗
潜
軍
が
、
会
府
に

屯
す
る
だ
け
で
な
く
、
属
州
に
等
外
鎮
を
設
け
て
刺
史
の
職
権
を
侵

　
　
　
　
　
鷹
代
↑
の
藩
鶴
燃
に
つ
い
て
（
谷
川
）

害
し
て
い
た
た
め
、
刺
典
蜜
身
に
こ
れ
ら
の
外
鎮
軍
を
掌
握
さ
せ
る

・
庭
し
奄
の
で
あ
る
（
醒
㌃

　
以
上
の
二
つ
の
改
革
の
目
的
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
藩
帥
の
財
政

的
及
び
武
力
的
集
中
を
阻
止
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
他
方
か
ら
見
れ

ば
、
こ
れ
は
中
央
敷
府
－
一
編
更
の
支
配
系
統
を
あ
く
ま
で
維
持
強
化

す
る
と
い
う
原
剛
に
立
っ
て
い
る
。
　
一
般
に
憲
宗
の
中
興
策
は
、
こ

の
よ
う
な
中
央
1
1
刺
史
体
制
の
維
持
強
化
と
い
う
方
法
を
用
い
た
の

で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
体
制
は
、
そ

れ
自
体
と
し
て
は
何
ら
目
落
し
い
も
の
で
な
く
、
論
叢
か
ら
の
律
令

政
治
の
根
幹
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
、
律
令

制
の
破
綻
に
対
応
し
て
、
す
で
に
黒
影
時
代
に
は
道
制
に
よ
る
支
え

を
必
要
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
最
初
刺
史
政
治
の
支
え
で
あ
っ
た
道

湖
は
、
そ
の
後
む
し
ろ
中
央
と
刺
・
．
災
と
の
聞
を
遮
断
す
る
も
の
へ
と

変
貌
し
て
ゆ
く
。
黒
塗
の
改
箪
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
様
態
の
中
で
、

・
中
央
一
刺
史
体
制
の
再
編
成
と
か
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
な
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
次
第
に
中
央
か
ら
分
離
し
て
ゆ
く
藩
鎮
勢
力
と
、
こ
れ
に

対
す
る
憲
宗
の
刺
史
政
治
強
化
、
と
の
二
つ
の
も
の
の
網
劇
を
よ
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
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鷹
爪
代
の
欄
滞
餓
酬
に
つ
い
て
（
谷
川
）

具
体
的
に
考
え
る
な
ら
ば
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ

で
こ
の
時
代
の
調
期
的
な
変
箪
で
あ
っ
た
両
税
法
創
制
の
意
義
に
つ

い
て
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
お
も
う
。
内
藤
博
士
は
次
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ほ

う
に
の
べ
て
お
ら
れ
る
。
「
こ
れ
（
両
税
法
一
鶴
1
）
が
麿
の
徳
宗
の

時
か
ら
行
わ
れ
て
、
爾
来
支
那
財
政
策
の
基
礎
と
な
っ
た
。
即
ち
国

地
の
現
在
所
有
者
、
入
民
の
現
在
無
住
者
を
基
礎
と
し
て
課
税
す
る

の
で
、
従
っ
て
両
税
渋
は
所
有
の
自
由
、
居
住
の
叢
叢
を
認
め
る
こ
と

と
な
っ
た
」
（
飯
豊
酵
す
な
わ
ち
博
走
託
ぱ
、
霧
法
は

い
わ
ゆ
る
「
近
世
」
の
特
色
で
あ
る
所
有
の
自
由
、
居
住
の
良
馬
の

前
提
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
前
文
に
つ
づ
い
て
内
藤
博
士
は
、

「
豪
族
の
兼
併
を
防
ぎ
た
る
欝
欝
収
授
の
制
行
わ
れ
ず
、
入
属
の
私

有
権
を
認
め
る
両
税
の
制
度
が
却
て
貰
族
制
を
破
壊
す
る
こ
と
と
な

っ
た
し
と
い
わ
れ
る
が
、
貴
族
の
乎
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
両
税
法

が
、
薩
擾
に
貴
族
剃
を
打
倒
し
て
、
所
有
と
居
住
の
自
由
を
保
障
す

る
「
近
世
」
社
会
を
つ
く
り
あ
げ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

き
な
撞
薯
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
華
北
の
衰
作
や
、
華
中
・
華
南
の
水
稲
栽
培
な
ど
に
特
徴
的
に
見

ら
れ
る
こ
の
時
代
の
農
業
生
産
力
の
発
展
は
、
均
田
。
租
庸
調
制
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○

と
く
に
均
田
と
鑑
役
斎
言
と
を
不
合
理
な
も
の
と
し
て
行
っ
た
が
、

唐
朝
が
之
を
維
持
強
行
し
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
農
民
の
抵
航
は
武

力
的
な
反
抗
と
し
て
、
あ
る
い
は
逃
亡
と
い
う
か
ち
で
ま
す
ま
す
高

ま
っ
て
行
っ
た
。
安
全
の
乱
以
後
、
決
定
的
な
転
機
に
立
つ
た
唐
朝

は
、
も
は
や
律
令
的
収
取
体
系
を
守
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
患
来
ず
、
建

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

中
元
年
（
七
八
○
）
両
税
法
の
創
制
を
実
現
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

両
税
法
の
黒
し
い
意
義
は
、
内
藤
博
士
の
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
私

的
土
地
所
有
の
當
∵
田
を
み
と
め
た
点
に
あ
る
。
具
休
的
に
は
、
均
田

制
を
廃
止
し
て
農
民
の
保
有
地
を
永
業
と
し
、
原
則
と
し
て
土
地
集

中
に
制
限
を
加
え
な
い
。
そ
れ
は
他
の
面
か
ら
い
え
ば
、
篠
役
中
心

の
租
庸
調
制
を
や
め
て
、
現
物
（
叉
は
貨
幣
）
主
義
の
税
法
を
定
め

た
こ
と
で
あ
る
。
今
で
は
こ
の
方
が
唐
朝
に
よ
っ
て
竜
利
益
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
こ
の
税
法
に
よ
っ
て
、
私
的
土
地
所
有
が
確
立
さ
れ
た

か
と
い
う
と
決
し
て
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
租
庸
調
欄
の
税
額
が
法

的
に
は
一
旛
固
定
さ
れ
て
い
た
の
と
反
対
に
、
　
両
税
法
は
　
「
禺
ず

る
を
量
っ
て
入
る
を
禦
」
（
懸
府
元
亀
四
八
八
）
る
嚢
で
あ
る
か
ら
、
財

政
の
窮
迫
に
と
も
な
っ
て
、
土
地
所
有
に
対
す
る
課
税
額
は
無
制
限
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に
増
大
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
法
の
創
始
に
当
っ
て
、
　
「
其
の
丁
租

庸
調
は
並
び
に
両
税
馨
る
」
（
同
上
）
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
従
来
の

租
庸
調
鱗
は
藪
下
的
に
崩
れ
た
の
で
な
く
、
む
し
ろ
両
税
の
中
に
解

消
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
一
度
両
税
に
統
合
さ
れ
た
諸
税
目
を
も

と
の
か
た
ち
に
復
活
さ
せ
て
、
財
政
危
機
を
す
く
お
う
と
す
る
の
は

当
撚
で
あ
’
る
。
実
際
一
両
脳
筆
法
↑
創
…
始
よ
り
七
年
目
の
貞
一
兀
一
二
年
（
七
八

七
）
に
は
、
は
や
く
も
京
畿
の
農
罠
た
ち
が
衝
動
に
苦
し
み
は
じ
め
て

窒
（
鼎
薫
冒
悪
税
以
外
の
徴
求
は
、
轟
・
講
を
は
じ
め
、

あ
ら
ゆ
る
名
目
に
お
い
て
年
と
．
共
に
は
げ
し
く
な
っ
た
。
勿
論
こ
の

よ
う
・
な
傾
向
に
対
し
て
、
政
府
自
身
竜
あ
く
ま
で
両
税
二
本
建
て
の

税
制
羅
持
し
よ
う
と
い
う
努
力
を
払
っ
た
が
（
㍊
蒲
弍
雛
形
糠

響
、
年
・
深
刻
さ
の
馨
を
増
し
て
ゆ
く
財
政
讐
、
そ
の
よ
う

な
試
み
を
む
な
し
く
う
ち
く
だ
い
て
行
っ
た
。

　
こ
う
し
て
、
両
税
法
に
内
在
す
る
矛
盾
は
時
が
た
つ
に
つ
れ
て
ま

す
ま
す
現
実
化
し
、
拡
大
さ
れ
た
。
要
す
る
に
唐
朝
の
容
認
し
た
土

地
所
有
の
「
自
由
」
は
、
無
制
限
で
苛
酷
な
収
奪
に
よ
っ
て
し
か
贋

わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
は
、
農
民
の
逃
亡
（
土
地

描
棄
）
は
心
中
以
後
も
政
府
に
と
っ
て
も
重
大
な
問
題
の
一
つ
で
あ

　
　
　
　
　
諭
欝
代
の
蕪
…
戯
櫛
に
つ
炉
て
（
谷
翔
）

つ
た
（
鷹
禽
要
八
五
逃
戸
）
、
賦
税
の
海
潮
、
灘
、
す
な
わ
ち
の
言

の
戸
に
ふ
り
あ
て
ら
れ
た
。
こ
の
加
重
さ
れ
た
負
担
に
た
え
ら
れ
な

舞
は
毒
鑑
亡
・
た
（
辮
蕪
癬
舗
雛
蓬
逃
亡
罎
配

一
逃
亡
と
い
う
悪
循
…
環
の
も
と
で
は
、
私
的
土
地
所
有
制
の
確
立
す

る
余
地
は
な
か
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
な
か
で
、
業
態
と
被
支
配
階
級
と
の
対
立
も

い
ま
ま
で
に
な
く
は
げ
し
い
も
σ
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、
そ

れ
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
具
体
的
な
研
究
を
必
要
と
す
る
。
こ
こ
で

は
と
く
に
次
の
　
墨
柄
に
注
意
し
た
い
。
す
・
な
わ
ち
、
富
商
や
富
農
が
、

種
々
の
方
法
で
官
職
を
え
て
両
税
・
篠
役
そ
の
他
の
課
役
を
の
が
れ

る
、
い
わ
ゆ
る
影
占
の
現
象
が
激
増
し
て
行
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

れ
は
す
で
に
律
令
時
代
に
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
こ

の
時
代
の
現
象
と
し
て
注
濁
す
べ
き
は
、
か
れ
ら
が
軍
入
と
し
て
藩

鎮
に
籍
を
有
ち
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
る
。
元
和
十
五
年
（
八
二
〇
）

二
月
に
は
、
都
市
や
農
村
の
仲
繍
寅
人
が
諸
軍
へ
影
占
を
行
う
の
を
禁

じ
て
雪
（
試
写
亀
）
、
宝
暦
元
年
（
八
・
喜
四
月
の
制
ξ
京
畿

の
百
姓
で
諸
軍
に
属
す
る
・
も
の
が
、
多
く
府
県
の
差
役
を
受
け
な
い

の
を
違
法
と
し
て
い
る
（
胴
）
．
ま
た
、
禽
五
年
（
八
四
五
）
晋
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
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鷹
代
の
藩
麟
駅
に
つ
い
て
（
谷
班
）
，

法
文
に
は
、
江
島
の
民
が
諸
軍
。
諸
使
に
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
衣
冠
の
戸
と
称
し
て
、
広
く
資
産
を
置
き
、
輸
税
全
く
軽
く
、
便

ち
諸
色
の
養
嘉
し
（
文
苑
英
華
四
二
九
）
れ
た
禦
見
え
る
．
言
し
て

富
商
や
富
農
は
、
藩
鎮
に
依
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
賦
税
を
免
れ
た

が
、
そ
の
代
償
と
し
て
、
藩
鎮
へ
財
政
そ
の
他
の
援
助
を
行
っ
た
の

　
　
　
④

で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
時
代
の
影
占
が
前
代
の
そ
れ
と
異
な
る
の
は
、
そ
の
賦
税
忌

避
が
、
藩
鎮
と
い
う
武
力
を
背
景
に
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
か
つ
て

開
元
芋
台
に
は
、
宇
丈
融
が
登
戸
及
び
脱
税
の
土
地
を
検
遷
し
て
、

大
土
地
所
有
壁
の
進
行
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
が
、
も
う
こ
の
時
代

に
な
る
と
、
大
土
地
所
有
制
や
商
業
資
本
は
藩
鎮
の
武
力
と
結
噂
し

て
お
り
、
中
央
政
府
と
し
て
は
、
き
わ
め
て
困
難
な
立
場
に
立
た
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
影
占
者
の
側
に
お
い
て

は
、
こ
の
よ
う
な
方
法
こ
そ
、
否
応
な
し
に
加
え
ら
れ
る
軍
事
を
は

ね
の
け
て
、
土
地
と
労
働
と
資
本
に
対
す
る
自
己
の
…
権
利
を
守
る
も

の
で
あ
っ
た
。

　
そ
丸
で
は
こ
の
事
態
に
対
し
て
、
唐
朝
は
ど
の
よ
う
な
手
を
打
つ

た
の
で
あ
ろ
う
が
。
彼
ら
と
し
て
は
、
反
中
央
的
藩
鎧
へ
の
武
力
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二

抑
圧
を
敢
行
し
つ
つ
、
爾
税
法
の
基
本
方
針
を
忠
実
に
履
行
し
て
ゆ

く
よ
り
ほ
か
は
な
か
っ
た
乏
お
竜
わ
れ
る
。
さ
き
に
か
か
…
け
た
驚
顔

十
五
年
の
影
占
の
禁
令
に
、
「
今
よ
り
以
後
、
宜
し
く
例
に
准
じ
三
年

に
一
度
両
税
を
定
め
、
、
土
著
・
客
戸
を
論
ず
る
非
く
、
但
≧
資
産
に

拠
っ
て
馬
繋
せ
ん
」
と
両
税
法
の
原
期
を
く
の
か
え
し
て
い
る
の
は
、

意
昧
の
ふ
か
い
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
大
中
四
年
（
八

五
〇
）
正
月
の
制
に
「
又
青
苗
両
税
は
、
竜
と
田
土
に
繋
る
。
地
既

に
人
に
属
さ
ば
、
税
は
合
に
随
っ
て
去
る
べ
し
。
従
葡
の
赦
令
、
累

ぬ
て
益
す
る
に
、
豪
富
の
義
民
幸
せ
ず
」
（
唐
令
要
八
四
租
税
下
）
と
い

い
、
李
期
や
李
則
が
州
刺
史
と
し
て
、
豪
饗
の
脱
税
を
き
び
し
く
と

り
し
ま
っ
た
例
（
薪
手
書
一
七
七
李
甥
伝
及
び
李
丈
公
集
一
五
李
期
葱
誌
銘
）
鱗
右
の
考
な
唐

朝
の
基
本
方
針
に
沿
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　
以
上
で
ほ
ぼ
明
ら
か
な
よ
う
に
、
爾
税
法
的
収
取
関
係
は
私
的
土

地
所
有
を
め
ぐ
っ
て
の
上
下
の
す
る
ど
い
対
抗
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、

そ
こ
に
議
事
の
果
し
た
役
割
は
、
か
な
り
重
要
と
お
屯
わ
れ
る
。
こ

う
し
て
憲
宗
朝
の
刺
史
政
治
強
化
も
、
要
す
る
に
両
税
法
に
よ
る
中

央
集
権
制
の
再
編
成
を
目
標
と
し
で
い
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
，

し
か
し
な
が
ら
そ
の
成
否
こ
そ
、
実
に
唐
朝
の
運
命
を
決
定
す
る
わ
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け
で
あ
る
、
そ
れ
で
は
こ
の
は
げ
し
い
競
り
あ
い
の
中
で
、
李
鋳
の

乱
国
の
漕
西
地
方
は
ど
う
い
う
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
権
徳
輿
は
斉
抗
の
蘇
州
刺
築
時
代
の
治
績
を
た
た
え
て
、
次
の
よ

う
に
い
っ
て
い
る
。
　
「
呉
は
実
に
劇
郡
に
し
て
、
大
田
多
稼
は
浮
揺

留
役
す
。
吏
禁
或
は
弛
み
、
名
数
を
占
著
し
、
戸
版
均
し
か
ら
ず
。
公

乃
ち
其
の
黒
歯
を
辞
し
、
其
の
比
要
を
書
す
。
強
家
大
糟
…
蓋
蔵
す
る

を
得
ず
．
縫
を
介
持
し
て
、
之
器
息
を
与
真
結
織
灘
∀

こ
れ
に
よ
り
、
す
で
に
こ
の
時
代
（
お
そ
ら
く
徳
｛
示
時
代
）
漸
西
地

方
に
お
い
て
も
大
土
地
所
有
が
著
し
く
進
行
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た

彼
ら
が
官
と
つ
な
が
る
こ
と
に
よ
っ
て
鑑
役
を
の
が
れ
よ
う
と
し
て

い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た
新
し
い
力

は
、
こ
の
地
方
に
お
い
て
は
無
限
に
の
び
え
ず
、
常
に
中
央
政
府
の

抑
圧
の
前
に
さ
ら
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
お
・
も
わ
れ
る
。
そ
の

笑
例
と
し
て
右
の
逆
鞘
の
ほ
か
、
李
徳
裕
の
治
績
を
あ
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
李
徳
裕
が
灌
西
観
察
使
の
任
を
帯
び
た
の
は
、
長
言
二
年
（
八
ニ

ニ
）
一
－
太
和
三
年
（
八
二
九
）
、
太
和
八
年
（
八
三
四
）
、
開
成
元
年
（
八

八
六
）
－
同
二
年
掛
三
國
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
　
第
一
回
の
就
任
は
、

　
　
　
　
　
麿
代
の
蕪
瓢
鰍
に
つ
い
て
（
谷
…
川
）

鴛
易
直
の
あ
と
を
承
け
た
も
の
で
あ
る
。
長
慶
コ
年
、
沖
州
の
州
将

李
芥
の
反
乱
の
反
乱
に
誘
発
さ
れ
て
、
漸
西
で
竜
潤
州
の
州
将
王
国

清
が
乱
を
図
っ
た
が
、
計
画
が
未
然
に
洩
れ
て
敗
北
に
お
わ
っ
た
。

し
か
し
、
　
「
潤
州
、
王
国
浩
兵
乱
の
後
を
承
け
、
前
使
ぬ
易
直
府
蔵

姦
け
壷
給
す
．
軍
貫
く
驕
り
、
財
鋸
歯
す
」
（
旧
唐
欝
一
七
四
李
徳
裕
伝
）

と
あ
る
よ
う
に
、
王
国
浩
二
派
の
乱
は
一
応
鎮
圧
し
え
た
も
の
の
、

そ
の
後
将
士
に
対
し
て
は
待
遇
の
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
不
手
際
－
具
体
的
江
は
上
玉
額
の
減
少
と
い

う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
一
は
、
つ
い
に
褒
易
直
・
李
徳
裕
の
交
迭
と

な
っ
た
。
と
こ
ろ
ぞ
さ
き
の
引
用
に
続
い
て
、
「
徳
裕
、
良
奉
に
倹
し

て
、
留
州
の
得
る
所
、
尽
く
以
て
軍
を
謄
ら
す
。
施
与
豊
か
な
ら
ず

、
と
難
も
、
将
卒
怨
無
し
」
と
あ
る
こ
と
で
も
分
る
よ
う
に
、
新
任
の

李
徳
裕
は
、
之
ま
で
の
観
察
使
が
、
伊
州
の
う
ち
か
ら
多
額
の
送
使

を
と
り
立
て
て
い
た
の
を
節
約
し
、
三
州
額
は
極
力
草
叢
の
費
用
に

用
い
る
よ
う
に
し
た
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
　
「
施
与
豊

か
な
ら
ず
」
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
の
は
、
徴
税
額
中
上
供
が
き
わ

め
て
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
李
徳

裕
ば
、
藩
費
や
諸
軍
鎮
の
費
用
に
一
定
の
制
限
を
煎
え
て
上
供
部
分
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由
欝
代
の
藩
、
鑛
に
つ
い
て
（
谷
斑
）

を
確
保
し
た
わ
け
で
、
か
つ
て
の
憲
宗
の
財
政
改
革
に
一
脈
通
じ
る

・
も
の
が
あ
る
。

　
ま
た
彼
は
、
漸
西
地
方
の
民
間
信
仰
を
禁
圧
し
、
さ
ら
に
コ
羽
蟻

山
房
享
四
望
＋
を
罷
め
、
以
て
馨
を
清
し
」
（
胴
）
た
と
い
う
．

「
名
山
山
房
」
の
実
体
に
つ
い
て
は
明
か
で
な
い
が
、
つ
ま
り
は
山

居
し
た
反
政
府
的
民
衆
へ
の
弾
圧
な
の
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
、
彼
の

治
績
と
し
て
特
筆
す
べ
き
も
の
は
、
徐
州
舗
度
使
王
智
興
の
僧
尼
私

度
に
対
す
る
弾
劾
で
あ
る
。
長
慶
四
年
（
八
二
四
）
王
智
興
は
、
酒

州
に
戒
壇
を
置
い
て
僧
尼
の
私
度
を
行
っ
た
が
、
…
雇
役
忌
避
。
資
産

影
庇
の
た
め
、
両
漸
・
福
建
の
百
姓
の
江
を
渡
っ
て
集
る
も
の
が
研

に
数
十
人
に
及
ん
だ
。
李
徳
裕
は
も
し
こ
の
状
態
を
続
け
る
な
ら

ば
、
江
准
以
南
ぞ
は
六
十
万
の
壮
丁
を
失
う
こ
と
に
な
ろ
う
と
中
央

へ
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
私
度
を
受
け
る
た
め
に
は
一
入
に
つ
き

二
絡
…
を
要
し
、
こ
れ
に
よ
り
魔
羅
興
は
巨
万
の
富
を
成
し
た
と
い
う

（
議
翠
二
当
薬
ぱ
当
量
奮
の
額
で
鶴
、
擢
・

砂
池
州
へ
の
旅
費
も
多
額
を
必
要
と
し
た
と
お
も
わ
れ
る
か
ら
、
之

ら
の
民
衆
は
三
戸
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
中
産
以
上
の
農
民
で
は
な

い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
彼
ら
が
こ
の
戒
璽
の
下
に
走
っ
た

八
畷

の
は
、
た
ん
に
苛
烈
な
収
取
に
這
い
つ
め
ら
れ
た
結
果
で
な
く
、
む

し
ろ
爾
税
渋
的
収
取
に
抵
抗
し
て
、
土
地
と
労
働
に
対
す
る
宿
己
の

権
剥
の
保
障
を
こ
い
ね
が
っ
た
た
め
に
外
な
ら
な
い
。
之
に
対
す
る

李
徳
裕
の
非
難
は
、
先
述
の
彼
の
治
、
績
と
共
に
、
そ
の
政
治
的
立
場

の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
が
、
他
方
で
は
漸
西
の
藩
鎮
が
ま
だ
反
申
央
的

色
彩
に
乏
し
か
っ
た
こ
と
を
物
認
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

①
た
だ
し
内
藤
博
士
は
「
朱
代
に
梱
り
、
王
安
石
の
新
法
に
よ
っ
て
人
風
の

　
土
地
所
有
の
意
味
が
発
確
窪
な
っ
て
来
た
」
（
「
巾
翻
近
匿
史
」
一
Q
買
）
と
も
秀

　
て
お
ら
れ
る
か
ら
、
均
田
制
…
両
税
法
－
王
安
石
の
新
法
と
い
う
風
に
私

　
的
土
地
所
有
は
徐
々
に
確
立
さ
れ
て
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
両
税
法
の
段
階
に
お
い
て
私
的
土
地
所
有
が
ど
の
よ
う
な
限
界
に

　
到
達
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
し
な
い
か
ぼ
り
、
本
文
に
折
魅
し
た
矛
盾

　
か
ら
脱
す
る
こ
と
は
で
選
な
い
。

②
こ
の
時
代
に
お
け
る
粟
北
の
麦
作
、
華
中
・
華
南
の
水
稲
栽
培
の
発
達
に

　
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
西
嶋
定
生
（
「
纒
油
照
の
鍵
…
方
」
歴
災
学
研
銃
一
二
七
）
・
加
藤
繁
（
期
咬
醐
噸
購
）

　
一
両
氏
の
研
究
参
照
。
な
お
西
嶋
氏
は
農
盤
納
生
産
力
の
発
展
と
～
圃
税
法
と
の

　
関
係
　
に
つ
い
て
も
考
寂
鋸
を
舶
丹
え
ら
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
生
山
慮
力
の
脚
兜
展

　
を
背
景
と
す
る
農
．
民
の
敷
泊
的
な
動
き
に
闘
し
て
は
他
臼
稿
を
改
め
て
の

　
べ
た
い
。

③
楊
炎
が
爾
税
法
劇
設
の
上
奏
を
行
っ
た
な
か
に
、
「
几
そ
富
悪
報
多
選
亀
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の
は
、
率
い
て
由
冨
と
晶
諮
り
僧
と
為
り
、
以
て
色
役
を
衡
〃
る
る
も
、
貧
人
は

　
入
る
所
な
け
れ
ば
、
期
ち
丁
存
す
」
（
蹄
府
㎜
兀
亀
四
八
八
）
と
い
っ
て
い
る
。

④
口
野
開
欝
郎
氏
前
掲
書
九
一
頁
参
照
。
な
お
旧
唐
轡
ト
七
敬
宗
紀
長
慶
二

　
年
三
日
〃
の
条
に
電
曲
潜
鮪
那
が
豪
鞠
闘
に
↓
八
将
の
辞
ム
叩
を
酔
％
り
つ
け
た
例
…
が
ロ
兄
え

　
る
し
、
中
央
の
禁
軍
に
も
長
安
の
富
戸
が
納
課
戸
と
し
て
所
属
し
て
い

　
た
（
纏
影
回
）
。

⑤
大
中
六
年
置
光
に
下
賜
さ
れ
た
荘
圃
に
対
し
て
両
税
●
差
科
・
色
役
の
免

除
が
ゆ
る
さ
れ
な
ζ
華
果
願
鞍
）
を
考
え
あ
わ
せ
一
し
も
・
の
・

　
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
卜

⑥
湘
藤
暦
博
士
に
よ
れ
ば
雌
性
・
幣
宗
の
頃
は
米
一
斗
四
＋
文
前
後
で
あ
っ

　
た
か
ら
（
「
支
罵
経
済
史
概
説
」
一
口
九
頁
）
、
古
志
と
い
え
粟
五
二
（
呆
の
約
書
）
の

　
価
格
に
戸
当
す
る
。

四
、
祝
　
測
　
八
　
都

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
漸
西
地
方
に
対
す
る
唐
朝
の
権
力
は
、

な
が
く
安
定
し
た
状
態
を
つ
づ
け
、
無
位
三
鎮
そ
の
他
の
藩
鎮
と
は

対
蹄
的
な
性
格
を
も
つ
て
い
た
。
観
察
使
は
李
穂
裕
以
後
も
警
官
官

僚
の
中
か
ら
任
命
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
結
局
は
こ
こ
に
も
、

短
期
聞
な
が
ら
武
人
型
の
節
度
使
が
萬
現
す
る
。
第
四
十
二
代
撮
の

高
鼎
…
、
次
の
周
宝
、
さ
ら
に
唐
朝
最
後
の
銭
無
が
そ
れ
で
あ
る
。
高

　
　
　
　
　
購
脚
代
の
藩
癬
騰
に
つ
い
て
（
谷
川
）

氏
も
摂
氏
屯
代
々
武
将
の
家
柄
で
、
高
望
・
周
宝
と
も
に
画
策
軍
の

軍
将
と
し
て
令
名
高
か
つ
た
。
　
銭
躍
の
出
身
に
つ
い
て
は
、
　
後
述

す
る
が
、
前
二
者
と
は
性
格
を
異
に
す
る
け
れ
ど
も
、
武
人
で
あ
る

こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
武
人
登
用
が
、
当
時
の
緊
迫

し
た
政
治
惰
勢
の
反
映
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

年
と
共
に
激
化
す
る
軍
隊
の
反
乱
骸
農
畏
暴
動
は
、
乾
符
元
年
（
八

七
四
）
に
は
じ
ま
る
王
仙
芝
。
黄
巣
の
乱
と
し
て
結
集
さ
れ
た
。
高

雛
が
節
慶
使
に
就
任
し
た
の
は
、
三
年
の
閥
江
准
を
転
戦
し
て
い
た

王
仙
芝
の
残
党
が
こ
の
地
方
へ
南
下
し
た
乾
符
五
年
六
月
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
反
乱
軍
の
中
に
は
天
平
軍
管
下
の
郷
州
三
身
者
が
多
か

っ
た
た
め
、
か
つ
て
天
平
軍
節
度
使
と
し
て
威
名
の
高
か
っ
た
彼

を
錯
し
た
の
で
あ
る
（
三
二
〉
た
ま
た
ま
黄
巣
の
ひ
き
い
る

主
力
も
漸
東
に
入
っ
た
が
、
高
駈
は
之
に
打
撃
を
与
え
て
広
州
方
面

へ
駆
逐
し
た
．
同
年
十
月
、
彼
は
准
”
南
節
度
彼
に
転
じ
、
後
任
と
し

て
周
宝
が
任
命
さ
れ
た
。

　
漸
西
は
一
応
危
機
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
た
．
し
か
し
、
唐
朝
の

権
、
威
は
急
速
に
失
墜
し
て
行
っ
た
、
次
の
周
宝
の
時
代
に
は
、
漸
西

の
内
部
か
ら
反
抗
の
火
の
手
が
あ
が
っ
た
の
で
あ
る
。
先
ず
周
宝
鷹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
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鷹
代
の
蕪
…
鶴
燃
に
つ
い
て
（
谷
川
）

下
の
牙
将
難
業
の
反
乱
が
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
当
縛
漸
西
地
方
は
、

各
地
に
流
賊
が
割
馴
し
て
騒
然
た
る
物
情
を
呈
し
て
い
た
。
　
（
彼
ら

は
州
城
を
攻
撃
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
）
　
張
郁
は
か
ね
て
か
ら
鋸
山

の
い
槻
賊
掃
蕩
圃
を
A
即
ぜ
き
り
れ
、
　
先
一
戸
二
年
（
八
八
六
）
正
直
月
に
は
、
　
丘
ハ

三
百
と
共
に
ぬ
際
上
粋
事
…
に
就
い
て
い
た
が
、
正
月
酒
の
酢
に
乗
じ
て
、

使
府
の
轟
轟
姦
し
謹
話
笠
つ
た
（
嘉
樋
藁
筆
軍

将
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
朗
か
で
な
い
が
、
周
宝
が
元
旦
の
ね
ぎ

ら
い
に
つ
か
わ
し
た
軍
将
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

こ
の
事
件
の
う
ら
に
、
使
府
に
対
す
る
張
郁
軍
将
兵
の
不
満
が
看
取

さ
れ
る
。
と
も
か
く
竜
彼
は
、
こ
う
し
て
常
州
攻
略
に
成
功
し
た
が
、

．
結
局
周
宝
の
牙
将
丁
瓜
実
に
逐
わ
れ
て
海
陵
へ
亡
命
し
た
。

　
し
か
し
之
に
つ
づ
い
て
翌
光
啓
三
年
に
は
、
周
宝
の
び
き
い
る
鎮

海
軍
の
ひ
ざ
も
と
で
あ
ら
し
の
よ
う
な
反
抗
が
お
こ
っ
て
き
た
。
最

初
周
宝
は
、
液
西
地
方
の
不
穏
な
形
に
そ
な
え
て
、
親
玉
・
千
人
を
つ

の
砂
粒
祖
堂
と
称
し
て
い
た
。
彼
ら
は
一
般
の
鎮
海
軍
兵
士
よ
の
も

は
る
か
に
好
遇
を
受
け
て
お
り
、
　
一
般
の
兵
士
は
つ
よ
い
不
満
を
い

だ
い
て
い
た
。
ま
た
周
宝
は
声
色
に
溺
れ
て
政
治
を
顧
み
ず
、
城
廓

や
邸
宅
の
建
造
に
心
を
傾
け
た
た
め
、
人
民
は
苦
役
に
な
や
ん
だ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六

い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
急
患
の
下
で
、
将
士
の
中
に
は
不
穏
の
言

動
が
濃
く
な
っ
て
き
た
が
、
之
に
対
し
て
蟹
隈
が
「
乱
す
れ
ば
、
蜀

ち
之
を
殺
さ
ん
」
と
放
言
し
た
の
を
発
端
と
し
て
、
使
府
は
干
曳
の

場
と
化
し
た
。
首
謀
者
劉
浩
は
「
惟
だ
反
す
れ
ば
、
以
て
死
を
濁
る

可
き
耳
」
と
い
っ
て
与
党
を
ひ
き
い
、
使
府
に
火
を
放
つ
た
。
狼
狽

し
た
周
宝
は
、
後
楼
兵
を
呼
ん
だ
が
、
実
は
彼
ら
擁
す
で
に
乱
軍
中

に
加
わ
っ
て
い
た
．
周
宝
は
家
人
と
常
州
に
撮
戯
し
た
。
劉
浩
は
幕

僚
た
ち
を
殺
し
、
度
支
催
分
配
酵
朗
を
節
度
使
降
監
に
推
戴
し
た
。

周
宝
の
蓄
積
し
た
莫
火
な
財
貨
も
悉
く
反
町
軍
の
手
に
帰
し
た
。
漸

西
に
始
め
て
藩
鎮
が
設
け
ら
れ
て
か
ら
百
三
十
年
、
李
鋳
の
反
乱
を

も
惨
敗
に
お
わ
わ
せ
た
唐
朝
の
権
力
支
配
は
、
こ
こ
に
決
定
的
な
瞬

闇
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
霊
宝
は
、
そ
の
年
の
十
月
杭
州
髄

刺
輿
銭
取
に
奉
ぜ
ら
れ
て
杭
州
に
帰
っ
た
が
、
ナ
ニ
月
に
は
在
任
の

ま
ま
で
亡
く
な
っ
た
。
銭
鐸
の
手
に
か
か
っ
て
殺
さ
れ
た
と
も
い
わ

れ
る
（
講
罐
Y
反
乱
軍
の
覆
麟
も
算
定
ξ
て
と
ら
え

ら
れ
た
。
そ
の
後
数
年
開
、
漕
西
は
実
質
的
に
銭
謬
の
勢
力
下
に
あ

り
、
周
宝
の
殿
後
五
年
を
経
て
彼
に
節
度
使
の
任
命
が
行
わ
れ
た
。

之
が
唐
朝
最
後
の
漸
西
節
度
使
で
あ
る
。

（　2es　）



　
以
上
周
宝
時
代
の
二
つ
の
反
乱
に
よ
っ
て
見
る
な
ら
ば
、
O
D
、
こ

の
時
代
の
東
西
め
治
安
状
態
は
、
い
わ
ゆ
る
流
事
の
盤
結
に
よ
っ
て

遭
わ
め
て
悪
化
し
て
い
た
こ
と
、
働
、
漸
西
の
将
兵
は
流
賊
討
伐
に

赴
く
よ
り
は
、
む
し
ろ
待
遇
改
善
の
た
め
使
府
と
戦
う
こ
と
を
え
ら

ぶ
よ
う
な
裏
罫
に
あ
っ
た
こ
と
、
な
ど
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
時
代
漸
西
に
お
け
る
反
唐
朝
の
形
勢
は
一
つ
は
「
流
賊
」

と
い
う
か
た
ち
で
、
一
つ
は
軍
隊
内
部
の
下
刻
上
に
よ
り
、
　
（
ま
た

お
そ
ら
く
は
こ
の
二
つ
が
互
い
に
連
関
し
な
が
ら
）
ぎ
わ
め
て
深
刻

に
進
行
し
て
い
こ
と
お
屯
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
の
具
体
的
な

究
明
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
唐
朝
最
後
の
漸
西
陣
度
使
、
の

ち
の
呉
越
国
創
建
者
銭
鐸
に
つ
い
て
の
べ
て
こ
の
稿
を
お
わ
り
た

い
。　

銭
鐸
は
杭
州
臨
安
に
生
れ
、
壮
年
に
な
る
と
世
職
を
顧
み
ず
、
専

ら
私
塩
の
密
売
を
事
と
し
、
飲
酒
。
賭
博
に
ふ
け
っ
て
い
た
ど
い
わ

れ
る
。
し
か
し
た
ん
な
る
無
頼
の
徒
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
郷
里

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
名
家
と
も
交
際
が
あ
っ
た
。
要
す
る
に
唐
朝
の
権
外
政
策
に
よ
っ

て
抑
圧
を
受
け
て
い
た
も
の
の
一
人
で
あ
ろ
う
。
彼
の
立
身
の
契
機

と
占
な
っ
た
の
は
、
乾
符
、
一
一
年
（
八
七
五
）
の
狼
爪
田
八
田
順
過
使
王
制
の
乱
で

　
　
　
　
慶
押
靴
↑
の
蕪
…
礁
腿
に
つ
い
て
（
谷
規
）

あ
る
，
こ
の
乱
も
待
遇
問
題
に
端
を
発
し
て
い
る
が
、
わ
ず
か
の
閤
に

一
万
人
ち
か
く
の
兵
を
あ
つ
め
て
理
財
コ
州
を
陥
れ
、
漸
東
。
福
建
丁

方
面
に
ま
で
跳
梁
し
た
，
こ
れ
は
翌
々
乾
符
四
年
初
に
鎮
圧
さ
れ
た

が
、
こ
の
た
め
節
度
使
趙
隠
が
罷
免
さ
れ
た
ほ
ど
深
刻
な
も
の
で
あ

っ
た
、
あ
た
か
も
風
潮
の
乱
の
最
中
で
あ
る
．
王
都
の
乱
軍
は
氷
黒

髭
み
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
海
賊
と
も
暴
れ
て
い
る
か
ら
（
湘
響

鞭
礎
・
の
勢
の
漁
民
た
ち
の
結
讐
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か

　
　
　
　
②

も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
既
存
の
軍
隊
の
力
で
は
鎮
圧
困
難
で
あ
っ

た
の
で
、
勅
を
下
し
て
現
地
か
ら
募
集
を
行
っ
た
。
こ
の
と
き
還
郷

轟
身
の
董
昌
は
、
郷
里
の
兵
を
ひ
き
い
て
王
郭
を
破
り
、
戦
功
に
よ

っ
て
石
鏡
地
戌
将
に
任
命
さ
れ
た
が
、
そ
の
翻
将
と
な
っ
た
の
が
銭

鰺
で
あ
る
。
乾
符
五
年
王
仙
芝
の
残
党
が
漸
西
を
お
そ
っ
た
（
既
述
）
。

杭
州
で
は
前
例
の
よ
う
に
、
県
民
に
郷
兵
千
名
を
つ
の
っ
て
杭
州
八

都
を
編
成
し
た
。
銭
謬
は
臨
安
県
の
都
将
で
あ
る
軍
馬
の
副
将
と
し

て
反
乱
軍
を
破
診
、
そ
の
翌
年
、
南
下
し
た
黄
巣
の
大
部
隊
に
打
撃

を
与
丸
て
臨
安
を
ま
も
り
と
お
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
彼
は
杭
州

八
都
の
都
指
揮
使
と
な
り
、
蕾
雷
闘
が
漸
東
観
察
使
を
得
た
の
ち
は
、

杭
州
刺
史
と
し
て
こ
の
地
の
実
権
を
に
ぎ
っ
た
。
糠
…
朗
・
劉
浩
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
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鷹
…
代
の
藩
鎮
に
つ
い
て
（
谷
川
）

反
乱
が
彼
に
絶
好
の
機
会
を
与
え
、
周
宝
の
風
後
聡
慧
使
の
地
位
を

獲
得
し
た
し
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
以
上
の
経
過
に
よ
り
、
黄
巣
や
広
丘
ら
の
反
乱
に
よ
る
、
こ
の
地

方
の
危
機
を
き
り
ぬ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
ま
こ
と
に
杭
州
八

都
の
力
に
負
う
も
の
で
あ
る
ご
と
が
わ
か
る
が
、
西
諸
の
立
身
に
不

可
欠
の
力
と
な
っ
た
の
も
こ
の
杭
州
八
都
で
あ
っ
た
。
八
都
の
性
格

に
つ
い
て
は
明
確
で
な
い
が
、
董
昌
が
郷
里
の
兵
を
率
い
て
王
鄭
を

討
つ
た
と
き
の
こ
と
を
記
し
て
、
資
治
通
鑑
に
、
　
「
土
蘭
を
以
て
賊

を
討
ち
功
有
り
」
と
い
っ
て
い
る
。
八
都
と
は
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う

な
土
圏
の
連
合
組
織
な
の
で
あ
ろ
う
。
八
都
の
一
将
で
あ
っ
た
杜

稜
・
夕
虹
・
成
及
の
簡
単
な
伝
記
が
呉
越
備
史
に
の
せ
ら
れ
て
い
る

が
、
何
れ
も
郷
里
の
名
望
家
で
郷
村
自
衛
の
指
導
層
で
あ
っ
た
よ
う

　
　
　
　
　
③

に
お
電
わ
れ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
杭
州
八
都
電
こ
．
の

よ
う
な
郷
村
寅
衛
的
な
武
力
を
基
礎
に
し
て
い
た
屯
の
ぞ
あ
ろ
う
．

黄
巣
や
王
郷
の
抵
抗
の
は
げ
し
さ
に
、
唐
朝
も
つ
い
に
こ
う
し
た
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

衆
の
自
衛
組
織
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
た
だ
ち
に
反
唐
朝
的
な
武
力
に
転
化
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
組
織
は
庸
朝
の
適
才
に
対
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八

も
、
そ
の
自
衛
の
機
能
を
発
揮
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
か
ジ

銭
鐙
が
霞
分
の
郷
墨
を
広
義
郷
勲
三
里
と
よ
び
、
そ
の
居
営
を
衣
錦

蛍
と
称
し
た
有
名
な
事
実
は
、
た
ん
な
る
彼
の
名
誉
心
と
し
て
み
の

が
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
地
に
お
け
る
政
治
の
世
界
が
、

何
ら
か
質
的
な
変
箪
・
を
と
げ
て
ゆ
く
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

①
薪
五
代
寅
呉
越
稚
寡
に
よ
劇
ば
銭
錘
は
築
三
の
譜
書
に
通
じ
て
い
た
と
い

　
う
か
ら
決
し
て
暫
く
の
貧
一
戸
で
は
な
か
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
裳
た
彼
は

　
娯
の
脚
隊
藩
艦
凹
起
の
子
弟
た
ち
と
飲
酒
・
賭
㎞
得
に
ふ
け
っ
て
繍
［
起
よ
り
出
｝
入

　
を
謎
躍
ぜ
ら
れ
た
が
、
の
ち
ゆ
る
さ
れ
た
。

②
王
郵
討
伐
の
た
め
に
左
嘱
望
将
軍
高
傑
を
沿
海
水
軍
都
知
兵
馬
使
に
任
じ

　
て
い
・
の
は
三
重
ふ
か
い
（
蓋
墾
。
・
あ
時
代
転
遺
の
必
要
か
罠

　
聞
の
舟
を
徴
護
る
・
と
が
多
か
っ
た
が
鏑
㏄
二
）
、
・
の
よ
う
な
非
法
に

　
対
す
る
反
抗
な
の
か
も
し
れ
な
い
O

③
杜
綾
は
杭
州
八
都
の
創
設
に
当
っ
て
郷
党
を
ひ
選
い
て
参
伽
し
た
。
曹
信

　
に
つ
い
て
は
、
そ
の
子
圭
を
生
む
時
に
吉
兆
の
夢
を
み
た
の
で
郷
入
は
釆
聯

　
く
之
を
祝
っ
た
と
い
う
。
無
蓋
の
家
は
祖
父
の
代
か
ら
官
に
あ
っ
た
が
、

　
成
及
窩
身
は
郷
里
の
防
衛
に
名
声
を
博
し
て
い
た
。
何
れ
竜
郷
菓
に
窟
ん

　
ぜ
ら
れ
た
人
々
で
あ
る
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

④
乾
符
三
年
正
月
の
勅
に
は
天
下
の
郷
村
に
お
い
て
産
卵
衛
態
勢
を
固
め
る
こ

　
・
を
馨
し
て
い
・
が
（
監
置
、
杭
州
三
都
霧
食
黄
巣
の
葎
際

（　298　）



し
げ
、
刺
史
が
土
団
を
葦
し
て
郷
暑
守
ら
せ
た
劉
州
の
璽
獣
畜
九
）

な
ど
か
ら
察
す
る
と
、
こ
う
し
た
官
製
の
唐
衛
組
織
の
】
つ
が
土
闘
で
あ

る
と
お
竜
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
晶
園
註
に
見
た
郷
甜
冤
及
び
そ
の
措
轟
者

の
或
る
ま
と
ま
っ
た
力
を
内
容
と
し
て
ふ
く
ん
で
い
る
。
麿
朝
は
最
後
的

に
こ
の
力
に
月
玉
将
忙
し
て
、
こ
の
力
に
ほ
ろ
ぼ
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

五
、
結
　
　
語

　
最
初
に
か
か
げ
た
四
つ
の
課
題
に
つ
い
て
再
び
か
ん
が
え
た
い
と

お
も
う
。
唐
朝
が
藩
鎮
体
制
を
布
い
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
律
令
制
の

破
綻
と
い
う
政
治
危
機
の
克
服
の
た
め
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は

こ
の
危
機
の
異
常
な
す
る
ど
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
中
央
集
権
制
の

．
最
高
度
に
開
花
し
た
唐
帝
国
と
し
て
、
ふ
か
い
矛
盾
…
の
あ
ら
わ
れ
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
経
済
的
に
は
生
産
・
刀
の
発
展
に
よ
る

私
的
土
地
所
有
の
成
長
。
商
業
資
本
の
蓄
積
に
根
ざ
し
、
政
治
的
に

は
罠
衆
（
地
主
。
農
民
。
商
人
な
ど
）
の
反
権
力
的
な
意
志
が
つ
よ

く
伸
び
て
き
た
こ
と
を
本
質
的
な
理
由
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

惰
勢
の
下
に
生
れ
た
藩
鎮
が
、
そ
れ
自
身
次
第
に
反
中
央
的
に
変
貌

し
て
ゆ
く
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
転
身
を
可
能
に
し
た
の
は
、

ど
う
い
う
力
で
あ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
丈
で
は
民
衆
上
層
部
の
果
し

　
　
　
　
　
斑
一
代
の
藩
鎮
内
に
つ
い
て
（
谷
川
）

た
役
割
i
懸
隔
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
い
た
が
、
こ
の
点
な
お
十
二

分
に
具
俸
化
す
る
必
要
が
あ
る
と
お
も
う
。

　
こ
の
龍
頭
の
変
質
に
対
し
、
唐
輯
と
し
て
も
何
ら
か
の
対
策
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
で
な
い
。
こ
こ
に
か
つ
て
の
か
が
や
か
し
い
中
央
集

権
制
の
復
活
を
企
函
す
る
が
、
内
容
的
に
は
刺
史
政
治
の
強
化
に
よ

る
両
税
法
の
遵
守
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
「
一
二
の
中
興
」
の

効
果
に
つ
い
て
は
、
正
確
な
評
価
が
必
要
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
も

こ
の
よ
う
な
4
4
妙
策
を
一
応
許
容
し
た
当
時
の
藩
鎮
の
弱
さ
に
つ
い

て
・
も
究
明
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
漸
西
の
場
合
、
典
型
的
な
脆

弱
さ
を
示
す
が
、
他
の
早
暁
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
「
唐
室
の
中
鰹
ハ
」
は
何
ら
矛
盾
の
解
決
策
と
は
な

ら
ず
、
む
し
ろ
ま
す
ま
す
こ
れ
を
ふ
か
め
拡
大
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ

っ
た
。
爾
税
法
的
収
取
を
強
行
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
私
的
土
地
所
有

と
商
業
資
本
の
正
常
な
発
展
を
妨
讐
し
た
．
こ
の
よ
う
な
支
配
体
制

の
不
合
理
さ
は
、
つ
い
に
漸
酉
の
軍
勢
を
も
悪
化
さ
せ
た
。
熾
烈
な

反
乱
が
軍
隊
・
民
闇
か
ら
根
次
い
で
起
り
、
こ
の
地
の
唐
朝
権
力
は

完
全
に
打
倒
さ
れ
た
。
そ
の
終
漁
の
上
に
、
ど
の
よ
う
な
世
界
が
建

設
さ
れ
て
行
っ
た
が
、
な
お
重
要
な
課
題
と
し
て
の
こ
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
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　　　　　　　　　　　　The　Fan－ch6n　of　the　T‘ang　Empire

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M．TaD童ga照

　　　　The・p・ci丘。　ch・騨・・．・f　the　t・・…iti・n・1　P・r圭・d丘・m　the　T‘tt・・ST（庸）

　　dynasty　to　the　Sung　（i’；”’t〈）　has　been　widely　discussed　since　the　celeblat－

　　ed　essays　of　the　lttte　1）ro£　Naito，　but　we　have　stlll　very　little　light

　　on　this　crucial　question．　llere　1　attempted　to　stqdy　the　Fan－chL’n　（一Mg’“＄pm）

　　systein　in　the　later　T‘tmg　Etnpire　partly　to　meet　this　need　and　partly

　　to　find　a　c／ue　to　understand　the　tinderlyiiig　relationshlps　of　tliis　pegu－

　　1｛ar　period．　As　is　we／l　known，　the　Fan－chenate　was　first　established

　　durin．cr　the　formidable　invasions　of　｛’he　i！）Nifotherners　and　esepecially

　’through　the　great　turmoils　of　the　Anlusl；an－Shihszuming　（SEi！iEt）　Rebel一

’　lion　xvhicl｝　caught　tlie　decaying　ll）”inpire．

　　　　E／low　is　the　character　of　this　system　defined　is　in　itself　a　qtiestion，

　　but　it　is　pretty　evident　that　it　provided　the　means　by　which　the　no－

　　uveaux　ricltes　defended　themselves　a．ffainst　the　exploitation　of　the

　　T‘ang　dynasty．　On　the　other　hand，　the　so－cal！ed　‘Revival　of　the

　　rl”‘angs’・　was　nothinsT　1）ut　the　rearrangeinent　of　these　parasites　under

　　the　cetya／ized　governinent　and　in　this　sense　it　is　regarded　as　the　reac－

　　tionary　policy　of　the　dying　1’srnpire．’　That　bloody　legislation　of　the

　　liang－shui　（F，1：g－iSil：）　taxatioi）　was　enacted　in　such　［・L　way　that　the　Chehshih

　　　（漸西）　distr1ct　was　sacrificed　for　the伽st　time　bef6re　the　financil　lle－

　　eds　of　the　government．　After　the　Huan9－tsiao　（黄藁）　Rebellion　there

　　stt・xrtedi　inutinies　and　peasant　wars　and　they　swept　away　the　tyrannies

　　with　the　proinising　ages　of　the　IFive　Dynasties　before　their　eyes．


