
漢
代
の
勧
農
政
策

財
政
機
構
の
改
革
に
関
連
し
て
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西

村

兀

佑

…
　
【
要
約
】
　
さ
き
に
加
藤
繁
氏
は
、
前
漢
時
代
の
財
政
機
構
が
帝
室
財
政
と
国
家
財
政
と
の
二
本
建
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
の
よ

へ

…
差
財
政
機
構
の
脅
か
た
綾
羅
代
に
・
で
饗
レ
ー
る
も
の
で
萱
．
・
の
懇
は
そ
の
鋒
宮
崎
建
氏
に
よ
っ
て
、
・
愛
器
瀟
襲
氏
に

へ　

謔
ﾁ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
発
展
せ
し
め
ら
れ
た
。
　
（
「
中
国
古
代
賦
税
制
度
」
．
「
先
秦
時
代
の
山
林
藪
沢
と
秦
の
公
田
扁
）
と
こ
ろ
が
二
本
建
財
政
は
前
漢

ご
代
で
終
り
を
萎
後
漢
以
遠
、
国
警
政
天
建
と
な
っ
て
。
・
つ
た
．
．
、
の
後
螢
後
の
懸
を
、
製
肇
と
の
関
連
の
上
か
ら
と
り
あ
げ
て

（
　
み
た
も
の
が
小
論
で
あ
る
。
そ
し
て
わ
た
く
し
は
本
論
に
お
い
て
、
財
政
機
構
の
変
容
と
勧
農
政
策
の
あ
り
か
た
を
通
じ
て
、
後
漢
時
代
を
比
翼
国
家
体
制

㎝へ
　
の
出
発
点
と
考
え
た
。

酒

は
じ
め
に

　
古
代
に
お
け
る
国
家
権
力
の
基
盤
は
広
汎
な
中
小
農
民
層
の
う
え

に
お
か
れ
て
い
る
。
こ
の
中
小
農
民
が
健
全
で
あ
る
た
め
に
は
国
家

権
力
は
当
然
こ
れ
に
対
す
る
保
護
・
育
成
の
手
段
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
勧
農
政
策
と
は
ま
さ
に
こ
の
臼
的
の
た
め
に
行
な
わ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
勧
農
政
策
に
は
地
方
長
官
を
中
心
に
田
土
を
開
発

し
て
ゆ
く
墾
田
政
策
と
、
貧
窮
民
の
生
産
活
動
を
カ
バ
ー
す
る
た
め

の
振
貸
お
よ
び
公
田
仮
与
政
策
と
の
両
面
が
あ
っ
た
。
前
者
は
そ
の

積
極
的
な
側
面
で
あ
り
後
者
は
消
極
的
な
側
面
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
政
策
を
通
じ
て
造
出
さ
れ
る
新
開
田
や
仮
与
田
は
多
分
に
国
家
的

土
地
所
…
有
の
性
格
を
も
ち
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
土
地
に
さ
さ
え
ら
れ

た
民
田
の
経
営
が
展
開
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
専
制
権
力
の
基
盤
で
あ

る
段
営
農
駝
の
存
在
が
さ
さ
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
政
策

が
地
方
長
官
を
主
体
と
し
て
推
進
さ
れ
る
た
め
に
は
、
全
国
地
方
野

宮
へ
の
農
政
面
に
お
け
る
権
限
の
移
譲
が
要
肺
請
さ
れ
、
こ
の
要
請
に
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こ
た
え
る
た
め
に
は
中
央
の
財
政
機
構
の
改
革
が
必
須
と
な
る
。
そ

こ
で
帝
室
財
政
機
構
で
あ
る
大
司
農
が
こ
の
線
に
そ
っ
て
変
容
さ
れ

る
。
か
く
し
て
専
制
君
主
と
そ
の
基
盤
で
あ
る
自
営
農
民
と
の
基
本

的
関
係
が
強
化
拡
大
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
右
の
よ
う
な
過
程
を
前
漢

か
ら
後
漢
に
い
た
る
財
政
機
構
と
勧
農
政
策
の
展
開
の
な
か
に
と
ら

え
て
み
た
。
叙
述
の
都
合
上
ま
ず
財
政
機
構
の
変
革
か
ら
は
じ
め
、

つ
ぎ
に
こ
れ
に
照
応
す
る
も
の
と
し
て
の
勧
農
政
策
の
実
情
に
と
き

お
よ
ん
だ
。
わ
た
く
し
の
考
究
の
た
ら
な
い
と
こ
ろ
は
諸
賢
の
御
示

教
を
期
待
し
て
や
ま
な
い
。
な
お
本
論
は
昨
年
、
本
誌
四
一
巻
二
号

に
発
表
し
た
拙
論
「
勧
農
政
策
と
占
田
園
田
」
の
前
篇
で
あ
り
細
編

で
も
あ
る
。

一
、
前
漢
の
財
政
機
購
一
般

　
前
漢
の
財
政
機
構
が
帝
室
財
政
と
国
家
財
政
に
わ
か
れ
て
い
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
は
さ
き
に
加
藤
繁
氏
の
指
摘
さ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。
帝
室
財
政

機
関
で
あ
る
少
府
は
『
漢
書
覧
身
上
百
官
表
に
「
秦
の
官
な
り
。
山

海
池
沢
の
税
を
掌
り
以
っ
て
共
養
に
給
す
」
と
の
べ
て
あ
り
、
ま
た
国

家
財
政
機
構
で
あ
る
大
司
農
は
・
も
と
治
粟
内
史
と
い
い
「
秦
の
官
一
な

　
　
　
　
　
　
◎

り
つ
穀
貨
を
掌
る
篇
と
い
う
。
応
勧
の
注
に
は
「
難
解
の
財
用
は
禁

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

銭
と
名
づ
け
天
子
の
私
養
に
給
す
る
も
の
で
、
自
つ
か
ら
別
に
蔵
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　

な
す
」
と
い
い
、
顔
師
古
注
に
は
「
大
司
農
は
軍
国
の
用
に
供
し
、

少
府
は
天
子
を
養
う
」
と
の
べ
、
『
北
堂
書
紗
』
五
四
に
引
か
れ
た
塩
魚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

漢
官
に
は
「
大
急
は
司
農
に
由
り
小
用
は
少
府
に
由
る
。
故
に
小
説

と
い
う
」
と
あ
り
、
国
家
の
公
用
は
大
司
農
が
管
掌
し
、
天
子
の
私

用
は
少
府
が
管
掌
す
る
と
い
う
建
前
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
両
者
の

・
財
政
収
入
の
内
訳
は
、
大
小
の
名
称
と
は
逆
に
、
大
司
農
が
四
〇
余

万
万
（
億
）
少
府
が
八
三
万
万
（
『
太
平
御
覧
』
六
二
七
治
道
誤
解
、
賦
漱

の
条
引
、
桓
諏
新
論
）
と
い
わ
れ
、
ま
た
一
説
に
は
少
府
お
よ
び
そ
の

補
助
機
関
で
あ
る
水
亭
都
尉
の
収
入
合
計
は
四
王
万
万
、
大
司
農
は

四
〇
万
万
（
『
漢
書
』
八
六
王
嘉
伝
）
と
も
い
わ
れ
る
。
少
府
の
収
入
に

つ
い
て
は
両
者
の
問
に
網
当
な
開
き
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
竜

少
府
の
収
入
が
大
司
農
を
上
廻
っ
て
い
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。

し
か
も
こ
れ
ら
二
つ
の
記
事
は
い
ず
れ
も
武
帝
以
後
の
も
の
と
考
定

　
　
　
　
　
③

さ
れ
る
の
で
、
少
府
の
収
入
の
な
か
か
ら
巨
大
な
塩
鉄
収
入
を
大
司

農
に
移
管
し
て
の
ち
の
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
武
豊
の
幽
幽
専

売
（
＝
九
B
・
C
）
以
前
の
少
府
の
収
入
は
、
大
司
農
の
収
入
を
は

る
か
に
上
廻
る
腫
大
な
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
こ
の
よ
う
な

い
わ
ば
帝
室
財
政
中
心
主
義
の
体
制
が
、
前
漢
時
代
こ
と
に
漢
心
に
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お
い
て
著
し
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
秦
が
戦
国
時
代
以
来
、
他

の
専
制
的
領
域
国
家
と
お
な
じ
く
、
帝
室
直
営
の
財
政
機
構
に
重
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

な
お
い
て
き
た
体
糊
を
漢
が
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
た
め
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
経
済
体
制
に
大
き
な
変
化
が
お
こ
っ
た
の
は
武
雄
の

時
で
あ
っ
た
。
『
史
記
』
三
〇
平
準
書
に
よ
れ
ば
、
塩
鉄
丞
平
戸
・
孔
僅

は
「
山
海
は
天
地
の
蔵
で
あ
る
か
ら
み
な
宜
し
く
華
府
に
属
す
べ
き

も
の
を
、
陛
下
は
私
せ
ず
に
大
農
に
属
し
て
賦
（
公
用
）
を
た
す
け
ら

れ
ま
す
…
…
」
と
の
べ
、
武
帝
が
石
工
収
入
の
相
当
部
分
を
大
司
農

の
財
政
に
移
管
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
以
後
黒
蜜
は
国

家
の
専
売
制
と
な
り
国
家
財
政
の
重
要
な
財
源
の
一
つ
に
加
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
元
帝
時
代
（
四
八
～
三
三
B
．
C
）
の

官
府
の
収
入
が
、
大
司
農
の
そ
れ
を
上
廻
っ
て
い
た
こ
と
は
前
述
し

た
通
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
つ
ぎ
の
成
帝
時
代
に
、
谷
永
は
帝
室
の

心
添
を
諌
言
す
る
と
と
も
に
「
ま
す
ま
す
太
宮
・
導
官
・
中
御
府
・

均
官
・
掌
畜
∴
膿
犠
の
用
度
を
減
じ
、
尚
方
・
罵
言
・
京
師
郡
国
の

工
服
官
の
発
奮
造
作
を
止
め
て
以
っ
て
大
司
農
を
助
け
よ
…
…
…
」

（『

ｿ
暑
』
八
五
本
伝
）
と
の
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
要
す
る
に
少
府
の
財

政
よ
り
も
大
司
農
の
そ
れ
を
重
視
す
る
意
見
で
あ
る
。
か
れ
は
の
ち

に
大
司
農
の
長
官
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
は
す

で
に
元
帯
時
代
に
も
貢
禺
・
翼
奉
（
『
漢
書
」
七
一
丁
七
五
本
伝
）
等
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

よ
っ
て
の
べ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
大
司
農
を
主

体
と
す
る
国
家
財
政
中
心
主
義
に
あ
ら
た
め
よ
う
と
す
る
傾
向
は
、

武
並
以
後
次
第
に
強
く
な
る
が
、
前
漢
時
代
は
最
後
ま
で
重
富
・
大

司
農
の
二
本
建
財
政
が
持
続
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
後
漢
に
な
る
と
完

」
全
に
大
司
農
に
よ
る
国
家
財
政
一
本
に
き
り
か
え
ら
れ
て
し
ま
う
。

　
前
漢
の
官
武
一
般
に
つ
い
て
の
べ
た
『
漢
書
』
百
官
表
と
後
漢
の

そ
れ
を
つ
た
え
る
『
続
漢
書
』
百
官
志
と
の
当
該
記
事
を
比
較
す
る

と
、
ま
ず
目
に
つ
く
の
は
少
府
の
機
構
改
革
と
縮
少
で
あ
る
。
少
府

は
前
漢
時
代
に
二
宮
の
少
婦
卿
の
下
に
こ
れ
を
補
佐
す
る
次
官
の
丞

が
六
人
も
お
か
れ
、
ま
た
少
童
の
補
助
機
関
と
し
て
武
帝
の
時
に
設

置
さ
れ
た
水
泡
都
尉
に
は
丞
が
五
人
お
か
れ
、
両
者
と
も
に
中
央
官

庁
の
な
か
で
は
も
っ
と
も
次
官
員
を
多
く
そ
な
え
た
機
関
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
両
機
関
が
と
く
に
事
務
繁
忙
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
竜
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
後
漢
時
代
の
少
府
は
長
官
の
下
に
次
官
の
丞
を

一
人
お
い
た
だ
け
で
、
一
挙
に
五
人
を
湖
減
し
て
し
ま
っ
た
。
ま
た

少
府
の
補
助
機
関
と
し
て
少
府
に
つ
ぐ
彪
．
大
な
次
官
員
を
そ
な
え
た

水
素
都
尉
は
「
世
祖
こ
れ
を
省
い
て
書
案
を
少
府
に
井
わ
す
」
（
『
続

漢
志
』
馬
繋
）
と
あ
る
よ
う
に
全
部
少
府
に
吸
収
し
て
し
ま
っ
た
。
し
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た
が
っ
て
後
漢
時
代
の
少
々
は
前
漢
の
少
府
と
水
衡
都
尉
を
合
併
し

て
、
し
か
も
長
宮
と
次
官
お
の
お
の
一
人
ず
っ
と
な
っ
た
か
ら
、
前

漢
時
代
に
く
ら
べ
て
一
挙
に
一
人
の
長
官
と
一
一
人
の
次
官
を
削
減

し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
官
員
の
急
激
な
減
少
は
竜
ち
う
ん

機
購
の
大
変
革
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
漢
時
代
に
大
司
農
に

も
ま
さ
る
大
き
な
財
政
を
管
掌
し
た
誤
嚥
は
、
後
漢
に
な
る
と
そ
の

財
政
事
務
を
そ
っ
く
り
大
司
農
に
移
管
し
て
し
ま
い
、
単
に
宮
廷
内

の
政
務
等
を
掌
る
機
関
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
　
『
続
漢
志
』
特
注
に

は
少
府
の
管
掌
事
項
を
説
明
し
て
「
（
宮
）
中
底
御
の
諸
物
・
衣
服
・

宝
貨
・
珍
膳
の
属
を
掌
る
」
と
の
べ
て
い
る
。
加
藤
繁
氏
は
財
政
組

織
に
二
大
区
別
を
置
く
制
度
は
秦
以
来
の
制
度
を
継
承
し
た
も
の
で

あ
り
、
こ
れ
が
前
漢
か
ぎ
り
で
終
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
と
と
も

に
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
「
さ
り
な
が
ら
光
武
の
改
革
は
余
り
に
極

端
に
馳
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
角
を
矯
め
て
牛
を
殺
す
憾
は
無

か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
国
家
財
政
と
帝
室
財
政
と
を
区
別
し
、
宮
廷

費
の
為
め
に
国
政
費
を
累
さ
ず
、
国
政
費
の
蕾
め
に
宮
廷
費
を
傷
け

ず
、
互
に
そ
の
診
域
を
守
っ
て
相
侵
さ
ざ
ら
し
め
ん
と
す
る
制
度
を

一
朝
に
し
て
廃
止
し
了
わ
っ
た
の
は
早
計
で
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
後
漢
及
び
そ
の
後
の
財
政
の
状
態
を
検
討
し
て
始
め
て
明
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
し
得
る
こ
と
で
今
後
の
考
究
に
侯
ち
た
い
」
と
つ
け
く
わ
え
ら
れ

た
。
で
は
後
漢
以
後
の
状
態
は
一
体
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

つ
ぎ
に
後
漢
の
一
元
的
財
政
機
構
と
な
っ
た
大
司
農
に
つ
い
て
考
察

し
よ
う
。

①
加
藤
繁
「
漢
代
に
於
け
る
瞬
家
財
政
と
霊
室
財
政
と
の
区
別
並
に
帝
室

財
政
一
斑
」
（
『
『
支
那
経
済
史
考
証
』
上
）

②
秦
で
は
治
菓
内
〃
史
と
い
い
、
漢
初
は
こ
れ
を
う
け
た
が
武
帝
は
大
司
農

　
と
あ
ら
た
め
た
。
韓
信
は
高
祖
に
帰
服
す
る
と
、
副
司
都
尉
に
任
ぜ
ら
れ

　
た
が
、
武
帝
の
時
に
桑
公
寧
も
治
定
都
尉
に
任
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
治
粟
都

　
尉
は
治
粟
内
史
窪
た
は
大
司
農
卿
の
属
官
で
あ
る
。

③
　
『
漢
書
』
王
嘉
伝
の
記
瑛
は
元
帝
時
代
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
新
論
の

　
そ
れ
は
宣
帝
以
後
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
六
臣
注
交
選
、
竃
六

　
・
永
明
九
年
策
秀
才
関
下
の
李
善
注
に
「
羽
子
新
論
日
、
漢
宣
以
来
、
否

三
次
銭
、
一
歳
余
二
十
万
、
蔵
於
都
内
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
か
る
。

　
（
増
淵
氏
「
先
駆
時
代
の
山
林
藪
沢
と
秦
の
公
田
」
（
『
中
国
古
代
の
社
会

　
と
文
化
』
、
二
四
三
頁
・
注
二
参
照
）

④
増
淵
龍
夫
氏
は
秦
の
公
田
経
鴬
を
論
ず
る
際
、
『
太
平
御
覧
』
｝
六
一

州
遷
都
七
河
北
道
上
、
尊
爵
の
条
引
、
史
記
侠
文
に
あ
る
魏
の
李
克
の
言

　
を
と
り
あ
げ
、
戦
国
時
代
に
お
け
る
専
制
網
主
の
経
済
的
地
盤
と
し
て
は
、

県
制
下
の
入
民
よ
り
の
賦
税
収
入
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
山
林
藪
沢
の
利

　
が
重
要
な
比
重
を
し
め
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
。
　
（
増
淵
氏
前
掲
二
四
五

　
・
六
頁
）

⑤
貢
萬
は
武
勲
以
来
の
宮
廷
の
碧
修
を
指
摘
し
、
こ
れ
が
宣
帝
に
い
た
る
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ま
で
常
…
綱
と
な
っ
て
い
て
諦
讐
講
ず
る
者
も
な
い
有
様
で
あ
る
と
の
べ
、
ま

た
官
奴
碑
～
○
万
を
庶
民
と
し
て
北
辺
の
成
卒
に
乞
う
べ
し
と
い
う
。
か

れ
ら
の
進
言
に
よ
っ
て
宜
春
下
苑
を
省
い
て
貧
民
に
給
田
が
行
な
わ
れ
て

　
い
る
。
　
（
『
漢
書
』
七
二
本
伝
）

翼
奉
は
「
宮
室
苑
圃
薯
泰
に
し
て
供
し
が
た
し
。
故
を
以
っ
て
民
零
し
み

園
虚
し
く
、
累
年
の
畜
な
し
…
…
」
と
の
べ
て
い
る
。
（
『
漢
書
』
七
五
本

伝
）
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
宮
室
財
政
の
過
大
を
指
摘
し
た
も
の
と
み
て
よ

　
い
。

⑥
加
藤
繁
氏
前
掲
、
～
五
〇
頁
。

二
、
後
漢
の
大
司
農

　
続
漢
志
少
府
の
条
の
本
注
に
「
凡
そ
山
沢
破
池
の
税
を
名
づ
け
て

禁
銭
と
い
い
少
府
に
属
せ
り
。
世
祖
改
め
て
司
農
に
属
す
」
と
あ
る

よ
う
に
、
後
漢
に
な
る
と
前
漢
の
少
府
が
管
掌
し
て
い
た
帝
室
財
政

を
大
司
農
に
移
管
し
て
国
家
財
政
一
本
建
と
し
た
た
め
、
大
司
農
は

帝
国
の
財
政
を
一
手
に
ひ
き
う
け
る
重
大
な
任
務
を
お
び
る
機
関
と

な
っ
た
。
『
続
漢
志
』
の
本
注
に
は
大
司
農
の
職
掌
を
説
明
し
て
「
諸

の
銭
穀
・
陳
書
・
諸
の
貨
幣
・
郡
国
の
四
時
に
上
る
月
旦
の
親
藩
建
軍

を
掌
る
。
其
適
未
だ
畢
わ
ら
ざ
る
は
（
未
納
の
分
は
）
お
の
お
の
つ
ぶ

、
さ
に
こ
れ
を
別
つ
。
辺
郡
の
諸
官
の
調
度
を
請
う
者
は
皆
報
給
を
な

し
、
多
き
を
損
し
寡
き
を
益
し
相
給
足
す
る
を
取
る
」
と
述
．
へ
、
・
．
’
、

の
記
事
が
き
わ
め
て
具
体
的
で
あ
る
．

　
と
こ
ろ
が
そ
の
下
に
あ
る
属
官
の
配
備
を
み
る
と
、
太
倉
令
（
全

国
よ
り
伝
回
す
る
穀
物
を
管
掌
す
る
）
平
準
ム
”
（
物
緬
の
調
査
と
練
染
采
色

の
工
芸
を
管
掌
す
る
）
導
宮
令
（
御
米
を
旧
き
乾
繍
を
つ
く
る
）
の
三
令
丞

が
あ
る
の
み
で
、
前
漢
の
大
司
農
が
太
倉
・
唐
輪
・
平
準
・
都
内
・

三
田
の
五
当
惑
お
よ
び
斡
官
・
鉄
市
の
両
長
丞
と
、
郡
国
の
諸
倉
．

農
監
・
都
水
等
の
六
十
五
官
長
丞
を
所
属
せ
し
め
て
い
た
の
と
は
大

き
な
相
違
で
あ
る
。
前
漢
の
少
府
を
吸
収
し
て
す
べ
て
の
財
政
を
専

管
す
る
こ
と
に
な
っ
た
後
漢
の
大
司
農
は
、
機
構
の
大
拡
充
を
行
う

の
が
当
然
で
あ
る
の
に
か
え
っ
て
機
構
の
縮
少
を
と
げ
て
い
る
の
は

何
故
で
あ
ろ
う
か
。
　
こ
の
事
情
に
つ
い
て
　
『
続
剛
志
』
本
注
に
は

「
郡
国
の
塩
官
・
鉄
官
は
も
と
司
農
に
属
す
。
中
興
よ
り
皆
郡
県
に

属
す
。
ま
た
鰹
穣
の
令
あ
り
六
百
石
な
り
。
祭
認
の
犠
牲
．
鳩
驚
の

属
を
掌
る
。
お
よ
び
臆
断
の
市
長
・
郷
陽
の
敷
倉
の
宮
は
中
興
よ
り

皆
河
南
ヂ
に
属
す
。
余
の
均
堅
磐
は
皆
省
け
り
」
と
あ
る
か
ら
、
前

漢
時
代
の
大
司
農
の
属
富
は
太
倉
・
平
準
の
二
の
み
を
と
ど
め
て
他

は
す
べ
て
廃
止
す
る
か
ま
た
は
郡
国
に
移
管
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
前
漢
時
代
に
は
少
府
の
属
官
で
あ
っ
た
溝
同
町
が
後
漢
で
は
大

司
農
に
移
管
さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
を
あ
わ
せ
て
大
司
農
の
属
官
は
都
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目代の勧農政策（薦村）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

合
三
つ
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
大
司
農
は
後
漢
に
は
国

家
財
政
の
総
元
締
と
は
な
っ
た
が
、
地
方
の
財
政
実
務
は
す
べ
て
郡

国
の
管
轄
に
移
譲
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
後
漢
の
国
家
財
政
の
あ

り
か
た
に
大
き
な
変
革
が
行
わ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

　
こ
の
よ
う
な
従
来
中
央
に
所
属
し
た
財
政
機
構
の
大
巾
な
郡
国
移

管
の
実
態
を
、
今
わ
た
く
し
の
論
考
に
直
接
関
係
の
あ
る
農
政
関
係

機
構
の
み
に
つ
い
て
み
て
ゆ
く
と
、
前
漢
の
大
司
農
に
所
属
し
た
都

水
と
海
難
と
が
後
漢
で
は
省
か
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
（
『
続
漢

志
』
引
、
胡
二
軍
）
と
こ
ろ
が
『
続
漢
志
』
少
府
の
条
本
注
に
は
「
都

　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　

水
を
郡
国
に
属
す
」
と
述
べ
て
い
る
か
ら
、
都
水
は
中
央
の
所
属
を

は
な
れ
て
あ
ら
た
め
て
地
方
長
官
の
管
轄
下
に
は
い
っ
た
の
で
あ
る
。

『
漢
書
』
百
官
表
・
『
続
漢
書
』
百
官
志
と
も
に
都
水
は
諸
所
に
散

見
す
る
が
、
ま
と
ま
っ
た
記
事
は
『
晋
書
』
二
四
職
官
志
の
都
水
使

者
の
条
に
み
ら
れ
る
。
し
か
し
『
通
典
』
二
七
職
官
・
都
水
使
者
の

条
の
記
事
が
さ
ら
に
詳
し
い
の
で
こ
れ
に
よ
る
と
「
初
め
秦
漢
ま
た

都
水
の
長
丞
あ
り
。
阪
池
悪
留
を
主
り
河
渠
を
保
守
す
。
太
常
・
少

府
よ
り
三
争
力
に
及
ぶ
ま
で
皆
其
官
あ
り
。
漢
の
武
帝
は
都
水
の
嘗

多
き
を
以
っ
て
、
乃
ち
左
右
使
者
を
置
い
て
撃
っ
て
之
を
領
す
。
漢

の
哀
帝
使
者
の
官
を
省
ぶ
く
。
東
京
に
至
り
て
凡
そ
都
水
（
使
蒋
）
は

皆
之
を
罷
め
、
河
提
謁
考
を
併
せ
鐙
く
」
と
い
う
。
つ
ぎ
に
『
六
典
』

二
三
、
都
水
監
の
条
で
は
、
は
じ
め
て
都
水
使
者
を
お
い
た
の
は
漢
の

悪
説
で
は
な
く
成
帝
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
『
晋
書
』
職
官
志
の
場
合

と
お
な
じ
く
都
水
と
水
衡
都
尉
と
を
混
同
し
て
い
る
が
、
　
「
後
漢
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
り
　
む
　
む
　
　

は
都
水
を
省
ぶ
い
て
以
っ
て
郡
国
に
属
し
、
而
し
て
河
陛
謁
者
五
人

を
驚
く
。
魏
も
之
に
因
る
」
と
あ
り
、
前
漢
の
都
水
使
者
に
あ
た
る

も
の
は
後
漢
で
は
河
陽
謁
者
と
な
り
、
地
方
の
破
池
・
灌
概
を
司
ど

り
河
渠
の
保
守
に
あ
た
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
続
漢
書
』
百

宮
志
、
州
郡
の
条
の
お
わ
り
に
「
其
郡
に
塩
官
・
鉄
官
・
判
官
・
都

水
際
あ
る
者
は
、
事
の
広
狭
に
随
っ
て
令
長
及
び
丞
を
幽
く
。
溌
墨

皆
県
道
の
如
し
。
分
士
無
き
も
本
曇
を
給
す
」
と
あ
り
、
そ
の
太
・
注

に
は
都
水
量
を
説
明
し
て
「
水
池
及
び
魚
利
あ
る
こ
と
多
き
者
は
、
水

官
を
響
い
て
水
を
平
し
漁
税
を
収
む
る
こ
と
を
主
ら
し
む
」
と
あ
っ

て
『
種
取
』
『
六
典
』
『
毒
酒
士
心
』
の
記
事
に
は
若
干
の
出
入
が
あ
る
が
、

要
す
る
に
官
位
の
う
え
で
は
、
都
水
里
と
は
上
は
県
令
級
の
も
の
か

ら
下
は
長
丞
級
ま
で
あ
り
、
職
掌
の
内
容
は
、
阪
池
の
灌
概
・
河
渠

め
保
守
お
よ
び
漁
税
の
収
取
を
掌
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
制
度
面

か
ら
み
る
と
、
秦
か
ら
前
漢
の
お
わ
り
ま
で
は
中
央
官
庁
た
る
少
府

・
水
衡
・
大
司
農
・
太
常
葉
に
直
属
し
た
が
、
後
漢
に
な
る
と
地
方
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長
官
の
下
に
所
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
中
央
と
の
連
絡
に
つ

い
て
は
、
成
帝
の
時
に
（
『
通
者
』
で
は
武
帝
と
な
っ
て
い
る
）
都
水
使
者
を

お
い
た
が
、
後
漢
時
代
に
は
こ
れ
に
代
え
て
河
隆
謁
者
を
お
い
た
と

　
　
　
　
　
　
⑧

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
魏
は
こ
れ
を
継
承
し
、
晋
に
な
る
と
都

水
台
を
お
き
、
長
官
で
あ
る
都
水
使
者
の
竜
と
に
河
隆
謁
者
を
所
属

せ
し
め
（
『
通
典
』
二
七
職
官
）
ま
た
地
方
で
は
刺
史
の
従
事
に
都
水
従

事
を
一
人
ず
つ
お
く
こ
と
と
し
、
水
利
行
政
の
系
統
を
上
下
に
わ
た

っ
て
整
備
し
た
（
『
晋
書
』
職
官
志
）
。
こ
れ
は
後
漢
の
制
度
の
発
展
し
た

も
の
で
あ
る
。
前
漢
時
代
に
恒
常
・
三
輔
・
少
府
・
大
司
農
等
の
中
央

諸
官
庁
に
そ
れ
ぞ
れ
分
散
し
て
直
属
し
て
い
た
都
水
の
官
が
後
漢
で

は
郡
属
に
所
属
し
て
地
方
の
水
利
灌
概
行
政
に
あ
た
る
こ
と
と
な
り
、

地
方
官
の
墾
田
政
策
に
寄
与
す
る
体
制
が
で
き
あ
が
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
前
漢
時
代
大
司
，
農
に
所
属
し
、
後
漢
に
は
廃
さ
れ
た
と
い
う

郡
国
の
細
辛
は
ど
う
か
。
王
位
謙
は
『
漢
書
』
補
注
に
農
監
を
農
官
と

解
し
て
い
る
が
、
事
実
農
監
と
い
う
も
の
は
他
に
見
当
ら
な
い
か
ら

農
圃
で
あ
ろ
う
。
前
漢
武
帝
の
時
、
楊
可
の
告
繕
に
よ
っ
て
没
収
さ

れ
た
土
地
が
大
県
で
は
数
百
頃
、
小
県
で
も
百
余
頃
あ
り
、
こ
れ
を
水

里
・
少
府
・
太
僕
・
大
司
農
に
配
属
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
農
官
を
お
い
て

耕
作
の
管
理
に
あ
た
ら
せ
た
こ
と
が
『
漢
書
』
食
貨
志
下
お
よ
び
史
記

平
準
書
に
で
て
い
る
。
後
漢
時
代
に
も
地
方
の
郡
に
は
園
田
等
の
公

田
が
所
属
し
た
か
ら
、
郡
国
の
公
田
は
前
漢
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
継

承
し
た
に
相
違
な
い
。
す
な
わ
ち
『
後
漢
書
』
一
一
〇
上
文
苑
内
に
は
、

国
香
が
魏
郡
太
守
と
し
て
郡
の
園
田
を
人
民
に
賦
与
し
た
こ
と
が
で

て
い
る
。
暗
闘
が
太
守
の
権
限
で
人
民
に
仮
与
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、

地
方
の
公
田
が
地
方
長
官
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
裏
書
き
す
る

も
の
で
あ
る
。
　
ま
た
辺
郡
に
お
か
れ
た
屯
田
は
、
　
前
漢
の
武
帝
が

「
農
都
尉
を
お
い
て
屯
田
殖
穀
を
主
ら
し
め
た
」
と
『
有
漢
志
』
に
述
べ
、

こ
の
農
都
尉
が
西
河
・
朔
方
・
五
平
・
北
地
・
安
定
・
武
威
・
張
披

等
の
郡
に
お
の
お
の
一
乃
至
二
以
上
、
合
計
一
一
お
か
れ
て
い
た
こ

と
を
労
棘
氏
は
『
幌
延
漢
簡
考
証
』
巻
一
に
述
べ
て
い
る
が
、
後
漢

に
な
っ
て
も
農
都
尉
の
制
度
は
継
承
さ
れ
た
。
し
か
し
光
武
帝
は
農

都
尉
を
典
農
都
尉
と
あ
ら
た
め
た
ら
し
く
、
建
武
八
年
目
梁
統
は
酒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

泉
郡
の
典
農
都
尉
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
（
『
後
漢
書
』
六
四
本
伝
）
。
後

漢
末
、
曹
操
の
設
置
し
た
典
農
部
は
こ
の
宮
を
継
承
し
て
そ
の
規
模

を
拡
大
し
た
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
後
漢
時
代
に
は
、
郡
国
の
農

政
の
運
営
が
全
国
地
方
長
官
を
主
体
に
し
て
行
な
わ
れ
る
体
制
が
で

き
あ
が
っ
た
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
愚
な
く
地
方
政
治
の
発
展
で
あ
る
。

　
ま
た
前
漢
平
幕
の
時
に
大
司
農
に
部
丞
一
三
人
を
お
い
て
全
国
一
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代の勧農致策（薦村）

三
州
の
勧
農
を
管
掌
せ
し
め
て
い
た
の
を
、
後
漢
で
は
こ
れ
も
廃
し

て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
地
方
官
に
農
政
を
移
譲
し
た
当
然
の
結
果
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
前
漢
時
代
の
少
府
・
大
司
農
等
に
そ
れ

ぞ
れ
所
属
し
た
農
政
機
構
が
全
般
的
に
地
方
に
移
譲
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
全
地
方
官
を
主
体
と
す
る
郡
県
欄
的
把
握
を
媒
介
と
し
て
強

力
な
勧
農
政
策
を
行
い
、
こ
れ
ら
の
成
果
を
中
央
の
財
政
機
関
た
る

大
司
農
が
総
理
す
る
体
制
が
で
き
た
わ
け
で
、
後
漢
の
大
司
農
は
地

方
的
な
も
の
を
切
離
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
古
代
帝
国
の

財
政
総
裁
機
関
と
し
て
の
機
龍
を
充
分
に
発
揮
で
き
る
中
央
官
庁
と

な
っ
た
と
も
い
え
る
。
で
は
前
漢
時
代
に
彪
大
な
帝
室
財
政
を
管
理

し
た
が
、
後
漢
に
な
る
と
そ
の
財
政
的
機
能
を
す
べ
て
大
司
農
に
ゆ

つ
っ
て
し
ま
っ
た
の
ち
の
少
府
は
ど
う
な
っ
た
か
。

　
⑦
『
晋
書
』
職
官
志
に
よ
れ
ば
、
晋
の
認
可
農
は
大
策
・
灘
官
の
二
令
と
、

　
獲
瞬
都
水
の
長
お
よ
び
四
方
の
護
漕
の
橡
を
統
べ
る
に
す
ぎ
ず
、
以
後
膚

　
に
い
た
る
ま
で
も
大
体
同
様
で
、
前
漢
の
よ
う
な
諸
多
の
属
宜
を
も
っ
こ

　
と
は
な
く
な
っ
た
g

　
⑧
『
後
漢
書
』
一
〇
六
循
吏
伝
の
王
景
伝
に
引
か
れ
た
「
十
割
州
民
」
に
は

　
「
前
漢
成
帝
の
時
に
河
陽
謁
者
を
お
き
、
こ
れ
を
一
名
護
都
水
使
者
と
も

　
称
し
た
が
、
後
漢
に
な
っ
て
三
膚
の
橡
属
を
こ
れ
に
充
て
た
」
と
の
べ
て

　
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
河
隆
謁
藩
・
護
都
水
使
者
は
伺
一
官
の
別
名
と
い

　
う
脚
隔
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
『
漢
窯
』
二
九
構
油
井
に
み
え
る
河
隅
使
者

　
王
延
糎
の
こ
と
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
れ
は
こ
の
習
業
郡
三
二
県
に

　
お
よ
ん
だ
水
害
を
三
六
日
で
治
め
た
。
そ
し
て
こ
の
時
、
別
に
謁
者
二
人

　
を
発
し
て
船
を
出
し
て
人
民
を
救
わ
し
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
「
十

　
三
州
憲
」
で
は
こ
の
使
嚢
と
謁
旛
が
混
同
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ

　
る
。
と
に
か
く
諸
需
の
記
事
か
ら
み
て
、
河
罷
謁
者
は
後
漢
に
な
っ
て
か

　
ら
お
か
れ
た
と
す
る
の
が
正
し
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
都
水
使
者
を
武
帝

　
の
時
に
お
い
た
と
す
る
『
逓
典
』
の
説
は
『
回
書
』
沸
講
油
士
心
・
『
後
…
漢
書
』

循
吏
伝
お
よ
び
十
三
州
志
に
よ
っ
て
、
　
『
六
典
』
の
成
帝
説
に
あ
ら
た
め

　
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

⑨
明
衛
永
平
一
六
年
、
伊
吾
慮
の
地
に
宜
禾
都
尉
を
お
い
て
屯
回
し
た
（

『
後
漢
霞
』
一
…
八
繭
域
伝
）
が
、
堂
禾
都
尉
と
い
う
の
は
特
殊
の
名
称
で
、

屯
田
専
管
の
一
毅
酌
な
官
名
は
、
前
漢
の
農
都
尉
を
継
ぐ
典
農
都
尉
で
あ

ろ
う
。

三
、
後
漢
の
少
府

　
前
漢
時
代
に
お
け
る
少
府
の
機
構
内
容
に
つ
い
て
は
加
藤
繁
氏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

詳
細
な
解
説
が
あ
る
が
、
氏
は
少
贋
の
職
務
内
容
を
大
別
し
て
、
6

天
子
の
供
養
な
ら
び
に
こ
れ
に
関
す
る
宮
廷
の
雑
務
を
掌
る
も
の
、

⇔
宮
廷
の
財
政
に
関
す
る
事
務
を
掌
る
も
の
、
⇔
国
政
に
関
す
る
事

務
を
助
け
る
も
の
の
三
種
類
に
整
理
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
の
⇔
は
後

漢
時
代
に
大
司
農
に
移
管
さ
れ
る
が
、
e
と
⇔
は
そ
の
ま
ま
存
続
す

る
。
と
こ
ろ
で
『
続
漢
志
』
本
注
に
お
い
て
、
後
漢
の
少
府
の
職
務
内
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容
の
総
括
的
説
明
と
し
て
冒
頭
に
か
か
げ
ら
れ
た
竜
の
は
「
（
宮
）
中

畑
御
の
諸
物
・
衣
服
・
宝
貨
・
珍
膳
の
属
を
掌
る
」
と
あ
る
の
み
で
、

こ
れ
は
加
藤
氏
の
あ
げ
ら
れ
た
e
に
あ
た
る
も
の
で
、
㊨
を
ふ
く
ん

で
い
な
い
。
加
藤
氏
も
『
続
漢
薬
』
の
本
条
に
よ
り
後
漢
時
代
の
少

府
を
説
明
し
て
「
少
時
を
以
っ
て
単
に
宮
廷
の
雑
務
を
掌
る
官
庁
と

　
　
　
⑩

し
…
…
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
　
『
続
漢
帯
心
』
の
冒
頭
説
明
に
は

氏
の
指
摘
さ
れ
た
第
三
条
す
な
わ
ち
「
国
政
に
関
す
る
事
務
を
助
け

る
機
関
」
と
し
て
の
重
大
な
任
務
に
関
す
る
事
項
を
落
し
て
い
る
。

こ
れ
は
本
注
が
簡
略
を
期
し
た
た
め
こ
の
よ
う
に
し
た
と
竜
考
え
ら

れ
る
が
、
後
漢
時
代
に
お
け
る
少
府
の
本
領
は
こ
れ
ま
で
の
財
政
機

関
と
し
て
の
事
務
を
す
べ
て
大
司
農
に
ゆ
ず
り
、
天
子
側
近
の
政
務

機
関
に
転
換
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
か
ら
、
も
し
少
府
の
職
掌
を
簡
単

に
説
明
す
る
と
せ
ば
、
政
務
機
関
で
あ
る
こ
と
を
冒
頭
に
か
か
げ
ね

ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
前
漢
時
代
以
来
の
尚
書
令
・
中
書
謁
者
令
・
侍
中
等
は

い
ず
れ
も
帝
の
側
近
に
あ
っ
て
機
密
を
掌
り
（
こ
れ
ら
は
唐
の
三
省
す

な
わ
ち
尚
書
・
中
書
・
門
下
の
濫
鵤
で
あ
る
）
な
か
で
も
尚
書
の
権
は
と

く
に
辛
く
、
す
で
に
前
漢
時
代
に
車
騎
将
軍
張
安
世
（
町
、
漢
書
」
五
九

本
伝
）
大
将
軍
震
光
（
『
漢
書
』
六
八
本
伝
）
大
司
馬
王
鳳
（
『
漢
融
睡
九

八
元
后
伝
）
左
将
軍
師
丹
（
『
漢
雷
』
八
六
本
徴
）
等
は
本
官
と
と
も
に

尚
書
を
か
ね
、
領
尚
書
事
と
な
っ
て
機
密
を
掌
っ
た
が
、
後
漢
に
な

る
と
太
傅
趙
蘇
（
『
後
漢
書
』
五
六
本
傍
）
事
事
牟
融
（
門
後
聴
罪
』
五
六

本
伝
）
太
尉
都
彪
（
『
後
漢
書
』
七
四
本
伝
）
等
が
録
尚
書
事
と
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

三
公
以
上
の
権
力
を
屯
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
『
後
漢
書
』
七
六
陳
遺
伝

に
は
「
今
三
公
其
名
に
当
る
と
難
竜
而
も
其
実
な
し
。
選
挙
訣
賞
一
に

尚
書
に
由
る
。
尚
書
の
見
任
は
三
公
よ
り
も
重
し
」
と
の
べ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
尚
書
の
地
位
の
変
化
は
前
漢
上
帝
ご
ろ
か
ら
は

じ
ま
b
・
成
帝
の
時
（
建
始
四
年
、
二
九
8
・
C
）
に
は
尚
書
に
常
侍
曹
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

二
千
石
箭
旧
・
民
曹
・
客
曹
の
四
曹
を
お
い
て
、
尚
書
が
単
に
機
密
を

掌
る
だ
け
で
な
く
行
政
の
総
裁
機
構
と
な
る
端
緒
が
で
き
あ
が
っ
た

が
（
『
続
審
志
』
）
後
漢
に
な
る
と
尚
書
に
は
六
曹
（
常
侍
曹
を
吏
曹
と
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ほ
か
に
三
公
曹
．
中
都
官
曹
を
増
す
）
の
政
務
分
担
機
関
を
お
き
、
こ
れ

は
魏
晋
以
後
に
継
承
さ
れ
て
唐
代
に
お
け
る
尚
書
省
の
六
部
に
ま
で

　
　
　
⑯

発
展
す
る
。

　
後
漢
時
代
の
少
量
に
と
っ
て
竜
う
一
つ
重
要
な
こ
と
は
、
御
史
中

々
が
あ
ら
た
に
加
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
来
御
史
大
夫

の
丞
で
あ
っ
た
が
、
御
史
大
夫
が
大
司
空
と
名
を
あ
ら
た
め
て
か
ら

（『

ｿ
需
』
一
九
上
士
官
表
）
御
史
台
の
統
率
者
と
な
っ
た
も
の
で
、
察
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質
置
儀
に
は
「
朝
会
に
は
独
り
内
堂
蘭
台
に
坐
し
て
諸
州
の
刺
史
を

督
し
百
寮
を
糾
察
す
」
と
い
い
、
恵
棟
の
漢
画
解
詰
に
は
「
建
武
以

来
御
史
大
夫
の
官
属
を
省
く
も
蘭
台
に
入
侍
す
る
も
の
十
五
人
あ
り
。

特
に
中
鷺
一
人
置
亡
い
て
以
っ
て
之
を
総
ぶ
。
無
官
非
法
を
挙
ぐ
こ

と
を
得
。
其
権
尚
書
に
次
ぐ
」
（
『
後
漢
書
集
解
』
）
と
い
う
。
ま
た
『
晋

書
』
二
四
職
官
志
に
は
「
外
は
部
刺
史
を
督
し
内
は
侍
御
史
髪
領
し
、

公
卿
の
奏
事
挙
劾
按
章
を
急
く
」
と
あ
る
よ
う
に
、
内
外
に
対
す
る

糾
察
権
を
も
つ
て
そ
の
権
威
は
尚
書
に
つ
ぐ
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が

後
漢
で
は
あ
ら
た
に
鼠
輩
の
属
官
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
少
府
が
帝
権

に
直
属
す
る
中
央
の
政
務
機
関
で
あ
る
と
同
時
に
、
全
国
の
地
方
政

治
を
屯
掌
握
す
る
機
関
と
な
っ
た
こ
と
を
し
め
す
も
の
で
あ
る
。

　
前
漢
宣
帝
ご
ろ
か
ら
次
第
に
重
視
さ
れ
だ
し
た
刺
史
の
監
察
制
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

が
元
帝
・
大
帝
に
い
た
っ
て
い
よ
い
よ
整
備
さ
れ
て
く
る
が
、
後
漢

に
な
る
と
刺
史
の
監
察
権
を
一
層
重
く
し
た
こ
と
は
『
通
学
ハ
』
一
二
二

職
官
・
州
郡
上
に
「
豊
州
に
州
牧
は
二
計
石
長
吏
の
位
に
沿
え
ざ
る

者
を
奏
す
れ
ば
、
事
皆
先
ず
三
公
に
下
る
。
三
公
は
橡
史
を
遣
わ
し

て
按
験
し
、
然
る
後
に
（
二
千
石
長
吏
を
）
靴
退
せ
り
。
光
武
即
位
し

法
を
用
う
る
こ
と
明
察
な
り
。
復
三
府
　
に
委
せ
ず
。
故
に
権
、
挙
刺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
吏
に
帰
す
」
と
の
べ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
刺
史
を
統
率
す
る
も
の
が
御
史
中
丞
で
あ
り
、
御
直
中
丞
は
尚

書
に
つ
ぐ
権
力
を
も
ち
、
ま
た
尚
書
令
・
司
隷
校
尉
と
と
も
に
「
朝

会
に
は
席
を
専
ら
に
し
て
坐
し
、
三
独
坐
と
称
せ
ら
れ
た
」
（
『
通
典
』

三
一
上
官
。
尚
書
今
上
）
と
い
う
か
ら
後
漢
時
代
に
な
る
と
全
国
人
民

の
郡
県
制
的
把
握
が
、
皇
帝
の
側
近
機
関
に
直
結
し
て
強
化
さ
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
。

　
以
上
、
後
漢
の
少
府
の
機
構
内
容
の
う
ち
政
務
機
関
と
し
て
の
役

割
の
大
要
を
の
べ
た
が
、
こ
れ
を
除
け
ば
少
府
は
単
に
天
子
の
奉
養

な
ら
び
に
宮
廷
内
の
雑
務
を
掌
る
機
関
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
魏
晋
以

後
、
南
北
朝
を
経
て
唐
に
い
た
る
問
の
少
府
は
一
様
に
、
天
子
の
奉

養
ま
た
は
御
話
・
器
物
の
製
作
機
関
に
す
ぎ
ず
、
漢
代
蓮
府
に
属
し

た
重
要
政
務
機
関
は
、
少
府
の
所
属
か
ら
脱
し
て
そ
れ
ぞ
れ
尚
書
・

中
書
・
門
下
・
御
史
等
の
構
要
政
務
機
関
と
な
っ
て
独
立
す
る
。
し

た
が
っ
て
『
続
漢
志
』
右
近
少
府
の
条
の
冒
頭
に
か
か
げ
ら
れ
た
少
給

の
職
務
内
容
に
対
す
る
説
明
、
す
な
わ
ち
「
（
宮
）
臣
服
御
の
諸
物
・

衣
服
・
宝
貨
・
珍
膳
の
属
を
主
る
」
と
い
う
も
の
は
、
後
世
の
少
童

の
概
念
に
よ
っ
て
後
漢
時
代
の
華
府
を
説
明
し
た
も
の
で
、
無
能
を

あ
げ
て
根
幹
を
見
落
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
．
、

　
天
子
の
糊
春
機
闘
と
し
て
多
く
の
鏡
心
を
も
つ
少
府
が
、
行
政
面
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に
お
い
て
中
央
な
ら
び
に
地
方
政
治
の
総
裁
機
関
と
し
て
集
中
的
に

重
要
性
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
専
制
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

主
の
中
央
集
権
の
充
実
を
意
味
す
る
。
尚
書
の
み
な
ら
ず
、
魏
晋
以

後
に
お
い
て
は
中
書
が
さ
ら
に
尚
書
以
上
に
枢
要
な
地
位
を
し
め
る

　
　
　
　
　
⑲

よ
う
に
な
る
が
、
こ
れ
と
て
も
そ
の
理
由
は
要
す
る
に
天
子
に
対
す

る
親
蜜
度
の
深
浅
だ
け
で
ほ
か
に
何
等
の
事
情
・
も
存
し
な
い
こ
と
は
、

王
鳴
盛
が
十
七
史
商
確
に
指
摘
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
（
巻
三
二
・
台

閣
）
。
　
要
す
る
に
側
近
機
関
の
権
力
増
大
は
専
制
君
主
権
力
の
増
大

の
反
映
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
従
来
、
後
漢
帝
国
が
豪
族
と
の
連
合
政
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
よ
う
に
考
え
ら
れ
起
し
た
が
、
基
本
酌
に
は
む
し
ろ
古
代
帝
国
の

専
制
政
治
体
制
の
整
備
強
化
の
面
を
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
こ
の
こ
と
は
下
部
構
造
と
し
て
、
大
司
農
に
よ
る
国
家
財
政
一
本

化
の
体
制
が
郡
県
制
的
把
握
の
基
本
的
関
係
の
上
に
確
立
さ
れ
た
こ

と
と
当
然
関
連
を
も
つ
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
以
上
、
前

漢
か
ら
後
漢
に
い
た
る
大
司
農
お
よ
び
三
毛
の
機
構
改
革
を
通
じ
て
、

前
漢
時
代
に
帝
室
財
政
と
国
家
財
政
の
二
本
建
で
あ
っ
た
体
制
が
、

後
漢
で
は
国
家
財
政
一
本
に
整
備
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
基
盤
と

し
て
全
国
地
方
官
へ
の
農
政
面
に
お
け
る
権
限
の
移
譲
が
お
こ
な
わ

れ
、
か
つ
全
国
刺
史
の
総
帥
的
位
倒
に
あ
る
御
史
ヰ
丞
が
皇
帝
の
側

近
政
務
機
関
で
あ
る
少
府
に
編
入
さ
れ
て
、
司
馬
校
尉
と
と
竜
に
尚

書
（
宰
相
）
に
つ
ぐ
権
力
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
代
専
制
君
主

が
郡
県
制
的
把
握
の
基
本
的
関
係
を
媒
介
と
し
て
全
人
民
を
統
裁
す

る
体
制
が
で
き
あ
が
っ
た
こ
と
を
の
べ
た
。
で
は
こ
の
よ
う
な
機
講

改
革
に
照
応
す
る
も
の
と
し
て
の
、
農
業
政
策
の
実
際
面
は
ど
う
で

あ
っ
た
か
。

　
⑩
　
加
藤
献
氏
晶
肘
掲
、
　
一
二
七
～
一
二
山
ハ
胃
貝
。

　
⑪
同
右
　
　
　

一
五
〇
頁
。

　
⑫
『
初
学
記
』
　
【
「
職
官
部
上
、
尚
需
令
第
三
の
叙
購
欄
に
引
か
れ
た
漢

　
薄
儀
に
は
尚
霞
の
お
こ
り
を
説
明
し
て
「
秦
の
時
に
は
少
府
か
ら
吏
四
人

　
を
つ
か
わ
し
て
殿
中
の
発
書
を
主
つ
た
の
を
尚
書
と
い
っ
た
が
、
漢
も
こ

　
れ
を
う
け
つ
い
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
⑬
『
漢
書
』
　
一
〇
成
帝
紀
に
は
、
尚
書
に
五
曹
（
さ
ら
に
三
公
曹
を
加
え

　
る
）
を
お
い
た
と
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
ほ
ど
な
く
廃
さ
れ
四
曹
が
前
漢

　
で
は
常
制
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
　
璽
続
漢
志
』
に
し
た
が
っ
て
四

　
曹
と
し
た
。

　
⑧
後
漢
の
二
曹
の
内
容
は
、
二
千
石
膠
の
よ
う
に
前
漢
と
同
名
で
も
職
掌

　
の
こ
と
な
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
説
明
は
い
ま
は
省
略
す
る
が
、
『
初

　
学
記
』
の
尚
澱
口
令
の
条
、
事
対
欄
の
八
割
一
一
ご
独
の
項
、
霞
注
に
あ
る
説
閉

　
は
画
続
漢
志
』
の
劉
昭
注
よ
り
も
明
旦
で
あ
る
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
て
お

　
こ
う
。

　
⑯
漢
土
の
尚
書
は
魏
晋
以
後
の
そ
れ
の
よ
う
に
独
立
し
た
機
関
に
は
な
つ

　
て
い
な
い
か
ら
漢
意
と
魏
皿
日
以
後
と
は
区
別
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
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月代の勧農政簸（西村）

　
い
が
、
い
ま
は
そ
の
系
譜
を
た
ど
っ
た
ま
で
で
あ
る
Q

⑯
藤
岡
喜
久
男
「
前
漢
の
監
察
制
度
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
史
学
雑
誌
』

六
六
の
八
）

　
　
な
お
両
漢
の
刺
史
鱗
度
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
桜
井
芳
朗
氏
の
叢
論
「
御

　
史
制
度
の
形
成
」
（
『
東
洋
学
報
」
二
三
の
二
・
三
）
が
あ
る
。

＠
な
お
後
漢
に
な
る
と
地
方
官
の
職
事
が
重
視
さ
れ
尚
書
令
・
僕
射
か
ら

郡
太
守
と
な
る
者
「
鍾
離
意
（
『
後
漢
需
』
七
一
本
伝
）
墨
香
（
同
一
一
〇

上
文
苑
伝
）
胡
広
（
同
七
四
本
伝
と
や
、
郡
太
守
か
ら
三
公
と
な
る
も
の

　
「
瑛
延
（
同
六
三
本
伝
）
第
五
倫
（
同
七
一
本
伝
）
飽
昆
（
同
五
九
本
伝
）

劉
寵
（
同
｝
〇
六
循
唄
吏
伝
）
」
　
が
の
め
る
。

⑲
後
漢
蒔
代
の
少
目
が
集
中
的
に
権
力
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
と

　
り
も
な
お
さ
ず
専
制
碧
主
権
力
増
大
の
反
映
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
元
の
榔

　
経
は
『
続
後
漢
窯
』
八
六
中
・
職
官
少
府
の
条
に
、
髪
上
に
権
力
が
集
中

　
し
、
こ
れ
が
漢
王
朝
を
乱
す
も
と
と
な
っ
た
と
い
い
、
そ
の
原
因
を
寅
沢

　
破
池
の
税
を
収
め
瞥
修
を
き
わ
め
た
た
め
、
親
雪
が
華
府
に
あ
つ
ま
り
権

　
を
専
ら
に
し
た
こ
と
に
あ
る
と
の
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
前
後
漢
が
ま
つ

　
た
く
混
同
さ
れ
て
い
る
。
前
漢
時
代
に
少
府
が
帝
室
の
彪
大
な
私
財
を
管

　
理
し
た
時
に
は
そ
の
権
力
が
弱
く
、
後
漢
に
な
っ
て
少
府
の
財
政
的
機
能

　
を
大
司
農
に
ゆ
ず
っ
て
の
ち
に
、
か
え
っ
て
少
府
の
権
力
が
強
く
な
っ
て

　
い
る
と
い
う
醸
実
は
、
少
府
そ
の
も
の
に
権
力
の
根
源
が
あ
る
の
で
は
な

　
く
、
国
家
体
制
の
整
舗
に
も
と
つ
く
専
欄
権
力
の
確
立
が
、
君
主
側
近
機

　
関
と
し
て
の
少
府
に
反
映
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
専
欄
君
主
が
そ

　
の
側
近
に
権
力
を
集
中
し
得
る
体
側
が
後
漢
時
代
に
確
立
し
た
こ
と
こ
そ
、

　
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
つ
け
く
わ
え
て
お
く
。

⑩
曹
魏
に
な
っ
て
中
霞
が
尚
書
以
上
に
権
力
を
も
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
は

　
趙
翼
の
『
咳
綴
叢
孜
』
二
六
・
尚
喜
の
項
に
簡
明
に
の
べ
て
あ
る
が
、
こ

　
の
辺
の
事
情
を
も
つ
と
も
具
体
的
に
し
め
し
て
い
る
瑛
例
と
し
て
、
晋
に

　
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
が
、
　
冊
．
晋
暑
』
三
九
葡
彫
塑
に
「
か
れ
が
中

講
監
か
ら
尚
需
令
に
転
任
し
た
と
き
に
、
わ
が
鳳
型
の
池
を
奪
わ
れ
た
と

　
い
っ
て
な
げ
い
た
」
と
い
う
豊
実
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

　
　
な
お
一
躍
つ
け
く
わ
え
て
お
く
が
、
後
漢
隠
代
の
尚
書
は
録
尚
書
購
と

　
し
て
宰
相
の
位
縫
に
あ
り
、
事
実
上
は
少
府
か
ら
独
立
し
て
い
る
も
の
と

　
考
え
て
よ
い
。
し
か
し
官
需
上
で
は
、
魏
晋
以
後
の
よ
う
に
尚
書
台
と
し

　
て
独
立
し
て
い
な
い
。

⑳
短
長
陞
「
東
漢
的
豪
族
」
（
『
清
華
学
報
』
一
一
）

　
※
後
漢
の
少
府
…
の
本
・
領
は
曲
霧
館
側
近
の
政
務
機
関
と
な
っ
た
と
こ
ろ
に
あ

　
る
が
、
以
上
の
叙
述
で
は
た
だ
大
綱
の
み
を
あ
げ
た
。
し
か
し
少
々
粗
略

　
に
す
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
の
で
、
若
干
の
補
足
を
し
て
お
く
と
、
e
中
善

　
等
質
令
（
中
謁
選
書
、
の
ち
の
中
書
）
は
後
漢
の
脱
胎
で
砥
廃
さ
れ
、
黄

門
系
統
の
官
が
こ
の
こ
と
を
行
っ
た
。
⇔
後
漢
の
五
宝
に
は
郷
里
中
丞
が

　
あ
ら
た
に
加
わ
っ
た
ほ
か
に
、
司
法
系
統
の
国
書
侍
御
史
と
侍
御
史
が
あ

　
つ
た
こ
と
を
つ
け
く
わ
え
て
お
こ
う
。
詳
細
に
つ
い
て
は
際
目
に
譲
る
こ

　
と
と
し
た
い
。

凶
、
前
漢
の
公
田
お
よ
び
民
田
へ
の
施
策

　
前
漢
時
代
の
農
業
政
策
に
つ
い
て
も
っ
と
も
ま
と
ま
っ
た
知
見
を

提
供
し
て
く
れ
る
の
は
、
『
漢
書
』
溝
漁
志
と
岡
食
貨
塁
上
で
あ
る
。
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溝
魚
粕
の
農
政
関
係
記
事
で
目
立
つ
も
の
は
、
畿
内
中
心
の
水
利
灌

漉
事
業
で
、
と
く
に
秦
の
天
下
統
一
事
業
の
財
政
的
基
盤
と
な
っ
た

鄭
国
事
の
記
事
は
そ
の
も
っ
と
も
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
秦
の
麟

国
津
を
継
承
し
た
漢
は
そ
の
補
強
工
作
と
し
て
六
輔
渠
を
造
修
し
、

こ
れ
に
白
渠
の
開
馨
を
あ
わ
せ
て
京
師
を
中
心
と
す
る
畿
内
に
広
大

　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
田
土
を
開
織
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
畿
内
に
は
上
林
苑
を
は
じ
め
広
大
な
苑
圃
が
あ
っ
た
こ
と
や
、
「
内

灘
の
稲
田
の
租
多
重
し
」
と
い
わ
れ
、
ま
た
山
東
よ
り
畿
内
へ
の
穀

物
輸
送
の
不
便
を
の
ぞ
く
た
め
、
た
び
た
び
黄
河
の
難
所
を
改
修
す

る
こ
と
の
困
難
を
さ
け
る
代
案
と
し
て
経
営
さ
れ
た
河
東
の
渠
田
が
、

五
割
の
小
作
料
を
収
取
し
て
全
人
に
耕
作
せ
し
め
ら
れ
た
こ
と
な
ど

か
ら
推
し
て
、
畿
内
一
帯
に
は
公
田
が
数
多
く
鼻
息
さ
れ
て
い
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
は
疑
を
い
れ
な
い
。
溝
泣
志
に
は
関
中
の
ほ
か
西
北
方
の
繕
事
・

西
河
・
河
西
・
酒
泉
の
辺
郡
や
、
東
南
の
汝
南
・
蟻
食
、
東
方
の
鐘

・
定
論
や
泰
山
近
辺
の
灌
概
事
業
に
つ
い
て
も
述
べ
て
あ
り
、
そ
の
う

ち
西
北
辺
郡
の
も
の
は
、
農
都
尉
の
管
掌
す
る
屯
田
と
推
定
さ
れ
る

か
ら
こ
れ
も
公
国
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
も
の
も
前
漢
の
都
水
官
の

所
属
か
ら
考
え
て
、
中
央
官
庁
の
直
営
事
業
と
し
で
灌
概
を
行
い
、

そ
の
利
益
を
公
私
に
わ
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
事

業
が
い
ず
れ
も
武
帝
時
代
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、

武
帝
ご
ろ
ま
で
の
漢
王
朝
の
農
業
政
策
の
重
心
は
、
関
中
中
心
の
公

田
経
営
お
よ
び
西
北
方
の
直
轄
地
帯
の
食
糧
生
産
に
あ
た
っ
た
と
い

え
る
（
蜀
に
お
け
る
文
翁
の
田
土
開
発
も
こ
の
範
騨
に
は
い
る
も
の
と
お
も

㍗
）
）
。
　
こ
れ
は
高
祖
に
よ
っ
て
中
国
全
土
統
一
の
偉
業
が
と
げ
ら
れ

た
と
は
い
え
、
そ
の
後
戦
国
・
以
来
の
分
裂
的
な
政
治
経
済
体
制
が
ま

だ
執
拗
に
わ
だ
か
ま
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
状
勢
に
対
処
す
る
た

め
帝
室
の
同
族
を
王
国
と
し
て
諸
処
に
配
置
し
、
な
か
ば
地
方
分
権

的
な
い
わ
ゆ
る
郡
国
制
度
の
体
制
を
か
た
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ

と
か
ら
く
る
当
然
の
結
果
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
『
漢
書
』
食
貨
韓
紅
を
み
る
と
、
高
祖
の
時
代
は
ま
だ

戦
乱
の
余
弊
を
う
け
て
無
畏
が
困
窮
し
て
い
た
と
述
べ
、
つ
ぎ
の
凝

固
を
経
て
文
帝
に
い
た
っ
て
も
「
時
に
人
民
は
ま
だ
戦
国
時
代
を
さ

る
こ
と
遠
か
ら
ず
、
み
な
農
に
つ
と
め
ず
商
業
に
走
っ
た
」
と
い
う
。

か
く
て
晃
錨
は
文
七
に
進
言
し
て
、
五
穀
を
尊
重
し
金
玉
を
い
や
し

み
、
人
民
を
農
業
に
精
励
せ
し
め
る
手
段
と
し
て
、
金
銭
で
は
な
く

穀
物
で
官
爵
を
売
り
刑
罰
を
減
免
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
納
粟
拝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

爵
政
策
を
実
施
せ
し
め
た
。
墨
痕
の
は
じ
め
に
呉
楚
寒
国
の
乱
が
鎮

定
さ
れ
て
か
ら
、
漢
王
朝
は
戦
国
の
余
風
で
あ
る
郡
国
制
度
の
弊
害
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代の勧旋政策（哲村）

を
脱
却
し
、
中
央
集
権
的
な
古
代
帝
国
の
体
制
を
と
と
の
え
る
こ
と

が
出
来
た
。
食
貨
志
に
屯
愈
愈
時
代
に
な
っ
て
か
ら
「
し
ば
し
ば
有

司
に
戯
し
て
農
を
以
っ
て
務
と
な
し
民
つ
い
に
業
を
楽
し
む
」
と
述

べ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
以
前
は
人
民
へ
の
農
業
政
策
面
で
は
篤
農
家

瞳
力
田
を
優
遇
し
た
り
、
田
租
を
軽
減
し
た
り
、
ま
た
苑
圃
の
一
部

を
開
放
し
て
人
民
に
耕
作
せ
し
め
る
程
度
の
消
極
的
な
旛
策
以
外
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
ほ
と
ん
ど
み
る
べ
き
竜
の
が
な
い
。

　
呉
楚
七
輪
の
乱
鎮
定
後
の
約
一
〇
余
年
間
は
人
民
を
挙
げ
て
農
業

に
精
励
せ
し
め
る
よ
う
極
力
努
力
が
払
わ
れ
、
武
帝
に
い
た
っ
て
そ

の
実
効
が
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
き
に
溝
漉
志
に
よ
つ
て

畿
内
中
心
の
公
田
経
営
が
武
帝
時
代
に
拡
充
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
た

が
、
武
帝
は
民
田
に
対
し
て
も
積
極
的
な
農
業
政
策
を
行
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
全
国
地
方
宮
に
命
じ
て
、
管
下
諸
県
の
院
長
を
は
じ
め
、

村
落
の
指
導
者
で
あ
る
三
老
や
力
田
・
父
老
を
中
央
に
召
集
し
、
代

田
法
と
い
う
収
穫
率
の
高
い
農
法
を
教
習
せ
し
め
た
と
い
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
代
田
法
は
歪
力
を
使
用
し
資
本
が
か
か
る
の
で
、
さ
ら
に

昏
怠
の
令
・
光
の
考
案
し
た
磁
力
の
い
ら
な
い
農
法
を
も
教
習
せ
し

　
⑳め

た
。
し
か
し
対
飼
奴
戦
の
た
め
天
下
は
あ
げ
て
疲
弊
し
、
つ
ぎ
の

昭
帝
に
い
た
っ
て
「
流
民
爾
か
え
り
田
野
ま
す
ま
す
關
け
、
頗
る
畜

積
あ
り
」
と
い
わ
れ
る
（
食
貨
志
上
）
か
ら
、
勧
農
政
策
の
本
格
的
な

推
進
は
こ
れ
以
後
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
武
帝
時
代
は
対
内
的
に
も
対
外
的
に
も
古
代
帝
国
の
威
容
が
と
と

の
っ
た
時
で
あ
る
が
、
農
政
面
に
お
い
て
も
関
中
中
心
に
公
田
経
営

が
拡
充
さ
れ
た
こ
と
は
溝
濾
志
に
し
る
さ
れ
た
通
り
で
あ
り
、
ま
た

全
国
の
民
田
に
対
し
て
屯
農
業
改
善
策
が
講
じ
ら
れ
た
こ
と
は
食
貨

志
に
述
べ
ら
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
溝
油
志
の
記
事
は
武

帝
以
後
に
お
い
て
は
黄
河
の
治
水
に
関
す
る
事
項
以
外
、
農
業
政
策

彌
で
は
ほ
と
ん
ど
み
る
べ
き
も
の
が
な
い
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

溝
隠
志
の
武
帝
以
前
に
関
す
る
記
事
は
ほ
と
ん
ど
『
史
記
』
河
渠
書

か
ら
と
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
河
渠
書
の
末
尾
に
は
「
太
史
白
い
わ

く
…
…
甚
し
い
哉
、
水
の
利
害
を
な
す
や
。
わ
れ
従
っ
て
薪
を
負
い
、

宣
房
を
塞
ぎ
、
瓠
子
之
詩
を
悲
し
ん
で
河
渠
書
を
作
る
」
と
あ
り
、

『…

ｿ
灘
口
』
花
油
志
末
尾
の
賛
に
も
ほ
ぼ
同
主
旨
の
記
事
が
み
え
る
。

す
な
わ
ち
河
渠
書
と
こ
れ
を
う
け
た
溝
泣
志
は
と
秀
に
治
水
灌
概
に

関
す
る
国
家
的
大
事
業
を
中
心
に
述
べ
た
も
の
で
あ
P
、
食
貨
志
上

の
よ
う
に
民
田
に
対
す
る
農
業
政
策
を
述
べ
る
こ
と
を
主
旨
と
し
て

い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
と
に
か
く
こ
の
よ
う
な
中
央
政
府
の
直
営

事
業
と
し
て
の
公
田
重
語
は
武
帝
の
時
に
一
応
完
了
し
た
ら
し
い
。
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し
か
し
こ
こ
で
注
書
す
べ
き
こ
と
は
、
国
家
的
大
事
業
と
し
て
行
な

わ
れ
た
畿
内
の
公
田
経
営
が
武
闘
時
代
で
一
応
完
成
す
る
と
、
武
帝

み
ず
か
ら
「
今
内
貸
の
稲
田
の
租
摯
重
く
し
て
郡
と
同
じ
か
ら
ず
。

其
れ
減
ぜ
ん
こ
と
を
議
せ
よ
」
（
溝
漁
志
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

畿
内
の
田
土
に
お
い
て
は
漢
初
以
来
、
　
一
般
郡
県
と
は
遙
か
に
高
率

の
田
租
を
収
取
し
て
い
た
の
を
、
武
帝
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
軽
減

す
べ
き
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
際
、
内
史
と
他
の
郡

と
が
対
照
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
塩
素
論
二
ご
、
園
池

篇
文
学
の
雷
に
は
「
先
帝
の
苑
雨
池
簗
を
開
く
や
、
之
を
民
に
賦
帰

す
べ
く
、
県
官
は
租
税
す
る
の
み
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
武
帝
が

不
要
の
苑
囹
を
一
般
民
田
と
同
様
の
収
取
率
で
人
民
に
開
放
し
た
こ

と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
綜
合
し
て
考
え
る
と
、
武
帝

は
一
方
に
お
い
て
畿
内
田
土
の
開
発
に
努
力
し
た
が
、
そ
の
臼
的
は

こ
れ
を
公
田
と
し
て
政
府
の
直
営
下
に
お
く
こ
と
の
み
に
あ
る
の
で

は
な
く
、
そ
勾
一
部
を
民
田
と
し
て
開
放
す
る
こ
と
に
も
あ
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
施
・
そ
し
て
昭
帝
以
後
に
禽
て
公
男
仮
与
が
し

ば
し
ば
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
み
る
と
武
帝
時
代
は

公
田
経
営
に
対
す
る
政
策
上
の
転
換
期
に
あ
た
っ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
民
田
へ
の
勧
農
政
策
が
本
格
的
に
推
進
さ
れ

る
の
は
こ
れ
以
後
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
が
ま
さ
し
く
軌
道
に
乗
り

出
し
た
の
は
宣
帝
か
ら
で
あ
る
。
宣
帝
以
後
に
お
け
る
勧
農
政
策
の

伸
展
に
つ
い
て
は
『
漢
書
』
食
貨
志
に
お
い
て
ま
と
ま
っ
た
記
事
を

見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
　
『
漢
書
』
の
列
伝
お
よ
び
後
漢
以
後

の
史
書
の
記
事
か
ら
そ
の
具
体
的
な
姿
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
前

漢
時
代
の
農
業
政
策
の
綜
合
記
事
で
あ
る
『
漢
書
』
食
貨
志
上
は
、

地
方
酌
な
農
業
政
策
の
一
々
に
は
と
き
お
よ
ば
ず
、
し
た
が
っ
て
宣

帝
以
後
、
地
方
官
を
主
体
と
し
て
展
開
さ
れ
た
農
業
政
策
の
記
事
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

列
伝
に
ゆ
ず
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
食
貨
志
上
を
通
じ
て
流
れ

る
政
府
の
民
田
経
営
へ
の
深
い
関
心
と
施
策
は
、
前
漢
末
の
王
学
の

土
地
国
有
政
策
の
提
起
に
ま
で
一
貫
さ
れ
て
お
り
、
溝
愚
老
の
農
業

記
事
が
武
器
以
後
に
お
い
て
み
る
べ
き
も
の
が
な
い
の
と
は
ま
さ
し

く
対
塁
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
方
中
央
政
府
の
直
営
事
業
と
し
て
行

な
わ
れ
る
治
水
灌
瀧
事
業
と
、
こ
れ
に
伴
な
う
大
規
模
な
公
田
経
営

と
が
、
武
帝
以
前
か
ら
秦
に
湖
ぼ
っ
て
一
貫
し
た
発
展
の
あ
と
が
み

ら
れ
る
の
に
対
し
、
他
方
、
民
田
経
営
へ
の
施
策
は
武
帝
以
後
こ
と

に
宜
帝
以
後
に
お
匝
て
、
顕
藩
な
展
開
が
と
げ
ら
れ
る
と
い
う
事
実

と
照
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
つ
ぎ
に
宣
言
以
後
、
後
漢
時
代
一

撃
昂
に
わ
た
っ
て
【
朕
開
さ
れ
る
勧
農
政
策
の
壁
画
態
に
つ
い
て
述
。
へ
よ
・
り
。
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漢代の勧縫政策（西村）

⑳
木
村
正
雄
氏
は
関
中
「
帯
の
田
土
経
営
を
、
戦
国
時
代
以
後
に
お
い
て

　
呼
応
な
発
達
を
と
げ
た
策
二
次
農
地
の
代
表
的
な
も
の
と
さ
れ
る
。
　
「
中

　
国
の
古
代
専
鯛
主
義
と
そ
の
基
礎
」
　
（
『
歴
史
学
研
究
』
二
一
七
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
り

⑳
『
漢
書
』
二
八
下
地
理
志
に
、
も
と
秦
の
京
師
を
内
障
と
な
す
と
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
む

　
顔
師
古
注
に
京
師
と
は
畿
内
の
こ
と
な
り
と
い
う
。

⑳
畿
内
の
公
田
に
関
し
て
は
増
淵
龍
夫
氏
、
前
掲
に
傾
聴
す
べ
き
見
解
が

　
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

⑳
関
野
雄
「
中
国
青
銅
器
文
化
の
一
性
格
に
　
（
『
東
方
学
』
二
）
に
は
、

M
戦
国
末
漢
初
は
、
利
器
と
し
て
の
艶
”
銅
と
鍛
一
鉄
の
交
替
期
に
あ
た
り
、
鍛

　
鉄
の
幽
現
に
よ
っ
て
青
銅
の
素
材
価
値
が
低
下
し
、
沌
一
4
銅
貨
幣
が
名
目
貨

　
幣
化
し
て
き
た
の
で
、
人
属
は
農
書
を
す
て
て
、
銅
の
採
掘
と
銅
銭
の
私

　
鋳
に
狂
奔
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
あ
る
の
は
参
考
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

⑳
以
上
の
記
述
は
燭
漢
書
』
二
四
上
、
食
貨
志
お
よ
び
『
漢
雷
』
一
上
高

　
帝
紀
・
同
氏
恵
帝
紀
・
爾
三
高
后
紀
・
問
五
一
費
山
伝
等
に
拠
る
。

⑳
　
こ
れ
ら
の
農
法
に
つ
い
て
は
西
里
定
生
「
代
田
法
の
新
解
釈
」
（
『
野
村

博
士
記
念
論
集
』
）
。
大
島
利
一
「
屯
田
と
代
田
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
一
四

　
の
一
・
二
）
。
　
が
あ
る
が
、
と
も
に
代
田
法
を
大
農
法
と
す
る
点
は
「
致

　
し
て
い
る
。

⑳
漢
代
の
公
田
仮
与
に
つ
い
て
は
西
嶋
定
生
氏
、
前
掲
に
す
ぐ
れ
た
見
解

　
が
述
べ
ら
れ
て
あ
り
、
そ
の
ほ
か
天
野
元
之
助
・
五
井
申
嬉
野
・
影
山
剛
・

河
地
重
造
等
の
諸
氏
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
意
見
を
述
べ
ら
れ
て
い

　
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
五
井
直
弘
「
漢
代
の
公
関
に
お
け
る
仮
作
に

　
つ
い
て
」
歴
史
学
研
究
ニ
ニ
○
。
に
ま
と
め
て
紹
介
し
て
あ
り
、
こ
れ
ら

　
は
豪
族
・
奴
隷
に
寸
1
0
関
連
し
て
問
題
が
多
岐
に
わ
た
る
の
で
、
こ
こ
で
は

　
「
々
こ
れ
ら
に
触
れ
る
こ
と
を
黒
影
し
た
。
し
か
し
本
諭
に
必
要
な
か
ぎ

　
り
に
お
い
て
の
、
公
田
仮
与
に
関
す
る
わ
た
く
し
の
見
解
は
、
本
論
第
六

　
節
で
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

⑳
『
漢
書
』
　
食
貨
志
上
は
岡
崎
文
夫
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、

班
置
の
儒
家
的
重
農
思
想
を
述
べ
る
こ
と
を
主
眼
と
し
た
も
の
で
あ
る
と

　
と
も
に
、
巾
・
央
政
府
の
行
う
重
農
政
策
に
中
心
を
お
い
た
も
の
で
あ
る
。

岡
崎
文
夫
「
漢
書
食
貨
志
上
に
就
て
」
（
『
南
北
朝
に
於
け
る
社
会
経
済
制

度
』
・
第
五
章
）

五
、
墾
田
政
策

　
後
漢
の
左
雄
は
「
漢
は
文
景
に
い
た
っ
て
天
下
が
や
す
ら
か
に
治

っ
た
が
、
宣
帝
に
お
よ
ん
で
と
く
に
地
方
政
治
に
尽
卸
し
、
刺
史
・

守
相
に
対
し
て
は
信
賞
必
罰
で
臨
み
、
成
績
の
良
い
も
の
は
関
内
侯
・

公
郷
に
ま
で
昇
進
せ
し
め
た
の
で
、
良
吏
が
で
て
中
興
の
功
業
を
た

て
た
」
（
『
後
漢
書
』
九
一
本
伝
）
と
述
べ
、
晋
の
斉
鼻
紋
も
武
帝
に
対

す
る
奏
言
の
な
か
に
「
む
か
し
漢
宣
、
嘆
じ
て
い
う
。
『
験
と
と
も
に

天
下
を
理
む
る
者
は
た
だ
良
二
千
石
か
』
と
。
賞
罰
進
退
を
明
ら
か

に
し
た
の
で
墨
守
が
多
数
あ
ら
わ
れ
た
」
λ
『
晋
需
』
三
八
文
聖
王
伝
）

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
宣
帝
の
地
方
政
治
へ
の
功
績
は
後
世
に
ま

で
た
た
え
ら
れ
て
い
る
。

　
『
漢
書
』
八
九
循
吏
伝
に
お
さ
め
ら
れ
た
王
成
・
聾
遂
・
黄
覇
は
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い
ず
れ
も
宣
帝
時
代
の
人
で
あ
る
。
宣
帝
以
後
の
お
も
な
事
例
を
し

め
す
と
　
　
　
　
「

　
　
王
孫
　
渤
海
太
守
、
聾
遂

　
　
斉
地
の
俗
は
末
技
を
好
ん
だ
の
で
、
二
二
を
循
古
し
て
農
業
を
督
励
し
、

　
春
夏
に
は
郡
晟
が
か
な
ら
ず
農
業
に
は
げ
む
よ
う
に
し
、
秋
冬
に
は
そ
の

　
成
績
を
競
わ
し
め
た
。
・
（
『
漢
書
』
八
九
雪
交
伝
）

　
　
元
帝
　
南
陽
太
守
、
召
信
臣

　
　
一
中
の
水
利
を
よ
く
調
査
し
、
溝
憤
を
開
通
し
て
三
万
頃
の
土
地
に
灌

　
概
し
、
官
吏
の
子
弟
で
も
農
業
に
つ
と
め
る
よ
う
厳
戒
し
た
の
で
、
郡
中

　
み
な
農
業
を
は
げ
み
戸
口
も
増
倍
し
た
。
（
『
漢
需
』
八
九
循
吏
伝
）

　
　
成
町
　
陽
朔
四
年
巻
正
月
の
詔

　
　
其
れ
二
千
石
を
し
て
、
農
桑
を
勉
勧
し
、
野
隔
に
出
入
し
て
労
来
す
る

　
こ
と
を
致
さ
し
め
よ
。
（
『
漢
需
』
一
〇
戒
帝
紀
）

　
右
の
宜
帝
以
後
の
農
業
政
策
に
お
い
て
と
く
に
目
立
つ
こ
と
は
、

地
方
官
が
人
民
を
指
揮
し
て
土
地
開
発
に
積
極
的
に
の
り
だ
し
て
い

る
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な
地
方
官
の
土
地
開
発
に
よ
っ
て
戸
口
・
墾

田
の
増
加
を
目
指
す
こ
と
を
、
岡
崎
文
夫
氏
は
か
つ
て
墾
田
政
策
と

　
　
　
　
　
　
⑳

名
付
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
勧
農
政
策
の
積
極
的
な
部
面

で
あ
る
墾
田
政
策
の
い
ち
じ
る
し
い
展
開
は
、
後
漢
時
代
の
特
徴
で

あ
る
。

　
後
漢
の
は
じ
め
は
前
漢
末
の
赤
眉
動
乱
の
あ
と
を
う
け
て
、
国
家

の
把
握
人
口
が
急
激
に
減
少
し
た
。
　
『
漢
書
』
二
八
下
地
理
志
に
よ

れ
ば
、
前
漢
平
帝
時
代
（
一
～
五
A
．
D
）
の
戸
数
は
一
二
、
二
三
三
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

六
＝
一
で
、
こ
の
時
を
前
漢
の
極
細
時
代
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
光
武
帝
の
は
じ
め
に
は
（
二
五
A
・
D
）
戸
数
二
、
四
四
六
、
六
一

二
で
、
平
帝
時
代
の
二
割
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
が
光
武
帝
の
末
年
で

あ
る
中
元
二
年
（
五
七
A
．
D
）
に
は
、
戸
数
四
、
二
七
一
、
六
三
四

に
な
っ
て
い
る
か
ら
（
『
続
漢
書
』
郡
国
志
一
引
、
帝
王
世
紀
に
よ
る
）
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

一
代
三
〇
余
年
間
に
、
約
二
倍
弱
の
戸
口
増
加
と
な
っ
て
い
る
。

　
光
武
帝
の
世
に
土
地
隔
発
と
戸
口
増
加
に
尽
力
し
た
地
方
官
に
は

三
三
・
張
堪
・
李
忠
・
杜
詩
・
鄙
農
等
が
あ
る
。
つ
ぎ
に
光
武
帝
お

よ
び
そ
れ
以
後
の
墾
田
政
策
関
係
事
項
の
大
要
を
列
挙
し
よ
う
。

　
　
光
武
帯
・
建
武
初
年
　
九
真
太
守
、
任
延

　
　
南
方
の
辺
郡
に
あ
っ
て
人
斑
に
牛
耕
を
教
え
、
年
々
田
土
を
開
発
し
戸

　
口
を
増
大
せ
し
め
た
。
（
『
後
漢
書
」
一
〇
六
循
吏
伝
）

　
　
同
　
建
武
二
年
　
漁
陽
太
守
、
張
堪

　
　
稲
田
八
千
余
頃
を
開
発
し
て
人
民
に
耕
作
せ
し
め
た
の
で
、
人
民
は
み

　
な
殿
富
と
な
り
、
そ
の
徳
を
賞
揚
し
た
。
（
『
後
漢
書
』
六
｛
本
伝
）
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悶
凹
　
建
武
六
年
　
　
丹
陽
太
｛
寸
、
煎
＋
忠

　
墾
田
を
増
加
し
、
三
年
問
に
五
万
余
の
流
民
を
戸
籍
に
登
載
し
た
。

（『

繩
ｿ
書
』
五
…
本
伝
）

　
同
　
建
武
七
年
　
南
陽
太
守
、
桂
詩

　
阪
池
を
修
治
し
て
田
土
を
淵
拓
し
、
郡
内
の
人
民
は
み
な
豊
か
に
な
り
、

前
漢
の
召
信
臣
と
並
称
さ
れ
た
。
　
（
『
後
漢
書
』
六
一
本
伝
）

　
同
　
　
建
武
一
五
年
六
h
月
禦
朗

　
全
国
地
方
長
官
の
把
握
す
る
戸
口
の
数
・
墾
田
の
颪
積
を
調
査
し
督
励

し
た
。
か
く
し
て
地
方
長
宮
は
戸
口
・
墾
田
の
実
績
を
誇
大
に
報
告
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

も
の
も
あ
り
、
隠
田
不
実
の
罪
に
坐
す
る
も
の
が
多
数
出
た
。
ま
た
こ
の
調

査
が
厳
酷
に
行
わ
れ
た
た
め
、
地
方
豪
族
や
ボ
ス
の
小
叛
乱
も
発
生
し
た
。

（『

繩
ｿ
書
』
一
下
光
武
紀
）

　
同
　
建
武
一
八
年
　
汝
南
太
守
、
都
農

　
鴻
郡
破
を
中
心
に
数
千
頃
の
田
土
を
開
発
し
て
、
郡
内
が
股
白
に
な
る

だ
け
で
な
く
他
郡
に
も
利
益
を
及
ぼ
し
た
。
な
お
か
れ
は
そ
の
際
、
水
利

の
こ
と
に
精
通
し
た
許
楊
を
都
水
橡
に
任
じ
て
そ
の
才
能
を
発
揮
せ
し
め

た
。
　
（
『
後
漢
書
』
四
五
本
伝
お
よ
び
洞
一
一
二
上
方
術
伝
中
、
許
楊
伝
）

　
明
帝
・
永
平
中

　
牛
疫
と
水
皐
の
た
め
墾
田
が
減
少
し
た
の
で
、
地
方
宮
に
対
し
て
区
種

　
　
　
　
⑭

の
法
を
行
い
、
耕
作
面
積
を
増
加
す
る
よ
う
指
令
が
出
さ
れ
た
。
こ
の
時

地
方
嘗
は
耕
地
の
実
績
を
事
実
以
上
に
報
告
し
よ
う
と
し
た
と
い
わ
れ
る
。

（『

繩
ｿ
暑
』
六
九
劉
極
伝
）

　
章
帝
・
初
年
　
什
放
令
、
楊
仁

　
儒
学
に
よ
っ
て
県
下
を
教
導
す
る
と
と
も
に
墾
田
下
郷
頃
を
興
す
。

（『

繩
ｿ
書
』
一
〇
九
下
儒
林
俵
）

　
同
　
建
初
元
年
　
山
陽
太
守
、
秦
彰

　
郡
内
に
数
千
頃
の
稲
田
を
お
こ
し
、
毎
年
春
に
野
土
の
面
積
を
は
か
り
、

胞
塙
に
よ
っ
て
三
等
の
段
階
を
つ
け
た
土
地
台
帳
を
つ
く
っ
て
県
・
郷
ご

と
に
所
蔵
せ
し
め
、
一
見
し
て
土
地
状
況
が
わ
か
る
よ
う
に
し
た
。
な
お

こ
の
方
式
は
以
後
全
国
に
施
行
さ
れ
た
。
（
『
後
漢
書
』
一
〇
六
本
伝
）

　
同
　
劫
初
八
年
　
慮
江
太
守
、
王
景

　
郡
内
に
楚
の
糊
、
孫
叔
敷
の
作
っ
た
菊
破
の
稲
田
が
あ
り
、
荒
廃
し
て

い
た
の
を
重
修
し
、
墾
…
闘
倍
多
と
な
っ
て
境
内
は
豊
熟
し
た
。
　
（
『
後
漢

書
』
一
〇
六
本
伝
お
よ
び
『
事
典
』
二
食
貨
、
水
利
田
）

　
同
　
元
和
三
年
　
下
郵
桐
、
・
笹
垣

　
蒲
陽
披
の
近
傍
に
あ
る
瀧
田
に
灌
瀧
を
通
じ
、
熟
田
数
百
頃
を
つ
く
り

大
い
に
収
穫
を
あ
げ
た
の
で
、
郷
郡
か
ら
も
人
工
が
集
ま
っ
て
千
余
戸
と

な
り
、
田
土
も
千
余
頃
と
な
り
、
穀
百
万
石
を
収
め
た
。
（
『
後
漢
書
』
七

四
本
伝
）

　
岡
　
元
和
末
年
　
汝
南
太
守
、
何
倣
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鰯
陽
の
旧
渠
を
修
理
し
墾
田
三
万
余
頃
を
増
加
し
た
。
（
『
後
漢
書
』
七

三
本
伝
）

　
同
　
章
和
元
年
　
広
陵
太
守
、
馬
陵

　
破
湖
を
復
興
し
て
田
土
二
万
余
頃
に
灌
概
．
し
た
。
（
『
後
漢
書
』
五
四
本

伝
）

　
和
帝
、
永
元
二
年
趙
樵
お
よ
び
東
郡
太
守
、
魯
　

　
両
地
方
に
三
三
を
通
じ
て
人
斑
を
股
富
な
ら
し
め
た
。
（
『
後
漢
審
』
五

五
本
伝
）

　
蕩
帝
、
延
平
元
年
秋
七
月
の
詔

　
全
国
地
方
官
が
戸
口
、
墾
田
の
実
情
を
多
く
み
せ
か
け
、
災
害
や
流
亡

を
か
く
す
の
で
調
査
し
て
処
罰
し
た
。
（
『
後
漢
書
』
四
砺
帝
紀
）

　
安
帝
・
元
初
二
年

　
中
央
よ
り
の
指
令
で
、
潭
水
支
承
（
魏
の
西
門
豹
の
作
っ
た
も
の
）
を

修
理
し
て
畏
田
に
灌
熟
し
た
。
（
『
後
漢
書
』
五
安
帝
紀
）

　
同
　
元
初
三
年

　
申
央
よ
り
の
指
令
で
三
輔
・
河
内
・
河
東
・
上
等
・
趙
国
・
太
原
の
旧

渠
を
修
理
せ
し
め
、
水
利
を
通
じ
て
公
私
の
田
に
灌
漉
し
た
。
　
（
『
後
漢

勲
目
』
五
安
帝
紀
）

　
頗
帝
・
陽
嘉
四
年
　
汲
令
、
崔
瑳

　
稲
田
数
百
頃
を
開
き
人
斑
は
そ
の
徳
を
た
た
え
た
。
（
『
後
漢
書
』
八
二

　
　
本
伝
）

　
　
　
濁
　
永
和
五
年
　
会
稜
太
守
、
馬
難

　
　
　
鏡
湖
を
立
て
塘
を
き
づ
き
、
九
〇
余
頃
の
田
土
に
灌
瀕
し
た
。
　
（
『
通

　
　
典
」
二
食
貨
、
水
利
田
）

　
以
上
の
諸
事
例
を
通
じ
て
み
る
と
、
後
漢
王
朝
が
つ
ね
に
人
民
の

戸
口
・
墾
田
の
把
握
に
重
大
な
関
心
を
寄
せ
る
と
と
も
に
、
地
方
長

官
を
主
体
と
し
て
そ
の
増
加
策
を
強
力
に
推
進
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
れ
ら
地
方
官
を
主
体
と
す
ヶ
田
土
開
発
に
は
、
民
田
の
み

な
ら
ず
公
磁
の
設
定
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
墾
田
政

策
は
本
来
郡
県
の
戸
口
と
墾
田
の
増
加
を
目
標
と
す
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
民
田
の
開
発
を
主
限
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
を
容

れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
し
て
開
発
さ
れ
た
民
田
は
、
そ
の
造

出
の
過
程
か
ら
み
て
、
多
分
に
公
的
性
格
を
お
び
る
竜
の
で
あ
る
こ

と
も
充
分
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
地
方
長
官
を
主
体
と
し
て
行
な
わ
れ
る
田
土

開
発
政
策
す
な
わ
ち
墾
田
政
策
は
、
田
土
開
発
の
前
提
と
な
る
水
利

灌
概
行
政
の
権
阪
が
、
地
方
官
に
大
巾
に
ゆ
だ
ぬ
ら
れ
て
こ
そ
は
じ

め
て
充
分
な
成
果
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
、
第
二
節
で

指
摘
し
た
よ
う
に
、
後
漢
時
代
に
は
水
利
灌
瀧
の
こ
と
を
専
管
す
る
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都
水
官
が
地
方
長
官
の
管
轄
下
に
移
さ
れ
た
こ
と
が
、
墾
田
政
策
推

進
へ
の
大
き
な
後
楯
と
な
っ
た
に
相
違
な
い
。
『
頑
愚
志
』
に
あ
げ
ら

れ
た
都
水
官
は
、
令
長
級
の
高
官
ば
か
り
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
地

方
長
官
自
身
、
自
己
の
補
佐
官
と
し
て
課
長
級
の
都
水
橡
を
お
い
て

水
利
行
政
を
担
当
さ
せ
た
こ
と
は
、
汝
南
太
守
郡
農
の
場
合
に
指
摘

し
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
こ
と
わ
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
こ
と
は
、
上
来
述
べ
て
き
た
墾
田
政
策
は
、
勧
農
政
策
全
般
に

わ
た
る
竜
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
節
に
、
勧

農
政
策
の
中
で
墾
田
政
策
の
占
め
る
位
置
、
こ
と
に
墾
田
政
策
と
表

裏
の
関
係
に
あ
る
公
田
繁
華
政
策
と
の
関
連
に
つ
い
て
考
究
し
、
漢

代
に
お
け
る
勧
農
政
策
の
は
た
し
た
意
義
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

　
⑳
岡
崎
文
夫
「
魏
普
南
北
朝
を
通
e
て
北
支
那
に
於
け
る
田
土
問
題
綱
要
」

　
晶
剛
掲
、
　
第
⊥
日
置
幸
。

　
⑳
『
続
漢
書
』
　
郡
園
志
に
引
か
れ
た
帝
王
世
紀
に
は
、
平
帝
元
始
二
年
の

　
戸
数
を
～
三
、
二
三
三
、
六
一
二
。
口
数
を
五
九
、
一
九
四
、
九
七
八
と

　
し
、
　
『
漢
書
』
地
理
志
に
あ
げ
ら
れ
た
数
と
幾
分
の
差
が
あ
り
、
斉
召
南

　
は
、
両
者
の
ち
が
い
は
資
料
の
相
違
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い

　
る
。
い
つ
れ
に
し
て
も
大
き
な
ち
が
い
で
は
な
い
か
ら
、
い
ま
は
『
漢
書
』

　
に
よ
る
こ
と
と
し
た
。

　
⑳
こ
の
数
宇
は
『
続
漢
書
』
郡
国
志
五
引
、
応
勘
漢
裏
芸
に
あ
る
伏
無
忌

　
の
記
録
で
は
、
戸
数
四
、
二
七
九
、
六
三
四
と
あ
り
、
帝
王
世
紀
と
は
若

干
こ
と
な
る
が
大
差
は
な
い
か
ら
、
今
の
場
合
は
光
武
帝
即
位
時
の
戸
数

を
も
合
わ
せ
記
載
し
た
帝
王
世
紀
の
数
字
に
よ
っ
た
。

⑳
　
こ
の
時
は
一
時
に
一
〇
余
人
の
地
方
長
官
が
処
罰
さ
れ
た
が
、
こ
れ
以

前
に
も
同
様
の
処
置
を
う
け
た
も
の
は
張
邪
太
守
李
章
　
（
『
後
二
君
』
一

〇
七
）
河
内
太
守
牟
長
（
同
一
〇
真
上
）
上
薬
令
王
元
（
弼
四
三
）
東
海

相
飽
永
（
岡
五
九
）
爾
陽
太
守
劉
隆
（
同
五
二
）
等
が
あ
る
。

⑧
三
田
法
の
こ
と
に
つ
い
て
は
大
島
利
二
　
「
氾
勝
之
番
に
つ
い
て
」
（
霊
東

方
学
報
』
京
都
一
五
の
三
）
、
に
詳
し
い
。

六
、
勧
農
政
策
の
意
義

　
『
続
漢
書
』
百
官
志
五
・
州
郡
の
条
に
よ
れ
ば
、
郡
県
の
長
官
が
春

夏
に
勧
農
を
行
い
、
秋
冬
に
農
業
成
績
の
一
切
を
一
般
行
政
の
そ
れ

と
あ
わ
せ
て
集
計
簿
を
つ
く
り
、
中
央
政
府
に
報
告
す
る
こ
と
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
　
『
続
漢
志
』
の
記
事
は
き
わ
め
て
簡
単
で
あ
る
が
、

農
政
雨
に
お
い
て
は
本
注
お
よ
び
胡
広
注
に
若
干
の
記
載
事
項
が
あ

る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
地
方
長
官
以
下
の
農
業
行
政
の
大
体
を
要
約

し
て
み
る
と
、
郡
国
の
長
官
は
毎
年
春
に
管
下
の
県
を
巡
行
し
て
人

民
に
農
桑
を
勧
奨
し
、
窮
乏
者
を
救
済
し
て
再
生
産
を
可
能
な
ら
し

め
る
。
管
下
の
県
の
長
官
も
こ
れ
に
し
た
が
っ
て
農
業
勧
奨
に
万
全

を
つ
く
す
（
「
昆
の
晴
務
を
櫨
む
扁
と
あ
り
）
と
と
も
に
、
県
下
の
郷
に
対
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し
て
は
五
官
橡
を
つ
か
わ
し
て
事
務
の
処
理
に
あ
た
ら
し
め
る
（
五

官
橡
が
春
夏
に
は
勧
農
の
橡
と
な
り
、
　
秋
冬
に
は
制
度
の
橡
と
な
っ
た
と
あ

る
）
。
秋
冬
に
は
農
業
成
績
を
報
告
す
る
た
め
、
ま
ず
県
で
は
管
内
の
．

戸
口
・
墾
田
・
地
溝
の
出
入
・
盗
賊
の
多
少
を
記
入
し
た
集
簿
を
上

司
の
郡
国
に
呈
出
し
、
郡
国
で
は
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
県
の
成
績
の

上
下
を
つ
け
る
と
と
も
に
、
一
括
書
類
を
中
央
政
府
に
呈
出
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

こ
れ
が
所
謂
上
計
で
あ
る
。

・
わ
た
く
し
が
上
来
主
と
し
て
述
べ
て
き
た
墾
田
政
策
と
は
、
こ
の

よ
う
な
地
方
長
官
の
勧
農
政
策
の
一
面
に
す
ぎ
ず
、
勧
農
政
策
に
は

墾
田
政
策
の
ほ
か
に
右
の
よ
う
な
貧
窮
者
へ
の
三
一
や
公
田
の
仮
与

等
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
墾
田
政
策
と
ま
さ
し
く
表
裏
の
関

係
に
あ
る
も
の
は
公
田
仮
与
政
策
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
公
田
仮
与
に
つ
い
て
は
五
井
直
弘
氏
の
好
打
が
あ
る
か
ら
重
複
を

さ
け
た
い
が
、
以
下
わ
た
く
し
の
論
考
に
必
要
な
範
鵬
で
論
及
す
る

こ
と
と
し
よ
う
。
公
田
仮
与
の
場
合
は
そ
の
対
象
が
大
部
分
貧
民
で

あ
り
、
仮
与
さ
れ
る
公
田
は
ほ
と
ん
ど
苑
圏
や
官
田
の
一
部
不
要
な

竜
の
を
省
ぶ
い
て
充
当
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
若
干
の
事
例
を
示

め
そ
う
。

　
　
昭
帝
・
元
鳳
三
年
正
月
　
中
牟
苑
を
罷
め
て
貧
民
に
賦
す
。
（
『
漢
激
ど

七
昭
帝
記
）

　
宣
帝
・
地
節
光
年
正
月
　
郡
国
の
貧
斑
に
田
を
仮
す
。
（
『
漢
書
』
八
宣

皇
紀
）

　
同
　
地
節
三
年
十
月
　
流
民
の
還
帰
す
る
渚
に
公
田
を
仮
し
種
目
を
貸

し
、
旦
ら
く
算
事
す
る
勿
れ
。
　
（
『
漢
書
』
隅
右
）

　
元
帝
、
初
元
元
年
三
月
　
三
輔
太
常
郡
国
の
公
田
お
よ
び
苑
の
省
く
可

き
潜
を
以
っ
て
貧
民
に
振
業
す
。
（
『
漢
雷
』
九
二
帝
紀
）

　
哀
帝
の
初
　
　
（
侍
詔
質
譲
一
言
に
）
内
黄
の
界
中
に
沢
の
方
数
十
里
な

る
も
の
あ
り
。
之
を
環
り
て
陛
あ
り
。
往
三
余
歳
、
太
守
以
っ
て
民
に
賦

す
。
（
『
漢
需
』
二
九
溝
瀞
志
）

　
明
帝
・
永
平
の
初
　
連
年
水
早
災
異
あ
り
。
郡
国
多
く
飢
困
を
被
む
る

…
…
（
太
后
）
悉
く
公
田
を
以
っ
て
貧
人
に
賦
与
す
。
（
『
後
漢
書
』
六
工

奨
準
伝
）

　
同
　
永
平
九
年
四
月
　
郡
国
に
詔
し
て
公
田
を
以
っ
て
賜
う
こ
と
各
差

あ
り
。
（
『
後
漢
書
』
三
明
帝
紀
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ

　
同
　
永
平
十
三
年
四
月
　
渠
（
汁
渠
）
下
に
浜
う
の
照
を
三
人
に
賦
与

す
。
張
右
を
し
て
其
利
を
園
む
る
を
得
し
む
る
こ
と
無
か
れ
。
　
（
『
後
漢

書
』
岡
右
）

　
章
帝
・
建
初
元
年
七
月
　
詔
し
て
上
林
池
禦
の
田
を
以
っ
て
貧
人
に
賦

与
す
。
（
『
後
漢
書
』
三
章
蕾
紀
）
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同
　
元
和
三
年
二
月
　
常
山
・
魏
郡
・
満
河
・
鈍
鹿
・
平
原
・
東
平
郡

　
　
の
太
守
・
相
に
告
げ
て
い
わ
く
「
…
…
今
肥
田
尚
多
く
、
未
だ
墾
記
す
る

　
こ
と
あ
ら
ず
。
其
れ
悉
く
貧
民
に
賦
し
、
鮨
種
を
給
与
し
、
務
め
て
地
力

　
を
益
し
游
回
せ
し
む
る
止
れ
」
。
（
『
後
漢
書
』
二
黒
）

　
　
亡
帝
、
延
平
元
年
　
（
張
禺
上
言
）
其
れ
広
成
・
上
林
の
空
地
は
宜
し

　
く
且
ら
く
以
っ
て
貧
斑
に
仮
す
べ
し
。
太
盾
之
に
従
う
。
（
『
後
漢
書
』
七

　
購
張
禺
伝
）

　
　
安
帝
・
永
初
元
年
二
月
　
広
成
の
游
猟
の
地
お
よ
び
実
を
被
れ
る
郡
国

　
　
の
公
田
を
以
っ
て
貧
民
に
仮
与
す
。
（
『
後
漢
書
』
五
一
帝
紀
）

　
　
同
　
永
楽
三
年
四
月
写
し
て
上
林
広
成
の
苑
の
墾
恋
す
憂
き
者
を
貧
民

　
に
賦
与
す
。
（
『
後
漢
欝
』
罰
右
）

　
以
上
の
ほ
か
に
前
漢
昭
帝
以
前
の
苑
圃
仮
座
例
も
少
々
あ
り
、
ま

た
こ
こ
に
挙
げ
な
か
っ
た
い
く
つ
か
の
事
例
も
両
漢
書
に
み
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

が
、
公
田
仮
与
の
場
合
は
大
体
、
不
要
の
未
墾
地
を
貧
畏
に
賦
与
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
生
産
に
あ
た
ら
し
め
た
と
い
う
結
論
は
全
般
的
に
承
認
で
き
る
。

そ
し
て
前
掲
書
例
で
竜
わ
か
る
よ
う
に
、
公
田
仮
与
の
対
象
と
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

貧
民
は
大
体
、
郡
国
の
貧
民
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
貧
民
ま
た
は

流
民
が
公
田
を
仮
与
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
帝
室
乃
至
官
庁
の
直

属
下
に
は
い
り
、
郡
県
支
配
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
と
な
る
の
で
は
な

か
っ
た
。

　
さ
ら
に
突
込
ん
で
い
え
ば
、
公
田
仮
与
の
対
象
と
な
る
貧
民
は
そ

の
す
べ
て
が
無
田
者
と
は
限
ら
ず
、
二
・
三
〇
畝
の
土
地
を
保
有
し
、

そ
の
不
足
分
を
公
田
仮
与
に
依
存
し
た
者
屯
当
然
あ
っ
た
ろ
う
。
た

と
え
ば
陳
平
の
家
は
三
〇
畝
の
土
地
を
所
有
し
た
が
（
『
漢
書
』
四
〇

本
伝
）
、
　
当
時
の
農
家
は
儒
家
の
理
想
の
よ
う
に
一
〇
〇
畝
の
土
地

耕
作
を
充
足
し
え
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
一
二
〇
畝
の
耕
作
面
積

で
す
べ
て
が
賄
な
わ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う

な
農
家
は
他
に
も
数
多
く
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。

　
一
体
、
漢
代
の
実
動
で
は
一
戸
平
均
七
〇
畝
前
後
の
耕
作
面
積
を

み
と
め
得
る
。
こ
の
こ
と
は
唐
の
杜
佑
も
『
通
典
』
で
指
摘
し
て
い

る
し
（
『
通
典
』
六
朝
税
下
・
大
唐
の
条
自
注
）
『
続
漢
書
』
郡
国
志
に
引

か
れ
た
帝
王
世
紀
や
、
そ
の
他
の
記
事
か
ら
綜
合
し
て
も
こ
の
事
情

が
わ
か
る
（
次
表
参
照
）
。

　
し
た
が
っ
て
公
田
仮
与
の
場
合
、
無
二
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

七
〇
畝
以
下
の
土
地
所
有
者
の
生
産
活
動
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
に
、

応
分
の
給
田
が
行
わ
れ
た
に
相
違
な
く
、
か
く
し
て
公
田
仮
与
民
の

中
に
は
小
土
地
所
有
者
も
桐
当
ふ
く
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ

の
点
か
ら
い
っ
て
も
公
田
仮
睡
民
は
、
一
般
郡
県
民
と
す
こ
し
も
こ

と
な
っ
た
存
在
で
は
あ
り
え
な
い
。
ま
た
振
貸
の
場
合
は
、
土
地
は
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充
足
さ
れ
て
い
て
も
、
種
糧
の
不
足
す
る
者
（
『
後
漢
書
』
四
和
帝
紀
・

永
平
十
六
年
春
正
月
の
懐
乱
に
「
貧
民
の
田
業
あ
れ
ど
も
、
置
乏
を
以
っ
て
自

ら
農
す
る
能
は
ざ
る
者
に
は
種
糧
を
貸
せ
」
と
あ
る
）
と
、
土
地
も
種
糧
も

皆
…
冒
な
い
者
（
こ
の
例
は
流
民
等
の
場
合
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
）
等
、
種
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普
書
　
地
　
理
　
志

帝
　
王
　
年
　
紀

平
帝
元
始
五
年

光
武
帝
中
興

光
武
帝
中
元
一
一
年

明
帝
永
平
一
八
年

章
帝
章
和
二
年

和
帝
元
興
元
年

安
帝
延
光
四
年

順
帝
建
康
元
年

神
帝
永
嘉
元
年

質
帝
本
初
元
年

桓
帝
永
寿
三
年

西
　
紀践四四四ご○八七蕊二七六五四五瓢八五七鳳二

戸

数

※
1

　
三
、
二
三
箪
、
Ω
ハ
ニ

　
ニ
、
賜
四
六
、
六
E

※
2

　
四
、
一
董
、
六
茜

　
五
、
八
六
〇
、
五
蓋

　
七
、
四
五
六
、
七
八
四

　
九
、
一
言
石
、
ご
二

　
九
、
六
四
七
、
八
三
八

　
九
、
九
壁
ハ
、
九
　
九

　
九
、
九
三
七
、
六
八
〇

　
九
、
露
四
八
、
一
一
二
七

※
3

　
δ
、
六
七
七
、
奏
○

口

数

究
、
五
九
四
、
九
七
八

三
、
8
七
、
八
二
〇

姦
、
三
蕊
、
〇
三

遍
、
蓋
山
ハ
、
三
六
七

豊
、
甕
六
、
二
発

四
八
、
六
九
〇
、
七
八
九

四
九
、
七
8
、
豊
〇

四
九
、
垂
四
、
一
義

四
七
、
五
炎
、
七
七
二

五
六
、
四
八
六
、
八
五
六

一
　
二

成
　
員Ei五五五凪置上五五　強弱弱強六λ聖慮

墾
眠
爾
瀧

八、

�ｵ

Z、

ﾟ三

Z

七、

L
○
、
一
七
〇

六、

緕
｣
、
八
九
ご

六、

ｪ
九
六
、
諜
七
一

六、

繻
驕
A
六
七
六

六、

緕
O
〇
、
三
篇

一
戸
作

面
顧
漢

さ
畝
弱

八
O
畝
弱

七
〇
畝
強

七
〇
畝
弱

七
〇
畝
弱

蓋
畝
弱

※
1
　
本
論
、
註
3
0
参
照
。

※
2
　
　
同
　
註
3
1
参
照
。

※
3
　
　
『
通
典
』
七
食
貨
、
歴
代
盛
衰
戸
口
・
漢
永
寿
三
年
の
条
に
あ
げ

　
ら
れ
た
戸
口
は
こ
れ
と
略
同
で
あ
る
が
、
帝
王
世
紀
・
・
氷
寿
二
漁
の
条

の
戸
数
は
一
六
、
〇
七
〇
、
九
〇
六
。
口
数
は
五
〇
、
○
穴
六
、
八
五

六
。
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
で
は
｝
戸
成
員
わ
っ
か
に
三
・
一
人
と
な

る
の
で
誤
り
と
考
え
る
。
従
っ
て
『
曝
書
』
に
蝿
つ
た
。



漢代の勧農政策（蓉村）

々
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
か
く
し
て
無
田
・
有
田
・
少
田
乃
至
種

糧
不
足
者
等
種
々
の
段
階
は
あ
っ
て
竜
、
要
す
る
に
貧
人
で
生
産
活

動
を
行
う
の
に
支
障
の
あ
る
郡
累
民
を
対
象
と
し
て
、
毎
年
春
に
振

動
・
仮
張
を
実
施
す
る
こ
と
が
、
地
方
長
官
の
勧
農
行
政
の
責
務
と

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
許
・
仮
与
は
、
一
部
貧
民
の
生

産
活
動
の
不
足
分
を
お
ぎ
な
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
災
害
の
時
以
外

は
、
人
爵
の
一
部
に
対
す
る
救
済
策
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
勧
農
行
政

全
般
か
ら
み
・
れ
ば
消
極
的
な
側
面
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
対
し
土
地
・
種
糧
等
に
不
足
の
な
い
も
の
を
も
ふ
く
め
て
、

入
民
全
般
の
生
産
活
動
を
勧
奨
し
、
か
っ
か
れ
ら
の
余
剰
労
働
力
を

動
員
し
て
、
あ
ら
た
に
水
利
灌
概
事
業
を
お
こ
し
て
田
土
を
開
発
す

る
こ
と
。
す
な
わ
ち
前
述
し
た
墾
田
政
策
は
、
勧
農
政
策
の
積
極
的

な
側
面
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
土
地
開
発
乃
至
土
地
野

壷
を
通
じ
て
地
方
長
官
が
郡
県
民
に
土
地
を
給
付
し
た
場
合
、
新
開

田
お
よ
び
仮
田
地
の
も
つ
公
的
性
格
か
ら
、
土
地
所
有
権
は
官
需
に

あ
っ
た
と
み
る
の
が
常
識
で
あ
る
（
こ
れ
ら
の
土
地
が
給
付
さ
れ
た
場
合

も
、
還
受
規
定
等
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
均
田
制
時
代
の
よ
う
な
は

っ
き
り
し
た
性
稲
は
つ
か
め
な
い
が
〉
。
　
し
た
が
っ
て
墾
田
政
策
や
公
田

仮
与
政
策
が
い
ち
じ
る
し
く
展
開
さ
れ
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
公
的

性
格
の
強
い
土
地
に
耕
作
薇
籏
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
依
存
す
る
人

民
と
、
売
買
が
自
由
に
行
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
私
的
土
地
所
有

に
す
べ
て
を
依
存
す
る
愚
筆
と
は
、
一
応
区
別
し
て
考
え
ね
ば
な
ら

ぬ
。
と
い
っ
て
も
か
れ
ら
は
所
謂
直
営
公
田
の
隷
属
民
で
も
な
け
れ

ば
、
高
率
の
小
作
料
を
支
払
う
公
田
の
小
作
民
で
も
な
い
の
で
あ
り
、

一
般
民
と
同
様
の
租
税
を
収
取
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
か
れ
ら
が
郡
県

民
で
あ
る
と
い
う
資
格
は
、
他
の
一
般
民
と
す
こ
し
も
こ
と
な
る
も

の
で
は
な
い
か
ら
、
か
れ
ら
の
耕
作
す
る
土
地
も
公
田
と
し
て
で
は

　
　
　
　
　
　

な
く
、
民
田
と
し
て
経
営
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
か
れ
ら
は

国
家
的
土
地
所
有
を
媒
介
と
す
る
良
営
農
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
も

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
土
地
の
耕
作
民
が
郡
県
支
配

の
な
か
に
占
め
る
比
重
が
強
く
な
れ
ば
、
か
れ
ら
が
泓
的
土
地
所
有

者
の
佃
客
と
な
る
危
険
性
は
多
分
に
防
止
で
き
る
は
ず
で
あ
り
、
専

制
権
力
の
基
盤
は
一
段
と
強
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
前
掲
の
表
が
し

め
す
よ
う
に
、
後
漢
時
代
の
前
半
期
は
、
言
語
動
乱
に
よ
っ
て
急
激

に
減
少
し
た
戸
口
墾
阻
が
着
々
と
恢
復
に
向
う
上
昇
過
程
に
あ
り
、

こ
れ
が
主
と
し
て
地
方
長
官
の
墾
田
政
策
に
よ
つ
て
推
進
さ
れ
た
と

す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
郡
県
斑
の
存
在
は
当
時
に
お
い
て
、
他
方
に
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大
土
地
所
有
を
く
り
ひ
ろ
げ
る
豪
族
に
対
す
る
反
措
定
と
し
て
の
役

割
を
充
分
に
果
し
え
た
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
こ
の
場
合
、
豪
族
も
同
時
に
郡
県
支
配
の
枠
内
に
あ
っ
て
、

多
大
の
篠
役
提
供
者
で
あ
り
　
（
『
後
漢
書
』
＝
二
上
．
許
楊
伝
に
、
か

れ
が
鴻
郡
陵
を
修
理
し
た
時
、
豪
富
大
量
は
陵
役
に
四
熟
し
て
、
き
そ
っ
て
在

所
を
独
占
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
事
実
が
出
て
い
る
の
は
参
考
に
な
る
）
、
豪

族
の
首
長
は
黒
歯
の
例
が
示
め
す
よ
う
に
、
一
二
老
等
と
な
っ
て
郡
県

制
支
配
の
内
部
に
あ
っ
て
相
当
な
発
欝
権
を
竜
ち
つ
つ
、
郷
里
の
中

小
農
民
を
役
使
す
る
存
在
で
竜
あ
り
、
ま
た
奴
隷
労
働
を
推
進
し
て

美
田
を
増
殖
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
（
『
後
漢
訳
』
六
二
奨
宏
伝
）
。
ま

　
　
　
　
　
　
　
⑱

た
か
れ
ら
は
瀞
召
芋
台
を
通
じ
て
官
僚
体
系
の
φ
な
か
に
喰
込
ん
で
行

く
も
の
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
右
の
よ
う
な
墾
田
政
策
が
一
応
完
了
す

る
と
、
豪
族
は
そ
の
財
力
と
族
的
勢
力
を
背
景
と
し
て
、
郡
県
制
的

支
配
の
内
部
に
お
け
る
対
立
物
と
な
っ
て
作
用
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
充
分
考
え
ら
れ
る
。
後
漢
の
上
帝
以
後
、
戸
口
・
墾
田
の
増
加
が

ほ
と
ん
ど
停
滞
し
は
じ
め
る
こ
ろ
か
ら
（
前
表
参
照
）
豪
族
の
矛
盾
的

性
格
も
顕
著
に
な
っ
て
く
る
事
実
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
物
語
る

　
　
　
　
⑩

も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
勢
の
な
か
に
あ
っ
て
、
仲
埋
土
は
当
時
の
祉
会
の

矛
盾
を
指
摘
し
「
漢
王
朝
に
お
い
て
は
す
べ
て
が
編
戸
の
民
で
あ
る

は
ず
だ
が
、
財
力
で
君
長
の
威
を
と
る
も
の
が
無
数
あ
る
。
…
…
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

れ
ら
豪
富
者
は
膏
田
野
に
満
ち
、
奴
卿
干
群
、
徒
附
叫
号
で
、
船
率

に
よ
っ
て
四
方
に
貿
販
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
、
豪
族
が
専
制
権
力

に
対
し
、
経
済
的
に
分
権
的
傾
陶
を
帯
び
る
存
在
で
あ
り
、
中
・
小

農
民
を
搾
取
し
、
ま
た
農
商
の
二
業
を
か
ね
て
、
天
下
の
経
済
を
棄

す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
の
解

決
策
と
し
て
か
れ
は
「
現
在
別
墾
さ
れ
て
い
る
所
は
上
田
の
み
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
地
以
下
は
未
墾
で
あ
る
か
ら
、
草
の
生
え
て
い
る
所
は
み
な
官
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
し
、
労
働
力
あ
る
者
に
受
田
耕
作
せ
し
む
べ
き
で
あ
り
、
富
豪
に

こ
れ
以
上
土
地
を
霞
由
に
さ
せ
て
は
な
ら
ぬ
扁
と
強
調
し
て
い
る
。

（
畠
言
損
蓋
篇
）

　
こ
れ
以
後
、
社
会
の
矛
盾
が
は
げ
し
さ
を
増
す
に
従
っ
て
、
羅
甚

は
冬
扇
に
「
上
家
は
封
君
の
よ
う
な
威
を
張
り
、
下
戸
は
富
人
に
奴

隷
の
よ
う
に
つ
か
え
、
生
き
る
楽
し
み
も
な
い
」
と
述
べ
、
前
漢
武

帝
の
故
事
に
遵
っ
て
素
人
を
国
家
の
力
で
寛
地
に
湿
す
べ
し
と
強
調

し
た
　
（
「
通
弊
」
一
食
貨
、
田
倒
上
引
）
。
ま
た
葡
悦
は
「
豪
富
掛
入
の

占
旧
が
と
く
に
多
く
て
、
天
下
の
田
土
は
ほ
と
ん
ど
か
れ
ら
に
に
ぎ

ら
れ
、
か
れ
ら
は
土
地
を
小
作
せ
し
め
て
太
半
の
賦
を
と
っ
て
い
る
。
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σ
σ
σ

現
在
に
お
い
て
は
、
井
田
の
法
は
行
な
え
な
い
が
、
宜
し
く
口
…
数
を

O
　
O
　
◎
　
O
　
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
　
O
　
O
　
O

以
っ
て
占
田
せ
し
む
べ
き
で
あ
b
・
、
　
一
人
高
膝
畝
の
占
田
面
積
を
規

定
し
て
耕
作
せ
し
め
、
土
地
の
売
買
を
禁
ず
べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
。

（『

ﾊ
典
』
一
食
貨
、
田
鯛
上
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
こ
れ
ら
三
人
は
後
漢
中
期
以
後
の
豪
族
蹟
魑
の
世
に
出
て
社
会
の

矛
盾
解
決
策
を
論
じ
た
が
、
前
漢
末
の
師
丹
・
王
瓢
湖
の
よ
う
に
、
た

だ
ち
に
井
田
の
古
制
に
か
え
そ
う
と
す
る
よ
う
な
儒
家
的
理
想
案
と

は
異
な
っ
て
、
仲
長
統
の
未
墾
地
受
田
説
・
崔
窪
の
徒
民
説
・
筍
悦

の
口
数
占
田
説
は
、
い
ず
れ
も
実
行
力
に
と
ん
だ
着
実
な
政
策
で
あ

っ
て
、
こ
れ
ら
の
議
論
は
西
晋
の
占
田
・
課
田
制
に
重
要
な
指
針
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

あ
た
え
た
に
相
違
な
い
。
な
か
で
も
未
墾
地
受
田
説
や
口
数
占
田
津

が
、
前
漢
宣
帝
以
来
後
漢
に
お
よ
ん
で
展
開
さ
れ
た
、
墾
田
政
策
や

公
田
施
与
政
策
の
体
験
を
経
過
し
た
上
に
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
銘
記
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
王
沸
時
代
の
よ
う
な
架
空
論
が
で

な
か
っ
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
事
実
、
国
家

的
土
地
所
有
に
さ
さ
え
ら
れ
た
民
田
の
経
営
が
、
西
晋
の
占
田
・
課

田
制
以
後
均
田
制
時
代
を
通
じ
て
発
展
す
る
こ
と
を
お
占
う
と
、
漢

代
に
お
け
る
勧
農
政
策
の
も
つ
意
義
は
ま
こ
と
に
重
大
で
あ
る
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
魏
晋
以
後
と
の
関
連
を
述
べ
て

小
論
の
締
め
く
く
り
と
し
よ
う
。

　
⑭
罪
代
の
上
計
の
聖
戦
に
つ
い
て
は
、
鎌
国
重
雄
氏
の
す
ぐ
れ
た
研
究
が

　
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
は
璽
複
し
な
い
。
　
「
漢
代
郡
闘
の
上
計
」
（
『
誌
代
史

　
研
究
』
）

⑳
五
井
氏
、
前
掲
。

　
⑧
仮
与
、
賦
与
等
の
語
は
、
顔
師
古
洗
に
よ
れ
ば
仮
与
は
一
時
的
貸
与
、

　
賦
与
は
恒
久
愚
な
給
与
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
諸
事
綴
に
徴
し

　
て
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
区
別
が
戴
然
と
も
う
け
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
く
、

　
概
括
的
に
み
て
土
地
の
貸
与
乃
棄
用
益
権
の
供
与
と
解
す
る
の
が
妥
当
の

　
よ
う
で
あ
る
。

　
⑭
五
井
氏
、
前
掲
、
も
こ
の
点
は
同
見
解
。

　
㊥
五
井
藏
弘
「
後
漢
時
代
の
官
吏
登
用
制
麟
．
辟
召
』
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史

　
学
研
究
』
一
七
八
）

　
⑲
刺
史
が
地
方
を
監
察
す
る
際
に
、
監
察
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
た
六
条
の

　
詔
諮
に
も
、
豪
族
対
策
が
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
⑩
後
漢
の
後
半
に
豪
族
の
跳
梁
を
み
と
め
る
こ
と
は
誰
も
異
論
が
な
い
で

　
あ
ろ
う
が
、
揚
聯
陞
「
東
二
二
豪
族
」
　
（
『
清
華
学
報
』
一
…
）
、
お
よ
び

　
宇
都
宮
溶
古
「
楊
氏
批
判
」
（
『
東
方
学
報
』
京
都
九
）
、
守
屋
美
都
雄
「
後

　
漢
前
期
に
お
け
る
豪
族
」
　
（
『
歴
史
学
研
究
」
九
の
一
）
、
は
い
つ
れ
も
参

　
考
に
な
る
。
な
お
國
【
家
権
力
と
貫
家
族
・
小
・
農
民
の
㎜
閃
係
に
つ
い
て
、
こ
こ

　
で
は
詳
論
で
き
な
い
か
ら
他
の
機
会
に
ゆ
ず
る
が
、
後
漢
時
代
の
豪
族
は

　
西
普
以
後
の
そ
れ
の
よ
う
に
、
官
最
占
沼
と
い
っ
た
形
に
し
ろ
、
宮
灘
酌

　
な
形
に
お
い
て
、
大
土
地
所
有
を
承
認
さ
れ
る
体
制
を
ま
だ
獲
得
し
て
お

　
ら
ず
、
単
に
被
抑
圧
乃
至
妥
協
と
い
う
形
で
専
制
支
醒
の
下
に
羅
か
れ
て
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い
た
。
し
た
が
っ
て
三
代
の
蟹
族
の
地
位
は
、
後
世
よ
り
も
砥
く
か
つ
不

安
定
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

⑪
宇
都
宮
清
吉
氏
は
、
徒
附
を
良
民
の
小
作
入
と
解
さ
れ
る
。
　
「
漢
代
大

私
有
地
に
お
け
る
小
作
者
と
奴
隷
偏
（
『
東
洋
史
研
究
』
一
の
一
）

⑫
廠
族
類
魑
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
よ
ほ
ど
制
約
的
に
考
え
ね
ば
な
ら
ず
、

後
漢
時
代
は
浜
口
重
国
氏
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
地
方
官
の
廻

避
翻
度
が
強
化
さ
れ
て
お
り
、
（
「
漢
代
に
お
け
る
地
方
官
の
任
粛
と
電
籍

　
地
と
の
関
係
扁
『
歴
史
学
研
究
』
一
〇
一
）
ま
た
雷
族
抑
圧
策
は
決
し
て
ゆ

　
る
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
こ
こ
に
一
々
例
示
し
な
い
が
、
『
後
漢
譜
』
八

　
六
・
八
九
・
九
四
・
一
〇
六
・
一
〇
七
の
諸
列
俊
に
よ
っ
て
徴
し
得
る
。

⑬
瞬
崎
文
夫
門
魏
普
南
北
朝
を
通
じ
北
支
那
に
於
け
る
田
土
問
題
綱
要
」

　
前
掲
第
六
章
、
　
一
六
四
頁
に
も
・
「
普
の
輿
論
を
動
か
し
た
の
は
恐
ら
く
此

　
種
の
言
説
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
あ
る
。

七
、
三
三
以
後
と
の
関
連

　
以
上
、
漢
代
に
お
け
る
墾
田
政
策
お
よ
び
公
田
仮
与
政
策
の
展
開

の
あ
と
を
た
ど
っ
て
み
た
が
、
後
漢
時
代
、
こ
の
方
繭
に
お
け
る
地

方
宮
の
活
躍
が
特
に
目
立
つ
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
全
地
方
官
に

水
利
・
灌
概
お
よ
び
農
政
全
般
に
わ
た
る
権
限
が
大
巾
に
移
譲
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
機
構
改
革
の
賜
物
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
後
薄
束
に

発
生
し
た
黄
巾
の
乱
は
、
統
一
帝
国
の
秩
序
を
大
混
乱
に
お
と
し
い

れ
、
こ
の
内
乱
収
拾
の
た
め
に
立
つ
た
群
雄
は
、
軍
糧
の
確
保
に
苦
し

み
、
臼
夜
掠
奪
を
は
た
ら
く
者
が
大
部
分
で
あ
っ
た
が
、
ひ
と
り
曹

操
の
み
は
典
恥
部
を
組
織
し
て
大
規
模
な
屯
田
を
行
い
、
余
裕
緯
々

と
し
て
戦
争
を
遂
行
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
曹
操
の
成
功
の
原
因
は

ひ
と
え
に
こ
の
典
客
部
の
財
政
的
基
盤
の
確
立
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

　
曹
操
の
典
農
部
は
西
嶋
定
生
氏
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、

大
司
農
に
直
属
す
る
竜
の
で
あ
る
。
大
司
農
は
帝
国
の
財
政
を
副
管

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

す
る
機
関
で
あ
り
、
曹
操
の
執
政
時
代
も
こ
の
点
に
は
何
等
変
化
が

な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
曹
丞
が
漢
の
禅
譲
を
う
け
て
魏
の
・
文
帝
と
な

っ
て
（
ニ
ニ
○
）
以
後
、
漢
末
か
ら
設
澱
さ
れ
て
い
た
尚
書
令
・
左
右

二
…
僕
射
の
も
と
に
五
曹
の
尚
書
（
吏
部
．
左
民
．
客
曹
．
五
兵
。
度
支
）

を
お
き
、
行
政
一
般
を
こ
の
尚
書
台
に
統
合
し
た
。
（
『
普
書
』
二
四
職

官
志
）
そ
し
て
従
来
、
大
司
農
の
管
掌
し
た
軍
国
財
政
の
権
限
は
、

『
調
書
』
三
七
宗
室
伝
中
、
司
馬
孚
伝
に
「
初
め
魏
の
文
帝
、
度
支
尚
書

を
巻
い
て
軍
國
の
支
計
を
専
掌
せ
し
む
」
と
あ
る
よ
う
に
度
肝
尚
書

の
専
管
事
項
と
な
っ
た
か
ら
、
命
令
系
統
か
ら
需
え
ば
、
大
司
農
は
お

そ
ら
く
度
支
尚
書
の
指
揮
下
に
お
か
れ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
だ
大
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

農
は
軍
国
財
政
の
実
務
機
関
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
大
司
農
の

も
と
に
は
典
農
中
郎
将
・
典
農
校
尉
・
典
農
都
尉
が
あ
り
屯
田
を
掌

132　（438）



踏代の勧襲政策（藤村）

っ
て
い
た
が
㌧
こ
れ
は
さ
き
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
後
漢
の
光
武
帝

が
前
漢
の
農
都
尉
を
あ
ら
た
め
て
典
農
都
尉
と
し
た
の
を
受
け
つ
い

だ
も
の
で
、
至
上
は
典
農
都
尉
の
う
え
に
さ
ら
に
中
郎
将
・
校
尉
を

お
い
て
規
模
を
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
太
平
御
覧
』
二
四

二
職
官
部
諸
校
尉
の
条
に
「
魏
略
に
い
わ
く
、
司
農
商
支
校
尉
。
黄

初
四
年
に
澱
く
。
比
二
千
石
な
り
。
諸
軍
の
兵
田
を
掌
る
」
と
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

『
通
血
ハ
』
一
二
六
職
宮
・
魏
…
置
官
晶
の
条
の
第
六
晶
に
度
支
中
郎
将
校
尉
・

第
七
昂
に
度
支
都
尉
が
あ
る
か
ら
、
度
支
系
統
の
官
職
は
典
農
部
内

の
そ
れ
と
匹
敵
し
、
典
農
・
度
支
が
井
列
し
て
大
司
農
に
所
属
し
た

わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
西
嶋
氏
は
典
農
を
民
話
、
度
支
を
軍
屯
の
専

管
機
構
と
し
、
両
者
の
内
容
に
つ
い
て
精
緻
な
研
究
を
行
な
わ
れ
た
。

　
と
こ
ろ
で
豪
農
部
の
民
屯
は
習
に
な
る
と
廃
止
さ
れ
、
軍
規
だ
け

が
存
続
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
西
嶋
氏
は
畏
屯
廃
止
の
理
由
を
、
典

農
部
の
機
構
に
内
蔵
さ
れ
る
腐
敗
乖
離
現
象
と
、
戦
線
の
拡
大
に
よ

る
軍
屯
の
比
重
の
増
大
と
に
求
め
ら
れ
た
。
理
由
の
第
一
に
挙
げ
ら

れ
た
典
農
部
の
乖
離
現
象
の
内
容
を
さ
ら
に
わ
け
る
と
、
e
収
穫
の

定
率
分
益
（
小
作
誘
客
収
取
）
制
、
◎
末
額
治
生
話
語
、
⇔
州
郡
に

所
属
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
典
農
部
民
は
兵
役
の
義
務
を
持
た
な
か
っ

た
こ
と
等
に
要
約
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
第
一
の
定
率
分
書
欄
に
つ
い

て
は
氏
自
身
も
述
べ
て
い
ら
れ
る
よ
う
に
、
典
農
部
の
民
屯
の
み
で

な
く
軍
議
に
お
い
て
も
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
第
二
の
末
作
治
生

も
典
農
部
の
み
に
か
ぎ
ら
ず
、
一
般
州
郡
に
お
い
て
も
行
な
わ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

こ
と
は
、
井
上
晃
氏
が
指
摘
さ
れ
た
通
り
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
典

農
部
の
特
性
は
、
結
局
州
郡
に
所
属
し
て
い
・
な
い
こ
と
の
み
に
し
ぼ

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
と
に
か
く
典
面
部
の
特
性
と
し
て
は
っ
き

り
し
て
い
る
の
は
こ
れ
だ
け
で
あ
っ
て
、
　
『
髄
脳
心
』
四
織
留
王
紀
・

威
煕
元
年
（
二
六
四
）
の
条
に
「
是
歳
∵
屯
田
官
を
罷
め
て
以
っ
て
政

役
を
均
し
く
す
。
諸
の
典
農
を
皆
太
守
と
な
し
、
都
尉
を
皆
令
長
と

な
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
従
来
蒲
郡
と
系
統
を
こ
と
に
し
た
上
農
部

の
官
僚
と
、
そ
の
下
に
所
属
し
た
典
農
部
民
が
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま

ま
州
郡
に
転
換
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
時
は
魏
王
朝
最
後
の
年

で
下
竜
す
で
に
平
定
し
、
司
馬
氏
は
南
方
の
呉
に
対
し
て
も
圧
倒
的

な
優
勢
を
保
持
し
、
や
が
て
中
国
全
土
平
定
の
可
能
性
を
確
信
し
て

お
り
、
こ
の
時
期
に
あ
た
っ
て
、
か
つ
て
啓
操
が
語
末
の
動
乱
の
さ

な
か
に
あ
っ
て
流
民
・
貧
民
を
か
り
あ
つ
め
て
急
激
に
自
己
の
戦
力

を
さ
さ
え
る
た
め
の
物
酌
基
盤
と
し
て
つ
く
り
あ
げ
た
典
両
部
の
屯

田
は
、
そ
の
臨
時
的
∵
権
謀
的
役
割
を
果
し
て
発
展
的
解
消
を
と
げ

た
の
で
あ
る
。
魏
の
典
三
都
屯
田
は
、
’
あ
た
か
も
戦
国
時
代
に
お
い
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て
専
制
的
領
域
国
家
の
経
済
酌
基
盤
と
し
て
、
重
大
な
役
割
を
果
し

た
公
鐵
の
も
つ
性
格
と
酷
似
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
代
表
的
な
祖

形
を
、
　
凍
露
勲
q
徐
民
五
帝
に
［
述
べ
ら
れ
た
奏
の
皿
同
民
に
．
よ
・
の
公
田
経
鴬
【

に
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
た
が
っ
て
後
漢
末
の
群
雄
割
拠
時
代

乃
至
は
三
国
鼎
立
時
代
に
お
い
て
、
対
外
的
に
は
い
わ
ば
専
制
約
領

域
国
家
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
曹
魏
政
権
が
、
司
馬
氏
に
よ
っ
て
大

統
一
国
家
に
生
長
せ
し
め
ら
れ
よ
う
と
す
る
時
点
に
お
い
て
、
か
つ

て
は
重
要
な
役
割
を
果
し
た
鞘
口
農
部
が
州
郡
に
転
換
さ
れ
た
の
は
、

自
然
の
趨
勢
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
公
田
経
営
の
比
重
は
、
郡
県

制
的
把
握
の
薄
弱
な
時
に
お
い
て
こ
そ
と
く
に
重
く
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
こ
と
は
、
戦
国
時
代
や
五
胡
動
乱
時
代
の
諸
国
家
に
お
い
て
そ
の

実
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
以
後
屯
田
は
度
支

尚
書
・
聖
霊
中
郎
将
以
下
の
管
掌
す
る
軍
屯
一
本
建
と
な
っ
た
。

　
し
か
し
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
曹
操
時
代
か
ら
皇
帝
時
代
を
通
じ

て
、
魏
は
屯
田
の
み
を
重
視
し
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
方
に
は
げ
し
く
屯
田
経
営
を
行
な
い
つ
つ
も
、
他
方
に
お
い
て
は

一
般
民
の
郡
県
制
的
把
握
を
決
し
て
怠
た
っ
て
は
い
な
い
。
そ
し
て

地
方
官
の
郡
県
制
的
把
握
を
通
じ
て
、
農
業
諏
で
は
墾
田
政
策
に
万

全
の
努
力
を
つ
く
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
わ
た
く
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

は
、
さ
き
に
若
干
の
愚
児
を
の
べ
て
繕
い
た
。

　
と
こ
ろ
で
胃
管
廃
止
以
後
も
引
続
き
実
施
さ
れ
た
軍
法
は
、
典
農

部
民
彪
の
よ
う
に
郡
県
制
的
支
配
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
郡
県
制
的
支
配
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

『
魏
志
』
二
八
諸
葛
誕
伝
に
、
か
れ
が
厚
揚
将
軍
仮
節
都
督
揚
州
諸

軍
事
で
あ
っ
た
時
「
淫
南
お
よ
び
潅
北
の
郡
県
の
屯
田
二
十
余
万
」

を
集
め
て
自
己
の
部
下
に
し
た
と
い
う
記
事
等
が
示
し
て
い
る
。
軍

記
と
郡
県
制
支
配
と
の
難
行
は
『
晋
書
』
二
四
職
官
志
に
「
魏
の
文

帝
軍
需
三
年
、
始
め
て
都
督
諸
州
軍
事
を
置
く
。
あ
る
い
は
刺
史
を

領
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
地
方
官
た
る
刺
史
が
軍
職
を
兼
ね
る
よ
う

に
な
っ
た
当
然
の
結
果
で
あ
る
。
揚
州
刺
史
劉
酸
が
「
屯
田
を
広
め
、

菊
破
お
よ
び
茄
阪
・
七
門
呉
楽
の
諸
蠣
を
興
し
た
」
（
『
魏
志
』
…
五
本

伝
）
こ
と
や
、
使
持
節
都
督
河
北
道
諸
軍
事
征
北
将
軍
で
あ
っ
た
翠

蓋
が
「
車
箱
渠
を
造
っ
て
灌
概
し
、
そ
の
う
ち
干
頃
を
郡
県
に
出
給

し
た
」
　
（
『
水
膨
注
』
｝
四
・
飽
丘
水
の
条
）
こ
と
な
ど
も
、
郡
県
制
的

支
配
と
軍
歌
と
の
相
関
関
係
を
し
め
す
事
例
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ

ら
地
方
に
お
け
る
屯
田
や
民
田
の
開
発
は
当
然
、
中
央
の
出
駕
尚
書

の
指
揮
を
仰
い
だ
で
あ
ろ
う
。
度
支
尚
書
司
馬
孚
は
糞
州
の
農
丁
五

千
を
遣
わ
し
て
上
官
に
蒸
せ
し
め
「
秋
冬
に
は
戦
陳
を
習
わ
し
め
、
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春
夏
に
は
零
落
を
修
め
し
め
、
是
に
由
っ
て
南
中
は
軍
国
余
り
あ
る
」

（『

W
欝
』
三
七
寒
室
伝
）
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
度
支
尚
書
の

職
掌
内
容
を
知
る
好
資
料
で
あ
る
。
節
黒
は
尚
書
郎
と
し
て
下
北
・

鋸
南
の
屯
田
を
計
画
し
た
（
『
合
志
』
二
八
本
伝
）
と
い
わ
れ
る
が
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
尚
書
郎
と
は
度
支
郎
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
右
の
よ
う
に
度
支
尚
書
を
中
心
に
都
督
刺
史
に
よ
っ
て
屯
田
が
行

な
わ
れ
、
こ
れ
ら
の
屯
田
は
ま
た
郡
県
の
民
田
開
発
に
も
寄
与
す
る

こ
と
が
あ
っ
た
が
、
晋
に
な
る
と
軽
羅
尚
書
の
ほ
か
に
屯
田
尚
別
口
が

設
驚
さ
れ
た
。
こ
れ
は
屯
田
専
管
の
尚
書
を
刑
…
画
し
た
こ
と
を
物
語

る
も
の
で
あ
る
（
「
晋
悪
口
職
官
志
）
。
晋
は
そ
の
後
、
太
康
元
年
（
二
八

○
）
に
い
た
っ
て
中
國
全
土
の
統
一
を
完
成
す
る
と
闘
も
な
く
、
有

名
な
占
田
・
課
田
制
を
施
行
し
て
国
有
地
の
胴
放
お
よ
び
私
有
地
の

　
　
　
　
　
⑧

規
制
を
行
っ
た
。
こ
れ
と
井
行
し
て
官
制
．
禰
で
は
、
屯
田
尚
書
を
廃

し
て
田
曹
尚
書
を
澱
い
て
い
る
。
こ
の
三
曹
尚
書
が
屯
田
尚
書
の
後

釜
な
の
か
、
そ
れ
と
も
画
期
的
な
土
地
制
度
を
専
管
す
る
た
め
の
機

構
な
の
か
、
に
わ
か
に
断
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
わ
た
く
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

は
お
そ
ら
く
後
者
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
と
い
う
の
は
中
国
統
一
と

と
も
に
軍
港
の
し
め
る
比
重
は
急
に
減
少
し
、
む
し
ろ
郡
県
駅
亭
支

弁
を
通
じ
て
人
民
の
総
力
を
農
業
生
産
に
結
集
す
る
必
要
性
が
は
る
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
増
大
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
『
晋
書
』
二
六
食
賃
志
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

太
康
元
年
に
ほ
ど
近
い
成
寧
四
年
（
二
七
八
）
に
お
け
る
度
支
尚
書
杜

預
の
上
峰
に
は
、
東
南
地
方
の
破
塙
処
理
問
題
に
つ
い
て
、
軍
部
と

郡
県
嘗
と
の
問
に
意
児
の
醐
　
灘
を
生
じ
、
し
か
竜
こ
の
場
合
、
軍
側

に
非
が
あ
り
、
地
方
に
迷
惑
を
お
よ
ぼ
し
た
こ
と
を
な
が
な
が
と
指

摘
し
て
い
る
。
帝
は
こ
の
上
疏
を
い
れ
て
、
地
方
官
を
主
体
と
し
て

全
面
的
な
阪
埆
の
修
理
を
開
始
し
た
と
い
う
か
ら
、
習
の
中
国
統
コ

の
前
頃
に
は
、
永
年
の
戦
争
継
続
の
結
果
、
軍
屯
自
体
の
な
か
に
相

当
の
矛
盾
が
発
生
し
て
い
た
ら
し
く
、
こ
の
よ
う
な
弊
風
を
一
新
す

る
こ
と
と
、
屯
田
尚
書
の
廃
止
と
の
聞
に
は
不
可
分
の
関
係
が
あ
っ

た
と
お
も
わ
れ
る
。

　
国
家
権
力
は
人
民
の
郡
県
制
的
拙
握
を
基
本
約
関
係
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
戦
乱
そ
の
他
分
裂
的
傾
向
の
強
い
時
期
に
お
い
て
は
、
郡

県
制
的
把
握
が
い
ち
じ
る
し
く
弛
緩
す
る
た
め
、
・
や
む
を
え
ず
基
本

酌
関
係
以
外
の
方
法
に
よ
っ
て
権
力
の
基
盤
を
確
立
せ
ね
ば
な
ら
ず
、

戦
国
時
代
や
五
胡
十
六
羅
時
代
の
豊
楽
政
策
や
公
田
経
営
、
ま
た
は

曹
魏
の
典
中
部
設
脳
慨
等
は
、
み
な
こ
の
よ
う
な
応
急
乃
至
権
宜
の
処
．

箇
で
あ
る
。
漢
唐
の
盛
時
に
お
い
て
も
公
田
・
屯
田
の
経
営
は
行
な

わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
基
本
酌
対
立
関
係
の
補
助
的
…
役
割
を
し
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め
る
も
の
で
あ
る
α
唐
代
に
ヵ
い
て
は
人
民
の
戸
口
・
賦
税
等
、
均
、

田
綱
酌
政
務
は
戸
部
尚
書
の
管
轄
に
属
し
、
こ
れ
に
対
し
屯
田
・
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

田
・
公
癖
田
野
の
公
田
は
工
部
尚
書
の
管
轄
下
に
澱
か
れ
た
　
（
『
逓

典
』
　
一
＝
嵩
職
官
・
尚
書
下
。
　
門
山
ハ
典
』
　
一
二
・
一
戸
部
尚
断
口
、
　
七
・
工
部
出
紅
斑
）
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
体
制
は
す
で
に
北
斉
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
三
巴
で
は
祠
部
尚
書
に
一
部
・
主
客
・
虞
曹
・
屯
田
・
起
部

の
五
部
が
所
属
し
て
、
唐
代
の
礼
部
と
工
部
の
未
分
化
な
形
体
を
な

し
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
度
支
尚
書
に
は
度
支
・
倉
部
・
左
戸
（
計

帳
・
戸
籍
を
掌
る
）
右
戸
（
租
調
を
掌
る
）
沼
部
・
庫
部
の
六
部
が
所
属

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

し
て
唐
代
の
戸
都
の
祖
形
を
な
し
て
い
る
（
『
附
書
』
二
七
醤
官
志
中
）
。

　
以
上
、
両
漢
船
よ
び
魏
晋
以
後
の
公
田
お
よ
び
民
田
の
経
鴬
と
、

そ
の
管
掌
機
関
と
の
闘
係
を
通
じ
て
み
る
と
、
国
家
権
力
は
本
来
、

広
汎
な
農
三
層
に
そ
の
基
盤
を
お
く
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
貫
徹

を
臼
指
し
て
つ
ね
に
す
す
む
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
直
営
公
田
・
屯

田
等
の
至
急
は
基
本
的
関
係
の
副
次
的
な
役
割
を
果
す
に
す
ぎ
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

⑭
西
嶋
定
生
「
魏
の
屯
田
策
」
（
『
無
難
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
〇
）

⑯
猫
口
操
は
三
公
を
5
5
・
め
て
み
つ
か
ら
丞
相
と
な
り
、
撫
力
を
｝
身
に
あ
っ

　
め
た
。
（
補
翼
、
雌
．
廿
二
史
掘
記
』
二
・
漢
三
公
官
）
魏
に
な
っ
て
三
面
君

　
主
と
そ
の
側
近
の
政
務
機
関
が
独
立
す
る
下
地
は
、
こ
の
時
に
出
来
あ
が

　
つ
た
と
い
え
る
。

⑯
『
太
平
御
覧
』
二
一
七
・
度
支
尚
讃
の
条
引
、
　
朱
鳳
習
害
に
「
交
帝
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
支
尚
書
を
立
つ
。
軍
糧
計
三
一
に
こ
れ
に
由
る
。
司
馬
孚
を
以
っ
て
之
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
な
す
」
と
あ
り
、
萱
垣
に
は
導
掌
軍
図
支
計
と
あ
る
の
と
あ
わ
せ
考
え
る
，

　
と
、
度
支
と
大
司
農
と
は
並
立
し
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
と
い
っ
て
も
、
こ
こ
で
こ
と
わ
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
『
通

　
典
』
一
二
六
職
官
7
魏
梯
籍
置
九
贔
の
条
に
よ
れ
ば
、
出
囲
碁
と
九
卿
と
は
と
も

　
に
第
三
品
の
官
で
あ
り
、
贔
秩
の
う
え
か
ら
い
え
ば
度
支
尚
講
と
大
司
農

　
と
は
同
等
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
官
位
の
う
え
か
ら
み
れ
ば
両
者
の
間
に

　
統
属
関
係
は
な
い
が
（
唐
で
は
…
戸
部
尚
露
は
翫
一
工
品
で
あ
る
に
対
し
、
調

　
農
漁
岬
は
従
一
二
品
で
あ
る
。
　
〔
『
逓
典
』
四
〇
〕
）
、
　
た
だ
度
論
文
尚
灘
厨
と
大
司

　
農
と
の
関
係
を
、
専
制
君
主
と
の
親
近
性
の
糟
違
か
ら
み
た
場
ム
ロ
、
こ
の

　
よ
う
に
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
わ
た
く
し
は
こ
の
揚
禽
、
一
代
に
お

　
け
る
官
制
形
体
の
出
発
点
を
こ
こ
に
み
と
め
よ
う
と
す
る
ま
で
で
あ
る
。

⑰
度
支
中
郎
将
校
尉
は
、
繭
嶋
氏
、
前
掲
一
六
頁
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、

度
支
中
郎
将
の
誤
で
あ
ろ
う
。

⑱
井
上
晃
「
魏
の
典
農
部
廃
止
に
就
い
て
」
（
劇
、
史
観
』
五
二
）
。
　
一
一
買
。

　
な
お
氏
は
「
均
征
役
」
の
解
釈
に
つ
い
て
西
鶴
氏
と
見
解
を
こ
と
に
さ
れ

　
る
よ
う
で
あ
る
が
、
わ
た
く
し
は
こ
れ
に
関
し
て
は
酋
一
説
に
賛
戒
で
あ

　
る
Q

⑲
拙
論
「
勧
農
政
鎧
と
占
筏
金
繊
」
今
史
林
」
四
一
の
二
）
。
　
第
二
節
、

　
勧
農
政
策
の
展
開
、
八
～
…
二
頁
。

⑳
『
．
証
書
」
二
四
職
官
士
心
、
原
譜
…
即
の
日
栄
に
は
、
魏
に
農
部
那
が
あ
る
が
、
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濃代の勧農政策（藤繕）

　
讐
の
武
蕾
に
よ
っ
て
廃
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
農
都
郎
は
典
農

　
部
を
掌
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
郵
突
の
場
倉
は
軍
側
で
あ
る
か
ら
度
支
郎

　
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

⑭
拙
払
醐
、
晶
則
掲
。
第
四
節
、
占
田
課
屠
の
土
地
m
鮎
苗
と
北
α
均
太
・
的
旧
対
立
…
閃
係
。

⑳
『
晋
誰
』
六
七
温
矯
伝
に
は
司
徒
府
に
附
薯
撤
を
お
い
て
、
請
州
の
勧
農

　
に
当
ら
し
め
た
こ
と
が
出
て
い
る
。
細
曹
尚
書
が
こ
の
田
溶
岩
に
関
連
す

　
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
、
勧
農
行
政
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
で
あ
り
、
し

　
た
が
っ
て
占
課
田
制
施
行
の
た
め
に
設
澱
さ
れ
た
機
関
と
見
な
け
れ
ば
な

　
ら
ぬ
。

㊥
管
見
で
は
あ
る
が
、
　
［
、
晋
書
」
を
通
じ
て
み
た
と
こ
ろ
で
は
、
太
康
元

　
年
以
後
、
八
王
の
乱
に
い
た
る
二
七
年
問
、
屯
田
に
関
す
る
記
事
は
見
当

　
ら
な
い
。
な
お
草
野
傭
…
氏
は
、
占
諜
田
法
施
行
聴
，
に
お
け
る
軍
の
整
備
状

　
況
に
つ
い
て
、
詳
細
に
指
摘
し
て
い
ら
れ
る
。
「
占
田
課
田
制
に
つ
い
て
」

　
（
『
史
淵
』
七
六
）

⑭
年
紀
は
璽
資
治
通
鑑
』
八
○
・
晋
紀
二
、
威
寧
四
年
七
月
の
条
に
よ
る
。

㊥
唐
の
司
農
寺
に
は
上
林
・
太
倉
・
鈎
盾
・
導
官
の
闘
翼
の
ほ
か
、
畿
内

　
の
屯
田
を
主
る
諸
屯
監
も
所
属
し
て
い
る
。
ま
た
地
方
に
お
い
て
も
氏
田
・

　
屯
田
は
井
列
し
て
い
る
。
し
か
し
唐
の
司
農
専
は
全
般
的
に
農
政
に
関
す

　
る
実
務
を
扱
う
と
こ
ろ
で
、
そ
の
上
に
あ
っ
て
政
令
を
下
す
命
令
擬
関
で

　
は
な
い
。
麿
で
は
尚
書
省
六
部
が
政
令
を
繋
り
、
九
寺
等
は
そ
の
下
に
あ

　
つ
て
実
務
を
主
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
「
庸
会
．
要
』
七
八
・
請
使
雑
録
上

　
の
条
引
、
　
蘇
氏
駁
議
に
　
「
九
寺
・
藁
監
・
東
宮
三
寺
・
十
一
　
衛
及
京
兆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
り
　
　
ゆ
　
　
む
　
　
む
　
　
ゆ

　
河
齋
尉
は
こ
れ
王
癬
の
有
司
。
お
の
お
の
守
る
所
を
勤
め
。
以
っ
て
翠
玉

　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
り
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
り
　
　
ゆ
　
　
む

　
を
牽
ず
。
尚
書
は
閣
章
に
准
じ
、
毬
度
を
立
て
、
以
っ
て
之
を
領
す
」
と

あ
る
よ
う
に
、
尚
害
は
政
令
の
主
体
で
あ
り
、
九
三
や
諸
州
官
庁
等
ば
そ

　
の
下
請
に
す
ぎ
な
い
。
な
お
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
は
厳
耕
望
蜀
論
庸

　
代
尚
書
之
職
任
与
地
位
」
　
（
『
国
立
中
央
研
究
院
集
刊
』
二
四
）
に
詳
述
し

　
て
あ
る
。
し
た
が
っ
て
い
ま
は
、
命
令
系
統
に
よ
っ
て
驚
濁
と
公
団
の
管

掌
上
の
区
別
を
指
摘
し
た
ま
で
で
あ
る
。

⑳
北
島
の
綱
度
は
北
魏
に
よ
っ
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
が
、
北
魏
の
尚
書

制
疫
に
は
改
一
廃
が
多
く
、
目
下
の
と
こ
ろ
わ
た
く
し
に
は
明
確
な
知
日
鱒
は

成
立
し
て
い
な
い
。
北
魏
の
尚
曽
三
度
に
つ
い
て
は
や
は
り
二
二
算
氏
の

す
ぐ
れ
た
研
究
「
北
魏
尚
書
分
部
之
演
変
」
　
（
『
学
衛
季
刊
』
四
の
こ
）
。

　
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

む
す
び

　
以
上
、
漢
代
の
勧
農
政
策
と
財
政
機
構
の
変
容
と
の
関
連
を
た
ど

っ
て
み
た
が
、
前
漢
時
代
に
は
少
府
（
帝
室
財
政
）
大
司
農
（
国
家
財

政
）
の
二
本
建
で
あ
っ
た
財
政
機
構
が
、
後
漢
時
代
に
は
大
司
農
一

本
に
整
備
さ
れ
、
そ
れ
と
同
時
に
前
漢
時
代
、
大
司
農
や
少
府
に
盧

属
し
た
都
水
・
農
監
等
、
農
政
関
係
機
構
が
郡
県
に
移
管
さ
れ
た
。

こ
れ
は
専
制
帝
国
の
農
政
機
構
を
、
郡
県
制
的
掘
握
の
基
本
的
関
係

の
上
に
位
概
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
農
政
関
係
機
構
の
全
面
的

な
地
方
移
管
に
よ
っ
て
、
地
方
長
窟
を
主
体
と
す
る
水
利
・
灌
概
事

業
の
推
進
と
そ
れ
に
と
も
な
う
田
土
の
開
発
（
墾
田
政
策
）
が
行
な
わ
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れ
、
ま
た
貧
民
・
流
民
へ
の
公
田
仮
与
が
行
な
わ
れ
た
結
果
、
多
分

に
国
家
的
土
地
所
有
の
性
格
を
も
つ
た
田
土
に
お
け
る
民
田
の
経
営

が
展
開
さ
れ
、
幾
多
の
中
・
小
農
厚
層
を
、
国
家
権
力
の
支
配
下
に

育
成
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
凝
れ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う

な
体
制
の
整
備
強
化
へ
の
努
力
は
、
魏
厄
後
に
お
け
る
分
裂
的
・
割

拠
的
傾
向
・
お
よ
び
・
豪
族
勢
力
の
発
展
に
よ
っ
て
い
よ
い
よ
拍
車
を
か

け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
ま
た
前
漢
の
帝
室
財
政
機
構
か
ら
蝉
脱
し
て
、
皇
帝
鶴
近
の
政
務

機
関
と
な
っ
た
後
漢
の
少
府
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
基
本
的
関

係
の
上
に
立
つ
専
制
君
主
の
枢
密
機
関
と
し
て
、
政
務
の
機
密
を
つ

か
さ
ど
る
尚
書
の
権
…
力
が
、
宰
相
と
し
て
い
よ
い
よ
重
く
な
る
と
と

も
に
、
郡
県
綱
的
支
配
の
最
高
監
察
官
で
あ
る
御
史
中
丞
お
よ
び
司

隷
校
尉
が
、
尚
書
と
と
も
に
三
独
坐
と
称
せ
ら
れ
て
、
宰
相
に
つ
ぐ

重
要
な
地
位
を
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
魏
晋
以
後
に
な
る

と
、
少
府
所
属
の
尚
書
そ
の
他
の
政
務
機
関
は
そ
れ
ぞ
れ
名
実
と
屯

に
独
立
し
、
財
政
機
構
を
竜
そ
の
な
か
に
吸
収
し
て
専
制
権
力
の
中

央
官
制
は
」
段
と
整
備
さ
れ
、
唐
代
に
お
け
る
政
治
体
系
の
前
駆
的

形
体
が
で
き
あ
が
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
魏
晋
以
後
、
唐

に
い
た
っ
て
完
成
す
る
国
家
体
制
は
、
す
で
に
後
漢
時
代
に
お
い
て

そ
の
祖
形
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
園
家
納
土
地
所
有

に
さ
さ
え
ら
れ
た
民
田
経
営
の
前
提
も
、
後
漢
時
代
に
墾
田
政
策
や

公
田
贈
与
政
策
を
通
じ
て
推
進
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
後
漢

時
代
の
政
治
体
制
が
、
そ
れ
以
後
に
対
し
て
果
し
た
役
割
は
実
に
大

き
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
〔
附
…
記
〕
　
本
山
桐
は
肯
人
触
即
省
科
学
研
鷹
九
費
に
よ
w
⇔
綜
ム
ロ
研
催
ん
　
「
山
ハ
翻
判
階
唐
講

　
国
家
の
権
力
機
構
と
そ
の
変
遷
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

執
筆
巻
紹
介

合柴士爵西横山中中

㌦震上村田澄諄

裕　＿雨承健　　茂
　　二　　　　　九
作実郎貞佑一三哲郎

京
都
大
学
芋
擾

京
都
大
学
助
手

京
都
大
学
大
学
院
学
生

関
西
大
学
教
授

夏
山
高
校
教
諭

東
京
大
学
助
教
擾

立
命
館
大
学
教
擾

京
都
大
学
教
授

朱
雀
高
校
教
諭
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searching　fundamental　sources　themselves　as　its　premise　as　far　as

p6ssible．

Policy　for　Promoting　of　Agriculture

　　　　　in　the　Han　（漢）　Dynasty

　on　the　reformation　of　financial　mechanism

　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　Genyu　Nishimura

　　Double　financial　mechanism　of　Shao－fu（少府）（royalfinancial　organi－

zation）and　Ta－ssu－nung　（大司農）（state　financial　organization）in

the　Former血π（前漢）period　was　completely　equipPed　into　a　single

mechanism　of　Ta－ssu－nung　in　the　Later魚π（後漢）period，　and　at

once，　in　the　Former　ffan　period　organizations　for　agricultural　policy，

such　ac　s　Tu－shui　（］“B’IS　7」’〈），　nung－chien　（〉］ii　．ptl‘，）　and　so　on，　under　immediate

control　of　Ta－ssu－nung　and　Shao－fi｛　were　transferred　to　Chdr’n－hsien

（郡県）．

　　This瓢eans　the　agricultuでal　policy　of　an　absolute　empire　situated

on　fundamental　relationship　of　ChiZn－hsien　system’s　grap．　This　local

transference，　through　colonization，　was　to　promote　middle　or　sinall

peasantry　under　the　control　of　state－power，　culminating　in　the　political

system　of　the　7”ang（唐）dynasty；in　other　words　such　growing　system

seemed　to　be　a　prote－type　of　the　T’ang　dynasty．

　　In　conclusion，　we　may　sa．　y　that　the　political　system　in　the　Later’

Han　peri－od　played　a　great　r61e　for　posterity．

（464）


