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・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

一

　
北
魏
朝
の
孝
文
帝
に
よ
っ
て
は
じ
め
ら
れ
た
均
田
法
が
、
中
国
の

農
業
・
土
地
制
度
史
上
重
要
な
問
題
で
あ
る
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て

い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
は
わ
が
国
に
と
っ
て
も
班
田
鳥
越
法
と
ふ

か
い
関
係
が
あ
る
た
め
、
日
本
史
家
や
法
制
史
家
に
よ
っ
て
、
は
や

く
か
ら
と
り
あ
げ
ら
れ
、
戦
前
．
戦
後
を
通
じ
、
わ
が
周
お
よ
び

中
国
の
学
者
に
よ
る
均
田
法
関
係
の
著
述
は
、
お
び
た
だ
し
い
数
に

　
　
　
　
　
　
①

の
ぼ
っ
て
い
る
。

　
わ
た
く
し
が
、
い
ま
こ
こ
で
、
表
記
の
よ
う
な
問
題
を
と
り
あ
げ

た
の
は
、
か
ね
て
五
胡
・
十
六
国
時
代
お
よ
び
南
北
朝
時
代
を
中
国

史
上
の
民
族
移
動
期
と
み
る
立
場
か
ら
、
北
魏
の
三
会
や
文
化
を
考

　
　
　
　
　
　
　
　
②

察
し
て
い
る
う
ち
に
、
均
田
法
が
な
ぜ
タ
ク
バ
ツ
族
の
北
魏
朝
で
は

じ
め
ら
れ
た
の
か
、
と
い
う
点
に
疑
問
が
お
こ
の
、
ま
た
こ
の
点
が
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こ
れ
ま
で
の
研
究
老
に
、
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
お

も
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
本
論
文
は
昭
和
二
九
年
（
一
九
五
四
）
一
一
月
八
日
文
部
雀
科
学
研
究

　
費
に
よ
る
総
合
研
究
班
の
研
究
発
表
会
（
中
央
大
学
）
と
、
さ
ら
に
同
三

　
　
年
一
】
月
ご
日
の
史
学
研
究
会
大
会
と
に
お
け
る
公
嗣
講
演
の
草
稿
で

　
あ
る
が
、
そ
の
後
北
朝
の
均
畷
法
に
関
し
て
は
①
に
註
記
し
た
よ
う
に
、

　
松
本
善
海
、
堀
敏
一
要
証
の
論
文
を
は
じ
め
ご
三
の
論
考
が
発
表
さ
れ
た

　
の
で
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
本
文
に
若
干
の
補
訂
を
く
わ
え
、
か
つ
あ
ら
た

　
に
註
記
を
ほ
ど
こ
し
た
も
の
で
あ
る
。
最
初
の
発
表
以
来
「
学
内
の
雑
務

　
に
か
ま
け
て
…
数
年
間
を
経
過
し
た
が
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
筆
者
の
怠
慢
に

　
よ
る
こ
と
を
お
わ
び
し
た
い
。

二

　
し
ら
れ
る
よ
う
に
、
均
田
法
は
四
八
五
年
（
太
和
9
）
北
龍
の
孝
文

帝
に
よ
っ
て
発
布
さ
れ
た
土
地
法
で
あ
る
。
魏
書
巻
七
上
高
祖
紀
を

み
る
と
、
卸
和
九
年
十
月
の
詔
と
し
て

　
　
繍
強
な
も
の
は
山
沢
を
兼
井
し
て
い
る
の
に
、
貧
弱
者
は
塵
㌔
の

　
土
地
を
う
る
の
ぞ
み
す
ら
な
い
。
地
に
は
遺
恩
が
あ
る
が
、
民
に
は
絵
財

　
な
く
、
そ
の
た
め
、
あ
る
も
の
は
畝
離
の
地
を
あ
ら
そ
っ
て
身
を
ほ
ろ
ぼ
し
、

　
ま
た
あ
る
も
の
は
簾
簾
に
よ
っ
て
業
を
す
て
る
よ
う
な
は
め
に
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
で
は
天
下
の
太
平
、
頁
姓
の
生
活
安
定
を
え
よ
う
と
し
て
も
、

ど
う
し
て
で
き
よ
う
か
。
そ
こ
で
、
．
い
ま
使
春
を
つ
か
わ
し
て
州
郡
を
寒

行
さ
せ
、
地
方
本
宮
ら
と
は
か
っ
て
全
国
の
田
地
を
畏
に
均
給
し
、
そ
の

還
受
は
生
死
に
よ
っ
て
定
め
る
こ
と
と
し
、
農
業
を
勧
課
し
て
斑
の
富
強

を
は
か
り
た
い

と
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
全
国
の
民
に
土
地
を
均
給
す
る
均
濁
法
の
施

行
に
つ
い
て
の
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
魏
書
の
食
貨

志
に
も
「
太
和
九
年
詔
を
く
だ
し
て
、
民
に
田
土
を
均
給
し
た
」
と

い
う
。

　
こ
の
均
照
法
の
内
容
は
後
述
す
る
と
お
り
で
あ
る
が
、
均
田
法
の

系
譜
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
一
般
の
学
老
に
は
、
こ
れ
を
中
国
の

土
地
制
度
史
の
な
か
に
位
概
づ
け
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
立
場
か
ら

周
の
井
田
法
以
来
の
伝
統
を
う
け
つ
ぎ
、
さ
ら
に
は
二
八
○
年
に
西

晋
の
武
帝
が
発
布
し
た
土
地
法
（
占
算
・
課
田
法
）
に
直
接
す
る
も
の

と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
と
屯
す
れ
ば
「
こ
れ
が
北
ア
ジ
ア

民
族
に
嵩
了
す
る
北
魏
政
権
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
歴
史
的
事
情
に

つ
い
て
は
、
看
過
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
よ
う
に
お
も
う
。
し
か
し
均

田
法
が
な
ぜ
タ
ク
パ
ツ
族
の
北
魏
朝
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
か
、
と

い
う
問
題
と
関
連
し
て
か
ん
が
え
る
と
き
、
均
田
法
の
系
譜
が
、
晋
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均随法の系譜（照村）

武
の
土
地
法
に
そ
の
ま
ま
つ
な
が
る
も
の
と
い
う
考
説
に
対
し
て
は
、

い
ま
い
ち
ど
検
討
し
て
み
る
要
が
あ
る
よ
う
に
お
も
う
。

　
と
い
う
の
は
、
し
ら
れ
る
よ
う
に
西
普
の
武
帝
は
、
二
八
○
年
に

江
薦
の
隠
匿
を
あ
わ
せ
て
事
実
上
中
国
を
統
一
す
る
と
、
そ
の
年
に

土
地
法
・
戸
藤
野
を
発
布
し
た
が
、
鼻
薬
の
死
後
晋
朝
の
国
勢
は
ふ

る
わ
ず
、
つ
い
に
八
王
の
乱
が
お
こ
り
（
三
〇
〇
）
、
国
内
の
治
安
は

す
っ
か
り
み
だ
れ
て
、
王
室
は
文
字
ど
お
り
気
息
奄
々
た
る
あ
り
さ

ま
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
南
飼
奴
部
長
劉
淵
の
独
立
運
動
に
よ
っ
て
三

一
六
年
に
西
海
が
滅
亡
す
る
と
、
中
国
は
南
北
に
分
裂
し
た
。
つ
ま

り
晋
武
の
統
一
か
ら
普
室
の
滅
亡
ま
で
は
三
六
年
問
、
し
か
も
そ
の

実
質
的
な
滅
亡
と
も
み
ら
れ
る
八
王
の
乱
ま
で
を
か
ぞ
え
る
と
、
た

か
だ
か
二
〇
年
間
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
武
帝
の
発
布
し
た
土
地
法
で

あ
る
占
田
・
課
田
法
竜
、
は
た
し
て
ど
の
範
囲
内
に
実
施
さ
れ
、
ま

た
ど
れ
ほ
ど
の
施
行
力
を
も
つ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
う
た
が
い

　
　
　
　
　
③

な
き
を
え
な
い
。

　
つ
ぎ
に
西
嶺
の
滅
亡
後
、
北
中
国
は
四
四
〇
年
に
北
魏
に
よ
っ
て

統
一
さ
れ
る
ま
で
約
ニ
ニ
○
年
占
に
、
五
胡
民
族
出
身
の
諸
王
朝
が

各
地
に
つ
ぎ
つ
ぎ
と
出
現
し
た
。
い
わ
ゆ
る
五
胡
十
六
国
時
代
で
あ

る
。
こ
の
時
代
を
は
さ
ん
で
、
北
魏
の
孝
文
帝
に
よ
る
均
田
法
発
布

ま
で
は
二
〇
五
年
の
時
間
的
へ
だ
た
り
が
あ
り
、
し
か
も
こ
の
千
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い
　
　
ぎ
よ
う

余
年
の
あ
い
だ
、
華
北
は
何
奴
・
鮮
卑
・
玩
・
莞
な
ど
五
胡
の
異
民

族
政
権
に
支
配
さ
れ
、
河
北
・
山
西
・
山
東
は
い
う
に
お
よ
ぼ
ず
、

古
来
中
国
人
が
中
華
の
地
と
ほ
こ
っ
た
中
原
竜
、
華
艶
事
民
族
の
混

住
雑
居
の
地
と
な
っ
て
、
華
北
社
会
は
ま
っ
た
く
混
乱
状
態
を
く
り

か
え
し
た
の
で
あ
る
。

　
均
田
法
は
、
こ
の
よ
う
な
華
北
社
会
の
実
態
の
な
か
か
ら
う
ま
れ

で
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
華
北
を
支
配
し
た
北
魏
政
権
と
し
て

は
、
そ
の
経
済
的
基
盤
と
な
っ
た
代
国
時
代
以
来
の
土
地
政
策
を
無

視
し
て
、
す
で
に
す
た
れ
て
二
〇
〇
年
に
も
な
る
晋
武
の
土
地
法
を
、

は
た
し
て
そ
の
ま
ま
と
り
い
れ
た
で
あ
ろ
う
か
、
な
ど
と
か
ん
が
え

て
み
る
と
、
北
魏
の
均
田
法
と
晋
武
の
土
地
法
と
を
直
接
的
に
む
す

び
つ
け
る
こ
と
に
は
躇
翻
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
北
魏
の
均
照
法
の
直
接
の
系
譜
は
、
ど
こ
に
も
と
め
た

ら
よ
い
の
か
。
結
論
か
ら
さ
き
に
い
え
ば
、
以
上
の
歴
史
的
・
社
会
的

現
実
を
考
慮
に
い
れ
て
、
こ
れ
を
北
魏
の
建
園
期
で
あ
る
代
国
時
代

の
タ
ク
バ
ツ
政
権
が
、
被
征
服
民
に
対
し
て
実
施
し
た
從
民
政
策
、
お

よ
び
そ
の
土
地
給
付
法
た
る
商
口
受
田
制
に
つ
な
が
る
も
の
と
か
ん

　
　
　
　
　
　
　
④

が
え
た
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
計
口
受
田
制
と
い
っ
て
も
、
あ
る
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い
は
屯
田
制
、
諜
田
制
と
い
っ
て
も
、
そ
の
根
ホ
の
原
理
は
、
公
有

地
を
あ
た
ま
わ
り
に
、
わ
り
つ
け
る
と
い
う
単
純
な
も
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
起
源
な
り
、
系
譜
な
り
を
、
た
だ
法
文
の
面
だ
け
に
亀
と

め
る
こ
と
は
適
当
で
な
か
ろ
う
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
そ
の
国
象
な
り

民
族
な
り
の
歴
史
的
推
移
の
な
か
に
お
い
て
た
ど
る
の
が
、
よ
り
適

切
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。

三

　
タ
ク
バ
ツ
政
権
の
細
民
政
策
と
は
、
　
ご
習
で
い
え
ば
被
征
服
民
を

集
団
的
に
自
領
内
に
強
制
移
住
さ
せ
、
土
地
を
あ
た
ま
わ
り
に
支
給

し
た
う
え
1
計
口
受
田
と
い
う
i
農
具
や
耕
牛
な
ど
を
貸
与
し

て
農
業
生
産
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
徒
真
妄
は

北
流
に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
北
ア
ジ
ア
民
族
の
お
お
く
が
A

お
こ
な
っ
た
よ
う
で
、
す
で
に
前
書
の
ボ
ヨ
ウ
政
権
を
は
じ
め
、
の

　
　
　
　
　
　
　
⑤

ち
の
キ
タ
イ
族
の
遼
、
ジ
ュ
セ
ソ
族
の
金
、
　
マ
ソ
ジ
ュ
族
の
溶
な
ど

の
諸
征
服
王
朝
も
大
規
模
に
お
こ
な
っ
て
い
る
。

　
北
魏
の
徒
民
は
、
史
料
の
う
え
で
は
穆
帝
郵
書
の
こ
ろ
か
ら
は
じ
・

ま
る
が
、
そ
れ
が
本
格
的
に
実
施
さ
れ
は
じ
め
る
の
は
太
祖
道
武
帝

の
と
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
河
地
重
造
「
北
魏
王
朝
の
成
立

と
そ
の
性
格
に
つ
い
て
」
　
（
肖
棄
洋
史
王
滝
…
雛
一
二
巻
蹴
号
）
に
詳
細

に
の
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
か
ん
た
ん
に
ふ
れ
る
こ
と
に

す
る
が
、
要
す
る
に
、
そ
れ
は
太
祖
に
よ
っ
て
タ
ク
バ
ツ
部
の
統
一

政
権
が
樹
立
さ
れ
、
外
民
族
に
対
す
る
侵
略
・
征
蝦
戦
が
積
極
化
し

た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
す
な
わ
ち
太
祖
の
建
国
以
来
、
北
江
は
中
原
や
遼
西
・
遼
東
あ
る

い
は
オ
ル
ド
ス
か
ら
、
被
征
服
民
を
代
国
内
に
う
つ
し
た
が
、
な
か

で
も
ボ
ヨ
ウ
氏
の
後
燕
を
ほ
ろ
ぼ
し
て
河
北
・
河
南
・
山
東
・
山
西

を
あ
わ
せ
る
と
、
華
北
か
ら
お
び
た
だ
し
い
中
国
人
を
国
都
の
平
城

　
　
　
　
　
　
⑥

を
中
心
に
、
畿
内
一
円
に
集
団
的
に
夏
霞
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
の
徒
民
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
定
額
の
土
地
を
わ
り
つ
け
て

開
拓
さ
せ
、
ま
た
耕
牛
や
農
具
を
竜
支
給
し
た
。

　
　
天
副
興
一
沼
池
（
薫
九
八
）
正
月
、
徒
山
［
東
六
州
［
民
草
及
徒
河
H
・
齋
圃
麗
雑
富
麗

　
一
瓢
十
六
万
・
蕎
工
伎
巧
十
島
カ
ム
ホ
ロ
以
充
｛
尽
師
…
。
　
二
月
切
点
、
給
内
一
軒
薪
民
鰯
耕

　
牛
、
計
口
受
田
縢
櫓
轍

　
こ
れ
は
後
燕
を
ほ
ろ
ぼ
し
て
山
東
河
北
六
州
の
中
国
人
お
よ
び
鮮

血
、
人
、
高
句
麗
人
や
多
数
の
技
術
者
を
徒
働
し
て
首
都
の
平
城
を
充

実
し
た
こ
と
、
ま
た
こ
れ
ら
の
富
民
の
う
ち
農
業
に
従
事
す
る
も
の

に
は
、
土
地
と
耕
牛
と
を
そ
れ
ぞ
れ
支
給
し
た
こ
と
を
い
っ
た
も
の
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で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
徒
民
1
そ
れ
は
北
魏
政
権
の
本
地
で
あ
る
代
弁
の

充
実
を
は
か
る
と
い
う
方
針
か
ら
、
華
北
を
は
じ
め
新
征
服
地
の
各

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

地
か
ら
、
た
え
ず
集
団
的
に
う
つ
さ
れ
た
が
一
は
太
祖
か
ら
世
祖

（
第
三
代
）
ま
で
が
さ
か
ん
で
、
第
五
代
の
顕
祖
の
こ
ろ
ま
で
に
は
、

い
ち
お
う
お
わ
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　
つ
ぎ
に
遊
牧
部
民
を
う
つ
し
て
計
口
受
回
し
た
適
例
と
し
て
は
、

内
左
の
記
事
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
　
契
懸
盤
蘭
越
勤
倍
泥
都
落
於
賊
那
山
西
、
獲
馬
五
万
匹
・
牛
二
十
万
頭
、

　
　
徒
二
万
余
家
於
大
綴
、
計
口
受
田
、
八
月
辛
未
、
賜
征
還
将
士
牛
馬
・
奴

　
　
碑
各
有
差
、
置
薪
畏
於
大
恥
州
、
三
農
器
、
計
口
受
田
繊
繍
鰐
砿
鯨

　
以
上
引
用
し
た
二
・
三
例
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
徒
民
は

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
被
征
服
民
の
集
閥
的
な
捕
虜
で
あ
る
た
め
、
そ
れ

が
定
着
農
民
で
あ
る
ば
あ
い
は
、
か
れ
ら
の
村
落
組
織
の
ま
ま
に
う

つ
さ
れ
、
ま
た
遊
牧
狩
猟
民
で
あ
る
ば
あ
い
は
、
か
れ
ら
の
部
族
組

織
の
ま
ま
に
う
っ
さ
れ
て
一
と
き
に
は
生
産
労
働
に
た
え
う
る
男

女
の
壮
丁
の
み
が
強
制
転
籍
さ
れ
る
こ
と
竜
あ
っ
た
が
一
そ
れ
ぞ

れ
土
地
を
わ
り
つ
け
ら
れ
た
う
え
、
耕
牛
や
農
器
具
な
ど
の
生
産
用

具
電
支
給
さ
れ
て
墾
田
に
従
事
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
北
魏
の
建
国
当
時
の
よ
う
に
、
人
口
が
す
く
な
く
土
地
が
荒
廃
し

て
い
る
と
き
に
、
労
働
力
と
生
産
力
と
を
十
二
分
に
発
揮
さ
す
た
め

に
は
、
可
働
の
口
数
に
応
じ
て
、
　
一
定
額
の
土
地
を
支
給
し
た
う
え
、

強
綱
的
に
そ
れ
を
開
墾
さ
す
以
外
に
は
方
法
は
あ
る
ま
い
。
計
口
受

田
と
は
、
こ
の
よ
う
な
し
く
み
を
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
遊
牧
民
の
ば
あ
い
は
、
土
地
を
わ
り
つ
け
ら
れ
て
定
着
さ

せ
ら
れ
る
の
で
、
か
れ
ら
固
有
の
部
族
部
落
綱
は
解
体
さ
れ
ざ
る
を

え
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
遊
牧
徒
民
に
計
口
受
繊
し
た
こ
と
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

よ
く
問
題
に
さ
れ
る
太
祖
に
よ
る
遊
牧
諸
部
民
の
部
族
制
解
散
と
は
、

や
は
り
ふ
か
い
関
係
が
あ
る
屯
の
と
お
も
う
。

　
さ
て
、
こ
う
し
て
毒
口
受
田
し
、
耕
牛
や
農
具
ま
で
支
給
さ
れ
た

徒
民
た
ち
が
、
当
該
政
権
者
に
依
存
す
る
ど
あ
い
は
非
常
に
た
か
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
か
れ
ら
は
、
も
と
の
村
落
組
織
な
り
部
族
組
織
な

り
の
ま
ま
で
徒
民
さ
せ
ら
れ
た
と
い
っ
て
も
、
も
と
も
と
身
ひ
と
つ

で
う
つ
さ
れ
、
土
地
は
い
う
ま
で
屯
な
く
、
必
要
な
生
産
道
具
ま
で

一
切
を
征
服
者
で
あ
る
領
主
や
政
府
か
ら
支
給
さ
れ
た
の
で
、
そ
の

身
分
的
関
係
や
収
奪
関
係
は
、
お
そ
ら
く
農
奴
に
も
ま
し
て
ひ
ど
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
中
国
人
農
氏
の
ば
あ
い
を
み
る
と
、
か

れ
ら
は
中
国
本
土
の
凍
住
地
に
お
い
て
は
、
か
な
り
っ
よ
い
共
同
体
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的
結
合
を
た
竜
っ
て
い
た
ろ
う
が
、
ひ
と
た
び
君
民
さ
れ
る
と
、
た

と
い
そ
れ
が
一
村
落
を
あ
げ
て
の
集
　
団
難
民
で
あ
っ
た
に
し
て
竜
、

か
れ
ら
の
旧
来
の
共
同
体
的
結
舎
は
非
常
に
弱
体
化
し
て
、
政
権
者

へ
の
隷
属
度
（
人
身
的
支
配
）
は
、
い
ち
じ
る
し
く
強
化
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
徒
民
た
ち
と
し
て
は
、
す
べ
て
を
う
し
な
っ
て
、
た
だ

ひ
と
つ
の
こ
さ
れ
た
み
ず
か
ら
の
身
体
を
、
あ
た
ら
し
い
支
配
港
に

ま
か
す
以
外
に
は
、
い
き
る
す
べ
が
な
か
っ
た
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
北
魏
で
は
な
い
が
、
こ
れ
に
先
行
し
た
前
燕
王
国

ボ
ヨ
ウ
部
に
よ
る
徒
民
の
例
が
、
臨
書
巻
一
〇
九
艶
容
鋭
の
載
配
に

み
え
る

　
　
宇
文
部
を
伐
っ
て
か
え
る
。
そ
の
部
入
五
万
余
響
を
愚
黎
に
寒
し
剛
牧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
牛
を
貧
家
に
給
し
苑
中
を
開
墾
さ
せ
、
収
穫
の
八
分
を
紋
奪
し
、
二
分
を

　
私
家
用
と
し
た
。
牛
を
私
有
し
て
い
て
土
地
の
な
い
も
の
に
も
苑
中
を
耕

　
作
さ
ぜ
、
収
穫
の
七
分
を
と
り
あ
げ
三
分
を
私
有
さ
せ
た
。
こ
れ
は
あ
ま

　
り
高
率
で
あ
っ
た
の
で
、
斎
砂
参
軍
の
封
裕
の
い
さ
め
で
、
牛
と
土
地
と

　
を
支
給
さ
れ
る
も
の
か
ら
は
紋
穫
の
六
分
を
上
納
さ
せ
、
ま
た
牛
を
私
有

　
し
て
宮
囲
を
耕
す
も
の
か
ら
は
五
分
を
上
納
さ
せ
る
こ
と
に
あ
ら
た
め
た

　
こ
の
よ
う
な
ボ
ヨ
ウ
部
の
捕
虜
法
脈
に
対
す
る
あ
つ
か
い
は
、

魏
も
ほ
ぼ
お
な
じ
程
度
で
あ
っ
た
と
み
・
て
よ
か
ろ
う
。

北

　
北
魏
に
お
け
る
例
と
し
て
は
、
第
五
代
顕
爵
献
文
帝
の
と
き
、
山
策

の
叛
乱
を
た
い
ら
げ
て
、
そ
の
叛
民
を
う
つ
し
た
平
繰
戸
の
ば
あ
い

が
適
当
で
あ
る
。
魏
書
巻
二
四
、
崔
道
話
伝
や
藤
巻
五
〇
、
慕
容
白

曜
伝
な
ど
に
よ
る
と
、
顕
祖
献
文
帝
の
皇
興
元
年
（
四
六
七
）
魏
は
そ

れ
ま
で
南
朝
の
宋
に
属
し
て
い
た
山
東
の
森
吉
・
梁
郷
地
方
（
済
南
）

に
対
し
て
征
服
戦
を
敢
行
し
た
が
、
守
将
の
馬
道
固
は
は
げ
し
く
抵

抗
し
て
容
易
に
く
だ
ら
ず
、
二
年
後
や
つ
と
降
服
し
た
（
皇
興
二
年
二

月
）
。

　
そ
の
た
め
北
魏
は
翌
三
年
遠
道
圃
を
は
じ
め
、
こ
れ
を
た
す
け
て

城
邑
を
ま
も
っ
た
青
・
斉
（
山
東
）
の
望
族
数
百
家
を
平
城
附
近
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

う
つ
し
、
あ
ら
た
に
平
斉
郡
を
建
覆
し
て
道
固
を
太
守
に
任
じ
、
そ

の
郡
下
に
歴
城
の
民
を
も
っ
て
帰
安
県
、
ま
た
出
郷
…
の
民
を
竜
っ
て

懐
寧
県
を
お
き
、
一
部
の
民
は
不
承
と
し
て
野
宮
に
分
量
さ
れ
た
と

　
⑪

い
う
。
か
つ
て
は
山
東
に
お
い
て
、
士
望
・
民
望
と
し
て
家
柄
を
ほ

こ
っ
て
い
た
豪
族
た
ち
竜
、
こ
う
し
て
代
掻
に
つ
れ
さ
ら
れ
る
と

「
平
斉
戸
」
と
よ
ば
れ
て
、
庶
民
あ
る
い
は
そ
れ
以
下
の
身
分
に
お
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

さ
れ
、
困
窮
し
た
生
活
を
し
た
よ
う
で
あ
る
。
な
か
に
は
帰
一
と
し

て
徴
発
さ
れ
、
北
鎮
に
配
属
さ
れ
る
も
の
す
ら
あ
っ
た
雌
麟
勘
脳
か
総

難
伝
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均顕法の系譜（劇村）

　
な
お
平
斉
郡
に
つ
い
て
み
る
と
、
嶺
道
圓
が
平
斉
郡
太
守
と
な
り
、

道
固
と
と
も
に
投
降
し
た
梁
南
画
の
強
将
劉
休
賓
は
懐
寧
県
螺
管
掌
礪

侮
の
県
令
に
、
ま
た
房
崇
吉
は
帰
婿
風
景
働
驚
の
曝
令
に
任
じ
ら

れ
た
。
し
か
し
雛
道
國
の
伝
に
も
あ
る
よ
う
に
、
か
れ
ら
が
こ
の
地

に
う
つ
さ
れ
る
と
、
ま
も
な
く
平
斉
郡
下
は
ひ
ど
い
飼
隆
に
み
ま
わ

れ
、
道
閲
の
慰
撫
も
む
な
し
く
、
ひ
と
び
と
は
悶
窮
の
あ
ま
り
、
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ば
し
ば
叛
乱
を
は
か
っ
た
。

　
平
底
一
戸
の
例
は
、
北
颪
の
皇
民
と
し
て
は
時
期
的
に
は
後
期
に
あ

た
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
愚
民
の
一
班
を
推
す
こ
と
は
で
き
よ
う
。

こ
の
ほ
か
世
祖
時
代
以
後
の
叛
民
と
し
て
は
「
北
部
民
」
と
か
「
連

　
　
　
　
　
　
⑭

川
の
勅
勒
」
と
か
、
あ
る
い
は
「
高
麗
民
」
な
ど
異
民
族
の
叛
徒
は

平
官
戸
と
は
反
対
に
河
北
平
野
の
魯
地
に
う
つ
さ
れ
、
営
戸
の
名
の

竜
と
で
、
開
拓
や
軍
役
に
従
事
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
音
戸
の
名
は
南

北
朝
を
通
じ
て
み
え
る
が
、
こ
れ
は
犯
罪
そ
の
他
の
理
由
で
箪
営
に

配
属
さ
れ
た
特
殊
な
戸
口
で
あ
っ
て
、
州
県
に
は
所
属
せ
ず
軍
営
押

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

領
に
管
治
さ
れ
、
そ
の
身
分
は
一
般
罠
よ
り
は
ひ
く
か
っ
た
。

　
要
す
る
に
、
前
燕
の
ボ
ヨ
ウ
政
権
に
し
て
竜
、
北
魏
の
タ
ク
バ
ツ

政
権
に
し
て
も
、
被
征
服
民
と
く
に
中
国
の
農
民
を
領
内
の
餐
地
に

集
団
的
に
徒
民
し
て
計
口
受
面
し
、
か
れ
ら
の
農
業
生
産
力
を
基
盤

に
、
そ
の
国
家
酌
権
力
を
強
化
確
立
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
北
魏

は
、
た
び
た
び
い
う
よ
う
に
、
当
初
は
主
と
し
て
平
城
を
中
心
と
す

る
畿
内
の
十
五
県
に
被
征
服
民
を
う
つ
し
、
つ
い
で
世
祖
以
後
に
な

る
と
、
し
だ
い
に
富
山
・
定
州
・
翼
州
・
相
州
な
ど
の
河
北
平
原
に

も
徒
熱
し
て
、
こ
こ
ら
を
充
実
し
て
い
っ
た
。

　
し
か
し
、
被
征
服
徒
民
は
そ
の
ほ
か
に
も
北
方
の
辺
境
地
帯
に
配

澱
さ
れ
、
屯
田
民
と
し
て
北
辺
防
衛
の
や
く
わ
り
を
ふ
り
あ
て
ら
れ

た
竜
の
も
、
す
く
な
く
な
か
っ
た
。
魏
書
一
〇
六
、
地
形
志
を
み
る

と
、
主
と
し
て
世
根
以
後
か
ら
北
辺
に
郡
県
が
武
甲
さ
れ
は
じ
め
て

い
る
こ
と
に
き
つ
く
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
世
祖
の
と
き
四
二
六
年
、

宿
敵
の
赫
連
氏
（
赫
連
愚
）
を
ほ
ろ
ば
し
て
オ
ル
ド
ス
を
平
定
し
、
ま

た
柔
然
族
に
対
し
て
も
四
二
九
年
（
神
罷
2
）
大
遠
征
を
お
こ
な
っ
て
、

つ
い
に
柔
然
可
汗
の
大
檀
を
病
死
さ
せ
る
な
ど
オ
ル
ド
ス
や
北
辺
の

拓
彊
に
成
功
を
お
さ
め
た
か
ら
で
あ
る
。

　
世
祖
は
こ
の
遠
征
で
捕
虜
に
し
た
柔
然
族
（
モ
ン
ゴ
ル
族
）
や
高
車

部
族
（
ト
ル
コ
族
）
数
十
万
を
、
長
城
地
帯
に
う
つ
し
て
脳
室
や
農

耕
に
従
事
さ
せ
な
が
ら
辺
防
に
も
あ
た
ら
せ
た
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
れ
ら
北
族
の
捕
虜
ば
か
り
を
辺
防
に
あ
て
た
の
で
は
な
く
、
北
辺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
防
衛
は
、
太
宗
明
元
帝
こ
の
か
た
整
備
さ
れ
は
じ
め
た
六
鎮
！
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西
か
ら
か
ぞ
え
て
沃
野
・
懐
朔
・
武
川
れ
撫
冥
・
柔
元
（
玄
）
片
影
荒

の
六
器
－
一
が
中
核
で
あ
っ
た
。
魏
書
一
〇
六
地
形
志
に
み
え
る
北

辺
州
郡
の
建
言
も
、
こ
う
し
た
北
辺
の
開
拓
や
六
鎮
の
整
備
を
背
景

に
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
竜
の
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。

　
つ
ぎ
に
北
魏
で
は
徒
民
に
対
す
る
計
口
受
田
は
、
具
体
的
に
ど
の

よ
う
に
実
施
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
一
人
あ
た
り
ど
の
く

ら
い
の
土
地
が
支
給
さ
れ
た
か
、
と
い
う
点
に
な
る
と
、
徴
す
べ
き

史
料
が
ほ
と
ん
ど
み
あ
た
ら
な
い
た
め
、
明
確
な
こ
と
は
い
え
な
い
。

た
だ
魏
書
世
祖
紀
に
延
和
元
年
（
四
三
二
）
恭
宗
の
監
国
時
代
の
こ
と

と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
載
が
み
え
る
。

　
　
其
制
有
司
課
畿
内
士
民
、
使
無
牛
家
以
牽
牛
力
感
貿
、
墾
魚
鋤
褥
、
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
有
噺
家
与
無
牛
家
、
一
入
種
周
二
十
二
畝
、
償
落
餌
繋
累
七
軒
、
如
是
為

　
差
、
至
与
小
老
無
卦
家
、
種
旺
七
畝
、
小
学
岩
償
以
鋤
功
二
畝
、
皆
以
五

　
口
下
貧
家
為
率
、
爺

　
す
な
わ
ち
畿
内
の
民
は
農
耕
に
あ
た
っ
て
は
、
牛
の
な
い
も
の
は

他
人
の
耕
牛
を
か
り
て
耕
種
す
る
が
、
そ
の
さ
い
報
償
と
し
て
二
二

畝
を
耕
種
す
る
こ
と
に
、
耕
牛
の
貸
与
者
に
七
畝
分
の
田
の
草
を
と

っ
て
（
芸
田
）
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
お
小
・
老
の
家
で
牛
の
な
い

も
の
は
、
三
章
を
種
田
す
る
こ
と
に
二
塩
分
を
耕
牛
の
貸
与
者
の
た

め
に
芸
田
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
の
規
定
で
あ
る
。
こ
の
史
料

に
よ
れ
ば
、
畿
内
の
課
口
受
田
民
一
人
の
土
地
所
有
面
積
の
最
低
額

は
、
二
二
畝
内
外
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
い
ま
ひ
と
つ
の
例
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
高
祖
孝
文
帝
紀
の
勢
和
元

年
（
四
七
七
）
瓢
一
月
目
詔
で
あ
る
。

　
　
其
寸
志
駈
、
督
諜
田
農
、
有
牛
岩
心
勤
於
常
歳
、
　
無
空
者
倍
蒲
於
鯨

　
年
、
一
夫
制
治
田
四
十
畝
、
申
劣
二
十
畝
、
無
令
人
品
絵
力
、
地
有
心
利

　
講
巻

　
こ
の
勅
は
畿
内
の
受
田
民
だ
け
で
な
く
、
北
魏
の
全
領
民
に
対
す

る
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
猛
男
の
耕
作
わ
り
あ
て
諏
積
は
四
〇

畝
、
中
男
は
工
○
畝
が
平
均
で
み
っ
た
こ
と
が
し
ら
れ
る
。

　
い
ま
、
こ
の
二
史
料
を
通
じ
て
か
ん
が
え
る
と
き
、
後
者
に
み
え

る
丁
男
一
人
の
治
田
四
〇
畝
は
、
九
年
後
の
太
和
九
年
に
発
布
さ
れ

た
均
田
法
に
規
定
さ
れ
た
丁
男
一
人
の
う
け
る
露
田
（
口
分
函
）
と
お

な
じ
面
積
で
あ
り
、
ま
た
前
者
に
み
え
る
露
出
受
田
民
一
人
あ
た
り

の
土
地
所
有
最
低
額
二
二
畝
は
、
均
田
法
に
世
襲
を
み
と
め
ら
れ
た

桑
田
（
永
業
田
）
二
〇
畝
と
ほ
ぼ
同
額
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、

恭
宗
の
綱
令
お
よ
び
太
和
元
年
孝
文
帝
の
詔
令
と
、
太
和
九
年
の
均

田
法
令
と
め
一
二
前
志
に
実
質
的
な
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
、
と
り
竜

52　（858）
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な
蔚
さ
ず
計
口
受
田
制
と
均
鐵
法
と
の
つ
な
が
り
を
推
測
さ
せ
勧
で

あ
ろ
う
。

四

　
そ
れ
で
は
北
魏
は
、
そ
の
土
地
綱
度
を
伝
統
の
落
口
受
田
鰯
か
ら
、

ど
の
よ
う
に
し
て
均
田
法
へ
移
行
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
つ
ぎ

の
問
題
に
な
る
。
は
じ
め
に
も
い
っ
た
よ
う
に
、
北
魏
の
計
口
受
田

法
に
し
ろ
、
ま
た
爾
晋
の
諜
田
法
に
し
ろ
、
そ
の
原
理
は
公
有
地
を

あ
た
ま
わ
り
に
、
わ
り
つ
け
る
と
い
う
単
純
な
屯
田
制
的
な
も
の
で

あ
り
、
こ
の
点
は
均
田
法
も
本
質
的
に
は
お
な
じ
庵
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
均
田
法
は
、
そ
の
以
前
ま
で
は
主
と
し
て
北
魏
の
畿
内
を

中
心
に
施
行
さ
れ
て
き
た
洗
口
受
田
制
を
、
中
原
に
お
け
る
土
地
所

有
の
現
実
を
勘
案
し
、
制
度
的
に
調
整
し
て
、
こ
れ
を
中
原
を
ふ
く

む
二
黒
の
全
領
域
に
実
施
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
北
魏
政
権
が
太
和
九
年
に
な
っ
て
、
従
来
畿
内
中
心
に

施
行
さ
れ
、
成
果
を
あ
げ
て
き
た
取
口
受
田
制
を
止
揚
し
て
、
い
わ

ゆ
る
均
田
法
と
よ
ば
れ
る
よ
う
な
土
地
法
を
、
あ
ら
た
め
て
、
規
定

し
発
布
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
情
は
、
は
た
し
て
な
ん
で
あ

る
の
か
。
そ
れ
は
北
魏
政
権
自
体
の
政
治
的
・
社
会
的
情
勢
の
な
か

で
、
か
ん
が
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
北
魏
朝
を
通
じ
て
み
る
と
、
そ
の
国
家
の
発
展
に
は
三
つ
の
時
期

が
あ
る
。
第
一
期
は
太
祖
か
ら
世
祖
に
い
た
る
建
国
期
（
代
国
瞭
代
）
、

第
二
期
は
世
祖
の
な
か
ご
ろ
か
ら
高
宗
・
顕
祖
・
孝
文
帝
ま
で
の
全

盛
期
、
第
三
期
は
碁
勢
以
後
の
衰
亡
期
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
全
盛
期

は
四
代
六
・
七
〇
年
間
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
は
北
魏
政
権
と
し
て

は
、
征
服
王
朝
と
し
て
中
国
の
統
治
を
完
遂
す
る
こ
と
が
国
家
的
課

題
で
あ
っ
た
。
均
田
制
も
要
す
る
に
、
こ
の
課
題
に
対
す
る
一
つ
の

解
答
に
ほ
か
薮
ら
な
い
。

　
い
っ
た
い
聖
帝
朝
を
し
て
、
藥
北
の
統
一
を
成
就
さ
せ
た
エ
ネ
ル

ギ
ー
は
と
い
え
ば
、
か
れ
ら
の
武
力
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
が
、
そ
れ
を
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
発
揮
さ
せ
る
経
済
的
基
盤
を

な
し
た
の
は
、
計
口
受
田
制
に
も
と
つ
く
農
業
生
産
力
で
あ
っ
た
。

す
で
に
太
祖
は
即
位
の
は
じ
め
、
は
や
く
も
麟
罪
な
遊
牧
部
族
制
の

解
体
を
断
行
し
て
、
国
家
の
経
済
約
基
盤
を
農
…
耕
に
き
り
か
え
た
こ

と
は
、
さ
き
に
注
⑧
で
の
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
北
魏
は
太
祖
以
後
世
祖
の
な
か
ご
ろ
ま
で
は
、

四
方
に
対
し
は
げ
t
い
征
服
戦
を
展
開
し
た
た
め
、
被
征
服
民
を
代

国
の
織
地
に
う
つ
し
て
計
口
受
湿
す
る
政
策
を
お
し
す
す
め
て
い
つ
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た
が
、
や
が
て
世
祖
に
よ
っ
て
華
北
が
統
一
さ
れ
る
と
、
こ
れ
ま
で

の
畿
内
貯
留
本
位
の
土
地
政
策
か
ら
、
華
北
農
民
を
ふ
く
む
全
領
民

を
対
象
と
す
る
土
地
・
農
業
政
策
に
き
り
か
え
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ

た
。
世
祖
の
時
代
に
宗
室
や
親
近
や
功
臣
た
ち
に
よ
る
良
田
の
封
禁

を
解
除
し
た
り
（
私
書
四
八
高
允
伝
）
、
王
室
の
過
多
な
苑
園
を
や
め
て

貧
畏
に
賜
給
し
て
い
る
（
岡
潜
二
八
古
弼
伝
）
こ
と
な
ど
は
、
こ
れ
ま

で
の
北
族
的
な
封
建
領
有
を
容
認
し
て
い
た
た
て
ま
え
か
ら
、
土
地

国
有
化
へ
そ
の
政
策
を
転
換
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
金
領
導
を
対
象
と
す
る
土
地
・
農
業
政
策
（
土
地
国

有
化
）
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
　
な
り
よ
り
も
ま
ず
中
央
集
権
を
強

化
し
て
、
地
方
政
治
の
尉
新
を
は
か
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
す
な

わ
ち
魏
・
習
・
五
胡
時
代
以
来
み
だ
れ
に
み
だ
れ
た
地
方
政
治
の
紀

綱
を
刷
新
し
て
、
中
央
の
政
治
力
を
浸
透
さ
す
た
め
の
手
段
と
し
て
、

太
宗
も
世
祖
竜
た
び
た
び
中
央
か
ら
地
方
に
査
察
使
を
派
遣
し
、
地

方
民
の
窮
乏
や
困
苦
、
あ
る
い
は
地
方
宮
の
不
法
を
厳
重
に
督
察
さ

せ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
魏
書
の
な
か
か
ら
二
一
二
の
例
を
あ
げ
て

み
よ
う
。

　
太
宗
時
代

　
永
興
四
年
（
四
一
二
）
河
北
・
山
西
地
方
の
巡
視
　
　
こ
の
と
き
の

巡
視
の
際
的
は
、
ω
地
方
官
の
不
法
を
督
察
す
る
こ
と
。
㈹
農
民
が

豪
族
の
た
め
に
く
る
し
め
ら
れ
る
の
を
査
察
す
る
こ
と
、
な
ど
が
主

で
あ
っ
た
。

　
永
興
五
年
（
関
一
三
）
地
方
の
有
能
者
を
竜
と
め
る
。

　
神
瑞
元
年
（
随
一
四
）
全
国
の
巡
察
　
　
金
華
に
査
察
使
を
派
遣
し

て
　
0
0
地
方
官
の
不
法
を
督
察
し
た
。
②
人
民
が
中
央
に
告
訴
す
る

こ
と
を
ゆ
る
し
た
。

　
世
祖
時
代

　
地
方
官
の
粛
正
　
　
神
嬬
元
年
（
四
二
八
）
、
太
延
元
年
（
四
三
五
）
、

太
延
三
年
（
四
三
七
）
、
太
平
箕
、
君
四
年
（
四
四
三
）
地
方
の
姦
吏
を
免

じ
た
。

　
風
俗
・
罠
生
の
視
察
　
　
太
平
真
鷺
元
年
（
四
四
〇
）
正
月
、
侍
臣

を
州
郡
に
分
遣
し
て
風
俗
を
観
察
し
民
の
疾
苦
を
し
ら
べ
さ
し
た
。

　
地
方
政
治
と
農
桑
の
勧
課
　
　
太
平
聖
君
四
年
（
四
四
三
）
六
月
に

詔
し
て
、
地
方
官
は
地
方
政
治
に
精
励
し
民
に
農
桑
を
勧
課
す
る
と

と
も
に
、
む
や
み
に
徴
発
を
お
こ
な
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
戒
諭

し
て
い
る
。

　
高
宗
時
代

　
風
俗
と
民
生
の
視
察
　
　
太
安
元
年
（
四
五
五
）
六
月
に
は
三
十
人
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の
巡
察
使
が
州
郡
に
派
遣
さ
れ
、
各
地
の
風
俗
や
民
情
を
視
察
し
て

い
る
。
そ
の
結
果
高
曇
は
、
地
方
に
よ
っ
て
は
人
民
が
農
耕
に
は
げ

ま
ず
、
徳
役
に
も
っ
と
め
な
い
た
め
、
村
落
が
空
虚
で
流
民
が
多
数

発
生
し
て
い
る
実
状
を
指
摘
し
て
地
方
官
を
い
ま
し
め
て
い
る
。

　
傭
明
方
官
の
謝
仏
剛
財
一
斗
積
を
撚
ホ
ぶ
タ
　
　
　
参
禅
－
一
一
仕
十
（
剛
幽
六
一
）
古
阿
叔
が
は
、

地
方
官
が
民
か
ら
強
制
徴
収
し
た
税
調
を
大
商
人
に
貸
与
し
、
私
財

を
蓄
積
す
る
弊
風
が
あ
る
の
を
察
知
す
る
と
、
厳
罰
を
も
つ
て
禁
じ

て
い
る
。

　
い
ま
も
い
っ
た
よ
う
に
、
地
方
政
治
の
劇
新
振
興
は
そ
の
ま
ま
農

業
振
興
策
に
も
通
じ
る
。
こ
こ
に
例
示
し
た
太
宗
以
後
歴
代
に
わ
た

る
査
察
使
の
派
遣
は
、
地
方
官
を
督
察
す
る
と
と
も
に
、
農
業
の
奨

励
を
も
か
ね
て
い
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
こ
う
し
た

中
央
政
府
の
努
力
が
み
の
っ
て
、
世
祖
の
末
年
に
あ
た
る
恭
宗
（
長

子
の
晃
）
の
豊
国
時
代
に
な
る
と
、
農
村
の
秩
序
回
復
と
と
も
に
国

家
の
勧
農
政
策
は
ま
す
ま
す
強
鋼
力
を
発
揮
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
さ
き
に
引
用
し
た
延
和
元
年
（
四
三
二
）
の
恭
宗
の
鋼
令
の
つ
づ
き

に

　
各
自
家
別
口
数
、
所
勤
種
等
厚
、
舅
立
潮
目
、
所
説
者
忌
地
首
標
題
姓

名
、
以
弁
種
殖
之
功
、
忠
岡
飲
酒
雑
戯
、
棄
本
沽
販
溝

と
い
っ
て
、
畿
内
の
昆
に
対
し
隣
保
ご
と
に
協
同
し
て
田
土
の
耕
作

・
に
っ
と
め
る
こ
と
を
要
請
し
、
そ
の
一
手
段
と
し
て
、
家
ご
と
に
家

族
数
や
耕
作
瀬
積
を
土
地
台
帳
に
思
至
し
、
ま
た
蟻
掛
耕
地
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
耕
作
者
の
姓
名
を
記
入
し
た
標
札
を
た
て
て
、
耕
作
の
実

績
を
あ
き
ら
か
に
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
そ
し
て
半
面
、
ひ
と
び

と
が
飲
酒
や
雑
戯
に
お
ぼ
れ
て
農
業
を
お
こ
た
る
こ
と
を
、
か
た
く

禁
じ
て
い
る
。
こ
の
た
め
墾
田
は
し
だ
い
に
す
す
み
、
生
産
は
増
大

す
る
に
い
た
っ
た
。

　
農
業
生
産
を
た
か
め
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
協
同
体
的
耕
作

の
奨
励
一
前
節
に
引
平
し
た
異
宗
の
制
令
参
照
、
こ
れ
は
半
面
に

は
耕
牛
や
耕
具
が
不
足
し
て
い
た
の
を
、
お
ぎ
な
う
た
め
で
も
あ
ろ

う
一
は
、
ひ
き
つ
づ
い
て
お
こ
な
わ
れ
、
孝
文
帝
の
延
興
三
年
二

月
に
も
つ
ぎ
の
よ
う
に
詔
し
て
い
る
。

　
　
　
牧
守
令
長
、
能
率
百
姓
、
無
令
失
蒔
、
同
郡
之
内
、
貧
冨
臆
見
、
家
有

　
　
兼
牛
、
通
庭
無
者
、
若
不
従
詔
、
一
門
之
内
、
終
身
不
仕
、
守
猫
股
督
察
、

　
　
免
所
居
晶
醗

　
ま
た
世
祖
の
こ
ろ
か
ら
国
内
の
平
稀
が
将
来
さ
れ
る
に
つ
れ
、
華

北
の
農
民
に
対
し
て
も
、
他
郷
に
な
が
れ
て
い
た
り
避
難
し
て
い
た

ひ
と
び
と
を
故
郷
に
帰
還
さ
せ
、
い
ろ
い
ろ
の
保
護
を
く
わ
え
て
、
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瞳

か
れ
ら
の
生
活
安
定
・
農
村
の
秩
序
整
備
に
音
ゆ
を
そ
そ
い
で
い
る
。

農
村
の
秩
序
の
確
立
と
か
、
農
民
の
生
活
保
護
な
ど
と
い
っ
て
も
、

そ
れ
は
中
央
の
権
力
下
に
農
村
を
秩
序
だ
て
、
農
民
の
労
働
力
を
で

き
る
だ
け
動
員
し
て
生
産
力
を
た
か
め
、
国
庫
の
増
収
を
は
か
る
こ

と
が
目
的
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
北
魏
政
権
と
し
て
は
、
さ
き
に

も
こ
翻
し
た
が
、
宗
室
や
貴
族
や
功
臣
ら
に
よ
っ
て
占
有
・
封
禁
さ

れ
て
い
る
土
地
・
人
罠
を
解
放
し
た
り
、
あ
る
い
は
い
ま
注
記
し
た

（
註
⑲
）
逆
読
元
年
十
二
月
の
世
祖
の
詔
の
後
段
に
も
あ
る
よ
う
に
、

か
れ
ら
を
協
同
体
組
織
の
も
と
に
再
編
成
し
て
、
郷
邑
の
父
老
を
利

用
す
る
よ
う
に
つ
と
め
て
い
る
。

　
以
上
を
要
す
る
に
、
北
魏
朝
が
そ
の
建
国
期
に
、
代
国
を
中
心
に

実
施
し
て
き
た
計
口
受
田
に
よ
る
土
地
政
策
は
、
い
ち
お
う
成
功
を

お
さ
め
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
北
魏
政
権
は
こ
れ
を
基
盤
に
し
て
、

華
北
統
一
の
巨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
う
み
だ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
み
・
て
く
る
と
、
世
祖
の
華
北
収
画
幅
、
高
宗
・
顕
祖
を
へ
て

高
祖
孝
文
帝
に
い
た
っ
て
、
北
魏
が
華
北
の
本
格
的
統
治
に
の
り
だ

し
た
ど
き
、
そ
の
土
地
政
策
・
農
業
政
策
と
し
て
立
案
さ
れ
た
均
田

法
に
、
こ
の
伝
統
の
計
口
受
田
鰯
が
お
り
こ
ま
れ
な
い
は
ず
は
な
か

ろ
う
ひ
ま
し
て
や
津
和
九
年
と
い
え
ば
、
当
時
ま
だ
政
権
は
帝
の
祖

母
の
文
明
太
后
薦
氏
の
手
中
に
あ
り
、
太
后
を
め
ぐ
る
ブ
レ
…
ン
た

ち
は
、
タ
ク
バ
ツ
の
伝
統
を
保
守
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
つ
よ
か
っ

た
こ
と
を
お
も
え
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
均
田
法
と
計
口

受
田
鼠
と
の
関
係
を
、
竜
つ
と
端
的
に
い
え
ば
、
均
田
法
は
、
そ
れ
ま

で
代
国
に
お
い
て
成
果
を
あ
げ
て
き
た
懸
口
受
田
体
制
を
、
北
魏
的

支
配
体
系
一
i
代
圏
と
華
北
と
を
一
如
と
す
る
統
一
的
世
界
i
の

構
想
の
も
と
で
止
揚
さ
れ
た
土
地
政
策
で
あ
る
。
と
み
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

五

　
そ
こ
で
、
こ
こ
ら
で
内
容
上
か
ら
均
田
法
と
計
目
受
田
制
と
の
関

係
を
、
い
ま
す
こ
し
、
ほ
り
さ
げ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
北
魏
の

均
田
法
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
淫
①
に
列
挙
し
た
諸
論
著
の
な
か
で

も
、
そ
れ
ぞ
れ
条
文
を
あ
げ
て
く
わ
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
、

こ
こ
で
は
煩
冗
を
さ
け
た
い
が
、
念
の
た
め
そ
の
内
容
を
叢
書
の
食

貨
志
に
よ
っ
て
要
約
し
て
み
る
と
、
農
民
に
配
分
さ
れ
る
土
地
は
露

悶
・
桑
田
・
園
宅
地
の
三
種
に
わ
け
ら
れ
る
。

　
　
　
　
⑲

　
一
、
露
田
　
　
公
有
の
耕
地
で
あ
っ
て
一
五
歳
以
上
の
丁
年
男
子
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⑳

は
一
人
四
〇
畝
～
一
二
〇
畝
、
婦
人
（
既
婚
女
・
愚
妻
の
意
）
は
一
人

二
（
）
畝
～
山
ハ
（
口
）
甜
畝
を
・
う
け
る
。
本
文
に
よ
ワ
○
と
、

　
　
諸
の
男
夫
、
十
五
以
上
は
．
隅
田
四
十
畝
を
う
け
、
婦
人
は
二
十
畝
、
奴

　
碑
は
良
（
丁
）
に
よ
る
、
丁
午
は
一
頭
で
三
十
畝
を
う
け
る
が
、
四
牛
ま

　
で
に
か
ぎ
る
。
さ
ず
け
る
田
地
は
、
お
お
く
倍
額
と
し
、
三
易
の
田
は
三

　
倍
と
し
、
も
っ
て
耕
作
の
便
宜
お
よ
び
還
受
の
と
き
の
過
・
不
足
に
供
し

　
た

と
い
え
ぱ
、
丁
男
・
婦
人
の
ほ
か
奴
碑
に
も
一
般
人
な
み
に
同
額
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

田
が
給
せ
ら
れ
た
。
ま
た
耕
牛
が
あ
れ
ば
、
四
頭
ま
で
は
一
頭
に
つ

き
三
〇
畝
つ
つ
あ
た
え
ら
れ
た
。

　
な
お
斜
懸
と
い
う
の
は
、
本
文
に
つ
づ
い
て

　
　
諸
の
民
は
課
を
負
嘱
す
る
年
齢
（
十
五
歳
以
上
）
に
達
す
る
と
田
を
う

　
け
、
年
老
い
て
課
を
免
ぜ
ら
れ
る
か
、
お
よ
び
死
没
す
れ
ば
田
を
還
え
す
。

　
奴
碑
と
牛
と
は
、
有
無
に
し
た
が
っ
て
還
・
面
す
る

と
あ
る
の
を
さ
す
も
の
で
あ
る
。

　
二
、
桑
田
　
　
私
有
を
み
と
め
ら
れ
た
耕
地
で
、
の
ち
の
世
業

田
。
永
業
田
に
あ
た
る
。
桑
田
は
男
子
一
人
工
○
畝
を
う
け
る
が
、

こ
れ
は
還
受
規
定
の
適
用
を
う
け
ず
、
子
孫
に
つ
．
た
え
る
こ
と
が
で

き
た
。
桑
田
に
関
し
て
は
本
文
に

　
諸
の
は
じ
め
て
購
を
受
け
る
も
の
は
、
男
夫
一
人
に
田
二
十
漱
を
給
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
つ
め
　
　
　
　
　
に
れ

鯨
種
を
蒔
か
し
め
る
。
桑
五
十
株
、
鍵
五
本
、
楡
三
本
を
う
え
る
こ
と
、

制
奴
は
そ
れ
ぞ
れ
一
般
人
な
み
で
あ
る
。
植
樹
は
三
年
を
か
ぎ
っ
て
う
え

障
お
わ
る
。
も
し
こ
の
期
聞
内
に
う
え
お
わ
ら
ね
ば
、
未
了
の
土
地
は
没
紋

さ
れ
る
騨

と
み
え
る
よ
う
に
、
主
と
し
て
自
家
用
お
よ
び
調
と
し
て
だ
す
養
蚕

の
た
め
の
桑
や
、
用
材
・
薬
用
と
し
て
の
楡
や
、
果
物
と
し
て
の
覆

な
ど
を
う
え
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
耕
地
と
し
て
は
、
野
田
・
桑
田
の
ほ
か
に
麻
田
が
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
れ
は
養
蚕
に
よ
っ
て
絹
を
生
産
し
な
い
一
定
の
地
域
の
も
の
に
、

支
給
さ
れ
た
土
地
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
、
一
五
歳
に
な
る

と
、
男
子
は
野
田
の
ほ
か
例
に
麻
布
を
つ
く
っ
て
上
納
す
る
た
め
の

麻
田
が
一
〇
畝
、
女
子
に
は
肌
帯
給
せ
ら
れ
、
夢
野
に
も
お
な
じ
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

積
の
麻
田
が
あ
た
え
ら
れ
た
。

　
一
『
園
宅
地
　
　
こ
れ
は
宅
地
お
よ
び
宅
地
に
附
属
す
る
園
地
で

あ
る
。
本
文
に
は

　
諸
の
畏
が
新
屈
を
も
つ
も
の
は
、
三
口
に
地
一
畝
を
給
し
て
居
蜜
を
つ

く
ら
せ
る
。
・
奴
碑
は
五
口
に
一
巡
を
給
す
。
場
女
十
五
歳
以
上
は
、
そ
の

地
分
に
よ
っ
て
人
ご
と
に
■
5
畝
の
野
菜
を
ま
か
し
め
る
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と
い
え
ば
、
一
般
入
に
は
三
入
に
一
畝
、
奴
碑
に
は
五
人
に
一
畝
の

わ
り
あ
い
で
宅
地
が
支
給
さ
れ
、
ま
た
一
五
歳
以
上
の
丁
年
者
に
は

一
人
に
つ
き
一
　
5
畝
の
園
地
竜
あ
た
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
は
一
般
民
に
対
す
る
均
田
で
あ
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
宰
民
官

（
地
方
官
）
に
は
公
田
が
あ
た
え
ら
れ
た
。

　
　
諸
の
宰
民
の
官
は
、
お
の
お
の
地
に
し
た
が
っ
て
公
田
を
給
す
。
刺
史

　
は
十
五
頃
、
太
守
は
零
本
、
忌
中
・
別
駕
は
そ
れ
ぞ
れ
八
七
、
県
令
・
郡

　
丞
は
六
型
、
更
代
に
は
相
付
し
、
売
る
も
の
は
法
律
に
よ
つ
て
処
罰
さ
れ

　
る

　
す
な
わ
ち
刺
史
は
一
五
頃
、
太
守
は
一
〇
頃
、
治
中
・
別
駕
は
八

三
、
県
令
・
郡
丞
は
六
璽
の
規
準
で
支
給
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
均
田
法
の
内
容
を
か
ん
た
ん
に
説
明
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ

て
均
田
法
の
特
色
を
あ
げ
て
み
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え

る
で
あ
ろ
う
、

　
一
、
土
地
支
給
の
単
位
は
原
則
的
に
は
個
人
で
あ
る
こ
と
。
た
だ

し
、
均
田
法
で
の
課
の
対
象
は
一
夫
一
婦
（
一
本
）
で
あ
る
。
　
こ
れ

は
生
産
向
上
の
必
要
か
ら
と
か
、
あ
る
い
は
祉
会
生
活
上
か
ら
は
、

必
然
的
に
家
の
最
少
単
位
で
あ
る
夫
婦
を
対
象
と
せ
ぜ
る
を
え
な
く

な
り
、
し
た
が
っ
て
法
文
上
は
土
地
の
還
受
が
鯛
人
を
対
象
と
し
て

い
て
竜
、
実
際
の
給
田
に
あ
た
っ
て
は
、
　
一
華
が
標
準
と
さ
れ
て
い

た
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
と
お
も
う
。

　
二
、
均
盟
法
に
は
、
公
有
の
露
田
と
、
私
有
を
み
と
め
ら
れ
た
桑

田
と
の
、
土
地
醗
誌
上
の
二
系
統
の
電
の
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

も
っ
と
竜
桑
田
は
表
面
上
私
有
を
み
と
め
ら
れ
て
い
る
に
し
て
竜
、

桑
や
覆
や
楡
を
そ
れ
ぞ
れ
本
数
を
か
ぎ
っ
て
一
定
期
間
内
に
う
え
ね

ば
な
ら
ず
、
も
し
所
与
の
期
間
内
に
う
え
お
わ
ら
な
い
と
没
収
さ
れ

る
な
ど
と
い
う
、
つ
よ
い
舗
約
が
あ
る
こ
と
を
お
も
え
ば
、
潜
在
的

主
権
は
国
家
に
あ
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
三
、
樋
受
の
規
定
が
あ
る
こ
と
。
こ
れ
は
個
人
を
単
位
と
す
る
土

地
支
給
を
た
て
ま
え
と
し
て
い
る
以
上
当
然
で
あ
ろ
う
。

　
四
、
北
鮮
の
均
田
法
の
根
本
精
神
は
「
人
に
余
力
な
く
、
ま
た
土

地
に
遺
漏
な
か
ら
し
め
る
こ
と
偏
で
あ
り
、
年
齢
・
労
働
力
に
応
じ

て
土
地
を
支
給
し
、
開
墾
と
生
産
の
増
強
を
は
か
る
こ
と
を
目
標
と

し
て
い
る
こ
と
。

　
つ
ぎ
に
計
鴇
受
田
制
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
の
主
眼
と
す
る
と
こ

ろ
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
被
征
服
民
と
し
て
の
捕
瞬
に
公
有
地

を
配
分
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
国
家
の
隷
農
と
し
て
使
役
し

牧
奪
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
取
奪
の
対
象
は
、
捕
勝
か
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ら
し
だ
い
に
一
般
農
罠
へ
と
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
。
給
田
の
対
象
は
、

原
則
上
破
戒
で
あ
っ
た
が
、
均
田
法
で
み
た
と
同
様
に
、
生
産
増
強

と
か
祉
会
生
活
上
の
必
然
か
ら
、
　
や
が
て
一
夫
一
婦
（
一
肱
）
が
受

田
の
実
際
上
の
単
位
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
し
ば
し
ば

引
用
し
た
恭
宗
の
制
令
か
ら
屯
十
分
に
類
推
さ
れ
る
。

　
三
口
受
田
鰯
に
は
還
受
の
制
限
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
あ
き
ら

か
で
な
い
が
、
均
田
法
に
お
け
る
三
三
の
思
想
一
土
地
を
通
じ
て

の
人
身
支
配
一
の
限
臼
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
な
く
て
は
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
体
制
の
ま
ま
で
は
、
大
土
地
私
有
を
経

済
的
基
盤
と
す
る
豪
族
層
を
、
そ
の
支
配
機
構
の
な
か
に
と
り
こ
む

こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
計
口
受
田
制
に
お
い
て
は
、
す

べ
て
の
土
地
が
公
有
で
あ
．
る
こ
と
が
大
前
提
で
あ
り
、
原
則
的
に
は

土
地
私
有
は
み
と
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
均
田
法
は
、
こ
の
点

を
ど
の
よ
う
に
調
整
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
こ
で
五
世
紀
後
半
に
あ
た
る
牽
文
帝
治
下
の
華
北
農
業
赴
会
の

実
情
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
比
較
的
ま
と
ま
っ
て

つ
た
え
て
い
る
の
は
、
魏
書
巻
五
一
『
李
孝
伯
伝
に
み
え
る
李
安
世

の
上
疏
と
、
お
な
じ
く
李
劇
界
や
蔦
祖
紀
な
ど
の
一
節
で
あ
ろ
う
。

季
安
世
の
上
疏
に
よ
れ
ば

　
　
州
郡
の
民
は
、
不
作
つ
づ
き
で
田
宅
を
売
っ
て
異
郷
に
流
浪
す
る
こ
と

　
数
世
に
わ
た
っ
た
。
し
か
し
か
れ
ら
は
一
二
長
鱗
が
設
け
ら
れ
た
の
で
、
や

　
つ
と
二
塁
に
か
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
こ
ろ
が
か
え
っ
て
み
る
と
、
住
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
れ

　
は
あ
れ
は
て
、
桑
や
楡
は
う
え
か
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
豪

　
族
た
ち
は
勝
手
に
こ
じ
つ
け
の
証
拠
を
も
ち
だ
し
て
、
も
と
の
所
有
者
の

　
田
宅
を
横
領
し
、
そ
れ
も
す
で
に
年
へ
て
い
る
た
め
、
故
老
た
ち
さ
え
ま
ど

　
つ
て
い
る
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。
郷
里
に
か
え
っ
て
、
以
前
の
所
有
権
を
あ

　
そ
っ
て
み
て
も
、
双
方
に
証
拠
や
い
い
分
が
あ
っ
て
争
訟
は
な
が
び
く
だ

　
け
で
、
よ
い
三
三
も
で
て
こ
な
い
。
い
た
ず
ら
に
訴
訟
や
．
疑
獄
が
お
お
く

　
な
る
ば
か
り
で
、
と
て
も
生
産
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
そ
う
に
な
い

と
み
え
、
李
沖
も

　
　
張
族
や
有
力
者
た
ち
が
、
お
お
く
の
民
を
懸
冒
し
て
お
り
、
た
と
え
ば

　
　
一
戸
に
三
十
世
帯
や
五
十
世
帯
も
か
か
え
こ
ん
で
い
る
よ
う
な
の
が
あ
る

と
い
う
。
冒
頭
に
の
せ
た
よ
う
に
三
和
九
年
十
月
の
高
祖
の
詔
に
・
も

　
　
富
強
者
は
山
沢
を
兼
井
し
て
い
る
の
に
、
貧
弱
巻
は
一
鵬
の
土
地
す
ら

　
所
有
す
る
の
ぞ
み
が
な
い
。
地
に
遺
利
が
あ
っ
て
も
、
幾
に
は
絵
財
が
な

や
（
そ
の
た
め
）
民
絃
騨
の
婆
あ
ら
そ
っ
て
婁
ほ
ろ
ぼ
し
・
あ

　
る
い
は
鰻
鰻
の
た
め
農
業
を
す
て
て
い
る
。
こ
れ
で
は
天
下
の
太
平
・
欝

　
姓
の
生
活
安
定
を
え
よ
う
と
欲
し
て
も
、
ど
う
し
て
そ
れ
が
で
き
よ
う
か
。

　
そ
こ
で
い
ま
使
者
を
つ
か
わ
し
て
州
郡
を
媚
行
さ
せ
、
地
方
長
官
と
は
か
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り
全
羅
の
細
土
を
民
に
均
給
し
て
農
業
を
振
興
し
里
民
を
は
か
ろ
う
と
お

も
・
姦

と
い
っ
て
い
る
。
三
十
・
爾
辮
・
五
胡
と
な
が
い
あ
い
だ
社
会
不
安

を
く
り
か
え
し
て
き
た
華
北
に
お
い
て
、
い
ま
み
た
よ
う
な
豪
族
の

兼
併
に
よ
る
大
土
地
私
有
が
支
配
的
に
な
っ
た
の
は
、
当
然
の
な
り

ゆ
き
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
華
北
の
統
治
に
力
点
を
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
央
権
力
の
強
化

を
意
図
す
る
北
魏
政
権
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
華
北
社
会
－
富

強
者
が
土
地
を
兼
併
し
、
貧
弱
者
は
寸
土
も
も
ち
え
な
い
よ
う
な
社

会
的
不
公
平
さ
…
に
土
地
改
革
を
断
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
兼

併
の
抑
綱
、
田
租
賦
課
の
公
平
な
ど
、
な
ん
と
か
そ
の
正
常
化
を
は

か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
な
っ
た
と
き
軍
営
の
為
政
者
た
ち

の
か
ん
が
え
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
た
の
は
、
建
国
期
以
来
下
国
に

お
い
て
、
長
年
実
施
し
て
成
果
を
あ
げ
て
き
た
計
口
受
田
的
な
土
地

体
制
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
．

　
し
か
し
、
建
国
で
成
果
を
あ
げ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
い
ま
み
た
よ

う
な
当
蒔
大
土
地
私
有
が
さ
か
ん
で
、
多
数
の
奴
碑
や
小
作
人
を
か

か
え
こ
ん
で
い
る
貴
族
や
豪
族
の
は
び
こ
る
中
原
地
方
に
、
計
口
受

田
制
を
そ
の
ま
ま
も
ち
こ
む
こ
と
は
、
い
た
ず
ら
に
社
会
の
不
安
と

混
乱
と
を
ま
ね
き
、
そ
の
結
果
た
ち
ま
ち
華
北
人
、
わ
け
て
も
豪

族
・
望
族
ら
の
畏
心
を
う
し
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
北
魏
の
為
政
者

と
し
て
は
、
ど
う
し
て
竜
馬
は
自
作
農
民
か
ら
、
上
は
貴
族
・
豪
族

や
大
地
主
に
お
よ
ぶ
既
存
の
土
地
私
有
者
た
ち
と
の
妥
協
策
を
十
分

に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
均
田
法
に
お
い
て
、
桑
田
二
〇
畝
の
永
世
的
私
有
－
潜
在
主
権

は
国
家
の
手
に
留
保
し
つ
つ
屯
一
を
公
認
し
た
の
は
、
自
作
農
民

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
⑳

に
対
す
る
こ
こ
ろ
づ
か
い
で
あ
る
。
ま
た
奴
碑
お
よ
び
耕
牛
に
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
給
田
は
大
土
地
私
有
者
へ
の
妥
協
策
で
あ
り
、
刺
史
・
太
守
以
下

の
宰
民
官
へ
の
給
田
は
、
　
い
ち
お
う
晋
代
の
官
吏
給
盟
法
（
の
ち
の

職
田
制
）
を
参
考
し
た
も
の
と
お
も
う
が
、
宰
民
官
が
お
お
く
貴
族
・

望
族
の
出
身
者
で
あ
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
か
れ
ら
の
大
土
地
私
有
を

容
認
す
る
と
と
屯
に
、
貴
族
・
望
族
た
ち
の
官
僚
と
し
て
の
職
階
に

応
じ
て
、
そ
の
土
地
所
有
を
制
限
し
た
こ
と
に
も
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
太
和
の
均
田
法
は
、
北
魏
政
権
が
こ

れ
ま
で
挙
国
で
実
施
し
て
き
た
厨
口
受
田
的
な
土
地
所
有
体
制
を
基

底
に
お
き
な
が
ら
も
、
当
時
の
華
北
に
お
け
る
土
地
所
有
の
現
状
を

勘
案
し
て
、
は
ば
の
あ
る
か
ん
が
え
の
も
と
に
立
案
さ
れ
た
も
の
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。
北
畑
朝
は
こ
れ
に
よ
つ
て
、
中
原
の
貴
族
や
豪
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族
暦
の
支
持
を
え
て
、
華
北
の
経
済
的
安
定
と
統
治
の
完
遂
と
を
は

か
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
北
魏
の
均
田
法
に
関
す
る

か
ぎ
り
、
そ
の
立
案
の
基
本
を
な
し
た
の
は
三
国
時
代
の
計
口
受
田

制
で
あ
っ
て
、
こ
の
北
魏
伝
統
の
土
地
政
策
が
、
中
原
の
現
状
を
媒

体
に
止
揚
さ
れ
た
の
が
、
太
和
の
均
田
法
で
あ
っ
た
と
か
ん
が
え
る
。

二
薙
系
㌍
羅
）

①
均
田
法
関
係
の
論
著
に
つ
い
て
は
、
最
近
の
東
大
東
洋
文
化
研
究
所
、

　
翻
立
二
十
周
年
記
念
論
集
W
（
『
東
洋
交
化
研
究
房
紀
要
』
第
二
十
八
冊
、

　
一
九
六
こ
年
）
に
収
め
れ
た
堀
敏
一
「
北
朝
の
均
田
法
規
を
め
ぐ
る
諸
問

　
題
偏
や
、
、
同
所
、
創
立
十
五
周
年
記
念
論
集
1
（
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀

　
要
』
第
十
－
綾
川
、
　
「
九
五
山
ハ
年
）
　
に
叡
め
ら
れ
た
松
本
誰
一
当
「
北
魏
に
お
け

　
る
均
田
・
三
長
両
制
の
制
定
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
に
綱
羅
し
て
引
摺
さ
れ

　
て
お
り
、
ま
た
曾
我
部
静
雄
鯵
士
の
労
作
『
均
田
法
と
そ
の
税
役
制
度
漏

　
（
一
九
五
三
年
刊
）
に
も
、
そ
れ
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
内
外
の
諸
論
著
の

　
紹
介
と
批
判
と
が
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
一
つ
一
つ
に
つ

　
い
て
か
か
げ
る
の
は
省
略
す
る
こ
と
に
し
た
。

　
　
ま
た
、
わ
が
躍
の
班
烏
猫
授
法
に
関
す
る
著
述
は
、
虎
羅
俊
哉
『
班
田

　
収
益
法
の
研
究
』
　
（
一
九
六
一
年
刊
）
に
く
わ
し
く
引
用
さ
れ
て
い
る
。

②
か
っ
て
昭
和
二
三
・
四
両
年
度
に
京
都
大
学
交
学
部
に
お
い
て
門
東
方

　
史
上
に
お
け
る
民
族
移
動
の
問
題
㎏
を
講
義
し
、
ま
た
翌
二
五
年
「
演
習
」

　
と
し
て
「
中
飼
の
土
地
所
有
制
偏
一
均
田
鰍
を
中
心
と
し
て
一
を
と

　
り
あ
げ
た
と
き
、
北
ア
ジ
ア
民
族
の
中
園
支
配
の
欝
殊
性
を
さ
ぐ
る
一
助

　
と
し
て
代
騒
祉
会
の
分
析
を
　
課
題
と
し
た
こ
と
、
な
ど
か
ら
こ
れ
・
を
問

　
題
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

③
曾
欝
は
「
齋
的
占
田
与
課
田
的
考
察
」
（
食
貨
五
の
八
）
警
書
劉
弘
伝

　
に

　
　
　
公
私
兼
併
、
頁
姓
無
累
算
手
足
、
塗
込
・
崇
被
四
時
、
家
有
水
碓
三
十

　
　
　
余
涯
、
倉
頭
八
酉
余
人

　
と
か
、
あ
る
い
は
早
書
食
貨
志
に

　
　
　
武
等
時
、
工
商
流
寓
、
儲
僕
不
親
農
桑
、
荷
遊
食
者
以
十
万
計

　
な
ど
と
み
え
る
記
載
か
ら
、
武
帝
の
土
地
法
発
布
の
当
初
か
ら
公
私
の
兼

　
併
は
や
ま
ず
、
多
く
の
民
は
貴
族
顕
官
の
も
と
に
細
客
や
奴
碑
と
し
て
吸

　
収
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
充
分
に
推
測
さ
れ
る
と
い
う
。

　
　
ま
た
曾
我
部
数
授
は
、
晋
の
占
与
奪
限
法
は
実
施
後
追
四
〇
年
に
し
て

　
事
実
上
廃
罷
さ
れ
た
と
い
う
（
門
均
田
法
と
そ
の
不
二
制
度
葱
六
〇
ペ
ー

　
ジ
）
。

　
　
武
装
の
治
下
で
、
贅
朝
の
国
力
が
比
較
的
伸
張
し
た
の
は
二
八
○
年
か

　
ら
九
〇
年
に
い
た
る
。
た
か
だ
か
一
〇
年
間
に
す
ぎ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

　
る
。

④
　
均
照
法
を
北
魏
建
圃
期
の
計
口
受
隣
制
に
関
連
が
あ
る
と
す
る
意
見
と

　
し
て
は
、
中
継
で
は
武
仙
郷
「
北
魏
均
田
制
度
之
一
考
察
」
（
『
食
貨
半
月

　
刊
』
三
ノ
三
、
　
一
九
三
六
）
、
わ
が
濁
で
は
西
村
元
鰯
「
北
魏
均
田
致
漏

　
（
『
龍
谷
史
壇
』
三
二
、
昭
和
二
四
）
な
ど
が
あ
る
。
　
こ
れ
ら
は
筆
春
の

　
意
見
と
　
．
致
す
る
が
、
し
か
し
そ
の
発
想
の
起
点
に
お
い
て
は
、
こ
と
な

　
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
藤
村
学
士
が
書
肺
の
均
沼
制
成
立
の
社
会
史
酌
事

　
情
に
需
及
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
瀬
餅
の
課
阻
と
、
な
ん
ら
異
っ
た
性
質
の
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も
の
で
な
い
と
単
純
に
賦
活
し
て
い
る
こ
と
に
は
賛
成
し
が
た
い
昏

⑤
遼
朝
の
徒
民
に
つ
い
て
は
、
田
村
実
造
「
遼
代
に
於
け
る
徒
民
政
策
と

　
都
市
・
州
県
制
の
成
立
」
　
（
…
㌧
、
満
蒙
史
論
叢
』
第
三
、
昭
和
一
五
年
一
二

　
月
）
参
照
。

⑥
　
北
龍
代
置
晦
代
の
畿
内
と
は
、
資
治
道
卵
巻
｛
一
〇
に

　
　
　
東
薫
代
郡
（
唐
の
雲
州
雲
中
県
）
、
簾
及
善
書
、
南
極
陰
館
（
温
州

　
　
　
雁
門
県
）
、
北
尽
参
合
、
皆
為
畿
内

　
と
い
う
よ
う
に
、
だ
い
た
い
代
郡
の
境
域
を
さ
し
た
も
の
と
お
も
う
。

⑦
田
村
実
造
代
圏
時
代
の
タ
ク
パ
ッ
政
権
（
『
東
方
学
』
一
〇
輯
、
昭

　
和
三
〇
）
参
照
。

⑧
太
祖
道
武
帝
の
部
族
部
落
制
の
解
体
に
つ
い
て
　
北
魏
朝
を
お
こ
し

　
た
タ
ク
バ
ッ
族
は
い
う
ま
で
も
な
く
北
ア
ジ
ア
の
遊
牧
民
族
で
あ
り
、
ま

　
た
か
れ
ら
は
多
数
の
遊
牧
諸
部
族
を
統
治
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
太
祖
は

　
即
位
す
る
と
、
登
薗
の
初
年
か
ら
タ
ク
バ
ツ
部
を
は
じ
め
遊
牧
戴
繭
部
民
の

　
部
落
を
解
散
し
て
、
部
民
を
農
耕
戴
と
お
な
じ
よ
う
な
郡
県
の
編
成
に
く
画

　
み
か
え
、
郡
県
鋼
的
秩
序
の
も
と
に
一
元
的
に
統
治
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
　
　
透
武
離
散
諸
部
、
分
土
定
居
、
不
聴
遷
徒
、
其
繋
留
大
入
智
岡
編
網

　
　
　
（
魏
省
、
賀
訥
伝
）

　
　
こ
れ
は
、
か
れ
が
外
部
族
に
対
し
て
、
は
げ
し
い
侵
賂
戦
・
征
…
臨
戦
を

　
敢
宥
し
、
お
お
く
の
農
耕
民
や
遊
牧
民
を
捕
勝
と
し
て
集
駆
的
に
つ
れ
か

　
え
っ
て
領
内
に
徒
賦
さ
せ
た
こ
と
が
弊
誌
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
太
祖
は
、

　
そ
の
鴛
主
権
を
強
化
し
確
立
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
捕
虞
群
民
を
遊

　
牧
民
で
あ
る
と
農
耕
民
で
あ
る
と
を
と
わ
ず
、
い
ち
よ
う
に
定
著
農
耕
さ

　
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
北
魏
の
経
済
的
基
盤
を
遊
牧
か
ら
農
耕
へ
転
換
さ

　
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
部
落
醗
の
隠
構
は
、
北
魏
朝
の
当
家
　

跨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
6

　
酌
生
産
力
を
、
牧
欝
生
産
か
ら
農
耕
的
生
藍
へ
き
り
か
え
る
う
え
の
必
然
、
（

　
の
過
程
で
あ
っ
た
と
か
ん
が
え
る
。
こ
の
経
済
的
発
展
に
よ
っ
て
、
タ
ク
　
6
2

　
パ
ツ
政
権
は
急
速
に
そ
の
デ
ス
ポ
テ
イ
ズ
ム
を
確
立
し
て
い
っ
た
の
で
あ

　
る
。
さ
き
に
い
っ
た
よ
う
に
魏
害
に
よ
る
と
、
厳
然
の
部
落
糊
解
体
は
太

　
祖
の
登
閨
初
年
か
ら
著
乎
さ
れ
た
と
い
う
が
、
し
か
し
、
そ
れ
が
本
格
的

　
に
強
行
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
、
太
祖
の
皇
始
・
天
塩
勝
代
に
な
っ
て
か
ら
、

　
す
な
わ
ち
北
魏
が
霧
隠
国
を
ほ
ろ
ぼ
し
て
、
河
北
・
山
東
・
河
薄
を
確
保

　
し
た
天
興
元
年
（
三
九
八
）
ご
ろ
か
ら
か
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。

　
　
た
と
え
ば
天
興
三
年
二
月
に
「
詔
有
司
祀
腿
予
東
郊
、
始
耕
籍
隣
」
と

　
魏
書
太
祖
紀
に
み
え
る
が
、
こ
れ
は
籍
賑
の
礼
が
は
じ
め
ら
れ
た
と
い
う

　
儀
礼
的
・
形
式
的
な
寵
載
に
す
ぎ
な
い
が
、
羅
．
武
に
勧
農
政
策
が
北
魏
の

　
園
策
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
を
、
し
め
す
も
の
と
い
っ
て
よ
か
ろ

　
狛
）
。

⑨
僻
論
で
は
「
宛
中
」
と
あ
る
が
、
通
典
に
は
「
苑
中
」
と
み
え
、
こ
の

　
志
万
が
正
し
い
の
で
通
典
に
し
た
が
っ
た
。
こ
こ
に
い
う
苑
と
は
慕
｛
谷
二
恩

　
身
の
苑
醐
（
霊
園
）
を
さ
す
。

⑩
　
山
東
の
望
族
た
ち
は
、
最
初
は
平
城
西
北
の
北
新
城
に
徒
罠
さ
れ
た
が
、

　
北
魏
は
の
ち
に
平
城
の
澱
語
口
否
箕
山
に
あ
た
る
旧
銘
記
の
西
に
平
押
郡

　
を
建
消
し
て
、
か
れ
ら
を
こ
こ
に
徒
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
　
乃
徒
脊
・
斉
士
気
共
道
議
型
置
藩
二
二
家
於
桑
乾
、
立
平
斉
郡
於
平

　
　
　
城
西
北
北
新
城
、
以
道
圏
為
太
守
、
賜
論
賛
瀬
子
、
加
撃
朔
将
軍
、

　
　
　
尋
講
演
京
城
二
字
二
百
歌
里
陰
館
之
西
（
魏
欝
二
四
、
崔
玄
鶴
附
伝

　
　
　
崔
這
園
）
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⑪
山
東
の
難
民
の
…
部
が
奴
卿
と
し
て
百
官
に
．
分
賜
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い

　
て
は
、
魏
需
巻
筆
○
、
慕
容
白
曜
伝
に
も

　
　
　
送
（
提
）
道
周
・
（
劉
）
休
賓
及
其
寮
属
干
京
師
、
後
躍
動
二
城
民

　
　
　
薯
於
下
館
、
朝
廷
襟
平
削
郡
、
懐
寧
・
帰
安
二
県
、
以
居
之
、
窃
鯨

　
　
　
悉
為
奴
鱒
、
分
賜
菖
官

　
と
い
い
、
費
仏
祥
忌
鑑
は
、
こ
れ
ら
を
参
考
し
て
、
翫
一
4
・
斉
の
徒
斑
の
処
概

　
を
泰
始
五
年
（
天
安
4
）
の
条
に
ま
と
め
て

　
　
　
五
月
、
魏
徒
青
・
斉
民
於
平
城
、
殿
升
城
・
歴
年
民
望
於
桑
乾
、
立

　
　
　
平
斉
郡
以
齎
之
、
擦
余
悉
為
奴
碑
、
分
賜
無
官

　
と
い
う
。

＠
　
平
斉
戸
と
は
斉
濁
、
す
な
わ
ち
山
東
を
平
定
し
て
つ
れ
か
え
っ
た
斑
戸

　
の
意
で
あ
ろ
う
。
平
斎
燈
の
身
分
に
つ
い
て
は
河
地
重
造
、
前
掲
論
文
三

　
〇
ペ
ー
ジ
廓
少
昭
…
。

⑬
こ
れ
に
つ
い
て
魏
露
餌
八
高
允
徴
に
よ
る
と

　
　
　
顕
祖
平
青
・
斉
、
徒
其
事
鍛
餅
代
、
時
諸
士
人
工
移
心
灘
、
率
砦
飢

　
　
　
寒
、
徒
人
之
中
多
允
姻
欝
、
皆
r
徒
歩
造
田
、
允
散
財
端
藍
、
以
桐
贈

　
　
　
賑
、
慰
間
遮
釜

　
と
い
い
、
　
と
お
く
代
北
に
流
移
し
た
山
東
の
歴
城
・
梁
継
．
の
士
難
た
ち
は
、

　
ま
っ
た
く
閲
読
　
に
お
ち
こ
ん
で
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
豪
た
崔
玄
，
伯
の
附

　
伝
提
鞘
圃
伝
に

　
　
　
漏
洩
頻
歳
不
登
、
郡
内
優
弊
、
道
圏
雅
在
位
積
年
撫
慰
、
未
能
周
尽
、

　
　
　
是
以
多
怨
叛

　
と
い
う
の
は
、
た
ま
た
ま
積
年
の
餓
簸
に
あ
っ
て
心
内
が
疲
弊
し
た
結
果
、

　
ひ
と
び
と
が
怨
籔
の
お
も
い
を
い
だ
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
の
べ
た
も

　
の
で
あ
る
。
膠
崇
書
伝
に
、
帰
安
県
令
と
な
っ
た
鑑
吉
が
郡
太
守
の
綴
道

　
固
と
不
和
に
な
り
、
県
禽
を
辞
し
て
職
方
に
逃
亡
し
た
と
い
づ
の
も
、
平

　
斉
郡
が
建
撮
後
そ
の
療
治
が
う
ま
く
ゆ
か
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

⑭
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
悪
書
の
本
紀
に
敬
見
す
る
が
、
め
ぼ
し
い
例
と
し
て

　
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
太
平
寛
訓
電
五
年
六
月
、
　
北
都
民
肌
厭
立
蔀
将
軍
伽
幡
羅
陶
磁
莫
孫
岬
、
　
寧
回
向
工
一
余

　
落
北
楚
、
追
撃
干
漠
南
、
殺
其
事
師
、
悪
徒
愚
翼
・
相
・
定
三
無
為
営
戸
。

　
　
延
興
元
年
再
十
月
丁
亥
、
沃
野
・
統
万
二
鎮
勅
翠
黛
、
中
雛
型
其
遺
送

　
於
翼
・
定
・
相
三
州
為
課
戸
。

　
　
延
興
二
年
三
月
、
連
川
勅
勒
謀
叛
、
徒
醗
青
・
徐
・
斉
・
党
翅
州
為
鴬

　
戸
。

⑯
　
北
朝
の
営
戸
に
つ
い
て
は
、
　
浜
口
重
照
門
北
朝
の
史
料
に
見
え
た
雑

　
戸
・
雑
営
戸
・
鴬
戸
に
つ
い
て
扁
　
（
『
山
梨
大
学
学
芸
学
部
研
究
報
告
』
、

　
第
八
号
、
昭
和
三
二
年
）
参
照
の
こ
と
。

⑯
　
六
二
に
つ
い
て
　
　
六
鎮
は
北
魏
が
北
辺
防
衛
の
た
め
に
設
醸
し
た
根

　
つ
ら
な
る
六
区
の
軍
事
帥
統
治
地
域
で
あ
る
。
六
鎮
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
設

　
羅
さ
れ
は
じ
め
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
主
．
と
し
て
世
祖
の
時
代
に
築

　
城
整
備
さ
れ
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
六
鎮
の
名
が
も
っ
と
も
早
く
み
え

　
る
の
は
、
高
宗
の
太
安
年
中
か
ら
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
灘
南
区
域
は
チ
ャ

　
ハ
ル
か
ら
孫
｝
鞍
地
籔
、
も
っ
と
具
体
的
に
は
、
い
ま
の
独
石
磯
辺
か
ら
北

　
魏
時
代
の
盛
楽
の
西
方
あ
た
り
ま
で
の
陰
山
山
脈
の
要
地
に
お
か
れ
た
も

　
の
で
あ
る
。

　
　
六
鎮
の
比
定
に
つ
い
て
は
定
説
が
な
い
が
、
沈
・
銭
の
一
壷
楼
交
集
に
み

　
え
る
六
鎮
釈
が
よ
る
べ
く
、
萬
貢
一
の
1
2
に
の
せ
た
鹸
大
綱
の
北
魏
六
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鎮
考
が
、
　
沈
重
の
説
を
さ
ら
に
離
職
し
て
い
る
。
　
こ
れ
に
よ
る
と
藩
か

　
ら
沃
野
（
第
～
鎮
）
、
懐
朔
（
第
二
）
、
武
川
（
第
二
）
、
撫
翼
（
第
四
）
、

　
（
光
）

　
柔
玄
（
第
五
）
、
施
用
（
第
六
）
で
あ
る
。

　
　
水
経
注
河
水
・
灘
水
の
条
に
は
、
沃
野
・
懐
朔
・
武
川
・
柔
玄
・
懐
石

　
の
軽
羅
が
み
え
、
元
和
郡
県
志
、
太
平
露
塵
記
雲
州
下
、
所
引
入
塞
國
に

　
は
平
城
か
ら
懐
荒
・
沃
野
ま
で
の
行
程
が
み
え
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
余

　
大
綱
は
穴
鎮
の
う
ち
撫
冥
を
の
ぞ
く
五
鎮
の
現
在
の
重
工
を
比
定
す
る
。

　
た
と
え
ば
六
鎮
の
う
ち
第
一
鎮
に
か
ぞ
え
ら
れ
る
沃
野
鎮
は
オ
ル
ド
ス
の

　
烏
拉
特
旗
（
日
動
淳
爾
盟
）
の
西
北
に
比
定
さ
れ
る
が
、
水
路
注
に
よ
れ

　
ば
、
こ
こ
に
は
黄
河
の
水
を
ひ
い
て
限
地
を
灌
概
し
て
い
た
と
い
う
か
ら
、

　
こ
の
あ
た
り
一
帯
に
は
中
圏
人
が
徒
民
さ
れ
て
農
業
を
営
ん
で
い
た
こ
と

　
が
わ
か
る
。
そ
の
ほ
か
北
魏
は
北
中
国
各
地
か
ら
多
数
の
犯
罪
轟
や
農
幾

　
を
徴
発
し
六
指
に
配
備
し
て
守
防
に
あ
た
ら
せ
た
り
、
屯
田
に
三
門
さ
せ

　
て
い
る
。
な
お
浜
口
重
国
博
士
は
「
莚
光
閥
五
年
の
交
に
於
け
る
後
憂
の

　
兵
制
に
就
い
て
」
　
（
転
卵
洋
学
報
』
二
ニ
ノ
2
）
に
お
い
て
、
北
魏
の
北
辺
、

　
諸
鎮
㎝
般
に
つ
き
考
証
し
て
い
る
が
、
六
鎮
に
関
し
て
は
、
だ
い
た
い
沈

　
養
・
楡
大
綱
ら
の
説
に
賛
し
て
い
る
。

⑫
私
鋤
の
私
を
唐
長
儒
は
謀
議
元
亀
巻
四
九
五
に
よ
っ
て
紙
の
字
に
あ
ら

　
た
め
て
い
る
「
均
田
働
度
的
藍
生
及
其
破
壊
」
（
腕
歴
史
研
究
』
一
九
五
六

　
年
二
号
）
。
し
た
が
う
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。

⑱
こ
れ
に
つ
い
て
世
祖
二
期
帝
は
、
太
田
元
年
（
お
㎝
）
＋
有
二
月
つ
ぎ
の

　
よ
う
な
令
を
く
だ
し
て
い
る
。

　
　
　
自
今
以
後
、
亡
匿
避
難
、
毒
筆
他
郷
、
皆
当
帰
還
旧
駿
、
不
問
前
罪
、

　
　
　
民
相
殺
害
、
牧
守
依
法
平
決
、
不
聴
私
親
報
者
、
諌
及
宗
族
、
隣
伍

　
　
　
相
助
、
与
同
罪
、
州
郡
県
不
得
妄
遣
場
卒
、
煩
擾
民
庶
、
若
有
発
調
、

　
　
　
県
宰
集
郷
琶
三
老
、
講
貸
二
八
、
蓑
多
益
寡
、
九
品
混
通
、
不
得
縦

　
　
　
冨
督
貧
、
避
強
侵
弱
、
歎
云
（
魏
書
巻
四
上
、
世
祖
紀
）

⑲
　
露
閏
と
は
、
の
ち
の
口
分
田
で
、
曾
我
部
教
授
も
説
明
し
て
い
る
よ
う

　
に
（
均
困
法
と
そ
の
要
役
二
度
七
三
頁
）
、
　
樹
で
お
お
わ
れ
な
い
裸
の
田

　
と
い
う
い
み
で
あ
る
。

⑳
当
時
の
耕
作
法
と
し
て
は
、
年
耕
は
ま
れ
で
、
お
お
く
は
隔
年
耕
作
か
、

　
地
味
の
や
せ
た
土
地
は
三
年
嚇
耕
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
男
夫
一
人
の
わ

　
り
あ
て
規
準
は
四
〇
漱
で
あ
っ
て
も
、
給
田
は
隔
年
耕
作
の
も
の
（
倍
田
）

　
は
倍
額
の
八
○
敵
、
竃
年
一
耕
の
も
の
（
鼠
取
田
）
は
三
倍
の
一
二
〇
畝

　
が
あ
た
え
ら
れ
た
。

⑳
　
耕
牛
を
四
頭
と
か
ぎ
る
か
、
ま
た
は
耕
牛
の
年
を
四
歳
ま
で
と
す
る
の

　
か
、
す
な
わ
ち
原
文
を
盆
画
食
貨
志
の
よ
う
に
「
前
庭
牛
偏
と
す
る
か
、

　
ま
た
は
階
書
食
貨
志
の
よ
う
に
「
限
止
四
年
」
と
す
べ
き
か
は
、
諸
学
者

　
に
よ
っ
て
異
論
が
あ
り
、
相
な
か
ば
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
曾
我
部
属

　
士
「
均
田
法
と
そ
の
税
役
制
度
」
第
一
二
堂
－
第
七
節
お
よ
び
、
松
山
小
善
海
氏
一

　
前
掲
論
文
註
⑭
に
く
わ
し
い
。

　
　
な
お
耕
牛
へ
の
早
漏
が
規
定
さ
れ
る
前
段
階
と
し
て
は
、
恭
宗
紀
に
み

　
え
る
延
和
元
年
の
制
令
中
に
、
牛
力
・
入
力
の
有
無
網
遜
が
お
こ
な
わ
れ

　
て
い
た
こ
と
を
、
か
ん
が
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

⑳
　
受
書
の
食
貨
志
に
よ
れ
ば
、
調
と
し
て
絹
・
綿
・
続
を
上
納
す
る
地
方
、

　
す
な
わ
ち
桑
田
を
う
け
て
養
蚕
す
る
地
方
と
、
麻
布
を
上
納
す
る
地
方
、

　
す
な
わ
ち
麻
細
を
う
け
て
麻
布
を
生
嘉
す
る
地
方
と
は
、
は
っ
き
り
賦
別

　
さ
れ
て
い
る
。
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⑳
〉
　
こ
の
麻
懸
に
つ
い
て
は
、
二
〇
畝
の
桑
田
の
ほ
か
に
、
　
一
定
の
地
域
で

　
は
さ
ら
に
麻
田
が
支
給
さ
れ
た
と
す
る
説
も
有
力
で
あ
る
が
、
い
ま
は
堀

　
敏
一
氏
の
説
「
北
朝
の
均
田
法
規
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
（
五
九
一
穴
二
頁
）

　
に
し
た
が
う
こ
と
に
し
た
。

＠
　
国
書
、
食
貨
志
に
み
え
る
一
二
長
制
発
布
の
孝
文
帝
の
詔
に
も

　
　
　
む
か
し
ょ
り
諸
州
の
戸
口
は
、
戸
籍
が
不
実
で
隠
漏
を
包
蔵
し
、
公

　
　
　
を
廃
し
て
私
を
閥
し
、
富
過
者
は
兼
併
し
て
余
り
あ
り
、
貧
弱
春
は

　
　
　
口
を
糊
す
る
に
も
た
ら
な
い
、
云
云

　
と
い
う
。

⑳
　
桑
田
の
公
認
は
、
自
作
農
毘
に
対
す
る
妥
協
と
ば
か
り
も
か
ん
が
え
ら

　
れ
な
い
。
す
で
に
本
締
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
恭
宗
の
制
令
中
に
み
え

　
る
畿
内
計
口
受
田
幾
｛
戸
の
所
有
田
（
世
襲
田
）
の
最
低
額
は
二
二
畝
内

　
外
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
桑
田
二
〇
畝
は
こ
の
よ
う
な
計
q
受

　
田
鰻
の
現
実
に
た
っ
て
の
、
自
作
農
民
に
回
す
る
、
こ
こ
ろ
づ
か
い
で
あ

　
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
桑
田
二
〇
畝
も
計
口
受
田
制
に
も
と
つ
く
発
想
だ
と

　
か
ん
が
え
る
。

⑳
　
奴
碑
・
耕
牛
へ
の
給
沼
は
、
大
土
地
私
有
春
へ
の
妥
協
で
あ
る
が
、
し

　
か
し
、
そ
れ
は
無
制
限
な
妥
協
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
太
和
の
均
田

　
法
で
は
奴
碑
の
入
数
に
は
確
立
は
な
い
が
、
そ
の
後
翅
斉
の
河
清
三
年
令

　
（
姻
①
蒔
）
で
は
、
奴
碑
へ
の
給
田
が
鰍
限
を
う
け
て
い
る
。

　
　
　
奴
碑
受
田
看
、
親
王
止
三
頁
人
、
網
王
止
二
百
入
、
第
二
晶
巳
上
及

　
　
　
皇
宗
止
一
百
人
、
七
贔
已
上
八
十
人
、
八
品
已
下
蚕
庶
人
限
止
六
十

　
　
　
入
、
奴
卿
限
外
不
味
潤
者
砦
不
輸
。

　
　
そ
し
て
、
さ
ら
に
階
・
唐
に
な
る
と
、
懸
濁
へ
の
給
風
は
廃
疲
さ
れ
る

　
こ
と
に
な
っ
た
。
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Manehuria　in　cooperation　with　U．　S．　A．　and　Great　Britain　till

the　Russo－JaPanese　adopted　a　policy　substantially　opposing　it

under　the　second　Katsura　a｛E　Cabinet　（1908－1911）．　At　first，　the

new　policy　appeared　as　a　serles　of　Sino－Japanese　agreements

from　August　to　Septernber　in　1909，　to　which　the　American　reaction

was　the　proposal　of　neutralizatlon　of　railways　in　Manchuria．　This

was　the　starting　polnt　of　Japanese－American　struggle　concernig

Manchuria．

　　The　conversion　of　the　Japanese　policy　towards　Manchuria　in

1908，　havlpg　such　great　importance，　was　realized　by　senlor　states－

men　and　politiciaRs　of　the　mllitary　clique，　such　as　Yamagata　f－1．1

県or　Katsura．　And　the　worsening　of　the　relation　between∫apall

and　U．　S．　A．　brought　the　former　near　to　Russ2a，　resulting　in　the

second　Russo－Japanese　agreement　in　1910．　This　article　studies　the

conversion　of　the　Japanese　policy　towards　Manchuria　under　the

second．Katsura　Cabinet　in　cooperation．

Genealogy　of　the　Chan一　T‘ien均田Law

　　　　　　by

Jitsuz6　Tamura

　．About　the　genealogy　of　Chab’n・　7■‘∫伽均田law，　which　were　ol’igi11－

ated　by　Hsiao一　Wen－Ti孝文帝in　Pei－Wei回議，　many　scholars　have

thought　it　in　the　direct　relation　to　K‘o－T‘ien　一’?ｅ’　N　law，　a　land　law

by　Wu－Ti聖帝in　Hsi－chin西晋，　from　the　standpoint　of　graspingl

this　in　the　history　of　！and　system　in　China；for　this　thought　the

historical　fact　were　．often　missed　that　this　was　originated　by　the

Pei一　Wei　administration　of　the　T‘o－Pa　tribe．

　　This　article，　after　observing　its　orlgin　focused　mpon　the　cause

why　the　Chabn－T‘ien　law　was　originated　by　the　Pei一　Wei　dyriasty，

concluded　that　it　had　the　coRnection　with　the　systeiin　of　land

granting　by　head，　a　land　delivery　law　s童nce　the　Tai代period　of

the　Pei－Wei　dynasty，　That　is，　we　are　going　to　show　the　fact

that　the　C滅％一T‘纏law　of　T‘ai－ho日和was　estab至ished　through

the　mediuin　of　tke　social　reality　in　the　central　fie！d　by　the　land．

（　959　）



・graiiting　’s’ 凾唐狽?ｍ，　’the　trdditionaHand　policy’bf　Pei一’　Wei，’　bY　obser－

ving　the　then　political　arid　’saoclal　circumstance’s．

The　Nobles’　System　in　Thuringia

before　the　lnvestituture　Conflict

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yoshiya　Hayakawa

　The　symPtom　of　formation　of　Land　in　Germany　was　at　first　seen

in　the　nOrthern　Germany　without　any　establislied　power．　Such

tendency　was　especlally　predominant　in　Turingia　and　．the　nor－

thern　bofderland　which　was　included　in　the　Saxon　claR・；before

the　lnvestiture　Confict　chttrches　of　the　borderland　be6ame　executors・

of　ki’ng’s　policy，　were　richly　presented　by　kings，　and　also　gained．

immunity　and　lgings’　ban，．　estab12sbing　the　basis　of　the　power　by…

which　th’?ｙ　rttled　their　territories．　Also，・　powerful　vu｝gar　nobles．

based　on　their　hereditary　la．nd，　formed　their　independent　territories，

collecting　oMciai　posts，　Graf－right，　and　Lehen　；　some　of　them　formed

already　a　crude　but　Primary　Landesherschaft．
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　　Chinese　bronze　mirrors　from　the　Early　Han　Dyna＄ty　have　been

found　in　large　number　in・Northern　Kyzasim2．　Mirrors　dating　to

the　period　around　the　turn　of　the　Christian　Era　have　been　re－

covered　in　．　even　more　extenslve　numbeils　and　have　cpme　t．o　light

at　si之es　in　Northern　Kyfisht2，　aibng　the　Inland　Sea　Coast　ofご磁8ρ加

and　Shikoleu，　and　Ki．nai　District．’　Recovery　sites　of　the　majority

of　mirrors　dating　from　the　Later　Han　Dyna’sty　and　the　“Three

Klngdoms”　Period　are　centered　in　Kinai　District，　and　extend

further　east　to　the　T61eai　and　even　to　the　Kant6．　Together　with

these　imported　mirrors，　a撫mber　of　Bδsei一曲6イ力製鏡mirrors　cas乞
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