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後
漢
末
、
政
治
界
が
豪
族
に
よ
っ
て
獨
占
さ
れ
、
豪
族
以
外
の
者
の
官
吏
登
用
の
希
羞
が
た
た
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
れ
ら
の
人
々

に
よ
っ
て
新
し
く
政
治
批
判
の
學
間
が
お
こ
さ
れ
る
。
失
意
の
民
間
學
者
は
、
反
豪
族
の
立
場
を
と
り
、
或
る
者
は
時
局
批
判
を
な
し
、

或
る
者
は
個
人
主
義
へ
の
逃
避
を
な
す
。
王
符
・
仲
長
統
等
の
思
想
家
が
出
現
し
た
所
以
で
あ
る
。

i

後
漢
末
の
祉
會
現
象
と
し
て
特
記
す
べ
き
は
、
中
央
政
府
の
櫂
威
の
微
弱
、
社
會
綱
紀
の
頻
陵
、
官
吏
任
用
の
胤
脈
、
奢
俊
の
増
大
等

で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
嘗
時
の
思
想
家
に
強
く
意
識
さ
れ
、
批
判
の
尉
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

特
に
取
上
げ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
時
代
の
進
む
に
伴
っ
て
披
生
し
た
地
方
豪
族
が
あ
る
。
豪
族
の
披
生
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
考
え

ら
れ
る
が
、
絶
封
主
義
政
櫂
の
衰
退
に
と
も
な
っ
て
披
生
し
た
と
い
．
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
嘗
時
の
選
摯
制
度
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

選
學
制
度
に
つ
い
て
は
、
歴
代
の
帝
王
が
意
を
注
ぎ
、
光
武
帝
は
法
令
を
定
め
て
選
拳
の
慎
重
を
期
し

r

地
方
官
は
赴
任
し
て
一
年
紐

過
し
な
け
れ
ぼ
人
物
の
評
判
に
明
ら
か
で
な
い
の
で
、
選
畢
を
な
し
え
な
い
と
し
、
ま
た
章
帝
は
選
拳
の
弊
害
を
意
識
し
、
建
初
元
年
の

詔
に
は
「
今
刺
史
守
相
が
慎
個
を
明
ら
か
に
せ
ず
、
茂
才
孝
廉
を
選
畢
す
る
敷
が
歳
ご
と
に
百
を
以
て
数
え
る
。
本
嘗
に
評
判
も
確
か
で

な
い
も
の
を
畢
げ
る
の
は
謂
わ
れ
が
な
い
。
前
代
の
選
學
を
尋
ね
る
に
、
畢
人
貢
士
は
、
或
は
訓
畝
に
起
り
、
閥
閲
に
繋
が
ら
ず
、
員
に

民
間
か
ら
人
材
を
採
用
し
、
且
つ
賞
際
の
政
治
の
腕
前
に
鑑
み
て
登
用
し
た
。
今
後
は
各
々
を
し
て
其
の
言
を
陳
進
さ
せ
、
そ
の
能
否
を

仲
長
統
の
思
想

仲

長

統

の

思

想
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仲
長
統
の
思
想

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
王
符
の
潜
夫
論
に
も
「
貢
薦
は
則
ち
必
ず
閥
閲
を
前
と
為
す
」
と
い
っ
て
い
る
。

後
漢
の
末
に
は
、
選
拳
に
弊
害
が
あ
る
の
で
、
統
治
者
も
相
應
に
劉
策
を
考
慮
し
て
お
り
、
通
典
の
選
拳
法
に
言
う
と
こ
ろ
で
は
、
桓

帝
の
頃
に
は
凡
そ
選
用
す
る
と
こ
ろ
、
情
故
に
非
る
な
し
と
い
う
朕
態
で
、
遂
に
三
互
法
を
作
っ
た
。
こ
れ
は
婚
姻
の
家
は
互
に
選
學
す

る
を
得
ず
、
雨
州
の
人
が
互
に
約
束
し
て
選
學
す
る
こ
と
を
得
ぬ
こ
と
を
定
め
た
の
で
あ
る
。

と
も
か
く
、
か
か
る
禁
制
を
設
け
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
選
學
に
弊
害
が
出
束
て
束
た
の
で
あ
っ
て
、
選
學
が
私
情
に
よ
り
、
且
つ
家
柄
を

重
ん
じ
て
束
た
こ
と
が
わ
か
る
。
嘗
時
こ
れ
を
禁
制
せ
ん
と
す
る
法
が
あ
っ
て
も
、
こ
の
弊
を
止
め
る
に
は
至
ら
ず
、
後
に
は
遂
に
門
閥

の
み
よ
り
登
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

即
ち
郷
鴬
闊
係
に
よ
る
立
身
の
道
が
開
け
る
こ
と
に
な
る
。
地
方
豪
族
が
有
力
と
な
り
、
官
僚
の
政
治
力
が
弱
ま
れ
ば
政
府
の
櫂
威
は

失
墜
す
る
。
こ
れ
は
自
然
豪
族
の
勢
力
が
政
治
を
根
本
的
に
左
右
し
政
界
の
全
部
面
に
侵
出
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

ま
た
、
宦
官
の
跛
屡
は
元
帝
の
頃
か
ら
現
わ
れ
た
。
光
武
帝
は
そ
れ
で
宦
官
に
は
宮
刑
を
受
け
た
者
の
外
は
用
い
ぬ
こ
と
に
し
た
が
、

そ
れ
で
も
や
は
り
後
に
は
弊
が
生
じ
た
。

前
漠
は
外
戚
の
為
に
減
亡
し
た
と
も
言
い
得
る
の
で
、
後
漠
で
は
そ
れ
に
配
慮
し
、
光
武
帝
も
明
帝
も
そ
の
封
策
に
腐
心
し
て
い
る
。

明
帝
の
馬
皇
后
は
そ
の
親
族
に
は
政
治
に
干
典
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
た
。
一
盟
、
後
漢
に
は
夭
折
す
る
天
子
が
多
く
、
後
嗣
が
な
く
な
り
、

そ
の
度
ご
と
に
親
族
か
ら
若
い
天
子
を
立
て
る
こ
と
に
な
り
、
和
帝
の
郷
皇
后
の
如
き
は
、
何
度
も
若
い
天
子
を
立
て
て
長
年
政
を
執
っ

た
。
後
に
は
外
戚
の
梁
氏
が
跛
尾
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
王
符
の
潜
夫
論
（
浮
修
篇
）

（
後
漢
害
察
幽
態
注
）

「
洛
陽
の
浮
末
者
は
農
夫
に
十
倍
し
、
虚
低
滸
手
の
者
が
又
浮
末
に
十
倍
す
」
と
あ
り
、

農
民
は
商
人
に
艇
迫
さ
れ
、
商
人
は
更
に
生
産
機
能
を
含
ま
な
い
金
融
資
本
家
に
艇
迫
さ
れ
た
質
情
が
見
ら
れ
る
。

潜
夫
論
に
は
、
さ
ら
に
、
巫
祝
が
流
行
し
、
そ
の
為
に
色
々
の
絹
布
を
裂
い
て
用
い
た
り
、
ま
た
貴
族
が
贅
澤
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

に
よ
る
と

知
り
、
先
ず
職
務
を
輿
え
て
試
み
て
か
ら
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
」

と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
嘗
時
既
に
選
畢
に
閥
閲
が
考
え
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従
奴
僕
妾
に
至
る
ま
で
、
服
装
が
騎
奢
で
あ
る
。
富
者
は
人
よ
り
上
へ
と
奢
修
を
競
い
、
貧
者
は
人
に
及
ば
ぬ
を
恥
じ
、

一
生
の
産
を
破
っ
た
り
し
、
都
の
貴
族
、
郡
縣
の
豪
家
は
、
生
き
て
は
養
を
極
め
ず
、
死
す
れ
ば
喪
を
崇
く
し
た
と
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
呪
術
迷
信
の
流
行
は
莫
大
な
財
の
浪
費
を
招
き
、
さ
ら
に
経
済
的
に
は
何
ら
祉
會
へ
貢
獣
し
な
い
巫
者
の
徒
が
巨
利
を
博

す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

冗
術
迷
信
か
後
漠
に
於
て
大
き
な
力
を
持
っ
た
こ
と
は
識
緯
思
想
と
の
闊
連
に
お
い
て
も
考
え
ら
れ
る
が
、
今
こ
こ
で
は
常
時
幾
多
の

民
間
信
仰
が
成
立
し
、
特
に
黄
巾
の
賊
の
如
き
有
力
な
圃
臆
が
出
現
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
が
祉
會
的
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と

を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

仲
長
統
は
こ
の
よ
う
な
祉
會
に
あ
っ
て
、

の
で
あ
る
。

注
昌
百
は
仲
長
統
の
思
想
を
つ
た
え
る
主
著
で
あ
る
が
、
後
漢
害
本
得

に
よ
る
と
、
凡
そ
三
十
四
篇
十
餘
萬
言
で
あ
っ
た
が
、
苑
嘩
が
今
其
の

害
の
政
に
盆
あ
る
者
を
簡
撮
し
て
、
こ
れ
を
略
載
し
た
の
が
理
胤
篇
、

狽
盆
篇
、
法
誡
篇
の
三
篇
で
あ
る
。
こ
の
他
、
群
書
治
要
に
引
か
れ
た

も
と
に
行
っ
た
が
、

「
君
、
雄
志
有
り
て
雄
オ
無
し
、

一
五
五

度
の
食
事
に

も
の
に
十
三
節
か
ら
な
る
小
論
が
あ
り
、
徳
敦
篇
、
壽
考
篇
、
君
臣
篇

天
迫
篇
と
い
う
べ
き
も
の
が
あ
る
が
、
「
政
に
盆
あ
る
者
」
の
一
部
分

に
す
ぎ
ず
、
政
に
盆
な
し
と
認
定
さ
れ
た
昌
言
の
文
章
の
大
半
は
い
ま

そ
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

後
漢
書
本
博
に
よ
る
と
、
仲
長
統
、
字
は
公
理
、
山
陽
高
平
の
人
で
、
若
く
し
て
學
を
好
み
、
博
く
書
を
讀
み
、
文
オ
が
あ
っ
た
。
ニ

十
餘
り
の
年
に
青
州
、
徐
州
、
井
州
、
翼
州
の
各
地
に
遊
學
し
、
交
友
す
る
者
は
彼
を
異
と
し
た
。
井
州
刺
史
の
高
幹
（
衷
紹
の
甥
）
の

士
を
好
み
て
人
を
探
ぶ
こ
と
能
わ
ず
、
君
の
為
め
に
深
く
戒
む
る
所
以
な
り
」
と

い
い
、
そ
の
言
が
納
れ
ら
れ
ず
去
っ
た
。

仲
長
統
の
思
想

ま
も
な
く
哀
紹
が
敗
れ
た
の
で
、
井
翼
の
人
に
彼
の
名
は
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
け
れ

「
古
今
及
び
時
俗
の
行
事
を
論
説
す
る
ご
と
に
、

に
骰
憤
歎
息
」
し
て
昌
言
を
著
わ
し
た



仲
長
統
の
思
想

ど
も
州
郡
の
各
地
の
招
き
に
は
病
と
稲
し
て
應
じ
な
か
っ
た
。
尚
書
令
の
荀
咳
に
名
を
知
ら
れ
尚
書
郎
と
な
り
、
後
曹
操
の
軍
事
に
典
か

っ
た
。
獣
帝
位
を
遜
る
の
年
、
四
十
一
オ
で
死
ん
だ
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
彼
が
後
漠
の
滅
亡
を
目
の
あ
た
り
に
見
た
思
想
家
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
お
り
、
ま
た
、
曹
操
の
も
と
に
活
躍
し
た
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
曹
操
は
後
に
は
纂
奪
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

ま
で
の
と
こ
ろ
能
率
主
義
、
法
家
的
で
あ
り
、
後
漠
の
政
治
の
堕
落
と
射
腕
的
で
あ
る
と
こ
ろ
に
彼
が
ひ
か
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。本

傭
に
は
ま
た
一
個
の
遊
士
で
あ
り
、
そ
の
性
格
は
直
言
を
敢
て
し
、
小
節
に
衿
ら
ず
、
獣
す
る
か
と
思
え
ば
語
り
、
語
る
か
と
思
え

ば
獣
し
、
之
を
狂
生
と
評
し
た
も
の
も
あ
っ
た
と
い
う
。

そ
の
嘗
時
の
よ
う
に
王
朝
の
末
期
に
な
る
と
、
國
家
櫂
力
が
衰
え
、
支
配
力
が
多
元
的
に
な
る
と
、
そ
の
支
配
力
に
拘
束
さ
れ
ぬ
浮
動

層
が
活
動
す
る
可
能
性
が
出
て
く
る
。
こ
れ
が
遊
士
と
な
る
の
で
あ
る
。
仲
長
統
は
狂
生
と
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
一
個
の
遊
士
で
あ
り
、

自
由
奔
放
な
人
間
の
代
表
と
見
る
こ
と
が
出
束
る
。

「
常
に
お
も
え
ら
く
、
凡
そ
帝
王
に
遊
ぶ
者
は
以
て
身
を
立
て
名
を
揚
げ
ん
こ
と
を
欲
す
る
の
み
。
名
は
常
に
は
存
せ
ず
、
人

は
減
び
易
し
」
と
あ
る
が
、
豪
族
に
依
付
し
名
盤
を
求
め
る
こ
と
を
否
定
し
、
自
己
を
撰
充
し
た
悠
々
自
適
の
世
界
こ
そ
求
め
ら
る
べ

き
も
の
と
考
え
て
い
た
。
さ
ら
に
本
博
に
は
自
己
の
祉
會
に
お
け
る
あ
り
方
を
え
が
い
て
い
る
。
榮
志
論
が
そ
れ
で
あ
る
。

柴
志
論
に
よ
る
と
、
そ
の
理
想
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
居
所
と
し
て
は
良
田
居
宅
あ
ら
し
め
、
山
を
背
に
し
、
流
れ
に
臨
み
、
屋
敷
の
ま

わ
り
に
溝
あ
り
、
竹
木
植
え
ら
れ
、
前
に
畑
あ
り
、
後
に
は
果
樹
園
あ
り
、
舟
車
が
あ
っ
て
徒
歩
徒
渉
の
難
な
く
、
召
使
い
が
居
っ
て
身

睦
を
使
わ
ず
、
親
を
養
う
に
は
珍
味
が
あ
り
、
妻
子
に
は
苦
傍
な
く
、
朋
友
が
集
ま
れ
ば
酒
肴
を
振
舞
い
、
吉
日
先
祖
を
祭
る
時
に
は
犠

牲
を
供
え
る
だ
け
の
こ
と
が
出
束
、
自
分
の
所
有
す
る
庭
や
林
で
ゆ
る
ゆ
る
と
遊
び
、
川
の
遊
び
を
し
た
り
、
涼
風
を
追
い
、
釣
を
し
た

り
、
鳥
を
射
た
り
、
歌
を
歌
い
、
自
由
に
散
歩
す
る
だ
け
の
場
所
を
有
ち
、
そ
の
自
宅
で
は
安
柴
な
暮
し
が
出
来
、
道
を
得
た
人
々
と
道

を
論
じ
、
書
を
講
じ
、
天
地
の
有
様
を
槻
、
古
束
よ
り
の
人
物
を
評
論
し
、
琴
を
弾
じ
、
世
上
の
事
を
遊
び
半
分
に
考
え
る
こ
と
が
出
束
、

ま
た
、

一
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仕
事
を
せ
ず
、
長
生
き
す
る
。

か
か
る
生
活
を
す
れ
ば
、

即
ち
、
自
由
な
田
園
生
活
を
し
、
國
家
の
干
渉
と
責
任
と
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
理
想
と
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
嘗
時
の
匿
節
を
尚
ぶ
風
に
反
封
し
、

そ
の
心
持
は
、
天
を
凌
ぎ
宇
宙
の
外
に
出
て
、
帝
王
の
門
に
出
入
す
る
こ
と
を

愁
を
天
上
に
寄
せ
、
憂
を
地
下
に
埋
む
。
五
紐
に
叛
散
し
、
風
雅
を
減
棄
し
、
百
家
雑
砕
し
、
請
う
用
て
火
に
従
わ
し
め
ん
。
志
を
山

西
に
抗
し
、
心
を
海
左
に
滸
ば
し
、
元
氣
を
舟
と
為
し
、
微
風
を
施
と
為
し
、
太
清
に
罰
翔
し
、
意
を
容
冶
に
縦
に
せ
ん

と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
の
自
由
奔
放
な
性
格
の
表
わ
れ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
自
己
中
心
、
人
事
中
心
の
考
え
方
は
楽
志
論
、
昌
言
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
。

彼
の
人
と
な
り
は
、
交
際
閾
係
に
よ
っ
て
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

魏
志
劉
励
他
に
東
海
の
謬
襲
の
友
人
と
あ
る
。
謬
襲
は
オ
學
あ
り
叙
述

多
く
光
緑
動
に
な
っ
た
と
あ
る
。

ま
た
同
他
の
注
に
は
大
司
農
常
林
と
共
に
あ
っ
た
と
あ
る
。
常
林
は
縣

長
と
為
っ
て
は
治
化
成
る
あ
り
、
刺
史
と
な
っ
て
は
所
在
功
績
あ
り
、

後
に
は
光
緑
大
夫
に
ま
で
な
っ
た
人
で
あ
る
。

荀
痰
側
に
よ
る
と
太
祖
は
或
を
人
を
知
る
と
な
し
、
或
が
進
達
し
た
も

一
五
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の
は
み
な
そ
の
職
に
か
な
っ
た
と
い
う
。

右
に
の
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
統
の
交
際
闊
係
の
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ

賀
務
に
つ
き
昇
進
し
た
が
、
彼
ひ
と
り
尚
害
郎
に
終
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
狂
生
と
い
わ
れ
る
性
格
と
も
闊
連
す
る
。
卯
ち
彼
は
賀
際
政
治

家
と
し
て
自
身
が
責
任
あ
る
立
場
に
立
ち
、
自
己
の
理
想
を
賀
現
す
る

と
い
う
性
格
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
自
由
な
立
場
で
も

の
を
考
え
る
面
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
彼
の
人
事
中
心
の
考
え
方
は
、
ま
ず
天
道
観
に
あ
ら
わ
れ
る
。

冗
術
迷
信
の
排
除
は
、
児
術
迷
信
の
流
行
が
奢
修
の
増
大
を
招
い
た
こ
と
に
劉
す
る
反
到
で
も
あ
る
が
、
彼
の
現
質
主
義
的
合
理
主
義

仲
長
統
の
思
想

羨
む
要
は
な
い
、
と
あ
る
。



仲
長
統
の
思
想

に
基
づ
く
の
で
あ
る
。

彼
は
漠
代
統
治
階
級
の
宗
敦
観
を
否
認
し
、
董
仲
舒
の
説
く
天
人
感
應
か
ら
災
異
、
詳
瑞
の
類
を
す
べ
て
否
定
し
て
い
る
。
董
仲
舒
に

よ
る
と
、
人
君
が
若
し
天
意
、
即
ち
民
意
に
惇
る
行
為
が
有
れ
ば
、
天
は
災
又
は
異
を
降
ら
し
て
直
接
之
を
警
告
す
る
が
故
に
、
君
主
は

こ
れ
に
道
義
的
責
任
を
感
じ
て
、
自
己
の
政
治
を
改
む
べ
し
と
い
う
に
あ
る
。
即
ち
災
異
説
を
支
え
て
い
る
原
理
は
自
然
現
象
と
祉
會
現

象
と
の
間
に
は
一
定
の
因
果
闊
係
が
存
在
す
る
と
言
う
事
、
即
ち
天
人
相
闊
の
理
法
で
あ
る
。
こ
れ
に
劉
し
、

昔
高
祖
秦
項
を
誅
し
、
天
子
の
位
に
捗
る
。
光
武
討
簗
し
、
已
亡
の
漠
を
復
す
。
皆
受
命
の
聖
主
な
り
。
粛
曹
・
丙
魏
•
平
勃
・
富
光

之
等
、
諸
呂
を
夷
し
、
太
宗
を
尊
び
、
昌
邑
を
蕨
し
、
孝
宣
を
立
て
、
國
家
を
経
緯
し
、
祉
稜
を
興
安
す
。
一
代
の
名
臣
な
り
。
二
主

敗
子
の
四
海
を
震
威
し
、
徳
を
生
民
に
布
き
、
功
を
建
て
業
を
立
て
、
名
を
百
世
に
流
す
所
以
の
者
は
、
唯
人
事
を
之
れ
霊
せ
し
の
み
。

天
道
を
之
れ
學
ぶ
な
き
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
天
下
に
王
た
り
、
大
臣
と
作
る
者
は
、
天
道
を
知
る
を
待
た
ず
。
天
の
道
を
用
う
る
を
貴

ぶ
所
の
者
は
、
則
ち
星
辰
を
指
し
以
て
民
に
事
を
授
け
、
四
時
に
順
い
て
功
業
を
興
す
。
其
の
大
略
吉
凶
の
詳
、
又
何
ぞ
取
ら
ん
。
故

に
天
道
を
知
り
人
略
無
き
者
は
、
是
れ
巫
琶
卜
祝
の
伍
、
下
愚
不
歯
の
民
な
り
。
天
道
を
信
じ
人
事
に
背
く
者
は
、
是
れ
昏
胤
迷
惑
の

主
、
覆
國
亡
家
の
臣
な
り
。
（
群
害
治
要
）

仲
長
統
は
古
代
の
所
謂
天
道
を
科
學
的
天
文
學
的
な
も
の
と
、
宗
敦
的
迷
信
的
な
も
の
の
二
つ
に
分
類
し
て
、
後
者
郎
ち
宗
敦
的
迷
信

的
な
面
を
否
定
し
、
統
治
者
と
天
道
と
は
無
闘
係
で
あ
り
、
人
間
的
努
力
に
よ
っ
て
政
治
は
行
な
わ
れ
る
と
考
え
る
。
従
っ
て
彼
は
所
謂

（
理
胤
篇
）

豪
傑
の
天
命
に
営
る
者
は
、
未
だ
始
め
よ
り
天
下
の
分
有
ら
ざ
る
者
な
り
。
天
下
の
分
無
し
。
故
に
戦
争
な
る
者
競
い
起
る
。
斯
の
時

に
お
い
て
、
並
び
に
天
の
威
を
低
り
仮
り
、
方
園
に
矯
据
し
、
甲
兵
を
擁
し
我
と
オ
智
を
角
い
、
勇
力
を
程
べ
て
我
と
雌
雄
を
競
う
。

去
就
を
知
ら
ず
し
て
、
天
下
を
疑
談
す
る
、
蓋
し
敷
う
べ
か
ら
ず
。
知
を
角
う
者
は
窮
し
、
力
を
角
う
者
は
皆
負
く
。
形
復
た
仇
す
る

に
堪
え
ず
、
勢
復
た
校
す
る
に
足
ら
ず
。
乃
ち
始
め
て
首
を
覇
し
頸
に
係
け
、
我
の
衡
継
に
就
く
の
み
。

受
命
を
承
認
し
な
い
。
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と
い
っ
て
い
る
。
郎
ち
一
人
の
王
朝
の
開
創
者
は
本
束
天
命
が
な
く
天
下
を
有
し
た
の
で
あ
り
、
彼
は
自
ら
天
命
に
常
る
と
い
っ
て
い
る

が
、
そ
の
質
は
武
力
、
オ
智
に
よ
っ
て
政
櫂
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
天
道
が
漢
王
朝
を
約
束
し
た
り
豫
言
し
た
り
す
る
は
ず
が
な
い
。
後
漠
王
朝
を
支
え
た
班
固
の
陰
陽
五
行
説
に
基
づ
く
五

徳
循
環
説
は
火
の
徳
に
嘗
る
の
が
後
漢
で
あ
る
と
し
、
獨
善
的
に
王
朝
の
出
現
を
擁
護
し
た
。
こ
れ
で
は
後
漢
な
ら
ず
と
も
、
各
々
の
五

行
の
徳
に
嘗
る
王
朝
は
宿
命
づ
け
ら
れ
て
、
歴
史
は
前
進
も
髪
化
も
せ
ず
、
各
王
朝
ぱ
そ
れ
自
身
で
完
結
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、

こ
の
豫
定
さ
れ
た
王
朝
観
ぱ
容
易
に
豫
言
的
な
識
緯
思
想
と
結
び
つ
き
、
後
漢
の
初
代
帝
王
で
あ
る
光
武
帝
の
出
現
は
赤
伏
の
符
と
い
う

あ
や
し
げ
な
し
る
し
に
約
束
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
ら
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
断
代
的
で
誹
秘
的
な
歴
史
観
は
、
天
道
が
目
的
意
志

を
も
た
な
い
輩
な
る
自
然
現
象
で
あ
り
、
人
と
感
應
す
る
こ
と
が
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
全
く
理
論
的
根
披
を
失
う
で
あ
ろ
う
。

こ
の
人
事
中
心
主
義
的
考
え
方
は
、
例
え
ば
魏
文
帝
黄
初
三
年
日
食
が

あ
っ
た
際
の
詔
に
「
復
三
公
を
劾
す
る
な
か
れ
」
と
あ
る
が
、
こ
の
よ

人
を
呑
食
し
、
暴
虐
已
ま
ず
、
以
て
楚
漢
用
兵
の
苦
を
招
く
、
戦
國
の
時
よ
り
も
甚
し
。
漢

次
に
天
道
を
自
然
法
則
と
見
、
五
徳
循
環
説
、
受
命
説
を
否
定
し
た
彼
は
歴
史
を
ど
の
よ
う
に
考
察
し
た
か
。
理
胤
篇
に

昔
春
秋
の
時
は
周
氏
の
胤
世
な
り
。
戦
國
に
逮
び
則
ち
又
甚
し
。
秦
政
井
兼
の
執
に
乗
じ
、
虎
狼
の
心
を
放
ち
、
天
下
を
屠
裂
し
、

百
年
に
し
て
王
奔
の
胤
に
遭
う
。
其
の

残
夷
減
亡
の
数
を
計
る
に
、
又
復
秦
項
に
倍
す
。
以
て
今
日
に
及
ぶ
。
名
都
空
に
し
て
居
ら
ず
、
百
里
絶
え
て
民
無
き
者
勝
げ
て
敷
う

べ
か
ら
ず
。
此
れ
則
ち
又
亡
新
の
時
よ
り
も
甚
し
。
悲
し
い
か
な
、
五
百
年
に
及
ぱ
ず
し
て
、
大
難
三
た
び
起
る
。
中
間
の
胤
、
尚
数

え
ず
。
麦
じ
て
禰
々
猜
み
、
下
り
て
酷
を
加
う
。
此
を
推
し
て
以
て
往
け
ば
、
聾
く
る
に
及
ぶ
べ
し
。
あ
A‘

束
世
聖
人
此
を
救
う
の

仲
長
統
の
思
想 四
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う
な
考
え
の
先
塵
的
役
割
を
な
し
て
い
る
。



仲
長
統
の
思
想

道
、
脆
た
何
を
用
う
る
か
を
知
ら
ず
。
又
、
天
此
を
窮
む
る
の
敷
の
如
き
、
何
く
に
至
ら
ん
と
欲
す
る
か
を
知
ら
ず
。

と
い
っ
て
い
る
。
（
「
五
百
年
に
及
ば
ず
」
と
は
秦
三
王
二
帝
の
四
九
年
、
前
淡
二
三

0
年
、
後
漢
一
九
五
年
、
通
算
四
七
四
年
を
い
い
、

「
大
難
三
た
び
起
る
」
と
は
、
秦
末
、
王
奔
、
獣
帝
の
三
事
件
を
い
う
。
）
即
ち
、
漢
代
ま
で
の
歴
史
の
展
開
は
、
胤
、
小
胤
、
大
胤
の

三
段
階
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
今
日
は
大
鳳
に
嘗
る
と
み
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
漢
王
朝
の
崩
壊
を
目
の
あ
た
り
に
み
た
認
識
に

よ
る
も
の
で
あ
り
、
強
烈
な
現
質
批
判
の
結
果
で
あ
る
。
歴
史
は
束
世
の
聖
人
と
い
え
ど
も
、
こ
れ
を
救
う
の
法
を
豫
知
す
る
す
べ
が
な

く
、
た
だ
風
世
の
連
績
と
い
う
客
観
的
法
則
が
成
立
す
る
と
考
え
た
。
ま
た
、

存
亡
之
を
以
て
迭
い
に
代
り
、
治
胤
此
よ
り
周
復
す
る
は
、
天
道
常
然
の
大
敷
な
り
。
（
理
胤
篇
）

―
つ
の
王
朝
の
末
期
に
到
り
、
統
治
者
の
人
民
に
封
す
る
塵
迫
と
搾
取
が
限
度
を
越
え
れ
ば
、
人
民
の
忍
従
に
も
一
定
の
限

度
が
あ
る
の
で
、
農
民
は
反
抗
し
‘
―
つ
の
王
朝
を
「
土
崩
瓦
解
、

以
て
、
彼
の
同
時
の
競
争
者
に
打
勝
ち
、
政
櫂
を
獲
得
し
、

一
朝
に
し
て
去
」
ら
し
め
る
。
新
し
い
統
治
者
は
又
武
力
、
オ
智
を

―
つ
の
新
し
い
王
朝
を
建
設
す
る
。
こ
の
新
し
い
王
朝
も
前
の
王
朝
と
同
様

の
命
運
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
が
所
謂
「
治
風
周
復
」
で
あ
る
。
仲
長
統
は
こ
れ
を
「
天
道
常
然
の
大
敷
」
と
し
た
。

彼
は
こ
の
よ
う
に
―
つ
の
王
朝
の
統
治
は
天
命
に
由
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
道
徳
的
動
機
に
よ
る
の
で
も
な
く
、
た
だ
そ
の
創
業
者
の

武
力
、
オ
智
に
よ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
彼
の
歴
史
観
は
、
王
朝
が
政
権
を
と
っ
た
の
は
、
民
の
に
害
を
除
く
と
い
う
説
を
打
破
し
、
ま
た
、
そ
れ
と
と
も
に
統
治

者
の
人
民
に
到
す
る
残
酷
な
搾
取
が
―
つ
の
王
朝
の
滅
亡
し
た
根
本
原
因
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
ま
た
風
ー
小
胤
ー
大
凰
の
圏
式
を
提
示

し
た
が
、
そ
の
反
面
、
治
胤
周
復
を
唱
え
、
一
見
、
一
治
一
鳳
の
装
展
史
観
を
思
わ
せ
る
が
、
「
胤
世
長
く
化
世
短
し
」
の
語
に
示
さ
れ
る

よ
う
に
悲
観
的
史
観
の
立
場
を
と
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
の
現
質
凝
視
の
烈
し
さ
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
彼

の
凝
視
の
封
象
は
王
朝
に
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
以
上
に
、
人
間
そ
の
も
の
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
兆
民
晏
天
に
呼
嵯
す
」
（
損
盆
篇
）

と
い
っ
た
破
壊
さ
れ
た
農
民
生
活
を
常
に
念
頭
に
お
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
、
人
事
中
心
主
義
の
史
観
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

と
も
い
い
、
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「
人
事
を
本
と
為
す
」
人
間
中
心
主
義
は
、
人
倫
闊
係
に
於
て
は
既
成
の
道
徳
に
と
ら
わ
れ
な
い
合
理
的
な
人
間
闊
係
を
説
く
。

父
母
學
問
を
好
ま
ず
、
子
孫
の
之
を
為
す
を
疾
む
も
、
違
い
て
學
ぶ
べ
き
な
り
。
父
母
善
士
を
好
ま
ず
、
子
孫
の
之
と
交
わ
る
を
悪
む

も
、
違
い
て
友
と
す
べ
き
な
り

J

士
友
患
有
り
、
故
に
己
を
待
ち
て
演
わ
る

J

違
い
て
往
く
べ
き
な

り
。
故
に
違
う
べ
か
ら
ず
し
て
違
う
は
、
孝
に
非
ざ
る
な
り
。
違
う
べ
く
し
て
違
わ
ざ
る
も
、
亦
孝
に
非
ざ
る
な
り
。
違
わ
ざ
る
を
好

む
は
、
孝
に
非
ざ
る
な
り
。
違
う
を
好
む
も
、
亦
孝
に
非
ざ
る
な
り
。
其
れ
義
を
得
る
の
み
。

と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
親
の
櫂
威
の
み
で
律
し
さ
ら
れ
て
い
た
債
値
判
断
は
、
櫂
威
者
で
あ
る
親
か
ら
離
れ
て
、
個
人
の
理

性
的
判
断
に
任
せ
ら
れ
る
。
盲
目
的
服
従
を
強
い
る
従
来
の
孝
は
非
孝
と
な
り
、
非
孝
は
孝
と
な
る
。
何
も
の
に
ら
捉
わ
れ
な
い
自
己
の

理
性
に
判
断
の
基
準
を
置
く
新
し
い
自
由
な
人
間
の
襲
見
で
あ
る
。

次
い
で
、
政
治
論
、
紐
演
論
に
考
察
を
進
め
た
い
。

創
業
者
の
武
力
に
よ
っ
て
出
来
た
図
家
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
。

ま
ず
漢
の
創
業
時
の
朕
態
に
批
判
を
加
え
、

漠
の
初
め
て
興
る
や
、
王
の
子
弟
を
分
ち
、
之
に
委
ね
る
に
士
民
の
命
を
以
て
し
、
之
に
仮
す
に
殺
生
の
櫂
を
以
て
す
。
是
て
於
て
繋

逸
自
恣
、
志
意
厭
く
無
し
。
百
姓
を
魚
肉
と
し
以
て
其
の
欲
を
盈
し
、
骨
肉
を
報
蒸
し
、
以
て
其
の
情
を
快
く
す
。
上
に
纂
叛
不
軌
の

姦
有
り
、
下
に
暴
胤
残
賊
の
害
有
り
。
親
蜀
の
恩
を
藉
る
と
雖
も
、
蓋
し
源
流
形
勢
之
を
し
て
然
ら
し
む
る
な
り
。
…
…
是
の
故
に
、

其
の
変
世
の
櫂
を
牧
め
、
の
従
横
の
執
を
校
べ
、
善
き
者
は
早
く
登
り
、
し
か
ら
ざ
る
者
は
早
く
去
る
。
故
に
下
土
に
塑
滞
の
士
無

仲
長
統
の
思
想

（
損
盆
篇
）

一
六

父
母
其
の
行
を
欲
せ
ざ
る
も
、

（
群
害
治
要
）

く
、
麟
朝
に
専
貴
の
人
無
し
。

と
い
い
、
外
戚
に
櫂
力
が
委
ね
ら
れ
た
結
果
、
人
民
の
生
活
を
破
壊
し
、
祉
會
秩
序
の
混
胤
を
招
い
た
と
し
、

「
突
世
の
櫂
」

「
従
横
の



と
い
っ
て
い
る
。 仲

長
統
の
思
想

相
椅
す
れ
ば
則
ち
違
戻

執
」
を
掌
握
す
る
強
力
な
中
央
集
櫂
の
罷
制
を
と
り
、
有
能
な
者
を
選
出
し
な
け
れ
ば
理
想
の
統
治
形
態
は
質
現
さ
れ
な
い
と
考
え
た
。

し
か
し
て
彼
は
官
に
有
能
の
士
が
無
い
こ
と
を
指
摘
し
、
有
能
の
士
を
得
る
た
め
に
地
位
の
安
定
、
紐
清
的
待
遇
の
向
上
を
は
か
る
べ
き

こ
と
を
損
盆
篇
で
主
張
し
て
い
る
。

君
子
法
制
を
用
い
て
化
に
至
る
。
小
人
法
制
を
用
い
て
凰
に
至
る
。
均
し
く
是
れ
一
法
制
な
り
。
或
い
は
之
を
以
て
化
し
、
或
い
は
之

を
以
て
乱
る
。
之
を
行
い
て
同
じ
か
ら
ず
。
…
…
夫
れ
人
は
君
子
を
待
ち
て
然
る
後
に
理
に
化
す
。
…
…
君
子
は
自
ら
農
桑
し
て
以
て

衣
食
を
求
む
る
者
に
非
ず
。
…
…
彼
の
君
子
位
に
居
り
士
民
の
長
と
為
る
。
固
よ
り
宜
し
く
肉
を
重
ね
吊
を
累
ね
、
朱
輪
四
馬
な
る
べ

し
。
夫
れ
選
用
に
は
必
ず
善
士
を
取
る
。

は
富
む
者
少
な
く
貧
者
多
し
。
祗
以
て
供
養
す
る
に
足
ら
ず
。
安
ん
ぞ
能
く
少
し
く
私

門
を
螢
な
ま
ざ
ら
ん
や
。
従
い
て
之
を
罪
す
、
是
れ
機
を
設
け
穿
を
置
き
以
て
天
下
の
君
子
を
待
つ
な
り
。

ま
た
、
官
に
居
て
人
民
を
治
め
る
も
の
は
、
相
嘗
の
生
活
が
必
要
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
倹
約
し
な
け
れ
ば
不
徳
と
云
わ
れ
る
の
で
、
大

麦
節
約
し
た
生
活
を
送
ら
さ
れ
て
苦
し
ん
で
い
る
。
官
職
に
あ
る
も
の
は
道
徳
と
共
に
生
活
の
倹
約
を
強
い
ら
れ
る
。

官
僚
の
地
位
、
政
治
力
の
向
上
を
は
か
る
考
え
は
丞
相
の
復
活
の
主
張
と
な
る
。

夫
れ
一
人
に
任
ず
れ
ば
則
ち
政
専
ら
に
、
数
人
に
任
ず
れ
ば
則
ち
相
椅
る
。
政
専
ら
な
れ
ば
則
ち
和
諧
し
、

す
。
和
諧
す
れ
ば
則
ち
太
平
の
興
る
と
こ
ろ
な
り
。
違
戻
す
れ
ば
則
ち
荒
風
の
起
る
と
こ
ろ
な
り
。
（
法
誡
篇
）

未
だ
丞
相
を
置
き
て
自
ら
之
を
穂
べ
し
め
る
に
若
か
ず
。
若
し
三
公
に
委
ね
ば
則
ち
宜
し
く
任
を
分
ち
成
る
を
責
む
べ
し
。
（
法
誡
篇
）

前
漢
の
初
期
に
は
、
政
治
の
最
高
責
任
者
と
し
て
の
丞
相
が
置
か
れ
た
が
、
中
期
以
後
そ
の
職
は
陵
さ
れ
、
後
漢
に
於
て
も
依
然
丞
相

は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
政
治
の
質
櫂
が
一
人
に
蹄
す
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
。
若
し
丞
相
が
置
か
れ
な
け
れ
ば
政
治
の

最
高
責
任
は
形
式
的
に
は
尚
書
省
に
蹄
す
る
の
で
あ
る
が
、
後
漠
に
於
て
は
事
買
上
宦
官
及
び
外
戚
に
あ
り
、
最
高
責
任
の
所
在
は
不
明

だ
っ
た
。
外
戚
宦
官
は
豪
族
で
あ
る
か
ら
、
仲
長
統
は
賢
人
を
學
げ
て
丞
相
と
し
、
専
制
政
治
と
し
た
方
が
和
諧
し
天
下
太
平
と
な
り
、

一
六

（
理
胤
・
損
盆
篇
）



全
面
的
禁
止
が
直
ち
に
行
な
い
得
な
い
こ
と
を
知
っ
て
、

責
任
不
明
の
複
敷
に
よ
る
政
治
よ
り
優
る
と
し
て
い
る
。
即
ち
、
中
央
集
櫂
的
組
織
の
張
化
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
嘗
時
の
豪
族
の
朕
態
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
理
胤
篇
に

豪
人
の
室
、
連
棟
敷
百
、
膏
田
野
に
満
つ
。
奴
婢
千
箪
、
徒
付
萬
も
て
計
う
。
船
車
買
阪
、

一
六

四
方
に
周
ね
し
。
陵
居
積
貯
、
都
城
に
満

つ
。
碕
賂
賓
貨
、
巨
室
も
容
る
る
能
わ
ず
。
馬
牛
羊
啄
、
山
谷
も
受
く
る
能
わ
ず
。
妖
童
美
妾
は
綺
堂
を
填
め
、
侶
謳
伎
架
は
深
堂
に

列
す
。
賓
客
待
見
し
て
敢
て
去
ら
ず
。
車
騎
交
錯
し
て
敢
て
進
ま
ず
。
三
牲
の
肉
、
臭
り
て
食
う
べ
か
ら
ず
。
清
醇
の
酎
、
敗
れ
て
飲

む
べ
か
ら
ず
。

と
あ
る
。

桓
諏
の
傭
に
よ
る
と
、
東
漢
初
す
で
に
自
由
人
が
豪
商
及
び
高
利
貸
に
依
附
す
る
も
の
が
あ
り
、
彼
ら
の
た
め
に
奔
走
し
、
ま
た
大
地

主
に
依
附
す
る
者
は
更
に
多
か
っ
た
。
漢
代
を
通
じ
て
流
民
は
多
い
が
、
大
半
は
天
災
人
禍
に
遭
遇
し
て
村
を
離
れ
た
農
民
で
あ
る
。
こ

の
依
附
せ
ら
れ
た
豪
族
を
仲
長
統
は
豪
人
と
稲
し
た
。
郎
ち
豪
人
は
大
地
主
、
大
商
人
を
兼
ね
、
奴
隷
、
徒
付
を
役
使
し
、
多
く
の
牧
入

を
得
、
自
然
豊
富
な
生
活
を
享
受
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
紐
潰
力
に
よ
っ
て
政
界
に
進
出
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
損
盆
篇
に
よ

る
と
「
館
舎
は
州
郡
に
布
き
、
田
畝
ぱ
四
方
の
國
に
連
な
り
、
榮
架
は
封
君
に
過
ぎ
、
勢
力
は
守
令
に
倖
し
く
、
財
賂
自
ら
螢
み
、
法
を

犯
し
て
坐
せ
ず
」
と
あ
り
、
富
は
盆
す
一
方
で
あ
り
、
ま
た
、
圏
家
櫂
力
を
超
越
し
た
存
在
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
反
面
、
農
民
は
「
被

穿
ち
帷
敗
れ
、
冤
柾
窮
困
す
」
と
あ
る
如
く
、
貧
困
を
極
め
、
農
村
紐
演
が
破
壊
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

然
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
豪
族
に
劉
し
て
、
い
か
な
る
劉
策
を
考
え
て
い
る
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は

（
損
盆
篇
）

今
太
平
の
網
紀
を
張
り
、
聖
化
の
基
趾
を
立
て
、
民
財
の
豊
寡
を
齊
し
く
し
、
風
俗
の
奢
倹
を
正
さ
ん
と
欲
せ
ば
、
井
田
に
非
ざ
れ
ば

質
に
由
る
莫
し
。

と
い
い
、
井
田
法
的
土
地
再
分
配
を
主
張
し
、
豪
族
披
生
の
経
演
的
原
因
の
除
去
を
為
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
土
地
私
有
の

「
夫
田
を
限
り
て
以
て
井
兼
を
断
っ
」
と
い
い
、
所
謂
限
田
の
質
施
に
よ
っ
て

仲
長
統
の
思
想



仲
長
統
の
思
想

豪
族
井
兼
の
出
現
を
防
止
し
よ
う
と
し
た
。

ま
た
、
こ
れ
と
と
も
に
、
租
税
の
適
正
化
を
主
張
し
た
。

二
十
に
税
一
、
之
に
名
づ
け
て
卵
と
曰
う
。
況
ん
や
―
―

（
損
盆
篇
）

に
税
一
を
や
。
夫
れ
吏
緑
を
薄
く
し
以
て
軍
用
を
豊
か
に
す
。
秦
諸
侯
を
征

し
、
績
く
に
四
夷
を
以
て
す
る
に
縁
り
、
漢
其
の
業
を
承
け
、
遂
に
改
更
せ
ず
。
圏
を
危
う
く
し
家
を
風
す
は
、
此
れ
之
に
由
る
な

り
。
今
田
に
常
主
無
く
、
民
に
常
居
無
し
。
吏
食
日
に
稟
け
、
班
緑
未
だ
定
ま
ら
ず
。
法
制
を
為
り
、
壷
一
定
科
、
租
税
十
に
一
、
更

賦
奮
の
如
く
な
る
べ
し
。
今
は
土
廣
く
民
稀
に
、
中
地
未
だ
墾
せ
ず
。
其
地
草
有
る
者
、
盛
く
官
田
と
曰
う
。
力
め
て
農
事
に
堪
う
れ

ば
乃
ち
之
を
受
く
る
を
聴
せ
。
若
し
其
の
自
ら
取
る
を
聴
さ
ば
、
後
に
必
ず
姦
を
為
さ
ん
。

は
こ
れ
ぱ
豪
族
が
図
家
に
封
し
て
納
め
る

地
租
で
あ
っ
て
、
小
作
農
が
豪
族
に
牧
奪
さ
れ
る
地
代
は
五
割
を
前
後
す
る
質
情
に
あ
っ
た
。
即
ち
、
豪
族
は
農
民
の
生
産
物
の
半
ば
を

牧
奪
し
な
が
ら
、
僅
に
全
牧
入
の
三
十
分
の
一
し
か
圏
家
に
納
め
な
い
と
い
う
搾
取
を
為
し
た
の
で
あ
る
。
此
の
賞
情
を
知
っ
て
い
た
仲

長
統
は
三
十
分
の
一
の
地
租
を
十
分
の
一
に
高
め
、
こ
れ
を
官
吏
の
経
演
的
向
上
の
資
と
す
べ
き
こ
と
、
及
び
土
地
の
廣
大
に
比
し
開
墾

地
が
少
な
い
の
で
、
そ
の
不
耕
田
を
牧
め
て
官
田
と
し
、
こ
れ
を
耕
作
能
力
を
有
す
る
農
民
に
輿
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
農
地
改
革
案

を
提
唱
し
た
。

ま
た
、
肉
刑
の
復
活
を
唱
え
た
。
こ
れ
は
肉
刑
の
際
止
が
刑
罰
の
不
均
衡
を
齋
し
た
事
質
に
立
脚
し
て
、

死
は
復
た
生
く
る
べ
か
ら
ず
、
而
し
て
究
は
人
を
傷
な
う
無
し
。
は
以
て
中
罪
を
懲
ら
す
に
足
ら
ず
。
安
ん
ぞ
死
に
至
ら
ざ
る
を

得
ん
や
。
…
…
之
を
殺
せ
ば
則
ち
甚
だ
重
く
、
之
を
究
す
れ
ば
則
ち
甚
だ
軽
し
。
中
刑
を
制
し
て
以
て
其
の
罪
に
稲
わ
ざ
れ
ば
、
則
ち

法
令
安
ん
ぞ
参
差
せ
ざ
る
を
得
ん
。
殺
生
安
ん
ぞ
過
謬
せ
ざ
る
を
得
ん
今
刑
軽
の
以
て
悪
を
懲
ら
す
に
足
ら
ざ
る
を
患
え
ば
、
則

（
損
盆
篇
）

ち
蔵
貨
に
仮
り
以
て
罪
を
成
し
、
疾
病
に
託
し
て
以
て
緯
殺
す
。
科
條
準
ず
る
所
無
く
、
名
質
相
應
せ
ず
。
帝
王
の
通
法
、
聖
人
の
良

制
に
非
ざ
ら
ん
こ
と
を
恐
る
。

と
い
っ
て
い
る
。
嘗
時
の
税
率
は
三
十
分
の
一
と
稲
せ
ら
れ
、

い
よ
う
で
あ
る
が
、

一
六
四



と
い
う
よ
う
に
、
人
事
を
本
と
し
、
天
道
を
末
と
す
る
人
事
中
心
主
義
で
あ
る
。

仲
長
統
の
思
想

天
道
に
取
る
と
こ
ろ
は
四
時
の
宜
を
謂
う
。

人
事

に
す
る
と
こ
ろ
は
治
胤
の
賓
を
謂
う
。

と
い
い
、
農
民
の
窮
乏
を
訴
え
て
い
る
。

J

れ
を
貫
く
考
え
ぱ

天
に
呼
嵯
し
、

貧
窮
溝
蜜
に
轄
死
す
。

さ
ら
に

と
い
っ
て
、
肉
刑
を
鋏
如
す
る
刑
罰
盟
系
の
不
備
を
説
き
、
し
か
し
て
科
刑
の
質
際
に
お
い
て
は
、
刑
の
過
軽
を
補
う
為
に
、
獄
吏
が
椴

空
の
犯
罪
を
累
増
し
て
罪
を
重
く
し
、
或
い
は
病
死
に
託
し
て
死
刑
を
行
な
う
等
の
不
合
理
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
矛
盾
を
露
呈
し
て
い
る

こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
皆
中
間
刑
の
峡
如
に
由
来
す
る
現
象
に
外
な
ら
ず
と
考
え
る
彼
は
、
凡
ゆ
る
犯
罪
に
正
し
く
相
嘗
す
る
刑
罰
が

周
到
に
用
意
さ
れ
て
こ
そ
刑
罰
骰
系
が
始
め
て
完
備
し
、

こ
れ
を
要
す
る
に
、
彼
の
批
判
の
尉
象
は
光
武
帝
以
束
の
政
治
骰
制
、
祉
會
生
活
に
及
び

政
理
ま
ら
ざ
る
有
れ
ば
、
猫
お
譴
責
を
加
う
。
而
し
て
櫂
ぱ
外
戚
の
家
に
移
り
、
寵
ぱ
近
の
竪
に
被
り
、
其
の
鴬
類
に
親
し
み
、
其

の
私
人
を
用
う
。
内
、
京
師
に
充
ち
、
外
、
列
郡
に
布
く
。
賢
愚
を
順
倒
し
、
選
學
を
貿
易
す
。
疲
鶯
境
を
守
り
、
牧
民
を
貪
残
し
、

百
姓
を
撓
擾
す
。
…
…
此
れ
皆
戚
宦
の
臣
然
る
を
致
す
と
こ
ろ
な
り
。

と
い
い
、
圏
家
の
混
胤
の
原
因
は
外
戚
宦
官
に
あ
る
と
し
、

ま
た
、
井
田
法
、
租
税
の
適
正
化
な
ど
は
古
制
へ
の
復
蹄
と
い
う
形
で
説
か

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
た
豪
族
に
封
す
る
中
央
集
樅
の
強
化
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
彼
本
来
の
合
理
主
義
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

盗
賊
凶
荒
、
九
州
に
代
わ
る
が
わ
る
作
り
、
飢
饉
暴
か
に
至
り
、
軍
旅
卒
に
披
し
、
税
を
横
に
し
人
を
弱
め
、
吏
緑
を
割
奪
す
。
侍
む

と
こ
ろ
の
者
寡
く
、
取
る
と
こ
ろ
の
者
猥
り
に
し
、
萬
里
乏
を
懸
け
、
首
尾
救
わ
ず
。
径
役
並
び
に
起
り
、
農
桑
業
を
失
す
。
兆
民
晏

（
狽
翁
篇
）

（
法
誠
篇
）

一
六
五

（
群
害
治
要
）

の
通
法
、
聖
人
の
良
制
」
の
名
に
贋
す
べ
き
を
力
説
す
る
の
で
あ
る
。



仲
長
統
の
思
想

以
上
彼
の
思
想
を
考
察
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
彼
の
思
想
は
現
質
を
凝
視
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
れ
た
強
烈
な
批
判
精
誹
で
あ
り
、

の
思
想
的
立
場
は
人
事
中
心
主
義
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
人
間
性
へ
の
追
求
は
豪
族
に
生
活
を
破
壊
さ
れ
た
農
民
に
封
す
る
同
情
と
な
っ

て
現
わ
れ
、
人
間
能
力
の
尊
重
ぱ
賢
人
の
丞
相
の
復
活
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

き
び
し
い
現
質
は
悲
観
的
史
観
を
い
だ
か
せ
る
が
、
そ
れ
に
埋
没
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
人
間
の
可
能
性
を
失
な
う
こ
と
が
な
い
。

こ
の
よ
う
に
仲
長
統
は
、
崩
れ
ゆ
く
政
治
形
態
、
崩
れ
ゆ
く
祉
會
情
勢
を
目
撃
し
て
、

程
度
ま
で
そ
れ
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
た
。

そ
の
人
と
な
り
は
オ
氣
が
す
ぐ
れ
、
他
か
ら
拘
束
さ
れ
ず
、
世
の
流
れ
に
適
應

す
る
こ
と
少
な
く
、
彼
の
交
際
闊
係
の
者
が
政
治
上
の
要
職
に
つ
い
て
い
る
中
に
、
彼
ひ
と
り
州
郡
に
召
さ
れ
て
も
病
と
稲
し
て
就
か

ず
、
ま
た
召
さ
れ
て
も
郎
に
終
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
結
局
彼
が
學
者
で
あ
っ
て
も
政
治
家
で
は
な
く
、
自
身
が
責
任
あ
る
立
場
に
立
っ
て

そ
の
理
想
を
賓
現
す
る
仕
事
に
携
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
理
想
を
も
っ
て
現
質
の
政
治
や
祉
會
を
合
理
的
に
批
判

し
な
が
ら
、
み
ず
か
ら
は
現
状
の
中
の
風
波
の
及
ぶ
こ
と
の
少
な
い
と
こ
ろ
に
身
を
虞
す
る
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
彼
の

合
理
主
義
の
限
界
が
出
て
い
る
。
そ
の
代
り
、
政
治
の
側
面
に
は
励
し
な
い
他
の
側
面
に
お
い
て
、
人
間
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
一
種
の

追
究
に
は
な
っ
て
い
る
。
彼
の
自
由
な
披
言
は
柴
志
論
に
示
さ
れ
る
如
く
、
自
己
の
祉
會
に
お
け
る
あ
り
方
を
國
家
櫂
力
の
外
に
求
め
、

さ
ら
に
五
紐
に
叛
き
、
風
雅
を
減
し
、
百
家
を
砕
き
、

な
し、

゜

櫂
威
に
と
ら
わ
れ
な
い
個
人
の
自
由
な
意
識
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
天
道
観
を
は
じ
め
と
す
る
彼
の
思
想
を
貫
く
人
事
中

心
主
義
は
人
間
そ
の
も
の
を
あ
り
の
ま
ま
の
姿
に
お
い
て
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
既
成
櫂
威
に
劉
す
る
追
従
は

か
く
て
個
人
の
既
成
櫂
威
か
ら
の
解
放
は
｀
次
の
魏
晋
時
代
の
新
し
い
人
間
の
生
き
方
へ
と
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に

彼
の
思
想
の
限
界
と
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

七

し
か
し
、

そ

よ
き
政
治
や
祉
會
の
あ
り
方
を
考
究
し
、
或
る

に
と
び
ま
わ
る
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
経
學
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た

一
六
六




