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＋
二
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廿
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七
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紀
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の
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国
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こ
れ
ま
で
中
國
史
上
に
お
け
る
階
朝
の
意
義
が
論
ぜ
ら
れ
る
場
合
、
「
階
唐
帝
國
」
な
ど
と
並
稻
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
る
　
縣

　
　
階
唐
両
王
朝
を
一
連
の
も
の
と
し
、
階
朝
を
唐
朝
の
先
駆
的
國
家
、
あ
る
い
は
唐
朝
を
階
朝
の
再
版
乃
至
接
大
再
編
成
と
考
え
ら
れ
て
き
た
よ

　
　
う
に
思
う
。
悔
し
か
に
爾
者
を
き
り
は
な
し
て
考
察
す
る
こ
と
の
ま
ち
が
い
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
制
度
的
に
爾
者
が

　
　
共
通
性
を
も
つ
て
い
る
か
ら
と
い
つ
て
、
階
朝
を
唐
朝
の
軍
な
る
序
論
的
位
置
に
お
い
て
、
．
こ
れ
を
唐
朝
の
中
に
埋
没
．
し
て
し
ま
う
こ
と
ほ
・

　
　
や
は
り
階
朝
に
野
し
て
正
當
な
歴
史
的
位
置
を
與
え
た
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
階
朝
を
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
な
ら

　
　
ば
、
七
世
紀
初
頭
、
暢
帝
の
高
句
麗
遠
征
を
契
機
と
し
て
，
全
申
國
的
な
規
模
で
、
か
つ
階
朝
政
権
を
崩
壌
せ
し
め
る
ぼ
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

　
　
襲
揮
し
て
た
瓦
か
わ
れ
た
諸
叛
蹴
の
歴
史
を
、
ど
の
よ
う
に
把
握
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
歴
史
的
意
義
の
見
失
わ
れ
る
恐
れ
は
な

　
　
い
だ
ろ
う
か
。
兇
か
し
、
と
の
よ
う
な
内
鑑
で
あ
つ
た
に
も
か
瓦
わ
ら
す
、
結
果
的
に
は
唐
朝
を
成
立
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
つ

　

2
9
@
て
、
こ
の
階
唐
攣
嘩
期
の
内
齪
の
歴
史
を
、
失
欺
の
歴
史
と
し
た
り
、
「
群
雄
割
糠
」
の
一
語
で
片
附
け
て
し
ま
う
こ
と
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
と



9
8
、
　
思
う
。
総
じ
て
叛
齪
な
ど
で
は
、
そ
の
時
代
の
政
治
的
な
諸
現
象
が
最
も
集
約
的
に
現
わ
れ
、
権
力
を
め
ぐ
る
諸
關
係
が
最
も
露
骨
に
展
開
す

2
　
　
る
も
の
で
あ
る
が
、
階
朝
に
正
當
な
歴
史
的
位
置
を
あ
た
え
、
唐
朝
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
竜
、
こ
の
階
末
唐
初
の
内
胤
を
分
析
す
る
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ

　
　
要
が
あ
る
と
思
う
。
既
に
鈴
木
俊
、
小
笠
原
正
治
爾
氏
が
も
の
さ
れ
た
研
究
が
あ
る
が
、
本
稿
で
私
は
私
な
り
に
、
こ
の
時
代
の
歴
史
の
推
進

　
　
に
大
き
な
役
割
を
果
し
た
内
気
を
描
い
て
み
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
階
…
朝
政
権
の
危
機

　
均
田
ー
租
庸
調
体
制
を
國
家
支
配
の
基
礎
と
し
て
成
立
し
た
階
朝
政
椹
は
、
開
皇
七
年
（
五
八
七
Y
ま
す
梁
を
、
つ
い
で
九
年
（
五
八
九
）

江
南
の
陳
を
征
服
し
て
、
四
世
紀
に
亘
つ
て
分
裂
し
た
南
北
朝
統
一
の
事
業
を
達
成
し
た
。
そ
し
て
階
書
地
理
志
な
ど
が
仁
壽
か
ら
大
業
初
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ

か
け
て
の
天
下
郡
縣
数
、
戸
口
及
び
墾
田
数
を
か
玉
げ
て
、
「
階
氏
の
盛
ん
な
る
こ
と
こ
玉
に
極
ま
る
」
と
評
し
て
い
る
よ
う
に
、
階
朝
政
権
　
「

は
飛
躍
的
な
畿
展
を
と
げ
た
。
そ
の
成
立
當
初
、
四
百
萬
に
み
た
な
か
つ
た
戸
歎
が
八
九
〇
萬
を
こ
え
、
開
皇
十
二
年
（
五
九
二
）
か
ら
十
七
　
2

年
（
五
九
七
）
に
蛍
て
・
中
外
の
倉
庫
み
た
ざ
譲
く
・
羅
の
下
に
積
ん
だ
な
ど
と
隻
ら
塾
妻
は
、
あ
こ
と
を
裏
書
き
す
る
も
【

の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
同
時
に
、
監
察
御
史
房
彦
謙
が
「
主
上
、
忌
刻
に
し
て
苛
酷
、
太
子
卑
弱
、
諸
王
椹
を
檀
に
す
。
天
下
安
し
と
錐
も

方
に
危
齪
を
憂
う
」
と
近
親
に
語
り
、
そ
の
子
玄
齢
も
「
主
上
も
と
功
徳
な
く
、
詐
り
を
以
て
天
下
を
と
る
。
諸
子
み
な
驕
奢
に
レ
て
仁
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

す
、
必
す
自
ら
相
諒
夷
せ
ん
。
今
承
手
と
錐
も
、
そ
の
亡
ぶ
や
翅
足
し
て
待
つ
べ
し
」
と
述
べ
て
い
駄
事
實
を
も
注
意
し
激
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
・
階
氏
の
極
盛
と
い
わ
れ
る
時
期
に
は
既
に
、
多
か
れ
少
な
か
れ
衰
亡
の
兆
が
見
え
、
階
朝
政
椹
の
危
機
が
こ
の
よ
う
な
人
々
に
意
識

さ
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
う
。
で
は
一
体
、
階
朝
政
椹
の
危
機
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
め
で
あ
つ
た
ろ
う
か
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
階
朝
は
開
皇
九
年
（
五
八
九
）
江
南
を
支
配
下
に
治
め
た
と
は
い
え
、
江
南
の
特
殊
條
件
を
無
覗
し
た
中
央
集
権
的
官
僚
麦
配
の
た
め
に
、

結
集
さ
れ
た
反
階
朝
勢
力
は
、
隻
進
・
高
智
馨
の
江
南
豪
族
を
中
心
と
す
る
藷
と
な
つ
て
、
翌
＋
年
（
五
九
〇
）
江
南
廣
東
地
方
に
爆

獲
し
た
・
叛
齪
は
陳
の
故
境
全
土
に
波
及
し
た
が
、
彼
等
は
中
央
派
遣
の
刺
史
縣
令
を
執
え
て
そ
の
腸
を
引
出
し
こ
ま
切
れ
に
し
て
食
い
、
ぞ



　
　
れ
で
も
ま
だ
俺
達
に
五
教
を
諦
せ
よ
と
い
う
か
」
と
深
い
に
く
し
み
の
叫
び
を
あ
げ
て
い
る
。
叛
鼠
は
や
が
て
鎭
歴
さ
れ
る
が
、
は
げ
し
い
据

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
抗
の
前
に
階
朝
政
府
は
「
其
渠
帥
を
署
し
て
刺
史
縣
令
と
な
さ
」
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。
こ
う
し
た
江
南
の
反
撃
は
そ
の
後
も
つ
壁
け
ら
れ
、

　
　
開
皇
十
二
年
（
五
九
二
）
、
劉
椹
が
蘇
州
刺
史
に
な
つ
た
當
時
も
、
「
物
情
尚
擾
」
す
歌
態
に
あ
り
、
十
七
年
（
五
九
七
）
に
は
桂
州
埋
帥
李
光

　
　
、
仕
の
齪
、
　
（
こ
の
時
も
首
領
を
署
し
て
州
縣
官
と
し
て
い
る
）
桂
州
人
李
世
賢
の
齪
、
二
十
年
（
六
〇
〇
）
に
は
煕
州
人
李
英
林
の
反
、
仁
壽
｝

　
　
二
年
（
六
〇
二
）
に
は
交
州
狸
帥
李
佛
子
の
齪
等
が
数
え
ら
れ
る
。
勿
論
記
録
に
な
い
叛
齪
は
、
更
に
多
く
あ
つ
た
に
ち
，
が
い
な
い
。
從
つ
て

　
　
江
南
に
お
け
る
階
朝
の
支
配
は
、
相
當
根
強
い
抵
抗
に
あ
つ
て
阻
止
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
階
朝
権
力
に
野
す
る
抵
抗
は
、
山
東
河
北
を
申
心
と
す
る
奮
北
齊
の
地
域
で
も
は
げ
し
か
つ
た
。
こ
の
地
域
で
は
北
齊
支
配
の
，

　
・
當
時
か
ら
、
顔
之
推
が
そ
の
家
訓
の
省
事
篇
に
お
い
て
、
士
族
の
甲
兵
を
弄
し
、
私
家
の
椹
勢
を
維
持
す
る
こ
と
に
封
し
て
非
常
な
非
難
を
放

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
つ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
た
通
典
所
引
の
關
東
風
俗
傳
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
豪
族
地
主
暦
が
土
地
を
集
申
し
て
綿
村
に
強
大
な
力
を
　
　
一

　
　
恩
つ
て
い
た
の
に
反
し
、
「
立
錐
の
地
」
も
な
き
均
田
農
民
暦
が
生
産
過
程
か
ら
投
げ
出
さ
れ
て
お
り
、
農
民
暦
に
お
け
る
階
暦
分
化
が
著
し
く
　
3

　
　
進
ん
で
い
た
醐
そ
う
し
た
枇
會
の
上
に
た
つ
た
階
朝
政
府
が
均
田
制
的
支
配
確
立
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
農
民
暦
を
強
力
に
把
握
し
よ
う
と
し
た
　
　
【

　
　
こ
と
は
い
う
査
で
も
な
い
。
事
實
、
し
ば
し
ば
「
山
東
の
民
、
流
冗
多
き
を
以
て
按
検
し
」
、
「
山
東
な
お
齊
の
俗
を
承
け
、
機
巧
姦
儒
、
避
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
惰
遊
の
者
十
の
六
七
、
四
方
の
疲
人
あ
る
い
は
老
と
詐
り
小
と
詐
り
て
租
賦
を
規
免
し
た
」
の
に
野
し
て
、
例
え
ば
貌
閲
、
糾
告
、
地
方
官
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
菟
職
流
刑
、
あ
る
い
は
戸
籍
1
1
租
視
台
帳
整
備
の
た
め
の
輸
籍
法
等
、
要
す
る
に
均
田
体
制
の
強
化
と
い
う
方
向
で
國
家
権
力
の
貫
徹
を
は
か

　
　
　
　
　
④

　
　
つ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
基
軸
で
あ
る
樒
役
螢
働
に
対
す
る
規
避
が
よ
り
激
し
く
高
ま
つ
て
ゆ
く
現
實
に
抗
し
き
れ
す
、
文
帝
は
開
皇
十
二
年

　
　
（
五
九
二
）
に
「
河
北
山
東
、
今
年
の
田
租
は
三
分
一
を
減
じ
、
兵
は
牛
ば
を
減
じ
て
、
功
調
は
全
免
」
し
、
十
七
年
（
五
九
七
）
に
は
、
「
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恥

　
　
賦
を
停
め
て
黎
元
に
賜
う
」
と
い
う
租
税
樒
役
の
大
巾
冤
除
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。
こ
の
こ
と
は
明
ら
か
に
こ
の
地
方
の
階
朝
椹
力
に

　
　
野
す
る
抵
抗
が
、
他
地
方
に
比
し
て
は
る
か
に
激
し
か
つ
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
れ
ら
二
つ
の
地
域
i
江
南
と
茜
北
齊

　

2
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地
域
t
は
生
産
力
獲
展
に
お
け
る
先
進
地
域
で
あ
り
、
階
朝
に
と
つ
て
は
、
絶
封
に
掌
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
重
要
な
基
本
的
経
濟
地
幣
で



－
∞
・
あ
つ
た
。
、
に
も
か
か
わ
ら
す
既
に
み
た
と
こ
ろ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
ま
き
お
こ
つ
た
抵
抗
を
階
…
朝
政
府
は
し
か
く
容
易
に
抑
え
る

3
　
　
こ
と
が
出
來
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
こ
の
よ
う
な
抵
抗
が
、
深
く
周
邊
諸
民
族
と
の
野
立
關
係
1
1
外
墜
と
結
び
つ
い
て
い
た
よ
う
に
思

　
　
わ
れ
る
黙
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
き
わ
め
て
緊
迫
し
た
情
勢
は
、
突
蕨
及
び
高
句
麗
と
・
の
間
に
集
中
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
　
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
後
章
で
詳
し
く
述
べ
る
が
、
要
す
る
に
階
の
樹
突
厭
政
策
は
公
主
の
降
嫁
と
‘
い
う
よ
う
な
安
協
的
な
か
た
ち
で
、
そ
の
墜

　
　
力
を
防
ぎ
と
め
て
い
た
に
す
ぎ
す
、
爾
者
の
力
關
係
は
い
つ
破
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
不
安
定
な
歌
態
に
あ
つ
た
。
だ
か
ら
政
府
と
し
て
は
國
内

　
　
の
抵
抗
を
抑
え
る
と
共
に
、
周
邊
部
か
ら
の
外
堅
に
も
封
決
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
苦
し
い
立
場
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
わ
け
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ

　
　
あ
る
。
こ
う
考
え
て
く
る
と
階
朝
の
中
國
統
一
は
ゐ
こ
れ
ま
で
い
わ
れ
て
い
る
程
に
は
成
功
し
て
い
な
か
つ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
申
で
蝪
帝
が
師
位
し
、
丈
帝
の
時
代
か
ら
潅
え
す
纒
績
さ
れ
て
き
た
土
木
工
事
が
、
よ
り
擾
大
強
化
し
て
行
わ
れ
た
。

　
　
螢
働
力
の
農
業
生
産
よ
り
の
引
抜
き
と
、
運
河
に
よ
る
物
資
の
集
中
の
結
果
は
、
「
天
下
は
役
に
死
し
、
家
は
財
を
傷
つ
け
」
飢
餓
歌
態
に
追
　
　
一

　
　
い
つ
め
ら
れ
た
農
民
を
廣
汎
に
生
み
だ
し
た
。
大
業
五
年
（
六
〇
九
）
十
一
月
、
民
部
侍
郎
斐
藏
は
次
の
よ
う
に
上
奏
し
で
い
る
。
「
時
に
な
　
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛

　
　
お
高
組
和
卒
の
後
を
承
け
て
、
禁
網
疎
闊
、
戸
口
多
く
漏
る
。
或
い
は
年
成
丁
に
及
ぶ
も
な
お
詐
り
て
小
と
な
し
、
未
だ
老
に
至
ら
ざ
る
に
す

　
　
で
に
租
賦
を
免
る
。
離
、
刺
史
を
歴
任
し
、
も
と
よ
り
其
〔
事
〕
情
を
知
る
。
是
に
よ
り
條
奏
す
、
皆
貌
閲
せ
し
め
、
も
し
咽
人
不
實
な
ら
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
粉

　
　
官
司
は
解
職
し
、
榔
正
里
長
は
流
配
す
。
又
民
に
相
告
を
許
し
、
も
し
U
丁
を
糾
得
せ
ば
被
糾
の
家
を
し
て
賦
役
を
代
輸
せ
し
め
よ
」
ど
。
こ

　
　
れ
と
同
様
の
記
事
は
す
で
に
開
皇
三
年
（
五
八
三
）
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
す
、
年
令
の
ご
ま
か
し
、
脱
漏
、

　
　
逃
亡
等
に
よ
る
農
民
の
樒
役
規
避
の
た
玉
か
い
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
曲
線
を
描
き
つ
x
も
、
階
初
以
來
不
断
に
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る

　
　
で
あ
ろ
う
。
と
と
も
に
、
國
家
自
ら
が
そ
の
祉
會
的
基
礎
で
あ
る
均
田
農
民
暦
を
掌
握
す
る
の
に
い
か
に
苦
し
ん
だ
か
を
示
す
も
の
で
も
あ
ろ

　
　
う
。
蝪
帝
師
位
し
て
五
年
目
、
い
わ
ゆ
る
階
氏
の
極
盛
と
い
わ
れ
る
時
期
に
、
か
」
る
支
配
強
化
の
上
奏
が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
く

　
　
な
き
樒
役
螢
働
の
強
化
に
樹
す
る
人
民
の
抵
抗
の
高
ま
り
と
、
支
配
椹
力
の
動
揺
を
示
す
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
溌
陽
宮
を
造
螢
せ
ん
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
粉

　
　
し
た
賜
帝
に
樹
し
、
御
史
大
夫
張
衡
が
螢
役
徴
嚢
に
獅
損
を
加
え
ん
こ
と
を
諫
言
し
て
．
い
る
の
も
、
明
ら
か
に
か
製
る
現
實
を
反
映
す
る
も
の



で
あ
る
。

　
こ
エ
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
階
氏
の
極
盛
」
は
、
激
稜
し
て
く
る
農
民
の
抵
抗
を
國
家
の
最
大
限
の
カ
で
も
つ
て
抑
歴
す
る
事
に
よ
つ
て

も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
と
い
つ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
共
に
皇
帝
を
中
心
と
す
る
椹
力
機
構
内
部
に
あ
つ
て
も
、
既
に
房
彦
謙

父
子
が
憂
慮
し
て
い
る
よ
う
に
、
派
閥
の
孚
（
そ
れ
は
下
か
ら
の
抵
抗
が
高
ま
れ
ば
高
ま
る
程
深
刻
に
な
つ
て
く
る
）
に
政
治
の
腐
敗
を
示
し
て

い
た
。
か
く
し
て
階
…
朝
の
極
盛
期
と
は
、
ま
さ
に
多
く
の
矛
盾
を
含
ん
だ
階
朝
政
椹
の
危
機
を
も
意
味
し
て
い
た
と
い
つ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
高
句
麗
遠
征
と
農
民
の
抵
抗

　
　
　
開
皇
十
八
年
（
五
九
八
）
三
十
萬
の
軍
勢
の
う
ち
十
中
八
九
の
死
者
を
出
し
て
滲
敗
し
た
文
帝
の
遠
征
に
こ
り
す
、
蝪
帝
を
し
て
再
び
遠
征

　
　
の
決
意
を
固
め
さ
せ
、
「
近
古
出
師
の
盛
な
る
ご
と
未
だ
こ
れ
有
ら
ざ
る
な
り
」
と
評
せ
ら
れ
た
遠
征
軍
が
、
し
か
も
一
敗
地
に
ま
み
れ
た
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
剛

　
　
も
か
」
わ
ら
す
、
な
ぜ
三
度
ま
で
執
拗
に
強
行
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
こ
玉
で
は
つ
き
り
し
た
解
決
は
　
5

　
　
で
き
な
い
が
、
吹
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噛

　
　
　
開
皇
十
年
（
五
九
〇
）
ー
と
い
え
ぼ
江
南
李
定
の
翌
年
で
あ
る
i
文
帝
は
高
句
麗
王
湯
に
書
を
途
つ
て
、
そ
の
中
で
、
①
高
句
麗
は
毎
歳

　
　
朝
貢
し
て
藩
附
を
構
し
て
い
る
と
は
い
う
も
の
玉
、
な
お
誠
節
を
誰
さ
す
、
か
つ
既
に
階
に
服
し
て
い
る
蘇
輪
や
契
丹
を
屡
迫
し
て
、
樹
階
關

　
　
係
を
き
り
は
な
そ
う
と
し
て
い
る
。
②
更
に
階
の
邊
境
に
も
進
出
し
て
邊
人
を
殺
書
し
、
「
姦
謀
」
を
聰
し
、
階
側
の
浩
息
を
さ
ぐ
、
り
軍
備
を

　
　
．
整
え
て
「
異
圖
」
）
を
懐
い
て
い
る
。
⑧
陳
を
征
服
し
た
の
は
、
彼
が
人
民
を
殺
害
し
、
我
が
峰
候
を
不
意
討
し
、
邊
境
を
抄
，
掠
し
た
か
ら
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

　
　
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
書
信
の
内
容
と
、
突
厭
は
じ
め
新
羅
、
百
濟
、
西
域
諸
國
等
殆
ど
階
に
朝
貢
し
て
い
る
の
に
、
高
句
麗
が
蝪
帝
の
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

　
　
に
な
つ
て
朝
貢
を
と
野
め
て
し
ま
つ
た
こ
と
、
文
帝
が
遼
東
遠
征
を
重
臣
に
は
か
つ
た
時
、
高
顛
は
固
く
い
さ
め
て
反
謝
し
て
お
処
、
劉
舷
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
亦
反
謝
し
「
撫
夷
論
」
を
著
し
て
調
刺
し
て
い
る
こ
と
、
更
に
煽
帝
の
遠
征
の
詔
を
み
る
と
・
「
勃
隅
の
間
に
崇
聚
し
、
蓉
り
に
遼
滅
の
境
を

瓢
食
し
…
…
懐
姦
を
馨
し
て
唯
日
も
足
ら
す
…
…
朝
観
の
禮
も
行
わ
す
…
…
亡
叛
を
誘
納
し
紀
極
を
智
す
・
邊
垂
を
充
斥
し
て
蜂
候

／



0
2
@
を
螢
す
、
關
析
之
を
以
て
静
か
な
ら
す
、
生
人
之
が
爲
に
業
を
慶
す
…
…
…
契
丹
の
黛
を
難
じ
て
海
戊
を
慶
劉
し
、
鞍
輻
の
服
を
習
い
て
遼
西

O
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
を
侵
極
す
」
と
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と
、
當
時
の
高
句
麗
は
相
當
に
強
力
な
國
家
に
成
長
し
て
お
り
、
か
え
つ
て
中
國
側
を

　
　
厭
　
す
る
よ
う
な
傾
向
に
あ
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
蝪
帝
が
こ
れ
等
の
事
實
を
遠
征
の
詔
書
中
に
列
學
し
て
遠
征
の
正
當
性
を
主
張

　
　
し
、
中
華
皇
帝
と
し
て
の
怒
り
を
文
面
に
．
嚢
し
て
い
る
こ
と
こ
そ
、
か
え
つ
て
こ
の
こ
と
を
裏
書
き
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
遼
東
遠
征
の
歴
史

　
　
を
ふ
り
か
え
る
時
、
た
し
か
に
「
文
帝
の
遠
征
か
ら
約
七
十
年
間
、
何
度
も
階
・
唐
帝
國
の
大
軍
を
迎
え
う
つ
た
高
句
麗
の
果
敢
不
屈
な
抗
職

　
　
は
、
か
つ
て
漢
代
以
來
の
中
國
諸
王
朝
が
朝
鮮
を
征
服
し
て
植
民
地
支
配
を
確
立
し
た
の
に
較
べ
る
と
、
驚
く
ほ
ど
の
力
強
い
抗
職
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
励

　
　
そ
こ
に
朝
鮮
諸
種
族
の
た
く
ま
し
い
成
長
が
示
さ
れ
て
い
る
。
」
「
こ
れ
ら
の
職
箏
に
お
け
る
高
句
麗
王
朝
の
防
禦
力
の
強
固
さ
は
、
稜
展
期
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
粉

　
　
あ
つ
た
高
句
麗
の
砒
倉
的
な
強
靱
性
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
奴
隷
制
の
上
に
立
つ
た
國
家
組
織
の
強
固
さ
を
示
す
も
の
」
で
あ
ろ
う
。
從

　
　
つ
て
東
北
か
ら
う
け
る
外
堅
に
、
階
朝
政
椹
と
し
て
も
、
必
す
し
も
安
泰
た
り
得
な
か
つ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
噸

　
　
　
そ
の
上
、
突
厭
と
の
間
に
同
盟
が
結
ば
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
看
過
出
來
な
い
重
大
な
問
題
で
あ
つ
た
に
ち
が
い
な
い
。
大
業
三
年
（
六
〇
　
6

　
　
七
）
四
月
・
突
馨
民
可
汗
の
帳
睾
し
た
煽
帝
は
・
そ
こ
で
高
句
麗
の
使
者
を
見
た
・
と
こ
ろ
が
可
汗
は
何
等
こ
の
使
者
を
か
く
そ
う
と
せ
噸

　
　
す
、
共
に
娚
帝
に
會
見
し
た
と
い
う
。
こ
の
時
、
随
從
せ
る
黄
門
侍
郎
斐
矩
は
、
「
高
麗
の
地
は
、
周
代
に
は
箕
子
を
封
じ
、
漢
代
に
は
三
郡

　
　
に
分
治
し
、
晋
代
で
も
遼
東
を
支
配
し
た
。
し
か
し
現
在
は
こ
玉
を
支
配
出
來
す
外
域
と
な
つ
て
い
る
。
先
帝
の
遠
征
は
功
な
く
、
陛
下
の
時

　
　
こ
そ
ど
う
し
て
も
服
属
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
今
や
そ
の
使
者
が
突
厭
に
朝
し
、
國
を
あ
げ
て
化
に
從
お
う
と
し
て
い
る
が
、
ま
こ
と
に
憂
慮
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
劾

　
　
べ
き
だ
」
と
上
奏
し
て
い
る
。
彼
の
考
え
の
底
に
は
、
所
謂
儒
教
的
中
華
的
世
界
観
が
強
く
流
れ
、
高
句
．
麗
が
階
朝
の
支
配
下
に
お
か
れ
て
い

　
　
な
い
こ
と
の
不
合
理
性
を
前
提
と
し
、
突
厭
と
提
携
し
國
を
あ
げ
て
化
に
從
お
う
と
し
て
い
る
今
、
そ
れ
に
ょ
つ
て
生
す
る
階
朝
権
力
へ
の
脅

　
　
威
を
感
じ
と
つ
て
奏
上
す
る
に
至
つ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
可
汗
が
敢
て
そ
の
使
者
を
か
く
さ
な
か
つ
た
眞
意
は
知
る
由
も
な
い
が
、

　
　
彼
と
し
て
は
、
何
等
階
朝
を
恐
れ
る
必
要
が
な
い
程
に
、
自
ら
の
充
實
せ
る
國
力
と
高
句
麗
と
の
同
盟
に
期
待
す
る
も
の
が
あ
つ
た
の
で
は
な

　
　
か
ろ
う
か
。
こ
の
年
か
ら
八
年
後
の
大
業
十
一
年
（
六
一
五
）
啓
民
の
後
を
つ
い
だ
始
畢
可
汗
は
、
北
塞
に
巡
幸
し
た
揚
帝
を
雁
門
に
か
こ
み
、



　
　
突
駅
の
矢
が
帝
前
ま
で
と
ん
で
く
る
ほ
ど
に
階
軍
を
徹
底
的
に
塵
迫
し
、
雁
門
四
十
一
城
の
う
ち
三
十
九
城
を
陥
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
を
機
と

　
　
し
て
突
蕨
の
朝
貢
が
絶
え
た
の
で
あ
る
が
、
ま
た
「
階
末
齪
離
、
中
國
人
の
之
に
露
す
る
も
の
無
敷
に
し
て
、
途
に
大
い
に
囎
盛
と
な
り
、
勢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
い
中
夏
を
陵
ぎ
…
…
…
」
「
東
は
契
丹
室
章
よ
り
西
は
吐
谷
渾
高
昌
に
蓋
く
、
諸
國
み
な
之
に
臣
と
な
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

　
　
當
時
の
突
厭
の
強
盛
の
程
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
の
多
少
の
時
間
的
な
す
れ
を
考
慮
し
て
も
、
そ
の
章
事
力
を
背
景
に
し
た
啓
民
可
汗
の
行
動

　
　
も
う
な
つ
か
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
と
も
か
く
蜴
帝
は
斐
矩
の
言
を
い
れ
、
高
句
麗
王
元
の
朝
貢
を
促
し
た
が
、
そ
の
命
を
奉
じ
な
か
つ
た
ー
・

　
　
1
こ
玉
で
も
彼
の
自
信
の
ほ
ど
が
わ
か
る
l
l
の
で
始
あ
て
征
遼
の
策
を
た
て
た
と
い
わ
れ
る
。

　
　
　
以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
な
ら
ば
、
高
句
麗
と
突
蕨
め
同
盟
に
よ
つ
て
階
朝
が
い
か
ほ
ど
脅
威
1
1
外
璽
を
感
じ
た
か
璽
知
ら
れ
よ
う
。
し
か

　
　
も
遼
東
に
接
す
る
奮
北
齊
地
域
は
、
前
述
の
ご
と
き
亡
叛
誘
納
と
い
う
形
に
お
い
て
高
句
麗
に
結
合
し
、
そ
こ
に
侵
透
し
て
く
る
高
句
麗
の
勢

　
　
力
に
よ
つ
て
、
そ
の
地
域
へ
の
階
朝
椹
力
の
貫
徹
は
、
か
な
り
阻
ま
れ
て
い
た
こ
と
」
思
わ
れ
る
。
從
つ
て
こ
そ
、
名
實
共
に
中
國
の
統
一
王
　
　
頓

　
　
朝
と
し
て
中
央
集
椹
を
實
現
す
る
爲
に
は
、
ま
た
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
程
、
階
朝
と
し
て
は
ど
う
し
て
も
こ
れ
ら
の
外
璽
を
排
除
し
な
け
れ
　
7

　
　
ﾎ
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
・
一
方
國
内
的
に
は
均
田
養
暦
の
抵
抗
が
ま
す
ま
す
激
芒
て
・
覇
肇
存
立
の
物
質
的
基
肇
る
均
田
制
一

　
　
経
濟
が
い
よ
い
よ
そ
の
行
詰
り
を
露
呈
し
て
く
る
乏
い
つ
た
情
勢
に
あ
つ
た
。
そ
の
場
合
、
外
璽
を
軍
事
的
に
撃
破
し
で
ゆ
こ
う
と
す
れ
ば
、

　
　
農
民
支
配
は
ま
す
く
無
慈
悲
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
流
亡
と
湊
落
の
危
機
に
あ
る
均
田
農
民
暦
を
外
征
に
ふ
り
む
け
る
こ

　
　
と
に
よ
つ
て
、
彼
等
の
國
家
椹
力
に
封
す
る
抵
抗
を
倒
錯
さ
せ
、
又
從
軍
に
よ
つ
て
位
階
勲
等
官
職
を
さ
え
授
け
ら
れ
る
と
い
う
幻
想
を
彼
等

　
　
に
い
だ
か
せ
て
職
線
に
か
り
出
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
危
機
に
た
た
さ
れ
た
階
…
朝
政
構
を
崩
壌
か
ら
守
ろ
う
と
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
外
燃
と
抵

　
　
抗
が
強
ま
り
、
危
機
と
矛
盾
が
深
ま
れ
ば
深
ま
る
程
、
そ
の
克
服
の
爲
に
遠
征
を
、
執
拗
に
三
度
ま
で
も
や
ら
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
の
で
は
な

　
　
い
か
と
思
う
。
　
、
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
　
　
そ
こ
で
ま
つ
北
方
突
恢
の
脅
威
を
除
く
た
め
に
、
満
州
朝
鮮
を
制
墜
し
自
己
の
側
面
を
か
た
め
る
べ
く
、
遠
征
軍
を
遼
東
に
派
遣
し
た
の
で

鵬
　
あ
る
。
大
蓮
河
の
開
墾
も
ま
た
こ
れ
に
密
接
に
關
連
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
首
都
大
興
を
底
鮎
と
す
る
「
Y
字
型
」
蓮
河
を
形
成
ず
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
笏

0
4
@
る
こ
と
に
よ
つ
で
、
経
濟
的
に
は
帝
國
の
二
つ
の
基
本
的
経
濟
地
帯
を
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
共
に
、
軍
事
的
に
は
、

3
　
　
そ
の
一
本
を
河
北
に
貫
通
さ
せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
北
方
及
び
東
北
方
か
ら
の
外
墜
防
衛
を
意
圖
し
た
も
の
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ

大
業
七
年
（
六
＝
三
月
、
遠
征
の
詔
出
る
や
、
苓
の
兵
は
遠
近
を
問
わ
羨
郡
（
翫
鯨
）
に
籍
を
命
ぜ
ら
れ
、
江
叢
南
の
水
垂

萬
人
、
弩
手
三
萬
人
、
嶺
南
の
排
鐵
手
三
萬
人
が
徴
用
さ
れ
た
。
五
月
、
河
南
・
潅
南
・
江
南
に
勅
し
て
戎
車
五
萬
乗
を
作
ら
せ
高
陽
に
輸
邊
。

河
南
河
北
の
人
民
に
軍
需
品
を
供
出
。
七
月
、
江
濫
以
南
の
人
民
と
船
を
徴
用
し
、
黎
陽
及
び
洛
口
倉
の
貯
藏
米
を
琢
郡
に
蓮
搬
さ
せ
た
。
ヒ

の
間
の
光
景
を
叙
し
て
「
舳
艦
相
次
ぐ
こ
と
千
飴
里
、
兵
甲
攻
取
の
具
を
載
す
、
往
還
在
道
の
者
常
に
激
十
萬
人
、
道
に
填
咽
し
書
夜
絶
え
す
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム

死
者
相
枕
し
て
臭
機
路
に
盈
つ
、
天
下
騒
動
す
」
．
と
。
造
船
に
徴
用
さ
れ
て
は
「
官
吏
督
役
し
書
夜
水
中
に
立
つ
、
腰
よ
り
下
は
皆
蛆
を
生
す
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る

　
　
　
　
　
　
あ

死
者
什
三
四
」
と
。
富
豪
に
封
し
て
も
、
兵
馬
の
損
耗
補
填
の
た
め
、
貨
産
を
量
つ
て
鐘
を
出
さ
せ
、
軍
用
馬
を
買
わ
し
め
た
Q
彼
等
に
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
リ

「
凍
餓
す
る
者
十
家
に
し
て
九
」
と
い
わ
れ
る
。
も
し
納
入
品
に
濫
悪
の
も
の
が
あ
れ
ば
、
納
入
者
を
斬
首
し
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
唱
切
を
　
8

人
民
の
倍
役
螢
働
力
に
依
存
し
た
時
代
の
臨
職
体
制
を
浮
彫
し
た
も
の
で
、
「
天
下
騒
動
」
の
四
字
に
は
、
農
民
肚
會
の
い
ぶ
よ
う
の
な
い
不
－
心

安
と
動
揺
が
き
ざ
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
外
征
が
何
を
も
た
ら
し
た
か
、
「
民
夫
を
獲
し
て
米
を
蓮
び
、
櫨
河
懐
遠
二
鎭
に
積
す
。

車
牛
の
往
き
し
者
は
皆
返
ら
す
、
士
卒
の
死
亡
牛
ば
を
遍
ぐ
、
耕
稼
時
を
失
し
、
田
疇
多
ぐ
荒
る
。
こ
れ
に
加
う
る
に
饅
謹
、
穀
債
踊
貴
し
、

東
北
邊
尤
も
甚
し
、
斗
米
の
直
敷
百
鏡
な
り
、
所
運
の
米
、
粗
悪
な
れ
ば
民
を
し
て
羅
し
て
之
を
償
わ
し
む
、
鹿
車
の
夫
六
十
飴
萬
を
嚢
し
、

二
人
し
て
米
三
石
を
推
さ
し
む
。
道
途
陰
遠
な
れ
ば
自
ら
の
鹸
糧
に
充
當
す
。
鎭
に
至
る
も
輸
す
べ
き
も
の
な
し
、
皆
罪
を
催
れ
て
亡
命
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恥

重
ぬ
る
に
、
官
吏
は
貧
淺
に
し
て
因
縁
侵
漁
す
れ
ば
、
百
姓
困
窮
し
財
力
倶
に
端
く
」
と
い
う
通
鑑
の
叙
述
こ
そ
、
そ
れ
を
物
語
つ
て
あ
ま
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
劾

あ
り
、
人
々
は
樹
皮
を
剥
き
て
食
い
、
や
が
て
葉
に
及
び
、
土
を
煮
、
藁
を
粉
末
に
し
、
果
て
は
人
相
食
む
の
歌
態
に
立
至
つ
て
い
る
。
そ
し
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

て
「
安
居
す
れ
ば
凍
酸
に
勝
え
す
、
死
期
交
々
急
な
り
、
劇
掠
す
れ
ば
な
お
生
を
延
ば
す
を
得
、
是
に
於
て
始
め
て
相
聚
り
て
群
盗
と
な
り
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

ま
た
竹
彊
者
は
聚
り
て
盗
と
な
り
鳶
弱
者
は
自
ら
費
り
て
奴
鉾
と
な
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
職
孚
と
そ
れ
が
も
た
ら
す
水
害
、
飢
謹
と
疾
疫
が



　
　
相
重
な
つ
て
、
農
民
暦
の
分
解
と
淡
落
を
促
進
し
た
。
彼
等
が
生
存
の
た
め
に
群
盗
化
し
て
ゆ
く
維
緯
が
は
つ
き
り
よ
み
と
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
し
か
も
ぴ
で
蓼
は
・
生
存
が
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
申
に
あ
つ
て
・
そ
れ
ぞ
れ
の
場
に
薄
る
抵
抗
が
個
別
的
に
し
ろ
行
わ
れ
て
い
た
，

　
　
こ
と
を
見
逃
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
こ
う
し
た
場
合
、
上
か
ら
の
外
征
協
力
の
指
令
は
、
官
僚
組
織
を
通
じ
て
末
端
に
ま
で
貫
か
れ
る
わ
け

　
　
で
あ
る
が
、
在
地
に
お
け
る
抵
抗
が
、
組
織
化
さ
れ
す
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
抵
抗
は
直
ち
に
強
大
な
國
家
権
力
を
背
景
に
し
た
出
先

　
・
機
關
に
よ
つ
て
弾
璽
さ
れ
、
か
え
つ
て
官
吏
の
横
暴
と
支
配
の
強
化
を
結
果
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
か
く
て
遠
征
を
契
機
と
し
て
、
農
民
の
叛
齪
と
い
う
形
で
の
抵
抗
が
、
き
わ
め
て
熾
烈
に
展
開
す
る
の
が
河
北
山
東
を
中
心
と
す
る
奮
北
齊

　
　
の
地
域
で
あ
る
。
從
來
と
て
も
支
配
の
難
し
か
つ
た
こ
の
地
域
が
、
遠
征
に
よ
る
極
度
に
苛
酷
な
牧
奪
と
樒
役
の
強
化
に
封
し
て
は
げ
し
く
抵

　
　
抗
し
た
の
窓
當
然
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
大
業
七
年
も
暮
れ
よ
う
と
す
る
十
二
月
、
山
東
の
一
角
郷
準
に
起
つ
た
在
地
の
王
薄
は
、
衆
を
擁
し
て
長
白
山
に
た
て
こ
も
り
、
自
ら
知
世
　
一

　
　
郎
と
稽
し
、
「
遼
東
に
向
い
て
み
だ
り
に
死
ぬ
こ
と
な
か
れ
」
の
歌
を
作
り
人
々
に
ア
ッ
ピ
ー
ル
し
た
と
こ
ろ
、
征
役
を
避
く
る
も
の
は
多
く
、
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

　
　
之
に
鑛
し
・
攣
彼
の
下
に
集
つ
た
と
い
㍗
ま
た
同
じ
努
の
豆
子
蹴
1
を
は
地
形
深
阻
で
北
齊
の
時
代
か
ら
群
蒙
多
く
か
く
れ
【

　
　
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
ー
に
住
む
累
世
仕
官
、
費
産
富
厚
の
劉
覇
道
は
、
遊
侠
を
好
み
、
常
に
食
客
敷
百
人
を
か
Σ
え
て
い
た
諸
い
う
。
山

　
　
東
に
群
盗
（
叛
齪
）
が
起
る
や
、
遠
近
の
も
の
は
多
く
彼
を
た
よ
つ
て
そ
の
衆
十
飴
萬
に
達
し
、
阿
舅
賊
と
號
し
た
と
傳
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は

　
　
二
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
當
時
に
お
い
て
は
指
導
者
ら
し
い
指
導
者
も
有
し
な
い
、
從
つ
て
史
料
に
足
跡
を
と
貸
め
な
い
よ
う
な
小
集
團
の
暴
動

　
　
は
無
敷
に
存
し
た
で
あ
ろ
う
。
か
玉
る
集
團
は
政
府
軍
に
鎭
歴
さ
れ
た
り
、
他
の
集
團
に
敗
北
し
た
り
し
て
、
離
合
集
散
を
く
り
か
え
し
て
ゆ

　
　
く
う
ち
に
、
相
當
組
織
化
さ
れ
た
大
集
團
に
形
成
さ
れ
て
い
つ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
，
從
つ
て
集
團
の
正
確
な
数
的
規
模
は
知
る
由
も
な
い
が
、

　
　
「
多
き
者
は
十
絵
萬
、
少
き
者
も
敷
萬
人
「
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
体
を
察
す
る
こ
と
が
出
來
よ
う
。
之
ら
集
團
は
、
史
書
で
「
賊

　
　
帥
」
「
盗
」
「
賊
」
な
ど
と
よ
ば
れ
て
い
る
が
、
そ
の
根
幹
を
な
す
も
の
が
、
均
田
制
關
係
か
ら
逃
れ
た
農
民
乃
至
没
落
農
民
で
あ
つ
た
こ
と
は

節
　
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
行
動
の
目
標
は
、
先
の
王
薄
の
場
合
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
均
田
農
民
の
直
接
的
支
配
た
る
樒
役
螢
働
制
へ
の



。
6

?
R
で
あ
り
・
反
外
征
馨
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
篁
次
遽
集
敗
北
羅
り
、
再
び
第
二
蓋
征
の
徴
兵
が
麿
れ
る
や
、
抵

3　
　
抗
は
峻
ー
あ
ら
わ
な
形
を
と
つ
て
く
る
。
．
去
年
吾
輩
の
父
兄
、
帝
に
從
努
征
す
。
至
盛
の
時
に
嘗
て
馨
死
亡
奉
な
り
．
骸
骨

　
　
瞬
象
・
今
天
下
羅
す
・
吾
驕
遺
類
な
か
ら
ん
L
と
叫
び
亡
散
す
薯
多
も
、
ま
た
手
足
を
折
つ
て
幅
手
幅
足
と
轡
、
征
役
を
避
け
る
者

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
も
出
て
い
鋸
。
こ
の
よ
う
な
申
で
強
制
的
な
徴
兵
が
途
行
さ
れ
た
た
め
、
「
士
卒
の
逃
亡
す
る
階
相
縫
ぎ
、
極
刑
を
以
で
し
て
も
な
お
阻
止
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ブ

　
　
え
な
か
つ
た
」
と
㌦
・
そ
の
ほ
か
・
徴
兵
す
る
も
徴
集
地
に
期
塁
で
に
集
合
芋
逃
亡
』
、
や
む
な
く
從
軍
し
た
も
の
も
群
盗
の
申
に
集

　
　
團
的
に
逃
げ
こ
ん
だ
り
、
或
い
は
人
馬
に
支
給
さ
れ
た
百
日
分
の
食
糧
や
排
甲
槍
浦
、
衣
類
、
戎
具
火
幕
等
三
石
以
上
の
重
量
で
あ
つ
た
の
で
、

　
　
こ
れ
ら
を
遺
棄
す
る
者
も
あ
つ
た
。
か
製
る
兵
士
は
嚴
罰
に
虞
し
た
が
、
な
お
途
中
で
捨
忙
、
穴
を
掘
つ
て
埋
め
た
た
め
、
前
線
到
着
ま
で
殆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
ど
妻
て
し
ま
つ
た
と
い
㌔
・
更
に
出
陣
し
た
煽
帝
暗
殺
の
計
妻
え
も
な
さ
れ
て
い
る
げ
で
あ
つ
て
み
れ
ば
、
か
玉
る
兵
士
の
行
動
は
、
輩

　
　
に
量
さ
」
の
み
に
原
因
す
る
の
で
な
く
、
そ
の
基
底
に
は
反
遠
征
の
意
志
が
強
く
働
い
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
官
有
牧
場
の
驚
騨

　
　

ｪ
原
因
不
明
で
㌘
死
亡
し
た
り
、
ま
た
河
南
扶
鑑
方
の
馬
に
長
さ
激
寸
も
あ
る
象
生
え
た
な
ど
の
鍵
璽
日
五
行
志
に
多
く
見
え
る
珊

　
　
が
・
そ
の
妻
の
如
何
は
と
も
あ
れ
、
煽
帝
の
強
裂
、
五
行
志
の
言
華
か
れ
ば
．
天
氣
に
逆
つ
た
」
遠
征
が
結
果
す
る
肚
會
的
不
安
を
象

　
　
徴
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
ま
さ
に
遼
東
遠
征
こ
そ
は
・
均
田
餐
暦
の
反
樒
役
撃
、
奴
隷
制
的
な
均
田
支
配
体
制
藤
力
に
封
す
る
撃
を
、
叛
齪
に
ま
で
飛
躍
さ

　
　
芸
踏
台
に
な
つ
た
も
め
と
い
え
る
。
も
と
よ
り
畿
と
い
う
形
に
彼
等
の
力
を
結
集
す
る
ま
で
に
は
、
さ
ま
ぐ
な
形
の
抵
抗
震
開
さ
れ

　
　
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
ま
た
そ
れ
を
輕
く
評
慣
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
累
積
し
、
襟
内
甦
ま
で
嚢
つ
た
の
は
、
遠

　
　
征
を
契
機
と
し
て
増
大
す
る
牧
奪
に
封
し
、
も
は
や
い
か
な
る
逃
れ
路
も
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
ま
這
い
つ
め
ら
れ
乏
至
つ
た
彼
等
が
、
自

　
　
分
達
を
苦
し
め
て
い
る
も
の
を
把
握
し
、
自
己
の
器
を
保
誰
す
る
道
が
、
権
力
籔
す
る
墨
以
外
に
な
い
と
い
う
こ
髪
意
識
し
た
結
果

　
　
で
あ
ろ
う
・
聖
な
し
く
し
て
容
易
に
動
か
な
い
農
暴
「
百
姓
嶽
」
と
い
わ
れ
る
よ
乏
誓
患
う
と
い
う
の
は
飴
程
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
．
か
く
て
山
東
河
北
を
中
心
に
し
て
起
つ
た
諸
叛
鑑
が
、
こ
の
爾
省
は
も
と
よ
り
漸
江
、
江
蘇
、
河
南
、
安
徽
、
湖
南
、
廣
東
等
ひ
ろ
ぐ
江
南



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

と
い
わ
れ
る
地
方
及
び
山
西
、
陵
西
、
甘
論
の
諸
省
ま
で
振
が
り
、
「
天
下
の
人
、
十
分
の
九
を
あ
げ
て
盗
賊
と
な
る
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な

全
中
國
的
な
総
抵
抗
ー
内
鑑
に
稜
展
し
て
い
つ
た
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
獲
展
に
大
き
な
役
割
を
果
し
た
の
が
、
禮
部
尚
書
楊
玄
感
の
叛
剣
で

あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

四
　
楊
玄
感
の
叛
齪

　
　
　
楊
玄
感
は
文
帝
の
時
代
に
厚
い
信
任
を
う
け
た
楊
素
の
子
で
あ
り
、
階
朝
官
僚
の
中
で
も
極
め
て
優
位
に
あ
つ
た
。
こ
の
時
、
彼
は
遼
東
遠

　
　
征
の
兵
姑
基
地
黎
陽
倉
の
司
令
官
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
彼
が
叛
齪
を
お
こ
し
た
と
い
う
の
は
問
題
で
あ
る
。

　
　
　
彼
の
父
楊
素
は
、
丈
帝
の
中
國
統
】
事
業
に
積
極
的
に
協
力
し
た
官
僚
の
一
人
で
あ
る
が
、
椹
力
機
構
内
に
あ
つ
て
の
彼
の
政
治
的
経
濟
的

　
　
な
力
は
極
め
て
大
き
か
つ
た
。
彼
は
廣
く
資
産
を
螢
み
、
京
師
悉
地
方
に
有
す
る
螂
店
畷
禮
田
宅
は
歎
え
ら
れ
ぬ
程
で
、
家
憧
千
藪
、
後
庭
の
　
嵐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

　
　
妓
妾
千
敷
百
人
、
第
宅
の
華
麗
は
宮
禁
に
擬
せ
ら
れ
た
と
い
わ
れ
、
ま
た
當
時
、
階
朝
の
椹
要
な
地
位
は
、
彼
の
一
族
諸
子
や
推
薦
し
た
人
物
、
1
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

　
　
蔀
下
な
ど
が
占
め
て
潅
・
そ
の
樺
勢
竺
太
子
≡
を
も
慶
し
得
る
程
で
・
朝
臣
に
し
て
彼
の
意
に
さ
か
ら
う
者
は
謙
せ
ら
れ
、
迎
合
す
る
向

　
　
者
は
才
用
な
く
と
も
進
擢
せ
ら
れ
た
の
で
、
朝
廷
で
彼
に
畏
附
し
な
い
も
の
は
な
か
つ
た
と
い
う
。
も
と
よ
り
彼
に
挑
職
し
た
も
の
も
な
い
で

　
　
は
な
か
つ
た
が
（
柳
或
、
李
綱
、
梁
砒
等
）
、
　
い
か
な
る
者
も
、
彼
の
権
勢
の
前
に
は
罰
せ
ら
れ
た
り
、
獄
に
つ
な
が
れ
た
り
、
淡
落
し
た
り

　
　
せ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
は
楊
素
に
限
ら
す
、
そ
の
外
の
貴
族
官
僚
に
も
楊
素
的
椹
勢
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
開
皇
の
四

　
　
貴
」
と
か
「
謬
の
七
貴
」
（
嶋
帝
時
代
）
な
ど
が
そ
れ
で
あ
り
、
實
質
的
に
當
時
の
支
配
樺
力
を
に
ぎ
つ
て
い
た
。
し
か
も
彼
等
は
階
朝
内
部
に
あ

　
　
つ
て
夫
々
派
閥
朋
窯
を
構
成
し
、
楊
素
の
場
合
、
そ
の
一
族
は
勿
論
、
玄
感
が
「
在
朝
の
交
武
、
多
く
は
是
れ
父
の
將
吏
」
と
い
う
よ
う
に
、

　
　
そ
の
門
生
故
吏
、
親
愚
す
る
者
を
、
私
的
恩
顧
關
係
を
通
じ
て
官
僚
機
構
の
申
に
浸
透
ざ
せ
、
勢
力
の
結
合
と
接
大
を
は
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
そ
れ
も
中
央
の
み
な
ら
す
、
斐
纏
、
虞
世
基
等
は
司
隷
刺
史
以
下
の
官
属
の
慶
止
を
や
り
、
代
り
に
御
史
百
余
人
を
増
置
し
、
以
て
自
己
の
腹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

蹴
　
心
に
な
る
よ
う
な
姦
黙
を
朋
黛
と
し
て
配
し
、
地
方
政
治
機
構
ま
で
そ
の
手
に
掌
握
す
る
に
至
つ
て
い
る
♂
從
つ
て
階
朝
が
律
令
体
制
を
整
備



鎚
し
、
い
わ
ゆ
る
馨
制
國
家
と
し
て
鍵
し
な
が
ら
も
、
な
藩
羅
力
と
い
う
も
の
は
、
多
分
に
楊
素
に
袋
さ
れ
る
よ
う
奮
族
の
蓮
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
政
椹
と
も
い
う
べ
き
形
を
と
つ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
人
物
を
包
容
し
て
樹
立
さ
れ
た
丈
帝
の
政
治
椹
力
は
、
ま
だ
そ
れ
程
に
デ
ス
ポ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
テ
ィ
ッ
ク
で
は
な
か
つ
た
と
思
わ
れ
る
。
交
帝
は
「
吾
貴
く
し
て
天
子
と
な
り
、
し
か
も
自
由
を
得
す
」
と
の
嘆
息
を
も
ら
し
て
い
る
騨
・
そ

　
　
れ
は
必
す
し
も
皇
后
の
極
端
な
嫉
妬
心
と
ば
か
り
い
え
な
い
よ
う
に
思
う
。

　
　
　
し
か
し
文
帝
は
、
｝
窓
、
特
権
的
官
僚
の
制
約
を
う
け
な
が
ら
も
、
｝
方
で
は
、
貴
族
か
ら
そ
の
構
勢
を
奪
つ
て
デ
ス
嫌
ッ
ト
た
ら
ん
と
し

　
　
て
い
た
ぽ
う
で
あ
る
。
四
貴
の
一
人
観
徳
生
雄
を
司
室
に
轄
じ
さ
せ
て
、
外
は
優
崇
を
示
し
、
内
實
は
そ
の
椹
を
奪
わ
㌧
ん
と
し
、
楊
素
を
も
梁
砒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

　
　
の
圭
｝
．
を
機
に
疎
忌
す
る
よ
乏
な
鼠
。
ま
た
皇
李
勇
の
蓼
に
嚢
な
薯
を
叢
配
馨
を
と
を
奏
し
た
高
穎
嬉
し
・
そ
の
必

要
を
認
め
す
、
勇
と
山
局
穎
と
の
つ
な
が
り
と
勢
獲
を
極
髪
嚢
し
て
臨
。
更
に
勇
藷
官
鞍
だ
こ
と
に
樹
し
て
箒
は
、
李

　
　

ｪ
有
司
を
蒔
に
讐
し
、
法
服
設
樂
し
て
受
賀
す
る
は
購
に
多
、
む
く
も
の
だ
と
断
じ
て
箋
。
あ
よ
う
華
例
は
、
文
帝
が
貴
篠
カ
一

　
　
を
抑
え
っ
玉
、
デ
ス
ポ
ッ
ト
た
ら
ん
と
し
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
は
な
い
か
。
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
．
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
　
　
と
こ
ろ
で
文
帝
か
ら
漸
く
疎
外
さ
れ
つ
玉
あ
つ
た
楊
素
は
、
晋
王
廣
1
1
揚
帝
の
皇
太
子
就
位
の
問
題
、
蜀
王
秀
の
問
題
、
交
帝
の
死
に
か
ら
　
　
蝋

　
　
ま
る
晋
王
廣
と
彼
の
陰
謀
等
を
通
じ
て
、
晋
王
廣
1
1
蝪
帝
に
つ
な
が
り
を
も
と
め
、
自
己
の
勢
威
を
階
朝
内
で
維
持
し
て
い
こ
う
と
し
た
。
し

　
　
か
し
煽
帝
は
外
見
は
こ
れ
を
優
遇
し
つ
エ
も
、
彼
の
功
を
侍
み
江
驕
侶
無
禮
な
る
を
に
く
ん
で
い
た
よ
う
で
、
彼
の
死
ん
だ
時
・
近
臣
に
「
素

　
　
�
ｵ
て
死
な
ざ
ら
し
め
羅
に
義
す
べ
し
」
と
洩
ら
し
て
塩
こ
と
か
ら
し
て
も
・
禦
排
除
せ
ら
れ
？
あ
つ
た
こ
と
が
わ
か
る
・
と
れ

　
　
に
樹
し
、
蜴
帝
の
権
力
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
選
曹
の
七
貴
」
と
い
わ
れ
る
宮
僚
グ
ル
ー
プ
が
つ
な
が
つ
て
い
つ
た
。
そ
の
中
に
は
、
文
帝
暗
代
γ

　
　
楊
素
に
野
立
し
た
高
顕
の
系
統
を
ぴ
く
蘇
威
が
入
つ
て
お
り
、
こ
れ
が
陰
に
野
立
勢
力
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ

　
　
　
楊
玄
感
の
叛
齪
は
、
い
わ
ば
こ
の
よ
う
な
デ
ス
ポ
テ
ィ
ズ
ム
形
成
途
上
に
お
け
る
官
僚
丙
部
の
封
立
を
背
景
と
し
て
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
彼
は
父
の
死
ん
だ
時
に
洩
ら
し
た
暢
帝
の
言
葉
を
知
つ
て
い
た
し
、
ま
た
父
の
息
の
か
玉
つ
た
在
朝
の
故
吏
や
自
分
に
墨
．
力
の
か
か
つ
て
く
る

　
　
こ
と
を
見
．
透
し
、
内
心
不
安
で
な
ら
な
か
つ
た
。
彼
が
諸
弟
と
は
か
り
、
反
蝪
帝
の
叛
飢
を
企
て
た
個
人
的
契
機
は
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ



　
　
つ
た
。
彼
が
矧
を
お
こ
す
や
、
開
皇
の
制
に
な
ら
つ
た
政
権
を
つ
く
つ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
揚
帝
の
政
灌
・
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
は
明

　
　
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
一
部
の
官
僚
と
結
ん
で
自
己
の
勢
力
を
形
成
し
、
蝪
帝
慶
正
の
計
謁
を
進
め
て
い
た
彼
に
、
反
煽
帝
的
官
僚
特
に
故

　
　
楊
素
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
つ
た
も
の
が
慮
じ
た
の
も
當
然
で
あ
り
、
又
楊
素
と
親
密
な
關
係
に
あ
つ
た
騨
道
衡
の
よ
う
に
丈
帝
を
た
玉
え
、
織
後
、
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Civil War at the Beginning of the 7 th Century in China

Shigeru Yokota

The Sui (~) dynasty failed in securing internal peace due to the

resistance of the people on the one hand and the pressure from outside

by the Kao-kou-li (~'PJ!i) and the T'u-chueh (~it), and this brought

the dynasty to a critical situation in spite of its endeavours to upkeep

political power by m~ans of reinforcing the system of equitable redis

tribution of land. The military expeditions to Kao-kou-li, which had

been made to get rid of. this turbalent people, resulted in accelerating

internal disruption and led to the revolts of the peasant class which had

been seriously affected by the land redistribution policy. Li Yuan C*
mil) and his clique supported by the anti-Sui officials and powerful clans took

action to suppress the peasant uprisings, and finally succeeded in found-

. ing the T'ang (~) dynasty. The latter replaced the aristocracy as the

mechanism of administration with the bureaucracy which was born as

the result of the development of jurisprudence.
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