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漢
代
に
お
け
ろ
廣
東
・
佛
印
地
方
の
開
拓

田

　
　

村

　
　

賓

　
　

造

　
　

今
旧
、
佛
印
・
シ
ャ
ム
ー
マ
ラ
イ
ー
ジ
ャ
ワ
ー
ボ
ル
ネ
オ
・
七
リ
ッ
ピ
ン
な
ど
０
南
洋
諸
地
域
に
あ
つ
て
活
躍
す
る
中
國
民
、
い

　

は
ゆ
る
南
洋
華
僑
は
、
鳶
び
た
だ
し
い
数
に
の
ぼ
り
、
正
確
な
計
数
は
あ
げ
が
た
い
か
、
無
慮
六
百
萬
な
い
し
七
百
萬
を
算
す
る
と

　

い
は
れ
る
。

　
　

か
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
各
地
域
忙
お
い
て
経
済
上
の
賓
裡
を
掌
握
し
、
そ
の
特
産
物
た
る
米
・
ゴ
ム
・
錫
・
タ
バ
Ｊ
・
ヤ
シ
油
な

’
ど
の
生
産
と
蒐
集
に
不
可
訣
の
役
割
を
演
ず
る
ば
か
り
で
た
く
、
特
に
原
住
民
の
生
活
必
需
物
資
の
配
給
網
は
、
す
べ
て
そ
の
手
中

　

に
褐
占
さ
れ
て
ゐ
る
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。
’
こ
れ
ら
南
洋
華
僑
の
現
況
に
つ
い
て
は
、
近
年
わ
が
國
で
も
多
く
の
・
著
書
や
論
作
が
甕
表

　

さ
れ
て
ゐ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
の
べ
る
要
を
み
な
い
で
あ
ら
う
が
、
、
か
か
る
か
れ
ら
の
急
激
た
る
大
量
的
植
民
は
、
普
通

　

に
比
較
的
早
い
と
い
は
れ
る
ジ
ャ
ワ
で
も
約
三
百
年
あ
ま
気
新
し
い
マ
ラ
イ
で
は
百
五
・
六
十
年
以
前
、
す
な
は
ち
主
と
し
て
オ

　

ラ
ン
ダ
Ｊ
ス
ペ
イ
ン
・
英
・
佛
・
米
だ
ど
の
國
々
が
、
こ
れ
ら
東
亜
の
諸
地
域
に
植
民
し
は
じ
め
て
以
後
の
こ
と
と
い
は
れ
る
。

　
　

し
か
し
、
中
國
民
族
と
南
洋
諸
國
と
の
関
係
は
、
決
し
て
そ
の
頃
に
至
つ
て
は
じ
ま
つ
た
も
０
で
は
た
く
、
か
れ
ら
の
南
進
ぱ
、

　

非
常
に
古
い
以
前
か
ら
漸
次
に
行
は
れ
て
き
た
も
０
で
あ
り
、
そ
０
歴
史
的
跡
づ
け
は
、
は
る
か
古
い
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
う

　

る
‘
。
い
び
か
へ
れ
ば
、
中
國
と
南
洋
諸
國
と
の
間
忙
は
、
古
い
以
前
か
ら
緊
密
た
る
歴
史
的
関
係
が
、
つ
づ
け
ら
れ
て
ゐ
だ
か
ら
こ
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そ
、
華
僑
は
今
日
の
ご
と
き
ゆ
る
ぎ
た
い
地
位
を
き
づ
き
え
た
も
の
と
も
い
ひ
う
る
で
あ
ら
う
。

　

さ
て
中
國
と
南
方
諧
國
と
の
闘
係
は
、
記
鎌
以
前
の
時
代
は
と
も
か
く
、
歴
史
時
代
に
あ
っ
て
は
、
陸
路
か
ら
地
っ
づ
き
で
そ
ｏ

政
治
力
が
し
だ
い
に
南
方
に
進
展
し
て
ゆ
く
、
い
は
ゆ
る
経
略
ｏ
形
式
に
よ
る
も
ｏ
ｌ
ｌ
こ
れ
は
地
理
的
に
は
、
陸
っ
づ
き
に
あ
る

印
慶
支
那
牛
島
ｏ
諸
國
に
か
ぎ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
Ｉ
・
‐
’
と
、
海
上
交
通
、
そ
れ
は
前
記
の
や
う
な
武
力
を
と
も
な
う
経
略
で
な

く
朝
貢
貿
易
と
い
ふ
主
と
し
て
平
和
的
な
経
酒
間
係
に
よ
る
も
の
ｌ
ｔ
も
っ
と
も
。
前
者
で
も
陸
上
交
通
に
よ
っ
て
朝
・
貢
貿
易
の
形

式
を
と
る
場
合
も
多
け
れ
ば
、
ま
た
後
者
で
も
の
ち
に
な
る
と
、
明
ｏ
永
槃
時
代
の
や
う
に
武
力
を
と
も
な
う
貿
易
関
係
も
生
じ
て

く
る
が
ｌ
ｌ
と
の
二
つ
の
型
に
大
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
や
う
な
二
つ
の
似
が
、
比
較
的
は
っ
き
り
と
文
献
の
上
ｒ
寫
像
さ
れ

て
く
る
ｐ
は
漢
代
頃
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
ｏ
う
ち
陸
上
に
よ
る
南
方
、
今
日
で
い
へ
ば
、
廣
東
地
方
か
ら
佛
印
の
東
京
・
安

南
地
方
と
中
原
と
の
開
係
が
、
記
録
に
具
般
化
す
る
の
は
、
秦
ｏ
始
皇
帝
の
南
越
征
伐
を
も
っ
て
は
じ
め
と
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

　

史
記
め
始
皇
本
紀
に
よ
る
と
、
秦
は
二
十
三
年
以
来
ひ
き
っ
づ
き
楚
國
の
経
略
に
従
事
し
、
二
十
五
年
春
ま
で
に
淮
北
か
ら
淮
南

を
平
げ
。
さ
ら
に
揚
子
江
を
反
っ
て
江
南
の
地
を
定
め
。
蘇
州
方
面
に
會
稽
郡
を
置
い
た
が
、
そ
ｏ
の
ち
三
十
三
年
（
２
１
４
.
　
Ｂ
.
Ｃ
.
）

に
た
る
と
、
流
浪
・
逃
亡
人
や
失
業
・
遊
食
者
お
よ
び
商
人
な
ど
を
徴
登
し
て
廣
車
・
廣
西
地
方
を
略
取
し
、
こ
こ
に
あ
ら
た
に
南

海
・
桂
林
・
象
郡
の
三
部
を
置
き
、
こ
れ
ら
遠
征
の
軍
士
を
原
住
民
た
る
越
人
と
雑
居
せ
し
め
た
ｏ
で
あ
ゑ

　

と
こ
ろ
が
、
三
郡
は
統
駁
よ
ろ
し
き
を
え
な
か
っ
た
た
め
、
ま
も
た
く
混
既
に
お
ち
い
り
、
大
将
屠
唯
雌
戦
死
す
る
に
至
っ
た
と

　

い
は
れ

如
屑
昨
ｏ
戦
歿
後
任
茸
が
南
海
尉
と
な
り
、
や
が
て
秦
末
の
既
に
際
會
し
た
が
、
た
ま
た
ま
か
れ
は
在
任
中
、
病
に
発

れ
て
卒
せ
ん
と
す
る
に
あ
た
り
フ
と
き
の
南
海
郡
龍
川
将
令
ｏ
趙
佗
を
そ
の
後
任
と
し
て
褐
立
を
は
か
ら
し
め
て
ゐ
る
パ
こ
ｏ
間
の
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事
情
ぱ
つ
い
て
は
、
吏
記
巻
一
二
一
南
越
尉
佗
傅
（
漢
書
巻
九
五
、
南
専
王
傅
を
も
參
照
）
に
詳
し
い
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
秦
代
す
で

に
越
南
方
面
へ
は
、
あ
ら
た
に
中
原
か
ら
陸
Ｅ
交
通
路
が
開
拓
さ
れ
、
ま
た
南
海
郡
を
中
心
に
多
数
の
中
國
人
が
移
住
植
民
し
て
ゐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

②

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う

た
こ
と
が
う
か
が
ば
れ
る
。

　

か
く
て
、
秦
末
ｏ
騒
乱
に
乗
じ
て
孤
立
し
た
趙
佗
は
、
そ
の
本
攘
を
番
偶
、
す
な
は
ち
い
ま
の
廣
車
市
に
置
き
、
大
い
に
勢
威
を

四
方
に
ふ
る
っ
て
、
’
桂
林
―
象
の
二
郡
を
も
あ
は
大
途
に
南
越
國
の
武
王
～
と
揚
し
た
。
か
れ
は
こ
ｏ
國
ｏ
経
瞥
に
あ
た
っ
て
は
、

　

－
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

④

そ
の
風
俗
な
ど
も
み
づ
か
ら
率
先
し
て
壁
夷
の
そ
れ
に
あ
ら
た
め
、
原
住
民
０
人
心
把
握
に
っ
と
め
た
が
、
そ
の
牛
面
史
記
が
前
引

の
記
載
に
っ
づ
い
て

　
　

趙
佗
こ
れ
よ
り
恩
威
を
も
っ
て
四
逡
を
役
属
し
、
東
西
萬
論
里
、
み
づ
か
ら
は
黄
屋
に
座
乗
し
、
旅
さ
し
も
の
も
巌
重
に
、
國

　
　

０
醒
制
を
中
國
の
帝
制
に
た
ら
っ
だ
云
云

　

・

と
っ
た
へ
て
ゐ
る
や
う
に
、
そ
れ
は
た
を
ひ
一
部
上
勝
の
支
配
者
間
の
み
に
も
七
よ
、
番
鍋
を
中
心
に
純
然
た
る
中
國
的
文
化
の
移

植
が
行
は
れ
た
こ
と
を
知
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
ま
た
秦
末
漢
初
に
お
け
る
中
原
地
方
０
混
既
に
際
し
、
あ
ら
た
に
中
國
民
族
の
、

こ
の
方
面
へ
０
移
住
流
入
も
多
か
っ
た
で
あ
ら
う
こ
と
も
常
然
考
へ
ら
れ
ね
ば
た
ら
た
い
。

　

南
越
王
國
は
、
趙
佗
ｐ
後
四
世
を
へ
て
幼
子
趙
興
が
立
つ
と
、
あ
た
か
も
中
原
は
漢
０
武
帝
の
と
き
で
あ
っ
た
の
で
、
武
帝
は
こ

れ
に
乗
じ
て
そ
０
併
百
を
ば
か
り
、
元
鼎
五
年
（
に
）
路
博
徳
を
伏
波
将
軍
に
、
ま
た
楊
僕
を
信
船
将
軍
と
し
て
南
伐
せ
し
め
、
翌

六
年
冬
途
に
こ
れ
を
あ
は
せ
て
、
嶺
南
一
帯
に
南
海
・
蒼
梧
・
脱
林
・
合
浦
・
交
趾
・
九
侃
・
日
南
・
珠
崖
・
俗
耳
の
九
郡
を
設
置

　
　
　
　
　
　
　
　

④

す
る
こ
と
と
た
っ
た
。
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こ
れ
ら
の
九
郡
は
ヽ
大
筒
南
海
郡
が
い
ま
の
廣
東
市
を
郡
治
と
し
乙
廣
東
省
の
大
半
、
１
　
梧
ぢ
が
資
西
省
蒼
梧
肩
（
梧
州
）
附

近
を
中
心
と
す
る
同
省
東
司
唇
林
郡
が
向
じ
く
廣
西
省
中
部
｝
帯
、
合
浦
郡
が
廣
東
省
合
浦
繕
を
中
心
と
す
る
雷
州
牛
島
を
ふ
く

む
廣
東
省
西
部
一
圓
、
交
趾
郡
が
佛
印
ト
ン
キ
ン
０
紅
河
デ
ル
タ
地
方
い

　

九
員
郡
が
佛
印
の
河
内
と
順
化
と
り
中
開
地
９
　
た
ろ
清

化
・
永
地
方
、
日
南
郡
は
最
南
の
郡
に
し
て
、
そ
れ
よ
り
南
方
、
廣
南
（
ツ
ー
ラ
ン
附
近
）
地
方
に
比
定
せ
ら
れ
、
ま
た
珠
崖
・
僣

耳
の
二
郡
は
海
南
島
の
瓊
山
鵬
と
信
聡
附
近
で
あ
ヂ
な
ほ
九
郡
と
相
前
後
し
て
西
痢
夷
の
故
地
に
零
陵
・
祥
柳
・
越
鴉
・
沈
黎
・

文
山
・
武
都
・
腱
焉
・
盆
州
な
ど
の
諸
郡
も
建
置
さ
れ
て
。
ゐ
る
が
、
そ
れ
ら
諸
郡
の
創
設
は
、
と
も
に
漢
０
國
威
の
登
展
を
如
賞
に

っ
た
へ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
同
時
に
中
國
民
族
の
南
方
進
出
を
か
た
る
も
の
に
ほ
か
た
ら
た
い
。

　

さ
て
南
海
郡
以
下
の
九
郡
Ｉ
Ｉ
・
の
ち
に
な
る
と
前
註
（
５
）
に
記
し
た
や
う
に
、
海
南
島
の
珠
崖
郡
・
借
耳
郡
が
慶
罷
さ
れ
て
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

④

’
郡
と
た
る
が
！
ｌ
は
交
趾
刺
史
部
の
統
轄
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
中
央
か
ら
涙
遣
さ
れ
た
刺
史
、
あ
る
ひ
は
太
守
な
ど
に
よ
っ
て
管
治
さ
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タ
マ

　
　
　
　
　
　
　
　

タ
イ
マ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　

一

れ
、
し
だ
い
に
そ
の
植
民
地
的
性
格
を
濃
厚
に
じ
て
い
っ
た
や
う
で
、
こ
れ
ら
諸
郡
の
特
産
物
た
る
抄
磯
・
犀
・
象
・
瑞
瑠
・
銀
・

　

。

銅
・
果
・
布
な
ど
は
、
中
原
の
貴
族
た
ち
に
、
も
っ
と
も
珍
重
せ
ら
れ
、
そ
の
た
め
利
を
も
と
め
る
中
國
商
人
の
、
南
方
に
押
し
か

け
る
も
０
が
ま
す
ま
す
多
く
た
っ
た
が
、
そ
び
中
心
的
都
會
は
番
掲
（
廣
東
）
で
あ
っ

匹

。
後
漢
書
巻
一
一
六
、
南
慢
傅
に
よ
る
と
、

は
じ
め
漢
朝
は
交
趾
・
日
南
な
ど
０
諧
郡
に
對
し
て
は
、
し
き
り
に
中
國
本
土
か
ら
囚
人
・
浮
浪
人
な
ど
を
逍
っ
て
土
民
に
雑
居
せ

し
め
た
た
め
、
営
初
こ
れ
ら
の
地
方
は
漢
語
を
解
せ
す
、
幾
度
も
通
詳
を
か
さ
ね
な
け
れ
ば
意
志
を
昂
じ
る
こ
と
を
え
た
か
っ
た
の

が
ヽ
そ
の
の
ち
や
や
言
葉
妬
解
し
う
る
や
う
に
な
皿
中
國
文
化
も
溶
透
し
て
い
っ
た
と
い
ふ
9
2
　
こ
れ
に
よ
っ
て
み
て
も
、
前
漠

の
代
に
入
る
と
、
廣
車
省
・
廣
西
省
な
ど
の
華
南
一
１
　
は
も
と
よ
り
、
印
度
支
那
牛
島
の
車
北
部
、
今
日
の
佛
印
中
部
地
方
に
ま
で

も
漢
の
勢
力
が
伸
展
し
、
こ
れ
ら
の
地
域
・
が
浹
文
化
を
か
ふ
か
つ
て
漸
次
に
開
化
し
て
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
は
れ
る
で
あ
ら
う
。
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さ
て
、
前
漢
を
へ
て
後
漢
０
光
武
帝
が
立
つ
と
、
錫
光
を
交
趾
郡
の
太
守
と
な
し
、
こ
れ
匙
し
て
一
九
員
郡
を
も
あ
は
せ
管
治
せ
し

め
た
が
、
か
れ
は
土
民
の
緩
撫
に
っ
と
め
、
こ
れ
に
耕
稼
の
業
を
さ
づ
け
、
ま
た
婚
姻
の
法
を
設
け
。
あ
る
ひ
は
學
校
を
も
建
立
し

て
槽
儀
を
駄
へ
る
な
ど
、
よ
く
仁
政
を
布
い
た
０
で
、
逡
外
の
撥
族
も
相
つ
い
で
慕
化
内
腿
す
る
に
至
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
の
ち
交
趾
に
太
守
と
な
っ
た
蘇
定
な
る
も
の
が
、
理
蜜
の
法
に
度
を
失
し
た
た
め
、
前
任
者
錫
光
の
せ
っ
か
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｆ

　
　
　
　
　
　
　
　

ち

　

ｘ

の
苦
心
経
督
も
む
な
し
く
、
建
武
十
六
年
二
月
に
な
る
と
、
交
趾
郡
に
女
子
の
徴
側
、
徴
貳
姉
妹
を
首
と
す
る
叛
気
が
惹
起
し
、
や

が
て
そ
れ
は
九
具
・
日
南
・
合
浦
各
郡
管
下
の
壁
里
に
も
波
及
し
て
、
六
十
五
城
が
攻
略
さ
れ
る
な
ど
賊
勢
狙
薇
を
き
は
め
、
か
れ

ら
は
遼
に
自
立
し
て
王
を
裕
す
る
に
至
っ
た
ド

　

有
名
な
馬
援
が
伏
波
将
軍
と
し
て
南
伐
１
　
、
大
功
を
た
て
た
の
は
こ
の
と
き
で
あ
る
。
す
な
は
ち
馬
援
は
。
建
武
十
八
年
四
月
、

撲
船
将
軍
の
段
志
－
ど
と
も
に
、
良
沙
・
桂
陽
（
湖
南
省
那
郷
）
・
零
陵
（
湖
南
省
永
州
）
・
蒼
梧
な
ど
湖
南
省
南
部
か
ら
廣
西
省
東
北
部
に

わ
た
る
方
面
よ
り
出
兵
し
、
北
江
お
よ
び
西
江
の
水
運
を
利
し
て
、
こ
れ
ら
を
廣
東
に
集
結
し
、
そ
こ
か
ら
陸
路
と
海
路
と
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ハ
ノ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑨

て
合
浦
に
進
み
、
こ
の
地
を
前
進
基
地
と
し
て
、
さ
ら
に
交
趾
郡
、
い
ま
の
河
内
方
面
に
ま
で
進
撃
し
た
も
の
ｏ
や
う
で
あ
る
。

　

馬
援
の
遠
征
に
よ
っ
て
、
後
漢
の
勢
力
は
さ
ら
拡
一
段
と
こ
の
地
方
に
伸
展
し
て
い
っ
た
が
、
た
か
で
も
交
趾
郡
お
よ
び
九
員
郡

は
動
気
の
中
心
地
域
を
な
し
て
ゐ
た
た
め
、
気
後
ｏ
経
瞥
に
も
一
方
た
ら
す
意
が
用
ひ
ら
れ
、
た
と
へ
‘
ば
ご
父
趾
郡
管
下
に
あ
る
西

于
賜
の
戸
三
萬
二
千
を
も
っ
て
、
あ
ら
た
に
封
渓
（
後
漢
書
郡
國
志
に
ａ
封
齢
ふ
い
と
・
望
海
ｏ
二
懸
を
分
置
し
た
・
り
、
あ
る
ひ
は
ま

た
賊
徒
の
互
酉
ら
三
百
診
ロ
を
零
陵
に
徒
置
し
た
り
し
て
ゐ
る
の
を
は
じ
め
、
後
漢
書
巻
五
四
、
馬
援
傅
に
も

　
　

‘ 馬
援
所
泌
祭
郡
謳
一
徘
城
郭
　
０
穿
渠
濯
漑
。
以
利
典
民
ぺ
條
’
―
奏
越
律
輿
一
皮
律
鮫
者
十
催
事
’
。
輿
政
人
・
中
・
「
明
奮
制
　
０
以
約
一
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束
之
二
万
Ｋ

と
み
え
る
や
う
に
、
も
つ
ぱ
ら
治
安
の
維
持
と
原
住
民
の
桜
撫
に
心
を
傾
け
て
ゐ
る
が
、
要
す
る
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
交
趾
・
九
薦

な
ど
印
度
支
那
牛
島
部
の
諸
霜
に
、
後
漢
の
勢
力
が
確
賓
に
溶
透
し
て
い
っ
た
こ
と
は
う
た
が
ひ
え
な
い
で
あ
ら
う
。

　
　

。

　

徴
側
・
微
貳
の
叛
氾
鋲
定
度
、
約
五
十
診
年
間
は
、
七
郡
は
比
較
的
順
調
な
統
治
ぶ
り
を
示
し
た
も
の
の
ご
と
く
、
た
と
へ
ば
第

ち
代
章
帝
の
元
和
元
年
に
は
、
日
南
過
外
伝
夷
の
邑
豪
が
生
犀
・
白
縮
を
献
上
し
て
ゐ
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
も
、
こ
の
方
面
の
平

和
さ
が
う
か
が
ば
れ
る
が
、
こ
え
て
和
帝
０
永
元
十
二
年
（
ぎ
っ
）
に
た
る
と
、
最
南
端
に
あ
る
日
南
郡
象
林
価
の
伝
夷
が
蜂
起
し
て

百
姓
を
糾
掠
し
、
官
寺
を
焚
焼
す
る
な
ど
擾
乱
を
く
は
だ
て
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
ま
も
た
く
郡
価
の
手
に
よ
っ
て
饌
蚤
さ
れ
た
が
、
爾

来
後
漠
？
一
代
を
通
に
。
た
だ
に
後
漢
書
・
南
受
傅
ｏ
記
載
を
み
て
も
ご
尤
初
一
系
（
｛
ぶ
｝
三
年
に
わ
た
る
蒼
梧
郡
お
よ
び
割
林
郡

・
合
浦
郡
の
蟹
漢
散
千
人
の
背
叛
、
永
和
元
・
一
二
・
三
年
（
i
％
-
１
３
８
）
日
南
郡
象
林
価
優
外
壁
夷
の
叛
、
建
康
元
年
｛
｝
忿
）
日
南

・
九
侭
雨
郡
の
伝
夷
蜂
起
。
同
じ
く
永
壽
三
年
（
｛
お
｝
よ
り
延
熹
三
年
に
わ
た
る
日
南
・
九
侭
雨
郡
の
漢
・
壁
聯
合
の
叛
暇
、
光
和

元
年
（
一
斜
）
交
趾
・
合
浦
・
九
薦
・
日
南
諸
郡
の
伝
夷
に
よ
る
叛
殴
、
ま
た
そ
の
の
ち
数
年
を
へ
た
中
平
元
年
（
｛
曽
｝
交
趾
郡
屯
兵

の
謀
叛
な
ど
比
較
的
大
規
模
と
思
は
れ
る
も
の
の
み
で
も
受
・
漢
を
合
し
て
六
・
七
回
を
か
ぞ
へ

四
。

　

か
や
う
に
叛
既
が
頻
登
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
一
見
す
る
と
、
後
漢
時
代
の
方
が
前
漢
時
代
よ
り
も
、
そ
の
政
治
力
の
波
及
度
が
薄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

～

弱
で
あ
つ
た
か
の
や
う
に
思
は
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
し
か
し
考
へ
て
み
る
と
、
後
漢
書
に
あ
つ
て
は
、
南
海
七
郡
に
開
す
る
記
載
が

た
に
ご
と
に
よ
ら
犬
す
こ
ぶ
５
詳
密
と
な
り
、
軍
に
叛
気
の
み
に
か
ぎ
ら
す
、
諸
紐
夷
の
内
犯
来
献
ｏ
記
事
･
#
＋
■
　
件
の
多
き
を
か

　
　

⑨

　

。

ぞ
へ
る
。
か
く
す
ぺ
て
に
わ
た
り
記
載
が
詳
細
で
あ
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
ほ
さ
す
、
後
漢
の
政
治
力
が
こ
の
方
面
に
對
し
。
前
漢

時
代
よ
り
も
、
は
ろ
か
に
強
く
深
く
溶
透
し
た
こ
と
の
鐙
左
で
あ
る
と
い
へ
よ
う
。
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一
方
ま
た
、
さ
き
に
列
挙
し
た
諸
飯
既
そ
の
む
の
に
っ
い
て
み
て
も
、
そ
の
う
ち
の
過
牛
数
は
原
住
民
と
居
留
の
漢
人
必
が
相
合

し
て
事
を
挙
げ
て
ゐ
名
が
、
そ
０
原
因
は
、
現
地
中
國
官
吏
０
苛
斂
洙
求
に
原
住
民
が
動
播
し
た
０
に
乗
じ
、
政
治
的
野
望
を
懐
く

在
野
居
留
の
漢
人
が
か
れ
ら
を
煽
動
し
使
敷
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
く
擾
乱
を
摘
大
し
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
大
勢
上
か

’
ち
み
る
と
、
こ
０
方
面
に
漢
民
族
の
移
住
す
る
Å
の
が
多
く
た
っ
て
、
そ
の
政
治
が
や
り
に
く
く
た
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で

こ
そ
あ
れ
。
決
し
て
漢
民
族
の
勢
力
０
減
退
を
示
す
も
の
で
は
あ
り
え
た
い
。

　

か
か
る
推
測
を
、
さ
ら
に
決
定
的
な
ら
し
め
る
も
の
は
、
前
・
後
用
漢
９
　
代
に
お
け
る
七
郡
の
戸
口
の
比
較
で
あ
る
。
い
ま
前
漢

書
巻
二
八
下
、
地
理
志
第
八
下
と
後
流
書
巻
三
三
、
’
郡
國
志
第
二
三
と
に
み
え
る
。
こ
れ
ら
七
郡
の
戸
口
を
か
か
げ
て
み
名
と
。
次

表
０
と
ほ
り
で
あ
る
。

雨
漢
時
代
に
お
け
る
南
海
七
郡
ｏ
戸
・
口
比
辞
表

。
前
湊
時
代
（
平
帝
こ
尤
始
二
年
調
査
）

一一
ご郡走夕郡

一一
匹

（
戸
）

（
口
）

（
戸
）

（
口
）

（
戸
）

（
口
）

‘
一
九
、
六
一
三

　

九
四
、
二
五
三

　

一
二
、
四
一
五

　

七
二

　

二
八
一
一

　

一
一
四
、
三
七
九

一
四
六
、
一
六
〇

後
漢
時
代
辰
帝
・
永
和
五
年
調
査
）

（
戸
）

（
口
）

（
戸
）

（
口
）

（
戸
）

　

ロ
）

　

七
ス
四
七
七

二
五
〇
、
二
八
二

未

　

詳

一
一
一
、
三
九
五

四
六
六
、
九
七
五
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烏合

　

ゝゝ
城餌浦

芒郡

爾交

　

1s
塑趾

蘇九

ゝゝ
城駈員

せ郡日郡

日
南
松

（
劈
皿
Ｅ
）

（
戸
）

（
口
）

⌒⌒
口戸

-－

（
戸
）

（
口
）

（
戸
）

（
臥
）

　

一
五
、
三
九
八

　

七
八
、
九
八
〇

　

九
二
、
四
四
〇

七
四
六
、
二
三
七

　

三
五
、
七
四
三

一
六
六
、
〇
一
三

　

一
五
、
四
六
〇

　

六
九
、
四
八
五

ぞ

（
戸
）

（
口
）

（
戸
）

（
口
）

（
戸
）

□
（
戸
Ｊ

（
ロ
）

　

二
三
ご
二
Ｉ

　

八
六
八
六
一
七

未

　

詳

　

四
六
、
五
一
三

二
〇
九
、
八
九
四

　

一
八
、
二
六
三

一
〇
〇
、
六
七
六
ヽ

　

こ
の
表
は
、
前
漢
０
も
の
が
子
帝
こ
几
始
二
年
（
に
）
後
漢
０
も
０
が
順
帝
・
永
和
五
年
｛
｝
台
）
０
調
査
に
か
か
る
と
い
へ
ば
、
雨

者
は
年
次
的
に
は
一
四
〇
年
た
ら
す
を
へ
だ
て
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
や
う
に
Ｉ
、
七
郡
の
う
ち
未
詳
０
暫

林
・
交
趾
雨
郡
を
の
ぞ
く
他
の
五
郡
は
、
そ
の
間
に
あ
っ
て
い
づ
れ
も
戸
・
ロ
と
も
多
大
の
増
加
を
示
し
、
た
か
で
も
南
海
郡
と
蒼

梧
郡
と
は
、
と
く
に
い
ち
ぢ
る
し
い
増
加
率
を
示
し
て
ゐ
る
。
未
詳
の
剔
林
郡
・
交
趾
郡
と
い
へ
ど
も
、
か
な
ら
寸
や
こ
れ
ら
に
劣

ら
な
い
激
増
ぶ
り
で
あ
っ
た
こ
と
と
思
は
れ
る
。
現
に
鯵
林
郡
の
ご
と
き
は
パ
監
帝
の
建
寧
三
年
、
太
守
谷
永
の
力
に
よ
っ
て
慢
夷

十
診
萬
人
が
内
湯
し
、
た
め
に
あ
ら
た
に
、
新
邑
・
長
子
・
建
始
・
武
安
・
陰
９
　
・
臨
浦
・
懐
安
の
七
鋸
が
開
置
さ
れ
て
ゐ
る
あ
り

さ
ま
で
あ
る
。
（
註
⑨
參
照
）

　

も
っ
と
も
以
上
に
か
か
げ
た
戸
・
口
数
の
大
部
分
を
占
め
る
も
の
は
慢
夷
す
な
は
ち
原
住
民
で
あ
ら
う
が
、
か
く
統
計
上
に
お
い

て
戸
散
お
よ
び
口
数
が
激
増
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
同
じ
く
漢
代
ヽ
と
い
う
て
も
、
後
漢
の
方
が
前
漢
よ
り
も
こ
の
地
方
に
對
し
、
そ
Ｏ
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政
治
力
を
は
る
か
に
大
規
模
に
、
か
っ
根
強
く
浪
透
せ
し
め
て
い
っ
た
こ
と
を
如
資
に
語
る
も
の
に
ほ
か
た
ら
た
い
。
壁
夷
と
い
っ

て
気
戸
口
冊
に
登
録
さ
れ
る
以
上
、
そ
れ
は
い
は
ゆ
る
王
化
に
浴
し
た
熟
蕃
で
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
ま
た
か
れ
ら
と
混
住
雑
處
す

る
漢
人
植
民
－
こ
と
に
南
海
郡
や
蒼
梧
郡
・
交
趾
郡
に
は
多
数
０
漢
人
植
民
が
ゐ
た
で
あ
ら
う
が
ｉ
も
営
然
加
算
さ
れ
た
も
の

と
推
測
し
て
よ
か
ら
う
。

　

い
ま
、
こ
０
戸
・
口
数
０
み
か
ら
考
へ
れ
ば
、
後
漢
代
、
南
海
七
郡
０
戸
口
は
、
た
だ
軍
に
前
漢
に
比
べ
て
激
増
し
て
ゐ
る
ば
か

り
で
た
く
、
つ
ぎ
に
か
か
げ
る
や
う
に
、
そ
の
後
に
＊
け
る
三
國
・
南
北
朝
時
代
、
さ
ら
に
は
従
来
一
般
に
中
國
の
政
治
力
剔
も

っ
と
も
強
く
波
及
し
た
と
い
は
れ
て
ゐ
る
唐
代
の
そ
れ
よ
り
も
、
は
る
か
に
多
い
こ
と
に
気
づ
く
岑
、
こ
の
鮎
よ
り
み
て
も
、
こ
心

地
方
に
對
し
後
漢
の
勢
力
が
、
い
か
に
彊
度
で
あ
っ
た
か
を
窺
知
し
う
る
で
あ
ら
う
。

　

合爾交緩廣

　　　　　

一

　　

五

　　　　

ご一

　　　　　

一

　

計芒州廿州

　　

，

　

⌒

　

。。

　

。。へ

　

宋

　

二

　

戸

　

口戸

　

口戸

　　　　

南

　

゛

　

｀゛゜

　

゛゛

　

二

　

^北

　　　　　　　　　

書

　

朝

　　　　　

－

　　　

⌒

　

時

　　

/へ

　　　　　　　　　　　

二

　

六

　

未一

　

こﾀ四

　

竺

　

代

　

ｏ

　　

ｏ

　

六九

　

八

　

に

　

ゝ

　

５

　　

１

　　　

ｉ’ゝ

　　

州

　

一

　

ぎ四

　

六七

　

郡

　

ぶ゛

　

･七

　

五九二

　

芭

　

け

　

九

　　

三

　

四六

　　　　

る

ー－一一＿_

　　　　　　

南

　　　　　　　　

一

　

合

　

縦糸

　

縦兪

　　　

海

　　　　　　　　　　　

諸

　

計

気温

　　

郡

　

r l゙　　心　　心/　　|こ刄zｔ l　／八八　へ八　　日･　　戸

　

ど

　

こと

　

と!ど

　　　

p

　　　　　　　　　

書

　

数

　

六

　

余

二

　

采

四

　

??

　

八

　　

耳

　　

べ

　

五

　

七

　

ぎ

六

　

芭

一

　

這

　

回

　

Ξ

　

回

　

壱･

す
な
は
ち
、
宋
書
に
し
て
も
晋
書
に
し
て
も
／
廣
州
と
交
州
の
削
刺
史
部
を
合
し
た
戸
数
が
、
後
漢
時
代
に
お
け
る
南
海
一
郡
の
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１９０

そ
れ
に
も
達
し
な
い
有
様
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
、
唐
代
安
南
都
護
府
管
下
の
諸
州
の
戸
口
数
を
、
通
奥
谷
一
八
四
州
郡
、
貿
・
新
爾
唐
書
地
理
志
鳶
よ
び
元
和
郡
砺
闘
志

省
三
八
な
ど
に
よ
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
０
依
娃
し
た
戸
口
調
査
の
年
代
が
異
る
た
め
、
計
数
の
上
に
多
少
の
差
は
あ
る
が
、
左
表

の
と
ほ
り
で
あ
る
。

　

陸

　　　

峯

　

｜

　

腰

　　　

愛

　　　

交

ブコ∠

莞嬰琵l詣翌シl jai毘一

戸

　

戸

　

戸

　

戸

　

戸

　

戸

　

戸

　

戸

　

戸

　

戸

　

；

　　

畏

　　　　　　　　　　　

＿

　

＿

　

郡

　

安

　　

一一ＥＥ入五ぷで五斯

　

雲

　　

ゝ

　　

●
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ｉ

　　

ゝ

　　

ｌ

　　

●

　　

●

二九四五八六三〇一六

で

　

護

三三八六四四1七五三九゛｀

　

府
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｜竺
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⌒⌒

　　

･⌒－
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－

　　　　　　　　　　

S ゛1

　

合

　　

長

　　

演／j

　

鴎

　　　　　　　　　　　　　

Iljl
比上土

　

元開

　　　　

元

　

開

接賢レダド肘

ヲ

　　　　　　　

/い
｀除

　　　

・

　　

未

　　　

゛゛
万言引乱入余

　

゛り

　　

l・

　　　　　

ゝ･

　　　

ゝ1

　

三よ

し

　

＼竪琴

　

九四、

　

≒

　

○･一

一-一一

　

八

　　

/-

　

～いい･

　

､

巳

、丿

巳巳

　

巳で

　　　　　　

ｉソ

　

里サ莱寸采恥

　

土

　

芒六彭ヽ画

　

λ

　

ペヅ恰

　　　

--

詐と回Ξ＼

抒ﾄI

｀ヲ

　　　　　　　　　

‾

　　

⌒
翫乱

　　

さ

　

九八三‥

　

琴

・

　　

ゝ

　

ゝ’●

　　　　　　　　

｀

に士aに

煤九〇〇

　　

、

Ｊ

　

す
な
は
ち
、
も
つ
と
も
計
数
の
多
い
通
典
口
戸
・
ロ
で
も
。
そ
の
合
計
は
Ｉ
Ｉ
た
と
０
　
未
詳
の
淡
州
を
考
慮
に
入
れ
て
も
Ｉ
Ｉ
わ

づ
か
に
碓
漢
の
九
賀
郡
と
日
南

　
１
と
を
合
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
通
典
に
に
み
洸
る
各
州
郡
０
記
載
は

天
賓
年
間
の
帳
簿
忙
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
や
う
に
、
漢
代
に
入
っ
て
南
方
の
廣
車
・
佛
印
地
方
に
中
國
の
勢
力
が
牢
固
忠
し
て
。
植
え
っ
け
ら
れ
て
く
る
と
、
陸
路
か

ら
と
と
も
に
ま
た
海
上
に
お
い
て
私
南
海
諸
國
と
中
國
と
の
交
通
が
、
し
だ
い
に
頻
繁
に
な
り
ぱ
じ
め
た
。

　

前
漢
書
倦
二
八
下
、
地
晋
－
第
八
下
の
末
尾
に
怖
常
昨
１
　
偶
盲
東
）
の
補
助
港
的
役
割
を
た
し
。
ま
た
４
　
南
島
へ
’
通
じ
る
要

衝
た
る
徐
聞
・
合
浦
を
起
鮎
と
す
弓
南
洋
諸
國
。
南
部
佛
印
は
も
と
よ
り
、
マ
ー
フ
ィ
地
方
か
ら
遠
く
ビ
ル
マ
や
セ
イ
ロ
ン
島
方
面
へ

・
、
。
″

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

゜

　
　
　

“
’
“

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
”
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

－

の
海
上
路
程
お
よ
び
、
沿
海
の
國
々
忙
開
ず
る
あ
り
さ
ま
が
傅
へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
０
こ
ろ
す
で
に
廣
車
地
方
と

南
洋
諸
國
や
南
印
度
方
面
と
を
つ
ら
ね
る
海
上
交
通
が
、
か
な
・
り
の
規
模
の
も
と
に
紆
は
れ
っ
っ
あ
っ
た
こ
√
と
を
語
る
も
の
’
に
ほ
か

　
　
　
　

⑩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’
ヽ

た
ら
た
い
Ｏ
ｌ

　
　
　
　
　

｀
”

　
　

゛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‐
‘

　
　

－
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後
漢
に
た
る
と
、
さ
ら
に
七
郡
中
の
最
南
に
位
す
る
１
日
南
郡
硲
胆
ッ
ー
ご
附
近
）
を
圭
由
し
て
、
桓
帝
の
延
熹
九
年
、
有

一
名
だ
大
秦
王
安
敦
（
Ｍ
ａ
ｒ
ｃ
ｕ
ｓ
　
Ａ
ｕ
ｒ
e
l
i
ｕ
ｓ
　
Ａ
ｎ
ｔ
ｏ
ｎ
ｉ
ｎ
ｕ
ｓ
）
の
使
者
が
来
献
し
た
の
を
は
じ
め
、
。
そ
れ
に
さ
き
だ
っ
順
帝
の
永
建
六
年
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

は
葉
調
國
（
セ
イ
£
1
　
＾
島
Ｔ
）
か
ら
も
遣
使
貞
齢
す
る
を

の
吃
梁
書
倦
五
Ｍ
。
諧
夷
、
海
南
諸
叫
巾
天
竺
ｏ
條
下
ｔ

　
　
　

其
（
中
天
竺
）
西
具
矢
秦
・
安
息
ま
市
海
中
　
９
多
大
秦
珍
物
珊
瑚
・
琥
珀
・
金
碧
‘
珠
學
瓊
野
・
罰
金
・
蘇
食
呻
略
其
國
人
行
質
庇

　
　
　

々
芋
扶
南
・
日
南
・
交
趾
　
０
其
南
徹
諸
國
人
少
有
’
到
矢
秦
奢
り
云
尹
。

と
て
、
三
國
時
代
奥
の
孫
栃
の
こ
ろ
よ
り
も
、
は
る
か
以
前
か
ら
印
度
方
面
よ
り
多
く
の
商
人
が
し
ば
し
ば
扶
南
や
日
南
・
交
趾
Ｏ

諸
郡
に
来
っ
た
と
い
ふ
記
載
、
ま
た
晋
書
巻
九
七
、
南
螢
傅
、
林
邑
の
條
に
、
す
っ
と
以
前
か
ら
微
外
諸
國
の
商
人
が
交
趾
郡
や
日

　
　

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

南
瓢
机
貿
易
の
た
め
や
っ
て
き
た
が
、
交
州
刺
史
や
日
南
太
守
は
多
く
利
七
む
さ
ぼ
っ
て
、
か
れ
ら
か
ら
二
割
三
割
と
、
う
は
ま

　

3
4

へ
を
は
ね
て
ゐ
た
と
あ

四

こ
と
な
ど
と
相
ま
っ
て
、
海
上
良
よ
る
貿
易
・
交
通
が
い
よ
い
よ
さ
か
ん
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
う
か
が

　
　

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ノ

は
し
め
る
。
法
緻
の
佛
國
記
に
よ
る
と
、
か
れ
は
一
大
商
船
に
乗
っ
て
。
耶
婆
提
（
Ｙ
ａ
ｖ
ａ
ｄ
ｉ
ｖ
.
　
％
ヤ
ワ
方
面
）
か
ら
廣
州
（
廣
車
）
に

向
っ
た
が
１
同
船
の
便
乗
者
は
多
く
貿
易
商
人
に
し
て
約
一
。
一
百
人
あ
ｈ
へ
普
通
こ
作
間
を
五
十
ぽ
海
程
要
す
る
と
い
へ

叩

車
晋
時

代
廣
車
ど
ジ
ャ
ワ
方
面
と
は
こ
れ
ら
の
面
船
に
よ
っ
て
密
接
に
聯
絡
せ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
が
わ
か
る
ｏ
で
あ
る
が
、
か
か
る
現
象

は
、
あ
た
が
ち
法
顧
の
渡
航
時
代
に
至
っ
て
急
に
生
じ
た
も
の
で
は
政
く
、
す
で
に
漢
代
か
ら
漸
次
生
起
し
つ
つ
あ
っ
た
も
の
と
考

き
、
き
で
あ
ら
う
。

　

さ
て
、
上
建
し
た
と
し
ろ
に
よ
る
と
、
武
帝
に
は
じ
ま
る
漢
の
國
外
経
略
は
、
ひ
と
り
朝
鮮
牛
島
に
４
＜
ｉ
け
る
架
浪
四
郡
の
・
建
置
■
Ａ
}

か
ノ
あ
る
び
応
溌
北
匈
奴
の
遠
征
と
か
。
西
域
地
方
の
農
曹
中
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印
度
支
那
牛
島
方
面
に
對
し
て
屯
張
力
に
推
進
』
せ
ら
れ
、
さ
ら
Ｕ
ｆ
Ｊ
-
の
南
進
の
趨
勢
は
、
後
漢
の
代
に
丸
ご
と

　

ま
す
ま
す
さ
か
ん

に
な
っ
７
ゆ
汽
陸
・
海
双
方
よ
り
す
ふ
漢
勢
ガ
の
南
進
基
地
と
し
て
の
番
辱
（
廣
東
）
ヽ
そ
れ
を
補
助
七
ｙ
・
交
州
（
町
即
）
ぞ
雨
漢

時
代
、
、
と
く
に
後
漢
に
1
＆
5
-
５
て
萱
に
確
固
不
動
の
地
歩
を
き
づ
き
あ
げ
る
に
至
っ
た
ｏ
で
あ
る
。
そ
ｏ
の
ち
、
佛
印
の
東
京
お
よ
び

安
南
北
部
地
方
は
、
五
代
・
宋
初
に
至
る
ま
で
、
約
千
年
以
上
の
久
し
。
き
に
わ
た
っ
て
、
ひ
き
っ
づ
き
中
國
の
支
配
下
に
栃
し
た

が
そ
れ
こ
そ
は
淡
代
に
鳶
か
れ
た
、
か
た
き
礎
に
よ
る
も
の
に
ほ
か
た
ら
た
い
。

　

従
来
ヽ
北
部
佛
印
か
』
は
多
敷
０
漢
代
遺
物
や
貨
銭
が
出
札

Ｊ
、
中
に
は
朝
鮮
９
　
壌
に
お
け
る
漠
代
楽
浪
古
墳
と
そ
０
墳
墓
の
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

：

造
に
お
い
て
も
、
あ
る
ひ
は
そ
０
出
土
品
に
鳶
い
て
も
全
く
類
似
の
も
０
見
頻
見
す
る
し
、
さ
ら
に
現
在
東
京
帝
國
大
學
文
學
部
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

爽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

栽
（
も
と
永
田
安
吉
氏
蒐
集
品
）
に
か
か
る
佛
印
出
±
０
銅
器
中
か
ら
は
、
許
多
の
五
鎌
銭
が
我
見
さ
れ
た
と
い
へ
ば
、
こ
れ
ら
０
考
古

學
的
遺
物
は
。
い
づ
れ
も
如
上
の
文
献
よ
り
す
る
歴
史
的
情
勢
に
、
さ
ら
に
力
強
い
憑
擦
を
あ
た
へ
て
く
れ
る
も
の
と
い
へ
よ
う
。

　
　

補

　
　

註

①

　

和
田
楷
博
士
、
南
越
建
國
の
始
末
（
史
林
第
二
六
倦
。
第
一
読
）
參
’
照

③

　

史
記
巷
一
二
一
、
南
越
尉
佗
列
傅
に
は
、
南
海
尉
任
君
が
部
下
の

　

煎
川
令
趙
佗
（
南
越
尉
佗
）
に
語
っ
た
言
葉
を
つ
た
へ
て
、
つ
ぎ
の
や

　

う
に
書
し
て
ゐ
る
。

　

‐
前
略
。
秦
篤
無
道
。
天
下
苦
之
。
（
中
略
）
中
國
擾
乱
。
未
知
所

　
　

安
。
ヽ
豪
傑
節
秦
相
立
。
南
海
僻
遠
。
吾
恐
盗
兵
侵
地
至
此
。
吾
欲

　
　

興
兵
絶
新
道
自
備
待
諸
侯
１
　
。
會
病
甚
。
且
番
掲
負
山
瞼
阻
。
南

　
　

海
東
西
’
敷
千
里
。
頗
有
中
國
人
相
輔
。
此
亦
一
州
之
主
也
。
可
以

　
　

立
國
。
云
云

　

す
な
は
ち
南
海
郡
尉
の
任
器
は
、
こ
の
地
に
裳
留
す
る
多
数
の
中
國

　

人
の
協
力
を
え
て
稿
立
を
圖
ら
ん
と
し
て
ゐ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た

　

こ
こ
に
’
い
ふ
絶
新
道
の
新
道
と
は
、
秦
の
嶺
南
経
略
に
あ
た
っ
て
監

　

豚
（
史
豚
）
を
し
て
開
髪
せ
し
め
た
中
原
と
こ
の
地
方
と
を
聯
ね
る
道

　

で
あ
ら
う
。

③

　

史
記
谷
九
七
、
陸
買
の
傅
に
、
か
れ
が
良
の
高
叙
の
使
者
と
し
て

　

南
越
に
赴
壱
、
尉
他
（
趙
佗
）
を
盃
得
し
た
と
き
の
こ
と
を
傅
へ
て

　
　

高
戮
使
陸
買
賜
尉
他
印
。
篤
南
越
王
。
陸
生
至
。
尉
他
魅
結
箕
侶

　
　

見
陸
生
。
云
云

　

と
い
へ
ば
、
趙
佗
は
こ
の
時
機
夷
の
風
俗
を
し
て
陸
貿
に
會
見
し
て

-3.5一
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’
.
Ｑ
　
Ｋ
)
。

④

　

武
帝
の
南
海
征
伐
に
つ
い
て
は
、
史
記
悠
一
一
三
、
南
越
尉
佗
傅
、

　

お
な
じ
ぐ
悠
一
ブ
ー
、
路
博
徳
傅
。
巻
一
二
二
、
楊
僕
傅
J
？
Ｊ
４
Ｊ
Ｓ
漢

　

書
巻
六
、
武
帝
紀
元
４
‘
一
一
年
・
六
年
の
條
な
ど
に
く
わ
し
い
。

④

　

珠
崖
・
俯
耳
二
郡
の
沿
革

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

　

漠
書
巻
六
、
武
帝
紀
に

　
　

元
鼎
六
年
各
十
月
。
建
定
越
地
。
以
ｓ
南
海
・
１
　
梧
・
儒
林
・
合

　
　

浦
・
交
趾
・
九
屑
・
日
南
・
珠
趣
・
備
耳
郡

　

と
い
へ
ば
、
珠
崖
・
愉
耳
二
郡
は
元
鼎
六
年
冬
十
月
、
南
越
王
國
が

　

平
定
し
た
結
果
、
南
海
以
下
の
七
郡
と
な
ら
ん
で
海
南
島
に
建
置
さ

　

れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

し
か
し
こ
の
両
郡
は
珍
貴
ｉ
ｆ
土
産
に
對
す
る
漢
廷
の
は
な
は
だ
し

　
　

六
十
五
歳
（
後
漢
書
）

　

た
だ
し
漢
書
巷
九
、
元
帝
紀
に
よ
れ
ば
‥
初
元
三
年
春
腹
鼓
さ
れ
た

　

の
は
珠
崖
郡
の
み
で
あ
る
が
、
鐙
耳
郡
は
こ
れ
よ
り
さ
き
す
で
に
昭

　

帝
の
始
元
五
年
に
座
せ
ら
れ
て
ゐ
’
る
。

④

　

交
趾
軒
史
都
は
焦
の
十
三
州
刺
史
部
と
同
像
、
元
封
五
年
に
設
け

　

ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
が
、
富
初
は
交
趾
郡
の
嵐
嗜
に
お
か
れ
て
ゐ

　

た
ｃ

⑦

　

前
漢
書
巻
二
八
下
、
地
理
志
に
も

　
　

是
時
秦
南
海
尉
趙
佗
亦
自
王
傅
國
。
至
武
帝
時
。
盗
滅
以
篤
郡
。

　
　

云
處
近
海
。
多
犀
・
象
・
毒
冒
・
珠
瑞
・
銀
・
銅
・
果
布
之
湊
。

　
　

中
國
往
商
買
者
。
。
多
取
富
１
　
。
番
偶
其
一
、
都
會
也
・

　

と
い
ふ
。

い
求
斂
に
た
え
ず
、
夷
民
の
叛
気
が
頻
聚
し
た
た
め
、
恰
耳
郡
は
昭

　
　

③

　

凡
交
随
所
統
。
雖
置
郡
邸
。
而
言
語
各
異
。
重
諏
乃
通
。
人
如
禽

帝
の
始
元
五
年
(
８
２
　
Ｂ
.
C
)
に
・
の
こ
^
４
遠
崖
郡
も
元
帝
の
糾
元
三

　
　
　

獣
。
長
幼
虹
別
。
項
偕
徒
跳
、
以
布
ｔ
頭
而
著
之
。
後
紅
徒
中
國
罪

年
(
４
８
　
Ｂ
.
Ｏ
.
）
鑑
に
慶
罷
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
ご
聊
漢
書
倦
二
八

　
　
　

仄
。
使
雑
居
其
間
。
乃
抑
知
’
言
語
漸
見
疆
化
I
｡
後
漢
書
巻
一
ヱ
ハ
、

下
ヽ
地
理
志
末
段
お
よ
び
、
後
漢
書
、
南
雙
傅
に
は
、
そ
の
朗
末
に

　
　
　

南
鯉
傅
）

つ
ぃ
て
、
つ
ぎ
の
や
う
に
っ
た
へ
て
ゐ
る
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑨

　

徴
側
・
徴
貳
の
叛
気
の
顛
末
に
っ
い
て
は
、
後
漢
書
巻
「
一
々

　

『
俯
耳
・
珠
脹
郡
』
自
初
鴬
郡
部
。
吏
卒
中
國
人
多
侵
陵
之
。
故
串

　
　
　

南
楚
傅
、
お
よ
び
同
書
巻
五
四
、
馬
援
傅
な
ど
に
く
ゎ
し
い
。

　

敷
歳
営

其
珠
崖
・
僊
耳
二
郡
在
海
洲
上
。
東
西
千
里
、
南
北
五
百
里
。
（
中

　
　
　

た
る
諸
叛
原

　
　
　
　
　
　

、

略
）
武
帝
末
珠
崖
太
守
會
稽
孫
幸
調
廣
幅
布
献
之
。
悛
不
堪
役
。

　
　
　

田
・
和
帝
永
元
十
二
年
（
１
０
０
)
夏
四
月
。
日
浦
象
林
曼
夷
二
千
昔
人

包
攻
郡
殺
幸
。
幸
子
豹
合
率
善
人
。
泄
復
破
之
。
自
領
郡
事
’
。
討

　
　
　
　

寇
掠
百
姓
・
爆
焼
官
寺
・
郡
賜
免
兵
討
撃
・
斬
其
渠
帥
‘
昔
衆
乃

撃
傑
寡
。
連
年
乃
平
。
豹
泣
使
封
河
印
綬
。
上
書
言
状
。
制
詔
即

　
　
　
　

降
。
於
葦
異
象
林
農
兵
長
史
。
以
防
其
患
後
漠
書
丿
南
螢
傅
）
そ

。
以
豹
篤
珠
巣
大
守
。
咸
政
大
行
。
献
命
歳
至
。
中
國
貪
其
珍
賂
。

　
　
　
　

の
佃
ヽ
同
１
　
巻
四
、
本
紀
を
も
參
照
″

漸
相
侵
侮
。
歎
字
敷
歳
一
友
。
尤
帝
初
元
三
年
鑑
罷
之
。
凡
立
郡

　
　
　

問

　

安
帝
元
包
一
年
（
Ｅ
蒼
梧
螢
夷
友
叛
。
明
年
鑑
招
誘
僻
林
・
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i
m
僧
・
痍
敷
千
人
。
攻
蒼
梧
郡
。
擲
太
后
逍
伶
御
節
任
遥
奉
詔

　

赦
之
。
賊
皆
降
散
（
同
上
書
南
塑
傅
）

　

元
初
三
年
春
正
月
。
蒼
梧
・
輯
林
・
合
浦
蟹
夷
反
叛
。
一
一
月
。
忿

　

侍
御
史
任
漣
。
督
州
瓢
兵
討
之
。
三
月
丙
辰
。
赦
蒼
梧
・
鶴
林
・

　

合
浦
・
南
海
吏
人
場
賊
所
鎧
者
。
冬
十
一
月
。
蒼
梧
・
笹
林
・
合

　

浦
１
　
夷
降
（
同
上
書
巷
五
、
安
帝
紀
）

同

　

順
帝
永
和
二
年
(
１
３
７
)
　
ｍ
南
象
林
檄
外
燈
夷
匹
憐
等
敷
千
人
攻

　

象
林
螺
。
焼
城
寺
殺
長
吏
。
交
陸
刺
史
焚
演
麓
交
随
。
・
九
侭
二
郡

　

兵
萬
飴
‘
人
救
之
。
兵
士
憚
逍
役
。
涅
反
攻
其
府
ご
一
郡
譚
撃
破
反

　

者
而
賊
勢
韓
盛
。
會
侍
仰
史
買
昌
使
在
日
南
。
ヽ
即
輿
州
郡
井
力
討

　

之
。
不
利
。
盆
篤
所
攻
圖
歳
參
。
而
兵
穀
不
徽
。
帝
以
筑
波
。
（
中

　

略
'
j

　

奔
祀
良
場
九
’
偉
太
守
。
張
喬
場
交
陸
刺
史
。
喬
至
開
示
慰

　

誘
。
並
皆
降
散
。
良
到
九
侃
。
軍
車
入
賊
中
。
設
方
略
。
招
以
威

　

信
。
降
１
　
数
萬
人
。
偕
篤
良
築
起
府
寺
。
由
是
嶺
外
復
平
（
同
上

　

書
、
南
轡
傅
）

　

永
和
元
年
十
二
月
。
象
林
傍
夷
叛
ｐ

　
　

二
年
五
月
。
’
日
南
叛
皆

　

・
攻
郡
府
。
秋
七
月
。
九
侃
・
交
趾
こ
郡
升
反
。

　
　

三
年
六
月
辛

　

。
丑
。
九
侭
太
守
祀
良
・
交
趾
刺
史
張
喬
慰
誘
日
南
叛
松
降
之
。
嶺

　

外
干
（
同
上
書
巻
六
、
順
帝
紀
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

㈲

　

順
帝
建
康
元
年
（
‘
心
）
日
南
蟹
夷
千
偕
人
復
攻
焼
轡
巴
。
途
扇

　

動
九
↑
雙
異
相
建
結
・
交
趾
細
史
。
九
江
夏
方
開
恩
招
誘
・
賎
皆
降

　

服
（
後
漢
書
、
南
塗
傅
）

向

　

桓
帝
永
壽
三
年
（
１
５
７
)
居
風
（
九
餌
郡
管
下
）
令
貪
暴
無
度
。
‘

　

ヽ
駆
人
朱
建
等
及
蟹
夷
柵
聚
攻
殺
碩
令
ダ
廠
至
四
五
千
人
・
進
攻
九
。

　

。
薦
。
九
員
太
守
兄
式
戦
死
９
（
中
略
）
鐙
九
曼
都
尉
魏
朗
討
破
之
。

　

斬
首
二
千
級
。
‐
渠
帥
楢
屯
縁
日
南
。
衆
弊
彊
盛
。
延
熹
三
年
詔
鄙

　

夏
方
篤
交
陸
刺
史
。
方
成
程
料
刳
浅
が
南
宿
城
聞
之
。
’
二
萬
鈴
人

　

相
卒
譜
方
降
（
後
漢
書
、
南
俊
傅
）

　
　

゛

そ
の
ほ
か
同
書
巻
七
、
桓
帝
本
紀
を
尾
１
　
照
す
べ
し
。

㈲

　

震
帝
光
和
元
年
（
’
ｇ
）
交
趾
・
合
浦
烏
滸
曼
反
叛
。
招
誘
九

　

侭
・
日
南
。
合
撒
萬
人
攻
浸
郡
臨
。

　
　

四
年
刺
史
朱
儒
撃
破
之

　

（
後
流
書
南
俊
傅
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

　

ヽ

　

光
和
元
年
春
正
月
。
合
浦
・
交
陸
烏
滸
盤
叛
。
招
引
九
侭
・
日
南

　

民
攻
没
郷
剔
。

　
　

四
年
夏
四
月
庚
子
。
厠
趾
刺
史
朱
儒
討
交

　

趾
・
合
浦
烏
滸
俊
破
之
（
同
上
書
倦
八
、
震
帝
紀
）

　

光
和
元
年
即
秤
（
朱
）
個
交
随
刺
史
。
令
過
本
郡
簡
募
家
兵
及
所
調

　

合
五
１
　
人
。
分
従
両
道
而
入
。
既
到
州
界
。
按
甲
不
前
。
先
遣
使

　

詣
郡
。
談
賊
虚
賓
。
宵
揚
威
徳
。
以
震
動
其
心
。
既
而
典
七
郡
兵

　

倶
進
逼
之
Ｉ
逡
斬
梁
龍
。
降
者
敷
萬
人
。
’
旬
月
査
定
（
同
上
書
巷

　
　

一
〇
一
、
朱
儒
傅
）

の

　

霊
帝
中
平
元
年
扁
″
六
月
。
交
陸
を
兵
執
刺
史
及
合
浦
太
守

　

末
毬
。
自
得
柱
天
府
軍
。
鐙
交
趾
刺
史
買
踪
討
千
之
（
後
漢
書
巻

　

八
、
霊
帝
紀
）

　

ｙ
中
平
元
年
交
趾
屯
兵
反
。
執
刺
史
及
合
浦
太
守
。
自
尽
柱
天
府

　

軍
。
宴
帝
０
　
前
三
府
。
精
選
能
吏
。
有
同
畢
な
箔
交
随
刺
史
。
踪

　

到
部
訊
其
反
状
。
成
言
賦
斂
過
毘
百
姓
莫
不
が
軍
・
京
昨
鏝
遠

　

告
宛
無
所
げ
民
不
聊
生
自
活
。
故
聚
認
盗
賊
。
踪
即
移
書
告
示
各

　

使
。
安
共
済
蒙
。
招
撫
荒
敦
。
詞
復
襖
役
。
誄
斬
渠
帥
認
大
害

　

者
。
簡
選
良
吏
。
試
守
諸
痕
。
歳
間
蕩
定
。
百
姓
以
安
巷
路
（
同

　

上
書
巻
六
一
、
買
踪
傅
）
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⑨

　

後
漢
代
、
南
越
徹
外
よ
り
諸
鐙
夷
東
献
内
属
の
事
例

　

両

　

建
武
十
二
年
(
Ｂ
６
１
九
侃
徴
外
壁
里
張
游
卒
種
人
慕
化
内
湯
。

　
　

諾
篤
諾
漢
・
犀
君
（
後
漢
書
。
南
壁
傅
）

問

　

建
武
十
三
年
南
越
獄
外
轡
夷
献
白
碓
白
菟
同
上
）

朗

　

章
帝
元
和
元
年
（
Ｓ
）
日
南
微
外
壁
夷
究
不
事
人
邑
豪
献
生
犀
白

　

碓
（
同
上
）

　
　
　
　
　
　
　
　

’
ｊ

㈲

　

安
帝
永
初
元
年
。
こ
Ｓ
）
九
艮
敵
外
夜
郎
壁
夷
畢
土
内
廓
。
開
境

　

千
八
百
四
十
里
同
上
）

㈲

　

安
帝
延
光
元
年
｛
｝
認
）
九
侭
徽
外
燈
貢
献
内
屡
（
同
上
）

㈲

　

安
帝
延
光
三
年
日
南
獄
外
轡
復
床
内
脇
（
同
上
）

ｍ
一

　

順
帝
永
建
六
年
（
三
）
日
南
獄
外
葉
調
王
便
遣
使
貢
献
（
同
上
）

　

永
娃
六
年
十
二
月
。
日
南
微
外
葉
調
國
・
揮
國
遺
使
貢
献
（
同
上

　

書
巻
六
、
順
帝
紀
）

　

漢
書
地
理
志
邁
黄
支
國
考
（
史
林
第
二
四
巻
第
四
跨
）
な
ど
の
諸
論

　

文
が
あ
る
か
ら
、
詳
し
く
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
參
照
さ
れ
ん
こ
と
を

　

の
ぞ
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

゛

　
　
　
　

ヽ
ヽ

⑩

　

晋
書
巻
九
七
、
四
夷
傅
、
林
邑
の
條
に

　
　

初
徴
外
諸
國
１
　
嗇
賓
物
。
自
海
路
来
貢
貨
賄
、
而
交
州
劇
皮
。
日

　
　

南
大
守
多
貪
利
侵
侮
十
折
二
三
。
云
云

　

と
い
ふ
。

⑨

　

法
穎
の
佛
國
記
に
、
か
れ
が
耶
婆
提
國
（
ジ
ャ
ｙ
島
）
よ
り
廣
州

　

（
廣
東
）
ゆ
き
の
商
船
に
便
乗
し
て
嫁
國
せ
ん
‘
と
し
た
こ
と
を
記
し

　

て
、
つ
■
＊
J
　
Ｓ
　
ｆ
ｉ
-
　
>
＾
に
傅
へ
て
ゐ
る
。

　
　

乃
到
一
國
。
名
耶
婆
提
。
其
國
外
道
婆
羅
門
興
盛
。
佛
法
不
足

　
　

名
。
停
此
五
月
日
。
復
隨
他
商
船
。
以
四
月
十
六
日
凌
。
東
北
行

　
　

趨
廣
州
（
中
略
）
商
人
蹟
言
。
’
常
行
可
五
十
一
便
到
廣
州
。
云
云

　

向

　

婁
帝
建
寧
三
年
(
１
７
０
）
Ｍ
林
太
守
谷
永
以
恩
信
招
降
。
烏
滸
人

　
　

(
Ｓ
!
　
　
　
Ｖ
ｉ
ｃ
ｔ
ｏ
ｒ
　
　
Ｇ
ｏ
ｌ
ｏ
ｕ
ｂ
ｅ
w
｡
　
　
Ｌ
'
Ａ
ｇ
ｅ
　
　
ｄ
ｕ
　
　
ｂ
ｒ
ｏ
ｎ
ｚ
ｅ
　
　
ａ
ｕ
　
Ｔ
ｏ
ｎ
ｋ
ｉ
ｎ
　
ｅ
ｔ

　
　

十
僚
萬
内
腿
。
皆
受
冠
啓
。
開
置
七
謳
（
同
上
書
、
南
接
傅
）

　
　
　
　

ｄ
ａ
ｎ
ｓ
　
l
e
　
Ｎ
ｏ
ｒ
ｄ
-
Ａ
ｎ
ｎ
ａ
ｍ
（
Ｂ
Ｅ
Ｆ
Ｅ
Ｏ
.
｡
　
ｔ
.
　
Ｘ
Ｘ
Ｉ
Ｘ
｡
　
１
９
２
９
）

　

Ｌ
姪
寧
三
年
九
月
。
曇
林
烏
滸
民
相
市
内
蕎
（
同
上
書
巻
八
、
本
紀
）

　
　
　
　

も
っ
と
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
全
て
が
漢
代
ひ
も
の
匹
か
。

　

仙

　

璽
帝
熹
干
二
年
（
｛
ｊ
｝
各
十
一
一
月
。
旧
浦
徽
外
國
重
課
貢
献
（
同

　
　
　

り
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
t
S
i
古
い
職
國
時
代
に
遡
ら
す
べ
き
靖
物
も
あ

　
　

上
書
、
南
接
傅
お
よ
び
巻
八
、
本
紀
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

　

る
と
い
ふ
。
（
梅
原
博
士
、
安
南
清
化
省
東
山
ほ
土
の
桶
形
銅
器
、

　

圃

　

ｓ
一
帝
光
和
六
年
’
Ｕ
）
日
南
徽
外
國
復
来
貢
献
（
同
上
書
、
南

　
　
　

史
林
第
二
八
巻
第
四
胱
參
照
）
ヽ
。

　
　

接
傅
お
よ
び
巷
八
、
本
紀
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

　

梅
原
博
士
の
講
演
お
よ
び
同
博
士
、
安
南
海
化
省
東
山
逍
跡
所
見

⑩

　

前
漠
書
倦
二
八
下
、
地
理
志
第
八
下
の
末
段
に
記
載
さ
れ
る
支
那

　
　
　

（
學
海
二
巷
三
蹟
）
參
照
。

　

と
南
洋
お
よ
び
密
印
慶
方
面
の
諸
國
と
の
海
上
交
通
に
回
す
る
資
料

　
　

＠

　

東
京
帝
國
大
祭
文
學
部
考
古
學
研
究
室
蒐
集
品
、
考
古
圖
編
第
十

　

ら
っ
い
ｔ
は
ヽ
旱
’
ヽ
す
ご
Ｌ
ｉ
藤
田
豊
八
傅
士
ヽ
前
漢
に
於
け
る
西
南

　
　
　

輯
所
収
圖
版
一
七
解
脱
參
照

　
　
　
　
　
　
　

Ｉ
゛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　
　
　
　
　
　

ｓ

　

海
上
交
通
の
記
録
（
襲
文
第
五
年
第
｛
〇
・
一
一
読
、
あ
る
ひ
は
東

　

西
交
渉
史
の
研
究
、
南
海
篇
所
収
｝
お
よ
、
ぴ
近
く
は
藤
田
元
春
氏
、
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