
索
り
気
考
寓

後
漢
末
の
世
相
と
巴
蜀
の
動
向

第
十
五
倦
第
三
貌

　

昭
和
９
　
二
年
一
月
護
行

狩

野

直

　
　
　

頑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　
　
　

秦
漢
時
代
が
古
代
帝
國
に
よ
る
統
一
の
時
期
で
あ
る
と
す
れ
ぼ
、
そ
の
後
を
承
け
た
魏
晋
南
北
朝
時
代
は
分
裂
の
時
期
で
あ
る
。
天
子
の
政

　
　

治
的
権
力
は
廣
大
な
る
荘
園
を
所
有
し
、
代
々
高
官
を
世
襲
す
る
門
閥
貴
族
の
蔽
う
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
天
子
は
こ
れ
ら
貴
族
達
の
地
位
や
利

　
　

盆
を
保
護
し
、
彼
等
の
篤
の
仕
會
秩
序
を
守
る
も
の
た
る
べ
く
貴
族
群
か
ら
要
望
さ
れ
た
。
勿
論
天
子
は
天
子
と
な
っ
た
以
上
、
中
央
集
権
化

　
　

を
志
向
す
る
。
併
し
貴
族
と
の
間
に
摩
擦
を
生
じ
、
そ
の
支
持
を
失
っ
て
了
え
ば
没
落
し
て
し
ま
う
外
は
な
い
。
こ
う
し
て
貴
族
建
は
個
々
の

　
　

家
に
つ
い
て
見
れ
ぼ
、
盛
衰
興
亡
は
あ
っ
て
も
、
全
雌
と
し
て
は
祗
會
の
中
心
勢
力
と
し
て
の
地
位
を
、
唐
代
中
期
頃
ま
で
持
ち
績
け
る
の
で

　
　

あ
る
。
尤
も
、
北
朝
で
は
異
民
族
の
天
子
が
君
臨
し
た
た
め
、
そ
の
勢
力
は
南
朝
と
同
一
に
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し

　
　

概
括
的
に
い
え
ぼ
、
こ
の
時
代
は
、
貴
族
制
時
代
と
も
呼
び
う
る
の
で
あ
り
、
こ
の
貴
族
制
の
上
に
、
い
わ
ゆ
る
六
朝
文
化
の
美
し
い
花
も
開

　
　

く
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　

さ
て
こ
の
六
朝
の
貴
族
の
系
譜
は
、
後
漢
時
代
の
地
方
の
豪
族
此
求
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
豪
族
は
ほ
ゞ
後
漢
一
代
を
通
じ
て

　
　

そ
の
勢
力
を
伸
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
南
北
朝
の
門
閥
貴
族
も
そ
の
家
系
を
た
ど
る
と
、
こ
の
後
漢
時
代
に
擾
頭
・
成
長
期
が
求
め
ら
れ

2
8
1

　

る
よ
う
で
あ
な
宍
こ
れ
ら
地
方
の
豪
族
は
、
後
漢
王
朝
の
力
が
衰
え
て
。
異
民
族
の
侵
入
や
、
農
民
の
叛
気
（
そ
の
最
も
大
き
い
も
の
は
黄
巾

-－１
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の
胤
で
あ
る
が
゛
等
が
起
る
と
ヽ
そ
の
既
得
の
利
盆
を
守
る
具
に
自
衛
組
織
を
作
っ
た
り
ａ
或
は
彼
等
を
保
護
し
う
る
賓
力
者
を
推
戴
し
て
安

　
　

定
を
圖
る
よ
う
に
な
゛
允
こ
う
し
て
二
世
紀
の
末
に
は
漸
く
分
裂
の
す
が
た
は
極
め
て
は
っ
き
り
し
て
く
か
・
そ
し
て
三
世
紀
に
入
る
と
逐
に

　
　

三
國
の
鼎
立
状
態
が
産
み
出
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
國
々
は
何
れ
も
地
方
豪
族
の
協
力
な
し
に
は
成
立
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

次
に
簡
単
に
文
化
面
の
便
化
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　

六
朝
文
化
は
漢
代
文
化
の
傅
統
の
上
に
立
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
一
方
に
は
ま
た
非
常
に
異
っ
た
性
格
を
も

　
　

示
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
言
に
し
て
い
え
ば
、
儒
教
思
想
か
ら
の
濁
立
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
う
。
宇
都
宮
氏
は
、
こ
の
こ
と
を
「
政
治

　
　

性
」
と
「
自
律
性
」
と
い
う
二
つ
の
語
で
示
さ
れ
て
い
る
。
（
「
東
洋
中
世
史
の
領
域
」
東
光
二
、
漢
代
牡
會
経
済
史
研
究

　

一
九
五
五

　

弘
文

　
　

堂
所
収
）

　
　
　

ま
す
學
術
思
想
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
漢
代
の
思
想
界
は
、
武
帝
が
儒
家
思
想
を
國
教
と
し
て
採
用
し
て
以
来
、
儒
教
一
色
に
塗
り
潰
さ

　
　

れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
上
學
問
は
師
弟
相
授
・
一
経
（
寧
ろ
一
家
）
専
門
で
、
そ
の
間
に
自
由
な
批
判
か
許
さ
れ
ず
敷
経
粂
習
は
従
っ
て
む
ず
か

　
　

し
か
っ
た
。
そ
れ
故
に
思
想
内
容
の
翌
展
が
望
ま
れ
ず
、
訓
話
の
學
は
煩
瓊
な
も
の
と
な
り
、
僅
か
敷
個
の
文
字
に
数
萬
言
を
費
す
あ
り
さ
ま

　
　

で
あ
っ
た
。
（
桓
譚

　

新
論
・
漢
書
倦
三
十
蓼
文
志
注
引
）

　

又
、
學
問
が
利
縁
の
道
と
直
結
し
た
た
め
に
堕
落
し
形
式
化
す
る
。
そ
こ
で
後
漢

　
　

時
代
に
既
に
王
充
の
よ
う
に
儒
教
の
現
状
に
つ
い
て
巌
し
い
批
判
を
下
す
も
の
も
で
て
い
る
し
、
ま
た
後
漢
末
の
馬
融
、
鄭
玄
は
、
一
経
専
門
の

　
　

枠
を
越
え
て
、
経
書
全
堕
に
通
じ
、
漢
代
訓
詰
學
の
大
成
者
の
柴
を
受
け
た
。
併
し
一
般
的
に
見
れ
ぼ
雨
漢
の
學
間
に
は
そ
う
大
き
な
愛
化
は

　
　

見
ら
れ
な
い
。
所
が
魏
晋
時
代
に
入
る
と
學
風
は
大
い
に
愛
化
し
た
。
そ
れ
は
老
荘
思
想
の
研
究
が
行
わ
れ
始
め
た
こ
と
で
、
何
晏
・
王
弼
ら

　
　

は
老
荘
思
想
で
儒
家
の
経
典
を
解
郡
し
た
。
し
か
し
な
お
王
弼
に
は
「
孔
子
を
無
の
咳
得
者
と
み
な
し
、
老
子
は
い
ま
だ
有
の
段
階
に
あ
る
」

　
　

（
世
説
新
語
）
と
し
て
、
老
子
の
上
位
に
孔
子
を
置
く
態
度
か
見
ら
れ
る
が
、
次
に
出
た
玩
籍
、
稽
康
ら
「
竹
林
の
七
賢
」
と
呼
ば
れ
る
人
達
は

　
　

儒
家
の
固
苦
し
い
形
式
化
し
た
疆
教
を
罵
倒
し
、
玩
籍
の
よ
う
に
、
疆
教
主
義
者
を
白
限
硯
し
、
禅
中
の
詣
に
た
と
え
る
（
世
説
新
語
）
も
の

　
　

さ
え
出
る
。
か
く
て
老
荘
思
想
の
。
研
究
は
盛
と
な
り
、
玄
學
は
四
學
の
一
に
数
久
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

-２-
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次
に
文
學
に
つ
い
て
み
る
と
。
漢
代
に
は
。
例
え
ば
詩
経
の
詩
の
序
に
見
ら
れ
・
る
よ
う
な
Ｉ
詩
経
開
倦
第
一
の
開
眼
の
詩
の
序
中
、
左
に

示
す
一
節
に
端
的
に
現
わ
さ
れ
て
い
る
１
儒
家
の
道
義
主
義
的
文
學
思
想
が
盛
行
し
て
い
た
。
印
ち
開
眼
の
詩
序
に
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　

「
得
失
を
正
し
、
天
地
を
動
か
し
、
鬼
紳
を
感
ぜ
１
　
む
る
は
、
詩
よ
り
近
き
は
な
し
。
先
王
是
を
以
て
夫
婦
を
経
め
、
孝
敬
を
な
し
、
人
倫

　

を
厚
く
し
、
教
化
を
美
く
し
、
風
俗
を
移
す
」

所
が
、
魏
晋
時
代
に
入
る
と
、
文
學
思
想
に
も
大
き
な
愛
化
か
現
わ
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
次
の
曹
不
一
（
魏
の
文
帝
）
の
「
典
論
」
論
文
篇
の
語
に

示
さ
れ
る
。

　
　

「
蓋
し
文
章
は
経
國
の
大
業
に
し
て
不
朽
の
盛
事
な
り
。
年
壽
は
時
あ
り
て
つ
き
、
槃
楽
は
そ
の
身
に
止
る
。
二
者
は
必
至
の
常
期
あ
り
、

　

い
ま
だ
文
章
の
無
窮
に
し
か
す
。
こ
ゝ
を
以
て
古
の
作
者
は
身
を
翰
墨
に
よ
せ
、
意
を
篇
籍
に
見
わ
し
、
良
史
の
斟
を
か
ら
す
、
飛
馳
の
勢

　

に
託
せ
す
、
し
か
も
聾
名
自
ら
後
に
傅
う
。
」

か
く
て
文
學
は
そ
の
無
窮
の
生
命
か
認
め
ら
れ
、
文
蕪
至
上
時
代
に
入
る
。
そ
し
て
文
學
も
亦
四
學
の
一
に
叡
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

又
曹
ぶ
一
は
、
父
曹
操
ら
と
共
に
五
言
詩
を
文
學
の
ジ
ャ
ン
ル
の
中
に
確
立
し
た
人
で
も
あ
る
。
こ
の
五
言
詩
の
詩
形
は
吉
川
氏
に
よ
れ
ば
民

間
の
歌
（
楽
府
）
と
し
て
出
護
し
た
も
の
で
、
件
奏
音
楽
を
件
い
、
い
わ
ｙ
歌
謡
曲
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
宴
會
の
席
上
で
は
士
人
階
級
の
間
に
愛

好
さ
れ
た
と
し
て
も
、
直
接
彼
等
が
作
詞
の
筆
を
と
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
曹
操
や
曹
ぶ
丁
曹
植
が
、
或
は
建
安
の
詩
人

た
ち
が
、
こ
の
種
の
作
詞
に
従
事
し
、
終
に
五
言
詩
の
詩
形
を
文
學
の
ジ
ャ
ソ
ル
の
Ｉ
と
し
て
確
立
し
た
事
は
、
確
に
文
學
史
上
極
め
て
注
目

す
べ
き
愛
化
と
い
わ
ね
ぼ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
共
に
、
こ
れ
は
又
音
楽
史
上
に
も
一
つ
の
問
題
を
提
起
す
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、
古
楽
と
新
楽
の
問
題
で
あ
る
。
古
巣
と
は
先
王
の
制
し
た
楽
で
あ
り
、
新
楽
と
は
世
俗
に
流
行
す
る
楽
で
あ
る
。

儒
家
の
立
場
か
ら
言
え
ば
勿
論
古
巣
こ
そ
奪
ぶ
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
漢
代
で
は
言
う
迄
も
な
く
、
音
楽
の
上
に
も
儒
家
の
勧
戒
主
義
が
支

配
力
を
持
っ
て
い
た
。
例
え
ば
馬
融
は
、
論
語
の
「
楽
と
云
い
楽
と
い
う
。
鐘
鼓
を
云
わ
ん
や
」
（
陽
貨
）
に
注
し
て
、

　
　

「
風
を
移
し
俗
を
易
う
る
な
り
」

３－-
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と
い
っ
て
い
る
。
所
が
、
こ
ｘ
に
楽
府
の
詞
が
士
人
達
に
よ
・
て
作
ら
れ
る
と
、
こ
れ
に
つ
れ
て
そ
の
詞
の
件
奏
で
あ
る
音
楽
屯
自
然
そ
の
價

　
　

値
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
古
學
を
是
と
し
、
勧
戒
主
義
を
標
榜
す
る
儒
家
の
音
楽
思
想
に
對
す
る
も
の
で
あ
る
。
胚
康
は
「
馨

　
　

無
哀
論
」
を
著
し
て
、
儒
家
の
道
義
的
楽
論
を
排
し
て
、
音
楽
其
物
の
性
質
を
成
る
べ
く
純
粋
に
見
よ
う
と
す
る
。
こ
う
し
て
六
朝
時
代
は
、

　
　

西
方
音
楽
の
流
入
と
相
僕
っ
て
、
音
槃
も
亦
登
達
を
見
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

更
に
綿
粛
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
れ
も
亦
同
様
に
漢
代
は
勧
戒
主
義
で
貫
か
れ
、
賓
用
性
の
制
約
か
ら
腕
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
紬

　
　

嗇
が
柘
術
と
し
て
狽
立
を
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
は
魏
晋
時
代
に
入
っ
て
、
士
人
階
級
が
自
ら
彩
管
を
取
る
に
至
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　

最
後
忙
宗
教
に
つ
い
て
一
言
す
る
。
佛
教
が
中
國
忙
傅
来
し
た
の
は
前
漢
時
代
と
も
後
漢
時
代
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と

　
　
　

し
て
佛
教
が
廣
く
信
仰
さ
れ
、
佛
教
の
教
理
か
盛
に
研
究
さ
れ
始
め
た
の
は
や
は
り
魏
晋
以
後
の
こ
と
で
あ
る
よ
う
だ
。
こ
の
理
由
は
種
々
考

　
　
　

え
ら
れ
よ
う
が
、
私
は
そ
の
Ｉ
と
し
て
、
や
は
り
儒
教
精
紳
の
衰
退
を
考
え
て
よ
い
よ
う
に
思
う
。
家
族
制
度
の
維
持
を
根
本
理
念
と
す
る
儒

　
　
　

教
の
世
界
観
か
支
配
す
る
時
代
に
、
出
家
修
行
を
説
く
佛
教
が
全
面
的
に
受
容
さ
れ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
と
思
う
か
ら
で
画
る
。
森
氏
や

　
　
　

大
淵
氏
か
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
佛
教
の
急
速
な
翌
展
は
、
魏
晋
頃
よ
り
現
れ
て
来
た
人
間
主
義
・
個
人
主
義
的
傾
向
に
よ
る
所
大
で
あ

　
　
　

る
と
田
３
ｉ
ノ
。

　
　
　

以
上
私
は
秦
漢
時
代
の
政
治
及
び
文
化
上
の
便
化
に
つ
い
て
非
常
に
概
括
的
な
展
望
を
な
し
た
。
私
は
以
上
の
こ
と
か
ら
、
二
世
紀
末
か
ら

　
　

－
ｉ

　

ｌ
ｄ
・
ｊ

　

ｌ
ｌ
ノ
１
１
咽
１
ｄ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

/
-
＼

三
世
紀
（
後
漢
末
？
三
國
）
に
か
け
て
の
時
期
に
、
中
國
史
上
に
は
一
つ
の
韓
換
期
が
求
め
ら
れ
て
よ
い
よ
う
に
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二

　

二
世
紀
末
上
二
世
紀
と
い
う
と
巴
蜀
地
方
で
は
、
劉
焉
が
盆
州
牧
に
な
っ
た
頃
（
中
平
五
年
・
一
八
八
年
）
か
ら
、
劉
備
の
蜀
漢
國
建
國
に
至

る
期
間
で
あ
り
、
こ
の
地
方
の
豪
族
が
自
己
の
地
位
の
安
定
を
求
め
て
激
し
い
動
播
を
示
し
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。
今
こ
の
時
期
の
巴
蜀
の

状
態
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
言
葉
を
Ｉ
、
二
拾
っ
て
み
る
。

　

「
盆
州
は
瞼
塞
に
し
て
、
沃
野
千
里
、
天
府
の
土
な
り
。
高
祀
こ
れ
に
よ
っ
て
以
て
帝
業
を
な
す
。
劉
璋
は
闇
弱
に
し
て
張
魯
は
北
に
あ
り
。

-４-



　
　
　

民
殷
に
し
て
國
富
む
も
、
而
も
存
値
す
る
を
知
ら
す
。
智
能
の
士
は
明
君
を
得
ん
こ
と
を
求
む
」
（
三
國
志
蜀
志
倦
五

　

諸
葛
亮
傅
）

　
　

こ
れ
は
劉
備
が
建
安
十
二
年
（
二
〇
七
）
い
わ
ゆ
る
「
三
顧
の
謄
」
を
以
て
諸
葛
孔
明
を
軍
中
に
迎
え
、
こ
れ
に
漢
室
復
興
の
志
を
述
べ
て
そ
の

　
　

計
策
を
問
う
た
時
、
孔
明
か
對
え
て
胆
い
た
「
天
下
三
分
の
計
」
の
一
節
で
あ
る
。

　
　

次
に

　
　
　
　

「
米
賊
張
魯
攘
り
て
巴
喪
に
王
た
り
て
、
曹
操
の
耳
目
と
な
り
盆
州
を
規
圖
す
。
劉
璋
は
不
武
に
し
て
自
ら
守
る
こ
と
あ
た
わ
す
、
奄
し
操

　
　
　

に
し
て
蜀
を
得
ぼ
則
ち
荊
州
危
し
。
今
先
ず
攻
め
て
璋
を
取
り
、
進
ん
で
張
魯
を
討
た
ん
と
欲
す
。
首
尾
相
連
り
て
呉
楚
を
一
統
せ
ぼ
、
十

　
　
　

の
操
あ
り
と
雖
も
、
憂
う
る
所
な
き
な
り
。
」
（
三
國
志
蜀
志

　

倦
二
、
劉
先
主
傅
注
引
献
帝
春
秋
）

　
　

こ
れ
は
呉
の
孫
権
が
周
喩
の
進
言
に
よ
っ
乙
蜀
を
取
ら
ん
と
し
ヽ
建
安
十
五
年
（
二
Ｉ
○
）
使
者
を
劉
備
の
下
に
遣
し
て
ヽ
行
動
を
と
も
に
せ
ん

　
　

こ
と
を
す
ｘ
や
し
め
た
と
き
の
言
葉
で
あ
る
。
然
る
に
、
こ
の
時
劉
備
は
自
ら
蜀
を
圖
る
気
持
が
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
す
ｘ
め
を
退
け
、
そ
の

　
　

後
の
態
度
に
も
か
な
り
強
硬
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
、
呉
は
こ
の
計
書
を
放
棄
し
た
。
劉
備
か
入
蜀
し
た
の
は
そ
の
翌
年
建
安
十
六
年
（
二
Ｉ

　
　
　

一
）
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　

さ
て
こ
れ
ら
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
芸
州
の
政
治
情
勢
は
頗
る
安
定
を
鋏
い
て
い
た
。
す
な
わ
ち
漢
中
一
帯
に
は
張
魯
が
あ
り
、
盆
州
牧

　
　

を
柵
す
る
蜀
の
劉
璋
と
相
對
立
し
て
い
た
。
そ
し
て
人
々
は
そ
の
よ
る
所
を
模
索
し
て
い
る
。
故
に
こ
の
地
は
曹
操
・
孫
権
・
劉
備
の
各
々
か

　
　

ら
狙
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
中
か
ら
劉
備
が
盆
州
を
と
り
、
蜀
漢
國
を
建
て
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
具
彊
的
な
経
過
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、
こ
う

　
　

し
た
混
胤
を
生
じ
た
一
般
的
情
勢
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
本
篇
の
目
的
も
自
然
そ
こ
に
存
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三

　
　
　

順
帝
の
時
と
い
う
か
ら
二
世
紀
の
中
葉
に
常
る
が
、
詐
國
の
人
張
陵
な
る
も
の
が
、
蜀
の
鵠
（
鶴
と
も
）
鳴
山
に
来
て
修
行
し
、
五
斗
米
道

　
　

（
天
師
道
）
と
名
づ
け
る
宗
教
を
編
み
出
し
た
。
先
に
引
い
た
臭
の
使
者
の
言
葉
の
中
に
「
米
賊
張
魯
」
と
あ
る
そ
の
米
は
、
五
斗
米
道
の
略
な

2
8
5

　

の
で
あ
り
、
張
魯
は
賞
に
稜
の
孫
に
営
る
。
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さ
て
、
こ
の
常
時
の
資
料
に
し
ば
く
鬼
道
・
妖
道
・
巫
道
な
ど
と
い
う
言
葉
が
見
え
、
又
妖
賊
な
ど
と
い
う
語
も
散
見
す
る
。
こ
れ
ら
の

　
　

語
は
何
れ
も
符
水
呪
術
に
よ
る
治
病
を
目
的
と
し
、
民
間
信
仰
の
母
胎
か
ら
生
れ
た
宗
教
を
指
し
て
い
っ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ

　
　

れ
が
民
間
信
仰
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
固
有
の
地
方
文
化
と
の
開
聯
屯
僅
想
さ
れ
る
。
五
斗
米
道
の
翌
生
し
た
蜀
の
地
方
に
は

　
　

「
次
王
を
魚
桶
と
い
う
、
漁
桶
王
は
描
山
に
田
し
て
仙
道
を
得
た
。
蜀
人
は
彼
の
具
に
祠
を
立
て
た
。
」
（
華
陽
國
志

　

蜀
志
）

と
い
う
傅
説
か
語
ら
れ
て
い
か
・
又
望
帝
（
杜
宇
王
）
の
相
と
し
て
治
水
事
業
に
力
を
つ
く
し
ヽ
後
モ
の
功
に
よ
り
位
を
譲
ら
れ
た
叢
帝
（
開
明
）

に
は

　
　

「
荊
人
遊
芸
（
令
）
は
死
膿
と
な
っ
て
揚
子
江
を
遡
上
し
、
望
帝
の
都
で
あ
る
郷
に
至
っ
て
い
き
か
え
り
、
望
帝
と
相
見
え
て
終
に
そ
の
相
と

　

な
っ
た
。
」

と
い
う
傅
説
が
語
ら
れ
て
い

ｍ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の

る
。
こ
れ
な
ど
は
、
９
　
仙
思
想
の
所
謂
る
戸
解
と
開
係
か
お
り
そ
う
で
あ
る
。

　

次
に
後
漢
末
に
こ
の
五
斗
米
道
と
並
ん
で
大
勢
力
を
有
し
て
い
た
太
早
道
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

　

太
早
道
は
組
鹿
の
人
張
角
の
創
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
張
角
は
寫
邪
の
人
宮
崇
が
、
順
帝
の
時
に
献
上
し
た
太
平
清
領
書
―
こ
れ
は

崇
の
師
千
吉
が
曲
泉
水
の
上
に
て
得
た
と
い
わ
れ
る
ｌ
を
得
て
、
そ
の
教
を
完
成
し
た
の
で
あ
る
（
後
漢
書
倦
三
十
下
襄
樹
傅
）
。
而
し
て
そ

の
範
囲
は
青
・
徐
・
幽
・
翼
・
荊
・
楊
・
売
・
慄
の
八
州
に
及
ん
で
い
る
。
こ
う
し
て
見
て
来
る
と
、
す
で
に
陳
寅
恪
氏
も
言
っ
て
い
る
こ
と

だ
が
（
「
天
師
道
具
演
海
地
域
之
開
係
」
集
刊
第
三
本
四
分

　

一
九
三
一
）
現
在
の
山
東
・
江
蘇
一
帯
の
沿
海
の
地
域
と
極
め
て
闘
係
の
深
い

こ
と
か
分
か
・
又
ヽ
前
漢
末
に
甘
忠
可
な
る
も
の
が
出
て
ヽ
「
天
官
歴
包
元
太
平
経
」
（
十
二
倦
）
を
詐
造
し
た
が
（
奏
書
巻
七
五
李
尋
傅
）
ヽ
こ

の
甘
忠
可
は
頁
の
人
で
あ
る
。
一
陵
脊
に
は
八
９
　
が
あ
り
（
漢
書
倦
一
七
立
上
郊
祀
志
）
、
勃
海
中
に
は
三
排
山
あ
り
（
史
記
倦
二
八
封
岬
書
）
な
ど

と
言
わ
れ
て
、
古
爽
榊
仙
思
想
と
開
係
の
深
い
土
地
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
い
っ
た
地
方
に
、
後
漢
末
太
平
道
や
五
斗
米
道
が
作
ら
れ
た
こ
と
は
、
固
有
の
地
方
文
化
と
の
開
係
を
玖
想
せ
し
め
る
も
の
が
あ
る
と

　

喝

思
う
。
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さ
て
こ
れ
ら
の

宗
教
は
符
水
呪
術
に
よ
る
治
病
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
有
識
者
・
支
配
者
階
級
か
ら
は
、
異
端
・
邪
教
硯
さ
れ

　

初

て
’
い
る
。
王
符
は
言
う
。

　
　

「
今
、
婦
人
多
く
中
饅
を
修
め
ず
、
そ
の
認
織
を
休
む
。
而
し
て
起
ち
て
巫
釈
を
學
び
、
鼓
舞
し
て
榊
に
っ
か
う
。
以
て
細
民
を
欺
匪
し
、

　

百
姓
を
焚
惑
す
。
婦
女
廠
弱
疾
病
の
家
は
、
憂
を
懐
き
て
憤
々
た
れ
ぼ
、
恐
曜
を
な
し
梅
走
せ
し
む
る
に
至
り
ゃ
す
し
。
す
な
わ
ち
時
に
は

　

正
宅
を
去
離
し
路
側
に
崎
嘔
ナ
。
上
漏
下
湯
し
、
風
寒
の
傷
く
る
と
こ
ろ
、
姦
人
の
利
と
す
る
と
こ
ろ
、
賊
盗
の
あ
っ
る
と
こ
ろ
と
な
る
。

　

韻
を
盆
し
巣
を
盆
し
、
も
っ
て
重
を
致
す
も
の
は
あ
げ
て
敷
う
べ
か
ら
す
。
あ
る
い
は
替
薬
を
棄
て
、
さ
ら
に
往
き
て
紳
に
っ
か
う
。
故
に

　

死
亡
に
至
る
も
自
ら
巫
の
欺
誤
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
を
知
ら
す
。
か
え
っ
て
巫
に
っ
か
う
る
の
お
そ
き
を
恨
む
。
こ
れ
細
民
を
灸
惑
す
る
の

　

は
な
は
だ
し
き
も
の
な
り
。
」

又
、
時
代
は
少
し
下
る
が
晋
の
葛
洪
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
ぃ
る
。

　
　

「
俗
の
謂
う
と
こ
ろ
は
、
お
お
む
ね
み
な
妖
偽
な
り
。
輔
じ
て
相
い
誰
惑
す
る
こ
と
久
し
く
し
て
ぃ
よ
く
は
な
は
だ
し
。
す
で
に
療
病
の

　

術
を
修
む
る
あ
た
わ
す
。
又
そ
の
大
迷
よ
り
の
が
る
あ
た
わ
す
。
薬
石
の
救
を
つ
と
め
す
し
て
た
ゞ
祝
祭
の
謬
を
専
に
す
。
１
　
祷
や
む
な
く

　

問
ト
し
て
倦
ま
す
。
巫
祀
の
小
人
は
妄
り
に
『
鍋
撒
疾
病
危
急
は
、
唯
聞
か
ざ
る
と
こ
ろ
（
に
起
る
）
』
と
脱
色
、
聞
け
ぼ
す
な
わ
ち
修
し
て

　

損
費
を
な
さ
し
む
。
不
曹
の
富
室
は
そ
の
財
儲
を
つ
く
し
、
貧
人
は
服
り
て
倍
息
を
畢
げ
ら
れ
、
田
宅
は
割
裂
し
て
も
っ
て
被
櫃
を
轟
く
す

　

に
い
た
り
、
倒
装
し
て
能
り
な
し
。
あ
る
い
は
た
ま
く
自
ら
い
ゆ
る
こ
と
あ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
紳
の
賜
を
受
く
と
い
≒
も
し
そ
れ
死
亡

　

す
れ
ば
鬼
に
赦
さ
れ
す
と
い
う
。
幸
に
し
て
誤
り
て
ぃ
き
る
も
財
産
は
窮
り
っ
き
、
逐
に
ま
た
飢
寒
凍
餓
し
て
死
す
。
あ
る
い
は
起
ち
て
刻

　

剽
と
な
り
、
あ
る
い
は
穿
賞
こ
れ
濫
る
。
身
を
鋒
鏑
の
端
に
喪
い
、
自
ら
醜
悪
の
刑
に
陥
る
は
、
み
な
こ
れ
に
よ
る
な
り
。
」
（
抱
ト
子
内
篇

　
　
　

巻
九

　

道
意
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

り

　
　
　

五
斗
凛
値
の
教
法
に
っ
い
て
は
す
で
に
幾
多
の
研
究
が
あ
り
、
こ
よ

2
8
7

　

の
で
あ
知
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た
し
か
に
王
符
の
よ
う
な
儒
教
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
淫
祀
邪
教
で
あ
り
、
又
葛
洪
の
よ
う
に
正
統
９
　
仙
者
流
の
立
場
に
立
っ
て
見
れ
ば
異
端

　
　

で
あ
る
。
し
か
し
彼
等
が
非
難
す
る
の
は
た
ん
に
こ
の
黙
だ
け
で
は
な
い
。
宗
教
團
瞼
と
し
て
の
統
一
あ
る
組
織
を
具
え
た
鮎
に
及
ぶ
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

初

　
　

り
、
あ
る
い
は
そ
の
黙
こ
そ
が
最
も
非
難
に
價
す
る
行
霜
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
葛
洪
は
績
け
て
言
う
。

　
　
　
　

「
さ
き
に
張
角
・
柳
根
・
王
歌
・
李
申
の
徒
あ
り
。
あ
る
い
は
千
歳
と
栢
し
小
術
に
仮
託
す
。
坐
せ
ば
在
り
立
て
ぼ
亡
し
、
形
を
愛
え
貌
を

　
　
　

易
え
、
黎
庶
を
誰
眩
し
草
愚
を
糾
合
す
。
進
み
て
は
延
年
盆
壽
を
も
っ
て
務
と
な
さ
す
、
退
き
て
は
消
災
治
病
を
も
っ
て
業
と
な
さ
す
。
つ

　
　
　

い
に
も
っ
て
姦
窯
を
招
集
し
、
逆
胤
を
栃
合
す
。
久
し
か
ら
す
し
て
自
ら
そ
の
畢
に
伏
せ
し
も
、
あ
る
い
は
良
人
を
残
滅
し
、
あ
る
い
は
百

　
　
　

姓
を
欺
誘
し
て
、
も
っ
て
財
利
を
規
り
、
銭
帛
は
山
積
し
富
は
王
公
を
喩
ゆ
。
奢
淫
を
ほ
し
い
ま
ｘ
に
し
侈
服
王
食
す
。
妓
妾
は
室
に
み
ち

　
　
　

管
弦
は
列
を
な
す
。
刺
客
死
士
は
そ
の
た
め
に
用
を
い
た
し
、
威
は
邦
君
を
傾
け
勢
は
有
司
を
凌
ぐ
。
亡
命
建
逃
は
よ
り
て
窟
藪
と
な
す
。

　
　
　

み
な
官
が
糾
治
せ
ざ
る
に
よ
り
て
も
っ
て
こ
の
患
を
い
た
す
。
そ
の
よ
る
所
を
た
す
ぬ
る
に
歎
息
を
な
す
べ
し
。
」

と
衆
民
を
招
集
し
て
逆
胤
を
な
す
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
。
従
っ
て
妖
賊
な
ど
と
い
う
言
葉
も
使
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
い
ま
後
漢
書
本
紀
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

叫

か
ら
妖
賊
に
つ
い
て
述
べ
た
と
思
わ
れ
る
記
事
を
拾
い
出
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

陽
嘉
元
年

　

1
3
2

　

楊
州
六
郡
妖
賊
章
河
等
寇
四
十
九
蘇
殺
傷
長
吏

建
康
元
年

　

1
4
4

永
嘉
元
年
1
4
5

μ

　

μ

建
和
元
年

″
二
年

り

　

り

147148

和
平
元
年

　

1
5
0

九
江
盗
賊
徐
鳳
馬
勉
等
萌
無
上
将
軍
攻
焼
城
邑

馬
勉
樽
黄
帝

歴
陽
賊
華
孟
自
萌
黒
帝

陳
留
盗
賊
李
堅
自
萌
皇
帝

長
不
陳
景
自
貌
黄
帝

南
頓
管
伯
亦
萌
武
人

扶
風
妖
賊
裴
優
自
萌
皇
帝

-８-
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永
興
二
年

　

1
5
4

延
熹
九
年
1
6
6

蜀
郡
李
伯
詐
将
宗
室
営
立
鶏
太
初
皇
帝

浦
國
戴
異
得
黄
金
無
印
文
字
達
典
廣
陵
人
龍
伺
等
共
祭
井
作
符
書
将
太
上
皇
帝

熹
不
中

　

1
7
2
工
に

　

妖
賊
大
起

　

（
三
國
志
魏
志
倦
八
注
引
典
略
）

中
不
元
年

　

心
　
　

　

鍾
鹿
人
張
角
自
将
黄
天

巴
郡
妖
巫
張
脩
反
寇
郡
豚

こ
う
し
た
中
で
五
斗
米
道
や
太
平
道
憾
も
っ
と
も
し
っ
か
り
し
た
組
織
を
持
っ
て
い
た
。
太
平
道
に
は
三
十
六
方
あ
り
と
言
わ
れ
（
後
漢
書
）
、

五
斗
米
道
に
は
二
十
四
治
が
あ
っ
た
と
傅
え
ら
れ
て
い
る
（
雲
笈
七
籤
）
。

　

で
は
ど
の
よ
う
な
人
連
が
こ
う
し

等
は
豪
族
の
あ
く
な
き
土
地
の
兼
井

で
肢
優
の
屈
伸
す
る
も
の
ヽ
禽
獣
で
形
が
人
に
似
て
い
る
も
の
」
と
誓
ら
れ
て
い
‰
そ
の
上
に
又
ヽ
異
民
族
の
侵
寇
に
も
苦
し
め
ら
れ
て
い

た
教
團
に
入
信
し
て
爽
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
や
は
り
一
般
農
民
贋
に
求
む
べ
き
よ
う
に
思
う
。
彼

‰
國
家
の
収
奪
の
た
め
に
「
泥
に
ま
み
れ
凛
っ
里
に
な
。
つ
」
て
働
い
て
い
た
。
し
か
も
彼
等
は
「
草
木

る
。
今
四
川
地
方
に
限
っ
て
言
う
と
、
莞
族
の
侵
入
や
、
こ
の
地
の
原
住
鸞
族
の
叛
胤
が
あ
る
。
前
者
の
侵
寇
は
王
符
も
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勾

涼
・
井
則
州
か
ら
次
第
に
こ
の
地
に
及
ん
で
爽
た
の
で
、
二
世
紀
以
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
後
者
は
國
初
よ
り
叛
服
常
な
き
有
様
で
あ
っ
た
。

今
後
漢
書
本
紀
及
び
西
南
夷
傅
（
倦
八
六
）
、
西
完
傅
（
倦
八
七
）
に
よ
っ
て
こ
れ
を
表
示
す
る
と
左
の
如
く
に
な
る
。

建
武
一
九
年

　

4
3

″
二
一
年

永
子
元
年

建
初
元
年

永
初
元
年

455876107

西
南
夷
寇
盆
州
郡

　
　
　
　
　
　

勾

越
嵩
太
守
任
貴
謀
叛

武
威
将
軍
劉
尚
破
盆
州
夷
千
之

越
驚
姑
復
夷
叛
州
郡
討
千
之

永
昌
哀
牢
夷
叛

蜀
郡
三
襄
種
夷
興
徴
外
汗
指
種
井
兵
三
千
飴
人
反
叛
攻
冨
陵

-９-
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りり

二
年

四
年

元
初
元
年

1/1/
//ﾀﾞ/ﾀﾞ/

114 ｎ0 108

二
年
ｍ

四
年

五
年

117118

先
零
莞
寇
三
輔
東
犯
趙
魏
南
入
盆
州

先
零
禿
寇
褒
中

蜀
郡
夷
寇
筥
陵

先
零
莞
寇
武
都
漢
中
絶
朧
道

先
零
莞
寇
盆
州

越
無
夷
寇
逐
久

越
無
夷
叛

越
無
燈
夷
及
旋
牛
豪
叛
殺
長
吏

六
年

　

1
1
9

　

永
昌
盆
州
蜀
郡
夷
叛
呉
越
驚
夷
殺
長
吏
煥
城
邑

延
光
二
年

　

1
2
3

永
和
二
年
1
3
7

旋
牛
夷
叛
寇
霊
開

廣
漢
眉
國
都
尉
撃
破
白
馬
完

建
和
二
年

　

1
4
8

　

白
馬
莞
寇
廣
漢
属
國

永
壽
二
年

　

1
5
6

　

蜀
郡
濁
國
夷
叛

延
熹
二
年

　

1
5
9

　

蜀
郡
夷
寇
冨
陵

延
喜
四
年

　

1
6
1

　

健
錫
属
國
夷
寇
砂
百
姓

熹
平
五
年
1
7
6

　

盆
州
郡
夷
叛

光
和
二
年

　

1
7
9

　

巴
郡
板
楯
鰻
叛
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中
平
五
年
1
8
8

　

巴
郡
板
楯
鰻
叛

　

こ
う
し
た
叛
胤
の
鎮
屋
に
駆
り
出
さ
れ
「
昼
役
並
び
起
っ
て
農
桑
業
を
失
う
」
（
昌
言

　

損
盆
篇
）
状
態
で
、
そ
の
生
活
は
一
層
苦
し
く
な
っ

た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
窮
乏
し
た
農
民
や
、
土
地
を
失
っ
て
流
亡
し
た
農
民
が
救
を
求
め
て
入
信
し
て
来
た
で
あ
ろ
う
。

　
　

「
こ
の
教
團
に
は

と
か
、

疲
衡
の
民
が
多
い
」
（
後
漢
書
倦
七
五
劉
焉
傅
、
三
國
志
蜀
志
倦
一

　

二
牧
傅
）

　
　

「
流
亡
し
て
こ
の
地
に
や
っ
て
来
た
も
の
で
、
こ
の
教
を
奉
じ
な
い
も
の
は
な
い
」
（
典
略
）

と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
黄
巾
の
賑
が
起
る
や
そ
の
原
因
及
び
對
策
と
し
て

　
　

「
ひ
そ
か
に
お
も
う
に
、
張
角
が
よ
く
兵
を
興
し
胤
を
作
す
ゆ
え
ん
、
萬
民
の
こ
れ
に
渠
附
す
る
ゆ
え
ん
は
そ
の
源
は
み
な
十
常
侍
に
よ
る
。

　

彼
等
は
多
く
父
兄
・
子
弟
・
婚
親
・
賓
客
を
放
ち
て
、
州
郡
に
典
捕
し
て
財
利
を
事
檜
し
、
百
姓
を
侵
掠
し
、
百
姓
の
寛
は
告
訴
す
る
と
こ

　

ろ
な
し
。
よ
り
て
角
に
従
っ
て
道
を
學
び
、
不
軌
を
謀
議
し
相
あ
つ
ま
り
て
盗
賊
と
な
る
。
い
ま
よ
ろ
し
く
十
常
侍
を
斬
り
、
そ
の
頭
を
南

　

郊
に
懸
け
も
っ
て
百
姓
に
謝
す
べ
し
。
」
（
後
漢
書
倦
七
八
張
譲
傅
。
全
後
漢
文
倦
八
二
に
よ
っ
て
一
一
部
補
っ
た
）

と
い
う
議
論
も
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
農
民
を
中
核
と
し
て
い
る
こ
の
種
の
教
團
が
、
反
官
・
反
豪
族
的
な
行
具
に
出
る
の
は
充
分
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
と

再
び
目
を
豪
族
の
側
に
韓
じ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四

巴
蜀
の
地
に
は
古
く
か
ら
濁
自
の
文
化
が
登
建
し
て
い
た
こ
と
は
、
ほ
ゞ

紀
元
前
四
世
紀
の

　
　
　
　
　
　
　

祁

る
尚
書
掲
貢
に
は

末
、
秦
に
よ
る
巴
蜀
征
服
が
な
さ
れ
て
の
ち
の
こ
と
で
あ

‰諾

、
こ
の
地
を
梁
州
と
名
づ
け
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

さ
れ
て
い
る

　

の
が
、
こ
の
地
が
中
國
の
版
圏
内
に
入
っ
た
の
は

恐
く
そ
の
頃
の
智
識
に
も
と
す
い
て
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ

「
華
陽
黒
水
は
惟
れ
梁
州
…
…
…
そ
の
土
は
青
黎
、
そ
の
田
は
こ
れ
下
の
上
、
そ
の
賦
は
下
の
中
三
錯
、
そ
の
貢
は
膠
鍼
銀
鍍
碧
１
　
、
熊
顛

11



2
9
2

　
　

狐
狸
織
皮
な
り
。
」

　
　

こ
こ
に
言
う
田
、
す
な
わ
ち
そ
の
土
地
か
ら
上
る
田
租
は
七
番
目
の
下
上
、
賦
は
第
八
番
目
の
下
中
に
ラ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
。
又
そ
の
貢
が
、

　
　

銀
産
物
及
び
皮
革
類
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。
そ
の
後
秦
及
び
漢
は
こ
の
地
に
諸
・
鍼
・
市
・
工
官
等
を
か
き
、
又
、
徒
民
政

　
　

策
を
取
る
な
ど
し
て
こ
の
地
の
開
我
に
っ
と
め
た
。
秦
の
李
冰
・
漢
の
文
翁
な
ど
は
潅
漑
工
事
や
諸
井
の
盤
掘
者
と
し
て
、
そ
の
業
績
を
半
ば

　
　

傅
説
化
し
て
傅
え
ら
れ
て
ぃ
る
。
又
、
卓
氏
、
鄭
氏
、
寡
婦
清
の
家
な
ど
は
、
皆
こ
の
地
に
徒
さ
れ
、
鍍
山
の
開
翌
事
業
に
よ
っ
て
富
み
栗
久

　
　

た
の
で
あ
る
（
史
記
貨
殖
列
傅
）
。
商
業
貿
易
も
亦
盛
ん
で
あ
っ
た
。
現
在
の
四
川
・
雲
南
・
貴
州
地
方
に
住
ん
で
い
た
所
謂
西
南
夷
諸
種
族
か

　
　

ら
は
、
僅
や
牛
馬
か
買
わ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
地
の
産
物
は
、
廣
東
方
面
に
、
又
は
印
度
を
通
し
て
遠
く
中
央
ア
ジ
ア
に
ま
で
傅
わ
っ
て
ぃ
た

　
　

（
史
記

　

西
南
夷
傅
・
大
宛
伝
）
。
さ
れ
ば

　
　
　
　

「
巴
蜀
の
民
は
、
あ
る
い
は
ひ
そ
か
に
出
で
て
商
賢
し
、
そ
の
窄
馬
曳
僅
旋
牛
を
取
る
。
こ
よ

な
ど
と
も
い
か
れ
る
。
又
、
最
近
の
考
古
學
的
研
究
の
結
果
、
朝
鮮
や
北
蒙
古
に
、
こ
の
地
方
の
工
官
（
漢
代
に
は
蜀
と
廣
漢
に
工
官
が
か
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

附

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

匈

れ
た
）
で
作
ら
れ
た
漆
器
か
傅
わ
［
て
い
る
こ
と
か
明
に
さ
れ
た
。
こ
χ
は
ま
た
有
名
光
絹
織
物
（
蜀
錦
）
の
産
地
で
も
あ
る
。
こ
う
し
て
巴
蜀

の
地
は
「
沃
野
千
里
天
府
之
土
。
」
「
陸
海
。
」
「
物
産
は
豊
富
に
し
て
民
に
凶
年
の
憂
な
し
。
」
な
ど
と
籾
さ
れ
る
物
産
の
豊
富
な
土
地
に
な
っ

た
わ
け
で
あ
る
。
晋
代
の
常
埴
の
著
し
た
華
陽
國
志
に
は

　
　

「
土
五
穀
を
植
え
、
牲
六
畜
を
具
う
。
桑
ｍ
麻
苧
、
魚
捷
銅
鍛
、
丹
漆
茶
蜜
、
霊
塩
豆
犀
、
山
難
白
維
、
黄
潤
鮮
粉
は
み
な
こ
れ
を
納
貢
す
。

　

そ
の
果
宦
の
珍
な
る
も
の
は
樹
に
混
支
あ
り
、
蔓
に
辛
萄
あ
り
、
園
に
芳
蒜
香
若
あ
り
、
客
に
檀
葵
を
給
す
。
」
（
倦
丁
巴
志
）

　
　

「
そ
の
賓
は
則
ち
壁
玉
金
銀
、
珠
碧
銅
織
、
鉛
錫
猪
璽
、
錦
繍
筋
屋
、
犀
象
脱
脂
、
丹
黄
空
青
、
桑
漆
麻
苧
の
饒
あ
り
」
（
倦
三

　

蜀
志
）

と
そ
の
産
物
を
記
し
、
又
各
郡
蒜
の
條
に
も
そ
の
地
の
物
産
を
學
げ
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
開
股
が
進
む
に
つ
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
豪
門
大
姓
の
経
済
的
地
盤
が
次
第
に
築
か
れ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。
敷
字
を

そ
の
ま
ｘ
信
用
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
し
て
も
一
畝
か
ら
十
五
上
二
十
解
の
収
獲
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
綿
竹
を
始
め
と
し
て
、
水
田
地
帯

-
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-



　
　

に
は
ヽ
王
褒
の
「
儲
約
」
に
現
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
荘
園
が
形
成
さ
れ
た
で
あ
ろ
５
３
・
或
は
第
二
・
第
三
の
卓
王
孫
・
鄙
通
が
出
て
冶
鍼
・

　
　

銅
山
そ
の
他
の
鍍
産
物
で
富
を
得
た
で
あ
ろ
う
。
又
、
握
井
の
経
管
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
巴
郡
の
臨
江
を
始
め
各
地
に
護
井
が
掘
ら
れ
て

　
　

・
・
い
た
。
特
に
後
漢
で
は
、
和
帝
か
盟
鍼
の
禁
を
度
止
し
て
後

ら
自
由
に
管
業
が
で
き
た
。
豪
門
大
姓
が
盛
井
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
は
、

　

、

　
　
　
　

「
豪
門
も
亦
捷
井
を
有
す
」
（
華
陽
國
志

　

巴
志
臨
江
蘇
）

　
　
　
　

「
大
豪
馮
氏
に
魚
池
盟
井
あ
り
」
（
華
陽
國
志
・
蜀
志
・
廣
都
蘇
）

　
　
　
　

「
盟
井
・
魚
池
百
を
以
て
敷
う
。
家
ご
と
に
こ
れ
を
有
す
。
」
（
華
陽
國
志

　

蜀
志

　

漢
安
蘇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

匈

　

匈

　
　

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
分
る
。
そ
の
外
果
樹
園
・
茶
・
手
工
業
・
商
業
貿
易
等
も
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

　
　
　

し
か
し
経
済
力
に
富
む
こ
と
だ
け
が
、
直
に
大
姓
に
連
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
政
治
権
力
と
の
密
な
る
接
鰐
が
要
求
さ
れ
る
。

　
　

ま
た
逆
に
政
治
権
力
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
経
済
力
を
一
肩
豊
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

≒
世
々
部
曲
を
掌
り
て
大
姓
と
な
っ
た
」
（
華
陽
國
志

　

巴
唸
）
の
も
の
や
、
「
三
世
に
渡
・
つ
て
郡
官
を
領
し
た
」
（
華
陽
國
志

　

南
中
志
）
も

　
　

の
も
あ
る
こ
と
は
、
大
姓
と
政
活
権
力
の
開
係
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
　
　
　

一
悛
漢
代
の
官
制
に
よ
れ
ば
、
州
の
刺
史
、
郡
の
太
守
・
丞
、
蘇
の
令
長
は
中
央
か
ら
任
命
さ
れ
た
が
、
そ
の
属
官
は
み
な
そ
の
地
方
の
住

　
　

人
か
ら
飾
除
し
て
い
る
。
中
で
も
人
事
を
仕
る
「
功
曹
」
や
監
察
官
で
あ
る
「
督
郵
」
は
郡
の
極
位
と
さ
れ
て
い
た
（
後
漢
書
倦
四
φ
張
瀧

　
　

傅
注
引
漢
官
儀
）
。
ま
た
こ
う
し
た
地
方
の
官
職
に
つ
い
て
い
れ
ば
、
自
然
中
央
の
官
位
に
推
薦
さ
れ
る
機
會
拡
恵
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

さ
て
飾
除
を
な
す
さ
い
に
は
、
原
則
と
し
て
は
、
家
柄
な
ど
に
と
ら
わ
れ
す
善
士
を
選
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
も
っ
と
も

　
　
　
　

「
夫
れ
選
用
に
は
必
ず
善
士
を
取
る
。
善
士
は
富
め
る
も
の
少
く
し
て
貧
し
き
も
の
多
し
。
緑
は
も
っ
て
供
養
す
る
に
た
ら
す
。
い
す
く
ん

　
　
　

ぞ
少
し
も
私
門
を
営
ま
ざ
る
こ
と
あ
た
わ
ん
や
。
」
（
昌
言

　

損
盆
篇
）

　
　

と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
貧
し
い
善
士
を
選
用
す
べ
き
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に

Ｊ

　

官
吏
の
待
遇
を
わ
る
い
状
態
に
し
て
お
く
こ
と
は
「
機
を
設
け
、
わ
な
を
お
い
て
、
天
下
の
君
子
を
待
つ
こ
と
」
（
同
右
）
で
甚
だ
恥
す
べ
き
こ
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と
、
従
っ
て
改
む
べ
き
こ
と
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
英
俊
賢
行
廉
潔
の
士
こ
そ
選
ぼ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
貧

　
　

際
に
は
族
姓
閥
聞
か
論
ぜ
ら
れ
る
有
様
で
あ
っ
た
。
仲
長
統
は
天
下
の
士
に
三
給
あ
り
と
い
っ
て
、
こ
の
黙
を
第
一
に
あ
げ
て
い
る
。
（
昌
言

　
　

雑
篇
）

　
　

又
王
符
は

　
　
　
　

「
草
僚
の
士
を
皐
ぐ
る
や
、
或
は
頑
魯
を
も
っ
て
茂
才
に
感
じ
、
巣
逆
を
も
っ
て
至
孝
に
感
じ
、
貪
饗
を
も
っ
て
廉
吏
に
感
じ
、
狭
滑
を
も

　
　
　
　

っ
て
方
正
に
感
じ
、
談
窮
を
も
っ
て
直
言
に
慮
じ
、
脛
薄
を
も
っ
て
敦
厚
に
感
じ
、
空
虚
を
も
っ
て
有
道
に
感
じ
、
隙
闇
を
も
っ
て
明
経
に

　
　
　
　

感
じ
、
残
酷
を
も
っ
て
寛
博
に
感
じ
、
怯
儒
を
も
っ
て
武
猛
に
感
じ
、
愚
頑
を
も
っ
て
治
劇
に
感
す
。
名
賓
相
副
わ
す
、
求
と
貢
と
相
稲
わ

　
　
　
　

す
。
富
者
は
そ
の
財
力
に
乗
じ
、
貴
者
は
そ
の
勢
要
に
依
る
。
銭
多
き
を
以
て
賢
と
な
し
、
剛
彊
を
も
っ
て
上
と
な
す
」
（
潜
夫
論
巻
二

　
　
　
　

考
績
第
七
）

　
　

＆
い
っ
て
、
貢
畢
が
正
し
く
行
わ
れ
て
い
な
い
の
を
歎
い
て
い
る
。
地
方
長
官
も
彼
の
政
治
を
圓
滑
に
行
う
た
め
に
は
、
そ
の
地
の
有
力
者
を

　
　

任
用
す
る
の
利
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

こ
う
し
て
大
姓
・
冠
族
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
、
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
所
で
華
陽
國
志
に
は
各
郡
蒜
の
條
に
豪
族
の

　
　

姓
を
列
學
す
る
と
と
も
に
倦
十
に
は
先
賢
士
女
惣
讃
と
し
て
、
蜀
漢
時
代
に
至
る
ま
で
の
こ
の
地
で
活
躍
し
た
人
士
の
事
蹟
を
、
蜀
郡
・
廣
漢

　
　
　

・
健
１
　
・
漢
中
・
梓
滴
の
各
地
に
分
け
て
記
し
て
い
る
。
巴
郡
出
身
の
人
達
の
分
も
常
然
あ
っ
た
筈
だ
が
、
こ
れ
は
鋏
け
て
い
る
。
し
か
し
、

　
　

倦
十
二
に
「
梁
盆
寧
三
州
先
漢
以
来
士
女
目
録
」
が
あ
る
の
で
そ
れ
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

そ
こ
で
こ
の
中
か
ら
官
吏
に
な
っ
た
も
の
を
取
り
出
し
て
み
た
。

　
　
　

ま
た
隷
種
倦
五
に
「
巴
郡
太
守
張
納
碑
」
か
の
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
碑
は
中
平
五
年
（
一
八
八
）
三
月
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
所

　
　

Ｔ
⊂
の
年
は
又
、
劉
焉
が
盆
州
牧
と
な
っ
た
年
な
の
で
あ
る
。
所
で
洪
這
は
「
盆
州
従
事
李
元
以
下
が
各
々
曹
撮
の
職
を
書
し
て
故
吏
を
梢
し

　
　

て
い
な
い
か
ら
、
こ
の
碑
は
張
君
在
郡
の
日
に
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
言
っ
て
い
る
。
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さ
て
こ
の
碑
陰
に
は
、
七
十
四
人
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
の
出
身
地
不
明
の
も
の
一
人
、
姓
の
不
明
な
も
の
十
二
人
を
除
い
て
他

の
六
十
一
名
は
、
そ
の
職
と
出
身
地
か
分
っ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
こ
れ
ら
華
陽
國
志
に
出
て
く
る
人
々
と
、
張
納
碑
に
記
さ
れ
た
人
々
と
を
、
。
華
陽
國
志
の
豪
族
の
一
覧
に
比
較
し
て
み
る
と
次
の
よ

う
な
結
果
を
得
る
。
（
○
印
は
「
張
納
碑
」
碑
陰
の
人
名
で
あ
る
。
な
お
時
代
は
一
座
後
漠
末
劉
焉
入
蜀
以
前
に
限
っ
た
。
又
、
巴
郡
以
外
の
、

蜀
・
廣
漢
・
健
具
・
漢
中
・
梓
澄
の
諸
郡
は
、
紙
面
の
開
係
も
あ
り
、
郡
治
の
お
か
れ
た
蘇
の
み
に
し
た
。
）

　

こ
の
表
か
ら
得
瓊
笞
結
論
を
簡
翠
に
述
べ
て
み
る
と
、
張
納
碑
中
の
人
物
、
六
一
名
中
の
約
三
分
の
一
に
営
る
二
十
名
が
華
陽
國
志
の
大

姓
申
に
検
匿
さ
れ
‰
そ
し
て
此
等
の
大
姓
は
、
私
か
問
題
と
し
て
き
た
後
漢
末
の
大
姓
・
豪
族
に
外
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
　
０
更
に
こ
れ
ら

の
階
級
こ
そ
は
言
わ
ば
五
斗
米
道
か
ら
の
攻
撃
の
的
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
對
し
て
は
豪
族
側
も
そ
の
利
盆
を
守
る
對
策
を
立
て

ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
劉
焉
擁
立
の
動
き
も
出
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
併
し
劉
焉
の
政
治
思
想
は
、
必
ず
し
も
盆
州
大
姓
の
希
望
と
一
致
す

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
蜀
漢
國
成
立
に
至
る
ま
で
な
お
約
三
十
年
に
渡
る
政
治
的
混
載
の
期
間
を
経
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
問

題
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
考
察
し
た
い
。

　　　　　　　

成

　　　　　　　

都

　

蒜

　　　　　　　

蒜

　　　　　　　　　

-

　　　　　

張杜柳

　

姓

-

　　

一

張張張張張

　

柳

　　

光

　　　　　　　　　　

名

陵超楷覇寛

　

宗

　

士

　　　　　　　　　

一

尚7/聘會楊

　

州
書

　

士稽州

　

郡

　　　　

太刺

　

右

世自

　　　

守史

　

職
－

　　　　　　

●

　　　　　

●琵

　　

議

　　　　

陽

官後

　　　

耶

　　　　

夏

　　　　

・

　　　　

太

　　　　

侍

　　　　

守

　　　　

中
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雛武

趙

　

41）

楊郭

　

蘇

-一

李鐸

陽

-一

楊雀

　

郭

趙趙趙趙趙張張

　　　　　　

叔
温謙典戒定遼玄

　　　　　　

40139）

楊楊楊楊楊揚揚雀郭郭李李李

班終統疎壮

　

42）

由
絢

漢醐賀堅勝充尤

　　

46）45）

　　　　

44）

車
騎
将
軍

郡
守

　

蜀
人
、
伯
鼎
所
抜
皆
致
郡
守
失
其
官
名

以
遊
侠
積

歴
司
徒
太
尉
登
特
進

三
具
侍
中

　

八
俊

歴
位
卿
尹
具
太
尉

侍
中

　

司
空

　

司
徒

尚
書
耶

従
事

二
千
石
失
其
官
（
煉
の
于
）

校
書
郎

不
章
茂
陵
令
徒
西
城
闇
中
令

郡
文
學
禄

諌
大
夫

　

楽
安
相

尚
書
耶
（
尤
の
孫
）

東
観
耶

烏
丸
校
尉

戸
曹
主
簿

　

侍
中

　

尚
書
令

　

僕
射

　

司
隷
校
尉

　

荊
州
刺
史

　

河
南
尹

議
耶

　

侍
中

　

尚
書

　

酒
泉
太
守

　

京
兆
尹

　

光
線
大
夫

　

将
作
大
匠

歴
基
耶
相
梢
遷
尚
書
中
郡
司
隷
校
尉

－16－
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南
’
鄭

　

蒜

梓

　

澄

　

瓢

李李程趙文

楊
文
方

楊
頴
伯

趙趙趙趙程程程李李李李李李李李楊楊1楊楊
仲
頴

　

準

　

進
の

　　　

文

芭法姫歴炭固部顎光莽

　

52）

　　　　　

51）50）49）48）
嵩琉瑶宣基信

　

53）

文
瀕
（
斉
）

漢
中
太
守

糞
州
刺
史

二
千
石

　

失
其
行
事
也

河
南
尹

　

司
隷
校
尉

　

賂
作
大
匠

功
曹

　

別
駕

　

畢
茂
才

　

楊
州
刺
史

来
提
太
守

博
士

郡
候
吏

　

功
曹

　

察
孝

　

伺
書

　

左
丞

　

伺
書
僕
射

　

尚
書
令

　

司
空

　

司
徒

議
耶

　

太
尉

議
耶

　

安
平
相

　

議
耶

　

河
南
尹

新
城
令

侍
中

　

光
縁
大
夫

　

汝
南
太
守

　

司
隷
校
尉

上
計
吏

功
曹

　

五
官

南
郡
太
守

察
１
　
廉

　

健
具
太
守

廣
漢
太
守

青
州
刺
史

主
簿

城
門
校
尉

　

健
焉
属
國
都
尉

　

盆
州
太
守

　

微
遠
将
軍

－17－
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江

　

州

　

胚

景波郵雍然謝

　

母鉛白楊値上
官

常程

景景景文文
○
鉛

　

母

○
供

　

然
○
然

○
然

鸞顧毅極伐

55）
遷亀成温存雄

○
白

　

文

○
上
官
延

○
上
官
旦

北
海
太
守

っ（
瀕
の
子
）

王
堂
の
妻
。

武
都
令

　

盆
州
太
守

李
贋
に
師
事
（
毅
の
子
）

功
曹

文
學
史

文
學
揉
？

斟
曹
史

桂
陽
太
守

行
丞
事
従
禄
位

賊
曹
史

主
簿

議
曹
橡

領
校
安
漢
長

－18－
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胸

　

忍

　

蘇

閔

　

中

　

蘇

臨

　

江

　

劈

趙蒲馬狐徐先扶任巌

　　

黄文甘巌

○
扶

　

右

○
趙趙趙趙趙

腹郡宏毅洋

　

任
文
孫

　

任
文
公

　

黄

　

錯

○
黄

　

機

巌巌巌

永羽避

○
尿

晏

議
曹
橡

公
車
令

公
府
様
（
洋
の
子
）

涼
州
刺
史

上
蔡
令

監
市
禅

侍
御
史

州
従
事

　

治
中
従
事

　

司
空
撮

　

＾
文
孫
の
弟
）
5
6

巴
郡
太
守
王
堂
所

進
失
其
官
位

主
記
掻

楊
州
刺
史

徐
州
牧
（
逍
の
子
）

巴
郡
太
守
王
堂

所
進
失
其
官
位

従
４
　
位

－19
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根

　
　
　

脈

塾

　

江

　

蘇

安

　

漢

　

腿

杜夏黎楊牟黎連常章杜楊陳趙閻路

-

○
章

○

　

○○
夏黎楊牟

晋･景本梁

陳陳陳陳陳

聡賓澄碑弘

　　　

57）

○
陳

○
陳

○
陳

○
厄

阜低胤謀

趙

　

晏

行
事
禄

右
賊
曹
史

議
曹
禄

日
南
太
守

右
兵
曹
史

上
庸
太
守

司
隷
校
尉

漢
中
太
守

別
駕
従
事

巴
郡
太
守
王
堂

所
進
失
其
官
位

議
曹
採

肺
曹
史

中
部
督
郵

右
金
曹
史

魏
郡
太
守

－20

　 　 　 　 　

一 一 一
一 一 一 一 一 一

一一一一

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

　 　

一 一 一 一 一 一 ■ ㎜ ㎜ － ･ ･ J － = a ･ ■ ･ 〃 - ＝ - = - - - = － － ･ - = ･ ･ 一 一 ･ 曹 － ＝ = ･ - - ＝ - I ･ a － 〃 = - ･ ･



301

不

　

都

　

胚

南
充
國
蘇

安

　

漢

　

絲

殷諜侯蔡呂勾

○
趙

　

壊

上
計
撮

〔
補
註
〕

①
守
屋
美
都
雄
「
六
朝
門
閥
の
一
研
究
―
¶
太
原
王
氏
系
譜
考
－
」
（
東
洋
大

　
　

學
學
術
叢
書
。
一
九
五
一
）

　

矢
野

　

主
税
「
張
氏
研
究
稿
―
張
良
家
の
歴
史
―
」
（
長
崎
大
學
牡
會
科

　
　

學
論
叢
第
五
欲

　

一
九
五
五
）

　

な
お
矢
野
氏
は
、
張
氏
の
開
距
を
張
良
を
通
し
て
、
開
地
ま
で
湖
上
ら
せ
て

　

い
ら
れ
る
よ
う
だ
が
、
や
は
り
確
賓
な
所
は
後
漢
頃
に
置
く
べ
き
よ
う
に
思

　
　

第
一
に
張
良
は
、
漢
高
祀
の
宰
相
と
し
て
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
と
と
も

　

に
、
又
彼
に
は
「
願
わ
く
は
人
間
の
こ
と
を
す
て
ゝ
赤
松
子
の
游
に
従
わ
ん

　

の
み
。
」
と
い
っ
て
誹
穀
・
道
引
・
軽
身
を
學
ん
だ
と
い
う
傅
説
が
あ
り
、
黄

　

石
公
に
兵
法
を
學
ん
だ
と
い
う
話
と
共
に
、
頗
る
道
家
的
性
格
の
強
い
人
柄

　

で
あ
り
、
王
氏
か
太
子
晋
（
王
子
喬
）
に
そ
の
組
を
結
び
つ
け
た
際
に
「
逸
民

　

を
好
む
後
漢
の
風
」
（
守
屋
一
一
頁
）
に
影
響
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
張
良

　

は
こ
の
勁
か
ら
も
、
開
祀
に
戴
く
に
最
も
適
し
た
人
物
で
あ
る
。

　
　

第
二
に
、
張
皓
か
張
良
の
六
世
の
孫
と
も
。
又
八
代
、
九
代
と
も
言
わ
れ

　

る
の
は
（
矢
野
氏
前
掲
書
三
頁
註
③
）
、
年
代
の
辻
棲
を
合
わ
せ
る
工
作
の
あ

　

と
で
あ
ろ
う
。

　
　

第
三
に
、
張
翼
は
張
皓
の
四
代
の
孫
で
あ
る
が
、
後
漢
書
よ
り
先
に
で
き

　

た
三
國
志
蜀
志
巻
一
五
の
張
翼
傅
に
は

　
　
　

「
高
祀
父
司
空
浩
、
曾
親
父
廣
陵
太
守
綱
、
皆
有
名
笠
」

　

と
あ
る
だ
け
で
張
良
が
そ
の
祀
先
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で

　

あ
る
。
張
翼
が
張
良
の
子
孫
な
ら
営
然
そ
の
旨
が
書
か
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
。

②
「
鴇
」
は
こ
の
時
代
の
豪
族
の
作
っ
た
自
衛
組
織
で
あ
る
。
鳩
に
つ
い
て
は

　
　

那
波
利
貞
「
鳩
主
考
」
（
東
亜
人
文
學
報

　

二
巻
四
鏡

　

一
九
四
三
）

　

か
あ
る
。

　
　

そ
れ
と
共
に
注
意
す
べ
き
は
後
漢
書
劉
表
傅
に
見
え
る
「
宗
賊
」
と
い
う

　

こ
と
で
あ
る
。
劉
表
か
初
不
元
年
（
一
九
〇
）
に
荊
州
牧
と
な
っ
た
と
き
江

　

南
で
は
宗
賊
が
盛
ん
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
宗
賊
に
つ
い
て
は
、
唐
の

　

章
懐
太
子
李
賢
が
「
宗
黛
と
も
に
賊
と
な
る
。
」
と
注
し
た
。
そ
の
後
資
治
通

-21-
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鑑
に
注
し
た
胡
三
省
も
賢
の
読
を
そ
の
ま
ゝ
採
用
し
た
。
所
が
清
朝
に
入
っ

　

て
何
蛉
は
義
門
讃
書
記
の
中
で
「
宗
は
巴
寅
の
賓
と
同
義
で
南
蟹
の
胱
で
あ

　

る
」
（
後
図
書
巻
三
）
と
述
べ
た
。
こ
れ
に
對
し
て
恵
棟
は
何
悼
の
説
に
は
に

　

わ
か
に
賛
成
し
が
た
い
と
し
て
、
「
呉
志
注
引
江
表
傅
」
を
引
用
し
て
「
け
だ

　

し
図
末
喪
気
し
人
民
結
聚
し
て
郡
蒜
を
劫
略
ナ
。
下
よ
り
言
え
ぼ
宗
部
宗
伍

　
　
　
　
　
　

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

　

で
あ
る
か
上
よ
り
言
え
ば
宗
賊
と
な
る
」
（
後
没
書
補
注
宅
一
七
）
と
い
っ
た
。

　

何
悼
の
説
に
は
聴
く
べ
き
も
の
が
あ
る
よ
う
に
は
思
う
か
、
な
お
そ
の
地
域

　

な
ど
に
疑
問
の
鮎
も
あ
り
、
忠
棟
の
説
か
正
し
い
よ
う
に
思
う
。
宗
賊
は
や

　

は
り
、
宗
族
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た
自
衛
組
織
と
解
し
て
よ
い
よ
う
に
思
う
。

　

な
お
宗
賊
に
つ
い
て
は
最
近

　

趙
能
生
・
高
昭
中
「
一
國
農
民
戦
争
史
論
文
集
」
（
新
知
識
出
版
牡

　

一
九
五

　
　

五
）
中
に
「
『
宗
人
』
県
『
寅
人
』
」
な
る
一
文
及
び

　

店
長
麹
「
孫
呉
建
國
及
図
末
江
南
的
宗
部
典
山
越
」
（
魏
晋
南
北
朝
史
論
叢
所

　
　

収

　

三
聯
書
店

　

一
九
五
五
）

　

が
あ
る
。

③
後
没
王
朝
が
地
方
政
治
安
定
の
篤
に
制
定
し
た
牧
伯
制
度
も
、
結
果
的
に
見

　

れ
ば
地
方
豪
族
と
牧
伯
の
闘
係
が
、
前
者
の
勢
力
か
無
脱
し
得
ぬ
も
の
で
あ

　

っ
た
昌
に
分
裂
を
促
進
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
す
で
に
後
漢
書
の

　

著
者
池
嘩
は

　
　
　

「
州
任
之
重
、
自
此
而
始
」
（
後
漢
書
巻
七
五
劉
焉
傅
）

　

と
い
≒
清
の
何
諒
は

　
　
　

「
州
任
重
而
土
地
分
裂
、
卒
成
鼎
足
之
運
」
（
義
門
流
書
記
後
没
書
巻
三
）

　

と
い
っ
て
い
る
。

④
魏
晋
の
交
代
の
際
に
も
、
司
馬
氏
が
豪
族
の
支
持
を
得
た
こ
と
が
、
晋
の
成

　

立
に
大
き
な
闘
係
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

⑤
四
世
五
公
を
誇
っ
た
袁
氏
が
、
宦
官
を
そ
の
岨
に
持
つ
曹
氏
に
破
れ
た
と
い

　

う
こ
と
も
、
こ
の
二
二
二
世
紀
の
間
の
愛
化
を
象
徴
す
る
様
に
思
う
。
勿
論

　

袁
氏
の
没
落
に
は
袁
紹
と
袁
術
か
互
に
敵
對
し
た
こ
と
も
一
つ
の
理
由
と
し

　

て
叡
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
次
の
記
述
は
常
時
の
袁
氏
に
對
す
る
評
價
を

　

示
し
て
い
よ
う
。

　
　
　

「
先
主
曰
、
袁
公
路
（
術
）
近
在
壽
春
、
此
君
四
世
五
公
、
海
内
所
腎
、
君

　
　

（
陳
登
を
さ
す
）
可
以
州
典
之
、
登
日
、
公
路
騏
豪
、
非
治
貳
之
主
、
…
…

　
　

…
…
孔
融
謂
先
主
曰
、
袁
公
路
倣
憂
國
忘
家
者
邪
、
家
中
枯
骨
何
足
介
意

-－22

　

こ
の
語
は
徐
州
牧
陶
泳
か
東
海
の
豪
商
腹
竺
の
言
に
よ
り
、
彼
の
死
後
、
劉

　

備
に
徐
州
を
預
け
る
こ
と
に
同
意
し
、
陳
登
か
使
者
に
な
っ
て
備
の
下
に
赴

　

き
、
徐
州
を
袁
術
に
譲
ら
ん
と
す
る
備
を
説
き
伏
せ
る
時
に
凌
せ
ら
れ
た
語

　

で
あ
る
。

⑥
以
上
の
拙
論
は
前
に
記
し
た
も
の
ｘ
外
左
に
掲
げ
る
も
の
に
よ
っ
た
。

　

青
木

　

正
兄
「
支
那
文
學
思
想
史
」
（
岩
波
書
店

　

一
九
四
三
）

　

宇
都
宮
清
古
「
昌
代
畦
會
経
洲
史
研
究
」
（
弘
文
堂

　

一
九
五
五
）

　

大
淵

　

忍
爾
「
中
國
に
お
け
る
民
族
的
宗
教
の
成
立
」
（
歴
史
學
研
究

　

一
七

　
　

九
・
一
八
一
読

　

一
九
五
五
）

　

岡
崎

　

文
夫
「
魏
晋
南
北
朝
通
史
」
（
弘
文
堂

　

一
九
三
二
）

μ五

W

「
魏
晋
南
北
朝
に
お
け
る
仕
會
経
済
制
度
」
（
弘
文
堂

　

一
九
三

狩
野

　

直
喜
「
中
國
哲
學
史
」
（
岩
波
書
店

　

一
九
五
三
）

川
勝

　

義
雄
「
シ
ナ
中
世
貴
族
政
治
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
史
林

　

三
十
三
巻

第
四
琥

一
九
五
〇
）

「
曹
操
集
團
の
構
成
に
つ
い
て
」
（
人
文
科
學
研
究
所
二
十
五
周

丿

●

●

●

●

●

●

●

●

●

－

－

；
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年
紀
念
論
文
集

　

一
九
五
四
）

内
藤
虎
次
郎
「
支
那
紬
甕
史
」
（
弘
文
堂

　

一
九
三
八
）

宮
川

　

五
）

　
　
　

「
中
國
中
古
の
文
化
」
（
弘
文
堂

　

教
養
文
庫

　

一
九
四
七
）

爾
志
「
諸
葛
孔
明
」
（
富
山
房

　

一
九
四
〇
）

　
　
　

「
三
國
呉
の
政
治
と
制
度
」
（
史
林
第
三
八
巻
第
一
読

　

一
九
五

森
三
樹
三
郎
「
魏
晋
南
北
朝
に
お
け
る
人
間
の
我
見
」
（
東
洋
文
化
の
問
題

第
一
読

甲
文
牡

　

一
九
四
九
）

　

「
六
朝
士
大
夫
の
精
励
」
（
大
阪
大
學
文
學
部
紀
要

　

第
三
巻

　
　

一
九
五
四
）

　

吉
川
幸
オ
ハ
郎
「
三
國
誌
食
録
」
（
二
）
（
世
界

　

一
九
五
六
年
三
月
読
）

　

米
深

　

嘉
圃
「
漢
代
の
給
畳
に
於
け
る
勁
戒
主
義
と
喪
家
」
（
東
方
學
報

　

東

　
　

京

　

第
九
珊

　

一
九
三
九
）

　
　

り

　
　
　

「
中
國
古
代
の
絶
賓
」
（
不
凡
吐

　

世
界
美
術
全
集
７
中
國
Ｉ

　
　

一
九
五
二
）

　

曾

　

響
「
三
國
時
代
的
吐
會
」
（
食
貨
第
五
巻
十
期

　

一
九
三
七
）

　

徐
徳
麟
「
三
國
史
講
話
」
（
峯
聯
出
版
社

　

一
九
五
五
）

⑦
政
治
・
文
化
の
愛
化
を
述
べ
な
が
ら
、
下
部
構
造
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
一
言

　

も
触
れ
な
か
っ
た
の
は
、
正
直
な
所
、
部
曲
・
客
と
呼
ば
れ
る
も
の
、
或
は

　

均
田
農
民
等
を
ど
う
扱
う
べ
き
か
よ
く
分
ら
な
い
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
た

　

ゞ
現
在
の
所
彼
等
は
古
代
の
奴
隷
と
は
異
っ
た
性
格
を
有
す
る
も
の
と
解
ナ

　

べ
き
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

⑧
是
時
、
劉
璋
認
盆
州
牧
、
外
有
張
魯
寇
侵
、
（
周
）
喩
乃
詣
京
見
（
孫
）
権
日
、

　

今
曹
操
新
折
腺
、
方
憂
在
腹
心
、
未
能
典
勝
軍
道
兵
相
事
也
、
乞
興
奮
威
倶

　

進
取
蜀
、
得
蜀
而
井
張
魯
、
因
留
奮
威
固
守
其
地
、
好
典
馬
超
結
援
、
喩
還

　

典
肩
軍
捕
襄
陽
、
以
減
操
北
方
可
圖
也
、
（
三
國
志
呉
志
巻
九

　

周
喩
傅
）

⑨
献
帝
春
秋
に
は
前
引
の
語
に
っ
い
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　

備
欲
自
圖
蜀
、
拒
答
不
聴
曰
、
『
盆
州
民
富
彊
、
土
地
瞼
阻
、
劉
璋
雖
弱
、
足

　

以
自
守
、
張
魯
虚
斡
、
未
必
畳
忠
於
操
、
今
暴
師
於
蜀
漠
、
韓
運
於
萬
里
、

　

欲
使
戦
克
攻
取
畢
不
失
利
、
此
呉
起
不
能
定
其
規
、
孫
武
不
能
善
其
事
也
…

・
今
同
盟
無
故
自
相
攻
伐
、
借
栢
於
操
、
使
敵
承
其
隙
、
非
長

　

計
也
』
糧
不
聴
、
遣
孫
喩
率
水
軍
、
住
夏
口
。
備
不
聴
、
軍
過
、
謂
喩
目
、

　

汝
欲
取
蜀
、
吾
富
被
髪
入
山
、
不
失
信
於
天
下
也
、
使
闘
羽
屯
江
陵
、
張
飛

　

屯
稀
野
、
諸
葛
亮
捕
南
郡
、
備
自
住
薦
陵
、
椎
知
備
意
、
因
召
喩
還
。

⑩
後
漢
書
巻
八
二
上
方
術
傅
に

　
　
　

「
王
喬
者
河
東
人
也
、
顕
宗
（
明
帝
）
世
路
葉
令
、
喬
有
紳
術
、
毎
月
朔
望
、

　
　

常
自
絲
詣
毫
朝
、
帝
怪
其
来
敷
而
不
見
車
騎
、
密
令
大
史
伺
望
之
。
言
。

　
　

共
臨
至
軋
有
雙
亮
、
従
東
南
飛
来
、
於
是
候
鳥
至
、
珊
羅
張
之
、
但
得
一

　
　

雙
昂
…
…
…
…
或
一
二
此
印
古
仙
人
王
子
喬
也
」

　

と
い
う
話
が
見
え
る
。
風
俗
通
巻
二
に
も
「
葉
令
祠
」
と
題
し
て
こ
の
話
か

　

見
え
る
。
そ
の
最
後
が
「
僊
人
王
喬
者
也
」
と
な
っ
て
ぃ
る
の
を
除
い
て
内

　

容
は
同
じ
で
あ
る
。
王
喬
と
王
子
喬
に
っ
い
て
は
、
い
ろ
く
問
題
も
あ
ろ

　

う
か
（
守
屋

　

前
掲
書
頁
八
１
九
）
、
と
に
か
く
殆
は
仙
人
の
履
と
考
え
ら
れ

　

て
い
る
の
で
あ
る
。

⑩
後
漢
書
倦
五
九
張
衡
傅
注
、
文
選
巻
一
五
思
玄
賦
注
、
太
不
御
覧
八
八
八
・

　

九
二
三
な
ど
に
引
か
れ
た
蜀
王
本
紀
に
見
え
る
。
な
お
楊
雄
蜀
都
賦
（
古
文

　

苑
倦
四
引
）
に
も

　
　
　

「
昔
天
地
隆
生
杜
耶
密
促
之
君
則
荊
上
亡
戸
之
相
」

23-
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と
あ
る
。

⑩
戸
解
に
つ
い
て
は

　

津
田
左
右
吉
「
榊
僊
思
想
に
関
す
る
二
・
三
の
考
察
」
（
南
鮮
地
理
歴
史
研
究

　

報
告
第
十

　

一
九
二
四
）

⑩
な
お
こ
の
鮎
は

　

李
光
璧
「
漢
代
太
不
道
具
黄
巾
大
起
義
」
（
中
國
農
民
起
義
論
集
所
収
歴
史
教

　
　

學
月
刊
者
編

　

一
九
五
四
）

　

に
も
見
え
る
。

保
津
田

　

前
掲
書

　

森
三
樹
三
郎
「
支
那
古
代
榊
話
」
（
大
雅
堂

　

一
九
四
四
）

⑩
榊
話
傅
説
そ
の
他
種
々
の
鮎
か
ら
、
古
代
に
お
い
て
、
揚
子
江
流
域
か
ら
山

　

東
に
か
け
て
、
黄
河
文
化
圏
と
對
立
す
る
一
大
文
化
圏
か
存
在
し
て
い
た
と

　

考
久
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

⑩
澄
夫
論
巻
三

　

浮
侈
篇
第
十
二

　

な
お
四
部
叢
刊
本
と
後
漢
書
王
符
傅
所
載
の
も
の
と
に
は
多
少
語
句
に
出
入

　

が
あ
る
。
今
は
四
部
叢
刊
本
に
よ
り
、
後
漢
書
を
參
照
し
た
。

⑤
五
斗
米
道
並
に
太
平
道
に
つ
い
て
の
研
究
は
既
に
掲
げ
た
も
の
ゝ
外
、

　

板
野
長
八
「
道
教
成
立
の
過
程
」
（
東
亜
論
叢
第
五
輯

　

一
九
四
一
）

　

大
淵
忍
爾
「
太
不
経
の
来
歴
に
つ
い
て
」
（
東
洋
學
報
第
二
十
七
倦
第
二
彼

　
　

一
九
四
〇
）

　

″

　
　

「
太
平
経
の
思
想
一
斑
」
（
東
洋
學
報
第
二
十
八
倦
第
四
貌

　

一
九

　
　

四
一
）

　

″

　

「
太
平
道
の
殷
生
と
五
斗
米
道
」
（
加
藤
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
集
説

　
　

一
九
四
一
）

　

小
柳
司
気
多
「
後
漢
書
襄
楷
帖
の
太
不
清
領
書
と
太
不
経
と
の
開
係
」
（
東
洋

　
　

思
想
の
研
究
所
収

　

一
九
三
〇
）

　

酒
井
忠
夫
「
三
張
の
道
教
と
西
蔵
族
」
（
史
潮
第
七
年
第
一
欲

　

一
九
三
七
）

⑩
後
漢
書
巻
七
五
劉
焉
傅
・
三
國
志
魏
志
倦
八
張
魯
傅
及
び
典
略
の
原
文
の
み

　

あ
げ
て
お
く
。
（

　

）
内
は
後
漢
書
。

　
　
　

「
其
来
學
道
者
初
皆
名
鬼
卒
、
受
本
道
已
信
欲
祭
酒
各
領
部
衆
、
多
者
鳥

　
　

治
（
理
）
頭
大
祭
酒
、
皆
教
以
誠
信
不
欺
詐
、
有
病
自
首
其
過
、
大
都
無
黄

　
　

巾
相
似
、
諸
祭
酒
皆
作
義
舎
、
如
今
之
亭
傅
、
叉
置
義
米
肉
懸
於
義
舎
、

　
　

行
路
者
量
腹
取
足
、
若
過
多
鬼
道
級
病
之
、
犯
法
者
三
原
然
後
乃
行
刑
、

　
　

不
置
長
吏
、
皆
以
祭
酒
昌
治
（
理
）
」

　
　
　

「
典
略
日
…
…
…
…
加
施
静
（
浄
）
室
、
使
病
者
（
人
）
處
其
中
思
過
、
又
使

　
　

人
鳥
姦
令
祭
酒
、
祭
酒
（
此
の
二
字
無
し
）
主
以
老
子
五
千
文
使
都
習
、
欲

　
　

篤
（
此
の
字
無
し
）
姦
令
昌
鬼
吏
、
主
昌
病
者
請
祷
（
此
の
二
字
な
し
）
請
祷

　
　

之
法
、
書
病
人
姓
名
（
字
）
訊
服
罪
之
意
、
作
三
通
、
具
一
上
之
天
著
山
上
、

　
　

共
一
埋
之
地
、
其
一
昌
之
水
、
謂
之
三
官
手
書
、
使
病
者
家
出
米
五
斗
以

　
　

昌
常
、
故
欲
曰
五
斗
米
師
…
…
…
…
教
使
作
（
起
）
義
舎
以
米
肉
（
こ
の
字

　
　

な
し
）
置
其
中
、
以
止
行
人
、
叉
教
（
こ
の
字
な
し
）
使
自
隠
有
（
其
）
小

　
　

過
者
、
営
治
（
循
）
道
百
歩
則
罪
除
、
又
依
月
令
春
夏
禁
殺
、
叉
禁
酒
」

⑩
義
舎
を
建
て
、
義
米
・
義
肉
を
そ
こ
に
備
え
て
お
く
と
い
っ
た
飲
會
事
業
的

　

な
面
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
教
が
他
の
同
種
の
も
の
よ
り
進
ん
で
い
る
こ

　

と
を
示
す
も
の
で
、
本
質
は
「
鬼
道
」
な
の
で
あ
る
。

⑩
岡
崎
文
夫
「
魏
晋
南
北
朝
通
史
」
外
篇
五
三
六
頁
。

⑤
妖
賊
と
は
つ
き
り
記
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
賊
の
自
稀
な
と
か
ら
そ
う
で
あ

　

る
と
推
定
さ
れ
る
も
の
も
採
録
し
た
。
例
え
ば
建
康
元
年
の
條
の
九
江
盗
賊

　

徐
鳳
ら
が
稀
し
た
無
上
将
軍
と
い
う
精
読
は
、
中
不
五
年
に
な
っ
て
黄
巾
の

　

賊
屯
こ
れ
を
樽
し
て
い
る
。
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又
、
妖
賊
が
順
帝
の
時
代
に
始
ま
り
、
そ
の
地
域
が
ほ
ゞ
沿
海
地
域
で
あ

　

る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

⑩
「
井
田
之
愛
豪
人
貨
殖
、
館
舎
布
於
州
郡
、
田
畝
連
於
方
國
、
身
無
半
通
青

　

綸
之
命
、
而
鯖
三
辰
龍
章
之
服
、
不
具
編
戸
一
伍
之
長
、
而
有
千
室
名
邑
之

　

役
、
’
槃
巣
過
於
封
君
、
勢
力
伸
於
守
令
、
財
賂
自
管
犯
法
不
坐
、
剌
客
死
士

　

昌
之
投
命
、
至
使
弱
力
少
智
之
子
被
穿
障
敗
寄
、
死
不
飲
冤
柾
、
窮
固
不
敢

　

自
理
、
雖
亦
由
禁
網
疎
漏
、
蓋
分
田
無
限
使
之
然
也
」
（
昌
言

　

損
盆
篇
）

　
　

「
豪
人
之
室
、
連
棟
叡
百
膏
田
浦
野
、
奴
婢
千
群
徒
附
萬
計
、
船
車
買
販
周

　

於
四
方
、
度
居
積
貯
浦
於
都
城
、
埼
賂
賓
貨
且
室
不
能
容
、
馬
牛
羊
荼
山
谷

　

不
能
受
」
（
昌
言

　

理
乱
篇
）

⑩
「
博
徒
見
農
夫
、
戴
笠
持
栂
、
以
芸
蓼
茶
、
面
色
襄
黒
、
手
足
餅
肌
、
膚
如

　

桑
朴
、
足
如
熊
蹄
、
蒲
望
朧
畝
、
汗
出
調
泥
、
乃
謂
曰
、
子
触
熱
耕
芸
、
背

　

上
生
堕
、
脛
如
焼
橡
、
皮
如
領
革
、
錐
不
能
穿
、
行
歩
狼
眼
、
蹄
戻
脛
酸
、

　

謂
子
草
木
支
悛
屈
伸
、
謂
子
禽
獣
形
容
似
人
、
何
受
命
之
薄
、
粟
性
不
純
」

　
　

（
崔
咀

　

博
徒
論

　

全
後
漢
文
巻
四
四
）

＠
「
莞
虜
背
叛
、
始
自
涼
井
、
延
及
司
隷
、
東
鍋
魏
趙
、
西
紗
蜀
漢
、
五
州
残

　

破
、
六
郡
削
述
、
周
廻
千
里
、
野
無
矛
遺
、
寇
紗
鍋
害
、
書
夜
不
止
、
百
姓

　

滅
没
、
日
月
焦
轟
」
（
漕
夫
論

　

救
漫
第
二
二
）

⑩
「
建
武
十
四
年
…
…
…
…
越
無
人
任
貴
自
稀
太
守
、
遣
使
奉
計
」
（
後
漢
書
巻

　

一
下
光
武
本
紀
）

⑩
私
の
見
た
範
国
で
は
、
三
國
志
宋
紹
煕
本
は
疲
役
に
作
る
か
、
萬
暦
二
四
年

　

南
京
國
子
監
本
、
竹
簡
窟
石
印
本
は
疾
疫
に
作
っ
て
い
る
。
何
れ
が
正
し
い

　

か
よ
く
分
ら
な
い
が
、
宋
本
に
疲
役
に
作
っ
て
い
る
鮎
及
び
彼
等
が
叛
気
の

　

主
睦
と
な
っ
て
い
る
ご
と
か
ら
、
疲
役
の
方
を
取
っ
た
。
な
お
抱
朴
子
に
は

　
　
　

「
後
有
一
人
、
姓
李
名
寛
、
到
呉
而
蜀
語
、
能
収
水
治
病
頗
愈
、
於
是
遠

　

近
翁
然
…
…
…
…
於
是
、
避
役
之
吏
民
、
依
寛
寫
弟
子
者
、
恒
近
千
人
」

　

（
道
意
）

と
あ
る
。
覗
水
治
病
を
よ
く
す
る
李
寛
の
屯
と
に
集
っ
た
も
の
は
避
役
の
吏

民
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

励
中
日
戦
争
中
、
學
術
機
関
の
中
心
が
四
川
に
移
る
と
と
も
に
、
こ
の
地
方
の

　

考
古
學
的
研
究
が
盛
に
行
わ
れ
た
。

　
　
　

「
説
文
月
刊
」
（
第
三
巻
四
期
）

　

巴
蜀
文
化
専
競
（
一
九
四
二
）

　
　

Ｒ
ｉ
ｃ
ｈ
ａ
ｒ
ｄ
　
Ｃ
.
　
Ｒ
ｕ
ｄ
ｏ
ｌ
ｆ
　
i
n
　
Ｃ
ｏ
ｌ
ｌ
ａ
ｂ
ｏ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
Ｗ
ｅ
ｎ
　
Ｙ
ｕ
　
:
　
Ｈ
ａ
ｎ
　
Ｔ
０
ヨ
ｂ

　
　
　

Ａ
ｒ
ｔ
　
ｏ
ｆ
　
Ｗ
ｅ
ｓ
ｔ
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ
Ａ
　
ｃ
ｏ
ｌ
ｌ
ｅ
ｃ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ｏ
ｆ
　
F
i
ｒ
ｓ
ｔ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
Ｓ
ｅ
ｃ
ｏ
ｎ
ｄ
-

　
　
　

Ｃ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
ｒ
ｙ
　
Ｒ
ｅ
ｌ
ｉ
ｅ
ｆ
ｓ
　
（
Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
i
ｔ
ｙ
　
ｏ
ｆ
　
Ｃ
ａ
ｌ
ｉ
ｆ
ｏ
ｒ
ｎ
ｉ
ａ
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
　
１
９
５
０
）

　

な
お
戦
争
中
の
研
究
成
果
の
概
要
は

　

森

　

鹿
三
「
最
近
に
於
け
る
中
國
學
界
の
動
向
」
（
東
光

　

第
二
弦

　

一
九
四

　
　

七
）

　

水
野
清
一
「
東
亜
考
古
學
の
我
達
」
（
大
八
洲
出
版
古
文
化
叢
刊

　

一
九
四
七
）

　

に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
な
お

　

束
世
徴
編
「
中
國
通
史
參
考
資
料
選
輯
」
第
一
集

　

原
始
時
代
（
新
知
識
出

　
　
　

版
社

　

一
九
五
五
）
中
に
は

　

鄭
徳
坤
「
四
川
古
代
文
化
史
」
（
西
華
大
學
博
物
館

　

一
九
四
六
）

　

の
一
部
か
引
か
れ
て
い
る
。

酋
秦
の
巴
蜀
征
服
の
年
代
に
つ
い
て
は

　

大
庭

　

脩
「
秦
の
蜀
地
経
営
」
（
龍
谷
史
壇

　

第
三
三
胱

　

一
九
五
〇
）

⑩
褐
貢
製
作
の
年
代
に
つ
い
て
は

　

内
藤
虎
次
郎
「
褐
貢
製
作
の
年
代
」
（
研
幾
小
録

　

所
収

　

東
亜
経
済
研
究
六
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巻
一
琥

　

一
九
二
二
）

　

宮
崎
市
定
「
支
那
古
代
賦
役
制
度
」
（
上
）
（
史
林
十
八
巻
二
読

　

一
九
三
三
）
。

⑩
内
藤
虎
次
郎
「
聚
浪
遺
蹟
出
土
漆
器
の
銘
文
」
（
蔡
文
第
十
七
巻
第
一
読

　

一

　
　

九
二
六
）

　

梅
原
末
治
「
漢
代
漆
器
紀
年
銘
文
集
録
」
（
東
方
學
報

　

京
都
第
五
珊

　

一
九

　
　

三
四
）

⑩
蜀
錦
生
産
の
初
っ
た
時
期
に
つ
い
て
は

　

中
山
八
郎
「
唐
末
ま
で
の
蜀
錦
生
産
」
二
橋
論
叢

　

第
三
二
巻
第
四
琥

　

一

　
　

九
五
四
）

⑩
宇
都
宮
清
古
「
億
約
研
究
」
（
淡
代
比
會
経
圈
史
究
研
所
収
）

⑩
文
献
通
考
巻
一
五
征
椛
考
、
隠
微
に
は

　
　
　

「
和
帝
印
位
罷
匯
微
禁

　

詔
日
…
…
…
…
先
帝
…
…
…
…
…
復
収
隠
微
、

　
　

欲
以
防
備
不
虞
、
寧
安
泌
境
、
而
皮
多
不
良
、
動
失
其
便
、
以
違
上
意
、

　
　

先
帝
恨
之
、
故
遺
戒
郡
國
、
罷
盟
鍼
之
禁
、
縦
民
煮
錐
、
入
校
蒜
官
、
如

　
　

故
事
…
…
…
」

　

と
あ
り
、
そ
れ
以
後
盟
微
の
ぷ
責
を
復
し
た
こ
と
は
見
久
て
い
な
い
。

＠
淡
代
に
は
巴
郡
・
胸
忍
・
魚
復
雨
蒜
に
は
橘
官
が
か
か
れ
て
い
た
。

⑩
武
陽
・
南
安
・
浩
陵
は
茶
の
産
地
で
あ
っ
た
。
王
褒
の
億
約
に
出
て
く
る
奴

　

隷
便
了
は
、
武
陽
に
茶
を
買
い
に
行
か
さ
れ
て
い
る
。

⑩
淡
代
の
官
吏
登
用
の
制
度
に
つ
い
て
は

　

笏
箆
「
淡
代
察
珊
制
度
考
」
（
集
刊
第
一
七
本

　

一
九
四
九
）

　

江
幡
佩
一
郎
「
西
淡
の
官
僚
階
級
」
（
東
洋
史
研
究
第
十
一
巻
第
五
・
六
琥

　
　

一
九
五
二
）

　

鎌
田
重
雄
「
漢
代
の
孝
廉
に
つ
い
て
」
（
史
學
雑
誌
第
五
十
五
巻
第
七
貌

　

一

　
　

九
四
四
）

　

五
井
直
弘
「
後
涜
時
代
の
官
吏
登
用
制
『
肝
召
に
』
つ
い
て
」
（
歴
史
學
研
究

　
　

一
七
八
琥

　

一
九
五
四
）

　

演
口
重
圀
「
漢
代
の
孝
廉
と
廉
吏
」
（
史
學
雑
誌
第
五
三
春
第
七
破

　

一
九
四

　
　

二
）

（
叩
華
陽
國
志
巻
十
「
先
賢
士
女
惣
贋
」
の
最
後
に

　
　
　

「
二
州
人
士
自
漢
及
魏
二
百
四
十
八
人
而
已
」

　

と
あ
る
か
、
蜀
郡
以
下
の
人
士
は
、
百
九
十
四
人
で
あ
る
。
五
十
四
名
ば
か

　

り
の
巴
郡
の
士
女
か
あ
る
べ
き
こ
と
は
こ
の
鮎
か
ら
も
言
え
る
。

⑩
こ
の
外

　
　

「
守
屈

　

充
國

　

誰
肩
」

　

の
名
が
見
え
る
。
こ
の
誰
は
南
充
國
懸
の
太
姓
撫
の
誤
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　

又
、
張
納
碑
に
は
宕
渠
懸
出
身
者
の
者
が
あ
る
。
宕
渠
脈
の
條
に
は
大
姓

　

の
記
載
は
な
い
が
「
梁
盆
寧
三
州
先
漢
以
来
士
女
目
録
」
に
は
、
敬
・
玄
・

　

絹
・
馮
・
李
・
趙
・
曲
・
王
と
い
っ
た
姓
が
見
え
て
い
る
。
こ
の
姓
と
同
姓

　

の
人
物
を
張
納
碑
か
ら
學
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　

士
女
目
録

　
　
　
　
　
　

張
納
碑

　

蔵

　

蔵
大
伯

　

公
車
令

　
　
　
　

敬
卒

　

献
曹
史

　

玄

　

玄
賀

　
　

大
司
農

　

腫

　

絹
雄

　
　

大
鴻
鵠

　
　
　
　
　
　
　

’

　

馮

　

馮
煥

　
　

幽
州
刺
史

　
　
　

馮
皆

　

従
掻
位

　
　
　

馮
提

　
　

車
騎
将
軍

　
　
　
　
　
　
　
　

（
後
漢
書
三
八
に
傅
あ
り
）

　
　
　

馮
元

　
　

降
虜
都
尉

　
　
　

馮
進

　
　

僑
書
郎
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馮
湛

李

　

李
温

宕
渠
主
簿

桂
陽
太
守

李
元

李
思

李
並

李
含

李
平

益
州
従
事

議
曹
操

従
探
位

戸
曹
史

守
扇

趙曲王

趙
芥

　
　

戸
曹
禄

曲
直

　
　

宕
渠
主
簿

　
　
　

曲
胤

　

賊
曹
史

王
不

　
　

鎖
北
大
賂
軍

　
　

王
安

　

決
曹
史

　
　

（
三
國
志
蜀
志
十
三
に
傅
あ
り
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

王
褒

　

左
金
曹
史

こ
れ
と
同
様
な
こ
と
は

江
州
肺

　
　

張
紹

　
　

謁
煥

闇
中
脈

　
　

王
潅

　
　

周
舒

　
　

周
章

文
學
探
？

汝
南
太
守

茂
才

徴
士

儒
林
校
尉

帑謁
恭

王
湯

周
貌

右
集
曹
史

守
磨

南
部
督
郵

文
學
撮

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
三
國
志
蜀
志
十
二
に
傅
あ
り
）

　
　

周
臣

　
　

博
士

　
　

楊
仁

　

治
中
従
事

　
　
　
　

楊
地

　

従
操
位

　
　
　
　
　

（
後
漢
書
七
九
下
に
傅
あ
り
）

ら
が
あ
る
。

　

そ
の
他
出
身
地
不
名
の
も
の
と
し
て

　
　

「
文
學
主
事
操

　

任
穆
」

　

が
あ
る
。
任
氏
は
闇
中
鯨
の
大
姓
で
あ
る
。

　

な
お
蜀
姓
に
つ
い
て
は

　

宮
川
僑
志
「
六
朝
史
研
究

　

政
治
・
壮
會
篇
」
（
日
本
學
術
振
興
會

　

一
九

　
　

五
六
）

　

中
に
一
篇
が
あ
る
。

⑩
張
覇
～
陵
の
関
係
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
な
お
後
漢
書
三
六
に
張
覇
の
傅
が

　

あ
る
。

　
　

張
覇
―
－
楷
（
公
超
）
Ｉ
－
陵

　
　
　
　

〔
□
（
光
超
）

　

ド
玄

　
　
　
　

―
女
－
ロ
ー
叔
姫

⑩
蜀
人
と
あ
る
だ
け
で
何
蘇
の
出
身
か
よ
く
分
ら
な
い
か
、
柳
宗
に
推
薦
さ
れ

　

た
と
見
え
る
か
ら
暇
に
こ
こ
に
入
れ
て
お
い
た
。

⑥
趙
氏
の
家
系
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
な
お
後
漢
書
二
七
に
趙
典
の
傅
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

－
謙

趙
定
－
戒
づ
９
　
昌

⑩
後
漢
書
四
八
に
傅
あ
り
。

⑩
後
漢
書
八
二
に
傅
あ
り
。

＠
後
漢
書
八
十
上
に
傅
あ
り
。

⑩
後
漢
書
二
六
蔡
茂
傅
に
よ
る
と

　
　
　
　
　

コ
游
君

　
　

郭
堅
－
‘
－
―
ロ
ー
賀

　

と
な
り
、
親
父
及
び
伯
父
は
「
並
修
清
節
不
仕
王
莽
」
と
あ
る
。

⑩
後
漢
書
四
八
に
傅
あ
り
。
四
世
傅
詩
の
家
柄
で
あ
っ
た
。

＠
楊
氏
の
家
系
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
又
楊
進
が
嫁
い
だ
王
氏
は
鄭
脈
の
大
姓

27-
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で
あ
る
の
で
、
序
に
そ
の
系
圓
も
出
し
て
お
い
た
。
王
堂
は
後
漢
書
三
一
に

倅
が
あ
り
、
王
商
は
劉
焉
・
璋
の
時
代
に
活
躍
し
た
。
王
甫
は
三
國
志
蜀
志

十
五
楊
戯
輔
臣
笑
中
に
傅
か
あ
る
。

＠
彼
の
家
系
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

李
光
－
ロ
ー
宏
－

1 7
　

　
1
」
ぶ

碩

成
都
蘇
張
氏
、
註
⑩
）

⑩
李
氏
の
家
系
は
次
の
通
り
で
新
唐
書
巻
七
二
上
世
系
表
上
に
も
見
え
る
。
な

　

お
文
姫
か
嫁
い
だ
趙
氏
は
南
鄭
大
姓
の
一
で
あ
る
。

姦
ノ
諮

I”

　　　　

趙
友八球

　　　　　

姫

⑩
後
没
書
八
二
下
に
李
部
の
倅
あ
り
。

⑨
後
没
書
六
三
に
李
固
父
子
の
傅
あ
り
。

◎
後
漢
書
四
八
に
李
法
の
傅
あ
り
。

⑩
趙
氏
の
家
系
は
次
の
通
り
。

雲
上
０
　

　

⑩

　

○
參
照
。

　

⑩
後
漢
書
七
八
下
に
景
鷲
傅
あ
り
。

　

⑩
後
漢
書
八
二
上
に
任
文
公
の
傅
あ
り
。
そ
れ
に
よ
る
と
文
公
は
文
孫
の
子
と

　
　

な
っ
て
い
る
。

　

④
陳
氏
の
家
系
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　

陳
弾
Ｉ
澄
―
ロ
ー
宜
（
後
漢
書
賓
に
作
る
）

　
　

後
漢
書
五
一
に
陳
弾
傅
あ
り
。

附

　

記

　

本
稿
は
昨
年
二
月
史
學
研
究
會
例
會
に
お
い
て
「
劉
備
の
入
蜀
」
と
題
し
て
行

　

っ
た
翌
表
の
一
部
で
あ
る
。
本
稿
作
成
に
営
コ
て
宮
崎
教
授
よ
り
懇
切
な
る
御

　

教
示
を
賜
っ
た
。
こ
ゝ
に
厚
く
御
噌
申
し
あ
げ
ま
ナ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ
一
九
五
七
・
一
・
二
八
―
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The Role of Ssu-ch'uan in the Politics of Later Han

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ＮａｏｓａｄａＫａｎｏ

　　　

The Ch'in-Han period was ａ period of unification,while the period of

the Wei-Chin and Northern-Southern dynasties was that of disruption, and

the turning point from the former to the latter will be found in the second

and third centuries, A.D. In Pashu or the present province of Ssu-ch'uan,

which was ａ wealthy country, there　were numbers of　powerful clans,

which were closely connected with influentialfiguresin the central govern･

ment. On the other hand, in the same province ａ mighty religious organi-

zation called　Wu-tou-mei-tao, which was originally magical　in　nature,

sprang up, and grew into an anti-government and anti-clan organization of

peasants. To suppress this powerful peasant movement the clans had to

organized themselves, leading to the creation of the Shu-Han dynasty.

The PoliticalInfluence of Confucian Scholars

　　　

in the beginning of the Han Dynasty

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ＯｓａｗＭＫａｎａｙa

　　　

With

　

the creation of the Han dynasty and resultant pacification of

the country the “ sword ” was being gradually replaced　by　the “ pen.”

The role of Confucian scholars who became politicaladvisers of Kao-tsu,

founder of the dynasty, must be taken into account in connection with

this tendency.　Hitherto the influence over Han politicsof Taoism seems

to have been over-emphasized, while the role of these Confucians has been

understimated. Lu Chia and Lou Ching were such Confucians. Though

the former seems to have been somewhat under influence of Taoistic

thought and the latter in favour of the Legist school, they　were Confu-

cians in the essentials of their thought, and contributed to the establish-

ment of ａ new politicalphilosophy to meet the needs of the times.

１




