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後
漢
末
、
桓
盤
の
聞
に
生
起
し
た
い
わ
ゆ
る
黛
鋼
は
、
引
き
緩
い
て
起
こ
っ
た
黄
巾
の
観
と
と
も
に
、
後
漢
か
ら
説
菅
へ
の
移
苛
期
を
取
り

扱
う
上
に
き
わ
め
て
重
要
な
事
件
で
あ
る
。
従
来
、
こ
の
事
件
に
言
及
し
た
論
考
は
頗
る
多
い
が
、
六
朝
史
へ
の
展
墓
の
下
に
、
そ
の
歴
史
的

意
味
を
追
求
し
た
も
の
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
川
勝
義
雄
氏
の
「
シ
ナ
中
世
貴
族
政
治
の
成
立
に
つ
い
て
」
(
『
史
林
』
三
十
三
谷
四
続
可
「
漢

@
 

末
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
」
ハ
『
東
洋
史
研
究
』
二
十
五
倉
四
腕
〉
の
二
論
文
は
、
そ
の
中
で
も
最
も
深
い
理
解
を
示
し
て
い
る
。
氏
は
、
そ
の
第

一
論
文
に
お
い
て
、
後
漢
末
に
成
立
し
た
士
大
夫
の
サ
ー
ク
ル

H
清
流
が
六
朝
貴
族
の
源
流
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
後
漢
か
ら
六
朝
〈
の

一歴
史
的
展
開
を
こ
の
事
件
を
媒
介
に
し
て
追
求
ーし
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。



こ
の
見
解
は
、
準
読
史
的
に
言
え
ば
、
清
流
豪
族
と
濁
流
豪
族
の
封
立
を
ζ

の
事
件
の
本
質
と
す
る
楊
聯
陸
氏
の
動
に
劃
し
て
批
剣
を
加
え

た
字
都
宮
清
吉
氏
の
見
船
に
そ
の
起
源
を
も
っ
。
す
な
わ
ち
、
宇
都
宮
氏
は
、
官
官
を
豪
族
と
す
る
の
非
を
読
き
つ
つ
、

、同
時
に
清
流
涯
を
豪

族
の
一
語
で
く
く
っ
て
、
そ
れ
が
政
権
獲
得
の
た
め
に
争
っ
た
&
い
う
楊
氏
の
解
揮
を
斥
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
清
流
と
は
、
嘗
時
の
知
識
階

級
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
経
済
的
用
語
で
あ
る
と
こ
ろ
の
豪
族
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
、
そ
れ
ら
清
流
涯
が
闘
争
し
た
の
は
、
政
権
獲
得

の
た
め
で
は
な
く
て
、
買
に
、
漢
代
社
舎
の
本
質
(
漢
代
枇
曾
の
秩
序
原
理
た
る
政
治
力
・
そ
の
政
治
力
の
中
心
た
る
皇
帝
・
そ
の
皇
帝
に
劃
す
る
隼
信
忠

誠
〉
の
た
め
に
で
あ
る
。
清
流
涯
の
基
盤
は
豪
族
階
級
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
清
議
そ
の
も
の
で
あ
り
、
い
い
か
え
れ
ば
、
普
遍
的
な
輿
論

そ
の
も
の
に
あ
る
の
だ
と
い
う
。
要
す
る
に
、
字
都
宮
氏
は
、
議
鋼
事
件
の
本
質
を
漢
帝
園
の
秩
序
を
支
え
る
儒
数
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
、
漢
帝

園
の
秩
序
を
凱
す
濁
流
勢
力
と
の
封
決
に
見
出
す
の
で
あ
る
。

川
勝
氏
は
、
之
の
宇
都
宮
氏
の
見
解
を
承
け
て
、
前
述
し
た
第
一
論
文
を
護
表
し
た
。
そ
れ
に
劃
し
て
、
増
淵
龍
夫
氏
か
ら
批
判
が
提
出
さ

れ
て
い
恥
増
淵
氏
は
、
川
勝
氏
の
知
識
階
級
の
理
念
的
解
揮
の
行
過
ぎ
を
警
告
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
嘗
時
の
知
識
階
級
の
中
広
は
、
濁

流
勢
力
に
劃
し
て
は
も
ち
ろ
ん
清
流
波
に
射
し
て
も
暗
黙
の
批
剣
を
行
な
っ
て
い
る
一
群
の
人
士
が
存
在
す
る
。
そ
の
よ
う
な
人
士
は
、
嘗
時
J

の
清
流
涯
に
内
包
さ
れ
た
儒
教
的
債
値
基
準
の
名
目
化
・
外
在
化
と
自
己
撞
着
〈
本
来
、
、清
流
娠
の
論
理
か
ら
い
っ
て
批
判
さ
る
べ
き
外
戚
を
、
自
分

た
ち
の
番
附
の
筆
頭
に
翠
げ
て
稽
讃
し
て
い
る
こ
と
)
広
劃
す
る
巌
し
い
批
剣
を
行
な

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
人
士
〈
増
淵
氏

。
は
、
逸
民
的
風
格
を
も
っ
た
人
士
と
呼
ぶ
)
を
支
え
る
祉
舎
的
基
盤
は
ど
こ
に
あ

っ
た
の
か
を
、
名
数
的
天
下
的
秩
序
と
現
寅
の
園
家
祉
舎
と
の
希
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離
を
通
し
て
追
求
す
べ
き
で
あ
る
と
。

こ
り
増
淵
氏
の
批
判
は
、
事
賓
の
面
か
ら
も
、
文
清
流
の
自
己
撞
着
の
指
摘
な
ど
の
黙
に
お
い
て
も
、
川
勝
氏
の
盲
貼
を
衝
く
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
増
淵
氏
の
批
剣
、を
踏
ま
え
て
、
再
度
こ
の
事
件
の
よ
り
深
い
分
析
を
試
み
た
の
が
川
勝
氏
の
第
二
論
文
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

氏
は
ま
ず
逸
民
的
人
土
も
清
流
勢
力
か
ら
切
り
離
せ
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
彼
ら
が
抵
抗
に
走
る
ゆ
え
ん
を
嘗
時
の
郷
邑
祉
舎
の

泊
賞
態
か
ら
理
解
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
抵
抗
を
生
み
出
す
祉
舎
的
保
件
と
は
、
「
郷
邑
の
支
配
を
め
ぐ
る
複
数
豪
族
の
は
げ
し
い
競
合
献
況
で



初
あ
り
、
端
的
に
言
っ
て
、
豪
族
の
領
主
化
傾
向
に
よ
る
小
農
民
の
設
落
と
階
居
分
化
の
準
行
で
あ
り
、
古
い
郷
邑
秩
序
の
分
裂

・
崩
壊
の
危
機

的
献
況
で
あ
る
。
有
徳
な
る
賢
者
を
登
用
せ
よ
、
そ
の
登
用
法
た
る
郷
翠
里
遺
を
遵
守
せ
よ
、
と
い
う
清
議
の
徒
の
主
張
は
、
古
い
郷
邑
秩
序

そ
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
秩
序
再
建
の
要
求
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
し
、
そ
の
封
立
は
、

族
に
よ
る
郷
邑
秩
序
の
分
裂
と
、

豪
族
群
自
身
の
性
格
的
分
裂
と
、
郷
邑
秩
序
の
破
壊
に
よ
る
豪
族
封
小
農
民
の
階
級
闘
争
と
、
こ
の
三
者
が

の
急
速
な
崩
壊
吠
況
を
背
景
に
し
て
、

「
複
数
豪

い
り
ま
じ
っ
た
複
合
的
劉
立
」
で
あ
る
と
す
る
。

「豪
族
群
自
身
の
性
格
的
分
裂
」
と
は
、

豪
族
が
本
来
持
っ
て
い
る
自
己
横
大
的
性
格
と
、

そ
れ
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
儒
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
鰻
現
し
た
知
識
人
的
性
格
と
の
矛
盾

・
分
裂
を
さ
す
。
こ
の
封
立
の
果
て
に
は
、
知
識
階
級
の

挫
折
が
あ
り
、
濁
流
豪
族
と
結
ん
だ
官
官
政
府
の
領
主
化
路
線
が
前
面
に
進
出
す
る
。
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
流
民
・
賓
農
と
富
殖
豪
族
居

の
針
立
が
主
要
な
封
立
開
係
と
し
て
出
現
し
、
そ
れ
が
寅
巾
の
大
凱
へ
と
績
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
黄
巾
の
範
に
よ

っ
て
無
秩
序
獄

態
に
陥

っ
た
郷
邑
で
は
、
大
姓
と
知
識
人
と
の
協
同
が
行
な
わ
れ
、
知
識
人
が
郷
邑
と
権
力
践
と
の
パ
イ
プ
の
役
割
を
荷
ぅ
。
そ
し
て
、
「
擢
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力
媒
介
居
と
な

っ
た
知
識
階
級
は

一
方
で
は
下
部
権
力
た
る
地
方
大
姓
よ
り
も
優
位
に
立
ち
、
こ
の
強
大
化
|
|
領
主
化
を
抑
え
る
作
用
を

な
す
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
下
部
権
力
の
代
表
者
、
‘
い
わ
ゆ
る
『
民
の
墓
』
と
し
て
、
上
部
擢
力
を
支
え
な
が
ら
も
、
そ
の
方
向
を
規
制
す

る
。
か
く
て
、
こ
の
祉
禽
唐
は
『
士
』
と
い
う
身
分
階
層
を
形
成
し
、

そ
の
上
に
文
人
的
な
貴
族
制
祉
舎
を
成
立
せ
し
め
て
ゆ
く
の
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
。

川
勝
氏
の
こ
の
見
解
に
射
し
て
は
以
下
の
貼
に
お
い
て
疑
問
を
感
ず
る
。
氏
の
い
う
「
民
の
墓
」
と
は
何
か
と
い
う
黙
で
あ
る
。
氏
の
論
旨

か
ら
す
れ
ば
、
「
領
主
化
傾
向
」
を
チ
エ

y

ク
す
る
儒
家
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
瞳
現
が
「
民
の
墓
」
た
り
得
る
と
理
解
さ
れ
よ
う
。

濁
流
的
在
り
方
に
劃
し
て
は
き
び
し
い
批
剣
と
な
り
得
る
が
、

し
か
し
な

カi
ら

儒
家
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、

儒
家
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
そ
の
も
の
に
は

「
民
の
墓
」
た
る
所
以
が
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
熊
鋼
ま
で
の
時
貼
で
、
儒
家
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、

「
領
主

化
傾
向
」

川
勝
氏
は
最
近
の
論
文
「
貴
族
制
祉
禽
の
成
立
」

て
、
隠
逸
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ー
ー
そ
れ
は
「
清
」
と
い
う
観
念
に
も
っ
と
も
よ
く
表
現
さ
れ
る
ー
ー
ー
を
重
視
し
、
知
識
階
級
は
こ
の
イ
デ
オ
ロ

を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。

こ
の
貼
、

に
お
い



ギ
ー
に
傾
斜
し
た
と
す
る
。
と
す
れ
ば
、
清
流
の
思
想
的
韓
質
の
あ
る
轄
換
を
氏
は
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

う
な
韓
換
を
せ
ま
ら
れ
た
の
か
、
氏
の
説
明
ば
充
分
と
は
い
い
難
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
ぜ
清
流
が
そ
の
よ

こ
の
貼
は
次
の
多
田
氏
の
疑
問
と
も
関
連
す
る
。
す
な
わ
ち
多
田
氏
は
、
責
巾
・
逸
民
・
業
人
の
運
動
を
一
連
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
と
し

@
 

て
規
定
す
る
こ
と
は
無
理
で
は
な
い
か
と
言
う
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
黛
人
・
逸
民
は
支
配
の
側
に
あ
り
、
如
何
に
支
配
す
る
か
を
め
ぐ
っ

て
争
っ
た
の
に
劃
し
て
、
責
巾
は
あ
く
ま
で
も
被
治
者
で
あ
り
、
支
配
者
と
被
支
配
者
が
連
合
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
貼
に
つ
き
る
。

買
は
、

多
田
氏
と
同
じ
疑
問
を
筆
者
も
感
ず
る
の
で
あ
る
が
、

多
田
氏
の
よ
う
に
、

支
配
者
と
被
支
配
者
と
い
う
形
で
そ

の
匿
別
を
論
ず
る
の
は
嘗
を
得
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
薫
人
・
逸
民
・
黄
巾
の
そ
れ
ぞ
れ
の
志
向
の
相
遣
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
匡
別
を
論
心
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
黙
に
あ
る
。
川
勝
氏
は
、
繁
人
・
逸
民
・
責
巾
が
共
同
戦
線
を
組
ん
で
と
も
に
闘
っ
た
と

い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
ら
が
否
定
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
封
象
と
、
そ
の
否
定
の
原
動
力
と
な
っ
た
彼
ら
の
志
向
す
る
も
の
の
聞
に
は

そ
れ
を
「
共
同
鰻
糞
求
運
動
」
と
し
て
嘗
時
の
祉
舎
が
何
を
課
題
と
し
て
い
た
か
を
見
抜
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
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共
通
す
る
側
面
が
あ
り
、

従
っ
て
、
多
田
氏
の
疑
問
を
正
嘗
化
す
る
場
合
に
は
、
黛
人
・
逸
民
・
黄
巾
の
そ
れ
ぞ
れ
の
志
向
の
差
遣
を
摘
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ

れ
の
運
動
の
異
質
性
を
指
摘
す
る
と
い
う
手
績
き
を
踏
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
指
摘
し
た
、
な
に
ゆ
え
に
清
流
が
儒
家

的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
謄
逸
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
と
、
そ
の
思
想
的
艦
質
を
轄
換
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と
い
う
問
題
に
関
わ
っ
て
く
る
。

黛
人
・
逸
民
・
責
巾
の
志
向
す
る
〈
共
同

盟
〉
の
内
容
が
同
一
な
の
か
、
文
異
質
な
面
が
あ
る
の
か
と
い
っ
た
黙
を
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
ハ
ま
ず
川
勝
氏
に
よ
っ
て
、
種

そ
の
よ
う
な
検
討
の
足
が
か
り
と
し
て
、

筆
者
は
、

川
勝
氏
の
い
う
〈
共
同
盟
〉

を
と
り
上
げ
、

々
雑
多
な
勢
力
を
含
み
・
な
が
ら
も
、
儒
家
理
念
に
よ
っ
て
ま
と
ま
っ
た
一
個
の
政
治
運
動
の
集
固
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
「
清
流
」
を
、

よ
り
具

睦
的
に
捉
え
て
み
る
こ
と
、
そ
こ
か
ら
、
増
淵
氏
が
指
摘
し
た
逸
民
的
人
士
の
清
流
勢
力
に
劃
す
る
批
剣
が
な
ぜ
生
ず
る
の
か
を
、

「
名
数
的

天
下
的
秩
序
と
現
賓
と
の
布
離
」
と
い
う
側
面
か
ら
さ
ぐ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

31 
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清
流
の
出
自
と
構
造

増
淵
氏
が
言
う
よ
う
に
、
豪
族
の
勢
力
を
、

「車
に
同
族
的
結
合
や
大
土
地
所
有
に
よ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
に
依
附
す
る
慶
い
人
的
結

合
関
係
に
基
礎
を
置
く
も
の
」
と
す
る
と
、

「清
流
勢
力
の
人
的
構
成
を
康
い
意
味
で
の
豪
族
的
社
曾
関
係
に
求
め
る
こ
と
は
不
嘗
で
は
な
い
」

と
考
え
ら
れ
る
。
清
流
集
園
の
人
的
構
成
を
分
析
す
れ
ば
、
清
流
官
僚

・
逸
民
的
人
士
、
太
皐
生
・
郡
園
向
学
生

・
門
生
故
吏

・
遊
侠
的
富
豪
な

ま
ず
は
じ
め
に
、
彼
ら
の
出
自
を
少
し
み
て
お
き
た
い
。

ど
が
含
ま
れ
る
が
、

京
師
に
お
い
て
清
流
官
僚
を
援
護
し
、
世
論
形
成
に
或
る
一
定
の
役
割
を
果
し
た
者
に
太
畢
生
が
あ
る
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
彼
ら
の
多
く

は
官
僚
・
豪
族
の
子
弟
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
『
後
漢
書
』
に
よ
っ
て
太
皐
に
同
学
ん
だ
者
を
調
べ
て
み
る
と
、
列
俸
に
「
貧
」
と
か
「
車
寒
」

@
 

と
あ
る
場
合
に
は
、
奨
同
学
金
や
ア
ル
バ
イ
ト
の
事
例
が
記
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
他
の
出
自
の
不
明
な
も
の
や
、
官
僚

・
豪
族
の
子
弟
に
は

しそ
ての
よよ
し、う
でな
あ事
ろ{列
うは。ω壬刀

.."" 
め
ら
れ
な

「
貧
」
・
「
皐
寒
」
と
記
さ
れ
た
人
達
以
外
の
大
皐
生
は
、
多
く
官
僚
・

豪
族
の
子
弟
で
あ
っ
た
と
理
解
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次
に
、
清
流
官
僚
の
場
合
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
こ
れ
も
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
官
僚
・
豪
族
の
子
弟
が
匪
倒
的
に
多
い
品
又
、

@
 

清
流
名
士
番
附
の
「
八
厨
」
と
稿
さ
れ
て
い
る
人
々
は
、
宮
崎
市
定
氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
遊
侠
的
富
豪
と
考
え
ら
れ
る
。
郡
園
祭
生
や

門
生
故
吏
は
、
太
翠
生
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、

そ
れ
ぞ
れ
豪
族
的
社
曾
開
係
を
そ
の
背
景
に
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
逸
民

的
人
士
は
こ
れ
ら
の
人
々
と
は
出
自
を
異
に
し
て
お
り
、
こ
の
黙
は
後
述
す
る
こ
と
に
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
出
自
を
い
く
ら
詮
索
し
て
も
、
清
流
の
本
質
は
理
解
し
得
な
い
と
恩
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、

た
だ
、
次
の
貼
だ
け
は
注
意
し
て

お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
太
事
生
、
郡
園
皐
生
は
官
僚
の
諜
備
軍
で
あ
り
、
業
を
卒
え
た
後
は
、
察
闘
挙
・
跨
召
を
鰹
て
中
央
・
地
方
の
植
要
な

官
に
つ
く
べ
く
議
定
さ
れ
て
い
る

エ
り
l
ト
だ
司
た
と
い
う
こ
と
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
彼
ら
は
清
流
官
僚
と
同
質
性
を
有
し
て
い
る
。
そ

の
雨
者
が
、

後
漢
祉
舎
の

一
個
の
重
要
な
構
成
要
素
で
あ
る
豪
族
に
多
く
そ
の
出
自
を
も

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
が
黛
鋼
事
件
を
考



ぇ
，る
際
の
一
つ
の
要
因
と
し
て
、
そ
れ
も
か
な
り
重
要
な
も
の
と
し
て
取
扱
う
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
重
要
に
な

る
か
は
、
論
を
準
ぬ
る
う
ち
に
自
ら
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
こ
れ
ら
太
皐
生
と
清
流
官
僚
と
が
京
師
に
お
い
て
、
清
流
サ
ー
ク
ル
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ
う
。
ま
ず
太
拳

生
に
閲
し
て
は
、
「
太
皐
書
生
劉
陶
等
数
千
人
、
詣
闘
上
章
一国
云
々
」
(
『
後
漢
書
』
列
停
三
十
三
、
朱
穆
停
)
と
い
っ
た
類
型
の
記
事
を
い
く
つ
か
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
あ
る
い
は
ま
た
、

乗
卒
元
年
、
賢
太
后
崩
、
有
何
人
書
朱
雀
閥
、
言
天
下
大
範
、
曹
節
王
甫
幽
殺
太
后
、
常
侍
侯
賀
多
殺
黛
人
、
公
卿
皆
戸
雄
、
無
有
忠
言
者

:
・
:
:
:
週
四
出
逐
捕
、
及
太
皐
瀞
生
繋
者
千
品
開
人
ハ
『
後
漢
書
』
列
停
六
十
八
、
曹
節
停
)

と
あ
る
か
ら
、
太
皐
生
の
一
国
が
一
つ
の
サ
ー
ク
ル
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

後
漢
の
太
皐
は
、
前
漢
末
丘
ハ
範
の
た
め
に
荒
慶
し
て
い
た
が
、
光
武
帝
が
建
武
五
年
こ
れ
を
修
起
し
た
。
明
帝
が
辞
薙
を
と
と
の
え
る
と
、

太
皐
を
取
り
潰
す
べ
し
と
い
う
議
論
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
太
尉
超
煮
の
建
言
に
よ
っ
て
雨
者
並
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
安
帝

頃
に
な
る
と
、
博
士
・
筆
生
と
も
に
業
を
怠
り
、
太
事
は
頚
慶
し
て
園
採
第
牧
の
慮
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
翠
輔
の
上
疏
に
よ
っ
て
、
陽
嘉
元

年
、
太
壌
は
宏
大
な
規
模
1

1

二
百
四
十
房
・
千
百
五
十
室
ー
ー
で
修
復
さ
れ
、
甲
乙
科
員
各
十
人
を
増
し
、
郡
園
の
番
儒
を
郎
・
舎
人
に
任

じ
た
た
め
、
遊
撃
が
よ
う
や
く
盛
ん
と
な
り
、
三
高
徐
生
に
至

っ
た
と
あ
る
。
『
後
漢
書
』
列
停
三
十
八
、

翠
繭
停
、

同
列
俸
六
十
九
上
儒
林
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博
序
な
ど
に
よ
っ
て
後
漢
に
お
け
る
太
皐
の
消
長
を
概
観
す
れ
ば
以
上
の
如
く
で
あ
る
が
、
漢
の
政
治
理
念
た
る
儒
事
の
修
得
を
目
的
と
し
、

民
衆
の
激
化
の
具
と
観
念
さ
れ
て
い
た
太
皐
は
、
し
だ
い
に
、
章
句
が
疏
ん
ぜ
ら
れ
、
浮
華
を
以
っ
て
相
い
向
び
、
儒
者
の
風
が
衰
え
た
と
活

藤
を
し
て
嘆
か
せ
る
よ
う
な
朕
態
に
立
ち
至
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
後
漢
中
期
以
後
の
太
拳
は
、
皐
問
の
府
と
し
て
よ
り
も
む
し

ろ
政
治
談
義
の
場
と
化
し
、

、政
治
に
志
し
た
所
謂
「
遊
士
」
な
る
者
が
太
皐
に
出
入
り
し
て
、
太
察
内
の
輿
論
を
リ
ー
ド
す
る
と
い
う
傾
向
が

顕
著
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
太
皐
に
お
け
る
遊
談
の
花
形
が
、
郭
泰
・
買
彪
・
符
融
と
い
っ
た
人
土
で
あ
る
。
彼
ら
は
清
流
官
僚
と
連

絡
を
と
り
な
が
ら
、
太
皐
内
部
の
輿
論
を
反
濁
流
の
方
向
に
向
け
て
い
く
役
目
を
荷
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
太
翠
生
と
清
流
官
僚
の
開

33 
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係
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。

第
一
次
蒸
鍋
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
、
李
腐
を
謹
告
し
た
上
書
の
中
に
、

膚
等
は
太
翠
の
遊
士
を
養
い
、
諸
郡
の
生
徒
に
交
結
し
、
更
に
相
い
躯
馳
し
て
、

共
に
部
業
を
魚
す
。

(
『
後
漢
書
』
列
停
五
十
七
、
黛
銅
列
侍

序
と
あ
り
、

ま
た
、

符
融
は
太
撃
に
遊
び
、
少
府
李
謄
に
師
事
し
た
。

(
『
後
漢
書
』
列
停
五
十
八
、
符
融
停
〉

と
か
、
あ
る
い
は

太
皐
諸
生
三
寓
徐
人
、

郭
林
宗
(
泰
)
買
偉
節
(
彪
)

は
其
の
冠
た
り
。

並
び
に
李
謄
・
陳
蕃

・
王
暢
と
更
ご
も
相
い
褒
重
す
。
開
学
中
語
り

て
臼
く
、
天
下
の
模
惜
李
元
雄
(
膚
)
云
々
(
『
後
漢
書
』
列
停
五
十
七
、
熊
鋸
列
停
序
)

な
ど
は
、
李
腐
と
太
皐
の
密
接
な
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
李
謄
に
劃
す
る
人
格
的
蹄
慕
は
、
李
暦
自
身
の
人
徳
に
由
る
の
で
あ

ろ
う
が
、
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是
の
時
、
朝
廷
日
に
凱
れ
、
綱
紀
頚
臨
す
。
腐
濁
り
風
裁
を
持
し
、
以
っ
て
聾
名
自
ら
高
し
。
土
の
其
の
容
接
を
被
る
者
有
り
、
名
づ
け
て

登
龍
門
と
鴛
す
(
『
後
漢
書
』
列
停
五
十
七
、
李
腐
停
)

と
あ
る
よ
う
に
、
太
拳
生
に
と
っ
て
李
膚
へ
の
接
近
は
仕
官
の
手
掛
り
と
も
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
李
腐
は
太
皐
生
に
と

っ
て
身
近
な
存
在
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
聞
の
バ
イ
プ
役
が
必
要
に
な
る
。
そ
れ
が
先
述
の
李
腐
の
門
徒
・
符
融
等
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
大
島

4

生
が
符
融
等
の
部
屋
に
集
ま
り
、
盛
ん
に
政
治
談
義
を
行
な
っ
て
自
己
の
才
能
を
誇
示
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
仕
官
の
た
め
に
す
ぎ
な
か
っ
た

@
 

の
で
は
な
い
か
と
い
う
解
樟
も
可
能
に
な
る
。
清
流
サ
ー
ク
ル
の
結
合
と
種
々
の
利
害
関
係
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
要
す
る
に
、
官
僚
議

@
 

備
箪
た
る
太
皐
生
と
清
流
官
僚
の
聞
に
は
密
接
な
連
絡
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
よ
う
。

女
に
、
清
流
官
僚
の
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
清
流
官
僚
聞
の
関
係
に
つ
い
て
燭
れ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
選
参
に
か
か



わ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
清
流
官
僚
は
自
涯
と
目
さ
れ
る
人
物
を
盛
ん
に
要
職
に
つ
け
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
。
た
と
え
ば
、

陳
蕃
魚
太
侍
、
興
大
将
軍
資
武
共
乗
朝
政
、
連
謀
説
諸
官
官
、
故
引
用
天
下
名
士
(
『
後
漢
書
』
列
停
五
十
七
、
李
膚
停
〉

と
あ
り
、
「
天
下
名
士
」
と
は
、
薫
鋼
列
俸
に
記
さ
れ
て
い
る
人
士
を
中
心
と
す
る
清
流
涯
に
他
な
ら
な
い
。
政
争
下
に
お
い
て
は
、

る
方
策
も
嘗
然
必
要
な
こ
と
で
は
あ
ろ
う
け
れ
ど
、
清
流
グ
ル
ー
プ
内
に
お
け
る
互
薦
は
か
な
り
頻
繁
に
行
な
わ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「
三
君
」
の
一
人
陳
蕃
が
汝
南
太
守
王
襲
に
引
準
さ
れ
て
郡
吏
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
の
ち
に
、
陳
蕃
は
王
襲
の
子
で
「
八
俊
」
の
一
人
王
暢

を
勘
め
て
お
り
、
『
後
漢
書
』
列
停
四
十
六
王
暢
俸
に
は
、
「
父
故
吏
陳
蕃
薦
暢
清
方
公
正
」
と
あ
る
。
陳
蕃
も
王
暢
も
そ
の
人
徳
に
よ
っ
て

推
拳
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
形
式
が
清
流
グ
ル
ー
プ
の
選
拳
に
は
多
く
見
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
そ
の
政
治
的

主
張
の
善
悪
は
と
も
あ
れ
、
清
流
に
よ
る
選
撃
の
私
物
化
に
結
果
す
る
。
濁
流
が
清
流
に
劃
し
て
多
く
こ
の
離
を
批
難
し
た
酬
は
そ
れ
な
り
の

台、

台、

理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

、
次
に
、
太
拳
生
、
清
流
官
僚
を
中
心
と
し
た
中
央
清
流
サ
ー
ク
ル
と
関
係
を
持
ち
な
が
ら
、
全
園
的
輿
論
の
形
成
基
盤
と
な
っ
た
地
方
に
お

け
る
清
流
サ
ー
ク
ル
の
寅
態
を
述
べ
て
み
よ
う
。

「
黛
鋼
列
俸
序
」
に
、
清
流
の
全
園
的
ラ
ン
キ
ン
グ
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
す
ぐ
う
し
ろ
に
、
山
陽
郡
高
卒
鯨
出
身
の
張
俄
を
中
心

に
し
た
ラ
ン
キ
ン
グ
、
す
な
わ
ち
、
八
俊
・
八
顧
・
八
及
の
二
十
四
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
張
倹
と
同
郷
の
朱
蛙
の
上
書
に
よ
っ
て

'剣
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
十
四
名
の
う
ち
、
ま
ず
八
俊
の
筆
顕
で
あ
る
張
倹
は
、
父
が
江
夏
太
守
で
、
本
俸
の
後
牟
に
は
、
黄
巾
の
範

に
よ
っ
て
飢
潟
朕
態
に
お
ち
い
っ
た
農
民
に
賑
価
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
彼
は
恐
ら
く
豪
族
の
出
身
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
。
張
倹
の
次
は
檀
彬
で
あ
る
。
こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
山
陽
の
檀
氏
は
、
鄭
玄
の
『
三
瞳
目
録
』
に
「
今
山
陽
有
檀
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氏
」
と
あ
る
か
ら
、

『
菅
室
田
』
巻
八
十
五
に
列
せ
ら
れ
て
い
る
檀
愚
之
は
]
高
卒
の
人
で
、

劉
裕
と
共
に
桓
玄
と
戦
い
、
曲
阿
蘇
公
に
封
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
『
宋
書
』
巻
四
十
三
に
記
載
き
れ
て
い
る
宋
の
名
勝
檀
遁
済
は
、
愚

之
の
従
兄
の
子
で
、
本
貫
は
高
卒
金
郷
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
高
卒
の
檀
氏
は
後
世
有
焦
一の
人
才
を
輩
出
し
て
お
り
、
高
卒
に
お
け
る
右
族

か
な
り
知
ら
れ
た
家
柄
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ま
た
、
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で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
二
十
四
名
中
、
正
史
に
俸
を
記
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
張
倹

・
劉
表
の
み
で
あ
っ
て
、
他
の
人
々
に
つ
い
て
は
不

⑬
 

明
で
あ
る
が
、
張

・
檀

・
徐

・
田

・
劉

・
王
が
高
卒
に
お
け
る
著
姓
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
し
、
二
十
四
名
中
に
そ
れ
ら
の
諸
姓
が
み
え
る
か

ら
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
豪
族
、
が
中
心
と
な

っ
て
形
成
さ
れ
て
い
た
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
又
、
中
央
で
の
ラ
ン
キ
ン
グ
「
八
及
」
の
一
人
謹

超
が
山
陽
太
守
と
な
り
、
張
俊
を
東
部
督
郵
に
任
用
し
て
、
同
郡
出
身
の
富
官
侯
躍
の
罪
悪
を
摘
渡
せ
し
め
て
い
る
の
は
き
わ
め
て
興
味
が
あ

，

⑬
 

る
。
同
じ
清
流
涯
人
土
が
守
令
と
な

っ
て
お
れ
ば
、
儒
家
理
念
的
公
権
力
を
背
景
に
し
て
劉
濁
流
の
闘
争
を
有
利
に
展
開
さ
せ
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
し
、
選
準
に
つ
い
て
も
、

嫁
史
や
孝
康

へ
の
選
翠
に
興
る
こ
と
も
容
易
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
指
摘
し
た
清
流
内
部
に
お
け
る

互
薦
と
並
ん
で
清
流
の
質
態
を
考
え
る
上
で
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

ど
の
名
族
が
割
捜
し
て
お
り
、
中
央
清
流
の
領
袖
、
頴
川
出
身
の
李
腐
は
萄
淑
に
師
事
し
、

と
こ
ろ
で
、
こ
の
山
陽
郡
の
グ
ル
ー
プ
と
同
様
の
グ
ル
ー
プ
は
頴
川
郡
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
頴
川
に
は
、
萄
淑
・
韓
甜
・
鍾
陪
な

⑬
 

ま
た
、
鍾
暗
と
は
婚
姻
関
係
に
あ

っ
た
。
こ
れ
ら

の
頴
川
に
お
け
る
名
族
は
、

そ
れ
ぞ
れ
交
友
関
係

・
婚
姻
関
係
に
よ
っ
て
強
固
な
清
流
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
て
い
た
。

さ
ら
に
、
頴
川
に
お
い
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て
も
、
中
央
の
ラ
ン
キ
ン
グ
に
お
け
る

「
八
及
」
の
一
人
活
康
が
、
荷
氏
の
居
地
す
な
わ
ち
顕
陰
の
令
と
な
り
、
淑
の
子
八
人
を
高
陽
氏
の
八

⑮
 

子
に
な
ぞ
ら
え
、
そ
の
居
住
す
る
里
を
高
陽
里
と
し
た
と
俸
え
ら
れ
て
い
る
。
地
方
清
流
グ
ル
ー
プ
と
地
方
官
の
緊
密
な
結
合
は
こ
こ
に
お
い

て
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
、
山
陽
と
頴
川
に
お
け
る
地
方
清
流
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
そ
の
特
徴
は
、
第

一
に
、
地
方
清
流
グ
ル
ー
プ
が
た
だ
ち
に
豪

族
連
合
集
固
と
ま
で
は
言
え
な
い
に
し
て
も
、

豪
族
が
そ
の
中
核
を
荷

っ
て
い
た
こ
と
、

第
二
に
、

清
流
グ
ル
ー
プ
と
地
方
官
(
中
央
清
流
の

中
核
人
士
)
の
緊
密
な
結
合
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
が
場
げ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
は
他
の
地
方
に
お
い
て
も
存
在
し
た
に
相
違
な
く
、

時
詔
書
下師事
鈎
謀
、

郡
園
所
奏
相
連
及
者
、
多
至
数
百
、
唯
弼
濁
無
所
上
、
詔
書
前
後
切
却
州
郡
、
髭
答
嫁
史
、
従
事
坐
俸
責
日
、
詔
書
疾

悪
議
人
、
旨
意
懇
側
、
青
州
六
郡
其
五
有
謀
、
近
園
甘
陵
亦
考
南
北
部
、
卒
原
何
理
市
得
猫
無
(
『
後
漢
書
』

列
停
五
十
四
、
史
弼
停
)

と
あ

っ
て
、
各
郡
に
お
け
る
黛
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。



上
記
の
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
で
は
な
い
が
、
李
固
が
訣
殺
さ
れ
た
時
、
南
陽
の
董
班
が
李
固
の
屍
を
守

っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ

@
 

る
。
董
班
は
、
太
皐
で
李
固
に
師
事
し
た
門
生
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
門
生
故
吏
な
ど
が
地
方
に
散
在
し
て
い
て
、
中
央
の
輿
論
を
盛
立
て

る
人
的
基
盤
が
李
固
の
事
例
に
限
ら
ず
多
く
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
太
皐
に
至
る
者
に
は
豪
族
の
子
弟
が
多
い
の
で
あ
る
か
ら
、
彼

文
ら
は
そ
の
地
方
の
輿
論
を
牛
耳
る
立
場
に
居
た
人
達
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
清
流
サ
ー
ク
ル
に
つ
い
て
具
瞳
的
に
み
て
き
た
が
、
彼
ら
は
所
謂
「
儒
家
理
念
」
な
る
も
の
に
よ

っ
て
反
濁
流
集
圏
を
結
成
す
る
の

で
あ
る
。
次
に
そ
の
「
儒
家
理
念
」

に
つ
い
て
検
討
す
る
ζ

と
に
す
る
。

儒

家

理

念

⑮
 

儒
家
理
念
に
閲
し
て
は
、
す
で
に
川
勝
氏
に
よ
っ
て
丁
寧
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
前
漢
の
董
仲
箭
に
よ
っ
て
理
論
的
に
完
成

さ
れ
た
漢
的
園
家
理
念
に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

「園
家
と
は
天
界
の
秩
序
の
地
上
に
お
け
る
再
現
で
あ
り
、
北
極
星
の
下
に
あ
ら
ゆ
る
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天
界
の
星
が
傘
卑
の
階
級
的
秩
序
を
保
ち
つ
つ
統
率
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
地
上
の
園
家
も
亦
天
子
の
下
に
あ
ら
ゆ
る
官
吏
及
び
庶
民
が
そ
の

階
級
的
秩
序
を
保
ち
つ
つ
統
率
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
地
上
に
お
け
る
秩
序
維
持
の
原
理
が
雄
に
外
な
ら
な
い
。
」

君
主
の
大
擢
は
嘗
然
君
主
以
外
の
者
に
掌
握
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
し
、
そ
の
手
足
と
し
て
の
官
僚
は
、
才
能
の
な
い
者
を
勝
手
に
任
命
し
て
は

」
こ
に
お
い
て
は
、

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
儒
家
理
念
を
標
携
す
る
清
流
涯
に
と
っ
て
、
濁
流
は
右
に
述
べ
た
二
貼
に
お
い
て
不
適
格
な
存

⑬
 

在
で
あ
る
。
外
戚
・
宣
官
は
君
主
の
大
擢
を
盟
断
し
、
「
其
の
人
に
非
ざ
る
」
よ
う
な
人
物
を
高
官
に
任
命
し
、
選
奉
を
不
買
な
ら
し
め
て
い

る
と
い
う
清
流
の
批
判
は
こ
の
儒
家
理
念
に
基
礎
を
お
い
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
郷
奉
里
遺
の
正
常
な
運
営
を
要
求
す
る
清
流
の
主
張
は
、
「
古
い
郷
邑
秩
序
の
急
速
な
崩
壊
朕
況
を
背
景
に
し
て
」
生
ま
れ
て

く
る
と
川
勝
氏
は
言
う
。
こ
の
崩
壊
欽
況
と
は
、
複
数
豪
族
に
よ
る
郷
巴
秩
序
の
分
裂
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
「
古
い
郷
邑

「
父
老
を
中
心
と
す
る
共
同
鐙
」
で
あ
り
、
こ
の
「
共
同
佳
」
が
「
自
己
の
秩
序
の
維
持
と
存
績
の
た
め
に
、
よ
り
上
部
の
擢

37 

秩
序
」
と
は
、
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カ
を
要
求
し
、

そ
の
方
向
の
適
合
形
と
し
て
漢
帝
園
が
形
成
さ
れ
た
」
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
漢
一
代
を
遁
じ
て
、
豪
族
の
「
領
主
化
傾

「
父
老
を
中
心
と
す
る
共
同
鐙
」
秩
序
が
崩
壊
し
て
く
る
の
が
丁
度
黛
鋼
の
時
期
に
嘗
り
、
郷
里
に
あ
っ
て
は
複
数
の
豪
族

が
樹
立
し
て
い
る
。
複
数
豪
族
の
一
方
が
上
位
擢
力
(
外
戚

・
宣
官
)
と
結
託
し
、
そ
の
保
護
の
も
と
に
郷
里
に
支
配
を
及
ぼ
そ
う
と
す
れ
ば
、

他
方
の
豪
族
は
、
反
濁
流
勢
力
と
し
て
の
清
流
を
形
成
し
て
「
抵
抗
」
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
こ
に
、
清
流
内
部
に
富
裕
な
豪
族
、
が
含
ま
れ
て

向
」
に
よ
っ
て
、

い
る
理
由
が
あ
る
と
氏
は
考
え
る
。
筆
者
は
、
増
淵
民
の
、
郷
邑
の
秩
序
が
豪
族
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
と
す
る
貼
を
批
判
し
た
川
勝
氏

の
こ
の
見
解
は
正
し
い
も
の
と
考
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
川
勝
氏
が
、
濁
流
に
射
す
る
清
流
の
主
張
を
、

た
だ
ち
に
古
い
郷
邑
秩
序
再
建
の

要
求
と
把
え
て
い
る
黙
に
疑
問
を
感
ず
る
。
清
流
は
す
で
に
見
た
よ
う
に
豪
族
に
よ
っ
て
そ
の
中
核
部
分
が
荷
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

老
を
中
心
と
す
る
共
同
鰻
」
に
と
っ
て
敵
掛
物
た
る
豪
族
が
再
建
し
よ
う
と
す
る
秩
序
は
、
漢
の
本
来
的
な
、
川
勝
氏
の
一
百
%
自
立
農
民
の

ー寸

父

フ
ラ
ッ
ト
な
関
係
に
よ

っ
て
成
立
し
て
い
る
「
里
共
同
盟
」
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
は
、
増
淵
氏
の
言
う
よ
う
な
、

豪
族
が
父
老
と
い
う
形

@
 

態
を
と
り
つ
つ
秩
序
を
維
持
し
て
い
る
共
同
盟
的
構
造
を
も

っ
た
郷
里
祉
舎
で
は
な
か
ろ
う
か
。
清
流
の
主
離
は
と
も
あ
れ
、
少
く
と
も
現
賞

- 38ー

的
に
は
、
清
流
の
主
張
は
、
豪
族
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
た
郷
里
の
イ
メ
ー
ジ
に
そ
の
根
擦
を
も

っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

後
漢
時
代
は
、
前
漢
ほ
ど
に
は
園
家
に
よ
る
豪
族
弾
監
は
建
行
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
豪
族
の
郷
里
祉
舎
に
お
け
る
支
配
力
を
認
め
、

豪
族
を
官
僚
と
し
て
登
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
方
行
政
を
園
滑
な
ら
し
め
ん
と
し
て
い
る
。
官
吏
登
用
法
で
あ
る
郷
拳
里
遺
制
度
も
、
儒
皐

の
豪
族
唐
へ
の
、浸
透
と
い
う
事
態
と
相
倹

っ
て、

豪
族
の
郷
里
祉
舎
に
お
け
る
地
位
を
保
護
す
る
制
度
へ
と
饗
質
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

@
 

う
か
。
豪
族
居
は
、
郷
町
移
里
遺
制
度
に
よ
っ
て
、
中
央

・
地
方
の
官
界
に
準
出
し
、
自
己
の
郷
里
に
お
け
る
地
位
を
確
質
な
も
の
に
せ
ん
と
意

8
 

聞
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
園
家
と
豪
族
が
相
い
補
う
闘
係
に
在
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
関
係
を
儒
翠
に
も
と
づ
い
て
表
現
し
た
の
が
儒

家
理
念
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
後
漢
祉
舎
が
和
帝
の
頃
か
ら
そ
の
バ
ラ
ン
ス
を
失
い
始
め
、
川
勝
氏
の
言
う
、
複
数
豪
族
が

封
立
す
る
、
引
裂
か
れ
た
郷
邑
祉
舎
が
出
現
す
る
。
そ
の
原
因
の

一
つ
が
、
上
位
権
力
を
利
用
し
た
外
戚
・
官
官
と
、
そ
れ
に
結
託
し
た
濁
流

@
 

系
豪
族
の
露
骨
な
「
領
主
化
傾
向
」
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
清
流
は
か
つ
て
存
在
じ
た
豪
族
に
と
っ
て
安
泰
な
社
舎
の
再
現
を
求
め
て
闘
争



し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
、
彼
ら
が
何
故
に
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
選
挙
の
問
題
に
固
執
し
た
の
か
と
い
う
観
酷
か
ら
追
求
し
て
み

R

-

、。

ふ
れ

t
v

察

拳

韓

制

周
知
の
如
ぐ
漢
代
に
お
け
る
郷
拳
里
遺
の
制
度
は
、
先
述
し
た
漢
の
圏
家
理
念
に
則
と
り
、
君
主
を
輔
佐
す
べ
き
賢
者
を
登
用
す
る
こ
と
を

そ
の
使
命
と
す
る
。
そ
の
場
合
、
郷
里
の
住
民
の
評
判
(
郷
許
)
を
そ
の
選
用
基
準
と
す
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
郡
太
守
は
そ
の
郷
評
を

も
と
に
、
諸
々
の
科
目
に
適
合
し
た
人
物
を
中
央
に
推
薦
す
る
。

@
 

と
こ
ろ
で
、
後
漢
に
な
る
と
、
選
奉
の
科
目
が
お
お
む
ね
孝
廉
科
に
統
一
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
孝
廉
に
推
奉
さ
れ
る
の
は
、
ま
ず
郡

吏
に
採
用
さ
れ
、
そ
の
の
ち
太
守
に
よ
っ
て
孝
廉
に
推
薦
さ
れ
る
ケ
l
ス
が
塵
倒
的
に
多
い
。
も
ち
ろ
ん
、
布
衣
か
ら
皐
げ
ら
れ
る
場
合
も
存
4

す
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
き
わ
め
て
特
異
な
人
物
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
一
般
に
は
、
功
曹
・
主
簿
・
督
郵
な
ど
、
郡
の
右
職
に
つ
い
た
の
ち

ー

@
 

太
守
が
推
薦
す
る
と
い
う
コ
!
ス
が
普
及
し
て
い
た
。
-
と
こ
ろ
が
、
増
淵
氏
に
よ
れ
ば
、
郡
勝
め
嫁
史
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
地
方
の
豪
族
の
占
め

る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
孝
廉
に
奉
げ
ら
れ
る
人
土
の
多
く
は
、
豪
族
出
身
者
で
あ
る
こ
と
が
推
論
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さ
れ
る
の
で
あ
る
。

た

か

さ

び

に

く

(
朱
)
穆
少
く
し
て
英
才
有
り
、
皐
は
五
経
に
明
る
く
、
性
は
持
く
巌
し
く
、
悪
を
疾
み
、
非
類
と
交
わ
ら
ず
、
年
二
十
に
し
て
郡
の
督
郵
t

と
な
り
、
新
太
守
を
迎
う
。
(
太
守
〉
穆
を
見
て
日
く
、
君
、
年
少
に
し
て
督
郵
と
な
る
は
、
族
執
に
因
る
か
、
令
徳
あ
る
が
矯
か
、

.. 

迭
に
股
肱
を
歴
職
L
、
孝
廉
に
奉
げ
ら
る
。

(
『
後
漢
書
』
列
停
三
十
三
、
朱
穆
停
注
所
引
謝
承
書
〉

朱
穆
は
南
陽
宛
の
人
、
家
は
「
世
衣
冠
」
で
あ
る
。
太
守
の
「
君
は
若
冠
二
十
に
し
て
郡
の
督
郵
に
な
っ
た
け
れ
ど
、
そ
れ
は
族
執
の
援
助

が
あ
っ
た
た
め
か
、
そ
れ
と
も
令
徳
に
よ
る
も
の
か
」
と
い
う
質
問
は
、
嘗
時
の
人
々
の
選
挙
に
封
す
る
常
識
が
は
し
な
く
も
太
守
の
ロ
か
ら

「
族
執
じ
と
は
、
そ
の
一
族
の
祉
曾
的
経
済
的
な
勢
力
を
指
す
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
門
地
方

39 

洩
れ
た
こ
と
を
敬
え
て
い
る
。
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いの
る品 有
明カ
豪
族
カ五
嫁
史
の
官
{立
を
濁
占
し

さ
ら
に
、
孝
康
の
選
拳
ま
で
を
も
左
右
し
て
い
く
情
況
が
か
な
り
普
遍
的
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て

か
れ
ら
が
太
守
に
劃
し
て
政
治
的
護
言
力
を
有
し
て
い
る
た
め
だ
け
で
な
く
、
豪
族

@
 

集
園
の
構
造
に
も
由
る
の
で
あ
る
。
活
障
が
簸
鋼
の
契
機
と
な

っ
た
と
指
摘
す
る
甘
陵
南
北
部
の
封
立
に
お
い
て
は
、
商
家
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張

@
 

が
、
賓
客
に
よ

っ
て
風
諮
の
形
態
を
と

っ
て
停
え
ら
れ
て
い

る
。
貫
際
の
闘
争
も
賓
客
た
ち
に

よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
こ

で
注
目

し
た
い
の
は
、
こ
れ
と
同
じ
バ

タ

r
ン
が
首
時
の
郷
里
祉
舎
に
も
普
遍
的
に
存
在
し
、
そ
れ
と
選
翠
と
が
密
接
な
関
係
を
持
っ

て
い
た
こ
と
で

こ
の
よ
う
に
、
豪
族
居
が
選
摩
を
濁
占
で
き
る
の
は
、

あ
る
。
要
す
る
に
、

豪
族
は
そ
の
賓
客
な
ど
を
動
員
し
て
、
風
謡
あ
る
い
は
暴
力
的
威
嚇
に
よ
っ
て、

郷
里
祉
舎
の
輿
論
を
左
右
す
る
こ
と
が

可
能
だ

っ
た
の
で
あ
り
、
こ

の
た
め
に
、
郡
守
は
豪
族
出
身
者
を
推
拳
す
る
こ
と
を
齢
儀
な
く
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
朱
穆
の
場
合
の

「
族
執
」

@
 

な
る
語
も
そ
の
よ
う
な
賀
情
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
筆
者
は
、
こ
の
よ
う
な
豪
族
居
に
よ
る
濯
奉
濁
占
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
豪
族
の

か
く
の
ご
と
き
朕
況
は

清
流
官
僚
と

「
皐
徽
」

な
人
士
を
比
較
し
て
み
る
と
い

っ
そ
う
明
白
に
な
る
。

中
央
清
流
ラ
ン
キ
ン
グ
の
「
三
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支
配
位
制
を
「
察
場
臨
制
」
と
呼
び
た
い。

君
」
以
下
三
十
五
名
の
う
ち
、
有
停
者
は
二
十
七
名
で
あ
る
が
、

@
 

祭
器
に
浴
し
て
い
る。

そ
の
う
ち
二
十
三
名
は
少
く
し
て
孝
康
に
翠
げ
ら
れ
た
り
、

「辞
公
府
」
の

一方、

「
単
徴
」
な
人
士
の
場
合
は
、
仇
覧
は
先
述
し
た
よ
う
に
四
十
に
至
る
ま
で
推
撃
さ
れ
ず
、
奨
民
平
金
を
支
給
さ

は
じ
め
て
州
郡
は
競
っ
て
こ
れ
を
琴
、
げ
た
と
あ
る
。
郭
泰
も
「
世
々
貧
賎
」
で

れ
て
太
撃
に
入

っ
た
。
太
翠
に
あ
っ
て
符
融
等
に
傘
敬
さ
れ
、

あ
っ
た
た
め
に
、
名
を
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
翠
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
鄭
玄
は
遊
皐
十
齢
年
の
後
も
察
皐
・
辞
召
を
受
け
ず
東
莱
に
客
耕

し
て
い
た
。

「
知
名
の
援
」
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
ご
と
く
清
流
涯
の
中
核
的
人
士
と
皐
微
な
人
士
の
選
拳
に
お
け
る
差
違
は
、
先
述
し
た
豪
族
に
よ
る
郷
奉
里
選
制
度
の
濁
占
を
示
す

も
の
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
清
流
が
あ
れ
ほ
ど
選
奉
に
固
執
し
た
理
由
も
自
ら
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

い
ま
濯
拳
請
託
の
型
式
を
分
類
し
て
み
る
と
、
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ハ円

‘
外
戚
・
官
官
が
自
己
の
一
族
や
賓
客
な
ど
を
、
中
央
官
僚
に
匪
力
を
か
け
て
、
敷
任
官
に
任
命
さ
せ
た
り
、
野
召
さ
せ
た
り
す
る
。

@
 

∞
ハ
円
に
よ
っ
て
地
方
官
と
な
っ
た
者
に
請
託
し
て
、
地
方
の
擦
史
に
つ
け
た
り
、
孝
廉
に
推
薦
さ
せ
た
り
す
る
。

@
 

中
央
か
ら
直
接
太
守
な
ど
に
請
託
し
て
地
方
官
街
の
嫁
属
と
さ
せ
る
。

伺
の
三
種
に
な
る
。
こ
の
中
で
、
。
の
ケ
ー
ス
が
も
っ
と
も
多
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
。
の
ケ
l
ス
は
、
地
方
豪
族
の
利
害
関
係
に
直
接
影

@
 

響
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
清
流
に
よ
る
濁
流
の
選
奉
請
託
批
難
は
、
自
己
の
既
得
権
を
擁
護
す
る
と
こ
ろ
に

そ
の
根
擦
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
解
樟
も
可
能
で
あ
る
。

を
述
べ
た
。

以
上
、
豪
族
層
に
よ
っ
て
郷
拳
里
遺
制
度
が
濁
占
さ
れ
、
豪
族
出
身
者
を
多
く
包
含
す
る
清
流
は
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
官
僚
た
り
得
た
こ
と

し
か
し
な
が
ら
、
郷
拳
里
遺
に
推
拳
さ
れ
る
た
め
に
は
必
ず
豪
族
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
，た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
恐
ら
く
嘗

時
の
貫
情
に
即
し
て
い
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
孝
廉
科
に
推
薦
さ
れ
る
た
め
に
は
、
至
孝
・
至
廉
な
人
物
で
あ
る
と

い
う
郷
評
が
必
要
篠
件
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
人
格
を
も
た
な
レ
人
士
は
、
二
十
高
人
に
一
人
と
い
う
選
奉
に
輿
れ
な
い
の
で
あ
る
。

賞
、
清
流
涯
の
人
士
が
、
郷
聞
挙
里
遺
の
徳
目
に
遁
う
人
格
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
、
彼
ら
の
言
動
を
通
し
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
彼
ら
が
豪

族
で
あ
っ
た
か
ら
選
撃
に
興
か
れ
た
と
す
る
の
は
誤
り
と
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
貼
、
嘗
時
の
豪
族
内
に
お
い
て
分
業
が
成
立
し
て
い
た
と

す
る
上
田
早
苗
氏
の
見
偽
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
を
も
っ
て
嘗
時
の
豪
族
は

「
領
主
化
傾
向
」
と
そ
れ
を
チ
ェ
ッ
ク
す

る
儒
家
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
自
己
矛
盾
的
性
格
を
有
し
て
い
た
と
す
る
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
先
述
し
た
よ
う
に
、
儒
家
的
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
公
的
権
力
を
援
用
し
な
が
ら
、
同
族
の
郷
里
支
配
を
補
完
す
る
の
が
、
官
僚
向
学
者
家
の
役
割
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

か
な
め

そ
の
要
が
郷
奉
里
遺
制
度
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
黛
鋼
の
時
黙
に
お
い
て
、
こ
の
察
母
艦
制
に
ひ
び
が
入
る
。
そ
の
原
因
が
濁
流
の

選問卒
、請
託
で
あ
り
、
他
は
郷
里
社
舎
の
崩
壊
で
あ
る
。

事
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そ
も
そ
も
郷
拳
里
遺
の
諸
科
が
後
漢
に
な
る
と
孝
廉
科
に
統
合
さ
れ
て
き
た
の
は
n

従
来
よ
り
よ
く
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
後
漢
に
お
け
る
儒

拳
の
普
及
に
そ
の
原
因
が
あ
る
。
後
漢
で
は
特
に
「
孝
」
が
重
視
さ
れ
た
。

「
孝
」
は
家
族
的
な
場
に
お
け
、る
倫
理
道
徳
で
あ
っ
て
、

そ
れ
が
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寅
践
さ
れ
る
場
と
し
て
、
漢
代
に
お
い
て
は
、
家
族

・
宗
族
と
そ
の
嬢
延
し
た
郷
里
祉
舎
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
郷
里
祉
舎
で
は
、
父
老

@
 

|

|
子
弟
と
い
う
年
歯
に
よ
る
秩
序
の
維
持
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
恐
ら
く
、
郷
奉
里
遺
制
度
は
郷
里
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
人
間
関
係
に
よ

@
 

っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
と
理
解
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
後
漢
中
頃
か
ら
、
美
人
の
侵
入
、
天
災
飢
謹
な
ど
に
よ
る
流
民
の
護
生
が
相
つ
ぎ
、

郷
里
祉
舎
が
動
揺
を
き
た
し
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
、
郷
里
祉
曾
内
部
の
矛
盾
1

1
豪
族
と
小
民
の
支
配
被
支
配
関
係
ー
ー
が
こ
の
時
期
に
顕
在

化
し
て
、
そ
れ
が
郷
里
祉
曾
を
破
壊
す
る
主
要
な
原
因
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
に
か
く
、
郷
翠
里
選
を
支
え
て
い
た
人
間
関
係
が
崩
壊
し
て

@
 

く
る
の
が
、
後
漢
中
期
以
後
の
祉
舎
の
貫
相
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
郷
摩
里
選
の
正
常
な
運
営
を
要
求
す
る
清
流
の
主
張
は
、
郷
里
祉
舎
に
お
け
る
健
全
な
人
間
関
係
が
す
で
に
喪
失

現
賞
に
は
す
で
に
崩
壊
し
た
郷
里
祉
曾
の
在
り
方
を
前
提
と
し
て
い
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
う
る
。

も
、
清
流
の
現
獄
分
析
は
こ
の
貼
に
お
い
て
誤
り
を
犯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
儒
教
の
徳
目
に
遁

っ
た
行
震
を
と
れ
ば
と
る
ほ
ど
、
現
寅
か
ら

さ
れ
た
時
期
に
あ
っ
て
、

す
く
な
く
と

遊
離
し
て
し
ま
う
と
い
う
矛
盾
の
中
に
彼
ら
は
活
動
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
清
流
涯
の
自
己
矛
盾
的
睦
質
は
一
睡
何
虚
に
基
因

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
や
は
り
、
彼
ら
が
す
で
に
喪
失
さ
れ
た
郷
里
祉
舎
の
人
間
関
係
に
或
る
程
度
基
礎
を
置
く
察
奉
鐙
制
を
維
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持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
漢
豪
族
支
配
髄
制
を
存
績
せ
し
め
よ
う
と
し
た
黙
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
増
淵
氏
の
指
摘
し
た
、
清
流
の
も

つ
浮
華
的
性
格
や
政
治
主
義
に
よ
る
自
己
撞
着
は
す
べ
て
こ
こ
に
そ
の
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四

逸
民
的
人
士
の
清
流
批
剣

こ
れ
ら
の
人
々
の
清
流
批
判
は
す
で
に
増
淵
氏
に
よ
っ
て
詳
し
く
分
析
さ
れ
て
い
る

が
、
彼
ら
の
隠
逸
の
動
機
や
、
清
流
批
剣
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
か
に
つ
い
て
は
、
増
淵
氏
も
問
題
を
提
出
し
た
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
言
う
逸
民
的
人
士
と
は
、
増
淵
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
仇
寛
・
亥
閥
、
あ
る
い
は
、

る
徐
碑

・
萎
肱

・
貌
桓
・
申
屠
幡
等
の
人
々
を
指
す
。

『
後
漢
書
』
列
俸
四
十
三
に
裁
せ
ら
れ
て
い

以
下
こ
の
貼
に
ふ
れ
て
み
よ
う
。



こ
こ
で
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
ド
の
は
、
黛
鋼
の
時
期
に
お
け
る
逸
民
的
人
土
の
輩
出
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

の
侯
外
塵
氏
ら
の
見
併
は
、
「
政
治
上
の
黛
鋼
と
時
を
同
巳
く
し
て
、
思
想
上
に
も
ま
た
清
議
の
禁
鋼
が
あ
っ
た
。
禁
鋼
さ
れ
た
清
議
は
、
韓

向
を
開
始
し
て
別
に
出
路
を
求
め
ざ
る
を
得
ぬ
、
そ
の
結
果
、
清
議
が
轄
じ
て
清
談
と
な
っ
た
」
。

そ
し
て
そ
の
轄
向
の
契
機
は
、
郭
泰
・
徐

稗
・
萄
淑
・
陳
寒
な
ど
に
み
ら
れ
る
と
す
る
。
し
か
し
筆
者
は
、
こ
の
時
期
に
は
二
種
の
憶
逸
の
仕
方
が
あ
っ
た
と
思
う
。
一
つ
は
、
議
鋼
以

前
に
す
で
に
隠
逸
的
生
活
を
選
ん
で
い
た
所
調
逸
民
的
人
士
、
黛
鋼
が
起
る
気
配
を
察
し
て
政
界
か
ら
身
を
引
い
た
人
々
で
あ
る
。

他
は
、

後
者
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
頴
川
の
萄
爽
が
、
清
流
の
領
袖
李
暦
に
手
紙
を
迭
り
、
禍
害
を
避
け
る
た
め
に
醸
逸
す
べ
き
こ
と
を
勘
告
し
て
い

ヲ

る
お
そ
れ
は
第
一
失
黛
鋼
の
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
儒
家
の
出
慮
進
退
の
理
念
か
ら
す
れ
ば
嘗
然
の
こ
と
で
あ
る
。
賢
人
た
る
も
の

は
、
世
胡
乱
れ
れ
ば
隠
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
、
『
論
語
』
や
『
易
』
に
も
言

っ
て
い
る
。
こ
の
理
念
は
、
世
治
ま
れ
ば
政
界
に
復
闘
す
る
こ
と
を

前
提
し
て
い
る
。
こ
れ
に
射
し
て
、
前
者
の
人
々
は
、
黛
鋼
以
前
に
何
ら
か
の
理
由
に
よ

っ
て
隠
逸
し
た
の
で
あ
っ
て
、
政
治
的
敗
北
に
よ
る

も
の
で
は
な
い
。
膳
逸
の
契
機
は
各
人
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
彼
ら
に
共
通
す
る
黙
は
、
嘗
時
の
知
識
人
の
運
動
睦
た
る
清
流
へ
の
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参
加
を
拒
否
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
従

っ
て
、
彼
ら
の
清
流
批
判
を
検
討
す
れ
ば
、
彼
ら
の
謄
逸
の
動
機
や
、
彼
ら
の
批
剣
が
一
鐙
ど
こ
に

由
来
す
る
の
か
が
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

仇
質
が
太
皐
へ
詣
っ
た
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
。が
沼
嘩
に
よ

っ
て
次
の
よ
う
に
停
え
ら
れ
て
い
る
。

賢
太
拳
に
入
る
。
時
に
諸
生
同
郡
の
符
融
高
名
あ
り
、
賢
一と
字
を
比
べ
、
賓
客
室
に
盈
つ
、
寛
常
に
自
守
し
融
と
言
わ
ず
。
融
其
の
容
止
を

観
て
心
に
濁
り
之
を
奇
と
す
。
乃
ち
請
い
て
日
く
、
「
先
生
と
郡
壌
を
同
じ
く
し
し1

房
踊
を
隣
り
に
す
。
今
京
師
は
英
雄
四
集
し
、
志
士
交

結
す
る
の
秋
な
り
。
経
民
平
に
務
む
と
い
え
ど
も
、
之
を
守
る
こ
と
何
ぞ
固
き
か
」
。
賢
乃
ち
色
を
正
し
て
日
く
、
「
天
子
の
太
拳
を
修
設
せ
し

は
、
量
に
但
だ
人
を
し
て
其
の
中
に
遊
談
せ
し
め
ん
と
す
る
の
み
な
ら
ん
や
」
。
高
，揖
し
て
去
り
、
復
た
言
わ
ず
。
(
『
後
漢
書
』
列
停
六
十
六
、

仇
質
停
)
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こ
の
仇
寛
の
批
剣
は
、

た
だ
箪
に
遊
談
の
も
つ
浮
華
的
要
素
に
劃
し
て
の
み
向
け
あ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
後
漢
に
お
け
る
太
皐
の
機
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⑮

⑭
 

能
に
つ
い
て
の
観
念
や
、
嘗
時
の
儒
者
の
基
本
的
テ
l

マ
・
躍
教
の
貿
践
な
ど
を
勘
案
し
て
み
た
場
合
、

そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
意
味
が
こ
め

ら
れ
て
は
い
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
経
皐
に
務
め
る
の
は
、
自
己
の
徳
性
を
酒
養
し
、

質
践
さ
る
べ
き
躍
的
規
範
を
践
み
行
な
い
、
民
衆
を
数

化
し
、
天
子
を
輔
佐
す
べ
き
賢
者
(
官
僚
)
と
な
る
た
め
な
の
で
あ
る
と
。

こ
こ
で
は
、

儒
皐
の
修
得
と
賓
践
と
が
密
接
不
可
分
な
も
の
と
し

て
観
念
さ
れ
て
い
る
。
符
融
等
は
員
の
意
味
で
徳
性
を
緬
養
し
、
躍
的
規
範
を
貫
践
し
、
郷
里
に
お
い
て
民
衆
を
教
化
す
る
こ
と
の
な
い
ま
ま

政
治
談
義
に
熱
中
し
て
い
る
と
仇
買
は
考
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
逸
民
的
人
士
の
多
く
が
、

に
、
彼
ら
は
察
事
瞳
制
か
ら
疎
外
さ
れ
た
と
見
な
さ
れ
る
が
、
彼
ら
の
清
流
批
創
刊
は
、
そ
の
よ
う
な
疎
外
さ
れ
た
者
と
し
て
の
反
感
か
ら
く
る

@
 

「
世
宮
的
豪
族
」
で
な
い
と
い
う
黙
に
も
注
意
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う

も
の
で
は
な
い
。
仇
覚
の
場
合
の
ご
と
く
、
儒
撃
の
修
得
は
た
だ
浮
華
交
舎
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
儒
教
的
倫
理
を
も
っ
て
自
己
を
き

び
し
く
律
し
、

郷
里
の
数
化
に
嘗
る
こ
と
を
果
す
た
め
に
あ
る
と
い
う
思
想
に
根
ざ
し
て
い
る
。

は
、
疎
外
さ
れ
た
者
で
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
清
流
が
そ
の
責
務
を
果
し
て
い
な
い
こ
と
を
洞
察
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
仇
賢
の
亭
長
と
し
て
の

土
人
と
し
て
の
責
務
、

す
な
わ
ち
、

彼
ら
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質
践
は
以
上
の
こ
と
を
雄
癖
に
物
語
っ
て
い
る
。
彼
が
蒲
の
亭
長
を
し
て
い
た
時
の
記
事
に
、

勘
人
生
業
、
震
制
科
令
、

至
於
果
菜
震
限
、
難
家
有
数
、

農
事
既
皐
、
乃
令
子
弟
筆
居
、
還
就
密
閉
字
、
其
劉
軽
焼
怒
者
、
皆
役
以
田
桑
、
殿

設
科
罰
、
弱
助
喪
事
、
賑
仙
窮
寡
、
期
年
稿
大
化
(
『後
漢
書
』
列
停
六
十
六
、
仇
覚
停
)

と
あ
る
。
こ
の
内
容
を
分
析
す
る
と
、
ハ
門
果
菜
難
家
の
量
的
制
限
、
∞
敢
育
活
動
、
日
開
遊
侠
無
頼
の
指
導
、
帥
郷
里
へ
の
施
恵
、

の
四
黙
に
ま

と
め
ら
れ
る
。
付
は
郷
里
の
構
成
員
聞
の
格
差
を
な
く
す
る
こ
と
を
意
固
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
経
済
的
な
買
力
を
或
る
程
度
均
等
に
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
郷
里
吐
舎
内
部
で
の
上
下
関
係
を
解
消
し
、
後
漢
時
代
に
普
遁
的
に
見
ら
れ
る
、
郷
人
が
豪
族
に
奴
隷
の
如
く
事
え
る
と
い
う

よ
う
な
朕
況
を
克
服
せ
ん
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。
。
は
、
数
化
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
農
閑
期
に
郷
里
の
子
弟
を
集
め
て
種
々
の
こ

と
を
数
育
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
伺
は
農
本
主
義
の
立
場
か
ら
言
っ
て
排
除
さ
る
べ
き
者
、
末
を
務
め
る
遊
侠
無
頼
の
輩
を
科
罰
に
よ
っ
て
本
に

復
蹄
さ
せ
る
こ
と
、
伺
は
、
郷
里
に
お
け
る
重
要
な
行
事
の
一
つ
で
あ
る
喪
事
の
主
緋
並
び
に
郷
里
に
お
け
る
孤
寡
貧
窮
の
救
済
で
あ
る
。

一



こ
の
仇
寛
の
郷
里
祉
舎
へ
の
働
き
か
け
が
、
そ
の
地
域
の
豪
族
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
も
ち
、
ど
の
程
度
奏
放
し
た
か
よ
く
は
わ
か
ら
な

い
。
し
か
し
、
と
も
あ
れ
、
嘗
時
す
で
に
階
層
分
化
が
激
し
く
、
豪
族
の
制
肘
す
る
と
こ
ろ
と
な

っ
て
い
た
郷
里
社
舎
を
、
少
く
と
も
本
来
の

郷
里
祉
舎
|
|
郷
人
が
そ
の
中
で
自
立
的
に
生
活
す
る
場
と
し
て
の
ー
ー
に
復
掃
さ
せ
る
意
園
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

〈
陳
)
寒
在
郷
問
、
卒
心
率
物
、
其
有
争
訟
、
親
求
剣
正
、
時
間
響
曲
直
、
退
無
怨
者
、
至
乃
歎
日
、
寧
篤
刑
罰
所
加
、
不
震
陳
君
所
短
(
『
後

漢
書
』
列
停
五
十
二
、
陳
寒
停
〉

陳
寒
は
同
郡
の
鍾
賠
と
交
友
関
係
に
あ
り
、
暗
は
郡
の
著
姓
で
あ
り
、
「
世
々
刑
律
を
善
く
す
る
」
家
柄
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
寒
も
刑
律

に
精
通
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
郷
里
の
人
々
が
彼
に
事
件
の
剣
壬
を
依
頼
し
た
の
も
こ
の
よ
う
な
事
情
に
由
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
注

そ
し

目
し
た
い
の
は
、
「
む
し
ろ
刑
罰
の
加
う
る
所
と
な
る
も
、
陳
君
の
短
る
所
と
は
な
ら
じ
」
と
い
う
郷
里
の
住
民
の
意
識
で
あ
る
。
「
梁
上
君

・て

'ν

子
」
で
著
名
な
陳
寒
の
郷
里
に
お
け
る
存
在
は
、
郷
人
の
崇
拝
す
る
掛
象
と
さ
れ
、
そ
の
陳
寒
に
短
ら
れ
る
よ
り
は
刑
罰
に
つ
い
た
方
が
よ
い

@
 

と
す
る
郷
人
の
意
識
は
、
陳
寒
に
よ
る
人
格
的
支
配
を
可
能
に
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
陳
寒

J

は
漢
本
来
の
郷
里
祉
舎
に
お
け
る
秩
序
維

秩
序
維
持
の
原
理
が
そ
の
人

「父
老
」

の
役
割
を
果
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

，-、ょ-、

中
j

ナ
'

「
父
老
」
と
異
な
る
の
は
、
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持
の
中
心
的
存
在
た
る

格
・
徳
笠
宮
に
由
っ
て
い
る
貼
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
先
に
見
た
仇
覧
の
亭
長
と
し
て
の
指
導
も
こ
こ
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

ぅ
。
こ
の
雨
者
の
郷
里
に
お
け
る
寅
践
は
、
形
態
や
方
法
に
異
な
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
に
し
ろ
、
濁
流
の
小
民
監
迫
に
よ
っ
て
塗
炭
の
苦
し
み

に
哨
ぐ
農
民
と
と
も
に
、
郷
里
祉
舎
の
秩
序
再
建
を
園
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
川
勝
氏
の
所
謂
「
共
同
睦
翼
求
運
動
」

で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
川
勝
氏
の
所
謂
「
共
同
鐙
糞
求
運
動
」
の
「
共
同
鰻
」
の
内
容
が
、
清
流
と
逸
民
的
人
士
と
で
は
そ
の
志
向

す
る
と
こ
ろ
が
異
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
清
流
の
意
固
は
察
奉
鐙
制
の
維
持
に
重
黙
が
置
か
れ
て
い
た
。
そ
の
鐙
制
は
、
豪
族
が
豪
族
本
来
の

ー45

ーヵ
に
よ
る
支
配
を
貫
徹
し
よ
う
と
し
て
、
郷
里
の
人
々
と
の
間
に
矛
盾
を
内
包
し
て
い
る
。

に
哨
ぎ
、
崩
壊
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
郷
里
祉
舎
を
、
郷
里
の
人
々
と
の
共
同
の
も
と
に
新
た
に
再
編
せ
ん
と
志
向
す
る
も
の
に
他
な
ら

一
方
、
逸
民
的
人
士
の
活
動
は
、

豪
族
の
支
配
下
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な
い
。
そ
こ
に
は
、
郷
里
社
舎
の
支
配
を
目
指
す
後
漢
豪
族
の
在
り
方
を
否
定
し
た
、
新
た
な
郷
里
社
舎
を
主
宰
す
る
士
人
が
出
現
し
始
め
て

い
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
よ
う
な
在
り
方
を
追
求
し
た
土
人
を
貌
菅
の
枇
舎
に
お
い
て
も
護
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、

遇
歳
磯
鑑
、
路
有
餓
昇
、
(
王
)
烈
乃
分
釜
庚
之
儲
、
以
救
邑
里
之
命
、
是
以
宗
族
構
孝
、
郷
議
開
仁
、
以
典
籍
娯
心
、
育
人
魚
務
、
途
建

皐
校
、
敦
崇
厚
序
(
『
貌
士
山
』
各
十
一
曲
目
寧
即
時
注
所
引
先
賢
行
吠
〉

あ
る
い
は
ま
た
、

(
管
)
寧
所
居
屯
落
、
禽
井
浪
者
、
或
男
女
雑
錯
、
或
争
井
闘
閥
、
寧
患
之
、
乃
各
買
器
、
分
置
井
傍
、
汲
以
待
之
、
又
不
使
知
、
来
者
得

市
怪
之
、
問
知
寧
所
魚
、
乃
各
相
責
、
不
復
関
訟
、
郷
有
牛
暴
寧
田
者
、

慰
、
若
犯
厳
刑
、
是
以
左
右
無
関
訟
之
襲
、
膿
譲
移
於
海
表
(
『
鶏
志
』
各
十
一
管
寧
傍
注
所
引
皇
甫
訟
高
土
停
)

と
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
例
か
ら
も
、
仇
覧
等
と
同
じ
よ
う
に
、
王
烈
・
管
寧
が
物
を
私
す
る
こ
と
の
な
い
清
い
生
活
を
迭
り
、
郷
人
の
中
心
的

寧
篤
牽
牛
着
涼
庭
、

自
震
飲
食
、

過
於
牛
主
、

牛
主
得
牛
、
大

存
在
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

る
。
後
漢
的
儒
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
、

彼
ら
の
生
活
の
モ
ッ
ト
ー
は
「
清
俊
L

そ
れ
故
に
こ
そ
郷
人
の
信
頼
を
か
ち
得
た
の
で
あ

「
清
俊
」
と
い
う
一
種
の
鰹
済
倫
理
に
ま
で
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
ら
は
「
共
同
鐙
」
の
長
に
な
り

で
あ
り
、

- 46ー

得
た
わ
け
で
あ
る
。

筆
者
民
こ
こ
に
、
清
流
と
逸
民
的
人
土
と
の
聞
に
存
在
す
る
断
絶
を
見
出
し
た
い
。
ま
た
、
責
巾
の
範
に
つ
い
て
は
、
詳
述
す
る
準
備
が
な

い
が
、
川
勝
氏
が
清
流
と
黄
巾
の
連
帯
の
可
能
性
と
し
て
奉
げ
て
い
る
衰
閤
・
徐
胤
・
鄭
玄
の
三
人
1

1

寅
巾
は
か
れ
ら
を
「
賢
者
」
と
し
て

害
さ
な
か
司
た
ー
ー
は
筆
者
に
言
わ
せ
れ
ば
皆
逸
民
的
人
土
で
あ
る
。
ま
た
責
巾
の
観
の
珠
測
が
楊
賜
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
お
り
、
楊
賜
は
清

@
 

流
涯
に
所
属
す
る
劉
陶
に
こ
の
針
策
を
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
買
を
綜
合
す
れ
ば
、
責
巾
と
清
流
の
連
帯
の
可
能
性
は
う
す
い
と
せ
ね
ば

な
ら
な
い
。
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業
鋼
後
の
動
向
|
|
結
語
に
代
え
て
|
-

一
六
六
・
一
六
九
年
の
二
回
に
わ
た
る
黛
人
の
弾
匪
、
と
り
わ
け
一
六
九
年
の
大
弾
藍
に
よ
っ
て
、
官
界
か
ら
清
流
涯
の
官
僚
は
一
掃
さ

れ
)
或
い
は
自
殺

・
虚
刑
、
或
い
は
隠
身
・
亡
命
を
蝕
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
後
漢
政
府
は
、
官
官
と
そ
れ
に
結
託
す
る
濁
流
系

@
 

豪
族
に
左
右
せ
ら
れ
、
濁
流
に
よ
る
郷
里
社
舎
の
破
嬢
が
加
速
的
に
進
行
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
測
に
難
く
な
い
。
一
八
四
年
に
勃
渡
し
た

黄
巾
の
大
飽
は
、
濁
流
の
農
民
監
迫
が
集
中
的
に
こ
め
時
期
に
行
な
わ
れ
た
結
果
に
他
な
ら
な
い
。

一
方
、
官
界
か
ら
遁
わ
れ
た
清
流
入
土
は
、
郷
里
に
お
い
て
如
何
な
る
生
活
を
這
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
黛
鋼
列
停
に
よ
れ
ば
、
か
れ
ら

の
s

う
ち
ほ
と
ん
ど
が
黛
人
大
赦
ま
で
に
「
卒
於
家
」
と
あ
ーっ
て
、
そ
の
具
健
的
な
生
活
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
張
俄
だ
け
が
黛
人
大
赦

の
頃
ま
で
延
命
し
て
お
り
、
そ
の
生
活
に
つ
い
て
、

中
卒
元
年
、
議
事
解
け
、
乃
ち
郷
里
に
掃
る
。
大
賂
軍
、
三
公
並
び
に
辞
し
、
又
敦
撲
に
奉
げ
ら
れ
、
公
車
も
て
特
に
徴
さ

T

れ
、
起
家
し
て

や

た

少

府

に

拝

さ

る

る

わ

も

皆

就

か

ず

。

而

る

に

倹

の

資

計

差

や

温

る

。

乃
ち
財
産
を
傾
喝
し
、

邑
里
と
之
を
共
に
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献
帝
初
め
、
百
姓
畿
荒
す
、

す
、
頼
り
て
其
の
存
す
る
者
、
百
を
以

っ
て
数
う
。
円
『
後
漢
書
』
列
停
五
十
七
、
張
俄
停
)

と
あ
り
、
黛
鋼
が
解
け
て
か
ら
の
張
俄
の
生
活
は
、
郷
里
に
居
住
し
て
郷
人
の
中
心
的
存
在
で
る
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
o
i彼
は
先
述
し
た
よ
う

に、

山
陽
高
卒
の
豪
族
の

一
員
で
あ
る
と
考
人
え
ら
れ
る
が
、
黛
鋼
事
件
に
お
け
る
挫
折
に
よ
っ
て
、
彼
の
志
向
が
中
央
官
界
或
い
は
地
方
官
界

か
ら
自
己
の
存
在
基
盤
た
る
郷
里
へ
下
降
し
た
こ
と
を
推
測
せ
し
め
る
。

黛
鋼
に
よ
っ
て
、
清
流
涯
の
援
っ
て
立
つ
「
儒
家
理
念
」
は
完
全
に
破
砕
さ
れ
、
官
官
政
府
の
銅
臭
に
満
ち
た
濁
流
路
線
が
前
面
に
進
出
す

る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
富
官
と
結
ん
だ
濁
流
系
豪
族
が
他
の
清
流
系
豪
族
よ
り
も
優
位
に
立
ち
、
郷
里
に
お
け
る
地
位
を
確
立
し
て
い
っ
た
に

違
い
な
い
。
こ
れ
に
劃
し
て
清
流
系
豪
族
は
、
後
楯
に
し
て
い
た
儒
家
理
念
に
も
と
づ
く
公
的
擢
力
を
失
な
っ
て
し
ま
っ
た
以
上
、
宗
族

・
賓
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客
と
と
も
に
、
郷
里
に
お
け
る
自
己
の
地
位
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
。
張
俄
が
郷
里
の
中
心
的
存
在
と
な
っ
て
そ
の
秩
序
維
持
を
意
園
し
た
理
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由
は
こ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
張
俄
が
郷
里
に
蹄

っ
た
年
は
中
卒
元
年
で
、
丁
度
黄
巾
の
乱
が
勃
設
し
た
年
で
あ
る
。
彼
の
郷
里
山
陽
高
卒
は
、
黄
巾
の
凱
の

指
導
者
張
角
の
根
接
地
た
る
鉦
鹿
に
近
い
か
ら
、
彼
の
郷
里
の
周
遊
に
も
寅
巾
の
民
衆
の
動
き
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
農
民
反
凱

の
イ
ン
パ
ク
ト
が
、
張
倹
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
豪
族
の
樽
向
の
一
理
由
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
清
流
系
豪
族
の
輔
向
の
要
因
と
し
て
、
議
鋼
に
よ
る
清
流
の
挫
折
と
そ
れ
に
よ
る
濁
流
路
線
の
確
立
、
そ
し
て
そ
こ
に
基
因
す
る
糞

巾
の
飢
が
豪
族
に
興
え
る
イ
ン
パ
ク
ト
な
ど
が
翠
げ
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
彼
ら
豪
族
は
、
否
躍
な
し
に
「
ロ
巴
里
と
之
を
共
に
す
る
」
と
い

う
在
り
方
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
れ
が
川
勝
氏
の
い
う
隠
逸
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
，へ
の
傾
斜
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
清
流
は
議
鋼

・
黄
巾

の
飢
を
経
過
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
始
め
て
自
己
の
後
漢
豪
族
的
膜
質
を
克
服
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
漢
代

⑬
 

枇
曾
に
お
け
る
郷
里
共
同
盟
と
豪
族
と
の
間
に
あ
る
大
き
な
矛
盾
を
自
飽
兆
し
た
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。

川
勝
氏
は
、

「貴
族
制
枇
舎
の
成
立
」
(
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
』
古
代
5
所
枚
)
に
お
い
て
、
黛
鋼
事
件
後
、
知
識
階
級

一
般
の
風
潮
が
「
隠
逸

そ
の
よ
う
な
知
識
人
豪
族
の
自
己
否
定
的
な
生
活
態
度
は
、
郷
邑
祉
曾
の
崩
壊
の
中
で
、
共
同
鰻
闘
係
を
維
持

・
再
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君
子
」
に
傾
い
た
と
し
、

掌
」
た
り
得
た
の
で
あ
る
と
言
う
。
こ
れ
は
あ
る
面
で
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

建
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
必
要
か
ら
生
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
け
る
生
活
理
念
は
「
清
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
「
民
の

し
か
し
、
知
識
人
豪
族
の
課
題
で
あ
る
共
同
鐙
原
理

と
階
級
的
原
理
の
統
一
は
、
貌
晋
期
に
お
い
て
一
一
挙
に
解
決
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。

曹
操
政
権
に
参
加
し
た
の
は
、
頴
川
の
萄
氏
、
陳
氏
な
ど
、
大
艦
清
流
涯
の
系
譜
を
引
く
人
々
で
あ
り
、
彼
ら
に
よ
っ
て
九
口
問
中
正
制
度
が

制
定
さ
れ
、

貴
族
制
の
基
礎
が
形
成
さ
れ
て
い
く
が
、
彼
ら
は
な
お
清
流
の
睦
質
を
排
拭
で
き
な
か
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

貴
族
制
は
西

菅
に
入
る
と
家
柄
の
固
定
化
と
い
う
現
象
を
招
く
。
川
勝
氏
の
こ
の
貼
に
闘
す
る
読
明
は
、

「
中
正
制
度
の
運
用
面
に
お
け
る
問
題
」
で
あ

っ

て
、
中
正
制
度
の
原
理
と
は
次
元
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
た
ん
に
「
運
用
の
問
題
」
に
解
消
し
て
し
ま
っ
て
い
い
だ
ろ

う
か
。
そ
の
運
用
の
仕
方
を
規
定
し
た
構
造
が
貌
菅
貴
族
制
の
中
に
存
在
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
臆
測
で
は
あ
る
が
、
家
柄
の
固
定
化
と



い
う
現
象
は
す
で
に
後
漢
末
の
清
流
の
中
に
匪
胎
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
儒
家
理
念
」
は
察
拳
韓
制
を
維
持
す
る

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
て
、
彼
ら
清
流
涯
は
弾
匿
に
よ
っ
て
一
時
的
に
隠
身
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
曹
操
政
権
成
立
の
過
程
で
官
界
復
婦

を
果
た
し
、
新
た
な
隠
逸
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
貴
族
制
睡
制
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
清
流
涯
の
憧
質
の
残
存
が
家
柄
の

固
定
化
と
い
う
現
象
を
生
み
出
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
貴
族
制
の
源
流
が
後
漢
末
期
の
清
流
に
あ
る
と
す
る
川

勝
氏
の
見
解
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

こ
れ
ら
競
菅
貴
族
制
の
問
題
は
稿
を
改
め
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
た
だ
以
後
の
貴
族
制
の
推
移
を
概
観
す
れ
ば
、
清
流
の
も
つ
豪

族
的
鐙
質
を
な
お
多
分
に
残
し
た
貴
族
と
、
一
方
で
は
隠
逸
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
員
に
韓
得
し
た
逸
民
的
人
土
の
存
在
と
そ
の
雨
者
を
含
み
な

が
ら
貴
族
制
が
形
成
さ
れ
た
し
、
そ
の
故
に
、
貴
族
制
の
門
閥
主
義
化
に
劃
す
る
挑
戦
が
、
逸
民
的
人
士
の
側
か
ら
南
朝
を
逼
じ
て
行
な
わ
れ

た
の
で
あ
る
。
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註①
以
下
、
前
者
を
第
一
論
文
、
後
者
を
第
二
論
文
と
略
稽
す
る
。
な
お
、
氏

に
は
「
貴
族
制
祉
曾
の
成
立
」
(
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
』
古
代
5
)
が
あ
っ

て
、
気
銅
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
第
二
論
文
と
は
論
調
を
か
な
り
異

に
す
る
、
が
、
そ
の
基
本
的
な
論
旨
は
同
一
な
の
で
、
こ
こ
で
は
第
二
論
文
を

川
勝
氏
の
見
解
と
し
て
扱
う
。

②
「
東
漢
的
豪
族
」
(
『
清
華
閣
宇
報
』
十
一
容
四
期
)

③
「
書
評
・
楊
聯
陸
『
東
漢
的
豪
族
』
」
(
『
東
方
闇
宇
報
』
京
都
九
冊
)

①
「
後
漢
黛
銅
事
件
の
史
評
に
つ
い
て
」
〈
『
一
橋
論
叢
』
四
十
四
谷
六
貌
)
。

な
お
、
増
淵
氏
と
共
に
川
勝
設
を
批
剣
し
た
も
の
に
、
矢
野
主
税
「
門
閥
貴

族
の
系
譜
試
論
」
(
『
古
代
事
』
七
省
一
貌
〉
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
劃
す
る
川

勝
氏
の
反
批
剣
「
貴
族
制
祉
曾
の
成
立
」
は
、
矢
野
氏
に
劃
す
る
批
判
と
し

て
正
嘗
で
あ
る
と
私
は
剣
断
寸
る
。

③
多
国
調
介
「
後
漢
後
期
の
政
局
を
め
ぐ
っ
て
|
|
外
戚
噌
官
官
・
清
流
土

人
ー
ー
ー
」
(
『
史
皐
研
究
』
七
ム
ハ
)

①
『
後
漢
書
』
列
停
六
十
六
、
仇
覧
停
、
同
列
停
五
十
三
、
陳
寒
停
注
所
引

案
宏
紀
、
同
列
停
五
十
八
郭
泰
傍
注
所
引
泰
別
停
J

同
列
停
五
十
四
、
呉
一
加

俸
等
参
照
。

⑦
『
後
漢
書
』
列
停
二
十
て
孔
奮
停
集
解
恵
棟
所
引
東
観
記
に
、
「
奮
篤

於
骨
肉
、
弟
奇
在
洛
陽
震
諸
生
、
分
俸
藤
以
供
給
其
糧
用
、
四
時
迭
衣
、
下

至
脂
燭
、
毎
有
所
食
甘
美
、
嗣
分
減
以
遺
奇
」
と
あ
り
、
父
兄
に
よ
っ
て
そ

の
生
活
が
保
護
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

③
金
脂
製
根
「
東
漢
黛
鋼
人
物
的
分
析
」
(
『
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
第
三
十

四
本
、

h

故
院
長
胡
遁
先
生
紀
念
論
文
集
下
所
収
V
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①
宮
崎
市
定
『
ア
ジ
ア
史
研
究
』
第
二
、
百
頁。

⑬
増
淵
前
掲
論
文
参
照
。

⑬
叉
、
清
流
官
僚
が
太
筆
生
に
劃
し
て
金
銭
或
い
は
物
資
を
施
興
し
た
こ
と

が
停
え
ら
れ
て
い
る
。
『
後
漢
書
』
列
停
十
七
組
典
停
、
同
列
伴
五
十
九
紫

武
停
参
照
。

⑫

例
え
ば
、

『
後
漢
書
』
列
停
五
十
三
、
李
闘
停
に
「
太
尉
李
回
因
公
俵
私
、

依
正
行
邪
、
離
間
近
戚
、
自
隆
支
様
、
至
於
表
象
薦
迷
、

例
皆
門
徒
、

及
所

僻
召
、
腕
非
先
醤
:
:
:
」
と
あ
る
。

⑬
宮
川
向
志
『
六
朝
史
研
究
・
政
治
枇
曲
目篇』

一
九
八
頁
参
照
。

⑬
『
後
漢
書
』
列
停
五
十
七
、
張
倹
停
。

⑬

『

後

漢
書
』
列
停
五
十
二
、

鍾
倍
待
。

⑬

『後
漢
書』

列
停
五
十
二
、
萄
淑
侍
。

⑬

『

後
波
書
』

列
仰
五
十
一
二
、
李
闇
仰
注
所
引
楚
関
先
賢
停
。

⑬

前
鍋
川
勝
第
一
論
文
参
照
。

⑬

好
並
隆
司
「
前
回繰
政
機
論
」
(
『岩
波
講
座
世
界
歴
史
』
古
代
5
所
枚
〉
は

宣
官
執
政
を
皇
帝
濁
裁
的
償
制
を
目
指
す
も
の
と
し
て
把
え
、
こ
の
値
制
内

に
自
己
の
槌
盆
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
土
豪
麿
と
、
こ
れ
に
謝
す
る
豪
族
・

富
良
居
の
三
者
鼎
立
の
字
い
と
し
て
総
銅
を
理
解
す
る
。
し
か
し
宜
官
は
、

皇
帝
の
財
た
る
邸
税
を
も
私
物
化
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
(
『
後
漢
書
』
列
停

五
十
四
、
史
弼
停
〉
、
私
地
化
へ
の
志
向
は
あ
っ

て
も
、

皇
帝
濁
裁
償
制
と

は
無
線
で
あ
る
と
考
え
る
し
、
外
戚
の
執
政
を
、
豪
族
櫛
カ
の
形
成
と
す
る

の
も
無
理
が
あ
る
。
叉、

窟
織
と
土
豪
の
箇
別
も
明
確
で
な
い
の
で
、
こ
の

燃
は
今
後
の
研
究
に
侠
ち
た
い
。
本
稿
で
は
川
勝
氏
の
複
数
豪
族
の
競
合
劉

立
の
見
解
を
採
る
。
な
お
、
濁
流
に
つ
い
て
は
、
江
幡
良
一
郎
「
後
漢
末
の

'
農
村
の
崩
纏
と
宣
官
の
害
民
に
つ
い
て
」
(
『
集
刊
東
洋
皐
』
二
一
)
が
詳
し

⑧

川
勝
義
雄

・
谷
川
道
雄
「
中
圏
中
世
史
研
究
に
お
け
る
立
場
と
方
法」

(『中
関
中
世
史
研
究
』
所
収
〉
。

@

抽唱
淵
施
失
「
所
謂
東
洋
的
専
制
主
義
と
共
同
鎧
」
(
『
一
一
橋
論
撤
収
』

四
十
七

省
三
蚊
)
参
照
。
本
文
で
述
べ
た
豪
族
の
郷
里
支
配
の
代
表
的
な
例
と
し

て
、
南
陽
の
奨
氏
が
あ
る
(
『後
漢
書
』
列
停
二
十
二
、
奨
宏
伸
〉
。
因
み
に

言
え
ば
、
焚
氏
の
場
合
は
、
豪
族
卸
父
老
(
三
老
)
と
い
う
形
態
で
あ
っ

た

が
、
後
漢
末
に
な
る
と
、
豪
族
が
父
老
を
媒
介
と
し
て
民
を
支
配
す
る
と
い

う
形
態
へ
嬰
化
し
、

父
老
固
有
の

存
在
理
由
が
な
く
な
っ
て
く
る
。
例
え

ば
、
岡
崎
の
共
同
慢
に
み
ら
れ
る
家
族
と
父
老
の
閥
係

(『
貌
士
山
』
巻
十
一
、

田
瞬間怖〉

や、

『
後
漢
書
』
、
列
停
六
十
、
萄
議
停
に
お
け
る
「
哀
調
父
老

日
:
」
の
僚
な
ど
。
な
お
、
豪
族
の
郷
里
支
配
を
農
業
経
営
の
面
か
ら
考

察
し
た
も
の
に
、
多
国
狛
介
「
後
漢
豪
族
の
農
業
経
営
」
(
『
歴
史
場
研
究
』

二
八
六
蹴
)
が
あ
る
。

⑫
永
田
英
正
「
漢
代
の
選
穆
と
官
僚
階
級
L

(

『
東
方
撃
報
』
京
都
第
四
十

冊
)
参
照
。

@

上
回
早
苗
「
巴
窃
の
豪
族
と
図
家
樋
カ
l
|陳
寄
と
そ
の
祖
先
た
ち
を
中

心
に
|
|
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
二
十
五
省
四
鋭
〉
参
照
。
な
お
、
紫
波
を
同

じ
う
す
る
官
僚
を
自
己
の
出
身
郡
の
太
守
に
あ
て
よ
う
と
し
た
例
が
あ
る
。

史
倣
が
出
身
地
陳
留
郡
の
太
守
の
職
が
紋
員
と
な
っ
た
と
き
、
と
も
に
左
雄

の
政
策
に
反
針
し
た
胡
庇
を
陳
留
太
守
に
推
薦
し
て
い
る
。
そ
の
事
は
成
ら

な
か

っ
た
が
、
胡
庇
は
の
ち
済
陰
太
守
と
な
り
、
「
穆
吏
不
買
」
で
菟
官
さ

れ
て
い
る
。
後
漢
書
列
停
=
一
十
四
、
胡
附
凪
附
怖
参
照
。

@

他
の
原
因
と
し
て
、
後
漢

一
代
を
通
じ
て
、
新
興
の
豪
族
が
出
現
し
、
既

成
の
豪
族
と
の
封
立
が
激
し
く
な
っ
た
事
情
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
一
な
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ぃ
。
江
幡
前
掲
論
文
は
こ
の
黙
を
指
摘
し
て
い
る
。

@
永
田
前
掲
論
文
。

@
「
所
謂
東
洋
的
専
制
主
義
と
共
同
鐙
」
(
前
掲
)
。

@
永
田
英
正

「後
漢
の
三
公
に
み
ら
れ
る
起
家
と
出
自
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋

史
研
究
』
二
十
四
谷
三
放
)
参
照
。

@
『
後
漢
書
』
列
停
五
十
七
、
熊
銅
列
侍
序
参
照
。

⑫
風
諸
に
つ
い
て
は
、
侯
外
慮

・
越
起
彬
・
杜
閣
庫

・
郎
漢
生
『
中
園
思
想

通
史
』
第
十
章
第
三
節
「
漢
末
的
風
務
題
目
輿
清
議
」
参
照
。

@
非
豪
族
な
る
故
に
選
暴
か
ら
疎
外
さ
れ
た
例
と
し
て
仇
寛
の
場
合
が
あ
げ

ら
れ
る
。
「
(
覧
)
終
身
無
池
押
之
交
、
以
是
見
俸
、
風
字
通
三
経
、
然
無
知
名

之
援
郷
里
之
翠
、
年
四
十
召
篤
賂
主
簿
」
(
後
漢
書
本
停
集
解
恵
棟
所
引
陳

留
番
醤
停
)
。
こ
こ
に
言
う
「
知
名
之
援
」
は
朱
穆
の
場
合
の
「
族
執
」
に

嘗
る
と
考
え
ら
れ
る
。

@
残
り
の
四
名
の
う
ち
、
易
経
は
父
が
食
切
を
以
っ
て
談
さ
れ
た
こ
と
が
影

響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
c

劉
表
は
黛
事
が
起
っ
て
か
ら
成
年
に

達
し
た
た
め
で
、
郭
泰
は
太
撃
へ
行
っ
て
そ
の
名
を
清
流
波
の
人
士
に
知
ら

れ
た
の
ち
考
康
に
翠
げ
ら
れ
て
い
る
。
+
旬
笠
は
の
ち
は
州
相
に
な
っ
て
い
る
か

ら
恐
ら
く
考
擦
に
翠
げ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
二
十
三
名
中
、
檀

敷
可
夏
葱
と
い
う
「
翠
徴
」
な
人
士
も
含
ま
れ
て
い
て
例
外
的
事
質
も
存
す

る
。
た
だ
檀
敷
に
つ
い
て
は
、
一
族
が
有
力
で
あ
っ
た
こ
と
が
奥
っ
て
カ
が

t

あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

@
『
後
漢
書
』
列
停
四
十
四
、
楊
震
倖
。

@
『
後
漢
書
』
列
停
五
十
三
、
李
国
侍
。
李
固
の
封
策
に
、

「
叉
詔
窪
田
所
以

禁
侍
中
向
書
中
臣
子
弟
不
得
潟
吏
察
孝
康
者
、
以
英
乗
威
檎
容
請
託
故
也
、

而
中
常
侍
在
日
月
之
側
、
撃
執
振
天
下
、
子
弟
糠
任
、
曾
無
限
極
、
難
外
託

議
験
、
不
干
州
都
、
而
諮
問
時
之
徒
、
笠
風
進
翠
L
:
:
」
と
あ
る
。

@
例
え
ば
『
後
漢
書
」
列
侍
五
十
二
、
陳
寒
停
に
、

「
時
中
常
侍
侯
覚
託
文

守
吉
岡
倫
用
吏
、
倫
教
審
潟
文
事
嫁
」
と
あ
る
。

@
『
後
漢
書
』
列
停
四
十
六
、
王
暢
停
に
、
「
尋
奔
南
陽
太
守
、
前
後
二
千

石
遺
憾
帝
郷
貴
威
、
多
不
稽
職
、
暢
深
疾
之
、
下
車
奮
腐
威
猛
、
其
豪
黛
有

庖
県
議
者
、
莫
不
糾
夜
、
曾
赦
事
得
散
、
暢
迫
恨
之
、
更
震
設
法
、
諸
受
誠
二

千
世
間
以
上
不
自
首
賞
者
、
意
入
財
物
、
若
其
際
伏
J

1

使
吏
毅
屋
伐
樹
雄
一
井
夷

務
、
豪
右
大
震
、
功
曹
張
倣
奏
記
諌
日
:
:
・
、
暢
深
納
倣
諌
」
と
あ
り
、
功

曹
が
太
守
の
豪
族
調
整
を
緩
和
す
る
役
割
を
荷
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
、
郡
の
援
属
、
特
に
功
習
な
ど
郡
の
右
職
は
嘗
地
の
豪
族
に
と

っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
だ
か
t

ら
こ
そ
、
先
述
し
た
よ
う
な
豪
族
居
に
よ

る
嫁
史
溺
占
も
行
な
わ
れ
た
り
で
あ
ろ
う
。

@

上
田
早
苗
前
掲
論
文
句

!

@

{
予
都
宮
清士口

「
中
関
古
代
中
世
史
把
握
の
た
め
の
一
一
蹴
角
」
(
『
中
圏
中
世

史
研
究
』
所
収
)
参
照
。

⑧
西
嶋
定
生
『
中
園
古
代
帝
園
の
形
成
と
構
造
』
東
京
大
率
出
版
曾
。

@
多
国
猫
介
「
黄
巾
の
観
前
史
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
二
十
六
容
四
鋭
〉
参

照。
@
郷
里
祉
曾
の
出
倒
壊
に
つ
い
て
除
、
大
淵
忍
爾
「
中
園
に
お
け
る
民
族
的
宗
，

教
の
成
立
」
(
『
歴
史
等
研
究
』
一
七
九
・
一
八
一
説
、
後
同
氏
著
『
道
教
史

の
研
究
』
に
牧
録
〉
参
照
。

@
『
中
園
思
想
通
史
』
四

O
四
頁
。

@

'『
後
漢
書
』
列
停
五
十
七
、
李
謄
停
。

⑬
『
後
漢
書
』
列
侍
二
十
下
、
裏
借
停
に
「
太
奉
天
子
教
化
之
宮
」
と
あ

り
、
同
列
停
二
十
一
二
、
朱
浮
停
に
は
、
「
夫
太
閤
学
者
稽
義
之
官
、
教
化
所
出
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輿
也
」
と
あ
る
。

@
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
市
定
「
漢
末
風
俗
」
(
『
ア
ジ
ア
史
研
究
』
第

二
所
枚
)
参
照
。

⑬
金
設
根
前
掲
論
文
参
照
。

@
こ
の
よ
う
な
事
例
は
、
『
貌
士
山
』
容
十
て
管
箪
了
間
博
注
所
引
高
土
停
、
先

賢
行
吠
に
も
み
え
る
。

@
『
後
漢
書
』
列
侍
四
十
四
、
楊
賜
停
。

⑬
『
後
漢
書
』
列
惇
四
十
二
、
健
寒
俸
に
、
「
鐙
帝
時
、
関
鴻
都
門
、
梼
頁

官
爵
、
公
卿
州
都
下
至
黄
綬
各
有
差
、
其
富
者
則
先
入
銭
、
貧
者
到
官
而
後

倍
輪
」
と
あ
り
、
官
に
よ
る
農
民
枚
奪
の
激
し
さ
は
こ
こ
か
ら
も
充
分
推
知

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑬
『
後
漢
書
』
列
侍
五
十
八
、
買
淑
停
に

頁
淑
字
子
厚
、
林
宗
郷
人
也
、
雌
世
有
冠
易
、
而
性
険
害
、
邑
里
患
之
、
林

宗
週
母
憂
、
淑
来
修
弔
、
既
而
鐙
鹿
孫
成
直
亦
至
、
威
直
以
林
宗
賢
而
受
悪

人
弔
、
心
怪
之
、
不
進
而
去
、
林
宗
迫
而
謝
之
目
、
賀
子
厚
誠
賞
凶
徳
、
然

洗
心
向
善
、
仲
尼
不
逆
互
郷
、
故
吾
許
其
進
也
、
淑
開
之
、
改
過
自
腐
、
終

成
善
士
、
郷
里
有
憂
患
者
、
淑
純
傾
身
管
救
、
震
州
問
所
稽
。

と
あ
り
、
郭
泰
の
訓
導
に
よ
っ
て
、
豪
族
買
淑
が
縛
向
し
た
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
い
で
興
味
深
い
。

-e 

十
事多数調参 東洋肝史於ー

至

直
月 曾

百高
f京都h、京都数 = 日

記
下加 究舎

市 (
いさ 舎大遍 左育腕

京匡 文 ) 。を 告
化 左

護聖院 セタン
記

東
京大病院

の

要領
洋 河原 で
史 ~教育文化切』 町 開

熊野 四 催致
研 ノ

一 し
究 ま

¥、J す
曾 の
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The Ortaq-qian 斡腕銭(Loan for Ortaq) and

　　　　　　　　　

its Background

　　　　　　　　　

ＭａtｓｕｏＯtαが

　　

The outline of the Ortaq-qian斡脱銭(loan for Ortaq), which appears

in Chinese literature under Mongol rule in the 13 th century, has ｐｒｅ･

viously been discussed. In this article, the ａ‘uthorsupplements ｅχisting

studies and clarifies its actual conditions.　Further, he insists that we

should not understand it narrowly as ａ peculiar institution of China

under Mongol rule.χNe. should understand its real importance in

broader perspective, analysing its essence and tracing its origin｡

　　

Ortaq, a particular group of Central Asian 西域merchants, to whom

was entrusted silver by the Mongol ruling class for the purpose of

earning of its, lent the silver out at high interest and garnered much

profit into their own hands as their share｡

　　

It was only natural that a huge amount　of silver in their hands

was carried to the West. But the prerequisite for such export of silver

was the differential cost of silver between the East and the ぺAi^est.This

di丘erence between the two economic worlds, that is, the Islamic world

and China, was ａ long-term phenomenon from the 10 th century to the

13 th century. Ａ rough sketch on this theme will begin with confir-

mation of this phenomenon.

　

On the Qing-liu清流Party at the

End of the Later･Ｈａｎ後漠Dynasty

　　　　　　　　　　　　

ＳｈｉｎｉｉＨｉｇａｓｈｉ

　　

The so-called Dang-gu 黛鋼affair (the proscription of the literati)

at the end of the Later-Han 後漢period appears to have involved ａ

conflictbetween the Qing-liu 清流(Pure) party and the Zhuo-liu 濁流

　　　　　　　　　　　　　　

－１－



CTurbid) party, and the suppression of the Qing-liu by the Zhuo-liu.

The

　

Qing-liu

　

party consisted　of bureaucrats, tai-xue-sheng　太學生

Cimperial university students), jun-guo-xue-sheg郡國學生(provincial

students), and rich men who behaved like ｙｏｕ･xia游侠的富豪. Most of

them belonged to the great families. The local Qing｡liu cliques were

also led by persons who hailed from the great families. The Qing-liu

aimed to maintain the great families'local control by the ｃｈａ･ju察學

町stem, which had been established in t!lecourse of the Han period。

and by monopolizing the Xiang-iu-li-xuan 郷皐里選system and becoming

bureaucrats. The Confucianism on which they based their criticism

against the eunuchs｡ functioned as the ideology which assisted them in

maintaining the cha-ju system whereby the relations between the state

and the great families　complemented each other.　However, as the

majority of the Qing-liu party hailed ，from the great families, which

were contradictory to the χiang-li 郷里society of the Han period, the

Qing-liu movement was after all not able to unite with the masses of

χiang-li society.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　

This is the reason for their defeat and the appearance of recluse･

like personages C逸民的人士）ｗｈｏ aimed at solidarity with the masses

in order to reconstruct the destroyed χiang-lisociety of the Han period.

The role of these recluse-like people was therefore to become important

in the formation of the aristocracy of the Ｗφ魏and Ghin晋periods。

The Sui-yuan 緩遠Ａｌａｌｒand New Developments

in the Situation of the Anti-Japanese Movement ’

　　　　　　

in the North･western China

　　　　　　　　　　

ＴｅｒｕｏＴｅｒａｈｉｒｏ

　　

The Ｓｕi･yuan 紐遠affair was an amateurish plot framed and carried

out by ａ group led by ａ stafi officerof the Kwan-tung Army 関東軍，

who aimed to invade North-western China･　This affair provoked the

-

２－




