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介

林

創

鳴

著

秦

史

稿

冨

谷

至

著
者
林
剣
鳴
、
一
九
三
五
年
生
。
現
在
、

西
安
西
北
大
皐
副
数
授
。
秦
漢
史

を
重
黙
に
し
、
な
き
陳
直
の
同
学
問
的
影
響
を
強
く鴎摘
す
西
北
大
息
一aに
お
い
て
指

導
的
役
割
を
果
す
。
氏
は
ま
た
、
昨
年
一
九
八
一
年
秋
に
猿
足
し
た

「
中
関
奈

川
悦
史
研
究
曾
」
(
舎
長
林
甘
泉
〉
の
副
曾
長
で
も
あ
る
。

こ
こ
に
と
り
あ
げ
る
書

『
秦
史
稿
』

は
、
氏
が
一
九
七

0
年
代
後
牢
に
執
筆

し
た
も
の
で
、
以
後
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

『
前
漢
史
稿
』
、
『
後
漢
史
稿
』

(と

も
に
俵
稽
〉
と
三
部
作
を
形
成
す
る
も
の
と
聞
い
て
い
る
。
ま
た
す
で
に
日
本

に
入
っ
て
き
て
い
る
同
氏
の
著
書
『
秦
園
設
展
史
』

(秦
漢
史
研
究
叢
書
快

西
人
民
出
版
社

一
九
八
一
年
)
は
、
こ
の

『秦
史
稿
』
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版

に
他
な
ら
な
い
。

周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
最
近
の
中
園
考
古
撃
に
お
い
て
、
秦
時
代
に
闘
す

る
設
掘
は
な
か
で
も
最
も
大
き
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
史
料
が
比
較
的
少
な

か
っ
た
秦
時
代
の
歴
史
研
究
を
一
新
さ
す
も
の
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

秦
時
代
に
関
す
る
設
掘
、
言
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
、
一
つ
に
は
臨
澄
兵
馬
偏

坑
で
あ
り
、
一
つ
に
は
雲
夢
睡
虎
地
秦
簡
で
あ
る
。
氏
の
こ
の
書
も
、
こ
の

考
古
慶
尚
成
果
を
十
分
に
利
用
し
、
秦
の
通
史
を
記
し
た
意
欲
的
力
作
と
い
え

よ
う
。

十
四
章
か
ら
な
る
本
書
の
構
成
を
ま
ず
列
怒
し
よ
う
。

第

一
章

緒

言

第
二
章
秦
人
の
早
期
の
歴
史

第
三
章
秦
の
建
園
と
そ
の
領
地
の
擦
大

第
四
掌

秦
園
に
お
け
る
奴
線
制
の
設
展

第
五
章

秦
と
各
諸
侯
図
の
関
係

第
六
章
秦
園
奴
隷
制
の
衰
退

第
七
章
戟
園
初
期
の
秦
園

第
八
章

秦
献
公
期
の
改
革
と
商
験
出現法

第
九
章
秦
園
に
お
け
る
封
建
制
の
確
立

第
十
章
秦
歯
の
飛
協
的
妥
展

第
十
一

章

封

建

経
済
と
文
化
の
迅
速
な
設
展

第
十
二
章

中

園
統

一の
最
終
的
勝
利

第
十
三
章

秦

王
朝
の
建
立

第
十
四
章
農
民
の
大
起
義
と
秦
王
朝
の
滅
亡
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こ
こ
で
著
者
が
劉
象
と
す
る

「
楽
史
」
と
は
、
従
来
、
中
園
の
み
な
ら
ず
日

本
の
皐
界
で
使
わ
れ
て
き
た
秦
代
史
の
概
念
、
つ
ま
り
秦
始
皇
帝
統

一
か
ら
秦

滅
亡
期
、
所
謂
秦
帝
園
の
時
期
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

著
者
が
と
り
あ

げ
る
秦
史
と
は
、
著
者
自
ら
の
言
葉
を
か
り
ょ
う。

一
般
的
に
言
っ
て
中
園
古
代
史
の
所
謂
「
秦
漢
」
と
は
、
西
暦
前
一一一一一

年

か
ら
前
二

O
六
年
ま
で
の
秦
王
朝
と
そ
の
後
の
漢
王
朝
を
意
味
し
て
い
る
。

し
か
し
本
書
で
述
べ
る
。
秦
。
と
は
、

中
園
を
統
一
し
た
以
後
、
わ
ず
か
十

五
年
聞
の
歴
史
し
か
も
た
な
い
秦
王
朝
だ
け
で
な
く
、
春
秋
よ
り
以
前
、
ま

だ
建
国
し
て
い
な
い
秦
人
の
祖
先
を
は
じ
め
と
し
、
西
暦
前
二

O
六
年
秦
王
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朝
の
滅
亡
を
終
り
と
す
る
、
秦
人
が
文
献
中
に
あ
ら
わ
れ
た
以
後
を
総
て
ふ

く
む
長
く
速
い
歴
史
で
あ
る
(
第
一
章
緒
論
〉
。

そ
こ
か
ら
著
者
は
、
秦
史
を
四
つ
の
時
代
に
区
分
す
る
。
付
春
秋
以
前
向
春

秋
時
代
田
戟
園
時
代
同
統
一
か
ら
滅
亡
ま
で
。

こ
う
い
っ
た
秦
史
研
究
の
観
黙
及
び
方
法
は
、
何
よ
り
も
最
初
に
指
摘
さ
れ

る
べ
き
本
書
の
特
徴
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
中
園
及
び
日
本
の
こ
れ
ま
で
の

獲
界
で
、
秦
代
史
の
時
期
を
こ
の
よ
う
に
通
史
的
に
扱
っ
た
研
究
は
な
く
、

秦
の
歴
史
を
一
貫
し
て
。
設
展
。
と
み
る
著
者
の
翻
黙
も
そ
こ
か
ら
出
て
く
る

か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
章
を
お
っ
て
著
者
の
皐
設
を
紹
介
し
て
い
こ
う
。

秦
の
租
先
が
最
初
ど
こ
か
ら
来
て
侠
西
省
に
定
着
し
た
の
か
、
こ
の
問
題
は

諸
説
あ
っ
て
定
設
を
も
た
な
い
。
た
だ
一
般
的
に
は
、
秦
の
起
源
は
中
園
の
北

西
塗
境
に
あ
り
、
清
水
の
流
れ
に
沿
っ
て
東
に
移
動
し
て
き
た
と
み
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
し
か
る
に
著
者
は
、
秦
は
最
初
、
東
方
に
い
て
、
殿
人
と
同
じ
く

東
方
海
岸
よ
り
移
っ
て
き
た
と
い
う
。
か
か
る
読
は
、
秦
人
と
段
人
の
共
通
性

か
ら
導
き
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
著
者
は
、
主
に
三
つ
の
同
じ
黙
を
述
べ

る。

H
股
人
・
秦
人
と
も
に
燕
(
玄
鳥
)
を
ト
ー
テ
ム
崇
奔
と
し
て
い
た
こ

と
。
同
股
・
秦
と
も
に
狩
獄
・
牧
畜
が
生
産
活
動
の
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
。
同

墓
葬
の
う
え
で
、
楽
と
肢
が
お
ど
ろ
く
べ
き
類
似
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
。

以
後
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
秦
人
は
段
末
に
般
の
東
地
方
に
居
住
し
、
肢
の
奴

隷
制
の
下
で
氏
族
部
落
を
形
成
し
、
西
周
期
に
な
っ
て
西
方
途
境
に
移
り
、
遊

牧
生
活
を
つ
づ
け
、
西
周
末
、
甘
粛
省
清
水
豚
秦
亭
に
定
居
し
た
と
す
る
の
で

あ
る
。著

者
の
時
代
区
分
の
口
春
秋
時
代
と
は
、
秦
が
正
式
に
園
を
建
て
、
遊
牧
生

活
か
ら
農
耕
生
活
に
移
っ
た
時
期
と
す
る
。
本
書
第
三
章
か
ら
第
六
章
は、

春

秋
時
代
に
お
け
る
秦
の
劉
内
的
お
よ
び
劉
外
的
設
展
の
時
期
と
し
、
秦
の
奴
隷

制
の
特
徴
と
、
そ
の
後
遺
の
要
因
を
さ
ぐ
る
。

奴
隷
制
を
考
え
る
上
で
、
無
視
で
き
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
土
地
所
有

の
形
態
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
、
第
四
章
第
三
節
「
秦
園
奴
隷
制
土
地
図
有
的
特

貼
」
に
お
い
て
、
秦
の
土
地
図
有
の
特
徴
を
井
田
制
と
の
比
較
の
う
え
で
詳
細

に
考
察
す
る
。

秦
園
の
奴
隷
制
は
中
圏
全
種
の
奴
隷
制
が
崩
壊
し
は
じ
め
た
趨
勢
の
下
で
よ

う
や
く
確
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
れ
は
他
の
諸
園
に
は
み
ら
れ

な
い
、
い
さ
さ
か
ち
が
っ
た
特
徴
を
も
っ
て
い
る
(
本
文
七
一
頁
)。

著
者
は
ま
ず
、
奴
隷
制
杜
舎
下
の
一
般
的
土
地
所
有
形
態
と
考
え
ら
れ
る
井
田

制
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
定
義
づ
け
を
お
こ
な
う。

著
者
が
考
え
る
井
田
制
と

は、

ω公
団
と
私
回
の
匡
別
が
あ
る
。

ω奴
隷
所
有
者
が
努
働
者
に
封
し
て
お

こ
な
う
搾
取
形
態
は
。
助
ク
つ
ま
り
労
役
搾
取
で
あ
る
。

ω奴
隷
の
絵
剰
労
働

を
最
大
限
搾
取
す
る
た
め
、
労
働
者
が
私
回
と
公
田
を
行
き
来
す
る
距
離
を
短

く
す
る
。
こ
れ
が
¢
井
。
の
字
形
の
土
地
匡
分
を
生
み
出
し
た
。

ω向
じ
理
由

で
、
井
田
制
下
の
奴
隷
は
兵
隊
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

以
上
の
観
黙
に
立
ち
秦
の
土
地
制
度
を
考
え
る
と
、
秦
に
お
い
て
は
井
田
制

が
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
ら
ば
、

秦
に
お
け
る
田
制
は
何
か
。

著
者

は
、
そ
れ
を
愛
国
制
と
す
る
。
愛
国
の
「
愛
」
と
は
「
易
」
「
換
」
、
つ
ま
り
交

換
す
る
と
い
う
青山
味
で
、
定
期
的
に
労
働
者
の
土
地
と
居
住
地
を
か
え
る
こ
と

を
愛
国
と
い
い
、
そ
こ
に
は
公
団
・
私
田
の
区
別
は
な
く
、
労
働
者
に
土
地
所

有
権
は
な
い
。
搾
取
の
形
態
は
、
井
田
制
の
努
役

タ
助
多
と
は
ち
が
い
、
。
徹
9

つ
ま
り
土
地
の
多
寡
に
も
と
づ
き
農
産
物
を
徴
収
す
る
。
ま
た
努
働
者
自
身
に

つ
い
て
も
愛
国
制
と
井
田
制
と
は
ち
が
い
が
あ
る
。

井
田
制
下
と
愛
国
制
下
の
努
働
者
の
身
分
は
、
と
も
に
奴
隷
で
あ
る
が
、
井

田
制
は
多
助
。
法
に
よ
り
、
奴
隷
所
有
者
が
奴
隷
に
封
L
持
役
と
い
う
形
の

-123ー
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搾
取
を
行
う
。
だ
か
ら
可
能
な
限
り、

奴
隷
に
全
労
働
力
と
全
時
閲
を
か

け
、
多
く
の
富
を
生
産
す
べ
く
強
要
す
る
。
奴
隷
を
戟
争
に
用
い
る
こ
と
は

決
し
て
望
ま
な
い
。
し
か
し
愛
田
制
下
で
は
、
4

徹
。
法
を
採
用
し
、

奴
隷

所
有
者
は
奴
殺
に
「
車
徒
を
出
し
、
街
役
を
給
す
る
」
こ
と
を
さ
せ
得
る
。

甚
だ
し
い
の
は
、
直
接
軍
隊
に
入
れ
戦
争
さ
せ
る
こ
と
も
す
る
(
本
文
七
九

頁)。

右
の
よ
う
な
愛
田
制
が
有
す
る
特
徴
の
も
と
で
、
秦
が
貧
行
し
た
の
は
、

軍
事

的
屯
田
制
の
性
質
を
も
ち
、
中
央
集
権
的
な
愛
田
制
で
あ
っ
た
と
す
る
の
が
著

者
の
考
え
で
あ
る
。

著
者
が
こ
の
よ
う
に
秦
の
愛
国
制
採
用
を
熱
心
に
説
く
の
は
、
春
秋
か
ら
戦

園
に
か
け
て
秦
が
他
の
諸
園
に
比
べ
、
軍
事
図
家
と
し
て
の
優
位
を
確
立
し
た

そ
の
要
因
の
多
く
を
、
こ
の
愛
国
制
に
求
め
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
愛
国
制

は
、
封
建
制
の
方
向
に
む
か
う
、
つ
ま
り
著
者
が
封
建
制
下
で
あ
る
と
す
る
戟

園
期
に
向
か
う
一
歩
で
あ
る
と
す
る
か
ら
で
も
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、

春
秋

中
期
の
秦
は
、

決
し
て
後
進
園
で
は
な
く
、
む
し
ろ
他
の
諸
園
と
同
程
度
に
、

否
そ
れ
以
上
に
進
歩
性
を
有
し
た
園
家
な
の
で
あ
る
。
こ
の
秦
の
進
歩
性
を
、

著
者
は
あ
ら
ゆ
る
方
面
で
述
べ
て
い
る
。
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
使
っ
て
い
た

鍛
工
具
、
農
業
、
牧
畜
、
手
工
業
な
ど
、
そ
れ
ら
が
蛍
時
に
あ
っ
て
高
い
水
準

を
も
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
を
現
在
設
掘
さ
れ
て
き
て
い
る
出
土
遺
物
か
ら
も

確
認
す
る
わ
け
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
者
者
は
、
文
化
思
想
面
で
も
、

首
時
の

社
舎
に
お
け
る
秦
の
進
歩
性
を
主
張
し
、

木
文
八
八
頁
か
ら
九
七
頁
に
か
け
、

い
く
つ
か
の
例
を
引
き
そ
れ
を
質
註
す
る
。
そ
れ
は、

著
者
の
こ
の
主
張
の
根

底
に
、
「
特
定
の
文
化
は
、
特
定
の
祉
舎
の
政
治

・
経
済
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上

で
の
反
映
で
あ
る
」
と
の
考
え
が
横
た
わ
っ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

第
五
章
、
第
六
章
で
は
、
春
秋
時
代
の
秦
の
封
外
関
係
を
叙
述
し
て
い
る
。

秦
と
E
目、

秦
と
楚
の
関
係
が
そ
こ
で
は
中
心
で
あ
り
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
秦

の
奴
隷
制
は
他
の
諸
園
と
同
じ
よ
う
に
滅
亡
に
向
か
う
。
し
か
し
春
秋
期
に
は

進
歩
性
を
有
し
て
い
た
秦
は
、
時
代
が
戟
園
期
に
移
り
、
他
の
諸
園
が
急
速
に

奴
隷
制
か
ら
封
建
制
に
移
行
し
て
い
く
な
か
で
、
と
り
残
さ
れ
て
い
く
と
著
者

は
考
え
る
。

秦
の
封
建
制
が
遅
れ
た
の
は
、

奴
隷
制
が
こ
の
園
で
は
比
較
的
運
く
設
展
し

た
と
い
う
理
由
の
ほ
か
、
さ
ら
に
重
要
な
原
因
が
あ
る
。

つ
ま
り
そ
れ
は
秦

の
奴
隷
制
の
濁
特
な
経
済
機
構
と
政
権
の
形
態
で
あ
る
。
秦
は
分
封
制
を
貸

施
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
土
地
占
有
権
は
王
室
に
集
中
し
、
政
権
形
態
に
お

い
て
も
高
度
な
中
央
集
権
的
軍
事
専
制
を
有
し
て
い
た
。
か
か
る
特
徴
は
秦

の
奴
隷
制
の
建
立
・
維
持
・
設
展
を
促
進
す
る
働
き
を
も
つ
が
、
こ
れ
は
奴

隷
制
が
封
建
制
に
出浸
透
す
る
こ
と
を
は
ば
む
も
の
で
あ
る

(
一
五
八
頁
)
。
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第
七
章
「
戟
園
初
期
の
秦
園
」
、

第
八
章

「
秦
献
公
時
期
の
改
革
と
商
鞍
興

法
」
は
秦
が
奴
隷
制
か
ら
封
建
制
へ
移
行
す
る
過
程
を
の
ベ
る
。
著
者
の
考
え

に
よ
れ
ば
、

秦
懐
公
か
ら
献
公
に
至
る
期
閲
(
四
二
八
B
C
|一=三
一
六
二
B
C〉

は
、
奴
殺
制
を
維
持
せ
ん
と
す
る
奮
勢
力
と
封
建
制
を
進
行
し
よ
う
と
す
る
新

勢
力
の
闘
争
期
で
あ
り
、
公
子
連
(秦
献
公
)
の
即
位
は
新
興
地
主
階
級
が
政

権
を
奪
取
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
献
公
の
子
孝
公
の
時
に
至
り、

封
建
制
は
秦
に
お
い
て
完
成
を
み
る

わ
け
で
あ
る。

完
成
を
決
定
づ
け
た
も

の
、
そ
れ
が
商
軟
の
繁
法
で
あ
っ
た
。

第
九
章
か
ら
第
十
一

章
に
か
け
て
、
戟
園
期
の
秦
の
飛
極
的
変
展
を
叙
述
す

る
。
そ
こ
で
は
新
出
土
の
雲
夢
睡
虎
地
秦
簡
に
関
す
る
著
者
の
解
穆
が
本
文
お

よ
び
注
に
お
い
て
提
示
さ
れ
る
。
ま
た
、

商
敬
湊
法
後
の
秦
園
の
設
展
を
、
さ

き
の
春
秩
期
と
同
じ
く
農
業
・
工
業

・
商
業
さ
ら
に
は
文
化
面
で
確
認
し
て
い
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く
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
科
皐
技
術
面
で
秦
の
先
進
性
の
一
つ
と
し
て
、
著
者

は
秦
が
統
一
以
前
か
ら
街
頭
暦
を
採
用
し
、
そ
の
暦
が
山
富
時
に
あ
っ
て
は
十
分

科
皐
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。

第
十
二
章
、
十
三
章
は
、
秦
の
中
園
統
一
に
関
す
る
叙
述
で
あ
り
、
著
者
は

そ
こ
で
『
呂
氏
春
秋
』
を
大
き
く
と
り
あ
げ
る
。

理
論
上
よ
り
み
れ
ば
、
『
呂
氏
春
秋
』
は
先
秦
の
儒
・
法
・
道
・
塁
・

陰
陽

五
行
の
各
波
に
封
し
、
粂
合
、
包
括
の
立
場
を
と
る
。
そ
れ
は
「
僑
墨
を
か

ね
、
名
法
を
合
わ
す
」
。
先
秦
の
そ
れ
ぞ
れ
の
主
要
象
滋
の
理
論
は
、
ほ
と
ん

ど
『
呂
氏
春
秋
』
の
中
か
ら
探
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
さ
に
か
か
る
意

味
で
、
そ
れ
は
始
め
て
「
雑
」
家
の
代
表
作
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
-

『
呂
氏
春
秋
』
の
こ
の
特
徴
は
、
戟
園
末
期
の
経
済
、
政
治
が
統
一
に
向
か

い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
思
想
の
統
一
を
要
求
し
た
産
物
に
他
な
ら
な
い
。
「
雑
」

の
中
に
お
い
て
百
家
が
統
合
し
は
じ
め
た
こ
と
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
か
か

る
統
一
と
集
合
は
、
ま
さ
に
歴
史
設
展
の
必
然
的
結
果
で
あ
る
(
一
二
一
八
|

=
二
九
頁)。

以
下
本
書
は
、
統
一
秦
の
治
政
を
叙
述
し
、

農
民
の
大
起
義
が
秦
王
朝
の
滅
亡

を
ま
ね
い
た
こ
と
、
お
よ
び
農
民
起
義
の
偉
大
な
歴
史
意
義
を
述
べ
る
こ
と
で

そ
の
秦
に
闘
す
る
通
史
の
ベ

I
ジ
を
閉
じ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
四
六

O
頁
徐
に
お
よ
ぶ
こ
の
秦
の
遁
史
は
、
秦
の
租
先
か
ら
秦
帝
園

滅
亡
ま
で
を
一
貫
し
て
叙
述
し
た
も
の
で
あ
り
、
最
初
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
こ

の
著
者
の
試
み
は
、
中
園
お
よ
び
日
本
の
皐
界
に
お
い
て
劃
期
的
な
も
の
と
言

え
よ
う
。
た
だ
中
園
史
翠
界
と
日
本
の
中
園
史
研
究
の
方
法
論
の
相
違
、
問
題

意
識
設
定
の
違
い
に
よ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
日
本
に
お
い
て
中
園
史
を
研
究

し
て
い
る
評
者
に
と
っ
て
、
若
干
の
不
満
お
よ
び
問
題
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
が

な
く
は
な
い
。

第
一
の
問
題
は
、
著
者
が
熱
心
に
説
く
秦
の
愛
田
制
に
関
す
る
と
こ
ろ
ハ
第

四
章
〉
で
あ
る
。
著
者
は
、
ま
ず
最
初
に
奴
隷
制
祉
禽
の
土
地
所
有
と
井
田
制

を
結
び
つ
け
て
考
え
る
の
で
あ
る
が
、

周
知
の
如
く
、
井
田
制
な
る
も
の
は
、

現
在
の
日
本
の
息
界
で
は
一
種
の
理
想
型
で
あ
り
、
果
し
て
そ
れ
が
貧
際
に
存

在
し
た
か
否
か
は
、
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。

著
者
は
、
井
田
制
が
貧
際
に
存
在

し
て
い
た
と
考
え
る
の
か
、
叉
は
井
田
制
的
な
も
の
が
存
在
し
て
い
た
と
す
る

の
か
、
第
一
に
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
秦
が
愛
国
制
を
採
用
し
た

と
著
者
は
考
え
る
が
、
著
者
の
安
田
制
の
定
義
は
い
ち
お
う
理
解
で
き
る
も
の

の
、
秦
が
愛
国
制
を
採
用
し
た
と
す
る
根
嬢
|
|
著
者
は
『
漢
書
』
地
理
志
孟

康
注
に
求
め
る
の
で
あ
る
が
|
ー
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
し
い
解
説
、
傍
詮
が
ほ

し
い
。
井
田
制
不
採
用
|
↓
愛
国
制
の
賀
行
1
↓
軍
事
中
央
集
権
的
統
治
、
と

理
論
が
展
開
し
て
い
く
箇
所
と
思
え
る
の
で
。

第
二
の
問
題
は
、
著
者
の
文
献
史
料
に
到
す
る
史
料
批
剣
で
あ
る
。
お
お
む

ね
著
者
は
、
文
献
史
料
に
劉
し
て
疑
古
的
立
場
を
と
っ
て
は
い
な
い
。

こ
れ

は
、
今
日
の
中
園
史
皐
界
に
共
通
す
る
立
場
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
設
々

日
本
の
皐
界
の
情
況
か
ら
み
れ
ば
、
若
干
違
和
感
を
究
え
る
。
例
え
ば
本
文
八

九
頁
、
著
者
は
秦
穆
公
と
重
耳
の
賦
の
や
り
と
り
を
と
り
上
げ
、

秦
穆
公
の
文

化
水
準
の
高
さ
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
『
左
侍
』

中
に
み
え
る
育
文
公
(
重
耳
)
の
諸
園
遊
歴
の
一
段
で
あ
る
が
、

『
左
停
』

の

こ
の
部
分
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
要
素
が
多
分
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
『
左

俸
』
は
、
E

日
文
公
に
封
し
て
、
は
な
は
だ
好
意
的
で
あ
り
、
特
に
重
耳
の
諸
園

遊
歴
の
箇
所
は
、

『左
傍
』
に
お
い
て
名
文
の
審
れ
高
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ

れ
故
小
説
的
で
も
あ
る
。
そ
こ
か
ら
我
園
で
は
、
『
左
停
』
が耳
目
図
に
関
係
し

た
地
方
、
お
よ
び
人
々
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
設
も
提
出
さ

れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
(
『
左
俸
の
成
立
と
其
の
展
開
』
鎌
田
正
著

大

修

-125ー
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館
〉
。
ま
た
、
経
書
、
『
史
記
』
、
『
商
君
書
』
に
針
し
て
も
、
著
者
は
共
通
す
忍

立
場
を
と
っ
て
い
る
。
第
十
二
意
で
著
者
は

『
呂
氏
春
秋
』
に
つ
い
て
言
及
す

る
際
、
『
史
記
』
呂
不
章
列
停
の
記
載
を
そ
の
ま
ま
と
り
入
れ
て
い
る
が
、
現

行
本
『
呂
氏
春
秋
』
が
果
し
て

『
史
記
』
呂
不
意
列
俸
に
記
さ
れ
た
通
り
の
も

の
な
の
か
、
否
時
代
を
追
っ
て
附
加
さ
れ
、
よ
り

ク雑。

的
要
素
が

加
わ
っ

た
の
か
、
詳
細
な
吟
味
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
べ
て
、
先
秦
の
文
献

史
料
を
扱
う
場
合
、
そ
の
史
料
が
も
っ
魅
力
と
恐
さ
の
二
面
に
恨
重
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
評
者
は
考
え
る
。

問
題
の
第
三
、
こ
れ
は
評
者
の
希
望
で
あ
る
が
、
著
者
は
本
書
の
中
で
日
本

の
皐
者
の
研
究
成
果
、
そ
れ
も
近
年
の
成
果
を
二
、
三
紹
介
し
て
い
る
。
事

賞
、
著
者
自
身
、
外
因
の
研
究
情
況
の
指
取
に
誠
に
熱
心
で
あ
る
。
し
か
し
、

圏
外
の
研
究
成
果
に
関
す
る
情
報
を
入
手
で
き
る
の
は
、
ま
だ
ま
だ
少
な
い
と

聞
い
て
い
る
。
方
法
論
、
問
題
設
定
の
違
い
が
あ
っ
て
も
、
ま
た
あ
れ
ば
こ

そ
、
よ
り
多
く
の
情
報
の
交
換
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
し
て
や
ま
な
い
。

私
事
に
わ
た

っ
て
恐
縮
で
あ
る
が
、
私
は
昨
年
一
九
八
一
年
九
月
か
ら
十

一

月
に
か
け
て
、
西
北
大
祭
に
留
皐
し
て
い
た
。
そ
の
時
の
私
の
指
導
教
官
が
木

書
の
著
者
林
剣
鳴
氏
で
あ
る
。
氏
の
温
厚
な
人
柄
、
研
究
に
う
ち
こ
む
員動車
で

熱
心
な
態
度
に
引
き
こ
ま
れ
、
こ
の
書
評
の
中
で
穫
を
失
L
た
箇
所
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
、
私
は
恐
れ
る
。

一
九
八

一
年
二
月
上
海

上

海

人
民
出
版
社

A
5
版
四
七
一
一
良

村

田

治

部

著

中

国

の

帝

都

伊

原

弘

本
書
は
、
中
園
の
都
市
・
建
築
問
題
に
多
年
と
り
く
ん
で
こ
ら
れ
た
村
田
治

郎
氏
が
、
あ
ら
た
に
書
き
お
ろ
さ
れ
た
論
稿
と
す
で
に
夜
表
を
さ
れ
て
い
た
も

の
に
補
訂
を
加
え
て
な
っ
た
も
の
で
、
歴
代
王
朝
の
首
都
す
な
わ
ち
帝
都
の
都

市
プ
ラ
ン
を
追
求
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
第
一
章
の
「
中
園
帝
都
の
卒
面

図
型
」
は
、

著
者
の
多
年
に
わ
た
る
研
鎖
と
麹
蓄
を
傾
け
た
も
の
で
、
量
的
に

も
最
大
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

折
し
も
、
都
市
問
題
が
大
き
な
注
目
を
浴
び
て
い
る
時
で
あ
る
。
こ
う
し
た

際
の
関
心
は
単
に
今
目
的
関
心
に
と
ど
ま
ら
ず
、
時
代
を
測
り
空
間
的
に
も
披

が
っ
て
い
く
。
日
本
史
の
分
野
で
我
園
の
都
市
の
租
型
を
求
め
て
盛
ん
に
研
究

が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
も
、
こ
う
し
た
事
情
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

な
時
に
は
や
は
り
我
園
と
深
い
関
係
の
あ
っ
た
中
園
の
都
城
制
の
ト
ー
タ
ル
な

研
究

・
論
者
が
必
要
と
な
る
が
、
我
園
の
中
園
史
研
究
者
が
こ
う
し
た
要
望
に

必
ず
し
も
充
分
に
答
え
て
き
た
と
は
い
い
が
た
い
。
し
た
が

っ
て
い
ま
、
最
近

の
め
ざ
ま
し
い
中
園
の
都
城
研
究
の
成
果
の
紹
介
を
も
か
ね
あ
わ
せ
た
蓄
が、

単
に
中
園
史
の
尊
家
の
み
な
ら
ず
日
本
史
の
研
究
者
を
も
含
む
東
ア
ジ
ア
の
都

城
制
研
究
者
か
ら
希
求
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

-
本
書
は
こ
う
し
た
皐
界
及
び
議
書
界
の
要
求
に
答
え
た
も
の
で
、
時
宜
を
得
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