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じ

め

「
漢
書
』
は
『
史
記
』
と
と
も
に
中
園
の
歴
史
書
、
と
く
に
紀
傍
睦
史
の
嬰
壁
と
さ
れ
る
が
、
正
史
の
中
で
も
最
も
完
成
度
の
高
い
歴
史
銃

述
と
し
て
評
債
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
章
一
回
は
完
成
す
る
と
間
も
な
く
、
そ
の
標
準
解
棒
、
讃
が
定
め
ら
れ
、
以
後
、
停
統
的
な
解
揮
が
継
承
さ
れ

て
き
た
。
後
漢
時
代
に
は
皇
一
帝
一
た
ち
の
鑑
戒
の
書
と
し
て
、
三
園
時
代
に
は
或
は
兵
法
書
と
し
て
誼
ま
れ
、
そ
の
後
は
文
皐
作
品
と
し
て
も
贋

い
讃
者
を
も
っ
た
。
そ
し
て
今
日
で
は
寧
ろ
歴
史
研
究
の
史
料
集
と
し
て
盛
ん
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
書
が
い
わ
ゆ
る
讃
み
物
と
し
て
讃
ま
れ
て
い
た
時
代
に
は
、
そ
こ
に
錠
述
さ
れ
て
い
る
事
柄
は
誼
者
の
数
養
を
高
め
る
と
い
う
目
的
を

達
成
す
れ
ば
よ
く
、
特
別
の
場
合
を
除
い
て
は
、
そ
の
一
つ
一
つ
の
事
貫
を
吟
味
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
歴
史
研

究

に

お

け

る

史

料

と

し

て

利

用

さ

れ

る

よ

う

に

な

る

や

、

歴

史

を

研

究

す

る

も

の

に

と

っ

て

『

漢

事
情
は
繁
わ
っ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。



書
』
の
個
々
の
記
録
は
ど
の
程
度
の
信
湿
性
を
も
つ
も
の
な
の
か
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
書
に
劃
す
る
い
わ
ゆ
る
史
料
準
的
考
察
の

必
要
が
高
ま
っ
て
き
た
と
も
い
え
る
。

ま
た
『
漢
書
』
は
一
般
に
は
班
固
の
皐
濁
の
著
述
と
さ
れ
て
い
る
が
、
父
の
彪
の
遺
作
を
基
礎
に
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
紛
れ

も
な
い
事
賞
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
班
固
は
父
を
無
み
し
て
功
を
濁
占
し
た
も
の
と
し
て
誹
諒
さ
れ
た
り
も
し
て
き
た
。
こ
こ
は
寧
ろ
固
が
父
の

仕
事
を
完
成
さ
せ
た
と
す
る
の
が
穏
嘗
な
見
方
で
あ
ろ
う
が
、
彪
と
固
の
仕
事
の
内
容
を
で
き
る
限
り
明
確
に
排
別
し
、
そ
こ
か
ら
父
子
の
技

連
目
的
や
思
想
の
異
同
な
ど
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
改
め
て
『
漢
書
』
を
再
評
債
す
る
の
も
史
察
史
研
究
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

ま
た
こ
れ
に
関
連
し
て
、

た
の
は
何
故
か
。
或
は
ど
の
よ
う
な
経
過
で
断
代
史
と
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
事
柄
を
究
明
す
る
こ
と
も
史
拳
史
研
究
の
重
要
な
問
題

『
漢
室
百
』
が
曾
通
の
紀
俸
鵠
史
『
史
記
』
を
縫
ぎ
な
が
ら
漢
一
代
の
断
代
史
に
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

で
あ
る
。

以
下
、
班
氏
父
子
の
生
涯
と
そ
の
時
代
を
瞥
見
し
た
後
、
こ
れ
ら
の
問
題
離
に
つ
い
て
考
察
を
準
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
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班
氏
と
『
漢
書
』

『
漢
書
』
を
著
わ
し
た
班
彪
お
よ
び
固
の
属
す
る
班
氏
は
、
停
承
に
よ
れ
ば
、
も
と
楚
園
の
名
族
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
名
家

(

1

)

 

と
し
て
登
場
す
る
の
は
班
況
の
時
か
ら
で
あ
る
。
山
西
の
北
、
棲
煩
の
地
に
あ
っ
た
班
況
は
、
元
三
帝
の
末
年
(
0
・
)
、
上
河
農
都
尉
か
ら
中
央
に

一
帝
一
の
初
年
、

召
さ
れ
て
左
曹
越
騎
校
尉
と
な
り
、
貫
籍
も
扶
風
安
陵
に
移
し
た
。
こ
れ
を
境
に
班
氏
は
三
輔
の
名
族
と
し
て
柴
え
る
こ
と
に
な
る
。
恰
も
成

伯
(
侍
中
〉
、
持
(
中
郎
賂
〉
、
務
(
庚
卒
太
守
)
も
そ
れ
ぞ
れ
出
世
す
る
。
首

況
の
女
が
媛
好
に
取
り
立
て
ら
れ
、

三
人
の
子
息
、

時
は
王
氏
が
権
力
の
座
を
固
め
て
い
た
が
、
班
氏
も
捷
好
を
出
し
た
こ
と
が
契
機
と
な
り
、
，
次
第
に
王
氏
に
接
近
す
る
。
王
葬
は
少
・
青
年
時

(

2

)

 

代
に
二
男
の
持
、
三
男
の
梶
と
極
め
て
親
し
く
、
兄
弟
並
み
の
交
際
を
し
た
と
い
う
。

班
持
は
儒
皐
の
数
養
深
く
、
賢
良
方
正
に
翠
げ
ら
れ
て
、
碩
皐
劉
向
と
と
も
に
秘
府
の
臓
書
の
校
定
に
摘
わ
り
、
そ
の
功
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
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で
門
外
不
出
の
臓
書
の
副
本
(
寓
し
)
を
賜
っ
た
。

班
氏
の
家
に
停
わ
る
こ
と
に
な
る
こ
の
臨
書
が
後
に
班
氏
の
家
皐
の
基
礎
に
な
る
。

但
し

持
は
そ
の
後
、
間
も
な
く
亡
く
な
り

班
碑
は
哀
一帝
時
代
に
既
に
贋
卒
の
相
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た

王
葬
政
権
に
関
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

ハ
3
)

が
、
王
界
政
権
の
樹
立
に
際
し
て
消
極
的
な
態
度
を
示
し
た
の
で
、
こ
の
政
権
で
は
重
要
な
地
位
も
興
え
ら
れ
ず
、

た
と
い
う
。
し
か
し
班
固
の
こ
の
法
り
の
絞
述
に
は
後
漢
王
朝
に
射
し
て
俸
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
っ
て
、

梶
は
王
奔
政
権
に
積
極
的

ま
た
谷
め
も
受
け
な
か
っ

に
開
興
し
て
い
た
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

『
漢
書
』
銑
停
上
の
、

彪
、
字
は
叔
皮
、
:
:
:
父
(
梶
)
の
謀
、
揚
子
雲
〈
雄
)
以
下
、
門
に
造
ら
ざ
る
な
し
。

と
い
う
絞
述
は
そ
の
こ
と
を
裏
づ
け
る
。
後
に
班
固
が
園
史
を
改
作
し
て
い
る
と
し
て
密
告
さ
れ
る
の
も
、
班
氏
が
王
奔
政
権
と
深
い
関
係
に

あ
っ
た
こ
と
か
ら
嫌
疑
を
招
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
王
氏
と
の
関
係
が
『
漢
書
』
の
中
に
ど
の
よ
う
な
形
で
反
映
し
て
い

る
の
か
を
見
る
こ
と
も
小
稿
の
課
題
で
あ
る
。

界
の
子
が
彪
、
す
な
わ
ち
班
回
の
父
で
あ
る
。

班
彪
は
幼
少
の
頃
か
ら
従
兄
(
好
の
子
)
嗣
と
長
安
に
出
て
開
学
問
し
た
が
、

班
家
の
豊
富
な

- 34ー

蔵
官
一
一
回
は
班
彪
を
皐
問
好
き
の
青
年
に
育
て
、
彼
に

『
太
史
公
書
(
史
記
)
』
の
績
篇
の
作
成
を
思
い
立
た
せ
る
。

し
か
し
彪
が
二
十
歳
の
時
、
父
の
稗
が
関
係
し
て
い
た
王
葬
政
権
が
滅
亡
し
、
長
安
は
更
始
一帝一
軍
と
赤
眉
の
徒
の
侵
入
で
大
混
乱
に
陥
っ
た

の
で
、
彪
は
西
方
の
(
甘
蹴
)
天
水
へ
避
難
し
た
。

そ
し
て
こ
の
地
を
根
接
地
に
し
て
い
た
群
雄
の

一
入
院
詔
の
政
権
に
加
わ
っ
た
。

」
の
時

に
官
官
か
れ
た
の
が
「
王
命
論
」
で
あ
る
。
彼
は
こ
こ
で
厚
遇
さ
れ
た
が
、
し
か
し
関
嵩
の
野
望
に
同
調
で
き
ず
、
ま
た
そ
の
器
量
に
も
僚
り
な

(

4

)

 

王
奔
政
権
の
建
武
男

・
波
水
将
軍
で
あ
り
、
嘗
時
、
河
西
に
擦
っ
て
い
た
河
西
大
将
軍
資
融
の

か
っ
た
の
で
、
間
も
な
く
限
時
の
下
を
去
り
、

政
権
に
加
わ
っ
た
。
や
が
て
群
雄
が
次
第
に
劉
秀
の
政
権
に
吸
牧
さ
れ
る
形
勢
の
下
で
、

資
融
は
建
武
十
二
年
、

洛
陽
の
政
権
に
蹄
順
し
、
班

彪
も
賢
融
を
通
じ
て
後
漢
王
朝
に
仕
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

班
彪
は
蹄
順
後
、
ま
も
な
く
徐
令
に
任
命
さ
れ
て
徐
州
に
赴
任
し
、
約
十
年
聞
の
服
務
の
後
、
病
を
理
由
に
官
を
酔
し
、

洛
陽
で
再
び
任
官

し
て
司
徒
府
擦
と
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
職
務
の
除
暇
に
歴
史
絞
述
の
述
作
に
従
事
し
た
。

『
後
俸
』
数
十
篇
が
こ
う
し
て
書
き
上
げ
ら
れ



る
。
彼
は
晩
年
に
は
司
徒
府
よ
り
推
奉
さ
れ
て
望
都
長
と
な
り
、
建
武
三
十
年
、
こ
の
官
に
卒
し
た
。
享
年
五
十
二
歳
で
あ
っ
た
。

班
彪
に
は
二
男
一
女
が
あ
り
、
長
男
を
園
、
次
男
を
超
、
そ
し
て
女
子
を
昭
と
い
っ
た
が
、
固
と
超
は
年
齢
が
接
近
し
、
同
年
か
一
年
違
い

〈

5
〉

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
三
人
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

い
ず
れ
も
何
ら
か
の
形
で
『
漢
書
』
と
深
く
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。

班
固
は
建
武
八
年
(
三
二
〉
、
父
彪
が
河
西
大
将
軍
費
融
の
下
に
身
を
寄
せ
て
い
た
時
、
そ
の
地
に
生
ま
れ
た
。
固
は
年
九
歳
で
能
く
文
一
章
を

作
り
詩
賦
を
諦
し
た
と
さ
れ
、
そ
の
文
才
は
父
親
譲
り
の
も
の
で
あ
っ
た
。
十
六
歳
の
時
、
洛
陽
の
太
皐
に
入
り
二
十
三
歳
で
父
を
失
う
ま
で

勉
皐
に
勘
ん
だ
が
、
建
武
三
十
年
、
父
の
死
に
よ
り
郷
里
の
扶
風
・
安
陵
に
蹄
り
、
喪
に
服
す
こ
と
三
年
、
思
明
け
を
待
っ
て
父
の
遣
業
『
後

三
十
一
歳
の
時
、
彼
は
何
者
か
に
よ
っ
て
密
告
さ
れ

停
』
の
整
理
・
績
修
に
取
り
掛
か
っ
た
(
五
八
〉
。

し
か
し
そ
の
四
年
後
の
永
卒
五
年
、

る
。
班
固
が
家
に
あ
っ
て
私
か
に
園
史
を
改
作
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
直
ち
に
彼
は
捕
ら
え
ら
れ
、
京
兆
(
長
安
〉
の
獄
に
繋
が
れ
た
。

そ
し
て
著
述
だ
け
で
な
く
、
家
の
臨
書
も
浪
牧
さ
れ
た
。
弟
の
超
は
、
兄
が
拷
聞
を
受
け
獄
死
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
直
ち
に
洛
陽
に
赴

- 35ー

き
、
上
書
し
て
「
兄
固
は
敢
え
て
妄
作
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
唯
だ
父
の
記
し
た
こ
と
を
績
け
、
漢
の
事
を
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
」
こ

(
6〉

と
を
訴
え
た
。
や
が
て
波
牧
さ
れ
た
著
述
が
明
一帝
の
手
許
に
届
き
、
一
帝
一
の
目
に
燭
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
嫌
疑
は
解
け
た
。
明
一
帝
は
そ
の
出
来
柴

孟
異
、
劉
復
、

え
に
感
心
し
、
班
固
を
赦
す
と
と
も
に
、
蘭
蓋
令
史
に
任
命
し
て
、
父
彪
の
友
人
罪
敏
や
陳
宗
、

楊
彩
、

買
淫
ら
と
と
も
に

『
世
租
本
紀
』
を
、
次
い
で
列
俸
と
載
記
を
撰
述
さ
せ
、
更
め
て
彼
の
書
き
か
け
の
著
述
、
す
な
わ
ち
『
漢
書
』
を
も
完
成
す
る
よ
う
命
令
し

た
。
班
固
は
爾
後
、
精
思
す
る
こ
と
二
十
齢
年
、
一
章
一帝
の
建
初
七
年
(
八
二
〉
、

一
腰
、
こ
れ
を
完
成
す
る
。

班
固
に
と
っ
て
は
こ
の
三
代
皇
帝
章一
帝
一
の
時
代
か
ら
次
の
皇
帝
和
一
帝
一
の
初
期
に
か
け
て
が
得
意
の
絶
頂
で
あ

っ
た
。
皐
問
好
き
の
章一
帝
は
班

固
の
間
学
問
と
文
才
を
愛
し
た
の
で
、

彼
は
皇
帝
の
巡
幸
に
は
随
従
し
た
し
、

瞳
儀
の
制
定
の
際
に
は
皇
帝
の
下
聞
が
あ
り
彼
の
一意
見
を
求
め

た
。
ま
た
白
虎
翻
曾
議
を
主
宰
し
そ
の
議
事
録
(『白
虎
通
義』
)
の
整
理
に
も
任
じ
た
。
弟
の
班
超
も
こ
の
頃
、
西
域
都
護
と
し
て
活
躍
し
て
い

た
の
で
、
皇
帝
の
信
任
は
高
ま
る
一
方
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
自
身
も
、氷
元
元
年
に
は
車
騎
賂
軍
資
憲
の
一
部
将
と
し
て
旬
奴
遠
征
に
従
軍
し

455 

て
い
る
。
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し
か
し
な
が
ら
外
戚
費
憲
の
醐
尾
に
附
し
て
権
力
の
座
に
接
近
し
た
こ
と
が
彼
を
破
滅
に
導
く
こ
と
に
な
る
。
班
氏
と
資
氏
は
前
漢
時
代
か

(

7

)

 

ら
三
輔
の
豪
族
と
し
て
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
。
班
彪
が
王
葬
政
権
滅
亡
後
の
混
凱
に
際
し
て
河
西
大
将
軍
資
融
の
と
こ
ろ
へ
身
を
寄
せ
た
の

も
、
そ
の
よ
う
な
閲
係
を
頼
っ
て
行
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
し
、

班
固
が
車
騎
将
軍
賛
意
の
部
将
と
な
っ
た
の
も
、
や
は
り
過
去
の
雨
家
の

関
係
か
ら
出
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
賛
意
も
南
陽
人
士
の
支
配
す
る
洛
陽
政
権
の
中
で
、
同
じ
三
輔
出
身
の
班
固
を
自
己
の
政
権
の
支
え

に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

費
憲
は
融
の
曾
孫
に
蛍
た
る
が
、
妹
、
が
章
一
帝
一
の
皇
后
と
な
る
や
、
勢
力
の
横
大
に
努
め
た
。
そ
し
て
一
章
一
帝
が
崩
御
し
、
幼
い
和
一
帝
を
後
見
し

て
賢
太
后
が
稿
制
す
る
に
及
び
、
彼
は
外
戚
の
立
場
を
利
用
し
て
専
制
的
と
も
い
う
べ
き
権
力
を
振
る
う
に
至
る
。
憲
は
一
章
和
二
年
、
永
元
元

年
、
二
年
、
三
年
と
連
年
の
よ
う
に
車
騎
将
軍
と
し
て
出
塞
し
て
北
旬
奴
を
討
ち
、
こ
れ
を
大
破
し
て
凱
旋
し
た
。
こ
れ
ら
の
遠
征
の
結
果
、

北
旬
奴
を
北
方
に
髄
逐
し
て
過
境
の
憂
い
を

一
帰
し
た
こ
と
は
確
か
に
彼
の
功
績
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
こ
の
武
功
に
よ
っ
て
彼
の
威
勢
は
盆

々
強
大
と
な
り
、

政
府
の
要
職
を
一
波
で
濁
占
し
た
だ
け
で
な
く

刺
史
や
郡
守
、

豚
令
な
ど
の
地
方
官
も
そ
の
門
か
ら
出
る
よ
う
に
な
る
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と
、
そ
の
奴
客
や
縫
騎
ま
で
が
費
氏
の
威
光
を
傘
に
着
て
百
姓
を
侵
奪
す
る
有
様
と
な
っ
た
。

遂
に
和
一帝
は
側
近
の
官
官
鄭
衆
ら
と
結
び
、
一
帝
の
暗
殺
を
謀
っ
た
と
い
う
名
目
で
寅
憲
を
排
除
す
る
計
重
を
固
め
、

月
、
都
に
師
、
蓮
し
た
賢
憲
ら
を
行
賞
す
る
と
い
う
口
買
で
招
き
寄
せ
、
丘
ハ
を
護
し
て
黛
輿
を
捕
え
、
こ
れ
を
獄
諒
す
る

一方、

費
憲
か
ら
は
大

永
元
四
年
(
九
一
一
)
六

将
軍
の
印
綬
を
奪
い
自
殺
さ
せ
た
。
か
く
て
由
貿
憲

一
波
は
珠
滅
さ
れ
た
。
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
、
班
固
も
費
氏
の

一
議
と
見
な
さ
れ
て
遁
放
の

憂
き
目
に
遭
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
に
な
っ
て
、

か
つ
て
班
家
の
奴
隷
が
洛
陽
令
科
競
に
無
躍
を
働
い
た
事
買
が
暴
露
さ
れ
、
班
固

は
奴
隷
の
監
督
不
行
届
き
の
科
で
洛
陽
の
獄
に
投
ぜ
ら
れ
、
獄
中
で
死
亡
す
る
。
享
年
六
十
一

歳
で
あ
っ
た
。

『
漢
書
』
は
班
固
の
獄
死
に
先
立
つ
こ
と
十
年
、
建
初
七
年
に
一
躍
完
成
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
費
は
こ
れ
は
木
嘗
の
意
味
で
の
完

成
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
或
は
表
と
志
と
を
歓
い
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
班
固
の
死
後
、
そ
の
著
述
は
散
飢
し
た
が
、
妹
の
昭

(

8

)

 

八
表
と
天
文
志
は
馬
融
の
兄
馬
績
の
援
助
を
受
け
て
よ
う
や
く
完
成
し
た
と
い
う
。

が
和
一
一
帝
の
命
を
受
け
て
未
完
部
分
を
補
綴
し、



班
彪
・
固
の
歴
史
銃
漣

以
上
の
論
述
で
留
意
す
べ
き
黙
が
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
班
家
に
は
持
の
功
績
に
よ
っ
て
嘗
来
、
誰
に
も
許
さ
れ
な
か
っ
た
秘
府
の
臓
書
、

し

か
も
校
訂
・
整
理
さ
れ
、

分
類
さ
れ
た
顕
書
の
副
本
(
篤
し
)
が
下
賜
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
臨
書
を
慕
っ
て
嘗
時
の
知
識
人
た
ち
が
班

家
に
出
入
り
し
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
班
氏
に
漢
の
歴
史
を
調
べ
著
述
す
る
に
適
わ
し
い
物
質
的
篠
件
が
備
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味

す
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
は
、
班
氏
は
前
漢
後
期
に
成
一
帝
の
捷
好
を
出
し
、
一
帝
室
と
い
わ
ば
姻
戚
関
係
に
入
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
脅
一
室
と
の
関
係

が
生
ま
れ
た
こ
と
は
班
氏
に
多
く
の
賜
興
を
賢
し
、
経
済
的
に
潤
す
こ
と
に
な
る
が
、
精
神
的
に
も
班
氏
を
一
帝
室
に
密
接
に
結
び
つ
け
る
こ
と

に
な
っ
た
。
特
に
班
彪
に
は
姻
戚
の
一
意
識
は
強
く
、
成
一
帝
紀
(
巻
十
)
の
賛
で
「
臣
の
姑
は
後
宮
に
充
て
ら
れ
て
捷
好
と
な
れ
り
」
と
誇
ら
し

げ
に
語
っ
て
い
る
。
自
ら
の
叔
母
が
皇
帝
の
媛
好
で
あ
る
と
い
う
事
質
は
彼
を
心
情
的
に
も
漢
一帯
室
に
緊
密
に
結
び
つ
け
ず
に
は
お
か
な
か
っ

た
。
こ
れ
ら
の
物
質
的
・
精
神
的
篠
件
が
班
彪
の
、
そ
し
て
班
闘
の
蚊
述
の
姿
勢
を
決
定
づ
け
た
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
司
馬
遷
の
著
し
た
『
太
史
公
書
(
史
記
)
』
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
既
に
昭
一
帝
の
時
代
に
は
高
紐
官
僚
た
ち
の
聞
で
韻
ま
れ
て
い
た

(
9〉

ょ
う
で
あ
っ
て
、
御
史
大
夫
の
桑
弘
羊
な
ど
は
こ
の
書
を
愛
護
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
宜
一帯
時
代
に
は
司
馬
選
の
外
孫
楊

(

叩

)

惇
の
下
に
あ
っ
た
副
本
も
民
聞
に
流
布
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
多
く
の
愛
誼
者
を
も
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
中
に
は
こ
の
蓄
の
績
篇
を
著
わ
そ
う

(

日

〉

と
す
る
も
の
も
登
場
す
る
。
成
一
帝
の
時
に
な
る
と
、
一
帝
一
自
ら
鴻
商
に
命
じ
て
『
史
記
』
の
績
篇
を
作
成
さ
せ
る
ま
で
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は

(

ロ

〉

『
史
記
』
の
技
連
形
式
が
著
述
の
一
形
式
と
し
て
公
認
さ
れ
た
こ
と
を
一
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
も
あ
っ
て
、
以
後
、
こ
の
霊
園
の
績
篇
を

書
こ
う
と
す
る
者
が
績
出
す
る
。
か
く
し
て
班
彪
以
前
に
既
に
十
数
人
の
撃
者
に
よ
っ
て
個
別
に
『
史
記
』
の
績
篇
が
著
わ
さ
れ
行
わ
れ
て
い

た
と
い
う
。
(
唐
の
〉
劉
知
幾
に
よ
る
と
、
嘗
時
、
格
少
孫
、
鴻
商一、

劉
向
、
劉
敵
、
衛
衡
、
揚
雄
、
史
等
、
梁
審
、
摩
仁
、
菅
潟
、
段
(
殻
)

(

日

〉

粛
、
金
丹
、
鴻
街
、
意
融
、
粛
奮
、
劉
悔
ら
の
作
っ
た
績
篇
が
行
わ
れ
て
い
た
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
『
史
記
』
の
績
篇
の
数
々
を
前
に
し

て
、
班
彪
が
よ
り
完
全
な
『
後
停
』
を
述
作
し
よ
う
と
志
す
に
至
っ
た
の
は
寧
ろ
自
然
で
あ
る
。

457 

『
後
漢
書
』
列
俸
巻
三
十
上
、
班
彪
停
上
は
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彼
が
述
作
の
志
を
立
て
る
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
、

彪
、
既
に
才
高
く
し
て
述
作
を
好
み
、
遂
に
史
籍
の
聞
に
専
心
す
。
武
一
帝
の
時
、
司
馬
濯
、
史
記
を
著
わ
す
も
、
太
初
以
後
、
閥
き
て
録

さ
ず
。
後
の
好
事
者
、
煩
る
時
事
を
綴
集
す
る
あ
る
も
、
然
れ
ど
も
部
俗
な
る
も
の
多
く
、
以
て
そ
の
書
を
腫
緩
す
る
に
足
ら
ず
。
彪、

乃
ち
前
史
の
遣
事
を
縫
採
し
異
聞
を
傍
賞
し
て
後
体
数
十
篇
を
作
り
、
因
っ
て
前
史
を
掛
酌
し
て
得
失
を
識
正
す
。

と
い
う
。

史
料
や
表
現
な
ど
不
十
分
な
も
の
ば
か
り
の
績
篇
群
を
見
て

彼
は
自
家
の
臨
書
な
ど
に
よ
っ
て
史
料
の
歓
を
補
い
表
現
を
改
め

て
、
い
わ
ゆ
る
績
篇
の
決
定
版
を
作
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
但
し
こ
の
後
文
に
も
い
う
よ
う
に
、
彼
の
著
述
の
目
的
は
躍
に

『
史
記
』
の
太

初
以
後
を
績
け
、

ま
と
め
る
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

「
前
史
の
得
失
を
議
正
す
」
、

す
な
わ
ち
『
史
記
』
の
短
所

を
改
め
る
こ
と
に
そ
の
目
的
の

一
つ
を
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
く
班
彪
俸
は
そ
の
改
正
す
べ
き
貼
に
つ
い
て
、

遷
の
記
す
る
所
、

:
:
:
務
め
て
多
聞
肢
載
を
以
て
功
と
魚
さ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
論
議
浅
く
し
て
篤
か
ら
ず
。
其
の
術
皐
を
論
じ
て
は
則
ち
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資
老
を
崇
ん
で
五
経
を
薄
ん
じ
、
貨
殖
を
序
し
て
は
則
ち
仁
義
を
軽
ん
じ
て
貧
窮
を
蓋
か
し
め
、
世
侠
を
道
て
は
則
ち
守
節
を
賎
み
て
俗

(
中
略
)
司
馬
遷
の
一
帝
王
を
序
す
る
や
則
ち
本
紀
と
日
い
、
公
侯
の
傍
園
は
則
ち
世
家
と
日
い
、
卿
土
の
特
起
は
則
ち
列

功
を
賞
と
ぶ
。

体
と
日
ぅ
。
叉
項
羽

・
陳
沙
を
進
め
て
准
南

・
衡
山
を
則
く
る
は
、
細
一
意
委
曲
し
、
篠
例
、
経
な
ら
ず
。

序
し
て
は
郡
照
を
母
げ
そ
の
字
を
著
わ
す
も
、
新
・
曹

・
陳
卒
の
腐
及
び
董
仲
野
の
並
時
の
人
に
至
つ
て
は
そ
の
字
を
記
さ
ず
、
或
は
腕

(
中
略
)
若
く
は
司
馬
相
如
を

し
て
郡
せ
ざ
る
も
の
蓋
し
暇
あ
ら
ず
。
今
、
こ
の
後
篇
、
そ
の
事
を
慎
取
に
し
そ
の
文
を
整
問
す
。

と
い
う
。
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
柄
を
整
理
す
る
と
、
次
の
四
貼
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

(
ご
史
料
の
採
捧
に

つ
一
〉
黄
老
思
想
を

嘗
っ
て
事
寅
や
異
聞
を
載
せ
る
こ
と
に
急
で
、
適
正
な
史
買
の
選
揮
が
な
さ
れ
て
い
な
い
(
史
賓
の
選
揮
を
厳
正
に
す
る
)
。

重
ん
じ
五
経
を
軽
ん

じ
て
、

世
道

・
人
心
に
有
害
な
と
こ
ろ
が
あ
る
(
儒
皐
中
心
の
も
の
に
改
め
る
べ
き
で
あ
る
)
。

会
一
)
項
羽
や
陳
勝
は
本
紀

や
世
家
に
載
せ
ら
れ
、
特
別
扱
い
を
し
た
た
め
臨
例
が
破
ら
れ
て
い
る
(
鰻
例
に
従
い
紀
停
鐙
の
鐙
裁
を
整
え
る
)
。

一
定
せ
ず
、
例
え
ば
名
前
の
記
載
で
は
本
名
を
摩
げ
て
字
を
書
か
な
か
っ
た
り
、
ま
た
出
身
地
に
つ
い
て
も
燃
名
だ
け
を
翠
げ
て
郡
名
を
省
略

(
四
〉
列
俸
の
絞
述
形
式
が



標
記
の
形
式
に
統

一
性
が
な
い
(
人
名
に
は
本
名
と
字
を
、
地
名
に
は
郡
勝
を
併
記
す
る
な
ど
、
形
式
を
統
一
す
る
〉
、

(

H

)

 

と
。
要
す
る
に
歴
史
絞
越
の
基
調
を
儒
数
主
義
に
統

一
す
る
こ
と
、
史
貫
の
選
揮
を
巌
正
に
し
、
歴
史
絞
述
の
形
式
・
健
裁
を
整
備
す
る
こ
と

が
改
正
貼
の
主
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
歴
史
絞
速
は
、

「今
の
古
を
知
る
所
以
、
後
の
前
を
観
る
所
由
に
し
て
、
聖
人
の
耳
目
な

人
々
の
規
範
の
擦
り
所
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

す
る

一
方、

そ
の
逆
も
あ
り
、

り
L 

(
班
彪
俸
上
)
な
の
で
あ
っ
て
、

さ
れ
ば
こ
そ
そ
の
技
連
に
は
慎
重
な
配
慮
が
要

求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
上
文
に
よ
れ
ば

『
後
俸
』
絞
述
の
目
的
は
上
述
の
よ
う
な
何
れ
か
と
い
え
ば
、
形
式
的

・
技
術
的
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に

受
け
取
れ
る
が
、

し
か
し
彼
の
舷
越
の
目
的
は
決
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
に
止
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
寧
ろ
極
め
て
政
治
的
な
目
的

か
ら
絞
述
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
先
に
奉
げ
た
彪
の
執
筆
の
動
機
に

「
後
の
好
事
者
、
頗
る
時
事
を
綴
集
す
る
あ
る
も
、
部
俗
な
る

も
の
多
く
、
以
て
そ
の
書
を
腫
縫
す
る
に
足
ら
ず
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
が
、
彪
の
頃
、
贋
く
行
わ
れ
て
い
た
の
は
先
の
十
六
家
の
績
篇
の

建
武
中
に
至
り
司
徒
嫁
班
彪
以
震
ら
く
、
そ
の
言
、
部
俗
に
し
て
以
て
前
史
を
腫
ぐ
に
足
ら
ず
。

ま
た
(
揚
)
雄

・
(
劉
)
散
、
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中
、
劉
散
と
揚
雄
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
再
び
劉
知
幾
に
よ
る
と

偽
新
を

褒
美
し
後
を
誤
ら
せ
衆
を
惑
せ
ば
、
之
を
後
世
に
垂
る
る
べ
か
ら
ず
、
と
。
こ
こ
に
お
い
て
そ
の
奮
事
を
採
り
て
異
聞
を
傍
貫
し
後
俸
六

十
五
篇
を
作
る
(
『史
通
』
各

一
二
、
古
今
正
史
)
。

ハ
時
)

と
あ
る
。
劉
散
や
揚
雄
は
王
葬
政
権
に
積
極
的
に
参
加
し
た
人
々
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
彼
ら
の
著
述
も
そ
の
政
治
的
立
場
を
反
映
し
て
王
葬
讃

美
の
絞
逃
が
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
班
彪
の
『
後
停
』
絞
述
の
目
的
は
正
に
こ
の
王
葬
讃
美
の
絞
述
を
消
極
的

・
否
定
的
な
も
の
に
改
め
る

こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

459 

天
嬰
地
異

・
災
異
の
記
録
な
ど
に
い
わ
ゆ
る
列
傍

(

日

)

の
技
連
と
は
異
な
っ
た
姿
勢
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
銑
越
に
は
寧
ろ
一帝
紀
の
そ
れ
に
近
い
も
の
さ
え
見
る
こ
と
が
で
き
よ

『
漢
書
』
王
葬
俸
を
瞥
見
す
る
な
ら
ば
、
と
く
に
上
巻
の
居
掻
元
年
正
月
以
後
、
編
年
形
式
を
と
り
、
主
語
の
省
か
れ
た
錠
述
の
多
い

こ
と
に
気
づ
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
多
数
の
策
命
や
詔
令
の
引
用
や
諸
制
度
の
銃
述
、

今
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ぅ
。
異
な
る
所
は
一帝
紀
で
は
記
事
か
よ
り
整
理
さ
れ
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
認
識
に
立
っ
て
王
奔
俸
を
讃
み
返
す
と
、
居
掻
元
年
正
月
の
僚
に
、

柱
下
五
史
を
置
く
。
秩
は
御
史
の
如
し
。
政
事
を
聴
き
傍
に
侍
し
て
言
行
を
記
疏
す
。

と
い
う
記
事
の
あ
る
の
を
見
出
す
。
柱
下
五
史
と
は
、
す
な
わ
ち
後
世
の
起
居
郎

・
合
人
の
如
く
、
皇
帝
の
左
右
に
あ
っ
て
そ
の
言
行
を
記
銀

す
る
史
官
に
外
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
王
葬
は
既
に
居
揖
元
年
か
ら
天
子
気
取
り
で
自
ら
の
言
行
を
こ
れ
ら
の
史
官
た
ち
に
記
録
さ
せ

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な
事
質
か
ら
す
れ
ば
、
王
葬
俸
は
元
来
、
こ
れ
ら
柱
下
五
史
の
ま
と
め
た
歴
史
絞
述
で
あ
っ
た
こ
と
が
推

(

口

)

測
さ
れ
る
。
王
葬
俸
が
未
整
理
な
が
ら
一帝
紀
に
近
い
形
を
し
て
い
る
の
は
そ
の
よ
う
な
歴
史
絞
迅
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
班
彪

(

日

)

が
改
編
す
る
以
前
の
王
奔
の
記
録
は
、
恐
ら
く
一
帝
紀
の
形
を
と
り
、
卒
一
帝
一
紀
の
後
に
置
か
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
劉
散
や
揚
雄
の
作
っ
た
歴

史
絞
述
が
上
の
よ
う
な
形
態
を
取
っ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、

ず
」
と
判
断
し
た
の
も
背
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

班
彪
が
こ
れ
ら
を
「
後
を
誤
ら
せ
衆
を
惑
わ
せ
ば

後
世
に
垂
る
る
べ
か
ら
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先
に
も
燭
れ
た
よ
う
に
、
班
彪
に
と
っ
て
漢
の
帯
一
室
は
姻
戚
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
彼
は
漢
朝
に
劃
し
て
身
内
意
識
に
近
い
親
近
感
を
も
っ
て

い
た
。
こ
の
親
近
感
が
彼
の
思
想
の
根
底
に
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
看
、
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
王
命
論
」
(
『
漢
書
』
叙
停
上
)
に
よ
る

と
、
班
彪
は
劉
秀
の
後
漢
政
権
が
成
立
す
る
以
前
か
ら
漢
朝
の
再
興
を
信
じ
て
い
た
節
が
あ
り
、
漢
朝
の
神
聖
性

・
紹
封
性
に
封
す
る
信
仰
に

近
い
信
念
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
漢
朝
の
創
始
者
劉
邦
は
、
五
一
帝
の

一
人
莞
の
後
沓
に
首
り
、
紳
武
の
徳
を
備
え
て

一
帝
王
の
篠
件
を
併
せ
有
ち
、
天
命
を
授
け
ら
れ
た
、
一
帝
王
に
遭
わ
し
い
人
物
で
あ
り
、
そ
の
王
統
は
首
然
高
租
の
子
孫
た
ち
に
受
け
継
が
る
ベ

き
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
(
帝
室
の
不
幸
に
乗
じ
て
政
権
を
奪
っ
た
)
王
葬
が
滅
ん
で
後
に
、

天
下
の
主
と
な
る
の
は
劉
氏
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

王
非
政
権
が

こ
の
よ
う
な
信
念
を
後
漢
政
権
の
成
立
す
る
以
前
か
ら
懐
い
て
い
る
以
上
、
班
彪
に
は
劉
氏
以
外
の
政
権
は
あ
り
得
な
か

っ
た
の
で
あ
る。

か
く
し
て
「
王
葬
紀
」
は
「
王
葬
停
」
に
改
め
ら
れ
て

そ
し
て
「
王
葬
(
帝
)
紀
」
が
抹
殺
さ
れ
る
根
擦
は
こ
こ
に
あ
る
。



『
後
俸
』
の
末
尾
に
移
さ
れ
、
結
果
と
し
て
は
逆
臣
俸
の
形
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
作
業
に
よ
っ
て
『
後
停
』
の

下
限
を
王
葬
の
滅
亡
と
す
る
こ
と
も
決
定
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
班
彪
の
書
き
上
げ
た
『
後
停
』
数
十
篇
、
或
は
六
十
五
篇
と
は
、
一
盟
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ

は
後
の
『
漢
書
』
の
中
に
ど
れ
位
の
比
重
で
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
ず
『
後
停
』
の
姿
に
つ
い
て
は
先
の
班
彪
停
の
引
用
文

の
績
き
に
、

今
、
こ
の
後
篇
、
そ
の
事
を
慣
麗
し
、
そ
の
文
を
整
賢
し
、
世
家
を
鶏
ら
ず
、
唯
だ
紀
俸
の
み
。

と
あ
る
の
が
参
考
に
な
る
。
こ
の
銑
遮
か
ら
す
れ
ば
、
班
彪
が
書
い
た
の
は
一
帝
紀
と
列
停
だ
け
だ

っ
た
こ
と
が
分
る
。

次
に
『
後
停
』
の
『
漢
書
』
に
占
め
る
比
重
を
推
定
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
な
問
題
で
あ
る
。
班
彪
の
作
と
確
買
に
認
め
ら
れ
る
の
は
、

元
一
一
帝
紀
、
成
一
帝
紀
、
意
賢
博
、

翠
方
進
停
、
元
后
侍
な
ど
で
、
こ
れ
ら
の
停
は
賛
(
評
論
)
の
と
こ
ろ
で
班
彪
の
名
を
出
し
た
り
、
班
彪
と
の

関
係
を
述
ベ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
彼
の
作
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
外
に
も
旬
奴
停
上
下
、
金
日
碑
停
、
外
戚
・
班
捷
好
停
な
ど
も
彼
の
手

〈

四

〉

に
成
る
こ
と
が
先
撃
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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『
漢
書
』
百
巻
の
中
、
班
彪
が
書
か
な
か
っ
た
こ
と
の
は
っ
き
り
剣
る
の
は
表
と
志
、
併
せ
て
十
八
巻
で
あ
る
。

『
後
停
』
が
か
り
に
劉
知

幾
の
い
う
よ
う
に
六
十
五
篇
だ
っ
た
と
し
て
、
こ
の
場
合
、
篇
が
巻
と
同
義
語
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

『
漢
書
』
百
巻
の
中
、
六
十
五
巻
が
班
彪

の
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
一
篇
が
一
人
の
俸
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
合
停
や
類
俸
が
複
数
の
俸
を
含
む
こ
と
か
ら
し
て
、
彪
の

作
品
の
比
重
も
下
が
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
『
後
惇
』
を
、
劉
知
幾
が
い
う
よ
う
に
、
六
十
五
篇
と
し
て
、
最
も
多
い
場
合
で

紀
停
六
十
五
巻
を
残
し
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
止
め
た
い
。
但
し
そ
の
場
合
で
も
、
彪
の
遺
し
た
紀
俸
が
『
漢
窪田
』
の
そ
れ
と

は
か
な
り
異
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
班
彪
停
上
の
、

-
:
固
、
彪
の
績
く
所
の
前
史
の
未
だ
詳
ら
か
な
ら
ざ
る
を
以
て
、

乃
ち
酒
精
研
思
し
、
そ
の
業
を
就
ん
と
欲
す
。

461 

と
い
う
記
述
に
明
ら
か
で
あ
っ
て

『
後
停
』
は
多
く
の
黙
で
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
、
聞
に
よ
っ
て
史
料
の
補
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充
や
記
述
内
容
の
修
訂
、
構
成
の
鑓
更
が
加
え
ら
れ
、
今
日
の
形
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

班
固
は
父
彪
の
主
義
主
張
を
縫
承
し
、

更
に
そ
れ
を
徹
底
さ
せ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
際
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
班
彪
は
漢

朝
の
紳
聖
性

・
絶
針
性
を
信
じ
て
は
い
た
が
、
彼
の
著
わ
し
た
『
後
体
』
六
十
五
篇
は
あ
く
ま
で
も
「
史
記
』
の
績
篇
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ

る。

従
っ
て
漢
の
歴
史
は
秦
の
歴
史
の
後
に
績
く
形
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
班
彪
の
儒
皐
傘
重
の
立
場
か
ら
す
れ

ば
、
極
め
て
好
ま
し
く
な
い
歴
史
銃
述
の
姿
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
彼
の
認
識
か
ら
す
れ
ば
秦
の
始
皇
は
儒
皐
を
弾
座
し
た
し
、
漢
の
高
粗

は
秦
の
支
配
に
反
旗
を
翻
し
て
立
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
漢
が
秦
の
後
を
継
い
で
生
ま
れ
た
王
朝
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
、
秦
に
も
歴

史
的
存
立
の
一
窓
義
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
著
述
の
立
場
の
一
貫
性
に
支
障
を
来
す
こ
と
に
な
る
。
班
固
は
父
彪
の
『
後
俸
』
が
も
っ
こ
の
よ

う
な
矛
盾
に
目
を
向
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
漢
朝
の
紳
聖
性

・
紹
射
性
を
歴
史
絞
述
の
上
に
表
現
す
る
方
法
と
し
て
、
妓
述
の
封
象
を
漢
代

の
不
嘗
性
を
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
漢
書
』
紋
俸
下
に
、
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に
限
定
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
聖
な
漢
朝
の
諸
皇
帝
の
絞
述
を
い
わ
ゆ
る
百
王
の
末
に
績
け
る
こ
と

回
以
爵
ら
く
、
唐
虞
三
代
は
詩
・
蓄
の
及
ぶ
所
に
し
て
世
々
典
籍
あ
り
。
故
に
尭
舜
の
盛
ん
な
り
し
と
き
と
雄
も
、
必
ず
典
諜
の
篇
あ
り

て
然
る
後
に
名
を
後
世
に
揚
げ
、
徳
を
ば
百
王
に
冠
た
ら
し
む
。
:
:
:
漢
、
4

亮
運
を
紹
ぎ
て
以
て
帝
業
を
建
つ
。

六
世
に
至
り
史
臣
(
司

馬
遜
)
乃
ち
功
徳
を
追
述
し
、
私
に
本
紀
を
作
り
て
百
王
の
末
に
編
み
、
秦

・
項
の
列
に
周
ら
し
む
。
太
初
以
後
、
闘
き
て
録
さ
ず
。
故

に
前
記
を
探
答
し
、
聞
く
所
を
績
輯
し
て
以
て
漢
書
を
述
べ
、
元
を
高
砲
に
起
こ
し
孝
卒

・
王
葬
の
訣
に
移
わ
る
。

と
い
う
。
先
に
班
彪
に
よ
っ
て
王
葬
俸
が
巻
末
に
移
さ
れ
て
『
後
傍
』
の
下
限
が
設
定
さ
れ
た
の
を
承
け
、
今
ま
た
子
の
固
に
よ
っ
て
上
限
が

漢
の
高
祖
に
置
か
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
こ
に
班
彪

・
固
の
歴
史
絞
述
は
高
粗
か
ら
王
葬
末
に
至
る
前
漢

一
代
の
歴
史
紋
速
の
形
を
と
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

一
王
朝
の
歴
史
技
連
を
我
々
は
断
代
史
と
呼
ぶ
。

こ
の
よ
う
に
し
て
班
固
は
『
後
停
』
を
断
代
史
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
漢
書
』
の
枠
組
み
を
決
定
す
る
と
、
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
枠
組
み



の
構
成
そ
の
も
の
に
も
検
討
を
加
え
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
彪
が
遣
し
た
『
後
停
』
は
先
述
の
よ
う
に
班
固
の
目
か
ら
見
て
も
「
未
だ
詳
ら

か
な
ら
ざ
る
」
瞳
の
も
の
で
あ
っ
た
。
「
未
だ
詳
ら
か
で
な
か
っ
た
」
の
は
嘗
初
は
恐
ら
く
個
々
の
帝
紀
や
列
俸
の
絞
述
内
容
で
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
が
、
今
や
紀
と
俸
の
み
の
構
成
そ
の
も
の
も
不
十
分
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
上
引
の
妓
俸
に
よ
れ
ば
、
班
固
の
理
想
は
『
漢
書
』

を
『
詩
経
』
・
『
尚
書
』
に
擬
ら
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
漢
朝
の
姿
を
『
詩
経
』
や
『
山
間
書
』
の
よ
う
な
形
で
後
世
に
俸
え
る
た
め
に

は
、
構
成
を
も
よ
り
充
貫
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
班
彪
は
司
徒
府
擦
史
と
し
て
の
職
務
の
齢
暇
に
歴
史
紋
述
に
従
事
し
た
も
の
で
あ
り
、
立
場

上
か
ら
も
史
料
の
制
約
を
受
け
て
、
そ
の
銃
速
は
不
十
分
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
班
固
は
関
蓋
令
史
と
し
て
、
東
離
の

新
集
の
史
料
を
含
め
て
、
豊
富
な
史
料
を
利
用
で
き
る
立
場
に
あ
り
、
紀
・
俸
の
錠
述
内
容
を
補
充
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
固
自
ら
の
構
想
す

(

却

)

る
歴
史
絞
述
の
韓
裁
を
も
具
鐙
化
で
き
る
だ
け
の
便
宜
を
興
え
ら
れ
て
い
た
。

班
固
の
補
修
改
訂
作
業
の
特
黙
は
、
先
ず
父
の
遺
し
た
歴
史
技
連
を
補
足
・
充
貫
さ
せ
る
と
と
も
に
、
帝
紀
・
列
俸
の
睦
系
化
を
成
し
遂
げ

た
こ
と
で
あ
る
。
一
一
帝
紀
で
は
『
史
記
』
に
お
い
て
省
か
れ
て
い
た
恵
帯
紀
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
恵
一
帝
一
を
皇
帝
と
し
て
復
権
さ
せ
、
貫
際
に

(

勾

〉

君
臨
し
た
皇
一帝
一
〈
后
)
の
全
て
に
帯
紀
を
立
て
、
十
二
帝
紀
を
通
し
て
前
漢
の
歴
史
を
大
観
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
列
停
で
は
父
が
列
俸
に
組

み
替
え
た
項
羽
と
陳
勝
を
列
俸
の
冒
頭
に
置
い
て
漢
室
の
政
権
獲
得
の
経
過
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
『
史
記
』
で
は
専
俸
の
韓
信
と
英
布
、
合

俸
の
彰
越
を
ば
、
立
侍
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
呉
丙
ら
と
と
も
に
韓
(
信
〉
彰
(
越
〉
英
(
布
〉
虚
(
結
)
呉
(
丙
)
停
に
ま
と
め
て
そ
の
地
位
を

(

勾

〉

引
き
下
げ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
帝
室
の
隼
巌
を
高
め
る
。
以
下
、
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『
史
記
』
で
は
、
一
見
、
混
凱
し
て
い
た
列
俸
の
配
列
を
、
専
停
や
合
停
、
類

俸
に
編
成
し
直
し
た
上
で
、
時
代
順
に
改
め
、
更
に
異
民
族
の
列
俸
を
後
尾
に
移
し
て
華
夷
の
匡
別
を
明
確
に
し
、
い
わ
ゆ
る
儒
激
的
な
列
俸

(

お

)

的
世
界
を
完
結
さ
せ
る
。
そ
し
て
最
後
に
王
葬
政
権
の
由
来
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
外
戚
停
、
元
后
俸
を
配
し
、
王
奔
俸
を
以
て
締
め
く

(
何
日
)

く
る
と
い
う
捜
裁
を
と
っ
た
。
こ
の
『
漢
書
』
列
俸
の
鰻
裁
に
は
漢
一
帝
一
園
の
由
来
と
結
末
、
そ
し
て
そ
の
歴
史
展
開
と
空
間
的
慶
が
り
と
が
十

分
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
特
に
末
尾
の
王
奔
俸
は
い
わ
ゆ
る
逆
臣
の
末
路
を
描
い
て
後
世
に
鮮
烈
な
戒
め
を
垂
れ
て
い
る
。
要
す

463 

る
に
列
俸
は
班
固
の
儒
数
的
世
界
観
に
よ
っ
て
再
構
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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次
に
班
彪
が
手
を
つ
け
ず
、
班
固
が
手
掛
け
た
も
の
と
し
て
は
表
と
志
が
あ
る
。
八
表
は
班
固
が
手
掛
け
た
も
の
の
、
未
完
の
吠
態
で
死
亡

(
お
)

し
た
た
め
、
妹
の
昭
と
馬
縮
ら
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
。
諸
侯
王
表
の
序
文
に
よ
れ
ば
、
班
固
が
こ
れ
ら
の
表
を
作
成
し
た
目
的
の
一
つ
は
、

(

お

)

務
扉
を
弱
股
化
し
た
こ
と
が
王
芥
の
出
現
を
許
し
た
所
以
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
鑑
戒
を
垂
れ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
す
る
。
表
は
『
史
記
』
の

そ
れ
を
承
け
、
主
と
し
て
時
間
的
空
間
的
関
係
を
明
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
作
ら
れ
る
が
、
中
に
は
歴
史
的
債
値
に
乏
し
く
立
体
し
が
た

い
人
物
(
事
象
)
を
、
記
銭
し
保
存
し
て
お
く
場
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
(
在
職
年
表
)
も
あ
る
。

八
種
類
の
表
の
中
、
前
者
に
嘗
る
も

の
と
し
て
は
異
姓
諸
侯
王
表
や
諸
侯
王
表
な
ど
が
、
後
者
に
属
す
る
も
の
と
し
て
は
百
官
公
卿
表
が
あ
り
、

人
物
を
品
評
し
た
も
の
と
し
て
古
今
人
表
が
あ
る
。

い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
、
前
代
の

志
は
い
う
ま
で
も
な
く
『
史
記
』
で
は
書
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
制
度

・
文
化
史
で
あ
る
。
全
部
で
十
種
類
、
す
な
わ

ち
律
暦
志
、
艦
繁
志
、
刑
法
志
、
食
貨
志
、
郊
叩
志
、
天
文
志
、
五
行
志
、
地
理
志
、
溝
油
志
、
華
文
志
で
、
『
史
記
』
の
躍
書
、
楽
書
、
律

書
、
暦
昔
一
日
を
そ
れ
ぞ
れ
睦
繁
志
、
律
麿
志
と
し
て
ま
と
め
る

一
方
、
新
た
に
刑
法
志
、
地
理
志
、
五
行
志
、
製
文
志
の
四
志
を
加
え
て
十
志
と

し
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『
史
記
』
の
構
造
的
不
備
を
補
っ
た
も
の
。
こ
の
中
、
天
文
志
は
先
述
の
よ
う
に
班
固
の
死
後
、
昭
と
馬
績
が
紹
築
し
て
完
成
さ
せ
た
も

(

幻

)

の
で
あ
る
。
但
し
食
貨
志
な
ど
は
一
一
峰
、
『
史
記
』
卒
準
書
に
よ
り
な
が
ら
も
大
幅
に
増
補

・
整
理
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
卒
準
書
の
末
尾

に
附
銭
的
に
記
述
さ
れ
て
い
た
貨
幣
史
に
閲
す
る
鼓
越
を
増
補
し
て
時
代
を
遡
ら
せ
、
食
貨
志
下
と
し
て
濁
立
さ
せ
る
一
方
、

一
般
経
済
史
を

食
貨
志
上
と
し
て
別
に
ま
と
め
た
も
の
で
、
い
わ
ば
食
生
活
を
主
と
し
た

一
般
経
済
史
と
貨
幣
史
の
二
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

『史

記
』
卒
準
書
の
面
白
は
一
新
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
刑
法
志
は
い
う
ま
で
も
な
く
法
制
史
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
漢
代
以
前
を
も
含
め
た

法
制
史
に
な

っ
て
い
る
。
五
行
志
は
鉱
仰
向
の
班
固
自
身
の
説
明
に
よ
る
と
、

行
し
て
い
た
天
人
相
閥
説
の
立
場
か
ら
天
製
地
異
と
歴
史
事
象

〈人
事
)
と
の
相
関
関
係
を
考
察
す
る
目
的
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
往
を
告
げ
て
来
を
知
る

王
事
こ
れ
表
る
」
と
い
い
、
検
問
時
流

や
v:t 

り
こ
れ
も
春
秩
時
代
を
も
含
め

漢
代
以
前
の
事
例
も
多
数
記
鋒
さ
れ
て
い
る
。
地
理
志
は
首
時
の
統
計
資
料
に
基
づ
い
て
行
政
地
理

・
人
口

や
漢
代
の
地
方
制
度
の
由
来
を
記
し

風
俗
報
告
に
基
づ
い
て
分
野
や
各
地
域
の
朕
況
や
物
産
な
ど
に
つ
い
て
絞
越
し
た
も
の
。
抗
出
文
志
は
い



う
ま
で
も
な
く
中
園
最
古
の
文
献
目
録
で
あ
り
、
前
漢
末
に
劉
散
が
作
っ
た
文
献
目
録
『
七
略
』
を
殆
ど
そ
の
ま
ま
牧
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

前
漢
末
嘗
時
存
在
し
た
全
ゆ
る
文
献
を
、
六
謹
(
儒
皐
〉
、
諸
子
、
詩
賦
、
兵
書
、
数
術
(
天
文
・
暦
・
占
卜
)
、
方
伎
(
盤
・
繋
〉
の
六
綱
に
分
類

し
て
い
る
。
こ
の
謹
文
志
も
、
形
は
前
漢
末
現
在
の
文
献
目
録
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
接
聞
の
源
流
を
三
代
に
遡
っ
て
考
察
し
て
お
り
、

面
で
は
皐
術
史
の
形
を
取
っ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。

父
彪
の
主
義
主
張
を
繕
承
し
護
展
さ
せ
て
、

一
帝
紀
・
列
俸
に
閲
し
て
は
錠
述
の
封
象
を
西
漢

一
代
に
限
定
し
、
十

二
一
帝
紀

・
七
十
列
俸
を
完
成
し
た
が
、
し
か
し
十
志
或
は
八
表
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
封
象
を
西
漢
一
代
に
限
定
し
な
か
っ
た
。
表
で
は
特
に

古
今
人
表
な
ど
は
専
ら
漢
以
前
の
人
物
の
品
評
に
嘗
て
て
い
る
位
で
あ
る
。
或
は
紀
俸
に
お
い
て
燭
れ
得
な
か
っ
た
前
代
の
人
物
に
劃
す
る
自

ら
の
評
債
を
こ
の
よ
う
な
形
で
表
明
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
志
に
閲
し
て
は
多
く
の
士
山
が
そ
れ
ぞ
れ
開
聞
以
来
の
事
象
の
展
開
を
述

べ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
象
の
漢
代
に
お
け
る
歴
史
的
位
置
を
明
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
班
固
が
制
度
や
事
象
の
歴
史
的
接
化
の
大
勢
を
常
に

こ
の
よ
う
に
、
班
固
は
、

確
寅
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
班
固
は
彼
な
り
の
パ

1
ス
ベ
ク
テ
ィ
ブ
を
も
っ
て
歴
史
を
銭
逃
し
て
い
た
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
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見
据
え
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
狭
陸
な
断
代
主
義
の
立
場
か
ら
漢
朝
の
み
を
見
詰
め
て
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
は

い
で
あ
ろ
う
。

史

料

批

ヂリ

前
簡
で
は
班
彪

・
固
父
子
の
歴
史
紋
述
の
経
緯
を
述
べ
、
歴
史
紋
述
の
構
成
に
ま
で
言
及
し
た
が
、
こ
こ
で
は
彼
ら
の
歴
史
研
究
の
賓
態
を

振
り
返
っ
て
見
る
こ
と
に
し
よ
う。

先
ず
班
彪
の
『
後
俸
』
撰
述
の
経
過
を
見
る
と
、
彼
は
二
十
歳
以
前
か
ら
『
史
記
』
の
績
篇
を
書
こ
う
と
い
う
一
一
意
志
を
も
っ
て
い
た
と
い
う

が
、
し
か
し
現
寅
に
は
二
十
歳
の
時
、
更
始
一帝
一
軍
や
赤
眉
の
長
安
侵
入
で
、
西
方
へ
難
を
避
け
ざ
る
を
得
ず
、
後
漢
政
権
に
蹄
順
し
て
後
も
、

徐
令
や
司
徒
嫁
、
望
都
長
な
ど
に
任
ぜ
ら
れ
郷
里
を
離
れ
て
い
た
の
で
、
折
角
の
班
持
以
来
の
蔵
書
を
著
述
に
利
用
す
る
機
舎
は
少
な
か
っ
た

465 
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と
見
ら
れ
る
。
班
固
の
よ
う
に
郷
里
に
七
年
間
も
能
っ
て
自
家
の
臓
書
を
調
査
し
た
り
、
関
蓋
令
出
入
と
し
て
東
翻
の
臨
書
を
自
由
に
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
班
彪
の
立
場
か
ら
す
れ
ば

『
後
俸
』
六
十
五
篇
を
書
き
上
げ
る
に
は
、
あ
る
ま
と
ま
っ
た
史
料
集
か
種
本
の
よ
う
な

も
の
が
彼
の
手
許
に
あ
っ
た
と
想
定
せ
ざ
る
を
得
な

い
。

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
班
彪
の
嘗
時
、
比
較
的
普
く
流
布
し
て
い
た
の
は
劉
飲
や
揚
維
の
『
史
記
』
績
篇
で
あ
り
、
彼
は
そ
れ
ら
の
王
葬
讃

美
の
姿
勢
を
改
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
筆
を
執
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
容
易
に
推
測
で
き
る
の
は
、
班
彪
は
こ
の
二
人
の
著
述

を
利
用
し
改
鼠
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
推
測
を
裏
づ
け
る
の
が
、
屡
ば
引
用
さ
れ
る
『
西
京
雑
記
』
政
文
の

〈

お

〉

記
事
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

(
葛
)
洪
の
家
に
劉
子
駿
(
飲
)
の
漢
書

一
百
各
あ
り
。
首
尾

・
題
固
な
く
、
但
だ
甲
乙
丙
丁
を
以
て
そ
の
巻
数
を
記
す
。
先
父
、
之
を

術
開
う
。
欽
、
漢
蓄
を
撰
せ
ん
と
欲
し
、
漢
事
を
編
録
す
る
も
、
未
だ
締
構
す
る
を
得
ず
し
て
亡
ぶ
。
放
に
蓄
に
宗
本
な
く
、
止
だ
雑
記
す

る
の
み
。
前
後
の
次
を
失
し
事
類
の
排
な
し
。
試
み
に
此
の
記
を
以
て
班
固
の
作
る
所
と
考
校
す
る
に
、
殆
ど
全
て
劉
蓄
を
取
り
小
異
同

あ
る
の
み
。
固
の
取
ら
ざ
る
と
こ
ろ
を
弁
せ
る
に
二
高
許
言
に
過
ぎ
ず
。
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上
述
の
経
緯
よ
り
班
彪
の
作
と
考
え
る
の
が
安
嘗
で
あ
ろ
う
。
こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
劉

散
の
「
漢
書
」
は
文
字
通
り
史
料
集
で
あ
り
、
班
彪
が
利
用
す
る
に
は
恰
好
の
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
恐
ら
く
班
彪
と
し
て
は
王
奔

と
い
う
。
こ
こ
に
「
固
の
作
る
所
」
と
い
う
の
は
、

讃
美
の
絞
辿
に
気
を
つ
け
さ
え
す
れ
ば
よ
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
班
彪

・
固
が
劉
向

・
散
の
著
述
に
多
く
を
依
存
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

(
何
日
〉

は
、
王
利
器
氏
に

「
《
漢
書
》

材
料
来
源
考
」
な
る
務
作
が
あ
り
、
『
漢
書
』
の
各
篇
の
典
援
を
調
べ
上
け
て
い
る
か
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
『
史

「
読
苑
」
、

俸
の
賛
に
さ
え
、
高
一帝
紀
を
首
め
と
し
て
劉
向
の
言
葉
を
引
く
も
の
の
多
い
こ
と
を
見
れ
ば
、

記
』
以
後
の
紀
州
内
は
「
新
序
」

「
世
頒
」
、

「
七
略
」
な
ど
か
ら
多
く
の
史
料
を
仰
い
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
し
、
『
漢
書
』
紀

上
の
『
西
京
雑
記
』
政
文
の
記
事
の
信
想
性
を

確
認
で
き
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
劉
散
は
向
の
子
で
あ
り
、
父
の
著
述
を
利
用
し
て
「
漢
書
史
料
集
」
を
作
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に

班
彪
は
『
後
悔
』

を
作
る
に
首

っ
て
、
主
と
し
て
劉
散
の
「
漢
書
」
に
披
り
、
後
に
班
園
、か
揚
雄
や
鴻
一商
ら
の
著
述
を
参
照
し
て
そ
の
史
料
的



な
不
備
を
補
充
し
、
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
班
彪

・
固
の

『
後
停
』
、

『
漢
書
』
が
そ
の
多
く
を
劉
向

・
散
の
著
速
に
負
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
見
る
と
、

題
と
な
る
の
は
班
彪
が
こ
の
劉
氏
「
漢
書
」
を
ど
の
よ
う
に
利
用
し
た
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
要
領
で
そ
の
記
事
を
取
捨
選
捧
し

た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

次
に
問

先
ず
『
史
記
』
と
比
較
し
て
『
漢
書
』
を
特
色
づ
け
て
い
る
の
は
、
例
え
ば
董
仲
野
俸
に
し
て
も
或
は
東
方
朔
俸
に
し
て
も
、
彼
ら
の
作
品

を
原
文
に
近
い
形
で
引
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
『
史
記
』
で
は
資
料
・
作
品
の
原
文
を
奉
げ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
秦
始
皇
本
紀
の
刻
石

文
や
司
馬
相
如
列
俸
の
諸
作
品
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
概
し
て
奉
げ
な
い
場
合
が
多
く
、
奉
げ
た
と
し
て
も
要
約
・
簡
略
さ
れ
て
い
る
こ

(

ぬ

)

と
が
多
い
。
寧
ろ
事
惑
を
中
心
に
俸
を
書
く
の
が
原
則
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
班
氏
『
漢
書
』
の
こ
の
よ
う
な
特
色
は
、
劉
氏
「
漢
書
」

に
基
づ
く
と
こ
ろ
が
多
い
に
し
て
も
、
や
は
り
班
彪
な
り
班
固
な
り
の
史
料
選
別
の
原
則
か
ら
出
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
原

文
を
停
中
に
引
用
す
る
根
擦
は
班
彪
の
司
馬
濯
批
剣
に
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る。

『
後
漢
書
』
班
彪
停
上
に
よ
れ
ば
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孝
武
の
世
、
太
史
令
司
馬
遁、

左
氏

・
園
語
を
採
り
、
世
本

・
戦
園
策
を
剛
り
、
楚
漢
列
園
の
時
事
に
擦
り
、
上
は
寅
一
帝
よ
り
下
は
獲
麟

に
詑
る
ま
で
、
本
紀
・
世
家

・
列
俸
・

書

・
表
の
九
そ
百
三
十
篇
を
作
る
も
十
篇
飲
く
。
遷
の
-
百
出
す
る
所
、
:
:
:
経
に
採
り
停
を
掠
り
、

百
家
の
事
を
分
散
す
る
に
至
っ
て
は
、
甚
だ
疏
略
な
る
こ
と
多
く
、
そ
の
本
に
如
か
ず
。
務
め
て
多
聞
康
載
を
以
て
功
と
な
さ
ん
と
欲
す

れ
ば
な
り
。

と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
性
質
の
異
な
る
『
左
氏
春
秋
』
や
『
園
語
』
、

『
楚
漢
春
秋
』
な
ど
の
記
事
を
強
引
に
綜
合

(

幻

〉

す
べ
き
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
献
の
原
文
を
載
せ
て
著
者
の
員
意
を
忠
買
に
俸
え
る
こ
と
の
方
が
良
心
的
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
主
張
か
ら
で
あ
ろ
う
。

『漢
書
』
に
は
、
例
え
ば
董
仲
脅
停
(
各
五
六
)
で、

(
董
)
仲
静
の
著
わ
す
所
、
:
:
:
皆
な
後
世
に
俸
わ
る
。
そ
の
嘗
世
に
切
に
し
て
朝
廷
に
施
す
も
の
を
擁
り
て
篇
に
著
わ
す
。

と
い
い
、
或
は
買
誼
俸
ハ
巻
四
八
〉
に
、

『
世
本
』
、

『
戦
園
策
』
、
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五
十
八
篇
。
そ
の
世
事
に
切
な
る
も
の
を
掘
り
て
俸
に
著
わ
す
と
云
う
。

と
い
う
よ
う
に
、
著
述
の
原
文
を
引
用
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
こ
の
班
彪
の
歴
史
位
述
に
お
け
る
原
典
主
義
は
班
固
に
も
鑑
承
さ
れ
て
『
漢

(
M
M
)
 

書
』
の
大
き
な
特
色
に
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
歴
史
紋
述
に
原
文
を
引
用
す
る
場
合
に
特
に
不
可
倣
な
の
が
個
々
の
史
料
に
謝
す
る
吟
味
、
史
料
批
判
で
あ
る
。
も
し
も
偲
託
さ

凡
そ
著
述
す
る
所
、

れ
た
文
献
や
虚
偽
の
史
料
を
引
用
し
た
な
ら
ば
、
折
角
の
「
嘗
世

・
世
事
に
盆
あ
る
も
の
」
を
選
び
載
せ
よ
う
と
い
う
美
志
も
徒
に
な
る
で
あ

ろ
う
。
後
世
を
誤
ら
せ
な
い
た
め
に
も
、
史
料
を
慎
重
に
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
の
よ
う
な
史
料
を
吟
味
す
る
に
つ
い
て
、
彼

ら
は

一
つ
の
基
準
と
な
る
テ
キ
ス
ト
を
定
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
一
広
す
の
が
次
の
記
事
で
あ
る
。

東
方
朔
停
(
谷
六
五
)
の
末

尾
に
「
非
有
先
生
論
」
を
引
用
し
た
後
を
承
け
て

(
東
方
)
朔
の
文
僻
、
此
の
二
篇
、
最
も
善
し
。
:
:
:
凡
そ
劉
向
の
録
す
る
所
の
朔
の
書
、
具
も
に
是
な
り
。
世
の
俸
う
る
所
の
他
事
は

皆
な
非
な
り
。

(
賛
に
日
く
)
:
:
:
而
る
に
後
世
の
好
事
者
、
因
っ
て
奇
言
怪
語
を
取
り
て
之
を
朔
に
附
著
す
。
故
に
詳
録
す
c
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と
い
う
。
大
一意
を
布
街
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
好
事
家
た
ち
は
一
風
嬰
わ
っ
た
奇
言
や
怪
語
を
東
方
朔
に
附
禽
す
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
た
め

東
方
朔
の
言
動
は
奇
怪
な
姿
を
呈
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
誤
っ
た

一
般
の
東
方
朔
像
を
修
正
す
る
た
め
に
も
、
最
も
確
買
な
史
料
に
基
づ
い

て
出
来
る
だ
け
詳
細
な
記
録
を
作
っ
て
お
い
た
。

一
盟
、
劉
向
の
校
録
し
た
朔
の
書
は
何
れ
も
正
賞
で
あ
り
、

世
に
博
わ
っ

て
い
る
も
の
(
例

え
ば
東
方
朔
附
聞
の
如
き
)
で
も

「
別
録
」
に
牧
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
全
て
偽
作
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

班
彪

・
固
は
、
劉
向
ら
の
校
定
を
経
た
文
献
史
料
を
信
頼
し
、
こ
れ
を
基
準
に
史
料
の
選
揮
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ

れ
は
個
々
の
文
献
金
値
の
信
恵
性
の

一
つ
の
目
安
で
あ
っ
て
、
個
々
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
ま
た
別
の
吟
味
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な

個
々
の
史
料
に
制
す
る
班
彪

・
固
の
吟
味
の
様
子
を
窺
わ
せ
る
の
が
次
の
文
で
あ
る
。
張
湯
停
(
各
五
九
)
の
賛
に
は
、

鴻商一
、
張
湯
の
先
は
留
侯
〈
張
良
〉
と
一組
を
同
じ
く
す
と
稿
す
。
而
れ
ど
も
司
馬
遁
、
言
わ
ず
。
故
に
闘
く
。



と
い
う
。
恐
ら
く
鴻
簡
は
成
一
帝
の
命
に
よ
っ
て
『
太
史
公
書
』
を
績
修
し
た
時
、
張
湯
の
子
孫
の
提
出
し
た
家
譜
か
行
肢
の
記
載
を
無
批
判
に

採
用
し
て
張
湯
俸
を
著
わ
し
、
張
良
と
の
関
係
に
言
及
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
班
彪
・
固
は
同
時
代
人
た
る
司
馬
逼
の
記
述
を
傍
誼
と

(

お

)

し
、
経
験
的
剣
断
を
加
え
て
こ
れ
を
虚
偽
の
記
述
と
剣
定
し
史
料
か
ら
排
除
し
た
も
の
で
あ
る
。

の
詩
を
載
せ
た
後
、

ま
た
章
賢
博
〈
巻
七
三
)
で
は
意
孟
の
菰
諌

或
る
ひ
と
日
く
、
そ
の
子
孫
、
事
を
好
み
先
人
の
志
を
述
べ
て
こ
の
詩
を
作
る
、
と
。

と
い
い
、
こ
の
詩
が
偽
作
の
疑
い
の
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
は
偽
作
の
疑
い
は
認
め
な
が
ら
も
、
班
彪
と
し
て
は
員
作
と
剣

〈
川
品
)

定
し
、
載
せ
る
に
値
す
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

班
彪
の
歴
史
技
連
に
お
け
る
原
典
主
義
は
子
の
固
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。
特
に
十
志
に
は
多
く
の
文
献
、
詔
書
や
上
奏
文
が
引
用
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
論
擦
も
彪
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
溝
泊
志
〈
巻
二
九
)
の
賛
に
は
、

古
人
の
言
う
あ
り
、
百
円
の
功
な
か
り
せ
ば
、
吾
、
そ
れ
魚
た
ら
ん
か
、
と
。
中
園
の
川
原
、
百
を
以
て
敷
う
る
も
、
四
演
よ
り
著
わ
る
る

は
な
し
。
市
し
て
河
、
宗
た
り
。
孔
子
日
く
、
多
聞
し
て
之
を
志
す
は
知
の
次
な
り
、
と
。
圏
の
利
害
(
の
あ
る
と
こ
ろ
な
り
〉
、
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故

備
さ
に
そ
の
事
を
論
ず
。

や
は
り
園
〈
王
朝
)
の
利
害
に
関
わ
る
も
の
、

捨
に
つ
い
て
も
例
え
ば
、
律
暦
志
(
径
二
一
上
)
序
に
、

元
始
中
に
至
り
王
葬
、
政
を
乗
り
名
器
を
耀
か
さ
ん
と
欲
し
、
天
下
の
鐘
律
に
、
通
知
す
る
も
の
百
蝕
人
を
徴
し
、
義
和
劉
散
ら
を
し
て
典

と
い
う
。

嘗
世
に
切
な
る
も
の
と
い
う
翻
貼
か
ら
技
連
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
史
料
の
取

領
候
奏
せ
し
む
。
之
を
言
う
こ
と
最
も
詳
ら
か
な
り
。
故
に
そ
の
偽
辞
を
剛
り
正
義
を
取
り
て
篇
に
著
わ
す
。

と
い
う
。
歴
史
的
な
事
賞
、
律
暦
に
閲
す
る
正
確
な
知
識
で
は
劉
散
の
上
に
出
る
も
の
は
な
い
が
、

王
葬
政
権
の
ブ
レ
ー
ン
と
い
う
政
治
的
な

立
場
か
ら
偽
僻
を
加
え
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
削
除
し
て
正
し
い
部
分
を
篇
に
著
わ
し
た
の
だ
と
す
る
。
こ
こ
に
も
班
彪
の
意
識
と
近
似
し
た

469 

も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
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班
固
の
場
合
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
東
観
の
臓
常
一
回
を
利
用
で
き
る
立
場
に
あ
っ
た
か
ら
、
史
料
の
蒐
集
も
売
買
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
有
利

な
立
場
か
ら
『
史
記
』
の
技
越
の
誤
謬
を
正
し
た
も
の
も
多
い
。
例
え
ば
李
賢
利
の
旬
奴
に
降
っ
た
年
を
『
史
記
』
が
天
漢
四
年
と
す
る
の
に

(

お

〉

『
漢
書
』
李
康
利
停
(
各
六
一
)
で
は
よ
り
正
確
な
史
料
に
基
づ
い
て
征
和
三
年
に
改
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
盟
富
な
史
料
の

射
し
て

中
に
い
る
こ
と
は
同
時
に
紛
ら
わ
し
い
も
の
、
問
題
の
あ
る
文
献
史
料
に
固
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
史
料
の
吟
味
に
よ
り

一一
層
の
慎
重
さ
を
要
し
た
で
あ
ろ
う
。
前
埴
の
よ
う
に
彼
は
十
志
を
紋
述
す
る
に
首
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
に
閲
す
る
漢
代
以
前
の
朕
態
に
も

閥
心
を
排
い
貴
重
な
記
述
を
残
し
て
い
る
。
食
貨
志
上
下
に
つ
い
て
い
え
ば
、
上
古
三
代
の
一帝
王
の
、
理
財
を
ば
徳
道
を
完
成
す
る

一
手
段
と

な
し
た
時
代
か
ら
読
き
起
こ
し
、
そ
れ
を
基
準
と
し
つ
つ
、
戦
園
以
後
、
王
葬
時
代
に
至
る
、
官
民
と
も
ど
も
利
盆
迫
求
に
波
頭
す
る
世
相
を

(
お
)

批
剣
的
に
技
連
し
て
い
る
。
『
史
記
』
卒
準
書
が
専
ら
漢
代
の
経
済
政
策
を
め
ぐ
る
醜
悪
で
次
元
の
低
い
官
民
の
せ
め
ぎ
あ
い
を
鉱
述
す
る
の

に
劃
し
て
、
食
貨
志
は
す
向
湛
な
儒
数
的
重
農
思
想
の
立
場
か
ら
す
る
、
堂
々
た
る
一
大
論
文
と
な
っ
て
お
り
、
し
か
も
そ
こ
に
引
用
さ
れ
た
李
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但
以
下
の
文
献
は
今
日
、
古
代
史
研
究
の
貴
重
な
史
料
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の

一
面
で
は
、
今
日
か
ら
見
て
、
史
料
の
選
別

に
不
十
分
な
と
こ
ろ
の
あ
る
こ
と
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
食
貨
志
下
の
官
頭
で
、
基
文
志
に
後
人
の
増
盆
に
係
る
も
の
と
指
摘
さ
れ
て

(
幻
)

い
る
「
太
公
」
ら
し
き
文
献
を
引
い
て
九
府
闇
法
を
説
い
た
り
、

『圏
一詰
』
周
語
下
か
ら
景
王
の
大
銭
鋳
遣
の
記
事
を
引
用
し
て
い
る
の
な
ど

は
、
彼
の
史
料
批
判
の
不
十
分
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
特
に
後
者
は
先
皐
も
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
鋳
銭
の
事
質
そ
の
も
の
が
疑
問
視
さ
れ

(

お

)

て
い
る
。
ま
た
戦
園
南
の
脆
貨
(
銭
)
を
賀
貨
と
誤
誼
し
誤
り
惇
え
て
い
る
ら
し
い
こ
と
も
、

(

ぬ

)

暴
露
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

い
わ
ゆ
る
出
土
遺
物
に
闘
す
る
見
識
の
依
如
を

こ
の
よ
う
な
儒
数
の
典
籍
に
劃
す
る
無
批
判
の
信
頼
と
出
土
遺
物
に
劃
す
る
見
識
の
献
如
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
表
裏
の
関
係
に
あ
り
、
父
彪

以
来
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
先
に
も
燭
れ
た
よ
う
に
、
多
聞
康
載
よ
り
も
経
俸
に
準
捜
し
て
議
論
し
銑
述
し
よ
う
と
す

る
立
場
、
劉
向

・
散
の
校
定
し
た
諸
文
献
に
寄
り
掛
か
る
擢
威
主
義
の
立
場
は
、

口
碑
や
野
史
、
小
説
、
或
は
遺
物
の
軽
視
に
進
ま
ざ
る
を
得

作
i
h

、
。

+ん

、
v

こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
す
る
史
料
操
作
で
は
民
聞
の
細
々
し
た
事
質
や
貫
情
を
扱
み
上
げ
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
屡
ば
指
摘
さ



れ
る
よ
う
に
、
班
彪

・
固
の
歴
史
絞
述
か
ら
前
漢
中
葉
以
降
の
祉
舎

・
経
済
の
質
情
が
具
睦
的
に
知
り
得
な
い
の
は
、
上
の
よ
う
な
史
料
操
作

の
態
度
に
も
因
る
も
の
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

四

歴
史
銃
述
の
立
場
l|
む
す
び
に
か
え
て
||

以
上

『
漢
書
』
の
佐
越
の
経
過
や
史
料
批
剣
な
ど
、
そ
の
成
立
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
最
後
に
こ
の
よ
う
な
技
術

論
の
背
後
に
あ
っ
た
彼
ら
の
歴
史
佐
越
の
立
場
を
主
題
に
卸
し
て
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

先
ず
班
彪
・
固
父
子
の
『
後
俸』、

『
漢
書
』
の
鈍
述
の
立
場
に
闘
し
て
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

司
馬
談

・
遷
父
子
が

『
史
記
』
を
太
史
令
の
立
場
か
ら
『
春
秋
』
の
精
神
に
則
っ
て
批
判
的
に
銃
述
し
た
の
に
劃
し
て
、
彼
ら
は
政
治
的
社
舎
的
立
場
を
決
定
的
に

異
に
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
司
馬
遷
父
子
は
そ
れ
ぞ
れ
太
史
令
或
は
太
史
令
・
中
書
令
と
い
う
一
官
僚
と
し
て
王
朝
に
仕
え
た
の
に
劃
し

て
、
班
固
父
子
に
と
っ
て
漢
一
帝
室
は
い
わ
ば
姻
戚
で
あ
っ
た
か
ら
、
身
近
で
あ
る
と
と
も
に
神
聖
な
王
朝
で
あ
っ
た
し
、
と
く
に
班
固
は
皇
一
一
帝

か
ら
漢
朝
の
歴
史
を
書
く
よ
う
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
に
あ
る
彼
ら
に
批
判
精
神
を
期
待
す
る
方
が
無
理
で
あ
る
の
か
も
し
れ

彼
ら
の
批
剣
精
神
は
寧
ろ
王
葬
政
権
に
集
中
的
に
向
け
ら
れ
、
そ
れ
と
劉
照
的
に
漢
朝
の
諸
事
象
は
、
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:
、
。

チ
h
t
v

一
部
の
例
外
は
あ
る
に
し
て

も
、
肯
定
的
に
顕
揚
さ
れ
、
後
世
の
模
範
と
し
て
鉱
速
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
班
固
は
絞
停
下
に
、

回
以
漏
ら
く
、
唐
虞
三
代
は
詩

・
蓄
の
及
ぶ
所
に
し
て
、
世
々
典
籍
あ
り
。
故
に
尭
舜
の
盛
ん
な
り
し
と
き
と
雌
も
、
必
ず
典
謀
の
篇
あ

り
て
然
る
後
に
名
を
後
世
に
揚
げ
、
徳
を
ば
百
王
に
冠
た
ら
し
む
。
:
・・:
以
て
漢
書
を
述
べ
、
元
を
高
租
に
起
こ
し
孝
卒

・
王
奔
の
誌
に

終
わ
る
ま
で
、
十
有
二
世
、
二
百
三
十
年
も
て
、
そ
の
行
事
を
綜
ベ
五
経
を
傍
貫
し
、
上
下
を
し
て
沿
通
せ
し
め
春
秋
考
紀

・
表
・
志
・

博
、
凡
そ
百
篇
を
漏
る
。
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と
い
う
。
す
な
わ
ち
尭
や
舜
の
よ
う
な
聖
王
の
事
法
が
、

な
漢
朝
の
姿
も
『
漢
書
』
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
後
世
に
停
え
ら
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
突
き
つ
め
て
い
く
と
、

『
詩
経
』
や
『
尚
書
』
の
絞
述
に
よ
っ
て
後
世
に
停
え
ら
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
神
聖『漢
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書
』
は
恰
も
『
詩
経
』
や

『尚
書
』
の
よ
う
に
、

漢
朝
の
且
ハ
躍
的
な
歴
史
事
象
の
絞
述
を
通
し
て
後
世
の
人
々
の
規
範
を
説
く
の
だ
、

と
し、

う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
先
に
鯛
れ
た
「
そ
の
事
に
切
な
る
も
の
を
撮
り
て
憾
に
著
わ
す
」

(
賀
誼
即
時
)
と
か

(
董
仲
野
惇
)
と
い
う
言
葉
と
も
緊
密
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。

(ω
〉

史
事
象
を
後
世
の
規
範
と
し
て
紋
述
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
司
馬
遷
に
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
立
場
を
布
街
し
、
漢
朝
の
歴
史
事
象
を
聖
王
の
事

「
そ
の
首
世
に
切
に
し
て
朝
廷
に
施
す
も
の
を
掘
り
て
篇
に
著
わ
す
」

歴

迩
と
同
じ
重
み
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
い
、
後
世
の
規
範
に
し
よ
う
と
し
た
の
は
班
彪
・
固
父
子
の
創
造
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

同
じ
く
歴
史
事
買
を
絞
述
し
、
後
世
に
規
範
を
示
そ
う
と
す
る
場
合
で
も
、
司
馬
遁
は
『
春
秋
』
筆
削
の
精
神
に
則
っ
て
現
買
を
批
判
的
に
直

視
し
、
あ
る
が
ま
ま
に
直
書
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
後
世
の
人
々
に
鑑
戒
を
垂
れ
た
の
に
射
し
て
、
班
固
は
聖
王
の
事
逃
と
同
じ
重
み
を
も
っ
漢

朝
の
歴
史
事
象
を
頭
讃
し
、
そ
の
美
し
き
姿
を
後
世
に
惇
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
両
者
の
基
本
的
な
銭
述
の
立
場
と
論
操
と
が
全
く
異
な

っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
班
固
に
お
い
て
は
漠
朝
の
歴
史
事
象
に
射
す
る
批
判
は
寧
ろ
放
棄
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
か
る
絞
述
の
姿
勢
は
『
漢
書
』
の
中
で
も
、

と
く
に
一
帝
紀
の
賛
に
お
い
て
額
著
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
諸
一
帝
の
態
度
と
事
績
と
が
賞
讃
さ
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れ
、
王
氏
の
登
場
を
許
し
た
元
一帝

・
成
一帝
の
二
一
帝
が
そ
の
こ
と
に
閲
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
武
一帝
に
閲
し
で
も
、
六
経
を
表
草

し
て
太
同
学
を
輿
し
、
俊
才
を
翠
げ
暦
数
を
定
め
、
郊
把

・
封
稗
を
行
っ
た
こ
と
な
ど
を
列
奉
し
て
、

を
改
め
ず
、
以
て
斯
民
を
構
う
が
如
き
、
詩
書
の
稿
す
る
所
と
雌
も
、
何
ぞ
加
う
る
あ
ら
ん
や
」

(
n
U
〉

い
経
済
政
策
に
は
口
を
つ
ぐ
ん
で
い
る
。

「武
一
帝
の
雄
材
大
略
も
て
文

・
景
の
恭
倹

〈
径
六
、
武
帝
紀
)
と
絶
賛
し
、

か
の
悪
名
高

こ
の
よ
う
な
一帝
室
に
密
着
し
批
判
の
絞
如
し
た
鼓
述
の
姿
勢
は
列
俸
に
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
張
湯
と
杜
周
と
は
、
武
帝
時
代
の
、
有
能
で

体
(
酷
吏
侍
)
か
ら
取
り
出
し
て
そ
れ
ぞ
れ
専
俸
を
立
て
て
い
る
。

は
あ
る
が
冷
酷
な
官
吏
と
し
て
有
名
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
司
馬
濯
に
よ
っ
て
酷
吏
列
俸
に
牧
め
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
が
、
班
聞
は
彼
ら
を
類

そ
れ
は
彼
ら
の
子
孫
(
張
安
世
、
杜
延
年
)
が
後
に
出
世
し
て
、
政
治
的
に

重
要
な
ポ
ス

ト
(
丞
相
)
に
つ
い
た
こ
と
か
ら
、
「
湯
、
酷
烈
に
し
て
、

身
、
径
を
蒙
る
に
及
ぶ
と
雌
も
、
其
の
賢
を
推
し
善
を
揚
ぐ
る
や
、
固

よ
り
宜
し
く
後
あ
る
べ
し

(
張
湯
停
〉
、

「湯、

周
の
子
孫
、

貴
盛
な
り
。
故
に
別
に
俸
す
」

(
を
九
十
、
酷
使
停
〉
、
す
な
わ
ち
祖
先
の
善
功



(
刊
日
)

が
子
孫
に
善
果
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
司
馬
蓮
は
人
民
の
立
場
か
ら
彼
ら
の
事
迩
を
評
債
し
酷
吏
と
し
た
の
に
封
し
て
、
班
固

は
王
朝
の
側
か
ら
彼
ら
を
評
債
し
貴
人
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
法
を
弄
す
る
官
吏
で
は
な
く
、
徳
を
向
び
緩
刑
を
訴
え
た
こ
と

で
知
ら
れ
る
路
湿
静
の
場
合
は
、
在
職
中
の
善
徳
が
や
は
り
子
孫
を
繁
築
さ
せ
た
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
賛
で
は
「
路
温
雷
、
僻
順
に
し
て

意
篤
し
。
遂
に
世
家
と
な
る
。
宜
な
る
か
な
」

(
径
五
て
路
温
倍
侍
)
と
い
う
。

路
温
静
の
子
孫
が
皆
な
牧
守
・
大
官
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
路

氏
は
世
家
と
い
う
評
債
を
興
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
例
を
見
る
と
、
鹿
報
の
把
え
方
に
も
司
馬
遷
と
班
固
の
聞
に
大
き
な
遣
い
の
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
司
馬
遷
に

お
い
て
は
父
租
の
善
行
・
善
徳
の
積
み
重
ね
は
そ
の
子
孫
に
王
位
や
諸
侯
の
位
を
拘
束
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
彼
の
歴
史
鈍
述
で
は
身

(
目
白
〉

分
・
階
級
を
超
え
た
雁
報
の
批
大
な
ド
ラ
マ
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
班
固
の
『
漢
書
』
の
世
界
に
お
い
て
は
王
者
は
劉
氏
に
限
定
さ
れ

て
い
た
か
ら
、
彼
の
考
え
る
雁
報
は
人
々
に
精
々
丞
相
の
ポ
ス
ト
を
約
束
す
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
司
馬
遁
の
鷹
報

の
思
想
は
班
固
に
お
い
て
は
歪
曲
さ
れ
、
権
力
に
阿
制
限
す
る
も
の
に
堕
落
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
漢
帝
室
の
立
場
か
ら
す
る
絞
述
の
姿
勢
は
『
漢
書
』
の
特
色
と
さ
れ
る
儒
数
主
義
と
も
密
接
に
関
連
す
る
。
儒
数
主
義
に
つ
い

(
H
H
)
 

て
は
既
に
先
皐
に
よ
っ
て
論
じ
壷
く
さ
れ
た
感
が
あ
る
が
、
概
要
を
か
い
つ
ま
ん
で
提
示
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
司
馬
濯
に

お
い
て
は
歴
史
上
の
全
ゆ
る
人
々
の
行
動
は
自
由
で
あ
り
、

そ
の
自
由
な
行
動
が
吐
舎
に
経
済
に
活
力
を
輿
え
秩
序
を
輿
え
て
い
る
の
で
あ

る
。
例
え
ば
貨
殖
家
た
ち
は
財
貨
と
利
盆
を
求
め
て
計
霊
的
に
合
目
的
的
に
行
動
し
、
成
功
す
れ
ば
財
を
蓄
え
豊
か
な
生
活
を
享
受
し
た
。
ま

枇
舎
の
要
請
に
鷹
え
た
。
司
馬
遁
は

死
を
賭
し
て
信
義
を
賀
行
し
、

た
滋
侠
た
ち
は
自
己
の
義
と
す
る
と
こ
ろ
(
信
念
)
に
従
っ
て
拘
束
し
、

こ
れ
ら
の
人
々
の
行
動
を
積
極
的
に
評
債
し
た
。
こ
れ
に
射
し
て
班
彪
・
国
父
子
に
お
い
て
は
儒
数
倫
理
が
全
て
の
行
動
の
基
準
で
あ
る
。
人

々
の
行
動
の
評
債
は
儒
数
倫
理
に
基
づ
き
、

漢
朝
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
る
。
貨
殖
家
に
閲
し
て
は
、
そ
の
従
事
す
る
と
こ
ろ
は
末
業
で
あ
り
、

湾
民
の
業
を
荒
底
さ
せ
王
者
と
利
を
争
う
も
の
で
あ
り
、
淳
朴
な
風
俗
を
破
壊
す
る
。
そ
し
て
彼
ら
の
生
活
は
儒
数
や
政
府
の
定
め
た
規
定

務
侠
に
闘
し
で
も
、
彼
ら
の
信
義
は
班
固
父
子
に
と
っ

て
は
問
題
で
は
な
い
。
彼
ら
の
行
動
は
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〈
櫨
)
を
無
み
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
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「
公
に
背
き
黛
に
死
す
」
の
で
あ
っ
て
、
朝
廷
を
無
視
し
た
不
坪
な
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
。
班
氏
父
子
か
ら
す
れ
ば
、

い
ず
れ
も
躍
的
秩
序

を
破
る
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
全
ゆ
る
事
象
を
儒
数
の
尺
度
で
計
り
、
王
朝
の
立
場
か
ら
評
債
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
意
味

で
は
麿
報
翻
と
も
深
い
関
わ
り
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
班
氏
父
子
の
儒
数
主
義
の
立
場
は
抑
々
何
に
由
来
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

(

必

)

後
漢
政
権
の
政
治
理
念
で
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
彼
ら
の
擦
り
所
と
し
た
劉
向

・
散
の
著
述
、
「
漢
書
」
が
既

に
儒
教
主
義
で
貫
か
れ
て
い
た
こ
と
も
十
分
考
え
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
上
の
儒
数
主
義
か
ら
想
起
さ
れ
る
の
は
、
彼
ら
が
批
剣
の
封
象
と

し
た
王
葬
政
権
の
政
策
と
の
閥
連
で
あ
る
。

王
葬
が
上
古
の
聖
王
〈
周
)
の
政
治
を
モ
デ
ル
に
儒
数
立
園
を
目
指
し
、
儒
数
を
新
朝
の
政
治
理

念
と
し
て
大
改
革
を
断
行
し
た
こ
と
は
周
く
知
ら
れ
て
い
る
。
王
奔
俸
や
食
貨
志
に
よ
れ
ば
、
彼
は
天
下
の
田
土
を
王
国
と
し
、
古
の
井
田
制

に
倣
っ
て
土
地
所
有
を
限
定
し
、
規
定
以
外
の
徐
分
の
回
土
を
郷
里
郷
黛
に
分
興
さ
せ
た
り
、
奴
碑
を
私
属
と
し
て
頁
買
す
る
こ
と
を
禁
じ
た

り
、
六
管
の
制
を
設
け
て
鯨
官
に
酒
・
盟
・
織
を
出
買
さ
せ
、
市
に
は
市
官
を
置
い
て
債
格
調
簡
を
さ
せ
、
民
に
月
三
%
の
低
利
で
貸
付
を
す
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一
部
に
い
わ
ゆ
る
法
家
的
な
政
策
を
取
り
入
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
究
極
の
目
標
は
儒
数
の

(

必

)

理
想
と
す
る
枇
舎
を
建
設
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

る
、
な
ど
の
土
地
・
経
済
政
策
を
貫
筋
し
て
、
貧
富
の
差
を
な
く
し
宵
民
の
生
活
を
卒
均
化
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
王
葬
の
祉
曾
政
策
や
経
済
政
策
を
見
る
と
、

『
漢
書
』
貨
殖
俸
(
径
九
一
)
の
序
文
を
見
る
と
、

正
し
く
そ
の
よ
う
な
儒
数
の
理
想
と
す
る
三
代
の
社
曾
像
が
描
か
れ
、

そ
の
理
想
像
を

基
準
に
し
て
貨
殖
家
た
ち
の
行
動
が
断
罪
さ
れ
て
い
る
。
瀞
侠
傍
(
巻
六
二
〉
も
趣
旨
は
同
じ
で
あ
る
。

そ
の
序
文
で
は

古
の
聖
王
の
園
家

に
お
け
る
身
分
秩
序
の
遵
守
と
整
然
た
る
祉
曾
生
活
を
理
想
像
と
し
て
掲
げ
、
そ
れ
を
基
準
に
し
て
春
秋
戦
園
以
後
の
秩
序
の
崩
壊
の
中
か
ら

激
侠
が
勢
力
を
得
る
に
至
っ
た
過
程
を
論
じ
、
そ
の
結
果
と
し
て
「
職
を
守
り
上
を
奉
ず
る
の
義
贋
れ
、
公
に
背
き
黛
に
死
す
る
の
議
成
る
」

有
様
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
も
膿
敢
園
家
の
理
想
像
を

一
つ
の
基
準
と
し
、
そ
れ
に
擦
っ
て
静
侠
の
行
動
を
批
剣
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
儒
敬
主
義
的
な
絞
述
の
立
場
は
こ
れ
ま
で
後
漢
政
擢
の
儒
教
政
策
と
の
関
連
で
説
明
さ
れ
て
き
た
が
、
今
一
歩
立
ち
入
っ
た
考



察
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
班
彪
が
徹
頭
徹
尾
、

王
奔
を
否
定
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、

一
時
、
王
葬
の

天
下
を
認
め
て
い
た
事
貫
で
あ
る
。

翠
方
進
侍
(
巻
八
四
)
の
賛
で
、
方
進
の
子
翠
義
の
奉
兵
に
つ
い
て
、

(
王
〉
葬
の
起
つ
に
嘗
つ
て
は
、
蓋
し
天
威
に
乗
ず
る
な
ら
ん
。
貫

・
育
あ
り
と
雄
も
、
実
ぞ
敵
に
盆
あ
ら
ん
や
。
義
、
力
を
量
ら
ず
、

忠
を
懐
き
憤
裂
し
て
以
て
其
宗
を
隈
す
。
:
:
:

と
い
う
の
を
見
る
と
、
王
葬
政
権
が
天
命
に
支
え
ら
れ
た
も
の
と
す
る
過
去
の
通
念
を
ば
彪
が
完
全
に
は
排
拭
し
切
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
王
氏
政
権
の
政
策
理
念
が
彼
の
思
想
の
中
に
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
推
測
さ
せ
る
。

「王
奔
の
揖
に
居
る
や
、
豪
侠
を
訣
姐
せ
ん
と
す
」
と
い
う
注
目
す
べ
き
事
買
を
挙
げ
て
お
り
、
彼
の
瀞
侠
に
射
す
る
評
債
の
由
来
が
暗
示
さ

れ
る
。
こ
の
論
旨
を
敷
街
す
れ
ば
、
貨
殖
停
に
お
け
る
紋
述
の
立
場
も
王
葬
の
経
済
政
策
と
無
関
係
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
蓋
し
多
感
な
少

・
青
年
時
代
を
王
葬
政
権
の
下
で
迭
っ
た
班
彪
は
そ
の
強
烈
な
儒
敬
主
義
的
な
諸
政
策
の
政
治
理
念
を
植
え
つ
け
ら
れ
、

因
み
に
潜
侠
停
で
は

自
ら
の
思
想
的
な
依
擦
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
儒
数
主
義
は
後
漢
政
権
に
も
受
け
継
が
れ
た
か
ら
、
そ
の
政
治
理
念
の
基
本
的
な
黙
に
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襲
更
は
な
か
っ
た
が
、
個
々
の
政
策
に
つ
い
て
は
王
葬
政
権
に
共
鳴
し
憧
れ
る
も
の
が
あ
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
こ
の
よ
う
な
形
で

い
う
な
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
列
俸
に
お
け
る
歴
史
絞
述
の
立
場
も
、
班
彪
の
歴
史
的
現
質
的
な
鰻
験
に
根
差
し

表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
班
固
に
よ
っ
て
も
是
認
さ
れ
て
『
漢
書
』
の
中
に
定
着
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
漢
書
』
を
特
色
づ
け
て
い
る
儒
数
主
義
は
、
後
漢
王
朝
の
政
治
理
念
で
あ
り
、
班
彪

・
固
ら
が
撮
り
所
と
し

た
劉
向
・
飲
ら
の
「
漢
書
」
か
ら
の
影
響
も
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
主
張
を
自
ら
の
見
解
と
し
て
採
用
し
た
班
氏
父
子

の、

王
葬
政
権
か
ら
の
影
響
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
政
権
そ
の
も
の
は
批
剣
し
な
が
ら
も
、
王

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

奔
政
権
の
理
想
は
班
彪
・
固
の
『
漢
書
』
の
中
に
儒
教
園
家
の
理
想
像
と
し
て
影
を
落
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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註(

1

)

以
下
の
叙
述
は
『
漢
書
」
各
一
百
、
叙
惇
上
下
お
よ
び
『
後
漢
書
』

列
停
第
三
十
、
班
彪
俸
上
下
に
接
り
、
鄭
鶴
盤
『
班
固
年
譜
』
(
一
商
務

印
書
館
)
お
よ
び
田
村
賢
治
「
班
家
の
人
び
と
」
(
『
龍
谷
史
壇
』
第

六
八
・
六
九
鋭
)
、
安
作
噂
『
班
固
輿
漢
書
』
(
山
東
人
民
出
版
社
〉

な
ど
を
参
照
。

〈

2
)

『
漢
書
』
叙
博
上
に
よ
る
と
、

王
芥
少
輿
梶
兄
弟
同
列
友
善
、
兄
事
務
而
弟
畜
梶
。
持
之
卒
也
、
修

総
腕
、
贈
賄
甚
厚
。

と
あ
り
、
主
芥
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

(
3
〉
こ
の
よ
う
な
班
穆
の
態
度
に
つ
い
て
、

週
土
名
朝
邦
氏
は
、
「
班
彪

そ
の
人
と
な
り
と
庭
世
思
想
」
(
『
東
方
率
』
第
六
九
輯
)
で
い
わ

ゆ
る
明
哲
保
身
に
出
た
も
の
と
し
、
子
の
彪
も
そ
れ
を
縫
承
し
た
と
さ

れ
て
い
る
。

(

4

)

『後
漢
窓
口
列
停
径

二
二
、
資
融
博
。

〈

5
〉
『
後
漢
書
』
列
侍
径
三
十
下
、
班
彪
停
で
は
闘
の
卒
年
を
(
、
丞
冗

四
年
〉
六
十
一
歳
と
し
、
列
博
径
三
七
、
班
超
停
で
は
永
元
十
四
年
に

七
十
一
裁
で
卒
し
た
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
同
年
の
生
ま
れ
と
解

さ
れ
て
い
る
(
鄭
約
四
皆
『
班
四
年
譜
』
、
安
作
曲
岬
『
班
固
輿
漢
書
』
〉
。

(

6

)

『
史
略
』
径
二
に
引
く
東
槻
泌
記
に
は
、

時
人
有
上
言
班
固
私
改
作
史
記
。
詔
下
京
兆
枚
繋
。
固
弟
超
詣
闘
上

書
、
具
陳
因
不
敢
妄
作
、
但
綴
父
所
記
、
述
漢
事
。

と
L
h
つ。

(
7
〉

東
E

目
次
「
班
固
と
質
氏
|
後
漢
外
戚
政
治
成
立
の
一
断
面
|
」
(
『
名

古
屋
大
皐
東
洋
史
研
究
報
告
』
六
)
。

『
後
漢
書
』
列
停
七
回
、
列
女
俸
前
田
世
叔
妻
(
昭
〉
に
よ
る
と
、

兄
困
者
漢
書
、
其
八
表
及
天
文
士
山
未
及
克
而
卒
。
和
一
帝
詔
昭
就
東
翻

減
書
閣
、
麗
而
成
之

0

・
:
・
後
又
詔
融
兄
銅
制
緩
昭
成
之
。

と
あ
る
。

(
9
〉
『
盤
銭
論
』
設
撃
第
十
八
に
は
(
御
史
)
大
夫
の
言
葉
と
し
て
「
司

馬
子
日
、
天
下
積
穂
、
皆
篤
利
往
」
と
い
う
一
句
が
引
か
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
『
史
記
』
貨
殖
列
俸
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
麗
銭
曾
議
の
頃
に
は
一
部
の
高
級
官
僚
た
ち
の

聞
で
『
太
史
公
害
』
の
讃
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

(
叩
)
『
漢
書
』
各
六
六
、
楊
倣
停
附
楊
悔
惇
。

(
日
)
『
漢
書
』
慈
文
志
、
六
議
略
、
春
秋
類
に
は
鴻
一
商
所
綴
太
史
公
七
篇

を
著
録
す
る
が
、
『
漢
書
』
各
五
九
、
張
湯
俸
賛
に
引
く
如
淳
の
注
に

や
ふ
、

鴻
菌
、
長
安
人
。
成
-
帝
時
以
能
麗
書
待
詔
金
馬
門
、
受
詔
績
太
史
公

害
十
徐
篇
。

と
い
う
。

(
ロ
)
白
露
葬

「
司
馬
遷
輿
班
固
」
(
『
中
園
史
四
四
千
史
論
集
(
一
)
』
所
枚
、

上
海
人
民
出
版
社
〉
。

(
臼
)
『
史
通
』
倉
一
二
、
古
今
正
史
。

(

H

)

睦
例
の
整
備
に
つ
い
て
は
諸
帯
紀
と
列
俸
の
聞
に
緊
密
な
関
連
性
を

も
た
せ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
楊
樹
遼
「
漢
書
鐸
例
」

『
積
微
居
小
息
子
金
石
論
叢
』
〉
。
例
え
ば
昭
一
帝
時
代
の
燕
王
旦
の
謀
反
事

件
の
告
護
者
燕
倉
に
関
し
て
、
社
延
年
俸
(
巻
六

O
、
社
周
附
停
)
で

は
燕
倉
の
官
名
を
示
し
、
燕
王
旦
俸
(
巻
六
=
一
)
で
は
そ
の
告
震
の
事

(
8〉
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貧
を
明
ら
か
に
し
て
互
文
に
よ
っ
て
補
完
さ
せ
た
り
、
ま
た
『
史
記
』

項
羽
何
本
紀
の
鴻
門
の
舎
に
お
け
る
あ
の
焚
噌
の
行
動
を
項
沼
俸
(
径
三

一
〉
で
は
省
略
し
て
焚
附
俸
(
各
四
一
)
に
移
し
て
い
る
こ
と
な
ど

も
、
形
式
の
整
備
の
一
つ
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
(
越
繋
『
骸
徐
叢
孜
』

各
五
、
「
漢
書
」
)
。

〈
お
)
田
中
腕
紗
巴
『
雨
漢
思
想
の
研
究
』
第
二
章
第
二
節
「
揚
維
と
王

葬

・
新
」
参
照
。

〈
同
〉
『
後
漢
書
』
列
停
径
四
九
、
張
衡
列
俸
に
は
、

叉
以
篤
王
奔
本
俸
、
但
態
載
築
事
而
己
。
至
於
縞
年
月
、
紀
災
群
、

宜
震
元
后
本
紀
。

と
い
う
。
張
衡
は
王
券
俸
が
列
俸
の
ス
タ
イ
ル
で
は
な
く
、
帯
紀
に
近

い
も
の
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
越
裂
も
前
掲
の
「
漢
書
」
で
、

叉
壬
奔
築
位
、
班
書
不
列
入
本
紀
、
而
別
居
同
葬
停
、
附
於
各
末
、
国

是
。
但
其
鰻
例
の
似
本
紀
叙
事
。

と
い
う
。

ハ
ロ
)
王
朝
付
俸
が
未
整
理
で
あ
る
こ
と
は
、
他
の
列
停
か
ら
も
傍
詮
さ
れ

る
。
例
え
ば
『
決
書
』
品
位
三
六
、
楚
元
王
停
劉
散
の
末
尾
に
、

及
主
務
築
位
、
飲
盛
岡
図
師
。
後
事
皆
在
務
停
。

と
い
い
、
劉
飲
俸
の
後
半
が
王
葬
俸
の
中
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

示
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
王
芥
紀
が
、
後
の
起
居
注
や
寅
録
の
よ
う

に
、
同
時
代
の
人
物
の
俸
を
も
含
ん
で
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ

ら
の
記
事
は
起
居
注
や
貫
録
か
ら
抜
き
出
し
て
個
々
の
列
俸
の
中
に
ま

と
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

(
日
)
『
史
通
』
各
四
、
編
次
に
は
、

況
紳
璽
在
握
、
火
徳
猶
存
。
而
居
誠
建
年
、
不
編
卒
紀
之
末
。
務
子

途
令
漢
徐
敏
歳
、

澄
波
無
路
。

求
之
正

主
祭
、
成
書
券
俸
之
中
。

朔
、
不
亦
厚
認
。

と
あ
り
、
孫
子
嬰
の
事
績
が
、
帯
紀
に
で
は
な
く
、
王
努
俸
の
中
に
叙

述
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
元
来
、
王
務
停
(
一
帝
紀
〉

が
卒
喬
紀
の
後
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

〈
四
〉
王
利
探
「
《
漢
書
》

材
料
来
源
考
」
(
「
文
史
』
第
一
一
一
輯
)
。

(
刊
山
)
小
林
春
樹
「
後
漢
時
代
の
蘭
蔓
令
史
に
つ
い
て
」
(
『
東
方
皐
』
第

六
八
輯
)
お
よ
び
「
後
批臨時
代
の
東
翻
に
つ
い
て
|
後
漢
書
研
究
序

説
|
」
(
『
史
観
』
第
一
一
一

mmv

(
幻
)
『
漢
書
』
叙
停
下
に
は
、

以
信
仰
漢
書
、
起
元
高
祖
、
彩
子
孝
卒
王
務
之
談
、
十
有
二
世
、
二
百

三
十
年
。

と
い
い
、
十
二
帯
一
紀
の
こ
と
に
縮
れ
て
お
り
、
恵
帯
紀
を
立
て
た
こ
と

が
推
測
で
き
る
。

(
幻
)
徐
復
観
「
史
漢
比
較
研
究
之
一
例
」
(『
新
亜
皐
報
』
第

一
一
一
一
巻
)
。

(
お
〉
こ
の
よ
う
な
列
俸
の
配
列
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
一
言
岨
刷
れ
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
古
本
漢
書
な
る
も
の
が
あ
り
、

現
行
と
は
異
な
っ
た
配
列
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
古
本
漢
書
で
は
陳
勝
項
籍
俸
は
、
帯
紀
の
後
に
で

は
な
く、

高

・
文

・
景

・
武
・

宣

・
元
諸
王
俸
の
後
に
、
ま
た
外
戚
俸

は
一
帝
紀
の
後
に
置
か
れ
、一
帝
紀
、
外
戚
停
、
高
文
景
武
宣
元
諸
王
俸
の

順
に
配
列
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
古
本
の
配
列
か
ら
す
れ
ば
、
上

の
よ
う
な
意
味
づ
け
は
全
く
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の

古
本
に
つ
い
て
は
疑
問
が
多
く
、
好
事
家
の
股
作
と
す
る
の
が
一
般
で

あ
る
(
吉
川
忠
夫
「
顔
師
古
の
『
漢
書
』
注
」
『
東
方
同
年
報
』
第
五
一
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加)。

(
弘
)
板
野
長
八
「
班
困
の
淡
王
朝
一川
話
」

勧

m
w
J

。

口
叶
攻
、

(お
)

『
後
波
書
』

列
停
径
七
四
、
列
女
停
首
位
叔
妻
(
昭
)
。

(お〉

『
漢
書
』
巻

一
四
、
諸
侯
王
表
序
に
よ
れ
ば
、

至
於
哀
卒
之
際
、
皆
縫
飽
苗
詞問
、
親
廊
疏
速
、
:
:
木
朝
短
世
、
園

統
三
紹
。
是
故
王
朝押
知
決
中
外
殉
微
、
本
末
倶
弱
、

亡
所
忌
偉
、
生

其
姦
心
、
:
:
:
是
以
究
其
終
始
彊
弱
之
後
、
明
監
戒
鷲
。

と
い
う
。
な
お
、
徐
復
槻
「
史
漢
比
較
研
究
之
一
例
」
(
前
掲
)
参

白川。

(
幻
)
『
後
漢
書
』

列
女
博
甫
回世
叔
妻
お
よ
び
『
績
漢
書
』
士
心
第
十
、
天
文

士
山上。

(
お
)
例
え
ば
重
深
俊
郎
「
班
闘
の
史
家
」
(
『
東
洋
文
化
の
問
題
』
第
一

)

な
ど
。
な
お
、
こ

の
記
事
の
信
滋
性
に

つ
い
て
は
疑
問
視
す
る
向
き

も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
小
南
一
郎
「
『
西
京
雑
記
』
の
停
承
者
た
ち
」

(『
日
本
中
園
製
品
間
報
』
二
四
集
)
の
、

『
西
京
雑
記
』
全
般
が
(
政

文
を
含
め
て
)
劉
飲
に
視
駄
を
置
い
て
純
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
意

見
を
傘
重
し
た
い
。

(
m
m
)

「
文
史
』
第
一
一
一
瞬
。

〈
ぬ
)
泊
朝
品
『
二
十
二
史
街
記
』
径
二
、
「
」
州
開
設
百
多
有
用
之
文
」
で
は
、

蓋
濯
喜
叙
事
、
至
於
経
術
之
文
、
幹
済
之
策
、
多
不
枚
入
、
故
其
文

倒
。
固
則
於
文
字
之
有
関
於
皐
問
、
有
燦
於
政
務
者
、
必
一
一
誠

之
。
此
其
所
以
谷
峡
多
也
。

と
い
う
。

(
泊
)
岡
崎
文
夫
「
司
馬
遜
と
班
回
」

(叶
歴
史
製
研
究
』
第
四
七
九

(
『
史
林
』
第
一
七
港
第
三
鋭
〉
。

(
泣
)
越
禦

「
漢
書
多
有
用
之
文
」
(
前
掲
)
。

(
お
)
舟
昭
徳
「
班
固
輿
《
漢
書
》
」
『
(
中
園
史
翠
史
論
集
(
一
)
』
所
牧
)
。

(
鈍
〉
但
し
、
班
彪

・
固
父
子
は
こ
の
よ
う
に
か
な
り
般
密
な
批
判
を
史
料

に
加
え
な
が
ら
も
、
い
わ
ゆ
る
ポ
カ
を
し
て
い
る
こ
と
で
も
有
名
で
あ

る
。
例
え
ば
『
漢
書
』
巻
三

て

陳
勝
俸
の
末
尾
で
は
、

高
祖
時
盛
岡
勝
置
守
家
子
場
、
至
今
血
食
。
王
努
敗
、
乃
紹
。

と
い
い
、
『
史
記
』
の
記
載
を
無
批
剣
に
製
い
で
「
今
に
至
る
も
血
食

す
」
と
し
て
い
る
。
既
に
顔
師
古
な
ど
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ

の
「
今
」
は
司
馬
遷
の
蛍
時
、
す
な
わ
ち
武
一
帝
の
時
の
こ
と
で
あ
っ

て
、
「
王
芥
敗
る
る
や
、
乃
ち
紹
つ
」
と
い
う
記
述
か
ら
し
で
も
、
班

彪

・
固
の
時
代
に
は
陳
勝
の
祭
洞
は
紹
え
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
こ
こ

は
首
然
書
き
改
め
る
か
削
除
す
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ま
た
、
貨
殖
列

停
で
は
沼
磁
や
計
然
な
ど
漢
代
と
無
関
係
な
人
物
を
無
造
作
に
入
れ
て

い
る
こ
と
な
ど
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
王
鳴
盛

『
十
七
史
商
権
』
俳
句
二

七、

「貨
殖
」
〉
。

(
お
)
王
鳴
盛
『
十
七
忠
商
権
』
径
二
七
、
「
班
正
史
記
誤
」
。

(
お
)
岡
崎
文
夫
「
漢
書
食
貨
志
上
に
就
い
て
」
(
『
支
那
血
中』
第
一
一
一
各
第
一

抗)。

(
幻
)
『
漢
書
』
慈
文
士
山
、
諸
子
略
に
は
、

太
公
二
百
三
十
七
筋
〈
:
:
:
或
有
近
世
叉
以
潟
太
公
術
者
所
増
加

也)。

と
い
う
。

(
犯
)
加
藤
繁
「
周
景
王
鈴
銭
説
話
批
判
」
(
『
支
那
経
済
史
考
設』

上
程)。

(
鈎
)
陳
直
『
漢
書
新
設
』
〈
天
津
人
民
出
版
社
、

一
九
七
九
年
刊
〉
一
ム
ハ

九
頁
。
稲
葉
一
郎
「
秦
始
皇
の
貨
幣
統
一
に
つ
い
て
・
」
(
『
東
洋
史
研
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究
』
第
三
七
谷
第
一
挽
〉
参
照
。

(

ω

)

『
旦
記
』
各
百
三
十
、
太
史
公
自
序
に
は
萱
迭
と
の
問
答
を
載
せ
、

余
聞
之
先
人
目
、
伏
義
至
純
厚
、
作
易
八
卦
。
実
舜
之
盛
、
向
書
載

之
、
陸
地
木
作
鷲
。
湯
武
之
隆
、
詩
人
歌
之
。
春
秋
采
善
照
一
悪
、
推
三

代
之
徳
、
褒
周
室
。
非
濁
刺
談
而
己
也
。
漢
輿
以
来
、
至
明
天
子
、

獲
符
瑞
、
封
調
、
改
正
朔
、
易
服
色
、
受
命
於
穆
清
。
(
中
略
〉
且

余
嘗
掌
其
官
、
駿
明
聖
盛
徳
不
載
、
滅
功
臣
世
家
賢
大
夫
之
業
不

述
、
堕
先
人
所
言
、
罪
莫
大
震
。

と
い
う
。

〈

H
U

〉
な
お
、
こ
の
よ
う
な
叙
速
に
つ
い
て
、
湯
樹
達
「
漢
書
緯
例
」
(
前

掲
〉
は
表
面
的
に
は
賞
讃
し
な
が
ら
も
、
暗
に
批
判
の
意
を
偶
し
て
い

る
の
だ
と
す
る
。

(
位
〉
『
漢
書
』
巻
六
十
、
社
周
停
賛
に
は
、

479 

張
湯
、
杜
周
並
起
文
墨
小
吏
、
致
位
三
公
、
列
於
酷
吏
。
而
倶
有
良

子
、
徳
器
自
過
、
爵
位
傘
頼
、
縫
世
立
朝
、
相
輿
提
衡
、
:
:
迩
其

一
幅
群
、
元
功
儒
林
之
後
、
莫
能
及
也
。

と
も
い
う
。

(
必
)
大
潰
陥
「
司
馬
遷
の
歴
史
観
」
五
章
、
歴
史
と
運
命
令
中
園
・
歴

史
・
運
命
』
、
動
草
書
房
、
一
九
七
五
年
刊
)
、
内
山
俊
彦
「
横
代
の
態

報
思
想
」
(
『
東
京
支
那
皐
報
』
第
六
披
)
、
今
鷹
員
「
史
記
に
あ
ら
わ

れ
た
司
馬
遷
の
因
果
態
報
の
思
想
と
運
命
観
」
(
『
中
園
文
闘
争
報
』
第

八
朋
)
な
ど
参
照
。

〈

M
H
)

重
津
俊
郎
「
班
固
の
史
事
」
(
前
掲
)
。

(
H
W
)

岡
崎
文
夫
「
漢
書
食
貨
志
上
に
就
い
て
」
(
前
掲
)
。

(
必
)
山
田
勝
芳
「
均
の
理
念
の
展
開
|
王
葬
か
ら
鄭
玄
へ
」

大
泉
教
養
部
紀
要
』
第
四
三
挽
)
を
参
照
。

(
「
東
北
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THE FORMATION PROCESS BEHIND THE HANSHび

INABA Ichiro

　　

It is common knowledge that the ｌ£２刀辿zz漢書was written by Ban

Biao班彪and Ban Gu 班固. Ban Biao wrote the Ｕｏｕｚｈｕａｎ後傅,based

on the historical narrations of Liu Xiang 劉向and Liu Xin 劉散, and also

transformed the archives of Wang Mang 王莽, which were contained in

the Imperial biographical histories (diji　帝紀)intｏ ａ series of biographies

(liezhuan

　

列傅).

　

He appended Wang Mang's chronicles to the end of

the Ho晩ｈｕａｎ and thereby set the chronological limits for this work.

Ban Gu, in accordance with his dead father's last wish, carried on his

father's work. Starting with the founder (ＧａＯＺＵ　高胆)of the Han dynasty,

he continued his work up to the start of the period covered by the Ｈｏｕ.

ｚｈｕａｎand then transformed the ＨＯ皿ｈｕａｎ　sothat the whole formed ａ

biographical history of the Han dynasty. At the same time, taking ａ

Confucian standpoint, he rewrote the diji and liezhuan.

　　

Ban Gu also showed an interest in and wrote about special themes

related to the earlier periods. He also tabulated information relating to

the Han and earlier periods. His narrations on these topics also bore

signs of his viewpoint.

　　

They, Ban Biao and Ban Gu, remaining faithful to the material in

the bibliography which resulted from Liu χiang and Liu χin's revision of

historical materials, used this information to enrich their narrations of

history. Ban Gu especially, used the abundant literature of Dongguan

東観who was appointed to the Lantai lingshi 蘭茎令史by Mingdi 明

帚, to supplement his articles. ０ｎ the one hand, they praised the rule of

the Han dynasty･but they also described historical matters in ａ factually

faithful, affirmative way.　They hoped that people would consider their

work as providing some °oral basis･and hence use it accordingly.

　　

The Confucian viewpoint ｅχpressed in the Haれｓｈｕ ■ｗaS　theproduct

of two factors.　First･the political ideology of the Wang Mang admini-

stration･which was criticised by the Ban's, and also the ideology of the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－2－



Later Han administration, which was the successor to Wang Mang's

political power. Second, it was based on the historical material of the father

and son pair of Liu χiang and Liu χin.

　　

LU GUIMENG'S TANG PERIOD ＬＥＩＳＩＪＩＮＧAND

THE DEVELOPMENT OF THE CURVED･BEAM PLOUGH

χA/'ATABE Takeshi

　　　

During the closing years of the Tang dynasty, a book titled heiｓｉ

Ｊｉｎｇ未租経was written by Lu Guimeng陸亀蒙, who was originally

from the Suzhou region 蘇州. This book, in which are recorded the

construction detailsfor the curved-beam plough, is an historicallyimportant

record of agricultural technology｡

　　　

The curved-beam plough is one type of traditionalChinese square-

framed plough. This plough's most significantfeatures were the curved

beam and the curved metal mould-board. This type of plough was not

limited to East Asia but spread to South･East Asia and Europe, and had

ａ significant effecton　agricultural reform in those regions. According

to traditional theories, this plough is thought to have its origins in the

lower reaches　of the　Yangtze River. However, afterｅχamining wall

paintings and articlesburied with the dead, which are related to farming

during the period from the Wei Jin era魏晋through to the Tang ｅｒａ唐，

it is not possible to say that the above mentioned theoriesare necessarily

correct.

　　

Rather, it is possible to conclude that an improvement in the

plough developed in the northern regions non-paddy farming belt during

the early Tang period. This improved design was introduced into the

southern regions paddy belt, where the curved metal mould-board was

created.

－３


