
批

評
・
紹

介

中
国
中
世
史
研
現
曾
編

中
国
中
世
史
研
究

績
編

開

尾

史

郎
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冒
頭
か
ら
私
事
に
及
ぶ
が
、
本
書
の
四
半
世
紀
前
に
公
刊
さ
れ
た
『
中
園
中

世
史
研
究
|
六
朝
惰
唐
の
社
曾
と
文
化
|
』
(
以
下
、
正
編
と
略
記
)
は
、
評

者
が
初
め
て
通
讃
し
た
皐
術
警
の
う
ち
の
一
加
で
あ
る
。
そ
し
て
評
者
と
同
世

代
の
貌
E

日
南
北
朝
史
・
階
唐
史
研
究
者
の
多
く
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
評
者

も
ま
た
、
そ
の
豪
族
共
同
値
論
か
ら
少
な
か
ら
ぬ
答
設
を
受
け
て
き
た
。

そ
れ
か
ら
四
半
世
紀
を
隔
て
て
、
中
圏
中
世
史
研
究
舎
は
そ
の
績
編
と
し
て

本
書
を
世
に
問
う
た
。
ま
ず
は
同
皐
の

一
人
と
し
て
、
研
究
舎
の
た
ゆ
ま
ぬ
活

動
に
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
成
果
が
公
刊
さ
れ
た
こ
と
を
慶
び
た
い

と
思
う
。
愛
宕
元
・
気
賀
津
保
規
・
東
E

日
次
の
共
同
執
筆
に
な
る
「
ま
え
が

き
」
に
は
、
こ
の
聞
の
研
究
舎
の
軌
跡
が
要
約
さ
れ
て
い
る
が
、
本
書
の
公
刊

は
あ
ら
た
め
て
研
究
禽
の
存
在
意
義
を
見
直
す
目
的
を
有
し
て
お
り
、
枚
録
さ

れ
た

一七
篇
の
論
稿
は
、
い
ず
れ
も
執
筆
者
が
各
自
の
立
場
で

「
中
圏
中
世
」

を
一意
識
し
な
が
ら
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

し
た
が
っ
て
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
各
篇
全
て
に
つ
い
て
、
そ
の
論
詮
や
叙
述

を
支
え
て
い
る
は
ず
の

「
中
圏
中
世
」
翻
に
ま
で
た
ち
か
え
っ
て
論
評
を
加
え

る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
本
評
で
は
、
先
ず
各
篇
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介

し
、
最
後
に
全
篇
を
通
じ
て
の
感
想
を
述
べ
る
こ
と
で
、
評
者
に
は
重
す
ぎ
る

責
を
果
た
し
た
い
と
思
う
。

「
総
論
中
圏
中
世
史
論
」
は
、

①
谷
川
道
雄
「
「
中
圏
中
世
」
再
考
」、

②

中
村
圭
爾
「
六
朝
史
と
「
地
域
社
禽
」
」
、
お
よ
び
③
気
賀
淳
保
規
「
唐
代
府
兵

制
に
お
け
る
府
兵
の
位
置
l
中
圏
中
世
的
兵
士
の
一
形
態
と
し
て
|
」
の
三
篇

か
ら
な
る
。

①
は
、
軸
翌
日
南
北
朝
陪
唐
期
(
以
下
、
首
該
時
期
)
が
い
か
な
る
意
味
に
お

い
て
「
中
圏
中
世
」
な
の
か
を
現
在
と
い
う
時
黙
か
ら
あ
ら
た
め
て
聞
い
直
し

た
も
の
で
あ
る
。
谷
川
に
よ
る
と
、
か
つ
て
の
内
藤
湖
南
や
字
都
宮
清
士
口
ら
の

時
代
医
分
論
は
、
「
未
来
に
射
す
る
切
賓
な
る
意
識
が
、
過
去
に
向
か
っ
て
激

し
く
働
い
た
結
果
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
今
日
、
未
来
は
け
っ
し
て
肯
定
的
で

は
な
く
、
わ
ず
か
に
過
去
に
つ
い
て
は
、
人
開
存
在
の
確
か
な
姿
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
現
代
が
危
機
的
な
欣
況
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
あ
ら
た
め
て
歴

史
の
意
味
を
問
う
必
要
性
も
生
ま
れ
る
と
い
う
。
人
開
の
歴
史
の
一
こ
ま
と
し

て
谷
川
が
見
る
「
中
園
中
世
」
と
は
、
〈
人
H
家
〉
と
表
記
し
う
る
存
在
で
あ

る
貴
族
が
、
社
舎
の
承
認
を
得
て
(
〈
人
H
家
|
社
曾
〉
と
表
記
)
「
自
律
性
」

を
裂
揮
し
え
た
時
代
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
貴
族
は
、
個
人
と
家
系
の
相
互
関
係

を
基
礎
に
成
立
し
た
が
、
こ
れ
は
、
個
人
が
帯
園
に
恒
附
属
す
る
人
間
と
し
て
は

じ
め
て
個
人
た
り
え
た
秦
漢
時
代
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
と
、
谷
川
は

説
く
。
評
者
も
、
貌
育
期
以
降
、
「
家
」
を
中
心
に
祉
舎
関
係
が
新
た
な
展
開

を
見
せ
る
と
考
え
て
お
り
、
し
か
も
こ
の
こ
と
は
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
よ
い
と

さ
え
思
っ
て
い
る
の
で
、
谷
川
の
主
張
も
、
納
得
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
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た
だ
右
記
の
記
鋭
も
だ
が
、
「
皐
術
論
文
ら
し
か
ら
ぬ
」
慢
裁
が
容
易
な
理
解

を
阻
ん
で
い
る
。
し
か
し
そ
れ
よ
り
も
残
念
な
の
は
、
現
代
に
針
す
る
谷
川
の

認
識
が
、
必
ず
し
も
説
得
的
か
っ
具
程
的
に
は
開
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ

る
。
よ
り
正
確
に
表
現
す
れ
ば
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
現
代
に
謝
す
る
巌
し
く

悲
観
的
な
眼
差
し
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
つ
て
の
豪
族
共
同
鐙
論
が
多

く
の
支
持
と
共
感
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
の
は
(
反
面
、
多
く
の
批
剣
と
反
援

を
も
生
み
出
し
た
の
は
て
そ
れ
が
現
代
に
謝
す
る
谷
川
の
深
く
、
そ
し
て
積

極
的
な
関
心
に
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
最
大
の
要
因
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
し
か
し
四
牢
世
紀
後
、
谷
川
の
心
象
は
あ
ま
り
に
暗
く
、

正
直
に
い
っ

て
、
評
者
に
は
そ
の
由
来
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
と
も

に
、
本
稿
の

「
人
開
存
在
の
そ
れ
ぞ
れ
の
枠
組
み
」
か
ら
す
る
時
代
医
分
論

と
、
か
つ
て
の
共
同
鐙
論
と
の
脈
絡
も
不
分
明
で
あ
る
。
谷
川
自
身
、
共
同
種

論
を
揚
棄
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
な
の
で
、
説
明
が
必
要
で
あ
ろ

〉
内
ノ
。

②
は
、
先
ず
「
地
域
社
曾
」
な
る
概
念
を
整
理
し
て
、
方
法
概
念
と
し
て
の

「地
域
」
と
い
う
親
貼
か
ら
六
朝
史
研
究
を
回
顧
し
、
あ
わ
せ
て
六
朝
時
代
の

「
地
域
」
の
具
鐙
像
に
迫
る
。
こ
の
時
代
に
は
地
方
志
の
編
纂
が
盛
行
を
見
る

が
、
そ
こ
で
は
地
域
の
構
成
要
素
と
し
て
人
物
が
重
蔵
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
地
域
が
生
ん
だ
人
物
の
優
劣
ゃ
、
あ
る
い
は
ま
た
甲
族
居
の
分
布

状
況
に
も
と
づ
く
地
域
開
格
差
と
い
っ
た
現
象
に
注
目
し
、
そ
の
背
後
に
は
、

情
報
量
の
増
大
と
い
う
事
態
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
よ
り
根
源
的
に
は
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
で
も
あ
る
「
郷
里
」
意
識
が
存
在
す
る
と
い
う
の
が
、
中
村
の
主
張
で

あ
る
。
中
村
に
は
、
「
「
郷
里
」
の
論
理
」
や
「
建
康
と
三
奥
地
方
」
な
ど
を

は
じ
め
と
す
る
「
地
域
」
の
親
知
に
支
え
ら
れ
た
優
れ
た
成
果
が
既
に
あ
り
、

江
南
地
域
内
部
の
「
地
減
性
」
に
関
す
る
俵
設
と
し
て
、
本
稿
に
も
そ
れ
が
い

か
ん
な
く
設
揮
さ
れ
て
い
る
。
中
村
は
、
谷
川
や
気
賀
津
の
よ
う
に
直
裁
的
に

は
「
中
圏
中
世
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
な
い
が
、
評
者
は
、
「
郷
里
」
意
識
の

生
成
と
機
能
に
、
嘗
一
該
一
時
期
の
歴
史
性
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
と
理
解
し
た
。

「郷
里
」一
意
識
を
生
み
出
す
も
と
に
な
っ
た
地
縁
的
関
係
の
成
熟
と
、
谷
川
が

説
く
「
家
」
を
中
心
と
す
る
血
縁
的
関
係
の
展
開
と
の
相
関
性
も
、
今
後
検
討

さ
れ
る
べ
き
重
要
な
テ
1
7
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
中
村
も
強
調
す
る
よ
う

に、

「
地
域
」
と
い
う
概
念
が
相
封
的
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
行
政
的
な
匿
劉

は
も
ち
ろ
ん
、
時
に
は
「
園
境
」
さ
え
超
越
し
て
し
ま
う
よ
う
な
覗
黙
も
必
要

で
は
な
い
か
。
中
園
史
上
稀
に
見
る
長
期
に
及
ぶ
政
治
的
な
分
裂
と
、

「
地

域
」
や
「
圏
境
」
を
超
え
た
移
動
と
移
民
が
顛
著
だ
っ
た
の
も
、
首
該
時
期
の

特
徴
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
方
法
概
念
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
貧
鎧
概
念

と
し
て
も
有
数
な
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

③
は
、
自
身
の
「
前
期
府
兵
制
研
究
序
説
」
の
丁
兵
非
府
兵
、
す
な
わ
ち
兵

民
分
離
と
い
う
結
論
を
ふ
ま
え
、
後
期
H
H
唐
代
府
兵
制
に
お
け
る
府
兵
の
本
質

に
迫
る
。
気
賀
津
は
先
ず
、
府
兵
制
の
崩
壊
を
論
じ
た
従
来
の
諸
詩
か
、
そ
の

要
因
に
つ
い
て
、
軍
府
の
偏
在
や
府
兵
の
過
重
負
鎗
な
ど
い
ず
れ
も
制
度
に
司
内

在
し
て
い
た
矛
盾
か
ら
説
明
し
て
い
る
黙
に
疑
義
を
呈
す
る
。
次
い
で
府
兵
の

負
措
に
関
し
て
詳
細
な
検
討
を
行
い
、
一
般
丁
男
の
負
捨
と
同
等
と
す
る
諸
説

が
兵
民

一
致
と
い
う
考
え
方
を
前
提
に
し
、
か
っ
こ
れ
を
補
強
し
て
い
る
と
す

る
。
そ
の
上
で
さ
ら
に
、
京
師
上
番
は
長
安
な
い
し
洛
陽
近
在
の
府
州
に
限
ら

れ
、
そ
れ
以
外
の
府
州
で
は
近
傍
の
都
督
府
へ
の
上
番
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
お

り
、
と
も
に
五

O
O里
以
内
五
番
で
、
年
閲
日
数
は
七
二
日
で
あ
る
こ
と
を
導

き
出
し
、
こ
れ
は
一
般
丁
男
の
九

O
日
四
番
に
比
較
す
る
と
優
遇
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
府
丘
(
に
課
さ
れ
た
食
糧
・
武
器
自
緋
の
原
則
も
、
特
権
問
な
責
務
あ
る

い
は
優
位
性
の
詮
徴
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
な
ど
を
述
べ
る
。
気
賀
岬
停
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の
論
及
は
旺
盛
で
多
岐
に
わ
た
る
の
だ
が
、
よ
う
す
る
に
唐
代
の
府
兵
も
兵
民

分
離
の
観
黙
で
捉
え
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
課
題
も
克
服
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
に
蚤
き
ょ
う
。
た
し
か
に

「
六
品
己
下
子
孫
」
が
府
兵
の
母
笹

の
一
つ
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
こ
れ
を
傘
重
す
れ
ば
、
兵
民
分
離
と
許
せ
な
い
こ

と
も
な
い
。
ま
た
府
兵
と
一
般
丁
男
の
負
権
回
数
の
比
較
に
集
中
し
た
従
来
の

論
査
方
法
に
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
も
首
肯
し
う
る
。
し
か
し
一
方
の
母
盤
で
あ

る
「
白
丁
無
職
役
者
」
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く

一
般
了
男
と
同
じ
「
百
姓
」
な
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
府
兵
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
騎
士
や
日
本
の
武
士
に
な
ぞ

ら
え
て
「
中
圏
中
世
」
の
表
徴
と
す
る
か
の
よ
う
な
気
賀
津
の
議
論
に
は
、
そ

れ
が
か
り
に
本
書
の
編
集
と
総
論
の
執
筆
と
い
う
重
責
を
負
っ
た
責
任
感
に
由

来
す
る
と
し
て
も
、
や
は
り
賛
意
は
表
し
か
ね
る
の
で
あ
る
。
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「第

一
部

制

度

・
図
家
健
制
」
は
、
④
石
井
仁

「孫
呉
軍
制
の
再
検

討
」
、
⑤
小
尾
孟
夫

「
西
耳
目
に
お
け
る
「
大
都
督
」
」
、
⑥
渡
透
信
一
郎
「
占
田
・

課
回
の
系
譜
|
晋
南
朝
の
税
制
と
図
家
的
土
地
所
有
|
」
、
⑦
愛
宕
元
「
唐

代
府
兵
制
の
一
考
察
|
折
衝
府
武
官
職
の
分
析
を
、通
し
て
」
の
四
篇
か
ら
な

る。
④
は
、
孫
呉
政
権
の
再
評
債
を
目
ざ
す
石
井
の
、
「
孫
英
政
権
の
成
立
を
め

ぐ
る
諸
問
題
」
に
次
ぐ
作
品
で
、
世
兵
制
、
都
督
な
ど
軍
園
長
職
の
世
襲
、
お

よ
び
奉
邑
制
な
ど
、
従
来
孫
呉
の
軍
制
、
さ
ら
に
は
権
力
構
造
の
特
徴
と
さ
れ

て
き
た
諸
黙
の
う
ち
、
こ
こ
で
は
前
二
者
に
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
石
井

は
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
将
帥
の
子
弟
に
輿
え
ら
れ
た
の
は
領
兵
の
優
先
権
に

限
ら
れ
て
お
り
、
制
度
と
呼
び
う
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
後
者
に
つ
い
て

も
、
草
創
期
だ
け
に
見
ら
れ
る
特
殊
な
傾
向
に
過
ぎ
ず
、
以
後
は
監
軍
の
波
遣

や
定
期
的
な
配
置
替
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
大

規
模
な
中
軍
の
存
在
か
ら
、
こ
れ
を
傍
一
自
認
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
黙
が
、
川

勝
義
雄
の
孫
呉

l
後
進
的
な
武
人
領
主
制
的
軍
事
政
権
設
に
大
き
な
根
擦
を
提

供
し
て
き
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
本
稿
の
結
論
に
は
関
心
を
携
わ
ざ
る
を
え

な
い
。
し
か
し
石
井
も
、
草
創
期
に
つ
い
て
は
か
か
る
傾
向
を
認
め
て
い
る
か

の
ご
と
く
で
あ
り
、
と
す
れ
ば
、
や
は
り
華
北
と
は
明
ら
か
に
異
質
な
江
南
地

域
の
粧
品
間
関
係
も
視
野
か
ら
外
す
こ
と
は
で
き
ま
い
。
と
に
か
く
、
石
井
が
自

ら
に
課
し
た
「
六
朝
政
権
論
の
事
構
築
」
の
今
後
の
成
果
に
期
待
し
よ
う
。

小
尾
は
近
年
、

一
貫
し
て
貌
E
日
南
朝
の
箪
制
の
究
明
に
力
を
護
く
し
て
い
る

が、

⑤
も
そ
の

一
環
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
西
耳
目
の
大
都
督
に
は
中
外
諸
寧
や

州
諸
軍
の
ほ
か
に
も
、
征
討
軍
を
指
掻
・
監
督
す
る
そ
れ
が
あ
っ
た
こ
と
を
述

ベ
、
全
部
で

一
一
件
(
東
耳
目
初
頭
の

一
件
を
含
む
)
に
及
ぶ
そ
の
就
官
事
例
に

つ
い
て
、
就
官
の
時
期

・
理
由

・
就
宮
前
の
官
職
な
ど
を
逐
一
検
討
す
る
。
か

か
る
大
都
督
は
、
比
較
的
大
規
模
な
外
征
や
外
窓
・
内
飢
卒
定
に
お
け
る
、
中

央
軍
・
地
方
箪
か
ら
な
る
征
討
箪
の
線
指
揮
者
で
あ
る
(
た
だ
し
就
官
者
に
は

中
央
文
武
官
が
多
い
の
で
、
直
接
に
は
中
央
軍
を
統
率
し
た
ら
し
い
)
。
ま
た

最
後
に
小
尾
は
、
西
育
末
以
降
、
大
都
督
と
入
れ
替
わ
る
か
の
よ
う
に
、
中
央

文
武
官
・
州
都
督

・
州
刺
史
な
ど
が
就
く
征
討
都
督
が
登
場
す
る
こ
と
に
も
言

及
し
、
こ
こ
に
皐
な
る
指
揮
・
監
督
官
の
名
稽
努
化
に
と
ど
ま
ら
ず
、
征
討
健

制
に
お
け
る
地
方
軍
の
比
重
の
上
昇
を
讃
み
と
っ
て
い
る
。
小
尾
は
軍
制
の
み

な
ら
ず
、
兵
制
の
出
実
質
を
も
想
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
小
尾
自
身
が
か
つ

て

「貴
族
制
の
成
立
と
性
格
」
で
説
い
た
軍
制
研
究
の
一
意
義
を
超
え
る
指
摘
と

い
え
よ
う
。
今
後
の
展
開
が
倹
た
れ
る
。

⑥
は
、
園
家
的
土
地
所
有
論
の
観
貼
か
ら
、
西
E

日
の
占
田
・
課
田
制
を
分
析

し
た
も
の
。
錯
綜
し
た
研
究
史
を
簡
潔
に
整
理
し
た
上
で
、

墨
田
書
』
の
「
戸
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調
之
式
」
を
す
て
、
「
E
日
故
事
」
を
基
本
に
す
え
て
制
度
の
復
元
を
試
み
、
占

回
は
民
戸
の
場
合
、
男
子
七

O
畝
・
女
子
三

O
畝
の
計
百
畝
で
、
毎
畝
三
斗

(
官
人
占
回
も
同
じ
)
の
田
税
が
賦
課
さ
れ
、
課
田
は
戸
主
針
象
に
五

O
畝

で
、
租
四
石
・
絹
三
匹
・
綿
三
斤
が
戸
調
と
し
て
賦
課
さ
れ
た
と
す
る
。
渡
透

は
さ
ら
に
、
国
税
(
口
一
税
米
)
と
戸
調
(
租
布
)
と
い
う
こ
系
統
の
租
税
が
東

耳
百
・
南
朝
に
も
縫
承
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
に
園
家
的
土

地
所
有
の
寅
現
を
見
て
と
る
。
ま
た
北
朝
・
惰
唐
期
の
義
租
・
戸
税
・
地
税
も

田
税
の
系
譜
に
位
置
づ
け
る
。
こ
れ
ま
で
の
渡
迭
の
成
果
が
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
、
本
稿
も
基
本
史
料
に
射
す
る
史
料
論
的
な
分
析
に
愛
し
て
、
先
行
研
究
を

超
え
る
結
論
に
到
達
し
て
い
る
。
ま
た
南
北
雨
朝
の
負
捲
鐙
系
の
本
質
を
見
通

し
た
本
稿
に
よ
り
、
渡
迭
の
古
代
土
地
所
有
論
が
一
歩
完
結
に
近
づ
い
た
こ
と

も
事
貧
だ
が
、
渡
理
か
嘗
該
時
期
を
「
中
圏
中
世
」
と
考
え
て
い
な
い
こ
と
は

こ
の
論
旨
か
ら
も
明
白
で
あ
り
、
本
書
の
な
か
で
は
、
ど
う
し
て
も
違
和
感
が

残
っ
て
し
ま
う
。

⑦
は
、
制
度
的
側
面
を
論
じ
た
③
と
は
逆
に
、
府
兵
制
の
運
用
寅
態
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
、
墓
誌
を
中
心
に
史
料
を
博
捜
し
て
、
副
題
に
あ
る
就
官
者
五

五
例
に
つ
き
、
そ
の
経
歴
や
就
官
の
背
景
な
ど
に
つ
い
て
逐
一
検
討
を
加
え
た

も
の
。
自
身
の
要
約
に
し
た
が
え
ば
、
惰
・
唐
交
替
期
に
は
、
隔
の
鷹
揚
府
か

ら
唐
の
折
衝
府
に
碍
じ
た
例
が
多
く
、
雨
府
に
は
制
度
と
人
材
の
爾
面
で
逗
績

性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
出
自
的
に
は
北
朝
系
、
と
く
に
関
隅
系
の
「
勅

貴
」
出
身
者
が
多
く
、
軍
功
に
よ
っ
て
昇
進
を
途
げ
た
こ
と
、
し
か
し
庶
入
居

が
軍
功
を
あ
げ
て
本
貫
に
近
い
折
衝
府
に
就
官
す
る
例
も
多
く
、
こ
の
場
合
は

昇
進
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
七
世
紀
牟
ば
以
降
、
府
兵
制
の
形
骸
化
に
と
も

な
い
、
北
街
禁
軍
を
は
じ
め
と
す
る
他
官
の
兼
務
が
増
大
し
た
り
、
八
世
紀
初

頭
の
政
争
後
は
論
功
行
賞
と
し
て
武
官
職
、
か
濫
授
さ
れ
た
り
す
る
よ
う
に
な
る

こ
と
な
ど
が
確
認
さ
れ
る
。
武
官
職
の
就
官
者
と
就
官
事
情
を
、
通
じ
て
折
衝
府

の
推
移
が
展
望
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
、
本
稿
の
意
義
が
あ
る
。
し

か
し
同
じ
武
官
職
で
も
比
較
的
下
級
の
官
や
府
兵
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
さ

ら
に
文
書
史
料
を
丹
念
に
整
理
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
ろ
う
(
な
お
愛
宕
は
、
気

賀
淳
と
は
異
な
り
、
府
兵
の
性
格
に
つ
い
て
は
兵
農
一
致
設
に
立
つ
)
。

四

「
第
二
部
貴
族
制
」
は
、

③
霞
森
健
介

「
六
朝
貴
族
制
形
成
期
の
吏
部
官

僚
|
漢
貌
革
命
か
ら
貌
E

日
革
命
に
至
る
政
治
動
向
と
吏
部
人
事
|
」
、
⑨
川
合

安
「
沈
約
の
地
方
政
治
改
革
論
|
貌
育
期
の
封
建
論
と
関
連
し
て
|
」
、
⑬
榎

本
あ
ゆ
ち
「
北
貌
後
期
・
東
貌
の
中
書
合
人
に
つ
い
て
」
、
⑪
横
山
裕
男
「
北
斉

の
恩
倖
に
つ
い
て
」
、
お
よ
び
⑫
長
部
悦
弘
「
陸
氏
研
究
」
の
五
篇
か
ら
な
る
。

先
ず
③
は
、
曹
操
の
丞
相
就
任
か
ら
西
育
成
立
に
至
る
時
期
の
人
事
指
蛍
官

(
丞
相
府
東
曹
援
・
貌
園
山
同
室
田
・
吏
部
向
書
ほ
か
)
へ
の
就
官
者
に
つ
い
て
、

そ
の
出
自
や
動
向
を
丹
念
に
追
跡
し
た
も
の
で
、
門
関
貴
族
制
の
成
立
に
中
正

官
と
と
も
に
筒
書
(
吏
部
〉
が
寄
興
し
た
と
考
え
る
霞
森
の
、
「
『
山
公
啓
事
』

の
研
究
」
に
次
ぐ
成
果
で
あ
る
。
震
森
は
、
毛
折
、
雀
攻
ら
丞
相
府
東
菅
橡
・

貌
園
向
書
の
就
官
者
が
い
ず
れ
も
曹
操
に
と
っ
て
は
外
様
的
人
士
で
「
清
議
」

を
念
重
し
た
こ
と
、
陳
矯
・
衛
藻
ら
建
園
後
の
吏
部
山
同
室
田
ら
も
毛
扮
以
下
と
同

様
な
経
歴
を
有
し
て
い
て
、
地
方
の
郷
論
と
浅
か
ら
ぬ
関
係
を
も
っ
て
い
た
こ

と
な
ど
を
指
摘
す
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
一
群
の
人
士
が
、
曹
歪
・
曹
植
の
劉

立
に
お
い
て
は
、
後
者
を
推
し
た
柿
・
議
出
身
の
曹
氏
側
近
勢
力
に
、
ま
た
司

馬
怒
と
曹
爽
の
樹
立
に
お
い
て
は
、
後
者
と
結
ん
だ
「
才
」
重
視
の
「
浮
華
」

グ
ル
ー
プ
に
い
ず
れ
も
勝
利
し
、
最
終
的
に
中
正
H
H
郷
論
を
ふ
ま
え
た
推
薦
、

吏
部
H
H
官
僚
と
し
て
の
職
務
遂
行
能
力
の
剣
断
と
い
う
分
業
陸
制
が
確
立
し
た
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と
す
る
。
副
題
に
あ
る
政
治
動
向
と
吏
部
人
事
の
統
一
的
な
叙
述
に
は
成
功
し

て
い
る
と
思
う
が
、
「
向
室
一
回
の
貴
族
化
」
と
い
う
課
題
究
明
の
た
め
に
は
、
同

じ
よ
う
な
作
業
を
さ
ら
に
縫
績
さ
せ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

⑤
は
「
沈
約
『
宋
書
』
の
史
論
」
や
「
沈
約
『
宋
書
』

の
華
夷
意
識
」
な
ど

と
と
も
に
、
川
合
に
よ
る
沈
約
の
政
治
・
祉
曾
思
想
研
究
を
構
成
す
る
も
の
。

こ
こ
で
は
、
宋
の
中
期
以
降
進
め
ら
れ
た
中
央
集
権
化
に
批
剣
的
だ
っ
た
沈
約

が
主
張
し
た
地
方
分
権
論
ゃ
、
萄
悦

・
司
馬
朗
以
下
、
貌
耳
目
期
の
封
建
論
の
内

容
が
史
料
に
則
し
て
吟
味
さ
れ
る
。
川
合
に
よ
る
と
、
沈
約
の
分
権
論
は
郡
勝

制
を
前
提
に
し
て
い
る
黙
で
、
貌
耳
目
期
の
封
建
論
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の

だ
が
、
雨
者
は
貴
族
居
の
自
負
を
背
景
と
し
た
分
権
の
主
張
と
い
う
共
通
黙
も

有
す
る
と
い
う
。
川
合
は
そ
こ
に
録
音
南
朝
期
を
「
中
圏
中
世
」
と
す
る
根
嬢

を
見
出
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
沈
約
の
分
権
論
が
、
地
方
長

官
の
在
任
期
間
の
長
期
化
や
憂
使
波
遣
の
停
止
な
ど
、
政
治
の
懇
意
的
運
営
と

そ
れ
に
よ
る
混
飢
へ
の
制
到
底
と
い
う
具
盤
的
な
課
題
を
負
っ
て
い
た
と
す
れ

ば
、
そ
れ
を
「
集
権
」
に
針
す
る
制
度
と
し
て
の
「
分
権
」
と
稽
す
る
の
は
、

少
し
く
安
首
性
を
紋
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⑮
は
、
谷
川
の
賢
才
主
義
論
と
、
自
身
の
「
梁
の
中
書
舎
人
と
南
朝
賢
才
主

義
」
の
成
果
を
ふ
ま
え
、
表
題
時
期
の
中
書
合
人
へ
の
就
官
事
例
を
二
二
例
ほ

ど
検
出
し
、
そ
の
経
歴
や
就
官
事
情
を
整
理
し
た
も
の
。
榎
本
の
明
ら
か
に
し

た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
孝
文
一
帝
・
宣
武
帯
期
の
中
書
舎
人
に
は
寒
門
出
身
者
が

多
く
、
そ
の
職
掌
も
皇
帝
の
意
士
山
の
停
遼
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
孝
明
-
帝
期
以

降
草
制
権
を
手
に
入
れ
、
さ
ら
に
は
東
鶏
へ
至
る
過
程
で
、
寒
門
の
み
な
ら
ず

門
閥
出
身
者
が
加
わ
り
、
文
才
・
皐
才
に
富
む
土
人
が
就
く
官
と
な
っ
て
い
っ

た
。
同
時
に
中
書
舎
人
は
濁
官
か
ら
清
官
へ
と
縛
化
し
、
就
官
形
態
も
策

・
領

官
(
本
官
は
散
官
が
多
い
)
か
ら
本
官
へ
と
出
炭
化
し
て
中
霊
園
郎
へ
の
昇
進
コ

l

ス
が
登
場
す
る
。
榎
本
は
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
賢
才
主
義
的
な
舎
人
制
の
成
立

に
、
士
大
夫
社
舎
の
交
友
関
係
と
そ
れ
に
依
撮
し
た
評
債
や
輿
論
が
作
用
し
た

こ
と
に
注
意
を
促
す
。
論
謹
範
圏
は
北
朝
の
一
時
期
に
お
け
る
中
書
舎
人
と
い

う

一
つ
の
官
に
す
ぎ
な
い
が
、
同
時
代
の
南
朝
と
の
比
較
史
・

交
渉
史
的
な
硯

勃
(
賢
才
主
義
的
な
舎
人
制
は
南
弱
か
ら
の
影
響
で
成
立
し
た
が
、
中
警
合
人

か
ら
中
書
郎
へ
の
昇
進
コ

l
ス
は
南
朝
で
は
定
着
し
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
黙

で
は
北
朝
が
優
先
し
た
〉
や
、
唐
代
の
中
書
制
へ
の
展
望
が
提
示
さ
れ
て
お
り

(
そ
の
後
、
「
北
斉
の
中
書
舎
人
に
つ
い
て
」
に
よ
っ
て
、
一
部
は
具
値
化
さ

れ
た
て
榎
本
の
大
き
な
構
想
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑪
は
、
『
北
斉
書
』
恩
倖
俸
に
立
侍
さ
れ
て
い
る
豆
名
の
恩
倖
の
出
身
・
経

歴
を
概
観
し
、
そ
の
う
ち
一
帝
室
高
氏
と
賞
初
か
ら
深
い
関
係
を
有
し
た
高
阿
那

肱

・
韓
鳳
の
雨
名
に
つ
い
て
は
租

・
父
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
経
歴
を
探
る
。
と
く

に
後
者
に
つ
い
て
は
、
墓
誌
と
正
史
の
記
述
か
ら
、
韓
賢
|
緯
沓
〈
永
興
)
|

韓
鳳
と
い
う
系
譜
が
復
元
さ
れ
る
。
さ
ら
に
恩
倖
に
制
到
す
る
優
遇
措
置
と
し

て
、
封
爵
制
と
北
斉
後
期
に
行
わ
れ
た
食
幹
制
を
と
り
上
げ
、
最
後
に
恩
倖
と

針
立
し
た
漢
族
士
大
夫
の
例
と
し
て
、
雀
昂
の
経
歴
が
や
は
り
墓
誌
の
記
述
を

援
用
し
て
語
ら
れ
る
。
し
か
し
、
か
つ
て
谷
川
が
「
北
斉
政
治
史
と
漢
人
貴

族
」
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
、
北
斉
時
代
の
多
様
な
政
治
勢
力
の
複
雑
な
動

向
を
、
そ
の
背
景
ま
で
含
め
て
把
湿
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
封
爵
に
よ
る
食
邑
で
恩
倖
へ
の
優
遇
を
示
す
の
に
は
限
界
が
あ
っ
た
に
せ

よ
、
そ
れ
を
食
幹
制
が
補
完
し
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
横
山
自
身
の
整
理
に
よ
る

か
ぎ
り
、
食
幹
の
劉
象
者
は
贋
く
思
倖
以
外
に
及
び
、
恩
倖
令
官
貝
に
食
幹
の
記

録
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
思
倖
の
食
幹
が
と
く
に
高
い
と
い
う
わ
け
で
も
な

い
か
ら
で
あ
る
。

⑫
は
、
「
元
氏
研
究
」
や
「
劉
(
濁
孤
)
氏
研
究
」
な
ど
に
績
く
長
部
の
事
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例
研
究
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
北
裂
の
姓
族
詳
定
で
八
姓
の

一
つ
と
さ
れ
た
陸

氏
を
中
心
に
、
思
ナ
問
習
得
吠
況
と
そ
の
標
識
と
な
る
秘
書
省
官
・
園
子
準
官
・

中
書
省
官

・
向
書
省
郎
官
な
ど
へ
の
就
官
紋
況
が
北
貌
か
ら
唐
代
に
至
る
ま
で

つ
ぶ
さ
に
検
討
さ
れ
る
。
長
部
は
、
武
官
へ
の
就
官
が
北
貌
以
降
極
端
に
減
少

し
、
唐
代
に
は
見
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
、
地
方
長
官
へ
の
就
官
者
は
い
ず
れ
も

優
れ
た
成
績
を
お
さ
め
た
こ
と
、
そ
し
て
皐
聞
の
習
得
も
、
漢
族
土
大
夫
や
そ

の
一
族
と
の
交
遊
・
婚
姻
を
一
通
じ
て
積
極
的
に
行
わ
れ
た
こ
と
、
文
官
へ
の
就

官
も
詳
定
以
前
に
達
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
そ
の
原
因
を
早
く

に
中
原
に
移
住
し
た
こ
の

一
族
の
居
住
環
境
か
ら
説
明
す
る
。
唐
代
に
ま
で
降

る
論
及
は
そ
れ
だ
け
で
稽
賛
に
値
す
る
が
、
長
部
が
そ
の
政
治
的
成
果
の
捕
捉

を
目
的
と
す
る
、
孝
文
帯
の
世間
化
政
策
の
位
置
づ
け
自
慢
、
必
ず
し
も
自
明
と

は
い
い
が
た
い
。
ま
た
内
容
的
に
は
、
北
族
の
皐
問
習
得
と
そ
れ
に
よ
る
文
官

へ
の
進
出
(
劉
照
的
な
武
官
の
減
少
)
の
賞
授
に
精
力
が
注
が
れ
て
お
り
、
長

部
は
、
北
淡
と
漢
族
の
「
融
合
」
が
前
者
の
後
者
へ
の
解
消
と
い
っ
た
か
た
ち

で
貧
現
す
る
と
考
え
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
谷
川
が
構
想
し
た
「
胡

漢
融
合
」
と
は
、
こ
の
よ
う
に
一
面
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

五

「
第
三
部
時
代
と
人
開
」
は
、
⑬
高
木
智
見
「
春
秋
時
代
の
「
譲
」
に
つ

い
て
|
自
己
抑
制
の
政
治
準
|
」
、
⑬
東
音
次
「
後
漢
時
代
の
故
吏
と
故

民
」
、
⑮
小
南

一
郎
「
「
世
設
新
語
」
の
美
皐
|
貌
菅
の
才
と
情
を
め
ぐ
っ
て

|」
、
⑮
吉
川
中
乞
大
「
劉
朝
俸
|
中
唐
時
代
史
へ
の
一
つ
の
試
み
|
」
、
お
よ
び

⑫
小
林
義
康
「
宋
代
一幅
建
背
回
の
方
氏
一
族
に
つ
い
て
」
の
五
篇
か
ら
な
る
。

⑬
は
、
春
秋
時
代
、

「
譲
」
が
単
な
る
儀
種
的
な
作
法
と
し
て
の
み
な
ら

ず
、
譲
園
や
譲
官
な
ど
具
盤
的
な
行
動
と
し
て
あ
り
、
か
っ
そ
れ
が
杜
曾
的
な

評
債
の
針
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
、
豊
富
な
事
例
を
示
し
つ
つ
明
ら
か
に
す

る
。
さ
ら
に
、
「
譲
」
が
兄
弟
聞
で
機
能
し
た
こ
と
に
着
目
し
、
春
秋
時
代
以

前
の
祖
先
観
念
や
血
族
意
識
が
そ
の
背
景
に
あ
り
、
と
く
に
兄
弟

一
種
の
観
念

に
由
来
す
る
こ
と
が
設
か
れ
る
。
主
賓
関
係
も
兄
弟
関
係
に
還
元
で
き
る
が

(
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
「
譲
」
の
精
神
が
褒
揮
さ
れ
る
場
で
あ
っ
た
て
こ
の
よ

う
な
兄
弟

一
鐙
あ
る
い
は
父
子
一
種
か
ら
、
さ
ら
に
は
一
族

一
鐙
と
い
う
観
念

が
導
出
さ
れ
、
「
譲
」
の
償
値
観
も
最
終
的
に
は
こ
の
一
族
全
員
ま
で
及
ぶ
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
高
木
も
最
後
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
か
か
る
祖
先

観
念
や
血
族
意
識
は
戟
園
時
代
以
降
、
形
骸
化
・
稀
薄
化
の
一
途
を
た
ど
る
た

め
、
「
議
」
の
精
一
脚
も
幾
質
を
徐
儀
な
く
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
獲
質
の
あ
り
方

を
、通
し
て
、
「
中
圏
中
世
」
に
お
け
る
家
と
家
族
の
秩
序
・
構
造
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。

⑭
は
、
川
勝
義
雄
の
門
生
故
吏
論
に
燭
愛
さ
れ
、
故
吏

・
故
民
の
社
曾
関
係

の
貧
相
と
、
そ
の
成
立
の
歴
史
的
な
要
因
を
探
る
。
東
は
先
ず
故
吏
の
行
動
の

諸
相
か
ら
、
「
故
」
字
に
「
も
と
の
」
・
「
か
つ
て
の
」
の
一
意
味
に
と
ど
ま
ら
ず
、

恩
愛
関
係
や
人
格
的
錦
依
関
係
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
含
ま
れ
て
い
る
と
す
る
。
し

た
が
っ
て
故
主
が
罪
せ
ら
れ
た
際
に
故
吏
が
菟
官
さ
れ
る
の
も
、
故
吏
が
故
主

に
抱
く
恩
義
の
ゆ
え
で
あ
り
、
ま
た
故
吏
の
故
主
に
劃
す
る
節
義
行
震
は
か
か

る
閉
主
務
と
と
も
に
、
故
吏
の
主
程
的
な
剣
断
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
る
と
す

る
。
次
い
で
東
は
、
漢
碑
に
見
え
る
故
民
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
援
用
し
、
地
方

官
に
好
意
を
抱
き
そ
の
政
治
に
恩
義
を
感
じ
た
、
地
方
政
治
に
深
い
関
心
を
有

す
る
人
士
と
い
う
解
穫
を
示
し
つ
つ
、
こ
こ
に
地
域
社
舎
の
成
熟
を
見
て
と

る
。
東
に
よ
る
と
、
前
漢
時
代
に
お
け
る
主
従
聞
の
恩
愛
・
報
恩
は
現
任
期
間

中
だ
け
の
集
圏
心
性
的
な
関
係
に
す
ぎ
な
い
の
に
到
し
、
後
漢
の
そ
れ
は
自
己

一
意
識
的

・
主
盤
的
な
関
係
で
あ
り
(
そ
の
背
後
に
は
、
「
パ
ー
ソ
ナ
ル
」
な
人
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関
関
係
の
普
遁
化
と
い
う
事
態
が
想
定
さ
れ
て
い
る
〉
、
こ
こ
か
ら
貌
育
期
以

降
の
新
た
な
枇
舎
関
係
の
成
立
が
展
望
さ
れ
て
い
る
。
社
曾
関
係
の
貧
相
に
迫

ろ
う
と
す
る
東
の
意
園
は
お
お
よ
そ
果
た
さ
れ
て
い
る
と
思
う
が
、
総
論
に
お

け
る
谷
川
の
主
張
と
は
微
妙
な
違
い
が
あ
る
。
ま
た
故
民
の
内
貫
に
つ
い
て
も

な
お
検
討
の
徐
地
が
あ
ろ
う
。

⑮
は
、
副
題
に
あ
る
「
才
」
と
「
情
」
に
ま
つ
わ
る
話
を
『
世
読
新
語
』
の

な
か
に
求
め
、
そ
こ
に
貫
か
れ
て
い
る
債
値
観
を
追
究
し
た
も
の
。
小
南
は
、

『
世
読
新
語
』
の
人
物
評
論
の
基
準
は
道
徳
で
は
な
く
、
「
才
」
と
「
情
」
、

と
く
に
後
者
に
代
表
さ
れ
る
個
性
で
あ
り
(
そ
の
黙
で
、
前
者
を
よ
り
重
視
し

た
『
語
林
』
や
『
名
土
停
』
な
ど
東
耳
目
時
代
の
志
人
小
説
と
は
一
一
線
を
劃
し
て

い
る
)
、
そ
れ
は
政
治
と
は
無
縁
な
、
そ
れ
こ
そ
美
皐
的
な
債
値
を
見
出
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
よ
う
す
る
に
貌
・
西
菅
時
代
の
員
撃
な
言
行
も
、

東
耳
目
時
代
に
は
そ
の
本
質
が
忘
却
さ
れ
、
さ
ら
に
宋
代
に
な
る
と
、
美
準
的
な

調
貼
以
外
に
選
揮
肢
は
あ
り
え
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
つ
て
川
勝
義

雄
は
、
貴
族
の
軍
事
権
喪
失
を
根
壌
に
し
て
、
宋
代
を
貴
族
制
の
繁
容
期
と
位

置
づ
け
た
が
、
『
世
読
新
語
』
と
い
う
文
皐
作
品
の
分
析
を
通
じ
て
、
東
菅
・

宋
代
の
土
人
の
債
値
観
が
現
賓
祉
舎
(
小
南
の
い
う
「
員
」
や
「
善
」
)
か
ら

遊
離
し
て
ゆ
く
過
程
を
描
き
出
し
た
本
稿
の
成
果
は
、
か
か
る
川
勝
の
六
朝
貴

族
制
論
を
念
頭
に
す
る
と
、
一
一
暦
設
得
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
た
だ
し

小
南
は
、
『
世
設
新
語
』
の
編
纂
事
情
に
関
す
る
川
勝
の
見
解
に
謝
し
て
は
、

必
ず
し
も
肯
定
的
で
は
な
い
〉
。

⑮
の
表
題
に
あ
る
劉
靭
と
は
、
傍
偉
か
ら
紳
仙
術
に
縛
じ
、
次
い
で
進
士
に

及
第
し
て
官
人
と
な
っ
た
人
物
で
、
白
居
日
却
と
交
流
の
あ
っ
た
文
章
家
で
も
あ

る
。
既
に
「
裳
休
俸
」
や
「
韓
愈
と
大
顛
」
な
ど
、
中
唐
期
の
士
大
夫
と
併
数

の
関
わ
り
を
考
究
し
た
作
品
が
あ
る
吉
川
だ
が
、
併
借
か
ら
官
人
へ
、
ま
た
そ

の
逆
に
官
人
か
ら
傍
借
へ
と
縛
身
す
る
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
中
・
晩
麿
期
に

あ
っ
て
も
、
傍
借
・
道
士
・
進
士
及
第
・
官
人
と
い
う
劉
靭
の
経
歴
は
異
彩
を

は
な
つ
と
い
う
。
吉
川
は
、
各
種
の
文
献
史
料
を
渉
獄
し
、
正
史
に
立
楠
博
さ
れ

て
い
な
い
彼
の
経
歴
を
つ
ぶ
さ
に
跡
づ
け
る
。
吉
川
は
ま
た
、
か
か
る
鞠
身
の

枇
舎
的
な
背
景
と
し
て
、
聖
の
日
常
化
・
世
俗
化
を
も
た
ら
し
た
鵡
傍
教
の
隆

盛
を
指
摘
す
る
(
劉
朝
も
、
調
借
の
碑
文
を
多
く
撰
述
し
て
い
る
〉
。
劉
絢
自

身
の
縛
身
に
ま
つ
わ
る
事
情
を
詳
し
く
知
り
え
な
い
の
は
残
念
だ
が
、
中
唐
期

以
降
の
枇
曾
繁
動
に
謝
し
て
も
、
新
た
な
親
黙
が
提
供
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

⑫
は
、
表
題
の
一
族
に
つ
い
て
、
そ
の
姻
戚
関
係
、
牧
族
(
族
譜
・
族
産
H
H

義
国
・
祭
把
な
ど
)
機
能
、
お
よ
び
科
奪
戦
略
の
三
黙
を
中
心
に
分
析
す
る
。

結
論
だ
け
述
べ
る
と
、
婚
姻
の
範
圏
は
、
青
田
に
限
定
さ
れ
ず
周
透
の
州
豚
に

及
び
、
相
到
象
は
土
人
階
層
で
あ
り
、
族
産
た
る
義
国
は
祭
紀
の
み
な
ら
ず
、
教

育
衣
資
と
い
う
目
的
を
有
し
、
ま
た
こ
れ
と
関
連
し
て
、
科
皐
合
格
の
た
め
の

教
育
施
設
の
設
置
や
蔵
書
の
蒐
集
が
行
わ
れ
た
と
い
う
。
小
林
は
、
こ
の
一
族

が
宋
代
を
通
じ
て
多
く
の
科
奉
及
第
者
や
官
職
保
持
者
を
輩
出
し
た
事
寅
に
、

一
族
の
永
績
化
の
企
園
を
讃
み
取
り
、
一

一
一
世
紀
以
降
、
地
方
の
エ

リ
ー
ト
は

中
央
官
界
へ
の
関
心
を
喪
失
さ
せ
た
と
い
う
R
U
M
H
ハ
l
ト
ウ
ェ
ル
や
、

R

H
ハ
イ
ム
ズ
ら
の
見
解
を
批
判
す
る
。
墜
一
萄
か
も
し
れ
ぬ
が
、
本
書
の
性
格
を

考
え
れ
ば
、
「
中
園
中
世
」
の
土
人
の
あ
り
方
と
の
比
較
的
な
頑
貼
も
提
示
し

て
ほ
し
か
っ
た
。

一207ー

ム

ノ、

以
上
が
本
書
を
構
成
す
る
一
七
篇
の
論
稿
で
あ
る
。
正
編
と
比
べ
て
も
、
高

い
賓
詮
性
に
支
え
ら
れ
た
、
説
得
力
に
富
む
論
稿
が
少
な
く
な
く
、
い
ず
れ
も

今
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
研
究
史
上
に
確
か
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
で
あ
ろ
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ぅ
。
こ
の
貼
に
関
連
す
る
が
、
「
ま
え
が
き
」
は
、
正
編
と
の
比
較
で
、
「
制

度
面
へ
の
考
察
」
H
制
度
史
研
究
を
本
書
の
特
徴
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。
し

か
し
こ
れ
に
は
若
干
設
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
気
賀
様
、
石
井
、
お

よ
び
渡
透
ら
の
論
稿
は
、
制
度
そ
の
も
の
の
復
元
と
分
析
を
遁
じ
て
、

そ
の
本

質
に
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
特
定
の
官
職
に
つ
い
て
、
一
該一
首

す
る
就
官
者
の
豊
富
な
事
例
を
蒐
集
し
、

そ
の
分
析
を
通
じ
て
政
治
過
程
や
官

制
運
用
の
動
向
な
い
し
は
趨
勢
を
描
き
出
し
た
も
の
が
多
か

っ
た
。
小
尾
、
愛

宕
、
請
は
森
、
復
本
、
お
よ
び
横
山
ら
の
論
稿
が
、
こ
れ
に
該
蛍
し
よ
う
。
ま
た

制
度
史
で
は
な
い
が
、
事
例
の
蒐
集

・
分
析
と
い
う
面
で
は
、
川
合
と
長
部
の

論
稿
も
こ
れ
ら
と
共
通
黙
を
有
す
る
。
こ
う
見
て
く
る
と
、
い
わ
ゆ
る

「博
引

芳
詮
」
は
、
中
圏
中
世
史
研
究
舎
の
背
後
に
あ
る
優
れ
た
皐
問
的
な
俸
統
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
編
纂
史
料
に
と
ど
ま
ら
ず
、
出
土
史
料
が

事
例
蒐
集
の
針
象
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
愛

宕
の
論
稿
が
ほ
ぼ
全
面
的
に
墓
誌
に
依
岨
嫁
し
て
い
る
の
を
は
じ
め
、
横
山
や
長

部
ら
の
論
稿
、
さ
ら
に
は
東
や
吉
川
ら
の
論
稿
で
も、

世
話
誌
に
代
表
さ
れ
る
金

石
史
料
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
愛
宕
の
場
合
、
編
纂
史
料
だ
け
で

は
テ
1
7
自
陸
成
立
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
東
の
場
合
も
、
建
砕
を
め
ぐ

る
枇
曾
関
係
や
建
碑
の
目
的

・
機
能
と
い
っ
た
金
石
の
史
料
論
に
関
し
て
興
味

深
い
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
出
土
史
料
は
、
正
編
で
は
ほ
と
ん

ど
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
本
書
が
誇
る
高
い
貸
誼
性
の
も
う
一
つ
の
側
面

と
い
え
よ
う
。
と
同
時
に
、
本
書
に
は
、
四
半
世
紀
の
聞
の
研
究
動
向
と
そ
の

成
果
が
着
賞
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
-
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
四
半
世
紀
の
聞
の
研
究
動
向
と
い
え
ば
、
こ
の
開
の
歴
史
皐
界
全

健
の
傾
向
に
つ
い
て
、
谷
川
に
「
細
分
化
・
晴
樹
末
化

・
無
目
的
化
、
時
代
感
覚

の
薄
れ
、
社
舎
の
表
層
現
象
に
射
す
る
関
心
の
強
さ
に
比
し
て
基
層
構
造
に
劃

す
る
関
心
の
稀
薄
さ
」
と
い
う
要
約
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
谷
川
に
あ

っ
て
は
、

こ
れ
ら
の
諸
黙
は
肯
定
的
に
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。
か
か
る
傾
向
の
存
在
が

認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
全
面
的
に
克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
必
ず

し
も
思
わ
れ
な
い
が
、
本
書
自
鐙
も
、

そ
れ
か
ら
自
由
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
ま
え
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
各
篇
と
も
執
筆
者
が
各
自
の
立
場
で
「
中
園
中

世
」
を
意
識
し
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
こ
の
こ
と
は
換
言
す
れ

ば
、
正
編
の
豪
族
共
同
髄
論
に
相
賞
す
る
よ
う
な
本
書
全
鐙
を
貫
く
枠
組
み
が

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
総
論
に
あ
る
谷
川
の
〈
人
リ
家
〉
論
も
、
な
お
共

有
財
産
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
の
か
わ
り
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
だ
ろ
う

が
、
「
ま
え
が
き
」
は
、
一
七
篇
の
論
稿
か
ら
集
約
さ
れ
た
「
中
園
中
世
」

の

時
代
相
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
貴
族
制
佐
倉
、
貴
族
的
美
意
識
、
個
意
識
の

自
究
と
自
律
性
社
品
目
、
聖
と
俗
、
地
域
社
舎
と
郷
論
、
お
よ
び
府
兵
制
へ
と
結

貸
す
る
軍
事
燈
制
な
ど
を
翠
げ
、
「
多
様
な
様
相
」
を
め
ぐ
る
「
多
様
な
見
方
」

と
評
債
す
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
せ
い
ぜ
い
嘗
該
時
期
を
そ
の
前

後
の
時
代
と
区
別
し
う
る
特
徴
と
い
っ
た
程
度
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
多
様
性
と

は
分
散
化
の
結
果
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
細
分
化
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
し
か

に
中
村
や
東
ら
の
よ
う
に
、
個
別
的
な
問
題
を
あ
っ
か
い
つ
つ
、
慎
重
な
表
現

な
が
ら
も
、
嘗
該
時
期
H
H
「
中
圏
中
世
」
の
歴
史
的
な
特
質
に
も
及
ん
で
い
る

執
筆
者
も
い
る
の
だ
が
、
多
く
に
と
っ
て
、
嘗
該
時
期
が

「
中
圏
中
世
」

で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
所
輿
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
四
牢
世
紀
の
聞
に
、
中
園
な
ら
び
に
日
本
、
さ
ら
に

は
雨
者
の
関
係
に
生
起
し
た
襲
化
は
、
蛍
該
時
期
を
含
め
た
中
園
の
歴
史
展
開

の
見
直
し
を
我
々
に
迫
る
に
十
分
で
あ
っ
た
と
評
者
は
考
え
る
。
よ
う
す
る

に
、
正
編
刊
行
嘗
時
に
あ
っ
て
、
「
六
朝

・
階
唐
H
H
中
世
は
決
し
て
自
明
の
こ
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と
で
は
な
く
」
、
「
各
自
が
そ
の
研
究
テ
I
マ
を
通
じ
て
、
検
護
・
確
認
し
て
い

く
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
」
と
い
う
谷
川
の
指
摘
は
、
む
し
ろ
現
在
の
研
究
紋
況

に
こ
そ
安
賞
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
か
く
思
う
が
ゆ
え
に
、
全
鐙
を
貫

く
枠
組
み
が
提
示
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
た
こ
と
は
と
り
わ
け
て
残
念
で
あ
り
、
お

そ
ら
く
こ
れ
は
、
か
つ
て
-
評
者
と
同
じ
よ
う
に
正
編
に
接
し
た
者
が
等
し
く
抱

ぐ
思
い
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
本
書
の
執
筆
者
を
は
じ
め
と
す
る
中
圏
中
世

史
研
究
舎
の
舎
員
諸
氏
が
、
貧
鐙
的
な
成
果
を
基
礎
に
し
な
が
ら
、
今
後
さ
ら

に
豊
か
な
「
中
園
中
世
」
史
像
を
築
か
れ
る
こ
と
を
祈
念
し
て
掬
筆
す
る
こ
と

に
し
た
い
。

一
九
九
五
年
一
二
月

A
五
剣

京
都
京
都
大
築
撃
術
出
版
舎

三
十
五
=
二
頁
六
四

O
O国

399 

大
津
正
昭
著

唐
宋
嬰
革
期
農
業
社
曾
史
研
究

渡

部

武

戦
後
、
わ
が
園
の
中
園
史
研
究
者
が
取
り
組
ん
だ
大
き
な
課
題
の
ひ
と
つ
に
、

「
ア
ジ
ア
的
停
滞
論
」
の
克
服
と
い
う
問
題
か
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意

識
を
持
つ
に
至
っ
た
根
底
に
は
、
中
闘
を
含
め
た
ア
ジ
ア
諸
園
の
祉
曾
性
質
に

劃
す
る
従
来
の
誤
っ
た
理
解
が
、
わ
が
園
を
枚
拾
し
難
い
泥
沼
の
侵
略
戦
争
へ

駆
り
立
て
さ
せ
て
い
ア
た
と
い
う
深
い
反
省
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
停
滞
論
を
打

破
し
新
し
い
中
園
史
研
究
の
立
脚
貼
を
確
立
す
る
た
め
に
、
優
先
し
て
取
り
上

げ
ら
れ
た
課
題
が
中
園
史
に
お
け
る
褒
展
段
階
の
解
明
、
つ
ま
り
時
代
医
分
の

問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
医
分
論
争
は
、
多
く
の
中
園
史
研
究
者
に
研
究
方

法
論
上
に
お
け
る
債
値
観
の
縛
換
を
迫
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
世
界
史
の
設
展

法
則
の
中
で
の
中
園
史
の
位
置
づ
け
を
あ
ら
た
め
て
考
え
直
さ
せ
た
。
そ
の
兵

盤
的
成
果
と
し
て
深
く
印
象
に
残
る
の
は
、
西
嶋
定
生
・
守
屋
美
都
雄
・
増
淵

龍
夫
・
木
村
正
雄
と
い
っ
た
研
究
者
の
関
で
、
員
撃
に
相
互
批
判
を
繰
り
返
し

な
が
ら
築
か
れ
て
い
っ
た
一
連
の
秦
漢
帯
一
園
形
成
論
と
、
唐
か
ら
宋
に
か
け
て

の
祉
舎
性
質
の
獲
化
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
を
古
代
の
終
駕
と
み
な
す
の
か
、
あ

る
い
は
中
世
か
ら
近
世
へ
の
開
始
と
み
な
す
の
か
の
、
い
わ
ゆ
る
「
唐
宋
幾
革

期
」
論
争
で
あ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
後
者
の
論
争
は
、
前
田
直
典
が
土
地
制

度
・
税
制
お
よ
び
耕
作
民
の
身
分
等
の
分
析
を
通
じ
た
祉
曾
経
済
史
的
観
貼
か

ら
、
内
藤
湖
南
の
中
世
か
ら
近
世
移
行
設
を
承
け
継
い
だ
宮
崎
市
定
で
代
表
さ

れ
る
京
都
撃
波
に
劃
す
る
批
判
を
き
っ
か
け
と
し
て
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
っ
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