
ゐ
不

-MweA
局
、
先

第
六
十
巻

第
二
挽

卒
成
十
三
年
九
月
護
行

都

督

制

の

成

JL 

山

口

正

晃

は

じ

め

に

第
一
章
後
漢
に
お
け
る
都
督

付
後
漢
朝
廷
の
設
置
に
よ
る
都
督

同
後
漢
の
都
督
の
位
置
づ
け

第
二
章
後
漢
末
諸
軍
関
に
お
け
る
都
督

付
諸
軍
閥
に
お
け
る
都
督

第第
四三
章章 B

伺
曹
操
軍
関
に
お
け
る
都
督

A

「
貌
武
歩
戟
令
」
の
検
討

具
鐙
例
の
検
討

州
都
督
の
成
立

都
督
制
の
成
立
意
義

- 1 ー

1

1
結
び
に
か
え
て
|
|

~ì 

じ

め

競
耳
目
南
北
朝
時
代
に
は
、
民
政
の
長
官
た
る
刺
史
が
持
軍
競
を
帯
び
、
あ
る
い
は
都
督
を
兼
ね
て
軍
事
権
を
も
持
つ
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ

れ
は
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
地
方
制
度
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
都
督
に
闘
す
る
多
く
の
先
行
研
究

(

1

)

 

が
護
表
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
都
督
制
度
が
漢
末
の
争
範
に
際
し
て
い
か
な
る
契
機
に
よ
っ
て
成
立
し
、
ま
た

E
の
よ
う
な
意
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味
を
も
っ
て
存
績
し
た
の
か
と
い
う
問
題
、

い
い
か
え
る
と
、

説
菅
南
北
朝
時
代
を
通
じ
て
の
都
督
制
度
の
意
義
づ
け
と
い
う
黙
に
つ
い
て
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は
、
ま
だ
論
じ
表
く
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
無
論
、
こ
の
問
題
は

一
朝
一
夕
に
解
明
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず

本
稿
で
は
、
後
漢
末
か
ら
三
園
競
に
か
け
て
、
都
督
が
制
度
と
し
て
成
立
し
て
ゆ
く
過
程
お
よ
び
そ
の
意
義
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
と
す
る
。

特
に
、
将
軍
や
中
郎
絡
な
ど
、
漢
代
以
来
の
軍
職
の
ほ
と
ん
ど
は
貌
管
南
北
朝
を
通
じ
て
存
積
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
概
ね
虚
競
化
の
傾
向
を

持
つ
と
は
い
え
、
都
督
が
初
め
か
ら
そ
れ
ら
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
た
と
は
見
な
し
が
た
い
。
従
っ
て
、
既
存
の
軍

制
を
排
除
す
る
こ
と
な
く
新
た
に
設
置
さ
れ
た
都
督
の
役
割
と
い
う
も
の
に
注
目
し
て
み
た
い
。
但
し
、
三
園
の
い
ず
れ
に
も
都
督
は
置
か
れ

て
い
た
の
で
あ
る
が
、
中
で
も
特
に
曹
貌
の
都
督
に
焦
貼
を
嘗
て
る
。
と
い
う
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
貌
の
あ
と
を
承
け
た
音
が
一
日
一
中
園

を
統
一
し
た
後
に
南
北
朝
時
代
が
始
ま
る
の
で
あ
り
、
そ
の
黙
か
ら
い
え
ば
、
制
度
の
系
譜
と
し
て
は
、
南
北
朝
の
都
督
は
果
や
萄
の
そ
れ
で

(

2

)

 

は
な
く
、
貌
の
都
督
の
流
れ
を
受
け
櫨
い
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

〈

3
)

と
こ
ろ
で
、
ひ
と
く
ち
に

「
都
督
」
と
い
っ
て
も
、
い
わ
ゆ
る
「
州
都
督
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
他
に
も
臨
時
の
征
討
軍
を
率
い
る
「
征
討

(

4

)

(

5

)

(

6

〉

都
督
」
や
、
主
将
の
親
術
院
長
と
し
て
の
「
帳
下
都
督
」
、
あ
る
い
は
中
外
軍
を
統
べ
る
「
都
督
中
外
諸
軍
事
」
な
ど
も
ま
た
存
在
し
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
都
督
は
、

基
本
的
に
は
い
ず
れ
も
軍
隊
を
統
率
す
る
官
職
で
あ
る
と
い
う
共
通
貼
は
あ
る
も
の
の
、
設
置
形
態
、
あ
る
い
は
権
力
の

- 2 ー

大
き
さ
と
い
っ
た
側
面
か
ら
見
る
と
、
全
く
異
な
っ
た
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
で
は
な
ぜ
、
同
じ
名
稽
を
有
し
な
が
ら
も
こ
の
よ
う
に
一
面
に

お
い
て
は
異
質
さ
を
も
っ
、
多
様
な
「
都
督
」
が
同
時
代
に
並
存
し
た
の
か
。
こ
の
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
も
、
都
督
制
度
の
成
立
に
つ
い
て

考
察
す
る
こ
と
は
必
要
だ
と
い
え
よ
う
。

第
一
章

後
漢
に
お
け
る
都
督

後
漢
朝
廷
の
設
置
に
よ
る
都
督

説
初
に
州
都
督
が
成
立
す
る
以
前
、
後
漢
末
の
争
観
の
時
期
に
、
既
に
都
督
の
名
稽
は
史
料
中
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
都
督
に



(

7

)

 

つ
い
て
は
、
既
に
石
井
氏
に
よ
る
研
究
が
あ
る
。
氏
は
、
黄
巾
の
凱
の
後
に
地
方
に
割
援
す
る
よ
う
に
な

っ
た
各
軍
閥
に
見
ら
れ
る
都
督
を
、

『
三
園
志
』
の
列
俸
お
よ
び
裳
注
引
用
史
料
を
中
心
と
し
て
博
捜
・
検
討
し
た
結
果
、
董
卓
・
愛
紹
・
曹
操
・
孫
堅
な
ど
、
お
も
だ
っ
た
軍
閥

(

8

)

 

そ
れ
ら
を
「
原
・
都
督
」
と
名
づ
け
た
。
し
か
し
こ
こ
で
、
ひ
と
つ
の
疑
問
が
あ
る
。

に
は
軒
並
み
都
督
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
、

そ
れ
は
、

な
ぜ
、

ほ
ぼ
濁
立
し
た
勢
力
と
し
て
地
方
に
割
譲
し
て
い
た
各
軍
聞
が
、
そ
れ
ま
で
存
在
の
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
都
督
と
い
う
職
を

一
様
に
設
け
た
の
か
、
と
い
う
事
で
あ
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
氏
は
何
ら
言
及
し
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
石
井
氏
が
指
摘
し
た
遁
り
、
こ
の
頃
の
都
督
は
「
軍
閥
私
設
職
」
と
で
も
い
う
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
っ
て
、

『
績
漢
書
』
百

官
志
に
も
都
督
の
記
載
は
な
い
し
、

ま
た
具
瞳
的
な
事
例
を
見
て
も
、
軍
閥
の
主
帥
が
自
ら
の
部
下
を
任
命
し
て
い
る
事
を
示
す
史
料
こ
そ
あ

れ
、
後
漢
の
朝
廷
よ
り
任
命
さ
れ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
史
料
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
た
だ
一
つ
の
例
外
と
し
て
、

孫
積
停
の

『
三
園
士
山
』
巻
八
『
親
書
』
公

と
い
う
事
例
が
あ
る
。
管
見
の
限
り
、

都
督
と
い
う
名
稽
が
最
も
早
く
史
料
に
現
れ
る
の
は
こ
の
記
事
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
光
和
中
(
一
七
八

-3-

光
和
中
、
涼
州
の
賊
起
る
や
、

幽
州
の
突
騎
三
千
人
を
設
し
、
噴
に
都
督
行
事
の
俸
を
侵
し
て
、
之
れ
を
鼎
い
し
む
。

ー
一
八
四
)
の
こ
と
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
同
じ
こ
と
を
『
後
漢
書
』
列
停
六
三
公
孫
噴
停
で
は

中
卒
中
、
噴
を
以
っ
て
烏
桓
突
騎
を
督
し
て
、
車
騎
将
軍
張
温
の
涼
州
の
賊
を
討
つ

(

9

)

 

〔
に
従
わ
し
む
〕
。

と
あ
っ
て
、
中
卒
中
(
一
八
四
|
一
八
九
〉
の
こ
と
と
す
る
。

『
後
漢
書
』
本
紀
八
霊
一
帝
紀
に
よ
れ
ば
、
北
宮
伯
玉
や
遺
章
ら
が
涼
州
で
反
蹴
を

起
こ
し
た
の
は
中
卒
元
年
〈
一
八
四
)
十
一
月
の
こ
と
で
あ
り
、
張
、
温
が
車
騎
賂
軍
と
し
て
彼
ら
を
討
っ
た
の
は
翌
二
年
八
月
か
ら
三
年
に
か

『
後
漢
書
』
に
従
っ
て
中
卒
中
と
す
る
ベ
‘
き
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
は
責

け
て
の
こ
と
な
の
で
、
公
孫
噴
が
都
督
と
な
っ
た
の
は
、

(

叩

)

巾
の
飽
の
直
後
と
い
う
事
に
な
る
。
こ
れ
よ
り
前
に
都
督
に
任
じ
ら
れ
た
者
が
い
る
か
ど
う
か
今
と
な
っ
て
は
確
か
め
る
手
立
て
は
な
い
が、

少
な
く
と
も
、
責
巾
の
観
の
後
に
並
び
立
っ
た
各
軍
聞
に
お
い
て
都
督
が
置
か
れ
る
よ
り
も
早
い
時
期
に
、
既
に
後
漢
の
朝
廷
に
よ
っ
て
都
督

245 

が
任
命
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。



246 

こ
の
公
孫
墳
の
事
例
に
つ
い
て
は
石
井
氏
も
紹
介
し
て
い
る
が
、
氏
は
「
『
原
・
都
督
』
が
す
で
に
群
雄
割
擦
の
時
期
以
前
に
出
現
し
て
い

た
こ
と
を
示
唆
す
る
事
例
も
見
ら
れ
る
」
と
す
る
の
み
で
、
む
し
ろ
「
原
・
都
督
」
の
「
軍
閥
私
設
職
」
と
し
て
の
側
面
を
強
調
す
る
。
も
ち

ろ
ん
、

そ
の
後
の
状
況
を
考
え
れ
ば
氏
の
設
に
異
論
を
差
し
挟
む
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
。

し
か
し
、
上
に
述
べ
た
よ
う
な

「
な
ぜ
、
各
軍
閥
は

一
様
に
都
督
を
置
い
た
の
か
」
と
い
う
疑
問
に
つ
い
て
考
え
る
時
、

こ
の
後
演
朝
廷
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
都
督
の
事
例
は
無
視
で
き
な
い
も

つ
ま
り
、
各
軍
閥
の
主
帥
が
自
ら
の
軍
圏
内
に
都
督
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
共
通
の
理
解
と
し
て
後
漢
王
朝
に
お
け

る
都
督
の
先
例
が
念
頭
に
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
互
い
に
濁
立
し
た
複
数
の
軍
闘
が
、
ほ
ぽ
同
時
に

の
が
あ
る
。

全
く
新
し
い
、

し
か
も
同
じ
名
稿
の
官
職
を

一
様
に
設
置
す
る
と
は
考
え
が
た
い
。

一
方
に
お
い
て
、
績
は
豚
令
と
い
う
本
官
を
持
っ
た
ま
ま
「
都
督
行
事
の
俸
を
骸
」
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、

正
式
な
官
職
で
は
な
く
臨

時
の
肩
書
き
と
し
て
の
都
督
の
性
格
が
窺
わ
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
、

『
績
漢
書
』
百
官
志
な
ど
嘗
時
の
官
制
を
盟
系
的
に
記
し
た
書
物
に
は
都

督
の
名
稽
が
見
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
、
後
漢
に
お
い
て
は
都
督
が
制
度
と
し
て
確
立
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ
こ
に
、

各
軍
闘
が
都
督
を
「
軍
閥
私
設
職
」
と
し
て
取
り
込
む
払
跡
地
が
あ
っ
た
|
|
別
の
見
方
を
す
る
と
、
だ
か
ら
こ
そ
「
軍
閥
私
設
職
」
と
し
て
の

- 4 ー

性
格
を
強
く
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
ー
ー
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、
貌
菅
南
北
朝
を
通
じ
て
存
績
し
た
都
督
制
度
の
淵
源
を
後
漢
末
の
軍
閥
私
設
職
と
し
て
の
都
督
に
求
め
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ

り
、
よ
り
巌
密
に
は
後
漢
朝
廷
に
お
け
る
都
督
に
こ
そ
求
め
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
衣
節
で
は
、
こ
の
後
漢
朝
廷
に
お
け
る
都
督
に

つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

亡コ

後
漢
の
都
督
の
位
置
づ
け

後
の
都
督
の
範
が
後
漢
朝
廷
の
設
置
に
よ
る
都
督
に
あ
る
と
す
る
と
、
そ
し
て
後
の
都
督
制
の
成
立
過
程
お
よ
び
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
嘗
時
の
軍
制
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
ま
た
そ
の
具
盤
的
な
職
掌
は
何
で
あ
っ
た
か
、
と



い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

こ
の
貼
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
は
、
唯
一
の
事
例
で
あ
る
公
孫
噴
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
し
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
前
節
と
重

複
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
『
三
園
志
』
お
よ
び
『
後
漢
書
』
の
公
孫
噴
俸
を
前
後
の
事
情
も
含
め
て
紹
介
し
、
彼
が
都
督
と
な
っ
た
前
後
の
事

質
経
過
を
一
通
り
記
し
て
お
く
。
ま
ず
『
後
漢
書
』
で
あ
る
が
、

中
卒
中
、
噴
を
以
っ
て
烏
桓
突
騎
を
督
し
て
、
車
騎
将
軍
張
温
の
涼
州
の
賊
を
討
つ
〔
に
従
わ
し
む
〕
。
曾
た
ま
烏
桓
反
畔
し
、
賊
張
純

等
と
繭
中
を
攻
撃
す
れ
ば
、
噴
領
す
る
所
を
率
い
、
純
等
を
追
討
す
る
に
功
あ
り
て
、
騎
都
尉
に
遁
る
。

と
あ
り
、

『
三
園
士
山
』
に
は

:
・
遜
り
て
涼
令
と
震
る
。
光
和
中
、
涼
州
の
賊
起
る
や
、
幽
州
の
突
騎
三
千
人
を
設
し
、
噴
に
都
督
行
事
の
俸
を
仮
し
て
、
之
れ
を
賂

い
し
む
。
軍
蔚
中
に
到
り
て
、
漁
陽
の
張
純
、
遼
西
烏
丸
の
丘
力
居
等
を
誘
い
て
叛
し
、
繭
中
を
劫
略
し
、
自
ら
将
軍
と
競
し
、
吏
民
を

略
し
て
右
北
卒
・
遼
西
の
腐
園
の
諸
城
を
攻
め
、
至
る
所
残
破
す
。
噴
領
す
る
所
を
賂
い
、
純
等
を
追
討
す
る
に
功
あ
り
て
、
騎
都
尉
に

遁
る
。

- 5 ー

と
あ
る
。
前
節
で
述
べ
た
こ
と
も
含
め
て
説
明
す
る
と
、
中
卒
年
聞
に
涼
州
に
お
い
て
賊
凱
が
起
こ
っ
た
時
、

(
U
)
 

将
軍
の
張
温
に
討
伐
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
が
、
温
は
幽
州
の
烏
桓
族
の
部
陵
を
投
入
し
よ
う
と
し
、

彼
ら
を
率
い
さ
せ
る
た
め
に
公
孫
噴
を
都

督
に
任
じ
た
。
こ
の
時
の
噴
の
本
官
は
涼
豚
の
令
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
墳
が
涼
州
に
到
着
す
る
前
に
、
烏
桓
族
が
叛
し
て
張
純
と
と
も
に
蔚

中

を

攻

め

た

た

め

、

お

お

ま

か

に

い

え

ば

こ

の

よ

う

に

な

ろ

う
。

ま
ず
、

後
漢
の
朝
廷
は
車
騎

墳
は
張
純
ら
を
討
ち
、
そ
の
功
績
に
よ
っ
て
騎
都
尉
に
な
っ
た
。

で
、
張
純
と
と
も
に
飯
範
を
起
こ
し
た
烏
桓
と
い
う
の
が
何
を
指
す
の
か
上
引
の
史
料
か
ら
だ
け
で
は
剣
然
と
し
な
い
が
、

六
三
劉
虞
俸
を
み
る
と
、

と
こ
ろ

『
後
漢
書
』
列
停

後
ち
東
騎
持
軍
張
温
、
賊
遁
章
等
を
討
つ
に
、
幽
州
の
烏
桓
三
千
突
騎
を
裂
す
る
も
、
而
れ
ど
も
牢
葉
通
懸
す
れ
ば
、
皆
な
畔
し
て
本
園
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と
あ
り
、

そ
の
後
張
純
が
烏
桓
と
連
合
し
て
繭
中
を
攻
め
た
こ
と
を
述
べ
る
。

烏
桓
が
「
牢
菓
」

(
給
輿
)
の
支
梯
い
に
劃
す
る
不
満
に
よ
っ
て
本
園
に
闘
っ
て
し
ま
い
、

よ
っ
て
、
涼
州
賊
を
討
ち
に
行
く
途
中
に
、
墳
の
率
い
て
い
た

(
ロ
)

そ
の
後
張
純
ら
と
叛
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

以
上
か
ら
ま
ず
単
純
に
言
え
る
の
は
、
公
孫
墳
は
都
督
の
肩
書
き
に
よ
っ
て

「
烏
桓
突
騎
三
千
」
を
率
い
て
い
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
時
代
、
内
属
し
て
き
た
烏
桓
族
を
統
べ
る
官
と
し
て
は
、
護
烏
桓
校
尉
が
既
に
存
在
し
て
い
た
。
寅
際
、
前
引
『
後
漢
書
』
劉

虞
俸
の
績
き
に
「
護
烏
桓
校
尉
箕
調
・
右
北
卒
太
守
劉
政
・
遼
東
太
守
陽
終
枯
一
寸
を
殺
す
」
と
具
瞳
的
に
名
前
が
奉
が
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ

ま
ず
護
烏
桓
校
尉
と
都
督
と
の
関
係
を
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
時
に
も
護
烏
桓
校
尉
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
従
っ
て
、

だ
ろ
う
。

(

日

)

護
烏
桓
校
尉
の
職
掌
に
つ
い
て
は
、
漢
に
従
属
し
て
き
た
烏
榎
を
監
す
る
と
い
う
こ
と
で
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
が
、
具
瞳
的
な
内
容
と
し

て
は
烏
桓
の
兵
を
率
い
て
軍
事
行
動
に
従
う
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
、

『
後
漢
書
』
本
紀
四
和
一
帝
紀
に

- 6ー

(
永
元
六
年
)
多
十
一
月
、
護
烏
桓
校
尉
任
向
、
烏
桓
・
鮮
卑
を
率
い
、
大
い
に
逢
侯
を
破
る
。

明
年
、
園
、

『
後
漢
書
』
列
博
一
一
一
一
賓
固
俸
に

(
秋
)
忠
と
酒
泉

・
敦
埠

・
張
披
の
甲
卒
及
び
庫
水
の
売
胡
寓
二
千
騎
を
率
い
て
酒
泉
塞
に
出
で
、
秋
葉

・
秦
彰
は
武
威

・

と
あ
る
こ
と
や
、

臨
西
・
天
水
の
募
土
及
び
売
胡
高
騎
を
率
い
て
居
延
塞
に
出
で
、
又
た
太
僕
祭
彫

・
度
遼
将
軍
呉
裳
は
河
東
北
地
・
西
河
の
尭
胡
及
び
南

皐
子
の
兵
寓
一
千
騎
を
賂
い
て
高
閲
塞
に
出
で
、
騎
都
尉
衆
首
・
護
烏
桓
校
尉
文
穆
は
太
原
・
腐
門
・
代
都
・
上
谷
・
漁
陽
・
右
北
卒
・

定
褒
郡
兵
及
び
烏
桓
・
鮮
卑
高
一
千
騎
を
将
い
て
卒
城
塞
に
出
づ
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
中
卒
年
聞
の
涼
州
賊
凱
の
際
も
、
本
来
な
ら
ば
護
烏
桓
校
尉
が
「
烏
桓
突
騎
」
を
率
い
る
ベ

き
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
貫
際
に
は
、
稼
鯨
の
令
で
あ
る
公
孫
噴
が
率
い
た
。
そ
の
要
因
と
し
て
は
、
鮮
卑
の
興
隆
が
著

(
M〉

し
く
、
毎
年
の
よ
う
に
北
迭
を
冠
略
し
て
お
り
、
ま
た
噴
の
率
い
て
い
た
烏
桓
突
騎
が
結
局
は
叛
し
て
、
し
か
も
嘗
地
に
留
ま
っ
て
い
た
ら
し

い
護
烏
桓
校
尉
を
殺
し
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
比
較
的
漢
に
従
順
だ
っ
た
烏
桓
に
し
て
も
離
反
の
傾
向
が
あ
っ
た
と
い
う
嘗
時
の
情



(

日

)
勢
の
た
め
に
護
烏
桓
校
尉
を
動
員
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
事
が
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
墳
は
嘗
地
を
離
れ
ら
れ
な
い
護
烏
桓
校
尉
に
代
っ

て
|
|
護
烏
桓
校
尉
の
代
行
と
し
て
|
|
烏
桓
部
陵
を
率
い
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
「
代
行
」
と
い
う
と
と
に
閲
し
て
い
え
ば
、
「
都
督
行
事
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
裏
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

は
、
例
え
ば
『
績
漢
書
』
百
官
志
の
州
郡
の
僚
に
引
く
『
古
今
注
』
に

建
武
六
年
三
月
、
令
し
て
郡
太
守
・
諸
侯
相
い
病
め
ば
、
丞
・
長
史
行
事
す
。

「
行
事
」
と
い
う
の

(

日

)

と
あ
る
よ
う
に
、
本
務
者
が
不
在
の
場
合
、
他
者
が
一
時
的
に
そ
の
官
を
代
行
す
る
時
に
用
い
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
場
合
も
ま
た
な
ん
ら

か
の
職
務
を
代
行
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
都
督
行
事
」
と
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
遁
常
、
某
官
を
代
行
す
る
場
合
は
「
行
某
官
事
」
と
い
う
呼
稽
が
用
い
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
漢
代
に
お
い
て
、
「
行
某
官

事
」
を
「
某
官
行
事
」
と
す
る
例
は
管
見
の
限
り
見
嘗
た
ら
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
「
都
督
行
事
」
を
「
都
督
の
職
務
を
代
行
す
る
」
(
「
行

都
督
事
」
)
と
い
う
意
味
に
と
る
こ
と
は
無
理
が
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
れ
は
「
都
督
・
行
事
」
す
な
わ
ち
「
都
督
の
肩
書
き
を
以
っ
て
行
事
す
」

(

口

)

る
と
い
う
意
一
味
に
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
こ
か
ら
は
、

一7ー

「
護
烏
垣
校
尉
の
代
行
」
と
い
う
こ
と
は
直
接
に
は
い
え
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
上
に
見
た
よ
う
に
、
噴
の
貫
際
に
と
っ
た
行
動
に
護
烏
桓
校
尉
の
職
掌
と
重
な
る
郡
分
が
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
従
っ
て
、

そ
の
「
行
事
」
す
る
内
容
と
は
、
護
鳥
桓
校
尉
の
職
掌
の
一
部
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
護
烏
桓
校
尉
が
烏
桓
部
隊
を
率
い
る
場
合
、
そ
れ
は
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
、
烏
桓
部
陵
そ
の
も
の
の
指
揮
官
と
な
る
の
で
は
な

く
、
烏
桓
部
陵
を
含
め
た
全
軍
の
司
令
官
と
い
う
立
場
に
立
つ
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、
例
え
ば
、
先
に
『
後
漢
書
』
和
一
帝
紀
を
引
い
白

て
紹
介
し
た
護
烏
桓
校
尉
任
向
の
事
例
で
あ
る
が
、
同
じ
く
『
後
漢
書
』
列
俸
七
九
南
旬
奴
列
俸
に
は

任
向
、
鮮
卑
大
都
護
蘇
抜
廃
・
烏
桓
大
人
勿
桐
の
八
千
騎
を
率
い
、
逢
侯
を
満
夷
谷
に
要
撃
し
、
復
た
大
い
に
之
れ
を
破
る
。

と
あ
ヲ
て
、
烏
桓
部
陵
を
直
接
率
い
て
い
た
の
は
烏
垣
大
人
の
勿
桐
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
護
烏
桓
校
尉
の
任
向
は
、
烏
桓
大
人
の
率
い

る
烏
桓
部
隊
・
鮮
卑
大
都
護
の
率
い
る
鮮
卑
部
陵
な
ど
の
糖
司
令
官
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
公
孫
噴
の
場
合
も
ま
た
、
烏
桓
突
騎
そ
れ
自
僅
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は
烏
桓
族
の
人
聞
が
率
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
、
烏
桓
突
騎
が
叛
い
た
後
、
績
は
別
の
官
職
を
興
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま

そ
こ
か
ら
、
烏
桓
部
隊
を
率
い
る
と
同
時
に
さ
ら
に
別
の
部
隊
を
も
持
っ
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
時
の
線
大
将
は
車
騎
将
軍
の
張
温
で
あ
っ
て
墳
で
は
な
い
が
、
涼
州
の
賊
飢
に
劃
し
て
幽
州
の
烏
桓
突
騎
を
投

「
領
す
る
所
を
率
い
」
て
張
純
ら
を
討
伐
し
て
お
り
、

入
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
部
隊
は
別
働
隊
と
し
て
動
い
て
お
り
、
従

っ
て
墳
は
そ
の
別
働
隊
全
盟
の
指
揮
官

と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
指
揮
官
と
は
言
っ
て
も
、
護
烏
桓
校
尉
が
烏
桓
を
「
監
領
」
し
た
よ
う
に
、
都
督
も
ま
た
「
目

付
け
役
」
と
し
て
の
役
目
を
そ
の
職
掌
の
う
ち
に
含
ん
で
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
を
要
す
る
と
、
こ
の
事
例
に
限
っ
て
い
え
ば
、
都
督
は
護
烏
桓
校
尉
の
職
掌
の
一
部
を
代
行
す
る
た
め
の
肩
書
き
な
の
で
あ
り
、
そ
の

職
掌
と
は
烏
桓
の
傭
兵
部
隊
を
率
い
て
征
討
活
動
を
行
う
事
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、

る
と
、
都
督
の
本
質
的
な
職
掌
は
護
烏
桓
校
尉
の
職
務
の
代
行
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
こ
で
見
た
讃
の
職
務
内
容
|
|
烏
桓
部
隊
を

「
都
督
・
行
事
」
と
い
う
肩
書
き
か
ら
考
え

率
い
て
別
働
隊
と
し
て
動
く
ー
ー
か
ら
「
護
烏
桓
校
尉
」
に
闘
す
る
要
素
を
取
り
除
い
た
部
分
1

1

他
の
部
隊
を
率
い
て
別
働
隊
と
し
て
動
く

ー
ー
こ
そ
が
、
後
漢
王
朝
に
お
け
る
都
督
の
本
来
の
職
掌
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
墳
の
場
合
は
、
た
ま
た
ま
率
い
る
封
象
が
烏
桓
部

陵
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
護
烏
痘
校
尉
の
職
掌
と
重
な
る
部
分
が
あ
っ
た
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
筆
者
は
「
率
い
る
」
と
い
う
表

現
を
用
い
た
が
、
墳
が
烏
桓
族
の
傭
兵
部
陵
を
率
い
た
こ
と
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
監
察
」
と
い
う
意
味
合
い
を
含
め
て
理
解
し

-8-

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
、
本
章
で
は
後
漢
朝
廷
の
任
用
に
よ
る
都
督
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
。
現
存
の
史
料
で
は
一
つ
し
か
事
例
が
な
い
が
、
そ
れ
は

「
偲
都
督
行
事
停
」
と
い
う
極
め
て
具
睦
的
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
信
頼
す
る
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
複
数
の
軍
閥

が
軒
並
み
都
督
を
置
い
て
い
た
と
い
う
一
事
か
ら
も
、
後
漢
王
朝
に
お
い
て
既
に
都
督
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
は
嘗
然
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
唯
一
の
事
例
を
以
っ
て
後
漢
王
朝
に
お
け
る
都
督
の
全
て
を
理
解
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
そ
の
本
来
の
職
掌
を
見
極



め
、
そ
れ
が
後
の
都
督
と
ど
う
結
び
つ
く
の
か
解
明
す
る
事
で
あ
る
。
そ
こ
で
衣
章
で
は
、
こ
こ
で
見
た
都
督
と
後
漢
末
の
諸
軍
閥
、
特
に
曹

操
軍
聞
に
お
け
る
都
督
と
の
接
貼
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

第
二
章

後
漢
末
諸
軍
闘
に
お
け
る
都
督

ぺ
4
J

諸
軍
聞
に
お
け
る
都
督

前
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
後
漢
末
に
並
び
立
っ
た
各
軍
閥
に
お
い
て
も
都
督
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
貫
際
の
と
こ

ろ
、
い
く
つ
か
の
軍
閥
に
つ
い
て
、
各
軍
聞
に
つ
き
一
、
二
例
ず
つ
し
か
具
瞳
的
な
事
例
が
な
い
の
で
、
あ
ま
り
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
若
干
の
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

例
え
ば
董
卓
軍
閥
に
お
い
て
は
、
『
三
園
士
山
』
巻
四
六
『
呉
書
』
孫
堅
停
所
引
『
英
雄
記
』
に

初
め
(
孫
〉
堅
董
卓
を
討
た
ん
と
し
、
梁
鯨
の
陽
人
に
到
る
。
卓
も
亦
た
兵
を
遣
し
て
歩
騎
五
千
も
て
之
れ
を
迎
え
、
陳
郡
太
守
胡
診
を

大
督
護
と
篤
し
、
自
布
を
騎
督
と
震
し
、
其
の
徐
の
歩
騎
勝
校
の
都
督
た
る
者
甚
だ
衆
し
。
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と
あ
る
。
具
瞳
的
な
職
掌
紘
一
寸
は
こ
こ
か
ら
は
分
か
ら
な
い
が
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
大
督
護
」
つ
騎
督
」
等
、
い
ず
れ
も
後
漢
末
に
な
っ
て
初

め
て
現
れ
る
名
稽
で
あ
っ
て
、
都
督
も
含
め
て
軍
閥
私
設
職
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
軍
閥
内
に
「
私
設
職
」
を
置
く
意
味
を
考

え
て
も
、
ま
た
こ
の
史
料
の
記
述
の
仕
方
を
見
て
も
、
董
卓
軍
聞
に
お
け
る
軍
陵
編
制
上
の
序
列
と
密
接
な
関
わ
り
が
あ
る
と
見
て
間
違
い
な

い
。
こ
こ
で
は
、
都
督
は
大
督
護
・
騎
督
の
下
に
位
置
し
て
お
り
、
そ
の
地
位
は
決
し
て
低
く
は
な
い
が
、
ま
た
そ
う
高
く
も
な
い
よ
う
で
あ

る
。
ま
た
「
歩
騎
将
校
の
都
督
た
る
者
」
と
い
う
表
現
を
考
え
る
と
、
車
な
る
「
将
校
」
と
も
遣
う
よ
う
で
あ
り
、
そ
こ
に
石
井
氏
の
言
わ
れ

(

四

〉

る
「
目
付
け
役
」
と
し
て
都
督
を
解
揮
す
る
能
地
が
残
さ
れ
る
。

こ
れ
に
劃
し
て
、
嚢
紹
軍
閥
で
は
『
三
園
士
山
』
巻
六
『
説
書
』
案
紹
俸
所
引
『
献
一
帝
俸
』
に
あ
る

251 
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(
蓑
)
紹
荒
れ
を
疑
い
、
乃
ち
監
軍
を
分
ち
て
三
都
督
と
潟
し

(
温
〉
授
及
び
郭
圃
・
淳
子
論
伎
を
し
て
各
お
の
一
軍
を
典
ら
し
め
、
途

に
合
し
て
南
す
。

と
、
同
所
引
『
九
州
春
秋
』
の

(
衰
〉
紹
日
く
「
孤
、

四
見
を
し
て
各
お
の
一
州
に
援
ら
し
め
、

以
て
其
の
能
を
親
ん
と
欲
す
る
な
り
」
と
。

(
温
〉
授
出
で
て
日
く

「
楠
い
は
其
れ
此
こ
に
始
ま
る
か
」
と
。

(
蓑
)
語
始
め
て
車
問
州
に
至
り
、
都
督
と
震
る
も
、
未
だ
刺
史
と
は
震
ら
ず
e

一
つ
目
の
事
例
か
ら
は
、

「一

軍
」
を
率
い
る
軍
事
長
官
と
し
て
の
都
督
が
見
え
る
と
と
も
に
、

(

勾

)

て
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
監
察
と
い
う
職
掌
も
窺
わ
れ
る
。
一
方
、
二
つ
目
の
事
例
で
は
「
一
州
に
擦
る
」
と
あ
っ
て
、
一
州
を
支
配
す
る
長
官

と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
「
震
都
督
、
未
矯
刺
史
」
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
あ
く
ま
で
も

一
方
面
軍
の
総
司
令
官
と
し

て
青
州
に
駐
し
、
嘗
地
を
支
配
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
上
に
見
た
董
卓
軍
閥
の
事
例
と
比
べ
て
そ
の
地
位
の
高
さ

と
の
二
例
が
確
認
で
き
る
。

「
監
軍
を
分
ち

一
方
、
孫
策
軍
閥
で
は
、
『
三
園
士
山
』
巷
五
六
『
呉
書
』
目
範
俸
に

後
ち
宛
陵
令
を
領
し
、
丹
陽
の
賊
を
討
破
し
、
呉
に
還
り
て
都
督
に
遜
る
。
是
の
時
下
郊
の
陳
璃
自
ら
果
郡
太
守
を
披
し
、
海
西
に
住
ま

り
、
彊
族
巌
白
虎
と
交
通
す
。
策
自
ら
特
に
虎
を
討
た
ん
と
す
る
も
、
別
に
範
を
遁
し
て
徐
逸
と
璃
を
海
西
に
攻
め
き
し
め
、
其
の
大
将

- 10ー

が
窺
わ
れ
、
そ
の
貼
か
ら
い
え
ば
こ
の
二
例
に
は
共
通
貼
が
認
め
ら
れ
る
。

陳
牧
を
泉
す
。

と
あ
っ
て
、
軍
閥
の
主
帥
で
あ
る
孫
策
が
別
働
陵
と
し
て
都
督
の
呂
範
を
涯
遣
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
部
分
に
附
せ
ら
れ
て
い
る
装
注
所
引

の
『
江
表
停
』
の
記
事
よ
り
、
石
井
氏
は
「
目
付
け
役
」
と
し
て
の
都
督
の
性
格
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
都
督
は
本
来
軍
事
指
揮
権
と
は
無

(

況

〉

関
係
だ
っ
た
と
す
る
。
軍
事
指
揮
権
云
々
の
話
は
と
も
か
く
と
し
て
、
前
章
で
得
ら
れ
た
後
漢
王
朝
に
お
け
る
都
督
の
性
格
を
、
こ
こ
ま
で
見

て
き
た
中
で
最
も
よ
く
継
承
し
て
い
る
の
が
、
こ
の
孫
策
軍
閥
の
事
例
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
各
軍
閥
の
事
例
を
集
め
て
み
る
と
、
質
は
積
極
的
な
共
通
性
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
が
そ
れ
ほ
ど
な
い
こ
と
に
す
ぐ
さ
ま
気
づ



か
さ
れ
る
。
石
井
氏
の
指
摘
さ
れ
た
通
り
、

で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、

「
目
付
け
役
」
と
し
て
の
性
格
が
わ
ず
か
に
共
通
黙
と
し
て
窺
う
こ
と
が
で
き
る
く
ら
い
の
も
の

一
つ
の
軍
閥
の
中
に
お
い
て
は
一
定
の
基
準
を
以
っ
て
任
用
さ
れ
て
い
た
1

1
同
一
軍
閥
内
に
お
い
て
複
数

の
事
例
が
存
在
す
る
場
合
、
か
な
り
の
程
度
で
共
通
性
を
認
め
う
る
|
|
と
レ
う
こ
と
も
ま
た
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
前
章
で
検
討
し
た
後
漢

主
朝
に
お
け
る
都
督
の
性
格
と
の
関
係
に
つ
い
て
い
え
ば
、
孫
策
軍
閥
の
よ
う
に
比
較
的
よ
く
あ
て
は
ま
る
事
例
も
あ
る
が
、
か
と
い
っ
て
全

て
の
事
例
に
劃
し
て
無
傑
件
に
嘗
て
は
め
て
考
え
る
に
は
無
理
が
あ
る
。
各
軍
闘
が
軍
閥
私
設
職
と
し
て
都
督
を
取
り
入
れ
て
い
っ
た
以
上
、

軍
閥
相
互
の
聞
で
相
違
黙
が
認
め
ら
れ
る
の
は
嘗
然
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
起
源
が
同
じ
と
は
い
っ
て
も
、
諸
軍
閥
に
同
じ
よ
う
に
受
容
さ
れ

て
い
っ
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
曹
操
軍
閥
で
は
ど
う
だ
つ
た
の
か
、
衣
節
で
見
て
い
き
た
い
。

亡コ

曹
操
軍
閥
に
お
け
る
都
督

A 

「
貌
武
歩
戦
令
」
の
検
討

-11ー

親
王
朝
成
立
以
前
の
嘗
操
軍
閥
に
お
け
る
都
督
の
事
例
も
ま
た
少
な
い
。
そ
の
中
で
、
都
督
の
位
置
づ
け
に
と
っ
て
有
力
な
史
料
と
な
る
の

が
、
『
逼
典
』
巻
一
四
九
所
引
貌
武
歩
職
令
で
あ
る
。

:
:
:
伍
中
に
準
ま
ざ
る
者
あ
ら
ば
、
伍
長
之
れ
を
殺
せ
。
伍
長
に
準
ま
ざ
る
者
あ
ら
ば
、
什
長
之
れ
を
殺
せ
。
什
長
に
進
ま
ざ
る
者
あ
ら

ば
、
都
伯
之
れ
を
殺
せ
。
督
戦
の
部
曲
勝
は
、
抜
刃
し
て
後
に
在
り
て
、
令
に
遣
い
て
進
ま
ざ
る
者
を
察
し
、
之
れ
を
斬
れ
。
:
:
:
ハ
中

略
)
:
:
:
陣
に
臨
み
て
は
、
牙
門
終
・
騎
督
は
都
て
の
令
を
明
受
せ
よ
。
諸
部
曲
の
都
督
は
吏
土
を
賂
い
て
各
お
の
戦
う
時
、
校
督
・
部

曲
督
は
陣
後
に
住
ま
り
、
九
そ
令
に
遣
い
て
畏
儒
な
る
者
を
察
せ
。
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こ
こ
に
は
、
軍
陵
内
に
お
け
る
督
戦
系
統
が
記
さ
れ
て
い
る
。
前
半
部
分
よ
り
、
部
曲
勝
以
下
、
都
伯
1

什
長
l
伍
長
と
い
う
督
戦
系
統
の
存

在
が
認
め
ら
れ
、
部
曲
絡
に
率
い
ら
れ
る
一
小
陵
が
軍
陵
を
構
成
す
る
基
本
軍
位
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
分
か
る
。
問
題
は
後
半
部
分
で
あ
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第九品第八品

副・散部曲鰐

ーで-
『遁典』所掲

第七品

敢牙門賂，部由督

第五品

牙門絡，騎督主砲官品

副・散部曲賂

(

忽

)

る
。
こ
こ
に
出
て
く
る
牙
門
賂
・
騎
督
・
都
督
・
校
督
・
部
曲
督
は
互
い
に
ど
の
よ
う
な
閥
係
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
部
曲
賂
(
以
下
の
系
統
〉
と
の
関
係
は
ど
う
捉
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は

軍
令
な
の
で
、
い
わ
ば
基
本
的
な
(
あ
る
い
は
理
想
的
な
〉
軍
隊
構
成
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ

っ
て
、
賓
際
の
軍
陵
で
は
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
通
り
の
官
職
が
全
て
揃
う
と
は
限
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、

『
通
典
』
巻
三
六
貌
官
品
お
よ
び
向
上
巻
三
七
音
官
品
の
中
に
、
上
記
の
官
名
の
う
ち
い
く
つ
か
を
見

部由勝

出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
ま
と
め
た
の
が
上
の
表
で
あ
る。

E

日
官
品
で
は
第
八
品
に
部
曲
持
の
名
が
見
え
る
の

部曲部督， i'iiIJ牙門賂

に
劃
し
て
現
官
品
で
は
そ
れ
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
除
け
ば
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
。
部
曲
賂
と
い
う
官
名
は
説

(

幻

)

の
と
き
に
既
に
あ
っ
た
は
ず
な
の
で
、
お
そ
ら
く
な
ん
ら
か
の
事
情
で
抜
け
落
ち
た
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら

見
る
と
、
少
な
く
と
も
官
品
の
上
か
ら
は
、
牙
門
賂
・
騎
督
l
部
曲
督
1

部
曲
将
と
い
う
上
下
関
係
が
見
え
る
。
校
督

- 12ー

に
つ
い
て
は
こ
こ
に
は
見
え
ず
、

ま
た
具
瞳
的
な
事
例
も
管
見
の
限
り
注
ハ
辺
)
で
翠
げ
た
史
料
だ
け
し
か
な
い
の

で
、
詳
し
い
こ
と
は
分
か
ら
な
い
が
、

「
貌
武
歩
戦
令
」
の
書
き
方
か
ら
す
る
と
恐
ら
く
部
曲
督
と
並
列
の
関
係
に
あ

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
曹
貌
成
立
以
後
l
l
h
さ
ら
に
い
え
ば
九
品
官
人
法
成
立
以
後
|
|
の
官
品

な
の
で
、
初
期
曹
操
軍
閥
に
射
し
て
巌
密
に
嘗
て
は
め
る
の
は
危
険
で
あ
る
が
、
上
下
関
係
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て

一
醸
の
目
安
と
は
な
ろ
う
。
肝
心
の
都
督
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
不
明
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
の
大
ま

か
な
見
通
し
を
得
た
と
こ
ろ
で
、
以
下
、
具
瞳
的
な
事
例
か
ら
検
討
す
る
。

牙門勝，騎督

『
三
園
士
山
』
巻
二
八
『
親
書
』
鍾
曾
俸
に

舎
を
以
て
鎮
西
将
軍
・
恒
簡
都
督
開
中
諸
軍
事
と
震
す
。

ま
ず
牙
門
持
と
騎
督
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

景
元
三
年
会

=
ο
c
多、

-
・
・
・
・
・
舎
十
飴
菌
の
衆
を
統

べ
、
分
ち
て
斜
谷
・
賂
谷
従
り
入
る
。
先
に
牙
門
持
許
儀
に
命
じ
て
前
に
在
り
て
道
を
治
め
し
め
、
舎
は
後
に
在

り
て
行
く
に
、
橋
穿
れ
、
馬
足
陥
り
、
是
こ
に
お
い
て
儀
を
斬
る
。



と
あ
る
。
牙
門
将
の
許
儀
は
、
鎮
西
将
軍
・
懐
節
都
督
開
中
諸
軍
事
で
あ
る
鍾
舎
の
い
わ
ば
「
露
排
い
」
と
し
て
道
を
治
め
る
た
め
に
先
行
し

て
い
た
が
、
橋
が
壊
れ
た
た
め
に
、
舎
に
斬
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
時
の
許
儀
が
属
し
て
い
た
の
は
鎮
西
持
軍
と
し
て
の
鍾
舎
な
の
か
、

あ
る
い
は
偲
節
都
督
闘
中
諸
軍
事
と
し
て
の
鍾
舎
な
の
か
は
っ
き
り
と
は
分
か
ら
な
い
が
、
恐
ら
く
鎮
西
将
軍
の
配
下
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え

(

川

品

)

ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
史
料
と
先
述
の
貌
・
膏
官
品
に
お
け
る
上
下
関
係
を
併
せ
て
考
え
る
と
、
軍
陵
を
構
成
す
る
最
小
車
位
は
先

に
見
た
と
お
り
部
曲
で
あ
る
が
、
一
軍
の
大
勝
た
る
将
軍
が
直
接
部
曲
持
を
率
い
て
い
た
の
で
は
必
ず
し
も
な
く
、
む
し
ろ
牙
門
絡
が
部
曲
持

を
率
い
、
将
軍
は
牙
門
将
を
率
い
る
と
い
う
の
が
基
本
的
な
形
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
騎
督
に
つ
い
て
の
具
瞳
的
な
事
例
は
乏
し
い
が
、
騎
馬
隊

に
お
け
る
牙
門
賂
と
い
っ
た
位
置
づ
け
と
み
て
間
違
い
な
い
。
因
み
に
、
牙
門
賂
と
騎
督
が
同
格
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
引
「
歩
戦
令
」
や
『
逼

典
』
の
貌
・
菅
官
品
か
ら
も
分
か
る
が
、
他
に
も
、
萄
の
事
例
で
は
あ
る
が
鍾
舎
が
萄
を
滅
ぼ
し
た
時
の
こ
と
と
し
て

舎
、
(
景
元
〉
五
年
正
月
十
五
日
を
以
て
至
り
、
其
の
明
日
、
悉
く
護
軍
・
郡
守
・
牙
門
・
騎
督
以
上
及
び
局
の
故
官
に
請
い
て
、
太
后

の
矯
め
に
喪
を
萄
の
朝
堂
に
護
せ
ん
と
す
。
:
:
:
或
い
は
舎
に
謂
え
ら
く
「
牙
門
・
騎
督
以
上
を
量
殺
す
ベ
し
」
と
。
ハ
『
三
園
士
山
』
巻
二
八

『
貌
書
』
鍾
舎
俸
)

-'-13ー

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
従
っ
て
、

一
軍
の
編
制
に
お
い
て
は
、
将
軍

l
牙
門
持
・
騎
督

l
部
曲
持
|
都
伯
1

什
長
1

伍
長
と
い
う
一
本

の
系
統
が
存
在
し
て
い
た
も
の
と
想
定
で
き
よ
う
。

ち
な
み
に
、
菅
の
軍
制
は
基
本
的
に
貌
の
そ
れ
を
纏
承
し
て
い
る
が
、

『
耳
墨
田
』
巻
二
五
輿
服
志
に
は
中
朝
大
駕
歯
簿
に
お
け
る
騎
馬
陵
の

編
成
を
次
の
よ
う
に
記
す
。

衣
に
騎
十
陵
、
陵
各
お
の
五
十
匹
。
勝
一
人
、
持
隆
一
人
、
眺
一
人
、
並
び
に
騎
も
て
前
に
在
り
、
督
戦
伯
長
各
お
の
一
人
、
並
び
に
騎

も
て
後
に
在
り
、
羽
林
騎
督
・
幽
州
突
騎
督
之
れ
を
分
領
す
。

騎
馬
陵
は
一
陵
に
つ
き
馬
が
五
十
匹
、

持
ハ
部
曲
開
問
〉
が
一
人
、

督
戦
伯
長
(
都
伯
|
什
長
|
伍
長
)
が
一
人
ず
つ
、

こ
れ
ら
五
陵
ず
つ
を
羽
林

"255 

騎
督
・
幽
州
突
騎
督
(
牙
門
終
・
騎
督
)
が
率
い
て
計
十
陵
、

と
な
る
(
カ
ッ
コ
内
は
前
引
「
歩
戦
令
」
で
劉
廃
す
る
と
考
え
ら
れ
る
官
名
を
記
し
た
)
。
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こ
れ
は
儀
躍
上
の
軍
隊
編
制
で
あ
っ
て
、

い
わ
ば
理
念
的
な
編
制
と
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
は
「
歩
戟
令
」
と
同
じ
方
向
性
で
捉
え
る
こ
と
が

だ
か
ら
こ
そ
で
あ
ろ
う
が
、
雨
者
か
ら
復
元
し
た
軍
隊
構
成
は
驚
く
ほ
ど
似
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
も
、
牙
門
賂
・
騎
督
と
部
曲
将
と
の

で
き
、

関
係
が
窺
わ
れ
よ
う
。

次
に
部
曲
督
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
部
曲
督
と
部
曲
賂
と
の
閲
係
を
理
解
す
る
に
嘗
た
っ
て
次
の
史
料
が
注
目
さ
れ
る
。

(
鳳
皇
〉
三
年
夏
、
郭
馬
反
す
。
馬
は
本
と
合
浦
太
守
僑
允
の
部
曲
督
な
り
。
允
桂
林
太
守
に
轄
ず
る
に
、
疾
病
な
れ
ば
、
贋
州
に
住
ま

り
、
先
に
馬
を
遣
わ
し
て
五
百
の
兵
を
附
附
い
て
郡
に
至
り
て
諸
夷
を
安
撫
せ
し
む
。
允
死
し
、
兵
嘗
に
分
給
せ
ら
る
べ
き
な
れ
ど
も
、
馬

等
累
世
蓄
箪
な
れ
ば
、
離
別
を
祭
わ
ず
。

(
孫
)
陪
時
に
又
た
慶
州
の
戸
口
を
科
賞
す
れ
ば
、
馬
、
部
曲
持
何
典
・
王
族
・
呉
越
・
段
輿

こ
れ
は
呉
に
つ
い
て
の
史
料
で
は
あ
る
が
、

等
と
此
れ
に
因
り
て
兵
民
を
恐
動
し
、
人
衆
を
合
褒
し
、
慶
州
督
虞
授
を
攻
殺
す
。

こ
の
記
事
か
ら
は
、
部
曲
賂
の
上
に
部
曲
督
が
位
置
す
る
と
い
う
雨
者
の
閥
係
を
讃
み
取
る
こ
と

(
『
三
園
士
山
』
巻
四
八
『
奥
書
』
三
嗣
主
俸
)

部
下
で
あ
っ
て
、

し
か
も
病
気
の
惰
允
に
代
っ
て
兵
を
動
か
し
、
允
が
死
ん
だ
後
は
複
数
の
部
曲
賂
を
率
い
て
兵
飽
を
起
こ
し
て
い
る
。
こ
こ

か
ら
、
腹
心
と
し
て
主
帥
に
最
も
、
近
い
位
置
を
占
め
る
部
曲
督
の
立
場
が
窺
わ
れ
、
そ
れ
は
複
数
の
部
曲
絡
に
劃
し
て
部
曲
督
が
一
人
、
と
い

う
閥
係
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
人
数
の
関
係
に
つ
い
て
い
え
ば
、

-14ー

が
で
き
、
先
に
み
た
『
遁
典
』
の
貌
・
晋
官
品
に
お
け
る
両
者
の
関
係
が
裏
づ
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
部
曲
督
の
郭
馬
は
郡
太
守
で
あ
る
惰
允
の

「
歩
戟
令
」
の
後
宇
部
分
の
都
督
・
校
督
・

部
曲
督
に
関
す
る
く
だ
り
に
「
諸
部
曲
:
:
:
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
曹
操
軍
閥
(
曹
貌
)
に
お
い
て
も
同
様
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
再
び
「
歩
戟
令
」
に
戻
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
前
半
部
分
は
軍
隊
を
構
成
す
る
最
小
単
位
た
る
部
曲
の
中
で
の
督
戦
系
統
に
つ
い
て

述
べ
た
部
分
で
あ
り
、
一
方
後
半
部
分
は
そ
れ
ら
部
曲
が
集
ま
っ
て
ご
軍
」
を
構
成
す
る
場
合
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
で
あ
る
こ
と
が
理

解
で
き
る
。
従
っ
て
、
後
半
部
分
に
見
ら
れ
る
都
督
も
ま
た
複
数
の
部
曲
に
射
し
て
都
督
一
人
が
置
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
牙
門

将

・
騎
督
|
部
曲
持
と
い
う
一
一
軍
」
に
劃
し
て
は
、
別
系
統
の
「
都
督

l
校
督
・
部
曲
督
」
が
督
戦
に
嘗
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る。

し
か
も
ま
た
、
都
督
は
「
各
賂
吏
土
戦
時
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
軍
な
る
督
戦
官
で
は
な
く
、
統
率
す
る
長
官
と
し
て
も
位
置
づ
け
る
こ
と
が



で
き
る
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
、
次
項
で
は
具
韓
的
な
事
例
か
ら
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
，

圃

貌
武
歩
戟
令
よ
り
復
元
し
た
指
揮
・
督
戟
系
統
の
概
念
園

都
督

|
|
校
督
・
部
曲
督

将
軍

都
伯

l
+什
長
|
申
伍
長

B 

具
僅
例
の
検
討

曹
操
軍
閥
に
お
け
る
都
督
の
具
瞳
例
に
つ
い
て
は
、
軍
聞
の
比
較
的
遅
い
時
期
、
聞
ち
三
園
鼎
立
の
情
勢
が
成
立
し
て
か
ら
、

よ
う
や
く
衣

-15ー

の
三
例
が
見
え
る
。

A
太
租
河
北
を
卒
ら
げ
、
大
将
軍
と
篤
し
て
後
垣
せ
し
む
。
鄭
を
破
り
、
伏
波
賂
軍
に
遁
る
。
:
:
:
(
建
安
〉
二
十
一
年
、
孫
樺
を
征
す
る

に
従
い
て
、
還
り
、
(
夏
侯
)
惇
を
し
て
二
十
六
軍
を
都
督
し
て
、
居
集
に
屯
せ
し
む
。
:
:
:
(
二
十
四
年
)
前
将
軍
を
奔
し
、
諸
軍
を
督

し
て
蕎
春
に
還
り
、
屯
を
召
陵
に
徒
す
。
文
帝
王
位
に
聞
き
、
惇
を
大
将
軍
に
奔
し
、
数
月
に
し
て
亮
ず
。

(
コ
ニ
園
士
山
』
巻
九
『
貌
書
』
夏

侯
惇
俸
)

B
太
租
馬
超
を
討
つ
に
、

田
銀
反
す
れ
ば
、
仁
を
以
て
行
醸
騎
将
軍
と
し
、

(
曹
〉
仁
を
以
て
行
安
西
将
軍
と
し
、
諸
制
肘
を
督
し
て
濫
闘
を
桓
が
し
め
、

(
馬
〉
超
を
清
南
に
破
る
。
蘇
伯

・

七
軍
を
都
督
し
て
銀
等
を
討
た
し
め
、
之
れ
を
破
る
。
復
た
仁
を
以
て
行
征
南
将
軍
・

侵
節
と
し
、
奨
に
屯
し
、
荊
州
に
鎮
せ
し
む
。
(
『
三
園
志
』
巻
九
『
貌
書
』
曹
仁
俸
)
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C
議
者
以
え
ら
く
、

(
韓
〉
浩
の
智
略
は
以
て
溢
を
緩
ん
ず
る
に
足
れ
ば
、

欲
す
ら
く
は
留
め
て
諸
軍
を
都
督
し
、

漢
中
に
鎮
せ
し
め
ん
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と

(
向
上
夏
侯
惇
俸
附
韓
浩
傍
裳
注
所
引
『
貌
書
』
)

(
お
)

ち
な
み
に
事
例
C
の
韓
浩
の
場
合
は
、
質
際
に
は
夏
侯
淵
が
都
督
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、

事
長
官
と
し
て
都
督
は
現
れ
る
。
従
っ
て
、
前
項
で
の
指
摘
が
裏
づ
け
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
場
合
も
、
複
数
の
軍
隊
を
統
率
す
る
軍

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
事
例
で
は
「
都
督
二
十
六
軍
」

「
都
督
七
軍
」
な
ど
と
あ
り
、

「
歩
戦
令
」
の
「
諸
部
曲
」
と
い
う
表
現
と
は
規
模

の
上
で
い
さ
さ
か
か
け
離
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
賀
際
、
た
と
え
ば
夏
侯
惇
が
都
督
し
て
い
た
劉
象
に
は
征
東
将
軍
の
張
遼
や
揚
威

(

お

)

将
軍
の
賊
覇
な
ど
、
将
軍
披
を
持
つ
者
も
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
「
歩
戦
令
」
と
具
瞳
例
と
の
事
離
に
つ
い
て
は
若
干
の
説
明
を
加
え
な
け
れ

(

幻

)

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
前
に
、
石
井
氏
お
よ
び
森
本
氏
の
、
都
督
制
の
成
立
に
閲
す
る
所
論
を
紹
介
し
た
い
。

ま
ず
石
井
氏
は
、

曹
操
軍
聞
を
含
め
た
後
漢
末
の
諸
軍
聞
に
見
ら
れ
る
都
督
(
「
原
・
都
督
」
)
と
曹
競
の
時
に
成
立
し
た
州
都
督
と
を
縫
承

関
係
に
お
い
て
捉
え
、
そ
の
過
程
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

す
な
わ
ち
、

を
擦
大
・
強
化
さ
せ
、

「原

・
都
督
」
は
曹
操
の
覇
権
確
立
の
過
程
で
監
督
の
権
限

す
で
に
軍
鎖
に
よ
る
郡
懸
支
配
瞳
制
と
し
て
確
立
し
て
い
た
後
漢
の
牧
伯
制
(
氏
は
州
刺
史
+
督
軍
制
+
将
軍
挽
と
い
う
複

(

叩

却

)

地
方
長
官
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
、
と
。
そ
し
て
上
に
奉
げ
た
三
例
に
つ
い
て
は
、

寅
質
的
に

- 16ー

合
権
力
の
こ
と
と
す
る
)
を
取
り
こ
ん
で
、

都
督
制
の
内
質
を
備
え
て
レ
た
例
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。

こ
れ
に
封
し
て
、
森
本
氏
は
よ
り
具
瞳
的
に
論
じ
て
い
る
。
氏
は
曹
操
配
下
の
諸
絡
が
も
っ
軍
競
の
嬰
遜
を
跡
、つ
け
、

そ
の
結
果
、
軍
閥
の

擦
張
に
と
も
な
い

諸
絡
は
足
並
み
を
そ
ろ
え
る
よ
う
に
し
て
、

い
く
つ
か
の
劃
期
を
鰹
て
賂
軍
読
ま
で
上
昇
し
て
い
っ
た
こ
と
を
確
認
し

た
。
そ
し
て
、
諸
絡
の
蟹
遜
と
は
関
係
な
く
、

将
軍
府
の
別
部
司
馬
を
本
官
と
し
た
ま
ま
こ
れ
ら
諸
絡
を
督
し
て
別
働
隊
と
し
て
動
い
て
い
た

曹
仁
や
夏
侯
惇
ら
に
注
目
し
、
そ
こ
に
後
の
都
督
の
淵
源
を
見
出
だ
し
た
。

つ
ま
り
、

誤
解
を
お
そ
れ
ず
に
お
お
ま
か
に
園
式
化
し
て
い
え

ば
、
腹
心
の
重
臣
(
曹
仁
や
夏
侯
惇
ら
〉
が
新
附
の
諸
絡
(
張
遼
や
減
額
ら
〉
を
督
す
る
と
い
う
構
園
は
そ
の
ま
ま
に
、

諸
賂
の
軍
競
が
上
昇
し
て

い
っ
た
結
果
、
別
部
司
馬
の
権
限
は
飛
躍
的
に
接
大
さ
れ
、
そ
れ
が
後
の
都
督
へ
と
つ
な
が
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
に
紹
介
し
た
二
氏
の
見
解
、
特
に
森
本
氏
の
そ
れ
は
、
質
に
示
唆
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

二
氏
の
読
を
考
慮
に
入
れ
て
「
歩
戦
令
」
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と
具
瞳
例
と
の
謂
離
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
そ
れ
は

「
時
間
差
」
と
い
う
こ
と
で
解
決
で
き
る
の
で
あ
る
。

「
歩
戦
令
」
が
貫
際
に
い
っ
書
か

れ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
ま
た
、
曹
仁
や
夏
侯
惇
ら
が
嘗
初
よ
り
都
督
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
前
節
ま
で

で
検
討
し
た
初
期
の
都
督
の
性
格
を
考
え
れ
ば
、
軍
閥
の
援
張
に
と
も
な
っ
て
そ
の
権
力
が
援
大
さ
れ
る
|
|
逆
に
い
え
ば
、
軍
閥
の
規
模
が

小
さ
い
時
は
都
督
の
権
力
も
ま
た
小
さ
い
ー
ー
ー
の
は
嘗
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
。
ま
た
、
石
井
氏
の
論
謹
し
た
よ
う
に
「
原
・
都
督
」
に
「
目

付
け
役
」
と
し
て
の
性
格
が
確
認
で
き
る
以
上
、
都
督
に
任
じ
ら
れ
る
の
は
腹
心
の
ご
く
少
数
に
限
ら
れ
、
そ
れ
は
軍
閥
が
横
大
し
て
い
っ
て

も
基
本
的
に
は
饗
わ
ら
な
い
|
|
曹
操
軍
閥
で
い
え
ば
曹
仁
や
夏
侯
惇
ら
ー
ー
と
い
う
こ
と
も
ま
た
嘗
然
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
歩
戦
令
」
は

比
較
的
早
い
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
曹
仁
や
夏
侯
惇
ら
は
史
料
に
「
都
督
」
と
記
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
賞
際
に
は
都
督
で

あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
よ
り
得
ら
れ
た
曹
操
軍
閥
の
都
督
像
は
、
前
章
で
検
討
し
た
後
漢
王
朝
に
お
け
る
都
督
と
比
較
的
よ
く
合
致
す
る
。
そ
れ
は
、

を
監
察
し
つ
つ
統
率
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
他
の
軍
聞
に
見
ら
れ
る
都
督
と
比
べ
て
、
最
も
合
致
す
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

曹
操
軍
聞
は
献
一
帝
を
擁
し
て
い
た
が
た
め
に
、
他
の
軍
閥
に
比
べ
て
濁
自
の
制
度
を
築
か
ず
、
む
し
ろ
後
漢
の
制
度
を
縫
承
し
て
い
た
と
は
一

「
他
寧

-17ー

般
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、

「
軍
閥
私
設
職
」
と
し
て
の
側
面
が
強
調
さ
れ
る
初
期
の
都
督
に
つ
い
て
も
ま
た
、
同
じ
こ
と
が
言
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。第

三
章

州
都
督
の
成
立

前
章
ま
で
で
述
べ
て
き
た
の
は
、
後
漢
末
、

ま
ず
朝
廷
に
よ
っ
て
都
督
が
置
か
れ
た
こ
と
、
各
軍
聞
は
そ
れ
に
倣
っ
て
自
ら
の
軍
閥
内
に
都
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督
を
置
き
、
曹
操
軍
閥
内
に
も
同
じ
よ
う
に
都
督
が
置
か
れ
た
が
、
後
漢
の
都
督
の
性
格
を
最
も
濃
厚
に
継
承
し
て
い
た
の
は
曹
操
軍
閥
で
あ

り
、
そ
し
て
そ
の
職
掌
は
「
複
数
の
軍
隊
を
統
率
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
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一
般
に
「
都
督
制
」
と
い
え
ば
州
都
督
を
指
し
、
先
行
研
究
も
そ
の
多
く
は
州
都
督
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

ら
、
州
都
督
と
は
固
定
の
治
所
を
持
っ
て
地
方
に
常
駐
し
、
一
定
管
轄
匿
の
軍
事
を
統
べ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
こ
ま
で
述
べ

て
き
た

初
期
の
都
督
と
は
明
ら
か
に
異
質
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
-
章
で
は
こ
の
州
都
督
の
成
立
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
と
す
る
。

と
こ
ろ
で
、

し
か
し
な
が

ま
ず
注
目
し
た
い

の
は
、
州
都
督
成
立
に
閲
す
る

『宋
書
』
巻
三
九
百
官
志
の
記
事
で
あ
る
。

建
安
中
、
貌
の
武
一帝
一
相
と
漏
り
、
始
め
て
大
将
軍
を
遣
わ
し
て
軍
を
督
せ
し
む
。

(
建
安
)
二
十
一
年
、
孫
権
を
征
し
て
還
り
、
夏
侯
惇

を
し
て
二
十
六
軍
を
督
せ
し
む
る
、
是
れ
な
り
。
貌
の
文
一帝
一
責
初
二
年
、
始
め
て
都
督
諸
州
軍
事
を
置
き
、
或
い
は
刺
史
を
領
す
。

こ
の
史
料
に
よ
る
と
、
競
の
武
一
帝
、
即
ち
曹
操
が
漢
の
丞
相
と
な
っ
て
か
ら
、
大
将
軍
を
涯
遣
し
て
軍
を
督
さ
せ
る
こ
と
が
始
ま
り
、
建
安
ニ

十
一
年
の
夏
侯
惇
が
そ
の
具
瞳
例
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
前
章
で
紹
介
し
た
夏
侯
惇
俸
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
建
安
二
十
一

年
の
時
貼
で
の
夏
侯
惇
の
附
府
軍
披
は
伏
波
将
軍
で
あ
る
。
従
っ
て
、

『
宋
書
』
百
官
志
の
記
事
に
は
何
ら
か
の
誤
字
・
脱
字
も
し
く
は
街
字
が
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存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
惇
は
そ
の
前
後
に
は
大
将
軍
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
沈
約
は
「
大
将
軍
」
と
記
し
た
の
か

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
史
料
を
解
躍
す
る
に
際
し
て
は
「
大
将
軍
」
に
重
貼
を
置
く
べ
き
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
記

も
知
れ
な
い
。

事
は
州
都
督
の
成
立
を
論
じ
て
い
る
箇
所
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
夏
侯
惇
の
事
例
を
い
ま
一
度
見
て
み
る
と
、

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
複
数
の
軍
隊
を
率
い
る
絶
大
将
と
し
て
の
性
格
を
有

し
つ
つ
地
方
に
駐
屯
し
て
レ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
前
章
で
紹
介
し
た
曹
操
軍
聞
に
お
け
る
他
の
二
例
も
同
様
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
後
の
州

都
督
が
成
立
す
る
前
段
階
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
、
『
宋
書
』
百
官
志
は
そ
の
中
か
ら
夏
侯
惇
の
み
を
具
瞳
例
と
し
て
奉
げ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
因
み
に
、

『
太
卒
御
覧
』
巻
二
五
一
都
督
護
の
僚
に
は
、
沈
約
『
宋
書
』
を
引
い
て

献
一帝
の
建
安
中
、
調
武
漢
に
相
た
り
て
、
大
将
を
遣
わ
し
て
外
に
出
だ
す
に
、
十
軍
二
十
軍
を
督
す
る
者
を
、
始
め
て
都
督
と
披
す
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
上
に
引
い
た
現
行
『
宋
書
』
百
官
志
の
記
事
と
お
そ
ら
く
同
じ
箇
所
で
あ
る
と
思
う
が
、
字
句
に
か
な
り
の
異
同
が
あ

る
。
雨
者
を
比
較
し
た
場
合
、
史
料
の
性
格
を
考
え
る
と
、
無
傑
件
に
『
太
卒
御
覧
』
を
以
っ
て
現
行
『
宋
書
』
を
校
訂
す
る
わ
け
に
は
も
ち



い
ま
述
べ
た
よ
う
に
夏
侯
惇
ら
は
都
督
を
帯
び
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
現
行
『
宋
書
』
に
し
て
も
州
都
督
の

成
立
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
賓
際
に
沈
約
が
ど
う
書
い
た
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
『
太
卒
御
覧
』
の
こ
の
記
事
の

内
容
は
基
本
的
に
正
鵠
を
射
た
も
の
と
認
め
う
る
。

し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
、
軍
閥
初
期
の
都
督
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
や
は
り
剣
然
と
し
な
い
。
ま
た
中
園
に
お
い
て
も
、
夏
侯
惇
ら
の
例
を

以
っ
て
州
都
督
の
原
型
と
見
な
す
研
究
は
幾
っ
か
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
初
期
の
都
督
と
の
関
係
に
は
燭
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
陳
琳
園
氏
や
挑

(

m
叫
〉

念
慈
氏
は
、
初
期
の
都
督
に
は
何
も
燭
れ
ず
に
た
だ
夏
侯
惇
ら
の
史
料
を
提
示
し
、
ま
た
陳
仲
安
氏
や
張
帰
氏
は
、
後
漢
末
に
将
校
の
官
名
と

(

狙

〉

し
て
都
督
の
名
は
始
め
て
現
れ
る
と
し
て
そ
の
存
在
を
認
め
つ
つ
も
、
雨
者
が
纏
承
関
係
に
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
寅
際
、

『
三
園
士
山
』
そ
の
他
の
史
料
に
も
雨
者
の
関
係
を
示
唆
す
る
記
事
は
な
く
、

ろ
ん
い
か
な
い
。
し
か
し
、

『
太
卒
御
覧
』
所
引
沈
約
『
宋
書
』
に
至
っ
て
は
「
始
め
て
都
督

と
競
す
」
と
あ
っ
て
、
あ
た
か
も
こ
の
時
始
め
て
都
督
が
置
か
れ
た
か
の
よ
う
な
感
を
抱
か
せ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
前
に
都
督
が
置
か
れ
て
い

た
の
は
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
明
ら
か
で
あ
り
、
石
井
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
同
じ
都
督
と
名
の
つ
く
官
が
何
の
服
絡
も
な
く
別
個
に
置
か

(

担

〉

れ
た
と
は
考
え
が
た
く
、
両
者
は
何
ら
か
の
形
で
関
係
を
有
す
る
と
考
え
る
の
が
安
嘗
で
あ
ろ
う
。
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そ
こ
で
こ
の
問
題
に
劃
す
る
筆
者
の
考
え
で
あ
る
が
、
ま
ず
『
宋
書
』
百
官
志
の
「
貌
の
武
帝
相
と
篤
り
」
と
い
う
句
に
注
目
し
た
い
。
曹

操
が
後
漢
の
丞
相
と
な
っ
た
の
は
建
安
十
三
年
(
二
O
八
〉
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
年
は
同
時
に
ま
た
、
赤
壁
の
戦
い
の
あ
っ
た
年
で
も
あ

る
。
こ
の
時
ま
で
、
曹
操
軍
聞
は
常
に
損
大
し
つ
づ
け
て
き
た
。
初
卒
三
年
ハ
一
九
二
〉
に
亮
州
に
本
接
地
を
定
め
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
建

安
三
年
(
一
九
八
)
に
日
布
を
、
同
七
年
(
二

O
ニ
〉
に
案
紹
を
破
り
、
同
十
二
年
(
二
O
七
)
に
は
嚢
紹
の
遺
子
の
向
・
照
お
よ
び
彼
ら
に
興

す
る
烏
桓
を
遼
東
に
征
し
、
そ
し
て
そ
の
翌
年
に
荊
州
の
劉
表
を
破
っ
た
直
後
に
赤
壁
で
敗
れ
る
ま
で
、
主
な
戦
争
は
常
に
外
征
で
あ
っ
て
、

一
旦
赤
壁
で
負
け
る
と
、
そ
れ
は
単
な
る
敗
戦
と
い
う
に
止
ま
ら
ず
、

勝
っ
た
び
に
曹
操
軍
閥
の
勢
力
範
圏
は
横
大
し
て
い
っ
た
。

し
か
し
、

勢
力
接
大
の
頓
挫
、
即
ち
領
域
の
固
定
化
と
い
う
賦
態
を
現
出
せ
し
め
た
。
部
分
的
に
見
れ
ば
そ
の
後
も
快
西
方
面
に
お
い
て
領
域
を
接
大
し
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た
け
れ
ど
も
、
犬
局
的
に
見
れ
ば
、
後
の
三
園
時
代
に
お
け
る
曹
親
の
領
域
は
こ
の
時
に
ほ
ぼ
確
定
し
た
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
領
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域
と
い
う
の
は
北
中
園
を
ほ
ぼ
濁
占
す
る
形
と
な
っ
た
の
で
、
他
勢
力
と
の
境
界
線
は
中
園
大
陸
を
横
断
す
る
と
い
う
非
常
に
長
い
も
の
と
な

っ
た
。し

か
も
、
こ
の
後
に
は
劉
備
が
盆
州
お
よ
び
漢
中
を
占
援
し
て
、
曹
操
に
針
抗
し
う
る
存
在
に
ま
で
成
長
し
、
皇
室
の
血
を
引
く
と
い
う
こ

と
を
大
義
名
分
に
し
て
打
倒
曹
操
を
大
々
的
に
旗
印
に
掲
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
長
江
を
お
お
よ
そ
の
境
と
し
て
曹
操
と
接
す
る
こ
と

と
な
っ
た
孫
機
は
積
極
的
に
曹
操
に
敵
劃
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
日
和
見
主
義
的
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
や
は

り
樹
立
す
る
勢
力
で
あ
る
こ
と
に
は
襲
わ
り
な
く
、
と
も
す
れ
ば
劉
備
と
合
同
し
て
江
北
に
侵
攻
し
て
く
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
、

呂
布
や
嚢
紹
な
ど
敵
射
す
る
軍
閥
を
順
女
征
伐
し
て
い
く
中
で
、
そ
れ
以
外
の
境
界
を
接
す
る
勢
力
|
|
劉
表
や
張
魯
な
ど
ー
ー
は
外
征
す
る

(

お

)

曹
操
の
背
後
を
脅
か
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
防
御
に
大
軍
を
割
く
必
要
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
赤
壁
の
戦
い
の
後
に
は
、
曹
操
軍
聞
は

長
大
な
園
境
線
に
沿
っ
て
、
防
御
の
た
め
に
大
軍
を
駐
屯
さ
せ
る
必
要
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、

そ
れ
ま
で
曹
操
自
ら
親
征
す
る
際
に
、
編
制
軍
に
お
い
て
部
隊
長
を
督
察
す
る
た
め
に
置
か
れ
て
い
た
都
督
を
以

って、

一
方
雨

- 20-

箪
の
絶
大
将
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、

そ
れ
ま
で
は
な
か
っ
た
全
軍
に
劃
す
る
指
揮
権
を
、
こ
の
時
に
な
っ

て
興
え
、

か
つ
地
方
に
常
駐
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

」
れ
が
す
な
わ
ち
、

前
章
の
終
り
で
述
べ
た

「時
間
差
」
で
あ

る
。
そ
の
際
、
都
督
就
任
者
に
は
曹
仁
や
夏
侯
惇
な
ど
曹
操
の
信
頼
の
厚
い
人
物
が
そ
の
ま
ま
な
っ
た
の
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
、
初
期
の
都
督
が
州
都
督
へ
と
設
展
し
て
い
く
上
で
の
一
つ
の
劃
期
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

因
み
に
、
上
記
の
夏
侯
惇
・
曹
仁
・
夏
侯
淵
の
例
は
、
そ
れ
ぞ
れ
建
安
二
十
一
年
(
一
二
六

γ
同
十
六
年
(
一
二
一
)
・
同
二
十
年
(
一
二
五
)

で
あ
り
、

い
ず
れ
も
曹
操
が
丞
相
と
な
っ
た
後
〈
つ
ま
り
赤
壁
の
戟
い
の
後
)
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、

夏
侯
惇
が
揚
州
方
面
に
駐
屯
し
た
の
は

呉
に
射
す
る
、
夏
侯
淵
が
漢
中
に
駐
屯
し
た
の
は
萄
に
劃
す
る
、
そ
し
て
曹
仁
が
荊
州
に
屯
し
た
の
は
呉

・
局
両
方
に
劃
す
る
防
御
を
主
目
的

と
し
て
い
た
事
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

先
に
論
じ
た
よ
う
に
、
建
安
十
三
年
以
降
の
曹
操
軍
聞
に
お
け
る
都
督
は
、
初
期
の
都
督
と
は
異
な
り
一
方
面
軍
の
縮
大
将
と
し
て
劃
呉

・



萄
の
前
線
に
駐
屯
し
、
州
都
督
の
前
段
階
と
認
め
う
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
前
段
階
で
あ
っ
て
、
州
都
督
そ
の
も
の
で
は
な
い
。

と
い
う
の
は
、
前
節
で
引
用
し
た
『
三
園
志
』
夏
侯
惇
俸
に
は
「
屯
を
召
陵
に
徒
す
」
と
あ
っ
て
、
駐
屯
地
が
一
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い

(
引
品
〉

か
ら
で
あ
る
。
ま
た
曹
仁
は
都
督
を
以
っ
て
蘇
伯
・
田
銀
の
賊
観
を
討
伐
し
た
が
、
そ
れ
は
河
聞
郡
、
す
な
わ
ち
翼
州
の
方
で
あ
り
、
そ
の
後

に
荊
州
に
鎖
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
州
都
督
が
固
定
の
治
所
を
持
ち
、
ま
た
「
都
督
某
州
諸
軍
事
」
と
い
う
官
職
名
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
よ

う
に
制
度
と
し
て
一
定
の
地
域
と
密
着
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
と
は
異
な
り
、
こ
の
段
階
の
都
督
は
あ
く
ま
で
も
臨
時
編
制
軍
の
縮
大
将
と
し

て
、
賊
凱
を
征
伐
し
た
り
地
方
に
駐
屯
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

で
は
、

い
っ
こ
の
よ
う
な
都
督
か
ら
州
都
督
が
成
立
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
貼
に
つ
い
て
は
、
前
引
『
宋
書
』
百
官
志
の
責
初
二
年
設
と
、
『
音
書
』
職
官
志
の
寅
初
三
年
読
が
あ
り
、
は
っ
き
り
と
は
断
定
で
き

な
い
。
し
か
し
、
具
瞳
的
な
史
料
に
聞
し
て
見
る
と
、
例
え
ば
『
三
園
志
』
巻
九
『
貌
士
山
』
曹
仁
俸
に
は
、
仁
が
都
督
と
し
て
荊
州
に
駐
屯
し

(
文
帯
)
王
位
に
聞
く
に
及
び
、
仁
を
車
騎
防
府
軍
・
都
督
荊
・
揚
・
盆
州
諸
軍
事
に
奔
し
、
・
:

- 21ー

て
い
た
記
事
に
績
け
て

と
あ
っ
て
、
都
督
で
あ
っ
た
仁
が
そ
の
ま
ま
州
都
督
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
夏
侯
惇
・
夏
侯
淵
に
つ
い
て
い
え
ば
、
彼
ら
は
二
人
と
も
州
都
督

と
な
る
前
に
死
亡
し
た
が
、
同
書
夏
侯
惇
停
注
引
『
貌
略
』
に

文
一
一
帝
少
く
し
て
(
夏
侯
〉
械
と
親
し
み
、
即
位
す
る
に
及
び
、
以
て
安
西
将
軍
・
持
簡
と
篤
し
、
夏
侯
淵
の
慮
を
承
け
て
闘
中
を
都
督
せ

し
む
。

と
あ
り
、
同
書
曹
休
俸
に
は

夏
侯
惇
亮
じ
、
休
を
以
て
鎖
南
将
軍
・
骸
節
都
督
諸
軍
事
と
篤
し
、
.

263 
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お

〉

と
あ
っ
て
、
彼
ら
の
あ
と
を
受
け
た
夏
侯
械
・
曹
休
が
、
そ
れ
ぞ
れ
州
都
督
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
た
だ
単
に
都
督
と
入
れ
替
わ
る
よ
う

に
し
て
州
都
督
が
史
料
に
現
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
都
督
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
ま
ま
最
初
の
州
都
督
就
任
者
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
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(
町
四
〉

い
ず
れ
も
曹
壬
が
王
位
に
卸
い
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。
前
回
壬
が
王
位
に
聞
い
た
の
は
建
安
二
十
五
年
(
二
二

O
、
延
康
元

年
と
改
元
)
正
月
、
そ
の
年
の
十
月
に
は
漢
の
調
譲
を
受
け
て
黄
初
元
年
と
改
元
し
て
い
る
。

る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

つ
ま
り
、

酋
自
主
が
王
位
に
即
い
た
時
に
は
纂
奪

の
準
備
は
既
に
で
き
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
時
聞
の
問
題
で
し
か
な
か
っ
た
。
形
式
の
上
で
は
あ
る
い
は
寅
初
二
年
も
し
く
は
三
年
で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
貫
質
的
に
は
延
康
元
年
に
州
都
督
|
|
す
な
わ
ち
、
固
定
の
治
所
・
一
定
の
管
轄
匿
を
持
つ
都
督
ー
ー
ー
は
成
立
し
て

い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
後
漢
王
朝
の
制
度
を
(
少
な
く
と
も
形
式
上
は
〉
隼
重
し
て
い
た
曹
操
時
代
の
修
正
局
を

告
げ
る
出
来
事
と
し
て
、
象
徴
的
と
も
い
え
よ
う
。

第
四
章

都
督
制
の
成
立
意
義

ー
ー
ー
結
び
に
か
え
て
||

石
井
氏
は
、
都
督
の
本
質
を
「
軍
事
司
法
職
」
に
あ
る
と
指
摘
し
、
従
っ
て
本
来
的
に
は
軍
事
指
揮
権
と
は
無
関
係
で
あ
っ
た
、

(
初
出
〉

解
を
出
し
た
。

と
い
う
見

- 22ー

「
監
察
」
と
い
う
側
面
に
注
目
し
た
の
は
ま
こ
と
に
慧
眼
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
指
揮
権
と
無
関
係
と
な
る
と
、
疑
問
符
が

つ
か
ざ
る
を
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
後
の
都
督
が
指
揮
権
と
無
関
係
と
は
必
ず
し
も
言
い
き
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
否
、
本
稿
で
み
て
き
た

よ
う
に
、
後
漢
王
朝
に
お
け
る
都
督
で
す
ら
、
指
揮
権
と
無
関
係
と
し
て
捉
え
る
に
は
無
理
が
あ
る
。
債
に
、
嘗
初
は
無
関
係
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
そ
の
場
合
、

そ
の
後
ど
の
よ
う
に
し
て
都
督
が
指
揮
権
を
獲
得
し
て
い
っ
た
の
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
貼
に
つ

い
て
は
氏
は
な
ん
の
説
明
も
な
さ
れ
て
い
な
い
。

筆
者
の
考
え
で
は
、
都
督
は
嘗
初
よ
り
監
察
櫨
の
み
な
ら
ず
指
揮
権
を
も
有
し
て
い
た
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
、
指
揮
権
と
監

察
権
を
裁
然
と
区
別
し
て
捉
え
る
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
賂
軍
に
せ
よ
、
中
郎
持
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
校
尉
に
し
て
も
、
自
軍
内
に

封
す
る
監
察
権
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
複
散
の
軍
を
統
率
す
る
時
で
も
、
そ
れ
ら
他
の
軍
に
射
す
る
監
察
擢
は
蛍
然
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
意

味
で
は
都
督
も
、
将
軍
以
下
漢
代
の
指
揮
官
と
同
様
で
あ
っ
た
。
た
だ
都
督
が
将
軍
等
と
異
な
る
の
は
、
他
の
寧
(
将
軍
等
を
頂
黙
と
し
て
編
制

さ
れ
た
一
軍
)
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
言
い
か
え
る
と
、

一
軍
を
擁
す
る
人
聞
を
「
束
ね
る
」
こ
と
こ
そ
が
、

曹
親
以
降



に
お
け
る
都
督
の
職
掌
の
本
質
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
な
考
え
を
踏
ま
え
て
、

本
稿
で
は
都
督
の
職
掌
を
表
わ
す
際

「
統
率
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
の
で
あ
る
。

現
貨
の
個
々
の
局
面
に
お
い
て
は
、
将
軍
等
も
ま
た
複
数
の
軍
を
統
率
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
し、

寅
際
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
っ
た
。

し

か
し
、
そ
れ
は
大
将
軍
な
ど
、
将
軍
披
の
中
に
上
下
関
係
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
位
の
賂
軍
に
下
位
の
持
軍
等
を
統
率
さ
せ
た
だ
け

で、

い
わ
ば
一
元
的
な
序
列
に
お
け
る
上
下
関
係
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

従
っ
て
制
度
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ

一
方
、
公
孫
噴
が
都
督
に
任
用
さ
れ
た
時
の
朕
況
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
嘗
時
の
後
漢
朝
廷
は
内
憂
外
患
を
抱
え
て
い
た
た
め
に
、

正
規
の
軍
陵
だ
け
で
は
劃
醸
し
き
れ
ず
、
臨
時
に
徴
集
し
た
軍
隊
に
も
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
正
規
外
の
軍
隊
を
統
率
す
る
た

め
の
新
た
な
枠
組
み
が
必
要
と
な
っ
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
朕
況
は
、
雑
多
な
軍
隊
を
配
下
に
組
み
入
れ
て
自
ら
の
勢
力
を
確
立

Tこし
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
後
漢
末
の
軍
闘
に
も
嘗
て
は
ま
る
。
そ
こ
に
、
各
軍
閥
が
軒
並
み
都
督
を
取
り
入
れ
た
契
機
が
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
石
井
氏
の
指
揮
さ
れ
た
、
都
督
の
職
掌
に
お
け
る
「
監
察
」
と
い
う
側
面
は
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
強
調
さ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
都
督
の
性
格
は
後
の
州
都
督
に
も
嘗
然
受
け
継
が
れ
、
そ
れ
は
「
都
督
諸
軍
事
」
と
い
う
名
稽
|
|
諸

軍
を
都
督
す
る
ー
ー
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

- 23ー

ま
た
森
本
氏
は
、
曹
操
軍
閥
の
摸
大
過
程
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
曹
操
軍
圏
の
軍
事
瞳
制
は
形
式
的
に
は
あ
く
ま
で
も
後
漢
の
軍
事
制
度

に
よ
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
つ
つ
、
そ
の
中
に
貌
濁
自
の
軍
事
韓
制
へ
の
萌
芽
を
認
め
た
。
具
瞳
的
に
は
、
他
の
賂
帥
達
が
足
並
み
を
揃
え

る
よ
う
に
し
て
賂
軍
へ
と
昇
官
し
て
い
く
中
、
別
部
司
馬
を
本
官
と
し
た
ま
ま
別
働
隊
の
長
と
し
て
諸
絡
を
率
い
た
夏
侯
淵
と
曹
仁
に
注
目

し
、
そ
の
「
別
働
陵
の
長
と
し
て
の
別
部
司
馬
」
に
都
督
制
の
淵
源
を
見
出
だ
し
た
。
本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
初
期
の
都
督
が
「
他
の
軍

を
統
率
す
る
」
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
各
軍
闘
が
都
督
を
取
り
入
れ
た
の
は
、
親
近
の
者
を
都
督
に
任
用
し
て
新
附
の
将

帥
を
統
率
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
で
あ
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
現
貫
の
戦
局
に
お
い
て
は
別
働
陵
の
長
と
い
う
形

「
別
働
陵
の
長
」
と
し
て
の
側
面
を
強
調
し
た
氏
の
論
は
、
本
稿
の
趣
旨
に
沿
う
も
の

265 

と
な
っ
て
表
れ
る
。
従
っ
て
そ
の
意
味
か
ら
言
え
ば
、
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と
言
え
よ
う
。

そ
し
て
、
都
督
が
「
別
働
陵
の
長
」
で
あ
る
と
す
る
と
、
戦
局
の
腰
着
と
と
も
に
地
方
に
常
駐
す
る
よ
う
に
な
る
の
も
ま
た
、

至
極
蛍
然
の

結
果
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

も
、
臨
時
の
征
討
都
督
に
し
て
も
、
本
質
的
に
は
州
都
督
と
な
ん
ら
襲
わ
る
所
は
な
レ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
都
督
薙
涼
洲
諸
軍
事
で
あ
っ
た
司

馬
誌
が
太
俸
に
遜
っ
た
時
の
こ
と
と
し
て
、
『
三
園
志
』
巻
四
『
親
書
』
三
少
一
帝
一
紀
に

(
景
初
三
年
正
月
〉
丁
丑
詔
し
て
臼
く

「
:
:
:
其
れ
太
尉
(
司
馬
宣
王
)
を
以
て
太
俸
と
篇
し
、

従
っ
て
、
州
都
督
は
現
質
の
要
請
か
ら
涯
生
し
て
き
た
一
つ
の
形
態
に
、過
ぎ
な
い
。

都
督
中
外
諸
軍
事
に
し
て

持
節
統
丘
ハ
都
督
諸
軍
事
た
る
こ
と
放
の

如
し
。
」

(
お
)

と
あ
り
、
こ
の
後
も
司
馬
誌
は
諸
軍
を
督
し
て
し
ば
し
ば
外
征
し
て
い

る
こ
と
は
そ
れ
を
端
的
に
示
す
。
た
だ
将
軍
府
な
ど
の
属
官
で
あ
る
営

(
羽
)

軍
都
督

・
刺
姦
都
督

・
帳
下
都
督
な
ど
は
こ
れ
ら
と
は
異
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
ら
に
し
て
も
、
主
将
の
腹
心
と
し
て
自
軍
内
の
監
察

- 24ー

を
掌
る
と
い
う
別
の
面
を
縫
承
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

後
漢
末
の
字
組
以
来
、
将
軍
な
ど
従
来
の
武
官
は
濫
護
さ
れ
績
け
、
地
方
に
割
譲
す
る
軍
閥
に
お
い
て
さ
え
将
軍
放
や
中
郎
絡
を
有
す
る
者

が
掃
い
て
捨
て
る
ほ
ど
い
る
朕
態
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
朕
況
は
、
軍
閥
内
に
お
け
る
指
揮
系
統
、
ひ
い
て
は
秩
序
そ
の
も
の
を
混
蹴

さ
せ
る
因
子
と
し
て
軍
閥
の
主
帥
に
は
映
じ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
中
で
都
督
制
は
、
軍
閥
内
の
秩
序
形
成
の
た
め
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
ま
た

軍
閥
の
援
大
と
と
も
に
護
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
細
腕
初
に
成
立
し
た
嘗
初
の
州
都
督
就
任
者
が
曹
氏
一
族
に
集
中
し
、

際
に
は
司
馬
氏
に
集
中
し
て
い
た
と
い
う
事
貫
は
、
曹
貌
を
軍
閥
の
延
長
上
に
お
い
て
捉
え
る
時
、
秩
序
形
成
の
主
睦
者
ー
ー
す
な
わ
ち
軍
閥

ま
た
説
耳
目
革
命
の

の
主
帥
ー
ー
が
曹
氏
か
ら
司
馬
氏
へ
と
遁
っ
て
い
た
事
を
如
貫
に
物
語
る
現
象
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。

註
(

1

)

お
も
な
研
究
は
、
小
尾
孟
夫
「
六
朝
時
代
に
お
け
る
都
督
制
の
研
究

の
現
燃
と
課
題
」
(
『
六
朝
都
督
制
研
究
』
渓
水
社
、

二
O
O
て

序

章
)
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
特
に
列
記
せ
ず
、
本
稿
に
関

係
す
る
論
文
の
み
そ
の
都
度
遁
宜
紹
介
す
る
。
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(

2

)

石
井
仁
氏
が
論
ず
る
よ
う
に
、
奥
や
萄
の
都
督
も
ま
た
裂
の
そ
れ
と

同
じ
起
源
よ
り
波
生
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
は
あ
る
が
、
だ
か
ら

と
い
っ
て
全
く
同
じ
制
度
と
し
て
見
な
す
の
は
危
険
で
あ
ろ
う
。
一
一
一
園

そ
れ
ぞ
れ
の
都
替
に
つ
い
て
は
改
め
て
論
ず
る
必
要
が
あ
ろ
う
が
、
こ

こ
で
は
と
り
あ
え
ず
呉
・
萄
に
つ
い
て
は
捨
象
す
る
。
石
井
仁
「
都
督

考
」
ハ
『
東
洋
史
研
究
』
五
一
|
三
、
一
九
九
二
)
、
同
「
孫
英
軍
制
の

再
検
討
」
(
『
中
園
中
世
史
研
究
績
編
』
京
都
大
皐
皐
術
出
版
曾
、
一

九
九
五
)
、
張
鶴
泉
「
萄
漢
銀
成
都
督
略
論
」
(
『
士
ロ
林
大
皐
祉
曾
科
皐

皐
報
』
一
九
九
八
|
六
)
参
照
。

(

3

)

州
都
督
の
正
式
な
肩
書
き
は
「
都
督
莱
州
諸
軍
事
」
(
都
督
の
他
に

「
監
」
「
督
」
が
あ
り
、
ま
た
州
の
ほ
か
に
郡
を
管
轄
範
圏
と
す
る
場

合
も
あ
る
)
で
あ
り
、
寅
際
に
史
料
に
現
れ
る
の
も
ほ
と
ん
ど
が
こ
の

名
穏
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
先
行
研
究
に
従
っ
て
こ
れ
ら
の

都
督
を
州
都
督
と
総
務
す
る
。
越
智
重
明
「
貌
耳
目
時
代
の
四
征
将
軍
と

都
督
」
〈
『
史
淵
』
一
一
七
、
一
九
八

O
)
参
照
。

(

4

)

前
掲
小
尾
著
書
第
二
部
「
征
討
都
督
と
征
討
健
制
」
の
諸
論
文
参

照。

(
5
〉
川
合
安
「
六
朝
の
帳
下
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
四
八
|
二
、

一
九
八
九
〉
参
照
。

(
6
〉
「
中
外
寧
」
の
指
す
内
容
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
。
何
怒
全
「
貌
E
日

的
中
軍
」
(
『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
一
七
、
一
九
四

八
〉
、
越
智
重
明
「
領
軍
将
軍
と
護
軍
賂
軍
」
(
『
東
洋
皐
報
』
四
四
|

一
、
一
九
六
一
)
、
祝
絶
斌
「
都
督
中
外
諸
軍
事
及
其
性
質
、
作
用
」

(
『
紀
念
陳
寅
協
先
生
誕
辰
百
年
祭
術
論
文
集
』
北
京
大
皐
出
版
社
、

一
九
八
九
)
等
参
照
。

(
7
〉
石
井
前
掲
「
都
督
考
」
。

(

8

)

た
だ
し
氏
は
、
都
督
を
中
心
に
据
え
つ
つ
も
、
騎
督
や
大
督
護
な
ど

「
督
」
と
名
の
つ
く
官
を
す
べ
て
「
原
・
都
督
」
と
し
て
捉
え
、
そ
こ

か
ら
、
軍
圏
内
の
あ
ら
ゆ
る
階
層
に
「
原
・
都
督
」
が
置
か
れ
て
い
た

と
論
じ
る
。
し
か
し
、
後
の
州
都
督
に
つ
な
が
る
原
貼
と
し
て
考
え
る

時
、
注
目
す
べ
き
は
あ
く
ま
で
も
「
都
督
」
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
本

稿
で
は
そ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
氏
の
「
原
・
都
督
」
と
い
う
概
念
は

用
い
な
い
。

(

9

)

〔
}
内
は
、
沈
家
本
『
後
漢
書
演
言
』
に
よ
り
補
っ
た
。
中
華
書

局
標
勲
本
『
後
漢
書
』
校
勘
記
多
照
。

(
叩
)
黄
巾
の
飢
の
首
魁
で
あ
る
張
角
は
中
卒
元
年
十
月
に
は
死
亡
し
て
い

た
が
、
残
黛
は
な
お
各
地
で
活
動
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
ま
だ
鋭

の
最
中
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

(
江
)
寅
際
に
は
、
張
、温
の
前
に
皇
甫
嵩
が
車
騎
将
軍
と
し
て
討
伐
に
首
た

っ
て
お
り
、
そ
の
時
に
烏
垣
の
兵
を
徴
愛
す
る
か
鮮
卑
の
兵
に
す
る
か

で
朝
廷
に
お
い
て
議
論
が
分
か
れ
、
結
局
烏
桓
に
な
っ
た
こ
と
が

『後

漢
書
』
列
停
三
八
態
勧
俸
に
記
さ
れ
て
い
る
。

中
卒
二
年
、
漢
陽
賊
逸
品章

・
韓
途
輿
売
胡
am定
、
東
侵
三
輔
、
時

遺
車
騎
将
軍
皇
甫
嵩
西
討
之
。
嵩
請
愛
烏
垣
三
千
人
。
北
軍
中
候

都
靖
上
言
「
烏
桓
衆
弱
、
宜
開
募
鮮
卑
。
」
事
下
四
府
、
大
絡
軍

嫁
韓
卓
議
、
以
鋳
「
烏
桓
丘
(
寡
、
而
輿
鮮
卑
世
篤
仇
敵
、
若
烏
桓

被
夜
、
則
鮮
卑
必
襲
其
家
。
烏
桓
開
之
、
嘗
復
奔
軍
還
救
。
非
唯

無
盆
於
賞
、
及
更
温
三
軍
之
情
。
郷
靖
居
近
透
塞
、
究
其
態
詐
。

若
令
靖
募
鮮
卑
軽
騎
五
千
、
必
有
破
敵
之
致
。
」
勧
駁
之
回
「
鮮

卑
隔
在
漠
北
、
犬
羊
震
豪
、
無
君
長
之
帥
、
産
落
之
居
、
而
天
性
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貧
暴
、
不
拘
信
義
、
故
数
犯
障
塞
、
且
無
寧
歳
。
唯
至
互
市
、
乃

来
腕
服
。
有
欲
中
園
珍
貨
、
非
震
畏
威
懐
徳
、
計
獲
事
足
、
旋
麗

篤
害
。
是
以
朝
家
外
而
不
内
、
蓋
信
用
此
也
。
往
者
旬
奴
反
銀
、
度

遼
将
軍
馬
績

・
鳥
桓
校
尉
玉
元
裂
鮮
卑
五
千
徐
騎
、
叉
武
威
太
守

趨
沖
亦
率
鮮
卑
征
討
叛
発
。
斬
獲
醜
虜
、
既
不
足
言
、
而
鮮
卑
越

盗
、
多
魚
不
法
。
裁
以
軍
令
、
則
念
戻
作
飢
。
制
御
小
緩
、
則
陸

掠
残
害
。
劫
居
人
、
紗
商
放
、
噸
人
牛
羊
、
略
人
兵
馬
。
得
賞
既

多
、
不
肯
去
、
復
欲
以
物
買
銭
。
透
将
不
廊
、
使
取
練
鳥
取
県
欲
焼

之
。
透
絡
恐
怖
、
畏
其
反
叛
、
弛
附
謝
撫
順
、
無
敢
担
準
。
今
校
定

未
珍
、
而
発
信
用
E
害
、
如
或
致
悔
、
其
可
迫
乎
。
臣
愚
以
信
用
可
募

陥
西
発
胡
守
善
不
叛
者
、
簡
其
粕
勇
、
多
其
牢
賞
。
太
守
李
参
沈

静
有
謀
、
必
能
奨
腐
得
其
死
力
。
蛍
恩
漸
消
之
略
、
不
可
倉
卒
望

也
。
」
韓
卓
復
興
勧
相
難
反
覆
。
於
是
認
百
官
大
曾
朝
堂
、
皆
従

勧
議
。

ま
た
内
田
吟
風
「
烏
桓
鮮
卑
の
源
流
と
初
期
社
曾
梅
成
|

上
向
代
北

ア
ジ
ア
遊
牧
民
族
の
生
活
l|
』
」
(
『
北
ア
ジ
ア
史
研
究
||
鮮
卑
柔

然
突
蕨
篇
』
同
朋
合
、
一
九
七
五
)
参
照
。

(
ロ
)
前
掲
内
田
論
文
参
照
。

(
日
)
『
績
漢
書
』
百
官
志

護
烏
桓
校
尉
一
人
、
比
二
千
石
。
本
注
目
、
主
烏
桓
胡
。

『
後
漢
書
』
列
停
八

O
烏
桓
俸

於
是
始
置
護
鳥
桓
校
尉
、
秩
二
千
石
。
擁
節
監
領
之
、
使
不
得
奥

旬
交
通
。

『
後
漢
書
』
列
億
八

O
鮮
卑
停

震
帯
立
、
幽
・
弁
・
涼
三
州
縁
透
諸
郡
無
裁
不
被
鮮
卑
冠
抄
、
殺

(
U〉

略
不
可
勝
数
。

(
臼
)
蛍
時
の
烏
桓
・
鮮
卑
と
漢
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
掲
内
田
論
文

に
詳
し
い
。

(
日
)
大
庭
惰

「漢
の
官
吏
の
兼
任
」
(
『
聖
心
女
子
大
事
論
叢
』
九
、
一
九

五
七
、
の
ち
『
秦
漢
法
制
史
の
究
研
』
創
文
位
、

一
九
八
二
に
再
録
)
。

(
口
〉
後
の
南
朝
の
こ
と
で
あ
る
が
、
幼
年
の
皇
室
諸
王
が
地
方
州
鎮
の
長

官
と
し
て
赴
任
す
る
場
合
、
次
官
た
る
長
史
が

「
長
史
行
事
」
と
し
て

貿
際
の
政
務
を
執
り
行
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
「
行
事
」
の
用

法
と
し
て
相
通
ず
る
も
の
が
あ
ろ
う
。

(
問
)
張
純
と
と
も
に
叛
し
た
丘
力
居
と
い
う
の
が
烏
桓
の
大
人
で
あ
り
、

彼
が
率
い
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
前
引

『
三
園
士
山
』
公
孫
環
停
、

『後
漢
書
』
烏
桓
俸
等
参
照
。

(
凶
〉
こ
の
部
分
を
「
歩
騎
の
終
校

・
都
督
た
る
者
」
と
、
二
者
を
並
列
の

関
係
で
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
所
謂

「将

校
」
と
都
替
が
別
物
で
あ
る
こ
と
に
努
わ
り
は
な
い
。
ま
た
「
目
付
け

役
」
と
し
て
解
律
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
の
史
料
だ
け
で
は
断
定

は
不
可
能
で
あ
る
が
、
た
だ
そ
の
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
1
|
少
な

く
と
も

一
般
の
将
校
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
ー
ー
と
い
う
こ
と
だ
け
は

指
摘
し
て
お
き
た
い
。

(
m
)

こ
の
監
軍
と
は
具
程
的
に
は
温
授
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
引
用
部

分
の
前
段
に
は

(
郭
)
園
等
因
是
譜
(
温
)
授
「
監
統
内
外
、
威
震
三
軍
、
若
其

浸
盛
、
何
以
制
之
。
」

と
あ
っ
て
「
監
軍
」
と
し
て
の
温
授
が
全
軍
を
「
監
統
」
し
て
い
た
こ

と
が
分
か
り
、
亥
紹
は
そ
の
温
授
の
勢
力
を
削
減
す
る
た
め
に
「
三
都
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督
」
に
分
け
た
、
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
場
合
の
都
督
の
職
掌
は
監

軍
と
ほ
ぼ
同
じ
で
軍
圏
内
の
諸
軍
を
「
民
統
」
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
。

こ
の
「
監
統
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
監
察
を
含
め
た
統
率

と
い
う
意
味
合
い
が
窺
わ
れ
る
。

(
氾
)
(
孫
〉
策
従
容
濁
輿
範
菜
、
範
目
、
「
今
同
府
軍
事
業
日
大
、
士
衆

日
盛
、
範
在
遠
、
開
綱
紀
猶
有
不
整
者
。
範
願
断
定
領
都
督
、
佐
持

軍
部
分
之
。
」
策
目
、
「
子
衡
、
卿
既
士
大
夫
、
加
手
下
己
有
大

衆
、
立
功
於
外
。
堂
宜
復
屈
小
職
、
知
軍
中
細
神
事
。
」
範
目
、

「
不
然
。
今
捨
本
土
託
将
軍
、
非
篤
妻
子
也
。
欲
済
世
務
。
猶
同

船
渉
海
。
一
事
不
牢
、
印
倶
受
其
敗
。
此
亦
範
計
、
非
但
賂
軍

也
。
」
策
笑
、
無
以
答
。
範
出
、
更
穣
構
、
著
袴
摺
、
執
鞭
、
詣

閣
下
啓
事
、
自
稽
領
都
督
。
策
乃
授
停
、
委
以
衆
事
。
由
是
軍
中

粛
陸
、
威
禁
大
行
。

(
詑
)
校
督
が
官
名
で
あ
る
こ
と
は
『
三
園
志
』
巻
二
八
『
貌
書』

母
丘
倹

停
所
引
『
貌
書
』
に

太
和
中
、
第
五
倍
校
督
、
出
信
用
牙
門
勝
。

と
あ
り
、
ま
た
『
宋
書
』
巻
一
八
躍
志
に

太
子
常
従
虎
責
督
・
千
人
督
・
校
督
・
司
馬
虎
責
督
、
銅
印
、
墨

綬
、
朝
服
、
武
冠
。

と
あ
る
事
か
ら
分
か
る
。

(
却
)
潰
口
重
園
「
E

日
書
武
一
帝
紀
に
見
え
た
る
部
曲
賂
・
部
曲
督
と
質
任
」

(
『
東
洋
皐
報
』
二
七

l
三
、
一
九
四

O
、
の
ち
『
唐
王
朝
の
賎
人
制

度
』
東
洋
史
研
究
曾
、
一
九
六
六
に
再
録
)
参
照
。

(
川
品
〉
牙
門
賂
が
瞬
間
軍
に
廃
す
る
こ
と
を
示
す
史
料
と
し
て
、
例
え
ば
『
母

丘
倹
丸
都
山
紀
功
碑
』
に

督
七
牙
門
、
討
句
麗
:
:
:

と
い
う
文
句
が
見
え
る
。
母
丘
倹
が
高
句
麗
を
討
伐
し
た
時
は
度
遼
将

軍
で
あ
っ
た
(
『
三
毘
士
山
巻
二
八
『
貌
書
』
母
丘
倹
俸
参
照
)
。

ま
た
、
『
菅
書
』
巻
五
億
喬
紀
に
は

(
永
嘉
六
年
春
正
月
)
故
銀
南
府
牙
門
終
胡
充
爽
衆
窓
荊
土
、
自

説
楚
公
。

と
い
う
記
事
が
あ
る
。
「
銀
南
府
」
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
銀
南
終
軍

府
の
こ
と
で
あ
る
。

ハ
お
)
詳
し
い
考
詮
は
石
井
前
掲
「
都
督
考
」
で
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ

こ
で
は
省
略
す
る
。

(
お
〉
「
三
園
士
?
と
巻
一
七
『
貌
書
』
張
遼
停

:
:
:
奔
征
東
将
軍
。
建
安
二
十
一
年
、
太
租
復
征
孫
様
、
到
合

肥
、
循
行
遼
戟
慮
、
歎
息
者
良
久
。
乃
増
遼
兵
、
多
留
諸
軍
、
役

屯
居
集
。

コ
ニ
図
士
山
』
巻
一
八
『
軸
調
書
』
戚
覇
傍

:
:
奔
揚
威
将
軍
・
俵
節
。
後
権
乞
降
、
太
租
還
、
留
鰐
輿
夏
侯

惇
等
屯
居
集
。

ハ
mC
森
本
淳
「
曹
貌
軍
制
前
史
|
|
曹
操
軍
国
旗
大
過
程
か
ら
み
た
一
考

察
l
|
」
(
『
ア
ジ
ア
史
研
究
』
〈
中
央
大
皐
〉
二
二
、
一
九
九
八
〉
。

森
本
氏
の
設
に
つ
い
て
は
次
章
で
よ
り
詳
し
く
紹
介
す
る
。

(
お
〉
石
井
前
掲
論
文
お
よ
び
、
「
漢
末
州
牧
考
」
ハ
『
秋
大
史
皐
』
三
八
、

一
九
九
二
)
、
「
囚
征
絡
軍
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
古
代
文
化
』
四

五
l
一
O
、
一
九
九
三
〉
参
照
。

〈
勿
〉
こ
の
時
間
差
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
よ
り
詳
し
く
論
じ
る
。

ハ
ω)
陳
琳
園
「
論
貌
菅
南
朝
都
替
制
」
お
よ
び
挑
念
慈
「
嘗
貌
地
方
都
督
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初
探
」
(
『
史
士
山
文
惹
』
一
九
八
七
|
五
)
。

(但
)
陳
仲
安
「
都
督
散
考
」
(
『
貌
菅
南
北
朝
陪
唐
史
資
料
』
六
、
一
九

八
四
)
お
よ
び
張
蝉
「
従
東
漢
督
軍
制
到
貌
E

日
都
督
制
」
(『
史
皐
月

刊
』
一
九
九
四
|
六
)
。
陳
氏
は
、
将
校
と
し
て
の
都
督
の
方
が
後
の

州
都
督
よ
り
も
早
い
時
期
に
現
れ
る
と
す
る
の
み
で
あ
り
、
前
回
数
に
な

っ
て
都
督
の
管
轄
区
が
形
成
さ
れ
る
過
程
と
し
て
夏
侯
惇
ら
の
事
例
を

紹
介
す
る
。
張
氏
は
州
都
督
の
原
型
と
し
て
夏
侯
惇
ら
の
例
を
捉
え
つ

つ
、
そ
れ
よ
り
も
先
に
将
校
の
官
名
と
し
て
都
督
の
名
が
出
現
し
て
い

た
と
述
べ
る
が
、
ど
ち
ら
が
早
い
時
期
に
史
料
に
現
れ
る
か
は
問
題
で

は
な
い
と
し
て
、
雨
者
の
継
承
関
係
を
認
め
て
い
な
い
。

(
幻
)
石
井
前
掲
「
都
督
考
」
。

(
お
)
例
え
ば
『
三
園
士
山
』
巻
六
『
貌
書
』
劉
表
俸
に
は

太
租
興
案
紹
方
相
持
子
宮
渡
、
紹
遣
人
救
助
、
表
許
之
而
不
至
、

亦
不
佐
太
祖
、
欲
保
江
漢
関
、
観
天
下
愛
。

と
あ
り
、
ま
た
同
巻
八
張
魯
俸
に
よ
る
と
、
張
魯
も
ま
た
曹
操
に
射
し

て
特
に
敵
封
心
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

(
鈍
)
『
三
園
志
』
巻
二
五
『
貌
書
』
楊
阜
停
参
照
。

(
日
山
)
宙
回
休
に
つ
い
て
は
「
都
督
諸
軍
事
」
と
あ
る
の
み
だ
が
、
本
俸
の
績

き
に
「
:
:
:
都
督
揚
州
如
故
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
に
「
都
督

揚
州
諸
軍
事
」
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
お
)
夏
侯
惇
が
死
ん
だ
の
は
延
康
元
年
三
月
、
す
な
わ
ち
曹
歪
が
王
位
に

即
い
た
二
ヶ
月
後
で
あ
る
。

(
幻
)
石
井
前
掲
「
都
督
考
」
。

(
叩
拘
)
司
馬
慾
と
同
様
、
州
都
督
か
ら
他
の
官
に
遷
る
際
に
「
持
節
都
督
諸

軍
、
如
故
」
と
記
さ
れ
る
例
は
他
に
も
数
例
あ
る
。

(
ぬ
)
『
耳
墨
田
』
巻
二
四
職
官
士
山
。
詳
し
い
職
掌
等
は
不
明
で
あ
る
が
、
名

樗
か
ら
判
断
す
る
と
、
恐
ら
く
主
帥
の
も
と
で
自
軍
内
の
監
察
等
に
嘗

た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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THE FORMATION OF THE ＤＵ･DU SYSTEM

Yamaguchi Masateru

　　

The aim of this article is to examine the formation and significance of

the du-du system 都督制that played an important role in regional control

throughout the periods of the Wei-Jin and Northern and Southern dynasties.

　　

l firstexplain the origins of the du-du system. Heretofore, the origins

of the system have been sought in the du-du among various military regimes

of the late Eastern Han.　However, l confirm in this article that the type

of du-du, Commander-in-chief, appointed by the Eastern-Han court had

eχisted in an earlier period and conclude that the origins of the system

should be sought there.　　The reason for this conclusion is that it is

unnatural that nearly simultaneous creations of the previously unheard of

O伍ce of du-du in several military regimes, and there must have been some

sort of precedent. Since each military regime incorporated the du-du in its

own fashion, there ｃｏｅχistedvarying forms of du-du at one and the same

time. Among these, it was ultimately that of the Cao Cao 曹操regime

under Cao Wei 曹魏that survived and was carried on in the Western Jin

西晋.

　

Thus, in considering the formation of the du-du system, it is most

important to consider the du-du of the Cao Cao regime.

　　

Ｎｅχt,in ｅχamining the character of the du-du system of the late

Eastern Han, one discovers that leading, or coordinating, numerous military

units was the principle duty of the post. This duty was inherited by the

du-du of the Cao Cao regime. In effect, the reason that leaders such as

Cao Cao incorporated the du-du was to maintain discipline within their

own regimes.　Furthermore, as the regime of Cao Cao ｅχpanded, the

authority of the du-du was necessarily enhanced. As the warfare between

the three kingdoms settled into ａ three-way stalemate, as it was necessary

to station large-scale forces in regional outposts. It was out of such factors

that the du-du system was created. Therefore, the character of this variety

of du-du can be seen to have survived fundamentally until the demise of

Cao Wei｡
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After the establishment of the du-du system, various forms of du-du,

such as the:Zhou du-du ｀州都督｡Prefectural Commanders, and Zheng-tao

du-du征討都督，Ｅχpeditionary Commanders, came into ｅχistence,but each

carried on the characteristicsof the early du-du in some form.

Ａ CONSIDERATION OF THE YAO-DUI ０Ｆxu

　　　　

ZHI-CAI OF THE NORTHERN QI

IWAMOTO Atsushi

　　

This article is ａ study of the work of Xu Zhi-cai 徐之才，a physician

of the period of the Northern Dynasties, and the medical system of tKe

dynasties.

　　

It has previously been recognized that an earlier work also known as

the ｙαａ-ｊ心薬對had been compiled by　Lei-gong　雷公, and it was

theorized that the　Yao-dui of χｕ Zhi-cai　might have been either ａ

supplement to the earlier work, or that, in contrast, the two works were

completely unrelated. However, there has been no evidence to confirm

either theory to this point in time. No one, however, has disputed the

fact that passages of χｕ Zhi-cai's ｙαO-dui found in the Song pliarmacopQeia

Jia-you ben-cao嘉祚本草are attributable to χｕ Zhi-cai. By analyzing the

passages from the Yao-dui of Xu Zhi-cai in the Jia-ｙｏｕｈｅｎ-cao one can

learn of the medical and pharmacological･ practices of χｕ Zhi-cai.

　　

Although

　

communications

　

with

　

the

　

Western

　

regions

　

flourished

throughout the period from late Northern Wei to Northern Qi dynasties,

medicines from the Western regions were not dealt with in the Yao-dui of

χｕ Zhi-cai, and the number of medicines derived from the Southern

Dynasties is small. Based on these factors, it can be assumed that the

work was produced in the period from the end of the Northern Wei to

early in the Eastern Wei when northern China was in turmoil.

　　

The inscription on the tｏ°b of Xu Zhi-cai records that he was Shang'

yao dian-yu 爾薬典御, Director General of the Pharmaceutical Ｏ伍ce for the

Emperor･ who was responsible for preparing medicine and diagnosing the
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