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民
族
大
移
動
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因

白1

旬
奴
王
図
の
分
裂
と
南
・
北
何
奴
部

そ
の
後
の
南
向
奴
部

五
胡
族
の
諸
政
樺

節

何
奴
族
の
政
権

(A) 

劉
氏
政
権
(
漢
悶
と
前
旭
国
)

石
氏
政
権
(
後
柏
岡
)

(B) 

鮮
卑
族
の
政
権

仏)

慕
容
氏
政
権
(
前
燕
・
後
十
州
・
四
燕
・
南
燕
)

(B) 

拓

政

氏

政

権

代
凶

代

一郎

民
族
・
尭
族
の
政
権

(A) 

持
氏
政
権
(
前
秦
閤
)

寅

造



(B) 

挑
氏
政
樺
(
後
秦
閤
)

第
三
章

五
胡
族
の
政
権
と
華
北
吐
曾

街1

人

口

同
』:
 

開「
l

題

二
節

五
胡
族
の
政
権
と
漢
人
流
民

節

五
胡
族
の
政
権
と
漢
土
人
・
漢
文
化

む

す

び

は

し

が

き

ー
!
東
西
の
民
族
大
移
動
に
つ
い
て
|
|

民
族
移
動
と
い
う
と
、

一
般
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
に
お
こ
っ
た
ゲ
ル
マ
ン
民
族
を
主
櫨
と
す
る
大
移
動
だ
け
に
か
、
ぎ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
が
ち
で

あ
る
。
こ
れ
は
も
と
も
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
考
え
が
、
そ
の
ま
ま
わ
が
閣
の
歴
史
家
た
ち
に
採
り
い
れ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
で

は

E

〈

O
F
R
d弓
mHロ
L
2ロロ
m
w
w
(民
族
移
動
〉

と
い
え
ば
四
l
l
l
六
世
紀
に
お
け
る
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
移
動
だ
け
に
か
ぎ
っ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
ば
で
あ

る
。
他
の
民
族
で
あ
る
ス
ラ
ブ
族
の
移
動
と
か
、
あ
る
い
は
同
じ
ゲ
ル
マ
ン
系
で
も
一
一
世
紀
の
ノ
ル
マ
ン
人
の
移
動
な
ど
を
い
う
ば
あ
い
に
は

E

〈

OFRrmw君
。

m
cロ
mww
と
い
っ
て
こ
れ
を
区
別
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ゲ
ル
マ
ン
民
族
移
動
の
も
つ
歴
史
的
意
義
、
が
、

ほ
か
の
民
族
移
動
の
そ
れ
と
は

比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
重
要
さ
を
も
つ
か
ら
だ
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
重
要
さ
と
は
一
一
一
一
一
口
で
い
え
ば
、

こ
れ
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
が
成
立
し
、

ロ
ー
マ
風
・
ゲ
ル
マ
ン
風
の
文
化
・
祉
舎
が
形
成
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
民
族
移
動
と
い
う
の
は
、
な
に
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
け
の
歴
史
的
現
象
で
は
な
い
。

ア
ジ
ア
と
く
に
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
も
、
歴
史
上
い
く

た
び
か
の
大
規
模
の
民
族
移
動
が
く
り
か
え
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
三
世
紀
以
来
願
著
に
な
っ
た
五
胡
民
族
(
旬
奴
・
鮮
卑
・
尽
。
先
な
ど
の
異
民

族
〉
の
中
原
潜
住
、

そ
れ
に
よ
る
四
世
紀
の
「
晋
室
の
南
渡
」
(
漢
族
の
江
南
移
住
〉
、

あ
る
い
は
一
二
世
紀
の
金
代
の
女
良
民
族
の
北
中
関
移
住
、
そ
れ



に
よ
る

「
南
宋
の
江
南
遷
都
」
、

あ
る
い
は
ま
た
一
三
世
紀
の
モ
ン
ゴ
ル
民
族
の
中
園
移
住
と
元
朝
建
園
、

一
七
世
紀
の
満
州
族
の
中
園
移
動
と
清
朝

建
図
な
ど
は
現
象
的
に
み
れ
ば
ま
さ
に
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
移
動
を
し
の
ぐ
大
規
模
の
民
族
移
動
l
l北
ア
ジ
ア
民
族
と
漢
民
族
と
を
と
わ
ず
ー
ー
で
あ

る
。
な
か
で
も
四
世
紀
l

l
六
世
紀
の
五
胡
民
族
の
中
原
潜
住
は
、
そ
の
人
口
の
お
び
た
だ
し
さ
、

ま
た
そ
の
規
模
の
雄
大
さ
に
お
い
て
、

中
也
'
』
主
4n

，』

t
t
ゅ
J

寸
d

J

J

そ
れ
が
東
ア
ジ
ア
に
お
よ
ぼ
し
た
樫
史
的
意
義
の
重
要
さ
に
お
い
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
上
の
ゲ
ル
マ

γ
民
族
大
移
動
を
上
ま
わ
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
中
閣
に
お
け
る
東
西
二
つ
の
民
族
移
動
は
、
寅
は
と
も
に
北
ア
ジ
ア
遊
牧
民
族
で
あ
る
旬
奴
族
の
分
裂
・
移
動
に
よ
っ
て
誘

議
さ
れ
た
も
の
で
、

い
わ
ば
雨
者
は
、

ま
さ
に
同
根
か
ら
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
世
界
史
的
現
象
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
で
は

E

〈

α
F
2・

者
向
凶
ロ
円
山
命
日
ロ

mww
と
よ
び
、
東
洋
史
で
は
「
五
胡
十
六
閤
」
と
稀
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
一
章

民
族
大
移
動
の
起
因

節

旬
奴
王
闘
の
分
裂
と
南
・
北
旬
奴
部

い
ま
い
っ
た
よ
う
に
東
ア
ジ
ア
の
民
族
移
動
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ゲ
ル
マ
ン
民
族
移
動
も
、

と
も
に
北
ア
ジ
ア
遊
牧
民
族
で
あ
る
旬
奴
族
の
分
裂
、
移

動
に
よ
っ
て
誘
挺
さ
れ
た
事
象
で
あ
る
か
ら
、
順
序
と
し
て
旬
奴
族
の
分
裂
か
ら
考
察
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

紀
元
前
三
世
紀
末
1
l
i
前
二

O
九
年
ご
ろ
l
l
l
に
冒
頓
〈
ボ
ク
ト
ツ
〉
と
い
う
一
英
雄
に
よ
っ
て
建
関
さ
れ
た
旬
奴
遊
牧
王
図
は
、

そ
の
後
お
よ
そ
こ

五

O
年
あ
ま
り
北
ア
ジ
ア
で
強
大
な
園
力
を
保
持
し
て
き
た
が
、
紀
元
四
六
年
l
l
l
中
閣
で
は
漢
帝
闘
を
再
興
し
た
後
漢
の
光
武
帝
の
建
武
二
二
年
に

あ
た
る
i
l
l
に
旬
奴
園
内
に
勢
力
あ
ら
そ
い
が
お
こ
り
、
そ
の
結
果
旬
奴
は
南
と
北
と
の
岡
部
に
分
裂
し
た
。

南
伺
奴
部
は
こ
の
閣
の
南
港
で
、
中
園
の
寓
里
長
城
に
ち
か
い
地
帯
に
遊
牧
し
て
い
た
八
大
部
族
を
中
核
と
す
る
連
合
悌
で
、
か
れ

ら
は
旬
奴
王
閥
第
一
八
代
目
の
車
子
(
ゼ
ン
ウ
、
皇
帝
〉
で
あ
っ
た
烏
珠
留
単
子
の
子
の
日
逐
王
比
を
擁
立
し
、
後
漢
帝
閣
の
庇
護
を
も
と
め
て
蹄
順
し

商
旬
奴
部

て
き
た
。
比
は
そ
の
翌
翌
年
に
部
民
か
ら
推
戴
さ
れ
、
祖
父
の
名
を
そ
の
ま
ま
う
け
て
呼
韓
邪
車
子
二
世
と
稽
し
た
。
お
そ
ら
く
こ
の
呼
稀
は
、

か
っ



四

て
租
父
の
呼
韓
邪
草
子
一
世
(
第
一
四
代
車
子
〉
が
兄
の
邦
支
車
子
と
の
争
い
に
や
ぶ
れ
て
前
漢
の
宣
帝
甘
露
三
ハ
ム
削
五
一
)
年
に
漢
に
蹄
順
し
、

王
昭
君

を
降
嫁
さ
れ
た
(
前
三
三
年
〉
こ
と
に
ち
な
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

後
漢
帝
閣
で
は
、
こ
の
南
旬
奴
部
の
蹄
順
を
う
け
い
れ
て
、
部
民
た
ち
を
長
城
地
帯
の
雲
中
・
五
原
・
朔
方
・
北
地
・
定
裏
・
雁
門
・
上
谷
・
代
の

諸
郡
、
こ
れ
を
い
ま
の
地
域
で
い
え
ば
内
蒙
古
自
治
匿
の
烏
蘭
察
布
盟
の
托
克
托
地
方
か
ら
チ
ャ
ハ
ル
の
懐
遠
豚
地
方
、
さ
ら
に
西
は
オ
ル
ド
ス
お
よ

び
甘
粛
省
東
部
一
帯
の
う
ち
で
牧
草
の
ゆ
た
か
な
地
匝
に
、

そ
れ
ぞ
れ
牧
地
を
か
ぎ
っ
て
遊
牧
す
る
こ
と
を
許
し
た
。
は
じ
め
か
れ
ら
の
人
口
は
四
蔦

な
い
し
五
高
に
す
、
ぎ
な
か
っ
た
が
、

そ
の
後
し
だ
い
に
増
し
て
紀
元
九

O
年
ご
ろ
に
は
二

O
寓
を
こ
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

呼
韓
邪
二
世
の
南
旬
奴
部
に
封
し
て
モ
ン
ゴ
リ
ア
本
土
の
も
の
を
北
旬
奴
部
と
い
い
、
こ
こ
に
雨
部
は
四

O
I
l
-五
0
年
間
に
わ
た
り
市
北
に
封
立

し
て
抗
争
し
た
が
、
後
漢
帝
園
に
と
っ
て
は
、
旬
奴
王
園
の
分
裂
・
抗
争
に
よ
っ
て
北
方
の
脅
威
が
う
す
ら
い
だ
わ
け
で
あ
る
。

北
旬
奴
部
の
ゆ
く
え

南
旬
奴
部
が
後
漢
帝
園
に
投
降
し
た
た
め
、
北
旬
奴
部
は
後
漢
帝
閣
と
の
一
午
和
閥
係
を
た
た
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
か
れ

ら
は
こ
れ
ま
で
漢
地
か
ら
え
て
い
た
諸
物
資
を
、

や
む
な
く
漢
地
ヘ
侵
入
し
て
掠
奪
す
る
と
い
う
非
合
法
手
段
に
う
っ
た
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ

た
。
光
武
帝
か
ら
つ
、
ぎ
の
明
帝
時
代
に
か
け
て
、
北
旬
奴
部
が
後
漢
帝
閣
に
封
し
、

と
き
に
侵
冠
し
た
り
、
あ
る
い
は
と
き
に
蹄
順
し
た
り
す
る
不
常

の
態
度
を
と
っ
て
い
る
の
は
、
な
ん
と
か
し
て
園
内
の
窮
朕
を
打
開
し
よ
う
と
す
る
あ
が
き
で
あ
る
。
ま
た
か
れ
ら
は
西
域
の
城
郭
諸
問
に
活
、
政
な
攻

勢
に
出
て
い
る
が
、
こ
れ
も
西
域
を
お
さ
え
て
、
中
央
ア
ジ
ア
の
ソ
グ
ド
地
方
や
西
ア
ジ
ア
諸
閣
と
の
連
絡
を
つ
け
て
、

そ
の
生
命
線
を
保
持
し
よ
う

と
す
る
最
後
の
手
段
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
に
紀
元
八
七
年
ご
ろ
か
ら
北
旬
奴
部
は
、
後
漢
の
後
援
を
う
け
て
勢
力
を
も
り
か
え
し
た
南
旬
奴
軍
、
ま
た
東
方
か
ら
は
新
興
の
鮮
卑
族
、

さ
ら
に
北
方
か
ら
は
ト
ル
コ
系
の
丁
令
族
な
ど
の
侵
冠
を
〉
つ
け
て
大
打
撃
を
こ
う
む
っ
た
。
そ
の
う
え
モ
ン
ゴ
リ
ア
は
連
年
の
よ
う
に
烈
し
い
風
雪
に

お
そ
わ
れ
て
家
畜
の
損
傷
が
ひ
ど
く
、
部
民
は
い
よ
い
よ
消
耗
し
て
い
っ
た
。
や
が
て
九
一
年
北
旬
奴
部
は
後
漢
の
遠
征
軍
に
お
そ
わ
れ
て
大
敗
す
る

と

つ
い
に
オ
ル
コ
ン
河
畔
の
本
擦
地
(
ノ
イ
ン
・
ウ
ラ
〉
を
す
て
て
ア
ル
タ
イ
山
脈
を
こ
え
、
西
方
の
イ
リ
河
流
域
に
移
動
し
た
。

モ
ン
、
ゴ
リ
ア
は
ま

も
な
く
鮮
卑
族
に
占
擬
さ
れ
、
鮮
卑
族
が
か
わ
っ
て
北
ア
ジ
ア
世
界
の
支
配
者
に
な
っ
た
。



三
世
紀
の
な

イ
リ
河
昨
に
西
移
し
た
北
旬
奴
部
は
、
そ
の
後
約
宇
世
紀
に
わ
た
っ
て
後
漢
帝
閣
と
西
域
諸
闘
に
封
す
る
支
配
樫
を
あ
ら
そ
っ
た
が
、

つ
い
に
中
園
史
料
か
ら
は

か
ご
ろ
さ
ら
に
西
方
の
キ
ル
ギ
ス
草
原
に
再
度
の
移
動
を
徐
儀
な
く
さ
れ
、

①
 

消
息
を
た
っ
た
。

西
方
へ
移
動
す
る

の
ち
か
れ
ら
は
キ
ル
ギ
ス
草
原
を
こ
え
て
三
た
び
西
移
し
た
が
、

に
つ
れ
て
雑
多
の
遊
牧
民
族
と
混
合
し
、

し
だ
い
に
そ
の
民
族
的
純
粋
性
を
稀
薄
に
し
て
い
っ
た
。
そ

し
て
四
世
紀
に
は
ボ
ル
ガ
・
フ
ン
ネ
ン

(君。日間
ω・
同
ロ
ロ
ロ
ゆ
る
の
名
で
南
ロ
シ
ア
に
そ
の
す
が
た
を
現
わ

し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
の
よ
う
に
簡
略
に
い
う
た
め
に
は
、
近
二
百
年
来
論
争
中
の
旬
奴
・
フ

ン
同
族
説
を
紹
介
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

北 旬 奴 部 の 西 方 移 動 略 同

旬
奴
・
フ
ン
同
族
説
に
つ
い
て

中
関
史
料
に
み
え
る
何
奴
(
自

3
・
5
2
F
Eロ
m
B
E
l
l

旬
奴
の
古
音
は
お
そ
ら
く

MEm・5
で
あ
ろ
う
l
ー
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
史
料
の

出
口
P
出
口
口
巳

2

出
口
ロ
ロ

g
と
を
同
一
種
族
で
あ
る
と
最
初
に
考
詮
し
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
人
ド
・
ギ
イ
ニ
ユ
(
ロ
ゅ
の
ロ
仲
間
忠
ω
〉

の

『
旬
奴
通
史
』

(
同
笠
。
町

mumsbsr
円凶作
ω

出
口
口
♂
円
四
g
叶ロ円。♂円目。
ω

宮
。
口
問
。
F
2
0・
品
〈
。
F
見
8
2

αコ
¥.../ 

で
あ
っ
て
、

ド
・
ギ
イ
ニ
ュ
は
こ
の
書
の
な
か
で
旬
奴
(
目
。
5
・5
る
と
フ
ン
(
ロ
ロ
ロ
ロ
む
と
の
民
族

名
の
類
似
お
よ
び
旬
奴
と
フ
ン
と
の
歴
史
的
閥
係
と
に
つ
い
て

と
し
て
論
説
し
、
旬
奴
と
フ
ン
と
は

同
じ
音
を
あ
ら
わ
す
も
の
1
l
l
中
園
人
が
出

g巳
を
な
ま
っ
て
伺
奴
と
稀
し
た
も
の
l

l
と
い
う
。

以
後
こ
の
問
題
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
に
わ
た
る
民
族
移
動
、
東
西
交
渉
お
よ
び
一
一
一
一
口
語
皐
に
閥
心
を
も
っ
皐

者
た
ち
の
興
味
を
ひ
く
に
い
た
っ
た
。
そ
し
て
一
八
四
七
年
に
は
ノ
イ
マ
ン
が
こ
の
ド
・
ギ
イ
ニ
ュ
の

つ
い
で
一
九

O
O年
に
ド
イ
ツ
の
ヒ
ル
ト
〈
目
立
ど
教
授
が
「
ボ
ル
ガ
・
フ
ン
ネ

②
 

ン
と
旬
奴
考
」

(
d
z
一
君
。

}mmE出
ロ
ロ
ロ
ぬ
ロ
ロ

E
E
g
m，
ロ
ロ
)
お
よ
び
翌
一
九

C
一
年
に
は
「
フ
ン
研
究
」

読
を
補
足
弧
化
し
、

(
z
g
Rロ
ゲ
話
。

r
5
m
g〉
と
い
う
こ
論
著
に
お
い
て

吋
魂
世
一
口
令
一

O
一一、

西
域
俸
の
粟
特
闘
の
僚
に

五
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み
え
る
一
文

先
是
旬
奴
殺
其
王
而
有
其
園
、
至
王
忽
侃
己
三
世
会

こ
れ
よ
り
さ
き
旬
奴
そ
の
王
を
殺
し
て
、

そ
の
闘
を
有
し
、
王
忽
侃
に
い
た
る
す
で
に
三
世

の
な
か
の
旬
奴
王
の
忽
侃
を
出

E
・ロ柱。

r
2
出
巳
巳

w
と
音
し
、

フ
ン
ネ
ン
王
〉
邑
『
の
少
子
へ
ル
ナ
ッ
ク
〈
出
2
5
6
に
あ
て
た
。

ヒ
ル
ト
に
よ

れ
ば
北
旬
奴
部
は
一
世
紀
の
末
ご
ろ
烏
孫
の
い
た
イ
リ
地
方
に
の
が
れ
た
の
ち
、

さ
ら
に
康
居
の
地
(
キ
ル
ギ
ス
草
原
)
に
移
動
し
、
最
後
に
庵
蒸
ハ
ア

ラ
ン
〉
の
地
に
侵
入
し
て
そ
の
王
を
殺
し
、

代
っ
て
そ
の
土
地
を
領
有
し
た
が
、

三
世
を
へ
た
忽
侃
ハ
へ
ル
ナ
ッ
ク
〉
王
の
と
き
北
魂
の
高
宗
(
四
五
二

ー
六
五
〉
の
も
と
に
使
節
を
源
遺
し
た
。

蛍
時
の
旬
奴
閥
は
か
れ
ら
の
本
様
で
あ
る
ク
リ
ミ
ア
半
島
の
ス
グ
ダ
ク
の
地
名
に
よ
っ
て
莱
特
園
と
い
わ
れ

た、

と
い

h

つ。

こ
の
ヒ
ル
ト
敬
授
の
碗
究
に
よ
っ
て
旬
奴
・
フ
ン
ネ
ン
同
一
設
は
ふ
た
た
び
多
数
の
皐
者
の
賛
同
を
え
た
。

し
か
も
こ
の
歴
史
上
か
ら
の
研
究
を
強

力
に
支
持
し
た
の
は
、
近
時
に
お
け
る
考
古
皐
的
議
見
お
よ
び
そ
の
研
究
成
果
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
ま
た
言
語
早
上
か
ら
も
旬
奴
・
フ
ン
が
と
も
に
ア

ル
タ
イ
語
系
の
こ
と
ば
を
使
用
し
て
い
た
こ
と

l

l
フ
ン
族
の
佼
入
期
に
ロ
シ
ア
語
に
は
多
く
の
ア
ル
タ
'
イ
語
が
移
入
さ
れ
た
l
ー
な
ど
か
ら
旬
奴
・

フ
ン
ネ
ン
同
族
設
は
い
よ
い
よ
有
力
に
な
っ
た
感
が
あ
る
。

わ
が
闘
で
も
内
田
吟
風
敬
授
は
、

は
や
く
昭
和
一
一
年
に
「
旬
奴
西
移
年
表
附
フ
ン
ネ
ン

l
旬
奴
に
閥
す
る
再
考
察
」
(
東
洋
史
研
究
第
二
巻
一
瞬
〉
に

お
い
て
ヒ
ル
ト
教
授
の
旬
奴
・
フ
ン
同
族
設
を
全
面
的
に
支
持
し
た
。

つ
い
で
江
上
波
夫
敬
授
も
「
旬
奴
・
フ
ン
同
族
論
」
(
ユ
ー
ラ
シ
ア
古
代
北
方
文
化

昭
和
二
三
年
刊
、
所
牧
)
に
お
い
て
ド
・
ギ
イ
ニ
ュ
以
来
の
旬
奴
・
フ
ン
同
族
読
を
く
わ
し
く
紹
介
し
た
の
ち
、

ク
ラ
。
フ
ロ
ー
ト
ハ
同
『
官
♀
ど
を
は
じ
め

白
鳥
庫
吉
博
士
ら
の
旬
奴
・
フ
ン
非
同
族
設
を
批
判
し
た
の
ち
、

ソ
連
邦
皐
者
の
考
古
阜
的
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
て
旬
奴
・
フ
ン
同
族
設
を
強
力
に
主

張
し
た
。

な
お
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
史
の
す
ぐ
れ
た
研
究
で
有
名
な
ア
ン
リ
・
ピ
レ
ン
ヌ
も
そ
の
著
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
誕
生
』

ハ国

3
1
目
8
5
0
u
Z与
。
目
立

z
h
r
R
r
B
m
m一ロ
P
M
V
R
U
E
回
2
M
M
O
ロ
gu]戸

市

wω
吋
〉
に
お
い
て



ゲ
ル
マ
ン
諸
族
は
白
設
的
に
ロ

l
マ
帝
圏
内
に
突
入
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

か
れ
ら
は
フ
ン
族
襲
来
の
波
に
お
さ
れ
て
前
進
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
フ

ン
族
の
動
き
が
種
族
の
侵
入
全
鰹
を
ひ
き
お
こ
す
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
こ
こ
に
は
じ
め
て
サ
ル
マ
テ
ィ
ア
の
康
大
な
平
原
を
へ
だ
て
て
、

ア

ジ
ア
の
は
て
の
人
び
と
の
あ
い
だ
で
起
っ
た
衝
突
の
反
響
を
感
じ
と
る
こ
と
に
な
っ
た
(
邦
諜
一
一
ペ
ー
ジ
)

と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
史
家
た
ち
も
フ
ン
族
と
旬
奴
族
と
を
同
一
民
族
と
み
な
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
、
わ
た
く
し
も
旬
奴
・
フ
ン
同
族
設
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
北
伺
奴
部
す
な
わ
ち
フ
ン
族
の
西
方
移
動
は
ゲ
ル
マ

ン
の
大
移
動
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
、
以
下
か
ん
た
ん
に
の
べ
て
み
よ
う
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
に
よ
る
と
、

③
 

ブ
ン
族
と
最
初
に
接
摘
し
た
の
は
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
う
ち
で
も
東
・
西
ゴ

i
ト
族
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
東
ゴ

l
ト
族

は
パ
ン
ノ
ニ
ア
に
逃
走
し
、
西
ゴ

i
ト
族
は
一
一
一
七
六
年
秋
に
ド
ナ
ウ
河
を
こ
え
て
ロ

i
マ
帝
闘
領
内
に
遁
入
し
た
。

つ
い
で
三
八
二
年
西
ゴ
!
ト
族
は

公
法
的
共
同
樟
と
し
て
ロ

l
マ
皇
帝
と
間
約
を
む
す
び
、
正
式
に
盟
邦
者
と
し
て
下
モ
エ
シ
ア
に
居
住
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
。

こ
れ
は
西
ゴ

i
ト

族
が
同
時
に
ロ

i
マ
軍
隊
へ
の
兵
力
提
供
の
義
務
を
お
う
た
こ
と
を
も
い
み
す
る
が
ゆ
え
に
、

ゴ
l
ト
族
と
ロ

l
マ
帝
閣
と
の
閥
係
、

ひ
い
て
は
ゲ
ル

マ
ン
民
族
移
動
上
重
要
な
歴
史
的
意
義
を
も
つ
も
の
と
い
わ
れ
る
。
一
一
一
七
六
年
秋
に
西
ゴ

i
ト
族
が
ロ

l
マ
帝
閤
領
に
東
奔
し
た
と
き
の
西
ゴ

l
ト
族

の
人
口
を
ピ
レ
ン
ヌ
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
推
定
ハ
「
伊
r自
民
ど
の
め
混
在
。
宮
内
回
2
庶
民
ωcrg
∞
昆
自
B
o
r
u
g
B
K
F
5
m
g
m
仏

2
〈

α
F
2
g
g仏
0
5口
問
邦
諜

二
ペ
ー
ジ
)
に
し
た
が
っ
て
総
数
四
高
、
う
ち
兵
員
八
千
と
い
う
。

フ
ン
族
活
動
の
時
期
は
、
北
旬
奴
部
が
核
心
と
な
っ
た
集
闘
が
南
ロ
シ
ア
平
原
に
出
現
し
た
と
推
定
さ
れ
る
時
期
と
時
代
的
に
ほ
ぼ
合
致
す
る
。
こ

の
フ
ン
族
が
一
ニ
七
六
年
に
ゲ
ル
マ
ン
系
の
西
ゴ

l
ト
族
を
歴
泊
し
て
ロ

i
マ
帝
園
領
内
に
移
動
さ
せ
た
の
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ゲ
ル
マ
ン
民
族

大
移
動
の
端
緒
と
な
っ
た
こ
と
は
、

い
ま
の
べ
た
と
こ
ろ
で
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

や
が
て
フ
ン
族
は
四
世
紀
末
に
は
い
ま
の
ハ
ン
ガ
リ
ア
、

ト
ラ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
一
帯
を
支
配
し
、

ア
ッ
テ
ィ
ラ
王
(
〉
E
F
)

の
と
き
全
盛
期
に
達
し
、

四
四
七
年
こ
の
王
に
ひ
き
い
ら
れ
た
フ
ン
族
は
、

タ
イ
ス
卒
野
か
ら
進
撃
し
て
そ
エ
シ
ア
を
へ
て
ト
ラ
キ
ア
お
よ
び
テ
ル
モ
ピ
ラ
の
地
方
ま
で
劫
略
し

た。

つ
い
で
ガ
リ
ア
に
柑
特
進
し
、
四
五
一
年
春
に
は
ラ
イ
ン
河
を
こ
え
て
ロ
ワ

l
ル
河
に
い
た
る
ま
で
の
各
地
を
荒
療
さ
せ
た
。

ロ
ー
マ
軍
は
盟
約
者

七
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で
あ
る
フ
ラ
ン
ク
族
、

ブ
ル
グ
ン
ド
族
、

西
ゴ

l
ト
族
な
ど
の
ゲ
ル
マ
ン
諸
族
の
支
持
を
え
て
、

こ
れ
を
ト
ロ
ワ
の
近
郊
で
よ
う
や
く
阻
止
す
る
こ
と

が
で
き
た
。

い
わ
ゆ
る
カ
タ
ラ
ウ
ヌ
ム
の
戦
い
で
あ
る
。

フ
ン
族
は
敗
退
は
し
た
も
の
の
、

こ
の
こ
ろ
ま
で
に
ハ
ン
ガ
リ
ア
を
中
心
に
、

西
は
ラ
イ
ン

河
、
南
は
ド
ナ
ウ
河
、
北
は
ス
カ
ン
ジ
ナ
ピ
ア
南
部
に
お
よ
ぶ
大
王
闘
を
建
設
し
て
い
た
。

し
か
し
四
五
三
年
に
ア
ッ
テ
ィ
ラ
王
が
死
ぬ
と
、

ま
も
な

く
王
園
は
解
鰹
し
、

フ
ン
族
は
ド
ナ
ウ
河
下
流
の
平
原
に
ひ
っ
そ
く
し
て
、

つ
い
に
か
れ
ら
の
樫
史
的
役
割
り
は
史
上
か
ら
治
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
。

以
上
み
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
族
移
動
は
フ
ン
族
す
な
わ
ち
北
旬
奴
部
が
核
心
と
な
っ
た
遊
牧
集
闘
が
火
つ
け
役
を
し
た
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
フ
ン
族
は
火
つ
け
役
は
し
た
が
、

か
れ
ら
は
決
し
て
主
役
で
は
な
か
っ
た
。
主
役
は
ゲ
ル
マ
ン
民
族
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
南
何
奴
部

は
東
ア
ジ
ア
で
ど
の
よ
う
な
役
わ
り
を
演
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
節

そ
の
後
の
南
旬
奴
部

南
旬
奴
部
と
後
漢
帝
国

後
漢
帝
閣
に
蹄
順
し
た
南
旬
奴
部
は
、
居
住
を
ゆ
る
さ
れ
た
諸
地
域
、
そ
れ
は
さ
き
に
い
っ
た
雲
中
郡
以
下
の
長
城
地

帯
西
宇
部
の
ほ
と
ん
ど
全
域
に
お
い
て
、
南
旬
奴
車
子
の
統
帥
下
に
政
治
的
統
一
臆
(
部
族
連
合
鰻
)
を
た
も
っ
て
遊
牧
し
て
い
た
。

こ
れ
に
封
し
て
後
漢
政
府
は
、

か
れ
ら
を
監
督
・
監
視
す
る
た
め
、
建
武
二
六
年
秋
に
「
使
旬
奴
中
郎
将
」
と
い
う
官
を
新
設
し
た
が
、
こ
れ
は
車

子
の
護
衡
を
表
面
上
の
口
賓
に
し
て
、
賓
は
か
れ
ら
の
動
静
を
監
視
す
る
と
と
も
に
、

か
れ
ら
を
港
境
の
防
衛
に
あ
た
ら
せ
る
べ
く
領
導
す
る
こ
と
を

使
命
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

使
旬
奴
中
郎
賂
は
後
漢
書
百
官
志
に
「
比
二
千
石
、
本
注
目
主
護
南
草
子
、

置
従
事
二
人
、

有
事
随
事
増
之
、

t象

随
事
筋
口
只
」
と
い
い
、
ま
た
同
書
南
旬
奴

俸
に
は
「
令
中
郎
将
(
使
旬
奴
中
郎
持
の
略
)
置
安
集
按
史
、
弛
刑
(
慮
刑
の
執
行
猶
予
者
)
五
千
人
持
兵
湾
、
随
車
子
所
慮
、
参
僻
訟
、
察
動
静
」
と
み
え
る
と
こ

ろ
か
ミ
り
す
れ
ば
、
そ
の
指
揮
下
に
五
千
人
の
部
下
を
も
っ
地
方
長
官
で
あ
る
と
と
も
に
、
軍
事
だ
け
で
な
く
旬
奴
族
の
辞
訟
を
も
司
さ
ど
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
南
旬
奴
車
子
は
、

は
じ
め
雲
中
(
ウ
ラ
ン
チ
ャ
プ
盟
托
克
托
地
方
〉
に
占
居
し
た
が
、
建
武
二
六
年
冬
に
は
西
河
郡
美
稜
に
本
擦
を
移
す
こ
と
を
ゆ
る
さ



れ
た
の
で
、
使
旬
奴
中
郎
将
ら
も
美
稜
に
赴
任
し
た
。
こ
の
地
は
内
田
吟
風
『
旬
奴
史
碗
究
』
に
よ
れ
ば
、

オ
ル
ド
ス
左
翼
前
旗
の
地
に
比
定
さ
れ
る

合
一
二
ペ
ー
ジ
)
。

こ
の
と
き
南
旬
奴
部
の
人
口
は
、

ど
れ
ほ
ど
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
営
初
、
南
旬
奴
堕
子
の
日
逐
王
比
が
後
漢
帝
閣
に
来
投
し
た
と
き
、
そ
の
指
揮
下

の
中
核
部
族
で
あ
る
南
旬
奴
八
部
の
総
人
口
は
四
寓
な
い
し
五
高
と
推
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
北
旬
奴
部
か
ら
投
降
し
た
も
の
た
ち
も
後
漢
帝
閣
の
方

針
に
し
た
が
っ
て
南
旬
奴
部
に
吸
牧
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
人
口
は
急
激
に
増
加
し
た
。
後
漢
書
南
旬
奴
博
、
永
元
二
(
九
O
〉
年
の
僚
に

衆
最
盛
、
領
戸
三
高
四
千
、
口
二
十
三
高
七
千
三
百
、
勝
兵
五
寓
一
百
七
十

と
み
え
る
と
こ
ろ
か
ら
推
す
と
、
北
旬
奴
部
が
四
移
し
た
前
後
ご
ろ
の
南
旬
奴
部
の
人
口
は
、
二
四
高
ち
か
く
に
激
増
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
南

旬
奴
部
の
こ
の
よ
う
な
人
口
増
加
に
封
慮
す
る
た
め
も
あ
っ
て
、
後
漢
帝
図
は
こ
れ
よ
り
さ
き
明
帝
(
五
七
l

七
五
〉
の
と
き
、
使
旬
奴
中
郎
将
の
も
と

に
度
遼
将
軍
以
下
の
諸
官
を
あ
ら
た
に
増
設
し
て
南
旬
奴
部
の
監
督
と
監
視
を
強
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
度
遼
将
軍
は
使
旬
奴
中
郎
将
と
は
別
に
五

原
郡
の
受
柏
鯨
(
黄
河
北
方
の
ウ
ラ
i
ト
旗
内
〉
に
駐
留
し
た
が
、
こ
う
し
て
後
漢
帝
閥
は
長
城
内
に
遊
牧
す
る
南
旬
奴
部
族
を
掌
握
し
て
、
北
過
を
お
び

や
か
す
北
旬
奴
部
族
l
l
l
の
ち
に
は
鮮
卑
部
族
ー
ー
を
防
衛
さ
す
と
と
も
に
、
前
漢
末
以
来
な
か
ば
放
置
さ
れ
て
き
た
北
港
諸
州
郡
を
充
質
し
た
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
た
め
後
漢
一
代
(
二
五
l
二
二

O
)
を
、
通
じ
、
辛
う
じ
て
北
港
の
安
全
を
た
も
つ
こ
と
が
で
き
た
。

つ
ま
り
後
漢
帝
閣
と
し
て
は
「
夷
を

も
っ
て
売
を
制
す
」
と
い
う
漢
民
族
停
統
の
巧
妙
な
政
策
を
も
ち
い
て
園
家
の
安
全
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
後
漢
帝
園
が
わ
か
ら
み
た
大
勢
で
あ
っ
て
、
南
旬
奴
部
は
二
世
紀
に
わ
た
る
後
漢
帝
閣
の
治
世
の
あ
い
だ
終
始
帝
闘
に
忠
誠
で
あ

っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

か
れ
ら
と
て
も
後
漢
帝
闘
に
封
し
、

と
り
た
て
て
憤
滋
を
い
だ
く
原
因
は
な
か
っ
た
し
、
む
し
ろ
、

ひ
た

す
ら
に
帝
凶
領
内
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
の
ぞ
み
、

ま
た
そ
れ
を
感
謝
し
た
の
で
あ
る
が
、
年
月
が
た
つ
に
つ
れ
後
漢
帝
闘
の
き
び
し
い
監
視
下
に
お
い

て
、
北
漣
防
衛
の
た
め
の
傭
兵
的
存
在
た
る
こ
と
に
劃
す
る
欲
求
不
満
が
、

し
だ
い
に
た
か
ま
っ
て
く
る
の
は
自
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
る
。
加
え
て
、

旬
奴
族
に
か
わ
っ
て
か
れ
ら
の
故
地
で
あ
る
そ
ン
ゴ
リ
ア
を
制
覇
し
た
鮮
卑
族
が
大
遊
牧
園
家
を
形
成
す
る
と
、
南
旬
奴
部
の
う
ち
に
は
鮮
卑
に
誘

④
 

惑
・
煽
動
さ
れ
て
後
漢
帝
閣
に
封
し
叛
観
を
企
闘
す
る
も
の
も
で
る
よ
う
に
な
っ
た
。

九



O 

そ
の
う
ち
で
も
最
大
規
模
の
叛
鋭
は
、
南
旬
奴
部
の
左
部
長
五
日
斯
の
お
こ
し
た
も
の
で
あ
る
。
吾
斯
は
永
和
五
(
一
四
O
〉
年
ま
ず
朔
方
郡
・
代
郡
を

お
か
し
、
車
紐
を
車
子
に
擁
立
し
て
烏
丸
族
や
チ
ベ
ッ
ト
系
の
尭
・
戎
諸
部
族
を
連
合
し
て
井
・
涼
・
幽
・
翼
四
州
に
伎
冠
し
た
。
後
漢
軍
は
叛
観
軍

を
討
伐
し
て
車
紐
単
子
を
降
伏
さ
せ
、
な
お
頑
強
に
抵
抗
を
つ
づ
け
る
吾
斯
を
こ
ろ
し
て
、

よ
う
や
く
範
を
鎮
定
し
た
。

と
こ
ろ
が
吾
斯
の
叛
乱
後
は
、
南
旬
奴
部
に
封
す
る
後
漢
帝
闘
の
統
制
力
が
ゆ
る
ん
で
、
雨
者
の
閥
係
が
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
ス
ム
ー
ズ
に
ゆ
か
な

く
な
っ
た
。

ま
た
南
旬
奴
部
内
で
も
草
子
の
構
成
が
失
墜
し
て
そ
の
統
一
年
力
が
よ
わ
ま
り
、

そ
の
た
め
北
ア
ジ
ア
か
ら
加
え
ら
れ
る
鮮
卑
王
闘
の
魅
力

に
よ
っ
て
、
旬
奴
部
民
の
う
ち
に
は
車
子
に
離
反
し
て
北
方
に
の
が
れ
去
る
も
の
も
す
く
な
く
な
か
っ
た
。
こ
の
傾
向
を
い
っ
そ
う
助
長
し
た
の
は
、

重
帝
の
中
千
四
(
一
八
七
〉
年
に
、
さ
き
の
中
山
太
守
張
純
が
反
し
鮮
卑
族
を
ひ
き
い
て
入
~
冠
し
た
の
で
、
後
漢
は
こ
れ
を
防
衛
す
る
た
め
南
旬
奴
車
子

の
尭
渠
問
中
子
を
し
て
部
民
か
ら
徴
兵
さ
せ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
加
え
て
黄
巾
賊
の
討
伐
に
も
旬
奴
軍
の
際
援
を
要
請
し
た
た
め
、
徴
兵
に
苦
し
ん
だ
部

す

ぼ

く

民
た
ち
十
除
高
人
は
一
斉
に
蜂
起
し
て
、
中
平
五
(
一
八
八
〉
年
コ
一
月
先
渠
間
半
子
を
攻
め
殺
ろ
し
、
須
ト
骨
都
侯
l

l
こ
の
須
ト
は
旬
奴
車
子
の
外
戚
氏

族
の
一
と
し
て
史
記
・
漢
書
に
み
え
る
須
卜
氏
の
系
統
に
属
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
l

l
を
車
子
に
擁
立
し
た
。
こ
れ
は
南
旬
奴
部
民
の
後
漢
帝
閣
に
封

す
る
公
然
た
る
反
抗
の
意
志
表
示
で
あ
っ
た
。

お

ふ

ら

そ
こ
で
や
同
時
後
漢
の
た
め
に
援
軍
を
ひ
き
い
て
黄
巾
賊
の
討
伐
中
で
あ
っ
た
先
渠
車
子
の
子
於
扶
羅
は
漠
廷
に
こ
の
始
末
を
訴
え
で
た
が
、
後
漢
帝

閣
に
は
も
は
や
旬
奴
部
に
干
渉
し
て
、
こ
の
内
紛
を
し
づ
め
る
ほ
ど
の
賢
力
は
な
か
っ
た
の
で
、
部
民
に
そ
む
か
れ
て
蹄
所
を
う
し
な
っ
た
於
扶
羅
は

つ
い
に
自
立
し
て
草
子
と
な
り
、
手
兵
数
千
騎
を
ひ
き
い
て
後
漢
帝
園
に
叛
き
さ
り
、

そ
の
ま
ま
河
東
の
一
午
陽
(
山
西
省
臨
沿
際
〉
に
留
居
し
た
。

こ
う
し
て
於
扶
羅
車
子
の
南
旬
奴
部
は
山
西
省
中
・
南
部
に
入
居
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
の
た
め
南
旬
奴
部
は
須
卜
骨
都
侯
を
車
子
に
擁
立
し

て
オ
ル
ド
ス
に
占
居
す
る
部
族
と
山
西
南
部
に
よ
る
於
扶
羅
車
子
の
部
族
と
の
二
大
部
に
分
裂
し
て
し
ま
っ
た
。

と
こ
ろ
が
於
扶
羅
に
と
っ
て
都
合
が

よ
か
っ
た
の
は
、

オ
ル
ド
ス
部
の
車
子
須
卜
骨
都
侯
は
在
位
わ
づ
か
一
カ
年
で
死
ん
だ
の
で
、
間
早
子
位
は
空
位
と
な
り
一
時
、
老
王
十
|
|
こ
の
老
王
が

何
部
に
崩
す
る
人
で
あ
っ
た
か
明
ら
か
で
な
い
i
lー
を
も
っ
て
園
事
を
代
行
さ
せ
た
と
い
わ
れ
る
。

の
ち
北
魂
の
代
閣
時
代
に
拓
政
氏
の
強
敵
と
な
っ

た
鍛
弗
氏
旬
奴
は
、
こ
の
オ
ル
ド
ス
旬
奴
部
で
あ
る
。



五
部
旬
奴

於
扶
羅
を
車
予
に
擁
立
し
て
山
西
の
平
陽
に
う
つ
っ
た
何
奴
部
民
は
、
後
漢
末
の
枇
曾
的
混
飢
の
渦
に
ま
き
こ
ま
れ
て
一
時
は
群
雄

の
実
紹
や
哀
術
ら
と
む
す
ん
で
魂
の
曹
操
と
叫
判
決
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
曹
操
(
武
帝
)
と
し
て
は
卒
陽
旬
奴
部
の
脅
威
を
の
ぞ
こ
う
と
し
、

建
安
二
一
〈
二
一
六
〉
年
車
子
l
l
於
扶
羅
の
弟
呼
厨
泉
で
あ
っ
た
1

1

を
魂
都
の
鄭
(
河
南
省
臨
湾
問
料
〉
に
抑
留
し
た
う
え
、
そ
の
部
を
左
部
・
右
部
・

南
部
・
北
部
・
中
部
の
五
部
に
わ
か
ち
、
太
原
・
西
河
・
一
午
陽
・
上
黛
・
柴
卒
・
新
興
な
ど
山
西
の
中
・
南
部
の
六
郡
に
散
居
さ
せ
、

五
部
に
は
そ
れ

ぞ
れ
部
長
を
え
ら
ん
で
部
民
を
統
率
さ
せ
、
さ
ら
に
漢
人
の
司
馬
を
任
命
し
て
こ
れ
ら
を
監
督
し
た
。
そ
れ
は
建
安
中
ハ
一
九
六
l
二一一

O
〉
の
お
そ
ら

く
呼
厨
泉
車
子
を
鄭
都
に
軟
禁
し
た
直
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
班
日
常
一
日
程
九
七
、
旬
奴
俸
に
よ
る
と
、

貌
の
武
帝
曹
操
の
と
き
山
西
旬
奴
部
を
五
部
に
わ
か
ち
(
賢
治
通
鑑
は
建
安
二
一
年
の
伐
に
記
す
〉
、

そ
れ
ぞ
れ
の
部
中
か
ら
毛
な
み
の
よ
い
中
心
人
物
を
選
ん
で
帥

①
 

と
し
、
別
に
漢
人
を
司
馬
と
し
て
そ
れ
ら
を
監
督
さ
せ
た
。
そ
の
の
ち
魂
の
末
に
帥
を
あ
ら
た
め
て
都
尉
と
い
い
、
左
部
都
尉
は
太
原
の
沼
氏
燃
に
い
て
高
徐
部

落
を
、
右
部
都
尉
は
太
原
の
郡
勝
に
お
い
て
六
千
徐
部
落
を
、
南
部
都
尉
は
五
l

陽
の
蒲
子
燃
に
お
い
て
三
千
飴
部
落
を
、
北
部
都
尉
は
雁
門
の
新
興
豚
(
析
鯨
〉

に
あ
っ
て
四
千
除
部
落
を
、
ま
た
中
部
都
尉
は
六
千
飴
部
落
を
統
率
し
て
太
原
の
大
陵
燃
(
文
水
鯨
〉
に
い
た

と
い
う
。
た
だ
し
こ
の
一
文
の
内
容
は
、
す
で
に
内
田
吟
風
『
旬
奴
史
研
究
』
(
八
一
ペ
ー
ジ
〉
に
お
い
て
考
詮
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
魂
の
末
年
で
な

く
西
晋
武
帝
太
康
年
中
ハ
二
八
O
l二
九
O
〉
の
こ
ろ
の
旬
奴
五
部
の
情
勢
を
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

晋
武
の
こ
ろ
に
は
長
城
外
か
ら
旬
奴
部
族
の
蹄
順
来
降
す
る
記
載
が
多
く
、
二
高
徐
落
が
蹄
化
し
た
と
か
、

ま
た
太
康
五
(
二
八
四
〉
年
に
は
二
寓
九

千
三
百
人
が
、
同
七
年
に
は
大
小
十
寓
除
人
が
蹄
降
し
、
そ
の
翌
八
年
に
も
一
再
一
千
五
百
人
と
牛
二
高
二
千
頭
、
羊
十
高
五
千
頭
お
よ
び
そ
れ
に
相

蛍
す
る
車
臓
が
来
降
し
た
と
い
う
〈
晋
書
巻
九
七
、
旬
奴
停
)
。
武
帝
は
か
れ
ら
を
山
西
中
・
南
部
に
お
い
て
漢
人
と
雑
居
さ
せ
た
の
で
、
山
西
省
内
の
平

陽
・
西
河
・
太
原
・
新
興
・
上
無
・
柴
干
の
諸
郡
に
は
、

い
た
る
と
こ
ろ
旬
奴
族
の
部
落
が
散
在
し
た
と
い
わ
れ
る
。

ひ
と
り
旬
奴
族
ば
か
り
で
は
な
い
。
東
北
の
遼
西
方
面
か
ら
は
鮮
卑
系
の
烏
丸
部
や
段
部
が
、
ま
た
西
北
の
甘
粛
・
険
西
北
部
一
帯
に
か
け
て
は
チ

ベ
ッ
ト
系
の
先
や
尽
の
諸
部
族
が
潜
住
し
て
き
で
漢
人
の
間
に
雑
居
し
は
じ
め
た
。
晋
武
が
中
閣
を
統
一
し
た
こ
ろ
中
園
内
地
に
徒
住
し
つ
つ
あ
っ
た

異
民
族
の
動
向
に
つ
い
て
晋
略
に
は
つ
、
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。



遼
水
の
東
西
は
み
な
鮮
卑
、
山
西
の
北
部
か
ら
黄
河
・
沿
水
の
問
に
は
旬
奴
、
ま
た
快
西
の
北
港
か
ら
甘
荊
一
帯
に
か
け
て
は
胡
人
・
鮮
卑
・
氏
一
・
先
な
ど
の
諸

と
り
で

都
族
が
み
な
塞
を
保
っ
て
雑
居
し
て
い
た

と
O 

こ
の
よ
う
な
異
民
族
の
中
園
内
地
潜
住
を
憂
慮
し
て
、

心
あ
る
政
治
家
の
う
ち
に
は
、
そ
の
針
策
を
良
剣
に
か
ん
が
え
る
も
の
も
、
す
く
な
く
な
か

っ
た
。
な
か
で
も
晋
書
巻
九
七
、
旬
奴
停
に
み
え
る
侍
御
史
郭
欽
の
上
書
と
か
、
亜
日
書
巻
五
六
、
江
統
俸
に
み
え
る
江
統
の
徒
戎
論
な
ど
は
有
名
で
あ

る
。
徒
戎
論
で
江
統
は

忌
・
先
・
旬
奴
・
高
句
麗
な
ど
が
内
地
に
多
数
雑
居
し
て
い
る
こ
と
は
、
不
日
も
し
風
塵
の
慮
が
あ
っ
た
と
き
は
、
か
な
ら
ず
大
患
を
な
す
で
あ
ろ
う
か
ら
、

し、

ま
の
う
ち
に
高
難
を
排
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
本
地
に
蹄
還
さ
す
べ
き
で
あ
る

と
主
張
し
て
い
る
。
西
北
の
開
中
地
匝
ヘ
チ
ベ
ッ
ト
系
の
忌
族
・
先
族
が
潜
住
し
て
き
た
情
勢
に
つ
い
て
も
郭
欽
の
上
書
に

す
ま
い

戎
放
は
頭
績
に
し
て
古
か
ら
患
を
な
す
。
貌
の
は
じ
め
は
人
す
く
な
く
、
西
北
諸
郡
は
み
な
戎
の
居
と
な
っ
た
。
か
れ
ら
は
い
ま
は
服
従
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、

も
し
百
年
の
の
ち
風
塵
の
警
(
戟
飢
)
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
胡
騎
は
卒
陽
・
上
議
方
面
か
ら
三
日
も
た
た
な
い
で
孟
津
に
き
て
、
北
地
・
西
河
・
太
原
・
潟
初
・
安

定
・
上
郡
な
ど
の
地
は
こ
と
ご
と
く
秋
庭
と
な
る
で
あ
り
ま
せ
う
。
い
ま
の
あ
い
だ
に
よ
人
し
く
北
地
・
西
河
・
安
定
に
出
て
上
郡
を
と
り
か
え
し
、
鴻
初
を
充

寅
し
、
平
陽
以
北
の
諸
燃
か
ら
死
刑
囚
を
募
集
し
、
一
二
河
・
三
貌
の
兵
士
(
屯
田
兵
)
四
寓
家
を
徒
民
し
て
、
戎
人
を
し
て
中
華
を
飢
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
。
ま

た
千
陽
・
弘
農
・
魂
郡
・
京
兆
・
上
黛
の
雑
胡
を
漸
次
に
外
に
徒
し
て
、
四
夷
の
出
入
を
厳
重
に
さ
れ
る
よ
う
。
こ
れ
こ
そ
高
世
の
長
策
で
あ
り
ま
す

と
み
え
る
。
こ
れ
ら
の
上
言
に
よ
る
と
、
営
時
東
北
か
ら
も
北
方
か
ら
も
、
あ
る
い
は
西
北
方
か
ら
も
五
胡
の
遊
牧
民
族
が
じ
り
じ
り
と
中
園
内
地
に

集
圏
的
に
潜
入
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
如
賓
に
う
か
が
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
北
方
、
東
北
方
お
よ
び
西
北
方
か
ら
す
る
遊
牧
異
民
族
の
動
勢
が
こ
の
よ

う
で
あ
る
と
き
、
晋
朝
治
下
の
北
中
園
の
政
治
情
勢
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
。

つ
ぎ
の
恵
帝
が
暗
愚
で
あ
っ
た
た
め
、
皇
后
の
買
氏
と
そ
の
一
族
と
が
政
権
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た

こ
と
に
端
を
渡
し
て
「
八
王
の
範
」
が
勃
渡
し
た
。
こ
の
飢
は
買
氏
一
族
の
専
権
を
不
満
と
す
る
一
汲
が
武
帝
の
叔
父
に
あ
た
る
趨
王
倫
や
脅
王
問
ら

八
王
の
飢

二
九

O
年
に
武
帝
が
死
ぬ
と
、



を
う
ご
か
し
て
買
皇
后
と
買
氏
一
族
を
滅
ぼ
し
た
ハ
一
一
一

O
O〉
も
の
の
、
趨
王
倫
が
翌
年
正
月
ク
ー
デ
タ
ー
を
お
こ
し
て
恵
帝
を
し
り
ぞ
け
即
位
す
る
と
、

お
な
じ
諸
王
た
ち
の
費
王
聞
を
は
じ
め
成
都
王
頴
、
河
間
王
額
、
長
沙
王
父
、
東
海
王
越
、
楚
王
建
、
汝
南
王
亮
ら
資
力
者
は
こ
ぞ
っ
て
反
封
し
、
同

盟
し
て
越
王
倫
を
攻
殺
し
た
。
こ
う
し
て
帝
位
を
め
ぐ
る
八
王
の
権
力
闘
争
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
諸
王
た
ち
の
権
力
争

い
が
生
じ
た
遠
因
は
普
の
武
帝
の
封
建
に
あ
る
。

西

晋

の

帝

系

と

八

王

の

系

譜

自雨
f""_ 
お王

帝

。
印
が
八
王

ち
ゅ
う
③

一
|
衷
(
恵
帝
〉

丁
@
珪
(
楚
王
)

①

一

l
昭
(
文
帝
)
!
l
l炎
(
武
帝
〉
l
一
l
@
父
(
長
沙
王
〉
(
常
山
)

一

④
丁
口
|

1
郭
〈
殿
山
帝
〉

一
l
@
頴
(
成
都
王
〉
(
鄭
〉

一

③
「
蛾
〈
懐
帝
・
珠
章
王
〉

|
位
ハ
斉
王
〉
1
@
問
(
河
南
許
悶
日
)

賀
氏
一
一
阪
に
殺
さ
る

部
f町、
に土，

s.. 
，市
、日ノ

ー
@
亮
(
汝
南
王
〉

賀
氏
に
使
販
さ
れ
た
楚
王
に
殺
さ
る

l
佃
(
浪
邪
王
〉
|
|
口
ー
ー
ー
容
(
元
帝
、
東
晋
第
一
代
〉

司

馬

防

!

ー
@
倫
(
越
王
〉

l
学
之
i
|
|
口
l
@
顕
〈
河
問
王
〉
(
長
安
〉

ー
口
|
|
@
越
(
東
海
王
〉
〈
山
東
〉

武
帝
は
中
闘
を
統
一
す
る
と
、
前
朝
の
魂
が
そ
の
宗
室
を
無
力
化
し
た
た
め
閣
の
滅
亡
を
は
や
め
た
こ
と
に
敬
え
ら
れ
て
、
中
央
集
権
の
確
立
を
は

か
る
と
と
も
に
、
そ
の
諸
子
や
諸
弟
ら
宗
室
の
諸
王
を
各
要
地
に
封
建
し
、
封
閣
の
大
小
に
臆
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
五
千
、
一
一
一
千
、
千
五
百
の
兵
力
を
保
有

す
る
こ
と
を
許
し
た
。
封
閣
の
大
小
と
は
、
晋
の
地
方
制
度
が
漢
の
郡
閣
の
制
に
な
ら
っ
て
地
方
を
郡
と
閣
と
に
わ
け
、
郡
に
太
守
、
闘
に
宗
室
の
王



四

や
侯
を
封
じ
た
。
王
園
は
口
巴
二
高
戸
を
大
圏
、
邑
一
高
戸
を
次
閥
、
邑
五
千
戸
を
小
園
と
し
た
こ
と
を
さ
す
の
で
あ
る
。
封
建
諸
王
の
う
ち
前
記
の
八

王
が
も
っ
と
も
有
力
で
あ
っ
た
。

し
か
し
諸
王
た
ち
は
、

い
ず
れ
お
と
ら
ず
魯
鈍
で
あ
っ
た
の
で
、
け
っ
き
ょ
く
「
八
王
の
乱
」
も
、
こ
れ
ら
諸
王
を

と
り
ま
く
失
怠
の
官
僚
や
軍
人
ら
の
勢
力
争
い
で
あ
っ
て
、
諸
王
ら
自
身
に
は
血
で
血
を
洗
う
ほ
ど
の
は
げ
し
い
憎
悪
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

諸
王
た
ち
は
、

は
じ
め
は
園
都
の
洛
陽
を
舞
基
に
死
闘
を
く
り
か
え
し
た
。
す
な
わ
ち
越
王
倫
を
た
お
す
と
替
玉
間
が
洛
陽
に
と
ど
ま
っ
て
帝
を
補

佐
し
た
が
、

そ
の
所
業
は
目
に
あ
ま
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
、
長
沙
王
・
河
間
王
・
成
都
王
ら
は
兵
を
ひ
き
い
て
洛
陽
に
入
り
費
王
を
殺
市
一
閃
し
た
。
代

っ
て
長
沙
王
が
質
構
を
に
ぎ
っ
た
が
、
こ
れ
も
長
く
は
つ
づ
か
ず
三

O
一
二
年
に
殺
さ
れ
る
と
、

つ
、
ぎ
に
は
成
都
王
が
楼
力
を
に
、
ぎ
っ
た
。
か
れ
は
皇
太

か
ね
て
か
ら
東
海
王
汲
と
し
て
成
都
王
に
反
援
す
る
幽
州
刺
史
王
波
は
烏
丸
族
や
鮮

卑
族
を
も
っ
て
構
成
す
る
傭
兵
を
擁
し
、
東
海
王
越
の
弟
で
井
州
刺
史
の
司
馬
騰
と
連
合
し
て
成
都
王
に
封
抗
し
た
。
司
馬
騰
は
そ
の
こ
ろ
山
西
の
代

(
大
同
〉
園
を
中
心
に
勢
力
の
あ
っ
た
鮮
卑
系
の
拓
政
部
と
む
す
ん
で
い
た
。
そ
こ
で
成
都
王
は
侍
子
(
人
質
)
と
し
て
洛
陽
に
い
た
山
西
何
奴
部
の
首
帥

弟
と
し
て
任
地
の
鄭
に
と
ど
ま
り
洛
陽
に
は
入
ら
な
か
っ
た
が
、

で
あ
る
劉
淵
を
鄭
に
む
か
え
、

五
部
旬
奴
の
雁
応
援
を
も
と
め
た
。
こ
う
し
て
騒
乱
は
北
中
閣
の
全
域
に
波
及
し
た
ば
か
り
で
な
く
北
ア
ジ
ア
系
の
旬
奴

族
や
鮮
卑
族
、
烏
丸
族
ま
で
も
ま
き
こ
む
こ
と
に
な
っ
た
。

の
ち
に
詳
述
す
る
よ
う
に
、

五
部
旬
奴
の
正
統
劉
淵
は
こ
の
と
き
成
都
王
か
ら
腔
援
の
要

請
を

h

つ
け
て
、

そ
の
本
棟
地
で
あ
る
山
西
の
左
圏
域
(
山
西
省
離
石
燃
)
に
か
え
っ
た
が
、
そ
の
ま
ま
部
民
に
擁
立
さ
れ
て
濁
立
を
宣
言
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

劉
淵
が
鄭
都
を
去
っ
て
山
西
に
か
え
っ
た
の
ち
、
成
都
王
は
王
没
と
司
馬
騰
の
連
合
軍
に
鄭
を
攻
め
ら
れ
洛
陽
に
の
が
れ
た
。
そ
の
後
は
恵
帝
を
さ

し
は
さ
ん
で
成
都
玉
、
河
間
王
、
珠
章
玉
、
東
海
王
ら
諸
王
の
あ
い
だ
の
抗
争
は
い
っ
そ
う
は
げ
し
く
な
り
、
舞
蓋
は
洛
陽
か
ら
長
安
、
長
安
か
ら
ま

た
洛
陽
へ
と
再
韓
三
縛
し
た
が
、

や
が
て
成
都
玉
、
河
間
王
が
あ
い
つ
い
で
殺
さ
れ
、
恵
帝
も
、
設
し
て
三

O
六
年
に
預
章
王
〈
懐
帝
〉
が
即
位
す
る
と
、

「
八
王
の
範
」
も
よ
う
や
く
終
末
を
つ
げ
た
。

さ
て
「
八
王
の
飢
」
を
機
に
、
句
奴
・
烏
丸
・
鮮
卑
・
拓
政
な
ど
の
北
ア
ジ
ア
系
遊
牧
諸
部
族
が
本
格
的
に
中
原
の
政
争
に
関
係
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
の
う
ち
旬
奴
五
部
の
宗
主
劉
淵
(
元
海
〉
が
永
興
元
(
三

O
四
〉
年
に
そ
の
本
様
で
あ
る
山
西
の
左
閥
城
に
よ
っ
て
濁
立
を
は
か
る
と
、

そ
れ
が
導



火
線
と
な
っ
て
中
園
史
上
い
わ
ゆ
る
五
胡
十
六
閣
時
代
が
は
じ
ま
り
、

つ
づ
い
て
南
北
朝
時
代
へ
と
約
二
百
七
十
年
間
の
分
裂
・
混
飽
の
世
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
要
す
る
に
西
晋
末
の
諸
王
の
政
権
争
奪
(
八
王
の
観
〉
と
、

ま
た
そ
れ
が
地
方
政
治
の
腐
敗
、
紀
綱
の
み
だ
れ
を
も
た
ら
し
、

つ
い
に
五
胡

民
族
の
蜂
起
・
濁
立
と
な
っ
て
西
晋
政
府
を
轄
覆
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

南
旬
奴
部
の
枇
曾
構
成

後
漢
時
代
オ
ル
ド
ス
の
美
稜
(
左
翼
前
旗
)
に
本
管
を
お
い
た
南
旬
奴
部
は
、

か
つ
て
の
旬
奴
本
閣
の
鰹
制
を
そ
の
ま
ま

う
け
て
南
問
中
子
を
中
心
に
、
そ
の
子
弟
や
外
戚
氏
族
で
あ
る
異
姓
の
呼
街
氏
・
須
卜
氏
・
丘
林
氏
・
蘭
氏
の
四
氏
族
の
も
の
を
左
・
右
賢
王
や
骨
都
侯

@
 

以
下
の
官
職
に
任
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
諸
部
を
統
轄
し
て
、
長
城
地
帯
の
北
地
・
朔
方
・
五
原
・
雲
中
・
定
裏
・
腐
門
・
代
な
ど
の
諸
郡
に
屯
駐
さ
せ
た
。

車
子
は
毎
年
正
月
・
五
月
・
秋
九
月
の
一
ニ
回
諸
部
の
部
長
た
ち
を
あ
つ
め
て
朗
子
の
司
曾
で
全
部
族
的
祭
典
を
お
こ
な
い
、
部
民
の
安
全
、
山
本
音
の

繁
嫡
な
ど
を
祈
願
し
て
天
地
鬼
一
脚
を
ま
つ
り
、
あ
わ
せ
て
後
漢
帝
閣
の
皇
帝
を
ま
つ
っ
た
。
漢
皇
帝
を
ま
つ
る
と
い
う
こ
と
は
旬
奴
玉
岡
時
代
に
は
た

え
て
な
い
こ
と
で
、
こ
の
一
事
か
ら
み
て
も
南
旬
奴
部
は
後
漢
帝
閣
の
宗
主
権
の
わ
く
内
に
入
れ
ら
れ
、
南
旬
奴
閥
単
子
は
後
漢
皇
帝
の
家
目
的
地
位
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

興
が
演
じ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

祭
典
が
お
わ
る
と
、
龍
舎
と
い
っ
て
祭
典
の
参
加
者
全
員
に
よ
る
大
集
曾
が
開
か
れ
て
園
事
が
議
せ
ら
れ
、

⑦
 

い
わ
ゆ
る
旬
奴
族
の
閣
曾
で
あ
る
。
こ
の
園
舎
で
議
せ
ら
れ
る
園
事
と
は
、
租
税
の
賦
課
だ
と
か
、
他
部
族
へ
の
出

ま
た
馬
や
ら
く
だ
を
走
ら
す
な
ど
の
徐

兵
だ
と
か
、
あ
る
い
は
単
子
の
選
出
な
ど
お
よ
そ
閥
家
的
(
全
部
族
的
〉
大
事
の
す
べ
て
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
大
集
曾
は
か
な
ら
ず
し
も
年

三
回
に
か
、
ぎ
ら
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
車
子
の
死
に
と
も
な
う
新
車
子
の
選
出
と
か
、
あ
る
い
は
他
部
族
へ
の
出
兵
な
ど
の
ば
あ
い
は
、
随
時
に
開
催

さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

と
も
か
く
、
こ
う
し
て
全
部
族
に
よ
る
祭
典
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
部
族
的
結
束
を
か
た
め
る
と
と
も
に
、
問
中
子
の
統
裁
下
に
諸
部
族
の
代
表

者
曾
議
l

l
モ
ン
ゴ
ル
帝
闘
で
は
こ
れ
を
ク
リ
ル
タ
イ
と
よ
ん
だ
l

l
を
開
き
政
務
の
厨
滑
な
運
替
を
期
し
た
の
で
あ
る
。
他
方
ま
た
車
子
は
こ
の
祭

典
を
主
宰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
部
族
に
射
す
る
指
導
権
を
掌
握
す
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
よ
る
と
、
後
漢
時
代
の
南
旬
奴
部
も
前
漢
時
代
の
旬
奴
王
園
そ
の
ま
ま
に
車
子
氏
族
で
あ
る
虚
連
題
氏
(
史
記
に
は
準
醍
氏
)
を
中
核
と
す
る

一五



一
六

部
族
連
合
艦
制
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
南
旬
奴
部
と
旬
奴
王
園
と
の
性
格
上
の
相
違
が
あ
り
と
す
れ
ば
、
さ
き
に
指
摘
し
た
よ
う

に
、
そ
れ
は
漢
帝
閣
に
封
す
る
閥
係
で
あ
ろ
う
。
旬
奴
王
閣
は
前
漢
帝
閣
と
相
封
立
し
た
強
力
な
濁
立
閤
家
で
あ
っ
た
が
、
市
旬
奴
部
は
そ
の
部
族
搾

制
こ
そ
一
見
旬
奴
王
園
と
相
似
て
い
て
も
後
漢
帝
閣
に
附
席
す
る
一
部
族
連
合
睦
に
す
、
ぎ
ず
、
南
旬
奴
堕
子
は
そ
の
侍
子
を
後
漢
朝
廷
に
お
く
つ
て
忠

誠
を
ち
か
う
一
家
臣
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
帝
園
か
ら
ほ
遣
さ
れ
た
使
旬
奴
中
郎
将
を
主
臆
と
す
る
使
節
圏
に
そ
の
部
族
の
行
動
を
監
硯
・
取
仔
さ
れ
、

部
民
の
訴
訟
に
も
そ
の
立
曾
い
を
う
け
る
し
、

ま
た
他
部
族
と
の
直
接
交
通
も
封
じ
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
軍
事
的
行
動
で
も
使
旬
奴
巾
郎
賂
の
指
揮

を
う
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
し
後
漢
時
代
の
南
旬
奴
部
は
漢
帝
闘
に
封
し
て
貢
賦
の
義
務
は
な
く
、

か
え
っ
て
年
年
多
額
の
歳
賜
を

h

つ
け
て
い

た
が
、
こ
れ
は
後
漢
帝
閣
の
た
め
に
北
漣
防
衛
の
傭
兵
的
ゃ
く
わ
り
を
演
じ
て
い
た
南
旬
奴
部
が
、
後
漢
か
ら

h

つ
け
た
反
封
給
付
と
も
み
ら
れ
よ
う
。

貌
・
晋
時
代
の
南
旬
奴
部
に
つ
い
て
み
る
と
、
南
旬
奴
部
と
い
っ
て
も
、

か
れ
ら
が
魂
・
晋
政
権
と
閥
係
を
も
っ
た
の
は
、

か
つ
て
於
扶
縦
に
ひ
き

い
ら
れ
て
山
西
の
中
・
南
部
に
留
居
し
た
山
西
旬
奴
部
、

い
わ
ゆ
る
五
部
旬
奴
で
あ
り
、

そ
れ
は
南
旬
奴
部
の
一
部
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

こ
の
山
西
旬
奴
部
は
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
貌
の
武
帝
曹
操
に
よ
っ
て
五
部
に
分
割
さ
れ
る
と
、
車
子
は
鄭
都
に
と
ど
め
ら
れ
て
五
部
旬
奴
部
に
封

す
る
直
接
の
支
配
権
を
う
ば
わ
れ
、

ま
た
五
部
の
首
帥
た
ち
も
都
尉
を
奔
し
て
魂
・
晋
政
権
の
官
僚
と
な
っ
た
。
そ
し
て
五
部
に
は
都
尉
の
ほ
か
に
漢

人
司
馬
が
常
駐
し
て
各
部
の
行
政
を
監
督
す
る
か
た
わ
ら
、
そ
の
動
静
を
監
視
し
た
。
こ
の
よ
う
な
五
部
旬
奴
と
魂
・
晋
政
権
と
の
関
係
を
み
る
と
、

五
部
旬
奴
は
濁
立
性
を
喪
失
し
た
貌
・
晋
の
一
附
庸
部
族
に
す
、
ぎ
な
く
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
た
め
こ
の
こ
ろ
に
は
、

か
つ
て
漠
北
時
代

の
旬
奴
王
園
や
後
漢
時
代
の
南
旬
奴
部
に
み
た
よ
う
な
全
部
族
に
よ
る
祭
典
も
、

ま
た
全
部
族
の
代
表
者
合
同
議
で
あ
る
龍
舎
も
お
こ
な
わ
れ
な
く
な
り
、

そ
れ
ら
は
史
上
か
ら
そ
の
名
を
消
滅
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。



第
二
章

五

胡

族

の

諸

政

権

節

旬

奴

族

の

政

権

劉
淵 (A)
の
建
問

劉
氏
政
権
(
漢
閣
と
前
趨
園
)

中
関
史
上
で
「
五
胡
十
六
園
」
と
い
わ
れ
る
時
代
、
す
な
わ
ち
中
闘
に
お
け
る
五
胡
民
族
の
大
移
動
期
を
劃
し
た
の
は
、

五
部
旬

奴
の
左
部
長
で
あ
る
劉
淵
(
元
海
〉
が
山
西
に
濁
立
し
て
漢
闘
を
建
設
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。

劉
淵
は
南
旬
奴
部
単
子
の
於
扶
羅
の
孫
に
あ
た
る
か
ら
、

血
す
じ
か
ら
い
っ
て
も
旬
奴
車
子
の
正
統
を
う
け
た
一
人
と
い
え
る
。
そ
の
父
豹
は
於
扶

羅
の
死
後
奴
父
ハ
於
状
羅
の
弟
〉
の
呼
厨
泉
が
車
子
の
位
を
つ
ぐ
と
、
そ
の
下
で
左
賢
王
と
し
て
五
部
旬
奴
の
う
ち
も
っ
と
も
有
力
な
左
部
を
統
率
し
た
。

し
か
し
か
れ
は
成
照
年
中
(
二
六
四
〉
か
ら
侍
子
と
し
て
晋
の
都
洛
陽
に
留
置
さ
れ
た
ー
l

l
五
部
伺
奴
の
各
都
尉
は
そ
れ
ぞ
れ
普
廷
に
侍
子
を
い
れ
て
い

た
ー
ー
が
、
そ
の
間
に
か
れ
の
中
園
古
典
に
関
す
る
教
養
は
た
か
め
ら
れ
、

ま
た
中
原
の
人
士
た
ち
と
の
交
友
も
深
め
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
晋
卦
一
日
巻

一
O
一
載
記
に
は
、

か
れ
の
中
園
文
化
に
到
す
る
教
養
に
つ
い
て
、

つ
、
ぎ
の
よ
う
に
み
え
る
。

劉
一
五
海
は
幼
時
か
ら
胤
弔
問
を
好
み
、
上
黛
(
山
同
省
長
治
鯨
)
の
罪
併
に
師
事
し
て
毛
詩
・
京
氏
易
・
馬
氏
向
書
を
は
じ
め
古
典
を
習
い
、
と
く
に
春
秋
左
氏
博
や

孫
・
呉
の
兵
法
は
陪
一
捕
し
、
史
記
・
漢
書
な
ど
も
み
な
綜
覧
し
た

氏
一
族
に
も
な
じ
み
が
ふ
か
く
、

こ
れ
に
よ
る
と
、
劉
淵
は
常
時
旬
奴
族
中
第
一
等
の
教
義
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
か
れ
の
本
擦
が
山
西
で
あ
っ
た
閥
係
か
ら
山
西
の
名
族
王

か
つ
て
晋
室
の
有
力
者
野
王
依
(
武
帝
の
弟
)
が
武
帝
に

と
く
に
王
揮
は
、

陛
下
、
劉
元
加
を
は
や
く
除
か
な
け
れ
ば
、
お
そ
ら
く
井
州
へ
山
田
)
の
平
和
は
え
ら
れ
な
い
で
せ
う

と
進
一
一
一
目
し
た
と
き
も
、
劉
淵
の
た
め
に

元
海
が
長
者
で
あ
る
こ
と
は
私
が
保
詮
し
ま
す
。
わ
が
晋
朝
は
異
民
族
に
到
し
信
を
示
し
、
徳
を
も
っ
て
か
れ
ら
を
な
つ
け
て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
の
に
ど
う
し
て
、

七
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い
ま
罪
も
疑
い
も
な
い
侍
子
の
劉
元
海
を
殺
し
て
晋
朝
の
徳
の
う
す
い
こ
と
を
示
そ
う
と
い
う
の
で
す
か

と
極
力
競
護
し
て
い
る
。
晋
室
に
封
す
る
不
信
の
念
は
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
劉
淵
の
胸
中
に
き
ざ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

晋
の
太
康
年
中
(
二
八

O
l九
)
に
父
の
豹
が
死
ね
と
、
劉
淵
は
そ
の
後
を
つ
い
で
左
部
長
ハ
都
尉
)
と
な
り
、

ま
た
北
部
都
尉
を
も
拝
し
て
い
る
か
ら
、

か
れ
は
左
部
と
北
部
と
の
雨
部
衆
を
統
率
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
あ
た
か
も
そ
の
こ
ろ
l

l
武
帝
の
末
年
か
ら
恵
帝
初
年
に
か
け
て

l

l中
央
に
お
け

る
政
権
の
争
い
は
、

五
部
旬
奴
の
武
力
を
背
に
負
う
こ
の
旬
奴
公
子
を
、
そ
の
政
争
の
渦
中
に
ま
き
こ
ま
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
買
力

者
の
寅
充
が
太
康
一
一
一
(
二
八
二
〉
年
に
死
ん
で
武
帝
の
皇
后
楊
氏
の
父
に
あ
た
る
楊
駿
が
嬬
政
に
な
る
と
、
劉
淵
は
建
武
将
軍
・
五
部
大
都
叔
げ
を
授
け
ら

れ
て
、
漢
光
卿
侯
に
封
じ
ら
れ
た
が
、
恵
帝
が
即
位
し
て
楊
駿
が
殺
さ
れ
外
戚
の
賀
氏
が
政
権
を
に
ぎ
る
と
、

か
れ
は
た
ち
ま
ち
部
民
の
叛
乱
に
連
坐

し
て
官
を
免
じ
ら
れ
た
(
元
康
元
年
〉
。

そ
こ
で
八
王
の
一
人
で
野
心
家
の
成
都
王
頴
は
、

不
遇
の
劉
淵
を
行
寧
朔
将
軍
に
起
用
し
、

王
の
鎖
所
で
あ
る
那
郡
に
と
ど
め
て
五
部
旬
奴
を
統
監

さ
せ
た
。
成
都
王
と
し
て
は
劉
淵
を
通
じ
て
五
部
旬
奴
族
を
掌
握
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
ま
も
な
く
八
王
の
範
が
は
じ
ま
っ
て

晋
朝
の
秩
序
が
い
よ
い
よ
み
だ
れ
て
く
る
と
、
山
西
の
五
部
旬
奴
の
あ
い
だ
で
は
、
劉
淵
の
従
租
で
旬
奴
族
中
に
あ
っ
て
も
っ
と
も
勢
威
の
あ
る
劉
宣

ら
が
、

ひ
そ
か
に
劉
淵
を
擁
立
し
て
大
車
子
と
い
い
、
旬
奴
部
の
濁
立
を
は
か
っ
た
。
か
れ
ら
は
た
だ
ち
に
密
使
を
鄭
都
に
あ
る
劉
淵
の
も
と
に
設
し

て
社
翠
の
計
を
つ
た
え
、
す
み
や
か
に
蹄
園
す
る
よ
う
、
う
な
が
し
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
成
都
王
頴
は
、
劉
淵
が
か
れ
の
も
と
を
は
な
れ
て
山
西
に
踊
る
こ
と
を
ゆ
る
さ
な
か
っ
た
。
頴
は
旬
奴
部
の
大
望
は
知
る
由
も
な
か
っ
た

が
、
劉
淵
の
鯖
圏
、
が
、
そ
の
ま
ま
旬
奴
部
と
の
縁
、
ぎ
れ
に
な
る
こ
と
を
顧
慮
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
晋
室
の
賓
力
者
た
ち
は
、
政
権
を
め
ぐ
る

抗
争
に
あ
た
っ
て
み
な
鮮
卑
・
烏
丸
・
拓
政
・
旬
奴
な
ど
異
民
族
を
そ
れ
ぞ
れ
味
方
に
ひ
き
い
れ
て
、

か
れ
ら
の
武
力
を
背
景
に
み
ず
か
ら
の
優
位
を

確
保
し
よ
う
と
汲
汲
た
る
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
晋
書
巻
一

O
一
劉
元
海
載
記
に

成
都
王
頴
が
皇
太
弟
に
な
る
と
、
劉
元
海
を
太
弟
屯
騎
校
尉
と
し
た
。
(
中
略
)
井
州
刺
史
の
司
馬
騰
と
安
北
将
軍
王
波
ハ
幽
州
刺
史
)
と
が
兵
を
起
し
て
頴
を
伐
う

と
し
た
の
で
、
元
海
は
頴
に
説
い
て
い
う
に
は
、
い
ま
二
鋲
(
井
州
と
幽
州
)
の
衆
十
寓
訟
を
、
と
て
も
宿
衡
の
士
や
近
都
か
ら
動
員
し
た
兵
士
で
は
禦
ぐ
こ
と
は



で
き
ま
せ
ん
。
私
が
山
西
に
か
え
っ
て
五
部
旬
奴
を
説
き
き
か
せ
、
か
れ
ら
の
武
力
で
こ
の
困
難
を
ふ
せ
、
ぎ
ま
せ
う
。
玉
凌
や
司
馬
騰
の
ひ
き
い
る
東
胡
の
強
さ

も
五
部
旬
奴
に
は
か
な
い
ま
せ
ん
。
殿
下
の
た
め
に
五
部
旬
奴
の
う
ち
二
部
を
も
っ
て
司
馬
騰
の
軍
を
く
だ
き
、
コ
一
部
を
も
っ
て
王
波
の
首
を
手
に
入
れ
て
み
せ

ま
せ
う

と
み
え
る
の
は
、
こ
の
間
の
消
息
を
よ
く
っ
た
え
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
「
東
胡
之
惇
不
険
五
部
」
(
原
文
〉
と
は
、
蛍
時
幽
州
刺
史
の
王
没
は
烏
丸
族
・

鮮
卑
族
、
を
そ
の
戦
力
に
加
え
、
司
馬
騰
は
井
州
刺
史
と
し
て
代
閥
〈
山
西
北
部
〉
の
拓
政
部
ハ
の
ち
の
北
貌
〉
の
後
援
を
え
て
い
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
烏
丸
・

鮮
卑
・
拓
政
諸
部
族
を
さ
し
て
東
胡
と
稀
し
た
も
の
で
、
劉
淵
は
こ
れ
ら
の
東
胡
族
が
束
に
な
っ
て
も
、
わ
が
旬
奴
五
部
に
は
か
な
わ
な
い
こ
と
を
誇

示
し
た
の
で
あ
る
。
事
費
劉
淵
は
成
都
王
頴
の
知
遇
に
感
じ
、

五
部
旬
奴
の
部
衆
を
ひ
き
い
て
王
波
と
司
馬
騰
の
連
合
軍
に
あ
た
ろ
う
と
し
た
の
で
あ

っ
た
。さ

て
劉
淵
は
こ
の
秘
策
を
胸
に
山
西
の
か
れ
の
本
地
に
か
え
っ
た
と
こ
ろ
、
従
組
の
劉
宜
(
布
部
都
尉
〉
は

晋
は
無
道
で
、
わ
れ
ら
旬
奴
族
を
奴
隷
の
よ
う
に
遇
し
た
。
し
か
る
に
烏
丸
・
鮮
卑
・
拓
践
は
わ
れ
ら
の
同
類
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
助
力
を
か
ら
ね
ば
な
ら

な
い
。
か
れ
ら
を
敵
に
ま
わ
す
こ
と
は
不
利
で
あ
る
。
晋
室
こ
そ
わ
が
仇
敵
で
あ
る

と
い
さ
め
て
、
劉
淵
が
成
都
王
の
た
め
に
烏
丸
・
鮮
卑
・
拓
政
諸
部
を
敵
に
ま
わ
す
こ
と
に
強
硬
に
反
封
し
た
。
劉
宜
の
怠
闘
は
、
旬
奴
族
を
晋
朝
の

支
配
下
か
ら
一
日
も
早
く
救
出
し
て
、
始
祖
の
回
目
頓
閥
単
子
や
中
興
組
の
呼
韓
邪
問
中
子
一
世
の
偉
業
を
恢
興
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
北
ア

ジ
ア
民
族
を
一
丸
と
し
て
漢
族
に
あ
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
そ
の
構
想
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
劉
淵
は
か
れ
の
本
械
で
あ
る
山
西
の
左
閤
城
に
よ
っ
て
濁
立
を
宣
言
し
漢
閣
と
稀
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
の
兵
力
は
何
奴
族
五
市
内

の
ほ
か
に
遠
人
二
高
計
約
七
寓
人
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

劉
淵
が
そ
の
閥
抗
を
「
漢
」
と
稽
し
た
の
は
、
蛍
時
の
人
び
と
が
な
お
漢
の
王
室
の
徐
徳
を
し
た
っ
て
い
た
の
を
利
用
し
て
、
旬
奴
の
始
副
日
頓
間
半

子
お
よ
び
呼
韓
邪
躍
子
一
世
ら
が
、

か
つ
て
漢
の
王
室
か
ら
公
主
を
降
嫁
さ
れ
て
漢
帝
園
と
兄
弟
の
約
を
む
す
ん
だ
の
を
大
義
名
分
と
し
、
魂
・
晋
二

朝
を
こ
え
て
漢
帝
閣
を
復
興
す
る
と
い
う
い
み
を
も
、
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
劉
淵
は
や
が
て
永
嘉
二
(
一
ニ
O
八
〉
年
に
は
皇
帝
の
位
に
つ
き
永
鳳

九



二
O

と
改
元
し
て
蒲
子
燃
を
都
と
し
、
こ
こ
に
漢
図
は
名
賓
と
も
に
漏
立
を
達
成
し
た
。
そ
し
て
そ
の
翌
年
に
は
、
平
陽
(
山
西
省
臨
扮
鯨
〉
に
奨
都
し
て
漢

朝
風
の
官
制
を
と
と
の
え
た
。

こ
う
し
て
劉
淵
を
首
帥
と
し
た
五
部
旬
奴
族
が
濁
立
を
宣
し
て
漢
閣
を
建
設
し
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
南
旬
奴
部
が
後
漢
帝
園
に
来
投
し
て
以
来
魂
・

耳
目
時
代
に
か
け
て
漢
族
王
朝
に
駆
使
さ
れ
、
そ
の
傭
兵
的
や
く
わ
り
に
甘
ん
じ
て
き
た
旬
奴
族
は
も
と
よ
り
、
烏
丸
・
鮮
卑
な
ど
北
ア
ジ
ア
遊
牧
民
族

の
す
べ
て
に
大
き
な
刺
激
を
あ
た
え
た
。
さ
き
に
翠
兵
に
あ
た
り
劉
宣
の
言
と
し
て
晋
書
巻
一

O
一
劉
元
海
載
記
に

昔
我
先
人
、
興
漢
約
局
兄
弟
、
憂
・
泰
同
之
、
白
漢
亡
以
来
、
貌
・
普
代
興
、
我
草
子
雌
有
虚
脱
、
無
復
尺
土
之
業
、
白
諸
王
侯
、
降
同
編
戸
、
今
司
馬
氏
廿
肉

相
残
、
四
海
鼎
沸
、
興
邦
復
業
、
此
其
時
失

と
っ
た
え
る
一
文
は
、

ま
さ
し
く
旬
奴
部
の
一
人
一
人
が
、
こ
れ
ま
で
多
年
の
あ
い
だ
胸
中
に
懐
い
て
き
た
悲
願
を
端
的
に
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
ほ
か
劉
淵
に
と
っ
て
有
利
で
あ
っ
た
の
は
、

そ
の
根
棟
地
が
山
西
南
部
の
め
水
流
域
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
は
地
形
上
要
害

で
あ
る
う
え
に
、
南
す
れ
ば
洛
陽
、
西
す
れ
ば
長
安
に
近
く
、
そ
の
た
め
中
原
の
政
情
は
手
に
と
る
よ
う
に
察
知
で
き
た
こ
と
。

い
ま
一
つ
に
は
、

カョ

れ
の
部
下
に
賀
子
の
劉
聴
、
族
子
の
劉
躍
を
は
じ
め
王
禰
・
石
助
ら
の
勇
将
智
謀
の
士
を
多
数
有
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

ま
も
な
く
弟
(
淵
の
第
四
千
〉
の
聴

@
 

が
兄
の
和
を
殺
し
て
即
位
し
た
。
こ
の
と
き
漢
園
の
勢
力
圏
は
、
山
西
の
南
部
沿
水
流
域
を
中
心
に
河
南
の
一
部
お
よ
び
峡
西
東
南
部
に
す
、
ぎ
ず
、
山

ろ

西
で
は
中
部
の
太
原
に
よ
る
井
州
刺
史
劉
現
が
、
先
輩
司
馬
騰
の
方
針
を
う
け
て
北
方
の
代
園
公
拓
政
狩
虚
と
む
す
ん
で
院
院
と
す
き
を
う
か
が
っ
て

劉
聴
と
劉
曜

一
午
陽
に
都
し
た
漢
園
で
は
、
永
嘉
四
会
二

O
〉
年
劉
淵
が
死
ぬ
と
、
嫡
子
の
和
が
つ
い
だ
が
、

お
り
、

ま
た
東
北
方
に
は
烏
丸
・
鮮
卑
の
勢
力
を
後
援
と
す
る
幽
州
刺
史
王
没
、
が
ひ
か
え
て
い
た
。

そ
こ
で
劉
聴
は
部
将
の
石
助
に
命
じ
て
河
北
・
山
東
を
経
略
さ
せ
た
が
、
石
助
は
ひ
そ
か
に
自
立
の
策
を
た
て
、
東
方
地
区
の
要
地
哀
閥
(
河
北
省

順
徳
豚
)
を
抜
貼
に
河
北
一
闘
の
終
管
に
力
を
そ
そ
い
だ
。
劉
聴
は
ま
た
族
弟
の
劉
躍
を
は
じ
め
部
将
の
王
瀬
、
張
景
ら
と
と
も
に
、

み
ず
か
ら
も
本

軍
を
ひ
き
い
て
晋
都
洛
陽
を
攻
閤
し
て
、

つ
い
に
こ
れ
を
陥
し
い
れ
た
。
永
嘉
五
ハ
一
三
一
〉
年
の
こ
と
で
、
こ
れ
を
永
嘉
の
範
と
い
う
。
洛
陽
は
さ
き



に
劉
淵
の
時
代
に
劉
聴
が
総
帥
と
し
て
攻
撃
を
加
え
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
東
海
王
越
の
好
守
に
は
ば
ま
れ
、
多
大
の
損
傷
を

h

つ
け
て
失
敗
し
た
。
こ

の
た
び
は
、

か
れ
は
慎
重
を
期
し
、
城
東
(
劉
曜
軍
)
、
城
西
(
王
浦
軍
〉
、
城
北
〈
張
景
軍
〉
、
城
南
(
本
軍
〉
の
四
国
か
ら
細
川
攻
撃
を
か
け
、

つ
い
に
落
城

さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

洛
陽
が
陥
落
し
た
と
き
、
攻
撃
軍
に
は
五
胡
族
部
除
の
ほ
か
漢
人
の
流
民
軍
も
い
た
た
め
、
城
民
の
掠
奪
・
殺
傷
さ
れ
る
も
の
お
び
た
だ
し
く
、
官

吏
・
庶
民
合
し
て
三
高
飴
人
が
殺
さ
れ
、
そ
の
屍
は
洛
水
の
北
に
つ
み
か
さ
ね
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
と
き
晋
の
第
三
代
懐
帝
も
と
ら
わ
れ
て
平
陽
に

ぴ
ん
て
い

お
く
ら
れ
、
翌
年
殺
さ
れ
た
の
で
、
晋
室
は
滅
亡
し
た
か
に
み
え
た
が
、
懐
帝
の
甥
の
慰
帝
が
長
安
に
即
位
し
て
建
興
と
年
続
し
、
か
ろ
う
じ
て
晋
宝

の
命
脈
を
た
も
つ
こ
と
が
で
き
た
。
な
お
洛
陽
の
落
城
の
顛
末
に
つ
い
て
は
、
宮
川
向
志
ヱ
ハ
朝
史
研
究
』
政
治
・
社
合
篇
「
五
胡
時
代
の
洛
陽
」
の

僚
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

晋
朝
が
八
王
の
乱
に
つ
づ
く
永
嘉
の
飢
、

さ
ら
に
そ
の
後
の
政
治
的
・
批
曾
的
大
混
乱
を
ま
ね
く
こ
と
に
な
っ
た
要
因
は
五
胡
族
の
華
北
潜
住
で
あ

る
。
史
家
の
う
ち
に
は
、
こ
の
民
族
移
動
の
遠
因
を
、
魂
武
の
前
日
操
と
晋
の
武
帝
と
の
異
民
族
的
策
の
失
敗
に
あ
る
と
論
難
す
る
も
の
が
あ
る
。
し
か

し
曹
操
が
山
西
旬
奴
部
を
五
部
に
分
割
し
た
こ
と
は
、
常
時
の
政
治
情
勢
下
で
は
時
宜
に
か
な
っ
た
慮
置
で
あ
っ
た
、

と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
さ
り
な

が
ら
、
こ
の
と
き
以
来
五
部
旬
奴
が
牧
住
を
公
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
山
西
南
部
沿
水
流
域
は
、
洛
陽
・
長
安
を
指
呼
の
あ
い
だ
に
み
る
北
中
閣
の

心
臓
部
で
あ
り
、
こ
こ
に
有
力
な
旬
奴
五
部
の
永
住
を
ゆ
る
し
た
こ
と
は
魂
武
の
軽
翠
で
あ
っ
た
と
い
う
非
難
を
ま
ぬ
か
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ

ろ
h

フ。晋
の
武
帝
に
つ
い
て
の
非
難
は
、
曹
操
が
分
徒
し
た
五
部
旬
奴
以
外
に
、
そ
の
後
あ
ら
た
に
北
方
か
ら
来
投
し
た
数
民
の
旬
奴
部
族
を
五
部
旬
奴
に

く
み
入
れ
て
、
山
西
南
部
一
帯
に
牧
住
さ
せ
た
こ
と
、

い
ま
一
つ
は
晋
武
が
全
閣
の
州
都
の
平
備
を
撤
蹴
服
し
て
、

大
都
に
は
武
吏
一

O
O人、

君I~

は
五

O
人
を
配
置
す
る
に
と
ど
め
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
八
王
の
鋭
、
が
お
こ
る
と
、

た
ち
ま
ち
川
郡
の
治
安
は
み
だ
れ
て
洛
賊
は
各
地
に
蜂
起
し
、

他
方
、
諸
王
や
刺
史
に
招
募
さ
れ
た
五
胡
族
が
傭
兵
と
し
て
そ
の
武
力
を
構
成
し
、

や
が
て
中
央
の
政
争
に
介
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、

や
は
り

晋
武
の
針
策
の
あ
や
ま
り
に
蹄
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。



さ
て
劉
聴
は
洛
陽
を
陥
し
い
れ
た
の
ち
劉
曜
に
命
じ
て
長
安
を
攻
略
さ
せ
、
一
一
二
六
年
つ
い
に
思
帝
を
と
ら
え
て
殺
し
た
の
で
、
こ
こ
に
西
晋
王
朝

は
滅
亡
し
、
中
原
は
漢
主
劉
聴
の
手
中
に
蹄
し
た
。
長
安
陥
落
の
と
き
市
内
の
戸
数
は
古
に
み
た
ず
、
家
家
の
垣
根
は
く
ち
く
ず
れ
、
草
は
ぼ
う
ぼ
う

と
生
い
茂
っ
て
い
た
(
城
中
戸
不
盈
百
、
脂
字
額
段
、
高
材
料
成
林
。
晋
書
巻
五
、
孝
感
帝
紀
〉
と
い
う
。

い
か
に
さ
び
れ
は
て
て
い
た
か
が
推
し
は
か
ら
れ
る
。

長
安
が
落
城
し
て
慾
帝
が
と
ら
え
ら
れ
る
と
、
さ
き
に
晋
室
の
王
族
の
一
人
と
し
て
(
一
三
ペ
ー
ジ
晋
室
世
系
回
参
照
〉
江
南
の
建
康
(
南
京
〉
に
よ
っ
て
華

中
を
領
し
て
い
た
那
邪
王
容
は
、
建
武
元
(
一
一
二
七
〉
年
建
康
で
即
位
し
晋
室
を
復
興
し
た
。
東
晋
初
代
の
元
帝
で
あ
る
。

洛
陽
・
一
長
安
を
手
中
に
お
さ
め
、
西
晋
王
朝
の
命
阪
を
断
っ
た
劉
聴
は
、
そ
の
後
も
石
功
、
劉
曜
ら
の
勇
将
を
う
ま
く
あ
や
つ
っ
て
河
北
、
山
束
、

江
南
お
よ
び
峡
西
に
勢
力
圏
を
ひ
ろ
げ
た
。
そ
の
こ
ろ
に
な
る
と
、

漢
図
は
官
制
も
整
備
し
て
丞
相
、

七
公
、

輔
漢
十
六
大
将
軍
、

左
・
右
司
隷
、

左
・
右
選
両
日
向
書
な
ど
の
諸
官
か
ら
太
師
、
太
待
、
太
保
、
大
司
徒
、
大
司
空
、
大
司
馬
の
三
公
三
司
も
お
い
て
い
る
(
資
治
通
鑑
巻
八
九
)
。

一
八
年
に
劉
聴
が
死
ぬ
と
、

し
か
し
劉
聴
の
性
格
は
、
残
忍
で
あ
る
う
え
に
酒
範
に
よ
る
暴
行
は
目
に
あ
ま
る
も
の
が
あ
り
、
よ
う
や
く
人
心
を
失
い
は
じ
め
た
。
そ
の
た
め
三

き

ん

き

ん

じ

ゅ

ん

そ
の
子
の
劉
祭
が
後
を
つ
い
だ
も
の
の
た
ち
ま
ち
内
乱
が
お
こ
り
、
部
将
の
斬
準
が
祭
を
殺
し
て
自
立
し
た
の
で
、
劉
曜

と
石
助
と
は
内
難
を
鎖
底
す
べ
く
、
そ
れ
ぞ
れ
本
擦
の
長
安
と
裏
閣
か
ら
卒
陽
に
む
か
つ
た
。
そ
の
う
ち
劉
曜
は
途
中
の
蒲
阪
(
山
西
省
永
済
燃
〉
で
印

位
し
、

そ
の
ま
ま
長
安
に
ひ
き
か
え
し
て
漢
園
を
つ
ぎ
、
翌
二
二
九
年
園
披
を
趨
図
と
あ
ら
た
め
た
。
こ
の
と
き
劉
耀
は

わ
が
組
先
は
北
方
に
お
こ
る
。
光
文
(
劉
淵
)
は
漢
の
家
廟
を
た
て
て
民
望
に
し
た
が
っ
た
が
、
い
ま
は
よ
ろ
し
く
園
競
の
漢
を
あ
ら
た
め
て
〔
冒
頓
〕
草
子
を
印
刷

と
す
べ
き
で
あ
る

と
宣
一
一
一
目
し
て
、
旬
奴
族
、
が
漢
闘
を
稽
す
る
こ
と
の
不
合
理
・
不
必
要
を
説
い
て
園
競
を
大
越
と
あ
ら
た
め
、
始
祖
の
冒
頓
車
子
を
天
に
ま
つ
っ
た
と
。

こ
れ
は
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
漢
人
の
民
望
を
さ
ま
で
顧
慮
し
な
く
と
も
よ
い
ほ
ど
劉
氏
一
統
の
勢
力
、
が
成
長
し
て
き
た
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
る
。

他
方
裏
園
か
ら
一
午
陽
に
む
か
つ
た
石
勃
は
反
範
軍
を
撃
破
し
て
卒
陽
に
入
城
し
た
が
、
こ
の
ま
ま
と
ど
ま
っ
て
劉
曜
の
下
風
に
た
つ
こ
と
を
い
さ
、
ぎ

よ
し
と
せ
ず
、
平
陽
に
火
を
は
な
っ
て
裏
閣
に
か
え
り
自
立
し
て
趨
閣
と
競
し
た
(
一
一
二
九
〉
。
史
家
は
劉
耀
が
長
安
に
興
し
た
も
の
を
前
越
、

石
勅
が

裏
閣
に
建
闘
し
た
も
の
を
後
越
と
い
う
。
こ
れ
よ
り
卒
陽
旬
奴
部
(
漢
園
)
の
勢
力
は
前
趨
・
後
越
に
二
分
さ
れ
東
西
に
樹
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。



そ
の
う
ち
前
越
の
勢
力
閣
は
、

は
じ
め
は
長
安
を
中
心
に
沼
水
の
流
域
に
す
、
ぎ
な
か
っ
た
が
、
劉
耀
は
し
だ
い
に
民
族
・
尭
族
を
服
属
さ
せ
て
、
そ

の
領
域
を
峡
西
一
固
か
ら
甘
粛
の
一
部
に
ま
で
燐
大
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
東
方
で
は
洛
陽
が
石
助
の
後
趨
図
と
の
接
黙
と
な
っ
た
。

五
胡
族
主
要
政
権
の
興
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略
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(B) 

石
氏
政
権
(
後
趨
園
)

後
越
石
氏
政
権
の
建
問
者
は
石
初
で
あ
る
。
晋
書
巻
一

O
四
石
勃
載
記
上
に
よ
る
と
、
石
拘
は
旬
奴
の
別
部
に
あ
た
る
先
渠
部
ー
ー

⑨
 

|
こ
の
部
は
晋
書
に
み
え
る
旬
奴
一
九
種
中
の
一
で
あ
る
ー
ー
ー
の
一
小
部
落
長
で
あ
っ
た
が
、
井
州
の
機
館
に
あ
い
同
族
と
流
亡
し
て
い
た
と
こ
ろ
を

石
勅
の
建
国

井
川
刺
史
司
馬
騰
の
部
下
に
と
ら
え
ら
れ
、
山
東
に
頁
ら
れ
て
漢
人
の
師
懐
の
奴
隷
と
な
っ
た
。
そ
の
う
ち
に
主
人
の
師
健
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
群
盗

⑩

-

一
八
騎
の
首
領
と
な
り
、
や
が
て
山
揮
の
亡
命
者
を
糾
合
し
て
魂
郡
(
河
北
省
臨
埠
豚
)
・
武
安
(
河
北
省
武
安
燃
〉
・
陽
平
(
消
北
省
大
名
勝
〉
・
官
渡
(
河
南

省
中
牟
豚
)
な
ど
河
北
省
南
部
か
ら
河
南
省
の
黄
河
以
北
、

山
東
省
西
部
の
諸
郡
燃
や
城
市
を
劫
掠
し
て
ま
わ
っ
た
。

か
れ
が
石
助
と
名
の
っ
た
の
は

こ
の
こ
ろ
で
あ
る
。

石
助
は
そ
の
う
ち
に
山
西
の
端
末
一
午
(
山
西
省
和
順
鯨
)
地
方
に
う
つ
り
、

上
禁
(
山
西
省
長
治
豚
)
の
積
族
の
部
長
張
旬
替
・
鴻
莫
突
ら
に
属
し
た
が
、

劉
淵
が
丘
ハ
を
あ
げ
る
と
、
張
や
鴻
ら
を
説
得
し
勧
誘
し
て
、

そ
の
部
下
敷
千
人
と
と
も
に
劉
淵
に
蹄
順
さ
せ
た
。
さ
ら
に
ま
た
繁
一
午
地
方
に
あ
っ
た
烏

丸
部
長
の
張
伏
利
度
の
部
衆
二
千
を
も
時
服
さ
せ
る
な
ど
、
劉
淵
の
も
と
で
し
だ
い
に
頭
角
を
あ
ら
わ
し
た
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
北
ア
ジ
ア
系
の
遊
牧
部

族
が
し
だ
い
に
石
勅
の
輩
下
に
あ
つ
ま
っ
た
の
で
、

か
れ
は
こ
れ
ら
を
中
核
兵
力
と
し
て
河
北
・
河
南
・
山
東
方
面
の
経
略
に
従
事
し
た
。

劉
淵
の
死
後
、
石
勅
は
裏
園
に
本
接
し
て
ひ
そ
か
に
自
立
の
計
を
た
て
た
が
、
こ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
に
ハ
七
三
ペ
ー
ジ
〉
幕
僚
の
張
賓
の
計
策
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
た
。
石
勅
の
も
っ
と
も
お
そ
る
べ
き
敵
は
同
僚
の
王
禰
で
あ
っ
た
が
、

か
れ
は
劉
聴
の
洛
陽
城
総
攻
撃
に
参
加
し
て
大
功
を
た
て
た
の



ち
ラ
イ
バ
ル
の
王
閣
に
思
を
貰
り
、

こ
れ
を
、
酒
宴
に
さ
そ
っ
て
手
新
し
、

つ
い
に
そ
の
部
衆
を
併
合
し
た
。
こ
れ
も
張
賓
の
策
謀
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
石
勅
が
王
浦
を
た
お
し
、

そ
の
部
衆
を
輩
下
に
吸
牧
し
た
こ
と
は
覇
業
へ
の
一
歩
で
あ
っ
た
が
、
以
後
か
れ
は
河
南
・
山
東
・
河
北
の
諸

郡
勝
に
散
在
す
る
流
民
集
圏
の
晶
一
一
盛
や
盤
壁
を
つ
、
ぎ
つ
ぎ
に
陥
れ
る
と
、
そ
の
晶
一
一
主
・
億
一
主
に
は
賂
軍
や
都
尉
の
稀
続
を
あ
た
え
て
安
堵
し
、
そ
の
壮

⑪
 

ま
た
そ
の
子
女
老
幼
は
農
耕
に
従
事
さ
せ
て
義
穀
ハ
献
納
米
〉
を
徴
集
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
戦
略
に
よ
っ
て
、
か
れ

丁
は
軍
隊
に
編
入
し
、

の
戦
力
は
み
る
み
る
強
化
し
て
ゆ
き
、
黄
河
南
北
に
散
在
し
た
数
十
百
の
晶
墜
と
諸
城
市
の
ほ
と
ん
ど
が
石
肋
の
手
中
に
蹄
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
み

る
と
、

石
助
の
寅
力
は
ま
っ
た
く
か
れ
自
身
の
力
に
よ
っ
て
か
ち
え
た
も
の
で
、
劉
淵
が
そ
の
毛
な
み
の
よ
さ
を
背
景
に
、

五
部
旬
奴
を
結
集
し
て
立

ち
あ
が
っ
た
の
と
は
事
情
を
異
に
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

や
幽
州
刺
史
の
王
波
ら
と
気
脈
を
通
じ
、

大
望
を
い
だ
く
石
助
は
劉
聴
の
残
後
、
西
方
の
長
安
に
採
ら
ん
と
す
る
劉
曜
を
常
面
の
敵
と
し
て
、
こ
れ
に
そ
な
え
る
た
め
太
原
の
井
川
刺
史
劉
現

だ

ん

ぶ

よ

し

み

ま
た
そ
の
こ
ろ
北
方
に
お
い
て
遼
西
地
方
か
ら
河
北
の
北
部
に
勢
力
を
ふ
る
っ
て
い
た
段
部
と
も
誼
を
む
す

び
つ
つ
裏
闘
を
中
心
に
し
だ
い
に
そ
の
勢
力
を
か
た
め
て
い
っ
た
。

段
部
は
慕
容
部
や
宇
文
部
と
と
も
に
鮮
卑
系
の
一
部
族
で
、
一
二
閣
時
代
の
は
じ
め
ご
ろ
烏
丸
族
の
勢
力
下
を
は
な
れ
て
遼
西
の
南
部
地
方
に
勢
を
の

ば
し
た
。
四
世
犯
は
じ
め
部
酋
の
務
勿
鹿
(
務
目
塵
)
の
と
き
幽
州
刺
史
王
波
は
こ
れ
と
通
婚
し
、
段
部
の
武
力
を
利
用
し
て
し
ば
し
ば
石
劫
を
苦
し

⑬
 

め
た
。
こ
の
た
め
人
び
と
は
石
助
に
、
そ
の
こ
ろ
人
質
と
し
て
か
れ
の
も
と
に
い
た
段
末
桂
l

l務
勿
塵
の
甥
で
末
波
と
も
書
く
ー
ー
を
殺
害
す
る
よ

う
す
す
め
た
が
、
石
助
は

遼
四
の
鮮
卑
は
健
闘
ハ
強
園
〉
で
あ
る
。
い
ま
は
王
波
に
使
役
さ
れ
て
、
わ
れ
わ
れ
と
は
敵
針
の
間
柄
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
怨
轡
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
い
ま

一
人
の
段
末
杯
を
殺
し
て
、
こ
の
段
闘
と
怨
を
む
す
ぶ
よ
う
に
な
る
の
は
、
と
る
べ
き
計
で
な
い
。
か
れ
を
放
免
し
て
や
れ
ば
、
か
な
ら
ず
二
度
と
王
波
に
使
役

さ
れ
て
わ
が
方
に
敵
到
す
る
こ
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う

と
い
っ
て
、
人
質
の
段
末
杯
を
ゆ
る
し
段
部
と
兄
弟
の
盟
約
を
む
す
ん
だ
。
段
部
と
の
盟
約
に
成
功
し
た
こ
と
は
、

や
が
て
烏
丸
族
に
も
影
響
し
て
烏

丸
大
人
の
な
か
に
王
波
に
そ
む
い
て
石
助
に
来
投
す
る
も
の
が
あ
い
つ
い
だ
。
石
勅
が
王
淡
を
た
お
し
て
幽
州
地
区
を
勢
力
下
に
お
さ
め
た
の
は
一
一
二

二
五



一一六

四
年
、
そ
れ
は
劉
耀
が
長
安
を
陥
落
さ
せ
て
名
賓
と
も
に
西
晋
王
朝
を
ほ
ろ
ぼ
し
た
二
年
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

つ
い
で
コ
二
七
年
に
は
太
原
を
手
に

入
れ
た
が
、
こ
こ
に
よ
る
井
州
刺
史
劉
現
を
た
お
し
た
の
は
段
部
で
あ
っ
た
。
石
助
が
長
安
の
劉
曜
に
封
抗
し
て
越
王
|
|
後
越
園
王
の
意
ー
ー
ー
を
稀

し
た
の
は
一
一
二
九
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
ろ
石
氏
政
権
の
領
域
は
南
は
孟
津
(
河
南
省
)
、
西
は
龍
門
(
河
南
省
)
、
東
は
黄
河
、
北
は
長
城
に
い

⑬
 

た
る
ま
で
の
二
四
郡
を
ふ
く
み
、
そ
の
戸
籍
上
の
人
戸
は
約
二
九
高
戸
を
か
ぞ
え
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
計
数
は
漢
人
だ
け
の
戸
数
を
あ
げ
た
も

の
と
忠
わ
れ
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
石
助
の
治
下
に
は
旬
奴
・
鮮
卑
・
烏
丸
な
ど
の
諸
部
族
を
は
じ
め
、
さ
き
に
漢
図
の
斬
準
の
範
を
鎖
魅
し
た
と
き
、

石
助
は
漢
凶
に
臨
附
属
し
て
い
た
巴
後
・
先
・
渇
ら
一
四
市
内
落
を
枚
め
て
裏
闘
を
め
ぐ
る
一

O
郡
内
に
徒
民
し
た
と
い
え
ば
、
漢
人
と
ほ
ぼ
同
教
か
あ
る

い
は
そ
れ
を
上
ま
わ
る
数
の
五
胡
部
族
が
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
四
世
紀
前
宇
ご
ろ
中
原
で
は
洛
陽
を
さ
し
は
さ
ん
で
長
安
の
劉
躍
と
河
北
の
裏
闘
に
よ
る
石
助
と
が
、

と
も
に
趨
閣
と
披
し
て
東
西
に
封

立
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
た
め
史
家
は
前
者
を
前
越
閥
、
後
者
を
後
越
関
と
稀
し
て
区
別
す
る
。

後
越
は
三
二
八
年
(
東
晋
の
成
和
三
年
〉
年
続
を
た
て
て
太
和
元
年
と
い
っ
た
が
、
こ
の
年
後
越
軍
は
束
晋
を
佼
し
て
准
水
南
岸
の
要
衝
寄
春
(
安
徽

省
官
官
可
燃
〉
を
陥
れ
二
高
徐
戸
を
牧
め
て
領
内
に
徒
民
し
た
。
し
か
し
石
助
の
勢
力
の
南
の
限
界
は
准
水
の
一
線
に
と
ど
ま
り
、
後
越
軍
の
東
亜
日
へ
の
攻

勢
は
陽
動
作
戦
に
す
、
ぎ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
か
れ
が
主
力
を
か
た
む
け
た
の
は
西
方
の
劉
耀
〈
前
越
〉
で
あ
っ
た
。
雨
者
の
激
突
は
意
外
に
は
や
く
、
一
二

三
O
年
劉
躍
が
後
越
の
部
将
石
虎
(
季
龍
と
い
い
、
右
勅
の
従
子
〉

の
軍
を
や
ぶ
っ
て
洛
陽
を
攻
囲
し
た
こ
と
に
端
を
渡
し
て
、
こ
こ
に
石
助
と
劉
曜
と

は
洛
防
に
大
軍
を
あ
つ
め
て
雌
雄
を
決
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
戟
は
あ
っ
け
な
く
終
っ
た
。
石
勅
軍
の
大
勝
利
の
う
ち
に
劉
曜
は
捕
え
ら
れ
て

前
越
閣
は
滅
亡
し
、

つ
い
に
石
勃
は
准
水
以
北
か
ら
西
は
暁
西
・
甘
粛
に
お
よ
ぶ
北
中
園
の
ほ
ぼ
全
域
を
勢
力
圏
に
お
さ
め
て
帝
位
に
つ
い
た
(
一
二
三

。〉。石
助
は
五
胡
の
諸
君
主
の
う
ち
で
は
、
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
政
治
家
で
あ
っ
た
。

の
ち
に
も
の
べ
る
よ
う
に
(
第
三
章
三
節
「
五
胡
政
権
と
士
人
・
漢
文

化
」
六
七
ペ
ー
ジ
参
照
)
か
れ
は
政
治
の
本
領
を
流
民
針
策
、

と
く
に
漢
人
の
生
活
安
定
に
お
き
、

ま
た
漢
族
の
士
人
・
望
族
階
級
に
封
し
で
も
積
極
的

に
は
た
ら
き
か
け
て
招
致
・
優
遇
し
、

か
れ
ら
の
手
腕
・
能
力
を
政
治
に
活
用
す
る
こ
と
に
力
め
た
。
し
か
し
即
位
後
わ
づ
か
三
年
で
残
し
た
こ
と
は



後
趨
石
氏
政
権
に
と
っ
て
、
こ
の
上
な
い
不
幸
事
で
あ
っ
た
。

石
虎
の
時
代

後
越
で
は
三
三
三
年
に
石
勅
が
死
ぬ
と
そ
の
子
の
弘
が
つ
い
だ
が
、
弘
は
率
問
を
好
む
文
化
人
で
あ
っ
た
の
で
、
質
構
は
石
虎

(
季
龍
〉
の
手
に
に
、
ぎ
ら
れ
、

や
が
て
石
虎
は
弘
を
試
し
て
位
に
つ
い
た
(
一
二
三
四
〉
。
石
氏
一
蕪
の
う
ち
に
は
、
こ
れ
に
封
し
て
は
げ
し
く
抵
抗
し
た
も

の
も
あ
っ
た
が
、
石
虎
の
寅
力
の
ま
え
に
は
こ
と
ご
と
く
鎮
魅
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
反
石
虎
汲
の
勢
力
を
顧
慮
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
石
虎
は
翌

三
五
年
か
ね
て
か
ら
本
棟
地
に
し
て
い
た
鄭
に
遷
都
し
た
。

鄭
都
は
す
で
に
石
助
の
時
代
、
幽
州
刺
史
王
波
を
た
お
し
て
翼
州
を
平
定
す
る
と
、
ブ
レ
ー
ン
の
一
人
程
越
の
計
を
い
れ
て
都
城
の
造
営
に
著
手
し
、

世
子
の
弘
を
鎮
守
さ
せ
て
い
た
。
こ
れ
よ
り
さ
き
石
虎
も
石
勅
の
も
と
で
魂
郡
太
守
と
し
て
こ
の
地
に
鎖
成
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、
さ
て
こ
そ
石

虎
は
印
位
す
る
と
、
こ
こ
に
濯
都
し
て
本
格
的
な
園
都
遺
品
唱
を
は
じ
め
た
の
で
あ
っ
た
。

も
と
も
と
鄭
は
ふ
る
く
春
秋
・
戦
図
時
代
か
ら
知
ら
れ
た
河
北
平
原
の
戦
略
お
よ
び
政
治
上
の
要
地
で
、
一
ニ
閣
時
代
魂
の
曹
操
は
こ
の
地
に
本
擦
を

お
い
た
。
西
晋
時
代
に
は
貌
郡
の
治
所
と
し
て
重
き
を
な
し
た
が
、
石
虎
は
大
い
に
土
木
工
事
を
お
こ
し
、
都
都
だ
け
で
宮
殿
・
蓋
・
観
な
ど
四
十
徐

所
に
お
よ
ぶ
大
建
築
物
を
建
立
し
た
。
な
か
で
も
東
・
西
太
武
殿
な
ど
は
有
名
な
秦
の
阿
一
房
官
、
魯
の
霊
光
殿
と
な
ら
ぶ
壮
麗
雄
大
さ
を
誇
り
、
城
門

⑬
 

の
一
つ
凧
陽
門
(
南
西
門
〉
は
二
五
丈
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
資
治
通
鑑
令
九
七
に
よ
れ
ば
、
石
虎
は
長
安
、
洛
陽
の
諸
宮
殿
に
も
大
規
模
な
修
復
の

手
を
加
え
て
い
る
。

永
和
一
五
(
一
一
一
四
五
〉
年
正
月
、
護
-
一
羅
・
洛
・
秦
・
弁
州
十
六
前
向
人
一
治
一
一
長
安
未
央
官
一

と
か

譲
二
請
州
二
十
六
寓
人
一
衛
-
一
洛
陽
官

と
い

h

つ。
石
虎
の
時
代
に
な
る
と
、
後
越
の
領
域
は
い
よ
い
よ
損
大
さ
れ
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
南
方
で
は
准
水
の
閥
境
線
を
突
破
す
る
勢
を
し
め
し
て
、
江

南
の
東
普
王
朝
に
封
し
て
た
え
ず
大
き
な
脅
威
を
あ
た
え
て
い
た
。
ま
た
北
方
で
は
遼
西
の
朝
陽
・
義
勝
方
面
に
よ
る
鮮
卑
系
の
慕
容
部
と
通
じ
て
、

二
七



二
八

長
城
地
帯
か
ら
幽
州
の
東
北
部
に
か
け
地
盤
を
ひ
ろ
げ
て
い
た
段
部
を
ほ
ろ
ぼ
し
、

そ
の
二
高
徐
戸
を
薙
・
司
・
充
・
珠
の
四
川
に
徒
民
し
た
。
さ
き

にも一一一一一
M

し
た
よ
う
に
、
段
部
は
先
代
の
石
助
以
来
、

石
氏
政
権
に
と
っ
て
は
、

い
わ
ば
目
の
上
の
こ
ぶ
の
よ
う
な
不
気
味
な
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の

そ
の
勢
力
圏
は
い
ま
の
遼
西
省
南
部
か
ら
長
城
内
の
北
京
・
天
津
附
近
に

⑬
 

ま
で
お
よ
び
、
西
は
山
西
省
北
部
の
あ
た
り
で
同
じ
鮮
卑
系
の
拓
政
部
の
代
園
に
接
し
て
い
た
。

こ
ろ
の
段
部
の
勢
力
は
、
鮮
卑
諸
部
族
中
で
も
も
っ
と
も
後
越
に
ち
か
く
、

段
部
の
滅
亡
は
後
越
に
と
っ
て
決
し
て
よ
い
結
果
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
よ
り
強
い
新
興
勢
力
の
慕
容
部
と
境
を

直
接
す
る
こ
と
に
な
り
、

た
ち
ま
ち
雨
者
は
衝
突
を
ひ
き
お
こ
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
石
虎
は
勢
に
乗
じ
来
容
部
の
要
地
材
料
城
(
遼
西
省
義
賊
)
を

攻
園
し
た
が
、

そ
の
遠
征
軍
は
か
え
っ
て
敗
北
し
段
部
の
故
地
は
慕
容
部
の
占
嫁
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

西
方
に
お
い
て
も
石
虎
は
姑
賊
(
甘
粛
省
涼
州
)
の
漢
人
濁
立
政
権
の
張
氏
を
攻
撃
し
て
敗
れ
た
た
め
、
治
世
の
晩
年
に
は
後
越
の
園
力
は
し
だ
い
に

下
り
坂
に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
園
力
の
衰
頒
は
外
征
の
失
敗
ば
か
り
で
は
な
い
。
む
し
ろ
石
虎
の
淫
範
・
暴
虐
な
性
格
に
も
と
づ
く
内
治
の
み
だ
れ
の

方
が
よ
り
大
き
な
原
因
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

は
じ
め
石
虎
は
石
助
の
施
政
方
針
を
う
け
て
選
翠
制
の
貫
施
に
熱
意
を
示
し
、
詔
令
を
下
し
て
官
吏
の
人
材
詮
衡
に
は
慎
重
を
期
す
る
よ
う
努
め
、

も
し
こ
の
話
令
を
奉
行
し
な
い
も
の
は
御
史
の
弾
劾
を
ゆ
る
し
た
(
晋
書
巻
一

O
六
、
石
季
龍
載
記
)
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
吏
部
の
選
翠
が
豪
戚
の
勢
威
を

お
そ
れ
、
あ
る
い
は
賄
賂
を
う
け
て
番
徳
を
度
外
楓
し
、
も
っ
ぱ
ら
世
族
・
勢
門
の
子
弟
を
官
吏
に
皐
用
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
を
怒
り
、
責
任
者
の

郎
中
令
魂
失
を
免
官
し
て
御
史
中
丞
李
矩
を
親
任
し
、
中
央
・
地
方
の
人
事
を
粛
正
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
石
助
と
い
い
石
虎
と
い
い
、
そ
の
人
材

登
用
主
義
へ
の
良
剣
な
態
度
を
み
る
と
、
東
晋
・
南
朝
の
世
族
等
重
主
義
よ
り
も
は
る
か
に
進
歩
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

以
上
み
た
よ
う
に
石
虎
は
石
助
の
政
治
方
針
を
踏
襲
し
て
は
い
る
が
、
も
と
も
と
一
介
の
武
緯
に
す
ぎ
な
い
か
れ
に
は
人
君
と
し
て
の
資
質
が
か
け

て
い
た
。
四
川
の
大
成
図
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
使
節
が
蹄
因
し
て
闘
主
の
李
雄
に
報
告
し
た
一
節
に
も
「
越
王
〔
石
〕
虎
以
一
一
刑
殺
一
御
レ
下
」
と
あ
る
よ
う
に
、

も
の
が
多
か
っ
た
。
石
虎
の
悪
業
に
つ
い
て
は
、
晋
書
の
石
季
龍
載
記
に
常
軌
を
絶
す
る
、

巌
し
い
刑
罪
に
よ
っ
て
わ
ず
か
に
人
び
と
の
離
反
を
お
さ
え
え
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
暴
虐
・
淫
範
な
所
業
は
中
園
の
停
統
あ
る
祉
合
秩
序
に
そ
む
く

⑬
 

か
ず
か
ず
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
漢
文
一
流
の



誇
張
さ
を
ふ
く
む
と
し
て
も
、
民
族
の
主
川
崎
(
侍
)
洪
へ
前
秦
の
建
園
者
)
の
諌
言
の
な
か
に
も
川
長
安
・
洛
陽
な
ど
に
お
け
る
不
念
の
土
木
工
事
に
よ

っ
て
人
民
を
苦
し
め
た
こ
と
。
凶
多
く
の
庶
民
の
妻
女
を
掠
め
て
後
宮
に
あ
て
た
こ
と
。
同
む
や
み
に
高
官
1

1

1
た
と
え
ば
尚
書
の
朱
軌
の
よ
う
な
高

⑫
 

官
i

i
を
刑
殺
し
た
こ
と
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
貼
か
ら
す
れ
ば
、
あ
な
が
ち
誇
張
の
言
辞
ば
か
り
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
所
業
の

つ
い
に
園
家
の
破
滅
を
招
来
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
三
四
九
年
に
石
虎
が

ぜ
ん
び
ん

病
死
す
る
と
、
後
継
者
を
め
ぐ
っ
て
園
内
は
ふ
た
た
び
混
乱
に
お
ち
い
り
、
こ
れ
に
乗
じ
て
漢
人
の
再
開
(
石
虎
の
養
孫
〉
が
ク
ー
デ
タ
ー
を
お
こ
し
石

た
め
、
石
虎
は
漢
族
は
も
と
よ
り
同
族
の
胡
人
の
信
頼
ま
で
も
失
い
、

氏
に
代
っ
て
即
位
し
閥
抗
を
大
規
と
稀
し
た
。

な
お
石
虎
の
死
後
そ
の
後
継
者
を
め
ぐ
る
石
氏
一
族
問
の
内
紛
は
、

つ
、
ぎ
の
世
系
表
に
み
え
る
短
い
在
位
年
数
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

後
越
(
石
氏
政
権
〉
世
系
略

石の議1
2 閣l
き勅ー

ハ)怠③(弘@

il i 
2再調会世④合抵⑦。遜③。翠⑤

7質。 7 。?
5石 c き

関

再
開
の
革
命

内
関
は
も
と
も
と
は
漢
人
で
あ
る
が
、
晋
畳
一
日
の
か
れ
の
載
記
に
「
身
長
八
尺
、
善
謀
策
、
勇
力
絶
人
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
勇

猛
さ
を
か
わ
れ
て
石
虎
の
養
孫
と
な
り
、
石
関
と
い
っ
た
。
石
虎
の
死
後
に
後
越
の
帝
位
を
め
ぐ
っ
て
石
氏
一
族
問
に
内
紛
が
あ
っ
た
と
き
、
再
開

二
九



ニ
O

は
石
虎
の
長
子
石
撃
を
支
持
し
て
即
位
さ
せ
た
。
石
撃
は
そ
の
恩
義
に
感
じ
、

か
れ
に
太
子
を
約
束
し
な
が
ら
そ
の
約
を
は
た
さ
な
か
っ
た
の
で
、

つ

い
に
石
肇
を
絞
殺
し
(
三
五

O
)、
や
が
て
後
越
を
う
ば
い
帝
位
に
つ
い
て
大
魂
と
披
し
永
興
と
改
元
し
た
。

石
撃
の
弟
の
石
抵
は
、
撃
の
死
を
き
く
と
裏
閣
に
よ
っ
て
即
位
し
、
園
内
の
胡
族
を
糾
合
し
て
舟
関
に
封
抗
し
た
。
さ
ら
に
石
抵
は
閣
外
の
刊
誌
容
偽

(
鮮
卑
族
〉
や
挑
℃
仲
(
先
族
〉
に
も
援
軍
を
も
と
め
、
三
軍
十
徐
高
の
漣
合
軍
は
再
関
の
魂
軍
と
河
北
卒
原
で
決
戦
し
た
が
、
袖
孤
軍
は
大
敗
し
山
口
関
は
十

徐
騎
と
と
も
に
鄭
都
に
の
が
れ
蹄
っ
た
。
こ
の
と
き
泊
施
闘
が
わ
の
死
者
は
十
徐
高
人
に
達
し
「
於
是
人
物
激
突
」
と
い
わ
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
内

関
は
鄭
都
を
守
っ
て
望
を
す
て
な
か
っ
た
。

勝
に
乗
じ
た
石
一
抵
は
部
将
の
劉
願
を
つ
か
わ
し
て
鄭
都
を
攻
園
さ
せ
た
が
、
舟
関
の
死
力
を
つ
く
し
て
の
防
戦
に
あ
っ
て
劉
願
軍
は
大
敗
し
、

っ
し、

に
劉
額
は
石
抵
を
殺
し
て
再
関
に
降
伏
を
申
し
い
れ
た
。
し
か
し
関
は
そ
の
請
命
を
ゆ
る
さ
ず
裏
園
に
入
城
し
て
劉
額
以
下
を
訣
し
、
石
氏
一
統
を
絶

滅
し
た
う
え
裏
閣
の
民
を
鄭
都
に
M

つ
つ
し
た
。

再
開
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
る
革
命
が
成
功
し
た
原
因
は
、
劉
淵
の
漢
園
成
立
以
来
五
胡
族
の
北
中
園
へ
の
潜
住
が
急
激
に
増
加
し
ー
ー
ー
そ
の
人
口
は

後
述
す
る
よ
う
に
(
五
八
ペ
ー
ジ
参
照
〉
す
く
な
く
と
も
四
百
高
人
以
上
に
の
ぼ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
ー
ー
ー
そ
の
う
え
五
胡
族
の
手
に
権
力
が
に
、
ぎ

ら
れ
る
と
、

そ
の
横
暴
さ
ゃ
あ
る
い
は
慣
習
の
ち
が
い
、

と
く
に
石
虎
の
ご
と
き
暴
虐
・
無
法
と
も
み
え
る
所
業
は
、
支
配
下
の
漢
人
た
ち
に
は
と
う

て
い
歎
視
で
き
な
い
も
の
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
漢
人
の
胡
族
排
撃
の
民
族
的
感
情
を
た
く
み
に
利
用
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

さ
き
に
も
い
っ
た
よ
う
に
、
石
氏
政
権
は
劉
氏
政
権
と
は
ち
が
っ
て
漢
人
の
参
加
な
し
で
は
そ
の
政
権
の
成
立
も
運
替
も
で
き
な
か
っ
た
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
石
虎
の
政
治
は
暴
政
が
す
く
な
く
な
く
、
そ
の
個
人
的
所
業
も
道
義
に
そ

b
く
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
の
で
、

つ
い
に
漢
人
の
胡
族
に
封
す
る

民
族
的
反
感
は
極
限
に
達
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
再
関
が
政
権
を
に
、
ぎ
っ
た
の
ち
五
胡
族
一
掃
の
翠
に
で
た
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る
で
あ

ろ
h

フ。
舟
関
は
即
位
す
る
と
、
漢
人
の
胡
族
に
封
す
る
反
感
を
利
用
し
て
五
胡
族
を
領
内
か
ら
一
掃
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
。
そ
の
た
め
か
れ
は
五
胡
族
殺

裁
の
指
令
を
設
し
、

み
ず
か
ら
率
先
し
て
胡
人
を
訣
殺
し
て
範
を
し
め
し
た
。
こ
の
た
め
園
都
の
鵜
を
は
じ
め
各
所
で
五
胡
族
の
大
が
か
り
な
殺
裁
が



お
こ
な
わ
れ
、

二
十
徐
市
内
人
の
胡
族
が
そ
の
害
を
こ
お
む
っ
た
と
い
わ
れ
る
o

こ
の
と
き
高
鼻
・
多
援
で
胡
人
に
似
た
容
貌
の
漢
人
は
多
数
そ
の
ま
き

こ
の
殺
裁
が
い
か
に
範
暴
で
無
秩
序
に

ぞ
え
を
く
っ
た
と
い
わ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、

強
行
さ
れ
た
か
が
、
う
か
が
わ
れ
よ
う
。
晋
書
巻
一

O
七
再
開
載
記
に
も

〔
再
閲
〕
は
発
族
や
胡
族
(
旬
奴
族
)
と
相
攻
め
て
、

た
が
い
に
攻
戦
し
な
い
月
と
て
な
か

っ
た
。
そ
の
た
め
青
・
薙
・
幽
・
刑
(
山
東
・
河
北
・
河
南
〉
の
諸
州
郡
の
批
判
戸
や
ほ
・

品
一
元
・
伺
奴
な
ど
数
百
株
高
人
は
そ
れ
ぞ
れ
本
土
に
引
き
揚
げ
は
じ
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て

五胡の諸政権と五胡民族の移動略闘

道
路
は
こ
れ
ら
の
異
民
族
の
往
来
で
交
錯
し
、

た
が
い
に
殺
掠
し
あ
っ
た
り
、

ま
た
餓

え
や
疫
病
で
死
亡
し
た
も
の
が
多
く
、
本
土
に
無
事
蹄
還
し
え
た
も
の
は
十
の
二
・
一
一
一

に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
胡
人
た
ち
の
引
揚
げ
に
よ
っ
て
中
原
の
枇
曾
は
紛
乱
し
、
股
耕
に

従
事
す
る
も
の
も
な
く
な
り
、
関
も
後
悔
し
た

と
い

h

つ。
内
関
に
よ
る
革
命
政
権
の
こ
の
よ
う
な
過
激
な
政
策
は
、
中
原
社
舎
の
混
乱
と
疲

弊
と
を
招
来
す
る
以
外
な
ん
ら
の
放
果
も
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。
劉
氏
政
桃
も
石
氏

政
機
も
漢
人
の
協
力
な
し
に
は
存
立
し
え
な
か
っ
た
と
同
様
に
、
内
関
の
山
山
族
政
権

も
胡
人
の
協
力
な
し
に
は
存
立
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
府
関

は
胡
族
の
一
掃
を
は
か
っ
た
た
め
、

か
え
っ
て
み
ず
か
ら
の
墓
穴
を
ほ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
再
開
の
胡
族
一
掃
政
策
は
、
け
っ
き
ょ
く
中
関
枇
舎
の
漉
乱
を
ひ
き
お
こ
し

た
だ
け
に
終
っ
た
が
、

こ
の
枇
曾
的
混
飢
に
よ
る
人
心
の
動
指
に
乗
じ
て
、

か
ね
て

か
ら
さ
き
の
後
越
の
内
飢
に
も
武
力
干
渉
し
つ
つ
あ
っ
た
慕
容
僑
は
幽
州
を
前
進
根



接
地
と
し
て
河
北
に
佼
入
し
た
の
で
、
舟
関
は
み
ず
か
ら
軍
を
ひ
き
い
て
迎
撃
し
た
が
、

か
え
っ
て
と
ら
え
ら
れ
、

慕
容
氏
の
本
様
龍
城
〈
熱
河
省
朝

陽
豚
)
に
お
く
ら
れ
て
斬
殺
さ
れ
た
(
一
二
五
二
〉
。

な
お
、
こ
の
間
の
消
息
に
つ
い
て
は
資
治
通
鑑
巻
九
九
、
永
和
八
年
四
月
甲
子
の
僚
に
要
領
よ
く
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
附
記
し
て
お
こ
う
。

二
節

鮮

卑

族

の

政

+葎

鮮
卑 (A)
王
園 慕

容
氏
政
権
(
前
燕
・
後
燕
・
西
燕
。
南
燕
)

五
胡
民
族
の
う
ち
旬
奴
族
に
つ
ぐ
も
の
は
鮮
卑
族
で
あ
っ
た
。
鮮
卑
族
は
旬
奴
王
図
が
北
・
南
二
部
に
分
裂
し
て
衰
亡
し
た
の
ち
、

代
っ
て
北
ア
ジ
ア
世
界
の
征
服
者
と
な
っ
た
が
、
こ
の
部
族
は
史
記
や
漢
書
に
み
え
る
東
胡
民
族
に
属
し
、
烏
丸
(
烏
桓
〉
族
と
と
も
に
東
モ
ン
、
ゴ
リ
ア

の
シ
ラ
・
ム
レ
ン
流
域
か
ら
興
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
系
の
遊
牧
民
族
で
あ
る
。

鮮
卑
族
は
は
じ
め
後
漢
の
和
帝
の
と
き
(
九
一
年
ご
ろ
)
北
旬
奴
部
が
漢
の
遠
征
軍
に
追
わ
れ
て
西
方
イ
リ
川
流
域
に
の
が
れ
去
っ
た
の
ち
モ
ン
ゴ
リ

ア
一
帯
を
占
附
慨
し
た
が
、

し
か
し
営
時
の
か
れ
ら
に
は
、
な
お
そ
ン
ゴ
リ
ア
の
全
遊
牧
部
族
を
統
合
す
る
中
心
勢
力
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

だ
ん
せ
き
か
い

と
こ
ろ
が
二
世
紀
前
半
ご
ろ
檀
石
塊
と
い
う
英
雄
が
で
る
と
、
鮮
卑
部
族
を
統
一
し
て
モ
ン
ゴ
リ
ア
の
覇
権
を
に
ぎ
り
、
さ
ら
に
領
土
を
ひ
ろ
げ
て

旬
奴
王
園
の
全
故
地
を
そ
の
勢
力
下
に
お
さ
め
た
。
後
漢
帝
園
は
こ
れ
に
大
き
な
脅
威
を
感
じ
て
、

か
つ
て
南
旬
奴
部
に
封
し
た
よ
う
な
懐
柔
手
段
を

も
ち
い
た
が
、

と
う
て
い
北
方
か
ら
の
鮮
卑
族
の
侵
一
墜
を
ふ
せ
ぐ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

檀
石
械
は
そ
の
康
大
な
領
土
を
統
治
す
る
方
式
と
し
て
、

領
内
を
東
部
・
中
部
・
西
部
の
三
大
部
に
わ
か
ち
、

そ
こ
に
そ
れ
ぞ
れ
大
人
(
部
族
長
〉

を
お
き
、

み
ず
か
ら
は
そ
の
上
位
に
あ
っ
て
諸
部
大
人
を
統
帥
し
た
。
王
沈
の
魂
書
に
よ
る
と
、

東
部
は
右
北
一
午
〈
熱
河
省
平
泉
附
近
)
か
ら
遼
東
(
遼

陽
〉
ま
で
の
こ
十
徐
邑
を
四
大
人
(
爾
加
・
闘
機
・
素
利
・
枕
頭
〉
が
統
べ
、
中
部
は
右
北
一
午
以
西
の
上
谷
(
河
北
省
懐
来
〉
ま
で
の
十
徐
口
巴
を
三
大
人
(
何

最
・
閥
居
・
慕
容
)
が
統
率
し
、

ま
た
西
部
は
上
谷
か
ら
敦
短
お
よ
び
西
北
の
烏
孫
部
族
の
遊
牧
領
域
に
接
す
る
ま
で
の
二
十
徐
邑
を
五
大
人
〈
置
鴨
・

落
羅
・
日
律
・
推
出
・
宴
嘉
悦
)
、
が
統
治
し
た
と
い
う
。

そ
し
て
檀
石
塊
自
身
は
そ
の
本
管
を
馬
邑
郡
管
内
の
高
柳
(
河
北
省
陽
高
鯨
西
北
)
の
北
方
一
一
一
百



徐
里
に
位
置
す
る
弾
、
汗
山
(
河
北
省
張
北
附
近
?
)
に
お
い
て
い
た
。
し
て
み
る
と
鮮
卑
王
閣
の
主
穫
を
な
す
鮮
半
族
は
、
漠
南
長
城
地
帯
に
お
い
て
そ

れ
ぞ
れ
選
事
制
に
よ
る
大
人
の
下
に
若
干
の
部
族
集
圏
に
わ
か
れ
、
こ
の
よ
う
な
部
族
集
圏
を
檀
石
械
は
、
統
制
あ
る
政
治
的
組
織
髄
に
ま
で
つ
く
り

あ
げ
て
遊
牧
王
闘
の
形
成
に
成
功
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ゐ
o

さ
て
後
漢
の
揺
帝
の
光
和
年
間
ー
ー
ー
資
治
活
鑑
に
よ
れ
ば
光
和
四
〈
一
八
一
〉
年
ー
l
檀
石
塊
が
四
五
歳
で
死
ぬ
と
、
そ
の
子
孫
が
父
租
を
つ
い
で
首

長
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
鮮
卑
族
は
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
固
有
の
選
翠
制
が
く
づ
れ
て
首
長
の
位
は
世
襲
制
に
か
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
檀
石
塊

の
子
孫
に
は
、
し
っ
か
り
し
た
人
物
が
で
な
か
っ
た
た
め
部
衆
は
し
だ
い
に
は
な
れ
去
り
、
や
が
て
三
闘
魂
の
時
代
に
な
る
と
、
中
部
集
闘
の
う
ち
か

か

び

の

う

ら
で
た
判
比
能
と
い
う
一
大
人
に
よ
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
人
物
は
魂
志
本
体
に
よ
る
と
、
鮮
卑
族
中
の
弱
小
部
族
か
ら
で
た
が
、

も
ち
ま
え
の
勇
健
さ
と
公
平
な
裁
決
力
に
よ
り
衆
望
を
え
て
大
人
と
な
っ
た
と
い
う
。
し
か
も
か
れ
の
部
は
長
城
に
近
か
っ
た
の
で
後
漢
末
の
内
鋭
を

ざ
け
て
投
降
し
て
く
る
漢
人
が
多
く
、

か
れ
は
こ
れ
ら
の
漢
人
か
ら
新
式
の
兵
器
や
鎧
栃
な
ど
の
武
具
類
の
製
法
だ
と
か
、
あ
る
い
は
用
兵
戦
術
を
お

し
え
ら
れ
、

ま
た
漢
文
字
を
も
習
得
し
た
。
も
っ
と
も
刺
比
能
が
代
わ
っ
た
と
い
っ
て
も
、
そ
の
勢
力
の
お
よ
ぶ
と
こ
ろ
は
中
部
集
閣
に
か
、
ぎ
ら
れ
た

ょ
う
で
、
檀
石
川
仰
の
子
孫
は
い
ぜ
ん
東
部
に
勢
力
を
有
し
て
い
た
の
で
、

い
き
お
い
こ
れ
と
相
桔
抗
す
る
形
勢
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
視
の
青
龍
一
一
一

つ
一
三
五
〉
年
に
刺
比
能
が
そ
の
こ
ろ
幽
川
(
北
京
〉
刺
史
と
し
て
北
港
鎮
守
に
任
じ
て
い
た
王
雄
の
謀
計
に
か
か
っ
て
殺
さ
れ
る
と
、
鮮
出
γ
王
閥
は
た
ち

ま
ち
数
個
の
部
族
集
園
に
分
散
し
て
し
ま
っ
た
。

し
だ
い
に
頭
角
を

あ
ら
わ
し
て
き
た
三
・
四
の
部
族
が
あ
っ
た
。
大
凌
河
下
流
域
い
ま
の
遼
西
省
義
勝
・
錦
燃
方
面
に
あ
た
る
日
日
繋
郡
を
根
擦
と
す
る
慕
容
部
、

慕
容
部
と
慕
容
鹿

判
比
能
が
暗
殺
さ
れ
た
の
ち
分
裂
し
た
鮮
卑
族
の
う
ち
か
ら
、

や
が
て
一
ニ
世
紀
な
か
ば
す
、
ぎ
に
な
る
と
、

シ
一
フ
・

ム
レ
ン
流
域
に
よ
る
宇
文
部
、
そ
の
南
方
熱
河
省
南
部
に
よ
る
段
部
、
西
方
の
チ
ャ
ハ
ル
南
部
か
ら
蹄
化
城
方
面
〈
盛
柴
i
ホ
リ
ン
ゲ
ル
を
中
心
)
に
遊
牧

す
る
拓
政
部
で
あ
る
。
な
か
で
も
慕
容
部
と
拓
政
部
と
が
強
大
と
な
り
中
閣
と
ふ
か
い
閥
係
を
有
し
た
。

慕
容
部
を
照
史
部
族
に
ま
で
た
か
め
た
の
は
慕
容
魔
で
あ
る
。
晋
書
倉
一

O
八
載
記
に
よ
る
と
、

庇
の
曾
組
の
莫
護
践
と
い
う
人
が
貌
の
は
じ
め

@
 

〈
コ
一
世
紀
は
じ
め
〉
に
部
民
を
ひ
き
い
て
遼
西
に
来
住
し
、
貌
軍
の
公
孫
氏
討
伐
に
従
軍
し
て
戦
功
を
た
て
、
材
料
城
の
北
に
お
ち
つ
い
た
の
が
は
じ
め
だ



四

と
い
う
。
そ
の
子
木
延
、
孫
の
渉
蹄
(
庇
の
父
〉
は
ひ
き
つ
づ
き
柳
城
(
熱
河
省
朝
陽
)
の
守
備
に
あ
た
り
、
そ
の
功
に
よ
っ
て
鮮
卑
車
子
に
封
ぜ
ら
れ
た
。

そ
の
後
渉
蹄
は
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
か
判
ら
な
い
が
|
|
鴻
家
昇
は
字
文
部
の
犀
迫
を
さ
け
た
た
め
と
い
う
(
慕
容
氏
建
園
始
末
、
再
貢
一
一
ア
二
〉
|

遼
東
方
面
に
本
擦
を

h

つ
つ
し
た
。

@
 

渉
蹄
の
後
慕
容
開
が
部
民
に
む
か
え
ら
れ
て
立
つ
と
(
二
八
五
)
、

か
れ
は
西
晋
王
朝
に
封
し
て
と
き
に
遼
西
北
区
に
入
冠
し
た
り
、

と
き
に
使
節
を

お
く
つ
て
恭
順
を
示
し
た
り
し
て
、
伎
略
と
和
平
の
一
刷
手
段
を
た
く
み
に
使
い
わ
け
な
が
ら
、

し
だ
い
に
部
内
の
充
宜
を
は
か
っ
た
。
西
北
方
の
扶
徐

園
を
攻
撃
し
て
、

そ
の
園
都
を
陥
れ
た
の
も
、
こ
の
こ
ろ
(
二
八
五
)
で
あ
る
。

か
れ
は
ま
た
同
族
の
段
部
と
も
婚
を
通
じ
て
親
善
を
は
か
り
、
二
八
九

年
に
は
つ
い
に
遼
東
か
ら
南
下
し
て
遼
西
の
青
山
(
遼
同
省
義
脈
〉
に
移
っ
た
。
こ
え
て
二
九
四
年
に
は
材
料
城
に
居
を
旨
つ
つ
し
た
が
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
部

⑫
 

民
に
農
桑
を
教
え
た
と
い
え
ば
、
慕
容
部
民
は
定
住
生
活
を
は
じ
め
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
統
治
の
面
で
も
、
晋
朝
に
な
ら
っ
て
制
度
を
と
と
の
え
る

こ
と
に
力
を
注
い
だ
と
い
え
ば
、
部
族
園
家
と
し
て
の
経
告
に
も
ふ
み
だ
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

た
ま
た
ま
そ
の
こ
ろ
晋
末
の
中
原
の
騒
飢
を
さ
け
て
遼
西
・
遼
東
地
匝
に
来
投
す
る
漢
人
が
多
か
っ
た
が
、
開
は
こ
れ
ら
流
亡
の
士
民
を
そ
れ
ぞ
れ

本
貫
の
郷
郡
に
感
じ
領
内
の
一
定
地
域
を
か
ぎ
っ
て
牧
容
し
徒
民
し
た
。
た
と
え
ば
翼
州
(
河
北
〉
人
に
は
巽
陽
郡
を
、
議
州
ハ
河
南
〉
人
に
は
成
問
郡
を
、

井
州
(
山
西
〉
人
に
は
府
関
郡
を
、

ま
た
青
州
(
山
東
〉
人
に
は
笹
丘
郡
を
新
設
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
す
く
な
く
と
も
多
く
の
郡
を
設
け
る
以
上
、

か
な
り
多
数
の
漢
人
が
来
投
し
て
き
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
し
で
も
営
時
遼
西
・
遼
東
地
方
に
お
け
る
慕
容
部
の
勢
威
は
、
も
は
や
動

か
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。
そ
し
て
関
の
志
が
凡
庸
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
流
亡
漠
人
の
う
ち
か
ら
賢
才
能
吏
を

あ
げ
て
政
治
の
顧
問
に
し
た
り
、
あ
る
い
は
謀
主
と
し
て
幕
下
に
と
ど
め
た
り
、

ま
た
有
徳
の
皐
者
が
あ
れ
ば
一
門
の
子
弟
に
皐
業
を
受
け
さ
せ
た
り

な
ど
し
て
い
る
。

そ
の
う
ち
に
遼
束
郡
一
闘
が
完
全
に
慕
容
部
の
手
中
に
入
る
機
舎
が
到
来
し
た
。
と
い
う
の
は
西
晋
が
ほ
ろ
ん
で
江
南
に
東
晋
が
う
つ
る
と
、
こ
れ

き

い

ひ

に
乗
じ
て
東
夷
校
肘
と
し
て
遼
東
に
留
駐
し
て
い
た
桜
悲
が
阪
の
威
望
を
ね
た
ん
で
遼
東
・
遼
西
の
領
有
を
企
闘
し
、
一
一
二
九
年
高
句
麗
・
字
文
部
・

段
部
を
か
た
ら
っ
て
慕
容
部
を
攻
撃
し
て
き
た
。
し
か
し
花
悲
の
陰
謀
は
み
ご
と
失
敗
し
て
高
句
麗
に
亡
命
し
た
た
め
、
遼
東
郡
は
関
の
勢
力
ド
に
入



り
、
慕
容
部
は
東
と
北
と
で
高
句
麗
と
直
接
境
を
接
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
三
一
二
三
年
に
魔
は
卒
し
た
が
、
慕
容
政
権
の
基
礎
は
魔
の
一
代
に
き
づ
か

れ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

燕
閣
の
成
立
と
滅
亡

開
F

を
つ
い
で
慕
容
部
長
に
な
っ
た
の
は
第
三
子
の
銑
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
雄
略
な
素
質
を
そ
な
え
、
隠
の
在
世
中
か
ら
諸

方
の
征
伐
に
従
軍
し
て
幾
多
の
戦
功
を
た
て
た
が
、
武
略
と
と
も
に
経
皐
も
隼
び
天
文
に
も
通
じ
る
な
ど
、
文
化
的
素
養
も
つ
ん
で
い
た
と
い
わ
れ
る
。

こ
れ
は
さ
き
に
い
っ
た
中
園
知
識
人
の
敬
導
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
銑
が
父
を
つ
ぐ
と
、
兄
弟
で
あ
る
庶
兄
の
翰
や
弟
の
仁
、
昭
ら
と
の
問
に
争
い
が
お
こ
り
、
な
か
で
も
多
年
に
わ
た
っ
て
遼
東
の
終
怪
に

任
じ
て
い
た
仁
は
平
郭
ハ
遼
東
省
蓋
千
附
近
〉
に
本
探
し
で
も
っ
と
も
頑
強
に
抵
抗
し
た
た
め
一
時
部
内
は
動
揺
し
た
。
こ
れ
に
乗
じ
て
、

お
な
じ
鮮
卑

族
の
宇
文
部
お
よ
び
段
部
ら
の
ラ
イ
バ
ル
が
し
き
り
に
青
山
、
腕
城
、
柳
城
(
朝
陽
〉
な
ど
の
要
地
を
侵
し
た
が
、
銑
は
よ
く
難
局
を
き
り
ぬ
け
、
一
二
三

六
年
に
は
仁
を
捕
殺
し
て
遼
東
の
飢
を
鎮
定
し
た
。
そ
し
て
翌
年
銑
は

位
に
つ
き
燕
王
と
稽
し
た
。

慕
容
部
の
勢
力
が
横
大
す
る
に
つ
れ
南
方
に
接
す
る
大
勢
力
の
段
部
と
正
面
衝
突
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
段
部
は
段
遼
と
も
い
い
、

さ
き
に
も
い
っ

い
ま
の
熱
河
省
南
部
か
ら
北
京
・
天
津
の
北
方
お
よ
び
山
西
の
東
北
部
に
か
け
て
勢
力
圏

⑧
 

を
つ
く
っ
て
い
た
が
、
〈
第
二
章
一
節
、
倒
石
氏
政
権
の
候
参
照
〉
銑
は
後
越
の
石
虎
と
む
す
ん
で
南
北
か
ら
挟
撃
し
て
段
部
を
た
お
し
た
。
北
方
に
む
か

⑧
 

っ
て
も
東
北
の
高
句
一
雄
一
に
徹
底
的
打
撃
を
あ
た
え
て
屈
服
さ
せ
、
一
二
四
四
年
に
は
北
隣
り
の
宇
文
部
を
ほ
ろ
ぼ
し
、
そ
の
部
衆
五
寓
徐
部
落
を
領
内
に

た
よ
う
に
鮮
卑
族
の
う
ち
で
も
、
も
っ
と
も
南
方
に
位
し
、

う
つ
し
た
。
こ
う
し
て
慕
容
部
は
こ
の
こ
ろ
ま
で
に
遼
東
・
遼
西
は
も
と
よ
り
、
北
は
シ
ラ
・
ム
レ
ン
流
域
か
ら
中
部
満
洲
の
農
安
方
面
ま
で
、
南
方

は
長
城
を
こ
え
て
北
京
・
天
津
の
北
方
か
ら
山
西
東
北
部
に
ま
た
が
る
大
勢
力
と
な
っ
た
。

勢
力
閣
の
棋
大
ば
か
り
で
は
な
い
。
銑
は
図
家
緯
制
の
整
備
に
も
力
を
か
た
む
け
た
。
ま
ず
段
部
の
葎
治
下
に
あ
っ
た
漢
人
の
う
ち
三
時
除
戸
(
十

敷
商
〉

を
柳
城
に

h

つ
つ
し
、
官
殿
・
廟
宇
を
増
築
し
て
地
名
も
龍
城
と
あ
ら
た
め
、
こ
こ
に
遜
都
し
て
燕
王
と
稽
し
た
(
一
一
一
四
一
〉
。
龍
城
は
の
ち
の
管

州
(
朝
防
〉
で
古
来
中
園
か
ら
遼
西
・
遼
東
あ
る
い
は
中
部
満
洲
・
朝
鮮
方
面
へ
の
公
道
の
要
衝
で
あ
り
、
こ
の
地
に
よ
れ
ば
一
路
華
北
へ
駒
を
す
す
め

る
こ
と
も
易
易
た
る
わ
け
で
あ
る
。
慕
容
銑
の
望
み
が
な
み
な
み
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
う
か
が
わ
れ
よ
う
。
遷
都
と
と
も
に
銑
は
中
園
に

五



叩..J....ノ、

な
ら
っ
て
官
制
を
整
備
し
、
皐
校
を
興
し
て
教
皐
を
振
作
し
た
り
、
あ
る
い
は
君
王
と
し
て
み
ず
か
ら
の
威
一
帽
を
と
と
の
え
た
が
、
こ
う
し
て
慕
容
政

権
は
ま
だ
閥
外
の
遼
西
に
占
様
す
る
時
代
か
ら
、
す
で
に
著
著
と
し
て
中
図
的
園
家
臨
制
を
と
と
の
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
が
の
ち
数
年
な

ら
ず
し
て
中
原
に
君
臨
し
え
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
準
備
態
勢
が
で
き
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

燕
(
慕
容
政
権
〉
世
系
略

四
八
年
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じ
、
龍
城
か
ら
長
城
を
こ
え
て
繭
城
(
北
京
〉
に
進
駐
し
、

し
だ
い
に
後
越
閣
の
領
域
を
侵
犯
し
た
た
め
、
営
然
後
越
を
う
ば
っ
た
再
関
政
椛
の
魂
と
衝

突
す
る
に
い
た
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
再
開
政
権
は
慕
容
部
の
敵
で
な
く
、

た
ち
ま
ち
撃
滅
さ
れ
(
三
五
二
〉
、

つ
い
に
侮
は
中
山
(
河
北
省
定
勝
〉
に
お
い
て

帝
位
に
つ
き
閣
を
大
燕
と
あ
ら
た
め
た
の
ち
三
五
七
年
後
越
の
都
鄭
に
遷
都
し
た
。
か
つ
て
租
父
の
慕
容
慌
が
腕
城
に
本
擦
を
お
い
て
か
ら
六
十
徐
年
、

父
の
銑
が
龍
城
に
奨
都
し
て
か
ら
わ
づ
か
一
七
年
、
慕
容
部
は
こ
こ
に
大
燕
閣
と
し
て
中
原
に
君
臨
し
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
大
燕
閥
は
、

の
ち
に



同
族
に
よ
っ
て
後
燕
・
西
燕
・
南
燕
な
ど
の
王
朝
が
興
さ
れ
た
た
め
便
宜
上
前
燕
閣
と
よ
ば
れ
る
。

急
激
に
勃
興
し
た
前
燕
は
波
落
も
は
や
か
っ
た
。
一
一
一
六

O
年
に
偽
が
死
ぬ
と
第
三
子
の
障
が
年
少
で
つ
い
だ
。
障
の
治
世
の
営
初
は
洛
陽
を
陥
れ
て

版
闘
を
河
南
に
ま
で
繍
大
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
燕
閣
は
南
は
東
晋
、

西
は
新
興
の
前
秦
と
園
境
を
直
接
す
る
こ
と
に
な
り
、
一
一
一
闘
は
鼎
立
し
て
た

が
い
に
し
脳
貨
を
う
か
が
う
形
勢
と
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
バ
ラ
ン
ス
は
ま
も
な
く
東
晋
の
将
軍
桓
温
の
北
伐
に
よ
っ
て
や
ぶ
ら
れ
、

や
が
て
前
燕
は
前

秦
の
荷
陛
に
よ
っ
て
ほ
ろ
、
ほ
さ
れ
た
(
二
一
七
O
Y
四
代
八
五
年
間
の
命
脈
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
の
慕
容
部
に
つ
い
て
み
る
と
、

の
ち
十
数
年
を
へ
た
三
八
四
年
に
な
る
と
、
さ
き
に
燕
閣
の
内
一
証
の
犠
牲
に
な
っ
て
前
秦
に
亡
命
し
て
い
た

慕
容
喰
ハ
備
の
弟
〉
、
が
荷
昭
一
の
湖
水
の
敗
戦
に
乗
じ
て
前
秦
に
そ
む
き
、
中
山
に
即
位
し
て
後
燕
闘
を
ゆ
再
興
し
、
河
北
・
山
東
・
准
水
以
北
・
遼
商
・

遼
東
を
領
有
し
て
前
燕
閣
に
も
ま
さ
る
一
大
勢
力
と
な
っ
た
〈
四
九
ペ
ー
ジ
参
照
)
。
こ
の
闘
を
後
燕
閥
と
よ
ぶ
。
後
燕
は
垂
の
の
ち
質
・
盛
・
照
・
雲
と

五
代
二
五
・
六
年
間
つ
づ
い
た
が
(
燕
の
世
系
略
参
照
〉
、

し
か
し
二
代
目
の
張
容
賓
が
一
一
一
九
八
年
代
閣
の
拓
政
珪
(
北
説
の
太
耐
道
武
帝
〉
と
鎧
鹿
(
河
北

省
千
郷
腕
〉
に
戦
い
敗
死
し
て
以
後
、
こ
の
閣
は
名
目
的
存
在
に
す
、
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
問
に
山
西
の
西
燕
(
同
九
・
五

0
ペ
ー
ジ
参
照
〉
は
後
燕
に
併
合

さ
れ
(
一
一
一
八
五

2
九
四
〉
、

ま
た
後
燕
の
末
年
に
あ
た
る
一
一
一
九
八
年
に
は
一
族
の
慕
容
徳
(
重
の
弟
〉
は
山
東
の
康
問
〈
山
東
省
青
州
)
に
畑
倒
立
し
て
南
燕
閥

を
樹
立
し
、
そ
の
後
二
代
二
一
年
の
命
運
を
保
っ
た
ハ
燕
の
世
系
略
参
照
〉
。

B
 

北
魂
朝
を
お
こ
し
た
拓
政
部
も
鮮
卑
族
で
あ
る
が
、
北
魂
朝
の
川
市
北
統
一
を
も
っ
て
北
朝
時
代
の
は
じ
ま
り
と
す
る
た
め
、
北
魂
朝
の
建
問
期
に
あ

拓

駿

氏

政

権

-

l

e

代
閣
時
代
1
l
l

た
る
代
凶
時
代
の
拓
政
部
は
時
期
的
に
は
五
胡
時
代
に
相
常
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
闘
史
で
は
一
般
に
五
胡
十
六
閣
時
代
の
閥
家
系
列
に
は
か
ぞ

え
ら
れ
な
い
。
本
稿
で
は
こ
の
腫
例
に
し
た
が
わ
な
い
で
、
代
閥
時
代
の
拓
政
政
権
を
灯
卑
放
の
政
械
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
慕
容
政
権
と
な
ら
べ

⑧
 

て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
。

拓
版
部
に
つ
い
て

拓
政
部
の
歴
史
は
北
魂
朝
の
始
刷
、
一
紳
元
皇
帝
力
微
の
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
と
い
わ
れ
る
。
力
微
は
西
晋
の
武
帝
の
こ
ろ
幽

州
(
北
京
〉
の
西
北
方
、

い
ま
の
蹄
綬
市
〈
綬
法
省
〉
附
近
の
盛
端
末
に
探
っ
て
、

し
き
り
に
汚
の
浩
忠
を
な
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
に
成
寧

七



/¥、

え
い
か
ん

一
二
〈
二
七
七
〉
年
な
い
し
四
年
ご
ろ
晋
の
幽
州
刺
史
街
曜
の
計
に
か
か
っ
て
憂
死
し
た
と
晋
書
巻
三
六
街
耀
停
に
は
っ
た
え
て
い
る
。
晋
書
の
ほ
か
南
朝

の
宋
書
な
ど
の
記
載
に
よ
っ
て
も
、
拓
政
部
は
三
世
紀
後
宇
ご
ろ
の
晋
代
の
は
じ
め
に
は
、
盛
梁
を
中
心
に
山
西
北
部
に
か
け
部
落
数
高
戸
を
有
す
る

有
力
部
族
と
し
て
南
朝
が
わ
に
ま
で
き
こ
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
拓
政
部
の
政
治
的
活
動
が
や
や
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
力
微
の
孫
で
、
部
長
の
世
代
か
ら
い
え
ば
六
・
七
代
目
に
あ
た
る
狗
缶
、
狩

麗
兄
弟
の
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
ハ
拓
政
部
の
系
譜
参
照
〉

0

狩
包
は
そ
の
本
擦
を
参
合
阪
(
山
西
省
陽
高
豚
)
の
北
方
に
お
い
て
お
り
、
晋
朝
に
も
っ
と
も
近

か
っ
た
の
で
、

「
八
王
の
範
」
や
「
永
嘉
の
執
」
で
中
原
の
治
安
が
み
だ
れ
る
と
、
多
数
の
漢
人
が
か
れ
の
も
と
に
避
難
し
て
き
た
。
狛
包
の
事
蹟
は

細
則
書
帝
紀
の
序
紀
や
お
句
二
三
街
操
停
に
引
用
さ
れ
て
い
る
大
刊
城
南
碑
文
や
晋
書
巻
六
二
劉
現
停
な
ど
に
み
え
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
狩
包
の
第
一

の
功
業
は
、
晋
の
井
州
刺
史
司
馬
騰
を
救
援
し
て
永
安
元
(
三

O
四
)
年
に
中
原
に
出
兵
し
劉
淵
や
石
勅
の
旬
奴
軍
と
戦
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

猪
包
は
、
水
興
二
(
一
二

O
五
〉
年
に
卒
し
た
が
、
死
後
そ
の
部
民
は
弟
の
狛
直
に
吸
牧
さ
れ
た
。
狗
慮
の
も
と
に
は
、

さ
き
の
幽
州
刺
史
街
曜
の
部
将
で

あ
っ
た
街
操
が
宗
室
や
家
人
十
数
名
を
つ
れ
て
投
降
し
て
参
謀
と
な
り
、

か
れ
に
す
す
め
て
多
く
の
晋
人
を
招
納
さ
せ
て
い
る
。
狩
虚
も
兄
の
狩
包
の

方
策
を
つ
い
で
晋
朝
を
た
す
け
、
太
原
の
井
川
刺
史
劉
現
を
旬
奴
部
ハ
漢
園
〉
の
佼
定
か
ら
防
衛
す
る
こ
と
に
協
力
し
た
が
、

⑧
 

会一一

O
〉
年
に
は
晋
の
懐
帝
か
ら
代
公
に
封
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
が
拓
政
部
の
代
園
時
代
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。

そ
の
功
に
よ
り
永
嘉
四

代
園
時
代

狩
慮
は
代
公
に
封
じ
ら
れ
る
と
、
劉
現
を
、
通
じ
晋
室
に
封
し
て
兄
の
狩
包
の
と
き
以
来
の
出
兵
援
助
に
謝
す
る
報
償
と
し
て
、
雁
門

閥
を
は
さ
む
南
北
の
馬
巴
・
陰
館
・
棲
煩
・
繁
時
・
惇
な
ど
山
西
北
部
の
五
勝
ー
l

蛍
時
こ
れ
ら
は
句
注
怪
北
之
地
と
よ
ば
れ
て
い
た
l

l
を
要
求
じ

た
。
こ
れ
ら
の
地
は
山
西
南
部
に
劉
淵
の
漢
園
が
濁
立
し
た
た
め
、
晋
室
と
の
連
絡
は
と
だ
え
て
空
名
の
地
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
亜
日
室
で
も
狩
慮
の

要
求
を
い
れ
て
拓
政
部
に
割
譲
す
る
こ
と
に
な
っ
た
(
一
三
一
)
。
資
治
通
鑑
考
異
巻
四
に
引
く
「
劉
混
血
六
丞
相
践
」
に
よ
る
と
、
狩
虚
の
部
民
は
そ
の

こ
ろ
す
で
に
三
高
徐
家
、
が
こ
の
一
帯
に
潜
居
し
て
い
た
と
い
え
ば
、

五
燃
の
割
譲
は
こ
の
よ
う
な
'
既
成
事
宜
に
も
と
づ
い
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
拓
政
部
と
し
て
は
、
こ
こ
が
中
原
進
出
へ
の
絶
好
の
擦
酷
で
あ
っ
た
の
で
、
狩
慮
は
と
き
を
う
っ
さ
ず
、

さ
ら
に
多
く
の
部
民
を
五
豚
に

h

つ
つ
し

て
屯
田
兵
的
や
く
わ
り
を
負
わ
し
た
。



こ
う
し
て
狗
慮
の
と
き
拓
政
部
は
、
東
は
代
郡
か
ら
市
は
権
門
闘
の
南
北
に
い
た
る
山
西
の
北
宇
部
を
勢
力
閤
に
入
れ
て
代
図
の
領
域
を
形
成
し
た

の
で
あ
っ
た
。
猪
虚
は
そ
の
後
も
閥
南
に
出
兵
し
て
旬
奴
族
の
劉
聴
や
石
助
の
攻
撃
か
ら
太
原
の
劉
現
を
救
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
情
勢
か
ら
推

測
し
て
も
、
代
閣
に
お
け
る
狩
虚
の
統
一
擢
力
は
し
だ
い
に
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
魂
書
に
、
こ
の
こ
ろ
狩
慮
が
そ
の
部
民
に
針

し
て
「
明
刑
峻
法
」
、
部
内
の
統
制
を
峻
厳
に
し
た
と
み
え
る
の
も
、

か
れ
の
威
令
、
が
つ
よ
く
行
わ
れ
は
じ
め
た
こ
と
を
語
る
も
の
と
い
え
る
。

狩
ほ
の
統
治
方
針
を
み
る
と
、

か
れ
は
代
闘
の
章
一
心
を
岡
部
の
盛
柴
方
面
か
ら
東
部
の
一
千
城
(
山
間
省
大
同
)
に
う
っ
そ
う
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
削
位
の
六
年
に
は
平
城
の
故
城
を
修
復
し
て
盛
楽
を
北
部
、
一
や
城
を
南
都
と
稀
し
、
さ
ら
に
千
城
の
南
方
ハ
黄
瓜
堆
ま
た
は
黄
花
岡
〉
に
お
い

て
新
千
城
を
築
い
て
長
男
の
六
怖
を
鎖
成
さ
せ
、
晋
か
ら
割
譲
さ
れ
た
雁
門
闘
の
南
北
五

Mmを
ふ
く
む
南
部
を
統
一
加
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
南
部
は
狛
庇

の
統
制
す
る
北
部
(
盛
柴
を
中
心
と
す
る
地
方
)
に
く
ら
べ
る
と
洩
人
が
多
く
て
そ
の
勢
力
も
つ
よ
く
、

し
た
が
っ
て
六
備
の
幕
下
に
は
多
く
の
浪
人
が

、，一
O

L
Jム

六
備
は
ま
た
幽
川
刺
史
の

波
と
も
好
み
を
通
じ
て
い
た
。

そ
の
う
ち
に
狗
底
の
即
位
九
年
目
に
、
狩
虚
と
六
備
と
の
父
子
問
に
は
げ
し
い
闘
争
が
お
こ
な
わ
れ
、
狗
庖
が
敗
北
を
喫
す
る
事
件
が
お
こ
っ
た
。

魂
書
倉
一
凶
、
ム
ハ
倫
俸
に
は
こ
の
争
因
を
、
狗
慮
が
妾
腹
の
少
子
比
延
を
溺
愛
す
る
あ
ま
り
、
比
延
に
そ
の
後
を
つ
が
せ
よ
う
と
し
た
た
め
六
備
の
反

抗
を
ま
ね
い
た
も
の
と
い
う
。
し
か
し
魂
書
省
二
一
一
一
、
衛
雄
停
に
「
六
筒
が
そ
む
い
て
園
内
が
大
い
に
み
だ
れ
、
新
一
奮
猪
嫌
し
迭
い
に
相
談
数
す
」
な

ど
と
み
え
る
と
こ
ろ
か
ら
推
す
と
、
そ
の
背
京
に
は
狩
鹿
を
か
こ
む
北
部
ほ
と
若
い
六
倍
を
擁
す
る
拓
政
部
の
新
人
お
よ
び
漢
人
の
南
部
汲
と
の
封
立

が
底
流
と
し
で
あ
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
こ
の
内
戦
は
、
狩
底
を
か
こ

b
川
政
良
族
の
北
部
訴
と
六
備
を
と
り
ま
く
拓
政
部
新
人
や
新
附

の
漢
人
よ
り
な
る
南
部
汲
と
の
封
立
が
激
化
し
た
結
果
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
う
し
て
代
闘
も
拓
政
部
族
同
に
新
訟
の
相
加
が
生
じ
る
と
と
も
に
、
他

方
で
は
出
人
と
拓
政
部
人
と
の
封
立
も
お
こ
っ
て
、

し
か
も
こ
の
よ
う
な
重
肘
的
封
立
が
、

し
だ
い
に
階
級
的
相
加
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
と
い
う
複
雑

な
様
相
を
お
び
る
に
い
た
っ
た
。

代
閣
の
危
機

一
一
二
六
年
に
狩
醸
が
六
備
と
の
内
戦
に
た
お
れ
た
の
ち
一
一
一
三
八
年
に
什
翼
艇
が
た
つ
ま
で
の
二
二
・
三
年
間
は
、
親
書
序
紀
に
よ

る
と
都
合
六
人
の
部
長
が
代
り
た
っ
て
い
る
。
そ
の
系
譜
閥
係
を
よ
く
み
る
と
、
北
部
涯
に
推
さ
れ
た
狛
匂
の
諸
子
と
南
部
汲
の
後
援
を

h

つ
け
る
狗
包

九



の
末
弟
(
弗
〉
の
子
孫
と
が
、

た
が
い
に
抗
争
を
か
さ
ね
つ
つ
代
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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こ
の
時
期
は
拓
政
部
に
と
っ
て
は
内
外
と
も
受
難
期
で
あ
っ
た
。
あ
る
と
き
は
諸
部
の
人
心
が
動
揺
し
た
た
め
本
擦
を
平
城
の
北
方
(
東
木
根
山
)
に

う
っ
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
、

ま
た
あ
る
と
き
は
後
趨
閣
の
伎
冠
を
う
け
て
大
寧
北
方
(
河
北
行
張
家
口
附
近
〉
に
逼
塞
し
て
宇
文
部
に
た
よ
る
と
い
う

あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
部
内
は
宇
文
部
の
後
援
を
た
の
む
北
部
汲
と
、
後
趨
闘
を
う
し
ろ
だ
て
と
す
る
南
部
振
と
に
分
裂
し
て
抗
争
し
た
が
、

る
こ
と
に
よ
っ
て
雨
振
の
統
合
を
は
か
っ
た
。

け
っ
き
ょ
く
人
質
と
し
て
後
越
に
あ
っ
た
什
翼
鍵
が
、
一
一
一
三
八
年
鄭
都
よ
り
南
部
振
に
む
か
え
ら
れ
て
王
位
に
つ
き
、
北
部
汲
の
本
探
盛
柴
を
都
と
す

什
翼
挺
は
三
九
年
間
在
位
し
た
が
、
そ
の
問
に
か
れ
は
よ
く
部
内
を
統
制
し
、
機
構
の
整
備
に
つ
と
め
た
。
貌
書
官
氏
志
に
よ
る
と
、
晋
朝
の
職
制

さ
せ
、

を
模
し
て
右
長
史
・
郎
中
令
を
は
じ
め
内
侍
史
な
ど
の
官
を
お
き
、

ま
た
諸
部
大
人
や
貴
族
の
子
弟
中
か
ら
材
幹
あ
る
も
の
を
え
ら
ん
で
禁
中
に
侍
直

さ
ら
に
南
北
雨
部
に
は
そ
れ
ぞ
れ
大
人
を
お
い
て
統
揺
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
針
立
を
解
消
し
た
(
貌
苦
宵
氏
志
)
。

什
翼
挺
は
封
外
政
策
に
お

い
て
も
、

は
じ
め
は
後
趨
園
と
親
交
を
た
も
ち
、

ま
た
慕
容
部
が
中
原
に
君
臨
す
る
と
、
こ
れ
と
婚
を
通
じ
る
反
面
、
北
方
に
封
し
て
は
ト
ル
コ
族
の

高
車
部
を
制
摩
し
て
い
る
。
南
朝
の
宋
書
索
虜
停
に



什
翼
健
は
勇
壮
に
し
て
衆
こ
れ
に
附
す
。
:
:
:
北
は
沙
漠
を
有
し
南
は
陰
山
に
操
り
、
衆
数
十
高

と
み
え
る
の
は
、
こ
の
こ
ろ
什
翼
鍵
の
治
下
で
拓
政
部
が
そ
の
統
一
勢
力
を
強
化
し
て
き
た
こ
と
を
停
え
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
勢
力
が
強
化

さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
も
、

ま
だ
充
分
な
園
家
的
基
礎
づ
け
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
什
翼
鍵
と
し
て
は
、
即
位
の
三
九
年
目
に
あ
た
る
三
七
六
年
に
前

@
 

不
幸
み
づ
か
ら
も
飢
戦
の
う
ち
に
横
死
し
て
し
ま
っ
た
。

秦
の
荷
堅
の
侵
冠
を

h

つ
け
る
と
、
拓
政
部
は
壊
滅
的
な
打
撃
を
こ
う
む
り
、

什
翼
拠
が
死
ぬ
と
、

や
っ
と
形
成
さ
れ
た
拓
政
部
の
部
族
統
一
も
た
ち
ま
ち
ゆ
る
、
ぎ
は
じ
め
、
離
散
す
る
部
族
も
す
く
な
く
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
荷

堅
は
部
内
を
牧
拾
す
る
た
め
平
城
に
烏
丸
府
を
お
き
(
三
八

0
2八
六
〉
、

⑧
 

の
伺
奴
族
溺
孤
部
長
の
劉
庫
仁
を
、
西
部
大
人
に
オ
ル
ド
ス
何
奴
部
の
鍛
弗
部
長
劉
街
辰
を
任
命
し
て
分
統
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
貌
害
程
二
四
燕
鳳

⑨
 

俸
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
老
臣
燕
鳳
の
献
策
に
よ
る
も
の
と
い
わ
れ
る
。
な
お
劉
街
辰
に
つ
い
て
い
え
ば
、
か
れ
は
オ
ル
ド
ス
旬
奴
堕
子
劉
虎
の
孫
で
餓

そ
の
支
配
下
に
代
閣
を
黄
河
を
境
に
東
西
に
わ
か
ち
、
東
部
大
人
に
南
部
抵

弗
部
長
と
し
て
朔
方
に
操
っ
て
い
た
が
、
さ
き
に
什
奨
健
か
ら
攻
撃
さ
れ
て
所
部
の
大
学
を
う
し
な
い
、
前
秦
に
の
が
れ
て
荷
践
に
た
よ
り
、
そ
の
後

援
を
え
て
代
閣
に
侵
入
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
閥
係
か
ら
衛
辰
は
代
関
西
部
の
支
配
を
荷
肢
か
ら
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
と
、
オ
ル
ド
ス
の
代
来
城

⑩
 

l

l
の
ち
の
統
高
城
お
よ
び
夏
川
で
、
西
ウ
ラ
ト
部
に
あ
り
ー
ー
に
擦
り
、
拓
政
系
の
東
部
諸
部
族
と
封
抗
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

拓
駿
珪
(
太
租
)

の
北
貌
建
闇

什
翼
拠
の
死
に
よ
っ
て
分
裂
し
た
代
閣
を
ふ
た
た
び
統
一
し
た
の
は
孫
の
拓
政
珪
で
あ
っ
た
。
珪
は
租
父
の
什

翼
擁
が
横
死
し
た
と
き
は
六
歳
の
幼
童
で
あ
っ
た
の
で
、
燕
鳳
の
は
か
ら
い
で
前
秦
軍
に
長
安
へ
つ
れ
去
ら
れ
る
こ
と
を
ま
ぬ
が
れ
、
母
と
と
も
に
東

部
大
人
劉
路
仁
(
濁
孤
部
長
)
の
も
と
に
身
を
ょ
せ
た
。
そ
れ
は
三
七
六
年
か
ら
三
八
五
年
に
お
よ
ぶ
一

0
年
間
で
あ
っ
た
が
、
た
た
ま
ま
三
八
四
年
に

劉
庫
仁
が
陣
残
す
る
と
後
継
者
争
い
が
お
こ
っ
た
の
で
、
珪
は
身
の
危
険
を
感
じ
て
母
の
出
身
部
で
あ
る
賀
蘭
部
に
の
が
れ
た
。
そ
し
て
一
一
一
八
六
年
平

城
と
盛
柴
と
の
中
間
に
あ
た
る
牛
川
に
お
い
て
部
氏
の
推
戴
を

h

つ
け
て
代
王
の
位
に
つ
き
登
閥
と
建
元
し
た
。
後
秦
の
挑
喪
が
長
安
で
即
位
し
た
の
と

同
年
で
あ
る
。
珪
の
推
戴
は
東
方
の
南
部
汲
(
平
城
祇
〉
と
西
方
の
北
部
源
(
盛
柴
汲
〉
と
の
勢
力
均
衡
の
上
に
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、

か
れ
は
印
位
の
は
じ
め
ご
ろ
は
、
な
お
オ
ル
ド
ス
の
劉
衛
肢
の
勢
力
や
前
秦
に
亡
命
し
て
い
た
叔
父
の
窟
附
と
東
部
の
劉
庫
仁
を
つ
い
だ
劉
願
と
の
連

合
勢
力
な
ど
に
さ
ま
た
げ
ら
れ
て
苦
難
の
連
績
で
あ
っ
た
。
魂
書
官
氏
志
に
よ
る
と
、
太
組
拓
政
珪
は
登
園
初
年
か
ら
拓
政
部
を
主
と
す
る
遊
牧
民
諸

四



四

部
を
定
着
さ
せ
て
、
そ
の
諸
部
落
を
郡
勝
に
改
編
し
た
と
い
う
が
、

し
か
し
官
氏
志
の
い
う
よ
う
に
、
も
し
遊
牧
部
落
制
を
郡
勝
制
に
改
編
す
る
と
な

る
と
、
弧
大
な
権
力
を
も
っ
て
し
な
け
れ
ば
、

と
う
て
い
賀
行
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
み
る
よ
う
に
登
園
初
年
ご
ろ
の
拓
政
部
の
困
難
な
政
治

-
社
合
情
勢
や
、

ま
た
そ
の
部
内
に
お
け
る
珪
の
樫
力
の
弱
腰
さ
か
ら
推
し
て
、

こ
の
よ
う
な
重
大
な
部
族
枇
舎
の
務
革
が
断
行
さ
れ
た
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。

そ
の
う
ち
に
妬
政
珪
は
外
戚
の
後
燕
図
主
慕
容
垂
の
後
援
を
え
て
窟
附
、
劉
願
を
ゃ
ぶ
り
、
そ
の
部
衆
を
牧
め
て
つ
い
に
代
園
部
内
の
再
統
一
に
成

功
し
た
。
代
園
統
一
の
の
ち
か
れ
が
著
手
し
た
の
は
宿
敵
の
劉
街
辰
を
盟
主
と
す
る
オ
ル
ド
ス
旬
奴
部
の
征
服
で
あ
っ
た
。
魂
書
の
帝
紀
や
食
貨
志
に

一
九
二
年
十
有
二
月
劉
街
辰
を
戸
斬
し
て
こ
れ
を
ほ
九
ぼ
し
、
黄
河
以
南
の
諸
部
は
こ
と
ご
と
く
平
定
し
た
。
そ
の
珍
賀
畜
産
名
馬
三
十
除
高
田
、
牛

品川以凶ぃハ

羊
四
百
除
市
内
頭
を
え
て
園
用
を
増
す
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
を
各
大
臣
に
そ
れ
ぞ
れ
班
賜
し
た
。
ま
た
街
辰
の
子
弟
一
族
五
千
除
人
を
少
長
と
な
く
こ
と
ご
と
く
殺

し
た

と
い
え
ば
、
珪
が
こ
の
と
き
オ
ル
ド
ス
旬
奴
部
に
あ
た
え
た
打
撃
は
徹
底
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
オ
ル
ド
ス
部
の
征
服
と
前
後
し
て
北
ア
ジ
ア

の
ト
ル
コ
族
高
車
部
や
モ
ン
ゴ
ル
族
臨
時
(
柔
然
)
部
、
あ
る
い
は
シ
ラ
・
ム
レ
ン
流
域
の
モ
ン
ゴ
ル
族
庫
莫
実
部
に
封
し
て
も
討
伐
を
く
わ
え
た
。
こ

う
し
て
西
は
オ
ル
ド
ス
地
方
か
ら
北
は
そ
ン
ゴ
リ
ア
の
大
字
が
拓
政
部
の
勢
力

F
に
入
る
と
、

つ
い
に
中
原
の
後
燕
閣
と
針
決
す
る
め
ぐ
り
あ
わ
せ
に

ょ
っ
こ
o

ι
J
V
1
4
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は
じ
め
珪
の
苦
難
時
代
に
は
援
軍
を
汲
遺
し
た
り
し
て
そ
の
窮
状
を
す
く
っ
た
が
、
そ
の
後
珪
の
勢

力
が
強
大
化
す
る
に
つ
れ
て
、
垂
は
し
だ
い
に
拓
政
部
を
警
戒
し
敵
視
し
は
じ
め
た
。
た
ま
た
ま
劉
衛
一
反
の
遺
児
赫
漣
勃
勃
が
旬
奴
部
を
糾
合
し
て
統

後
燕
凶
主
慕
容
垂
は
珪
の
男
に
あ
た
る
た
め
、

高
城
に
反
し
た
の
で
、
太
租
が
そ
の
討
伐
に
従
軍
し
て
い
た
の
に
乗
じ
、
垂
は
そ
の
虚
を
つ
い
て
背
後
を
お
そ
わ
し
め
た
。
そ
の
た
め
珪
は
一
時
オ
ル

ド
ス
に
避
越
し
た
が
、

や
が
て
垂
が
陣
中
に
病
残
し
た
の
に
乗
じ
て
後
燕
軍
を
園
外
に
駆
逐
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
勢
を
え
た
珪
は
こ
の
と
き
幕
下

の
漢
人
ら
の
勧
請
を
納
れ
て
皇
帝
の
位
に
つ
き
〈
三
九
六
〉
、
翌
翌
三
九
八
年
に
は
華
北
に
兵
を
す
す
め
、
垂
を
つ
い
だ
慕
容
買
を
鎧
鹿
(
河
北
省
干
郷
腕
〉

に
敗
死
さ
せ
て
賀
質
上
中
原
の
覇
樫
を
に
、
ぎ
っ
た
の
で
、
園
競
を
あ
ら
た
め
て
魂
と
稽
し
た
。
珪
の
凶
競
を
太
租
と
い
う
。
こ
う
し
て
太
租
の
中
原
制



墜
に
よ
っ
て
五
胡
時
代
は
事
寅
上
終
り
を
つ
げ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
本
稿
が
五
胡
の
諸
政
権
の
一
と
し
て
、
あ
え
て
代
閣
時
代
の
拓
政
政
権
を
と

り
あ
げ
た
理
由
も
ほ
ぼ
理
解
さ
れ
た
こ
と
と
思
う
。

三
節

民
族
・
先
族
の
政
権

五
胡
族
の
諸
政
権
の
う
ち
で
旬
奴
族
・
鮮
卑
族
の
政
権
に
つ
ぐ
も
の
は
民
族
の
符
氏
政
権
と
先
族
の
挑
氏
政
桃
と
で
あ
る
。

A

将
氏
政
権
(
前
秦
園
)

底
・
尭
族
の
移
動

漢
代
に
長
城
地
帯
か
ら
西
北
地
区
に
か
け
て
遊
牧
し
て
い
た
異
民
族
に
は
、
旬
奴
族
・
烏
桓
族
・
鮮
卑
族
の
ほ
か
に
民
族
・

発
族
が
い
た
。
か
れ
ら
は
も
と
も
と
青
海
を
中
心
に
中
園
の
西
北
地
区
か
ら
眺
西
・
甘
婦
の
縁
溢
に
占
接
し
て
お
り
、
民
族
的
に
は
と
も
に
チ
ベ
ッ
ト

系
の
遊
牧
民
で
、
爾
者
は
相
似
か
よ
っ
た
一
一
一
一
口
語
や
風
俗
を
有
し
て
い
た
た
め
、

と
き
に
混
同
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
た
だ
か
れ
ら
は
そ
の
占
棟
地
域
が
ち

が
っ
て
い
て
、
忌
族
は
甘
粛
の
南
部
か
ら
四
川
北
境
の
山
地
に
お
り
、
先
族
は
青
海
か
ら
黄
河
の
上
流
お
よ
び
潟
水
流
域
に
散
居
し
て
い
た
か
ら
、

ι出

族
は
尭
族
よ
り
は
中
閣
に
ち
か
か
っ
た
。

か
れ
ら
の
動
静
が
や
や
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
は
後
漢
以
後
で
あ
る
。

そ
の
た
め
後
漢
書
に
は
西
先
停

(
巻
二
七
)
を
た
て
先
族
に
つ
い
て
詳
述
し
、

か
ね
て
思
族
に
も
お
よ
ん
で
い
る
。

後
漢
時
代
に
隣
西
太
守
と
な
っ
た
将
軍
馬
援
は
甘
粛
溢
境
の
民
・
先
族
を
討
伐
す
る
と
、

か
れ
ら
の
勢
力
分
散
を
は
か
つ
て
先
族
の
一
部
を
険
西
の

中
部
に
う
つ
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
の
ち
後
漢
の
闘
力
が
お
と
ろ
え
る
と
、
他
の
忌
族
・
先
族
も
甘
粛
一
帯
に
潜
入
し
、

や
が
て
侠
西
・
四
川
の
縁
没

に
ひ
ろ
が
り
、

し
だ
い
に
漢
民
族
を
犀
倒
す
る
勢
を
し
め
し
は
じ
め
た
。
後
漢
の
人
、

王
符
の
潜
夫
論
に

朝
廷
が
放
任
論
に
か
た
む
い
て
甘
繭
を
放
棄
し
、
快
西
で
居
族
を
防
ぐ
方
針
を
と
っ
た
た
め
、
甘
崩
涼
州
の
民
は
そ
の
一
円
が
滅
亡
し
、
あ
る
い
は
婦
女
を
う
ば

わ
れ
て
奴
稗
と
な
り
、
ま
た
は
泣
く
へ
貰
ら
れ
る
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。
こ
う
し
て
故
郷
を
は
な
れ
財
貨
を
う
し
な
い
、

一
家
す
べ
て
流
離
死
亡
す
る
も
の
が
多
く
、

こ
れ
ら
の
流
民
は
東
方
へ
は
し
り
、
道
中
餓
死
す
る
も
の
が
大
半
に
お
よ
ぶ
。
政
府
は
こ
れ
ら
の
も
の
を
内
地
に
移
住
さ
せ
よ
う
と
計
世
直
し
て
い
る
が
、
こ
れ
こ

そ
鼠
の
き
わ
み
で
あ
る
。
荒
漠
無
法
の
西
北
地
底
を
す
て
て
、
人
口
の
充
質
し
て
い
る
内
地
に
流
民
を
う
っ
す
こ
と
は
民
情
に
た
が
う
も
は
な
は
だ
し
い

四



四
四

と
い
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
情
勢
を
如
賓
に
う
ら
が
き
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

王
符
の
憂
慮
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
族
・
先
族
の
中
園
内
地
へ
の
潜
入
の
い
き
お
い
は
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
一
ニ
閣
時
代
に
入
る
と
、
貌
の
市
川
操
は

⑧
 

つ
い
に
武
都
郡
の
民
族
を
秦
川
ハ
甘
粛
省
秦
州
)
に

h

つ
つ
し
て
漢
人
と
雑
居
さ
せ
た
。
こ
れ
は
い
ま
注
@
に
引
用
し
た
晋
書
江
統
停
や
三
園
志
の
貌
志
楊

阜
停
に
も
み
え
る
よ
う
に
民
族
の
一
根
探
地
で
あ
っ
た
武
都
が
遠
隔
で
、
魂
の
統
制
力
が
そ
こ
ま
で
お
よ
び
が
た
い
こ
と
を
お
そ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

民
族
の
移
動
に
つ
れ
て
先
族
も
東
方
ヘ
う
つ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
民
族
は
扶
風
(
扶
風
豚
)
京
兆
〈
長
安
燃
)
始
千
(
興
お
l

腕
)
の
各
界
に
雑
居
し
、

品
一
元
族
は
泌
初
(
大
蕩
鯨
)
、
北
地
(
耀
燃
)
、
安
定
(
鎮
厚
係
〉
の
各
界
に
雑
居
し
た
。
こ
の
た
め
西
晋
時
代
に
は
闘
中
の
人
口
の
宇
分
は
民
族
・
先
族
で
あ

っ
た
と
い
わ
れ
る
。
晋
書
江
統
停
に
は
「
闘
中
之
人
百
徐
高
口
、
率
其
少
多
、
戎
狭
居
宇
」
と
い
う
。
し
か
も
か
れ
ら
は
叛
服
常
な
く
、
そ
の
不
穏
の

行
動
は
た
え
ず
開
中
や
西
北
地
区
の
漢
人
を
不
安
に
お
と
し
い
れ
て
い
た
。

西
川
川
末
に
八
王
の
飢
で
中
原
枇
舎
の
秩
序
が
み
だ
れ
晋
朝
の
軍
事
力
が
弱
膜
化
す
る
と
、

か
れ
ら
の
潜
入
は
い
よ
い
よ
大
規
模
に
な
っ
て
き
た
。
そ

し
て
隙
西
岡
市
部
の
要
衝
略
陽
が
忌
族
の
一
大
根
棟
地
に
な
り
、
楊
氏
、
持
氏
、
日
氏
が
略
陽
民
種
の
三
大
部
族
と
し
て
知
ら
れ
た
が
、
な
か
で
も
楊

氏
は
や
が
て
仇
池
(
廿
前
省
成
燃
〉
を
根
擦
に
建
園
し
、
あ
る
と
き
は
東
晋
に
、
あ
る
と
き
は
後
越
の
石
氏
政
権
に
ほ
事
し
て
、
仇
池
・
略
陽
一
因
の
大

勢
力
と
な
っ
た
。
そ
し
て
楊
氏
は
八
主
七
六
年
つ
づ
き
、
前
秦
の
存
堅
に
併
合
さ
れ
た
。

特

と仕
"、

持
氏
は
前
秦
の
建
園
者
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
荷
氏
の
家
系
に
つ
い
て
は
一
部
で
は
鮮
卑
族
か
ら
出
た
と
す
る
設
も
あ
る
。
持
氏
の

う
ち
で
中
闘
が
わ
の
史
書
に
そ
の
事
蹟
が
み
え
て
く
る
の
は
荷
洪
(
蒲
洪
〉
か
ら
で
あ
る
。
晋
書
巻
一
一
二
載
記
に
よ
る
と
、
荷
氏
は
は
じ
め
蒲
氏
と
い

い
、
父
の
懐
蹄
は
民
族
の
一
部
落
の
小
帥
で
あ
っ
た
と
い
う
。

蒲
洪
は
劉
淵
が
濁
立
し
た
永
嘉
の
乱
に
乗
じ
て
永
嘉
四
〈
一
一
二

O
〉
年
八
月
部
人
の
盟
主
と
な
り
、
は
じ
め
は
前
越
の
劉
曜
に
、
の
ち
に
は
後
越
の
石

⑫
 

虎
に
し
た
が
っ
て
龍
駿
将
軍
流
人
都
督
に
任
じ
ら
れ
坊
頭
(
珂
南
省
街
豚
〉
に
い
た
。
流
人
都
叔
げ
と
い
え
ば
、
笹
田
時
後
越
圏
内
に
い
た
忌
族
・
先
族
そ
の

他
の
非
漢
族
流
民
や
倖
虜
の
監
督
を
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
後
越
が
侠
西
地
方
の
豪
族
や
民
・
先
族
を
ま
ね
い
た
の
は
符
洪
の
献
策
に
よ
る
も
の

⑩
 

と
い
わ
れ
る
。



石
虎
の
死
後
、
洪
は
ひ
と
た
び
は
東
晋
に
降
っ
た
が
、

や
が
て
永
和
五
(
一
一
一
四
九
)
年
一
一
月
坊
煩
に
お
い
て
秦
・
潅
ハ
快
西
・
甘
謂
〉
の
流
民
十
徐
高

人
か
ら
推
さ
れ
て
そ
の
首
長
に
な
っ
た
。
こ
れ
か
ら
推
し
て
も
、
蛍
時
中
原
に
は
い
か
に
多
敷
の
民
族
・
尭
族
が
い
た
か
が
わ
か
る
。
洪
が
荷
氏
と
改

姓
し
た
の
は
、
こ
の
と
き
で
あ
る
。
洪
は
こ
の
こ
ろ
大
勝
軍
大
軍
子
三
秦
王
と
稀
し
て
い
る
が
、
大
車
子
の
稽
披
も
、
さ
き
に
一
言
し
た
か
れ
の
家
系

を
鮮
卑
系
と
み
る
読
の
一
傍
詮
に
さ
れ
て
い
る
。
荷
洪
は
長
安
に
本
械
を
お
い
て
自
立
し
よ
う
と
企
闘
し
た
が
、

不
幸
に
し
て
部
下
に
毒
殺
さ
れ
、

そ

の
意
闘
は
挫
折
し
た
。

符

健

洪
を
つ
い
だ
の
は
一
二
男
の
健
で
あ
っ
た
。
健
は
父
の
遺
志
を
つ
、
ぎ
、
そ
の
こ
ろ
長
安
を
中
心
に
勢
力
を
ふ
る
っ
て
い
た
社
洪
を
た
お
し

て
秦
闘
を
建
て
、
永
和
七
(
一
一
一
五
二
年
長
安
に
お
い
て
帝
位
に
つ
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
後
越
石
氏
政
権
の
た
お
れ
た
後
、
北
中
閣
で
は
燕
・
泰
山
闘
が
東

西
に
針
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
建
園
の
神
田
初
荷
健
の
勢
力
は
わ
ず
か
に
滑
水
流
域
の
一
部
を
お
お
う
に
す
、
ぎ
な
か
っ
た
が
、

⑩
 

伐
し
て
き
た
東
証
日
の
恒
温
の
佼
冠
(
桓
温
の
第
一
衣
北
伐
〉
を
し
り
ぞ
け
て
か
ら
は
念
激
に
そ
の
勢
力
は
横
大
し
て
い
っ
た
。

や
が
て
江
を

h

」
え
て
北

荷
健
は
重
商
主
義
的
政
策
を
閥
是
と
し
て
闘
力
の
充
質
に
つ
と
め
た
。
ま
ず
長
安
の
東
南
の
県
陽
ハ
隊
問
省
商
燃
〉
に
刑
州
を
た
て
、
こ
の
地
に
樹
市

を
設
け
て
諸
方
か
ら

E

同
人
を
ま
ね
き
、
長
江
・
漢
水
を
利
用
し
て
東
晋
と
さ
か
ん
に
通
商
貿
易
を
い
と
な
ま
し
め
た
。
南
方
か
ら
は
珍
此
凡
な
貨
物
や
弓

竿
・
漆
蝋
な
ど
の
特
産
物
を
主
と
し
て
輸
入
し
た
。
こ
れ
は
闘
中
が
長
年
の
戦
乱
で
荒
廃
し
て
い
る
現
吠
か
ら
す
れ
ば
、
急
に
農
業
を
復
位
し
振
興
さ

す
こ
と
は
と
う
て
い
無
理
で
、
け
っ
き
ょ
く
商
業
貿
易
に
閥
家
の
財
源
を
も
と
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
閥
係
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

符
健
が
在
位
四
年
で
死
ぬ
と
、
子
の
符
生
が
つ
い
だ
が
、
生
は
残
忍
な
性
格
で
、
そ
の
行
動
が
残
鹿
で
あ
っ
た
た
め
、
在
位
二
年
で
従
兄
弟
の
荷
堅

に
殺
さ
れ
た
。

符

堅

符
堅
は
民
族
の
諸
部
長
の
な
か
で
は
傑
出
し
た
人
物
で
、
す
で
に
伯
父
の
有
健
在
世
中
か
ら
秦
園
の
重
臣
や
宿
将
た
ち
か
ら
版
望
さ
れ
、

そ
の
維
幕
に
は
王
猛
、
日
日
婆
楼
、
拐
、
在
、
梁
一
午
老
ら
が
い
た
。
か
れ
は
後
越
の
郭
都
で
育
っ
た
の
で
漢
文
化
の
教
養
も
身
に
つ
け
、
そ
の
侍
統
を
体
重

す
る
こ
と
を
統
治
方
針
と
し
た
の
で
秦
闘
の
漢
人
た
ち
に
も
信
望
が
あ
っ
た
。

こ
の
た
め
治
績
も
し
だ
い
に
あ
が
り
、
園
内
の
秩
序
も
と
と
の
っ
て
こ
れ
ま
で
横
行
し
た
盗
賊
も
か
げ
を
ひ
そ
め
、

田
畑
は
よ
く
開
墾
さ
れ
、
官
界

四
五



四
六

か
ら
は
賄
賂
の
風
も
あ
と
を
絶
っ
て
園
庫
も
充
盈
し
た
と
い
う
。
晋
書
倉
一
一
一
二
荷
堅
載
記
に
は
か
れ
の
治
政
を
稀
揚
し
て

於
是
人
思
勘
助
、
競
稲
多
士
、
盗
賊
止
息
、
請
託
路
絶
、

田
崎
何
閥
、
都
蔵
充
盈
、
典
章
法
物
、
麻
酔
不
悉
備

と
い
う
。
こ
れ
に
は
荷
堅
を
た
す
け
て
園
政
に
あ
た
っ
た
宰
相
王
猛
の
功
績
を
み
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
。

王
猛
(
一
二
二
五

2
七
五
〉
は
存
堅
に
ま
ね
か
れ
て
そ
の
椎
幕
に
参
劃
し
た
が
、
荷
堅
の
信
任
を
え
て
丞
相
に
な
る
と
、
法
制
を
た
て
殿
罰
主
義
を
も
っ

て
閣
の
秩
序
を
と
と
の
え
た
。
王
猛
は
ま
た
前
代
以
来
保
護
優
遇
さ
れ
て
き
た
商
工
業
者
を
お
さ
え
て
農
本
主
義
に
も
と
づ
く
政
策
を
と
り
、
図
土
の

開
設
に
力
を
そ
そ
い
だ
。

か
れ
が
存
健
以
来
秦
闘
停
統
の
重
商
主
義
政
策
を
後
退
さ
せ
、
横
暴
な
豪
商
た
ち
の
官
偉
を
剥
脱
す
る
な
ど
商
工
業
者
を
お

⑮
 

さ
え
る
方
針
を
と
っ
た
の
は
、
豪
商
ら
が
王
室
の
一
族
と
む
す
ん
で
高
官
に
の
ぼ
り
、
そ
の
地
位
を
利
用
し
て
悪
徳
を
か
さ
ね
た
り
、
あ
る
い
は
王
侯

を
し
の
ぐ
豪
者
な
生
活
を
し
て
枇
舎
の
秩
序
を
み
だ
す
方
向
へ
は
し
る
の
を
憂
え
た
か
ら
で
あ
る
。
王
猛
が
こ
の
よ
う
な
相
営
思
い
き
っ
た
向
人
抑
制

の
政
策
を
と
る
こ
と
が
で
き
た
う
ら
に
は
、
持
氏
政
権
が
そ
の
経
済
的
基
盤
を
、
園
初
の
商
業
貿
易
一
偏
倒
か
ら
農
耕
生
産
に
依
存
す
る
政
策
へ
き
り

か
え
う
る
ほ
ど
に
閤
土
の
開
拓
が
す
す
ん
で
き
た
か
ら
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
有
堅
は
王
猛
の
計
策
に
よ
り
民
力
保
護
の
上
か
ら
川
机
を
免

じ
穀
自
を
散
じ
る
一
方
、
闘
中
の
潅
瓶
施
設
の
復
興
に
力
を
そ
そ
い
だ
。
す
な
わ
ち
王
侯
以
下
豪
富
の
家
か
ら
奴
稗
・
憧
丁
三
高
人
を
微
授
し
て
淫
水

の
上
源
を
開
撃
し
、
堤
を
き
づ
き
溝
渠
を
通
じ
る
な
ど
旧
土
の
開
拓
に
つ
と
め
た
た
め
、
闘
中
盆
地
の
農
業
生
産
力
は
急
に
た
か
ま
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

荷
堅
は
園
内
の
交
通
整
備
に
も
怠
を
も
ち
い
、

と
く
に
岡
部
の
長
安
か
ら
地
方
の
諸
州
ヘ
通
じ
る
道
路
に
は
一
定
距
離
を
お
い
て
騨
合
|
|
二

O
里

ご
と
に
一
亭
、

四
O
里
ご
と
に
一
騨
ー
ー
を
設
け
、
路
の
雨
側
に
は
槻
柳
を
う
え
で
旅
行
者
の
便
宜
を
は
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
交
通
の
安
全
治
安

の
確
保
に
よ
っ
て
園
内
の
.hl
和
は
よ
く
保
持
さ
れ
た
と
い
う
。
晋
書
荷
堅
載
記
に
は
、
人
び
と
が
こ
の
平
和
を
謡
歌
し
て
う
た
っ
た
、

つ
ぎ
の
よ
う
な

歌
を
の
せ
て
い
る
。

長
安
大
街
は
楊
椀
を
爽
さ
み
植
え
、
朱
輪
そ
の
下
に
走
り
、
情
栖
そ
の
上
に
あ
り
、
英
彦
は
雲
集
し
わ
が
萌
梨
(
人
民
〉
を
諒
ゆ

内
政
の
整
備
に
際
じ
て
荷
堅
は
外
部
に
む
か
つ
て
も
園
力
を
の
ば
し
は
じ
め
た
。
と
く
に
東
方
の
中
原
に
射
し
て
は
王
猛
を
し
て
そ
の
経
略
に
あ
た

ら
せ
た
が
、
そ
の
東
方
経
略
が
す
す
む
に
つ
れ
て
前
燕
の
慕
容
政
権
と
の
衝
突
は
ま
ぬ
が
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
前
燕
園
で
は
園
王
の
慕
容
障
が



年
少
で
あ
る
う
え
に
気
力
に
と
ぼ
し
か
っ
た
の
で
一
族
同
に
内
紛
が
た
え
ず
、
園
家
崩
壊
の
き
ざ
し
さ
え
み
え
は
じ
め
て
い
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、

Tこ

ま
た
ま
そ
の
こ
ろ
(
一
二
六
九
〉
南
か
ら
は
桓
温
に
ひ
き
い
ら
れ
た
東
背
軍
が
、
第
二
次
の
北
伐
を
敢
行
し
て
江
蘇
省
か
ら
せ
ま
っ
て
き
た
た
め
、
刊
以
容
暁

は
荷
堅
に
援
軍
を
も
と
め
、
そ
の
報
償
と
し
て
洛
陽
の
東
方
虎
牢
の
地
を
割
譲
し
て
、
こ
の
地
を
燕
・
秦
雨
園
の
境
界
に
し
よ
う
と
提
議
し
た
。

秦
閣
と
し
て
は
願
つ
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、
荷
堅
は
た
だ
ち
に
こ
の
提
案
を
い
れ
て
大
軍
を
お
く
り
東
晋
軍
を
や
ぶ
っ
た
の
で
、
燕
闘
は
危
機
を

ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
困
難
が
去
る
と
、
燕
園
は
虎
牢
の
地
を
秦
閣
に
割
譲
す
る
と
い
う
約
束
の
賀
行
を
し
ぶ
っ
た
の
で
、
持
略
は
つ

ハ
V
』

1
1
t
 

猛
を
総
帥
と
し
て
燕
闇
討
伐
の
軍
を
お
こ
し
た
。
常
時
洛
陽
を
中
心
と
す
る
中
原
の
地
を
勢
力
下
に
お
さ
め
た
も
の
こ
そ
覇
者
と
し
て
天
下
に

続
令
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、

か
ね
て
か
ら
虎
説
院
院
洛
陽
を
ね
ら
っ
て
い
た
狩
堅
に
と
っ
て
前
燕
は
絶
好
の
口
質
を
あ
た
え
た
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
王
猛
に
ひ
き
い
ら
れ
た
秦
軍
が
山
西
か
ら
進
撃
す
る
と
、
前
燕
軍
は
ひ
と
た
ま
り
も
な
く
敗
北
し
て
闘
都
の
鄭
は
た
ち
ま
ち
落
城
し
、
京
容
睡

は
降
伏
し
て
長
安
に
つ
れ
去
ら
れ
ハ
三
七

O
〉、

つ
い
に
燕
閣
は
秦
に
併
呑
さ
れ
て
華
北
の
覇
権
は
荷
堅
の
掌
擁
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き
燕

閣
に
到
す
る
王
猛
の
戦
後
慮
理
が
営
を
え
た
の
で
、
燕
圏
内
に
は
さ
し
た
る
混
範
も
ひ
き
お
こ
さ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

こ
れ
よ
り
さ
き
荷
堅
は
闘
中
の
充
賞
、
を
は
か
り
、
井
州
の
戸
一
一
一
千
、
旬
奴
族
六
千
戸
、
鮮
卑
族
一
二
高
戸
を
長
安
に
徒
民
し
た
が
、
さ
ら
に
燕
凶
を
ほ

⑩
 

ろ
ぼ
す
と
中
原
・
河
北
地
匝
か
ら
漢
人
豪
族
・
胡
族
一

O
寓
戸
を
問
問
中
に
う
つ
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
長
安
の
人
口
は
数
十
高
を
か
ぞ
え
、
胡
・
漢
相

学
ば
し
た
と
い
う
。

一
一
一
七
五
年
に
王
猛
は
病
に
た
お
れ
た
が
、

王
猛
の
死
後
も
荷
堅
は
ま
す
ま
す
膨
脹
政
策
を
つ
づ
け
、
一
一
一
七
六
年
に
は
河
西
ハ
甘
粛
)
の
姑
減
。
似
州
〉
に

よ
る
張
氏
政
権
の
前
涼
闘
が
燕
園
と
同
盟
し
た
こ
と
を
口
賀
に
こ
の
閣
を
ほ
ろ
ぼ
し
、

お
な
じ
年
に
代
閣
に
侵
入
し
て
園
王
の
什
翼
鍵
(
北
視
の
太
刷
道

武
帝
の
組
父
)
を
た
お
し
た
(
四
一
ペ
ー
ジ
参
照
)
。

つ
い
で
一
一
一
七
九
年
に
は
江
南
の
東
晋
朝
に
と
っ
て
秦
園
へ
進
攻
す
べ
き
前
進
榛
貼
と
し
て
市
一
要
掘
さ

⑨
 

れ
た
要
衝
裏
陽
を
お
と
し
い
れ
て
漢
水
の
線
に
ま
で
進
出
し
た
。
持
堅
が
名
僧
の
道
安
を
え
て
長
安
に
つ
れ
か
え
っ
た
の
は
、
こ
の
と
き
で
あ
っ
た
。

荷
堅
は
ま
た
将
軍
日
光
を
つ
か
わ
し
て
範
蕊
・
駕
香
な
ど
西
域
諮
問
を
経
略
さ
せ
た
が
、
前
秦
は
こ
う
し
て
存
堅
の
と
き
北
中
閣
の
ほ
ぼ
完
全
統
一

に
成
功
し
た
の
で
あ
っ
た
。
高
僧
倖
ハ
径
五
)
に
は
こ
の
成
果
を
稀
揚
し
て

四
七



四
ハ、

初
〔
荷
〕
堅
承
石
氏
之
乱
、
至
是
民
戸
股
宮
、
四
方
略
定
、
東
極
沿
海
、
西
併
亀
認
、
南
古
褒
陽
、
北
壷
沙
漠
、
唯
建
業
一
隅
、
未
能
抗
伏

と
い
う
。
末
尾
の
建
業
一
隅
云
云
は
東
晋
が
な
お
江
南
に
健
在
し
て
い
る
こ
と
を
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

華
北
統
一
の
成
果
に
気
負
っ
た
荷
堅
は
、

や
が
て
南
北
中
園
一
統
の
大
望
を
い
だ
く
よ
う
に
な
っ
た
。

持
堅
の
南
伐
と
亡
園

一
ニ
八
二
年
に
符
堅
が
江
南
親
征
の
計
垂
直
を
設
表
す
る
と
、
秦
園
の
群
臣
た
ち
は
こ
ぞ
っ
て
反
到
し
た
が
、
荷
山
川
k

は
耳
を
か

さ
な
か
っ
た
。
人
び
と
は
最
後
の
手
段
と
し
て
、

そ
の
こ
ろ
荷
堅
の
隼
信
あ
つ
い
樺
道
安
を
説
い
て
南
伐
を
お
も
い
と
ど
ま
る
よ
う
諌
め
さ
せ
た
が
、

そ
れ
で
も
荷
堅
は
頑
と
し
て
き
き
い
れ
な
か
っ
た
。

っ
た
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

さ
き
に
王
猛
は
死
の
床
に
あ
っ
て
荷
堅
に

晋
は
江
南
に
僻
在
す
る
が
中
園
の
正
統
王
朝
で
あ
る
か
ら
、
隣
凶
の
よ
し
み
を
保
つ
べ
き
で
あ
る
。
ね
が
わ
く
ば
臣
の
死
後
も
背
朝
と
兵
を
か
ま
え
る
よ
う
な
こ

⑧
 

と
の
な
い
よ
う
に

と
泣
一
一
一
目
し
た
と
い
わ
れ
る
。
江
南
の
東
晋
朝
と
は
闘
交
を
と
と
の
え
つ
つ
華
北
の
統
一
を
め
ざ
し
た
王
猛
と
し
て
は
、

さ
も
あ
り
な
ん
こ
と
だ
と
忠
わ

れ
る
。
し
か
し
荷
監
は
群
厄
た
ち
の
反
封
も
、
骨
信
す
る
道
安
の
諌
め
も
、
は
た
ま
た
王
猛
の
泣
一
一
一
一
日
に
も
そ
む
い
て
性
急
に
も
東
晋
遠
征
の
川
を
お
こ

ひ

⑨

し
た
が
、
け
っ
き
ょ
く
澗
水
の
戦
い
に
一
敗
地
に
ま
み
れ
、
つ
い
に
園
を
も
身
を
も
、
ほ
ろ
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
。

さ
て
荷
堅
の
ひ
き
い
た
江
南
征
討
軍
は
戎
卒
六

O
徐
市
内
、
騎
兵
二
七
市
内
と
呼
枕
し
た
が
、

そ
の
数
字
に
は
誇
張
が
あ
る
に
し
て
も
、

お
そ
ら
く
こ
の

遠
征
は
秦
閣
と
し
て
は
傾
図
の
師
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
常
時
の
秦
園
の
内
情
を
み
る
と
、
そ
こ
に
は
多
く
の
危
険
な
要
素
が
伏
在
し
て
い
た
。

荷
堅
の
封
外
積
極
策
に
も
と
づ
く
急
激
な
膨
脹
に
よ
り
、

さ
き
に
も
言
っ
た
よ
う
に
秦
閣
は
鮮
卑
族
を
は
じ
め
先
族
あ
る
い
は
漢
人
な
ど
大
企
の
呉
氏

族
を
か
か
え
こ
む
こ
と
に
な
り
、
園
都
の
長
安
に
し
て
も
数
十
高
の
人
口
の
う
ち
半
分
以
上
は
忌
族
以
外
の
民
族
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
ま
で
民
族
で
か
た
め
て
き
た
秦
闘
の
基
礎
も
、

し
だ
い
に
ゆ
る
み
は
じ
め
た
。

た
と
え
ば
燕
闘
の
滅
亡
に
よ
っ
て
慕
容
垂
(
燕
園
王
慕
容
障
の
叔
父
〉
慕
容
沖
(
障
の
弟
〉
ら
の
慕
容
一
族
の
有
力
者
、
あ
る
い
は
先
族
の
主
帥
で
あ
る
桃

蓑
ら
は
秦
闘
に
重
用
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
部
人
を
統
領
し
て
割
接
的
勢
力
を
醸
成
し
た
。
荷
堅
は
こ
の
よ
う
な
圏
内
情
勢
に
も
か
か
わ
ら
ず

忌
族
を
そ
の
康
大
な
版
圏
内
の
各
要
地
に
分
散
配
置
し
て
、
こ
れ
ら
を
宗
親
た
ち
に
統
領
さ
せ
た
。
す
な
わ
ち
燕
園
併
呑
後
、

か
れ
は
開
中
の
忌
族
一



五
寓
戸
を
龍
城
(
熱
河
省
)
、
商
城
(
河
北
省
〉
、
晋
陽
(
山
西
省
〉
、
蒲
坂
(
山
西
省
)
に
配
置
し
、
ま
た
代
閣
を
征
服
す
る
と
平
城
〈
山
両
省
大
同
〉
に
も
駐

兵
し
た
。
こ
れ
は
非
常
・
高
一
の
ば
あ
い
を
か
ん
が
え
て
の
備
え
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
こ
の
こ
と
は
、
か
え
っ
て
閥
中
を
手
薄
す
に
し
て
閥
郡
長
安
の

⑩
 

防
衡
を
鮮
卑
族
や
先
族
ら
の
異
民
族
の
手
に
ゆ
だ
ね
る
結
果
に
な
っ
た
。
宗
親
の
一
人
で
あ
る
荷
融
の
ご
と
き
は
、
こ
の
情
勢
を
心
ひ
そ
か
に
憂
慮
し

て
符
堅
の
南
伐
を
極
力
諌
め
た
の
で
あ
っ
た
。

三
八
二
年
荷
堅
の
ひ
き
い
る
遠
征
軍
は
爾
道
か
ら
南
下
し
て
主
力
軍
は
た
だ
ち
に
需
陽
(
安
徽
省
〉
を
お
と
し
い
れ
、
こ
こ
に
本
陣
を
お
い
た
が
、

一
月
そ
の
先
鋒
が
澗
水
〈
安
徽
省
寄
鯨
附
近
〉
に
お
い
て
東
晋
の
名
将
謝
玄
に
敗
ら
れ
る
と
、
全
軍
は
た
ち
ま
ち
大
混
乱
に
お
ち
い
り
、
荷
昭
一
も
ま
た
流

矢
に
傷
つ
い
て
慕
容
垂
の
軍
に
牧
容
さ
れ
、

や
っ
と
の
思
い
で
闘
中
に
ひ
き
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
な
る
と
秦
閣
は
内
部
に
は
ら
ん
で
い
た
前

述
の
よ
う
な
弱
黙
を
た
ち
ま
ち
暴
露
し
、
慕
容
垂
・
慕
容
沖
・
挑
蔓
ら
異
族
の
首
領
た
ち
は
各
地
に
よ
っ
て
濁
立
し
、
荷
堅
の
手
で
や
っ
と
統
一
さ
れ

た
北
中
園
も
、

ま
た
も
や
四
分
五
裂
の
あ
り
さ
ま
に
な
っ
た
。

そ
の
分
裂
の
さ
ま
を
、
も
す
こ
し
仔
細
に
み
て
み
る
と
、
湖
水
の
敗
戦
に
あ
た
っ
て
鮮
卑
族
を
ひ
き
い
た
慕
容
垂
だ
け
は
ひ
と
り
そ
の
軍
容
を
全
う

し
、
荷
堅
を
護
送
し
て
闘
中
に
む
か
つ
た
が
、

か
れ
は
途
中
有
堅
の
許
し
を
え
て
東
の
か
た
燕
図
の
故
土
を
訪
れ
、
鄭
都
の
宗
廟
を
拝
し
た
。
た
ま
た

ま
そ
の
と
き
抑
制
お
よ
び
洛
陽
に
反
乱
が
お
こ
っ
た
の
で
、
慕
容
垂
は
こ
れ
に
乗
じ
て
河
北
の
各
地
に
散
在
す
る
胡
族
の
勢
力
を
糾
合
し
濁
立
を

し

た
(
三
八
四
〉
。
や
が
て
か
れ
は
中
山
(
河
北
省
定
勝
〉
に
よ
っ
て
帝
位
に
つ
き
燕
闘
を
再
興
し
た
。
こ
れ
を
後
燕
と
い
い
、
さ
き
の
も
の
を
前
燕
と
い
う
。

こ
う
し
て
慕
容
垂
の
後
燕
閣
は
准
水
以
北
の
河
北
・
山
東
の
大
平
原
を
領
有
し
、
さ
ら
に
垂
は
そ
の
子
農
を
し
て
北
方
の
故
都
龍
城
を
探
知
に
河
北
の

北
浅
か
ら
遼
河
の
東
西
地
区
を
経
略
さ
せ
た
の
で
、
そ
の
勢
威
の
お
よ
ぶ
と
こ
ろ
は
前
燕
時
代
に
ま
さ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
慕
存
並
は
、
法

制
を
綴
に
し
て
閣
の
秩
序
を
と
と
の
え
、
領
民
に
封
し
賦
役
を
減
免
し
た
の
で
、
民
生
は
ゆ
た
か
に
な
り
流
民
も
来
り
あ
つ
ま
っ
て
河
北
に
ふ
た
た
び

平
和
が
よ
み
が
え
っ
た
。

東
方
地
区
の
慕
容
量
に
封
し
て
前
燕
の
媛
帝
慕
容
障
の
弟
慕
容
沖
(
慕
容
部
の
世
系
略
参
照
〉
は
、
燕
閣
の
正
統
を
主
張
し
て
山
西
の
平
陽
に
濁
立
を
宣

し
帝
位
に
つ
い
た
(
三
八
五
三
史
家
は
こ
の
闘
を
西
燕
と
よ
ぶ
。
慕
容
沖
は
一
午
陽
か
ら
西
進
し
て
一
日
一
は
隙
西
の
華
陰
に
操
り
、
さ
ら
に
長
安
を
め
ざ

四
九



五
O 

し
た
。
こ
れ
に
封
し
存
堅
は
果
敢
に
防
戦
し
た
が
、
根
食
欲
乏
し
て
つ
い
に
長
安
城
を
脱
出
し
甘
粛
に
の
が
れ
ん
と
し
て
挑
蔓
の
軍
に
揃
え
ら
れ
た
。

慕
容
沖
は
長
安
に
入
城
し
た
も
の
の
、
首
時
の
長
安
は
四
方
と
の
交
通
は
遮
断
さ
れ
て
食
根
・
物
資
は
窮
乏
し
餓
人
相
食
な
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
と
い

う
。
そ
の
た
め
長
安
に
留
ま
る
こ
と
を
欲
し
な
い
部
下
の
鮮
卑
族
は
、

つ
い
に
慕
容
沖
を
殺
し
て
一
族
の
慕
容
永
を
擁
立
し
、
長
安
か
ら
山
西
南
部
の

開
喜
に
う
つ
り
、

の
ち
さ
ら
に
長
子
ハ
山
西
省
瀦
安
〉
に
採
る
こ
と
に
な
っ
た
。

挑
廿
哉
は
先
族
を
ひ
き
い
て
長
安
の
北
の
北
地
(
陳
西
省
耀
豚
〉
に
擦
っ
て
い
た
が
、
た
ま
た
ま
長
安
を
脱
出
し
た
荷
堅
を
捕
え
て
幽
囚
し
た
た
め
、
荷

堅
は
憤
激
の
あ
ま
り
自
殺
す
る
に
い
た
っ
た
ハ
三
八
五
〉
。
狩
堅
の
の
ち
前
秦
で
は
太
子
の
荷
五
、
が
山
西
の
晋
陽
に
あ
っ
て
位
を
つ
い
だ
が
、
長
安
か
ら

こ
の
地
に
う
つ
っ
た
西
燕
の
慕
容
永
の
軍
に
迫
撃
さ
れ
て
敗
死
し
た
。
そ
こ
で
荷
氏
の
一
族
荷
登
が
甘
粛
で
民
族
に
擁
立
さ
れ
挑
氏
政
椛
と
は
げ
し
く

封
立
し
て
八
・
九
年
の
問
挑
芙
を
苦
し
め
た
が
、
挑
士
一
文
の
死
後
そ
の
子
挑
興
の
た
め
殺
さ
れ
、
荷
氏
一
族
は
つ
い
に
そ
の
後
を
断
っ
た
。

前
秦
ハ
有
氏
政
権
〉
世
系
略

有

①

②
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挑

氏

政

権

(
後
秦
園
)

銚
氏
は
存
氏
が
忌
族
で
あ
る
の
に
封
し
尭
族
の
出
身
で
あ
る
。

は
じ
め
南
安
の
赤
亭
(
甘
粛
省
臨
西
麻
)
に
採
っ
て
い
た
が
、
挑
℃
仲
の
と
き
前
遼
の

劉
曜
に
従
属
し
た
。
劉
躍
が
後
遼
の
石
氏
に
た
お
さ
れ
る
と
石
虎
に
し
た
が
い
、
石
虎
が
秦
・
潅
の
忌
・
先
族
の
豪
族
を
開
聞
東
に
徒
す
と
、

か
れ
も
部

衆
敷
寓
を
ひ
き
い
て
山
東
清
河
(
山
東
省
臨
清
勝
〉
に
鎖
成
し
た
。

の
ち
後
越
が
ほ
ろ
ぶ
と
東
晋
に
降
り
、
使
持
節
六
夷
大
都
督
車
騎
将
軍
・
大
間
半
子
高

陵
郡
公
を
授
け
ら
れ
た
。



@
 

挑
℃
仲
が
永
和
八
(
一
ニ
五
一
一
〉
年
に
死
ぬ
と
、
そ
の
子
裏
が
代
っ
て
部
衆
を
統
領
し
、
東
晋
の
た
め
に
そ
の
閣
境
の
ま
も
り
を
悶
め
た
が
、
升
卒
一
克

〈
三
五
七
〉
年
前
秦
の
荷
堅
と
戦
っ
て
敗
死
し
た
。
挑
蓑
は
勺
仲
の
二
四
子
と
い
わ
れ
る
が
、
兄
裏
の
あ
と
を
つ
ぐ
と
部
衆
と
と
も
に
前
秦
に
く
だ
り
、

荷
堅
に
重
用
さ
れ
て
楊
武
将
軍
盆
都
侯
と
な
っ
た
。
符
堅
が
湖
水
に
敗
れ
る
と
、
北
地
(
険
西
省
耀
鯨
〉
に
探
っ
て
自
立
し
て
秦
王
と
稀
し
〈
三
八
四
〉
、

快
西
北
部
か
ら
甘
粛
の
経
水
・
滑
水
の
流
域
を
勢
力
下
に
お
さ
め
た
。
さ
き
に
い
っ
た
よ
う
に
符
堅
が
慕
容
沖
に
せ
ま
ら
れ
て
長
安
か
ら
脱
出
す
る
と
、

こ
れ
を
捕
え
て
削
囚
し
た
。
荷
堅
が
自
殺
す
る
と
慕
容
沖
も
ま
た
部
下
に
殺
さ
れ
、
慕
容
軍
は
長
安
を
去
っ
て
山
西
に
う
つ
っ
た
の
で
、
挑
喪
は
つ
い

に
長
安
に
都
し
て
帝
位
に
つ
き
大
秦
と
披
し
建
初
と
改
元
し
た
(
一
一
一
八
六
〉
。
こ
の
閣
を
荷
氏
政
権
の
前
秦
に
射
し
て
後
秦
と
い
う
。

挑
菜
、
が
在
位
九
年
で
死
ぬ
と
、
子
の
興
が
つ
い
だ
。
興
は
三
九
四
年
荷
登
を
た
お
し
て
前
秦
を
ほ
ろ
ぼ
し
、

つ
い
で
洛
陽
を
攻
略
し

一
九
八
)
、
さ

ら
に
東
普
か
ら
准
水
・
漢
水
以
北
の
地
を
う
ば
っ
た
。
西
北
方
に
封
し
で
も
一
一
一
八
六
年
以
来
張
氏
政
権
ハ
前
涼
〉
に
か
わ
っ
て
姑
賊
〈
廿
淵
行
武
威
川
柳
〉
を

⑬

タ

マ

ラ

ジ

!

ヴ

ア

中
心
に
甘
粛
西
北
部
を
抑
え
て
い
た
日
氏
政
樫
の
後
涼
閣
を
ほ
ろ
ぼ
し
た
。
挑
興
は
こ
の
と
き
後
涼
閣
に
あ
っ
た
西
域
情
の
鳩
摩
羅
什
を
長
安
に
迎
え
、

課
経
・
造
寺
の
事
業
を
お
こ
し
て
併
敬
を
さ
か
ん
に
す
る
と
と
も
に
事
校
を
興
す
な
ど
内
治
に
も
っ
と
め
た
。
し
か
し
後
秦
は
こ
れ
以
後
関
外
的
に
は

東
方
で
は
後
燕
お
よ
び
拓
政
政
権
の
北
魂
と
封
立
し
、

ま
た
南
方
で
は
東
晋
の
将
軍
劉
裕
に
歴
迫
さ
れ
が
ち
で
、
充
分
に
そ
の
闘
力
を
仲
展
ざ
す
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
挑
興
が
死
ん
で
そ
の
子
払
が
つ
ぐ
と
、
東
晋
の
劉
裕
の
た
め
洛
陽
を
、

つ
い
で
都
の
常
安
〈
長
安
〉
も
攻
略
さ
れ
、

っ
し、

に
訓
臨
み
づ
か
ら
も
捕
殺
さ
れ
て
挑
氏
政
権
は
一
一
一
世
三
四
年
間
で
ほ
ろ
ん
だ
。

後
葉
(
挑
氏
政
樺
〉
世
系
略
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仲
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五

三
O
四
年
の
劉
氏
政
権
(
漢
園
)

の
建
闘
に
は
じ
ま
り
四
三
九
年
の
拓
政
政
権
(
北
貌
)
の
華
北
統
一
に
い
た
る
ま
で
の
一
三
五
年
間
に
、

石
氏
政

権
(
後
趨
〉
、

慕
容
政
権
(
前
燕
・
後
燕
・
西
燕
・
南
燕
〉
、
有
氏
政
権
(
前
秦
〉
、
挑
氏
政
権
(
後
秦
〉
な
ど
五
胡
民
族
に
よ
る
十
有
徐
の
政
権
が
興
亡
し
た
が
、

こ
れ
ら
の
諸
政
権
の
性
格
を
通
観
す
る
と
、

そ
こ
に
は
四
つ
の
類
型
が
み
ら
れ
る
。

第
一
の
類
型
は
劉
氏
政
機
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。
劉
氏
政
権
は
山
西
南
部
治
水
流
域
の
五
部
旬
奴
が
中
心
と
な
り
、
他
の
旬
奴
部
族
お
よ
び
営
時

中
園
内
地
に
潜
住
し
て
い
た
ほ
と
ん
ど
の
五
胡
族
を
結
集
し
た
勢
力
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
政
樺
の
植
要
部
は
旬
奴
族
の
居
各
種
の
劉
氏
一
一
族
が
溺
占
し

て
い
た
が
、
劉
氏
は
旬
奴
族
中
の
名
門
で
あ
る
草
子
氏
族
で
あ
る
う
え
に
、

⑧
 

と
久
し
く
、
中
図
的
教
養
も
身
に
つ
け
て
い
た
。

か
れ
ら
は
中
原
の
洛
陽
や
長
安
に
ほ
ど
ち
か
い
山
西
南
部
に
居
住
す
る
こ

劉
淵
は
一
ニ

O
八
年
帝
位
に
つ
く
と
、
宗
室
の
劉
氏
一
族
を
旬
奴
の
固
有
の
官
職
で
あ
る
左
・
右
賢
王
、
於
陸
玉
、
鹿
議
王
、
漏
鹿
王
な
ど
に
任
じ
る

と
と
も
に
l

l
あ
る
い
は
劉
淵
の
建
閥
以
前
か
ら
、
こ
れ
ら
の
官
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
1

1

親
疏
に
際
じ
て
等
級
を
つ
く
り

郡
王
・
勝
王
に
封
じ
た
。
劉
氏
以
外
の
旬
奴
族
の
貴
族
ハ
外
戚
族
)
す
な
わ
ち
呼
延
氏
・
ト
氏
(
後
漢
書
の
須
ト
氏
〉
・
蒸
母
氏
(
後
漢
書
の
丘
林
氏
)
・
喬
氏

な
ど
の
氏
族
は
、
そ
の
建
閣
の
功
に
準
じ
て
郡
・
燃
の
公
・
侯
に
封
じ
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
た
め
劉
氏
政
権
に
は
知
識
漢
人
の
参
加
が
あ
っ
た

に
し
て
も
、
二
三
の
幕
僚
を
の
ぞ
け
ば
、
漢
人
は
副
失
的
や
く
わ
り
を
演
じ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。

つ
ま
り
漢
人
は
周
法
的
存
在
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

第
二
の
類
型
は
石
氏
政
権
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。
石
氏
政
権
は
劉
氏
政
権
と
は
ち
が
い
建
園
者
の
石
勅
は
旬
奴
族
と
い
っ
て
も
別
部
の
先
渠
種
|

晋
書
に
み
え
る
旬
奴
一
九
種
中
の
一
部
族
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
も
卑
賎
の
身
で
、
そ
の
う
え
少
年
時
代
か
ら
掠
一
一
貫
さ
れ
奴
隷
と
し
て
漢
人
の
あ
い
だ

し

ん

は

い

を
轄
轄
流
浪
し
た
人
で
あ
る
か
ら
、
園
を
興
す
に
も
主
と
し
て
漠
人
の
協
力
に
よ
っ
た
。
張
賓
、
章
設
、
徐
光
、
程
濯
、
李
陽
、
虚
謡
、
表
憲
ら
は
そ

の
主
な
人
た
ち
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
石
氏
を
稀
し
た
石
関
・
石
聴
ら
も
漢
人
出
身
で
石
姓
を
賜
典
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
建
問
後
も
劉
氏

政
権
と
ち
が
っ
て
同
族
だ
け
で
も
っ
て
支
配
階
層
を
占
め
る
な
ど
の
こ
と
は
、

と
て
も
で
き
な
か
っ
た
。

石
氏
政
権
の
成
り
立
ち
を
み
る
と
、
石
助
は
奴
隷
か
ら
解
放
さ
れ
て
群
盗
と
な
り
、
そ
の
仲
間
の
一
八
騎
と
と
も
に
郡
豚
の
囚
人
や
山
海
の
亡
命
者



を
ひ
き
い
て
兵
を
あ
げ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
集
圏
は
た
だ
個
人
的
な
集
り
で
、
そ
れ
も
大
部
ヘ
刀
ほ
胡
人
お
よ
び
浅
人
の
無
頼
の
徒
で
あ
っ
た
。
か

れ
が
五
胡
族
を
支
配
下
に
お
さ
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
劉
淵
に
帰
属
し
た
の
ち
で
、
ラ
イ
バ
ル
の
王
禰
を
倒
し
て
そ
の
部
衆
を
配
下
に
牧
容
し
て
か

ら
、
し
だ
い
に
勢
力
を
つ
よ
め
、
山
東
・
河
北
に
地
盤
を
か
た
め
て
い
っ
た
。
そ
し
て
劉
聴
の
死
後
、
斬
準
の
ク
ー
デ
タ
ー
を
お
さ
め
た
と
き
、
そ
れ

ま
で
漢
閣
の
統
治
下
に
あ
っ
た
民
族
・
尭
族
・
渇
族
(
旬
奴
族
〉
の
一
四
高
落
以
上
が
来
投
し
た
の
で
、
こ
れ
ら
を
本
接
地
の
喪
閣
を
中
心
と
す
る
畿

内
一

O
郡
に
移
し
た
。
ま
た
劉
躍
の
前
越
を
ほ
ろ
ぼ
す
と
、
そ
の
勢
力
下
に
あ
っ
た
お
な
じ
く
民
・
芳
一
五
寓
落
を
河
北
省
の
司
・
翼
二
州
に
徒
民
し

た
。
合
し
て
約
三

O
寓
落
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
以
前
に
山
東
・
河
北
・
河
南
に
い
た
五
胡
族
を
総
計
す
れ
ば
敷
百
詩
人
に
も
の
ぼ
る
で
あ
ろ
う
。

つ
、
ぎ
に
石
虎
の
時
代
に
な
る
と
、
旬
奴
の
一
部
族
ハ
索
頭
郁
胸
部
〉
一
一
一
両
を
河
北
六
州
に
分
居
さ
せ
、
ま
た
段
部
を
滅
ぼ
す
と
鮮
卑
族
二
高
戸
を
河
北
・

⑭
 

河
南
・
山
東
の
潜
・
司
・
究
・
珠
の
四
州
の
地
に
徒
民
さ
せ
る
な
ど
、
石
肋
に
つ
づ
い
て
大
規
模
の
徒
民
政
策
を
強
行
し
た
。
以
上
は
史
書
に
み
え
る

も
の
だ
け
で
、
そ
の
ほ
か
に
記
録
に
み
え
な
い
も
の
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
ら
を
想
定
し
て
推
測
す
る
と
、
後
越
の
末
年
ご
ろ
そ
の
圏
内
に

役
民
さ
れ
た
五
胡
民
族
の
数
は
、

の
ち
に
人
口
問
題
の
章
で
推
算
す
る
よ
う
に
四
百
寓
人
以
上
に
の
ぼ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
石
氏
政
権
は
五
胡
民
族
を
徒
民
し
て
か
れ
ら
の
武
力
を
利
用
す
る
ほ
か
、
荒
蹴
脱
し
た
闘
土
の
開
設
に
も
そ
の
力
を
あ
て
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
他
方
漢
人
に
劃
し
て
は
知
識
人
(
士
人
〉
は
政
治
や
経
済
的
開
設
や
、
あ
る
い
は
教
化
の
面
に
用
い
て
そ
の
能
力
を
渓
揮
さ
せ
、

一
般
民
お
よ
び

定
着
し
た
流
民
は
農
業
生
産
に
ふ
り
む
け
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
考
え
る
と
、
石
氏
政
権
は
五
胡
族
と
漢
人
と
の
バ
ラ
ン
ス
の
う
え
に
成
立
し
て
い
た
政

樫
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
バ
ラ
ン
ス
が
や
ぶ
れ
た
と
こ
ろ
に
内
閲
革
命
の
成
功
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
の
類
型
は
慕
容
政
権
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
が
、
代
閣
時
代
の
拓
政
政
権
も
こ
れ
に
ふ
く
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
慕
容
政
権
と
く
に
前
燕

閣
の
性
格
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

鮮
卑
族
で
あ
る
慕
容
部
は
一
ニ
世
紀
後
半
(
二
八
五
〉
慕
容
慌
が
そ
の
部
長
と
な
っ
た
こ
ろ
は
遼
西
地
区
か
ら
遼
東
の
一
部
に
か
け
て
勢
力
を
ひ
ろ
げ
は

じ
め
、
そ
の
領
内
に
は
漢
人
や
扶
徐
閣
の
泣
民
な
ど
の
農
耕
民
を
牧
容
し
て
い
た
か
ら
、
慕
容
部
族
に
よ
る
牧
畜
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
被
支
配
民
た
ち

に
よ
る
農
耕
も
勝
目
ま
れ
て
い
た
。
や
が
て
晋
末
に
中
原
の
騒
飢
が
は
げ
し
く
な
る
に
つ
れ
て
、
政
治
的
に
安
定
し
た
慕
容
政
権
の
勢
力
下
で
あ
る
遼
西

五



五
四

地
区
へ
避
難
来
投
す
る
漢
人
流
亡
者
は
し
だ
い
に
多
く
な
り
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
(
第
二
章
二
節

A
慕
容
政
権
の
保
参
照
〉
慕
容
政
権
で
は
か
れ
ら

を
牧
容
し
て
領
内
の
各
地
に
郡
勝
を
建
置
し
て
農
耕
に
従
事
さ
せ
、

ま
た
一
部
の
知
識
人
や
皐
者
は
政
治
上
の
顧
問
や
謀
主
に
招
用
し
た
り
、
あ
る
い

は
一
門
の
子
弟
の
教
育
を
携
蛍
さ
せ
た
り
し
た
。

こ
う
し
て
慕
容
部
は
領
内
に
徒
民
定
着
さ
せ
た
漢
人
を
農
業
生
産
に
ふ
り
む
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
図
家
の
経
済
的
京
阪
を
こ
れ
ま
で
の
遊
牧
的
生

産
か
ら
農
業
的
生
産
に
お
き
か
え
る
こ
と
を
め
ざ
す
と
と
も
に
、
そ
れ
と
並
行
し
て
有
識
涜
人
を
泊
じ
漢
文
化
の
嬬
取
、
職
制
の
制
定
、
政
治
世
制
の

整
備
な
ど
に
も
っ
と
め
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
第
三
の
類
型
の
特
色
と
し
て
注
目
す
べ
き
貼
で
あ
る
。

さ
ら
に
慕
容
政
権
と
し
て
は
江
南
の
東
晋
王
朝
に
要
請
し
て
「
河
北
諸
軍
事
大
将
軍
燕
王
」
な
ど
の
稀
枕
を
う
け
、
諸
功
臣
も
そ
れ
ぞ
れ
官
傍
を
授

興
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
ま
だ
塞
外
の
遼
西
・
遼
東
地
区
に
あ
っ
た
慕
容
政
権
と
し
て
は
、
中
閣
の
正
統
王
朝
で
あ
る
東
晋
朝
廷
か
ら
正
式
に

そ
の
地
位
を
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
治
下
漢
人
の
信
望
を
、
深
め
よ
う
と
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

以
上
み
た
よ
う
に
慕
容
政
権
は
、

か
れ
ら
が
舟
関
政
権
を
た
お
し
て
華
北
に
君
臨
す
る
以
前
か
ら
、
す
で
に
中
閣
の
征
服
王
朝
た
り
う
る
、

、
コ
有
3

1
v
d
l
v
d
ふ
イ

う
の
資
格
を
そ
な
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
一
・
第
二
の
類
型
に
属
す
る
政
権
と
は
、

い
ち
じ
る
し
く
異
な
る
性
格
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

第
四
の
類
型
は
忌
族
お
よ
び
美
族
に
よ
っ
て
建
因
さ
れ
た
前
秦
(
尽
族
)
・
後
秦
(
尭
族
〉
な
ど
の
政
権
で
あ
る
。
こ
の
穏
の
類
型
を
特
色
づ
け
る
も
の

tま
川
、
チ
ベ
ッ
ト
系
の
忌
・
先
族
が
主
陸
で
あ
る
こ
と
。
も
っ
と
も
氏
一
・
先
族
が
主
睦
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
の
ほ
か
に
旬
奴
族
・
鮮
卑
族
ハ
慕
容
部
な
ど
〉

が
そ
の
外
一
郎
的
勢
力
を
形
成
し
て
お
り
、
か
れ
ら
は
荷
堅
、
が
澗
水
の
一
戦
で
大
敗
す
る
と
、
ま
っ
さ
き
に
背
反
し
て
前
秦
政
権
滅
亡
の
因
を
な
し
た
。

凶
、
チ
ベ
ッ
ト
系
民
族
が
主
鰭
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
勢
力
の
本
擦
は
隙
西
南
部
の
長
安
を
中
心
と
し
た
閥
中
地
区
で
あ
っ
た
。

刷
、
闘
中
地
区
は
東
方
の
黄
河
流
域
へ
進
出
し
う
る
と
と
も
に
、
漢
水
を
へ
て
東
南
の
長
江
中
・
下
流
域
へ
も
容
易
に
通
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
前

秦
政
権
が
そ
の
勢
力
を
念
に
伸
展
し
え
た
の
は
、
漢
水
域
の
裏
陽
(
荊
州
)
な
ど
を
へ
て
長
江
流
域
と
交
易
し
た
こ
と
が
、
こ
の
閣
の
経
済
に
大
き
く
プ

ラ
ス
し
た
た
め
で
あ
る
。



さ
て
四
つ
の
類
型
に
類
別
さ
れ
る
五
胡
族
の
諸
政
権
に
共
通
し
て
抽
き
出
さ
れ
る
性
格
は
つ
、
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

I 

各
政
権
の
中
核
を
な
し
た
の
は
同
族
的
連
帯
意
識
に
よ
っ
て
む
す
ば
れ
た
部
族
集
闘
で
あ
っ
て
、
そ
の
周
縁
に
は
他
の
五
胡
族
の
徒
民
群
と
漢

人
流
民
の
集
園
(
鳩
)
が
あ
っ
た
。

E 

五
胡
時
代
に
は
華
北
全
域
が
ひ
ど
く
荒
駿
し
て
い
た
た
め
、
各
政
権
は
み
づ
か
ら
の
根
様
地
を
中
心
に
そ
の
勢
力
圏
内
の
各
所
に
五
胡
民
族
や

漢
人
流
民
集
閤
を
徒
民
定
着
さ
せ
て
大
小
の
都
市
城
口
巴
を
建
設
し
、
こ
れ
を
核
と
し
て
園
土
の
開
拓
を
は
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
政
権
者
に
と
っ
て
は

五
胡
族
の
集
閤
徒
民
と
漢
人
流
民
群
の
定
着
と
が
な
に
よ
り
の
急
務
で
あ
っ
た
。

E 

凶
土
開
拓
に
あ
た
っ
て
は
計
口
受
田
方
式
l
i
l
頭
わ
り
に
土
地
を
わ
り
つ
け
て
開
拓
生
産
さ
す
こ
と
ー
ー
ー
が
と
ら
れ
た
。
北
魂
朝
の
均
同
法
も

け
っ
き
ょ
く
は
こ
の
よ
う
な
土
地
配
分
方
式
を
基
体
と
し
、
そ
れ
に
中
閥
在
来
の

地
法
を
勘
案
し
て
制
度
化
し
た
も
の
と
い
え
る
。

W 

五
胡
政
権
の
閥
土
開
設
に
封
際
す
る
も
の
は
豪
族
の
大
土
地
私
有
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
豪
族
は
、
な
か
に
は
戦
範
そ
の
他
の
事
情
か
ら
郷
土

を
は
な
れ
流
民
集
閣
を
ひ
き
い
て
鳩
主
的
身
分
に
轄
落
す
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、

し
か
し
多
く
は
郷
土
に
ふ
み
と
ど
ま
っ
て
、

ま
す
ま
す
私
有
地
を
扱

大
し
、
小
作
民
を
か
か
え
こ
ん
で
そ
の
地
主
的
勢
力
を
強
化
し
た
。
し
た
が
っ
て
五
胡
の
政
権
者
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
土
豪
た
ち
を
で
き
る
だ
け
白

家
の
位
制
中
に
く
り
い
れ
て
閥
づ
く
り
に
協
力
さ
す
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。

V 

関
づ
く
り
と
は
祉
曾
の
秩
序
を
回
復
し
、
制
度
を
と
と
の
え
て
正
常
な
政
治
を
お
こ
な
う
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
は
官
僚
臨
制
の
整
備
が
は

か
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
五
胡
時
代
の
官
僚
登
用
に
は
、
一
一
一
閣
時
代
以
来
の
九
口
問
中
正
法
に
よ
る
門
閥
ハ
家
柄
〉
主
義
を
は
な
れ
て
、
人
材
(
能
力
)
主
義

方
式
が
し
だ
い
に
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
官
僚
艦
制
を
通
じ
て
豪
族
た
ち
は
五
胡
政
権
の
中
に
吸
牧
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
章

五
胡
族
の
政
権
と
華
北
枇
合

五
胡
族
の
諸
政
権
の
治
下
で
は
、

漢
人
と
呉
氏
族
と
は
そ
れ
ぞ
れ
緊
落
を
別
に
し
て
い
た
が
、

な
か
に
は
お
な
じ
部
落
内
に
雑
居
す
る
も
の
も
あ
っ

た
。
た
と
え
ば
晋
古
川
の
荷
勅
載
記
に
よ
れ
ば
、
石
勃
は
隣
家
の
漢
人
李
陽
と
漉
臨
池
を
あ
ら
そ
っ
た
と
い
う
よ
う
に
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
は
漢
人

五
五



五
六

社
舎
で
の
貴
族
・
豪
族
と
庶
民
・
小
作
人
と
の
階
級
的
相
魁
に
加
え
て
漢
入
社
合
と
五
胡
族
枇
舎
と
の
民
族
的
的
立
と
い
う
重
層
的
な
祉
舎
閥
係
が
生

じ
て
複
雑
で
深
刻
な
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
重
層
的
封
立
が
か
ら
み
あ
う
民
族
移
動
期
の
複
雑
き
わ
ま
る
華
北
社
舎
を
、

ど
の
君
貼
か
ら
と
ら

え
る
か
は
史
料
の
す
く
な
い
こ
の
時
期
と
し
て
は
困
難
な
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
多
少
の
史
料
が
見
だ
さ
れ
る
と
い
う
黙
か
ら
「
五
胡
族
政
権
と

漢
人
流
民
」
と
か
、

「
五
胡
族
の
君
主
た
ち
と
漢
人
の
望
族
や
知
識
人
」
あ
る
い
は
「
五
胡
族
政
権
の
漢
文
化
受
容
の
し
か
た
」
な
ど
に
焦
貼
を
あ
わ

せ
て
考
察
し
て
み
た
い
。

し
か
し
そ
の
ま
え
に
、
そ
の
こ
ろ
華
北
に
は
ど
の
く
ら
い
の
五
胡
族
が
入
り
こ
ん
で
い
た
の
か
、

ま
た
か
れ
ら
と
漢
人
と
の

人
口
比
率
は
ど
の
く
ら
い
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
も
、

お
お
ざ
っ
ぱ
で
は
あ
る
が
み
て
み
た
い
。

な
お
本
章
で
は
内
旧
吟
風
『
旬
奴
史
研
究
』
お
よ
び
宮
川
内
士
山
『
六
朝
史
研
究
』
政
治
・
此
伶
筋
を
参
照
す
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
が
、

い
ち
い
ち
註
記
す
る
こ

と
を
省
い
た
箇
所
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
謝
意
を
表
し
て
お
く
。

節

人

口

同
寸
』二

円
ド
'
'

題

l
l
j
前
越
・
後
越
時
代
の
人
口
1
1
1

五
胡
族
の
人
口

劉
淵
が
濁
立
し
て
漢
閣
を
お
こ
し
た
と
き
、
こ
の
閣
の
主
力
と
な
っ
た
の
は
五
部
旬
奴
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
第
二
章
一

節
で
の
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

か
れ
ら
は
山
西
省
中
・
南
部
に
移
住
し
て
か
な
り
の
年
月
を
へ
て
い
た
の
で
、

そ
の
戸
口
も
相
常
の
数
に
の
ぼ
っ
て
い

た
。
晋
書
巻
九
七
北
狭
惇
や
同
書
倉
一

O
一
劉
元
海
載
記
に
よ
る
と
、

1 

左

部

都

尉

一
高
徐
落
(
井
州
西
河
郡
川
H
山
西
省
沿
陽
豚
)

2 

右

部

タ

タ

六
千
飴
落
(
ん
γ

太
原
郡
日
日
山
西
省
郡
勝
)

3 

南

部

タ

タ

ニ
千
徐
落
(
司
州
平
陽
郡
H
H
山
西
省
限
豚
)

4 

レ
い
切

ω
ノ

ノ

斗
J
q

到

凶

ノ

ノ

四
千
徐
落
(
井
州
新
興
部
H
H
山
西
省
五
華
腕
〉

5 

中

部

タ

タ

六
千
飴
落
(
井
川
太
原
郡
H
H
山
西
省
文
水
豚
)



と
い
い
、
そ
の
部
落
総
数
は
こ
寓
九
千
徐
落
、
約
三
高
部
落
を
か
ぞ
え
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

い
ま
一
部
落
の
帳
幕
(
包
)
数
を
一
一
一

2
五
包
と
し
、

包

の
人
数
を
四

2
五
人
、

し
た
が
っ
て
一
部
落
の
人
数
は
二
一

2
二
五
人
と
す
れ
ば
平
均
細
川
敷
と
し
て
約
一
二
高
包
、

五
四
高
人
と
な
る
。
た
だ
し
こ
の

数
字
は
あ
く
ま
で
概
略
の
推
定
数
に
す
、
ぎ
な
い
。
ち
な
み
に
晋
書
地
理
志
に
よ
る
と
、
太
康
元
(
二
八
O
)
年
の
井
州
管
内
六
郡
の
漢
人
の
敷
は
五
九
、

二
O
O戸、

一
戸
五
人
と
す
れ
ば
約
三

O
寓
人
と
な
り
、
井
州
で
は
漢
人
よ
り
も
旬
奴
人
が
多
い
計
算
と
な
る
。

ま
た
音
書
に
は
旬
奴
部
の
種
類
を
一
九
種
〈
一
九
氏
族
の
こ
と
で
あ
ろ
う
〉
と
い
え
ば
、

五
部
旬
奴
は
M
m
各
種
ハ
氏
〉
を
中
心
と
す
る
伺
奴
部
の
一
部
に
す

ぎ
な
い
か
ら
、
昔
時
山
西
は
じ
め
北
中
闘
に
は
五
部
旬
奴
以
外
の
旬
奴
族
も
多
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
漢
園
が
建
図
さ
れ
、
劉
淵
を
へ
て
劉
聴

が
洛
mm
・
長
安
を
陥
れ
て
西
晋
を
ほ
ろ
ぼ
し
、
山
西
・
陳
西
・
河
北
・
山
東
・
河
南
に
そ
の
勢
力
闘
を
ひ
ろ
げ
た
こ
ろ
に
は
、
閥
内
の
五
胡
族
は
伺
奴

族
を
ふ
く
め
て
す
く
な
く
と
も
約
二

O
寓
落
、
三
五

O
高
人
な
い
し
、
三
六

O
高
人
前
後
を
か
ぞ
え
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
推
定
の
根
様

は
劉
聴
の
死
後
、
漢
闘
で
斬
準
が
ク
ー
デ
タ
ー
を
お
こ
し
た
と
き
石
鞘
は
こ
れ
を
鎖
、
躍
し
、
そ
の
と
き
決
闘
に
蹄
属
し
て
い
た
巴
轡
・
先
・
潟
ら
の
諸

部
族
一
間
前
向
落
i

l
こ
れ
は
蛍
時
漢
閤
園
内
に
い
た
五
胡
族
の
全
部
で
は
な
か
っ
た
l
ー
ー
を
牧
め
て
、

か
れ
の
本
探
襲
闘
を
中
心
と
す
る
河
北
の
一

O

都
内
に
そ
れ
ぞ
れ
徒
民
し
た
と
い
う
記
載
で
あ
る
。

一
四
蔦
落
と
い
え
ば
、
す
く
な
く
概
算
し
て
も
約
二
四

0
2一一五
O
商
人
と
な
る
。
も
っ
と
も
一

四
市
内
落
と
い
っ
て
も
、
こ
の
と
き
の
徒
民
は
石
助
と
し
て
は
河
北
の
荒
駿
し
た
土
地
の
開
拓
と
戦
力
の
増
強
l

i
反
封
に
山
西
の
蓄
漢
園
領
の
戦
力
を

弱
め
る
こ
と
ー
ー
を
ね
ら
っ
た
強
制
徒
民
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
は
あ
る
い
は
老
幼
を
ふ
く
む
家
族
全
員
と
み
る
よ
り
も
、
鈴
働
能
力
が
あ

り
ま
た
戦
士
と
し
て
徴
用
し
う
る
丁
祉
の
男
女
を
主
艦
に
徒
民
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
時
一
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

か
り
に
一
部
落
の
平
均
人
数
を
丁

祉
の
男
女
五
人

2
六
人
と
み
て
約
七

O
高
人
な
い
し
八

O
高
人
く
ら
い
を
徒
民
し
た
こ
と
に
な
る
。
も
し
老
幼
を
ふ
く
む
家
族
全
員
を
徒
し
た
と
す
れ

ば

一
落
の
平
均
人
口
は
一
八
人
で
あ
る
か
ら
平
均
細
川
敷
は
二
五

O
高
人
と
な
る
。
こ
の
ほ
か
に
常
時
の
石
拘
の
勢
力
闘
で
あ
っ
た
河
北
・
山
東
に
は

旬
奴
・
鮮
卑
・
烏
丸
の
諸
部
族
が
す
く
な
く
と
も
数
十
寓
人
い
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
こ
に
み
る
よ
う
な
数
十
寓
と
い
う
大
規
模
の
徒
民
は
、
こ
の
と
き
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
後
越
が
前
越
関
主
の
劉
躍
を
た
お
す
と
、
石
虎
は
前

趨
治
下
の
隙
西
地
方
か
ら
忌
・
先
族
一
五
市
内
落
を
河
北
の
西
南
部
に
徒
民
し
た
。
そ
れ
ら
の
う
ち
に
は
、

の
ち
に
後
秦
園
を
お
こ
し
た
先
族
の
挑
裏
の

五
七



マナ、、

-
1
4
fノ

父
に
あ
た
る
挑
℃
仲
も
い
た
。

か
れ
は
こ
の
と
き
先
族
の
部
衆
敷
高
を
ひ
き
い
て
山
東
の
清
河
に
う
つ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
石
氏
政
権
の
後
趨
時
代
河
北
・
山
東
お
よ
び
河
南
北
部
に
は
、
石
助
の
と
き
に
徒
民
し
た
約
一
四
時
落
と
石
虎
の
う
つ

し
た
氏
・
先
族
一
五
両
落
を
合
し
た
約
二
九
高
沼
、

そ
の
平
均
総
数
は
約
五
二

O
高
人
と
い
う
尼
大
な
敷
に
な
る
。
さ
き
に
い
っ
た
よ
う
に
徒
民
が
丁

祉
の
男
女
を
主
位
と
し
て
行
わ
れ
た
と
し
て
も
一
四
五
両
人
な
い
し
一
七
四
時
人
と
推
定
さ
れ
、
ほ
か
に
山
西
の
蕎
漢
園
内
に
残
留
し
た
旬
奴
族
を
主

と
す
る
五
胡
族
、
河
北
・
山
東
に
い
る
数
十
高
の
在
来
の
五
胡
族
に
加
え
て
、
晋
書
載
記
に
み
え
る
と
こ
ろ
で
は
石
虎
の
と
き
旬
奴
の
一
部
族
で
あ
る

索
頭
郁
麹
部
の
二
一
雨
戸
、
鮮
卑
族
の
段
部
の
二
前
門
戸
な
ど
を
河
北
・
山
東
の
諮
州
都
に
散
居
さ
せ
た
と
い
わ
れ
る
。
石
虎
の
と
き
徒
民
し
た
五
胡
族
は

こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
の
記
載
だ
け
か
ら
推
し
て
も
、
石
氏
政
権
治
下
の
河
北
・
山
東
・
山
西
・
陳
西
に
は
お
び
た
だ
し
い
五

胡
族
が
山
住
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。
最
少
に
み
つ
も
っ
て
も
、
そ
の
数
は
四

0
0白
人
な
い
し
五

O
O高
人
に
の
ぼ
る
の
で
は
な
い
か

と
推
定
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
珠
想
を
絶
す
る
数
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

再
開
が
ク
ー
デ
タ
ー
を
お
こ
し
て
後
趨
に
代
っ
た
と
き
那
郡
の
胡
族
二

O
徐
同
人
を
殺
致
し
た
と
い
う
記
載
や
、
後
越
の
領
内
か
ら
氏
一
・
先
・
初
経

数
百
山
が
本
土
に
逃
げ
踊
ろ
う
と
し
て
道
中
に
相
交
錯
し
、
そ
の
た
め
い
た
る
と
こ
ろ
に
殺
掠
が
く
り
か
え
さ
れ
た
と
い
う
記
載
な
ど
も
、
営
時
の
現

吠
か
ら
す
れ
ば
、
あ
な
が
ち
誇
張
の
言
辞
と
ば
か
り
も
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

か
え
っ
て
再
開
の
五
胡
族
虐
殺
・
迫
放
の
令
は
五
胡
族
の
人
口
の
多

さ
に
危
帆
を
感
じ
た
漢
人
の
危
機
感
の
あ
ら
わ
れ
か
と
も
忠
わ
れ
る
。
し
か
し
舟
関
の
胡
族
追
放
令
で
、
後
越
領
内
の
五
胡
族
が
大
半
ひ
き
あ
げ
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。
や
が
て
慕
容
部
の
前
燕
が
入
閥
し
て
舟
関
政
権
に
と
っ
て
代
る
と
、

か
れ
ら
は
ふ
た
た
び
華
北
で
お
ち
つ
き
を
と
り
も
ど
し
た
。

漢
人
の
戸
口

そ
れ
で
は
五
胡
族
に
封
し
て
漠
人
の
人
口
は
常
時
ど
の
く
ら
い
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
的
確
に
は
つ
か
め
な
い

が
、
晋
書
の
地
理
士
山
や
、
載
記
に
よ
る
と
、
漢
園
の
劉
聴
の
と
き
左
・
右
司
隷
(
司
州
一
や
陽
諸
郡
・
刑
川
河
南
諸
郡
)

お
の
お
の
漢
人
二
十
徐
寓
戸
を

領
し
、

一
両
戸
ご
と
に
内
史
一
人
を
お
い
た
が
、
内
史
の
総
計
は
四
三
人
で
あ
っ
た
と
い
え
ば
、
そ
の
治
下
の
漢
人
は
司
隷
部
の
み
で
約
四
十
徐
高
戸
、

二

O
O山
人
前
後
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
大
家
族
や
多
数
の
奴
隷
・
小
作
人
を
か
か
え
こ
ん
だ
豪
族
も
多
か
っ
た
常
時
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

人
口
の
官
数
は
こ
の
推
定
数
よ
り
は
も
っ
と
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
左
・
右
司
隷
の
ほ
か
河
北
・
山
東
の
諸
州
郡
の
漢
人
は
は
る
か
に
多
く
、
縮
刷



計
す
れ
ば
一
千
寓
人
を
も
か
ぞ
え
た
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
前
秦
の
符
怪
が
前
燕
悶
を
ほ
ろ
ぼ
し
た
と
き
ハ
一
一
一
七

O
年
)
、
前
燕
治
下
の
戸
口
総
数
は
戸

が
二
、

五
五
八
、
九
六
九
(
郡
一
五
七
、
勝
一
五
七
九
〉
、

口
が
九
、
九
八
七
、
九
三
五
を
算
し
た
と
い
う
(
晋
書
巻
二
三
持
堅
載
記
〉
。
こ
れ
は
登
録
さ
れ

た
漢
人
の
総
数
で
あ
り
、
そ
の
戸
口
の
比
は
一
戸
あ
た
り
一
二
、
九
人
と
な
り
、

や
や
す
く
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
戸
に
射
す
る
口
の
比
率
が
ひ
く
い
の

は
五
胡
時
代
と
い
う
非
常
時
に
よ
る
杜
撰
さ
の
せ
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
参
考
の
た
め
西
晋
の
武
帝
天
下
統
一
の
年
に
あ
た
る
太
康
元
(
二
八

O
)
年
の
総

戸
口
を
み
る
と
、
戸
が
二
、
四
五
九
、
八
四

O
、

口
が
一
六
、

一六一一一、

八
六
三
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
江
市
の
呉
閣
の
戸
口
数
と
し
て
武
帝
本
紀
に
み

え
る
数
字
が
五
二
三
、

0
0
0戸
、
二
、
一
二

O
O、
0
0
0
口
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
呉
閣
の
人
戸
を
さ
し
引
け
ば
太
成
元
年
の
華
北
|
|
華
北
と
い
っ

て
も
河
市
・
山
東
・
河
北
・
山
西
が
主
で
あ
っ
た
ー
ー
の
漢
人
口
は
一
、
九
三
一
一
一
、

八
O
O戸、

一
一、
八
六
三
、

八
六
三
日
を
か
ぞ
え
る
か
ら
、

そ

の
後
九

O
年
を
へ
た
前
燕
滅
亡
時
の
華
北
の
漢
人
口
は
戸
籍
上
で
は
お
・
∞

8.∞
8
|
(ゅ・叩∞戸ゆ
ω
ω
+
き
N
C
C
調
)
約
一
八
七
時
総
人
の
減
少
で
あ
る
。

と

も
か
く
統
計
の
数
字
か
ら
み
る
と
、
前
燕
時
代
華
北
の
漢
人
と
五
胡
族
と
の
人
口
比
率
は
ほ
ぼ
二
、

五
割
一
な
い
し
一
一
一
割
一
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

五
胡
族
が
政
権
を
に
ぎ
っ
て
い
た
こ
の
時
代
と
す
れ
ば
、
そ
の
枇
曾
上
・
政
治
上
に
お
け
る
力
側
係
は

胡
族
の
方
が
は
る
か
に
上
ま
わ
っ
て
い
た
で

あ
ろ
う
。

二
節

五
胡
族
の
政
権
と
洩
人
流
民

流
民
に
つ
い
て

華
北
で
は
後
漢
末
以
来
の
枇
曾
的
混
乱
に
よ
っ
て
、
も
っ
と
も
悲
惨
な
境
遇
に
お
か
れ
た
の
は
農
民
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
上

か
ら
の
過
重
な
負
櫓
と
と
も
に
、

い
く
た
び
か
の
餓
舘
に
よ
る
惨
害
ー
ー
ー
が
ん
ら
い
機
謹
は
自
然
的
災
中
十
一
日
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

王
朝
の
末
期
や

範
世
に
の
み
と
く
に
頻
裂
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
中
閣
の
よ
う
な
康
大
な
地
域
で
は
機
僅
は
い
つ
で
も
、

ま
た
ど
こ
に
で
も
お
こ
る
。
し
か
し
闘
家

枇
曾
的
川
出
範
も
未
然
に
ふ
せ
ぐ
こ
と
が
で
き
る
が
、

の
政
治
力
が
安
定
し
て
い
れ
ば
、
た
と
え
機
鐘
が
お
こ
っ
て
も
政
府
が
適
時
に
適
切
な
針
策
を
た
て
て
、
そ
の
被
害
を
最
小
範
囲
に
く
い
と
め
る
た
め

ご

て

王
朝
末
期
や
範
世
で
は
鍛
鐘
針
策
は
後
手
後
手
に
ま
わ
っ
て
被
害
は
珠
想
よ
り
も
は
る
か
に
大
き

く
な
る
も
の
で
あ
る
i

l
を
う
け
、

そ
の
う
え
数
百
寓
を
か
ぞ
え
る
五
胡
族
の
潜
入
や
彼
氏
、
あ
る
い
は
政
権
交
代
に
と
も
な
う
内
飽
の
く
り
か
え
し

五
九



六
O

な
ど
で
、
あ
ふ
り
を
く
っ
て
路
頭
に
な
げ
だ
さ
れ
た
農
民
は
、

つ
い
に
住
み
な
れ
た
故
郷
を
す
て
て
流
浪
の
民
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

か
く
い
う
と
農
民
た
ち
は
、

い
と
も
た
や
す
く
流
民
化
す
る
よ
う
に
き
こ
え
る
が
、

か
れ
ら
が
故
郷
を
す
て
て
流
浪
す
る
の
は
、

よ
く
よ
く
悲
惨
な

境
遇
に
沿
い
こ
ま
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
故
郷
は
祖
先
の
墳
墓
の
地
で
あ
り
、

そ
の
土
地
に
は
租
先
の
霊
が
宿
っ
て
い
る
と
い
う
宗
教
的
倫
理
観
が
、

カョ

れ
ら
に
た
や
す
く
故
土
を
は
な
れ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
の
で
あ
る
。
晋
書
巻
六
二
劉
現
停
に
み
え
る
「
在
路
上
表
」
の
一
文
は
、
蛍
時
の
農
民
が
い
か

に
悲
惨
な
境
遇
に
お
ち
こ
み
、
高
策
っ
き
て
つ
い
に
郷
里
を
は
な
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
を
、
賢
に
な
ま
な
ま
し
い
筆
致
で
描
き
だ
し
て
い
る
。
劉

現
は
晋
の
王
室
と
は
矧
戚
閥
係
に
あ
る
家
柄
の
人
で
、

か
れ
は
こ
の
書
朕
(
在
路
上
表
〉
を
、
永
嘉
一
克
(
三

O
七
〉
年
井
州
刺
史
と
な
り
、
洛
陽
か
ら
い
ま

の
河
南
省
安
陽
ハ
彰
徳
)
や
山
西
省
長
治
(
路
安
〉
な
ど
の
地
を
経
由
し
て
太
原
(
晋
防
〉
に
赴
任
す
る
途
中
、
晋
廷
に
か
き
お
く
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
書

吠
に
は
岱
時
の
山
西
南
部
の
川
勝
と
く
に
査
閥
(
山
西
省
長
治
燃
〉
周
迭
の
荒
駿
し
た
農
村
の
さ
ま
や
農
民
た
ち
の
み
じ
め
さ
や
、

ほ

う

ふ

つ

⑮

み
だ
れ
、
あ
る
い
は
任
地
晋
陽
城
の
粛
侠
さ
な
ど
を
眼
前
に
努
髭
さ
せ
て
い
る
。
晋
書
活
情
停
に
も

ま
た
郡
豚
の
治
安
の

凡
荒
郡
之
人
、
足
居
東
西
、

(
中
略
)
今
荒
小
部
豚
、
皆
宜
井
合
、

不
湖
五
千
戸
、
不
得
潟
部
、
不
満
千
戸
、

不
得
潟
腕

と
て
、
荒
れ
は
て
て
人
戸
が
五
千
未
満
の
も
の
は
郡
を
駿
し
、
千
戸
に
満
た
な
い
も
の
は
燃
を
駿
罷
す
る
よ
う
進
二
一
目
し
て
い
る
が
、

地
方
の
郡
勝
で
逃

散
戸
が
多
く
て
人
口
が
激
減
し
て
い
た
さ
ま
が
う
か
が
え
る
。

地
方
郡
勝
ば
か
り
で
な
く
大
都
市
の
洛
陽
や
長
安
で
す
ら
も
、
そ
の
惨
肢
は
劉
現
が
っ
た
え
る
晋
陽
城
に
決
し
て
お
と
ら
な
か
っ
た
。
晋
書
ハ
巻
五
〉

に
洛
陽
城
陥
落
の
と
き
の
さ
ま
を
記
し
て

こ
こ
に
い
た
っ
て
鍛
え
が
は
な
は
だ
し
く
、
人
び
と
相
食
む
、

百
官
流
亡
す
る
も
の
十
の
う
ち
八
・
九
、

つ
い
に
宮
廟
を
焚
焼
し
(
中
略
)
百
官
士
庶
死
す
も
の
三

高
除
人

と
い
い
、
長
安
に
つ
い
て
も
同
じ
書
に

み

長
安
城
中
の
人
戸
は
百
に
盈
た
ず
、
橋
宇
は
類
致
し
、
高
腕
は
の
び
て
林
を
成
す

⑩
 

〉」
0



塙
主
と
鳩
鑑

こ
の
よ
う
な
動
揺
き
わ
ま
り
な
い
不
安
定
な
祉
曾
情
勢
に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
る
流
民
で
あ
る
か
ら
、
数
部
落
を
あ
げ
て
流
民

化
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
敷
村
の
民
の
大
半
が
流
浪
し
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
こ
ろ
の
流
民
は
一
大
集
園
を
な
し
、

そ
の
指
導

者
に
は
衆
心
を
え
た
望
族
・
大
姓
が
え
ら
ば
れ
る
。
か
れ
ら
は
流
浪
の
の
ち
適
営
な
地
を
も
と
め
て
屯
駐
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
億
一
品
を
き
づ
い
て
自
給

自
衛
の
手
段
を
講
じ
、
な
か
に
は
自
治
的
政
権
と
し
て
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
も
の
す
ら
も
あ
っ
た
。
こ
れ
を
鳩
室
と
い
い
、
そ
の
指
導
者
を
鳩
主
と

@
 

よ
ん
だ
。
魂
・
晋
以
来
こ
の
よ
う
な
鳩
主
に
ひ
き
い
ら
れ
た
流
民
集
圏
は
華
北
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
み
ら
れ
、
そ
の
敷
は
数
百
千
壁
に
も
お
よ
ん
で
い

た
。
晋
書
石
季
龍
(
石
虎
)
載
記
に
よ
る
と
石
勤
は

(1) 

劉
淵
の
命
で
魂
郡
・
頓
丘
の
五
十
徐
同
県
墜
を
お
と
し
い
れ
、
品
主
に
は
そ
れ
ぞ
れ
将
輩
ま
た
は
都
尉
の
腕
を
あ
た
え
、
部
衆
の
う
ち
か
ら
強
壮

者
五
高
人
を
え
ら
ん
で
軍
士
と
し
、
老
弱
の
も
の
は
そ
の
ま
ま
安
堵
し
て
農
耕
に
従
事
さ
せ
軍
糧
の
生
産
に
あ
た
ら
せ
た
。

(2) 

翼
州
郡
勝
の
隼
壁
百
徐
を
お
と
し
い
れ
て
部
衆
十
総
高
を
え
た
。
そ
の
う
ち
か
ら
士
人
(
衣
冠
の
人
物
)
を
あ
つ
め
て
君
子
慣
を
編
成
し
た
。

そ
の
後
さ
ら
に
三
十
徐
墜
を
降
し
、

ま
た
中
山
・
博
陵
・
高
陽
の
諸
燃
の
敷
高
人
を
降
し
た
。

(3) 

黄
河
以
北
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
盛
壁
を
お
と
し
い
れ
、
健
一
盛
の
長
た
ち
か
ら
人
質
を
と
り
恭
順
を
誓
わ
せ
た
。

(生)

喪
陽
を
攻
め
江
西
の
盈
壁
一
一
一
十
徐
所
を
陥
れ
た
。

(5) 

梁
陳
汝
顕
之
問
に
お
い
て
飴
壁
百
徐
を
陥
れ
た
。
ま
た
弼
魯
之
間
の
郡
勝
の
晶
一
壁
四
十
儀
所
を
降
し
た
(
晋
書
倉
一

O
二
、
劉
聴
枝
記
)

鳴
沙
石
室
泣
書
立
日
紀
』
に
よ
る
と
げ
永
嘉
の
大
観
の
と
き
中
夏
が
残
荒
し
保
一
一
盛
の
大
帥
は
多
い
も
の
は
四
・

⑩
 

百
家
を
統
べ
て
い
た
μ

と
い
う
。
鳩
壁
の
規
模
も
想
像
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
、
い
ま
み
て
き
た
石
氏
政
権
の
事
例
の
よ
う
に
、
懐
柔

千
家
、
少
な
い
も
の
も
千
家
・
五

や
安
塙
の
政
治
的
手
段
に
よ
る
か
、
あ
る
い
は
き
か
な
け
れ
ば
武
力
に
よ
っ
て
鳩
主
は
降
伏
か
族
滅
さ
れ
、
鳩
衆
は
分
散
徒
民
さ
せ
ら
れ
る
。
快
柔
・

安
堵
さ
れ
た
ば
あ
い
、
鳩
主
や
土
人
た
ち
は
、

か
れ
ら
が
享
有
し
て
い
た
祉
曾
的
身
分
や
特
権
ー
ー
l
賦
役
や
兵
役
の
免
除
な
ど
i
lー
は
そ
の
ま
ま
容
認

さ
れ
、
新
閥
家
の
秩
序
建
設
に
協
力
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
節

q
五
胡
政
権
と
漢
土
人
・
漢
文
化
じ
で
ふ
れ
る
こ
と
に
し
ょ

A
ノ
O

-L.蜘

ノ、
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こ
れ
ら
の
ほ
か
鳩
僅
の
統
率
者
(
鳩
主
・
鳩
帥
〉
の
な
か
に
は
、
漢
族
と
し
て
の
誇
り
と
郷
黛
保
衡
の
つ
よ
い
郷
黛
意
識
や
民
族
的
意
識
か
ら
、

五
胡

政
権
に
反
抗
的
態
度
を
固
執
す
る
も
の
も
す
く
な
く
な
か
っ
た
。

つ
ぎ
に
こ
の
よ
う
な
鳩
主
・
鳩
帥
に
開
閉
す
る
若
干
の
事
例
を
晋
書
そ
の
他
の
史
料
か
ら
列
撃
し
て
み
よ
う
。

李
矩
は
平
陽
(
山
西
省
陥
ほ
)
の
人
で
あ
る
。
劉
元
海
が
一
午
陽
を
攻
め
た
と
き
矩
は
つ
ね
づ
ね
人
び
と
か
ら
偉
敬
さ
れ
て
い
た
の
で
、
推
さ
れ
て
ね
主
と
な
っ
た
。

か
れ
は
郷
人
を
ひ
き
い
て
束
し
て
黄
河
を
わ
た
り
柴
陽
(
川
市
省
)
の
域
外
に
屯
替
し
、
や
が
て
新
鄭
(
河
南
省
)
に
移
っ
て
洛
陽
の
千
金
塙
を
修

mし
間
活
に
使

し
た
。
の
ち
に
か
れ
は
柴
陽
太
守
に
候
補
さ
れ
て
離
散
民
を
招
懐
し
た
が
、
遠
近
の
も
の
が
多
く
こ
れ
に
附
し
た
。
し
か
し
や
が
て
石
勤
に
攻
め
ら
れ
主
防
で
戦

死
し
た
(
花
口
市
在
六
二
、
李
矩
悼
)
。

つ
、
ぎ
の
一
二
・
四
の
事
例
は
西
晋
の
滅
亡
の
因
と
な
っ
た
永
嘉
の
範
に
よ
る
流
民
群
に
闘
す
る
も
の
で
あ
る
。

山
川
巡
は
京
師
の
大
乱
(
永
嘉
の
乱
)
に
あ
た
っ
て
親
唯
一
数
百
家
を
ひ
き
い
准
・
畑
(
江
蘇
・
安
徽
方
面
)
へ
避
難
し
た
が
、

避
難
に
際
し
て
は
車
馬
に
老
人
や
病
者

を
の
せ
、

み
ず
か
ら
は
歩
行
し
、
薬
物
・
衣
糧
は
同
行
の
ひ
と
び
と
と
共
用
し
た
。
か
れ
は
ま
た
権
略
に
も
長
じ
て
い
た
の
で
少
長
と
な
く
、
す
べ
て
の
も
の
か

ら
推
さ
れ
て
行
主
(
坊
主
)
と
な
り
、
湘
口
(
江
蘇
省
〉
に
注
し
た
。
の
ち
か
れ
は
東
晋
の
一
五
帝
に
仕
え
て
徐
州
刺
史
と
な
り
、
東
晋
の
北
漫
防
術
に
任
じ
た
。
.
わ

勤
が
つ
い
に
東
晋
の
健
康
を
直
接
お
び
や
か
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
主
と
し
て
鳩
主
組
越
の
活
躍
に
よ
る
も
の
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
刷
誠
一
と
石
肋
と

は
針
立
閥
係
に
あ
り
な
が
ら
も
経
済
上
で
は
相
互
に
交
易
し
あ
い
、

と
く
に
耐
誠
一
は
後
超
園
と
の
互
市
に
よ
っ
て
十
倍
の
利
を
え
「
公
私
豊
贈
、
土
馬
日
滋
」
と

稲
せ
ら
れ
た
(
背
許
容
六
二
、
副
逃
博
)
。

な
お
租
迭
の
知
謀
と
そ
の
政
治
的
手
腕
に
つ
い
て
は
資
治
通
鑑
巻
九
一
、
大
興
三
(
三
二

O
〉
年
七
月
の
僚
に
く
わ
し
い
。

租
迭
の
死
後
東
晋
朝
の
た
め
江
北
防
衛
の
中
心
人
物
と
な
っ
た
の
は
都
撃
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
鳩
衆
を
ひ
き
い
て
峰
山
・
都
山
・
合
肥
・
康
陵
・

京
口
と
江
北
戦
線
の
要
鎮
を
つ
、
ぎ
つ
ぎ
と
守
備
し
て
後
越
軍
に
乗
じ
る
す
き
を
輿
え
な
か
っ
た
が
、
か
れ
に
よ
れ
ば
そ
の
こ
ろ
の
鳩
衆
の
大
牢
は
華

⑩
 

北
人
で
あ
っ
た
と
い
え
ば
、
准
水
以
南
の
江
北
地
帯
に
移
動
し
て
鳩
盤
を
築
い
て
い
た
も
の
も
多
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。



郭
献
は
河
内
懐
(
河
南
省
め
陽
〉
の
人
で
あ
る
。

社
勇
で
あ
っ
た
の
で
河
内
太
守
袈
整
の
も
と
に
替
特
と
な
っ
た
。

永
草
加
の
飢
に
あ
た
っ
て
郭
献
は
衆
を
ひ
き
い

て
嶋
主
と
な
り
、
年
を
へ
て
巨
富
を
つ
ん
だ
の
で
流
民
た
ち
で
か
れ
に
依
附
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
(
晋
書
径
六
三
、
J

部
駅
博
)
。

貌
波
は
、
氷
嘉
の
乱
に
流
人
数
百
家
を
ひ
き
い
、
果
し
て
河
陰
の
政
芯
〈
江
南
省
孟
沖
〉
に
よ
り
、

洛
陽
に
い
た
耳
目
の
懐
帝
に
際
援
し
た
。

や
が
て
洛
防
が
劉
聴

軍
の
た
め
陥
落
す
る
と
洛
北
の
石
梁
鳩
に
屯
借
し
、
衆
を
撫
養
し
て
武
器
を
整
備
し
、
劉
聴
が
た
に
つ
い
て
い
る
漢
人
を
蹄
服
さ
せ
て
多
く
の
部
衆
を
え
た
が
、

前
胡
の
劉
曜
に
殺
さ
れ
た
。
そ
の
法
衆
を
族
子
の
刑
判
一
一
政
が
領
し
て
賀
陽
(
河
南
省
)
の
一
泉
鳩
に
屯
し
、
李
矩
・
郭
献
ら
と
呼
臨
し
た
(
普
及
川
径
六
一
一
:
拙
減
悼
〉
。

部
績
は
貌
郡
安
防
の

V
史
部
氏
の
一
族
で
あ
る
が
、
晋
末
天
下
が
乱
れ
る
と
m
如
水
燃
令
の
官
を
す
て
て
郷
里
に
か
え
り
亡
命
の
民
数
百
人
を
招
集
し
て
一
蹴
次

(
山
東
省
防
信
)
に
屯
し
、
督
護
に
任
じ
ら
れ
て
子
の
幻
と
と
も
に
流
民
の
安
撫
に
あ
た
っ
た
。

石
勤
に
徹
底
抗
戦
し
た
の
で
、

か
え
っ
て
石
肋
の
勢
力
下
に
あ

っ
た
豚
令
な
ど
六
千
除
家
が
蹄
投
し
た
。
た
め
に
東
晋
の
元
帝
は
か
れ
を
翼
州
刺
史
に
任
じ
た
。

の
ち
山
東
の
済
南
黄
巾
同
城
に
よ
り
石
虎
と
戦
っ
た
が
、

つ
L 、

に
力
つ
き
て
戦
死
し
た
(
晋
書
告
六
三
、
部
繍
侍
)
。

部
績
と
間
部
婿
の
間
柄
に
あ
っ
た
の
は
劉
越
で
あ
る
が
、

⑧
 

抗
し
勇
名
を
は
せ
た
。

か
れ
も
騒
観
の
世
に
遭
っ
て
鳩
主
と
な
り
、
流
民
群
を
ひ
き
い
て
鳩
健
一
に
よ
っ
て
胡
族
に
低

こ
の
ほ
か
蘇
峻
も
ま
た
流
民
群
の
指
導
者
と
し
て
き
こ
え
た
。

蘇
峻
は
山
東
の
披
燃
(
莱
州
〉
の
官
吏
の
家
に
う
ま
れ
た
が
、

永
嘉
の
飢
の
た
め
流
亡
し
た
百
姓
数
千
家
を
合
し
、

披
川
柳
に
佳
品
を
つ
く
っ
て
屯
紫
さ
せ
た
。

か
れ
は
使
者
を
前
屯
に
涼
遺
し
て
背
室
に
忠
誠
を
つ
く
す
べ
き
こ
と
を
説
得
し
、

ま
た
所
所
に
放
置
さ
れ
た
死
人
の
枯
骨
を
牧
拾
し
て
埋
葬
し
た
の
で
、
法
一
近
の

も
の
が
そ
の
忠
誠
に
感
じ
岐
を
盟
主
に
推
し
た
。
東
晋
の
元
帝
は
蘇
峻
の
威
名
を
き
き
安
集
時
平
1

安
集
将
軍
と
は
そ
の
名
稀
の
よ
う
に
流
民
を
安
集
し
た
H

代
行

の
意
で
あ
ろ
う
が
、
首
時
は
こ
の
よ
う
な
臨
時
の
行
総
を
設
け
で
は
流
民
集
闘
の
懐
柔
を
は
か
つ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
ー
の
抗
を
授
興
し
た
。
と
き
に
青
州

刺
史
と
し
て
刷
倒
立
し
て
い
た
曹
換
は
、
蘇
峻
を
披
服
の
令
に
任
じ
て
味
方
に
つ
け
よ
う
と
し
た
が
、
峻
は
こ
れ
を
拒
絶
し
た
た
め
婦
の
討
伐
を
う
け
、

⑪
 

下
敷
百
家
を
ひ
き
い
海
上
か
ら
江
南
に
の
が
れ
て
東
背
に
仕
官
し
た
(
背
害
容
一

O
O、
蘇
峻
博
〉
。

つ
い
に
部

司即..... ノ、



六
四

以
上
の
人
び
と
は
み
な
望
族
・
大
姓
と
し
て
流
亡
し
な
が
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
郷
黛
を
ひ
き
い
、

一
綾
の
の
ぞ
み
を
江
南
の
東
晋
王
朝
に
つ
な
、
ぎ
と
め
、

中
原
回
復
に
最
後
の
力
を
ふ
り
し
ぼ
っ
て
五
胡
政
権
に
抗
戦
を
つ
づ
け
た
鳩
主
・
鳩
帥
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
晋
書
を
は
じ
め
何
時
の
史
書
に
、

と
く
に
そ
の
名
蹟
を
と
ど
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
か
れ
ら
が
そ
の
反
抗
的
態
度
を
つ
づ
け
る
か
、
ぎ
り
は
、

五
胡
政
権
の
勢
力
下
か
ら
脱
出
す
る
以

外
に
途
が
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
蛍
時
五
胡
政
権
と
東
晋
王
朝
と
の
中
岡
地
帯
で
あ
る
江
北
准
南
地
方
に
は
、
こ
の
よ
う
な
多
く
の
鳩
侵
や
、
な
か
に

は
大
が
か
り
な
組
織
を
も
っ
自
治
的
政
権
も
存
在
し
て
い
た
。

五
胡
政
権
の
流
民
酎
策

つ
ぎ
に
は
五
胡
政
権
が
わ
の
流
民
封
策
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
五
胡
政
権
と
し
て
も
、

い
た
ず
ら
に
鳩
主
た
ち
ゃ
流

民
群
を
敵
に
ま
わ
し
て
、

か
れ
ら
の
は
げ
し
い
抵
抗
を
う
け
る
こ
と
は
、

そ
の
統
治
策
を
す
す
め
て
ゆ
く
の
に
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
で
あ
っ
た
か
ら
、
あ

る
い
は
懐
柔
・
安
堵
の
手
段
を
も
ち
い
る
か
、
あ
る
い
は
ま
た
武
力
に
う
っ
た
え
て
も
鳩
衆
を
で
き
る
だ
け
領
内
に
牧
容
し
て
定
著
・
安
居
さ
せ
る
方

針
を
と
っ
た
。
そ
の
貼
で
も
っ
と
も
成
果
を
あ
げ
た
の
は
、

さ
き
に
例
示
し
た
貼
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
後
越
の
石
氏
政
様
で
あ
っ
た
。

後
越
政
権
の
と
っ
た
流
民
針
策
は
流
民
を
本
籍
地
に
復
婦
さ
す
の
で
は
な
く
、

そ
の
権
力
を
強
化
す
る
必
.
要
か
ら
、

で
き
る
だ
け
自
分
た
ち
の
根
擬

地
の
ち
か
く
に
徒
民
し
て
耕
作
に
し
た
が
わ
せ
、

そ
の
生
産
力
を
利
用
し
牧
奪
す
る
こ
と
と
、

か
れ
ら
の
う
ち
の
仕
丁
を
動
員
し
て
戦
力
の
増
弧
を
は

か
る
こ
と
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
権
力
強
化
の
一
環
と
し
て
都
城
の
建
設
・
充
賓
に
も
努
力
を
か
た
む
け
て
い
る
。

古
く
周
代
以
来
華
北
の
中
心
都
市
で
あ
っ
た
長
安
も
洛
陽
も
八
王
の
乱
や
永
嘉
の
範
で
五
胡
時
代
に
は
す
っ
か
り
荒
駿
し
て
い
た
(
六
0
ペ
ー
ジ
参

照
)
|
|
ー
も
っ
と
も
長
安
は
、

そ
の
後
前
秦
の
狩
氏
政
権
・
後
秦
の
挑
氏
政
権
時
代
に
は
か
な
り
復
興
し
た
ー
ー
が
、

か
わ
っ
て
河
北
・
山
東
で
は
裏

園
(
後
越
)
・
鄭
(
後
趨
〉
・
中
山
ハ
後
燕
〉
・
康
固
(
南
燕
)
、

山
西
で
は
一
午
陽
(
漢
園
〉
・
一
長
子
(
西
燕
〉
・
一
午
城
(
代
園
)
、

@
 

(
前
涼
・
後
涼
)
な
ど
が
五
胡
族
政
権
の
園
都
的
城
市
と
し
て
繁
栄
し
た
。
な
か
で
も
、
さ
き
に
も
の
べ
た
よ
う
に
(
二
七
ペ
ー
ジ
参
照
)
後
越
の
石
氏
政

そ
の
ほ
か
龍
城
(
前
燕
)
、

女ii
賊

権
に
よ
っ
て
再
建
増
築
さ
れ
た
裏
閣
や
那
郡
の
繁
築
ぶ
り
は
顕
著
で
あ
っ
た
。
石
勤
と
石
虎
の
二
代
に
わ
た
っ
て
、
こ
れ
ら
の
都
市
お
よ
び
そ
の
周
法

に
う
つ
さ
れ
た
漢
人
流
民
や
五
胡
放
は
、
す
で
に
本
章
一
節
「
人
口
問
題
」
の
候
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、

お
び
た
だ
し
い
敷
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
そ

の
ほ
か
「
人
口
問
題
」
の
僚
で
は
ふ
れ
な
か
っ
た
が
、
資
治
通
鑑
念
八
九
、
建
興
四
(
一
三
六
〉
年
七
月
の
僚
に
よ
れ
ば
、
石
勅
は
劉
聴
治
下
の
.hl
陽
一



帯
が
柏
阻
害
を
う
け
て
人
口
の
牢
数
以
上
が
流
浪
す
る
と
い
う
惨
状
を
呈
す
と
、
部
将
を
源
し
て
流
民
二

O
前
門
戸
を
河
北
に
沼
納
し
て
い
る
。
二

O
市
内
戸

と
い
え
ば
百
寓
に
ち
か
い
人
口
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
に
も
石
勃
の
流
民
針
策
の
非
凡
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。

後
越
石
氏
政
権
の
流
民
針
策
と
く
ら
べ
て
、
そ
れ
に
ま
さ
る
成
果
を
あ
げ
た
の
は
前
燕
の
慕
容
政
権
で
あ
っ
た
。
慕
容
部
は
す
で
に
前
燕
を
建
園
す

る
以
前
の
遼
西
時
代
か
ら
、
華
北
の
各
州
都
か
ら
避
難
し
て
き
た
多
数
の
漢
人
流
民
を
牧
容
し
て
い
る
。
第
二
章
二
節
A

「
慕
容
政
権
」
の
僚
で
み
た

よ
う
に
、
慕
容
政
権
の
基
礎
を
お
い
た
の
は
慕
容
魔
で
あ
る
が
、

か
れ
は
そ
の
こ
ろ
西
晋
末
の
中
原
の
騒
飽
を
さ
け
て
閥
外
の
遼
西
地
方
に
避
難
し
て

き
た
多
数
の
漢
人
流
亡
者
の
牧
容
に
つ
と
め
た
。
そ
れ
は
流
民
を
た
だ
無
秩
序
に
牧
容
す
る
の
で
は
な
く
、

か
れ
ら
の
本
貫
の
州
郡
に
臆
じ
て
領
内
各

地
に
そ
れ
ぞ
れ
ゆ
か
り
の
名
稀
を
も
っ
州
郡
を
お
い
て
徒
民
さ
せ
た
が
、
晋
書
舎
一

O
八
の
か
れ
の
載
記
や
資
治
油
鑑
巻
八
八
な
ど
に
よ
る
と
、

か
れ

は
、
た
と
え
ば
翼
州
(
河
北
省
〉
か
ら
の
蹄
投
者
に
は
翼
陽
郡
を
、
藤
川
(
河
南
省
〉
人
に
は
成
周
郡
を
、
井
州
(
山
東
省
〉
人
に
は
唐
園
郡
を
、

ま
た
青
州

ハ
山
東
)
人
に
は
笹
丘
郡
を
そ
れ
ぞ
れ
新
設
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
華
北
の
各
地
か
ら
い
か
に
多
数
の
人
び
と
が
流
亡
し
て
き
た
か
が
う
か
が
わ
れ
る

模
に
遂
行
し
て
成
功
し
た
の
が
、

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
流
民
に
射
す
る
組
織
あ
る
徒
民
策
は
慕
容
政
権
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
賞
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
様
式
を
さ
ら
に
大
規

⑧
 

の
ち
の
契
丹
族
の
遼
帝
閣
で
あ
っ
た
。

慕
容
魔
を
つ
い
だ
銑
も
漢
人
流
民
の
徒
民
に
は
意
を
は
ら
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
か
れ
は
同
族
の
段
部
を
ほ
ろ
ぼ
す
と
、
そ
の
領
内
に
あ
っ
た
漢
人

戸
の
う
ち
三
高
徐
戸
を
柳
(
龍
〉
城
〈
熱
河
省
朝
陽
)
に

h

つ
つ
し
て
本
擦
を
充
賞
し
、
ま
た
遼
東
か
ら
も
大
姓
・
豪
族
を
青
山
(
遼
西
省
義
勝
〉
附
近
に
徒
民

し
て
和
陽
・
武
次
・
西
柴
な
ど
の
諸
燃
を
お
い
た
。
さ
ら
に
銑
は
さ
き
に
父
の
隠
が
流
亡
漢
人
を
も
っ
て
領
内
各
地
に
お
い
た
成
周
郡
・
翼
陽
郡
・
管

丘
郡
・
唐
圏
郡
な
ど
の
諸
郡
を
整
理
統
合
し
て
、
あ
ら
た
め
て
湖
海
〈
山
東
〉
人
の
た
め
に
興
集
勝
、
河
問
(
河
北
〉
人
の
た
め
に
寧
集
勝
、
康
平
・
魂
郡

(
河
北
〉
人
の
た
め
に
興
一
平
勝
、
東
莱
・
北
海
(
山
東
)
人
の
た
め
に
育
駒
栄
勝
、
呉
〈
江
蘇
〉
人
の
た
め
に
呉
燃
を
お
き
、
生
活
の
安
定
を
は
か
っ
た
。

そ
し
て
銑
み
ず
か
ら
諸
郡
勝
を
巡
視
し
て
農
桑
を
替
問
し
た
。
ま
た
貧
農
に
は
官
有
の
牧
牛
を
貸
興
し
て
慕
容
一
族
を
は
じ
め
支
配
者
府
の
苑
田
を

耕
作
さ
せ
た
と
い
う
が
、
そ
の
牧
奪
率
を
み
る
と
、

は
る
か
に
苛
酷
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
晋
書
巻
一

O
八
慕
容
銑
載
記
に
み
え
る
つ
、
ぎ
の
一
文
か

ら
も
推
測
さ
れ
る
。

六
五
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⑧
 

銑
は
龍
城
に
あ
っ
て
牧
牛
を
貧
家
に
給
し
、
苑
(
荘
園
〉
中
に
農
穀
を
う
え
さ
せ
、
そ
の
牧
穫
の
八
割
を
納
め
さ
せ
た
。

牧
牛
を
も
っ
て
い
て
土
地
の
な
い
も
の

に
も
苑
を
耕
作
さ
せ
た
が
、
か
れ
ら
か
ら
は
収
穫
の
七
割
を
収
納
さ
せ
た
。

資
治
通
鑑
巻
九
七
、
永
和
元
年
正
月
に
は
も
っ
と
詳
し
い
記
事
が
み
え
る
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
牧
奪
率
は
あ
ま
り
に
も
高
い
。
そ
こ
で
封
裕
は

銑
を
い
さ
め
て
、
官
牛
を
か
り
た
も
の
は
六
割
、
私
牛
を
使
用
す
る
も
の
は
五
割
に
あ
ら
た
め
る
こ
と
と
し
た
の
で
、

や
っ
と
曹
魂
の
屯
田
税
率
と
同

じ
程
度
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
苑
田
経
管
は
、
銑
ば
か
り
で
な
く
慕
容
氏
一
門
を
は
じ
め
貴
族
・
功
臣
た
ち
も
そ
れ
ぞ
れ
行
っ
て
い
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
か
れ
ら
は
漢
人
流
民
を
徒
民
・
定
着
さ
せ
、
そ
の
生
産
力
を
牧
奪
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
建
園
の
基
盤
を
き
づ
き
あ
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
さ

ら
に
い
え
ば
、
慕
容
政
権
が
同
族
の
段
部
や
舟
関
政
権
を
た
お
し
て
華
北
の
覇
権
を
に
、
ぎ
り
え
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
そ
の
巧
妙
な
流
民
封
策
に
よ
っ
て

し
ぼ
り
出
さ
れ
た
も
の
と
い
っ
て
も
過
一
一
一
一
口
で
は
な
か
ろ
う
。

な
お
慕
容
政
権
の
徒
民
策
を
さ
ら
に
抜
大
化
し
、
流
民
の
土
着
に
大
き
な
成
果
を
あ
げ
て
華
北
の
征
服
王
朝
と
な
っ
た
の
は
北
魂
朝
で
あ
る
。
北
魂

の
徒
民
政
策
に
つ
い
て
は
、

か
つ
て
河
地
重
造
「
北
貌
王
朝
の
成
立
と
そ
の
性
格
に
つ
い
て
」

(
東
洋
史
研
究
第
二
一
念
五
披
)
中
に
く
わ
し
く
述
べ

ら
れ
て
い
る
が
、

五
胡
時
代
拓
政
部
に
よ
る
徒
民
と
い
え
ば
、
後
燕
闘
を
征
服
し
た
直
後
、
太
租
拓
政
珪
に
よ
っ
て
山
東
六
州
の
民
・
吏
お
よ
び
慕
容

部
民
・
高
麗
人
ら
の
雑
夷
三
六
寓
人
、
百
工
伎
巧
(
伎
術
者
〉
一

O
高
徐
人
が
卒
城
に
う
つ
さ
れ
、

@
 

に
徒
民
さ
れ
た
の
が
、
も
っ
と
も
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
。

つ
づ
い
て
官
吏
・
豪
族
ら
二
千
家
が
お
な
じ
く
平
城

そ
し
て
前
章
第
二
節
B
項
「
拓
政
政
権
」
の
候
末
で
の
べ
た
貌
書
官
氏
志
に
み
え
る
登
園
初
年
の
太
租
の
遊
牧
諸
部
落
改
編
の
よ
う
な
拓
政
枇
曾
の

大
湊
革
は
、
後
燕
閣
の
征
服
に
よ
っ
て
華
北
が
代
園
の
新
領
土
に
く
み
入
れ
ら
れ
、
多
数
の
漢
人
が
代
園
内
に
徒
民
さ
れ
た
前
後
の
こ
ろ
と
み
る
の
が

安
常
だ
と
考
え
る
。



三
節

五
胡
族
の
政
権
と
漢
土
人
・
漢
文
化

五
胡
の
諸
政
権
を
た
て
た
劉
淵
以
下
の
人
び
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
み
な
異
民
族
出
身
者
で
あ
る
が
、

か
れ
ら
は
華
北
に
お
い
て
政
権
を
樹
立
す

る
と
、
す
す
ん
で
中
闘
の
制
度
・
文
物
を
と
り
い
れ
る
こ
と
に
努
力
し
た
。
そ
の
た
め
五
胡
政
権
は
流
民
集
圏
の
鳩
健
一
に
射
し
て
は
、
あ
る
い
は
懐
柔

し
た
り
、

あ
る
い
は
武
力
討
伐
し
て
、

こ
れ
を
自
己
の
勢
力
下
に
く
み
入
れ
た
。

こ
う
し
て
来
投
し
た
流
民
の
う
ち
か
ら
適
材
を
抜
摺
し
て
政
治
や

教
育
や
艦
制
の
制
定
な
ど
新
閤
家
の
秩
序
建
設
に
協
力
さ
せ
た
が
、
こ
れ
ら
漢
人
の
知
識
人
や
流
民
指
導
者
(
鳩
主
〉
の
多
く
は
望
族
・
大
れ
の
出
身
者

で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
人
た
ち
に
し
て
み
る
と
、

一
身
を
異
民
族
政
権
に
托
し
て
一
家
一
門
の
安
全
と
柴
山
速
を
は
か
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
た
と
え
異

民
族
の
政
様
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
し
て
中
園
惇
統
の
膿
制
政
治
を
お
こ
な
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
た
ち
の
理
想
の
質
現
を
も
と
め
た
の
で
あ

7
Q

。こ
の
よ
う
な
類
型
の
人
び
と
に
射
し
て
、

よ
り
多
く
の
華
北
の
豪
族
・
大
姓
た
ち
は
、
永
嘉
の
範
や
そ
の
後
の
い
く
た
び
か
の
戦
乱
や
暴
動
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
あ
く
ま
で
父
一
組
停
来
の
地
盤
を
ま
も
っ
て
郷
黛
と
み
ず
か
ら
の
保
衡
に
つ
と
め
た
。
こ
れ
ら
を
か
り
に
在
郷
豪
族
と
よ
ぼ
う
。
か
れ
ら
在

郷
豪
族
は
杜
舎
の
混
乱
に
乗
じ
て
ま
す
ま
す
そ
の
所
有
地
を
横
大
し
、
小
作
民
を
か
か
え
こ
ん
で
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
身
分
と
枇
曾
的
・

政
治
的
特
権
と
を
保
持
す
る
た
め
に
は
、

⑧
 

に
汲
汲
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

と
き
に
は
五
胡
政
権
と
妥
協
も
し
、

と
き
に
は
す
す
ん
で
政
機
の
樹
立
に
参
加
し
協
力
し
た
り
し
て
、
保
身

以
下
こ
れ
ら
の
人
び
と
と
五
胡
の
君
主
な
い
し
は
五
胡
政
権
と
の
閥
係
に
つ
い
て
、
具
般
的
事
例
を
あ
げ
て
考
察
を
す
す
め
て
み
よ
う
。

劉
氏
政
権
と
士
人
・
漢
文
化

最
初
の
五
胡
政
椎
と
し
て
漢
園
を
興
し
た
劉
淵
は
、
晋
書
の
か
れ
の
倖
〈
省
一

O
一
載
記
〉
に
よ
る
と

劉
一
万
海
は
幼
時
か
ら
胤
弔
問
を
好
み
、

上
議
(
山
西
省
長
治
)
の
組
幹
に
師
事
し
て
毛
詩
・
京
氏
以
却
。
馬
氏
向
書
を
は
じ
め
古
典
を
習
い
、

と
く
に
春
秋
左
氏
侍
・

孫
呉
の
兵
法
は
陥
諭
し
、
史
記
や
漢
書
な
ど
も
み
な
綜
覧
し
た
。

と
い
う
。
か
れ
が
旬
奴
族
中
第
一
等
の
教
養
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
こ
の
人
が
若
い
こ
ろ
か
ら
(
戚
周
年
中
〉
質
子
と
し
て
晋
都
洛
陽
に

六
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滞
留
中
に
中
園
の
知
識
人
や
波
侠
た
ち
と
も
交
り
を
む
す
ん
で
い
た
せ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
劉
淵
が
左
圏
域
に
兵
を
あ
げ
て
濁
立
を
宜
一
一
目
す
る
と

五
部
(
旬
奴
五
部
)
の
雄
傑
は
至
ら
な
い
者
と
て
な
く
、
幽
・
翼
(
河
北
省
)
の
名
儒
・
後
門
の
秀
士
も
千
里
を
速
し
と
せ
ず
に
や
っ
て
き
た

と
あ
る
よ
う
に
、
華
・
夷
を
と
わ
ず
多
く
の
土
人
が
幕
下
に
は
せ
集
ま
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

劉
淵
は
漢
園
を
お
こ
す
と
、
こ
れ
ら
の
翼
賛
者
の
う
ち
か
ら
劉
宣
を
丞
相
に
、
在
併
を
御
史
大
夫
に
、
劉
宏
を
太
尉
に
任
じ
、
中
園
の
制
度
に
準
じ

た
官
職
を
と
と
の
え
て
い
る
。

劉
宣
は
旬
奴
五
部
の
右
部
出
身
で
劉
淵
の
従
租
に
あ
た
る
。
晋
査
一
同
省
一

O
一
載
記
に
よ
れ
ば
、

か
れ
は
も
っ
さ
り
し
た
む
っ
つ
り
や
で
築
安

(
山
東

省
青
州
高
苑
豚
〉
の
孫
炎
に
師
事
し
、

こ
の
ん
で
毛
詩
・
左
氏
俸
を
よ
ん
だ
。
皐
を
お
え
て
蹄
闘
す
る
と
議
室
日
に
ふ
け
り
、
漢
書
の
粛
何
・
部
品
停
を

え
ら
く
感
激
し
て
よ
ん
で
い
た
。
井
州
刺
史
王
虞
の
っ
て
を
え
て
晋
の
武
帝
に
拝
謁
す
る
と
、
人
物
を
み
こ
ま
れ
て
右
部
都
尉
に
な
っ
た
。
や
が
て
劉

淵
の
下
に
参
じ
た
が
、
劉
淵
の
即
位
は
一
に
劉
宣
の
謀
に
よ
る
も
の
と
い
う
。

漢
人
と
し
て
は
前
記
の
握
濃
の
ほ
か
左
於
陸
、

王
宏
、
花
隆
、
朱
紀
、
在
菰
之
、
陳
元
達
ら
が
す
す
ん
で
幕
下
に
は
せ
参
じ
た
。
そ
の
う
ち
柁
滋
は

山
西
の
上
黛
の
人
で
、
劉
淵
が
溺
立
し
た
と
き
は
す
で
に
齢
は
七
十
余
才
で
あ
っ
た
。

か
れ
は
御
史
大
夫
に
任
じ
ら
れ
た
が
固
辞
し
て
就
任
し
な
か
っ

た。こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、

王
禰
に
つ
い
て
み
る
と
、

王
禰
ら
が
有
名
で
あ
っ
た
。
石
勅
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
第
二
章
一
節
明
石
氏
政
権
の
僚
で
詳
説
し
た
の
で
、

か
れ
は
山
東
東
莱
郡
の
人
で
、
代
々
二
千
石
の
家
柄
の
出
身
で
あ
る
。
生
来
無
頼
で
あ
っ
た
が
樫

こ
れ
ら
の
ほ
か
武
将
と
し
て
は
石
助
、

略
に
長
じ
て
い
た
。
西
晋
の
恵
帝
の
末
年
東
莱
郡
内
に
範
が
お
こ
る
と
、

か
れ
は
家
憧
を
ひ
き
い
て
従
軍
し
、

や
が
て
首
領
が
死
ぬ
と
長
炭
山
に
入
っ

て
群
賊
と
な
り
、
流
民
を
招
集
し
て
泰
山
、
魯
園
、
汝
南
、
頴
川
、
裏
城
な
ど
山
東
・
河
南
一
国
の
諸
郡
に
冠
し
、

ま
た
許
日
日
(
河
南
省
〉
に
侵
入
し
て

府
庫
か
ら
武
器
類
を
ぬ
す
み
出
し
て
部
衆
を
武
装
さ
せ
一
大
勢
力
と
な
っ
た
。
か
れ
は
や
が
て
晋
末
の
大
飢
に
乗
じ
て
閤
都
の
洛
陽
を
襲
撃
し
た
が
、

か
え
っ
て
晋
軍
の
た
め
に
敗
亡
し
た
。
そ
こ
で
か
つ
て
劉
淵
が
旬
奴
五
部
の
質
子
と
し
て
洛
陽
に
あ
っ
た
と
き
知
り
あ
っ
た
こ
と
を
縁
故
に
、
劉
淵
を

た
よ
っ
て
来
蹄
し
た
の
で
あ
っ
た
。



や
が
て
玉
禰
は
劉
淵
の
部
将
と
し
て
河
南
の
中
・
南
部
に
樽
執
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

か
れ
は
か
つ
て
流
賊
と
し
て
の
経
験
を
い
か
し
て
各
地
で

流
民
群
を
部
下
に
吸
牧
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
れ
ら
の
流
民
は
他
郷
か
ら
河
南
の
中
部
・
南
部
に
な
が
れ
こ
ん
だ
も
の
が
多
か
っ
た
の
で
、

か
れ

ら
は
か
つ
て
放
浪
時
代
に
土
着
民
た
ち
に
苦
し
め
ら
れ
た
報
復
の
た
め
、

い
た
る
と
こ
ろ
で
城
邑
を
や
き
、
地
方
長
官
を
殺
害
す
る
な
ど
の
暴
行
を
は

た
ら
い
て
手
に
お
え
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
ま
た
か
れ
に
帰
順
す
る
地
区
も
多
か
っ
た
よ
う
で
、

王
閣
の
勢
力
は
日
ま
し
に
強
大
に
な
っ
て
い
っ

た
。
そ
し
て
劉
淵
の
晩
年
ご
ろ
に
は
王
禰
は
侍
中
と
な
り
、
出
円
・
徐
・
一
允
・
珠
・
刑
・
揚
六
州
諸
軍
事
・
征
東
大
勝
軍
・
青
州
牧
を
か
ね
て
山
東
一
国

を
操
貼
と
し
て
い
た
(
晋
書
袋
一

O
O、
王
調
停
〉
。

劉
削
を
つ
い
だ
劉
聡
は
淵
の
四
男
で
あ
っ
た
が
、
在
野
時
代
か
ら
経
史
百
家
に
混
じ
、
洛
陽
の
名
士
や
文
化
人
に
も
知
己
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

し
か
し
も
と
も
と
の
性
格
は
際
勇
残
忍
で
、
父
を
つ
い
だ
長
兄
の
和
を
獄
し
て
即
位
し
た
た
め
猪
疑
心
も
ふ
か
か
っ
た
。
そ
の
う
え
に
淫
靴
で
酒
に
よ

え
ば
、

た
ち
ま
ち
暴
行
を
は
た
ら
い
た
と
い
う
。

し
か
し
か
れ
の
下
に
は
、
部
将
と
し
て
は
前
代
か
ら
の
石
勅
・
王
禰
の
ほ
か
族
弟
の
劉
躍
ら
の
勇
賂

が
お
り
、
政
治
家
に
は
劉
景
が
大
司
馬
、
劉
股
が
大
司
徒
、

王
育
が
大
司
空
と
し
て
、

ま
た
向
書
令
に

盤
、
中
世
一
回
監
に
前
朝
か
ら
の
樫
諮
之
、
中
書

令
に
市
川
向
ら
が
い
た
。
そ
し
て
漢
人
の
臣
下
に
は
不
思
議
に
誠
忠
の
士
が
多
く
、

た
と
え
ば
い
ま
あ
げ
た
王
盤
、
経
諮
之
、
曹
陶
ら
三
人
は
劉
聴
が
そ

の
寵
抑
を
左
皇
后
に
の
ぼ
そ
う
と
し
た
の
を
、
死
を
も
っ
て
臆
制
を
遵
守
す
る
よ
う
諌
め
た
り
、
あ
る
い
は
中
軍
の
王
彰
は
聴
が
携
強
に
お
ぼ
れ
て
童

夜
の
別
が
な
か
っ
た
の
を
憂
慮
し
て
、
死
を
決
し
て
諌
言
し
た
と
こ
ろ
聴
の
逆
鱗
に
ふ
れ
、
た
だ
ち
に
斬
罪
の
刑
に
慮
せ
ら
れ
ん
と
し
た
が
、
聴
の
生

が

い

さ

ん

母
や
弟
の
父
や
子
の
祭
を
は
じ
め
諸
公
卿
列
侯
百
余
人
の
い
さ
め
に
よ
っ
て
、
や
っ
と
助
命
さ
れ
た
と
い
う
。

ま
た
庭
尉
の
陣
元
達
は
聴
の
範
行
を
直
諌
し
て

国
の
お
諌
め
す
る
と
こ
ろ
は
園
家
百
年
の
計
で
あ
り
ま
す
。
だ
の
に
も
し
陛
下
が
臣
を
殺
せ
ば
医
は
陛
下
を
天
下
に
訴
え
、
ま
た
地
下
で
先
帝
に
お
合
い
し
て
陛

@
 

下
を
訴
え
る
で
あ
り
ま
せ
う
一
五
云
。

と
い
っ
た
た
め
聴
の
激
怒
を
か
つ
て
殺
害
さ
れ
よ
う
と
し
た
が
、
簡
姫
の
劉
貴
人
に
い
さ
め
ら
れ
て
死
だ
け
は
ゆ
る
さ
れ
た
。
陳
元
建
は
そ
の
後
も
た

え
ず
面
を
犯
し
て
聴
の
無
軌
道
な
所
行
を
切
諌
し
た
が
、

つ
い
に
最
後
は

六
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も
は
や
自
分
と
し
て
は
一
一
一
一
口
う
こ
と
ば
が
な
い
。
し
か
し
こ
の
ま
ま
黙
黙
と
し
て
、
ど
う
し
て
生
き
な
が
ら
え
て
お
ら
れ
ょ
う
か

と
い
っ
て
自
殺
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
た
だ
単
に
忠
臣
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
、

か
た
づ
け
ら
れ
な
い
。
後
漢
以
来
の
停
統
あ
る
儒
教
道
徳
を

身
に
つ
け
た
中
閣
の
士
人
と
し
て
は
、
そ
れ
が
た
と
え
具
民
族
出
身
の
君
主
で
あ
っ
て
も
、

か
れ
ら
に
儒
教
的
秩
序
を
守
っ
て
人
倫
の
道
を
ふ
み
お
こ

な
わ
せ
よ
う
と
す
る
、

や
む
に
や
ま
れ
な
い
一
念
か
ら
身
命
を
な
げ
出
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

石
氏
政
権
と
士
人
・
漢
文
化

後
越
主
の
石
勅
は
卑
賎
の
出
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
異
民
族
出
身
の
君
主
の
う
ち
で
は
漢
文
化
の
よ
き
理

解
者
で
あ
り
、
す
ぐ
れ
た
政
治
家
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
石
勘
は
五
胡
・
南
北
朝
時
代
の
諸
君
主
中
、
第
一
級
の
政
治
家
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

か
れ
の
治
政
の
ね
ら
い
は
、
流
民
の
定
着
と
漢
人
有
識
者
の
登
用
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
流
民
対
策
は
、
前
節
で
み
た
よ
う
に
鳩
壁
の
組
織
を
く
ず
し
て
鳩
衆
を
吸
牧
し
、
鳩
主
を
懐
柔
・
招
撫
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、

か
れ
は
中
立
・

傍
観
的
な
土
人
・
望
族
階
級
に
対
し
て
も
積
極
的
に
は
た
ら
き
か
け
て
、

か
れ
ら
の
知
力
や
能
力
を
政
治
に
活
用
す
る
こ
と
に
つ
と
め
た
。
そ
の
た
め

に
は
土
人
・
望
族
を
保
護
し
、

か
れ
ら
の
特
権
的
地
位
を
み
と
め
て
兵
役
や
課
役
も
免
除
す
る
な
ど
の
優
遇
を
く
わ
え
た
。
さ
ら
に
か
れ
は
漢
人
の
皐

@
 

識
経
験
者
の
た
め
に
、
皐
識
者
顧
問
閤
と
も
い
う
べ
き
「
君
子
償
」
を
設
け
た
り
、
あ
る
い
は
本
按
地
の
裏
図
城
内
の
崇
仁
里
に
特
別
匿
を
お
く
と
か
、

@
 

つ
い
で
秀
考
試
経
の
制
を
創
定
し
て
士
望
を
官
僚
に
登
用
す
る
な
ど
、
漢
人
の
人
心
を
牧

ま
た
魂
背
の
制
に
な
ら
い
九
品
に
よ
る
選
翠
制
を
貿
施
し
、

携
す
る
う
え
に
非
凡
な
政
治
手
腕
を
設
揮
し
て
い
る
。
し
か
し
か
れ
の
官
吏
登
用
の
方
針
は
、
従
来
の
よ
う
な
家
柄
を
主
と
す
る
門
問
主
義
で
な
く
個

人
の
能
力
を
重
視
す
る
人
材
第
一
主
義
に
力
黙
を
お
く
も
の
で
あ
っ
た
。

も
と
も
と
石
助
は
翼
川
二
四
郡
を
趨
園
(
後
越
)
と
し
て
濁
立
図
化
す
る
と
、

そ
の
建
閣
の
た
て
ま
え
は
胡
族
を
主
胞
と
し
た
l
ー
ー
た
と
え
ば
「
以
一
一
大

草
子
一
、
銀
、
一
一
撫
百
後
一
」
と
か
「
披
ν

胡
借
用
一
雨
一
人
一
」

な
ど
の
宣
言
は
胡
族
中
心
の
政
治
で
あ
る
i
l
l
-
が、

し
か
も
か
れ
は
他
面
で
は
中
原
の
覇
者
た
る
べ

く
儒
敬
主
義
の
重
農
政
策
を
前
面
に
お
し
だ
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
儒
敬
的
教
養
を
身
に
つ
け
た
人
材
を
必
要
と
し
た
の
で
、
官
吏
登

用
に
あ
た
っ
て
個
人
の
能
力
を
重
視
す
る
人
材
第
一
主
義
の
方
針
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
晋
書
巻
一

O
六
石
季
龍
載
記
に

石
虎
は
薙
・
秦
二
州
か
ら
う
つ
さ
れ
た
人
び
と
の
う
ち
皇
甫
・
胡
・
梁
・
章
・
社
・
牛
・
辛
ら
の
一
七
姓
族
に
封
し
て
兵
役
を
免
じ
た
上
、
そ
れ
ぞ
れ
の
才
能
に



し
た
が
っ
て
錠
紋
し
た

と
み
え
る
一
例
か
ら
推
し
て
、
石
虎
も
石
助
の
方
針
を

h

つ
け
て
「
随
才
鐙
叙
」
の
人
材
主
義
を
ま
も
っ
て
い
る
。
石
氏
政
権
に
よ
っ
て
賢
施
さ
れ
た
こ

⑨
 

の
人
材
主
義
の
傾
向
は
、
そ
の
後
も
北
貌
・
北
周
と
ま
す
ま
す
強
化
さ
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
人
材
第
一
主
義
こ
そ
、
門
閥
主
義
を
と
り
で
と
す
る
貴

族
制
を
ほ
り
く
ず
す
原
動
力
と
な
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
は
や
が
て
陥
・
唐
の
科
事
制
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。

き
て
石
勅
は
、
こ
う
し
て
事
用
し
た
漢
族
士
人
た
ち
の
言
に
よ
く
耳
を
か
た
む
け
、
百
官
に
は
威
儀
を
と
と
の
え
て
中
閣
の
膿
制
政
治
を
行
な
う
よ

う
す
す
め
る
と
と
も
に
、
定
着
し
た
流
民
群
を
秩
序
づ
け
、

ま
た
新
閤
家
の
鰹
制
に
な
じ
ま
な
い
で
軌
道
を
は
ず
し
が
ち
の
胡
族
を
と
り
し
ま
る
た
め

に
、
ま
ず
法
令
の
整
備
に
つ
と
め
、
律
事
祭
酒
を
お
い
て
そ
の
巌
正
な
施
行
に
意
を
も
ち
い
た
。
ま
た
か
れ
は
使
節
を
地
方
州
郡
に
汲
遣
し
て
農
薬
を

勤
課
し
た
が
、
さ
ら
に
漢
人
を
安
居
築
業
さ
す
た
め
に
、
漢
人
監
護
を
使
命
と
す
る
門
生
祭
酒
の
官
を
お
い
た
り
、
あ
る
い
は
胡
族
の
訴
訟
事
件
を
つ

か
さ
ど
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
門
百
祭
酒
を
し
て
、
胡
人
が
漢
人
士
族
を
陵
侮
す
る
な
ど
の
非
行
を
し
な
い
よ
う
巌
重
に
と
り
し
ま
ら
せ
て
い
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
資
治
通
鑑
巻
九
二
、
大
寧
元
年
の
僚
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
み
え
る
。

あ
る
と
き
参
事
の
奨
畑
一
が
章
武
内
史
と
い
う
官
に
抜
擢
さ
れ
て
石
助
に
謁
し
た
と
こ
ろ
、
石
勅
は
そ
の
衣
冠
が
あ
ま
り
に
も
破
れ
い
た
ん
で
い
る
の
を
み
て
事
の

し
だ
い
を
問
い
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、
奨
坦
が
い
う
に
は

さ
き
ご
ろ
渇
賊
の
掠
奪
に
あ
っ
て
資
材
が
す
っ
か
り
無
く
な
り
ま
し
た

と
。
そ
こ
で
石
勅
は
笑
っ
て

な
ん
と
い
う
無
道
な
潟
賊
た
ち
だ
ろ
う
。
で
は
じ
ぶ
ん
が
耕
償
し
て
や
ろ
う
。

担
は
石
勤
が
渇
族
の
一
人
で
あ
る
の
を
忘
れ
て
い
た
こ
と
を
恐
催
し
て
陳
謝
し
た
が
、
石
助
は
た
だ
ち
に
奨
知
一
に
車
馬
衣
服
の
費
用
と
し
て
一
一
一
百
寓
銭
を
償
っ

た
と
い
う
。

以
上
の
よ
う
な
石
勅
の
政
治
的
姿
勢
か
ら
す
れ
ば
、
漢
人
に
君
臨
す
る
異
民
族
君
主
と
し
て
の
石
勅
は
、

ま
れ
に
み
る
す
ぐ
れ
た
政
治
家
の
資
質
を

そ
な
え
た
人
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

七



七

石
助
は
ま
た
み
ず
か
ら
は
無
皐
で
あ
っ
た
が
、
漢
文
化
の
よ
き
理
解
者
で
あ
り
、
知
識
人
の
パ
ト
ロ
ン
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
晋

書
の
石
助
載
記
に
も
つ
ぎ
の
よ
う
な
挿
話
が
み
え
る
。

あ
る
日
石
助
は
そ
の
ブ
レ
ー
ン
の
一
人
で
あ
る
徐
光
に

朕
は
古
の
開
閣
の
君
主
の
う
ち
で
誰
に
似
て
い
る
で
あ
ろ
う
か

と
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
、
徐
光
が

陛
下
が
欝
略
に
す
ぐ
れ
る
と
こ
ろ
は
漢
の
高
机
よ
り
ま
さ
っ
て
お
り
、

ま
た
武
装
に
秀
で
ら
れ
て
い
る
馳
は
貌
組
(
背
操
〉
の
上
で
あ
り
ま
し
て
史
上
に
く
ら
べ

る
も
の
が
い
ま
せ
ん
。
ま
こ
と
に
黄
帝
に
つ
ぐ
方
で
あ
り
ま
せ
う

と
答
え
た
と
こ
ろ
、
石
助
は
笑
っ
て

ぁ

人
川
は
誰
で
も
身
の
ほ
ど
は
知
っ
て
い
る
も
の
だ
、
お
ま
え
の
こ
と
ば
は
少
し
オ
ー
バ
ー
だ
よ
。
股
が
も
し
漢
の
高
祖
に
逢
っ
た
な
ら
ば
北
面
し
て
仕
え
、
そ
の

ほ
う
え
っ

部
時
の
韓
信
や
彰
越
と
軍
功
を
き
そ
っ
て
先
鋒
を
争
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
も
し
後
漢
の
光
武
帝
と
遇
え
ば
、
中
原
に
馬
を
は
せ
て
争
い
、
ど
ち
ら
が
天
下
を
と
っ

た
か
わ
か
ら
な
い
。
大
丈
夫
が
大
事
を
行
な
う
に
あ
た
っ
て
は
正
々
堂
々
と
や
る
べ
き
で
貌
の
啓
操
や
晋
の
司
馬
球
(
宣
帝
)
昭
(
文
帝
)
父
子
の
よ
う
に
、
孤
児

や
寡
婦
を
だ
ま
し
て
天
下
を
踊
り
と
る
よ
う
な
こ
と
は
す
べ
き
で
な
い
。
除
は
高
祖
と
光
武
帝
と
の
中
間
ぐ
ら
い
人
物
だ
ろ
う
。
黄
帝
と
比
較
す
る
な
ど
と
ん
で

も
な
い
こ
と
だ
口

と
い
っ
た
と
い
う
が
、

お
の

よ
く
己
れ
を
知
っ
た
一
一
一
一
日
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

か
れ
が
私
淑
し
た
の
は
漢
の
高
租
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
石
助
が
生
来
漢
文
化
を
好
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
も
晋
書
に
は
、

か
れ
が
戦
陣
中
に
あ
っ
て
す
ら
常
に
皐
者
た
ち
に
春
秋
、
史
記
、
漢
書
な
ど
の

歴
史
書
を
よ
ま
せ
て
熱
心
に
聴
聞
し
、

と
き
に
批
評
や
感
想
を
の
べ
て
区
下
を
戒
め
た
と
っ
た
え
て
い
る
。

石
助
の
こ
の
よ
う
な
人
と
な
り
や
漢
文
化
の
理
解
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
多
く
の
漢
族
土
人
を
そ
の
幕
下
に
ひ
き
つ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
石
勤

の
や
ブ
レ
ー
ン
に
は
ど
の
よ
う
な
人
び
と
が
い
た
か
。
ま
づ
第
一
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
張
賓
で
あ
る
。

張

賓

石
勃
の
覇
業
は
張
賓
の
翼
賛
の
功
に
よ
る
こ
と
が
大
き
い
。
か
れ
こ
そ
後
越
第
一
級
の
人
物
と
し
て
指
を
屈
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。



張
震
は
河
北
越
郡
の
出
身
で
あ
る
が
、

か
れ
は
石
勅
が
ま
だ
劉
淵
の
一
部
将
と
し
て
山
東
方
面
の
経
略
に
従
事
し
て
い
た
こ
ろ
か
ら
、
石
勤
の
賂
来

に
望
み
を
か
け
そ
の
維
幕
に
参
じ
た
。
そ
の
こ
ろ
石
助
の
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
は
王
閣
が
い
た
。
雨
者
は
山
東
・
河
北
を
勢
力
下
に
お
さ
め
よ
う
と
し
て
、

た
が
い
に
拾
抗
し
て
ゆ
ず
ら
な
か
っ
た
が
、
石
助
は
張
賓
の
計
に
よ
っ
て
、

つ
い
に
こ
の
強
敵
を
た
お
す
こ
と
が
で
き
た
。
王
禰
を
た
お
し
て
そ
の
兵

力
を
あ
わ
せ
た
こ
と
は
、
石
勅
の
覇
業
達
成
へ
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

裏
閣
に
本
擦
を
お
く
こ
と
を
進
一
一
目
し
た
の
も
張
賓
で
あ
る
が
、
裏
閣
に
操
る
と
、
さ
き
に
も
い
っ
た
よ
う
に
石
勤
は
官
僚
艦
制
を
と
と
の
え
る
の
に

選
皐
制
を
貨
施
し
、
張
賓
を
し
て
こ
れ
を
領
選
さ
せ
た
。
後
越
の
政
治
睦
制
は
貌
・
晋
の
制
度
を
参
考
す
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
が
、
こ
こ
に
も
お
そ

⑩
 

ら
く
張
資
の
力
が
興
か
つ
て
大
き
か
っ
た
こ
と
と
思
う
。

張
賓
を
筆
頭
と
す
る
漢
人
の
ブ
レ
ー
ン
に
は
長
史
の
張
敬
、
左
右
司
馬
の
張
屈
六
・
程
退
、
中
書
令
の
徐
光
お
よ
び
章
設
、
赤
陽
、
虚
講
を
は
じ
め

弓
臨
刷
、
績
成
、
強
安
、
孔
喪
、
支
雄
、
桃
豹
、
途
明
ら
が
名
を
つ
ら
ね
、
さ
ら
に
幽
州
の
王
波
を
ほ
ろ
ぼ
す
と
袈
窓
、
萄
紳
、
停
暢
、
杜
憲
、
任
播
、

⑧
 

握
淵
ら
が
幕
下
に
く
わ
わ
っ
た
。
か
れ
ら
の
う
ち
程
遮
は
早
く
か
ら
左
・
右
司
馬
と
し
て
石
助
を
補
佐
し
、
鄭
都
を
造
倍
し
て
石
虎
に
か
え
て
世
子
の

@
 

か
れ
の
計
に
よ
る
と
い
わ
れ
る
。
石
虎
の
不
軌
の
心
を
看
破
し
て
石
勅
在
世
中
か
ら
戒
め
て
い
た
の
も
程
迭
で
あ
っ
た
。

弘
を
鎮
守
さ
せ
た
の
は
、

中
書
令
の
徐
光
も
常
に
直
一
一
一
一
口
を
も
っ
て
石
助
を
諌
め
て
い
る
。
か
つ
て
成
和
三
ハ
一
一
一
二
八
〉
年
石
勤
が
前
越
の
劉
曜
を
洛
陽
に
攻
撃
し
よ
う
と
し
た
と

き
、
諮
問
問
の
つ
よ
い
反
対
を
お
し
き
っ
て
石
勅
の
怠
見
に
賛
成
し
、
こ
れ
を
鼓
舞
し
た
の
も
徐
光
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
高
僧
停
に
よ
る
と
、

俳
闘
澄
が
「
石
勤
が
出
陣
す
れ
ば
劉
曜
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
と
預
言
し
た
の
を
徐
光
が
ひ
そ
か
に
き
い
て
、
石
勅
に
出
陣
を
う
な

が
し
た
も
の
と
い
う
。

幕
容
政
権
と
士
人
・
漢
文
化

幕
容
政
権
の
漢
人
士
望
や
漢
文
化
に
対
す
る
姿
勢
が
、
こ
れ
ま
で
の
べ
た
劉
氏
政
権
や
石
氏
政
権
と
異
る
と
こ
ろ

は
、
常
初
来
容
部
が
長
城
外
の
遼
東
・
遼
西
地
区
に
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
す
で
に
多
数
の
漢
人
を
そ
の
政
権
内
に
か
か
え
こ
み
、
こ
れ
ら
漢
人
の
農
業

生
産
力
な
り
、
政
治
的
能
力
な
り
、
あ
る
い
は
儒
敬
的
教
養
な
り
を
、

そ
の
園
家
髄
制
の
整
備
や
闘
力
強
化
の
た
め
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ

の
闘
家
臨
制
を
と
と
の
え
、
闘
力
を
強
化
し
た
の
ち
中
原
に
君
臨
し
た
と
い
う
貼
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
慕
容
部
が
再
開
政
権
(
貌
)
を
た
お
し
て
中
園

七
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に
進
出
し
て
き
た
と
き
に
は
、
す
で
に
先
輩
の
劉
氏
政
権
や
石
氏
政
権
と
遜
色
の
な
い
ほ
ど
の
統
治
能
力
な
り
園
家
障
制
を
と
と
の
え
て
い
た
。
こ
れ

か

い

こ

う

し

ゅ

ん

は
一
に
慕
容
隠
・
銑
・
偽
三
代
に
わ
た
り
漢
土
人
の
招
用
、
漢
文
化
の
受
容
に
つ
と
め
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

晋
辛
口
容
一

O
八
慕
容
隠
の
載
記
に
よ
る
と

慕
容
部
は
一
二
世
紀
は
じ
め
遼
西
の
朝
陽
、
義
勝
方
面
に
遊
牧
し
て
い
た
が
、
慕
容
魔
の
父
の
渉
婦
の
と
き
柳
城
(
朝
陽
〉
守
備
の
功
に
よ
り
亜
日
廷
か

ら
鮮
卑
間
平
子
を
奔
し
、
遼
東
(
遼
陽
)
の
北
方
に
本
擦
を
う
つ
し
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、

よ
う
や
く
諸
夏
の
風
を
し
た
う

と
い
う
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
蛍
時
遼
陽
に
は
晋
朝
の
東
北
探
題
と
し
て
東
夷
校
尉
が
駐
留
し
て
い
て
遼
東
一
国
の
軍
・
政
お
よ
び
文
化
の
中
心
と
な
っ

て
い
た
の
で
、
慕
容
部
民
の
あ
い
だ
に
も
漠
然
と
な
が
ら
中
闘
風
が
し
み
こ
み
は
じ
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
恭
容
慌
の
時
代
に
な
る
と
、

か
れ
ら
の
態
度
に
は
、

と
も
す
れ
ば
中
原
因
家
へ
の
封
抗
的
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、

そ
れ
は
お
そ
ら
く
漢

文
化
の
沈
般
を

h

つ
け
て
、

し
だ
い
に
目
魔
め
は
じ
め
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
隠
が
晋
廷
か
ら
鮮
卑
都
替
を
拝
し
た
と
き
、
士
大
夫
の
威
儀
を
と

が
ん

と
の
え
て
東
夷
府
(
東
夷
校
尉
の
本
侍
)
に
敬
意
を
表
し
に
ゆ
く
と
、
東
夷
校
尉
の
何
禽
が
警
護
を
む
や
み
に
殿
に
し
て
引
見
し
た
た
め
、
開
は
、
主
人

躍
を
以
て
せ
ず
、
客
ま
た
何
を
か
な
さ
ん
、

と
い
っ
て
、

た
だ
ち
に
軍
服
に
身
を
か
た
め
て
臆
'
封
し
た
(
五
日
書
向
上
〉
と
み
え
る
の
は
、
魔
が
す
で
に
中

園
の
嘘
俗
に
通
じ
て
い
て
、
何
議
の
軽
侮
に
封
し
て
強
い
反
扱
心
を
し
め
し
た
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
か
れ
の
こ
の
よ
う
な
態
度
か
ら
、
晋
室
な

に
す
る
も
の
ぞ
、

と
い
う
不
屈
な
気
慨
が
く
み
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
晋
の
懐
帝
が
洛
陽
か
ら
卒
陽
に
蒙
塵
し
た
の
ち
幽
州
刺
史
王
淡
が
承
制
と
稀

し
て
、
慨
を
散
騎
常
侍
・
冠
軍
将
軍
・
前
鋒
大
都
替
・
大
車
子
に
奔
し
、

そ
の
下
風
に
立
た
し
め
よ
う
と
し
た
と
き
も
、
隠
は
こ
れ
を
受
け
な
か
っ
た
。

こ
れ
も
お
な
じ
よ
う
な
態
度
か
ら
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
態
度
の
う
ら
に
は
幕
下
の
漢
人
た
ち
の
入
れ
知
慧
も
あ
っ
た
こ
と
が
推

測
さ
れ
る
。

慨
が
遼
東
か
ら
遼
西
に
進
出
し
、
そ
の
本
擦
を
青
山
に
う
っ
す
と
、

や
が
て
中
原
で
は
旬
奴
五
部
の
劉
淵
が
濁
立
し
て
建
園
し
た
た
め
騒
飢
を
さ
け

て
河
北
・
山
東
・
河
南
か
ら
多
く
の
漢
人
流
民
群
が
遼
西
・
遼
東
に
う
つ
っ
て
き
た
が
、
隠
は
こ
れ
ら
多
数
の
漢
人
流
亡
士
・
民
を
、

か
れ
ら
の
そ
れ

ぞ
れ
の
郷
郡
に
臆
じ
一
定
地
域
を
劃
し
て
定
若
さ
せ
て
い
る
。

た
と
え
ば
翼
州
(
河
北
〉
人
に
は
翼
陽
郡
を
、
議
州
〈
河
南
〉
人
に
は
成
園
郡
を
、
井
州



(
山
西
〉
人
に
は
唐
園
郡
を
、
青
川
(
山
東
〉
人
に
は
笹
丘
郡
を
設
置
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
徒
民
し
農
耕
に
徒
事
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
慕
容
部
は

そ
の
領
内
各
地
に
郡
勝
を
設
け
て
流
亡
漢
人
を
徒
民
し
、

か
れ
ら
の
農
耕
生
産
力
を
ふ
ま
え
て
、

し
だ
い
に
賞
力
を
伸
張
し
て
い
っ
た
。

そ
れ
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
漢
人
の
う
ち
で
賢
才
・
能
吏
あ
る
い
は
皐
識
者
が
あ
れ
ば
泊
所
に
準
用
し
て
い
る
。
晋
書
慕
容
隠
の
載
記
に
み
え
る
人
び

た

ん

ほ

う

と
と
し
て
は
、
謀
主
と
し
て
河
東
ハ
山
西
)
の
袈
録
、
代
郡
(
山
西
〉
の
魯
呂
、
北
一
午
(
河
北
〉
の
陽
耽
ら
が
あ
り
、
股
肱
の
毘
と
し
て
は
北
海
ハ
山
東
〉
の
逢

せ

ん

す

い

け

ん

羨
、
康
平
(
河
北
〉
の
瀞
遼
、
北
平
の
西
方
度
、
溺
海
ハ
山
東
〉
の
封
抽
、
西
河
(
山
間
〉
の
宋
爽
、
河
東
の
袈
開
ら
が
あ
る
。
文
才
を
も
っ
て
枢
要
の
地
位

び
ゅ
う
が
い

を
あ
た
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
は
湖
海
の
封
葬
、

E
l
原
(
山
東
〉
の
宋
該
、
安
定
ハ
甘
粛
〉
の
皇
甫
山
及
、
蘭
陵
(
山
東
〉
の
穆
憧
ら
が
あ
げ
ら
れ
、
ま
た
曾
稽

(
漸
江
〉
の
朱
左
車
、
太
山
の
胡
母
翼
、
魯
閥
(
山
東
〉
の
膿
纂
ら
は
徳
望
を
も
っ
て
知
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
の
ほ
か
平
原
の
劉
讃
は
通
儒
と
し
て
件
敬
を

あ
つ
め
、
世
子
の
銑
を
は
じ
め
多
く
の
一
族
子
弟
が
皐
業
を
う
け
た
と
い
う
。
皿
口
書
の
同
載
記
は
、
慕
容
部
の
こ
の
こ
ろ
の
さ
ま
を
「
こ
こ
に
お
い
て

路
に
は
朗
、
捜
あ
り
、
櫨
譲
興
る
」
と
た
た
え
て
い
る
。
こ
の

に
は
多
少
の
湾
張
は
あ
る
に
し
て
も
、
開
崎
、
が
遼
西
に
う
つ
っ
て
か
ら
慕
容
部
は
、
主
と

し
て
領
内
に
来
投
・
定
着
し
た
漢
人
を
通
じ
て
漢
文
化
の
受
容
、
膿
制
の
採
用
を
さ
か
ん
に
し
た
こ
と
は
充
分
に
う
か
が
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

き

い

ひ

慕
容
部
が
こ
の
よ
う
に
拾
頭
し
て
く
る
と
、
大
き
な
脅
威
を
感
じ
た
の
は
遼
東
に
あ
っ
た
東
夷
校
肘
の
控
悲
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
ひ
そ
か
に
高
句
麗

や
宇
文
部
や
段
部
と
む
す
ん
で
魔
の
打
倒
を
く
わ
だ
て
た
が
、
こ
の
一
戦
は
け
っ
き
ょ
く
隠
の
大
勝
と
な
り
、
遼
東
地
区
が
完
全
に
勢
力
下
に
入
る
こ

と
に
な
っ
た
。
晋
書
載
記
八
〈
巻
一

O
八
〉
の
高
胞
の
停
に

高
胎
は
叔
父
の
隠
と
と
も
に
敷
千
家
を
率
い
て
陶
州
に
う
つ
り
、
の
ち
佳
患
に
従
っ
て
遼
東
に
赴
き
、
そ
の
奔
敗
後
は
部
衆
を
率
い
て
慕
容
部
に
降
っ
た

と
み
え
、

お
な
じ
く
倉
一
一

O
載
記
一

O
韓
恒
俸
に
も

、
氷
点
の
乱
を
さ
け
て
遼
東
に
わ
た
っ
た
が
、
在
感
の
敗
れ
た
の
ち
は
遼
聞
の
日
日
駒
沢
に
う
つ
り
、
慕
容
庇
に
仕
え
て
参
軍
事
を
拝
し
た

と
い
う
。
こ
れ
に
よ
る
と
出
法
の
敗
亡
に
よ
っ
て
遼
東
か
ら
多
数
の
漢
人
が
遼
西
に
う
つ
り
住
み
、
慕
容
部
の
勢
力
を
さ
ら
に
強
化
し
た
こ
と
が
わ
か

る
。
資
治
活
鑑
に
よ
る
と
、
太
興
四
ハ
一
ニ
二
二
年
二
一
月
の
僚
に

慕
容
鳳
が
東
証
日
か
ら
幽
・
平
二
州
都
脅
・
東
夷
諸
草
事
・
車
騎
将
軍
・
平
州
牧
に
任
じ
ら
れ
、
ま
た
承
制
し
て
官
司
・
守
宰
を
置
く
こ
と
を
ゆ
る
さ
れ
、
袈
換
と

七
五



七
/、

併
還
を
長
史
に
、
表
開
を
司
馬
に
、
韓
古
河
を
別
駕
に
、
陽
耽
を
軍
諮
祭
酒
に
、
担
諮
問
を
主
簿
に
、
黄
山
肌
と
鄭
林
を
参
軍
事
に
任
命
し
た

と
み
え
る
が
、

@
 

こ
れ
は
遼
東
・
遼
西
に
お
け
る
慕
容
胞
の
宜
力
を
束
晋
朝
廷
も
容
認
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
結
果
だ
と
考
え
る
。

魔
を
つ
い
だ
慕
容
銑
の
時
代
に
な
る
と
、
遼
西
・
遼
東
の
一
闘
化
が
い
ち
だ
ん
と
進
み
、
遼
東
か
ら
遼
西
に
多
く
の
豪
族
・
大
姓
が
徒
民
さ
れ
て
赫

城
附
近
に
和
陽
・
武
次
・
西
柴
の
三
燃
が
新
設
さ
れ
た
。
そ
の
後
銑
は
後
越
の
石
虎
と
む
す
ん
で
段
部
を
ほ
ろ
ぼ
す
と
、

そ
の
故
地
の
漢
人
三
高
余
戸

を
柳
城
(
朝
陽
〉
に
"
つ
つ
し
、

や
が
て
都
制
を
と
と
の
え
て
こ
の
地
に
遷
都
し
燕
王
と
稀
し
た
ハ
一
一
一
四
一
)
。
一
二
高
余
戸
と
い
え
ば
十
数
寓
人
を
か
ぞ
え
た

で
あ
ろ
う
が
、

こ
れ
ら
漢
人
の
う
ち
に
は
多
く
の
知
識
人
や
能
吏
賢
才
も
い
た
で
あ
ろ
う
。

都
制
の
整
備
と
な
ら
ん
で
官
制
を
と
と
の
え
、
島
一

J

校
を
た
て
て
教
皐
の
振
興
に
つ
と
め
た
。
こ
の
と
き
官
吏
の
子
弟
千
余
人
を
つ
の
っ
て
官
皐
生
と

し
た
と
い
え
ば
、

お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
官
吏
に
は
漢
人
が
多
く
登
用
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
慕
容
銑
は
燕
王
と
し
て
の
威
儀
を
た
だ
す
た
め
出
入
に

は
中
国
の
天
子
に
な
ら
っ
て
六
馬
の
車
駕
を
も
ち
い
、
あ
る
い
は
そ
の
妻
を
王
后
、

そ
の
世
子
を
太
子
と
よ
ん
だ
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
み
な
漢

人
官
僚
の
進
一
一
一
一
口
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
慕
容
政
権
は
隠
と
銑
の
二
代
に
わ
た
り
、
多
く
の
漢
人
を
領
内
に
牧
容
し
て
熱
心

に
漢
文
化
を
受
容
し
、
櫨
制
を
と
り
い
れ
て
園
づ
く
り
に
つ
と
め
た
た
め
、
遼
西
時
代
か
ら
す
で
に
政
治
上
、
文
化
上
、

ま
た
経
済
上
に
お
い
て
も
部

族
的
園
家
か
ら
中
園
風
の
園
家
臨
制
を
と
と
の
え
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

第
三
代
の
侮
が
王
位
に
つ
く
と
、

た
ま
た
ま
中
原
で
は
後
趨
園
に
再
開
の
革
命
政
権
が
お
こ
っ
て
そ
の
圏
内
が
混
刷
臥
し
た
の
で
、

こ
れ
に
乗
じ
て
俄

は
た
ち
ま
ち
華
北
に
進
駐
し
、
中
山
に
お
い
て
帝
位
に
つ
き
大
燕
園
と
稀
し
た
(
三
五
二
百

い
わ
ゆ
る
前
燕
王
闘
で
あ
る
。
晋
書
巻
一
一

O
、
慕
容
俗

の
載
記
に
よ
れ
ば

建
元
し
て
元
璽
と
い
い
百
官
を
お
く
、
封
奔
を
も
っ
て
太
尉
と
な
し
、
慕
容
怖
は
侍
中
、
陽
鷲
は
向
章
一
日
令
、
白
玉
甫
員
は
尚
書
左
僕
射
、
張
希
は
向

者
一
日
右
僕
射
、
宋
活
は
中
書
監
、
韓
恒
は
中
書
令
と
な
る
。
そ
の
ほ
か
多
く
の
人
び
と
が
そ
れ
ぞ
れ
官
職
を
授
け
ら
れ
た
。

ま
た
隠
を
迫
骨
骨
し
て
高

組
武
宣
皇
帝
、
銑
を
太
租
文
明
皇
帝
と
し
た

と
い
う
。
す
な
わ
ち
前
燕
は
こ
の
と
き
、

は
や
く
も
太
尉
・
侍
中
・
尚
書
令
・
向
書
左
・
右
僕
射
・
中
書
令
・
中
書
監
以
下
の
百
官
を
設
け
、
貌
・
正
日



の
睡
制
に
な
ら
っ
て
官
僚
機
構
を
と
と
の
え
、

つ
と
め
て
漢
人
を
そ
の
髄
制
中
に
く
み
い
れ
、

ま
た
父
一
組
を
皇
帝
に
迫
骨
骨
す
る
な
ど
、
も
っ
ぱ
ら
中
間

的
園
家
憧
制
へ
の
脱
皮
を
は
か
つ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
も
と
も
と
北
ア
ジ
ア
に
本
擦
を
お
く
胡
族
政
様
で
あ
っ
た
前
燕
が
、
華
北
に
進
駐
す
る
と
急
速
に
中
園
風
の
園
家
膿
制
に
き
り
か
え

る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
慕
容
部
が
遼
西
時
代
か
ら
漢
人
を
招
用
し
て
漢
文
化
を
受
容
し
、
中
図
的
睦
制
に
劃
し
て
い
ち
お
う
の
封
際
性
を
も
っ
て
い

た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
だ
に
漢
文
化
を
受
容
し
、
中
図
的
鰻
制
に
な
じ
ん
で
い
た
と
い
う
ば
か
り
で
は
な
い
。
資
治
通
鑑
怨
九
一
太
興
元
(
一
一
一

一
八
)
年
一
一
一
月
の
候
の
停
え
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
慕
容
政
機
に
仕
官
し
た
漢
人
官
僚
の
う
ち
に
は
、
遼
西
時
代
か
ら
し
き
り
に
慕
容
部
の
支
配
尉
に

⑨
 

封
し
て
中
原
に
君
臨
す
べ
き
こ
と
を
慾
漉
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。

替
氏
政
植
と
士
人
・
漢
文
化

前
燕
の
慕
容
政
樺
に
取
っ
て
か
わ
っ
た
前
秦
荷
氏
政
権
で
も
、

ま
だ
こ
の
闘
が
前
燕
と
東
西
に
相
封
立
し
て
い
た

こ
ろ
か
ら
高
顧
の
荷
健
は
、
東
晋
の
将
軍
桓
祖
の
北
伐
軍
を
し
り
ぞ
け
た
の
ち
心
を
か
た
む
け
て
内
政
に
つ
と
め
、
番
老
を
俊
雄
し
儒
弔
を
停
車
し
た

と
い
わ
れ
る
〈
晋
書
径
二
二
存
健
載
記
〉
。
か
れ
は
官
吏
の
選
皐
に
も
全
晋
文
巻
一
五
一
に

公
卿
以
下
は
歳
ご
と
に
賢
良
方
正
、
孝
廉
清
才
、
多
略
博
卒
、
秀
才
異
行
お
の
お
の
一
人
を
準
用
し
た

と
い
う
よ
う
に
、
有
能
・
博
皐
の
人
材
を
起
用
す
る
こ
と
に
心
が
け
て
い
る
。
荷
健
の
在
位
は
わ
ず
か
四
年
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、

か
れ
は
車
両
主
義

政
策
を
と
っ
て
闘
力
の
充
寅
を
は
か
っ
た
た
め
商
人
・
貿
易
業
者
が
重
用
さ
れ
、
東
晋
と
の
あ
い
だ
に
さ
か
ん
な
交
易
・
通
商
も
お
こ
な
わ
れ
、
自
然

紅
南
文
化
の
移
入
も
活
機
で
あ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

荷
健
の
甥
で
第
三
代
主
と
な
っ
た
荷
堅
は
中
原
の
鄭
都
で
育
っ
た
閥
係
上
、
漢
文
化
に
ふ
か
い
理
解
を
も
ち
、
漢
文
化
の
侍
統
を
隼
重
す
る
こ
と
を

施
政
の
大
方
針
と
し
た
。
た
と
え
ば
庶
民
で
も
一
経
に
通
じ
一
惑
に
秀
で
る
も
の
が
あ
れ
ば
中
央
に
招
致
し
て
任
官
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
泊
儒
、
廉

高
、
孝
悌
な
も
の
を
雄
表
す
る
な
ど
の
反
面
、
百
石
以
上
の
官
吏
で
一
経
に
も
通
せ
ず
一
審
を
も
成
さ
な
い
も
の
は
免
官
し
て
庶
民
に
格
下
げ
す
る
な

ど
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
公
卿
以
下
の
子
弟
は
み
な
太
事
に
入
皐
さ
せ
、
荷
堅
は
毎
月
一
回
か
な
ら
ず
太
撃
に
臨
幸
し
て
皐
生
の
純
義
を
親

し
く
考
し
て
上
第
さ
せ
る
な
ど
、
皐
問
の
振
興
に
異
常
の
熱
意
を
か
た
む
け
て
い
る
。

七
七
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符
堅
に
も
漢
人
・
胡
人
を
と
わ
ず
多
く
の
ブ
レ
ー
ン
が
い
た
が
、
な
か
で
も
、

か
れ
が
も
っ
と
も
信
頼
し
た
の
は
王
猛
で
あ
っ
た
。
王
猛
は
山
東
の

出
身
で
あ
る
が
貌
都
(
河
北
省
〉
に
う
つ
り
住
ん
だ
。
少
年
時
代
家
が
貧
し
く
、
も
っ
こ
頁
り
を
し
て
生
活
し
て
い
た
が
、
細
事
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
ゅ
う

ゅ
う
と
し
て
撃
に
は
げ
み
兵
書
を
き
わ
め
た
。
東
晋
の
将
軍
桓
温
が
北
伐
入
闘
し
た
と
き
猛
を
招
致
し
よ
う
と
し
た
が
、

し
た
が
わ
な
か
っ
た
。
た
ま

た
ま
荷
堅
が
猛
の
名
韓
を
き
き
躍
を
厚
う
し
て
む
か
え
た
の
で
前
秦
の
建
園
に
翼
賛
し
、
堅
が
帝
位
に
つ
く
と
丞
相
と
し
て
枢
機
を
と
り
、
法
制
を
た

て
巌
罰
主
義
を
も
っ
て
秦
園
の
秩
序
を
と
と
の
え
た
。

か
れ
が
ま
ず
手
を
そ
め
た
の
は
、
民
族
の
支
配
隔
が
専
洛
無
法
で
、

し
ば
し
ば
漢
人
を
凌
辱
し
て
、

や
や
も
す
れ
ば
民
族
的
札
機
を
ひ
き
お
こ
す
恐

れ
が
あ
っ
た
た
め
、

こ
れ
を
厳
重
に
と
り
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、

つ
、
ぎ
の
よ
う
な
逸
話
が
晋
書
巻
一
一
三
、
荷
堅
載
記
に
み
え
る
。

忌
族
の
強
豪
奨
世
は
代
代
存
氏
に
動
功
が
あ
り
、

か
で
な
く
、

そ
れ
を
た
の
ん
で
侶
倣
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
王
猛
が
荷
堅
の
謀
臣
と
し
て
権
を
ふ
る
う
の
を
み
て
心
中
お
だ
や

い
い
な
づ
け

し
ば
し
ば
猛
を
障
か
し
め
た
。
そ
こ
で
猛
は
将
昭
一
と
は
か
つ
て
焚
世
の
女
の
許
嫁
で
あ
る
楊
壁
に
符
堅
の
女
を
め
あ
わ
せ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
は

た
し
て
奨
世
は
大
い
に
怒
り
、
有
堅
に
封
し
て
躍
を
失
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
荷
堅
は
つ
い
に
奨
世
を
斬
っ
た
が
、
こ
れ
は
尽
族
の
長
老
の
焚
世
を
慮

罰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
廷
臣
へ
の
み
せ
し
め
と
し
た
の
で
あ
る
。

い
ま
一
つ

ふ
か
ざ
け

強
徳
も
尽
族
の
長
老
で
あ
る
が
、
か
れ
は
前
園
主
将
健
の
妻
弟
で
あ
り
、
深
酒
を
の
ん
で
は
豪
横
に
ふ
る
ま
っ
て
人
び
と
を
苦
し
め
た
の
で
、
王
将
他
は
捕
え
て
こ

れ
を
殺
し
屍
を
市
中
に
さ
ら
し
て
綱
紀
を
ひ
き
し
め
た
。
こ
う
し
て
数
十
日
の
間
に
尽
族
の
強
豪
貴
族
が
諌
死
す
る
も
の
二
十
有
余
人
に
お
よ
ん
だ
た
め
百
官
、
が

震
粛
し
豪
右
も
し
ゅ
ん
と
し
た
と
い
う
。

「
於
是
百
寮
震
粛
、
豪
右
昇
気
、
路
不
拾
遺
、
風
化
大
行
」
と
か
、

あ
る
い
は
「
自
永
嘉
之
飢
〈
劉
淵
の
濁
立
を
さ
す
)
摩
序
無
関
、
及
〔
荷
〕
堅
之
俗
、

頗
留
心
儒
率
、
王
猛
整
斉
風
俗
、
政
理
稀
翠
、
準
校
漸
興
、
閥
隣
清
日
宏
、

百
姓
製
紙
木
」
な
ど
と
は
晋
書
の
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
荷
堅
も

「
自
分
に
も
い
ま
は
じ
め
て
天
下
之
法
や
天
子
之
隼
貴
が
わ
か
っ
た
よ
」
と
感
歎
し
た
と
い
う
。
王
猛
は
ま
た
、
さ
き
に
も
い
っ
た
よ
う
に
(
第
二
章
三

節
は
存
氏
政
権
の
候
〉
商
工
業
者
を
お
さ
え
て
重
農
政
策
を
す
す
め
、
園
土
を
開
設
し
て
さ
か
ん
に
農
桑
を
奨
勘
し
た
。
晋
卦
一
日
程
一
一
四
、
王
猛
停
(
荷



堅
載
記
下
、
附
博
〉
に
よ
れ
ば

王
猛
乃
受
命
軍
園
、
内
外
高
機
之
務
、
事
無
巨
細
、
莫
不
蹄
之
、
猛
宰
政
公
平
、

(
中
略
)
外
修
兵
革
、
内
崇
儒
皐
、
勧
課
農
桑
、

数
以
廉
祉
、

無
罪
而
不
刑
、

無
才
而
不
任
、

(
中
略
)
於
是
正
(
瞳
閣
官
、
垂
及
升
卒
、
猛
之
力
也

と
い
っ
て
荷
堅
の
附
託
の
も
と
に
、

か
れ
が
秦
閣
の
軍
事
、
政
務
に
わ
た
っ
て
高
機
を
総
裁
し
、
短
期
間
で
は
あ
っ
た
が
華
北
統
一
の
大
業
を
成
就
し

た
と
賞
揚
し
て
い
る
。
わ
け
で
も
開
化
度
の
低
い
秦
閣
の
人
び
と
に
廉
恥
を
教
え
、
刑
罰
を
歪
公
に
し
た
こ
と
は
、

王
猛
が
非
凡
の
政
治
家
で
あ
っ
た

こ
と
を
詮
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
く
、

五
胡
時
代
に
あ
っ
て
は
、
さ
き
の
石
氏
政
権
の
張
賓
と
並
び
稽
せ
ら
れ
る
す
ぐ
れ
た
政
治
家
で
あ
る
。

以
上
、

五
胡
諸
政
構
の
君
主
た
ち
の
漢
文
化
や
膿
制
制
度
に
針
し
た
態
度
を
み
る
と
、

か
れ
ら
の
多
く
は
前
燕
の
慕
容
氏
一
統
を
の
ぞ
い
て
は
、
幼

年
時
代
か
ら
か
、
あ
る
い
は
父
組
以
来
中
園
内
地
に
住
み
つ
い
て
中
園
の
風
習
に
も
な
れ
、
中
閥
的
教
養
も
身
に
つ
け
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
建
開
削
す
る

と
、
中
閣
の
制
度
に
な
ら
っ
て
政
治
の
鰻
制
を
整
備
す
る
こ
と
に
つ
と
め
、

ひ
た
す
ら
前
代
の
漢
帝
園
や
魂
・
晋
王
朝
の
艦
制
を
模
倣
し
よ
う
と
し
た
。

他
方
こ
れ
ら
の
胡
主
を
補
佐
し
た
建
閣
の
功
臣
と
い
わ
れ
た
人
び
と
に
は
、

い
わ
ゆ
る
寒
門
で
、

し
か
も
不
遇
の
土
人
が
多
く
、
か
れ
ら
は
そ
の
背

雲
の
大
志
を
異
族
の
君
主
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
か
れ
ら
は
ま
た
胡
主
を
通
じ
て
、
そ
の
理
想
と
す
る
情
数
的

機
制
政
治
を
寅
現
す
る
こ
と
に
望
み
を
か
け
て
い
た
。
櫨
制
政
治
こ
そ
は
動
乱
の
吐
舎
の
秩
序
を
維
持
す
べ
き
唯
一
無
二
の
も
の
と

じ
て
い
た
か
れ

ら
と
し
て
は
、
常
に
異
族
の
支
配
者
た
ち
に
到
し
、
中
閣
の
史
賞
や
歴
史
上
の
人
物
に
政
治
上
道
徳
上
の
規
範
を
も
と
め
る
よ
う
要
請
し
た
り
、
あ
る

い
は
そ
の
一
一
一
一
口
勤
を
慎
し
む
よ
う
戒
め
て
い
る
。
さ
き
に
も
み
た
よ
う
に
、
漢
閤
主
劉
聴
の
観
行
を
死
を
賭
し
て
諌
止
し
た
佳
銭
之
、
曹
向
や
王
彰
、
陳

元
連
ら
の
所
行
は
(
六
九
ペ
ー
ジ
参
照
〉
、

ま
さ
に
お
の
が
理
想
の
質
現
に
射
し
て
身
命
を
お
し
ま
か
っ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

七
九
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む

す

び

ー
ー
ー
民
族
移
動
期
の
歴
史
的
意
義
l

ー

は
じ
め
に
の
べ
た
よ
う
に
、
東
ア
ジ
ア
の
民
族
移
動
期
と
は
四
世
紀
か
ら
六
世
紀
に
わ
た
る
、

い
わ
ゆ
る
五
胡
・
北
朝
時
代
を
さ
す
が
、
本

J

秘
で
は

主
と
し
て
考
察
の
封
象
を
前
半
期
の
五
胡
時
代
(
三

O
八
四
三
九
〉
の
み
に
と
ど
め
た
。

い
ま
稿
を
お
く
に
あ
た
り
、

そ
の
歴
史
的
意
義
に
ふ
れ
て
む

す
び
に
か
え
た
い
。

従
来
五
胡
・
北
朝
時
代
は
六
朝
時
代
(
一
一
一
闘
・
東
晋
・
南
朝
〉
に
ふ
く
め
て
よ
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
古
く
か
ら
中
園
で
は
東
晋
・
南
朝
時
代
が
正

閏
論
の
上
か
ら
正
統
制
肌
さ
れ
、

ま
た
東
晋
・
南
朝
期
は
文
化
・
思
想
上
か
ら
も
漢
・
魂
・
晋
を
う
け
た
も
の
と
し
て
重
楓
さ
れ
る
あ
ま
り
、

五
胡
・
北

朝
時
代
が
政
治
・
祉
舎
・
制
度
上
に
は
た
し
た
役
わ
り
ま
で
も
不
常
に
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
民
族
移
動
期
が
東
ア
ジ
ア
史
、

と
く
に
中
園
史
に
お
い
て
も
つ
歴
史
的
意
義
は
ど
の
よ
う
に
許
債
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

に
は
ま
ず
前
提
と
し
て
、
民
族
移
動
期
を
中
間
に
は
さ
む
二
つ
の
統
一
園
家
で
あ
る
秦
・
漢
帝
園
と
陪
・
唐
帝
園
と
の
園
家
的
性
格
に
つ
い
て
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
秦
・
漢
帝
園
は
一
言
で
い
え
ば
儒
教
に
も
と
づ
く
中
図
的
な
古
典
園
家
で
あ
り
、
こ
れ
に
封
し
て
惰
・
唐
帝
園
は
律
令
開
制
に
も
と

づ
く
東
ア
ジ
ア
的
世
界
園
家
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
秦
・
漢
帝
園
が
古
代
園
家
で
あ
る
の
に
封
し
、
陪
・
唐
帝
園
は
中
世
的
園
家
で
あ
る
が
、

い
っ
た
い
秦
・
漢
時
代
か
ら
陪
・
唐
時
代
へ
の
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
進
展
な
り
務
容
を
も
た
ら
し
た
の
は
何
か
、

と
い
う
立
場
か
ら
中
間
に
あ
た
る
民

族
移
動
期
を
考
え
る
と
、
こ
の
期
の
歴
史
的
や
く
わ
り
が
あ
ら
た
め
て
見
直
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
こ
し
文
準
的
表
現
を
す
れ
ば
民
族
移
動
期
は
、

つ

ぎ
の
惰
・
唐
時
代
を
出
現
さ
せ
る
べ
き
準
備
期
、
韓
換
期
と
し
て
と
ら
え
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
時
期
こ
そ
歴
史
の
古
い
潮
流
と
新
し
い
潮
流
と
が

底
渦
を
ま
い
て
か
み
あ
っ
て
い
る
時
代
で
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
こ
れ
ま
で
各
章
節
で
論
述
し
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
時
期
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
要
約
し
て
み
る
と

(1) 

五
胡
族
の
諸
政
権
は
江
南
の
東
晋
政
権
と
は
相
封
立
す
る
濁
立
政
権
と
し
て
華
北
の
全
域
ま
た
は
そ
の
一
部
を
領
有
し
た
が
、

か
れ
ら
は
秦
・



漢
帝
閣
や
そ
れ
に
つ
づ
く
魂
・
晋
王
朝
の
漣
績
で
は
な
く
、
そ
の
圏
家
樺
力
の
基
盤
は
民
族
的
に
は
何
奴
族
・
鮮
卑
族
・
忌
族
・
先
族
な
ど
の
い
わ
ゆ

る
五
胡
族
と
在
郷
お
よ
び
流
寓
の
漢
人
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
人
数
は
第
一
一
一
章
一
節
の
「
人
口
問
題
」
の
僚
で
も
吟
味
・
推
定
し
た
よ
う
に
、
華
北
の
河

北
・
山
東
・
河
南
北
部
・
山
西
の
中
・
南
部
を
地
盤
と
し
た
石
氏
政
権
(
後
趨
〉
や
慕
容
政
権
(
前
燕
〉
の
治
下
に
は
四

O
O高
人
を
こ
え
る
五
胡
民
族
と

約
一

0
0
0高
人
を
か
ぞ
え
る
漢
人
と
が
い
た
。
し
た
が
っ
て
五
胡
族
の
諸
政
権
と
し
て
は
徒
民
し
た
数
百
高
人
の
五
胡
族
と
数
十
寓
人
の
漢
人
流
民

と
を
う
ま
く
定
着
さ
せ
て
、

か
れ
ら
を
速
か
に
農
業
開
設
戦
線
に
復
蹄
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
、
そ
の
閤
家
権
力
を
強
化
す
る
上
に
も
っ
と
も
必
要
で
あ
っ

た
。
北
朝
時
代
に
北
魂
政
権
に
よ
っ
て
創
案
さ
れ
制
度
化
さ
れ
た
均
田
法
も
、

め
ざ
す
と
こ
ろ
は
徒
民
や
流
民
を
土
地
に
定
着
さ
せ
て
農
業
開
設
の
戦

列
に
組
み
入
れ
る
た
め
の
政
策
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(2) 

五
胡
族
を
集
圏
徒
民
し
、
漢
人
流
民
を
定
着
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
政
機
者
た
ち
は
、
自
分
ら
の
本
棟
地
の
充
貨
を
第
一
に
考
え
た
の
で
、
そ
の

操
黙
を
中
心
に
多
数
の
五
胡
族
お
よ
び
漢
人
流
民
を
定
着
・
徒
民
さ
せ
て
、
そ
の
融
和
を
は
か
っ
た
。
こ
の
た
め
民
族
移
動
期
に
は
溶
陽
・
長
安
の
よ

う
な
秦
・
漢
時
代
か
ら
の
倖
統
的
大
都
市
の
ほ
か
に
、
消
北
省
で
は
幽
州
、
中
山
、
嚢
園
、
河
南
省
で
は
鄭
と
か
、
山
東
省
で
は
康
問
、
山
西
省
で
は

平
城
、
太
原
(
晋
陽
〉
、
平
陽
、
長
子
、
甘
粛
省
で
は
姑
賊
な
ど
の
都
市
が
そ
こ
か
し
こ
に
出
現
し
た
。
な
か
で
も
鄭
都
は
後
趨
・
前
燕
・
後
燕
の
園
都

と
し
て
栄
え
、
遊
牧
系
の
五
胡
民
族
だ
け
で
も
数
十
高
人
を
か
ぞ
え
、

そ
の
繁
華
さ
は
洛
陽
・
長
安
を
し
の
い
で
蛍
時
華
北
第
一
の
都
合
で
あ
っ
た
。

(3) 

五
胡
族
政
権
と
し
て
は
枇
曾
の
秩
序
を
一
日
も
は
や
く
回
復
し
、
制
度
も
と
と
の
え
て
正
常
な
政
治
を
行
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
官

僚
鰭
制
の
機
能
を
整
備
す
る
こ
と
こ
そ
急
務
で
あ
る
。
そ
こ
で
官
僚
の
登
用
に
あ
た
っ
て
は
、
魂
晋
以
来
の
九
品
中
正
制
に
よ
る
門
閥
(
家
柄
〉
第
一
主

義
か
ら
、
人
材
(
能
力
〉
主
義
に
き
り
か
え
る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
、
こ
の
人
材
主
義
が
や
が
て
北
魂
・
北
漕
・
北
周
時
代
を
へ
て
惰
代
に
制
度
化
さ
れ
て

科
率
制
と
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
科
翠
制
を
ふ
ま
え
て
唐
代
の
官
僚
鰻
制
が
で
き
あ
が
っ
た
の
で
あ
る
。
門
閥
主
義
か
ら
人
材
主
義
へ
の
き
り
か
え
は

直
接
的
に
は
政
治
の
能
率
化
を
は
か
る
手
段
で
は
あ
っ
た
ろ
う
が
、
同
時
に
こ
れ
ま
で
の
門
閥
主
義
に
よ
る
祉
曾
的
回
定
性
を
打
破
し
て
、
社
曾
的
流

動
性
へ
の
道
を
き
り
聞
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

(会)

風
俗
・
服
飾
の
幾
容

す

五
胡
時
代
か
ら
中
園
人
は
し
だ
い
に
北
ア
ジ
ア
遊
牧
民
の
風
俗
や
服
装
も
採
り
い
れ
た
。
胡
床
に
か
け
る
習
慣
も
康

八、
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ま
り
、

つ

っ

そ

で

ず

ぼ

ん

ま
た
遊
牧
民
の
常
用
す
る
窄
袖
や
袴
子
も
着
用
さ
れ
は
じ
め
た
。

(5) 

仰
教
の
博
播

本
稿
で
は
、
紙
幅
の
閥
係
か
ら
論
及
す
る
こ
と
を
み
あ
わ
せ
て
別
の
機
曾
に
ゆ
ず
っ
た
が
、

五
胡
時
代
の
歴
史
的
意
義
を
考

え
る
に
は
仰
殺
の
は
た
し
た
役
わ
り
を
み
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
。
五
胡
時
代
か
ら
北
朝
時
代
に
か
け
て
は
、
西
域
方
面
と
の
交
通
は
魂
晋
時
代
よ
り

も
頻
繁
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
、
西
方
か
ら
俳
園
澄
、
鳩
摩
羅
什
ら
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
名
僧
・
知
識
が
来
住
し
た
。
か
れ
ら
は
五
胡
族
の
君
主

や
支
配
層
に
例
数
を
よ
り
易
く
理
解
さ
せ
る
た
め
、
深
遠
な
数
理
を
説
く
よ
り
も
そ
の
児
術
的
な
面
、

た
と
え
ば
天
文
皐
や
暦
準
的
知
識
に
も
と
づ
く

日
干
魁
・
風
・
雪
・
宮
・
雨
の
議
一
一
一
口
、
病
気
の
治
療
な
ど
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
仰
寺
・
仰
像
の
造
管
や
併
教
的
行
事
を
さ
か
ん
に
し
て
具
象
的
な
商

か
ら
法
を
ひ
ろ
め
る
こ
と
に
力
を
い
れ
た
。
こ
の
た
め
五
胡
の
君
主
や
支
配
憾
の
人
び
と
で
仰
教
へ
蹄
依
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。

一
つ
に
は
五
胡
族

と
し
て
は
、
後
越
主
の
石
虎
が
「
朕
生
白
没
壊
、
(
中
略
)
仰
是
戎
神
、

正
所
底
奉
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
民
族
的
感
情
の
う
え
か
ら
も
侃
救
よ
り

外
来
の
併
教
に
親
し
み
を
感
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
ま
た
常
時
の
僧
侶
た
ち
は
方
術
ば
か
り
で
な
く
、
南
北
の
閥
境
線
は
も
と
よ
り
諸
園
間
の
境
界
を
こ
え
て
自
由
に
来
往
す
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
、
園
閣
の
機
密
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
も
比
較
的
容
易
で
あ
り
、
こ
の
情
報
綱
を
利
用
し
て
諸
閣
の
政
情
を
珠
一
一
一
口
し
、
そ
れ
が
軍
事
上
に
も
政

治
・
外
交
上
に
も
よ
く
適
中
し
た
の
で
、

い
っ
そ
う
君
主
の
信
頼
を
え
て
政
治
顧
問
に
む
か
え
ら
れ
る
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

こ
う
し
て
僧
侶
は
五
胡
の
諸
政
権
と
む
す
び
つ
き
、
仰
と
君
主
と
を
一
腰
化
し
て
君
主
を
仰
と
し
て
躍
拝
す
る
、

い
わ
ゆ
る
「
王
法
一
元
」
を
と
な

え
、
君
主
権
を
背
景
に
併
教
の
宣
布
に
つ
と
め
た
。

い
ま
に
の
こ
る
雲
山
間
や
龍
門
の
石
仰
群
の
よ
う
な
大
規
模
の
造
窟
・
造
像
は
、
俳
教
の
大
宣
俸
事

業
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
う
ら
が
え
せ
ば
民
衆
に
謝
す
る
君
主
権
の
誇
示
で
も
あ
り
、
併
教
を
君
主
権
の
擁
護
に
利
用
し
た
こ
と
に
も
な
り
、

か
ね
て

諸
政
権
は
仰
教
を
支
配
の
原
理
と
し
て
と
り
い
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
僧
侶
は
政
治
上
に
も
し
だ
い
に
勢
力
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、

や
が
て
か

れ
ら
は
儒
教
・
道
教
を
信
奉
す
る
漢
人
貴
族
や
官
僚
た
ち
と
封
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
北
朝
時
代
か
ら
惰
・
唐
時
代
に
か
け
て
の
排
俳
運
動
は
、
こ

の
よ
う
な
事
情
を
背
景
に
お
こ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
惰
・
唐
帝
閣
を
特
色
づ
け
る
も
の
と
し
て
列
翠
さ
れ
る
律
令
位
制
に
し
て
も
均
田
制
に
し
て
も
、
民
族
移
動
期
に
そ



の
包
芽
を
み
、

ま
た
創
設
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
例
数
も
ま
た
こ
の
時
期
に
し
っ
か
り
と
中
閣
に
根
を
お
ろ
し
た
の
で
あ
る
が
、

民
族
移
動
期
に
は
秦
・
漢
帝
閣
以
来
の
停
統
を
ふ

併
殺
の
普
及
は
そ

ま
え
な
が
ら
も
、

他
面
で
は
新
し
い
後
想
に
な
る
制
度
や
政
策
が
震
施
さ
れ
、

の
後
の
中
園
の
祉
禽
お
よ
び
思
想
界
に
幅
と
深
み
と
を
加
え
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、

そ
れ
ら
は
中
闘
の
政

治
・
制
度
・
枇
曾
あ
る
い
は
思
想
な
ど
の
設
展
に
大
き
な
役
わ
り
を
は
た
し
、
中
園
史
の
進
展
に
力
強
い
推
進
力
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
仰
教
の
よ
う
な
外
来
宗
教
が
流
布
し
て
、

補
注

①
内
田
吟
凧
殺
は
は
は
北
何
奴
部
の
キ
ル
ギ
ス
草
原
す
な
わ
ち
成
胞
移
動
を
三
幽
時
代

末
な
い
し
汗
代
初
期
と
推
定
す
る
(
「
何
奴
西
移
年
表
附
フ
ン
ネ
ン
リ
何
奴
に
附
す

る
再
考
察
」
東
洋
史
仰
究
第
二
巻
一
蹴
〉

ゆ
白
鳥
山
古
昨
士
は
ヒ
ル
卜
教
授
の
こ
の
論
文
を
明
治
三
三
年
八
・
九
月
に
叶
史
明

雑
誌
』
第
一
一
一
樹
八
・
九
抗
に
「
ヴ
ォ
ル
ガ
・
フ
ン
ネ
ン
及
何
奴
考
」
と
題
し
て
邦

揮
し
て
い
る
。

倒
ブ
ン
族
(
ボ
ル
ガ
・
フ
ン
ネ
ン
)
は
南
ロ
シ
ア
平
原
か
ら
南
下
し
て
閉
山
海
北
岸
に

い
た
ゴ

l
ト
族
や
ド
ナ
ウ
河
上
流
の
ロ
ン
パ
ル
ト
、
パ
ン
ダ
ル
、
ブ
ル
グ
ン
ド
な
ど

の
ゲ
ル
マ
ン
系
諸
部
族
を
眼
泊
し
た
。

@
南
旬
奴
部
の
諸
叛
蹴
に
つ
い
て
は
、
内
田
吟
風
『
旬
奴
史
叫
究
』
(
一
一
二
ペ
ー
ジ
)

に
詳
し
い
統
計
が
の
せ
ら
れ
て
い
る
。

①
左
部
都
別
に
つ
い
て
官
操
が
平
防
旬
奴
部
を
五
部
に
分
っ
た
と
き
、
左
部
帥
は

劉
淵
(
一
主
将
〉
の
父
で
於
扶
躍
の
子
の
劉
豹
で
あ
っ
た
ο

晋
書
径
一

O
一
劉
一
冗
海
載
記
に
も

於
扶
臨
死
、
弟
呼
岡
京
立
、
以
於
扶
山
純
子
豹
局
在
賢
玉
、
印
元
海
(
劉
淵
)
之
父
也
υ

鈍
武
(
山
口
投
〉
分
北
パ
衆
泊
五
部
、
以
豹
伺
川
左
部
帥
、
北
ハ
除
部
帥
山
口
以
劉
氏
九
之

と
い
う
が
、
た
だ
し
、
こ
れ
に
つ
づ
い
て

太
成
中
(
汗
武
帝
の
年
蹴
)
改
位
都
別

と
い
っ
て
、
部
帥
を
都
肘
と
し
た
の
は
背
武
の
と
き
と
し
て
い
る
。

@
こ
れ
に
つ
い
て
後
浅
沼
南
何
奴
博
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う

市
草
子
鴎
居
間
河
、
亦
列
置
諸
部
王
、
助
鴻
拝
成
。
使
斡
氏
骨
部
保
唱
北
地
。
右

⑦ 

賢
王
屯
朔
方
。
常
子
骨
部
俊
屯
五
原
。
呼
前
廿
都
侯
屯
雲
中
。
郎
氏
竹
都
侯
屯
定

襲
。
南
将
軍
屯
鳴
門
。
栗
籍
骨
都
侯
屯
代
都
。
皆
領
部
衆
、
伺
川
郡
山
川
似
縦
ヰ
H

つ
、
つ
い
て
官
職
に
つ
い
て
は

共
大
臣
賞
者
左
賢
王
、
火
左
谷
繭
玉
。
弐
右
賢
王
、
失
右
谷
鵡
王
、
消
之
四
角
。

失
左
右
日
遂
玉
、
戎
左
右
鳩
府
内
側
関
玉
、
次
左
右
斬
持
王
、
是
得
六
向
山
皆
明
子
子

弟
、
失
第
常
昭
子
者
也
。
異
姓
大
臣
左
・
右
廿
都
侯
、
次
左
・
布
日
/
返
什
都
侯
、
其

飴
日
一
巡
・
且
渠
・
常
戸
諸
官
披
、
各
以
権
力
優
劣
、
部
衆
多
少
、
局
内
下
・
次
第
一
お

と
い

h

フ。

な
お
、
こ
こ
に
い
う
車
子
子
弟
と
は
昭
子
を
選
出
す
る
眼
子
氏
族
の
も
の
を
い
い

こ
の
ほ
か
に
異
姓
の
四
氏
が
あ
っ
た
。
向
者
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

草
子
姓
虚
連
題
(
前
書
日
早
子
姓
壊
判
明
A

氏
)
、
異
性
有
呼
桁
氏
、
引
ト
氏
、
丘
林
氏
、

蘭
氏
〈
前
書
官
頓
朋
子
時
大
性
有
呼
市
民
・
蘭
氏
・
須
ト
氏
、
一
一
一
性
穴
棺
也
)
四

姓
押
周
囲
中
名
族
。
常
興
車
子
婚
姻
。
呼
釘
氏
鴻
在
、
蘭
氏
・
須
ト
氏
得
布
。
主
断

獄
・
職
訟
、
首
決
軽
重
、
口
白
問
中
子
。
無
文
訂
簿
領
長

後
漢
書
南
何
奴
侍
に
は
、
こ
の
間
曾
に
つ
い
て

何
奴
俗
歳
有
三
龍
一
刷
。
常
以
正
月
・
五
月
・
九
月
戊
日
祭
天
岬
。
山
市
「
白
内
附
、

投
刷
漢
帝
、
因
曾
諸
'
部
議
凶
事
、
走
馬
及
防
措
鴻
鎚

と
み
え
る
。

①
こ
の
こ
ろ
の
漢
閣
の
勢
力
聞
は
、
読
史
方
輿
紀
要
に
み
え
る
一
肌
州
民
の
推
定
で
は

「
東
は
太
行
、
市
は
崇
洛
を
こ
さ
ず
、
西
は
崎
培
、
北
は
沿
汗
を
山
な
か
っ
た
」
と

い
h

フ。

④
石
助
は
潟
人
、

潟
胡
、

旬
渇
な
ど
と
よ
ば
れ
、
背
書
袋
一

O
四、

石
1劫
載

潟
賊
、

/¥、



記
に
も
「
石
勃
は
上
黛
(
郡
)
の
武
郷
(
腕
〉
の
淘
烹
に
い
る
.
よ
っ
て
渇
胡
と
披

す
」
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
石
助
は
旬
奴
別
部
の
先
渠
部
の
出
で
上
黛
武
郷
の

渇
に
移
住
し
た
人
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

⑪
世
一
説
新
語
、
識
竪
篇
の
注
に
引
く
石
助
別
停
に

、
水
嘉
初
豪
傑
並
起
、
血
パ
胡
王
陽
等
十
八
騎
(
十
六
閤
春
秋
に
は
王
陽
・
襲
安
等
十

八
騎
と
い
う
〉
詣
汲
桑
局
左
前
官

と
い
う
。
汲
桑
は
牧
場
の
管
理
人
で
あ
り
、
王
陽
は
胡
人
、
ま
た
一
八
騎
中
の
襲
安
、

支
雄
、
呼
延
莫
、
支
届
六
ら
は
そ
の
姓
名
か
ら
み
て
も
、
や
は
り
胡
人
で
あ
ろ
う
。

こ
の
ほ
か
一
八
騎
中
の
劉
姓
の
三
人
も
胡
人
で
あ
る
か
ら
、
一
八
騎
の
大
半
は
胡
人

で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

⑪
こ
れ
は
ま
だ
劉
淵
(
一
一
ん
海
)
の
時
代
で
あ
る
が
、
石
劫
が
流
民
集
園
の
諸
国
型
墜
を

陥
れ
て
こ
れ
を
安
堵
し
た
こ
と
に
つ
い
て
晋
書
の
石
勤
載
記
に
も

一
万
海
命
〔
石
〕
勤
j
i
-
-
-
卒
衆
三
市
内
冠
説
部
、
頓
丘
諸
盛
壁
多
陥
之
、
飯
盛
主
将
平
・

都
尉
、
簡
強
社
五
高
局
平
土
、
老
弱
安
堵
如
故
、
軍
無
私
掠
、
百
姓
懐
之

と
い
い
、
義
穀
の
徴
牧
に
つ
い
て
も
同
書
に

石
助
(
劉
聴
時
代
)
攻
掠
珠
州
諸
郡
、
臨
江
而
還
、
屯
子
葛
段
、
降
諸
夷
楚
、
署

将
軍
二
千
石
以
下
、
枕
其
義
穀
、
以
供
軍
士

と
み
え
る
。
な
お
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
三
章
二
節
「
五
胡
政
権
と
漢
人
流
民
」
(
五

九
ペ
ー
ジ
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑫
四
世
紀
前
半
ご
ろ
の
段
氏
の
園
力
に
つ
い
て

段
氏
自
務
勿
塵
以
来
、
日
盆
強
盛
、
其
地
西
接
漁
陽
、
東
界
遼
水
、
所
統
胡
・
晋

三
高
徐
戸
、
控
弦
四
・
五
高
騎

と
い
わ
れ
て
い
る
。

⑬

石

氏

の

二

四

郡

晋

書

一

O
四
石
勤
載
記
上
に
は
三
四
郡
と
い
う
が
.
十
六
園

春
秋
(
後
越
録
)
や
資
治
活
鑑
(
九
一
、
胡
注
)
な
ど
に
は
河
内
、
説
、
汲
、
頓
丘
、

平
原
、
清
河
、
釦
庫
、
常
山
、
中
山
、
長
柴
、
楽
平
、
越
閥
、
康
平
、
陽
卒
、
章
武
、

勃
海
、
河
問
.
上
黛
.
定
喪
.
泊
山
陽
、
漁
協
.
武
邑
、
燕
圏
、
融
市
陵
の
二
四
郡
名
を

あ
げ
て
い
る
。
二
四
郡
に
し
た
が
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑪
部
都
に
つ
い
て
は
官
の
陸
畑
、
都
中
記
が
あ
り
、
研
究
論
文
と
し
て
は
村
田
治
郎

ハ、
四

「
鄭
都
略
考
」
(
建
築
皐
研
究
八
九
瞬
、
昭
和
二
二
年
)
、
宮
崎
市
定
「
六
朝
時
代

華
北
の
都
市
」
(
東
洋
史
研
究
第
二

O
巻
二
披
、
昭
和
三
六
年
)
、
宮
川
内
志
『
六
朝

史
研
究
』
政
治
・
枇
曾
篇
、
第
八
章
第
六
節
「
鄭
」
(
五
三
七

2
四
六
ペ
ー
ジ
)
な

ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

@
石
虎
時
代
の
段
部
の
勢
力
圏
は
石
勤
の
こ
ろ
よ
り
も
さ
ら
に
の
び
た
ら
し
く
、
い

ま
の
遼
西
省
か
ら
幽
州
(
北
京
)
に
お
よ
び
、
西
は
山
西
省
北
部
に
ま
で
達
し
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
晋
書
巻
六
コ
一
段
匹
時
の
燥
に
は

其
地
西
謹
幽
州
、
東
界
遼
水
、
然
所
統
胡
・
晋
可
一
二
時
徐
家
、
控
弦
四
・
五
高
騎
、

而
輿
石
季
龍
遁
相
侵
掠
、
連
丘
(
不
忠
、
責
任
対
季
龍
所
破

と
い
う
。
段
部
の
滅
亡
に
つ
い
て
晋
古
径
一

O
六
、
石
季
龍
載
記
に
は

〔
段
〕
遼
車
馬
鼠
除
、
遺
子
乞
特
民
、
途
表
及
名
馬
、
季
龍
納
之
、
乃
溢
其
戸
二
高

徐
子
羅
司
査
議
四
州
之
地

と
み
え
る
。

⑮
石
虎
の
淫
虐
な
所
業
に
つ
い
て
略
記
す
る
と

お

か

ω
宮
人
の
首
を
斬
り
盤
上
に
お
く
。
尼
僧
を
交
裂
し
て
惨
殺
し
た
。

ω
園
内
の
美
女
(
一
三
歳

2
二
O
歳
)
三
高
人
を
三
等
に
わ
か
つ
て
、
官
廷
お
よ

び
七

O
除
の
諸
公
侯
に
分
賜
し
た
。
こ
の
た
め
地
方
で
は
妻
妾
九
千
除
人
が
掠
め

ら
れ
、
こ
れ
に
乗
じ
て
豪
族
の
う
ち
に
も
庶
民
の
美
女
を
掠
奪
す
る
も
の
が
多
か

っ
た
。

制
歴
代
王
侯
の
陵
墓
を
盗
掘
し
た
。
陵
墓
の
設
掘
は
漢
・
胡
を
と
わ
ず
、
古
来
も

っ
と
も
思
虐
な
行
震
と
さ
れ
て
い
る
。

ω
貴
子
の
宜
を
虐
殺
し
た
。

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

⑪
蒲
洪
が
石
虎
を
諌
め
た
こ
と
は
資
沿
通
鑑
巻
九
七
、
永
和
二
(
三
四
六
)
年
五
月

の
僚
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
み
え
る
。

蒲
洪
諌
日
、
陛
下
既
有
一
一
裏
園
・
都
宮
一
文
修
-
一
長
安
・
洛
陽
宮
殿
一
時
一
一
以
何
用
一

作
コ
猟
車
千
乗
一
環
一
一
数
千
里
一
以
養
ユ
禽
獣
一
奪
一
一
人
妻
女
十
蝕
両
日
一
以

v

百
二
後

宮
一
聖
帝
明
王
之
所
ν
魚
、
悶
若
ν
是
乎
、
今
V
〈
以
ニ
道
路
不
F

修
、
欲
ν
殺
4

一小川書一

陛
下
徳
政
不
ν
修
、
天
降
=
淫
雨
一
七
旬
乃
霧
方
二
日
、
雄
レ
有
一
一
鬼
兵
円
高
一
亦
未
ν



イ

カ

ン

セ

ン

イ

カ

γ
セ
ン

能
ν
去
コ
道
路
之
塗
棟
一
一
間
況
人
乎
、
政
刑
如
ν
此
、
其
如
4

一
四
海
一
何
、
其
如
一
一
後

代
一
何
、
開
止
一
一
作
役
一
罷
コ
苑
間
一
出
-
一
宮
女
一
赦
二
朱
軌
一
以
副
コ
衆
望
一
〔
石
〕
虎
雌
ν

不
レ
悦
亦
不
一
一
之
坪
一
鴻
ν
之
罷
一
一
長
安
・
洛
陽
作
役
一
而
克
誠
司
一
朱
軌
一
又
立
=
私
論

朝
政
之
法
一
聴
下
吏
北
口
一
一
其
君
一
奴
告
も
州
主
占

永
和
二
年
と
い
え
ば
石
虎
の
在
位
一
一
一
一
年
目
で
つ
て
、
そ
の
死
の
三
年
前
に
あ
た

る
。
こ
の
こ
ろ
に
は
前
朝
の
石
勤
時
代
の
胡
・
漢
の
重
臣
た
ち
の
お
お
く
は
、
す
で

に
世
に
な
く
、
こ
の
よ
う
な
諌
一
一
一
一
口
を
す
れ
ば
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
一
命
を
失
っ
た
で
あ

ろ
う
が
、
さ
す
が
に
民
族
の
巨
帥
で
あ
る
蒲
洪
の
貫
録
の
ゆ
え
か
、
石
虎
も
こ
れ
を

罪
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
い
く
ぶ
ん
は
つ
つ
し
む
と
こ
ろ
は
あ
っ
た
。

な
お
行
虎
が
不
急
の
土
木
建
造
工
事
を
興
し
て
人
び
と
を
苫
役
さ
せ
た
こ
と
に
つ

い
て
み
る
と
、
さ
き
に
一
一
一
一
目
し
た
都
都
の
一
大
造
伺
工
事
の
ほ
か
、
喪
凶
に
も
太
武

殿
を
た
て
、
一
南
部
を
む
す
ぶ
街
道
に
は
四

O
里
ご
と
に
一
官
を
た
て
一
夫
人
を
お
い

た
。
ま
た
洛
陽
・
長
安
に
も
宮
殿
を
法
倍
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
建
造
物
は
、
官
時
の

す
ぐ
れ
た
中
国
人
建
築
家
を
動
員
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
こ
れ
に
つ
ぎ
こ
ま
れ
た

傍
働
力
は
男
女
十
数
寓
ー
1

通
鑑
に
は
四
十
除
高
人
と
い
う
l
l車
一

O
市
内
乗
を
こ

え
た
と
い
わ
れ
る
。

⑮
栂
石
枕
お
よ
び
そ
の
治
下
の
鮮
卑
族
に
つ
い
て
は
船
木
勝
馬
「
後
漢
後
期
の
鮮
卑

に
つ
い
て

l
l檀
石
塊
時
代
を
中
心
と
し
て
1
1
1
」
(
東
洋
大
型
紀
要
第
一
九
集
、

昭
和
四

O
年
九
月
)
を
参
照
。

⑮
慕
容
部
の
名
稽
に
つ
い
て
慕
容
の
二
字
は
白
鳥
賭
吉
博
士
に
よ
れ
ば
、
モ
ン

ゴ
ル
両
国

4
8
(富
者
、
富
む
)
の
音
課
で
あ
ろ
う
と
(
東
胡
民
族
考
、
史
皐
雑
誌

第
二
二
一
縦
一
披
)
。
ふ
る
く
か
ら
大
凌
、
叫
は
白
狼
水
と
よ
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
の
白

狼
も
お
そ
ら
く
回

3
8
に
近
似
の
音
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
慕
容
部
の

名
も
山
狼
水
か
ら
え
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

⑮
腕
城
の
位
段
、
通
典
在
一
九
六
、
北
秋
一
一
一
に
は
腕
城
に
注
し
て
「
今
柳
城
郡
之

地
」
と
い
い
、
同
省
一
七
九
皆
川
柳
城
郡
の
僚
に
は
、
腕
城
を
「
郡
城
の
東
南
一
七

O
盟
に
あ
り
」
と
い
う
。
ま
た
親
書
各
一

O
六
上
、
地
形
志
日
日
察
部
、
龍
城
の
候
下

に
は
、
榔
城
・
日
日
繋
・
材
料
城
と
列
記
す
る
。
い
ま
そ
の
位
置
を
確
認
し
え
な
い
が
、

満
洲
断
史
地
理
第
一
(
二
四
八
ペ
ー
ジ
〉
に
は
錦
燃
附
近
に
比
定
し
、
楊
守
敬
の
晋

地
理
志
閣
に
は
義
豚
の
北
に
お
い
て
い
る
。

、。、
L
V

@
慕
容
風
の
掩
立
晋
書
慕
容
庇
載
記
あ
る
い
は
十
六
園
春
秋
(
前
燕
録
)
に
よ

る
と
、
渉
蹄
が
死
ぬ
と
(
太
康
四
年
、
二
八
一
ニ
)
、
弟
の
耐
(
資
治
通
鑑
は
耐
に
作

る
〉
が
ひ
そ
か
に
位
を
う
ば
い
庇
を
殺
そ
う
と
し
た
の
で
、
風
は
禍
を
さ
け
て
遼
東

徐
郁
家
に
亡
命
し
た
。
や
が
て
こ
年
の
の
ち
耐
は
部
氏
に
殺
さ
れ
て
庇
が
迎
え
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
資
治
通
鑑
は
こ
れ
を
太
康
六
(
二
八
五
)
年
に
お
く
。

な
お
通
典
在
一
九
六
慕
容
氏
侍
に
よ
れ
ば
、
渉
蹄
に
は
吐
谷
滞
と
庇
と
の
こ
子
が

あ
り
、
庶
兄
の
吐
谷
揮
は
四
方
の
一
川
佳
之
問
に
移
っ
た
と
い
い
、
耐
に
つ
い
て
は
ふ

れ
て
い
な
い
。
吐
谷
揮
に
つ
い
て
は
通
鑑
省
九

O
に
も
み
え
る
。

@
慕
容
部
と
扶
除
図
慕
容
部
は
渉
婦
が
遼
東
に
移
っ
て
か
ら
庇
が
扶
飴
闘
を
攻

撃
す
る
と
き
〈
二
八
五
〉
ま
で
、
主
と
し
て
泣
陽
の
西
北
方
、
遼
河
以
西
い
ま
の
過

柵
の
内
外
附
近
に
あ
っ
て
扶
総
同
と
境
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
庇
の
時
代

か
ら
慕
容
部
の
一
部
が
農
耕
を
は
じ
め
定
住
生
活
に
う
つ
り
は
じ
め
た
の
は
農
業
凶

で
あ
っ
た
扶
飴
闘
を
征
服
し
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

て
い

@
段
部
段
部
に
つ
い
て
は
汗
苫
谷
六
五
、
段
匹
岬
の
保
に
、
段
遼
の
こ
ろ
の
勢

力
を
記
し
て

操
有
濯
商
之
地
、
両
国
御
庁
人
、
其
地
商
議
幽
州
、
東
界
涯
水
、
然
所
統
胡
・
晋

三
高
齢
家
、
控
弦
可
四
・
五
珂
崎
、
而
興
、
石
季
龍
遁
相
侵
掠
、
法
正
(
不
応
、
克
伺
川

幸
泊
所
破
、
徒
其
遺
勅
常
数
持
家
於
可
擢
之
地

と
い
う
。
段
部
の
遺
民
は
石
虎
と
英
容
部
に
よ
っ
て
分
配
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

@
高
句
麗
の
攻
略
慕
容
銑
は
成
康
八
(
三
四
二
年
i

l
慕
容
銑
載
記
に
七
年

と
あ
る
の
は
八
年
の
諜
り
|
|
鴨
紘
江
畔
に
あ
っ
た
高
句
麗
閥
都
の
丸
都
城
〈
い
ま

の
輯
安
〉
を
攻
略
し
、
図
王
の
父
(
乙
弗
利
)
の
戸
や
そ
の
母
・
妻
を
は
じ
め
男
女

五
高
館
人
を
か
す
め
、
官
殿
や
折
物
を
焚
致
し
た
。
こ
の
た
め
翌
年
凶
王
は
町
と
稀

し
、
弟
を
つ
か
わ
し
朝
民
し
た
。

な
お
高
句
一
蹴
と
慕
容
部
と
の
抗
下
は
こ
の
後
も
つ
づ
い
た
が
、
雨
者
の
闘
係
に
つ

い
て
は
池
内
宏
博
士
「
背
代
の
泣
京
」
〈
帝
困
問
中
士
院
記
事
、
第
一
径
一
一
腕
昭
和
一

六
年
刊
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

こ
こ
で
は
錦
豚
の
北
方
と
み
て
お
き
た

八
五



代
国
時
代
す
な
わ
ち
五
胡
時
代
の
拓
政
部
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
代
同
時
代
の
タ

グ
パ
ツ
政
権
」
(
東
方
皐
第
一

O
輯
、
昭
和
一
一
一

0
年
四
月
)
に
詳
述
し
た
の
で
、
本

稿
で
は
こ
れ
に
よ
っ
て
略
述
す
る
に
と
ど
め
た
。

⑮
務
庄
が
晋
朝
の
懐
帝
か
ら
代
公
に
封
じ
ら
れ
た
の
を
晋
才
一
日
は
永
嘉
六
年
の
こ
と
と

し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
内
田
吟
風
「
親
書
序
紀
特
に
其
世
系
記
事
に
つ
い
て
」
(
史

林
二
二
径
二
一
蹴
)
の
考
泣
に
し
た
が
っ
て
永
嘉
四
年
と
す
る
。

@
什
奨
粧
の
横
死
什
翼
健
の
死
に
つ
い
て
は
北
朝
側
の
史
料
に
よ
る
他
殺
古
川
と

南
朝
側
の
捕
虜
説
と
が
あ
る
。
親
書
序
紀
に
は

王
師
不
利
、
帝
時
不
致
、
群
臣
莫
可
任
者
、
乃
本
凶
人
避
於
位
、
山
之
地
、
向
車
雑

種
議
版
、
四
面
川
越
紗
、
不
件
倒
的
牧
、
復
度
夜
十
川
、
有
陸
軍
柏
込
、
乃
泣
u

十
二
月

至
哩
一
一
中
、
旬
有
二
日
帝
崩
、
時
年
五
十
七
c

と
い
う
が
、
同
じ
市
一
円
の
寒
活
情
(
径
一
五
)
に
は
、
そ
の
死
因
に
つ
い
て
弐
の
よ
う

に
詳
し
く
博
え
て
い
る
。

寒
什
何
者
附
成
皇
帝
之
庶
長
子
也
、
:
:
:
昭
成
弟
孤
子
斤
何
隙
偽
乱
、
囚
け
北
説
定
打

日
、
帝
時
光
慕
容
所
生
、
而
悟
汝
魚
料
見
、
欲
先
数
汝
、

j
i
-
-
固
定
汀
乃
率
北
ハ
川
刷
、

謹
噌
一
日
請
白
王
子
、
昭
成
亦
暴
出
:
・
j
i
-
-
-
存
堅
問
之
、
召
燕
胤
問
其
故
、
以
状
的
、

堅
日
天
下
之
忠
一
也
、
乃
執
寒
及
斤
、
騒
之
於
長
安
西
市

北
史
も
、
こ
の
読
を

h

つ
け
て

存
堅
一
半
梢
退
、
乃
還
。
十
二
月
至
雲
中
、
旬
有
二
日
皇
予
定
社
作
乱
、
市
川
誌
山
川
、

時
年
五
十
七

と
い
う
が
、
一
方
背
主
将
堅
博
を
は
じ
め
宋
書
索
虜
侍
や
南
部
ハ
舟
貌
虜
体
な
ど
の
南

朝
側
の
史
料
は
、
も
つ
ば
ら
什
翼
粧
が
捕

L

周
一
と
し
て
長
安
に
辿
れ
師
ら
れ
た
と
い
う
。

什
翼
艇
の
長
子
の
定
一
君
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
太
租
道
武
帝
の
父
献
明
帝

寒
は
世
系
表
の
上
で
は
什
翼
艇
の
衣
子
と
な
っ
て
い
る
が
、
あ
る
い
は
寒
君
と
同
一

人
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
什
奨
健
の
長
安
捕
虜
説
は
、
内
田
氏
の
推
測
さ
れ
た
よ

う
に
、
親
書
の
昭
成
子
孫
停
の
中
に
み
え
る
溜
附
が
長
安
に
連
行
さ
れ
た
こ
と
の
誤

博
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

@
拓
政
部
と
何
奴
族
の
猫
孤
部
と
の
閥
係
に
つ
い
て
は
、

所
牧
「
五
胡
及
び
北
魂
時
代
の
何
奴
」
の
項
参
照
。

@ 

内
田
吟
風
『
旬
奴
史
研
究
』

八
六

こ
れ
に
つ
い
て
魂
咋
燕
は
怖
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
み
え
る
。

及
昭
成
崩
、
太
融
特
選
長
安
、
凧
以
太
耐
幼
弱
、
囚
請
於
荷
堅
日
、
代
主
初
出
、

尼
子
亡
叛
、
選
孫
沖
幼
、
英
相
闘
立
、
立
一
別
部
大
人
劉
路
仁
一
見
川
有
官
、
俄
州
制

民
投
獄
多
接
、
皆
不
可
猫
任
、
冗
分
消
印
泊
二
、
令
比
一
山
人
統
之
、
雨
人
京
有
深

鵬
、
其
勢
莫
敢
先
夜
、
此
柳
川
没
之
良
策
、
待
其
孫
長
、
乃
存
町
立
之
、
是
陛
下
施

大
恵
於
亡
岡
也
。
堅
従
之

⑩
代
来
城
の
位
置
代
来
城
に
つ
い
て
は
資
治
活
鑑
一

O
四
の
胡
』
一
二
府
刊
誌
に
は

「
代
来
城
在
北
川
西
、
議
奈
築
以
届
術
反
、
一
一
一
凶
白
代
来
者
川
口
比
城
也
」
と
い
う
。
代

来
城
は
の
ち
の
統
高
城
で
あ
り
、
ま
た
北
犯
の
立
州
の
治
所
で
あ
る
と
い
う
。
立
州

の
位
置
に
つ
い
て
は
宮
崎
市
定
「
水
純
注
二
題
」
夏
州
の
位
世
に
就
い
て
(
児
市
雑

誌
四
五
編
の
七
挟
ま
た
は
『
ア
ジ
ア
史
研
究
」
第
一
所
牧
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑪
こ
れ
に
つ
い
て
汗
古
川
径
五
六
、
江
統
憾
に
は

現
武
内
I
E
ぷ
川
(
曹
操
)
令
時
市
立
侯
妙
心
V
4
1

討
叛
氏
阿
世
・
千
高
等
、
後
内
放
十
恐
慌
小
、

途
従
武
都
之
種
於
奈
川
、
欲
以
弱
冠
一
悩
凶
、
枠
御
山
川
仰
い
周

と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
三
闘
志
在
二
五
、
楊
山
小
山
附
に

劉
的
取
演
中
、
以
迫
下
掛
川
、
太
一
川
(
門
操
)
以
武
部
孤
泣
、
欲
移
之
、
恐
吏
民
仰
い

土
、
阜
威
信
楽
著
、
前
後
徒
民
氏
、
使
帰
京
兆
・
扶
風
・
天
水
界
中
部
余
戸

と
あ
る
の
に
封
臆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑮
杭
頭
は
資
治
一
過
鑑
在
八
八
に
み
え
る
机
誌
に
よ
る
と

杜
佑
日
紡
頭
今
汲
郡
術
腕
山
介
、
宋
白
日
材
一
山
城
在
今
街
将
市
、
去
一
川
八
虫

と
い

h

つ。

⑮
蒲
洪
が
石
季
龍
(
石
虎
)
に
献
策
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
晋
円
程
一
一
二
符
洪

載
記
に

洪
説
季
龍
、
宜
従
問
中
豪
傑
及
先
戎
、
内
買
京
師
、
季
龍
従
之
、
(
中
略
)
共
部

下
賜
爵
閥
内
侯
者
二
千
余
人
、
以
洪
九
凶
内
領
侯

と
い
う
。

@
桔
一
温
の
北
伐
東
晋
の
桓
温
は
再
開
の
胡
族
大
殺
裁
が
華
北
の
混
乱
を
れ
い
た

の
を
み
て
、
好
機
到
来
と
ば
か
り
大
平
を
ひ
い
て
湖
北
か
ら
河
南
南
部
を
へ
て
陳
西

に
侵
入
し
た
。
晋
が
わ
の
史
料
で
は
桓
泊
の
軍
が
有
健
の
軍
を
ゃ
ぶ
り
長
安
の
東
市

⑮ 



調
水
の
一
ほ
と
り
に
陣
レ
た
と
こ
ろ
、
長
安
心
海
人
が
み
な
感
激
し
て
苦
唱
を
よ
ろ
こ

び
迎
え
た
と
い
う
。
し
か
し
晋
軍
は
椴
食
が
つ
づ
か
な
か
っ
た
の
で
、
桓
温
は
軍
を

か
え
し
て
洛
陽
に
入
り
、
の
ち
湖
北
に
凱
旋
し
た
。
こ
れ
が
桓
温
の
第
一
弐
北
伐
で

あ
る
。

@
豪
商
の
抑
歴
普
書
巻
一
一
三
存
堅
載
記
に
よ
れ
ば
、
富
商
の
越
接
、
丁
妃
、

都
盆
ら
は
み
な
家
に
千
金
を
か
さ
ね
、
事
服
の
豪
勢
さ
は
王
侯
に
擬
し
た
の
で
、
棄

の
諸
公
た
ち
は
競
う
て
こ
れ
を
ひ
い
き
に
し
、
閣
の
二
卿
と
し
た
。
そ
こ
で
存
堅
は

堅
於
法
推
機
引
接
等
局
幽
卿
者
、
降
其
爵
、
乃
下
制
、
非
命
士
己
上
、
不
得
飛
車

馬
、
於
都
城
百
虫
之
内
、
金
銀
錦
繍
工
商
島
波
崎
女
不
得
服
之
、
犯
者
葉
市

と
の
献
し
い
注
し
を
下
し
た
の
で
あ
っ
た
。

⑪
こ
れ
に
つ
い
て
晋
舟
在
一
一
一
一
一
存
竪
載
記
に
は

徒
閥
東
蒙
傑
及
諸
雑
夷
十
寓
戸
子
開
中
、
慮
烏
丸
純
効
T
鴻
地
・
北
地
、
丁
雫
裡

斌

f
新
安
、
徒
陳
留
東
阿
高
戸
以
賀
青
州

L
」い沿っ。

⑪
符
監
と
陣
活
安
道
安
(
一
一
二
四

2
八
五
)
は
河
北
常
山
(
河
北
省
正
定
腕
)

の
人
。
姓
は
衛
氏
、
一
二
才
で
出
家
し
た
の
ち
鄭
都
に
遊
唱
し
、
中
寺
に
お
い
て
併

問
澄
に
入
門
し
た
。
の
ち
悌
岡
澄
お
よ
び
後
組
主
の
石
虎
が
死
ぬ
と
、
一
ニ
四
九
年
郭

都
を
去
っ
て
太
行
促
山
に
入
り
、
さ
ら
に
内
聞
の
災
を
さ
け
て
慧
遠
と
と
も
に
東
背

の
喪
防
機
繰
寺
に
う
つ
り
(
一
一
一
六
五
年
〉
約
一
正
年
間
を
こ
の
地
に
と
ど
ま
っ
た
。

道
安
の
悌
教
研
究
の
態
度
は
、
そ
れ
ま
で
の
中
園
仰
教
者
が
悌
典
を
理
解
す
る
た

め
に
中
崎
の
古
典
を
媒
介
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
格
議
仰
殺
を
止
揚
し
て
、
仰
典
そ
の

も
の
か
ら
直
接
に
仰
教
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
滋
安
が
格
義
仰

殺
を
批
判
し
は
じ
め
た
の
は
一
一
一
五

0
2一
一
一
五
七
年
ご
ろ
か
ら
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る

か
ら
、
そ
の
時
期
は
か
れ
が
低
山
に
あ
っ
た
時
代
と
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
道
安
は

従
来
同
域
悌
憎
た
ち
が
と
っ
て
き
た
児
術
的
仰
救
お
よ
び
格
義
的
仰
救
を
で
き
る
だ

け
忌
避
し
、
剃
髪
禁
欲
に
よ
っ
て
濁
内
の
戒
律
i
l淵
判
定
の
賞
股
ー
ー
を
守
る
中
間

的
伸
教
へ
の
道
を
ひ
ら
い
た
。
そ
の
た
め
喪
防
に
お
け
る
か
れ
の
仰
救
救
闘
は
習
盤

'v 齢
を
し
て

師
徒
敷
百
、
清
講
俗
ま
ず
、

(
中
略
)
し
か
も
師
徒
満
々
と
し
て
白
ら
柑
骨
敬

し
、
洋
々
清
々
・
す
な
わ
ち
こ
れ
わ
が
巾
市
氷
点
だ
み
、
ざ
る
と
こ
ろ

と
感
歎
さ
せ
た
ほ
ど
員
撃
に
し
て
整
然
た
る
自
治
的
求
道
研
究
の
閲
憾
で
あ
っ
た
と

い
う
(
塚
本
善
隆
編
、
議
事
論
研
究
』
一
一
五
ペ
ー
ジ
)

長
安
に
あ
っ
た
前
秦
の
荷
堅
は
、
こ
の
道
安
の
敬
化
の
風
を
き
き
、
三
七
九
年
衷

陽
を
攻
陥
す
る
や
、
か
れ
を
長
安
に
仲
な
い
か
え
っ
た
。
こ
の
た
め
存
堅
の
護
助
城

攻
園
戦
は
一
人
の
道
安
を
え
ん
が
た
め
の
戦
い
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
昭
一
体
さ
れ
て
、

後
世
「
存
堅
は
一

O
高
の
師
を
も
っ
て
一
入
学
を
え
た
」
(
高
僧
博
)
な
ど
と
い
わ

れ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
一
人
宇
と
は
泊
安
と
荷
車
歯
と
の
こ
人
を
え
た
こ
と
を
い
っ
た

も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
背
吉
在
一
一
問
符
堅
執
は
山
、
王
猛
附
博
に
は

晋
唯
僻
附
呉
越
、
乃
正
朔
相
一
水
、
親
仁
詩
隣
、
岡
之
賓
也
、
臣
泣
之
後
、

普
慢
げ
岡
、
鮮
卑
先
場
我
之
餓
也
、
終
鴻
人
忠
、
宜
漸
除
之
、
以
使
枇
稜

と
み
え
る
。

⑩
持
竪
の
東
晋
南
伐
に
つ
い
て
は
、
所
力
径
一
一
四
、
荷
堅
載
記
に
詳
し
い
が
、
資

治
一
辿
鑑
義
一
一
四
、
太
一
克
七
(
一
一
一
八
二
)
年
十
月
の
傑
以
下
に
は
要
領
よ
く
記
さ
れ

て
い
る
。

@
特
堅
が
同
族
の
底
族
を
遠
く
に
徒
民
し
て
闘
中
防
衡
を
お
ろ
そ
か
に
し
た
こ
と
に

つ
い
て
資
治
通
鑑
各
一

O
四
、
太
一
克
五
(
一
一
一
八

O
)
年
の
僚
に
は
、
つ
、
ぎ
の
よ
う
に

指
摘
し
て
い
る
。

符
倍
以
諸
民
種
類
繁
滋
、
秋
七
月
分
三
原
・
九
峻
・
武
都
・
肝
薙
思
十
五
高
戸
、

使
諸
宗
親
各
領
之
、
散
居
方
鋲
、
如
古
品
侠
(
中
略
)
諸
民
別
其
父
兄
皆
働
肌
入
、

哀
感
路
人
、
胡
整
因
侍
実
、
援
球
而
歌
川
、
阿
得
脂
、
阿
得
脂
、
博
替
は
閃
父
是
仇

緑
、
尾
長
翼
短
不
能
飛
、
遠
徒
柏
人
間
鮮
咋
、
一
旦
緩
急
昔
話
誰

⑪

資

mm一
地
鑑
缶
九
九
、
永
和
九
年
の
伐
に
は
挑
喪
が
東
庁
の
た
め
附
境
の
ま
も
り
を

同
め
た
こ
と
に
つ
い
て

九
月
、
挑
議
屯
肢
陽
、
以
持
・
楽
方
川
川
、
未
有
北
伐
之
志
、

訓
即
時
士

十
二
月
、
挑
謀
関
准
屯
肝
胎
、
招
掠
流
民
、

な
ど
と
み
え
る
。

⑩ 

開
不
以

乃
央
准
嵐
山
川
屯
川
、

衆
至
七
高
、

分
置
宇
宰
、
勘
課
段
桑

/¥ 
七



⑫
後
涼
(
呂
氏
政
権
ー
ー
ー
氏
族
)
に
つ
い
て
後
涼
園
を
興
し
た
の
は
日
光
で
あ

る
。
か
れ
は
略
陽
の
氏
族
の
一
部
長
の
家
柄
に
う
ま
れ
、
の
ち
前
奏
の
有
堅
の
部
時

と
な
り
、
太
元
八
(
一
一
一
八
一
一
一
)
年
に
命
を
う
け
て
西
域
諸
凶
を
経
略
し
、
通
蕊
・
芳

香
を
降
し
た
が
、
持
堅
の
敗
北
を
き
く
と
軍
を
東
に
か
え
し
た
。
途
中
多
く
の
反
封

勢
力
を
撃
破
し
つ
つ
、
前
涼
の
首
都
姑
賊
(
涼
州
)
に
入
り
(
一
一
一
八
六
)
、
涼
州
牧

と
し
て
こ
の
地
に
と
ど
ま
り
、
甘
粛
刷
西
北
部
に
勢
力
を
扶
殖
し
た
の
ち
、
三
九
六
年

帝
位
に
つ
き
涼
閣
と
稿
し
た
。
後
涼
閣
と
よ
ば
れ
、
河
西
の
一
九
郡
を
領
有
し
た
。

呂
光
の
死
後
園
勢
、
が
お
と
ろ
え
紹
・
纂
を
へ
て
、
や
が
て
日
隆
は
後
秦
に
降
っ
た

た
め
、
そ
の
園
土
は
西
涼
(
敦
煙
に
よ
る
李
氏
政
権
)
・
南
涼
(
柴
都

1
青
海
省
同

寧
鯨
に
よ
る
禿
髪
政
権
)
・
北
涼
(
張
披
に
よ
る
阻
渠
政
権
)
に
三
分
さ
れ
た
。

⑬
内
田
吟
風
円
旬
奴
史
研
究
』
八
九
ペ
ー
ジ
「
劉
氏
の
教
養
と
物
質
生
活
」
の
候
参

昭…

@
背
車
内
容
一

O
六
、
石
季
龍
載
記
参
照

@
劉
叫
の
「
在
路
上
表
」
を
背
書
巻
六
二
劉
現
侍
か
ら
引
用
す
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う

で
あ
る
。

永
嘉
一
冗
(
一
二

O
七
)
年
潟
井
州
刺
史
、
加
振
威
将
軍
、
領
何
奴
中
郎
胸
、
現
在
路

上
表
日
、
(
中
略
)
九
月
末
得
設
(
洛
陽
)
、
道
険
山
峻
、
胡
冠
寒
路
、
轍
以
少

撃
衆
、
冒
険
而
進
、
頓
伏
難
危
、
辛
苦
備
嘗
、
即
日
壷
口
閥
、
臣
白
渉
州
担
、
目

視
凶
乏
‘
流
移
四
散
、
十
不
存
二
、
携
老
扶
弱
、
不
絶
於
路
、
及
其
在
者
、
営
責

妻
子
、
生
相
梢
棄
、
死
亡
委
厄
、
白
骨
横
野
、
哀
呼
之
聾
、
感
傷
和
気
、
群
胡
敷

首
向
、
周
阻
四
山
、
動
足
遇
掠
、
開
目
視
定
‘
唯
有
壷
闘
可
得
告
謡
、
而
此
二
道
九

州
之
除
、
数
人
嘗
路
、
則
百
夫
不
敢
進
.
公
私
往
反
、
浸
喪
者
多
、
嬰
守
窮
城
、

不
得
薪
采
、
耕
牛
既
輩
、
又
乏
田
器

つ
い
で
背
陽
(
太
原
)
附
近
や
城
内
の
あ
り
さ
ま
に
つ
い
て
は

時
東
繭
公
騰
(
前
任
者
の
司
馬
騰
を
さ
す
)
白
晋
陽
鎖
都
、
井
土
機
荒
、
百
姓
随

騰
南
下
、
蝕
戸
不
満
二
高
、
冠
賊
縦
横
、
道
路
断
塞
、
現
募
得
千
蝕
人
、
轄
闘
至

晋
陽
、
府
寺
焚
致
、
僅
戸
蔽
地
、
共
有
存
者
餓
扇
、
無
復
人
色
、
荊
赫
成
林
、
狩

狼
尚
道
、
現
鶏
除
荊
臓
、
牧
葬
枯
骸
、
造
府
朝
建
市
獄
、
冠
盗
立
来
掩
襲
、
恒
以

城
門
矯
戦
場
、
百
姓
負
楯
以
耕
、
属
鍵
而
糖
、
現
撫
循
勢
来
甚
得
物
情
、
(
中
略
)

/¥ 
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在
{
日
未
碁
、
流
人
柏
復
、
難
犬
之
音
、
復
相
接
突
、
一
五
一
五

と
い
い
、
そ
の
惨
憎
た
る
さ
ま
が
、
如
貨
に
描
寓
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
資

治
通
鑑
巷
八
六
、
亜
日
の
恵
帝
光
州
元
年
十
二
月
己
酉
の
候
に
も
、
や
や
兵
鰻
的
に
つ

ぎ
の
よ
う
に
叙
述
し
て
い
る
。

劉
国
至
上
窯
、
東
燕
王
騰
印
白
井
隠
束
下
、
時
井
州
機
能
、
数
魚
胡
定
制
一
山
之
所

掠
、
郡
腕
莫
能
白
保
、
州
問
M
到
、
:
:
:
:
・
等
及
吏
民
高
蝕
人
、
悉
随
騰
就
穀
実

。。

州
、
競
鴻
「
乞
活
」
所
徐
之
戸
不
満
二
高
、
冠
賊
縦
横
、
道
路
断
定
、
現
募
丘
(
上

議
、
得
五
百
人
、
轄
闘
而
前
、
歪
背
山
側
、
府
寺
焚
虫
、
口
田
野
論
保
、
現
撫
循
務
棟
、

流
民
梢
集

⑩
溶
陽
、
長
安
の
荒
廃
に
つ
い
て
は
宮
川
向
志
『
六
朝
史
研
究
』
政
治
・
枇
曾
篇
第

八
章
第
三
節
「
五
胡
時
代
の
長
安
」
、
お
な
じ
く
第
四
節
「
五
胡
時
代
の
洛
陽
」
を

参
照
さ
れ
た
い
。

@
鳩
壁
の
初
見
は
前
漢
時
代
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
鳩
保
一
了
鳩
主
に
つ
い
て

品
品

那
波
利
点
「
鳩
主
致
」
ハ
京
都
大
早
人
文
科
皐
研
究
所
『
東
巨
人
文
型
報
』
第
二
巻

四
披
)
清
水
盛
光
『
中
園
郷
村
枇
合
論
』
(
昭
和
二
六
年
、
岩
波
書
庖
)
佐
久
間
古

也
「
晋
代
の
盤
主
」
(
東
洋
史
皐
論
集
第
一
二
)
金
根
護
『
永
嘉
飽
後
北
方
的
豪
族
』

(
民
閣
五
三
年
九
月
刊
)
な
ど
の
諸
論
著
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑮
宮
川
向
志
、
前
掲
書
五
八
ペ
ー
ジ
参
照
。
ま
た
資
治
通
鑑
に
は
、
こ
れ
よ
り
少
し

お
く
れ
た
後
秦
時
代
(
一
一
一
九
九
年
)
の
こ
と
で
あ
る
が

細
腕
前
河
間
太
守
屋
滞
、
帥
其
部
山
数
千
家
、
就
曾
漁
陽
、
途
接
有
数
郡

と
っ
た
え
て
い
る
。

⑬
晋
書
巻
六
七
都
緊
博
に
み
え
る
か
れ
の
上
疏
に
よ
れ
ば

臣
所
統
錯
雑
、
率
多
北
人
、
或
逼
選
徒
、
或
是
新
附
、
百
姓
懐
土
、
皆
有
蹄
本
之

心
、
臣
宣
困
思
、
一
不
以
好
悪
、
』
脳
血
ハ
田
宅
、
漸
得
少
安
、
開
臣
疾
篤
、
衆
情
骸
動

ル
」
い
h

つ。

⑩
劉
退
に
つ
い
て
太
平
御
寛
容
四
三
五
に
引
用
す
る
何
法
盛
の
背
中
興
書
に
は
、
つ

ぎ
の
よ
う
な
記
載
が
み
え
る
、

劉
遅
字
正
長
、
康
平
人
、
性
果
毅
、
便
弓
馬
、
遭
天
下
範
、
謹
白
筋
鳩
主
、
攻
抄



自
至
、
無
時
不
戦
、
退
毎
奮
撃
、
直
入
賊
軍
、
陥
堅
措
鋭
、
郷
人
部
績
深
知
之
、

以
女
一
安
語
、
途
立
砕
一
一
河
済
之
問
、
胡
不
敢
逼
、
時
人
続
開
羽
張
飛

蘇
峻
に
つ
い
て
は
資
治
通
鑑
太
興
二
(
一
一
二
九
)
年
の
僚
に
も

。。

春
二
月
、
初
披
人
蘇
峻
帥
郷
里
敷
千
家
結
晶
以
白
保
、
遠
近
多
附
之
、
曹
疑
惑
其

強
、
時
攻
之
、
峻
率
衆
浄
海
来
奔

と
み
え
る
。

⑨
宮
川
内
志
、
前
掲
書
、
第
八
章
「
六
朝
時
代
の
都
市
」
、
宮
崎
市
定
「
六
朝
時
代

華
北
の
都
市
」
(
東
洋
史
研
究
第
二

O
巻
二
瞭
)
参
照

⑬
拙
著
刊
中
園
征
服
王
朝
の
研
究
』
上
、
第
六
章
「
遼
朝
の
吐
宵
に
闘
す
る
研
究
」

第
一
節
「
徒
民
政
策
と
州
牒
制
の
成
立
」
参
照

。

@
こ
れ
に
つ
い
て
晋
書
に
は
宛
と
あ
る
が
、
通
典
の
賦
税
門
や
資
治
油
鑑
在
九
七
に

し
た
が
っ
て
苑
と
あ
ら
た
め
た
。

@
太
耐
に
よ
る
平
城
へ
の
大
規
模
な
徒
民
は
、
都
都
を
陥
れ
て
後
燕
国
を
ほ
ろ
ぼ
し

た
天
興
一
五
会
一
九
八
)
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
魂
書
程
二
、
太
組
紀
に
は
つ
ぎ
の
よ

h

つ
に
い

h

フ。

春
正
月
、
徒
山
東
六
州
民
吏
及
徒
何
(
慕
容
部
氏
)
高
一
路
雑
夷
三
十
六
高
・
百
工

伎
巧
十
高
蝕
口
、
以
充
京
師
(
平
城
)

同
書
径
一
一

O
食
貨
志
に
は
、
こ
の
こ
と
を
「
分
徒
吏
民
及
徒
何
積
人
工
伎
巧
十
高

鈴
家
、
以
充
京
師
」
と
い
う
。
つ
づ
い
て
太
租
紀
十
二
月
の
傑
に
は

徒
〔
山
東
〕
六
州
二
十
二
郡
守
宰
豪
傑
吏
民
二
千
家
子
代
都
(
.
E
l
城
)

と
い
う
が
、
こ
れ
ら
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
こ
の
と
き
約
五

O
高
ち
か
い
徒
民
が
強
行

さ
れ
た

h

」
と
に
な
る
。

@
宮
川
内
志
コ
ハ
朝
史
研
究
b

政
治
・
祉
曾
篇
、
第
六
章
一
ニ
節
「
北
魂
朝
廷
と
漢
人

貴
族
」
の
僚
に
み
え
る
豪
族
表
を
み
る
と
、
北
貌
時
代
で
は
あ
る
が
、
常
時
華
北
に

い
か
に
多
く
の
漢
人
の
大
姓
・
貴
族
が
い
た
か
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

⑪
阻
所
一
百
者
枇
稜
之
計
也
、
而
陛
下
殺
臣
、
若
死
者
有
知
、
臣
要
首
上
訴
陛
下
於
天

下
、
訴
陛
下
於
先
帝
、
朱
裳
有
一
五
、
臣
得
興
龍
逢
・
比
干
悦
於
地
下
足
会
、
未
審

陛
下
何
如
主
ヰ
〈
慨
は
書
一

O
二
陳
一
克
達
博
)

君
子
借
に
つ
い
て
〔
石
勅
〕
進
軍
攻
鉦
鹿
・
常
山
、
害
二
郡
守
勝
、
陥
翼
州
都

@ @ 

腕
壁
一
壁
百
齢
、
衆
至
十
儀
高
、
其
衣
冠
人
物
、
集
局
君
子
皆
、
乃
引
張
賓
借
用
謀
主

(亜日書一

O
四
、
石
助
載
記
上
)

石
勤
毎
破
一
州
、
必
簡
別
衣
冠
、
競
君
子
城
(
太
平
御
賢
一
九
一
二
、
所
引
郡
闘
士
山
)

褒
園
崇
仁
里
の
特
別
巨
石
季
龍
引
軍
、
城
封
丘
而
旋
、
徒
朝
臣
按
属
巳
上
土

族
者
三
百
戸
子
喪
閤
崇
仁
里
、
置
公
族
大
夫
以
領
之
(
背
書
一

O
五
、
石
駒
載
記

下
)

石
助
清
定
五
日
間
、
以
張
資
領
選
、
復
績
定
九
口
問
、
署
張
班
鴻
左
執
法
郎
、
孟
卓
鴻

右
執
法
郎
、
典
定
士
族
、
副
選
理
之
任
、
令
群
寮
及
州
都
、
歳
各
事
秀
才
・
至
孝
・

廉
清
・
賢
良
・
直
一
一
一
一
口
・
武
勇
之
土
各
一
人
。
:
:
:
以
門
将
王
波
矯
記
室
参
軍
、
典

定
九
流
、
始
立
秀
孝
誠
紹
之
制
、
:
:
:
又
下
書
令
公
卿
百
僚
、
歳
薦
賢
良
・
方
正
・

直
一
一
一
一
口
・
秀
異
・
至
孝
・
廉
清
件
一
人
、
答
策
上
第
者
邦
議
郎
、
中
第
中
郎
、
下
第

下
郎
、
其
堅
人
得
遁
相
薦
引
、
厩
招
賢
之
路
(
亜
日
書
一

O
五
石
勤
載
記
下
)

資
治
通
錐
に
よ
れ
ば
、
石
助
が
五
日
間
の
制
を
定
め
、
張
賓
を
領
選
さ
せ
た
の
は
太

興
一
一
一
(
一
二
二

O
)
年
で
あ
り
、
晋
制
を

h

つ
け
て
秀
考
試
経
之
制
を
立
て
た
の
は
成
和

元
(
一
一
一
一
ヱ
ハ
)
年
の
こ
と
で
あ
る
。

品
川
北
競
時
代
の
人
材
登
用
主
義
に
つ
い
て
は
、
谷
川
道
雄
「
北
貌
官
界
に
お
け
る
門

問
主
義
と
賢
才
主
義
」
(
名
古
院
大
串
文
院
中
部
十
周
年
記
念
論
集
一
九
五
九
年
〉

⑪
晋
書
径
一

O
五
、
石
勅
載
記
下
、
張
賓
附
博
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
そ
の
功
を
た
た

、
え
て
い

h

フ。

〔
石
勤
〕
後
漸
進
規
模
、
乃
異
之
〔
張
買
〕
、
引
局
謀
主
、
機
不
慮
授
、
算
無
遺
策
、

成
勅
之
基
菜
、
皆
賓
之
勅
也

政
治
や
廟
堂
一
の
肇
勢
を
正
す
開
に
つ
い
て
も

ハ
張
賓
μ
繭
清
百
寮
、
鮮
紐
私
舵
(
阿
私
に
同
じ
)
、
入
則
格
一
一
一
一
口
、
出
則
蹄
美
、
〔
石
〕

勅
甚
重
之
、
毎
朝
常
用
之
正
容
貌
、
簡
僻
令
、
呼
日
右
侯
、
間
不
名
之
、
勅
朝
英

興
矯
比
也

と
い
い
、
ま
さ
に
一
正
寓
耐
を
た
だ
す
の
感
が
あ
っ
た
c

資
治
通
鑑
(
寄
八
七
)
永
嘉
三
年
の
僚
に
は
石
勅
が
登
用
し
た
主
な
人
物
と
し
て

以
越
郡
張
賓
局
謀
主
、
司
臨
何
個
川
股
肱
、
襲
安
・
孔
蓑
・
支
雄
・
桃
豹
・
逸
明
潟
爪

牙
、
井
州
諸
胡
淘
多
従
之

U雪⑬ 
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を
あ
げ
て
い
る
。

ま
た
背
書
割
註
に
引
く
敦
煙
本
塁
日
紀
』
に
は
、
石
助
が
王
没
を
ほ
ろ
ぼ
す
と

嘗
族
見
用
者
、
河
東
義
憲
、
頴
川
萄
紳
、
北
地
悼
暢
、
京
兆
社
憲
、
柴
安
任
播
、

清
川
桂
淵

ら
が
蹄
順
し
登
用
さ
れ
た
と
い
う
。

⑬
資
治
通
鑑
在
九
五
、
成
和
七
年
四
月
の
候
参
照
。

@
こ
れ
に
つ
い
て
資
治
通
鑑
巷
九
一
、
太
興
三
(
三
二

O
〉
年
三
月
の
僚
に
は

表
最
至
建
康
、
盛
稀
慕
容
庇
之
威
徳
、
賢
儒
比
白
河
之
用
、
朝
廷
始
重
之
、
(
中
略
〉

乃
遣
使
随
袋
、
非
同
唱
安
北
将
軍
平
州
刺
史

九
O 

と
み
え
る
が
、
こ
れ
を
み
て
も
慕
容
政
椛
に
判
別
す
る
東
晋
朝
廷
の
汗
償
が
し
だ
い
に

改
め
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

⑬
こ
れ
に
つ
い
て
資
治
通
鑑
径
九
一
、
太
興
元
(
一
一
二
八
)
年
三
月
の
候
に
は
、
謀

回
の
袈
凝
が
慕
容
斑
に
語
っ
た
一
一
一
一
日
と
し
て

表
出
挑
言
於
斑
目
、
晋
室
衰
微
、
介
局
江
表
、
威
徳
不
能
及
遠
、
中
原
之
飢
、
非
切

公
不
能
掻
也
、
今
諸
部
雌
各
擁
兵
、
然
皆
頑
愚
相
索
、
宜
以
漸
井
取
、
以
倍
川
西
討

之
資
一
去
云

と
っ
た
え
て
い
る
。

(
昭
和
四
三
年
三
月
稿
了
)



The Grea t East Asian Ethnic Migra tion 

(V olkerwanderung) 

Forward : Two Great Ethnic Migrations 

Chapter 1: The Origins of the Great Migration 

Section 1: The Dissolution of the Hsiung;-nu旬奴 Kingdom，and the 

Southern and Northern H王S司lun口mg.皆引.

Section 2: The Southern Hs討iung-nuin the Following Period 

Chapter II: The Various Regimes of the “Five Barbarians"五胡

Section 1: Hsiung-nu Regimes 

(A): The Liu劉 Dynasty(Han漠 andEarlier Chao前趨)

(B): The Shih石 Dynasty(Later Chao後越)

Section 2: Hsien・pei鮮卑 Regimes

(A): The Mu-jung慕容 Dynasty (Earlier Yen前燕， Later Yen 

後燕， Western Yen四丸 andSouthern Yen南燕)

(B): The To-pa拓政 Dynasty(Northern羽Tei北貌); The Period 

of the State of Tai代

Section 3: Ti尽 andCh'iang尭 Regimes

(A): The Fu荷 Dynasty(Earlier Ch 'in前秦)

(B): The Yao挑 Dynasty(Later Ch'in後秦)

Chapter III: The Various Regimes of the “Five Barbarians" and the 

Society of North China 

Section 1: The Population Problem 

Section 2: The Barbarian Regimes and Displaced Chinese 

Section 3: The Barbarian Regimes anJ Chinese Intellectuals and Culture 

The era of great ethnic migrations (Volkeパvanderung)in East Asia， lasting from 

the fourth through the sixth century AD.， includes the Period of the Five Barbarians 

(五胡時代， 308-439)， and the Period of the Northern Dynasties (北朝時代， 439-589). 

The scope of the present work， however， is in general limited to the earlier of these 

two periods. 

The historical significance of the era of migration is clearly revealed by 2. compar・

ison of the two uni五edstates which preceded and followed it， the Han 漢 andSui-

T'ang陪唐 Empires. To state concisely the difference between the two， the Han 

Empire was a Sinitic classical empire， based on Confucianism， while the Sui-T‘ang 

Empire was an East Asiatic universal empire， founded on a legal or constitutional 

order律令髄制 Inshort， the former was an ancient polity， and the latter， mediaeval; 

1 -



and in accounting for this far-reaching historical development or transformation， the 

era of migration must be understoood as a historically necessary preparatory or transi網

tional period， leading to the emergence of the new order of the Sui and T‘ang. 1t 

was a troubled and violent era， when the old and new tides of history clashed and 

whirled in a gigantic vortex. 

The most significant developments of the period， as detailed in the various chapters 

and sections of the present study， may be summarized under several headings as 

follows: 

1. The Political Basis of State Authority 

The various states established by the “Five Barba.rians" (that is， the nomadic 

peoples of the Hsiung-nu旬奴， the closely related Chieh掲， and the Hsien-pei鮮卑，

Ti尽 andCh'iang禿) were independent political powers controlling a11 or part of 

North China， in constant opposition to the strictly Chinese state of the Eastern Chin 

東菅 inthe South. They were more， however， than simple successors to the previous 

holders of power in North China， the Han Empire and the Kingdoms of Wei魂 and

the Western Chin西菅 fortheir polities rested， ethnical1y， on a combined basis of 

large numbers of “barbarian" immigrants and a larger Chinese population， itself com-

posed both of indigenous rural populace and of uprooted， wandering victims of the 

times. 1n terms of numbers， as is revealed by the detailed inquiry of Section 1， 

Chapter 3， under the rule of the Later Chao後越 andthe Earlier Yen前燕， whose 

sphere included modern Hopei， Shantung， northern Honan， and central and southern 

Shansi， there were something over four million “barbarians，" and roughly ten million 

Chinese. 

1n the struggle to consolidate their political authority， therefore， the most urgent 

task facing the “barbarian" regimes was the successful settlement of the several mil-

lions of non-Chinese migrants， and the even more millions of displaced Chinese， and 

their swift return to the front of agricultural exploitation. The wdl-known“equal 

field" system of land allocation (均田法)， established and systematized in the Northern 

Dynasties period under the Northern Wei北貌， was none other than a means to this end. 

II. The Growth of New Cities 

1n directing the mass migration of their own people and the resettlement of up-

rooted Chinese， the new holders of power gave first priority to the enrichment of their 

own base areas. They therefore arranged for the relocation of large numbers of both 

groups in these regions， and strove for their mutual reconciliation. For this reason， 
in addition to such traditional metropolises of the Ch'in剛Hanera as Lo-yang 洛陽 and

Ch‘ang-an 長安， new cities now appeared throughout North China. Among these were 

such centers as Y u-chou Ií;l~州 (modern Peking)， Chung-shan 11:1 rLJ (Ting定-hsien)，and 

Hsian-kuo襲閥 (Hsing-t'ai汗s歪-hsien)in modern Hopei: Yeh都 (Lin-chang臨湾-hsien)
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in Honan; Kuang-ku慶固 inShantung; P‘ing-ch‘eng卒城 (Ta-t'ung大同)， T'ai-yuan 

太原 (Chin-yang菅陽)， P'ing-yang平陽， an臥叫II吋ιJCαh‘ang母-tzu長子 inShans日SIじandKu-t臼san時1唱g 

女占F誠 (Liang-chou話可京(リリナ州什、{十川|ト、

of the Later Chao and the Earlier and Later Yen_ 1ts formerly nomadic non-Chinese 

population alone numbered several hundred thousand; and surpassing even Lo-yang 

and Ch‘ang-an in prosperity， it became the first city of the North China of that time. 

III. Bureaucratic Reform 

1n the barbarian rulesr' e旺ortsto restore social order and normalize government and 

institutions， the consolidation and rationalization of the bureaucracy was a particularly 

urgent task. Accordingly， in the appointment and promotion of 0伍cials，they were 

forced by necessity to modify the nine-grade ranking system (九品中正)of the Wei 

and Chin， with its reliance in practice on lineage and family standing， in favor of a 

new emphasis on individual talent and ability. The principle of talent as a criterion for 

appointment， maintained through the Northern Wei， Northern Chou 北周， anJ Norther 

Ch'i北湾， eventually resulted in the institutionalized examination system of the Sui; 

and the examination system in turn underlay the bureaucratic and legal-constitutional 

systems of T‘ang times. Thus， while the change in emphasis from lineage to ability 

was， in the first instance， simply a means for increasing governmental e伍ciency，it 

resulted in the destruction of the social fixity engendered by reliance on family stand-

ing， and laid open the road to social mobility. 

1V. Changes in Custom and Costume 

During and after the Five Barbarians period， the Chinese began slowly to adopt 

the customs and costume of the nomads of northern Asia. 1t was at this time that 

chairs， or“barbarian beds" (胡床)五rstcame into widespread use. Meanwhile， the 

narrow sleeves and trousers characteristic of the mounted nomads gradually took the 

place of the traditional broad-sleeved， flowing robes of the sedentary Chinese. 

V. The Di妊usionof Buddhism 

Due to limitations of space， this ma1ter has not been fully discussed in the present 

study. Nevertheless， in considering the historical signi五canceof the Five Barbarians 

period， the role played by Buddhism can hardly be overlooked. 
Throughout the Five Barbarians and Northern Dynasties periods， intercourse with 

the“Western Regions" (西域)of central Asia was much more frequent than under 

the Wei and Chin. Consequently， there was an increased exchange of knowledge with 

the west， and many emminent Buddhist priests， including such men as Fo・t'u-ch‘eng

僻園澄 andKumara-jiva鳩摩羅什， came to China. 1n order to make Buddhism more 

easily understandable to the barbarian kings and ruling classes， many of these mission-

aries， rather than expounding on the profundities of the dharma， resorted instead to 
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esoteric and quasi-magical devices. Weather and climatic predictions， based on their 

astronomical and calendrical knowledge， as well as medical treatment of i1lness， were 

frequently employed. In addition， such concrete measures as the erection of temples 

anJ statues， and the impressive staging of Buddhist observances，、Nereardently exploited 

as means of proselytization. For these reasons， there were many converts to Buddhism 

among the barbarian rulers and ruling classes. This seems to have been in part due 

to the fact that the “barbarians，" as aliens themeselves， felt a stronger predilection for 

the foreign Buddhism than for Confucianism. 

Moreover， the priests of that time needed not rely on their religious arts alone. 

Able to pass freely across international boundaries and frontiers， they were in a position 

to obtain relatively easily inside information on neighboring countries， and on the basis 

of this intelligence， to predict future developments. Since their forcasts frequently 

proved accurate， in military as well as political and diplomatic a妊airs，they gained all 

the more the confidence of the rulers， and no few of them were actual1y engaged as 

political advisors. 

Thus the Buddhist priests succeeded in establishing close relations with the baト

barian courts and， identifying the ruler with the Buddha through the doctrine of the 

“common origin of monarchy and Buddhism"王法一元， they endeavored to spread 

their religion with the backing of monarchic authority. Such large-scale cave-temples 

as those of Yun-kang雲崩 inShansi and Lung岨men龍門 inHonan， w hich still remain 

today， are monuments to the great di妊usionof Buddhism; but at the same time， they 

represent a display of monarchic power over the populace， and demonstrate the use 

of Buddhism in support of autocracy. While the priests depended on the support of 

the rulers for their missionary activities， the latter accepted Buddhism as a means for 

controlling the people. 

As the priests gradually gained political as well as religious influence， they found 

themselves in opposition to the Chinese aristocrats and 0伍cials，most of whom were 

followers of Confucianism or Taoism. The various anti-Buddhist crusades from the 

Northern Dynasties through the SU1-T‘ang period arose from this background of con嗣

frontation. 

From the above it is clear that even the examination system， the legal-constitu・

tional system and the equal五eldsystem 均旧制， generally regarded as characterizing 

the Sui-T‘ang Empire， were germinated in the period of ethnic migration. It was in 

this period， too， that Buddhism， whose later dissemination added widtb and depth to 

Chinese society and thought， became firmly rooted in Chinese soil. In brief， during 

the period of ethnic migration， institutions and policies based on new conceptions were 
added to the traditions inherited from the Han era， while Buddhism， a foreign religion， 

gained wide currency. These new elements played important roles in the subsequent 

political， institutional， social， and intellectual development of China， and became power-

ful dynamic forces in the evolution of Chinese history. 
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