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著
者
が
六
朝
史
研
究
の
専
家
と
し
て
精
力
的
な
業
績
を
次
々
に
積
ん
で
こ
ら

れ
た
こ
と
は
今
更
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
今
度
そ
の
中
か
ら
政
治
・
吐
會
史
開

係
の
諸
論
文
を
中
心
と
し
て
右
の
大
著
を
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
、
嘗
て
の
岡
崎

文
夫
博
士
の
名
著
に
つ
ゞ
く
も
の
と
し
て
、
誠
に
斯
界
の
快
畢
と
い
う
べ
き
で

あ
る
。
オ
ハ
に
早
速
こ
の
書
の
章
節
を
追
っ
て
簡
軍
に
紹
介
し
な
が
ら
、
感
想
を

の
べ
て
み
よ
う
。

　

第
一
章
「
黄
巾
の
胤
よ
り
永
嘉
の
胤
へ
」
は
「
三
國
軍
閥
の
形
成
」
・
「
八
王

の
戴
に
つ
い
て
」
・
「
永
嘉
の
胤
に
つ
い
て
」
の
三
節
か
ら
皮
り
、
中
間
の
魏
と

西
晋
の
安
定
期
に
開
す
る
叙
述
は
省
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
専
ら
激
動
期
の
複

雑
な
政
治
史
の
動
き
を
丹
念
に
叙
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
で
私
か
興
味

を
引
か
れ
た
と
こ
ろ
は
、
最
初
の
黄
巾
の
賊
に
開
す
る
項
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で

は
、
官
界
か
ら
閉
め
出
さ
れ
た
一
部
知
識
分
子
と
、
農
耕
生
活
か
ら
追
い
出
さ

れ
た
厖
大
な
流
民
と
の
結
び
つ
き
が
説
か
れ
。
更
に
黄
巾
の
除
衆
が
曹
操
に
吸

収
さ
れ
た
後
に
も
、
依
然
と
し
て
道
教
的
な
考
え
を
失
わ
す
、
新
し
い
君
主
を

道
教
的
理
想
人
物
と
し
て
仰
ぐ
０
　
だ
と
推
測
す
る
。
こ
れ
は
示
唆
に
富
む
考
え

で
あ
S
s
、
著
者
の
宗
教
史
に
對
す
る
深
い
理
解
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

第
二
章
「
碑
譲
に
よ
る
王
朝
革
命
の
研
究
」
は
、
所
謂
中
世
の
王
朝
交
替
が

一
貫
し
て
禅
譲
の
形
式
を
と
り
、
古
代
及
び
近
世
か
ら
截
然
と
匝
別
さ
れ
た
特

徴
的
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
不
和

を
愛
す
る
代
り
に
狐
の
如
き
校
智
を
も
つ
貴
族
的
官
僚
の
總
意
か
、
軍
事
領
袖

に
向
っ
て
こ
の
形
式
を
押
し
つ
け
た
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
従
っ
て
貴
族
の
吐
會

的
勢
力
か
弱
化
し
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
形
式
的
な
も
の
と
な
り
、
最
後
に
宋
の
太

祀
か
軍
士
の
威
嚇
の
も
と
に
全
く
形
だ
け
の
輝
譲
を
受
け
る
と
い
う
姿
で
終
る
。

著
者
の
叙
述
は
、
王
莽
か
ら
宋
の
太
祀
に
至
る
ま
で
の
各
々
の
場
合
に
つ
い
て
、

そ
れ
ら
の
禅
譲
過
程
に
開
す
る
繁
項
な
諸
事
賞
を
飽
く
こ
と
な
く
丹
念
に
追
跡

す
る
。
が
そ
の
主
要
な
結
論
は
、
右
の
よ
う
に
貴
族
制
と
の
閣
聯
に
求
め
ら
れ

て
い
る
。
一
寸
思
い
つ
く
と
こ
ろ
で
も
、
そ
の
ほ
か
六
朝
の
よ
う
に
軍
事
領
袖

の
力
が
弱
く
て
、
全
國
的
な
統
一
か
難
か
し
く
、
常
に
敵
對
者
を
意
識
し
て
自

己
の
正
統
性
を
示
す
必
要
が
あ
っ
た
鮎
も
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
問

題
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
と
も
に
又
甚
だ
難
か
し
い
も
の
で
あ
り
、
草
に
政

治
的
な
考
察
の
み
で
は
解
決
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
貴
族
制
を

存
立
せ
し
め
、
又
軍
閥
の
そ
の
よ
う
な
弱
さ
を
生
む
根
本
的
な
飲
會
の
在
り
方

と
と
も
に
、
更
に
深
く
は
こ
の
時
代
の
思
惟
の
在
り
方
に
つ
な
が
る
究
極
的
な

課
題
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
の
章
の
骨
子
が
東
方
學
第
十
一
輯
に
我
表
さ
れ
て
お

り
、
著
者
の
考
え
は
こ
の
方
に
む
し
ろ
よ
く
纏
ま
っ
て
出
て
い
る
の
で
、
參
照

す
る
必
要
が
あ
る
。

　

第
三
章
「
六
朝
貴
族
此
會
の
生
成
」
は
、
門
閥
・
士
大
夫
・
豪
族
等
の
語
義

内
容
を
検
討
し
て
、
後
漢
末
ま
で
に
中
間
階
級
―
知
識
層
と
し
て
の
士
大
夫
階

級
か
成
立
し
た
こ
と
、
そ
し
て
六
朝
に
な
る
と
こ
れ
か
支
配
階
級
と
な
っ
て
、

庶
民
と
は
劃
然
と
区
別
さ
れ
、
復
除
等
種
々
の
特
権
を
得
た
こ
と
な
ど
を
述
べ

た
第
一
節
と
、
「
蜀
姓
考
」
・
「
臭
の
政
治
と
制
度
」
（
史
林
三
八
巻
一
読
既
載
）

の
二
節
と
か
ら
成
っ
て
い
る
。
第
一
節
の
叙
述
は
別
に
目
新
ら
し
い
と
こ
ろ
は
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な
い
か
、
し
か
し
士
大
夫
階
級
か
所
謂
生
産
関
係
に
基
づ
く
階
級
と
い
う
概
念

　
　

で
は
包
振
し
つ
く
せ
な
い
気
分
的
精
榊
的
共
通
感
情
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
指

　
　

摘
は
、
や
は
り
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
漢
代
を
通
じ
て
進
展
し
て
き
た

　
　

大
土
地
所
有
化
へ
の
傾
向
に
慮
じ
て
、
地
主
階
級
の
勢
力
が
強
く
な
っ
て
き
た

　
　

こ
と
、
そ
し
て
こ
の
士
大
夫
雁
も
大
咬
こ
う
い
っ
た
地
主
階
級
の
一
部
を
主
要

　
　

な
構
成
要
素
と
し
、
勢
力
的
基
礎
と
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
士

　
　

大
夫
層
が
、
こ
の
地
主
階
級
を
縦
断
し
て
地
主
な
ら
ざ
る
も
の
を
も
一
部
に
含

　
　

み
得
る
よ
う
な
吐
會
層
と
し
て
存
在
し
、
更
に
貴
族
制
か
こ
の
盾
を
母
睦
と
し

　
　

て
成
立
し
て
い
る
以
上
、
貴
族
制
の
成
立
を
、
軍
純
に
大
土
地
所
有
の
進
展
に

　
　

對
態
す
る
も
の
と
し
て
説
明
す
る
だ
け
で
は
、
割
り
切
れ
な
い
も
の
が
除
り
に

　
　

も
残
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
著
者
の
指
摘
は
、
こ
の
意
味
で
、
士
大
夫
層
の
扮

　
　

討
を
更
め
て
要
求
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
で
は
士
大
夫
屑
は
ど
う
し
て
成
立
し

　
　

た
か
。
そ
れ
が
漢
代
の
選
畢
の
在
り
方
に
深
い
開
係
が
あ
る
こ
と
は
著
者
も
指

　
　

摘
す
る
。
し
か
し
そ
れ
か
分
化
す
る
此
會
階
級
と
ど
う
関
係
す
る
か
は
ま
だ
解

　
　

明
さ
れ
て
い
な
い
。
一
つ
の
硯
角
と
し
て
私
見
を
述
べ
る
な
ら
ぼ
、
儒
家
的
徳

　
　

行
或
は
教
養
と
い
う
普
遍
價
値
を
選
畢
の
基
準
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
分
解

　
　

し
て
ゆ
く
此
會
の
各
階
級
を
超
越
し
て
、
地
主
階
級
は
勿
論
、
土
地
を
喪
失
し

　
　

た
も
の
に
さ
え
ｉ
Ｓ
>
仕
官
の
可
能
性
を
呉
え
、
各
階
級
か
ら
官
僚
を
構
成
す
る
こ

　
　

と
に
よ
っ
て
、
逆
に
そ
れ
を
抑
え
て
ゆ
く
と
い
う
効
果
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
そ

　
　

し
て
官
僚
が
此
會
の
各
階
級
か
ら
浮
き
上
る
の
を
避
け
る
た
め
に
、
民
衆
に
内

　
　

在
す
る
家
族
的
牡
會
倫
理
に
訴
え
、
儒
家
的
観
念
を
普
遍
價
値
と
す
る
教
育
政

　
　

策
が
熱
心
に
押
し
進
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
所
謂
堕
鍛
論
争
以
後
の
儒
教
一
蓉
の

　
　

漢
帝
國
と
い
う
も
の
は
、
分
解
し
て
ゆ
く
吐
會
に
對
感
し
て
、
各
階
級
を
再
び

　
　

自
己
の
下
に
把
握
し
、
一
君
萬
民
的
な
帝
國
の
再
編
成
を
行
っ
た
形
と
し
て
理

　
　

解
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
後
漢
に
な
る
と
、
支
配
者
の
豪
族
的
性

格
か
明
か
に
な
っ
て
く
る
に
も
拘
わ
ら
す
、
な
お
倅
國
の
存
績
す
る
限
り
、
そ

の
重
要
な
地
盤
と
し
て
、
各
階
級
か
ら
官
僚
を
吸
収
す
る
と
い
う
原
理
が
固
守

さ
れ
、
そ
の
間
に
、
分
化
ナ
る
仕
會
階
級
と
は
相
覆
う
こ
と
の
な
い
一
種
の
官

僚
母
彊
屑
＝
士
大
夫
肩
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
漢
末
の
黛
乎
に

よ
っ
て
、
こ
の
士
大
夫
贋
が
政
府
か
ら
離
反
す
る
と
、
漢
帝
國
は
そ
の
ま
た
朋

壌
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
賓
は
、
帝
國
と
士
大
夫
層
と
の
結
び
つ
き
の
緊
密

さ
を
示
す
と
と
も
に
、
ま
た
士
大
夫
屑
が
仕
會
の
中
に
強
い
根
を
張
り
絡
っ
て

ぃ
た
こ
と
を
示
す
。
し
か
し
吐
會
階
級
を
縦
断
す
る
こ
の
よ
う
な
強
い
階
暦
が

草
に
漢
帝
國
の
政
治
力
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
で
は
説
明
不
充
分

で
あ
り
、
た
と
え
政
治
に
よ
っ
て
屑
護
さ
れ
た
も
の
と
し
て
も
、
な
お
吐
會
自

健
の
内
部
に
そ
れ
を
許
容
す
る
も
の
か
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
印
ち
こ
の
問

題
は
政
治
と
仕
會
と
の
相
関
関
係
、
乃
至
中
國
仕
會
の
特
質
に
ま
で
ふ
れ
る
根

本
問
題
で
あ
る
と
思
う
。
そ
し
て
こ
の
勁
が
説
明
さ
れ
な
け
れ
ぼ
、
六
朝
貴
族

制
の
本
質
も
、
更
に
は
こ
れ
と
深
い
闘
係
を
も
つ
文
官
優
位
の
現
象
も
十
分
に

理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
武
人
擾
頭
の
チ
ャ
ン
ス
た
る
六
朝
の
吸
乱
期
に
お

い
て
、
何
故
武
人
か
軽
ん
ぜ
ら
れ
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
著
者
の
読
明

（
二
〇
六
頁
）
は
ま
だ
く
不
充
分
な
感
を
禁
じ
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

第
回
早
「
中
正
制
度
の
研
究
」
は
、
嘗
て
東
方
學
報
京
都
一
八
舒
に
翌
表
さ

れ
た
「
魏
・
西
晋
の
中
正
制
度
」
と
岡
山
大
學
法
文
學
部
學
術
紀
要
一
琥
に
出

た
「
東
晋
南
北
朝
の
中
正
制
度
」
と
を
一
篇
に
連
結
し
多
少
増
補
し
た
も
の
で

あ
る
。
こ
う
し
て
全
容
を
通
観
で
き
る
形
で
讃
む
と
、
二
分
さ
れ
た
場
合
と
違

っ
て
、
更
め
て
著
者
の
該
博
緻
密
な
論
里
と
中
正
制
度
全
般
の
構
造
及
び
受
容

過
程
を
知
る
こ
と
が
で
き
て
、
著
者
自
身
は
「
得
意
と
し
な
い
制
度
史
的
な
考

察
」
と
謙
遜
さ
れ
る
に
I
＃
拘
ら
す
、
本
書
の
中
で
･
＃
最
ｉ
Ｓ
>
す
ぐ
れ
た
章
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
は
今
後
の
中
正
制
度
研
究
、
更
に
廣
く
貴
族
制
研
究
の
基
礎
と
な
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る
べ
き
貴
重
な
笏
作
で
あ
ろ
う
。
殊
に
北
朝
関
係
の
金
石
史
料
に
よ
っ
て
、
郷

　
　

村
の
名
轡
職
と
思
わ
れ
る
中
正
の
存
在
を
指
摘
さ
れ
、
郷
村
祗
會
の
階
庸
分
化

　
　

を
問
題
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
は
極
め
て
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
。
な
お
最
近
中

　
　

國
で
出
た
唐
長
麗
氏
の
「
魏
晋
南
北
朝
史
論
叢
」
に
も
「
九
品
中
正
制
度
試
秤
」

　
　

の
章
が
あ
る
。
そ
の
中
で
州
都
、
州
中
正
、
大
中
正
は
一
つ
の
も
の
の
異
柵
で

　
　

あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
の
設
置
は
陳
幕
の
郡
中
正
設
置
（
二
二
〇
年
）
に
お
く
れ
る

　
　

こ
と
二
十
年
除
り
、
正
始
元
年
（
二
四
〇
年
）
か
ら
嘉
不
二
年
（
二
五
〇
年
）
の
間

　
　

に
、
司
馬
他
の
議
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
言
っ
て
い
る
。
も
し

　
　

そ
う
な
ら
ば
、
司
馬
氏
の
貴
族
的
性
格
を
一
屑
は
っ
き
り
示
す
も
の
と
し
て
面

　
　

白
い
と
思
っ
た
。

　
　
　

第
五
章
「
魏
晋
及
び
南
朝
の
宗
門
家
人
」
（
東
亜
人
文
學
報
三
宅
二
琥
既
収
）

　
　

は
、
貴
族
社
會
の
下
に
抑
墾
さ
れ
て
５
.
た
家
門
（
士
階
級
）
と
家
人
（
庶
民
及
び

　
　

そ
れ
以
下
）
が
如
何
な
る
仕
方
で
政
界
に
進
出
し
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て

　
　

魏
か
ら
陳
に
至
る
ま
で
、
時
代
を
追
い
、
豊
富
な
用
例
を
以
て
叙
述
し
た
も
の

　
　

で
あ
る
。
貴
族
制
の
裏
側
を
つ
く
も
の
と
し
て
貴
重
な
笏
作
で
あ
り
、
ま
た
貴

　
　

族
の
族
内
分
裂
や
士
庶
の
区
別
と
混
淆
の
問
題
な
ど
、
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か

　
　

多
い
。

　
　
　

第
六
章
「
北
朝
に
お
け
る
貴
族
制
」
（
本
誌
八
巻
四
、
五
こ
ハ
競
吸
収
）
に
は
、

　
　

北
朝
に
お
け
る
君
椎
浸
透
度
の
強
さ
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
す
な
お
漢
人
貴
族
赴

　
　

交
團
を
君
主
が
無
硯
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
更
に
代
人
貴
族
か
ら
寒
人
宗
門
に

　
　

及
ぶ
ま
で
、
問
題
は
一
憲
出
つ
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
、
更
に
言
え
ば
、
先

　
　

に
提
出
さ
れ
た
郷
村
社
會
の
分
化
の
問
題
や
、
均
田
制
と
の
闘
聯
等
重
要
な
課

　
　

題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

第
七
章
「
六
朝
時
代
の
村
に
つ
い
て
」
（
羽
田
博
士
頌
壽
記
念
東
洋
史
論
叢

‐
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既
収
ご

も
う
一
つ
の
吐
會
的
基
本
悛
た
る
村
落
の
研
究
に
向
わ
れ
た
賞
讃
的
な
成
果
で

あ
る
。
印
ち
「
村
」
と
い
う
字
の
出
る
史
料
を
責
に
廣
く
丹
念
に
集
め
ら
れ
た

結
果
、
そ
の
起
源
は
魏
晋
時
代
の
戦
乱
後
の
肢
墟
に
管
ま
れ
た
罹
災
民
の
自
然

聚
落
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
分
布
は
全
國
的
に
鏑
が
り
、
殊
に
城
市
か
ら
離
れ
た

遠
い
地
帯
に
多
い
こ
と
、
村
が
全
咳
と
し
て
連
帯
責
任
を
と
る
こ
と
、
更
に
村

の
信
仰
、
生
業
等
か
ら
村
の
制
度
に
及
ぶ
ま
で
、
零
細
な
諸
史
料
か
ら
蹄
納
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
た
有
盆
な
論
考
で
あ
る
こ
と
い
う
ま
で
屯
な
い
。

　

第
八
章
「
六
朝
時
代
の
都
市
」
は
前
章
に
對
匯
し
て
こ
の
時
代
の
主
要
な
四

つ
の
都
市
、
長
安
・
洛
陽
・
建
康
・
郵
に
つ
い
て
、
こ
の
戦
飢
期
に
お
け
る
愛

遷
を
綿
密
に
跡
付
け
た
諸
節
を
中
心
と
す
る
。
こ
れ
に
序
論
的
な
部
分
と
し
て
、

水
経
注
に
よ
っ
て
こ
の
時
代
の
城
市
の
形
や
政
治
的
祗
會
的
な
役
割
を
概
観
し

た
節
を
前
に
置
き
、
末
尾
に
は
、
本
来
定
着
性
を
屯
た
な
い
遊
牧
民
族
か
國
都

を
経
管
し
た
場
合
の
在
り
方
を
、
北
魏
そ
の
他
の
民
族
に
つ
い
て
考
察
し
た
節

（
史
林
三
六
巻
一
読
所
収
論
文
を
小
改
し
た
も
の
）
を
附
す
。

　

第
九
章
「
南
北
朝
の
軍
主
・
除
主
・
戌
主
等
に
つ
い
て
」
は
昨
年
の
本
誌
に

載
せ
ら
れ
た
ば
か
り
で
あ
る
か
ら
、
紹
介
を
省
略
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
う
。

　

以
上
、
紹
介
の
堕
を
･
＃
.
f
＾
さ
な
い
よ
う
な
ぢ
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
、
私

の
不
手
際
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
は
ま
た
本
書
の
性
格
に
も
或
る
程
度
原

因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
六
朝
時
代
に
開
す
る
史

料
は
分
散
的
断
片
的
で
、
事
態
の
解
明
の
た
め
に
は
史
料
の
博
捜
が
第
一
の
要

件
で
あ
る
こ
と
申
す
ま
で
も
な
い
。
著
者
の
精
力
的
な
博
捜
と
綿
密
な
考
誕
に

は
唯
々
敬
服
の
外
は
な
い
の
で
あ
る
か
、
こ
れ
だ
け
の
廣
い
知
識
を
基
礎
と
し

て
、
も
う
一
歩
統
一
的
瞳
系
的
な
盛
り
上
げ
か
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
と

い
う
望
蜀
の
歎
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
著
者
の
中
心
的
な
テ
ー
マ
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は
、
あ
と
が
き
に
あ
る
よ
う
に
「
六
朝
、
い
な
中
國
の
全
て
の
時
代
の
吐
會
の

　
　

基
礎
を
な
す
家
族
と
村
落
」
を
究
明
す
＆
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
具
瞼
的

　
　

に
は
貴
族
制
と
村
落
な
ど
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
宜
際
は
そ
の
基
礎
工

　
　

作
と
し
て
、
史
料
の
集
成
整
理
と
そ
こ
か
ら
帰
納
さ
れ
る
諸
事
賓
確
定
の
段
階

　
　

に
止
ま
り
、
行
間
に
極
め
て
示
唆
に
富
む
登
言
が
散
在
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、

　
　

祀
會
構
成
及
び
愛
容
の
統
一
的
理
解
へ
の
試
み
は
ま
だ
成
熟
し
て
い
な
い
。
著

　
　

者
か
「
多
少
圖
式
化
の
嫌
は
あ
る
か
」
と
い
う
辨
解
ら
し
い
言
葉
を
使
わ
れ
る

　
　

の
を
み
る
と
（
三
九
七
頁
）
、
何
か
圖
式
化
を
故
意
に
避
け
ら
れ
る
意
識
か
、
著

　
　

者
の
心
底
に
潜
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
臆
測
し
た
く
な
る
。
圖
式
化
の

　
　

試
み
も
、
軍
に
一
つ
の
仮
説
に
す
ぎ
ぬ
と
自
任
し
て
お
れ
ぼ
何
ら
害
は
な
い
し
、

　
　

更
に
そ
れ
を
訂
正
し
て
新
し
い
仮
説
を
積
み
重
ね
て
ゆ
く
と
い
う
努
力
は
有
盆

　
　

で
あ
り
必
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
或
る
程
度
の
捨
象
が
要
請
さ

　
　

れ
る
。
本
書
の
第
一
章
第
二
章
の
如
き
、
除
り
に
網
羅
的
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
た

　
　

た
め
に
、
却
っ
て
著
者
の
意
圖
や
論
旨
か
不
明
瞭
に
な
っ
た
嫌
が
み
ら
れ
る
。

　
　
　
　

最
後
に
、
既
酸
表
論
文
の
再
録
さ
れ
た
も
の
に
お
い
て
も
、
史
料
そ
の
他
に

　
　

増
補
か
加
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
書
が
定
本
と
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い

　
　

が
、
あ
と
で
附
せ
ら
れ
た
正
誤
表
以
外
に
も
な
お
誤
植
腕
字
か
ま
ま
見
ら
れ
る

　
　

の
は
惜
し
か
っ
た
。
一
々
気
の
つ
い
た
も
の
を
申
し
上
げ
る
紙
数
か
な
い
か
、

　
　

例
え
ぼ
五
七
八
頁
の
終
り
か
ら
二
行
目
「
州
郡
絲
の
主
帥
以
下
」
は
「
州
郡
劈

　
　

戊
の
主
帥
以
下
」
の
「
戊
」
字
が
腕
し
て
お
り
、
戊
主
が
問
題
に
な
っ
て
い
る

　
　

個
所
で
、
大
事
な
字
で
あ
る
。

　
　
　
　

な
お
末
に
索
引
を
附
け
て
頂
い
た
こ
と
は
、
非
常
な
便
盆
を
飢
え
る
も
の
で
、

　
　

著
者
の
笏
に
併
せ
て
謝
意
を
表
し
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
川

　

勝

　

義

　

雄
）

　
　
　
　

組

　
　

州

　
　

城

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

島

　
　

田

　
　

正

　
　

郎

　

著

　
　
　
　
　
　
　

－
東
蒙
古
モ
ソ
チ
ョ
ｙ
ク
ア
ゴ
ラ
に
存
す
る
遼
代

　
　
　
　
　
　
　

古
城
址
の
考
古
學
的
歴
史
學
的
我
掘
調
査
報
告
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
三
一
年
一
月

　

文
晃
堂
書
店

　

Ａ
５
版

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
文
迦
計
一
一
一
頁

　

圓
版
五
四

　

附
圖
四

　

著
者
島
田
博
士
の
遼
代
史
研
究
に
開
す
る
従
来
の
諸
業
績
に
つ
い
て
は
今
更

こ
こ
に
の
べ
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
・
さ
き
に
筆
者
は
、
「
遼
律
之
研
究
」
・

「
遼
代
祀
會
史
研
究
」
・
「
遼
制
之
研
究
」
な
ど
博
士
の
諸
笏
作
に
つ
い
て
、
そ

の
刊
行
の
度
毎
に
本
誌
或
は
古
代
學
誌
上
に
こ
れ
が
紹
介
を
行
い
末
っ
た
開
係

上
、
今
度
刊
行
を
み
た
こ
の
書
に
つ
い
て
も
あ
え
て
紹
介
の
筆
を
と
ら
ん
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

　

薗
術
洲
國
興
安
總
省
（
現
在
の
内
蒙
古
自
治
匹
内
）
の
巴
林
左
翼
旗
林
東
街
よ

り
西
南
五
十
華
里
、
モ
ソ
チ
ョ
ッ
ク
山
（
ｍ
ｏ
ｎ
　
ｃ
ｏ
ｋ
ｔ
ｏ
　
ａ
ｇ
ｏ
ｌ
ａ
）
麓
に
遣
る
遼

代
古
城
址
は
古
く
か
ら
遼
の
祀
州
城
の
遺
蹟
に
擬
定
さ
れ
て
い
た
か
、
元
来
、

厖
州
は
遼
初
に
開
國
の
胆
、
太
祀
耶
律
阿
保
機
の
陵
寝
に
奉
す
る
奉
陵
邑
と
し

て
設
営
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
城
内
に
は
太
組
の
御
容
殿
を
は
じ
め
と
し
て

幾
多
の
堂
宇
か
管
ま
れ
、
遼
一
代
を
通
じ
て
契
丹
人
の
民
族
的
信
仰
の
對
象
と

し
て
崇
敬
を
あ
つ
め
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
遺
蹟
に
た
い
し
て

は
、
佛
人
/
｡
/
Ｋ
リ
ー
師
を
は
じ
め
と
し
て
、
鳥
居
龍
蔵
・
田
村
賓
造
所
博
士
、

菊
竹
福
穂
氏
ら
の
踏
査
を
み
た
が
、
さ
ら
に
昭
和
十
七
年
に
は
黒
田
源
オ
ハ
博
士

ら
に
よ
っ
て
撞
備
調
査
が
な
さ
れ
、
著
者
は
こ
れ
ら
諸
先
學
の
踏
査
の
成
果
に

基
い
て
、
昭
和
十
八
年
五
エ
ハ
‘
七
月
の
交
、
善
満
洲
國
文
教
部
の
委
嘱
に
よ

り
こ
れ
か
登
掘
調
査
を
賓
施
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
翌
十
九
年
七
月
、
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