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北
朝
末
期
の
郷
兵
に
つ
い
て

序

そ三子

自

か
つ
て
内
藤
湖
南
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。
「
(
唐
の
)
太

宗
は
そ
の
外
、
軍
隊
に
就
い
て
も
、

門
族
が
之
を
支
配
す
る
こ
と
の

弊
宝
ロ
を
知

っ
た
。
若
し
門
族
が
軍
隊
を
支
配
す
れ
ば
、
軍
隊
は
そ
の

奴
隷
と
な
り
了
る
。
故
に
太
宗
の
立
て
た
軍
隊
の
制
は
、
徴
兵
制
度

の
如
き
も
の
で
、
兵
農
の
一
致
を
理
想
と
し
た
。
卸
ち
卒
常
は
農
業

に
従
事
せ
る
人
民
を
、
何
時
で
も
徴
募
し
得
る
制
を
立
て
、
事
あ
る

時
は
之
を
徴
募
し
て
軍
隊
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
制
度
も
門
閥
制

度
に
反
封
の
考
え
よ
り
起

っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
門
間
は
そ
れ
に
よ

っ
て
倒
れ
ず
し
て
、
自
然
に
起

っ
た
他
の
原
因
で
倒
れ
た
」

(
中
園

近
世
史
一
二
頁
)。

府
兵
制
が
門
閥
反
封
の
制
度
と
し
て
打
ち
樹
て

ら
れ
た
こ
と
を
、
も

っ
と
も
簡
明
に

の
ベ
た
も
の
で
あ
る

そ
の

谷

道

雄

i
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ご
、
府
兵
制
の
内
容
と
意
義
に
つ
い
て
、

お
お
く
の
人
び
と
が
そ
れ

ぞ
れ
の
見
解
を
提
出
し
、

一
定
の
研
究
の
深
化
が
あ

っ
た
が
、
門
閥

社
曾
と
の
閥
係
を
、
内
藤
ほ
ど
の
明
確
さ
で
霊
言
し
た
も
の
は
す
く

nu 
no 

な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

と
く
に
府
兵

た
だ
最
近
の
諸
研
究
は
、

制
の
起
源
、
あ
る
い
は
府
兵
制
と
前
代
の
兵
制
と
の
開
連
に
大
き
な

注
目
を
は
ら
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
黙
は
、
内
藤
が

「
門
族
の
支

配
す
る
軍
隊
」
、
「
府
兵
制
」
、「
藩
鎮
の
軍
隊
」
と
い
う
、
三
つ
の
異

な
っ
た
軍
隊
制
度
を
摘
出
し
な
が
ら
も

そ
れ
ぞ
れ
の
閥
連
に
ま
で

は
言
及
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
埋
め
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら

そ
う
し
た
作
業
に
よ

っ
て
の
み
諸
制
度
の
異
に
歴

史
的
、
世
曾
的
意
味
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
府
兵
制
の
源
流
ま
た
は
原
型
を
ど
ζ

に
求
め
る
か
と
い
っ

た
ば
あ
い
、
従
来
着
服
さ
れ
て
き
た
も
の
の
ひ
と
つ
に
、

北
貌
末
の



内
蹴
を
契
機
と
し
て
登
場
す
る
郷
兵
が
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
北

貌
王
朝
は
そ
の
軍
事
的
基
礎
で
あ
っ
た
北
族
系
銀
民
の
反
凱
に
衝
撃

ひ
き
つ
づ
く
内
観
に
よ
っ
て
、
瓦
解
す
る
の
で
あ
る
が
、

を
う
け
、

そ
こ
に
掘
起
し
た
諸
軍
閥
は
、
あ
る
い
は
凱
民
を
掌
中
に
牧
め
、
あ

る
い
は
諸
豪
族
の
組
織
す
る
武
力
集
圏
を
傘
下
に
ひ
き
い
れ
て
、
互

い
に
抗
字
を
績
け
る
。
郷
丘
〈
と
は
主
と
し
て
後
者
に
属
す
る
箪
圏
で

あ
る
。
郷
兵
に
つ
い
て
い
ち
早
く
注
目
し
た
の
は
、
演
口
重
園
で
あ

る
。
潰
口
は
、
北
族
系
軍
士
の
流
入
が
比
較
的
少
な
か
っ
た
西
貌
で

は
、
土
着
豪
族
の
組
織
す
る
郷
兵
を
も
っ
て
兵
力
不
足
を
補
な
い
、

こ
れ
が
府
兵
制
の
構
成
内
容
と
な

っ
た
と
述
べ
た
(
叶
商
貌
の
二
十
四

一
口
に
い
え
ば
、

軍
と
儀
同
府
」
東
方
謬
報
東
京
入
・
九
三

や
や
似
た
見
解
に
、
唐
長
掃
の
近
年
の
労
作
が
あ
る

府
兵
H

郷

兵
設
で
あ
る
。

(
「
貌
周
府
兵
制
度
緋
疑
」
貌
警
南
北
朝
史
論
叢
)
。

数
年
ま
え
、
演
口
ら
と
異
な
っ
た
所
設
が
、
菊
池
英
夫
に
よ
っ
て

提
出
さ
れ
た
(
「
北
朝
軍
制
に
於
け
る
所
謂
郷
兵
に
つ
い
て
」
重
松
先
生
古

稀
記
念
九
州
大
事
東
洋
史
論
叢
)
。
菊
池
は
、
貌
E

日
南
北
朝
の
兵
制
の
特

色
が
兵
民
分
離
の
世
兵
制
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
北
朝
に
開

す
る
か
ぎ
り
一
般
州
豚
民
の
徴
兵
制
も
か
な
り
行
わ
れ
た
と
前
提
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西
説
の
府
兵
制
の
源
流
を
そ
こ
に
求
め
た
。

郷
兵
に
つ
い
て

し

は
、
在
地
豪
族
が
郷
人
・
宗
族
を
私
兵
と
し
て
結
集
す
る
こ
と
は
貌

こ
の
時
代
に
特
有

育
南
北
朝
に
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
り
、

な
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
る
。
た
だ
そ
れ
が
な
ん
ら
か
特
殊
な
意
義

を
も
っ
と
す
れ
ば

そ
れ
は
首
時
の
王
朝
植
力
の
政
策
そ
の
も
の
の

な
か
に
あ
る
。
北
貌
王
朝
乃
至
新
興
軍
閥
は
、
国
軍
崩
壊
の
事
情
に

よ
り
、
勢
力
を
挽
回
し
あ
る
い
は
媛
大
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
豪
族
の

ひ
き
い
る
私
兵
集
園
を
公
認
し

こ
れ
を
準
国
軍
扱
い
と
せ
ざ
る
を

え
よ
3

つ
こ
。

トス
φ
/

，

刀

ヂ
J

し
か
し
そ
れ
は
中
央
政
権
が
わ
の
箪
な
る
譲
歩
で
は

な
く

こ
れ
に
よ
っ
て
流
民
安
牧
、
治
安
維
持
の
目
的
を
も
も
つ
も

唱

ipo 

の
で
あ

っ
た
。
こ
の
こ
と
が
貫
現
さ
れ
え
た
の
は

一
方
に
豪
族
居

の
官
僚
化
傾
向
が
あ

っ
た
た
め
で
あ
り

ζ

う
し
た
郷
兵
政
策
は
新

輿
軍
閥
の
主
導
権
に
よ
る
中
央
集
権
策
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
と
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
郷
兵
制
度
と
府
兵
制

度
と
は
相
互
の
閥
連
を
有
す
る
ζ

と
に
な
る
と
い
う
。

漬
口
の
府
兵
H
郷
兵
説
は
、
西
貌
政
権
に
お
け
る
北
族
系
軍
士
の

少
な
さ
と
い
う
特
殊
係
件
を
重
視
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
異
に
歴
史

的
な
特
質
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
説
明
す
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。

と
れ
に
た
い
し
て
菊
池
は
、
郷
兵
結
集
の
事
賓
が
東
菅

・
南
朝
・
東

貌
の
語
地
域
、
諸
時
代
に
も
存
在
す
る
と
見
て

よ
り
普
遍
的
な
場
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で
郷
兵
の
意
味
を
追
求
し
よ
う
と
し
た
。

一
方
、
府
兵
制
に
つ
い
て

も
、
前
代
い
ら
い
の
各
種
の
兵
制
と
の
閥
連
に
お
い
て
こ
れ
を
系
譜

づ
け
よ
う
と
し
た
。
ひ
と
つ
の
制
度
を
こ
の
よ
う
に
普
週
化
し
て
把

握
し
よ
う
と
す
る
努
力
は
評
債
さ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
郷
兵
な
り
府

丘ハな
り
の
史
的
性
格
と
い
う
貼
に
な
る
と
、

や
や
卒
板
な
解
揮
に
失

し
た
か
た
む
き
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
原
因
の
ひ
と
つ
は

こ
れ
ら

人
間
の
軍
事
的
諸
活
動
を
政
植
の
政
策
と
い
う
事
柄
に
凍
結
さ
せ
た

と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
重
要
な
の
は
、
政
策
を
政
策
と
し

て
成
り
立
た
し
め
る
と
こ
ろ
の
生
き
た
現
買
で
あ
り
、
そ
こ
に
ζ

そ

異
の
塵
史
性
が
存
在
す
る
。

も
っ
と
も
、
菊
池
が
北
朝
末
期
の
郷
兵
出
現
を
全
く
超
時
代
的
な

も
の
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
他
方
で
は
郷
兵
統
率
者
(
一
般

的
に
は
在
地
豪
族
)
の
寄
生
官
僚
化
と
い
う
ζ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
と
れ
は
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
在
地
豪
族
の
寄
生

官
僚
化
と
い
う
現
象
が
普
遍
的
に
存
在
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

こ
そ
惰
唐
吐
曾
の
性
質
の
問
題
に
せ
ま
る
大
き
な
手
が
か
り
と
な
る

か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
貼
も
、
右
の
労
作
で
は
十
分
に
論
じ
っ

く
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
の
で
、

な
お
検
討
の
絵
地
が

あ
る
で
あ
ろ
-
つ
。

こ
の
小
論
は
、
以
上
紹
介
し
た
先
撃
の
諸
研
究
に
み
ち
び
か
れ
な

が
ら
、
郷
丘
ハ
集
囲
の
な
か
に
時
代
の
性
格
を
見
ょ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
郷
兵
と
府
兵
と
の
関
連
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
他
日
稿
を
改

め
て
論
じ
た
い
と
お
も
う
が
、

府
兵
制
の
史
的
意
義
も
郷
兵
の
そ
れ

か
ら
類
推
し
う
る
と
す
る
の
が
、
本
論
文
の
立
場
で
あ
る
。

郷
兵
結
集
の
諸
例

郷
兵
と
い
う
こ
と
ば
は

周
書
・
情
書
に
十
数
例
が
見
出
さ
れ

る
。
そ
の
時
間
的
分
布
を
み
る
と
、
菊
池
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
よ

う
に
、
北
貌
末
孝
昌
年
聞
か
ら
階
の
開
皇
年
間
に
い
た
っ
て
い
る
。

地
域
的
に
は
、
西
灘
・
北
周
・
惰
と
い
っ
た
閥
西
政
権
の
も
と
で
多

く
た
ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
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こ
の
こ
と
は
、

郷
兵
と
い
う
こ
と
ば

が
、
闘
西
系
諸
王
朝
に
お
い
て
一
種
制
度
上
の
用
語
と
し
て
使
用
さ

れ
た
こ
と
を
物
語
る
の
で
は
な
い
か
。

右
の
期
間
中
に
郷
兵
の
制
度
化
と
い
う
ζ

と
が
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
そ
の
時
貼
と
し
て
注
目
を
ひ
く
の
は
、
西
説
大
統
九
年
(
五
四

一
ニ
)
三
月
の
「
於
是
慶
募
閥
臨
豪
右
以
櫓
軍
旗
」
(
周
醤
二
女
帝
紀
下
〉

と
い
う
措
置
で
あ
る
。
乙
の
月
、
西
貌
は
東
貌
と
洛
陽
北
郊
の
叩
山

に
曾
載
し
て
大
敗
を
喫
し
た
。
字
文
泰
は
貌
帝
に
表
を
上
っ
て
自
毘



を
請
う
だ
が
許
窓
れ
ず
、
そ
と
で
右
の
再
起
の
措
置
が
な
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
相
磨
ず
る
よ
う
に
、
関
西
土
着
豪
族
が
と
く
に
帥

都
督
の
資
格
で
郷
兵
の
統
領
を
命
ぜ
ら
れ
る
例
が
あ
ら
わ
れ
て
く

る
。
た
と
え
ば
、

)
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(
 
章
帽
明
。
京
兆
・
杜
陵
の
人
。
三
輔
の
著
姓
。
蒲
州
総
管
府
長
史
か
ら
鴻

腫
卿
に
遷
り
、
警
一
族
の
故
を
以
っ
て
郷
兵
を
粂
領
し
、
帥
都
督
を
加
え
ら

れ
た
(
周
書
三
九
本
俸
)
。

(2) 

郭
彦
。
太
原
・
陽
曲
を
本
質
と
す
る
が
、
世
々
一
橋
湖
に
住
む
。
大
統
十

二
年
、
潅
州
の
首
望
に
選
ば
れ
、
帥
都
督
に
任
、
せ
ら
れ
て
郷
兵
を
統
領
し

た
。
こ
れ
も
良
部
郎
中
と
粂
任
で
ゐ
る
(
周
誓
三
七
本
俸
)
。

蘇
椿
。
武
功
の
蘇
氏
。
字
文
泰
の
片
腕
と
し
て
西
貌
の
園
家
僅
制
を
整

備
す
る
こ
と
に
重
力
し
た
緯
の
弟
で
あ
る。

諸
官
を
歴
任
し
て
帥
都
督
・

行
弘
農
郡
事
を
援
け
ら
れ
た
が
、
大
統
十
四
年
、
そ
の
本
州
に
郷
帥
を
置

く
こ
と
に
な
り
、
郷
望
で
な
け
れ
ば
衆
心
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
の
で
、
棒
に
命
じ
て
郷
兵
を
統
領
さ
せ
た
(
周
書
二
三
本
停
)
。

演
口
は
、

こ
う
し
た
諸
例
が
、
大
統
十
六
年
ご
ろ
と
お
も
わ
れ
る

二
十
四
箪
(
府
兵
〉
創
設
へ
の
動
き
を
示
す
も
の
と
し
た
。
ま
た
菊

池
は

と
れ
を
「
朝
命
に
よ
る
上
か
ら
の
郷
兵
糾
合
」
と
よ
ん
で

「
説
末
喪
凱
期
に
自
ら
軍
事
力
を
結
集
し
て
方
隅
に
割
接
し

そ
の
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上
で
策
名
委
質
し
た
欝
郷
帥
」
と
質
的
に
異
な
る
も
の
と
考
え
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
大
統
九
年
の
と
の
施
策
が
、
郷
兵
制
の
制
度
化

に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、

ほ
ぼ
う
た
が
い
な

い
と
お
も
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら

ひ
と
つ
の
制
度
は
、
そ
れ
が
制
度
化
さ
れ
る
ま

え
に
何
ら
か
の
前
史
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
前
史
の
う
ち
に

と
そ
制
度
の
本
来
的
な
す
が
た
が
露
呈
さ
れ
て
い
る
と
も
い
い
う

る
。
し
た
が
っ
て
、
つ
ぎ
に
大
統
九
年
以
前
の
諸
例
を
か
か
げ
て
、

そ
の
意
義
に
迫
り
た
い
と
お
も
う
。

川

泉

企
。
上
洛
・
堕
陽
の
雄
豪
で
あ
る
。
曾
祖
い
ら
い
聾
陽
豚
令
を
世
襲

し
た
。
企
の
代
に
な
っ
た
の
は
か
れ
の
十
二
歳
の
と
き
で
あ
る
が
、
郷
人
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三
百
徐
人
の
請
願
に
よ
り
朝
廷
は
特
例
を
み
と
め
て
、
幼
少
の
か
れ
に
豚

令
襲
任
を
許
可
し
た
。
孝
昌
初
、
防
洛
州
別
将
・
上
洛
郡
守
を
歴
任
し
た

が
、
関
西
方
面
で
反
飢
討
伐
に
あ
た
っ
て
い
た
粛
費
負
が
か
え
っ
て
反
旗

念
ひ
る
が
え
し
た
の
で
、
企
は
郷
兵
三
千
人
を
ひ
き
い
て
防
戦
し
た
。

(こ
れ
が
郷
兵
の
語
の
初
見
で
あ
る
)。
上
洛
に
は
泉
氏
の
ほ
か
杜
氏
と
い

う
豪
族
が
あ
り
、
杜
氏
は
泉
氏
に
や
や
劣
る
が
、
と
の
と
き
杜
氏
お
よ
び

泉
氏
の
一
族
が
帯
刷
費
負
に
呼
怒
し
、
都
畑
氏
の
反
飢
は
上
洛
内
部
の
抗
容
を

ひ
き
お
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
企
は
一
旦
は
敵
方
を
追
い
散
ら
す
と
と
に

成
功
し
た
が
、
こ
の
字
い
は
数
年
ど
に
再
び
表
面
化
す
る
。
す
な
わ
ち
、

東
方
で
軍
閥
高
齢
臥
と
孝
武
帝
の
封
立
が
極
黙
に
達
す
る
と
、
孝
武
帝
は
字
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文
泰
の
も
と
に
奔
り
、

そ
れ
を
追
跡
し
て
高
倣
が
漣
闘
に
進
撃
し
て
き

た
。
企
は
さ
き
に
字
文
泰
の
上
司
賀
抜
岳
に
知
過
を
受
け
、
ま
た
孝
武
帝

の
委
任
を
・つ
け
て
洛
州
刺
史
・
蛍
州
都
督
に
任
命
さ
れ
、
朝
廷
H
関
西
源

の
立
場
に
あ

っ
た
か
ら
、
息
子
の
元
紬
胞
に
郷
里
五
千
人
を
ひ
き
つ
れ
て
高

放
の
西
出
を
拒
ん
だ
。
こ
の
と
き
同
郷
の
都
督
泉
岳
、
そ
の
弟
猛
略
、
お

よ
び
社
宮
ら
は
東
側
に
呼
隠
し
て
、
洛
州
に
お
け
る
企
の
櫛
力
を
く
つ
が

え
そ
う
と
し
た
。
企
は
泉
岳
兄
弟
を
殺
し
、
杜
窓
は
東
貌
に
投
じ
た
。
し

か
し
大
統
三
年
、
杜
留
の
機
導
で
東
軍
が
州
城
を
図
む
と
、
カ
登
き
て
敵

に
と
ら
わ
れ
、
元
組
と
と
も
に
東
方
へ
囚
迭
さ
れ
た
。
元副胞
は
途
中
で
脱

走
し
、
弟
の
仲
遜
と
謀
っ
て
豪
族
居
と
結
び
、
郷
人
を
率
い
て
洛
州
城
を

襲
っ
た
。
杜
奮
が
企
に
代
っ
て
東
貌
の
刺
史
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
杜
氏
は
斬
ら
れ
、
洛
州
は
再
び
西
貌
の
手
に
か
え
り
、
元
穫
が

位
製
洛
州
刺
史
と
な
っ
た
。
元制胞
が
沙
苑
の
載
で
残
す
る
と
、
弟
仲
遜
が

刺
史
に
就
任
、
大
統
十
五
年
(
?
)
、
儀
同
三
司
と
し
て
郷
兵
を
率
い
、
開

府
樹
忠
に
従
っ
て
梁
の
討
伐
に
赴
い
て
い
る

(周
書
四
四
本
侍
)
。

字
文
貴
。
も
と
昌
懇

・
大
林
の
人
で
あ
る
が
、
夏
州
に
徒
居
。
北
鶏
正

光
末
、
沃
野
銀
民
破
六
時
料
抜
陵
が
北
鋲
暴
動
の
火
ぶ
た
を
切
る
と
、
夏
州

も
抜
陵
軍
の
包
囲
を
、つ
け
た
。
箆
城
を

よ
ぎ
な
く
さ
れ
た

刺
史
源
子
薙

は
、
字
文
責
を
統
寧
に
任
命
し
て
救
援
せ
し
め
た
。
{
子
文
貨
は
も
と
も
と

源
子
棄
の
直
接
の
部
下
で
な
く
、
夏
州
の
有
力
者
と
し
て
同
地
の
民
衆
を

糾
合
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
旬
。
そ
の
後
か
れ
は
、
子
濯
に
従
っ
て
諸
反

徒
討
伐
に
鵜
献
し

さ
ら
に

爾
朱
祭
の
も
と
で
葛
築
討
卒
戦
に
参
加
し

て
、
別柑刊
を
加
え
ら
れ
た
。
ま
た
邪
果
卒
定
に
従
軍
し
て
都
替
に
昇
進
、

武
泰
二
年
(
五
二
九
)
、
元
頒
入
洛
す
る
や
、
郷
兵
を
率
い
て
河
橋
に
防
戦

し
た
。
こ
こ
に
郷
兵
と
よ
ぶ
の
は
、
夏
州
い
ら
い
か
れ
の
統
率
し
て
き
た

①
 

郷
土
部
隊
で
あ
る

(周
書
一
九
本
停
)
。

(6) 

李
賢
兄
弟
。
陥
商

・
成
紀
の
出
身
で
あ
る
が
、
曾
祖
富
は
北
貌
太
武
帝

の
と
き
子
都
督
と
し
て
屠
各
討
伐
に
参
加
し
て
戟
残
し
た
。
祖
父
の
斌
は

父
の
丘
(
を
襲
領
し
、
い
ら
い
高
卒
銀
に
定
住
す
る
こ
と
に
な

っ
た。

破
六

斡
抜
陵
に
呼
隠
す
る
勅
勃
曾
胡
深
ら
の
反
飢
が
鋲
一
帯
を
侵
す
や
、
李
賢

と
そ
の
弟
遠
は
、

郷
人
そ
率
駒
し
て
抗
戦
態
勢
を
と
ろ
う
と
し
た
。

郷
人
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た
ち
の
な
か
に
は
同
調
し
な
い
空
気
も
あ
っ
た
が
、
逮
は
創
を
按
じ
て
、

「今
こ
そ
朝
廷
の
恩
を
被
る
わ
れ
ら
が
立
節
建
功
の
秋
で
あ
る
の
に
、
も

し
同
を
棄
て
異
に
印
き
、
順
を
去
っ
て
逆
に
効
う
な
ら
ば
、

何
の
顔
あ

っ

て
天
下
の
土
に
見
え
ん
や
。
異
議
あ
る
者
は
斬
ら
ん
」
と
詰
め
よ
っ
た
の

で
、大
衆
は
よ
う
や
く
命
に
従
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
外
援
え
ら
れ
ず
、城

は
陥
落
し
、
軍
衆
は
多
く
殺
害
さ
れ
た
。
賢
兄
弟
は
人
に
匿
ま
わ
れ
て
死

地
を
脱
し
た
。
遠
は
兄
と
相
談
の
う
え
、
賊
境
を
胃
し
て
洛
陽
に
赴
き
、

情
勢
を
報
告
す
る
と
共
に
救
援
を
求
め
た
。
こ
う
し
て
爾
朱
祭
の

一
族
天

光
が
討
伐
軍
司
令
官
と
し
て
波
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
遠
は
精
兵
を
授



一
方
賢
も
ま
た
/
郷
人
を

け
ら
れ
て
従
軍
、
現
地
の
機
導
を
つ
と
め
た
。

率
い
て
協
力
し
、
馬
千
匹
を
軍
に
献
納
し
た
り
し
て
い
る
。
爾
朱
氏
一
族

が
高
微
に
敗
れ
、
天
光
の
部
将
賀
抜
岳
が
同
僚
の
侯
莫
陳
悦
(
高
歎
波
)

に
殺
害
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
る
と
、
李
氏
は
字
文
泰
(
岳
の
麿
下
)

の
側
に
つ
い
て
、
字
文
氏
の
兵
檎
掌
握
に
貢
献
し
た
。
大
統
二
年
、
原
州

民
豆
慮
狼
の
反
飢
に
は
、
豪
傑
を
招
集
し
て
そ
の
銀
座
に
力
を
つ
く
し、

同
四
年
、
莫
折
後
織
の
侵
攻
に
た
い
し
て
は
、
郷
丘
(
を
率
い
て
、
行
淫
州

事
史
寧
に
協
力
し
て
い
る
(
周
書
二
五
本
侍
)
。

)
 

7
 

(
 

裳
侠
。
河
東
・
解
の
入
。
爾
朱
氏
の
時
代
に
東
郡
太
守
・
防
域
別
将
を

つ
と
め
た
が
、
高
放
と
孝
武
帝
と
の
封
立
が
深
ま
る
や
、
帝
は
河
南
方
面

の
軍
を
召
集
し
た
の
で
、
侠
は
所
部
を
率
い
て
洛
陽
に
赴
い
た
。
し
か
し

孝
武
帝
は
急
逮
字
文
泰
の
も
と
に
奔
っ
た
の
で
、
侠
も
ま
た
妻
子
を
東
郡

に
の
こ
し
て
随
行
し
た
。
西
貌
で
は
、
丞
相
府
士
曹
参
軍
に
任
命
さ
れ
た

が
、
大
統
三
年
、
郷
兵
を
領
し
て
沙
苑
の
戟
に
従
軍
し
、
武
功
そ
立
て

た
。
こ
の
ば
あ
い
の
郷
兵
は
お
そ
ら
く
河
東
の
兵
を
指
す
の
で
あ
ろ
う

(
周
書
三
五
本
停
)
。
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ω
貌
玄
。
任
城
の
人
。
父
承
租
の
と
き
梁
よ
り
北
貌
に
錫
し
、
新
安
に
住

む
よ
う
に
な
っ
た
。
孝
武
帝
が
閥
西
に
奔
り
、
つ
*
つ
い
て
高
歎
が
急
逮
都

を
鄭
へ
遜
す
と
、
人
び
と
の
あ
い
だ
に
は
深
い
動
揺
が
お
こ
り
、
東
軸
舗
を

す
て
て
西
貌
へ
就
こ
う
と
す
る
気
分
が
濃
厚
と
な
っ
た
。
玄
は
郷
曲
を
率

募
し
て
、
閥
南
で
西
貌
支
持
の
兵
を
奉
げ
た
。
い
ら
い
つ
ね
に
郷
兵
を
率

い
て
西
貌
の
議
終
の
麿
下
に
入
り
、
東
軍
と
戟
っ
た
。
西
軍
が
句
山
に
大

敗
す
る
と
、
黄
河
南
岸
は
再
び
東
貌
に
奪
回
さ
れ
、

一
日
一
西
側
に
就
い
た

在
地
勢
力
は
離
叛
の
動
き
を
見
せ
た
が
、
玄
は
節
義
を
守
っ
て
西
裂
の
た

め
に
戟
っ
て
い
る
(
周
書
四
三
本
侍
)
。

さ
て
1

こ
れ
ら
の
諸
例
に
よ
れ
ば
、
各
地
に
お
け
る
郷
兵
の
結
集

の
契
機
と
し
て
、
例
、

仰
の
よ
う
に
北
説
末
の
民
衆
暴
動
が
あ
り
、

判
の
よ
う
に
粛
賓
貸
の
叛
逆
が
あ
り
、

ま
た
、
同
は
元
頼
の
よ
う
な

叛
臣
に
も
向
け
ら
れ
て
お
り
、
あ
る
い
は
的
、
帥
の
よ
う
に
、
東
西
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南
現
へ
の
政
権
の
分
裂
が
数
え
ら
れ
る
。
か
つ
て
論
じ
た
と
お
り

北
現
末
の
内
観
は
、
六
鎮
の
叛
凱
と
よ
ば
れ
る
民
衆
暴
動
の
時
期
、

こ
の
暴
動
の
鎮
座
者
と
し
て
登
場
す
る
爾
朱
氏
覇
権
の
時
期
、
さ
ら

に
、
現
朝
と
爾
朱
氏
と
の
封
立
を
運
用
し
つ
つ
最
後
の
勝
利
を
か
ち

え
た
高
歓
お
よ
び
高
歎
へ
の
敵
封
勢
力
を
傘
下
に
攻
め
て
閥
西
の
雄

と
な
っ
た
字
文
泰
の
南
軍
閥
の
抗
字
の
時
期
、
と
い
う
ふ
う
に
三
段

階
に
分
つ
こ
と
が
で
き
加
。
し
か
し
爾
朱
氏
、
高
氏
、
字
文
氏
な
ど

の
軍
閥
勢
力
が
北
親
王
朝
を
凌
駕
し
て
つ
ぎ
つ
ぎ
に
立
ち
あ
ら
わ
れ

て
く
る
地
盤
は
、
首
然
民
衆
暴
動
そ
の
も
の
に
よ

っ
て
作
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。

粛
賓
貨
や
元
顧
な
ど
の
勢
力
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
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る
。
粛
貫
貸
は
閥
西
討
伐
軍
の
司
令
官
と
し
て
派
遣
さ
れ
つ
つ
、
反

凱
民
の
頑
張
な
抵
抗
に
あ
い
、
か
え
っ
て
支
を
倒
に
し
て
朝
廷
に
刃

向

っ
た
。
元
顧
は
、
爾
朱
氏
の
制
覇
を
潔
し
と
せ
ず
も
南
朝
梁
に
支

援
を
う
け
て
洛
陽
奪
還
を
企
て
た
人
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
民
衆

反
蹴
は
、
北
貌
政
植
を
衰
退
さ
せ
た
ば
か
り
で
な
く
、

ざ
ま
の
自
立
勢
力
を
生
み
だ
し
た
。

一
方
に
さ
ま

い
ま
や
華
北
統

一
政
植
は
い
く

っ
か
の
政
治
勢
力
に
分
裂
し
た
。
そ
の
ば
あ
い
、
人
び
と
は
ど
の
勢

力
に
加
措
す
る
か
と
い
う
意
思
決
定
に
迫
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
右

に
あ
げ
た
帥
J
例
の
郷
丘
(
結
集
の
諸
例
は
、

ま
さ
し
く
こ
う
し
た
意

思
決
定
の
行
動
的
表
現
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
帥
字
文
責
の
夏
州

部
隊
は
、
北
説
朝
廷
の
限
か
ら
み
れ
ば
「
夏
州
慕
義
之
民
」
で
あ

っ

と
も
す
れ
ば
反
凱
に
同
調
し

た
し
、

同
李
遠
の
郷
人

へ
の
叱
陀
は
、

が
ち
な
民
衆
を
政
府
の
が
わ
に
向
け
さ
せ
る
た
め
の
一
示
威
で
あ
っ

た
。
的
泉
企
父
子
の
北
貌
お
よ
び
西
調
へ
の
忠
誠
は
、
同
族
者
の
一

部
お
よ
び
杜
氏
と
の
郷
里
に
お
け
る
指
導
機
の
字
い
を
根
底
と
し
て

お
り
、
川
w諜
侠
、
制
調
玄
の
そ
れ
は
、
東
西
南
貌
へ
の
去
就
の
問
題

と
直
接
に
か
ら
み
あ

っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
嘗
然
既
成
の
政
府
軍

で
は
な
い
。
地
方
有
力
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
的
利
害
の
意
識
の
も

と
で
、
自
霊
的
に
郷
人
を
組
織
し
て
結
集
し
た
軍
圏
で
あ
w

気

問

題

は
こ
の
意
識
の
歴
史
的
内
容
を
追
求
す
る
と
と
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
意
味
で
い
う
な
ら
ば
、
郷
兵
の
語
を
用
い
て

は
い
な
い
が
、
貰
質
上
郷
兵
集
固
と
み
る
こ
と
の
で
き
る
例
が
、
右

に
あ
げ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
事
件
に
関
連
し
て
、
障
問
汎
に
存
在
す
る
。
ま

ず
貌
末
の
民
衆
暴
動
に
封
廃
し
て
組
織
さ
れ
た
例
を
あ
げ
れ
ば

刷
虚
文
偉
。
活
陽
・
琢
の
人
。
北
方
の
冠
族
で
あ
る
。
文
偉
は
若
い
と
き

か
ら
郷
里
の
愈
敬
を
受
け
た
が
、
州
主
簿
、
卒
北
府
長
流
参
軍
な
と
本
州

の
嵐
官
を
歴
任
、
督
冗
阪
を
修
築
し
て
港
紙
の
便
を
闘
っ
た
。
か
れ
の
家

は
も
と
も
と
裕
福
な
方
で
は
な
か

っ
た
が
、
経
理
に
長
ず
る
か
れ
の
代
に
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な
っ
て
家
産
の
経
営
に
努
力
し
て
宮
家
と
な
っ
た
。
孝
自
国
年
問
、
常
景
の

行
牽
郎
中
と
な
っ
た
が
、
北
方
の
情
勢
の
険
悪
化
を
さ
と
っ

て
、
穀
物
を

落
陽
城
に
貯
積
し
た
。
こ
れ
は
嘗
時
の
餓
鍾
を
救
う
の
に
役
立
ち
、
ま
す

ま
す
郷
黛
の
信
望
を
か
ち
え
た
。

内
閣
飢
が
内
地
に
波
及
す
る
と
、
文
偉
は

社
洛
周
に
と
ら
え
ら
れ
、
つ
い
で
葛
祭
の
も
と
に
は
い
っ
た
が
、
蔦
策
滅

亡
し
て
家
に
隠
っ
た
。
反
徒
の
徐
勢
で
あ
る
韓
桜
が
繭
城
に
錬
る
や
、
文

偉
は
、
郷
閣
を
率
い
て
活
陽
城
に
屯
守
し
た
。
朝
廷
は
か
れ
を
行
指
陽
郡

事
に
任
命
し
た
。
防
衡
を
績
け
る
こ
と
二
年
、
士
卒
と
苦
努
を
分
ち
、
貧

者
に
は
家
財
を
散
じ
て
こ
れ
を
救
っ
た
と
い
う
。

そ
の
功
に
よ
り
活
陽
太

守
と
な
っ

た
が
、
4

ヰ
荘
帝
が
爾
朱
祭
を
諒
す
る
や
、
か
れ
は
爾
朱
滋
の
侯

淵
を
沼
陽
か
ら
追
放
し
、
幽
州
刺
史
劉
霊
助
と
謀
っ
て
奉
兵
し
た
。
勃
海



の
高
乾
兄
弟
が
反
爾
朱
氏
の
兵
を
再
摩
す
る
の
も
こ
の
と
き
で
あ
る
が
、

爾
者
は
互
い
に
影
響
し
あ
っ
て
、
つ
い
に
高
歓
の
部
隊
と
手
を
握
る
の
で

あ
る
(
北
湾
書
二
二
本
俸
)
。

自由

路
恩
令
。
陽
卒
・
清
淵
の
人
。
や
は
り
同
地
方
の
名
望
家
で
あ
る
。
司

徒
記
室
-

A

問
書
左
民
郎
な
ど
の
諸
官
を
歴
任
し
た
の
ち
、
候
節
征
虜
将
軍

・
陽
卒
太
守
を
援
け
ら
れ
た
。
ま
も
な
く
、
業
州
の
卒
清
河
郡
、
相
州
の

陽
卒
郡
、
旗
門
州
の
原
郡
を
合
し
て
南
葉
州
が
新
立
さ
れ
た
が
、
思
令
が
そ

の
刺
史
と
な
り
、
卒
東
将
軍

・
都
督
を
俵
援
さ
れ
た
。
こ
の
措
置
は
反
鋭

防
衛
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
(
後
述
)
。

嘗
時
首
岨
祭
軍
は
こ
の

し
き
り
に
民
衆
を
味
方
に
ひ
き
い
れ
よ
う
と
し
て
い

た
。
思
令
は
そ
こ
で
麿
下
に
命
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
郷
曲
を
率
い
し
め
、
夜
を

地
方
に
迫
っ
て
、

つ
い
て
械
の
不
意
を
襲
い
、
大
勝
を
博
し
た
(
貌
書
七
二
本
俸
)
。

。1)
李
場
。
越
郡
李
氏
の
出
身
で
あ
る。

諮
{
自
を
歴
任
し
た
の
ち
、
帯
刷
費
貨

の
酉
征
に
従
軍
、
統
寧
を
授
け
ら
れ
た
。
湯
は
徳
郷
聞
に
あ
ま
ね
く
、
雄

勇
を
招
官
押
し
て
築
従
者
数
百
騎
を
得
た
。
か
れ
は
家
産
を
傾
け
て
こ
れ
を

賑
他
し
、
率
い
て
西
討
に
赴
い
た
。
事
刷
費
負
は
湯
が
や
っ
て
く
る
と
、
そ

の
肩
を
撫
で
て
、

「
あ
な
た
が
は
る
ば
る
来
て
い
た
だ
い
て
、
わ
た
し
も

任
務
が
果
せ
ま
す
」
と
喜
ん
だ
。

軍
中
で
は
喝
の
部
隊
を
@
敬
し
て

「
李
公
騎
」
と
よ
ん
だ
と
い
う
(
貌
書
五
三
本
侍
)
。
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粛
賓
貸
が
薙
州
に
操
っ
て
叛
旗
を
ひ
る
が
え
す
と
、
河
東
地
方
で

も
こ
れ
に
臆
ず
る
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。

02) 

藤
循
義

・
醇
鳳
賛
。
河
東
・
沿
陰
の
名
門
。
循
義
は
北
海
王
元
顕
の
徐

州
墨
曹
参
軍
で
あ
っ
た
が
、
正
光
末
頚
が
征
西
将
軍
・
西
道
行
蔓
と
し
て

関
西
の
叛
飢
討
伐
を
命
ぜ
ら
れ
る
と
、
か
れ
は
統
軍
を
援
け
ら
れ
た
。
そ

の
と
き
兵
三
千
人
を
召
募
し
う
る
者
に
は
別
終
を
援
く
と
の
詔
令
が
出
さ

れ
、
循
義
は
故
郷
河
東
に
還
り
、
ま
た
一
や
陽

・
弘
践
の
諸
郡
を
巡
歴
し

て
、
合
計
七
千
徐
人
の
募
兵
を
得
た
の
で
、
安
北
将
写

・
商
道
別
絡
を
俵

か
れ
は
戟
功
に
よ
っ
て
大
都
督
・
龍
門
銀
絡
に
昇
進
し
た

が
、
族
人
鳳
賢
が
帯
刷
費
食
に
呼
感
し
て
銀
城
を
圏
む
や
、
循
義
も
天
下
の

援
さ
れ
た
。

動
凱
に
乗
じ
て
存
分
に
勢
力
を
張
ろ
う
と
考
え
、
鳳
賢
と
ム
ロ
題
し
て
黄
鍛

-67-

大
将
軍
と
自
縛
し
た
。
朝
廷
は
宗
正
珍
孫
・
長
孫
稚
ら
を
討
一
伐
に
赴
か
せ

た
が
、
官
軍
は
容
易
に
進
撃
す
る
と
と
が
で
き
な
か
「
た
。
こ
の
と
き
、

長
孫
稚
の
幕
僚
に
楊
侃
あ
り
、
奇
計
を
設
け
て
河
東
の
卒
定
に
貢
献
し

た
。
奇
計
と
い
う
の
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る。

辞
循
義
は
枇
勇
を

騒
率
し
て
郡
邑
を
包
囲
し
て
い
る
が
父
老
妻
弱
は
醤
村
に
残
し
て
い
る
。

だ
か
ら
、
敵
兵
が
父
母
妻
子
の
身
上
を
案
ず
る
よ
う
な
吠
況
を
作
り
だ
せ

ば
、
包
圏
は

一
気
に
解
け
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
降
伏
し
た
者
を
各
自

の
村
に
鏑
ら
せ
、
官
軍
の
ノ
ロ
シ
が
翠
が
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
に
際
じ

て
ノ
ロ
シ
を
あ
げ
さ
せ
る。

ノ
F

シ
の
あ
が
ら
な
い
村
は
「
不
降
之
村
」

と
み
な
し
て
み
な
殺
し
に
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
賀
行
に



420 

移
し
た
結
果
、
ま
だ
降
伏
し
て
い
な
い
所
ま
で
も
が
ノ
ロ
シ
を
翠
げ
る
に

至
り
、
包
園
軍
は
何
の
こ
と
か
分
ら
ず
各
自
の
村
に
踊
っ
て
き
た
。
失
敗

し
た
醇
循
義
ら
は
逃
走
し
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
戦
術
が
立
て
ら
れ
た
こ

と
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
醇
氏
の
丘
ハ
勢
は
そ
の
郷
里
河
東
の
村
落
を
母
胎

と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
た
(
北
湾
書
二

O
辞
循
義

・
貌
書
五
八
楊
侃
待
。

な
お
楊
侃
停
に
は
醇
備
義
と
あ
る
が
、
異
名
同
人
で
あ
る
)
。

爾
朱
楽
に
よ
る
河
陰
の
朝
土
大
虐
殺
、
孝
荘
帝
の
策
誌
殺
、
こ
れ

に
復
儲
す
る
爾
朱
兆
の
孝
荘
帝
殺
害
、
高
政
の
爾
朱
氏
討
伐
と
い
っ

た
繭
朱
氏
を
め
ぐ
る
一
連
の
事
件
に
闘
し
て
は
、

帥

羊

侃

。
泰
山
の
人
。
劉
宋
の
徐
州
刺
史
醇
安
都
が
宋
朝
の
内
証
の
た
め

北
貌
に
来
降
し
て
い
ら
い
、
羊
氏
も
貌
の
臣
と
な

っ
た
が
、
侃
の
父
一
蹴
は

か
ね
て
か
ら
南
蹄
の
志
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
c

侃
は
正
光
中
別
終
と
な

り
、
新
資
質
の
西
征
に
従
軍
、
戟
功
に
よ
っ
て
使
持
節
征
東
大
将
軍
・
東

道
行
憂
・
領
太
山
太
守
を
授
け
ら
れ
た
。
爾
朱
策
の
朝
土
虐
殺
事
件
が
お

こ
る
と
、
郷
人
を
率
い
、
南
朝
梁
と
結
ん
で
兵
を
摩
げ
た
。
こ
の
と
き
、

侃
の
兄
深
お
よ
び
従
兄
敦
が
こ
の
企
て
に
同
調
す
る
こ
と
を
恒
否
し
て
い

る
の
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る。

深
は
侃
の
使
者
を
斬
っ
て
貌
に
忠
誠
を
誓

ぃ
、
死
州
刺
史
敦
は
州
に
接
っ
て
侃
と
交
戦
し
て
い
る
(
貌
書
七
七
羊
深

.
梁
書
三
九
羊
侃
停
)
。

(14) 

高
乾
兄
弟
。
勃
海
・
穫
の
人
。
孝
昌
末
、
葛
楽
の
反
蹴
が
お
こ
る
と
、

朝
廷
は
山
東
の
豪
右
と
し
て
著
名
な
高
察
を
勃
海
太
守
に
任
命
し
た
が

反
乱
軍
の
攻
勢
を
支
え
き
れ
ず
、
領
民
を
ひ
き
い
て
南
下
し
た
。
そ
こ
で

政
府
は
東
翼
州
を
新
設
し
て
、
裂
を
刺
史
と
し
た
。
翼
と
そ
の
子
の
乾
兄

弟
は
、
朝
士
を
殺
害
し
た
爾
朱
氏
に
反
感
を
い
だ
き
、
流
民
(
つ
ま
り
郷

人
で
あ
る
)
を
率
い
て
兵
を
翠
げ
、
旗
門
州
軍
と
載
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は

反
徒
葛
築
の
官
留
を
受
け
る
こ
と
さ
え
い
と
わ
な
か
っ
た
。
爾
朱
氏
が
孝

荘
帝
を
推
立
す
る
と
、
乾
は
帝
と
閥
係
が
深
か

「
た
の
で
一
時
休
戦
、
そ
の

間
乾
は
時
抗
菌
刀
を
招
納
し
て
射
綴
に
ふ
け
っ
て

い
る
。

半
平
荘
帝
が
爾
朱
祭
を

殺
す
や
、
帝
は
乾
を
河
北
大
使
に
任
命
し
て
、
郷
閣
を
招
集
さ
せ
、
爾
朱

一
族

へ
の
封
抗
を
困
っ
た
。
乾
の
兄
弟
中
も
っ

と
も
武
勇
に
す
ぐ
れ
た
昂

は
嘗
時
洛
陽
に
あ
っ
た
が
、
帝
に
請
う
て
郷
里
に
還
り
、
部
曲
を
招
集
し

oo 
no 

た
。
こ
の
と
き
、
「
所
在
義
勇
、
競
来
投
赴
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し

孝
荘
帝
は
爾
朱
兆
に
殺
さ
れ
、
高
氏
を
始
め
と
す
る
河
北
の
豪
族
は
ま
す

ま
す
ふ
る
い
立
っ
た
。
幽
州
地
方
で
は
刺
史
劉
盤
助
を
盟
主
と
す
る
慮
文

偉
(
前
出
)
ら
の
翠
兵
あ
り
、
高
氏
は
こ
れ
と
呼
腹
し
つ
つ
、
同
郷
の
名

望
封
隆
之
(
そ
の
父
回
は
河
陰
の
害
に
あ
う
)
を
刺
史
に
推
戴
し
て
反
抗

を
試
み
た
。
や
や
西
方
の
越
郡
で
は
李
元
忠
、
李
密
ら
の
活
動
が
あ
り
、

こ
れ
も
高
氏
兄
弟
と
提
携
し
た
。
こ
れ
ら
河
北
豪
族
が
東
進
し
て
き
た
高

教
と
結
び
、
や
が
て
爾
朱
氏
討
減
載
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
(
北
費
書

二
一
本
停
)
。



爾
朱
楽
が
諒
さ
れ
た
の
ち
孝
荘
帝
の
命
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
郷

星
部
隊
の
例
を
あ
げ
れ
ば
、
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

貌
蘭
根
。
銀
鹿
・
下
曲
陽
の
人
。
蘭
根
は
や
や
節
操
に
飲
け
る
と
こ
ろ

(15) 

の
あ
る
人
物
で
、
孝
荘
帝
の
爾
朱
祭
器
跡
殺
計
査
を
爾
朱
世
隆
に
密
告
し
た

が
、
祭
が
殺
さ
れ
る
と
周
章
狼
狽
し
~

帝
の
親
臣
王
道
習
に
結
び
つ
い

た
。
す
な
わ
ち
、
外
州
に
出
て
功
を
立
て
た
い
と
の
希
望
を
道
習
に
申
し

出
た
の
で
、
道
習
の
と
り
つ
ぎ
で
河
北
行
肇

・
定
州
刺
史
を
授
け
ら
れ
、

郷
曲
を
率
募
し
て
井
阻
防
衛
に
あ
た

っ
た
。
し
か
し
爾
朱
氏
の
部
将
侯
淵

に
敗
れ
、
高
乾
兄
弟
の
も
と
に
奔
っ
た

(北
寵
墨
田
二
三
本
臨
時
)。

。。

前田橋
。
中
山
・
無
極
の
人
。
孝
荘
朝
、
中
書
侍
郎
で
あ
っ
た
が
、
帝
が

E

。

爾
朱
策
を
殺
す
と
、
郷
義
〈
の
統
率
に
堪
え
る
と
い
う
の
で
、
試
守
常
山

太
守
に
任
命
さ
れ
た
。
な
お
常
山
は
糖
の
本
郷
に
あ
た
る
(
貌
書
六
八
本

俸
)
。

高
歎
が
覇
権
を
牧
め
る
と
、
洛
陽
政
府
の
孝
武
帝
一

派
と
の
封
立

を
生
じ
た
が
、
帝
は
つ
い
に
首
都
を
脱
出
し
て
西
方
字
文
泰
の
も
と

に
奔
っ
た
。
歎
は
追
跡
し
た
が
及
ば
ず
、
帝
の
側
近
で
洛
陽
に
留

つ

た
朝
臣
の
幾
人
か
を
殺
し
た
。
劉
叡
も
そ
の
ひ
と
り
で
あ
る
。

。司

劉
時
間
。
も
と
彰
城
の
人
。
祖
父
劉
芳
の
と
き
、
劉
宋
末
の
内
証
に
玄
き
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こ
ま
れ
、
北
裂
の
討
伐
に
あ
っ
て
卒
斉
戸
と
さ
れ
た
が
、
の
ち
亮
ぜ
ら
れ

た
。
父
蕨
が
高
齢
慨
に
殺
さ
れ
る
と
、
附
聞
は
郷
部
を
率
い
て
売
州
に
赴
き
、

同
じ
く
反
高
歌
波
の
刺
史
焚
子
鵠
と
兵
を
翠
げ
た
。
こ
の
と
き
、
叔
父
粋

も
、
部
幽
を
招
合
し
て
、
究
州
翠
兵
に
参
加
し
て

い
る

(軸調
書
五
五
本

侍)。
東
西
二
政
権
分
立
の
形
勢
と
な
り
、
雨
者
の
字
聞
は
ま
す
ま
す
激

し
さ
を
加
え
て
い
っ
た
が
、
西
説
大
統
三
年
(
五
三
七
)
の
沙
苑
の

戟
は
、
西
軍
の
.
盤
倒
的
な
勝
利
に
踊
し
た
。
西
貌
は
河
東
を
牧
め、

さ
ら
に
濁
孤
信
の
ひ
き
い
る
部
隊
は
東
灘
の
勇
将
高
昂
を
追
っ
て
黄

河
沿
い
に
進
撃
、

つ
い
に
奮
都
洛
陽
を
占
領
し
た
。
こ
う
し
て
、
去

就
を
決
し
か
ね
て
い
た
河
東

・
河
南
の
諸
豪
族
は
、

一
酉
に
西
貌
支

持
の
旗
織
を
か
か
げ
る
の
で
あ
る
。

n
w
u
 

F
H
V
 

(18) 

裳
遼
。
河
東
・
聞
喜
の
人
。
遼
は
郷
里
の
指
導
者
と
し
て
信
望
が
あ
っ

た
が
、
大
統
三
年
、
東
貌
の
進
攻
に
抗
し
て
、
郷
人
を
糾
合
し
、
要
害
に

分
接
し
て
自
守
し
た
。
さ
ら
に
東
貌
の
東
難
州
軍
に
内
部
工
作
そ
施
し
て

こ
れ
を
山
岡
崎
掛
さ
せ
、
西
軍
の
進
撃
に
は
繕
導
を
つ
と
め
た
(
周
卦
一
国
三
七
本

俸
)
。

側

鄭

偉
。
紫
陽

・
開
封
の
人
。
孝
武
帝
が
西
奔
す
る
と
、
偉
は
郷
里
に
鋪

っ
て
官
に
就
か
ず
、
形
勢
を
う
か
が
っ
た
。
友
人
義
侠
(
前
出
)
が
妻
子

を
棄
て
て
帝
に
従
お
う
と
し
た
さ
い
、
か
れ
は
、

「
天
下
ま
さ
に
飢
れ

未
だ
鳥
の
集
る
所
を
知
ら
ず
。
何
ぞ
東
の
か
た
妻
子
に
就
い
て
徐
ろ
に
木

を
揮
ぶ
に
如
か
ん
や
」
と
い

っ
て
、
引
き
と
め
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
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大
統
三
年
、
獅
孤
信
が
洛
陽
を
占
領
す
る
と
、

う
者
が
、
臣
子
の
簡
を
い
た
し
富
貴
の
資
を
成
す
べ
き
秋
が
き
た
」
と
し

て
、
宗
人
築
業
と
と
も
に
州
里
を
糾
合
し
、
陳
留
地
方
に
西
貌
支
持
の
丘ハ

「
わ
れ
ら
世
々
朝
恩
を
荷

を
血
ゃ
げ
た
。
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
一
斑
徐
人
が
集
ま

っ
た
(
周
書
三
六
本

侍
)
。

以
上
の
諸
例
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
郷
人
部
隊
の
組
織
者
は
い
ず
れ

も
そ
の
地
方
の
名
望
家
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
軍
国
結
集
が
か
れ
ら

の
自
費
的
意
思
に
基
づ
い

て
い
た
こ
と
は
、

川w虚
文
偉
、
同
醇
氏
、

同
羊
侃
、
制
高
氏
、
制
劉
隣
、

同
袈
遼
、
帥
鄭
偉
の
例
に
は
っ
き
り

と
看
取
さ
れ
、
例
J
同
の
郷
丘
ハ
統
率
の
諸
例
と
何
ら
の
差
異
も
見
出

す
こ
と
が
で
き
な
い
。
帥
路
思
令
は
、

刺
史
の
命
に
よ
る
上
か
ら
の

郷
兵
結
集
例
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
そ
れ
は
形
式
函
に
お
い
て
そ
う

で
あ
っ
て
、

内
買
は
在
地
の
カ
が

は
た
ら
い
て
い
た
と
お
も
わ
れ

る
。
こ
の
こ
と
は
後
に
述
べ
る
。
制
李
陽
も
、
郷
丘
〈
集
圃
が
政
府
軍

の
一
部
と
な
っ
た
例
で
は
あ
る
が
、
現
じ
し
ん
が
膳
募
従
軍
し
て
い

る
と
み
ら
れ
る
。
同
貌
蘭
根
、
倒
既
楢
は

と
も
に
政
府
の
命
に
よ

司
て
郷
人
を
武
力
と
し
て
結
集
し
た
例
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
ば
あ

い
政
府
の
命
令
と
い

っ
て
も
、
爾
朱
氏
と
貌
朝
と
の
力
闘
係
は
決
定

い
か
に
説
朝
の
廷
臣
と
は

的
に
前
者
に
傾
い
て

い
た
の
で
あ
っ

て、

い
》
え

」
の
任
命
を
受
け
る
の
に
は
そ
れ
相
首
の
自
主
性
が
働
ら
か

ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
と
に
貌
関
根
の
ば
あ
い
は
、
双
方
の
カ
閥
係
と

自
己
の
立
場
と
を
考
慮
し
て

む
し
ろ
保
身
の
た
め
に
こ
の
翠
に
出

た
の
で
あ

っ
た
。

さ
て
、
こ
の
時
代
の
郷
兵
結
集
が
、
各
地
有
力
者
の
自
設
的
意
思

に
も
と
づ
き
、
さ
ま
ざ
ま
の
政
治
勢
力
へ
の
支
持
ま
た
は
反
封
の
具

髄
的
行
局
と
し
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
支

持
さ
れ
る
政
治
権
力
の
が
わ
か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
は
義
徒
、
義
軍
な

ど
と
よ
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。

郷
丘
ハ
、
郷
人
、
郷
里
、
郷
聞
な
ど
の

- 70ー

語
が
用
い
ら
れ
な
い
ば
あ
い
で
も
、
嘗
時
の
諸
事
件
に
関
連
し
て
た

ち
あ
ら
わ
れ
る
義
徒
、
義
軍
の
例
は
、
内
容
と
し
て
は
郷
兵
と
向
性

格
の
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
の
代
表
例
を
つ
ぎ
に
奉

げ
て
お
き
た
い
。

ω
楊
鎖
。
惰
文
帝
堅
の
祖
父
。
北
鋲
の
飢
に
よ
り
中
山
に
避
難
、
義
徒
を

結
ん
で
鮮
子
情
穫
と
載
っ
て
戦
死
(
周
書
一
九
楊
忠
侍
)
。

な
お

北
鎖
反
凱
に
封
抗
し
た
も
の
に
は
、

前
述
字
文
貴
ら
の

「
夏
州
義
士
」
、
「
夏
州
慕
義
之
民
」
と
よ
ば
れ
た
義
軍
が
あ
る
。

白1)

封
偉
伯
。
勃
海
の
人
。
閥
西
行
蓋
郎
と
し
て
新
賓
食
の
西
征
に
従
い
、

費
負
が
反
旗
を
ひ
る
が
え
す
と
、
闘
中
の
豪
右
章
子
衆
ら
と
謀
っ
て
義
兵



を
穆
げ
よ
う
と
し
た
が
、
事
洩
れ
て
殺
さ
れ
た
(
融
調
書
三
二
本
俸
)
。

(2;車

鄭
先
護
。
紫
陽
の
人
。
前
述
し
た
偉
の
父
で
あ
る
。
孝
荘
朝
、
慶
州
刺

史
・
省
州
都
督
と
な
っ
た
が
、
元
額
の
洛
陽
進
攻
に
さ
い
し
て
、
州
に
接

っ
て
義
兵
を
お
こ
し
た
(
貌
書
五
六
本
停
)
。

倒

辛
慶
之
。
隣
西
・
叫
鉄
道
の
著
姓
。
品
ヰ
荘
帝
が
給
さ
れ
る
と
、
北
道
行
蓋

楊
津
の
左
丞
で
あ
っ
た
か
れ
は
、
売
翼
方
面
に
出
て
、
義
徒
を
結
び
薗
難

に
赴
こ
う
と
し
た
(
周
書
三
九
本
俸
)
。

高
散
と
の
封
立
を
深
め
た
孝
武
帝
は
、
字
文
泰
と
結
ぶ
と
共
に

河
南
の
賀
抜
勝
の
力
に
た
ょ
っ
た
が
、
帝
が
西
遷
す
る
と
、
河
南
の

豪
族
た
ち
の
あ
い
だ
に
は
、
西
貌
を
支
持
し
て
東
貌
に
封
抗
す
る
も

の
が
あ
ら
わ
れ
た
バ

倒。

父
伯
扶
は
太
和
末
南
朝
と
の
交
戦
に
武
功
あ

り
、
汝
南
郡
守
を
援
け
ら
れ
た
。
長
寄
は
性
勇
武
で
、
轡
曾
と
結
ん
で
貌

李
長
詩。

伊
川
の
人
。

境
を
侵
冠
し
た
の
で
、
朝
廷
は
か
れ
を
防
鐙
都
督
に
任
命
、
轡
部
の
統
制

を
策
し
た
。
貌
末
こ
の
地
に
も
盗
賊
が
蜂
起
す
る
や
、
長
寄
は
亡
命
者
を

招
集
し
て
武
力
を
張
り
、
貌
帝
も
爾
朱
氏
と
の
謝
抗
上
、
か
れ
を
大
都
督

に
任
じ
て
そ
の
力
を
借
ろ
う
と
し
た
。
孝
武
帝
が
西
奔
す
る
と
、
長
脊
は

義
土
を
率
駒
し
て
、
東
貌
に
封
抗
し
た
。
し
か
し
侯
景
に
攻
め
ら
れ
て
戟

残
、
そ
の
子
延
孫
が
父
の
衆
を
ひ
き
つ
い
で
統
領
し
、
し
ば
し
ば
東
軍
を
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破
っ
た
。
西
貌
は
か
れ
に
京
南
行
豪
・
節
度
河
南
諸
軍
事
・
慶
州
刺
史
を

帥

援
け
た
(
周
書
四
三
李
延
孫
停
〉
。

韓
雄
。
河
南
・
東
垣
の
人
。
祖
父
景
は
赫
陽
郡
守
。
雄
は
武
将
の
才
あ

り
、
孝
武
帝
の
西
遜
に
懐
臨
剛
、

そ
の
仲
間
六
十
徐
人
と
洛
西
に
皐
兵
し

た
。
数
日
中
に
衆
千
人
に
上
り
、
東
貌
の
境
内
に
遊
撃
戦
を
行
な
っ
た
。

こ
れ
に
苦
し
む
東
貌
は
名
将
慕
容
紹
宗
を
源
遺
し
た
の
で
雄
は
大
敗
し
、

一
時
東
貌
の
倖
虜
と
な
っ
た
が
、
脱
出
し
て
字
文
泰
に
面
謁
し
た
。
泰
は

雄
を
郷
里
に
鋳
ら
せ
、
再
起
を
計
ら
せ
た
。
雄
は
義
衆
を
招
集
し
て
東
貌

の
洛
州
を
占
援
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
(
周
書
四
三
本
俸
)
。

包自

陳
析
。
宜
陽
の
人
。
犠
勇
に
し
て
侠
気
あ
り
、
孝
武
西
遷
の
の
ち
、
勇

敢
少
年
数
十
人
を
招
集
し
て
東
貌
を
冠
掠
し
た
。
大
統
元
年
、
酉
貌
よ
り

立
義
大
都
督
を
授
け
ら
れ
、
同
三
年
に
は
義
徒
を
率
い
て
活
躍
、
李
延
孫
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と
と
も
に
濁
孤
信
の
前
鋒
を
つ
と
め
た
。
析
は
帥
韓
雄
と
同
郷
か
つ
姻
戚

で
あ
り
、
少
年
時
代
か
ら
親
交
が
あ
っ
て
、
右
の
遊
撃
行
動
も
互
い
に
チ

ー
ム
・
ワ

l
p
を
と
っ
て
い
た
。
東
貌
の
強
敵
を
悩
ま
す
こ
と
の
で
き
た

の
も
そ
の
た
め
だ
と
い
う
(
周
書
四
三
本
停
)
。

河
東
方
面
で
義
兵
を
率
い
た
も
の
に
楊
樹
が
あ
る
。

帥

楊
樹
。
正
卒
・
高
涼
の
人
。
祖
父
・
父
と
も
に
豚
令
を
つ
と
め
た
。
掛
聞

は
元
眉
酬
の
入
洛
に
さ
い
し
て
、
宗
人
を
率
い
て
馬
渚
に
鵬
引
い
、
武
功
を
奉

げ
た
。
孝
武
帝
に
従
っ
て
入
閥
、
河
東
の
攻
略
に
力
を
つ
く
し
た
。
す
な

わ
ち
、
か
つ

て
父
の
猛
が
郷
里
に
近
い
部
郡
の
白
水
懸
令
で
あ
っ
た
こ
と
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か
ら
、
回聞は
土
地
の
豪
族
と
哲
知
で
あ
り
、
土
豪
王
覆
憐
ら
と
謀
っ
て

千
人
を
糾
合
、

つ
い
に
郡
部
を
牧
復
し
た
。
衆
議
は
刷用を
行
郡
事
に
推
し

た
が
、
か
れ
は
申
請
し
て
税
憐
を
同
郡
守
と
し
た
。
か
れ
は
さ
ら
に
義
徒

を
率
い
て
活
動
を
総
け
、
間
諜
を
放
っ
て
正
一
や
そ
の
他
の銅
削
減
を
工
作
、

つ
い
に
攻
め
落
し
て
行
正
一
や
郡
事
と
な
っ
た
。
つ
い
で
沙
苑
の
戦
に
戟
果

を
あ
げ
、
進
撃
し
て
建
州
に
至
る
こ
ろ
に
は

一
高
の
軍
勢
と
な
っ
た
。
し

か
し
ま
も
な
く
侯
景
に
正
卒
を
攻
陥
さ
れ
、

他
方
に
醇
循
義
ら
の
東
軍
に

迫
ら
れ
て
孤
立
無
援
と
な
っ
た
。
義
徒
の
雌
反
を
お
そ
れ
た
か
れ
は
、
援

軍
汲
遣
の
報
ら
せ
を
得
た
と
設
表
、
ま
た
土
人
の
義
首
に
は
そ
れ
ぞ
れ
衆

を
率
い
て
軍
費
調
達
に
赴
か
せ
、
そ
の
す
き
に
麿
下
の
寧
を
ひ
き
い
て
脱

出
し
、
部
郡
に
錦
還
し
た
。
朝
廷
は
か
れ
が
軍
を
全
う
し
て
飼
っ
た
の
を

嘉
賞
し
て
、
建
州
刺
史
を
援
け
た

(周
書
三
四
本
即
時
)。

沙
苑
の
職
に
大
勝
を
博
し
た
西
説
は
、
本
ナ
弼
を
し
て
河
東
に
攻
め

入
ら
せ
た
。
こ
の
と
き
東
親
を
離
反
し
た
人
に
河
東

・
扮
陰
の
醇
普

が
あ
る
が
、
蒲
坂
で
は
敬
氏
が
同
じ
行
動
に
出
た
。

脚

敬
珍
・
敬
群
。
河
東
・
蒲
坂
の
人
。
鮮
は
珍
の
従
租
兄
に
あ
た
る
。
と

も
に
侠
気
あ
り
、
つ
と
め
て
英
豪
と
交
わ
っ
た
。
東
貌
の
大
敗
を
見
て

同
郡
の
豪
右
張
小
自
・
俊
昭
賢
・
王
玄
略
ら
と
翠
兵
、
数
日
の
う
ち
に
蔵

徐
の
兵
を
得
た
。
高
徽
の
敗
軍
を
迎
撃
し
て
勝
利
を
収
め
、
本
ナ
弼
の
迫
撃

部
隊
が
や
っ

て
く
る
と
、
比
明
氏
・
南
解
・
北
解
・
安
邑
・
温
泉
・
虞
郷
六

鯨
の
戸
十
品
郎
官
同
を
率
い
て
錦
附
し
た
。
字
文
泰
は
こ
れ
そ
嘉
し
、
珍
に
卒

陽
太
守

・
領
永
寧
防
主
を
、
鮮
に
は
行
肇
郎
中
・
相
皇
防
主
を
授
け
た
。

張
小
自
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
任
用
し
、
の
ち
み
な
郡
守

・
刺
史
に
至
っ
た
(
周

書
三
五
本
側
)
。

右
の
例
は
、
義
徒
・
義
衆
な
ど
の
語
を
用

い
て
は
い
な
い
が
、
あ

き
ら
か
に
そ
の
貫
質
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
沙
苑
の
戟
は
、
河

内
に
も
影
響
を
輿
え
た
。

倒
司
馬
武
問
。
河
内
・
温
の
人
。
膏
宋
交
替
の
さ
い
貌
に
亡
命
し
た
楚
之
の

曾
孫
で
あ
る
。

大
統
三
年
、
西
貌
が
弘
岨
肢
を
奪
還
す
る
と
、
咽
削
減
に
義
兵

を
穆
げ
た
が
、
東
貌
と
交
戦
し
て
衆
寡
敵
せ
ず
、
義
徒
は
大
き
な
痛
手
を
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被
っ
た
。
西
貌
軍
が
東
進
し
て
く
る
と
、
部
衆
を
ひ
き
い
て
従
軍
、
大
統

六
年
に
は
河
内
郡
守
を
授
け
ら
れ
た
。
八
年
、
義
衆
を
率
い
て
入
朝
し
た

が
、
ま
も
な
く
河
内
の
民
四
千
絵
家
が
錦
腐
し
て
き
た
の
で
、
領
河
内
郡

守
と
し
て
流
民
の
安
集
に
あ
た
っ
た
(
周
書
三
六
本
停
)
。

さ
い
ど
に
洛
陽
の
例
を
あ
げ
よ
う
。

(ぬ)

越前刷
。
も
と
河
西
の
出
身
で
あ
る
が
、
曾
祖
の
と
き
湿
渠
氏
が
北
貌
に

征
服
さ
れ
て
首
都
に
徒
さ
れ
、
粛
の
と
き
に
は
洛
陽
の
人
を
開
閉
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
大
統
三
年
、
濁
孤
信
が
洛
陽
に
迫
る
と
、
宗
人
を
率
い

て
機

噂
を
つ
と
め
、
軍
糧
の
調
遼
に
力
を
つ
く
し
た
の
で
、
字
文
一家
に
「
越
前
畑

は
洛
陽
の
主
人
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
賞
揚
さ
れ
た
。
七
年
、
大
都
督



を
授
け
ら
れ
、
所
部
の
義
徒
を
ひ
き
い
て
、
大
橋
に
嬢
守

L
た
(
周
書

七
本
停
)
。

郷
兵
と
義
徒
・
義
衆
な
ど
と
は
、
嘗
然
範
障
を
異
に
す
る
こ
と
ば

で
あ
る
。

し
か
し
以
上
の
諸
例
か
ら
す
れ
ば
、
義
徒
・
義
衆
の
内
容

と
し
て
郷
兵
と
よ
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
軍
園
が
組
織
さ
れ
る
こ
と
が
相

嘗
に
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
れ
を
も

っ
と
も

よ
く
あ
ら
わ
す
の
は
、
帥
楊
拐
、

側
敬
珍
・
敬
群
の
例
で
あ
る
が

ω封
偉
伯
の
ば
あ
い
も
開
中
土
豪
章
氏
と
共
謀
し
て
お
り
、
側
司
馬

喬
は
、
商
じ
し
ん
が
河
内
の
郷
望
で
あ
り
、

い
ず
れ
も
郷
黛
枇
曾
と

の
関
係
に
お
い
て
武
力
結
集
が
行
わ
れ
た
と
お
も
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
倒
李
長
寿

倒
韓
雄
、
倒
陳
析
の
ば
あ
い
に
つ

い
て
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

ω鄭
先
護
、

附
辛
慶
之
に
つ
い
て
は
、

か
れ
ら
じ
し
ん
は
封
偉
伯
と
同
様
そ
の
地
の
出
身
者
で
は
な
い
が

な
ん
ら
か
土
地
の
有
力
者
と
結
託
し
た
と
と
も
議
想
で
き
る
。
ζ

と
a

に
辛
慶
之
が
義
丘
ハ
を
奉
げ
よ
う
と
し
た
売
翼
地
方
は
、
同
時
に
高
乾

ら
河
北
豪
族
の
活
動
地
域
で
も
あ
っ
た
。
す
で
に
特
定
の
政
権
に
参

カ日
し

そ
の
た
め
に
カ
を
つ
く
そ
う
と
す
る
人
物
が

そ
の
土
地
の

土
豪
を
糾
合
し
て
義
兵
を
掌
げ
さ
せ
る
の
は
、
決
し
て
特
殊
な
事
例
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で
は
な
く
、
む
し
ろ
も
っ
と
も
普
遍
的
な
勢
力
績
大
の
方
式
で
あ
っ

一
般
に
六
朝
枇
曾
で
は
、
こ
の
よ
う
な
か
た
ち

で
、
中
央
政
権
と
地
方
郷
里
一
位
曾
と
の
結
合
が
果
さ
れ
、
し
た
が
っ

た
と
お
も
わ
れ
る
。

て
ま
た
そ
の
分
離
の
可
能
性
も
必
然
的
に
内
在
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
的
楊
樹
で
は
、
そ
の
こ
と
が
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

① 

停
に
よ
る
か
ぎ
り
、
字
文
責
は
統
軍
を
授
か
る
以
前
に
は
何
の
官
に
も

就
い
て
い
な
い
。
ま
た
夏
州
防
衛
戦
に
は
「
義
衆
」
が
参
加
し
て
お
り

(
貌
香
四
一
一
線
延
伯
て
そ
れ
は
の
ち
源
子
薙
・
延
伯
父
子
に
ひ
き
い
ら

れ
て
黒
城
卒
定
に
従
っ
て
い
る
。
時
子
務
新
卒
黒
域
。
途
率
士
馬
弁
夏

州
慕
義
之
民
。
携
家
鼓
行
(
向
上
子
務
停
)
。

な
お
女
註
参
照
。

河
橋
の
載
に
は
「
夏
州
義
士
」
と
い
わ
れ
る
部
隊
が
参
加
し
て
お
り
、

一日
一は
元
顔
が
わ
に
つ
い
て
い
た
が
、
の
ち
爾
朱
蛸
県
民
通
謀
し
た
(
貌

書
五
入
場
侃
停
)
。
字
文
責
の
部
隊
も
夏
州
よ
り
南
下
し
て
き
た
郷
人

部
隊
と
お
も
わ
れ
る
。

拙
稿
「
北
貌
末
の
内
閣
此
と
城
民
」
(
史
林
四
一
容
三
・
五
貌
)
。

郷
畿
の
語
は
、
貌
書
五
九
蘇
費
負
俸
に
も
み
え
る
。

時
北
地
人
毛
鴻

賓
。
奥
其
兄
遜
糾
率
郷
義
。
相
府
討
費
負
。

。3
巧，
s

② ①③  

郷
兵
集
圏
の
構
造

大
統
九
年
以
降
、
西
現
が
各
地
に
郷
帥
を
設
定
し
た
さ
い
、
そ
の

地
の
停
統
あ
る
名
望
家
が
意
識
的
に
選
ば
れ
て
い
る
が

(
ω
J例)、

判
J
側
中
に
あ
げ
た
、
そ
れ
以
前
の
諸
例
で
も
、

い
わ
ば
六
朝
的
名
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流
の
活
動
が
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
れ
ら
名
族
あ
る
い

は
土
豪
が
郷
兵
を
結
集
す
る
ば
あ
い
、

そ
の
勢
力
下
の
郷
人
に
た
い

し
て
徴
兵
制
的
方
法
を
と
る
の
で
な
く

一
種
の
募
兵
が
行
な
わ
れ

た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
率
募
郷
曲
」
刷
、
倒
、
「
招
募

部
曲
L 

向
上
'-..J ---， 
、.招

納
購
勇
L 

(14) 

雄
勇
」

ω

「
招
集
郷
聞
L

(

向
上
)
、

「
招
集

「
招
合
部
曲
」
刷
、

「
招
集
亡
命
」
凶
、

「
招
集

義
衆
」
側
、

「
招
集
勇
敢
少
年
数
十
人
」
側

と
い
う
よ
う
に
、
率

募
、
招
募
、
招
納
、
招
集
な
ど
の
こ
と
ば
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
乙
れ
を
招
募
さ
れ
る
兵
士
の
が
わ
か
ら
い
え
ば

従
」
帥
で
あ
り
、

「
所
在
義
勇
、
競
来
投
赴
」
帥
で
あ
っ
た
。

た
が

っ
て
、
こ
こ
に
い
う
率
募
、
招
募
と
は
、
た
ん
な
る
修
辞
で
は

な
く
、
あ
る
種
の
現
質
的
な
閥
係
を
い
い
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
お
も

わ
れ
る
。
郷
帥
が
兵
土
に
た
い
し
て
、
家
財
を
散
じ
て
施
輿

・
救
慨

を
行
な
っ
た
例
は
、
例
、
帥
に
見
え
る
が
、
側
陳
析
も
ま
た
、

財
施
恵
、
得
士
衆
心
」
と
い
わ
れ
る
。

さ
ら
に
「
率
募
」

と

財
」
の
結
び
あ

っ
た
代
表
例
を
つ
ぎ
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

。。
侯
植
。
土
谷
の
人
。
高
祖
の
と
き
北
地
郡
の
三
水
に
移
住
し
て
、
州
郡

の
冠
族
と
な
る
。
貌
末
、
群
盗
蜂
起
す
る
や
、
家
財
を
散
じ
て
勇
敢
を
率

募
し
、
賊
を
討
っ
て
功
あ
り
、
統
軍
を
援
け
ら
れ
た
(
周
書
二
九
本
停
)

と
の
よ
う
な
か
た
ち
で
結
ぼ
れ
た
郷
帥
と
兵
士
と
の
間
柄
は
、
豪

族
と
そ
の
家
族
生
活
に
内
包
さ
れ
た
奴
客
と
の
閥
係
に
比
較
し
て
、

よ
り
自
由
な
人
格
闘
係
で
結
ぼ
れ
て

い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
首
時
組
織
さ
れ
た
豪
族
の
郷
兵
集
固
に
お
い
て
、

そ
の

奴
客
が
親
丘
(
と
し
て
登
場
し
て
い
る
例
も
あ
り

そ
れ
に
つ
い
て

は
後
述
す
る
が

右
の
よ
う
に
し
て
招
募
さ
れ
た
兵
士
た
ち
も
ま

た
、
直
接
の
招
募
者
の
親
兵
と
し
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の

例
は

ω李
湯
の
「
李
公
騎
」
で
あ
る
が

ζ

こ
で
は
と
く
に

M
W
高

書籍

乾
兄
弟
の
ば
あ
い
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
拙
稿

「
北
湾
政
治
史

-74 -

し

と
漢
人
貴
族
」

、つ
に
、

(
名
古
屋
大
事
文
皐
部
研
究
論
集
史
皐
9
)
で
論
じ
た
よ

高
氏
の
行
動
に
参
加
し
た
人
び
と
に

二
つ
の
形
式
が
あ
っ

た
。
ひ
と
つ
は
「
矯
之
羽
翼
者
」
で
あ
り
他
は

「随
其
建
義
者
」
で

あ
る
。

後
者
の
代
表
例
と
し
て
記
さ
れ
た
李
希
光

・
劉
叔
宗

・
劉

散

孟
和
な
ど
は
と
も
に
士
入
居
に
属
す
る
人
で
あ
る
ら
し
く
、

ま
た
か

散

れ
ら
じ
し
ん
が
兵
力
結
集
の
主
憧
で
あ
っ
た
。
こ
と
に
劉
叔
宗
の
兄

海
賓
は

「
郷
帥
を
率
い
て
」
行
動
を
お
こ
し
て
い
る
。
.
ζ

れ
ら
は

い
わ
ば
、
高
氏
へ
の
同
盟
者
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
み
ず
か
ら
兵
力
含

有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

方

「
矯
之
羽
翼
者
」
こ
そ
、
高
氏
の

直
接
の
領
兵
で
あ
る
。
そ
れ
を
代
表
す
る
者
と
し
て
呼
延
族

・
劉
貴



珍
・
劉
長
批
・
東
方
老
な
ど
八
人
の
氏
名
が
奉
げ
ら
れ
て
い
る
が

出
自
の
明
ら
か
な
東
方
老
に
つ
い
て
い
え
ば

寒
微
な
家
に
生
ま

れ
、
武
勇
に
す
ぐ
れ
て
郷
里
で
盗
賊
を
働
ら
い
て
い
た
無
頼
の
徒
で

あ
る
。
説
末
高
昂
に
投
じ
て
部
曲
閥
係
を
結
ぶ
の
で
あ
る
が
、

在
義
勇
、
競
来
投
赴
」
の
具
瞳
例
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
高
昂
は
韓

陵
の
戟
に

「
郷
人
部
出
王
桃
湯
・
東
方
老
・
呼
延
族
等
三
千
人
を

自
領
し
て
」
従
軍
し
、
高
歌
か
ら
鮮
卑
兵
千
絵
人
を
貸
そ
う
と
い
わ

れ
て
断
っ
て
い
る
が

乙
の
東
方
老
ら
三
千
人
の
郷
人
部
曲
乙
そ

ま
さ
し
く
高
氏
の
親
軍
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
同
様
な
例
が
昂

の
兄
慢
に
つ
い
て
も
み
ら
れ
る
。
東
灘
中
、
光
州
刺
史
に
任
ぜ
ら
れ

た
慣
は
、
天
下
が
一
躍
治
ま
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

数
千
人
を
以
て
自
ら
随
う
こ
と
を
臆
さ
れ
た
」
。

「
本
郷
部
曲

乙
れ
は
功
臣
た
る

か
れ
に
優
待
を
輿
え
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
高
氏
と
と
も
に
義
兵
を

お
と
し
た
封
隆
之
の
子
の
子
績
も
、
郷
里
勃
海
の
太
守
に
任
命
さ
れ

た
と
き

「
部
曲
一
千
人
を
収
集
す
る
こ
と
を
聴
」
さ
れ
て
い
る

(
北
薦
書
一
一
一
本
俸
)
。

と
の
よ
う
に
、

高
氏
の
例
に
つ
い
て
考
え
れ
ば

郷
兵
集
圏
と
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は
、
主
帥
と
兵
士
と
の
部
曲
閥
係
を
タ
テ
軸
と
し
、
同
様
な
構
成
を

も
っ
主
帥
聞
の
同
盟
関
係
を
ヨ
コ
軸
と
し
て
形
成
さ
れ
た
地
域
的
武

力
集
固
で
あ
る
。
さ
き
に
見
た
諸
例
の
う
ち
、
郷
兵
あ
る
い
は
義
徒

の
結
集
が
土
豪
を
媒
介
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
ば
あ
い

も
、
こ
う
し
た
構
造
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
は
な

--， 
所

し、

と
ζ

ろ
で
、

こ
の
よ
う
な
郷
兵
集
圏
の
う
え
に
何
ら
か
嘗
時
の
時

代
的
性
格
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
ど
こ
に
求
め
る

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
し
た
と
お
り
、
郷
丘
ハ
集
圏
の
結
集
に
は

一

定
の
自
護
的
意
思
が
働
ら
い
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
史
書
の
描

潟
に
お
い
て
は
、
ふ
つ
う
に
郷
帥
の
意
思
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
他

方
、
か
れ
ら
の
親
兵
が
臆
募
の
郷
人
に
よ
っ
て
充
た
さ
れ
、
賎
民
兵

- 75ー

と
は
や
や
異
な
っ
た
部
曲
関
係
が
造
出
さ
れ
る
と
い
う
珠
測
も
生
じ

た
。
と
す
れ
ば
、
郷
帥
、
郷
丘
ハ
の
双
方
が
そ
れ
ぞ
れ
の
自
費
的
意
思

を
も
っ
て
相
互
に
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
意
思
が
働
ら
く
齢
地
は
、
民
衆
暴
動
に
よ
り
、
あ
る

い
は
そ
れ
に
ひ
き
つ
づ
く
い
く
つ
か
の
政
治
勢
力
の
興
起
に
よ
司

て
、
華
北
政
権
の
統
一
性
と
安
定
性
が
う
し
な
わ
れ
た
と
と
ろ
に
存

し
た
が
っ

て
、
統
一
性
と
安
定
性
を
回
復
し
よ
う
と
す
る

在
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
王
朝
(
政
治
勢
力
〉
の
が
わ
か
ら
す
れ
ば
、
郷
村
一
世
曾

内
部
に
は
ら
ま
れ
た
諸
階
層
の
自
量
的
意
思
に
も
と
*
つ
い
て
、
軍
事
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上
、
政
治
上
の
力
の
再
結
集
、
強
化
を
は
か
る
と
い
う
努
力
と
な
っ

て
あ
ら
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
首
時
の
王
朝
、
軍
閥
が
ζ

う
し
た
目

的
で
行
な

っ
た
諸
施
策
の
な
か
に
、
右
の
自
費
的
意
思
の
あ
り
方
が

う
か
が
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

郷
帥
に
よ
る
率
募
と
い
う
こ
と
に
連
想
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は

北
説
末
い
ら
い
頻
々
と
護
せ
ら
れ
た
募
兵
令
で
あ
る
。

北
貌
に
お
け

①
 

る
募
兵
の
事
買
は
、
す
で
に
孝
文
帝
時
代
に
み
ら
れ
、

@
 

朝
で
将
帥
に
募
兵
を
許
可
し
た
例
が
あ
る
。

つ
ぎ
の
宜
武

し
か
し
、

孝
明
帝
以

は後

北前
現代
末と
の 枠

内緩
慢Liこ
がた
北 6
1ffi:な
平 し、

女頻
り度
瓦刀で

i> 募

ら塁
色~ ，ヲ
じ が
7こ施
と行
いさ
うれ
事 る
情 の

と
密
接
に
か
ら
ん
で
い
る
。

内
観
勃
費
ご
、

政
府
は

銀
民

亡
命
者
、
流
民
な
ど
を
解
放
、
赦
宥
し
て
軍
土

①
 

に
充
て
、
反
飢
討
伐
に
参
加
さ
せ
た
。

ま
た
一
般
に
、
「
忠
勇
」
、

①
 

「
購
勇
」

な
ど
の
名
義
で
兵
を
募

っ
た
。
募
集
の
篠
件
に
つ
い
て
は
、

戸
、
伎
作
、
雑
戸
、

そ
の
と
き
ど
き
で
募
格
が
頒
布
さ
れ
た
が
、

た
と
え
ば
永
安
三
年
十

月
、
元
願
防
衛
の
た
め
に
護
せ
ら
れ
た
募
攻
河
橋
格
に

つ
い

て
は

「
賞
鳥
授
官
、
各
有
差
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
(
貌
書
一

O
孝
荘
紀
)
。

こ
れ
は
募
攻
河
橋
絡
の
細
目
を
の
べ
た
も
の
で
は
な
く

そ
の
内
容

「
営
且

を
も

っ
と
も
概
括
的
に
い
い
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら

島
援
官
」

が
募
格
と
い
う
も
の
の

一
般
的
募
集
候
件
で
あ

っ
た
と
も

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、

「賞
鳥
」
に
つ
い

て
は

正
光
宋
岐
州

刺
史
に
任
命
さ
れ
た
楊
椿
が
急
速
弁
随
時
地
方
に
赴
き
、
絹
三
高
匹
を

も
っ
て
北
鎮
の
流
民
を
募
ろ
う
と
し
た
例
が
あ
る

(貌
書
五
八
本
俸
)
・

と
れ
は
、
前
述
の
郷
人
率
募
の
ば
あ
い
で
い
え
ば
、
郷
帥
が
家
財
を

散
じ
て
兵
の
結
集
を
は
か
っ
た
こ
と
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
よ
り
重
要
な
問
題
は
「
援
官
」

で
あ
る
。
建
義
元
年
(
五

二
八
)
六
月
、
新
ら
た
に
解
放
し
た
牧
戸
を
兵
士
と
し
て
募
集
し
た

さ
い
に
は
、
九
品
官
を
授
け
る
こ
と
を
傑
件
と
し
た
。
普
泰
元
年
(
五
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牧

三

一
)
三
月
に
は
、
伎
作
お
よ
び
雑
戸
の
従
征
者
に
、
出
身
(
入
流
〉

③
 

を
み
と
め
貫
官
を
授
け
る
こ
と
を
約
し
て

い
る
。
こ
の
さ
い
私
馬
を

も
つ
も
の
に
は
二
階
を
特
進
し
て
従
八
品
よ
り
出
身
す
る
恩
典
そ
奥

え
た
。

乙
れ
ら
は
欝
牧
戸
、
伎
作
、
雑
戸
な
ど
特
殊
な

例
で
あ
る

一
般
に
職
人
(
流
外
官
)
や
由
民
の
臆
募
者
に
つ

い
て
も
、
同

カ2様
な
特
典
が
興
え
ら
れ
た
。
建
義
元
年
(
玉
二
八
)
六
月
己
酉
の
例

を
示
せ
ば
、

付

私
有
の
馬
伎
を
そ
な
え
て
従
軍
す
る
者
。

職
人
・
従
七
品
よ
り
出
身
せ
し
め
、
質
官
を
奥
え
る
。

自
民
・
・
従
八
口
問
よ
り
出
身
、
賓
官
を
輿
え
る
。



口

私
馬
(
伎
)
が
な
く
て
も
、
武
義
組
倫
な
者
は
付
に
準
ず
る
。

目

武
馨
紹
倫
で
な
く
て
も
、
弓
術
、
槍
街
、
重
量
上
げ
な
ど
一
袈
に
達
し

て
し
か
も
臓
略
用
う
べ
き
者
.

姓
第
を
有
す
る
も
の
:
・
姓
第
に
一
大
階
(
二
階
)
を
加
え
て
出
身
、
賢
官

を
輿
え
る
。

姓
第
の
な
い
者
・
:
従
八
口
問
よ
り
出
身
、
賓
官
を
輿
え
る
。

と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
と
能
力
に
謄
じ
た
援
官
規
定
が

@
 

さ
だ
め
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
で
の
能
力
は
、

「
私
馬
仕
従
戎
」

の
よ

う
な
財
産
的
能
力
と
「
武
襲
超
倫
」
な
ど
の
よ
う
な
武
術
的
戦
闘
的

能
力
と
の
二
種
に
分
か
れ
る
が
、
後
者
の
能
力
を
測
定
す
る
基
準
の

①
 

「
弓
格
」

が
用
い
ら
れ
た
。

ひ
と
つ
と
し
て
、

「
弓
格
」
に
似
た
制

度
は
従
来
か
ら
あ
り
、
羽
林
、
虎
賞
、
直
従
な
ど
北
人
軍
土
の
資
格

@
 

を
決
定
す
る
基
準
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
方
法
が
首
時
の
募

兵
に
も
適
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
孝
明
帝
時
代
の
羽
林
の
費
は
、

漢
人
貴
族
が
武
人
の
入
選
を
抑
え
た
た
め
に
羽
林
、
虎
賞
千
絵
人
が

暴
動
を
お
こ
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
件
は
か
れ
ら
の
地
位
が

本
来
は
必
ら
ず
し
も
低
く
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
羽
林
の
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出
現
を
さ
き
が
け
と
す
る
北
親
末
の
内
観
は
、
北
族
軍
士
の
本
来
的
地

位
と
嘗
時
の
貫
情
と
の
諦
離
が
出
費
貼
と
な

っ
た
が
、
右
に
あ
げ
た

募
兵
規
定
は
、
首
時
の
政
府
が
兵
士
の
地
位
の
回
復
を
迫
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
濠
想
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

以
上
は
募
兵
の
個
々
人
に
つ
い
て
み
た
も
の
で
あ
る
が
、

一
定
数

の
募
丘
ハ
左
請
負
う
こ
と
で
一
定
の
軍
官
を
募
集
者
に
援
け
る
と
い
う

便
法
も
講
ぜ
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
兵
三
千
人
を
募
集
し
え
た
も
の

に
は
、
別
将
が
援
け
ら
れ
た
(
帥
醇
循
義
〉
。

し
か
し
兵
三
千
人
を

別
将
一
人
で
統
率
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
ζ

に
は

〔
都
一督

ー
〕
別
将
|
統
軍
|
軍
主
と

い
う
嘗
時
の
軍
官
の
統
属
系
統
が
貫
ぬ

@
 

か
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ぎ
の
例
は
、

ζ

の
猿
想
に
ひ
と
つ

の
根
捜
左
輿
え
る
も
の
で
あ
る
。

-77ー

倒

表
慶
孫
。
河
東
・
閲
喜
の
人
。
員
外
散
騎
侍
郎
よ
り
起
家
し
た
が
、
正

光
末
、
沿
州
吐
京
の
翠
胡
が
飢
を
お
こ
す
や
、
募
人
別
絡
に
任
命
さ
れ
、蜘冊

豪
を
招
率
し
て
戟
土
数
千
人
を
得
た
。
慶
孫
は
奮
戦
し
て
反
胡
を
破
り
、

そ
の
ど
も
別
将
と
し
て
河
東
地
方
の
諸
賊
と
戦
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
地

の
治
安
上
部
郡
が
新
立
さ
れ
る
と
、
同
郡
太
守
・
俵
節
輔
闘
将
軍
・
嘗
郡

都
督
に
任
命
さ
れ
た
。
の
ち
孝
荘
帝
に
大
都
督
を
援
け
ら
れ
、
朝
廷
軍
を

ひ
き
い
て
爾
朱
世
隆
と
戟
っ
た
が
、
敵
と
密
、通
し
た
こ
と
が
護
究
し
て
斬

ら
れ
た
。
か
れ
は
任
侠
の
風
あ
り
、
郷
里
の
壮
士
や
事
を
好
む
者
が
多
数

依
附
し
て
い
た
と
い
う
(
貌
書
六
九
本
俸
)
。

ζ

れ
に
よ
れ
ば
、
斐
慶
孫
は
募
人
別
特
に
任
ぜ
ら
れ
て
そ
の
郷
里
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で
募
丘
ハ
に
嘗
っ
た
が
、
そ
の
募
集
は
、

か
れ
の
「
招
率
」
に
膳
じ
た
郷
豪
た
ち
も
そ
れ

「
郷
豪
」
を
通
じ
て
行
な
わ

れ
た
の
で
あ
っ
て、

ぞ
れ
統
軍
、
軍
主
な
ど
の
軍
官
を
授
け
ら
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
さ
ら
に
そ
の
ど
か
れ
が
那
郡
都
督
に
昇
進
し
た
と
き
、
そ
の
膳

下
の
郷
豪
た
ち
も
お
の
お
の
昇
進
し
た
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

裳
氏
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
募
丘
〈
は
中
央
軍
の
み
に
つ
い
て

行
な
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
地
方
州
郡
の
守
帥
は
、
そ
れ
ぞ
れ
募

兵
の
檎
限
を
奥
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
註
⑦
に
引
い
た
高
謙

之
の
上
疏
は
そ
の
一
詮
で
あ
る
が

そ
こ
に
は
ま
た
、
武
襲
あ
る
も

の
は
官
資
が
え
ら
れ
る
と
い
う
の
で
、
好
ん
で
臨
募
に
赴
い
た
朕
況

こ
の
よ
う
に
、
北
説
末
の
募
兵
政
策
の
背
後

が
え
が
か
れ
て
い
る
。

に
は
、
賎
民
の
身
分
解
放
、
賎
民
・
白
民
・
職
人
の
士
身
分
獲
得
、

地
方
土
豪
の
政
治
的
世
曾
的
地
位
の
向
上
等
々
、
諸
階
層
の
要
求
が

働
ら
い
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
求
を
ひ
と

す
じ
に
貫
ぬ
く
も
の
は
、
か
の
九
品
官
人
法
に
代
表
さ
れ
る
門
閥
主

義
的
身
分
秩
序
へ
の
否
定
の
方
向
で
あ
ろ
う
。
北
説
末
の
内
観
じ
た

い
が
そ
れ
へ
の
反
擾
か
ら
お
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
枚
拾
策

と
し
て
の
募
兵
政
策
は

か
え
っ
て
ま
す
ま
す
そ
の
方
向
を
鎖
大
す

る
乙
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
き
に
郷
兵
集
圏
が
郷
曲
の
率
募
に
よ
司
て
成
立
し
た
こ
と
、

ま

た
そ
と
に
は
一
介
の
軍
士
か
ら

そ
れ
を
直
接
統
率
す
る
土
豪
や
そ

れ
ら
を
糾
合
す
る
名
望
家

・
官
僚
に
い
た
る
ま
で

そ
れ
ぞ
れ
の
自

義
的
意
思
が
か
な
り
つ
よ
く
働
ら
い
て
い
た
ζ

と
を
述
べ
た
。
乙

こ
に
み
ら
れ
る
自
費
的
意
思
と
は
、
右
の
募
兵
政
策
の
背
景
と
な
っ

た
各
種
民
衆
お
よ
び
土
豪

・
官
僚
の
諸
要
求
を
具
鰹
的
内
容
と
す
る

も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
制
李
遠
は
郷
人
の
意
思

統
一
を
は
か
ろ
う
と
し
て

「
今
こ
そ
立
節
建
功
の
秋
」
と
大
呼
し

て
お
り
、
制
鄭
偉
も
ま
た
大
統
三
年
、

「
臣
子
の
節
を
い
た
し
富
貴

の
資
を
成
す
べ
き
秋
が
き
た
」
と
し
て
、
郷
人
を
糾
合
し
た
。
倒
孝

。。
ヴ

d

武
帝
の
西
奔
に
さ
い
し
義
兵
を
率
い
て
西
現
に
醸
じ
た
伊
川
の
土
豪

李
長
害
時
も
本
来
政
界
へ
の
野
心
が
あ
っ
た
人
で
あ
り

同
じ
と
き

に
洛
西
に
起
兵
し
た

倒
韓
雄
も
、

「
立
功
之
志
」
か
ら
こ
の
奉
に

出
た
も
の
で
あ
る
。

河
東
の
豪
傑
側
敬
珍

・
敬
鮮
が
東
貌
沙
苑
の

敗
を
機
と
し
て
西
説
に
呼
臆
し
た
と
き
、

雪
ぐ
の
み
に
非
ず
、

、ま
た
壮
士
侯
に
封
ぜ
ら
る
る
の
業
な
り
」
と

同
様
な
志
向
が
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

「
た
だ
に
朝
廷
の
恥
を

相
謀
っ
て
い
る
の
も

る

こ
う
し
た
郷
帥
の
志
向
は
か
れ
じ
し
ん
の
そ
れ
に
お
わ
る
も
の
で



は
な
い
。
河
内
に
奉
兵
し
て
西
現
の
東
進
に
謄
じ
た
倒
司
馬
喬
は
、

字
文
泰
か
ら
援
封
さ
れ
よ
う
と
し
た
さ
い
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
固
辞
し

て
い
る
。

立
義
の
土
が
郷
里
を
辞
し
親
戚
を
す
て
て
遠
く
朝
廷
に
鴎
附
し
た
の
は

す
べ
て
誠
心
か
ら
内
愛
し
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
ど
う
し
て
わ
た
く
し

の
統
率
力
に
よ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
い
ま
わ
た
く
し

が
封
爵
を
賜
わ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
義
士
を
買
っ
て
築
達
を
求
め

る
と
と
に
な
り
ま
す
。

字
文
泰
は
こ
の
こ
と
ば
を
嘉
納
し
て
援
封
を
と
り
や
め
、
都
督
よ

り
帥
都
督
に
昇
進
さ
せ
て
い
る
。
受
封
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
司
馬

商
個
人
の
祭
進
に
す
ぎ
な
い
が
、
帥
都
督
へ
昇
任
す
る
な
ら
ば
、
膳

下
の
部
将
も
そ
れ
ぞ
れ
の
地
位
に
進
む
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
司

馬
喬
の
右
の
こ
と
ば
は
、
郷
帥
が
膳
下
の
将
士
の
要
求
そ
配
慮
し
て

い
る
例
と
し
て
興
味
ふ
か
い
が
、
じ
っ
さ
い
に
一
介
の
妊
土
が
武
功

に
よ
司
て
刺
史
に
ま
で
築
達
し
た
も
の
に
、
高
昂
堪
下
の
東
方
老
〈
前

出
〉
が
あ
る
。
典
型
的
な
寒
人
の
壮
士
と
し
て
高
氏
の
も
と
に
身
を
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投
じ
た
か
れ
は
、
最
初
昂
の
親
軍
(
郷
人
部
曲
)
中
に
あ
っ
た
が
、
そ
の

ご
武
功
に
よ
り
魯
陽
太
守
、
南
盆
州
刺
史
・
領
宜
陽
太
守
を
歴
任
し

て
、
霊
畿
お
よ
び
西
貌
と
の
交
戟
に
嘗
っ
て
い
る
。
し
か
し
ζ

れ
は

老
が
高
昂
の
指
揮
下
か
ら
完
全
に
離
脱
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
嘗
時
昂
じ
し
ん
も
、
西
南
道
大
都
督
と
し
て

七
十
六
都
督
を
統
率
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
お

西
南
境
に
あ
り
、

そ
ら
く
東
方
老
は

一
都
督
と
し
て
郡
守

・
刺
史
を
品
兼
ね
、
昂
の
節
度

を
受
け
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
昂
|
老
の
閥
係
は
、

郷
帥
と
そ
の
親
兵
と
の
関
係
か
ら
出
費
し
て
、
西
南
道
大
都
督
と
同

方
面
の
都
督
刺
史
と
の
関
係
に
ま
で
績
大
震
展
し
た
と
い
う
ζ

と
が

で
き
る
。
北
高
文
宣
朝
(
昂
は
す
で
に
戟
授
)
、

老
は
都
督
と
し
て

南
朝
討
伐
を
命
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
同
じ
討
伐
軍
中
に

カ〉

- 79ー

て
高
氏
の
同
盟
者
(
障
之
建
義
者
〉

で
あ
っ
た
士
人
出
身
の
李
希

光
、
委
英
起
ら
が
あ
り

か
れ
は
李
、
表
二
将
と
全
く
同
等
の
位
置

で
従
軍
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

東
方
老
の
こ
う
し
た
立
身
の
過
程
に
は
、
郷
人
部
曲
内
で
の
将
校

の
段
階
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

か
れ
と
共
に
翠
げ
ら
れ
た
呼
延
族
ら

八
人
の
氏
名
は
い
ず
れ
も
郷
人
部
曲
三
千
人
を
分
領
す
る
将
校
で
あ

っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
武
将
が
そ
の
軍
隊
の
旗
充
に

つ
れ
て
奮
来
の
親
兵
を
将
校
に
任
じ
た
事
例
を
他
に
も
と
め
れ
ば
、

北
親
宣
武
朝
の
景
明
四
年
(
五

O
三)、

粛
資
資
は
、
天
下
の
世
勇
を
募
る
乙
と
を
ゆ
る
さ
れ
、
数
千
人
宕
得

南
朝
討
伐
を
命
ぜ
ら
れ
た
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⑮
 

た
。
か
れ
は

こ
れ
を
掌
握
す
る
た
め
に
、
華
文
楽
、
顔
文
智
ら
六

人
を
軍
主
に
任
命
し
て
い
る
。
華
文
楽
は
、
賓
食
が
梁
に
迫
わ
れ
た

と
き
長
江
岸
で
こ
れ
を
匿
ま
い

つ
い
に
家
を
棄
て
て
従
行
、

と
も

に
北
説
領
内
に
亡
命
し
た
人
で
あ
る
。
顔
文
智
は
賓
貸
の
家
の
閣
人

で
、
南
朝
脱
出
の
計
に
参
蓋
し
た
側
近
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
い
ず
れ

も
身
分
と
し
て
は
取
る
に
足
ら
な
い
人
び
と
で
あ
る
が
、
や
が
て
粛

費
食
膳
下
の
将
校
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

同
様
な
こ
と
が
、
例
李
賢
の
ば
あ
い
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
北
周

の
武
帝
は
そ
の
幼
時
李
賢
の
家
に
養
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
即
位
し

か
つ
て
世
話
に
な
っ
た
一
族
郎
黛
に
、

て
か
ら
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
恩

典
を
施
し
て
い
る
(
李
賢
停
)
。

(→ 

賢
の
甥
庫
秋
楽
に
儀
同
三
司
を
援
け
る
。

賢
の
門
生
二
人
に
大
都
督
を
、
四
人
に
帥
都
督
を
、
六
人
に
別
将
を
援

口
け
る
。

日

解
放
奴
隷
五
人
に
軍
主
を
援
け
、
未
解
放
奴
隷
十
二
人
は
解
放
す
る
。

儀
同

司

大
都
督

帥
都
督

i¥ 

都
督
LJ 

別
将

人
統
軍
LJ 

軍

主
は
嘗
時
の
軍
官
の
系
統
で
あ
る
が

ζ

の
措
置
は
そ
れ
ぞ
れ
の
身

分
に
し
た
が
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
地
位
を
興
え
た
わ
け
で
お
る
。
も
っ

と
も
こ
れ
ら
李
賢
の
門
生
や
奴
が
か
れ
の
親
兵
で
あ
っ
た
と
い
う
明

詮
は
な
い
。

し
か
し
醤
時
、
武
将
の
門
生
や
奴
僕
が
そ
の
爪
牙
と
し

て
活
躍
し
た
例
を
他
に
見
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
大
統
三

年
、
高
歌
が
沙
苑
に
大
敗
す
る
と
、
河
東
・
沿
陰
の
人
醇
善
は
、
弟

済
を
し
て
門
生
数
十
人
を
率
い
て
一
族
と
共
に
斬
閥
、
西
貌
持
李
弼

の
軍
隊
を
ひ
き
い
れ
さ
せ
た
(
周
書
三
五
本
俸
)
。

ま
た
安
定
・
烏
氏

の
人
梁
士
彦
の
蒼
頭
梁
歎
は
、
武
勇
紹
倫
と
い
わ
れ

つ
ね
に
士
彦

に
従
っ
て
戟
闘
に
参
加
し
た
が
、
武
功
に
よ
っ
て
周
代
に
は
開
府
儀

同
の
位
に
ま
で
昇
進
し
て
い
る
(
周
書
=
二
梁
士
彦
侍
)
。

右
の
門
生
・
蒼
頭
な
ど
は
、
あ
る
い
は
本
来
は
家
兵
と
稽
す
べ
き

も
の
で
あ
ろ
う
が
、
主
家
の
武
将
と
し
て
の
護
展
に
し
た
が
っ
て
、

- 80一

そ
れ
ぞ
れ
身
分
を
解
放
・
向
上
さ
せ
、
楽
進
の
遁
を
た
ど
っ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
さ
き
の
北
貌
末
募
兵
令
に
お
け
る
牧
戸
・

伎
作
・
雑
戸
な
ど
の
解
放
と
出
身
の
規
定
に
封
躍
す
る
も
の
で
あ
ろ

ぅ
。
要
す
る
に
、
嘗
時
の
郷
兵
集
圏
を
構
成
す
る
諸
階
層
は
、
門
閥

主
義
的
身
分
秩
序
の
否
定
の
方
向
で
相
互
に
結
合
し
て
い
た
と
い
え

る
の
で
あ
る
。

① 

詔
粛
討
粛
鴛
義
陽
。
聴
招
募
妊
勇
以
箆
爪
牙
。
其
募
士
有
功
賞
。
加
常

募
一
等
(
貌
書
六
三
王
粛
停
)
。

〔
太
和
十
七
年
十
月
〕
叉
詔
。
京
師
及
諸
州
従
戎
者
賜
爵
一
級
。
感
募
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者
加
ニ
級
。
主
将
加
三
級
(
貌
書
七
下
高
組
紀
)
。

門
景
明
四
年
〕
四
月
。
除
使
持
節
都
督
東
揚
南
徐
究
三
州
諸
軍
事
・
銀

東
将
軍
・
揚
州
刺
史
・
丹
陽
郡
開
園
公
・
湾
王
。
配
兵
一
寓
。
令
且
議

東
城
。
待
秋
冬
大
翠
。
:
:
:
叉
任
其
募
天
下
批
勇
。
得
数
千
人
。
以
文

智
三
人
等
篤
積
脅
将
軍
。
文
策
等
三
人
魚
彊
露
骨
将
軍
。
並
矯
軍
主
(
貌

書
五
九
粛
費
負
停
)
。

〔
正
光
五
年
八
月
〕
丙
申
詔
目
。

:
諸
州
銀
寧
貫
元
非
犯
配
者
。
悉

担
問
翁
民
。
銀
改
矯
州
。
依
奮
立
稿
。
此
等
世
習
干
支
。
率
多
効
勇
。
今

既
郵
抜
。
感
思
報
効
。
可
三
五
筒
後
。
討
彼
沙
隊
。
省
使
人
間
同
其
力
。

膏
撃
先
駆
。
妖
黛
狂
敵
。
必
可
蕩
線
。
街
鋒
斬
級
。
自
依
恒
賞
(
貌
書

九
粛
宗
紀
)
@

〔
建
義
元
年
六
月
戊
申
〕
詔
直
疲
紀
業
。
持
節
募
新
副
知
牧
戸
有
投
名
効

力
者
。
授
九
品
官
(
同
一

O
孝
荘
紀
)
。

〔
普
泰
元
年
三
月
〕
己
卯
。
詔
右
衛
将
軍
賀
抜
勝
弁
術
書
一
人
。
募
伎

作
及
雑
戸
従
征
者
。
正
入
出
身
。
皆
授
賞
官
。
私
馬
者
優

一
大
階
(
同

一
一
前
廃
帝
紀
)
。

〔
孝
昌
元
年
〕
十
有
二
月
壬
午
。
詔
日
:
:
:
其
有
失
律
亡
軍
。
兵
成
逃

叛
。
盗
賊
劫
掠
。
伏
鼠
山
海
者
。
菟
其
往
答
。
銭
其
後
効
。
別
立
募

格
。
聴
其
白
新
。
庚
下
州
郡
。
令
赴
軍
所
(
同
九
粛
宗
紀
)
。

円
建
議
元
年
七
月
〕
己
来
。
詔
前
試
守
束
郡
太
守
唐
景
宣
篤
持
節
都

督
。
於
東
郡
召
募
僑
居
流
民
二
千
人
。
渡
河
随
便
局
局
柵
。
準
撃
肇
軍

(同一

O
孝
娃
紀
)
。

〔
孝
昌
二
年
六
月
〕
戊
子
詔
日
:
:
今
便
避
居
正
殿
。
議
餐
素
服
。
蛍

親
自
招
募
収
集
忠
勇
。
其
有
直
言
正
謙
之
士
・
敢
決
街
議
之
夫
、
二
十

五
日
。
悉
集
筆
林
東
門
。
人
別
引
見
。
共
論
得
失
。
班
告
内
外
。
威
使

③ ① 

①③  

関
知
(
貌
書
九
粛
宗
紀
)
。

門
建
義
元
年
六
月
〕
突
卯
。
帝
以
窟
難
禾
夷
。
避
正
殿
。
責
佃
悶
撤
勝
。

叉
斑
募
格
。
政
集
忠
勇
。
其
有
直
言
正
謙
之
士
。
敢
決
街
義
之
夫
。

際
関
家
利
害
之
謀
。
赴
君
親
危
難
之
節
者
。
集
筆
林
園
面
論
事
(
同
一

O
孝
荘
紀
)
。

〔
永
安
三
年
九
月
〕
庚
子
。
詔
諸
奮
代
人
赴
華
林
園
。
帝
将
親
簡

銭
。
以
撫
寧
将
軍
金
紫
光
稔
大
夫
高
乾
副
国
〔
郎
高
乾
也
〕
翁
侍
中
河
北

大
使
。
招
集
携
勇
(
同
一

O
孝
珪
紀
)
。

前
註
③
参
照
。

な
お
、
〔
永
安
二
年
五
月
〕
辛
酉
。
詔
私
馬
伏
従
戎
。
優
階
授
官
。
壬

成
。
叉
詔
募
士
。
一
依
征
葛
祭
〔
格
〕
。
甲
子
。
叉
詔
。
職
人
及
民
出

馬
。
優
階
各
有
差
(
貌
書
一

O
孝
娃
紀
)
を
参
照
。

叉
上
疏
日
・
・
自
正
光
己
来
。
透
城
屡
援
。
命
持
出
師
。
相
繕
於
路
。

軍
費
戎
資
。
委
総
不
紹
。
至
如
弓
格
賞
募
。
威
有
出
身
。
梨
刺
斬
首
。

叉
蒙
階
級
。
故
四
方
枇
士
。
願
征
者
多
。
各
各
矯
己
。
公
私
雨
利
。
若

使
軍
帥
必
得
其
人
。
賞
勲
不
失
其
質
。
則
何
賊
不
卒
。
何
征
不
捷
也
。

諸
守
帥
。
或
非
其
才
。
多
遺
親
者
。
妄
稽
入
募
。
則
傍
他
人
引
弓
格
。

虚
受
征
官。

身
不
赴
陳
。
惟
遺
奴
客
充
数
而
己
。
料
到
冠
臨
敵
。
曾
不
轡

弓
。
則
是
王
爵
虚
加
。
征
夫
多
腕
。
賊
虜
何
可
珍
除
。
忠
貞
何
円
以
勤
誠

也
(
貌
量百
七
七
高
謙
之
侍
)
。

薙
表
日
:
:
:
武
人
本
挽
。
上
格
者
魚
沼
剖
林
。
次
格
者
箆
虎
賞
。
下
格
者

震
直
従
。
或
累
紀
征
成
。
廓
所
不
渉
。
或
帯
甲
連
年
。
負
霊
千
里
。
或

経
戟
損
傷
n

或
年
老
衰
喝
。
今
試
以
本
格
。
責
其
如
初
。
有
爽
於
先
。

退
階
奪
級
。
此
便
費
以
不
表
。
理
来
通
也
(
貌
番
二
一
上
高
陽
王
薙
侍
)
。

宮
川
倫
志
「
六
朝
史
研
究
」
五
六
二
頁
参
照
。

-81-
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註
②
参
照
。

四

郷
兵
集
園
と
門
閥
祉
禽
の
嬰
質

第
二
章
に
指
摘
し
た
よ
う
に

郷
兵
集
固
の
組
織
者
|
|
郷
帥

は
、
大
部
分
そ
の
地
方
の
停
統
的
名
望
家
の
出
身
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
前
章
に
の
ベ
た
郷
兵
集
囲
を
つ
ら
ぬ
く
門
閥
主
義
否
定
の
方

向
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
ど
う
解
決
し
た

ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

出
自
に
お
い
て
は
た
と
え
名
門
の
血
統
を
ひ
く
と
し
て
も
、
郷
帥

個
人
の
人
と
な
り
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
一
定
の
共
通
し
た

人
間
類
型
が
析
出
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
賓
が
つ
く
。
川w李
遠
は
子
供

の
と
き
か
ら
戟
宇
ご
っ
こ
が
上
手
で
、
郡
守
に

「
こ
の
子
は
た
だ
の

人
間
で
は
な
い
、
き
っ
と
将
軍
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
い
わ
れ
た
が
、

そ
の
武
断
の
気
性
は
ま
え
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。

例
斐
侠
も

じ
め
秀
才
に
翠
げ
ら
れ
て
撃
問
的
素
養
の
あ

っ
た
人
で
は
あ
る
が
、

郷
兵
を
領
し
て
沙
苑
に
戦

っ
た
さ
い
に
は
勇
敢
さ
を
護
揮
し
、
字
文

泰
は
「
仁
者
は
勇
あ
り
と
い
う
が
ほ
ん
と
う
だ
」
と
い

っ
て
本
名
協

を
侠
に
改
め
さ
せ
て
い
る
。
制
貌
玄
に
つ

い
て
も

「少
く
し
て
煉

慨
、
脂
略
あ
り
」
と
い
わ
れ

ω李
湯
も
ま
た
文
才
あ
る
一
方
、

「一領、

豪
爽
を
筒
び
」
‘

「
恨
餓
大
志
あ
り
、
・
:
親
知
に
篤
し
」
と
稽

せ
ら
れ
る
。
同
醇
循
義
は
、

「少
く
し
て
姦
侠
、
財
を
軽
ん
じ
気
を

重
ん
じ
」
た
が
、
帥
羊
侃
も
「
性
、
鐘
武
」
と
い
わ
れ
る
。
制
高
乾

に
つ
い
て
も

「
少
時
軽
侠
、

し
ば
し
ば
公
法
を
犯
す
。
長
じ
て
修

改
す
る
も
、
軽
財
重
義
、
交
結
す
る
所
多
し
」
と
記
さ
れ
、
弟
昂
に

い
た
っ
て
は

「
幼
稚
の
時
、
便
ち
壮
気
あ
り
、

長
じ
て
仮
僚
、
臆

力
人
に
過
ぐ
、
龍
眉
豹
頚
、
姿
韓
雄
異
な
り
」
と
あ
っ
て
、
豪
侠
の

典
型
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
帥
劉
慌
に
つ
い
て
は

「少
く
し
て
風

気
あ
り
、
頗
る
文
史
に
渉
る
」

そ
の
叔
父
粋
も
ま
た
、

と
あ
り

η
L
 。。

「少
く
し
て
気
侠
を
向
ぶ
」
と
評
さ
れ
る
。

帥
鄭
偉
の
人
と
な
り
は
、

「少
く
し
て
伺
儲
大
志
あ
り

毎
に
功
名
を
以
て
自
ら
許
し

騎
射

を
普
く
し
、
謄
カ
人
に
過
ぐ
」
と
述
べ
ら
れ
、
倒
李
長
奪
は
、

雄
豪
、
武
義
あ
り
」
、
倒
韓
雄
は
、

性

「少
く
し
て
敢
勇
、
替
カ
紹
人
、

均二

騎
射
に
工
み
に
し
て
、
将
率
の
材
略
あ
り
」
、
倒
陳
析
は
、
「
少
く
し

て
購
勇
、
気
侠
あ
り
、
姿
貌
魁
岸
、
同
類
み
な
之
を
敬
欄
押
す
」
と
描

寓
さ
れ
て
い
る
。
帥
傷
樹
も
ま
た
、
「
少
く
し
て
豪
侠
、
志
気
あ
り
」

と
さ
れ
、
倒
敬
珍
は
、

「
偉
容
儀
、
気
侠
あ
り
、

聞
学
業
騎
射

と
も

に
嘗
時
に
稽
せ
ら
」
れ
、
敬
鮮
に

つ
い
て
は

「
懐
慨
大
志
あ
り

た
だ
芙
豪
と
交
結
す
る
を
以
て
務
と
な
す
の
み
」
と
い
わ
れ
る
。
同



様
の
ζ

と
が

倒
襲
慶
孫
に
つ
い
て
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
郷
帥
た
ち
の
人
と
な
り
を
観
察
す
る
と
、
そ
れ
ぞ

れ
少
し
づ
っ
ニ
ユ
ア

γ
ス
の
差
異
は
あ
る
が
、
大
瞳
に
お
い
て
共
通

な
人
間
類
型
を
想
定
す
る
ζ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち

気
質
に
お
い
て
は
伺
憶
に
し
て
侠
気
あ
り
、
容
貌
に
お
い
て
は
魁
偉

で
あ
り
、
能
力
に
お
い
て
は
武
襲
あ
り
、
封
人
関
係
に
お
い
て
は

軽
財
重
義
、
交
誼
に
篤
い

ば、

と
い
っ
た
工
合
で
あ
る
。

一
口
に
い
え

「
豪
侠
」
の
た
ぐ
い
で
あ
ろ
う
。
と
ζ

に
い
く
ら
か
問
題
と
な

る
の
は
、

か
れ
ら
の
撃
問
的
素
養
に
つ
い
て
で
あ
る
。
委
侠
、
李
湯
、

劉
騰
、
敬
珍
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
撃
殖
・
文
才
が
あ

っ
た

よ
う
で
あ
る

が
、
と
の
こ
と
は
必
ら
ず
し
も
か
れ
ら
の
人
と
な
り
を
他
の
人
び
と

た
と
え
ば
、

か
ら
直
別
す
る
も
の
で
は
な
い
。

「
史
停
を
渉
歴
し
、

頗
る
文
才
あ
り
」
と
い
わ
れ
た
李
現
は
、
弟
郁
に
む
か
司
て
、
い
つ

も
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。

「
士
大
夫
の
拳
聞
は

ひ
ろ
く
古
今
の
こ
と
に
遁
じ
て
-
い
れ
ば
そ
れ
で
足
り
る
。

一
経
を
専

門
と
し
て
皐
者
先
生
と
な
る
必
要
な
ど
毛
頭
な
い
の
だ
」
。
こ
れ
は
、

撃
問
と
い
う
も
の
を
純
粋
に
土
大
夫
の
教
養
と
し
て
と
ら
え
る
考
え

こ
う
し
た
態
度
は
、
豪
傑
の
典
型
と
も
い
う
べ
き
李
賢

方
で
あ
る
。
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兄
弟
、
高
昂
に
も
存
在
し
た
。
李
賢
は
九
歳
の
と
き
か
ら
師
に
つ
い

て
撃
聞
を
始
め
た
が
、
訓
話
の
皐
習
に
あ
ま
り
熱
心
で
な
一か
っ
た
の

で
、
人
に
そ
れ
を
注
意
さ
れ
る
と
、
「
僕
は
先
生
に
な
る
つ
も
り
は

な
い
。
た
だ
教
義
の
大
綱
を
知
っ
て
自
分
の
至
ら
な
い
所
在
補
お
う

と
す
る
だ
け
な
の
だ
。

〔
細
か
い
語
句
の
こ
と
は
し
ら
な
い
が
〕
、

心
に
刻
み
つ
け
て
い
る
つ
も
り

忠
孝
の
遁
と
い
う
乙
と
に
な
れ
ば
、

だ
」
と
言
い
切
っ
て
い
る
。
弟
の
還
に
つ
い
て
も

「
長
ず
る
に
及

る
。
高
昂
に
至

つ
て
は

と
い
わ
れ

一
向
に
教
師
の
い
う
こ
と
を
聞
か
ず
腕
白

ん
で
書
俸
を
渉
観
す
る
も
、

指
趣
を
略
知
す
る
の
み
」

ば
か
り
し
て
い
た
が

い
わ
く

「
男
子
た
る
も
の
は
天
下
を
横
行

-83一

し
て
自
力
で
富
貴
を
つ
か
み
と
る
べ
き
も
の
だ
。
か
し
こ
ま
っ
て
本

を
讃
ん
で
事
者
先
生
に
な
る
な
ん
て
し
み
っ
た
れ
た
と
と
が
で
き
る

か
」
と
。
李
湯
か
ら
高
昂
に
い
た
る
ま
で
、
撃
聞
に
た
い
す
る
好
悪

の
ち
が
い
は
あ
る
が
、
共
通
す
る
と
こ
ろ
は
、
撃
者
先
生
(
老
博
士
)

的
事
問
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
撃
聞
に
依
存
し
て
生
き
て
い
く
士
人

の
あ
り
方
に
た
い
す
る
反
援
と
侮
蔑
感
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
豪
侠
的

精
神
は
、
撃
閉
そ
の
も
の
か
」
否
定
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
気

カ
を
失
な

っ
た
土
人
の
世
界
へ
の
反
援
の
半
面
に
成
立
し
て
い
た
と

み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
般
に
豪
侠
と
い
う
も
の
の
特
質
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
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か
。
高
昂
が
大
言
壮
語
し
て
い
る
よ
う
に
、

か
れ
ら
は
、

ス
コ
ラ
化

し
た
撃
問
、
既
成
の
政
治
的
祉
曾
的
地
位
、
あ
る
い
は
停
統
化
し
た

政
権
や
諸
制
度
等
々
に
た
よ
る
の
で
な
く
、
自
ら
の
力
量
を
信
じ

そ
れ
を
試
み
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
欲
す
る
と
こ
ろ
を
つ
か
み
と

司
て

い
こ
う
と
す
る
人
び
と
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
、
政
治
秩
序
が
混

凱
し
、
政
府
じ
し
ん
に
そ
の
牧
拾
の
能
力
が
存
在
し
な
い
と
き
で
も
、

自
己
の
力
で
秩
序
の
維
持
を
な
し
と
げ
よ
う
と
す
る
。

い
な
む
し

ろ
、
そ
の
よ
う
な
事
態
乙
そ

か
れ
ら
に
自
信
を
感
じ
さ
せ
る
の
で

あ
る
。
高
乾
兄
弟
と
連
繋
し
て
爾
朱
氏
打
倒
の
行
動
に
立

っ
た
誼
郡

つ
ぎ
の
よ
う
な
挿
話
が
あ
る
バ

の
李
元
忠
に

孝
明
帝
時
代
に
盗
賊
が
蜂
起
す
る
と
、
西
方
の
屯
成
か
ら
蹄
還
し
て
き

た
清
河
の
丘
〈
五
百
人
が
南
越
郡
に
さ
し
か
か
っ
た
が
、
途
中
が
危
い
と
い

う
の
で
李
元
忠
の
も
と
に
身
を
寄
せ
、
お
趨
と
し
て
絹
千
匹
を
さ
し
出
し

た
。
し
か
し
元
忠
は
一
匹
だ
け
を
受
け
と
り
、
か
え
っ
て
羊
五
頭
を
殺
し

て
も
て
な
し
た
。
出
後
す
る
と
き
に
は
、
道
案
内
と
し
て
奴
を
つ
け
て
や

り

「
も
し
途
中
で
賊
に
出
く
わ
し
た
ら
、
李
元
忠
が
途
ら
せ
た
と
だ
け

い
え
」
と
命
じ
た
。
そ
の
こ
と
ば
ど
お
り
に
し
た
ら
、
賊
は
果
し
て
何
の

危
害
も
加
え
な
か
っ
た
(
北
湾
書
二
二
本
侍
)
。

ま
た
、
北
周
時
代
、
柔
然
が
南
侵
し
て
き
た
さ
い
、
首
都
で
は
ひ

ど
く
緊
迫
し
、
堕
濠
を
掘
っ
た
り
し
て
警
戒
し
た
が
、
京
兆
の
著
姓

王
聞
は

乙
の
王
開
聞
が
郷

「
も
し
柔
然
が
滑
北
に
や

っ
で
き
た
ら

里
を
率
い
て
自
力
で
や
っ
つ
け
て
く
れ
よ
う
。
政
府
の
手
な
ど
煩
わ

す
と
と
も
な
い
。

都
で
は
ど
う
し
て
あ
ん
な
に
う
ろ
た
え
騒
ぐ
の

か
。
周
家
の
小
僧

っ
子
(
周
帝
を
指
す
)
が
ピ
ク
ビ
ク
す
る
か
ら
と

ん
な
こ
と
に
な
る
」
と
い
司
て

せ
せ
ら

笑

っ
て
い
る

(
周
書
一
八

本
侍
)
。李

元
忠
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
豪
侠
の
庇
護
者
と
し
て
の
態
度

は
、
こ
う
し
た
か
れ
ら
の
自
立
性
か
ら
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
帥
醇
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循
義
、

倒
李
長
寄
(
子
延
孫
〉
、

的
楊
械
な
ど
は
、

ω高
乾
兄
弟
、

い
ず
れ
も
内
観
に
よ
っ
て
危
難
に
迫
ら
れ
た
人
び
と
を
保
護
し
た
貫

①
 

績
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
の
被
保
護
者
た
ち
は
、
あ
る
い
は
北
現
の

宗
室
で
あ
り

あ
る
い
は
洛
陽
政
府
の
京
官
た
ち
で
あ
っ
た
。
同
じ

士
人
の
階
層
に
属
す
る
も
の
が
、

た
と
え
一
時
的
に
も
せ
よ
、
保
護

者
と
被
保
護
者
の
閥
係
に
立
っ
た
こ
と
は
興
味
ふ
か
い
。
そ
れ
は
政

治
秩
序
の
崩
壊
時
に
お
い
て
自
立
性
を
有
す
る
も
の
と
失
っ
た
も
の

と
の
相
遣
を
意
味
す
る

豪
侠
的
土
人
の
自
立
性
と
は
、
何
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
も

の
で
あ
ろ
う
か
。

か
れ
ら
個
人
の
任
侠
的
性
向
や
武
嚢
の
鍛
錬
と
い



う
黙
を
見
る
だ
け
で
は
、
あ
ま
り
に
個
人
的
な
覗
角
に
陥
る
で
あ
ろ

ぅ
。
む
し
ろ
そ
う
し
た
性
向
や
能
力
を
つ
く
り
だ
す
と
こ
ろ
の
世
界

に
目
を
注
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
倒
韓
雄

と
倒
陳
析
と
は
同
郷
か
つ
姻
戚
関
係
に
あ

っ
た
も
の
で
あ
る
が

も
に
武
力
に
す
ぐ
れ
た
人
び
と
で
あ

っ
た
。

し
か
し
陳
析
俸
に
は
、

「
射
術
に
お
い
て
は
析
は
雄
に
及
ば
な
か

っ
た
が
、
散
財
施
悪
し
て

雄
は
析
に
及
ば
な
か
っ

士
衆
の
心
を
つ
か
む
こ
と
に
お
い
て
は
、

た
」
と
二
人
を
比
較
し
、
肝
が
死
ん
だ
と
き
将
吏
は
み
な
生
前
の
恩

徳
に
感
泣
し
た
の
で
、
朝
廷
も
む
す
こ
の
蔦
敵
に
析
の
軍
隊
を
ひ
き

つ
が
せ
た
と
結
ん
で
い
る
。
武
将
と
し
て
伯
仲
し
て
い
た
と
の
二
人

に
つ
い
て
の
比
較
論
は
、
史
家
じ
し
ん
の
観
察
と
い
う
よ
り
も
、
首

時
の
人
び
と
の
口
に
上

っ
た
事
柄
を
記
述
し
た
も
の
に
ち
が
い
な

い
。
と
す
れ
ば
、
将
帥
と
し
て
の
能
力
の
評
慣
に
、
将
帥
個
人
の
武

襲
と
軍
隊
の
統
率
力
と
い
う
少
く
と
も
二
つ
の
観
貼
が
あ
っ
た
と
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
軍
隊
が
郷
曲
の
率
募
に
よ

っ
て

え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

こ
れ
は
た
ん
に
曜
下
の
将
兵
と

の
闘
係
だ
け
で
は
な
く
、
郷
帥
の
そ
の
郷
里
に
た
い
す
る
統
率
能
力
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の
問
題
に
も
関
連
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
例
李
賢
は
、

「
郷
里
を
撫
導
し
、
甚
だ
民
和
を
得
た
り
」
と
い
わ
れ
、
制
虚
文
偉

も
ま
た
、

ま
え
に
見
た
よ
う
に
郷
黛
の
信
望
を
か
ち
え
た
人
で
あ
っ

そ
の
募
兵
に
あ
た
っ
て
は
「
徳
、
郷
闇

た
。
帥
李
現
に
つ
い
て
も
、

に
治
し
」
と
い
わ
れ
た
貰
績
が
も
の
を
言
っ
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ

と

れ
る
し
、
同
委
遼
も
ま
た
郷
里
の
指
導
者
と
し
て
人
望
が
あ
っ
た
人

ま
た
さ
き
に
翠
げ
た
李
元
忠
も
、
餓
鐘
に
さ
い
し
て
郷
人

へ
の
債
楼
を
自
ら
放
棄
し
た
美
談
の
持
主
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
か

で
あ
る
。

ら
見
て
も
、
郷
帥
た
ち
の
そ
の
郷
黛
吐
曾
と
の
関
係
は
、
き
わ
め
て

密
接
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
か
れ
ら
が
自
然
的
に
郷
黛
に

む
す
び
つ
い
て
い
た
た
め
と
い
う
よ
り
も
、
李
元
忠
の
例
に
み
ら
れ

る
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
配
慮
の
結
果
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

-85-

の
配
慮
を
失
し
た
ば
あ
い

か
れ
ら
は
郷
黛
か
ら
惜
し
み
を
受
け
る

乙
と
に
な
る
。
郷
兵
統
率
の
一
例
と
し
て
よ
く
引
か
れ
る
王
悦
の
ば

あ
い
が
そ
れ
で
あ
る
。

輸

主
悦
。
京
兆
・
藍
田
の
人
。
少
く
し
て
気
幹
あ
り
、
州
呈
か
ら
高
く
評

債
さ
れ
て
い
た
。
爾
朱
天
光
の
騎
兵
参
軍
と
な
っ
た
が
、
の
ち
郷
里
を
率

募
し
て
字
文
泰
に
加
携
、
い
ら
い
郷
里
千
徐
人
を
ひ
き
い
て
諸
戦
闘
に
参

加
し
た
。
廃
帝
二
年
(
五
五
三
)
、
大
行
肇
が
中
外
府
に
改
め
ら
れ
る
と、

大
行
釜
山
間
書
で
あ
っ
た
悦
は
、
郷
星
に
偶
蹄
り
、
儀
同
三
司
の
資
格
で
兵
を

統
領
し
て
い
た
。
し
か
し
顛
職
を
失
っ
た
こ
と
を
不
卒
に
、おもい
、
し
か
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も
郷
里
の
人
び
と
に
た
い
し
て
は
あ
い
か
わ
ら
ず
威
張
り
ち
ら
し
た
の

で
、
宗
叙
の
支
持
を
な
く
し
た
。
し
か
も
長
男
の
康
が
父
の
奮
望
を
た
の

ん
で
ほ
し
い
ま
ま
の
振
舞
あ
り
、
部
下
の
軍
人
の
婚
穫
に
あ
た
っ
て
こ
れ

を
は
ず
か
し
め
た
の
で
、
軍
人
か
ら
訴
え
ら
れ
、
父
子
と
も
に
除
名
さ
れ

て
遠
防
に
配
流
さ
れ
た

(周
書
三
三
本
侍
)。

王
悦
父
子
が
除
名

・
配
流
の
う
き
自
に
あ
っ
た
の
は

そ
の
額
職

や
替
室
を
支
え
た
人
び
と
(
郷
人
、
郷
兵
)
の
存
在
を
無
視
し
た
か

@
 

ら
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
封
腕
的
な
ケ

I
ス
を
、
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に

側
司
馬
育
の
例
に
つ
い
て
見
た
。
そ
こ
で
は
郷
帥
は
、
自
己
の
受
封

が
階
下
の
将
兵
に
興
え
る
影
響
を
考
慮
し
て
、

こ
れ
を
固
辞
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
郷
里
一
世
舎
と
い
っ
た
ば
あ
い
、
け
っ
し
て
人
び
と
の

フ
ラ

ッ
ト
な
共
同
盟
で
は
な
い
。
そ
と
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
身
分

・
階
居
に

属
す
る
人
び
と
が
、
た
が
い
に
複
雑
に
入
り
組
ん
で
開
係
し
あ
っ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
郷
帥
の
郷
里
祉
曾
に
た
い
す
る
閥
係
も
ま
た

そ
う
し
た
階
層
性
を
無
視
す
る
と
と
が
で
き
な
い
。
か
れ
の
郷
里
統

率
が
ζ

の
階
居
性
を
通
じ
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
え
に
見
た

と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
は
、

ζ

の
階
層
的
秩
序
は
門
閥
主

義
的
身
分
制
の
打
破
と

い
う
志
向
を
も
含
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
高
乾

兄
弟
の
武
カ
集
園
の
構
造
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
門
間
主
義

的
身
分
秩
序
の
水
卒
化
を
推
し
進
め
て
い
く
も
の
で
あ
ろ
う。

と
す

れ
ば
、
前
代
以
来
の
名
流
貴
族
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
水
卒
化
の
方
向

に
た
い
し
て
守
奮
と
進
取
の
ふ
た
つ
の
立
場
が
生
れ
る
と
と
が
議
想

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

貴
族
た
ち
の
郷
兵
結
集
は
、
後
者
の
立
場
に
立
っ
て
在
郷
支
配
力

の
再
編
を
意
園
し
た
も
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
再
編
の
意
園
は
、
し

か
し
な
が
ら
、
ひ
と
つ
の
政
治
勢
力
に
ま
で
具
瞳
化
さ
れ
る
こ
と
を

必
須
と
す
る
。
あ
る
特
定
の
政
権
を
支
持
す
る
こ
と
で
こ
の
こ
と
を

貫
現
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
た
と
え
ば
奉
義
と
い
う
行
痛
が
生
ま
れ

no 。。

乙
の
ば
あ
い
、
政
治
構
力
は
支
持
を
受
け
る
中
央

政
権
の
が
わ
だ
け
に
あ
る
の
で
な
く
、
同
時
に
支
持
者
の
が
わ
に
も

る
の
で
あ
る
が
、

地
方
的
な
そ
れ
が
(
た
と
え
萌
芽
的
で
あ
る
に
せ
よ
)
形
成
さ
れ
る

の
が
通
例
で
あ
る
。

一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
高
乾
兄
弟
が
孝
荘
帝
に
く

み
し
て
爾
朱
氏
討
滅
の
兵
を
あ
げ
、
業
州
域
を
攻
陥
し
た
と
き
、
高

氏
は
土
地
の
名
望
封
隆
之
を
推
立
し
て
翼
州
刺
史
と
し
た
。
こ
れ
は

首
然
政
府
の
承
認
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
が、

時
間
的
に
は
そ

れ
に
先
行
し
て
な
さ
れ
、

し
た
が
っ
て
高
氏
ら
に
よ
っ
て
自
立
的
に

創
立
さ
れ
た
州
政
権
と
み
な
す
ζ

と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。



各
地
の
豪
族
勢
力
が
北
現
政
権
に
忠
誠
を
誓

5
乙
と
を
交
換
篠
件

に
、
そ
の
勢
力
の
及
ぶ
範
園
の
地
方
長
官
の
地
位
を
要
求
す
る
こ
と

が
普
遍
的
に
行
な
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
既
成
の
行

政
直
劃
を
さ
ら
に
細
分
し
て
、

た
。
北
画
天
保
七
年
(
五
五
六
〉
十
一
月
、
三
州

・
百
五
十
三
郡
・

五
百
八
十
九
蘇
・

三
鎮

・
二
十
六
成
を
併
省
し
た
の
は
、
右
の
傾
向

州
郡
を
新
設
す
る
傾
向
が
生
ま
れ

を
一
因
と
す
る
地
方
行
政
機
関
の
濫
立
朕
態
を
整
理

・
統
合
す
る
た

①
 

め
の
措
置
で
あ
っ
た
。
さ
き
に
み
た
倒
斐
慶
孫
に
お
け
る
郁
郡
新
設

@
 

は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
慶
孫
は
募
人
別
将
と
し
て
郷
豪
を
招
率
し
、

戟
士
数
千
人
を
得
て
胡
賊
と
載
っ
た
の
で
あ
る
が
、
那
郡
が
設
置
さ

れ
る
や
、
太
守

・
嘗
郡
都
督
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
首
都
都
督
と
は

郡
内
の
軍
隊
の
最
高
司
令
官
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

北
魂
末
の
戟
説

は
、
刺
史
・
郡
守
に
そ
れ
ぞ
れ
笛
州
都
督

・
首
都
都
督
と
い
う
名
で

@
 

軍
事
権
を
粂
有
さ
せ
た
の
で
あ
る
が
、
か
れ
ら
の
掌
握
す
る
州
郡
内

の
軍
隊
が
郷
兵
の
た
ぐ
い
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
斐
慶
孫
の
例
か
ら
も

容
易
に
推
測
で
き
る
。
ζ

れ
を
言
い
か
え
れ
ば
、
豪
侠
を
中
心
と
す

る
郷
丘
ハ
の
結
集
は

地
方
行
政
権
の
掌
握
に
ま
で
す
す
ん
で
い
っ
た

と
す
る
ζ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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州
郡
の
新
立
は
、
郡
蘇
の
昇
格
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が

そ
の
結

果
、
部
内
の
郡
勝
数
が
量
的
に
増
大
す
る
。
さ
き
の
北
費
朝
の
州
・

郡
・
鯨

・
鎮

・
成
の
併
省
は
、
そ
の
反
封
に
各
級
行
政
直
劃
の
格
下

げ
と
統
合
を
意
園
す
る
も
の
で
あ
る
。
北
賓
の
措
置
は
門
閥
主
義
の

政
治
方
向
が
復
活
し
て
い
っ
た
嘗
時
の
傾
向
と

一
致
し
て
い
る
よ
う

@
 

に
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
も
と
う
し
て
下
か
ら
獲
得

さ
れ
て
い
く
刺
史

・
太
守

・
豚
令
の
諸
職
は
、
停
統
的
門
望
だ
け
で

な
く
、
各
種
の
寒
族
出
身
者
に
よ
っ
て
も
占
め
ら
れ
た
と
珠
測
さ
れ

る
。
な
ぜ
な
ら
、

北
説
末
期
の

一
傾
向
と
し
て
、
門
閥
の
?
?
弟
は
好

ん
で
京
官
を
も
と
め
、
郡
勝
の
守
令
の
職
は
と
と
さ
ら
に
忌
避
す
る

@
 

風
潮
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
郷
村
の
質
貫
な
指
導
者
と

n
t
 。。

な
る
よ
り
も

む
し
ろ
華
美
な
首
都
で
の
宮
廷
生
活
の
ほ
う
に
あ
ζ

が
れ
た
。
戟
凱
が
お
こ
り
一
軍
の
将
を
命
ぜ
ら
れ
て
出
征
す
る
ば
あ

い
に
な
る
と
、
卒
生
の
大
言
壮
語
に
も
か
か
わ
ら
ず
ほ
と
ん
ど
な
す

す
べ
を
知
ら
な
か
っ
伊
。
爾
朱
祭
が
つ
い
に
朝
土
虐
殺
を
決
意
す
る

に
い
た

っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
都
市
的
貴
族
の
柔
弱
さ
と
購
慢
さ
が

@
 

か
れ
の
感
情
に
さ
わ

っ
た
た
め
と
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
河
陰
の

出
愛
、
孝
荘
帝
の
横
死
、
孝
武
帝
の
西
奔
と
い

っ
た
か
れ
ら
の
身
透
に

ま
で
及
ん
で
く
る
諸
事
態
に
た
い
し
て
、
か
れ
ら
は
有
効
に
封
虜
す

る
こ
と
が
で
き
ず
、
あ
る
い
は
諸
地
方
に
群
起
し
た
豪
侠
に
身
を
託
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⑪
 

し
、
あ
る
い
は
名
山
に
隠
栖
の
遁
を
講
じ
た
。
郷
村
を
パ
ッ
ク
に
自

己
の
カ
で
危
局
を
の
り
き
ろ
う
と
す
る
霊
族
出
身
者
の
一
類
型
を
か

り
に

「
豪
侠
」
と
よ
ぶ
な
ら
ば
、

他
方
の
極
に
結
ぼ
れ
る
も
う
ひ
と

「浮
華
」
と
い
う
こ
と
ば
で
い
い
あ
ら
わ
す
こ
と

⑪
 

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
雨
極
分
解
は
、
個
々
の
阜
県
族
の
あ
り
方

の
分
化
で
あ
る
と
同
時
に
、
貴
族
精
紳
そ
の
も
の
の
分
化
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

つ
の
貴
族
像
は
、

東
現
H
北
曹
の
政
治
史
は
、

座
倒
し
て
中
央
政
治
の
主
導
権
を
奪
回
し
て
い
く
過
程
と
よ
ん
で
も

⑫
 

さ
し

っ
か
え
な
い
。
質
買
さ
を
旨
と
し
た
西
貌
H

北
周
の
政
治
に
お

「
浮
華
」

が
ふ
た
た
び

「
豪
侠
」
を

い
て
は
、

と
の
貼
か
な
り
趣
き
を
異
に
し
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ

る
の
で
あ
る
が
、
も
は
や
そ
の
こ
と
を
確
め
る
紙
撤
の
徐
裕
が
な

い
。
た
だ
、
西
貌
が
大
統
九
年
い
ご
政
策
と
し
て
積
極
的
に
打
ち
出

し
た
郷
兵
結
集
の
方
針
が
、

北
貌
末
い
ら
い
の
そ
れ
の
制
度
化
で
あ

り
普
遁
化
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
雨
政
檎
の
政
治
方
向
に
は
相
嘗

な
距
り
が
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
ζ

と

は
ま
た
、
階
唐
政
植
の
性
格
に
あ
る
種
の
示
唆
を
興
え
る
。
す
な
わ

ち
、
停
統
的
門
望
か
ら
奴
鮮
に
い
た
る
さ
ま
ざ
ま
の
階
居
の
あ
い
だ

に
水
卒
化
現
象
が
生
じ
、
そ
れ
が
ひ
と
つ
に
は
武
力
集
固
と
い
う
か

た
ち
で
結
晶
し

そ
ζ

か
ら
武
人
的
色
彩
の
濃
い
新
貴
族
階
級
が
形

成
さ
れ
る
と
い
っ
た
事
情
が
、
か
の
統
一
帝
国
創
建
の
背
後
に
橡
想

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
ば
あ
い

こ
う
し
た
事
情
が
ひ
と
つ
の
制
度
と
し
て

政
治
世
界
に
定
着
す
る
と
き
、
ど
う
い
う
か
た
ち
を
と
る
か
が
明
ら

か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ζ

う
し
て
郷
兵
集
闘
の
府
兵
制
と
の
閥

係
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
の
課
題
と
な
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に

つ
い

て
の
専
論
を
避
け

い
く
つ
か
の

間
題
を
提
出
す
る
に
と
ど
め
た

し、
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菊
池
は
、
郷
兵
と
い
う
も
の
の
質
質
を
、
在
地
豪
族
が
私
兵
と
し

て
結
集
し
え
た
郷
人

・
宗
族
の
軍
事
力
と
規
定
し

ζ

の
貫
質
に
闘

す
る
限
り
地
域
的
時
代
的
に
特
殊
な
現
象
で
は
な
い
と
述
べ
た
。

現

在
の
と
こ
ろ
、
わ
た
く
し
に
は
そ
れ
を
完
全
に
否
定
す
る
だ
け
の
準

備
は
な
い
。

し
か
し
か
れ
の
あ
げ
た
江
南
に
お
け
る
郷
曲
率
募
の
例

は、

ζ

と
に
梁
陳
時
代
に
集
中
し
て
お
り
、
南
朝
で
も
そ
の
末
期
に

近
づ
く
に
つ
れ
て
募
兵
の
普
及
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
お
も

し
か
も
北
朝
で
は
、
郷
兵
出
現
の
根
本
動
機
と
し
て
、
丘
〈

戸
制
そ
の
も
の
に
た
い
す
る
反
援
か
ら
起

っ
た
内
観
が
存
在
す
る
の

で
あ

っ
て
、
嘗
時
の
郷
曲
率
募
と
い
う
形
式
に
よ
る
豪
族
の
軍
事
力

わ
れ
る
。



結
集
に
は
、
そ
れ
な
り
の
時
代
的
特
質
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
と
か
ん

が
え
る
。
そ
れ
は
、
第
一
義
的
に
は
、
軍
閥
政
権
の
財
政
政
策
等
々

に
も
と
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
て
、
門
閥
主
義
的
身
分
秩
序

が
直
接
に
民
衆
暴
動
に
よ
っ
て
ゆ
る
が
さ
れ
る
と
い
う
あ
ら
あ
ら
し

い
現
買
の
産
物
で
あ
る
。

菊
池
に
よ
れ
ば
、
郷
帥
が
開
中
政
権
の
政
策
(
流
民
安
牧
・
治
安

維
持
を
究
極
の
目
的
と
す
る
豪
族
利
用
)
を
う
け
い
れ
た
の
は
、
か

れ
ら
が
異
の
在
地
勢
力
で
な
く
、
も
は
や
官
僚
化
の
道
を
辿
っ
て
い

た
か
ら
だ
と
い
う
。
わ
た
く
し
の
見
解
で
は
、
郷
兵
集
圏
と
は
、
貴

族
制
の
危
機
に
さ
い
し
て
、
こ
れ
を
救
お
う
と
す
る
郷
村
の
塵
史
的

な
す
が
た
で
あ
る
。
脆
く
な

っ
た
中
央
権
力
を
地
方
郷
村
祉
曾
が
救

出
す
る
と
い
っ
た
く
り
か
え
し
は
、
南
北
朝
全
期
を
通
じ
て
何
回
と

こ
の
ば
あ
い
も
そ
の
一
例

な
く
行
な
わ
れ
た
と
と
に
ち
が
い
な
い
。

し
か
し
郷
兵
集
固
と
い
う
郷
村
統
率
者
の
武
力
構
造

を
遇
し
て
見
る
か
ぎ
り
、
郷
村
内
部
の
あ
る
饗
質
が
う
か
が
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
望
族
出
身
の
郷
帥
が
郷
兵
集
園
を
遁
じ
て
特
定
の
政
権

と
結
び

つ
く
と
き
、
あ
る
い
は
か
れ
ら
の
官
僚
化
と
い
う
こ
と
が
い

え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
背
後
に
は
各
種
の
非
門
閥
的
諸
階
層

で
は
あ
る
が
、
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が
介
在
し
て
、
最
後
に
は
郷
村
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
む
し
ろ
ζ

れ

ら
郷
帥
の
歴
史
的
意
義
は
、
寄
生
的
官
僚
と
な
っ
て
郷
村
を
離
脱
す

る
と
い
う
よ
り
も

こ
う
し
た
あ
ら
た
な
結
合
様
式
に
よ
っ
て
郷
村

を
掴
み
な
お
し
た
と
い
う
こ
と
の
ほ
う
に
置
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

郷
村
に
お
け
る
新
ら
た
な
軍
事
的
結
合
は
、
軍
官
制
度
の
費
展
に

寄
興
し
た
と
お
も
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
武
功
に
よ
っ
て
身
分
の
向

上
と
地
位
の
昇
進
を
も
と
め
る
人
び
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
を
輿

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
西
現
に
お
い
て
は
最
高
の
地

位
と
し
て
柱
園
大
将
軍
の
制
度
が
設
け
ら
れ
、
大
将
軍
、
開
府
儀
同

三
司
、
儀
同
三
司
、
大
都
督
、
帥
都
督
、
都
督
と
い

っ
た
統
廃
樺
系

都
督
の
下
に
は、

89 --

さ
ら
に

子
都
督
、

軍
、
軍
主
な
ど
の
階
級
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
開
府
お
よ
び
儀
同

が
完
成
さ
れ
た
。

別
将
、
統

司
は
本
来
散
官
の
競
で
あ
り

そ
の
こ
と
か
ら

「
儀
同
及
び
儀
同

府
と
郷
丘
ハ
は
何
等
制
度
的
に
閥
連
ゃ
つ
け
て
援
奥
或
は
設
置
さ
れ
て
行

丹
、
た
も
の
で
は
な
い
」
と
す
る
の
が
、
菊
池
の
所
設
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
府
兵
掌
握
の
軍
位
は
儀
同
三
司
の
開
く
儀
同
府
に
あ
り
二
方
大

統
十
六
年
前
後
の
府
兵
制
成
立
の
時
期
に
郷
帥
は
す
べ
て
儀
同
三
司

の
資
格
で
郷
兵
を
統
領
し
て
い
た
か
ら
、
府
兵
の
由
来
は
郷
兵
に
あ

司
た
と
す
る
演
口
説
へ
の
批
判
で
あ
る
。
こ
と
で
郷
兵
の
問
題
は
さ

て
お
き
、
儀
同
三
司
の
み
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
西
貌
の
軍
官
系
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統
に
お
け
る
儀
同
三
司
と
は

た
ん
な
る
散
官
で
は
な
い
。
そ
の
正

式
の
名
稽
は
、
使
持
節
儀
同
三
司
大
都
督
で
あ
っ
た
ら
し
い
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
開
府
儀
同
三
司
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
大
都
督

を
附
し
た

例
が

見
ら
れ
る
。

さ
ら
に
十
二
大
将
軍

・
六
柱
園
も
ま

た
、
そ
れ
ぞ
れ
使
持
節
大
都
督
を
帯
び
て
い

旬
。
と
す
れ
ば
、

儀
同

三
司
以
上
は
、

屋
上
屋
を
架
し
て
大
都
督
の
あ
い
だ
に
等
級
を
つ
け

て
い
司
た
結
果
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
推
論
に
あ
や
ま

開
府
府
と
は
開
府
儀
同
三
司
大
都
督
府
の
略
稿
、

儀
同
府
は
儀
同
三
司
大
都
督
府
の
略
構
で
あ
り
、
西
貌
二
十
四
軍
は

り
が
な
け
れ
ば
、

大
都
督
府
相
互
の
統
属
閥
係
と
い
う
内
容
を
も
つ
こ
と
に
な
り
、
儀

同
三
司
と
儀
同
府
と
の
制
度
的
閥
速
は
容
易
に
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ

ぅ
。
こ
の
よ
う
な
府
兵
制
の
構
造
は
、
大
都
督
府
を
一
軍
位
と
す
る

軍
圏
が
そ
れ
ぞ
れ
の
ま
と
ま
り
を
も
ち
な
が
ら
相
互
に
統
麗
し
あ
う

と
い
う
貼
で
、
興
味
ふ
か
い
ば
か
り
で
な
く
、

郷
丘
〈
集
園
の
構
造
を

も
示
唆
す
る
も
の
が
あ
る
。

唐
代
に
大
成
さ
れ
た
府
兵
制
の
徴
募
方
法
は
「
毎
三
丁
取
一

丁」

で
あ
っ
て
、

菊
池
の
い
う
選
抜
徴
兵
制
で
あ
る
。
こ
れ
は
漢
代
に
み

ら
れ
る
よ
う
な
全
丁
の
徴
輩
を
建
前
と
す
る
兵
制
と
性
格
を
異
に
し

て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
郷
兵
の
率
募
と

い
う
こ
と
と
無
関
係
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
唐
代
の
府
兵
制
か
ら
受

け
る
印
象
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
民
衆
に
と
っ

て
多
大
の
負
措
と
な

っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
遊
展
期
の
府
兵
に
は
、
つ
ぎ
に
例
示
す
る
よ

う
に
む
し
ろ
従
軍
に
た
い
す
る

自
霊
的
な
意
思
さ
え
う
か
が
わ
れ

る
。
ζ

こ
に
も
郷
兵
と
相
通
ず
る
も
の
を
感
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
。

志
節
あ

り
、
は
じ
め
侍
官
(
府
丘
〈
)
と
な
り
、
陳
卒
定
の
戦
に
従
軍
し
な
け
れ
ば

張
定
和
。
京
兆
・
高
年
の
人
。
貧
賎
の
家
に
生
ま
れ
た
が
、

な
ら
な
い
こ
と
に
な

っ
た
が
、
そ
の
仕
度
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
妻
の
嫁

入
り
の
と
き
の
衣
服
を
寅
ろ
う
と
し
た
が
、
妻
は
ど
う
し
て
も
そ
う
さ
せ

な
か
「
た
。

定
和
は
仕
方
な
く
そ
の
ま
ま
従
軍
し
、
軍
功
に
よ
っ

て
儀
同
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を
授
け
ら
れ
、
白巾
千
匹
を
賜
わ
っ
た
。
あ
と
で
そ
の
萎
は
離
縁
し
て
し
ま

「
た
。
そ
の
ご
も
数
々

の
手
柄
を
立
て
、
上
開
府
に
ま
で
昇
進
し
た
(
楕

書
六
四
本
俸
)
。

① 

循
義
少
而
姦
侠
。
軽
財
霊
気
。
招
召
豪
務
。
時
有
急
難
。
相
奔
投
者
。

多
能
容
匿
之
(
北
部
門
書
ニ

O
醇
循
義
停
)
。

混
少
同
局書
生
。
遊
地
勃
海
依
高
乾
。
以
妹
妻
乾
弟
恨
(
同
三

O
昼
逼
停
)
。

自
貌
孝
武
酉
遜
之
後
。
朝
士
流
亡
。
庚
陵
王
折
・
録
術
書
長
孫
稚
・
頴

川
王
斌
之
・
安
昌
王
子
均
及
建
寧
江
夏
臨
東
諸
王
弁
百
官
等
。
携
持
妻

子
宮
市
投
延
孫
者
。
延
孫
卸
率
衆
衛
途
。
弁
贈
以
珍
玩
。
威
逮
開
中
。
湾

紳
武
深
患
之
。
選
行
憂
慕
容
紹
宗
等
。
敏
道
攻
之
(
周
寄
四
三
李
延
孫

侍
)
。



必3

② 

貌
孝
昌
中
。
爾
朱
祭
殺
害
朝
士
。
大
司
馬
城
陽
玉
元
徽
逃
難
投
倒
。

樹
燕
而
克
之
。
孝
妊
帝
立
。
徽
乃
出
。
復
篤
司
川
牧
。
由
是
岡
間
以
義
烈

開
。
援
奔
伏
波
将
軍
給
事
中
(
周
書
三
四
楊
倒
閣
待
)
。

菊
池
は
王
倹
父
子
と
郷
篤
と
の
関
係
を
郷
帥
の
寄
生
官
僚
化
の
一
例
と

し
て
解
固
持
し
て
い
る
が
、
わ
た
く
し
は
本
文
の
よ
う
に
考
え
る
。

〔
天
保
七
年
〕
十
一
月
壬
子
。
詔
日

:
:
j
貌
自
孝
昌
之
季
。
数
鍾
涜

否
。
禄
去
公
室
。
政
出
多
円
。
衣
冠
道
室
。
斡
首
塗
炭
。
銅
馬
銀
座
之

徒
。
黒
山
青
犠
之
侶
。
巣
張
膏
越
。
事
部
突
燕
秦
。
綱
紀
従
蕊
而
類
。
務

章
因
此
市
索
。
是
使
豪
家
大
族
。
鳩
率
郷
部
。

，託
迩
勤
王
。

規
自
著

置
。
或
外
家
公
主
。

女
謁
内
成
。
昧
利
納
財
。
啓
立
州
郡
。
雄
大
合

小
。
本
逐
時
宜
。
剖
竹
分
符
。
葦
不
獲
己
。
牧
守
令
長
。
虚
抽
唱
其
数
。

求
功
録
賞
。
諒
足
矯
煩
。
損
害
公
私
。
定
弊
殊
久
。
銑
括
局
局
政
之
種
。

徒
有
寝
羊
之
賛
。
自
爾
因
循
。
未
達
制
改
:
:
:
今
所
併
省
。

一
一
依
別

制
。
於
是
併
省
三
州
一
百
五
十
三
郡
五
百
八
十
九
勝
三
銀
二
十
六
成

(
北
龍
四
番
四
文
宣
紀
)
。

乙
の
ほ
か
に
も
州
郡
新
設
の
例
は
お
お
い
が
、
帥
路
思
令
も
そ
の
一
例

を
示
す
。

軸
師
自
孝
昌
己
後
。
天
下
多
難
。
刺
史
太
守
。
皆
篤
省
部
督
(
遇
典
職
官

一
四
総
論
州
佐
は
嘗
部
都
督
に
作
る
)
。
雄
無
兵
事
。
皆
立
佐
僚
。
所

在
頗
矯
煩
援
。
隆
之
表
請
。
自
非
貧
在
透
要
見
有
兵
馬
者
。
悉
皆
断
之

:
:
:
自
軍
国
多
事
。
冒
名
締
官
者
。
不
可
勝
数
。
隆
之
奏
請
。
検
括
獲

五
世
間
徐
人
。
而
群
小
誼
嵩
。
隆
之
懐
而
止
(
北
湾
書
一
八
高
隆
之
停
)
。

拙
稿
「
北
湾
政
治
史
と
漢
人
貴
族
」

葦
助
陛
下
治
天
下
者
。
惟
在
守
令
。
最
須
簡
置
以
康
園
道
。
但
郡
腕
肺
選

奉
。
由
来
共
軽
。
賞
遊
偶
才
。
莫
肯
居
此
。
宜
改
其
弊
以
定
官
方
。
請

① ① ① ①⑤  

③ 

上
等
郡
蘇
震
第
一
清
。
中
等
潟
第
二
清
。
下
等
馬
第
三
清
:
:
・
三
載
瓢

砂
有
務
者
d

補
在
京
名
官
。

如
前
代
故
事
。
不
歴
郡
勝
。
不
得
矯
内

職
。
則
人
思
自
勉
。
上
下
同
心
。
柾
周
可
申
。
彊
暴
自
息
(
貌
書
七
七

辛
雄
縛
)
。

〆

湾
因
貌
朝
。
宰
豚
多
用
防
濫
。
歪
於
士
流
。
恥
属
百
塁
。
文
迄
以
耐
肺

令
震
字
人
之
切
。

途
請
革
選
。

於
是
密
令
痩
揚
貴
滋
子
弟
。

護
教
用

之
。
猶
恐
其
披
訴
。
機
召
集
紳
武
門
。
令
趨
郡
王
叡
宣
旨
唱
名
。
厚
加

慰
除
。
士
入
国
周
蘇
。
自
此
始
也
(
北
部
門
書
=
一
八
元
文
迄
停
)
。

時
天
下
多
事
。
恩
令
乃
上
疏
日
:
:
:
終
以
比
年
以
来
。
将
帥
多
是
商
品
民

子
孫
。
軍
艦
統
領
。
亦
皆
故
義
託
附
。
質
成
子
弟
。
未
経
戎
役
。
至
於

街
杯
躍
馬
。
志
逸
気
浮
。
軒
眉
鍍
腕
。
便
以
攻
職
自
許
。
及
臨
大
敵
。

怖
纏
交
懐
。
雄
図
鋭
気
。

一
一
朝
頓
輩
。
乃
令
窺
弱
在
前
以
骨
閏
鋭
。
彊
批

居
後
以
安
身
(
貌
審
七
二
路
思
令
停
)
。

拙
稿
(
前
掲
)
参
照
。

同
右
。

@

同
上
。

⑫

向
上
。

周
蓄
倉
一
六
に
附
せ
ら
れ
た
大
統
十
六
年
以
前
に
柱
園
お
よ
び
大
将
軍

に
な
っ
た
も
の
の
官
位
を
み
る
£
、
い
ず
れ
も
「
使
持
節
柱
園
大
将
軍

大
都
督
」
ま
た
は
「
使
持
節
大
将
軍
大
都
督
」
と
記
さ
れ
て
お
り
(
た

だ
し
元
欣
だ
け
は
大
都
督
の
三
字
が
な
い
。
演
口
は
ζ

れ
を
誤
脱
か
省

略
の
せ
い
で
あ
る
と
す
る
)
、
同
書
二
四
虚
務
停
末
の
「
授
柱
園
・
大

将
軍

・
開
府
・

儀
問
者
。
並
加
使
持
節
大
都
督
」
と
い
う
一
句
と
合
致

す
る
。
ま
た
乙
の
一
句
に
よ
れ
ば
、
開
府
儀
岡
三
司
、
儀
同
三
司
も
使

持
節
大
都
督
を
加
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
周
番
三

O
費
毅
、
同
三

O
李
穆

κは
、
と
も
に
「
開
府
儀
悶
三
司
大
都
督
L

と
あ
り
、
同
二
七

梁
椿
、
同
三

O
宙
開
数
、
同
四
三
李
延
孫
お
よ
び
韓
雄
な
ど
に
は
、
「
儀

同
三
司
大
都
督
」
と
あ
る
.
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The Hsiang-ping郷兵at the Close of the Northern Dynasty

　　　　　　　　　　　　　　　　

ＭｉｃｈｉｏＴａｎｉｚａｗａ

　　　

Ｔ＼ieｆｕ-ｐｉｎｓ府兵or provincial guards created in the middle of the

sixth century by Western Wei constitute ａ good material for studying

the nature of the Sui and Ｔ‘ang Dynasties. There are not ａ few stu-

dies on the origin of the /ｓ一ｐｉｎｇ　ｓystem.One of the theories is that

tｈｅμt-か<ing system sprang up from the provincial guards or militia

organized under the leadership of the gentry, i.＆.，ｈｓｉａｎＢ一ｐｉｎｇ，　ａｎｄ

this theory has been causing controversy. The present　author, w^ho

is inclined to support the ｈ％ｉａｎｅ一恒肴ｇorigin of the ｆｕ-ｐｉｎｓｓｙｓtem,

discusses the structure of Ｍｉａｎｅ-ｐｉｎｅbands in their historical develop-

ment. In the critical period of the Northern Wei Dynasty the gentry

of north China, who were facing ａ crisis as ａ social class, picked up

strong people　from among the fellow-provincials, and organized them

into

　

military organization. Consequently, the　relations　between　the

leader

　

and

　

the

　

soldiers were rather free as compared ■with those in

the oldeｒ　ｐｉｎｅ-ゐｓ兵戸(military household) system. The ｈｓｉａｎｇ一1，緬ｇ

■were given certain official ranks according tｏ'their capabilities as pre-

scribed by the Northen Wei Government, and this principle ■was also

applied to the lowly who were under the rule of the gentry, leading to

ａ change in ａ status-bound society where lineage predominated. The

gentry ■who came largely from the clans of noble lineage conceded the

increasing demand of the people for lifting social discrimination. This

concession on the part of the gen廿ｙ･in turn･ resulted in consolidating

their own power･and paved the ゛ａｙto the birth of the Sui and Ｔ‘ang

aristocracy･

　　　　　　　　　　　

Hsi Ｋ‘ang 岱康and Buddhism

　　

―Hsi Ｋ‘angin the History of Thought of the Six Dynasties―

　　　　　　　　　　　　　　　

MitｓｕiiFｕkｕｎａｇａ

　　

In the present article the author tries to interpret the thought of

Hsi K‘ang in the light of ａ new historical approach, including the

history of Chinese Buddhism, and to evaluate his thought in the con-
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