
382 

曹
貌
爵
制
に
関
す
る
二
三
の
考
察

bま

し

ヵニ

き

漢
代
、
特
に
前
漢
時
代
に
重
貼
を
お
い
て
の
爵
制
に
つ
い
て
は
、

か
な
り
以
前
か
ら
、

か
な
り
多
く
の
人
に
よ
っ
て
研
究
が
進
め
ら
れ

そ
の
胃
制
が
親
膏
南
北
朝
時
代
に
入
っ
て
、
ど
の

よ
う
な
形
で
受
け
つ
が
れ
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も

て
き
て
い
る
が
、

漢
代
ほ
ど
に
は
精
細
な
研
究
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
は
曹
競

時
代
の
爵
制
に
照
射
を
加
え
て
、
い
く
ら
か
で
も
未
聞
の
分
野
を
拓

こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
曹
貌
爵
制
の
全
瞳
系
を
ま
ん

べ
ん
な
く
明
か
に
す
る
に
は
史
料
は
あ
ま
り
に
も
歓
如
し
て
い
る

し
、
ま
た
曹
親
爵
制
の
歴
史
的
意
義
を
論
ず
る
に
は
、
そ
れ
以
外
の

時
代
の
爵
制
に
封
す
る
私
の
理
解
が
十
分
で
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は

む
し
ろ
問
題
を
限
定
し
て
私
が
特
に
闘
心
を
い
だ
い
た
若
干
の
貼
に

守

美

雄

屋

都

つ
い
て
極
め
て
制
度
史
的
な
究
明
を
試
み
る
つ
も
り
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
一
つ
は
爵
制
の
系
列
と
そ
の
系
列
の
形
成
の
過
程
の
考

察
で
あ
り
、
二
つ
は
列
侯
・
閥
内
侯
の
封
戸
の
大
き
さ
に
闘
す
る
問
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題
で
あ
り
、
三
つ
は
列
侯
・
閥
内
侯
の
相
績
と
分
封
の
問
題
に
み
ら

れ
る
特
色
の
指
摘
で
あ
る
が

私
の
こ
う
し
た
問
題
に
封
す
る
闘

心
は
、
牧
野
巽
博
士
の
「
西
漢
の
封
建
相
績
ぬ
」
、
布
目
潮
楓
氏
の

①
 

「
前
漢
侯
園
考
」
、
及
び
越
智
重
明
氏
の
「
畜
爵
と
衆
院
」
等
の
論
文

の
啓
費
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
き
た
と
こ
ろ
が
少
く
な
い
。
本
論
中
、

一
々
、
注
記
に
及
ぶ
煩
を
さ
け
る
が
、
務
め
こ
こ
に
-
記
し
て
謝
意
を

表
し
た
い
と
思
う
。

①②①  

牧
野
博
士
論
文
、
「
支
那
家
族
研
究
」
所
枚
。

布
目
氏
論
文
、
東
洋
史
研
究
二
ニ
ノ
五
。

越
智
氏
論
文
、
史
淵
第
八
五
輪
。



曹
鶏
爵
制
の
系
列
と
そ
の
形
成
過
程

曹
貌
の
封
爵
に
つ
い
て
は
、
遁
典
単
位
一
九

職
官
封
爵
の
僚
に

侯貌
王

凡公
九。侯
等。伯

子
男

次
鯨
侯
、

衣
亭
侯
、

衣
関
内

衣
郷
侯
、

①
 

と
あ
り
、
合
正
賓
の
引
く
理
道
要
訣
に
は

貌
十
等
封
、
以
郷
侯
馬
第
八
、
亭
侯
第
九
、
闘
内
侯
第
十

と
あ
る
。
爵
教
に
閲
し
て
閉
じ
杜
佑
の
作
に
係
る
二
つ
の
書
に
相
違

の
あ
る
理
由
は
明
か
で
な
い
が
、
と
も
か
く
貌
の
上
級
爵
の
形
は
と

ζ

に
総
括
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
右
に
よ
っ
て
考
え
る
と
、
貌
爵
の

韓
系
は
、
上
に
周
代
的
理
念
に
も
と
づ
く
五
等
爵
を
配
し
、
下
に
秦

漢
爵
制
を
う
け
た
列
侯
・
閥
内
侯
等
を
配
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ

る
と
と
ろ
で
右
二
書
の
記
述
は
、
後
人
が
そ
の
大
要
を
ま
と
め
た
の

一
々
の
爵
の
形
成
過
程
は
必
し
も
詳
説
さ
れ
て
い
な

い
。
そ
ζ

で
ま
づ
、
右
の
五
等
爵
系
列
の
爵
の
形
成
か
ら
見
て
ゆ
く

と
、
端
的
に
い
「
て
こ
れ
は
宗
室
の
み
の
就
き
う
る
も
の
で
あ
っ
た

で
あ
る
か
ら
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ろ
う
。
現
の
宗
室
の
俸
は
説
志
単
位
一
九
・
二

O
等
に
詳
し
い
が
、
そ

こ
に
は
宗
室
が
低
き
は
亭
侯
・
郷
公
よ
り
始
ま
っ
て
、
順
衣
、
侯
↓

公
↓
王
と
進
爵
す
る
さ
ま
が
書
か
れ
て
い
る
。

‘そ
の
反
面
、
異
姓
の

功
臣
が
公
・
王
と
な
る
例
は
の
ち
の
宗
室
に
嘗
る
司
馬
氏
を
除
い
て

殆
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
原
則
的
に
は
宗
室
に
輿
え
る
も
の
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
貌
志
の
中
に
は
「
王
・
公
・

侯
」
の
貫
例
は
あ
る
が

「
伯
・
子
・
男
L

に
つ
い
て
は
具
瞳
例
ら

し
い
も
の
が
見
嘗
ら
ぬ
。
そ
れ
故
に
、
親
に
果
し
て
伯
・
子
・
男
が

あ
っ
た
か
ど
う
か
疑
わ
し
く
も
思
わ
れ
る
が
、
現
志
昌
也

文
帝
紀

責
初
三
年
(
二
二
二
)
の
傑
に

立
-
一
斉
王
叡
一
矯
=
一
中
原
王
「
帝
弟
郁
陵
公
彰
等
十

一
人
、
皆
矯
レ
王
、
初
制
封
ニ
王
之
庶
子
一
局
-
一郷
公
「
嗣
王
之
庶

子
爵
一
一
亭
侯
「
公
之
庶
子
爵
-
一
亭
伯
一

そ
と
に
は
公
・
侯
・
伯
の
名
が
見
え
て
い
る
。
音
書
地

三
月
乙
丑
、
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と
あ
っ
て
、

理
志
に
は
同
じ
こ
と
を

初
制
王
之
庶
子
矯
ニ郷
公
「
嗣
王
之
庶
子
矯
レ
侯
、
公
・
侯
之
庶

子
震
ニ
亭
伯
一

こ
の
方
が
記
事
と
し
て
や
や
勝
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、

い
づ
れ
に
せ
よ
宗
室
の
庶
子
に
闘
し
て
、
公
か
ら
伯
ま
で
の
爵
暁
が

定
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
貫
際
の
例
に
徴
し
て
も
、
築

陵
王
曹
茂
の
子
錬
が
陽
都
郷
公
で
る
り
、
彰
城
王
曹
操
の
庶
子
闘
が

L」
1
レ、



384 

東
安
郷
公
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
爵
暁
が
規
定
通
り

用
い
ら
れ
た
ζ

と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
ζ

で、

始
王
の
庶
子
H
郷
公

嗣
王
の
庶
子
H
侯

公
の
庶
子

H

亭
伯

侯
の
庶
子

H

亭
伯

と
い
う
形
か
ら
推
し
て
ゆ
け
ば
、
宗
室
で
郷
侯
た
る
も
の
の
庶
子
が

「子」

で
あ
り
、
亭
侯
た
る
も
の
の
庶
子
が

「
男
L

で
あ
る
と
い
う

規
定
が
存
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
く
る
。
要
す
る
に
宗

室
の
庶
子
の
ケ
l
ス
ま
で
を
考
慮
の
中
に
入
れ
れ
ば

臨

五
等

爵
の
存
在
を
想
定
し
て
も
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

説
で
は
文
帝
の
黄
初
二
年
(
一
一
一
一
一
)
に
、
宗
室
で
「
公
」
と
な

っ
た
も
の
が
多
く
、
宛
公
曹
接
・
膏
陽
公
曹
宇
・
費
公
曹
衰
・
裏
公

曹
峻

・
燕
公
曹
幹

・
汝
陽
侯
曹
彪
・
歴
城
公
曹
徽
ら
は
い
づ
れ
も
そ

れ
で
あ
る
が
、
翌
三
年
(
二一一一

一)
に
は
十
一
人
の
「
王
」
が
作
ら

れ
、
そ
れ
と
共
に
宗
室
の
庶
子
へ

の
授
爵
の
制
も
定
め
ら
れ
た
。

た
が
っ
て

五
等
爵
制
が
形
を
と
と
の
え
た
の
は

お
そ
ら
く
責
初

二
年
か
ら
三
年
ご
ろ
で
あ
っ
た
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
貌
が
宗
室
諸
王
を
重
ん
ぜ
ず
、
園
の
衰
弱
を
招
い
た
と

@
 

と
に
つ
い
て
は
、
従
来
も
十
分
説
か
れ
て
き
て
い
る
し
、
現
志
単
位
一

九
・
ニ

O
の
宗
室
諸
王
の
俸
を
見
れ
ば
、
貌
が
諸
王
を
千
里
の
か
な

た
に
隔
て
て
朝
轄
の
儀
な
か
ら
し
め
、
諸
王
の
遊
猟
も
三
十
皇
の
以

ま
た
防
輔
監
園
の
官
を
お
い
て
諸
主
を
伺
察
し
、
諸
王

相
互
の
通
交
を
抑
え
、
輔
封
・
徒
封
を
多
く
し
て
祉
寝
の
買
な
か
ら

内
に
限
り
、

し
め
、
兵
力
の
保
有
も
老
兵
百
徐
人
に
制
限
し
た
こ
と
な
ど
が
詳
か

に
-
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
い
ま
は
宗
室
諸
王
に
つ
い
て
は
こ
れ
以

上
深
く
ふ
れ
ぬ
こ
と
と
し
、
従
来
、
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
列

侯

・
閥
内
侯
以
下
の
質
態
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
よ
う
。

さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
宗
室
は
上
位
に
進
め
ば
王
・
公
等
五

等
爵
の
系
列
に
達
す
る
が
、

か
れ
ら
と
雄
も
、
初
め
は
亭
侯

・
郷
侯
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-
侯
の
遭
を
経
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
過
の
爵
に
在
る
限
り
、
異
姓

の
臣
下
と
同
じ
爵
級
を
踏
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て、

こ
れ
は
、

も
は
や
五
等
爵
の
系
列
で
な
く
、
秦
漠
爵
制
の
系
列
に
近
い
も
の
で

あ
っ
た
。

貌
の
曹
操
が
自
ら
の
意
志
で
功
臣
の
封
建
を
初
め
て
行
つ

し

た
の
は
後
漢
の
建
安
十
二
年
(
二

O
七
)
で
あ
る
が

と
の
と
き
の

功
臣
二
十
四
人
に
封
す
る
論
功
は
ま
だ
漢
爵
の
制
に
よ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
が
貌
志
容

建
安
二
十
年
(
一
二
五
)
の
僚
に

九
月
、
天
子
命
レ
公
承
制
、

名
競
侯
至
ニ
五
大
夫
「
輿
ニ奮
列
侯
、

冬
十
月
始
置
z

封
-
岸
諸
侯
守
相「

闘
内
侯一
凡
六
等
、

以
賞

軍
功



と
書
か
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
曹
操
濁
自
の
爵
制
に
移
行
し
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
、
列
侯
・
閥
内
侯
は
奮
と

の
制
を
そ
の
ま
ま
活
か
し
た
と
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
て
も

詳
し
く
い
え
ば
前
漢
二
十
級
爵
の
列
侯
・
開
内
侯
そ
の
ま
ま
で
は
な

く
て
、
特
に
列
侯
の
内
容
は
さ
ら
に
細
分
さ
れ
て
い
た
。
貌
志
容
五

皇
后
紀
に
、
明
帝
太
和
中
(
二
二
七
l
三
二
)
の
制
と
し
て
、
後
宮

の
女
の
十
二
等
の
官
爵
が
制
定
さ
れ
た
と
と
が
見
え
て
い
る
が
、
そ

れ
に
よ
る
と
、
貴
援
・
夫
人
が
爵
に
調
比
す
る
と
こ
ろ
な
し
と
い
わ

れ
て
い
る
の
を
別
と
し
て
、
淑
妃
・
淑
援
・
昭
儀
・
昭
華
・
備
容
・

儲
儀
が
そ
れ
ぞ
れ
、
諸
侯
王
・
鯨
公
・
牒
侯
・
郷
侯
・
亭
侯
・
関
内

侯
に
観
比
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
貌
の
列
侯
と
は
詳
し
く

は
豚
侯
・
郷
侯
・
亭
侯
を
指
す
こ
と
が
わ
か
る
。

@
 

す
で
に
布
目
潮
楓
氏
が
明
快
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
前
漢
時
代

に
は
、
列
侯
が
亭
や
郷
を
貫
質
的
に
食
む
よ
う
な
場
合
で
も
、
そ
の

亭
や
郷
が
蘇
並
み
の
扱
い
に
な
り
諸
侯
の
園
と
稽
せ
ら
れ
て
い
た
。

も
っ
と
も
前
漢
に
は
一
蘇
の
中
の
相
嘗
多
く
の
戸
を
食
む
列
侯
が
多

か
っ
た
が
、
前
漢
末
以
来
、
郷

・
亭
程
度
の
戸
を
食
む
も
の
が
多
く
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な
り
、
後
漢
に
は
そ
の
事
買
を
反
映
し
て
鯨
侯

(
H
侯
)
の
外
に
郷

侯
・
亭
侯
と
帯
す
る
も
の
が
生
れ
て
き
た
。
曹
操
は
後
漢
あ
た
り
に

始
ま
る
細
分
さ
れ
た
名
稽
を
そ
の
ま
ま
に
用
い
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。こ

こ
で
一
つ
問
題
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
説
志
倉
一

年
の
僚
の
注
に
、
曹
操
に
勘
進
し
た
人
の
名
が
列
翠
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
中
に
一
般
の
郷
侯
・
亭
侯
と
共
に
都
郷
侯
・
都
亭
侯
と
い

建
安
十
八

う
の
が
見
え
る
。

さ
き
の
遁
血
〈
に
も
理
遣
要
訣
に

こ
の
二
つ
は
、

も
、
皇
后
紀
に
も
見
え
て
い
な
い
が
、
果
し
て
い
か
な
る
等
級
に
腐

す
る
も
の
で
あ
る
か
。
貌
志
を
遇
じ
て
都
郷
侯
の
事
例
七
例
、
都
亭

侯
の
事
例
十
四
例
を
見
る
が
、
そ
の
貌
爵
の
内
部
に
お
け
る
位
置
を

検
討
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

さ
て
亭
・
郷
は
鯨
と
並
び
、
古
代
家
落
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る

- 33-

が
、
と
ζ

で
は
豪
落
の
問
題
に
深
入
り
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
、
宮

@
 

崎
市
定
博
士
の
説
を
借
り
る
と
、
亭
・
郷
・
豚
は
み
な
城
郭
に
か
と

ま
れ
た
都
市
で
、
そ
の
相
異
は
軍
に
大
き
さ
だ
け
で
あ
り
、
蘇
は
そ

れ
自
身
が
大
き
な
郷
(
都
郷
〉
で
あ
る
と
共
に
附
近
の
小
さ
な
郷
を

支
配
し
、
郷
も
ま
た
そ
れ
自
身
大
き
な
亭
(
都
亭
)
で
あ
る
と
共
に

附
近
の
小
さ
な
亭
を
支
配
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
豚
・
郷
が

そ
の
ま
ま
都
郷
・
都
亭
で
あ
る
か
ど
う
か
は
な
お
疑
問
で
あ
る
が
、

都
郷
・
都
亭
が
蘇

・、郷
や
城
に
密
着
し
て
あ
っ
た
と
と
は
確
か
で
あ
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ろ
う
。
都
一
苧
侯
は
ζ

の
郷
城
の
中
に
あ
る
亭
に
食
み
、
都
郷
侯
は
鯨

城
の
中
に
あ
る
郷
に
食
む
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
都
亭
侯
・

都
郷
侯
は
一
般
の
亭
侯
・
郷
侯
よ
り
上
位
の
爵
級
に
嘗
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
私
は
、
貌
代
に
お
け
る
進
爵
の
例
の
す
べ
て

に
首
っ
て
検
討
し
て
み
た
と
ζ

ろ

一
般
の
亭
侯
・
郷
侯
か
ら
進
ん

で
都
亭
侯
・
都
郷
侯
に
な
っ
た
例
は
一
つ
も
見
嘗
ら
ぬ
こ
と
を
知
っ

た
。
そ
し
て
そ
の
反
封
に
、
太
租
の
と
き
、
初
め
都
亭
侯
で
あ
っ
た

曹
仁
が
、
輔
封
に
よ
っ
て
安
卒
亭
侯
と
な
り
(
貌
志
容
九
)
、
ま
た

文
帝
の
と
き
、
初
め
都
郷
侯
で
あ
っ
た
張
既
が
、
軍
功
に
よ
る
轄
封

に
よ
っ
て
西
郷
侯
に
徒
封
さ
れ
た
事
貰
も
あ
る
(
貌
志
倉
一
五
〉
。

さ
ら
に
、
後
段
に
示
す
郷
侯
・
都
郷
侯
・
亭
侯
・
都
亭
侯
の
戸
数
の

表
に
よ
っ
て
較
べ
て
も

「
都
」
と
つ
く
も
の
が
隔
紹
し
て
大
き
い

と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
全
く
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な

ら
ば
都
郷
侯
・
都
亭
侯
は
た
だ
封
地
の
あ
り
場
所
を
示
す
に
す
ぎ

ず
、
特
に
一
般
の
郷
侯
・
亭
侯
と
隔
絶
し
た
上
位
の
爵
級
で
は
あ
る

ま
い
と
思
う
。

つ
い
で
な
が
ら
現
制
に
お
い
て
史
籍
に
都
郷
侯
・
都
亭
侯
の
見
え

る
と
き
に

固
有
の
地
名
を
冠
し
て
呼
ぶ
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ

る
。
し
か
し
後
漢
に
湖
る
と
、
郵
弘
の
子
の
甫
徳
が
、
兄
慶
徳
の
封

地
た
る
西
一
や
の
都
郷
を
分
摂
さ
れ
て
都
郷
侯
と
な
っ
た
例
を
初
め
と

し
て
(
郡
高
停
)
、
宜
陽
都
郷
侯
予
勲
、
西
部
都
郷
侯
呂
莱
が
あ
り
、

ま
た
都
亭
侯
に
は
自
都
亭
侯
虞
放
、
鄭
都
亭
侯
冨
謂
が
あ
る
。
西
卒

・
宜
陽
・
西
都
は
す
べ
て
蘇
の
名
で
あ
る
。
し
た
が
司
て
呂
・
鄭
は

郷
名
で
あ
ろ
う
。
都
郷
・
都
亭
は
そ
れ
ぞ
れ
蘇
城
・
郷
域
に
何
ら
か

の
形
で
密
接
し
て
い
る
郷
・
亭
で
あ
る
か
ら
、
鯨
城
・
郷
城
の
外
に

あ
る
郷
・
亭
の
よ
う
に
固
有
の
地
名
を
冠
せ
ら
れ
る
必
要
が
な
か
っ

た
。
そ
れ
故
に
貌
の
都
郷
侯
・
都
亭
侯
も
、
お
そ
ら
く
そ
の
鯨
・
郷

の
名
を
恥
し
て
そ
う
呼
ば
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
た
っ
た
一
つ
の
例

で
あ
る
が
、
説
志
倉
一
八
の
戚
覇
傍
注
に
引
く
親
書
に

孫
観
・
:
功
衣
於
覇
、
封
呂
都
亭
侯
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と
あ
る
が

こ
れ
は
省
略
に
従
わ
な
い
時
の
呼
稽
の
具
瞳
例
で
あ

る。

@
 

衣
に
い
ま
一
つ
の
問
題
は
、

A

則
正
嬰
が
、
亭
侯
と
閥
内
俣
の
中
間

に
「
列
侯
」
と
い
う
爵
名
の
存
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
の

是
非
で
あ
る
。
命
氏
の
読
は
こ
う
で
あ
る
。
現
志
の
中
に
、
張
遼
が

都
亭
侯
と
な
り
、
の
ち
兄
の
汎
及
び
一
子
を
分
封
し
て
列
侯
と
し
た

と
と
が
見
え
、
集
進
が
慶
昌
亭
侯
に
封
ぜ
ら
れ
、
千
二
百
戸
の
う
ち

五
百
戸
を
分
っ
て
一
子
を
列
侯
に
封
じ
た
と
と
が
見
え
、
さ
ら
に
賦



覇
が
功
に
よ
円
て
侯
と
な
っ
た
と
き
‘
そ
の
子
三
人
が
列
侯
に
封
ぜ

ら
れ
、
一

λ
が
爵
閣
内
侯
を
賜
わ
っ
た
と
と
が
見
え
、
ま
た
新
野
侯

文
鳴
が
白
戸
を
分
っ
て
、
子
を
列
侯
に
封
じ
た
と
と
が
あ
る
が
、

ζ

れ
ら
か
ら
見
る
と
、
列
侯
は
亭
侯
よ
り
下
、
開
内
侯
よ
り
上
と
い
う

こ
と
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
一
方
、
理
遣
要
訣
に
よ
る
と
、

説
の
十
等
封
の
中
に
「
列
侯
」
の
名
は
見
え
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
貌

末
に
は
消
滅
し
た
の
で
あ
ろ
う
、

と

と
ζ

ろ
で
貌
に
お
け
る
子
弟
へ
の
分
封
例
は
私
の
知
る
限
り
で
二

十
八
例
あ
る
。
そ
の
中
で
分
封
を
行
っ
た
本
人
が
郷
侯
で
あ
る
も
の

は
六
、
亭
侯
で
あ
る
も
の
は
三
で
あ
る
。
ま
た
子
弟
分
封
の
事
例
を

時
代
別
に
す
る
と
、
子
弟
を
分
封
し
で
「
列
侯
」
と
し
た
と
書
い
て

あ
る
の
は
太
租
・
文
帝
・
明
帝
の
時
代
に
限
り
、
旗
門
王
・
高
貴
郷
公

の
代
に
な
る
と
、
分
封
の
結
果
「
亭
侯
」

-
「
関
内
侯
」
と
な
っ
た

と
書
い
て
あ
る
例
ば
か
り
で
、

「
列
侯
L

と
書
い
て
あ
る
例
が
見
嘗

ら
な
い
こ
の
こ
と
は
一
見
、
命
氏
の
説
の
正
し
さ
を
裏
書
き
す
る

ょ
う
で
あ
る
。
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そ
れ
に
も
か
L
わ
ら
ず
私
は
命
氏
の
設
に
は
、
に
わ
か

に
従
う
と
と
が
で
き
な
い
。
第
一
に
私
は
貌
志
に
・
あ
ら
わ
れ
る
限
り

の
進
爵
事
例
を
個
人
別
に
調
べ
た
が
、
そ
の
中
に
は
、

し
か
し
、

「
閥
内
侯
↓

列
侯
↓
亭
侯
」
と
い
う
コ

l
ス
を
辿
っ
た
人
が
一
人
も
な
く
、
と
の

黙
を
、
遁
典
・
理
遭
要
訣
等
の
記
事
と
も
弁
せ
て
考
え
て
、
命
氏
設

に
従
う
こ
と
に
鰭
踏
を
費
え
ざ
る
を
え
な
い
。
第
二
に
、
親
志
倉
二

文
帝
責
初
二
年
正
月
の
傑
に

辛
巳
、
分
三
公
戸
邑
、
封
子
弟
各
一
人
矯
列
侯

と
あ
る
が
、
こ
こ
に
い
う
列
侯
の
概
念
は
、
特
別
の
読
明
が
添
え
ら

れ
て
い
な
い
限
り
、
貌
志
轡
一
建
安
二
十
年
の
名
競
侯
以
下
の
設

置
の
記
事
の
「
興
奮
列
侯
・
閥
内
侯
」
の
列
侯
と
呉
る
も
の
と
は
考

え
に
く
い

β

そ
し
て
貌
志
倉
一
八
賦
覇
俸
を
見
る
と
、
太
租
が
嚢
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紹
を
討
っ
た
あ
と
蹴
覇
は
奥
敦
・
者
ノ
謹
・
孫
観
ら
と
曾
賀
し
た
が
、

こ
の
と
き
太
租
は
諸
臣
の
功
を
た
た
え
「
東
州
擾
媛
、
覇
紘
一
寸
、
義
を

執
り
て
暴
を
征
し
、
功
、
こ
れ
よ
り
大
な
る
は
莫
し
、
皆
、
列
侯
に

封
ぜ
ん
」
と
い
い
、
そ
の
結
果
、
覇
は
都
亭
侯
と
な
っ
て
い
る
。

-し

こ
の
場
合
、
都
亭
侯
は
列
侯
の
概
念
の
中
に
包
揖
さ
れ

二
歩、A

つ
rL
、

T
，刀

H
t

て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
巻
二
四

雀
林
停
に

後
年
1(

景
初
元
年

l
二
三
七
|
以
後
〉
矯
司
空
、
封
安
陽
亭
侯

邑
六
百
戸
、
三
公
封
列
侯
自
林
始
也

と
あ
っ
て
、

こ
こ
で
は
亭
侯
が
列
侯
の
概
念
の
中
に
包
括
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
分
封
事
例
に
見
え
る
「
列
侯
」
は
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貌
爵
の
系
列
の
中
に
そ
の
よ
う
な
爵
階
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る

の
で
は
あ
る
ま
い
。
本
来
な
ら
ば
、
侯
・
郷
侯
・
亭
侯
な
ど
と
詳
し

く
書
く
べ
き
と
こ
ろ
を
列
侯
と
い
う
魔
義
の
概
念
を
も
っ
言
葉
で
表

現
し
た
も
の
と
解
す
る
か

そ
れ
と
も
、
分
封
の
場
合
、

亭

郷
を
ま
る
ま
る
食
む
こ
と
な
く
、
分
封
主
館
者
の
牧
入
の

一
部
を
一

定
数
だ
け
得
る
の
み
と
い
う
形
の
場
合
が
あ
っ
て
、
郷
侯

・
亭
侯
の

語
を
用
い
が
た
い
と
き
に
、
便
宜
「
列
侯
」
の
名
が
用
い
ら
れ
た
と

で
も
解
す
る
の
が
種
首
で
は
あ
る
ま
い
か
。

さ
て
列
侯
に
闘
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
述
べ
終
っ
た
の
で
、
次
に

閥
内
侯
に
つ

い
て
ふ
れ
る
が

一
番
の
問
題
は
そ
れ
が
有
封
で
あ
っ

@
 

た
か
無
封
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
倹
正
焚
は
、

貌
武
が
後
漢
の
制
を
費
通
し
て
立
て
た
亭
侯

・
列
侯
(
尤
も
列
侯
を

こ
こ
に
配
す
る
こ
と
は
右
述
の
遁
り

従
い
が
た
い
が
)
・
開
内
侯

は
み
な
初
め
は
貫
際
に
邑
戸
を
食
む
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、

前
掲
の
蹴
覇
の
孫
の
植
の
場
合
に
、
子
三
人
を
封
じ
て
列
侯
と
し
、

一
人
に
爵
閥
内
侯
を
賜
わ
っ
た
と
あ
る
よ
う
に
、
列
侯
と
闘
内
侯
と

は
別
様
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と

閥
内
侯
は
の
ち
に
虚

封
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。

な
る
ほ
ど
私
が
貌
の
閥
内
侯
賜
奥
の
事
例
そ
五
十
数
傑
あ
つ
め
て

み
た
結
果
で
は
、
そ
の
大
学
が
「
賜
閥
内
侯
」
と
い
う
表
現
に
な
っ

て
お
り
、
列
侯
の
ば
あ
い
の
よ
う
に
「
封
莱
侯
」
と
い
う
表
現
は
殆

ん
ど
と
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
闘
内
侯

し
か
し
、

無
封
設
に
走
る
の
は
早
計
で
は
な
い
か
と
思
う
。
と
い
う
の
は
貌
志

容
二
二

陳
群
俸
に

前
後
以
レ
功
増
-
忌
]
二
千
六
百
戸
「
賜
ニ
子
弟

泰
(
群
の
子
)
、

人
亭
侯
、
二
人
閥
内
侯
-

と
あ
っ
て
、
亭
侯
の
ば
あ
い
で
も
「
封
L

と
い
わ
ず
に
「
賜
」
と
い

う
こ
と
が
あ
り
、
反
封
に
巻
一
五

梁
習
侍
注
所
引
説
略
に

(
太
租
〉
以
z
習
前
後
有
ニ
策
略
「
封
露
-一
閥
内
侯
一
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王
基
俸
に

常
道
郷
公
印
ニ
等
位
て
:
前
後
封
エ
基
子
二
人
亭
侯

・
開
内
侯
-

と
あ
り
、

ま
た
単
位
二
七

と
も
あ
っ
て
、
閥
内
侯
の
ば
あ
い
で
も
紹
封
に
「
封
」
と
い
わ
な
か

司
た
わ
け
で
は
な
く
、
「
賜
」
・
「
封
」

の
用
語
の
別
だ
け
か
ら
結
論
を

下
す
の
は
危
険
で
あ
る
か
広
で
あ
る
。
さ
ら
に
個
人
の
停
に
つ

い
て

閥
内
侯
が
有
封
で
あ
っ
た
例
を
あ
げ
る
と
、
貌
志
各
二
ハ

蘇
則
停

注
所
引
規
名
臣
奏
載
文
帝
令
に
、
文
帝
が
、

功
を
よ
み
し
て
、

試
守
金
城
太
守
蘇
則
の

こ
れ
を
賞
し
よ
う
と
す
る
に
首
っ

て
、
爵
巴
を
加

う
べ
き
か
、
未
だ
し
と
す
る
か
を
、
薙
州
刺
史
の
張
既
に
聞
い
、
そ



の
賛
成
を
え
た
上
で
則
を
閥
内
侯
と
し
た
こ
と
が
見
え
る
。
ζ

れ
は

閥
内
侯
の
賜
奥
が
爵
巴
の
賜
輿
を
意
味
し
て
い
る
詮
擦
と
な
ろ
う
。

ま
た
容
九

曹
異
俸
に

異
少
輿
ニ
宗
人
曹
遵
・
郷
人
朱
讃
一
並
事
ニ
太
租
「
遜
・
讃
早
亡
、

異
感
レ
之
、
乞
下
分
=
所
レ
食
邑
「
封
申
遜
・
讃
子
主
、
詔
・
:
聴
下
分
ニ

異
色
「
賜
乞
遵
・
讃
子
爵
閥
内
侯
各
百
戸
ム
(
文
帝
代
〉

と
あ
り
、
単
位
九

夏
侯
惇
停
に

帝
(
太
租
)
迫
一
-
思
惇
功
「
欲
レ
使
ニ
子
孫
畢
τ
侯、

戸
「
賜
ニ
惇
七
子
二
孫
爵
一
皆
闘
内
侯

分
ニ
惇
邑
千

と
あ
り
、
巻
一
八

属
恵
俸
に

文
帝
即
-
主
位
て
:
賜
ニ
(
恵
〉
子
曾
等
四
人
爵
閥
内
侯
「
巴
各
百
戸

と
あ
り
、
容
二
三

杜
襲
停
に

明
帝
即
位
、
進
封
ニ卒
陽
郷
侯
て
:
分
-忌
]
百
戸
「
賜
ニ兄
基
爵
閥

内
侯

と
あ
り

さ
ら
に
容
二
七

王
基
停
に
も

高
責
郷
公
即
二
等
位
「
進
封
エ
常
築
亭
侯
一
:・進
-一封
安
築
郷
侯
「

上
疏
求
分
ニ
戸
二
百
「
賜
ニ
叔
父
子
喬
爵
関
内
侯
一
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と
あ
る
。
惜
し

い
こ
と
に
、
現
志
の
中
に
閥
内
侯
の
戸
邑
に
つ
い

て

明
記
し
て

い
る
の
は
と
れ
し
か
見
嘗
ら
ず
、

他
は
す
べ
て
「
賜
爵
閥

内
侯
」
と
い
う
簡
単
な
表
現
ば
か
り
な
の
で
、
断
定
的
な
こ
と
は
い

と
も
か
く
も
貌
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
時
代
に
百
一

っ
て

闘
内
侯
有
封
の
例
謹
が
あ
る
限
り
、
簡
単
に
A

郎
氏
の
読
に
従
う
こ
と

は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
遁
典
は
前
掲
の
貌
の
九
等
爵
の
記
事

i-:
、
:
、

え
-む
し
カ

の
あ
と
に
「
闘
内
侯
爵
虚
封
自
此
始
」
と
い
「
て
い
る
。

も
し
こ
れ

が
正
し
け
れ
ば
、
閥
内
侯
は
形
式
的
に
戸
邑
何
戸
と
い
わ
れ
で
も
買

と
い
う
乙
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
は
前
掲
の
分
封

者
が
戸
を
分
つ
こ
と
の
意
味
が
十
分
理
解
で
き
な
い
か
ら
、
直
ち
に

遁
典
の
い
う
と
と
ろ
に
従
う
ζ

と
は
で
き
な
い
。

牧
は
な
か
っ
た
、
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以
上
、
列
侯
・
開
内
侯
に
関
連
し
て
二
、
三
の
問
題
貼
を
拾
っ
た

が
、
要
す
る
に
そ
れ
は
漢
代
の
(
詳
し
く
い
え
ば
後
漢
の
〉
制
度
の

縫
承
に
外
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
制
度
は
饗
改
さ
せ
な
く
て
も
、
建

安
十
二
年
以
来
の
論
功
は
曹
操
が
自
ら
の
尺
度
に
お
い
て
行
っ
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
列
侯

・
関
内
侯
の
貫
質
的
な
再
編
成
は
む
ろ
ん
あ

っ
た
に
相
違
な
い
。
た
と
え
ば
現
志
倉
一
七

徐
晃
俸
を
見
る
と
、

徐
晃
は
後
漢
末
、
董
卓
の
た
め
に
長
安
に
控
致
さ
れ
て

い
た
隊
帝
が

辛
う
じ
て
逃
れ
て
安
邑
に
い
た

っ
た
と
き
、
功
に
よ
っ
て
都
亭
侯
に

封
ぜ
ら
れ
た
が
、
の
ち
曹
操
に
婦
層
し
、
偏
将
軍
と
し
て
蓑
紹
の
運

車
を
攻
撃
し
、
功
最
も
多
く
、
都
亭
侯
に
封
ぜ
ら
れ
た
、
と
書
か
れ
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て
い
る
。
こ
の
場
合
、
徐
晃
が
す
で
に
都
亭
侯
で
あ
る
の
に
、

ま
た

改
め
て
都
亭
侯
と
な
っ
て
い
る
の
は

お
そ
ら
く
先
き
に
は
漢
の
論

功
規
準
に
よ
っ
た
の
に
封
し
、
薗
田
操
が
圭
く
新
し
い
立
場
で
自
ら
の

規
準
に
よ
っ
て
封
建
を
行
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

貌
志
容
一
八

と
な
り
、

鹿
恵
停
に
、
恵
が
後
漢
の
初
卒

・
建
安
中
に
都
亭
侯

さ
ら
に
曹
操
に
下
つ

て
開
門
亭
侯
と

の
ち
張
魯
に
従
い
、

さ
れ
た
こ
と
が
見
え
る
が
、
こ
れ
も
同
様
の
ケ

1
ス
と
し
て
理
解
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
漢
に
お
い
て
功
を
立
て
た
と
共
に

の
ち
に
貌
に
封
し
て
も
功
を
立
て
、
そ
の
功
の
再
評
債
の
機
曾
に
め

し
か
し
、
漢
代
に
功
あ
っ
て
列
侯
と
な
っ

ぐ
り
あ
っ
た
人
で
あ
る
。

そ
の
後
、
現
に
謝
し
て
特
別
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
の
な

か
っ
た
人
は
、
ど
の
よ
う
に
魔
置
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
ζ

れ
に
つ

た
人
々
で
、

い
て
曹
操
の
時
代
に
は
格
別
の
慮
置
を
と
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い

が
、
貌
志
轡
二
文
帝
紀
黄
初
元
年
(
二
一
一

O
)
十
一
月
の
僚
に
は

以
ニ
漢
諸
侯
王
一
矯
ニ
崇
徳
侯
「
列
侯
矯
ニ
闘
中
侯
一

と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
ζ

に
見
え
る
崇
徳
侯

・
闘
中
侯
こ
そ
は
…

こ
れ
に
先
立
つ
こ
と
五
年
、
建
安
二
十
年
(
一
二
五
)
に
制
定
さ
れ

た
名
競
侯
以
下
五
大
夫
ま
で
の
爵
級
の
具
瞳
例
で
あ
る
と
見
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
崇
徳
侯
と
は
お
そ
ら
く
、
名
曲
目
侯
の
一
つ
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

思
う
に
名
競
侯
l
五
大
夫
ま
で
の
爵
級
は
、
全
く
貌
の
創
作
に
か

か
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
新
設
の
意
味
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
に
つ
い

て
、
何
ら
か
の
読
明
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
前
述
の
よ
う
に
漢
の

諸
侯
王

・
列
侯
が
、
名
競
侯

・
闘
中
侯
に
切
換
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら

推
し
て
、
或
い
は
こ
れ
は
漢
の
王
侯
の
名
目
的
な
位
置
づ
け
の
た
め

と
見
る
の
も
一
つ
の
考
え
方
で
あ
る
が

し
か
し
、
文
帝
の
と
き
に

孫
資
が
闘
中
侯
(
説
志
巻

一
回
以
と
な
り
、
高
王
芳
の
と
き
に
劉
整
・
鄭

像
が
開
中
侯
を
追
賜
さ
れ
て
い
る
(
貌
志
単
位
四
)
よ
う
に
、
引
績
き
貌

臣
に
謝
す
る
行
賞
の
封
象
と
な
っ
て
い
る
ζ

と
か
ら
み
て
、
名
競
侯

- 38ー

以
下
が
漢
の
王
侯
の
再
配
置
の
た
め
に
の
み
用
意
さ
れ
た
と
は
思
わ

れ
な
い
。
そ
こ
で
何
か
別
の
説
明
が
必
要
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、

そ
の
説
明
の
前
に
、
名
競
侯
か
ら
五
大
夫
ま
で
の
新
爵
が
、
い
っ
た
い

ど
の
程
度
の
高
さ
に
在
る
も
の
か
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
そ

れ
に
つ
い
て
、
貌
志
容

建
安
二
十
年
の
篠
注
所
引
の
親
書
に
は

置
ニ
名
競
侯
「
胃
十
八
級
、
開
中
侯
、

⑨
 

緩
、
又
置
ニ
関
内
外
侯
「
十
六
級
、
銅
印
翁
紐
墨
綬
、
五
大
夫
、

十
五
級
、
銅
印
環
紐
、
亦
墨
綬
、
皆
不
レ
食
レ
租
、
輿
ニ
奮
列
侯
、

爵
十
七
級
、

皆
金
印
紫



閥
内
侯
-
凡
六
等
、
臣
松
之
以
魚
、
今
之
虚
封
、
蓋
自
レ
此
始

と
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
名
競
侯
爵
十
入
級
以
下

五
大
夫
十
五
級
ま

で
の
数
字
は
果
し
て
ど
う
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
漢
の
二
十
級

爵
の
数
え
方
よ
り
す
る
な
ら
ば
、
名
競
侯
は
下
か
ら
教
え
て
十
八
番

目
、
五
大
夫
は
十
五
番
目
の
高
爵
と
い
う
と
と
に
な
る
-が
、
説
志
を

通
讃
し
で
も
、
親
爵
五
大
夫
の
下
に
さ
ら
に
十
四
階
も
の
爵
名
が
あ

っ
た
痕
跡
は
存
し
な
い
。
ま
た
漢
の
五
大
夫
が
下
か
ら
九
番
目
で
あ

る
の
に
較
べ
て
、
貌
の
玉
大
夫
が
高
き
に
失
す
る
と
い
う
観
も
蔽
い

L
:
、

え
・
沼
し

そ
こ
で
思
う
に
、
名
競
侯
爵
十
入
級
、
開
中
侯
十
七
級
、
聞
外
侯

十
六
級
、

五
大
夫
十
五
級
と
い
う
の
は

必
ず
し
も
貌
の
爵
に
お
け

る
階
次
を
示
す
も
の
で
は
な
く
て
、
貌
の
創
設
し
た
爵
が
、
漢
の
爵

に
あ
て
は
め
た
ら
ど
の
透
に
相
嘗
す
る
か
を
示
し
た
も
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
漢
の
爵
制
で
は
、
列
侯
・
閥
内
侯
以
下
、
民
爵
公
乗
の
上

に
、
大
庶
長
(
十
八
級
〉
・
掴
車
庶
長
(
十
七
)
・
大
上
造
(
十
六
)
・

小
上
造
(
十
五
)
・
右
更
(
十
四
〉
・
中
更
(
十
一
二
)
・
左
更
(
十

二
〉
・
右
庶
長
(
十
一
〉
・
左
庶
長
(
十
)
・
玉
大
夫
(
九
〉

と
い
ト
つ
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爵
が
存
し
た
。
現
に
お
い
て
は
右
の
十
階
を
削
除
し
て
、
名
競
侯
・

闘
中
侯
・
闘
外
侯
・
五
大
夫
の
四
階
を
以
て
こ
れ
に
相
嘗
さ
せ
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

い
っ
た
い
漢
代
に
お
い
て
大
庶
長
以
下
の
爵
が
、
ど
の
よ
う
な
形

で
賜
奥
さ
れ
た
か
を
見
る
と
、
大
瞳
前
漢
で
は
次
表
の
よ
う
に
主
と

し
て
官
人
の
優
遇
の
た
め
の
と
と
が
多
か
っ
た
。

卒 成 "7 // ヲ乙 /; /，7 /，1 宣武景 帝名

7c 永 寛 永 初 五 元 地 本始 元後 時官台 始寧光元鳳康節
フ年ロ狩フE ミ'ユー四 二 冗 7 c 二 元 ニ ニ

代年 年年年年年年年 年年

九卿三百列吏中侯列中中官吏 吏中中
十寓侯六二 二二 二二 二

↓高以の百千の千千六千千千 援
六以上嗣石石嗣石石百石石石
百上の子以 子↓ 石・ 爵
石の振婚 上 六

童相都官

諸侯百 童話
!石 相

象

五五右更五五右庶五更中右庶 左夏 。右庶
爵夫大大夫 大夫大夫長大夫↓長 ↓ 長

以 五 五
上 夫大 大夫 名

- 39-

と
こ
ろ
が
、
後
漢
に
入
る
と
官
人
に
封
す
る
賜
爵
例
は
乏
し
く
な

り
、
前
漢
成
帝
時
代
に
そ
の
端
緒
を
見
せ
た
よ
う
な
入
銭
穀
者
に
封

す
る
褒
賞
と
し
て
の
賜
爵
例
が
多
く
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
安
帝

の
永
初
三
年
に
は
吏
人
の
入
銭
穀
者
に
封
し
て
脅
開
内
侯

・
五
大
夫
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を
賜
う
令
が
謹
せ
ら
れ
、
桓
帝
の
永
輿
四
年
に
は

七
月
の
京
師
の

零
に
首
っ
て
同
じ
よ
う
な
令
が
出
て

い
る
。
そ
の
他
、
後
漢
末
に
閥

内
侯
が
貰
爵
の
封
象
と
な
っ
た
こ
と
も
有
名
な
事
貰
で
あ
る

要
す
る
に
大
庶
長
以
下

五
大
夫
ま
で
は
、
本
来
官
人
優
遇
の
際

に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
が
、
後
漢
に
な
る
と
次
第
に
そ
の

本
義
を
離
れ
て
い
っ
た
も
の
ら
し

い
。
ま
た
前
表
の
例
を
見
る
と
最

高
の
賜
爵
例
は
右
更
あ
た
り
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
官
位
に
は
蔦
石
と

い
う
の
も
あ
る
か
ら
、

そ
れ
ら
に
相
嘗
す
る
高
簡
が
あ
っ
て
も
不
思

議
で
は
な
い
が、

そ
れ
に
し
て
も
右
更
の
上
に
大
庶
長

・
駆
車
庶
長

-
大
上
造

・
小
上
造
の
四
階
も
あ
る
の
は
繁
に
す
ぎ
る
き
ら
い
が
あ

る
。
勢
い

と
れ
ら
の
爵
は
次
第
に
空
名
に
化
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
前
漢
の
武
帝
の
と
き
卜
式
は
園
家
に
粟
を
入
れ
て

左
庶
長
を
賜
わ
り
、
再
び
粟
を
入
れ
て
一
一
挙
に
闘
内
侯
と
さ
れ
た

が
、
後
漢
の
入
粟
者
に
謝
す
る
援
爵
で
も

五
大
夫
と
閥
内
侯
だ
け

が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は

い
わ
ゆ
る
官
習
の
細
か
い
刻
み
が
衣

第
に
空
名
化
し
た
と
と
を
一
示
す
の
で
あ
ろ
う
。

建
武
二
十
年
に
お
け
る
名
挽
侯
↓
五
大
夫
の
爵
の
制
定
は
、
漢
の

主
と
し
て
官
人
優
遇
の
た

め
に
用
い
ら
れ
た
と
い
う
本
義
を
失
う
と
共
に
、
次
第
に
空
名
化
し

大
庶
長
↓
五
大
夫
ま
で

の
十
級
の
爵
が
、

つ
つ
あ
っ
た
事
貰
に
鑑
み
た
結
果
行
わ
れ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ

る
。
酋
日
現
の
爵
は
多
く
の
黙
で
漠
爵
を
踏
襲
し
て

い
る
と
は

い
え

大
庶
長
以
下
の

い
わ
ゆ
る
漢
の
官
習
を
割
除
整
理
し
て
も
は
や
復
活

さ
せ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ

M
と
い
う
貼
で
は
、
や
は
り
新
ら
し
い
要

素
を
含
ん
で
い
た
と
い
え
よ
う
。

最
後
に
、
漢
の
民
爵
が
貌
に
お
い
て
ど
う
な

っ
た
か
は
、
私
に
は

そ
し
て
具
瞳
的
な
民
爵
の
名

十
分
の
解
答
が
用
意
さ
れ
て

い
な
い
。

稽
も
容
易
に
護
見
で
き
な
い
。
し
か
し
文
帝
の
黄
初
元
年
・同
三
年
、

明
帝
の
太
和
元
年

・
青
龍
元
年
・
景
初
二
年
に

そ
れ
ぞ
れ
国
家
の

40 -

慶
事
に
首
っ
て
天
下
の
男
子
そ
の
他
に
賜
爵
の
行
わ
れ
た
事
例
が
存

す
る
か
ら

お
そ
ら
く
は
漢
代
同
様
の
爵
が
存
し
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
近
時
、
漢
の
民
爵
が
古
代
帝
国
の
人
民
掌
握
の
具
鰹
的
手
段

と
し
て
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
西
嶋
定
生
氏
が
唱
道
さ

れ
た
が
、

同
様
の
問
題
を
曹
現
の
時
代
に
投
げ
か
け
る
に
は
私
の
思

索
も
史
料
の
検
索
も
全
く
不
十
分
な
の
で
、

い
ま
は
民
爵
の
問
題
に

入
る
こ
と
を
差
控
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

3 

品
削
正
俊
美
巳
類
稿
各

一
一
「
関
内
侯
説
」
の
傑
所
引
。
品
剛
氏
は
こ
の

理
道
要
訣
の
文
を
玉
海
か
ら
引
い
て
い
る
が
、
私
は
ま
だ
玉
海
の
中
に

そ
の
文
章
を
つ
き
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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①③②  

た
と
え
ば
本
田
済
氏
「
貌
膏
に
お
け
る
封
建
論
」
人
文
研
究
六
ノ
六
。

布
自
民
「
前
漢
侯
園
考
」
東
洋
史
研
究
一
三
ノ
五
。

宮
崎
博
士
「
申
園
に
お
け
る
車
部
落
形
健
の
餐
濯
に
つ
い
て
」
大
谷
史
事

第
六
獄
。

都
郷
侯
・
都
亭
侯
に
つ
い
て
は
、
日
知
録
名
二
二
都
郷
・
都
郷
侯
・

亭
侯
の
各
係
、
十
七
史
商
権
省
三
八
都
亭
の
係
、
二
十
二
史
考
異
谷

九
侯
園
考
の
肱
師
、
労
総
民
「
居
延
漢
簡
考
謹
」
都
亭
部
の
肱
怖
を
参
照

す
べ
き
で
あ
る
。
宮
崎
博
士
は
「
都
亭
と
は
郷
城
中
に
あ
り
、
郷
に
重

複
す
る
亭
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
、
嘗
然
、
鯨
と
都
郷
の
聞
の
関
係
も
同

様
に
考
え
て
お
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
史
記
司
馬
相
如
停
索
擦

に
は
「
臨
河
郭
下
の
亭
」
と
い
う
語
が
あ
り
、
漢
書
巌
延
年
俸
に
「
延

年
の
母
が
東
海
よ
り
来
っ
て
都
亭
に
止
ま
り
府
に
入
ら
な
か
っ
た
」
と

い
う
話
が
あ
り
、
居
延
漢
簡
(
二
四
)
五

O
五
・
三
七
に
、
「
居
作
都

亭
部
」
と
い
う
記
事
も
あ
る
。
一
方
、
後
漢
書
皇
后
紀
に
は
「
凡
都
亭

者
、
並
域
内
亭
也
」
と
も
あ
る
。

乙
れ
ら
を
矛
盾
な
く
解
く
ζ

と
は
困
難
で
あ
り
、
私
も
断
定
的
な
見

解
に
到
達
し
て
い
な
い
が
、
乙
乙
に
一
つ
賂
な
ら
豚
、
郷
な
ら
郷
と
い

う
一
つ
の
城
を
考
え
、
さ
ら
に
そ
の
城
の
中
を
二
つ
の
部
分
に
分
け
て

豚
郷
の
府
の
所
在
す
る
と
こ
ろ
の
郭
内
と
、
そ
の
郭
外
の
居
作
可
能
の

地
帯
と
を
考
え
て
み
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
都
亭

と
は
豚
郷
域
内
の
官
府
の
一
一
部
を
除
く
、
生
産
者
の
耕
地
や
住
居
を
含

む
部
分
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
お
宮
崎
博
士
に

よ
る
と
都
亭
は
郷
域
内
に
、
都
郷
は
蘇
域
内
に
夫
々
重
な
る
ζ

と
に
な

る
が
、
居
延
簡
に
よ
れ
ば
、
麻
域
内
に
都
亭
の
害
す
る
こ
と
も
あ
っ
た

ら
し
い
。

③ 

①

、日
知
録
昌
也
ニ
ニ
に
も
、
後
漢
の
梁
識
が
比
景
(
日
南
郡
)
の
都
郷
侯
に

従
封
さ
れ
た
ζ

と
を
あ
げ
、
都
郷
侯
は
必
ら
ず
封
ぜ
ら
れ
る
所
の
地
が

あ
っ
た
に
相
違
な
い
が
、
そ
の
列
出
博
中
、
封
地
を
言
つ
て
な
い
も
の

は
、
史
の
略
で
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

受
巳
類
稿
「
関
内
侯
読
」
。

同
右
。

関
内
外
侯
の
内
の
字
は
潜
凋
〈
三
闘
志
集
解
所
引
)
の
指
摘
す
る
通
り
、

街
字
で
あ
ろ
う
。

漢
代
の
大
庶
長
以
下
の
官
爵
名
は
、
次
の
膏
代
に
は
も
は
や
見
ら
れ
な

い
。
そ
し
て
三
国
新
設
の
慢
の
中
で
開
中
侯
の
如
、
き
は
、
陳
籍
の
兄
の

子
慢
や
羊
ヰ
怖
が
そ
の
爵
を
え
た
の
を
初
め
と
し
て
碑
文
に
そ
の
例
数
僚

を
見
る
(
開
中
侯
劉
絡
一
縦
一
説
。
光
禄
勲
向
凱
、
鴻
臆
成
公
霊
研
都
金
。

右
寧
豊
田
町
裁
の
子
欄
)
。

①③⑦  ⑬ 
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酋
日
現
列
侯

・
閥
内
侯
の
封
邑
に
閲
す
る
問
題

著
書
主
導
停
に
は
貌
の
武

帝
が

援
官

・
援
爵
に
お
い
て
巌
正
で
あ

っ
た
ζ
と
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
貌
志
容
二
ハ

蘇
則
俸
の
注

に
は
、
文
帝
が
蘇
則
に
爵
邑
を
加
え
よ
う
と
し
て
、
薙
州
刺
史
張
既

に
向
い
「
封
爵
重
事
、
故
以
問
レ
卿
、
密
白
レ
意
、
勿
ニ
宣
露
一
也
L

と

問
う
た
ζ

と
も
見
え
て

い
る
。

こ
の
よ
う
に
貌
の
封
建
は
一
般
に
慣

重
を
期
し
て
行
わ
れ
た
が

そ
の
封
戸
の
大
き
さ
に
つ
い
て
も
、
説

士
山
容
八
張
繍
停
に

「
ζ

の
時
、
天
下
の
戸
口
減
耗
し
、
十
に
し
て
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裁
か
に
一
在
り
、
諸
将
の
封
、
未
だ
千
戸
に
満
つ
る
も
の
あ
ら
ず
、

而
L
て
(
張
)
繍
、
特
に
多
し
(
陀
千
)
」
と
あ
る
よ
う
に
、
極
力
そ

の
抑
制
が
加
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
親
初
の
抑

制
策
は
果
し
て
ど
の
程
度
巌
し
く
守
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
現

買
に
、
説
の
侯

(
H
豚
侯
〉
・
郷
侯
・
亭
侯
は
ど
の
程
度
の
戸
数
を

食
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

戸
数
の
記
録
さ
れ
た
史
料
に
卸
し
て

具
種
的
に
考
察
し
た
結
果
を
表
示
し
て
み
よ
う。

←) 
右
の
表
に
よ
っ
て
知
り
え
た
と
と
を
列
記
す
る
と

侯
の
ば
あ
い
、
千
戸
以
内
に
抑
え
る
と
い
う
方
針
は
太
租
の
時

代
を
過
ぎ
れ
ば
殆
ん
ど
崩
れ
、
特
に
末
期
に
近
づ
く
に
つ
れ
て、

戸
数
が
増
大
す
る
傾
向
が
著
し
い
。

ω 

侯
に
つ
い
て
は
、
最
低
線
が
千
戸
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え

る
だ
け
で
、
布
目
氏
が
前
漢
の
列
侯
に
つ
い
て
千
戸
か
ら
三
千
戸

ま
で
が
普
通
で
あ
っ
た
と
結
論
さ
れ
た
・
よ
う
に
侯
の
普
通
の
大
き

さ
に
つ
い
て
断
定
を
下
す
と
と
は
で
き
な
い
。

同

一慮、

八
百
戸
以
下
、
六
百
戸
以
上
あ
た

り
が 郷
普侯
通に
でつ
あい
るで
と 4 は
し、 、

て
よ
し、

で
あ
ろ
っ

伺

亭
畏
は
三
百

l
一
百
戸
を
普
通
と
い
え
よ
う
。
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回

都
郷
侯
・
都
亭
侯
の
戸
数
は
、
特
に

一
般
の
郷
侯

・
亭
侯
の
戸

数
を
上
廻
る
も
の
で
は
な
い

同

侯

・
郷
侯
・

亭
侯
の
戸
数
の
大
少
は

か
な
ら
ず
し
も
爵
の
上

下
に
正
比
例
す
る
も
の
で
な
い
。
時
に
は
亭
侯

・
郷
侯
の
方
が
、

そ
れ
ぞ
れ
郷
侯
・
侯
よ
り
多
く
の
戸
を
食
む
こ
と
も
あ
る
ρ

ま
た

同
一
爵
の
中
で
も
戸
数
の
懸
隔
は
か
な
り
大
き
い
。

ζ

の
肘
の
意
味
を
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
れ
に

つ

い
て
は

い
ろ
い
ろ
の
考
え
方
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
封

地
か
ら
の
牧
入
は

そ
の
土
地
の
豊
沃
の
度
合
に
よ
っ
て
相
異
す
る

か
ら
、
戸
数
の
多
い
と
こ
ろ

必
ず
し
も
租
入
が
多
い
と
は
限
る
ま

-43ー

よ
り
経
構
的
傑
件
の
よ
い
土
地
に
封
建
さ
れ
る
と
と

を
望
ん
だ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
た
と
え
ば
宗
室
諸
侯
王
の
例
で
あ
る

ぃ
。
封
侯
が
、

が
、
都
陵
侯
曹
彰
が

一
度
そ
の
園
に
行
き
な
が
ら
、
部
陵
が
堵
薄
で

あ
る
た
め
に
中
牟
に
治
せ
し
め
ら
れ
、
の
ち
に
中
牟
王
と
な
っ
た
話

が
あ
る

(
貌
志
倉
一
九
〉
。

徐
晃
停
所
引
の
説

ま
た
現
志
省
一
七

室
百
に

文
帝
即
位
、
封
一
一
朱
璽
制
侯
「
増
ニ
其
戸
邑
「
詔
日
、
今
封
ニ
師

侯
「
富
貴
不
レ
騎
-最
郷
「
如
ニ
夜
行
衣
v
繍
、
若
卒
常
所
ニ
志
願
-

勿
ニ
難
言
「
霊
謝
目
、

高
唐
宿
所
レ
願
、
於
レ
是
更
封
ニ
高
唐
侯
一

と
あ
る
の
も
、
朱
盤
が
そ
の
郷
里
よ
り
山
東
高
唐
の
地
理
的
傑
件
の
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優
位
を
思
っ
た
結
果
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し

そ
れ
な

ら
ば
、
鞠
封
の
結
果
、
質
質
的
に
牧
入
は
ふ
え
て
も
、
形
式
的
に
は

戸
数
が
減
る
と
い
っ
た

ケ
l
ス
が
あ

っ
て
も
よ
い
筈
で
あ
る
が
、
そ

の
よ
う
な
例
は
私
に
は
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
封
地
の

厚
薄
と
い
う
だ
け
で
は
十
分
の
説
明
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

い
っ
た
い
有
爵
者
の
軍
功
又
は
官
人
と
し
て

の
功
績
に
封
す
る
論

功
に
は
進
国
と
増
邑
の
二
つ
の
方
式
が
あ
る
。
進
爵
に
は
多
く
の
場

か
な
ら
ず
し
も
そ
の
こ
と
が
明
記
さ

合
増
邑
が
伴
な
う
け
れ
ど
も
、

れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
。
思
-
つ
に
、
有
爵
者
を
進
国肘
せ
し
め
る
か

増
邑
の
形
で
済
ま
す
か
に

つ
い
て
は、

何
ら
か
の
判
定
規
準
が
存
し

た
の
で
あ
ろ
う。

し
た
が
「
て

た
と
え
、
功
労
の
あ
る
人
で
も

そ
の
功
労
が
進
爵
の
水
準
に
達
し
な
い

時
に
は
増
邑
の
形
に
止
ま

り

そ

の

代
り

そ
の
増
邑
の
結
果
と
し
て
は
上
級
爵
の
人
の
戸
邑

を
上
廻
る
結
果
も
起
り
え
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
、

進
爵

と
増
邑
と
の
境
界
線
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
今
の
私

に
は
っ
き
と
め
ら
れ
な
い
。

(廿

右
の
表
に
見
え
る
封
戸
の
数
は
紙
ね
ラ
ウ
ン
ド

・
ナ
ン

バ
ー
で

あ
る
が
、
質
際
に
鯨

・
郷

・
亭
に
食
む
と
す
れ
ば
そ
こ
に
端
数
の
あ

っ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
ろ
う。

陽
曲
侯
郭
准
が
二
千
七
百
八
十
戸

(魂
鳩
山
稽
)、

南
郷
侯
王
法
が

一
千
三
百
五
十
戸
(崎一
一)

で
あ
っ

た
こ

と
、
そ
れ
に
宗
室
諸
侯
王
の
ば
あ
い
、
務
北
王
曹
志
が
九
百
九
十
戸

で
あ
っ
た
の
な
ど
は
そ
の
よ
う
な
端
数
の
例
に
近
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
列
侯
の
封
戸
の
数
の
質
際
を
示
す
と
共
に
、
若
干
の
問
題

黙
を
拾

っ
て
き
た
が
、
列
俣
の
邑
に
食
む
貫
際
の
姿
は
容
易
に
明
か

に
し
が
た
い
。
布
目
氏
は
前
漢
の
列
侯
が
燃
に
食
ん
だ
と
い
う
こ
と

の
貫
態
を
追
求
し
て
、
前
漢
の
鯨
の
大
き
さ
と
列
侯
の
封
戸
の
大
き

①
 

さ
と
の
比
較
に
及
ん
だ
。
そ
の
結
果
、

漢
書
地
理
志
に
よ
っ
て
天
下

-44ー

の
郡
の
鯨
の
卒
均
戸
数
を
算
出
し
て

「
七
四
七
五
戸
」

と
い
う
数
を

え
ら
れ

ま
た
首
時
、
高
戸
を
境
と
し
て
牒
の
長
官
が
令

・
長
に
分

た
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
も
着
目
し
て

「一

般
の
燃
の
戸
数
に
つ

い
て
い
え
ば
数
千
戸
、
或
い
は
七
、

八
千
戸
程
度
」

と
い
う
推
定
を

下
し

一
方
、
鯨
に
食
む
と
い
う
列
侯
が
卒
均
二
千
戸
程
度
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
列
侯
が
鯨
の
全
戸
を
食
む
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
こ
と
を
主
張
さ
れ
た
。
そ
し
て
ま
た
か
の
粛
何
が
同
じ
郎
の
地
に

そ
の
設
を
補
強
し

お
い

て
盆
封
を
受
け
て

い
る
事
質
を
も
引
い
て
、

て
お
ら
れ
る
。

こ
の
犀
利
な
議
論
の
進
め
方
は、

ま
こ
と
に
参
考
に
慣
す
る
も
の



で
あ
る
が
、
惜
し
む
ら
く
は
現
に
閲
し
て
は

一
蘇
の
卒
均
値
を
求

め
る
べ
き
手
が
か
り
も
殆
ん
ど
な
い
。

た
だ
貌
吾
容
一
九

任
城
威

王
彰
俸
を
見
る
と
、
彰
は
太
和
六
年
(
一
二
二
二
)
に
五
鯨
二
千
五
百

戸
を
食
ん
で
お
り
、
巻
二

O

中
山
恭
王
充
停
を
見
る
と
、
売
は
青

龍
元
年
(
二
三
三
〉
に
、
間
空
了
戸
七
百
五
十
を
削
ら
れ
、
同
単
位
楚

彪
は
太
和
元
芹
(
二
二
七
)
に
、
蘇
三
・
戸

東
卒
霊
王
徽
停
に
よ
る
と
、
徽
は
青
龍

幾
陵
王

主
彪
停
を
見
る
と

千
五
百
を
削
ら
れ
、
同
容

二
年
(
二
三
四
〉
に
、
牒
一
・
戸
五
百
を
削
ら
れ
、

同
巻

茂
停
に
よ
る
と
、
茂
も
正
始
三
年
(
二
四
二
〉
に
、
牒
一
・
戸
五
百

を
制
ら
れ
て
い
る
。

ζ

れ
ら
に
よ
司
て
考
え
る
と
、
説
の
時
代
に
は

一
豚
の
戸
数
が
五
百
程
度
で
あ
る
こ
と
は
珍
し
く
な
く
、
甚
し
い
と

き
は
四
百
戸
に
も
充
た
ぬ
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
畜
書
庚
峻

俸
に
蘇
林
が
度
峻
に
語
っ
た
言
葉
と
し
て
、
説
の
費
王
芳
の
嘗
時
、

頴
川
の
都
陵
牒
の
戸
が
わ
づ
か
数
百
で
あ

っ
た
と
見
え
て
い
る
。

っ
て
五
六
高
戸
と
い
わ
れ
た
都
陵
の
こ
の
激
減
ぶ
り
は
一
見
、
極
端

な
例
の
よ
う
で
あ
る
が
、
前
掲
宗
室
諸
王
の
俸
に
よ
る
豚
の
戸
数
の

推
定
が
決
し
て
あ
り
え
ぬ
数
字
で
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ

う
。
そ
の
意
味
で
は
首
時
、
牒
侯
・
郷
侯
・
亭
侯
が
戸
数
の
上
か
ら
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接
近
し
た
と
と
は
否
め
な
い
。
も
と
よ
り
一
鯨
の
戸
数
は
地
域
に
よ

っ
て
相
違
も
あ
ろ
う
し

ま
た
貌
末
に
な
っ
て
戸
口
の
数
字
の
急
増

を
見
た
と
こ
ろ
に
は
よ
り
大
き
な
豚
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
か
り
に

太
租
の
と
き
、
張
繍
が
宣
威
侯
と
な
っ
て
二
千
戸
と
な
り
、
文
帝
の

と
き
作
棄
が
開
陽
侯
と
な
っ
て
千
二
百
戸
、
明
帝
の
と
き
董
昭
が
柴

卒
侯
と
な
っ
て
千
戸
、
買
王
芳
の
と
き
郭
准
が
陽
曲
侯
と
な
っ
て

千
七
百
八
十
戸
、
高
貴
郷
公
の
と
き
諸
葛
誕
が
高
卒
侯
と
な
っ
て

千
五
百
戸
と
そ
れ
ぞ
れ
食
邑
を
輿
え
ら
れ
た
の
が

一
瞬
階
、
将
の
全

韓
な
い
し
一
部
を
食
ん
だ
も
の
と
見
る
な
ら
ば
、
貌
に
お
い
て
も
三

千
戸
以
上
の
戸
を
有
す
る
よ
う
な
鯨
が
全
く
な
か
っ
た
と
は
い
え
ま

-45ー

ぃ
。
同
様
に
し
て
郷
・
亭
に
つ
い
て
も
、
そ
の
戸
数
に
あ
る
程
度
の

幅
の
あ

っ
た
こ
と
は
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も

一
般
的
に
豚
・
郷
・
亭
の
戸
数
が
減
じ
て
い
る

カ〉

こ
の
時
代
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
前
掲
表
に
列
翠
し
た
列
侯
の
中
に

は
、
む
し
ろ
前
漢
な
ど
と
は
反
封
に
、

一
つ
の
勝
、

ま
た
は
郷
・
亭

の
み
の
戸
を
以
て
し
て
は
額
面
通
り
の
戸
邑
数
を
充
た
し
え
な
い
場

合
も
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ま
い
か
。
そ
し
て
そ
の
場
合
に
は
侯
・

郷
侯
・
亭
侯
が
そ
れ
ぞ
れ
数
豚
・
数
郷
・
数
亭
を
弁
有
す
る
と
か

鯨
侯
が
蘇
の
外
に
郷
亭
に
も
戸
を
弁
有
す
る
と
い

っ
た
形
が
あ
り
え

@
 

た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
か
の
後
漢
の
武
将
の
呉
漢
は
慶



398 

卒

・
斤
津

・
曲
周

・
慶
年
の
四
牒
を
食
み
な
が
ら

そ
の
稽
競
は

「
旋
卒
侯
」
で
あ
っ
た
。
前日
現
に
お
い

て
も
列
侯
の
呼
稽
の
上
に
同

-
様
の
こ
と
が
あ
っ

た
と
考
え
て
も
差
支
え
な
い
よ
う
に
思
う
。
ま
た

曹
貌
時
代
の
進
爵
事
例
の
中
に
「
増
邑
何
戸
、
弁
前
何
戸
」
と
い
う

①
 

書
き
方
を
し
て
い
る
例
が
少
く
な
い

(
侯
と
な

っ
た
も
の
の
事
例
は

八
、
郷
侯
と
な

っ
た
も
の
三
、
亭
侯
徒
封
一
)
。

こ
の
ば
あ
い
の
弁

前
の
語
は
、
軍
に
「
新
爵
の
戸
数
の
中
に
奮
爵
の
戸
数
が
合
計
さ
れ

て
い
る
」
と
い
う
軍
純
な
意
味
に
と
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
ま
た

一
つ
の
考
え
方
と
し
て
は
、
首
時
、
鯨

・
郷

・
亭
の
相
互
に
戸
数
の

聞
き
が
少
か
っ
た
こ
と
か
ら

一
席

・
一
郷

上
級
爵
に
進
ん
で
も

で
は
十
分
に
増
邑
の
目
的
を
遣
し
え
ぬ
放
に
、
替
爵
首
時
の
戸
数
も

弁
せ
食
ま
し
め
た
こ
と
を
示
す
と
は
見
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

解
を
記
し
て
後
考
に
そ
な
え
る
こ
と
と
す
る
。

列
侯

・
閥
内
侯
の
牧
租
率
に
つ
い
て
は
残
念
な
が
ら
そ
れ
を
推
す

手
が
か
り
が
存
し
な
い
。
そ
と
で
衣
に
は
か
れ
ら
が
そ
の
封
地
と
の

聞
に
ど
の
程
度
の
現
質
的
な
つ
な
が
り
を
も

っ
て
い
た
か
を
考
え
た

い
。
列
侯
の
中
の
あ
る
も
の
が
、
そ
の
封
地
に
第
宅
を
も
っ
て
い
た

で
あ
ろ
う
と
と
は
湾
王
芳
の
正
始
九
年
(
二
四
八
)
一二
月
甲
午
に
、
司

『
融
蝿
士
山
J

、

徒
衡
繋
が
位
を
僻
し
、
侯
を
以
て
第
に
就
い
た
こ
と

(谷
四
)

嘉
卒

元
年
(
二
四
九
〉
正
月
に
、
大
将
軍
曹
爽
ら
が
、
太
侍
司
馬
宣
王
の

た
め
に
職
を
克
ぜ
ら
れ
、
侯
を
以
て
第
に
就
い
た
こ
と

(岡山積
)
な
ど

か
ら
知
ら
れ
る
が
、
す
べ
て
の
列
侯
が
第
宅
を
有
し
た
か
ど
う
か
は

疑
わ
し
い
。
初
翠
記
省
二
四

宅

の
僚
に

言
レ
有
ニ
甲
乙
之
次
第
-也、

門
一
面
ニ大
道
-
者
矯
レ
第
、
雄
-一爵
列
侯
「
食
巴
不
レ
瀬
一一高
戸
一

「
御
覧
谷

一
八
一
は

不
ト
得
レ
作
一一第
舎
「
在
ニ
里
中
「
皆
不
レ
稽
レ
第

一
乙
の
「
第
」
を
「
宅
」

に
作
る
が
初
Ed
J

記
が
す
ぐ
れ
る
」

宅
亦
日
レ
第
、

一
目
、
出
不
レ
由
ニ
里

と
あ
る
。
こ
れ
は
親
王
奏
事
の
記
事
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
従
え
ば
、

そ
の
封
地
に
「
第
」
と
稿
し
う
る
ほ
ど
の
も
の
を
築
き
、
大
道
よ
り
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出
入
し
て
威
儀
を
示
し
う
る
よ
う
な
列
侯
は
殆
ん
ど
あ
り
え
な
い
と

と
に
な
る
。
説
℃
は
列
侯
の
す
べ
て
に
封
し
て
就
園
の
義
務
を
-
課
し

た
ら
し

い
痕
跡
が
な
い
。
銭
大
析
は
‘
後
漢
に
都
郷
侯

・
郷
侯

・
都

亭
侯

・
亭
侯
が
で
き
た
が
、
こ
こ
に
お
い

て
「
侯
に
し
て
園
を
痛
さ

ざ
る
者
」
が
で
き
た
と
い
っ

て
い
る
。
と
の
考
え
は
、

乙
こ
に
適
用

で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
事
質
、
特
例
を
除
い

て
は
列
侯
の
封
邑
は

極
め
て
小
さ
く

ま
た

諸
所
弁
有
の
形
も
多
か

っ
た
と
考
え
る
か

ら

一
々
そ
の
封
地
に
家
を
構
え
る
よ
う
な
ζ

と
は
あ
り
え
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
右
の
初
撃
記
の
記
事
に
よ
れ
ば
列
侯
の



小
さ
な
も
の
が
、

里
中
に
お
い
て

一
般
の
民
家
と
相
並
ん
で
そ
の
家

を
有
し
て
い
た
と
と
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
多
く
は
、
列

侯
が
官
を
退
い
た
の
ち
に
そ
の
老
後
を
養
う
場
所
程
度
の
意
味
し
か

も
た
ず
、
そ
れ
が
封
侯
と
し
て
の
樺
威
の
象
徴
で
あ

っ
た
と
は
殆
ん

ど
考
え
る
乙
と
が
で
き
な
い
。

そ
と
で

と
の
乙
と
と
弁
せ
て
問
題
と
な
る
の
が
列
侯
の
下
に
お

け
る
官
制
の
問
題
で
あ
る
。
漢
代
の
侯
園
に
は
、
次
の
よ
う
な
官
が

あ
っ
た
。

洗行庶大夫門
家相

橋名
馬人子 丞

三百石 票長令率 相嘗官

侯列 る封身分。邑

』こ にト立
前

侍
常在央中

し 漢

事家
に

家つ の

を
事を がな 銅l

理
め 理る
る め。
。

省省同省の漢後同
く く上くみ上 後

。で
漢

職掌は千戸は の

同以 術l
上上

線
じ
て
後
漢
で
は
、
侯
闘
の
官
僚
が
消
滅
し
つ

つ
あ
る
が
、
布
目

氏
は
ま
た
、
前
漢
で
も
郷
侯
程
度
の
大
き
さ
の
列
侯
で
は
相
が
派
遣

さ
れ
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
銭
大
昭
の
「
後
漢
郡
園
令
長
孜
」
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の
読
を
援
用
し
つ
つ
、
推
定
し
て
お
ら
れ
る
。

曹
現
に
お
い
て
は
、
史
籍
封
侯
の
官
制
の
見
え
る
の
は
宗
室
の
王

王
の
と
と
は
、
嘗
面
の
課
題

で
は
な
い
が
、
参
考
ま
で
に
そ
れ
も

一
括
し
て
考
察
の
封
象
に
含
め

-
侯
の
場
合
に
全
く
限
ら
れ
て
い
る
。

て
み
よ
う
。

帳下 長
文撃 文翠 庶子

家相相 相
官職

吏 史 丞

王 王
侯侯侯 侯侯侯 王

王
侯

侯 侯 BIJ 
同事所陳容 高倉母宅喜同

停邪願岩一二 田谷高倉 虚侍統貌志容 出右 貌引思一 堂隆二丘二右 7停象二七堂俸隆二五 二王九 五徐八
典武植侍停

故停

右同
苦言匹 F事事:途理量太草嘉 産侯 雪量陰喜践E 

墨茸快 = 劉禎喜植 量宜 雇相露rγ令 爵父 ニ事レ T エ

一司吉)一、 員 室城号皐 車=記
言院 銭 侯塑 彰佐ー の黄a門侍~ I I 
一重要 i円重喜望二 一、 坦 | 
行長。 。 度属官代郡 震縛
意ヌRレ之 O友由F長。一、。 ・・; 桔佃向。如ー 一、 - 梁 ー

下:豊富 豊富吉 i同帯主守事事I
吏 。レー

知 相 寸事。 聾受侯 相レ。 一事語耳

ニ 一 家 。 |
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こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
宗
室
の
ば
あ
い

の
侯
の
家
で
は
、
後



400 

漢
に
消
滅
し
た
官
を
除
き
、
漢
代
に
存
し
た
官
の
す
べ
て
を
備
え
て

も
存
し
た
ζ

と
が
わ
か
る
。

お
り
、
さ
ら
に
文
事

・
長
史
の
如
く
、
漢
代
に
そ
の
名
を
見
ぬ
も
の

異
姓
諸
侯
の
ば
あ
い
に
同
様
の
官
が
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
全
く
例

誼
を
紋
く
が
、
宗
室
と
い
い
異
姓
と
い
い
、
同
じ
列
侯
の
格
に
あ
る

る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

限
り
列
侯
に
し
て
園
を
有
す
る
も
の
は
同
様
の
官
が
あ
っ
た
と
考
え

そ
れ
は
列
侯
が
現
に
そ
の
封
邑

し
か
し
、

に
家
屋
を
有
し
て
、
現
地
に
お
け
る
牧
租
そ
の
他
の
た
め
に
ど
う
し

と
い
う
名
は
あ

っ
て
も

て
も
あ
る
程
度
の
人
員
を
必
要
と
す
る
場
合
の
こ
と
で
あ
る
。
列
侯

そ
の
封
地
に
家
を
も
っ

そ
の
戸
邑
少
く

こ
と
が
あ

っ
た
か
ど
う
か
も
疑
わ
し
い
よ
う
な
郷
侯
・
亭
侯
な
ど
に

IT、お
い
て
は
官
僚
を
有
し
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い

② ①  

布
自
民
「
前
漢
侯
園
考
」
東
洋
史
研
究
一
三
ノ
五
。

布
自
民
は
漢
書
谷
五
九
に
、
張
延
曜時
が
陳
留
に
園
を
も
ち
な
が
ら
、
別

邑
が
貌
郡
に
あ
っ
た
ζ

と
を
指
摘
し
、
盆
封
の
場
合
に
、
そ
の
懸
の
戸

数
が
足
り
な
く
な
り
、
別
邑
が
費
生
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
推

定
を
下
し
て
お
ら
れ
る
(
前
掲
論
文
註
⑬
)。

私
の
考
え
る
、
乙
乙
に

ヒ
ン

ト
を
え
て
い
る
。

進
爵
抽
唱
邑
に
嘗
り
「
弁
前
何
戸
」
と
あ
る
例
は
左
の
遜
り
で
あ
る
。

③ 

21 18 9 15 22 17 13 13 13 9 9 5 
宅事
数

侍 呂
認買

張 陳 張 王 華 鍾 曹 曹 皇 文 安リ
蝦 度 軌 群 遼 朗 欽 毒事 洪 仁后徳 停

{専郭

停蝦
呂

初買
張 陳 張 王 華 鍾 曹 曹 郭 人

良 軌 群 遼 朗 欽 喜重 洪 仁 表 物

武 盆 都 都 頴 都 事色 安 卒 明 安 郷
郷 害事 亭 郷 郷 郷 卒 事長 陽 亭 卒 侯 前
亭 亭 侯 侯 侯 侯 郷 郷 郷 侯 亭 爵
侯 侯 侯 侯 侯 侯

前 以戸従百進百従百進百封百進三進百進 一 進百進支帝
千 功(寓戸爵 封戸封戸奮(封百封戸封百封戸爾帝進
二 進明年(貌 西(頴(陽明関戸情(定戸野(陳代表
百封帝亭太 害事 郷明陰文侯帝陵(文 卒明陵(玉。侯)爵 進戸陽代侯租郷 侯帝侯帝、代侯 侯帝侯ゲ侯)

郷)、代侯 、代、代増)、帝、代、) 持書 増
爵聖耳侯 増 ) )増)邑 増代増)増 盆 邑 邑

王 邑 担自 邑 ) 邑 邑 邑 記
代増 邑一)邑 百 事

占ノ、
、

百 百 弁 、 、
弁 弁

百
弁前

、
弁 前 弁

、
弁 弁 前 前

戸 弁 弁 前 一 前 弁 前 前 千
ーノ』、 前 前 千 千 千 前 千 千 戸一

弁 百 i¥ 四 」ノ、ー 一 千 入 千 五一
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四

曹
貌
爵
に
お
け
る
特
徴
的
事
貫

封
爵
を
論
ず
る
と
き
に
首
然
浮
び
上

っ
て
く
る
の
は
相
績
の
問
題

で
あ
ろ
う
。
前
漢
の
封
建
に
お
い
て
は
、
議
め
正
規
の
手
績
を
経
て

国
家
に
よ
司
て
嗣
た
る
こ
と
を
承
認
さ
れ
た
賀
子
の
み
が
、
封
爵
の

纏
承
を
認
め
ら
れ
、
子
無
け
れ
ば
園
除
か
れ
る
と
い
う
極
め
て
巌
し

い
規
定
が
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
封
侯
の
相
績
は
強
力
な
国
家
の

つ
と
に
牧
野
博
士
の

統
制
の
下
に
お
か
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は

雄
篇
に
よ
っ
て
徐
す
と
こ
ろ
な
く
説
き
つ
く
さ
れ
て
い
る
。
後
漢
に

闘
し
て
は
専
論
を
見
な
い
が
、
銭
大
昭
の
後
漢
書
補
表
に
よ
っ
て
調

べ
て
も
、
無
子
園
除
の
例
が
功
臣
・
外
戚
の
侯
者
に
つ
い

て
二
十
一

も
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
園
除
の
鹿
置
に
遭
っ
た
人
で
も
馬
晴
彦
の

子
の
程
郷
侯
馬
遜
が
無
子
園
除
と
な

っ
た
の
ち
、
馬
彦
の
孫
が
紹
封

さ
れ
て
お
り
、
穫
嘉
侯
鳴
代
が
無
子
園
除
と
な
っ
た
の
ち
弟
の
承
が

紹
封
さ
れ
て

い
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
甥
と
か
弟
と
か
が
あ
っ
た
こ

と
は
確
か
な
の
で
あ
っ
て

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
園
除
と
な
っ
て
い

401 

「
子
の
纏
承
」

が
必
至
と
さ
れ
て
い
た
詮
接
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
後
漢
時
代
に
、
子
以
外
の
纏
承
の
行
わ
れ
た
例
置
が
認

ま
た
特
別
の
例
を
除
い
て
養
子
繕
承
の
事
貫
も
存
し
な

る
の
は

め
ら
れ
ず
、

か
っ
た
こ
と
と
相
倹
う
て
、
前
漢
時
代
の
制
度
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
L
行

わ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

現
に
お
い
て
列
侯
の
封
爵
一が
世
襲
さ
れ
た
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な

「
貌
志
品
世
J

い
が
、
閥
内
侯
も
同
様
で
あ
っ

た
こ
と
は
邪
額
一

一一
一
)
・
司
馬
芝

主恒一
J

「
谷
一
〆
「
省
二
戸
「
袋
二
〆

(
ニ
)
・
鹿
清
(
入
)
・
桓
嘉
{
二
)
・
楊
阜

Z
)
の
例
に
明
か
で

あ
る
。
た
だ
貌
志
倉
一
一
所
引
王
際
膏
書
に
よ
る
と
、
太
租
の
と
き

閥
内
侯
を
賜
っ
た
郭
憲
が
、
黄
初
元
年
(
二
一
一

O
〉
に
卒
し
た
の
ち

正
始
(
口
一
品
。
)
の
初
め
に

い
た
っ
て
、
国
家
が
憲
の
功
を
追
思
し
て
、

ま
た
そ
の
子
に
爵
関
内
侯
を
賜
う
た
と
い
う
と
と
が
見
え
て
い
る
。

こ
の
ば
あ
い
郭
憲
の
死
後
、
憲
の
爵
闘
内
侯
が
そ
の
嗣
子
に
よ
っ
て

-49一

緩
承
さ
れ

正
始
に
お
け
る
閥
内
侯
の
時
は
嗣
子
以
外
の
子
に
封
す

る
賜
爵
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
問
題
は
な
い
が
、
も
し
郭
憲
の
爵
が

度
杜
紹
え
た
の
だ
と
す
る
と
、
閥
内
侯
の
世
襲
制
に
つ
い
て
疑
問
が

残
る
ζ

と
に
な
る
。

た
と
え
ば
郭
憲
が

し
か
し
、

ζ

の
ば
あ
い
は
、

生
前
、
何
か
の
事
情
で
嗣
子
を
立
て
る
手
績
を
怠
っ
て
い
た
た
め
に

嗣
爵
が
順
雷
に
行
か
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
し

こ
の

一
例
の
み

を
以
て
、
閥
内
侯
世
襲
制
の
貫
在
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
。

封
建
の
相
績
は
、
原
則
的
に
は
長
子
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
そ
れ
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桓
階
停
に

放
に
、
貌
志
品
位

会階
笠従
↓封

安以
悶幾

字。蟹
不。Ef
封。E

ノ、

病亘
卒 ぺ

叉
賜
階
三
子
爵
閥
内
侯
、

叉
迫
贈
闘
内
侯

と
あ
る
よ
う
に
、

父
の
生
前
、

一
族
の
並
封
や
分
封
が
行
わ
れ
る
こ

と
が
あ
っ
て
も
、
嗣
子
は
父
の
爵
の
相
績
議
定
者
と
し
て
分
封
さ
れ

①
 

な
い

の
が
常
で
あ

っ
た
。

さ
て
長
子
に
故
障
が
あ
る
と
き
、
衣
子
が
相
承
け
た
こ
と
は
、
貌

志
倉
一

O

萄
依
停
に
「
長
子
絹
、
有
依
風
、
早
理
、
衣
子
適
嗣
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
か
で
あ
る
が
、
子
無
き
と
き
は
園
除
と
な
る

原
則
は
ζ

の
時
代
に
も
一
躍
存
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、
右
の
萄
依
停

に

「
次
子
遁
嗣
、

無
子
紹
」
と
あ
る
の
を
初
め
と
し
て
、
容
一
六

任
峻
俸
に

(
峻
)
建
安
九
年
亮
、
子
先
嗣
、
先
亮
、
無
子
園
除

と
あ
り
、
倉

一
五

温
恢
俸
に

賜
恢
子
生
脅
閥
内
侯
、

生
早
卒
、
爵
組

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
こ

の
場
合
、
任
先
の
如
き
は

ち
に
父
峻
の
中
子
(
任
先
に
と
っ
て
は
弟
)
が
お
司
て

の
ち
文
帝

の
功
臣
追
録
の
趣
旨
に
よ

っ
て
関
内
侯
と
さ
れ
て

い
る
か
ら

そ
の

家
の
紹
え
た
の
は
、
封
建
相
績
者
が
子
で
あ
る
と
と
を
必
至
と
す
る

と
い
う
鍛
則
に
従
っ
た
の
に
違
い
な
い
。

枯

と
こ
ろ
が
貌
の
封
建
相
績
が
す
べ
て
の
ば
あ
い
に
こ
の
原
則
に
よ

司
て
貫
か
れ
て
い
た
か
と

い
う
と
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ

文
献
に
は
、

こ
の
原
則
と
矛
盾
す
る
事
賓
が
多
く
記
録
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

第
一
は
、
子
以
外
の
も
の
の
緩
承
と
い
う
事
貫
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
太
租
の
と
き
閥
内
侯
楊
阜
が
卒
し
た
と
き
、
孫
の
豹
が
嗣
い
だ

の
を
初
め
と
し
て
、
黄
初
二
年
つ
二
二
〉
、

閥
内
侯
丁
虞
が
卒
し

「
貌
志
省
J

て
子
無
き
と
き
、
弟
の
子
の
阜
が
こ
れ
を
嗣
ぎ
{
一
一
一
)
、
黄
初
四
年

弟
の
憶
が
封
を
襲
い

- 50一

都
亭
侯
蘇
恰
が
亮
じ
た
と
き

の

よ
り
以
後
、

(
雄
一
)
、
ま
た
明
帝
の
と
き
封
ぜ
ら
れ
た
昌
武
亭
侯
司
馬
遣
が
亮
じ

た
と
き
、
そ
の
従
弟
の
子
の
洪
が
嗣
ぎ
(
一
一
一
)
甘
露
二
年
(
二
五

七
〉
、
容
城
侯
虚
航
が
亮
じ
た
と
き
、

孫

の
務
が
嗣
ぎ
(均一一)、

景

元
四
年
(
二
六
三
)
、
安
園
侯
高
柔
が
亮
じ
た
と
き
、
孫
の
揮
が
嗣
ぎ

(
間
一
一
)
、
嘉
卒
二
年
(
二
五

O
)、
大
利
亭
侯
孫
植
が
亮
じ
た
と
き
、

孫
の
元
が
嗣
ぎ
(
間
一
一
)
、
封
建
相
績
者
の
範
圏
は
、
前
代
に
比
し
て

鏡
大
し
て
い
る
。
な
お
右
の
翠
例
の
う
ち
、
容
域
侯
慮
統
の
ば
あ

い

高
貴
郷
公
即
位
、
(
航
)
進
封
大
梁
郷
侯
、
封
一
子
高
亭
侯
、

・

-
:
進
爵
封
容
城
侯
、
邑
二
千
三
百
戸
:
・
甘
露
二
年
亮
・
:
孫
藩
嗣



と
な
っ
て
い
て
、
統
に
高
亭
侯
と
な
っ
た
一
子
が
あ
っ
た
と
と
が
わ

か
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
が
航
を
相
績
し
な
か
っ
た
の
は
、

或
い
は
封
侯
に
二
子
以
上
が
あ
る
と
き
、
衣
男
以
下
が
別
に
封
建
さ

れ
た
と
き
に
は

た
と
え

そ
の
の
ち
父
の
後
と
琢
定
さ
れ
る
長
子

が
死
亡
し
て
も
‘
も
は
や
父
の
封
爵
を
嗣
ぐ
こ
と
な
く
、
相
績
順
位

が
長
子
の
子
の
方
に
及
、
ふ
こ
と
を
一
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も

一
度
、
列
侯
と
な
っ
て
家
の
外
に
出
た
弟
で
も
、
も
し
長
子
に
子
が

そ
の
長
子
に
事
故
の
起
る
と
き
は
、
相
績
の
順
位
が
廻
っ
て

〈
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
も
知
れ
ぬ
。
説
志
省

一
八
文
聴
停
に

そ
の
後
、
轄
に
先
立
っ
て

な
く
、

新
野
侯
文
聴
の
子
岱
が
、
分
封
を
受
け
、

死
ん
だ
の
で
、
轄
の
養
子
休
が
、
聴
の
爵
を
受
け
た
話
が
あ
る
。
と

の
場
合
、
貌
志
に

「
鴨
亮
:
・
岱
叉
先
亡
、
璃
養
子
休
嗣
」

と
あ
っ
て
、

わ
ざ
わ
ざ
岱
の
先
亡
の
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
彼
が
、健
在

で
あ
っ
た
な
ら
、
長
兄
に
子
が
い
な
い
場
合
、
首
然
彼
が
再
び
父
の

家
に
還

っ
て
、
父
の
爵
を
襲
う
べ
き
で
あ
っ
た
と
と
を
暗
示
し
て
い

る
次
に
、
著
し
い
の
は
、
前
漢
で
は
全
く
あ
り
え
な
か

っ
た
養
子
相
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績
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

貌
志
容
五

ま
づ
そ
の
貰
例
を
示
す
の
に
、

文
昭
甑
皇
后
俸
に
、
明
帝
が
、
生
母
既
皇
后
の
亡
従
孫

甑
責
を
迫
封
し
て
責
列
侯
と
す
る
一
方
、
夫
人
郭
氏
の
従
弟
郭
恵
を

し
て
甑
黄
の
後
と
し
、
買
氏
の
姓
を
承
け
し
め
た
こ
と
が
見
え
る
。

夏
侯
惇
侍
所
引
説
書
に
よ
れ
ば
、

ま
た
容
九

韓
浩
は
中
護
軍
と

な
り
、
列
侯
に
封
ぜ
ら
れ
て
襲
じ
た
が
、
太
租
は
甚
だ
こ
れ
を
哀
惜

し
、
浩
に
子
が
無
い
の
で
、
養
子
の
築
を
以
て
と
れ
を
嗣
が
し
め
た

と
い
う
。
さ
ら
に
さ
き
に
家
げ
た
通
り
倉
一
入

文
璃
停
に
よ
れ
ば

新
野
俣
文
聴
は
、
賀
子
の
岱
を
自
分
よ
り
先
に
失
い
、
養
子
の
休
を

し
て
そ
の
あ
と
を
嗣
が
し
め
て
い
る
。

列
侯
に
嗣
が
な

そ
し
て

く

一
族
中
の
他
の
家
か
ら
子
が
出
で
て
繕
ぐ
と
き
は
、
大
韓
兄
弟

噌

i
phυ 

長
幼
の
序
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
順
位
は
組
封
的
な
も
の

杜
恕
停
注
所
引
萄
縛
売
州

で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
貌
志
品
位
二
ハ

記
に
、
院
拘
の
長
兄
の
院
坦
が
出
で
て
伯
父
の
爵
を
つ
ぎ

の
ち
亡

く
な
っ
た
の
で
、

本
来
な
ら
ば
衣
兄
が
つ
ぐ
べ
き
で
あ
っ
た
と
こ

ろ、

小
子
の
彼
が
父
の
愛
を
受
け
て
い
た
の
で

父
の
名
ざ
し
で
纏

承
す
る
乙
と
に
な

っ
た
と
い
う
話
が
あ
る
。

貌
に
お
け
る
養
子
制
度
の
一
般
的
盛
行
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
越

②
 

智
重
明
氏
が

「
貌
膏
に
お
け
る
『
異
子
の
科
』
に
つ
い
て
」
と
題
す

-る
論
文
の
中
で
、
二
つ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

一
つ
は
後

漢
の
陽
嘉
四
年
に
官
官
に
謝
し
て
養
子
承
封
を
認
め
た
こ
と
、

そ
し
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て
誕
の
曹
操
自
ら
が
官
官
の
系
統
の
出
身
で
あ
る

と
い
う
こ
と
か

ら
、
前
日操
自
ら
が

そ
の
制
度
の
正
首
性
を
普
遍
的
な
も
の
と
す
る

必
要
が
あ
っ
た
こ
と
、
第
二
は
富
時
の
枇
曾

・
政
治
上
の
権
力
形
成

の

一
つ
の
方
式
と
し
て
恒
子
と
い
う
父
子
閥
係
の
擬
制
の
形
を
と
る

風
習
が
あ
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
氏
の
考
え
は
極
め
て
妥
首
と
思
う
の

で
、
養
子
制
の
来
源
に
つ
い

て
は
こ
れ
以
上
ふ
れ
な
い
。

以
上
、
封
建
相
績
の
範
囲
が
事
貫
と
し
て
顕
大
し
て

い
る
に
も
拘

ら
ず
、

一
方
で
は
少
い
な
が
ら
も
無
子
園
除
の
制
の
存
す
る
ζ

の
矛

盾
を
ど
の
よ
う
に
解
し
た
ら
よ

い
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
か
に
少
く
と

私
は
法
制
の
面
の
原
則
と
し
て

は
、
雨
漢
時
代
の
よ
う
に
「
無
子
(引
寅
)
園
除
」

の
制
度
は
存
し
て

お
司
た
こ
と
を

認
む
べ
き
だ
と
思
う
。
そ
し
て
子
以
外
の
も
の
の

も

そ
の
例
謹
の
存
す
る
限
り
、

縫
承
ほ
明
文
は
存
し
な
い

が
、
一
慮
、
国
家
の
特
別
の
承
認
と

い
う

形
が
と
ら
れ・
た
と
考
え
る
の
が
穏
首
で
は

な
い
か
と
思
う
。
そ
し

て

「
無
子
園
除
」

に
な
る
か

康
範
園
の
相
績
が
承
認
さ
れ
る
か

そ
の
時
の
、
国
家
と
家
と
の
相
封
的
な
力
関
係
に
よ

っ
て
決
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る。

首
時
の
封
爵
が
政
治

は
、
そ
の
時
、

的
意
味
を
失

っ
て
、
単
な
る
家
産
と
化
し
て
し
ま

?
た
と
言
い
切

っ

た
だ
、
国
家
と
封
侯
と
の
力
関
係

て
し
ま
う
の
は
危
険
で
あ
ろ
う
。

に
お
い
て
、
園
家
の
支
配
力
が
後
退
し
つ
つ
あ

っ
た
こ
と
だ
け
は
確

か
で
あ
る
と
思
う。

無
子
園
除
(
爵
紹
・
無
子
紹
)
の
例
は
、
明
文
の
存
す
る
も
の
は

萄
依

・
任
峻

・
祖
恢
の
三
例
で
、
そ
れ
ら
は
太
租

・
文
帝
時
代
よ
り

の
ち
に
は
下
ら
な
い
〆

貌
末
の
景
元
元
年
(
二
六

O
)
に
頴
陰
侯
の

爵
を
お
そ

っ
た
陳
情
に
嗣
が
無
か
っ

た
こ
と
が
あ
る
が
、
列
停
に
は

「
園
除
」
と
は
明
記
さ
れ

「
陶
亮
無
嗣
、
弟
温
紹
封
」
と
あ
っ
て
、

て
い
な
い
(
均
一
一
)
。

こ
れ
は
嘗
時
、
犯
罪
な
ど
の
理
由
で
園
紹
と
な

③
 

っ
た
家
で
も
、
極
め
て
早
く
紹
封
が
行
わ
れ
て
い
る
例
の
あ
る
こ
と

-52ー

に
照
し
て
、
も
は
や
園
紹

・
園
除
の
表
現
を
用
い
る
徐
地
の
な
い
く

ら
い
早
く
園
が
再
興
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か

(そ
れ
で
も
こ
の
場
合
「
弟
温
嗣
」
と
書
か
れ
ず
に
「
弟
温
紹
封
」

と
な
っ
て
い
る
の
は

お
そ
ら
く
頴
陰
侯
陳
情
の
生
存
中
に
、
子
に

代
る
も
の
の
立
嗣
の
願
出
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
国
家
の
承
認
行
矯

が
移
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
)
。
そ
う
だ
と

す
る
と
、
事
買
上
、

「
無
子
園
除
」
の
制
は
貌
末
に
は
殆
ん
ど
空
文

に
近
い
も
句
に
な

っ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。

衣
に
曹
貌
の
封
建
に
お
け
る
一
つ
の
穎
著
な
事
質
と
し
て
分
封
の

問
題
に
ふ
れ
た
い
。
分
封
と
は

一
度
受
け
た
封
邑
の
一
部
を
割
い
て



一
族
ま
た
は
知
人
に
分
つ
こ
と
で
あ
る
。
漢
書
昌
也
九
九
上

王
葬
停

叔
父
成
都
侯
(
王
)
商
上
書
願
下
分
-
一戸
邑
一
以
封
参
事
介
、
:
・
嘗
世

名
士
戚
矯
レ
葬
言
、
上
由
レ
是
賢
レ
葬
、

永
始
之
年
、

封
レ
葬
矯
-
一

新
都
侯
「
園
-
一
南
陽
新
野
之
都
郷
千
五
百
戸

と
あ
り
、
分
封
と
い
う
考
え
方
は
す
で
に
前
漢
末
に
兆
し
て
い
る
。

し
か
し
、

こ
の
場
合
に
も
、

王
葬
は
分
封
の
形
で
な
し
に
新
た
に
封

建
さ
れ
て
お
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
宋
の
徐
天
麟
も
い
っ
て
い
る
よ

う
に
、
前
漢
に
は
分
封
の
貰
例
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。

と
こ
ろ
が
後
漢
に
入
る
と
、
分
封
に
閲
し
て
衣
の
数
例
を
見
る
よ

「
呉
漢
J

う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
建
武
二
十
入
年
、
奥
成
{
の
孫
、
が
奴
の

呉
漢
の
封
巴
を
分
っ
て
、
英
成
の
子
の

た
め
に
殺
さ
れ
た
と
き

そ
れ
ぞ
れ
濯
陽
侯

・
筑
陽

旦
・
旦
の
弟
の

好
・
成
の
弟
の
園
を
、

侯

・
新
薬
侯
と
し
た
。
ま
た
永
卒
の
初
、
高
密
侯
一
部
再
の
亮
じ
た
の

ち
、
天
子
は
高
密
園
を
分

っ
て
寓
の
子
の
震

・
襲
・
珍
を
そ
れ
ぞ
れ

高
密
侯

・
昌
安
侯

・
夷
安
侯
と
し
た
。

次
に
西
卒
侯
郵
弘
が
亮
じ

て
、
子
の
慶
徳
の
と
き
、
弘
が
帝
師
と
い
う
重
い
身
分
で
あ

っ
た
と

い
う
と
と
か
ら
、
賢
徳
の
弟
の
甫
徳
を
都
郷
侯
と
し
た
。
徐
天
麟
は
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後
漢
時
代
に
は
ζ

の
よ
う
な
分
封
の
例
が

一
な
ら
ず
存
し
た
と
い
っ

て
い
る
が

(
東
漢
曾
要
単
位
一
七
)
、

宋
の
熊
方
の
補
後
漢
書
年
表
・

清
の
銭
大
昭
の
後
漢
書
補
表
等
に
よ
っ
て
調
べ
た
限
り
で
は

乙

の
外
に
分
封
事
例
を
見
出
し
に
く
い
。

或
い
は
徐
天
麟
は
、
後
漢
時
代
に

一
人
の
功
に
封
し
て

そ
の

子
弟
が
幾
人
か
並
び
封
ぜ
ら
れ
た
り

叉
は
紹
家
再
興
の
と
き
に

故
封
侯
の
縁
者
が
二
人
以
上
並
び
封
ぜ
ら
れ
た
り
し
た
こ
と
(
た
と

え
ば
後
漢
書
買
復
俸
に
、
復
の
子
忠
が
剛
東
侯
を
嗣
ぎ
、
罪
あ
っ
て

の
ち
復
の
小
子
の
間
・
宗
が
夫
々
紹
封
さ
れ
て
躍
東
侯

園
除
か
れ
、

-
卸
墨
侯
と
な
っ
た
が
如
き
〉
な
ど
を
も
分
封
の
事
例
と
考
え
た
の
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か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
分
封
と
い
う
こ
と
の
概
念
を
、
最
初
に
規
定

し
た
よ
う
な
意
味
に
限
定
す
る
な
ら
ば
、
後
漢
時
代
に
は
分
封
の
事

例
は

ま
だ
決
し
て
多
く
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
前
掲
の
三
つ
の
例

の
中
、
呉
漢
の
場
合

・
郵
寓
の
場
合
は
共
に
最
初
の
封
戸
取
得
者
の

莞
後
に
属
し
て
い
る
。
と
れ
に
封
し
て
、

嘗
現
時
代
に
入
る
と
、
そ

の
時
代
が
短
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
分
封
の
事
例
は
著
し
く
櫓

し
て
く
る
の
に
気
が
つ
く
。
す
な
わ
ち
現
志
単
位

文
帝
黄
初
二
年

正
月
辛
巳
の
篠
に
は
、
三
公
の
戸
邑
を
分

っ
て
、
子
弟
各
々
一
人
を

封
じ
て
列
侯
と
矯
す
と
い
う
こ
と
が
見
え
る
が
、
現
志
の
列
停
中
分

封
の
具
瞳
例
を
求
め
る
と
衣
の
如
き
も
の
が
あ
る
(
分
封
事
例
に
つ
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(
列
侯
の
施
後
に
お
け
る
分
封
例
)

容 致

三七七七九九五五九 議でと
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小 父弟弟二の領

子 ) 賞新 孫 閥 者
係と

始

列 列 列 閥閥列列列閥 富石高
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侯内開 0O- 最41 E 

明明明文文文文文め太
帯帝帝帝帝帝帝帝よ租
。 o 。 うが

陳 軍張 と惇 意ノ封亡fとJ-
群功=向 遼 しの
の 銭坦の て功を

功を 叫 遺主

迫 Z 思鐙

録録追 し、者ζ 

子 分封
て 孫 の

を 窃b
ラ三長、 機

侯
fこ
ら
し

い
て
は
越
智
氏
が
よ
日
間
と
宋
簡
L

と
題
す
る
論
文
の
中
に
、

こ
れ

を
列
翠
し
て
お
ら
れ
る
の
で
原
文
の
引
用
は
略
し
、
私
な
り
に
整
理

し
た
形
の
も
の
を
表
示
す
る
)
。

右
の
結
果
を
整
理
す
る
と
下
表
の
如
く
な
る
。

さ
て
、
下
の
表
を
通
じ
て
気
づ
い
た
こ
と
を
指
摘
し
よ
う
。

付

分
封
は
、
死
後
よ
り
も
生
前
の
方
が
は
る
か
に
多
い
。

同

分
封
は
多
く
天
子
の
特
別
の
恩
典
と
し
て
行
わ
れ
る
。
ま
た
封

侯
が
分
封
を
希
望
す
る
と
き
に
も
、
天
子
に
謝
し
て
願
出
の
形
を
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計
生前侯封苑後封侯者象封封分

の の

20 13 7 子

4 2 2 孫

2 2 兄

6 4 2 弟

1 1 

3 3 甥

1 1 
刀"士て~ 

人

1 1 
郷
人

と
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
分
封
の
権
限
は
形
式
的
に

は
あ
く
ま
で
、
天
子
に
掌
握
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

日

し
か
し
、
生
前
の
分
封
が
多
い
と
い
う
こ
と
は

そ
れ
だ
け
分

封
に
つ
い
て
の
列
侯
自
身
の
意
圃
や
願
望
が
そ
こ
に
反
映
さ
れ
た
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高薬よ上 斉明明あ共文帝文帝文文兄帝が文文文帝文帝組太組太太租租太
う疏王帝帝わに 帝帝の帝帝

とし れ太 子分の子ーを公してみ租 屡

書分封
警‘分 護分に 翠 Z 
てめ 出が さん る

主健者
特に叔、 た、 れと を

結果早 たし 以 と

れ聴たき樹育父の く た て 封メB-卒 と
しき
た、 の

の宗朗
動

徳 人郷 が
機

乞
報 人を う
い て

- 55-

(
列
侯
の
生
存
中
に
お
け
る
分
封
例
)
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で
あ
ろ
う
ζ
tと
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
現
に
王
朗
・
曹
異

王
基
の
ば
あ
い
は
々
の
例
に
も
れ
な
い
が
、
外
に
た
だ
、
天
子
の

行
震
と
し
て
史
籍
に
書
か
れ
て
い
る
分
封
も
、
そ
の
貫
は
列
侯
の

意
固
に
も
と
づ

い
て
い
る
も
の
が
少
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
限

り
で
は
封
地
・
封
邑
が
家
産
に
近
い
も
の
と
し
て
観
念
さ
れ
る
傾

向
に
あ

っ
た
ζ

と
を
認
め
て
も
大
過
な
い
で
あ
ろ
う

同

た
だ
、
分
封
が
家
産
的
意
味
で
の
租
入
の
単
な
る
分
配
に
す
ぎ

な
い
の
な
ら
ば
、
敢
え
て
分
封
と
い
う
形
式
含
踏
ま
ず
と
も
、
貫

質
的
に
財
産
分
配
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
e

問

題
は
分
封
が
列
侯
自
身
に
と

っ
て
は
封
戸
の
減
少
で
あ
り
租
入
の

削
減
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
何
故
に
そ
れ
が
望
ま
し
い
こ
と
と
し

て
、
ま
た
一
種
の
恩
恵
と
し
て
観
念
せ
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
の

究
明
に
あ
る
と
思
う
。

そ
れ
に
つ
い
て
私
が
思
い
浮
べ
る
の
は
、
後
漢
ご
ろ
か
ら
、
世

上
、
屡
々
一
門
の
中
に
お
け
る
侯
者
や
官
人
の
数
を
誇
示
す
る
風

の
著
し
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
後
漢
書
奨
拠
隠
俸
に
「
吾
が

家
、
誼
び
に
祭
龍
、
一
宗
五
侯
:
・
」
と
い
い
、
郵
再
停
に
「
郵

氏
、
中
興
よ
り
の
ち
、
累
世
龍
貴
、
凡
そ
侯
た
る
者
二
十
九
人
、

公
二
人
、
大
将
軍
以
下
十
三
人
:
・
」
と
い
い
秋
純
停
に
「
凡
そ
宗

族
列
侯
に
封
ぜ
ら
る
る
者
四
人
、
閥
内
侯
は
三
人
、
二
千
石
た
る

者
九
人
、
」
と
い
い

寅
融
停
に
「
一
公
雨
侯
、

三
公
主
四
二
千

石
」
と
い
い
、
梁
翼
停
に
「
翼
一
門
、
前
後
七
封
侯
、
三
皇
后
、

六
貴
人
、
二
大
将
軍
・
:
」
と
い
う
よ
う
に
、

そ
の
類
例
は
極
め
て

多
い
。
こ
れ
に
よ
司
て
見
る
と
、
後
漢
以
後
、
門
閥
主
義
の
撞
頭

一
人
の
者
が
策血
管
富
貴
を
極
め
る
よ
り

期
に
首
つ
て
は
一
族
中

は
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
封
侯
・
官
人
を
そ
の
一
族
中
に
も
つ
ζ

と
が
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

と
こ
ろ
で
官
職
と
い
う
も
の
は

お
の
づ
か
ら
そ
の
数
に
制
限

- 56ー

が
あ
り
、

ま
た
そ
の
ポ
ス
ト
が
あ
っ
て
も
才
能
な
け
れ
ば
そ
れ
に

就
く
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
乙
れ
に
封
し
て
、
あ
る
一
人
の
封
侯

の
所
領
を
分
っ
て
こ
れ
を
そ
の
子
弟
に
分
ち
も
た
せ
る
こ
と
は
、

国
家
と
し
て
別
段
の
財
源
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
し
に
随
時
・
障

意
に
行
い
う
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
封
侯
の
側
で
も
、
子
弟

に
格
別
の
才
な
く
し
て
、
こ
れ
を
官
人
世
界
の
中
に
位
置
づ
け
う

る
ζ

と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
分
封
の
承
認
を
望
む
こ
と
が
多

か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば

分
封
こ
そ

は
、
国
家
が
特
別
の
負
据
な
く
し
て

し
か
も
力
の
あ
る
家
々
の



心
を
国
家
の
側
に
引
き
つ
け
る
有
効
な
手
段
で
あ

っ
た
と
い
え
よ

ぅ
。
私
は
と
の
分
封
許
容
の
制
度
の
中
に
、
六
朝
期
の
封
爵
制
と

門
閥
制
と
の
封
膳
の一

面
を
看
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
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こ
の
こ
と
は
越
智
氏
も
「
畜
爵
と
宋
爵
」
に
お
い
て
指
摘
し
て
お
ら
れ

る。東
方
率
二
十
二
輯
。

剖
摘
に
お
け
る
紹
封
例
は
次
表
の
通
り
で
あ
る
。

乙
れ
に
よ
る
と
、
紹
家
と
紹
封
の
時
期
と
が
共
に
剣
明
し
て
い
る
も
の

に
よ
っ
て
察
す
る
限
り
、
紹
家
と
紹
封
の
聞
の
年
数
は
極
め
て
短
か

ま
た
紹
封
は
絶
家
の
大
半
に
つ
い
て
行
な
わ
れ
、
株
殺
の
行
な
わ
れ

① ①②  

死
亡
し
た

侯
者
の
名

嘗
爽

9 

夏
侯
玄

10 

萄
遁

16 

任
先

16 

社
恕

23 22 

常陳
皆掬

奮
居
間
名

武
安
侯

国
陵
郷
侯

俊
樹
亭
侯

都
亭
侯

豊
樹
県
亭
侯

頴
陰
侯

高
陽
郷
侯

欝

戸

数

一二

0
0
0

一
六

O
O

七

O
O

。。一O
O

紹
家
の
年
次
と

紹
家
の
事
由

二
四
九

訴
死

嘉
卒
六
年
(

五
四
)
中

不
明

不
明

嘉
卒
四
年
(

五
二
)
刑

不
明

不
明

た
家
に
つ
い
て
も
見
ら
れ
た
。
紹
封
時
の
戸
数
や
爵
の
高
き
は
、
原
則

と
し
て
前
よ
り
劣
る
が
、
時
に
は
全
く
同
じ
こ
と
も
あ
っ
た
。

五

む

す

び

本
稿
に
お
い
て
は
曹
貌
爵
制
に
お
い
て
重
要
と
思
わ
れ
る
こ
と
が

-「ノ。 ら
の
若
干
を
拾
っ
て
述
べ
た
が
、
以
下
に
、
そ
の
論
旨
を
要
約
し
ょ

(イ)

曹
現
爵
の
系
列
。

上
級
爵
は
「
公
・
侯
・
伯
・
子
・
男
・
侯

(
牒
侯
)
・
郷
侯
・
亭
侯
・
関
内
侯
」
で
あ
る
。
公
・
侯
・
伯
・
子

・
男
は
原
則
と
し
て
宗
室
の
爵
で
あ
る
が
、
伯
・
子
・
男
は
宗
室

紹
封
の
時
期

嘉
卒
(
二
四
九

|
五
四
)
中

正
元
(
二
五
四

|
五
)
中

黄
初
(
一
二
一

O

|
六
)
中

文
帝
代

甘
露
二

年

(

五
七
)

不
明

不
明

紹
封
者

爽
の
父
呉

の
族
孫

玄
の
父
の

従
孫

適
の
父

依
の
孫

先
の
父
峻

の
中
子

子弟弟

紹
封
霞

新
昌
亭
侯

国
陵
亭
侯

陵
樹
亭
侯

関
内
侯

堕
幾
亭
侯

紹
封
戸
数

。。一O
O

。。一O
O

ワ
-Fhu 

紹

封

事

由

功
臣
の
世
を
つ
ぐ
た
め

功
臣
遁
鍛

河
東
幾
詳
、

上
書
し
て

恕
の
父
畿
の
功
を
い
う
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列
侯
者
の
庶
子
に
謝
す
る
賜
爵
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

侯
か
ら
亭
侯
ま
で
は
一
括
し
て
列
侯
と
い
わ
れ
る
。
郷
侯

・
亭

侯
に
関
連
し
て
都
郷
侯

・
都
亭
侯
が
あ
る
が

こ
れ
ら
は

一
般
の

郷
侯

・
亭
侯
よ
り
爵
級
や
戸
数
に
お
い
て
優
位
を
占
め
て
は
い
な

ぃ
。
封
巴
の
あ
り
場
所
に
よ

っ
て
、
そ
う
よ
ば
れ
る
だ
け
で
あ
る

五
等
爵

・
列
侯
は
有
封
。
闘
内
侯
に
つ
い
て
は
有
封
か
ら
無
封

に
移
行
し
た
と
い
う
設
が
あ
る
が
に
わ
か
に
賛
成
で
き
な
い
。

上
級
爵
の
下
に
官
爵
と
も
い
う
べ
き
も
の
と
し
て
、
名
披
侯

・

開
中
侯

・
闘
外
侯

・
五
大
夫
が
お
か
れ
た
。
こ
れ
は
漢
の
大
庶
長

か
ら
五
大
夫
ま
で
の
爵
が

官
人
優
遇
の
官
た
る
本
質
を
失
な

ぃ
、
貰
爵
の
釘
象
と
な

っ
た
上
に
、
あ
ま
り
に
細
か
い
爵
級
の
刻

み
が
、
現
貫
性
を
も
た
な
く
な
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
駿
し
改
め
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
外
に
、
漢
代
同
様
の
民
間
が
あ

っ
た
ら
し
い
が
詳
細
は
不

明
で
あ
る
。

(ロ)

菌
日
説
爵
の
形
成
。
説
の
太
租
武
帝
が
自
ら
の
意
志
で
列
侯
以
下

の
封
建
を
行

っ
た
の
は
建
武
十
二
年
か
ら
で
あ
る
。

列
侯

・
閥
内

侯
は
制
度
上
は
後
漢
の
制
で
あ
る
が
、
論
功
の
尺
度
は
武
帝
の
規

準
に
よ

っ
た
。

下
っ
て
建
武
二
十
年
(
一
二
五
)
に
は
名
競
侯
↓

五
大
夫
が
お
か
れ
、
文
帝
の
黄
初
元
年
(
二
一
一

O
〉
に
は
、
漢
の

王

・
侯
が

そ
れ
ぞ
れ
名
競
侯

・
開
中
侯
に
再
配
置
さ
れ
た
。
宗

室
の
五
等
爵
が
形
成
さ
れ
た
の
は
、
責
初
二
、
三
年
の
こ
ろ
で
あ

ろ、
つ。

十す

封
巴
の
大
き
さ
。
本
稿
で
は
主
と
し
て
異
姓
諸
侯
を
封
象
と
し

て
考
察
し
た
が
、
列
侯
は
千
戸
以
上
、

郷
侯
は
八
百
l
六
百
戸
、

亭
侯
は
三
百

l
一
百
戸
程
度
と
い
う
推
定
に
達
し
た
。

た
だ
し

侯

・
郷
侯

・
亭
侯
と
い
う
胃
級
の
上
下
が
戸
数
の
大
小
と
正
比
例

せ
ぬ
こ
と
も
あ
る
。

一
般
に
鯨
の
戸
が
減
少
し
た
た
め
、
三
者
の
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聞
の
戸
の
大
き
さ
が
接
近
し
た
。
そ
し
て
鯨

・
郷

・
亭
の
弁
食
の

形
が
多
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。

(ニ)

列
侯
と
封
邑
と
の
閥
係
。

高
戸
以
上
の
巨
大
な
侯
で
な
く
て

は
、
第
宅
と
稽
す
る
も
の
の
所
有
は
許
さ
れ
ず
、
封
巴
と
の
闘
係

は
一
般
に
希
薄
で
あ
っ
た
。
列
侯
の
官
僚
に
つ
い
て
は
宗
室
に
は

相

・
家
丞

・
庶
子

・
文
事

・
長
史

・
帳
下
吏
等
が
あ
り
、
封
戸
の

多
い
場
合
に
は
異
姓
で
も
こ
れ
ら
の
官
が
あ
っ

た
ろ
う
と
思
わ
れ

る
が
、
郷
侯

・
亭
侯
の
ば
あ
い
だ
と

そ
れ
ら
の
官
の
存
在
は
認

め
に
く
い
。

体)

列
侯

・
閥
内
侯
の
相
績
制
度
。
原
則
と
し
て
子
に
よ
る
相
績
が



認
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
普
通
に
は
長
子
、
長
子
に
故
障
が
あ

れ
ば
女
子
が
嗣
ぐ
。
次
子
以
下
が
別
に
封
ぜ
ら
れ
た
と
き
は
特
別

の
場
合
を
除
い
て
、
戻
っ
て
家
を
つ
ぐ
こ
と
は
な
か
っ
た
。

漢
代
に
酷
し
く
守
ら
れ
た
「
無
子
園
除
」
e

の
法
制
は
こ
の
時
代

に
も
存
し

ま
た
そ
の
貫
例
も
見
ら
れ
る
が

一
方
に
お
い
て

「
子
」
以
外
の
親
縁
者
の
相
績
や
、
養
子
相
績
が
認
め
ら
れ
て
い

る
の
は
、
相
績
に
関
し
て
の
国
家
と
家
と
の
カ
閥
係
に
お
い
て

国
家
が
後
退
し
て
い
る
乙
と
を
示
し
て
い
る
。

付

分
封
制
。
列
侯
生
前
の
分
封
制
の
盛
行
は
と
の
時
代
に
顕
著
な

こ
れ
は
一
門
に
侯
者
・
官
人
の
多
き
を
誇
る
と
い

事
買
で
あ
る
。

う
門
閥
時
代
の
風
潮
に
封
醸
し
、
園
家
が
官
人
貴
族
の
心
を
あ
つ

め
る
最
も
安
易
、
有
効
な
手
段
と
し
て
採
用
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

以
上
の
考
察
を
遁
じ
て
、
曹
説
の
封
爵
が
漢
爵
の
系
列
・
特
質
を

多
く
う
け
い
れ
な
が
ら
も
、
ま
た
少
か
ら
ず
漢
爵
を
饗
貌
さ
せ
つ
つ

あ
っ
た
と
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
甜
摘
に
衣
ぐ
耳
目
の
国
家
は
爵
級
の
名

稽
に
つ
い
て
も
、
封
建
相
績
の
制
度
に
つ
い
て
も
、
漢
代
の
制
に
戻

る
と
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
曹
説
の
制
度
は
菅
の
爵
制
の
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源
流
を
な
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
菅
の
ば
あ
い
に
は
、
説

爵
の
瞳
系
を
殆
ん
ど
そ
の
ま
ま
襲
い
な
が
ら
、
異
姓
諸
侯
に
謝
し
て

も
五
等
爵
制
を
組
み
合
せ
よ
う
と
し
た
と
と
ろ
に
新
じ
い
行
き
方
が

あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
菅
の
と
の
方
式
は
果
し
て
何
故
に
採
用
さ
れ
た

の
か
、
我
々
は
嘗
然
そ
の
問
題
に
封
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
な
お
し
ば
ら
く
熟
考
の
時
聞
を
も
ち
た

(
一
九
六
二
・
一
・
二
二
)

い
と
思
う
。
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On Yen Chiht‘ui 顔之推

　　　　　　　　　　　　　　　　　

ＴａｄａｏＹｏ＆hihaｖｏａ

　　　

Υen Chih-t‘ui (531―90?), author of the ｙａ一ｓＷｈ　ｃｈｉａ-ｈ＆ｕｎ顔

氏家訓, who belonged to the Liang aristocracy, moved to the territory

6f the Northern Dynasty as ａ result of the great disturbances on the

closing days of Liang.　In his ■work we find his ｓel卜importance as ａ

Southern

　

Dynasty

　

literati

　

and, simultaneously, his　criticisms on the

Southern Dynasty aristocracy. The latter are, for example, eχpressed

in his mentioning of lazy aristocratic life, political impotence, and dile-

tantism in learning.　Though his adverse attitude toward the aristocracy

might have been partly due to his rather slight contact with the Sou-

them Dynasty aristocracy, this was largely caused by his own ordeals

resulted from his moving to the north. Such circumstances seems to

have led him to ｅχpose and criticize the ･weaknesses of those people

whose

　

prestige

　

depended on noble lineage, and to give the highest

value to the lives of those who devoted themselves to learning。 In the

thought of Yen Chih-t‘ui learning meant how to make good government.

　　　　　　

Notes on the Peerage of the Ｔｓ‘ao-Wei Dynasty

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Mitｓｕｏ　Ｍｏｒiｙa

　　　

With ａ view tｏ･clarifying ａ few interesting points on the peerage

system of the Wei of the Three Dynasties period, firstly the author

takes up the process of formation of the Ｔｓ‘ao-Wei peerage, where it

consisted of the five-grade peerage of the Chou period, the
ｌｉｅｈ-

み回列侯andｈｕａｎ-ｎｅｉ-み回開内侯titles after the Ｃｈ‘in-Han system,

and

　

the

　

peerage created　by Wei　itself.　Secondly, the author dis-

cusses

　

the

　

size

　

of the　ｌｉｅｈ-ｈｏｕ　ａｎｄ　ｋ翁ａルｎｅｉ一応∂g　fiefs　in　terms

of household and their inner structure.　Lastly, the author points out

that

　

heir

　

apparency

　

■was ■widened under the Wei, though the " inhe-

ritance by real son ″ principle of the Han period was still in practice.

In view of the fact that　fiefs were sometimes divided even in　the

life-time of lord the author relates the Wei peerage to its noble lineage

system｡
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