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宋
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と
江
南
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会
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葭

森

健

介

質
要
約
】
晋
宋
蕃
は
、
貴
族
制
祉
会
の
藁
蕎
に
起
・
た
東
晋
か
ら
宋
へ
の
覇
革
命
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
貴
族
、
国
家
の
側
か
ら
の
み
考
察

㎝
さ
れ
、
郷
村
諸
書
の
動
向
は
軽
視
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
革
命
に
お
け
る
郷
村
社
会
の
役
割
は
重
要
で
あ
・
た
。
裏
集
、
国
家
権
力
を

凧
利
用
し
た
司
馬
道
子
等
一
部
散
人
貴
族
の
私
的
収
奪
に
対
す
る
郷
村
社
会
の
不
満
は
頂
点
に
達
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
郷
村
社
会
か
ら
起
っ
た
の
が
孫
恩

　
力
で
あ
り
、
、
」
、
」
に
募
れ
る
南
人
土
豪
の
活
躍
は
寒
門
聖
人
の
政
界
進
出
の
叢
と
な
る
も
の
で
あ
う
つ
。
史
林
六
三
巻
二
、
三
九
八
○
隻
月
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

問
題
の
所
在

　
三
～
九
世
紀
に
か
け
て
の
中
国
を
特
徴
づ
け
る
政
治
社
会
体
制
は
貴
族
制
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
。
こ
の
体
重
は
、
後
漢
末
の
混
乱
の

中
か
ら
生
み
出
さ
れ
、
西
晋
に
至
り
揺
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
西
晋
は
北
方
異
民
族
の
侵
入
を
受
け
て
亡
び
、
華
北
は
混
乱
に
陥
っ
た
も
の

の
、
貴
族
制
は
江
南
の
亡
命
政
権
東
晋
の
も
と
で
再
生
さ
れ
、
最
盛
期
を
迎
え
る
。
こ
う
し
て
再
生
さ
れ
た
貴
族
鰯
は
菓
晋
か
ら
南
朝
へ
と
受

け
つ
が
れ
る
が
、
黒
身
革
命
は
そ
の
際
に
起
っ
た
王
朝
革
命
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
革
命
は
、
貴
族
の
反
乱
、
民
衆
反
乱
、
軍
閥
に
よ
る
ク
ー
デ

タ
；
と
い
っ
た
、
様
々
な
階
層
の
反
聖
母
活
動
が
続
い
た
末
、
華
北
の
異
民
族
諸
王
朝
に
対
峙
し
て
置
か
れ
た
北
府
軍
の
一
部
将
劉
裕
に
よ
っ

て
成
就
さ
れ
た
も
の
で
、
王
朝
革
命
と
い
う
こ
と
ば
で
看
過
し
え
な
い
深
刻
な
様
相
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
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と
こ
ろ
で
、
東
晋
の
貴
族
制
再
編
に
際
し
て
中
心
と
な
っ
た
の
は
華
北
か
ら
流
亡
し
て
来
た
名
門
貴
族
（
以
下
蕃
人
貴
族
あ
る
い
は
単
に
貴
族
と

呼
ぶ
）
で
あ
り
、
彼
等
が
菓
晋
政
権
の
中
枢
を
占
め
た
。
こ
れ
に
侵
し
、
東
晋
成
立
以
前
か
ら
江
南
に
住
み
、
在
地
で
大
き
な
勢
力
を
蓄
え
て

い
た
豪
族
（
以
下
隣
人
土
豪
あ
る
い
は
土
豪
と
呼
ぶ
）
は
、
身
分
的
に
は
蔵
人
貴
族
よ
り
一
段
低
く
み
ら
れ
、
権
力
の
中
枢
か
ら
も
疎
外
さ
れ
て
い

①た
。
晋
宋
革
命
に
お
い
て
も
こ
の
二
つ
の
勢
力
の
存
在
は
無
視
で
き
な
い
。
又
、
こ
の
時
揚
子
江
以
南
で
、
こ
の
地
方
と
し
て
は
中
国
史
上
最

初
の
民
衆
反
乱
が
起
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
推
測
す
る
と
、
東
晋
貴
族
欄
の
底
辺
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
江
南
郷
村
社
会
に
何
ら
か
の
動
き
が
あ

っ
た
様
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
ま
ず
は
晋
宋
革
命
が
従
来
ど
の
様
に
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
の
か
、
先
学
の
研
究

を
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

　
こ
の
問
題
を
本
格
的
に
論
じ
た
最
初
の
研
究
は
、
越
智
重
明
氏
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
氏
は
東
晋
、
言
笑
政
権
が
共
に
貴
族
政
権
で
あ
る
と

い
う
観
点
に
立
っ
て
劉
裕
政
権
が
純
然
た
る
武
人
政
権
か
ら
貴
族
政
権
へ
と
変
化
す
る
過
程
と
し
て
晋
宋
革
命
を
考
察
す
る
。
特
に
、
劉
裕
政

権
が
実
施
し
た
義
煕
墨
書
が
貴
族
層
の
支
持
を
取
り
つ
け
る
の
に
重
要
な
役
割
を
果
し
た
と
し
て
、
こ
の
政
策
に
重
点
を
置
い
て
論
じ
て
い
る
。

氏
に
よ
れ
ば
、
憶
断
に
よ
り
国
家
の
「
民
庶
」
把
握
は
強
ま
り
、
難
役
労
働
力
が
増
加
し
国
家
財
政
が
充
実
し
た
。
劉
裕
は
こ
れ
を
背
景
に
北

緯
の
宿
願
で
あ
る
中
原
回
復
を
成
功
さ
せ
て
声
望
を
高
め
た
。
土
断
は
ま
た
後
述
す
る
葦
戸
の
摘
発
を
伴
っ
て
行
わ
れ
た
た
め
、
そ
の
経
済
的

実
力
に
よ
っ
て
蔵
人
貴
族
の
政
治
支
配
を
脅
か
す
南
人
土
豪
に
打
撃
を
与
え
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
劉
裕
は
夢
人
貴
族
を
政
権
内

に
組
み
入
れ
、
南
人
土
豪
勢
力
を
排
除
し
て
い
っ
た
。
だ
が
同
じ
貴
族
政
権
と
は
い
え
東
晋
と
宋
に
は
違
い
が
兇
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
南
人

土
豪
に
代
表
さ
れ
る
「
豪
族
的
官
僚
貴
族
」
勢
力
が
激
減
し
、
　
「
寄
生
的
官
僚
貴
族
」
勢
力
が
中
央
官
界
を
牛
耳
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ

②る
。
又
、
満
人
貴
族
は
、
華
北
の
旧
居
住
地
で
形
成
さ
れ
た
地
縁
的
結
合
を
、
南
下
後
も
維
持
し
て
お
り
、
彼
等
の
た
め
に
白
丁
と
呼
ば
れ
る

特
別
な
戸
籍
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
土
断
に
よ
っ
て
白
系
は
廃
止
さ
れ
、
従
っ
て
そ
の
地
縁
的
結
合
も
制
度
的
に
は
否
定
さ
れ
た
。
こ

れ
ら
の
こ
と
が
彼
等
の
政
治
的
軍
事
的
能
力
の
喪
失
、
均
分
相
続
糊
に
よ
る
貴
族
の
「
家
」
の
た
え
ざ
る
分
裂
現
象
と
椙
侯
っ
て
、
皇
帝
権
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

絶
対
化
を
生
ん
だ
と
述
べ
る
。
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こ
れ
に
近
い
考
え
方
を
も
つ
の
が
石
田
徳
行
氏
で
あ
る
。
氏
は
北
府
出
身
の
寒
門
武
人
か
ら
な
る
劉
裕
集
団
が
劉
宋
政
権
へ
と
成
長
す
る
際

の
権
力
構
造
の
変
化
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
、
劉
裕
が
か
っ
て
の
同
志
で
あ
っ
た
心
門
武
人
、
東
晋
皇
室
勢
力
、
豪
族
勢
力
を
排
除
し
、
貴
族

層
を
意
欲
的
に
自
ら
の
権
力
機
構
に
組
み
込
み
軍
事
的
色
彩
の
濃
厚
な
集
団
を
政
権
的
性
格
の
集
団
へ
と
変
質
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
禅
譲
革
命

を
成
し
遂
げ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
禅
譲
革
命
で
活
躍
し
た
の
は
七
人
貴
族
で
あ
っ
て
、
寒
門
武
人
は
台
頭
の
兆
し
を
見
せ
た
に
す
ぎ
な
い
と
述

　
④

べ
る
。

　
又
、
矢
野
主
税
氏
は
西
晋
で
は
顕
著
で
あ
っ
た
南
北
人
の
対
立
が
東
畑
以
降
次
第
に
弱
ま
り
、
義
熈
土
断
を
機
に
直
人
の
江
南
土
着
化
が
促

進
さ
れ
、
北
人
心
人
が
一
体
と
な
っ
て
北
朝
諸
政
権
に
対
す
る
封
鎖
的
な
世
界
を
形
成
し
た
と
し
て
、
そ
れ
を
南
朝
成
立
の
意
義
と
み
な
す
。

そ
し
て
、
そ
れ
以
後
聞
題
と
な
る
の
は
、
政
治
権
力
を
め
ぐ
る
一
流
貴
族
と
二
流
貴
族
の
対
立
、
執
権
グ
ル
ー
プ
と
そ
れ
に
迫
る
グ
ル
…
プ
の

対
立
で
あ
り
、
そ
の
間
隙
に
、
強
力
と
な
っ
た
皇
帝
権
が
介
入
し
て
く
る
と
指
摘
し
、
こ
の
様
な
社
会
体
制
を
第
二
次
門
閥
社
会
と
呼
ん
で
い

⑤
る
。　

以
上
各
氏
の
見
解
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
晋
宋
革
命
が
主
と
し
て
貴
族
、
或
は
国
家
権
力
と
い
っ
た
、
支
配
権
力
の
上
層
部
分
と
の
関
連
で

と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
越
智
、
石
田
両
磯
は
そ
の
過
程
を
官
憲
が
北
人
貴
族
の
支
持
協
力
を
受
け
る
過
程
と
し
て
解
釈
し
、

癖
人
土
豪
の
役
割
を
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
と
し
て
し
か
と
ら
え
て
い
な
い
。
結
局
、
貴
族
制
の
根
幹
に
あ
る
は
ず
の
郷
村
社
会
の
動
向
は
軽
視

さ
れ
、
こ
の
時
起
っ
た
大
規
模
な
民
衆
反
乱
で
あ
る
孫
恩
・
盧
循
の
乱
も
射
程
外
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
以
上
三
馬
と
や
や
異
な
る
の

が
川
勝
義
雄
氏
で
あ
る
。

　
氏
は
東
晋
に
お
い
て
再
編
さ
れ
た
六
朝
貴
族
制
の
崩
壊
の
過
程
と
し
て
晋
宋
革
命
を
と
ら
え
、
貴
族
の
軍
事
支
配
権
喪
失
に
注
目
す
る
。
つ

ま
り
、
壱
越
末
に
貴
族
層
か
ら
起
っ
た
王
恭
の
乱
で
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
・
ヴ
ォ
ー
ト
を
握
っ
て
い
た
の
は
、
も
と
も
と
貴
族
の
傭
兵
の
よ
う
な

存
在
に
す
ぎ
な
か
っ
た
北
府
軍
の
寒
門
武
人
で
あ
り
、
こ
の
事
件
以
後
彼
等
は
独
自
の
意
志
で
動
く
様
に
な
っ
た
。
こ
の
様
に
し
て
貴
族
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
を
は
な
れ
た
軍
事
力
が
自
己
発
展
を
遂
げ
た
結
果
生
ま
れ
た
の
が
劉
宋
政
権
で
あ
る
と
す
る
。
氏
は
ま
た
、
東
晋
末
に
は
江
南
土
豪
層
と
そ
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の
背
後
に
あ
る
広
汎
な
江
南
農
民
の
東
晋
支
配
に
対
す
る
不
満
が
欝
積
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
結
果
起
っ
た
孫
恩
・
盧
循
の
乱
に

よ
っ
て
貴
族
支
配
体
鮒
は
動
揺
し
、
軍
事
政
権
と
も
い
う
べ
き
劉
裕
政
権
が
生
ま
れ
た
。
劉
裕
の
北
伐
等
を
契
機
と
す
る
江
南
を
中
心
と
し
た

新
し
い
秩
序
回
復
の
動
き
は
、
毒
筆
の
不
満
を
新
政
権
へ
の
期
待
へ
と
転
化
さ
せ
た
。
実
際
に
、
土
断
を
実
行
し
、
当
時
賎
民
化
し
つ
つ
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

た
兵
戸
を
解
放
し
た
こ
と
は
、
抑
圧
さ
れ
た
階
層
の
不
満
を
解
消
す
る
の
に
か
な
り
の
効
果
を
あ
げ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。

　
川
勝
氏
の
こ
の
見
解
は
劉
宋
政
権
の
非
貴
族
的
要
素
を
重
視
し
た
こ
と
、
土
豪
、
民
衆
の
動
き
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
こ
と
等
の
点
で
前
出

の
諸
氏
と
は
異
な
る
。
だ
が
、
氏
の
所
説
も
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
貴
族
体
鰯
の
変
化
の
方
に
重
点
が
あ
る
。
氏
は
、
東
早
落
の
民
間
に
ど
の
様

な
不
満
が
欝
積
し
て
お
り
、
土
断
や
兵
戸
の
解
放
等
の
政
策
が
い
か
に
し
て
不
満
を
解
消
し
た
の
か
、
人
び
と
が
新
政
権
に
何
を
期
待
し
て
い

た
の
か
等
の
点
に
つ
い
て
は
積
極
的
に
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
ま
た
南
人
土
豪
に
関
し
て
も
、
劉
宋
政
権
の
成
立
過
程
に
お
い
て
、
彼
等

は
豪
族
と
し
て
で
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
個
人
の
才
幹
に
よ
っ
て
個
々
の
寒
門
武
人
と
し
て
そ
の
軍
事
体
系
の
中
に
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
と
す
る
。

要
す
る
に
、
幾
人
土
豪
や
民
衆
を
旧
体
制
に
ゆ
さ
ぶ
り
を
か
け
る
存
在
と
見
る
に
と
ど
ま
り
、
新
体
制
を
生
み
出
す
力
と
は
認
め
て
お
ら
ず
、

善
人
土
豪
の
活
躍
も
そ
の
在
地
に
も
つ
豪
族
的
実
力
に
よ
る
も
の
と
は
見
ず
、
一
個
人
の
才
幹
を
基
盤
と
し
た
も
の
と
し
て
し
か
評
価
し
て
い

な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
先
学
の
晋
宋
革
命
に
関
す
る
研
究
を
振
り
返
っ
て
み
た
が
、
い
ず
れ
も
統
治
階
級
内
部
の
力
関
係
の
変
化
の
方
に
力
点
が
置
か
れ
、
政

権
の
基
礎
を
な
す
江
南
社
会
を
損
つ
た
南
人
土
豪
・
民
衆
の
動
向
は
軽
視
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
爾
朝
の
王
朝
革
命
研
究
の
中
で
郷
村
社
会
の
動
向
に
論
及
し
た
も
の
と
し
て
は
、
斉
梁
革
命
に
関
す
る
越
智
氏
の
指
摘
、
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

宋
斉
、
斉
照
降
革
命
に
つ
い
て
の
安
田
二
郎
氏
の
研
究
が
注
目
さ
れ
る
。
越
智
氏
は
、
雍
州
の
長
官
で
あ
っ
た
瀟
術
が
革
命
に
成
功
し
た
理
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
一
つ
は
、
州
内
の
郷
村
社
会
の
有
力
老
を
属
僚
と
し
て
掌
握
し
た
こ
と
に
あ
る
と
指
摘
す
る
。
瀟
衛
が
皇
帝
即
位
後
行
な
っ
た
天
監
の
官
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

改
革
も
こ
の
様
な
郷
柑
社
会
の
有
力
老
（
氏
の
い
う
「
次
門
層
」
）
の
台
頭
が
そ
の
背
後
に
あ
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
、
氏
の
論
点
の
中
心
は
、
あ

く
ま
で
も
皇
帝
と
な
っ
た
瀟
術
の
側
に
あ
り
、
　
「
次
門
層
」
の
役
割
も
従
属
的
な
地
位
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
安
田
氏
は
郷
村
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社
会
に
あ
っ
て
「
巻
心
的
あ
り
方
」
を
し
て
い
た
豪
族
が
、
斉
の
蒲
道
成
、
梁
の
瀟
衛
集
団
の
中
核
を
構
成
し
、
こ
れ
ら
の
革
命
で
積
極
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

役
割
を
果
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
先
に
述
べ
た
通
り
従
来
の
晋
宋
革
命
研
究
で
は
、
安
田
氏
の
指
摘
す
る
様
な
在
地
勢
力
の
革
命

に
対
す
る
積
極
的
な
働
き
か
け
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
斉
梁
革
命
に
つ
い
て
は
在
地
勢
力
の
役
割
を
認
め
る
越
智
氏
も
、
晋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

宋
革
命
に
お
い
て
は
こ
れ
を
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
と
し
て
し
か
と
ら
え
て
い
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
南
人
土
豪
に
率
い
ら
れ
た
数
十
万
の
民
衆
が
孫
恩
の
反
乱
に
参
加
し
た
事
実
を
考
え
る
と
、
晋
宋
革
命
も
郷
村
社

会
の
動
向
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
様
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
次
章
以
下
、
郷
村
祉
会
と
そ
れ
を
リ
…
ド
す
る
学
人
土
豪
が
置
か
れ
た
立
場
、

及
び
そ
の
動
向
に
注
鼠
し
、
晋
宋
革
命
に
再
検
討
を
加
え
、
新
し
い
南
江
貴
族
体
制
創
出
の
過
程
を
考
察
し
た
い
。

①
従
来
の
東
腎
南
朝
貴
族
制
研
究
で
は
対
立
概
念
と
し
て
費
族
と
寒
川
が
用
い
ら

　
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
北
人
南
人
の
中
に
も
貴
族
と
寒
門
の
別
が
あ
っ
た
と
す
る
の

　
が
今
ま
で
の
常
識
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
あ
え
て
こ
こ
で
舞
人
貴
族
と
南
人

　
土
豪
を
対
比
し
た
の
は
、
そ
の
土
着
性
、
郷
村
社
会
と
の
か
か
わ
り
に
よ
る
進
い

　
を
重
視
し
た
か
ら
で
あ
る
。
詳
し
く
は
次
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
本
稿
で
南

　
人
を
土
豪
と
呼
ん
だ
の
は
、
『
資
治
通
鑑
』
巻
一
一
三
に
南
人
の
有
力
者
孔
季
恭

　
が
「
土
豪
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
い
る
。

②
　
越
智
重
明
「
塗
盆
政
権
と
義
熈
土
断
」
（
『
重
松
先
生
古
稀
記
念
九
州
大
学
東
洋

　
史
論
叢
』
所
収
、
一
九
五
七
）

③
越
智
重
明
「
漢
六
郭
史
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
五
、

　
㎝
九
七
七
）
等
参
照
。

④
　
石
田
徳
行
「
劉
裕
集
団
の
性
楕
に
つ
い
て
」
（
『
木
村
正
雄
先
生
退
宮
記
念
東
洋

　
中
盆
醐
集
』
所
』
収
、
　
一
九
七
六
）

⑤
　
矢
野
主
税
「
白
籍
と
土
断
一
南
朝
の
成
立
～
」
　
（
『
史
学
雑
誌
』
七
九
－

　
八
、
一
九
七
〇
）
、
「
南
朝
に
お
け
る
南
北
人
問
題
工
当
朝
の
成
立
一
」
（
『
長

　
崎
大
学
教
育
学
部
社
会
科
学
論
叢
』
一
九
、
一
九
七
〇
）
、
「
南
朝
に
お
け
る
婚
姻

　
関
係
」
　
（
同
前
二
二
、
一
九
七
三
）
等
参
照
。

⑥
　
川
勝
義
雄
「
劉
宋
政
権
の
成
立
と
座
興
武
入
上
棚
族
制
と
の
関
連
に
お
い
て

　
一
」
　
（
『
山
果
方
灘
日
報
』
ゐ
暴
都
＝
　
六
、
　
一
九
六
四
）

⑦
　
川
勝
義
雄
「
中
國
前
期
の
異
端
運
動
」
（
『
異
端
運
動
の
研
究
』
京
都
大
学
入
文

　
科
学
研
究
所
刊
所
収
、
一
九
七
四
）

③
　
そ
の
ほ
か
、
爽
晋
南
朝
の
王
朝
革
命
全
体
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
禅
譲
と

　
い
う
王
輔
革
命
の
形
式
の
も
つ
時
代
性
を
検
討
し
た
宮
州
尚
志
氏
の
研
究
（
「
禅
譲

　
に
よ
る
王
朝
輩
出
の
研
究
」
『
六
礼
史
研
究
！
政
治
往
会
編
…
…
臨
日
本
学
術
振

　
興
会
刊
所
収
、
一
九
五
六
）
、
及
び
軍
人
出
身
の
皇
帝
と
費
族
と
の
王
朝
革
命
に
お

　
け
る
関
係
に
つ
い
て
の
宮
崎
市
定
氏
の
指
摘
（
『
九
品
官
人
法
の
研
究
』
第
一
編
、

　
東
洋
史
研
究
会
刊
、
一
九
五
六
）
が
あ
る
。

⑨
　
越
智
重
明
「
州
将
瀟
術
の
挙
兵
を
め
ぐ
っ
て
」
　
（
『
軍
事
史
学
』
九
、
　
一
九
六

　
七
）

⑳
　
越
智
重
明
「
梁
の
天
監
の
改
革
と
次
門
層
」
　
（
『
史
学
研
究
』
九
七
、
　
一
九
六

　
六
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

⑭
　
安
田
二
郎
「
鷲
道
成
の
革
命
集
団
…
潅
陰
時
代
を
中
心
と
し
て
i
」
（
薗
愛

　
知
県
立
火
学
文
学
部
論
集
』
一
般
数
育
編
二
～
、
一
九
七
〇
）
、
「
南
朝
の
皇
帝
と

　
費
族
と
豪
族
・
十
…
豪
層
一
梁
武
帝
の
革
命
を
手
が
か
り
に
一
」
（
『
中
圏
中
世
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史
研
究
』
東
海
大
学
出
版
会
刊
所
収
、
　
一
九
七
〇
）
。
氏
は
ま
た
、
來
末
に
起
き
た

　
晋
安
王
子
助
の
乱
の
背
景
に
も
封
鎖
的
な
南
朝
門
閥
貴
族
体
心
を
打
破
し
よ
う
と

　
し
た
豪
族
・
土
豪
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
、
朋
稿
で
指
摘
し
て
い
る
。
（
「
『
晋
安

　
王
子
助
の
叛
乱
』
に
つ
い
て
上
陥
朝
門
閥
貴
族
体
鰯
と
豪
族
土
豪
一
」
『
東

　
洋
史
研
究
騒
二
五
i
四
、
　
一
九
六
七
）

⑫
　
晋
宋
革
命
に
つ
い
て
の
言
及
は
、
他
に
孫
恩
・
盧
循
の
乱
研
究
、
本
籍
地
任
用

　
の
側
か
ら
も
部
分
的
に
な
さ
れ
て
い
る
。
孫
恩
・
虞
…
循
の
乱
研
究
に
つ
い
て
は
第

　
五
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。
又
、
本
籍
地
任
用
の
側
か
ら
は
、
王
朝
革
命
の
混
乱
時

　
に
畷
家
権
力
が
、
土
豪
の
軍
事
力
等
の
在
地
に
お
け
る
勢
力
を
利
用
し
て
局
地
的

安
定
を
計
り
、
そ
の
代
り
に
土
豪
の
在
地
で
の
支
配
を
認
め
る
形
で
彼
等
を
園
家

体
制
に
く
み
入
れ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
国
家
権
力
の
側

か
ら
の
視
点
で
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
土
豪
の
自
律
的
動
き
に
は
積
極
的
に

触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
な
お
里
門
革
命
に
お
け
る
本
籍
地
任
矯
に
つ
い
て
は
以
下

の
論
文
が
あ
る
。
小
尾
孟
夫
「
南
朝
に
お
け
る
地
方
支
配
と
豪
族
」
　
（
『
東
方
学
阪

四
二
、
一
九
七
一
）
、
窪
添
慶
文
「
魏
晋
南
北
朝
に
お
け
る
地
方
官
の
ホ
籍
地
任

用
に
つ
い
て
」
e
、
⇔
（
『
史
学
雑
誌
』
八
三
一
一
、
二
、
一
九
七
四
）
、
越
智
重

明
〃
「
南
朝
の
貴
族
と
豪
族
」
　
ハ
『
中
ハ
淵
脇
六
九
、
　
一
九
五
六
）

二
　
北
人
貴
族
と
南
人
土
豪

晋宋革命と江南社会（葭森）

　
西
根
の
減
亡
後
、
身
一
つ
で
輩
北
か
ら
江
南
へ
流
亡
し
て
き
た
北
人
貴
族
は
、
か
っ
て
江
南
で
孫
呉
政
権
を
盛
り
た
て
以
後
も
江
南
に
勢
力

を
張
っ
て
い
た
郷
人
土
豪
を
圧
倒
し
、
葉
晋
政
権
の
中
枢
を
掌
握
し
た
。
こ
の
南
人
土
豪
と
樵
人
貴
族
と
の
関
係
に
つ
い
て
越
智
氏
は
つ
ぎ
の

よ
う
に
述
べ
る
。
北
人
貴
族
と
高
位
に
あ
る
南
人
土
豪
と
は
基
本
的
に
は
支
配
者
と
し
て
庶
民
に
対
す
る
一
、
題
離
感
」
を
等
し
く
し
、
貴
族
に

ふ
さ
わ
し
い
教
養
を
具
有
す
る
点
で
も
共
通
す
る
も
の
を
持
っ
て
い
た
が
、
寄
生
官
僚
色
の
濃
い
北
人
貴
族
は
南
岳
土
豪
の
政
治
的
台
頭
に
脅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

威
を
感
じ
、
富
職
を
め
ぐ
っ
て
両
者
は
対
立
し
つ
づ
け
た
と
。
け
れ
ど
も
、
古
く
か
ら
江
南
の
地
に
住
む
南
人
土
豪
と
新
た
に
流
亡
し
て
き
た

北
人
貴
族
と
が
本
当
に
江
南
に
住
む
庶
罠
に
対
し
て
「
距
離
感
」
を
等
し
く
す
る
こ
と
が
あ
り
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
両
者
の
対
立
は

官
職
を
め
ぐ
る
争
い
だ
け
で
片
付
け
ら
れ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
両
者
が
国
家
及
び
郷
村
社
会
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
様
な

立
揚
に
あ
っ
た
の
か
ま
ず
み
て
お
き
た
い
。

　
策
晋
成
立
期
に
お
い
て
社
会
的
経
済
的
実
力
が
欠
如
し
て
い
た
北
人
貴
族
は
伝
統
的
権
威
な
い
し
文
化
的
先
進
性
善
を
背
景
と
し
た
政
治
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

文
化
的
能
力
に
よ
っ
て
社
会
的
経
済
的
実
力
で
ま
さ
る
南
人
土
豪
を
押
え
て
東
晋
権
力
の
中
年
を
占
め
た
。
東
輿
望
に
も
な
る
と
超
人
貴
族
も
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③

ま
と
ま
っ
た
荘
園
や
尊
属
民
を
も
つ
に
至
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
貴
族
や
土
豪
の
郷
村
社
会
に
お
け
る
実
力
に
つ
い
て
論
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

る
に
は
、
単
に
土
地
や
私
黎
民
の
所
有
の
問
題
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
そ
の
周
面
に
い
る
小
農
罠
や
他
の
土
豪
と
の
関
係
が

む
し
ろ
重
要
に
な
っ
て
く
る
。

　
た
と
え
ば
、
東
灘
初
に
南
人
土
豪
の
顧
栄
や
賀
意
が
「
此
土
の
望
」
と
し
て
政
府
に
迎
え
ら
れ
、
顧
衆
が
「
州
里
の
宿
望
」
と
し
て
菓
晋
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

権
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た
事
実
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
「
望
」
を
支
え
て
い
た
の
は
い
っ
た
い
ど
の
様
な
人
び
と
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
「
望
」
と

は
彼
等
の
い
か
な
る
行
為
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
こ
う
し
た
点
を
考
察
す
る
時
想
起
さ
れ
る
の
が
、
従
来
よ
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
災
害
時
の
賑
惟
と
い
う
行
為
で
あ
る
。
　
東
晋
に
お
い
て
も

み
の
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

「
歳
磯
う
る
を
以
て
家
米
を
運
び
、
以
て
窮
乏
せ
し
も
の
を
言
わ
し
、
百
姓
之
に
頼
」
つ
た
と
い
う
会
稽
の
孔
坦
、
　
「
孫
恩
の
乱
の
後
に
及
び
、

東
土
劒
荒
し
、
人
び
と
亡
い
食
」
ん
で
い
た
時
、
　
「
家
糧
を
散
じ
て
、
以
て
春
里
を
賑
わ
し
、
温
く
る
を
得
る
老
心
だ
多
く
、
子
を
生
む
も
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

谷
底
を
以
て
名
と
為
」
し
た
と
い
う
呉
郡
の
顧
環
の
論
結
氏
、
　
「
荒
年
を
経
れ
ば
其
の
財
を
散
じ
、
郷
里
を
救
柔
し
、
遂
に
貧
血
の
全
済
せ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

者
甚
だ
多
し
」
と
い
う
永
続
の
大
族
張
進
之
等
の
行
為
が
目
に
つ
く
。
更
に
彼
等
の
中
に
は
、
一
族
の
「
劫
首
と
な
る
も
の
数
十
人
」
が
人
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

と
に
迷
惑
を
か
け
て
い
る
の
を
見
て
「
一
時
に
之
を
殺
」
し
た
と
い
う
沈
慶
之
、
息
子
が
「
私
財
甚
だ
豊
か
に
し
て
、
郷
里
の
土
庶
多
く
其
の

し
ゃ
っ
き
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

責
を
負
」
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
そ
の
文
券
を
す
べ
て
焼
き
す
て
、
返
済
に
及
ば
ぬ
こ
と
を
宣
言
し
た
顧
示
偏
、
弟
・
従
弟
が
「
頗
る
産
業

　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
財
物
を
焼
き
払
っ
た
孔
頻
の
様
に
、
た
と
え
親
子
・
兄
弟
・
一
族
で
あ
っ
て
も
兼
併
等
に
よ
っ

　
　
　
ん
で
い
る
の
を
き
び
し
く
戒
め
、

を
営
」

て
郷
里
社
会
の
人
び
と
の
生
活
を
脅
か
す
様
な
行
為
に
つ
い
て
は
厳
し
い
態
度
で
臨
む
春
も
い
る
。
南
人
土
豪
の
郷
里
に
お
け
る
「
望
」
と
は

こ
の
様
な
行
為
が
前
提
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
様
な
土
豪
と
郷
民
と
の
日
常
的
な
結
び
つ
き
は
戦
乱
時
に
な
る
と
軍
事
力
と
い
う
形
で
顕
現
さ
れ
る
。
西
晋
末
の
混
乱
に
際
し
て
義
興

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
周
班
は
「
郷
里
の
義
衆
を
率
い
合
」
せ
て
、
自
分
の
県
に
攻
め
込
ん
で
来
た
反
乱
軍
と
戦
い
、
東
晋
初
の
軍
閥
頂
載
の
乱
で
は
会
稽
の
虞
潭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

が
「
本
県
に
於
い
て
、
落
人
及
び
郡
中
の
大
姓
を
招
合
し
、
共
に
義
軍
を
起
」
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
時
、
藁
葺
の
張
茂
の
転
炉
氏
が
「
家
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⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

産
を
傾
け
、
（
張
）
茂
の
部
曲
を
率
い
て
先
登
と
為
」
つ
た
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
様
に
、
義
軍
を
起
す
際
に
は
自
分
の
家
産
を
投
げ
う
っ
て
ま
で

し
て
そ
の
費
用
に
あ
て
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
こ
の
様
に
、
爾
人
土
豪
は
小
農
民
や
土
豪
か
ら
成
る
郷
里
社
会
の
人
び
と
と
の
関
係
の
中
で
そ
の
安
定
に
気
を
配
り
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る

郷
里
社
会
に
お
け
る
信
望
を
背
景
に
中
央
政
界
で
の
地
位
を
築
い
て
い
る
。
そ
し
て
彼
等
は
そ
の
影
響
力
を
保
持
す
る
た
め
し
ば
し
ば
自
己
の

家
産
ま
で
犠
牲
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
等
の
郷
里
社
会
に
お
け
る
影
響
力
は
、
土
地
や
隷
属
民
の
私
的
所
有
に
も
と
つ
く
経
済
的
実
力
か
ら

直
接
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
経
済
的
実
力
は
、
人
び
と
の
信
望
を
得
る
手
段
の
一
つ
と
し
て
は
た
ら
い
た
と
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
様
な
心
入
土
豪
に
対
し
て
島
人
貴
族
に
支
え
ら
れ
た
菓
晋
国
家
権
力
は
容
易
に
手
出
し
で
き
な
か
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
こ
と
は
蔵
戸
の

摘
発
と
い
う
問
題
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
有
力
な
南
人
並
・
豪
は
逃
戸
を
自
己
の
庇
護
の
下
に
お
き
私
遺
民
と
し
た
。
こ
れ
を
瀬
戸
と
い
う
が
、
こ

れ
に
対
し
東
晋
初
期
に
会
稽
余
響
県
令
と
な
っ
た
山
門
は
　
「
蔵
男
を
以
て
棄
市
に
当
」
　
る
県
人
の
虞
喜
を
捕
え
ん
と
し
た
が
、
　
逆
に
現
地
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

「
豪
強
」
の
反
発
を
受
け
て
罪
に
落
と
さ
れ
、
官
職
も
剥
奪
さ
れ
た
。
又
、
前
壷
符
竪
の
大
軍
の
侵
入
を
く
い
と
め
た
名
宰
相
心
安
も
、
　
「
宜

し
く
舎
蔵
（
蔵
戸
）
の
失
を
糺
す
べ
し
」
と
の
無
題
に
は
、
　
「
厚
徳
を
以
て
物
を
化
し
其
の
富
麗
を
去
る
」
と
い
う
彼
の
政
治
方
針
に
沿
っ
て
こ

　
　
　
　
　
　
　
⑰

れ
を
拒
絶
し
て
い
る
。
こ
の
様
に
南
榎
土
豪
は
国
家
権
力
か
ら
あ
る
程
度
独
立
し
た
支
配
権
を
郷
里
に
も
ち
、
東
晋
国
家
権
力
も
力
で
こ
れ
を

抑
え
こ
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
れ
に
比
べ
盛
人
貴
族
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
彼
等
が
南
人
土
豪
ほ
ど
で
な
い
に
せ
よ
か
な
り
の
広
さ
の
土
地
を
所
有
し
て
い
た
こ
と

は
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
所
有
地
は
、
三
呉
の
山
間
部
や
揚
子
江
北
部
の
開
墾
地
等
の
特
定
地
域
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
、
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

か
も
一
つ
の
家
の
所
有
地
が
一
個
所
に
集
中
し
て
い
る
の
で
な
く
、
各
処
に
散
在
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
荘
園
は
貴
族
的
趣
味
生

活
の
充
足
や
自
給
自
足
を
国
的
と
し
て
営
ま
れ
た
。
荘
園
の
中
に
豊
か
な
山
水
が
と
り
こ
ま
れ
て
い
た
り
、
自
家
消
費
の
た
め
に
果
樹
が
植
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ら
れ
た
り
し
て
い
る
の
は
そ
の
表
れ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
等
北
人
貴
族
が
江
南
土
着
の
民
衆
と
接
触
す
る
機
会
は
当
然
少
な
か
っ
た
と
思
わ
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れ
る
。
史
料
的
に
見
て
も
、
南
町
土
豪
が
郷
村
社
会
に
お
い
て
結
ん
で
い
た
様
な
私
的
隷
属
民
以
外
の
人
々
と
の
関
係
は
、
隙
人
貴
族
の
場
合
、

後
述
の
王
蒼
・
王
廠
父
子
の
例
を
除
い
て
は
ほ
と
ん
ど
見
当
ら
な
い
。
勿
論
彼
等
は
越
智
氏
の
言
う
様
に
、
菜
晋
皇
帝
権
力
と
一
体
感
を
も
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

南
人
土
豪
よ
り
も
寄
生
官
僚
的
性
格
を
濃
厚
に
貸
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
葉
晋
政
権
の
中
枢
を
牛
耳
っ
て
い
た
の
も
彼
等
で
あ
る
。

し
か
し
、
何
と
い
っ
て
も
彼
等
は
身
一
つ
で
華
北
か
ら
流
亡
し
て
来
た
の
で
あ
り
、
朝
廷
よ
り
官
禄
・
食
思
・
賜
与
等
を
受
け
て
い
た
に
せ
よ

荘
園
を
経
営
す
る
だ
け
の
資
力
を
蓄
え
る
の
は
並
大
抵
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
か
東
晋
初
、
名
門
中
の
名
門
で
あ
る
太
原
の
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

述
な
ど
は
「
家
貧
し
く
、
宛
陵
の
令
に
試
さ
せ
ら
る
る
を
求
め
、
頗
る
贈
遺
を
受
け
て
家
具
を
修
」
め
て
い
る
。
こ
の
就
官
に
随
伴
す
る
贈
遣

な
ど
、
正
規
以
外
の
収
入
は
、
彼
等
に
と
っ
て
看
過
で
き
な
い
蓄
財
の
手
段
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
行
き
す
ぎ
れ
ば
当
然
重
大
な
粒

会
問
題
を
ま
き
お
こ
し
か
ね
な
い
。

　
事
実
こ
の
傾
向
は
次
第
に
助
長
さ
れ
、
東
野
も
末
期
に
近
い
太
元
年
間
（
三
七
六
～
三
九
六
）
に
至
る
と
、
罠
衆
の
生
活
を
脅
や
か
す
も
の
と

し
て
官
僚
の
不
正
が
さ
か
ん
に
議
論
さ
れ
る
に
至
る
。
た
と
え
ば
、
売
人
貴
族
の
劉
波
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
次
の
様
に
述
べ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
な

　
　
今
、
政
煩
し
く
役
股
ん
に
し
て
、
所
在
凋
篤
し
、
倉
庫
は
空
虚
に
し
て
国
用
傾
蜴
し
、
下
民
は
侵
削
さ
れ
流
亡
相
い
属
る
。
略
ぽ
戸
口
を
計
る
に
、
倶
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
わ
ま
　
　
　
　
す
く
　
と
ど
こ
お

　
成
安
（
三
七
一
～
三
七
二
）
已
来
、
十
分
し
て
三
を
去
る
。
…
…
（
中
略
）
…
…
告
磁
器
を
乞
う
者
は
家
重
な
る
を
以
て
辞
と
為
し
、
窮
れ
る
を
振
い
滞
れ
る

　
　
あ
わ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
ぐ

　
を
包
む
者
は
公
爵
を
以
て
施
と
為
す
。
古
は
着
姓
の
為
に
霜
を
立
て
、
之
を
し
て
分
営
せ
し
め
、
今
は
百
姓
以
て
君
に
憧
み
、
之
を
し
て
蚕
食
せ
し
む
。

　
（
『
晋
書
』
巻
六
十
九
劉
随
附
伝
波
伝
）

　
又
、
名
族
出
身
の
苑
寧
も
方
鎮
（
地
方
軍
管
区
長
宮
）
の
腐
敗
に
つ
い
て
次
の
様
に
指
摘
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
べ
つ

　
　
又
、
方
鎮
の
官
を
虫
る
も
の
皆
精
兵
器
侯
を
割
き
て
以
て
送
故
と
為
す
。
米
産
の
属
は
称
計
す
べ
か
ら
ず
。
…
…
（
中
略
）
…
…
送
ら
る
る
兵
の
多
き
者
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
め

　
千
尊
家
を
有
す
る
に
至
り
、
少
き
者
も
数
十
家
な
り
。
既
に
力
私
門
に
入
り
、
復
た
官
塵
の
布
を
資
す
。
兵
役
既
に
端
く
れ
ぱ
、
柾
げ
て
良
人
を
服
せ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
か
ぎ
り

　
め
、
牽
引
す
る
に
端
な
く
、
以
て
相
い
充
補
す
。
（
『
晋
書
』
巻
七
十
五
鞄
注
詳
伝
寧
伝
）

　
こ
れ
ら
の
例
か
ら
察
す
る
と
、
家
の
貧
窮
、
官
位
昇
進
の
滞
り
を
理
由
と
し
て
官
職
や
爵
位
が
授
受
さ
れ
た
り
、
方
鎮
の
長
官
が
送
故
の
名
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醤
で
公
の
軍
隊
を
私
兵
と
し
、
そ
れ
を
国
家
の
費
用
で
養
っ
た
り
さ
れ
て
お
り
、
国
家
機
構
が
私
的
な
利
財
追
求
の
手
段
と
化
し
た
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
る
弊
害
は
偏
に
税
役
の
負
担
老
た
る
編
戸
の
も
と
へ
し
わ
寄
せ
さ
れ
た
。
こ
の
熱
時
華
北
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鍛

流
亡
民
は
先
述
の
白
籍
と
い
う
特
別
な
戸
籍
に
附
さ
れ
て
筆
草
が
免
除
さ
れ
、
有
力
老
の
下
の
私
属
畏
に
も
国
家
権
力
の
入
戸
把
握
の
手
が
及

ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
特
に
ひ
ど
い
搾
藪
を
受
け
た
の
は
江
南
土
着
の
小
農
民
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
東
期
末
の
社
会
の
混
乱
の
芽

は
こ
の
様
な
中
で
次
第
に
譲
成
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
門
晋
中
興
よ
り
以
来
、
治
綱
大
い
に
弛
む
。
権
門
井
薄
し
、
強
弱
相
い
凌
ぎ
、
百
姓
流
離
し
て
其
の
産
業
を
保
つ
を
得
ず
」
　
『
断
書
』
は
巻

二
武
帝
紀
中
で
東
晋
末
の
社
会
状
況
に
つ
い
て
こ
の
様
に
述
べ
る
。
国
家
権
力
と
結
び
つ
い
た
権
門
の
横
暴
は
こ
こ
に
至
っ
て
極
点
に
達
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
混
乱
へ
の
対
応
の
し
か
た
も
、
郷
村
社
会
を
存
立
基
盤
と
す
る
南
人
土
豪
と
東
晋
国
家
権
力
と
結
び
つ
い
た
北
人
貴
族
と
で
は

自
ず
と
異
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
こ
で
東
藩
末
の
社
会
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く
見
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ

　
①
　
越
智
重
明
「
南
朝
の
貴
族
と
豪
族
」
前
嵩
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
（
中
略
）
…
…
灘
因
進
計
日
、
…
…
（
中
略
）
…
…
顧
栄
雪
融
、
此
土
之
望
、
未

　
②
　
頬
勝
義
雄
「
孫
呉
政
権
の
崩
壊
か
ら
江
南
貴
族
制
へ
」
（
『
東
方
学
報
』
京
都
四
　
　
　
　
　
早
引
之
以
結
人
心
、
一
一
子
概
至
、
剣
無
不
来
襲
」
（
『
繰
締
』
巻
六
十
五
王
胤
伝
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヵ

　
　
四
、
　
一
九
七
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
（
何
）
充
以
（
晒
鵬
）
衆
州
田
謁
宿
望
、
毎
優
遇
之
」
（
『
皿
臼
書
麟
巻
七
十
ふ
ハ
顧
衆
債
）

③
　
唐
長
濡
『
三
洋
六
世
紀
江
南
大
土
地
所
有
制
的
発
展
』
（
上
海
人
艮
出
版
社
刊
、

　
一
九
五
七
）
、
大
川
慧
智
夫
「
東
習
寓
朝
時
代
に
お
け
る
山
林
叢
沢
の
占
有
」
（
『
立

　
正
筆
八
学
』
二
五
、
　
一
九
山
ハ
一
）
等
参
昭
酬
。

④
　
こ
こ
で
い
う
小
農
民
と
は
有
力
者
の
下
に
あ
る
「
欝
欝
」
、
「
僅
儀
」
、
「
佃
客
」

　
等
の
私
的
隷
属
民
と
は
異
な
り
、
自
ら
の
所
有
す
る
土
地
を
耕
す
一
般
の
農
民
を

　
想
定
し
て
い
る
。
彼
等
は
国
家
の
税
役
を
自
ら
負
担
し
て
お
り
、
史
料
に
は
「
編

　
戸
」
と
い
う
語
で
表
現
さ
れ
る
。
な
お
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
高
濡
徹
氏
の
指
摘

　
（
「
六
朝
江
南
の
小
農
民
」
　
『
史
潮
』
一
〇
七
、
　
一
九
六
九
）
が
あ
る
。
氏
に
よ

　
れ
ば
、
彼
等
は
数
十
畝
（
漢
代
の
百
二
十
畝
程
度
に
相
当
）
の
土
地
を
単
婚
小
家

　
族
で
耕
し
て
い
た
と
い
う
。

⑤
　
　
「
及
徒
鎮
建
康
、
呉
人
不
附
、
居
月
除
、
士
庶
莫
有
至
者
、
　
（
王
）
導
患
之
、

⑥
　
安
田
氏
は
「
望
族
的
あ
り
方
」
を
す
る
豪
族
の
郷
里
社
会
の
保
護
者
と
し
て
の

　
行
為
の
一
つ
に
賑
憧
行
為
を
あ
げ
る
。
（
前
掲
第
一
章
注
⑧
諸
論
文
参
照
）
、
又
、

　
谷
川
道
雄
氏
は
、
北
朝
の
士
大
夫
達
が
ふ
ま
え
て
い
た
郷
党
社
会
の
生
活
倫
理
と

　
し
て
軽
財
好
施
を
重
視
し
、
晴
唐
帝
国
へ
と
つ
な
が
る
新
貴
族
主
義
運
動
を
荷
っ

　
た
士
大
夫
が
こ
れ
を
実
践
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
『
階
唐
帝
国
形
成
史
論
』

筑
摩
書
房
刊
、
一
九
七
一
、
『
中
国
講
論
社
会
と
共
同
体
』
第
皿
部
、
国
書
刊
行

　
会
刊
、
一
九
七
六
等
参
照
）
又
、
小
尾
孟
夫
氏
は
救
邸
の
研
究
の
中
で
蟹
家
以
外

　
に
當
裕
な
人
々
に
よ
る
私
的
救
済
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
は
彼
等
が
自

　
己
の
存
立
基
鑑
で
あ
る
郷
里
社
会
の
保
全
、
か
つ
支
配
強
化
を
は
か
っ
た
も
の
で

　
あ
ろ
う
と
述
べ
る
。
（
「
南
朝
に
お
け
る
救
荒
策
に
つ
い
て
」
　
『
広
島
大
学
教
育
学

　
部
紀
要
』
二
部
二
二
、
一
九
七
四
）
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『
習
書
隔
巻
七
十
八
孔
愉
附
伝
壌
伝

『
宋
書
』
巻
八
十
一
顧
探
伝

『
宋
書
』
巻
九
十
一
張
進
之
伝

『
南
史
』
巻
三
十
七
沈
慶
之
伝

『
宋
書
』
巻
八
十
一
顧
観
之
伝

『
宋
雷
』
巻
八
十
四
孔
號
俄

『
晋
書
』
巻
五
十
八
周
処
附
伝
珀
伝

『
心
許
雲
』
巻
古
志
－
六
出
磁
の
潭
伝

『
皿
碍
書
』
巻
九
十
六
張
曲
戊
　
婁
陸
一
氏
伝

⑯
『
晋
書
』
巻
四
十
三
山
濾
附
伝
遽
伝

⑰
『
世
説
漸
語
』
政
治
篇
注
引
『
続
晋
陽
秋
』

⑱
鷹
長
鑑
『
三
歪
六
世
紀
江
南
大
土
地
所
有
壁
的
発
展
』
前
慮
。

⑲
大
川
富
土
夫
「
東
晋
・
南
朝
時
代
に
お
け
る
山
林
叢
沢
の
占
有
」
前
出
。

⑳
越
智
重
開
「
南
岡
の
貴
族
と
豪
族
」
、
「
漢
窯
刺
史
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
」
（
共

　
に
前
出
）
等
参
照
。

⑳
　
『
晋
霜
』
巻
七
十
五
王
堪
附
伝
述
伝

⑫
　
越
智
霊
明
『
魏
晋
南
朝
の
政
治
と
准
会
』
第
工
編
第
二
章
（
吉
川
弘
文
館
刊
、

　
｝
九
山
ハ
一
工
）
等
参
昭
酬
。
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三
東
晋
末
の
社
会

　
三
八
三
年
、
宰
言
忌
安
の
甥
に
あ
た
る
謝
玄
の
率
い
る
東
菊
軍
は
、
測
水
に
お
い
て
百
万
と
号
す
る
前
秦
符
堅
の
軍
を
う
ち
破
り
、
東
晋
建

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
の
ウ

国
以
来
最
大
の
国
難
を
回
避
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
「
近
ご
ろ
孝
孫
の
末
は
天
下
事
な
く
、
時
和
し
年
豊
か
に
し
て
、
百
姓
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
楽
し
む
。
す
な
わ
ち
自
ら
穀
吊
は
毅
阜
に
し
て
、
家
は
給
し
人
は
足
る
に
幾
し
」
と
い
う
太
平
の
世
が
到
来
す
る
。
が
、
一
方
で
は
権
門
の

兼
併
は
や
ま
ず
、
中
央
政
治
も
次
第
に
乱
れ
て
き
た
。
名
宰
相
と
う
た
わ
れ
た
西
安
の
死
後
実
権
を
握
っ
た
の
は
、
時
の
皇
帝
孝
武
帝
の
弟
司

馬
道
子
で
あ
る
。
彼
の
周
囲
は
息
子
の
司
馬
元
顕
、
皇
族
の
司
馬
尚
之
・
恢
之
・
允
之
兄
弟
、
北
人
貴
族
の
中
で
も
人
望
の
薄
い
王
愉
・
国
宝

・
緒
兄
弟
、
及
び
恩
倖
の
張
法
順
、
趙
牙
、
茄
千
秋
等
に
よ
っ
て
固
め
ら
れ
、
孝
聖
帝
も
政
治
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
司
馬
道
子
の
独
裁
体
制
が

成
立
し
た
。
そ
の
下
に
あ
っ
て
官
僚
の
綱
紀
は
ゆ
る
み
奢
修
の
風
潮
が
ひ
ど
く
な
り
、
売
位
売
官
の
様
に
国
家
機
構
が
不
正
に
運
営
さ
れ
、
尼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

僧
や
恩
倖
達
が
政
治
に
嚇
を
さ
し
は
さ
む
様
に
な
っ
た
。

　
中
で
も
司
馬
道
子
は
「
功
用
鈍
器
」
を
用
い
て
東
第
を
築
く
な
ど
豪
奢
淫
逸
な
生
活
を
送
っ
て
政
務
を
滞
ら
せ
、
息
子
の
元
慶
も
国
家
危
急

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
時
に
際
し
て
も
な
お
「
急
騰
し
て
黒
ま
ず
、
富
帝
室
を
過
ぐ
」
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
又
、
王
氏
兄
弟
で
最
も
権
勢
を
振
っ
た
王
国
宝
は
、
東



晋宋革命と江南社会（葭森）

晋
中
期
の
重
臣
王
坦
之
の
子
、
苑
寧
の
甥
、
謝
安
の
女
婿
と
い
う
当
時
最
高
の
身
分
的
地
位
に
あ
り
な
が
ら
、
　
「
少
く
し
て
士
操
な
く
、
音
響

を
修
め
ず
」
と
い
う
性
格
か
ら
貴
族
内
で
も
評
判
が
悪
く
、
官
に
あ
っ
て
も
「
負
縦
に
し
て
聚
謝
す
る
に
青
書
を
知
ら
ず
、
後
房
の
伎
妾
は
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
き
な

を
以
て
数
え
、
天
下
の
珍
玩
は
室
に
充
満
す
」
と
い
う
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
恩
倖
た
ち
も
「
官
を
売
り
爵
を
販
い
、
資
貨
を
聚
む

る
こ
と
億
を
累
」
ね
た
り
、
地
方
官
と
し
て
「
隙
私
狼
籍
」
を
は
た
ら
い
た
り
、
道
子
の
講
修
生
活
に
奉
仕
し
た
り
し
た
。
彼
等
の
出
自
は
節

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

千
秋
が
銭
葵
の
捕
賊
吏
、
趙
牙
が
優
偶
と
い
う
様
に
低
い
身
分
で
あ
っ
た
が
、
　
「
賂
論
」
に
よ
っ
て
昇
進
し
た
も
の
で
あ
る
。
会
稽
の
張
法
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

も
ま
た
癒
江
太
守
で
あ
っ
た
が
、
　
「
刀
筆
の
才
を
以
て
元
顕
の
謀
主
と
為
」
り
、
司
馬
尚
之
か
ら
は
「
駆
走
の
小
人
」
と
罵
倒
さ
れ
る
存
在
で

　
　
⑦

あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
彼
等
は
爾
人
土
豪
と
同
じ
く
江
南
の
郷
村
社
会
の
中
か
ら
出
て
来
た
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
南
人
土
豪
の
様
に
郷
里
社

会
の
名
望
家
と
し
て
存
立
す
る
の
で
な
く
、
　
「
賂
謡
」
　
「
刀
筆
の
才
」
と
い
う
よ
う
な
、
財
力
や
事
務
能
力
で
国
家
権
力
と
直
接
結
び
つ
く
こ

と
で
そ
の
地
位
を
得
た
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
恩
倖
の
出
現
は
、
東
晋
以
来
江
南
社
会
が
成
長
し
て
き
た
一
つ
の
結
果
と
も
い
え
よ
う
。

　
だ
が
、
以
上
の
様
な
一
部
北
人
貴
族
や
恩
倖
の
国
家
機
構
を
私
し
た
収
奪
、
換
言
す
れ
ば
「
権
門
の
井
兼
」
は
、
郷
村
社
会
、
特
に
国
家
の

倍
役
負
担
を
一
手
に
引
き
受
け
る
江
南
の
小
農
民
の
生
活
を
脅
か
し
た
。
こ
れ
は
郷
村
社
会
を
自
己
の
存
立
基
盤
と
す
る
南
人
土
豪
に
と
っ
て

も
危
機
的
状
況
で
あ
り
、
彼
等
の
間
に
も
不
満
が
渦
巻
い
て
い
た
に
違
い
な
い
。
事
実
、
端
艇
の
万
人
爽
、
会
稽
の
許
栄
と
い
う
二
人
の
吾
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
す

土
豪
が
痛
烈
な
政
治
批
判
を
行
な
っ
て
い
る
。
特
に
寒
露
爽
は
「
穀
瞬
く
し
て
人
磯
え
、
流
建
絶
え
ざ
る
は
、
百
姓
単
貧
に
し
て
役
調
深
刻
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

る
に
由
る
」
と
、
豊
か
な
は
ず
の
東
晋
末
の
郷
村
社
会
が
混
乱
に
陥
っ
て
い
る
原
因
を
政
府
の
失
政
に
帰
し
て
い
る
。
ま
た
許
栄
も
、
王
国
宝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
度
を
す
ぎ
た
僧
尼
へ
の
尊
信
が
「
百
姓
を
侵
臭
し
」
て
い
る
事
実
を
非
難
し
て
い
る
。
晋
宋
革
命
の
際
に
登
場
し
た
指
導
者
た
ち
が
、
こ
の

郷
村
社
会
の
混
乱
を
い
か
に
お
さ
め
、
そ
こ
に
住
む
人
び
と
の
不
満
を
ど
の
様
に
し
て
解
決
し
よ
う
と
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
こ
そ
、

晋
宋
革
命
を
理
解
す
る
ポ
イ
ン
ト
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
下
こ
の
点
を
中
心
に
二
瀬
革
命
の
展
開
を
み
て
ゆ
き
た
い
。

①
　
『
事
書
』
巻
五
十
六
孔
琳
之
伝

②
「
干
時
孝
武
甲
不
親
署
機
、
但
与
（
司
馬
）
道
子
鮒
鮨
機
務
、
姐
娚
尼
僧
、
尤

為
親
暖
、
並
籍
弄
其
権
、
凡
所
幸
接
、
皆
出
自
小
賢
、
郡
守
長
吏
多
用
道
子
所
樹

立
、
既
為
揚
州
総
録
、
勢
傾
天
下
、
由
是
朝
野
羨
望
、
中
書
令
王
國
宝
性
卑
俵
、
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藤
付
為
道
子
所
寵
毘
、
官
以
臨
賄
遷
、
　
政
剛
刑
謬
乱
」
　
（
『
面
当
書
隔
　
巻
六
十
四
鰯
筑
紫
三
子

伝
）

③
　
　
『
蕊
ほ
書
』
漉
筍
穴
十
四
簡
文
訟
一
子
俵

④
　
　
是
田
頭
』
巻
七
十
五
王
轡
型
俵
鼠
宝
伝

⑤
　
　
「
嬰
人
趙
穿
出
自
優
偏
、
茄
千
秋
工
銭
鼠
捕
賊
吏
、
響
応
講
進
…
…
（
中
略
）

　
…
…
穿
為
道
予
開
束
第
、
築
山
穿
池
、
列
樹
竹
木
、
功
用
鋲
万
…
…
（
中
略
）
…
…

　
千
秋
売
官
重
三
、
聚
資
上
前
億
…
…
（
申
略
）
…
…
半
平
令
呉
聴
聞
人
士
上
疏
田
、

　
願
騎
士
議
参
軍
書
千
秋
協
輔
宰
樒
、
起
自
微
罪
、
窺
弄
威
権
、
衝
無
難
官
、
其
子

　
寿
齢
為
楽
突
令
、
臓
私
狼
籍
、
畏
法
奔
逃
、
覚
無
罪
罰
、
傲
然
還
県
、
又
尼
始
属

　
類
、
傾
動
鼠
時
、
穀
賎
人
饒
、
流
獲
不
絶
、
由
百
姓
単
貧
、
役
調
深
刻
」
（
『
晋
書
』

　
巻
六
十
四
簡
文
三
子
伝
）

⑥
　
『
普
書
』
巻
六
十
四
簡
文
三
子
伝

⑦
　
　
「
元
顕
寵
倖
張
法
順
、
毎
宴
会
、
坐
番
士
携
、
　
（
司
馬
）
由
陶
磁
入
翻
回
、
正
色
灘
…

　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ

　
元
顕
日
、
張
法
順
駆
走
小
人
、
有
何
帯
電
、
而
暴
被
抜
擢
、
当
今
聖
蝕
、
不
宜
如

　
此
、
元
顕
黙
然
」
　
（
『
諸
書
』
巻
三
十
七
宗
室
伝
）

⑧
　
注
⑤
参
照
。

⑨
　
　
「
干
時
朝
政
既
棄
、
左
衛
三
組
将
軍
会
稽
許
遡
上
疏
日
、
…
…
（
中
略
）
…
…

　
又
侵
漁
業
姓
、
取
財
為
恵
、
亦
未
含
布
施
之
道
也
」
（
『
晋
書
』
巻
六
十
四
簡
文
三

　
子
伝
）
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四
　
王
恭
の
乱
と
土
豪
層

　
こ
の
様
な
東
晋
末
の
状
況
に
対
し
て
改
革
を
嗣
指
す
動
き
は
ま
ず
北
界
貴
族
内
部
か
ら
起
っ
た
。
そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
が
、
司
馬
道
子
の

接
臣
の
王
国
宝
と
同
族
で
あ
っ
た
王
恭
で
あ
る
。
司
馬
道
子
の
権
勢
が
孝
武
帝
を
凌
ぐ
に
至
る
と
、
孝
蝶
理
は
こ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
人

望
の
高
い
香
華
と
股
平
茸
の
二
人
の
北
人
貴
族
を
選
ん
で
地
方
へ
派
遣
し
、
北
府
・
西
府
（
揚
子
江
中
流
域
方
面
軍
）
の
二
大
軍
団
を
そ
れ
ぞ
れ
統

率
さ
せ
て
道
子
一
派
を
牽
制
し
た
。
だ
が
孝
武
帝
が
ま
も
な
く
死
ぬ
と
中
央
で
は
道
子
一
派
の
専
横
が
一
層
ひ
ど
く
な
り
、
そ
れ
に
つ
れ
て
両

者
の
対
立
も
深
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
つ
い
に
隆
安
元
年
（
三
七
七
）
四
月
、
道
子
側
近
に
よ
っ
て
王
恭
暗
殺
計
画
が
企
て
ら
れ
る
に
及
び
対
立
は

爆
発
し
、
王
恭
は
北
府
軍
を
バ
ッ
ク
に
王
国
宝
ら
舞
浜
の
妊
を
除
く
こ
と
を
名
目
と
し
て
挙
兵
し
た
。
そ
の
結
果
、
軍
事
力
で
圧
倒
的
に
劣
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

道
子
側
が
王
国
宝
・
王
緒
兄
弟
を
謙
殺
し
、
失
政
を
詑
び
た
こ
と
で
藩
中
も
兵
を
引
き
、
事
態
は
収
拾
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
東
築
の
岡
家
経
済
を
支
え
て
き
た
三
呉
（
江
蘇
省
南
部
・
漸
江
省
北
部
）
で
は
更
に
過
激
な
動
き
が
起
っ
て
い
た
。
こ
の
時
母
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

喪
に
服
し
て
呉
郡
に
い
た
王
導
の
孫
王
嵌
は
、
前
呉
国
内
史
で
会
稽
の
名
族
虞
囎
父
を
通
じ
て
呉
興
・
義
興
で
兵
数
万
を
聚
め
、
ま
た
、
娘
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

中
心
に
鳥
人
土
豪
填
手
の
婁
孔
氏
ら
江
南
有
力
堂
守
の
婦
人
か
ら
な
る
軍
隊
を
組
織
し
て
王
恭
の
動
き
に
呼
応
し
た
。
三
呉
の
土
豪
・
民
衆
は
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こ
の
挙
兵
に
積
極
的
に
参
加
し
て
当
る
べ
か
ら
ざ
る
勢
い
が
あ
り
、
と
て
も
王
氏
兄
弟
の
謙
殺
ぐ
ら
い
で
満
足
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
王

覇
が
彼
等
に
対
し
て
兵
の
解
散
を
命
ず
る
と
、
彼
等
の
攻
撃
の
矛
先
は
盟
主
で
あ
る
は
ず
の
王
恭
に
転
じ
ら
れ
た
。
だ
が
、
王
恭
の
部
下
劉
牢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

之
に
よ
っ
て
そ
の
動
き
は
鎮
圧
さ
れ
、
こ
の
三
呉
に
お
け
る
活
動
も
結
局
葬
り
去
ら
れ
た
。

　
一
方
、
暫
く
な
り
を
ひ
そ
め
て
い
た
道
子
一
派
も
、
ま
も
な
く
王
恭
・
股
仲
堪
ら
の
方
縦
勢
力
の
切
り
崩
し
に
出
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て

設
置
は
、
翌
隆
安
二
年
七
月
、
切
り
崩
し
政
策
の
推
進
老
司
馬
尚
之
、
王
愉
の
処
罰
を
要
求
し
て
、
爾
府
軍
の
股
仲
堪
・
檀
玄
と
共
に
再
度
挙

兵
し
た
。
し
か
し
今
度
は
劉
牢
之
の
寝
返
り
に
よ
っ
て
反
乱
は
失
敗
し
、
王
恭
も
斬
罪
に
処
せ
ら
れ
た
。
又
、
西
府
軍
も
、
股
仲
堪
と
そ
の
管

下
の
桓
玄
と
の
不
和
に
乗
じ
た
司
馬
芸
評
の
策
略
に
よ
っ
て
分
裂
し
、
兵
を
引
か
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
の
上
、
第
一
回
目
の
挙
兵
で
は

藁
薦
に
呼
応
す
る
動
き
の
あ
っ
た
三
呉
で
も
、
後
に
民
衆
反
乱
の
指
導
者
と
な
る
孫
恩
の
叔
父
寄
手
が
、
義
軍
数
千
を
聚
め
、
道
子
の
陣
営
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

つ
い
て
戦
っ
て
い
る
。
こ
の
義
軍
に
は
三
呉
の
土
豪
・
民
衆
が
数
多
く
参
加
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
一
回
囲
に
王
恭
の
側
に
允

っ
て
戦
っ
た
三
呉
の
人
び
と
が
二
圃
目
に
は
掌
を
返
す
様
に
王
恭
を
討
つ
側
に
ま
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
王
恭
へ
の
期
待
は
失
望
、

憎
悪
へ
と
変
化
し
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
何
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
も
そ
も
王
恭
は
孝
武
帝
の
皇
后
の
兄
で
「
少
く
し
て
美
誉
有
り
、
冠
着
人
に
過
し
ぎ
、
衆
人
の
期
待
を
荷
っ
て
政
治
の
舞
台
に
登
場
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

い
る
。
そ
し
て
、
北
府
軍
団
の
長
と
な
っ
て
以
後
も
呉
興
の
名
族
撃
壌
・
穆
夫
父
子
を
礼
を
尽
し
て
幕
下
に
招
漏
す
る
な
ど
、
三
呉
の
人
び
と

の
支
持
を
得
よ
う
と
気
を
配
っ
て
い
た
。
だ
が
そ
の
政
治
に
つ
い
て
は
次
の
様
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
性
為
る
や
弘
か
ら
ず
、
以
て
機
会
に
潔
し
。
北
府
に
在
る
よ
り
、
簡
恵
を
以
て
政
を
為
す
と
錐
も
、
然
れ
ど
も
自
ら
貴
を
胎
り
、
下
と
殊
議
す
。
兵
を
用

　
　
　
　
な
ら

　
う
る
に
閑
わ
ず
。
尤
も
仏
道
を
信
じ
、
百
姓
を
調
役
し
て
仏
喜
を
修
濡
す
る
に
、
壮
麗
に
務
め
、
士
庶
怨
讐
す
。
（
『
愛
書
』
巻
八
十
四
王
恭
伝
）

　
つ
ま
り
、
貴
族
と
し
て
の
誇
り
が
部
下
と
の
意
志
疏
通
を
妨
げ
、
軍
事
・
行
政
能
力
の
不
足
と
な
っ
て
顕
れ
た
。
加
え
て
、
自
分
が
信
奉
す

る
仏
寺
の
修
営
と
い
う
私
事
に
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
郷
村
社
会
の
破
壊
を
招
い
た
原
因
で
あ
る
揺
役
を
利
用
し
て
い
る
。
だ
が
、
さ
ら
に
重
要

な
の
は
東
晋
中
央
政
権
に
対
す
る
弱
腰
で
あ
る
。
彼
は
挙
兵
の
際
王
茂
兄
弟
や
司
馬
尚
之
ら
の
司
馬
道
子
側
近
を
除
く
こ
と
を
名
目
と
し
、
攻
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撃
の
矛
先
を
元
凶
の
司
馬
道
子
に
ま
で
及
ぼ
し
て
い
な
い
。
中
で
も
一
十
目
の
挙
兵
な
ど
は
側
近
の
王
国
宝
ら
の
処
分
で
道
子
側
と
妥
協
し
、

よ
り
過
激
な
動
き
に
出
た
三
呉
の
土
豪
・
民
衆
を
弾
圧
し
て
し
ま
っ
た
。

　
こ
の
様
な
王
室
の
態
度
は
、
国
家
機
構
を
利
用
し
た
権
門
層
の
兼
併
に
蕾
し
み
、
東
晋
政
権
に
強
い
不
満
を
抱
い
て
い
た
南
人
土
豪
・
民
衆

の
求
め
る
指
導
者
像
と
は
程
遠
い
。
結
局
彼
は
東
晋
末
の
混
乱
を
救
お
う
と
し
な
が
ら
も
、
名
門
貴
族
の
地
位
に
甘
ん
じ
、
郷
村
社
会
か
ら
沸

き
上
る
隠
事
土
豪
・
民
衆
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
笹
掻
が
郷
村
社
会
の
支
持
を
失
な
っ
た
原
因
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ろ
う
。
か
っ
て
川
勝
氏
は
王
恭
の
乱
に
お
い
て
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
・
ヴ
ォ
ー
ト
を
握
っ
て
い
た
の
は
北
府
寒
門
武
人
で
あ
る
と
指
摘
し
た
が
、

こ
う
み
て
く
る
と
、
南
人
土
豪
・
民
衆
が
反
乱
に
与
え
た
影
響
も
無
視
で
き
な
い
。

　
こ
う
し
て
反
乱
は
失
敗
し
た
が
、
そ
の
結
果
北
府
軍
内
で
は
劉
牢
之
を
は
じ
め
と
す
る
寒
門
武
人
、
西
府
軍
内
で
は
桓
玄
一
派
と
い
う
よ
う

な
よ
り
強
力
で
文
人
貴
族
的
色
彩
の
薄
い
軍
事
勢
力
が
登
場
し
、
地
方
軍
団
の
独
立
化
が
進
ん
だ
。
そ
れ
に
よ
り
中
央
政
権
は
「
政
令
の
行
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

わ
る
所
は
唯
三
呉
の
み
扁
と
い
う
完
全
な
孤
立
状
態
に
陥
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
司
馬
道
子
一
派
の
事
誤
は
一
向
に
や
ま
ず
、
残
さ
れ
た
三

等
の
地
が
集
中
的
に
権
門
の
搾
取
に
さ
ら
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
様
な
中
で
、
翁
人
貴
族
内
部
か
ら
の
改
革
運
動
に
失
望
し
た
郷
村
社
会

に
住
む
南
人
土
豪
・
民
衆
は
自
ら
反
乱
に
起
ち
上
っ
た
。
こ
れ
が
孫
恩
・
盧
循
の
乱
で
あ
る
。

①
　
本
草
に
お
け
る
反
乱
の
経
過
は
『
晋
書
』
巻
六
十
四
簡
文
三
金
聾
、
巻
七
十
五

　
王
湛
附
伝
国
宝
伝
、
巻
八
十
四
王
業
、
股
仲
堪
伝
等
を
参
照
し
て
ま
と
め
た
。
な

　
お
本
稿
で
は
紙
塑
の
関
係
上
、
原
文
の
引
用
を
最
小
限
に
と
ど
め
た
。

②
　
『
晋
訟
口
』
巻
六
十
五
王
轟
附
伝
厭
伝
、
と
ろ
こ
で
、
王
厭
の
父
王
菅
は
呉
郡
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
し
な

　
守
の
時
大
鰻
饅
に
遭
い
、
　
「
私
米
を
以
て
範
粥
を
作
り
、
以
て
飢
う
る
者
る
飴
」

　
つ
た
。
（
『
高
書
』
巻
六
十
五
主
導
附
…
伝
菅
伝
）
王
廠
の
挙
兵
の
際
も
父
蒔
の
私
的

　
な
恩
義
関
係
が
生
き
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

③
　
「
娘
邪
王
駅
於
呉
中
為
乱
、
以
女
為
貞
烈
将
軍
、
悉
以
女
人
為
官
属
、
以
孔
子

　
為
司
馬
」
　
（
『
戸
田
』
巻
八
十
一
顧
瑛
伝
）

④
　
　
『
皿
田
姫
雷
』
巻
山
ハ
十
五
｝
土
道
町
附
俵
｛
撒
像

⑤
「
王
学
主
役
、
（
孫
）
泰
私
合
義
兵
、
得
数
千
人
、
為
国
討
恭
」
（
『
晋
書
』
巻

　
一
百
二
恩
儀
）
。
こ
の
義
兵
は
、
「
泰
見
天
下
兵
起
、
以
為
晋
詐
将
終
、
乃
扇
動
酉

　
姓
、
私
集
聖
衆
、
三
障
士
庶
多
照
之
」
　
（
同
前
）
と
い
う
記
事
か
ら
考
え
て
三
呉

　
の
土
豪
・
民
衆
が
中
心
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑥
「
（
王
恭
）
与
（
沈
）
警
有
旧
好
、
口
引
為
参
軍
、
手
書
懇
烈
、
苦
相
招
致
…

　
（
中
略
）
…
…
（
沈
穆
夫
）
王
恭
命
為
前
軍
主
簿
、
与
警
書
臼
、
足
下
既
執
不
抜

　
之
志
、
高
臥
東
南
、
故
屈
賢
子
共
事
、
非
以
吏
職
嬰
之
也
」
（
『
宋
書
』
巻
一
頁
自

　
序
）

⑦
　
川
勝
義
雄
「
劉
宋
政
権
の
成
立
と
寒
門
武
人
」
　
（
前
出
）

⑧
　
　
『
魏
書
』
巻
九
十
六
司
馬
叡
伝
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五
　
孫
恩
・
盧
循
の
乱
と
土
豪
層

習宋凹凹と江南社会（葭森）

　
隆
安
三
年
（
三
九
九
）
、
東
晋
中
央
政
権
は
強
大
化
し
た
地
方
軍
閥
勢
力
に
対
抗
す
る
た
め
、
　
「
東
土
諸
郡
の
奴
を
免
れ
て
客
と
為
る
者
を
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

し
、
号
し
て
楽
属
と
い
い
、
京
師
に
移
置
し
て
以
て
兵
役
に
充
」
て
た
。
そ
の
結
果
「
東
土
忽
然
と
し
、
人
命
に
堪
え
ず
、
天
下
之
に
苦
し
」

ん
だ
。
こ
の
混
乱
に
乗
じ
杭
州
湾
附
近
の
海
島
で
反
乱
を
起
こ
し
、
杭
州
湾
南
岸
を
席
巻
し
会
稽
を
占
領
し
た
の
が
、
天
師
道
教
団
の
教
祖
孫

恩
で
あ
る
。
こ
れ
に
呼
応
し
て
会
稽
、
呉
郡
、
呉
興
、
臨
海
、
義
興
、
永
楽
、
東
陽
、
新
安
の
八
郡
で
は
数
十
万
の
人
び
と
が
地
方
官
を
殺
し

反
乱
に
起
ち
上
っ
た
。
そ
の
際
指
導
的
役
割
を
果
し
た
の
が
会
稽
の
謝
鍼
、
呉
郡
の
陸
擁
、
義
興
の
許
允
之
、
呉
興
の
丘
遣
、
沈
病
夫
ら
の
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

人
土
豪
と
み
ら
れ
る
人
び
と
で
あ
る
。
反
乱
軍
は
民
衆
の
自
発
的
参
加
を
得
て
凄
ま
じ
い
勢
い
で
破
壊
活
動
を
行
い
、
多
ぐ
の
地
方
官
や
名
門

　
　
　
　
　
　
③

貴
族
を
殺
獄
し
た
。
反
乱
軍
は
劉
牢
之
ら
北
下
熱
門
武
人
の
活
躍
に
よ
り
一
ま
ず
海
島
へ
押
し
戻
さ
れ
た
が
、
二
十
万
人
に
ふ
く
れ
あ
が
っ
た

反
乱
軍
は
そ
の
後
も
杭
州
湾
岸
各
地
を
攻
撃
し
、
隆
安
五
年
に
は
首
都
建
康
へ
迫
る
。
結
局
反
乱
は
劉
牢
之
、
劉
裕
の
率
い
る
北
府
軍
と
の
激

し
い
せ
め
ぎ
あ
い
の
末
、
翌
元
興
二
年
官
軍
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
孫
恩
の
自
殺
を
以
て
一
段
落
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
反
乱
の
中
核
と
な
っ
た
天
師
道
教
団
は
孫
恩
の
叔
父
孫
泰
の
代
か
ら
活
発
な
活
動
を
行
な
っ
て
い
た
。
三
五
の
教
団
は
三

呉
の
土
豪
・
民
衆
の
間
に
も
広
く
浸
透
し
、
既
述
の
通
り
孫
泰
も
こ
れ
を
背
景
に
軍
事
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
彼
は
そ
の
後
も
東
晋
衰
亡
を
予

測
し
て
三
瀬
の
人
び
と
を
中
心
と
し
た
軍
事
集
団
を
組
織
し
た
。
だ
が
こ
れ
が
会
稽
の
土
豪
謝
鞭
に
よ
っ
て
反
晋
活
動
と
し
て
摘
発
さ
れ
る
や
、

教
団
は
弾
圧
さ
れ
孫
泰
も
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
教
団
の
余
党
百
余
人
が
孫
恩
に
率
い
ら
れ
海
島
に
逃
れ
て
、
孫
恩
の
乱
の
中
核
と
な
る

集
団
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。
孫
恩
の
乱
は
隆
安
三
年
、
毒
言
土
豪
に
率
い
ら
れ
た
民
衆
の
大
量
の
参
加
を
え
て
、
爆
発
的
に
拡
大
し
た
が
、

そ
こ
に
は
三
呉
の
人
び
と
の
支
持
を
え
た
孫
泰
の
活
動
が
伏
線
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
反
乱
は
画
餅
の
死
後
も
孫
恩
の
妹
婿
盧
循
に
よ
っ
て
受
け
つ
が
れ
た
。
反
乱
軍
は
そ
の
後
五
年
間
に
わ
た
っ
て
今
日
の
広
東
省
一
帯
を
占
領

し
、
義
熈
五
年
に
は
北
府
軍
の
北
伐
の
隙
を
衝
い
て
再
び
揚
蓋
江
流
域
を
席
巻
し
、
疾
風
怒
灘
の
如
く
建
康
へ
攻
め
寄
せ
た
。
だ
が
こ
の
時
、
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か
っ
て
反
乱
に
参
加
し
た
一
部
の
土
豪
は
劉
裕
の
下
に
帰
順
し
、
三
呉
で
も
反
乱
に
呼
応
す
る
動
き
は
な
く
、
す
ば
や
く
建
康
へ
舞
い
戻
っ
た

劉
裕
に
よ
っ
て
反
乱
は
鎮
圧
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
十
三
年
問
江
南
金
管
に
わ
た
っ
て
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
大
反
乱
も
終
正
符
を
打
っ
た
。

　
こ
の
反
乱
は
参
加
者
の
多
さ
、
期
間
の
長
さ
、
地
域
的
広
が
り
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
中
国
史
上
有
数
の
大
民
衆
反
乱
と
い
え
よ
う
。
だ
が
罠

衆
反
乱
と
し
て
は
土
豪
が
重
要
な
役
罰
を
果
し
て
い
た
こ
と
に
こ
の
反
乱
の
一
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
事
実
を
ど
う
解
釈
す
る
か
を
め
ぐ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

て
、
六
十
年
代
の
中
国
を
中
心
に
反
乱
の
性
格
に
つ
い
て
の
論
争
が
戦
わ
さ
れ
た
。
だ
が
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
様
な
い
く
つ
か
の
点
、
す
な

わ
ち
民
衆
と
南
人
土
豪
が
郷
村
社
会
を
媒
介
と
し
て
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
共
に
そ
の
安
定
を
翼
求
し
て
い
た
こ
と
、
東
晋
末
に
は
国
家
機
構

を
利
用
し
た
権
門
の
収
奪
に
よ
り
郷
村
社
会
の
主
要
構
成
員
た
る
小
農
属
の
生
活
が
脅
か
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
反
乱
の
直
接
の
原
因
が

国
家
権
力
の
兵
役
強
化
に
あ
っ
た
こ
と
等
を
考
え
合
せ
る
と
、
こ
の
反
乱
は
傷
人
土
豪
と
民
衆
が
東
灘
権
力
に
対
し
共
同
し
て
闘
っ
た
も
の
と

い
え
よ
、
冠
・

　
前
述
の
通
り
、
東
晋
末
の
郷
村
社
会
は
国
家
機
構
を
媒
介
と
し
た
権
門
の
収
奪
に
苦
し
ん
で
い
た
。
王
恭
ら
貴
族
内
部
の
改
革
派
は
反
乱
を

起
し
た
も
の
の
結
果
と
し
て
何
事
も
な
し
え
な
か
っ
た
。
南
人
土
豪
・
属
衆
は
自
ら
心
界
の
打
開
を
求
め
て
起
ち
上
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
そ

の
結
果
郷
村
社
会
は
徹
底
的
に
破
壊
さ
れ
大
混
乱
に
陥
っ
た
。
勿
論
、
南
人
土
豪
の
中
に
も
こ
の
様
な
過
激
な
動
き
に
同
調
せ
ず
反
乱
側
と
戦

っ
た
者
も
い
る
。
し
か
し
、
と
も
か
く
こ
の
時
郷
村
社
会
の
現
政
権
に
対
す
る
不
満
は
頂
点
に
達
し
、
社
会
の
安
定
を
望
む
声
が
極
め
て
大
き

か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
反
乱
に
よ
っ
て
も
結
局
解
決
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
不
満
を
解
決
し
、
反
乱
に
よ
る
疲
弊
を
救
う

に
は
、
も
は
や
川
勝
氏
が
束
晋
建
設
期
に
つ
い
て
指
摘
し
た
麗
な
、
伝
統
的
権
威
や
文
化
的
先
進
性
を
誇
り
政
治
的
文
化
能
力
に
た
よ
る
貴
族

の
力
量
で
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。
こ
の
反
乱
を
境
に
、
建
康
の
中
央
政
権
の
主
宰
者
は
文
化
的
能
力
を
具
え
た
老
よ
り
も
む
し
ろ
軍
事
的
能
力

に
秀
で
た
者
へ
と
変
化
す
る
。
こ
う
し
て
登
場
し
た
の
が
桓
玄
で
あ
り
劉
裕
で
あ
る
。

　
⑦
『
晋
山
臨
巻
六
十
簡
文
薫
子
伝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
を
疑
問
視
す
る
説
も
あ
る
。
だ
が
ご
章
で
も
述
べ
た
通
り
、
南
人
土
豪
が
混
乱

　
②
　
会
話
の
柱
礎
、
愚
詠
の
陸
氏
、
義
興
の
丘
氏
、
沈
氏
譜
共
に
江
南
の
名
族
で
あ
　
　
　
　
　
蒋
に
起
兵
す
る
例
は
多
く
、
彼
等
が
鶏
人
土
豪
で
あ
る
可
能
姓
は
極
め
て
高
い
。

　
　
ろ
。
し
か
し
、
叢
説
爽
以
外
は
出
自
が
明
ら
か
で
な
く
、
彼
等
を
土
豪
と
す
る
こ
　
　
　
　
③
　
　
「
於
是
会
懇
謝
鍼
、
丁
霊
陸
壊
、
呉
興
丘
涯
、
義
興
許
允
之
、
臨
海
周
胃
、
永
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弓
張
永
、
及
東
陽
新
安
等
凡
八
郡
、
一
三
倶
起
、
殺
長
吏
以
応
之
、
旬
日
之
中
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
衆
数
十
万
、
於
是
呉
興
太
守
謝
逸
、
永
嘉
太
守
謝
逸
、
嘉
興
公
魚
胤
、
南
康
公
謝

　
明
慧
、
黄
門
郎
謝
沖
、
張
瑛
、
中
書
郎
貫
道
、
太
子
洗
馬
七
福
、
銀
嶺
令
夏
侯
倍

等
皆
遇
害
、
…
…
（
中
略
）
…
…
諸
富
塩
焼
倉
意
馬
富
屋
、
刊
木
蔦
井
、
碗
掠
財

貨
、
相
率
聚
於
会
稽
、
其
婦
女
有
漏
累
不
能
虫
者
、
嚢
露
量
嬰
児
投
濃
水
、
而
告

之
日
、
賀
汝
先
登
仙
南
、
我
面
識
就
汝
」
（
『
晋
書
』
巻
一
百
孫
恩
・
盧
循
伝
）
以

　
下
こ
と
わ
ら
ぬ
限
り
本
章
の
記
述
は
同
伝
に
よ
る
。

④
　
主
要
論
文
を
挙
げ
る
と
、
萢
滋
藤
『
中
国
通
史
掌
編
』
修
訂
本
第
二
編
（
人
民

　
嵐
版
社
刊
、
一
九
四
九
）
、
段
昌
同
「
東
志
政
権
的
衰
亡
与
孫
恩
・
薩
知
的
起
義
」

　
（
『
歴
史
教
学
』
一
九
五
四
、
十
二
期
）
、
薦
震
実
『
隷
書
孫
恩
・
慮
循
伝
箋
証
駈

　
（
申
華
譲
局
刊
、
一
九
重
三
）
、
張
一
純
「
談
孫
愚
・
盧
循
領
置
的
農
民
起
義
」

　
（
『
中
国
農
昆
起
義
論
集
』
北
京
三
雲
欝
店
刊
所
収
、
　
九
五
八
）
、
謝
天
佑
「
試

　
菰
瀦
孫
霞
心
・
盧
循
起
義
的
性
質
」
　
（
『
新
建
恥
奴
』
　
一
九
六
二
、
ご
期
）
、
楊
偉
立
「
関

　
予
孫
恩
・
隔
心
循
…
起
兵
的
性
麿
以
」
（
『
際
鵬
由
入
教
学
』
　
一
九
⊥
ハ
ゴ
一
、
　
五
期
）
、
朱
山
人
潤
旧
「
孫

　
恩
・
徐
道
覆
起
義
的
性
質
及
其
歴
史
面
罵
」
　
（
『
歴
史
論
叢
』
第
一
輯
、
　
一
九
六

　
四
門
）
、
曹
評
一
年
「
試
駅
型
果
皿
田
末
年
贈
品
民
起
義
的
変
質
」
　
（
『
歴
史
研
究
』
　
　
九
山
ハ
五
、

　
二
期
）
等
が
あ
る
。
変
質
を
最
も
明
確
に
打
ち
出
す
謝
、
漏
・
曹
の
各
氏
は
、
反

　
乱
は
民
衆
が
孫
恩
や
南
人
土
豪
を
つ
き
上
げ
る
形
で
起
っ
た
が
、
指
導
者
達
は
次

　
第
に
罠
衆
を
押
え
て
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
確
立
し
、
反
乱
の
性
椿
を
変
質
さ
せ
た
と
す

　
る
。
そ
の
際
南
町
土
豪
は
立
衆
の
利
益
と
相
反
す
る
行
動
を
と
り
、
反
乱
に
悪
影

　
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
。
又
、
変
質
は
な
か
っ
た
と
説
く
張
氏
も
民
衆
が
南
人
土

　
豪
を
甘
く
見
た
の
が
反
乱
失
敗
の
原
因
だ
と
述
べ
る
。
変
質
論
争
で
は
、
反
乱
が

　
最
後
ま
で
畏
衆
主
導
で
戦
わ
れ
た
か
そ
れ
と
も
途
中
で
敵
対
す
る
階
級
の
出
身
の

　
指
導
者
グ
ル
ー
プ
に
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
奪
わ
れ
た
の
か
、
又
、
奪
わ
れ
た
と
し
た
ら

　
そ
の
晦
期
は
い
っ
か
ら
か
等
が
争
点
と
な
っ
た
。
こ
の
様
な
論
争
が
起
っ
た
背
景

　
に
は
、
民
衆
と
網
人
土
豪
が
本
来
絹
対
立
す
べ
き
階
級
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が

　
あ
る
様
に
思
わ
れ
る
。
日
本
で
も
奈
良
松
子
（
「
東
晋
末
年
反
乱
ノ
ー
ト
」
『
中
国

　
農
民
戦
争
史
研
究
』
三
、
一
九
七
㎜
）
、
鈴
木
中
正
（
『
中
国
史
に
お
け
る
革
命
と

　
宗
教
』
第
三
章
、
東
京
大
学
出
版
会
刊
、
　
一
九
七
四
）
の
両
氏
が
指
導
者
層
と
民

　
衆
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
の
様
な
論
争
の
も
つ
意
味
、
反
乱

　
と
宗
教
等
の
闇
題
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
て
み
た
い
。

⑤
　
こ
の
反
乱
は
本
来
国
家
が
具
有
す
べ
き
公
共
性
を
失
な
っ
た
国
家
権
力
と
、
そ

　
の
収
奪
に
苦
し
む
郷
赫
社
会
と
の
矛
盾
の
結
果
起
っ
た
反
乱
で
あ
る
。
従
っ
て
、

　
六
十
年
代
の
中
国
の
様
に
郷
村
内
部
の
生
産
関
係
の
矛
盾
か
ら
生
じ
た
階
級
闘
争

　
と
し
て
の
み
論
ず
る
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
。

晋宋革命と江南社会（葭森）

六
　
桓
玄
の
寡
位
と
土
豪
層

　
桓
玄
の
父
桓
温
以
来
西
府
軍
は
豊
幌
の
私
兵
集
団
と
化
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
東
晋
末
に
至
り
檀
氏
が
軍
団
長
の
地
位
を
奪
わ
れ
て
か
ら

は
桓
玄
も
不
遇
を
か
こ
っ
て
い
た
。
だ
が
彼
は
王
恭
の
乱
の
中
で
頭
角
を
顕
わ
し
、
つ
い
に
は
篤
軍
団
長
の
股
仲
堪
、
雍
州
の
長
官
楊
栓
期
を

倒
し
て
楊
子
江
中
流
域
を
一
手
に
お
さ
め
、
中
央
政
権
を
も
凌
ぐ
勢
力
を
有
す
る
に
至
っ
た
。
時
に
首
都
建
康
は
発
熱
の
乱
に
よ
っ
て
大
混
乱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
陥
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
救
い
政
治
を
正
す
こ
と
を
口
実
に
、
鼠
尾
は
自
ら
西
府
軍
団
を
率
い
て
建
議
へ
攻
め
上
っ
た
。
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②

　
以
前
か
ら
司
馬
道
子
の
政
治
責
任
を
鋭
く
問
う
て
い
た
桓
玄
は
、
建
増
に
入
城
す
る
や
司
馬
道
子
・
元
顕
及
び
そ
の
側
近
を
露
清
し
政
治
を

綱
新
し
た
。
こ
れ
は
長
く
続
い
た
戦
乱
に
厭
き
平
和
を
翼
等
し
て
い
た
建
康
の
人
び
と
か
ら
大
い
に
歓
迎
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
こ
こ
で

注
証
す
べ
き
は
、
そ
の
背
景
に
武
力
と
い
う
強
権
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
そ
れ
が
可
能
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
逆
に
そ
の
力
を
浸
み
、

朝
廷
を
悔
り
高
官
を
幽
閉
し
た
り
す
る
様
に
な
っ
た
。
そ
の
上
生
活
が
奢
修
に
流
れ
、
政
務
も
あ
ら
ゆ
る
点
で
煩
雑
と
な
っ
た
の
で
、
民
間
で

も
不
満
が
高
ま
り
、
再
び
社
会
に
動
揺
が
生
じ
て
き
た
。
そ
れ
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
様
に
、
元
興
元
年
七
月
、
大
磯
饅
が
三
面
地
方
に
起
っ

た
。
そ
の
た
め
「
人
び
と
相
い
食
み
、
漸
江
以
東
、
流
亡
す
る
も
の
は
十
に
六
・
七
、
呉
郡
、
呉
興
は
戸
口
半
を
減
ず
。
又
、
流
話
し
て
賭
す

　
　
　
　
　
　
か
ぞ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
者
は
万
も
て
計
う
」
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
紫
蘇
は
救
荒
策
を
講
じ
た
が
末
端
ま
で
徹
底
し
な
か
っ
た
。
こ
の
時
地
方
鷹
が
江
湖

の
資
源
に
た
よ
っ
て
飢
え
を
し
の
い
で
い
る
人
び
と
を
も
と
の
地
へ
つ
れ
戻
し
た
り
、
食
料
を
十
分
に
分
配
し
な
か
っ
た
り
し
た
た
め
混
乱
は

助
長
さ
れ
、
路
上
に
は
ゆ
き
だ
お
れ
が
相
い
次
い
だ
。
こ
の
こ
と
は
お
そ
ら
く
三
洋
の
人
々
の
桓
玄
に
対
す
る
不
信
感
を
増
大
さ
せ
る
結
果
に

な
っ
た
に
相
違
な
い
。

　
箸
修
生
活
と
政
治
の
煩
雑
さ
は
桓
玄
が
歯
骨
を
企
て
る
に
及
ん
で
激
し
さ
を
増
し
、
政
策
も
朝
令
暮
改
を
繰
り
返
し
た
。
そ
の
代
表
的
な
も

の
が
肉
刑
の
復
活
と
銭
貨
の
廃
止
で
あ
る
。
肉
刑
の
復
活
は
死
刑
を
罷
め
て
足
許
切
断
の
刑
に
代
え
、
天
下
に
徳
治
の
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
る
こ

と
を
ア
ピ
ー
ル
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
会
稽
の
土
豪
孔
琳
之
は
、
当
面
の
最
大
の
社
会
問
題
は
編
戸
の
逃
散
で
あ
り
、
そ

れ
を
防
止
す
る
た
め
に
は
厳
罰
主
義
で
臨
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
肉
刑
を
復
活
し
刑
罰
を
軽
く
す
る
こ
と
は
、
こ
の
逃
散
防
止
に
逆
効
果
で

あ
る
と
反
対
し
た
。
又
、
桓
玄
は
慢
性
的
な
銭
賀
の
不
足
を
一
気
に
解
決
す
べ
く
、
中
国
古
来
の
農
本
主
義
的
思
想
に
も
と
づ
き
、
銭
貨
を
廃

止
し
穀
畠
を
貨
幣
と
し
て
用
い
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
孔
詳
論
は
、
銭
が
現
実
に
交
易
手
段
と
し
て
十
分
に
機
能
し
、
そ
の

弊
害
も
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
、
そ
の
廃
止
に
よ
り
社
会
の
大
混
乱
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
、
現
在
の
社
会
混
乱
の
原
因
は
戦
乱
や
磯
薩
が
引
き
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

つ
い
た
こ
と
に
あ
っ
て
そ
の
対
策
が
先
決
で
あ
る
こ
と
等
を
指
摘
し
こ
れ
を
批
判
し
た
。
こ
の
様
に
人
心
の
収
掩
を
は
か
っ
た
こ
れ
ら
桓
玄
の

政
策
は
社
会
の
現
状
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
は
南
人
土
豪
の
激
し
い
反
発
を
招
き
、
朝
議
の
賛
同
も
得
ら
れ
ず
に
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終
っ
た
。

　
元
興
二
年
（
四
〇
三
）
桓
玄
が
習
の
安
帝
を
廃
し
て
帝
位
に
つ
く
と
、
彼
は
自
ら
中
央
の
実
権
を
握
り
、
従
兄
桓
謙
を
輔
佐
と
し
、
磁
石
康
に

西
府
を
、
桓
脩
に
北
府
を
統
轄
さ
せ
る
な
ど
桓
氏
一
族
を
要
所
に
配
し
、
プ
レ
…
ソ
を
宇
範
之
、
股
仲
文
、
ヨ
逡
等
の
罪
人
貴
族
で
固
め
た
。

だ
が
こ
の
政
権
の
枢
要
に
あ
る
者
は
、
又
も
や
か
っ
て
の
司
馬
道
子
一
派
や
王
恭
と
圖
類
の
所
業
に
お
ち
こ
ん
だ
。
す
な
わ
ち
桓
玄
自
ら
他
人

の
宝
物
、
珠
玉
、
法
書
、
好
画
、
分
母
等
を
ば
く
ち
で
ま
き
あ
げ
た
り
、
　
「
臣
佐
を
遣
わ
し
四
出
」
せ
し
め
て
、
珍
貨
と
み
れ
ば
無
理
矢
理
自

　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

分
の
も
の
に
し
た
ほ
か
、
　
「
盛
ん
に
館
第
を
営
み
、
自
ら
佐
命
の
元
勲
を
以
て
深
く
濟
伐
を
懐
き
、
欝
貴
を
以
て
人
に
驕
」
　
つ
た
雫
範
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

「
懸
命
の
親
貴
を
以
て
、
厚
く
自
ら
封
崇
」
し
、
　
「
多
く
貨
賄
を
納
め
、
家
は
千
金
を
累
ぬ
れ
ど
も
、
常
に
足
ら
ざ
る
若
」
し
と
い
う
殿
仲
文
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

「
遷
客
縦
横
、
山
沢
を
固
吝
し
、
京
口
の
鎭
と
為
」
つ
た
司
蓬
の
様
に
、
自
己
の
権
力
を
か
さ
に
き
た
「
権
門
井
兼
」
そ
の
も
の
の
生
漬
を
送

っ
て
い
た
。

　
こ
の
様
な
桓
玄
政
権
が
い
つ
ま
で
も
江
南
の
土
豪
民
衆
の
支
持
を
得
ら
れ
る
は
ず
は
な
く
、
　
「
百
姓
は
疲
れ
苦
し
み
、
朝
野
労
痒
し
、
怨
怒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

し
て
乱
を
思
う
者
は
十
室
に
八
・
九
」
に
至
り
、
つ
い
に
は
三
呉
の
土
豪
中
最
大
の
実
力
者
、
会
稽
の
孔
季
恭
ま
で
も
が
劉
裕
の
反
桓
玄
ク
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

デ
タ
i
計
画
に
関
与
し
だ
し
た
。
一
方
、
北
府
軍
内
で
も
桓
玄
に
よ
っ
て
劉
牢
之
以
下
主
だ
っ
た
将
軍
が
殺
さ
れ
た
り
、
国
外
へ
遽
放
さ
れ
た

り
し
た
。
北
府
軍
内
の
動
揺
と
社
会
の
不
満
に
乗
じ
た
劉
裕
は
元
興
三
年
、
何
無
調
、
金
蓮
、
諸
葛
長
民
、
孟
誕
、
檀
愚
之
、
檀
紹
、
孟
懐
玉
、

向
靖
、
魏
詠
之
等
所
謂
北
丁
寧
門
武
人
の
中
堅
将
校
ク
ラ
ス
の
面
々
と
共
に
京
口
に
お
い
て
反
桓
玄
ク
ー
デ
タ
ー
を
決
行
し
、
建
康
を
占
領
し

た
。
つ
づ
い
て
西
府
軍
の
本
拠
地
荊
州
へ
軍
を
派
遣
し
て
桓
茂
一
族
を
滅
し
、
残
党
は
華
北
に
亡
命
し
た
。
こ
う
し
て
劉
裕
は
今
や
政
権
担
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

能
力
を
喪
失
し
た
北
人
貴
族
に
代
り
実
質
上
の
東
晋
政
権
の
主
宰
者
と
な
っ
た
。

　
①
本
章
の
記
述
は
主
と
し
て
『
蟻
溝
』
巻
九
十
九
檀
玄
伝
に
よ
る
。
　
　
　
　
　
充
衣
食
、
今
分
以
為
貨
、
則
致
損
甚
多
、
又
労
社
命
石
綿
之
手
、
耗
下
冷
割
載
之

　
②
　
こ
の
問
責
の
書
簡
は
『
晋
書
』
巻
六
十
四
簡
文
三
子
伝
に
載
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
周
、
此
之
為
敏
、
著
於
自
襲
、
…
…
（
中
略
）
…
…
且
拠
今
尚
銭
之
処
不
為
貧
、

　
③
　
『
自
書
』
巻
十
三
天
文
志
下
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
用
穀
之
処
不
為
當
、
又
民
習
来
久
、
革
之
重
安
、
白
日
、
利
不
宣
、
不
易
業
、
況

　
④
「
桓
続
載
欝
欝
端
銭
欝
欝
畠
、
琳
之
議
論
…
…
（
中
略
）
…
…
穀
鵠
為
宝
、
本
　
　
又
爆
撃
於
穀
邪
…
…
（
中
略
）
…
…
頃
兵
箪
縫
興
、
瀧
饅
嫁
及
、
飢
寒
未
振
、
実
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此
之
由
…
…
（
中
略
）
…
…
愚
謂
救
弊
之
術
、
鳥
取
於
廃
銭
、
玄
県
議
復
肉
刑
、

　
琳
之
以
為
…
…
（
中
略
）
…
…
又
今
之
所
患
、
連
逃
為
先
、
履
叛
黒
革
、
逃
身
靡

　
所
、
又
以
粛
戒
未
犯
、
永
絶
二
黒
」
　
（
『
宋
諸
』
巻
五
十
六
孔
琳
鴻
益
）

⑤
　
『
雑
書
臨
巻
九
十
九
桓
玄
伝

⑥
　
『
晋
書
』
巻
九
十
九
†
範
之
伝

⑦
　
『
習
書
』
巻
九
十
九
毅
仲
文
伝

⑧
『
晋
雷
』
巻
六
十
九
乃
協
附
伝
達
低

⑨
　
『
皿
裁
謬
巻
九
十
九
笹
玄
伝

⑩
「
高
祖
後
討
学
窓
、
蒔
桓
玄
理
形
己
著
、
欲
於
山
陰
建
義
討
之
、
季
恭
以
為
山

　
陰
去
京
愚
路
遠
、
且
玄
未
居
極
位
、
不
如
待
籔
逆
事
彰
、
環
四
悪
稔
、
徐
於
京
口

　
図
之
、
不
憂
不
剋
、
高
祖
亦
謂
為
然
」
　
（
『
習
霞
』
巻
五
十
四
孔
季
書
伝
）

⑬
『
宋
書
』
巻
一
武
帝
紀
上
、
等
参
照
。
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七
　
劉
裕
政
権
と
土
藻
層

　
と
こ
ろ
で
劉
裕
が
初
め
て
歴
史
の
舞
台
に
登
場
し
た
の
は
孫
恩
の
乱
の
時
で
あ
る
。
こ
の
反
乱
は
一
方
で
徹
底
的
な
破
壊
活
動
を
と
も
な
い
、

政
府
軍
に
よ
る
秩
序
回
復
を
願
う
老
も
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
や
っ
て
来
た
劉
牢
諸
等
の
軍
は
軍
紀
が
乱
れ
略
奪
を
恣
に
し
、
人
々
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

失
望
と
う
ら
み
を
買
っ
た
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
劉
裕
の
軍
の
み
は
紀
律
正
し
く
、
人
の
財
産
を
侵
す
様
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
父
穆

夫
が
反
乱
に
参
加
し
た
た
め
自
ら
も
追
わ
れ
る
立
場
に
あ
っ
た
沈
林
子
は
、
　
一
党
を
率
い
て
劉
裕
の
下
へ
訪
れ
保
護
を
求
め
た
。
劉
裕
は
彼
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
手
厚
く
も
て
な
し
、
以
後
呉
興
の
大
族
沈
林
子
・
田
子
・
益
子
兄
弟
、
及
び
そ
の
一
党
は
劉
裕
配
下
の
最
も
忠
実
な
部
将
と
し
て
活
躍
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

又
、
劉
裕
魔
羅
の
名
将
会
稽
の
孫
季
高
も
こ
の
時
劉
裕
の
軍
に
身
を
投
じ
、
先
述
の
孔
季
恭
も
し
ば
し
ば
会
稽
に
や
っ
て
く
る
劉
裕
を
歓
待
し

　
　
④

て
い
る
。
こ
の
様
に
北
面
は
そ
の
登
場
の
時
か
ら
秩
序
回
復
の
期
待
を
荷
い
、
三
后
の
土
豪
た
ち
の
厚
い
支
持
を
え
て
い
た
。

　
彼
は
政
権
を
握
る
と
、
東
晋
末
の
社
会
問
題
、
つ
ま
り
権
門
の
国
家
機
構
を
利
用
し
た
収
奪
と
そ
れ
に
よ
る
過
重
な
倍
役
が
主
た
る
揺
役
負

担
者
で
あ
る
江
南
土
着
の
小
農
民
の
生
活
を
脅
か
す
と
い
う
事
態
に
対
し
、
次
々
と
こ
れ
を
改
善
す
る
心
密
を
実
行
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
の
ひ
と

　
ま
ず
権
門
の
跳
梁
を
生
む
土
壌
と
な
っ
て
い
た
官
僚
の
綱
紀
の
緩
み
に
対
し
て
は
、
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
す
や
い
な
や
　
、
身
を
以
て
物
の
範

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
み

た
り
て
、
先
づ
以
て
内
外
を
威
禁
」
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
「
百
官
皆
粛
然
と
し
て
職
を
奉
じ
、
工
・
三
日
に
し
て
風
俗
頓
に
改
」
ま
っ
た
と
い

⑥う
。
そ
し
て
今
ま
で
兼
併
を
行
っ
て
き
た
桓
氏
一
族
は
勿
論
、
股
仲
文
、
雫
範
之
、
王
愉
、
王
鞍
等
を
粛
清
し
た
。
　
そ
の
中
で
も
「
京
口
の
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は
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

策
し
と
い
わ
れ
た
コ
氏
一
族
に
つ
い
て
は
「
其
の
資
蓄
を
散
じ
、
百
姓
を
し
て
力
を
叢
り
て
之
を
取
ら
し
め
」
て
い
る
。
さ
ら
に
、
疲
弊
し
た

民
衆
に
は
こ
の
様
に
し
て
没
収
し
た
権
門
の
資
産
を
分
配
し
た
ほ
か
、
　
「
落
零
、
都
響
の
皇
后
脂
沢
田
四
十
頃
を
罷
め
、
以
て
罪
人
に
賜
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

湖
池
の
禁
を
弛
」
め
る
等
、
国
有
財
産
の
放
出
を
行
っ
て
生
活
の
安
定
を
は
か
っ
た
。
又
、
ク
…
デ
タ
ー
の
直
後
に
「
軍
戸
を
免
偏
じ
て
、
遂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
す
　
　
　
　
　
ば
ぶ
　
　
⑨

成
県
や
建
煕
県
を
建
て
た
り
、
義
煕
十
年
（
四
一
五
）
に
は
「
民
を
営
ま
せ
役
を
簡
く
」
等
、
賎
民
化
し
つ
つ
あ
る
書
写
（
軍
戸
）
の
解
放
や
税
役

の
軽
減
な
ど
、
民
衆
の
負
担
を
軽
く
せ
ん
と
す
る
政
策
を
た
び
た
び
実
行
し
た
。

　
け
れ
ど
も
、
徳
役
綱
度
の
抜
本
的
改
革
は
義
熈
土
断
の
断
行
な
し
に
は
行
な
わ
れ
え
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
が

　
孝
武
門
の
太
元
年
間
北
人
貴
族
の
世
論
は
、
東
晋
政
権
が
華
北
か
ら
の
流
民
に
対
し
「
旋
反
の
期
（
帰
郷
の
機
会
）
有
る
を
庶
い
、
故
に
其
の

本
郡
を
〔
戸
籍
に
〕
挾
注
す
る
を
許
」
し
た
こ
と
に
よ
り
、
華
北
出
身
者
の
白
黒
と
江
南
土
着
民
の
黄
籍
と
い
う
二
種
類
の
戸
籍
が
生
じ
、
そ
れ

が
社
会
の
混
乱
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
　
門
其
の
封
彊
を
正
し
、
土
を
以
て
人
戸
を
断
じ
、
考
課
の
科
を
明
ら
か
に
し
、
閲
伍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
法
を
修
」
め
る
こ
と
を
建
策
し
た
。
こ
の
「
土
を
以
て
人
戸
を
断
」
ず
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
現
住
所
を
そ
の
本
籍
地
と
し
て
黄
白
二
つ
の

戸
籍
を
統
一
す
る
こ
と
が
苑
寧
が
建
策
し
た
土
断
の
趣
旨
で
あ
る
。
土
工
は
東
晋
成
立
以
来
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
た
。
中
で
も
桓
温
が
行
な
っ

た
庚
戌
土
器
は
最
も
効
果
が
上
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
苑
寧
が
上
奏
し
た
当
時
は
司
馬
道
子
に
よ
っ
て
乱
れ
た
政
治
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、

土
断
が
実
施
さ
れ
る
余
地
は
な
か
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
劉
裕
は
最
大
の
政
敵
劉
毅
を
も
倒
し
て
政
治
的
地
位
を
確
立
し
た
義
照
八
年
（
四
；
一
）
、
土
断
を
実
行
し
た
。
そ
れ
を
求
め

る
上
奏
文
で
は
、
定
住
定
業
の
理
念
に
基
づ
く
井
田
制
が
理
想
と
さ
れ
、
束
晋
成
立
以
来
、
華
北
か
ら
の
流
民
が
住
居
も
生
業
も
定
ま
ら
な
い

（「

ｯ
居
未
一
」
、
「
民
無
定
本
」
）
と
い
う
現
実
と
対
比
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
雑
居
流
寓
し
て
、
閻
伍
の
修
ま
ら
ざ
る
」
こ
と
こ
そ
す
べ
て

の
社
会
問
題
の
根
源
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
、
論
難
が
行
な
っ
た
庚
戌
土
断
に
な
ら
っ
て
土
断
を
実
施
し
、
華
北
か
ら
の
流
亡
民
を
現

住
地
の
社
会
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
関
与
さ
せ
（
「
与
事
」
）
、
そ
の
土
地
に
対
す
る
愛
着
心
（
「
敬
恭
之
誠
」
）
を
か
き
た
て
て
定
着
化
さ
せ
る
方
向
を
示

　
　
　
⑪

し
て
い
る
。
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つ
ま
り
、
土
断
は
華
北
か
ら
の
流
民
の
雑
居
流
寓
、
及
び
黄
白
籍
の
存
在
と
い
う
二
つ
の
社
会
問
題
を
前
提
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。
既

に
述
べ
た
通
り
艦
籍
罵
は
揺
役
を
免
除
さ
れ
、
そ
の
負
担
は
江
南
土
着
の
黄
籍
民
に
し
わ
寄
せ
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
二

つ
の
社
会
問
題
は
特
に
江
南
の
小
農
民
を
中
心
と
す
る
郷
村
社
会
へ
多
大
の
悪
影
響
を
も
た
ら
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
義
心

土
足
と
は
白
籍
民
を
江
南
へ
土
着
さ
せ
て
彼
等
の
生
活
の
安
定
を
は
か
り
、
さ
ら
に
黄
狸
爺
と
等
し
く
毎
夏
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
窮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
げ
ぎ

乏
化
し
つ
つ
あ
っ
た
黄
籍
民
を
も
救
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
君
子
は
則
ち
士
風
の
慨
有
り
、
小
人
は
則
ち
下
役
の
慮
を
懐
」

い
た
と
い
う
土
断
に
対
す
る
北
来
の
貴
族
や
民
衆
の
抵
抗
を
劉
裕
が
斥
け
、
土
断
を
実
行
し
て
江
南
の
郷
村
社
会
の
安
定
を
は
か
っ
た
こ
と
に

も
、
こ
の
土
断
の
大
き
な
意
義
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
従
来
の
研
究
は
捌
度
面
を
重
視
し
、
北
人
貴
族
の
本
貫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
変
化
、
国
家
権
力
の
人
戸
把
握
と
い
っ
た
点
に
力
点
が
置
か
れ
、
最
も
一
騎
の
必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
い
る
郷
村
社
会
と
の
関
係
で
は
あ
ま
り

論
ぜ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
様
に
思
わ
れ
る
。

　
以
上
は
国
家
権
力
を
媒
介
と
し
た
収
奪
に
対
し
て
の
措
置
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
藩
役
労
働
力
を
奪
い
、
小
農
民
の
生
活
を
脅
か
す
要
因

は
郷
村
社
会
内
に
も
あ
っ
た
。
こ
れ
が
蔵
戸
の
問
題
で
あ
る
。
蔵
戸
は
戸
籍
を
逃
れ
保
護
を
求
め
て
き
た
良
民
を
有
力
者
が
不
法
に
蓄
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
生
じ
た
私
属
民
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
山
導
は
聴
道
七
年
、
　
「
復
た
亡
命
千
余
人
を
蔵
匿
」
し
た
会
稽
の
虞
亮
を
訣
殺
し
、
会
稽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

内
史
の
司
馬
寸
劇
を
罷
免
し
た
。
蔵
戸
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
、
東
晋
政
権
も
今
ま
で
強
硬
手
段
に
訴
え
る
こ
と
な
く
む
し
ろ
黙
認

し
て
い
る
。
し
か
し
、
孫
恩
の
乱
と
そ
の
後
の
鱗
謹
に
よ
っ
て
三
呉
の
土
豪
た
ち
も
大
打
撃
を
受
け
た
。
そ
れ
に
乗
じ
た
劉
裕
は
こ
の
間
題
を

一
気
に
力
で
解
決
し
た
の
で
あ
る
。
彼
が
郷
村
内
部
の
矛
盾
を
力
で
解
決
し
た
こ
と
は
、
義
煕
九
年
に
「
山
湖
川
沢
、
皆
豪
彊
の
専
ら
に
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

所
に
し
て
、
小
民
は
薪
採
漁
釣
す
る
に
、
皆
撃
壌
を
責
め
ら
る
」
と
い
う
事
態
に
対
し
、
　
「
之
を
禁
断
」
し
た
こ
と
に
も
窺
わ
れ
る
。
越
智
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

は
こ
の
様
な
縦
断
を
含
む
「
連
の
政
策
を
通
じ
て
劉
裕
が
全
南
人
土
豪
層
と
対
峙
し
て
い
っ
た
と
す
る
。
だ
が
私
は
こ
れ
を
藤
下
が
自
分
の
郷

村
社
会
安
定
政
策
に
対
立
す
る
一
部
の
南
人
土
豪
を
力
で
押
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
南
人
土
豪
全
体
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え

る
。
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事
実
、
劉
裕
政
権
の
成
立
後
、
前
述
の
沈
氏
、
孔
氏
、
重
氏
の
漁
色
に
対
す
る
支
持
は
一
層
深
ま
っ
て
い
る
。
更
に
呉
郡
の
名
族
張
氏
に
つ

い
て
み
る
と
、
張
郡
は
劉
裕
と
劉
毅
の
政
争
に
際
し
「
主
公
（
劉
裕
）
は
命
世
の
人
傑
な
り
、
何
ぞ
多
問
を
煩
わ
ん
」
と
劉
裕
に
対
す
る
支
持
を

　
　
⑯

宝
捜
し
、
劉
毅
に
は
見
向
き
も
し
な
か
っ
た
。
又
、
兄
の
張
裏
度
も
劉
裕
と
東
密
宗
室
最
後
の
有
力
者
司
馬
休
之
と
の
戦
い
で
は
、
司
馬
休
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
幕
僚
で
あ
り
な
が
ら
も
、
小
船
で
司
馬
休
之
の
所
か
ら
劉
裕
の
下
へ
駆
け
つ
け
て
い
る
。
こ
の
様
に
呉
郡
の
張
氏
も
劉
裕
政
権
が
確
立
す
る

過
程
で
劉
裕
に
深
く
肩
入
れ
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
抗
血
政
権
と
爾
人
土
豪
の
関
係
は
む
し
ろ
親
密
の
度
を
加
え
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
全

面
的
に
対
立
し
て
い
っ
た
と
は
い
い
難
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
沈
筑
に
代
表
さ
れ
る
南
人
土
豪
の
劉
裕
政
権
へ
の
参
加
に
つ
い
て
、
川
勝
氏
は
「
か
れ
ら
が
地
方
に
も
つ
豪
族
的
基
盤
と

直
接
関
係
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
個
人
の
才
幹
に
お
い
て
、
個
々
の
君
門
武
人
と
し
て
、
劉
裕
政
権
の
軍
事
体
系
の
中
へ
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
」
と

　
　
　
⑱

解
釈
す
る
。
だ
が
実
際
に
は
、
沈
林
子
が
劉
裕
に
投
降
し
た
時
は
「
老
弱
」
を
引
き
つ
れ
て
お
り
、
南
燕
遠
征
の
時
も
「
宗
人
」
沈
叔
長
が
一

　
　
　
　
　
　
　
⑲

緒
に
従
軍
し
て
い
る
。
又
、
沈
田
子
が
後
継
遠
征
に
参
加
し
た
時
も
「
江
東
の
勇
士
」
を
領
し
て
戦
功
を
た
て
、
「
宗
人
」
沈
敬
仁
に
毒
中
で
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

立
し
て
い
た
王
鎮
悪
を
殺
さ
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
沈
林
子
や
沈
田
子
が
遠
征
に
従
軍
す
る
時
は
、
　
「
宗
人
」
や
「
江
東
の
勇
士
」
を
率
い
て

い
た
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
彼
等
は
劉
裕
政
権
に
個
々
の
寒
門
武
人
と
し
て
で
は
な
く
、
在
地
に
お
け
る
勢
力
を
背
景
と
し
て
参
加
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。
直
属
す
れ
ば
、
劉
裕
は
南
人
土
豪
一
個
人
を
配
下
に
組
み
入
れ
た
だ
け
で
な
く
、
彼
等
を
通
し
て
そ
の
背
後
に
あ
る
江
南
の
郷

柑
社
会
全
体
を
掌
握
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
彼
の
一
連
の
郷
柑
社
会
安
定
策
の
結
果
得
ら
れ
た
南
人
土
豪
の
支
持
に
よ
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
越
智
氏
が
劉
裕
と
対
峙
し
た
と
す
る
岳
人
土
豪
は
、
こ
の
郷
村
政
策
に
反
対
し
て
割
拠
を
つ
づ
け
よ
う
と
し
た
連
中
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
う
し
た
一
部
の
連
中
を
力
で
押
え
、
他
方
郷
村
社
会
安
定
策
に
よ
っ
て
舟
人
土
豪
を
媒
介
に
そ
の
下
に
あ
る
郷
村
社
会
全
体
を
掌
握
す
る
こ

と
、
劉
裕
は
こ
の
剛
柔
二
方
針
を
併
用
し
て
東
晋
南
朝
貴
族
制
の
経
済
基
盤
と
な
る
江
南
郷
村
社
会
を
完
全
に
支
配
下
に
働
い
た
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
郷
信
社
会
と
そ
れ
を
ジ
ー
ド
す
る
南
人
土
豪
の
こ
の
様
な
支
持
は
、
存
慮
の
乱
の
時
も
桓
玄
の
国
事
の
蒔
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か

る
に
書
物
は
、
そ
の
郷
村
社
会
安
定
政
策
を
通
じ
て
爾
人
土
豪
の
支
持
を
得
、
＝
カ
で
そ
れ
に
反
対
す
る
土
豪
層
を
力
で
ね
じ
伏
せ
、
東
晋
政
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権
に
於
い
て
も
か
っ
て
見
ら
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
完
全
な
形
で
郷
村
社
会
を
掌
握
し
た
。
こ
の
こ
と
こ
そ
、
彼
が
東
細
末
の
混
乱
の
中
か
ら
ぬ
き

ん
で
て
宋
王
朝
を
開
き
、
強
力
な
南
朝
型
皇
帝
権
を
確
立
し
え
た
大
き
な
原
因
で
は
あ
る
ま
い
か
。
郷
村
社
会
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
背
景
に
王
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

革
命
を
成
し
遂
げ
る
と
い
う
こ
の
形
は
、
以
後
、
南
朝
の
王
朝
交
代
期
に
一
層
顕
著
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
晋
宋
革
命
は
南
朝
型
王
朝
革
命
の

先
駆
的
存
在
と
い
え
よ
う
。

　
け
れ
ど
も
、
全
人
土
豪
が
政
権
内
で
高
い
官
職
に
つ
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
事
実
に
よ
っ
て
越
智
氏
等
は
劉
宋
政
権
成
立
過
程
で
南
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

土
豪
が
政
権
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
っ
た
と
す
る
。
確
か
に
孔
季
恭
は
尚
書
令
、
特
進
、
開
府
儀
同
三
司
等
の
極
め
て
高
位
の
官
職
を
授
け
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
が
ら
も
最
後
ま
で
こ
れ
を
受
け
な
か
っ
た
。
だ
が
劉
裕
に
京
口
で
全
週
玄
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
す
様
勧
め
た
の
は
彼
で
あ
る
。
又
、
張
郡
は
劉

裕
の
幕
下
に
あ
っ
て
、
政
務
一
切
を
取
り
し
き
る
劉
穆
之
と
並
ぶ
信
任
を
受
け
て
「
大
臣
の
体
」
が
あ
り
、
劉
義
隆
（
後
の
文
帝
）
が
西
府
軍
団

の
書
と
な
・
た
時
は
司
馬
と
な
ぞ
・
無
事
悉
一
（
張
）
郡
に
決
」
し
た
と
い
躯
そ
し
て
・
沈
林
子
は
母
の
喪
に
あ
い
・
鎮
西
諮
議
・
建

威
将
軍
、
河
東
太
守
の
宜
を
退
い
た
時
で
も
、
軍
国
の
大
事
は
す
べ
て
訥
問
さ
れ
た
。
ま
た
、
宰
絹
で
あ
る
謝
晦
の
病
気
・
服
喪
の
際
は
蜜
時

領
軍
将
軍
で
あ
っ
た
彼
が
そ
の
代
行
を
つ
と
め
た
。
こ
の
様
に
南
勢
土
豪
は
官
位
こ
そ
高
く
は
な
か
っ
た
が
、
劉
裕
の
信
任
の
下
で
極
め
て
大

き
な
実
権
を
握
り
、
政
策
決
定
に
影
響
力
を
持
っ
て
お
り
、
政
権
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
郷
村
社
会
を
バ
ッ
ク
と
す

る
彼
等
が
こ
の
様
な
形
で
政
権
に
参
加
し
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
爾
朝
講
政
権
に
お
け
る
沈
氏
・
張
氏
の
活
躍
や
寒
門
黒
人
の
台
頭
の
先
駆
現

象
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
従
来
か
ら
南
朝
の
政
治
的
特
色
と
い
わ
れ
て
き
た
、
貴
族
勢
力
に
対
す
る
皇
帝
権
の
地
位
強
化
を
も

た
ら
し
た
原
動
力
と
し
て
、
重
要
な
意
味
が
あ
る
様
に
思
わ
れ
る
。

①
「
初
三
論
困
於
虐
乱
、
皆
企
墾
（
劉
）
牢
之
、
高
素
等
、
既
至
、
放
蜂
抄
暴
、

　
百
姓
轟
風
怨
毒
失
朗
歪
馬
」
　
（
『
魏
書
』
轟
谷
九
十
山
ハ
「
司
紺
馬
叡
伝
）

②
　
　
「
劉
牢
之
、
高
素
之
徒
、
縦
於
其
下
、
虜
暴
縦
横
、
独
高
祖
軍
政
厳
開
、
無
所

　
侵
犯
、
林
子
自
帰
田
、
…
…
（
中
略
）
…
…
今
日
見
将
軍
伐
撒
播
善
、
楚
有
道
師
、

　
謹
率
老
弱
、
帰
罪
謂
命
、
因
流
涕
硬
咽
、
三
軍
為
之
感
動
、
高
祖
奇
曲
…
…
（
中

　
略
）
…
…
乃
載
以
鋼
船
、
遂
尽
室
移
京
口
、
高
祖
分
宅
給
焉
」
（
『
宋
餓
鵡
巻
一
百

自
序
）

③
「
高
祖
東
征
孫
恩
、
（
孫
）
季
高
義
楽
曲
」
（
『
宋
書
』
巻
賜
十
九
孫
山
伝
）

④
　
「
高
祖
東
征
臓
器
、
履
至
会
稽
、
季
恭
曲
意
礼
接
、
高
給
甚
厚
」
（
『
朱
雲
口
巻

　
五
十
四
孔
季
尚
早
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
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宋革命と江南社会（葭森）

⑩　
略
す
る
。

⑭
　
　
『
宋
悉
』
巻
二
武
帝
紀
中
。
岡
じ
く
原
文
の
引
用
は
省
略
。

⑫
主
要
な
研
究
に
は
越
智
重
明
「
劉
裕
政
権
と
義
熈
土
壁
」
（
前
出
）
、
「
東
晋
の

　
貴
族
制
と
南
北
の
『
地
縁
』
性
」
　
（
『
史
学
雑
誌
』
六
七
一
八
、
一
九
五
八
）
、
矢

　
野
主
税
「
土
断
と
白
籍
」
　
（
前
出
）
、
増
村
宏
「
黄
白
籍
の
新
研
究
」
　
（
『
東
洋
史

　
研
究
』
二
一
四
、
一
九
三
七
）
、
　
「
東
晋
南
朝
の
黄
白
籍
と
土
寄
」
　
（
『
鹿
児
島
大

　
学
法
文
学
部
紀
要
』
六
、
　
　
九
七
〇
）
が
あ
る
。
越
智
、
矢
野
両
氏
の
義
熈
土
断

　
に
関
す
る
見
解
は
第
豆
早
で
簡
単
に
紹
介
し
た
通
り
で
あ
る
。
又
、
増
村
氏
も
流

　
徒
の
人
戸
の
安
定
と
国
家
に
よ
る
把
握
を
土
断
の
目
的
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
と

　
こ
ろ
で
、
各
氏
に
よ
っ
て
白
籍
と
土
断
の
内
容
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
が
な
さ

　
れ
て
い
る
が
、
見
解
に
は
ズ
レ
が
あ
る
。
こ
れ
ら
も
含
め
土
断
に
つ
い
て
は
稿
を

　
改
め
て
再
論
す
る
予
定
で
あ
る
。

⑬
『
宋
書
』
巻
二
武
帝
紀
中

　
　
『
宋
書
』
巻
｝
武
帝
紀
上

⑥　
　
『
皿
日
書
』
巻
六
十
九
ヨ
協
…
附
伝
達
伝

⑥　
　
『
晋
書
』
巻
十
安
帝
紀

⑦　
　
『
宋
書
縣
巻
三
十
五
州
郡
志
～

⑧　
　
『
宋
書
』
巻
二
武
帝
紀
中
。
そ
の
他
、
義
熈
八
年
劉
毅
討
平
後
、
十
一
年
司
馬

⑨　
休
之
討
平
楽
、
永
初
元
年
皇
帝
即
位
の
時
に
免
役
、
減
税
、
救
郎
等
の
策
が
と
ら

　
れ
て
い
る
。
　
（
同
前
、
中
・
下
参
照
）

　
　
『
蕎
書
』
巻
七
十
五
萢
注
附
伝
鎌
瀬
。
な
お
紙
数
の
単
磁
上
原
文
の
引
用
は
省

お
　
わ
　
り
　
に

⑭
　
同
　
前

⑮
越
智
重
明
「
劉
裕
政
権
と
義
煕
土
座
」
（
前
出
）

⑯
　
　
『
宋
書
』
翫
菅
四
十
六
張
郡
伝

⑰
『
宋
書
駈
巻
五
十
三
張
茂
度
伝

⑱
用
勝
義
雄
「
劉
宋
政
権
の
成
立
と
寒
門
武
人
」
（
前
出
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

⑲
　
　
「
初
（
塩
）
循
之
下
田
、
広
固
未
抜
、
循
潜
遣
使
結
林
子
及
宗
人
叔
長
、
林
子

　
即
密
自
高
祖
」
　
（
『
宋
書
』
巻
　
百
自
序
）

⑳
「
銚
本
直
下
愚
大
軍
、
慮
田
子
襲
其
後
、
欲
圧
平
田
子
…
…
（
中
略
）
…
…
（
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
た
　
　
ヘ
　
　
ヤ

　
子
）
乃
棄
糧
鍛
舎
、
躬
勒
士
卒
、
前
後
奮
撃
、
所
向
控
陥
、
所
領
江
東
勇
士
、
便

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヵ
　
　
モ

　
習
短
兵
、
鼓
課
奔
之
、
賊
一
時
潰
散
、
所
殺
万
余
人
」
、
「
田
子
宗
人
沈
敬
仁
、
驕

　
果
有
勇
力
、
田
子
於
（
傅
）
弘
之
営
内
請
（
王
）
鎮
悪
計
事
、
使
敬
仁
於
坐
殺

　
之
」
　
（
同
前
）

⑳
　
安
田
二
郎
　
「
蒲
道
成
の
革
命
集
団
」
、
　
「
南
朝
の
皇
帝
と
貴
族
と
豪
族
・
土
豪

　
層
」
　
（
共
に
前
出
）
参
照
。

⑫
　
越
智
重
明
「
劉
裕
政
権
と
義
黒
土
断
」
、
石
田
徳
行
「
劉
裕
集
団
の
性
絡
に
つ

　
い
て
」
　
（
共
に
前
出
）

＠
　
　
『
玉
書
』
巻
五
十
四
年
季
壁
土

⑳
　
　
『
｛
秘
書
』
巻
四
十
山
ハ
張
郡
伝

㊧
　
「
遭
母
憂
、
還
策
葬
…
…
（
中
略
）
…
…
恋
着
詔
、
朔
望
不
整
還
朝
、
毎
軍
国

　
大
事
、
蝋
訥
問
焉
、
晴
領
軍
将
軍
謝
晦
任
意
國
政
、
晦
毎
轟
轟
、
軌
摂
林
子
代

　
之
」
　
（
『
宋
書
』
巻
一
百
自
序
）

　
以
上
、
晋
宋
革
命
を
江
南
の
郷
村
社
会
と
の
関
係
で
考
察
し
て
き
た
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
従
来
の
研
究
で
は
貴
族
制
最
盛
期
に
起
っ
た

こ
の
箪
命
を
貴
族
や
国
家
権
力
の
サ
イ
ド
に
重
点
を
置
い
て
考
察
し
、
郷
村
社
会
の
役
割
を
軽
視
し
て
き
た
様
に
思
え
る
。
だ
が
、
い
か
に
ご
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の
時
代
が
貴
族
制
の
最
盛
期
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
基
底
に
は
郷
村
社
会
が
確
固
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
ど
の
様
な
政
治
権
力
も
そ
の

支
え
な
し
に
は
成
り
立
ち
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
東
晋
末
、
権
門
の
国
家
機
構
を
利
用
し
た
収
奪
に
よ
っ
て
郷
村
社
会
は
疲
弊
し
、
東
晋
国

家
権
力
は
郷
村
社
会
の
支
持
を
失
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
つ
い
に
孫
恩
の
乱
に
至
り
、
郷
村
社
会
と
圏
家
権
力
は
完
全
に
輩
離
し
た
。
こ
の
情

勢
は
名
門
出
身
の
北
人
貴
族
の
温
恭
や
尊
貴
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
郷
村
社
会
の
支
持
を
回
復
し
、
社
会
を
混
乱
か
ら
救
っ

た
の
は
、
貴
族
か
ら
さ
げ
す
ま
れ
て
い
た
一
軒
門
武
人
出
身
の
劉
裕
で
あ
っ
た
。
こ
の
支
持
は
、
彼
が
桓
玄
を
倒
し
て
以
後
行
な
っ
た
一
連
の

郷
村
社
会
安
定
策
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
彼
を
皇
帝
に
押
し
上
げ
る
原
動
力
と
な
っ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
は

晋
宋
革
命
を
推
進
し
、
新
し
い
南
朝
型
皇
帝
権
力
を
生
み
出
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
江
南
の
郷
村
社
会
に
求
め
、
そ
れ
を
リ
ー
ド
し
た
黒
人
土
豪

の
歴
史
的
役
割
を
評
価
し
た
い
。
そ
し
て
、
こ
の
革
命
に
お
け
る
南
人
土
豪
の
活
躍
の
中
に
南
朝
王
朝
革
命
の
形
態
の
晶
群
が
、
ま
た
南
人
土

豪
の
政
権
へ
の
参
加
の
し
か
た
の
中
に
皇
帝
権
の
強
大
化
と
営
門
膳
人
の
活
躍
に
象
徴
さ
れ
る
南
朝
の
政
治
構
造
の
端
緒
が
、
そ
れ
ぞ
れ
見
い

出
せ
る
様
に
思
う
。

　
た
だ
、
本
稿
で
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
足
手
ま
と
い
に
な
る
子
供
を
か
ご
に
入
れ
て
水
中
に
投
げ
こ
み
、
　
「
汝
の
先
に
仙
堂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
登
る
を
賀
す
。
我
習
い
て
後
汝
に
就
か
ん
」
と
叫
ん
で
孫
恩
の
乱
に
参
加
し
た
婦
人
の
姿
を
み
た
蒔
、
東
晋
末
に
は
何
か
精
神
世
界
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

る
大
き
な
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
が
潜
ん
で
い
た
様
に
思
わ
れ
る
。
又
、
晋
宋
革
命
を
超
え
て
貴
族
制
が
存
続
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
貴
族
側

に
も
混
乱
を
乗
り
切
る
強
靱
な
力
が
あ
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
本
稿
で
は
大
き
く
上
人
土
豪
と
至
人
貴
族
と
に
分
け
た
が
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

れ
そ
れ
の
内
部
に
も
激
し
い
対
立
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
て
検
討
し
て
ゆ
き
た
い

と
考
え
る
。

＠eo
『
普
書
』
巻
一
百
孫
恩
伝

州
勝
義
雄
「
中
国
前
期
の
異
端
運
動
」
　
（
前
出
）
等
参
照
。

南
人
土
豪
内
部
の
対
立
に
つ
い
て
は
、
大
川
富
士
夫
「
六
朝
前
期
の
呉
興
郡
の

豪
族
」

（『

@
教
社
会
史
研
究
臨
一
九
七
七
）
等
参
照
。

　
　
（
名
寅
麗
大
学
大
学
院
生
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Le　commerce　hispano－americain　et

　　　la　France　au　XVIIIe　sidcle

par

Haruhiko　Hattori

　　Il　est　certain　que，　dans　la　seconde　moiti6　du　XVIIe　siecle，　la　France

tenait　parmi　les　puissances　europ6ennes　le　premier　rang　dans　les　ex－

portations　industrlelles　vers　｝’Am6rique　espagno！e　via　Cadix．　Quelle

sera　la　part　de　la　France　dans　ce　domaine　au　cours　du　siecle　suivant？

C’est　le　probleme　que　j’ai　essay6　d’61uc1der　daBs　cet　art2cle．

　　En　cornparant　pour　le　XVIIIe　siecle　le　mouvement　du　commerce

hispano－am6ricain　avec　celui　du　commerce　franco－espagnol，　j’ai　pu　con－

stater，　d’une　part　la　croissance　presque　s6culaire　des　exportations　de

l’Espagne　vers　ses　colonles　d’Am6rique，　et　d’autre　part　la　croissance

parallble　jusqu’en　1749－1756，　puis　1e　recu1　ou　la　d6croissance　apres　cette

p6riode，　des　exportations　frangaises　vers　1’Espagne，　compos6日目　en　ma－

jeure　partie　des　produits　textiles　dont　la　presque　moiti6　6tait　normale－

ment　destin6e　a　1’Am6rique　espagnole．　De　ces　faits　on　pourrait　coBclure

que　la　France，　aprbs　avoir　conserv6　jusqu’en　1749－1756　sa　pr6pond6rance

dans　1e　commerce　hispano－ani6ricain，　a　vu　sa　position　d6cliner，　lente－

ment　d’abord，　puis，　apres　la　fin　des　ann6es　1770，　b　un　rythme　acc616r6．

Social　Change　in　the　Chin－Sung訴訟Period

　　and　the　Chiang’・nan江南Rural　Society

by

Kensul〈e　Yoshimori

　　The　Chin－Sung　Revolution　ls　a　dynastic　one　which　happened　at　the

zenith　of　aristocratic　society　and　brought　about　the　change　of　regime

f「om　Eastern　Chin東晋to　Sung宋．　Up　to　the　present　it　has　been

examined　only　from　the　side　Of　the　aristocracy　and　the　state，　and　the

movemeRt　of　the　rural　community　haS　been　treated　lightly．　But　the

rural　communlty　played　an　essential　part　in　the　social　change．
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　　In　the　last　stage　of　Eastern．Chin　the　exploitatioll　by　the　aristocracy

from　the　north，　for　example　5s拓彫σTao－tzu司馬道子，　aggravated　the

complaint　of　the　community，　so　thatまt　provoked　the　insurrection　of
　　　　へ
Sun－En孫恩、　and　Lu－llsim盧循While　some　leading　aristocrats，　such

as　Wang－Kung王恭and　Huan・孤stian桓玄，　attempted　to　reform　the

condition　unsuccessfully，　Liu－Ydi　eS［」裕，　an　of五cer　of　humble　origin，　could

accomplish　the　dynastic　revolution，　pressiエ｝g　the　poHcy　for　stabil圭z圭ng

the　rural　community，　such　as　t’u－tuan土断，　and　thus　winning　the　sup－

port　of　the　powerful　families　in　Chiang－nan．

　　After　all　it　was　the　rural　community　that　produced　the　imperial

power　of　Southern　Dynasties．．and　ln　the　process　of　social　challge　the

activity　of　the　powerful　famili6s　built　the　road　to　the　political　stage

for　the　Iower　classes．

Die　Entstehung　der　Markte　in　Nieder6sterreich

　　　　　　　　　　　wahrend　des　Mittelalters

von

Yoshihisa　Hattori

　　Die　Entstehung　der　geschlossenen　Siediungen，　namlich　Angerddrfer

（D6rferエnit　v圭elf6rm圭gen　Platzen），　Markte　und　Stadte　in　Nieder6ster．

reick　seit　dem　11．　und　12．　Jahrhundert　weist　einige　Gemeinsamkeiten

auf，　deRn　sie　stand　mit　der　damaligen　landwirtschaftlichen　Eiitwicklung

und　Veranderung　im　Umkrels　in　engerer　Bezlehung　und　meistens　waren

diese　Siedlungen　mit　einer　Burg　oder　burgahnlichen　Anlage　als　Kern

ausgerUstet．　ln　diesem　Sjm？e　muB　die　Entstehung　dreier　Typen　der

Siedlungen　in　Nieder6sterreich　als　nicht　voneinander　trennbare　Erschei－

nungen　betrachtet　werden．

　　Markte，　die　ich　in　dieser　Arbeit　behandele，　bilden　einen　fUr　SUddeuts－

chland　charal〈teristischen　Typ　der　Minderstadte．　Bezttglich　ihrer　Ent－

steliung　habe　ich　unter　Verwendung　von　den　landesfurstllchen　Urbaren

aus　dem　13．　und　14．　Jahrhundert　．　folgende　Punl〈te　feststellen　k6nnen．

Bel　den　meisten　Markten　finden　sich，　wie　schon　gesagt，　eine　Burg　oder

andere　burgahnliche　Anlagen　wie　Hausberg　oder　Wehrkirche．　Vor　dem

11．　Jahrhundert　erfallten　diese　Burgen　Bicht　nur　militarische　oder　po一
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