
桓
温
か
ら
謝
安
に
至
る
東
晋
中
期
の
政
治
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一
1
檀
温
の
府
僚
を
申
心
と
し
て
一

金

民

壽

い卵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘱

【
要
約
】
　
本
稿
は
、
従
来
不
分
明
な
点
の
多
か
っ
た
、
桓
温
と
予
言
の
政
治
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。
方
法
論
と
し
て
は
、
東
野
南
朝
に
於
け
る
北
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

貴
族
優
位
の
原
因
と
そ
の
権
力
基
盤
を
、
六
朝
独
特
の
も
の
で
あ
る
将
軍
府
の
あ
り
方
に
求
め
た
。
従
っ
て
、
当
時
の
政
治
の
実
態
の
究
明
も
、
桓
温
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝

将
軍
府
の
分
析
を
通
じ
て
試
み
る
。
ま
ず
、
会
稽
王
豊
、
桓
温
、
謝
安
が
互
い
に
絡
み
合
っ
て
い
る
次
の
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
第
一
に
、
会
稽
王
豊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～

を
中
心
と
し
た
清
談
の
盛
行
と
、
一
方
の
一
部
貴
族
間
に
起
こ
る
反
老
荘
思
想
気
運
の
時
代
背
景
を
追
跡
す
る
。
第
二
に
、
桓
温
と
い
う
存
在
は
、
清
談

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

貴
族
か
ら
荊
州
軍
閥
に
、
更
に
建
康
貴
族
の
首
領
へ
と
変
貌
す
る
。
そ
の
所
以
を
明
確
に
し
、
桓
温
が
豊
州
寒
門
と
軍
将
に
支
持
さ
れ
た
改
革
派
貴
族
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
W

あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。
第
三
に
、
謝
安
の
登
場
、
謝
安
の
政
権
掌
握
の
秘
訣
、
支
持
階
層
と
政
策
を
明
か
に
し
、
翻
安
が
北
来
貴
族
と
江
東
豪
族
に
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

持
さ
れ
た
保
守
派
貴
族
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
う
し
た
政
治
全
般
の
考
察
の
結
果
に
基
づ
き
、
束
晋
中
期
と
は
、
「
薪
出
門
戸
」
で
あ
る
謙
郡
桓

氏
と
陳
郡
謝
氏
の
改
革
派
と
保
守
派
が
相
い
対
立
し
た
政
治
過
程
で
、
貴
族
勢
力
は
極
盛
期
を
迎
え
る
反
颪
、
反
貴
族
的
新
傾
向
が
顕
出
さ
れ
る
時
代
で

あ
っ
た
と
規
定
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
七
五
巻
一
号
　
一
九
九
二
年
［
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〉

は
　
じ
　
め
　
に

東
晋
の
約
百
年
間
の
政
治
は
初
期
、
中
期
、
末
期
の
三
期
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
初
期
（
三
一
七
年
⊥
二
四
四
年
目
は
多
少
の
政
治

的
危
機
も
あ
っ
た
が
、
魏
晋
以
来
の
名
族
で
あ
る
狼
邪
王
氏
と
穎
川
噛
癖
に
よ
っ
て
、
門
閥
貴
族
政
治
が
安
定
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
漁
期

（
三
四
五
年
－
三
八
五
年
）
は
、
政
治
を
統
轄
し
た
桓
温
の
拾
頭
か
ら
心
安
の
死
ま
で
と
み
る
。
そ
し
て
末
期
（
三
八
五
年
i
四
二
〇
年
）
に
な
る
と
、



桓温から謝安に至る東晋中期の政治（金）

孝
武
帝
と
皇
族
司
馬
道
子
・
元
顕
が
専
権
を
振
い
、
そ
れ
に
反
聴
し
た
貴
族
層
が
政
争
を
起
こ
す
。
そ
の
際
に
、
い
ま
ま
で
貴
族
の
支
配
に
抑

え
ら
れ
て
い
た
社
会
底
辺
の
諸
不
満
が
一
挙
に
爆
発
す
る
。
癖
人
が
政
界
に
進
出
し
て
く
る
し
、
一
般
民
衆
の
側
か
ら
は
孫
恩
・
盧
循
の
乱
が

起
り
、
寒
門
軍
人
は
貴
族
の
手
か
ら
軍
事
権
を
奪
い
、
や
が
て
劉
宋
政
権
を
成
立
さ
せ
る
に
至
る
。
東
晋
時
代
の
政
治
を
概
観
す
る
と
以
上
の

よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
そ
の
中
で
、
と
り
わ
け
東
晋
中
期
に
関
す
る
研
究
は
極
め
て
手
薄
で
あ
る
。
そ
れ
は
史
料
が
大
幅
に
欠
落
し
て
い
る
せ
い
で
あ
る
と
も
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ら
れ
る
。
し
か
し
最
近
、
北
京
大
学
の
田
鯨
慶
氏
に
よ
る
『
東
晋
門
閥
政
治
』
が
刊
行
さ
れ
、
既
存
の
研
究
の
空
白
を
大
い
に
埋
め
て
い
る
。

氏
の
研
究
の
要
点
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
従
来
よ
く
使
わ
れ
て
き
た
“
魏
晋
南
北
朝
門
閥
政
治
”
と
い
う
の
は
、
実
は
東
晋
時
代
に
お
い
て

し
か
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
の
門
閥
政
治
の
存
在
形
式
は
、
門
閥
士
族
と
皇
権
の
共
治
で
あ
っ
た
と
い
う
観
点
か
ら
、
東
漸
一
代
を
瑛
邪
王
氏
、

穎
州
無
料
、
誰
郡
桓
氏
、
陳
郡
謝
氏
、
及
び
太
原
王
氏
の
各
門
閥
に
分
け
て
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
の
関
係
史
料
を
駆
使
し

て
、
一
門
閥
と
政
権
と
の
関
わ
り
を
通
し
て
東
晋
政
治
の
変
遷
を
論
じ
て
い
る
。
特
に
、
門
閥
貴
族
が
勢
力
を
強
め
て
拾
頭
し
て
く
る
後
ろ
楯

と
し
て
軍
鎮
を
掌
握
す
る
こ
と
を
挙
げ
、
そ
れ
に
重
点
を
お
い
て
極
め
て
緻
密
に
跡
付
け
て
い
る
。
本
稿
も
氏
の
す
ぐ
れ
た
研
究
に
負
う
と
こ

ろ
大
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
難
民
の
東
晋
中
期
に
関
す
る
研
究
は
、
貴
族
と
州
鎮
と
の
関
係
に
重
き
を
お
き
過
ぎ
て
、
地
方
豪
族
と
の
関
係
が
あ
ま
り

考
慮
さ
れ
て
い
な
い
嫌
い
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
一
門
閥
貴
族
勢
力
の
族
的
拡
が
り
を
忠
実
に
追
う
の
も
大
切
な
こ
と
で
は
あ
ろ
う
が
、
一

方
で
は
、
亙
る
門
閥
を
説
明
す
る
に
あ
た
り
、
各
々
の
門
閥
を
支
え
て
い
る
社
会
の
支
持
層
、
つ
ま
り
権
力
基
盤
を
通
じ
て
よ
り
深
く
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
れ
を
追
究
す
る
た
め
の
乎
掛
か
り
と
し
て
、
前
稿
と
岡
じ
く
、
早
早
中
期
の
政
治
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

担
っ
た
人
物
の
将
軍
府
の
僚
属
を
分
析
す
る
方
法
を
使
っ
て
み
た
い
。
将
軍
府
の
府
僚
は
、
一
般
に
府
主
が
最
も
信
頼
し
得
る
人
々
で
あ
る
。

府
主
と
府
僚
は
互
い
に
、
前
者
は
自
己
の
政
治
的
勢
力
を
扶
植
す
る
目
的
で
、
後
者
は
立
身
の
手
段
と
な
す
た
め
に
、
私
的
と
い
っ
て
い
い
ほ

ど
の
密
接
な
関
係
で
結
ば
れ
て
い
た
。
し
か
も
当
時
の
府
下
一
人
一
人
は
個
人
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
家
柄
と
郷
里
と
い
う
背
景
を
も
つ
存
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在
と
し
て
考
え
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
海
温
政
権
と
謝
安
政
権
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
も
府
僚
の
梅
島
の
性
格
を
分
析
す
る
こ
と
が
、
有

効
な
方
法
で
あ
ろ
う
と
期
待
で
き
る
。
実
は
、
そ
の
よ
う
に
府
僚
を
重
視
す
る
考
え
は
桓
温
時
代
に
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
世
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

新
語
』
に
桓
温
の
『
征
西
寮
属
名
』
と
『
大
司
馬
寮
属
名
』
と
い
う
書
名
が
見
え
る
こ
と
か
ら
窺
え
る
。
本
稿
で
は
そ
れ
を
現
存
の
史
料
か
ら

で
き
る
限
り
復
元
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

　
さ
て
、
日
本
に
お
け
る
東
晋
申
期
に
関
す
る
従
来
の
諸
研
究
は
、
研
究
論
文
の
数
も
少
く
、
か
つ
断
片
的
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
た
と
え
ば
、
簡
文
帝
を
中
心
と
し
た
清
談
に
つ
い
て
は
思
想
史
の
方
面
で
、
定
温
政
権
に
つ
い
て
は
政
治
史
の
方
面
で
、
別
々
に
行
な
わ

れ
、
ど
ち
ら
か
一
方
だ
け
を
研
究
対
象
と
し
て
き
た
。
し
か
し
実
は
、
簡
文
帝
の
清
談
グ
ル
ー
プ
と
桓
温
政
権
と
、
さ
ら
に
謝
安
政
権
と
は
深

く
関
連
し
あ
っ
て
い
る
の
で
、
分
離
し
て
考
え
て
は
そ
の
性
格
を
究
明
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
当
時
の
政
治
状
況
の

全
般
を
視
野
に
入
れ
て
、
政
治
の
全
体
像
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
桓
温
政
権
と
仁
安
政
権
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
思
う
。
そ
れ
が
本

稿
の
目
的
で
あ
る
。

①
　
東
晋
中
期
の
政
治
史
に
関
す
る
論
文
と
し
て
、
桓
温
に
つ
い
て
は
、
石
田
徳
行

　
「
東
普
の
荊
　
江
軍
閥
－
諜
國
一
八
充
の
栢
一
旦
の
場
合
－
漏
（
『
軍
事
史
学
』
六
i

　
四
、
一
九
七
一
年
）
、
川
合
安
「
桓
温
の
省
官
併
職
政
策
と
そ
の
背
景
」
（
『
集
刊
東

　
洋
学
』
五
二
、
一
九
八
四
年
）
が
あ
り
、
謝
安
に
つ
い
て
は
、
安
田
二
郎
「
猪
太

　
盾
の
翌
朝
と
謝
安
」
（
『
中
国
史
と
西
洋
世
界
の
展
開
』
、
一
九
九
一
年
）
が
あ
る
。

　
思
想
史
に
は
、
青
木
正
児
「
漕
談
」
（
『
岩
波
講
座
東
洋
思
潮
』
八
、
一
九
三
四
年
）
、

　
福
永
光
司
「
王
義
之
の
思
想
と
生
活
し
（
『
愛
知
学
芸
大
学
研
究
報
告
・
人
文
科
学

　
・
自
然
科
学
』
第
九
輯
、
一
九
六
〇
年
）
、
蜂
屋
邦
夫
「
王
坦
之
の
思
想
－
東
普

　
中
期
の
荘
子
批
判
1
」
（
環
果
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
七
五
鴨
、
一
九
七
八
年
）

　
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
岡
晴
文
夫
『
魏
晋
南
北
朝
遍
史
』
（
弘
文
堂
欝
房
、
一
九
三

　
二
年
）
の
「
抑
も
東
習
の
王
室
は
、
其
建
康
に
基
を
開
い
た
以
来
、
か
つ
て
独
裁

　
の
権
勢
を
振
っ
た
こ
と
な
く
、
北
来
の
強
族
と
江
南
の
土
豪
と
が
互
い
に
根
結
ぶ

　
中
間
の
内
在
物
と
し
て
晋
の
王
室
を
役
立
て
た
わ
け
で
あ
っ
て
、
東
晋
～
流
の
政

　
治
家
王
導
謝
安
の
如
き
は
、
よ
く
此
間
の
惜
購
を
体
し
て
寛
治
の
方
針
に
始
終
し

　
た
の
で
あ
っ
た
」
（
一
＝
八
頁
）
と
い
う
こ
と
は
、
棄
晋
政
治
史
を
考
え
る
上
で
重

　
要
な
指
摘
で
あ
ろ
う
。

②
田
除
慶
『
東
晋
門
閥
政
治
』
（
北
京
大
学
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）
。
氏
の
研
究

　
は
、
東
平
門
閥
政
治
と
比
較
で
き
る
前
後
時
代
の
論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
な
い
の

　
で
、
こ
こ
で
は
全
体
の
論
旨
に
つ
い
て
は
触
れ
ず
、
青
翠
中
期
に
関
し
て
の
み
論

　
ず
る
。

③
拙
稿
「
東
暫
政
権
の
成
立
過
程
i
司
馬
容
（
元
帝
）
の
置
賜
を
中
心
と
し
て

　
i
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
四
八
－
二
、
　
一
九
八
九
年
）

④
　
『
世
説
新
語
』
の
劉
孝
標
の
注
の
な
か
に
、
『
征
西
｛
寮
属
名
［
』
は
言
語
篇
、
排
調

　
篇
に
引
か
れ
て
い
る
。
『
大
司
馬
寮
属
名
鑑
は
大
司
馬
桓
温
の
参
軍
伏
潜
に
よ
る

　
も
の
で
、
賞
誉
篇
、
灘
免
篇
な
ど
に
み
え
る
。
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第
嗣
章
将
軍
府
（
都
督
府
）
の
構
造

桓温から謝安に至る東晋中期の政治（金）

　
筆
老
は
六
朝
政
治
史
を
将
軍
府
と
い
う
一
貫
し
た
も
の
を
も
っ
て
捉
え
よ
う
と
考
え
て
い
る
。
後
漢
末
期
か
ら
六
朝
に
か
け
て
、
将
軍
府
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

異
様
に
発
達
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
周
知
の
こ
と
で
あ
り
、
な
お
将
軍
府
に
関
す
る
制
度
史
の
論
文
も
数
多
く
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
具
体

的
な
将
軍
府
の
実
態
と
変
遷
の
究
明
と
い
う
問
題
に
な
る
と
、
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
厳
耕
望
氏
の
大
研
究

の
消
化
作
業
と
で
も
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
国
家
権
力
の
特
に
弱
か
っ
た
六
朝
の
場
合
は
、
或
る
舗
度
の
み
を
抽
出
し
検
討
し
て
み
て
も
、
そ
の

制
度
の
実
態
や
変
化
を
突
き
止
め
る
こ
と
が
難
し
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
六
朝
綱
度
史
の
研
究
の
難
し
さ
の
原
因
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
打

開
策
は
具
体
的
な
政
治
史
の
な
か
で
、
た
ん
ね
ん
に
検
証
し
て
み
る
ほ
か
に
方
法
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
当
面
の
課
題
を
究
明
す
る
作
業
の

一
つ
と
す
る
こ
と
が
本
稿
の
意
図
で
あ
る
。

　
将
軍
府
（
都
督
府
）
の
実
態
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
東
森
南
朝
史
の
基
調
と
い
う
べ
き
南
人
豪
族
に
対
す
る
北
来
貴
族
の
優
位
と
い
う
問
題
に

も
実
は
関
わ
っ
て
く
る
。
｝
体
、
北
来
貴
族
の
政
治
的
優
位
が
如
何
に
し
て
生
じ
た
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
従
来
そ
れ
を
め
ぐ
る
最
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

有
力
な
説
は
越
智
重
明
氏
の
南
北
地
縁
性
説
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
北
来
貴
族
は
南
土
に
お
い
て
そ
の
政
治
的
優
位
を
確
保
す
る
た
め
、
北
下

の
地
縁
性
を
維
持
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
方
策
の
一
環
と
し
て
白
籍
を
造
り
だ
し
、
そ
の
籍
に
着
く
北
畑
の
庶
人
に
は
役
を
免
除
さ
せ
た
、

と
い
う
説
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
論
考
の
史
料
的
根
拠
は
「
萢
宿
の
上
落
文
」
し
か
な
い
。
一
方
、
そ
の
論
の
基
本
前
提
で
あ
る
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

人
が
無
役
で
あ
っ
た
こ
と
に
疑
闇
を
投
げ
掛
け
た
の
が
、
安
田
二
郎
馬
で
あ
る
。
氏
の
論
ず
る
如
く
北
岳
が
役
の
負
担
者
で
あ
っ
た
と
い
う
史

料
が
幾
つ
か
あ
る
。
さ
ら
に
、
問
題
の
翻
意
七
年
の
白
籍
の
史
料
は
、
庚
亮
の
北
伐
準
備
の
さ
な
か
で
あ
っ
た
当
時
の
政
治
状
況
か
ら
み
て
、

北
人
の
役
の
免
除
の
た
め
に
実
施
さ
れ
た
、
と
は
ど
う
し
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
も
北
来
貴
族
の
優
位
は
、
す
で
に
東
晋
政
権
の
成
立
期

に
ほ
ぼ
決
定
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
従
っ
て
北
来
貴
族
優
位
“
南
北
地
縁
性
説
“
白
茅
造
出
説
に
は
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

が
、
い
ま
の
と
こ
ろ
、
ど
ち
ら
も
決
定
的
な
証
拠
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
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そ
れ
で
は
、
野
風
成
立
以
来
、
南
人
豪
族
は
ど
う
し
て
遂
に
そ
の
勢
力
を
盛
り
返
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を

ほ
か
に
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
そ
の
原
困
を
、
都
督
府
（
或
は
将
軍
府
）
と
地
方
行
政
の
あ
り
方
に
求
め
た
い
。
周
知
の
よ
う

に
、
も
と
も
と
州
刺
史
と
は
郡
の
上
に
た
つ
監
察
機
構
で
あ
っ
た
が
、
漢
末
に
地
方
行
政
官
庁
化
し
た
。
そ
の
警
世
史
が
多
く
の
土
着
の
地
方

豪
族
を
属
僚
に
し
、
あ
る
い
は
逆
に
地
方
豪
族
が
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
て
き
た
州
劇
史
を
迎
え
て
、
と
も
す
れ
ば
州
は
地
方
割
拠
勢
力
の
拠
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
な
っ
た
。
そ
れ
が
他
で
も
な
い
魏
、
蜀
、
呉
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
東
野
に
な
る
と
事
情
が
変
わ
り
、
都
督
府
と
い
う
も
の
が
州

刺
史
府
の
上
に
の
し
か
か
る
の
で
あ
る
。
都
督
と
い
う
も
の
は
す
で
に
魏
か
ら
あ
っ
た
が
、
軍
隊
を
督
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が

西
普
宋
・
東
野
初
の
時
か
ら
、
都
督
府
と
い
う
も
の
が
正
式
に
州
の
上
に
常
設
さ
れ
る
。
し
か
も
岡
一
人
物
が
都
督
と
領
下
の
州
刺
史
を
兼
領

す
る
こ
と
に
な
り
、
都
督
府
（
或
は
将
軍
麿
）
は
次
第
に
州
刺
史
府
の
行
政
業
務
ま
で
蚕
食
し
、
都
督
府
と
州
刺
史
府
と
は
上
下
関
係
に
な
っ
て
、

州
職
の
上
層
部
は
や
が
て
は
実
権
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
名
誉
職
に
す
ぎ
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
従
来
通
り
州
刺
史
府
に
は

土
着
者
の
み
を
辟
召
し
た
が
、
都
督
府
（
或
は
将
軍
府
）
に
は
土
着
・
非
土
着
を
聞
わ
ず
召
し
て
属
僚
と
し
た
。
東
晋
の
ほ
と
ん
ど
の
都
督
が
北

側
で
あ
っ
た
関
係
か
ら
、
将
軍
府
の
上
層
部
は
北
来
貴
族
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
東
晋
中
期
に
な
る
と
都
督
府
の
上
層
僚
属
が
地

方
官
を
も
兼
ね
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
下
層
の
参
軍
層
に
多
く
就
い
て
い
た
土
着
南
人
豪
族
の
出
る
場
は
益
々
狭
く
な
っ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
一
方
、
郡
太
守
も
将
軍
号
を
帯
び
る
よ
う
に
な
り
、
郡
太
守
府
の
上
に
将
軍
府
を
開
い
た
。
地
方
の
野
蒜
者
に
限
っ
て
任
用
し
た

郡
太
守
府
と
は
異
な
り
、
郡
将
軍
府
に
は
非
指
貫
者
が
多
く
、
郡
太
守
の
私
的
な
幕
府
の
性
格
を
帯
び
て
い
た
。
従
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
状
態

の
下
に
お
い
て
、
州
と
郡
の
在
地
論
人
豪
族
は
上
か
ら
抑
え
つ
け
る
課
業
貴
族
を
跳
ね
返
す
こ
と
が
容
易
に
は
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ

う
し
た
地
方
行
政
体
制
こ
そ
が
、
南
人
豪
族
が
つ
い
に
北
来
貴
族
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
鰯
度
的
装
置
で
は
な
か
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
か
か
る
構
造
が
よ
り
高
い
次
元
の
家
格
の
原
理
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
で
述
べ
て
き
た
こ
と
と
関
わ
る
東
晋
中
期
に
初
出
す
る
二
つ
の
問
題
を
付
け
加
え
て
お
こ
う
。
先
ず
一
つ
は
、
将
軍
府
の
上
佐
が
管
轄

下
の
郡
太
守
を
領
す
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
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桓温から謝安に至る東晋中期の政治（金）

　
　
輔
国
将
軍
桓
温
は
嚢
喬
を
司
馬
・
領
広
陵
相
に
（
『
晋
書
』
巻
八
三
機
翼
伝
）

　
　
征
西
将
軍
榿
舗
は
謝
玄
を
司
馬
・
領
南
郡
摺
・
監
北
征
諸
軍
菓
に
（
巻
七
九
謝
玄
伝
）

　
　
冠
軍
将
軍
謝
玄
は
股
仲
堪
を
長
史
・
領
晋
陵
太
守
に
（
巻
八
四
股
仲
堪
伝
）

　
彼
ら
震
喬
、
謝
玄
、
股
仲
堪
の
三
人
は
、
墨
形
あ
る
い
は
司
馬
と
し
て
首
郡
を
領
し
て
い
る
。
婁
喬
と
股
導
燈
は
、
当
時
秘
書
郎
に
次
ぐ
非

常
に
名
誉
あ
る
佐
著
作
郎
起
家
の
門
地
二
贔
の
名
族
で
あ
る
。
謝
安
の
甥
の
謝
玄
は
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
。
こ
う
し
た
事
例
か
ら
、
将
軍
府

の
長
史
、
司
馬
が
首
郡
を
領
す
る
制
度
の
始
ま
り
は
、
都
督
の
北
来
貴
族
が
彼
ら
名
門
貴
族
を
幕
下
に
腓
召
す
る
た
め
に
考
え
出
さ
れ
た
優
遇

措
置
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
も
う
一
つ
は
、
聖
母
中
期
に
な
る
と
、
中
央
の
録
尚
書
事
、
尚
書
令
ば
か
り
で
な
く
、
尚
書
僕
射
ま
で
も
が
将
軍
号
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る

こ
と
で
あ
る
。

　
　
太
原
王
述
、
尚
書
令
ら
領
衛
将
軍
（
巻
九
三
王
述
伝
）

　
　
陳
郡
謝
安
、
尚
書
僕
射
・
領
吏
部
尚
書
・
加
後
将
軍
（
巻
七
九
謝
安
心
）

　
　
太
原
王
悪
、
尚
警
左
僕
射
・
左
将
軍
（
巻
九
三
王
纏
伝
）

　
　
張
邪
王
殉
、
尚
書
左
僕
射
・
加
征
虜
将
軍
（
巻
六
五
王
殉
伝
）

　
以
上
の
よ
う
に
、
超
剛
流
貴
族
ば
か
り
が
尚
書
の
実
務
と
は
全
く
関
係
の
無
い
個
人
の
将
軍
府
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
将
軍
号
が
名
目
だ
け

で
は
な
く
、
実
際
に
文
武
僚
属
を
揃
え
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
只
謝
安
）
頃
く
し
て
司
徒
を
加
う
。
後
軍
の
文
武
、
尽
く
大
府
に
配
せ
よ
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

い
う
事
柄
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
後
の
司
馬
道
子
の
政
治
を
非
難
し
た
内
容
の
一
つ
に
「
権
寵
の
臣
、
各
々
小
母
を
開
き
、
吏
佐
を
四
二

す
る
は
、
官
に
益
無
く
、
国
に
損
有
り
」
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
貴
族
た
ち
の
問
に
は
す
で
に
東
晋
中
期
に
横
行
し
て
い
た

　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
甚
だ
し
き
は
陳
郡
謝
瑛
の
場
合
で
、
彼
は
護
軍
将
軍
で
あ
り
な
が
ら
、
個
人
の
右
将
軍
府
を
も
領
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
貴
族
た
ち
は
将
軍
府
と
い
う
官
職
を
恣
意
的
に
利
用
し
、
益
々
官
僚
制
を
破
壊
し
て
い
っ
た
と
し
か
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
貴
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族
の
専
横
の
極
度
に
達
し
た
の
が
、
皇
帝
権
の
最
も
弱
か
っ
た
東
晋
中
期
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

・
で
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
東
晋
中
期
の
政
権
担
妾
出
の
将
軍
府
を
中
心
に
そ
れ
ぞ
れ
の
権
力
基
盤
を
探
る
場
合
、

展
開
を
み
せ
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
の
具
体
的
な
変
化
の
側
面
を
確
認
し
て
い
こ
う
。

①
　
代
蓑
的
な
も
の
と
し
て
、
浜
口
重
濁
「
所
謂
、
晴
の
武
官
廃
止
に
就
い
て
」

　
（
『
秦
漢
階
瓢
虐
史
の
研
究
』
下
巻
、
束
京
大
学
出
版
会
、
　
一
九
六
六
年
）
、
越
智
重

　
明
「
南
朝
圧
面
考
」
（
『
史
学
雑
誌
』
六
二
…
一
二
、
一
九
五
三
年
）
、
宮
崎
市
定

　
「
第
三
堂
・
南
朝
に
お
け
る
流
贔
の
発
達
五
　
軍
府
僚
属
、
殊
に
参
軍
の
発

　
達
」
（
『
九
品
官
人
法
の
研
究
』
、
同
朋
舎
、
一
九
五
六
年
）
、
厳
耕
望
慨
魏
晋
南
北

　
朝
地
南
力
行
政
制
度
』
（
中
央
研
虎
九
院
歴
史
蔽
㎜
漕
q
悪
闘
九
所
専
翻
照
門
同
五
、
　
一
九
六
一
二
年
）

　
な
ど
が
あ
る
。

②
越
智
重
明
「
東
習
の
貴
族
制
と
南
北
の
地
縁
性
」
（
『
史
学
雑
誌
』
六
七
一
八
、

そ
れ
は
如
何
な
る

　
一
九
五
九
年
）
な
ど
氏
の
一
連
の
研
究
参
照
。

⑧
安
田
二
郎
「
僑
州
都
幣
制
と
土
断
」
（
『
中
国
貴
族
制
社
会
の
研
究
』
、
一
九
八
七

　
年
）
。
ま
た
土
断
に
つ
い
て
の
諸
論
文
は
安
田
氏
の
論
文
の
注
を
参
照
さ
れ
た
い
。

④
狩
野
直
禎
「
後
漢
末
地
方
豪
族
の
動
向
ー
ー
地
方
分
権
化
と
豪
族
1
」
（
『
中

　
国
中
世
史
研
究
』
、
東
海
大
学
出
版
会
、
～
九
七
〇
年
）

⑤
　
『
晋
書
』
巻
七
九
謝
安
伝
。

⑥
『
晋
雷
』
巻
六
四
司
馬
道
子
伝
。

⑦
『
晋
書
輌
巻
七
九
寝
鳥
縁
。
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第
二
章
　
誰
郡
桓
氏
と
陳
郡
謝
氏
の
拾
頭

　
東
晋
初
期
は
瑛
邪
王
氏
と
外
戚
の
頴
川
庚
氏
に
よ
っ
て
政
治
的
安
定
が
確
立
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
永
和
元
年
（
三
四
五
）
二
歳
の
穆
帝
が
即

位
し
、
皇
族
の
会
稽
王
司
馬
昼
が
輔
政
の
任
に
就
い
た
。
そ
の
こ
ろ
、
徐
々
に
拾
頭
し
て
東
晋
中
期
の
政
治
を
動
か
し
た
門
戸
が
、
誰
郡
桓
氏

と
陳
郡
隠
妻
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
謝
氏
の
場
合
は
、
南
朝
で
は
破
邪
王
氏
と
並
ん
で
「
王
・
謝
」
と
併
称
さ
れ
る
超
一
流
の
名
門
で
あ
る
が
、

し
か
し
東
晋
中
期
ま
で
は
、
む
し
ろ
誰
郡
桓
氏
と
非
常
に
共
通
点
が
多
い
家
歴
を
も
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
両
家
は
、
東
畑
初
期
の
政
治
を
担

当
し
た
破
邪
王
氏
と
穎
川
庚
氏
と
は
、
そ
の
性
格
を
異
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
先
ず
は
、
両
家
が
伝
統
あ
る
後
漢
以
来
の
名
門
か
ら
わ
け
へ

だ
て
ら
れ
た
待
遇
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
そ
う
で
あ
る
。

　
　
　
誓
文
度
（
太
原
王
坦
之
）
、
慰
楽
（
桓
温
）
の
長
調
為
る
階
、
桓
、
児
の
為
に
王
の
女
を
求
む
。
王
、
藍
田
（
太
原
王
述
）
に
容
ら
ん
こ
と
を
許
す
。
既

　
　
　
に
還
る
。
藍
田
、
文
墨
を
愛
念
し
、
長
大
な
り
と
難
も
猶
お
獅
上
に
抱
著
す
。
文
度
因
り
て
言
う
「
桓
、
己
が
女
の
婚
を
求
む
」
。
藍
田
大
い
に
怒
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
つ
く

　
　
丁
度
を
排
し
て
麹
よ
り
下
し
て
日
く
「
悪
ん
ぞ
見
ん
、
野
望
の
已
に
復
た
療
に
し
て
、
桓
温
の
面
を
点
る
る
を
。
兵
な
り
、
那
ぞ
女
を
嫁
し
て
之
に
与
う
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可
け
ん
や
」
。
文
度
還
り
て
報
じ
て
云
う
「
下
官
の
家
中
、
先
に
捨
処
を
得
た
り
扁
。
桓
公
署
く
「
吾
知
れ
り
。
此
れ
尊
府
君
肯
ぜ
ざ
る
の
み
」
。
後
に
桓

　
　
の
女
、
遂
に
文
度
の
児
に
嫁
ぐ
（
『
世
説
新
語
』
方
正
第
五
）
。

と
あ
る
よ
う
に
、
桓
温
は
太
原
王
氏
か
ら
、
兵
と
蔑
ま
れ
て
婚
姻
を
断
ら
れ
た
。
同
じ
く
陳
郡
謝
氏
も
、

　
　
謝
万
は
兄
の
前
に
在
り
て
、
起
ち
て
便
器
を
索
め
ん
と
欲
す
。
時
に
阪
思
畷
、
坐
に
在
り
て
曰
く
「
新
出
の
門
戸
、
篤
な
れ
ど
も
礼
無
し
」
（
『
世
説
新

　
　
語
』
簡
傲
第
二
四
）
。

ま
た
、

　
　
　
（
頴
川
葡
）
伯
子
、
常
に
自
ら
蔭
籍
の
美
を
腸
り
て
、
（
磯
邪
王
）
弘
に
謂
い
て
曰
く
「
天
下
の
管
梁
、
唯
だ
使
君
と
下
官
と
の
み
。
（
陳
郡
謝
）
宣
明
の

　
　
徒
は
数
う
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
」
（
『
宋
書
』
巻
六
〇
萄
伯
子
伝
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
あ
り
、
後
漢
以
来
の
名
族
で
あ
る
頴
川
筍
氏
、
陳
留
随
氏
か
ら
新
出
門
芦
と
し
て
軽
蔑
し
て
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
あ
た
い
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

桓
氏
は
、
漢
代
に
は
累
世
帝
師
で
あ
っ
た
が
、
心
境
代
に
は
そ
れ
ほ
ど
振
わ
な
か
っ
た
。
陳
郡
謝
氏
も
、
魏
・
帯
電
時
代
に
は
一
人
も
正
史
に

立
伝
さ
れ
て
い
な
い
田
舎
豪
族
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　
そ
う
し
た
両
家
の
発
展
の
転
機
と
な
っ
た
の
が
、
西
夏
末
期
に
い
ち
早
く
渡
江
し
、
建
康
の
清
談
グ
ル
…
プ
に
加
わ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ぬ

　
　
　
（
光
逸
）
初
め
て
至
る
。
属
た
ま
（
胡
静
）
輔
之
、
謝
鰻
、
奔
放
、
畢
卓
、
羊
墨
、
桓
舞
、
阪
孚
と
散
髪
重
着
し
、
室
を
閉
じ
て
酪
飲
す
る
こ
と
已
に
累

　
　
霞
。
…
…
時
人
、
之
を
八
達
と
謂
う
（
『
晋
慰
』
巻
四
九
光
逸
伝
〉
。

と
あ
る
よ
う
に
、
両
家
の
重
葬
と
謝
鰻
が
清
談
貴
族
の
社
交
界
に
仲
間
入
り
を
は
た
し
て
か
ら
、
両
家
は
政
界
に
浮
上
し
は
じ
め
る
。
桓
葬
は

蘇
峻
の
乱
に
節
を
ま
げ
ず
乱
徒
に
よ
っ
て
非
業
の
死
を
遂
げ
る
。
謝
鰻
は
王
敦
の
長
史
で
あ
り
な
が
ら
最
後
ま
で
反
乱
者
麗
質
に
協
力
し
な
か

っ
た
。
つ
ま
り
、
二
人
は
東
晋
初
の
戦
乱
の
際
に
朝
廷
に
忠
誠
を
尽
く
し
た
、
と
い
い
得
る
。
こ
の
よ
う
に
両
家
は
、
伝
統
あ
る
「
旧
来
門
戸
」

に
対
し
て
、
東
晋
時
代
か
ら
拾
頭
し
て
き
た
「
新
出
門
戸
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
両
家
の
さ
ら
な
る
飛
躍
的
発
展
は
、
桓
葬
の
子
の
桓
温
と
、
謝
鰻
の
子
の
謝
尚
の
時
代
で
あ
る
。
彼
ら
両
人
は
早
く
か
ら
会
稽
王
呈
の
清
談
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サ
㍑
ン
で
そ
の
才
が
注
目
さ
れ
て
い
た
。

　
　
簡
文
帝
の
会
諸
王
と
為
る
や
、
嘗
て
孫
緯
と
諸
風
流
の
人
を
商
略
す
。
紳
言
い
て
曰
く
「
劉
淡
は
清
蔚
簡
令
、
王
濠
は
温
潤
活
和
、
言
挙
は
高
爽
遙
出
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
謝
尚
は
清
艶
令
達
な
り
、
青
れ
ど
も
澱
が
性
は
和
暢
に
し
て
、
能
く
理
を
蔽
い
、
辞
は
簡
に
し
て
会
有
り
」
（
『
品
書
』
巻
九
三
外
戚
王
福
福
）
。

会
稽
王
の
輔
政
が
始
ま
っ
て
か
ら
間
も
な
い
頃
、
「
清
談
の
宗
」
と
認
め
ら
れ
て
い
た
劉
憐
・
紀
要
と
並
ん
で
、
桓
温
と
謙
譲
が
と
り
上
げ
ら

れ
、
人
物
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
非
常
に
興
味
ぶ
か
い
こ
と
で
あ
る
。
会
稽
王
の
清
談
界
に
颯
爽
と
登
場
し
た
彼
ら
二
人
は
、
会
稽
王
の
輔

政
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
そ
れ
ぞ
れ
幽
鎮
す
る
。
謝
尚
は
都
督
・
相
州
刺
史
に
、
聖
血
は
都
督
・
勢
州
刺
史
に
。
そ
れ
以
後
、
豫
州
と
荊
州
の
軍
事

都
督
権
は
、
長
ら
く
陳
郡
謝
氏
と
叢
叢
桓
氏
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
両
家
の
勢
力
基
盤
と
な
る
。

　
門
芦
の
成
長
過
程
に
こ
う
し
た
多
く
の
共
通
点
を
も
っ
て
い
る
両
論
が
、
の
ち
如
何
に
し
て
、
各
々
貴
族
門
閥
と
し
て
成
功
と
灸
敗
の
途
を

た
ど
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
各
々
の
事
迩
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
が
、
そ
の
前
に
両
家
が
関
わ
っ
て
い
た
言
容
政
府
の

動
向
か
ら
考
察
し
て
み
よ
う
。

①
　
唐
長
沼
「
士
族
的
形
成
和
升
降
」
（
『
魏
聾
南
北
朝
史
論
拾
遺
恥
、
中
執
書
局
、
｝

　
九
八
三
年
）
、
、
前
掲
の
照
絵
慶
「
桓
温
的
先
世
和
桓
温
北
伐
問
題
」
「
陳
郡
謝
氏
与

　
瀧
水
舌
戦
」
（
『
束
習
門
閥
政
治
踊
所
収
）

②
十
代
の
桓
氏
に
つ
い
て
は
、
書
論
早
苛
「
貴
族
的
官
制
の
成
立
」
（
『
中
国
中
世

　
史
研
究
』
、
一
九
七
〇
年
）
参
照
。

③
同
じ
話
が
『
世
説
新
語
』
品
藻
第
九
で
は
「
進
軍
（
会
稽
王
豊
）
間
孫
興
公
（
孫

　
紳
）
、
劉
真
長
（
劉
淡
）
如
何
、
日
清
蔚
簡
令
。
王
仲
祖
（
王
濠
）
如
何
、
日
温
潤

津
和
。
桓
温
如
何
、
日
高
爽
遽
娼
。
謝
仁
祖
（
謝
尚
）
如
何
、
日
清
易
令
達
。
院

思
戯
（
玩
裕
）
如
何
、
輪
番
潤
通
長
。
愛
羊
（
嚢
喬
）
如
何
、
日
挑
挑
清
便
。
毅

共
遠
（
験
融
）
如
何
、
藏
遠
有
給
思
。
卿
自
門
如
何
、
日
下
官
才
能
所
経
、
悉
不

如
諸
賢
、
温
習
斜
酌
時
宜
、
空
軍
当
世
、
亦
多
受
認
及
。
貰
湯
不
才
、
時
復
託
懐

玄
勝
、
遠
詠
老
荘
、
鷲
条
高
害
、
不
与
蒔
務
経
懐
、
自
謂
此
等
無
所
与
譲
也
」
と

あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
が
会
稽
王
豊
の
清
談
サ
ロ
ン
の
初
期
の
代
蓑
者
で
あ
っ
た

ろ
う
。
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第
三
章
権
力
基
盤

1

聞
馬
畳
（
簡
文
帝
）
の
清
談
サ
ロ
ン
と
懸
軍
（
大
）
將
軍
糧

永
和
元
年
（
一
　
西
五
）
、
わ
ず
か
二
歳
の
穆
帝
が
即
位
し
た
。
輔
政
の
任
に
当
た
る
人
物
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
朝
廷
で
は
例
に
な
ら
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っ
て
、
皇
太
后
の
父
の
楮
裏
を
、
録
尚
書
事
・
揚
州
刺
史
に
任
命
し
て
召
し
入
れ
た
が
、
楮
裏
は
そ
の
地
位
を
会
稽
王
司
馬
豊
に
譲
っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
長
い
間
に
わ
た
る
司
馬
豆
の
輔
政
が
開
始
さ
れ
る
。
い
っ
た
い
皇
族
で
あ
る
司
馬
豆
は
如
何
に
し
て
、
輔
導
の
座

に
昇
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
東
今
中
期
政
治
史
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
意
味
を
も
つ
問
題
で
あ
る
が
、
従
来
ほ
と
ん
ど
顧
慮
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
。
次
に
挙
げ
る
史
料
は
そ
の
顛
宋
を
示
唆
し
て
い
る
。
『
世
説
新
語
』
言
語
篇
の
劉
商
標
の
注
に
引
く
『
晋
陽
秋
』
に
、

　
　
　
（
何
）
充
の
卒
す
る
や
、
議
春
謂
え
ら
く
太
后
の
父
（
楮
）
衷
宜
し
く
朝
政
を
蒙
る
べ
し
と
。
裏
、
丹
徒
よ
り
入
朝
す
。
吏
部
尚
書
劉
遽
、
裳
に
勧
め
て

　
　
曰
く
「
会
稽
王
は
令
徳
に
し
て
、
国
の
周
公
な
り
。
足
下
、
宜
し
く
大
政
を
以
て
之
に
付
す
べ
し
」
。
衷
の
長
史
王
胡
之
も
、
亦
た
藩
に
帰
す
る
を
勧
め
、

　
　
是
に
於
て
固
く
辞
し
て
京
〔
口
〕
に
帰
る
。

と
あ
っ
て
、
文
中
の
「
議
事
」
と
は
、
朝
廷
の
慣
例
を
議
論
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
吏
部
尚
書
劉
遽
と
、
徐
克
州
刺
史
楮
哀
の
長
史

王
胡
之
が
、
楮
裏
に
政
柄
を
司
馬
豆
に
譲
っ
て
帰
藩
す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。
府
僚
の
長
で
あ
る
娘
邪
の
王
無
極
が
府
主
に
そ
れ
を
提
案
し

て
い
る
こ
と
は
、
当
時
の
貴
族
の
輿
論
を
汲
み
取
っ
て
代
弁
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
従
っ
て
楮
夏
が
輔
政
の
任
を
辞
し
た
の
は
、

彼
の
性
格
も
要
因
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ま
で
の
東
晋
初
期
政
権
を
担
当
し
て
い
た
頴
川
庚
氏
の
よ
う
な
外
戚
の
専
横
に
対
す
る
貴
族
の
警
戒
も

意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
同
じ
逸
話
が
『
世
説
新
語
』
で
は
、
溝
談
の
第
一
人
者
と
田
さ
れ
て
い
た
太
原
の
王
濠
と
沸
郡
の
劉
楼
の

　
　
　
　
　
　
　
　
①

話
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
そ
の
二
つ
の
資
料
の
妾
否
は
さ
て
お
き
、
彼
ら
の
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
司
馬
呈
の
執
政
が
、
墨
時
の
貴

族
つ
ま
り
清
談
貴
族
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
皇
族
会
稽
王
司
馬
豆
は
、
い
っ
た
い
如
何
な
る
人
物
で
、
貴
族
た
ち
は
何
故
に
彼
を
阿
衡
の
任
に
推
戴
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
撫
軍
大
将
軍

の
会
稽
王
笠
は
、
下
墨
の
末
子
で
、
こ
の
時
に
録
尚
書
事
と
し
て
万
機
を
統
べ
る
よ
う
に
な
り
、
三
七
一
年
、
簡
文
墨
と
し
て
即
位
す
る
ま
で
、

穆
帝
、
哀
帝
、
廃
帝
の
三
代
約
三
〇
年
に
及
ぶ
長
い
間
、
つ
ま
り
東
晋
中
期
と
ほ
ぼ
重
な
る
期
間
中
、
政
権
の
首
班
の
地
位
に
あ
り
つ
づ
け
た
。

会
稽
王
は
清
虚
寡
欲
で
、
最
も
玄
言
を
善
く
し
た
と
い
う
、
い
わ
ば
清
談
の
名
手
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
帝
は
「
神
識
悟
暢
な
る
と
難
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

済
世
の
大
略
無
し
。
故
に
慰
安
称
し
て
恵
贈
の
流
と
為
す
も
、
清
談
や
や
勝
る
の
み
」
と
い
わ
れ
た
ほ
ど
政
治
的
能
力
は
ま
っ
た
く
欠
け
て
い
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た
人
物
で
あ
っ
た
。
実
際
、
彼
が
録
尚
書
事
に
い
た
十
三
〇
年
間
、
管
見
に
よ
れ
ば
一
度
も
専
権
を
振
っ
た
記
録
が
な
い
。
つ
ま
り
、
貴
族
達

は
そ
の
よ
う
に
無
欲
か
つ
無
能
な
司
馬
笠
を
形
式
的
に
政
府
の
首
班
の
地
位
に
据
え
た
ま
ま
、
政
治
を
彼
ら
の
意
向
通
り
動
か
す
意
図
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
は
じ
め
、
東
晋
の
政
局
は
多
少
の
反
乱
も
あ
っ
た
が
、
北
来
貴
族
た
ち
は
最
高
の
門
閥
で
あ
る
狼
邪
王
氏

の
正
答
と
頴
川
庚
氏
の
凍
寒
の
も
と
で
優
遇
さ
れ
、
揺
る
ぎ
無
い
政
治
的
地
位
を
確
保
し
、
さ
ら
に
政
界
に
清
談
社
交
界
を
形
成
し
た
。
そ
の

清
談
貴
族
の
実
力
が
会
稽
王
を
事
々
の
任
に
座
ら
せ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
清
談
の
パ
ト
ロ
ン
会
稽
王
の
も
と
で
清
談
社
交
界
は
満
開
に
花
開
い

た
の
で
あ
る
。
会
稽
王
豊
の
清
談
サ
ロ
ン
は
、
政
治
的
安
定
と
門
閥
政
治
の
確
立
が
も
た
ら
し
た
最
後
の
貴
族
社
交
界
で
、
そ
こ
で
の
人
物
評

価
な
ど
の
談
論
は
、
そ
の
ま
ま
人
事
、
政
事
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
次
に
、
会
稽
王
司
馬
豆
を
囲
む
単
寧
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
清
談
サ
ロ
ン
を
覗
い
て
み
よ
う
。
会
稽
鶴
里
の
清
談
サ
ロ
ン
で
最

も
清
談
に
巧
み
な
風
流
人
は
、
中
書
郎
の
劉
憐
と
王
澱
で
あ
る
。
彼
ら
二
人
は
早
く
か
ら
王
導
に
そ
の
才
を
認
め
ら
れ
、
会
稽
王
に
「
入
室
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

賓
」
と
し
て
寵
愛
さ
れ
た
が
、
会
稽
雨
笠
輔
政
の
初
期
の
三
四
七
年
頃
、
三
十
代
の
若
さ
で
世
を
奮
っ
た
。
こ
の
劉
淡
と
王
濠
た
ち
が
活
躍
し

た
時
期
、
つ
ま
り
会
稽
王
暴
政
の
初
期
に
あ
た
る
時
期
が
、
魔
窟
も
加
わ
り
政
治
的
な
平
穏
も
続
い
て
い
た
東
晋
清
談
界
の
黄
金
期
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
次
ぐ
の
が
陳
郡
股
浩
で
あ
る
。
彼
ら
の
ほ
か
に
も
太
原
一
盛
、
太
原
孫
緯
、
呉
郡
張
懸
、
僧
侶
支
遁
ら
を
中
心
と
し

て
、
ほ
と
ん
ど
の
東
晋
の
貴
族
が
そ
の
サ
ロ
ン
に
関
わ
っ
た
。
こ
れ
ら
清
談
貴
族
が
会
稽
王
豊
を
推
戴
し
た
そ
の
人
々
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
無
二
（
大
）
将
軍
会
稽
王
呈
の
も
う
一
つ
の
腹
心
グ
ル
ー
プ
が
、
清
談
の
談
客
と
重
な
る
場
合
も
あ
る
が
、
将
軍
府
の
幕
僚
で
あ
る
。
次
の
表

歪
は
、
全
府
僚
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
お
お
よ
そ
の
傾
向
を
窺
う
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
最
高
執
権
者
の
幕
府
に
ふ
さ
わ
し
く
、
名
門
貴
族
の
名
が
つ
ら
な
っ
て
い
る
。
彼
ら
或
い
は
そ
の
一
族
が
建
康
政
府
の
中
枢
を
占
め
て
い
た

の
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
表
か
ら
、
出
軍
府
は
、
北
来
貴
族
を
中
心
と
し
て
、
そ
れ
に
江
東
豪
族
を
加
え
て
構
成
さ
れ
て
い

た
、
と
い
う
こ
と
が
雷
え
る
。
江
東
豪
族
に
つ
い
て
は
、
広
陵
の
高
経
が
、
司
馬
に
任
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
つ
ま
り
、
会
稽
王
司
罵
呈
の
権
力
基
盤
と
す
る
清
談
サ
ロ
ン
と
撫
軍
将
軍
馬
は
、
こ
れ
ま
で
の
貴
族
界
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
だ
も
の
と
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表1　司馬豊（簡文闘）の撫軍（大）将軍府

1劇人名帥勲1 欝石 考 典 拠

1長史…薬 系1雪隠録尚幽翠・子 i・翻捲77

司馬i王芝之1太原晋陽　　　　　　　　　　　加三塁常侍

　　i　l　　掌大礪醐の殿へ
　　i江細溜團県後鱒丞

　　陳統頗川臓i一陽太守へ
　　1　ptFi　vet　i　一errT；　A　enrr　1

　　1同　松1広陵　　i後侍中
…難鷹蝿後購硬に囎徐脈へ1

r晋書』巻75

巻83

巻73

巻67

巻71

矧瑚之太原細↑礁一

戯書難i編史．
l　　i橿諮1謙郡龍冗i後吏部郎

1騨鞠之1太羅陽
1葡　羨

罐
隈
匿安産

巻75

巻83

巻79

巻74

　　　　　↑従事中郎へ

頴川頴臨　（不就）

袈邪臨沃1
眼邪臨游i
頴川横縦｝

嚢麟後軍鵬更。麟軍．1

武昌陽新i（不就）

　　　　1

　　　　纂，

　　　　蜘

　　　　巻73i
lf世説』言語篇i

　r晋書』巻81　i

l　巻94i

　
以
上
の
人
々
を
中
心
と
し
た
東
晋
初
中
期
の
思
想
界
に
お
け
る
幾
つ
か
の
特
徴
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
先
ず
、
倉
皇
元
康
期
か
ら
西
下
末
期
の

時
代
の
風
潮
で
あ
っ
た
放
達
の
風
は
み
ら
れ
な
く
な
る
。
西
晋
の
傾
覆
し
た
要
因
の
一
つ
が
清
談
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
自
戒
と
政

治
的
覚
醒
が
、
そ
の
原
因
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
貴
族
の
習
俗
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
清
談
そ
の
も
の
は
、
頽
俗
を
挽
回
せ

し
て
、
東
晋
初
期
と
の
継
承
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

謝引王坦之　　　　　　　太原晋陽

　　i纏曙懸
蒙参軍へ

後中書郎

後征西大将軍桓温の参軍へ

　　　巻75

　　　巻75

『通鑑』345年条

一様尚i陳醐刻会穫厳 ｛聡・巻79

　
し
か
し
そ
の
一
方
、
東
晋
中
末
期
に
な
っ
て
、

儒
家
思
想
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
老
荘
思
想
を
非

難
し
た
り
、
或
い
は
儒
家
思
想
と
道
家
思
想
を
折

衷
し
よ
う
と
す
る
新
し
い
気
運
が
高
ま
っ
て
く
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

代
表
的
な
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

鋤（53

ん
と
す
る
一
部
の
人
々
に
よ
る
激
し
い
叱
咤
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
つ
い
に
な
く
す
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
ま
た
、
僧
侶
が
清
談
に
加
わ
り
、
清
談
家

も
仏
教
に
強
い
関
心
を
持
ち
、
仏
門
に
通
ず
る
も

の
が
登
場
し
て
く
る
。
股
浩
、
孫
盛
ら
ほ
と
ん
ど

の
清
談
家
が
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
威
康

六
年
（
三
四
〇
）
に
は
「
沙
門
の
礼
を
王
者
に
尽
く

す
可
き
や
否
や
」
の
論
も
起
き
、
皇
帝
の
権
威
さ

え
も
、
貴
族
と
僧
侶
の
結
縁
の
ま
え
に
規
制
を
受

け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。



　
太
原
の
王
坦
之
（
一
一
一
三
〇
一
三
七
五
）
は
、
「
風
格
有
り
。
時
俗
の
放
蕩
に
し
て
、
儒
教
に
敦
か
ら
ざ
る
を
尤
も
非
と
し
て
、
頗
る
刑
名
の
学
を

尚
び
・
麗
荘
論
』
を
著
わ
す
」
と
い
や
そ
の
『
羽
撃
論
』
に
「
…
荘
子
の
天
下
を
利
す
る
や
少
な
文
黍
を
害
す
る
や
多
し
・
：
6
…
礼

　
　
　
　
　
　
ひ
ご

は
浮
雲
と
倶
に
閉
り
、
偽
は
利
蕩
と
並
び
に
難
ま
ま
な
り
。
人
は
克
己
を
以
て
恥
と
為
し
、
士
は
無
措
を
以
て
通
と
為
す
。
時
に
徳
を
履
む
の

誉
れ
無
く
、
俗
に
義
を
晦
む
の
葱
有
り
。
…
…
」
と
あ
り
、
当
時
の
風
俗
の
頽
廃
、
誰
謁
恢
誕
の
『
荘
子
』
の
風
を
非
難
し
て
い
る
。
ま
た

『
易
』
に
注
を
つ
け
た
同
じ
頃
の
人
、
韓
伯
も
、
陳
郡
周
魏
が
喪
に
服
し
な
が
ら
、
礼
を
廃
し
荘
老
を
崇
尚
し
、
名
石
を
脱
落
す
る
こ
と
を
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

難
し
て
「
下
に
拝
す
る
の
敬
す
ら
、
猶
お
衆
に
違
え
て
礼
に
従
う
。
情
理
の
極
み
、
宜
し
く
多
比
を
以
て
通
と
為
す
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
。
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
か

た
父
の
萢
涯
の
遺
業
を
引
継
き
、
『
春
秋
穀
梁
伝
集
解
』
を
完
成
し
た
南
陽
の
逸
事
（
三
三
九
－
四
〇
一
）
は
「
時
、
浮
虚
重
い
扇
ん
に
、
儒
近
日

に
替
る
る
を
以
て
、
欝
、
以
為
ら
く
、
其
の
源
は
王
弼
暴
富
に
始
ま
り
、
二
人
の
罪
桀
討
よ
り
深
し
」
と
い
い
『
王
弼
何
曇
論
』
を
薯
わ
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

清
談
の
風
を
痛
烈
に
非
難
し
て
い
る
。
時
は
、
面
上
の
若
き
日
で
、
桓
温
専
権
の
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
か
、
も
と
桓
温
の
幕
僚
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

孫
盛
も
『
老
珊
非
大
賢
論
』
『
老
子
疑
問
反
訊
』
の
な
か
で
、
老
子
を
孔
子
と
顔
回
よ
り
も
低
く
評
価
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
も
ち
ろ
ん
東
霞
中
末
期
に
な
っ
て
は
じ
め
て
あ
ら
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
そ
の
傾
向
は
今
ま
で
と
は
少
し

違
っ
た
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
少
数
の
個
人
的
な
意
見
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
時
代
に
は
、

政
治
の
中
枢
部
に
あ
っ
た
人
達
が
時
期
を
同
じ
く
し
て
、
老
荘
思
想
に
対
し
て
激
し
い
非
難
の
声
を
あ
げ
て
い
る
点
が
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
。

確
か
に
そ
う
し
た
傾
向
は
、
東
血
中
末
期
と
い
う
或
る
時
期
と
の
関
わ
り
よ
り
は
、
南
陽
萢
氏
、
太
原
王
氏
と
い
う
或
る
家
柄
の
学
問
の
仕
方

と
む
し
ろ
深
く
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
と
は
そ
う
簡
単
に
片
付
け
ら
れ
な
い
側
面
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
論
が

注
鼠
を
あ
び
る
何
等
か
の
状
況
が
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
の
ほ
か
に
、
も
と
会
稽
王
の
清
談
サ
ロ
ン
の
貴
族
の
な
か
か
ら

も
治
政
の
弊
害
を
説
く
も
の
が
出
て
く
る
。
煮
出
の
王
義
之
は
、
会
稽
王
に
送
る
手
紙
の
中
で
「
願
わ
く
は
殿
下
、
暫
く
虚
遠
の
懐
を
廃
し
て
、

以
て
倒
懸
の
急
を
救
い
、
亡
を
以
て
存
と
為
し
、
禍
を
転
じ
て
福
と
為
す
は
、
則
ち
宗
廟
の
慶
に
し
て
、
四
海
の
頼
る
有
り
と
謂
う
べ
し
偏
と

　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

磐
惣
に
諌
め
て
い
る
。
面
部
尚
書
（
三
五
〇
1
三
五
四
年
在
任
）
で
あ
っ
た
瑛
邪
の
王
長
竿
は
器
官
下
職
の
政
治
改
革
の
必
要
性
を
力
説
し
て
い
る
。
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こ
れ
ま
で
清
談
貴
族
は
、
事
象
、
庚
亮
、
会
稽
年
豆
の
保
護
下
で
実
際
の
政
治
に
対
処
で
き
る
行
政
的
能
力
を
失
い
つ
つ
、
講
談
に
耽
っ
て
い

っ
た
。
そ
れ
が
会
稽
王
室
の
悪
政
後
期
に
お
い
て
、
一
部
貴
族
に
既
存
の
政
治
・
思
想
に
対
す
る
危
機
意
識
を
招
来
し
、
こ
う
し
た
新
傾
向
を

も
た
ら
し
た
背
景
に
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
事
態
が
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
時
期
を
少
く
遡

っ
て
目
を
荊
州
に
転
じ
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
章
を
改
め
て
考
え
て
み
よ
う
。

①
　
「
何
騨
騎
（
何
充
）
亡
後
、
徴
緒
公
入
。
既
至
石
頭
、
王
長
史
（
太
原
王
濠
）
、

　
劉
雰
（
油
郡
無
智
）
陶
工
穣
。
楮
闘
真
長
（
劉
談
）
何
以
処
我
。
真
長
顧
王
臼
此

　
子
耳
翼
。
楮
因
視
王
、
市
日
国
自
有
周
公
」
（
『
世
説
新
語
』
言
語
第
二
）

②
　
　
『
習
書
』
巻
九
簡
文
帝
紀
。
司
馬
豊
は
元
帝
の
末
子
で
、
主
な
略
歴
は
、
撫
軍

　
将
軍
－
か
ら
、
三
四
五
年
、
二
六
歳
で
撫
軍
大
将
軍
・
録
欝
欝
六
条
事
と
な
り
、
三

　
四
五
年
、
録
尚
霞
事
と
し
て
万
機
を
統
べ
、
三
六
六
年
に
丞
相
、
三
七
一
年
に
簡

　
文
帝
と
し
て
即
位
す
る
。
ち
な
み
に
表
一
は
撫
軍
将
軍
と
遊
軍
大
将
軍
の
府
僚
を

　
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

③
『
四
書
』
巻
七
五
劉
淡
伝
、
『
墨
書
臨
巻
九
三
外
戚
王
濠
伝
参
照
。
ま
た
『
法

　
書
要
録
』
九
所
引
の
『
張
懐
礒
果
断
』
云
「
…
…
（
王
）
滋
以
永
和
三
年
卒
、
年

　
三
九
」
と
あ
り
、
劉
淡
は
彼
に
後
れ
て
ま
も
な
く
亡
く
な
る
。

④
　
前
掲
（
は
じ
め
に
註
①
）
の
福
永
光
司
「
王
義
之
の
思
想
と
生
活
」
参
照
。

⑤
　
『
晋
書
』
巻
七
五
王
坦
之
伝
に
「
坦
之
有
風
格
、
尤
非
時
俗
放
蕩
、
不
敦
儒
教
、

2
　
桓
温
の
諸
将
軍
府

　
頗
尚
刑
名
学
、
著
廃
荘
論
日
」
と
あ
り
、
「
時
俗
」
が
ど
こ
ま
で
か
か
る
か
の
問

　
題
が
あ
る
。
い
ま
は
、
『
太
平
御
覧
』
巻
二
三
七
職
官
部
三
五
勝
引
の
何
法
盛
『
普

中
興
書
』
日
「
王
頚
乏
字
世
評
、
領
左
衛
、
少
有
風
格
、
尚
刑
名
之
学
、
嘗
著
廃

　
荘
論
」
に
よ
っ
て
右
の
よ
う
に
訳
し
た
。
前
掲
（
は
じ
め
に
譲
①
）
の
蜂
屋
邦
夫

　
「
王
坦
之
の
思
想
」
参
照
。

⑥
『
晋
露
』
巻
七
五
韓
島
伝

⑦
『
讐
霞
』
巻
七
五
蒋
寧
伝
、
吉
川
忠
夫
罪
氾
寧
の
学
問
」
（
『
六
朝
精
神
史
研
究
』
、

　
同
朋
舎
、
一
九
八
四
年
）

⑧
『
習
書
』
巻
八
二
三
盛
伝
。
老
子
に
関
す
る
二
塁
は
『
広
弘
明
集
』
五
所
収
、

　
『
全
鉱
日
文
』
は
巻
六
一
二
、
巻
六
四
に
所
…
収
。

⑨
　
　
『
暫
書
』
巻
上
○
王
義
之
伝
。

⑩
『
史
書
』
巻
七
六
王
彪
之
伝

　
①
　
　
安
西
将
綱
軍
・
都
督
荊
司
雍
益
梁
囎
撃
占
ハ
州
川
諸
冨
工
畢
・
弗
刑
州
刺
由
又

　
　
「
豪
爽
に
し
て
風
概
有
り
」
と
い
わ
れ
た
桓
温
は
、
三
四
三
年
頃
豊
国
将
軍
・
破
邪
内
史
か
ら
、
累
遷
し
て
君
国
将
軍
・
都
督
・
徐
州
刺
史

と
な
り
、
さ
ら
に
昇
進
を
重
ね
て
三
四
五
年
八
月
に
は
、
安
西
将
軍
・
都
督
・
甲
州
刺
史
に
な
る
。
こ
れ
が
以
後
四
〇
籐
年
に
及
ぶ
桓
氏
の
山

州
軍
団
支
配
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
。
荊
州
に
着
任
し
た
彼
は
、
ま
も
な
く
三
四
七
年
に
朝
廷
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
、
量
族
の
国
家
皇
漢
の
征
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伐
を
敢
行
し
て
平
定
に
成
功
す
る
。
怠
惰
と
安
逸
の
生
活
に
慣
れ
て
い
た
建
康
政
府
の
会
稽
王
と
清
談
貴
族
は
、
そ
の
捷
報
に
接
す
る
や
興
奮

と
危
惧
の
念
を
禁
ぜ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
櫨
温
の
成
漢
征
伐
を
成
功
さ
せ
た
安
西
将
軍
府
は
、
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
実
態
に
追
っ
て
み
よ
う
。

　
檀
温
の
安
西
将
軍
府
は
、
大
き
く
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
は
、
長
史
の
一
構
が
「
復
た
漢
亮
の
平
西
参

事

表H－1 安西将軍・都督国司雍益梁寧六型諸軍薯・

荊州刺史（345年一348年）

職名｝天名睡副 備 考 典

長飛駅副醐醐 1・晋

魂謝突練醐夏」

r三型』巻75

巻79

　　　巻83

　　　巻82

　　　巻58

　　　巻81

　　　巻81

r世説』任誕篇

r晋書』巻98

r宋書』巻100

参礁叢羅脚講軍（不就）

縫叢1

繕贔海

軍
た
り
、
…
…
復
た
亮
の
征
西
軍
事
に
参
じ
、
州
甘
甘
に
転
ず
。
注
は
亮
の
佐
吏
た
る
こ
と

十
有
鯨
年
、
甚
だ
粗
い
欽
待
す
」
と
あ
り
、
粛
軍
の
孫
盛
も
「
太
守
（
太
尉
の
間
違
い
で
あ
ろ

う
）
陶
侃
請
い
て
参
軍
と
為
す
。
庚
亮
、
侃
に
代
わ
る
や
、
引
き
て
島
西
主
簿
と
為
し
、
参

軍
に
転
ず
。
…
…
庚
翼
、
亮
に
代
わ
る
や
、
盛
を
以
て
安
西
諮
議
参
軍
と
為
し
」
た
と
あ
る
。

ま
た
総
軍
の
毛
粛
軍
も
、
安
西
将
軍
庚
翼
の
参
軍
で
あ
っ
た
。
参
軍
の
鷹
江
周
楚
は
、
濃
州

刺
史
周
撫
の
子
で
、
江
南
で
は
最
も
有
名
な
将
帥
の
家
で
あ
る
。
征
虜
将
軍
・
益
州
刺
史
の

周
撫
は
桓
温
の
蜀
征
伐
の
時
、
主
力
軍
を
な
し
て
大
功
を
立
て
る
。
以
上
の
如
く
、
加
温
は

東
金
初
期
以
来
荊
江
軍
閥
を
歴
任
し
た
陶
侃
と
庚
亮
・
庚
翼
の
幕
下
に
あ
っ
た
人
材
を
自
分

の
幕
府
に
多
く
受
け
入
れ
、
そ
の
地
域
の
事
情
に
詳
し
い
彼
ら
を
最
大
限
に
利
用
し
た
こ
と

が
わ
か
る
。

　
も
う
一
方
は
次
の
人
々
で
あ
る
。
謝
変
は
、
元
々
徐
州
刺
史
桓
温
の
管
轄
下
の
晋
陵
太
守

で
あ
っ
た
が
、
桓
温
が
布
衣
の
好
を
以
て
一
緒
に
西
へ
連
れ
て
き
て
司
馬
と
な
し
た
人
物
で

あ
る
。
ま
た
清
談
の
名
手
で
あ
る
劉
後
も
征
虜
将
軍
・
監
婦
中
軍
事
・
領
義
成
太
守
と
し
て

合
流
す
る
。
も
う
一
人
の
嚢
喬
は
、
桓
温
と
最
も
長
い
付
き
合
い
が
あ
る
。
彼
は
、
桓
温
が

輔
国
将
軍
・
破
邪
内
灘
で
あ
っ
た
時
に
輔
国
司
馬
で
あ
っ
た
。
次
い
で
、
桓
温
が
徐
州
刺
史
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桓温から謝安に歪る東出中期の政治（金）

に
移
っ
た
時
に
も
、
司
馬
と
し
て
広
陵
相
を
領
し
た
。
更
に
荊
州
刺
史
に
昇
進
し
た
芸
道
は
、
彼
を
諮
議
参
軍
・
長
沙
摺
に
拝
し
た
が
、
応
じ

な
か
っ
た
の
で
、
更
に
官
位
を
上
げ
建
武
将
雷
丁
合
湾
中
三
蟹
江
軍
事
・
江
夏
相
と
な
し
た
。
彼
は
、
桓
温
の
蜀
の
征
伐
計
画
が
朝
廷
に
反
対

さ
れ
た
時
、
そ
の
征
伐
に
勝
算
が
あ
る
と
判
断
し
敢
行
す
る
こ
と
を
恒
温
に
勧
め
た
も
の
で
も
あ
り
、
蜀
平
定
の
際
に
は
、
前
鋒
軍
二
千
入
を

率
い
て
最
高
の
功
績
を
た
て
た
も
の
で
も
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
参
軍
に
江
南
の
大
豪
族
の
呉
興
沈
々
も
見
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
も
う
一
方
と

は
、
桓
温
が
東
か
ら
連
れ
て
き
た
人
士
た
ち
で
あ
っ
た
。
以
上
の
如
く
、
桓
温
が
蜀
を
制
圧
し
た
の
は
、
桓
温
が
東
か
ら
連
れ
て
き
た
人
士
や

軍
団
と
、
元
々
荊
州
軍
府
に
所
属
し
て
い
た
僚
属
や
そ
の
軍
団
の
協
力
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
こ
の
時
点
ま
で
の
桓
温
の
将
軍
府
は
、
自
分
も
そ
の
一
員
で
あ
っ
た
清
談
サ
ロ
ン
的
要
素
を
多
分
に
有
し
て
い
て
、
ま
だ
建
軍
の
会
稽
王
豆

と
の
間
に
緊
張
関
係
も
な
か
っ
た
。
こ
の
時
期
が
清
談
界
の
黄
金
期
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
平
穏
な
清
談
界
に
波
紋
を
投
げ
か
け
た

の
が
、
実
力
者
桓
温
そ
の
人
で
あ
っ
た
。

　
②
　
征
西
大
将
軍
・
都
督
荊
司
雍
益
梁
寧
交
広
八
釧
諸
軍
事
・
繭
…
州
刺
史

　
蜀
を
併
合
し
た
功
績
に
よ
っ
て
桓
温
は
、
征
西
大
将
軍
・
都
督
八
州
諸
軍
事
・
荊
州
刺
史
に
昇
進
す
る
。
桓
温
が
蜀
を
平
定
し
た
こ
と
は
、

東
区
の
宿
願
で
あ
っ
た
中
原
恢
復
の
第
一
歩
と
し
て
熱
狂
的
に
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
原
恢
復
と
い
う
名
分

と
そ
れ
が
実
際
に
達
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
現
実
を
ま
え
に
し
て
、
そ
れ
ま
で
無
事
安
逸
主
義
に
あ
り
、
執
権
老
の
保
護
下
に
そ
の
特
権
が
温
存
さ

れ
て
き
た
建
康
の
清
談
貴
族
た
ち
は
、
自
分
達
の
足
元
が
新
た
な
勢
力
に
よ
っ
て
危
う
く
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
警
戒
し
は
じ
め
る
。
そ

の
頃
、
中
原
で
は
掲
族
石
氏
の
後
趙
政
権
が
崩
壊
し
て
大
混
乱
状
態
に
陥
っ
て
い
た
。
温
温
は
そ
の
機
会
に
中
原
奪
還
を
め
ざ
し
て
北
伐
を
願

い
出
る
が
、
桓
温
の
勢
力
が
更
に
大
き
く
な
る
こ
と
を
畏
れ
た
建
康
政
府
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
桓
温
は
建
康
政
府
を
に
ら
ん
で

相
い
対
峙
し
な
が
ら
、
地
盤
圃
め
に
着
手
す
る
。

　
　
霜
臣
の
跡
有
り
と
羅
も
、
簸
た
相
い
羅
属
す
る
の
み
。
八
州
の
士
衆
の
資
調
、
殆
ど
国
家
の
用
と
為
さ
ず
（
『
罫
書
』
巻
九
八
桓
温
俄
）
。

と
あ
り
、
自
分
の
都
督
管
轄
圏
内
を
建
康
政
府
か
ら
分
離
さ
せ
、
時
期
が
自
分
に
有
利
に
ま
わ
っ
て
く
る
の
を
待
ち
つ
づ
け
る
。
そ
の
脅
威
の
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例
と
し
か
言
え
な
い
人
事
を
行
な
っ
て
い
る
。
ま
た
も
う
一
人
の
長
史
の

浦
人
で
あ
る
。
．
彼
の
父
は
郡
主
簿
に
し
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
や
は
り

の
州
職
を
経
て
、
長
調
と
な
り
、
最
後
に
は
遂
に
朝
廷
に
名
を
顕
し
て
「

れ
て
い
た
と
い
わ
れ
た
。
同
じ
く
「
寒
素
」
と
い
わ
れ
た
．
呉
下
之
も
、
や

表H？ 受訴大将軍・闇府儀尚三司・都督野司雍益冠頭

交広八州諸軍事・荊州刺史（348年一363年）

職矧人名レ・鵬地 僻 　　ト考　1典　拠
長薯 霊嘉

車胤
苑注

夏
華
華

江
南
南

後侍中

安西長史より（不就）

r漢書』巻98

　　巻831
　　巻75i

単比安陳黙劇三六〇年離 巻79

嘉
盛
悦

孟
孫
趙

事
郎

従
中

参軍 劉耽

嘉
含
歯
之
隆
玄

　
　
馨
穆

霊
羅
二
毛
三
毛

江夏

太原中都

下郵

慢史へ　　　　1　巻98
畜欝り・㈱梱，世論馨篇

南陽　　　　r陶酔明集』巻五「三二征西

　　　1大将軍長戸煮府君伝」
　　　E江夏

桂陽莱陽

製陽

榮腸陽武

汲郡

三川

↑従事中郎へ

戸曹書下，郎中令，後侍…中

戸曹二軍より別駕へ

太尉参三

島（軍）参軍

酵晋轡』巻61

　　　巻98

｝難．
｝　巻・・
ir・蹟説』排一篇

｝r世説』言語篇

綱同道至仁i蠕碓の撫子より 戯書・巻67

対
象
で
あ
る
桓
温
が
如
何
な
る
態
勢
を
取
っ
た
か
は
、
一
州
政
府
の
最

大
の
関
心
事
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
で
は
、
桓
温
は
征
西
大

将
軍
府
（
表
H
1
2
）
に
お
い
て
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
体
制
を
構
築
す

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
征
西
大
将
軍
府
の
最
も
顕
著
な
特
徴
と
し
て
指
摘
し
得
る
点
億
、
荊

江
地
域
の
人
が
数
多
く
重
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
先
ず
、

長
史
の
孟
嘉
は
、
帯
電
伝
に
附
伝
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
呉
の
三
論
の
孟

宗
の
曽
孫
で
あ
る
か
ら
南
人
で
あ
る
。
さ
ら
に
彼
は
涯
南
慮
江
の
か
の

有
名
な
陶
侃
の
女
を
婆
つ
た
の
で
、
江
南
の
典
型
的
な
寒
門
で
あ
る
こ

と
が
立
証
さ
れ
る
。
博
才
の
孫
の
陶
甘
言
は
彼
の
た
め
に
「
注
油
征
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

大
将
軍
長
史
孟
府
君
伝
」
を
書
き
遺
し
て
い
る
。
桓
温
に
辟
召
さ
れ
る

以
前
の
孟
嘉
の
官
歴
は
、
江
州
刺
史
羊
毛
の
部
鷹
陵
従
事
、
勧
学
従
事

に
し
か
過
ぎ
な
い
低
い
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
典
型
的
な
地
方
の

田
舎
豪
族
で
あ
る
彼
を
、
弓
田
は
州
職
か
ら
抜
擢
し
て
明
言
に
任
じ
、

ま
た
昇
進
さ
せ
て
従
事
中
郎
へ
、
さ
ら
に
長
史
へ
任
用
す
る
と
い
う
異

の
車
胤
も
南
平
人
で
、
曽
祖
は
呉
の
会
稽
太
守
で
あ
っ
た
か
ら
同
じ
く

り
南
人
寒
門
で
あ
る
。
彼
は
桓
湿
に
よ
っ
て
荊
州
従
事
、
主
簿
、
別
丁

「
時
に
惟
だ
胤
と
呉
隠
之
の
み
、
町
営
博
学
を
以
て
名
を
世
に
知
ら
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

や
は
り
暑
湿
に
知
賞
さ
れ
て
朝
廷
の
清
顕
に
登
っ
た
人
物
で
あ
る
。
そ

58　（58）



桓温から謝安に至る東晋申期の政治（金）

の
ほ
か
、
劉
耽
、
羅
含
、
そ
し
て
『
本
編
春
秋
轟
の
著
者
と
し
て
有
名
な
習
繋
歯
な
ど
が
荊
州
の
名
士
で
あ
る
。
特
に
劉
耽
は
桓
温
の
子
の
桓

玄
の
溺
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
以
上
の
彼
ら
は
征
西
府
の
全
府
僚
の
中
、
わ
ず
か
「
部
分
に
過
ぎ
な
い
人
々
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
料
る
特
定
時
期
に
、

怠
る
特
定
地
域
の
人
物
が
突
出
し
て
く
る
情
況
は
、
注
目
す
べ
き
墓
象
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
状
勢
は
如
何
な
る
意
図
の
表
出
で
あ
ろ
う

か
。
東
晋
下
に
お
い
て
多
く
の
南
人
た
ち
は
、
不
遇
の
目
に
あ
っ
て
い
た
。
わ
け
て
も
痛
止
地
域
の
人
々
は
東
晋
の
成
立
事
情
か
ら
し
て
、
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
ん
ど
建
康
政
府
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
不
満
を
も
つ
人
々
を
、
桓
温
は
自
分
の
幕
下
に
入
れ
て
、
荊
州
を
中
心
と
し

て
地
盤
を
固
め
、
建
康
の
清
談
貴
族
政
府
と
の
対
抗
姿
勢
を
は
っ
き
り
と
打
ち
出
し
た
、
と
理
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
少
し
後
の
こ
と
で
は
あ

る
が
、

　
　
　
（
桓
）
温
、
時
に
方
に
屈
滞
を
起
し
以
て
朝
廷
を
傾
け
ん
と
す
。
（
萢
）
注
遠
来
し
己
に
詣
る
と
謂
い
、
身
を
傾
け
引
些
し
、
…
…
（
『
三
帰
』
巻
七
五
薄

　
　
注
伝
）
。

と
あ
り
、
桓
温
の
建
康
政
府
に
対
抗
す
る
政
策
の
｝
端
が
窺
わ
れ
る
。
r
桓
温
は
こ
う
し
た
建
議
政
権
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
た
諸
不
満
勢
力
を
都

督
府
に
結
集
さ
せ
、
雲
州
を
中
心
に
反
建
康
政
権
勢
力
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
建
康
の
会
稽
王
側
の
清
談
貴
族
ら
が
、

桓
温
勢
力
に
対
し
て
対
抗
意
識
を
持
ち
、
そ
れ
を
抑
え
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
る
限
り
、
桓
温
の
将
軍
府
は
反
撃
康
政
府
の
性
格
を
益
々
強
め

て
い
く
の
は
必
至
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
そ
の
呈
す
で
に
、
も
と
安
西
府
の
幕
僚
で
あ
っ
た
北
来
貴
族
の
萢
注
と
孫
盛
ら
は
、
桓
温
へ
の
協
力
を
拒
否
し
て
い
た
。
そ
れ
は

征
西
府
に
僻
召
さ
れ
た
大
勢
の
荊
州
の
田
舎
豪
族
と
麿
を
並
べ
る
こ
と
を
、
北
来
名
族
の
彼
ら
の
自
尊
心
が
許
さ
な
か
っ
た
か
ら
か
も
知
れ
な

い
。
と
も
あ
れ
、
彼
ら
が
桓
温
の
野
心
を
見
抜
い
て
い
た
こ
と
は
聞
違
い
な
い
。
威
勢
を
以
て
朝
廷
を
傾
け
よ
う
と
す
る
桓
温
に
と
っ
て
、
南

陽
の
名
族
で
あ
り
、
し
か
も
儒
学
者
で
あ
る
萢
注
の
離
反
は
痛
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
彼
ら
二
人
は
、
前
述
の
如
く
会
稽
王
為
政
後
半
期
に

お
い
て
貴
族
の
意
識
転
換
の
必
要
性
を
披
濫
し
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
喚
起
し
て
お
こ
う
。
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さ
て
、
一
方
の
導
音
王
を
中
心
と
し
た
軽
羅
政
府
は
、
中
原
の
大
混
乱
を
前
に
し
て
北
伐
の
絶
好
の
機
会
を
桓
温
に
与
え
て
な
る
も
の
か
と

ば
か
り
に
、
こ
れ
ま
で
の
平
和
政
策
を
投
げ
出
し
て
北
伐
を
急
ぐ
。
建
康
政
府
は
、
揚
州
剃
史
の
殿
浩
を
中
心
に
何
回
も
北
伐
に
の
り
だ
し
た

が
、
す
べ
て
悲
惨
な
結
果
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
建
康
政
府
側
の
北
伐
が
犠
牲
を
も
た
ら
す
だ
け
に
終
わ
っ
た
の
を
う
け
、
そ
れ
を
待
ち
か
ま
え
て
い
た
桓
温
は
、
永
和
一
〇
年
（
三
五
四
）
揚

州
刺
史
毅
浩
を
失
脚
さ
せ
、
自
ら
北
伐
に
臨
む
。
永
和
十
二
年
（
三
五
六
）
桓
温
は
、
つ
い
に
洛
陽
の
奪
還
に
成
功
し
、
東
晋
は
じ
ま
っ
て
以
来

の
変
わ
ら
ぬ
悲
願
で
あ
り
つ
づ
け
た
北
伐
の
大
功
を
立
て
て
凱
旋
し
た
。
こ
の
捷
報
が
東
築
の
朝
廷
を
ど
れ
ほ
ど
興
奮
さ
せ
た
か
は
想
像
に
あ

ま
り
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
ろ
、
桓
温
は
北
伐
を
利
用
し
て
次
第
に
州
鎮
を
蚕
食
し
て
い
く
。
弟
の
桓
雲
が
、
三
五
六
年
頃
、
江
州
刺
史
と
な

り
、
ひ
と
た
び
桓
氏
の
手
に
入
っ
た
江
州
刺
史
は
、
桓
氏
一
族
の
荊
江
軍
閥
の
基
盤
を
成
す
。
続
い
て
、
桓
温
は
江
州
の
隣
の
豫
州
刺
史
を
狙

う
。
升
平
二
年
（
三
五
八
）
豫
州
刺
史
の
下
鮎
が
死
ぬ
と
、
桓
温
は
寒
雲
を
推
す
が
、
建
康
の
貴
族
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
、
代
わ
り
に
続
け
て
謝
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
謝
万
が
任
命
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
だ
桓
温
の
意
志
が
そ
の
ま
ま
建
康
政
府
に
充
分
に
貫
徹
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
こ

ろ
で
、
建
康
政
府
に
と
っ
て
最
も
頼
る
べ
き
軍
鎮
は
池
州
の
京
口
の
北
府
軍
団
で
あ
る
。
会
稽
王
は
、
そ
の
北
府
に
も
反
桓
温
派
の
郡
曇
、
萢

注
、
灰
墨
ら
を
引
続
き
任
命
し
、
桓
温
と
対
抗
さ
せ
る
。
橿
温
も
、
そ
の
隠
州
と
徐
州
の
都
督
権
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
、
征
討
大
都
督
の
地

位
を
利
用
し
て
、
立
て
続
け
に
北
伐
軍
を
送
り
綴
し
て
は
、
北
伐
の
失
敗
の
責
任
を
問
い
、
し
き
り
に
豫
州
と
徐
州
の
指
揮
官
を
罷
免
さ
せ
る
。

だ
が
二
つ
の
州
鎮
は
ま
だ
桓
温
の
勢
力
下
に
は
入
ら
ず
、
し
ば
ら
く
建
康
側
の
反
桓
温
軍
団
と
し
て
機
能
す
る
。

　
し
か
し
、
豫
州
刺
史
の
謝
万
は
ま
も
な
く
桓
温
に
よ
っ
て
廃
さ
れ
る
。
そ
の
処
置
に
よ
っ
て
、
陳
警
護
氏
は
、
三
四
六
年
以
来
掌
握
し
つ
づ

け
て
き
た
出
漁
刺
史
の
軍
権
を
失
う
よ
う
に
な
る
。
こ
の
時
点
で
会
稽
で
逸
民
生
活
を
楽
し
ん
で
い
た
謝
安
が
、
四
十
歳
を
過
ぎ
て
出
仕
し
、

桓
湿
の
司
馬
の
任
に
就
く
。
清
談
貴
族
の
間
で
「
安
石
（
謝
安
）
肯
え
て
禺
で
ず
ん
ば
、
将
た
蒼
生
を
如
何
せ
ん
」
と
言
わ
れ
た
ほ
ど
の
彼
は
、

桓
温
に
甚
だ
優
遇
さ
れ
る
。
も
う
一
人
、
も
と
会
稽
復
讐
の
隷
属
で
あ
っ
た
郡
超
も
桓
温
の
操
属
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
謝
安
、
接
接
ら
が
桓

温
の
府
僚
と
し
て
加
わ
っ
た
こ
と
は
、
桓
温
の
府
が
次
第
に
会
稽
王
の
勢
力
圏
に
食
い
込
ん
で
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
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か
く
の
如
く
、
ひ
し
ひ
し
と
迫
っ
て
く
る
桓
湿
の
軍
閥
勢
力
を
前
に
、
会
穗
王
の
周
囲
で
の
ん
び
り
と
清
談
に
耽
っ
て
政
治
を
省
み
な
か
っ

た
建
康
貴
族
の
有
様
に
、
一
部
の
貴
族
は
危
機
意
識
を
覚
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
清
談
貴
族
の
有
様
と
は
裏
腹
に
、
桓
温

の
功
勲
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、
桓
温
を
も
り
立
て
て
い
る
建
康
の
貴
族
層
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
た
諸
不
満
勢
力
が
、
建
康
の
無
能
な
貴
族
に
と

っ
て
か
わ
ろ
う
と
す
る
動
き
が
益
々
強
く
な
る
の
は
必
至
で
あ
る
。
か
か
る
桓
温
を
中
心
に
結
集
さ
れ
た
反
言
康
政
府
集
団
が
激
し
い
勢
い
で

肉
薄
し
て
く
る
事
態
に
対
し
て
、
そ
の
豫
断
を
許
さ
な
い
政
局
を
自
覚
し
て
い
た
一
部
貴
族
の
憂
慮
と
反
省
こ
そ
が
、
前
述
の
老
荘
思
想
を
批

判
し
儒
教
を
復
興
さ
せ
て
貴
族
の
意
識
転
換
と
政
治
改
革
を
迫
る
新
し
い
傾
向
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
先
述
の
東
晋
中

期
の
政
治
思
想
界
に
お
け
る
新
気
運
の
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
政
治
状
況
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
傾
向
は

依
然
と
し
て
一
部
改
革
論
者
の
意
見
に
過
ぎ
ず
、
大
方
の
貴
族
の
輿
論
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
妾
時
の
政
界
に
は
、
新
た
な
政

治
紀
綱
の
確
立
を
主
張
す
る
改
革
論
者
が
あ
り
、
亦
た
も
う
一
方
で
は
依
然
と
し
て
清
談
貴
族
が
多
数
を
占
め
て
い
た
。
と
は
い
え
、
建
康
貴
族

の
間
に
こ
れ
と
い
う
亀
裂
が
み
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
は
大
い
に
注
毒
す
べ
き
点
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
建
康
政
府
の
首
班
会
稽
王
豆
が
ほ
と
ん
ど
専

権
を
振
お
う
と
せ
ず
、
彼
自
身
が
貴
族
の
一
員
と
し
て
、
貴
族
の
既
存
の
秩
序
を
全
面
的
に
認
め
た
上
で
貴
族
合
見
越
の
政
治
を
行
な
っ
た
こ
と

に
重
要
な
要
因
が
あ
る
。
以
上
の
桓
温
の
征
西
府
は
、
軍
府
の
上
層
部
を
富
来
貴
族
が
占
め
て
い
た
こ
れ
ま
で
の
荊
江
軍
閥
の
将
軍
府
と
異
な

る
ば
か
り
で
な
く
、
建
白
貴
族
の
有
様
に
自
省
を
促
し
て
い
る
点
で
も
、
菓
晋
初
期
の
そ
れ
と
は
相
違
し
た
側
面
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
方
、
滋
藤
は
洛
陽
の
駐
屯
軍
が
燕
の
攻
撃
を
受
け
る
と
、
救
援
軍
を
送
り
込
み
な
が
ら
ほ
と
ん
ど
実
現
不
可
能
な
洛
陽
遷
都
論
を
持
ち
出

し
て
朝
廷
を
脅
し
つ
け
る
。
血
温
の
議
論
を
押
さ
え
つ
け
る
ほ
ど
の
実
力
を
も
た
な
か
っ
た
朝
廷
は
、
桓
温
を
恐
れ
、
つ
い
に
三
六
三
年
彼
に

侍
申
・
大
司
馬
・
都
督
中
外
諸
軍
事
の
肩
書
を
加
え
る
。
こ
の
よ
う
に
朝
廷
を
襲
威
し
た
檀
温
が
、
何
故
に
王
朝
革
命
に
失
敗
す
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
の
原
因
を
桓
温
の
大
司
馬
府
を
通
じ
て
探
っ
て
み
よ
う
。

　
③
大
司
罵
・
都
督
中
外
諸
軍
事
・
揚
州
牧
・

　
都
督
中
外
諸
軍
事
に
任
命
さ
れ
た
桓
温
は
、
大
軍
を
率
い
て
姑
敦
に
鋭
し
、
一
連
の
内
政
改
革
策
、
便
宜
七
事
を
上
歯
す
る
。
そ
の
内
容
は
、
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朋
党
を
抑
え
る
こ
と
、
冗
官
を
併
害
す
る
こ
と
、
文
案
の
処
理
期
限
を
守
る
こ
と
、
褒
疑
賞
罰
を
実
嘉
す
る
こ
と
等
々
で
あ
る
。
『
晋
書
』
の

記
載
が
極
め
て
疎
略
な
の
で
、
具
体
的
な
こ
と
は
知
る
す
べ
も
な
い
。
た
だ
省
官
底
魚
に
つ
い
て
は
『
太
平
御
覧
』
に
や
や
詳
し
い
逸
文
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

り
、
r
そ
の
実
施
の
結
果
は
『
晋
書
』
職
官
志
な
ど
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
改
革
案
が
会
稽
王
と
そ
の
周
り
の
放
漫
な
政
務
態
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

を
引
き
締
め
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
次
に
、
桓
温
は
有
名
な
庚
戌
土
断
を
実
施
す
る
。

　
　
興
寧
二
年
（
三
六
四
）
三
月
庚
戌
朔
、
大
い
に
戸
人
を
閲
し
、
法
禁
を
厳
し
風
す
。
称
し
て
庚
戌
制
と
為
す
（
『
晋
書
』
巻
八
哀
帝
紀
）
。

　
　
大
司
馬
桓
温
に
至
る
に
及
び
、
罠
定
本
無
き
を
以
て
、
治
を
傷
む
こ
と
深
し
と
為
し
、
庚
戌
盲
断
、
以
て
其
の
業
を
一
に
す
。
時
に
財
阜
み
国
豊
か
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
こ
と
、
実
に
此
に
由
る
（
『
宋
書
』
巻
二
武
帝
紀
）
。

と
あ
り
、
そ
れ
が
桐
当
厳
し
い
取
締
り
を
行
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

　
　
庚
戌
制
黒
戸
を
得
ざ
る
に
会
い
、
（
彰
城
玉
司
馬
）
玄
五
戸
を
匿
す
。
橿
温
は
玄
の
禁
を
犯
す
を
画
し
て
、
紋
え
て
廷
尉
に
付
す
（
『
番
書
』
巻
三
七
宗
室

　
　
彰
誠
穆
王
権
伝
）
。

に
よ
っ
て
窺
わ
れ
る
。
土
断
の
実
施
は
、
黄
白
籍
の
問
題
と
僑
州
郡
県
の
問
題
と
も
絡
み
合
っ
て
非
常
に
複
雑
で
、
い
ま
な
お
分
か
ら
な
い
点

が
多
い
。
そ
の
複
雑
な
問
題
は
暫
く
お
き
、
こ
の
梅
圃
土
曜
が
、
流
寓
難
民
の
転
落
・
浮
浪
人
化
、
豪
族
の
下
へ
幽
草
・
奴
客
寄
を
阻
止
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

措
置
で
あ
っ
た
の
は
聞
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
の
十
悪
も
僑
郡
県
の
実
土
化
作
業
は
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
庚
黒
土
断

と
い
う
の
も
、
一
般
の
寒
心
・
蔵
戸
を
摘
発
す
る
戸
口
検
閲
と
そ
う
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
こ
の
予
断

に
よ
っ
て
最
も
打
撃
を
被
っ
た
の
は
、
多
く
の
労
働
力
を
必
要
と
す
る
荘
園
地
帯
の
呉
会
の
豪
族
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
有
名
な
三
三
〇
年
代
の

会
稽
郡
除
娩
令
の
山
遽
の
事
例
の
如
く
、
県
令
が
江
平
豪
族
を
取
り
締
ま
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
、
か
え
っ
て
政
府
と
豪
族
に
よ
っ
て
県
令
自
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
免
官
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
、
桓
温
は
強
力
な
行
政
権
を
発
動
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
庚
墨
引
断
の
成
果
は

数
年
後
、
威
望
年
間
か
ら
あ
ら
わ
れ
る
。
言
論
元
年
（
三
七
一
）
に
「
記
し
て
京
都
に
経
年
の
儲
有
る
を
以
て
、
権
に
一
年
の
運
を
停
む
」
と
あ
り
、
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⑩

ざ
ら
に
威
安
二
年
（
三
七
二
）
に
は
群
僚
の
常
盤
を
増
す
詔
を
出
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
劉
波
は
太
元
十
四
年
目
三
八
九
）
の
上
童
の
中
で
「
今
、

政
煩
わ
し
く
役
股
ん
、
所
在
に
凋
弊
し
、
倉
虞
空
虚
し
、
国
用
傾
凝
し
、
下
昆
侵
削
せ
ら
れ
、
流
亡
相
い
属
ぐ
。
戸
口
を
略
写
す
る
に
、
但
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

夕
菅
已
来
、
十
に
現
し
て
三
を
去
る
」
と
あ
り
、
そ
の
中
の
「
威
安
」
も
庚
戌
即
断
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
成
果
を
表
現
し
て
い
る
年
号
で
あ
る
。

庚
戌
土
嚢
に
よ
る
「
財
は
阜
み
、
国
は
豊
か
」
と
い
う
状
況
は
、
今
そ
の
実
態
を
知
り
得
る
材
料
は
全
く
な
い
が
、
そ
れ
を
推
定
し
得
る
も
の

が
あ
る
。
思
量
成
立
以
来
、
勲
功
を
た
て
た
功
臣
の
賜
鱒
の
際
、
銭
が
贈
ら
れ
た
場
合
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
東
晋
最
高
の
元
勲
で
あ
る
王

難
さ
え
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
様
子
の
叫
変
ず
る
の
が
橿
温
の
時
代
か
ら
で
あ
る
。
銭
だ
け
を
み
て
み
よ
う
。
逆
夢
に
対
し
て
、

三
六
九
年
夫
人
の
南
康
公
主
が
亡
く
な
っ
た
時
に
百
万
、
簡
文
帝
即
位
の
時
に
五
千
万
、
ま
た
桓
温
の
死
ん
だ
時
に
黒
田
に
わ
た
っ
て
五
千
二

百
万
銭
が
贈
ら
れ
た
。
そ
の
ほ
か
に
も
後
に
淫
水
の
戦
の
勝
利
の
功
労
者
た
ち
1
桓
沖
、
謝
安
、
謝
玄
、
里
馬
i
に
も
百
万
銭
ず
つ
賜
購

さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
大
量
の
銭
の
賜
与
は
当
時
の
豊
富
な
財
政
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
銭
の
流
通
は
次
の

時
代
に
盛
ん
に
な
る
廃
銭
論
と
黒
人
の
登
場
と
も
深
い
関
係
が
あ
る
。
後
の
こ
と
は
と
も
か
く
、
思
置
の
庚
置
土
断
の
成
果
が
相
当
な
も
の
で

あ
っ
た
の
は
確
か
だ
ろ
う
。
即
ち
、
桓
温
は
東
晋
の
雑
紙
以
来
の
寛
縦
の
政
治
に
対
し
て
、
相
当
思
い
切
っ
た
改
革
を
実
行
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
諸
改
革
は
、
菓
晋
初
期
か
ら
の
傾
向
に
対
し
て
新
し
い
局
面
を
開
く
も
の
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
一
連
の
諸
改
革
を
実
行
さ
せ
た
中
枢
が
桓
温
の
大
司
馬
府
（
表
豆
一
3
）
の
幕
僚
で
あ
っ
た
と
考
え
る
が
、
そ
れ
は
如
何
な
る
変
貌
を

み
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
桓
温
の
大
司
馬
府
の
僚
佐
は
、
彼
の
征
酉
将
軍
府
と
は
一
変
し
た
様
相
を
み
せ
る
。
ま
ず
桓
温
勢
力
の
根
拠
地
で
あ
る
荊
州
の
人
士
が
ほ
と

ん
ど
み
え
な
い
。
彼
ら
の
中
、
軍
記
、
羅
威
の
よ
う
に
朝
廷
の
侍
中
に
ま
で
進
出
し
た
者
も
あ
る
が
、
多
く
は
次
の
荊
州
刺
史
で
あ
る
等
温
の

弟
の
融
解
の
府
に
仕
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
一
人
南
陽
の
劉
簡
が
み
え
る
が
、
彼
は
気
温
の
征
西
参
軍
霊
鑑
の
兄
で
、
荊
州
に
移
り
住

ん
だ
北
来
の
名
族
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
意
外
な
こ
と
は
、
桓
温
の
大
司
馬
府
に
江
東
の
一
流
豪
族
が
全
く
み
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
一
人
、
有
名
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職名i人名i賄嘱 備 考 典 拠

鮫1遡之1鯨綱撫養馬・・ ir認蜷75
司馬1；ヲ　舞1渤海饒安1 1巻86張天評伝

事
郎

従
中

　　］

＋二1

巻83

巻67

巻65

巻80

巻92

1　巻92
i　　　巻92
1　　巻81
！r世説』賞誉篇

ir世説』方正篇

lr世説』馴脆篇

撫軍司馬より，諮議参軍

謎至参軍

大司，eeEli簿より

後桓沖の車騎騎兵参軍へ

寵室参軍，r通鑑Pt永和

年は太和四年の誤り。

参軍，左衛将軍

東曹参軍

陳留園人

高平金郷

二重臨折

敢工臨涜

陳郡陽夏

中
l　t

曙書』巻65

巻79

巻83

す空簿へ，桓温死後桓沖の

　軍長史へ

根出死後桓黙の征西司馬へ

平昌安丘

晋陵無三

二壷鐙県

下郵

南陽

陳郡

娘邪臨済

陳郡陽夏

照臨揚夏

灌
超
殉
之
宏

　
　
　
徽

江
郡
王
王
嚢

濾
之
伊
悦
簡
遽

一
顧
二
更
劉
郵

参軍

ヨ三　殉

謝　玄

裳方平

属

な
「
女
史
一
図
」
を
描
い
た
一
円
の
顧
慨
之
が
み
え
る
。
彼

は
文
化
人
と
し
て
参
軍
と
な
り
、
桓
温
に
甚
だ
七
四
さ
れ
た
。

彼
の
父
は
揚
州
刺
史
股
浩
の
故
吏
で
、
の
ち
州
別
駕
と
な
っ

た
こ
と
か
ら
推
し
て
考
え
て
み
る
と
、
東
晋
以
後
目
ざ
ま
し

く
開
発
さ
れ
た
晋
陵
の
新
興
豪
族
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
現
存
の
史
料
の
中
か
ら
四
温
府
に
呉
、
会
稽
、

丹
楊
な
ど
の
名
族
が
～
人
も
検
出
さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
実

際
に
彼
ら
が
全
く
い
な
か
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
揚
州
の
豪
族
が
桓
温
の

大
司
馬
府
で
さ
し
た
る
重
要
な
役
割
を
演
じ
な
か
っ
た
の
は

史
料
の
上
か
ら
み
て
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
も
し
桓

温
の
重
要
な
腹
心
に
江
東
豪
族
が
あ
っ
た
な
ら
ぼ
、
何
ら
か

の
形
で
あ
ら
わ
れ
る
は
ず
な
の
に
、
そ
の
痕
跡
が
全
く
み
え

な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
榿
温
は
揚
州
牧
を
領
し
て
い
る

の
で
、
揚
州
の
豪
族
を
配
下
に
率
い
て
は
い
る
。
し
か
し
、

揚
州
の
州
職
の
者
を
自
分
の
心
蕎
に
あ
た
る
大
司
馬
府
の
僚
属
と
し
て
抜
擢
し
て
使
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
ほ
か
の
角
度
か
ら
も
そ
の
問
題
を
追
跡
し
て
み
よ
う
。
会
稽
王
冠
が
県
政
に
あ
た
っ
た
永
和
二
年
（
三
四
六
）
か
ら
亮
ず
る
威
安
二
年
（
三
七
二
）

ま
で
を
、
二
期
に
分
け
て
考
え
て
み
よ
う
。
会
稽
王
が
実
権
を
握
っ
て
い
た
三
四
六
年
か
ら
三
六
三
年
ま
で
を
前
期
と
し
、
桓
温
が
大
司
馬
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

し
て
政
局
を
左
噛
し
た
三
六
三
年
か
ら
以
降
を
後
期
と
し
よ
う
。
東
晋
以
来
の
政
治
は
尚
書
を
中
心
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
尚
書
省
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の
要
急
を
調
べ
て
み
る
と
、
前
期
に
は
、
三
四
六
年
か
ら
三
五
一
年
ま
で
呉
郡
石
和
が
尚
書
令
に
、
三
四
五
年
か
ら
三
四
六
年
ま
で
呉
郡
顧
衆

が
尚
書
僕
射
に
、
会
稽
愈
愈
は
何
時
か
ら
か
は
定
か
で
は
な
い
が
三
六
二
年
頃
ま
で
吏
部
尚
書
を
勤
め
た
。
ち
な
み
に
東
絵
治
世
中
、
南
人
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

刺
史
に
な
る
の
は
稀
な
こ
と
で
あ
る
が
、
会
稽
の
謝
永
が
江
州
刺
史
に
な
っ
た
の
も
前
期
に
該
当
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
桓
温
執
政
期
に
あ
た
る

後
期
に
は
一
人
の
南
人
も
見
い
だ
せ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
会
稽
王
執
政
初
期
は
東
上
初
期
以
来
の
寛
厚
の
政
術
を
継
承
し
、
江
東
豪
強

を
放
任
す
る
政
策
を
と
り
、
北
来
貴
族
と
江
東
豪
族
と
の
提
携
に
よ
る
政
治
を
施
行
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
桓
温
は
、
軍
隊
を
後
ろ
楯
に
し
て

こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
行
政
的
な
メ
ス
を
入
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
呉
会
豪
族
に
対
し
て
、
立
ち
入
っ
た
処
置
を
と
っ
た
と
考
え
る
。
　
一
方
、
江

菓
豪
族
に
と
っ
て
は
桓
温
の
改
革
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
北
伐
と
い
う
こ
と
も
非
常
に
迷
惑
な
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
が
桓
温

と
江
東
豪
族
と
の
関
係
を
悪
化
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
関
係
の
反
映
さ
れ
て
い
る
の
が
、
桓
温
の
大
司
馬
府
の
構
成
に

ほ
か
な
ら
な
い
。

　
さ
て
、
桓
温
は
、
会
稽
王
を
政
治
の
首
班
の
地
位
に
据
え
た
も
の
の
、
会
稽
王
の
撫
軍
府
の
幕
僚
の
う
ち
、
有
力
な
人
物
を
霞
分
の
幕
下
に

入
れ
、
会
稽
王
の
勢
力
を
形
骸
化
さ
せ
る
。
会
稽
王
の
撫
軍
司
馬
か
ら
召
さ
れ
た
大
司
馬
書
史
の
王
坦
之
、
諮
議
立
論
の
江
灌
が
そ
の
代
表
的

な
例
で
あ
る
。
ほ
か
に
、
大
司
馬
の
橡
、
主
簿
で
あ
る
狼
邪
の
王
殉
は
「
時
に
温
、
中
夏
を
経
略
し
、
寛
に
寧
歳
無
し
、
気
中
の
機
務
並
び
に

殉
に
委
ぬ
。
文
武
数
万
人
、
悉
く
其
の
面
を
識
る
」
と
い
う
協
力
ぶ
り
で
あ
る
。
ま
た
嶽
で
あ
る
陳
郡
の
謝
玄
も
甚
だ
桓
温
に
礼
重
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
檀
温
の
大
司
馬
府
は
お
お
か
た
の
北
来
貴
族
が
優
遇
さ
れ
た
幕
府
で
あ
る
。
ま
た
、
北
来
貴
族
も
も
は
や
ゆ
る
が
せ
に

で
き
な
い
実
力
老
軍
閥
桓
温
が
、
北
来
貴
族
を
優
位
に
置
く
既
存
の
南
岳
を
認
め
る
こ
と
を
確
認
し
た
以
上
、
会
稽
王
の
代
わ
り
に
桓
温
へ
の

協
力
を
惜
し
む
必
要
は
な
か
ろ
う
。
桓
温
へ
の
協
力
の
拒
否
は
い
ま
ま
で
築
き
上
げ
て
き
た
門
戸
に
、
危
機
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
。
ま

た
桓
温
に
と
っ
て
は
、
内
政
改
革
の
た
め
に
不
可
欠
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
江
東
豪
族
と
の
関
係
を
緊
密
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ

う
な
る
と
、
桓
温
が
建
康
に
乗
り
込
む
た
め
に
は
北
面
貴
族
の
協
力
が
是
非
と
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
一
方
、
建
康
の
北
来
貴
族
の
中
に
も
、

す
で
に
み
た
よ
う
に
改
革
の
必
要
性
を
痛
感
し
て
い
る
人
た
ち
が
拾
頭
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
諸
要
因
が
、
桓
温
と
北
来
貴
族
と
の
協
力
を
可
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能
に
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
我
々
は
桓
温
が
も
と
も
と
貴
族
よ
り
鵬
て
、
荊
州
軍
閥
の
首
領
と
な
り
な
が
ら
、
さ
ら
に
既
存
の
貴
族
の

身
分
社
会
の
上
に
自
己
の
支
配
権
を
樹
立
し
よ
う
と
し
た
意
図
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
桓
温
の
謀
主
は
参
軍
の
高
平
郡
超
で
あ
る
。
彼
は
桓
温
に
「
不
軌
の
心
」
あ
る
を
知
り
、
海
鳴
公
の
廃
立
の
謀
議
を
は
じ
め
て

勧
め
た
腹
心
で
あ
る
。
史
料
に
よ
る
限
り
、
畑
鼠
の
玉
上
築
奪
を
積
極
的
に
画
策
し
て
い
る
の
は
、
郡
超
の
み
で
あ
る
。
彼
の
ほ
か
に
史
料
に

あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
多
く
の
桓
温
幕
下
の
軍
将
達
も
、
ま
た
桓
温
を
担
ぎ
あ
げ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
名
族
の
後
蕎
で
あ
る
郡
超
は
、

何
故
に
桓
温
の
懐
刀
と
な
っ
て
、
桓
温
の
た
め
に
廃
立
の
計
画
を
た
て
る
な
ど
の
辣
腕
を
ふ
る
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
元
々
会
稽
笹
蟹
の

幕
僚
で
あ
っ
た
（
蓑
－
参
照
）
。
施
し
を
好
み
談
論
を
よ
く
し
コ
時
の
備
」
と
し
て
、
世
に
「
盛
徳
絶
倫
な
る
郡
超
」
と
称
賛
さ
れ
た
ほ
ど
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

彼
で
あ
っ
た
が
、
会
稽
王
に
は
重
ん
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
も
「
畷
世
の
度
」
あ
る
彼
は
、
軍
営
の
方
面
に
も
優
れ
て
北
伐
の
際
に
は
的
確

な
戦
略
も
献
じ
た
。
彼
の
祖
父
は
、
北
府
軍
団
の
根
幹
を
形
成
し
た
郡
竪
で
あ
る
。
郡
難
の
刻
苦
の
所
産
で
あ
る
徐
黙
過
流
民
か
ら
な
る
北
府

軍
団
は
、
彼
の
死
後
、
建
康
政
府
の
藩
屏
の
如
き
役
割
を
担
っ
た
。
そ
の
北
府
軍
団
が
今
や
政
争
に
利
用
さ
れ
、
全
く
軍
裏
経
験
の
無
い
会
稽

王
側
の
清
談
貴
族
の
手
に
委
ね
ら
れ
、
北
伐
は
悉
く
失
敗
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
に
と
っ
て
は
耐
え
難
い
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

そ
こ
で
、
郡
超
は
「
雄
略
有
る
」
桓
温
に
、
自
分
の
影
響
力
の
下
に
あ
る
北
府
軍
団
を
統
べ
し
め
、
荊
江
軍
団
と
北
府
軍
団
の
両
大
軍
団
を
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

台
に
し
て
、
北
伐
を
達
成
し
、
桓
温
を
君
主
に
奉
じ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
む
か
し
、
東
晋
王
朝
の
北
来
貴
族
に
と
っ
て
最
大
の

国
家
目
標
は
中
原
を
恢
復
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
次
第
に
北
来
貴
族
に
世
俗
を
逃
避
し
極
度
に
洗
練
さ
れ
た
文
人
清
談
貴
族
を
理

想
像
と
す
る
風
潮
が
蔓
延
し
て
い
っ
た
。
こ
の
北
来
貴
族
の
紛
い
矛
盾
す
る
ジ
レ
ン
マ
を
前
に
し
て
、
桓
温
と
郡
超
は
前
者
を
關
明
に
打
ち
出

し
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
衝
撃
は
、
北
府
の
庚
希
を
免
宮
さ
せ
て
か
ら
、
後
任
に
「
北
府
と
故
義
有
る
」
郡
竪
の
子

の
郡
倍
を
任
命
し
た
。
し
か
し
す
で
に
桓
温
の
意
を
汲
み
取
っ
た
郡
超
が
、
父
の
北
府
を
墨
黒
に
譲
ら
せ
る
。
そ
う
し
て
、
も
く
ろ
み
通
り
北

府
を
手
中
に
収
め
た
桓
温
は
「
葦
北
将
軍
・
都
督
・
徐
菟
二
州
刺
史
」
郡
倍
の
平
北
将
軍
府
を
そ
の
ま
ま
兼
領
し
て
い
る
。
そ
の
事
柄
か
ら
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

榔
琉
影
響
力
下
の
北
府
軍
団
を
そ
の
ま
ま
引
き
受
け
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
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纏温から謝安に歪る東晋中期の政治（金）

　
さ
て
、
内
政
を
整
え
、
更
に
葉
晋
の
す
べ
て
の
州
鎮
軍
統
帥
権
を
桓
氏
一
門
に
掌
握
し
た
桓
温
は
、
そ
の
比
類
な
き
軍
事
力
を
バ
ッ
ク
に
、

三
七
一
年
、
海
西
公
を
廃
位
さ
せ
、
会
稽
王
呈
、
即
ち
簡
文
墨
を
登
極
さ
せ
る
。
翌
年
簡
文
旦
が
病
い
に
倒
れ
る
と
、
桓
温
側
は
露
骨
に
禅
位

を
要
求
す
る
が
、
朝
廷
の
尚
書
僕
射
の
瑛
邪
王
子
之
、
吏
部
尚
書
の
陳
郡
謝
安
、
侍
中
の
太
原
王
坦
之
ら
は
、
簡
文
帝
の
子
の
孝
聖
帝
に
帝
位

を
伝
え
る
。
さ
ら
に
桓
温
に
古
代
さ
せ
る
文
案
作
成
を
わ
ざ
と
遅
ら
せ
る
。
そ
の
間
、
重
病
の
全
層
は
東
晋
王
朝
の
纂
奪
あ
と
一
歩
の
と
こ
ろ

で
生
涯
を
閉
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
寧
康
元
年
（
三
七
三
）
の
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
に
述
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
東
桜
初
期
の
清
談
貴
族
の
政
務
に
対
す
る
放
漫
寛
縦
な
態
度
は
、
司
馬
豆
の
輔

政
期
に
な
っ
て
、
さ
ら
に
そ
の
度
を
増
し
て
い
く
。
東
晋
成
立
以
来
の
こ
う
し
た
趨
勢
に
対
し
て
、
檀
温
は
、
清
談
貴
族
の
引
締
め
に
取
り
掛

か
り
、
北
伐
の
断
行
、
欄
度
の
整
備
、
行
政
の
改
革
等
々
の
一
連
の
改
革
を
断
行
す
る
。
そ
う
し
た
桓
温
の
諸
施
策
が
、
東
出
初
期
以
来
継
続

さ
れ
て
き
た
傾
向
と
断
絶
の
側
面
を
も
つ
こ
と
を
確
認
し
、
桓
温
政
権
に
よ
る
新
し
い
方
向
を
以
て
東
晋
中
期
と
画
饗
し
た
の
で
あ
る
。
と
は

い
っ
て
も
、
桓
温
は
貴
族
制
そ
の
も
の
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
自
分
も
属
し
て
い
る
貴
族
の
身
分
秩
序
の
上
に
立
っ
て
諸

改
革
を
実
行
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
改
革
は
ど
う
し
て
も
背
後
の
諸
勢
力
、
つ
ま
り
反
貴
族
的
な
雲
州
豪
族
、
寒
門
軍
将
、
寒

寒
な
ど
を
前
面
に
拾
頭
さ
せ
る
機
会
に
な
り
か
ね
な
か
っ
た
の
で
、
榿
温
の
王
朝
移
護
は
、
北
来
貴
族
の
団
結
の
壁
に
ぶ
つ
か
り
挫
折
し
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
桓
温
自
身
の
王
朝
革
命
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
も
の
の
、
彼
に
よ
る
一
連
の
改
革
が
後
の
政
治
に
甚
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
付

言
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
露
盤
の
野
心
を
挫
醗
さ
せ
た
功
績
は
建
康
貴
族
に
帰
せ
ら
れ
る
が
、
如
何
な
る
所
以
で
謝
茂
一

族
が
政
界
の
頂
点
に
躍
り
出
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
章
を
改
め
て
考
察
し
よ
う
。

　
①
　
『
陶
淵
雲
集
』
巻
五
「
習
無
題
西
大
将
軍
長
史
孟
府
看
伝
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
『
晋
雷
』
巻
七
六
王
望
楼
伝
に
「
簡
文
日
人
有
挙
桓
愚
者
、
鱈
謂
如
何
。
（
尚

　
②
　
『
善
書
蝕
巻
九
〇
良
吏
呉
隠
之
俵
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
霜
僕
射
瑛
邪
王
）
彪
之
日
雲
不
必
雰
才
、
写
影
居
上
流
、
劉
天
下
之
半
、
其
弟
復

　
③
　
前
掲
（
は
じ
め
に
註
③
）
の
拙
稿
「
東
諸
政
権
の
成
立
過
程
i
元
帝
（
司
馬
　
　
　
　
　
処
西
藩
、
兵
権
尽
出
一
門
、
亦
非
深
根
固
聴
之
宜
也
。
人
才
非
可
豫
量
、
但
当
令

　
　
容
）
の
府
僚
を
中
心
と
し
て
…
」
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
不
与
殿
下
作
異
者
耳
。
簡
文
頷
田
暑
言
是
也
」
と
あ
る
。
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⑤
　
前
掲
（
は
じ
め
に
註
①
）
の
摺
含
安
「
桓
撮
の
省
官
武
職
政
策
と
そ
の
背
最
」

　
参
照
。

⑥
そ
の
一
例
が
『
世
説
新
語
』
政
慕
第
三
に
「
無
文
蟻
集
、
事
動
経
年
、
然
後
得

　
過
。
桓
劇
甚
患
其
遅
、
常
累
卵
勉
。
太
宗
（
簡
文
）
日
一
日
万
機
、
那
得
速
偏
と

　
あ
る
。

⑦
『
逸
書
』
巻
二
武
帝
紀
に
そ
の
文
の
前
に
「
自
翠
嵐
揺
越
、
髪
託
潅
海
、
朝
有

　
薩
復
之
算
、
民
懐
思
本
之
心
、
経
略
之
図
、
日
不
暇
給
。
脳
室
三
民
緩
治
、
猶
有

　
朱
邊
」
と
あ
る
。

⑧
安
田
二
郎
「
僑
州
郡
県
制
と
土
断
」
（
『
中
國
蜜
族
制
社
会
の
研
究
』
、
一
九
八
七

　
年
）
。
ま
た
土
石
に
つ
い
て
の
諸
論
文
は
安
田
氏
の
論
文
の
注
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑨
　
『
晋
書
』
巻
四
三
山
遽
伝
に
「
（
⊥
）
遽
為
餓
銚
令
（
会
稽
郡
）
。
時
江
左
初
慕
、

　
法
禁
寛
弛
。
豪
族
多
挾
蔵
戸
口
、
以
為
私
附
。
遽
縄
以
魔
法
、
到
県
八
旬
、
嵐
口

　
万
除
。
県
人
虞
何
心
蔵
戸
当
垂
死
、
腹
髄
縄
喜
。
諸
豪
強
莫
不
切
歯
於
遽
。
言
於

　
執
菰
、
以
塗
壁
高
節
、
不
宜
羅
辱
。
又
以
逆
輯
造
革
緒
、
遂
翠
煙
罪
。
退
与
会
稽

　
内
膿
球
充
横
、
乞
留
百
日
、
窮
魏
通
逃
。
退
而
就
罪
、
無
慮
也
。
充
申
理
、
不
能

　
得
。
寛
厳
免
官
」
と
あ
る
。

⑩
『
晋
群
議
巻
九
簡
文
帝
紀
威
安
元
年
十
二
月
条
と
威
安
二
年
ヨ
月
灸
。

⑪
　
　
『
皿
岡
書
』
巻
六
九
㎝
劉
波
伝
。

⑫
　
富
崎
市
定
「
第
三
章
　
南
朝
に
お
け
る
流
品
の
発
達
　
一
一
尚
書
の
人
事
権
掌

　
握
」
（
『
九
最
官
人
法
の
研
究
』
、
一
九
五
六
年
）
。
ま
た
矢
野
主
税
「
束
覆
に
お
け

　
る
南
北
人
対
立
閾
題
1
そ
の
政
治
的
考
察
－
」
（
『
東
洋
史
研
究
駈
二
六
i
三
、

　
一
九
六
七
年
）
は
、
論
旨
に
は
首
肯
し
難
い
が
、
尚
書
省
の
人
物
を
考
察
し
た
も

　
の
と
し
て
参
考
に
な
る
。

⑬
　
一
顧
和
は
『
甑
日
書
』
巻
八
一
二
、
配
慮
衆
は
巻
七
山
ハ
、
謝
…
泰
は
『
世
説
新
狐
開
』
雅
几
澱
繍
胴
、

　
謝
永
は
『
陶
淵
明
巣
』
巻
五
「
著
故
筏
西
大
将
軍
長
史
孟
府
濡
伝
」
に
み
え
る
。

⑭
　
　
『
通
鑑
隔
巻
九
七
普
紀
一
九
穆
帝
永
和
元
年
（
三
四
五
）
正
月
壬
戌
条
に
「
以

　
ム
置
聖
王
豊
為
撫
輔
軍
・
大
将
軍
－
、
録
申
陶
五
六
条
事
。
豊
清
虚
寡
欲
、
謹
白
期
玄
雪
悶
、
徽
呂
以

　
無
爵
、
王
澱
及
頴
翔
重
日
為
陶
窯
、
又
…
瀞
郡
超
為
幽
思
舗
搬
、
謝
万
為
従
事
中
郎
。

　
超
、
肇
之
孫
也
、
少
卓
藁
不
羅
。
父
管
、
箇
黙
沖
退
而
奮
於
財
、
宿
銭
聚
数
千
万
、

　
嘗
開
庫
任
超
縫
取
、
超
数
施
親
故
、
一
日
都
尽
。
（
鯉
山
…
二
言
郡
超
才
艮
足
以

　
用
世
、
晋
朝
不
能
m
用
、
惜
其
洋
髪
温
用
也
）
」
と
あ
る
。
傍
線
部
分
が
何
に
因
っ

　
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
現
行
の
『
山
伝
』
に
は
見
あ
た
ら
な
い
。
ち
な
み
に
胡

　
油
の
意
見
は
傾
聴
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑯
　
宮
川
尚
志
「
第
二
章
　
禅
譲
に
よ
る
王
朝
革
命
の
研
究
　
第
五
節
　
策
晋
の
檀

　
温
・
桓
玄
の
二
代
企
図
」
（
灘
四
五
史
研
究
　
政
治
・
驚
喜
篇
陳
、
平
麻
不
日
欝
店
、

　
一
九
六
四
年
）
一
一
二
頁
の
「
こ
れ
は
京
口
、
す
な
わ
ち
後
の
北
鷹
系
軍
閥
と
荊

　
江
軍
閥
の
妥
協
含
作
と
見
ら
れ
る
」
と
い
う
～
節
は
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。

⑯
　
満
室
の
死
ん
だ
蒔
の
肩
齋
は
「
使
持
節
・
侍
中
・
都
督
渉
外
諸
軍
第
・
丞
糧
．

　
録
尚
書
・
大
司
馬
・
揚
州
牧
・
平
北
将
軍
・
徐
菟
二
州
刺
史
、
南
郡
公
」
（
『
晋
書
』

　
巻
九
孝
武
帝
紀
）
で
あ
っ
た
。
そ
の
平
北
将
軍
府
の
幕
僚
と
し
て
平
北
司
馬
†
耽
、

　
参
軍
劉
爽
、
高
平
太
守
郡
逸
書
、
遊
軍
督
護
郭
耀
な
ど
が
み
え
る
（
『
臨
書
』
巻
七

　
三
便
駅
伝
）
。
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3
　
謝

安

善
漢
以
来
の
名
族
で
は
な
か
っ
た
謝
氏
一
族
の
発
展
の
第
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
転
機
と
な
っ
た
の
が
、

黒
糖
の
初
め
笹
戸
が
老
荘
思
想
を
受
け
入
れ
て
、
清

談
貴
族
の
仲
間
入
り
が
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。
翠
蔓
発
展
の
第
二
の
転
機
は
、
三
四
五
年
頃
、
謝
鰻
の
子
の
謝
尚
が
豫
州
へ
出
鎮
す
る
こ
と
で
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あ
る
。
こ
れ
か
ら
三
五
九
年
ま
で
、
野
州
は
謝
氏
一
族
の
勢
力
基
盤
と
な
り
、
そ
の
頃
か
ら
謝
氏
一
族
は
政
界
に
急
浮
上
す
る
。
謝
尚
は
野
州

胴
史
と
し
て
、
時
に
は
北
伐
に
参
戦
し
、
西
建
蔽
に
異
民
族
に
奪
取
さ
れ
た
伝
国
璽
を
得
る
功
績
を
あ
げ
た
り
、
欝
憤
の
北
伐
が
失
敗
し
、
建

康
政
府
が
危
機
に
立
た
さ
れ
た
時
に
は
、
朝
廷
に
入
り
尚
書
僕
射
を
署
し
た
り
、
大
活
躍
を
し
た
。
そ
の
後
は
謝
変
、
謝
万
が
引
続
い
て
豫
州

軍
団
を
統
領
す
る
。

　
で
は
、
謝
琉
が
都
督
・
豫
州
刺
史
の
統
帥
権
を
持
ち
続
け
た
と
い
う
こ
と
は
、
如
何
な
る
意
味
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
六
朝
時
代
に
は
、

敵
国
と
の
軍
事
的
な
対
峙
の
た
め
に
将
軍
府
が
発
達
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
そ
の
将
軍
府
が
東
晋
で
は
都
督
と
結
合
し
、

州
刺
史
府
の
上
に
都
督
府
を
常
設
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
皇
帝
権
が
微
弱
な
東
晋
時
代
に
、
都
督
府
は
膨
大
な
文
武
属
官
を
領
し
地
方
行
政
ま

で
も
統
括
す
る
よ
う
に
な
り
、
地
方
分
割
の
拠
点
と
な
っ
た
。
　
一
方
、
十
三
以
来
の
兵
力
は
世
襲
郷
戸
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
も
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

晋
中
期
に
は
廃
れ
、
募
兵
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
募
兵
に
よ
る
主
将
と
兵
士
と
の
問
に
は
新
た
な
私
的
結
合
を
形
成
し
、
そ
の
主
将
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

軍
主
・
隊
主
と
呼
ん
だ
が
、
そ
の
名
称
の
最
初
に
出
て
く
る
の
が
謝
万
謝
で
あ
る
。
そ
の
謝
万
の
武
将
で
あ
る
征
虜
将
軍
劉
建
は
、
の
ち
北
府

軍
団
将
露
語
の
鯨
り
に
も
有
名
な
軍
将
劉
警
告
の
父
で
あ
る
。
彼
の
外
に
も
多
く
の
武
将
た
ち
が
豫
州
刺
史
念
書
一
族
と
私
的
情
意
関
係
を
結

ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
講
郡
桓
揺
の
場
合
も
同
じ
で
あ
る
。
桓
氏
の
主
力
軍
と
し
て
蹴
鑑
識
氏
、
義
適
評
氏
、
陳
郡
郡
氏
な
ど
が
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

々
仕
え
て
い
る
。
な
お
軍
隊
ば
か
り
で
は
な
く
、
中
世
に
お
い
て
門
生
・
能
吏
も
特
別
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
、
州
鎮
を
一
族
が
引
続

き
帯
領
す
る
た
め
に
は
、
管
轄
下
の
人
々
に
善
政
を
施
し
良
い
輿
論
を
つ
く
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
門
従
兄
（
謝
）
尚
徳
政
有
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

既
に
卒
し
、
西
藩
の
思
う
所
と
為
り
、
朝
議
（
謝
）
突
の
立
行
素
有
る
を
以
て
、
必
ず
能
く
尚
の
事
を
嗣
ぐ
」
と
あ
る
如
く
、
一
般
民
衆
の
支
持

も
門
戸
の
発
展
に
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
様
々
な
人
間
関
係
を
結
ぶ
最
大
の
場
が
都
督
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
謝
尚
の
徳
政
は
謝

氏
発
展
の
基
盤
を
成
し
た
と
い
え
る
。

　
さ
て
、
都
督
豫
州
は
荊
州
と
揚
州
の
闘
に
挾
ま
り
、
斜
陽
、
寿
春
な
ど
の
鎮
所
を
転
々
と
移
動
し
な
が
ら
、
中
原
攻
略
の
際
に
は
最
先
鋒
と

な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
豫
州
軍
団
は
当
時
の
情
勢
か
ら
み
て
建
康
の
会
稽
王
政
権
と
荊
州
の
桓
温
軍
団
の
間
に
位
置
し
て
い
た
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の
で
あ
る
。
謝
尚
の
善
政
の
後
を
う
け
、
謝
変
、
謝
万
が
引
続
き
豫
州
に
任
命
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
謝
万
は
将
帥
の
資
質
が
無
く
北
征
に

失
敗
し
、
二
百
に
よ
っ
て
罷
免
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
重
氏
一
門
の
豫
州
の
軍
事
基
盤
は
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
至
り
、
固
く
碑
面
を
拒
ん
で
い
た
謝
安
が
、
三
六
〇
年
隠
棲
の
身
を
起
こ
し
、
ほ
か
で
も
な
く
糎
温
の
征
西
府
の
司
罵
に
就
き
、
桓

温
を
大
い
に
感
激
さ
せ
る
。
こ
の
心
安
の
出
仕
を
め
ぐ
っ
て
は
従
来
様
々
に
議
論
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
真
相
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

れ
は
い
わ
ゆ
る
「
奇
事
の
計
」
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
を
立
証
す
る
た
め
に
は
、
振
り
返
っ
て
先
述
の
会
稽
撤
扇
と
魚
心
の
政
争
期
に

お
け
る
謝
氏
の
動
静
を
鋭
意
注
視
し
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
無
二
は
、
今
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
桓
氏
と
同
じ
豫
州
の
出
身
で
、
両
族

の
政
界
に
お
け
る
拾
頭
の
道
に
は
甚
だ
共
通
点
が
多
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
会
稽
王
の
建
康
政
府
と
一
方
の
桓
温
の
荊
江
軍
閥
と
の
両
大
勢
力

が
対
立
し
て
い
た
約
三
〇
年
閾
、
過
載
一
家
は
、
豫
州
を
軍
事
基
盤
と
し
て
成
長
し
な
が
ら
、
両
大
勢
力
の
間
を
ど
ち
ら
に
も
少
し
も
傾
く
こ

と
無
く
、
絶
妙
と
い
え
る
ほ
ど
均
衡
を
保
っ
て
い
た
点
は
、
大
い
に
注
目
に
あ
た
い
す
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
こ
の
政
治
の
季
節
に
謝
氏
が
桓
温

の
野
心
を
く
じ
き
、
南
朝
第
一
の
門
閥
と
し
て
発
展
し
得
た
最
大
の
要
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
具
体
的
に
み
て
み
よ
う
。
会
稽
王
側
（
表
－
参
照
）
に
は
、
先
ず
謝
尚
が
会
稽
王
の
友
と
な
っ
て
お
り
、
会
稽
王
の
撫
軍
従
事
中
郎
に
は
謝
万

コ
口
い
て
い
る
。
さ
ら
に
三
五
三
年
に
は
謝
尚
が
尚
書
僕
射
と
し
て
会
稽
王
の
百
揆
を
賛
ず
る
。
三
七
二
年
か
ら
は
硬
筆
が
朝
廷
に
入
り
、
吏

部
尚
書
の
要
職
を
担
い
つ
づ
け
て
い
る
。

　
一
方
の
桓
温
側
に
は
安
西
司
馬
に
謝
突
が
み
え
る
（
表
H
1
1
参
照
）
。
　
謝
変
と
桓
…
鶴
の
間
柄
の
敦
篤
ぶ
り
は
『
世
説
新
語
』
に
み
え
る
通
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

並
み
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
密
接
な
桓
氏
と
謝
氏
と
の
関
係
は
そ
の
後
も
続
い
た
。
三
六
〇
年
、
桓
温
の
征
西
司
馬

に
謝
安
が
就
い
た
の
も
、
そ
の
薩
前
の
三
五
九
年
一
一
月
に
豫
州
刺
史
の
弟
の
謝
万
が
桓
温
に
よ
っ
て
廃
馴
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
両

家
の
気
兼
ね
を
取
り
除
き
、
謝
氏
門
戸
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
取
っ
た
行
動
で
あ
っ
た
と
考
え
る
（
表
1
－
2
参
照
）
。
　
し
ぼ
ら
く
し
て
謝

安
が
建
康
へ
去
っ
て
か
ら
は
、
甥
の
謝
玄
が
大
司
馬
桓
温
の
橡
と
な
り
、
桓
温
の
死
ん
だ
後
は
征
酋
大
将
軍
・
爆
撃
刺
史
桓
酪
の
司
馬
・
領
南

郡
稲
と
し
て
、
三
七
七
年
夏
で
荊
州
の
、
そ
れ
も
激
論
勢
力
の
ま
っ
た
だ
な
か
に
留
ま
り
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
（
表
H
1
3
参
照
）
。
こ
う
し
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た
関
係
が
簡
文
帝
の
危
篤
の
時
、
四
温
が
謝
恩
を
落
し
て
顧
命
を
受
け
さ
せ
た
理
由
で
あ
っ
た
ろ
う
。
つ
ま
り
、
長
い
政
争
の
問
、
謝
氏
は
あ

ら
ゆ
る
情
況
を
勘
案
し
た
上
で
、
両
大
勢
力
の
ど
ち
ら
側
に
も
傾
く
こ
と
な
く
、
巧
妙
に
危
機
を
く
ぐ
り
抜
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
謝
安
の
そ

の
徹
底
的
な
計
算
の
上
に
講
じ
た
秘
策
に
、
ま
ん
ま
と
の
ま
れ
て
し
ま
っ
た
檀
温
の
、
彼
に
対
す
る
僑
任
こ
そ
が
、
最
後
に
桓
温
自
ら
が
自
分

の
足
元
を
す
く
わ
れ
る
結
果
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
謝
安
の
政
治
的
感
覚
と
気
宇
広
大
さ
の
勝
利
で
あ
っ
た
と
し
か

言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
檀
温
の
野
心
を
挫
折
さ
せ
た
功
績
が
、
謝
安
一
門
に
帰
す
る
こ
と
は
当
然
の
結
果
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し

た
復
氏
の
方
針
は
、
簡
文
帝
と
桓
温
と
の
政
争
の
際
、
五
鼎
や
庚
氏
な
ど
が
簡
文
帝
側
に
密
着
し
た
た
め
、
結
局
桓
温
に
よ
っ
て
族
滅
さ
れ
た

こ
と
と
は
対
照
的
な
例
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
し
て
、
政
権
の
頂
点
に
上
り
清
談
貴
族
に
支
持
さ
れ
た
謝
安
執
政
を
、
外
戚
政
治
と
規
定
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

て
し
ま
う
の
は
、
や
は
り
片
手
落
ち
の
観
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
次
に
、
謝
安
に
よ
る
桓
温
死
後
の
諸
施
策
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
謝
安
の
政
治
方
針
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
桓
温
の
死
の
前

後
、
朝
廷
の
政
務
は
、
尚
書
無
線
の
眼
邪
王
彪
之
、
中
書
令
の
太
原
王
坦
之
、
そ
し
て
頚
部
尚
書
の
陳
郡
康
安
に
よ
っ
て
総
轄
さ
れ
た
。
も
ち

ろ
ん
桓
温
の
野
心
を
挫
折
さ
せ
た
最
大
の
功
績
は
謝
安
の
度
胸
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
実
際
は
そ
の
三
人
の
協
力
に
よ
る
も
の
で
も
あ
っ

た
。
桓
温
の
死
後
、
仁
安
は
楮
太
后
の
臨
朝
体
制
を
貫
き
な
が
ら
、
桓
疵
一
門
に
独
占
さ
れ
て
い
る
軍
卒
の
回
収
に
取
り
掛
か
り
、
そ
の
か
た

わ
ら
謝
氏
勢
力
を
扶
植
し
て
い
く
。
先
ず
、
王
彪
之
を
尚
書
令
に
昇
進
さ
せ
る
が
、
当
時
の
尚
書
令
は
適
任
者
が
な
け
れ
ば
、
空
席
に
し
て
お

く
名
誉
職
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
も
う
　
人
の
王
坦
之
は
都
督
・
徐
州
剃
史
と
し
て
出
鎮
さ
せ
、
上
安
は
尚
書
僕
射
・
吏
部
尚
書
・
後

将
軍
・
総
関
中
書
事
と
し
て
、
朝
廷
の
実
権
を
一
手
に
握
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
三
人
の
中
、
王
彪
之
と
王
坦
之
二
人
は
先
述
し
た
よ
う
に

改
革
派
の
系
列
に
属
す
る
人
々
で
あ
る
。
王
彪
之
は
、
桓
温
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
簡
文
事
の
兄
の
武
陵
王
事
の
皇
軍
司
馬
を
歴
任
し
、
併
官
省

職
の
改
革
を
主
張
し
て
い
た
政
治
改
革
論
者
で
あ
る
。
王
坦
之
は
簡
文
帝
の
撫
軍
司
馬
を
歴
任
し
、
儒
教
の
復
興
を
力
説
し
て
い
た
清
談
反
対

論
者
で
あ
る
。
彼
ら
二
人
は
皇
族
の
幕
僚
長
と
し
て
、
桓
温
の
拾
頭
と
と
も
に
刻
々
と
迫
っ
て
く
る
警
戒
す
べ
き
事
態
に
対
し
て
無
策
の
ま
ま

に
は
居
ら
れ
な
い
立
場
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
が
彼
ら
に
現
政
治
に
対
す
る
覚
醒
を
鯨
儀
な
く
さ
せ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
る
に
、
い
ま
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朝
廷
の
実
権
を
掌
握
し
て
い
る
謝
安
は
『
世
説
新
語
』
に
み
え
る
謝
安
像
通
り
、
雅
量
と
風
流
の
清
談
貴
族
の
代
表
者
で
あ
る
。
そ
う
し
た
謝

安
の
性
格
は
彼
の
政
治
運
営
に
も
反
映
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
謝
安
が
政
治
を
主
宰
し
た
三
七
三
年
か
ら
三
八
五
年
ま
で
の
政
治
運
営
は
、
既
に
桓
温
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
幾
つ
か
の
改
革
を
逆
戻
り
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
先
ず
第
一
に
、
併
官
省
職
さ
れ
た
官
制
改
革
が
早
々
と
常
置
さ
れ
、
桓
温
の
改
革
政
治
と
訣
別
す
る
。
第
二
に
、

江
東
豪
族
と
の
関
係
が
再
び
密
接
に
な
り
、
桓
温
の
断
行
し
た
豪
族
勢
力
の
侵
削
政
策
は
、
寛
縦
な
態
度
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
。
つ
ま
り
、
北

部
貴
族
と
江
東
豪
族
と
が
結
び
合
っ
た
上
に
成
り
立
つ
東
晋
貴
族
政
治
が
再
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
幾
つ
か
の
事
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

三
八
三
年
酒
郡
の
名
族
の
陸
納
が
吏
部
尚
書
と
な
り
、
翌
年
に
は
尚
書
欝
欝
に
重
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
特
殊
な
例
と
し
て
、
三
八
三
年
桓
沖

は
江
州
刺
史
に
娘
盛
の
王
蒼
を
書
す
る
こ
と
を
請
う
た
が
、
王
欝
が
喪
中
を
理
由
に
辞
し
た
の
で
、
謝
安
は
彼
の
代
わ
り
に
中
領
軍
謝
鞭
を
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

然
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
人
事
措
置
に
桓
沖
は
怒
り
、
青
魚
は
文
武
に
堪
え
ぬ
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
自
ら
そ
の
職
を
兼
領
し
て
し
ま
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

こ
の
謝
囎
は
謝
安
と
同
じ
陳
湯
器
馬
で
は
な
く
会
稽
の
名
族
謝
氏
で
あ
る
。
謝
安
と
愚
輩
が
ど
の
よ
う
な
関
係
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
謝

安
が
会
稽
の
望
族
を
優
遇
し
た
一
例
と
し
て
み
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。
ま
た
謝
安
の
幕
僚
と
し
て
、
後
将
軍
参
軍
の
呉
興
沈
警
が
甚
だ
敬
重
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

れ
て
い
る
の
も
、
江
東
豪
族
と
の
親
密
な
関
係
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
第
三
は
謝
安
の
清
談
好
み
の
問
題
で
あ
る
。
清
談
に
対
す
る
非
難
は

会
稽
王
豊
の
輔
魚
期
に
一
部
貴
族
自
ち
に
よ
っ
て
訪
豪
な
厳
し
い
反
省
が
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
謝
安
の
清
談
好
み
は
弱
ま
る
ど
こ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

か
、
む
し
ろ
「
衣
冠
、
之
を
効
ね
て
、
遂
に
以
て
俗
と
成
し
」
た
と
い
う
始
末
で
あ
っ
た
。
彼
は
王
坦
之
、
王
義
之
ら
の
「
今
、
四
郊
に
塁
多

し
。
宜
し
く
自
効
を
思
う
べ
し
。
而
る
に
虚
談
は
務
を
廃
し
、
浮
文
は
要
を
妨
ぐ
。
恐
ら
く
当
今
の
宜
し
き
所
に
非
ず
偏
と
い
う
ね
ん
ご
ろ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

忠
告
に
対
し
て
「
秦
は
商
鞍
に
任
せ
、
二
世
に
し
て
亡
ぶ
。
豊
に
重
言
患
を
致
さ
ん
や
し
と
や
り
返
す
有
様
で
あ
っ
た
。
併
せ
て
別
壁
で
の
豪

強
贅
沢
ぶ
り
は
世
の
回
り
を
浴
び
て
当
然
の
も
の
で
あ
っ
た
。
故
に
「
然
れ
ど
も
面
会
を
碁
服
の
辰
に
激
し
く
し
、
　
一
計
を
百
金
の
費
に
敦
く

し
、
礼
を
鹸
薄
の
俗
に
廃
し
、
修
を
嘉
慶
の
秋
に
乞
う
す
。
哀
楽
を
慕
え
帰
を
同
じ
く
し
、
奢
倹
を
一
致
に
斉
し
く
せ
ん
と
欲
す
る
と
難
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

知
ら
ず
、
頽
風
已
に
扇
ぎ
、
雅
道
擬
々
に
論
み
、
国
の
儀
刑
、
量
に
是
の
若
き
を
期
せ
ん
や
」
と
い
う
史
臣
の
酷
評
も
当
を
得
て
い
る
だ
ろ
う
。
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桓温から三型に至る東晋中期の政治（金）

結
局
、
そ
う
b
た
謝
氏
一
族
の
生
活
ぶ
り
が
、
後
の
孫
恩
・
盧
循
の
豫
乱
の
際
に
謝
氏
が
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
た
理
由
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
謝
安
の
政
策
と
は
、
清
談
貴
族
の
優
遇
を
は
じ
め
、
桓
温
の
改
革
政
策
と
は
逆
方
向
の
保
守
的
側
面
を
も
ち
、
原
罪
初
期
以
来
の
政

治
体
質
へ
の
復
帰
を
意
味
す
る
か
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
桓
温
の
死
後
、
彼
の
率
い
た
軍
隊
は
、
中
華
将
軍
・
都
督
・
揚
豫
州
刺
史
の
桓
沖
に
受
け
継
が
れ
て
統
率
さ
れ
る
。
桓
温
の
そ
の
膨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
リ
　
　
へ
　
　
ぬ

大
な
軍
事
力
を
引
き
渡
さ
れ
た
桓
温
の
弟
の
桓
沖
は
「
謝
安
、
時
望
を
以
て
政
を
輔
し
、
群
情
の
帰
す
る
所
と
為
り
。
沖
、
逼
ら
れ
ん
こ
と
を

曜
れ
て
、
寧
康
三
年
（
三
七
五
）
乃
ち
揚
州
を
解
き
、
自
ら
外
に
出
さ
れ
ん
こ
と
を
求
む
。
桓
属
の
党
与
以
為
ら
く
計
に
非
ず
と
。
腕
を
施
え
て

苦
諌
せ
ざ
る
顕
し
。
郡
超
も
亦
た
深
く
之
を
止
む
」
。
し
か
し
、
橿
沖
は
皆
聞
き
入
れ
ず
、
朝
廷
に
極
熱
嘉
謀
、
心
力
を
尽
く
し
た
と
い
う
。

い
っ
た
い
、
早
撃
は
な
ぜ
当
時
の
最
も
要
職
で
あ
っ
た
揚
州
刺
史
を
自
ら
退
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
も
と
よ
り
桓
沖
の
「
忠

誠
心
」
が
最
た
る
要
因
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
方
の
「
逼
ら
れ
ん
こ
と
」
と
は
如
何
な
る
勢
力
を
想
定
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
先
に
桓
温
は
帝
位
を
奪
お
う
と
し
て
数
多
く
の
勢
力
を
除
去
し
た
の
で
、
当
時
の
朝
廷
に
は
黒
氏
に
敵
康
心
を
も
つ

も
の
が
多
か
っ
た
こ
と
も
そ
の
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
桓
温
は
】
連
の
改
革
の
た
め
、
江
東
豪
族
の
勢
力
を
侵
削
し
た
の
で
、
両
者

の
間
に
大
き
な
溝
が
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
推
論
し
た
如
く
で
あ
る
。
　
つ
ま
り
、
桓
沖
を
危
催
さ
せ
た
勢
力
と
は
、
建
康
の
貴
族
と
、
特
に

地
元
の
江
東
豪
族
勢
力
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
例
を
一
つ
あ
げ
よ
う
。
桓
沖
が
揚
州
と
な
っ
た
翌
年
、
即
ち
寧
康
二
年

（
三
七
四
）
呉
興
長
城
の
武
弁
豪
族
で
あ
る
銭
歩
射
、
銭
弘
が
党
百
入
を
集
め
て
争
乱
を
起
こ
し
た
。
銭
氏
の
反
乱
を
起
こ
し
た
理
由
は
い
ま
知

る
す
べ
も
な
い
が
、
武
強
豪
族
で
あ
る
銭
氏
が
、
桓
温
の
改
革
の
際
に
そ
の
勢
力
が
削
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
て
反
署
し
た
こ
と
で
は
な
か
ろ
う

か
と
推
測
し
て
み
る
。
そ
の
晴
、
桓
沖
は
桓
温
の
故
将
で
あ
る
荊
州
義
陽
の
名
将
朱
序
を
、
狸
汁
司
馬
・
呉
興
太
守
と
な
し
て
反
乱
を
鎮
圧
す

る
。
そ
の
こ
と
か
ら
桓
沖
の
軍
事
力
の
根
幹
は
荊
州
の
軍
将
を
中
心
と
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
荊
州
の
軍
閥
桓
沖
は
、
騰

馬
の
軍
団
を
率
い
て
危
険
な
揚
州
に
留
ま
る
よ
り
は
、
謝
安
の
人
望
を
認
め
、
彼
の
方
針
に
協
力
す
る
み
ち
を
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で

揚
州
か
ら
隠
州
へ
、
さ
ら
に
三
七
七
年
荊
州
刺
史
檀
諮
の
死
を
う
け
て
書
聖
へ
移
さ
れ
、
結
局
、
最
初
の
桓
氏
の
勢
力
基
盤
の
地
に
も
ど
っ
た
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の
で
あ
る
。

　
一
方
、
謝
謝
の
政
術
は
、
東
竪
初
期
の
魚
期
に
似
て
「
常
に
鎮
む
る
に
和
靖
を
以
て
し
、
御
す
る
に
長
算
を
以
て
す
。
徳
政
既
に
行
な
わ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

文
武
命
を
用
う
。
高
察
を
存
せ
ず
、
澄
む
る
に
大
綱
を
以
て
し
、
威
構
外
に
著
わ
る
」
と
い
わ
れ
た
如
く
、
寛
容
を
以
て
諸
勢
力
の
バ
ラ
ン
ス

を
と
る
調
整
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
謝
安
の
政
治
的
力
量
の
成
果
が
、
肥
水
の
戦
の
勝
利
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

前
秦
の
侵
攻
の
際
に
謝
安
は
、
甥
の
謝
玄
を
北
府
の
徐
州
と
な
し
て
迎
え
撃
た
せ
た
。
そ
の
際
、
北
府
の
立
て
直
し
の
た
め
に
募
集
さ
れ
た
軍

将
ら
は
、
我
こ
そ
が
国
家
の
存
亡
を
担
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
猛
活
躍
を
す
る
。
特
に
父
が
も
と
豫
州
の
軍
将
で
あ
っ
た
三
軍
劉
婦
警
の
活
躍

は
目
ざ
ま
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
諸
軍
将
を
奮
い
立
た
せ
た
の
は
謝
安
の
臼
頃
の
徳
政
の
結
果
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
、
桓

沖
の
協
力
、
ま
た
多
気
の
改
革
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
豊
か
な
財
政
も
、
重
要
な
勝
因
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、
酒
水
の
戦
の
勝
利

は
、
謝
安
の
優
れ
た
政
治
力
量
に
よ
る
諸
勢
力
の
結
集
の
成
功
の
結
果
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
輝
か
し
い
功
績
に
よ
っ
て
、
陳
郡
謝
民
は

最
高
門
閥
貴
族
と
し
て
の
地
位
を
確
固
に
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
手
水
の
戦
の
後
、
三
八
四
年
皇
太
后
が
亡
く
な
る
と
、
孝
武
帝
の
弟
の
司
馬
道
子
は
次
第
に
専
権
を
振
る
う
よ
う
に
な
り
、
謝
安

は
朝
廷
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
る
。
失
意
の
謝
安
は
北
征
を
願
い
出
て
そ
の
準
備
中
、
太
元
一
〇
年
（
三
八
五
）
他
界
す
る
。
も
う
一
人
、
謝
安
の
政

治
方
針
に
よ
く
協
力
し
た
荊
州
の
桓
沖
も
、
謝
安
よ
り
一
年
先
に
世
を
去
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
謝
安
に
は
、
温
水
の
戦
で
勝
利
を
あ
げ

た
も
の
の
、
櫨
温
の
改
革
以
来
既
に
動
き
だ
し
て
い
る
社
会
底
辺
か
ら
の
変
化
、
即
ち
一
部
貴
族
の
意
識
変
化
、
厳
器
軍
将
の
活
躍
、
貨
幣
経

済
の
普
及
、
及
び
寒
人
の
登
場
等
々
の
様
々
な
新
傾
向
に
対
処
で
き
る
能
力
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
累
積
し
た
問
題
が
謝
安
の
死
、
即

ち
肥
水
の
戦
と
い
う
国
家
非
常
事
態
の
解
除
と
と
も
に
一
気
に
爆
発
す
る
。
そ
れ
が
菓
晋
末
期
の
政
治
史
で
あ
る
。

　
①
　
謝
琉
一
族
は
、
『
習
書
』
巻
四
九
謝
鯉
徴
に
、
祖
の
謝
績
が
魏
の
典
農
中
郎
将
、
　
　
　
　
③
　
宮
州
尚
志
「
南
北
朝
の
軍
主
・
隊
主
・
戌
主
等
に
つ
い
て
」
（
『
六
朝
史
研
究

　
　
父
の
謝
衡
は
西
晋
の
圏
子
祭
酒
と
し
て
嬬
索
を
以
て
名
を
顕
し
た
、
と
あ
る
。
　
　
　
　
　
政
治
・
社
会
篇
』
、
平
楽
寺
書
風
、
～
九
六
隣
国
）
。

　
②
浜
口
重
国
「
魏
醤
南
朝
の
兵
戸
制
度
の
研
究
」
（
『
秦
漢
階
唐
史
の
研
究
』
上
巻
、
　
④
摺
勝
義
雄
門
門
生
故
吏
関
係
」
（
『
六
朝
貴
族
制
社
会
の
研
究
』
、
岩
波
轡
店
、
　

　
　
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
六
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
二
年
）
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⑤
　
　
『
晋
欝
』
巻
七
九
謝
変
伝
。

⑥
田
鈴
慶
「
陳
陳
謝
氏
与
二
水
之
戦
」
（
『
東
蟹
門
閥
政
治
』
所
収
）
二
六
〇
頁
。

⑦
　
『
糞
説
新
語
』
簡
傲
第
二
四
「
桓
宣
武
（
龍
駕
）
作
徐
州
、
時
虚
蝉
為
普
陵
。

　
富
強
経
虚
懐
、
前
乃
無
異
常
。
及
桓
還
荊
州
、
将
西
之
間
、
意
気
甚
篤
。
変
弗
之

　
疑
。
唯
襟
当
子
鼠
王
悟
論
旨
。
毎
毎
桓
荊
州
用
意
殊
異
、
必
与
晋
陵
倶
西
美
。
俄

　
馬
引
変
為
司
馬
。
変
既
上
、
欝
欝
布
衣
交
。
坐
温
在
、
岸
績
繍
詠
、
無
異
常
日
。

　
宣
武
常
日
、
我
方
外
司
馬
。
遂
因
酒
、
転
無
朝
夕
礼
。
桓
舎
入
内
、
変
軌
復
随
去
。

　
後
至
変
酔
、
温
往
主
許
避
之
。
主
日
慰
無
量
司
馬
、
我
輩
由
得
相
見
」
。

⑧
前
掲
（
は
じ
め
に
註
③
）
の
安
田
二
部
「
補
太
后
の
臨
朝
と
謝
安
」

⑨
『
晋
書
恥
巻
九
孝
武
帝
紀
寧
康
元
年
九
月
条
に
「
並
置
光
録
勲
、
大
司
農
、
少

　
府
官
」
と
あ
る
。
詳
し
く
は
前
掲
（
は
じ
め
に
註
①
）
の
川
合
安
「
榎
温
の
省
官

　
併
職
政
策
と
そ
の
背
景
」
参
照
。

⑩
『
晋
書
』
巻
七
四
桓
沖
債
。

⑭
　
　
『
宋
書
』
巻
六
四
襲
松
之
俵
。

⑫
需
給
は
『
宋
書
』
巻
一
〇
〇
密
序
に
只
沈
警
）
惇
篤
有
行
業
、
学
通
左
氏
春

　
秋
。
家
世
富
殖
、
財
産
累
千
金
、
仕
郡
主
簿
、
後
将
軍
謝
安
詳
為
参
軍
、
甚
相
敬

　
重
。
警
内
面
於
財
、
為
東
南
豪
士
、
無
仕
進
意
、
謝
病
帰
、
安
輪
留
不
止
、
乃
謂

　
避
雷
「
沈
参
軍
、
卿
有
独
善
之
志
、
不
亦
高
値
」
警
日
「
使
慰
以
道
御
物
、
前
所

　
以
懐
徳
而
至
、
既
無
用
佐
時
、
満
濃
飲
啄
之
願
耳
」
還
家
積
載
、
以
二
業
自
娯
」

　
と
あ
る
。

＠＠＠＠＠

『
晋
霞
』
巻
七
九
謝
謝
伝
。

『
讐
書
隔
巻
七
九
謝
安
伝
。

『
謹
書
臨
巻
七
九
謝
安
登
史
匝
日
条
。

『
習
書
』
巻
九
孝
武
帝
紀
寧
康
二
年
一

『
普
書
』
巻
七
九
謝
安
伝
。

一
月
条
、
巻
八
一
朱
層
面
。

桓温から謝安に至る束晋中期の政治（金）

お
　
わ
　
り
　
に

　
従
来
の
東
晋
史
の
研
究
は
、
以
上
の
よ
う
な
政
治
史
の
跡
付
け
の
基
礎
作
業
が
ほ
と
ん
ど
成
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
推
察
さ
れ
る
。
不
分
明

な
点
が
多
い
東
晋
史
の
解
明
の
た
め
に
は
、
是
非
と
も
必
要
な
研
究
過
程
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
東
晋
中
期
と
は
、
「
新
出
門
戸
」
の
誰
郡
桓
疑
と
陳
郡
算
氏
が
、
清
談
の
才
覚
を
備
え
て
登
場
し
、
州
鎮
を
勢
力
基
盤
と
し
て
政
権
を
掌
握

し
、
既
存
の
貴
族
の
身
分
秩
序
を
認
め
る
上
に
た
っ
て
、
最
高
貴
族
へ
の
地
位
を
臼
指
し
て
、
各
々
政
策
を
展
開
し
た
時
期
で
あ
る
。
故
に
、

貴
族
の
勢
力
は
以
前
よ
り
一
段
と
強
化
さ
れ
、
そ
の
最
極
盛
を
迎
え
る
よ
う
に
な
る
。

　
荊
州
の
寒
門
と
軍
将
ら
を
結
集
し
た
桓
温
は
、
東
晋
成
立
以
来
の
清
談
貴
族
の
寛
縦
な
政
務
体
綱
に
歯
止
め
を
か
け
る
改
革
推
進
派
と
な
る
。

そ
の
諸
改
革
を
実
施
し
た
結
果
に
よ
る
政
治
と
社
会
の
変
化
は
、
こ
れ
ま
で
の
傾
向
と
は
一
線
を
ひ
く
新
し
い
方
向
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、

紅
舌
中
期
と
分
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
改
革
を
強
行
す
る
と
、
必
然
的
に
反
貴
族
的
要
素
も
拾
頭
し
て
く
る
。
そ
れ
に
反
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発
し
、
桓
温
の
野
心
を
挫
折
さ
せ
た
謝
安
は
、
北
来
の
清
談
貴
族
と
江
東
豪
族
を
中
心
に
、
反
動
の
保
守
派
的
側
面
の
政
策
を
と
っ
た
。
清
談

貴
族
に
よ
る
保
守
的
政
治
運
営
は
、
肥
水
の
戦
で
勝
利
を
挙
げ
、
清
談
も
流
行
し
、
あ
た
か
も
東
平
初
期
の
政
治
風
潮
へ
逆
戻
り
し
た
か
の
よ

う
に
み
え
る
が
、
実
は
そ
れ
は
表
面
的
一
時
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
社
会
内
部
で
は
桓
温
の
改
革
以
来
は
じ
ま
っ
て
い
る
変
化
が
益
々
加
速
化

さ
れ
て
い
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
つ
ま
り
、
東
晋
乾
期
の
政
治
を
担
っ
た
早
生
と
難
民
は
、
改
革
と
保
守
と
い
う
怪
い
対
立
す
る
政
治
運
営
過
程
に
お
い
て
、
ど
ち
ら
も
社
会

底
辺
か
ら
の
変
化
を
収
徹
し
、
貴
族
の
枠
を
越
え
て
時
代
の
要
求
に
呼
応
で
き
る
自
己
発
展
的
成
長
を
成
し
遂
げ
た
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
結

果
、
東
晋
末
期
と
い
う
大
混
乱
が
惹
起
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
貴
族
の
握
っ
て
い
た
政
治
、
軍
事
権
は
皇
族
と
寒
門
軍
将
の
手
に
渡
さ
れ
る
。
そ
う

し
た
状
況
下
で
、
貴
族
制
と
将
軍
府
は
ど
の
よ
う
に
変
貌
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
追
究
し
て
い
き
た
い
。
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carry　it　out．　As　a　result　of　this　conflict　between　the　government　together

with　the　village　heads，　town皿ayors．綾nd　the　elementary　school　priacipals

on　the　one　hand，　and　the　Young　Men’s　Associations　on　the　other，　the

Voluntary　Young　Men’s　Parties（青年党）arose，　which　were　different　in

character　from　the　old　age－based　associations．　They　wou！d　thereafter

support　the　Taisho　Democracy　with　their　projects　to　reform　the　town

administration　and　their　demands　for　universal　suffrage．

　　In　this　paper　on　the　case　of　the　area　of　Tango　in　Kyoto　Prefecture，

the　author　traces　in　detail　the　development　of　the　young　men’s　organi－

zations，　and　gives　one　example　of　the　genesis　of　the　Voluntary　Young

Men’s　Party　out　of　the　preceding　age－based　young　men’s　association．

Huan　Wea桓温，　Xie　An謝安and　Politics　in　the

　　　　　Middle　Period　of　the　Eastem　jin東晋

Concentrating　on　the　Staff　Oficers　of　Kuan　Wen

by

K二IM　MinSOO

　　This　article　is　a　study　of　the　governments　of　Huan　Wen　and　Xie　An，

the　significance　of　which　has　hitherto　remained　largely　unclear．　This

paper　seeks　expianations　for　the　authoriey　and　predomiRance　of　the

northern　immigrant　aristocracy　through　the　analysis　of　the　structure　of

“the　General’s　O田ce　System”将軍府，6haracteristic　of　the　Six　Dynasties

period．　Accordingly，　the　investigation　of　the　contemporary　state　of

poiitics　is　undertaken　through　an　analysis　of　Huan　Wen’s　general’s　othce．

　　The　investigation　begins　with　the　mutUal　involvement　of　Huan　Wen，

Xie　An，　and　Si・ma　Yu司馬豊：in　the　following　three　areas．　First　traced

is　the　background　of　the　prospel’ity　of　‘‘the　Pure　Conversation’，清談

around　S圭一皿a　Yu，　and　the　rising　of　a．trend　of　anti－Lao　Zhuang反老荘

thoughts　among　some　aristocratic　families．　Second，　the　artic！e　clears　the

reasons　for　Huan　Wen’s　switch　of　status　from　membership　in　the　Pure

Conversation　School　to　a　place　in　the　military　faction　of　Jing　Zhou荊州

and．his　succeeding　transformation　into　leader　of　the　Jiarl　K：ang建：康clan．

It　leads　to　the　explanation　that　Huan　Wen　was　supported　as　a　revolu一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（143）



tionary　aristocratic　ieader　by　the　lesser　families　and　military　leaders　of

the　Jing　Zhou．　Third，　the　arrival　en　the　scene　ef　Xie　An，　the　secrets

of　his　grip　to　power，　his　policy　and　support　are　all　brought　to　light，　and

his　status　as　a　conservative　aristocrat　supported　by　the　northern　immi－

grant　aristocracy　and　the　great　landowning　c1ans　southeast　of　the　Yangtze

is　confirmed．

　　Based　on　the　conclusions　of　the　aforegolng　analysis　of　political　funda－

mentals　in　the　rniddle　period　of　the　Eastern　Jin，　it　is　asserted　that　the

appearance　of　the　Huan　clan　of　the　Qiao　：，C＃．　commandery　and　the　Xie

clan　of　the　Chen陳commandery　as　great　houses　of　the　bureaucratic

oligarchy，　and　the　process　of　opposition　between　them　as　revoluitonary

and　conservative　clans，　marked　the　high　tide　of　aristocratic　power　and

also　marked　the　appearance　of　a　new　anti－ari’stocratic　tre　nd．

（142）




