
第
七
十
五
卷

第
三
號

�
成
二
十
八
年
十
二
�
發
行

代

北

と

中

原

︱
︱
北
�
の
�
學
と
正
瓜
觀
︱
︱

田

中

一

輝

は
じ
め
に

︱
︱
北
魏
王
�
の
も
つ
二
元
性
︱
︱

第
一
違

北
魏
に
お
け
る
五
德
繼
承
論
爭
と
孝
�
�
の
洛
陽
�
都

第
二
違

崔
鴻
﹃
十
六
國
春
秋
﹄
の
正
瓜
觀

第
三
違

『洛
陽
伽
藍
記
﹄
の
隱
士
趙
逸

お
わ
り
に

︱
︱
二
元
性
問
題
﹁
解
決
﹂
の
試
み
と
そ
の
系
�

︱
︱

は

じ

め

に

︱
︱
北
魏
王
�
の
も
つ
二
元
性
︱
︱

魏
晉
南
北
�
時
代
は
中
國
の
分
裂
時
代
で
あ
り
︑
當
時
の
各
國
に
お
い
て
は
︑
他
國
に
う
っ
た
え
る
必
�
も
あ
っ
て
か
︑
國
家
の
正
瓜
性
に

つ
い
て
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
た
︒
そ
う
し
た
中
國
王
�
の
正
瓜
論
に
關
し
て
は
汪
�
學
氏
の
硏
究
が
あ
る(1

)
︒
氏
に
よ
れ
ば
︑
正
瓜
論
の
根
據
と
し
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て
は
大
き
く
﹁
禮
仁
�
�
正
瓜
﹂・﹁
中
原
地
理
正
瓜
﹂・﹁
五
德
始
�
循
�
﹂
の
三
�
素
が
あ
る
と
い
う
︒
一
般
�
に
は
禮
を
�
�
上
の
基
軸
と

し
つ
つ
中
原
を
荏
�
し
︑
さ
ら
に
五
德
繼
承
に
の
っ
と
り
天
命
を
�
け
る
こ
と
で
︑
完
�
な
正
瓜
性
が
生
ま
れ
る
と
汪
氏
は
�
張
す
る
︒
本
稿

は
汪
氏
の
揭
げ
る
三
�
素
の
う
ち
︑
特
に
﹁
中
原
地
理
正
瓜
﹂・﹁
五
德
始
�
循
�
﹂
の
二
�
素
に
�
目
し
な
が
ら
︑
北
�
の
正
瓜
性
に
つ
い
て

論
ず
る
も
の
で
あ
る
︒

北
�
�
初
の
王
�
で
あ
る
北
魏
は
天
興
元
年

(三
九
八
)
よ
り
︑
�
城
を
首
都
と
し
て
い
た
が
︑
太
和
一
七
年

(四
九
三
)
に
孝
�
�
の
�

�
に
よ
り
洛
陽
へ
の
�
都
が
決
行
さ
れ
た
︒
こ
の
事
件
が
孝
�
�
に
よ
る
�
謂
漢
�
政
策
の
一
�
と
し
て
今
日
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知

の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
︑
そ
れ
は
こ
の
�
都
が
�
城
か
ら
洛
陽
へ
と
い
う
︑
單
な
る
首
都
の
空
閒
�
な
移
動
と
し
て
で
は
な
く
︑
�
城
一
帶

︱
︱
本
稿
で
は
代
北
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る(2

)

︱
︱

と
中
原
を
め
ぐ
る
︑
當
時
の
地
理
觀
・
�
�
觀
の
根
本
�
な
相
�
が
踏
ま
え
ら
れ
た
理
解
で

あ
る
︒
例
え
ば
 
武
�
は
登
國
元
年

(三
八
六
)
正
�
の
円
國
に
際
し
︑
自
ら
の
國
を
﹁
代
﹂
と
號
し
た
が
︑
同
年
四
�
に
は
國
號
を
﹁
魏
﹂

に
變
!
し
て
い
る
︒
天
興
元
年
の
皇
�
卽
位
に
際
し
て
も
︑﹃
魏
書
﹄
卷
二

太
祖
紀
天
興
元
年
條
に
︑

六
�
丙
子
︑
$
司
に
詔
し
て
國
號
を
議
定
せ
し
む
︒
群
臣
曰
く
︑﹁
昔
周
・
秦
以
%
︑
世
よ
生
ま
る
る
�
の
土
に
居
り
︑
國
を
$
ち
家
を

$
ち
︑
天
下
に
王
た
る
に
&
び
︑
卽
ち
承
け
て
號
と
爲
す
︒
漢
自
り
以
來
︑
侯
を
罷
め
守
を
置
き
︑
時
に
世
繼
無
く
︑
其
の
'
に
應
じ
て

(
つ
者
は
︑
皆
な
尺
土
の
*
に
由
ら
ず
︒
今
國
家
萬
世
相
承
け
︑
基
を
雲
代
に
+
く
︒
臣
等
以
爲
え
ら
く
若
し
長
,
を
取
ら
ば
︑
應
に

﹃
代
﹄
を
以
て
號
と
爲
す
べ
し
と
﹂
と
︒
詔
し
て
曰
く
︑﹁
昔
-
の
,
祖
︑
幽
都
を
總
御
し
︑
遐
國
を
.
制
し
︑
王
位
を
踐
む
と
雖
も
︑
未

だ
九
州
を
定
め
ず
︒
-
の
躬
に
&
び
︑
百
代
の
季
に
處
り
︑
天
下
分
裂
し
︑
諸
華

�
に
乏
し
︒
民
俗
殊
な
る
と
雖
も
︑
之
を
撫
す
る
は

德
に
在
り
︑
故
に
躬
ら
六
軍
を
0
い
︑
中
土
を
1
�
し
︑
凶
2
蕩
除
さ
れ
︑
遐
邇
0
3
す
︒
宜
し
く
先
號
に
仍
り
︑
以
て
﹃
魏
﹄
と
爲
す

べ
し
︒
天
下
に
布
吿
し
︑
咸
な
-
の
5
を
知
れ
﹂
と
︒

と
あ
る
よ
う
に
︑
國
號
に
關
す
る
議
論
が
(
こ
っ
て
い
る
︒﹁
雲
代
﹂
に
円
國
し
た
こ
と
を
根
據
に
﹁
代
﹂
を
國
號
と
す
る
よ
う
に
求
め
る
群

臣
に
對
し
︑
 
武
�
は
そ
の
詔
に
お
い
て
︑
將
來
�
に
﹁
諸
華
﹂・﹁
九
州
﹂・﹁
中
土
﹂
を
荏
�
す
る
こ
と
を
根
據
と
し
て
國
號
を
﹁
魏
﹂
と
し
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た
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
﹁
雲
代
﹂
(代
北
)=

｢代
﹂︑﹁
諸
華
﹂・﹁
九
州
﹂・﹁
中
土
﹂
(
中
原
)=

｢魏
﹂
と
い
う
二
元
�
な
7
圖
が
成
立
し
て
い

る
︒
こ
の
結
果
︑
代
北
の
都
市
で
あ
る
�
城
に
首
都
を
置
き
な
が
ら
︑
國
號
に
つ
い
て
は
こ
れ
と
は
本
質
�
に
別
の
も
の
で
あ
る
中
原
を
根
據

と
す
る
﹁
魏
﹂
が
9
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
︑
少
な
く
と
も
國
號
問
題
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
︑
北
魏
は
汪
氏
の
言
う
﹁
中
原
地
理
正
瓜
﹂
を

優
先
し
た
こ
と
に
な
る
︒

國
號
を
め
ぐ
る
以
上
の
議
論
・
詔
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
︑
代
北
は
中
原
と
は
本
質
�
に
衣
な
る
も
の
と
:
識
さ
れ
︑
北
魏
は
円
國
當

初
か
ら
代
北
・
中
原
と
い
う
地
理
�
二
元
性
を
內
<
し
て
お
り
︑
自
ら
の
王
�
の
�
軸
を
ど
ち
ら
に
置
く
か
と
い
う
議
論
や
︑
そ
の
結
果
に
基

づ
く
政
治
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
︒
�
都
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
︑
具
體
�
に
は
拓
跋
部
の
故
=
で
あ
る
代
北
・
�
城
か
ら
︑
中
華
�
�
搖
籃
の

地
︱
︱
中
原
の
︑
さ
ら
に
中
央
に
位
置
す
る
洛
陽
へ
北
魏
の
重
心
が
移
行
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
代
北=

胡
族
︑
中
原=

中
華

(漢
族
)

と
い
う
︑
北
魏
の
持
つ
二
元
性
に
對
す
る
理
解
を
%
提
と
し
て
︑
漢
�
政
策
の
一
�
と
解
釋
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
後
世
の

我
々
の
理
解
で
あ
っ
て
︑
北
�
人
が
こ
の
二
元
性
を
ど
う
と
ら
え
て
い
た
か
と
い
う
問
題
は
こ
れ
と
は
別
の
も
の
で
あ
り
︑
例
え
ば
﹁
代
﹂・

﹁
魏
﹂
と
い
う
國
號
に
關
し
て
も
︑
北
�
を
>
じ
て
そ
れ
ら
が
?
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
松
下
憲
一
氏
に
よ
っ
て
�
ら
か
に
さ
れ
て
い
る(3

)
︒
首

都
が
中
原
に
�
さ
れ
た
こ
と
は
︑
歷
�
�
に
は
代
北
に
對
す
る
中
原
の
壓
倒
�
優
位
の
確
立
と
い
う
よ
う
に
B
價
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
︑
同
時

代
人
の
:
識
は
そ
れ
と
は
衣
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
︒

そ
こ
で
本
稿
は
北
魏
の
代
北
・
中
原
と
い
う
二
元
性
や
︑
そ
れ
に
對
す
る
同
時
代
人
の
理
解
に
着
目
す
る
が
︑
特
に
洛
陽
�
都
が
も
た
ら
し

た
北
�
人
の
代
北
・
中
原
に
對
す
る
:
識
の
變
�
の
C
究
を
課
題
と
し
た
い
︒
具
體
�
に
は
汪
�
學
氏
の
硏
究
を
�
け
︑
こ
の
二
元
性
と
正
瓜

觀
の
變
�
と
の
關
係
性
を
D
う
︒
後
営
す
る
よ
う
に
︑
北
魏
は
自
ら
の
五
德
(木
・
火
・
土
・
金
・
水
)
繼
承
に
つ
い
て
の
:
識
を
樣
々
に
變
�

さ
せ
て
い
た
が
︑
そ
れ
に
は
代
北
・
中
原
の
二
元
性
が
深
く
關
わ
っ
て
い
た(4

)
︒
本
稿
が
汪
氏
の
提
示
し
た
﹁
中
原
地
理
正
瓜
﹂・﹁
五
德
始
�
循

�
﹂
と
い
う
槪
念
を
應
用
す
る
�
以
は
こ
こ
に
あ
り
︑
こ
れ
ら
を
�
た
る
材
料
と
し
て
︑
北
�
の
正
瓜
觀
の
變
�
を
C
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
︒
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第
一
違

北
魏
に
お
け
る
五
德
繼
承
論
爭
と
孝
�
�
の
洛
陽
�
都

北
魏
の
正
瓜
觀
の
推
移
に
關
し
て
は
︑
旣
に
吉
本
 
G
氏
の
硏
究
が
あ
る
の
で(5

)
︑
ま
ず
は
�
と
し
て
氏
の
硏
究
に
基
づ
き
つ
つ
︑
そ
の
槪
略

を
紹
介
し
て
お
き
た
い
︒

北
魏
�
硏
究
の
基
本
�
料
は
い
う
ま
で
も
な
く
北
齊
魏
收
の
手
に
か
か
る
﹃
魏
書
﹄
で
あ
る
が
︑
こ
の
中
で
も
 
武
�
拓
跋
珪
以
%
の
歷
�

を
傳
え
る
卷
一

序
紀
は
︑
鄧
淵
の
I
纂
し
た
﹃
代
歌
﹄・﹃
代
記
﹄
な
ど
の
︑
北
魏
初
J
に
I
纂
さ
れ
た
�
獻
を
も
と
に
敍
営
さ
れ(6

)
︑
そ
の
年

代
觀
や
正
瓜
觀
は
︑
北
魏
初
J
の
そ
れ
を
直
接
�
に
反
映
し
て
い
る
と
さ
れ
る
︒
そ
の
序
紀
に
お
い
て
は
歷
代
拓
跋
部
君
�
の
生
歿
年
や
在
位

年
數
に
大
幅
な
K
作
・
改
竄
が
加
え
ら
れ
て
お
り
︑
特
に
問
題
と
な
る
の
が
︑
神
元
�
力
M
の
そ
れ
で
あ
る
︒
序
紀
に
よ
れ
ば
︑
力
M
は
﹁
凡

そ
�
國
す
る
こ
と
五
十
八
年
︑
年
一
百
四
歲
﹂
で
死
去
し
た
と
い
う
︒﹁
年
一
百
四
歲
﹂
と
い
う
數
字
が
そ
の
虛
7
性
を
直
接
�
に
示
し
て
い

る
が
︑
一
方
の
﹁
五
十
八
年
﹂
と
い
う
在
位
年
數
は
︑
西
晉
の
征
北
大
將
軍
衞
瓘
の
謀
略
に
よ
り
力
M
が
死
ん
だ
咸
寧
三
年

(二
七
七
)
か
ら
︑

曹
魏
が
成
立
し
た
黃
初
元
年

(二
二
〇
)
に
︑
力
M
の
卽
位
年
代
を
結
び
つ
け
た
結
果
の
數
字
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
序
紀
の
原
�
料
I
纂
時
の

北
魏
で
は
︑
曹
魏
・
西
晉
の
正
瓜
性
は
否
定
さ
れ
︑
後
漢
か
ら
直
接
繼
承
し
た
と
い
う
の
が
公
式
見
解
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
︑
そ
の
當
時
の
�

料
を
も
と
に
作
ら
れ
た
﹃
魏
書
﹄
序
紀
に
も
そ
の
正
瓜
觀
が
殘
っ
た
の
で
あ
る(7

)
︒

初
J
の
北
魏
が
曹
魏
・
西
晉
の
正
瓜
性
を
否
定
し
た
が
っ
た
の
に
は
︑
當
時
江
南
に
あ
っ
た
東
晉
の
存
在
が
大
き
な
�
因
と
し
て
あ
っ
た
と

い
う
︒
北
魏
円
國
以
%
の
拓
跋
部
に
は
︑
例
え
ば
八
王
の
亂
に
お
い
て
東
嬴
公
R
(西
晉
の
宗
室
)
を
助
け
た
猗
㐌
や
︑
永
嘉
の
亂
に
お
い
て

劉
琨
(西
晉
の
幷
州
刺
�
)
を
荏
T
し
劉
淵
ら
と
戰
っ
た
猗
盧
と
い
っ
た
君
�
が
お
り
︑
彼
ら
は
そ
の
功
績
か
ら
代
公
・
代
王
な
ど
と
い
っ
た

稱
號
を
西
晉
王
�
よ
り
與
え
ら
れ
て
い
る(8

)
︒
無
論
︑
こ
れ
ら
は
形
式
上
は
西
晉
王
�
へ
の
3
屬
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
︒
序
紀
原
�
料
I

纂
時
の
北
魏
が
西
晉
を
正
瓜
視
す
る
こ
と
は
︑
猗
㐌
・
猗
盧
の
故
事
と
相
い
俟
っ
て
︑
西
晉
と
同
じ
﹁
晉
﹂
王
�
で
あ
る
東
晉
へ
の
臣
從
の
原

理
�
可
能
性
を
孕
ん
で
い
た
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
さ
き
の
神
元
�
力
M
の
在
位
年
數
改
竄
な
ど
の
工
作
を
行
い
︑
西
晉
と
︑
そ
れ
が
繼
承
し
た
曹
魏
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の
正
瓜
性
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
こ
れ
よ
り
は
る
か
に
時
代
の
下
っ
た
太
和
一
四
年

(四
九
〇
)
に
は
︑
か
つ
て
の
公
式
見
解
と
は
一
轉
し
て
曹
魏
・
西
晉
の
正

瓜
性
を
承
:
す
る
動
き
が
活
潑
�
し
た
︒
こ
の
年
八
�
︑
北
魏
の
五
德
(木
・
火
・
土
・
金
・
水
)
繼
承
議
論
が
詔
に
よ
り
命
ぜ
ら
れ
て
お
り
︑

議
事
の
內
容
は
﹃
魏
書
﹄
卷
一
〇
八
の
一

禮
志
一
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
に
よ
れ
ば
ま
ず
中
書
監
高
閭
が
︑
V
の
よ
う
に
�
張

(上
奏
)
し
た
と
い
う
︒

臣
聞
く
な
ら
く
W
に
居
り
極
に
據
り
︑
�
命
に
允
應
す
る
者
は
︑
中
原
を
以
て
正
瓜
と
爲
し
︑
神
州
も
て
�
宅
と
爲
さ
ざ
る
は
莫
し
︒

⁝
⁝
五
德
の
論
を
計
る
に
︑
始
む
る
こ
と
漢
劉
自
り
し
︑
一
時
の
議
︑
三
家

別
を
致
す
︒
故
に
張
蒼
漢
を
以
て
水
德
と
爲
し
︑
賈
誼
・

公
孫
臣

漢
を
以
て
土
德
と
爲
し
︑
劉
向
漢
を
以
て
火
德
と
爲
す
︒
以
て
水
德
と
爲
す
者
は
︑
正
に
嘗
て
水
£
る
る
の
應
$
る
を
以
て
す

れ
ば
︑
則
ち
'
代

こ
も
ご

も
相
い
應
ず
る
の
數
を
推
せ
ず
︒
土
德
を
以
て
す
る
者
は
︑
則
ち
[
秦
を
以
て
曆
を
繼
ぎ
︑
相
卽
き
て
V
と
爲
し
︑

2
順
の
衣
を
推
せ
ざ
る
な
り
︒
以
て
火
德
と
爲
す
者
は
︑
證
を
赤
�
斬
蛇
の
符
に
懸
け
︑
秦
の
暴
を
棄
て
︑
惡
を
越
え
て
善
を
承
け
︑
世

V
を
以
て
正
と
爲
さ
ざ
る
な
り
︒
故
に
周
を
承
く
る
を
以
て
火
德
と
爲
す
︒
茲
れ
自
り
厥
の
後
︑
乃
ち
以
て
常
と
爲
す
︒
魏

漢
を
承
け
︑

火
土
を
生
む
︑
故
に
魏

土
德
爲
り
︒
晉

魏
を
承
け
︑
土
金
を
生
む
︑
故
に
晉

金
德
爲
り
︒
趙

晉
を
承
け
︑
金

水
を
生
む
︑
故
に
趙

水

德
爲
り
︒
燕

趙
を
承
け
︑
水
木
を
生
む
︒
故
に
燕

木
德
爲
り
︒
秦

燕
を
承
け
︑
木

火
を
生
む
︑
故
に
秦

火
德
爲
り
︒
秦
の
未
だ
滅
び

ざ
る
や
︑
皇
魏
未
だ
神
州
に
克
た
ず
︒
秦
氏
旣
に
[
び
︑
大
魏

玄
朔
に
稱
制
す
︒
故
に
�
�
の
»
︑
始
め
て
﹃
太
祖
﹄
と
稱
し
︑
以
て

�
命
の
證
を
�
ら
か
に
し
︑
周
の
岐
の
陽
に
在
る
が
如
く
す
︒
若
し
晉
を
繼
が
ば
︑
晉
[
び
て
已
に
久
し
︒
若
し
秦
を
棄
つ
れ
ば
︑
則
ち

中
原
に
寄
$
り
︒
此
れ
を
推
し
て
言
わ
ば
︑
秦
を
承
く
る
の
理
︑
事

�
驗
爲
り
︒
故
に
魏
を
以
て
秦
を
承
け
︑
魏
を
ば
土
德
と
爲
さ
ん
︒

⁝
⁝
印
秦
趙
&
び
燕
︑
�
]
に
非
ず
と
雖
も
︑
各
お
の
號
を
赤
縣
に
正
し
︑
中
土
を
瓜
$
し
︑
天
を
郊
し
地
を
祭
り
︑
肆
類
咸
な
秩
し
︑

𠛬
を
�
ら
か
に
し
禮
を
制
し
︑
舊
違
を
失
わ
ず
︒
⁝
⁝
今
若
し
幷
び
に
三
家
を
棄
て
︑
,
く
晉
氏
を
承
く
れ
ば
︑
則
ち
中
原
正
V
の
實
を

_な
み

す
︒
⁝
⁝
臣
愚
以
爲
え
ら
く
宜
し
く
黃
を
尙
ぶ
に
從
い
︑
定
め
て
土
德
と
爲
す
べ
し
︒
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高
閭
は
中
原
を
荏
�
し
た
王
�
に
正
瓜
性
を
求
め
︑
具
體
�
に
は
西
晉
滅
[
後
︑
中
原
の
五
胡
諸
國
の
閒
で
德
の
繼
承
が
行
わ
れ
︑
%
秦
滅

[
後
に
 
武
�
が
德
を
繼
い
だ
と
し
︑
西
晉

(金
)
↓
後
趙

(水
)
↓
%
燕

(木
)
↓
%
秦

(火
)
↓
北
魏

(土
)
を
�
張
し
た
︒
し
か
し
一
方
で
は

﹁
故
に
�
�
の
»
︑
始
め
て
﹃
太
祖
﹄
と
稱
し
︑
以
て
�
命
の
證
を
�
ら
か
に
し
︑
周
の
岐
の
陽
に
在
る
が
如
く
す
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑﹁
�
命
﹂

自
體
は
�
�
�
鬱
律
の
と
き
に
な
さ
れ
た
と
も
解
釋
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
對
し
て
祕
書
丞
李
彪
・
著
作
郞
崔
光
ら
は
V
の
よ
う
に
�
張
す
る
︒

尙
書
閭
の
議
︑
e
き
秦
氏
を
繼
ぐ
︒
臣

職
國
籍
を
掌
り
︑
頗
る
%
書
を
覽
︑
此
の
正
V
を
惜
し
み
︑
彼
の
非
緖
を
慨
す
︒
輒
ち
�
始
を

仰
推
し
︑
,
く
百
王
を
h
ぬ
︒
魏

國
を
円
て
民
に
君
た
り
と
雖
も
︑
振
古
を
兆
眹
し
︑
黃
を
祖
と
し
朔
を
制
し
︑
緜
迹
に
因
$
り
︒
然

れ
ど
も
此
の
�
業
︑
神
元
を
ば
首
と
爲
す
︒
案
ず
る
に
神
元
・
晉
武
︑
i
來
和
好
す
︒
桓
・
穆
に
至
り
︑
洛
京
破
[
す
︒
二
�
聰
・
勒

を
摧
か
ん
こ
と
を
志
し
︑
晉
氏
を
存
す
る
を
思
い
︑
每
に
劉
琨
を
助
け
︑
威
を
幷
・
冀
に
申
ぶ
︒
是
を
以
て
晉
室

扶
救
の
仁
を
銜
み
︑

越
石
代
王
の
k
を
深
く
す
︒
�
�
・
太
祖
(上
奏
原
�
は
﹁
烈
祖
﹂
も
し
く
は
﹁
 
武(9
)

﹂)
︑
苻
・
石
に
抗
衡
し
︑
�
に
燕
氏
を
�
ら
げ
︑
大

い
に
中
區
に
Kな

す
︒
則
ち
是
れ
司
馬
の
祚

郟
鄏
に
�
わ
り
︑
而
し
て
元
氏

(
上
奏
原
�
は
﹁
拓
跋
﹂)
雲
代
に
�
命
す
︒
蓋
し
周
の
滅
ぶ
る

自
り
漢
の
號
を
正
す
に
&
ぶ
ま
で
︑
六
十
餘
載
に
l
く
︑
著
符

赤
を
尙
ぶ
︒
後
に
張
・
賈
議
を
殊
に
す
と
雖
も
︑
暫
く
疑
い
て
卒
に
火

德
に
從
い
︑
以
て
周
氏
を
繼
ぐ
︒
m
嬴
を
排
し
て
以
て
共
工
に
比
し
︑
暴
項
を
_
み
而
し
て
吳
廣
に
同
じ
う
す
︒
⁝
⁝
$
晉
の
傾
淪
自
り
︑

登
國
の
o
號
に
暨
ぶ
ま
で
︑
亦
た
六
十
餘
載
に
l
く
︑
物
色
旗
幟
︑
0
ね
多
く
黑
に
從
う
︒
是
れ
印
自
然
合
應
し
︑
玄

漢
始
に
同
じ
︒

且
つ
秦
天
下
を
幷
せ
︑
法
度
を
革
創
し
︑
漢
其
の
制
に
仍
り
︑
變
易
す
る
�
少
な
し
︒
q
お
五
'
を
仰
推
し
︑
悦
に
隆
姫
を
踵
ぐ
︒
而

る
に
況
ん
や
劉
・
石
・
苻
・
燕
︑
世
業
促
褊
た
り
︑
綱
紀
立
た
ず
︒
魏

其
の
s
に
接
し
︑
自
ず
か
ら
彜
典
$
り
︑
豈
に
漢
の
木
を
承
く

る
を
衣
と
し
︑
晉
を
t
て
て
土
と
爲
す
べ
け
ん
や
︒
夫
れ
皇
瓜
崇
極
︑
承
'
至
重
た
り
︑
必
ず
當
に
天
緖
を
推
恊
し
︑
王
V
を
考
審
す
べ

き
も
︑
雜
う
る
に
僭
竊
を
以
て
し
︑
之
を
强
�
に
參
ず
べ
か
ら
ず
︒
神
元
旣
に
晉
武
と
世
を
同
じ
う
し
︑
桓
・
穆

懷
・
愍
と
時
を
接
す
︒

晉
室
の
淪
ぶ
る
や
︑
�
�
始
め
て
大
な
り
︒
»
﹃
太
祖
﹄
と
號
す
る
は
︑
抑
も
亦
た
由
$
り
︑
晉
を
紹
ぎ
德
を
定
む
る
に
︑
孰
ぞ
不
可
と

曰
う
︑
而
し
て
茲
の
僞
僭
に
V
が
ん
と
欲
す
れ
ば
︑
豈
に
惑
う
に
非
ざ
ら
ん
や
︒
臣
�
以
に
慺
慺
と
し
て
之
を
惜
し
み
︑
唯
だ
察
v
を
垂
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れ
ん
こ
と
を
︒

李
彪
ら
は
︑
神
元
�
力
M
と
西
晉
武
�
が
﹁
i
來
和
好
﹂
し
︑
桓
�
猗
㐌
・
穆
�
猗
盧
が
﹁
二
�
(西
晉
懷
�
・
愍
�
)
﹂
の
時
代
に
西
晉
に

協
力
し
て
匈
奴
の
劉
聰
・
羯
の
石
勒
と
戰
っ
て
い
た
こ
と
を
ま
ず
あ
げ
て
い
る(10

)
︒
ま
た
彼
ら
は
﹁
司
馬
の
祚

郟
鄏
に
�
わ
り
︑
而
し
て
元
氏

(拓
跋
)
雲
代
に
�
命
す
︒
蓋
し
周
の
滅
ぶ
る
自
り
漢
の
號
を
正
す
に
&
ぶ
ま
で
︑
六
十
餘
載
に
l
く
︑
著
符

赤
を
尙
ぶ
︒
後
に
張
・
賈
議
を

殊
に
す
と
雖
も
︑
暫
く
疑
い
て
卒
に
火
德
に
從
い
︑
以
て
周
氏
を
繼
ぐ
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
西
晉
の
滅
[
(
三
一
六
)
と
 
武
�
の
魏
王
卽
位

(三
八
六
)
を
︑
周
の
滅
[
と
漢
高
祖
の
皇
�
卽
位
に
な
ぞ
ら
え
︑
そ
し
て
�
後
に
︑﹁
晉
室
の
淪
ぶ
る
や
︑
�
�
始
め
て
大
な
り
︒
»
﹃
太

祖
﹄
と
號
す
る
は
︑
抑
も
亦
た
由
$
り
﹂
と
い
い
︑
三
一
六
年
に
西
晉
が
滅
ん
だ
w
年
に
�
�
�
が
興
っ
た
こ
と
を
︑
當
時
の
�
�
�
の
﹁
太

祖
﹂
號
と
結
び
つ
け
て
い
る
︒
こ
の
上
で
彼
ら
は
西
晉

(金
)
↓
北
魏

(水
)
を
う
っ
た
え
る
の
で
あ
る(

11
)

︒
西
晉
︱
北
魏
閒
の
德
の
繼
承
と
い

う
觀
點
か
ら
�
目
さ
れ
る
の
は
︑
西
晉
の
滅
[
と
 
武
�
の
魏
王
卽
位
と
を
周
↓
漢
の
繼
承
の
故
事
に
基
づ
い
て
繫
げ
た
こ
と
と
︑
西
晉
滅
[

と
�
�
�
の
興
(
を
﹁
太
祖
﹂
號
に
依
據
し
て
結
び
つ
け
た
こ
と
の
二
點
で
あ
る
︒
五
德
の
繼
承
と
い
う
點
で
は
︑
李
彪
ら
は
%
者
に
よ
っ
て

果
た
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
が
︑
一
方
の
後
者
は
�
體
に
お
い
て
傍
證
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
り
な
が
ら
も
︑
當
時
﹁
太
祖
﹂
で
あ
っ

た
�
�
�
の
功
業
を
踏
ま
え
︑
西
晉
と
拓
跋
部

(北
魏
)
を
時
閒
�
に
リ
ン
ク
さ
せ
た
と
い
う
點
で
重
�
な
5
味
を
持
つ
︒
ま
た
李
彪
ら
は
拓

跋
部

(北
魏
)
が
﹁
雲
代
﹂
(代
北
)
に
據
點
を
置
い
て
中
原
の
五
胡
諸
國
と
戰
っ
て
い
た
こ
と
を
�
般
�
に
重
視
し
て
お
り
︑
そ
の
5
味
で
は

代
北
と
中
原
を
區
別
す
る
北
魏
円
國
以
來
の
地
理
�
觀
念
を
踏
ま
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒

雙
方
の
�
張
に
は
大
き
な
相
�
が
見
ら
れ
る
が
︑
西
晉
か
ら
の
繼
承
が
う
っ
た
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
變
わ
り
は
な
い(12

)
︒
こ
の
時
J
に
西
晉

に
つ
い
て
の
正
瓜
觀
が
大
幅
に
變
�
し
た
理
由
と
し
て
︑
吉
本
氏
は
四
二
〇
年
の
東
晉
滅
[
を
あ
げ
て
い
る
︒
つ
ま
り
東
晉
が
滅
[
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
︑
%
営
の
︑
東
晉
へ
の
北
魏
の
臣
從
と
い
う
懸
念
は
解
決
さ
れ
た
の
で
あ
り
︑
以
後
の
北
魏
に
お
い
て
は
︑
西
晉
か
ら
の
繼
承
と
い

う
方
針
が
と
り
え
た
と
吉
本
氏
は
�
張
す
る
︒

こ
の
議
論
は
か
な
り
長
引
き
︑
年
を
ま
た
い
で
も
決
着
し
な
か
っ
た
︒
そ
れ
は
x
中
で
橫
槍
が
入
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
孝
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�
�
は
太
和
一
五
年

(四
九
一
)
七
�
に
V
の
よ
う
な
詔
を
發
し
て
い
る
︒

⁝
⁝
而
れ
ど
も
,
祖
�
�
︑
功

未
だ
昭
成
よ
り
多
か
ら
ず
︑
然
れ
ど
も
»
號
は
﹁
太
祖
﹂
爲
り
︒
 
武

円
業
の
勳
は
�
�
よ
り
高
き
も
︑

»
號
は
﹁
烈
祖
﹂
爲
り
︒
功
を
比
べ
德
を
校
ぶ
る
に
︑
未
だ
允
わ
ず
と
以
爲
う
︒
-
今
 
武
を
奉
W
し
て
﹁
太
祖
﹂
と
爲
さ
ん
︒
(﹃
魏

書
﹄
禮
志
一(13
))

こ
れ
以
%
︑
北
魏
に
お
い
て
﹁
太
祖
﹂
の
»
號
を
$
し
て
い
た
の
は
�
�
�
で
あ
っ
た
が
︑
孝
�
�
は
こ
の
詔
を
も
っ
て
﹁
太
祖
﹂
號
を
�

�
�
か
ら
剝
奪
し
︑
そ
れ
ま
で
﹁
烈
祖
﹂
と
さ
れ
て
い
た
 
武
�
に
與
え
た
︒
そ
の
理
由
と
し
て
�
�
�
が
 
武
�
よ
り
功
が
は
る
か
に
少
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
�
�
�
が
﹁
太
祖
﹂
で
あ
る
こ
と
の
不
自
然
さ
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
︑
筆
者
は
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
變
!
が
行
わ
れ
た

こ
と
に
�
目
す
る
︒
�
�
�
が
﹁
太
祖
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
五
德
繼
承
論
爭
に
お
け
る
高
閭
・
李
彪
ら
の
�
張
に
そ
れ
ぞ
れ
言
&
さ
れ
て
い

る
が
︑
�
�
�
で
は
な
く
 
武
�
が
﹁
太
祖
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
を
%
提
と
し
て
兩
說
を
檢
討
す
る
と
ど
う
な
る
か
︒

ま
ず
高
閭
說
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
西
晉
か
ら
中
原
の
五
胡
諸
國
を
>
じ
て
北
魏

( 
武
�
)
に
五
德
が
繼
承
さ
れ
た
と
い
う
點
に
重
心
が
あ

り
︑
�
�
�
の
﹁
太
祖
﹂
號
は
周
先
王
�
命
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
で
︑
北
魏
の
五
德
繼
承
に
關
聯
さ
せ
な
が
ら
も
︑
�
體
に
お
い
て
は
傍
證
と

い
う
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
 
武
�
が
﹁
太
祖
﹂
で
あ
っ
た
と
す
る
と
︑
こ
の
う
ち
の
傍
證
部
分
が
{
滅
し
︑
五
德
を
繼
承
し
た
 
武

�
の
功
業
を
象
|
す
る
も
の
と
し
て
﹁
太
祖
﹂
號
を
D
い
う
る
︒
結
果
︑
五
德
繼
承
の
}
~
は
中
原
と
い
う
フ
ィ
ー
ル
ド
で
�
て
な
さ
れ
た
と

し
て
論
理
展
開
を
一
本
�
で
き
る
の
で
あ
る
︒
一
方
の
李
彪
ら
の
說
も
︑
�
�
�
の
﹁
太
祖
﹂
號
を
あ
く
ま
で
傍
證
と
し
て
D
っ
て
い
る
點
は

高
閭
と
同
樣
で
あ
る
が
︑
彼
ら
の
論
法
は
︑
周
↓
漢
の
五
德
繼
承
の
故
事
を
�
た
る
根
據
と
し
つ
つ
︑
西
晉
と
拓
跋
部

(北
魏
)
の
直
接
�
な

關
係
を
示
す
故
事
を
多
數
列
擧
す
る
こ
と
で
こ
れ
を
補
强
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
﹁
太
祖
﹂
號
が
�
�
�
か
ら
 
武
�
に
移
行

す
る
こ
と
は
︑
こ
れ
ら
の
傍
證
の
う
ち
の
一
つ

︱
︱
し
か
も
こ
れ
は
西
晉
と
拓
跋
部
の
時
閒
�
聯
續
性
を
示
す
唯
一
の
根
據
で
あ
っ
た
︱
︱

が
{
滅
し
て
し
ま
う
こ
と
を
5
味
し
︑
そ
の
論
理
�
�
當
性
が
以
%
に
比
し
て
�
ま
る
こ
と
と
な
る
︒
す
る
と
孝
�
�
は
︑
內
心
で
高
閭
の
說

を
荏
持
し
て
お
り
︑
こ
れ
が
9
用
さ
れ
る
よ
う
議
論
を
誘
�
す
る
た
め
︑
論
爭
の
�
中
で
こ
の
»
號
改
革
を
行
っ
た
こ
と
に
な
る
の
だ
が
︑
で
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は
結
果
は
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

議
論
は
太
和
一
六
年

(四
九
二
)
正
�
に
決
着
を
み
る
が(14

)
︑
そ
の
決
議
�
と
な
っ
た
侍
中
・
司
空
穆
亮
ら
の
上
奏
に
は
V
の
よ
う
に
あ
る
︒

臣
等
敕
を
�
け
共
に
中
書
監
高
閭
・
祕
書
丞
李
彪
等
二
人
の
議
す
る
�
の
皇
魏
行
V
を
議
す
︒
尙
書
高
閭

石
の
晉
を
承
く
る
を
以
て
水

德
と
爲
し
︑
燕
の
石
を
承
く
る
を
以
て
木
德
と
爲
し
︑
秦
の
燕
を
承
く
る
を
以
て
火
德
と
爲
し
︑
大
魏
の
秦
を
V
ぐ
を
土
德
と
爲
し
︑
皆

な
地

中
夏
に
據
る
を
以
て
︑
以
て
瓜
を
得
る
の
|
と
爲
す
︒
皇
魏
の
円
號
︑
事

秦
末
に
接
ぎ
︑
晉
旣
に
滅
[
し
︑
天
命
我
に
在
り
︒
故

に
中
原
に
寄
$
る
に
因
り
︑
卽
き
て
之
を
承
く
と
︒
彪
等

神
元
皇
�
晉
武
と
竝
時
︑
桓
・
穆
二
�
︑
仍
り
て
舊
好
を
修
め
︑
�
�
自
り

始
ま
り
︑
太
祖
に
�
ぶ
ま
で
︑
秦
・
趙
と
抗
衡
し
︑
�
に
慕
容
を
�
ら
げ
︑
晉
祚

秦
方
に
�
わ
り
︑
大
魏
雲
朔
に
興
る
に
據
る
︒
漢
の

秦
を
棄
て
周
を
承
く
る
の
義
に
據
り
︑
皇
魏
の
晉
を
承
く
る
を
以
て
水
德
と
爲
す
︒
二
家
の
論
︑
大
略
此
く
の
如
し
︒
臣
等
謹
み
て
共
に

參
論
し
︑
伏
し
て
惟
う
に
皇
魏
世
よ
玄
朔
に
王
た
り
︑
下

魏
・
晉
に
�
び
︑
趙
・
秦
・
二
燕
地
は
中
華
に
據
る
と
雖
も
︑
德
祚
M
淺
に

し
て
︑
竝
び
に
推
敍
を
獲
る
も
︑
理
に
於
い
て
未
だ
愜
か
ら
ず
︒
印
國
家
德
を
積
む
こ
と
修
長
︑
 
萬
載
に
光
る
︒
彪
等
職
東
觀
を
�

り
︑
詳
し
く
圖
�
を
究
め
︑
據
る
�
の
理
︑
其
の
致
な
る
こ
と
奪
い
難
し
︒
今
彪
等
の
議
す
る
�
に
從
わ
ん
と
欲
し
︑
宜
し
く
晉
を
承
け

て
水
德
と
爲
す
べ
し
︒
(﹃
魏
書
﹄
禮
志
一
)

川
本
芳
昭
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
こ
の
上
奏
に
は
»
號
改
革
の
影
�
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が(15

)
︑
そ
れ
に
か
か
わ
ら
ず
︑
穆
亮
ら

は
李
彪
ら
の
�
張
を
荏
持
し
︑
そ
の
理
由
と
し
て
︑
五
胡
諸
國
が
結
局
﹁
德
祚
M
淺
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
︑
李
彪
ら
が
�
官
で
あ
り
︑
�
識
で
あ

る
こ
と
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
︒
こ
れ
に
對
し
て
孝
�
�
は
︑

e
き
を
越
え
て
,
き
を
承
く
る
は
︑
�
の
未
だ
安
ん
ぜ
ざ
る
�
な
り
︒
然
れ
ど
も
V
を
考
え
時
を
推
す
に
︑
頗
る
亦
た
繼
ぎ
難
し
︒
�
賢

の
議
す
る
�
︑
豈
に
-
能
く
�
奪
す
る
$
ら
ん
や
︒
�
ち
依
り
て
水
德
と
爲
し
︑
申
に
祖
し
辰
に
臘
す
べ
し
︒
(﹃
魏
書
﹄
禮
志
一
)

と
い
い
︑
內
心
で
は
穆
亮
ら
の
上
奏
に
不
滿
を
�
き
つ
つ
も
︑
し
ぶ
し
ぶ
こ
れ
に
し
た
が
う
と
い
っ
た
趣
旨
の
發
言
を
し
て
い
る
︒
こ
の
結
果
︑

李
彪
ら
の
�
張
が
正
式
に
9
擇
さ
れ
︑
以
後
北
魏
で
は
︑
西
晉
の
金
德
を
承
け
た
水
德
の
王
�
と
:
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒

― 9 ―

423



と
こ
ろ
が
w
年
の
太
和
一
七
年

(四
九
三
)
に
︑
孝
�
�
の
�
�
に
よ
る
︑
北
魏
の
洛
陽
�
都
と
い
う
事
態
が
發
生
す
る
︒
�
都
の
具
體
�

な
經
雲
に
關
し
て
は
先
行
の
專
論
に
讓
り
た
い
と
思
う
が
︑
そ
れ
は
南
齊
に
對
す
る
親
征
を
行
い
︑
そ
の
x
上
で
洛
陽
に
�
留
し
︑
そ
こ
で
孝

�
�
が
臣
下
の
諫
言
を
v
れ
て
中
止
し
︑
そ
の
ま
ま
洛
陽
を
首
都
と
す
る
と
い
う
經
雲
で
�
め
ら
れ
た(16

)
︒
結
果
と
し
て
洛
陽
�
都
は
�
行
さ
れ

た
の
で
あ
り
︑
以
後
北
魏
は
そ
の
滅
[
に
至
る
ま
で
︑
洛
陽
を
首
都
と
す
る
こ
と
と
な
る
︒
孝
�
�
は
�
都
に
先
立
つ
詔
で
︑

卿
等
或
い
は
-
移
徙
を
爲
す
無
し
と
以お

も

う
な
り
︒
昔
�
�
皇
�
0
土
を
棄
背
し
︑
昭
成
盛
樂
に
營
居
す
︒
太
祖
 
武
皇
�
神
武
も
て
天

に
應
じ
︑
�
城
に
�
居
す
︒
-
虛
寡
と
雖
も
︑
幸
い
に
�
殘
の
'
に
屬
し
︑
故
に
移
り
て
中
原
に
宅お

り
︑
皇
宇
を
o
成
せ
ん
︒
卿
等
當

に
先
君
の
令
德
を
奉
じ
︑
洪
規
を
光
迹
す
べ
し
︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
一
四

神
元
�
�
諸
�
子
孫
傳
元
丕
條
)

と
い
い
︑
�
�
�
が
死
去
し
て
よ
り
︑
昭
成
�
什
�
犍
が
盛
樂
に
都
を
置
き
︑
さ
ら
に
 
武
�
が
�
城
に
�
都
し
た
︑
そ
の
�
長
線
上
に
﹁
中

原
﹂
へ
の
�
都
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
孝
�
�
に
よ
る
�
都
の
5
義
づ
け
は
こ
れ
と
は
別
の
詔
で
も
試
み
ら
れ
て
お
り
︑﹃
�

館
詞
林
﹄
卷
六
六
五
に
あ
る
︑
太
和
一
七
年
の
﹃
後
魏
孝
�
�
�
都
洛
陽
大
赦
詔
一
首
﹄
が
そ
れ
で
あ
る
︒

⁝
⁝
是
を
用
て
上
�
を
土
中
に
來
紹
し
︑
光お

お

い
に
大
邑
に
宅
り
︑
時
に
皇
天
に
�
し
︑
祚
永
く
年
を
歷
︑
�
二
代
よ
り
郁
た
り
︒
火
德

再
び
輝
き
︑
金
・
土

德
を
繼
ぐ
に
&
び
︑
茲
の
大
室
を
寶
と
し
︑
洪
烈
を
�
と
す
莫
く
︑
書
契
自
り
以
來
︑
豈
に
九
隩
の
外
︑
八
埏
の

際
︑
位

庶
邦
に
首
た
り
て
︑
 
百
王
に
冠
た
る
者
$
る
か
な
︒
惟
れ
我
が
大
魏
︑
*
胤
を
�
軒
に
�
し
︑
命
創
を
幽
都
懸
く
︒
生
人
の

厥
の
初
め
︑
寔
に
均

稷
棄
た
り
︑
宣
�
南
�
し
︑
軫
を
沮
洳
に
憩
う
︒
事

公
劉
の
茲
の
邠
邑
を
業
と
す
る
に
同
じ
︒
神
元

(
力
M
)
北

徙
し
︑
�
び
て
長
川
に
止
ま
る
︒
豈
に
亶
甫
の
岐
下
に
至
る
に
衣
な
る
か
︒
昭
成
の
國
を
円
つ
る
に
曁
び
︑
漸
く
盛
樂
に
º
し
︑
何
ぞ
周

�(
17
)

の
邑
を
豐
に
作
る
に
衣
な
る
か
︒
烈
祖
 
武
皇
�
三
才
の
秀
質
を
稟
け
︑
五
行
の
懋
氣
に
協か
な

い
︑
雄
略

人
綱
に
冠
た
り
︑
英
聲

天
紀

に
格
る
︒
神
隤
を
大
冥
に
飛
ば
し
︑
淸
�
を
燕
・
趙
に
廓お

お

い
に
す
︒
開
き
て
龍
功
を
�お
お

い
に
し
︑
丕
い
に
五
績
を
怨
た
に
す
︒
鴻
魏
と
號

す
と
雖
も
︑
壤

q
お
�
澤
た
り
︒
諒
に
南
黔
未
だ
純
な
ら
ず
︑
北
黎
諷
し
難
き
を
以
て
︑
且
く
玄
代
に
都
し
︑
漸
く
聲
敎
を
暢
ぶ
る
は
︑

頗
る
姫
武
の
是
の
鎬
京
に
宅
る
に
等
し
︒
⁝
⁝
是
を
以
て
承
�
の
休
會
に
因
り
︑
立
政
の
嘉
'
を
藉
り
︑
蒼
波
を
滌
し
︑
一
に
海
獄
を
澄
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ま
さ
ん
こ
と
を
思
う
︒
天
に
順
い
て
龍
�
し
︑
電
�
南
離
し
︑
2
を
蕩
し
甿
を
柔
し
︑
事

幽
顯
を
貫
く
︒
然
る
後
に
卜
し
て
中
京
に
¢

り
︑
美
を
無
窮
に
垂
れ
ん
と
す
⁝
⁝
︒

こ
こ
で
は
五
德
繼
承
論
爭
の
結
果
を
踏
ま
え
た
�
都
の
5
義
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る(18

)

(
�
中
︑
 
武
�
の
»
號
を
依
然
と
し
て
﹁
烈
祖
﹂
と
し
て

い
る
點
は
腑
に
落
ち
な
い
が(19
))

︒
孝
�
�
は
引
用
部
分
の
�
初
の
部
分
で
後
漢
(火
德
)
や
曹
魏
・
西
晉

(
土
・
金
)
を
賞
贊
し
︑
そ
の
後
に
拓
跋

部
や
代
・
北
魏
の
�
都
を
論
じ
︑
そ
の
�
長
線
上
に
洛
陽
�
都
を
位
置
づ
け
て
い
る(20

)
︒
ま
た
西
晉
滅
[
後
の
中
原
に
關
し
て
は
積
極
�
に
言

&
・
描
寫
し
て
い
な
い
︒
す
な
わ
ち
こ
れ
は
︑
五
德
繼
承
論
爭
に
お
け
る
李
彪
・
崔
光
ら
の
�
張
と
︑
%
揭
﹃
魏
書
﹄
神
元
�
�
諸
�
子
孫
傳

の
孝
�
�
の
詔
の
折
衷
案
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
︒

こ
こ
で
一
聯
の
經
雲
を
整
理
し
て
み
よ
う
︒
太
和
一
四
年
に
始
ま
る
五
德
繼
承
論
爭
は
︑
孝
�
�
に
よ
る
干
涉
を
�
け
つ
つ
も
︑
結
果
と
し

て
李
彪
ら
の
西
晉

(金
)
↓
北
魏

(水
)
說
が
9
擇
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
︑
以
後
の
事
態
を
踏
ま
え
て
み
て
も
︑
論
爭
に
は
︑
來
る
洛
陽
�
都

の
歷
�
�
必
然
性
を
あ
ら
か
じ
め
說
�
さ
せ
る
孝
�
�
の
5
圖
が
あ
っ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い(21

)
︒
假
に
高
閭
說
が
9
擇
さ
れ
た
場
合
︑
中﹅

原﹅

の﹅

五﹅

胡﹅

諸﹅

國﹅

を﹅

よ﹅

り﹅

忠﹅

實﹅

に﹅

繼﹅

ぐ﹅

た﹅

め﹅

に﹅

︑
北﹅

魏﹅

の﹅

首﹅

都﹅

も﹅

中﹅

原﹅

に﹅

置﹅

か﹅

な﹅

け﹅

れ﹅

ば﹅

な﹅

ら﹅

な﹅

い﹅

と
い
う
口
實
が
成
り
立
つ
︒
つ
ま
り
五
德
繼
承

論
爭
は
孝
�
�
に
と
っ
て
︑
洛
陽
�
都
の
た
め
の
﹁
地
な
ら
し
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
︑
論
爭
の
x
中
に
お
け
る
»
號
改
革
は
︑
議
論
を
誘

�
す
る
た
め
の
孝
�
�
の
工
作
に
他
な
ら
な
い
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
西
晉

(金
)
↓
北
魏

(水
)
說
を
と
る
李
彪
ら
の
�
識
を
突
き
¦
す
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
︑
彼
ら
の
�
張
を
そ
の
ま
ま
9
擇
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒

し
か
し

(
�
都
を
あ
き
ら
め
き
れ
な
か
っ
た
)
孝
�
�
は
︑
南
齊
へ
の
親
征
と
い
う
形
を
と
り
つ
つ
洛
陽
�
都
を
强
行
す
る
︒
も
ち
ろ
ん
事
%

に
洛
陽
�
都
の
た
め
の
理
念
�
根
據
を
準
備
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
こ
の
よ
う
な
形
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
︑
も
っ
と
も
彼

は
洛
陽
�
都
の
歷
�
�
必
然
性
の
說
�
を
怠
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
︑
�
都
と
同
時
に
發
さ
れ
た
﹃
�
館
詞
林
﹄
�
收
の
詔
こ
そ
が
そ
の
試

み
で
あ
る
︒
そ
こ
に
お
い
て
彼
は
李
彪
ら
の
�
張
內
容
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
拓
跋
部
の
�
徙
の
�
長
と
し
て
今
囘
の
�
都
を
位
置
づ
け
た
の
で
あ

る
が(

22
)

︑﹁
中
原
の
中
心
﹂
で
あ
る
洛
陽
に
�
都
す
る
こ
と
の
說
�
と
し
て
は
︑
中
原
に
積
極
�
に
言
&
し
て
い
な
い

(
言
&
で
き
な
い
)
だ
け
に
︑
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�
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ず
︑
と
っ
て
つ
け
た
よ
う
な
理
屈
と
い
う
以
上
の
B
價
は
不
可
能
で
あ
る
︒
そ
れ
で
も
�
都
と
そ
の
理
念
�
裏
附
け
は

一
應
は
完
了
し
た
の
で
あ
り
︑
ま
た
以
後
北
魏
に
お
い
て
は
︑
そ
の
滅
[
に
至
る
ま
で
︑
五
德
繼
承
に
つ
い
て
の
再
度
の
議
論
も
行
わ
れ
な

か
っ
た
︒
羅
怨
氏
に
よ
れ
ば
︑
典
籍
や
北
�
墓
誌
か
ら
は
西
晉

(金
)
↓
北
魏

(水
)
を
示
す
記
営
が
多
く
見
ら
れ
る
と
い
い(23

)
︑
結
局
の
と
こ

ろ
西
晉

(金
)
↓
北
魏

(水
)
說
は
そ
の
後
も
生
き
續
け
︑
洛
陽
�
都
後
も
廣
く
�
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
孝
�
�
の

詔
に
お
い
て
洛
陽
の
﹁
中
原
の
中
心
﹂
と
し
て
の
性
格
が
積
極
�
に
5
義
づ
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
︑
以
後
の
歷
�
に
重
大
な
影
�
を
&
ぼ

す
こ
と
と
な
る
︒

第
二
違

崔
鴻
﹃
十
六
國
春
秋
﹄
の
正
瓜
觀

%
違
で
営
べ
た
よ
う
な
經
雲
で
五
德
繼
承
に
對
す
る
北
魏
の
公
式
見
解
の
決
定
と
洛
陽
�
都
は
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
︑
結
果
と
し
て
�
都

が
行﹅

わ﹅

れ﹅

て﹅

し﹅

ま﹅

っ﹅

た﹅

こ
と
の
5
義
は
大
き
く
︑
こ
の
こ
と
は
五
德
繼
承
論
爭
に
お
け
る
西
晉

(金
)
↓
北
魏

(
水
)
說
の
論
者
で
あ
っ
た
李

彪
・
崔
光
の
歷
�
觀
に
も
若
干
な
が
ら
影
�
し
た
ら
し
い
︒
李
彪
・
崔
光
の
二
人
に
は
︑
國
�
I
纂
に
携
わ
っ
た
と
い
う
共
>
點
が
あ
る
︒
さ

き
の
論
爭
に
お
い
て
も
︑
穆
亮
ら
の
上
奏
に
﹁
彪
等
職

東
觀
を
�
り
︑
詳
し
く
圖
�
を
究
め
︑
據
る
�
の
理
︑
其
の
致
な
る
こ
と
奪
い
難
し
﹂

と
あ
る
よ
う
に
︑
彼
ら
が
�
官
で
あ
っ
た
こ
と
も
9
用
の
根
據
に
含
ま
れ
て
い
る
︒﹃
魏
書
﹄
六
二

李
彪
傳
に
は
洛
陽
�
都
後
の
景
�
元
年

(五
〇
〇
)
頃
の
李
彪
に
よ
る
國
�
I
纂
の
上
表
�
が
收
錄
さ
れ
て
お
り
︑
そ
こ
に
は
李
彪
の
歷
�
觀
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
そ
こ

に
は
V
の
よ
う
な
一
�
が
あ
る
︒

唯
れ
我
が
皇
魏
の
中
華
を
奄
$
す
る
や
︑
歲
百
齡
を
越
え
︑
年
は
十
紀
に
l
し
︒
太
祖
(こ
こ
で
は
 
武
�
)
は
�
わ
ざ
る
を
以
て
基
を

開
き
︑
武
皇

(太
武
�
)
は
時
を
奉
ず
る
を
以
て
業
を
拓
き
︑
域
中
に
虎
嘯
し
︑
宇
外
に
龍
飛
し
︑
小
は
i
き
大
は
來
た
り
︑
品
物
は
咸

な
亨
り
︑
茲
自
り
以
影
︑
世
よ
其
の
光
を
濟
す
︒
�
官
の
敍
錄
︑
未
だ
其
の
盛
を
閏
た
さ
ず
︒
加
う
る
に
東
觀
中
圯
し
︑
册
勳
に
闕
$
る

を
以
て
︑
美

日
に
隨
い
て
落
ち
︑
善

�
に
因
り
て
稀
な
り
︒
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李
彪
は
北
魏
の
中
原
荏
�
に
つ
い
て
の
歷
�
が
殘
缺
し
て
い
る
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
中
原
王
�
と
し
て
の
北
魏
を

重
視
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る(24

)
︒
も
っ
と
も
彼
は
さ
き
の
論
爭
に
お
い
て
︑
必
ず
し
も
こ
と
さ
ら
に
北
魏
の
中
原
荏
�
と
い
う
事
業
自
體
を

無
視
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
︑
こ
の
上
表
が
洛
陽
�
都
後
に
行
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
︑
五
德
繼
承
論
爭
の
時
代
よ
り
も
北
魏
の
中
原
荏
�

と
い
う
點
に
若
干
な
が
ら
�
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
に
︑
そ
の
價
値
觀
が
變
�
し
た
可
能
性
も
否
め
な
い
︒
現
に
上
奏
�
に
は
孝

�
�
の
功
績
に
も
觸
れ
ら
れ
て
お
り
︑

都
を
�
し
邑
を
改
む
る
者
は
︑
先
皇

(孝
�
�
)
の
ª
な
り
︒

と
︑
彼
の
洛
陽
�
都
が
賞
贊
さ
れ
て
い
る
︒
と
は
い
え
上
奏
の
內
容
自
體
は
か
つ
て
の
西
晉

(
金
)
↓
北
魏

(水
)
說
と
眞
っ
向
か
ら
對
立
・

矛
盾
す
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
︑
あ
く
ま
で
北
魏
が
�
城
を
首
都
と
し
つ
つ
中
原
を
制
霸
し
て
い
く
}
~
を
傳
え
る
と
い
う
5
味
で
あ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
︒
以
上
は
李
彪
個
人
の
歷
�
觀
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
︑
梶
山
智
�
氏
は
崔
光
も
李
彪
と
同
樣
の
歷
�
:
識
を
$
し
て
い
た
と

�
張
す
る(25

)
︒
と
も
か
く
も
︑
洛
陽
�
都
・﹁
太
祖
﹂
號
の
 
武
�
へ
の
«
與
と
い
う
事
件
は
︑
西
晉

(金
)
↓
北
魏

(
水
)
說
の
論
者
で
あ
っ
た

李
彪
・
崔
光
ら
の
見
解
を
も
變
�
さ
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

恐
ら
く
は
彼
ら
の
そ
う
し
た
歷
�
觀
を
�
け
繼
ぎ
つ
つ
︑
そ
れ
を
や
や
發
展
・
變
�
さ
せ
た
の
が
崔
鴻
で
あ
る
︒
彼
は
崔
光
の
甥
で
あ
り
︑

﹃
十
六
國
春
秋
﹄
の
著
者
で
も
あ
っ
て
︑﹁
十
六
國
﹂
な
る
枠
組
み
を
創
出
し
た
の
も
彼
で
あ
る(26

)
︒
崔
鴻
は
﹃
十
六
國
春
秋
﹄
を
執
筆
す
る
に
あ

た
り
︑
ど
の
よ
う
な
¬
勢
で
の
ぞ
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
景
�
年
閒
(五
〇
〇
～
五
〇
三
)
に
出
さ
れ
た
︑
崔
鴻
に
よ
る
﹃
十
六
國
春
秋
﹄

獻
上
の
上
奏
に
は
V
の
よ
う
に
あ
る
︒

昔
︑
晉
惠
競
わ
ず
︑
華
戎
亂
れ
(
こ
り
︑
三
�
制
を
姦
臣
よ
り
�
け
︑
二
皇
非
�
に
晏
駕
し
︑
五
都
蕭
條
た
り
︑
鞠き

わ

ま
り
て
煨
燼
と
爲

る
︒
趙
燕
旣
に
長
蛇
と
爲
り
︑
遼
海
緬は

る

か
に
殊
域
と
成
り
︑
兵
を
窮
め
て
銳
�
し
︑
力
を
以
て
相
い
雄
た
り
︑
中
原
に
�
無
き
こ
と
八
十

餘
年
な
り
︒
²
晉

僻
,
に
し
て
︑
勢
い
略
ぼ
孤
M
な
り
︒
民

兵
革
に
殘
せ
ら
れ
︑
歸
.
す
る
�
な
し
︒
皇
魏

幽
代
に
龍
潛
し
︑
世
よ
公

劉
を
篤
く
し
︑
內
は
德
政
を
修
め
︑
外
は
諸
僞
に
抗
う
︒
幷
・
冀
の
民
︑
懷
寶
の
士
︑
襁
³
し
て
至
る
者
日
�
相
h
ぎ
︑
邠
岐
の
太
王
に
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赴
き
︑
謳
歌
の
西
伯
に
歸
す
と
雖
も
︑
實
に
年
を
同
じ
く
し
て
語
る
べ
し
︒
太
祖
 
武
皇
�
神
武
の
¬
を
以
て
︑
金
行
の
'
を
接
ぎ
︑

天
に
應
じ
民
に
順
い
︑
龍
飛
し
て
命
を
�
く
︒
太
宗
必
ず
重
光
を
世
に
し
︑
業
隆
き
も
玄
默
た
り
︒
世
祖
雄
才
叡
略
に
し
て
︑
威
靈
を
闡

´
し
︑
農
戰
µ
修
し
︑
氛
穢
を
1
淸
す
︒
歲
四
紀
に

垂
な
ん
な
ん

と
し
て
︑
寰
宇
一
同
す
︒
儋
耳
・
�
身
の
長
︑
𠦄
3
・
斷
髮
の
G
︑
朔
を
k

い
て
職
に
0
い
︑
重
譯
の
庭
に
來
た
ら
ざ
る
は
莫
し
︒
隱
愍
鴻
濟
の
澤
︑
三
樂
擊
壤
の
歌
︑
百
姓
始
め
て
陶
然
と
し
て
蘇
息
す
る
を
得
︑

堯
・
舜
の
世
に
欣
ぶ
︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
六
七

崔
光
傳
附
崔
鴻
傳
)

こ
こ
に
見
ら
れ
る
崔
鴻
の
歷
�
觀
は
︑
五
德
繼
承
論
爭
に
お
け
る
李
彪
・
崔
光
ら
の
�
張
內
容
と
共
>
す
る
點
が
多
い
︒
崔
鴻
の
歷
�
觀
が
︑

李
彪
・
崔
光
の
そ
れ
に
由
來
す
る
か
︑
あ
る
い
は
さ
き
の
論
爭
の
結
果
に
制
º
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
:
さ
れ
よ
う
︒
し
か
し
な
が

ら
雙
方
の
閒
に
は
差
�
も
あ
る
︒
五
德
繼
承
論
爭
で
西
晉

(金
)
↓
北
魏

(水
)
說
が
9
擇
さ
れ
た
こ
と
は
旣
に
営
べ
た
が
︑
崔
鴻
は
﹁
二
皇

非
�
に
晏
駕
し
︑
⁝
⁝
中﹅

原﹅

に﹅

�﹅

無﹅

き﹅

こ﹅

と﹅

八﹅

十﹅

餘﹅

年﹅

な
り
﹂
と
言
い
︑
西
晉
滅
[
後
の
中
原
に
は
正
瓜
の
皇
�
が
八
〇
年
以
上
存
在
し
な

か
っ
た
と
し(27

)
︑
さ
ら
に
﹁
皇
魏

幽
代
に
龍
潛
し
︑
世
よ
公
劉
を
篤
く
し
︑
內
は
德
政
を
修
め
︑
外
は
諸
僞
に
抗
う
︒
幷
・
冀
の
民
︑
懷
寶
の

士
︑
襁
³
し
て
至
る
者
日
�
相
h
ぎ
︑
邠
岐
の
太
王
に
赴
き
︑
謳
歌
の
西
伯
に
歸
す
と
雖
も
︑
實
に
年
を
同
じ
く
し
て
語
る
べ
し
﹂
と
い
っ
て

お
り
︑
幽
代

(代
北
)
に
い
た
拓
跋
部
大
人
は
︑
內
に
德
政
を
し
き
︑
外
は
華
北
の
五
胡
諸
國
と
戰
い
︑
公
劉

(周
の
先
王
)
と
同
樣
に
︑
幷

州
・
冀
州
の
民
が
續
々
と
拓
跋
部
に
歸
順
し
た
と
す
る
︒
こ
れ
は
﹁
故
に
�
�
の
»
︑
始
め
て
﹃
太
祖
﹄
と
稱
し
︑
以
て
�
命
の
證
を
�
ら
か

に
し
︑
周
の
岐
の
陽
に
在
る
が
如
く
す
﹂
と
い
う
高
閭
の
見
解
と
內
容
�
に
類
似
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
﹁
中
原
に
�
無
き
こ
と
八
十
餘
年
﹂
と

い
う
ブ
ラ
ン
ク
を
︑
高
閭
說
に
見
ら
れ
る
周
先
王
�
命
の
故
事
を
根
據
に
說
�
し
て
い
る
︒
論
爭
の
x
中
で
發
生
し
た
»
號
改
革
に
よ
り
︑
怨

た
に
﹁
太
祖
﹂
號
を
得
た
 
武
�
の
功
績
を
︑
以
%
よ
り
も
高
く
B
價
す
る
必
�
が
生
じ
た
が
︑
し
か
し
論
爭
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
も
︑
�
�
�

の
功
績
を
無
視
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
か
っ
た
た
め

(論
爭
の
事
實
上
の
決
議
�
で
あ
る
穆
亮
ら
の
上
表
に
�
�
�
の
存
在
が
言
&
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

�
目
さ
れ
た
い
)
︑
崔
鴻
は
さ
き
の
高
閭
の
�
張
を
9
り
入
れ
て
︑
五
胡
十
六
國
時
代
の
拓
跋
部
が
﹁
�
命
﹂
し
な
が
ら
�
號
を
稱
さ
ず
︑﹁
太

祖
﹂
 
武
�
が
西
晉
か
ら
德
を
繼
承
し
た
と
い
う
解
釋
を
行
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
西
晉

(
金
)
↓
北
魏

(
水
)
說
を
と
る
北
魏
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�
廷
の
公
式
見
解

(&
び
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
論
爭
の
プ
ロ
セ
ス
)
と
︑
 
武
�
へ
の
﹁
太
祖
﹂
號
«
與
と
い
う
二
つ
の
�
素
を
整
合
さ
せ
る
こ
と

が
一
應
は
可
能
と
な
っ
た
︒
し
か
し
一
方
で
崔
鴻
は
﹁
²﹅

晉﹅

僻
,
に
し
て
﹂
と
︑
か
つ
て
の
五
德
繼
承
論
爭
に
お
い
て
一
切
言
&
さ
れ
な

か
っ
た
東
晉
の
存
在
に
觸
れ
て
い
る
︒
彼
の
五
德
繼
承
觀
に
直
接
�
に
關
係
し
な
い
東
晉
の
存
在
が
こ
こ
で
こ
と
さ
ら
に
言
&
さ
れ
て
い
る
の

は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
に
は
﹃
十
六
國
春
秋
﹄
の
體
裁
が
深
く
關
わ
っ
て
い
る
︒

周
知
の
>
り
︑﹃
十
六
國
春
秋
﹄
は
完
本
と
し
て
は
現
存
し
て
お
ら
ず
︑
諸
書
に
引
用
さ
れ
た
佚
�
が
存
す
る
の
み
で
あ
る
が
︑
そ
れ
が
ど

の
よ
う
な
體
裁
・
7
成
を
と
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
︑
梶
山
氏
に
よ
っ
て
解
�
さ
れ
て
い
る(28

)
︒
氏
に
よ
れ
ば
︑﹃
十
六
國
春
秋
﹄
各
錄
に
お

け
る
紀
年
は
︑
十
六
國
各
國
の
元
號
を
用
い
︑
別
に
作
成
さ
れ
た
年
表
で
は
︑
三
八
六
年
の
 
武
�
に
よ
る
魏
王
自
稱
以
後
に
つ
い
て
は
北
魏

の
元
號
を
用
い
つ
つ
も
︑
そ
れ
以
%
の
時
代
の
I
年
に
は
西
晉
・
東
晉
の
元
號
を
用
い
て
い
た
と
い
う
︒
本
�
に
お
い
て
十
六
國
の
元
號
を
︑

ま
た
年
表
に
お
い
て
東
晉
の
元
號
を
用
い
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
正
瓜
性
を
:
め
る
よ
う
な
敍
営
・
體
裁
を
と
っ
た
こ
と
が
批
»
を
招
い
た
と
も
梶
山

氏
は
指
摘
す
る(29

)
︒
こ
こ
で
東
晉
の
存
在
が
言
&
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
こ
う
し
た
﹃
十
六
國
春
秋
﹄
I
纂
方
針
の
提
示
の
た
め
で
あ
ろ
う
し
︑
ま

た
川
本
芳
昭
氏
は
︑
實
際
に
崔
鴻
が
東
晉
の
正
瓜
性
を
:
め
て
い
た
と
�
張
す
る(30

)
︒
で
は
こ
の
よ
う
な
見
解
を
と
る
崔
鴻
が
︑
正
瓜
が
江
南
の

東
晉
に
あ
り
︑
ま
た
代
北
に
て
拓
跋
部
が
天
命
を
�
け
て
い
た
こ
の
時
代
の
︑﹁
�
﹂
の
い
な
か
っ
た
中
原
に
割
據
し
て
い
た
五
胡
十
六
國
の

>
�
を
あ
え
て
執
筆
す
る
に
至
っ
た
理
由
と
は
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
崔
鴻
の
上
奏
は
さ
ら
に
續
く
︒

晉
の
永
寧
よ
り
以
後
︑
�
在
に
兵
を
稱
し
︑
競
い
て
自
ら
W
び
樹
つ
と
雖
も
︑
能
く
邦
を
円
て
氏
を
命
じ
て
成
り
て
戰
國
と
爲
る
者
︑
十

$
六
家
な
り
︒
善
惡
興
滅
の
形
︑
用
兵
乖
會
の
勢
︑
亦
た
以
て
之
を
將
來
に
垂
れ
︑
昭
�
勸
戒
す
る
に
足
る
︒
但
だ
諸
�
殘
缺
し
︑
體
例

�
か
ら
ず
︑
I
錄
紛
f
し
︑
繁
略
�
を
失
い
︑
宜
し
く
審
ら
か
に
不
同
を
正
し
︑
定
め
て
一
書
と
爲
す
べ
し
︒

つ
ま
り
崔
鴻
は
︑
十
六
國

(﹁
十
$
六
家
﹂)
の
歷
�
を
︑
將﹅

來﹅

に﹅

對﹅

す﹅

る﹅

戒﹅

め﹅

と﹅

し﹅

て﹅

殘﹅

す﹅

こ
と
を
考
え
︑
ま
た
各
國
の
�
書
が
殘
缺
し
︑

體
例
も
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
っ
た
の
で
︑
そ
れ
ら
を
整
理
し
︑
あ
ら
た
め
て
十
六
國
の
>
�
に
ま
と
め
る
こ
と
を
決
5
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒

上
奏
�
に
見
ら
れ
る
崔
鴻
の
歷
�
觀
自
體
は
︑
西
晉

(金
)
↓
北
魏

(水
)
と
い
う
︑
五
德
繼
承
に
對
す
る
北
魏
の
公
式
見
解
を
ベ
ー
ス
に
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し
て
は
い
る
が
︑
そ
れ
で
も
北
魏
以
%
に
中
原
を
荏
�
し
て
い
た
十
六
國
の
>
�
︑
す
な
わ
ち
﹃
十
六
國
春
秋
﹄
が
︑
彼
の
手
に
よ
っ
て
I
纂

さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
う
し
て
成
立
し
た
﹃
十
六
國
春
秋
﹄
を
公
表
す
れ
ば
多
數
の
批
»
に
¾
う
で
あ
ろ
う
こ
と
を
崔
鴻
は
危
惧
し
て

い
た
ら
し
い
︒
そ
の
理
由
の
一
つ
が
︑﹃
十
六
國
春
秋
﹄
が
﹁
體
を
失

(失
體
)
﹂
っ
て
い
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

旣
に
洛
陽
�
都
後
に
お
い
て
李
彪
は
﹁
唯
れ
我
が
皇
魏
の
中
華
を
奄
$
す
る
や
︑
歲
百
齡
を
越
え
︑
年
は
十
紀
に
l
し
︒
⁝
⁝
�
官
の
敍

錄
︑
未
だ
其
の
盛
を
閏
た
さ
ず
﹂
と
︑
北
魏
に
よ
る
中
原
荏
�
の
歷
�
が
殘
缺
し
て
い
る
こ
と
を
嘆
い
て
お
り
︑
い
わ
ば
﹁
中
原
�
﹂
の
I
纂

の
必
�
を
¿
に
示
し
て
い
る
︒
東
晉
・
五
胡
十
六
國
時
代
に
お
い
て
中
原
に
正
瓜
は
不
在
で
あ
っ
た
と
す
る
崔
鴻
が
﹁
中
原
�
﹂
を
執
筆
す
る

に
至
っ
た
直
接
�
な
理
由
は
︑
こ
う
し
た
李
彪
の
歷
�
觀
を
繼
承
し
た
が
た
め
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い(31

)

(表
向
き
は
將
來
に
對
す
る
戒
め
と
し

て
殘
す
た
め
と
崔
鴻
は
�
張
し
て
は
い
る
が
)
︒
彼
の
具
體
�
な
方
針
と
は
︑
李
彪
の
後
を
繼
い
だ
上
で
の
︑
中
原
と
い
う
地
理
�
枠
組
み
に
�
體

を
置
い
た
>
�
の
執
筆
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
ゆ
え
に
西
晉
滅
[
後
︑
 
武
�
の
魏
王
卽
位
に
至
る
ま
で
の
時
J
に
つ
い
て
は
︑
そ
の

當
時
の
中
原
の
實
�
を
で
き
る
だ
け
忠
實
に
あ
ら
わ
す
5
味
も
含
め
︑
十
六
國
の
元
號
を
À
用
し
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
>
�
と
し
て
書
く
以
上

は
︑
十
六
國
各
國
の
動
向
を
さ
ら
に
>
時
�
に
整
理
す
る
必
�
が
別
に
生
じ
︑
そ
こ
で
彼
は
東
晉
の
元
號
を
À
用
し
た
年
表
を
作
成
し
た
︒
無

論
東
晉
や
十
六
國
の
元
號
を
À
用
し
た
歷
�
敍
営
を
行
え
ば
批
»
が
出
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
︑
崔
鴻
が
考
慮
し
な
か
っ
た
は
ず
は
な
く
︑
現
に

﹃
魏
書
﹄
の
本
傳
に
は
︑

鴻

其
の
書
に
國
初
と
相
涉
る
$
り
︑
言

體
を
失
う
こ
と
多
く
︑
且
つ
未
だ
訖
わ
ら
ざ
る
を
以
て
︑
�
に
奏
聞
せ
ず
︒

と
あ
っ
て
︑
結
局
完
成
し
た
﹃
十
六
國
春
秋
﹄
を
公
表
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
い
︑
そ
の
理
由
に
は
﹁
體
を
失
う

(
失
體
)
﹂
も
含
ま
れ

て
い
る

(た
だ
し
︑
永
安
年
閒

(五
二
八
～
五
三
〇
)
に
嫡
子
の
崔
混
に
よ
っ
て
奏
上
さ
れ
て
い
る(32
))

︒

以
上
の
よ
う
な
﹃
十
六
國
春
秋
﹄
I
纂
に
至
る
ま
で
の
經
雲
を
見
る
な
ら
ば
︑﹁
太
祖
﹂
號
の
�
�
�
か
ら
 
武
�
へ
の
變
!
に
よ
り
︑
西

晉

(金
)
↓
北
魏

(水
)
說
の
根
據
が
一
部
失
わ
れ
︑
さ
ら
に
そ
の
論
者
で
あ
っ
た
李
彪
そ
の
人
が
︑
洛
陽
�
都
後
に
は
﹁
中
原
�
﹂
I
纂
の

必
�
を
:
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
︑
樣
々
な
矛
盾
に
直
面
し
た
崔
鴻
が
︑
自
分
な
り
の
解
答
を
模
索
し
︑
そ
の
結
果
を
基
本
方
針
と
し
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て
書
か
れ
た
�
書
が
﹃
十
六
國
春
秋
﹄
で
あ
っ
た
と
解
釋
で
き
よ
う
︒
崔
鴻
は
一
歷
�
家
に
}
ぎ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
諸
々
の
矛
盾
の
�

て
を
獨
力
で
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
︑
彼
の
苦
惱
は
察
す
る
に
餘
り
あ
る
︒
彼
が
完
成
し
た
﹃
十
六
國
春
秋
﹄
を
公
表
し

な
か
っ
た
こ
と
は
そ
の
あ
ら
わ
れ
と
い
え
よ
う
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
﹃
十
六
國
春
秋
﹄
の
存
在
と
そ
の
內
容
・
7
成
と
は
︑
こ
う
し
た
矛
盾
の

產
物
で
あ
り
︑
こ
の
問
題
が
將
來
�
に
解
決
を
Â
え
る
と
假
定
す
る
な
ら
ば
︑﹃
十
六
國
春
秋
﹄
は
そ
の
}
渡
J
の
象
|
と
位
置
づ
け
る
こ
と

も
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒

第
三
違

『
洛
陽
伽
藍
記
﹄
の
隱
士
趙
逸

崔
鴻
は
當
時
の
�
學
を
め
ぐ
る
數
多
く
の
�
素
に
制
º
さ
れ
︑
結
局
そ
れ
を
打
破
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
後
の
東

魏
時
代
に
I
纂
さ
れ
た
楊
衒
之
﹃
洛
陽
伽
藍
記
﹄
に
お
い
て
︑
こ
の
問
題
・
矛
盾
に
敢
然
と
立
ち
向
か
う
︑
趙
逸
な
る
人
物
が
あ
ら
わ
れ
る
︒

こ
の
趙
逸
が
﹃
洛
陽
伽
藍
記
﹄
に
て
ど
の
よ
う
に
登
場
し
︑
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
發
言
を
行
う
か
を
ま
ず
は
鯵
單
に
見
て
い
き
た
い(33

)
︒

綏
民
里
の
東

崇
義
里
︒
里
內
に
京
兆
人
杜
子
休
の
宅
$
り
︒
地
形
顯
敞
に
し
て
︑
門

御
 
に
臨
む
︒
時
に
隱
士
趙
逸
$
り
︑
云
え
ら
く
︑

﹁
是
れ
晉
武
の
時
の
人
︑
晉
�
の
舊
事
︑
記
錄
す
る
�
多
し
﹂
と
︒
正
光
の
初
︑
來
た
り
て
京
師
に
至
り
︑
子
休
の
宅
を
見
︑
Ã
息
し
て

曰
く
︑﹁
此
の
宅
中
�
時
の
太
康
寺
な
り
﹂
と
︒
時
人
未
だ
信
ぜ
ず
︑
�
に
寺
の
由
緖
を
問
う
︒
逸
云
え
ら
く
︑﹁
龍
驤
將
軍
王
濬

吳
を

�
ら
ぐ
る
の
後
︑
始
め
て
此
の
寺
を
立
つ
︒
本
三
層
の
Å
圖
$
り
︑
塼
を
用
て
之
を
爲
る
﹂
と
︒
子
休
の
園
中
を
指
し
て
曰
く
︑﹁
此
れ

是
れ
故
處
な
り
﹂
と
︒
子
休
掘
り
て
之
を
驗
せ
ば
︑
果
た
し
て
塼
數
十
萬
を
得
︒
µ
ね
て
石
銘
$
り
て
云
え
ら
く
︑﹁
晉
太
康
六
年
︑
歲

V
乙
巳
︑
九
�
甲
戌
朔
八
日
辛
巳
︑
儀
同
三
司
襄
陽
侯
王
濬
敬
K
﹂
と
︒
時
に
園
中
果
Ç
豐
蔚
︑
林
木
扶
疎
に
し
て
︑
乃
ち
逸
の
言
に
3

し
︑
號
し
て
]
人
と
爲
す
︒
子
休
�
に
宅
を
t
て
て
靈
應
寺
と
爲
す
︒
得
る
�
の
塼
︑
¢
し
て
三
層
の
Å
圖
と
爲
す
︒
(﹃
洛
陽
伽
藍
記
﹄

卷
二

円
陽
里(34
))

引
用
部
分
の
冒
頭
か
ら
︑
趙
逸
が
當
時
隱
士
で
あ
り
︑
ま
た
西
晉
の
武
�
時
代
を
生
き
︑
晉
�
の
故
事
を
知
悉
し
︑
記
錄
し
た
と
自
稱
し
て
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い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
の
後
の
箇
�
で
は
︑
崇
義
里
內
の
杜
子
休
の
邸
宅
を
見
て
︑
そ
れ
が
西
晉
時
代
の
︑
孫
吳
滅
[
の
戰
役
で
活
È
し
た

龍
驤
將
軍
王
濬
に
よ
っ
て
円
て
ら
れ
た
太
康
寺
で
あ
り
︑
邸
宅
の
園
に
は
レ
ン
ガ

(塼
)
K
り
の
三
層
の
佛
塔
が
あ
っ
た
と
發
言
す
る
︒
そ
し

て
杜
子
休
が
邸
宅
の
園
中
を
掘
り
É
す
と
︑
大
量
の
レ
ン
ガ
と
王
濬
の
名
の
入
っ
た
石
銘
が
出
土
し
た
と
﹃
洛
陽
伽
藍
記
﹄
は
傳
え
る
︒
北
魏

時
代
︑
�
都
後
の
洛
陽
城
の
各
地
に
お
い
て
︑
西
晉
時
代
に
は
何
が
あ
っ
た
か
を
指
摘
す
る
の
が
﹃
洛
陽
伽
藍
記
﹄
に
お
け
る
趙
逸
の
�
た
る

役
割
で
あ
る
︒
特
に
さ
き
の
杜
子
休
宅
の
場
合
で
は
︑
趙
逸
の
證
言
>
り
に
地
下
か
ら
佛
塔
の
円
材
と
思
し
き
レ
ン
ガ
と
王
濬
の
石
銘
が
出
土

し
た
︒
同
じ
く
﹃
洛
陽
伽
藍
記
﹄
卷
二

秦
太
上
君
寺
に
は
︑

趙
逸
云
え
ら
く
︑﹁
暉
�
里
是
れ
晉
の
馬
 
里
な
り
︒
�
寔
の
宅
是
れ
蜀
�
劉
禪
の
宅
な
り
︒
�
寔
の
宅
の
東
に
脩
和
里
$
り
︑
是
れ
吳

�
孫
¥
の
宅
な
り
︒
李
韶
の
宅
是
れ
晉
の
司
空
張
華
の
宅
な
り
﹂
と
︒

と
あ
り
︑
暉
�
里
が
西
晉
洛
陽
城
の
馬
 
里
で
あ
る
こ
と
︑
里
內
の
�
寔
宅
・
脩
和
里
・
李
韶
宅
が
そ
れ
ぞ
れ
劉
禪
宅
・
孫
¥
宅
・
張
華
宅
で

あ
っ
た
と
こ
こ
で
の
趙
逸
は
い
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
卷
四

寶
光
寺
に
は
︑

寶
光
寺
︑
西
陽
門
外
御
 
の
北
に
在
り
︒
三
層
の
Å
圖
一
�
$
り
︑
石
を
以
て
基
と
爲
し
︑
形
勢
甚
だ
古
く
︑
畫
工
雕
刻
す
︒
隱
士
趙
逸

見
て
嘆
じ
て
曰
く
︑﹁
晉
�
の
石
塔
寺
︑
今
寶
光
寺
と
爲
る
な
り
﹂
と
︒
人
其
の
故
を
問
う
︒
逸
曰
く
︑﹁
晉
�
の
四
十
二
寺
盡
く
皆
な
湮

滅
し
︑
唯
だ
此
の
寺
獨
り
存
す
る
の
み
﹂
と
︒
園
中
の
一
處
を
指
し
て
曰
く
︑﹁
此
れ
是
れ
浴
堂
な
り
︒
%す

す

む
こ
と
五
步
︑
應
に
一
井
$

る
べ
し
﹂
と
︒
衆
僧
之
を
掘
れ
ば
︑
果
た
し
て
屋
&
び
井
を
得
︒
井

塡
塞
す
と
雖
も
︑
磚
口

初
め
の
如
し
︒
浴
堂
の
下
に
q
お
石
數
十

枚
$
り
︑
當
時
の
園
地
�
衍
︑
果
Ç
葱
靑
に
し
て
︑
Ã
息
せ
ざ
る
は
莫
し
︒

と
あ
っ
て
︑
趙
逸
は
城
西
の
寶
光
寺
が
西
晉
の
石
塔
寺
で
あ
っ
た
と
い
い
︑
西
晉
の
四
二
箇
�
の
佛
寺
は
こ
れ
以
外
滅
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
︑

寶
光
寺
の
園
中
の
一
箇
�
が
も
と
の
浴
堂
で
あ
り
︑
五
步
先
に
井
戶
が
あ
る
こ
と
を
も
證
言
し
て
い
る
︒
寶
光
寺
の
諸
僧
が
そ
こ
を
掘
る
と
︑

果
た
し
て
屋
と
井
戶
が
出
て
き
た
と
い
う
︒

こ
の
よ
う
に
︑﹃
洛
陽
伽
藍
記
﹄
に
お
け
る
趙
逸
の
發
言
は
︑
北
魏
洛
陽
城
の
各
地
の
円
築
物
が
︑
西
晉
時
代
に
ど
の
よ
う
な
円
築
物
で
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あ
っ
た
か
を
傳
え
る
と
い
っ
た
も
の
が
多
い
︒
た
だ
︑
こ
れ
ら
は
多
分
に
創
作
さ
れ
た
逸
話
と
い
う
性
格
を
$
し
て
お
り
︑
ま
た
趙
逸
が
﹁
是

れ
晉
武
の
時
の
人
﹂
と
自
稱
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
︑
彼
の
實
在
自
體
が
こ
の
時
點
で
旣
に
あ
や
し
く
感
じ
ら
れ
る
︒
結
局
趙
逸
は
架
空
の
人

物
で
あ
っ
た
と
»
斷
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
︒

趙
逸
の
發
言
內
容
は
︑
西
晉
洛
陽
城
と
北
魏
洛
陽
城
の
關
係
に
重
點
が
置
か
れ
て
い
る
︒
北
魏
洛
陽
城
は
西
晉
洛
陽
城
の
²
7
を
基
礎
と
し

て
円
設
さ
れ
た
都
城
で
あ
る
か
ら
︑
趙
逸
の
諸
々
の
發
言
に
は
︑
趣
旨
と
し
て
の
不
自
然
さ
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
の
發

言
に
特
定
の
5
圖
が
な
か
っ
た
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
︒
そ
れ
を
う
か
が
わ
せ
る
の
が
︑
趙
逸
の
發
言
に
登
場
す
る
人
物
た
ち
で
あ
る
︒

趙
逸
は
ま
ず
自
身
を
西
晉
武
�
時
代
の
人
と
自
稱
し
て
い
る
が
︑
い
う
ま
で
も
な
く
西
晉
の
武
�
は
︑
三
國
時
代
を
�
結
さ
せ
︑
中
國
の
再
瓜

一
を
果
た
し
た
皇
�
で
あ
る
︒
趙
逸
は
他
に
︑
孫
吳
�
定
の
功
勞
者
で
あ
る
龍
驤
將
軍
王
濬
の
円
て
た
佛
寺
・
佛
塔
や
︑
も
と
孫
吳
・
蜀
漢
の

皇
�
で
あ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
滅
[
後
に
は
洛
陽
に
居
Ï
し
た
孫
¥
・
劉
禪
︑
さ
ら
に
︑
群
臣
の
反
對
が
續
出
す
る
さ
な
か
に
孫
吳
討
伐
の
計
劃

に
贊
成
し
た
數
少
な
い
�
臣
の
一
人
で
あ
る
張
華
の
邸
宅
を
言
い
當
て
て
い
る
︒
彼
ら
か
ら
想
(
さ
れ
る
の
は
︑
後
漢
末
以
來
︑
分
裂
し
た
中

國
を
瓜
一
し
た
王
�
と
し
て
の
西
晉
で
あ
る(35

)
︒
こ
と
さ
ら
に
彼
ら
の
名
を
出
し
︑
瓜
一
王
�
と
し
て
の
西
晉
を
¿
に
ア
ピ
ー
ル
し
た
の
は
︑
同

じ
く
洛
陽
城
を
首
都
と
し
た
北
魏
に
よ
る
南
�
(梁
)
征
3
を
J
待
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
他
︑﹃
洛
陽
伽
藍
記
﹄
卷
二

円
陽
里
に
は
趙
逸
に
ま
つ
わ
る
V
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

好
事
者
h
い
で
之
を
Ð
い
︑
晉
�
の
京
師

今
日
と
何
如
と
問
う
︒
逸
曰
く
︑﹁
晉
の
時
︑
民

今
日
よ
り
少
な
き
も
︑
王
侯
の
第
宅

今
日

と
相
似
る
﹂
と
︒
印
云
え
ら
く
︑﹁
永
嘉
自
り
已
來
二
百
餘
年
︑
國
を
円
て
王
を
稱
す
る
者
は
十
$
六
君
︒
皆
な
其
の
都
邑
に
�
び
︑
其

の
事
を
目
見
す
︒
國
滅
ぶ
る
の
後
︑
其
の
�
書
を
觀
れ
ば
︑
皆
な
實
錄
に
非
ず
︑
}
ち
を
人
に
推
し
︑
善
を
引
き
自
ら
に
向
け
ざ
る
は
莫

し
︒
苻
生

勇
を
好
み
酒
を
嗜
む
と
雖
も
︑
亦
た
仁
に
し
て
煞
さ
ず
︒
そ
の
治
典
を
觀
れ
ば
︑
未
だ
凶
暴
を
爲
さ
ず
︒
其
の
�
を
詳
し
く

す
る
に
&
び
︑
天
下
の
惡
皆
な
焉
に
歸
す
︒
苻
堅

自
ら
是
れ
賢
�
な
る
も
︑
君
を
Ñ
し
位
を
取
り
︑
妄
り
に
生
の
惡
を
書
き
︑
凡
そ
諸

も
ろ
の
�
官
︑
皆
な
是
の
類
な
り
︒
人
皆
な
,
き
を
貴
び
e
き
を
賤
し
み
︑
以
て
信
然
と
爲
す
︒
當
今
の
人
も
︑
亦
た
生
き
て
は
愚
︑
死
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し
て
は
智
︑
惑
う
こ
と
已
甚

は
な
は

だ
し
﹂
と
︒
人

其
の
故
を
問
う
に
︑
逸
曰
く
︑﹁
生
け
る
時
中
庸
の
人
な
る
の
み
︑
其
の
死
に
&
ぶ
や
︑
碑

�
墓
志
︑
天
地
の
大
德
を
窮
め
︑
生
民
の
能
事
を
盡
さ
ざ
る
は
莫
し
︒
君
爲
ら
ば
堯
・
舜
と
共
に
連
衡
し
︑
臣
爲
ら
ば
伊
・
臯
等
と
跡
を

等
し
く
す
︒
牧
民
の
官
︑
虎
を
Å
か
せ
て
其
の
淸
塵
を
慕
い
︑
執
法
の
Ô
︑
輪
を
埋
め
て
そ
の
�
直
を
謝
す
︒
�
謂
生
き
て
盜
跖
と
爲
り
︑

死
し
て
夷
・
齊
と
爲
り
︑
妄
言

正
を
傷
め
︑
華
辭

實
を
損
な
う
な
り
﹂
と
︒
當
時
の
7
�
の
士
︑
逸
の
此
の
言
に
慙
ず
︒

こ
こ
で
は
�
と
し
て
趙
逸
の
歷
�
觀
が
営
べ
ら
れ
て
い
る(36

)
︒
特
に
重
�
な
の
は
﹁
印
云
え
ら
く
﹂
以
下
の
趙
逸
の
發
言
で
あ
り
︑
そ
れ
に
よ

れ
ば
趙
逸
は
永
嘉

(三
〇
七
～
三
一
三
)
以
後
の
︑
今
日
で
い
う
と
こ
ろ
の
五
胡
十
六
國
時
代
に
︑
十
六
國
す
べ
て
の
﹁
都
邑
﹂
を
訪
ね
︑
そ

こ
で
の
事
柄
を
そ
の
目
で
見
て
お
り
︑
十
六
國
各
國
が
滅
[
し
た
後
に
そ
れ
ぞ
れ
の
�
書
に
つ
い
て
︑
盡
く
﹁
實
錄
(
事
實
を
あ
り
の
ま
ま
に
記

錄
す
る
こ
と
)
﹂
で
は
な
い
と
批
»
し
︑
そ
の
根
據
に
%
秦
の
苻
生
・
苻
堅
の
例
を
擧
げ
て
い
る
︒
�
目
す
べ
き
は
︑
趙
逸
の
發
言
の
中
に
﹁
國

を
円
て
王
を
稱
す
る
者
は
十
$
六
君
﹂
と
あ
る
こ
と
で
あ
り
︑
こ
れ
は
崔
鴻
が
%
揭
の
上
奏
に
お
い
て
︑﹁
能
く
邦
を
円
て
氏
を
命
じ
て
成
り

て
戰
國
と
爲
る
者
︑
十
$
六
家
な
り
﹂
と
営
べ
た
こ
と
と
表
現
が
類
似
し
て
い
る
︒
趙
逸
は
︑
崔
鴻
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
﹁
十
六
國
﹂
と
い

う
枠
組
み
を
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
り
︑
こ
こ
に
お
け
る
趙
逸
の
歷
�
觀
が
崔
鴻
﹃
十
六
國
春
秋
﹄
の
そ
れ
に
由
來
す
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能

性
は
極
め
て
高
い
︒

ま
た
趙
逸
は
﹁
生
け
る
時
中
庸
の
人
な
る
の
み
︑
其
の
死
に
&
ぶ
や
︑
碑
�
墓
志
︑
天
地
の
大
德
を
窮
め
︑
生
民
の
能
事
を
盡
さ
ざ
る
は
莫

し
⁝
⁝
﹂
な
ど
と
︑
當
時
の
歷
�
敍
営
の
現
狀
を
批
»
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
彼
の
こ
の
發
言
は
客
觀
�
B
價
と
し
て
正
確
な
も
の
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
︒
か
の
劉
知
l
は
﹃
�
>
﹄
內
I
曲
筆
に
お
い
て
︑

梁
・
陳
自
り
已
影
︑
隋
・
周
而
i
︑
諸
�
皆
な
貞
觀
年
中
の
群
公
の
ç
す
る
�
に
し
て
︑
e
古

悉
し
易
く
︑
�
僞
求
む
べ
し
︒
�
廷
の

貴
臣
の
如
き
に
至
り
て
は
︑
必
ず
父
祖
に
傳
$
り
︑
其
の
行
事
を
考
う
る
は
︑
皆
な
子
孫
の
爲
す
�
︑
而
し
て
彼
の
液
俗
を
訪
ね
︑
諸こ

れ

を

故
老
に
詢
ね
︑
事
に
同
じ
な
ら
ざ
る
$
り
︑
言
多
く
實
に
爽た

が

う
︒
昔
秦
人
死
せ
ず
︑
苻
生
の
厚
く
誣
せ
ら
る
る
を
驗
し
︑
蜀
老
q
お
存
し
︑

î
亮
の
枉
多
き
を
知
る
︒
斯
れ
則
ち
古
自
り
Ã
ず
る
�
︑
豈
に
獨
り
今
に
於
け
る
や
︒
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と
︑
南
北
�
以
影
︑
彼
の
生
き
た
Ù
代
に
至
る
ま
で
の
�
書
I
纂
の
實
態
を
批
»
し
て
い
る
が
︑
そ
の
際
に
﹁
秦
人
﹂
と
﹁
蜀
老
﹂
の
︑
苻

生
・
諸
î
亮
に
對
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
證
言
を
引
い
て
お
り
︑
そ
の
う
ち
の
﹁
秦
人
﹂
の
證
言

(
傍
線
部
)
を
︑﹃
四
庫
�
書
總
目
提
�
﹄
は

﹃
洛
陽
伽
藍
記
﹄
の
趙
逸
の
發
言
に
基
づ
い
た
も
の
と
解
釋
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
%
揭
﹃
洛
陽
伽
藍
記
﹄
円
陽
里
に
あ
る
︑
苻
生
に
つ
い
て

の
趙
逸
の
發
言
で
あ
る(37

)
︒
劉
知
l
は
﹁
�
廷
の
貴
臣
﹂
が
父
祖
の
傳
を
著
す
も
の
の
當
を
失
し
て
い
る
現
狀
を
嘆
き
︑
そ
の
批
»
の
根
據
と
し

て
﹃
洛
陽
伽
藍
記
﹄
の
趙
逸
の
發
言
を
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
趙
逸
は
こ
の
他
﹁
國
滅
ぶ
る
の
後
︑
其
の
�
書
を
觀
れ
ば
︑
皆
な
實﹅

錄﹅

に

非
ず
﹂
と
言
っ
て
い
る
が
︑
こ
の
﹁
實
錄
﹂
と
は
﹃
�
>
﹄
に
も
>
底
す
る
タ
ー
ム
で
あ
っ
た
︒
劉
知
l
は
﹃
�
>
﹄
內
I
直
書
に
お
い
て
︑

以
て
世
x
の
隘
多
き
を
驗
し
︑
實﹅

錄﹅

の
Ú
い
難
き
を
知
る
に
足
る
の
み
︒

と
い
っ
て
お
り
︑﹁
實
錄
﹂
の
稀
少
な
る
こ
と
を
︑
趙
逸
と
同
樣
に
嘆
い
て
い
る
︒
趙
逸
は
と
も
か
く
と
し
て
︑
劉
知
l
が
か
く
も
﹁
實
錄
﹂

の
少
な
さ
を
嘆
く
よ
う
に
な
っ
た
︑
そ
の
根
本
原
因
を
︑
田
餘
慶
氏
は
北
魏
初
の
國
�
事
件
に
求
め
て
い
る
︒
北
魏
で
は
初
代
 
武
�
時
代
に

﹃
代
記
﹄
を
I
纂
し
た
鄧
淵
が
處
𠛬
さ
れ
て
お
り
︑
ま
た
太
武
�
は
司
徒
崔
浩
ら
に
國
�
I
纂
を
命
じ
な
が
ら
︑
崔
浩
が
そ
の
內
容
を
石
碑
に

彫
り
︑
外
部
に
公
表
し
た
こ
と
に
激
怒
し
︑
崔
浩
ら
を
處
𠛬
し
て
い
る
︒
太
武
�
は
當
初
國
�
I
纂
を
崔
浩
ら
に
命
じ
た
詔
に
て
︑

⁝
⁝
公

(崔
浩
)
を
留
臺
に
命
じ
︑
�
務
を
綜
理
し
︑
営
べ
て
此
の
書
を
成
し
︑
務
め
て
實﹅

錄﹅

に
從
え
︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
三
五

崔
浩
傳
)

と
︑
崔
浩
に
﹁
實
錄
﹂
を
命
じ
︑
崔
浩
は
こ
れ
に
�
字
>
り
し
た
が
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
で
あ
る
︒
こ
れ
を
う
け
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
︑

一
方
で
劉
知
l
は
﹃
�
>
﹄
內
I
序
傳
に
お
い
て
︑

然
れ
ど
も
自
敍
の
義
を
爲
す
や
︑
苟
し
く
も
能
く
己
の
短
を
隱
し
︑
其
の
長
ず
る
�
を
稱
し
︑
斯
の
言
f
な
ら
ず
︑
卽
ち
實﹅

錄﹅

爲
り
︒

な
ど
と
い
い
︑﹁
實
錄
﹂
に
對
し
て
皮
肉
混
じ
り
の
コ
メ
ン
ト
も
殘
し
て
い
る
︒
田
氏
は
劉
知
l
の
こ
う
し
た
發
言
を
︑
國
�
事
件
後
の
�
學

の
不
自
由
に
由
來
す
る
も
の
と
解
釋
し
て
お
り(38

)
︑
そ
し
て
劉
知
l
が
﹃
洛
陽
伽
藍
記
﹄
の
趙
逸
の
發
言
を
︑
當
時
の
�
書
I
纂
の
風
潮
に
對
す

る
批
»
の
根
據
に
引
用
し
た
根
本
�
な
理
由
は
︑﹁
實
錄
﹂
に
對
す
る
趙
逸
の
理
解
に
︑
共
感
を
覺
え
た
が
た
め
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
︑

趙
逸
の
歷
�
觀
は
當
時
の
�
學
の
現
狀
を
正
確
に
と
ら
え
︑
批
»
し
た
も
の
と
し
て
︑
同
時
代
人
︑
あ
る
い
は
後
世
の
人
閒
に
�
け
入
れ
ら
れ
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る
ほ
ど
の
說
得
力
を
一
應
は
$
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
そ
し
て
そ
れ
は
﹃
洛
陽
伽
藍
記
﹄
の
讀
者
に
︑
元
來
架
空
の
人
物
で
あ
る
趙
逸
の
發

言
を
︑
當
時
の
實
�
を
示
し
た
も
の
と
理
解
さ
せ
︑
ひ
い
て
は
彼
の
實
在
を
も
信
用
さ
せ
る
效
果
を
も
た
ら
す
︒
つ
ま
り
﹃
洛
陽
伽
藍
記
﹄
に

お
け
る
趙
逸
は
︑
西
晉
・
五
胡
十
六
國
の
眞﹅

の﹅

歷
�
を
知
悉
し
︑
ま
た
あ
る
5
味
で
は
そ
れ
を
象
|
・
體
現
す
る
存
在
と
し
て
︑
北
魏
時
代
の

洛
陽
城
に
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
︒
彼
が
洛
陽
城
に
お
け
る
西
晉
時
代
の
諸
々
の
円
築
物
の
場
�
を
い
い
あ
て
た
こ
と
も
︑
彼
の
記
憶
す
る
眞﹅

の﹅

歷
�
を
人
々
に
傳
ª
す
る
た
め
の
試
み
の
一
つ
で
あ
っ
た
︒

趙
逸
は
﹁
永
嘉
自
り
已
來
二
百
餘
年
﹂
と
い
っ
て
い
る
が
︑
永
嘉
の
亂
か
ら
北
魏
の
洛
陽
�
都
後
に
至
る
ま
で
は
二
〇
〇
年
に
滿
た
な
い
た

め
Ý
り
で
あ
る
︒
そ
れ
で
も
二
〇
〇
年
e
く
に
わ
た
る
自
ら
の
事
跡
を
営
べ
て
お
り
︑
お
お
よ
そ
十
六
國
各
國
の
﹁
都
邑
﹂
を
渡
り
步
き
︑
そ

こ
で
の
事
柄
を
目
擊
し
た
こ
と
が
發
言
の
內
容
と
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
一
方
で
は
十
六
國
が
�
て
滅
[
し
た
四
三
九
年
の
太
武
�
の
華
北
瓜

一
か
ら
︑
洛
陽
�
都
が
行
わ
れ
た
四
九
三
年
に
至
る
ま
で
の
自
ら
の
事
跡
に
關
し
て
︑
彼
は
何
一
つ
と
し
て
語
っ
て
い
な
い
︒
そ
の
J
閒
は
�

す
る
に
︑
北
魏
が
�
城
を
首
都
と
し
つ
つ
︑
中
原
・
華
北
�
域
を
荏
�
し
て
い
た
時
代
で
あ
る
︒
趙
逸
が
十
六
國
の
﹁
都
邑
﹂
に
�
び
︑
そ
の

歷
�
を
見
て
き
た
と
稱
し
た
こ
と
と
︑
自
身
の
事
跡
紹
介
に
お
け
る
こ
う
し
た
空
白
J
閒
は
︑
い
っ
た
い
何
を
5
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

そ
こ
に
は
や
は
り
北
魏
の
五
德
繼
承
問
題
が
絡
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
︒
西
晉

(金
)
↓
北
魏

(水
)
說
は
北
魏
の
公
式
見
解
と
し
て
生
き
續

け
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
︑﹁
中
原
の
中
心
﹂
で
あ
り
︑
か
つ
北
魏
の
怨
首
都
で
あ
る
洛
陽
城
と
の
關
聯
性
は
依
然
と
し
て
稀
Þ
で
あ
っ
た
︒

趙
逸
は
ま
ず
︑
洛
陽
城
內
の
西
晉
時
代
の
円
築
物
の
位
置
を
言
い
當
て
る
こ
と
で
︑
西
晉
と
北
魏
と
を
︑
洛
陽
城
を
媒
介
と
し
て
直
接
�
に
結

び
つ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る(39

)
︒
し
か
し
趙
逸
の
試
み
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
︒
彼
は
さ
ら
に
自
身
が
十
六
國
の
各
都
邑
に
足
を
'
び
︑

そ
れ
ぞ
れ
の
歷
�
を
直
に
見
た
こ
と
を
吿
白
す
る
︒
西
晉
武
�
の
時
代
を
生
き
︑
洛
陽
城
に
て
そ
の
歷
�
や
円
築
物
を
見
た
だ
け
で
な
く
︑
十

六
國
の
歷
�
・
都
城
に
も
精
>
し
て
い
る
こ
と
を
う
っ
た
え
た
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
の
趙
逸
は
︑
西
晉
↓
五
胡
十
六
國
↓
北
魏
と
い
う
︑
繼
續

す
る
歷
�
の
象
|
と
し
て
﹃
洛
陽
伽
藍
記
﹄
に
描
か
れ
て
い
る
︒
彼
の
存
在
と
發
言
は
︑
五
德
繼
承
論
爭
に
お
け
る
︑
高
閭
・
李
彪
ら
そ
れ
ぞ

れ
の
說
を
︑
折
衷
し
た
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
西
晉

(金
)
↓
北
魏

(水
)
と
い
う
︑
李
彪
ら
の
�
張
に
基
づ
く
公
式
見
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解
を
是
:
す
る
一
方
で
︑
西
晉

(金
)
↓
後
趙

(水
)
↓
%
燕

(木
)
↓
%
秦

(火
)
↓
北
魏

(
土
)
を
う
っ
た
え
る
高
閭
の
見
解
を
も
︑
崔
鴻
に
よ

り
創
出
さ
れ
た
﹁
十
六
國
﹂
と
い
う
枠
組
み
を
利
用
し
つ
つ
�
入
し
て
︑
西
晉
↓
五
胡
十
六
國
↓
北
魏
と
い
う
聯
續
性
と
し
て
あ
ら
わ
し
た
の

で
あ
る
︒
西
晉

(金
)
↓
北
魏

(水
)
說
は
︑
そ
も
そ
も
代
北
を
據
點
と
し
て
い
た
時
代
の
拓
跋
部
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
趙
逸
は

む
し
ろ
西
晉
・
北
魏
を
つ
な
げ
る
�
素
と
し
て
洛
陽
城
を
利
用
し
た
︒
ま
た
崔
鴻
の
﹁
十
六
國
﹂
は
︑﹁
中
原
�
﹂
を
語
る
上
で
の
︑
い
わ
ば

フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
創
出
さ
れ
た
枠
組
み
で
あ
り
︑
こ
れ
を
趙
逸
は
利
用
し
て
︑
一
方
で
は
純
粹
に
中
原
王
�
と
し
て
の
西
晉
↓
五
胡
十
六
國

↓
北
魏
と
い
う
聯
續
性
を
あ
ら
わ
し
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
こ
れ
に
は
問
題
が
あ
っ
た
︒
他
で
も
な
い
�
城
時
代
の
北
魏
を
ど
う
D
う
か
と
い

う
問
題
で
あ
る
︒
高
閭
・
李
彪
の
論
爭
に
お
い
て
は
︑
北
魏
の
首
都
が
依
然
と
し
て
�
城
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
︑
當
然
な
が
ら
北
魏
が
洛
陽

に
�
都
し
た
こ
と
は
議
論
に
お
い
て
根
據
と
は
さ
れ
て
い
な
い
︒
西
晉
以
來
︑
洛
陽
�
都
後
の
北
魏
に
至
る
ま
で
の
聯
續
性
を
論
じ
る
に
あ

た
っ
て
︑
�
都
以
%
と
以
後
の
北
魏
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
︒
こ
の
問
題
に
對
し
て
趙
逸
は
︑
北
魏
円
國
か
ら
洛
陽
�
都
に
か

け
て
の
自
ら
の
事
跡
に
つ
い
て
沈
默
す
る
こ
と
で
︑
�
城
と
�
都
以
%
の
北
魏
と
を
�
く
無
視
す
る
と
い
う
︑
强
引
極
ま
る
方
法
で
切
り
拔
け

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る(40

)
︒

趙
逸
が
洛
陽
�
都
以
%
の
北
魏
の
存
在
を
無
視
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
他
に
�
證
が
あ
る
︒

步
兵
校
尉
李
澄
問
い
て
曰
く
︑﹁
太
尉
府
%
の
塼
の
Å
圖
︑
形
製
甚
だ
古
き
も
︑
q
お
未
だ
¦
衛
せ
ず
︑
未
だ
早
晚
の
K
な
る
か
を
知
ら

ず
﹂
と
︒
逸
云
え
ら
く
︑﹁
晉
の
義
煕
十
二
年
︑
劉
裕

姚
泓
を
伐
ち
︑
軍
人
の
作
る
�
な
り
﹂
と
︒
(﹃
洛
陽
伽
藍
記
﹄
卷
二

円
陽
里
)

北
魏
洛
陽
城
の
太
尉
府
の
%
に
あ
っ
た
レ
ン
ガ
K
り
の
佛
塔
に
つ
い
て
步
兵
校
尉
李
澄
が
趙
逸
に
質
問
し
た
と
こ
ろ
︑
趙
逸
は
東
晉
劉
裕

(後
の
劉
宋
武
�
)
が
北
伐
の
x
上
︑
洛
陽
城
を
攻
擊
し
た
際
に
円
て
ら
れ
た
も
の
だ
と
答
え
て
い
る(41

)
︒
�
目
す
べ
き
は
趙
逸
が
こ
の
時
J
に
つ

い
て
﹁
晉
の
義
煕
十
二
年

(四
一
六
)
﹂
と
︑
東
晉
の
元
號
を
À
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
崔
鴻
が
 
武
�
卽
位
以
%
に
お
け
る
東
晉
の
正

瓜
性
を
:
め
て
い
た
こ
と
は
旣
に
営
べ
た
が
︑
そ
れ
で
も
 
武
�
の
魏
王
卽
位
以
後
に
つ
い
て
は
北
魏
を
正
瓜
と
し
て
い
る
︒﹁
晉
の
義
煕
十

二
年
﹂
の
北
魏
は
第
二
代
�
元
�
の
時
代
で
あ
り
︑
北
魏
は
華
北
瓜
一
こ
そ
�
げ
て
は
い
な
い
も
の
の
︑
円
國
さ
れ
て
よ
り
旣
に
久
し
い
段
階
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で
あ
っ
て
︑
當
然
こ
の
と
き
も
獨
自
の
元
號
を
制
定
し
て
い
た

(泰
常
元
年
)
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
東
晉
の
元
號
を
趙
逸
が
À
用
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
︑
少
な
く
と
も
 
武
�
卽
位
以
後
︑
四
一
六
年
以
%
に
お
け
る
北
魏
の
正
瓜
性
を
彼
が
無
視
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
︒
も
っ
と
も

楊
衒
之
が
五
胡
十
六
國
時
代
を
生
き
た
人
物
と
し
て
趙
逸
を
描
く
必
�
か
ら
︑
あ
え
て
﹁
晉
の
義
煕
十
二
年
﹂
と
い
わ
せ
た
可
能
性
も
あ
る
︒

と
い
う
の
も
︑﹁
晉
の
義
煕
十
二
年
﹂
の
當
時
に
あ
っ
て
は
中
原
の
漢
人
士
大
夫
も
東
晉
の
正
瓜
性
を
:
め
て
い
る
狀
況
で
あ
り(42

)
︑
し
か
も
北

魏
は
ま
だ
華
北
瓜
一
を
果
た
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
︒
こ
の
時
代
を
生
き
た

(
と
さ
れ
る
)
趙
逸
が
︑
中
原
の
一
群
雄
に
}
ぎ
な
い
北

魏
の
元
號
を
À
用
す
る
な
ど
と
い
っ
た
設
定
を
行
う
こ
と
は
︑
リ
ア
リ
テ
ィ
に
缺
け
る
と
い
え
︑
ゆ
え
に
﹁
晉
の
義
煕
十
二
年
﹂
と
趙
逸
に
い

わ
せ
た
の
か
も
し
れ
ず
︑
ま
た
東
晉
の
正
瓜
性
を
是
:
す
る
こ
と
は
崔
鴻
が
旣
に
行
っ
て
お
り
︑
趙
逸
の
こ
の
發
言
は
そ
の
�
長
線
上
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
る
︒
し
か
し
そ
の
崔
鴻
に
し
て
も
︑
 
武
�
(&
び
そ
の
當
時
の
北
魏
王
�
)
の
正
瓜
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
の
で
あ
り
︑
ま
た
﹃
十
六
國
春
秋
﹄
の
年
表
の
紀
年
が
︑
一
部
東
晉
の
元
號
を
À
用
し
︑
そ
れ
が
﹁
失
體
﹂
と
し
て
世
の
批
»
を
浴
び
る
こ

と
を
崔
鴻
が
危
惧
し
て
い
た
點
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
︑
何
の
た
め
ら
い
も
な
く
堂
々
と
﹁
晉
の
義
煕
十
二
年
﹂
と
發
言
す
る
趙
逸
の
態
度
は
︑

勇
敢
さ
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
恐
ろ
し
い
ほ
ど
の
傲
岸
さ
の
產
物
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
趙
逸
に
と
っ

て
︑
�
都
以
%
の
北
魏
の
存
在
な
ど
︑
も
と
よ
り
眼
中
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

趙
逸
の
歷
�
觀
は
︑
西
晉

(金
)
↓
北
魏

(水
)
と
い
う
︑
五
德
繼
承
に
つ
い
て
の
北
魏
の
公
式
見
解
を
︑
形
の
上
で
は
是
:
し
て
は
い
る

も
の
の
︑
基
本
�
に
は
北
魏
の
中
原
王
�
と
し
て
の
側
面
を
よ
り
重
視
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
具
體
�
に
い
う
な
ら
ば
︑
西
晉

と
北
魏
の
聯
續
性
を
洛
陽
城
に
お
け
る
円
築
物
發
掘
と
い
う
方
法
で
示
し
︑
十
六
國

(
中
原
)
と
北
魏
の
聯
續
性
の
解
說
に
際
し
て
も
︑﹁
永

嘉
自
り
已
來
二
百
餘
年
︑
國
を
円
て
王
を
稱
す
る
者
は
十
$
六
君
︒
皆
な
其
の
都﹅

邑﹅

に
�
び
︑
其
の
事
を
目
見
す
﹂
と
︑
各
國
の
﹁
都
邑
﹂
に

自
ら
足
を
'
ん
だ
こ
と
が
う
っ
た
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
お
お
よ
そ
都
城
と
い
う
�
素
に
�
軸
を
置
く
歷
�
觀
で
あ
っ
た
︒﹃
洛
陽
伽
藍
記
﹄

が
北
魏
洛
陽
城
と
い
う
一
都
市
の
詳
細
を
傳
え
る
と
い
う
趣
旨
の
�
書
で
あ
っ
た
か
ら
こ
れ
は
當
然
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
そ
れ
ゆ

え
に
こ
そ
︑
趙
逸
の
こ
う
し
た
手
法
に
よ
っ
て
十
六
國
と
�
城
時
代
の
北
魏
の
聯
續
性
を
論
じ
る
こ
と
に
は
︑
は
じ
め
か
ら
困
難
が
á
っ
て
い
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た
︒
な
ぜ
な
ら
ば
十
六
國
と
北
魏
が
竝
立
し
て
い
た
時
J
が
あ
り
︑
各
々
の
都
城
と
い
う
�
素
を
踏
ま
え
て
こ
の
二
者
︑
な
い
し
は
洛
陽
�
都

後
の
北
魏
を
含
め
た
三
者
を
一
直
線
に
繫
げ
る
の
に
無
理
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
︒
西
晉
と
北
魏
の
聯
續
性
を
表
現
す
る
に
際
し
︑
北
魏
洛
陽

城
の
各
�
で
西
晉
時
代
の
円
築
物
の
位
置
を
あ
て
る
と
い
う
手
法
を
一
方
で
と
っ
た
趙
逸
に
と
っ
て
︑
さ
ら
に
�
城
と
の
關
係
を
洛
陽
城
と
い

う
舞
臺
を
À
用
し
て
說
�
す
る
と
い
う
こ
と
は
︑
�
初
か
ら
不
可
能
で
あ
っ
た
︒
あ
く
ま
で

(代
北
を
除
く
)
中
原
・
洛
陽
城
と
い
う
限
ら
れ

た
フ
ィ
ー
ル
ド
で
�
て
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
趙
逸
と
し
て
は
︑
�
城
や
︑
そ
こ
に
首
都
を
置
い
て
い
た
時
代
の
北
魏
の
存
在
を
無

視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
�
は
確
か
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
れ
に
し
て
も
︑
北
魏
末
に
お
い
て
自
ら
の
著
書
﹃
十
六
國
春
秋
﹄
が
多
數
の
批
»
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
を
崔
鴻
が
恐
れ
て
い
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
︑﹃
洛
陽
伽
藍
記
﹄
に
お
け
る
趙
逸
が
︑
か
く
も
强
氣
で
い
ら
れ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
︒
旣
に
営
べ
た
よ
う
に
﹃
洛
陽
伽
藍
記
﹄
は
東

魏
時
代
に
完
成
し
た
が
︑
崔
鴻
﹃
十
六
國
春
秋
﹄
が
書
か
れ
た
北
魏
末
か
ら
閒
も
な
い
當
時
の
�
學
を
め
ぐ
る
狀
況
に
も
︑
あ
ま
り
變
�
は
な

か
っ
た
ら
し
い
︒﹃
北
�
﹄
卷
五
六

魏
收
傳
に
は
︑

四
年
︑
神
武

(高
歡
)
西
門
�
祠
に
於
い
て
宴
集
し
︑
司
馬
子
如
に
謂
い
て
曰
く
︑﹁
魏
收

�
官
と
爲
り
︑
吾
が
善
惡
を
書
す
︒
聞
く
な

ら
く
︑
北
伐
の
時
︑
諸
貴
常
に
�
官
に
餉
し
て
飮
食
せ
し
む
と
︒
司
馬
僕
射
頗
る
曾
て
餉
す
る
や
不
や
﹂
と
︒
因
り
て
共
に
大
笑
す
︒
仍

り
て
收
に
謂
い
て
曰
く
︑﹁
卿
元
康
等
の
吾
が
目
下
に
在
り
て
趨
走
す
る
を
見
︑
吾
以
て
勤
勞
と
爲
す
と
謂
う
勿
か
れ
︒
我
が
後
世
の
身

名

卿
の
手
に
在
り
︑
我
知
ら
ず
と
謂
う
勿
か
れ
﹂
と
︒

と
あ
り
︑
當
時
�
官
で
あ
っ
た
魏
收
が
高
歡
よ
り
︑
善
惡
に
か
か
わ
ら
ず
そ
の
事
跡
を
�
書
に
記
し
た
こ
と
を
賞
贊
さ
れ
た
こ
と
が
営
べ
ら
れ
︑

ま
た
同
じ
く
魏
收
傳
に
は
︑

初
め
︑
�
(高
洋
)
群
臣
を
し
て
各
お
の
志
を
言
わ
し
め
︑
收
曰
く
︑﹁
臣
願
わ
く
は
東
觀
に
直
筆
す
る
を
得
︑
早
く
魏
書
を
出
さ
ん
こ

と
を
﹂
と
︒
故
に
�
收
を
し
て
其
の
任
を
專
ら
に
せ
し
む
︒
印
�
原
王
高
龍
之
に
詔
し
て
之
を
總
監
せ
し
む
る
も
︑
名
を
署
す
る
の
み
︒

�
收
に
敕
し
て
曰
く
︑﹁
直
筆
を
好
み
︑
我
�
に
魏
の
太
武
と
作な

り
︑
�
官
を
誅
せ
ず
﹂
と
︒
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と
あ
っ
て
︑
魏
收
が
北
齊
の
�
宣
�
高
洋
に
︑
自
ら
が
﹁
直
筆
﹂
を
も
っ
て
﹃
魏
書
﹄
を
I
纂
す
る
こ
と
を
�
k
し
︑
ま
た
そ
の
高
洋
が
自
ら

﹁
直
筆
﹂
を
好
み
︑
か
つ
て
の
太
武
�
と
衣
な
っ
て
�
官
を
誅
殺
し
な
か
っ
た
こ
と
を
誇
っ
て
い
る
が
︑
そ
の
太
武
�
に
し
て
も
崔
浩
ら
に
國

�
I
纂
を
命
ず
る
に
際
し
て
は
﹁
實
錄
﹂
を
推
奬
し
て
い
た
の
で
あ
り
︑
何
よ
り
も
こ
こ
に
登
場
す
る
魏
收
の
I
纂
し
た
﹃
魏
書
﹄
が
︑
完
成

當
時
よ
り
﹁
穢
�
﹂
と
B
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
�
5
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
を
踏
ま
え
て
東
魏
・
北
齊
時
代
に
至
っ
て
も
�

風
に
變
�
は
な
か
っ
た
と
田
餘
慶
氏
は
�
張
す
る(43

)
︒
假
に
楊
衒
之
が
﹃
洛
陽
伽
藍
記
﹄
に
て
自
ら
の
言
と
し
て
あ
の
よ
う
な
歷
�
觀
を
営
べ
た

な
ら
ば
︑
崔
鴻
が
危
惧
し
た
よ
う
な
批
»
を
被
っ
た
に
�
い
な
い
︒
し
か
し
實
際
に
は
趙
逸
と
い
う
架
空
の
人
物
を
作
り
上
げ
︑
彼
に
語
ら
せ

る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
︒
も
と
よ
り
趙
逸
の
經
歷
に
は
︑﹁
是
れ
晉
武
の
時
の
人
﹂︑﹁
永
嘉
自
り
已
來
二
百
餘
年
︑
國
を
円
て
王
を
稱
す
る

者
は
十
$
六
君
︒
皆
な
其
の
都
邑
に
�
び
︑
其
の
事
を
目
見
す
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
西
晉
時
代
か
ら
洛
陽
�
都
後
の
北
魏
ま
で
の
二
〇
〇
年
以

上
を
生
き
た
な
ど
と
い
う
荒
Ù
無
稽
な
設
定
は
あ
る
も
の
の
︑
一
方
で
楊
衒
之
は
﹁
實
錄
﹂
に
對
す
る
�
確
な
�
張
を
趙
逸
に
行
わ
せ
る
こ
と

で
︑
當
時
の
�
學
の
實
�
を
知
り
︑
そ
れ
を
批
»
す
る
正
瓜
�
な
歷
�
家
と
し
て
趙
逸
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
趙
逸
が
い
い
あ
て
た
西

晉
時
代
の
円
築
物
に
も
︑
他
に
そ
れ
を
裏
附
け
る
根
據
が
あ
っ
た
可
能
性
は
閏
分
に
あ
る(44

)
︒
そ
の
趙
逸
に
發
言
さ
せ
る
こ
と
で
︑
自
ら
の
見
解

に
對
す
る
批
»
を
︑
趙
逸
に
そ
ら
せ
る
5
圖
が
楊
衒
之
に
は
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
れ
が
事
實
で
あ
れ
ば
︑
楊
衒
之
の
手
法
は
︑
�
學

に
自
由
の
な
か
っ
た
時
代
に
お
け
る
歷
�
家
の
︑
一
種
の
處
世
å
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
︒
と
も
か
く
も
︑
架
空
の
隱
士
趙
逸
に
よ
っ

て
孝
�
�
以
來
の
問
題
が
﹁
解
決
﹂
さ
れ
︑
純
粹
な
中
原
王
�
と
し
て
の
北
魏
宴
が
︑
こ
こ
で
よ
う
や
く
示
さ
れ
た
の
で
あ
る(45

)
︒

お

わ

り

に

︱
︱
二
元
性
問
題
﹁
解
決
﹂
の
試
み
と
そ
の
系
�

︱
︱

以
上
の
考
察
結
果
を
北
魏
の
二
元
性
問
題
を
軸
と
し
て
整
理
す
る
な
ら
ば
V
の
よ
う
に
な
ろ
う
︒

北
魏
王
�
は
そ
の
地
理
�
觀
念
に
お
い
て
︑
代
北
・
中
原
と
い
う
二
つ
の
�
素
を
円
國
當
初
よ
り
內
<
し
て
い
た
︒
例
え
ば
初
J
の
國
號
問

題
︑
す
な
わ
ち
﹁
代
﹂・﹁
魏
﹂
の
æ
擇
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
こ
の
王
�
の
�
軸
を
ど
ち
ら
に
置
く
か
と
い
う
議
論
は
北
魏
一
代
を
>
じ
て
し
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ば
し
ば
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
︒
孝
�
�
の
洛
陽
�
都
も
こ
の
一
�
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
︑
あ
る
い
は
こ
れ
は
︑
北
魏
王
�
の
も

つ
二
元
性
の
克
3
を
目
�
と
し
た
︑
彼
な
り
の
試
み
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒

そ
れ
が
孝
�
�
の
狙
い
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
少
な
く
と
も
彼
の
時
代
に
限
っ
て
い
え
ば
︑
失
敗
あ
る
い
は
不
園
底
に
�
わ
っ
た
と
B
價
せ

ざ
る
を
得
な
い
︒
孝
�
�
は
�
都
の
直
%
に
北
魏
の
五
德
繼
承
に
關
し
て
�
臣
に
議
論
さ
せ
︑
ま
た
そ
の
x
中
に
»
號
改
革
を
行
う
こ
と
で
︑

議
論
を
自
ら
の
荏
持
す
る
高
閭
說
(西
晉

(金
)
↓
後
趙

(水
)
↓
%
燕

(木
)
↓
%
秦

(
火
)
↓
北
魏

(土
))
に
決
着
す
る
よ
う
仕
向
け
︑
こ
れ
を
來

る
洛
陽
�
都
に
向
け
た
理
念
�
根
據
と
す
る
こ
と
を
目
論
ん
だ
が
︑
結
果
と
し
て
は
李
彪
・
崔
光
ら
の
︑
西
晉

(
金
)
↓
北
魏

(水
)
說
が
9

用
さ
れ
て
し
ま
っ
た
︒
洛
陽
�
都
の
た
め
の
下
準
備
を
李
彪
ら
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
孝
�
�
は
︑
仕
方
な
く
南
齊
へ
の
親
征
と
い
う
形
を
と

り
つ
つ
洛
陽
に
�
都
す
る
と
い
う
强
行
策
を
と
り
︑
同
時
に
李
彪
ら
の
說
に
基
づ
き
つ
つ
︑
拓
跋
部
の
�
徙
の
歷
�
の
�
長
と
い
う
形
で
�
都

の
5
義
づ
け
を
行
っ
た
が
︑
こ
れ
は
﹁
中
原
の
中
心
﹂
た
る
洛
陽
へ
の
�
都
の
歷
�
�
5
義
の
說
�
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
っ
た
︒

孝
�
�
の
生
み
出
し
た
︑
そ
う
し
た
矛
盾
の
解
決
を
�
初
に
試
み
た
の
が
崔
鴻
で
あ
る
︒
彼
は
�
�
�
の
存
在
や
功
業
を
重
ん
じ
る
李
彪
ら

の
說
と
︑﹁
太
祖
﹂
號
を
�
�
�
か
ら
 
武
�
に
移
行
さ
せ
た
»
號
改
革
の
趣
旨
の
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
︑
高
閭
が
À
用
し
た
周
先
王
�
命

の
故
事
に
基
づ
き
︑
西
晉
か
ら
 
武
�
が
直
接
德
を
繼
承
し
た
と
い
う
歷
�
觀
を
提
示
し
た
︒
ま
た
一
方
で
︑
彼
は
﹃
十
六
國
春
秋
﹄
年
表
作

成
の
都
合
か
ら
︑
五
德
繼
承
論
爭
に
お
い
て
一
切
言
&
さ
れ
な
か
っ
た
東
晉
の
存
在

(&
び
そ
の
正
瓜
性
)
を
:
め
た
︒
し
か
し
崔
鴻
の
こ
う

し
た
試
み
も
︑
當
時
の
�
學
を
め
ぐ
る
不
自
由
も
あ
っ
て
︑
問
題
の
完
�
な
解
決
と
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
︒

と
は
い
う
も
の
の
︑
崔
鴻
に
よ
っ
て
そ
の
﹁
解
決
﹂
の
た
め
の
 
筋
は
整
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
︑
そ
れ
を
繼
承
し
︑
一
應
の
﹁
解
決
﹂
を
果

た
し
た
の
が
楊
衒
之
で
あ
っ
た
︒
彼
は
そ
の
著
﹃
洛
陽
伽
藍
記
﹄
に
お
い
て
︑
架
空
の
人
物
で
あ
る
趙
逸
を
登
場
さ
せ
た
︒
趙
逸
は
洛
陽
城
を

は
じ
め
と
す
る
中
原
の
都
城
と
︑
崔
鴻
に
よ
り
創
出
さ
れ
た
﹁
十
六
國
﹂
と
い
う
枠
組
み
を
利
用
し
︑
五
德
繼
承
論
爭
に
お
け
る
西
晉

(金
)

↓
後
趙

(水
)
↓
%
燕

(木
)
↓
%
秦

(火
)
↓
北
魏

(土
)
說
と
︑
西
晉

(金
)
↓
北
魏

(
水
)
說
を
折
衷
す
る
歷
�
觀
を
示
す
一
方
で
︑
�
城
時

代
の
北
魏
の
存
在
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
�
く
無
視
し
た
︒
か
く
し
て
趙
逸
に
よ
り
︑
北
魏
の
二
元
性
の
う
ち
の
代
北
と
い
う
�
素
は
完
�
に
否
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定
さ
れ
︑
純
然
た
る
中
原
王
�
と
し
て
の
北
魏
が
描
寫
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

本
稿
が
解
�
し
た
の
は
︑
北
魏
の
も
つ
二
元
性
の
﹁
解
決
﹂
に
向
け
て
の
︑
孝
�
�
・
崔
鴻
・
楊
衒
之

(趙
逸
)
の
三
者
の
試
み
と
そ
の
系

�
で
あ
っ
て
︑
北
魏
・
東
魏
・
北
齊
の
人
々
の
5
識
が
�
ç
�
に
こ
の
よ
う
な
變
�
を
た
ど
っ
た
こ
と
を
必
ず
し
も
5
味
す
る
も
の
で
は
な
い
︒

そ
の
�
體
宴
を
解
�
す
る
に
は
︑
墓
誌
等
の
︑
他
の
多
數
の
�
料
を
分
析
す
る
こ
と
が
必
�
と
な
る
︒
本
稿
の
試
み
が
あ
く
ま
で
そ
の
個
別
檢

討
の
一
つ
に
}
ぎ
な
い
こ
と
は
念
の
た
め
强
è
し
て
お
き
た
い
︒

�(1
)

汪
�
學
﹁
中
國
古
代
政
治
正
瓜
觀
論
綱
﹂
(﹃
傳
瓜
�
�
與
時
代
精

神
﹄︑
貴
州
人
民
出
版
社
︑
一
九
九
六
年
)︑﹁
再
論
中
國
古
代
政
治

正
瓜
論
﹂
(﹃
貴
州
�
�
叢
刊
﹄
一
九
九
八−

六
)︑﹃
正
瓜
論
︱
︱

發
現
東
方
智
L
﹄
(陝
西
人
民
出
版
社
︑
二
〇
〇
二
年
)
參
照
︒

(2
)

田
餘
慶
﹁
代
北
地
區
拓
跋
與
烏
桓
�
共
生
關
係
︱
︱
《魏
書
・
序

記
︾
$
關
�
實
解
析
﹂
(同
氏
著
﹃
拓
跋
�
探

(修
訂
本
)﹄︑
生

活
・
讀
書
・
怨
知
三
聯
書
店
︑
二
〇
一
一
年
︑
九
九
～
二
〇
一
頁
)

參
照
︒

(3
)

松
下
憲
一
﹁
北
魏
の
國
號
﹃
大
代
﹄
と
﹃
大
魏
﹄﹂
(同
氏
著
﹃
北

魏
胡
族
體
制
論
﹄︑
北
海
 
大
學
圖
書
刊
行
會
︑
二
〇
〇
七
年
︑
一

一
一
～
一
五
八
頁
)︑﹁
北
魏
正
�
に
お
け
る
﹃
代
人
﹄﹂
(%
揭
﹃
北

魏
胡
族
體
制
論
﹄
一
五
九
～
二
〇
七
頁
)
參
照
︒
ま
た
﹁
代
﹂・

﹁
魏
﹂
に
關
し
て
は
︑
他
に
何
德
違
﹁
北
魏
國
號
與
正
瓜
問
題
﹂

(﹃
歷
�
硏
究
﹄
一
九
九
二−

三
)
參
照
︒

(4
)

北
魏
の
正
瓜
性
・
正
瓜
觀
に
關
し
て
は
︑
范
家
洩
﹁
北
魏
正
朔
與

崔
浩
國
�
之
獄
﹂
(周
樑
楷
�
I
﹃
結
網
二
I
﹄︑
東
大
圖
書
公
司
︑

二
〇
〇
三
年
︑
一
八
一
～
二
一
九
頁
)︑
宋
眞
﹁
北
魏

始
祖
說
話
와

王
�
의

正
瓜
性
﹂
(﹃
서
울
大

東
洋
�
學
科
論
集
﹄
三
〇
︑
二
〇
〇

六
年
)
︑
徐
亞
軒
﹁
北
魏
爭
正
瓜
5
義
論
略
﹂
(﹃
湖
南
工
業
職
業
技

å
學
院
學
報
﹄
九−

四
︑
二
〇
〇
九
年
)︑
王
�
海
﹁
北
魏
政
權
正

瓜
之
爭
硏
究
﹂
(﹃
北
方
民
族
大
學
學
報

(哲
學
社
會
科
學
版
)
﹄
二

〇
一
二−

二
)
︑﹁
北
魏
政
權
正
瓜
円
設
硏
究
﹂
(﹃
廣
西
社
會
科
學
﹄

二
〇
一
四−

九
)︑
﹃
北
魏
政
權
正
瓜
之
爭
硏
究
﹄
(中
國
社
會
科
學

出
版
社
︑
二
〇
一
四
年
)
等
を
參
照
︒
魏
晉
南
北
�
時
代
に
お
け
る

正
瓜
問
題
に
關
し
て
は
︑
秦
永
洲
﹁
東
晉
南
北
�
時
J
中
華
正
瓜
之

爭
與
正
瓜
再
K
﹂
(﹃
�
�
哲
﹄
一
九
九
八−

一
)
︑
范
家
洩
﹁
三
國

正
瓜
論
與
陳
壽
對
天
�
星
占
材
料
�
處
理
︱
︱
µ
論
壽
書
無

﹃
志
﹄﹂
(黃
淸
連
�
I
﹃
結
網
I
﹄︑
東
大
圖
書
公
司
︑
一
九
九
八
年
︑

一
三
一
～
一
八
〇
頁
)︑
川
本
芳
昭
﹁
五
胡
十
六
國
・
北
�
時
代
に

お
け
る
﹃
正
瓜
﹄
王
�
に
つ
い
て
﹂
(同
氏
著
﹃
魏
晉
南
北
�
時
代

の
民
族
問
題
﹄
︑
ë
古
書
院
︑
一
九
九
八
年
︑
六
六
～
一
〇
二
頁
)︑

﹁
遼
金
に
お
け
る
正
瓜
觀
を
め
ぐ
っ
て

︱
︱
北
魏
の
場
合
と
の
比
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�

︱
︱
﹂
(同
氏
著
﹃
東
ア
ジ
ア
古
代
に
お
け
る
諸
民
族
と
國
家
﹄︑

ë
古
書
院
︑
二
〇
一
五
年
︑
三
九
七
～
四
二
一
頁
)︑
鈴
木
桂
﹁
Ù

修
﹃
晉
書
﹄
に
み
え
る
Ù
初
の
正
瓜
觀

︱
︱
五
胡
十
六
國
の
稱
元

法
の
檢
討
か
ら
︱
︱
﹂
(﹃
�
料
批
»
硏
究
﹄
五
︑
二
〇
〇
〇
年
)︑

鄧
樂
群
﹁
十
六
國
胡
族
政
權
�
正
瓜
5
識
與
正
瓜
之
爭
﹂
(﹃
南
>
師

範
學
院
學
報

(哲
學
社
會
科
學
版
)
﹄
二
〇
〇
四−

一
二
)︑
田
中

靖
彥
﹁﹃
漢
晉
春
秋
﹄
に
見
る
三
國
正
瓜
觀
の
展
開
﹂
(﹃
東
方
學
﹄

一
一
〇
︑
二
〇
〇
五
年
)︑
中
村
圭
爾
﹁
円
康
に
お
け
る
傳
瓜
と
革

怨
﹂
(同
氏
著
﹃
六
�
江
南
地
域
�
硏
究
﹄︑
ë
古
書
院
︑
二
〇
〇
六

年
︑
五
一
三
～
五
五
四
頁
)︑
彭
豐
�
﹁
試
論
十
六
國
時
J
胡
人
正

瓜
觀
�
嬗
變
﹂
(﹃
民
族
硏
究
﹄
二
〇
一
〇−

六
)︑
金
仁
義
﹁
正
瓜

觀
與
東
晉
南
�
時
J
�
�
學
﹂
(﹃
�
學
�
硏
究
﹄
二
〇
一
一−

一
)︑

會
田
大
輔
﹁﹃
�
王
略
論
﹄
の
皇
�
B
價

︱
︱
南
北
�
の
皇
�
B

價
を
中
心
に
︱
︱
﹂
(榎
本
淳
一
I
﹃
古
代
中
國
・
日
本
に
お
け
る

學
å
と
荏
�
﹄︑
同
成
社
︑
二
〇
一
三
年
︑
四
七
～
七
四
頁
)︑
大
久

保
秀
K
﹁
魏
晉
南
北
�
の
正
瓜
に
つ
い
て
の
試
論

南
北
の
漢
胡
關

係
・
:
識
・
�
書
I
纂
を
考
え
る
﹂
(川
�
�
士
記
念
論
集
刊
行
會

I
﹃
東
方
學
論
集

川
�
守
・
賢
亮
�
士
古
稀
記
念
﹄︑
ë
古
書
院
︑

二
〇
一
三
年
)︑
小
野
�
﹁
%
趙
と
後
趙
の
成
立

︱
︱
五
胡
十
六

國
時
代
に
お
け
る
匈
奴
漢
¦
壞
後
の
政
治
�
�
展
開
︱
︱
﹂
(﹃
立

命
館
東
洋
�
學
﹄
三
六
︑
二
〇
一
三
年
)︑
拙
稿
﹁
玉
璽
の
行
方

︱
︱
正
瓜
性
の
相
克
︱
︱
﹂
(﹃
立
命
館
東
洋
�
學
﹄
三
八
︑
二
〇

一
五
年
)
等
を
參
照
︒
な
お
中
國
の
正
瓜
觀
・
正
瓜
論
に
つ
い
て
は
︑

こ
の
他
梁
+
超
﹁
怨
�
學
﹂
(﹃
飮
冰
室
合
集
﹄
�
集
第
四
册
一
～
三

二
頁
︑
上
海
中
華
書
局
︑
一
九
三
六
年
)︑
神
田
喜
一
郞
﹁
荏
y
�

學
に
現
は
れ
た
る
倫
理
思
想
﹂
(﹃
岩
波
î
座
倫
理
學
﹄
一
〇
︑
一
九

四
一
年
)︑
內
ï
虎
V
郞

(湖
南
)
﹃
荏
y
�
學
�
﹄
(弘
�
堂
︑
一

九
四
九
年
)
二
七
七
～
二
八
六
頁
︑
趙
令
揚
﹃
關
於
歷
代
正
瓜
問
題

之
爭
論
﹄
(
學
津
出
版
社
︑
一
九
七
六
年
)︑
饒
宗
頤
﹃
中
國
�
學
上

之
正
瓜
論

中
國
�
學
觀
念
探
討
之
一
﹄
(龍
門
書
店
︑
一
九
七
七

年
)
︑
王
東
﹁
正
瓜
論
與
中
國
古
代
�
學
﹂
(﹃
學
å
界
﹄
一
九
八
七

−

五
)︑
雷
家
驥
﹃
中
古
�
學
觀
念
�
﹄
(
臺
灣
學
生
書
局
︑
一
九
九

〇
年
)
三
七
五
～
五
九
〇
頁
︑
胡
克
森
﹁
論
中
國
古
代
正
瓜
觀
�
演

變
與
中
華
民
族
融
合
之
關
係
﹂
(﹃
�
學
理
論
硏
究
﹄
一
九
九
九−

四
)
︑
古
松
崇
志
﹁
脩
端
﹃
辯
遼
宋
金
正
瓜
﹄
を
め
ぐ
っ
て

︱
︱

元
代
に
お
け
る
﹃
遼
�
﹄﹃
金
�
﹄﹃
宋
�
﹄
三
�
I
纂
の
}
~

︱
︱
﹂
(﹃
東
方
學
報
﹄
京
都
七
五
︑
二
〇
〇
三
年
)︑
阿
部
幸
信

﹁
漢
代
に
お
け
る
綬
制
と
正
瓜
觀
︱
︱
綬
の
規
格
の
理
念
�
背
景
を

中
心
に
﹂
(﹃
福
岡
敎
育
大
學
紀
�
第
二
分
册

社
會
科
I
﹄
五
二
︑

二
〇
〇
三
年
)
︑
雷
戈
﹁
正
朔
・
正
瓜
與
正
閏
﹂
(﹃
�
學
�
刊
﹄
二

〇
〇
四−

六
)
︑
田
中
靖
彥
﹁
Ù
代
に
お
け
る
三
國
正
瓜
論
と
﹃
�

>
﹄
︱
︱
曹
魏
描
寫
に
ñ
め
ら
れ
た
劉
知
l
の
Ù
�
觀
︱
︱
﹂

(﹃
中
國
︱
︱
社
會
と
�
�
﹄
二
〇
︑
二
〇
〇
五
年
)︑
土
田
永
V
郞

﹁﹃
治
瓜
﹄
覺
書
︱
︱
正
瓜
論
・
 
瓜
論
と
の
關
係
か
ら
﹂
(﹃
東
洋

の
思
想
と
宗
敎
﹄
二
三
︑
二
〇
〇
六
年
)
︑
劉
浦
江
﹁︽
五
德
�
始
︾

說
之
�
結
︱
︱
µ
論
宋
代
以
影
傳
瓜
政
治
�
�
�
嬗
變
﹂
(﹃
中
國

社
會
科
學
﹄
二
〇
〇
六−

二
︑
小
林
隆
 
譯
﹁
﹃
五
德
�
始
﹄
說
の

�
結

︱
︱
µ
ね
て
宋
代
以
影
に
お
け
る
傳
瓜
�
政
治
�
�
の
變
�

を
論
じ
る
︱
︱
﹂
︑
﹃﹁
宋
代
中
國
﹂
の
相
對
�
﹄
︑
ë
古
書
院
︑
二

〇
〇
九
年
︑
一
四
七
～
一
八
一
頁
)
な
ど
が
あ
る
︒
な
お
e
年
は
西

― 29 ―

443



晉
滅
[
後
︑
東
晉
南
�
の
円
康
が
天
下
の
中
心
と
:
識
さ
れ
る
現
象

に
つ
い
て
論
じ
た
戶
川
貴
行
氏
の
一
聯
の
硏
究
が
發
表
さ
れ
て
い
る
︒

戶
川
貴
行
﹁
僑
民
の
土
着
�
と
�
�
の
變
容

︱
︱
『世
說
怨
語
﹄

を
手
が
か
り
と
し
て
み
た
︱
︱
﹂
(﹃
東
洋
學
報
﹄
九
六−

三
︑
二

〇
一
四
年
)︑﹃
東
晉
南
�
に
お
け
る
傳
瓜
の
創
K
﹄
(ë
古
書
院
︑

二
〇
一
五
年
)
參
照
︒

(5
)

吉
本
 
G
﹁
魏
書
序
紀
考
證
﹂
(﹃
�
林
﹄
九
三−

三
︑
二
〇
一
〇

年
)
參
照
︒

(6
)

田
餘
慶
﹁︽
代
歌
︾・︽
代
記
︾
和
北
魏
國
�
︱
︱
國
�
之
獄
�
�

學
�
考
察
﹂
(%
揭
﹃
拓
跋
�
探

(修
訂
本
)﹄
二
〇
二
～
二
三
一

頁
)
參
照
︒

(7
)

現
に
﹃
魏
書
﹄
卷
二

太
祖
紀

天
興
元
年
一
二
�
條
に
﹁
從
土
德
︑

3
色
尙
黃
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
北
魏
の
土
德
が
�
示
さ
れ
て
い
る
︒

孫
險
峰
﹁
北
魏
土
德
'
V
�
制
定
﹂
(﹃
華
南
師
範
大
學
學
報

(社
會

科
學
版
)﹄
二
〇
一
〇−

六
)
參
照
︒

(8
)

永
嘉
の
亂
に
關
し
て
は
拙
稿
﹁
永
嘉
の
亂
の
實
宴
﹂
(﹃
�
學
雜

誌
﹄
一
二
五−

二
︑
二
〇
一
六
年
)
參
照
︒

(9
)

﹃
魏
書
﹄
に
お
い
て
引
用
さ
れ
た
上
奏
に
は
︑
原
�
の
字
句
が
改

竄
さ
れ
た
形
跡
が
あ
る
︒
本
稿
で
は
そ
れ
が
疑
わ
れ
る
箇
�
に
括
弧

書
き
で
指
摘
し
て
お
く
︒

(10
)

板
橋
曉
子
﹁
西
晉
愍
�
政
權
再
攷

︱
︱
長
安
か
ら
の
﹃
中
興
﹄

と
秩
序
形
成
︱
︱
﹂
(﹃
東
方
學
﹄
一
三
二
︑
二
〇
一
六
年
)
參
照
︒

(11
)

雷
家
驥
﹃
中
古
�
學
觀
念
�
﹄
(%
揭
)
五
一
八
～
五
二
二
頁
︑

宋
姸
娟
﹁
拓
跋
氏
T
晉
與
北
魏
正
瓜
問
題
﹂
(﹃
滄
桑
﹄
二
〇
〇
四−

一
・
二
)︑
胡
克
森
﹁
北
魏
�
正
瓜
與
漢
�
﹂
(﹃
�
林
﹄
二
〇
一
五

−

五
)
參
照
︒

(12
)

川
本
芳
昭
﹁
五
胡
十
六
國
・
北
�
時
代
の
﹃
正
瓜
﹄
王
�
に
つ
い

て
﹂
(%
揭
)
參
照
︒

(13
)

こ
の
詔
の
發
令
時
J
を
︑﹃
魏
書
﹄
禮
志
一
は
太
和
一
五
年
四
�

と
し
︑
卷
七
下

高
祖
紀
下
は
同
年
七
�
と
す
る
が
︑
こ
こ
で
は
川

本
芳
昭
﹁
五
胡
十
六
國
・
北
�
時
代
の
﹃
正
瓜
﹄
王
�
に
つ
い
て
﹂

(%
揭
)
の
考
察
に
基
づ
き
︑
後
者
に
し
た
が
っ
て
お
く
︒

(14
)

こ
の
時
J
に
つ
い
て
も
︑
﹃
魏
書
﹄
禮
志
一
は
太
和
一
五
年
正
�

と
し
︑
高
祖
紀
下
は
太
和
一
六
年
正
�
と
す
る
が
︑
同
じ
く
川
本
芳

昭
﹁
五
胡
十
六
國
・
北
�
時
代
の
﹃
正
瓜
﹄
王
�
に
つ
い
て
﹂
(%

揭
)
の
考
察
に
基
づ
き
︑
後
者
に
し
た
が
っ
て
お
く
︒

(15
)

川
本
芳
昭
﹁
五
胡
十
六
國
・
北
�
時
代
の
﹃
正
瓜
﹄
王
�
に
つ
い

て
﹂
(%
揭
)
參
照
︒

(16
)

岡
崎
�
夫
﹃
魏
晉
南
北
�
>
�
﹄
(
弘
�
堂
書
ò
︑
一
九
三
二
年
)

三
六
一
～
三
六
三
頁
︑
逯
耀
東
﹃
從
�
城
到
洛
陽

拓
跋
魏
�
�
轉

變
�
歷
~
﹄
(
聯
經
出
版
事
業
公
司
︑
一
九
七
九
年
)
一
〇
三
～
一

五
八
頁
︑
ó
黎
﹃
魏
孝
�
�
B
傳
﹄
(
山
西
人
民
出
版
社
︑
一
九
八

七
年
)
六
一
～
九
二
頁
︑
何
德
違
﹁
論
北
魏
孝
�
�
�
都
事
件
﹂

(﹃
魏
晉
南
北
�
隋
Ù
�
*
料
﹄
一
五
︑
一
九
九
七
年
)︑
~
維
榮

﹃
拓
跋
宏
B
傳
﹄
(南
京
大
學
出
版
社
︑
一
九
九
八
年
)
一
六
六
～
一

八
九
頁
︑
李
憑

(高
光
儀
譯
)
﹁
北
魏
의

�
都
原
因
과

5
義
﹂

(﹃
韓
國
古
代
�
硏
究
﹄
三
六
︑
二
〇
〇
四
年
)︑
孫
同
勛
﹁
孝
�
�

�
�
都
與
漢
�
﹂
(同
氏
著
﹃
拓
跋
氏
�
漢
�
&
其
他
︱
︱
北
魏
�

論
�
集
﹄
︑
稻
=
出
版
社
︑
二
〇
〇
五
年
︑
四
九
～
一
五
三
頁
)︑
松

下
憲
一
﹁
北
魏
の
洛
陽
�
都
﹂
(%
揭
﹃
北
魏
胡
族
體
制
論
﹄
八
七
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～
一
〇
九
頁
)︑
張
金
龍
﹃
北
魏
政
治
�

(七
)﹄
(甘
肅
敎
育
出
版

社
︑
二
〇
一
一
年
)
二
四
八
～
三
四
〇
頁
︑
長
部
悅
弘
﹁
北
魏
孝
�

�
の
尙
書
省
と
洛
陽
�
都

(4
)
︱
︱
宗
室
元
氏
の
尙
書
省
官
へ

の
任
官
狀
況
に
焦
點
を
當
て
て
︱
︱
﹂
(﹃
人
閒
科
學
﹄
三
二
︑
二

〇
一
五
年
)
な
ど
︒
以
上
の
硏
究
は
お
お
む
ね
孝
�
�
が
南
伐
に
見

せ
か
け
た
實
質
�
な
�
都
を
は
じ
め
か
ら
企
圖
し
て
い
た
と
解
釋
し

て
い
る
が
︑
佐
川
英
治
﹁
北
魏
均
田
制
の
目
�
と
展
開

︱
︱
奴
碑

給
田
を
中
心
と
し
て
︱
︱
﹂
(﹃
�
學
雜
誌
﹄
一
一
〇−

一
︑
二
〇

〇
一
年
)
は
︑
こ
の
�
都
の
後
︑
北
魏
軍
に
よ
る
南
齊
へ
の
�
攻
が

聯
年
の
ご
と
く
繰
り
É
さ
れ
た
こ
と
か
ら
︑
�
都
に
先
だ
っ
て
の
南

伐
命
令
は
單
な
る
見
せ
か
け
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
︒

(17
)

本
稿
に
て
引
用
す
る
﹃
�
館
詞
林
﹄
テ
キ
ス
ト
は
弘
仁
本
で
あ
り
︑

こ
の
箇
�
に
お
い
て
弘
仁
本
は
﹁
周
父
﹂
に
作
る
が
︑
こ
こ
に
限
り

ö
園
叢
書
本
に
し
た
が
い
﹁
周
�
﹂
と
し
て
お
く
︒

(18
)

以
上
の
孝
�
�
の
洛
陽
�
都
時
の
詔
に
關
し
て
は
︑
田
餘
慶
﹁
代

北
地
區
拓
跋
與
烏
桓
�
共
生
關
係
﹂
(%
揭
)
參
照
︒

(19
)

佐
川
英
治
﹁
東
魏
北
齊
革
命
と
﹃
魏
書
﹄
の
I
纂
﹂
(﹃
東
洋
�
硏

究
﹄
六
四−

一
︑
二
〇
〇
五
年
)︑
王
銘
﹁︽
正
瓜
︾
與
︽
政
瓜
︾：

拓
跋
魏
︽
太
祖
︾
»
號
改
易
&
其
歷
�
書
寫
﹂
(﹃
中
華
�
�
論
叢
﹄

二
〇
一
一−

二
)
は
北
�
の
典
籍
・
墓
誌
に
お
い
て
は
 
武
�
の

﹁
太
祖
﹂・﹁
烈
祖
﹂
號
が
»
號
改
革
後
も
?
用
さ
れ
て
い
た
と
す
る
︒

た
だ
し
皇
�
の
詔
に
お
い
て
も
そ
れ
が
園
底
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と

の
不
自
然
さ
は
殘
る
︒

(20
)

勞
榦
﹁
北
魏
後
J
�
重
�
都
邑
與
北
魏
政
治
�
關
係
﹂
(同
氏
著

﹃
勞
榦
學
å
論
�
集

甲
I
﹄
藝
�
印
書
館
︑
一
九
七
六
年
︑
下
册
九

二
一
～
九
六
一
頁
)
は
︑
五
胡
諸
國
の
首
都
で
あ
っ
た
鄴
で
は
な
く

魏
晉
の
首
都
で
あ
っ
た
洛
陽
に
�
都
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
と
�
張
す

る
︒

(21
)

孝
�
�
の
親
政
開
始
時
J
に
關
し
て
は
諸
說
あ
る
が
︑
川
本
芳
昭

﹁
五
胡
十
六
國
・
北
�
時
代
の
﹃
正
瓜
﹄
王
�
に
つ
い
て
﹂
(%
揭
)

は
︑
太
和
一
四
年
の
五
德
繼
承
論
爭
は
孝
�
�
の
5
思
の
も
と
で
開

始
さ
れ
た
と
�
張
す
る
︒

(22
)

陳
金
風
﹁
北
魏
正
瓜
�
'
動
論
略
﹂
(﹃
黑
龍
江
民
族
叢
刊
﹄
二
〇

〇
八−

一
)
︑
嚴
鼎
興
﹁
論
魏
晉
南
北
�
時
J
少
數
民
族
政
權
�
正

瓜
5
識
﹂
(﹃
絲
綢
之
路
﹄
二
〇
一
三−

二
)︑
陳
開
穎
﹁
北
魏
中
原

�
�
思
維
戰
略
﹂
(﹃
中
州
學
刊
﹄
二
〇
一
四−

一
〇
)
は
︑
孝
�
�

の
�
都
を
︑
中
原
に
首
都
を
置
く
こ
と
に
よ
る
正
瓜
�
の
狙
い
が

あ
っ
た
と
解
釋
す
る
︒

(23
)

羅
怨
﹁
十
六
國
北
�
�
五
德
歷
轉
問
題
﹂
(﹃
中
國
�
硏
究
﹄
二
〇

〇
四−

三
)
參
照
︒

(24
)

佐
川
英
治
﹁
東
魏
北
齊
革
命
と
﹃
魏
書
﹄
の
I
纂
﹂
(%
揭
)
は
︑

»
號
改
革
が
李
彪
の
上
奏
�
に
あ
る
彼
の
歷
�
觀
が
形
成
さ
れ
る
契

機
と
な
っ
た
と
し
︑
ま
た
こ
の
李
彪
の
歷
�
觀
に
つ
い
て
︑
北
魏
の

歷
�
を
︑
 
武
�
を
開
祖
と
す
る
︑
中
華
王
�
と
し
て
の
北
魏
の
歷

�
で
あ
る
﹁
魏
�
﹂
の
槪
念
で
と
ら
え
た
と
す
る
︒

(25
)

梶
山
智
�
﹁
北
�
に
お
け
る
東
淸
河
崔
氏

︱
︱
崔
鴻
﹃
十
六
國

春
秋
﹄
I
纂
の
背
景
に
關
す
る
一
考
察
︱
︱
﹂
(﹃
�
林
﹄
九
六−

六
︑
二
〇
一
三
年
)
參
照
︒

(26
)

『十
六
國
春
秋
﹄
の
成
立
に
つ
い
て
は
︑
梶
山
智
�
﹁
崔
鴻
﹃
十

六
國
春
秋
﹄
の
成
立
に
つ
い
て
﹂
(﹃
�
大
ア
ジ
ア
�
論
集
﹄
一
〇
︑
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二
〇
〇
五
年
)
參
照
︒

(27
)

川
本
芳
昭
﹁
五
胡
十
六
國
・
北
�
時
代
の
﹃
正
瓜
﹄
王
�
に
つ
い

て
﹂
(%
揭
)︑
王
�
海
﹁﹃
十
六
國
春
秋
﹄
之
正
瓜
觀
硏
究
﹂
(﹃
寧

夏
大
學
學
報

(人
�
社
會
科
學
版
)﹄
三
四−

三
︑
二
〇
一
二
年
)

參
照
︒

(28
)

梶
山
智
�
﹁
北
�
に
お
け
る
東
淸
河
崔
氏
﹂
(%
揭
)
參
照
︒

(29
)

%
営
の
>
り
︑
梶
山
智
�
﹁
北
�
に
お
け
る
東
淸
河
崔
氏
﹂
(%

揭
)
は
︑﹃
十
六
國
春
秋
﹄
年
表
に
お
け
る
北
魏
元
號
の
開
始
年
代

を
三
八
六
年
の
拓
跋
珪

( 
武
�
)
に
よ
る
魏
王
自
稱
以
後
と
し
て

い
る
が
︑
崔
鴻
の
上
奏
に
あ
る
﹁
太
祖
 
武
皇
�
は
神
武
の
¬
を
以

て
︑
金
行
の
'
を
接
ぎ
︑
天
に
應
じ
民
に
順
い
︑
龍
飛
し
て
命
を
�

く

(太
祖
 
武
皇
�
以
神
武
之
¬
︑
接
金
行
之
'
︑
應
天
順
民
︑
龍

飛
�
命
)﹂
の
﹁
龍
飛
﹂
に
つ
い
て
︑
梶
山
氏
は
皇
�
卽
位
を
指
す

と
い
い
︑
こ
れ
が
年
表
の
年
代
觀
を
指
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
︑

年
表
の
紀
年
は
三
九
八
年
か
ら
開
始
し
て
い
た
こ
と
と
な
る
︒
た
だ

し
こ
の
他
佐
川
英
治
﹁
東
魏
北
齊
革
命
と
﹃
魏
書
﹄
の
I
纂
﹂
(%

揭
)
は
︑
 
武
�
が
初
め
て
天
子
の
旌
旗
を
立
て
中
國
官
制
を
�
入

し
た
皇
始
元
年

(三
九
六
)
の
以
%
と
以
後
で
拓
跋
部
・
北
魏
の
歷

�
を
區
分
す
る
歷
�
觀
が
あ
っ
た
と
い
い
︑
こ
の
年
が
﹃
十
六
國
春

秋
﹄
年
表
に
お
け
る
北
魏
元
號
の
À
用
開
始
年
代
と
さ
れ
て
い
た
可

能
性
も
否
定
で
き
な
い
︒

(30
)

川
本
芳
昭
﹁
五
胡
十
六
國
・
北
�
時
代
の
﹃
正
瓜
﹄
王
�
に
つ
い

て
﹂
(%
揭
)
參
照
︒

(31
)

佐
川
英
治
﹁
東
魏
北
齊
革
命
と
﹃
魏
書
﹄
の
I
纂
﹂
(%
揭
)
は
︑

 
武
�
の
»
號
が
﹁
太
祖
﹂
と
變
!
さ
れ
て
以
影
︑
孝
�
�
の
漢
�

政
策
に
歸
結
す
る
中
華
王
�
と
し
て
の
發
展
�
︱
︱
｢
魏
�
﹂
の
執

筆
が
李
彪
ら
に
よ
り
:
識
さ
れ
︑
そ
れ
が
崔
鴻
に
よ
り
�
け
繼
が
れ

た
と
す
る
︒

(32
)

梶
山
智
�
﹁
崔
鴻
﹃
十
六
國
春
秋
﹄
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
﹂
(%

揭
)
參
照
︒

(33
)

趙
逸
に
關
し
て
は
︑
栗
子
菁
﹁
洛
陽
伽
藍
記
中
�
智
L
老
人

︱
︱
趙
逸
﹂
(﹃
中
正
嶺
學
å
硏
究
集
刊
﹄
一
六
︑
一
九
九
七
年
)︑

王
美
秀
﹃
洛
陽
伽
藍
記
�
�
�
論
営

︱
︱
歷
�
・
空
閒
・
身
分

︱
︱
﹄
(
里
仁
書
局
︑
二
〇
〇
七
年
)
五
三
～
六
一
頁
︑
孟
光
�

﹃︿
洛
陽
伽
藍
記
﹀
硏
究
﹄
(
巴
蜀
書
社
︑
二
〇
一
一
年
)
一
八
七
～

一
九
四
頁
︑
趙
莉
﹁
北
�
士
人
�
中
原
�
結
︱
︱
《洛
陽
伽
藍
記
︾

敍
事
特
|
&
�
�
內
涵
﹂
(﹃
北
方
論
叢
﹄
二
〇
一
四−

二
)
參
照
︒

(34
)

本
稿
で
À
用
す
る
﹃
洛
陽
伽
藍
記
﹄
テ
キ
ス
ト
は
楊
勇
校
箋
﹃
洛

陽
伽
藍
記
校
箋
﹄
(
正
�
書
局
︑
一
九
八
二
年
)
で
あ
り
︑
ù
名
も

こ
れ
に
し
た
が
う
︒﹃
洛
陽
伽
藍
記
﹄
に
關
し
て
は
︑
W
.J.F
.

Jenner,M
em
ories
of
L
oyan
g
Y
an
H
sü
an
-ch
ih
an
d
th
e
lost

capital
(4
9
3
～
5
3
4
),C
larendon
P
ress,O
xford,1981
に
英
譯

が
あ
る

(pp.139-272)
︒

(35
)

黃
浩
彬
﹁
︽
洛
陽
伽
藍
記
︾
中
�
人
物
形
象
硏
究
﹂
(國
立
雲
林
科

技
大
學
漢
學
*
料
整
理
硏
究
�
碩
士
班
碩
士
論
�
︑
二
〇
一
〇
年
)

二
六
頁
參
照
︒

(36
)

王
美
秀
﹃
洛
陽
伽
藍
記
�
�
�
論
営
﹄
(%
揭
)
四
一
～
四
二
頁
︑

陳
識
仁
﹁︽
洛
陽
伽
藍
記
︾
與
北
魏
�
學
﹂
(宋
德
熹
�
I
﹃
中
國
中

古
社
會
與
國
家

�
料
典
籍
硏
讀
會
成
果
論
�
集
﹄
︑
稻
=
出
版
社
︑

二
〇
〇
九
年
︑
二
六
七
～
二
九
六
頁
)
參
照
︒
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(37
)

『四
庫
�
書
總
目
提
�
﹄
�
部
二
六

地
理
類
三
﹃
洛
陽
伽
藍
記
﹄

五
卷
﹁
劉
知
l
﹃
�
>
﹄
云
︑﹃
秦
人
不
死
︑
驗
苻
生
之
厚
誣
︒
蜀

老
q
存
︑
知
î
亮
之
多
枉
﹄︒
蜀
老
事
見
﹃
魏
書
﹄
毛
修
之
傳
︑
秦

人
事
卽
用
此
書
趙
逸
一
條
﹂︒
ま
た
范
祥
雍
校
�
﹃
洛
陽
伽
藍
記
校

�
﹄
(上
海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
五
八
年
)
九
二
頁
︑
福
井
�
G

﹁﹃
洛
陽
伽
藍
記
﹄
の
﹃
四
庫
提
�
﹄
を
め
ぐ
っ
て
﹂
(﹃
中
國
古
典
硏

究
﹄
二
〇
︑
一
九
七
五
年
)
參
照
︒

(38
)

田
餘
慶
﹁︽
代
歌
︾・︽
代
記
︾
和
北
魏
國
�
﹂
(%
揭
)
參
照
︒

(39
)

趙
逸
の
發
言
に
北
魏
の
西
晉
か
ら
の
繼
承
を
う
っ
た
え
る
目
�
が

あ
っ
た
こ
と
は
︑
孟
光
�
﹃︿
洛
陽
伽
藍
記
﹀
硏
究
﹄
(%
揭
)
が
指

摘
し
て
い
る

(一
九
四
頁
)︒

(40
)

王
美
秀
﹃
洛
陽
伽
藍
記
�
�
�
論
営
﹄
(%
揭
)
は
︑﹃
洛
陽
伽
藍

記
﹄
に
�
都
以
%
の
北
魏
の
歷
�
が
敍
営
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ

い
て
︑
楊
衒
之
が
洛
陽
時
代
の
北
魏
を
�
と
し
︑
後
漢
・
曹
魏
・
西

晉
の
歷
�
と
繫
げ
た
た
め
で
あ
る
と
い
い
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
洛
陽
は

鮮
卑
族
の
歷
�
と
漢
族
�
�
繼
承
の
轉
奄
點
と
な
っ
た
と
�
張
す
る

(五
九
頁
)︒
王
氏
は
北
魏
に
先
立
つ
王
�
と
し
て
後
漢
・
曹
魏
・
西

晉
の
三
�
を
あ
げ
て
お
り
︑
漢
�
�
の
象
|
と
し
て
洛
陽
を
見
て
い

る
よ
う
で
あ
る
が
︑
趙
逸
は
西
晉
武
�
J
以
來
の
人
閒
と
自
稱
し
て

い
る
の
で
︑
嚴
密
に
は
洛
陽
城
を
利
用
し
て
西
晉
か
ら
の
繼
承
を

う
っ
た
え
た
と
解
釋
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

(41
)

劉
裕
の
北
伐
に
關
し
て
は
森
鹿
三
﹁
劉
裕
の
北
伐
西
征
と
そ
の
從

軍
紀
行
﹂
(﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
三−

一
︑
一
九
三
七
年
)︑
吉
川
忠
夫

﹃
劉
裕

江
南
の
英
雄
宋
の
武
�
﹄
(中
央
公
論
社
︑
一
九
八
九
年
)

一
三
八
～
一
六
八
頁
參
照
︒

(42
)

川
本
芳
昭
﹁
五
胡
十
六
國
・
北
�
時
代
の
﹃
正
瓜
﹄
王
�
に
つ
い

て
﹂
(%
揭
)︑
~
維
榮
﹃
拓
跋
宏
B
傳
﹄
(%
揭
)
八
三
～
八
四
頁

參
照
︒

(43
)

田
餘
慶
﹁﹃
代
歌
﹄・﹃
代
記
﹄
和
北
魏
國
�
﹂
(%
揭
)
參
照
︒

(44
)

『洛
陽
伽
藍
記
﹄
卷
一

円
中
寺
に
﹁
西
陽
門
內
御
 
南
︑
$
永
康

里
︑
里
內
復
$
領
軍
將
軍
元
乂
宅
︒
︿
掘
古
井
得
石
銘
︑
云
是
漢
太

尉
荀
彧
宅
﹀﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
こ
の
他
に
永
康
里
內
の
元
乂

(元

�
)
宅
の
古
井
戶
か
ら
︑
か
つ
て
後
漢
荀
彧
の
邸
宅
で
あ
っ
た
こ
と

を
示
す
石
銘
が
出
土
し
て
い
る
が
︑
楊
衒
之
は
こ
れ
が
西
晉
に
關
係

し
な
い
た
め
か
︑
趙
逸
の
發
言
と
し
て
は
盛
り
ñ
ま
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
︒

(45
)

趙
逸
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
は
︑
現
段
階
で
は
不
�
で
あ
る
が
︑

﹃
魏
書
﹄
卷
五
二
に
同
姓
同
名
の
人
物
の
列
傳
が
あ
る
︒
そ
れ
に
よ

れ
ば
︑
こ
ち
ら
の
趙
逸

(
字
思
群
)
は
天
水
人
で
あ
り
︑
父
の
趙
昌

が
後
趙

(石
勒
)
の
黃
門
郞
を
つ
と
め
︑
逸
自
身
は
後
秦

(姚
興
)

の
中
書
舍
人
等
を
歷
任
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NORTHERN DAI AND THE CENTRAL PLAIN :

HISTORIOGRAPHY AND THE ORTHODOX VIEW

IN THE NORTHERN DYNASTIES

TANAKA Kazuki

The Northern Wei, the first of the Northern Dynasties, involved a geographic

dualism between Northern Dai 代北 and the Central Plain 中原 from the time of its

founding, so there had often been debates over which area was the dynastic center

and policies were to be carried out based on that determination. Premised on the

assumption that Northern Dai was equated with the non-Chinese and the Central

Plain symbolized the Chinese, policies such as the capitalʼs relocation to Luoyang

have been explained as parts of a policy of Sinification. This paper, however, at-

tempts to examine the change of consciousness toward Northern Dai and the Cen-

tral Plain in the Northern Dynasties period as a result of the transfer of the capital

to Luoyang.

In 490-491, Emperor Xiaowen hosted a debate about the Northern Weiʼs in-

heritance of the five elements 五德, and there the secretariat supervisor Gao Lü 高

閭 argued the inheritance had been from the Western Jin (metal) to the Later

Zhao (water) to the Former Yan (wood) to the Former Qin (fire) to the North-

ern Wei (earth). In contrast vice director of the palace library Li Biao 李彪 and

editorial director Cui Guang 崔光 argued inheritance was from the Western Jin

(metal) to the Northern Wei (water). Emperor Xiaowen settled the matter by

adopting Li and Cuiʼs argument, but two years later he forcefully moved the capital

from Pingcheng to Luoyang. During the debates over the inheritance of the five

elements, he changed the temple name of Emperor Daowu from Liezu to Taizu,

intending to adopt Gaoʼs argument as the fundamental theory of the forthcoming

relocation to Luoyang, but he finally accepted Li and Cuiʼs argument and failed to

link the relocation of the capital to the inheritance of the five elements. Cui Hong 崔

鴻 was the first to try to resolve this problem. He recognized the official theory of

the dynasty, but was aware of the necessity of writing a history of the Central Plain

without violating the theory and finished writing the Spring and Autumn Annals of

the Sixteen Kingdoms 十六國春秋. After this turn of events, Yang Xuanzhi 楊衒之

finally resolved this problem. He wrote Memories of Luoyang 洛陽伽藍記, creating

the fictitious hermit Zhao Yi 趙逸 in this work. Zhao linked Western Jin to North-

ern Wei through the city of Luoyang and restored continuity from the Western Jin
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through the Six Kingdoms to the Northern Wei as the dynasties of the Central Plain

by using the category of the Sixteen Kingdoms that Cui Hong had created. On the

other hand, he demonstrated a historical view that ignored the Northern Wei

dynasty before the capitalʼs relocation from Pingcheng. Thus Zhao Yi depicted the

Northern Wei as a completely pure Chinese dynasty of the Central Plain.

THE CONVERSION OF THE SOGDIANS

IN TANG CHINA TO BUDDHISM

NAKATA Mie

This paper attempts to consider the background of the conversion to Buddhism

of Sogdians in China through an examination of cases of the acceptance of Buddhism

by Sogdians in China proper in the Tang era and their expectations of the role of

Buddhism in the process of their migration to and settlement in China.

First, for Sogdians, taking the Buddhist tonsure was a means to advance in

society, comparable to secular success, and allowed them to acquire higher social

status. Likewise, for some lay Sogdian Buddhists who supported temples and

priests as donors due to their financial strength, Buddhist-based economic ethics

had great influence. Furthermore, they were conscious that the links with temples

and priests and with local society that underpinned them meant the acquisition of

social trust.

In addition to the close ties with temples, above mentioned, the activities of the

Sogdians extended into imperial court. Sogdian priests built bonds with women in

the court such as empresses and princesses during the first half of the Tang era,

and with eunuchs, whose influence surpassed that of these women, in the latter half.

In other words, during both the first and the latter half of the Tang era, they

increased their Buddhist activities with big temples in the imperial capitals as their

bases of operation while cementing ties with political powers in the imperial court.

For political powers such as women and eunuchs who could not secure legitimacy

for their power in the world of Confucian values, Buddhism provided authority and

played the role of pushing them on to political stage, as can be seen in the case of

Empress Wu who captured the throne by actively using Buddhism. Based on such

characteristics of Buddhism, the Sogdians operating as priests built up links with

political powers in the imperial court as a political strategy, intending to acquire the
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