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【
要
約
】
階
唐
時
代
の
性
格
を
、
そ
の
形
成
過
程
か
ら
考
察
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
こ
う
し
た
統
一
政
権
を
う
み
だ
し
た
政
治
史
的
な
契
機
を
、
ど
こ
に

も
と
め
る
か
が
、
ひ
と
つ
の
問
題
と
な
る
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
関
心
か
ら
出
発
し
て
、
北
魏
の
崩
壊
と
い
う
事
件
を
と
り
あ
げ
た
。

　
北
魏
王
朝
は
、
内
郷
を
通
じ
て
瓦
解
す
る
が
、
内
乱
を
う
み
だ
し
、
拡
大
し
た
単
位
的
な
力
を
も
と
め
て
い
く
と
、
そ
こ
に
、
細
民
と
よ
ば
れ
る
、
特
殊

な
民
衆
の
存
在
が
発
見
さ
れ
る
。

　
本
稿
の
前
半
（
本
号
）
で
は
、
こ
の
重
心
と
い
う
こ
と
ば
の
ふ
く
む
特
殊
な
内
容
を
、
北
魏
全
域
に
わ
た
っ
て
検
討
し
、
後
半
で
は
、
い
わ
ば
城
軍
制
が

北
魏
末
期
に
逢
着
し
た
矛
盾
を
考
察
し
、
あ
わ
せ
て
、
内
乱
を
経
過
し
た
諸
政
権
の
性
格
の
問
題
に
ふ
れ
る
。

北魏末の内乱と城斑（上）　（谷用）

　
階
唐
時
代
の
歴
史
的
性
格
を
さ
ぐ
ろ
う
と
す
る
ば
あ
い
に
、
そ
の

形
成
過
程
が
、
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
に
な
る
。
階
唐
時
代
と
は
、
た

ん
に
、
継
起
す
る
ふ
た
つ
の
王
朝
か
ら
な
り
た
つ
と
い
う
だ
け
で
な

く
、
あ
る
歴
史
的
意
義
に
お
い
て
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
、
一
エ
ポ
ッ

ク
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
そ
れ
が
、
中
国
再
統
一

の
時
代
で
あ
る
点
に
、
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
隔
唐
帝

国
の
形
成
過
程
に
は
、
か
な
り
お
お
き
な
政
治
史
的
契
機
が
、
は
た

ら
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
予
想
さ
れ
る
。
そ
れ
を
、
ど
の
よ
う

な
事
件
に
も
と
め
る
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
十
分
な
関
心
が

は
ら
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
予
想
さ
れ
る
事
件
と
し
て
は
、
西
晋
の
滅
亡
、
北
魏
の
華
北
制
覇
、

北
魏
の
崩
壊
、
北
周
政
権
の
華
北
統
一
、
周
階
の
革
命
、
等
友
が
か

ん
が
え
ら
れ
、
従
来
の
諸
研
究
に
も
、
こ
れ
ら
に
ふ
れ
た
も
の
が
な

い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
お
お
く
は
、
制
度
そ
の
他
、
個
々
の
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事
柄
を
説
明
す
る
さ
い
に
、
そ
の
背
景
と
し
て
、
叙
述
さ
れ
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
諸
制
度
の
、
よ
り
ふ
か
い
全
面

的
な
理
解
に
、
一
種
の
制
約
を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
る
ぞ
あ
ろ
う
。

・
こ
こ
に
と
り
あ
げ
た
課
題
は
、
そ
う
し
た
関
心
か
ら
、
う
ま
れ
た

も
の
で
あ
る
。
列
挙
し
た
諸
事
件
の
う
ち
、
北
魏
の
崩
壊
を
え
ら
ん

だ
の
に
は
、
種
々
の
理
由
が
あ
る
が
、
ひ
と
つ
に
は
、
こ
の
事
件
が

外
的
要
因
を
あ
ま
り
も
た
ず
、
社
会
内
部
の
諸
矛
盾
を
基
本
的
な
動

力
と
し
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

幽
　
内
乱
に
お
け
る
諸
勢
力

　
北
魏
末
の
内
乱
は
、
長
城
地
帯
に
設
置
さ
れ
て
い
た
鎮
軍
の
反
乱

か
ら
、
お
こ
っ
た
。
五
二
四
年
春
、
沃
野
三
民
破
落
三
三
陵
が
、
鎮

将
を
こ
ろ
し
、
花
王
元
年
と
称
し
て
反
旗
を
ひ
る
が
え
し
た
の
が
、

そ
の
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
た
。
破
落
汗
軍
は
、
武
川
と
鳥
獣
の
両
鎮

を
攻
撃
し
て
、
こ
れ
ら
を
陥
落
さ
せ
た
。

　
朝
廷
は
、
臨
潅
王
元
或
ら
に
討
伐
を
命
じ
た
が
、
大
敗
に
お
わ
っ

た
。
そ
こ
ぞ
、
あ
ら
た
に
派
遣
さ
れ
た
の
が
、
李
崇
で
あ
る
。
か
れ

は
、
北
道
大
都
督
と
し
て
み
ず
か
ら
一
軍
を
ひ
き
い
、
乙
津
3
3
よ
び

広
博
王
徳
淵
の
ひ
き
い
る
諸
軍
を
統
率
し
な
が
ら
、
北
征
の
途
に
の

ぼ
っ
た
。
し
か
し
、
崔
遅
軍
が
や
ぶ
れ
る
と
、
さ
さ
え
き
れ
な
く
な

．
つ
て
、
雲
中
鎮
に
ひ
き
か
．
え
し
た
。
・
有
名
な
元
弘
の
上
奏
が
な
さ
れ

た
の
は
、
こ
の
と
き
で
あ
っ
た
。
こ
の
上
奏
文
は
、
北
鎮
反
乱
の
事

情
を
つ
た
え
る
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
資
料
ぞ
あ
る
。

　
辺
境
の
や
か
ら
が
、
反
逆
を
は
か
っ
て
、
紛
乱
を
お
こ
し
て
い
る
の
は
、

一
朝
一
夕
の
原
因
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
か
し
、
皇
始
（
道
武
闘
士
蹟
葺
の
年
号
）
の

時
代
に
は
、
移
防
（
移
動
園
丁
隙
）
を
重
視
さ
れ
た
の
で
、
蒸
室
の
親
任
者
や
す
ぐ
れ

た
人
物
を
お
お
い
に
と
り
た
て
て
、
鎮
将
に
任
命
し
、
身
分
の
た
か
い
家
の

子
弟
を
そ
れ
に
配
属
し
て
、
死
を
も
の
と
も
し
な
い
防
衛
体
制
を
と
ら
れ
ま

し
た
。
そ
れ
ら
の
人
び
と
に
は
、
仕
官
の
途
が
ひ
ら
け
て
い
た
だ
け
で
な
く
、

箔
役
免
除
の
特
権
さ
え
あ
っ
た
の
で
、
当
時
の
入
材
は
、
よ
ろ
こ
ん
で
鎮
軍

の
軍
士
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
　
〔
孝
文
帝
の
〕
太
和
時
代
に
な
っ

て
、
三
三
の
李
沖
が
三
三
に
は
ば
を
き
か
し
た
と
き
、
涼
州
出
身
の
も
の
は
、

こ
と
ご
と
く
、
守
役
（
鎮
の
軍
役
を
さ
す
）
か
ら
解
放
さ
れ
ま
し
た
が
、
豊
沸
の
旧
門

（魏

o
北
族
を
さ
ず
）
は
、
い
ま
な
お
、
辺
境
の
防
衛
に
あ
た
っ
て
お
り
ま
す
。

今
日
で
は
、
流
罪
に
よ
っ
て
や
っ
て
き
た
も
の
で
で
も
な
け
れ
ば
、
か
れ
ら

と
仲
闘
に
な
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
鎮
将
た
ち
は
、
か
れ
ら
を
、
虞
候

（物

ｺ）

笏
鋳
ｼ
（
縦
）
と
し
て
、
こ
き
つ
か
う
だ
け
で
、
た
ま
た
ま
出
世
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
こ
ろ
で
、
死
ぬ
ま
で
つ
と
め
て
、
せ
い
ぜ
い
倉
主
く
ら
い
で
あ
り
ま
す
。

お
な
じ
一
族
で
あ
り
な
が
ら
、
む
か
し
か
ら
首
都
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
も
の
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北魏末の内乱と城民（上）　（谷川）

は
、
り
っ
ぱ
な
資
格
で
宮
位
に
つ
け
る
の
に
、
鎮
に
あ
る
も
の
ば
、
ま
と
も

な
仕
官
の
途
を
ふ
さ
が
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
異
族
の
す
む
北
方
に
逃

亡
す
る
も
の
も
、
す
く
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
〔
朝
廷
は
〕
、
海
兵
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

勤
務
規
定
を
厳
重
に
し
、
毒
心
で
所
管
外
を
う
ろ
つ
く
も
の
は
、
流
刑
兵
に

逮
捕
さ
せ
て
も
よ
い
、
と
い
う
こ
と
に
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
わ
か
も

の
は
、
師
に
つ
い
て
学
問
を
ま
な
ぶ
こ
と
も
で
き
ず
、
成
人
し
た
も
の
は
、

仕
官
の
途
に
の
ぼ
る
こ
と
も
で
き
ず
、
「
お
れ
た
ち
だ
け
が
、
人
な
み
で
な

い
の
か
」
と
い
っ
て
、
悲
濱
の
涙
を
な
が
し
て
い
る
あ
り
さ
ま
と
な
り
ま
し

た
。
都
を
洛
陽
に
う
つ
さ
れ
て
か
ら
、
辺
境
防
衛
の
任
務
は
ま
す
ま
す
軽
視

さ
れ
、
鎮
将
と
し
て
や
っ
て
く
る
の
ば
、
な
ん
の
と
り
え
も
な
い
連
中
ぽ
か

り
で
、
か
れ
ら
は
、
前
任
者
の
や
り
方
に
な
ら
っ
て
、
財
物
を
と
り
こ
む
こ

と
し
か
知
り
ま
せ
ん
。
諸
官
庁
の
悪
徳
官
吏
が
、
罪
を
お
か
し
て
、
流
さ
れ

て
く
る
と
、
そ
の
や
り
方
を
お
し
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
て
、
国
家

機
関
を
わ
が
も
の
の
よ
う
に
左
右
し
、
ワ
イ
ロ
な
し
に
は
、
な
に
ご
と
も
と

お
ら
な
い
あ
り
さ
ま
で
、
　
い
っ
こ
う
に
、
あ
ら
た
ま
る
よ
う
．
す
も
な
く
、

「
こ
の
悪
徳
役
人
ど
も
め
」
と
い
っ
て
、
醤
ぎ
し
り
を
し
て
、
憎
み
い
き
ど

お
ら
な
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
の
愚
し
ら
ず
の
阿
那
契
簸
）
め
が
、

も
の
を
か
す
め
と
り
な
が
ら
逃
げ
て
い
っ
た
と
き
、
箪
隊
に
命
じ
て
追
撃
さ

せ
ら
れ
ま
し
た
。
〔
と
こ
ろ
が
〕
、
十
五
万
と
い
う
軍
勢
が
、
沙
漠
の
か
な
た

へ
む
か
っ
た
か
と
お
も
う
と
、
何
日
も
た
た
な
い
う
ち
に
、
も
う
か
え
っ
て

ぎ
ま
し
た
。
辺
境
民
は
、
　
〔
中
央
か
ら
の
〕
援
軍
の
こ
の
あ
り
さ
ま
を
み
て
、

お
の
ず
と
、
　
「
中
国
（
内
地
を
さ
す
）
の
や
つ
ら
は
、
な
ん
と
い
う
こ
し
ぬ
け
だ
」
と

い
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
尚
書
令
の
〔
李
〕
崇
が
、
鎮
を
州
に

あ
ら
た
め
て
、
か
れ
ら
の
ね
が
い
を
い
れ
る
よ
う
、
上
申
し
た
の
は
、
じ
つ

に
、
先
見
の
明
あ
り
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
が
、
朝
廷
は
、
お
ゆ
る
し
に
な

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
扇
成
主
（
沃
野
雪
丸
を
さ
す
）
が
、
部
下
の
統
率
を

あ
や
ま
り
、
．
抜
読
が
、
か
れ
を
こ
ろ
し
て
、
反
乱
を
お
こ
し
ま
し
た
。
城
を

せ
め
、
領
土
を
占
拠
し
、
抵
抗
す
る
も
の
と
見
れ
ば
、
か
な
ら
ず
殺
害
し
て

お
り
ま
す
。
官
軍
は
、
敗
北
に
つ
ぐ
敗
北
で
、
賊
の
い
ぎ
お
い
は
、
日
に
日

に
さ
か
ん
に
も
え
あ
が
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
た
び
の
征
討
は
、
鎮
定
す
る

こ
と
を
目
標
と
し
て
お
り
な
が
ら
、
は
や
く
も
、
崔
邊
の
ひ
き
い
る
～
軍
を
、

も
ぎ
と
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
崇
は
、
わ
た
く
し
と
、
よ
ぎ
な
く
道
を
ひ

き
か
え
し
、
い
ま
、
い
っ
し
よ
に
、
雲
中
に
か
え
っ
て
お
り
ま
す
。
騎
馬
の

数
だ
け
が
そ
ろ
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
す
ぐ
西
討
に
む
か
う
と
い
う
わ

け
に
は
ゆ
き
ま
せ
ん
。
将
兵
た
ち
は
、
す
っ
か
り
、
戦
意
を
う
し
な
っ
て
い

る
の
で
あ
り
ま
す
。
今
日
、
危
惧
さ
れ
る
の
は
、
西
北
部
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
お
そ
ら
く
、
北
鎮
は
、
や
が
て
み
ん
な
、
こ
う
し
た
状
況
に
な
る
で

あ
り
ま
し
よ
う
。
い
ま
の
世
の
中
に
は
、
な
に
が
お
こ
る
か
わ
か
っ
た
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
魏
書
一
八
元
淵
伝
）
。

こ
の
上
奏
は
、
か
れ
ら
が
、
百
中
に
ひ
き
か
え
し
た
こ
と
の
弁
明
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で
あ
る
が
、
同
時
に
、
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
理
由
を
、
朝
廷

へ
の
批
判
と
い
う
か
た
ち
で
深
刻
に
の
べ
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、

反
乱
直
前
に
李
崇
の
お
こ
な
っ
た
上
奏
、
す
な
わ
ち
、
乱
民
を
解
放

し
て
州
民
に
せ
よ
、
と
い
う
警
告
を
、
朝
廷
が
と
り
あ
げ
な
か
っ
た

点
を
、
つ
い
て
い
る
。
李
崇
の
警
告
は
、
当
時
属
僚
で
あ
っ
た
魏
蘭
…

根
の
意
見
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
魏
三
根
は
、
李
崇
に
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

　
縁
辺
の
諸
鎮
は
、
な
が
い
沿
革
を
も
つ
て
い
ま
す
。
む
か
し
、
設
置
し
た

当
初
は
、
土
地
は
だ
だ
っ
ぴ
ろ
く
、
人
は
す
く
な
い
と
い
う
の
で
、
中
原
の

豪
族
の
子
弟
や
、
国
家
の
中
堅
（
セ
ン
ビ
そ
の
他
の
牝
族
を
さ
す
）
を
と
り
た
て
て
、
爪
牙
の
任

に
、
あ
た
ら
し
め
ら
れ
た
の
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
時
代
が
く
だ
る
と
、
官

吏
た
ち
は
、
そ
の
本
来
の
あ
り
方
に
反
し
て
、
か
れ
ら
を
講
衆
と
よ
ん
で
い

や
し
め
、
’
賎
民
同
様
の
労
働
に
し
た
が
わ
せ
る
、
と
い
う
あ
り
さ
ま
と
な
り
、

仕
官
や
結
婚
に
さ
い
し
て
も
、
よ
い
家
柄
と
は
、
み
な
さ
れ
な
く
な
り
ま
し

　
た
。
し
か
る
に
、
そ
の
同
族
の
本
家
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
栄
達
を
き
わ
め
て
お

　
り
、
両
方
を
く
ぢ
べ
て
み
る
と
、
う
ら
み
い
き
ど
お
る
の
も
、
理
の
当
然
で

す
。
い
ま
、
国
家
の
ゆ
る
み
を
ひ
き
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
で
す
。

国
境
地
方
を
安
全
に
し
て
お
く
の
は
A
と
く
に
大
切
な
こ
と
で
す
。
鎮
を
州

　
に
き
り
か
え
、
そ
の
な
か
に
郡
。
県
を
分
寒
し
、
府
戸
は
す
べ
て
解
放
し
て

民
と
し
、
仕
官
の
順
位
も
む
か
し
ど
お
り
に
し
て
、
文
官
・
武
官
ど
ち
ら
に

で
も
、
登
用
で
き
る
よ
　
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
－
厩
一
遇
三
）
。

　
つ
ま
り
、
元
淵
の
上
奏
と
魏
蘭
根
の
意
見
と
は
、
内
容
上
、
完
全

に
一
致
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
、
鎮
民
の
本
来
的
な
位
置
、
反
抗
に

た
ち
あ
が
っ
た
事
情
、
等
々
の
究
明
に
、
重
要
な
よ
り
ど
こ
ろ
を
あ

た
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
李
崇
の
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
反
乱
中
の
元
三
の
上
奏

さ
え
、
か
え
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ま
も
な
く
、
被
征
服

　
　
ト
ル
さ
　
ロ

民
の
勅
三
族
が
乱
を
お
こ
す
と
、
朝
廷
は
、
そ
の
年
の
八
月
に
、
あ

わ
て
て
鎮
民
解
放
の
詔
を
く
だ
し
た
。
そ
の
要
旨
は
つ
ぎ
の
と
お
り

で
あ
る
。

　
太
祖
道
武
帝
は
、
天
下
の
乱
を
し
ず
め
て
、
中
夏
を
建
設
さ
れ
た
。
世
祖

太
武
帝
は
、
そ
れ
を
う
け
つ
ぎ
、
み
ず
か
ら
軍
を
ひ
き
い
て
、
残
党
を
討
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ぎ
ょ
め
ら
れ
た
。
請
州
鎮
の
域
人
は
、
元
来
、
再
訂
の
爪
牙
と
し
て
征
討
に

し
た
が
い
、
つ
ぶ
さ
に
辛
苦
を
な
め
て
き
た
。
言
託
献
文
帝
の
と
き
に
な
る

と
、
そ
の
版
図
は
北
か
ら
南
に
お
よ
ん
だ
の
で
、
豪
族
の
一
部
を
分
割
し
て
、

諸
方
の
ま
も
り
に
あ
て
ら
れ
た
。
高
祖
乱
交
帝
は
、
都
を
洛
陽
に
う
つ
さ
れ

る
と
、
豪
族
や
酋
長
の
家
を
え
ら
ん
で
、
北
辺
の
防
衛
力
を
増
強
さ
れ
た
。

国
の
軍
事
力
の
根
幹
は
、
ま
こ
と
に
、
こ
う
し
た
人
び
と
で
あ
る
。
先
帝

（良
¥
斌
）
は
、
そ
の
忠
誠
を
賞
し
て
、
功
労
に
む
く
い
よ
う
と
さ
れ
た
が
、
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孝明（宗 粛）帝
爾朱氏時代

1
五
二
四
－

一
五
二
五
i

　1

五

六
．L幽

ド
五
二
七
一

－
－
五
二
八
、

8

鎮
民
解
放
の
詔

9
葛
栄
、
天
子
を
称
す

9

一
－
－
一
五
ゴ
コ
ー

諸廃
　
　
　
　
　
6

帝
．

1“2”’一9’”””i’

（宗敬：）二歩孝
　　…ザtrm一”　 1’r’幽『一

　　　五　　　　五

　　　〇　　　九
　　　Iti一一一u一一一＋一一t－t一一t］一L一一一r一一t一一一

5 74
薫
宝
寅
、
反
す

河
陰
の
変

万
侯
醜
奴
、
天
子
を
称
す

元
三
、
洛
陽
を
占
拠

爾
朱
天
光
、
西
征

孝
荘
帝
、
爾
朱
栄
を
殺
す

爾
朱
兆
、
洛
陽
を
襲
う

高
歓
、
起
兵

　L
EI’r：

　1”

幽
9

韓

陵

の
戦

北
方
・
東
方
　
西
方

＼
1
ー
ノ
　
一

（陵抜汗落丁）i

　　　　　　　　　　　　　　（周洛杜）1＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　　　　　（栄葛・礼修子鮮）1

　　　　　　　　　　（県那）】　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　（生念折莫）［

（奴醜挨万・環胡）l　　　　　　ww

河
南
・
退
軍
地
方
が
さ
わ
が
し
く
な
っ
て
、
し
ば
し
ば
出
兵
せ
ね
ば
な
ら
な

く
な
っ
た
の
で
、
今
日
ま
で
、
さ
た
や
み
に
な
っ
て
い
る
。
朝
廷
を
う
ら
ん

で
反
乱
が
お
こ
っ
た
の
も
、
こ
う
し
た
事
情
が
は
た
ら
い
て
い
る
。
験
は
い

ま
、
先
帝
の
み
志
を
つ
い
で
、
恩
恵
を
ほ
ど
こ
し
た
い
と
お
も
う
。
諸
州
鎮

の
軍
貫
に
属
し
て
い
る
も
の
は
、
元
来
、
犯
罪
に
よ
っ
て
流
刑
に
な
っ
た
も

の
を
の
ぞ
き
、
す
べ
て
解
放
し
て
民
と
し
、
鎮
は
あ
ら
た
め
て
州
と
す
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
も
の
は
Y
武
勇
に
す
ぐ
れ
た
も
の
が
お
お
い
の
で
、
希
望

者
を
選
抜
し
て
、
あ
の
関
朧
地
方
の
逆
賊
（
蔽
斗
出
鍛
）
ど
も
の
討
伐
に
、

力
を
つ
く
さ
せ
よ
。
武
勲
を
立
て
た
も
の
に
は
、
規
定
ど
お
り
の
褒
賞
を
、

さ
ず
け
る
で
あ
ろ
う
（
魏
書
九
蹴
宗
紀
）
。

　
し
か
し
、
北
鎮
の
反
乱
は
、
ま
も
な
く
東
北
部
に
も
ひ
ろ
が
り
、

い
わ
ゆ
る
妙
品
の
す
べ
て
が
こ
れ
に
ま
き
こ
ま
れ
た
の
ぞ
、
こ
の
詔

令
は
、
ま
っ
た
く
無
効
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
翌
五
二
五
年
は
じ
め

ご
ろ
ま
で
に
は
、
東
は
遼
西
か
ら
、
西
は
甘
粛
東
部
に
い
た
る
、
長

城
地
帯
全
地
域
に
拡
大
し
た
。
し
か
も
、
一
高
東
南
部
か
ら
陳
西
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
ペ
ツ
ト

か
け
て
の
一
帯
に
は
、
琢
・
莞
族
を
主
体
と
す
る
反
乱
が
、
展
開
さ

れ
て
い
た
。

　
反
乱
の
拡
大
に
は
、
ふ
つ
う
、
二
種
類
の
力
が
は
た
ら
く
。
ひ
と

つ
は
、
諸
地
点
の
、
外
か
ら
の
攻
略
で
あ
る
が
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
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個
々
の
地
点
に
お
け
る
、
内
部
か
ら
の
蜂
起
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、

ふ
た
つ
の
運
動
形
態
は
、
直
接
間
接
に
む
す
び
あ
っ
て
、
反
乱
勢
力

の
単
一
化
と
強
大
化
と
を
も
た
ら
す
も
の
ぞ
あ
る
。
た
と
え
ば
、
破

仁
安
抜
陵
の
反
乱
は
、
そ
れ
じ
し
ん
は
、
内
部
蜂
起
か
ら
出
発
し
た

が
、
そ
れ
は
、
武
川
・
懐
朔
両
鎮
を
包
糊
し
て
、
お
と
し
い
れ
た
。

六
鎮
全
体
が
、
反
乱
の
な
か
に
ま
き
こ
ま
れ
る
と
、
東
方
の
営
州
で

も
、
細
民
劉
安
定
。
享
徳
興
ら
が
、
刺
史
李
仲
遵
を
こ
ろ
し
て
、
た

　
　
　
　
　
れ
　

ち
あ
が
．
つ
た
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
と
く
に
、
内
乱
を
内
が
わ
か

ら
さ
さ
え
て
、
こ
れ
を
拡
大
、
深
化
さ
せ
た
各
地
の
動
向
に
注
意
し

な
が
ら
、
反
乱
の
推
移
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。

　
甘
粛
・
映
帯
地
方
（
以
下
、
亟
方
と
よ
ぶ
）
で
の
反
乱
は
、
ほ
ぼ
三
つ
の
地
点
か

ら
は
じ
ま
っ
た
。

五
二
四
年
四
月
、
高
平
鎮
畏
赫
連
恩
ら
反
し
、
一
環
酋
長
胡
環
を
高
平
王
に

推
し
、
抜
陵
に
応
ず
。

同
年
六
月
、
秦
州
城
民
聾
珍
ら
、
刺
史
李
彦
を
こ
ろ
し
て
反
し
、
南
二
言
城

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

斑
張
長
命
ら
、
刺
史
羅
遊
を
こ
ろ
し
て
反
す
。
二
州
、
回
折
念
生
を
天
子
に

推
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

同
年
七
月
、
豊
州
城
平
素
菩
提
、
刺
史
愛
婿
を
と
ら
え
て
反
す
。

　
こ
の
う
ち
、
ま
ず
主
勢
力
と
な
る
の
は
、
皇
位
氏
の
チ
ベ
ッ
ト
人

部
隊
で
あ
る
。
莫
折
敷
は
、
蜂
起
に
失
敗
し
た
高
平
鎮
と
涼
州
を
攻

略
し
、
さ
ら
に
、
魚
水
流
域
に
も
進
出
し
た
。
そ
の
こ
一
時
停
滞
し

て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
五
二
七
年
に
は
、
積
極
的
に
東
進
を
こ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

う
み
た
。
岐
州
の
城
民
は
刺
史
魏
蘭
根
を
と
ら
え
て
呼
応
し
、
北
華

州
・
幽
州
で
も
こ
れ
に
応
じ
た
。
つ
い
に
、
討
伐
軍
総
帥
薫
宝
寅
の

本
拠
、
雍
州
を
つ
こ
う
と
し
た
が
、
内
藤
の
た
め
に
こ
ろ
さ
れ
た
。

　
首
謀
者
の
秦
州
城
畏
杜
藥
、
南
秦
州
城
民
辛
顕
ら
は
、
瀟
宝
寅
に

く
だ
っ
た
が
、
二
州
の
行
政
権
は
、
か
れ
ら
に
に
ぎ
ら
れ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
莫
折
氏
の
滅
亡
に
よ
っ
て
、
反
乱
が
や
ん
だ
わ
け
で

は
な
い
。
む
し
ろ
、
瀟
宝
寅
じ
し
ん
が
、
反
旗
を
ひ
る
が
え
す
こ
と

に
な
っ
た
。
か
ね
て
か
ら
中
央
に
疑
惑
の
眼
で
見
ら
れ
て
い
た
か
れ

は
、
雍
州
（
畏
安
）
城
民
を
味
方
と
し
て
、
自
立
を
は
か
っ
た
。
関
中
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

豪
族
た
ち
は
、
こ
の
計
画
に
反
対
し
、
抵
抗
し
た
。
中
央
の
援
軍
が

や
っ
て
く
る
と
、
蒲
軍
は
大
敗
し
、
雍
州
城
民
侯
終
徳
の
寝
が
え
り

に
あ
っ
て
、
万
侯
醜
奴
の
も
と
に
は
し
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
万
新
篇
奴
は
、
旬
姓
系
の
人
と
お
も
わ
れ
る
。
も
と
、
高
平
の
胡

環
の
部
将
で
あ
っ
た
が
、
深
が
死
ぬ
と
、
そ
の
軍
を
掌
握
し
た
。
西

方
ぞ
の
反
乱
の
後
半
は
、
万
翠
嵐
を
中
心
勢
力
と
す
る
。
そ
の
最
盛
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の
時
期
は
、
五
二
八
年
ぞ
あ
っ
た
と
お
も
わ
、
れ
る
が
、
爾
朱
天
光
の

西
討
論
の
た
め
に
鎮
圧
さ
れ
た
。
そ
の
こ
も
、
余
党
万
侯
道
洛
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

原
州
（
日
醇
平
興
）
城
民
と
連
携
し
て
、
刺
史
を
こ
ろ
し
、
参
州
。
南
秦
州
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　

城
民
が
、
そ
れ
ぞ
れ
二
州
の
刺
史
の
殺
害
を
は
か
る
な
ど
、
抵
抗
が

つ
づ
い
た
が
、
五
三
〇
年
に
は
、
ほ
ぼ
平
定
が
完
了
し
た
と
い
え
る
。

だ
が
、
そ
の
と
き
す
ぞ
に
、
朝
廷
の
実
権
は
、
天
光
の
一
族
、
爾
三

栄
の
手
に
に
ぎ
ら
れ
て
い
た
。
孝
粗
塗
が
挽
回
を
は
か
っ
て
、
栄
を

こ
ろ
す
と
、
天
光
は
、
急
遽
洛
陽
に
お
も
む
い
た
。
西
方
は
、
そ
の

部
将
た
ち
の
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
、
そ
の
互
争
の
な
か
か
ら
、
宇
文
泰

の
制
覇
が
成
功
す
る
（
西
魏
）
。

　
こ
こ
で
、
眼
を
東
方
に
転
じ
た
い
。
破
落
汗
抜
陵
は
、
元
淵
の
奇

計
に
か
か
っ
て
痛
手
を
う
け
、
さ
ら
に
、
柔
然
族
に
お
わ
れ
て
黄
河

を
わ
た
り
、
オ
ル
ド
ス
を
南
下
し
た
。
そ
こ
で
、
亭
ふ
た
た
び
大
敗
し

て
、
ほ
と
ん
ど
全
軍
が
降
伏
し
た
。
捕
虜
数
二
十
万
と
い
う
。
元
淵

は
、
「
恒
州
の
北
に
、
郡
県
を
新
設
し
て
、
居
住
さ
せ
ら
れ
た
い
」

と
要
望
し
た
が
、
朝
廷
は
、
翼
。
定
。
瀬
（
い
ず
れ
も
河
北
）
三
州
に
分
散
さ
せ

た
。
元
淵
は
、
　
「
こ
い
つ
ら
は
、
き
っ
と
ま
た
、
乞
活
の
徒
と
な
っ

て
、
乱
を
お
こ
す
に
ち
が
い
な
い
」
と
予
想
し
た
が
、
は
た
し
て
杜

洛
周
・
鮮
予
修
礼
ら
の
暴
動
と
な
っ
た
。

　
立
葉
玄
鎮
民
杜
洛
周
は
、
真
紅
と
改
元
し
て
、
上
谷
（
爆
庸
蘭
地
方
）
に
反

し
た
。
そ
の
勢
力
は
、
河
北
北
部
ぞ
活
動
し
、
燕
・
安
・
幽
な
ど
の

諸
州
を
攻
略
し
た
。
燕
州
刺
史
跡
乗
は
、
城
民
を
ひ
き
い
て
定
州
に

の
が
れ
た
。
砂
州
ぞ
は
、
三
戌
の
兵
二
万
人
が
呼
応
し
、
幽
州
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

苑
心
々
民
が
、
刺
史
王
延
年
ら
を
と
ら
え
て
、
洛
周
に
お
く
っ
た
。

亡
命
中
の
就
徳
業
（
一
婦
州
）
竜
、
平
州
を
お
と
し
い
れ
た
。
や
や
お
く

れ
て
、
鮮
干
修
礼
（
周
面
）
が
定
州
ぞ
蜂
起
し
た
。
ま
も
な
く
、
魏
側
と

通
じ
た
元
洪
業
に
こ
ろ
さ
れ
た
が
、
洪
業
を
斬
っ
て
反
乱
を
お
し
す

す
め
た
の
が
、
雄
途
で
あ
る
。
三
栄
は
、
北
族
賀
葛
氏
の
後
畜
と
お

も
わ
れ
る
（
魏
書
一
一
三
官
氏
志
）
。
か
れ
は
、
定
州
附
近
で
元
淵
を
と
ら
え
ξ

う
し
た
。
元
淵
が
、
反
乱
軍
士
の
な
か
に
信
望
が
あ
っ
た
た
め
で
あ

る
。
葛
栄
は
、
天
子
と
名
の
り
、
国
号
を
斉
と
さ
だ
め
た
。
葛
栄
軍

は
、
河
北
南
部
の
諸
州
を
転
嬉
し
つ
つ
、
南
下
し
た
。
そ
れ
は
、
反

乱
の
機
運
を
、
山
東
・
河
南
方
面
に
も
、
あ
た
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

五
二
六
年
｝
一
月
、
三
州
平
原
郡
民
劉
樹
ら
反
す
。
刺
史
元
欣
、
房
士
達
を

し
て
討
た
し
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　

五
二
七
年
二
月
、
相
州
東
郡
空
誉
趙
背
徳
、
太
守
斐
燗
を
こ
ろ
し
て
反
す
。

同
年
三
月
、
斉
州
広
川
郡
民
劉
鈎
、
清
河
郡
民
開
帳
反
す
。

同
年
七
月
、
陳
郡
民
劉
獲
・
勘
弁
反
し
、
梁
と
通
ず
。
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五
二
八
年
一
月
、
杜
洛
周
が
南
下
し
て
、
礒
州
を
お
と
し
い
れ
た
。

そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
作
戦
を
す
す
め
て
い
た
こ
の
ふ
た
つ
の
勢
力
が
、

む
す
び
あ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
が
き
た
。
野
栄
は
洛
周
を
こ

ろ
し
て
、
そ
の
軍
を
手
中
に
お
さ
め
た
。
単
一
化
さ
れ
た
反
乱
軍
が

相
州
の
攻
略
に
成
功
す
れ
ば
、
そ
の
勢
力
が
西
方
へ
伸
び
る
の
を
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

易
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
北
族
王
朝
の
首
都
は
、
完
全
に
孤
立
す
る

ぞ
あ
ろ
う
。
五
一
一
四
…
五
年
に
、
長
城
を
軸
と
し
、
て
半
月
形
に
展
開

さ
れ
た
反
乱
の
力
は
、
い
ま
や
、
黄
河
の
線
に
沿
い
な
が
ら
、
洛
陽

の
咽
喉
部
に
、
あ
ら
た
な
弧
を
え
が
こ
う
と
し
て
い
た
。

　
こ
の
危
機
に
対
処
で
き
る
力
は
、
北
魏
朝
廷
の
内
部
に
は
な
か
っ

た
（
岡
崎
文
夫
「
魏
響
幣
北
朝
通
史
」
一
瓢
八
九
頁
）
。
こ
の
と
き
に
の
り
だ
し
て
く
る
の
が
、
爾
朱

栄
の
一
党
ノ
し
あ
る
。
爾
朱
氏
は
、
北
秀
容
（
山
暫
）
に
定
着
し
た
璽
族
の

酋
長
で
あ
っ
た
。
北
鎮
の
反
乱
に
呼
応
し
て
各
地
の
胡
人
部
落
や
牧

子
（
國
有
牧
場
の
牧
人
）
が
蜂
起
す
る
と
、
栄
は
、
か
ね
て
か
ら
莫
大
な
畜
産
そ

の
他
を
投
じ
て
編
成
し
て
お
い
た
私
軍
を
ひ
き
つ
れ
て
、
そ
れ
ら
を

鎮
圧
し
た
。
朝
廷
も
、
そ
の
力
を
か
り
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

栄
は
、
騨
州
刺
史
尉
慶
賓
を
と
ら
え
て
、
族
人
羽
生
を
こ
れ
に
か
わ

ら
せ
た
が
、
中
央
は
、
と
が
め
る
こ
と
が
ぞ
き
な
か
っ
た
。
題
言
が
、

相
州
に
せ
ま
る
と
、
援
助
を
申
し
出
た
が
、
朝
廷
は
こ
と
わ
っ
た
。

そ
こ
で
、
・
み
ず
か
ら
太
行
山
脈
東
麓
の
要
所
を
お
さ
え
て
、
葛
栄
軍

の
西
入
を
ふ
せ
い
だ
。

　
反
乱
に
乗
じ
た
、
し
か
も
、
実
力
の
あ
る
鎮
圧
者
と
し
て
の
洗
朱

氏
の
登
場
は
、
朝
廷
と
の
矛
盾
を
ひ
き
お
こ
さ
ず
に
は
、
い
な
か
っ

た
。
当
時
、
朝
廷
で
は
、
霊
太
后
派
と
異
宗
（
孝
明
帯
）
派
と
の
相
剋

が
く
り
か
え
さ
れ
て
い
た
。
粛
宗
派
は
、
爾
乳
量
に
た
よ
ろ
う
と
し

た
。
そ
れ
を
お
そ
れ
た
太
后
派
は
、
粛
宗
を
毒
殺
し
た
。
こ
れ
は
、

爾
朱
栄
の
野
心
に
と
っ
て
ま
た
と
な
い
好
機
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
、

長
楽
王
元
子
仮
を
推
戴
し
て
（
静
荘
）
、
晋
陽
を
出
発
し
、
太
后
ら
を
と

ら
え
て
黄
河
に
な
げ
こ
ん
だ
。
そ
の
う
え
、
　
「
粛
殺
陛
下
が
な
く
な

ら
れ
た
の
は
き
さ
ま
ら
の
責
任
だ
」
と
い
っ
て
、
洛
陽
の
朝
臣
二
千

人
あ
ま
り
を
こ
ろ
し
た
（
「
河
陰
の
変
」
）
。

　
爾
楽
勝
が
中
央
に
の
り
だ
し
た
こ
と
は
、
内
乱
に
、
あ
ら
た
な
局

面
を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
五
二
八
年
八
月
、
爾
朱
栄
は
、
反

乱
軍
・
の
背
後
を
つ
い
て
、
塗
箸
を
と
り
こ
に
し
た
。
数
十
万
の
兵
が

首
領
を
う
し
な
っ
て
、
あ
っ
け
な
く
降
伏
し
た
。
北
方
で
再
挙
を
は

か
っ
た
韓
婁
も
、
翌
年
秋
に
は
ほ
ろ
ん
だ
。
翌
々
五
三
〇
年
の
春
に

な
る
と
西
方
も
平
定
し
た
の
で
、
反
乱
の
主
要
勢
力
は
、
す
べ
て
皆

朱
氏
の
手
に
よ
っ
て
、
鎮
圧
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
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北魏宋の内乱と城民（上）　（t｝J11）

　
内
乱
は
、
こ
の
の
ち
、
雷
撃
氏
と
北
野
朝
廷
と
い
う
、
支
配
者
間

の
あ
ら
そ
い
を
基
軸
と
し
て
、
進
展
す
る
。
爾
朱
栄
は
、
柱
国
大
将

軍
・
太
原
王
と
し
て
晋
陽
に
お
り
、
い
と
こ
の
単
記
に
洛
陽
を
監
視

さ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
、
か
れ
に
推
戴
さ
れ
た
孝
荘
帝
は
、
ま
も
な
く
、

爾
朱
氏
に
反
感
を
竜
つ
朝
臣
グ
ル
ー
プ
の
中
心
人
物
と
な
り
、
入
朝

七
た
栄
を
こ
ろ
し
た
。
爾
黒
氏
一
族
は
、
爾
朱
兆
を
領
袖
と
し
て
、

朝
廷
と
の
抗
争
状
態
に
は
い
っ
た
。

　
兆
は
、
洛
陽
を
ふ
み
に
じ
っ
て
、
野
鳩
帝
を
こ
ろ
し
た
が
、
覇
権

は
、
栄
の
部
将
で
あ
っ
た
高
歓
の
手
に
に
ぎ
ら
れ
た
。
五
三
二
年
春
、

高
商
は
、
爾
朱
氏
一
族
を
韓
当
山
（
河
衛
北
部
）
に
や
ぶ
っ
て
、
華
北
東
部
に

お
け
る
地
歩
を
き
ず
い
た
。
こ
こ
に
、
東
魏
上
北
斉
時
代
が
、
第
一

歩
を
ふ
み
だ
す
。

　
以
上
の
経
過
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
北
魏
末
の
内
乱
に
は
、
お
よ

そ
三
つ
の
、
時
期
的
段
階
が
あ
る
こ
と
に
、
気
が
つ
く
。
第
一
段
階

は
、
破
落
汗
抜
陵
・
莫
折
四
生
・
万
侯
悟
得
・
杜
洛
周
・
葛
栄
ら
の

指
導
し
た
、
反
乱
の
時
期
で
あ
る
。
こ
の
段
階
ぞ
、
反
乱
諸
勢
力
が
、

北
魏
政
権
と
の
あ
い
だ
に
つ
く
り
だ
し
た
対
抗
関
係
は
、
い
わ
ば
、

第
一
次
的
な
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
関
係
は
、

あ
ら
た
な
政
治
勢
力
を
う
み
だ
し
、
爾
朱
氏
対
北
魏
朝
廷
と
い
う
、

第
二
の
対
抗
関
係
へ
と
移
行
し
た
。
こ
れ
が
、
第
二
の
段
階
で
あ
る
。

第
三
の
段
階
は
、
高
歓
と
美
文
泰
と
が
、
前
段
階
に
あ
ら
わ
れ
た
矛

盾
を
利
用
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
権
を
樹
立
す
る
過
程
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
三
段
階
を
経
て
、
北
魏
は
ほ
ろ
ん
だ
。

　
と
こ
ろ
で
、
第
一
の
段
階
に
お
け
る
運
動
の
あ
と
を
追
っ
て
い
く
r

と
、
そ
れ
は
、
北
魏
の
ほ
と
ん
ど
全
版
図
に
お
よ
痘
で
い
る
。
し
か

も
、
主
要
な
勢
力
の
攻
囲
作
戦
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
対
応
す
る
各

地
域
の
蜂
起
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
力
の
綜
合
こ
そ
が
、
北
病
的
秩

序
の
基
本
的
な
破
壊
力
だ
つ
た
の
で
は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
、
そ
う

し
た
諸
力
の
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
が
な
ん
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点
が
、

問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
、
反
北
魏
的
志
向
を
も
つ
た
諸
力
の

内
容
を
、
本
質
的
に
つ
き
と
め
よ
う
と
す
る
ば
あ
い
に
、
第
一
段
階

と
第
二
段
階
と
の
境
界
を
、
ど
の
時
点
に
お
く
か
、
と
い
う
こ
と
が

あ
き
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
第
二
段
階
で

も
、
各
地
に
、
小
紛
乱
が
お
こ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
段
階
で
は
、

前
よ
り
も
政
清
が
複
雑
化
す
る
た
め
、
そ
れ
ら
の
紛
乱
竜
ま
た
、
性

質
を
か
え
て
い
る
ば
あ
い
が
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
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さ
し
あ
た
っ
て
、
　
「
河
陰
の
変
」
を
、
両
期
の
境
界
点
と
し
て
お
き

た
い
。

　
「
島
陰
の
変
」
以
後
、
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
山
東
・
河
南

方
面
に
お
け
る
反
乱
と
暴
動
で
あ
る
。

五
二
八
年
四
月
頃
、
榮
陽
城
民
、
太
守
郵
仲
明
を
こ
ろ
し
て
、
爾
朱
栄
に
呼

（
a
）

応
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
　

同
年
六
月
、
高
乾
兄
弟
、
山
東
北
部
に
挙
兵
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
年
同
月
、
府
県
、
青
州
北
海
郡
に
挙
兵
。

同
年
七
月
、
光
州
民
旗
挙
、
濃
陽
に
反
す
。

五
三
〇
年
一
月
、
菓
甲
州
城
野
島
交
欣
ら
、
刺
史
元
太
賓
を
こ
ろ
し
て
、
梁

　
　
（
c
）

と
通
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

同
年
十
二
月
、
斉
州
城
民
趙
洛
周
、
刺
史
瀟
賛
を
逐
い
、
爾
…
朱
兆
に
応
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
三
一
年
二
月
、
斉
州
浩
河
郡
民
崔
祖
蜻
反
し
、
州
城
を
囲
む
。

同
年
、
南
寛
州
城
民
三
夕
得
ら
、
爾
三
世
隆
（
仲
還
の
瓢
か
）
の
横
暴
に
く
る
し
み
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　

刺
史
三
世
明
を
強
制
し
て
、
梁
に
帰
属
。

　
こ
れ
ら
の
事
件
を
み
る
と
、
独
立
し
た
行
動
ぞ
は
な
く
て
、
爾
朱

氏
に
呼
応
す
る
も
の
（
a
）
、
梁
に
帰
属
す
る
も
の
（
c
）
、
と
い
う
よ

う
に
、
既
成
の
政
治
権
力
に
む
す
び
つ
こ
う
と
す
る
傾
向
が
、
注
目

さ
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
ぞ
、
（
b
）
を
付
し
た
も
の
は
、
ど
う
ぞ
あ
ろ
う

か
。
高
潔
兄
弟
は
、
の
ち
に
、
高
専
と
提
携
し
て
、
爾
朱
氏
討
伐
軍

を
お
こ
し
た
河
北
の
豪
族
で
あ
る
が
、
こ
の
当
時
す
で
に
、
　
「
河
陰

の
変
」
を
い
か
っ
て
、
挙
兵
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
邪
果
・
崔

祖
蠕
の
ば
あ
い
に
し
て
も
、
訴
訟
氏
の
軍
隊
に
よ
っ
て
ほ
ろ
ぼ
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
反
影
朱
動
的
志
向
を
も
っ
て
い
た
と
い

え
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
こ
九
ら
（
b
）
類
の
行
為
は
、
一
括
し
て
、

爾
朱
氏
の
覇
政
に
反
対
す
る
方
向
ぞ
あ
り
、
　
（
a
）
類
の
そ
れ
と
は
、

ま
っ
た
く
逆
の
竜
の
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
こ
と
に
、
反
乱
の
指
導

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

者
た
ち
が
、
い
ず
れ
竜
、
漢
人
豪
族
ぞ
あ
る
こ
と
は
、
注
意
す
る
必

要
が
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
（
a
）
類
の
ば
あ
い
は
、
そ
の
出

身
が
あ
き
ら
か
ぞ
な
い
ば
か
り
か
、
一
例
は
、
首
謀
者
の
姓
名
さ
え

省
略
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
な
に
か
、
漢
人
豪
族
と
は
こ
と
な
っ

た
位
置
と
志
向
を
も
つ
、
人
び
と
の
行
動
で
あ
る
よ
う
に
、
お
も
わ

れ
る
。
こ
こ
で
お
も
い
お
こ
さ
れ
る
の
は
、
満
塁
氏
そ
れ
じ
た
い
の

志
向
と
行
為
ぞ
あ
る
。
　
「
河
陰
の
変
」
そ
の
他
に
あ
わ
わ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
直
面
氏
は
、
交
弱
に
お
ち
い
っ
た
北
魏
の
官
界
に
た
い
し

て
、
は
げ
し
い
反
感
を
い
だ
い
て
い
た
。
つ
ま
り
、
爾
朱
氏
は
、
反

乱
の
鎮
圧
者
と
し
て
登
場
し
て
き
た
半
面
、
北
魏
的
秩
序
（
処
轍
籔
三

八
。
）
の
破
壊
者
と
し
て
の
性
格
も
も
っ
て
い
た
。
と
す
れ
ば
、
（
・
）
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北魏末の内鑑と城驚（上）　（谷用）

類
の
行
動
も
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
ぞ
な
さ
れ
た
北
諸
的
秩
序
へ

の
破
壊
行
為
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
刺
史
・
太
守
の
殺
害
・
放
逐

と
し
て
、
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
さ
て
、
こ
う
し
た
行
動
の
主
体
は
、
城
民
と
い
う
名
で
よ
ば
れ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
ば
は
、
内
乱
の
第
一
段
階
に
、
諸
地
方
に
、
普
逓

的
に
あ
ら
わ
れ
て
お
り
（
文
中
、
（
a
）
を
付
し
弛
も
の
）
、
・
し
か
も
、
地
点
内
部
の
暴
動

を
も
つ
て
、
反
乱
の
地
域
的
拡
大
に
寄
与
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

城
民
と
は
、
ど
の
よ
う
な
人
び
と
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

註①
軍
主
に
つ
い
て
は
、
宮
川
尚
志
「
南
北
朝
の
自
主
・
三
主
。
戌
主
計
に

つ
い
三
（
六
甥
実
研
號
所
収
）
を
参
照
。

②
　
原
文
に
は
、
　
「
流
兵
」
と
あ
る
。
流
兵
が
流
罪
の
兵
で
あ
る
こ
と
は
、

　
魏
嘗
六
六
李
崇
伝
に
よ
っ
て
、
証
腸
で
き
る
。

③
婆
藷
州
毅
人
L
を
、
嚢
網
随
感
府
兵
制
度
震
」
（
魏
沓
南
北
朝
史
論
叢
所
収
）

　
で
は
、
諸
州
の
鎮
民
な
ら
び
に
城
民
と
解
釈
す
べ
き
だ
、
と
し
て
い
る
が
、

　
州
鎮
と
い
う
熟
語
は
、
当
時
の
慣
用
語
で
あ
る
か
ら
、
本
文
の
よ
う
に
、

　
よ
ん
だ
。

④
　
魏
欝
三
二
封
偉
伯
伝
、
北
周
懲
三
八
蘇
湛
伝
。

⑤
北
斉
欝
二
七
万
倹
自
伝
に
、
普
を
何
奴
の
別
種
と
し
て
い
る
。

⑥
爾
朱
栄
は
、
こ
の
可
能
性
を
、
魏
朝
に
警
告
し
て
い
る
（
魏
欝
七
四
二
朱
栄
伝
）
。

・
⑦
　
邪
呆
は
、
い
わ
ゆ
る
金
碧
の
那
氏
の
一
族
で
あ
り
、
河
北
の
民
衆
と
と

　
も
に
、
反
流
を
さ
け
て
、
青
州
に
移
住
し
た
が
、
地
方
官
任
命
の
問
題
で
、

　
不
満
を
生
じ
、
土
着
民
の
圧
迫
に
く
る
し
ん
だ
避
難
民
を
ひ
き
い
て
、
挙

兵
し
た
（
懇
愚
。
嶺
璃
に
つ
い
て
は
、
後
節
を
み
よ
。

⑨
城
畏
に
つ
い
て
欝
及
し
た
も
の
に
、
唐
長
儒
前
掲
論
文
、
菊
池
英
失

　
「
北
朝
軍
禦
に
於
け
る
所
謂
郷
兵
に
つ
い
て
」
（
鑑
松
先
生
吉
稀
記
念
九
州
大
学
菓
洋
史
論
叢
所
取
）

　
が
あ
り
、
こ
れ
ら
か
ら
、
お
お
く
の
ヒ
ン
ト
を
え
た
が
、
そ
の
歴
史
的
性

　
格
、
と
く
に
、
北
魏
末
内
乱
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
言
及
さ
れ
て
い
な

　
い
の
で
、
腎
頭
に
し
る
し
た
観
点
か
ら
、
と
り
あ
げ
て
み
た
。

二
　
三
民
と
い
う
概
念
に
つ
い
て

　
城
民
と
い
う
こ
と
ば
は
、
魏
書
・
北
斉
書
・
北
周
書
・
北
史
な
ど

に
、
数
お
お
く
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
と
ば
ど
お
り
に
は
、
ど
う

い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。

　
五
三
一
年
五
月
、
荊
夕
影
民
が
、
趙
修
延
を
斬
っ
て
、
前
刺
史
李

瑛
之
を
復
任
さ
せ
た
事
件
が
、
魏
書
一
一
前
壷
帝
紀
に
み
え
る
が
、

魏
書
八
二
李
談
之
伝
で
は
、

　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
城
内
人
が
修
延
を
斬
り
、
ふ
た
た
び
、
瑛
之
を
推
立
し
て
、
刺
史
の
職
務

を
、
正
常
に
と
り
お
こ
な
わ
せ
た
。

と
し
る
し
て
い
る
。
五
二
四
年
六
月
の
秦
州
の
蜂
起
に
つ
い
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

回
書
三
九
李
紀
伝
ぞ
は
、
事
件
の
首
謀
者
を
、
　
「
城
幻
影
珍
ら
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
っ
て
い
る
が
、
資
治
通
弁
梁
提
出
樋
服
に
は
、
　
「
城
内
の
醇
珍
ら
」
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と
し
る
し
て
い
る
。
ま
た
、
外
書
七
五
爾
朱
夏
隆
伝
で
は
、
世
隆
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

建
州
を
お
と
し
い
れ
た
と
き
、
抵
抗
し
た
細
民
を
み
な
ご
ろ
し
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
り
　
り

た
、
と
あ
る
が
、
通
鑑
梁
早
笛
紘
樋
一
で
は
、
　
「
城
中
人
を
み
な
ご
ろ

し
に
し
た
」
と
か
き
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
通
鑑
の
こ
れ
ら
の
表
現
が
、

何
に
拠
っ
て
い
る
か
は
あ
き
ら
か
ぞ
な
い
が
、
要
す
る
に
、
城
民
と

い
う
こ
と
ば
は
、
城
内
人
・
城
中
人
な
ど
と
同
義
語
で
あ
る
と
か
ん

が
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
州
城
・
郡
城
・
鎮
城
・
戌
城
な
ど
の
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

部
に
住
む
人
び
と
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
、
皇
民
と
い
う
こ
と
ば
は
、
た
ん
な
る
一
普
通
名
詞
の

よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
、
あ
る
と
く
べ
つ
の
ひ
び
き
を

も
っ
て
、
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
例
が
あ
る
。

　
　
〔
劉
晒
の
〕
つ
ぎ
の
む
す
こ
の
字
仲
、
そ
の
つ
ぎ
の
む
す
こ
の
弐
帰
、
す

え
の
む
す
こ
の
帰
仁
は
、
そ
ろ
っ
て
代
都
に
う
つ
さ
れ
た
が
、
の
ち
、
諸
州

に
分
属
さ
れ
て
、
三
民
と
さ
れ
た
（
魏
書
五
二
劉
晒
伝
）
。

と
あ
る
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
ぞ
は
、
こ
こ
に
、
三
民
と
さ
れ
た
、

と
あ
る
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
劉
晒
は
、
敦
煙
の
儒
者
で
、
北
涼
に
仕
え
て
い
た
が
、
太
武
帝
三

寸
灘
が
北
涼
を
ほ
ろ
ぼ
す
と
、
代
都
に
移
住
さ
せ
ら
れ
（
い
わ
ゆ
る
徒
民
で
あ
る
）
、

麻
不
平
王
の
従
事
中
郎
と
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
高
齢
に
よ
っ
て
帰
郷
を

ゆ
る
さ
れ
た
。
そ
の
さ
い
、
む
す
ご
ひ
と
り
を
、
皇
位
者
と
し
て
と

竜
な
う
こ
と
が
許
可
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
次
子
の
戸
倉
ぞ
あ
っ
た
と

謡
わ
れ
恥
さ
き
に
あ
げ
た
三
人
の
む
す
ご
は
・
第
三
・
四
・
五

子
で
あ
る
が
、
そ
う
す
れ
ば
、
か
れ
ら
は
、
そ
の
こ
も
、
平
民
と
し

て
諸
州
に
あ
り
、
そ
の
子
孫
も
ま
た
、
ひ
き
つ
づ
き
そ
の
境
遇
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
こ
と
を
、
う
ら
が
き
す
る
の
は
、
つ
ぎ

の
ふ
た
つ
の
記
録
ぞ
あ
る
。

　
太
和
十
四
年
（
㎝
九
）
に
、
尚
書
の
李
沖
が
、
上
奏
し
た
。
　
「
劉
晒
は
、
河

右
の
碩
儒
で
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
子
孫
は
、
世
に
み
と
め
ら
れ
ず
、
い
ま

だ
に
、
任
官
の
恩
遇
を
う
け
て
お
り
ま
せ
ん
。
賢
者
の
子
孫
に
は
、
と
く
べ

　
つ
の
待
遇
を
、
あ
た
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」
。
そ
こ
で
、
そ
の
ひ
と
り
を
、

鄙
州
雲
陽
県
の
県
令
に
任
命
し
た
（
同
上
）
。

　
正
光
三
年
（
五
ニ
ニ
）
に
、
太
保
の
彩
光
が
、
上
奏
し
た
。
「
…
：
楽
平
王
の
従

事
中
郎
で
あ
っ
た
敦
燈
の
劉
晒
は
、
涼
州
地
方
の
す
ぐ
れ
た
文
人
で
あ
り
ま

　
し
た
。
か
よ
う
な
人
は
、
た
と
い
な
に
か
あ
や
ま
ち
が
あ
っ
て
も
、
数
世
に

わ
た
っ
て
ゆ
る
さ
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
の
に
、
そ
の
子
孫
た
ち
は
、
ひ
さ
し

く
、
賎
役
に
論
落
し
て
お
り
ま
す
。
…
…
ど
う
か
、
尚
書
に
命
じ
て
、
そ
の
所

　
属
を
し
ら
べ
、
砕
役
よ
り
解
放
さ
れ
る
よ
う
お
ね
が
い
い
た
し
ま
す
…
…
」
。

　
〔
そ
の
結
果
〕
、
四
年
六
月
、
…
…
劉
晒
の
孫
に
あ
た
る
三
家
を
、
と
く
べ
つ

　
に
聴
免
せ
よ
、
と
い
う
詔
が
く
だ
っ
た
。
河
西
の
人
び
と
は
、
電
環
は
名
誉
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北魏末の内乱と城民（上）　（谷川）

な
こ
と
だ
、
と
い
い
あ
っ
た
（
同
↓
一
）
。

　
こ
の
ふ
た
つ
の
請
願
の
な
さ
れ
た
時
期
は
、
北
涼
が
ほ
ろ
ん
で
か

ら
、
そ
れ
ぞ
れ
、
五
十
年
な
い
し
七
十
年
を
へ
て
お
り
、
そ
の
こ
ろ

ま
で
、
二
叉
の
子
孫
の
一
部
は
、
あ
る
不
遇
な
境
涯
に
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
追
認
と
減
光
は
、
こ
れ
を
す
く
お
う
と
し
た
の
ぞ
あ
る

が
、
李
神
に
つ
い
て
い
え
ば
、
か
れ
は
、
劉
氏
一
族
だ
け
ぞ
な
く
、

一
般
に
、
こ
う
し
た
境
涯
に
お
か
れ
た
士
人
た
ち
の
任
官
に
、
力
を

つ
く
し
た
と
い
わ
れ
る
（
品
書
五
三
李
沖
伝
）
。
し
か
も
、
か
れ
じ
し
ん
が
朧
西

地
方
の
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
努
力
は
、
と
く
に
同
郷
親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

縁
の
士
に
む
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
ぞ
、
お
も
い
お
こ
さ

れ
る
の
は
、
ま
え
に
あ
げ
た
広
陽
単
元
淵
の
上
奏
の
な
か
に
、
李
神

が
、
そ
の
権
勢
に
よ
っ
て
、
涼
州
出
身
者
を
こ
と
ご
と
く
、
一
役

（牝

�
ｳ
す
）
か
ら
解
放
し
た
、
と
い
っ
て
い
る
葡
で
あ
る
。
飛
宇
蕉

が
北
涼
を
ほ
ろ
ぼ
し
た
と
き
、
こ
の
地
方
の
民
三
万
三
家
が
、
代
都

に
移
住
さ
せ
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
が
（
副
書
照
上
世
洋
書
上
）
、
そ
の
一
部
は
、
さ

ら
に
、
諸
鎮
に
配
属
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
李
沖
は
、
こ
う
し
た
人

び
と
の
解
放
に
力
を
つ
く
し
た
の
ぞ
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
只
只
と
い
う
人
物
の
言
行
を
媒
介
と
し
て
か
ん
が

え
る
な
ら
ば
、
劉
晒
の
三
人
の
む
す
ご
が
平
民
と
さ
れ
た
と
い
う
の

は
、
具
体
的
に
は
、
諸
州
鎮
に
配
属
さ
れ
て
、
軍
役
に
充
て
ら
れ
た

と
い
う
こ
と
ぞ
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
子
孫
の
運
命
を
ま
ぞ
支

配
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
推
定
す
る
の
が
、
も
っ
と
も
妥
当
で
あ

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
城
民
と
い
う
こ
と
ば
は
、
こ
こ
で
は
、
諸
州

鎮
の
軍
士
と
い
う
内
容
を
も
つ
た
と
く
べ
つ
の
用
語
ぞ
あ
る
と
か
ん

が
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
五
二
四
年
八
月
の
詔
爾
）
か
ら
も
、
証
明
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
は
、
　
「
諸
州
鎮
の
新
人
は
、
が
ん
ら
い
、
国

家
の
爪
牙
と
し
て
、
征
討
に
し
た
が
っ
て
き
た
」
と
の
べ
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
、
四
九
四
年
（
太
和
一
八
）
の
詔
に
も
、

　
六
鎮
お
よ
び
禦
夷
〔
鎮
〕
の
城
人
で
、
八
十
歳
以
上
と
な
り
、
子
孫
兄
弟

　
の
な
い
も
の
は
、
終
身
、
糧
食
を
宮
給
す
る
（
魏
藤
七
下
高
祖
紀
下
）
。

と
い
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
破
落
戸
抜
陵
が
懐
隠
窓
を
包
囲

し
た
と
き
、
鎮
三
曹
鈎
が
、
守
備
の
さ
な
か
に
死
ん
だ
の
ぞ
、
城
民

た
ち
は
、
そ
の
子
の
楊
寛
を
推
即
し
て
、
こ
れ
を
ふ
せ
い
だ
、
と
い

う
事
例
が
あ
る
（
北
周
書
二
二
楊
冤
伝
）
。

　
以
上
の
べ
た
こ
と
か
ら
、
城
屠
と
い
う
こ
と
ば
は
、
な
に
か
と
く

べ
つ
の
性
質
を
も
つ
た
民
衆
を
さ
す
の
ぞ
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
。
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そ
れ
で
は
、
難
民
と
は
、
ど
う
い
う
特
殊
性
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
手
が
か
り
に
な
る
の
は
、
北
方
諸
鎮
の
鎮
兵
の
あ
り
方
で

あ
る
。

　
北
鎮
の
軍
士
が
、
軍
貫
に
附
籍
さ
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
州
郡
民
か
ら

区
別
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
五
二
四
年
八
月
の
詔
令
に
よ

っ
て
あ
き
ら
か
ぞ
あ
る
。
そ
こ
に
こ
そ
、
魏
蘭
根
や
元
淵
の
改
革
意

見
の
う
ま
れ
．
る
理
由
が
あ
っ
た
。
鎮
民
と
州
郡
民
と
の
こ
の
区
別
は
、

本
来
的
に
は
、
国
家
の
軍
事
力
の
に
な
い
手
（
邪
蝋
）
と
、
そ
の
軍
事
力

の
対
象
た
る
竜
の
と
の
ち
が
い
で
あ
ろ
う
（
後
丈
を
み
よ
）
。
し
た
が
っ
て
、

北
鎮
の
鎮
民
（
す
な
わ
ち
領
民
）
は
、
ω
　
国
家
の
軍
事
力
の
に
な

い
手
で
あ
る
こ
と
、
働
　
州
郡
民
と
区
別
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
、

の
二
要
件
を
そ
な
え
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
条
件
が
、
他

の
地
域
の
三
民
に
も
、
あ
て
は
ま
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
よ
う
。

正
光
五
年
に
、
南
北
二
二
（
巽
州
と
南
聚
州
）
の
城
人
、
莫
折
念
生
・
韓
祖
香
。
張
長

命
ら
が
あ
い
つ
い
で
乱
を
お
こ
す
と
、
〔
側
近
の
も
の
は
〕
み
ん
な
、
「
〔
東

益
〕
計
量
の
人
は
、
勇
猛
で
な
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
、
同
類

〔
の
チ
ベ
ッ
ト
人
〕
が
、
こ
ぞ
っ
て
乱
を
お
こ
し
て
い
ま
す
。
さ
っ
そ
く
、

武
器
を
と
り
あ
げ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
」
と
す
す
め
た
が
、
刺
史
鼠
子
建

は
、
　
「
為
銀
た
ち
は
、
し
ば
し
ば
い
く
さ
に
出
て
、
み
な
勇
凝
果
敢
だ
。
う

ま
く
ひ
き
い
れ
る
と
、
か
え
っ
て
役
に
立
つ
。
へ
た
に
性
急
に
や
る
と
、
内

外
か
ら
や
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
い
っ
て
、
…
…
「
流
罪
人
で
な
い
か

ぎ
り
、
城
人
は
す
べ
て
、
聴
免
し
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
朝
廷
に
要
請
し
た
。

粛
宗
は
、
詔
を
く
だ
し
て
許
可
さ
れ
た
－
－
禽
騨
．
）
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
渇
水
流
域
の
無
益
州
で
屯
、
城
民
と
よ
ば
れ
る

も
の
は
、
北
鎮
の
そ
れ
と
、
同
様
の
性
格
を
そ
な
え
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
さ
ら
に
、
岐
州
に
つ
い
て
み
よ
う
。
こ
の
地
の
城
民
は
、

し
ば
し
ば
莫
折
軍
に
呼
応
し
た
記
録
を
も
つ
て
い
る
が
、

　
　
〔
岐
州
刺
史
〕
浄
書
は
、
む
ご
い
性
質
の
人
と
な
り
で
、
し
も
じ
も
の
も

　
の
に
、
ひ
ど
い
と
り
あ
つ
か
い
を
し
た
。
粛
逆
潮
の
初
年
に
、
元
延
が
、
尚

書
省
か
ら
派
遣
さ
れ
て
、
岐
州
の
管
内
に
や
っ
て
く
る
と
、
駅
に
警
羅
の
兵

が
い
な
い
。
駅
長
を
よ
ん
で
、
　
と
り
し
ら
べ
る
と
、
隊
主
の
高
保
願
が
、

　
「
兵
隊
は
、
み
ん
な
、
趙
郡
王
さ
ま
（
翫
飛
を
）
が
、
私
役
に
つ
か
っ
て
お
ら
れ

ま
す
」
と
の
べ
た
て
た
。
譲
は
、
こ
れ
を
聞
い
て
ひ
ど
く
い
か
り
、
保
願
ら

五
人
を
、
二
百
つ
つ
、
鞭
で
ひ
っ
ぱ
た
い
た
。
そ
し
て
、
数
日
の
あ
い
だ
に
、

二
一
附
近
の
役
丁
を
よ
ぴ
あ
つ
め
て
、
四
方
の
城
門
を
閉
め
き
り
、
そ
の
内

外
を
厳
重
に
か
た
め
さ
せ
、
城
中
の
人
間
を
の
こ
ら
ず
ひ
つ
ば
り
だ
し
て
、

徹
底
的
に
む
ち
う
っ
た
。
ま
た
、
な
ん
の
罪
も
な
い
の
に
、
六
人
の
も
の
を
、

斬
り
こ
ろ
し
た
。
そ
こ
で
、
城
内
は
、
不
穏
の
気
が
み
な
ぎ
り
、
し
ま
い
に
、

群
衆
は
、
さ
け
び
こ
え
を
あ
げ
て
、
城
門
に
あ
つ
ま
っ
た
。
譲
は
、
お
そ
ろ
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し
く
な
っ
て
、
高
楼
に
の
ぼ
り
、
は
し
ご
を
こ
わ
し
て
、
身
を
ま
も
っ
た
。

土
人
た
ち
は
（
よ
ぴ
あ
つ
め
た
付
近
の
役
丁
を
さ
す
）
、
ち
り
ぢ
り
に
に
げ
た
。
城
人
た
ち
は
、
四
方

　
の
門
を
か
た
め
た
。
霊
太
后
は
、
遊
撃
将
軍
王
靖
を
早
馬
で
つ
か
わ
し
て
、

か
れ
ら
を
説
得
さ
せ
ら
れ
た
。
城
入
た
ち
は
、
靖
が
や
っ
て
き
た
の
を
み
て
、

城
門
を
ひ
ら
い
て
謝
罪
し
、
　
〔
城
の
〕
カ
ギ
を
お
か
え
し
し
た
。
こ
う
し
て
、

譲
は
、
刺
史
を
罷
免
さ
れ
た
（
麗
書
｝
コ
土
元
離
伝
）
。

　
こ
の
例
で
は
、
三
民
が
、
州
内
の
駅
の
警
備
を
、
お
こ
な
っ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
三
民
す
な
わ
ち
軍
士
ぞ
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
は
、
四
三
に
お
い

て
も
な
り
た
つ
。
五
二
四
年
に
三
州
の
蜂
起
を
指
導
し
た
｛
坂
民
団
菩

提
は
・
三
門
の
馨
を
も
つ
笑
で
も
あ
っ
た
（
罷
轡
九
蹴
宗
紀
）
・

　
こ
の
よ
う
に
、
三
三
・
三
三
方
面
で
は
、
三
民
と
い
う
も
の
の
性

格
は
、
北
鎮
の
そ
れ
と
、
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
北
魏

帝
国
の
中
枢
部
ぞ
あ
る
関
東
方
面
で
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
鄭
仲
開
は
、
…
…
い
と
こ
の
〔
鄭
〕
徽
の
信
頼
を
う
け
て
、
榮
陽
太
守
に

任
命
さ
れ
た
。
巖
は
、
政
治
情
勢
が
、
ど
う
か
わ
る
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、

首
都
東
方
の
重
要
地
点
を
、
仲
明
に
ゆ
だ
ね
た
の
で
あ
っ
た
。
建
義
元
年
、

仲
明
の
寒
季
明
は
、
河
馬
の
変
に
こ
ろ
さ
れ
た
。
綴
は
、
そ
の
こ
、
仲
明
の

も
と
に
身
を
よ
せ
、
い
っ
し
よ
に
兵
を
お
こ
そ
う
と
し
た
が
、
や
が
て
、
城

民
の
た
詮
こ
ろ
さ
れ
た
（
二
藍
五
六
鄭
魯
明
伝
）
．
　
　
聡

　
鄭
撮
は
、
霊
太
盾
派
の
中
心
人
物
で
あ
り
、
こ
の
記
事
は
、
爾
朱

栄
の
南
下
に
た
い
す
る
鄭
氏
の
対
応
を
の
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
鄭

徽
が
仲
明
を
漿
陽
太
守
に
任
命
し
て
東
方
を
ま
も
ら
せ
た
、
と
い
う

の
は
、
具
体
的
に
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
浜
口
重
国
氏

ら
に
よ
っ
て
、
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
（
臓
魏
二
一
胱
耳
玉
筒
酢
胸
破
雅
勲

騨騨

Y
疲
潮
に
鞭
調
臨
隊
魂
）
、
北
魏
の
軍
隊
に
は
、
近
衛
軍
。
三
軍
。
州

軍
な
ど
が
あ
っ
た
が
、
洛
陽
遷
都
以
後
は
、
京
畿
の
四
方
の
重
要
地

点
に
、
東
西
南
北
の
四
三
郎
三
三
を
お
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
中
郎
将
に
よ
っ
て
統
率
さ
れ
た
が
、
の
ち
、
所
在
地
の
郡
守
を

兼
任
し
た
。
そ
の
う
ち
、
東
中
郎
将
の
兼
ね
た
の
が
、
榮
陽
郡
守
で

あ
る
。
と
す
れ
ば
、
鄭
三
明
は
、
東
中
郎
将
府
所
属
の
軍
隊
を
掌
握

し
た
の
で
は
・
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
ぞ
、
鄭
仲
明
が
、
こ

の
軍
隊
を
確
実
に
掌
握
し
て
い
れ
ば
、
…
鄭
撮
と
屯
ど
も
に
、
城
民
に

こ
ろ
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
つ
し
か
し
、
こ
の
よ
う

に
、
内
部
の
暴
動
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
榮
陽

城
民
と
は
、
じ
つ
は
、
東
中
府
軍
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
か
ん
が
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
東
中
府
軍
は
、
そ
の
統
率
官
を
こ
ろ

し
て
、
爾
虚
栄
に
呼
応
し
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
死
中
府
軍
は
、
ど

の
よ
う
な
人
び
と
に
よ
っ
て
、
構
成
さ
れ
て
い
た
か
。
そ
れ
を
知
る
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直
接
の
資
料
は
な
い
け
れ
ど
も
、
河
内
郡
に
お
か
れ
た
北
中
郎
将
府

の
例
か
ら
す
れ
ば
、
罪
刑
者
・
府
戸
お
よ
び
羽
林
。
虎
冠
と
い
う
構

成
が
、
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
と
な
っ
た
身
分
に

あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
州
郡
民
と
区
別
さ
れ
た
軍
事
力
、
と

み
な
す
こ
と
が
ぞ
き
よ
う
。

　
前
節
ぞ
、
山
東
方
面
の
国
民
の
活
動
に
つ
い
て
、
雷
及
し
た
。
だ

か
ら
、
こ
の
地
方
に
つ
い
て
も
、
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
（
五
三
三
年
永
黙
二
年
）
、
三
州
の
反
徒
取
回
が
、
三
三
（
日
工
）
か
ら
、

　
臨
時
の
官
爵
を
さ
ず
け
ら
れ
て
、
山
東
地
方
を
か
き
み
だ
し
て
い
た
。
け
れ

　
ど
も
、
　
〔
三
州
刺
史
の
斐
〕
樂
は
、
空
理
を
論
ず
る
ば
か
り
で
、
す
こ
し
も

　
防
傭
の
処
置
を
講
じ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
翔
…
は
、
そ
の
無
防
備
に
乗
じ
て
、

　
州
城
に
お
そ
い
か
か
っ
て
き
た
。
簗
の
側
近
の
も
の
が
、
　
「
賊
が
や
っ
て
き

　
ま
し
た
」
と
い
っ
て
も
、
　
「
そ
ん
な
、
理
論
に
、
あ
わ
な
い
こ
と
が
、
お
こ

　
り
ょ
う
が
、
な
い
で
は
な
い
か
」
と
い
っ
て
、
と
り
あ
わ
な
か
っ
た
。
側
近

　
が
、
　
「
も
う
州
門
に
は
い
っ
て
き
ま
し
た
ぞ
」
と
い
う
と
、
や
っ
と
、
お
も

　
む
ろ
に
い
う
に
は
、
「
歌
の
お
や
じ
は
、
役
所
に
つ
れ
て
き
な
さ
い
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
ほ
か
，
の
回
申
は
、
さ
し
あ
た
り
、
城
人
に
ひ
き
わ
た
し
て
お
き
た
ま
え
。
」

　
世
の
う
つ
り
か
わ
り
に
う
と
い
こ
と
、
万
事
こ
の
調
子
で
、
ま
も
な
く
、
翔

に
こ
ろ
さ
れ
た
（
北
臭
鰻
五
襲
山
伝
）
。

　
こ
の
、
膠
州
の
ば
あ
い
凸
も
、
城
民
が
、
軍
事
的
任
務
を
負
う
竜
の

で
あ
っ
た
こ
と
を
、
暗
示
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
、
濠
州
の
事
例
を

挙
げ
よ
う
。

　
前
廃
帝
の
と
き
、
崔
無
比
と
張
僧
階
が
、
　
反
逆
を
は
か
っ
て
、
東
陽
城

（鮒

B
）
に
、
攻
め
よ
せ
て
き
た
（
年
表
参
照
）
。
十
β
ば
か
り
の
あ
い
だ
に
、
十
哲
万

　
の
軍
勢
と
な
っ
た
。
劇
史
の
東
三
王
元
貴
平
は
、
　
〔
崔
〕
光
伯
を
、
城
外
に

　
出
し
て
、
説
得
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
当
山
の
兄
の
光
鶴
が
い
う
に
は
、
「
城

民
が
、
な
が
い
あ
い
だ
、
ひ
ど
い
仕
打
ち
を
し
た
の
で
、
大
衆
は
、
み
な
、

そ
れ
を
、
う
ら
ん
で
い
る
の
で
す
。
そ
の
気
勢
は
、
は
な
は
だ
、
さ
か
ん
な

　
も
の
が
あ
り
ま
す
。
…
…
こ
う
し
て
み
る
と
、
も
う
、
い
ま
と
な
っ
て
は
、

　
説
得
し
た
ぐ
ら
い
で
、
ど
う
に
も
な
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
だ
が
、
貴

　
平
は
、
あ
く
ま
で
、
そ
う
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
…
…
し
か
た
な
く
、
、
光
伯
は
、

　
城
を
出
て
、
三
里
ば
か
り
行
っ
た
。
三
民
た
ち
は
、
光
伯
兄
弟
は
、
疑
衆
の

　
信
望
が
あ
つ
い
の
で
、
い
ち
ど
出
て
い
っ
た
ら
、
ひ
き
と
め
ら
れ
て
、
か
．
兄

　
つ
て
こ
な
い
だ
ろ
う
と
お
も
い
、
お
お
ぜ
い
の
も
の
を
、
つ
け
て
や
っ
た
。

　
そ
れ
で
、
城
外
の
人
び
と
は
、
出
戦
し
て
き
た
の
か
と
お
も
い
ち
が
い
を
し

　
た
の
で
、
ま
だ
説
得
に
か
か
ら
な
い
う
ち
に
、
光
伯
は
、
矢
に
あ
た
っ
て
死

ん
だ
（
羅
襟
）
。

　
こ
の
反
乱
の
指
導
者
崔
祖
蟷
に
つ
い
て
は
、
羽
書
笹
九
元
貴
平
伝

　
　
　
　
　
　
　
む

ぞ
は
、
　
「
土
民
崔
祖
蟷
」
と
か
き
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
釣
出
は
、
北

魏
の
山
東
制
圧
に
抵
抗
し
て
平
斉
戸
と
さ
れ
た
、
有
名
な
…
二
道
固
の
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一
族
ぞ
あ
る
。
父
の
僧
淵
は
、
薄
骨
律
鎮
（
燃
）
に
配
さ
れ
た
が
、
の

ち
に
ゆ
る
さ
れ
て
、
祖
蟷
ら
と
、
と
も
に
青
州
に
住
ん
だ
。
祖
蟷
じ

し
ん
、
か
つ
て
青
黛
の
統
軍
と
な
っ
た
が
、
や
が
て
、
張
僧
皓
と
反

乱
を
お
こ
す
に
い
た
っ
た
（
魏
書
二
四
羅
鍛
蚊
）
。
と
も
か
く
も
、
か
れ
が
土
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
よ
ば
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
土
地
の
人
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

崔
氏
は
、
こ
の
地
方
の
名
望
家
ぞ
あ
る
か
ら
、
か
れ
の
ひ
き
い
た
群

衆
は
、
そ
の
郷
里
の
人
民
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
崔
光
電
の
こ
と
ば
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
こ
の
反
乱
は
、
城

民
に
た
い
す
る
土
民
（
す
な
わ
ち
州
郡
民
）
の
復
讐
、
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ

う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
復
讐
の
原
因
、
す
な
わ
ち
、
城
民
の
土
民
に

た
い
す
る
圧
迫
行
為
が
、
な
り
た
っ
た
め
に
は
、
両
者
が
、
た
が
い

に
異
質
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
圧
迫
行
為
の
内
容
に
つ
い

て
は
、
不
明
で
あ
る
が
、
す
く
な
く
と
も
、
青
州
の
群
民
が
、
州
郡

民
と
こ
と
な
っ
た
存
在
ぞ
あ
っ
た
こ
と
は
、
う
た
が
い
が
な
い
。
土

民
と
隠
遁
と
い
う
関
係
に
つ
い
て
、
お
も
い
お
こ
さ
れ
る
の
は
、
ま

え
に
あ
げ
た
岐
州
の
例
で
あ
る
。
こ
こ
ぞ
は
、
刺
史
と
難
民
と
の
あ

い
だ
に
、
対
立
関
係
が
生
じ
た
の
ぞ
、
刺
史
は
、
解
決
の
手
段
を
、

土
民
の
役
丁
に
も
と
め
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
青
州
で
は
、
む
し

ろ
、
城
民
と
土
民
と
が
、
直
接
に
対
立
し
て
い
る
。
あ
ら
わ
れ
方
は

こ
と
な
る
が
、
い
ず
れ
も
、
城
民
と
土
民
一
州
郡
民
と
が
、
た
が
い

に
異
質
の
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
も
の
が
た
る
も
の
ぞ
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
視
角
か
ら
、
山
西
の
例
に
つ
い
て
見
よ
う
。

　
こ
れ
よ
り
い
ぜ
ん
、
官
の
糧
食
を
、
罠
に
貸
し
つ
け
て
い
た
が
、
ま
だ
、

そ
の
貸
し
を
と
り
た
て
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
う
え
、
反
乱
が
お
こ
っ
て
し

ま
っ
て
、
城
詰
は
、
ひ
じ
ょ
う
な
飢
え
に
お
ち
い
り
、
お
た
が
い
に
食
い
あ

う
と
い
う
あ
り
さ
ま
に
な
っ
た
。
賊
は
、
州
の
倉
庫
が
、
か
ら
っ
ぽ
に
な
っ

た
の
を
知
っ
て
、
日
ま
し
に
は
げ
し
い
攻
撃
を
く
わ
え
た
の
で
、
十
人
中
、

三
、
四
人
が
、
死
ん
で
い
っ
た
。
　
〔
耳
隠
刺
史
の
斐
〕
良
は
、
凱
え
の
た
め

に
、
ど
う
に
も
な
ら
な
く
な
り
、
有
人
と
い
っ
し
よ
に
、
西
河
郡
に
出
奔
し

た
。
三
州
の
政
府
が
、
西
河
郡
に
お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
良
の
と

き
か
ら
で
あ
る
（
魏
書
六
九
嚢
良
伝
）
。

　
こ
こ
に
、
賊
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
内
乱
中
に
蜂
起
し
た
、
山
西

の
胡
族
を
さ
す
。
こ
の
ば
あ
い
、
城
民
は
、
官
倉
の
食
糧
に
依
存
す

る
屯
の
と
し
て
、
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
鱗
饒
な
ど
の
た

め
に
官
の
糧
食
を
一
時
借
り
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
一
般
の

「
民
」
と
は
、
こ
と
な
っ
た
存
在
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
正
常
の

関
係
と
し
て
は
、
「
民
」
は
、
官
糧
の
生
産
老
な
ら
び
に
提
供
．
者
で

あ
り
、
城
民
は
、
そ
の
消
費
者
で
あ
っ
た
、
と
か
ん
が
え
至
れ
る
か
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ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
南
朝
と
の
国
境
地
帯
に
あ
た
る
、
河
南
・
心
心
方
面

で
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
地
方
で
竜
、
内
乱
に
乗
じ
て
、
諸

州
の
城
民
が
活
動
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
性
質
の
規
定
に
役

だ
つ
よ
う
な
資
料
は
す
く
な
い
。
た
だ
、
つ
ぎ
の
事
件
は
、
ひ
と
つ

の
手
が
か
り
と
な
る
。

　
民
屋
が
、
洛
陽
に
は
い
る
と
、
顯
は
、
　
〔
李
〕
奨
に
、
尚
書
右
僕
射
の
宮

を
兼
職
さ
せ
て
、
濃
州
の
宣
撫
に
ゆ
か
せ
た
。
し
か
し
、
羽
林
兵
と
城
人
は
、

顯
の
命
に
し
た
が
わ
ず
、
奨
を
こ
ろ
し
て
、
そ
の
首
を
、
洛
陽
に
お
く
り
と

ど
け
た
（
魏
書
六
五
李
奨
伝
）
。

　
元
顯
は
、
試
適
の
一
族
で
、
内
乱
中
に
、
南
朝
に
亡
命
し
、
梁
軍

の
た
す
け
を
か
り
て
、
反
論
朱
書
の
兵
を
あ
げ
た
人
で
あ
る
。
五
二

九
年
五
月
、
洛
陽
の
入
城
に
成
功
し
た
が
、
ま
も
な
く
壊
滅
し
た
。

こ
こ
に
、
　
「
徐
州
の
羽
林
兵
と
城
人
は
、
願
の
命
に
し
た
が
わ
な
か

っ
た
」
と
あ
る
が
、
ま
ず
、
徐
州
の
羽
林
兵
と
い
う
も
の
か
ら
あ
き

ら
か
に
し
よ
う
。
北
魏
の
宣
武
帝
の
時
代
か
ら
東
西
両
魏
に
分
裂
す

る
こ
ろ
に
か
け
て
は
、
南
朝
で
は
、
梁
の
武
帝
の
治
世
で
、
そ
の
国

力
は
、
ふ
た
た
び
も
え
あ
が
っ
て
い
た
。
南
北
両
朝
の
国
境
地
帯
で

は
、
は
げ
し
い
紛
争
が
展
開
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
、
主
と
し
て
、
南

朝
が
わ
の
攻
勢
に
よ
る
屯
の
で
あ
っ
た
。
攻
勢
が
し
だ
い
に
準
備
さ

れ
っ
っ
あ
っ
た
五
一
一
年
に
、
徐
州
刺
史
盧
飛
は
、
こ
の
ま
ま
に
し

て
お
く
な
ら
ば
、
味
方
の
兵
士
た
ち
の
な
か
に
、
動
揺
が
お
こ
る
に

ち
が
い
な
い
、
と
か
ん
が
え
、
　
「
大
軍
を
も
ち
い
て
、
敵
の
と
り
で

を
、
一
挙
に
た
た
き
つ
ぶ
す
べ
し
」
と
主
張
し
て
、
中
央
に
、
兵
力

増
強
を
要
請
し
た
。
そ
こ
で
、
翼
・
定
・
醸
・
相
四
州
の
羽
林
兵
お

よ
び
虎
募
兵
、
合
計
四
千
人
が
、
派
遣
さ
れ
た
。
浜
口
重
国
氏
の
研

究
に
よ
れ
ば
（
前
掲
「
後
魏
の
兵
制
に
就
い
て
」
）
、
こ
れ
ら
の
羽
林
・
虎
義
兵
は
、
中
央

の
近
衛
軍
の
そ
れ
と
は
別
に
組
織
さ
れ
、
右
の
河
北
四
州
の
ほ
か
に
、

済
・
青
・
光
な
ど
の
山
東
の
諸
州
に
も
駐
屯
し
て
い
た
、
北
族
の
精

鋭
部
隊
ぞ
あ
る
と
い
う
。
か
れ
ら
は
、
国
境
戦
線
が
重
大
化
す
る
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
つ
ど
、
急
派
さ
れ
て
、
武
勇
を
発
揮
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

北
族
王
朝
と
し
て
の
北
魏
が
、
そ
の
兵
力
不
足
を
お
ぎ
な
い
つ
つ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

支
配
を
保
持
す
る
た
め
に
と
っ
た
、
必
然
的
な
体
制
で
あ
っ
た
。
け

れ
ど
屯
、
交
戦
状
態
が
恒
久
化
す
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
ま
ま
戦
場
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

永
屯
す
る
、
と
い
う
傾
向
も
生
じ
た
。
こ
う
し
た
背
景
か
ら
か
ん
が

え
る
と
、
さ
き
の
温
州
の
羽
林
兵
と
は
、
ほ
ん
ら
い
は
、
河
北
・
山

東
黒
総
か
ら
、
応
急
に
派
遣
さ
れ
た
兵
士
で
あ
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
う

た
が
い
が
な
い
。
他
方
、
羽
林
・
虎
魚
兵
が
、
こ
う
し
た
機
能
を
も
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っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
南
方
諸
州
鎮
に
は
、
常
駐
の
守
備
隊
も
存
在

し
た
わ
け
で
あ
り
、
盧
閥
が
、
動
揺
す
る
の
を
お
そ
れ
た
の
は
、
こ

う
し
た
兵
士
た
ち
に
た
い
し
て
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
想

像
が
た
だ
し
い
と
す
れ
ば
、
徐
州
の
城
畏
と
は
、
羽
林
（
虎
賞
）
兵

以
外
の
守
備
兵
を
、
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ま
ぞ
、
三
民
と
は
、
　
一
般
の
州
郡
民
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
区

別
を
も
っ
た
、
一
種
の
軍
事
力
ぞ
は
な
い
か
、
と
い
う
尺
度
を
た
て

て
、
諸
地
域
の
城
民
の
生
態
を
観
察
し
て
き
た
。
資
料
上
の
制
約
か

ら
、
き
わ
め
て
不
完
全
で
は
あ
る
が
、
こ
の
尺
度
は
、
大
体
に
お
い

て
・
有
効
で
は
な
い
か
と
お
竜
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
か
ら
は
み

だ
す
危
険
性
を
も
つ
た
用
例
も
な
い
ぞ
は
な
い
。

　
〔
譲
文
遜
は
〕
、
後
将
軍
・
安
州
刺
史
に
転
任
し
た
。
…
…
当
時
、
杜
洛
周

や
葛
栄
ら
が
、
あ
い
つ
い
で
反
逆
を
お
こ
し
、
幽
州
。
燕
州
以
南
は
、
す
っ

か
り
失
陥
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
た
だ
、
文
章
だ
け
が
、
賊
ど
も
に
降
伏
せ

ず
、
孤
城
を
ま
も
っ
て
い
た
。
か
れ
は
、
荒
廃
の
な
か
に
の
こ
っ
た
民
衆

（「

r
余
」
）
を
あ
つ
め
て
、
耕
作
を
お
こ
な
い
つ
つ
、
た
た
か
っ
た
。
人
民
は
み
な
、

「
こ
の
人
の
た
め
な
ら
」
と
い
っ
て
、
か
れ
に
協
力
し
た
。

　
し
か
る
に
、
江
珍
重
は
、
た
た
か
い
の
な
か
で
病
死
し
た
。
属
官

た
ち
は
、
文
遙
が
人
望
を
え
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
む
す
こ
の
江

．
果
を
、
臨
時
に
、
刺
史
と
し
た
。
し
か
し
、
と
う
と
う
、
さ
さ
え
き

れ
な
く
な
っ
て
、
果
は
、
弟
た
ち
と
、
城
民
を
ひ
き
つ
れ
て
、
高

麗
へ
は
し
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
翫
（
髄
贈
靴
捧
）
。
　
こ
の
ば
あ
い
、
城

民
と
は
、
制
度
上
、
州
郡
畏
と
区
別
さ
れ
て
い
た
軍
士
の
み
な
ら
ず
、

「
荒
廃
の
な
か
に
の
こ
っ
た
」
州
郡
民
も
、
ふ
く
ま
れ
て
い
た
、
と

お
も
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
後
者
は
、
も
は
や
、
　
「
土
民
」
と
し
て

の
自
己
を
保
持
す
る
資
産
と
郷
里
集
団
と
を
、
う
し
な
っ
た
人
び
と

そ
あ
る
。
か
れ
ら
の
生
き
る
み
ち
は
、
　
「
賊
」
に
加
わ
る
か
、
安
州

城
に
庇
護
を
も
と
め
て
「
官
兵
」
と
な
る
か
、
こ
の
ど
ち
ら
か
ぞ
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
江
鳶
凧
の
人
と
な
り
が
、
あ
と
の
み
ち
を
え
ら

ん
だ
人
び
と
の
心
を
と
ら
え
た
の
ぞ
、
官
兵
化
は
、
円
滑
に
す
す
ん

だ
。
・
文
遙
の
死
後
、
そ
の
子
の
果
が
推
立
さ
れ
た
と
い
う
事
実
、
ま

た
、
郷
里
を
と
お
く
は
な
れ
て
高
麗
へ
移
住
し
た
と
い
う
事
実
は
、

文
遙
の
意
図
し
た
土
民
の
粘
菌
化
が
成
功
し
た
こ
と
を
、
も
の
が
た

っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ば
あ
い
も
、
け
っ
し
て
例
外
ぞ
は

な
く
、
む
し
ろ
、
城
罠
と
い
う
も
の
の
成
立
の
仕
方
に
つ
い
て
、
ふ

一
か
い
示
唆
を
あ
た
え
る
・
も
の
で
あ
る
。

　
検
討
を
要
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
用
例
が
あ
る
。

　
　
〔
徐
遠
が
、
刺
史
と
し
て
〕
、
東
楚
州
に
お
も
む
い
た
、
そ
の
年
の
冬
に
、
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邑
郭
に
大
火
が
お
こ
っ
て
、
城
民
た
ち
は
、
産
業
を
う
し
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

遠
は
、
み
ず
か
ら
救
助
に
で
か
け
、
　
〔
や
け
だ
さ
れ
た
〕
城
民
の
す
が
た
を

み
て
、
な
み
だ
を
な
が
し
た
。
そ
の
う
え
、
か
れ
ら
の
復
興
を
は
か
っ
て
や

っ
た
の
で
、
み
な
、
生
活
を
立
て
る
こ
と
が
で
ぎ
た
（
北
齊
書
二
五
徐
遠
目
）
。

　
こ
れ
は
、
北
橘
時
代
の
こ
と
ぞ
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
城
昆
と
よ
ば

れ
て
い
る
も
の
は
、
軍
士
と
い
う
よ
り
は
、
商
工
業
者
を
ふ
く
ん
だ
、

ふ
つ
う
に
い
う
、
都
市
民
で
あ
る
よ
う
に
、
感
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
を
、

例
外
と
す
べ
き
か
ど
う
か
は
、
当
時
の
商
工
民
と
国
家
権
力
と
の
関

係
を
、
あ
き
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
、
判
定
の
つ
か
な
い
問
題
ぞ
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
つ
ぎ
の
点
を
、
指
摘
し
て
お
く
に
と
ど
め
た
い
。
当
時

の
よ
う
に
、
自
然
経
済
が
い
ち
じ
る
し
く
支
配
的
で
あ
る
社
会
で
は
、

商
工
業
は
、
自
由
な
世
界
を
獲
得
し
え
ず
、
政
治
権
力
に
た
い
し
て
、

依
存
と
隷
属
の
関
係
に
立
つ
傾
向
が
あ
る
。
と
く
に
、
手
工
業
者
は
、

支
配
者
の
政
治
的
・
軍
事
的
需
要
か
ら
、
農
民
を
主
体
と
す
る
州
郡

民
と
は
こ
と
な
っ
た
特
殊
の
身
分
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
が
、
お
お
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
城
民
と
い
う
こ
と
ば
が
、
厳
密
な
規
定
を
も
つ
た
制
度
上
の
用
語

で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
け
れ
ど
竜
、
以
上
考
察

し
た
よ
う
に
、
こ
と
ば
の
形
式
と
し
て
は
、
城
内
居
住
者
を
意
味
す

る
が
、
そ
の
内
容
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
特
殊
な
存
在
形
態
を
も
つ
た

民
衆
を
さ
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
都
市
な
い
し
は
都
市

民
の
歴
史
的
性
格
を
、
暗
示
す
る
も
の
ぞ
は
な
か
ろ
う
か
。
宮
川
尚

志
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
六
潮
時
代
に
は
、
　
「
村
」
と
い
う
名
称
の

農
村
が
出
現
し
た
と
い
う
（
「
六
覇
時
代
の
村
に
つ
い
て
」
六
鱒
朝
史
研
慌
弓
取
）
。
宮
崎
市
定
言
は
、

こ
の
発
見
を
さ
ら
に
一
歩
す
す
め
て
、
そ
れ
を
、
古
代
都
市
か
ら
分

離
し
た
、
あ
た
ら
し
い
意
義
を
も
つ
、
中
世
農
村
的
聚
落
だ
と
す
る

（「
?
国
に
お
け
る
聚
落
体
形
の
変
遷
に
つ
い
て
し
大
毒
史
学
6
）
。
と
す
れ
ば
、
六
朝
時
代
は
、
都
市
と
農
村

の
分
化
と
対
立
が
、
第
一
歩
を
ふ
み
だ
し
た
時
期
だ
と
い
え
る
か
も

し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
分
裂
は
、
聚
落
発
展
史
上
の
意
義
に
と
ど
ま

わ
ず
、
社
会
の
支
配
体
制
と
も
、
密
接
な
連
関
を
も
つ
ぞ
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
六
朝
時
代
の
都
市
と
は
、
擬
村
へ
の
対
立
者
と
し
て
、

す
ぐ
れ
て
政
治
的
、
軍
事
的
な
機
能
を
、
帯
び
る
の
ぞ
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
ま
た
、
逸
民
と
は
、
そ
う
し
た
機
能
を
に
な
わ
せ
ら
れ
た
民

衆
の
歴
史
的
存
在
形
態
ぞ
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
う
し
た
城
民
が
、
北
魏
の
全
地
域
に
わ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

つ
て
存
在
し
て
お
り
、
し
か
も
、
そ
れ
ら
が
、
北
魏
末
内
乱
の
動
力

と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
地
域
で
活
動
し
た
、
と
い
う
こ
と
が
あ
き
ら
か

20　（196）



（谷川）北魏宋の内乱と城民（上）

に
な
っ
た
と
お
も
う
。
そ
れ
ぞ
は
、
そ
の
活
動
を
通
じ
て
、
か
れ
ら

が
否
定
し
よ
う
と
し
た
も
の
は
、
い
っ
た
い
何
ぞ
あ
っ
た
か
一
そ

れ
が
、
つ
ぎ
の
課
題
ぞ
あ
る
。

註　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

①
　
正
史
中
に
は
、
城
人
と
い
う
こ
と
ば
も
、
つ
か
っ
て
い
る
が
、
通
鑑
で

　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
は
、
す
べ
て
、
城
民
で
統
一
し
て
い
る
。
唐
長
儒
氏
は
、
城
人
は
唐
の
太

宗
の
慧
だ
と
す
る
（
鉢
”
島
崩
卜
十
コ
書
）
。
正
史
中
に
は
、
里
入
物
に
た
い
と
」
、

　
両
用
し
て
い
る
ば
あ
い
が
あ
る
の
で
、
こ
の
ふ
た
つ
の
こ
と
ば
に
は
、
何

の
差
異
も
な
い
。
な
お
、
乱
民
の
類
語
と
し
て
は
、
牛
馬
聡
慧
鮎
Y
郭

人
（
上
総
八
Y
柵
民
（
羅
蓮
な
ど
が
あ
る
。
城
濠
・
い
う
熟
語
も
、
．
」

　
う
し
た
タ
イ
プ
の
こ
と
ば
で
あ
ろ
う
が
、
内
容
上
は
、
こ
れ
ら
と
ち
が
つ

　
て
い
る
。
ま
た
頻
度
も
、
は
る
か
に
お
お
い
。

②
　
長
子
僧
行
は
、
　
わ
か
く
し
て
死
亡
し
て
お
り
、
　
仲
礼
に
つ
い
て
は
、

　
「
郷
里
に
と
ど
ま
っ
た
扁
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
侍
養
者
と
し
て
、
郷
里
に

　
住
ん
だ
こ
と
を
い
っ
た
の
だ
と
お
も
う
。

③
平
斉
民
に
た
い
す
る
、
一
型
の
救
済
行
為
は
、
そ
の
参
考
と
な
る
（
鴎
諮

備
允
）

④
薩
帥
の
語
は
、
蠕
照
準
（
魏
誉
一
〇
三
）
に
見
え
、
百
人
隊
の
長
と
あ
る
。
な
お
、

　
類
語
と
お
も
わ
れ
る
擁
主
・
剛
将
に
つ
い
て
は
、
宮
川
尚
志
「
南
北
朝
の

　
軍
主
。
隊
主
・
成
主
等
に
つ
い
て
」
を
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
　
ひ

⑤
．
魏
書
七
一
裟
藥
伝
で
は
、
　
「
臼
余
部
衆
。
且
付
城
外
」
と
な
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
ロ

　
が
、
北
史
は
「
城
人
」
に
つ
く
り
、
通
鑑
も
、
　
「
城
罠
」
に
つ
く
る
。
ど

　
ち
ら
で
も
、
意
味
は
通
じ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
北
史
．
通
鑑
を
採
っ
た
。

⑥
同
謀
者
張
僧
晧
も
、
当
地
方
の
出
身
で
あ
る
（
魏
書
七
六
張
僧
略
伝
）
。

⑦
た
と
え
ば
、
魏
書
六
四
郭
酢
伝
、
同
六
五
邪
轡
伝
、
同
七
三
奨
康
生
伝
の

　
諸
例
。

⑧
明
元
帝
が
郷
に
遷
都
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
崔
浩
は
、
魏
の
兵
力
の
す

　
く
な
さ
が
、
漢
人
の
ま
え
に
ば
く
ろ
さ
れ
る
こ
と
を
お
そ
れ
て
、
こ
れ
に

　
反
対
し
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
北
方
に
い
て
、
も
し
山
東
に
事
が
あ
れ
ば
、

「
軽
騎
南
出
」
す
る
よ
卸
し
た
が
よ
ろ
し
い
、
と
い
っ
て
い
る
（
糠
灘
五
）
。

　
こ
う
し
た
御
情
は
、
洛
陽
遷
都
こ
も
、
か
わ
り
な
か
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

⑨
下
城
毒
の
上
奏
「
利
国
済
民
所
制
振
挙
草
条
」
中
の
第
＋
条
（
麟

㌫
灘
）
を
見
よ
。

⑩
北
魏
全
期
中
に
、
城
民
の
存
在
し
た
こ
と
の
判
明
す
る
、
州
名
を
あ
げ

　
れ
ば
、
お
よ
そ
、
左
の
と
お
り
で
あ
る
。
　
（
た
だ
し
、
北
鎮
は
の
ぞ
く
）

　
河
北
方
面
：
営
・
幽
・
燕
・
安
・
定
上
州

　
山
西
・
河
内
方
面
：
扮
・
建
・
桐
諸
州

　
山
東
方
面
：
斉
・
青
・
膠
・
党
諸
州

　
河
南
・
潅
北
方
面
：
北
予
・
予
・
南
発
・
南
荊
。
荊
．
徐
．
東
徐
請
州

　
陵
西
・
甘
粛
方
面
：
岐
・
雍
・
秦
・
南
秦
・
東
益
・
原
・
涼
・
河
辺
州
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Rebellion　and　C19，ぎ解∬励3（城民）at　the：End　of

　　　　　　　　　tlle“Pei恥ゴ（北魏）Dynasty

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　Michlo　Tanigawa

　　In　the　contempエation　of　the　character　of　the　Sui－T‘an8・（階唐：）dynasties
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ
from　their　formatjon　occursa　question　where　the　moment　in　the　political

history，　which　brought　forth　these　united　administrations，　could　be　found．

This　artic1．e，　starting　from　such　interest，　treats　the　affair　of　dissolution　of

the　Pei　Wei（北i魏）　dynasty．　The　special　people　ca1正ed　Cだ6πg　Min　（献

血）are　found　as　a　unit　power　raised　and　magnified　the　rebellion　which

ruined　the　Pei　vaei（＃ヒ．魏）dynasty．

　　The　first　half　ofむhis　article　（present　issue）makes　clear　the　special

contents　of　the　word　C磁7τg　Min（城民）all　over　the　Pei　Wei（北魏）area；・

the　second　half　the　contradiction　of　the　C1ガ6η9　エレfin（城民）system，　so　to

speak，　at　the　end　of　the　Pei　Wei（北魏）era　and　the　prob1ems　of　the

character　of　the　Sui　dynasty　which　passed　th亡ough　the　rebellion，

　　　　　　　　　　On　lvra∬／・・（納所）

an　aspect　of　the　dissolution　of　the．

　　　　　　　Ritsuryo”（律令）taX－cOlleCtiOn　syStem

　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　Akira　Yoshida

　　Though　the　dissolving　Process　of　the　Ritsury6（．律令）state　has　been　a

forcus　jn　the　modern　study　of　the　Heian（平安）era，　its　concrete　process

rernains　partly　unl〈nown，　partly　because　of　a　scarcity　of　individual　study

in　the　Kokuga（国衙）systeln　itself　in　the　Heian（平安）era．　This　essay

tries　to　clear　up　the　IVassho　which　has　hardly　been　discussed，　ag　a　clue

to　solve　the　above－rrientioned　problem．　The　Nassho　rneans　warehouses　in

which　rice　as　rent　and　the　1〈lng　were　stored　up　after　the　middle　or　last

of　the　Heian　era．　Here，　we　treat　exclusively　the　farmer’s　Nassho　one　of

the　four　kinds　of　warehouses，　in　its　substance　and　its　histprical　inportance

of　its　appearance　and　disappearac　nce　to　trace　the　dissolving　process　of

the　Rff脳η6（律令）tax－co玉1ectioh　system，　because　to　clear　up　the　transion

of　the　tax－collection　system　enables　us　to　take　a　side－view　of　the　dissolving

process　of　the　Ritsts7iyo”　state　and　also　to　throw　light　on　the　study　of　My6

（名）．
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