
介細

・
紹

介

桓
武
朝
の
諸
問
題

　
過
去
十
年
に
亘
っ
て
、
古
代
史
学
界
に
い
く
つ
か

の
貴
重
な
貢
献
を
な
し
て
来
ら
れ
た
古
代
学
協
会
が

発
足
十
周
年
を
記
念
し
て
「
古
代
写
し
第
十
巻
二
、

三
、
四
㎜
涯
特
集
さ
れ
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
最
近

よ
う
や
く
そ
の
祉
会
的
動
向
の
追
究
が
要
求
さ
れ
て

い
る
講
武
朝
を
特
集
さ
れ
た
こ
と
は
、
学
界
の
た
め

に
も
誠
に
有
意
義
な
こ
と
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
先
ず
本
書
の
構
成
を
示
せ
ば
左
の
様
で
あ
る
。

　
序
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
虎
雄

　
平
安
初
期
に
山
4
。
け
る
文
章
の
経
瞬
的
性
格

勅
暑
塑
赫
　
　
雛
翻

　
桓
五
畜
に
お
け
る
軍
水
統
制
と
そ
の
背
景

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亀
照
隆
之

　
桓
武
朝
に
お
け
る
地
方
行
管
の
監
察

　
i
…
い
わ
ゆ
る
隅
律
令
制
再
建
諭
し
に
ふ
れ

　
て
一
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
阿
部
　
　
猛

　
桓
至
宝
後
半
期
の
一
・
二
の
問
題

　
…
続
騰
十
四
年
十
月
八
日
格
を
中
心
に
一

笹
武
天
皇
の
境
野

桓
武
朝
の
皇
親
を
め
ぐ
り
て

桓
武
朝
の
行
政
改
革
に
つ
い
て

麺
武
朝
に
は
じ
ま
る
地
方
入
の

京
都
貫
附
に
つ
い
て

野
村
忠
夫

依
伯
有
清

佐
藤
虎
雄

山
田
英
雄

喜
田
新
六

　
栂
武
朝
に
お
け
る
郡
趙
溺
の
動
向

　
一
諸
方
規
・
諸
方
策
よ
り
見
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
野
直
音

　
桓
武
朝
蝦
夷
征
討
の
経
済
的
・
軍
購
的
基
盤

　
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
大
塚
徳
郎

　
桓
武
朝
に
お
け
る
宗
教
政
策
　
　
勝
野
隆
信

　
平
安
京
の
鴻
膿
館
に
つ
い
て
　
　
捌
勝
政
太
郎

　
以
上
を
一
瞥
し
て
明
ら
か
な
様
に
、
櫃
武
朝
と
い

う
一
転
換
期
が
地
方
か
ら
中
央
の
動
向
に
至
る
ま
で

多
方
蒲
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
、
視
角
か
ら
考
察

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
限
ら
れ
た
紙
数
の
中

で
、
こ
の
十
三
．
編
の
論
文
を
逐
一
紹
介
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
と
に
か
く
．
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
笛
ん
で
お

り
、
種
々
の
面
で
新
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
角
田
文
衛
氏
が
従
来
殆
ど
問
題
と
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
勅
旨
省
の
検
討
か
ら
、
そ
れ
が
本
来
仲
麻
呂

政
権
打
倒
の
基
礎
で
あ
る
こ
と
、
勅
旨
省
か
ら
勅
旨

所
…
へ
の
移
行
、
更
に
そ
れ
が
蔵
入
所
の
前
史
を
形
成

す
る
こ
と
を
論
じ
膨
れ
た
の
は
、
そ
の
灘
否
は
別
と

し
て
も
注
員
す
べ
き
点
で
あ
る
。
一
方
、
律
令
制
再

建
論
に
つ
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
論
じ
て
お
ら

れ
る
が
、
た
だ
私
に
は
そ
の
間
で
「
律
令
制
再
建
」

の
意
味
の
と
り
方
が
異
っ
て
い
る
様
に
思
わ
れ
、
例

え
ば
阿
部
氏
が
直
木
氏
に
対
し
て
反
論
し
て
お
ら
れ

る
こ
と
に
も
ピ
ン
ト
が
あ
っ
て
い
な
い
様
で
あ
り
、

あ
ま
り
生
産
的
と
は
い
え
な
い
様
に
お
も
う
。
し
か

し
こ
の
様
な
転
換
期
の
研
究
に
あ
っ
て
は
基
礎
的
な

事
実
の
解
明
が
特
に
重
要
で
あ
り
、
前
記
の
諸
論
考

が
幾
多
の
新
見
解
を
呈
示
し
、
為
，
後
の
平
安
初
期
研

究
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
を
も
提
起
し
て
い
る
点
は

高
く
評
価
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
た
だ
、
私
が
本
書
を
読
ん
で
強
く
感
じ
た
の
は
、

布
の
様
に
多
方
面
か
ら
一
時
代
を
と
り
あ
げ
な
が

ら
、
実
は
依
然
と
し
て
桓
武
朝
の
鮭
会
的
動
向
が
イ

メ
ー
ジ
と
し
て
で
て
こ
な
い
、
　
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
を
本
窯
に
求
め
る
こ
と
は
無
理
で
あ
ろ
う

が
、
そ
れ
は
私
達
宿
身
に
と
っ
て
も
考
え
ね
ば
な

ら
ぬ
問
題
を
含
ん
で
い
る
様
に
思
え
る
。
ど
の
様
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

多
方
｝
㎜
か
ら
実
証
的
研
究
を
し
て
も
そ
れ
の
み
で
は

社
会
体
制
を
細
論
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う

事
を
十
分
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
そ
れ

は
本
書
に
将
す
る
感
想
と
い
う
よ
り
も
、
現
在
の
学
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界
の
動
．
向
に
鳴
し
て
の
こ
と
で
あ
る
．

＼
十
年
と
い
え
ば
｛
欝
、
そ
の
問
の
活
躍
を
回
顧
す

る
時
、
古
代
学
協
会
の
創
立
十
周
年
を
心
よ
り
お
祝

い
す
る
と
共
に
、
今
後
と
も
ま
す
ま
す
古
代
史
学
界

の
た
め
に
貢
献
さ
れ
る
こ
と
を
願
い
つ
つ
、
こ
の
協

会
に
と
っ
て
記
念
す
べ
き
「
桓
武
朝
の
諸
闇
雲
一
の

蕪
雑
な
紹
介
の
筆
を
お
き
た
い
と
お
も
・
γ
。

　
尚
、
本
書
は
，
「
古
代
学
』
と
は
別
に
別
刷
と
し
て

も
繊
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
附
記
し
て
お
く
。

（
B
5
二
四
三
頁
、
昭
和
三
十
七
年
六
月
古
代
学
協

会
刊
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
佐
藤
宗
諄
）

い
．
寓
垂
B
h
O
騰
α
”

冒
二
陣
ω
8
『
く

8
竃
Ω
曙

津
。
。
○
ユ
σ
q
ヨ
。
。
縞
富
巨
獣
器
8
戦
コ
峯
怠
○
器
．

鴛
乱
犀
。
D
勺
脱
。
ω
℃
Φ
o
冨
．
お
O
H

　
老
学
者
マ
ン
フ
ォ
ー
ド
は
文
現
批
判
家
な
の
で
あ

ろ
5
か
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
“
三
洋
の
没
落
”
を
書

い
た
ド
イ
ツ
の
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に
も
通
じ
る
感
じ

が
す
る
。
が
彼
は
哲
学
や
祉
会
思
想
家
で
は
な
い
。

そ
の
題
名
の
如
く
歴
史
の
中
に
都
市
生
活
や
文
明
の

発
展
を
考
え
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
建

築
燭
に
育
っ
た
前
ペ
ン
シ
ル
ゲ
ァ
ニ
ア
大
学
の
都
宙

計
藤
の
教
擾
で
あ
っ
た
人
。
従
っ
て
例
え
文
明
の
変

遷
を
論
じ
て
も
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
書
物
と
は
異

っ
て
、
本
雷
中
に
は
具
体
的
な
都
市
整
準
の
記
述
や

豊
富
．
な
挿
図
写
真
が
ぎ
っ
し
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

だ
が
彼
の
書
物
を
読
み
こ
な
せ
る
エ
ン
ジ
ニ
ヤ
ー
は

属
本
に
は
少
い
と
こ
ろ
に
本
書
紹
介
の
価
値
が
あ
る

と
思
う
。
彼
の
思
想
は
も
と
も
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

の
都
考
落
藪
家
で
あ
り
、
生
物
学
者
で
あ
っ
た
バ
ト

リ
ッ
ク
ゲ
ッ
ッ
に
影
響
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、

そ
れ
に
し
て
も
外
国
の
都
市
計
画
家
に
は
こ
の
よ
う

な
巾
の
広
い
学
者
の
い
る
こ
と
に
感
心
さ
せ
ら
れ

る
。
日
本
の
都
市
計
画
家
と
い
え
ば
県
庁
の
役
人

か
、
大
学
の
研
究
室
に
あ
っ
て
も
無
味
乾
燥
な
数
字

の
算
出
に
よ
る
机
上
の
都
市
計
画
論
が
流
行
し
て
い

る
咋
今
の
印
象
と
は
大
き
な
差
が
あ
る
。
し
か
し
私

は
か
っ
て
ロ
…
マ
大
学
を
訪
ね
た
時
、
そ
の
文
学
部

に
古
代
都
市
計
画
研
究
室
が
設
既
さ
れ
て
い
た
こ
と

や
、
こ
の
マ
ン
フ
ォ
ー
ド
の
前
著
た
る
．
、
日
冨
O
口
∵

げ
霞
o
o
h
O
洋
》
ゴ
お
ω
G
。
が
日
本
の
建
築
家
に
よ
っ

て
早
く
も
紹
介
さ
れ
た
こ
と
を
一
方
に
は
心
強
く
思

っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

　
本
書
は
同
じ
著
者
に
よ
る
こ
の
〃
都
市
の
文
化
”

の
姉
妹
編
を
な
す
も
の
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、

前
著
よ
り
も
漂
題
の
如
く
榔
市
の
歴
史
の
記
述
の

価
億
が
多
い
の
を
特
色
と
す
る
。
A
5
版
、
六
五
七

ぺ
…
ジ
の
大
冊
宮
中
の
結
論
で
は
過
去
及
び
現
在
、

未
来
の
都
市
文
明
や
都
葡
生
活
の
共
通
点
と
差
災
を

見
出
さ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
都

市
を
通
じ
て
共
通
す
る
も
の
は
あ
る
が
、
古
代
都
市

に
お
い
て
存
し
た
為
致
者
の
抑
圧
的
条
件
は
、
階
級

差
の
な
く
な
っ
た
現
在
で
は
存
在
し
な
い
こ
と
、

都
斎
は
仕
事
や
政
治
の
場
で
あ
る
よ
り
も
新
し
い

｝
葺
ヨ
p
⇒
℃
①
嶺
。
づ
巴
雰
噛
す
な
わ
ち
．
O
コ
①
ノ
＜
〇
二
鳥

7
貯
詳
と
し
て
の
市
民
の
恩
吹
き
を
発
見
す
る
場
所

だ
と
考
え
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
戦
争
は
都

市
の
破
か
い
者
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
点
に
親
し
ま

れ
る
。
章
を
分
つ
こ
と
一
八
。
　
い
ま
そ
の
各
章
の

標
題
の
み
を
示
す
と
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
一
　
聖

所
・
村
落
・
要
塞
、
二
　
都
市
の
結
日
照
、
三
　
祖
先

の
様
式
と
型
、
四
　
古
代
都
南
の
挫
格
、
五
　
都
市

国
象
の
鵬
現
、
六
　
理
想
都
市
を
め
ざ
す
市
民
、
七

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
絶
対
主
義
と
都
市
性
、
八
メ
ガ
ロ

ポ
リ
ス
か
ら
ネ
ク
ロ
ポ
リ
ス
へ
、
九
　
僧
院
と
社
会

一
〇
　
中
世
的
都
市
生
活
の
家
計
、
一
一
　
中
世
の

分
裂
・
現
代
え
の
曙
光
、
一
町
　
バ
ロ
ッ
ク
様
式
の

構
造
、
　
一
三
　
宮
廷
・
練
兵
場
と
首
都
、
　
一
四
　
商
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