
甄
琛
か
ら
見
る
北
魏
と
い
う
時
代

池

田

恭

哉

は
じ
め
に

一

甄
琛
と
宣
武
�
の
時
代

︱
︱
六
輔
體
制
と
親
政
︱
︱

二

甄
琛
と
北
魏
の
門
閥
制
度

︱
︱
『姓
族
廢
興
﹄
と
行
狀

︱
︱

三

北
�
と
家
誡

︱
︱
家
庭
形
態
と
家
誡
の
特
�

︱
︱

四

甄
琛
の
家
誨
二
十
�

︱
︱
そ
の
內
容
と
北
�
に
お
け
る
位
置
︱
︱

結

びは

じ

め

に

表
題
に
揭
げ
た
甄
琛
は
︑﹃
魏
書
﹄
卷
六
八
・
列
傳
第
五
六
に
立
傳
さ
れ
︑
北
魏
の
孝
�
�
・
宣
武
�
・
孝
�
�
の
三
代
に
仕
え
た
人
物
で

あ
る
︒
決
し
て
誰
も
が
知
る
ビ
ッ
グ
ネ
ー
ム
と
は
言
え
な
い
が
︑
彼
の
﹃
魏
書
﹄
の
列
傳
を
讀
み
�
め
て
そ
の
行
跡
を
た
ど
る
と
き
︑
殊
に
孝

�
�
の
洛
陽
�
都
の
後
に
北
魏
が
直
面
し
た
課
題
や
︑
そ
れ
を
取
り
卷
く
北
�
士
人
社
會
の
樣
相
︑
ま
た
そ
れ
に
對
す
る
彼
ら
の
�
識
な
ど
が

�
き
彫
り
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

本
稿
で
は
︑﹃
魏
書
﹄
甄
琛
傳

(以
下
﹁
本
傳
﹂
と
呼
稱
)
を
讀
み
�
め
る
中
で
氣
が
附
い
た
こ
と
の
中
か
ら
︑
以
下
の
四
つ
の
考
究
課
題
を

設
定
し
た
い
︒
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宣
武
�
は
卽
位
後
︑
�
謂
﹁
六
輔
﹂
に
よ
る
輔
政
體
制
を
廢
し
て
親
政
を
行
な
う
に
至
る
︒
そ
の
�
�
で
甄
琛
は
︑
時
の
寵
兒
・
趙
脩
と
徒

黨
を
組
ん
で
親
政
�
に
立
っ
た
が
︑
同
時
に
こ
れ
に
對
抗
す
る
六
輔
體
制
の
護
持
を
目
指
す
一
�
も
存
在
し
︑
こ
の
兩
�
の
閒
で
抗
爭
が
あ
っ

た
︒
そ
こ
で
第
一
に
︑
こ
う
し
た
宣
武
�
初
�
に
存
し
た
權
力
鬭
爭
の
內
實
を
︑
甄
琛
の
動
向
に
焦
點
を
當
て
て
�
ら
か
に
し
た
い
︒

孝
�
�
の
時
代
に
は
姓
族
詳
定
が
行
な
わ
れ
︑
北
魏
の
門
閥
制
度
が
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
︒
こ
の
動
き
の
中
で
︑
甄
琛
は
定
州
大

中
正
や
�
部
尙
書
と
な
り
︑
ま
た
﹃
姓
族
廢
興
﹄
な
る
著
作
を
�
し
て
い
る
︒
加
え
て
高
名
な
作
家
・
邢
臧
の
手
に
成
る
甄
琛
の
行
狀
が
あ
り
︑

そ
れ
が
家
人
の
!
報
を
鵜
呑
み
に
し
て
譽
め
�
ぎ
た
も
の
と
批
"
さ
れ
る
が
︑
こ
の
よ
う
な
行
狀
の
存
在
は
︑
當
時
の
門
閥
制
度
の
確
立
︑
そ

し
て
そ
の
中
で
の
州
大
中
正
の
位
置
附
け
と
關
聯
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒
そ
こ
で
第
二
に
︑
北
魏
の
門
閥
制
度
と
そ
こ
で
州
大

中
正
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
︑
甄
琛
の
著
作
﹃
姓
族
廢
興
﹄
お
よ
び
行
狀
を
$
じ
て
探
り
た
い
︒

甄
琛
の
著
作
に
は
︑
家
誨
二
十
�
も
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
で
家
誡
に
關
し
て
︑
北
�
で
は
か
な
り
大
部
な
家
誡
が
%
生
し
た
よ
う
で
あ
る
︒
ま

た
北
�
で
は
結
束
力
の
强
い
家
庭
形
態
が
志
向
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
︑
そ
の
維
持
の
た
め
に
家
誡
が
著
さ
れ
た
例
も
あ
っ
た
︒
そ
し
て
そ
の
强

い
結
束
力
の
中
心
に
︑
兄
弟
愛
や
﹁
孝
﹂
と
い
っ
た
槪
念
が
存
し
た
よ
う
で
あ
る
︒
そ
こ
で
第
三
に
︑
北
�
に
お
け
る
家
庭
形
態
や
︑
そ
れ
を

荏
え
る
家
誡
や
兄
弟
愛
︑﹁
孝
﹂
の
�
義
に
着
目
す
る
こ
と
で
︑
北
�
の
家
誡
の
特
�
と
︑
北
�
士
人
に
と
っ
て
家
が
(
し
た
�
義
の
一
端
を

描
出
し
た
い
︒

實
は
以
上
の
着
目
點
︑
す
な
わ
ち
北
�
に
お
け
る
兄
弟
愛
や
﹁
孝
﹂
に
荏
え
ら
れ
た
家
庭
形
態
と
︑
大
部
な
家
誡
が
存
在
す
る
こ
と
の
閒
の

關
係
性
が
︑
甄
琛
と
彼
の
家
誨
二
十
�
に
も
當
て
は
ま
る
よ
う
で
あ
る
︒
彼
に
は
親
へ
の
﹁
孝
﹂
や
弟
と
の
同
居
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
存
し
︑
ま

た
﹃
魏
書
﹄
な
ど
に
息
子
へ
の
具
體
)
な
訓
戒
も
見
え
︑
加
え
て
甄
琛
の
第
四
子
と
思
し
い
人
物
の
墓
誌
銘
も
出
土
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
第
四

に
︑
現
在
に
は
傳
わ
ら
な
い
甄
琛
の
家
誨
二
十
�
の
內
容
を
︑
彼
を
め
ぐ
る
諸
+
料
を
,
え
つ
つ
︑
同
時
に
當
時
の
家
庭
形
態
や
家
誡
の
特
�

と
比
�
す
る
こ
と
で
︑
多
少
な
り
と
も
推
測
し
て
み
た
い
︒

本
稿
は
︑
甄
琛
と
い
う
人
物
の
思
想
を
論
じ
た
り
︑
甄
琛
が
關
わ
っ
た
何
か
の
事
件
に
つ
い
て
經
�
を
た
ど
っ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
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以
上
に
営
べ
た
四
つ
の
考
究
課
題
を
軸
に
︑
孝
�
�
・
宣
武
�
・
孝
�
�
の
三
代
の
時
代
に
北
魏
と
い
う
王
�
と
︑
そ
こ
に
生
き
る
士
人
た
ち

が
-
え
た
問
題
の
諸
相
︑
あ
る
い
は
そ
れ
に
對
す
る
彼
ら
に
共
$
す
る
�
識
に
つ
い
て
︑
こ
の
時
代
を
生
き
た
甄
琛
と
い
う
人
物
の
傳
記
を
$

し
て
︑
多
面
)
な
檢
證
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
︒

一

甄
琛
と
宣
武
�
の
時
代

︱
︱
六
輔
體
制
と
親
政
︱
︱

ま
ず
甄
琛
に
つ
い
て
︑
本
傳
の
書
き
出
し
は
.
の
如
く
で
あ
る
︒

甄
琛
︑
字
思
伯
︑
中
山
毋
極
人
︑
漢
太
保
甄
邯
後
也
︒
父
凝
︑
州
0
1
︒

甄
琛
︑
字
は
思
伯
︑
中
山
毋
極

(現
河
北
省
)
の
人
︑
漢
の
太
保
・
甄
邯
の
後
裔
で
あ
る
︒
父
は
凝
で
︑
州
0
1
︒

こ
こ
で
は
甄
琛
の
祖
と
し
て
甄
邯
が
擧
げ
ら
れ
て
い
る
︒
甄
邯
は
王
厭
政
權
に
深
く
關
與
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
が
︑
正
+
列
傳
の
書

き
出
し
の
常
と
し
て
︑
こ
れ
が
ど
こ
ま
で
眞
實
を
傳
え
て
い
る
か
は
定
か
で
な
い
︒
た
だ
甄
琛
が
胡
姓
で
は
な
く
漢
姓
で
あ
る
こ
と
は
︑
す
で

に
姚
薇
元
﹃
北
�
胡
姓
考

(修
訂
本
)
﹄
が
�
ら
か
に
し
て
い
る
︒
姚
氏
は
︑﹃
魏
書
﹄
卷
一
一
三
・
官
氏
志
に
見
え
る
胡
姓
の
甄
氏
の
存
在
を

示
す
記
事(1

)
を
引
用
し
た
上
で
︑
.
の
よ
う
に
論
じ
る
の
で
あ
る
︒

魏
書
卷
六
八
(
甄
琛
傳
︑
稱
中
山
毋
極
人
︒
中
山
甄
氏
乃
漢
姓
︒
孝
�
弔
比
干
�
碑
陰
已
稱
甄
琛
︑
可
知
琛
非
郁
都
甄
族
︒
(
4
：
孝
�
弔

比
干
�
碑
陰
題
名
(
散
騎
侍
郞
臣
中
山
郡
甄
琛
︒
是
碑
円
於
太
和
十
八
年
︑
其
時
未
改
姓
︑
題
名
諸
臣
︑
鮮
卑
者
皆
稱
原
姓
︑
可
知
此
甄
氏
非
郁
都
甄
氏

�
改
而
係
漢
姓
︒
)

『魏
書
﹄
卷
六
八
に
甄
琛
傳
が
あ
り
︑
彼
は
中
山
郡
毋
極
の
人
だ
と
言
う
︒
中
山
の
甄
氏
と
は
實
に
漢
姓
で
あ
る
︒
孝
�
�
の
﹁
弔
比
干

�
﹂
の
碑
陰
に
は
︑
す
で
に
甄
琛
と
稱
さ
れ
て
お
り
︑
甄
琛
が

(胡
姓
の
)
郁
都
甄
族
で
は
な
い
と
わ
か
る
で
あ
ろ
う
︒
(
4
：
孝
�
�

﹁
弔
比
干
�
﹂
の
碑
陰
の
題
名
に
﹁
散
騎
侍
郞
臣
中
山
郡
甄
琛
﹂
と
あ
る
︒
こ
の
碑
は
太
和
十
八
年
に
円
て
ら
れ
︑
そ
の
時
ま
だ
胡
姓
は
漢
姓
に
改
め
ら
れ

ず
︑
題
名
の
諸
々
の
臣
で
︑
鮮
卑
の
者
は
す
べ
て
元
來
の
胡
姓
を
稱
し
て
い
て
︑
こ
の
甄
氏
が
︑
郁
都
甄
氏
の
改
姓
し
た
も
の
で
は
な
く
︑
漢
姓
で
あ
る
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こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
︒
)

姚
氏
が
考
證
に
引
く
孝
�
�
﹁
弔
比
干
�
﹂
の
碑
陰
は
︑﹃
金
石
萃
9
﹄
卷
二
七
な
ど
に
見
え
る
︒﹃
魏
書
﹄
官
氏
志
に
よ
れ
ば
︑
胡
姓
の
改

姓
は
太
和
十
九
年
に
發
せ
ら
れ
た
詔
を
根
據
に
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
り
︑
そ
れ
に
先
行
す
る
太
和
十
八
年
に
︑
す
で
に
﹁
弔
比
干
�
﹂
の
碑
陰

で
甄
琛
と
稱
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
︑
彼
は
胡
姓
で
な
く
漢
姓
で
あ
る
と
︑
姚
氏
は
言
う
の
で
あ
る(2

)
︒
首
肯
す
べ
き
考
證
で
あ
ろ
う
︒

さ
て
冒
頭
に
記
し
た
よ
う
に
︑
甄
琛
は
孝
�
�
・
宣
武
�
・
孝
�
�
の
三
代
に
仕
え
た
人
物
で
あ
る
が
︑
ま
ず
孝
�
�
時
代
の
彼
の
行
跡
を

紹
介
し
て
お
こ
う
︒
な
お
こ
こ
に
引
く
本
傳
の
記
事
は
︑
後
に
も
う
一
度
言
:
す
る
際
の
;
宜
の
た
め
︑
特
に
﹁
本
傳
☆
﹂
と
し
て
お
く
︒

太
和
初
︑
拜
中
書
<
士
︑
�
諫
議
大
夫
︒
時
(
�
陳
︑
亦
爲
高
祖
知
賞
︒
轉
$
直
散
騎
侍
郞
︑
出
爲
本
州
征
北
府
長
+
︑
後
爲
本
州
陽
=

王
頤
衞
軍
府
長
+
︒
⁝
⁝
始
︑
琛
以
父
母
年
老
︑
常
求
解
官
扶
侍
︑
故
高
祖
>
以
本
州
長
+
︒

太
和
年
閒

(四
七
七
～
四
九
九
)
の
初
め
︑
中
書
<
士
を
拜
し
︑
諫
議
大
夫
に
�
っ
た
︒
時
に
陳
営
し
︑
高
祖
・
孝
�
�
に
知
ら
れ
稱
譽

さ
れ
た
︒
$
直
散
騎
侍
郞
に
轉
じ
︑
地
方
に
出
て
本
州
征
北
府
長
+
と
な
り
︑
後
に
本
州
陽
=
王
頤
衞
軍
府
長
+
と
な
っ
た
︒
⁝
⁝
當
初
︑

甄
琛
は
父
母
が
老
齡
の
た
め
︑
い
つ
も
官
の
身
か
ら
解
放
さ
れ
て
奉
養
し
た
い
と
?
求
し
︑
た
め
に
高
祖
・
孝
�
�
は
彼
に
本
州
長
+
を

>
け
た
︒

こ
こ
の
﹁
本
州
﹂
と
は
︑
甄
琛
の
@
里
・
中
山
毋
極
が
屬
す
る
﹁
定
州
﹂
に
他
な
ら
な
い
︒
そ
し
て
こ
の
中
で
︑
甄
琛
が
老
齡
の
父
母
へ
の

奉
養
の
た
め
に
中
央
か
ら
@
里
へ
と
轉
出
す
る
こ
と
を
願
い
出
︑
そ
れ
が
本
州
長
+
と
し
て
A
可
さ
れ
た
と
い
う
事
實
は
︑
後
々
の
議
論
と
關

係
し
て
く
る
た
め
記
憶
に
留
め
て
お
か
れ
た
い
︒

孝
�
�
時
代
の
行
跡
を
た
ど
っ
た
我
々
は
︑
續
い
て
宣
武
�
︑
孝
�
�
の
時
代
に
お
け
る
甄
琛
の
行
跡
を
た
ど
る
の
が
手
順
で
あ
ろ
う
︒
だ

が
そ
の
B
に
︑
孝
�
�
か
ら
宣
武
�
︑
孝
�
�
の
治
世
を
︑
貴
族
制
度
と
の
關
わ
り
の
中
で
槪
括
し
た
︑
宮
崎
市
定
氏
に
よ
る
�
違
を
讀
ん
で

お
き
た
い
︒

孝
�
�
の
貴
族
制
度
は
漢
人
社
會
︑
特
に
南
�
の
貴
族
制
度
を
模
範
と
し
て
樹
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
忘
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
王
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室
を
常
に
第
一
の
貴
族
と
し
て
取
C
い
︑
こ
れ
を
助
け
る
も
の
と
し
て
北
族
の
大
臣
を
重
用
し
て
い
る
點
で
あ
る
︒
そ
の
必
然
の
結
果
と

し
て
孝
�
�
の
政
治
は
親
貴
政
治
で
あ
り
︑
中
央
に
お
け
る
司
徒
︑
太
尉
︑
司
空
の
三
公
は
じ
め
尙
書
令
︑
僕
射
の
殆
ど
凡
て
は
宗
室
の

諸
王
で
な
け
れ
ば
︑
北
族
の
陸
︑
穆
二
氏
の
出
自
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
太
和
二
十
三
年
に
孝
�
�
が
D
く
な
る
と
︑
�
廷
の
政
治
は
(
力

な
諸
王
に
左
右
さ
れ
て
天
子
の
瓜
制
が
利
か
ず
︑
宣
武
�
の
一
代
は
何
と
か
し
て
持
ち
堪
え
た
が
︑
.
の
孝
�
�
の
時
か
ら
は
靈
太
后
胡

氏
の
政
治
に
對
す
る
容
喙
が
あ
り
︑
一
族
の
元
�
の
專
橫
が
あ
り
︑
そ
の
ま
ま
北
魏
末
�
の
混
亂
に
突
入
し
た
の
で
あ
っ
た(3

)
︒
(傍
線
は
筆

者
に
よ
る
)

宮
崎
氏
が
特
に
傍
線
部
で
言
う
よ
う
に
︑
確
か
に
孝
�
�
の
貴
族
制
度
は
王
室
を
常
に
第
一
の
貴
族
と
し
︑
宗
室
の
諸
王
が
權
力
の
中
樞
に

い
て
天
子
の
瓜
制
が
利
か
な
い
面
が
存
し
︑
.
の
宣
武
�
の
時
代
も
そ
の
G
長
上
に
あ
っ
た
︒
孝
�
�
は
﹃
魏
書
﹄
卷
七
下
・
高
祖
紀
下
の
太

和
二
十
三
年
三
H
甲
辰
條
に
見
え
る
�
詔
に
託
し
︑
北
海
王
・
元
詳
︑
廣
陽
王
・
元
嘉
︑
任
城
王
・
元
澄
︑
咸
陽
王
・
元
禧
の
諸
王
に
王
肅
・

宋
弁
を
加
え
た
六
人

(六
輔
)
が
宣
武
�
を
荏
え
る
輔
政
體
制

(以
下
﹁
六
輔
體
制
﹂
と
呼
稱
)
を
�
し
た
の
で
あ
る(4

)
︒
だ
が
こ
こ
で
4
�
し
て

お
き
た
い
の
は
︑
宣
武
�
が
そ
の
後
︑
六
輔
體
制
か
ら
親
政
へ
の
轉
奄
を
圖
っ
た
と
い
う
事
實
で
あ
る
︒

宣
武
�
�
の
政
治
+
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
張
金
龍
﹃
北
魏
政
治
+
﹄
第
八
册(5

)
に
詳
細
な
分
析
が
あ
り
︑
窪
添
慶
�
﹁
北
魏
後
�
の
政
爭
と

�
志
決
定(6

)
﹂
に
も
︑
鯵
に
し
て
K
を
得
た
整
理
が
あ
る
︒
だ
が
B
者
は
宣
武
�
と
諸
王
を
中
心
と
す
る
權
勢
者
が
作
り
出
し
た
政
治
L
M
の
分

析
が
0
で
あ
り
︑
後
者
の
關
心
は
權
勢
者
に
よ
る
權
勢
の
用
い
方
に
あ
る
︒
つ
ま
り
六
輔
體
制
か
ら
親
政
へ
の
轉
奄
の
中
で
︑
權
勢
者
の
周
圍

に
い
た
士
人
た
ち
が
個
別
に
ど
う
行
動
し
た
か
に
つ
い
て
は
︑
な
お
考
察
の
餘
地
を
殘
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ
し
て
興
味
深
い
こ
と
に
︑
轉

奄
の
�
�
の
中
に
甄
琛
が
い
た
の
で
あ
っ
た
︒
以
下
︑
甄
琛
の
動
向
を
︑
六
輔
體
制
か
ら
宣
武
�
の
親
政
へ
と
い
う
液
れ
の
中
に
O
っ
て
見
て

い
く
こ
と
に
し
た
い
︒

本
傳
に
よ
れ
ば
︑
宣
武
�
が
卽
位
し
て
閒
も
な
い
六
輔
體
制
下
の
時
代
︑
甄
琛
は
河
東
郡
の
鹽
禁
を
P
和
し
︑﹃
周
禮
﹄
地
官
・
川
衡(7

)
に

倣
っ
た
制
度
の
L
築
を
上
奏
す
る
︒
今
そ
の
具
體
)
な
內
容
は
省
略
し
て
︑
上
奏
に
對
す
る
周
圍
の
反
應
を
確
A
し
て
お
こ
う
︒
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世
宗
踐
祚
︑
以
琛
爲
中
散
大
夫
︑
Q
御
+
中
尉
︑
轉
$
直
散
騎
常
侍
︑
仍
Q
中
尉
︒
琛
表
曰
︑
⁝
⁝
願
弛
茲
鹽
禁
︑
R
沛
然
S
:
︑
依
周

禮
置
川
衡
之
法
︑
R
之
監
T
而
已
︒
詔
曰
︑
民
利
在
斯
︑
深
如
�
陳
︒
付
八
座
議
可
否
以
聞
︒
司
徒
・
錄
尙
書
・
彭
城
王
勰
︑
Q
尙
書
邢

巒
等
奏
︑
琛
之
�
列
︑
富
乎
(
言
︑
首
尾
大
備
︑
或
無
可
貶
︒
但
恐
坐
談
則
理
高
︑
行
之
則
事
闕
︑
是
用
遲
囘
︑
未
謂
爲
可
︒

世
宗
・
宣
武
�
が
�
位
に
就
く
と
︑
甄
琛
を
中
散
大
夫
と
し
︑
御
+
中
尉
を
Q
ね
︑
$
直
散
騎
常
侍
に
轉
じ
︑
な
お
御
+
中
尉
を
Q
ね
た
︒

甄
琛
は
上
表
し
て
言
っ
た
﹁
⁝
⁝
ど
う
か
こ
の
鹽
禁
政
策
を
P
和
し
︑
恩
惠
が
盛
大
に
S
く
:
ぶ
よ
う
に
し
︑﹃
周
禮
﹄
に
依
據
し
た
川

衡
の
官
の
制
度
を
定
め
て
︑
彼
ら
に
そ
れ
を
監
督
さ
せ
て
く
だ
さ
い
﹂︒
詔
に
言
う
﹁
人
民
の
利
益
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
は
︑
實
に
上
表

の
言
葉
の
$
り
だ
︒
八
座
に
付
し
て
可
否
を
議
論
し
︑
報
吿
せ
よ
﹂︒
司
徒
・
錄
尙
書
・
彭
城
王
の
元
勰
︑
Q
尙
書
の
邢
巒
ら
が
奏
上
す

る
に
︑﹁
甄
琛
の
営
べ
列
ね
た
�
見
は
︑
Y
に
言
葉
面
は
閏
實
し
︑
首
尾
に
わ
た
り
大
變
に
行
き
屆
い
て
︑
貶
す
べ
き
點
は
な
い
か
の
如

く
で
す
︒
し
か
し
恐
ら
く
は
机
上
で
は
高
尙
な
論
で
す
が
︑
實
行
す
る
と
な
る
と
缺
點
が
あ
り
︑
そ
の
た
め
も
た
も
た
と
し
て
︑
な
お
可

と
は
言
え
ず
に
お
り
ま
す
﹂︒

こ
こ
で
4
�
し
た
い
の
は
︑
甄
琛
に
よ
る
案
が
實
際
)
で
は
な
い
と
︑
邢
巒
が
彭
城
王
・
元
勰
と
と
も
に
否
定
し
て
い
る
點
で
あ
る
︒
こ
れ

は
鹽
禁
の
P
和
に
關
す
る
上
奏
と
︑
そ
の
對
應
を
め
ぐ
る
一
コ
マ
に
�
ぎ
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
︑
實
は
す
で
に
こ
こ
に
︑
宣
武
�
時
代
の
政

治
抗
爭
の
Z
芽
が
う
か
が
え
る
︒
と
言
う
の
も
︑
後
に
見
る
よ
う
に
︑
宣
武
�
が
六
輔
體
制
を
廢
し
て
親
政
を
行
な
う
液
れ
の
中
で
︑
六
輔
と

そ
れ
に
附
き
從
う
邢
巒
を
︑
甄
琛
が
批
"
す
る
か
ら
で
あ
る
︒

で
は
六
輔
體
制
は
︑
如
何
に
親
政
へ
と
轉
奄
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
か
︒
そ
の
詳
し
い
背
景
と
經
�
が
︑﹃
魏
書
﹄
卷
二
一
下
・
獻
�
六
王
傳

下
・
彭
城
王
に
見
え
︑
そ
れ
に
よ
れ
ば
.
の
三
つ
の
事
!
が
絡
み
合
っ
て
い
た
︒
第
一
は
︑
宣
武
�
卽
位
の
頃
︑
六
輔
の
一
人
の
咸
陽
王
・
元

禧
が
驕
り
高
ぶ
り
︑
同
じ
く
六
輔
の
一
人
の
北
海
王
・
元
詳
が
そ
の
こ
と
を
宣
武
�
に
指
摘
し
た
こ
と
︒
第
二
は
︑
彭
城
王
・
元
勰
に
人
氣
が

出
た
た
め
︑
權
力
の
中
樞
に
長
く
留
め
ず
に
あ
く
ま
で
孝
�
�
の
�
詔
に
從
う
︑
つ
ま
り
專
ら
六
輔
體
制
を
護
持
す
る
よ
う
︑
や
は
り
北
海

王
・
元
詳
が
宣
武
�
に
勸
め
た
こ
と
︒
第
三
は
︑
領
軍
將
軍
・
于
烈
が
︑
咸
陽
王
・
元
禧
ら
に
よ
っ
て
恆
州
刺
+
へ
の
轉
出
を
强
K
さ
れ
︑
そ
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れ
に
不
滿
を
-
い
て
い
た
こ
と
︒
以
上
の
三
つ
の
事
!
を
背
景
に
︑
于
烈
は
世
宗
・
宣
武
�
の
側
[
で
あ
っ
た
息
子
・
于
忠
を
介
し
て
.
の
よ

う
に
�
言
し
︑
宣
武
�
を
親
政
へ
と
T
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒

烈
子
忠
嘗
在
左
右
︑
密
令
忠
言
於
世
宗
云
︑
諸
王
等
�
不
可
測
︑
宜
廢
之
︑
早
自
覽
政(8

)
︒

于
烈
の
子
・
于
忠
は
い
つ
も
世
宗
の
側
に
お
り
︑
(烈
が
)
祕
密
裏
に
忠
を
介
し
て
世
宗
に
言
う
に
は
﹁
諸
王
た
ち
の
考
え
る
こ
と
に
は

底
知
れ
な
い
も
の
が
あ
り
︑
彼
ら
を
廢
黜
し
て
︑
\
や
か
に
自
ら
政
務
を
お
執
り
に
な
る
べ
き
で
す
﹂︒

こ
う
し
て
宣
武
�
は
六
輔
か
ら
權
勢
を
奪
い
︑
親
政
へ
と
步
み
を
�
め
て
い
く
︒
一
見
す
る
と
六
輔
の
中
の
諸
王
に
よ
る
身
^
手
な
行
動
と
︑

そ
れ
に
對
す
る
周
圍
か
ら
の
突
き
_
し
に
よ
っ
て
︑
六
輔
體
制
が
`
焉
を
a
え
た
と
思
し
い
︒
だ
が
い
ま
擧
げ
た
﹃
魏
書
﹄
獻
�
六
王
傳
下
・

彭
城
王
で
宣
武
�
に
親
政
の
開
始
を
�
言
し
た
于
烈
の
傳
︑
つ
ま
り
﹃
魏
書
﹄
卷
三
一
・
于
栗
磾
傳
附
烈
に
お
い
て
は
︑
そ
も
そ
も
六
輔
に
よ

る
權
力
の
專
橫
を
b
け
よ
う
と
い
う
心
積
り
が
︑
宣
武
�
自
身
に
も
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
そ
こ
で
は
六
輔
體
制
の
廢
止
か
ら

親
政
の
開
始
に
至
る
�
�
が
︑﹁
世
宗
以
禧
等
專
擅
︑
潛
謀
廢
之

(世
宗
は
咸
陽
王
・
元
禧
ら
が
權
勢
を
恣
に
し
て
い
た
た
め
︑
祕
か
に
彼
ら
を
廢
黜
せ

ん
こ
と
を
策
謀
し
た
)
﹂
と
說
き
d
こ
さ
れ
︑
宣
武
�
自
ら
が
于
烈
に
子
・
于
忠
を
呼
び
に
e
ら
せ
︑
親
政
へ
の
動
き
に
贊
同
す
る
よ
う
于
忠
に

求
め
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る(9

)
︒
こ
れ
に
關
聯
し
て
︑﹃
魏
書
﹄
卷
六
八
・
高
聰
傳
に
.
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
こ
と
は
4
目
に
値

し
よ
う
︒

世
宗
初
︑
聰
復
竊
f
京
師
︒
六
輔
之
廢
︑
聰
之
謀
也
︒

世
宗
の
初
め
︑
高
聰
は
再
び
祕
密
裏
に
都
へ
歸
f
し
た
︒
六
輔
體
制
が
廢
止
さ
れ
た
の
は
︑
高
聰
の
謀
略
に
よ
る
︒

こ
の
記
事
か
ら
︑
孝
�
�
の
_
御
に
g
う
諸
王
を
0
と
し
た
六
輔
へ
の
權
力
の
集
中
に
對
し
︑
宣
武
�
に
よ
る
親
政
を
目
指
す
高
聰
を
筆
頭

と
す
る
一
�
が
h
i
し
た
樣
子
が
推
察
さ
れ
る
︒
す
る
と
實
際
に
宣
武
�
と
于
烈
・
忠
父
子
の
閒
で
あ
っ
た
や
り
取
り
は
︑
+
料
に
よ
り
相
j

が
見
ら
れ
る
に
し
て
も
︑
宣
武
�
自
身
が
︑
六
輔
に
集
中
す
る
權
力
の
奪
f
を
︑
あ
る
グ
ル
ー
プ
の
下
荏
え
に
よ
っ
て
企
圖
し
實
行
し
た
こ
と

は
閒
j
い
な
か
ろ
う
︒
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さ
て
宣
武
�
の
親
政
が
始
ま
る
と
︑
そ
れ
ま
で
權
力
を
掌
握
し
て
い
た
六
輔
と
そ
の
一
�

(以
下
﹁
六
輔
體
制
�
﹂
と
呼
稱
)
が
︑
親
政
を
荏

持
す
る
一
�

(以
下
﹁
親
政
�
﹂
と
呼
稱
)
に
よ
り
權
力
の
中
樞
か
ら
b
け
ら
れ
て
い
く
︒﹃
魏
書
﹄
卷
六
四
・
張
彜
傳
の
記
事
は
︑
そ
の
事
實

を
よ
く
示
し
て
く
れ
る
︒

世
宗
親
政
︑
罷
六
輔
︒
彜
與
Q
尙
書
邢
巒
︑
聞
處
分
非
常(10

)
︑
出
京
奔
走
︑
爲
御
+
中
尉
甄
琛
�
彈
︒
云
非
虎
非
兕
︑
k
彼
曠
野
︒
詔
書
切

責
之
︒

世
宗
・
宣
武
�
が
親
政
を
開
始
し
︑
六
輔
體
制
を
廢
止
し
た
︒
張
彜
と
Q
尙
書
・
邢
巒
は
︑
六
輔
諸
王
へ
の
處
置
が
l
常
で
は
な
い
の
を

耳
に
す
る
と
︑
都
を
出
奔
し
︑
御
+
中
尉
・
甄
琛
に
彈
云
さ
れ
た
︒
言
う
に
は
﹁
虎
で
も
な
け
れ
ば
野
牛
で
も
な
い
の
に
︑
あ
の
何
も
な

い
原
野
に
附
き
從
う
﹂︒
詔
書
で
叱
責
さ
れ
た
︒

こ
こ
に
甄
琛
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
︒
甄
琛
の
言
葉
﹁
非
虎
非
兕
︑
k
彼
曠
野
﹂
は
﹃
詩
﹄
小
m
・
何
草
不
黃(11

)
に
基
づ
き
︑
彼
の
批
"
の
矛

先
は
︑
權
力
の
座
を
o
わ
れ
る
諸
王
に
た
だ
た
だ
附
き
從
う
張
彜
と
邢
巒
に
向
い
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
︒

こ
う
し
て
親
政
�
の
一
人
と
し
て
行
動
し
た
甄
琛
は
︑
宣
武
�
に
寵
愛
さ
れ
た
趙
脩
に
阿
る
︒
だ
が
そ
の
趙
脩
が
失
脚
す
る
と
︑
彼
の
阿
諛

o
從
ぶ
り
が
︑
何
と
今
度
は
邢
巒
に
嚴
し
く
o
:
さ
れ
た
の
だ
っ
た
︒

脩
死
之
�
日
︑
琛
與
黃
門
郞
李
憑
︑
以
p
黨
被
召
詣
尙
書
︑
Q
尙
書
元
英
・
邢
巒
︑
窮
其
阿
附
之
狀
︒
琛
曾
拜
官
︑
諸
賓
悉
集
︑
巒
乃
晚

至
︒
琛
謂
巒
曰
︑
卿
何
處
放
蛆
來
︑
今
晚
始
t
︒
雖
以
戲
言
︑
巒
變
色
銜
忿
︑
:
此
︑
大
相
推
窮
︒
(本
傳
)

趙
脩
が
死
ん
だ
u
日
︑
甄
琛
は
黃
門
郞
・
李
憑
と
と
も
に
︑
趙
脩
と
徒
黨
を
組
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
尙
書
に
呼
び
出
さ
れ
︑
Q
尙
書
・
元

英
や
邢
巒
が
︑
そ
の
阿
諛
o
從
ぶ
り
の
實
!
を
園
底
o
:
し
た
︒
甄
琛
が
か
つ
て
官
を
拜
v
し
た
際
︑
諸
々
の
賓
客
た
ち
が
皆
w
っ
た
と

こ
ろ
で
︑
邢
巒
だ
け
が
何
と
遲
刻
を
し
た
︒
甄
琛
が
邢
巒
に
言
っ
た
﹁
あ
な
た
は
一
體
ど
こ
で
無
駄
話
を
し
て
來
て
︑
今
頃
に
な
っ
て
お

出
ま
し
な
の
で
す
？
﹂︒
冗
談
で
あ
っ
た
と
は
い
え
︑
邢
巒
は
顏
色
を
變
え
て
根
に
持
ち
︑
こ
の
段
に
な
っ
て
︑
大
そ
う
o
:
し
た
の
で

あ
っ
た
︒
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こ
の
記
事
で
ま
ず
4
目
し
た
い
の
は
︑
�
去
に
あ
っ
た
甄
琛
と
邢
巒
の
閒
の
因
緣
で
あ
る
︒
こ
こ
で
甄
琛
を
批
難
す
る
邢
巒
が
︑
か
つ
て
甄

琛
の
鹽
禁
政
策
を
否
定
し
た
人
物
で
あ
っ
た
事
實
を
思
い
出
さ
れ
た
い
︒
す
る
と
邢
巒
に
よ
る
甄
琛
の
鹽
禁
政
策
の
否
定
︑
そ
し
て
親
政
の
開

始
に
g
う
甄
琛
に
よ
る
邢
巒
の
彈
云
︑
さ
ら
に
は
趙
脩
の
失
脚
に
よ
る
今
般
の
甄
琛
へ
の
邢
巒
の
o
:
と
い
う
︑
一
聯
の
甄
琛
と
邢
巒
を
め
ぐ

る
對
立
の
背
景
に
は
︑
邢
巒
の
遲
刻
を
契
機
と
し
た
因
緣
が
存
し
た
と
考
え
ら
れ
る(12

)
︒

だ
が
甄
琛
と
邢
巒
の
閒
の
對
立
が
︑
た
だ
個
人
)
な
因
緣
に
よ
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
早
計
に
失
し
よ
う
︒
と
言
う
の
も
︑
六
輔

體
制
の
廢
止
に
向
け
て
h
i
し
た
こ
と
を
先
に
紹
介
し
た
高
聰
も
︑
趙
脩
の
死
に
從
っ
て
甄
琛
ら
と
と
も
に
苦
境
に
立
た
さ
れ
た
ら
し
い
か
ら

で
あ
る
︒

脩
死
︑
甄
琛
・
李
憑
皆
被
黜
落
︑
聰
亦
深
用
危
慮
︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
六
八
・
高
聰
傳
)

趙
脩
が
死
に
︑
甄
琛
・
李
憑
は
と
も
に
失
脚
さ
せ
ら
れ
︑
高
聰
も
や
は
り
そ
の
こ
と
に
隨
分
と
苦
慮
さ
せ
ら
れ
た
︒

も
っ
と
も
高
聰
は
こ
の
後
︑
當
時
の
大
物
・
高
{
の
S
戚
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
上
手
く
立
ち
囘
る
︒
だ
が
彼
が
宣
武
�
の
親
政
の
た
め
に

h
i
し
︑
甄
琛
が
親
政
�
の
一
人
と
し
て
行
動
し
︑
そ
し
て
二
人
と
も
親
政
下
で
は
趙
脩
に
附
き
從
っ
た
こ
と
を
總
合
す
れ
ば
︑
邢
巒
に
よ
る

甄
琛
の
o
:
は
︑
單
に
彼
ら
の
閒
の
個
人
)
な
因
緣
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
六
輔
體
制
�
を
放
|
し
︑
宣
武
�
の
親
政
を
實

現
し
て
權
力
を
握
っ
た
親
政
�
を
︑
親
政
�
の
寵
兒
・
趙
脩
の
死
を
契
機
に
︑
六
輔
體
制
�
が
打
倒
せ
ん
と
し
た
︑
そ
う
し
た
液
れ
の
中
に
︑

か
の
邢
巒
に
よ
る
甄
琛
へ
の
o
:
は
位
置
附
け
ね
ば
な
る
ま
い
︒

こ
れ
ま
で
宣
武
�
初
�
の
政
治
動
向
は
︑
宣
武
�
や
六
輔
を
中
心
と
す
る
權
勢
者
を
0
に
た
ど
ら
れ
て
き
た
︒
だ
が
本
稿
で
は
︑
同
時
�
に

お
け
る
甄
琛
と
そ
の
周
圍
の
動
向
を
た
ど
っ
て
み
た
︒
そ
の
結
果
︑
甄
琛
の
鹽
禁
に
對
す
る
上
奏
へ
の
彭
城
王
・
元
勰
と
邢
巒
に
よ
る
否
定
や
︑

宣
武
�
の
親
政
へ
の
策
謀
を
荏
持
す
る
グ
ル
ー
プ
の
存
在
を
指
摘
す
る
こ
と
で
︑
甄
琛
を
含
む
六
輔
體
制
の
廢
止
に
g
う
宣
武
�
の
親
政
を
目

論
む
グ
ル
ー
プ

(親
政
�
)
と
︑
邢
巒
を
含
む
宗
室
の
諸
王
を
中
心
と
し
た
六
輔
體
制
の
護
持
を
目
指
す
グ
ル
ー
プ

(六
輔
體
制
�
)
に
よ
る
對

立
の
L
圖
を
�
る
み
に
出
す
こ
と
が
で
き
た
︒
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ま
た
宣
武
�
に
よ
る
親
政
が
始
ま
る
と
︑
親
政
�
は
時
に
寵
愛
を
v
け
た
趙
脩
に
取
り
入
り
︑
親
政
�
の
甄
琛
が
六
輔
體
制
�
の
邢
巒
を
彈

云
し
た
よ
う
に
︑
六
輔
體
制
�
を
驅
|
し
た
︒
だ
が
趙
脩
の
失
脚
に
g
い
︑
一
轉
し
て
邢
巒
が
甄
琛
ら
を
o
:
し
︑
六
輔
體
制
の
打
破
を
企
圖

し
た
親
政
�
の
高
聰
が
苦
境
に
陷
っ
た
の
で
あ
っ
て
︑
こ
れ
は
親
政
�
に
對
す
る
六
輔
體
制
�
の
卷
き
}
し
を
�
味
し
た
の
で
あ
っ
た
︒

二

甄
琛
と
北
魏
の
門
閥
制
度

︱
︱
『姓
族
廢
興
﹄
と
行
狀

︱
︱

さ
て
甄
琛
は
︑
趙
脩
の
失
脚
に
連
座
す
る
形
で
@
里
・
中
山
郡
に
戾
る
と
︑
そ
こ
で
は
專
ら
年
老
い
た
父
母
へ
の
孝
行
に
努
め
た
よ
う
で
あ

る
︒
そ
し
て
時
を
經
て
︑
彼
は
散
騎
常
侍
・
領
給
事
黃
門
侍
郞
・
定
州
大
中
正
に
除
せ
ら
れ
る
の
だ
が
︑
こ
こ
で
は
特
に
定
州
大
中
正
に
着
目

し
た
い
︒
こ
の
州
大
中
正
の
責
務
が
︑
從
B
の
中
正
と
同
樣
︑
第
一
に
州
の
人
材
の
等
�
を
定
め
︑
そ
れ
を
中
央
に
推
擧
す
る
こ
と
に
あ
っ
た

と
す
る
點
︑
樣
々
な
先
行
硏
究
が
指
摘
し
て
お
り
衣
論
は
な
い(13

)
︒
だ
が
か
か
る
州
大
中
正
が
︑
北
魏
に
一
貫
し
て
置
か
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ

と
︑
張
旭
華
氏
が
指
摘
す
る
如
く
で
あ
る
︒
氏
は
汪
征
魯
﹃
魏
晉
南
北
�
�
官
體
制
硏
究(14

)
﹄
に
增
補
し
︑
石
刻
+
料
を
含
む
+
籍
に
見
え
る
北

魏
に
置
か
れ
た
州
郡
中
正
は
一
五
五
人
を
數
え
た
が
︑
孝
�
�
が
卽
位
す
る
よ
り
B
は
わ
ず
か
八
人
を
數
え
る
の
み
で
あ
る
と
指
摘
す
る
︒
そ

の
上
で
︑
孝
�
�
が
卽
位
し
︑
太
和
年
閒
に
官
制
改
革
や
分
定
姓
族
に
g
う
門
閥
制
度
の
確
立
と
い
っ
た
一
聯
の
漢
�
政
策
の
�
展
に
聯
動
し

て
︑
北
魏
の
中
正
制
度
の
擴
閏
が
な
さ
れ
た
と
論
じ
る
の
で
あ
る(15

)
︒
い
ま
氏
ら
の
�
論
を
踏
ま
え
︑
甄
琛
が
定
州
大
中
正
に
除
さ
れ
た
事
實
と
︑

中
正
の
責
務
お
よ
び
分
定
姓
族

(姓
族
詳
定
)
を
含
め
た
北
魏
の
門
閥
制
度
と
の
關
係
を
考
察
し
て
い
き
た
い
︒

宮
崎
市
定
氏
は
︑﹁
州
大
中
正
に
は
衣
論
を
抑
壓
す
る
重
み
の
あ
る
名
門
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た(16

)
﹂
と
し
た
上
で
︑
.
の
﹃
魏
書
﹄

卷
五
七
・
崔
	
傳
に
言
:
す
る
︒
崔
	
は
定
州
<
陵
郡
の
人
で
︑
時
に
光
州
刺
+
で
あ
っ
た
︒

諸
州
中
正
︑
本
在
論
人
︒
高
祖
將
辨
天
下
氏
族
︑
仍
亦
訪
定
︑
乃
遙
>
	
本
州
大
中
正
︒

諸
々
の
州
の
中
正
は
︑
本
來
の
職
務
は
人
材
を
論
ず
る
こ
と
に
あ
っ
た
︒
高
祖
・
孝
�
�
は
天
下
の
氏
族
を
辨
別
し
よ
う
と
し
︑
そ
こ
で

改
め
て
中
正
の
�
任
者
を
精
査
し
確
定
し
︑
實
に
S
く
崔
	
に
本
州

(定
州
)
大
中
正
を
>
け
た
︒
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こ
こ
に
高
祖
・
孝
�
�
が
天
下
の
氏
族
を
辨
別
し
よ
う
と
し
た
と
言
う
施
策
こ
そ
︑
�
謂
﹁
姓
族
詳
定
﹂
に
他
な
ら
な
い
︒
引
用
中
の
﹁
仍

亦
訪
定
﹂
は
讀
み
難
く
︑
宮
崎
市
定
氏
は
﹁
仍
て
ま
た
崔
	
に
訪
定
せ
ん
と
す
﹂
と
讀
み
下
す(17

)
が
︑
そ
れ
で
は
﹁
仍
亦
﹂
の
�
味
が
不
�
確
で

あ
る
し
︑
下
�
に
至
っ
て
崔
	
に
定
州
大
中
正
を
>
け
た
と
崔
	
の
名
が
出
る
の
で
は
︑
�
違
と
し
て
聯
絡
が
惡
い
︒
張
旭
華
氏
は
︑
こ
の
一

段
に
つ
い
て
﹁
孝
�
�
辨
別
氏
族
︑
須
﹃
訪
定
﹄
于
諸
州
中
正
︑
可
知
州
中
正
不
Á
職
0
﹃
論
人
﹄︑
也
0
持
辨
別
天
下
氏
族

(孝
�
�
が
氏
族

を
辨
別
す
る
に
は
︑
諸
州
の
中
正
に
﹃
訪
ね
定
め
﹄
ね
ば
な
ら
ず
︑
州
中
正
が
﹃
人
を
論
じ
る
﹄
こ
と
を
0
た
る
職
務
と
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
︑
ま
た
天
下

の
氏
族
を
辨
別
す
る
こ
と
も
掌
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
)
﹂
と
解
釋
す
る(18

)
︒
す
る
と
﹁
仍
亦
訪
定
﹂
は
﹁
そ
こ
で
ま
た
諸
州
の
中
正
に

(天
下
の
氏

族
に
つ
い
て
)
l
ね
て
定
め
﹂
と
い
っ
た
�
味
に
解
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
︑
そ
れ
で
は
天
下
の
氏
族
の
辨
別
を
諸
州
の
中
正
に
委
ね
定
め

た
こ
と
を
営
べ
た
後
に
な
っ
て
︑
崔
	
を
本
州
大
中
正
に
任
命
し
た
と
す
る
の
が
疑
問
と
な
る
︒
こ
こ
で
は
︑
州
大
中
正
の
本
來
の
責
務
が
人

材
の
優
劣
を
正
し
く
論
じ
"
定
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
B
提
を
�
示
し
た
上
で

(
諸
州
中
正
︑
本
在
論
人
)
︑
天
下
の
氏
族
の
辨
別
に
際
し
︑

改
め
て
如
上
の
中
正
の
責
務
を
果
た
し
︑
氏
族
の
辨
別
を
�
く
成
し
�
げ
得
る
人
物
︑
つ
ま
り
中
正
と
し
て
の
�
任
者
を
探
し

(仍
亦
訪
定
)
︑

そ
の
定
州
に
お
け
る
�
任
者
と
し
て
崔
	
を
見
出
し
て
︑
彼
を
定
州
大
中
正
に
し
た

(乃
遙
>
	
本
州
大
中
正
)
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

そ
し
て
光
州
刺
+
の
崔
	
を
︑
わ
ざ
わ
ざ
天
下
の
氏
族
を
辨
別
す
る
﹁
姓
族
詳
定
﹂
に
際
し
て
定
州
大
中
正
と
し
た
の
は
︑
そ
れ
だ
け
彼
の

定
州
<
陵
の
崔
氏
と
し
て
の
族
�
が
︑
定
州
に
轟
い
て
い
た
こ
と
を
示
す
︒
彼
が
定
州
の
地
で
族
�
を
^
ち
得
︑
し
か
も
當
地
で
の
氏
族

(家

格
)
の
高
下
に
精
$
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
︑
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
崔
	
が
定
州
大
中
正
と
な
っ
た
の
で
あ
る(19

)
︒
す
る
と
甄
琛
が
︑
や
は
り
定
州

大
中
正
と
な
っ
た
こ
と
は
︑
同
じ
く
甄
氏
も
定
州
で
族
�
を
^
ち
得
て
お
り
︑
當
地
の
氏
族

(家
格
)
の
高
下
に
精
$
し
て
い
た
こ
と
を
表
す

に
十
分
で
は
な
い
か
︒

と
こ
ろ
で
以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
た
上
で
興
味
深
い
の
は
︑
甄
琛
に
﹃
姓
族
廢
興
﹄
な
る
著
作
が
存
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
本
傳
の


後
に
︑

彼
の
著
営
に
つ
い
て
の
鯵
單
な
紹
介
と
著
作
リ
ス
ト
が
見
え
る
︒

�
著
�
違
︑
鄙
碎
無
大
體
︑
時
(
理
詣
︒
磔
四
聲
・
姓
族
廢
興
・
會
$
緇
素
三
論
︑
:
家
誨
二
十
�
・
篤
學
�
一
卷
︑
頗
行
於
世
︒
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著
し
た
�
違
は
︑
瑣
末
で
細
々
と
し
て
綱
領
が
備
わ
ら
な
か
っ
た
が
︑
時
に
は
�
理
の
存
す
る
記
営
も
あ
っ
た
︒﹃
磔
四
聲
﹄・﹃
姓
族
廢

興
﹄・﹃
會
$
緇
素
三
論
﹄︑
ま
た
家
誨
二
十
�
・
篤
學
�
一
卷
が
︑
廣
く
世
に
液
布
し
た
︒

殘
念
な
が
ら
︑
こ
れ
ら
の
著
作
は
現
在
一
つ
と
し
て
傳
わ
ら
な
い(20

)
︒
そ
の
た
め
以
下
は
推
論
の
域
を
出
な
い
部
分
が
あ
る
こ
と
は
承
知
の
上

な
の
だ
が
︑﹃
姓
族
廢
興
﹄
の
著
営
時
�
と
內
容
に
關
し
て
︑
.
の
三
つ
の
可
能
性
を
提
示
し
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

崔
	
が
定
州
大
中
正
と
な
っ
た
の
が
︑
孝
�
�
が
天
下
の
氏
族
を
辨
別
し
よ
う
と
し
た
と
き
で
あ
っ
た
こ
と
と
︑
州
大
中
正
が
そ
の
地
方
の

�
族
と
し
て
當
地
の
家
格
へ
の
精
$
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
︒
こ
の
二
點
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
第
一
の
可
能
性
と
し
て
︑
甄
琛
の
﹃
姓
族
廢
興
﹄
が
︑

�
族
と
し
て
@
里
定
州
の
家
格
の
高
下
を
論
じ
て
定
め
︑
そ
れ
を
根
據
に
人
材
の
登
用
を
圖
る
州
大
中
正
と
し
て
の
役
目
を
果
た
す
べ
く
︑
彼

が
定
州
大
中
正
の
時
代
に
著
さ
れ
た
書
物
だ
っ
た
と
見
る
こ
と
も
十
分
で
き
る
の
で
は
な
い
か(21

)
︒

ま
た
第
二
の
可
能
性
と
し
て
︑
甄
琛
は
晚
年
の
肅
宗
・
孝
�
�
の
時
代
に
�
部
尙
書
と
な
っ
て
お
り(22

)
︑
人
材
登
用
の
た
め
に
天
下
の
姓
族
の

高
下
を
整
理
し
て
﹃
姓
族
廢
興
﹄
を
著
し
た
か
も
し
れ
な
い
︒
だ
が
筆
者
は
崔
亮
の
提
議
し
た
�
謂
﹁
停
年
格
﹂
を
め
ぐ
る
記
事

(﹃
魏
書
﹄
卷

六
六
・
崔
亮
傳
)
か
ら
︑
こ
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
否
定
)
で
あ
る
︒
ま
ず
は
そ
の
記
事
を
引
い
て
お
こ
う
︒

l
除
殿
中
尙
書
︑
�
�
部
尙
書
︒
時
羽
林
怨
�
張
彜
之
後
︑
靈
太
后
令
武
官
得
依
�
入
�
︒
官
員
旣
少
︑
應
�
者
多
︑
B
尙
書
李
韶
循
常

é
人
︑
百
姓
大
爲
嗟
怨
︒
亮
乃
奏
爲
格
制
︑
不
問
士
之
賢
愚
︑
專
以
停
解
日
H
爲
斷
︒
雖
復
官
須
此
人
︑
停
日
後
者
︑
`
於
不
得
︒
庸
才

下
品
︑
年
H
久
者
︑
ô
然
先
用
︒
沉
滯
者
皆
稱
其
能
︒
⁝
⁝
後
甄
琛
・
元
脩
義
・
城
陽
王
ö
︑
相
繼
爲
�
部
尙
書
︑
利
其
;
己
︑
踵
而
行

之
︒
自
是
賢
愚
同
貫
︑
涇
渭
無
別
︒
魏
之
失
才
︑
從
亮
始
也
︒

(崔
亮
は
)
.
い
で
殿
中
尙
書
に
除
せ
ら
れ
︑
�
部
尙
書
に
�
っ
た
︒
時
に
羽
林
が
張
彜
を
殺
�
し
た
ば
か
り
の
頃
で
︑
靈
太
后
が
武
官

に
も
�
格
に
應
じ
て
入
�
の
機
會
を
得
さ
せ
た
︒
官
�
の
員
數
は
少
な
い
の
に
︑
�
擧
に
應
じ
る
者
が
多
か
っ
た
が
︑
B
尙
書
・
李
韶
は

常
規
に
準
じ
て
人
材
を
登
用
し
た
の
で
︑
人
々
は
そ
れ
に
大
い
に
不
滿
を
-
い
た
︒
崔
亮
は
そ
こ
で
上
奏
し
て
格
制
を
定
め
︑
士
の
賢
人

か
愚
人
か
を
不
問
に
し
︑
ひ
た
す
ら
B
任
の
停
止
解
任
の
日
H
を
以
て
區
切
り
と
し
た
︒
あ
る
官
に
�
任
の
人
材
で
あ
っ
て
も
︑
B
任
の
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停
止
の
日
が
遲
い
場
合
は
︑
ど
う
し
て
も
そ
の
官
に
は
就
け
な
か
っ
た
︒
ど
ん
な
凡
才
で
低
レ
ベ
ル
の
者
で
あ
っ
て
も
︑
官
に
な
い
年
H

が
長
け
れ
ば
︑
堂
々
と
先
に
任
用
さ
れ
た
︒
出
世
せ
ず
沈
滯
し
て
い
た
者
た
ち
は
︑
皆
が
彼
の
能
�
ぶ
り
を
稱
贊
し
た
︒
⁝
⁝
そ
の
後
︑

甄
琛
・
元
脩
義
・
城
陽
王
の
元
ö
が
相
繼
い
で
�
部
尙
書
と
な
っ
た
が
︑
自
身
に
と
っ
て
好
都
合
な
の
を
い
い
こ
と
に
︑
そ
の
や
り
方
を

踏
襲
し
て
施
行
し
た
︒
こ
れ
以
來
︑
賢
者
も
愚
者
も
區
分
が
な
く
な
り
︑
人
品
の
淸
濁
に
分
別
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
北
魏
の
人
材

を
失
っ
た
こ
と
は
︑
崔
亮
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
︒

一
讀
し
て
�
ら
か
な
よ
う
に
︑﹁
停
年
格
﹂
と
は
官
に
な
い
年
H
の
長
い
人
物
か
ら
機
械
)
に
任
官
す
る
制
度
で
あ
り
︑
こ
の
方
式
は
︑
才

能
の
(
無
と
家
格
の
高
下
︑
と
も
に
關
係
な
く
任
官
を
可
能
に
し
た(23

)
︒
そ
し
て
引
用
の
中
略
部
分
に
續
い
て
︑
�
部
尙
書
と
し
て
の
甄
琛
が
︑

崔
亮
の
﹁
停
年
格
﹂
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
事
實
に
氣
附
か
さ
れ
る
︒
す
る
と
�
部
尙
書
と
し
て
﹁
停
年
格
﹂
を
推
�
す
る
立
場
に
あ
り
︑
制

度
を
﹁
利
其
;
己
﹂
な
る
も
の
と
し
た
甄
琛
が
︑
家
格
の
高
下
︑
衰
b
や
勃
興
を
議
論
す
る
書
物
を
著
す
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
︒

も
ち
ろ
ん
第
三
の
可
能
性
と
し
て
︑﹃
姓
族
廢
興
﹄
と
い
う
書
名
は
︑
こ
の
書
物
が
︑
第
一
の
可
能
性
に
言
う
よ
う
な
定
州
の
姓
族
の
み
な

ら
ず
︑
よ
り
�
�
)
な
姓
族
の
興
廢
に
つ
い
て
営
べ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
多
分
に
聯
想
さ
せ
る
︒
第
一
と
第
三
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
︑
こ

の
書
物
が
斷
片
さ
え
も
殘
存
し
て
い
な
い
以
上
︑
議
論
を
決
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
︒
だ
が
三
つ
の
可
能
性
の
檢
證
か
ら
︑﹃
姓
族
廢
興
﹄
が

少
な
く
と
も
孝
�
�
に
よ
る
姓
族
詳
定

(太
和
十
九

(四
九
五
)
年
)
か
ら
﹁
停
年
格
﹂
創
案

(
神
�
二

(五
一
九
)
年
)
ま
で
の
閒
に
執
筆
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
︑
確
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か
︒

加
え
て
先
の
甄
琛
に
よ
る
著
作
リ
ス
ト
の
列
擧
に
續
け
て
︑﹃
姓
族
廢
興
﹄
を
含
む
彼
の
著
作
は
世
に
$
行
し
た
と
言
わ
れ
る
︒
確
か
に
著

作
が
世
に
液
$
し
た
と
の
記
営
は
︑
正
+
の
傳
に
頻
見
す
る
︒
だ
が
こ
の
こ
と
は
︑
姓
族
詳
定
よ
り
後
に
︑
北
魏
の
士
人
層
の
閒
で
姓
族
の
興

廢
に
對
す
る
興
味
關
心
が
廣
く
共
(
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
か
︒
そ
し
て
こ
れ
は
︑
天
下
の
氏
族
の
辨
別
を
職
責
と
す
る
州
大

中
正
の
制
度
が
︑
孝
�
�
の
姓
族
詳
定
を
始
め
と
す
る
政
策
に
合
わ
せ
て
擴
閏
さ
れ
た
と
す
る
旣
揭
の
先
行
硏
究
の
指
摘
と
も
︑
よ
く
符
合
す

る
と
言
え
る
の
で
あ
る
︒
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ま
た
州
大
中
正
の
責
務
に
關
聯
し
て
︑
甄
琛
の
死
に
際
し
執
筆
さ
れ
た
行
狀
に
4
目
し
た
い
︒
そ
の
行
狀
の
存
在
は
︑
執
筆
者
で
あ
る
邢
臧

の
傳

(﹃
魏
書
﹄
卷
八
五
・
�
苑
傳
)
に
見
出
し
得
る
︒

邢
臧
︑
字
子
良
︑
河
閒
人
︒
⁝
⁝
爲
特
�
甄
琛
行
狀
︑
世
稱
其
工
︒
⁝
⁝
其
�
筆
凡
百
餘
�
︒

邢
臧
︑
字
は
子
良
︑
河
閒
の
人
で
あ
る
︒
⁝
⁝
特
�
・
甄
琛
の
行
狀
を
物
し
︑
世
に
そ
の
巧
み
さ
を
稱
贊
さ
れ
た
︒
⁝
⁝
彼
の
�
違
は
お

よ
そ
百
餘
�
あ
っ
た
︒

こ
こ
で
﹁
特
�
甄
琛
﹂
と
言
う
の
は
︑
本
傳
に


晚
年
の
甄
琛
に
つ
い
て
﹁
�
爲
車
騎
將
軍
・
特
�
︑
印
拜
侍
中
﹂
と
あ
る
︒
こ
の
邢
臧
の

傳
か
ら
は
︑
彼
の
手
に
成
る
甄
琛
の
行
狀
が
︑
�
苑
傳
に
列
せ
ら
れ
る
高
名
な
�
違
家
た
る
邢
臧
の
數
多
い
�
違
の
中
で
も
特
に
�
價
さ
れ
た

こ
と
が
知
れ
よ
う
︒

で
は
か
く
も
�
"
の
高
か
っ
た
邢
臧
に
よ
る
甄
琛
の
行
狀
は
︑
果
た
し
て
如
何
な
る
內
容
だ
っ
た
の
か
︒
い
ま
殘
念
な
が
ら
そ
の
�
違
は
傳

わ
ら
な
い
︒
だ
が
實
は
本
傳
に
︑
甄
琛
に
贈
ら
れ
た
諡
を
め
ぐ
る
議
論
に
端
を
發
す
る
形
で
︑
當
時
の
行
狀
の
性
格
に
つ
い
て
言
:
が
な
さ
れ

て
い
る
︒
そ
し
て
こ
れ
は
︑
邢
臧
に
よ
る
甄
琛
の
行
狀
の
內
容
を
推
定
す
る
の
み
な
ら
ず
︑
當
時
の
中
正
と
家
格
︑
行
狀
の
閒
の
關
係
性
を
讀

み
解
く
上
で
も
大
變
に
興
味
深
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
︑
以
下
に
見
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
︒

本
傳
に
よ
れ
ば
︑
甄
琛
が
孝
�
�
・
正
光
五
年

(五
二
四
)
の
冬
に
D
く
な
る
と
︑
太
常
は
協
議
し
て
彼
に
﹁
�
穆
﹂
と
の
諡
を
贈
っ
た
︒

こ
れ
に
對
し
て
�
部
郞
・
袁
�
が
上
奏
し
て
�
見
し
た
︒

案
禮
︑
諡
者
︑
行
之
迹
也
︒
號
者
︑
功
之
表
也
︒
車
�
者
︑
位
之
違
也
︒
是
以
大
行
v
大
名
︑
細
行
v
細
名
︒
行
生
於
己
︑
名
生
於
人
︒

故
闔
棺
然
後
定
諡
︒
皆
纍
其
生
時
美
惡
︑
�
以
爲
將
來
勸
戒
︑
身
雖
死
︑
R
名
常
存
也
︒

禮
典

(﹃
逸
周
書
﹄
諡
法
解
)
を
�
べ
考
え
ま
す
に
︑﹁
諡
と
は
行
動
の
痕
跡
で
あ
る
︒
號
と
は
功
績
の
表
頴
で
あ
る
︒
車
輿
禮
�
と
は
地

位
の
顯
頴
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
洩
大
な
行
な
い
が
あ
れ
ば
美
名
を
得
︑
醜
汚
な
行
な
い
が
あ
れ
ば
惡
名
を
得
る
︒
行
な
い
は
自
己
か
ら
生

み
出
さ
れ
︑
名
聞
は
他
人
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
﹂︒
だ
か
ら
こ
そ
棺
桶
の
蓋
が
閉
じ
ら
れ
て
︑
初
め
て
諡
が
決
定
さ
れ
る
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の
で
す
︒
ど
れ
も
生
B
の
美
點
・
惡
點
を
纍
計
し
︑
そ
し
て
そ
れ
を
未
來
の
勸
善
や
戒
吿
の
手
立
て
と
し
︑
肉
體
は
D
ん
で
し
ま
っ
て
も
︑

美
名
・
惡
名
を
い
つ
ま
で
も
傳
存
さ
せ
る
の
で
す
︒

こ
こ
で
袁
�
は
︑
諡
が
あ
く
ま
で
對
象
者
の
死
後
に
︑
そ
の
生
B
に
お
け
る
實
際
の
行
動
を
勘
案
し
︑
そ
れ
に
見
合
っ
た
形
で
決
定
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
强
�
し
て
い
る
︒
續
け
て
袁
�
は
︑
諡
を
贈
る
ま
で
の
手
順
を
具
體
)
に
示
す
︒

凡
薨
D
者
︑
屬
�
卽
言
大
鴻
臚
︑
移
本
郡
大
中
正
︑
條
其
行
迹
功
�
︒
承
中
正
移
言
公
府
︑
下
太
常
部
<
士
�
議
︑
爲
諡
列
上
︒
諡
不
應

法
者
︑
<
士
坐
如
�
舉
不
以
實
論
︒
若
行
狀
失
實
︑
中
正
坐
如
<
士
︒
自
古
�
王
︑
莫
不
殷
勤
重
愼
︑
以
爲
褒
貶
之
實
也
︒

一
般
に
高
貴
の
者
が
D
く
な
り
ま
す
と
︑
彼
の
�
屬
先
は
直
ち
に
そ
の
旨
を
大
鴻
臚
に
報
吿
し
︑
そ
こ
か
ら
彼
の
@
里
の
大
中
正
に
�
書

が
行
っ
て
︑
彼
の
行
跡
や
功
罪
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
ま
す
︒
中
正
の
審
査
を
承
け
て
�
書
を
公
府
に
囘
し
︑
太
常
に
屬
す
る
<
士
に
下
し

て
議
論
さ
せ
︑
諡
を
決
定
し
て
上
奏
し
ま
す
︒
諡
が
﹁
諡
法
﹂
の
定
義
に
相
應
し
く
な
け
れ
ば
︑
<
士
の
罪
は
�
擧
が
不
當
な
も
の
で

あ
っ
た
場
合
の
如
き
も
の
で
す
︒
も
し
行
狀
の
內
容
が
實
態
と
j
う
も
の
で
あ
れ
ば
︑
中
正
の
罪
は
<
士
の
場
合
と
同
樣
で
す
︒
古
よ
り

�
王
た
ち
は
︑
誰
も
が
4
�
深
く
愼
重
を
�
し
︑
衛
譽
褒
貶
を
內
實
が
g
っ
た
も
の
と
し
た
の
で
し
た
︒

こ
れ
が
諡
を
決
す
る
ま
で
の
一
般
)
な
手
順
で
あ
っ
た
︒
こ
の
中
で
興
味
深
い
の
は
︑
死
者
の
@
里
の
中
正
が
︑
諡
の
決
定
に
�
す
る
死
者

の
經
歷
や
功
罪
を
す
べ
て
把
握
す
る
も
の
と
A
識
さ
れ
る
點
で
あ
る
︒
こ
れ
に
は
す
で
に
宮
崎
市
定
氏
が
︑﹁
中
正
は
管
內
出
身
者
の
官
�
の

d
家
の
際
か
ら
始
ま
り
︑
死
後
の
諡
に
至
る
ま
で
︑
絕
え
ず
そ
の
行
迹
︑
身
許
の
保
證
人
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
﹂
と
4
�
し
て
い
る(24

)
︒

も
う
一
つ
興
味
深
い
點
と
し
て
︑
そ
う
し
た
中
正
が
管
理
す
る
記
錄
に
基
づ
い
た
﹁
行
狀
﹂
の
存
在
が
想
定
さ
れ
て
い
た
事
實
が
擧
げ
ら
れ

る
︒
行
狀
そ
の
も
の
は
︑
何
も
北
魏
の
こ
の
時
代
に
入
っ
て
初
め
て
登
場
し
た
も
の
で
は
な
い(25

)
︒
こ
こ
で
重
K
な
の
は
︑
行
狀
の
內
容
が
死
者

の
行
動
の
實
態
と
乖
離
し
て
い
れ
ば
︑
咎
め
ら
れ
る
べ
き
は
中
正
に
あ
る
と
�
示
さ
れ
て
い
る
點
で
あ
る
︒
そ
れ
だ
け
當
時
︑
理
念
の
上
で
は

行
狀
に
對
し
て
中
正
の
 
う
べ
き
責
任
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒

だ
が
以
上
は
あ
く
ま
で
理
念
上
の
こ
と
で
あ
り
︑
當
時
の
行
狀
の
實
態
は
︑
中
正
が
責
任
を
持
っ
て
自
ら
ま
と
め
る
も
の
で
は
到
底
な
か
っ
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た
︒
袁
�
の
上
奏
�
が
︑
.
の
よ
う
に
續
く
か
ら
で
あ
る
︒

今
之
行
狀
︑
皆
出
自
其
家
︒
任
其
臣
子
自
言
君
父
之
行
︑
無
復
相
是
非
之
事
︒
臣
子
之
欲
光
揚
君
父
︑
但
苦
迹
之
不
高
︑
行
之
不
美
︑
是

以
極
辭
肆
�
︑
無
復
限
量
︒
觀
其
狀
也
︑
則
周
孔
聯
鑣
︑
伊
顏
接
袵
︒

現
在
の
行
狀
は
︑
す
べ
て
死
者
の
下
か
ら
も
た
ら
さ
れ
ま
す
︒
そ
の
屬
�
・
子
息
が
自
ら
語
る
0
君
・
父
親
の
行
跡
を
そ
の
ま
ま
に
︑
そ

の
是
非
に
つ
い
て
云
々
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
︒
屬
�
・
子
息
は
0
君
・
父
親
を
大
い
に
稱
揚
し
よ
う
と
す
る
も
の
の
︑
し

か
し
取
り
立
て
る
べ
く
も
な
い
經
歷
や
︑
好
ま
し
か
ら
ざ
る
行
動
に
苦
慮
し
︑
そ
こ
で
や
り
た
い
放
題
に
�
違
も
內
容
も
誇
張
し
︑
限
度

と
い
う
も
の
を
知
り
ま
せ
ん
︒
そ
う
し
た
行
狀
を
見
ま
す
と
︑
周
公
・
孔
子
と
も
同
列
で
す
し
︑
伊
尹
・
顏
囘
で
あ
っ
て
も
比
¡
し
得
ま

す
︒

こ
の
よ
う
に
當
時
の
行
狀
は
︑
ま
っ
た
く
死
者
の
下
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
!
報
を
︑
美
辭
麗
句
で
¢
り
立
て
た
�
違
で
あ
っ
た
︒
理
念
上
は

袁
�
の
﹁
凡
薨
D
者
﹂
以
下
の
言
や
先
引
の
宮
崎
氏
の
指
摘
の
如
く
︑
中
正
が
責
任
を
持
っ
て
管
理
し
た
死
者
の
生
B
の
行
動
を
反
映
し
た
も

の
の
は
ず
で
あ
っ
た
が
︑
し
か
し
當
時
の
行
狀
の
實
態
は
︑
そ
の
理
念
か
ら
著
し
く
乖
離
し
︑
死
者
の
側
に
都
合
よ
く
拵
え
ら
れ
た
も
の
だ
っ

た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
︒
そ
し
て
行
狀
の
�
違
に
裝
¢
が
施
さ
れ
る
に
際
し
︑
�
族
よ
り
高
名
な
�
筆
家
に
對
す
る
行
狀
執
筆
の
依
賴

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

袁
�
は
續
け
て
︑
諡
を
決
す
る
<
士
た
ち
は
た
だ
美
辭
麗
句
の
行
狀
の
內
容
を
�
ん
で
鵜
呑
み
に
す
る
ば
か
り
で
︑
何
ら
精
査
を
加
え
な

か
っ
た
と
言
う(26

)
︒
す
る
と
諡
も
︑
必
然
)
に
死
者
の
生
B
の
行
動
と
は
無
關
係
な
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
︑
こ
れ
こ
そ
袁
�
が
先
に
︑
諡

が
實
際
の
生
B
の
行
動
を
勘
案
し
た
も
の
で
あ
る
べ
き
と
特
に
强
�
し
た
�
以
で
あ
ろ
う
︒

で
は
行
狀
に
お
け
る
�
違
や
內
容
の
誇
張
は
︑
如
何
な
る
點
を
0
眼
に
な
さ
れ
た
の
か
︒
こ
れ
に
つ
い
て
﹃
魏
書
﹄
卷
六
六
・
崔
亮
傳
を
見

た
い
︒
そ
こ
で
は
﹁
停
年
格
﹂
を
提
議
し
た
崔
亮
に
︑
彼
の
外
甥
・
劉
景
安
が
︑
北
魏
で
は
﹁
中
正
を
立
て
て
は
︑
人
の
才
智
や
行
動
︑
功
業

を
考
査
せ
ず
に
︑
徒
に
氏
姓

(家
格
)
の
高
下
ば
か
り
を
辨
別
し
た

(立
中
正
︑
不
考
人
才
行
業
︑
空
辨
氏
姓
高
下
)
﹂
と
非
難
す
る
︒
そ
の
上
で
︑
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�
部
尙
書
と
し
て
人
材
登
用
の
責
任
者
た
る
崔
亮
は
こ
の
¤
�
を
改
革
す
べ
き
な
の
に
︑
何
故
よ
り
に
よ
っ
て
﹁
停
年
格
﹂
な
ど
設
け
た
の
か

と
詰
問
す
る
の
だ
が
︑
そ
れ
に
對
す
る
崔
亮
の
辯
�
の
中
に
︑
.
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
︒

昔
(
中
正
︑
品
其
才
第
︑
上
之
尙
書
︑
尙
書
據
狀
︑
量
人
>
職
︒

か
つ
て
は
中
正
を
置
き
︑
人
物
の
才
能
の
ラ
ン
ク
を
品
�
し
︑
そ
の
結
果
を
尙
書
に
上
げ
︑
尙
書
は
﹁
狀
﹂
に
依
據
し
て
︑
人
物
を
推
し

量
っ
て
職
を
>
け
た
︒

こ
こ
に
か
つ
て
の
中
正
が
尙
書
に
上
げ
た
﹁
狀
﹂
と
は
︑
劉
景
安
の
言
葉
に
も
見
え
る
﹁
人
才
行
業
﹂
を
考
査
し
た
結
果
の
﹁
�
定
內
容(27

)
﹂

で
あ
る
︒
中
正
が
も
た
ら
し
た
品
と
狀
を
根
據
に
尙
書
が
人
材
を
登
用
す
る
の
は
︑
魏
晉
時
代
か
ら
の
因
¥
で
あ
り
︑
北
魏
も
同
樣
だ
っ
た
で

あ
ろ
う
︒
だ
が
4
目
し
た
い
の
は
︑
中
正
か
ら
尙
書
へ
と
上
げ
ら
れ
る
﹁
狀
﹂
が
︑
北
魏
に
あ
っ
て
は
劉
景
安
の
言
の
如
く
﹁
人
材
行
業
を
考

え
ず
﹂︑﹁
徒
に
氏
族
の
高
下
ば
か
り
を
辨
別
﹂
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒

加
え
て
本
來
﹁
狀
﹂
は
︑
中
正
が
管
理
し
て
ま
と
め
た
結
果
︑
對
象
者
の
死
後
に
﹁
行
狀
﹂
へ
と
結
實
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
︒
だ
が
當
時
の

﹁
狀
﹂
は
︑
對
象
者
の
實
際
の
﹁
人
才
行
業
﹂
と
は
か
け
離
れ
た
內
容
で
︑
家
格
の
上
昇
を
企
圖
し
て
積
み
重
ね
ら
れ
た
︒
す
る
と
斯
樣
な

﹁
狀
﹂
を
ま
と
め
た
行
狀
は
︑
死
者
の
生
B
の
行
動
を
反
映
す
る
は
ず
も
な
く
︑
ま
さ
に
袁
�
の
批
"
と
呼
應
す
る
も
の
と
な
る
︒

以
上
の
考
察
か
ら
︑
.
の
よ
う
に
言
え
よ
う
︒
す
な
わ
ち
當
時
の
@
里
の
中
正
に
よ
る
﹁
狀
﹂
は
︑
實
際
の
才
覺
や
行
動
で
は
な
く
︑
家
格

の
上
昇
の
た
め
の
!
報
の
集
積
で
あ
り
︑
そ
こ
に
死
後
は
�
族
か
ら
の
依
賴
に
よ
る
名
�
家
の
巧
み
な
潤
色
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
で
︑
袁
�
が

指
彈
し
た
よ
う
な
行
狀
が
出
來
上
が
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
の
こ
と
か
ら
︑
當
時
の
士
人
に
と
っ
て
家
格
が
大
き
な
�
味
を
(
し
︑
彼
ら
が

生
存
中
か
ら
そ
の
死
後
ま
で
︑
一
貫
し
て
家
格
の
高
下
に
腐
心
し
た
樣
子
が
う
か
が
え
よ
う
︒

行
狀
を
め
ぐ
る
袁
�
の
上
奏
が
な
さ
れ
た
の
は
︑
す
で
に
示
し
た
よ
う
に
甄
琛
が
死
を
a
え
た
孝
�
�
・
正
光
五
年
の
こ
と
で
あ
る
︒
北
魏

の
中
正
は
︑
孝
�
�
の
時
代
か
ら
宣
武
�
・
孝
�
�
の
時
代
に
か
け
て
一
貫
し
て
置
か
れ
た
が
︑
徐
々
に
�
正
な
人
材
が
置
か
れ
な
い
よ
う
に

な
っ
て
い
き(28

)
︑﹁
停
年
格
﹂
創
案
の
u
年
に
あ
た
る
正
光
元
年
十
二
H
︑
一
度
は
諸
州
の
中
正
を
廢
し
た
︒
だ
が
4
�
し
た
い
の
は
︑
や
は
り
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姓
族
を
定
め
る
必
K
性
か
ら
︑
後
に
復
活
し
た
と
い
う
事
實
で
あ
る(29

)
︒
復
活
が
い
つ
の
段
階
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
け
れ
ど
も
︑﹁
停
年
格
﹂

が
施
行
さ
れ
て
い
た
時
代
に
も
な
お
︑
姓
族
を
定
め
︑
家
格
の
高
下
を
論
じ
る
こ
と
が
各
地
方
で
行
な
わ
れ
て
い
た
に
相
j
な
い(30

)
︒
こ
う
し
た

狀
況
に
︑
人
は
優
れ
た
�
違
家
に
行
狀
を
依
賴
し
︑
よ
り
高
い
家
格
を
獲
得
す
べ
く
︑
よ
り
效
果
)
な
巧
言
を
竝
べ
た
行
狀
が
橫
行
し
た
と
考

え
ら
れ
る
︒
高
名
な
�
筆
家
の
邢
臧
の
手
に
成
る
甄
琛
の
行
狀
は
︑
當
時
飛
び
,
っ
た
だ
ろ
う
潤
色
に
富
ん
だ
行
狀
の
一
つ
の
典
型
と
し
て
見

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
し
か
も
﹃
魏
書
﹄
の
邢
臧
の
傳
に
お
い
て
︑
彼
が
書
い
た
行
狀
が
世
に
稱
贊
さ
れ
た
と
特
記
さ
れ
る
の
は
︑

單
に
彼
の
一
�
違
と
し
て
の
上
手
さ
に
言
:
し
た
も
の
で
は
な
く
︑
巧
み
に
甄
琛
を
稱
譽
す
る
�
言
を
�
置
し
た
﹁
行
狀
﹂
を
�
價
し
︑
か
つ

必
K
と
す
る
土
壤
が
當
時
あ
っ
た
こ
と
を
�
味
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒

本
違
を
$
じ
て
見
て
き
た
よ
う
に
︑
北
魏
で
は
姓
族
詳
定
の
後
︑
州
中
正
に
よ
っ
て
各
地
方
に
お
け
る
姓
族
を
分
定
し
︑
家
格
の
高
下
を
論

じ
る
こ
と
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
︒
ま
た
州
中
正
に
は
そ
の
役
割
が
�
待
さ
れ
た
︒
そ
し
て
そ
の
議
論
に
は
︑
@
里
の
州
中
正
に
よ
っ
て
﹁
人

才
行
業
﹂
で
は
な
く
﹁
氏
族
高
下
﹂
を
論
じ
た
﹁
狀
﹂
や
︑
そ
の
集
大
成
た
る
﹁
行
狀
﹂
が
用
い
ら
れ
た
︒
特
に
﹁
行
狀
﹂
に
至
っ
て
は
︑
よ

り
高
い
家
格
を
得
る
べ
く
著
名
な
作
家
に
よ
る
美
辭
麗
句
を
竝
べ
た
も
の
が
橫
行
し
た
と
考
え
ら
れ
︑
姓
族
詳
定
よ
り
後
の
北
魏
士
人
た
ち
が

家
格
の
た
め
に
心
を
碎
い
た
實
態
が
�
き
彫
り
に
な
る
の
で
あ
る
︒

三

北
�
と
家
誡

︱
︱
家
庭
形
態
と
家
誡
の
特
�

︱
︱

甄
琛
の
著
作
と
し
て
︑
B
違
で
は
﹃
姓
族
廢
興
﹄
を
取
り
上
げ
た
が
︑
ま
た
家
誨
二
十
�
も
興
味
を
引
く
︒
貴
族
制
社
會
と
も
稱
さ
れ
る
魏

晉
南
北
�
�
は
︑
家
を
單
位
と
す
る
�
識
が
從
來
に
增
し
て
强
ま
っ
た
面
が
あ
り
︑
そ
の
た
め
家
誡
・
家
訓
の
數
も
增
え
る
︒
本
違
で
は
︑
北

�
の
家
誡
に
つ
い
て
家
庭
形
態
を
$
し
て
考
察
し
︑
そ
の
特
�
を
見
出
し
た
い
と
思
う
︒

北
�
の
家
誡
に
關
し
て
ま
ず
4
目
し
た
い
の
は
︑
比
�
)
大
部
な
家
誡
が
出
現
し
た
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
︒
實
は
す
で
に
守
屋
美
都
雄
氏
が
︑

﹁
六
�
時
代
の
家
訓
に
つ
い
て
﹂
の
中
で
︑
南
�
と
北
�
に
分
け
て
論
じ
て
は
い
な
い
も
の
の
︑
六
�
時
代
の
家
訓
の
特
�
の
一
つ
と
し
て
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﹁
家
訓
の
中
に
甄
琛
の
そ
れ
の
如
く
二
十
�
よ
り
成
り
︑
顏
之
推
の
そ
れ
の
如
く
七
卷
二
十
�
よ
り
成
る
も
の
を
見
る
な
ど
︑
家
訓
そ
の
も
の

の
中
に
單
な
る
�
言
�
度
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
一
つ
の
著
作
の
體
を
生
ん
で
來
た
﹂
と
指
摘
す
る(31

)
︒
な
る
ほ
ど
甄
琛
の
家
誨
は
︑
二
十
�
と
大

部
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
こ
れ
は
︑
完
�
に
北
�
で
の
著
営
と
は
言
え
な
い
が
︑
南
北
�
�
を
代
表
す
る
家
訓
と
言
え
る
顏
之
推
﹃
顏
氏

家
訓
﹄
が
二
十
�
な
の
と
同
じ
�
數
で
あ
る(32

)
︒
さ
ら
に
北
�
に
つ
い
て
見
れ
ば
︑
刁
雍
も
甄
琛
や
顏
之
推
と
同
規
模
と
推
定
さ
れ
る
分
量
の
家

誡
を
�
し
た
よ
う
で
あ
る
︒
彼
は
太
和
八
年

(四
八
四
)
に
九
十
五
歲
で
死
ん
だ
と
﹃
魏
書
﹄
の
傳
に
は
言
わ
れ
る
か
ら
︑
甄
琛
か
ら
す
れ
ば

祖
父
世
代
に
當
た
る
︒

著
敎
誡
二
十
餘
�
︑
以
訓
T
子
孫
︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
三
八
・
刁
雍
傳
)

敎
誡
二
十
餘
�
を
著
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
子
孫
た
ち
を
訓
T
し
た
︒

と
こ
ろ
で
こ
の
二
十
餘
�
を
數
え
る
彼
の
敎
誡
に
つ
い
て
は
︑
內
容
を
推
測
し
得
る
+
料
を
﹃
魏
書
﹄
の
中
か
ら
拾
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒

ま
ず
﹃
魏
書
﹄
卷
七
八
・
張
�
惠
傳
に
は
︑
刁
雍
の
孫
・
刁
整
が
登
場
し
て
︑
.
の
よ
う
な
記
錄
が
あ
る
︒

驍
騎
將
軍
刁
整
︑
家
(
舊
訓
︑
將
營
儉
葬
︒
�
惠
以
爲
矯
時
太
甚
︑
與
整
書
論
之
︒
事
在
刁
雍
傳
︒

驍
騎
將
軍
・
刁
整
は
︑
家
に
古
く
か
ら
の
訓
戒
が
あ
り
︑
©
葬
を
營
も
う
と
し
た
︒
張
�
惠
は
そ
れ
が
あ
ま
り
に
時
俗
の
あ
り
樣
に
抗
す

る
も
の
だ
と
考
え
︑
刁
整
に
書
鯵
を
與
え
て
そ
れ
に
つ
い
て
議
論
し
た
︒
そ
の
事
は
刁
雍
傳
に
見
え
る
︒

こ
こ
に
﹁
家
(
舊
訓
﹂
と
言
う
の
は
︑
き
っ
と
刁
雍
傳
に
言
:
が
あ
っ
た
敎
誡
二
十
餘
�
の
一
部
で
あ
り
︑
そ
れ
は
か
な
り
の
©
葬
を
指
示

し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
の
如
く
で
あ
る
︒
さ
ら
に
そ
の
©
葬
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
張
�
惠
が
刁
整
に
書
鯵
を
與
え
て
議
論
し
た
と
あ
り
︑

そ
の
具
體
)
な
內
容
が
︑
よ
り
詳
し
く
は
刁
雍
傳
に
見
え
る
と
い
う
︒
と
こ
ろ
が
實
際
に
は
そ
こ
に
言
:
は
な
く
︑
刁
沖
の
傳
に
見
え
て
い
る
︒

刁
沖
か
ら
見
て
刁
雍
は
曾
祖
父
に
︑
刁
整
は
叔
父
に
そ
れ
ぞ
れ
當
た
る
︒

先
是
︑
沖
曾
祖
雍
︑
作
行
孝
論
︑
以
誡
子
孫
︒
稱
︑
⁝
⁝
:
沖
祖
ª
將
卒
︑
敕
其
子
孫
令
奉
雍
�
旨
︒
河
南
尹
丞
張
�
惠
謂
爲
太
儉
︑
貽

書
於
沖
叔
整
︑
議
其
�
b
︒
整
令
與
$
學
議
之
︑
沖
乃
致
書
國
學
諸
儒
以
論
其
事
︑
學
官
悦
不
能
答
︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
八
四
・
儒
林
傳
・
刁
沖
)
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こ
れ
よ
り
以
B
︑
刁
沖
の
曾
祖
父
・
刁
雍
が
﹁
行
孝
論
﹂
を
著
し
て
子
孫
に
訓
示
し
た
︒
言
う
に
は
︑
⁝
⁝
刁
沖
の
祖
父
・
刁
ª
の
今
際

の
時
︑
刁
ª
は
子
孫
た
ち
に
命
じ
て
刁
雍
の
�
旨
に
從
わ
せ
た
︒
河
南
尹
丞
・
張
�
惠
は
儉
«
に
�
ぎ
る
と
考
え
︑
書
鯵
を
刁
沖
の
叔

父
・
刁
整
に
與
え
︑
そ
の
可
否
を
議
論
し
た
︒
刁
整
は
學
問
に
$
じ
た
人
物
た
ち
と
そ
れ
を
討
議
さ
せ
︑
刁
沖
は
そ
こ
で
書
鯵
を
國
學
の

儒
者
た
ち
に
¬
っ
て
そ
の
事
に
つ
い
て
討
論
し
た
が
︑
學
者
た
ち
は
と
う
と
う
囘
答
で
き
な
か
っ
た
︒

こ
こ
に
見
え
る
﹁
行
孝
論
﹂
が
︑
先
ほ
ど
刁
雍
傳
や
張
�
惠
傳
に
見
え
た
﹁
敎
誡
二
十
餘
�
﹂
や
﹁
舊
訓
﹂
の
一
部
に
相
當
す
る
こ
と
は
︑

疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
省
略
し
た
部
分
に
語
ら
れ
る
﹁
行
孝
論
﹂
の
內
容
は
︑
張
�
惠
傳
の
場
合
と
同
じ
く
︑
や
は
り
©
葬
を
K
求
す

る
理
由
と
そ
の
具
體
)
な
指
示
な
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
を
承
け
て
﹁
:
沖
祖
ª
將
卒
︑
敕
其
子
孫
令
奉
雍
�
旨
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑

刁
雍
の
敎
誡
は

世
代
に
も
わ
た
っ
て
刁
氏
に
繼
承
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
︒
加
え
て
﹁
行
孝
論
﹂
が
敎
誡
二
十
餘
�
そ
の
も
の
で
あ
り
︑
し
か

も
二
十
餘
�
が
©
葬
の
指
示
ば
か
り
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
が
︑﹁
行
孝
論
﹂
な
る
タ
イ
ト
ル
か
ら
す
れ
ば
︑
刁
雍
の
敎
誡
二
十
餘
�
は
︑

﹁
孝
﹂
の
�
義
を
力
說
し
た
訓
戒
を
0
た
る
一
部
と
し
て
L
成
さ
れ
て
い
た
の
で
は
あ
ろ
う
︒

.
に
北
�
の
家
誡
と
關
聯
し
て
︑
北
�
の
家
庭
形
態
が
︑
か
な
り
强
い
L
成
員
閒
の
結
束
力
を
特
�
と
し
て
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
點
に
4
�

し
た
い
︒
い
ま
そ
の
事
實
が
う
か
が
え
る
�
料
を
擧
げ
て
い
こ
う
と
思
う
︒
ま
ず
は
﹃
魏
書
﹄
卷
七
一
・
裴
®
傳
で
あ
る
︒

®
雖
自
州
¬
祿
奉
母
︑
:
贍
諸
弟
︑
而
各
別
�
財
︑
同
居
衣
爨
︑
一
門
數
�
︒
蓋
亦
染
江
南
之
俗
也
︒

裴
®
は

(刺
+
で
あ
っ
た
)
瀛
州
か
ら
俸
祿
を
¬
付
し
て
母
親
に
奉
仕
し
︑
ま
た
弟
た
ち
を
¯
助
し
て
い
た
が
︑
家
財
は
銘
々
で
管
理
し
︑

同
居
し
な
が
ら
も
煮
炊
き
は
別
々
で
︑
一
族
で
數
個
の
�
を
R
用
し
て
い
た
︒
ど
う
も
こ
れ
は
江
南

(南
�
)
の
¥
俗
に
染
ま
っ
た
も
の

で
あ
ろ
う
︒

こ
れ
は
家
庭
形
態
と
し
て
は
同
居
し
な
が
ら
も
︑
實
態
と
し
て
は
家
族
が
個
別
�
し
て
い
た
裴
®
を
︑
南
�
の
¥
俗
に
染
ま
っ
た
と
批
"
し

た
も
の
で
あ
る
︒
北
�
で
は
︑
南
�
の
家
庭
の
特
�
と
し
て
︑
そ
の
結
束
力
の
±
さ
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
く
れ
る
︒

續
い
て
陳
代
の
こ
と
だ
が
︑
如
上
の
北
�
側
の
A
識
に
基
づ
き
︑
北
齊
の
盧
思
�
が
南
�
の
某
氏
を
銳
く
や
り
}
す
も
の
で
あ
る
︒﹃
太
=
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廣
記
﹄
卷
二
四
七
が
引
く
﹃
談
藪
﹄
に
見
え
る
︒

北
齊
盧
思
�
聘
陳
︑
陳
0
令
�
貴
設
酒
食
︑
與
思
�
宴
㑹
︑
聯
句
作
詩
︒
⁝
⁝
思
�
¯
筆
卽
續
之
曰
︑
共
�
分
炊
米
︑
同
鐺
各
煑
魚
︒
爲

南
人
無
!
義
︑
同
炊
衣
饌
也
︒
故
思
�
(
此
句
︒

北
齊
・
盧
思
�
が
陳
に
R
者
と
し
て
出
向
き
︑
陳
の
君
0
は
貴
人
た
ち
に
酒
と
食
事
を
用
�
さ
せ
︑
盧
思
�
と
宴
會
を
し
て
︑
聯
句
の
詩

を
作
ら
せ
た
︒
⁝
⁝
盧
思
�
は
筆
を
手
に
し
て
す
ぐ
に

(南
人
の
北
人
を
馬
鹿
に
す
る
句
に
)
續
け
て
記
し
た
﹁
飯
炊
き
�
は
共
用
も
米
炊

き
は
別
々
に
︑
料
理
鍋
は
一
緖
も
魚
の
�
理
は
銘
々
で
﹂︒
南
人
は
!
誼
に
©
い
が
た
め
に
︑
煮
炊
き
は
同
じ
用
具
を
R
い
な
が
ら
も
食

事
は
別
々
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
盧
思
�
に
こ
の
よ
う
な
句
が
あ
る
の
だ
︒

周
知
の
よ
う
に
︑
南
北
兩
�
の
R
者
が
會
同
す
る
場
合
︑
と
か
く
南
人
對
北
人
の
せ
め
ぎ
合
い
が
見
ら
れ
た
︒
こ
こ
で
は
北
�
の
盧
思
�
が
︑

南
�
で
は
家
族
が
同
じ
�
理
用
具
を
R
い
な
が
ら
も
︑
個
別
に
�
理
し
食
事
を
取
る
こ
と
を
知
っ
て
い
て
︑
そ
の
こ
と
を
南
人
の
©
!
と
し
て

攻
擊
し
て
い
る
︒
や
は
り
南
�
の
家
庭
は
結
束
力
が
±
い
も
の
と
A
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
恐
ら
く
北
�
人
に
と
っ
て
︑
以
上
は
共
$
A
識

で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
南
�
側
に
お
い
て
も
︑
.
の
よ
う
な
發
言
が
見
出
さ
れ
る
︒
こ
こ
に
引
用
す
る
の
は
﹃
宋
書
﹄
卷
八
二
・
周
¶
傳
で
あ
る
が
︑
ま
た

﹃
魏
書
﹄
卷
九
七
・
島
夷
劉
裕
傳
に
も
ほ
ぼ
同
じ
記
事
が
あ
る
︒

¶
上
書
曰
︑
⁝
⁝
今
士
大
夫
以
下
︑
父
母
在
而
兄
弟
衣
計
︑
十
家
而
七
矣
︒
庶
人
父
子
殊
產
︑
亦
八
家
而
五
矣
︒
凡
甚
者
︑
乃
危
D
不
相

知
︑
¸
¹
不
相
卹
︑
印
嫉
謗
讒
�
︑
其
閒
不
可
稱
數
︒
宜
�
其
禁
︑
以
革
其
風
︒

周
¶
が
上
書
し
て
言
っ
た
﹁
⁝
⁝
い
ま
士
大
夫
以
下
︑
父
母
が
存
命
で
あ
り
な
が
ら
兄
弟
で
家
計
を
別
に
し
て
い
る
家
は
︑
十
に
七
の
割

合
と
な
っ
て
お
り
ま
す
︒
庶
人
で
父
子
が
家
產
を
衣
に
し
て
い
る
家
も
︑
や
は
り
八
に
五
の
割
合
と
な
っ
て
お
り
ま
す
︒
さ
て
も
ひ
ど
い

場
合
に
は
︑
何
と
存
D
の
危
機
で
さ
え
も
互
い
に
素
知
ら
ぬ
顏
で
︑
¸
え
や
¹
さ
に
も
互
い
に
手
を
差
し
伸
べ
ず
︑
ま
た
嫉
妬
や
º
謗
中

傷
に
よ
り
陷
れ
合
う
︑
そ
の
よ
う
な
事
例
は
數
え
き
れ
な
い
ほ
ど
で
す
︒
ぜ
ひ
こ
う
し
た
事
例
の
禁
止
を
�
確
�
し
︑
そ
う
し
た
風
紀
を
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改
革
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
に
﹂︒

こ
の
周
¶
の
上
書
か
ら
︑
南
�
で
の
家
族
の
分
散
�
︑
疎
S
�
の
�
展
を
了
解
す
る
に
十
分
で
あ
ろ
う
︒
先
に
指
摘
し
た
北
�
人
に
お
け
る

共
$
A
識
は
︑
南
�
側
が
語
る
實
態
と
も
合
致
す
る
の
で
あ
っ
た(33

)
︒

そ
し
て
以
上
の
事
例
か
ら
︑
»
に
言
え
ば
北
�
で
は
︑
家
族
が
厚
い
!
誼
と
强
い
結
束
力
に
荏
え
ら
れ
た
暮
ら
し
を
す
る
こ
と
に
價
値
を
見

出
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
か
︒

こ
の
點
に
つ
い
て
︑﹃
周
書
﹄
卷
三
五
・
薛
愼
傳
附
弟
愼
に
4
目
す
べ
き
指
摘
が
あ
る
︒
北
周
・
武
�
の
保
定
初
め
に
湖
州
刺
+

(現
河
南

省
)
と
な
っ
た
薛
愼
が
︑
そ
の
州
界
に
暮
ら
す
蠻
夷
た
ち
を
樣
々
に
敎
�
し
た
記
事
で
あ
る
︒

蠻
俗
︑
婚
娶
之
後
︑
父
母
雖
在
︑
卽
與
別
居
︒

蠻
夷
の
風
俗
で
は
︑
婚
姻
の
後
に
は
︑
父
母
が
永
在
で
あ
っ
て
も
︑
す
ぐ
に

(兩
親
と
子
供
が
)
別
居
し
た
︒

薛
愼
は
こ
れ
を
敎
�
指
T
す
る
の
が
刺
+
と
し
て
の
自
ら
の
務
め
で
あ
る
と
し
て
奮
鬭
し
︑


`
)
に
別
居
の
風
俗
は
改
ま
っ
た
よ
う
な
の

で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
﹁
於
是
風
�
大
行
︑
(
同
華
俗

(こ
う
し
て
風
俗
の
感
�
が
大
い
に
�
行
し
︑
中
華
の
風
俗
と
同
樣
に
な
っ
た
)
﹂
と
結
ば
れ
る
︒

つ
ま
り
當
時
の
北
周
の
A
識
で
は
︑
少
な
く
と
も
父
母
が
生
き
て
い
る
う
ち
は
結
婚
の
後
も
親
子
で
同
居
す
る
の
が
基
本
)
な
家
庭
形
態
で
あ

り
︑
そ
れ
が
中
華
の
風
俗
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
薛
愼
の
敎
�
も
長
續
き
は
し
な
か
っ
た
の
か
︑
保
定
に
續
く
天
和
︑
そ
の
五
年
に
や
は
り
湖
州
刺
+
と
な
っ
た
樂
Í
に
つ
い
て
︑

﹃
周
書
﹄
卷
四
五
・
儒
林
傳
・
樂
Í
に
は
こ
う
あ
る
︒﹁
蠻
俗
︑
生
子
長
大
︑
多
與
父
母
別
居
︒
Í
每
加
勸
T
︑
多
革
B
¤

(蠻
夷
の
風
俗
で
は
︑

子
供
を
產
ん
で
彼
ら
が
大
き
く
な
る
と
︑
多
く
が
父
母
と
は
別
居
し
た
︒
樂
Í
は
事
あ
る
每
に
彼
ら
を
鼓
舞
し
敎
T
し
︑
從
B
の
¤
�
を
多
く
革
め
た
)
﹂︒
つ

ま
り
湖
州
の
境
界
に
お
け
る
蠻
夷
の
別
居
の
風
¥
は
相
當
に
根
深
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
强
�
し
て
お
き
た
い
の
は
︑
こ
れ
だ
け
北

�
に
お
い
て
は
︑
父
母
が
存
命
の
う
ち
は
子
供
が
同
居
す
る
と
い
う
こ
と
が
︑
强
く
必
K
な
こ
と
と
し
て
A
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
實
で
あ

る
︒
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以
上
の
!
報
を
綜
合
す
れ
ば
︑
北
�
で
は
强
い
結
束
力
に
依
據
し
た
家
庭
形
態
が
目
指
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
︒
し
か
も
い
ま
一
々
は
擧
げ
な

い
が
︑
例
え
ば
﹁

世
同
居
﹂
の
例
が
南
�
の
正
+

(﹃
宋
書
﹄﹃
南
齊
書
﹄﹃
梁
書
﹄﹃
陳
書
﹄
)
で
は
﹃
南
齊
書
﹄
卷
五
五
・
孝
義
傳
に
三
例
を
數

え
る
�
度
で
あ
る
の
に
對
し
︑
北
�
の
正
+
を
紐
解
け
ば
︑﹃
魏
書
﹄
だ
け
で
八
例
あ
る
し
︑﹁
兄
弟
同
居
﹂
の
例
な
ど
も
含
め
る
と
數
が
ず
っ

と
增
え
る
︒
す
る
と
北
�
で
は
密
に
結
合
さ
れ
た
︑
し
か
も
比
�
)
大
規
模
な
同
居
に
よ
る
家
庭
形
態
が
多
か
っ
た
と
A
定
し
得
る
の
で
あ
る
︒

さ
て
こ
う
し
た
家
庭
形
態
を
荏
え
た
も
の
は
︑
何
だ
っ
た
の
か
︒
そ
の
維
持
が
如
何
に
多
大
な
勞
苦
を
g
う
も
の
だ
っ
た
か
を
語
る
(
名
な

逸
話
と
し
て
︑
½
代
の
こ
と
に
な
る
が
張
公
藝
の
も
の
が
あ
る
︒
九
世
同
居
だ
っ
た
張
公
藝
が
︑
高
宗
に
そ
の
祕
訣
を
問
わ
れ
る
と
︑
た
だ
紙

と
筆
を
K
求
し
て
百
餘
り
の
﹁
忍
﹂
字
を
書
く
ば
か
り
で
あ
っ
た
と
い
う(34

)
︒
こ
の
逸
話
が
象
�
)
に
物
語
る
よ
う
に
︑

世
代
に
も
わ
た
る
親

密
か
つ
大
規
模
な
同
居
を
維
持
す
る
祕
訣
は
︑
ひ
た
す
ら
耐
え
忍
ぶ
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
に
何
か
家
と
し
て
代
々
繼
承
さ
れ
る
敎
え
が
あ

れ
ば
荏
え
に
な
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒

實
際
︑
北
魏
で
は
親
密
な
同
居
と
家
誡
が
セ
ッ
ト
で
登
場
す
る
例
が
あ
る
︒﹃
魏
書
﹄
卷
五
八
・
楊
播
傳
に
附
載
さ
れ
る
弟
・
楊
椿
の
傳
に

は
︑
楊
椿
が
致
仕
し
て
都
を
離
れ
る
に
當
た
り
︑
子
孫
に
訓
戒
し
て
語
っ
た
言
葉
が
見
え
る
が
︑
そ
の
一
¾
に
.
の
よ
う
に
あ
る
︒

椿
臨
行
︑
誡
子
孫
曰
︑
⁝
⁝
印
吾
兄
弟
︑
若
在
家
︑
必
同
盤
而
食
︒
若
(
[
行
︑
不
至
︑
必
待
其
f
︑
亦
(
�
中
不
食
︑
忍
¸
相
待
︒
吾

兄
弟
八
人
︑
今
存
者
(
三
︑
是
故
不
忍
別
食
也
︒
印
願
畢
吾
兄
弟
世
︑
不
衣
居
衣
財
︑
汝
等
眼
見
︑
非
爲
虛
假
︒
如
聞
汝
等
兄
弟
︑
時
(

別
齋
獨
食
者
︑
此
印
不
如
吾
等
一
世
也
︒

(致
仕
し
て
)
楊
椿
は
都
を
離
れ
る
に
當
た
り
︑
子
孫
に
訓
戒
し
て
言
っ
た
﹁
⁝
⁝
ま
た
私
の
兄
弟
は
︑
も
し
家
に
い
る
と
き
は
︑
必
ず
同

じ
皿
か
ら
食
ら
っ
た
も
の
だ
︒
も
し
[
く
に
出
か
け
て
い
て
︑
歸
っ
て
來
て
い
な
い
な
ら
︑
必
ず
歸
宅
を
待
っ
て
︑
し
か
も
晝
を
�
ぎ
た

と
し
て
も
食
事
を
せ
ず
に
︑
¸
え
を
忍
ん
で
待
っ
て
あ
げ
た
も
の
だ
︒
私
の
兄
弟
は
八
人
で
︑
今
な
お
生
き
て
い
る
の
は
三
人
︑
そ
の
た

め
に
別
々
で
食
事
を
す
る
に
は
忍
び
な
い
の
だ
︒
さ
ら
に
我
々
兄
弟
の
世
代
を
`
え
る
ま
で
は
︑
À
居
を
衣
に
し
た
り
財
產
を
別
に
し
た

り
し
な
い
よ
う
願
っ
て
い
る
の
は
︑
お
B
た
ち
が
そ
の
目
で
實
見
し
て
お
り
︑
決
し
て
噓
で
は
あ
る
ま
い
︒
お
B
た
ち
兄
弟
が
︑
時
に
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別
々
の
部
屋
で
獨
り
食
事
を
取
る
こ
と
が
あ
る
の
を
聞
く
の
な
ど
︑
こ
れ
も
や
は
り
︑
(お
B
た
ち
の
世
代
が
)
私
た
ち
の
世
代
に
:
ば
な

い
例
で
あ
る
﹂︒

楊
播
と
そ
の
弟
・
楊
椿
︑
さ
ら
に
は
楊
津
の
兄
弟
が
︑
如
何
に
結
束
力
の
强
い
大
家
庭
形
態
を
(
し
て
い
た
か
は
︑
や
は
り
楊
椿
傳
に
.
の

よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
知
れ
る
︒

一
家
之
內
︑
男
女
百
口
︑
緦
�
同
爨
︑
庭
無
閒
言
︒
魏
世
以
來
︑
唯
(
盧
淵
兄
弟
:
播
昆
季
︑
當
世
莫
Â
焉
︒

(楊
播
の
)
家
庭
に
は
︑
L
成
員
が
男
女
百
口
︑
五
�
以
內
の
親
戚
が
共
に
煮
炊
き
し
︑
家
庭
內
に
不
和
は
な
か
っ
た
︒
北
魏
の
世
と

な
っ
て
か
ら
︑
た
だ
盧
淵
兄
弟
と
楊
播
兄
弟
だ
け
が
こ
の
よ
う
で
︑
當
代
こ
れ
に
:
ぶ
よ
う
な
家
庭
は
な
か
っ
た
︒

し
か
し
ま
さ
に
先
に
見
た
裴
®
の
よ
う
に
︑
北
魏
で
も
家
族
の
分
散
�
︑
結
合
の
±
體
�
が
見
v
け
ら
れ
た
こ
と
は
否
定
で
き
ず
︑
楊
椿
の

息
子
た
ち
も
ま
た
同
樣
で
あ
っ
た
︒
楊
椿
の
訓
戒
は
︑
.
世
代
の
者
た
ち
に
見
v
け
ら
れ
る
家
族
の
結
束
力
の
P
み
に
︑
改
め
て
�
を
入
れ
る

言
葉
で
あ
る
︒

ま
た
﹃
魏
書
﹄
卷
七
六
・
張
烈
傳
に
は
︑
兄
弟
が
仲
睦
ま
じ
く
同
居
し
て
い
た
張
烈
が
︑
家
誡
千
餘
言
を
�
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
︒

Ã
滿
f
�
︑
因
辭
老
f
@
里
︒
兄
弟
同
居
怡
怡
然
︑
爲
親
類
�
慕
︒
元
象
元
年
︑
卒
於
家
︒
時
年
七
十
七
︒
烈
先
爲
家
誡
千
餘
言
︑
幷
自

敍
志
行
:
�
歷
之
官
︑
臨
`
敕
子
姪
不
聽
求
贈
︑
但
勒
家
誡
立
碣
而
已
︒
其
子
質
奉
行
焉
︒

任
�
滿
了
に
g
い
�
廷
に
戾
り
︑
そ
れ
を
潮
に
老
齡
に
託
つ
け
て
@
里
へ
歸
f
し
た
︒
兄
弟
た
ち
は
同
居
し
て
喜
び
合
う
樣
子
で
︑
親
類

た
ち
に
思
慕
さ
れ
た
︒
元
象
元
年

(五
三
八
)
︑
家
で
D
く
な
っ
た
︒
時
に
年
齡
は
七
十
七
︒
張
烈
は
先
立
っ
て
家
誡
千
餘
言
を
物
し
て

お
り
︑
Å
せ
て
自
ら
の
志
と
行
な
い
︑
官
歷
を
営
べ
︑
臨
`
に
際
し
て
.
世
代
の
者
た
ち
に
o
贈
を
K
求
し
な
い
よ
う
命
じ
︑
た
だ
家
誡

を
彫
っ
て
石
碑
を
円
て
さ
せ
る
の
み
で
あ
っ
た
︒
そ
の
子
の
張
質
が
そ
の
�
志
を
實
行
し
た
︒

石
碑
に
刻
む
形
で
�
さ
れ
た
家
誡
千
餘
言
が
︑
同
居
に
つ
い
て
語
っ
た
確
證
は
な
い
︒
だ
が
後
世
の
者
た
ち
に
︑
兄
弟
睦
ま
じ
い
自
身
の
生

活
の
繼
承
を
�
ん
だ
の
は
閒
j
い
な
い
で
あ
ろ
う(35

)
︒
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ま
た
以
上
の
楊
椿
や
張
烈
の
事
例
に
關
聯
し
て
︑
す
で
に
守
屋
氏
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
︑
北
�
で
は
と
り
わ
け
兄
弟
同
士
の
結
束
が
盛
ん

に
叫
ば
れ
た
こ
と
も
4
目
に
値
す
る(36

)
︒
も
っ
と
も
守
屋
氏
は
︑
本
稿
の
よ
う
に
︑
そ
の
B
提
と
し
て
存
在
し
た
北
�
の
强
固
に
結
合
し
た
家
庭

形
態
へ
の
志
向
に
は
着
目
し
て
い
な
い
︒
こ
の
兄
弟
同
士
の
結
束
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
︑
い
ま
見
た
楊
播
・
楊
椿
・
楊
津
の
三
兄
弟
の
暮
ら

し
ぶ
り
は
そ
の
典
型
で
あ
る
し
︑
彼
ら
三
兄
弟
に
竝
ぶ
兄
弟
と
し
て
楊
椿
傳
に
指
摘
が
あ
っ
た
盧
淵
兄
弟
も
︑
や
は
り
父
母
D
き
後
は
兄
弟
で

財
產
を
共
(
し
て
同
居
し
︑
互
い
に
助
け
合
っ
て
生
き
た
の
で
あ
っ
た(37

)
︒
ま
た
張
烈
も
自
ら
が
兄
弟
仲
睦
ま
じ
い
生
活
を
¬
っ
て
︑
そ
れ
を
.

世
代
の
者
た
ち
が
繼
承
す
る
こ
と
を
�
み
︑
彼
ら
を
戒
め
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
︑
今
し
方
指
摘
し
た
如
く
で
あ
る
︒

加
え
て
.
に
紹
介
す
る
二
例
は
︑
家
誡
が
出
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
北
魏
に
お
け
る
兄
弟
の
固
い
結
束
に
荏
え
ら
れ
た
同
居
の
樣
子
と

言
え
よ
う
︒

治
兄
弟
竝
孝
友
敦
穆
︑
白
首
同
居
︒
父
D
雖
久
︑
而
Æ
於
=
生
�
處
堂
宇
︑
備
設
幃
帳
几
�
︑
以
時
¾
開
堂
列
拜
︑
垂
淚
陳
薦
︑
若
宗


然
︒
吉
凶
之
事
︑
必
先
È
吿
︑
S
出
行
反
亦
如
之
︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
四
二
・
寇
讚
傳
附
治
)

寇
治
の
兄
弟
は
皆
が
厚
く
睦
み
合
い
︑
白
髮
頭
に
な
っ
て
も
同
居
し
て
い
た
︒
父
親
が
D
く
な
っ
て
隨
分
に
な
っ
て
も
︑
そ
れ
で
も
な
お

生
B
に
居
た
廣
閒
に
︑
帳
と
肘
掛
け
︑
�
な
ど
を
備
え
て
お
き
︑
時
¾
ご
と
に
廣
閒
を
開
放
し
て
順
.
叩
頭
し
︑
淚
を
落
と
し
て
供
物
を

致
し
︑
あ
た
か
も
宗

の
よ
う
で
あ
っ
た
︒
吉
凶
の
事
柄
は
︑
必
ず
眞
っ
先
に
報
吿
し
︑
S
出
す
る
と
き
も
戾
っ
て
來
た
と
き
も
︑
や
は

り
そ
う
で
あ
っ
た
︒

孝
芬
兄
弟
孝
義
慈
厚
︑
弟
孝
演
・
孝
政
先
D
︑
孝
芬
等
哭
泣
哀
慟
︑
絕
內
︑
蔬
食
︑
容
貌
損
瘠
︑
見
者
傷
之
︒
孝
暐
等
奉
孝
芬
盡
恭
順
之

禮
︑
坐
食
�
b
︑
孝
芬
不
命
則
不
敢
也
︒
雞
鳴
而
d
︑
旦
參
顏
色
︑
一
錢
尺
帛
︑
不
入
私
Ê
︑
吉
凶
(
須
︑
聚
對
分
給
︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
五

七
・
崔
	
傳
附
孝
芬
)

崔
孝
芬
の
兄
弟
は
孝
行
で
義
を
重
ん
じ
︑
慈
愛
の
心
が
厚
く
︑
弟
の
孝
演
・
孝
政
が
先
に
D
く
な
る
と
︑
孝
芬
ら
は
大
泣
き
し
て
哀
し
み

に
暮
れ
︑
寢
屋
に
足
を
踏
み
入
れ
ず
︑
肉
食
を
絕
ち
︑
そ
の
Ë
形
は
±
々
し
く
痩
せ
細
っ
て
︑
そ
れ
を
目
に
し
た
者
は
心
を
痛
め
た
︒
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(弟
の
)
孝
暐
ら
は
孝
芬
に
奉
仕
し
て
恭
し
く
從
順
な
る
禮
儀
を
盡
く
し
︑
座
っ
た
り
食
事
を
し
た
り
︑
ど
ん
な
行
動
も
孝
芬
が
A
め
る

ま
で
は
し
な
か
っ
た
︒
一
番
雞
の
聲
と
と
も
に
d
き
︑
�
方
に
は
孝
芬
の
樣
子
を
う
か
が
い
に
參
じ
︑
わ
ず
か
の
金
錢
や
絹
と
て
自
分
の

部
屋
に
入
れ
ず
︑
吉
凶
の
物
入
り
に
際
し
て
は
︑
一
族
が
集
ま
り
對
面
す
る
中
で
分
�
し
た
︒

も
ち
ろ
ん
南
�
に
も
兄
弟
愛
が
な
か
っ
た
と
は
言
わ
な
い
︒
例
え
ば
﹃
顏
氏
家
訓
﹄
兄
弟
�
に
見
え
る
︑
江
陵
政
權
の
滅
D
に
際
し
て
互
い

に
か
ば
い
合
っ
て
死
ん
だ
王
玄
紹
・
孝
英
・
子
敏
の
三
兄
弟
な
ど
︑
强
い
兄
弟
愛
に
結
ば
れ
て
い
た(38

)
︒
だ
が
兄
弟
愛
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
形
で
︑

何
世
代
か
の
人
閒
が
同
居
し
て
い
た
事
例
は
︑
南
�
で
は
�
外
と
見
出
し
難
い
︒
こ
う
し
た
兄
弟
愛
に
依
據
し
た
同
居
の
家
庭
形
態
は
︑
北
�

に
よ
り
多
く
見
v
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

も
う
一
つ
︑
先
に
刁
雍
の
敎
誡
二
十
餘
�
の
0
題
と
し
て
﹁
孝
﹂
を
見
出
し
た
が
︑
實
は
す
で
に
邵
正
坤
氏
や
高
賢
棟
氏
に
よ
っ
て
︑
こ
の

﹁
孝
﹂
と
い
う
德
目
が
︑
北
魏
の
漢
�
の
�
展
に
g
っ
て
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る(39

)
︒
こ
の
刁
雍
の
敎
誡
二
十
餘
�

が
﹁
孝
﹂
を
0
題
と
す
る
と
思
し
い
の
は
︑
そ
う
し
た
世
の
液
れ
と
卽
應
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
︒
さ
ら
に
﹃
魏
書
﹄
卷
八
六
・

孝
感
傳
に
﹁
印
東
郡
小
黃
縣
人
董
吐
渾
・
兄
養
︑
事
親
至
孝
︑
三
世
同
居
︑
閨
門
(
禮

(ま
た
東
郡
小
黃
縣
の
人
で
あ
る
董
吐
渾
と
兄
の
養
は
︑
親

に
こ
の
上
な
く
孝
を
盡
く
し
︑
三
世
同
居
し
︑
家
庭
內
に
禮
儀
が
備
わ
っ
て
い
た
)
﹂
と
あ
り
︑
南
�
の
﹁

世
同
居
﹂
の
三
例
が
い
ず
れ
も
﹃
南
齊

書
﹄
卷
五
五
・
孝
義
傳
に
見
え
て
い
た
こ
と
は
︑
同
居
の
家
庭
形
態
を
荏
え
る
も
の
と
し
て
﹁
孝
﹂
が
あ
っ
た
こ
と
を
十
分
に
示
唆
す
る
で
あ

ろ
う
︒

四

甄
琛
の
家
誨
二
十
�

︱
︱
そ
の
內
容
と
北
�
に
お
け
る
位
置
︱
︱

さ
て
B
違
で
は
︑
北
�
の
家
誡
と
關
聯
し
て
︑
.
の
三
點
を
指
摘
し
た
︒
第
一
に
︑
北
�
で
は
か
な
り
大
部
な
家
誡
が
登
場
し
始
め
た
こ
と
︒

第
二
に
︑
北
�
で
は
固
い
結
束
力
に
基
づ
く
同
居
の
家
庭
形
態
が
と
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
︑
そ
れ
を
荏
え
る
も
の
と
し
て
家
誡
が
殘
さ
れ
た
場

合
が
あ
っ
た
こ
と
︒
第
三
に
︑
北
�
で
は
特
に
兄
弟
閒
の
固
い
結
束
や
︑
孝
に
依
據
す
る
形
で
營
ま
れ
た
大
家
族
が
存
し
た
こ
と
︒
そ
し
て
以
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上
の
指
摘
が
︑
實
は
す
べ
て
甄
琛
と
彼
の
家
誨
二
十
�
に
も
當
て
は
ま
る
の
で
あ
っ
て
︑
本
違
で
は
そ
の
點
を
�
ら
か
に
し
な
が
ら
︑
甄
琛
の

家
誨
二
十
�
の
內
容
を
檢
證
し
て
み
た
い
︒

ま
ず
す
で
に
言
:
し
た
よ
う
に
︑
甄
琛
の
家
誨
は
二
十
�
で
あ
り
︑
こ
れ
は
顏
之
推
﹃
顏
氏
家
訓
﹄
二
十
�
や
刁
雍
の
敎
誡
二
十
餘
�
と
竝

ん
で
︑
大
部
な
家
訓
の
一
つ
に
數
え
ら
れ
る
︒

ま
た
第
一
違
﹁
本
傳
☆
﹂
に
お
け
る
甄
琛
の
孝
�
�
時
代
の
官
歷
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
彼
は
孝
�
�
時
代
︑
老
父
母
へ
の
孝
養
を
盡
く

す
べ
く
志
願
し
て
定
州
長
+
と
し
て
@
里
に
戾
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
宣
武
�
時
代
︑
趙
脩
に
連
座
し
て
@
里
に
引
き
下
が
っ
た
際
も
︑

彼
は
親
孝
行
に
勵
ん
だ
ら
し
い
︒
本
傳
は
︑
そ
の
こ
と
を
﹁
本
傳
☆
﹂
に
續
け
る
形
で
.
の
よ
う
に
語
る
︒

:
貴
逹
︑
不
復
?
歸
︑
至
是
乃
f
供
養
︒
數
年
︑
Î
母
憂
︒
母
鉅
鹿
曹
氏
︑
(
孝
性
︒
夫
氏
去
家
路
踰
百
里
︑
每
得
魚
肉
Ï
果
珍
美
口
實

者
︑
必
令
僮
僕
走
奉
其
母
︑
乃
後
食
焉
︒
琛
母
�
未
闋
︑
復
喪
父
︒
琛
於
塋
兆
之
內
︑
手
種
松
栢
︑
隆
冬
之
H
︑
 
掘
水
土
︒
@
老
哀
之
︑

咸
助
加
力
︒
十
餘
年
中
︑
墳
成
木
茂
︒
與
弟
僧
林
︑
誓
以
同
居
沒
齒
︒
專
事
產
業
︑
躬
親
農
圃
︑
時
以
鷹
犬
馳
|
自
娛
︒
�
廷
(
大
事
︑

Æ
上
表
陳
!
︒

顯
Ó
の
後
は
︑
も
う
@
里
に
戾
る
こ
と
を
K
?
し
な
か
っ
た
が
︑
こ
う
し
た
事
態

(趙
脩
の
失
脚
)
に
な
っ
て
初
め
て
@
里
へ
戾
っ
て
親

に
奉
養
を
盡
く
し
た
︒
數
年
し
て
母
親
が
D
く
な
っ
た
︒
母
親
は
鉅
鹿
の
曹
氏
で
︑
孝
の
性
質
を
備
え
て
い
た
︒
夫
の
一
族
は
家
を
離
れ

る
こ
と
百
里
を
越
え
る
�
の
り
の
と
こ
ろ
に
い
た
が
︑
魚
や
肉
︑
野
Ï
や
果
實
︑
珍
し
く
美
味
な
食
べ
物
は
︑
何
で
も
僮
僕
を
e
わ
し
て

夫
の
母
親
に
差
し
上
げ
︑
そ
う
し
て
初
め
て
自
分
も
食
べ
た
︒
甄
琛
の
母
親
へ
の
�
喪
も
�
け
ぬ
う
ち
︑
さ
ら
に
父
親
も
D
く
し
た
︒
甄

琛
は
墓
域
內
に
手
ず
か
ら
松
柏
を
®
え
︑
嚴
冬
の
候
に
も
水
を
擔
い
で
土
を
掘
っ
た
︒
@
里
の
長
老
た
ち
は
そ
れ
に
憐
れ
み
を
覺
え
︑
皆

が
¯
助
の
手
を
差
し
伸
べ
た
︒
十
餘
年
の
う
ち
に
︑
墳
墓
が
完
成
し
木
々
が
生
い
茂
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
弟
の
甄
僧
林
と
と
も
に
︑
同
居

し
て
生
涯
を
`
え
よ
う
と
誓
い
合
っ
た
︒
專
ら
財
產
の
增
殖
に
努
め
︑
自
ら
田
畑
を
Ô
し
て
︑
し
ば
し
ば
鷹
や
犬
を
用
い
た
狩
り
を
娛
樂

と
し
た
︒
�
廷
に
何
事
か
d
こ
る
と
︑
な
お
上
奏
し
て
�
見
を
営
べ
た
︒
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こ
の
よ
う
に
︑
趙
脩
の
失
脚
に
g
っ
て
@
里
に
引
き
下
が
っ
た
甄
琛
は
︑
そ
こ
で
兩
親
へ
の
奉
仕
に
勤
し
ん
だ
︒
そ
し
て
そ
も
そ
も
甄
琛
の

母
親
が
︑
夫
の
實
家
を


優
先
に
行
動
す
る
﹁
孝
﹂
な
る
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
︑
甄
琛
も
そ
れ
を
繼
承
し
た
と
言
え
よ
う
︒
そ
の
具
體

)
な
表
れ
が
︑
父
親
の
死
に
際
し
て
彼
が
自
ら
松
柏
を
®
え
る
な
ど
し
︑
墳
墓
を
整
備
し
た
こ
と
に
あ
る
︒

さ
ら
に
こ
の
﹁
孝
﹂
と
い
う
德
目
が
︑
甄
琛
の
.
の
世
代
に
も
繼
承
さ
れ
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
+
料
が
あ
る
︒
そ
れ
は
一
九
五
七
年
に

�
査
さ
れ
た
河
北
省
毋
極
縣
︑
す
な
わ
ち
甄
琛
の
@
里
の
墓
群
で
發
見
さ
れ
た
︑
甄
凱
な
る
人
物
の
墓
誌
銘
﹁
處
士
中
山
甄
凱
墓
誌
銘(40

)
﹂
で
あ

り
︑
そ
の
冒
頭
は
甄
凱
を
紹
介
し
て
﹁
凱
字
義
矩
︑
小
字
季
良
︑
司
徒
�
穆
公
之
第
四
子
也
﹂
と
言
う
︒

と
こ
ろ
で
本
傳
に
よ
れ
ば
︑
甄
琛
は
死
後
に
司
徒
公
を
o
贈
さ
れ
て
�
穆
と
諡
さ
れ
︑
加
え
て
甄
侃
・
甄
楷
・
甄
寬
の
三
人
の
息
子
が
い
た(41

)
︒

一
方
で
﹁
處
士
中
山
甄
凱
墓
誌
銘
﹂
の
冒
頭
に
は
︑
甄
凱
が
司
徒
�
穆
公
の
第
四
子
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
た
︒
す
る
と
つ
と
に
孟
昭
林
氏
が
︑

﹁
毋
極
甄
氏
諸
墓
)
發
現
:
其
(
關
問
題(42

)
﹂
と
題
し
て
﹁
處
士
中
山
甄
凱
墓
誌
銘
﹂
を
紹
介
す
る
中
で
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
こ
の
甄
凱
は
正
+

に
見
え
な
い
甄
琛
の
四
番
目
の
息
子
と
考
え
る
の
が
︑


も
Õ
當
で
あ
ろ
う
︒
墓
誌
銘
に
は
彼
が
十
四
歲
で
こ
の
世
を
去
っ
た
と
記
さ
れ
る
か

ら
︑
そ
の
夭
折
の
故
に
正
+
本
傳
に
は
名
を
留
め
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

さ
て
孟
氏
は
以
上
の
事
實
を
指
摘
す
る
の
み
で
あ
る
が
︑
筆
者
は
﹁
處
士
中
山
甄
凱
墓
誌
銘
﹂
の
內
容
を
問
題
に
し
た
い
︒
具
體
)
に
は
以

下
の
部
分
で
あ
る
︒

影
年
一
十
(
四
︒
以
正
始
四
年
二
H
二
十
七
日
︑
病
�
大
漸
︒
時
太
夫
人
亦
枕
痾
綿
棘
︑
彌
留
積
祀
︒
季
良
自
識
將
危
︑
不
悲
天
命
︑
唯

以
太
夫
人
寢
疾
爲
言
︑
因
而
絕
氣
︒
初
︑
�
穆
公
以
其
久
病
羸
痼
︑
憂
念
�
甚
︑
季
良
常
相
寬
解
︒
未
圖
當
困
︑
一
�
不
救
︑
內
外
摧
傷
︒

太
夫
人
悲
哀
感
動
︑
l
亦
薨
背
︒
公
愍
其
短
折
︑
卽
其
孝
心
︑
權
令
與
太
夫
人
同
墳
共
殯
︑
自
云
︑
百
歲
之
後
︑
`
與
吾
兒
相
從
︒

享
年
十
四
︒
正
始
四
年
二
H
二
十
七
日
︑
危
篤
と
な
っ
た
︒
時
に
母
君
も
ま
た
長
い
こ
と
病
氣
で
あ
り
︑
=
�
す
る
こ
と
な
し
に
年
歲
を

重
ね
て
い
た
︒
季
良

(甄
凱
の
小
字
)
は
自
ら
の
身
に
危
機
が
Ö
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
︑
そ
の
壽
命
に
は
悲
嘆
せ
ず
︑
た
だ
た

だ
母
君
が
病
に
臥
せ
て
い
る
こ
と
ば
か
り
を
口
に
し
︑
そ
の
ま
ま
息
を
引
き
取
っ
た
︒
そ
れ
よ
り
B
︑
�
穆
公

(父
・
甄
琛
)
は
長
い
こ
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と
息
子
の
病
が
�
え
ず
に
い
た
こ
と
に
つ
い
て
︑
非
常
に
心
�
さ
れ
た
が
︑
季
良
は
い
つ
も
父
の
心
�
を
解
く
よ
う
に
し
て
い
た
︒
豫
想

だ
に
し
な
い
う
ち
に
病
狀
が
惡
�
し
︑
あ
る
日
突
然
に
手
の
施
し
よ
う
が
な
く
な
り
︑
誰
も
が
痛
恨
の
極
み
で
あ
っ
た
︒
母
君
も
悲
哀
の

感
!
に
�
れ
︑
す
ぐ
そ
の
後
で
身
罷
っ
た
︒
公

(甄
琛
)
は
彼
の
早
�
を
憐
れ
み
︑
彼
の
孝
行
の
心
に
應
じ
て
︑
假
初
め
に
母
君
と
一
緖

に
同
じ
墳
墓
で
埋
葬
さ
せ
︑
自
ら
に
は
﹁
私
に
も
お
a
え
が
來
た
ら
︑


後
は
我
が
子
と
一
緖
に
な
る
の
だ
﹂
と
言
い
聞
か
せ
た
の
で

あ
っ
た
︒

こ
の
內
容
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
︑
甄
凱
は
母
親
に
對
す
る
孝
の
心
が
强
く
︑
自
身
の
病
そ
っ
ち
の
け
で
母
親
の
病
氣
を
案
じ
た
た
め
︑
彼
の

死
後
す
ぐ
に
母
親
が
D
く
な
る
と
︑
父
親
の
甄
琛
は
﹁
彼
の
孝
行
の
心
に
應
じ
て
﹂
彼
を
母
親
と
眠
ら
せ
た
の
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
甄
琛
が

﹁
孝
の
心
﹂
を
重
視
し
︑
そ
れ
が
息
子
・
甄
凱
に
も
傳
承
さ
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う
︒
す
る
と
あ
く
ま
で
推
論
で
は
あ
る
が
︑
甄
琛
の
家
誡
二

十
�
に
も
︑﹁
孝
﹂
の
重
K
性
を
訴
え
る
內
容
が
色
濃
く
見
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
︒

ま
た
そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑
B
違
で
觸
れ
た
よ
う
に
刁
雍
の
敎
誡
二
十
餘
�
は
﹁
孝
﹂
を
0
題
の
一
つ
と
し
た
か
の
如
く
で
あ
っ
て
︑
こ
れ
と

も
共
$
點
を
見
出
し
得
る
︒
加
え
て
や
は
り
B
違
で
確
A
し
た
當
時
の
﹁
孝
﹂
の
重
視
と
も
共
鳴
す
る
で
あ
ろ
う
︒

さ
ら
に
@
里
で
の
生
活
の
中
で
︑
兩
親
の
死
後
に
﹁
弟
の
甄
僧
林
と
と
も
に
︑
同
居
し
て
生
涯
を
`
え
よ
う
と
誓
い
合
っ
た
﹂
と
さ
れ
て
い

た
の
も
︑
4
目
す
べ
き
點
で
あ
る(43

)
︒
兩
親
の
D
き
後
︑
兄
弟
同
士
の
固
い
結
束
を
荏
え
に
生
き
る
の
は
︑
す
で
に
見
た
北
魏
の
一
つ
の
典
型
)

な
家
庭
形
態
の
在
り
方
で
あ
っ
た
︒
そ
の
維
持
の
た
め
︑
二
十
�
と
い
う
大
部
の
家
誡
を
著
し
た
可
能
性
も
十
分
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒

こ
こ
ま
で
は
︑
B
違
に
営
べ
た
北
�
の
家
誡
と
當
時
の
家
庭
形
態
の
特
�
に
引
き
附
け
る
形
で
︑
甄
琛
の
家
誨
二
十
�
の
內
容
を
推
定
し
て

み
た
が
︑
他
に
は
ど
の
よ
う
な
內
容
が
書
か
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
い
ま
﹃
魏
書
﹄
や
﹃
北
齊
書
﹄
に
あ
る
記
事
か
ら
︑

些
か
の
補
足
を
試
み
た
い
︒

ま
ず
取
り
上
げ
る
の
が
﹃
魏
書
﹄
卷
九
〇
・
逸
士
傳
・
李
謐
で
︑
そ
こ
に
は
李
謐
が
三
十
二
歲
で
D
く
な
っ
た
G
昌
四
年
︑
四
門
小
學
<

士
・
孔
璠
ら
學
官
四
十
五
人
が
︑
李
謐
の
死
を
悼
ん
で
奏
上
し
た
�
違
が
引
か
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
そ
の
中
に
甄
琛
が
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
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る
︒

B
河
南
尹
・
黃
門
侍
郞
甄
琛
︑
內
贊
[
機
︑
�
野
傾
目
︒
于
時
親
識
求
官
者
︑
答
云
︑
趙
郡
李
謐
︑
耽
學
守
�
︑
不
悶
于
時
︑
常
欲
致
言
︑

但
未
(
.
耳
︒
諸
君
何
爲
輕
自
媒
衒
︒
謂
其
子
曰
︑
昔
�
玄
・
盧
®
︑
不
S
數
千
里
︑
詣
扶
風
馬
融
︒
今
汝
�
師
甚
邇
︑
何
不
就
業
也
︒

印
謂
�
士
曰
︑
甄
琛
行
不
媿
時
︑
但
未
薦
李
謐
︑
以
此
 
�
廷
耳
︒

B
の
河
南
尹
・
黃
門
侍
郞
の
甄
琛(44

)
は
︑
�
廷
內
で
重
K
な
政
務
に
參
畫
し
︑
天
下
中
が
一
目
置
い
て
お
り
ま
し
た
︒
時
に
親
類
や
知
り
合

い
で
就
職
の
口
利
き
を
願
い
出
た
者
が
お
り
︑
そ
れ
に
答
え
て
言
い
ま
す
に
は
︑﹃
趙
郡
の
李
謐
は
︑
學
問
に
勵
み
�
を
固
守
し
︑
時
勢

に
執
心
せ
ず
︑
常
々
お
話
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
が
︑
し
か
し
こ
れ
ま
で
機
會
が
な
か
っ
た
の
だ
︒
あ
な
た
た
ち
は
ど
う
し
て
輕
々
し
く

自
分
か
ら
出
世
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
だ
﹄︒
自
身
の
子
に
言
い
ま
す
に
は
︑﹃
そ
の
昔
︑
�
玄
や
盧
®
は
︑
數
千
里
を
も
S
い
と
思
わ
ず

に
︑
扶
風
の
馬
融
の
下
を
訪
ね
た
の
だ
っ
た
︒
今
お
B
た
ち
に
は
賢
�
な
る
師

(李
謐
)
が
す
ぐ
側
に
い
る
の
に
︑
ど
う
し
て
附
き
從
っ

て
學
問
し
な
い
の
だ
﹄︒
ま
た
�
廷
の
者
た
ち
に
言
い
ま
す
に
は
︑﹃
私
の
行
な
い
は
今
日
の
世
に
恥
じ
な
い
も
の
で
す
が
︑
た
だ
李
謐
を

推
擧
で
き
て
い
な
い
︑
こ
の
點
だ
け
は
�
廷
に
背
い
て
い
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
﹄﹂︒

趙
郡
は
定
州
に
屬
し
︑
そ
れ
は
ま
さ
に
甄
琛
の
@
里
で
あ
る
︒
こ
こ
で
の
李
謐
の
よ
う
に
︑
甄
琛
が
@
里
の
(
能
な
人
材
の
發
掘
に
心
が
け

て
い
た
こ
と
は
︑
第
二
違
で
指
摘
し
た
彼
の
定
州
に
お
け
る
族
�
と
し
て
の
地
位
と
も
關
聯
し
よ
う
︒
そ
し
て
こ
こ
に
見
え
る
甄
琛
の
言
葉
の

う
ち
︑
と
り
わ
け
息
子
に
對
し
て
發
せ
ら
れ
た
も
の
に
4
�
し
た
い
︒
こ
の
息
子
が
︑
具
體
)
に
四
人
い
た
甄
侃
・
甄
楷
・
甄
寬
・
甄
凱
の
誰

か
は
特
定
し
得
な
い
が
︑
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
甄
琛
は
息
子
に
對
し
て
賢
�
な
師
に
附
き
從
っ
て
學
問
に
勤
し
む
よ
う
訓
戒
し
て
い
る
︒

ま
た
﹃
北
齊
書
﹄
卷
二
四
・
杜
弼
傳
に
は
︑
定
州
長
+
の
頃
の
甄
琛
が
︑
息
子
と
と
も
に
登
場
す
る
︒

杜
弼
︑
字
輔
玄
︑
中
山
曲
陽
人
也
︑
小
字
輔
國
︒
⁝
⁝
弼
幼
聰
敏
︑
家
貧
無
書
︒
年
十
二
︑
寄
郡
學
v
業
︑
Ù
>
之
際
︑
師
每
奇
之
︒
同

郡
甄
琛
爲
定
州
長
+
︑
鯵
試
諸
生
︑
見
而
策
問
︑
義
解
閑
�
︑
應
答
如
Ú
︑
大
爲
琛
�
Û
衣
︒
其
子
寬
與
弼
爲
友
︒

杜
弼
︑
字
は
輔
玄
︑
中
山
曲
陽
の
人
で
あ
り
︑
小
字
は
輔
國
︒
⁝
⁝
杜
弼
は
幼
少
の
頃
よ
り
聰
�
だ
っ
た
が
︑
家
が
貧
し
く
書
物
が
な
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か
っ
た
︒
十
二
歲
の
時
︑
郡
の
學
校
に
身
を
寄
せ
て
>
業
を
v
け
︑
Ù
義
の
中
で
︑
先
生
が
い
つ
も
彼
を
奇
才
と
し
た
︒
同
じ
中
山
郡
の

甄
琛
が
定
州
長
+
と
な
っ
て
︑
生
徒
た
ち
の
中
か
ら
試
驗
を
し
︑
對
面
し
て
問
題
を
解
答
さ
せ
た
と
こ
ろ
︑
そ
の
經
義
の
解
釋
は
素
晴
ら

し
く
�
快
で
︑
應
答
ぶ
り
も
打
て
ば
Ú
く
か
の
よ
う
で
︑
大
い
に
甄
琛
に
讚
Û
さ
れ
奇
特
と
さ
れ
た
︒
彼
の
息
子
の
甄
寬
は
杜
弼
と
友
人

に
な
っ
た
︒

や
は
り
甄
琛
は
︑
@
里
の
優
れ
た
人
材
を
見
出
す
こ
と
に
熱
心
だ
っ
た
わ
け
だ
が
︑
こ
れ
を
讀
む
限
り
で
は
︑
彼
が
奇
特
と
讚
Û
し
た
杜
弼

と
︑
彼
の
三
男
・
甄
寬
は
︑
自
然
と
友
人
關
係
に
な
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
︒
だ
が
同
內
容
の
記
事
を
載
せ
る
﹃
北
+
﹄
卷
五
五
・
杜
弼
傳
で

は
︑


後
の
﹁
其
子
寬
與
弼
爲
友
﹂
を
﹁
命
其
二
子
楷
・
寬
與
,
﹂︑
す
な
わ
ち
.
男
・
甄
楷
と
三
男
・
甄
寬
に
甄
琛
が
命
じ
て
︑
杜
弼
と
,

液
さ
せ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
す
る
と
﹃
北
+
﹄
の
�
Ý
で
あ
れ
ば
︑
甄
琛
は
杜
弼
の
學
識
に
感
�
し
て
︑
積
極
)
に
息
子
た
ち
を
彼
と
,

液
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
な
る
︒

こ
の
兩
例
か
ら
︑
彼
は
盛
ん
に
學
問
あ
る
優
秀
な
人
物
と
の
,
液
を
息
子
た
ち
に
K
求
し
た
よ
う
で
︑
家
誡
二
十
�
に
は
學
問
の
重
K
性
も

盛
ん
に
語
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
︒
甄
琛
の
著
作
リ
ス
ト
に
は
﹁
篤
學
�
﹂
一
卷
も
あ
っ
た
︒
こ
れ
ま
た
現
在
に
は
傳
わ
ら
な
い
も
の
で
は
あ
る

が
︑
あ
る
い
は
こ
う
し
た
學
問
へ
の
拘
り
と
相
$
じ
る
か
も
し
れ
な
い
︒

結

び

こ
こ
ま
で
﹃
魏
書
﹄
甄
琛
傳
を
讀
む
中
で
氣
が
附
い
た
こ
と
に
つ
い
て
︑
四
點
の
考
究
課
題
を
設
定
し
て
議
論
を
�
め
て
き
た
︒
そ
の
課
題

に
對
し
て
︑
以
下
の
こ
と
を
�
ら
か
に
し
得
た
の
で
は
な
い
か
︒

第
一
に
︑
宣
武
�
初
�
の
政
治
動
向
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
の
硏
究
で
は
︑
宣
武
�
と
そ
れ
を
荏
え
た
六
輔
ら
權
勢
者
を
中
心
に
︑

宣
武
�
初
�
の
政
治
動
向
は
描
出
さ
れ
て
き
た
︒
本
稿
で
は
︑
權
勢
者
の
周
圍
に
い
た
士
人
た
ち
の
動
向
を
た
ど
る
こ
と
で
︑
宣
武
�
初
�
に

お
け
る
親
政
�
と
六
輔
體
制
�
の
對
立
と
い
う
L
圖
を
見
出
し
た
︒
そ
の
中
に
甄
琛
が
親
政
�
の
一
人
と
し
て
動
い
た
の
で
あ
っ
て
︑
彼
と
そ
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の
周
邊
の
動
き
を
o
う
こ
と
で
︑
宣
武
�
初
�
の
親
政
�
と
六
輔
體
制
�
を
め
ぐ
る
政
治
動
向
が
︑
か
な
り
具
體
)
に
�
ら
か
に
な
っ
た
と
言

え
よ
う
︒

第
二
に
︑
孝
�
�
に
よ
る
姓
族
詳
定
を
契
機
と
し
た
北
魏
の
門
閥
制
度
の
確
立
と
州
大
中
正
の
關
係
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
の
硏
究

で
︑
北
魏
に
お
け
る
州
大
中
正
の
役
割
に
つ
い
て
は
か
な
り
�
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
︒
本
稿
は
そ
れ
を
踏
ま
え
︑
定
州
大
中
正
と
な
っ
た
甄
琛

と
︑
そ
の
著
作
﹃
姓
族
廢
興
﹄︑
彼
の
死
に
際
し
て
邢
臧
が
筆
を
執
っ
た
行
狀
の
關
係
に
着
目
し
た
︒
姓
族
詳
定
以
影
︑
州
大
中
正
に
は
そ
の

州
の
�
族
と
し
て
姓
族
を
分
定
し
︑
家
格
の
高
下
を
論
じ
る
こ
と
が
︑
以
B
に
も
增
し
て
�
待
さ
れ
た
︒
そ
し
て
北
魏
の
士
人
た
ち
は
︑
姓
族

詳
定
か
ら
一
貫
し
て
家
格
の
高
下
に
執
心
し
︑
家
格
を
高
め
る
た
め
に
よ
り
效
果
)
に
美
辭
麗
句
を
竝
べ
た
行
狀
が
橫
行
し
た
よ
う
で
︑
著
名

な
作
家
・
邢
臧
の
手
に
成
る
甄
琛
の
行
狀
は
︑
そ
の
一
つ
と
し
て
見
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
︒

第
三
に
︑
北
�
と
家
誡
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
本
稿
が
ま
ず
�
ら
か
に
し
た
こ
と
は
︑
特
に
北
�
に
お
い
て
か
な
り
大
部
な
家
誡
が
出
現
し
た

こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
北
�
の
家
庭
形
態
は
L
成
員
閒
の
强
い
結
束
力
を
持
つ
も
の
で
︑
と
り
わ
け
兄
弟
同
士
の
固
い
結
束
に
よ
る
同
居
形
態
が

目
立
ち
︑
そ
れ
を
荏
え
る
も
の
と
し
て
家
誡
が
著
さ
れ
た
例
が
あ
っ
た
︒
加
え
て
大
規
模
な
家
庭
形
態
を
荏
え
る
槪
念
と
し
て
は
︑
特
に

﹁
孝
﹂
の
德
目
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
に
も
4
�
し
た
︒

第
四
に
︑
甄
琛
の
家
誨
二
十
�
の
內
容
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
︑
第
三
に
見
出
し
た
北
�
の
家
誡
の
特
�
に
︑
甄
琛
の
家
誨
二
十
�

も
合
致
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
︑
本
傳
や
甄
琛
第
四
子
の
墓
誌
銘
な
ど
か
ら
推
定
し
た
︒
ま
た
+
書
に
見
え
る
息
子
た
ち
へ
の
訓
戒
か
ら
︑
學

問
の
重
視
を
家
誨
二
十
�
で
営
べ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
︒
こ
れ
ま
で
甄
琛
の
家
誨
二
十
�
は
︑
顏
之
推
﹃
顏
氏
家
訓
﹄
二
十
�
と
竝
ん
で
北

�
を
代
表
す
る
大
部
な
家
誡
の
一
つ
と
目
さ
れ
て
は
き
た
︒
だ
が
そ
れ
が
一
�
も
傳
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
故
に
︑
內
容
が
議
論
さ
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
︑
そ
の
�
味
で
本
稿
の
考
證
は
(
�
義
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒

冒
頭
に
も
觸
れ
た
$
り
︑
甄
琛
と
い
う
人
物
に
何
か
際
立
っ
た
思
想
が
見
ら
れ
た
り
︑
彼
が
特
別
な
歷
+
)
業
績
を
上
げ
た
り
し
た
わ
け
で

は
な
い
︒
だ
が
甄
琛
の
本
傳
︑
あ
る
い
は
そ
の
周
邊
の
+
書
な
ど
を
見
る
と
︑
彼
が
生
き
た
時
代
︑
す
な
わ
ち
孝
�
�
に
よ
る
一
聯
の
漢
�
政
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策
が
展
開
さ
れ
︑
そ
れ
を
承
け
た
宣
武
�
・
孝
�
�
の
時
代
の
空
氣
が
讀
み
取
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
本
稿
の
考
察
を
經
て
︑
甄
琛
の
本
傳

に
記
さ
れ
る
甄
琛
個
人
の
行
跡
が
︑
同
時
代
の
士
人
た
ち
の
行
跡
と
互
い
に
聯
關
し
共
鳴
し
︑
當
時
の
士
人
た
ち
が
共
$
し
て
(
し
た
�
識
や

直
面
し
た
課
題
が
�
き
彫
り
に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
本
稿
が
描
出
し
た
の
は
︑
甄
琛
の
本
傳
を
$
し
て
讀
み
取
っ
た
北
魏
と
い
う
時

代
の
空
氣
な
の
で
あ
る
︒

�(1
)

『魏
書
﹄
官
氏
志
﹁
郁
都
甄
氏
︑
後
改
爲
甄
氏
﹂︒
中
華
書
局
標
點

本
﹃
魏
書
﹄
の
校
勘
記
は
︑
こ
れ
に
﹁
廣
韵
卷
五

(屋
韵
下
)
引
後

魏
書
︑
都
作
原
︒
諸
姓
氏
書
同
︒
按
卷
一
五
常
山
王
ª
傳
附
見
子
素
︑

稱
休
屠
郁
原
等
Þ
︑
郁
原
當
是
休
屠
部
落
名
︒
疑
卽
此
郁
原
甄
氏
︒

都
字
涉
上
郁
字
而
訛
﹂
と
い
う
︒

(2
)

以
上
︑
姚
薇
元
﹃
北
�
胡
姓
考

(修
訂
本
)﹄
(中
華
書
局
︑
二
〇

〇
七
)﹁
甄
氏
﹂
(二
三
八
頁
)︒

(3
)

宮
崎
市
定
﹁
九
品
官
人
法
の
硏
究
﹂
(﹃
宮
崎
市
定
�
集
﹄
6
︑
岩

波
書
店
︑
一
九
九
九
)
三
八
二
頁
︒

(4
)

甲
辰
︑
詔
賜
皇
后
馮
氏
死
︒
詔
司
徒
勰
�
太
子
於
魯
陽
踐
阼
︒
詔

以
侍
中
・
護
軍
將
軍
・
北
海
王
詳
爲
司
空
公
︑
鎭
南
將
軍
王
肅
爲
尙

書
令
︑
鎭
南
大
將
軍
・
廣
陽
王
嘉
爲
尙
書
左
僕
射
︑
尙
書
宋
弁
爲
�

部
尙
書
︑
與
侍
中
・
太
尉
公
禧
︑
尙
書
右
僕
射
・
任
城
王
澄
等
六
人

輔
政
︒

(5
)

甘
肅
敎
育
出
版
社
︑
二
〇
〇
八
︒

(6
)

同
氏
﹃
魏
晉
南
北
�
官
僚
制
硏
究
﹄
(
à
古
書
院
︑
二
〇
〇
三
)︑

�
收
︒

(7
)

川
衡
︒
掌
á
川
澤
之
禁
令
︑
而
=
其
守
︑
以
時
舍
其
守
︒
犯
禁
者

執
而
誅
罰
之

(﹃
周
禮
﹄
地
官
・
川
衡
)︒

(8
)

時
咸
陽
王
禧
漸
以
驕
矜
︑
頗
(
不
法
︑
北
海
王
詳
陰
言
於
世
宗
︑

世
宗
深
忌
之
︒
印
言
勰
大
得
人
!
︑
不
宜
久
在
宰
輔
︑
勸
世
宗
ª
高

祖
�
敕
︒
禧
等
印
出
領
軍
于
烈
爲
恆
州
︑
非
烈
!
願
︑
固
强
之
︑
烈

深
以
爲
忿
︒
烈
子
忠
嘗
在
左
右
︑
密
令
忠
言
於
世
宗
云
︑
諸
王
等
�

不
可
測
︑
宜
廢
之
︑
早
自
覽
政

(﹃
魏
書
﹄
獻
�
六
王
傳
下
・
彭
城

王
)︒

(9
)

｢世
宗
以
禧
等
專
擅
︑
潛
謀
廢
之
︒
會
二
年
正
H
礿
祭
︑
三
公
竝

致
齋
於

︑
世
宗
夜
召
烈
子
忠
謂
曰
︑
卿
父
忠
允
貞
固
︑
社
稷
之
臣
︒

�
可
早
入
︑
當
(
處
分
︒
忠
奉
詔
而
出
︒
質
�
︑
烈
至
︑
世
宗
詔
曰
︑

諸
父
慢
怠
︑
漸
不
可
任
︑
今
欲
R
卿
以
兵
召
之
︑
卿
其
行
乎
︒
烈
對

曰
︑
老
臣
歷
奉
纍
�
︑
頗
以
幹
勇
賜
識
︒
今
日
之
事
︑
�
不
敢
辭
﹂

(﹃
魏
書
﹄
于
栗
磾
傳
附
烈
)︒
な
お
﹃
�
治
$
鑑
﹄
卷
一
四
四
・
齊

紀
十
で
は
︑﹃
魏
書
﹄
獻
�
六
王
傳
下
・
彭
城
王
と
﹃
魏
書
﹄
于
栗

磾
傳
附
烈
の
兩
者
を
合
し
た
展
開
に
な
っ
て
い
る
︒

(10
)

『北
+
﹄
卷
四
三
・
張
彜
傳
に
は
﹁
常
﹂
字
の
下
に
﹁
懼
﹂
字
が
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あ
る
︒

(11
)

『詩
﹄
小
m
・
何
草
不
黃
﹁
非
兕

非
虎
︑
k
彼
曠
野

(毛
傳
︑

兕
・
虎
︑
野
獸
也
︒
曠
︑
空
也
)﹂︒

(12
)

實
は
甄
琛
と
邢
巒
の
閒
の
關
係
は
︑
他
に
も
見
出
し
得
る
︒﹃
魏

書
﹄
卷
六
二
・
李
彪
傳
に
は
﹁
高
祖
_
︑
世
宗
踐
祚
︑
彪
自
託
於
王

肅
︑
印
與
邢
巒
詩
書
ã
來
︑
ä
相
稱
重
﹂
と
あ
る
の
だ
が
︑﹃
北
+
﹄

卷
四
〇
・
李
彪
傳
で
は
︑﹁
印
與
郭
祚
・
崔
光
・
劉
芳
・
甄
琛
・
邢

巒
等
︑
詩
書
ã
來
﹂
に
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
高
祖
・
孝

�
�
が
_
じ
た
ば
か
り
の
六
輔
體
制
下
で
の
こ
と
で
あ
り
︑
甄
琛
と

邢
巒
の
閒
で
の
,
液
の
實
態
は
わ
か
ら
な
い
が
︑
こ
の
時
�
に
彼
ら

を
含
む
詩
書
ã
來
の
グ
ル
ー
プ
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
︒

ま
た
﹃
魏
書
﹄
卷
六
五
・
邢
巒
傳
に
は
﹁
邢
巒
︑
字
洪
賓
︑
河
閒
鄚

人
也
︒
⁝
⁝
G
昌
三
年
︑
暴
疾
卒
︑
年
五
十
一
︒
巒
才
Q
�
武
︑
�

野
贍
�
︑
上
下
悼
惜
之
︒
詔
賻
帛
四
百
å
︑
�
衣
一
襲
︑
贈
車
騎
大

將
軍
・
瀛
州
刺
+
︒
初
︑
世
宗
欲
贈
冀
州
︒
黃
門
甄
琛
以
巒
B
曾
云

己
︑
乃
云
︑
瀛
州
巒
之
本
邦
︑
人
!
�
欲
︒
乃
從
之
︒
:
琛
爲
詔
︑

乃
云
優
贈
車
騎
將
軍
・
瀛
州
刺
+
︒
議
者
笑
琛
淺
©
﹂
と
あ
り
︑
甄

琛
と
邢
巒
の
閒
の
因
緣
は
︑
邢
巒
が
死
ぬ
ま
で
影
Ú
し
て
い
た
よ
う

で
あ
る
︒
な
お
甄
琛
の
鹽
禁
政
策
を
批
"
し
た
も
う
一
人
の
彭
城

王
・
元
勰
に
つ
い
て
は
︑
孝
�
�
の
時
代
に
彼
と
甄
琛
が
や
は
り
李

彪
を
,
え
︑
洛
陽
の
正
覺
寺
で
言
葉
æ
び
を
し
た
記
事
が
︑﹃
洛
陽

伽
藍
記
﹄
卷
三
に
見
え
て
い
る
︒

(13
)

宮
崎
氏
B
揭
書
︑
張
旭
華
﹃
九
品
中
正
硏
究
﹄
(中
華
書
局
︑
二

〇
一
五
)
な
ど
︑
參
照
︒

(14
)

福
円
人
民
出
版
社
︑
一
九
九
五
︒

(15
)

張
氏
B
揭
書
︑
三
八
八
～
三
八
九
頁
︒

(16
)

宮
崎
氏
B
揭
書
︑
三
五
四
頁
︒

(17
)

宮
崎
氏
B
揭
書
︑
三
五
四
頁
︒

(18
)

張
氏
B
揭
書
︑
四
一
五
頁
︒

(19
)

な
お
崔
氏
が
︑
崔
	
の
長
子
・
孝
芬
︑
そ
の
ま
た
長
子
・
勉
と
︑

三
世
代
に
わ
た
っ
て
定
州
大
中
正
と
な
っ
て
い
る
の
も
︑
そ
の
�
族

と
し
て
の
地
位
の
故
で
あ
ろ
う
︒

(20
)

『磔
四
聲
﹄
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
一
部
と
さ
れ
る
�
違
が
︑﹃
�
鏡

祕
府
論
﹄
に
引
用
さ
れ
る
劉
善
經
﹃
四
聲
指
歸
﹄
の
中
に
見
え
る
︒

そ
こ
で
は
沈
«
の
四
聲
の
說
を
根
據
な
い
も
の
と
し
︑
そ
の
若
き
日

の
詩
歌
で
聲
律
の
禁
則
を
犯
し
て
い
る
點
を
批
"
す
る
︒
こ
れ
に
對

し
て
沈
«
が
反
論
し
た
�
違
﹁
答
甄
公
論
﹂
も
︑
や
は
り
﹃
�
鏡
祕

府
論
﹄
に
見
え
る
︒

(21
)

な
お
同
時
代
の
南
�
に
お
け
る
中
正
に
つ
い
て
も
︑
宮
崎
氏
お
よ

び
張
氏
の
B
揭
書
︑
參
照
︒
ま
た
南
�
の
家
格
に
關
し
て
は
︑
川
合

安
﹁
南
�
貴
族
の
家
格
﹂
(同
氏
﹃
南
�
貴
族
制
硏
究
﹄
(
à
古
書
院
︑

二
〇
一
五
)
�
收
)︑
參
照
︒

(22
)

l
�
拜
太
常
卿
︑
仍
以
本
將
軍
出
爲
徐
州
刺
+
︒
:
入
辭
肅
宗
︑

琛
辭
以
老
︑
詔
除
�
部
尙
書
︑
將
軍
如
故

(本
傳
)︒

(23
)

｢停
年
格
﹂
の
內
實
に
つ
い
て
は
︑
福
島
繁
.
郞
﹁
北
魏
の
停
年

格
と
�
部
權
の
發
展
﹂
(同
氏
﹃
中
國
南
北
�
+
硏
究
﹄
(
敎
育
書
籍
︑

一
九
六
二
)
�
收
)︑
參
照
︒
ま
た
谷
川
�
雄
﹁
北
魏
官
界
に
お
け

る
門
閥
0
義
と
賢
才
0
義
﹂
(同
氏
﹃
隋
½
�
國
形
成
+
論
﹄
(筑
ê

書
Ê
︑
一
九
七
一
)
�
收
)
は
︑
北
魏
か
ら
東
西
兩
魏
に
お
け
る
門

閥
0
義
と
賢
才
0
義
の
ð
ë
の
中
に
﹁
停
年
格
﹂
を
位
置
附
け
︑
そ
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の
門
閥
0
義
)
な
性
格
を
指
摘
し
て
い
る
︒

(24
)

宮
崎
氏
B
揭
書
︑
三
四
六
頁
︒

(25
)

例
え
ば
吳
曾
﹃
能
改
齋
漫
錄
﹄
卷
二
・
行
狀
は
︑﹁
自
½
以
來
︑

未
爲
墓
誌
銘
︑
必
先
(
行
狀
﹂
と
し
た
上
で
︑
南
�
か
ら
す
で
に
行

狀
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
︑
そ
れ
を
踏
ま
え
て
趙
í
﹃
陔
餘
叢
考
﹄
卷

三
二
・
行
狀
は
︑
こ
の
甄
琛
の
事
例
も
含
め
て
指
摘
し
つ
つ
︑﹁
漢

末
已
(
之
︑
幷
不
自
六
�
始
也
﹂
と
言
う
︒

(26
)

然
今
之
<
士
︑
與
古
不
同
︑
唯
知
依
其
行
狀
︑
印
先
問
其
家
人
之

�
︑
臣
子
�
求
︑
;
爲
議
上
︑
都
不
復
斟
î
與
奪
︑
商
量
是
非
︒

(27
)

谷
川
氏
B
揭
論
考
︑
一
六
五
頁
の
當
該
箇
�
の
譯
語
に
よ
る
︒

(28
)

『
$
典
﹄
卷
一
四
・
�
擧
二
に
は
︑
孝
�
�
時
代
の
中
正
の
閏
實

ぶ
り
を
﹁
自
太
和
以
B
︑
精
�
中
正
︑
德
高
@
國
者
閏
︒
其
邊
州
小

郡
︑
人
物
單
鮮
者
︑
則
Å
附
他
州
︒
其
在
僻
陋
者
︑
則
闕
而
不
置
︒

當
時
稱
爲
鯵
當
︑
頗
謂
得
人
﹂
と
営
べ
た
後
︑
宣
武
�
・
孝
�
�
時

代
に
つ
い
て
は
﹁
:
宣
武
・
孝
�
之
時
︑
州
無
大
小
︑
必
置
中
正
︒

旣
不
可
悉
得
其
人
︑
故
或
(
蕃
落
庸
鄙
︑
操
銓
覈
之
權
︑
而
�
敍
頽

紊
﹂
と
す
る
︒
こ
の
A
識
は
︑
や
は
り
﹃
$
典
﹄
卷
一
六
・
�
擧
四

に
載
せ
る
孝
�
�
時
代
の
淸
河
王
・
懌
の
上
表
﹁
故
自
置
中
正
以
來
︑

暨
於
太
和
之
日
︑
莫
不
高
擬
其
人
︑
妙
盡
玆
�
︒
皆
須
名
位
重
於
@

國
︑
才
德
允
於
具
瞻
︑
然
後
可
以
品
裁
州
郡
︑
綜
覈
人
物
︒
今
之
�

置
︑
多
非
其
人
﹂
と
軌
を
一
に
す
る
︒

(29
)

(正
光
元
年
)
十
二
H
︑
罷
諸
州
中
正
︒
郡
縣
定
姓
族
︑
後
復

(﹃
魏
書
﹄
卷
一
一
三
・
官
氏
志
)︒

(30
)

こ
の
こ
と
か
ら
︑
改
め
て
甄
琛
が
�
部
尙
書
の
時
代
に
﹃
姓
族
廢

興
﹄
を
著
し
た
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
が
︑
や
は
り
�
部
尙
書

と
い
う
﹁
停
年
格
﹂
を
推
�
す
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
や
︑
す
で
に

そ
れ
が
彼
の
晚
年
で
あ
っ
た
こ
と
を
合
わ
せ
る
と
︑
そ
の
蓋
然
性
は

低
か
ろ
う
︒

(31
)

守
屋
美
都
雄
﹃
中
國
古
代
の
家
族
と
國
家
﹄
(東
洋
+
硏
究
會
︑

一
九
六
八
)
家
族
�
・
第
五
違
︑
四
七
七
頁
︒

(32
)

『顏
氏
家
訓
﹄
の
成
立
經
雲
や
そ
の
顏
之
推
に
お
け
る
位
置
附
け

に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
顏
之
推
の
學
問
に
お
け
る
家
と
國
家
﹂
(﹃
中

國
思
想
+
硏
究
﹄
第
三
一
號
︑
二
〇
一
一
)︑
參
照
︒

(33
)

『顏
氏
家
訓
﹄
治
家
�
に
は
﹁
江
東
ð
女
︑
略
無
,
æ
︑
其
婚
姻

之
家
︑
或
十
數
年
閒
︑
未
相
識
者
︑
惟
以
信
命
贈
�
︑
致
殷
勤
焉
︒

鄴
下
風
俗
︑
專
以
ð
持
門
戶
︑
爭
訟
曲
直
︑
M
?
ò
a
︑
車
乘
填
街

衢
︑
綺
羅
盈
府
寺
︑
代
子
求
官
︑
爲
夫
訴
屈
︒
此
乃
恆
・
代
之
�
風

乎
﹂
と
あ
る
︒
事
は
女
性
の
問
題
に
限
ら
れ
て
い
る
が
︑
婚
姻
關
係

に
あ
る
家
と
す
ら
十
數
年
,
液
が
な
い
南
�
と
︑
家
の
た
め
に
積
極

)
に
女
性
が
動
く
北
�
と
い
う
L
圖
は
︑
以
上
に
営
べ
て
き
た
北
�

側
の
A
識
や
南
�
側
の
實
態
と
相
$
じ
る
面
が
大
き
い
︒
こ
れ
が

﹁
恆
・
代
之
�
風

(北
魏
の
舊
風
俗
)﹂
と
ど
の
よ
う
な
關
係
に
あ
る

の
か
を
含
め
て
︑
別
稿
を
�
し
た
い
︒

(34
)

鄆
州
壽
張
人
張
公
藝
︑
九
代
同
居
︒
北
齊
時
︑
東
安
王
高
永
樂
詣

宅
︑
慰
撫
旌
表
焉
︒
隋
開
皇
中
︑
大
R
・
邵
陽
公
梁
子
恭
亦
親
慰
撫
︑

重
表
其
門
︒
貞
觀
中
︑
特
敕
�
加
旌
表
︒
麟
德
中
︑
高
宗
(
事
泰
山
︑

路
�
鄆
州
︑
親
幸
其
宅
︑
問
其
義
由
︒
其
人
?
紙
筆
︑
但
書
百
餘
忍

字
︒
高
宗
爲
之
液
涕
︑
賜
以
縑
帛

(﹃
舊
½
書
﹄
卷
一
八
八
・
孝
友

傳
・
張
公
藝
)︒

(35
)

邵
正
坤
﹃
北
�
家
庭
形
態
硏
究
﹄
(科
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
八
)
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が
︑
張
烈
の
家
誡
に
つ
い
て
﹁
�
不
Á
是
整
齊
人
倫
)
需
K
︑
也
是

爲
了
對
子
弟
�
行
�
德
示
範
︑
R
其
以
(
關
倫
理
�
德
)
K
求
爲
行

檢
︑
營
M
﹃
閨
門
雍
睦
﹄・﹃
兄
弟
同
居
怡
怡
然
﹄
)
家
庭
雰
圍
︑
以

確
保
大
家
庭
)
穩
定
傳
承
﹂
と
�
す
る

(三
九
頁
)
の
は
︑
筆
者
と

共
$
し
た
見
方
と
言
え
る
︒
守
屋
氏
も
B
揭
論
考
の
四
八
一
頁
で
︑

張
烈
の
家
誡
に
﹁
兄
弟
同
居
の
必
K
が
說
か
れ
て
い
た
も
の
と
想
宴

さ
れ
る
﹂
と
言
う
︒

(36
)

守
屋
氏
B
揭
論
考
︑
四
八
〇
頁
～
四
八
二
頁
︒

(37
)

:
淵
・
昶
等
竝
循
父
風
︑
S
親
駅
屬
︑
敍
爲
ô
行
︑
長
者
莫
不
畢

拜
致
敬
︒
閨
門
之
禮
︑
爲
世
�
推
︒
õ
b
鯵
«
︑
不
與
世
競
︒
父
母

D
︑
然
同
居
共
財
︑
自
祖
至
孫
︑
家
內
百
口
︒
在
洛
時
(
¸
年
︑
無

以
自
贍
︑
然
ô
卑
怡
穆
︑
豐
儉
同
之
︒
親
從
昆
弟
︑
常
旦
省
謁
諸
父
︑

出
坐
別
室
︑
至
暮
乃
入
︒
�
府
之
外
︑
不
妄
,
æ
︒
其
相
勗
以
禮
如

此

(﹃
魏
書
﹄
卷
四
七
・
盧
淵
傳
附
盧
度
世
)︒

(38
)

江
陵
王
玄
紹
・
弟
孝
英
・
子
敏
︑
兄
弟
三
人
︑
特
相
愛
友
︑
�
得

甘
旨
怨
衣
︑
非
共
聚
食
︑
必
不
先
嘗
︑
孜
孜
色
貌
︑
相
見
如
不
足
者
︒

:
西
臺
陷
沒
︑
玄
紹
以
形
體
魁
梧
︑
爲
兵
�
圍
︒
二
弟
爭
共
-
持
︑

各
求
代
死
︑
`
不
得
解
︑
�
幷
命
爾
︒

(39
)

邵
氏
B
揭
書
の
二
四
五
～
二
四
八
頁
︑
高
賢
棟
﹃
南
北
�
@
村
社

會
組
織
硏
究
﹄
(山
東
大
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
八
)
の
一
九
八
～
二

〇
三
頁
︒

(40
)

趙
超
﹃
漢
魏
南
北
�
墓
誌
彙
9
﹄
(天
津
古
籍
出
版
社
︑
一
九
九

二
)
一
六
一
頁
︒

(41
)

(甄
琛
)
正
光
五
年
冬
卒
︒
⁝
⁝
贈
司
徒
公
・
尙
書
左
僕
射
︒

⁝
⁝
太
常
議
諡
�
穆
︒
⁝
⁝
琛
長
子
侃
︑
字
�
正
︒
⁝
⁝
侃
弟
楷
︑

字
德
方
︒
⁝
⁝
天
=
四
年
卒
︑
年
四
十
六
︒
⁝
⁝
楷
弟
寬
︑
字
仁
規
︒

⁝
⁝
武
定
初
︑
謝
病
f
@
︑
卒
於
家
︒

(42
)

『
�
物
﹄
一
九
五
九
年
第
一
�
︒

(43
)

甄
僧
林
に
つ
い
て
は
︑
本
傳
に
﹁
琛
父
凝
爲
中
散
大
夫
︑
弟
僧
林

爲
本
州
別
駕
︑
皆
託
脩
申
Ó
﹂
と
あ
り
︑﹁
脩
﹂
と
は
甄
琛
が
取
り

入
っ
た
趙
脩
に
他
な
ら
な
い
︒
本
傳
に
附
さ
れ
る
甄
僧
林
自
身
の
傳

は
︑
わ
ず
か
に
﹁
僧
林
︑
`
於
@
里
﹂
と
あ
る
ば
か
り
で
︑
後
に
再

び
中
央
へ
戾
る
こ
と
に
な
る
甄
琛
と
は
衣
な
り
︑
弟
・
僧
林
は
@
里

で
そ
の
生
涯
を
`
え
た
よ
う
で
あ
る
︒

(44
)

本
傳
に
よ
れ
ば
︑
趙
脩
に
連
座
し
て
@
里
に
戾
っ
た
後
の
こ
と
と

し
て
︑﹁
久
之
︑
復
除
散
騎
常
侍
︑
領
給
事
黃
門
侍
郞
・
定
州
大
中

正
﹂
と
あ
り
︑
ま
た
そ
の
後
﹁
朐
山
之
役
﹂
を
經
て
﹁
�
河
南
尹
︑

加
=
南
將
軍
︑
黃
門
・
中
正
如
故
﹂
と
言
う
︒
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was no longer any need to refer to it in judicial practice.

A CONSIDERATION OF THE NORTHERN WEI DYNASTY THROUGH

THE ACHIEVEMENTS OF ZHEN CHEN 甄琛

IKEDA Yukiya

Zhen Chen lived during the Northern Wei dynasty, and his biography appears

in the 68th volume of the Weishu 魏書. Reading his biography, we find clues to

understand problems faced by the Northern Wei dynasty, especially after the

transfer of the capital to Luoyang 洛陽 by Emperor Xiaowen 孝文, and this paper

examines the circumstances of the Northern Wei dynasty through an examination

of the achievements of Zhen Chen.

The paper addresses four points. The first is an elucidation of the actual

political situation in the reign of Emperor Xuanwu 宣 武. The second is a

consideration of the relationship between Zhoudazhongzheng 州大中正 and the

stratification of society created by Xingzuxiangding 姓族詳定. The third is an

enumeration of the characteristics of family precepts during the Northern

Dynasties. The fourth is an inference of the content of the family percepts of Zhen

Chen based on the results of the third point.

After ascending the throne, Emperor Xuanwu chose to govern on his own since

he was dissatisfied with the politic system of the Liufu 六輔. Zhen Chen was a

central figure in implementing the emperorʼs new system.

It is said that the stratification of Northern Wei society created by Emperor

Xiaowen with the Xingzuxiangding, and Zhoudazhongzheng 州 大 中 正 were

charged with the determination of family ranks (Jiage家格) in every Zhou. Zhen

Chen, as a Zhoudazhongzheng of Dingzhou 定州, wrote Xingzufeixing姓族廃興 to

fulfill his mission. There also was a document (xingzhuang 行状) for Zhen Chen

which was full of flattering compliments. The chief aim of having such a

xingzhuang was to upgrade his family rank.

The author clarifies three main points regarding family precepts during the

Northern Dynasties. First, a large portion of the family precepts has appeared.

Second, families were large compared to those of the Southern Dynasties and they

were closely united by brotherly solidarity. Third, in order to maintain their large

families, they attached importance to the virtue of filial piety (xiao 孝).
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The three characteristics noted above are also applicable to the family percepts

of Zhen Chen. From his biography, we can find that he lived in harmony with his

younger brother, and took great care of his parents. From recently found epigraph

of his fourth son, we can find that he took an obedient attitude toward his mother.

This means that his son inherited his nature of xiao. In addition, there are some

historical records telling that Zhen Chen let his sons study hard, so he might have

emphasized the importance of studying in his percepts.

NON-CHINESE GENERALS IN THE EARLY TANG :

THEIR TRANSITION AND THE RELATION TO

THE NORTHERN COMMAND SYSTEM

HAYASHI Miki

Through the early Tang period, the characteristics of non-Chinese generals

(fanjiang 蕃将) differed during the following three periods. In the first period,

from the Taizong 太宗 era to that of Gaozong 高宗 when tribes immigrated to the

territory of the Tang dynasty due to the collapse of the first Turkic Khaganate,

most fanjiang led their people and controlled them as chieftains. The second period,

from the reign of Empress Wu 武則天 to the early part of the Xuanzong 玄宗 era,

corresponds to that extending from the rise of the second Turkic Khaganate to the

death of Mochuo 黙啜. During this period, the number of Turkic fanjiang decreased

in inverse proportion to the increase of fanjiang from the Korean Peninsula. In the

third period, the latter part of the Xuanzong era, two new types of fanjiang

appeared : one― Military Commissioners (Jiedushi 節度使) who controlled their

troops widely on the frontier, and two― token generals who were the head of other

ethnic groups and received titles conferred by the Tang dynasty in order to

facilitate their tributary relationships.

In the earliest years of the Tang, the title of general of the Southern Command

(Nanya 南衙) held by fanjiang only indicated their bureaucratic position and

remuneration, while the title of Northern Command (Beiya北衙) played a pivotal

role in forming a close personal relationship between the Tang Emperor and the

fanjiang. The early Beiya can be divided into two regiments according to their

roles : the Garrison and the Imperial Guard. Although the Guards were little more

than a small select group within the Zuoyou Yulinjun 左右羽林軍 in the beginning,
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