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は

じ

め

に

魏
晉
南
北
�

の
硏
究
に
お
い
て
︑
軍
事
制
度
の
�
で
あ
る
都
督
制(1

)
の
重
�
性
は
言
を
俟
た
な
い
︒
事
實
︑
こ
れ
ま
で
に
膨
大
な
硏
究
が
蓄

積
さ
れ
て
き
た
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
け
る
都
督
制
の
實
態
は
か
な
り
詳
細
に
分
析
さ
れ
て
い
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
で
は
都
督
制
と
は

い
っ
た
い
如
何
な
る
制
度
だ
っ
た
の
か
︑
�
確
な
宴
を
結
び
得
な
い
と
感
じ
て
い
る
の
は
筆
者
だ
け
で
あ
ろ
う
か
︒
實
態
を
詳
細
に
分
析
す
れ

ば
す
る
ほ
ど
︑
制
度
の
規
定
は
寧
ろ
ぼ
や
け
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒

思
う
に
︑
都
督
制
の
硏
究
が
こ
こ
ま
で
難
解
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
�
因
の
一
つ
は
︑
先
學
諸
氏
が
い
く
つ
か
の
﹁
�
解
﹂
に
囚
わ
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
︒
本
稿
で
は
︑
魏
晉
南
�
の
都
督
制
に
つ
い
て
︑
こ
れ
ら
絡
み
合
っ
た
複
數
の
﹁
�
解
﹂
を
正
し
て
︑
都
督
制

の
�
確
な
宴
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
︒
ま
ず
第
一
違
で
は
︑
そ
の
具
體
�
な
論
點
に
つ
い
て
営
べ
る
︒

第
一
違

問
題
の
�
在

都
督
制
の
硏
究

に
つ
い
て
は
︑﹇
小
尾
孟
夫
二
〇
〇
一
﹈
に
お
い
て
槪
略
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
︑
そ
の
後
も
多
く
の
論
考
が
發
表
さ
れ
て

い
る
が
大
勢
に
ほ
ぼ
變
�
は
な
い
︒
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
︑
こ
こ
で
は
本
稿
と
直
接
關
わ
る
も
の
に
�
っ
て
整
理
す
る
︒
ま
た
各
論
點
に
關
わ

る
論
爭
の
經
雲
等
に
つ
い
て
も
極
力
省
略
し
︑
結
果
の
み
を
列
擧
し
て
紹
介
す
る
︒
各
氏
の
論
考
は
末
尾
參
考
�
獻
一
覽
を
參
照
さ
れ
た
い
︒

ま
ず
都
督
の
制
度
�
在
り
方
に
つ
い
て
︑
獨
立
し
た
官
と
見
な
す
か
否
か
︑
と
い
う
問
題
が
あ
る
︒
日
本
で
は
小
尾
孟
夫
氏
が
都
督
を
四
征

將
軍
の
領
職
と
見
な
し
て
獨
立
し
た
官
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
の
に
對
し
て
︑
越
智
・
石
井
兩
氏
は
獨
立
し
た
官
と
見
な
す
︒
中
國
で
は
當
初
︑

嚴
�
�
氏
を
始
め
と
し
て
獨
立
し
た
官
と
捉
え
る
硏
究
が
多
か
っ
た
が
︑
 
長
孺
氏
以
後
︑
都
督
は
將
軍
の
﹁
加
銜
﹂
あ
る
い
は
﹁
!
職
﹂
と

す
る
見
方
が
增
え
て
き
た

(
越
超
︑
艾
冲
︑
閻
步
克
な
ど
の
各
氏
)
︒
と
は
い
え
︑
張
鶴
泉
氏
の
よ
う
に
獨
立
し
た
官
と
見
な
す
向
き
も
依
然
と
し

て
絕
え
な
い(2

)
︒
筆
者
は
か
つ
て
︑﹃
晉
書
﹄
職
官
志
と
い
う
根
據
を
示
し
た
う
え
で
︑
都
督
は
獨
立
し
た
官
で
は
な
く
將
軍
の
領
職
で
あ
っ
た
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こ
と
を
営
べ
︑
都
督
就
任
者
の
實
體
は
將
軍
に
他
な
ら
な
い
と
指
摘
し
た
﹇
山
口
二
〇
〇
三
﹈︒
こ
の
點
を
再
確
�
し
︑
さ
ら
に
補
强
す
る
こ

と
が
本
稿
に
お
け
る
論
點
の
第
一
と
な
る
︒
尙
こ
の
點
と
關
聯
し
て
︑﹁
刺

が
都
督
を
!
任
す
る
﹂
と
い
う
言
い
方

(あ
る
い
は
理
解
の
仕
方
)

が
特
に
日
本
の
硏
究
に
散
見
す
る
︒
確
か
に
︑
將
軍
號
を
持
つ
刺

が
都
督
を
領
す
る
こ
と
は
あ
る
が
︑
刺

單
體
で
都
督
を
!
ね
る
こ
と
は

魏
晉
南
�
を
'
じ
て
な
い
の
で
あ
っ
て
︑
あ
く
ま
で
も
﹁
都
督
と
は
將
軍
の
領
職
で
あ
る
﹂
と
嚴
密
に
�
識
す
べ
き
で
あ
る
︒

で
は
︑
漢
代
以
來
の
傳
瓜
あ
る
軍
職
で
あ
っ
た
將
軍
に
對
し
て
︑
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
都
督
が
軍
事
制
度
の
)
役
の
座
を
奪
っ
た
の
か
︒

大
局
と
し
て
は
︑
將
軍
號
が
虛
號
�
す
る
と
と
も
に
都
督
が
)
役
と
な
っ
た
︑
と
す
る
見
方
で
一
致
す
る
が
︑
時
�
が
問
題
と
な
る
︒
壓
倒
�

多
數
を
占
め
る
の
が
︑
曹
魏
初
に
都
督
制
が
成
立
し
た
時
點
で
︑
す
で
に
將
軍
は
虛
號
と
�
し
︑
都
督
が
)
役
と
な
っ
た
と
い
う
見
解
︒
*
目

す
べ
き
は
︑
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
が
無
條
件
に
︑
�
初
か
ら
都
督
を
軍
事
制
度
の
)
役
と
見
な
し
て
お
り
︑
將
軍
に
つ
い
て
は
せ
い
ぜ
い
都
督

就
任
者
が
持
つ
將
軍
の
名
號
お
よ
び
官
品
に
*
目
す
る
+
度
で
あ
っ
て
︑
軍
職
と
し
て
の
將
軍
に
は
,
く
目
を
向
け
て
い
な
い
︒
例
外
�
に
︑

徐
成
氏
は
魏
晉
	
代
時
に
︑
ま
た
越
智
氏
は
東
晉
以
影
に
な
っ
て
都
督
が
)
役
と
な
っ
た
と
す
る(3

)
が
︑
こ
れ
ら
は
少
數
-
見
で
あ
る
︒
壓
倒
�

多
數
の
-
見
に
從
っ
た
と
き
︑
で
は
な
ぜ
︑
曹
魏
王
�
は
都
督
を
﹁
將
軍
の
領
職
﹂
と
い
う
�
.
な
形
で
制
度
�
し
た
の
か
︑
說
�
が
つ
か
な

い
︒
む
し
ろ
︑
魏
晉
�
に
お
い
て
も
將
軍
は
依
然
と
し
て
軍
職
の
機
能
を
保
持
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
︒
そ
も
そ
も
將
軍
號
の

虛
號
�
と
は
ど
う
い
っ
た
現
象
を
指
す
の
か
︒
學
界
,
體
が
︑
物
事
の
一
面
に
ば
か
り
*
視
す
る
あ
ま
り
︑
別
の
側
面
を
見
落
と
し
て
い
る
よ

う
に
感
じ
る
︒
こ
れ
が
本
稿
第
二
の
論
點
で
あ
り
︑
當
然
そ
れ
は
第
一
の
論
點
と
密
接
に
關
聯
す
る
︒

そ
し
て
︑
三
つ
め
の
論
點
︒
魏
晉
南
�
の
都
督
制
を
'
觀
し
た
時
︑
兩
晉
	
代
�
を
分
水
嶺
と
し
て
︑
そ
の
1
後
で
は
�
ら
か
に
樣
相
が
衣

な
る
︒
曹
魏
・
西
晉
�
の
都
督
制
は
中
央
集
權
�
役
割
を
果
た
し
︑
兩
王
�
に
よ
る
瓜
一
事
業
に
寄
與
し
て
き
た
が
︑
東
晉
以
影
は
顯
著
に
分

權
�
性
格
を
示
す
︒
日
本
に
お
け
る
都
督
制
の
硏
究
に
は
槪
し
て
こ
う
し
た
時
代
を
區
分
す
る
視
點

(王
�
每
に
區
切
る
と
い
う
-
味
で
は
な
い
)

が
闕
け
て
お
り
︑
各
氏
と
も
に
︑
6
始
一
貫
し
て
分
權
�
性
格
を
示
す
方
鎭
と
し
て
都
督
を
捉
え
て
い
る(4

)
︒﹁
分
權
�
性
格
﹂
と
﹁
方
鎭
と
し

て
の
側
面
﹂︑
兩
者
は
表
裏
一
體
の
關
係
に
あ
る
が
︑
果
た
し
て
こ
れ
を
鵜
呑
み
に
し
て
よ
い
の
か
︒
こ
れ
も
實
は
第
一
︑
第
二
の
論
點
と
密
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接
に
關
わ
る
︒

さ
ら
に
︑
兩
晉
	
代
�
を
境
と
し
て
都
督
が
か
よ
う
に
變
質
し
た
�
因
・
背
景
に
つ
い
て
︒
い
ま
営
べ
た
よ
う
に
日
本
で
は
こ
う
し
た
問
題

-
識
は
稀
7
で
あ
る
が
︑
中
國
で
は
祝
總
斌
・
陳
琳
國
の
兩
氏
を
嚆
矢
と
し
て
︑
曹
魏
・
西
晉
�
の
都
督
制
が
果
た
し
た
中
央
集
權
�
役
割
に

多
く
の
關
心
が
拂
わ
れ
て
き
た

(
越
超
︑
艾
冲
︑
王
謹
各
氏
)
︒
各
家
に
ほ
ぼ
共
'
す
る
の
は
︑
都
督
は
中
央
軍
を
:
い
て
地
方
に
;
屯
し
︑
州

郡
兵
を
制
御
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
う
點(5

)
︒
筆
者
も
同
じ
見
解
を
持
つ
︒
し
か
し
︑
そ
れ
が
兩
晉
	
代
�
を
境
と
し
て
變
質
し
た
�

因
・
背
景
に
つ
い
て
は
︑
各
家
衣
口
同
<
に
﹁
地
方
に
常
;
す
る
都
督
が
分
權
�
性
格
を
帶
び
る
の
は
宿
命
で
あ
る
﹂
と
い
っ
た
論
=
で
︑
都

督
が
分
權
�
制
度
へ
と
變
質
し
た
の
は
旣
定
路
線
で
あ
り
︑
不
可
?
の
こ
と
だ
っ
た
と
論
じ
る

(
陳
琳
國
︑
越
超
︑
姚
・
邱
の
各
氏
)
︒
大
局
�
な

視
點
で
見
れ
ば
そ
れ
も
ま
た
一
理
あ
ろ
う
が
︑
こ
れ
で
は
具
體
�
な
說
�
に
は
,
く
な
っ
て
い
な
い
︒
こ
の
都
督
制
變
質
の
具
體
�
樣
相
・
@

+
を
�
ら
か
に
す
る
こ
と
が
︑
本
稿
第
四
の
論
點
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
れ
が
第
三
の
論
點
と
密
接
に
關
わ
る
の
は
當
然
と
し
て
︑
實
は
第
一
・

第
二
の
論
點
と
も
深
い
關
係
が
あ
る
︒

一
A
の
論
�
で
論
點
が
三
つ
も
四
つ
も
あ
る
の
は
好
ま
し
く
な
い
か
も
知
れ
な
い
︒
し
か
し
今
営
べ
て
き
た
よ
う
に
︑
こ
れ
ら
四
つ
の
論
點

は
互
い
に
密
接
に
聯
關
し
て
い
る
︒﹁
將
軍
か
ら
都
督
へ
﹂
と
い
う
大
き
な
課
題
に
取
り
組
む
た
め
に
は
四
つ
の
論
點
す
べ
て
を
同
じ
俎
上
に

竝
べ
る
必
�
が
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
ら
の
中
一
つ
乃
至
二
つ
の
論
點
に
つ
い
て
正
し
い
見
解
を
示
す
硏
究
は
少
な
し
と
し
な
い
が
︑
そ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
他
の
論
點
で
は
�
っ
て
い
た
り
�
識
不
足
だ
っ
た
り
し
て
い
る
︒
�
す
る
に
︑
こ
れ
ら
四
つ
の
論
點
を
同
時
に
解
決
す
る
硏
究
は
︑

目
下
の
と
こ
ろ
一
つ
も
な
い
の
で
あ
る
︒

第
二
違

曹
魏
・
西
晉
�
に
お
け
る
都
督
制

ま
ず
は
曹
魏
・
西
晉
�
の
都
督
制
に
つ
い
て
︑﹇
山
口
二
〇
〇
三
﹈
の
中
か
ら
必
�
部
分
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
︑
二
︑
三
の
補
足
を
し
て

お
く
︒﹇
山
口
二
〇
〇
三
﹈
で
論
證
し
た
こ
と
に
つ
い
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
論
據
は
こ
こ
で
は
一
々
擧
げ
な
い(6

)
︒
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曹
魏
か
ら
西
晉
に
か
け
て
︑
中
央
軍
に
は
宮
城
に
宿
衞
す
る
﹁
中
軍
﹂
と
︑
地
方
に
常
;
す
る
﹁
外
軍
﹂
の
二
種
が
存
し
た
﹇
何
茲
,
一
九

四
八
﹈︒
ま
た
在
地
の
兵
力
と
し
て
︑
州
郡
兵
が
存
在
し
て
い
た
︒
本
稿
で
C
う
の
は
地
方
軍
事
長
官
と
し
て
の
都
督
で
あ
る
た
め
︑
*
目
す

べ
き
は
外
軍
と
州
郡
兵
で
あ
る
︒
外
軍
を
:
い
る
の
は
﹁
外
號
將
軍(7

)
﹂
を
持
つ
者
︑
州
郡
兵
を
:
い
る
の
は
﹁
外
號
將
軍
﹂
を
持
つ
當
地
の
長

官

(刺

・
太
守
)
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
軍
�
組
織
の
頂
點
に
は
將
軍
が
鎭
座
し
︑
そ
の
下
に
將
校
ク
ラ
ス
の
武
官
で
あ
る
D
門
將
・
騎
督
︑
部

曲
督
︑
部
曲
將
が
重
層
�
に
�
置
さ
れ
る
形
で
一
軍
が
F
成
さ
れ
て
い
た
︒
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
︑
一
人
の
將
軍
に
よ
っ
て
:
い
ら
れ
る
一

箇
の
軍
�
が
﹁
一
軍
﹂
で
あ
り
︑
た
と
え
ば
﹁
五
軍
﹂﹁
十
軍
﹂
と

料
に
書
か
れ
て
あ
れ
ば
︑
そ
れ
ぞ
れ
具
體
�
に
五
人
︑
十
人
の
將
軍
に

よ
っ
て
:
い
ら
れ
る
五
箇
・
十
箇
の
軍
�
が
そ
こ
に
あ
る
︒
將
軍
は
そ
の
原
義
'
り
に
﹁
軍
を
將
い
る
﹂
軍
事
長
官
と
し
て
閒
H
い
な
く
機
能

し
て
い
た
︒
こ
う
し
た
軍
�
組
織
か
ら
見
て
︑
曹
魏
西
晉
�
に
將
軍
號
が
虛
號
�
し
て
い
た
と
す
る
見
解
は
I
け
入
れ
難
い
︒

さ
て
︑
こ
う
し
て
曹
魏
初

(實
際
に
は
後
漢
末
)
よ
り
︑
吳
・
蜀
と
の
國
境
を
中
心
と
し
て
︑﹁
一
軍
﹂
を
擁
す
る
將
軍
が
各
�
に
;
屯
し
て

い
た

(大
K
は
在
地
兵
力
た
る
州
郡
兵
の
將
領
と
し
て
刺

・
太
守
を
!
任
)
︒
こ
の
よ
う
な
地
方
常
備
軍
の
存
在
は
︑
言
う
ま
で
も
な
く
兩
刄
の
劍

で
あ
っ
て
い
つ
そ
の
刄
が
�
廷
に
向
け
ら
れ
る
か
分
か
ら
な
い
︒
そ
こ
で
曹
魏
王
�
は
︑
そ
れ
ら
を
監
視
・
督
察

(現
實
に
は
そ
こ
か
ら
指
揮
と

い
う
職
掌
も
L
生
す
る
)
す
る
た
め
に
信
任
の
厚
い
者

(た
と
え
ば
宗
室
)
を
高
位
の
將
軍
に
任
命
し
て
外
軍
を
:
い
さ
せ
る
と
同
時
に


を
與

え
て
督
察
權
を
付
與
し
︑
現
地
に
;
屯
し
て
い
る
各
軍
の
頭
上
に
据
え
た
︑
そ
れ
が
都
督
な
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
都
督
の
實
體
は
﹁


を
與
え

ら
れ
た
將
軍
﹂
で
あ
っ
た
︒


と
同
時
に
與
え
ら
れ
る
都
督
と
い
う
職
は
︑
將
軍
府
の
參
軍
を
增
置
す
る
た
め
の
M
書
き
で
あ
る
と
同
時
に
︑

管
N
範
圍
を
�
示
す
る
た
め
の
M
書
き
で
も
あ
っ
た
︒
例
え
ば
﹁
都
督
揚
州
諸
軍
事
﹂
で
あ
れ
ば
﹁
揚
州
の
諸
軍
の
事
を
都
督
す
﹂
と
訓
じ
︑

そ
の
﹁
諸
軍
﹂
と
い
う
の
は
具
體
�
に
將
軍
に
よ
っ
て
:
い
ら
れ
る
一
軍
一
軍
が
想
定
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
揚
州
管
內
に
存
在
し
て
い

る
各
軍
﹂
を
都
督
す
る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
を
圖
式
�
に
示
し
た
も
の
が
︻
圖
一
︼
で
あ
る
︒

ち
な
み
に
曹
魏
初
�
︑
揚
州
方
面
で
あ
れ
ば
﹁
東
﹂︑
荊
州
方
面
で
あ
れ
ば
﹁
南
﹂︑
關
中
方
面
で
あ
れ
ば
﹁
西
﹂︑
の
各
﹁
四
征
將
軍
﹂
に

對
し
て


を
與
え
て
都
督
と
す
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
︒
北
方
に
お
い
て
も
﹁
北
﹂
を
冠
す
る
﹁
四
征
將
軍
﹂
あ
る
い
は
﹁
北
中
郞
將
﹂
を
都
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督
と
す
る
こ
と
が
あ
る
が
︑
吳
・
蜀
と
國
境
を
接
し
て
い
な
い
點
に
お
い
て

他
の
三
方
面
に
比
し
て
そ
の
重
�
性
は
低
い
︒
そ
れ
は
と
も
か
く
︑
實
態
と

し
て
都
督
は
小
尾
孟
夫
氏
の
言
う
よ
う
に
﹁
四
征
將
軍
の
領
職
﹂
と
し
て
の

側
面
を
持
っ
て
い
た
︒
も
っ
と
も
︑
そ
れ
は
實
態
と
し
て
の
一
側
面
で
あ
っ

て
︑
決
し
て
都
督
制
の
本
質
で
は
な
い
︒
つ
ま
り
︑
四
征
將
軍
以
外
で
も
都

督
に
は
な
れ
る
︒
あ
く
ま
で
も
︑
數
多
く
い
る
將
軍
を
束
ね
る
た
め
に
︑
そ

の
中
で
�
も
高
位
の
將
軍
號

(も
し
く
は
公
)
を
持
つ
一
人
に


を
與
え
て
都

督
と
す
る
の
で
あ
っ
て
︑
そ
こ
で
は
將
軍
ど
う
し
の
名
號
の
﹁
上
下
關
係
﹂

は
重
�
で
あ
る
が
︑
名
號
の
-
味
自
體
は
本
質
�
な
問
題
で
は
な
い
た
め
︑

四
征
將
軍
で
な
く
と
も
問
題
は
な
い
の
で
あ
る
︒

こ
こ
か
ら
は
﹇
山
口
二
〇
〇
三
﹈
に
對
す
る
補
足
說
�
を
し
た
い
︒
都
督

を
獨
立
し
た
官
と
見
な
す
硏
究
で
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
根
據
と
さ
れ
る

の
が
︑﹃
宋
書
﹄
卷
四
〇
︑
百
官
志
下
お
よ
び
﹃
'
典
﹄
卷
三
七
�
載
の
晉

官
品
・
宋
官
品
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
第
二
品
と
し
て
﹁
諸
持


都
督
﹂
が
記

載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
都
督
は
官
品
を
持
つ
獨
立
し
た
官
で
あ
る
と
い

う
結
論
が
Q
か
れ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
見
方
に
は
首
肯
で
き
な
い
︒

第
五
違
第
一


で
詳
し
く
営
べ
る
が
︑
曹
魏
・
西
晉
�
の
都
督
制
に
關
し

て
﹃
'
典
﹄
に
據
る
の
は
非
常
に
危
う
い
︒
從
っ
て
都
督
の
官
品
を
記
す


料
と
し
て
檢
討
に
値
す
る
の
は
︑﹃
宋
書
﹄
百
官
志
下
の
み
で
あ
る(8

)
︒
で
は
︑
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圖一 曹魏・西晉�都督制槪念圖 (將軍の官品はあくまでも例である)



劉
宋
の
時
に
限
っ
て
︑
例
外
�
に
官
品
が
與
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
や
や
不
自
然
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
實
際
︑﹃
宋
書
﹄
卷
一

八
︑
禮
志
五
に
は
︑﹁
驃
騎
・
車
騎
將
軍
︑
凡
そ
諸
將
軍
の
大
を
加
う
る
者
⁝
金
違
紫
綬
︑
五
時
�
R
を
給
い
︑
武
冠
・
水
蒼
玉
︒﹂
と
將
軍
職

に
つ
い
て
は
印
綬
や
�
R
の
規
定
が
存
在
す
る
も
の
の
︑
都
督
の
規
定
は
な
い(9

)
︒
百
步
讓
っ
て
︑
假
に
劉
宋
時
に
官
品
が
與
え
ら
れ
た
の
だ
と

し
て
も
︑﹁
本
官
の
車
R
に
從
う
﹂
(﹃
宋
書
﹄
卷
三
九
︑
百
官
志
上
)
と
規
定
さ
れ
る
特
S
と
同
樣
︑
都
督
が
本
官
た
り
え
な
か
っ
た
こ
と
だ
け

は
閒
H
い
な
い(10

)
︒
筆
者
個
人
と
し
て
は
︑
寧
ろ
T
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
︒﹃
宋
書
﹄
の
問
題
の
部
分
に
は
﹁
特
S
／
驃
騎
・
車
騎
・
衞
將
軍

／
諸
大
將
軍
／
諸
持


都
督
／
右
第
二
品

(筆
者
*
：
V
線
は
改
行
を
示
す
)
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
を
改
行
せ
ず
に
﹁
諸
大
將
軍
諸
持



都
督
﹂
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
都
督
を
加
え
ら
れ
た
諸
大
將
軍
の
こ
と
な
の
で
︑
第
二
品
と
し
て
問
題
な
い
︒
本
來
沈
W
が
こ
の
よ
う
に
記
し

て
い
た
も
の
が
︑
液
傳
の
@
+
で
改
行
箇
�
が
改
め
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る(11

)
︒

こ
こ
で
參
考
に
な
る
の
が
︑
都
督
の
職
名
表
記
で
あ
る
︒
'
常
︑
例
え
ば
﹁
都
督
揚
州
諸
軍
事
﹂
の
よ
う
に
表
記
す
る
︒
こ
れ
は
﹁
揚
州
の

諸
々
の
軍
事
を
都
督
す
﹂
で
は
な
く
︑﹁
揚
州
の
諸
軍
の
事
を
都
督
す
﹂
と
訓
じ
る
の
だ
と
右
に
営
べ
た
︒
こ
う
し
た
職
名
表
記
か
ら
想
X
さ

れ
る
の
が
︑﹁
錄
尙
書
事
﹂
で
あ
る
︒﹁
錄
尙
書
事

(
尙
書
の
事
を
錄
す
)
﹂
は
獨
立
し
た
官
な
の
か
︒
そ
れ
自
體
︑
品
秩
を
持
っ
て
い
る
の
か
︒

本
官
を
持
た
ず
に
︑
そ
れ
單
體
で
拜
命
す
る
こ
と
が
あ
る
の
か
︒
そ
こ
に
俸
祿
や
印
綬
・
�
R
の
規
定
が
あ
る
の
か
︒
答
え
は
,
て
﹁
否
﹂
で

あ
る
︒
官
僚
制
度
に
お
け
る
都
督
諸
軍
事
の
位
置
附
け
を
理
解
す
る
う
え
で
︑﹁
錄
尙
書
事
﹂
は
一
つ
の
參
考
に
な
ろ
う(12

)
︒

以
上
に
よ
り
︑
都
督
が
獨
立
し
た
官
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
了
解
さ
れ
よ
う
︒
で
あ
る
な
ら
ば
︑
第
一
違
で
営
べ
た
よ
う
に
﹁
な
ぜ
こ
の
よ

う
な
�
.
な
形
で
制
度
�
し
た
の
か
﹂
と
い
う
問
い
か
け
が
引
き
出
さ
れ
る
と
同
時
に
︑
將
軍
は
軍
職
と
し
て
の
機
能
を
失
っ
て
は
い
な
か
っ

た
こ
と
が
豫
想
さ
れ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
も
し
將
軍
が
完
,
に
虛
號
�
し
て
い
た
な
ら
ば
︑
,
く
怨
し
く
獨
立
し
た
官
職
と
し
て
都
督
を
創
設

し
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
︒
む
し
ろ
︑
T
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
︒
漢
末
魏
初
︑
虛
號
�
の
現
象
は
確
か
に
始
ま
っ
て
い
た
と

は
い
え
︑
い
ま
だ
軍
事
制
度
の
�
は
將
軍
で
あ
っ
た
︒
濫
發
に
よ
り
綻
び
を
見
せ
始
め
た
將
軍
制
度
を
補・

完・

す
る
た
め
の
補
助
裝
置
と
し
て
︑

都
督
は
制
度
�
さ
れ
た
の
で
あ
る
︑
と
︒
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1
違
で
紹
介
し
た
よ
う
に
︑
曹
魏
・
西
晉
�
の
都
督
制
に
中
央
集
權
�
性
格
を
見
出
だ
す
硏
究
の
多
く
が
︑
都
督
は
中
央
軍
を
以
て
地
方
に

;
屯
し
て
在
地
兵
力
を
抑
制
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
︒
本
違
で
は
そ
れ
を
軍
�
組
織
お
よ
び
都
督
の
制
度
�
な
在
り
方
か
ら
說
�
し
た
︒
こ
の

時
�
の
都
督
が
中
央
集
權
�
役
割
を
果
た
し
得
た
極
め
て
大
き
な
理
由
と
し
て
︑
曹
魏
・
西
晉
王
�
が
︑
曹
操
軍
團
に
由
來
す
る
强
力
な
中
央

軍
を
擁
し
て
い
た
點
を
こ
こ
で
强
=
し
て
お
き
た
い
︒

こ
う
し
て
見
る
と
︑
T
違
で
論
ず
べ
き
事
柄
も
自
ず
と
誰
の
目
に
も
�
ら
か
と
な
る
︒
司
馬
睿
が
︑
自
ら
の
軍
事
力
を
ほ
ぼ
持
た
な
い
�
か

ら
東
晉
政
權
を
樹
立
し
た
こ
と
︑
し
た
が
っ
て
東
晉
の
中
央
軍
が
か
な
り
貧
[
で
あ
っ
た
こ
と
は
學
界
の
常
識
と
い
っ
て
よ
い
︒
つ
ま
り
︑
都

督
制
の
中
央
集
權
�
役
割
を
保
證
す
る
�
大
と
い
っ
て
も
よ
い
�
素
が
︑
\
滅
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
結
果
︑
都
督
制
の
分
權
�
な
側
面
が
1

面
に
押
し
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
T
違
で
は
そ
の
]
り
樣
に
つ
い
て
具
體
�
に
見
て
ゆ
き
た
い
︒

第
三
違

兩
晉
	
代
�
に
お
け
る
都
督
の
變
質

第
一



軍
�
の
變
�

兩
晉
	
代
�
に
X
き
た
軍
�
の
變
�
に
つ
い
て
︑
旣
に
そ
の
あ
ら
ま
し
は
分
か
っ
て
い
る
︒
八
王
の
亂
か
ら
永
嘉
の
亂
を
'
じ
て
︑
西
晉
正

規
軍
は
潰
滅
�
な
打
擊
を
蒙
っ
た
︒
こ
う
し
た
中
で
都
督
揚
州
諸
軍
事
を
拜
命
し
て
江
南
に
赴
い
た
司
馬
睿
は
︑
赴
任
當
初
︑
直
屬
の
軍
事
力

を
ほ
ぼ
持
っ
て
い
な
か
っ
た
︒
そ
の
後
︑
王
Q
が
そ
の
政
治
力
に
よ
っ
て
巧
み
に
江
南
土
着
の
豪
族
を
操
り
︑
彼
ら
の
軍
事
力
を
利
用
す
る
形

で
東
晉
王
�
が
成
立
し
得
た
こ
と
︑
裏
を
_
す
と
司
馬
睿
直
屬
の
軍
�
卽
ち
東
晉
政
權
の
中
央
軍
が
か
な
り
貧
[
で
あ
っ
た
こ
と
は
學
界
の
常

識
に
屬
す
る
﹇
川
a
一
九
八
二
﹈︒
つ
ま
り
1
違
で
営
べ
た
よ
う
な
︑
强
力
な
中
央
軍

(外
軍
)
を
地
方
に
常
;
さ
せ
て
州
郡
兵
を
抑
制
す
る

と
い
っ
た
狀
況
は
も
は
や
東
晉
に
は
當
て
は
ま
ら
な
い
わ
け
で
︑
東
晉
の
地
方
常
備
軍
と
い
え
ば
︑
原
則
と
し
て
州
郡
兵
以
外
に
は
存
在
し
な

か
っ
た
︒
本


で
は
こ
の
點
に
つ
い
て
営
べ
た
い
︒

― 8 ―

8



ま
ず
中
央
軍
の
兵
員
不
足
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
︒
東
晉
は
﹁
晉
﹂
王
�
の
復
興
を
標
榜
し
︑
西
晉
王
�
の
政
治
制
度
を
少
な
く
と
も
形
式

上
は
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
︒
1
違
で
觸
れ
た
よ
う
に
︑
西
晉
に
お
い
て
は
京
師
宿
衞
の
中
軍
と
︑
地
方
に
;
屯
す
る
外
軍
に
よ
っ
て
中
央
軍
は

c
成
さ
れ
て
い
た
︒
こ
れ
を
踏
ま
え
て
﹃
晉
書
﹄
卷
六
十
七
︑
溫
嶠
傳
を
見
る
と
︑﹁
今
宿
衞
は
寡
[
に
し
て
徵
兵
す
る
も
未
だ
至
ら
ず
﹂
と

あ
る
︒
こ
れ
は
�
g
の
太
寧
二
年

(三
二
四
)
︑
王
敦
の
亂
に
際
し
て
溫
嶠
が
發
し
た
言
葉
で
あ
っ
て
︑
端
�
に
宿
衞
す
な
わ
ち
﹁
中
軍
﹂
の

不
足
が
営
べ
ら
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
王
敦
の
亂
が
收
束
し
た
後
︑
溫
嶠
は
﹁
軍
國
の
�
務
﹂
に
つ
い
て
七
箇
條
か
ら
な
る
上
奏
を
行
い
︑
そ
の

三
番
目
に
T
の
よ
う
に
い
う
︒

諸
そ
外
州
郡
の
兵
を
將
い
る
者
h
び
都
督
府
の
敵
に
臨
む
に
非
ざ
る
の
軍
は
︑
且
つ
田
し
且
つ
守
れ
︒
印
た
先
�
は
五
校
を
し
て
出
で
て

田
せ
し
む
︒
今
の
四
軍
五
校
の
兵
]
る
者
︑
h
び
護
軍
の
瓜
ぶ
る
�
の
外
軍
は
︑
二
軍
を
分
i
し
て
出
で
し
め
︑
幷
び
に
�
處
に
屯
せ
し

む
べ
し
︒

｢四
軍
五
校
﹂
と
は
1
後
左
右
軍
の
各
將
軍
と
︑
屯
騎
・
步
兵
・
越
騎
・
長
水
・
射
聲
の
各
校
尉
の
こ
と
で
︑
中
領
軍
將
軍
管
下
の
い
わ
ゆ
る

中
軍
で
あ
る
︒
元
來
そ
れ
ぞ
れ
固
]
の
營
兵
を
持
つ
は
ず
だ
が
︑
こ
こ
で
は
﹁
兵
]
る
者
﹂
と
い
う
表
記
か
ら
し
て
︑﹁
兵
無
き
者
﹂
も
い
た

こ
と
を
示
唆
し(13

)
︑﹁
寡
[
﹂
な
中
軍
の
現
狀
が
こ
こ
か
ら
も
窺
わ
れ
る
︒
ま
た
﹁
護
軍
の
瓜
ぶ
る
�
の
外
軍
﹂
す
な
わ
ち
曹
魏
・
西
晉
�
と
同

樣
︑﹁
外
軍
﹂
と
呼
ば
れ
る
軍
�
が
護
軍
將
軍
の
管
下
に
存
在
し
て
﹁
中
軍
﹂
と
も
ど
も
中
央
軍
を
c
成
し
て
い
た
こ
と
も
分
か
る
︒
し
か
し
︑

こ
れ
ら
中
軍
と
外
軍
倂
せ
て
そ
の
中
か
ら
二
軍
の
み
を
L
i
し
て
�
�
に
;
屯
さ
せ
る
と
い
う
そ
の
k
は
︑
曹
魏
・
西
晉
�
の
そ
れ
と
は
大
き

く
か
け
離
れ
て
い
る
︒
溫
嶠
の
上
奏
の
)
眼
は
兵
士
に
屯
田
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
財
政
問
題
の
解
決
に
あ
る
の
だ
が
︑
そ
れ
と
は
別
に
こ
の
上

奏
�
か
ら
は
︑
兵
員
不
足
に
よ
り
﹁
京
師
宿
衞
の
中
軍
﹂
と
﹁
地
方
常
;
の
外
軍
﹂
と
い
う
役
割
分
擔
が
成
り
立
っ
て
い
な
い
東
晉
王
�
の
現

實
を
も
讀
み
取
れ
よ
う
︒
ち
な
み
に
こ
の
溫
嶠
の
上
奏
は
﹁
議
奏
多
l
之
﹂
と
あ
っ
て
多
く
m
用
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
中
︑
本
條
が
實
施

さ
れ
た
か
否
か
は
確
�
で
き
な
い
が
︑
そ
れ
は
問
題
で
は
な
い
︒
東
晉
中
央
軍
の
現
狀
︑
す
な
わ
ち
外
軍
は
も
は
や
︑
,
面
�
に
地
方
に
常
;

す
る
軍
�
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
で
き
れ
ば
事
足
り
る
︒
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東
晉
の
中
央
軍
が
寡
[
で
あ
っ
た
の
は
自
�
の
こ
と
と
し
て
︑
劉
宋
以
後
は
ど
う
か
︒
劉
宋
は
︑
い
わ
ゆ
る
北
府
軍
團
を
核
と
し
て
成
立
し

た
王
�
で
あ
っ
て
︑
東
晉
政
權
に
比
べ
る
と
强
力
な
中
央
軍
を
持
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
劉
宋
を
含
め
て
南
�
各
代
に
お
い

て
も
︑
中
央
軍
が
地
方
に
常
;
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
痕
跡
は
見
出
だ
せ
な
い
︒
む
し
ろ
︑
た
と
え
ば
宋
武
g
・
劉
裕
の
n
詔
に

征
討
]
ら
ば
悉
く
�
す
る
に
臺
見
の
軍
�
を
以
て
し
︑
行
き
て
o
ら
ば
舊
に
復
せ
︒

(﹃
宋
書
﹄
卷
三
︑
武
g
紀
下
︑
永
初
三
年

(
四
二
二
)
五
�
の
條
)

と
あ
る
の
が
目
を
惹
く
︒﹁
臺
見
の
軍
�
﹂
す
な
わ
ち
臺
城

(
円
康
城
)
に
現
存
す
る
軍
�
と
は
︑
と
り
も
な
お
さ
ず
中
央
軍
で
あ
る
が
︑
征

討
の
必
�
が
あ
る
と
き
の
み
︑
そ
の
必
�
に
應
じ
て
L
i
し
︑
任
務
が
6
わ
っ
た
ら
臺
城
に
戾
す
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
︒
�
す
る
に
︑
曹

魏
・
西
晉
�
の
よ
う
に
︑
大
量
の
中
央
軍
を
地
方
に
常
;
さ
せ
る
體
制
は
も
は
や
東
晉
南
�
で
は
見
ら
れ
な
い
︑
と
結
論
附
け
て
よ
い(14

)
︒

で
は
︑
地
方
常
備
軍
の
實
態
は
ど
う
な
っ
た
の
か
︒
今
見
て
き
た
よ
う
に
外
軍
は
地
方
か
ら
k
を
\
し
た
︒
殘
る
は
州
郡
兵
の
み
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
勿
論
そ
れ
は
西
晉
ま
で
の
州
郡
兵
と
,
く
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
︒
司
馬
睿
は
東
晉
政
權
を
樹
立
す
る
う
え
で
︑
江
南
豪
族
あ

る
い
は
華
北
か
ら
の
液
民
集
團
の
首
領
に
將
軍
號
を
與
え
る
こ
と
に
よ
り
︑
彼
ら
の
擁
す
る
私
兵
を
體
制
內
に
取
り
q
む
と
い
う
こ
と
を
行
っ

て
い
た
︒
*
目
す
べ
き
は
︑
多
く
の
場
合
︑
將
軍
號
の
み
な
ら
ず
地
方
長
官
の
官
職
も
同
時
に
r
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
江
南
豪
族
と
液
民

集
團
と
︑
一
例
ず
つ
擧
げ
て
お
こ
う
︒
ま
ず
江
南
豪
族
に
つ
い
て
は
﹃
晉
書
﹄
卷
五
八
︑
周
玘
傳
に

玘
復
た
t
里
の
義
衆
を
:
合
し
︑
(郭
)
逸
等
と
俱
に
S
み
︑
(錢
)
璯
を
討
ち
︑
之
を
斬
り
︑
首
を
円
康
に
傳
う
︒
玘
三
た
び
江
南
を
定

め
︑
王
略
を
開
復
す
れ
ば
︑
g
其
の
勳
を
嘉
し
︑
玘
を
以
て
行
円
威
將
軍
・
吳
興
太
守
と
し
︑
烏
+
縣
侯
に
封
ず
︒

と
あ
り
︑
地
元
で
義
兵
を
興
し
た
周
玘

(義
興
の
周
氏
)
を
そ
の
ま
ま
吳
興
郡
の
太
守
に
任
命
し
︑
あ
わ
せ
て
將
軍
號
を
持
た
せ
た
こ
と
な
ど

は
そ
の
典
型
例
で
あ
る
︒
ま
た
液
民
集
團
に
つ
い
て
も
︑﹃
晉
書
﹄
卷
六
十
二
︑
祖
逖
傳
の

京
師
の
大
い
に
亂
る
る
に
h
び
︑
逖
親
黨
數
百
家
を
:
い
て
地
を
淮
泗
に
?
け
︑
⁝
⁝
泗
口
に
x
す
る
に
︑
元
g
y
え
て
用
て
徐
州
刺


と
爲
し
︑
z
い
で
軍
諮
祭
酒
に
徵
し
︑
丹
徒
の
京
口
に
居
ら
し
む
︒
逖
社
稷
の
傾
|
す
る
を
以
て
︑
常
に
振
復
の
志
を
懷
く
︒
賓
客
義
徒
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は
皆
な
暴
桀
勇
士
︑
逖
之
を
~
す
る
こ
と
子
弟
の
ご
と
し
︒
⁝
⁝
g
乃
ち
逖
を
以
て
奮
威
將
軍
・
豫
州
刺

と
爲
し
︑
千
人
の
廩
・
布
三

千
�
を
給
う
も
︑
鎧
仗
を
給
わ
ず
︑
自
ら
招
募
せ
し
む
︒
仍
り
て
本
の
液
徙
せ
る
部
曲
百
餘
家
を
將
い
て
江
を
渡
り
︑
⁝
⁝
︒

と
あ
る
例
な
ど
は
]
名
で
あ
ろ
う
︒
�
初
に
祖
逖
が
徐
州
刺

に
任
命
さ
れ
た
際
︑
こ
こ
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
實
際
に
は
將
軍
號
も
あ
わ

せ
て
r
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る(15

)
︒
そ
の
後
︑
い
っ
た
ん
は
司
馬
睿
丞
相
府
の
軍
諮
祭
酒
に
な
っ
た
も
の
の
︑
ふ
た
た
び
外
に
出
て
﹁
奮
威

將
軍
・
豫
州
刺

﹂
と
な
っ
た
う
え
で
︑
北
伐
に
向
か
っ
て
い
る
︒
直
屬
軍
�
を
持
た
な
い
司
馬
睿
は
︑
豪
族
や
液
民
集
團
の
首
領
に
﹁
地
方

長
官+

將
軍
號
﹂
を
與
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
ら
の
私
兵
を
手
っ
取
り
早
く
體
制
內
に
取
り
q
む
こ
と
を
行
っ
て
い
た
︒

東
晉
の
州
郡
兵
は
豪
族
の
私
兵
や
液
民
集
團
な
ど
︑
c
成
の
面
に
お
い
て
曹
魏
・
西
晉
�
と
は
樣
相
を
大
き
く
衣
に
す
る
が
︑
そ
の
長
官
が

﹁
將
軍
號
を
持
つ
刺

・
太
守
﹂
で
あ
る
點
で
は
,
く
變
�
は
な
い
こ
と
に
*
目
し
て
頂
き
た
い
︒
こ
う
し
た
州
郡
兵
以
外
に
︑
地
方
に
常
;

す
る
軍
�
は
い
な
か
っ
た
︒第

二



都
督
と
刺

の
結
合

さ
て
︑
い
よ
い
よ
﹁
都
督
制
の
變
質
﹂
の
核
心
の
一
つ
に
�
り
た
い
︒
す
な
わ
ち
︑
曹
魏
・
西
晉
�
に
は
中
央
集
權
�
な
作
用
を
果
た
し
て

い
た
都
督
制
︑
西
晉
武
g
の
,
國
瓜
一
に
寄
與
し
た
都
督
制
は
︑
ど
の
よ
う
な
@
+
を
經
て
地
方
分
權
�
な
制
度
へ
と
變
質
し
た
の
か
︒
東
晉

以
影
の
都
督
制
が
地
方
分
權
�
に
な
っ
た
こ
と
の
﹁
指
標
﹂
と
し
て
必
ず
語
ら
れ
る
の
が
︑
刺

と
の
結
合
で
あ
る(16

)
︒
曹
魏
・
西
晉
�
の
都
督

は
必
ず
し
も
刺

を
!
任
し
な
い
︑
む
し
ろ
!
任
し
な
い
の
が
常
態
で
あ
っ
た
が
︑
東
晉
以
影
は
例
外
な
く
必
ず
!
任
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︑

と
い
う
の
は
各
家
の
論
じ
る
�
で
あ
る
︒
な
ぜ
︑
こ
う
し
た
變
�
が
生
じ
た
の
か
︒
そ
の
�
因
を
闡
�
す
る
こ
と
が
卽
ち
︑
都
督
の
﹁
中
央
集

權
�
制
度
か
ら
地
方
分
權
�
制
度
へ
﹂
と
い
う
變
質
の
@
+
を
�
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒

詳
し
く
は
T
違
で
営
べ
る
が
︑
東
晉
以
影
︑
將
軍
號
を
持
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
軍
�
を
持
つ
と
は
限
ら
な
く
な
っ
た
︒
軍
�
を
持
つ
將

軍
と
持
た
ざ
る
將
軍
と
が
混
在
す
る
狀
況
の
中
で
︑
實
際
に
軍
�
を
持
っ
て
い
た
の
は
ど
の
よ
う
な
將
軍
だ
っ
た
の
か
︒
言
い
奄
え
る
と
︑
軍
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�
を
持
つ
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
條
件
が
必
�
だ
っ
た
か
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
︑
�
(13
)で
引
用
し
た
﹃
晉
書
﹄
郭
默
傳
は
非
常
に
興
味
深
い
︒

い
ま
あ
ら
た
め
て
再
揭
す
る
と
︑

徵
さ
れ
て
右
軍
將
軍
と
爲
る
も
︑
默
邊
將
と
爲
る
を
樂
い
て
︑
宿
衞
を
願
わ
ず
︒
召
し
に
赴
く
に
h
び
︑
�
南
將
軍
劉
胤
に
謂
い
て
曰
く
︑

﹁
我
能
く
胡
を
禦
ぐ
も
用
い
ら
れ
ず
︒
右
軍
は
禁
兵
を
)
り
︑
若
し
疆
埸
に
�
]
ら
ば
︑
�
を
被
り
て
出
征
し
︑
方
に
始
め
て
�
給
せ
ら

る
︒
將
卒
に
素
無
く
︑
恩
信
著
れ
ず
︑
此
を
以
て
敵
に
臨
む
は
︑
敗
れ
ざ
る
]
る
こ
と
少
な
か
ら
ん
︒
⁝
⁝
﹂
と
︒

郭
默
は
中
軍
の
將
領
で
あ
る
右
軍
將
軍
で
は
自
分
の
部
�
を
專
]
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
︑﹁
邊
將
﹂
と
な
る
こ
と
を
願
っ
た
︑
と
あ
る
︒

裏
を
_
せ
ば
﹁
邊
將
﹂
に
な
れ
ば
自
分
の
軍
�
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒﹁
邊
將
﹂
と
は
卽
ち
軍
�
を
擁
す
る
地
方
長
官
︑

言
い
奄
え
る
と
將
軍
號
を
持
つ
地
方
長
官
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

東
晉
以
影
︑
軍
號
を
持
た
な
い
刺

・
太
守
は
そ
れ
を
恥
と
し
た
な
ど
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
︑
非
常
に
多
く
の
地
方
長
官
が
軍
號
を
持
つ
に

至
っ
た
の
は
]
名
な
話
で
あ
る(17

)
︒
こ
れ
は
地
方
長
官
に
焦
點
を
�
っ
た
見
方
で
あ
る
が
︑
y
に
將
軍
の
立
場
か
ら
見
る
と
︑
軍
�
を
持
つ
た
め

に
は
地
方
長
官
に
な
る
必
�
が
あ
っ
た
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
1


で
論
じ
た
よ
う
に
︑
東
晉
南
�
に
お
い
て
は
中
央
軍
は
不
足
し
︑
地
方
に
常
;

す
る
軍
�
は
地
方
長
官
に
:
い
ら
れ
る
州
郡
兵
の
み
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
將
軍
を
拜
命
し
た
段
階
で
は
領
兵
權
を
得
た
だ
け
で

あ
っ
て
︑
實
際
に
軍
�
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
︒
現
實
に
兵
を
領
す
る
た
め
に
は
︑
兵
の
存
在
す
る
場
�
︑
す
な
わ
ち
中
央
軍
も
し
く
は
地
方

長
官
の
ど
ち
ら
か
に
赴
任
す
る
必
�
が
あ
っ
た
︒
た
だ
し
中
央
軍
だ
と
自
分
の
部
�
を
專
]
で
き
な
い
︒
今
見
た
郭
默
の
發
言
は
こ
の
よ
う
な

�
�
で
捉
え
た
と
き
に
よ
く
理
解
で
き
る
︒

地
方
常
備
軍
は
州
郡
兵
の
み
と
な
り
︑
外
軍
が
地
方
に
常
;
す
る
こ
と
は
も
う
な
く
な
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
狀
況
の
中
︑
都
督
に
任
命
さ
れ

る
對
象
と
な
り
う
る
の
は
︑
州
郡
兵
を
:
い
る
地
方
長
官
以
外
に
な
い
︒
他・

に・

�・

擇・

肢・

は・

な・

い・

の
で
あ
る
︒
こ
の
-
味
に
お
い
て
こ
そ
︑
東
晉

以
影
の
都
督
が
例
外
な
く
刺

・
太
守
を
!
任
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
﹁
必
然
の
結
果
﹂
で
あ
っ
た
︑
と
言
う
べ
き
で
あ
る(18

)
︒
曹
魏
・
西
晉

�
︑
都
督
は
將
軍
に
加
え
ら
れ
る
M
書
で
あ
っ
た
︒
東
晉
南
�
に
お
い
て
も
そ
の
事
自
體
に
變
わ
り
は
な
い
が
︑
但
し
地
方
に
出
て
領
兵
す
る
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將
軍
は
必
ず
刺

・
太
守
を
!
任
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
�
す
る
に
︑
都
督
と
刺

が
結
合
し
た
背
景
に
は
︑
將
軍
と
刺

の
結
合
が
あ
っ
た
︒

都
督
が
將
軍
の
領
職
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
初
め
て
︑
こ
う
し
た
變
�
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

別
の
角
度
か
ら
見
る
と
︑
そ
も
そ
も
都
督
諸
軍
事
は
︑
强
力
な
外
軍
の
存
在
を
1
提
と
し
た
上
で
︑
中
央
集
權
�
作
用
を
�
待
し
て
曹
魏
王

�
が
制
度
�
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
東
晉
南
�
に
お
い
て
は
︑
貧
[
な
中
央
軍
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
都
督
制
を
繼
續
し
た
が
た
め
に
︑

そ
の
在
り
方
が
大
き
く
變
わ
る
こ
と
と
な
り
︑
分
權
�
な
方
向
へ
と
大
き
く
變
質
し
た
と
も
言
え
る(19

)
︒

『宋
書
﹄
卷
三
九
︑
百
官
志
上
に
記
載
さ
れ
る
︑
軍
府
を
開
く
際
の
規
定
に
つ
い
て
も
︑
こ
う
し
た
�
�
で
捉
え
る
と
そ
の
表
現
す
る
�
が

よ
く
理
解
で
き
る
︒

車
騎
よ
り
以
下
刺

と
爲
り
︑
印
た
都
督
h
び
儀
同
三
司
た
る
者
︑
官
を
置
く
こ
と
領
兵
の
如
し
︒
但
だ
都
督
と
云
ふ
の
み
に
し
て
儀
同

三
司
に
あ
ら
ざ
る
者
は
︑
從
事
中
郞
を
置
か
ず
︒
⁝
⁝(20

)

軍
府
を
開
く
の
は
端
�
に
言
え
ば
軍
政
執
務
の
た
め
︑
原
則
そ
こ
に
は
軍
�
が
存
す
る
︒﹃
宋
書
﹄
と
﹃
南
齊
書
﹄
に
は
﹁
領
兵
置
佐
﹂
あ

る
い
は
﹁
置
佐
領
兵
﹂
と
い
う
タ
ー
ム
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
が
︑
こ
れ
は
兵
を
領
す
る
こ
と
と
府
佐
を
置
く
こ
と

(
す
な
わ
ち
軍
府
を
開
く
こ

と
)
と
が
密
接
に
關
聯
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る(21

)
︒
あ
り
て
い
に
言
え
ば
︑
軍
府
を
開
く
こ
と
は
領
兵
す
る
こ
と
と
同
義
と
見
て
よ
い
︒

そ
の
よ
う
な
目
で
見
た
と
き
に
︑
こ
の
記
事
冒
頭
の
)
語
が
﹁
車
騎
よ
り
以
下
刺

と
爲
り
︑
印
た
都
督
h
び
儀
同
三
司
た
る
者
﹂
と
な
っ
て

い
る
の
は
*
目
に
値
す
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
車
騎
將
軍
以
下
の
外
號
將
軍
で
刺

を
!
任
す
る
者
﹂
に
對
し
て
都
督
お
よ
び
儀
同
三
司
が
加
え
ら

れ
た
場
合
は
云
々
︑
と
営
べ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
續
け
て
﹁
但
だ
都
督
と
云
ふ
の
み
に
し
て
儀
同
三
司
に
あ
ら
ざ
る
者
﹂
と
あ
る
の
も

當
然
︑﹁
車
騎
將
軍
以
下
の
外
號
將
軍
で
刺

を
!
任
す
る
者
﹂
が
そ
の
記
営
の
)
體
で
あ
る
︒
軍
府
を
開
く
こ
と
が
で
き
る

(實
際
に
兵
を
領

す
る
)
の
は
﹁
車
騎
よ
り
以
下
刺

と
爲
﹂
る
者
︑
す
な
わ
ち
將
軍
號
を
持
つ
地
方
長
官
で
あ
る
こ
と
︑
�
に
そ
れ
を
1
提
と
し
て
都
督
に
言

h
し
て
い
る
點
に
我
々
は
*
-
を
拂
う
べ
き
で
あ
る(22

)
︒
都
督
と
刺

の
結
合
︑
そ
の
1
提
と
し
て
の
將
軍
と
刺

の
結
合
が
こ
の
記
営
に
端
�

に
表
れ
て
い
る
︒
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第
四
違

將
軍
か
ら
都
督
へ

第
一



將
軍
號
の
虛
號
�

本
違
で
は
︑
兩
晉
	
代
�
に
生
じ
た
も
う
一
つ
の
重
大
な
都
督
制
の
變
�
︑
す
な
わ
ち
都
督
が
軍
事
長
官
の
)
役
の
座
を
將
軍
か
ら
奪
っ
た

現
象
に
つ
い
て
說
�
す
る
︒

ま
ず
営
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
︑
將
軍
號
の
虛
號
�
問
題
で
あ
る
︒
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
�
年
︑
閻
步
克
・
陳
奕
玲
の
兩
氏
が
ま
と

ま
っ
た
見
解
を
提
示
し
て
い
る
﹇
閻
步
克
二
〇
〇
二
：
四
一
〇−

四
七
二
﹈﹇
陳
奕
玲
二
〇
〇
二
﹈︒
將
軍
號
の
虛
號
�
と
は
兩
氏
の
言
葉
を
借

り
れ
ば
﹁
軍
號
の
散
階
�
﹂︑
す
な
わ
ち
將
軍
と
い
う
官
職
が
﹁
軍
職
﹂
か
ら
﹁
軍
階
﹂
へ
と
變
�
し
た
現
象
を
指
す(23

)
︒
た
だ
し
︑
*
-
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
軍
職
と
し
て
の
機
能
を
喪
失
す
る
こ
と
と
︑
軍
階
�
す
る
こ
と
︑
こ
の
二
つ
の
現
象
は
確
か
に
密
接
に
關
聯
し
て
い

る
も
の
の
︑
決
し
て
同
義
で
は
な
い
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
將
軍
が
軍
職
と
し
て
機
能
し
つ
つ
︑
同
時
に
そ
の
名
號
が
序
列
�
さ
れ
︑
將
軍

號
保
]
者
の
黜
陟
狀
況
が
そ
こ
に
反
映
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
あ
り
得
る
し
︑
實
際
に
そ
れ
は
あ
っ
た
︒
本
稿
で
*
目
す
る
の
は
︑
軍
階

�
の
側
面
で
は
な
く
︑
將
軍
の
軍
職
と
し
て
の
機
能
の
喪
失
で
あ
る
︒﹁
將
軍
か
ら
都
督
へ
﹂
と
い
う
課
題
に
取
り
組
む
際
︑
こ
ち
ら
の
方
が

本
質
�
に
重
�
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い(24

)
︒

こ
の
點
に
つ
い
て
は
閻
氏
よ
り
陳
氏
の
方
が
詳
し
く
論
じ
て
い
る
︒
以
下
︑
陳
氏
の
見
解
を
鯵
單
に
紹
介
す
る
︒
漢
代
以
來
の
軍
職
と
し
て

將
軍
︑
校
尉
︑
軍
司
馬
︑
軍
假
司
馬
︑
別
部
司
馬
な
ど
が
あ
る
︒
南
�
に
お
い
て
は
︑
こ
れ
ら
從
1
の
軍
職
は
�
確
に
軍
階
�
し
︑
代
わ
っ
て

軍
)
や
�
)
と
い
っ
た
名
稱
の
軍
職
が
現
れ
る
︒
そ
の
閒
に
挾
ま
れ
る
魏
晉
�
こ
そ
が
︑
こ
れ
ら
舊
來
の
軍
職
が
T
第
に
﹁
軍
階
�
﹂
し
て

い
っ
た
移
行
�
で
あ
る
︒
具
體
�
に
は
︑
三
國
1
�
ま
で
舊
來
の
軍
職
は
依
然
と
し
て
軍
職
の
性
質
を
保
持
し
て
い
た
︒
し
か
し
魏
末
ま
で
に

は
︑
ま
ず
軍
司
馬
や
別
部
司
馬
と
い
っ
た
軍
職
が
︑
D
門
將
・
騎
督
・
部
曲
督
・
部
曲
將
と
い
っ
た
軍
職
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る(25

)
︒
そ
し
て
將
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軍
に
つ
い
て
は
西
晉
以
後
︑
ま
ず
下
位
の
八
品
將
軍
か
ら
軍
階
�
が
始
ま
る
の
だ
が
︑
五
品
以
上
の
將
軍
は
な
お
西
晉
�
に
お
い
て
も
軍
職
と

し
て
の
性
質
を
保
持
し
て
い
た(26

)
︒
そ
う
し
て
︑
遲
く
と
も
南
�
に
は
上
位
の
軍
號
も
含
め
て
軍
階
�
が
完
了
す
る
︑
と
︒

*
目
す
べ
き
は
︑
西
晉
�
に
は
五
品
以
上
の
將
軍
は
な
お
軍
職
で
あ
っ
た
と
営
べ
て
い
る
點
で
あ
る
︒
具
體
例
と
し
て
﹃
晉
書
﹄
卷
三
三
石

超
傳
︑
同
卷
三
七
司
馬
緝
傳
︑
同
卷
五
八
周
訪
傳
の
三
つ
︱
︱
い
ず
れ
も
兩
晉
	
代
�
に
お
い
て
五
品
將
軍
が
一
軍
を
:
い
る
事
例
︱
︱
を
擧

げ
る
︒
た
だ
し
︑
そ
れ
と
同
時
に
氏
は
﹁
實
際
に
は
そ
の
當
時
︑
こ
の
よ
う
に
軍
號
を
以
て
直
接
領
兵
す
る
や
り
方
は
徐
々
に
少
な
く
な
り
つ

つ
あ
っ
た
﹂
と
も
営
べ
︑
結
論
と
し
て
は
︑
遲
く
と
も
南
�
に
は
虛
號
�
が
完
了
す
る
︑
と
す
る
︒
�
す
る
に
︑
虛
號
�
が
S
行
し
て
ゆ
く
@

渡
�
に
お
い
て
偶
々
確
�
さ
れ
る
事
例
と
し
て
上
記
三
例
は
位
置
附
け
ら
れ
る
︒
氏
の
理
解
と
し
て
は
兩
晉
�
を
'
じ
て
下
位
の
將
軍
號
か
ら

上
位
に
向
か
っ
て
徐
々
に
虛
號
�
が
S
行
し
て
ゆ
き
︑
南
�
初
ま
で
に
は
そ
れ
が
完
了
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

筆
者
は
こ
れ
に
對
し
て
︑﹁
徐
々
に
﹂
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
︑
兩
晉
	
代
�
と
い
う
劃
�
を
重
視
す
る
︒
西
晉
末
ま
で
五
品
以
上
の
將
軍

號
は
軍
事
長
官
と
し
て
の
機
能
を
,
く
失
っ
て
い
な
か
っ
た
︒
陳
氏
の
擧
げ
る
三
例
は
偶
々
確
�
さ
れ
る
事
例
で
は
な
い
︒
こ
こ
で
特
に
力
說

し
て
お
き
た
い
の
が
︑
西
晉
武
g
が
�
吳
後
に
行
っ
た
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
州
郡
兵
撤
廢
政
策
﹂
で
あ
る
︒﹇
 
長
孺
一
九
八
三
﹈
以
來
︑
こ
の
政

策
が
-
味
す
る
の
は
﹁
地
方
長
官
に
よ
る
將
軍
!
任
の
廢
止
﹂
す
な
わ
ち
地
方
長
官
か
ら
軍
事
權
を
取
り
上
げ
た

(
軍
民
分
治
)
こ
と
で
あ
る

と
い
う
の
は
定
說
に
な
っ
て
い
る
︒
と
す
る
な
ら
ば
︑
y
に
言
え
ば
こ
の
時
點
で
な
お
將
軍
は
軍
職
と
し
て
機
能
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
お

よ
そ
將
軍
號
の
虛
號
�
と
い
え
ば
︑
漢
末
三
國
に
大
き
な
劃
�
を
求
め
る
見
解
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
︒
軍
階
�
と
い
う
側
面
か
ら
見
れ
ば
︑

そ
れ
は
そ
の
'
り
で
あ
る
︒
漢
末
三
國
初
に
將
軍
號
が
濫
發
さ
れ
︑
樣
々
な
名
號
が
創
設
さ
れ
た
︒
そ
れ
ら
が
整
理
・
序
列
�
さ
れ
て
︑﹁
軍

階
﹂
と
し
て
の
側
面
が
强
く
な
っ
た
の
は
事
實
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
軍
職
と
し
て
の
側
面
か
ら
見
る
と
︑
そ
の
後
も
相
變
わ
ら
ず
軍
�
組
織
の

頂
點
に
は
將
軍
が
鎭
座
し
て
い
た
︒
�
ら
か
に
西
晉
末
ま
で
將
軍
は
虛
號
�
な
ど
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る(27

)
︒

し
か
し
兩
晉
	
代
�
︑
す
な
わ
ち
二
度
目
の
將
軍
號
の
濫
發
�
に
︑
將
軍
號
,
體
の
軍
階
�
と
同
時
に
虛
號
�
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
︒
例

え
ば
︑﹃
晉
書
﹄
卷
六
三
︑
郭
默
傳
に
は
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默
家
人
を
棄
て
︑
單
馬
も
て
馳
せ
去
る
︒
默
京
都
に
至
る
に
︑
�
g
征
虜
將
軍
を
r
く
︒
劉
遐
卒
す
れ
ば
︑
默
を
以
て
北
中
郞
將
・
監
淮

北
軍
事
・
假


と
爲
さ
ん
と
す
る
に
︑
遐
の
故
の
部
曲
李
龍
等
謀
反
す
︒
默
に
詔
し
て
右
衞
將
軍
趙
胤
と
之
を
討
�
せ
し
む
︒

と
あ
る
︒
こ
れ
は
東
晉
初
�
の
事
例
で
あ
る
が
︑﹁
單
馬
﹂
で
�
げ
て
き
た
郭
默
に
對
し
て
東
晉
�
g
は
征
虜
將
軍

(第
三
品
)
を
r
け
て
い

る
︒
こ
の
と
き
�
廷
が
彼
に
兵
を
r
け
な
か
っ
た
の
は
︑
東
晉
政
權
の
貧
[
な
現
]
兵
力
か
ら
し
て
�
ら
か
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
は
ま
た
︑
直
後

の
顛
末
か
ら
も
窺
わ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
�
廷
が
郭
默
を
﹁
北
中
郞
將
・
監
淮
北
軍
事
・
假


﹂
に
任
命
し
て
︑
劉
遐
が
も
と
擁
し
て
い
た
兵

を
郭
默
に
與
え
よ
う
と
し
た
が
兵
士
た
ち
が
反
亂
を
X
こ
し(28

)
︑
�
廷
は
禁
軍

(右
衞
將
軍
趙
胤
)
を
L
i
し
て
鎭
壓
し
た
︑
と
い
う
︒

�
す
る
に
︑
東
晉
政
權
が
擁
す
る
兵
力
が
寡
[
で
あ
る
狀
況
下
で
︑
將
軍
號
の
濫
發
と
い
う
現
象
が
X
き
る
と
︑
畢
悦
そ
れ
は
軍
�
を
持
た

な
い
將
軍
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
︒
こ
こ
に
至
っ
て
︑
上
位
の
將
軍
號

(二
品
～
五
品
の
外
號
將
軍
)
も
ま
た
軍
階
�
お
よ
び
虛
號
�
の
波
に

呑
み
q
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
こ
の
�
に
h
ん
で
な
お
︑
將
軍
號
が
﹁
完
,
に
﹂
虛
號
�
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
留
-
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
例
え
ば

﹃
宋
書
﹄
卷
六
〇
︑
范
泰
傳
に
は

出
で
て
東
陽
太
守
と
爲
る
︒
盧
循
の
難
︑
泰
預
め
兵
千
人
を
發
し
︑
倉
を
開
き
て
稟
を
給
す
︒
高
祖
泰
に
振
武
將
軍
を
加
う
︒

と
あ
る
︒
東
晉
末
�
の
盧
循
の
亂
に
際
し
て
︑
東
陽
太
守
で
あ
っ
た
范
泰
は
も
と
も
と
將
軍
號
を
持
っ
て
お
ら
ず
︑
兵
を
領
し
て
い
な
か
っ
た

が
︑
危
�
の
時
に
當
っ
て
獨
自
の
�
斷
で
�
兵
し
て
官
倉
か
ら
彼
ら
の
手
當
を
荏
給
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
對
し
て
當
時
の
實
權
者
で
あ
っ

た
劉
裕
が
取
っ
た
措
置
は
︑
范
泰
に
振
武
將
軍

(第
四
品
)
を
與
え
る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒
軍
事
指
揮
權
を
制
度
上
裏
附
け
る
も
の
は

依
然
と
し
て
將
軍
號
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
つ
ま
り
︑
將
軍
號
を
]
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
し
も
軍
�
を
持
っ
て
い
る
と
は
限
ら

な
い
が
︑
軍
�
を
指
揮
す
る
た
め
に
は
將
軍
號
が
必
�
だ
っ
た
︒
こ
う
し
た
狀
況
を
ふ
ま
え
て
︑
實
際
に
軍
�
を
持
っ
て
い
る
將
軍
に
對
し
て

は
﹁
軍
)
﹂
と
い
う
怨
た
な
軍
職
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
﹇
宮
川
一
九
五
六
﹈︒
y
に
言
え
ば
︑
そ
も
そ
も
將
軍
號
を
持
っ
て
い
な
い

軍
)
は
い
な
い
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
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實
際
の
と
こ
ろ
︑
こ
う
し
た
狀
況
は
南
�
末
ま
で
繼
續
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
︑
軍
府
僚
佐
の
側
面
か
ら
見
る
と
分
か
り
や
す
い
︒

例
え
ば
﹃
南
齊
書
﹄
卷
一
六
︑
百
官
志
で
は
驃
騎
將
軍
か
ら
四
鎭
將
軍
ま
で
の
外
號
將
軍
號
を
列
擧
し
た
後
に
軍
府
僚
佐
に
關
す
る
規
定
を
記

し(
29
)

︑
さ
ら
に
續
け
て
四
安
將
軍
か
ら
龍
驤
將
軍
ま
で
の
將
軍
號
を
列
擧
し
た
後
に
も
﹁
凡
そ
諸
小
號
も
︑
亦
た
府
を
置
く
者
]
り
﹂
と
記
す
︒

ま
た
﹃
隋
書
﹄
卷
二
六
︑
百
官
志
上
で
は
陳
制
を
記
す
中
で
將
軍
府
僚
佐
が
見
え
る(30

)
︒
つ
ま
り
︑
軍
府
を
開
く
と
い
う
行
爲
は
あ
く
ま
で
も
將

軍
と
い
う
官
職
に
由
來
す
る
の
で
あ
っ
て
︑
裏
を
_
せ
ば
軍
府
を
開
く
た
め
に
は
將
軍
號
が
依
然
と
し
て
必
�
だ
っ
た
︒
1
違
で
営
べ
た
よ
う

に
︑
軍
府
を
開
く
こ
と
と
領
兵
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
同
義
と
見
て
よ
い
︒
從
っ
て
︑
東
晉
か
ら
南
�
末
に
至
る
ま
で
︑
將
軍
號
は
軍
�
を
持
つ
上

で
十
分
條
件
で
は
な
く
な
っ
た
が
必
�
條
件
で
は
あ
り
續
け
た
こ
と
に
な
る
︒
實
際
︑﹃
隋
書
﹄
卷
一
一
︑
禮
儀
志
六
に
載
せ
る
陳
制
に
は

﹁
諸
そ
四
品
の
將
兵
都
尉
・
D
門
將
・
崇
毅
⁝
⁝
廣
野

(等
の
將
軍
)
は
︑
兵
を
領
す
る
こ
と
五
十
人
に
滿
つ
れ
ば
︑
銀
違
を
給
い
︑
五
十
に
滿

た
ざ
れ
ば
︑
除
板
す
る
の
み
に
し
て
︑
違
を
給
わ
ず
︑
朱
R
︑
武
冠
︒﹂
と
あ
っ
て
︑
五
十
と
い
う
數
字
は
一
軍
の
長
と
い
う
k
か
ら
は
+
.

い
が
︑
少
な
く
と
も
將
軍
が
領
兵
權
と
切
り
離
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
�
ら
か
で
あ
る(31

)
︒
從
來
︑
將
軍
號
の
﹁
虛
號
�
﹂
と
い
え
ば
軍
階

�
の
側
面
に
の
み
關
心
が
集
中
し
︑
あ
た
か
も
そ
れ
が
軍
職
と
し
て
の
機
能
を
喪
失
す
る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
か
の
ご
と
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
︒

そ
う
し
た
先
入
觀
に
荏
�
さ
れ
た
�
識
は
改
め
る
べ
き
で
あ
る(32

)
︒

本
稿
の
副
題
は
﹁
都
督
制
に
對
す
る
�
解
﹂
で
あ
る
が
︑
都
督
制
が
將
軍
制
の
補
助
裝
置
で
あ
り
︑
兩
者
が
一
體
不
可
分
の
關
係
に
あ
る
以

上
︑
こ
こ
に
は
當
然
﹁
將
軍
制
に
對
す
る
�
解
﹂
も
含
ま
れ
る
︒
將
軍
制
を
正
し
く
理
解
し
な
け
れ
ば
︑
都
督
制
の
k
も
見
え
て
は
來
な
い
︒

以
上
を
�
す
る
に
︑
後
漢
末
と
い
う
�
初
の
濫
發
�
に
將
軍
の
﹁
名
號
﹂
が
激
增
し
た
︒
魏
成
立
時
︑
九
品
官
人
法
の
施
行
に
お
い
て
そ
れ

ら
は
淘
汰
・
整
理
さ
れ
る
と
と
も
に
官
品
に
お
い
て
�
確
に
序
列
�
さ
れ
︑
軍
階
と
し
て
の
�
用
が
始
ま
っ
た
︒
そ
れ
と
同
時
に
︑
下
位

(第

八
品
)
の
將
軍
號
に
お
い
て
は
虛
號
�
も
始
ま
っ
た
が
︑
五
品
以
上
の
將
軍
は
依
然
と
し
て
一
軍
の
長
官
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
兩
晉
	
代
�
と

い
う
第
二
の
濫
發
�
に
︑
上
位
の
將
軍
號

(第
二
～
五
品
)
も
ま
た
﹁
一
定
+
度
﹂
虛
號
�
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒﹁
一
定
+
度
﹂
と
は
︑
軍
�

を
持
つ
う
え
で
十
分
條
件
で
は
な
く
な
っ
た
が
︑
必
�
條
件
で
は
あ
り
續
け
た
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
將
軍
號
を
持
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
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て
領
兵
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
が
︑
領
兵
す
る
た
め
に
は
制
度
上
︑
將
軍
號
が
必
�
で
あ
っ
た(33

)
︒
そ
し
て
︑
こ
う
し
た
狀
況
が
南
�
末
ま
で

繼
續
し
た

︱
︱
言
い
奄
え
る
と
︑
將
軍
號
が
﹁
完
,
﹂
に
虛
號
�
す
る
こ
と
︑
領
兵
す
る
た
め
の
必
�
條
件
で
す
ら
な
く
な
る
こ
と
は
魏
晉

南
�
を
'
じ
て
�
後
ま
で
な
か
っ
た
︱
︱

こ
れ
が
筆
者
の
考
え
る
將
軍
號
虛
號
�
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
︒
こ
の
液
れ
を
踏
ま
え
る
と
︑
實
質

�
な
軍
事
長
官
が
將
軍
か
ら
都
督
へ
と
	
替
し
た
の
は
︑
五
品
以
上
の
將
軍
が
軍
�
を
持
つ
う
え
で
の
十
分
條
件
で
な
く
な
っ
た
兩
晉
	
代
�

と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
T


で
は
こ
の
樣
子
に
つ
い
て
見
て
ゆ
こ
う
︒

第
二



將
軍
か
ら
都
督
へ

第
二
違
で
︑
都
督
は
將
軍
に
與
え
ら
れ
る
職
で
あ
っ
た
こ
と
を
営
べ
た
︒
そ
し
て
1


で
は
︑
南
�
末
ま
で
將
軍
は
軍
�
を
持
つ
う
え
で
必

�
條
件
で
あ
り
續
け
た
と
結
論
附
け
た
︒
從
っ
て
︑
都
督
が
﹁
將
軍
の
領
職
﹂
と
い
う
枠
を
超
え
る
こ
と
は
︑
魏
晉
南
�
を
'
じ
て
な
か
っ
た
︒

魏
晉
南
�
を
'
じ
て
將
軍
と
都
督
は
一
體
不
可
分
の
關
係
で
あ
り
續
け
た
の
で
あ
る
︒﹁
將
軍
か
ら
都
督
へ
﹂
と
い
う
	
替
劇
は
︑
將
軍
一
色

に
染
め
ら
れ
た
頁
を
一
枚
め
く
る
と
T
に
は
都
督
一
色
の
頁
が
現
れ
︑
も
は
や
そ
こ
に
は
將
軍
の
k
は
片
鱗
も
な
い
︑
そ
の
よ
う
な
單
純
な
筋

書
き
に
よ
る
鮮
や
か
な
	
替
劇
な
ど
で
は
決
し
て
な
い
︒
も
っ
と
複
雜
で
︑
曖
昧
で
︑
樣
々
な
條
件
の
附
せ
ら
れ
た
筋
書
き
︑
思
い
q
み
を
�

て
て
虛
心
に
見
な
け
れ
ば
︑﹁
視
れ
ど
も
見
え
ず
﹂
と
い
う
代
物
で
あ
る
こ
と
を
强
く
�
識
し
て
お
く
必
�
が
あ
る
︒

閻
步
克
氏
は
︑
傳
瓜
�
に
は
將
軍
こ
そ
が
領
兵
の
官
で
あ
り
︑
都
督
は
將
軍
の
“
加
銜
”
で
あ
っ
た
が
︑
都
督
制
の
發
x
と
將
軍
號
の
虛
號

�
に
よ
っ
て
兩
者
の
輕
重
は
y
轉
し
︑
都
督
が
本
職
と
な
っ
て
將
軍
號
は
都
督
の
位
階
と
な
っ
た
︑
と
說
�
す
る
﹇
閻
步
克
二
〇
〇
二
：
四
二

〇−

四
二
一
﹈︒
筆
者
も
こ
の
筋
書
き
に
基
本
�
に
同
-
す
る
︒
た
だ
し
︑
閻
氏
は
そ
の
時
�
に
つ
い
て
�
記
し
な
い
︒
漢
末
か
ら
東
晉
に
か

け
て
の
長
い
タ
イ
ム
ス
パ
ン
を
想
定
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
こ
れ
に
對
し
て
1


で
は
︑
軍
�
を
持
つ
う
え
で
將
軍
が
十
分
條
件
で
な
く

な
っ
た
の
は
東
晉
初
�
で
あ
り
︑
西
晉
末
ま
で
は
必
�
か
つ
十
分
條
件
で
あ
っ
た
こ
と
を
営
べ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
都
督
が
將
軍
か
ら
軍
事
長

官
の
)
役
の
座
を
奪
っ
た
時
�
は
�
確
に
東
晉
初
�
に
限
定
す
べ
き
と
い
う
の
が
筆
者
の
見
解
で
あ
る
︒
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た
だ
し
︑
く
ど
い
よ
う
だ
が
︑
都
督
は
將
軍
の
領
職
と
し
て
制
度
�
さ
れ
︑
そ
の
形
は
南
�
末
ま
で
繼
續
し
た
︒
ま
た
將
軍
は
南
�
末
に
至

る
ま
で
軍
�
を
持
つ
た
め
の
必
�
條
件
で
は
あ
り
續
け
た
︒
都
督
が
制
度
�
さ
れ
た
時
點
で
將
軍
が
虛
號
�
し
て
い
な
か
っ
た
の
は
勿
論
︑
都

督
が
)
役
の
座
を
奪
っ
た
東
晉
以
影
に
お
い
て
も
︑
將
軍
と
都
督
の
關
係
性
は
少
な
く
と
も
表
面
�
に
は
變
わ
り
な
い(34

)
︒﹁
將
軍
か
ら
都
督
へ
﹂

と
い
う
	
替
劇
が
﹁
曖
昧
な
筋
書
き
﹂
で
あ
る
と
稱
す
る
�
以
で
あ
る
︒

そ
う
し
た
中
で
︑
分
か
り
や
す
い
︑
目
に
見
え
る
變
�
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
刺


(太
守
)
と
の
關
係
性
で
あ
る
︒
魏
晉
か
ら
少
な
く
と
も

劉
宋
ま
で
は
︑
單
車
刺

は
第
五
品
で
領
兵
刺

は
第
四
品
で
あ
っ
た(35

)
︒
こ
れ
は
︑
刺

が
將
軍
號
を
持
つ
と
そ
の
官
品
が
上
昇
す
る
︑
と
い

う
こ
と
で
あ
る
︒
一
方
︑﹃
隋
書
﹄
卷
二
六
︑
百
官
志
上
に
記
す
陳
制
で
は
︑
た
と
え
ば
揚
州
刺

の
原
*
に

凡
そ
單
車
刺

は
︑
督
を
加
う
れ
ば
一
品
を
S
め
︑
都
督
な
れ
ば
二
品
を
S
め
︑
持


・
假


を
論
ぜ
ず
︒

と
あ
り
︑
ま
た
會
稽
太
守
の
原
*
に
も

督
を
加
う
れ
ば
S
み
て
第
四
品
雍
州
の
下
に
在
り
︑
都
督
を
加
う
れ
ば
S
み
て
第
三
品
南
徐
州
の
下
に
在
り
︒
諸
郡
若
し
督
h
び
都
督
と

な
ら
ば
︑
皆
此
の
差
T
を
以
て
例
と
爲
す
︒

と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
陳
代
に
は
刺

・
太
守
は
基
本
�
に
督
を
加
え
る
と
官
品
が
一
品
上
が
り
︑
都
督
で
あ
れ
ば
二
品
上
が
る
決
ま
り
で
あ
っ

た
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
魏
・
晉
・
宋
と
陳
と
で
比


す
る
と
︑
刺

の
官
品
上
昇
の
條
件
が
將
軍
か
ら
都
督
へ
と
�
確
に
移
行
し

て
い
る(

36
)

︒
こ
れ
は
ま
さ
し
く
︑
軍
事
長
官
の
)
役
の
座
が
將
軍
か
ら
都
督
へ
と
	
替
し
た
こ
と
を
�
確
に
物
語
っ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
や
は
り
單
純
な
筋
書
き
で
は
決
し
て
な
い
︒
こ
の
官
制
上
の
變
�
が
生
じ
た
の
は
恐
ら
く
梁
武
g
の
官
制
改
革
時
で
あ
る
蓋
然
性

が
高
い(

37
)

︒
少
な
く
と
も
劉
宋
ま
で
は
變
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
︒
と
す
る
と
︑
軍
事
長
官
の
)
役
の
座
が
﹁
將
軍
か
ら
都
督
へ
﹂
移
行
し
た
の
は

東
晉
初
�
で
あ
る
と
い
う
筆
者
の
考
え
と
一
致
し
な
い
︒
こ
の
差
は
ど
こ
か
ら
生
じ
る
の
か
︒
實
際
の
と
こ
ろ
︑
南
�
初
�
に
お
い
て
旣
に
將

軍
號
,
體
が
個
人
の
位
階
を
表
す
軍
階
と
し
て
�
用
さ
れ
て
い
た
﹇
閻
步
克
二
〇
〇
二
﹈﹇
陳
奕
玲
二
〇
〇
二
﹈﹇
�
井
二
〇
一
三
﹈︒
そ
う
し

た
-
味
か
ら
い
え
ば
︑﹃
宋
書
﹄
の
規
定
が
魏
晉
と
一
致
す
る
の
は
1
時
代
の
殘
影
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒﹁
制
度
と
實
態
の
乖
離
﹂
が
こ
こ
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に
は
あ
る
︒
こ
う
し
た
乖
離
を
解
\
し
た
の
が
梁
の
官
制
改
革
で
あ
っ
た
︒
實
態
が
先
に
變
�
し
た

(
東
晉
初
�
)
の
を
�
い
か
け
て
︑
後
か

ら
制
度
が
改
革
さ
れ
る

(お
そ
ら
く
梁
)
︑
そ
の
典
型
例
で
あ
る
︒

例
え
ば
︑
同
時
代
の
人
々
は
ど
の
よ
う
に
�
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒﹁
軍
民
分
治
﹂
に
關
す
る
T
の

料
か
ら
︑
そ
の
一
斑
が
窺
わ
れ

る
︒
ま
ず
﹃
三
國
志
﹄
卷
一
六
︑
魏
書
・
杜
恕
傳
に
は

俄
か
に
し
て
鎭
北
將
軍
呂
昭
印
た
冀
州
を
領
す
る
に
︑
(恕
)
乃
ち
上
駅
し
て
曰
く
︑﹁
⁝
⁝
臣
1
に
州
郡
を
以
て
兵
を
典
れ
ば
︑
則
ち
軍

功
に
專
心
し
︑
民
事
に
勤
め
ず
︒
宜
し
く
別
に
將
守
を
置
き
︑
以
て
治
理
の
務
を
盡
く
さ
し
む
べ
し
︒
而
る
に
陛
下
復
た
冀
州
を
以
て
呂

昭
に
寵
秩
す
︒
冀
州

戶
口
は
�
も
多
く
︑
田
は
多
く
懇
闢
せ
ら
れ
︑
印
た
桑
棗
の
饒
り
]
り
︑
國
家
徵
求
の
府
に
し
て
︑
�
に
當
に
復

た
任
ず
る
に
兵
事
を
以
て
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
︒
若
し
北
方

當
に
須
ら
く
鎭
守
す
べ
き
を
以
て
す
れ
ば
︑
自
ら
大
將
を
專
置
し
て
以
て

之
を
鎭
安
せ
し
む
べ
し
︒
⁝
⁝
﹂

と
あ
る
︒
鎭
北
將
軍
の
呂
昭
が
冀
州
刺

を
!
任
せ
ん
と
す
る
に
當
っ
て
の
事
例
で
あ
る
︒
曹
魏
時
�
に
お
い
て
﹁
軍
民
分
治
﹂
を
說
く
場
合
︑

そ
の
對
象
と
な
る
の
は
將
軍
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
に
對
し
て
︑﹃
晉
書
﹄
卷
六
七
︑
溫
嶠
傳
に
は
彼
の
上
奏
と
し
て

豫
違
は
十
郡
の
�
な
れ
ば
︑
宜
し
く
刺

を
以
て
之
に
居
ら
し
む
べ
し
︒
z
陽
・
濱
江
は
︑
都
督
應
に
其
の
地
に
鎭
す
べ
し
︒
今
州
を
以

て
府
に
帖
し
︑
S
�
�
な
ら
ず
︒
且
つ
古

鎭
將
は
多
く
州
を
領
せ
ず
︑
皆
�
武
の
形
勢
同
じ
か
ら
ざ
る
を
以
て
の
故
な
り
︒
宜
し
く
單

車
刺

を
�
び
て
別
に
豫
違
を
撫
し
︑
專
ら
黎
庶
を
理
め
し
む
べ
し
︒

と
あ
る
︒
こ
れ
は
東
晉
初
�
の
事
で
あ
る
が
︑
す
で
に
將
軍
で
は
な
く
︑﹁
都
督
と
刺

﹂
と
の
別
任
を
問
題
と
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑

同
じ
﹁
軍
民
分
治
﹂
の
理
想
を
說
く
際
に
︑
そ
の
對
象
が
﹁
將
軍
﹂
か
ら
﹁
都
督
﹂
へ
と
變
�
し
て
い
る
︒
東
晉
初
�
に
お
い
て
旣
に
︑
實
質

�
な
軍
事
長
官
は
將
軍
か
ら
都
督
へ
移
行
し
た
と
�
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
ろ
う
︒
そ
し
て
そ
れ
は
︑
1
違
で
論
じ
た
都
督
と
刺

の
結

合
と
い
う
現
象
を
'
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
は
っ
き
り
見
え
て
來
る
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
改
め
て
﹃
隋
書
﹄
�
載
の
陳
制
を
眺
め
て
み
る
と
︑
も
う
一
つ
︑
重
�
な
變
�
を
指
摘
で
き
る
︒
そ
れ
は
︑
都
督
の
加
え
ら
れ
る
對
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象
が
將
軍
で
は
な
く
︑
刺

・
太
守
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
1


で
営
べ
た
よ
う
に
︑
恐
ら
く
規
定
と
し
て
は
魏
晉

南
�
を
一
貫
し
て
︑
都
督
は
將
軍
に
加
え
ら
れ
る
職
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
現
實
問
題
と
し
て
︑
東
晉
以
影
に
都
督
と
な
る
將
軍
は
必
ず
刺

・

太
守
を
!
任
し
て
お
り
︑
し
か
も
將
軍
號
そ
の
も
の
は
位
階
�
し
て
い
た
た
め
︑﹁
刺

・
太
守
に
都
督
が
加
え
ら
れ
る
﹂
と
人
々
は
�
識
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
︒﹃
隋
書
﹄
陳
制
の
記
営
に
は
︑﹁
將
軍
か
ら
都
督
へ
﹂
(事
實
上
の
軍
事
長
官
)
と
い
う
變
�
と
︑﹁
將
軍
か
ら
刺

・
太

守
へ
﹂
(
都
督
就
任
者
の
實
體
)
と
い
う
二
つ
の
變
�
が
同
時
に
反
映
さ
れ
て
お
り
︑
兩
者
は
密
接
に
關
聯
し
て
い
る
︒﹁
將
軍
か
ら
都
督
へ
﹂
と

い
う
變
�
は
そ
れ
單
獨
で
抽
出
し
て
理
解
で
き
る
現
象
で
は
な
く
︑
刺

・
太
守
を
そ
こ
に
介
在
さ
せ
る
必
�
が
あ
る
︒
無
條
件
に
﹁
軍
事
長

官
が
變
わ
っ
た
﹂
と
理
解
す
べ
き
で
な
く
︑
あ
く
ま
で
﹁
地
方
軍
事
長
官
﹂
に
限
定
し
て
理
解
す
べ
き
事
柄
な
の
で
あ
る
︒
事
實
︑
中
央
禁
軍

も
含
め
て
あ
ら
ゆ
る
局
面
で
︑
都
督
と
い
う
獨
立
し
た
軍
事
長
官
が
將
軍
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
活
�
す
る
な
ど
と
い
う
事
態
は
︑
ど
の
時
代
に

も
生
じ
て
い
な
い
︒

第
五
違

�
解
の
由
來

以
上
︑
兩
晉
	
代
�
に
生
じ
た
都
督
制
に
ま
つ
わ
る
變
�
を
見
て
き
た
︒
先
行
硏
究
に
見
ら
れ
る
�
解
を
改
め
て
も
う
一
度
確
�
し
て
お
く

と
︑
一
︑
都
督
を
獨
立
し
た
官
と
見
な
す
こ
と
︒
二
︑
曹
魏
初
の
時
點
で
す
で
に
將
軍
號
は
虛
號
�
し
︑
都
督
が
軍
事
制
度
の
)
役
で
あ
っ
た

と
考
え
る
こ
と
︒
三
︑
魏
晉
南
�
の
都
督
制
を
一
貫
し
て
︑
分
權
�
制
度
と
し
て
捉
え
る
こ
と
︒
大
き
く
言
え
ば
こ
の
三
つ
が
あ
る
︒
先
行
硏

究
は
例
外
な
く
︑
こ
の
三
つ
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
つ
を
犯
し
て
い
る
︒
で
は
︑
な
ぜ
か
く
も
多
く
の
先
學
諸
氏
が
︑
こ
う
し
た
�
解
に
囚
わ

れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
ら
の
�
解
を
Q
く
�
因
に
つ
い
て
︑
�
後
に
一
言
し
て
お
き
た
い
︒

第
一




料
の
問
題

ま
ず
︑

料
上
の
問
題
か
ら
說
�
す
る
︒
先
行
硏
究
に
一
貫
し
て
見
ら
れ
る
の
は
︑
正

職
官
志
・
百
官
志
の
類
を
輕
視
し
︑
專
ら
正

列
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傳
等
か
ら
具
體
例
を
集
め
て
歸
l
�
に
分
析
す
る
傾
向
︑
も
し
く
は
時
代
の
推
移
に
�
う
制
度
の
變
容
を
あ
ま
り
-
識
す
る
こ
と
な
く
︑﹃
晉

書
﹄﹃
宋
書
﹄﹃
南
齊
書
﹄
の
各
職
官
志
・
百
官
志
の
一
部
を
拔
粹
し
て
︑
自
分
の
都
合
に
合
う
よ
う
利
用
す
る
傾
向
で
あ
る
︒
晉
代
の
都
督
で

あ
れ
ば
﹃
晉
書
﹄
職
官
志
を
︑
劉
宋
に
は
﹃
宋
書
﹄
百
官
志
を
︑
南
齊
は
﹃
南
齊
書
﹄
を
用
い
る
と
い
う
當
た
り
1
の
k
勢
に
闕
け
て
お
り
︑

例
え
ば
曹
魏
・
西
晉
�
の
都
督
を
論
じ
る
の
に
﹃
南
齊
書
﹄
を
引
用
す
る
硏
究
も
少
な
く
な
い
︒
恐
ら
く
そ
の
根
底
に
は
︑﹁
歷
代
正

の
職

官
志
・
百
官
志
に
は
都
督
制
の
記
載
に
不
備
が
あ
る
﹂
と
い
う
�
見
が
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
具
體
例
か
ら
歸
l
し
よ
う
と
す
る
︒
ま
た
制
度
の

變
容
を
あ
ま
り
-
識
し
て
い
な
い
た
め
に
︑
�
接
す
る
時
代
の

料
を
安
易
に
利
用
す
る
の
で
あ
ろ
う
︒

實
際
の
と
こ
ろ
︑
上
記
三
種
正

の
中
︑﹃
晉
書
﹄
と
﹃
南
齊
書
﹄
に
都
督
の
項
目
は
立
て
ら
れ
て
い
な
い
た
め
︑
何
等
か
の
不
備
が
そ
こ

に
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
こ
そ
が
本
稿
で
繰
り
_
し
)
張
し
て
き
た
﹁
都
督
は
獨
立
し
た
官
で
は
な
い
﹂
こ
と
を
傍
證
す

る
も
の
と
し
て
重
視
す
べ
き
事
實
で
あ
る
︒﹁
あ
る
は
ず
﹂
と
い
う
思
い
q
み
で
見
る
と
不
備
の
よ
う
に
思
え
る
が
︑
そ
れ
が
あ
り
の
ま
ま
の

事
實
を
反
映
し
て
い
る
と
思
っ
て
見
れ
ば
︑
決
し
て
不
備
な
ど
な
い
︒
先
入
觀
を
�
て
去
る
必
�
が
あ
る
︒
事
實
︑
他
の
官
職
同
樣
︑
都
督
制

に
つ
い
て
も
︑
そ
の
淵
源
・
沿
革
に
關
す
る
記
営
は
上
記
三
種
正

の
い
ず
れ
に
も
�
確
に
記
さ
れ
て
い
る(38

)
︒﹃
晉
書
﹄
職
官
志
・﹃
宋
書
﹄
百

官
志
・﹃
南
齊
書
﹄
百
官
志
の
い
ず
れ
に
も
不
備
は
な
い
︒
且
つ
本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
︑
都
督
制
は
時
代
と
と
も
に

(
特
に
兩
晉
	
代
�
を

境
に
大
き
く
)
變
�
し
て
い
る
︒
な
ら
ば
︑
晉
・
宋
・
南
齊
各
代
の
都
督
に
つ
い
て
︑﹃
晉
書
﹄・﹃
宋
書
﹄・﹃
南
齊
書
﹄
を
そ
れ
ぞ
れ
根
本

料

と
す
べ
き
で
あ
っ
て
︑
自
分
の
)
張
に
合
わ
せ
て
�
宜
各
�
か
ら
拔
粹
し
て
よ
い
は
ず
が
な
い
︒

た
と
え
ば
︑
�
(38
)
で
引
い
た
都
督
制
の
淵
源
・
沿
革
に
關
す
る
記
営
が
ど
こ
に
置
か
れ
て
い
る
か
見
て
み
よ
う
︒﹃
晉
書
﹄
職
官
志
で
は

﹁
四
征
鎭
安
�
加
大
將
軍
不
開
府
・
持


都
督
者
﹂
の
條
中
で
そ
れ
が
說
�
さ
れ
て
お
り
︑
都
督
と
し
て
の
獨
立
し
た
項
目
は
立
て
ら
れ
て
い

な
い
︒
こ
れ
は
都
督
が
獨
立
し
た
官
で
な
い
こ
と
︑
さ
ら
に
都
督
の
M
書
が
與
え
ら
れ
る
の
は
原
則
と
し
て
將
軍
︑
特
に
四
征
將
軍
が
中
心
で

あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
︒﹃
宋
書
﹄
百
官
志
で
は
︑﹁
驃
騎
・
車
騎
・
衞
將
軍
／
諸
大
將
軍
﹂
と
�
謂
﹁
四
征
將
軍
﹂
の
閒
に
﹁
持


都
督
﹂
の

項
目
が
立
て
ら
れ
る
︒﹃
宋
書
﹄
で
都
督
の
項
目
が
獨
立
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
以
て
︑
劉
宋
時
�
の
都
督
は
獨
立
し
た
官
だ
っ
た
な
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ど
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い(39

)
︒
寧
ろ
︑
獨
立
し
た
項
目
で
あ
り
な
が
ら
︑
且
つ
將
軍
と
將
軍
に
挾
ま
れ
る
と
い
う
記
載
位
置
は
︑
都
督
が
將

軍
制
度
を
c
成
す
る
一
つ
の
�
素
で
あ
る
こ
と
を
 
彫
り
に
す
る
︒
ち
な
み
に
四
征
將
軍
の
1
に
都
督
の
項
が
置
か
れ
る
の
は
︑
四
征
將
軍
と

の
結
び
つ
き
が
[
く
な
っ
た
事
¢
を
反
映
し
て
い
る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
兩
書
よ
り
︑
都
督
が
將
軍
制
の
補
助
裝
置
で
あ
っ
た
こ
と
が
讀
み
取
れ

る
︒一

方
︑﹃
南
齊
書
﹄
百
官
志
で
は
﹁
州
牧
・
刺

﹂
の
條
に
附
置
さ
れ
る
︒
記
載
箇
�
だ
け
見
て
も
1
二
者
と
は
�
ら
か
に
一
線
を
劃
す
る
︒

そ
の
結
果
と
し
て
︑﹁
刺・

・

の・

任・

重・

き・

者・

は
�
持


都
督
と
爲
り
⁝
﹂
と
︑
都
督
と
な
る
)
體
に
刺

を
置
い
て
敍
営
し
て
い
る
の
も
目
を
惹

く
︒
都
督
就
任
者
の
實
體
が
旣
に
刺


(嚴
密
に
言
え
ば
將
軍
號
を
持
つ
刺

)
へ
と
移
行
し
て
い
た
樣
子
が
�
確
に
讀
み
取
れ
る
と
同
時
に
︑

そ
れ
を
﹁
魏
晉
の
世
﹂
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
蕭
子
顯
が
曹
魏
・
西
晉
�
の
都
督
を
正
し
く
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
�
ら
か
と
な

る
︒
第
一
違
で
も
觸
れ
た
よ
う
に
︑
日
本
の
硏
究
で
は
﹁
刺

が
都
督
を
!
任
す
る
﹂
と
い
う
言
い
囘
し
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
が
︑
そ
の


料
�
根
據
は
﹃
南
齊
書
﹄
の
こ
の
記
営
に
あ
る
︒
し
か
し
本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
︑
こ
れ
は
�
ら
か
に
東
晉
以
影
の
實
態
を
反
映
し
て
い
る
︒

こ
れ
を
以
て
曹
魏
・
西
晉
�
に
�
用
す
る
こ
と
は
決
し
て
許
さ
れ
な
い
︒
T


で
は
都
督
を
無
條
件
に
方
鎭
と
捉
え
る
見
方
の
非
を
指
摘
す
る

が
︑
都
督
の
本
官
を
刺

と
見
る
視
點
は
こ
こ
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
-
味
で
も
嚴
に
戒
め
る
べ
き
で
あ
る
︒

都
督
就
任
者
の
實
體
が
﹁
將
軍
か
ら
刺

へ
﹂
と
變
�
し
た
の
は
︑
兩
晉
	
代
�
で
あ
る
︒
で
は
︑
な
ぜ
今
見
た
よ
う
に
﹃
晉
書
﹄
と
﹃
宋

書
﹄
が
一
致
し
︑﹃
宋
書
﹄
と
﹃
南
齊
書
﹄
の
閒
に
斷
絕
が
�
め
ら
れ
る
の
か
︒
實
際
に
は
︑﹃
宋
書
﹄
百
官
志
に
お
い
て
も
軍
府
僚
佐
の
規
定

を
記
す
く
だ
り
で
︑
都
督
就
任
者
の
實
體
を
﹁
將
軍
號
を
持
つ
刺

﹂
と
記
し
て
い
る
こ
と
を
第
三
違
第
二


で
紹
介
し
た
︒
こ
の
點
で
は
寧

ろ
﹃
宋
書
﹄
は
﹃
南
齊
書
﹄
に
�
い
︒
つ
ま
り
︑﹃
宋
書
﹄
に
は
﹁
曹
魏
以
來
の
制
度
の
在
り
方
﹂
と
﹁
東
晉
南
�
の
實
態
﹂
の
兩
方
が
記
さ

れ
て
い
る
の
に
對
し
て
︑﹃
南
齊
書
﹄
で
は
當
時
の
實
態
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る(40

)
︒
1
違
第
二


で
営
べ
た
︑﹁
實
態
と
制
度
の
乖
離
﹂
が
こ
こ

に
も
顏
を
出
し
て
い
る
︒
以
上
を
�
す
る
に
︑
時
代
を
�
っ
て
變
�
し
て
い
っ
た
都
督
制
の
在
り
方
が
︑﹃
晉
書
﹄﹃
宋
書
﹄﹃
南
齊
書
﹄
の
記

営
の
上
に
�
確
に
反
映
さ
れ
て
い
る
︒
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こ
の
よ
う
に
見
て
き
た
と
き
に
︑
曹・

魏・

・
西・

晉・

�・

の
都
督
制
に
關
す
る
從
來
の
硏
究
で
は
︑﹃
晉
書
﹄
職
官
志
が
あ
ま
り
に
も
輕
視
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
氣
づ
く
︒
多
く
は
﹃
宋
書
﹄﹃
南
齊
書
﹄︑
さ
ら
に
は
﹃
'
典
﹄
な
ど
の

料
を
�
宜
︑
自
分
の
)
張
に
都
合
の
良
い
部
分
を
拔
粹

し
て
利
用
し
て
お
り
︑﹃
晉
書
﹄
を
�
う
に
し
て
も
部
分
�
な
利
用
に
と
ど
ま
る
︒﹃
晉
書
﹄
職
官
志
を
,・

面・

�・

に
利
用
し
て
曹
魏
・
西
晉
�
の

都
督
制
を
論
じ
て
い
る
の
は
管
見
の
限
り
拙
稿
﹇
山
口
二
〇
〇
三
﹈
と
﹇
張
鶴
泉
二
〇
一
三
﹈
く
ら
い
で
あ
ろ
う
か(41

)
︒﹃
晉
書
﹄
が
こ
こ
ま
で

輕
視
さ
れ
て
き
た
理
由
は
︑
右
記
﹁
不
備
が
あ
る
﹂
と
い
う
思
い
q
み
の
他
に
︑
 
代
に
F
纂
さ
れ
た
と
い
う
事
¢
も
あ
る
の
だ
ろ
う
︒
し
か

し
F
纂
さ
れ
た
の
は
 
代
で
あ
っ
て
も
︑
�
謂
﹁
十
八
家
舊
晉
書
﹂
な
ど
原

料
を
も
と
に
F
纂
さ
れ
た
こ
と
も
ま
た
周
知
の
事
實
で
あ
る
︒

そ
も
そ
も
︑﹃
晉
書
﹄
の
列
傳
を
利
用
し
て
具
體
例
は
集
め
る
け
れ
ど
も
職
官
志
は
信
用
で
き
な
い
か
ら
利
用
し
な
い
︑
と
い
う
の
で
は
矛
盾

し
て
い
る
︒
ち
な
み
に
︑
�
(38
)に
引
く
﹃
晉
書
﹄
と
﹃
宋
書
﹄
の
都
督
制
の
淵
源
・
沿
革
に
關
す
る
記
営
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
�
か
ら
考
え
て
︑

兩
者
が
同
系
瓜
の

料
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
閒
H
い
な
い
︒
從
っ
て
﹃
宋
書
﹄
百
官
志
は
信
用
す
る
け
れ
ど
も
﹃
晉
書
﹄
職
官
志
は
信
用

し
な
い
︑
と
い
う
の
も
筋
が
'
ら
な
い
︒
も
っ
と
も
︑﹃
宋
書
﹄
な
ら
ば
ま
だ
良
い
︒
こ
こ
に
は
﹁
魏
晉
以
來
の
都
督
制
﹂
も
一
應
記
さ
れ
て

い
る
︒
困
る
の
は
︑
曹
魏
・
西
晉
�
の
都
督
制
を
論
じ
る
の
に
︑﹃
南
齊
書
﹄
を
利
用
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
こ
に
書
い
て
あ
る
こ
と
は
︑
南

�
に
お
け
る
實
態
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
︑
蕭
子
顯
は
そ
の
こ
と
を
自
覺
せ
ず
に
﹁
魏
晉
の
世
﹂
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
︑
こ
れ
を
現
代

の
我
々
は
正
し
く
�
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

曹
魏
・
西
晉
�
の
都
督
制
を
檢
討
す
る
際
︑﹃
南
齊
書
﹄
と
同
じ
く
據
る
べ
き
で
な
い
の
が
﹃
'
典
﹄
で
あ
る
︒﹃
'
典
﹄
が
 
代

の
極
め

て
重
�
か
つ
]
用
な

料
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
︑
魏
晉
南
北
�

に
關
し
て
も
£
々
に
し
て
重
�
な
記
営
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
︑
筆
者
も
承

知
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
と
曹
魏
・
西
晉
�
の
都
督
制
に
關
し
て
は
︑
一
切
據
る
べ
き
で
な
い
︒
 
代
の
都
督
と
い
え
ば
特
別
州
の
長
官
の

よ
う
な
も
の
で
︑
そ
れ
自
體
が
官
品
を
持
つ
獨
立
し
た
官
︑
し
か
も
地
方
長
官
で
あ
る
︒
杜
佑
は
︑
そ
の
頭
で
魏
晉
南
北
�
�
の
都
督
を
論
じ

て
い
る
︒
刺

と
の
結
合
と
い
う
實
態
か
ら
見
て
︑
曹
魏
・
西
晉
�
よ
り
東
晉
南
�
の
都
督
の
方
が
︑
 
代
の
都
督
に
�
い
︒
そ
の
結
果
で
あ

ろ
う
︑
東
晉
南
�
の
都
督
制
を
﹁
魏
晉(42

)
﹂
�
に
當
て
嵌
め
る
記
営
が
散
見
す
る
︒
例
え
ば
︑﹃
南
齊
書
﹄
の
﹁
魏
晉
世
︑
州
牧
隆
重
︑
刺

任
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重
者
⁝
﹂
の
�
違
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
お
り
︑﹁
魏
晉
の
世
﹂
か
ら
旣
に
都
督
就
任
者
の
實
體
が
州
牧
刺

で
あ
る
か
の
よ
う
に
記

営
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
性
の
惡
い
の
は
︑
1
違
で
紹
介
し
た
陳・

制・

︑
す
な
わ
ち
單
車
刺

に
督
を
加
え
れ
ば
一
品
上
昇
︑
都
督
で
あ
れ
ば
二

品
上
昇
と
い
う
一
�
を
擧
げ
て
﹁
魏
よ
り
以
來
﹂
な
ど
と
営
べ
て
い
る(43

)
︒
�
す
る
に
杜
佑
は
︑
南
�
都
督
の
イ
メ
ー
ジ
を
安
易
に
曹
魏
・
西
晉

�
に
投
影
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
に
も
關
わ
ら
ず
︑
�
利
さ
か
ら
か
︑
あ
る
い
は
信
用
で
き
る
と
い
う
﹁
¥
信
﹂
か
ら
か
︑
曹
魏
・
西
晉
�
の

都
督
を
論
ず
る
際
に
﹃
'
典
﹄
を
引
用
す
る
先
行
硏
究
も
少
な
く
な
い
︒
斷
固
と
し
て
戒
め
る
べ
き
で
あ
る
︒

膨
大
な
硏
究
蓄
積
が
あ
り
な
が
ら
︑
魏
晉
南
�
�
の
都
督
制
に
對
す
る
�
確
な
宴
を
結
び
得
な
か
っ
た
)
な
原
因
の
一
つ
に
は
︑
こ
の
よ
う

に

料
に
對
す
る
�
解
・
理
解
不
足
が
あ
っ
た
︒
具
體
例
を
集
め
て
歸
l
�
に
分
析
す
る
の
も
當
然
必
�
で
あ
る
が
︑
お
よ
そ
制
度

の
手
法

と
し
て
︑
當
該
時
�
の
職
官
志
・
百
官
志
を
土
臺
に
据
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
︒

第
二



�
識
の
問
題

以
上
は

料
上
の
問
題
で
あ
っ
た
が
︑
こ
こ
か
ら
は
現
代
の
我
々
硏
究
者
の
視
點
に
つ
い
て
営
べ
た
い
︒
現
代
歷

學
に
お
け
る
都
督
制
硏

究
の
嚆
矢
と
い
え
ば
︑
や
は
り
﹇
嚴
�
�
一
九
九
〇
﹈
で
あ
ろ
う(44

)
︒
勿
論
,
て
の
�
解
の
責
任
を
嚴
�
�
氏
一
人
に
歸
せ
ん
と
す
る
つ
も
り
は

毛
頭
な
い
︒
し
か
し
︑
氏
の
體
系
�
か
つ
詳
細
な
硏
究
は
後
S
に
對
し
て
絕
大
な
影
¦
力
を
依
然
と
し
て
保
っ
て
お
り
︑
今
日
ま
で
蓄
積
さ
れ

て
き
た
都
督
制
硏
究
を
方
向
附
け
た
の
は
や
は
り
︑
嚴
氏
で
あ
る
と
言
っ
て
も
@
言
で
は
な
い
︒
そ
の
-
味
に
お
い
て
︑
嚴
�
�
氏
の
硏
究
に

つ
い
て
こ
こ
で
一
言
し
て
お
く
必
�
が
あ
る
︒

氏
の
都
督
制
硏
究
に
お
け
る
關
心
の
�
在
は
︑
そ
の
書
名
が
端
�
に
示
す
よ
う
に
﹁
行
政
制
度
﹂
の
解
�
に
あ
っ
た
︒﹇
石
井
二
〇
〇
七
﹈

﹇
石
井
二
〇
〇
九
﹈
は
嚴
氏
の
硏
究
動
機
を
二
〇
世
紀
1
K
の
中
國
に
お
け
る
軍
閥
跋
扈
の
狀
況
に
見
出
だ
す
が
︑
�
す
る
に
純
然
た
る
軍
事

制
度
と
し
て
都
督
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
の
で
は
な
く
︑
地
方
軍
政
體

(す
な
わ
ち
方
鎭
)
と
し
て
都
督
を
�
初
か
ら
位
置
附
け
て
い
る
︒
氏
の

硏
究
で
都
督
區
を
州
の
上
位
の
行
政
區
劃
と
位
置
附
け
て
い
る
の
は
ま
さ
し
く
そ
の
表
れ
で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
當
然
︑
1


で
論
じ
た

料
上
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の
問
題
も
關
わ
っ
て
こ
よ
う
︒
そ
の
面
か
ら
言
え
ば
嚴
氏
自
身
が
︑
蕭
子
顯
や
杜
佑
に
よ
っ
て
�
解
﹁
さ
せ
ら
れ
た
﹂
被
§
者
と
言
え
な
く
も

な
い(

45
)

︒
も
ち
ろ
ん
嚴
氏
は
﹃
晉
書
﹄
職
官
志
も
﹃
宋
書
﹄
百
官
志
も
部
分
�
に
引
用
し
て
い
る
︒
た
だ
︑
氏
が
描
い
た
都
督
制
宴
を
俯
瞰
す
る

に
︑
魏
晉
南
�
を
一
貫
し
て
分
權
�
方
鎭
と
し
て
位
置
附
け
て
い
る(46

)
︒

こ
う
し
て
嚴
氏
の
提
示
し
た
都
督
制
宴
が
︑
以
後
の
都
督
制
硏
究
を
方
向
附
け
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
︑
都
督
を
無
條
件

に
方
鎭
と
捉
え
る
視
點
は
か
な
り
深
刻
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
都
督
の
制
度
內
容
に
つ
い
て
�
も
核
心
に
�
り
︑
都
督
は
將
軍
の
領
職
で
あ
る
と

い
う
�
識
に
至
っ
て
い
た
小
尾
孟
夫
氏
で
さ
え
︑
都
督
を
方
鎭
と
見
る
呪
¨
に
囚
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
そ
の
結
果
が
︑
氏
の
提
唱
す
る

﹁
州
都
督
﹂
と
﹁
征
討
都
督
﹂
と
い
う
槪
念
で
あ
る
︒
曹
魏
よ
り
始
ま
っ
た
﹁
州
都
督
﹂
は
兩
晉
	
代
�
に
大
き
な
變
�
を
©
げ
て
︑﹁
多
州
都

督
﹂
が
出
現
す
る
と
同
時
に
︑
臨
時
の
﹁
征
討
都
督
﹂
が
創
設
さ
れ
た
︒
大
雜
把
に
い
え
ば
氏
の
理
解
は
こ
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
︒
愚
考
で
は
︑

こ
う
し
た
槪
念
規
定
が
]
效
と
な
る
の
は
東
晉
以
影
で
あ
る
︒
東
晉
南
�
に
お
け
る
常
置
の
都
督
は
刺

・
太
守
と
密
接
不
可
分
の
關
係
に
あ

る
た
め
︑﹁
州
都
督
﹂
と
呼
ん
で
よ
か
ろ
う
︒
ま
た
そ
の
對
比
で
︑
刺

・
太
守
と
は
原
則
關
係
し
な
い
臨
時
の
﹁
征
討
都
督
﹂
が
時
々
に
應

じ
て
L
i
さ
れ
た
の
も
事
實
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
曹
魏
・
西
晉
�
に
ま
で
州
都
督
の
槪
念
を
ª
衍
す
る
の
は
大
き
な
問
題
が
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら

ば
︑
こ
の
時
�
の
都
督
は
︑
現
實
の
局
面
に
お
い
て
は
確
か
に
地
方
に
常
;
し
︑
表
面
�
に
は
固
定
の
治
�
を
持
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
見
え

る
も
の
の
︑
都
督
の
實
體
が
﹁
外
軍
を
:
い
る
將
軍
﹂
で
あ
る
と
い
う
觀
點
か
ら
い
え
ば
︑
地
方
に
常
;
す
る
の
は
あ
く
ま
で
も
戰
時
下
に
お

け
る
權
宜
の
制
と
み
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
︒
つ
ま
り
曹
魏
・
西
晉
�
の
都
督
は
﹁
州
都
督
﹂
と
﹁
征
討
都
督
﹂
の
兩
方
の
側
面
を
そ
れ
ぞ
れ

部
分
�
に
!
ね
備
え
て
い
た
が
︑
東
晉
に
至
っ
て
兩
者
が
分
�
し
た
︑
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
︒
結
局
の
と
こ
ろ
︑
氏
も
ま
た
東
晉
南
�
�
の

都
督
宴
を
曹
魏
・
西
晉
�
に
投
影
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒

別
の
切
り
口
か
ら
見
て
み
よ
う
︒
後
漢
末
の
混
亂
以
來
︑
地
方
に
軍
閥
が
割
據
し
︑
地
方
分
權
�
な
樣
相
が
中
國
社
會
を
荏
�
す
る
よ
う
に

な
っ
た
︒
西
晉
瓜
一
�
を
例
外
と
し
て
︑
大
雜
把
に
い
え
ば
魏
晉
南
北
�
時
代
は
刺

や
太
守
と
い
っ
た
地
方
長
官
が
軍
事
權
を
倂
せ
持
つ

﹁
軍
民
!
治
﹂
の
時
代
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
︒
と
こ
ろ
が
都
督
制
に
着
目
す
る
と
︑
曹
魏
・
西
晉
�
と
東
晉
南
�
�
と
で
そ
の
在
り
方
は
大
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き
く
衣
な
る
︒
1
者
で
は
都
督
と
刺

の
!
任
は
原
則
と
し
て
な
く
︑
軍
民
分・

治・

を
體
現
し
て
い
た
の
に
對
し
て
︑
後
者
で
は
必
ず
!
任
す
る

よ
う
に
な
り
︑
y
に
軍
民
!・

治・

を
代
表
す
る
制
度
に
變
質
し
た
︒
後
者
は
と
も
か
く
︑
1
者
を
方
鎭
と
捉
え
る
こ
と
が
果
た
し
て
«
當
な
の
か
︒

後
漢
末
�
に
お
い
て
旣
に
︑
社
會
の
潮
液
は
﹁
軍
民
!
治
﹂
へ
と
液
れ
て
お
り
︑
多
く
の
刺

が
將
軍
號
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
︒

そ
う
し
た
中
で
︑
爲
政
者
は
閒
H
い
な
く
軍
民
分
治
を
目
標
と
し
て
い
た
︒
西
晉
武
g
が
,
國
を
瓜
一
し
た
際
︑
た
ち
ど
こ
ろ
に
軍
民
分
治
を

實
現
し
た
の
は
そ
の
證
左
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
�
�
に
お
い
て
曹
魏
初
︑
都
督
制
は
爲
政
者
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
︒
そ
の
-
圖
は
言
う
ま
で

も
な
く
軍
民
分
治
に
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
三
國
鼎
立
と
い
う
︑
現
實
�
に
軍
民
!
治
を
�
め
ざ
る
を
得
な
い
狀
況
下
で
︑
爲
政
者
は
地
方
分
權

へ
と
液
れ
ゆ
こ
う
と
す
る
社
會
の
潮
液
を
押
し
止
め
︑
中
央
集
權
へ
と
向
か
わ
せ
る
べ
く
都
督
制
を
創
出
し
た
の
で
あ
る(47

)
︒
本
稿
で
繰
り
_
し

営
べ
て
き
た
よ
う
に
︑
强
力
な
中
央
軍
を
以
て
地
方
を
抑
え
る
都
督
は
︑
閒
H
い
な
く
中
央
集
權
�
な
作
用
を
果
た
し
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
な

都
督
を
︑
方
鎭
と
捉
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
︒
確
か
に
都
督
は
表
面
�
に
方
鎭
に
見
え
な
く
も
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
れ
は
都
督
の
持
つ

一
面
に
@
ぎ
な
い
︒
思
う
に
︑
こ
の
側
面
に
は
曹
魏
・
西
晉
�
の
都
督
制
の
本
質
は
存
し
な
い
︒

�
後
に
改
め
て
も
う
一
度
觸
れ
て
お
き
た
い
の
が
︑
都
督
を
獨
立
し
た
官
と
見
な
す
�
解
に
つ
い
て
︒
詳
細
は
も
は
や
繰
り
_
さ
な
い
が
︑

つ
ま
る
と
こ
ろ
︑
都
督
は
魏
晉
南
�
を
'
じ
て
獨
立
し
た
官
で
は
な
く
︑
將
軍
の
領
職
で
あ
っ
た
︒
こ
の
視
點
な
く
し
て
︑
魏
晉
南
�
に
お
け

る
都
督
制
の
展
開
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
︒
し
か
し
實
際
に
は
︑
こ
の
�
.
と
も
言
え
る
都
督
制
の
在
り
方
そ
の
も
の
が
︑
現
代

硏
究
者
の
�
解
を
招
く
一
つ
の
�
因
と
な
っ
て
い
る
︒﹃
三
國
志
﹄
や
﹃
晉
書
﹄
な
ど
の
列
傳
を
繙
く
と
︑
あ
た
か
も
都
督
と
い
う
獨
立
し
た

官
が
軍
事
面
で
)
役
と
な
っ
て
活
�
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
︒
表
面
�
に
は
︑
都
督
は
曹
魏
初
よ
り
軍
事
制
度
の
)
役
で
あ
っ

た
と
言
え
な
く
も
な
い
︒
し
か
し
︑
都
督
は
單
獨
で
軍
事
長
官
と
し
て
機
能
す
る
制
度
で
は
な
か
っ
た
︒
將
軍
と
い
う
實
體
が
あ
っ
て
こ
そ
︑

機
能
す
る
制
度
だ
っ
た
︒
都
督
と
い
う
皮
を
一
枚
め
く
る
と
︑
中
に
は
將
軍
が
入
っ
て
い
た
︒
曹
魏
・
西
晉
�
の
軍
事
制
度
の
眞
の
)
役
は
︑

依
然
と
し
て
漢
代
以
來
の
將
軍
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
都
督
制
は
將
軍
制
度
を
補
完
す
る
た
め
の
補
助
裝
置
と
し
て
制
度
�
さ
れ
た
こ
と
を
︑

我
々
は
冷
靜
に
I
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
都
督
が
)
役
の
座
を
奪
っ
た
東
晉
南
�
に
お
い
て
さ
え
︑
將
軍
は
都
督
の
本
官
と
し
て
︑
歷

― 27 ―

27




の
表
舞
臺
か
ら
影
り
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

お

わ

り

に

齊
梁
の
際
に
生
き
て
い
た
蕭
子
顯
で
さ
え
も
︑
曹
魏
・
西
晉
�
の
都
督
制
を
�
解
し
て
い
た
︒
ま
し
て
︑
そ
の
二
百
年
後
の
杜
佑
が
︑
さ
ら

に
は
千
五
百
年
後
の
我
々
が
�
解
し
て
い
た
の
も
已
む
を
得
な
い
面
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
本
稿
で
示
し
た
よ
う
に
そ
の
�
解
を
解
く
�
は
隨
�

に
現
存
し
て
い
る
し
︑
�
解
を
解
い
た
う
え
で
列
傳
等
の
具
體
例
を
見
直
す
と
腑
に
落
ち
る
部
分
が
多
く
あ
る
︒

甚
だ
雜
�
で
は
あ
る
が
︑
魏
晉
南
�
都
督
制
を
粗
描
し
て
み
た
︒
大
方
の
批
�
を
乞
い
た
い
︒
尙
︑
西
晉
瓜
一
�
の
都
督
制
︑
東
晉
以
影
の

都
督
制
に
つ
い
て
︑
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
事
柄
は
ま
だ
山
ほ
ど
あ
る
が
︑
紙
數
は
旣
に
盡
き
た
︒
後
日
を
�
す
︒

�(1
)

周
知
の
'
り
︑
都
督
に
は
都
督
中
外
諸
軍
事
か
ら
下
¬
武
官
と
し

て
の
都
督
ま
で
樣
々
な
形
態
が
あ
る
︒
本
稿
で
は
そ
の
中
で
も
特
に

こ
れ
ま
で
都
督
制
硏
究
の
中
心
を
占
め
て
き
た
︑
地
方
軍
事
長
官
と

し
て
の
�
謂
﹁
都
督
諸
軍
事
﹂
を
取
り
上
げ
る
︒
ま
た
從
1
の
都
督

制
硏
究
と
同
じ
く
︑
四
征
將
軍
と
い
え
ば
﹁
征
・
鎭
・
安
・
�
﹂
が

含
ま
れ
る
こ
と
を
豫
め
お
斷
り
し
て
お
く
︒

(2
)

[張
鶴
泉
二
〇
〇
七
﹈
の
第
一
違
﹁
曹
魏
都
督
諸
州
軍
事
制
度
試

探
﹂
お
よ
び
﹇
張
鶴
泉
二
〇
一
三
﹈
に
よ
れ
ば
︑
曹
魏
の
都
督
は
將

軍
の
領
職
で
あ
っ
た
が
︑
西
晉
に
な
る
と
第
二
品
の
獨
立
し
た
官
に

な
る
と
す
る
︒
た
だ
し
氏
が
獨
立
し
た
官
と
し
て
示
す
根
據
は
成
り

立
た
な
い
︒
�
(8
)︑
(41
)參
照
︒

(3
)

[越
智
一
九
五
七
﹈
は
﹁
東
晉
以
影
︑
都
督
が
四
征
將
軍
の
上
位

に
立
つ
﹂
と
営
べ
る
︒
こ
の
表
現
は
︑
氏
が
都
督
を
獨
立
し
た
官
と

見
な
し
た
う
え
で
の
見
解
で
あ
っ
て
︑
見
當
H
い
の
說
で
は
あ
る
︒

し
か
し
︑
﹁
都
督
が
將
軍
に
取
っ
て
代
わ
る
﹂
と
い
う
テ
ー
マ
の
下

に
氏
の
-
圖
を
®
み
取
れ
ば
︑
將
軍
號
が
虛
號
�
し
て
都
督
が
)
役

と
な
っ
た
の
が
東
晉
以
影
で
あ
る
と
い
う
-
味
に
取
れ
る
︒
も
っ
と

も
︑
﹇
越
智
一
九
八
〇
﹈
で
は
西
晉
�
に
四
征
將
軍
が
虛
號
�
し
た

と
し
て
お
り
︑
)
張
が
變
�
し
て
い
る
︒

(4
)

た
だ
し
﹇
竹
園
一
九
八
六
﹈
は
曹
魏
都
督
制
に
中
央
集
權
�
方
向

性
を
見
出
だ
す
︒
氏
の
論
考
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
大
き
く
取
り
上
げ

ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
︑
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
傾
聽
す
べ
き
見

解
を
多
く
含
む
︒
ま
た
︑﹇
石
井
二
〇
〇
九
﹈
も
都
督
制
を
無
條
件

に
分
權
�
制
度
と
見
な
す
こ
と
の
非
を
指
摘
し
︑
本
來
は
﹁
ヒ
ト
を
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直
接
把
握
す
る
﹂
こ
と
を
目
�
と
す
る
︑
中
央
集
權
を
志
向
す
る
制

度
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
る
︒
�
に
興
味
深
い
見
解
で
あ
る
︒
し
か

し
︑
そ
の
一
方
で
氏
は
︑
三
國
�
の
都
督
諸
軍
事
に
つ
い
て
�
確
に

﹁
方
鎭
﹂
と
し
て
位
置
附
け
︑
分
權
�
性
格
を
見
出
だ
す
﹇
石
井
二

〇
〇
七
﹈︒
都
督
の
根
源
�
な
-
味
と
︑
現
實
の
在
り
方
と
の
閒
で

氏
の
說
�
は
整
合
性
が
取
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
︒
�
(47
)參
照
︒

﹁
諸
軍
事
﹂
を
軍
�
︑
戰
爭
の
-
味
で
は
な
い
と
す
る
の
は
行
き
@

ぎ
で
あ
ろ
う
︒
本
稿
第
二
違
で
営
べ
る
よ
う
に
︑
こ
れ
は
ま
ぎ
れ
も

な
く
﹁
諸
軍
の
事
﹂
と
訓
じ
て
軍
�
を
示
す
︒
�
す
る
に
處
罰
の
對

象
が
軍
�
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
の
が
そ
の
本
義
で
あ
る
︒

(5
)

[
祝
總
斌
二
〇
〇
六
﹈
は
別
の
視
點
か
ら
論
じ
る
︒
す
な
わ
ち
︑

氏
は
曹
魏
・
西
晉
�
の
都
督
に
は

①
治
民
權
が
な
い
こ
と
︑
②

屬
僚
の
任
命
權
が
な
い
こ
と
︑
③
募
兵
・
發
兵
權
が
な
い
こ
と
な

ど
を
理
由
と
し
て
︑
分
權
�
な
性
格
を
否
定
す
る

(﹇
王
謹
二
〇
〇

二
﹈
に
も
こ
れ
に
�
い
指
摘
が
あ
る
)︒
こ
の
三
點
は
ま
さ
し
く
漢

代
以
來
の
將
軍
に
當
て
は
ま
る
特
徵
で
あ
り
︑
本
稿
第
一
の
論
點

﹁
都
督
就
任
者
の
實
體
は
將
軍
で
あ
る
﹂
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
︒

(6
)

[山
口
二
〇
〇
一
﹈
は
訂
正
す
べ
き
點
が
多
く
あ
り
︑
こ
こ
で
專

ら
依
據
す
る
の
は
﹇
山
口
二
〇
〇
三
﹈
と
す
る
︒
尙
︑﹇
山
口
二
〇

〇
三
﹈
は
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
參
照
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
た

め
︑﹃
大
手
1
大
學
論
集
﹄
第
一
七
號

(二
〇
一
七
年
三
�
)
に
日

本
語
譯
を
揭
載
し
た
︒

(7
)

大
ま
か
に
い
え
ば
內
號
將
軍
と
は
中
央
禁
軍
の
將
領
の
ポ
ス
ト
で

あ
り
︑
外
號
將
軍
は
州
郡
兵
等
の
地
方
軍
を
指
揮
す
る
將
軍
號
で
あ

る
︒﹇
宮
崎
一
九
九
二
：
二
八
二
﹈

(8
)

﹃
'
典
﹄
宋
官
品
が
﹃
宋
書
﹄
に
據
っ
て
い
る
の
は
�
ら
か
で
あ

る
︒
一
方
︑
晉
代
の
都
督
が
二
品
で
あ
っ
た
と
記
す

料
は
﹃
'

典
﹄
以
外
に
現
存
し
な
い
︒
强
い
て
い
え
ば
﹃
晉
書
﹄
卷
二
五
職
官

志
に
﹁
四
征
鎭
安
�
加
大
將
軍
不
開
府
・
持


都
督
者
︑
品
秩
第

二
﹂
と
あ
る
の
が
該
當
す
る
か
︒
し
か
し
こ
れ
は
�
ら
か
に
︑
三
品

將
軍
で
あ
る
﹁
四
征
鎭
安
�
將
軍
﹂
に
﹁
大
﹂
の
字
を
加
え
る
と
二

品
と
な
り
︑
さ
ら
に
都
督
を
加
え
て
も
官
品
に
影
¦
は
な
い
こ
と
を

示
し
て
お
り
︑
む
し
ろ
都
督
が
官
品
と
は
關
係
の
な
い
M
書
で
あ
る

こ
と
の
證
左
と
い
う
べ
き
で
あ
る
﹇
小
尾
孟
夫
二
〇
〇
一
：
五
六
﹈

﹇
山
口
二
〇
〇
三
﹈︒

(9
)

規
定
が
な
い
の
み
な
ら
ず
︑
魏
晉
南
�
�
に
お
け
る
﹁
都
督
之

印
﹂
な
る
印
違
の
實
物
も
現
在
に
至
る
ま
で
見
つ
か
っ
て
い
な
い
︒

そ
も
そ
も
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

(10
)

ち
な
み
に
﹃
宋
書
﹄
に
限
ら
ず
︑﹃
晉
書
﹄﹃
南
齊
書
﹄
の
禮
志
や

輿
R
志
等
も
含
め
て
魏
晉
南
�
を
'
じ
て
︑
こ
う
し
た
各
種
禮
制
規

定
に
都
督
は
一
切
顏
を
出
さ
な
い
︒
唯
一
︑
�
(36
)
で
引
用
す
る

﹃
隋
書
﹄
禮
儀
志
の
陳
制
に
都
督
が
記
さ
れ
る
が
︑
そ
こ
で
は
將
軍

と
一
體
の
も
の
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
︒

(11
)

こ
の
表
記
に
�
い
例
と
し
て
T
の
二
つ
を
擧
げ
て
お
く
︒
一
つ
は

�
(
8
)で
も
引
い
た
﹃
晉
書
﹄
職
官
志
の
﹁
四
征
鎭
安
�
加
大
將
軍

不
開
府
・
持


都
督
者
﹂
︑
い
ま
ひ
と
つ
は
�
(36
)
に
引
く
﹃
隋
書
﹄

禮
儀
志
の
陳
制
に
あ
る
﹁
諸
將
軍
�
持


都
督
﹂
と
い
う
表
記
︒
こ

う
し
た
表
記
は
決
し
て
珍
し
く
な
い
︒
尙
︑
李
¯
壽
が
﹃
南

﹄

﹃
北

﹄
を
著
し
て
以
來
︑
南
北
�
歷
代
正

が
輕
ん
じ
ら
れ
︑
液

傳
に
混
亂
が
見
ら
れ
る
の
は
周
知
の
事
實
で
あ
る
︒
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(12
)

[
越
超
二
〇
〇
〇
﹈
は
︑﹁
軍
事
面
に
お
け
る
都
督
中
外
諸
軍
事
﹂

と
﹁
行
政
面
に
お
け
る
錄
尙
書
事
﹂
の
そ
れ
ぞ
れ
の
强
大
な
職
權
を

皇
g
の
左
右
兩
手
に
擬
え
た
う
え
で
︑
制
度
の
在
り
方
と
し
て
の
兩

者
の
�
似
性
を
も
指
摘
す
る
︒

(13
)

そ
れ
を
證
す
る
の
が
﹃
晉
書
﹄
卷
六
三
︑
郭
默
傳
で
あ
る
︒﹁
徵

爲
右
軍
將
軍
︑
默
樂
爲
邊
將
︑
不
願
宿
衞
︒
h
赴
召
︑
謂
�
南
將
軍

劉
胤
曰
︑﹃
我
能
禦
胡
而
不
見
用
︒
右
軍
)
禁
兵
︑
若
疆
埸
]
�
︑

被
�
出
征
︑
方
始
�
給
︒
將
卒
無
素
︑
恩
信
不
著
︑
以
此
臨
敵
︑
少

]
不
敗
矣
︒﹄﹂
右
軍
將
軍
は
自
ら
の
部
�
を
專
]
せ
ず
︑
出
征
時
の

み
臨
時
に
部
�
を
割
り
當
て
ら
れ
る
こ
と
が
�
確
に
営
べ
ら
れ
る
︒

(14
)

た
と
え
ば
﹇
小
尾
孝
夫
二
〇
〇
四
﹈
は
劉
宋
孝
武
g
に
よ
る
中
央

軍
の
强
�
に
つ
い
て
論
じ
る
が
︑
强
�
後
に
地
方
に
常
;
さ
せ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
指
摘
は
な
い
︒
ま
た
﹇
小
尾
孝
夫
二
〇
一
〇
﹈

で
は
宋
齊
時
�
の
中
央
軍
に
つ
い
て
︑
そ
の
兵
源
の
多
樣
性
に
言
h

し
て
い
る
︒
こ
れ
は
裏
を
_
す
と
︑
曹
魏
・
西
晉
王
�
の
兵
戶
制
の

よ
う
に
は
安
定
�
に
兵
士
を
補
給
す
る
こ
と
が
出
來
な
か
っ
た
こ
と

を
示
唆
す
る
︒
こ
う
し
た
面
か
ら
も
︑
地
方
に
大
軍
を
常
;
さ
せ
る

力
は
東
晉
南
�
を
'
じ
て
な
か
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

(15
)

﹃
晉
書
﹄
卷
八
十
一
蔡

傳
に
﹁
初
︑
祖
逖
爲
徐
州
︑

爲
司
馬
︑

⁝
︒﹂
と
あ
っ
て
徐
州
刺

・
祖
逖
の
司
馬
と
な
っ
た
こ
と
が
記
さ

れ
る
︒
司
馬
は
將
軍
府
の
幕
僚
で
あ
り
州
佐
で
は
な
い
︒

(16
)

實
際
に
は
都
督
が
!
任
す
る
の
は
刺

だ
け
で
な
く
太
守
の
場
合

も
あ
っ
た
が
︑
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
を
代
表
し
て
刺

と
表
記
す
る
︒

(17
)

『晉
書
﹄
卷
六
五
︑
王
Q
傳
﹁
今
者
臨
郡
︑
不
問
賢
愚
豪
賤
︑
皆

加
重
號
︑
輒
]
鼓
蓋
︑
動
見
相
準
︒
時
]
不
得
者
︑
或
爲
恥
辱
︒﹂

尙
︑
こ
れ
を
裏
_
し
て
い
え
ば
軍
號
を
持
た
な
い
刺

・
太
守
も
存

在
し
て
い
た
の
で
あ
り
︑
そ
の
場
合
は
軍
�
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
︒

第
四
違
第
一


�
引
の
﹃
宋
書
﹄
卷
六
〇
︑
范
泰
傳
を
參
照
︒

(18
)

[森
本
二
〇
〇
二
﹈
は
︑
﹇
小
尾
孟
夫
二
〇
〇
一
﹈
の
書
°
に
お
い

て
︑
東
晉
以
影
の
都
督
に
よ
る
刺

!
任
の
常
態
�
に
つ
い
て
︑
本

來
都
督
の
瓜
:
す
る
軍
が
中
央
軍
で
あ
る
と
い
う
1
提
の
う
え
で
T

の
よ
う
に
営
べ
る
︒﹁
で
あ
る
な
ら
ば
︑
州
都
督
の
:
い
る
軍
が
中

央
直
N
軍
か
ら
地
方
軍
へ
と
性
格
を
變
�
さ
せ
た
︑
す
な
わ
ち
軍
事

力
の
)
體
が
移
行
し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
︒
そ
れ
は
ま
さ
に
固
]

の
軍
事
力
を
持
た
な
い
東
晉
王
�
が
江
南
土
着
の
軍
事
力
を
賴
ら
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
狀
況
と
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
⁝
⁝
﹂
と
︒
氏
の

見
'
し
の
正
し
か
っ
た
こ
と
が
こ
こ
に
證
�
さ
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ

う
︒

(19
)

な
ぜ
︑
貧
[
な
中
央
軍
の
も
と
東
晉
南
�
の
各
王
�
は
都
督
制
を

あ
え
て
維
持
し
た
の
か
︒
本
稿
で
は
こ
の
點
に
觸
れ
え
な
い
が
︑
別

稿
を
準
備
中
で
あ
る
︒

(20
)

本
�
で
は
一
部
の
み
引
用
す
る
が
︑
こ
こ
に
,
�
を
揭
示
し
て
お

く
︒
尙
︑
後
K
の
﹁
小
號
將
軍
﹂
の
記
営
か
ら
︑
比


�
下
位
の
將

軍
で
あ
っ
て
も
太
守
を
!
任
す
る
場
合
に
は
軍
府
を
開
き
え
た
こ
と
︑

言
い
奄
え
る
と
軍
�
を
持
ち
え
た
こ
と
が
讀
み
取
れ
る
︒

自
車
騎
以
下
爲
刺

︑
印
都
督
h
儀
同
三
司
者
︑
置
官
如
領
兵
︒

但
云
都
督
不
儀
同
三
司
者
︑
不
置
從
事
中
郞
︑
置
功
曹
一
人
︑

)
²
︑
在
)
³
上
︑
漢
末
官
也
︒
漢
東
京
司
隸
]
功
曹
從
事

︑

如
諸
州
治
中
︑
因
其
名
也
︒
功
曹
參
軍
一
人
︑
)
佐
□
□
記
室

下
︑
戶
曹
上
︒
監
以
下
不
置
諮
議
・
記
室
︑
餘
則
同
矣
︒
宋
太

― 30 ―

30



宗
已
來
︑
皇
子
・
皇
弟
雖
非
都
督
︑
亦
置
記
室
參
軍
︒
小
號
將

軍
︑
爲
大
郡
邊
守
置
佐
²
者
︑
印
置
長

︒
餘
則
同
也
︒

(21
)

實
際
に
は
こ
の
﹁
領
兵
置
佐
﹂﹁
置
佐
領
兵
﹂
と
い
う
語
は
他
の

時
代
に
は
見
ら
れ
ず
︑
宋
齊
時
�
に
特
]
の
何
ら
か
の
事
¢
が
關

わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
今
は
そ
の
問
題
に
は
觸
れ
な
い
︒

(22
)

こ
こ
で
は
刺

に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
︑
實
際
に
は
太
守
で
あ
っ

て
も
都
督
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
は
︑
正

本
紀
・
列
傳

の
多
數
の
實
例
に
徵
し
て
�
ら
か
で
あ
る
︒

(23
)

兩
氏

(特
に
陳
氏
)
は
將
軍
の
み
な
ら
ず
校
尉
・
都
尉
や
軍
司
馬

な
ど
の
軍
職
を
も
﹁
軍
階
�
﹂
の
對
象
と
し
て
考
察
す
る
︒
軍
號
の

虛
號
�
を
﹁
,
面
�
﹂
に
論
じ
る
た
め
に
は
必
�
な
視
點
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
本
稿
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
直
接
考
察
の
對
象
と
な
る
の
は

將
軍
で
あ
る
︒

(24
)

以
下
︑
本
稿
で
自
說
を
営
べ
る
際
に
は
﹁
軍
階
�
﹂
と
﹁
虛
號

�
﹂
を
區
別
し
て
用
い
︑﹁
虛
號
�
﹂
と
は
﹁
軍
職
機
能
の
喪
失
﹂

の
-
で
用
い
る
︒

(25
)

陳
氏
の
說
に
つ
い
て
︑
こ
の
點
は
訂
正
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
︒
D
門
將
や
部
曲
將
と
い
っ
た
軍
職
は
後
漢
末
の
軍
閥
中
に
す

で
に
多
く
確
�
で
き
る
の
に
對
し
て
︑
軍
司
馬
等
の
漢
代
軍
職
の
實

例
は
曹
魏
成
立
以
後
︑
ほ
ぼ
確
�
で
き
な
い
︒
第
二
違
で
見
た
よ
う

に
︑
曹
魏
時
�
の
軍
�
組
織
は
﹁
D
門
將
・
騎
督−

部
曲
督−

部
曲

將
﹂
と
な
っ
て
お
り
︑
す
で
に
軍
司
馬
等
は
軍
職
と
し
て
機
能
し
て

い
な
か
っ
た
︒
軍
�
組
織
が
變
�
し
た
の
は
魏
晉
の
際
で
は
な
く
︑

漢
魏
の
際
で
あ
る
︒

(26
)

曹
魏
か
ら
少
な
く
と
も
劉
宋
ま
で
︑
外
號
將
軍
號
は
二
・
三
・

四
・
五
品
と
︑
八
品
に
置
か
れ
て
い
た
︒
﹃
'
典
﹄
卷
三
六
﹁
魏
官

置
九
品
﹂︑
同
書
卷
三
七
﹁
晉
官
品
﹂
お
よ
び
﹃
宋
書
﹄
卷
四
〇
百

官
志
下
︒

(27
)

念
の
た
め
に
申
し
添
え
て
お
く
が
︑
周
知
の
'
り
將
軍
は
漢
代
よ

り
旣
に
︑
實
職
で
な
く
﹁
榮
譽
﹂
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ

た
︒
そ
れ
は
魏
晉
に
お
い
て
も
當
然
變
わ
り
は
な
い
︒
そ
う
し
た
一

部
の
事
例
を
以
て
將
軍
號
,
體
の
虛
號
�
を
論
ず
る
の
は
不
當
で
あ

る
︒

(28
)

こ
の
直
1
に
︑﹁
散
騎
常
侍
・
監
淮
北
軍
事
・
北
中
郞
將
・
徐
州

刺

・
假


﹂
と
し
て
淮
陰
に
;
屯
し
て
い
た
劉
遐
が
卒
し
た
︒
郭

默
は
そ
の
後
任
で
あ
る
︒
劉
遐
は
も
と
︑
西
晉
末
に
塢
)
と
し
て
私

兵
を
擁
し
て
い
た
が
︑﹁
刺
+

將
軍
號
﹂
を
司
馬
睿
か
ら
拜
命
し

て
東
晉
の
體
制
內
に
入
っ
た
︒
そ
の
後
何
囘
か
轉
任
し
て
い
る
が
︑

恐
ら
く
そ
の
度
に
兵
士
た
ち

(部
曲
)
を
引
き
連
れ
て
い
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
︒
後
任
の
郭
默
に
對
し
て
兵
士
た
ち
が
反
亂
を
X
こ
し

た
の
は
︑
劉
遐
の
子
を
自
分
た
ち
の
)
帥
に
立
て
ん
こ
と
を
求
め
た

の
で
あ
っ
て
︑
劉
遐
と
そ
の
部
曲
と
の
閒
の
深
い
個
人
�
¢
誼
關
係

が
窺
わ
れ
る
と
同
時
に
︑
郭
默
自
身
は
兵
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
が
想
定
さ
れ
る
︒
﹃
晉
書
﹄
卷
八
一
︑
劉
遐
傳
參
照
︒

(29
)

凡
諸
將
軍
加
大
字
︑
位
從
公
︒
開
府
儀
同
如
公
︒
凡
公
督
府
置
佐
︑

長

・
司
馬
各
一
人
︑
諮
議
參
軍
二
人
︒
諸
曹
]
錄
事
︑
功
曹
︑
記

室
︑
戶
曹
︑
倉
曹
︑
中
・
直
兵
︑
外
兵
︑
騎
兵
︑
長
液
︑
µ
曹
︑
城

局
︑
法
曹
︑
田
曹
︑
水
曹
︑
鎧
曹
︑
集
曹
︑
右
戶
︑
十
八
曹
︒
城
局

曹
以
上
署
正
參
軍
︑
法
曹
以
下
署
行
參
軍
各
一
人
︒
其
行
參
軍
無
署

者
︑
爲
長
!
員
︒
其
府
佐

則
從
事
中
郞
二
人
︑
倉
曹
掾
・
戶
曹

― 31 ―

31



屬
・
東
西
閣
祭
酒
各
一
人
︑
)
³
舍
人
御
屬
二
人
︒
加
崇
者
︑
則
左

右
長

四
人
︑
中
郞
掾
屬
竝
增
數
︒
其
未
h
開
府
︑
則
置
府
亦
]
佐


︑
其
數
]
減
︒
小
府
無
長
液
︑
置
禁
防
參
軍
︒

(30
)

例
え
ば
第
七
品
の
條
に
﹁
庶
姓
非
公
不
持


將
軍
置
長

﹂
と
あ

る
の
が
一
例
で
あ
る
︒

(31
)

同
書
卷
二
六
︑
百
官
志
上
の
陳
制
﹁
戎
號
﹂
の
く
だ
り
で
も
﹁
諸

將
X
自
第
六
品
已
下
︑
板
則
無
秩
︒
其
雖
除
不
領
兵
︑
領
兵
不
滿
百

人
︑
幷
除
此
官
而
爲
州
郡
縣
者
︑
皆
依
本
條
減
秩
石
︒﹂
と
あ
っ
て
︑

領
兵
如
何
に
よ
る
規
定
が
記
さ
れ
る
︒

(32
)

[岡
部
一
九
九
八
﹈
は
梁
陳
時
代
の
將
軍
號
の
﹁
位
階
﹂
と
し
て

の
�
用
實
態
を
分
析
す
る
@
+
で
︑﹁
當
時
�
の
將
軍
が
散
官
と
し

て
の
機
能
よ
り
も
地
方
軍
の
瓜
:
お
よ
び
軍
功
と
密
接
な
關
係
を

も
っ
て
い
た
こ
と
が
想
宴
さ
れ
る
﹂
と
指
摘
す
る
︒
實
例
に
基
づ
く

見
解
で
あ
る
だ
け
に
︑
說
得
力
が
あ
る
︒

(33
)

[張
鶴
泉
二
〇
一
四
﹈
も
本
稿
と
は
理
解
の
仕
方
が
や
や
衣
な
る

が
︑
東
晉
�
に
つ
い
て
似
た
よ
う
な
指
摘
を
す
る
︒

(34
)

梁
末
︑
侯
景
が
﹁
宇
宙
大
將
軍
・
都
督
六
合
諸
軍
事
﹂
を
自
稱
し

た
と
い
う
の
は
︑
當
時
な
お
︑
都
督
と
將
軍
が
不
可
分
の
關
係
に

あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
︒
�
(36
)
�
引
の
﹃
隋
書
﹄
陳
制
も
參
照
︒

(35
)

『
'
典
﹄
卷
三
六
﹁
魏
官
置
九
品
﹂
で
は
第
四
品
に
﹁
州
領
兵
刺


﹂
が
あ
り
︑
第
五
品
に
﹁
州
單
車
刺

﹂
が
あ
る
︒
ま
た
﹃
宋

書
﹄
卷
三
九
︑
百
官
志
上
で
は
第
四
品
に
﹁
刺

領
兵
者
﹂︑
第
五

品
に
﹁
刺

不
領
兵
者
﹂
が
あ
る
︒
魏
か
ら
宋
に
至
る
ま
で
︑
單
車

刺

は
第
五
品
で
︑
將
軍
號
を
加
え
れ
ば
第
四
品
で
あ
っ
た
︒
南
齊

時
�
の
官
品
は
不
詳
︒

(36
)

こ
の
﹃
隋
書
﹄
陳
制
の
﹁
單
車
刺

﹂
と
い
う
記
営
か
ら
は
︑
本

稿
の
�
論
に
反
し
て
陳
代
の
都
督
は
將
軍
號
を
も
は
や
必
�
と
し
な

い
よ
う
に
も
見
え
る
が
︑
そ
れ
は
H
う
︒
同
じ
く
﹃
隋
書
﹄
卷
一
一
︑

禮
儀
志
六
に
載
せ
る
陳
制
に
は
﹁
諸
將
軍
・
�
持


・
都
督
執



︑

朱
衣
︑
S
賢
一
梁
冠
﹂
と
あ
り
︑
將
軍
・


・
都
督
が
一
體
の
も
の

と
し
て
記
さ
れ
る
︒
魏
晉
南
�
を
'
じ
て
︑
こ
の
三
者
の
つ
な
が
り

に
變
り
は
無
い
︒
﹁
單
車
刺

﹂
と
記
し
て
い
る
の
は
︑
將
軍
號
が

刺

の
官
品
に
影
¦
を
h
ぼ
さ
な
い
こ
と
を
�
確
に
す
る
た
め
で
あ

ろ
う
︒

(37
)

管
見
の
限
り
︑
梁
代
に
お
い
て
都
督
を
加
え
る
と
刺

の
官
品
が

上
昇
し
た
と
い
う
規
定
は
確
�
で
き
な
い
︒
し
か
し
こ
う
し
た
變
�

が
生
じ
た
契
機
は
︑
梁
武
g
の
官
制
改
革
に
お
い
て
外
號
將
軍
號
の

官
班

(
官
品
)
體
系
が
そ
の
他
の
官
職
か
ら
分
離
さ
れ
た
こ
と
に
あ

る
と
考
え
る
の
が
合
理
�
で
あ
る
︒

(38
)

○
﹃
晉
書
﹄
職
官
志

四
征
鎭
安
�
加
大
將
軍
不
開
府
・
持


都
督
者
︑
品
秩
第
二
︑
置
參

佐
²
卒
・
幕
府
兵
騎
如
常
都
督
制
︑
唯
�
會
祿
賜
從
二
品
將
軍
之
例
︒

然
則
持


都
督
無
定
員
︒
1
漢
i
�
始
]
持


︒
光
武
円
武
初
︑
征

伐
四
方
︑
始
權
時
置
督
軍
御

︑
事
悦
罷
︒
円
安
中
︑
魏
武
爲
相
︑

始
i
大
將
軍
督
之
︒
二
十
一
年
︑
征
孫
權
o
︑
夏
侯
惇
督
二
十
六
軍

是
也
︒
魏
�
g
黃
初
三
年
︑
始
置
都
督
諸
州
軍
事
︑
或
領
刺

︒
印

上
軍
大
將
軍
曹
眞
都
督
中
外
諸
軍
事
・
假
黃
鉞
︑
則
總
瓜
內
外
諸
軍

矣
︒
魏
�
g
太
和
四
年
秋
︑
宣
g
征
蜀
︑
加
號
大
都
督
︒
高
貴
鄕
公

正
元
二
年
︑
�
g
都
督
中
外
諸
軍
︑
z
加
大
都
督
︒
h
晉
I
禪
︑
都

督
諸
軍
爲
上
︑
監
諸
軍
T
之
︑
督
諸
軍
爲
下
︒
�
持


爲
上
︑
持
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T
之
︑
假


爲
下
︒
�
持


得
殺
二
千
石
以
下
︒
持


殺
無
官
位
人
︑

若
軍
事
︑
得
與
�
持


同
︒
假


唯
軍
事
得
殺
犯
軍
令
者
︒
江
左
以

來
︑
都
督
中
外
尤
重
︑
唯
王
Q
等
權
重
者
乃
居
之
︒

○
﹃
宋
書
﹄
百
官
志

持


都
督
︑
無
定
員
︒
1
漢
i
�
︑
始
]
持


︒
光
武
円
武
初
︑
征

伐
四
方
︑
始
權
時
置
督
軍
御

︑
事
悦
罷
︒
円
安
中
︑
魏
武
g
爲
相
︑

始
i
大
將
軍
督
軍
︒
二
十
一
年
︑
征
孫
權
o
︑
夏
侯
惇
督
二
十
六
軍
︑

是
也
︒
魏
�
g
黃
初
二
年
︑
始
置
都
督
諸
州
軍
事
︑
或
領
刺

︒
三

年
︑
上
軍
大
將
軍
曹
眞
都
督
中
外
諸
軍
事
︑
假
黃
鉞
︑
則
總
瓜
外
內

諸
軍
矣
︒
�
g
太
和
四
年
︑
晉
宣
g
征
蜀
︑
加
號
大
都
督
︒
高
貴
公

正
元
二
年
︑
晉
�
g
都
督
中
外
諸
軍
︑
z
加
大
都
督
︒
晉
世
則
都
督

諸
軍
爲
上
︑
監
諸
軍
T
之
︑
督
諸
軍
爲
下
︒
�
持


爲
上
︑
持


T

之
︑
假


爲
下
︒
�
持


得
殺
二
千
石
以
下
︒
持


殺
無
官
位
人
︑

若
軍
事
得
與
�
持


同
︒
假


唯
軍
事
得
殺
犯
軍
令
者
︒
晉
江
左
以

來
︑
都
督
中
外
尤
重
︑
唯
王
Q
居
之
︒
宋
氏
人
臣
則
無
也
︒
江
夏
王

義
恭
假
黃
鉞
︒
假
黃
鉞
︑
則
專
戮


將
︑
非
人
臣
常
器
矣
︒

○
﹃
南
齊
書
﹄
百
官
志
・
州
牧
刺

の
條

魏
晉
世
︑
州
牧
隆
重
︑
刺

任
重
者
爲
�
持


都
督
︑
輕
者
爲
持



督
︒
X
漢
從

(順
)
g
時
︑
御

中
丞
馮
赦
討
九
江
µ
︑
督
揚
徐
二

州
軍
事
︑
而
何
・
徐
宋
志
云
X
魏
武
i
諸
州
將
督
軍
︑
王
珪
之
﹃
職

儀
﹄
云
X
光
武
︑
竝
非
也
︒
晉
太
康
中
︑
都
督
知
軍
事
︑
刺

治
民
︑

各
用
人
︒
惠
g
末
︑
乃
幷
任
︑
非
�
州
則
單
爲
刺

︒
州
�
置
別

駕
・
治
中
・
議
曹
・
�
學
祭
酒
・
諸
曹
部
從
事

︒

(39
)

第
二
違
參
照
︒

(40
)

沈
W

(四
四
一
～
五
一
三
)
と
蕭
子
顯

(四
八
九
～
五
三
七
)
は
︑

か
な
り
�
接
す
る
時
代
に
生
き
て
い
た
も
の
の
,
く
の
同
時
代
人
と

い
う
わ
け
で
も
な
い
︒
生
年
に
し
て
お
よ
そ
K
世
紀
︑
こ
の
差
が
-

外
と
大
き
い
可
能
性
が
あ
る
︒
沈
W
﹃
宋
書
﹄
が
完
成
し
た
の
は
南

齊
の
永
�
六
年

(
四
八
八
年
︑
た
だ
し
志
の
部
分
は
や
や
遲
れ
る
と

も
言
わ
れ
る
)︒
一
方
︑﹃
南
齊
書
﹄
は
は
っ
き
り
と
は
分
か
ら
な
い

が
︑
少
な
く
と
も
南
齊
が
滅
¼
し
た
後
︑
梁
代
で
あ
る
の
は
言
う
ま

で
も
な
い
︒
そ
の
閒
に
梁
武
g
の
官
制
改
革
が
實
施
さ
れ
て
い
る
︒

*
(37
)
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
梁
の
官
制
改
革
は
恐
ら
く
都
督
制

に
も
h
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
が
或
い
は
兩
書
の
記
営
の

H
い

(
言
い
奄
え
る
と
兩
者
の
都
督
制
に
對
す
る
�
識
の
H
い
)
を

生
み
出
し
た
�
因
の
一
つ
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
附
言
す
れ
ば
︑
こ
の

�
識
の
H
い
は
︑
都
督
制
の
淵
源
を
ど
こ
に
求
め
る
か
と
い
う
見
解

に
も
反
映
し
て
い
る
︒
卽
ち
︑
蕭
子
顯
に
よ
れ
ば
南
齊
・
梁
の
頃
に

は
都
督
制
の
淵
源
と
し
て
後
漢
光
武
g
說
・
魏
武
g
說
な
ど
が
竝
び

立
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
︑
こ
れ
ら
に
對
し
て
彼
は
後
漢
順
g
の
馮

赦

(﹇
嚴
�
�
一
九
九
〇
﹈
の
考
證
に
よ
れ
ば
馮
緄
)
を
擧
げ
た
う

え
で
光
武
・
魏
武
說
を
﹁
竝
非
也
﹂
と
否
定
す
る
︒
一
方
︑
沈
W
は

光
武
說
と
魏
武
說
を
倂
記
す
る

(い
ず
れ
も
*
(
38
)
參
照
)︒
我
々

は
︑
兩
者
の
都
督
制
に
對
す
る
�
識
の
相
H
が
こ
こ
に
反
映
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
氣
附
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
魏
初
に
制
度
�
さ
れ
た

都
督
制
の
﹁
直
接
﹂
の
淵
源
と
し
て
«
當
な
の
は
言
う
ま
で
も
な
く

魏
武
說
で
あ
っ
て
︑
光
武
g
に
せ
よ
順
g
に
せ
よ
︑
ど
ち
ら
も
﹁
直

接
﹂
の
淵
源
で
は
な
い
︒
た
だ
し
︑
歷

�
背
景
と
し
て
の
﹁
閒
接

�
な
﹂
淵
源
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
︑﹁
中
央
の
力
で
地
方
を
抑
え

る

(
征
伐
四
方
)
臨
時
の
軍
事
長
官
﹂
と
い
う
�
識
に
基
づ
け
ば
光

― 33 ―

33



武
說
に
Þ
り
着
く
で
あ
ろ
う
し
︑﹁
在
地
兵
力
の
長
官
﹂
(馮
緄
の

﹁
督
揚
徐
二
州
軍
事
﹂
と
い
う
表
記
を
蕭
子
顯
は
重
視
し
た
で
あ
ろ

う
)
と
し
て
の
淵
源
を
@
去
に
求
め
れ
ば
︑
そ
れ
は
順
g
時
に
求
め

ら
れ
る
︒
1
者
は
曹
魏
西
晉
�
︑
後
者
は
東
晉
南
�
�
の
そ
れ
ぞ
れ

の
都
督
宴
が
當
て
嵌
ま
る
︒
光
武
說
・
魏
武
說
を
﹁
竝
非
也
﹂
と
す

る
蕭
子
顯
が
曹
魏
西
晉
�
の
都
督
制
を
正
し
く
理
解
し
て
い
な
か
っ

た
こ
と
は
︑
こ
う
し
た
點
か
ら
も
分
か
る
︒

(41
)

た
だ
し
張
鶴
泉
氏
は
︑﹃
晉
書
﹄
職
官
志
に
據
っ
て
都
督
を
官
品

第
二
の
獨
立
し
た
官
と
見
な
す
︒
*
(2
)︑
(8
)參
照
︒
ち
な
み
に

﹃
晉
書
﹄
職
官
志
を
﹁
部
分
�
﹂
に
引
用
す
る
硏
究
は
決
し
て
少
な

く
な
い
︒

(42
)

そ
も
そ
も
都
督
制
變
容
の
轉
奄
點
は
兩
晉
	
代
�
に
あ
る
た
め
︑

都
督
制
を
論
じ
る
際
に
西
晉
と
東
晉
は
嚴
然
と
區
別
す
べ
き
で
あ
っ

て
︑﹁
魏
晉
﹂
と
い
う
表
現
は
好
ま
し
く
な
い
︒

(43
)

と
も
に
﹃
'
典
﹄
卷
三
二
︑
州
牧
刺

の
條
︒﹁
魏
晉
爲
刺

︑

任
重
者
爲
�
持


・
都
督
︑
輕
者
爲
持


︒
⁝
⁝
自
魏
以
來
︑
庶
姓

爲
州
而
無
將
軍
者
︑
謂
之
單
車
刺

︒
⁝
⁝
凡
單
車
刺

︑
加
督
S

一
品
︑
都
督
S
二
品
︑
不
論
持


・
假


︒﹂

(44
)

筆
者
が
參
照
し
た
も
の
は
一
九
九
〇
年
の
第
三
版
で
あ
る
が
︑
初

版
は
一
九
六
三
年
で
あ
る
︒

(
45
)

[石
井
二
〇
〇
九
﹈
で
は
﹃
淸
國
行
政
法
﹄
(臨
時
臺
灣
舊
慣
=
査

會
︑
一
九
一
四
)
を
も
都
督
を
分
權
�
制
度
と
見
な
す
先
行
硏
究
に

擧
げ
る
︒
そ
こ
で
も
﹁
⁝
�
地
ノ
刺

ハ
多
ク
ハ
都
督
ヲ
!
任
シ

⁝
﹂
(
第
二
F
﹁
行
政
組
織
﹂
第
四
違
﹁
地
方
官
廳
﹂
第
一


﹁
荏

è
本
部
﹂
第
一
款
﹁
歷
�
ノ
沿
革
﹂
)
と
︑
魏
晉
�
を
含
め
て
都
督

と
な
る
)
體
を
刺

と
し
て
記
営
し
て
お
り
︑
蕭
子
顯
以
來
の
�
り

が
�
々
と
I
け
繼
が
れ
て
い
る
︒

(46
)

第
一
違
で
営
べ
た
よ
う
に
中
國
で
は
︑
西
晉
瓜
一
に
向
け
た
都
督

の
中
央
集
權
�
作
用
に
*
目
し
た
硏
究
が
¾
つ
か
あ
る
︒
こ
れ
は
嚴

氏
の
�
解
を
一
部
克
R
し
た
硏
究
と
し
て
非
常
に
重
�
な
成
果
で
あ

る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
の
硏
究
で
さ
え
も
︑
や
は
り
都
督
の
方
鎭
と

し
て
の
側
面
に
囚
わ
れ
て
い
る
が
た
め
に
︑
兩
晉
	
代
�
に
X
き
た

變
�
を
說
�
す
る
の
に
失
敗
し
て
い
る
︒

(47
)

[
石
井
一
九
九
二
﹈
が
︑
漢
代
牧
伯
制
の
分
權
志
向
を
克
R
す
る

た
め
に
都
督
制
が
創
設
さ
れ
た
と
す
る
の
は
卓
見
と
い
う
べ
き
で
あ

る
︒
�
(
4
)で
紹
介
し
た
﹇
石
井
二
〇
〇
九
﹈
も
そ
の
¯
長
線
上
の

成
果
と
し
て
位
置
附
け
ら
れ
る
︒
お
よ
そ
石
井
氏
の
見
解
は
︑
都
督

の
本
來
�
な
權
限
を
軍
事
﹁
指
揮
權
﹂
か
ら
ひ
と
ま
ず
切
り
離
し
た

點
や
︑
都
督
制
創
設
の
-
義
を
中
央
集
權
の
方
向
で
捉
え
る
點
な
ど
︑

﹁
本
質
﹂
に
關
わ
る
部
分
で
大
い
に
首
肯
で
き
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑

あ
く
ま
で
も
都
督
諸
軍
事
を
方
鎭
と
し
て
捉
え
る
と
こ
ろ
に
限
界
が

あ
る
よ
う
に
思
う
︒
つ
ま
る
と
こ
ろ
︑
蕭
子
顯
以
來
の
﹁
東
晉
南
�

の
都
督
宴
を
曹
魏
西
晉
�
に
投
影
す
る
﹂
と
い
う
陷
穽
に
︑
石
井
氏

も
陷
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
筆
者
の
見
解
で
あ
る
︒
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【
參
考
�
獻
一
覽
︼
※
本
稿
と
直
接
關
聯
す
る
も
の
の
み
�
小
限
擧
げ
る
が
︑
實
際
に
は
も
っ
と
あ
る
︒

(
日
�
・
五
十
�
順
)

[石
井

一
九
九
二
]

石
井
仁
﹁
漢
末
州
牧
考
﹂︑﹃
秋
大

學
﹄
三
八
︒

[石
井

一
九
九
三
]

石
井
仁
﹁
四
征
將
軍
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
﹂︑﹃
古
代
�
�
﹄
第
四
五
卷
第
一
〇
號
︒

[石
井

二
〇
〇
五
]

石
井
仁
﹁
六
�
都
督
制
硏
究
の
現
狀
と
課
題
﹂︑﹃
駒
澤

學
﹄
第
六
四
號
︒

[石
井

二
〇
〇
七
]

石
井
仁
﹁
三
國
志
の
世
界
︱
︱
思
想
・
歷

・
�
學

(5
)
三
國
時
代
の
都
督
制
﹂
︑﹃
創
�
﹄
第
四
九
八
號
︒

[石
井

二
〇
〇
九
]

石
井
仁
﹁﹃
地
方
分
權
�
﹄
と
都
督
制
﹂︑﹃
三
國
志
硏
究
﹄
第
四
號
︒

[岡
部

一
九
九
八
]

岡
部
毅

﹁
梁
陳
時
代
に
お
け
る
將
軍
號
の
性
格
に
關
す
る
一
考
察
﹂︑﹃
集
刊
東
洋
學
﹄
七
九
︒

[越
智

一
九
五
七
]

越
智
重
�
﹁
晉
代
の
都
督
﹂︑﹃
東
方
學
﹄
一
五
︒

[越
智

一
九
八
〇
]

越
智
重
�
﹁
魏
晉
時
代
の
四
征
將
軍
と
都
督
﹂︑﹃

淵
﹄
一
一
七
︒

[小
尾
孝
夫

二
〇
〇
四
]

小
尾
孝
夫
﹁
劉
宋
孝
武
g
の
對
州
鎭
政
策
と
中
央
軍
改
革
﹂︑﹃
集
刊
東
洋
學
﹄
九
一
︒

[小
尾
孝
夫

二
〇
一
〇
]

小
尾
孝
夫
﹁
南
�
宋
齊
時
�
の
國
軍
體
制
と
僑
州
南
徐
州
﹂︑﹃
 
代

硏
究
﹄
第
一
三
號
︒

[小
尾
孟
夫

二
〇
〇
一
]

小
尾
孟
夫
﹃
六
�
都
督
制
の
硏
究
﹄
溪
水
社
︒

[川
a

一
九
八
二
]

川
a
義
雄
﹁
東
晉
貴
族
制
の
確
立
@
+

︱
︱
軍
事
�
基
礎
の
問
題
と
關
連
し
て
︱
︱
﹂
︑
同
上
著
書
︑
第
Ⅱ
部
第
四
違
︒

[竹
園

一
九
八
六
]

竹
園
卓
夫
﹁
後
漢
・
魏
に
お
け
る
地
方
鎭
撫
に
關
す
る
一
考
察
﹂﹃
東
北
大
學
東
洋

論
集
﹄
第
二
輯
︒

[
�
井

二
〇
一
三
]

�
井
律
之
﹁
南
�
に
お
け
る
外
號
將
軍
の
再
檢
討
﹂︑
同
氏
著
﹃
魏
晉
南
�
の
�
官
制
度
﹄
京
都
大
學
學
À
出
版
會
︒

[宮
川

一
九
五
六
]

宮
川
尙
志
﹁
南
北
�
の
軍
)
・
�
)
・
戍
)
等
に
つ
い
て
﹂︑
同
氏
著
﹃
六
�

硏
究

政
治
・
社
會
A
﹄
日
本
學
À
振
興
會
︑
第
九
違
︒

[宮
崎

一
九
九
二
]

宮
崎
市
定
﹃
九
品
官
人
法
﹄
(﹃
宮
崎
市
定
,
集
﹄
六
)
岩
波
書
店
︒

[森
本

二
〇
〇
二
]

森
本
淳
﹁
書
°
：
小
尾
孟
夫
著
﹃
六
�
都
督
制
硏
究
﹄﹂︑﹃
 
代

硏
究
﹄
第
五
號
︒

[山
口

二
〇
〇
一
]

山
口
正
晃
﹁
都
督
制
の
成
立
﹂︑﹃
東
洋

硏
究
﹄
第
六
〇
卷
第
二
號
︒

[山
口

二
〇
〇
三
]

山
口
正
晃
﹁
曹
魏
西
晉
時
�
�
都
督
與
將
軍
﹂︑﹃
魏
晉
南
北
�
隋
 

Á
料
﹄
第
二
〇
輯
︒

(
中
�
・
拼
�
順
)

[艾
冲

二
〇
〇
二
]

艾
冲
﹁
論
魏
晉
�
“
都
督
諸
州
諸
軍
事
”
制
度
﹂︑﹃
陝
西
師
範
大
學
繼
續
敎
育
學
報
﹄
二
〇
〇
二
年
第
三
�
︒

[陳
琳
國

一
九
九
四
]

陳
琳
國
﹁
魏
晉
南
�
都
督
制
﹂︑
同
氏
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FROM JIANGJUN 將軍 TO DUDU 都督 :

MISCONCEPTIONS ABOUT THE DUDU SYSTEM

YAMAGUCHI Masateru

There exists an enormous amount of research on the dudu 都督, military

commanderships, established at the beginning of the Cao Wei 曹 魏 dynasty.

However, these studies contain some serious misunderstandings, so it cannot be

said that the content of the dudu system has been made sufficiently clear. This

paper corrects these prior misunderstandings and presents a more nuanced

examination of the dudu.

For example, a common error is to treat those who occupied the post of dudu

as independent officials. It is also wrong to say, as some scholars have argued, that,

“the cishi 刺	 held the post of dudu concurrently”. In fact, dudu was merely a

title, and it was given exclusively to the jiangjun將軍. Further, it is also incorrect

to state that the rank of dudu was established because at the end of the Later Han

後漢, jiangjun was becoming an empty title. Of course, it is a fact that the title of

jiangjun was issued excessively at the end of the Later Han, and jiangjun “started”

to become an empty title. However, the dudu was not established to take the place

of the jiangjun that had already become meaningless, but instead the dudu was a

newly founded system created to support the jiangjun, which was in the process of

losing actual power. About 150 years later, from the end of the Western Jin 西晉 to

the beginning of the Eastern Jin 東晉 dynasty, the jiangjun had almost entirely lost

power, and the dudu eventually shed the role of supporting players to become de

facto military commanders. But we must note that in terms of political institutions,

the dudu was not an independent official but the title given to the jiangjun even at

this time.

In addition, there is a misunderstanding in regards to the dudu as

unequivocally decentralized. However, the central regime, which tended toward

centralization, would never have sought to create a decentralized military system.

In fact, the dudu was originally a centralized system, but from the end of the

Western Jin to the beginning of the Eastern Jin dynasty, it dramatically shifted into

a decentralized system. This change of character is concerned with the change of

relationship of the jiangjun to the dudu, mentioned above. This paper clarifies the

process, cause and the background of this change.

To investigate the origin of these misunderstandings, I critically examined the
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Nanqishu南齊書. Later historical records, such as the Tongdian �典, inherited the

mistake made there, misleading researchers ever since. We must adopt a critical

stance toward such historical records.

A COMPARISON OF CHINESE AND JAPANESE BOOK CATALOGUES

(SHUMU書目)

ENOMOTO Junʼichi

Considering the characteristics of books in the age of manuscripts, I compared

and analysed imperial library catalogues of that period, namely the catalogue

chapters of the Suishu 隋書, the Jiutangshu舊�書, and the Xintangshu 怨�書 as

well as the Nihonkoku genzaisho mokuroku日本國見在書目錄. My aim has been to

answer two questions : From what period is the bibliographic information in the

Suishu, and what Chinese books were brought back to Japan by the missions to Sui

China (Qiansuishi!隋")?

Heretofore, opinion has been divided as to whether the bibliographic

information in the Suishu is from the Sui period or from the early Tang period. My

comparison of the catalogue contained in the Suishu to the catalogues from the

Tang period revealed multiple differences between the information recorded in the

two types, making it clear that the information is basically from the Sui period.

Furthermore, having considered the inclusion of numerous books from the Daye 大

業 Era (605‒618), I point out the possibility that the catalogue chapter in the Suishu

is based on the Daye Imperial Catalogue (Daye zhengyushu mulu大業正御書目錄).

Next, using the aforementioned result that the bibliographic information in the

Suishu is indeed from the Sui period, I compared the catalogue chapter in the

Suishu to the Nihonkoku genzaisho mokuroku to estimate which books were

brought back from China by the Japanese missions. I made a specific estimation of

those books by primarily applying the following categories : books listed in the

Suishu and the Nihonkoku genzaisho mokuroku, but not in the Tang catalogues ;

books only listed in the Nihonkoku genzaisho mokuroku, but clearly from the Sui

period ; and books whose detailed bibliographic information in the Suishu and the

Nihonkoku genzaisho mokuroku matches, but differs from that in the Tang

catalogues. I present my opinion on the matter whilst also giving concrete

examples of how the imported Chinese books were later utilised in Japan (Yamato).
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