
後
漢
桓
�
の
親
政
と
宦
官
の
國
政
關
與

渡

邉

將

智

は
じ
め
に

第
一
違

桓
�
の
親
政
と
梁
氏
の
誅
滅

第
二
違

梁
氏
誅
滅
後
の
三
公
と
そ
の
就
任
者

第
三
違

梁
氏
誅
滅
後
の
人
事
方
針
と
そ
の
政
治
�
背
景

第
四
違

宦
官
の
人
事
關
與
と
そ
の
政
治
�
背
景

お
わ
り
に

は

じ

め

に

こ
れ
ま
で
後
漢
第
一
一
代
の
桓
�

(在
位
：
一
四
六
～
一
六
七
)
と
第
一
二
代
の
靈
�

(在
位
：
一
六
八
～
一
八
九
)
の
治
世
は
︑
宦
官
の
專
權

が
皇
�
に
よ
る
荏
�
の
	
體


を
招
い
た
時
�
︑
と
理
解
さ
れ
て
き
た(1

)
︒
そ
の
宦
官
が
官
僚
や
黨
人
に
彈
壓
を
加
え
た
事
件
が
︑
二
度
に
わ
た

る
黨
錮
事
件
で
あ
る
︒
第
一
�
黨
錮
事
件
は
桓
�
�
の

熹
九
年

(一
六
六
)
一
二
�
に
︑
第
二
�
黨
錮
事
件
は
靈
�
�
の
円
寧
二
年

(一
六

九
)
一
〇
�
に
發
生
し
︑
宦
官
と
對
立
す
る
官
僚
や
黨
人
が
禁
錮
𠛬
や
死
𠛬
に
處
さ
れ
た
︒

黨
錮
事
件
に
關
す
る
硏
究
は
枚
擧
に
暇
が
無
い
が
︑
そ
の
古
典
�
な
硏
究
と
し
て
川
�
義
雄
氏
の
�
論
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
川
�
氏

は
︑
黨
錮
事
件
を
﹁
淸
液
豪
族
﹂
と
﹁
濁
液
豪
族
﹂
の
對
立
と
み
な
す
楊
聯
陞
氏
の
說
と
︑
そ
れ
に
對
す
る
宇
都
宮
淸
吉
氏
の
批
�
を
踏
ま
え
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た
上
で
︑
こ
の
事
件
は
儒
敎
�
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く
國
家
理
念
を
共
�
す
る
官
僚
・
黨
人
ら
﹁
淸
液
勢
力
﹂
が
︑
中
央
政
府
に
お
い
て
權

力
を
私
物


す
る
宦
官
︑
お
よ
び
彼
ら
と
結
ん
で
�
里
社
會
に
荏
�
を
�
ぼ
そ
う
と
す
る
﹁
濁
液
勢
力
﹂
に
抵
抗
し
た
結
果
發
生
し
た
と
す
る
︒

そ
の
上
で
︑
後
漢
後
�
の
﹁
淸
液
勢
力
﹂
が
魏
晉
南
北
�
時
代
の
貴
族
の
母
體
と
な
っ
た
︑
と
し
て
い
る(2

)
︒
こ
れ
に
對
し
て
渡
邉
義
浩
氏
は
︑

儒
敎
�
敎
養
を
具
え
る
﹁
儒
敎
�
官
僚
﹂
と
黨
人
が
︑
儒
敎
に
基
づ
く
後
漢
の
荏
�
に
反
し
て
國
家
の
諸
機
能
を
私
物


す
る
宦
官
と
︑
そ
の

背
後
に
い
る
皇
�
に
批
�
を
加
え
た
こ
と
に
よ
り
黨
錮
事
件
が
發
生
し
た
と
す
る
︒
さ
ら
に
︑
後
漢
後
�
の
黨
人
の
液
れ
を
�
む
存
在
と
し
て

魏
晉
�
の
い
わ
ゆ
る
﹁
名
士
﹂
を
位
置
づ
け
て
い
る(3

)
︒

こ
の
よ
う
に
從
來
の
後
漢
政
治
 
硏
究
は
︑
黨
錮
事
件
の
背
景
と
そ
の
歷
 
�
な
"
義
に
つ
い
て
#
に
檢
討
を
加
え
て
き
た
︒
そ
こ
で
は
黨

錮
事
件
を
︑
權
力
を
私
物


す
る
宦
官
が
自
分
た
ち
に
反
撥
す
る
官
僚
・
黨
人
を
排
除
す
る
た
め
に
引
き
$
こ
し
た
も
の
と
お
お
む
ね
理
解
す

る
と
と
も
に
︑
魏
晉
南
北
�
時
代
の
荏
�
者
層
の
形
成
を
促
す
重
'
な
劃
�
と
み
な
し
て
き
た(4

)
︒
こ
れ
ら
の
硏
究
の
多
く
は
︑
魏
晉
南
北
�
時

代
に
お
け
る
荏
�
者
層
の
淵
源
を
後
漢
時
代
に
Ð
っ
て
解
(
す
る
こ
と
に
檢
討
の
重
點
を
置
い
て
い
た
た
め
︑
黨
錮
事
件
の
實
宴
を
官
僚
・
黨

人
の
面
か
ら
把
握
し
よ
う
と
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
え
る
︒

し
か
し
︑
黨
錮
事
件
に
お
い
て
は
︑
黨
人
ら
の
批
�
の
對
象
と
な
っ
た
宦
官
と
彼
ら
を
任
用
す
る
桓
�
・
靈
�
も
ま
た
一
方
の
當
事
者
で

あ
っ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
黨
錮
事
件
の
背
景
と
そ
の
歷
 
�
な
"
義
を
よ
り
詳
細
に
(
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
︑
桓
�
・
靈
�
と
宦
官
が
黨
人
ら
を

排
除
す
る
に
至
っ
た
政
治
�
な
背
景
に
つ
い
て
︑
皇
�
の
瓜
治
の
あ
り
方
や
宦
官
の
政
治
活
動
に
も
目
を
向
け
て
檢
討
す
る
必
'
が
あ
る
︒
な

か
で
も
第
一
�
黨
錮
事
件
が
發
生
し
た
當
時
は
︑
桓
�
が
親
政
し
て
い
た
時
�
に
あ
た
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
右
の
問
題
を
檢
討
す
る
に
あ
た
っ
て

は
︑
桓
�
の
親
政
と
宦
官
の
政
治
活
動
の
關
係
に
特
に
)
目
す
べ
き
で
あ
る
︒

つ
と
に
矢
野
#
稅
氏
が
指
摘
す
る
+
り
︑
後
漢
の
宦
官
の
政
治
活
動
は
#
に
人
事
へ
の
關
與
で
あ
り
︑
そ
の
こ
と
が
桓
�
�
・
靈
�
�
に
官

僚
・
黨
人
ら
に
よ
る
批
�
の
對
象
と
な
っ
た(5

)
︒
で
は
︑
そ
も
そ
も
な
ぜ
宦
官
は
桓
�
�
に
人
事
へ
の
關
與
を
强
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
問

題
は
從
來
必
ず
し
も
十
分
に
は
檢
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
︑
黨
錮
事
件
の
背
景
と
そ
の
歷
 
�
な
"
義
を
解
(
す
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る
た
め
に
は
︑
宦
官
に
よ
る
人
事
へ
の
關
與
を
招
來
し
た
政
治
�
な
背
景
を
︑
第
一
�
黨
錮
事
件
が
發
生
し
た
桓
�
親
政
�
を
中
心
に
檢
證
す

る
必
'
が
あ
る
︒

後
漢
に
お
け
る
宦
官
の
權
力
の
淵
源
に
つ
い
て
︑
從
來
の
後
漢
政
治
 
硏
究
で
は
︑
皇
�
と
そ
の
﹁
祕
書
官
﹂
た
る
宦
官
の
個
人
�
な
紐
帶

に
求
め
る
見
方
と(6

)
︑
臨
�
稱
制
す
る
皇
太
后
と
そ
の
側
-
た
る
宦
官
の
結
合
關
係
に
求
め
る
見
方
が
示
さ
れ
て
き
た(7

)
︒
.
者
は
皇
�
親
政
時
に

お
け
る
宦
官
の
政
治
活
動
に
︑
後
者
は
皇
太
后
臨
�
時
の
そ
れ
に
特
に
)
目
し
て
/
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
に
對
し
て
0
松
(
日

香
氏
は
︑
宦
官
が
外
戚
と
聯
携
し
て
國
政
に
關
與
す
る
に
至
っ
た
背
景
を
︑
第
六
代
の
安
�

(
在
位
：
一
〇
六
～
一
二
五
)
が
鄧
太
后

(第
四
代

の
和
�
の
皇
后
)
に
よ
る
臨
�
を
經
て
親
政
し
て
以
影
の
不
安
定
な
政
2
や
外
戚
と
﹁
儒
家
官
僚
﹂
の
對
立
に
求
め
て
い
る(8

)
︒
0
松
氏
の
�
論

は
︑
宦
官
の
權
力
の
淵
源
を
︑
皇
太
后
の
臨
�
と
皇
�
の
親
政
が
繰
り
3
し
行
わ
れ
る
な
か
で
展
開
す
る
後
漢
中
�
以
影
の
複
雜
な
政
治
狀
況

に
)
目
し
て
檢
討
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
︒
し
か
ら
ば
︑
宦
官
に
よ
る
人
事
へ
の
關
與
を
招
來
し
た
政
治
�
な
背
景
を
檢
證
す
る
に
際
し
て
も
︑

桓
�
が
梁
太
后

(第
八
代
の
順
�
の
皇
后
)
の
臨
�
を
經
て
ど
の
よ
う
に
親
政
し
た
の
か
と
い
う
點
を
︑
當
時
の
皇
�
・
外
戚
・
宦
官
・
官
僚
ら

の
關
係
に
重
點
を
置
い
て
檢
討
す
る
こ
と
が
�
效
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
檢
討
を
+
じ
て
︑
後
漢
後
�
に
皇
�
が
如
何
に
瓜
治
し
て
い

た
の
か
︑
と
い
う
問
題
も
あ
わ
せ
て
檢
證
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒

以
上
の
觀
點
に
基
づ
き
︑
本
稿
で
は
︑
宦
官
に
よ
る
人
事
へ
の
關
與
を
招
來
し
た
政
治
�
な
背
景
を
︑
第
一
�
黨
錮
事
件
が
發
生
し
た
桓
�

親
政
�
を
中
心
に
檢
討
す
る
︒
そ
れ
を
+
じ
て
︑
黨
錮
事
件
の
背
景
と
そ
の
歷
 
�
な
"
義
を
解
(
す
る
手
が
か
り
を
探
る
と
と
も
に
︑
後
漢

に
お
け
る
皇
�
荏
�
の
特
色
の
一
端
を
檢
證
す
る
︒

第
一
違

桓
�
の
親
政
と
梁
氏
の
誅
滅

宦
官
が
桓
�
�
に
人
事
へ
の
關
與
を
强
め
た
政
治
�
な
背
景
を
檢
討
す
る
に
あ
た
り
︑
桓
�
が
親
政
を
開
始
す
る
ま
で
の
政
治
5
6
を
︑
そ

の
�
位
繼
承
に
Ð
っ
て
確
7
し
て
お
き
た
い
︒
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桓
�
劉
志
は
︑
第
九
代
の
冲
�

(在
位
：
一
四
四
～
一
四
五
)
と
第
一
〇
代
の
質
�

(
在
位
：
一
四
五
～
一
四
六
)
が
相
�
い
で
8
御
し
た
後
︑

�
位
を
繼
承
し
た
︒
こ
の
時
�
に
は
梁
太
后
が
臨
�
し
て
冲
�
・
質
�
を
後
見
し
︑
ま
た
彼
女
の
兄
で
あ
る
大
將
軍
梁
冀
が
專
權
を
振
る
っ
て

い
た(

9
)

︒
梁
冀
は
自
分
に
批
�
�
な
質
�
を
本
初
元
年

(一
四
六
)
閏
六
�
甲
申
に
詠
殺
す
る
と
︑
梁
太
后
と
と
も
に
質
�
の
繼
嗣
を
定
め
︑
傍

系
で
一
五
歲
の
蠡
吾
侯
劉
志

(蠡
吾
侯
劉
;
の
子
)
に
�
位
を
繼
承
さ
せ
た
︒
こ
れ
が
桓
�
で
あ
る
︒
梁
太
后
は
桓
�
の
�
位
繼
承
後
も
引
き

續
き
臨
�
し
た
︒

円
和
元
年

(一
四
七
)
八
�
︑
桓
�
は
梁
冀
の
妹
を
皇
后
に
册
立
し
︑
<
年
の
円
和
二
年

(
一
四
八
)
正
�
に
元
=
し
た
︒
和
0
元
年

(一
五

〇
)
正
�
に
な
る
と
梁
太
后
が
政
權
を
3
上
し
︑
桓
�
は
親
政
を
開
始
し
た
︒
梁
太
后
は
そ
の
<
�
に
8
御
し
た
が
︑
そ
れ
以
影
も
梁
冀
は
大

將
軍
に
引
き
續
き
在
任
し
︑
元
嘉
元
年

(一
五
一
)
に
は
桓
�
か
ら
殊
典

(
�
室
の
藩
屛
と
し
て
>
す
る
た
め
に
臣
下
に
賜
與
し
た
特
別
待
>
)
を
賜

與
さ
れ
た(10

)
︒


熹
二
年

(一
五
九
)
七
�
に
梁
皇
后
が
8
御
す
る
と
︑
桓
�
は
梁
冀
に
不
穩
の
動
き
が
あ
る
と
し
︑
尙
書
令
尹
勳
・
尙
書
僕
射
霍
諝
ら
一

部
の
官
僚
と
︑
中
常
侍
單
超
ら
を
中
心
と
す
る
宦
官
の
協
力
を
得
て
︑
梁
氏
の
誅
滅
を
計
劃
し
た
︒
そ
し
て
︑
八
�
丁
丑
︑
桓
�
は
梁
冀
か
ら

大
將
軍
の
印
綬
を
奪
っ
て
自
殺
に
@
い
A
み
︑
河
南
尹
梁
胤

(梁
冀
の
子
)
を
は
じ
め
と
す
る
梁
氏
一
族
を
誅
殺
し
た
︒
さ
ら
に
桓
�
は
︑
梁

氏
の
與
黨
と
み
な
す
官
僚
を
多
數
處
罰
し
た
︒
そ
の
時
の
樣
子
に
つ
い
て
︑﹃
後
漢
書
﹄
卷
三
四
梁
瓜
列
傳
附
梁
冀
列
傳
に
�
の
よ
う
に
あ
る(11

)
︒

其
の
它
連
�
す
る
�
の
公
卿
・
列
校
・
刺
 
・
二
千
石
死こ

ろ

さ
る
る
者
數
十
人
︑
故
F
・
賓
客
免
黜
せ
ら
る
る
者
三
百
餘
人
︒
�
廷
爲
に
空

し
く
︑
唯
だ
尹
勳
・
袁
盱
�
び
廷
尉
邯
鄲
義
の
み
在
り
︒

桓
�
が
梁
氏
の
與
黨
と
み
な
す
三
公
・
九
卿
・
列
校
・
刺
 
・
郡
太
守
や
梁
氏
の
故
F
・
賓
客
を
處
罰
し
た
結
果
︑
尹
勳
・
袁
盱
・
邯
鄲
義
を

除
く
中
央
政
府
の
人
材
の
多
く
が
失
わ
れ
た
と
い
う
︒

か
く
し
て
梁
氏
を
誅
滅
し
た
桓
�
は
︑
名
實
と
も
に
親
政
を
開
始
し
た
︒
そ
し
て
︑
梁
氏
誅
滅
に
際
し
て
中
心
�
な
役
割
を
果
た
し
た
宦
官

の
中
常
侍
單
超
・
徐
璜
・
具
瑗
と
小
黃
門
 
左
悺
・
M
衡
を
列
侯
に
︑
ま
た
小
黃
門
劉
�
・
趙
忠
ら
八
名
の
宦
官
を
�
侯
に
封
じ
た
︒
さ
ら
に
︑
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左
悺
・
M
衡
を
中
常
侍
に
昇
N
さ
せ
た
︒

こ
れ
以
影
︑
單
超
ら
梁
氏
誅
滅
に
協
力
し
た
宦
官
は
︑
自
分
の
一
族
や
與
黨
を
辟
召
す
る
よ
う
三
公
・
九
卿
や
地
方
長
官
に
對
し
て
﹁
O

託
﹂
を
盛
ん
に
行
う
よ
う
に
な
っ
た(12

)
︒﹃
後
漢
書
﹄
卷
四
三
朱
暉
列
傳
附
朱
穆
列
傳
に
は
︑
桓
�
�
の
尙
書
朱
穆
に
つ
い
て
�
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
る
︒

(朱
)
穆
旣
に
し
て
深
く
宦
官
を
疾
み
︑
臺
閣
に
在
り
て
︑
旦
夕
事
を
共
に
す
る
に
�
び
︑
志
し
て
之
を
除
か
ん
と
欲
す
︒
乃
ち
上
駅
し

て
曰
く
︑﹁
案
ず
る
に
︑
漢
の
故
事
に
︑﹁
中
常
侍
は
士
人
よ
り
參
Q
す
﹂
と
︒
円
武
以
後
︑
乃
ち
悉
く
宦
者
を
用
う
︒

0
よ
り
以
來
︑

R
や
貴
盛
を
益
し
︑
貂
璫
の
U
を
假
り
て
︑
常
伯
の
任
に
處
る
︒
天
�
の
政
事
︑
一
に
其
の
手
を
V
て
︑
權
は
海
內
を
傾
け
︑
寵
貴
は
極

ま
り
無
し
︒
子
弟
・
親
戚
︑
竝
び
に
榮
任
を
荷
い
︑
故
に
放
濫
驕
À
に
し
て
︑
能
く
禁
禦
す
る
莫
し
︒
凶
�
無
行
の
徒
︑
媚
び
以
て
官
を

求
め
︑
恃
埶
怙
寵
の
輩
︑
百
姓
を
漁
食
し
︑
天
下
を
窮
破
し
て
︑
小
人
を
空
竭
す
︒
愚
臣
以
爲
え
ら
く
︑
悉
く
罷
省
し
︑
Z
初
に
[
復
し

て
︑
舊
違
に
\
由
し
︑
V
め
て
海
內
の
淸
淳
の
士
︑
國
體
に
(
]
な
る
者
を
Q
び
︑
以
て
其
の
處
に
補
す
べ
し
︒
⁝
⁝
﹂
と
︒
(桓
)
�

^
れ
ず
︒

朱
穆
は
桓
�
に
上
駅
し
て
︑
宦
官
の
一
族
が
高
官
に
就
任
し
た
り
﹁
凶
�
無
行
の
徒
﹂
が
宦
官
に
媚
び
て
獵
官
_
動
を
行
う
現
狀
を
批
�
し
︑

そ
の
よ
う
な
事
態
を
改
善
す
る
た
め
に
中
常
侍
を
本
官
と
す
る
宦
官
を
罷
免
す
る
こ
と
を
求
め
た
︒
桓
�
は
朱
穆
の
言
を
聞
き
入
れ
な
か
っ
た

が
︑
こ
の
事
例
か
ら
は
桓
�
が
宦
官
に
よ
る
﹁
O
託
﹂
を
容
7
し
て
い
た
樣
子
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒

ま
た
︑
後
漢
に
お
い
て
宦
官
は
︑
中
常
侍
の
職
掌
た
る
﹁
`
問
應
對
﹂
に
基
づ
き
︑
自
分
の
推
薦
す
る
人
材
を
任
用
す
る
よ
う
皇
�
に
口
頭

で
N
言
し
た
︒
こ
れ
を
う
け
て
皇
�
は
︑
推
薦
さ
れ
た
人
材
を
a
召
す
る
場
合
が
あ
っ
た(13

)
︒
桓
�
�
に
關
し
て
は
︑
た
と
え
ば
﹃
後
漢
書
﹄
卷

六
〇
下
蔡
邕
列
傳
に

桓
�
の
時
︑
中
常
侍
徐
燧
・
左
悺
等
の
五
侯
擅
恣
す
︒
(蔡
)
邕
の
鼓
琴
を
善
く
す
る
を
聞
き
︑
c
に
天
子
に
白
し
︑
陳
留
太
守
に
勑
し

て
發
d
せ
ん
こ
と
を
督
促
す
︒
邕
已
む
を
得
ず
︑
行
き
て
偃
師
に
到
る
も
︑
疾
と
稱
し
て
歸
る
︒
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と
あ
り
︑
中
常
侍
徐
璜
・
左
悺
ら
が
桓
�
に
蔡
邕
を
推
薦
し
︑
そ
れ
を
う
け
て
桓
�
は
蔡
邕
に
任
官
の
招
き
に
應
じ
る
よ
う
督
促
し
た
︒
こ
の

記
事
に
は
a
召
を
"
味
す
る
﹁
徵
﹂
字
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
︑
桓
�
が
督
促
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
a
召
の
事
例
に
該
當
す
る
も
の

と
解
し
得
る
︒
こ
れ
ら
の
事
例
に
見
え
る
よ
う
に
︑
梁
氏
誅
滅
後
︑
宦
官
は
a
召
へ
の
關
與
を
强
め
︑
桓
�
も
ま
た
そ
れ
を
容
7
し
た
︒

第
二
違

梁
氏
誅
滅
後
の
三
公
と
そ
の
就
任
者

そ
れ
で
は
︑
桓
�
は
梁
氏
を
誅
滅
し
て
名
實
と
も
に
親
政
す
る
に
あ
た
り
︑
ど
の
よ
う
な
人
事
方
針
に
基
づ
い
て
人
材
を
任
用
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
︒
ま
た
︑
そ
の
方
針
は
宦
官
に
よ
る
人
事
へ
の
關
與
に
如
何
な
る
影
f
を
與
え
た
の
だ
ろ
う
か
︒

宦
官
が
關
與
し
た
a
召
は
︑
皇
�
が
官
F
の
推
薦
し
た
人
材
を
直
接
招
聘
し
て
任
用
す
る
た
め
の
制
度
で
︑
a
召
を
g
け
た
者
は
三
公
以
下

の
諸
官
に
就
任
し
た
︒
そ
れ
ら
の
う
ち
九
卿
以
下
の
諸
官
に
就
任
し
た
人
物
は
︑
官
h
を
順
i
に
步
み
さ
え
す
れ
ば
高
い
確
\
で
三
公
に
昇
N

す
る
こ
と
が
で
き
た(14

)
︒

後
漢
に
お
い
て
三
公
は
︑
太
傅
・
將
軍
・
九
卿
ら
と
と
も
に
︑
皇
�
の
諮
問
會
議
で
あ
る
集
議
に
參
加
し
た
︒
當
時
の
集
議
に
は
︑
皇
�
臨

席
の
も
と
百
官
を
招
集
し
て
行
わ
れ
る
﹁
大
議
﹂︑
皇
�
と
三
公
・
九
卿
の
參
加
す
る
﹁
公
卿
議
﹂︑
太
傅
・
三
公
・
將
軍
と
そ
の
屬
僚
の
參
加

す
る
﹁
三
府
議
﹂
が
あ
っ
た(15

)
︒
集
議
の
參
加
者
の
う
ち
太
傅
・
三
公
・
將
軍
は
政
策
形
成

(
政
策
案
の
作
成
・
審
議
・
決
裁
お
よ
び
政
策
の
實
施
)

の
5
6
の
う
ち
政
策
案
の
作
成
・
審
議
を
︑
九
卿
は
政
策
の
實
施
を
中
心
�
に
擔
當
し
︑
と
り
わ
け
.
者
は
皇
�
の
決
裁
に
影
f
を
�
ぼ
す
こ

と
が
で
き
た(16

)
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
皇
�
の
瓜
治
を
荏
え
る
三
公
の
任
用
に
際
し
︑
宦
官
は
梁
氏
誅
滅
後
に
a
召
を
+
じ
て
關
與
し
て
い
た
こ
と

に
な
る
︒
こ
の
た
め
︑
右
の
諸
問
題
を
(
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
︑
梁
氏
が
誅
滅
さ
れ
た

熹
二
年
八
�
か
ら
桓
�
が
8
御
す
る
永
康
元
年

(一
六
七
)
一
二
�
ま
で
の
九
年
閒
に
お
け
る
三
公
の
就
任
者
に
つ
い
て
︑
そ
の
出
自
と
政
治
l
勢
を
分
析
す
る
こ
と
が
�
效
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
︒

表
1
は
︑

熹
二
年
以
影
の
三
公
の
就
任
者
を
一
覽
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒
以
下
で
は
︑
こ
の
表
に
基
づ
い
て
檢
討
を
N
め
て
い
く
︒
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表 1 熹二年以影の三公

年 � 太尉 司徒 司空 重'な出來事

159 熹二年

1
胡廣 韓縯 孫m

7 梁皇后が8御

8
梁氏を誅滅
懿陵 (梁皇后の陵墓) を廢して貴人の冢に改める
鄧氏を皇后に册立

9

黃瓊

祝恬 盛允
11 病床の中常侍單超を車騎將軍に任命

160 熹三年

1 車騎將軍單超が病死

6

7
盛允

o放

161 熹四年

1

2

3

种暠

4

劉矩

6

7
黃瓊

8

9

10

劉寵
162 熹五年

1

11

12

楊秉

163 熹六年

1

3

許栩

12

周景

164 熹七年 1

165 熹八年

1
勃海王劉悝が謀反
劉悝を廮陶王に影格
苦縣で老子の祭祀を實施

2
鄧皇后を廢位
鄧氏を誅滅

6

7

陳蕃

10 竇皇后を册立

11

劉茂

苦縣で老子の祭祀を實施

166 熹九年

1

5

胡廣

7 =龍宮で黃老の祭祀を實施

8

9

周景

10

11

12

宣鄷

第一�黨錮事件

167

熹十年 1

永康元年
6 黨錮を解除

12
廮陶王劉悝を勃海王に封円
桓�が8御

)) 嚴密には中國曆の年末は西曆では<年にあたる。ただし、表 1 には西曆を目安として記載した。



黃
瓊
は
︑
和
�
�

(八
八
～
一
〇
五
)
に
尙
書
令
に
就
任
し
た
黃
香
の
子
で
︑
順
�
�

(
一
二
五
～
一
四
四
)
に
太
傅
・
太
尉
を
歷
任
し
た
桓

焉
の
門
生
で
あ
る(17

)
︒
議
郞
・
尙
書
僕
射
・
尙
書
令
・
魏
郡
太
守
を
歷
任
し
︑
桓
�
�
に
は
大
將
軍
梁
冀
の
も
と
で
太
常
・
司
空
・
太
僕
・
司

徒
・
太
尉
・
大
司
農
に
就
任
し
た
︒
司
空
在
任
中
の
元
嘉
元
年
︑
桓
�
が
自
分
を
擁
立
し
た
梁
冀
の
功
績
を
稱
え
る
た
め
に
︑
彼
に
賜
與
す
る

殊
典
の
內
容
を
三
公
・
九
卿
に
集
議
さ
せ
た
際
に
は
︑
梁
冀
を
周
公
に
準
え
る
こ
と
に
反
對
し
た

(後
営
)
︒
ま
た
︑
太
尉
在
任
時
に
は
梁
冀

の
﹁
O
託
﹂
を
す
べ
て
拒
否
し
た
︒
梁
氏
が
誅
滅
さ
れ
た

熹
二
年
八
�
に
太
尉
に
再
び
昇
N
し
︑
同
四
年

(一
六
一
)
三
�
に
免
官
さ
れ
た

が
︑
同
年
六
�
に
は
司
空
に
再
度
任
用
さ
れ
た
︒

祝
恬
は
︑
胡
廣
の
三
公
在
任
時
に
そ
の
辟
召
を
g
け
た
故
F
で
あ
る

(﹃
蔡
中
郞
集
﹄
卷
四
﹁
太
傅
胡
廣
碑(18
)

﹂
)
︒
司
隸
校
尉
在
任
中
の
元
嘉
元
年
︑

桓
�
が
梁
冀
に
賜
與
す
る
殊
典
の
內
容
を
集
議
さ
せ
る
と
︑
特
N
胡
廣
・
太
常
羊
溥
・
太
中
大
夫
邊
韶
ら
と
と
も
に
︑
梁
冀
を
周
公
に
準
え
て

禮
>
す
る
よ
う
求
め
た

(後
営
)
︒

熹
二
年
八
�
に
光
祿
大
夫
か
ら
司
徒
に
昇
N
し
た

(﹃
後
漢
書
﹄
卷
七
桓
�
紀
・

熹
二
年
條
)
︒

盛
允
は
︑
孝
廉
に
察
擧
さ
れ
て
郞
に
就
任
し
た

(﹃
水
經
)
﹄
卷
二
三
・
獲
水
條
�
引
﹁
漢
司
徒
盛
允
墓
碑
﹂
)
︒
そ
の
後
︑

熹
二
年
八
�
に
大
鴻

臚
か
ら
司
空
に
昇
N
し

(﹃
後
漢
書
﹄
桓
�
紀
・

熹
二
年
條
)
︑
同
三
年
七
�
に
は
司
徒
に
轉
任
し
た
︒

o
放
は
︑
(
�
�

(五
七
～
七
五
)
に
司
徒
に
就
任
し
た
o

の
從
曾
孫
に
あ
た
る
︒
安
�
�
に
太
尉
に
就
任
し
た
楊
震
の
門
生
で
︑
大
長

秋
曹
v
の
推
薦
を
g
け
た
人
物
で
あ
る

(﹃
三
國
志
﹄
魏
書
卷
一
武
�
紀
の
裴
松
之
)
引
﹃
續
漢
書
﹄
︑
﹃
後
漢
書
﹄
卷
七
八
宦
者
列
傳
)
︒
桓
�
�
に
尙

書
に
就
任
し
︑
尙
書
令
尹
勳
ら
と
と
も
に
梁
氏
の
誅
滅
に
盡
力
し
た
功
績
に
よ
り
都
亭
侯
に
封
ぜ
ら
れ
た
︒

熹
三
年

(一
六
〇
)
七
�
に
太

常
か
ら
司
空
に
昇
N
し
た

(﹃
後
漢
書
﹄
桓
�
紀
・

熹
三
年
條
)
︒
宦
官
に
批
�
�
で
あ
っ
た
と
い
う

(﹃
後
漢
書
﹄
卷
三
三
o

列
傳
附
o
放
列
傳
)
︒

种
暠
は
︑
洛
陽
縣
の
門
下
 
を
經
て
河
南
尹
の
#
w
に
就
任
し
た
後
︑
孝
廉
に
察
擧
さ
れ
︑
太
尉
府
の
辟
召
を
g
け
た
︒
順
�
�
に
侍
御
 

に
就
任
し
︑
漢
安
元
年

(一
四
二
)
の
﹁
八
x
y
行
﹂
の
際
に
大
將
軍
梁
冀
と
宦
官
の
與
黨
の
不
正
が
摘
發
さ
れ
る
と
︑
梁
冀
・
宦
官
の
O
願

を
斥
け
る
形
で
︑
八
x
が
摘
發
し
た
者
た
ち
の
處
罰
を
求
め
た(19

)
︒
益
州
刺
 
に
轉
任
し
︑
一
時
免
官
さ
れ
た
が
︑
涼
州
刺
 
・
漢
陽
太
守
・
x

匈
奴
中
郞
將
・
遼
東
太
守
を
歷
任
し
た
︒
そ
の
後
︑
再
び
免
官
さ
れ
た
が
︑
桓
�
の
a
召
を
g
け
て
議
郞
に
就
任
し
た
︒
後
に
南
郡
太
守
・
尙
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書
・
度
遼
將
軍
・
大
司
農
に
就
任
し
︑

熹
四
年
二
�
に
司
徒
に
昇
N
し
た

(﹃
後
漢
書
﹄
桓
�
紀
・

熹
四
年
條
)
︒
种
暠
は
大
長
秋
曹
v
の
收

賄
を
吿
發
し
た
が
︑
曹
v
は
そ
れ
を
"
に
介
す
る
こ
と
な
く
︑
彼
を
﹁
能
F
﹂
と
稱
え
た

(﹃
三
國
志
﹄
魏
書
武
�
紀
の
裴
松
之
)
引
﹃
續
漢
書
﹄︑

﹃
後
漢
書
﹄
宦
者
列
傳
)
︒
ま
た
︑
种
暠
は
梁
冀
の
故
F
た
る
朱
穆
の
推
薦
を
g
け
た

(﹃
後
漢
書
﹄
朱
暉
列
傳
附
朱
穆
列
傳
)
︒

劉
矩
は
︑
順
�
�
に
太
尉
に
就
任
し
た
劉
光
の
兄
の
子
に
あ
た
る

(﹃
後
漢
書
﹄
卷
七
六
循
F
列
傳(20
)

)
︒
孝
廉
に
察
擧
さ
れ
て
雍
丘
令
に
就
任
し

た
が
︑
母
の
喪
に
=
す
た
め
に
辭
職
し
た
︒
そ
の
後
︑
太
尉
胡
廣
に
よ
り
賢
良
方
正
に
察
擧
さ
れ
︑
尙
書
令
・
常
山
相
な
ど
を
歷
任
し
た
︒
し

か
し
︑
大
將
軍
梁
冀
と
の
閒
に
確
執
が
生
じ
た
た
め
︑
病
を
理
由
に
再
び
辭
職
し
た
︒
や
が
て
梁
冀
の
理
解
を
得
て
大
將
軍
府
の
從
事
中
郞
に

任
用
さ
れ
︑
尙
書
令
・
宗
正
・
太
常
を
歷
任
し
た
後
︑

熹
四
年
四
�
に
太
尉
に
昇
N
し
た
︒
後
漢
の
宗
室
に
は
︑
Ⓐ
.
漢
の
舂
陵
侯
家

(後

漢
に
お
い
て
光
武
�
以
來
�
位
を
代
々
繼
承
)
に
出
自
す
る
諸
侯
王
家
の
直
系
︑
Ⓑ
舂
陵
侯
家
に
出
自
す
る
諸
侯
王
家
の
傍
系

(た
と
え
ば
諸
侯
王

の
兄
弟
と
そ
の
後
裔
)
︑
Ⓒ
舂
陵
侯
家
以
外
に
出
自
す
る
劉
氏
一
族
︑
が
含
ま
れ
て
い
た
︒
そ
れ
ら
の
う
ち
皇
�
の
~
緣
に
あ
た
る
Ⓑ
・
Ⓒ
は
肺

腑
に
該
當
す
る
︒
後
漢
で
は
こ
の
肺
腑
が
宗
正
に
任
用
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た(21

)
︒
劉
矩
も
ま
た
桓
�
�
に
宗
正
に
就
任
し
た
こ
と
か
ら
︑
肺
腑

に
該
當
す
る
人
物
と
考
え
ら
れ
る
︒

劉
寵
は
︑
.
漢
の
齊
王
劉
肥

(高
祖
劉
邦
の
庶
長
子
)
の
後
裔
に
あ
た
り

(﹃
後
漢
書
﹄
循
F
列
傳
)
︑
肺
腑
に
該
當
す
る
︒
孝
廉
に
察
擧
さ
れ
て

東
0
陵
令
に
就
任
し
た
後
︑
豫
違
太
守
・
會
稽
太
守
な
ど
を
歷
任
し
た
︒
そ
の
後
︑
a
召
を
g
け
て
將
作
大
匠
に
就
任
し
︑
宗
正
・
大
鴻
臚
を

經
て
︑

熹
四
年
九
�
に
司
空
に
昇
N
し
た
︒

楊
秉
は
︑
四
代
に
わ
た
り
三
公
就
任
者
を
輩
出
し
た
弘
農
楊
氏
の
出
身
で
︑
安
�
�
に
太
尉
に
就
任
し
た
楊
震
の
子
に
あ
た
る(22

)
︒
侍
御
 
・

豫
州
刺
 
・
荊
州
刺
 
・
徐
州
刺
 
・
兗
州
刺
 
・
任
城
相
を
歷
任
し
た
後
︑
桓
�
�
に
大
將
軍
梁
冀
の
も
と
で
太
中
大
夫
・
左
中
郞
將
・
侍

中
・
尙
書
に
就
任
し
た
︒
桓
�
は
楊
秉
を
右
扶
風
に
轉
任
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
︑
太
尉
黃
瓊
の
N
言
に
從
い
︑
中
央
政
府
に
留
め
て
光
祿
大
夫

に
任
命
し
た
︒
し
か
し
︑
楊
秉
は
梁
冀
の
專
權
に
反
撥
し
︑
病
を
理
由
に
出
仕
し
な
か
っ
た
︒
梁
氏
の
誅
滅
後
は
太
僕
・
太
常
・
河
南
尹
を
歷

任
し
た
︒
河
南
尹
在
任
時
に
中
常
侍
單
超
の
弟
で
あ
る
濟
陰
太
守
單
匡
の
不
正
を
取
り
閲
ま
ろ
う
と
試
み
た
が
︑
か
え
っ
て
處
罰
さ
れ
た
︒
や
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が
て
桓
�
の
a
召
を
g
け
て
太
常
に
再
び
任
用
さ
れ
︑

熹
五
年

(一
六
五
)
一
一
�
に
太
尉
に
昇
N
し
た
︒
太
尉
在
任
時
に
は
︑
宦
官
の
與

黨
の
う
ち
不
正
を
働
く
者
を
排
斥
す
る
よ
う
司
空
周
景
と
と
も
に
N
言
し
︑
そ
れ
を
う
け
て
桓
�
は
x
匈
奴
中
郞
將
燕
瑗
ら
五
〇
名
あ
ま
り
を

摘
發
し
た

(﹃
後
漢
書
﹄
卷
五
四
楊
震
列
傳
附
楊
秉
列
傳
︑
後
営
)
︒

許
栩
は
︑﹁
�
旦
�
﹂
で
知
ら
れ
る
許
劭
の
同
族
に
あ
た
る

(﹃
三
國
志
﹄
魏
書
卷
二
三
和
洽
傳
の
裴
松
之
)
引
﹃
汝
南
先
賢
傳
﹄
)
︒

熹
六
年

(一

六
三
)
三
�
に
衞
尉
か
ら
司
徒
に
昇
N
し
た

(﹃
後
漢
書
﹄
桓
�
紀
・

熹
六
年
條
)
︒
許
栩
は
榮
譽
と
利
益
を
@
求
し
︑
司
徒
昇
N
後
は
一
族
の

う
ち
官
職
を
求
め
る
者
か
ら
賄
賂
を
g
け
取
っ
た

(﹃
三
國
志
﹄
魏
書
和
洽
傳
の
裴
松
之
)
引
﹃
汝
南
先
賢
傳
﹄
)
︒

周
景
は
︑
和
�
�
に
尙
書
令
に
就
任
し
た
周
榮
の
孫
に
あ
た
り
︑
大
將
軍
梁
冀
の
辟
召
を
g
け
た
故
F
で
あ
る
︒
豫
州
刺
 
・
河
內
太
守
を

歷
任
し
た
後
︑
桓
�
の
a
召
を
g
け
て
將
作
大
匠
に
就
任
し
た
が
︑
梁
氏
誅
滅
後
に
梁
冀
の
故
F
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
免
官
さ
れ
︑
禁
錮
𠛬

に
處
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
後
ま
も
な
く
し
て
再
び
任
用
さ
れ
︑
尙
書
令
・
太
僕
・
衞
尉
を
歷
任
し
︑

熹
六
年
一
二
�
に
司
空
に
昇
N
し

た
︒
司
空
在
任
時
に
は
︑
太
尉
楊
秉
と
と
も
に
︑
宦
官
の
與
黨
の
う
ち
不
正
を
働
く
者
を
排
斥
す
る
よ
う
N
言
し
た

(﹃
後
漢
書
﹄
楊
震
列
傳
附

楊
秉
列
傳
︑
後
営
)
︒
司
空
を
免
官
さ
れ
た
後
︑

熹
九
年
九
�
に
光
祿
勳
か
ら
太
尉
に
昇
N
し
た

(﹃
後
漢
書
﹄
桓
�
紀
・

熹
九
年
條
)
︒

陳
蕃
は
︑
孝
廉
に
察
擧
さ
れ
て
郞
中
に
就
任
し
︑
ま
も
な
く
母
の
喪
に
=
す
た
め
に
辭
職
し
た
︒
そ
の
後
︑
豫
州
刺
 
周
景
の
辟
召
を
g
け

て
別
駕
從
事
と
な
っ
た
が
︑
周
景
と
對
立
し
た
た
め
再
び
職
を
辭
し
た
︒
後
に
太
尉
李
固
の
推
薦
に
よ
り
a
召
を
g
け
て
議
郞
に
就
任
し
た
︒

桓
�
�
に
な
る
と
樂
安
太
守
に
轉
任
し
た
が
︑
大
將
軍
梁
冀
の
﹁
O
託
﹂
を
拒
否
し
た
た
め
脩
武
令
に
左
�
さ
れ
︑
そ
の
後
は
尙
書
・
豫
違
太

守
を
歷
任
し
た
︒
さ
ら
に
桓
�
の
a
召
を
g
け
て
尙
書
令
に
就
任
し
︑
大
鴻
臚
に
昇
N
し
た
︒
白
馬
令
李
雲
が
宦
官
を
重
用
す
る
桓
�
に
批
�

を
加
え
て
そ
の
�
鱗
に
觸
れ
る
と
︑
彼
を
擁
護
し
た
こ
と
に
よ
り
免
官
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
桓
�
の
a
召
を
g
け
て
議
郞
に
就
任
し
︑
數
日
後

に
光
祿
勳
に
昇
N
し
た
︒
そ
の
後
も
一
時
免
官
さ
れ
た
が
︑
桓
�
の
a
召
を
再
び
g
け
て
尙
書
僕
射
に
就
任
し
︑
太
中
大
夫
を
經
て
︑

熹
八

年

(一
六
五
)
七
�
に
太
尉
に
昇
N
し
た
︒
河
南
尹
李
膺
ら
が
不
正
を
犯
し
た
宦
官
と
そ
の
與
黨
を
處
罰
し
よ
う
と
し
て
無
實
の
罪
に
陷
れ
ら

れ
る
と
︑
彼
ら
を
司
徒
胡
廣
・
司
空
劉
茂
と
と
も
に
擁
護
し
た
が
︑
桓
�
は
こ
れ
を
快
く
思
わ
ず
︑
劉
茂
ら
は
�
司
に
云
奏
さ
れ
た
︒
陳
蕃
は
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そ
の
後
も
上
駅
し
て
李
膺
ら
を
擁
護
し
續
け
た
が
︑
桓
�
は
怒
り
︑
陳
蕃
の
言
を
�
用
し
な
か
っ
た

(﹃
後
漢
書
﹄
卷
三
九
劉
般
列
傳
附
劉
愷
列
傳
︑

同
卷
六
六
陳
蕃
列
傳(23
)

)
︒

劉
茂
は
︑
安
�
�
に
司
徒
に
就
任
し
た
劉
愷
の
末
子
に
あ
た
る
︒
彼
ら
父
子
は
.
漢
の
楚
王
劉
囂

(宣
�
の
子
)
の
後
裔
に
あ
た
り

(﹃
後
漢

書
﹄
劉
般
列
傳
附
劉
愷
列
傳
)
︑
肺
腑
に
該
當
す
る(24

)
︒
劉
茂
は

熹
八
年
一
〇
�
に
太
常
か
ら
司
空
に
昇
N
し
た

(﹃
後
漢
書
﹄
桓
�
紀
・

熹
八
年

條
)
︒
司
空
在
任
時
に
は
︑
宦
官
に
よ
っ
て
無
實
の
罪
に
陷
れ
ら
れ
た
河
南
尹
李
膺
ら
を
太
尉
陳
蕃
・
司
徒
胡
廣
と
と
も
に
擁
護
し
︑
そ
の
た

め
に
�
司
に
云
奏
さ
れ
た

(﹃
後
漢
書
﹄
劉
般
列
傳
附
劉
愷
列
傳
︑
同
陳
蕃
列
傳
)
︒

胡
廣
は
︑
安
�
�
に
孝
廉
に
察
擧
さ
れ
て
郞
中
に
就
任
し
︑
尙
書
侍
郞
・
尙
書
左
丞
・
尙
書
僕
射
を
歷
任
し
た

(﹃
蔡
中
郞
集
﹄
卷
四
﹁
太
傅

安
樂
�
�
恭
侯
胡
廣
碑
﹂︑
同
﹁
胡
廣
碑
﹂
)
︒
尙
書
僕
射
在
任
時
に
は
︑
皇
后
を
占
い
の
結
果
に
基
づ
い
て
Q
ぼ
う
と
す
る
順
�
に
對
し
て
︑
良
家

の
子
女
か
ら
皇
后
を
册
立
す
る
よ
う
尙
書
郭
�
ら
と
と
も
に
諫
め
た
︒
そ
れ
を
う
け
て
順
�
は
︑
黃
門
侍
郞
梁
商
の
娘

(後
の
梁
太
后
)
を
皇

后
に
册
立
し
た
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
西
川
利
�
氏
は
︑
胡
廣
が
後
に
梁
冀
に
�
合
し
た
こ
と
と
直
接
關
係
す
る
か
否
か
は
不
(
と
し
な
が
ら

も
︑
彼
が
梁
氏
一
族
と
關
係
を
結
ぶ
契
機
と
な
っ
た
︑
と
解
し
て
い
る(25

)
︒
そ
の
後
︑
濟
陰
太
守
に
轉
任
し
た
が
︑
官
F
と
し
て
不
�
當
な
者
を

察
擧
し
た
罪
に
問
わ
れ
て
免
官
さ
れ
た
︒
後
に
汝
南
太
守
・
大
司
農
を
經
て
司
徒
に
昇
N
し
た
︒
大
將
軍
梁
冀
が
質
�
を
詠
殺
す
る
と
︑
太
尉

李
固
ら
と
と
も
に
淸
河
王
劉
蒜

(
淸
河
王
劉

0
の
子
)
を
推
し
た
が
︑
蠡
吾
侯
劉
志
を
擁
す
る
梁
冀
の
脅
し
に
屈
し
て
�
"
し
た

(
後
営
)
︒

梁
冀
が
梁
太
后
に
働
き
か
け
て
李
固
を
誅
殺
す
る
と
︑
胡
廣
は
太
尉
に
轉
任
し
︑
梁
冀
と
と
も
に
﹁
尙
書
の
事
を
參
錄
﹂
し
て
︑
官
僚
機
�
を

瓜
\
す
る
と
と
も
に
國
政
を
總
覽
し
た

(﹃
後
漢
書
﹄
卷
六
質
�
紀
・
本
初
元
年
條(26
)

)
︒
さ
ら
に
︑
桓
�
を
擁
立
し
た
功
績
に
よ
り
育
陽
安
樂
�
侯

に
封
ぜ
ら
れ
た
︒
司
空
に
轉
任
し
た
後
︑
老
齡
を
理
由
に
辭
職
し
た
が
︑
特
N
を
加
え
ら
れ
た(27

)
︒
桓
�
が
梁
冀
に
賜
與
す
る
殊
典
の
內
容
を
集

議
さ
せ
た
時
に
は
︑
太
常
羊
溥
ら
と
と
も
に
︑
梁
冀
を
周
公
に
準
え
る
よ
う
求
め
た

(後
営
)
︒
そ
の
後
︑
桓
�
の
a
召
を
g
け
て
太
常
に
就

任
し
︑
太
尉
に
再
び
昇
N
し
た
︒
し
か
し
︑
梁
氏
が
誅
滅
さ
れ
る
と
︑
梁
氏
の
與
黨
と
み
な
さ
れ
て
免
官
さ
れ
︑
庶
人
に
影
格
さ
れ
た

(﹃
後

漢
書
﹄
桓
�
紀
・

熹
二
年
條
︑
同
卷
六
一
黃
瓊
列
傳
)
︒
後
に
太
中
大
夫
に
任
用
さ
れ
︑

熹
九
年
五
�
に
太
常
か
ら
司
徒
に
昇
N
し
た
︒
司
徒
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在
任
時
に
は
︑
宦
官
に
よ
っ
て
無
實
の
罪
に
陷
れ
ら
れ
た
河
南
尹
李
膺
ら
を
太
尉
陳
蕃
・
司
空
劉
茂
と
と
も
に
擁
護
し
た
が
︑
�
司
に
云
奏
さ

れ
た

(﹃
後
漢
書
﹄
劉
般
列
傳
附
劉
愷
列
傳
︑
同
陳
蕃
列
傳
)
︒

宣
鄷
は
︑

熹
九
年
一
二
�
に
光
祿
勳
か
ら
司
空
に
昇
N
し
た

(﹃
後
漢
書
﹄
桓
�
紀
・

熹
九
年
條
)
︒
し
か
し
︑
そ
の
他
の
事
績
は
不
(
で

あ
る
︒

以
上
︑
敍
営
が
や
や
煩
雜
と
な
っ
た
が
︑
梁
氏
誅
滅
後
の
三
公
就
任
者
に
つ
い
て
�
一
確
7
し
た
︒
彼
ら
の
中
に
は
�
の
よ
う
な
經
歷
や
出

自
を
�
す
る
人
物
が
含
ま
れ
て
い
た
︒

㊀
梁
冀
の
故
F

(
周
景
)

㊁
曹
v
の
推
薦
や
�
價
を
g
け
た
人
物

(
o
放
・
种
暠
)

㊂
肺
腑

(劉
矩
・
劉
寵
・
劉
茂
)

㊀
は
梁
冀
と
親
-
な
關
係
あ
る
人
物
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
㊁
を
推
薦
・
�
價
し
た
曹
v
は
順
�
～
桓
�
�
の
宦
官
で
あ
る
︒﹃
後
漢
書
﹄

卷
六
三
李
固
列
傳
に
︑
質
�
の
繼
嗣
の
候
補
と
し
て
傍
系
の
淸
河
王
劉
蒜
と
蠡
吾
侯
劉
志
の
名
が
擧
が
っ
た
時
の
こ
と
と
し
て

中
常
侍
曹
v
等
聞
き
て
夜
Z
き
︑

(梁
)
冀
に
說
い
て
曰
く
︑﹁
將
軍
纍
世
椒
�
の
親
を
�
し
て
︑
萬
機
を
秉
攝
し
︑
賓
客
縱
橫
し
て
︑

多
く
5
差
�
り
︒
淸
河
王
嚴
(
な
れ
ば
︑
若
し
果
た
し
て
立
た
ば
︑
則
ち
將
軍
禍
を
g
く
る
こ
と
久
し
か
ら
ず
︒
蠡
吾
侯
を
立
つ
る
に
如

か
ず
︒
富
貴
長
く
保
つ
べ
き
な
り
﹂
と
︒
冀
其
の
言
を
然
り
と
す
︒

と
あ
る
よ
う
に
︑
曹
v
ら
は
梁
冀
に
對
し
て
劉
志
を
繼
嗣
と
定
め
る
よ
う
說
い
た
︒
こ
れ
に
よ
り
梁
冀
は
︑
集
議
の
席
上
で
劉
志
を
質
�
の
繼

嗣
と
强
引
に
定
め
た
︒
こ
の
よ
う
に
曹
v
は
︑
梁
冀
に
協
力
�
な
立
場
に
あ
る
宦
官
で
︑
か
つ
桓
�
の
擁
立
を
推
N
し
た
人
物
で
あ
っ
た
︒
㊁

は
か
か
る
曹
v
と
親
-
な
關
係
に
あ
る
人
物
た
ち
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
㊂
は
後
漢
の
宗
室
の
一
員
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
の
事
柄
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
︑
梁
氏
誅
滅
後
の
三
公
就
任
者
の
政
治
l
勢
を
梁
冀
と
の
關
係
に
)
目
し
て
整
理
す
る
と
︑
�
の
よ

う
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
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①
梁
冀
の
專
權
に
批
�
を
加
え
た
人
物

(
黃
瓊
・
o
放
・
种
暠
・
劉
矩
・
楊
秉
・
陳
蕃
)

②
梁
冀
の
政
權
_
營
に
協
力
し
た
人
物

(
祝
恬
・
周
景
・
胡
廣
)

③
不
(

(盛
允
・
劉
寵
・
許
栩
・
劉
茂
・
宣
鄷
)

①
に
は
.
営
の
㊁
・
㊂
に
該
當
す
る
人
物
が
︑
同
じ
く
②
に
は
.
営
の
㊀
に
該
當
す
る
人
物
が
含
ま
れ
て
い
た
︒
①
の
黃
瓊
︑
②
の
胡
廣
は
︑


熹
二
年
八
�
以
.
︑
大
將
軍
梁
冀
の
も
と
で
三
公
を
歷
任
し
た
人
物
で
あ
る
︒
ま
た
︑
①
の
黃
瓊
︑
②
の
周
景
︑
③
の
盛
允
は
︑
梁
氏
が
誅

滅
さ
れ
た

熹
二
年
八
�
か
ら
桓
�
が
8
御
し
た
永
康
元
年
一
二
�
ま
で
の
�
閒
に
︑
三
公
に
そ
れ
ぞ
れ
二
度
就
任
し
た
︒
こ
れ
ら
の
事
例
か

ら
︑
桓
�
が
三
公
に
就
任
し
た
經
驗
を
�
す
る
人
物
を
再
三
に
わ
た
っ
て
任
用
し
た
こ
と
が
分
か
る
︒

先
に
確
7
し
た
よ
う
に
︑
②
の
祝
恬
は
梁
氏
誅
滅
の
同
�
に
司
徒
に
昇
N
し
た
︒
ま
た
︑
②
の
周
景
は
梁
氏
誅
滅
後
に
科
さ
れ
た
禁
錮
𠛬
を

ま
も
な
く
解
除
さ
れ
︑
②
の
胡
廣
も
梁
氏
誅
滅
後
に
庶
人
に
影
格
さ
れ
た
が
再
び
任
用
さ
れ
た
︒
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
は
︑
桓
�
が
梁
氏
誅
滅

直
後
か
ら
梁
冀
に
協
力
�
な
人
物
を
任
用
す
る
と
と
も
に
︑
梁
氏
の
與
黨
と
し
て
一
旦
は
處
罰
を
加
え
た
者
た
ち
を
短
�
閒
で
赦
免
し
た
樣
子

を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒

他
方
︑
梁
氏
誅
滅
後
の
三
公
就
任
者
の
政
治
l
勢
を
宦
官
と
の
關
係
に
)
目
し
て
確
7
す
る
と
︑
右
の
①
～
③
に
は
宦
官
と
そ
の
與
黨
に
批

�
�
な
人
物

(①
の
o
放
・
楊
秉
・
陳
蕃
︑
②
の
周
景
・
胡
廣
︑
③
の
劉
茂
)
が
多
く
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
彼
ら
の
う
ち
①
の
楊
秉
と

②
の
周
景
は
︑
先
に
営
べ
た
よ
う
に
三
公
在
任
中
に
宦
官
の
與
黨
の
不
正
を
批
�
し
た
︒
兩
者
の
在
任
時
�
を
勘
案
す
る
と
︑
宦
官
に
對
す
る

批
�
は

熹
六
～
八
年
に
行
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る

(表
1
を
參
照
)
︒
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
︑
こ
の
頃
に
は
す
で
に
︑
三
公
就
任
者
が
宦
官
と
そ

の
與
黨
を
嚴
し
く
批
�
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒

以
上
の
分
析
結
果
を
ま
と
め
る
と
�
の
よ
う
に
な
る
︒
桓
�
は

熹
二
年
の
梁
氏
誅
滅
直
後
は
梁
冀
に
協
力
�
な
人
物
を
處
罰
す
る
場
合
も

あ
っ
た
が
︑
彼
ら
を
再
び
任
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
の
際
︑
彼
ら
と
梁
冀
の
關
係
は
必
ず
し
も
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
︒
さ
ら
に
梁
氏
誅
滅

後
︑
三
公
就
任
者
の
多
く
は
宦
官
と
そ
の
與
黨
に
批
�
を
加
え
る
よ
う
に
な
っ
た
︑
と
︒
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第
三
違

梁
氏
誅
滅
後
の
人
事
方
針
と
そ
の
政
治
�
背
景

.
揭
﹃
後
漢
書
﹄
梁
瓜
列
傳
附
梁
冀
列
傳
に
よ
る
と
︑
桓
�
が
梁
氏
を
誅
滅
し
て
そ
の
與
黨
を
處
罰
し
た
結
果
︑
中
央
政
府
の
人
材
の
多
く

が
失
わ
れ
た
と
い
う
︒
こ
の
記
事
を
勘
案
す
る
と
︑
梁
氏
誅
滅
直
後
の
中
央
政
府
に
は
︑
#
と
し
て
梁
氏
に
批
�
�
な
①
が
わ
ず
か
に
殘
存
し

て
い
た
と
み
ら
れ
る
︒
か
か
る
中
央
政
府
の
人
材
不
足
を
解
�
し
て
國
政
を
圓
滑
に
_
營
で
き
る
體
制
を
�
築
す
る
こ
と
が
︑
當
時
の
桓
�
に

と
っ
て
�
務
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

第
二
違
に
て
確
7
し
た
よ
う
に
︑
梁
氏
誅
滅
後
︑
桓
�
は
①
に
加
え
て
︑
梁
氏
の
與
黨
た
る
②
を
再
び
任
用
し
た
︒
そ
れ
ら
の
う
ち
②
に
該

當
す
る
祝
恬
・
胡
廣
は
︑
桓
�
を
擁
立
し
た
梁
冀
の
功
績
を
稱
え
る
た
め
に
︑
元
嘉
元
年
に
彼
を
周
公
に
準
え
て
禮
>
す
る
よ
う
求
め
た
人
物

で
あ
る
︒
で
は
︑
な
ぜ
桓
�
は
︑
梁
氏
誅
滅
後
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
祝
恬
・
胡
廣
を
含
む
②
を
特
に
任
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

桓
�
の
先
代
の
質
�
は
︑
本
初
元
年
に
梁
冀
に
詠
殺
さ
れ
た
當
時
︑
九
歲
で
あ
っ
た
た
め
︑
皇
子
が
お
ら
ず
︑
ま
た
兄
弟
も
い
な
か
っ
た
︒

そ
こ
で
梁
冀
は
︑
質
�
の
繼
嗣
を
定
め
る
べ
く
集
議
を
開
催
し
た
︒
こ
の
時
の
集
議
の
樣
子
に
つ
い
て
︑﹃
後
漢
書
﹄
李
固
列
傳
に
�
の
よ
う

に
あ
る
︒

(李
)
固
・
(胡
)
廣
・
(趙
)
戒
�
び
大
鴻
臚
杜
喬
皆
な
以
爲
え
ら
く
︑﹁
淸
河
王

(
劉
)
蒜
(
德
著
聞
に
し
て
︑
印
た
屬
�
も
�
親
な
れ

ば
︑
宜
し
く
立
て
て
嗣
と
爲
す
べ
し
﹂
と
︒
是
れ
よ
り
先
︑
蠡
吾
侯

(劉
)
志

(梁
)
冀
の
妹
を
取
る
に
當
た
り
︑
時
に
京
師
に
在
り
︒

冀
之
を
立
て
ん
と
欲
す
︒
眾
論
旣
に
衣
な
り
︑
延
延
と
し
て
"
を
得
ざ
る
に
︑
而
る
に
未
だ
以
て
相
奪
う
こ
と
�
ら
ず
︒

太
尉
李
固
・
司
徒
胡
廣
・
司
空
趙
戒
・
大
鴻
臚
杜
喬
は
傍
系
の
淸
河
王
劉
蒜
を
繼
嗣
に
推
し
た
が
︑
そ
れ
に
對
し
て
梁
冀
は
傍
系
の
蠡
吾
侯
劉

志
を
擁
立
し
よ
う
と
し
た
︒
そ
の
日
の
集
議
で
は
質
�
の
繼
嗣
を
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
︑
梁
冀
は
先
営
し
た
よ
う
に
中
常
侍
曹
v

ら
の
言
に
從
い
︑
<
日
の
集
議
で
李
固
・
杜
喬
の
反
對
"
見
を
斥
け
て
劉
志
を
繼
嗣
と
定
め
た
︒
こ
の
時
︑
胡
廣
・
趙
戒
は
梁
冀
の
脅
し
に
屈

し
て
�
"
し
た
︒
か
く
し
て
�
位
を
繼
承
し
た
桓
�
は
︑
自
分
の
擁
立
に
功
績
の
あ
っ
た
曹
v
ら
宦
官
を
封
侯
し
︑
さ
ら
に
曹
v
を
大
長
秋
に
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昇
N
さ
せ
特
N
を
加
え
た
︒

漢
王
�
で
は
︑
皇
�
の
8
御
時
に
皇
子
・
兄
弟
が
と
も
に
い
な
い
場
合
︑
も
し
く
は
皇
子
が
お
ら
ず
兄
弟
も
�
位
繼
承
者
と
し
て
不
�
當
な

場
合
に
は
基
本
�
に
︑
今
�
學
說
を
論
據
と
し
て
︑
皇
�
と
傍
系

(皇
�
の
子
の
世
代
)
の
閒
ま
た
は
皇
�
の
父
と
傍
系

(皇
�
の
父
の
子
の
世

代
︑
つ
ま
り
皇
�
と
同
世
代
)
の
閒
で
父
子
關
係
を
擬
制
し
た
上
で
︑
傍
系
に
�
位
を
繼
承
さ
せ
て
い
た
︒
特
に
後
漢
に
お
い
て
は
︑﹃
春
秋
公

羊
傳
﹄
成
公
十
五
年
の
傳
�
に

公
孫
嬰
齊
は
則
ち
曷
爲
れ
ぞ
之
を
﹁
仲
嬰
齊
﹂
と
謂
う
︒
兄
の
後
と
爲
れ
ば
な
り
︒
兄
の
後
と
爲
ら
ば
︑
則
ち
曷
爲
れ
ぞ
之
を
﹁
仲
嬰

齊
﹂
と
謂
う
︒
人
の
後
と
爲
る
者
は
之
が
子
と
爲
る
な
り
︒
人
の
後
と
爲
る
者
其
の
子
と
爲
ら
ば
︑
則
ち
其
れ
を
﹁
仲
﹂
と
稱
す
る
は
何

ぞ
や
︒
孫
は
王
父
の
字
を
以
て
氏
と
爲
す
な
り
︒
然
ら
ば
則
ち
嬰
齊
は
孰
れ
の
後
か
︒
歸
父
な
り
︒

と
あ
る
條
�
の
﹁
人
の
後
と
爲
る
者
は
之
が
子
と
爲
る
な
り
﹂
が
傍
系
に
�
位
を
繼
承
さ
せ
る
た
め
の
論
據
と
し
て
#
に
用
い
ら
れ
た(28

)
︒

梁
太
后
も
ま
た
︑
冲
�

(順
�
の
皇
太
子
)
の
8
御
後
に
傍
系
の
質
�
劉
纉
に
�
位
を
繼
承
さ
せ
る
に
あ
た
り
︑
.
揭
﹃
春
秋
公
羊
傳
﹄
成

公
十
五
年
の
傳
�
を
用
い
た
︒
す
な
わ
ち
︑﹃
後
漢
紀
﹄
卷
二
〇
質
�
紀
・
永
憙
元
年
條
�
載
の
梁
太
后
の
詔
に

先
�
早
に
天
下
を
棄
て
︑
胤
嗣
幼
沖
な
れ
ば
︑
何
ぞ
倉
卒
に
し
て
仍
ち
不
�
に
�
う
こ
と
を
悟
ら
ん
︒
惟
う
に
太
后
之
を
定
む
︒
人
神
の

�
を
考
う
る
に
︑
唯
だ
円
0
侯

(劉
)
續
の
み
幼
く
し
て
岐
嶷
に
し
て
︑
師
傅
煩
わ
ず
︑
年
已
に
八
歲
に
し
て
︑
克
昌
の


︑
體
貌
に
形

わ
る
︒
春
秋
の
義
に
︑﹁
人
の
後
と
爲
る
者
は
之
が
子
と
爲
る
﹂
と
︒
其
れ
續
を
以
て
孝
順
皇
�
の
嗣
と
爲
さ
ん
︒

と
あ
る
よ
う
に
︑
梁
太
后
は
.
揭
﹃
春
秋
公
羊
傳
﹄
成
公
十
五
年
の
傳
�
の
﹁
人
の
後
と
爲
る
者
は
之
が
子
と
爲
る
な
り
﹂
を
論
據
と
し
て
順

�

(冲
�
の
父
)
と
劉
纉

(順
�
の
子
の
世
代
︑
つ
ま
り
冲
�
と
同
世
代
)
の
閒
で
父
子
關
係
を
擬
制
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
劉
纉
を
﹁
孝
順
皇
�
の

嗣
﹂
(順
�
の
繼
嗣
)
と
定
め
た

(圖
1
を
參
照(29
)

)
︒

他
方
︑﹃
後
漢
紀
﹄
質
�
紀
・
本
初
元
年
條
�
載
の
梁
太
后
の
詔
に
は
�
の
よ
う
に
あ
る
︒

孝
質
皇
�
胤
嗣
c
げ
ず
︑
奄
忽
に
夭
昏
す
︒
社
稷
の
重
き
も
て
︑
宗
室
の
賢
を
考
う
る
に
︑
蠡
吾
侯

(劉
)
志
に
若
く
は
莫
く
︑
年
已
に
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十
五
に
し
て
︑
嘉
l
卓
茂
な
り
︒
印
た
-
く
は
孝
順
皇
�
の
嗣
と
爲
さ
ん
︒

質
�
8
御
後
︑
梁
太
后
は
傍
系
の
劉
志
に
�
位
を
繼
承
さ
せ
る
に
あ
た
り
︑
彼
を
﹁
孝
順
皇
�
の
嗣
﹂
(
順
�
の
繼
嗣
)
と
定
め
た
︒
し
か
し
︑

 
書
中
に
は
︑
右
の
詔
を
含
め
て
︑
梁
太
后
が
劉
志
を
﹁
孝
順
皇
�
の
嗣
﹂
と
定
め
た
際
の
論
據
は
(
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
な
ん
と
な
れ
ば
︑

順
�

(質
�
の
擬
制
上
の
﹁
父
﹂
)
と
劉
志
は
同
世
代
に
あ
た
る
た
め
︑
兩
者
の
閒
で
父
子
關
係
を
擬
制
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た

(圖
1
を

參
照
)
︒
こ
れ
に
對
し
て
劉
蒜
は
︑
冲
�
・
質
�
と
同
世
代
で
︑
か
つ
順
�
の
子
の
世
代
に
あ
た
る
︒
そ
の
た
め
︑
.
揭
﹃
春
秋
公
羊
傳
﹄
成

公
十
五
年
の
傳
�
の
﹁
人
の
後
と
爲
る
者
は
之
が
子
と
爲
る
な
り
﹂
を
論
據
と
し
て
順
�
と
劉
蒜
の
閒
で
父
子
關
係
を
擬
制
し
︑
そ
れ
に
よ
っ

て
劉
蒜
を
﹁
孝
順
皇
�
の
嗣
﹂
と
定
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
︒
梁
太
后
は
︑
本
來
で
あ
れ
ば
傍
系
か
ら
�
位
を
繼
承
す
る
�
格
の
無
い
劉

志
を
﹁
孝
順
皇
�
の
嗣
﹂
と
定
め
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
點
に
お
い
て
︑
桓
�
劉
志
の
正
瓜
性
は
著
し
く
缺
如
し
て
い
た(30

)
︒
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圖一 質�の繼嗣問題
③〜⑪は�位繼承順を表す



こ
の
よ
う
な
桓
�
の
�
位
繼
承
に
つ
い
て
︑
桓
�
�
の
同
時
代
人
た
ち
は
ど
の

よ
う
に
7
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒﹃
後
漢
書
﹄
卷
五
五
違
�
八
王
列
傳
に

円
和
元
年
︑
甘
陵
の
人
劉
�
南
郡
の
妖
 
劉
鮪
と
¡
+
し
︑
淸
河
王
當
に
天

下
を
瓜
ぶ
べ
し
と
訛
言
し
て
︑
共
に

(劉
)
蒜
を
立
て
ん
と
欲
す
︒
事
發
覺

す
︒
�
等
c
に
淸
河
相
謝
暠
を
劫
か
し
︑
將
い
て
王
宮
の
司
馬
門
に
至
り
て

曰
く
︑﹁
當
に
王
を
立
て
天
子
と
爲
し
︑
暠
を
ば
公
と
爲
す
べ
し
﹂
と
︒
暠

聽
さ
ず
︑
之
を
罵
る
︒
�
因
り
て
暠
を
刺
殺
す
︒
是
に
於
い
て
�
・
鮪
を
捕

え
て
之
を
誅
す
︒
�
司
因
り
て
蒜
を
云
奏
し
︑
坐
し
て
¢
を
貶
さ
れ
て
尉
氏

侯
と
爲
り
︑
桂
陽
に
徙
さ
る
る
も
︑
自
殺
す
︒
立
つ
こ
と
三
年
に
し
て
︑
國

絕
ゆ
︒

と
あ
り
︑
桓
�
が
�
位
を
繼
承
し
た
<
年
の
円
和
元
年
︑
劉
�
と
劉
鮪
は
桓
�
を

廢
位
し
て
淸
河
王
劉
蒜
を
擁
立
し
よ
う
と
企
て
た
︒
こ
の
計
劃
は
事
.
に
發
覺
し

て
失
敗
に
¤
わ
っ
た
が
︑
劉
�
の
本
貫
が
冀
州
淸
河
國
甘
陵
縣
︑
劉
鮪
の
そ
れ
が

荊
州
南
郡
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
桓
�
の
�
位
繼
承
後
︑
そ
の
瓜
治
を
否
定
す
る
動

き
が
¥
國
�
に
廣
が
っ
て
い
た
樣
子
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒

か
か
る
劉
蒜
擁
立
計
劃
と
竝
行
し
て
︑
地
方
で
は
反
亂
の
首
謀
者
が
﹁
皇
�
﹂・

﹁
天
子
﹂
な
ど
の
�
號
を
自
稱
す
る
事
態
が
相
�
い
だ
︒
表
2
は
︑
後
漢

(
群
雄
が

割
據
し
た
兩
漢
¡
替
�
と
漢
魏
¡
替
�
を
除
く
)
に
お
い
て
反
亂
の
首
謀
者
が
�
號
を

自
稱
し
た
事
例
を
一
覽
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
表
を
一
見
し
て
(
ら
か
で
あ
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表 2 後漢における反亂首謀者の�號自稱

時� 首謀者 本貫 自稱 備考

安�� 永初二年 (108) 滇零 天子 先零羌の?豪。

質�� 永憙元年 (145)
馬勉 九江郡 黃� 九江郡の 。

華孟 九江郡歷陽侯國 黑� 九江郡歷陽侯國の 。

桓��

円和元年 (147) 李堅 陳留郡 皇� 陳留郡の盜 。

和0元年 (150) 裴優 右扶風 皇� 右扶風の妖 。

永興二年 (154) 李伯 蜀郡 太初皇� 後漢の宗室を詐稱。

熹八年 (165) 蓋登 勃海國 太上皇�
勃海國の妖 。「皇�信
璽」・「皇�行璽」などを
僞�。相の官署を設置。

熹九年 (166) 戴衣 沛國 太上皇

靈��
中0四年 (187) 張擧 漁陽郡 天子

張擧とともに反亂を$こ
した張純は「彌天將軍・
安定王」を自稱。

中0五年 (188) 馬相 益州 天子 益州の黃巾。



る
よ
う
に
︑
首
謀
者
に
よ
る
�
號
の
自
稱
は
桓
�
�
が
�
も
多
く
︑
そ
の
時
�
も
�
位
繼
承
の
<
年
の
円
和
元
年
か
ら
︑
そ
の
8
御
の
.
年
に

あ
た
る

熹
九
年

(一
六
六
)
ま
で
�
ん
だ(31

)
︒

桓
�
�
に
お
け
る
反
亂
の
首
謀
者
の
う
ち
李
堅
と
裴
優
は
︑
い
ず
れ
も
﹁
皇
�
﹂
を
自
稱
し
て
い
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑
桓
�
に
よ
る
瓜
治
︑

ひ
い
て
は
劉
氏
一
族
に
よ
る
荏
�
を
否
定
す
る
も
の
と
い
え
る
︒
ま
た
︑
李
伯
は
萬
物
の
根
源
た
る
﹁
太
初
﹂
を
冠
す
る
﹁
太
初
皇
�
﹂
を
自

稱
す
る
と
と
も
に
︑
後
漢
の
宗
室
を
詐
稱
し
た
︒
か
か
る
李
伯
の
行
爲
は
︑
劉
氏
一
族
に
よ
る
荏
�
を
直
接
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
︑
當

代
の
皇
�
た
る
桓
�
が
天
下
を
瓜
治
す
る
こ
と
を
否
定
�
に
捉
え
る
も
の
と
み
な
し
得
る
︒
こ
の
よ
う
に
桓
�
の
�
位
繼
承
後
︑
地
方
で
は
反

亂
の
首
謀
者
の
多
く
が
�
號
を
自
稱
し
︑
桓
�
に
よ
る
瓜
治
︑
ひ
い
て
は
劉
氏
一
族
に
よ
る
荏
�
を
否
定
し
た(32

)
︒

他
方
︑
梁
氏
誅
滅
以
.
に
は
︑
中
央
に
お
い
て
も
︑
劉
氏
一
族
に
よ
る
荏
�
に
動
搖
が
生
じ
て
い
た
︒﹃
後
漢
書
﹄
梁
瓜
列
傳
附
梁
冀
列
傳

に

元
嘉
元
年
︑
(桓
)
�

(梁
)
冀
に
ª
立
の
功
�
る
を
以
て
︑
殊
典
を
崇
く
せ
ん
と
欲
す
︒
乃
ち
大
い
に
公
卿
を
會
し
て
︑
共
に
其
の
禮

を
議
す
︒
是
に
於
い
て
�
司
奏
す
ら
く
︑﹁
冀
の
入
�
不
趨
・
劔
履
上
殿
・
謁
讚
不
名
の
禮
儀
︑
蕭
何
に
比
し
︑
悉
く
定
陶
・
成
陽
の
餘

戶
を
以
て
增
封
し
て
四
縣
と
爲
す
こ
と
︑
鄧
禹
に
比
し
︑
金
錢
・
奴
婢
・
綵
帛
・
車
馬
・
衣
=
・
甲
第
を
賞
賜
す
る
こ
と
︑
霍
光
に
比
し
︑

以
て
元
勳
を
殊
に
せ
ん
︒
�
會
あ
る
每
に
三
公
と
絕
席
し
︑
十
日
に
一
た
び
入
り
て
︑
尙
書
の
事
を
0
す
︒
天
下
に
宣
布
し
て
︑
萬
世
の

法
と
爲
さ
ん
﹂
と
︒

と
あ
る
よ
う
に
︑
元
嘉
元
年
︑
桓
�
は
梁
冀
の
﹁
ª
立
の
功
﹂
(傍
系
を
擁
立
し
た
功
績
)
を
稱
え
て
︑
彼
に
殊
典
を
賜
與
し
よ
う
と
し
︑
そ
の

內
容
を
公
卿
に
集
議
さ
せ
た(33

)
︒
そ
の
結
果
︑﹁
入
�
不
趨
﹂
(入
�
時
に
小
走
り
す
る
臣
禮
の
免
除
)
・﹁
劔
履
上
殿
﹂
(
劍
と
履
物
を
身
に
つ
け
ず
に
昇

殿
す
る
臣
禮
の
免
除
)
・﹁
謁
讚
不
名
﹂
(皇
�
に
拜
謁
す
る
際
に
諱
を
呼
ば
れ
る
臣
禮
の
免
除
)
や
﹁
0
尙
書
事
﹂
な
ど
の
殊
典
を
梁
冀
に
賜
與
し
た(34

)
︒

こ
の
時
の
集
議
の
樣
子
に
つ
い
て
︑﹃
後
漢
書
﹄
黃
瓊
列
傳
に
は
�
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

特
N
胡
廣
・
太
常
羊
溥
・
司
隸
校
尉
祝
恬
・
太
中
大
夫
邊
韶
等
咸
な

(梁
)
冀
の
勳
德
を
稱
え
︑﹁
其
の
制
度
・
賚
賞
︑
以
て
宜
し
く
周
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公
に
比
し
︑
之
に
山
川
・
土
田
・
附
庸
を
錫
う
べ
し
﹂
と
︒
(
黃
)
瓊
獨
り
円
議
し
て
曰
く
︑﹁
冀
.
に
親
�
の
勞
を
以
て
︑
邑
を
增
す
こ

と
三
千
︑
印
た
其
の
子

(梁
)
胤
も
亦
た
封
賞
を
加
え
ら
る
︒
昔
周
公
は
成
王
を
輔
相
し
︑
禮
を
制
し
て
樂
を
作
り
︑


は
太
0
を
致
す
︒

是
を
以
て
大
い
に
土
宇
を
¯
き
︑
地
を
開
く
こ
と
七
百
︒
今
諸
侯
は
戶
邑
を
以
て
制
と
爲
し
︑
里
數
を
以
て
限
り
と
爲
さ
ず
︒
蕭
何
高
祖

を
泗
水
に
識
り
︑
霍
光
傾
危
を
定
め
以
て
國
を
興
し
︑
皆
な
戶
を
益
し
て
封
を
增
し
︑
以
て
其
の
功
を
顯
わ
す
︒
冀
わ
く
ば
鄧
禹
に
比
し

て
︑
合
わ
せ
て
四
縣
を
食
ま
し
め
︑
賞
賜
の
差
︑
霍
光
に
同
じ
く
す
べ
し
︒
天
下
を
し
て
賞
は
必
ず
功
に
當
た
り
︑
¢
は
德
に
越
え
ざ
る

こ
と
を
知
ら
し
め
ん
﹂
と
︒
�
廷
之
に
從
う
︒
冀
"
は
以
て
恨
み
を
爲
す
︒

特
N
胡
廣
・
太
常
羊
溥
・
司
隸
校
尉
祝
恬
・
太
中
大
夫
邊
韶
ら
は
︑
梁
冀
を
西
周
の
成
王
を
輔
佐
し
た
周
公
に
準
え
て
禮
>
す
る
よ
う
求
め
た
︒

こ
れ
に
對
し
て
︑
司
空
黃
瓊
は
た
だ
一
人
反
對
し
︑
.
漢
の
蕭
何
・
霍
光
と
後
漢
の
鄧
禹
に
準
え
る
べ
き
で
あ
る
と
#
張
し
た
︒
そ
こ
で
桓
�

は
黃
瓊
の
"
見
に
從
っ
て
梁
冀
に
殊
典
を
賜
與
し
た
が
︑
梁
冀
は
こ
の
こ
と
を
恨
ん
だ
︒

こ
こ
で
特
に
)
目
す
べ
き
は
︑
臣
下
た
ち
の
多
く
が
梁
冀
を
周
公
に
準
え
る
こ
と
を
'
求
し
た
點
で
あ
る
︒
.
漢
末
�
︑
外
戚
の
王
厭
は

﹁
周
公
の
故
事
﹂
を
論
據
と
し
て
自
ら
を
周
公
に
準
え
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
.
漢
の
簒
奪
を
正
當


し
た
︒
ゆ
え
に
後
漢
で
は
︑
臣
下
を
周
公
に

準
え
る
行
爲
を
危
險
視
し
て
い
た(35

)
︒
か
か
る
周
公
に
梁
冀
を
準
え
る
こ
と
は
︑
梁
氏
一
族
に
よ
る
�
位
の
簒
奪
を
容
7
す
る
危
險
な
行
爲
で

あ
っ
た
︒
そ
の
實
現
を
黃
瓊
が
阻
ん
だ
こ
と
を
梁
冀
が
恨
み
に
思
っ
た
事
實
を
勘
案
す
る
と
︑
胡
廣
ら
の
言
動
は
�
位
簒
奪
を
企
圖
す
る
梁
冀

の
"
向
を
�
ん
だ
も
の
と
み
な
し
得
る
︒
こ
の
事
例
か
ら
は
︑
桓
�
の
�
位
繼
承
後
︑
桓
�
に
よ
る
瓜
治
︑
ひ
い
て
は
劉
氏
一
族
に
よ
る
荏
�

を
否
定
す
る
動
き
が
︑
地
方
の
み
な
ら
ず
中
央
に
お
い
て
も
生
じ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

こ
れ
ら
梁
氏
誅
滅
以
.
に
お
け
る
中
央
・
地
方
の
動
き
は
︑
そ
の
內
容
を
勘
案
す
る
と
︑
桓
�
の
正
瓜
性
の
缺
如
に
$
因
す
る
も
の
と
み
な

し
得
る
︒
こ
う
し
た
點
に
つ
い
て
︑
桓
�
自
身
は
ど
の
よ
う
に
7
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
役
重
�
範
氏
は
︑
後
漢
に
お
い
て
瑞
祥
の
出

現
を
地
方
政
府
な
ど
が
中
央
政
府
に
報
吿
し
た
事
例
は
光
武
�
�
・
(
�
�
・
違
�
�
・
安
�
�
と
竝
び
桓
�
�
に
特
に
多
く
確
7
で
き
る
と

し
︑
桓
�
�
の
具
體
�
な
事
例
と
し
て
二
四
例
を
擧
げ
て
い
る(36

)
︒
そ
れ
ら
の
瑞
祥
の
具
體
�
な
報
吿
時
�
を
役
重
氏
の
論
考
を
參
照
し
て
確
7
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す
る
と
︑
桓
�
が
�
位
を
繼
承
し
た
直
後
の
円
和
年
閒

(一
四
七
～
一
四
九
︒
七
例
)
︑
臣
下
た
ち
が
梁
冀
を
周
公
に
準
え
る
こ
と
を
求
め
た
元

嘉
年
閒

(一
五
一
～
一
五
三
︒
三
例
)
と
そ
れ
に
續
く
永
興
年
閒

(一
五
三
～
一
五
四
︒
三
例
)
︑
勃
海
王
劉
悝

(桓
�
の
弟
)
を
謀
反
の
罪
で
廮
陶

王
に
影
格
し
た

熹
八
年

(二
例
)
︑
第
一
�
黨
錮
事
件
の
<
年
の
永
康
元
年

(三
例
)
︑
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
役
重
氏
は
︑
漢

代
の
皇
�
は
瑞
祥
の
出
現
を
特
定
の
時
�
に
集
中
�
に
報
吿
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
自
ら
の
治
世
の
安
定
を
示
す
と
と
も
に
︑
自
分
の
政
治

基
盤
の
强


を
圖
っ
た
と
す
る(37

)
︒
こ
の
見
解
を
踏
ま
え
る
と
︑
桓
�
が
�
位
繼
承
の
直
後
に
加
え
て
︑
自
分
の
荏
�
を
動
搖
さ
せ
得
る
事
件

(具
體
�
に
は
︑
梁
冀
を
周
公
に
準
え
る
こ
と
を
求
め
た
事
件
)
の
直
後
に
瑞
祥
を
多
く
報
吿
さ
せ
た
背
景
に
は
︑
自
ら
の
正
瓜
性
の
缺
如
を
瑞
祥
の

出
現
を
+
じ
て
補
お
う
と
す
る
"
圖
が
あ
っ
た
と
み
な
し
得
る
︒
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
︑
梁
氏
誅
滅
以
.
︑
桓
�
は
自
ら
の
正
瓜
性
に
不
安
を

²
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒

桓
�
を
含
む
同
時
代
人
た
ち
が
桓
�
の
正
瓜
性
の
缺
如
を
7
識
す
る
な
か
で
︑
桓
�
が
自
分
の
�
位
繼
承
と
梁
氏
の
誅
滅
に
不
滿
を
²
く
者

た
ち
を
抑
え
て
安
定
�
に
瓜
治
す
る
た
め
に
は
︑
自
分
を
荏
持
し
て
そ
の
瓜
治
を
荏
え
る
勢
力
を
怨
た
に
形
成
す
る
必
'
が
あ
っ
た
︒
と
り
わ

け
政
策
案
の
作
成
・
審
議
を
中
心
�
に
擔
當
す
る
三
公
に
は
︑
梁
冀
と
直
接
の
關
係
を
�
さ
ず
︑
か
つ
自
分
と
親
-
な
關
係
に
あ
る
人
物
を
任

用
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
︒
そ
こ
で
桓
�
は
︑
梁
氏
誅
滅
後
に
︑
先
営
の
①
を
任
用
し
た
と
み
ら
れ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
先
に
営
べ

た
+
り
︑
梁
氏
を
誅
滅
し
て
そ
の
與
黨
を
處
罰
し
た
こ
と
に
よ
り
︑
中
央
政
府
は
深
刻
な
人
材
不
足
に
陷
っ
て
お
り
︑
そ
の
問
題
の
解
決
が
�

務
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
桓
�
は
︑
①
に
加
え
て
︑
か
つ
て
梁
冀
と
親
-
な
關
係
に
あ
っ
た
②
を
︑
梁
氏
誅
滅
後
に
も
か
か
わ
ら
ず
任
用
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

第
四
違

宦
官
の
人
事
關
與
と
そ
の
政
治
�
背
景

.
違
ま
で
に
檢
證
し
た
よ
う
に
︑
梁
氏
誅
滅
後
︑
桓
�
が
先
営
の
①
・
②
を
と
も
に
任
用
し
た
背
景
の
一
端
に
は
︑
桓
�
の
正
瓜
性
の
缺
如

と
い
う
政
治
�
な
問
題
が
あ
っ
た
︒
梁
氏
の
誅
滅
に
協
力
し
た
單
超
ら
宦
官
が
︑
a
召
・
辟
召
を
は
じ
め
と
す
る
人
事
へ
の
關
與
を
�
第
に
强
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め
た
の
は
︑
こ
の
時
�
で
あ
る
︒

先
に
営
べ
た
よ
う
に
︑
a
召
を
g
け
て
九
卿
以
下
の
諸
官
に
就
任
し
た
人
物
は
︑
官
h
を
順
i
に
步
み
さ
え
す
れ
ば
高
い
確
\
で
三
公
に
昇

N
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
實
際
︑
桓
�
が
梁
氏
誅
滅
後
に
三
公
に
任
用
し
た
人
物
の
う
ち
种
暠
・
周
景
・
陳
蕃
は
︑
い
ず
れ
も
桓
�
の
a
召
を

g
け
︑
そ
の
後
に
三
公
に
昇
N
し
た
︒
特
に
陳
蕃
は
︑
免
官
さ
れ
る
た
び
に
桓
�
の
a
召
を
g
け
た
︒
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
は
︑
a
召
に
よ
っ

て
三
公
の
就
任
者
や
そ
の
候
補
者
を
確
保
す
る
手
法
を
重
ん
じ
る
桓
�
の
l
勢
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒

か
か
る
a
召
に
宦
官
が
人
材
の
推
薦
を
+
じ
て
關
與
し
た
り
︑﹁
O
託
﹂
を
+
じ
て
辟
召
に
關
與
す
る
こ
と
を
桓
�
が
容
7
し
た
背
景
に
は
︑

ど
の
よ
う
な
政
治
�
な
問
題
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
桓
�
が
正
瓜
性
を
缺
い
て
い
た
と
い
う
點
は
︑
こ
の
問
題
に
何
ら
か
の
影
f
を

�
ぼ
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

『後
漢
書
﹄
卷
五
七
李
雲
列
傳
に
︑
白
馬
令
李
雲
が
桓
�
に
上
書
し
た
時
の
こ
と
と
し
て
︑
�
の
よ
う
に
あ
る
︒

桓
�
の

熹
二
年
︑
大
將
軍
梁
冀
を
誅
す
︒
而
し
て
中
常
侍
單
超
等
五
人
皆
な
冀
を
誅
す
る
の
功
を
以
て
竝
び
に
列
侯
に
封
ぜ
ら
れ
︑
權

を
Q
擧
に
專
ら
に
す
︒
印
た
掖
庭
の
民
の
女
亳
氏
を
立
て
皇
后
と
爲
し
︑
數
�
の
閒
︑
后
家
の
封
ぜ
ら
る
る
者
四
人
︑
賞
賜
巨
萬
な
り
︒

是
の
時
地
數
〃
震
裂
し
︑
眾
災
頻
り
に
影
る
︒
(李
)
雲
素
よ
り
剛
に
し
て
︑
國
の
將
に
危
う
か
ら
ん
と
す
る
を
憂
い
︑
心
忍
ぶ
能
わ
ず
︑

乃
ち
露
布
し
て
上
書
し
︑
副
を
三
府
に
移
し
て
曰
く
︑﹁
⁝
⁝
孔
子
曰
く
︑﹁
�
な
る
者
は
︑
諦
な
り
﹂
と
︒
今
官
位
錯
亂
し
て
︑
小
人
諂

N
し
︑
財
貨
公
行
し
て
︑
政


日
〃
に
損
な
わ
れ
︑
尺
一
の
拜
用
︑
御
省
を
經
ず
︒
是
れ
�
諦
ら
か
に
せ
ざ
る
こ
と
を
欲
す
る
か
﹂
と
︒

(桓
)
�
奏
を
得
て
震
怒
し
︑
�
司
に
下
し
て
雲
を
´
え
し
む
︒

李
雲
は
官
F
と
し
て
不
�
當
な
者
が
現
在
任
用
さ
れ
て
い
る
と
し
︑
そ
の
'
因
を
單
超
ら
宦
官
が
Q
擧
を
壟
斷
し
て
い
る
こ
と
な
ど
に
求
め
た
︒

そ
の
上
で
︑
こ
の
よ
う
な
事
態
を
容
7
す
る
桓
�
の
l
勢
を
嚴
し
く
批
�
し
た
︒
桓
�
は
李
雲
の
上
書
に
激
怒
し
︑
李
雲
お
よ
び
彼
を
擁
護
し

た
弘
農
五
官
掾
杜
衆
ら
を
處
罰
し
た
︒

一
見
す
る
と
︑
桓
�
は
宦
官
の
人
事
へ
の
關
與
を
無
批
�
に
容
7
し
て
い
た
か
の
如
く
で
あ
る
︒
し
か
し
︑﹃
後
漢
書
﹄
楊
震
列
傳
附
楊
秉

― 89 ―

89



列
傳
に
︑
楊
秉
の
太
尉
在
任
時
の
こ
と
と
し
て
︑
�
の
よ
う
に
あ
る
︒

是
の
時
︑
宦
官
方
に
熾
ん
な
り
︒
任
人
�
び
子
弟
官
と
爲
り
て
︑
天
下
に
布
滿
し
︑
競
い
て
貪
³
を
爲
し
て
︑
�
野
嗟
き
怨
む
︒
(楊
)

秉
司
空
周
景
と
與
に
上
言
す
ら
く
︑﹁
內
外
の
F
職
︑
多
く
其
の
人
に
非
ず
︒
自
頃
徵
す
る
�
︑
皆
な
特
拜
し
て
試
せ
ず
︑
盜
竊
縱
恣
し

て
︑
怨
訟
紛
錯
す
る
こ
と
を
致
す
︒
舊
典
に
︑﹁
中
臣
の
子
弟
は
位
に
居
り
て
埶
を
秉
る
を
得
ず
﹂
と
︒
而
る
に
今
映
葉
・
賓
客
職
署
に

布
列
し
︑
或
い
は
年
少
・
庸
人
守
宰
に
典
據
し
︑
上
下
忿
り
患
い
︑
四
方
愁
い
詠う

ら

む
︒
舊
違
を
[
用
し
て
︑
貪
殘
を
·
け
︑
灾
謗
を
塞
ぐ

べ
し
︒
O
う
ら
く
は
司
隸
校
尉
・
中
二
千
石
・
二
千
石
・
城
門
五
營
校
尉
・
北
軍
中
候
に
下
し
︑
各
〃
部
す
る
�
を
實
覈
せ
し
め
︑
應
に

當
に
斥
け
罷
め
し
む
べ
き
は
︑
自
ら
狀
を
以
て
言
わ
し
め
ん
こ
と
を
︒
三
府
廉
察
し
て
¹
漏
�
ら
ば
︑
續
い
て
上
ら
し
め
ん
﹂
と
︒
(桓
)

�
之
に
從
う
︒
是
に
於
い
て
秉
牧
守
以
下
を
條
奏
し
︑
匈
奴
中
郞
將
燕
瑗
・
靑
州
刺
 
羊
亮
・
遼
東
太
守
孫
諠
等
五
十
餘
人
︑
或
い
は
死

さ
れ
或
い
は
免
ぜ
ら
る
︒
天
下
肅
然
と
せ
ざ
る
莫
し
︒

楊
秉
と
司
空
周
景
は
桓
�
に
上
言
し
︑
宦
官
の
與
黨
が
官
F
と
し
て
不
�
當
に
も
か
か
わ
ら
ず
任
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
問
題
點
と
し
て
擧

げ
た
上
で
︑
司
隸
校
尉
ら
に
命
じ
て
彼
ら
を
摘
發
す
る
よ
う
O
願
し
た
︒
そ
れ
を
う
け
て
桓
�
は
︑
x
匈
奴
中
郞
將
燕
瑗
ら
五
〇
名
あ
ま
り
を

免
官
し
た
り
死
罪
に
處
し
た
︒
こ
の
事
例
か
ら
は
︑
宦
官
の
人
事
へ
の
關
與
を
容
7
し
な
が
ら
も
︑
官
F
と
し
て
不
�
當
な
者
の
任
用
を
7
め

な
い
桓
�
の
l
勢
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒

そ
の
こ
と
は
︑
.
揭
﹃
後
漢
書
﹄
李
雲
列
傳
の
後
�
か
ら
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒

時
に

(桓
)
�
=
龍
池
に
在
り
︒
管
霸

(李
)
雲
等
の
事
を
奏
す
︒
霸
詭
り
言
い
て
曰
く
︑﹁
李
雲
は
野
澤
の
愚
儒
︑
杜
眾
は
郡
中
の
小

F
な
り
︒
狂
戇
を
出
づ
れ
ば
︑
罪
を
加
う
る
に
足
ら
ず
﹂
と
︒
�
霸
に
謂
い
て
曰
く
︑﹁﹁
�
諦
ら
か
に
せ
ざ
る
こ
と
を
欲
す
﹂
と
は
︑
是

れ
何
等
の
語
ぞ
︒
而
る
に
常
侍
之
を
原
さ
ん
と
欲
す
る
か
﹂
と
︒
`
み
て
小
黃
門
を
し
て
其
の
奏
を
可
と
せ
し
む
︒
雲
・
眾
皆
な
獄
中
に

死
す
︒

.
揭
李
雲
列
傳
に
お
い
て
李
雲
は
︑
宦
官
に
よ
る
Q
擧
の
壟
斷
と
官
F
と
し
て
不
�
當
な
者
の
任
用
を
容
7
す
る
桓
�
の
l
勢
に
批
�
を
加
え
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た
︒
こ
れ
に
對
し
て
桓
�
は
︑
李
雲
の
批
�
を
不
當
な
も
の
と
み
な
し
︑
彼
を
擁
護
す
る
中
常
侍
管
霸
に
反
論
し
た
︒
こ
こ
で
の
桓
�
の
言
は
︑

宦
官
に
よ
る
人
事
へ
の
關
與
を
容
7
す
る
一
方
で
︑
Q
擧
の
壟
斷
に
よ
っ
て
不
�
當
な
者
が
任
用
さ
れ
る
狀
況
を
許
容
し
な
い
立
場
を
示
し
た

も
の
と
み
ら
れ
る
︒
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
︑
桓
�
が
宦
官
に
よ
る
人
事
へ
の
關
與
を
容
7
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
�
待
し
た
事
柄
は
︑
官
F
と
し

て
の
才
能
に
優
れ
た
人
材
の
確
保
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

先
営
し
た
よ
う
に
︑
梁
氏
誅
滅
後
︑
桓
�
は
①
を
任
用
し
た
が
︑
こ
の
當
時
︑
中
央
政
府
は
深
刻
な
人
材
不
足
に
陷
っ
て
い
た
︒
こ
う
し
た

な
か
で
任
用
し
た
②
は
︑
か
つ
て
梁
冀
と
親
-
な
關
係
に
あ
っ
た
人
物
た
ち
で
︑
そ
こ
に
は
�
位
簒
奪
を
企
圖
す
る
梁
冀
の
"
向
を
�
み
︑
彼

を
周
公
に
準
え
る
こ
と
を
求
め
た
者
も
含
ま
れ
て
い
た
︒
正
瓜
性
を
缺
く
桓
�
が
中
央
政
府
の
人
材
不
足
を
解
�
し
︑
か
つ
自
ら
の
瓜
治
の
V

な
る
安
定
を
圖
る
た
め
に
は
︑
①
・
②
を
引
き
續
き
任
用
す
る
の
み
な
ら
ず
︑
自
分
と
强
い
紐
帶
を
�
す
る
優
れ
た
人
材
を
怨
た
に
確
保
す
る

必
'
が
あ
っ
た
︒
そ
の
際
に
は
︑
自
分
を
荏
持
す
る
人
物
を
+
じ
て
人
材
を
確
保
す
る
方
法
が
�
效
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
そ
こ
で
桓
�
は
︑

梁
氏
誅
滅
に
協
力
し
た
單
超
ら
宦
官
が
人
事
に
關
與
す
る
こ
と
を
容
7
し
︑
彼
ら
の
推
薦
に
基
づ
き
a
召
を
行
っ
た
の
で
あ
る(38

)
︒
そ
う
で
あ
れ

ば
︑
宦
官
が
辟
召
に
﹁
O
託
﹂
を
+
じ
て
關
與
す
る
こ
と
を
桓
�
が
容
7
し
た
目
�
も
︑
a
召
の
場
合
と
同
じ
く
︑
優
れ
た
人
材
の
確
保
に

あ
っ
た
︑
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
︒
か
く
し
て
桓
�
は
︑
宦
官
を
a
召
・
辟
召
に
關
與
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
保
し
た
人
材
を
任
用
す
る

こ
と
に
よ
り
︑
自
分
の
�
位
繼
承
を
荏
持
し
て
そ
の
瓜
治
を
荏
え
る
勢
力
を
怨
た
に
形
成
し
よ
う
と
し
た
︒

宦
官
の
本
官
た
る
中
常
侍
は
﹁
`
問
應
對
﹂
を
職
掌
と
し
︑
禁
中

(皇
�
の
生
活
空
閒
︒
後
漢
で
は
洛
陽
城
の
北
宮
・
南
宮
の
內
部
に
�
在
)
に
お

い
て
︑
皇
�
に
口
頭
で
N
言
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
た(39

)
︒
宦
官
は
こ
の
官
に
就
任
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
禁
中
の
內
部
に
お
い
て
皇
�
の
"
思

決
定
に
影
f
を
�
ぼ
す
こ
と
が
で
き
た
︒
a
召
す
べ
き
人
材
の
推
薦
は
︑
中
常
侍
が
擔
う
口
頭
で
の
N
言
の
一
»
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
︒

そ
の
一
方
で
︑
後
漢
で
は
︑
禁
中
の
外
部
を
中
心
に
︑
諸
官
が
政
策
形
成
と
�
書
傳
]

(上
奏
�
な
ら
び
に
詔
の
傳
]
)
を
分
掌
し
て
皇
�
に

よ
る
瓜
治
を
輔
;
す
る
政
治
制
度
を
和
�
�
頃
ま
で
に
形
成
し
た(40

)
︒
先
に
営
べ
た
よ
う
に
︑
後
漢
に
お
い
て
︑
政
策
形
成
の
中
核
を
成
す
集
議
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に
は
太
傅
・
三
公
・
將
軍
・
九
卿
が
#
に
參
加
し
て
い
た
︒
集
議
の
う
ち
﹁
大
議
﹂
は
�
堂

(後
漢
洛
陽
城
の
南
宮
の
南
宮
.
殿
に
¼
接
)
な
ら

び
に
百
官
�
會
殿

(南
宮
の
東
門
の
外
に
あ
る
三
公
の
官
衙
の
う
ち
司
徒
府
に
附
設
)
に
て
︑﹁
公
卿
議
﹂
は
�
堂
に
て
︑﹁
三
府
議
﹂
は
百
官
�
會

殿
に
て
開
催
さ
れ
た(41

)
︒
こ
の
點
に
お
い
て
︑
右
の
政
治
制
度
は
禁
中
の
外
部
に
國
政
_
營
の
重
心
を
置
く
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒

か
か
る
政
治
制
度
は
︑
和
�
�
以
影
に
大
き
く
改
½
さ
れ
た
形
跡
は
見
え
ず
︑
桓
�
�
に
お
い
て
も
基
本
�
に
繼
承
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
︒

こ
う
し
た
制
度
の
も
と
で
桓
�
は
︑
宦
官
に
よ
る
人
事
へ
の
關
與
を
容
7
し
︑
彼
ら
の
推
薦
や
﹁
O
託
﹂
を
う
け
た
者
た
ち
を
將
來
�
に
は
三

公
や
九
卿
に
任
用
し
よ
う
と
し
た
︒
こ
れ
に
よ
り
桓
�
は
︑
禁
中
の
外
部
で
集
議
に
參
加
す
る
諸
官

(三
公
・
九
卿
)
を
段
階
�
に
掌
握
し
よ

う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
か
く
し
て
桓
�
は
︑
中
常
侍
を
本
官
と
す
る
宦
官
に
禁
中
の
內
部
で
諮
問
を
擔
わ
せ
る
と
同
時
に
︑
彼
ら
の
推
薦

な
ど
を
う
け
て
三
公
・
九
卿
に
任
用
し
た
者
た
ち
に
禁
中
の
外
部
で
集
議
を
委
ね
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
政
策
形
成
の
5
6
︑
と
り
わ
け
政
策
案
の

作
成
・
審
議
を
自
ら
掌
握
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
桓
�
は
梁
氏
を
誅
滅
し
た
後
︑
正
瓜
性
の
缺
如
に
苦
慮
し
な
が
ら
も
︑
瓜
治
の
安
定
を
實
現
す
る
た
め
の
方
策
の
一
つ
と

し
て
︑
宦
官
に
よ
る
人
事
へ
の
關
與
を
基
本
�
に
容
7
し
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
こ
の
方
策
は
宦
官
が
官
F
登
用
制
度
を
恣
"
�
に
_
用
す
る
事
態

を
招
き
︑
そ
れ
に
對
し
て
官
僚
・
黨
人
が
反
撥
を
强
め
た
︒
そ
う
し
た
官
僚
た
ち
の
な
か
に
は
︑
先
営
し
た
+
り
三
公
就
任
者

(
o
放
・
楊

秉
・
陳
蕃
・
周
景
・
胡
廣
・
劉
茂
)
も
含
ま
れ
て
い
た
︒
こ
れ
に
對
し
て
桓
�
は
︑
.
揭
﹃
後
漢
書
﹄
楊
震
列
傳
附
楊
秉
列
傳
に
見
え
る
よ
う
に
︑

宦
官
と
そ
の
與
黨
の
不
正
な
ど
が
(
ら
か
な
場
合
に
は
︑
官
僚
た
ち
の
言
を
�
用
し
て
宦
官
の
與
黨
を
處
罰
し
た(42

)
︒
し
か
し
︑
官
僚
・
黨
人
は

宦
官
の
人
事
へ
の
關
與
を
容
7
す
る
桓
�
の
l
勢
に
も
批
�
を
加
え
た
︒
こ
う
し
た
官
僚
・
黨
人
と
桓
�
・
宦
官
の
激
し
い
對
立
が
︑
や
が
て

第
一
�
黨
錮
事
件
へ
と
發
展
し
て
い
く
︒
黨
錮
事
件
は
直
接
�
に
は
宦
官
の
專
權
に
よ
り
引
き
$
こ
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
︑
そ
の
~
因
は

桓
�
の
正
瓜
性
の
缺
如
と
い
う
政
治
�
な
問
題
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
た
︒
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お

わ

り

に

本
稿
で
は
︑
黨
錮
事
件
の
背
景
と
そ
の
歷
 
�
な
"
義
を
解
(
す
る
手
が
か
り
を
探
る
た
め
に
︑
宦
官
に
よ
る
人
事
へ
の
關
與
を
招
來
し
た

政
治
�
な
背
景
を
︑
第
一
�
黨
錮
事
件
が
發
生
し
た
桓
�
親
政
�
を
中
心
に
檢
討
し
た
︒
そ
の
檢
討
を
+
じ
て
︑
後
漢
に
お
け
る
皇
�
荏
�
の

特
色
の
一
端
を
檢
證
し
た
︒

本
稿
の
檢
證
結
果
か
ら
は
︑
正
瓜
性
の
缺
如
と
い
う
重
大
な
問
題
に
苦
慮
し
な
が
ら
も
︑
宦
官
に
よ
る
人
事
へ
の
關
與
を
容
7
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
︑
梁
氏
誅
滅
に
$
因
す
る
人
材
不
足
を
解
�
し
よ
う
と
す
る
桓
�
の
l
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
こ
と
を
檢
討
の
基
礎
に
据

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
桓
�
と
宦
官
が
第
一
�
黨
錮
事
件
を
引
き
$
こ
し
た
政
治
�
な
背
景
を
︑
正
瓜
性
を
缺
く
桓
�
と
そ
れ
を
人
事
の
面
で

荏
え
る
宦
官
の
側
か
ら
再
檢
證
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
︒

ま
た
︑
以
上
の
事
柄
は
︑
後
漢
の
皇
�
荏
�
の
特
色
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
重
'
な
手
が
か
り
を
與
え
て
く
れ
る
︒
か
つ
て
筆
者
は
︑
後
漢

の
皇
�
荏
�
が
外
戚
の
專
權
に
よ
り
	
體


し
た
背
景
と
し
て
︑
皇
太
后
に
よ
る
臨
�
に
加
え
て
︑﹁
皇
�
の
正
瓜
性
の
動
搖
﹂
と
い
う
政
治

�
な
問
題
を
想
定
し
た
︒
例
え
ば
︑
安
�

(
淸
河
王
劉
慶
の
子
)
は
︑
第
五
代
の
殤
�

(和
�
の
子
︒
在
位
：
一
〇
五
～
一
〇
六
)
の
繼
嗣
問
題
が

發
生
し
た
際
に
︑
殤
�
か
ら
�
位
を
不
當
に
繼
承
し
た
點
に
お
い
て
︑
そ
の
正
瓜
性
を
缺
い
て
い
た
︒
そ
こ
で
安
�
は
︑
親
政
す
る
に
あ
た
り
︑

血
族

(肺
腑
)
・
姻
族

(
尙
#
婚
家
・
外
戚
)
の
う
ち
自
分
の
荏
持
者
を
任
用
し
︑
そ
れ
を
+
じ
て
政
策
形
成
の
5
6
を
自
ら
掌
握
し
よ
う
と
し

た
︒
し
か
し
︑
そ
の
結
果
と
し
て
︑
血
族
・
姻
族
が
政
策
形
成
の
5
6
を
恣
"
�
に
_
用
す
る
事
態
を
招
い
た(43

)
︒
順
�
も
ま
た
︑
安
�
の
繼
嗣

問
題
に
$
因
す
る
政
變
を
經
て
�
位
を
繼
承
し
た
點
に
お
い
て
︑
正
瓜
性
に
不
安
を
²
え
て
い
た
︒
そ
こ
で
順
�
は
︑
親
政
す
る
に
あ
た
り
︑

血
族
・
姻
族
を
政
策
形
成
に
參
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
瓜
治
の
安
定
を
實
現
し
よ
う
と
し
た
︒
こ
の
こ
と
が
順
�
～
桓
�
�
に
姻
族
た
る
外

戚
の
梁
氏
が
國
政
を
恣
"
�
に
_
用
す
る
事
態
を
招
く
直
接
�
な
'
因
と
な
っ
た(44

)
︒
以
上
の
事
柄
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
本
稿
の
檢
證
結
果
に

基
づ
く
と
︑
後
漢
の
皇
�
荏
�
が
宦
官
の
專
權
に
よ
り
	
體


し
た
背
景
に
も
︑
繼
嗣
問
題

(
桓
�
の
場
合
は
質
�
の
繼
嗣
問
題
)
の
發
生
に
$
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因
す
る
﹁
皇
�
の
正
瓜
性
の
動
搖
﹂
と
い
う
政
治
�
な
問
題
が
存
在
し
て
い
た
︑
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
︒

皇
�
の
正
瓜
性
と
は
︑
そ
の
瓜
治
の
裏
づ
け
と
な
る
權
威
に
相
當
す
る
︒
本
稿
で
檢
證
し
た
桓
�
の
親
政
の
�
�
か
ら
は
︑
宦
官
を
人
事
に

關
與
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
權
力
の
安
定
�
な
掌
握
を
圖
り
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
權
威
の
動
搖
を
補
完
し
よ
う
と
す
る
桓
�
の
l
が
¾
か
び
上
が
っ

て
く
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
血
族
・
姻
族
の
任
用
を
+
じ
て
權
力
を
掌
握
す
る
こ
と
に
よ
り
權
威
の
動
搖
を
補
完
し
よ
う
と
し
た
安
�
・
順
�
の

親
政
の
�
�
と
同
樣
の
も
の
と
い
え
る
︒

た
だ
し
︑
こ
う
し
た
對
應
策
は
︑
血
族
・
姻
族
や
宦
官
の
專
權
を
招
き
︑
皇
�
の
權
力
を
か
え
っ
て
	
め
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
︒
そ
う
で

あ
れ
ば
︑
後
漢
の
皇
�
荏
�
の
	
體


は
︑
皇
�
の
權
威
の
動
搖
が
そ
の
權
力
の
掌
握
の
形
を
歪
め
さ
せ
た
結
果
生
じ
た
も
の
︑
と
み
な
す
こ

と
が
で
き
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
當
時
の
皇
�
荏
�
の
特
色
を
荏
�
の
衰
·
の
面
か
ら
檢
證
す
る
た
め
の
重
'
な
手
が
か
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒

そ
れ
ら
の
問
題
の
檢
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
と
思
う
︒

�(1
)

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

一
～
八
頁
︑
衞
廣
來
﹃
漢
魏
晉
皇
權
嬗
代
﹄
(書
海
出
版
社
︑
二
〇

〇
二
年
)
六
〇
～
六
九
頁
な
ど
︒

(2
)

川
�
義
雄
A
﹁
シ
ナ
中
世
貴
族
政
治
の
成
立
に
つ
い
て
﹂
(﹃
 

林
﹄
三
三−

四
︑
一
九
五
〇
年
︒
後
に
同
氏
﹃
六
�
貴
族
制
社
會
の

硏
究
﹄︑
岩
波
書
店
︑
一
九
八
二
年
に
收
錄
)・
B
﹁
漢
末
の
レ
ジ
ス

タ
ン
ス
_
動
﹂
(﹃
東
洋
 
硏
究
﹄
二
五−

四
︑
一
九
六
七
年
︒
後
に

同
氏
﹃
六
�
貴
族
制
社
會
の
硏
究
﹄
に
收
錄
)・
C
﹁
貴
族
制
社
會

の
成
立
﹂
(﹃
岩
波
¿
座

世
界
歷
 
﹄
五

古
代
五
︑
岩
波
書
店
︑
一

九
七
〇
年
︒
後
に
同
氏
﹃
六
�
貴
族
制
社
會
の
硏
究
﹄
に
收
錄
)︒

楊
聯
陞
氏
の
見
解
は
︑
楊
聯
陞
﹁
東
漢
�
豪
族
﹂
(﹃
淸
華
學
報
﹄
一

一−

四
︑
一
九
三
六
年
)
を
︑
そ
れ
に
對
す
る
宇
都
宮
淸
吉
氏
の
批

�
は
︑
宇
都
宮
淸
吉
﹁
陳
嘯
江
﹁
魏
晉
時
代
之
﹃
族
﹄
﹂
�
び
楊
聯

陞
﹁
東
漢
�
豪
族
﹂
に
對
す
る
書
�
﹂
(﹃
東
方
學
報

(京
都
)﹄
九
︑

一
九
三
八
年
︒
後
に
同
氏
﹃
中
國
古
代
中
世
 
硏
究
﹄︑
創
�
社
︑

一
九
七
七
年
に
改
題
の
上
︑
收
錄
)
を
參
照
︒

(3
)

渡
邉
義
浩
﹃
後
漢
國
家
の
荏
�
と
儒
敎
﹄
(
雄
山
閣
︑
一
九
九
五

年
)
三
六
七
～
四
一
八
頁
︒

(4
)

黨
錮
事
件
に
關
す
る
-
年
の
硏
究
と
し
て
︑
�

(3
)
渡
邉
義
浩

.
揭
書
の
他
に
︑
東
晉
�
﹃
後
漢
時
代
の
政
治
と
社
會
﹄
(名
古
屋
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大
學
出
版
會
︑
一
九
九
五
年
)
二
九
二
～
三
二
六
頁
︑
安
部
聰
一
郞

﹁
黨
錮
の
﹁
名
士
﹂
再
考

︱
︱
貴
族
制
成
立
5
6
の
再
檢
討
の
た

め
に
︱
︱
﹂
(﹃
 
學
雜
誌
﹄
一
一
一−

一
〇
︑
二
〇
〇
二
年
)︑
朱

子
彥
﹁
論
東
漢
黨
錮
�
緣
$
與
黨
人
失
敗
原
因
﹂
(﹃
 
學
集
刊
﹄
二

〇
一
二−

二
︑
二
〇
一
二
年
)︑
上
谷
浩
一
﹁
後
漢
時
代
中
後
�
の

自
然
災
Á
と
黨
錮
事
件
﹂
(﹃
大
阪
體
育
大
學
紀
'
﹄
四
五
︑
二
〇
一

四
年
)
な
ど
が
あ
る
︒

(5
)

矢
野
#
稅
﹁
後
漢
宦
官
の
性
格
に
つ
い
て
﹂
(同
氏
﹃
門
閥
社
會

成
立
 
﹄︑
國
書
刊
行
會
︑
一
九
七
六
年
�
收
)︒

(6
)

�

(3
)
渡
邉
義
浩
.
揭
書
︑
三
二
七
～
三
六
五
頁
︒

(7
)

好
竝
隆
司
A
﹁
皇
太
后
稱
制
の
瓜
治
機
�
﹂
(﹃
廣
島
東
洋
 
學

報
﹄
一
二
︑
二
〇
〇
七
年
︒
後
に
同
氏
﹃
後
漢
魏
晉
 
論
攷

︱
︱

好
竝
隆
司
¹
稿
集
︱
︱
﹄
溪
水
社
︑
二
〇
一
四
年
に
收
錄
)・
B

﹁
後
漢
�
︑
皇
太
后
・
宦
官
の
荏
�
樣
式
﹂
(﹃
別
府
大
學
大
學
院
紀

'
﹄
一
〇
︑
二
〇
〇
八
年
︒
後
に
同
氏
﹃
後
漢
魏
晉
 
論
攷

︱
︱

好
竝
隆
司
¹
稿
集
︱
︱
﹄
に
收
錄
)︒

(8
)

0
松
(
日
香
﹁
後
漢
安
�
�
に
お
け
る
宮
廷
勢
力
の
變
容
﹂
(﹃
東

洋
學
報
﹄
九
八−

三
︑
二
〇
一
六
年
)︒

(9
)

梁
氏
政
權
に
關
す
る
硏
究
と
し
て
︑
齊
Ã
英
敏
﹁
黨
錮
.
 

︱
︱
梁
氏
專
權
と
そ
の
時
代
︱
︱
﹂
(﹃
中
央
大
學
ア
ジ
ア
 
硏
究
﹄

一
九
︑
一
九
九
五
年
)︑
拙
著
﹃
後
漢
政
治
制
度
の
硏
究
﹄
(早
稻
田

大
學
出
版
部
︑
二
〇
一
四
年
)
九
一
～
一
三
二
頁
・
三
一
一
～
三
一

四
頁
な
ど
が
あ
る
︒

(10
)

殊
典
に
つ
い
て
は
︑
�

(9
)
.
揭
拙
著
︑
一
一
二
～
一
一
六
頁

を
參
照
︒

(11
)

范
曄
﹃
後
漢
書
﹄
の
現
存
す
る
版
本
に
は
︑
司
馬
彪
﹃
續
漢
書
﹄

の
志
が
合
刻
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
志
が
收
錄
さ
れ
て
い
る
位
置

は
版
本
ご
と
に
衣
な
っ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
紹
興
本
で
は
志
が
本

紀
・
列
傳
の
後
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
が
︑
�
古
閣
本
と
武
英
殿
本
で

は
本
紀
と
列
傳
の
閒
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
一
般
に

﹃
後
漢
書
﹄
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
︑
本
紀
・
列
傳
・
志
の
卷
數
を

表
記
せ
ず
︑
﹁﹃
後
漢
書
﹄
本
紀
一
﹂・
﹁
﹃
後
漢
書
﹄
列
傳
二
﹂・﹁﹃
後

漢
書
﹄
志
三
﹂
な
ど
の
よ
う
に
︑
本
紀
・
列
傳
・
志
の
そ
れ
ぞ
れ
の

+
し
番
號
を
用
い
る
傾
向
が
强
い
︒
し
か
し
︑
本
來
﹃
續
漢
書
﹄
と

﹃
後
漢
書
﹄
は
別
個
の
 
書
で
あ
り
︑
ま
た
︑﹃
後
漢
書
﹄
以
外
の
正

 
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
¥
卷
の
+
算
卷
數
を
用
い
る
こ
と
が
+
例

で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
本
稿
に
お
い
て
﹃
後
漢
書
﹄
を
引
用
す
る
場
合

に
は
︑
そ
の
他
の
正
 
に
お
け
る
卷
數
の
表
記
方
法
に
準
據
し
て
︑

﹃
續
漢
書
﹄
の
志
を
除
い
た
+
算
卷
數
の
み
を
記
す
︒
な
お
︑﹃
續
漢

書
﹄
を
引
用
す
る
場
合
に
は
卷
數
と
+
し
番
號
を
省
く
こ
と
と
す
る
︒

(12
)

�

(5
)
矢
野
.
揭
論
�
︒

(13
)

�

(9
)
.
揭
拙
著
︑
六
八
～
七
二
頁
を
參
照
︒

(14
)

�

(
9
)
.
揭
拙
著
︑
一
五
六
～
一
五
八
頁
を
參
照
︒

(15
)

後
漢
の
集
議
に
つ
い
て
は
︑
渡
邊
信
一
郞
﹃
天
空
の
玉
座

︱
︱

中
國
古
代
�
國
の
�
政
と
儀
禮
︱
︱
﹄
(柏
書
�
︑
一
九
九
六
年
)

三
〇
～
三
四
頁
を
參
照
︒

(16
)

か
つ
て
筆
者
は
︑
�

(
9
)
.
揭
拙
著
︑
二
一
三
～
二
四
八
頁
に

お
い
て
︑
﹇
1
﹈
官
F
が
政
策
案
を
作
成
︑﹇
2
﹈
官
F
が
政
策
案
の

實
施
の
可
否
を
審
議
︑﹇
3
﹈
皇
�
が
政
策
案
を
決
裁
︑﹇
4
﹈
官
F

が
政
策
を
實
施
︑﹇
5
﹈
實
施
し
た
政
策
に
問
題
點
や
改
善
點
が
生
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じ
た
場
合
に
再
び
﹇
1
]
～
[4
﹈
の
手
順
で
怨
た
な
政
策
を
形
成
︑

と
い
う
一
聯
の
5
6
を
﹁
政
策
形
成
﹂
と
定
義
し
た
︒
本
稿
に
お
い

て
も
右
の
5
6
を
指
す
も
の
と
し
て
﹁
政
策
形
成
﹂
を
用
い
る
︒

(17
)

桓
焉
の
出
自
と
そ
の
事
績
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
A
﹁
後
漢
安
�
の

親
政
と
そ
の
瓜
治
の
�
�
﹂
(早
稻
田
大
學
長
江
液
域
�


硏
究
�

½
﹃
中
國
古
代
 
論
集

︱
︱
政
治
・
民
族
・
Æ
數
︱
︱
﹄︑
雄
山

閣
︑
二
〇
一
六
年
�
收
)
を
參
照
︒

(18
)

本
稿
で
は
﹃
蔡
中
郞
集
﹄
の
底
本
と
し
て
海
源
閣
校
刊
本

(﹃
四

部
備
'
﹄
�
收
)
を
用
い
た
︒

(19
)

｢八
x
y
行
﹂
に
つ
い
て
は
︑
趙
凱
﹁
東
漢
順
�
“
八
x
”
y
行

事
件
始
末
﹂
(﹃
南
都
學
壇
﹄
二
〇
一
三−

五
︑
二
〇
一
三
年
)
を
參

照
︒

(20
)

劉
光
の
事
績
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
B
﹁
後
漢
順
�
の
親
政
と
そ
の

瓜
治
の
展
開
﹂
(﹃
 
滴
﹄
三
八
︑
二
〇
一
六
年
)
を
參
照
︒

(21
)

肺
腑
の
內
容
お
よ
び
宗
正
と
肺
腑
の
關
係
に
つ
い
て
は
︑
�

(17
)
.
揭
拙
稿
A
を
參
照
︒

(22
)

弘
農
楊
氏
に
つ
い
て
︑﹃
後
漢
書
﹄
卷
五
四
楊
震
列
傳
は
﹁
四
世

太
尉
﹂
と
稱
し
︑
趙
;
﹃
廿
二
 
箚
記
﹄
卷
五
・
四
世
三
公
條
は

﹁
自

(楊
)
震
至

(楊
)
彪
︑
凡
四
世
皆
爲
三
公
﹂
と
稱
し
て
い
る
︒

(23
)

『後
漢
書
﹄
劉
般
列
傳
附
劉
愷
列
傳
の
﹁
(劉
)
茂
與
太
尉
陳
蕃
・

司
徒
劉
矩
共
上
書
訟
之
﹂
お
よ
び
同
陳
蕃
列
傳
の
﹁
(陳
)
蕃
與
司

徒
劉
矩
・
司
空
劉
茂
共
諫
﹂
に
つ
い
て
︑
錢
大
昕
﹃
三
 
拾
¹
﹄
は
︑

﹃
後
漢
書
﹄
順
�
紀
を
論
據
と
し
て
︑﹁
劉
矩
﹂
を
﹁
胡
廣
﹂
の
Ë
り

と
す
る
︒
そ
れ
に
對
し
て
惠
棟
﹃
後
漢
書
補
)
﹄
卷
一
五
は
︑﹃
後

漢
書
﹄
劉
愷
列
傳
が
司
徒
の
就
任
者
の
名
を
﹁
劉
矩
﹂
に
つ
く
る
こ

と
を
論
據
と
し
て
︑
錢
大
昕
の
說
を
Ë
り
と
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
は

錢
大
昕
の
說
に
從
う
︒

(24
)

劉
愷
の
出
自
と
そ
の
事
績
に
つ
い
て
は
︑
�

(
17
)
.
揭
拙
稿
A

を
參
照
︒

(25
)

西
川
利
�
﹁
胡
廣
傳
覺
書

︱
︱
黨
錮
事
件
理
解
の
.
提
と
し
て

︱
︱
﹂
(﹃
�
學
部
論
集

(佛
敎
大
學
)﹄
八
二
︑
一
九
九
八
年
)
︒

(26
)

｢
錄
尙
書
事
﹂
(﹁
參
錄
尙
書
事
﹂
)
の
內
容
を
め
ぐ
っ
て
は
諸
說
あ

る
が
︑
�

(
9
)
.
揭
拙
著
︑
九
六
～
一
〇
八
頁
で
は
︑
﹁
錄
尙
書

事
﹂
を
﹁
尙
書
の
事
を
錄
ぶ
﹂
と
訓
讀
し
︑
こ
れ
を
﹁
官
僚
機
�
の

瓜
\
と
國
政
の
總
覽
を
許
可
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
慣
用
�
な
表
現
﹂

と
解
し
た
︒

(27
)

Ã
井
律
之
﹃
魏
晉
南
�
の
�
官
制
度
﹄
(京
都
大
學
學
Æ
出
版
會
︑

二
〇
一
三
年
)
二
一
～
二
二
頁
・
二
八
～
三
三
頁
に
よ
る
と
︑
後
漢

の
特
N
は
九
卿
以
下
の
列
侯
に
附
加
さ
れ
た
加
官
で
︑
そ
れ
を
附
加

さ
れ
た
者
は
﹁
公
﹂
の
�
位

(
�
會
に
お
け
る
席
�
)
を
與
え
ら
れ

た
︒

(28
)

拙
稿
C
﹁
後
漢
安
�
の
親
政
と
外
戚
輔
政
﹂
(﹃
東
洋
學
報
﹄
九
三

−

四
︑
二
〇
一
二
年
)
を
參
照
︒

(29
)

�

(28
)
.
揭
拙
稿
C
を
參
照
︒
.
揭
﹃
後
漢
紀
﹄
質
�
紀
・
永

憙
元
年
條
は
劉
纉
の
名
を
﹁
續
﹂
に
つ
く
る
が
︑﹁
續
﹂
字
は
﹁
纘
﹂

字
の
Ë
り
で
あ
る

(
周
天
游
校
)
﹃
後
漢
紀
校
)
﹄︑
天
津
古
籍
出

版
社
︑
一
九
八
七
年
︑
五
四
六
～
五
四
七
頁
︒
李
興
和
點
校
﹃
袁
宏

後
漢
紀
集
校
﹄
︑
雲
南
大
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
八
年
︑
二
四
七
頁
)︒

な
お
︑
本
稿
で
は
﹃
後
漢
紀
﹄
の
底
本
と
し
て
無
錫
孫
氏
小
淥
天
藏

(
嘉
靖
本

(い
わ
ゆ
る
黃
姫
水
本
︑﹃
四
部
叢
刊
﹄
�
收
)
を
用
い
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た
︒

(30
)

拙
稿
D
﹁
范
曄
﹃
後
漢
書
﹄
の
人
物
�
價
と
後
漢
中
後
�
の
政
治

5
6
﹂
(﹃
古
代
�


﹄
六
九−

一
︑
二
〇
一
七
年
)
を
參
照
︒

(31
)

後
漢
中
�
以
影
の
反
亂
に
つ
い
て
︑
詳
し
く
は
多
田
狷
介
﹁
黃
巾

の
亂
.
 
﹂
(﹃
東
洋
 
硏
究
﹄
二
六−

四
︑
一
九
六
八
年
︒
後
に
同

氏
﹃
漢
魏
晉
 
の
硏
究
﹄︑
�
古
書
院
︑
一
九
九
九
年
に
收
錄
)
を

參
照
︒
ち
な
み
に
︑
質
�
が
�
位
を
繼
承
し
た
永
憙
元
年
に
は
︑
九

江
郡
の
 
の
馬
勉
が
﹁
黃
�
﹂
を
︑
同
郡
歷
陽
侯
國
の
 
の
華
孟
が

﹁
黑
�
﹂
を
自
稱
し
た

(表
2
を
參
照
)︒
ま
た
︑
桓
�
が
�
位
を
繼

承
し
た
直
後
の
円
和
二
年
に
も
︑
陳
國
長
0
縣
の
陳
景
が
﹁
黃
�
の

子
﹂
を
自
稱
し
て
官
を
設
置
し
た

(﹃
後
漢
書
﹄
桓
�
紀
・
Î
和
二

年
條
)︒
五
德
¤
始
說
に
お
い
て
︑﹁
黃
﹂
は
土
德
に
�
當
す
る
色
で

あ
り
︑
ま
た
﹁
黑
﹂
は
水
德
に
�
當
す
る
色
で
あ
る
︒
五
行
相
生
說

で
は
火
德

(赤
)
の
王
�
か
ら
土
德

(
黃
)
の
王
�
に
︑
五
行
相
克

說
で
は
火
德

(赤
)
の
王
�
か
ら
水
德

(
黑
)
の
王
�
に
天
命
が
g

け
繼
が
れ
る
︒
も
し
︑﹁
黃
�
﹂・﹁
黑
�
﹂
が
五
德
¤
始
說
と
關
係

を
�
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
︑
馬
勉
は
土
德
を
表
す
﹁
黃
�
﹂
を
︑

華
孟
は
水
德
を
表
す
﹁
黑
�
﹂
を
︑
陳
景
は
土
德
を
表
す
﹁
黃
�
﹂

の
子
を
そ
れ
ぞ
れ
自
稱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
火
德
の
漢
王
�
に
代

わ
ろ
う
と
す
る
"
思
を
示
し
た
こ
と
に
な
る
︒

(32
)


熹
二
年
に
梁
氏
が
誅
滅
さ
れ
た
後
︑
蓋
登
は
﹁
太
上
皇
�
﹂
を

自
稱
す
る
と
と
も
に
︑﹁
皇
�
信
璽
﹂・﹁
皇
�
行
璽
﹂
な
ど
を
僞
�

し
︑
さ
ら
に
相
の
官
署
を
獨
自
に
設
置
し
た
︒
ま
た
︑
戴
衣
は
﹁
太

上
皇
﹂
を
自
稱
し
た

(表
2
を
參
照
)︒
周
知
の
+
り
︑﹁
太
上
皇

�
﹂・﹁
太
上
皇
﹂
は
皇
�
の
實
父
に
對
す
る
�
稱
で
あ
る
︒
し
か
し
︑

﹁
太
上
皇
�
﹂
を
自
稱
す
る
蓋
登
が
皇
�
の
璽
を
僞
�
し
︑
か
つ
本

來
は
皇
�
の
專
權
事
項
た
る
官
署
の
設
置
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑

﹁
太
上
皇
�
﹂
・
﹁
太
上
皇
﹂
を
自
稱
す
る
行
爲
は
︑
桓
�
に
よ
る
瓜

治
を
否
定
�
に
捉
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

(33
)

｢
ª
立
﹂
の
語
は
︑
﹃
後
漢
書
﹄
に
お
い
て
傍
系
の
安
�
・
桓
�
・

靈
�
を
外
戚
の
鄧
氏
・
梁
氏
・
竇
氏
が
擁
立
し
た
こ
と
を
示
す
場
合

に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
傍
系
を
擁
立
す
る
"
に
解
さ
れ
る
︒

(34
)

｢
謁
讚
不
名
﹂
に
つ
い
て
は
︑
岡
安
勇
﹁
中
國
古
代
に
お
け
る

﹁
客
禮
﹂
の
禮
>
形
式

︱
︱
匈
奴
呼
韓
Ï
單
于
へ
の
禮
>
を
手
掛

り
と
し
て
︱
︱
﹂
(﹃
東
方
學
﹄
七
四
︑
一
九
八
七
年
)︑
石
井
仁

﹁
虎
賁
班
劍
考

︱
︱
漢
六
�
の
恩
賜
・
殊
禮
と
故
事
︱
︱
﹂
(﹃
東

洋
 
硏
究
﹄
五
九−

四
︑
二
〇
〇
一
年
)
を
參
照
︒
な
お
︑﹁
謁
讚

不
名
﹂
の
﹁
不
名
﹂
に
つ
い
て
は
︑
皇
�
に
拜
謁
す
る
際
に
名
乘
ら

な
い
こ
と
と
解
す
る
說
も
あ
る

(
尾
形
勇
﹁
漢
M
閒
の
﹁
殊
禮
﹂
に

つ
い
て
﹂︑﹃
山
梨
大
學
敎
育
學
部
硏
究
報
吿
﹄
二
四
︑
一
九
七
四
年
︒

同
氏
﹃
中
國
古
代
の
﹁
家
﹂
と
國
家

︱
︱
皇
�
荏
�
下
の
秩
序
�

�

︱
︱
﹄
第
二
違
﹁
自
稱
形
式
よ
り
見
た
る
君
臣
關
係
﹂︑
岩
波
書

店
︑
一
九
七
九
年
は
︑
こ
の
論
�
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
)︒

﹁
0
尙
書
事
﹂
の
內
容
を
め
ぐ
っ
て
は
諸
說
あ
る
が
︑
�

(9
)
.

揭
拙
著
︑
一
〇
八
～
一
一
二
頁
で
は
︑﹁
0
尙
書
事
﹂
を
﹁
尙
書
の

事
を
0
す
﹂
と
訓
讀
し
︑
こ
れ
を
﹁
尙
書
臺
が
上
奏
�
を
皇
�
に
傳

]
す
る
.
に
そ
れ
を
披
閱
す
る
行
爲
を
許
可
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
慣

用
�
な
表
現
﹂
と
解
し
た
︒

(35
)

渡
邉
義
浩
﹃
後
漢
に
お
け
る
﹁
儒
敎
國
家
﹂
の
成
立
﹄
(
�
古
書

院
︑
二
〇
〇
九
年
)
九
八
～
一
〇
六
頁
︒
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(36
)

役
重
�
範
﹁
漢
代
瑞
祥
考

︱
︱
皇
�
・
政
治
と
の
關
係
︱
︱
﹂

(﹃
立
命
館
東
洋
 
學
﹄
三
一
︑
二
〇
〇
八
年
)︒

(37
)

�

(36
)
役
重
.
揭
論
�
︒

(38
)

桓
�
は
梁
氏
誅
滅
後
に
﹁
㊂
肺
腑
﹂
を
三
公
に
任
用
し
た
︒
當
時
︑

中
央
政
府
の
人
材
不
足
が
深
刻


し
︑
か
つ
桓
�
の
正
瓜
性
が
缺
如

し
て
い
た
こ
と
を
勘
案
す
る
と
︑
桓
�
は
宦
官
に
よ
る
人
事
へ
の
關

與
を
容
7
す
る
と
と
も
に
︑
自
分
と
血
緣
�
な
紐
帶
を
�
す
る
肺
腑

を
任
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
人
材
不
足
の
解
�
を
圖
ろ
う
と
し
た

と
考
え
ら
れ
る
︒

(39
)

�

(9
)
.
揭
拙
著
︑
五
六
～
六
八
頁
︑
拙
稿
E
﹁
後
漢
に
お
け

る
側
-
官
の
再
½
﹂
(﹃
東
方
學
﹄
一
三
〇
︑
二
〇
一
五
年
)
を
參
照
︒

(40
)

�

(9
)
.
揭
拙
著
︑
二
四
九
～
二
九
二
頁
を
參
照
︒

(41
)

�

(15
)
渡
邊
信
一
郞
.
揭
書
︑
五
八
～
六
四
頁
︒

(42
)

梁
氏
誅
滅
後
の
桓
�
と
宦
官
の
關
係
を
示
す
記
事
と
し
て
︑﹃
後

漢
書
﹄
黨
錮
列
傳
に
︑
司
隸
校
尉
李
膺
が
野
王
令
張
朔
を
捕
え
て
死

𠛬
に
處
し
た
時
の
こ
と
と
し
て
﹁
(張
)
讓
訴
冤
於

(桓
)
�
︑
詔

(李
)
膺
入
殿
︑
御
親
臨
軒
︑
詰
以
不
先
O
Ò
加
誅
辟
之
"
︒
膺
對

曰
︑﹁
⁝
⁝
今
臣
到
官
已
積
一
旬
︑
私
懼
以
稽
畱
爲
愆
︑
不
"
獲
Ó

疾
之
罪
︒
�
自
知
釁
責
︑
死
不
旋
踵
︑
特
乞
畱
五
日
︑
剋
殄
元
惡
︑

·
就
鼎
鑊
︑
始
生
之
願
也
﹂
︒
�
無
復
言
︒
`
謂
讓
曰
︑﹁
此
汝
弟
之

罪
︒
司
隸
何
愆
﹂
︒
乃
d
出
之
﹂
と
あ
る
︒
張
朔
は
宦
官
の
小
黃
門

張
讓
の
弟
に
あ
た
る
︒
桓
�
は
李
膺
が
許
可
を
得
ず
に
張
朔
を
死
𠛬

に
處
し
た
こ
と
を
詰
問
し
た
が
︑
李
膺
の
3
答
を
聞
き
︑
張
朔
に
罪

が
あ
る
こ
と
を
7
め
た
︒
こ
の
事
例
か
ら
も
︑
宦
官
と
そ
の
與
黨
に

罪
5
が
7
め
ら
れ
る
場
合
に
彼
ら
に
處
罰
を
加
え
る
こ
と
に
つ
い
て
︑

桓
�
が
理
解
を
示
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

(43
)

�

(
17
)
.
揭
拙
稿
A
を
參
照
︒

(44
)

�

(
20
)
.
揭
拙
稿
B
を
參
照
︒
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reborn under the influence of Taoism thought.

DIRECT RULE BY EMPEROR HUAN OF THE LATER HAN AND

PARTICIPATION IN THE GOVERNMENT BY EUNUCHS

WATANABE Masatomo

As a part of an elucidation of the character of the emperorʼs rule in the latter

part of the Later Han, I examine in this paper the political background of the

involvement of eunuchs in personnel affairs during the reign of Emperor Huan 桓!,

when the Great Proscription, or ban on court factions (danggu 黨錮), occurred.

Through this examination, I also explore clues to understanding the background of

the Great Proscription and its historical significance with a focus on the

characteristics of the emperorʼs rule and the political activities of eunuchs.

After having removed his maternal relative Liang Yi 梁冀, Emperor Huan

appointed people who had been cooperative with Liang Yi as the Three Dukes

(sangong 三公). Behind this move lay the political issue of Emperor Huanʼs own

lack of legitimacy. However, these people had, by likening Liang Yi to the Duke of

Zhou, endeavored to reject the rule of the Liu 劉 clan. Emperor Huan accordingly

had eunuchs recommend people, whom he then appointed as the Three Dukes. In

this way Emperor Huan sought to create a new force that would back his

succession to the throne and would support his rule.

On the basis of the findings of the above investigations, it can be said that a

background factor in the weakening of emperorʼs rule during the Later Han

resulted from the enormous power wielded by eunuchs in regard to the political

issue of the uncertainty of the emperorʼs legitimacy. In other words, the weakening

of the emperorʼs rule during the Later Han arose as a result of the fact that

uncertainty surrounding the emperorʼs authority had distorted the manner in which

he assumed power. Further, on the basis of the findings of this paper, it should now

become possible to reexamine the political background of the Great Proscription

during Emperor Huanʼs reign by focusing on his lack of legitimacy and the eunuchsʼ

involvement in personnel affairs.
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