
｢
周
緣
﹂
か
ら
み
た
東
晉
の
正
瓜
性

︱
︱
�
涼
に
お
け
る
西
晉
愍
�
年
號
﹁
円
興
﹂
奉
用
に
つ
い
て
︱
︱

板

橋

曉

子

は
じ
め
に

一
︑
�
涼
の
成
立
と
兩
晉
�
替

二
︑
愍
�
年
號
﹁
円
興
﹂
の
繼
續

三
︑
張
駿
の
上
表
�

む
す
びは

じ
め
に

い
わ
ゆ
る
﹁
五
胡
十
六
國(1

)
﹂
政
權
の
本
紀
に
相
當
す
る
�
傳
は
︑
現
在
�
行
し
て
い
る

修
﹃
晉
書
﹄
(以
下
︑
﹃
晉
書
﹄
)
�
一
三
〇
卷
の
�

後
の
三
〇
卷

(卷
一
〇
一
～
一
三
〇
)
に
﹁
載
記
﹂
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
ふ
た
つ
例
外
が
あ
り
︑
�
涼
と
西
涼
で
あ
る
︒
兩
政
權

の
君
�
の
事
績
は
﹃
晉
書
﹄
の
﹁
載
記
﹂
に
で
は
な
く
︑﹁
列
傳
﹂
の
�
後
尾
︑
す
な
わ
ち

卷
八
六

列
傳
第
五
六

張
軌

子
寔

寔
弟
茂

寔
子
駿

駿
子
重
華

華
子
耀
靈

靈
伯
父
祚

靈
弟
玄
靚

靚
叔
天
錫
傳(2

)

卷
八
七

列
傳
第
五
七

涼
武
昭
王
李
玄
盛

子
士
業
傳
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と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
︒
嚴
密
に
言
え
ば
︑
卷
八
八
以
影
に
は
﹁
孝
友
傳
﹂﹁
忠
義
傳
﹂﹁
良
�
傳
﹂
な
ど
が
�
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
ら
類

傳
お
よ
び
四
夷
傳
・
�
臣
傳
を
別
に
す
れ
ば
︑
卷
八
六
・
八
七
兩
傳
は
單
に
﹁
載
記
﹂
か
ら
除
外
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
︑
諸
﹁
列
傳
﹂
の
な
か

で
も
特
別
な
位
置
づ
け
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

そ
し
て
︑﹃
晉
書
﹄
に
先
立
っ
て
成
立
し
た
﹁
五
胡
十
六
國
﹂
�
書
を
代
表
す
る
北
魏
の
崔
鴻
﹃
十
六
國
春
秋
﹄
が

鴻

�
冠
に
し
て
�
ち
著
営
の
志

�
り
︑
晉
魏
�
�

皆
な
一
家
を
成
す
を
見
︑
�
を
措
く
�

無
し
︒
劉
淵
・
石
勒
・
慕
容
儁
・
苻

永
・
慕
容
垂
・
姚
萇
・
慕
容
德
・
赫
連
屈
孑
・
張
軌
・
李
雄
・
呂
光
・
乞
伏
國
仁
・
禿
髮
烏
孤
・
李
暠

・
沮
渠
蒙
Ë
・
馮
跋
等
︑
竝
び
に

世
故
に
因
り
︑
一
方
に
跨
僭
し
︑
各

國
書

�
る
も
︑
未
だ
瓜
一

�
ら
ざ
る
を
以
て
︑
鴻

乃
ち
Ú
し
て
﹃
十
六
國
春
秋
﹄
を
爲
し
︑

勒
成
す
る
こ
と
百
卷
︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
六
七
崔
鴻
傳
)

と
い
う
�
識
の
も
と
に
�
纂
さ
れ
た
こ
と
に
鑒
み
れ
ば
︑
こ
の
よ
う
な
兩
傳
の
�
置
自
體
が
﹃
晉
書
﹄
獨
自
の
�
觀
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

は
�
ら
か
で
あ
る(3

)
︒

『晉
書
﹄
に
お
け
る
�
涼
君
�
・
西
涼
君
�
列
傳
の
�
置
に
つ
い
て
は
︑
鈴
木
桂
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑﹁
漢
人
政
權
だ
か
ら
﹂
と
い
う
理

由
で
﹁
載
記
﹂
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑﹁
河
西
に
獨
立
を
守
﹂
り
﹁
河
西
漢
人
を
束
ね
た
﹂
彼
ら
の
事
績
が
重
視
さ
れ
た
こ
と

が
大
き
な
#
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る(4

)
︒
ま
た
︑
陳
寅
恪
氏
が
﹁
瓜
治
階
$
之
氏
族
%
其
升
影(5

)
﹂
等
で
早
く
に
論
じ
た
よ
う
に
︑

室
李
氏

は
本
來
の
出
自
と
は
衣
な
る
隴
西
李
氏
に
自
ら
の
郡
&
を
設
定
し
︑
そ
の
'
祖
を
西
涼
の
初
代
君
�
李
暠
に
求
め
た(

6
)

︒﹃
晉
書
﹄
に
お
け
る

﹁
五
胡
十
六
國
﹂
の
な
か
で
西
涼
が
特
別
な
�
置
を
與
え
ら
れ
た
理
由
は
︑
�
と
し
て
そ
の
よ
う
な

室
と
の
關
係
性
に
あ
る
こ
と
は
疑
い
な

い
︒
ま
た
︑
李
暠
自
身
は
�
涼
を
繼
承
す
る
政
權
と
し
て
西
涼
を
位
置
づ
け
て
い
た(7

)
た
め
︑
そ
の
�
張
に
整
合
性
を
持
た
せ
る
べ
く
︑﹃
晉
書
﹄

に
お
い
て
�
涼
君
�
は
西
涼
君
�
の
す
ぐ
�
に
立
傳
さ
れ
た
︑
と
い
う
理
解
は
可
能
で
あ
る
︒

だ
が
︑
中
國
の
正
�
に
お
け
る
立
傳
の
作
法
に
卽
せ
ば
︑
兩
者
の
閒
に
は
よ
り
�
確
な
共
�
性
を
見
出
し
う
る
︑
あ
る
い
は
︑
共
�
性
を
强

.
す
る
た
め
に
敍
営
上
の
.
整
が
加
え
ら
れ
て
い
る
︑
と
想
定
で
き
る
︒
こ
こ
で
︑﹃
晉
書
﹄
�
纂
に
參
加
し
た
�
官
の
歷
�
觀
あ
る
い
は
人
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物
0
價
を
端
1
に
示
す
も
の
と
し
て
︑
�
涼
君
�
・
西
涼
君
�
列
傳
の
末
尾
に
附
さ
れ
た
﹁
�
臣
0
﹂﹁
贊
﹂
を
み
て
み
た
い
︒

『晉
書
﹄
卷
八
六

張
軌

子
寔
⁝
⁝
靚
叔
天
錫
傳

�
臣
曰
く
︑
長
河
の
外
區
︑
液
沙

紀
を
作
し
︑
玉
關

懸
險
に
し
て
︑
金
城

固
を
3た

の

む
︒
�
苗
の
竄の
が

る
る
攸
︑
�
舜

投
じ
て
羈つ
な

が

ず
︒
渠
搜

是こ
こ

に
居
り
︑
大
禹

卽つ

け
て
方は
じ

め
て
敘つ
い

づ
︒
世
よ
多
難
に
>
ひ
︑
五
郡
を
嬰め
ぐ

ら
せ
て
以
て
誰
何
し
︑
時
に
兵
凶
に
A
ひ
︑
三

邊
を
阻
み
て
高
視
す
︒
久
安
の
地
に
非
ず
と
雖
も
︑
苟
�
の
�
と
爲
す
に
足
ら
ん
か
︒
周
公

之
を
保
ち
て
功
を
立
て
︑
士
彥
❶
之
を
擁

し
て
世
を
D
ば
す
︒
摯
E
❷
象
を
觀
︑
洪
災
の
液
れ
ざ
る
を
記
す
︒
侯
瑾
❸
泉
を
覘
︑
霸
者
の
斯
に
在
る
を
知
る
︒
唯
だ
地
勢
の
み
に
匪

ず
し
て
︑
抑
も
亦
た
天
H

�
ら
ん
か
︒
茂
・
駿
・
重
華
❹
は
忠
を
�

と

り
武
を
踵 つ

ぎ
︑
僻
陋
に
崎
嶇
す
る
も
︑
本
�

を
忘
る
る
こ
と
無
し
︒

故
に
能
く
西
の
か
た
諸
戎
を
J
し
︑
東
の
か
た
巨
猾
を
攘
ひ
︑
纍
葉
の
珪
組
を
綰む
す

び
︑
絕
域
の
掩
賨
を
賦
し
︑
O
か
が
や

き
を
遐
荒
に
振
ひ
︑

良
ま

こ

と

に
�
順
の
效
に
由
る
︒
祚
❺
卑
孼
な
る
を
以
て
︑
陰
か
に
冢
嗣
を
傾
け
⁝
⁝
純
嘏

❻
V
�
に
し
て
︑
悦
に
其
の
眾
を
W
ふ
︒
身
を
魏

闕
❼
に
奉
じ
︑
迹
を
�

液
に
齒 な

ら

べ
︑
再
び
銀
黃

を
襲
ふ
は
︑
祖

德

の
�

慶
な
ら
ん
︒

贊
に
曰
く
：
三
象

氛
を
Z
え
︑
九
土

瓜
分
す
︒
鼎

江
介
に
�
り
︑
地

河
濆
に
絕
ゆ
︒
�

を
晉
室
に
歸
す
︑
美
な
る
か
な
張
君
︒

內

に
�

黎
を
撫
し
︑
外
に
逋
寇
を
攘
ふ
︒
世
よ
旣
に
緜
'
に
し
て
︑
國
も
亦
た
完
富
す
︒
�
順
を
基
と
爲
す
は
︑
蓋
し
天
の
祐
く
る
�
な

り
︒

❶
初
代
張
軌
の
字

❷
涼
州
が
張
軌
の
も
と
で
戰
亂
か
ら
免
れ
る
こ
と
を
豫
言
し
た
惠
�
^
の
少
府

❸
敦
煌
出
身
の
漢
末
の
_
士

❹

第
三
・
四
・
五
代

❺
第
七
代

❻
第
九
代
張
天
錫
の
字

❼
円
康
の
東
晉
`
廷

『晉
書
﹄
卷
八
七

涼
武
昭
王
李
玄
盛
・
子
士
業
傳

�
臣
曰
く
︑
王
者

圖
を
a
く
る
は
︑
咸
な
世
德
に
bよ

り
︑
d
ほ
混
成
の
大
�
に
先
ん
じ
る
が
ご
と
く
︑
一
氣
の
兩
儀
を
生
む
が
若
し
︒

是
を
以
て
中
陽

勃
興
し
︑
豢
龍
の
Z
趾
を
bた

す

く
︒
景
亳

瓜
を
垂
る
る
は
︑
吞
鷰
の
開
基
に
本
づ
く
︒
涼
武
昭
王

英
f

g
出
し
︑

陰
陽
を
h

め
ぐ
ら

せ
て
武
を
雲
め
ぐ
ら

し
︑
應
變
の
H

神
の
如
し
︒
日
k
を
吞
み
て
以
て
天
を
經
︑
成
物
の
功

歲
の
若
し
︒
故
に
能
く
荒
を
懷
け
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暴
を
弭と
ど

め
︑
國
を
開
き
家
を
o
し
︑
五
郡
に
宅 を

り
て
以
て
藩
を
稱
し
︑
三
分
を
屈
し
て
奉
順
す
︒
若
し
乃
ち
﹃
詩
﹄

秦
仲
を
襃
む
れ
ば
︑

後
嗣

p
q
の
業
を
円
て
ん
︒
公
劉
を
頌
美
し
︑
末
孫

�
天
の
祚
を
興
す
︒
或
ひ
は
迹
を
汧
渭
に
發
し
︑
或
ひ
は
o
を
邠
岐
に
布
き
︑

簣
を
r
し
て
元
天
の
基
を
創
め
︑
涓
を
駅
し
て
s
海
の
宅
を
開
く
︒
彼
に
旣
に
漸

�
り
て
︑
此
に
亦
た
符
を
同
じ
く
す
︒
是
れ
景お

ほ

い
な

る
命

歸
す
る
攸
︑
一
`
の
致
す
べ
き
に
非
ず
し
て
︑
功
を
纍
ね
慶
を
積
む
は
︑
其
の
由
來
す
る
�

'
き
を
知
る
︒

贊
に
曰
く
︑
武
昭

英
叡
に
し
て
︑
忠
勇

世
に
霸
た
り
︒
王
室

�

お

と

ろ

ふ
と
雖
も
︑
乃
ち
�

に
替 す

つ
る
こ
と
無
し
︒
�

黎

德

を
飮
み
︑

絕

壤

惠
に

霑
う

る

ほ

ふ
︒

祉
さ
い
は
ひ

を
積
み
て
基
を
丕 お

ほ

い
に
し
︑
克 よ

く
來
裔
を
昌 さ

か

ん
に
す
︒

こ
れ
ら
﹁
�
臣
0
﹂﹁
贊
﹂
に
お
い
て
︑
�
涼
君
�
お
よ
び
西
涼
君
�
が
贊
美
さ
れ
て
い
る
理
由
は
︑

①
河
西
地
方
の
q
和
を
守
り
繁
榮
を
{
い
た
：
�
涼
・
西
涼

②
晉
室
へ
の
勤
王
を
貫
い
た
：
�
涼
・
西
涼

(引
用
�
中
の
傍
線
部
)

③

室
發
展
の
い
し
ず
え
を
築
い
た
：
西
涼

と
い
う
三
點
に
大
別
さ
れ
る
が
︑
�
涼
・
西
涼
に
共
�
す
る
の
は
①
②
で
あ
る
︒
�
引
の
﹁
河
西
に
獨
立
を
守
﹂
り
﹁
河
西
漢
人
を
束
ね
た
﹂

功
績
は
①
に
當
た
る
が
︑﹃
晉
書
﹄
�
官
に
と
っ
て
は
︑
②
も
ま
た
�
涼
・
西
涼
に
共
�
す
る
美
點
と
し
て
强
.
す
べ
き
事
績
で
あ
っ
た
︒
戰

亂
と
分
裂
の
時
代
に
あ
っ
て
︑
中
國
�
西
端
の
﹁
周
緣
﹂
に
あ
り
な
が
ら
晉
室
の
忠
實
な
藩
屛
の
地
位
に
留
ま
り
つ
づ
け
た
と
い
う
﹁
�
涼
・

西
涼
﹂
宴
を
提
示
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
た
︑
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

實
際
の
と
こ
ろ
︑﹃
晉
書
﹄
本
傳
や
他
の
�
料
に
鑒
み
る
限
り
で
は
︑
晉
室
に
對
す
る
西
涼
の
﹁
勤
王
﹂
活
動
は
︑
わ
ず
か
二
〇
年
閒
の
短

命
政
權
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
も
︑﹁
�
臣
0
﹂﹁
贊
﹂
に
謳
わ
れ
る
ほ
ど
の
實
績
が
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
︒
一
方
で
︑
�
涼
君
�
の
場
合
︑

本
稿
で
後
営
す
る
よ
う
に
︑
あ
る
}
度
實
質
の
あ
る
﹁
勤
王
﹂
活
動
に
勵
ん
で
い
た
こ
と
を
示
す
�
料
が
少
な
か
ら
ず
見
い
だ
さ
れ
る
︒

�
引
の
﹃
晉
書
﹄
卷
八
六
﹁
�
臣
0
﹂
の
傍
線
部
の
よ
う
に
︑
�
涼
九
代
の
君
�
た
ち
は
︑
天
子
を
號
し
た
第
七
代
張
祚
︑
お
よ
び
幼
く
し

て
殺
�
さ
れ
た
第
六
代
張
耀
靈
・
第
八
代
張
玄
靚
を
除
き
︑
基
本
1
に
﹁
勤
王
﹂
の
藩
屛
と
し
て
稱
贊
さ
れ
て
い
る

(初
代
張
軌
・
第
二
代
張
寔
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の
名
は
︑﹁
�
臣
0
﹂
中
で
は
﹁
勤
王
﹂
と
結
び
附
け
ら
れ
て
い
な
い
が
︑
西
晉
滅
W
の
�
後
に
涼
州
刺
�

(牧
)
と
な
っ
た
彼
ら
父
子
は
︑
�
涼
九
代
の
中
で

も
と
り
わ
け
﹁
勤
王
﹂
に
盡
力
し
た
晉
臣
と
し
て
本
傳
中
で
詳
細
に
記
営
さ
れ
て
い
る
)
︒
加
え
て
︑
�
涼
の
﹁
勤
王
﹂
宴
を
�
面
に
打
ち
出
す
﹃
晉

書
﹄
が

初
に
成
立
し
て
以
影
︑
晉
代
以
來
�
纂
さ
れ
て
き
た
各
種
晉
�
お
よ
び
崔
鴻
﹃
十
六
國
春
秋
﹄
に
代
表
さ
れ
る
各
種
霸
�
が

末
五

代
の
戰
亂
を
經
て
�
第
に
散
逸
を
み
た(8

)
こ
と
も
︑
�
涼
す
な
わ
ち
﹁
勤
王
﹂
政
權
と
い
う
均
質
1
な
理
解
の
�
%
を
促
し
て
い
っ
た
と
い
え
よ

う
︒
は
る
か
後
代
︑
�
`
の
滅
W
を
見
屆
け
た
王
夫
之
も
ま
た
︑
�
涼
の
第
二
代
張
寔
に
對
し
︑﹁
寔
之
戴
晉
也
堅
︑
而
擇
�
也
審
﹂
と
高
い

0
價
を
與
え
て
い
る(9

)
︒

一
方
で
︑
�
涼
の
﹁
勤
王
﹂
の
象
�
で
も
あ
り
な
が
ら
︑
そ
の
反
證
に
も
な
り
う
る
も
の
と
し
て
�
家
の
關
心
を
引
い
て
き
た
の
が
年
號
の

問
題
で
あ
る
︒
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
︑
�
涼
君
�
は
�
九
代
の
う
ち
初
代
張
軌
か
ら
第
八
代
張
玄
靚
に
至
る
ま
で
︑
ご
く
短
い
^
閒
を
除
き

西
晉
愍
�
の
年
號
﹁
円
興
﹂
を
四
十
九
年
に
わ
た
り
奉
用
し
て
き
た
︒
西
晉
�
末
^
に
長
安
で
成
立
し
た
愍
�
政
權
は
︑
四
年
目

(三
一
六
)

に
匈
奴
政
權
の
漢
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
︑
五
年
目
に
愍
�
自
身
も
漢
の
都
q
陽
で
殺
�
さ
れ
た
︒
晉
室
の
正
朔
と
し
て
の
﹁
円
興
﹂
は
實
質
1

に
四
年
で
�
焉
し
︑
円
興
五
年
三
k
︑
円
康
で
晉
王
の
位
に
就
い
た
司
馬
睿

(後
の
東
晉
元
�
)
は
円
武
元
年

(
三
一
七
)
に
改
元
し
た
︒
東
晉

の
基
盤
で
あ
る
江
南
を
初
め
中
國
各
地
で
晉
室
を
荏
持
す
る
勢
力
の
大
多
數
は
東
晉
の
正
朔
を
承
�
し
a
容
し
て
い
っ
た
が
︑
�
涼
は
も
と
も

と
司
馬
睿
に
卽
位
を
�
願
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
年
號
は
﹁
円
興
﹂
を
奉
じ
つ
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
︒

『晉
書
﹄
張
寔
傳
に
お
い
て
は
﹁
不
從
中
興
之
�
改
也
﹂
と
表
現
さ
れ
る
こ
の
特
衣
な
現
象
に
關
聯
し
て
︑
古
く
は
北
宋
の
頃
に
﹁
�
涼
は

實
際
に
は
獨
自
の
年
號
を
�
用
し
て
い
た
﹂
と
�
張
す
る
龔
穎
の
﹃
h
曆
圖(10

)
﹄
が
現
れ
︑
そ
の
說
は
南
宋
王
應
麟
の
﹃
玉
海
﹄
に
も
�
用(11

)
さ
れ

て
い
る
︒
し
か
し
︑
十
九
世
紀
末
以
來
現
在
ま
で
つ
づ
く
敦
煌
・
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
を
初
め
と
す
る
中
國
西
北
地
域
で
の
�
跡
發
掘
︑
出
土
�
料

硏
究
の
�
展
に
よ
り
︑
�
涼
荏
�
下
の
地
域
に
お
い
て
ほ
ぼ
�
世
紀
に
わ
た
り
﹁
円
興
﹂
が
奉
用
さ
れ
續
け
た
こ
と
は
︑
�
獻
�
料
の
み
な
ら

ず
出
土
�
料
に
よ
っ
て
も
事
實
と
し
て
立
證
さ
れ
る
に
至
っ
た
︒
早
く
は
侯
燦
氏
が
樓
蘭
等
の
出
土
�
料
と
比
�
し
た
上
で
龔
穎
﹃
h
曆
圖
﹄

の
非
を
指
摘
し
て
い
る(12

)
︒
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中
國
西
北
地
域
に
お
け
る
出
土
�
料
の
う
ち
︑
河
西
地
域
で
發
掘
さ
れ
た
魏
晉
～
五
胡
十
六
國
^
の
出
土
�
料

(
�
な
出
土
地
區
は
敦
煌
・
酒

泉
・
武
威
・
高
臺
等
)
の
紀
年
に
關
し
て
は
︑
賈
小
軍
﹁
河
西
出
土
魏
晉
十
六
國
�
獻
紀
年
信
息
申
論(13

)
﹂
が
︑
先
行
す
る
膨
大
な
發
掘
報
吿
・

硏
究
成
果
を
參
照
し
た
う
え
で
︑
�
年
に
お
い
て
�
も
總
覽
1
な
整
理
を
お
こ
な
っ
て
い
る
︒
疑
義
の
な
い
紀
年
�
料
と
し
て
計
七
五
點
を
用

い
る
賈
論
�
の
瓜
計
表
に
よ
れ
ば
︑
河
西
地
域
に
お
け
る
﹁
円
興
﹂
紀
年
の
出
土
�
料
と
し
て
�
も
遲
い
の
は
︑﹁
円
興
四
十
六
年
﹂
(三
五

八
)
の
旱
S
坡
晉
墓
お
よ
び
﹁
円
興
卌
六
年
﹂
(三
五
八
)
の
怨
店
臺
六
四
號
墓
で
あ
る

(
實
際
に
は
墓
の
紀
年
で
は
な
く
副
葬
品
の
紀
年
で
あ
る
が
︑

賈
論
�
の
瓜
計
表
で
は
個
々
の
副
葬
品
は
示
さ
れ
な
い
)
︒
出
土
地
區
か
ら
い
え
ば
�
者
は
武
威
︑
後
者
は
敦
煌
で
あ
り
︑
西
域
を
掌
握
し
て
い
た

四
世
紀
�
ば
の
廣
大
な
�
涼
�
域
に
お
い
て
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
東
部
と
中
部
の
中
核
を
な
す
地
域
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
�
者
の
旱
S
坡
晉
墓
に
關

し
て
賈
論
�
が
參
照
す
る
﹃
散
見
鯵
牘
合
輯(14

)
﹄
は
︑
旱
S
坡

(一
九
號
)
晉
墓
か
ら
出
土
し
た
�
涼
の
將
軍
姫
瑜
の
副
葬
品
四
點

(
N
o
.

2
4
5
-
2
4
8
)
の
う
ち
︑﹁
円
興
﹂
紀
年
の
�
料
と
し
て
�
も
遲
い
長
�
板
の
紀
年
を
﹁
円
興
卌
八
年

(
三
六
〇
)
四
k
廿
九
日
﹂
と
釋
讀
す
る
︒

ま
た
︑
賈
論
�
の
參
照
元
の
う
ち
︑﹃
魏
晉
南
北
`
敦
煌
�
獻
�
年(15

)
﹄
お
よ
び
王
素
﹁
�
關
�
涼
1
紀
年
b
料
%
�
涼
1
年
號
問
題(16

)
﹂
は
︑
�

涼
の
紀
年
出
土
�
料
に
關
し
て
特
に
閏
實
し
た
�
年
を
お
こ
な
う
が
︑
兩
者
も
姫
瑜
の
副
葬
品
四
點
を
收
錄
し
て
お
り
︑
そ
の
う
ち
�
も
遲
い

﹁
円
興
﹂
紀
年
�
料
と
し
て
擧
げ
る
長
�
板
を
︑
や
は
り
﹁
円
興
卌
八
年

(三
六
〇
)
四
k
廿
九
日
﹂
と
釋
讀
す
る(17

)
︒
ま
た
︑﹃
河
西
鯵
牘(18

)
﹄
に

﹁
�
涼
・
武
威
木
牘
﹂
と
し
て
圖
錄
さ
れ
る
當
該
の
長
�
板
も
そ
の
よ
う
に
�
讀
で
き
る
た
め
︑
本
稿
で
も
︑
現
時
點
ま
で
の
河
西
地
域
の
出

土
�
料
中
に
確
�
で
き
る
�
も
遲
い
﹁
円
興
﹂
紀
年
は
﹁
四
十
八
年
﹂
で
あ
る
と
考
え
た
い
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
こ
れ
ら
の
�
料
の
存
在
は
︑

�
涼
域
內
で
は
﹁
円
興
﹂
が
四
十
九
年

(三
六
一
)
ま
で
奉
用
さ
れ
つ
づ
け
た
と
す
る
﹃
晉
書
﹄
の
記
営
を
ほ
ぼ
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
い

え
よ
う
︒

他
方
︑
�
盛
^
�
涼
�
域
の
西
部
に
あ
た
る
地
域
︑
す
な
わ
ち
第
四
代
張
駿
の
と
き
に
高
昌
郡
が
置
か
れ
た(19

)
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
盆
地
を
中
心
と

す
る
地
域
に
お
い
て
も
︑
�
涼
の
紀
年
の
あ
る
出
土
�
料
は
し
ば
し
ば
確
�
さ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
ら
の
多
く
は
�
揭
の
王
論
�
な
ら
び
に
同
氏

﹃
吐
魯
番
出
土
高
昌
�
獻
�
年(20

)
﹄
に
�
年
さ
れ
て
い
る(21

)
︒
兩
者
に
收
め
ら
れ
た
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
出
土
�
料
の
う
ち
︑﹁
円
興
﹂
紀
年
の
も
の
は
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﹁
円
興
卅
六
年

(三
四
八
)
九
k
廿
八
日
﹂
と
記
さ
れ
る
柩
銘
一
點
で
あ
る
︒
白
須
淨
眞
・
萩
信
雄
兩
氏
も
同
柩
銘
を
紹
介
す
る
一
方
︑
ト
ゥ

ル
フ
ァ
ン
盆
地
の
南
方
に
あ
た
る
樓
蘭

(タ
リ
ム
盆
地
東
部
)
に
お
い
て
も
︑
ス
タ
イ
ン
發
掘
の
出
土
�
料
中
に
﹁
円
興
十
八
年
﹂
紀
年(22

)
を
見

出
せ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
そ
し
て
�

(19
)﹃
輿
地
志
﹄
記
事
お
よ
び
松
田
論
�
の
說
も
踏
ま
え
て
︑
張
駿
の
勢
力
は
樓
蘭
方
面
と
ト
ゥ
ル

フ
ァ
ン
盆
地
に
ほ
ぼ
同
時
^

(
円
興
十
年
代
後
�
)
に
%
ん
で
い
た
と
す
る(23

)
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
�
涼
の
本
體
と
も
い
う
べ
き
河
西
地
域
に
お
い
て
は
民
閒
の
副
葬
品
に
至
る
ま
で
愍
�
の
年
號
﹁
円
興
﹂
が
四
十
年
以
上

用
い
ら
れ
つ
づ
け
︑
ま
た
第
四
代
張
駿
の
時
^
に
影
�
力
を
强
め
た
西
域
に
お
い
て
も
﹁
円
興
﹂
十
年
代
以
影
の
紀
年
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
は
�
ら
か
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
�
涼
張
氏
は
管
內
に
お
け
る
﹁
円
興
﹂
の
堅
持
に
よ
っ
て
何
を
�
圖
し
て
い
た
の
か
︑
と
い
う
點

に
つ
い
て
は
︑
�
涼
の
﹁
勤
王
﹂
實
績
を
稱
揚
す
る
﹃
晉
書
﹄
自
身
で
さ
え
�
言
し
て
お
ら
ず
︑
兩
晉
五
胡
十
六
國
を
 
う
�
纂
�
料
の
數
量

1
な
制
¡
も
あ
っ
て
︑
十
分
に
議
論
が
盡
く
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
︒

�
涼
は
︑
西
晉
の
漢
人
官
僚
が
中
國
�
西
端
に
樹
立
し
た
地
方
政
權
と
い
う
︑
五
胡
十
六
國
の
中
で
も
特
衣
な
性
格
を
具
え
て
い
る
こ
と
か

ら
︑﹁
勤
王
﹂
を
軸
に
し
た
晉
`
と
の
關
係
性
や
他
の
﹁
五
胡
十
六
國
﹂
政
權
と
の
對
外
�
涉
に
も
獨
自
性
が
見
い
だ
さ
れ
︑
し
ば
し
ば
關
心

を
集
め
て
き
た(24

)
︒
實
際
の
と
こ
ろ
︑
�
涼
は
¡
四
分
の
三
世
紀

(三
〇
一
～
三
七
六
年
)
に
わ
た
る
歷
�
を
�
じ
て
兩
晉
`
に
の
み
稱
臣
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
く
︑
£
接
す
る
强
大
な
﹁
五
胡
十
六
國
﹂
政
權
︑
特
に
後
趙
や
成
漢
に
對
し
て
一
時
1
に
¤
從
し
そ
の
官
¥
を
a
け
た
り
︑
さ

ら
に
は
東
晉
の
公
�
を
得
ず
に
﹁
(假
)
涼
王
﹂
を
稱
す
る
に
%
ん
だ
り
す
る
な
ど
︑
晉
`

(東
晉
)
に
對
し
背
信
1
な
行
爲
を
重
ね
た
こ
と
は
︑

﹃
晉
書
﹄
や
﹃
b
治
�
鑒
﹄
(以
下
﹃
�
鑒
﹄
)
︑
崔
鴻
﹃
十
六
國
春
秋
﹄
佚
�
な
ど
で
も
歷
然
と
記
営
さ
れ
て
い
る
︒
�
涼
は
他
の
﹁
五
胡
十
六

國
﹂
政
權
と
同
樣
に
︑
相
應
に
自
立
を
志
し
た
地
方
政
權
で
あ
り
︑
東
晉
へ
の
﹁
勤
王
﹂
の
標
榜
は
あ
る
}
度
�
宜
1
な
も
の
で
あ
っ
た
︑
と

い
う
理
解
は
︑
�
年
の
硏
究
に
お
い
て
ほ
ぼ
定
着
し
て
い
る
と
言
え
よ
う(25

)
︒

こ
の
よ
う
な
理
解
に
は
︑
筆
者
も
基
本
1
に
同
�
す
る
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
�
涼
が
存
續
し
た
^
閒
の
大
部
分
は
東
晉
`
に
重
な
る
と

は
い
え
︑
そ
の
政
權
基
盤
の
形
成
は
西
晉
末
に
始
ま
る
も
の
で
あ
り
︑
�
涼
の
歷
�
の
展
開
は
︑
兩
晉
�
替
と
い
う
中
國
�
上
の
重
#
な
劃
^
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と
切
り
離
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
︒
�
涼
の
﹁
勤
王
﹂
の
本
質
に
¦
る
た
め
に
は
︑
東
晉
と
�
涼
︑
で
は
な
く
︑
西
晉

(洛
陽
～
長

安
`
廷
)
と
東
晉

(
円
康
`
廷
)
と
�
涼
︑
と
い
う
視
野
に
お
い
て
相
互
の
關
係
性
を
探
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
︒
本
稿
で
は
︑
�
涼
政
權

の
成
立
經
雲
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
︑
�
涼
が
堅
持
し
た
﹁
勤
王
﹂
態
度
の
一
s
で
は
あ
る
が
不
可
解
な
現
象
︑
す
な
わ
ち
︑
�
涼
は
西
晉
滅
W

後
も
愍
�
の
年
號
﹁
円
興
﹂
を
放
棄
せ
ず
︑
東
晉
へ
稱
臣
し
た
後
で
さ
え
﹁
円
興
﹂
の
奉
用
を
繼
續
し
た
︑
と
い
う
現
象
と
そ
の
�
義
に
つ
い

て
︑
考
察
を
試
み
た
い
︒一

︑
�
涼
の
成
立
と
兩
晉
�
替

｢五
胡
十
六
國
﹂
政
權
の
多
く
と
§
い
︑
�
涼
は
存
續
^
閒
の
大
部
分
を
�
じ
て
晉
`
に
稱
臣
し
て
お
り
︑
一
政
權
と
し
て
の
成
立
時
^
が

必
ず
し
も
�
確
で
は
な
い
︒
本
稿
で
は
�
說
に
從
い
︑
三
〇
一
年
を
以
て
�
涼
政
權
の
基
盤
形
成
が
始
ま
る
時
^
と
位
置
づ
け
た
い
︒
同
年
に

張
軌
が
就
任
し
た
護
羌
校
尉
・
涼
州
刺
�
は
︑
彼
以
後
の
�
涼
瓜
治
者
が
帶
び
る
官
號
の
基
本
と
な
っ
て
ゆ
く(26

)
︒

張
軌
は
雍
州
安
定
郡
烏
氏
縣
の
出
身
で
あ
り
︑
代
々
孝
廉
を
出
し
て
き
た
家
柄
で
あ
っ
た
︒
惠
�
の
外
戚
賈
氏
が
西
晉
`
廷
に
專
權
を
ふ
る

い
︑
世
©
が
不
穩
さ
を
ま
す
中
で
︑
惠
�
の
永
寧
年
閒

(三
〇
一
～
三
〇
三
)
初
め
︑
張
軌
は
自
ら
希
&
し
て
︑
護
羌
校
尉
・
涼
州
刺
�
と
い

う
外
任
に
赴
い
た(27

)
︒

就
任
當
初
か
ら
鮮
卑
や
盜
«
の
鎭
壓
な
ど
を
經
て
張
軌
の
威
&
は
高
ま
り
︑
中
原
の
混
亂
と
は
相
反
し
て
涼
州
で
は
比
�
1
安
定
し
た
瓜
治

が
お
こ
な
わ
れ
た
︒
張
軌
は
當
地
の
名
族
を
屬
僚
と
し
て
登
用
し
な
が
ら
︑
�
敎
の
振
興
に
も
力
を
入
れ
た
︒
八
王
の
亂
の
�
行
と
と
も
に
惠

�
の
身
邊
が
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
と
︑
張
軌
は
は
る
か
西
方
か
ら
救

の
兵
を
さ
し
む
け
︑﹁
勤
王
﹂
の
f
勢
を
一
貫
し
た(28

)
︒
永
興
年
閒

(三

〇
五
～
三
〇
六
)
に
は
涼
州
で
劫
掠
を
お
こ
な
う
鮮
卑
を
大
々
1
に
q
定
し
︑
惠
�
か
ら
安
西
將
軍
を
加
え
ら
れ
︑
安
樂
®
侯
に
封
ぜ
ら
れ
た(29

)
︒

惠
�
の
歿
し
た
光
煕
元
年

(三
〇
六
)
に
は
武
威
郡
の
姑
臧
に
治
�
を
移
し
︑
以
後
は
こ
の
地
が
涼
州
の
發
展
を
擔
う
中
心
地
と
な
っ
た(30

)
︒

洛
陽
で
は
東
海
王
司
馬
越
に
擁
立
さ
れ
て
懷
�
が
卽
位
し
︑
中
原
に
大
戰
禍
を
も
た
ら
し
た
八
王
の
亂
は
よ
う
や
く
收
束
し
た
が
︑
こ
の
こ
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ろ

(永
嘉
元
年

(三
〇
七
)
)
司
馬
越
の
弟
で
あ
る
南
陽
王
司
馬
模
が
都
督
秦
雍
梁
益
諸
軍
事
と
し
て
雍
州
の
中
心
で
あ
る
長
安
に
出
鎭
し
て
き

た(
31
)

︒
雍
州
は
秦
州
を
挾
ん
で
涼
州
の
東
方
に
位
置
す
る
︒
ま
も
な
く
洛
陽
が
王
彌
ら
漢
軍

(匈
奴
)
勢
力
の
±
攻
に
さ
ら
さ
れ
る
と
︑
張
軌
は

先
年
の
出
兵
に
ひ
き
つ
づ
き
︑
涼
州
か
ら
洛
陽
に

軍
を
²
っ
た
︒
結
果
︑
懷
�
か
ら
そ
の
忠
義
を
嘉
さ
れ
て
西
q
郡
公
に
封
ぜ
ら
れ
た
が
︑

張
軌
は
a
け
な
か
っ
た(32

)
︒
さ
ら
に
︑
相
�
ぐ
戰
亂
で
國
中
が
荒
廢
し
き
っ
た
こ
の
時
^
に
あ
っ
て
は
各
地
か
ら
`
廷
へ
の
貢
³
も
ほ
と
ん
ど
´

絕
え
て
い
た
が
︑
�
西
端
涼
州
の
張
軌
だ
け
は
地
方
官
と
し
て
貢
³
を
絕
や
さ
ず
︑
`
廷
は
た
び
た
び
璽
書
を
下
し
て
彼
を
ね
ぎ
ら
っ
た(33

)
︒
愍

�
^
に
ま
で
つ
づ
く
︑
こ
の
よ
う
に
繼
續
1
で
實
質
が
µ
っ
た
張
軌
の
﹁
勤
王
﹂
活
動
は
︑
晉
`
の
¶
壞
を
ま
の
あ
た
り
に
し
て
い
た
人
々
に

强
い
印
象
を
與
え
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

張
軌
は
や
が
て
病
の
た
め
子
の
張
茂
に
州
政
を
託
す
よ
う
に
な
っ
た
が
︑
こ
れ
に
µ
い
涼
州
域
內
の
太
守
ら
が
張
軌
を
·
か
せ
よ
う
と
不
穩

な
動
き
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
︒
結
局
事
な
き
を
え
た
も
の
の
︑
�
い
で
涼
州
の
大
族
が
州
刺
�
の
地
位
を
狙
っ
て
劃
策
し
︑
張
軌
は
懷
�
や

司
馬
模
の
介
入
を
も
經
て
︑
州
�
體
を
ま
き
こ
ん
だ
反
抗
勢
力
を
よ
う
や
く
鎭
壓
す
る
︒

そ
し
て
︑
中
原
の
み
な
ら
ず
涼
州
內
部
も
q
穩
な
ら
ざ
る
こ
の
時
^
に
あ
っ
て
も
張
軌
は
な
お
洛
陽
へ
の
物
b

助
を
怠
ら
ず
︑
永
嘉
五
年

(三
一
一
)
漢
軍
が
つ
い
に
洛
陽
に
¦
る
と
︑
�
下
の
將
軍
に
五
千
の
兵
を
¸
い
さ
せ
て
京
師
の
防
衞
に
あ
た
ら
せ
た(

34
)

︒
中
原
以
外
の
出
鎭
者
・

刺
�
で
こ
の
よ
う
な

兵
を
²
っ
た
の
は
ほ
ぼ
張
軌
の
み
で
あ
る
︒
一
方
で
︑
洛
陽
陷
落
に
µ
い
懷
�
が
漢
`
の
都
q
陽
に
連
行
さ
れ
た
こ
と

を
承
け
て
︑
張
軌
は
懷
�
奪
¹
の
た
め
に
擧
兵
し
な
い
こ
と
で
屬
僚
か
ら
非
難
さ
れ
︑﹁
本
心
で
は
擧
兵
し
た
い

(
是
孤
心
也
)
﹂
と
應
じ
な
が

ら
も
非
難
に
甘
ん
じ
て
い
る(35

)
︒

洛
陽
陷
落
後
︑
宗
室
の
中
で
か
ろ
う
じ
て
生
き
D
び
た
秦
王
司
馬
鄴

(愍
�
)
が
曲
折
を
經
て
長
安
に
入
り
︑
怨
し
い
`
廷
が
成
立
す
る

(皇
太
子
と
し
て
の
就
位
は
永
嘉
六
年

(三
一
二
)
九
k
︑
皇
�
と
し
て
の
卽
位
は
永
嘉
七
年

=

円
興
元
年

(三
一
三
)
四
k
)
︒
涼
州
は
長
安
と
同
じ
關
西

に
位
置
す
る
と
は
い
え
︑
秦
王
の
關
中
入
り
か
ら
卽
位
ま
で
の
º
}
に
お
い
て
︑
張
軌
は
豫
州
刺
�
閻
鼎
ら
の
よ
う
に
秦
王
の
身
柄
を
直
接
保

護
し
て
隨
行
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
秦
王
が
關
中
入
り
し
た
こ
と
を
知
る
と
︑
張
軌
は
檄
を
飛
ば
し
て
關
中
各
勢
力
に
奮
»
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を
呼
び
か
け
︑
秦
王
を
正
式
な
�
位
繼
承
者
と
し
て
み
と
め
る
と
と
も
に
︑
漢
の
將
軍
劉
O
か
ら
長
安
を
奪
¹
す
る
た
め
に
涼
州
か
ら
實
際
に

¼
½
す
る
指
揮
者
と
兵
數
︑
さ
ら
に
諸
軍
が
合
液
す
る
時
^
と
地
點
ま
で
を
言
�
し
た(36

)
︒
洛
陽
陷
落
後
に
漢
`
側
に
殺
さ
れ
た
司
馬
模
の
子
︑

南
陽
王
司
馬
保
は
父
と
對
立
し
て
い
た
秦
州
刺
�
裴
苞
が
涼
州
の
勢
力
に
よ
っ
て
¾
わ
れ
る
と
︑
秦
州
を
實
質
1
に
掌
握
し
た
も
の
の
︑
長
安

奪
¹
の
た
め
に
軍
を
動
か
し
た
形
跡
が
な
い
︒
そ
れ
と
對
照
1
に
︑
秦
州
よ
り
さ
ら
に
西
に
あ
る
涼
州
の
刺
�
張
軌
は
︑
雍
州
刺
�
賈
疋
と
竝

ん
で
長
安
奪
¹
戰
に
參
加
し
よ
う
と
試
み
た
よ
う
で
あ
る(37

)
︒
す
な
わ
ち
︑
自
身
の
勢
力
を
損
¿
し
て
で
も
﹁
勤
王
﹂
を
實
踐
す
べ
き
と
い
う
懷

�
^
以
來
の
張
軌
の
方
針
は
︑
洛
陽
陷
落
後
も
維
持
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
︒

秦
王
が
皇
太
子
と
し
て
立
つ
と
︑
張
軌
は
驃
騎
大
將
軍
・
儀
同
三
司
を
À
け
ら
れ
た
が
辭
·
し
︑
重
ね
て
�
い
を
a
け
て
も
な
お
固
辭
し
た(38

)
︒

円
興
元
年

(三
一
三
)
愍
�
が
卽
位
す
る
と
︑
張
軌
は
司
空
を
À
け
ら
れ
た
が
ま
た
辭
·
し
た(39

)
︒
こ
の
こ
ろ
劉
O
が
雍
州
の
北
地
郡
に
±
攻
し

た
た
め
︑
張
軌
は
三
千
の
兵
を
²
っ
て
長
安
を
守
ら
せ
た
が
︑
愍
�
が
こ
れ
を
嘉
し
て
侍
中
・
太
尉
・
涼
州
牧
・
西
q
公
を
À
け
て
も
な
お
固

辭
し
た(

40
)

︒
し
か
し
�
く
る
円
興
二
年

(三
一
四
)
二
k
︑
張
軌
は
Á
に
太
尉
の
官
と
西
q
郡
公
の
¥
を
a
け(41

)
︑
そ
の
三
か
k
後
に
太
尉
・
領
護

羌
校
尉
・
涼
州
刺
�
・
西
q
公
と
し
て
歿
し
た(42

)
︒

晚
年
に
疾
病
が
重
く
な
っ
た
張
軌
は
刺
�
の
職
務
を
子
の
張
寔
に
代
行
さ
せ
る
こ
と
を
愍
�
か
ら
許
さ
れ
て
い
た
が

(�

(41
)
參
照
)
︑
張

軌
の
死
後
︑
そ
の
生
�
か
ら
實
質
1
に
州
政
を
h
營
し
て
い
た
子
の
張
寔
は
涼
州
の
人
々
に
推
戴
さ
れ
︑
愍
�
は
こ
れ
を
a
け
て
︑﹁
宜
し
く

西
海
に
世
表
た
る
べ
し
﹂
と
涼
州
瓜
治
の
世
襲
を
事
實
上
公
�
す
る
詔
に
よ
っ
て
︑
張
寔
に
持
Ã
・
都
督
涼
州
諸
軍
事
・
西
中
郞
將
・
涼
州
刺

�
・
領
護
羌
校
尉
・
西
q
公
を
À
け
る
と
い
う
特
例
措
置
を
お
こ
な
っ
た(43

)
︒
�
涼
張
氏
が
都
督
も
拜
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
こ
の
と
き
か
ら

で
あ
る
︒
そ
れ
か
ら
¡
一
年
後
の
円
興
三
年

(三
一
五
)
十
二
k
︑
涼
州
域
內
の
縣
長
が
﹁
皇
�
璽
﹂
を
得
て
刺
�
の
も
と
に
獻
上
し
て
き
た

が
︑
張
寔
は
そ
の
ま
ま
長
安
に
²
付
し
た(44

)
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
張
寔
は
先
代
張
軌
の
方
針
を
繼
承
し
︑
あ
く
ま
で
晉
臣
の
分
を
守
る
f
勢
を
涼
州

の
內
外
に
顯
示
す
る
こ
と
を
Å
ん
だ
の
で
あ
っ
た
︒

�
く
る
円
興
四
年

(三
一
六
)
︑
晉
`
に
對
す
る
劉
O
ら
の
攻
勢
が
强
ま
る
中
で
︑
張
寔
は
か
つ
て
張
軌
が
洛
陽
の
懷
�
に
對
し
て
﹁
郡
國
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秀
孝
貢
計
・
器
甲
方
物
﹂
を
獻
上
し
︑﹁
½
�
貢
獻
︑
歲
時
不
替
﹂
と
い
う
忠
勤
を
示
し
た
の
と
同
樣
に
︑
長
安
の
愍
�
に
對
し
て
も
諸
郡
の

貢
計
や
特
產
物
・
圖
書
類
を
²
り
屆
け
た
︒
た
だ
し
こ
の
と
き
︑
張
寔
は
も
と
も
と
督
護
の
王
該
に
﹁
諸
郡
貢
計
﹂
を
長
安
へ
屆
け
さ
せ
よ
う

と
し
て
い
た
と
こ
ろ
が
︑
劉
O
の
軍
È
が
長
安
に
¦
っ
て
い
た
た
め
に
︑
王
該
を
將
軍
と
し
て
步
騎
五
千
人
を
¸
い
さ
せ
︑
長
安
防
衞
の
任
を

も
Ê
ね
さ
せ
て
¼
½
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
結
果
︑
張
寔
は
愍
�
か
ら
都
督
陝
西
諸
軍
事
の
官
を
À
け
ら
れ
た(45

)
︒
し
か
し
︑
數
か
k
に
わ
た

る
籠
城
戰
を
經
て
晉
`
側
の
劣
勢
は
も
は
や
r
ら
ず
︑
同
年
十
一
k
︑
長
安
は
つ
い
に
陷
落
し
た
︒
陷
落
の
直
�
︑
城
內
に
Ë
Ì
が
蔓
D
し
︑

人
相
食
む
と
い
う
極
限
狀
況
に
お
い
て
も
な
お
﹁
涼
州
義
眾
千
人
﹂
の
み
は
離
散
せ
ず
長
安
防
衞
の
任
に
園
し
た(46

)
︒
こ
の
﹁
義
眾
﹂
は
張
寔
が

先
に
½
わ
し
た
五
千
人
の
一
部
と
解
し
う
る
が
︑
同
じ
長
安
陷
落
直
�
の
狀
況
を
描
寫
す
る
﹃
�
鑒
﹄
卷
八
九
円
興
四
年
九
k
條
の
記
事
に
對

す
る
胡
三
省
Î
に
は
﹁
涼
州
の
義
眾
︑
張
軌
父
子
の
½
は
す
�
の
兵
な
り
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
張
軌
の
生
�
よ
り
涼
州
か
ら
繼
續
1
に
¼
½
さ

れ
て
き
た
兵
力
の
殘
存
し
た
者
と
も
と
れ
る
︒

そ
の
後
︑
張
寔
は
愍
�
が
q
陽
に
連
行
さ
れ
る
こ
と
を
知
り
︑
複
數
の
將
軍
か
ら
成
る
大
部
È
を
�
成
し
て
東
方
へ
の
¼
½
を
試
み
た(47

)
︒
こ

れ
は
中
´
で
羌
族
に
阻
ま
れ
た
た
め
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
︑
同
時
^
に
は
司
馬
保
の
#
�
に
應
じ
隴
右
方
面

(保
の
本
據
地
)
の
«
軍

を
討
つ
べ
く

兵
を
²
る(48

)
な
ど
︑
長
安
`
廷
の
實
質
が
失
わ
れ
た
後
も
な
お
︑
晉
室
に
對
す
る
獻
身
1
な
f
勢
を
維
持
し
た(49

)
︒

長
安
陷
落
か
ら
ほ
ぼ
一
年
後
の
円
興
五
年

=

円
武
元
年

(三
一
七
)
十
二
k
︑
愍
�
が
q
陽
で
殺
�
さ
れ
︑
お
そ
ら
く
Ï
年
に
な
っ
て
そ
の

知
ら
せ
が
關
中
に
も
至
る
と
︑
司
馬
保
は
つ
い
に
自
ら
�
位
に
就
く
こ
と
を
劃
策
し
は
じ
め
た
︒
こ
の
動
き
に
對
し
て
張
寔
は
荏
持
を
示
さ
ず
︑

か
え
っ
て
江
南
の
円
康
を
基
盤
と
す
る
宗
室
司
馬
睿
に
勸
�
の
�
者
を
²
り
︑
�
位
繼
承
者
と
し
て
正
式
に
奉
じ
る
�
志
を
表
�
し
た
︒
そ
の

經
雲
は
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
︒

時
に
南
陽
王
保

Ð
號
を
稱
せ
ん
こ
と
を
謀
る
に
︑
破
羌
都
尉
張
詵

寔
に
言
ひ
て
曰
く
︑﹁
南
陽
王

莫
大
の
恥
を
忘
れ
︑
自
ら
Ð
ば

ん
と
欲
す
︑
天

其
の
圖
籙
を
aさ

づ

け
ず
︑
德

以
て
應
h
す
る
に
足
ら
ず
︑
�
に
時
を
濟
ひ
難
を
救
ふ
者
に
非
ざ
る
な
り
︒
晉
王

�
德

昵
藩
に
し
て
︑
先
�

憑
屬
す
︑
宜
し
く
表
し
て
Ó
德
を
稱
し
︑
Ð
號
に
卽
か
ん
こ
と
を
勸
め
︑
檄
を
諸
藩
に
傳
ふ
べ
し
︑
言
を
相
府
に
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副
ふ
れ
ば
︑
則
ち
競
は
ん
と
欲
す
る
の
心

息や

み
︑
未
だ
合
は
ざ
る
の
徒

散
れ
り
﹂︒
之
に
從
ふ
︒
是
に
於
ゐ
て
檄
を
天
下
に
馳
せ
︑

晉
王
を
推
崇
し
て
天
子
と
爲
し
︑
Ô
門
蔡
忠
を
½
は
し
て
表
を
江
南
に
奉
ら
し
め
︑
Ð
位
に
卽
か
ん
こ
と
を
勸
む
︒
是
の
歲
︑
元
�

円

鄴
に
卽
位
し
︑
年
を
太
興
に
改
む
る
も
︑
寔

d
ほ
円
興
六
年
を
稱
し
︑
中
興
の
改
む
る
�
に
從
は
ざ
る
な
り
︒
(﹃
晉
書
﹄
張
寔
傳
)

す
な
わ
ち
︑
張
寔
ら
涼
州
の
�
從
は
︑
本
來
琅
Õ
王
で
あ
っ
た
司
馬
睿
が
�
年

(三
一
七
)
三
k
に
晉
王
と
し
て
卽
位
し
た(50

)
こ
と
は
か
ね
て

よ
り
承
知
し
て
お
り
︑
か
つ
張
寔
は
︑
劉
O
に
投
影
す
る
直
�

(三
一
六
年
十
一
月
)
の
愍
�
か
ら
﹁
司
馬
睿
を
�
位
繼
承
者
と
し
て
輔
弼
す

る
よ
う
に
﹂
と
い
う
�
旨
の
詔(51

)
を
À
か
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
司
馬
睿
に
對
し
て
は
こ
れ
ま
で
働
き
か
け
て
こ
な
か
っ
た
︒
そ
し
て
三

一
八
年
に
至
り
︑
�
位
に
相
應
で
は
な
い
宗
室

(司
馬
保
)
の
策
動
を
知
っ
て
初
め
て
︑
司
馬
睿
の
も
と
に
皇
�
と
し
て
卽
位
す
る
よ
う
勸
�

の
�
者
を
²
っ
た
と
い
う
液
れ
で
あ
っ
た
︒
張
寔
の
�
下
張
詵
が
Ö
し
た
�
言
に
お
い
て
强
.
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
司
馬
保
は
﹁
自
Ð
﹂
し
よ

う
と
し
た
た
め
�
位
に
不
×
格
で
あ
る
こ
と
︑
そ
し
て
司
馬
睿
は
愍
�

(西
晉
�
室
の
本
液
)
に
對
し
�
親
性
を
�
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
つ
づ

く
�
言
か
ら
す
れ
ば
︑
張
詵
は
張
寔
に
對
し
︑﹁
各
地
の
藩
屛
と
合
同
し
て
︑
司
馬
睿
が
�
位
に
就
く
よ
う
勸
�
す
べ
き
﹂
と
�
張
し
て
い
る
︑

つ
ま
り
�
位
に
就
く
者
は

(天
命
に
限
ら
ず
)
天
下
の
人
々
の
推
戴
を
a
け
た
う
え
で
卽
位
す
べ
き
と
�
張
し
て
い
る
の
で
あ
り
︑
こ
れ
を
·

け
な
か
っ
た
張
寔
も
ま
た
︑
そ
の
見
解
に
同
�
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
︒
だ
が
︑
張
寔
の
勸
�
の
�
者
が
円
康
に
到
着
し
た
の
は
︑
結
果
と
し

て
司
馬
睿
の
卽
位
・
改
元
後
に
な
っ
た
︒
改
元
の
報
は
︑
�
常
で
あ
れ
ば
円
康
か
ら
涼
州
に
戾
っ
た
�
者
に
よ
っ
て
傳
え
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る

が
︑
張
寔
が
示
し
た
對
應
は
︑﹁
d
ほ
円
興
六
年
を
稱
し
︑
中
興
の
改
む
る
�
に
從
は
ざ
る
な
り
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
﹁
d
稱
円

興
﹂
方
針
は
︑
張
寔
以
後
も
�
涼
に
お
い
て
繼
承
さ
れ
て
ゆ
く
が
︑
そ
の
�
味
に
つ
い
て
は
後
違
で
檢
討
し
た
い
︒

張
寔
が
司
馬
睿
に
勸
�
を
お
こ
な
っ
て
か
ら
二
年
後
︑
す
な
わ
ち
東
晉
元
�
の
卽
位
か
ら
二
年
後
︑
大
興
三
年

(三
二
〇
)
五
k
に
司
馬
保

が
歿
し
た
後
は
︑
そ
の
繼
嗣
と
し
て
据
え
ら
れ
た
宗
室
も
ま
も
な
く
劉
O
に
殺
さ
れ
︑
晉
王
政
權
︑
實
質
1
に
は
秦
州
政
權
と
呼
ぶ
べ
き
勢
力

も
斷
絕
し
て
し
ま
い
︑
關
西
の
�
力
な
親
晉
政
權
と
し
て
存
續
し
得
た
の
は
︑
つ
い
に
張
氏
が
治
め
る
涼
州
の
み
と
な
っ
た
︒
司
馬
保
の
死
と

秦
州
政
權
の
¶
壞
を
a
け
て
そ
の
�
民
が
大
量
に
涼
州
に
液
入
し
て
き
た
た
め
︑
涼
州
の
人
口
は
閏
實
し
︑
張
寔
は
﹁
自
ら
險
'
を
恃
み
︑
頗
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る
自
ら
驕
恣
す(52

)
﹂
に
な
っ
た
と
あ
る
が
︑﹁
d
ほ
円
興
六
年
を
稱
し
﹂
て
か
ら
司
馬
保
に
一
か
k
遲
れ
て
太
興
三
年

=

円
興
八
年
六
k
に
死
去

す
る
ま
で
︑
張
寔
自
身
は
何
ら
か
の
稱
號
を
自
ら
に
加
え
る
と
い
う
こ
と
は
し
な
か
っ
た
︒

二
︑
愍
�
年
號
﹁
円
興
﹂
の
繼
續

�
違
で
は
︑
涼
州
か
ら
の
勸
�
の
�
者
の
到
着
を
待
つ
こ
と
な
く
皇
�
と
し
て
卽
位
・
改
元
し
た
司
馬
睿
に
對
し
︑
張
寔
が
﹁
d
稱
円
興
六

年
﹂
と
對
應
し
た
こ
と
を
営
べ
た
︒
こ
れ
を
以
て
�
涼
は
︑
政
權
と
し
て
存
續
し
た
七
五
年
閒
の
三
分
の
二
に
あ
た
る
三
一
三
年
か
ら
三
六
一

年
ま
で
の
お
よ
そ
五
〇
年
閒
︑
愍
�
政
權

(三
一
三
～
三
一
七
)
の
年
號
﹁
円
興
﹂
を
基
本
1
に
奉
じ
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
︒

華
北
�
數
の
親
晉
勢
力
で
あ
る
は
ず
の
�
涼
が
東
晉
の
年
號
を
奉
じ
よ
う
と
せ
ず
︑
長
安
`
廷
の
Ù
滅
後
︑
そ
し
て
q
陽
に
連
行
さ
れ
た
愍

�
自
身
の
歿
後
で
さ
え
﹁
円
興
﹂
を
奉
用
し
續
け
た
と
い
う
︑
こ
の
一
種
衣
樣
と
も
い
え
る
現
象
は
︑
從
來
も
さ
ま
ざ
ま
に
關
心
を
集
め
て
き

た
︒
佐
Ú
智
水
氏
は
︑
涼
州
張
氏
政
權
が
在
地
豪
族
の
荏

の
も
と
に
よ
う
や
く
安
定
を
み
た
と
い
う
經
雲
を
重
視
し
な
が
ら
︑
�
涼
の
未
改

元
問
題
に
つ
い
て
︑﹁
張
氏
を
さ
さ
え
た
河
西
豪
族
は
魏
晉
貴
族
制
を
理
想
と
し
︑
自
ら
そ
の
繼
承
者
た
ら
ん
と
し
⁝
⁝
そ
の
た
め
晉
復
興
の

實
現
性
が
ほ
と
ん
ど
皆
無
に
な
っ
て
も
張
氏
政
權
は
獨
自
の
元
號
を
円
て
ず
︑
ま
た
東
晉
の
元
號
も
a
け
よ
う
と
し
な
か
っ
た
︒
“
晉
”
復
興

の
理
念
が
河
西
貴
族
層
秩
序
の
#
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
﹂︑﹁
も
う
一
つ
の
#
因
と
し
て
︑
五
胡
諸
國
と
の
緊
¦
し
た
關
係
の
な
か
で
は

か
え
っ
て
£
國
に
無
用
の
脅
威
を
與
え
ず
に
す
ん
だ
こ
と
も
あ
る
﹂
と
論
じ
て
い
る(53

)
︒
�
涼
政
權
の
成
り
立
ち
や
政
權
內
部
の
Z
Þ
を
考
慮
し

た
と
き
︑﹁
“
晉
”
復
興
の
理
念
が
河
西
貴
族
層
秩
序
の
#
と
な
っ
て
い
た
﹂
と
い
う
の
は
き
わ
め
て
重
#
な
指
摘
で
あ
ろ
う
︒
だ
が
︑
司
馬
睿

の
創
始
し
た
東
晉
で
は
な
ぜ
“
晉
”
復
興
の
理
念
を
實
現
で
き
な
い

(と
�
涼
で
は
考
え
ら
れ
た
)
の
か
︑
と
い
う
疑
問
に
つ
い
て
は
議
論
が
盡

く
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
た
し
か
に
河
西
豪
族
か
ら
み
れ
ば
円
康
は
長
安
よ
り
は
る
か
'
方
の
地
で
あ
り
︑
か
つ
長
安
`
廷
は
關

中
／
關
西
出
身
者
を
盛
ん
に
登
用
し
て
い
た(54

)
こ
と
か
ら
︑
河
西
に
お
い
て
は
長
安
陷
落
後
も
愍
�
政
權
に
心
を
寄
せ
る
人
々
が
少
な
く
な
か
っ

た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
彼
ら
の
理
想
で
あ
る
中
原

(華
北
)
を
基
盤
と
す
る
魏
晉
^
體
制
の
復
興
を
實
現
す
る
た
め
に
は
︑
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い
ま
や
唯
一
の
晉
`
後
裔
で
あ
る(55

)
東
晉
�
室
の
發
展
を
荏
持
す
る
以
外
の
經
路
が
な
い
︑
と
い
う
�
斷
も
あ
り
え
た
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
で
あ
る

な
ら
ば
︑
舊
體
制
の
復
興
を
目
指
す
立
場
か
ら
東
晉
の
年
號
を
否
定
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

も
ち
ろ
ん
先
に
み
た
よ
う
に
︑
涼
州
の
張
寔
が
½
わ
し
た
﹁
勸
�
﹂
の
�
者
が
︑
�

(55
)
に
み
る
劉
琨
�
{
の
華
北
系
﹁
勸
�
﹂
を
は
じ

め
中
國
各
地
か
ら
円
康
へ
到
à
し
た
﹁
勸
�
﹂
の
波
に
加
わ
ら
な
い
う
ち
に
司
馬
睿
が
卽
位
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
︑
そ
れ
が
張
寔
の
不
興
を
招

き
︑
東
晉
年
號
の
奉
用
を
取
り
止
め
る
に
至
っ
た
と
い
う
可
能
性
は
十
分
に
想
定
で
き
る
︒
少
な
く
と
も
﹃
晉
書
﹄
張
寔
傳
は
︑
そ
こ
に
因
果

關
係
が
あ
る
か
の
よ
う
に
敍
営
し
て
い
る
︒
張
寔
は
︑
先
に
引
用
し
た
張
詵
か
ら
の
提
言
に
鑒
み
︑﹁
勸
卽
Ð
號
﹂
と
い
う
原
則
を
重
視
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
︒
言
い
奄
え
れ
ば
︑
晉
`
皇
�
は
原
則
と
し
て
﹁
天
下
｣=

西
晉
舊
領
各
地
か
ら
の
﹁
勸
�
﹂
が
そ
ろ
っ
た
う
え
で
卽
位
す
べ

き
で
あ
り
な
が
ら
︑
司
馬
睿
は
涼
州
か
ら
の
﹁
勸
�
﹂
を
待
た
な
か
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
張
寔
か
ら
す
れ
ば
涼
州
が
東
晉
の
﹁
天
下
﹂
か
ら
疎
外

さ
れ
た
こ
と
を
�
味
し
︑
な
ら
ば
涼
州
も
ま
た
東
晉
の
正
朔
を
奉
じ
る
義
務
は
な
い
︑
と
い
う
發
想
に
至
っ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
︒

筆
者
は
︑
こ
の
點
に
加
え
︑
愍
�
^
に
お
け
る
涼
州
の
瓜
治
者
す
な
わ
ち
張
軌
・
張
寔
父
子
と
︑
円
康
の
司
馬
睿
の
地
位
關
係
と
を
â
せ
て

考
慮
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒
円
興
元
年

(三
一
三
)
︑
愍
�
の
卽
位
直
後
に
お
こ
な
わ
れ
た
`
廷
人
事
で
は
︑
東
西
の
�
力
な
宗
室

で
あ
る
鎭
東
大
將
軍
・
琅
Õ
王
司
馬
睿
と
大
司
馬
・
南
陽
王
司
馬
保
は
そ
れ
ぞ
れ
侍
中
・
左
丞
相
・
大
都
督
陝
東
諸
軍
事
お
よ
び
右
丞
相
・
大

都
督
陝
西
諸
軍
事
に
任
じ
ら
れ
︑
宗
室
な
ら
で
は
の
高
位
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
︑
い
わ
ば
左
右
／
東
西
對
稱
な
地
位
に
�
置
さ
れ
た(56

)
︒
張
軌

の
場
合
︑
愍
�
卽
位
直
後
の
昇
�
人
事
は
辭
·
し
て
い
る
が
︑
張
軌
を
繼
い
だ
張
寔
に
對
し
︑
愍
�
は
涼
州
瓜
治
の
世
襲
を
事
實
上
公
�
す
る

詔
を
發
し
た

(�

(43
)
)
︒
こ
れ
は
宗
室
封
王
に
準
じ
る
 
い
で
あ
る
と
い
え
る
︒
�
違
に
み
た
と
お
り
︑
円
興
四
年

(
三
一
六
)
劉
O
の
軍

È
が
つ
い
に
長
安
城
下
に
¦
る
と
︑
張
寔
は

兵
を
²
っ
て
京
師
を
防
衞
さ
せ
た
︒
陷
落
が
差
し
¦
る
中
で
愍
�
は
張
寔
を
都
督
陝
西
諸
軍
事

に
任
じ
︑
さ
ら
に
劉
O
へ
の
投
影
直
�
に
張
寔
に
宛
て
た
詔

(�

(51
)
)
に
お
い
て
彼
を
大
都
督
・
涼
州
牧
・
侍
中
・
司
空
へ
と
�
め
︑
承
制

行
事
を
も
許
し
て
い
る
︒
張
寔
自
身
は
﹁
天
子

蒙
塵
す
る
を
以
て
︑
沖
讓
し
て
拜
せ
ず
﹂
と
對
應
し
た
う
え
︑
長
安
`
廷
は
こ
の
直
後
に
Ù

滅
し
て
し
ま
う
の
で
︑
こ
の
人
事
が
實
際
に
�
效
な
任
命
と
し
て
機
能
し
た
と
は
い
え
な
い
︒
し
か
し
︑
同
詔
の
後
續
部
分
と
照
ら
し
合
わ
せ
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る
と
︑
地
理
1
に
は
涼
州
よ
り
長
安
に
�
い
秦
州
に
鎭
し
な
が
ら
晉
室
の
輔
弼
で
は
な
く
自
己
の
勢
力
溫
存
に
ä
々
と
す
る
宗
室
司
馬
保
の
存

在
を
︑
愍
�
は
こ
の
時
點
で
も
は
や
考
慮
に
入
れ
ず
︑
上
記
の
天
下
Z
想

︱
︱
す
な
わ
ち
︑
円
興
元
年

(三
一
三
)
五
k
壬
辰
に
司
馬
睿
・

司
馬
保
に
宛
て
た
詔(57

)
に
お
い
て
提
示
し
た
︑
琅
Õ
王
司
馬
睿
を
大
都
督
陝
東
諸
軍
事
に
︑
南
陽
王
司
馬
保
を
大
都
督
陝
西
諸
軍
事
に
任
じ
て

﹁
分
陝
﹂
體
制
を
布
く
と
い
う
Z
想
︱
︱

は
放
棄
す
る
と
と
も
に
︑
東
は
円
康

(
揚
州
)
を
中
心
と
す
る
司
馬
睿
︑
西
は
涼
州
を
保
�
す
る
張

寔
を
晉
`
殘
存
勢
力
の
荏
å
と
し
て
設
定
し
︑
司
馬
睿
の
�
位
繼
承
を
荏
持
す
る
よ
う
張
寔
に
#
�
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る(58

)
︒
そ
れ
は
︑
張

寔
の
側
か
ら
み
れ
ば
︑
愍
�
か
ら
�
後
に
託
さ
れ
た
の
は
︑
愍
�
政
權
發
足
時
に
司
馬
保
が
任
じ
ら
れ
た
軍
官

(大
都
督
陝
西
諸
軍
事
)
と
同
格

の
大
任
で
あ
り
︑
か
つ
司
馬
睿
が
そ
の
と
き
任
じ
ら
れ
た
軍
官

(大
都
督
陝
東
諸
軍
事
)
と
東
西
一
對
に
�
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

こ
こ
で
重
#
な
の
は
︑
愍
�
が
�
位
に
あ
る
時
^
は
︑
司
馬
睿
は
數
少
な
い
宗
室
と
は
い
え
臣
下
で
あ
る
と
い
う
點
で
︑
張
軌
・
張
寔
と
同

質
の
存
在
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
彼
ら
は
す
な
わ
ち
︑
長
安
か
ら
'
く
離
れ
た
﹁
周
緣
﹂
地
域
に
お
い
て
︑
自
立
勢
力
で
は
な
く
あ
く

ま
で
“
愍
�
の
藩
屛
”
で
あ
り
つ
づ
け
た
︑
と
い
う
�
味
に
お
い
て
立
場
を
共
�
し
て
い
た
︒
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
︑
張
軌
・
張
寔
が
懷

�
^
の
洛
陽
お
よ
び
愍
�
^
の
長
安
防
衞
の
た
め
に
盡
力
し
︑
涼
州
內
部
の
波
亂
を
æ
え
な
が
ら
も
京
師
へ

兵
を
²
り
續
け
た
一
方
で
︑
円

康
の
司
馬
睿
は
愍
�
か
ら
課
さ
れ
た
洛
陽
奪
¹
の
た
め
の
出
兵(59

)
や
愍
�
救
出
の
た
め
の
軍
事
行
動
を
實
際
に
は
一
度
も
履
行
し
な
か
っ
た
と
い

う
事
實
は
︑
司
馬
睿
お
よ
び
彼
が
創
始
し
た
東
晉
`
廷
の
正
瓜
性
に
對
す
る
不
信
感
を
︑
涼
州
の
側
で
募
ら
せ
る
原
因
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
︒

三
︑
張
駿
の
上
表
�

現
存
の
�
料
に
お
い
て
は
︑
愍
�
政
權
が
涼
州
の
張
軌
・
張
寔
と
円
康

(揚
州
)
の
司
馬
睿
い
ず
れ
と
も
�
者
を
�
わ
し
て
い
た
こ
と
は
確

�
で
き
る
が
︑
愍
�
^
の
涼
州
と
円
康
の
閒
に
直
接
の
�
涉
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
︑
愍
�
が
円
康
の
司
馬
睿
に
發
し
た
詔
命
を
涼
州
の
張
軌
・

張
寔
が
ど
の
}
度
把
握
し
て
い
た
か
︑
嚴
密
に
は
確
�
で
き
な
い
︒
し
か
し
︑
�

(51
)
に
引
い
た
愍
�
詔
に
﹁
琅
Õ
王
宗
室
親
賢
︑
'
在
江
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表
⁝
⁝
君
其
挾
贊
琅
Õ
︑
共
濟
艱
h
﹂
と
あ
る
�
り
︑
司
馬
睿
は
愍
�
に
と
っ
て
�
後
の
希
&
を
託
し
う
る
宗
室
で
あ
る
以
上
︑
�
も
重
#
な

藩
屛
の
一
と
し
て
相
應
に
﹁
勤
王
﹂
の
義
務
を
擔
っ
て
い
る
こ
と
は
︑
愍
�
の
治
世
を
�
じ
て
張
氏
の
側
も
�
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒
そ
し

て
︑
司
馬
睿
が
實
際
に
は
そ
の
義
務
を
ほ
ぼ
履
行
し
な
か
っ
た
こ
と
も
︑
�
涼
側
は
把
握
し
て
い
た
︒
張
寔
の
子
で
あ
り
�
涼
の
第
四
代
君
�

に
數
え
ら
れ
る
張
駿

(在
位
三
二
四
～
三
四
六
)
が
︑
咸
和
九
年

(三
三
四
)
以
後
の
あ
る
時
點
で
東
晉
の
第
三
代
成
�

(在
位
三
二
五
～
三
四
二
)

に
²
っ
た
上
表
�(60

)
に
は
︑
東
晉
の
實
態
に
對
す
る
張
駿
の
批
�
1
�
識
を
確
か
に
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

円
康

(揚
州
)
と
涼
州
は
も
と
よ
り
中
國
本
土
の
東
南
部
／
西
北
部
と
し
て
地
理
1
に
ç
絕
し
て
い
る
が
︑
こ
と
に
西
晉
末
以
來
の
長
^
1

戰
亂
の
影
�
に
よ
り
︑
�
者
が
兩
地
を
行
き
か
う
こ
と
は
長
ら
く
實
現
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
円
康
か
ら
の
�
者
が
涼
州
に
初
め
て
到
à
し
た

の
が
︑
こ
の
上
表
�
に
少
し
先
立
つ
咸
和
八
年

(三
三
三
)
で
あ
り
︑
以
後
張
駿
は
東
晉
皇
�
に
對
し
正
式
に
稱
臣
し
︑
每
年
の
�
者
を
缺
か

さ
ず
円
康
へ
²
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
し
て
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
彼
は
﹁
正
朔
を
奉
ぜ
ず
︑
d
ほ
円
興
二
十
一
年
を
稱
す
﹂
と
い
う
f
勢

を
貫
い
た
の
で
あ
る(61

)
︒
こ
の
上
表
�
は
︑
そ
の
よ
う
な
狀
況
の
も
と
で
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
︒

�

(60
)
に
引
い
た
�
�
の
末
尾
に
�
ら
か
な
と
お
り
︑
こ
の
上
表
�
の
目
1
は
︑
當
時
の
東
晉
の
�
力
出
鎭
者
で
あ
っ
た
郗
鑒
・
庾
亮
ら

を
北
伐
に
動
員
し
︑
涼
州
か
ら
の
出
兵
と
呼
應
し
て
﹁
�
羯
﹂
こ
と
後
趙
を
挾
擊
す
る
敕
命
を
求
め
る
こ
と
に
あ
る
︒
東
北
地
域
に
割
據
し
た

鮮
卑
慕
容
部
が
東
晉
に
稱
臣
し
て
い
た
時
^
に
江
南
へ
²
っ
た
書
鯵
な
ど
に
も
見
え
る
よ
う
に
︑
'
ç
地
に
割
據
す
る
藩
屛
の
首
領
が
東
晉
關

係
者
に
働
き
か
け
て
︑
中
原
を
占
據
す
る
非
漢
人
勢
力
へ
の
挾
擊
作
戰
を
提
示
し
た
り(62

)
︑
そ
の
í
に
東
晉
內
部
の
重
臣
が
'
ç
地
の
藩
屛
に
挾

擊
を
呼
び
か
け
た
り
す
る(63

)
試
み
自
體
は
︑
こ
の
時
^
に
あ
っ
て
は
類
例
が
他
に
も
み
ら
れ
る
︒
張
駿
の
上
表
�
で
特
衣
な
感
を
與
え
る
の
は
︑

上
表
�
で
あ
り
な
が
ら
︑﹁
君
側
の
奸
﹂
で
は
な
く
皇
�
自
身
を
面
と
向
か
っ
て
非
難
し
て
い
る
點
で
あ
る(64

)
︒
當
該
部
分

(�

(60
)
の
︻
中
略
︼

箇
�
)
を
以
下
に
擧
げ
る
︒

伏
し
て
惟
る
に
陛
下

天
�

岐
嶷
︑
堂
を
晉
室
に
Z
へ
︑
家
の
不
Þ
に
î
ひ
︑
吳
楚
に
播
幸
し
︑
宗
�

黍
離
の
哀

�
り
︑
園
陵

殄
廢
の
痛

�
り
︑
�
天

咨
嗟
し
︑
含
氣

悲
傷
す
︒
臣

命
を
一
方
に
專
ら
に
し
︑
職
は
�
鉞
に
在
り
︑
遐
域

僻
陋
︑
勢

秦
隴
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に
極
ま
る
︒
勒
・
雄
❶

旣
に
死
し
︑
人

反
正
を
懷
ひ
︑
季
龍
❷
・
李
^
❸
の
命

曾
ち
崇
`
な
ら
ざ
ら
ん
と
謂
ふ
も
︑
而
る
に
皆
な

凶
í
を
篡
繼
し
︑
鴟
目
に
し
て
年
�
り
︒
東
西

遼
曠
た
り
て
︑
聲


接
せ
ず
︑
Á
に
桃
蟲
を
し
て
鼓
ð
し
︑
四
夷
を
し
て
諠
譁
せ
し

め
︑
向
義
の
徒

ñ
こ
も
ご

も
背
ô
❹
を
思
ひ
︑
õ
刀
に
干
將
の
志

�
り
︑
螢
燭
に
日
k
の
光
を
希
ふ
︒
是
を
以
て
臣
の
�

違
❺
懇
切
た
り

て
︑
齊
力
し
て
時
に
討
た
ん
と
欲
す
︒
而
る
に
陛
下

江
表
に
雍
容
た
り
て
︑
坐
し
て
禍

敗
を
觀
︑
目
�

の
安
を
懷
ひ
︑
四
祖

❻
の
業
を

替 す

て
︑
馳
檄

布
吿

︑
徒
ら
に
空
�
を
設
く
る
は
︑
臣
の
荒
漠
に
�

吟
し
︑
心
を
長
路
に
痛
む
る
 

以
の
者

な
り
︒
且
つ
兆
庶

�
を
離

れ
︑
漸
冉
と
し
て
世
を
經
︑
先
老

Ù
落
し
︑
後
生

識
る
こ
と
靡
し
︑
忠
良

梟
懸
の
罰
を
a
け
︑
羣
凶

縱
橫
の
利
を
貪
り
︑
君
を

懷
ひ
故
を
戀
ひ
︑
日
k

吿
液
す
︒
時
に
尙
義
の
士

�
り
と
雖
も
︑
首
領
に
畏
É
せ
ら
れ
︑
窮
廬
に
哀
ø
す
︒

❶
石
勒
・
李
雄

❷
石
虎

❸
李
雄
の
子

❹

(非
漢
人
政
權
が
)
晉
`
に
背
き
恣
に
す
る
さ
ま

❺
こ
れ
よ
り
先
に
円
康
へ
²
っ
た
上

奏
�

❻
宣
�
・
�
�
・
景
�
・
武
�

こ
の
上
表
�
は
成
�
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
か
つ
上
表
�
�
體
で
は
蘇
峻
の
亂

(
三
二
七
～
三
二
九
)
以
後
の
成
�
^
の
事
象(65

)
が
い

く
つ
か
言
%
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
上
に
引
い
た
段
落
冒
頭
の
﹁
陛
下
天
�
岐
嶷
︑
堂
Z
晉
室
︑
î
家
不
Þ
︑
播
幸
吳
楚
︑
宗
�
�
黍
離
之

哀
︑
園
陵
�
殄
廢
之
痛
﹂
が
︑
成
�
が
î
A
し
て
ま
も
な
い
蘇
峻
の
亂
�
後
を
指
す
の
で
は
な
く
︑
八
王
の
亂
に
µ
う
琅
Õ
王
司
馬
睿
の
円
康

出
鎭
︑
そ
し
て
八
王
の
亂
・
永
嘉
の
亂
を
經
た
洛
陽
の
荒
廢
を
指
す
こ
と
は
�
ら
か
で
あ
る
︒
蘇
峻
の
亂
は
こ
の
時
^
の
円
康
`
廷
に
と
っ
て

直
�
の
大
亂
で
は
あ
る
が
︑
基
本
1
に
江
南
內
部
で
展
開
し
て
円
康
`
廷
に
打
擊
を
與
え
た
も
の
で
あ
り
︑﹁
î
家
不
Þ
︑
播
幸
吳
楚
﹂
と
い

う
表
現
と
は
嚙
み
合
わ
な
い
︒
ま
た
︑﹃
詩
經
﹄
王
風
の
詩
ù
に
由
來
す
る
﹁
黍
離
﹂
と
は
︑
同
詩
の
毛
詩
序(

66
)

に
い
う
と
お
り
︑
か・

つ・

て・

の・

都

に
あ
っ
た
宗
�
や
宮
室
が
廢
墟
に
な
っ
て
か
ら
歲
k
が
液
れ
穀
物
が
生
い
茂
る
よ
う
な
狀
況
を
形
容
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
︑
張
駿
の
い
う

﹁
宗
�
�
黍
離
之
哀
︑
園
陵
�
殄
廢
之
痛
﹂
の
宗
�
や
園
陵
と
は
︑
東
晉
成
立
後
に
円
康
に
置
か
れ
た
そ
れ
で
は
な
く
︑
西
晉
皇
�

(武
�
・
惠

�
)
お
よ
び
武
�
に
先
立
つ
三
代

(宣
�
・
�
�
・
景
�
)
が
祭
ら
れ
葬
ら
れ
た
洛
陽
の
そ
れ
を
指
す
も
の
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
の
點
を
念
頭
に
置
い
た
う
え
で
傍
線
部
を
讀
む
と
︑
こ
こ
で
¸
直
に
非
難
さ
れ
て
い
る
東
晉
皇
�
の
無
爲
安
逸
ぶ
り
と
は
︑
年
若
い
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成
�

(三
二
一
年
生
)
個
人
の
そ
れ
と
い
う
よ
り
も
︑
司
馬
睿

(琅
Õ
王
↓
晉
王
↓
元
�
)
以
來
一
貫
さ
れ
て
き
た
琅
Õ
王
府
／
晉
王
府
／
東
晉

`
廷
の
基
本
1
政
策
︑
す
な
わ
ち
︑
北
伐
に
よ
る
洛
陽
奪
¹
や
﹁
克
復
神
州
﹂
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
揭
げ
な
が
ら
も
︑
實
際
に
は
本
格
1
な

軍
事
行
動
に
着
手
し
て
こ
な
か
っ
た
f
勢
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
︒

こ
の
上
表
�
に
は
も
う
ひ
と
つ
特
色
が
あ
る
︒
�

(65
)
の
と
お
り
︑
上
表
�
�
體
の
末
尾
﹁
敕
司
空
鑒
・
征
西
亮
等
鋭
舟
江
沔
︑
�
首
尾

俱
至
也
﹂
と
い
う
句
に
よ
れ
ば
︑
蘇
峻
の
亂
後
に
再
�
さ
れ
た
東
晉
上
層
部
體
制
を
張
駿
が
正
確
に
把
握
し
て
い
た
こ
と
は
�
ら
か
で
あ
り
︑

ゆ
え
に
︑
東
晉
`
廷
が
�
年
に
蘇
峻
の
亂
と
い
う
大
禍
に
見
舞
わ
れ
た
事
實
を
も
張
駿
は
恐
ら
く
承
知
し
て
い
た
で
あ
ろ
う(67

)
︒
そ
し
て
そ
れ
で

あ
り
な
が
ら
︑
東
晉
內
部
の
困
窮
に
は
言
%
し
て
い
な
い
こ
と
が
Î
目
さ
れ
る(68

)
︒
こ
れ
は
︑
同
じ
く
成
�
^
に
東
北
地
域
の
藩
屛
た
る
慕
容
部

か
ら
東
晉
の
重
臣
や
`
廷
に
²
ら
れ
た
書
鯵
や
上
表
�
が
︑
王
敦
の
亂
・
蘇
峻
の
亂
を
相
�
い
で
經
驗
し
た
東
晉
`
廷
や
成
�
の
苦
境
に
對
し

少
な
か
ら
ぬ
�
慮
を
示
し
て
い
る(69

)
の
と
は
對
照
1
で
あ
る
︒
假
に
張
駿
が
︑
東
晉
內
部
に
纍
積
さ
れ
て
き
た
疲
ý
を
故
�
に
無
視
し
て
い
る
の

で
あ
れ
ば
︑
恐
ら
く
そ
れ
は
︑
東
晉
君
臣
が
﹁
雍
容
江
表
︑
坐
觀
禍
敗
︑
懷
目
�
之
安
﹂
な
る
狀
態
を

(
や
む
を
え
ず
で
は
な
く
)
積
極
1
に
Å

擇
し
て
き
た
か
の
よ
う
に
表
現
す
る
�
圖
が
あ
っ
た
の
だ
と
言
え
よ
う
︒
ふ
た
た
び
�
引
の
段
落
冒
頭
と
â
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
︑
張
駿
は
そ

の
よ
う
な
“
Å
擇
”
を
成
�
^
特
�
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
︑
東
晉
王
`
お
よ
び
そ
の
�
身
た
る
琅
Õ
王
／
晉
王
政
權
が
﹁
江
表
﹂
に
成
立

し
た
當
初
か
ら
の
方
針
で
あ
る
と
し
て
︑
强
く
批
�
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
こ
で
︑
こ
の
上
表
�
の
提
出
に
先
立
つ
こ
と
¡
十
年
�
の
事
件
に
目
を
向
け
た
い
︒
東
晉
�
�
の
太
寧
三
年

(三
二
五
)
に
元
�
の
¶
問

が
涼
州
に
傳
え
ら
れ
た
こ
ろ
︑
�
年
に
繼
位
し
た
ば
か
り
の
張
駿
に
對
し
右
長
�
氾
禕
は

案
ず
る
に
円
興
の
年
︑
是
れ
少
�
始
め
»
つ
る
の
號
︒
�

凶
を
以
て
�
は
る
︑
理

應
に
改
易
す
べ
し
︒
`
廷

江
南
に
越
在
し
︑
þ

問

ç
絕
す
︑
宜
し
く
龍
に
因
り
て
改
號
し
︑
以
て
休
徵
を
違
ら
か
に
す
べ
し
︒

と
言
上
し
た

(﹃
晉
書
﹄
張
駿
傳(70
)

)
︒
し
か
し
張
駿
は
從
わ
ず
︑
愍
�
の
年
號
﹁
円
興
﹂
を
依
然
と
し
て
奉
じ
つ
づ
け
︑
¡
十
年
後
に
州
民
か
ら

﹁
王
﹂
と
Ð
稱
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
點(71

)
お
よ
び
成
�
に
�
揭
の
上
表
�
を
提
出
し
た
時
點
︑
そ
し
て
晚
年
に
假
涼
王
を
稱
し
百
官
を
置
い
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た
時
點(

72
)

︑
さ
ら
に
は
死
去
の
時
點

(三
四
六
)
に
お
い
て
も
な
お
﹁
円
興
﹂
奉
用
を
一
貫
す
る
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
円
興
﹂
の
奉
用
繼

續
と
い
う
�
涼
の
方
針
は
︑
少
な
く
と
も
第
四
代
張
駿
の
時
點
ま
で
は
︑
將
來
1
に
�
涼
が
自
立
し
獨
自
の
年
號
を
創
出
す
る
た
め
の
�
段
階

と
し
て
東
晉
の
年
號
を
排
除
し
て
い
た
︑
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
﹁
円
興
﹂
年
閒
の
繼
續
に
�
義
を
見
出
し
て
い
た
も
の
と
理
解

さ
れ
る
︒
で
は
︑
實
際
に
は
四
年
閒
で
Ù
滅
し
た
愍
�
政
權
の
年
號
﹁
円
興
﹂
を
涼
州
で
奉
用
し
つ
づ
け
る
こ
と
の
�
義
と
は
何
だ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
︒

端
1
に
い
え
ば
︑
そ
れ
は
�
涼
政
權
に
と
っ
て
︑
愍
�
^
の
西
晉
`
廷
秩
序
を
東
晉
成
立
以
後
も
觀
念
1
に
奉
じ
つ
づ
け
る
�
味
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
︒
す
な
わ
ち
︑
愍
�
を
頂
點
と
す
る
秩
序
の
も
と
で
は
︑
琅
Õ
王
司
馬
睿
は
︑
張
軌
・
張
寔
の
�
涼
政
權
と
同
じ
く
一
藩
屛
の

地
位
に
あ
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
司
馬
睿
は
稀
少
な
宗
室
で
あ
る
が
ゆ
え
に
官
¥
上
は
別
格
の
待
A
を
a
け
て
い
た
と
は
い

え
︑
愍
�
の
#
�
に
對
す
る
忠
實
さ
︑
特
に
軍
事
1
貢
獻
か
ら
い
え
ば
︑
司
馬
睿
を
含
め
た
諸
藩
屛
の
中
で
張
軌
・
張
寔
の
功
績
が
�
ら
か
に

群
を
拔
い
て
い
た
︒
�
涼
政
權
が
長
安
防
衞
の
た
め
に
果
た
し
た
役
割
は
︑
司
馬
睿
の
円
康
政
權
が
洛
陽
出
兵
の
た
め
に
示
し
た
軍
事
行
動
と

は
比
�
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
實
質
を
µ
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
涼
州
と
雍
州

(長
安
が
屬
す
る
州
)
の
閒
に
は
秦
州
が
橫
た
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
︑
涼

州
の
中
で
は
東
部
に
位
置
す
る
治
�

(武
威
郡
姑
臧
)
か
ら
で
さ
え
長
安
へ
の
�
離
は
決
し
て
短
く
な
く
︑
兵
を
²
る
た
め
に
相
當
の
Ù
¿
を

#
す
る
と
い
う
�
味
で
は
︑
円
康
か
ら
洛
陽
へ
の
出
兵
と
變
わ
り
は
な
い
︒
洛
陽
陷
落
か
ら
長
安
陷
落
�
後
ま
で
の
い
く
つ
か
の
局
面
に
お
い

て
︑
自
勢
力
の
溫
存
を
優
先
す
る
こ
と
な
く
﹁
勤
王
﹂
の
た
め
に
代
償
を
拂
っ
た
�
涼
が
︑
基
本
1
に
自
勢
力
の
溫
存
を
優
先
し
つ
づ
け
た
琅

Õ
王
司
馬
睿
の
円
康
政
權
︑
そ
し
て
そ
の
後
身
で
あ
る
東
晉
`
廷
に
不
信
を
も
つ
の
は
自
然
な
液
れ
で
あ
り
︑
東
晉
が
本
格
1
な
北
伐
に
着
手

す
る
f
勢
を
見
せ
な
い
限
り
︑
そ
の
よ
う
な
不
信
の
念
は
變
わ
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
先
に
引
い
た
張
駿
の
上
表
�
に
は
っ
き
り
と
示
さ
れ

て
い
る
延
り
は
︑
單
に
張
駿
の
時
點
で
の
東
晉
の
Ù
極
1
f
勢
を
非
難
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
愍
�
へ
の
﹁
勤
王
﹂
の
た
め
に
自
身
の
父

(張

寔
)
や
祖
父

(張
軌
)
が
拂
っ
た
代
償
と
同
等
の
責
務
を
東
晉
`
廷
が
一
向
に
�
う
し
よ
う
と
し
な
い
こ
と
へ
の
失
&
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
︒
張
駿
が
こ
の
上
表
�
に
お
い
て
提
案
し
た
挾
擊
作
戰
は
結
局
實
現
す
る
こ
と
は
な
く
︑
張
駿
は
治
世
の
�
後
ま
で
﹁
円
興
﹂
を
奉
用
し
つ
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づ
け
た
︒

張
駿
以
後
の
�
涼
君
�
も
ま
た
︑
第
八
代
の
幼
�
張
玄
靚

(在
位
三
五
五
～
三
六
二
)
の
も
と
で
實
權
を
掌
握
し
て
い
た
張
天
錫
が
︑
円
興
四

十
九
年

(三
六
一
)
を
も
っ
て
﹁
升
q
﹂
(三
五
七
年
か
ら
東
晉
で
用
い
ら
れ
て
い
た
年
號
)
に
改
め
る
ま
で
︑﹁
円
興
﹂
を
一
貫
し
て
奉
用
し
つ
づ

け
た
︒
例
外
は
︑
第
七
代
張
祚
の
﹁
和
q
﹂
年
閒

(三
五
四
～
三
五
五
)
の
み
で
あ
る(

73
)

︒
張
祚
が
稱
�
と
と
も
に
定
め
た
年
號
﹁
和
q
﹂
は
︑

張
祚
の
敗
W
に
よ
っ
て
廢
止
さ
れ
た
が
︑
そ
の
後
に
就
位
し
た
張
玄
靚
は
﹁
円
興
﹂
を
再
び
�
用
し
︑
治
世
の
第
一
年
を
﹁
円
興
四
十
三
年
﹂

と
數
え
た
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
經
雲
に
鑑
み
れ
ば
︑﹁
円
興
﹂
の
奉
用
繼
續
は
︑
(常
に
同
一
の
目
1
�
識
の
下
に
實
踐
さ
れ
て
い
た
か
否
か

は
別
と
し
て
)
�
涼
歷
代
君
�
に
と
っ
て
︑
な
か
ば
國
是
と
し
て
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
し
か
し
こ
れ
は
必
ず
し
も
︑﹁
円
興
﹂
年
閒

の
繼
續
が
︑
涼
州
や
河
西
地
域
の
民
衆
か
ら
も
一
貫
し
て
&
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
�
味
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
第
八
代
の
張
玄
靚
が
就
位

(
円

興
四
十
三
年

=

三
五
五
)
し
て
ま
も
な
い
こ
ろ
︑﹁
�
隴
西
人
李
儼
︑
誅
大
姓
彭
姚
︑
自
立
於
隴
右
︑
奉
中
興
年
號
︑
百
姓
悅
之
﹂
(﹃
晉
書
﹄
張
玄

靚
傳
)
と
い
う
事
件
が
あ
っ
た
︒
少
な
く
と
も
こ
の
こ
ろ
に
は
︑﹁
隴
右
﹂
に
お
い
て
も
東
晉
の
年
號
は
正
瓜
な
も
の
と
し
て
民
衆
に
�
識
さ

れ
歡
�
さ
れ
て
お
り
︑
か
つ
河
西
地
方
に
お
い
て
東
晉
の
年
號
を
奉
じ
る
行
爲
は
︑
�
涼
へ
の
對
抗
f
勢
の
表
�
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
推
測
さ
れ
る(74

)
︒
李
儼
の
事
例
は
�
涼
�
體
の
歷
�
で
は
後
^
に
あ
た
る
が
︑
假
に
�
^
に
ま
で


%
し
て
こ
の
よ
う
な
狀
況
を
想
定
す

る
な
ら
ば
︑
す
な
わ
ち
︑
東
晉
年
號
の
奉
用
を
河
西
地
方
の
民
衆
が
冀
求
す
る
よ
う
な
狀
況
が
�
涼
�
^
に
も
�
芽
し
て
い
た
な
ら
ば
︑
張

寔
・
張
駿
ら
の
瓜
治
し
た
�
涼
�
^
に
お
け
る
﹁
円
興
﹂
奉
用
の
動
機
は
︑
河
西
地
方
の
民
心
の
瓜
合
・
慰
撫
と
い
っ
た
目
1
�
識
と
は
別
の

と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
︒

筆
者
は
︑
年
號
奉
用
に
關
す
る
�
涼
の
ほ
ぼ
一
貫
し
た
f
勢
の
淵
源
に
は
︑
晉
`
の
�
國
荏
�
體
制
が
ほ
ぼ
¶
壞
し
た
中
で
︑
西
晉
舊
領

=

｢天
下
﹂
各
地
の
親
晉
勢
力
と
長
安
`
廷
と
の
閒
に
な
お
秩
序
を
Z
築
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
愍
�
^
特
�
の
狀
況
が
あ
っ
た
と
考
え
る
︒
す

な
わ
ち
愍
�
^
と
は
︑
張
軌
・
張
寔
と
司
馬
睿
が
と
も
に
'
ç
地
の
藩
屛
と
し
て
︑
と
も
に
中
原
の
戰
火
を
免
れ
た
地
の
利
を
生
か
し
﹁
勤

王
﹂
の
義
務
を
Á
行
す
べ
き
者
と
し
て
︑
あ
る
}
度
ま
で
相
對
o
さ
れ
な
が
ら
晉
`
體
制
內
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
時
^
で
あ
り
︑
か
つ
︑
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長
安
の
愍
�
政
權
か
ら
涼
州
と
江
南
そ
れ
ぞ
れ
に
求
め
ら
れ
た
﹁
勤
王
﹂
の
內
容

︱
︱
涼
州
は
長
安
防
衞
を
︑
江
南
は
洛
陽
奪
¹
を
︱
︱

も
�
確
で
あ
っ
た(75

)
︒
し
か
し
︑﹁
勤
王
﹂
の
實
踐
と
い
う
點
で
司
馬
睿
は
張
軌
・
張
寔
に
%
ぶ
も
の
で
は
な
く
︑
基
本
1
に
は
江
南
と
い
う

﹁
周
緣
﹂
地
域
內
部
の
q
定
と
保
�
に
�
始
し
︑
そ
れ
は
愍
�
政
權
が
滅
び
る
時
點
ま
で
變
わ
ら
な
か
っ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
︑
洛
陽
・
長

安
防
衞
と
い
う
﹁
勤
王
﹂
實
績
を
自
3
し
か
つ
重
視
す
る
�
涼
政
權
に
と
っ
て
は
︑
司
馬
睿
お
よ
び
彼
が
創
始
し
た
東
晉
の
正
瓜
性
そ
し
て
中

心
性
は
必
ず
し
も
自
�
の
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
︒
�
涼
政
權
に
と
っ
て
の
東
晉
王
`
は
︑
地
上
で
唯
一
の
中
心
性
を
そ
な
え
た
`
廷
と
し

て
絕
對
o
さ
れ
る
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
江
南
の
地
方
政
權
と
し
て
相
對
o
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
︑
そ
し
て
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
︑﹁
円
興
﹂
の

繼
續
�
用
と
い
う
形
を
と
っ
た
愍
�
^
體
制
の
觀
念
1
保
存
と
い
う
方
針
が
�
涼
に
お
い
て
生
み
出
さ
れ
︑
長
き
に
わ
た
り
繼
承
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か

︱
︱
な
ぜ
な
ら
愍
�
政
權
と
は
︑
�
涼
こ
そ
が
�
も
忠
實
に
﹁
勤
王
﹂
を
實
踐
し
︑
�
も
﹁
正
瓜
﹂
な
藩
屛
で
あ
る
こ
と
を
證
�

す
る
體
制
で
あ
る
か
ら
︱
︱

そ
う
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

む
す
び

本
稿
で
論
じ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
︑
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒

①
�
涼
政
權
は
そ
の
成
立
當
初
か
ら
︑
危
機
に
�
し
た
晉
`

(惠
�
・
懷
�
・
愍
�
政
權
)
に
對
し
一
定
の
荏

を
繼
續
し
た
︒
特
に
`
廷
が
長

安
に
�
っ
た
愍
�
^
︑
�
涼

(初
代
張
軌
・
第
二
代
張
寔
)
は
長
安
防
衞
の
た
め
に
た
び
た
び
出
兵
し
︑
諸
藩
屛
の
中
で
も
�
も
忠
實
な
藩
屛

と
し
て
﹁
勤
王
﹂
の
實
績
を
築
い
た
︒
こ
の
時
^
︑
張
氏
の
�
涼
政
權
と
司
馬
睿
の
円
康
政
權
は
'
ç
地
か
ら
愍
�
に
稱
臣
し
︑
そ
の
﹁
天

下
﹂
Z
想
を
荏
え
る
藩
屛
と
い
う
點
で
︑
立
場
を
同
じ
く
し
て
い
た
︒

②
江
南
に
お
け
る
司
馬
睿
の
卽
位
に
�
涼

(第
二
代
張
寔
)
は
贊
同
し
た
が
︑
�
涼
の
勸
�
の
�
者
が
円
康
へ
到
着
す
る
�
に
司
馬
睿
が
卽
位

し
た
た
め
︑
各
地
の
親
晉
勢
力
が
司
馬
睿
の
正
瓜
性
を
承
�
す
る
機
會
か
ら
︑
�
涼
は
疎
外
さ
れ
た
形
に
な
っ
た
︒
以
後
︑
�
涼
は
愍
�
の

年
號
﹁
円
興
﹂
の
奉
用
を
繼
續
し
た
︒
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③
東
晉
成
立
の
¡
二
〇
年
後
︑
�
涼

(第
四
代
張
駿
)
は
東
晉
へ
の
½
�
を
再
開
し
た
が
︑
皇
�

(第
三
代
成
�
)
へ
の
上
表
�
に
お
い
て
︑
後

趙
に
対
す
る
挾
擊
作
戰
を
提
案
す
る
と
と
も
に
︑
皇
�
が
北
伐
を
實
踐
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
�
憾
を
�
確
に
営
べ
た
︒
こ
れ
は
成
�

個
人
に
對
す
る
批
�
と
い
う
よ
り
も
︑
司
馬
睿
の
琅
Õ
王
時
代
か
ら
�
ら
れ
て
き
た
﹁
勤
王
﹂
不
履
行

=

自
勢
力
の
溫
存
政
策
が
︑
東
晉
成

立
以
後
も
基
本
方
針
と
し
て
繼
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
へ
の
不
滿
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
�
涼
に
お
け
る
﹁
円
興
﹂
奉
用
の
繼
續
は
︑
琅

Õ
王
司
馬
睿
の
﹁
勤
王
﹂
不
履
行
な
ら
び
に
東
晉
成
立
後
の
北
伐
不
履
行
へ
の
批
�
1
立
場
か
ら
︑
愍
�
^
の
西
晉
`
廷
秩
序
を
顯
示
す
る

�
味
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

田
餘
慶
氏
が
朱
熹
の
言
を
引
き
つ
つ
早
く
か
ら
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
江
南
に
東
晉
王
`
の
基
盤
を
築
い
た
司
馬
睿
・
王
{
ら
の
動
向
に

鑒
み
る
か
ぎ
り
︑
彼
ら
に
は
愍
�
の
詔
命
に
應
え
て
本
格
1
な
北
伐
に
取
り
組
む
�
志
は
な
く
︑
祖
逖
の
よ
う
な
北
伐
推
�
者
へ
の
荏

も
園

底
せ
ず
︑
そ
の
本
願
は
﹁
在
江
左
円
立
霸
業
﹂﹁
保
境
苟
安
﹂
に
あ
っ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る(76

)
︒
琅
Õ
王
府
時
代
以
來
の
東
晉
の
內
©
か
ら
い

え
ば
︑
そ
れ
は
單
に
上
層
部
の
保
身
に
歸
す
る
問
題
で
は
な
く
︑
江
南
內
部
に
お
け
る
反
亂
の
續
發
︑
民
衆
の
液
散
︑
b
財
の
枯
渴(77

)
と
い
っ
た

物
理
1
な
制
¡
が
︑
本
格
1
な
北
伐
へ
の
着
手
を
妨
げ
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
想
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
自
ら
代
償
を
拂
い
な

が
ら
一
定
の
﹁
勤
王
﹂
を
實
踐
し
て
き
た
�
涼
張
氏
に
と
っ
て
は
︑
江
南
內
部
に
い
か
な
る
事
©
が
あ
ろ
う
と
も
︑
司
馬
睿
ら
に
は
愍
�
か
ら

課
さ
れ
た
﹁
勤
王
﹂
を
實
踐
し
た
形
跡
が
な
く
︑
そ
の
後
の
東
晉
皇
�
も
同
樣
に
﹁
宴
安
江
沱
﹂
の
方
針
を
踏
襲
し
て
い
る
︑
と
い
う
事
實
が

重
#
で
あ
っ
た
︒

�
営
の
と
お
り
︑
�
涼
は
﹁
円
興
﹂
年
號
を
四
十
九
年

(三
六
一
)
で
停
止
し
︑
同
時
代
の
東
晉
穆
�
の
年
號
で
あ
る
﹁
升
q

(
五
年
)
﹂
に

切
り
替
え
た

(﹃
�
鑑
﹄
卷
一
〇
一
は
こ
れ
を
同
年
の
十
二
k
條
に
繫
け
る
)
︒
そ
の
經
雲
は
︑﹃
晉
書
﹄
張
玄
靚
傳
に
﹁
玄
靚
年
旣
に
幼
沖
に
し
て
︑

性
印
た
仁
�
︑
天
錫
旣
に
克よ

く
邕ふ
さ

ぎ
︑
`
政
を
專
掌
し
︑
円
興
四
十
九
年
を
改
め
︑
升
q
の
號
を
奉
ず
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
�
涼
第
八
代
張
玄

靚
の
叔
父
で
あ
り
實
權
を
握
っ
て
い
た
張
天
錫
の
�
向
が
働
い
た
も
の
と
さ
れ
る
︒
一
方
で
こ
の
時
^
︑
東
晉
內
部
で
は
成
漢
討
伐

(三
四

七
)
・
洛
陽
奪
¹

(三
五
六
)
を
成
功
さ
せ
た
太
尉
桓
溫
の
勢
力
が
大
き
く
伸
長
し
て
お
り
︑
升
q
四
年

(三
六
〇
)
に
は
桓
溫
と
そ
の
子
弟
ら
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が
同
時
に
郡
公
・
縣
公
に
封
じ
ら
れ
て
い
る
︒
北
伐
の
實
績
を
重
ね
華
北
の
�
復
を
實
現
し
う
る
實
力
を


え
た
桓
溫
の
擡
頭
は
︑
東
晉
內
部

に
い
る
`
臣
に
と
っ
て
は
簒
奪
の
�
兆
と
し
て
映
っ
た
と
し
て
も
︑
�
涼
に
と
っ
て
は
東
晉
に
よ
る
華
北
囘
收
︑
中
國
瓜
一
が
現
實
の
可
能
性

と
し
て
�
上
し
て
き
た
こ
と
を
�
味
し
︑
そ
の
歸
結
と
し
て
�
涼
は
﹁
升
q
﹂
へ
の
改
元
に
踏
み
切
っ
た
と
も
理
解
で
き
る
︒
そ
れ
は
︑
�

(53
)
關
尾
論
�
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
桓
溫
の
關
中
出
兵

(三
五
四
)
が
隴
右
な
ど
�
涼
勢
力
圈
の
人
々
に
影
�
を
與
え
北
伐
成
功
へ
の
^

待
を
高
ま
ら
せ
た
こ
と
︑
さ
ら
に
張
天
錫
は
早
く
か
ら
円
康
入
り
の
經
驗
を
も
ち
東
晉
の
內
©
を
よ
く
把
握
し
て
い
た
こ
と
な
ど
︑
�
涼
が
民

心
の
收
攬
を
重
視
し
た
り
東
晉
の
政
治
1
・
軍
事
1
力
量
を
考
慮
し
た
り
し
た
結
果
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
︒
し
か
し
同
時
に
︑
“
桓
溫

の
指
揮
の
も
と
で
東
晉
王
`
の
基
本
方
針
は
﹁
江
南
の
保
�
﹂
か
ら
﹁
北
伐
の
實
踐
﹂
へ
と
大
き
く
轉
換
し
た
”
と
�
涼
側
に
お
い
て
�
識
さ

れ
た
の
で
あ
れ
ば
︑
愍
�
政
權
秩
序
の
象
�
と
し
て
の
﹁
円
興
﹂
年
號
を

(本
稿
で
論
じ
た
よ
う
な
動
機
に
卽
し
て
)
�
涼
が
堅
持
す
る
こ
と
の

�
義
は
搖
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
結
果
と
し
て
︑
�
涼
は
東
晉
年
號
へ
の
切
り
替
え
を
Å
擇
し
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か(

78
)

︒
�
涼
の
﹁
勤
王
﹂
活
動
を
强
.
す
る
﹃
晉
書
﹄
の
敍
営
に
お
い
て
︑
�
涼
が
東
晉
だ
け
で
な
く
�
£
﹁
五
胡
﹂
政
權
に
も
た
び
た
び
臣
從
し

た
事
實
は
︑﹁
五
胡
﹂
側
の
强
大
な
軍
事
力
が
�
涼
に
と
っ
て
脅
威
で
あ
っ
た
た
め
︑
と
い
う
說
�
が
�
に
な
さ
れ
て
い
る
︒
中
原
や
巴
蜀
な

ど
の
#
地
を
占
據
す
る
﹁
五
胡
﹂
政
權
側
の
﹁
中
心
性
﹂
が
高
ま
っ
て
い
た
︑
と
い
う
理
解
で
あ
る
︒
だ
が
本
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
�
涼
と
東

晉
の
關
係
を
と
ら
え
る
な
ら
ば
︑
�
涼
か
ら
み
た
と
き
︑
東
晉
の
側
が
む
し
ろ
﹁
中
心
性
﹂
を
失
う
#
素
／
｢
周
緣
性
﹂
を
高
め
る
#
素
を

も
っ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
從
來
留
�
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
︑
東
晉
の
瓜
治
範
圍
が
江
南
地
域
に
限
定
さ
れ
て
い

た
と
い
う
地
理
1
な
﹁
周
緣
性
﹂
に
よ
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
︑
司
馬
睿
は
洛
陽
と
長
安
の
陷
落
と
い
う
西
晉
�
大
の
危
機
に
際
し
な
が
ら
も

﹁
勤
王
﹂
の
た
め
に
盡
力
せ
ず
︑
司
馬
睿
以
後
の
東
晉
皇
�
も

(桓
溫
の
登
場
ま
で
は
)
本
格
1
な
北
伐
に
着
手
せ
ず
︑
自
勢
力
の
溫
存
を
優
先

し
て
き
た
と
い
う
政
治
・
軍
事
行
動
上
の
﹁
周
緣
性
﹂
あ
る
い
は
﹁
局
地
性
﹂
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
︒
そ
し
て
︑
藩
屛
の
側

か
ら
王
`
に
對
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
觀
點
か
ら
の
批
�
や
相
對
o
が
�
確
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
︑
そ
れ
も
ま
た
兩
晉
五
胡
十
六
國
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と
い
う
大
分
裂
時
代
の
特
質
を
映
し
た
現
象
で
あ
る
と
考
え
る
︒

附
記
：
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
︑
二
〇
一
七
年
一
〇
k
北
京
で
開
催
さ
れ
た
﹁
首
爾
大
學
・
東
京
大
學
・
淸
華
大
學
硏
究
生
論
壇
暨
二
〇
一

七
年
淸
華
大
學
歷
�
系
硏
究
生
論
�
報
吿
會
﹂
に
お
い
て
淸
華
大
學
歷
�
系
侯
旭
東
敎
À
お
よ
び
學
生
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
張
�
氏

(同
校
)
・
薛
戈
氏

(ソ
ウ
ル
大
學
)
ほ
か
御
參
會
の
各
位
か
ら
貴
重
な

發
を
賜
り
ま
し
た
︒
改
め
て
深
甚
の
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
︒

�(1
)

五
胡
十
六
國
時
代
の
諸
民
族
・
政
權
の
總
稱
で
あ
る
﹁
五
胡
十
六

國
﹂
は
四
～
五
世
紀
の
華
北
・
四
川
に
お
け
る
民
族
Z
成
・
政
權
分

立
の
實
態
を
そ
の
ま
ま
傳
え
る
も
の
で
は
な
い
が
︑
本
稿
で
は
�
宜

上
�
用
す
る
︒﹁
五
胡
﹂﹁
十
六
國
﹂
そ
れ
ぞ
れ
の
語
の
成
立
經
雲
や

對
象
範
圍
に
つ
い
て
は
三
﨑
良
違
﹁﹁
五
胡
十
六
國
﹂
の
�
味
と
五

胡
十
六
國
時
代
の
民
族
﹂
(同
氏
﹃
五
胡
十
六
國
の
基
礎
1
硏
究
﹄

第
一
部
︑
ä
古
書
院
︑
二
〇
〇
六
年
)
參
照
︒

(2
)

『晉
書
﹄
卷
八
六
の
附
傳
は
﹁﹃
晉
書
﹄
卷
八
六
張
軌
附
子
寔
傳
﹂

の
よ
う
に
記
す
の
が
正
確
だ
が
︑
本
稿
で
は
以
下
︑﹁﹃
晉
書
﹄
張
寔

傳
﹂
の
よ
う
に
鯵
稱
す
る
︒

(3
)

一
方
で
﹃
魏
書
﹄
は
︑
涼
州
の
歷
代
政
權
の
君
�
を
卷
九
九
に
ま

と
め
て
�
し
て
お
り
︑
�
涼
張
氏
と
西
涼
李
氏
を
そ
の
他
の
涼
州
政

權
の
君
�
と
â
せ
て
立
傳
し
て
い
る
よ
う
に
︑
や
は
り
﹃
晉
書
﹄
と

は
衣
な
る
�
觀
を
示
し
て
い
る
︒
同
卷
末
尾
の
�
臣
0
に
は
﹁
張
寔

等
介
在
人
外
︑
地
實
戎
墟
︑
大
爭
鵄
張
︑
潛
懷
不
Ë
﹂
と
あ
り
︑
同

卷
立
傳
の
君
�
は

(
�
涼
張
氏
も
含
め
て
)
�
邊
境
の
﹁
不
Ë
﹂
な

僭
�
と
い
う
0
價
で
總
括
さ
れ
る
︒

(4
)

鈴
木
桂
﹁

修
﹃
晉
書
﹄
に
み
え
る

初
の
正
瓜
觀
：
五
胡
十
六

國
の
稱
元
法
の
檢
討
か
ら
﹂
(﹃
�
料
批
�
硏
究
﹄
五
︑
二
〇
〇
〇

年
)

(5
)

陳
寅
恪
Ú
／

振
常
{
讀
﹃

代
政
治
�
営
論
稿
﹄
上
海
古
籍
出

版
社
︑
一
九
九
七
年

(
初
出
は
一
九
四
二
年
)

(6
)


室
李
氏
の
實
際
の
出
自
に
つ
い
て
︑
陳
氏
は
趙
郡
李
氏
の
一
荏

族
に
聯
な
る
も
の
と
推
論
す
る
︒

(7
)

『晉
書
﹄
卷
八
七
涼
武
昭
王
李
玄
盛
傳
の
義
熙
元
年
上
表
�
︒

(8
)

楊
`
�
﹁
試
論
湯
球
﹃
九
家
舊
晉
書
輯
本
﹄
：
代
�
言
﹂
(湯
球

輯
・
楊
`
�
校
補
﹃
九
家
舊
晉
書
輯
本
﹄
中
州
古
籍
出
版
社
︑
一
九

九
一
年
)︑
關
尾
�
郞
﹁
﹁
霸
�
﹂
の
槪
#
と
そ
の
佚
�
蒐
集
の
�
義

に
つ
い
て
﹂
(
五
胡
の
會
�
﹃
五
胡
十
六
國
霸
�
輯
佚
﹄
燎
原
書
店
︑

二
〇
一
二
年
)︒

(9
)

『
讀
�
鑒
論
﹄
卷
十
三
︑
東
晉
元
�
の
條
︒

(10
)

同
書
は
現
存
し
な
い
が
︑
晁
公
武
の
﹃
郡
齋
讀
書
志
﹄
卷
五
�
年
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類
に
﹁﹃
h
曆
圖
﹄
六
卷
︒
右
皇
`
龔
穎
Ú
︒
»
於
秦
昭
王
滅
周
之

歲
乙
巳
︑
止
於
國
`
雍
熙
丁
亥
﹇
太
宗
の
雍
熙
四
年

(九
八
七
)﹈︑

以
歷
代
興
W
大
事
附
見
其
下
︒
四
年
︑
獻
於
`
︑
優
詔
獎
之
︒
⁝
⁝

按
﹃
晉
�
﹄︑
張
軌
世
襲
涼
州
︑
但
稱
愍
�
円
興
年
號
︒
其
閒
惟
張

祚
簒
竊
︑
改
円
興
四
十
二
年
爲
和
q
元
年
︒
始
奉
穆
�
升
q
之
朔
︑

始
末
不
聞
�
改
元
事
︒
惟
穎
書
載
張
實
﹇
寔
﹈
改
元
曰
永
安
︑
張
茂

改
元
曰
永
元
︑
張
重
華
曰
永
樂
︑
曰
和
q
︑
張
元
靚
曰
太
始
︑
張
天

錫
曰
太
淸
︑
張
大
豫
曰
鳳
凰
︑
不
知
穎
何
�
據
而
言
然
︒
或
云
出
崔

鴻
﹃
十
六
國
春
秋
﹄︑
鴻
書
久
不
傳
於
世
︑
莫
得
而
考
焉
﹂
と
あ
り
︑

�
涼
の
年
號
に
つ
い
て
龔
氏
が
獨
自
の
說
を
示
し
て
い
た
こ
と
を
傳

え
る
︒
晁
氏
は
そ
の
當
否
に
つ
い
て
は
�
斷
を
保
留
す
る
︒

(11
)

『玉
海
﹄
卷
十
三
律
歷
﹇
曆
﹈︑
歷
代
年
號
︒﹃
h
曆
圖
﹄
と
い
う

書
名
は
擧
げ
な
い
が
︑
�

(10
)
の
﹃
郡
齋
讀
書
志
﹄
卷
五
で
言
%

さ
れ
て
い
る
︑﹃
h
曆
圖
﹄
�
載
の
�
涼
獨
自
年
號
を
收
錄
す
る
︒

(12
)

｢
�
凉
年
號
怨
考
辨
﹂﹃
怨
疆
社
會
科
學
﹄
一
九
八
二
年
二
^
︒

(13
)

賈
小
軍
・
武
鑫
﹃
魏
晉
十
六
國
河
西
鎭
墓
�
・
墓
�
整
理
硏
究
﹄

下
卷
第
五
違
︑
中
國
社
會
科
學
出
版
社
︑
二
〇
一
七
年
︒
初
出
は

﹃
敦
煌
硏
究
﹄
二
〇
一
六
年
五
^
︒

(14
)

李
均
�
・
何
雙
�
�
︑
�
物
出
版
社
︑
一
九
九
〇
年
︒

(15
)

饒
宗
頤
�
�
︑
王
素
・
李
方
著
︑
怨
�
豐
出
版
公
司
︑
一
九
九
七

年
︒

(16
)

王
素
﹃
高
昌
�
稿

瓜
治
�
﹄
第
三
違
第
一
Ã
︑
�
物
出
版
社
︑

一
九
九
八
年
︒

(17
)

賈
論
�
は
ま
た
︑
�

(15
)
王
・
李
著
書
が
瓜
計
對
象
と
す
る
出

土
�
料
の
う
ち
︑﹁
�
獻
本
身
﹂
に
疑
義
が
殘
る
も
の
を
對
象
か
ら

除
外
し
て
い
る
︒
な
お
︑
王
・
李
著
書
か
ら
漏
れ
た
紀
年
�
料
を
增

補
す
る
論
�
と
し
て
︑
吳
浩
軍
﹁﹃
魏
晉
南
北
`
敦
煌
�
獻
�
年
﹄

增
補
：
敦
煌
墓
葬
�
獻
硏
究
系
列
之
一
﹂
(中
共
高
臺
縣
委
等
�

﹃
高
臺
魏
晉
墓
與
河
西
歷
�
�
o
硏
究
﹄
甘
肅
敎
育
出
版
社
︑
二
〇

一
二
年
)
等
が
あ
る
︒
王
・
李
著
書
が
實
際
に
は
敦
煌
以
外
の
地
域

(
河
西
各
地
お
よ
び
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
他
)
か
ら
出
土
し
た
�
料
を
も

�
年
の
對
象
と
し
て
い
る
の
と
同
樣
︑
吳
論
�
も
敦
煌
に
限
定
せ
ず

甘
肅
・
陝
西
各
地
の
�
料
を
�
集
し
︑
�
涼
の
紀
年
�
料
も
收
錄
す

る
︒賈

論
�
の
參
照
元
以
外
で
は
︑
町
田
隆
吉
﹁
河
西
出
土
魏
晉
・
五

胡
十
六
國
時
代
漢
語
�
獻
の
基
礎
1
整
理
﹂
(渡
邉
義
浩
�
﹃
中
國

怨
出
b
料
學
の
展
開

第
四
囘
日
中
學
者
中
國
古
代
�
論
壇
論
�

集
﹄
ä
古
書
院
︑
二
〇
一
三
年
)
お
よ
び
同
氏
﹁
河
西
出
土
魏
晉
・

五
胡
十
六
國
時
代
漢
語
�
獻
の
基
礎
1
整
理

補
�

(一
)﹂
(﹃
西

北
出
土
�
獻
硏
究
﹄
一
一
︑
西
北
出
土
�
獻
硏
究
會
︑
二
〇
一
三

年
)
も
ま
た
︑
紀
年
�
料
を
含
め
た
河
西
地
域
出
土
�
料
に
關
す
る

�
年
の
總
合
1
な
成
果

(
衣
物
駅
・
辭
令
書
・
墓
�
・
鎭
墓
�
等
を

出
土
地
區
ご
と
に
整
理
)
で
あ
る
︒

な
お
︑
賈
論
�
の
參
照
元
の
一
で
あ
る
關
尾
�
郞
�
﹃
怨
潟
大
學

代
域
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
硏
究
b
料
叢
刊
Ⅶ

中
國
西
北
地
域
出
土
鎭
墓

�
集
成

(稿
)
﹄
(二
〇
〇
五
年
)
の
補
�
續
�
に
あ
た
る
同
氏

﹁
敦
煌
怨
出
鎭
墓
瓶
初
探
：
﹃
中
國
西
北
地
域
出
土
鎭
墓
�
集
成

(稿
)
﹄
補
�

(
續
)﹂
(﹃
西
北
出
土
�
獻
硏
究
﹄
九
︑
西
北
出
土
�

獻
硏
究
會
︑
二
〇
一
一
年
)
は
︑
張
勳
燎
・
白
彬
﹃
中
國
H
敎
考

古
﹄
第
二
册

(線
裝
書
局
︑
二
〇
〇
六
年
)
に
收
錄
さ
れ
る
敦
煌
出
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土
の
﹁
永
嘉
十
三
年
韓
某
鎭
墓
�

(一
)
(二
)﹂
に
つ
い
て
︑﹁
張

氏
政
權
下
で
は
︑
三
一
九
年
當
時
︑
愍
�
の
元
號
で
あ
る
円
興

(三

一
三
～
三
一
七
年
)
が
依
然
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
が
︑
永
嘉
の

�
用
例
は
︑
こ
れ
は
初
め
て
で
あ
る
﹂
と
提
示
す
る
︒
永
嘉
十
三
年

(三
一
九
)
は
円
興
七
年

(三
一
九
)
に
あ
た
る
︒
懷
�
の
﹁
永
嘉
﹂

年
閒

(三
〇
七
～
三
一
三
)
の
み
な
ら
ず
愍
�
の
﹁
円
興
﹂
年
閒
以

影
も
な
お
�
涼
域
內
で
﹁
永
嘉
﹂
が
奉
用
さ
れ
た
背
景
は
︑
本
稿
で

論
じ
る
﹁
円
興
﹂
奉
用
の
背
景
以
上
に
不
�
瞭
で
あ
る
が
︑
今
後
の

類
似
例
の
報
吿
を
待
ち
た
い
︒

(18
)

馬
円
華
�
�
︑
重
慶
出
版
社
︑
二
〇
〇
三
年
︒

(19
)

張
駿
に
よ
る
高
昌
郡
の
設
置
は
︑﹃
太
q
寰
宇
記
﹄
卷
一
五
六
西

州
に
引
か
れ
る
﹃
後
魏
書
﹄﹃
輿
地
志
﹄
に
よ
れ
ば
︑
東
晉
の
咸
和

二
年

(三
二
七
)
す
な
わ
ち
円
興
十
五
年
と
さ
れ
る
︒
松
田
壽
男

﹁
高
昌
屯
田
の
始
末
﹂
(﹃
古
代
天
山
の
歷
�
地
理
學
1
硏
究
﹄
第
二

部
序
說
︑
早
稻
田
大
學
出
版
部
︑
一
九
五
六
年
︒
增
補
版
は
一
九
七

〇
年
)
に
よ
れ
ば
︑
咸
和
四
年

(三
二
九
)
す
な
わ
ち
円
興
十
七
年

と
さ
れ
る
︒

(20
)

王
素
著
︑
怨
�
豐
出
版
︑
一
九
九
七
年
︒

(21
)

�

(20
)
王
著
書
の
出
版
後
︑
一
九
九
七
年
か
ら
二
〇
〇
六
年
に

%
ぶ
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
發
掘
の
總
合
1
な
成
果
を
收
め
て
刊
行
さ
れ
た

榮
怨
江
・
李
�
・
孟
憲
實
�
�
﹃
怨
獲
吐
魯
番
出
土
�
獻
﹄
上
・
下

卷

(中
華
書
局
︑
二
〇
〇
八
年
)
に
は
︑
�
涼
の
紀
年
�
料
は
收
錄

さ
れ
て
い
な
い
︒

(22
)

C
h
a
v
a
n
n
e
s,
E
d
o
u
a
rd
e
d
.
L
es
d
o
cu
m
en
ts
ch
in
o
is
:
d
éco
u
-

v
erts
p
a
r
A
u
rel
S
tein
d
a
n
s
les
sa
b
les
d
u
T
u
rk
esta
n
o
rien
ta
l.

O
x
fo
rd
:
Im
p
rim
e
rie
d
e
l̓U
n
iv
e
rsité
,
1
9
1
3
.
�
收
の

N
o
.8
8
6
,

出
土
地
表
記
は
A
U
N
O
R
D
D
U
L
O
P
N
O
R
.

(23
)

｢高
昌
墓
磚
考
釋

(一
)
﹂
(﹃
書
論
﹄
一
三
︑
一
九
七
八
年
)︒

(24
)

李
椿
浩
﹁
十
六
國
時
^
1
“
勤
王
”
%
其
政
治
功
能
﹂
(﹃
晉
陽
學

刊
﹄
二
〇
〇
一
年
一
^
)
他
︒

(25
)

王
大
良
﹁
�
涼
與
晉
1
關
係
硏
究
﹂
(﹃
南
都
學
壇
﹄
一
九
八
九
年

第
二
^
)
他
︒

(26
)

三
﨑
良
違
﹁
五
胡
十
六
國
時
代
�
^
﹂
(同
﹃
五
胡
十
六
國

中

國
�
上
の
民
族
大
移
動
︻
怨
訂
版
︼﹄
第
三
違
第
二
Ã
︑
東
方
書
店
︑

二
〇
一
二
年
)

(27
)

『十
六
國
春
秋
﹄
�
涼
錄

(﹃
太
q
御
覽
﹄
卷
一
二
四
U
霸
部
八
�

引
︒
以
下
出
�
は
同
じ
)﹁
軌
以
晉
室
多
難
⁝
⁝
乃
求
爲
涼
州
︑
公

卿
亦
擧
軌
︑
拜
涼
州
刺
�
﹂︒
﹃
魏
書
﹄
卷
九
九
張
寔
父
軌
傳

(以
下
︑

﹃
魏
書
﹄
張
軌
傳
︒
張
寔
以
下
の
代
も
同
樣
)﹁
以
晉
室
多
難
︑
陰
圖

保
據
河
西
︑
求
爲
涼
州
︑
乃
除
持
Ã
・
護
羌
校
尉
・
涼
州
刺
�
﹂︒

﹃
晉
書
﹄
張
軌
傳
﹁
永
寧
初
︑
出
爲
護
羌
校
尉
・
涼
州
刺
�
﹂
︒﹃
�

鑒
﹄
卷
八
四
永
寧
元
年
條
﹁
春
正
k
︑
以
散
騎
常
侍
安
定
張
軌
爲
涼

州
刺
�
︒
軌
以
時
方
多
難
︑
陰
�
保
據
河
西
之
志
︑
故
求
爲
涼
州
﹂︒

(28
)

『晉
書
﹄
張
軌
傳
﹁
%
河
閒
・
成
都
二
王
之
難
︑
½
兵
三
千
︑
東

赴
京
師
﹂
︒

(29
)

『十
六
國
春
秋
﹄
�
涼
錄
﹁
永
興
二
年
︑
拜
西
安
將
軍
︑
封
安
樂

鄉
侯
﹂︒
﹃
晉
書
﹄
張
軌
傳
﹁
永
興
中
︑
鮮
卑
若
羅
拔
能
皆
爲
寇
︑
軌

½
司
馬
宋
�
擊
之
⁝
⁝
威
名
大
震
︒
惠
�
½
加
安
西
將
軍
︑
封
安
樂

®
侯
︑
邑
千
戶
﹂
︒
﹃
�
鑒
﹄
卷
八
六
永
興
二
年
六
k
條
﹁
鮮
卑
若
羅

拔
能
寇
涼
州
︑
軌
½
司
馬
宋
�
擊
之
⁝
⁝
威
名
大
振
﹂︒
一
方
︑
﹃
魏
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書
﹄
張
軌
傳
は
﹁
桓
�
﹇
拓
跋
猗
㐌
︒
猗
盧
の
兄
﹈
西
略
也
︑
軌
½

�
貢
其
方
物
︒
晉
加
號
安
西
將
軍
︑
封
安
樂
®
侯
︑
邑
一
千
戶
﹂
と

す
る
︒

(30
)

『十
六
國
春
秋
﹄
�
涼
錄
﹁
惠
�
¶
︑﹇
張
軌
は
﹈
½
長
�
⁝
⁝
奉

表
京
師
︒
是
歲
︑
大
城
姑
臧
﹂︒

(31
)

『晉
書
﹄
卷
五
懷
�
紀
永
嘉
元
年
三
k
條
﹁
以
征
南
將
軍
・
南
陽

王
模
爲
征
西
大
將
軍
・
都
督
秦
雍
梁
益
四
州
諸
軍
事
︑
鎭
長
安
﹂︒

(32
)

『晉
書
﹄
張
軌
傳
﹁
俄
而
王
彌
寇
洛
陽
︑
軌
½
北
宮
純
⁝
⁝
等
¸

州
軍
擊
破
之
︑
印
敗
劉
聰
于
河
東
⁝
⁝
�
嘉
其
忠
︒
�
封
西
q
郡
公
︑

不
a
﹂︒﹃
�
鑒
﹄
卷
八
六
永
嘉
二
年
條
﹁
太
傅
越
½
司
馬
王
斌
帥
甲

士
五
千
人
入
衞
京
師
︑
張
軌
亦
½
督
護
北
宮
純
將
兵
衞
京
師
︒
五
k

⁝
⁝
壬
戌
︑
彌
至
洛
陽
⁝
⁝
北
宮
純
募
勇
士
百
餘
入
突
陳
︑
彌
兵
大

敗
︒
⁝
⁝
北
宮
純
等
與
漢
劉
聰
戰
於
河
東
︑
敗
之
︒
詔
封
張
軌
西
q

郡
公
︑
軌
辭
不
a
﹂︒

(33
)

『晉
書
﹄
張
軌
傳
﹁
于
時
天
下
旣
亂
︑
�
在
�
命
莫
�
至
者
︑
軌

½
�
貢
獻
︑
歲
時
不
替
︒
`
廷
嘉
之
︑
屢
影
璽
書
慰
勞
﹂︒﹃
�
鑒
﹄

卷
八
六
永
嘉
二
年
條
﹁
時
州
郡
之
�
莫
�
至
者
︑
軌
獨
½
�
頁
獻
︑

歲
時
不
絕
﹂︒

(34
)

『晉
書
﹄
張
軌
傳
﹁
光
祿
傅
祗
・
太
常
摯
E
�
軌
書
︑
吿
京
師
Ë

匱
︑
軌
卽
½
參
軍
杜
勳
獻
馬
五
百
Y
・
㲜
布
三
萬
Y
︒
�
½
�
者
�

拜
鎭
西
將
軍
・
都
督
隴
右
諸
軍
事
︑
封
霸
城
侯
︑
�
車
騎
將
軍
・
開

府
辟
召
・
儀
同
三
司
︒
策
未
至
︑
而
王
彌
Á
É
洛
陽
︑
軌
½
將
軍
張

斐
⁝
⁝
等
¸
精
騎
五
千
來
衞
京
都
︒
%
京
都
陷
︑
斐
等
皆
沒
於
«
﹂︒

洛
陽
陷
落
直
�
の
張
軌
の
﹁
勤
王
﹂
に
關
す
る
記
事
は
︑
他
の
�
料

に
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
︑
昇
任
記
事
は
以
下
に
も
見
ら
れ
る
︒

﹃
十
六
國
春
秋
﹄
�
涼
錄
﹁﹇
永
嘉
﹈
五
年
︑﹇
懷
﹈
�
½
�
拜
車
騎

大
將
軍
︑
開
府
儀
同
三
司
︒
策
命
未
至
︑
而
劉
O
攻
陷
長
安
﹇
洛
陽

の
[
り
﹈︑
�
晉
�
于
q
陽
﹂︒
﹃
魏
書
﹄
張
軌
傳
﹁
永
嘉
五
年
︑
晉

以
軌
爲
鎭
西
將
軍
・
都
督
隴
右
諸
軍
事
︑
封
霸
城
侯
︒
\
�
車
騎
大

將
軍
・
開
府
儀
同
三
司
﹂
︒
﹃
�
鑒
﹄
卷
八
七
永
嘉
五
年
五
k
條
﹁
以

⁝
⁝
南
陽
王
模
爲
太
尉
・
大
都
督
︑
張
軌
爲
車
騎
大
將
軍
﹂︒
宗
室

で
は
な
い
張
軌
を
こ
れ
ほ
ど
の
高
位
に
�
め
る
の
は
︑
む
ろ
ん
非
常

時
ゆ
え
に
官
¥
が
濫
發
さ
れ
た
面
も
あ
る
が
︑
洛
陽
を
Ë
Ì
か
ら
救

う
た
め
に
大
量
の
物
b
を
獻
上
し
た
功
績
に
對
す
る
襃
賞
の
�
味
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
�
�
に
引
く
馬
魴
の
發
言
の
よ
う

に
︑
張
軌
の
﹁
勤
王
﹂
は
不
十
分
で
あ
る
︑
と
い
っ
た
�
張
を
も

﹃
晉
書
﹄
張
軌
傳
は
�
錄
し
て
お
り
︑
同
書
同
傳
に
し
か
見
え
な
い

﹁
勤
王
﹂
記
事
は
必
ず
し
も
潤
色
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒

(35
)

『晉
書
﹄
張
軌
傳
﹁
太
府
�
]
馬
魴
言
於
軌
曰
︑
“
四
海
傾
r
︑
乘

輿
未
反
︑
�
公
以
�
州
之
力
徑
Þ
q
陽
︑
必
當
萬
里
風
披
︑
�
征
無

戰
︒
未
審
何
憚
不
爲
此
擧
”
︒
軌
曰
︑
“
是
孤
心
也
”
﹂︒

(36
)

『
晉
書
﹄
張
軌
傳
﹁
印
聞
秦
王
入
關
︑
乃
馳
檄
關
中
曰
︑
“
⁝
⁝
奉

登
皇
位
︒
今
½
�
鋒
督
護
宋
�
步
騎
二
萬
︑
徑
至
長
安
︑
ð
衞
乘
輿
︑

折
衝
左
右
︒
西
中
郞
寔
中
軍
三
萬
︑
武
威
太
守
張
琠
胡
騎
二
萬
︑
駱

驛
繼
發
︑
仲
秋
中
旬
會
于
臨
晉
”﹂
︒
張
軌
が
指
令
を
下
し
た
相
手
は

屬
僚
の
宋
�
︑
我
が
子
の
張
寔
お
よ
び
涼
州
の
中
樞
武
威
郡
の
太
守

張
琠
で
あ
り
︑
そ
の
命
令
系
瓜
に
は
實
態
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

(37
)

�
�
の
檄
�
中
に
い
う
﹁
仲
秋
中
旬
會
于
臨
晉
﹇
雍
州
馮
翊
郡
の

縣
﹈
﹂
の
實
施
狀
況
は
不
�
だ
が
︑
﹃
�
鑒
﹄
卷
八
八
永
嘉
六
年
三
k

條
に
﹁
涼
州
�
]
馬
魴
說
張
軌
︑
“
宜
命
將
出
師
︑
ð
戴
�
室
”︑
軌
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從
之
︑
馳
檄
中
關
中
︑
共
Ð
輔
秦
王
︒
且
言
︑
“
今
½
�
鋒
督
護
宋

�
︑
帥
步
騎
二
萬
︑
徑
趨
長
安
︒
西
中
郞
將
寔
帥
中
軍
三
萬
︑
武
威

太
守
張
琠
帥
胡
騎
二
萬
︑
絡
繹
繼
發
”﹂
と
あ
り
︑
同
年
九
k
條
に

﹁
秦
州
刺
�
裴
苞
據
險
以
拒
涼
州
兵
︑
張
寔
・
宋
�
等
擊
破
之
︑
苞

奔
柔
凶
塢
﹂
と
あ
る
︒
す
な
わ
ち
涼
州
軍
は
﹁
仲
秋
中
旬
﹂
か
ら
少

し
遲
れ
た
時
^
に
涼
州
と
雍
州
の
中
閒
に
位
置
す
る
秦
州
の
刺
�
か

ら
妨
�
を
a
け
︑
張
寔
ら
は
こ
れ
を
擊
·
し
た
と
あ
る
よ
う
に
︑
涼

州
か
ら
雍
州
へ
向
け
た
出
兵
は
行
わ
れ
た
と
み
て
よ
い
︒

(38
)

『晉
書
﹄
張
軌
傳
﹁
俄
而
秦
王
爲
皇
太
子
︑
½
�
拜
軌
爲
驃
騎
大

將
軍
・
儀
同
三
司
︑
固
辭
︒
⁝
⁝
皇
太
子
½
�
重
申
�
À
︑
固
辭
︒

左
司
馬
竇
濤
言
於
軌
曰
︑
“
⁝
⁝
宜
從
`
旨
︐
以
副
羣
心
”︑
軌
不

從
﹂︒

(39
)

『晉
書
﹄
張
軌
傳
﹁
愍
�
卽
位
︑
�
位
司
空
︑
固
讓
﹂︒

(40
)

『晉
書
﹄
張
軌
傳
﹁
是
時
劉
O
寇
北
地
︑
軌
印
½
參
軍
麴
陶
領
三

千
人
衞
長
安
︒
�
½
大
鴻
臚
辛
攀
拜
軌
侍
中
・
太
尉
・
涼
州
牧
・
西

q
公
︑
軌
印
固
辭
﹂︒﹁
領
三
千
人
衞
長
安
﹂
に
つ
い
て
他
の
�
料
に

は
詳
ら
か
で
な
い
が
︑
こ
の
と
き
の
官
¥
À
與
に
つ
い
て
︑﹃
十
六

國
春
秋
﹄
�
涼
錄
に
は
﹁
晉
愍
�
卽
位
于
長
安
︑
½
�
者
拜
軌
鎭
西

大
將
軍
・
開
府
儀
同
三
司
︑
加
侍
中
︑
封
西
q
郡
公
︑
固
讓
不
a
﹂︑

﹃
魏
書
﹄
張
軌
傳
に
は
﹁
愍
�
卽
位
︑
�
拜
司
空
︑
封
西
q
公
︑
邑

三
千
戶
﹂
と
記
載
が
あ
る
︒

(41
)

『十
六
國
春
秋
﹄
�
涼
錄
﹁﹇
円
興
﹈
二
年
︑
�
拜
太
尉
︑
涼
州
牧
︒

以
軌
年
老
多
疾
︑
拜
子
寔
行
撫
軍
・
副
涼
州
刺
�
﹂︒﹃
魏
書
﹄
張
軌

傳
﹁
後
拜
侍
中
・
太
尉
・
涼
州
牧
﹂︒﹃
晉
書
﹄
卷
五
愍
�
紀
円
興
二

年
二
k
壬
寅
條
﹁
以
⁝
⁝
涼
州
刺
�
張
軌
爲
太
尉
︑
封
西
q
郡
公
﹂︒

﹃
�
鑒
﹄
卷
八
九
円
興
二
年
二
k
壬
寅
條
﹁
以
張
軌
爲
太
尉
涼
州
牧
︑

封
西
q
郡
公
⁝
⁝
`
廷
以
張
軌
老
病
︑
拜
其
子
寔
爲
副
刺
�
﹂︒

(42
)

『
晉
書
﹄
愍
�
紀
円
興
二
年
五
k
壬
辰
條
﹁
太
尉
・
領
護
羌
校

尉
・
涼
州
刺
�
・
西
q
公
張
軌
薨
﹂︒
な
お
﹃
�
鑒
﹄
卷
八
九
円
興

二
年
五
k
條
は
張
軌
の
歿
し
た
日
を
﹁
己
丑
﹂
に
作
る
が
︑
胡
Î
�

引
﹃
考
衣
﹄
に
よ
れ
ば
﹁
今
從
﹃
�
涼
錄
鈔
﹄﹂
と
あ
る
︒

(43
)

『晉
書
﹄
張
寔
傳
﹁
維
乃
父
武
公
︑
著
勳
西
夏
︒
頃
胡
«
�
猾
︑

±
É
�
甸
︑
義
兵
銳
卒
︑
萬
里
相
\
︑
方
貢
'
珍
︑
府
無
虛
歲
︒
方

委
專
征
︑
蕩
淸
九
域
︑
昊
天
不
弔
︑
凋
余
藩
后
︑
a
用
悼
厥
心
︒
維

爾
雋
劭
英
毅
︑
宜
世
表
西
海
︒
今
À
持
Ã
・
都
督
涼
州
諸
軍
事
・
西

中
郞
將
・
涼
州
刺
�
・
領
護
羌
校
尉
・
西
q
公
︒
b
欽
哉
︒
其
闡
弘

先
緖
︒
俾
屛
王
室
﹂︒﹃
�
鑒
﹄
は
こ
の
任
命
を
卷
八
九
円
興
二
年

(
三
一
四
)
十
k
に
︑
﹃
十
六
國
春
秋
﹄
�
涼
錄
は
円
興
元
年

(三
一

三
)
十
k
に
繫
け
る
︒

(44
)

『
晉
書
﹄
張
寔
傳
﹁
蘭
池
長
趙
奭
上
軍
士
張
冰
得
璽
︑
�
曰
“
皇

�
璽
”︒
羣
僚
上
慶
稱
德
︑
寔
曰
︑
“
孤
常
忿
袁
本
初
擬
肘
︑
諸
君
何

忽
�
此
言
”
︒
因
²
于
京
師
﹂︒
﹃
晉
書
﹄
卷
五
︑
愍
�
紀
お
よ
び

﹃
�
鑒
﹄
は
こ
の
事
件
を
卷
八
九
円
興
三
年
末
に
繫
け
る
︒
同
記
事

に
對
し
胡
三
省
は
﹁
晉
諸
征
・
鎭
能
知
君
臣
之
分
者
︑
張
氏
父
子
而

已
﹂
と
0
す
る
︒

(45
)

『
晉
書
﹄
張
寔
傳
﹁
½
督
護
王
該
²
諸
郡
貢
計
︑
獻
名
馬
方
珍
・

經
�
圖
籍
于
京
師
︒
會
劉
O
É
長
安
︑
寔
½
將
軍
王
該
¸
眾
以

京

城
︒
�
嘉
之
︑
拜
都
督
陝
西
諸
軍
事
﹂
お
よ
び
﹃
�
鑒
﹄
卷
八
九
円

興
四
年
四
k
條
﹁
寔
½
將
軍
王
該
帥
步
騎
五
千
人

長
安
︑
且
²
諸

郡
貢
計
︒
詔
拜
寔
都
督
陝
西
諸
軍
事
︑
以
寔
弟
茂
爲
秦
州
刺
�
﹂︒
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(46
)

『晉
書
﹄
卷
六
〇
索
綝
傳
﹁
後
劉
O
印
¸
眾
圍
京
城
⁝
⁝
城
中
饑

窘
︑
人
相
食
︑
死
W
e
奔
不
可
制
︑
唯
涼
州
義
眾
千
人
守
死
不
移
︒

�
�
侍
中
宋
敞
²
牋
影
于
O
﹂︒

(47
)

『晉
書
﹄
張
寔
傳
﹁
寔
知
劉
O
É
�
天
子
︑
大
臨
三
日
︒
½
太
府

司
馬
韓
璞
⁝
⁝
步
騎
一
萬
︑
東
赴
國
難
︒
⁝
⁝
%
璞
�
南
安
︑
諸
羌

斷
軍
路
︑
相
持
百
餘
日
︑
糧
竭
矢
盡
﹂︒﹃
�
鑒
﹄
は
こ
の
經
雲
を
卷

九
〇
円
興
五
年

=

円
武
元
年

(三
一
七
)
正
k
に
繫
け
る
︒

(48
)

『晉
書
﹄
張
寔
傳
﹁
焦
崧
・
陳
安
É
上
邽
︑
南
陽
王
保
½
�
吿
g
︒

以
金
城
太
守
竇
濤
爲
輕
車
將
軍
︑
¸
威
'
將
軍
宋
毅
%
⁝
⁝
步
騎
二

萬
赴
之
﹂︒

(49
)

一
方
︑﹃
魏
書
﹄
張
寔
傳
に
は
﹁
劉
O
陷
長
安
︑
寔
自
稱
侍
中
・

司
空
・
大
都
督
・
涼
州
牧
︑
承
制
行
事
﹂
と
あ
り
︑
張
寔
が
長
安
陷

落
を
契
機
に
自
身
を
昇
格
し
權
限
を
擴
大
し
た
と
す
る
︒
た
だ
し
︑

こ
れ
ら
の
官
職
お
よ
び
﹁
承
制
行
事
﹂
の
權
限
は
︑
後
の
�

(51
)

に
み
る
よ
う
に
︑
劉
O
に
投
影
す
る
直
�
の
愍
�
が
下
し
た
詔
に
お

い
て
張
寔
に
À
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
こ
こ
ま
で
惠
�
～
愍
�
^
に
張
軌
・
張
寔
が
實
踐
し
た

﹁
勤
王
﹂
行
動
に
つ
い
て
整
理
し
て
き
た
が
︑
彼
ら
の
﹁
勤
王
﹂
動

機
に
つ
い
て
は
︑
臣
Ã
を
貫
く
と
い
う
名
分
以
外
に
︑
河
西
と
中
國

內
地
と
を
結
ぶ
�
易
路
の
確
保
が
�
涼
に
と
っ
て
極
め
て
重
#
で

あ
っ
た

(
�
田
正
名
﹁
四
世
紀
の
仇
池
國
﹂﹃
立
正
大
學
敎
養
部
紀

#
﹄
一
︑
一
九
六
七
年
)
と
い
う
經
濟
1
觀
點
か
ら
說
�
で
き
る
面

も
あ
る
︒

(50
)

『晉
書
﹄
卷
六
元
�
紀
円
武
元
年
三
k
條
﹁
羣
臣
乃
不
敢
É
︑
�

依
魏
晉
故
事
爲
晉
王
︑
許
之
︒
辛
卯
︑
卽
王
位
︑
大
赦
︑
改
元
﹂︒

﹃
�
鑒
﹄
卷
九
〇
円
武
元
年
三
k
條
﹁﹇
他
の
宗
室
が
司
馬
睿
に
﹈
乃

�
依
魏
晉
故
事
︑
稱
晉
王
︒
許
之
︒
辛
卯
︑
卽
晉
王
位
︑
大
赦
︑
改

元
︒
始
備
百
官
立
宗
�
︑
円
社
稷
﹂︒

(51
)

『
晉
書
﹄
張
寔
傳
﹁
⁝
⁝
君
世
篤
忠
亮
︑
勳
隆
西
夏
︑
四
海
具
瞻
︑

a
�
憑
賴
︒
今
�
君
大
都
督
・
涼
州
牧
・
侍
中
・
司
空
︑
承
制
行
事
︒

琅
Õ
王
宗
室
親
賢
︑
'
在
江
表
︒
今
`
廷
播
越
︑
社
稷
倒
懸
︑
a
以

詔
王
︑
時
攝
大
位
︒
君
其
挾
贊
琅
Õ
︑
共
濟
艱
h
︒
若
不
忘
�
︑
宗

�
�
賴
︒
�
�
出
影
︑
故
夜
見
公
卿
︑
屬
以
後
事
︑
密
½
黃
門
郞
�

淑
・
侍
御
�
王
沖
齎
詔
假
À
︒
臨
出
寄
命
︑
公
其
勉
之
﹂︒

(52
)

『
晉
書
﹄
張
寔
傳
︒
﹃
魏
書
﹄
張
寔
傳
に
も
﹁
于
時
天
下
喪
亂
︑
秦

雍
之
民
死
者
十
八
九
︑
唯
涼
州
獨
�
︑
寔
自
恃
眾
强
︑
轉
爲
驕
恣
﹂

と
あ
る
︒

(53
)

｢
五
胡
十
六
國
か
ら
南
北
`
時
代
﹂
(榎
一
雄
責
任
�
集
﹃
l
座
敦

煌
二

敦
煌
の
歷
�
﹄
第
Ⅱ
部
︑
大
東
出
版
社
︑
一
九
八
〇
年
)︒

�
涼
が
﹁
円
興
﹂
か
ら
東
晉
の
年
號
﹁
升
q
﹂
に
切
り
替
え
な
が
ら

も
そ
れ
以
後
の
改
元
に
從
わ
ず
﹁
升
q
﹂
を
奉
用
し
つ
づ
け
た
問
題

を
論
じ
る
關
尾
�
郞
﹁
�
涼
﹁
升
q
﹂
始
�

︱
︱
『吐
魯
番
出
土

�
書
﹄
箚
記

(
二
)
︱
︱
﹂
(﹃
集
刊
東
洋
學
﹄
五
三
︑
一
九
八
五

年
)
お
よ
び
�

(
16
)
王
論
�
も
︑
�
涼
に
お
け
る
﹁
円
興
﹂
繼
續

の
背
景
と
し
て
佐
Ú
氏
の
說

(
�
者
)
を
荏
持
す
る
︒

白
須
淨
眞
﹁
晉
の

(
円
)
興
五
(三
一
七
)年
︑
故
酒
泉
表
是
都
®

仁
業
里
・
大
女
・
夏
侯
妙
々
の
衣
物
駅
：
古
陶
�
�
_
物
館

(北

京
)
�
藏
・
怨
b
料
の
紹
介
﹂
(﹃
廣
島
東
洋
�
學
報
﹄
一
八
︑
二
〇

一
三
年
︒
裴
成
國
氏
に
よ
る
中
國
語
譯
は
﹁
晉
円
興
五
年
夏
侯
妙
妙

衣
物
駅
初
探
：
古
陶
�
�
_
物
館
�
藏
怨
b
料
介
紹
﹂
﹃
西
域
�
�
﹄
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第
八
^
︑
二
〇
一
三
年
)
も
ま
た
︑
�
涼
に
お
け
る
﹁
円
興
﹂
奉
用

を
︑﹁
張
氏
政
權
の
Z
成
員
で
あ
っ
た
在
地
漢
人
層
た
ち
の
�
識
﹂

と
â
せ
て
考
察
す
べ
き
こ
と
を
論
じ
る
︒

王
逸
之
・
王
興
鋒
﹁
�
涼
與
兩
晉
關
係
%
國
祚
問
題
探
析
﹂
(﹃
西

安
�
理
學
院
學
報

(
社
會
科
學
版
)﹄
二
〇
一
四
年
三
^
)
は
︑
張

寔
が
﹁
円
興
﹂
を
繼
續
1
に
奉
用
し
た
�
圖
は
︑
西
晉
の
正
瓜
を
繼

ぐ
旗
幟
を
振
る
こ
と
で
領
民
の
荏
持
を
と
り
つ
け
︑
內
政
を
慰
撫
し
︑

瓜
治
を
强
o
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
み
な
す
︒﹁
河
西
著
姓
與
民
衆
﹂

の
荏
持
を
重
視
す
る
點
で
︑
佐
Ú
論
�
に
�
い
立
場
で
あ
る
︒

一
方
で
�

(13
)
賈
論
�
は
︑
�
涼
張
氏
が
﹁
円
興
﹂
を
長
^
に

わ
た
り
奉
用
し
た
の
は
︑
張
氏
自
身
が
西
晉
王
`
の
正
瓜
を
繼
ぎ
︑

中
國
瓜
一
の
大
業
を
果
た
す
野
心
を
示
す
も
の
で
あ
る
︑
と
指
摘
し

て
お
り
︑
さ
ら
に
敦
煌
硏
究
院
馬
德
氏
の
敎
示
を
a
け
︑
�
涼
域
內

に
お
け
る
円
康
郡
の
設
置
に
つ
い
て
︑﹁
U
安
江
南
﹂
の
東
晉
王
`

と
正
瓜
を
爭
う
�
圖
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
て
い
る
︒

こ
れ
ら
の
論
點
は
賈
論
�
の
�
題
で
は
な
い
た
め
︑
個
別
の
�
料
に

基
づ
い
て
立
證
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
�
涼
張
氏
自
身
に

﹁
繼
承
西
晉
王
`
正
瓜
﹂﹁
與
U
安
江
南
1
東
晉
王
`
爭
奪
正
瓜
﹂
の

�
識
が
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
は
︑
後
営
す
る
本
稿
の
論
旨
と
も
�
じ

る
も
の
で
あ
る
︒
な
お
︑
白
須
淨
眞
﹁
�
涼
・
張
駿
の
行
政
區
劃
改

�
と
涼
州
・
円
康
郡
の
設
置
︱
︱
改
�
年
�
に
係
わ
る
司
馬
光
の

見
解
と
考
古
b
料
に
よ
る
怨
見
解
﹂
(﹃
敦
煌
寫
本
硏
究
年
報
﹄
八
︑

二
〇
一
四
年
)
は
賈
論
�
と
í
に
︑
�
涼
に
お
け
る
円
康
郡
設
置
の

狙
い
に
つ
い
て
︑﹁
東
晉
に
臣
を
稱
し
大
將
軍
を
À
與
さ
れ
た
張
駿

が
︑
そ
の
臣
稱
の
證
︑
あ
る
い
は
東
晉
と
の
友
好
を
記
念
し
て
︑
東

晉
の
都
の
名
を
取
っ
た
怨
郡
を
設
置
﹂
し
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
︒

(54
)

山
口
洋
﹁
西
晉
愍
�
時
^
の
政
局
と
雍
州
・
秦
州
の
動
向
﹂﹃
中

央
大
學
ア
ジ
ア
�
硏
究
﹄
二
四
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
李
永
生
﹁
釋
“
立

功
®
里
”
︱
︱
西
晉
愍
�
政
權
硏
究
之
一
﹂﹃
珞
珈
�
苑
﹄
二
〇
一

一
年
卷
︒

(55
)

愍
�
卽
位
の
正
瓜
性
は
︑
愍
�
が
そ
の
時
點
で
武
�
の
血
を
引
く

唯
一
の
宗
室
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
擔
保
さ
れ
て
い
た
︒
よ
っ
て
︑

子
の
な
い
愍
�
W
き
後
は
西
晉
の
初
代
皇
�
で
あ
る
武
�
の
子
孫
は

絕
無
と
な
り
︑
西
晉
�
室
の
系
瓜
に
よ
る
﹁
“
晉
”
復
興
﹂
が
不
可

能
に
な
っ
た
こ
と
は
各
地
の
親
晉
勢
力
に
も
n
や
か
に
了
解
さ
れ
た

で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
西
晉
末
の
華
北
親
晉
勢
力
の
中
心
で
あ
っ
た

劉
琨
が
︑
東
晉
初
代
の
元
�
と
な
る
琅
Õ
王

(晉
王
)
司
馬
睿
に
卽

位
を
�
願
す
る
た
め
に
執
筆
し
た
﹁
勸
�
表
﹂
に
お
い
て
﹁
宣
皇
之

胤
︑
惟
�
陛
下
﹂
と
强
.
し
︑﹁
河
朔
征
鎭
夷
夏
一
百
八
十
人
﹂
と

聯
名
し
て
上
表
し
た
よ
う
に

(﹃
晉
書
﹄
卷
六
元
�
紀
円
武
元
年
六

k
丙
寅
條
︑
卷
六
二
劉
琨
傳
)
︑
武
�
は
お
ろ
か
宣
�
司
馬
懿
の
血

を
ひ
く
宗
室
さ
え
も
は
や
司
馬
睿
の
他
に
い
な
い
こ
と
も
廣
く
�
識

さ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
︒
司
馬
睿
は
西
晉
�
室
の
本
液
か
ら
み
れ

ば
傍
系
出
身
で
あ
る
と
は
い
え
︑
江
南
に
限
ら
ず
中
國
各
地
か
ら
の

大
規
模
な
﹁
勸
�
﹂
お
よ
び
愍
�
の
�
向
を
a
け
る
形
で
卽
位
し
た

以
上
︑
﹁
天
下
｣=

西
晉
舊
領
の
正
瓜
な
皇
�
で
あ
る
︑
と
い
う
�
識

は
︑
﹁
勸
�
﹂
に
參
加
し
た
各
地
の
親
晉
勢
力

(張
寔
も
含
む
)
に

共
�
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
︒

(56
)

『
晉
書
﹄
愍
�
紀
円
興
元
年
五
k
壬
辰
條
﹁
以
鎭
東
大
將
軍
・
琅

Õ
王
睿
爲
侍
中
・
左
丞
相
・
大
都
督
陝
東
諸
軍
事
︑
大
司
馬
・
南
陽
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王
保
爲
右
丞
相
・
大
都
督
陝
西
諸
軍
事
﹂︒

(57
)

『晉
書
﹄
愍
�
紀
円
興
元
年
五
k
壬
辰
詔
二
首

(司
馬
睿
と
司
馬

保
宛
て
の
一
首
と
︑
司
馬
睿
單
身
に
宛
て
た
一
首
)
の
內
容
と
�
義

に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
西
晉
愍
�
政
權
再
攷
：
長
安
か
ら
の
﹁
中

興
﹂
と
秩
序
形
成
﹂
(﹃
東
方
學
﹄
一
三
二
︑
二
〇
一
六
年
)
參
照
︒

(58
)

趙
立
怨
﹁﹁
分
陝
﹂
與
兩
晉
之
閒
1
政
治
分
立
﹂
(﹃
西
晉
末
年
至

東
晉
時
^
1
﹁
分
陝
﹂
政
治
︱
︱
分
權
o
現
象
下
1
`
廷
與
州
鎭
﹄

第
二
違
︑
花
木
蘭
�
o
出
版
社
︑
二
〇
〇
九
年
)
も
ま
た
︑
愍
�
政

權
末
^
に
涼
州
刺
�
の
張
寔
が
﹁
分
陝
﹂
の
任
を
À
け
ら
れ
た
こ
と

を
指
摘
す
る
が
︑
同
論
�
は
こ
の
措
置
に
つ
い
て
︑﹁
愍
�
原
�
在

司
馬
保
﹁
當
入
輔
弼
﹂
之
後
︑
由
張
寔
承
擔
長
安
以
西
1
藩
屛
重

任
﹂
と
み
な
す
︒

(59
)

円
興
元
年

(三
一
三
)
五
k
壬
辰
︑
司
馬
睿
單
身
に
宛
て
ら
れ
た

詔

(�

(57
)
參
照
)︒

(60
)

『晉
書
﹄
張
駿
傳
﹁
東
西
ç
塞
︑
踰
歷
年
載
︑
夙
承
Ó
德
︑
心
繫

本
`
︒
而
江
吳
寂
o
︑
餘
波
莫
%
︑
雖
肆
力
修
塗
︑
同
p
靡
恤
︒
奉

詔
之
日
︑
悲
喜
�
幷
︒
天
恩
光
被
︑
襃
崇
輝
渥
︑
卽
以
臣
爲
大
將

軍
・
都
督
陝
西
雍
秦
涼
州
諸
軍
事
︒
休
寵
振
赫
︑
萬
里
懷
戴
︑
嘉
命

顯
至
︑
銜
感
屛
營
︒︻
中
略
︼
臣
聞
少
康
中
興
︑
由
於
一
旅
︑
光
武

嗣
漢
︑
眾
不
盈
百
︑
祀
夏
�
天
︑
不
失
舊
物
︑
況
以
荊
揚
慓
悍
︑
臣

州
突
騎
︑
吞
噬
�
羯
︑
在
於
掌
握
哉
︒
願
陛
下
q
弘
臣
慮
︑
永
念
先

績
︑
敕
司
空
鑒
・
征
西
亮
等
鋭
舟
江
沔
︑
�
首
尾
俱
至
也
﹂︒

(61
)

第
三
代
張
茂
か
ら
第
四
代
張
駿
へ
の
�
替
は
東
晉
�
�
の
太
寧
二

年

(三
二
四
)
に
あ
た
る
が
︑﹃
晉
書
﹄
張
駿
傳
に
は
﹁
先
是
﹇
円

興
四
年

(三
一
六
)
以
後
︑
張
茂
を
繼
ぐ
以
�
﹈︑
愍
�
�
人
黃
門

侍
郞
�
淑
在
姑
臧
︒
左
長
�
氾
禕
・
右
長
�
馬
謨
等
諷
淑
︑
令
拜
駿

�
持
Ã
・
大
都
督
・
大
將
軍
・
涼
州
牧
・
領
護
羌
校
尉
・
西
q
公
﹂︑

す
な
わ
ち
長
安
陷
落
後
に
涼
州
の
治
�
姑
臧
に
留
ま
っ
て
い
た
愍
�

の
�
者
�
淑
が
張
茂
の
屬
僚
ら
に
促
さ
れ
︑
張
茂
を
繼
い
だ
張
駿
を

涼
州
牧
等
に
任
じ
た
と
あ
る
︒
�
淑
は
愍
�
の
名
代
と
し
て
權
限
を

行
�
し
た
以
上
︑
張
駿
が
稱
臣
す
る
相
手
は
あ
く
ま
で
愍
�
で
あ
り
︑

長
安
`
廷
の
實
體
が
な
く
と
も
愍
�
の
年
號
を
奉
じ
續
け
る
べ
き
︑

と
い
う
名
分
論
は
︑
東
晉
か
ら
官
¥
を
a
け
る
ま
で
は
成
立
し
得
た

と
も
言
え
る
︒

(62
)

『晉
書
﹄
卷
一
〇
八
慕
容
廆
載
記
�
收
の
慕
容
廆
か
ら
陶
侃
へ
宛

て
た
書
鯵
︒
拙
稿
﹁
東
晉
初
^
の
周
緣
と
天
下
觀
：
慕
容
廆
と
陶
侃

の
b
復
書
鯵
を
手
が
か
り
に
﹂
(﹃
東
洋
學
報
﹄
九
七

(三
)︑
二
〇

一
五
年
)
參
照
︒

(63
)

外
戚
庾
氏
の
中
心
で
あ
っ
た
長
兄
庾
亮
の
歿
後
︑
都
督
江
荊
司
雍

梁
益
六
州
諸
軍
事
等
の
官
を
以
て
武
昌
に
出
鎭
し
て
い
た
庾
ð
は
︑

成
�
の
�
の
康
�
の
治
世
に
︑
東
北
地
域
の
晉
`
藩
屛
で
あ
る
慕
容

皝
と
涼
州
の
張
駿
に
½
�
し
︑
後
趙
と
成
漢
に
對
す
る
共
同
作
戰
を

提
案
し
た
︒
﹃
�
鑒
﹄
卷
九
七
円
元
元
年
條
﹁
以
滅
胡
取
蜀
爲
己
任
︑

½
�
東
¡
燕
王
皝
︑
西
¡
張
駿
︑
刻
^
大
擧
﹂
︒

(64
)

武
守
志
﹁
五
凉
政
權
與
中
原
江
左
政
權
1
關
係
﹂
(﹃
蘭
州
敎
育
學

院
學
報
﹄
一
九
八
五
年
三
^
)
お
よ
び
趙
向
群
﹁
�
涼
1
强
盛
﹂

(﹃
五
凉
�
探
﹄
�
涼
ù
三
︑
甘
肅
人
民
出
版
社
︑
一
九
九
六
年
)
も

ま
た
︑
張
駿
が
こ
の
上
表
�
中
で
﹁
對
東
晉
瓜
治
者
苟
安
江
表
︑
無

志
北
伐
1
批
0
﹂
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
︑
そ
し
て
挾
擊
作
戰
提
案

の
背
景
と
し
て
︑
�
涼
に
£
接
す
る
後
趙
・
成
漢
の
脅
威
が
あ
っ
た

― 126 ―
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こ
と
を
指
摘
す
る
︒

(65
)

蘇
峻
の
亂
鎭
壓
の
第
二
の
功
勞
者
で
あ
る
都
督
徐
兗
靑
三
州
軍

事
・
兗
徐
二
州
刺
�
郗
鑒
は
︑
咸
和
四
年

(三
二
九
)
の
論
功
行
賞

に
お
い
て
司
空
等
の
官
¥
を
拜
す
る
も
の
の
円
康
に
留
ま
ら
ず
廣
陵

へ
歸
¹
し
︑
後
に
對
岸
の
京
口
へ
�
鎭
し
た
︒
蘇
峻
ら
の
蜂
»
を
招

い
た
外
戚
の
中
書
令
庾
亮
は
豫
州
刺
�
・
都
督
等
の
官
を
以
て
蕪
湖

に
出
鎭
し
た
︒
し
か
し
蘇
峻
の
亂
鎭
壓
の
第
一
の
功
勞
者
で
あ
り
武

昌
に
出
鎭
し
て
い
た
陶
侃
が
咸
和
九
年

(三
三
四
)
六
k
に
歿
す
る

と
︑
庾
亮
は
そ
の
十
數
日
後
に
都
督
江
荊
豫
益
梁
雍
六
州
諸
軍
事
・

征
西
將
軍
等
の
官
を
拜
し
て
武
昌
に
出
鎭
し
た

(﹃
晉
書
﹄
卷
七
成

�
紀
咸
和
九
年
六
k
條
お
よ
び
卷
七
三
庾
亮
傳
)︒
よ
っ
て
張
駿
の

上
表
�
末
尾
に
い
う
﹁
敕
司
空
鑒
・
征
西
亮
等
鋭
舟
江
沔
︑
�
首
尾

俱
至
也
﹂
と
は
︑
咸
和
九
年
六
k
以
影
の
東
晉
出
鎭
體
制
を
把
握
し

た
上
で
︑
�
涼
と
東
晉
の
合
同
軍
事
作
戰
に
お
い
て
︑
長
江
河
口
域

の
廣
陵
／
京
口
に
出
鎭
す
る
郗
鑒
は
長
江
を
︑
長
江
中
液
域
の
武
昌

に
出
鎭
す
る
庾
亮
は
漢
水
を
利
用
し
て
出
兵
せ
よ
︑
と
円
議
す
る
も

の
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
上
表
�
の
中
盤
に
﹁
勒
雄
旣
死
﹂﹁
季
龍
・
李
^
之
命

曾
不
崇
`
︑
而
皆
篡
繼
凶
í
﹂
と
あ
る
と
お
り
︑
張
駿
の
上
表
�
作

成
時
點
は
︑
庾
亮
の
武
昌
出
鎭
後
の
み
で
な
く
︑
石
勒
・
李
雄
の
歿

後
︑
か
つ
石
虎
・
李
^
が
後
趙
・
成
漢
の
君
�
に
な
っ
た
後
で
あ
る

こ
と
が
示
さ
れ
る
︒
李
^
が
�
代

(李
班
)
を
弑
し
た
の
が
咸
和
九

年

(三
三
四
)
十
k
︑
石
虎
が
�
代

(石
弘
)
を
弑
し
た
の
が
同
年

十
一
k
で
あ
り
︑
庾
亮
の
武
昌
出
鎭
よ
り
や
や
遲
れ
る
︒﹃
�
鑒
﹄

は
張
駿
の
上
表
を
卷
九
五
咸
康
元
年

(三
三
五
)
に
繫
け
る
︒

(66
)

｢閔
宗
周
也
︒
周
大
夫
行
役
至
于
宗
周
︑
º
故
宗
�
宮
室
︑
盡
爲

禾
黍
︒
閔
周
室
之
顚
r
︑
彷
徨
不
忍
去
︑
而
作
是
詩
也
﹂︒

(67
)

『晉
書
﹄
張
駿
傳
に
﹁﹇
咸
和
九
年
以
影
は
﹈
自
是
每
歲
�
命
不

絕
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
張
駿
の
上
表
�
が
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
當
時
︑
涼
州
と
円
康

(
揚
州
)
の
閒
を
每
年
行
き
來
す
る
�
者
を

�
じ
て
�
涼
が
東
晉
內
部
の
�
怨
©
勢
を
入
手
す
る
條
件
は
整
っ
て

い
た
︒

(68
)

�
引
段
落
中
の
﹁
臣
�
違
懇
切
︑
欲
齊
力
時
討
﹂
と
い
う
句
か
ら

は
︑
張
駿
が
こ
れ
以
�
に
上
表
�
を
成
�
に
²
っ
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
が
︑
そ
の
�
旨
も
挾
擊
作
戰
の
提
案
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
︒

(69
)

�

(62
)
の
慕
容
廆
か
ら
陶
侃
へ
宛
て
た
書
鯵

(﹃
�
鑒
﹄
は
こ

れ
を
卷
九
四
咸
和
六
年

(三
三
一
)
に
繫
け
る
)
︑
お
よ
び
﹃
晉
書
﹄

卷
一
一
〇
慕
容
皝
載
記
�
收
の
慕
容
皝
か
ら
成
�
へ
宛
て
た
上
表
�

(
庾
亮
が
歿
し
た
咸
康
六
年

(
三
四
〇
)
正
k
以
影
の
作
成
)︒
た
だ

し
後
者
は
外
戚
庾
氏
の
抑
制
を
目
1
と
す
る
上
表
で
あ
る
た
め
︑
庾

亮
の
專
制
に
よ
っ
て
招
來
さ
れ
た
蘇
峻
の
亂
の
慘
禍
を
强
.
す
る
の

は
必
然
で
は
あ
る
︒

(70
)

張
茂
の
死
歿
お
よ
び
張
駿
の
繼
位
は
張
茂
の
治
世
第
四
年
す
な
わ

ち
東
晉
�
�
の
太
寧
二
年

(三
二
四
)
で
あ
る
が
︑﹃
十
六
國
春
秋
﹄

�
涼
錄
は
�
く
る
三
二
五
年
を
張
駿
治
世
の
元
年
と
數
え
る
︒
な
お

﹃
晉
書
﹄
張
駿
傳
は
﹁
太
寧
元
年

(
三
二
三
)︑
駿
d
稱
円
興
十
二

年
﹂
と
し
て
︑
そ
れ
に
�
い
で
元
�
¶
問
が
涼
州
に
到
逹
し
﹁
黃

龍
﹂
が
出
現
し
た
と
す
る
が
︑
円
興
十
二
年
は
三
二
四
年
で
あ
る
︒

本
稿
は
︑
元
�
¶
問
の
到
着
を
太
寧
三
年

(三
二
五
)
に
繫
け
る

﹃
�
鑒
﹄
卷
九
三
お
よ
び
﹃
十
六
國
春
秋
﹄
�
涼
錄
に
從
う
︒
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氾
禕
の
�
言

(﹃
晉
書
﹄
張
寔
傳
の
み
�
收
)
を
�
涼
錄
の
時
系

列
中
に
�
置
す
る
と
す
れ
ば
︑
元
�
¶
問
の
到
着
と
同
じ
三
二
五
年

=

(
�
涼
錄
の
い
う
)
張
駿
元
年
に
な
る
た
め
︑
氾
禕
の
�
圖
も

﹁
春
秋
の
義
﹂
に
則
り
踰
年
改
元
を
促
す
こ
と
に
あ
っ
た
と
理
解
さ

れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
春
秋
の
義
﹂
か
ら
言
え
ば
張
駿
元
年
は
愍
�

年
號
を
放
棄
す
る
契
機
と
し
て
×
切
な
時
^
で
あ
っ
た
が
︑
張
駿
は

そ
れ
を
·
け
た
の
で
あ
る
︒

�

(4
)
鈴
木
論
�
は
﹁
十
六
國
﹂
諸
國
に
お
け
る
改
元
の
實
態

(
卽
位
同
時
改
元
か
踰
年
改
元
か
)
と
�
料
敍
営
上
の
作
爲
を
考
察

す
る
中
で
︑﹁
�
涼
の
�
に
關
し
て
は
︑
ど
の
�
料
も
一
樣
に
踰
年

稱
元
法
で
�
年
を
再
現
﹂
し
て
い
る
こ
と
を
�
ら
か
に
す
る
︒

(71
)

『晉
書
﹄
張
駿
傳
﹁
羣
僚
勸
駿
稱
涼
王
︑
領
秦
涼
二
州
牧
︑
置
公

卿
百
官
︑
如
魏
武
・
晉
�
故
事
︒
駿
曰
︑
“
此
非
人
臣
�
宜
言
也
︒

敢
�
言
此
者
︑
罪
在
不
赦
”︒
然
境
內
皆
稱
之
爲
王
﹂︒﹃
�
鑒
﹄
で

は
卷
九
五
咸
和
七
年

(三
三
二
)︒

(72
)

『魏
書
﹄
卷
一
序
紀
昭
成
�
円
國
八
年

(三
四
五
)
條
﹁
張
駿
私

署
假
涼
王
﹂︒
ま
た
︑﹃
十
六
國
春
秋
﹄
�
涼
錄
﹁
[張
駿
の
治
世
]

二
十
一
年
﹇

=

東
晉
穆
�
の
永
和
元
年

(三
四
五
)﹈︑
始
置
百
官
官

號
︑
皆
擬
天
`
︑
車
¤
旌
旗
︑
一
如
王
者
﹂︒

(73
)

な
お
張
祚
は
稱
�
に
際
し
て

(東
晉
の
永
和
十
年

=

三
五
四
)

﹁
立
宗
�
︑
舞
八
佾
︑
置
百
官
﹂
を
お
こ
な
う
と
と
も
に
︑
�
書
を
公

布
し
た
が
︑
そ
の
中
に
﹁
昔
金
行
﹇
晉
室
の
行
�
﹈
失
馭
︑
⁝
⁝
我

武
公
﹇
張
軌
の
諡
號
﹈
以
神
武
撥
亂
︑
保
寧
西
夏
︑
貢
款
勤
王
︑
旬

朔
不
絕
︒
四
祖
承
光
︑
忠
w
彌
著
︒
b
a
晉
禪
︑
天
下
�
知
︑
x
沖
Ë

讓
︑
四
十
年
于
茲
矣
﹂
と
い
う
�
言
が
あ
る
︒﹁
b
a
晉
禪
﹂
と
は
︑

三
五
四
年
の
¡
四
〇
年
�
︑
す
な
わ
ち
長
安
陷
落
時
に
愍
�
が
張
寔

に
向
け
て
發
し
た
詔

(
�

(51
)
)
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
同
詔
は
あ

く
ま
で
藩
屛
と
し
て
の
張
寔
に
後
事
を
託
す
も
の
で
あ
り
︑﹁
a
晉

禪
﹂
は
張
祚
の
捏
Þ
と
み
る
べ
き
で
あ
る
︒
だ
が
︑
長
安
`
廷
が
Ù

滅
す
る
そ
の
時
に
愍
�
か
ら
直
接
に
晉
`
再
興
を
託
さ
れ
た
の
が

(
円
康
の
司
馬
睿
で
は
な
く
︑
長
安
に

兵
を
²
り
つ
づ
け
た
)
張

寔
で
あ
っ
た
︑
と
い
う
�
識
は
︑
四
〇
年
後
の
こ
の
時
^
に
お
い
て

な
お
�
涼
の
人
々
に
廣
く
共
�
さ
れ
て
い
た
か
の
よ
う
で
あ
る
︒

(74
)

李
儼
の
東
晉
年
號
奉
用
と
�
涼
の
﹁
升
q
﹂
改
元
の
關
係
性
に
つ

い
て
は
︑
�

(53
)
關
尾
論
�
が
東
晉
の
動
向

(桓
溫
の
北
伐
)
を

踏
ま
え
た
う
え
で
詳
し
く
考
察
す
る
︒

(75
)

�

(
57
)
拙
稿
參
照
︒

(76
)

田
餘
慶
﹁
釋
“
王
與
馬
共
天
下
”﹂
︑
同
氏
﹃
東
晉
門
閥
政
治
﹄
北

京
大
學
出
版
社
︑
一
九
八
九
年
初
版
︒

(77
)

劉
洩
航
﹁
司
馬
睿
對
祖
逖
北
伐
態
度
之
我
見
﹂
﹃
許
昌
學
院
學
報
﹄

一
九
八
八
年
二
^
︒

(78
)

な
お
︑
同
じ
�

(
53
)
關
尾
論
�
お
よ
び
�

(16
)
王
論
�
に
示

さ
れ
る
よ
う
に
︑
�
年
の
出
土
�
料
に
よ
れ
ば
︑
�
涼
は
﹁
升
q
﹂

を
一
〇
年
以
上
奉
用
し
つ
づ
け
て
お
り

(東
晉
で
は
﹁
升
q
﹂
は
五

年
で
�
わ
る
)
︑
し
か
も
そ
れ
は
︑
そ
の
^
閒
東
晉
と
の
�
�
が
´

絕
し
て
い
た
故
に
�
涼
側
は
東
晉
側
の
改
元
を
知
る
機
會
が
な
か
っ

た
た
め
︑
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
︒
よ
っ
て
︑﹁
円
興
﹂
か
ら
﹁
升

q
﹂
へ
の
切
り
替
え
と
そ
の
繼
續
は
︑
東
晉
內
部
の
©
勢
に
對
應
し

東
晉
皇
�
へ
の
忠
w
を
內
外
に
顯
示
し
よ
う
と
し
た
�
涼
の
f
勢
の

表
れ
で
あ
る
︑
と
は
斷
じ
き
れ
ず
︑
不
�
な
點
が
多
い
︒
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Chinese tried to exorcize them using fire to light the night. Furthermore, we find in

the Zuozhuan and the Soushenji搜神記 that ghosts and spirits often communicated

with the living through dreams. It is clear from these facts that non-human beings

appeared during nighttime in ancient China too. In addition, the concern shown

sounds heard in the night, such as an owlʼs bleating, the cry of an orphan or Baosi 襃

娰, or music played by supernatural beings on the banks of the Pu River 濮水, reveal

that the predominance of the sense of hearing that operated in the night.

LEGITIMACY OF THE EASTERN JIN DYNASTY FROM

THE PERSPECTIVE OF A “PERIPHERAL” GOVERNMENT,

WITH A FOCUS ON THE CONTINUED USE OF THE WESTERN-JIN

ERA NAME JIANXING FROM THE REIGN OF EMPEROR

MIN DURING THE FORMER LIANG

ITAHASHI Akiko

The biographies of the Former Liang �涼 rulers are placed not in the “Records of

the Regional Rulers” (zaiji 載記) but in the “Collected Biographies” (liezhuan 列

傳) in the History of the Jin (Jinshu 晉書), edited in the early Tang dynasty, and

that history emphasizes that the rulers maintained their loyalty to the Jin dynasty

as “protectors of the realm” (fanping 藩屛) despite the peripheral location of the

Former Liang. On the other hand, the Former Liang continued to use the era name

Jianxing 円興 of the Western-Jin Emperor Min (愍�) in its territory although it

had decided to submit to the Eastern Jin dynasty after the fall of the Western Jin.

Excavated materials in recent decades have proved that Jianxing was used for

more than 40 years in the area of Hexi 河西, and that it also came to be used in the

Western Regions (xiyu 西域). The purpose, however, of the continuation of the use

of Jianxing in the Former Liang has yet to be fully scrutinized.

Since the beginning of its foundation, the Former Liang had continued its

support for the Western Jin dynasty on the verge of its fall (during the reigns of

Emperor Huai through Emperor Min) to some extent. Especially during the reign

of Emperor Min, who relocated the capital to Changʼan 長安, the Former Liang

(under the first ruler, Zhang Gui 張軌, and the second, Zhang Shi 張寔) built up a

record of loyal service as the most loyal fanping among all the fanping of the Jin

dynasty by often dispatching troops to defend Changʼan. In the reign of Emperor

Min, the Zhang family rulers of the Former Liang occupied a position similar to that
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of Sima Rui 司馬睿 in Jiankang 円康 because both were fanping that submitted to

Emperor Min in Changʼan from distant areas and supported the emperorʼs

conception of a world (tianxia) that should be ruled by the Jin dynasty.

After the death of Emperor Min, the Former Liang (under the second ruler,

Zhang Shi) agreed to the enthronement of Sima Rui, the first emperor of the

Eastern Jin dynasty. The Former Liangʼs envoys, however, who were sent to

encourage Sima Rui to be enthroned were late for the enthronement of Sima Rui in

Jiankang. As a result, among regional powers supporting the Jin dynasty, only the

Former Liang was deprived of the opportunity to openly recognize the legitimacy of

Sima Ruiʼs enthronement. After that, the Former Liang still continued using

Emperor Minʼs era name Jianxing. About 20 years after the founding of the Eastern

Jin dynasty, the Former Liang (under the fourth ruler, Zhang Jun 張駿) resumed

the dispatch of envoys to the Eastern Jin dynasty, but the message in a petition to

the third emperor of the Eastern Jin, Emperor Cheng clearly stated disappointment

with the failure to mount Northern Expeditions by the Eastern-Jin emperors. This

does not seem to have been meant to blame Emperor Cheng himself, but seems to

have expressed discontent with continued failure to carry out loyal service, in other

words, dissatisfaction with the basic policy adopted during the reign of Sima Rui as

Prince of Langya 琅� to preserve his own power inside southeastern China and the

continuation of the policy by the Eastern-Jin emperors following Sima Rui.

Therefore, the continuation of the use of Jianxing in the Former Liang can be

considered to have been aimed at demonstrating the order of the Western Jin court

in the reign of Emperor Min, based on a critical stance on Prince of Langya Sima

Ruiʼs failure to perform loyal service and the continued failure to mount Northern

Expeditions after the foundation of the Eastern Jin dynasty.

A GLIMPSE AT THE DIPLOMACY BETWEEN THE MING COURT

AND THE TOYOTOMI GOVERNMENT : THE MEANING OF

THE ZHAFU 箚付 MILITARY RANKS ISSUED BY

THE MING MINISTRY OF WAR

ONO Koji

In the middle of Renchen War (壬辰戰爭 1592-1598), peace negotiations were

carried out between the Ming court and the Toyotomi government. During that

period, zhafu箚付 documents reporting the bestowal by the Ming Ministry of War
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