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東
晋
南
朝
の
官
制
を
通
観
し
た
際
、
そ
の
も
つ
最
大
の
特
色
は
官
人
と
し
て
の
官
達
、
官
序
な
ど
が
官
人
あ
る
い
は
官
人
た
る
べ
き
も
の
が
も

つ
家
格
に
よ
っ
て
大
き
く
規
制
さ
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
官
人
あ
る
い
は
官
人
た
る
べ
き
も
の
の
も

つ
家
格
と
官
制
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
本
格
的
に
論
じ
た
の
は
周
知
の
よ
う

に
宮
崎
市
定
氏
で
あ

っ
た
(
『
九
品
官
人
法
の
研
究
ー
科
挙
前
史
1
』

東
洋
史
研
究
会

一
九
五
三
年
)
。
そ
の
の
ち
宮
崎
氏
の
研
究
を
発
展
さ

せ
、
家
格
と
官
制
と
の
関
連
を
よ
り
整
然
と
し
た
、
そ
し
て
よ
り
精
緻
な
か
た
ち
に
整
理
し
た
の
は
越
智
重
明
氏
で
あ

っ
た
。

越
智
氏
は
甲
族
を
最
上
位
と
し
、
以
下
次
門
、
後
門
、
三
五
門
と
続
く
家
格
の

「制
度
的
」
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
存
在

を
提
唱
し
、
そ
れ
を

「族

門
制
」
と
名
づ
け
、
官
人
た
り
う
る
資
格
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
れ
の
極
官
、

つ
く
べ
き
官
種
な
ど

に
つ
い
て
整
然
と
し
た
記

述
を
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
家
格
と
官
制
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
研
究
、
ひ
い
て
は
東
音
南
朝
の
貴
族
制
研
究
は
飛
躍
的
な
進
歩
を
遂
げ
た

と
い
っ
て
よ
か
ろ
う

。

し
か
し
越
智
氏
の

「族
門
制
」
論
に
は
、
そ
れ
が
き
わ
め
て
精
緻
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
け
に
、
ま
た
、
自
ら

「制
度
的
」
な
も
の

と
称
す
る
だ
け
に
削
ぎ
落
と
さ
れ
た
論
点
が
皆
無
で
あ
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
氏
の

「族
門
制
」
論
を
視

野
に
入
れ
た
う
え
で
東
音
南
朝
史

の
研
究
を
進
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
点
も
ふ
く
め
て
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

さ

て
、
「族
門
制
」
論
が
削
ぎ
落
と
し
た
論
点
と
し
て
前
述
の
よ
う
に
、
越
智
氏
自
ら
こ
れ
を

「制
度
的
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か

が
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
家
格
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
形
成
、
維
持
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
官
制
的
要
件
と
い
う

こ
と
を
大
き
く
重
視
し
、
そ

野

田

俊

昭

家

格

と

「
清

議

」

一

序

論



の
ほ
か
の
要
件
が
ほ
と
ん
ど
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
家
格
の
形
成
、
維
持
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
官
制
的
要
件
を
大
き
く
重
視
す
る
と
い
う
観
点
は
、
次
門
の
出
身
者
で
あ

っ
て
も
宋
斉
時
代
に
あ

っ
て
は
三
品
以
上
の
官
に
、
梁
の
武
帝
が

断
行

し
た
官
制
改
革
以
降
に
あ

っ
て
は
流
内

一
八
班
制
に
お
い
て
、
そ
の
流
内

一
二
班
以
上
の
官
に
つ
け
ば
、

一
律
に
甲
族
と
し
て
の
家
格
が
あ

た
え
ら
れ
る
と
す
る
見
解
、

つ
ま
り

一
律
に
家
格
が
上
昇
す
る
と
い
う
見
解
や
、
官
人
が
免
官
さ
れ
る
と
そ
の
家
格
が
低
下
す
る
と
す
る
主
張
な

ど
の
な
か
に
比
較
的
明
瞭
に
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

筆
者
は
さ
き
に
、
「族
門
制
」
論
を
め
ぐ

っ
て
、
細
か
い
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
い
く

つ
か
補
正
、
訂
正
す
べ
き
点
が
あ
る
と
考
え
た
。
そ

の
際
、
次
門
出
身
者
が
宋
斉
時
代
に
あ

っ
て
は
三
品
以
上
の
、
梁
の
武
帝
が
断
行
し
た
改
革
以
降
に
あ

っ
て
は
流
内

一
二
班
以
上
の
官
に
の
ぼ

っ

た
と

し
て
も
、
す
べ
て
の
も
の
が
甲
族
と
し
て
の
家
格
を
あ
た
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
推
定
を
し
た

。

こ
の
推
定
の
背
景
に
は
、
家

格
の
上
昇
(あ
る
い
は
低
下
)
と
い
う
こ
と
が
本
質
的
に
は
直
接
的
、
全
面
的
に
官
制
的
要
件
に
連
動
す
る
も
の
で
は
な

い
と
す
る
観
点
が
存
在
す

る
。小

論
は
先
稿
を
う
け
て
、
同
様
の
観
点
か
ら
次
門
出
身
者
の
甲
族
の
家
格
の
獲
得
と
官
制
的
要
件
と
の
関
連
如
何
と

い
う
問
題
に
関
し
て
、
先

稿
で
示
し
た
推
定
を
さ
ら
に
確
か
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

以
下
の
考
察
に
直
接
関
連
す
る
範
囲
で
、
越
智
重
明
氏
の

「族
門
制
」
に

つ
い
て
ま
と
め
て
お
く
。

(い
く
ぶ
ん
私
見
も
ま
じ
え
る
。
)

「族
門
制
」
と
は
、
魏
末
に
お
け
る
州
大
中
正
の
制
の
創
設
を
契
機
と
し
て
、
そ
の
運
営
の
間
に
ほ
ぼ
西
晋
の
末
頃
ま
で
に
か
た
ち
を
整
え
た

も
の
で
、
甲
族
を
頂
点
と
し
て
、
以
下
次
門
、
後
門
、
三
五
門
と
続
く
家
格
の

「制
度
的
」
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
こ
と

で
あ
る
。
小
論
と
直
接
関
連

す
る
範
囲
で
そ
の
概
要
を
示
す
と
、
大
要
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

梁
初
ま
で
の
も
の
に
つ
い
て
や
や
図
式
的
に
い
う
と
、
甲
族
は
郷
品

一
・
二
品
を
も
ち
員
外
散
騎
侍
郎

・
秘
書
郎

・
著
作
佐
郎

・
公
府
の
橡
属

な
ど
に
起
家
し
、
次
門
は
郷
品
三

・
四

・
五
品
を
も
ち
奉
朝
請

・
太
学
博
士

・
王
国
(左

・
右
)常
侍

・
王
国
侍
郎
な
ど
に
起
家
す
る
。
後
門
は
郷

品
六

・
七

・
八

・
九
品
を
も
ち
流
外
の
官
に
起
家
す
る
。
三
五
門
は
通
常
官
界
と
は
無
縁
の
存
在
で
あ
る
。

二
次
門
の
出
身
者
の
三
品
以
上
及
び
流
内

一
二
班
以
上
の
官

へ
の
就
官
と
家
格



な

お
、
軍
府
の
参
軍
や
州
官
に
起
家
す
る
官
人
も
ま
ま
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
際
の
起
家
は
そ
の
家
格
と
明
確
に
対
応
す
る
こ
と
は
な
く
、
甲
族
、

次
門
と
も
に
参
軍
、
州
官
に
起
家
し
た
と
考
え
ら
れ
る

,̂)。

甲
族
、
次
門
、
後
門
の
間
に
は
起
家
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
の
ち
に
歩
む
官
途
に

つ
い
て
も
差
異
が
あ

っ
た
。
甲
族
は

(起
家
の
官
も
ふ
く
め
て
)

一
連

の
清
官
と
目
さ
れ
る
官
に

つ
く
べ
き
で
あ
り
、
次
門
以
下
は
(起
家
の
官
も
ふ
く
め
て
)清
官
以
外
の
官
(以
下
こ
れ
を
濁
官
と
い
う
)
に
つ
く

べ
き

で
あ

っ
た
。
ま
た
、
次
門
以
下
に

つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
官
達
の
う
え
で
止
法
が
存
在
し
て
い
た
。
次
門
は
四
品
官
を
極
官
と
す
べ
き
で
あ

り
、
後
門
は
二
品
勲
位
と
称
さ
れ
る
も
の
を
極
官
と
す
べ
き
で
あ

っ
た
。
(
二
品
勲
位
は
旧
の
七
品
官
に
相
当
す
る
。
な
お
、
官
達
の
う
え
で
設

け
ら
れ
て
い
た
止
法
を
以
下
で
は

「止
法
」
と
い
う
。
)

梁

の
天
監
七
年
(五
〇
八
)
を
頂
点
と
し
て
武
帝
に
よ

っ
て
断
行
さ
れ
た

一
連
の
官
制
改
革

(以
下
こ
れ
を

「改
革
」
と

い
う
)
以
降
に
あ

っ
て
は
、

や
や
様
相
を
異
に
す
る
。
後
門
は
官
人
と
な
る
こ
と
を
否
定
さ
れ
、
以
降
官
人
た
る
べ
き
も
の
は
甲
族
と
次
門
と
に
限
ら
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

ま
た
、
旧
来
家
格
と
の
対
応
が
不
明
確
で
あ

っ
た
参
軍
起
家
、
州
官
起
家
が
整
理
さ
れ
、
甲
族
は
皇
弟
皇
子
府
の
参
軍

に
起
家
す
る
も
の
と
さ
れ
、

次
門

は
そ
れ
以
外
の
参
軍
と
州
官
に
起
家
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。

た
だ
し
、
官
に
清

・
濁
の
別
の
あ
る
こ
と
、
次
門
に
つ
い
て
は
依
然

「止
法
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
旧
来
と
同
様
で
あ

っ
た
。
次
門
は
依

然
と

し
て
濁
官
に
つ
く
べ
き
で
あ

っ
た
し
、

(
「改
革
」
以
降
に
施
行
さ
れ
た
流
内

一
八
班
制
に
お
い
て
、
そ
の
)
流
内

一
一
班
に
位
置
す
る
官
を

そ
の
極
官
と
す
べ
き
で
あ

っ
た
。

甲
族
は
上
級
士
人
に
、
次
門
は
下
級
士
人
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
。
後
門
以
下
は
庶
民
に
相
当
た
る
。

当
該
時
期
の
官
制
理
解
の
み
な
ら
ず
、
東
沓
南
朝
の
貴
族
制
理
解
に
大
き
く
貢
献
す
る
研
究
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(甲
族
、
次
門
な
ど
の
用
語
は
越
智
氏
の
命
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
他
の
論
者
が
必
ず
し
も
こ
の
用
語
に
よ

っ
て

い
る
わ
で
は
な
い
。
し
た

が

っ
て
、
他
の
先
学
の
論
稿
を
参
照
す
る
場
合
は

「族
門
制
」
論
に
ひ
き

つ
け
て
解
釈
し
た
う
え
で
の
も
の
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
小
論
で
は
、

以
下
こ
の
越
智
氏
の
用
語
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

さ

て
、
小
論
で
問
題
と
し
た
い
次
門
か
ら
甲
族
と
い
う
家
格
の
改
変
、
上
昇
は
、
次
門
出
身
者
に
よ
る
、
そ
の

「止
法
」
を
こ
え
る
と
こ
ろ
に

位
置
す
る
宋
斉
時
代
に
あ

っ
て
は
三
品
以
上
の
官
の
、
「改
革
」
以
降
に
あ

っ
て
は
流
内

一
二
班
以
上
の
官

へ
の
就
官

に
よ
っ
て
実
現
す
る
も
の

と
し

て
越
智
氏
に
よ

っ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
越
智
氏
は
、
「次
門
か
ら
甲
族
と
な
る
際
の
官

品
に
ふ
れ
て
お
く
」
と
し



て
、
『南
史
』
巻
三
七
沈
昭
略
伝
に
、

王
曼
、
嘗
て
(沈
)
昭
略
に
戯
れ
て
日
く
、
「賢
叔
(沈
文
季
を
指
す
)
、
呉
興
僕
射
と
謂
う
べ
し
」
と
。
昭
略
日
く
、
「家
叔
晩
に
僕
射
に
登
る
。

猶
お
尊
君
(王
普
曜
を
指
す
)
の
卿
を
以
て
初
蔭
と
為
す
よ
り
も
賢
な
り
」
と
。

と
あ
る
も
の
、
『南
斉
書
』
巻
四
二
王
嬰
伝
に
、

王
曇
、
字
は
士
彦
、
琅
邪

臨
折
の
人
な
り
。
祖
弘
之
は
通
直
常
侍
、
父
普
曜
は
秘
書
監
た
り
。
曇
、
宋
の
大
明
末

(四
六
四
)
、
臨
賀
王
国
常

侍
に
起
家
し
、
員
外
郎
、
巴
陵
王
征
北
参
軍
、
安
成
王
撫
軍
板
刑
獄

(参
軍
)
た
り
。
・
・
曇
の
父
普
曜
、
嬰

の
勢

を
籍
り
て
、
官
、
多
く
通

官
を
歴
た
り
。

と
あ
る
も
の
、
さ
ら
に
沈
昭
略
伝
見
え
る

「蔭
」
を
甲
族
の
も
つ
べ
き

「蔭
」
、
す
な
わ
ち
甲
族
に
固
有

の

「蔭
」
と
理
解
し
て
、

つ
ぎ
の
よ
う

な
見
解
を
示
し
て
い
る
。

王
曇
は
王
国
常
侍
に
起
家
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
そ
の
当
時
彼
お
よ
び
そ
の
父
普
曜
が
次
門
に
属
し
て
い
た

こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
曇
は
そ
の
父
普
曜
が
死
亡
す
る
ま
で
に
、
侍
中
(第
三
品
官
)
な
ど
に
就
い
て
い
る
。
ま
た
、
普
曜

の
就
い
た
通
官
は
第
四
品
以

上
の
官
の
こ
と
で
あ
り
、
秘
書
監
は
第
三
品
官
で
あ
る
。
か
く
て
昭
略
の
言
は
、
「叔
父
文
季
は
晩
年
で
あ

っ
た
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
自

ら
の
力
で
(第
三
品
官
の
)
僕
射
と
な

っ
た
。
し
か
し
王
普
曜
は
そ
の
子
(曇
)
の
力
で
甲
族
の
就
く
べ
き
(第
三
品
官
の
)
高
官
に
登

っ
た
。
そ

れ
だ
け
に
前
者
が
後
者
に
勝

っ
て
い
る
」
と
い
っ
た
旨
を
述

べ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
(普
曜
の
死
亡
時
は
文
季

の
僕
射
就
任
時
よ
り
先
で

あ
る
)。
そ
の
初
蔭
の
蔭
は
蓋
し
こ
の
王
氏
の
場
合
、
父
子
が

逆
縁
で
あ
り
、
か

つ
そ
の
父
に
甲
族
と
し
て
の
起
家
は
な
か
っ
た
け
れ
ど

も
、
と
に
か
く
初
め
て
甲
族
と
し
て
え
た
蔭
、
と
い
っ
た
内
容
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
次
門
が
甲
族
と
な
る
に
あ
た
り
貴
な
る
官
(第
三
品

以
上
)
に
就
く
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
た
、
と
考
え
て
も
別
に
差
支
え
は
な
か
ろ
う

、̂v。

越
智
氏
は
こ
れ
か
ら
宋
斉
時
代
、
家
格
が
次
門
の
そ
れ
か
ら
甲
族
の
そ
れ

へ
と
改
定
さ
れ
る
際
、
三
品
官
以
上
の
官

に
つ
く
必
要
が
あ
る
こ
と

を
主
張
し
て
い
る
こ
と
が
諒
解
さ
れ
る

。
こ
う
し
た
主
張
は
中
村
圭
爾
氏
に
よ

っ
て
さ
ら
に
補
強
さ
れ
る
か
た
ち
と
な

っ
て
い
る
。

中
村
氏
は
、
南
朝
に
お
け
る
各
官
人
の
起
家
官
を
詳
細
に
検
討
し
、
宋
斉
時
代
、
父
が
三
品
官
以
上
に
な
る
と
、
も
と
も
と
次
門
で
あ

っ
た
も

の
の
子
で
あ

っ
て
も
秘
書
郎
や
著
作
佐
郎
に
起
家
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
事
例
と
し
て
薫
道
成
(
の
ち
の
斉

の
高
帝
)と
、
劉
動
の
三
品

以
上

の
官

へ
の
就
官
に
と
も
な
う
そ
の
子
た
ち
の
甲
族
と
し
て
の
起
家
の
場
合
を
あ
げ
て
い
る

(,)。



も
と
も
と
次
門
で
あ

っ
た
薫
道
成
の
長
子
薫
蹟
(の
ち
の
斉

の
武
帝
)
は
、
そ
の
家
格
に
応
じ
て
、
次
門
と
し
て
尋
陽
王
国
侍
郎
に
、
次
子
薫
嚢

(
の
ち
の
斉

の
豫
章
文
献
王
)
も
泰
始
初
年
(四
六
五
)
に
太
学
博
士
に
そ
れ
ぞ
れ
起
家
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
第
三
子
の
蕭
映

(の
ち
の
斉
の
臨

川
王
)
は
元
徽
四
年

(四
七
六
)
に
著
作
佐
郎
に
、
第
四
子
蕭
晃

(の
ち
の
斉

σ
長
沙
王
)
は
お
そ
ら
く
昇
明
初
年
(四
七
七
)
に
秘
書
郎
に
そ
れ
ぞ
れ

起
家

し
て
い
る
。
映
と
晃
の
起
家
は
い
う
ま
で
も
な
く
甲
族
と
し
て
の
起
家
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
映
が
起
家
し
た
時
、
道
成
は
尚
書
左
僕
射
に

な

っ
て
お
り
、
晃
が
起
家
し
た
時
、
道
成
は
司
空
で
あ

っ
た
。
尚
書
左
僕
射
は
三
品
、
司
空
は

一
品
で
あ
る
。

同
じ
く
次
門
の
出
身
で
あ
る
劉
動
に
は
、
劉
俊
と
劉
絵
と
い
う
二
人
の
子
が
あ

っ
た
。
(他
に
も
子
が
あ

っ
た
が
正
史
に
専
伝
が
な
く
、
そ
の

起
家
官
な
ど
は
不
明
で
あ
る
。
)
兄
の
俊
は
大
明
元
年

(四
五
七
)
か
ら
同
三
年

(四
五
九
)
の
間
の
い
ず
れ
か
時
期
に
、

そ
の
家
格
に
応
じ
て
次
門

と
し
て
州
従
事
史
に
辟
召
さ
れ
て
い
る
が
、
弟
の
絵
は
昇
明
初
年
(四
七
七
)
に
著
作
佐
郎
に
起
家
し
て
い
る
。
絵
が
起
家
し
た
時
点
ま
で
に
、
父

の
酌

は
す
で
に
守
尚
書
左
僕
射

・
中
領
軍
を

へ
て
い
た
。
中
領
軍
は
三
品
官
で
あ
る
。
守
尚
書
左
僕
射
も
三
品
で
あ
ろ
う
。

類
似
の
事
例
は
、
は
こ
の
ほ
か
に
も
い
く

つ
か
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
ひ
と

つ
だ
け
事
例
を
あ
げ
て
お
く
と
、

こ
れ
は
軍
府
の
参
軍
起
家

の
事
例
で
あ
る
が
、
次
門
の
出
身
と
思
わ
れ
る
柳
世
隆
に
は

、
今
日
知
ら
れ
る
限
り
で
は
、
う
え
か
ら
順
に
悦
、

楼
、
揮
、
燈
、
枕
の
子
が

あ

っ
た
。
悦
は
早
く
死
亡
し
て
い
る
が
、
抜
は
宋

の
昇
明
三
年
(四
七
九
)
以
降
に
、
(
の
ち
の
斉
の
)
武
帝
の
中
軍
参

軍
に
起
家
し
(
『
梁
書
』
巻

一
二
本
伝

・
『南
斉
書
』
巻
三
武
帝
紀
)、
揮
は
斉
の
寛
陵
王
子
良
の
法
曹
行
参
軍
(府
名
は
不
明
)
に
起
家
し
(
『
梁
書
』
巻
二

一
本
伝
)
、
枕
は
父

世
隆
死
亡
後
に
、
司
徒
行
参
軍
に
起
家
し
て
い
る
(
『
梁
書
』
巻

一
二
本
伝
)。
燈
に
つ
い
て
は
そ
の
詳
し
い
官
歴
は
不
明
で
あ
る
。
快
、
揮
、
枕

が
起
家
し
た
と
き
、
世
隆
は
す
で
に
侍
中
、
尚
書
右
僕
射
、
尚
書
令
な
ど
の
三
品
官
を

へ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
揮
に

つ
い
て
、
本
伝
に
斉
時
代
の

こ
と
と
し
て
、

(柳
)揮
立
行
貞
素
、
以
貴
公
子
早
有
令
名
、

と
あ

る
。

こ
の
際
の

「貴
公
子
」
と
い
う

の
は
、
そ
の
も
の
の
家
格
が
甲
族
の
そ
れ
で
あ

っ
た
と
を
示
し
た
も
の
と

し
て
差
し
支
え
な
い

。

こ
の
揮
の
事
例
も
ま
た
、
そ
の
父
の
三
品
以
上
の
官

へ
の
就
官
に
よ
っ
て
、
家
格
が
次
門
か
ら
甲
族
の
そ
れ

へ
と
上
昇
し
た
事
例
と
さ
れ
よ
う
。

快
、
枕
に
つ
い
て
も
、
そ
の
起
家
は
甲
族
と
し
て
の
も
の
で
あ

っ
た
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
事
例
の
存
在
は
宋
斉
時
代
、
次
門
の
出
身
で
あ
っ
て
も
三
品
以
上
の
官
に
つ
き
さ
え
す
れ
ば
、
甲
族
と
な
る
と
す
る
越
智
氏
の

想
定
を
大
き
く
補
強
す
る
も
の
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
越
智
氏
も
自
ら
の
見
解
を
補
強
す
る
に
際
し
、
右

の
中
村
氏
の
見
解
を
援
用
し



て
い
る
。

「改
革
」
以
降
に
あ

っ
て
、
も
と
も
と
次
門
の
出
身
で
あ
っ
て
も
流
内

一
二
班
以
上
の
官
に
就
い
た
際
、
そ
の
の
ち

に
起
家
す
る
そ
の
も
の
の

子
が
、
同
じ
く
甲
族
と
し
て
皇
弟
皇
子
府
の
参
軍
や
著
作
佐
郎
、
秘
書
郎
に
起
家
す
る
こ
と
、

つ
ま
り
甲
族
と
し
て
の
起
家
を
す
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
た
宮
崎
氏
や
越
智
氏
が

つ
と
に
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

。

こ
の
際
、
流
内

一
二
斑
以
上
の
官
に
つ
い
た
そ
の
も
の
の

父
の
家
格
も
宋
斉
時
代
と
同
様
に
、
甲
族

の
そ
れ
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の

「改
革
」
以
降
の
次
門
の
出
身
者

の
流
内
一
二

班
以
上
の
官

へ
の
就
官
に
と
も
な
う
家
格
の
上
昇
と
、
そ
の
も

の
の
子
の
甲
族
と
し
て
の

起
家

を
、
越
智
氏
は
家
格
改
定
に
官
制
的
要
件
を
も

っ
ぱ
ら
重
視
す
る
立
場
か
ら
で
あ
ろ
う
、
「蔭
子
」

(
＝
「任
子
」
)
に
よ
る
も
の
と
し
て
把

握
し
て
い
る

。

な
お
、
「改
革
」
以
降

の
流
内

一
二
班
以
上
の
官
が
旧
来
の
三
品
以
上
の
官
に
ほ
ぼ

一
致
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
先
学
の
指
摘
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る

。

次
門
出
身
者
の
家
格
の
上
昇
と
い
う
こ
と
が
ま

っ
た
く
宋
斉
時
代
に
あ

っ
て
は
三
品
以
上
の
、
「改
革
」
以
降
に
あ

っ
て
は
流
内

一
二
班
以
上

の
次
門
の

「止
法
」
を
こ
え
る
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
官
に

つ
い
た
場
合
に
の
み
生
じ
る
も
の
と
理
解
し
た
際
、
そ
う
し
た
理
解
を
拒
む
か
の
よ
う

な
史
料
も
、
事
例
自
体
は
極
小
数
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
ず

『
梁
書
』
巻
五
二
陶
李
直
伝
に
、
陶
李
直
に
つ
い
て
、

斉
武
帝
崩
、
明
帝
作
相
、
謙
鋤
異
己
、
李
直
不
能
阿
意
、
明
帝
頗
忌
之
、
乃
出
為
輔
国
長
史

・
北
海
太
守
、
辺
職
上
佐
、
素
士
牢
為
之
者
、

或
勧
李
直
造
門
致
謝
、
明
帝
既
見
、
便
留
之
、
以
為
騨
騎
諮
議
参
軍
、
兼
尚
書
左
丞
、

と
あ

る
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。
陶
李
直
は
宋
時
代
に
桂
陽
王
国
侍
郎
に
起
家
さ
せ
ら
れ
よ
う
と
し
た
が
、
辞
退
し
て
い
る
。
こ
れ
は
李
直
の
も
つ

家
格
が
次
門
の
そ
れ
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
す
。
起
家
さ
せ
ら
れ
よ
う
と
し
て
か
ら
の
ち
、
当
該
時
期
ま
で
の
官
歴
を
示
す
と
、

☆
北
中
郎

(将
)
・
鎮
軍
(将
軍
)行
参
軍
(七
品
)
(た
だ
し
不
起
)i
尚
書
令

・
丹
陽
歩

・
後
将
軍
劉
乗
主
簿

(七
品
)
領
郡
功
曹
-
望
察
令
(六
品

三

家
格

の
改
定
と
官
制
的
要
件
と
の
関
連



～
七
品
)1

(病
気
免
官
)ー

(斉
初
)
尚
書
比
部
郎

(六
品
)ー
司
空

・
司
徒
主
簿
(七
品
)1
太
尉
記
室
参
軍
(七
品
)ー
冠
軍
司
馬
(六
品
)
.
東
莞

太
守

(五
品
?
)1
散
騎
侍
郎
(五
品
)
・
領
左
将
軍
司
馬
(六
品
)ー
鎮
西
諮
議
参
軍
(七
品
)
。

と
な

る
。
こ
れ
か
ら
、
李
直
は
輔
国
(将
軍
府
)
長
史

・
北
海
太
守
に
出
さ
れ
よ
う
と
す
る
以
前
に
、
三
品
官
に
つ
い
た

こ
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
よ

う

。
な

お
当
時
、
北
海
郡
は
青
州
に
属
し
て
い
た
が
、
『南
斉
書
』
巻

一
四
州
郡
志
上
に
、

冀
州

、
宋
元
嘉
九
年
(四
三
二
)
、
分
青
州
置
、
・
・
泰
始
初

(四
六
五
)
、
遇
虜
寵
、
蚊
荒
没
、
今
所
存
者
、
泰
始
之
後
更
置
立
也
、
二
州
共

一
刺
史

・
・
建
元
初
(四
七
九
)
、
以
東
海
郡
属
冀
州

、

と
あ

る
こ
と
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
当
時
、
青
州
の
刺
史
と
冀
州

の
刺
史
は
併
任
と
す
る
の
が
通
例
と
な

っ
て

い
た
。
陶
李
直
は
翼

.
青

州
刺
史
の
軍
府
の
長
史
に
出
さ
れ
よ
う
と
し
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
軍
府
の
長
史
は
、
青

・
翼
二
州
刺
史

王
珍
国
の
輔
国
将
軍
府
の

長
史

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

。

さ
て
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
前
述
の
よ
う
に
次
門
の
家
格
が
甲
族
の
そ
れ

へ
と
改
定
さ
れ
る
要
件
を
、
そ
の
も

の
の
三
品
以
上
の
官

へ
の

就
官
と
い
う
こ
と
に
限
定
し
て
考
え
て
し
ま

っ
た
際
、
そ
こ
に
混
乱
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、
陶
李
直
の
家
格
が
次
門
の
ま
ま
で
あ

っ
た
と
す
る
な
ら
、
南
朝
に
あ

っ
て
は
、
軍
府
の
長
史
は
次
門

の
出
身
者
が

つ
く
に
は
な
じ

ま
な

い
官
種
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

つ
ま
り
そ
こ
で
は
、
軍
府
の
長
史
は
次
門

以
外
の
出
身
者
、
具
体
的

に
い
う
と
甲
族
の
出
身
者
か
後
門
の
出
身
者
か
の
い
ず
れ
か
が
も

っ
ぱ
ら
そ
れ
と
し
て
就
官
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な

っ
て
し
ま

う
。

し
か
し
実
例
に
し
た
が
え
ば
、
た
し
か
に
甲
族
の
出
身
者
が
軍
府

の
長
史
に
つ
く
事
例
は
こ
れ
を
多
く
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、

右
の
予
想
に
反
し
て
、
次
門
の
出
身
者
の
就
官
も
ま
た
枚
挙
が
な

い
ほ
ど
頻
繁
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
れ

へ
の
就
官
は
、
甲
族
及
び

次
門

の
出
身
者
と
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
官
序
の
重
要
な

一
部
を
形
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
日
常
的
な
も

の
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
宋
斉
以
来
の
官
制
を
集
大
成
し
た
と
さ
れ
る
、
梁
の
流
内

一
八
制
に
よ
る
と
、
軍
府
の
長
史
は
そ
の
最
低
の
も
の
で
も
流
内
八
班
に

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
軍
府
の
長
史
が

「改
革
」
以
降
に
あ

っ
て
、
次
門
(以
上
)
の
出
身
の
も
の
が

つ
く
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
流
内

一
八
班
制
の
成
立
過
程
を
勘
案
す
る
と
、
こ
れ
は

「改
革
」
以
前
に
あ

っ
て
も
同
様
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
唆
し

、

ひ
い
て
は
、
軍
府
の
長
史
は
後
門
(以
下
)
の
出
身
者
が
も
つ
ば
ら
そ
れ
と
し
て
つ
く
べ
き
性
格
の
官
と
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と



を
も
同
時
に
意
味
す
る
。

つ
ま
り
南
朝
に
あ

っ
て
は
、
軍
府
の
長
史
は
甲
族
と
次
門
が
そ
れ
と
し
て
つ
く
べ
き
官
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
し
て
差
し
支
え
な
い

の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
混
乱
が
い
よ
い
よ
深
ま
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に

つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。

す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
南
朝
に
あ

っ
て
は
甲
族
の
つ
く
べ
き
官
、

つ
ま
り
清
官
と
、
次
門
(以
下
)
の
つ
く
べ
き
官
、

つ
ま
り
濁
官
と
が
分
化

す
る
傾
向
が
強
い
わ
け
で
あ
る
が
、
軍
府
の
長
史
に

つ
い
て
も
当
然
そ
う
し
た
こ
と
が
い
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ

し
、
軍
府
の
長
史
全
体
が

清
官
、
あ
る
い
は
濁
官
と
い
う
具
合
に
分
化
す
る
の
で
は
な
く
、
郡
太
守
の
場
合
な
ど
と
同
様
に
、
地
域
的
な
も
の
に
し
た
が
う
分
化
が
み
ら
れ

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

。

す
な
わ
ち
、
甲
族
出
身
者
や
次
門
出
身
者
の
そ
れ
ぞ
れ
が

つ
く
軍
府
の
長
史
が
、
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
州
の
も
の
に
分
化
す
る
よ
う
に
な

っ
た
と

い
う

こ
と
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
想
定
を
補
強
す
る
も
の
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
諸
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ま
ず
南
朝
に
あ

っ
て
は
、
甲
族
出
身
者
が

つ
い
た
軍
府
の
長
史
を
検
索
す
る
と
、
そ
の
つ
い
た
軍
府
の
長
史
が
揚
州

・
荊
州

・
南
徐
州

・
南
菟

州

・
南
豫
州

・
江
州

・
湘
州

・
郭
州

・
益
州

・
雍
州
な
ど
の
大
州
に
集
中
す
る
傾
向
が
み
え
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る

。

つ
ぎ
に
、
お
そ
ら
く
こ
う
し
た

一
種
の
棲
み
分
け
の
進
展
の
結
果
で
あ
ろ
う
、
前
掲
の
よ
う
な
大
州
の
軍
府
の
長
史

は
、
南
朝
に
あ

っ
て
は
清

官
と

認
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
『宋
書
』
巻
五
二
哀
湛
伝
附
哀
洵
伝
に
、
宋
時
代
の
こ
と
と
し
て
、

子
(哀
)洵
、
元
嘉
中
(四
二
四
～
四
五
三
)、
歴
顕
官
、
盧
陵
王
紹
為
南
中
郎
将
、
年
少
未
親
政
、
洵
為
長
史
尋
陽
太
守
、
行
府
(江
)
州
事
、

と
あ
る
。
衰
洵
が
元
嘉
中
に

へ
た
官
が
す
べ
て

「顕
官
」
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
な
ろ
う
が
、
こ
の

「顕
官
」
は
清
官
の
こ
と
し
て
よ

い
π̂
)。

こ
れ
は
江
州
の
軍
府

の
長
史
が
清
官
と
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
洵
の
父
の
湛
は
著
作
佐
郎
に
起
家
し
て
お
り
、
そ
の
も

つ
家
格
は
甲
族
の
そ
れ
で
あ
る
。
洵
も
甲
族
と
し
て
の
そ
れ
を
継
承
し
て
い
た
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
な
お
洵
は
著
名
な
甲
族
粟
の
祖
父
に
当
た
る

人
物
で
も
あ
る
。
ま
た

『南
斉
書
』
巻
三
二
院
輻
伝
に
、
院
翰
に

つ
い
て
、

翰
少
歴
清
官
、

と
あ
る
。
こ
れ
も
鱈
の
全
官
途
を
通
じ
て
の
こ
と
と
さ
れ
よ
う
が
、
鱈
は
宋
の
征
南
将
軍
桂
陽
王
休
範
の
江
州
の
長
史
を

へ
て
い
る
。
轄
の
起
家

官
は
不
明
で
あ
る
が
、
宋
の
孝
武
帝
に
よ

っ
て
名
家
と
し
て
侍
中
に
任
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
家
格
は
甲
族

の
そ
れ
と
し
て
よ
か
ろ
う



(
『
南
斉
書
』
巻
三
二
史
臣
日
の
条
)。
こ
れ
も
江
州
の
長
史
が
清
官
と
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
な
ろ
う
。

さ
ら
に

『
梁
書
』
巻
二
〇
劉
季
連
伝
に
、
劉
季
連
に
つ
い
て
、

季
連
有
名
誉
、
早
歴
清
官
、

と
あ
る
。
こ
の

「歴
清
官
」
と
い
う
の
も
季
連
の
全
官
途
を
通
じ
て
の
も
の
と
さ
れ
よ
う
が
、
季
連
は
南
斉
時
代
に
南
克
州
の
軍
府
の
長
史

(府

主
名

は
不
明
)や
荊
州
の
軍
府

の
長
史
(府
主
は
平
西
将
軍
薫
遙
欣
)
な
ど
を
歴
任
し
て
い
る
。
季
連
の
起
家
官
は
不
明

で
あ
る
が
、
そ
の
父
は
宋

の
宗
室
で
あ
り
、
「歴
朝
官
、
極
清
顕
」
と
さ
れ
た
思
考

で
あ
る
(
『宋
書
』
巻
五
二
本
伝
)。
季
連
の
も

つ
家
格
は
甲
族
の
そ
れ
で
あ

っ
た
と
考

え
て
も
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。

ま
た

『陳
書
』
巻

一
七
史
臣
日
の
条
に
、

王
沖
、
王
通
拉
以
貴
游
早
升
清
貫
、

と
あ
る
。
「清
貫
」
と

い
う
の
は
清
な
る
官
位
と
い
う
意
味

で
、
も
ち
ろ
ん
清
官
の
官
位
の
こ
と
で
あ
る

。

こ
れ
も

王
沖
の
全
官
途
の
を
通
じ

て
の
こ
と
と
さ
れ
よ
う
。
沖
は
梁
時
代
に
湘
州
の
軍
府
の
長
史

(府
主
は
安
成
嗣
王
機
)、
郵
州
の
軍
府
の
長
史

(府
主

は
軽
車
将
軍
当
陽
公
大
心

お
よ
び
平
西
将
軍
郡
陵
王
論
)
、
荊
州
の
軍
府

の
長
史

(府
主
は
騨
騎
将
軍
盧
陵
王
繹
、
の
ち

の
元
帝
)な
ど
を

へ
て
い
る
。
沖
は
秘
書
郎
に
起
家

し
て
お
り
、
そ
の
家
格
は
も
ち
ろ
ん
甲
族
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
。

以
上
は
江
州
、
南
菟
州
、
荊
州
、
湘
州
、
郵
州
な
ど
の
長
史
が
清
官
と
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
前

掲
の
そ
の
ほ
か
の
大
州
の
軍
府
の
長
史
に

つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
多
く
の
軍
府
の
長
史
は
そ
の
州
の
首
郡
な
い
し
は
首
郡
に
次
ぐ
位
置
に
あ
る
郡
の
太
守

な
ど
を
兼
ね
る
こ
と
が
ほ
ぼ
通
例
と
な

っ
て
い
た

B̂)。
そ
し
て
こ
れ
も
ま
た
す
で
に
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
当
時
、
郡
太
守
に
も
甲
族
の

つ
く
べ
き
郡
太
守
と
、
次
門
の
つ
く
べ
き
郡
太
守
と
に
地
域
別
の
分
化
が
生
じ
て
い
た
が
、
今
問
題
と
し
て
い
る
青

・
冀
州
の
管
郡
の
首
郡
は
次

門
の

つ
く
べ
き
官
、

つ
ま
り
濁
官
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る

2̂。)。

な
お
宋
時
代
の
こ
と
で
あ
る
が
、
冀
州

の
軍
府
の
長
史
に
次
門
の
出
身
者
が
就
官
し
て
い
る
事
例
が
見
ら
れ
る
。
『南
斉
書
』
巻
二
八
劉
善
明

伝
を
み
る
と
、
次
門
の
出
身
で
あ

っ
た
と
し
て
よ
い
劉
善
明
が
、
冀
州

刺
史

・
寧
朔
将
軍
劉
乗
民
の
軍
府
の
長
史
に

つ
い
て
い
る

。
当
時
の

体
制
か
ら
考
え
る
と
次
門
(以
上
)
の
出
身
者
、

つ
ま
り
士
人
が
、
後
門
(以
下
)
の
出
身
者
の
、

つ
ま
り
庶
民
の

つ
く

べ
き
官
に
つ
く
と
い
う
こ
と



は
考
え
に
く
い
。
善
明
は
次
門
と
し
て
糞
州
の
軍
府
の
長
史
に
就
官
し
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
南
斉
時
代
に
あ

っ
て
も
、
冀
州

・
青
州
の

軍
府

の
長
史
は
次
門
の
も
の
が

つ
く
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
あ
げ
て
き
た
諸
点
は
、
本
節
の
家
格
と
軍
府
の
長
史
の
任
用
を
関
連
を
め
ぐ

っ
て
の
想
定
を
補
強
す
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に

見
て
く
る
と
陶
李
直
を
め
ぐ
る
人
事
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
解
釈
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

陶
李
直
が
任
ぜ
ら
れ
よ
う
と
し
た

「辺
職
上
佐
」
と
さ
れ
る
青

・
翼
二
州
の
将
軍
府
の
長
史
は
、
本
来
次
門
の
出
身
者
が
そ
れ
と
し
て
も

っ
ぱ

ら

つ
く
べ
き
官
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
濁
官
で
あ

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
も
と
も
と
次
門
の
出
身
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
李
直
に
と

っ
て
は

就
官
す
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
官
と
な

っ
て
い
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
お
そ
く
と
も
時
の
天
子
、
斉
の
明
帝
に
忌
ま
れ

て
こ
の
官
に
出
さ
れ
よ
う

と
し
た
以
前
、
す
な
わ
ち
旧
来
家
格
改
定
の
唯

一
の
官
制
的
要
件
と
考
え
ら
れ
て
い
た
三
品
以
上
の
官

へ
の
就
官
を
果

た
す
以
前
に
、
李
直
の
家

格
は
、
す
で
に
次
門
の
そ
れ
か
ら
甲
族
の
そ
れ

へ
と
改
定
さ
れ
て
い
た
、
と
(蓼
。

以
上
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
次
門
の
出
身
者
が
甲
族
の
家
格
を
獲
得
し
う
る
要
件
を
唯

一
、
次
門
の

「止
法
」
を
こ
え
る
と
こ
ろ
に
位
置

す
る
三
品
官
以
上
の
官

へ
の
就
官
に
求
め
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ

っ
て
、
三
品
官
以
上
の
官

へ
の
就
官
と
い
う
こ
と
が
な
く
て
も
、
そ
れ
以
前

の
段
階
で
次
門
か
ら
甲
族

へ
と
い
う
家
格
の
改
定
が
生
じ
る
場
合
が
あ

っ
た
、
と
す
る
想
定
が
可
能
と
な
ろ
う
。

と

こ
ろ
で
こ
う
し
た
想
定
が
可
能
と
な
れ
ば
、
「族
門
制
」
論
を
前
提
と
し
、
宋
斉
時
代
、
三
品
以
上
の
官

へ
の
就
官
を
家
格
改
変

の
唯

一
の
、

そ
し
て
絶
対
の
基
準
と
考
え
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
際
、
困
惑
を
覚
え
ざ
る
を
え
な
い
沈
約
や
庚
果
之
な
ど
を
め
ぐ
る
事
例
が
素
直
に
諒
解
で
き

る
こ
と
と
な
る
。

節
を
改
め
て
沈
約
及
び
庚
果
之
を
め
ぐ
る
事
例
に

つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

『南
史
』
巻
七
七
恩
倖

・
劉
係
宗
伝
に
、

武
帝
常
云
、
学
士
輩
不
堪
経
国
、
唯
大
読
書
耳
、
経
国
、
足

一
劉
係
宗
　
、
沈
約

・
王
融
数
百
人
、
於
事
何
用
、
其
重
吏
事
如
此
、
建
武
二

年
(四
九
五
)、

(劉
係
宗
)卒
官
、

四

沈
約
及
び
庚
呆
之
を
め
ぐ
る
事
例



と
あ
る
。
こ
れ
は
斉

の
武
帝
が

「学
士
輩
」
は

「経
国
」
に
無
用
で
あ
る
。
「経
国
」
は
劉
係
宗
ひ
と
り
が

い
さ
え
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
し
た

も
の
で
あ
る
。
「学
士
輩
」
と
い
う

の
は
こ
の
際
、
士
人
の
こ
と
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
そ
う
し
た
士
人
の
代
表
的

の
も

の
と
し
て
沈
約
と
王
融
が

あ
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
一
方
、
「学
士
輩
」
と
対
比
す
る
か
た
ち
で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
係
宗
は
、
い
わ
ゆ
る
恩
倖
で
そ
の
出
身
は
後
門
(以

下
)
に
属
し
、
庶
民
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
当
時
、
係
宗
は
中
書
通
事
舎
人
と
し
て
武
帝

の
側
近
に
あ
り
、
国
政
に
威
を
振
る

っ
て
い
た

。

さ

て
、
「経
国
」
は

一
般
的
に
い
う
と
天
子
が
そ
の
任
と
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
臣
下
と
し
て
そ
の
任
に
当
た

る
も
の
は

「宰
輔
」
で
あ

る
。

「宰
輔
」
は
三
公
、
尚
書
令
な
ど
の
そ
の
時
々
で
最
も
権
限
の
重
い
官
を
指
す
蓼
。
も
ち
ろ
ん
い
ず
れ
も
三
品
以
上
に
位
置
す
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
知

っ
た
う
え
で
、
武
帝
治
世
中
の
沈
約
と
王
融
の
官
歴
を
示
す
と
、
そ
れ
ぞ
れ
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

☆
沈
約

(永
明
元
年
?
)太
子
家
令

(五
品
)ー

(同
二
年
)太
子
家
令
兼
著
作
郎

(六
品
)1
中
書
郎

(六
品
?
)1
司
徒
右
長
史

(六
品
)ー

(同
四
年
)車
騎
長

史

(六
品
)1

(同
七
年
)太
子
右
衛
率

(四
品
)1

(同
八
年
)御
史
中
丞
(四
品
)
・
給
事
黄
門
侍
郎

(五
品
)
・
尚
書
左
丞

(五
品
)
・
呉
興
郡
中
正
1

(同

=

年
)東
陽
太
守

(五
品
?
)
茄̂)ー

(隆
昌
元
年
)
吏
部
郎
(五
品
)
。

☆
王
融

(永
明
三
年
)
晋
安
王
南
中
郎
将
板
行
参
軍
(七
品
)1

(同
三
年
～
同

一
一
年
)
司
徒
板
行
参
軍
(七
品
)1
太
子
中
舎
人

(七
品
)ー
秘
書
丞
(六
品
)

1

丹
陽
丞
(七
品
)1
中
書
侍
郎
(五
品
)1
中
書
侍
郎
兼
尚
書
主
客
郎
(六
品
)1
寧
朔
将
軍
(五
品
?
)
・
軍
主

こ
れ
ら
か
ら
、
約
、
融
と
も
に
武
帝
治
世
中
に
は
い
ず
れ
も
三
品
以
上
の
官
に
つ
い
た
こ
と
が
な

い
と
す
べ
き
で
、

い
わ
ば
中
堅
の
官
人
と
し
て

官
界
に
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
い
ず
れ
も

「宰
輔
」

の
任
に
な
く
、
「経
国
」
を
任
と
す
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
こ
と
に
な
る
。
と
く
に
こ
こ
で
留

意
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
時
点
ま
で
に
、
約
が
い
ま
だ
三
品
以
上
の
官
に
つ
い
た
こ
と
が
な
か

っ
た
こ
と
い
う
こ
と
で
あ

る

%̂
)。

さ

て
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
当
時
、
沈
約
と
王
融
は
将
来
の

「宰
輔
」
候
補
の

「学
士
輩
」
の
代
表
的
な
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
に

す
ぎ
な
い
こ
と
、
か
つ
武
帝
は
か
れ
ら
を
将
来
の

「宰
輔
」
候
補
と
み
な
す
こ
と
に
否
定
的
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
諒
解
さ
れ
よ
う
。

こ
こ
で
、
沈
約
と
王
融
の
家
格
を
考
え
て
み
よ
う
。
約
は
宋
時
代
に
奉
朝
請
に
起
家
し
て
お
り
(
『
梁
書
』
巻

一
三
本
伝
)
、
こ
れ
は
も
と
よ
り
、

約
が
次
門
の
出
身
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

一
方
、
融
は
琅
邪

の
王
氏
に
属
し
、
甲
族
王
僧
達
の
孫
に
当
た
る
。
融
は
斉

の
晋
安
王
子
愁



の
南

中
郎
将
府
の
板
行
参
軍
に
起
家
し
て
い
る
。
さ
ら
に
融
に
つ
い
て
は
、
「才
地
既
華
」
と
あ
る
。
「地
華
」
と
う

い
こ
と
、
す
な
わ
ち
門
地
が

「華
」
で
あ
る
と
い
う

の
は
、
そ
の
も
の
の
家
格
が
甲
族

の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る

忽̂
。
こ
の
際
の
融
の
王
府
の
参
軍
起
家
は
自
ず
と

甲
族
と
し
て
軍
府
の
参
軍
に
起
家
し
た
も
の
と
な
る
。
な
お
、
融
は
そ
の
も
つ
家
格
を
自
負
し
、
三
十
歳
以
内
に

「公
輔
」
た
ら
ん
と
す
る
望
み

を
も

っ
て
い
た
(
『
南
斉
書
』
巻
四
七
本
伝
)。

「公
輔
」
は

「宰
輔
」
と
同
様
の
高
位
(も
ち
ろ
ん
三
品
以
上
)
の
、
権
限
の
重
い
官
を
指
す
〔圏)。

以
上
か
ら
武
帝
の
独
白
の
時
点
で
、
沈
約
に

つ
い
て
、
次
門
の
出
身
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
、
い
ま
だ
三
品
以
上
の
官
に
つ
い
た

こ
と
が
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
し
て
年
齢
こ
そ
異
な
る
も
の
の
、
甲
族
王
融
と
同
様
に
将
来
の

「宰
輔
」
た
り
う
る
資
格
が
あ
る
と
さ
れ

て
い
た
こ
と
、

つ
ま
り

「止
法
」
を
こ
え
て

「宰
輔
」
た
る
三
品
以
上
の
官
に
い
た
り
う
る
と
い
う
評
価
が
あ

っ
た

こ
と
が
諒
解
さ
れ
よ
う
。

こ
の
沈
約
を
め
ぐ
る
事
例
も
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
点
ま
で
に
約
は
三
品
以
上
の
官
に

つ
い
て
い
な
か

っ
た
だ
け
に
、
次
門
出
身

者
の
甲
族
の
家
格
の
獲
得
の
要
件
を
唯

=
二
品
以
上
の
官

へ
の
就
官
と
い
う
こ
と
に
だ
け
に
求
め
た
際
、理
解
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
と
な
る
。

し
か
し
こ
こ
で
、
さ
き
に
み
た
陶
李
直
に
つ
い
て
の
事
例
を
勘
案
し
て
、
約
が
武
帝
独
白
の
時
点
以
前
に
、
三
品
官

へ
の
就
官
と
い
う
こ
と
が
な

く
て
も
、
甲
族
の
家
格
を
え
て
い
た
と
い
う
想
定
を
す
れ
ば
、
こ
の
事
例
も
さ
し
て
困
惑
す
る
こ
と
も
な
く
素
直
に
諒
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

な
お
沈
約
は
果
た
し
て
、
の
ち
に

「宰
輔
」
た
る
べ
き
尚
書
令
や
尚
書
僕
射
に
至
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
『南
斉
書
』
巻
三
四
庚
呆
之
伝
を
見
る
と
、
宋
時
代
に
奉
朝
請
に
起
家
し
、
征
西
参
軍

(七
品
)
、
秀
才
、
鎮
西
外
兵
参
軍

(七
品
)、

征
虜
府
功
曹
(六
品
?
)、
尚
書
駕
部
郎
(六
品
)、
撫
軍
記
室

(参
軍
)
(七
品
)、
員
外
散
騎
常
侍
(四
品
以
下
)、
散
騎
侍
郎
(五
品
)
、
中
書
郎
(五

品
)
、
尚
書
左
丞
(五
品
)
・
員
外
散
騎
常
侍
な
ど
を

へ
て
い
た
庚
果
之
が
、
王
倹

の
衛
将
軍
府
の
長
史

(六
品
)
と
な

っ
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

出
為
王
倹
衛
軍
長
史
、
時
人
呼
倹
府
為
入
芙
蓉
池
、
倹
謂
人
日
、
昔
哀
公
(哀
粂
の
こ
と
)
作
衛
軍
、
欲
用
我
為
長
史
、
錐
不
獲
就
、
要
是
意

向
如
此
、
今
亦
応
須
如
我
輩
人
也
、
乃
用
果
之
、

と
あ
る
。
王
倹
は
も
と
よ
り
瑛
邪
の
王
氏
に
属
し
、
さ
ら
に
秘
書
郎
に
起
家
し
て
い
る
。
当
時
の
代
表
的
な
甲
族
で
あ

っ
た
と
し
て
差
し
支
え
な

い
(
『南
斉
書
』
巻
二
三
本
伝
)。
果
之
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
こ
の
の
ち
、
倹
に
よ
っ
て
侍
中
に
任
用
さ
れ
る
べ
く
推

挙
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く

庚
果
之
伝
に
、

果
之
風
範
和
潤
、
善
音
吐
、
世
祖

(斉
武
帝
)令
対
虜
使
兼
侍
中
、
上
毎
歎
其
風
器
之
美
、
王
倹
在
座
、
日
、
果
之
為
蝉
冤
所
照
、
更
生
風
采
、

陛
下
故
当
与
其
即
真
、
帝
意
未
用
也
、



次
門
出
身
者
の
家
格
の
上
昇
を
め
ぐ
る
以
上
の
想
定
を
踏
ま
え
て
、
南
朝
に
お
け
る
家
格
の
次
門
の
そ
れ
か
ら
甲
族

の
そ
れ

へ
の
上
昇
と
い
う

現
象
が
も

つ
意
義
に
つ
い
て
、
若
干
の
言
及
を
し
て
お
き
た
い
。

さ

て
、
南
朝
に
あ

っ
て
は
三
品
以
上
の
、
「改
革
」
以
降
に
あ

っ
て
は
、
流
内

一
二
班
以
上
の
官
が
次
門
の

「止
法

」
を
こ
え
る
と
こ
ろ
に
位

置
し

て
い
る
以
上
、
次
門
の
出
身
者
が
そ
う
し
た
官
に

つ
く
際
(あ
る
い
は
つ
い
た
際
)
、
そ
の
も
の
の
家
格
を
ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
か
と
い
う

こ
と
が
当
然
問
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
際
、
お
お
む
ね
そ
の
官
に
ふ
さ
わ
し
い
家
格
-
甲
族
の
家
格
1
が
あ
た
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か

し
、
そ
れ
は
そ
の
も
の
の
占
め
る
官
位
に
常
に
ま

っ
た
く
引
き
摺
ら
れ
る
か
た
ち
で
、
家
格
の
改
定
が
実
施
さ

れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
き

と
し
て
、
そ
こ
で
は
家
格
の
改
定
を
め
ぐ

っ
て
選
別
が
行
な
わ
れ
た
。
し
た
が

っ
て
と
き
と
し
て
、
次
門
の
出
身
者

の
、
三
品
以
上
な
い
し
流
内

一
二
班
以
上
の
官

へ
の
就
官
が
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
も
の
の
家
格
が
甲
族
の
そ
れ

へ
と
改
定
さ
れ
な

い
場
合
も
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
蓼
。
こ
の
こ
と
は
南
朝
に
あ

っ
て
、
次
門
か
ら
甲
族
の
そ
れ

へ
と
い
う
家
格
の
上
昇
が
全
面
的
に
官
制
的
要
件
に
連
動
す
る
か
た
ち
で
実
現

す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
も
の
と
な
ろ
う
。

五

余

論

-

家
格
と

「清
議
」

と
あ
る
の
が
そ
の
こ
と
を
示
す
。
侍
中
は
三
品
官
で
も
と
よ
り
次
門
の

「止
法
」
を
こ
え
た
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
官
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
結
局
武

帝
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
が
、
当
時
の
代
表
的
甲
族
た
る
倹
が
、

果
之
に
侍
中
た
る
資
格
が
あ
る
と
の
認
識
を
示
し
た
も
の

と
な
ろ
う
。

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
王
倹
の
衛
将
軍
府
の
長
史
に
つ
く
以
前
に
、
庚
果
之
は
三
品
以
上

の
官
に
つ
い
た
こ
と
は
な
か

っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず

こ
れ
は
倹
が
、
も
と
も
と
次
門
出
身
で
あ
る
果
之
の
お
そ
く
と
も
衛
将
軍
府

の
長
史
以
降

の
官
序
が
自
ら
の
そ
れ
と
雁
行
す
る
も
の
、
侍
中
や
衛

将
軍

(三
品
)
に
も
至
る
べ
し
と
す
る
認
識
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
さ
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く

る
と
、
こ
の
果
之
を
め
ぐ

る
事
例
も
、
さ
き
の
陶
李
直
、
沈
約
な
ど

の
場
合
と
同
様
に
、
三
品
以
上

の
官

へ
の
就
官
以
前
に
果
之
の
家
格
が
次
門

か
ら
甲
族
の
そ
れ

へ
と
改

定
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
な

い
限
り
理
解
に
苦
し
む
も
の
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

た
だ
し
庚
果
之
は
、
結
局
三
品
以
上
の
官
に

つ
く
こ
と
は
な
く
、
太
子
右
衛
率
(四
品
)
・
通
直
散
騎
常
侍

(四
品
以
下

?
)
で
官
に
卒
し
て
い
る
。



前
節
ま
で
に
小
論
で
検
討
し
た
三
品
官
以
上
の
官
に
つ
く
こ
と
な
く
、
そ
の
家
格
が
次
門
の
そ
れ
か
ら
甲
族
の
そ
れ

へ
と
上
昇
し
た
陶
李
直
や

沈
約
、
あ
る
い
は
庚
某
之
な
ど
を
め
ぐ
る
事
例
は
上
述
の
推
測
を
許
す
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
に
家
格
の
次
門
の
そ
れ
か
ら
甲
族
の
そ
れ

へ
と
い
う
上
昇
が
、
そ
れ
を
大
き
な
契
機
と
す
る
に
し
て
も
、
直
接
的
、

全
面
的
に
官
制
的
要
件
に
連
動
す
る
も
の
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
結
局
何
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
の
か
と

い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ

は
人
事
を
め
ぐ
る
士
人
の
間
の
輿
論
と
し
て
の
清
議
(以
下
こ
れ
を

「清
議
」
と
い
う
)
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
と
す

べ
き
で
あ
る

。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
南
朝
の

「清
議
」
は
、
官
制
的
要
件
を
重
視
し
つ
つ
も
、
底
流
と
し
は
必
ず
も
官
制
的

要
件
に
規
定
さ
れ
な
い
と
い

う
性
格
を
も

つ
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
う
し
た
性
格
は
魏
晋
時
代
の

「清
議
」
に
も
み
ら
れ

る
と
思
わ
れ
る
。

中

正
に
よ
る
郷
品
の
裁
定
が
、
郷
品
を
授
与
さ
れ
る
本
人
や
そ
の
親
な
ど
の
政
治
的
地
位
、
官
位
を
に
ら
ん
で
決
定
さ
れ
る
と
い
う
傾
向
が
あ

っ
た

こ
と
、
換
言
す
れ
ば
家
格
が
官
制
的
要
件
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ

っ
た
こ
と
は
す
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
宮
崎
氏
は
中
正
に
よ
る
郷
品
の
決
定
に
、
官
品
に
よ
る
限
定
を

つ
け
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
父
の
官
位
が
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
、

す
な
わ
ち
、
初
期
の
九
品
官
人
法
の
運
営
に

「任
子
制
」
的
な
も
の
が
あ
る
と
す
る
見
解
を

つ
と
に
示
し
て
い
て
、

以
下
の
よ
う
な
言
及
を
し
て

い
る

。父
の
獲
得
し
た
地
位
が
、
何
等
か
の
形
で
子
に
伝
わ
る
の
が
任
子
の
精
神
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
九
品
官
人
法
は
恐
ら
く
成
立
の
始
め
か
ら
、

こ
の
任
子
の
精
神
を
以
て
運
用
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
九
品
人
法
は
、
漢
代
の
任
子
の
制
度
を
そ
の
中
に
温
存
し
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
但
し
漢
制
は
二
千
石
以
上
を
境
と
し
た
が
、
九
品
官
人
法
は
前
述
の
如
く
二
千
石
以
上
を
五
品
に
細
分
し
て
お
り
、
主
眼

は
第
三
品
以
上
の
官

の
子
で
、
第
四
品
第
五
品
の
官
の
子
は
任
子
の
上
で
は
あ
ま
り
問
題
と
さ
れ
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
任
子
は
そ

れ
が
繰
返
さ
れ
る
と
、
貴
族
制
度
と
全
く
異
な
る
所
が
な
い
。

こ
の
点
か
ら
も
九
品
官
人
法
は
貴
族
化
す
る
危
険
を
最
初
か
ら
内
蔵
し
て
い

た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
中
正
の
郷
品
決
定
の
背
景
、
根
拠
と
な
る

「清
議
」
も
自
ず
と
こ
う
し
た
傾
向
を
も

っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
『
晋
書
』
巻
三
六

衛
瑳
伝
の
、

灌
以
魏
立
九
品
、
是
権
時
之
制
、
非
経
通
之
道
、
・
・
魏
氏
承
顛
覆
之
運
、
起
喪
乱
之
後
、
人
士
流
移
、
考
詳
無
地
、
故
立
九
品
之
制
、
粗

且
為

一
時
選
用
之
本
耳
、
其
始
造
也
、
郷
邑
清
議
、
不
拘
爵
位
、
褒
既
所
加
、
足
為
勧
励
、
猶
有
郷
論
余
風
、
中
間
漸
染
、
遂
計
資
定
品
、



使
天
下
観
望
、
唯
以
居
位
為
貴
、
人
棄
徳
而
忽
道
業
、
争
多
少
於
錐
刀
之
末
、
傷
損
風
俗
、
其
弊
不
細
。

と
い
う
有
名
な

「中
正
批
判
」
の
記
事
は
そ
の
こ
と
を
も

っ
と
も
よ
く
示
し
た
も
の
と
さ
れ
よ
う
。

こ
の
際
の

「資
を
計
り
て
品
を
定
め
る
」
と

い
う
の
は
、
父
の
到
達
し
た
官
爵

の
高
下
に
応
じ
て
そ
の
子
の
郷
品
が
決
定
さ
れ
た
こ
と
を
も
示
し
た
も
の
と
さ
れ
よ
う
が
、
さ
ら
に
こ
れ
は
中

正
の
郷
品
決
定
の
背
景
、
根
拠
と
な
る

「清
議
」
も
ま
た
、
こ
う
し
た
こ
と
を
是
認
す
る
傾
向
に
傾

い
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
も
な
ろ

う
。
そ
う
す
る
と
こ
う
し
た

「清
議
」
の
も
つ
性
格
が
、
こ
れ
ま
た

「上
品
に
寒
門
無
く
、
下
品
に
勢
族
無
し
」
(
『
晋
書
』
巻
四
五
劉
毅
伝
)
と

い
う
著
名
な
状
況
を
現
出
さ
せ
た
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
そ
し
て
時
代
が
降
る
ほ
ど
に
、
こ
う
し
た
官
制
的
要
件
を
重
視
す
る
と
い
う
側
面
は
強
ま

っ
た

の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
こ
に
家
格
の
固
定
化
と
い
う
こ
と
も
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
も
と
も
と

「清
議
」
の
機
能
が
そ
う
し
た
官
爵
、
官
位
に
全
面
的
、
直
接
的
に

連
動
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
掲

の
衛
灌
伝
に
、
「郷
邑
の
清
議
、
爵
位
に
拘
わ
ら
ず
」
と
あ
る
の
が
そ
の
こ
と
を
よ

く
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
初
期

「清
議
」
の
も

つ
性
格
は
、
「清
議
」
が
官
位
、
官
制
的
要
件
に
大
き
く
影
響
さ
れ

る
情
況
が
圧
倒
的
と
な
る

後
世
に
な
っ
て
も
、
依
然
と
し
て
底
流
と
し
て
残
存
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
父
親

の
到
達
し
た
官
位
と
そ
の
子
の
起
家
官
の
決
定
が
連
動
す
る
と
い
う
現
象
に

つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ

は
決
し
て
法
制
的
、
制
度

的
な
も
で
は
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
父
の
官
位
の
低
下
や
十
分
な
官
達
が
実
現
し
な

い
場
合
の
み
な
ら
ず
、
父
の

死
亡
な
ど
に
よ

っ
て
、
そ
の
政
治
的
勢
力
が
低
下
し
た
際
、
そ
の
現
実
に
対
応
す
る
か
た
ち
で
、
そ
の
子
の
郷
品
が
低
下
す
る
と
い
う
現
象
が
見

ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
。

『
晋
書
』
巻
三
三
何
曾
伝
に
よ
れ
ば
、
何
曾
は
晋
の
武
帝
が
魏
を
纂
奪
す
る
に
当
た
り
、
大
き
な
力
が
あ

っ
た
武
帝

の
有
力
な
謀
臣
で
あ
り
、

武
帝
が
晋
王
で
あ

っ
た
時
に
は
、
す
で
に
晋
王
国
の
丞
相
で
あ
り
、
武
帝
が
魏
を
纂
奪
し
た
の
ち
に
は
、
太
尉
、
太
保
、
太
傅
、
太
宰
な
ど
の

一

連
の

一
品
官
を
つ
ぎ

つ
ぎ
と
歴
任
し
て
い
る
。
そ
の
子
の
何
勘
に
つ
い
て
は
そ
の
起
家
官
は
不
明
で
あ
る
が
、
『
晋
書
』
巻
三
三
本
伝
に

「少
し

て
武
帝
と
同
年
に
し
て
、
総
角
之
好
有
り
」
あ
る
と
さ
れ
て
い
て
、
晋
の
恵
帝
が
即
位
す
る
と
、
尚
書
左
僕
射
な
ど

の
三
品
官
を
経
て
、

一
品
司

徒
、
太
宰
に
至
り
、
永
寧
元
年
(三
〇

一
)
に
死
亡
し
、
死
後
、
司
徒
を
贈
ら
れ
て
い
る
。
勘
の
郷
品
は
お
そ
ら
く

一
品
な
い
し
二
品
と
考
え
て
差

し
支
え
な
か
ろ
う
。
し
か
し
勘
の
子
岐
に
つ
い
て
、
結
局
は
郷
品

一
品
な

い
し
二
品
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
郷
品
を
維
持
す
る
に
際
し
て

困
難
に
直
面
し
て
い
る
。



勘
初
亡
、
(州
大
中
正
)哀
藥
弔
岐
、
岐
辞
以
疾
、
粟
独
巽
而
出
日
、
今
年
決
下
碑
子
品
、
王
詮
謂
之
日
、
知
死
弔
死
、
何
必
見
生
、
岐
前
多

罪
、
爾
時
不
下
、
何
公
新
亡
、
便
下
岐
品
、
人
謂
中
正
畏
強
易
弱
、
藥
乃
止
、

と
あ

る
。
勘
が
到
達
し
た

一
品
と
い
う
官
位
は
彼
の
死
亡
に
よ

っ
て
低
下
し
て
は
い
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
子
の
岐
に
郷
品

低
下

の
危
機
が
訪
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
み
ら
れ
る
よ
う
に
岐
が
起
家
し
た
の
ち
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
中
正
の
下
す
郷

品
が
決
し
て
単
純
に
父
の
到
達
し
た
官
位
と
固
定
的
に
連
動
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

さ
ら
に
、
さ
き
の
劉
毅
伝
に
、

所
欲
興
者
、
獲
虚
以
成
誉
、
所
欲
下
者
、
吹
毛
以
求
疵
、
高
下
遂
強
弱
、
是
非
由
愛
憎
、
随
世
興
衰
、
不
願
才
実
、
衰
則
削
下
、
興
則
扶
上
、

一
人
之
身
、
旬
日
異
状
、

と
あ
る
の
も
、
こ
の
際
は

「才
能
」
の
有
無
と
い
う
こ
が
こ
と
さ
ら
強
調
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
や
や
間
接
的
な
も
の
と
な
る
か
も
知

れ
な
い
が
、
「是
非
は
愛
憎
に
由
る
」
と
あ
る
も
の
な
ど
を
重
視
す
れ
ば
、
二

人
の
身
、
旬
日
に
し
て
状
を
異
に
す
」
と
あ
る
も
の
の
な
か
に
は
、

さ
き
の
何
岐
と
類
似
の
事
例
を
も
含
ま
せ
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
こ
と
は

「清
議
」
が

「資
を
計

っ
て
品
を
定
め
る
」
と
い
う
中
正
の
行
動
を
容
認
す
る
こ
と
が
圧
倒
的
な
情
況

に
あ

っ
て
も
、
そ
れ
は

「清
議
」
が
決
し
て
固
定
的
に
官
位
、
爵
位
と
連
動
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
換
言
す
れ
ば

法
制
的
、
制
度
的
に
連
結

さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
と
な
ろ
う
。

ま
た
、
『
晋
書
』
巻
六
六
陶
侃
伝
に
よ
れ
ば
、
陶
侃
は
、
父
は
亡
国
の
呉
の
揚
武
将
軍
と
い
う
辺
将
に
す
ぎ
な

い
。

し
か
も
父
は
早
く
に
死
亡

し
て

い
た
。
し
た
が

っ
て
、
侃
が
そ
の
最
初
に
得
た
郷
品
は
い
わ
ゆ
る

「下
品
」
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「清
議
」
と
郷
品
の
関
連
を
官
制

的
要
件
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
も

つ
郷
品
を
上
昇
さ
せ
る
た
め
に
は
、
本
人
自
身
の
官
達
と
い
う
以
外
に
よ
る
も

の
の
ほ
か
は
予
想
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
か
か
わ
ら
ず
、
侃
は
さ
し
た
る
官
達
と
い
う
こ
と
も
な
く

「上
品
」
を
得
て
い
る
。
『
世
説
新
語
』

賢
媛
篇
に
ひ
く

「王
隠
晋
書
」
に
、

後
(羊
)
陣
為
十
郡
中
正
、
挙
侃
為
鄙
陽

(郡
)
小
中
正
、

と
あ
る
の
が
そ
の
こ
と
を
示
す
。
な
お
侃
は
こ
の
と
き
、
か

つ
て
武
岡
令
で
あ

っ
た
際
、
上
司
の
郡
太
守
呂
岳
と
の
間

に
い
ざ
こ
ざ
が
あ
り
、
官

を
棄

て
て
帰
郷
し
て
い
た
。



さ
ら
に
、
さ
き
の
劉
毅
伝
に
、

後
司
徒
挙
(劉
)
毅
為
青
州
大
中
正
、
尚
書
以
毅
懸
車
致
仕
、
不
宜
労
以
砕
務
、
陳
留
相
楽
安
孫
尹
表
日
、
・
・
臣
州
茂
徳
惟
毅
、
越
毅
不
用
、

則
清
談
倒
錯
　
、
・
・
由
是
毅
遂
為
州
都
(州
大
中
正
)
、
錐
正
人
流
、
清
濁
区
別
、
其
所
弾
既
、
自
親
貴
始
、

と
あ

る
。
こ
の

「清
談
」
は

「清
議
」
の
こ
と
と
さ
れ
る

署̂
。
こ
の
際
は
す
で
に
起
家
し
た
も
の
、
こ
れ
か
ら
起
家
す
る
も
の
の
い
ず
れ
も
含

む
の
で
あ
ろ
う
が
、
「清
議
」
に
依
拠
す
る
中
正
に
よ
る
郷
品
の
裁
定
が
現
有
の
官
位
や
、
父
や
祖
父
の
官
位
を
無
視

し
た
か
た
ち
で
断
行
さ
れ

た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
の
推
定
に
よ

っ
て
い
い
た
い
こ
と
は
、
た
し
か
に
魏
晋
時
代
、

「清
議
」
を
背
景
と
し
、
そ
れ
を
根
拠
と
す
る
中
正
に
よ
る
郷
品
の
決
定

が
、

そ
の
も
の
の
到
達
し
た
官
位
、
官
爵
と

一
面
で
連
動
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
し
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ
り
、
そ
う
し
た
情
況
が
圧
倒
的
に
な

り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
川
勝
義
雄
氏
が
正
し
く
指
摘
し
た
よ
う
に

「清
議
」
の
運
用
面
で
の
問
題
で
あ
り
(33
)、

中
正
が

「清
議
」
を
押
し
出
し
て
郷
品
を
決
定
す
る
際
、
そ
う
し
た
官
位
、
爵
位
を
重
視
す
る
行
動
を
と

っ
た
結
果
な
の
で
あ
り
、
本
来
的
に
は

「清
議
」
そ
の
も
の
が
郷
品
を
授
与
さ
れ
る
本
人
や
、
そ
の
周
囲
の
も
の
の
官
位
や
爵
位
と
制
度
的
、
法
制
的
に
連
結

し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で

は
な

い
の
で
あ
る
。

極
論
す
れ
ば
、
「清
議
」
運
営
の
匙
加
減
に
よ

っ
て

「清
議
」
は
時
と
し
て
官
位
、
爵
位
を
重
視
す
る
方
向
に
も
動
く
し
、
官
位
や
爵
位
よ
り

も
人
才
、
人
物
如
何
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
も
の
を
重
視
す
る
方
向
に
も
動
く
し
、
さ
ら
に
は
そ
の
い
ず
れ
を
も
重
視
し
す
る
方
向
に
動
く
べ
き

も
の
と
し
て
把
握
す
べ
き
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

繰

り
返
す
が
、
郷
品
決
定
の
う
え
で

「清
議
」
が
官
位
、
官
爵
を
重
視
し
た
と
い
う
前
掲
の
衛
灌
伝
の
記
述
は
、

「清
議
」
運
用
面
に
つ
い
て

の
問
題
で
あ

っ
て
、
こ
れ
は

「清
議
」
が
官
制
的
要
件
と
制
度
的
、
法
制
的
に
連
結
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と

「清
議
」
は
、
(魏
)西
晋
の
み
な
ら
ず
東
晋
南
朝
を
通
じ
て
、
そ
の
底
流
に
依
然
と
し
て
直
接
的
、
全
面
的
に
官
制

的
要
件
に
規
定
さ
れ
な
い
と
い
う

「清
議
」
の
本
質
が
保
持
さ
れ
て
続
け
て
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

次
門
出
身
者
が
、
宋
斉
時
代
に
あ

っ
て
は
三
品
以
上
の
、
「改
革
」
以
降
に
あ

っ
て
は
流
内

一
二
班
以
上
の

「止
法

」
を
こ
え
る
と
こ
ろ
に
位

置
す

る
官
に
つ
い
た
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
甲
族
の
家
格
を
え
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
具
合
に
、
次
門
か
ら
甲
族
そ

れ

へ
と
い
う
家
格
の
改
定
に

つ
い
て
、
そ
こ
に
バ
ラ
ツ
キ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
小
論
で
検
討
し
た
陶
李
直
、
沈
約
あ
る
い
は
庚
果
之
な



註
(
1
)

越
智
重
明
氏

の

「
族
門
制
」
論

の
全
体
像
を
知

る
の
に
も

っ
と
も
便

利
な
も

の
と
し
て
、
越
智

「制
度
的
身
分

族
門

制
を

め
ぐ

っ
て
」

(
『
魏
晋
南
朝

の

貴
族
制
』
第
五
篇

研
文
出
版
社

一
九
八

二
年
)
が
あ
る
。
小
論
で
も
主

に
こ
の
論
考
を
参
照

し
た
が
、
適
宜
そ

の
ほ
か

の
論
考
も
参
照
す
る
こ
と
が
あ

る
。

な
お
越
智
氏
以
降

の
研
究
で
は
、
中
村
圭

爾
氏

の
研
究
が
重
要

で
あ

る
。
中
村

『
六
朝
貴
族
制
研
究
』

(風
間
書

房

一
九
八
五
年
)
な

ど
を
参
照

の
こ
と
。

(
2
)

拙
稿

「南

朝
に
お
け
る
吏

部

の
人
事

行
政
と
家
格

」
(
『名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』

一
八
)
・
「南

朝

の

「寒
士
」
1

そ

の
極
官
と
そ

の
理
解
1

」
(
『
東

方
学
』
九
三
)
参
照
。

な
お
筆
者
は
、
か

つ
て
越
智
氏

の
示
す
観
点
に
し
た
が

っ
て
家
格

の
変
動

に

つ
い
て
考
え
た

こ
と
が
あ
る
。
そ

の
点
か
ら

い
え
ば
、
小
論
も
そ

の
反
省

と
な

る
。

(
3
)

拙
稿

「宋
斉
時

代

の
参
軍
起
家

と
梁
陳

時
代

の
蔭

制
」
(
『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』

二
五
)
・
「免
官
と
家

格
」

(近
刊
予
定

)参
照
。

(
4
)

越
智

「宋
斉
時

代

の
次
門
層
起
家

の
官
と
寒

士
身

分
」

(前
掲
書
第

五
章
第

四
節
)
参
照
。

(
5
)

官
品
お
よ
び

「
改
革
」
以
降

の
班
位
に

つ
い
て
は
、
『
宋
書
』
巻

四
〇

百
官
志
下
、
『
隋
書
』
巻

二
六
百
官
志
下
に
所
載

の
も

の
に
よ
る
。

な
お
、
斉

時
代

の
も

の
は
基
本
的
に
宋
時
代

の
も

の
を
継
承
し
て

い
る

(周

一
良

「南
斉
書

丘
霊
鞠
伝
試
釈
兼
論
南
朝
文
武
宦
官

位

及
清
濁
」
『
魏
晋
南

北
朝
史

論
集
』
北
京
大
学
出
版
社

一
九
九
七
年
)。

(
6
)

中
村

「九
品
官
人
法

に
お
け
る
起
家

」

(前
掲
書
第

二
篇
第

一
章
)
参
照
。

(
7
)

柳
世
隆
は
、
宋
時
代
に
州

の
迎
主
簿
に
な

っ
た

の
が
官
界
に
入
る
最

初
で
あ

っ
た
が
、

そ
の
の
ち

に
越
騎
校
尉
、
通
直
散
騎
常
侍
な
ど

の
濁
官
を

へ
て
い
る

し
、
清
官
た
る
太
子
洗
馬
に

つ
く

べ
き
資
格

に
本
来
欠
け
て

い
る
も

の
と
さ
れ
て

い
る
(
『
南
斉
書
』
巻

二
四
本
伝
)
。
ま
た
、
河
東

の
柳
氏
は

い
わ
ゆ
る

「
晩

ど
を

め
ぐ
る
事
例
な
ど
は
、
ま
さ
し
く
そ
う
し
た
官
制
的
要
件
に
直
接
的
、
全
面
的
に
連
動
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う

「清
議
」
の
有
り
様
が
、

南
朝

に
な
お
い
て
も
な
お
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
南
朝
に
お
け
る
次
門
出
身
者
の
家
格
の
甲
族
の
そ
れ

へ
の
上
昇
と
い
う
現
象
を
、
官
制
的
要
件
を
唯

一
の
基
準
と
し
て
理
解

し
よ
う
と
す
る
と
困
難
が
と
も
な
う
こ
と
と
な
ろ
う

。

家
格
の
形
成
、
維
持
と
い
う
こ
と
が
、
官
制
的
要
件
の
充
足
と
い
う
こ
と
を
唯

一
の
も
の
と
し
て
実
現
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
認
識
を
も

つ
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
「族
門
制
」
論
を
東
巫日南
朝
史
の
研
究
に
よ
り
有
効
な
か
た
ち
で
活
用
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
こ
と
こ
を
踏
ま
え
た
か
た
ち

で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。



渡
の
北
人
」

で
あ
る
。

こ
れ
ら
か
ら
世
隆
は
、
次

門
の
出
身

で
あ

っ
た
と

し
て
誤
り
な

い
。

な
お
清
官
、
濁
官

の
具
体
的
官

種
に

つ
い
て
は
、
註

(2
)
の
拙
稿
お
よ
び

「南
朝

の
郡
太
守

の
班
位
と
清
濁
」

(
『
史

淵
』

一
二
七
)
を
参
照

の
こ
と
。

(
8
)

越
智

「梁
陳
貴
族
制

の
特
質
」

(前
掲
書
第
七
章
第
十
節
)
参
照
。

(9
)

宮
崎

「起
家

の
官
」

(前
掲
書
第

二
篇
第
四
章

四
)
、
越
智

「梁
陳
時
代

の
甲
族
層
起
家

の
官
を
め
ぐ

っ
て
」

(
『
史
淵

』
九
七
)
参
照
。

(
10
)

越
智

「
日
本

に
お
け

る
魏
晋
南
朝

の
貴
族
制
研
究
」

(
『
久
留
米
大
学
比
較
文
化
研
究
所
紀
要
』
ヒ
)参

照
。

(
11
)

越
智

「梁

の
天
監

の
改
革
と
次
門
層
」
・
「新

二
品
」

(前
掲
書
第
七
章
第
三
節

・
第
四
節

)
、
中
村

前
掲

「九
品
官
人
法
に
お
け
る
起
家
」
参

照
。

(
12
)

郡
太
守

の
官

位
に

つ
い
て
は
不
明
の
部
分
が
多

い
が
、
東
莞

太
守

の
場
合

は
六
品
官
と

五
品
官

の
間

に
就
官

し
て
い
る

の
で
、
官
品
表

の
記
載
通
り
に
五
品

程
度

の
も
の
で
あ

っ
た
と

し
て
よ

か
ろ
う
。

な

お
前
掲

「南
朝

の
郡
太
守

の
班
位

と
清
濁

」
参
照
。

(
13
)

斉

明
帝

の
治

世
中

に
青

・
翼

の
二
州
刺
史

と
な

っ
た
も

の
と
し
て
、
建

武
元
年

(四
九
六
)
に
就
官

し
た

王
洪
範
と
永
泰

元
年

(
四
九
八
)
に
就
官

し
た
王
珍
国

の
両
名
が
確

か
め
ら
れ
る

(
『
南

斉
書
』
巻
六
明
帝
紀
)
。
陶
李
直
が
長
史

と
さ
せ
ら
れ
よ
う
と
し
た
の
は
、
青

・
翼

二
州
刺
史

王
珍

国
の
輔
国

将
軍
府

の
長

史
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
王
洪
範
に

つ
い
て
は
、
将
軍
号
を
帯
び

て
い
た
か
、
帯
び
て

い
た
と
す

れ
ば
、

そ
の
将
軍
号
が
な

ん
で
あ

っ
た
か

一
切
不
明

で

あ
る
。

(
14
)

宮
崎

「流
内

一
八
班
」
・
「流

外
七
班
」

(前
掲
書

第
二
篇
第

四
章

二

・
三
)
、
越
智
前
掲

「梁

の
天
監

の
改
革
と
次
門
層
」
・
「新

二
品
」
参
照
。

(
15
)

南
朝
に
あ

っ
て
、
郡
太
守
が
地
域
的

に
清
官

の
太
守
、
濁
官

の
太
守
と
に
分
化
し
て

い
た

こ
と
に

つ
い
て
は
、
前
掲

「南

朝

の
郡
太
守

の
班
位
と
清

濁
」
参

照
。

(
16
)

起
家
官

別
に
甲
族
出
身
者

の
軍
府
長
史

へ
の
就
官
例
を
掲
げ
る
が
、
煩
雑

に
な

る
の
で
秘
書
郎
起
家
、

著
作
佐
郎
起
家

の
も

の
の
み
掲
げ

る
(
不
拝

の
も

の

も
ふ
く
む
。
ま
た
中
央

の
軍
府

に

つ
い
て
は
省

い
た
)
。
州

名
は
長
史
と

し
て
領

し
た
管

郡
、
府
主

の
領

し
た
州
な

ど
を
参
照

し
て
州
名
を
決
定

し
た
。
ま
た
、

万
斯

同

「宋
将
相
大
臣
年
表
」
・
「斉
将
相
大
臣
年
表

」
・
「梁
将

相
大
臣
年
表
」
・
「陳
将
相
大
臣
年
表
」
も
参

照
し
た
。

①
秘
書
郎
起
家

(1
)
庚
嫡

之

劉
粋
征
北
長
史

(雍
州
)

長
沙

王
義
欣
後

軍

・
鎮

軍
長
史

(南
豫
州
)

『
宋
書
』
巻
五
三
本
伝

(
2
)
薫
恵

開

海
陵

王
休
茂

北
中
郎

将
長
史

(雍
州
)

新
安

王
子
鶯

冠
軍
長
史

(揚
州
)

晋
平
王
休
佑

螺
騎
長
史

(雍
州
)
(不
拝
)

桂
陽
王
休
範
征
北
長
史

(南
徐

州
)



巴
陵
王
休
若
征
西
長
史

(荊
州
)

『
宋
書

』
巻

八
七
本
伝

(
3
)
王
倹

薫
道

成

(斉
高
帝
)
太

尉
左

・
右
長
史

(揚
州
)

『
南
斉
書
』
巻
二
一二
本
伝

(
4
>
何
賊

劉

準

(宋
順
帝
)
車
騎
長
史

(揚
州

)

薫
道
成

(斉
高
帝
)
相
国
長
史

(揚
州
)

O南

斉
書

』
巻

三
二
本
伝

(
5
)
王
僧
度

豫
章

王
子
尚
撫

軍
長
史

(揚
州
)

新
安

王
子
鶯
北
中
郎
将
長
史

(南
徐
州
)

『南
斉
書
』
巻

三
三
本
伝

(6
)蒲
頴
冑

慶
陵

王
子
卿
後
軍
長
史

(南
克
州
)

薫
宝
融

(斉
和
帝
)
冠
軍
長
史

(荊
州
)

『
南
斉
書
』
巻

三
八
本
伝

(7
)
王
慈

豫
章

王
窺
願
騎
長
史

(荊
州
)

豫
章
王
疑
大
司
馬
長
史

(揚
州
)

『
南
斉
書
』
巻

四
六
本
伝

(8
)
察
約

宣
都
王
錘
冠
軍
長
史

(南
豫
州
)

江
夏
王
宝
玄
車
騎
長
史

(南
豫

州

.
南

克
州
)

『
南
斉
書
』
巻
四
六
本
伝

(9
)
王
績

建
平
王
子
真
征
北
長
史

(南
徐

州
)

薫
蹟

(斉

武
帝

)
撫
軍
長
史

(?
)
(武
帝

は
撫

軍
将
軍
に

つ
い
た
記
録
は
み
え
な

い
。
『南
斉
書

』
巻
三
本
紀
)

豫
章

王
疑
大

司
馬
長
史

(揚
州
)

寛
陵

王
子
良

大
傅

長
史

(揚
州
)
(
不
拝
)

王
曇

(?
)
漂
騎

長
史

(中
央
?
)

『
南
斉
書
』
巻
四
九
本
伝

(
10
)
謝
覧

中
権
長
史

(?
)

仁
威
長
史

(南
徐
州
)

『
梁
書
』
巻

一
五
本
伝

(
11
)
王
亮

大

司
馬
長
史

(南
徐
州
)

『
梁
書
』
巻

一
六
本
伝

(
12
)
王
志

薫

術
(梁
武
帝
)
騨
騎
大
将

軍
(中
央
あ

る
い
は
揚
州
)

始
興

王
憺
安

西
長
史

(荊
州
)

鄙

陽
王
恢
平

西
長
史

(
郵
州
)

『
梁
書
』
巻

二

一
本
伝

(13
)
王
扮

始
興

王
憺
北
中
郎
将
長
史

(南
徐
州
)

『
梁
書
』
巻

二

一
本
伝

(14
)
王
愈

武
陵
王
紀
安
西
長
史

(益
州
)

『
梁
書
』
巻

二

}
本
伝

(15
)
江
荷

始
興
王
憺
中
権
長
史

(荊
州
)



南

康
王
績
長
史

(南
康

王
績

は
南
徐
州
、
南
菟
州

、
江
州
に
そ
れ
ぞ
れ
出
鎮

し
て
い
る
が
、
そ

の
い
ず
れ
の
時

の
長
史

か
不
明
で
あ
る
。
『梁
書
』

巻

二
九
南
康

王
績
伝
)

臨

川
王
太
尉
長
史

(揚
州
)

9

『
梁
書
』
巻

二

一
本
伝

(
16
)薫

豆

鎮
北
長
史

(雍
州
)
(
不
拝
)

『
梁
書
』
巻

二
四
本
伝

(
17
)
股

鉤

鎮
北
長
史

(雍
州
)

『
梁
書
』
巻

二
七
本
伝

(18
)
張
緬

寧
遠
長
史

(
?
)

『
梁
書
』
巻
三
四
本
伝

(19
)
張
績

華
容

公
勧
寧
遠
長
史

(南
徐
州

?
)

華
容
公
勧
北
中
郎
将
長
史

(南
徐
州
)

『
梁
書
』
巻

三
四
本
伝

(20
)
張
縮

北
中
郎
将
長
史

(
?
)

宣
城
王

(梁
哀
太
子
)
中
軍
長
史

(揚
州
)

『
梁
書
』
巻

三
四
本
伝

(21
)
謝
挙

臨
川

王
宏
太
尉
長
史

(揚
州
)

『
梁
書
』
巻

三
七
本
伝

(22
)
王
規

晋
安

王
綱

(梁
簡
文
帝
)
願
騎
長
史

(揚
州
)

『
梁
書
』
巻
四

一
本
伝

(23
)
楮
向

盧
陵

王
続
北
中
郎
将
長
史

(?
)
(底
陵

王
が
北
中
郎
将
に

つ
い
た
記
録
は
み
え
な

い
。
『
梁
書

』
巻

二
九
本
伝
)

『
梁
書
』
巻
四

一
本
伝

(24
)
王
沖

当

陽
公
大
心
軽
車
長
史

(
鄙
州
)

郡
陵

王
編
平

西
長
史

(郵
州
)

慶
陵

王
続

標
騎
長
史

(荊
州
)

湘
東
王
繹

(梁
元
帝
)
鎮

西
長
史

(荊
州
)

『
陳
書
』
巻

一
七
本

伝

(
25
)
王
励

河
東
王
誉
冠
軍
長
史

(広
州
)

『
陳
書
』
巻

一
七
本
伝

(
26
)
王
質

湘
東
王
繹

(梁
元
帝

)
長
史

(荊
州
)

陳
碩

(陳
高
宗
)
願
騎
長
史

(揚

州
)

『
陳
書
』
巻

一
八
本
伝

(
27
)
謝
哲

陳
覇
先

(陳
高
帝
)
長
史

(南

徐
州
)

『
陳
書
』
巻

二

一
本
伝

(28
)
謝
蝦

薫
勃
鎮
南
長
史

(広
州
)

始
興
王
伯
茂
中
衛
長
史

(東
揚
州
)

『
陳
書
』
巻
二
一

本
伝

(29
)
王
固

安
南
長
史

(江
州
)

『
陳
書
』
巻

二

一
本
伝

②
著
作
佐
郎
起
家

(1
)
江
知
淵

新
安

王
子
鶯
北
中
郎
将
長
史

(南
徐
州
)

『宋
書

』
巻

五
九
本
伝



(
2
)
王
曇
首

劉
義
隆

(宋

文
帝
)
鎮

西
長
史

(荊
州

)

『
宋
書
』
巻
六
三
本
伝

(
3
)
哀
淑

始

興
王
溶
征

北
長
史

(南

徐
州

)

『
宋
書
』
巻
七
〇
本
伝

(
4
)
江
湛

随

王
誕
生
征
北
長
史

(南
徐
州
)

『
宋
書
』
巻
七

一
本
伝

(
5
)
哀
槻

晋
安

王
子
助
鎮

軍
長
史

(雍
州
)

永
嘉

王
子
仁
左
軍
長
史

(南
豫
州
)

建
安

王
休
仁
安
西
長
史

(雍
州
)

『
宋
書
』
巻
八
四
本
伝

(6
)
江
敦

楮
淵
司
空
長
史

(南
徐
州
)

『
南
斉
書
』
巻
四
三
本

伝

(7
)
徐
孝
嗣

聞
喜

公
子
良
征
虜
長
史

(揚
州
)

『
南
斉
書
』
巻
四
四
本

伝

(8
V
王
秀

之

豫
章

王
疑
左
軍
長
史

(
江
州
)

豫
章

王
疑
鎮
西
長
史

(荊
州
)

豫
章
王
疑
漂
騎
長
史

(荊
州
)

随
王
子
隆
鎮
西
長
史

(荊
州
)

『南
斉

書
』
巻

四
六
本
伝

(
9
)
劉
絵

薫
道
成

(斉
高
帝
)
太
尉
長
史

(揚
州
あ

る
い
は
中
央
)

撫
軍
長
史

(?
)

安
陸
王
宝
睡
冠
軍
長
史

(湘
州
)

晋
安
王
子
慰
征
北
長
史

(南

徐
州
)

建
安
王
子
真
車
騎
長
史

(中
央
?
)

『
南
斉
書
』
巻

四
八
本
伝

(
10
)
王
負

晋
煕
王
録
鎮
西
長
史

(江
州
)

臨
川
王
映
鎮

西
長
史

(荊

州
)

『
南
斉
書
』
巻
四
九
本
伝

(
11
)
張
稜

鎮
西
長
史

(江
州

)

『
梁
書
』
巻

一
六
本
伝

(
12
)
王
笙

標
騎

長
史

(?
)

『
梁
書
』
巻

一
六
本
伝

(
13
)
王
謄

建
安

王
子
真
撫

軍
長
史

(?
)
(建
安

王
子
真

が
撫

軍
将
軍

に

つ
い
た
記
録
は

み
え
な

い
。
『
南
斉
書
』
巻
四
〇
本
伝
)

『
梁
書
』
巻

二

一
本
伝

(14
)
王
峻

安
成

王
秀

征
虜
長
史

(南
徐
州
)

平
西
長
史

(荊
州
)

鎮

西
長
史

(益
州
)

『
梁
書
』
巻

一
=

本
伝

(15
)劉

孝
緯

臨
賀

王
正
徳
信
威
長
史

(揚
州
)
(臨
賀

王
正
徳
が
信
威
将
軍

に

つ
た

い
記
録
は
み
え
な

い
。
『
梁
書
』
三
三
本
伝
)

『
梁
書
』
巻
三
三
本
伝



(17
)

前
掲

「南
朝
に
お
け
る
吏
部

の
人
事

行
政
と
家
格

」
参
照
。

(
18
)

越
智

「南

朝

の
清
官
と
濁
官
」

(
『
史
淵
』
九
八
)
参
照
。

(
19
)

厳
耕
望

「州
府
僚
佐
」

(
『
中
国
地
方

行
政
制
度
』

上
篇
第

三
章
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所

一
九
六
三
年
)
参
照
。

(
20
)

前
掲

「南
朝

の
郡
太
守

の
班
位
と
清
濁
」
参
照
。

(
21
)

劉
善
明

は
州
官

に
起
家

し
て
い
る
。

し
た
が

っ
て
、
起
家
官
か
ら
そ

の
も

つ
家
格

を
判
断
す

る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、

そ
の
官
序

の
過
程

で
屯
騎
校
尉
な
ど

に

つ
き
、
ま
た
秀
才

に
挙
げ
ら
れ

て
い
る
こ
と
な
ど

か
ら
、
そ

の
も

つ
家
格
は
次
門

の
そ
れ
と
し
て
よ
い
。

ま
た
、
秀
才

が
ほ
ぼ
次
門

に
開

か
れ
た
も

の
と
な

っ
て
い
た

こ
と
に

つ
い
て
は
、
越
智

「晋
南
朝

の
秀
才

・
孝
廉

」

(
『
史
淵
』

=

六
)
参
照
。

な

お
善
明

の
父
懐
民
も
、
斉
郡

・
北
海

二
郡
太
守
と
な

っ
て

い
る
。

(
22
)

陶
李
直
が

つ
い
た

冠
軍
司
馬

・
東
莞
太
守

が
ど
こ
の
州

の
軍
府

の
司
馬

で
あ

っ
た
か
に
わ
か
に
断
定

で
き
な

い
が
、
こ

の
東
莞

郡
が
青
州

の
管
郡

で
あ
る
と

す

れ
ば
、
李
直

は

「
辺
職
上
佐

」
に
か

つ
て
就
官
し
た
こ
と

に
な
り
、
小
論

の
推
定
を
補
強
す
る
も

の
と
な
ろ
う
。
当
時

、
南
徐
州

に
も
南
東
莞
郡
が
置
か
れ

て

い
た

(
『
南
斉
書
』
巻

一
四
州

郡
上
)
。

(23
)

な

お
こ
の
記
事

に

つ
い
て
は
、
川
合
安

「唐
萬

之
の
乱
と
士
大
夫
」

(
『
東
洋
史

研
究
』

五
四
-

三
)
参
照

の
こ
と
。

(
24
)

前
掲

「南
朝

に
お

け
る
吏
部

の
人
事
行
政
と
家
格
」
参
照
。

(
25
)

こ
の
東
陽
太
守

は
、

五
品
官

と
五
品
官

の
間
に
現
れ

て
い
る
か
ら
同
じ
く
五
品
官
と
考

え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

注
(
14
)
参
照
。

(
26
)

沈
約

の
官
歴
に

つ
い
て
は
、
『
梁
書
』
巻
一
三

沈
約
伝

・
「沈
文
休
年
譜
」
(鈴
木
虎
雄

『
業
間
録
』
所
収

一
九

二
六
年
)
参
照
。
王
融

の
そ
れ
に

つ
い
て
は
、

『
南
斉
書
』
巻
四
七
本
伝
参
照
。

(
27
)

門
地
が

「華
」
で
あ
る
こ
と
が
甲
族
を

示
す

こ
と
に

つ
い
て
は
、
前
掲

「南
朝

の
清
官
と
濁
官
」
参
照
。

(
28
)

前
掲

「南

朝
に
総
け
る
吏
部

の
人
事

行
政
と
家
格

」
参
照
。

(
29
)

前
掲

「南

朝
に
お
け
る
吏
部

の
人
事
行
政
と
家
格

」
・
「南
朝

の

「寒
士
」
1

そ
の
極
官
と
そ

の
理
解
1

」
参
照
。

(
30
)

前
掲

「南

朝
に
お
け
る
吏
部

の
人
事

行
政
と
家
格

」
・
「南
朝

の

「寒
士
」
1
そ

の
極
官
と
そ

の
理
解
ー
」
・
「免
官
と
家
格

」
参

照
。

(
31
)

宮
崎

「起
家
官
と
郷
品

の
関
係
」

(前
掲
書
第
二
編

第
二
章

五
)
参
照
。

(32
)

「清
議

」
と

「清
談
」
と
が
互
称
さ
れ
る

こ
と

に

つ
い
て
は
、
唐
長
儒

「清
談
与
清
議
」
(
『
魏
晋
南
北
朝
史
論
叢
』
所
収

一
九
五
五
年
)
、
板

野
長

八

「清

(
16
)
斎
介

武
陵

王
紀
長
史

(揚
州
)

『
梁
書
』
巻
四

一
本
伝

(
17
)
到
仲
挙

陳
情

(陳
文
帝
)
宣
毅
長
史

(揚
州
)

『
陳
書
』
巻

二
〇
本
伝

(18
)
王
場

始
興

王
叔
陵
雲
磨
長
史

(江
州
)

『
陳
書
』
巻

二
三
本
伝

(19
)
察
凝

晋
煕
王
叔
文
信
威
長
史

(湘
州
)

『
陳
書
』
巻

二
三
本
伝



談

の

一
解
釈
」

(
『史

学
雑
誌
』

五
〇
1

三
)
な

ど
参
照
。

(
33
)

「六
朝
初
期

の
貴
族

制
と
封
建
社
会

」
(
『
中
国
貴
族
制
社
会

の
研
究
』
所
収

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究

所
一

九
八
七
年
)参
照
。

(
34
)

な
お
、
南
朝

に
お
け
る

「清

議
」
に

つ
い
て
は
、
張
旭
華
氏

に
よ
る
近
年

の

一
連

の
研
究
が
注
目
さ
れ
る
。

「関

干
東
晋
南

朝
清

議
的

几
個
問

題
ー

与
周

一

良
先
生
商

確

」

(
『
鄭
州
大
学
学
報
』

一
九
九
三
年

一
)
・
「梁
代
無

中
正
説
弁
析
ー
与

万
縄
南
先
生
商
確
　

」

(
『
許
昌
師
範
学
報
』

一
九
九
三
年
三
)
・
「南

朝
九
品
中
正
制
的

発
展
演
変

及
其

作
用
」

(
『
中
国
史

研
究
』

一
九
九
人
年

二
)
な
ど
参
照
。


