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北
魏
高
租
の
漢
化
政
策
の
理
解
に
つ
い
て

川
　
　
本
　
　
芳
　
　
昭

は
　
し
　
が
　
き

　
本
稿
は
原
書
高
租
に
よ
る
史
乗
有
名
な
漢
化
政
策
の
理
解
に
関
連
す

る
以
下
の
三
点
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
e
高
僧
の
改
革
は
北
魏
の
政
治
的
支
配
者
層
と
し
て
の
鮮
卑
を
中
心

と
し
た
北
族
集
団
の
徹
底
し
た
分
断
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い

え
る
が
（
そ
れ
は
遷
洛
に
伴
う
北
族
の
南
北
へ
の
分
裂
や
北
族
の
蟹
族

分
定
等
の
形
で
あ
ら
わ
れ
る
）
、
そ
の
際
北
国
た
る
彼
が
何
故
の
ち
の

遼
金
元
清
の
よ
う
な
征
服
王
朝
が
数
々
の
施
策
を
通
じ
て
自
民
族
の
結

束
強
化
に
努
め
た
の
と
異
な
り
、
異
民
族
支
配
の
基
盤
を
掘
り
崩
し
、

結
果
的
に
自
ら
の
王
朝
の
滅
亡
を
早
め
た
と
さ
れ
る
施
策
を
と
っ
た
の

か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
こ
う
し
た
疑
簡
に
対
す
る
解
答
と
し
て

て
そ
う
し
た
改
革
を
必
要
と
し
た
当
時
の
北
魏
が
お
か
れ
て
い
た
王
朝

全
般
の
漢
化
と
い
う
政
治
的
社
会
的
状
況
の
存
在
が
指
嫡
で
き
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

の
点
に
つ
い
て
は
筆
者
も
別
稿
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
斌
、
こ
う
し
た

解
答
は
い
わ
ぽ
巨
視
な
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
改
革
の
必
要
条
件
と
で
も

い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
進
ん
で
、
例
え
ば
高
租
は
文
明
太
后

凋
氏
の
死
後
に
な
っ
て
は
じ
め
て
多
く
の
漢
化
を
め
ざ
し
た
改
革
に
矢

継
ぎ
早
に
着
手
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
何
故
か
。
一
二
は
そ
の
漢
文
化

に
対
す
る
尊
崇
の
念
を
自
ら
が
北
族
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
具
体
的
に
ど

の
よ
う
に
調
和
さ
せ
て
い
た
の
か
。
高
等
は
漢
学
政
策
を
断
行
し
な
が

ら
甲
兵
の
大
部
分
を
北
族
霊
の
ま
嵐
に
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
何
故
か
等
の

如
き
よ
り
微
視
的
な
立
場
に
立
っ
て
高
租
と
い
う
人
間
の
改
革
断
行
へ

の
衝
動
が
ど
こ
か
ら
生
じ
て
き
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
形

で
改
革
と
連
関
し
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
問
題
と
す
る
と
き
、

右
は
い
ま
だ
十
全
な
解
答
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
面
を
も
っ
て
い
る
と

さ
れ
よ
う
。
本
稿
の
第
一
節
は
こ
う
し
た
問
題
意
識
に
立
っ
て
、
高
租

と
い
う
人
物
の
内
的
世
界
と
改
革
と
が
ど
の
よ
う
な
形
で
結
び
つ
い
て

い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
基
礎
的
作
業
と
し
て
、
高
租
の
角
い
立
ち

に
纒
わ
る
問
題
や
そ
の
政
治
的
立
場
の
解
明
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

　
O
私
見
で
は
翌
翌
国
初
か
ら
存
在
し
て
い
た
北
族
集
団
は
、
高
租
の

改
革
直
前
に
は
全
面
的
に
崩
壊
し
始
め
て
い
た
と
い
え
る
（
北
族
が
集

団
と
し
て
結
合
し
て
い
た
こ
と
、
及
び
そ
の
集
団
の
崩
壊
状
況
に
つ
い
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魯

　
　
北
魏
高
租
の
漢
化
政
策
の
理
解
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
幻

て
は
別
稿
参
照
）
．
。
重
犯
の
改
革
は
こ
の
当
時
の
北
族
集
団
が
お
か
れ

て
い
た
崩
壊
状
況
を
ふ
ま
え
て
断
行
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
う

し
た
考
え
が
正
し
け
れ
ば
当
時
の
北
道
は
高
租
の
漢
化
政
策
に
反
対
す

る
こ
と
を
め
ざ
し
て
結
集
す
る
力
を
相
当
減
じ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
従
来
よ
り
高
崎
在
位
中
の
太
和
二
十
年
に
起
っ
た
謀
反
と
、

高
倉
没
後
の
粛
啓
の
末
年
に
勃
発
し
た
北
鎮
の
乱
と
い
う
二
つ
の
反
乱

を
、
高
麗
の
改
革
時
以
降
に
お
け
る
北
魏
中
央
朝
の
漢
化
路
線
に
対
す

る
北
辛
め
強
い
反
発
の
存
在
を
示
す
も
の
と
す
る
見
解
が
一
般
に
見
受

　
　
　
ヨ

け
ち
れ
嶽
。
こ
の
見
解
は
筆
者
の
先
の
見
解
と
齪
齢
す
る
面
が
あ
る
と

さ
れ
よ
う
。
何
故
な
ら
こ
の
二
つ
の
反
乱
を
右
述
の
よ
う
な
性
格
の
反

乱
と
し
た
場
合
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
高
祀
の
改
革
時
以
降
も
北
族
が
反

漢
化
を
目
的
と
し
て
結
集
す
る
力
を
も
っ
て
い
た
の
を
示
す
こ
と
に
な

り
（
北
鎮
の
乱
は
北
魏
を
滅
亡
の
寸
前
ま
で
追
い
込
む
程
の
結
集
力
を

も
っ
た
大
反
乱
で
あ
っ
た
）
、
先
の
高
祀
の
改
革
直
前
の
北
族
は
反
回

化
を
目
的
と
し
て
結
集
す
る
力
を
相
当
減
じ
て
い
た
と
す
る
私
見
と
の

間
に
ズ
レ
を
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
の
第
二
節
で
は
こ
の
問
題
を

取
り
扱
う
。

　
日
高
祀
の
漢
化
政
策
の
理
解
と
密
接
に
関
連
す
る
北
鎮
の
乱
の
理
解

を
め
ぐ
っ
て
、
従
来
大
ま
か
に
い
っ
て
そ
れ
を
高
租
の
改
革
以
後
、
そ

れ
よ
り
前
の
状
態
に
比
し
て
社
会
的
政
治
的
地
位
が
下
落
し
た
皇
族
済

民
の
洛
陽
貴
族
に
対
す
る
不
満
、
反
抗
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊤

北
越
鎮
痛
の
こ
の
反
乱
に
果
し
た
役
割
を
極
め
て
重
視
す
る
見
解
ど
、

北
族
商
民
の
こ
の
反
乱
に
果
し
た
役
割
を
重
視
し
な
が
ら
も
北
魏
支
配

下
の
北
鎮
に
あ
っ
て
抑
圧
さ
れ
た
境
遇
に
お
か
れ
て
い
た
被
征
服
民
族
、

と
り
わ
け
勅
勒
等
の
少
数
民
族
鎮
民
の
こ
の
反
乱
に
果
し
た
股
割
を
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

族
鎮
民
の
場
合
と
同
等
程
度
に
重
視
し
て
行
こ
う
と
す
る
見
解
と
が
あ

る
。
こ
う
し
た
両
見
解
の
存
在
は
前
者
が
北
岳
の
乱
を
北
族
不
満
分
子

の
い
わ
ぽ
失
地
回
復
を
め
ざ
し
た
反
乱
で
あ
っ
た
と
す
る
理
解
に
傾
く

動
き
が
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
が
北
鎮
の
乱
を
被
征
服
民
族
の
側
か
ら

す
る
一
種
の
民
族
闘
争
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
も
の
と
し
て
も
理
解
さ

せ
る
と
い
う
点
で
微
妙
な
相
違
を
生
ん
で
い
る
。
こ
の
際
お
の
ず
と
両

見
解
の
ズ
レ
を
整
合
的
に
、
或
は
一
方
を
よ
り
重
視
す
る
結
果
を
も
っ

て
理
解
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ぽ
よ
い
の
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。

こ
の
問
題
は
問
題
O
と
関
連
す
る
の
で
問
題
O
と
合
わ
せ
て
第
二
節
に

お
い
て
取
り
扱
う
。

の
高
聴
の
内
的
世
界
と
改
革

　
本
節
で
は
は
し
が
き
の
e
で
述
べ
た
、
高
祀
の
内
的
世
界
と
改
革
と

が
ど
の
よ
う
な
形
で
結
び
つ
い
て
い
た
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
考

察
す
る
。

　
　
ω
文
明
太
后
・
高
組
母
子
説
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
バ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
　
　
　
　
　
　

　
近
年
呂
思
勉
、
大
沢
陽
興
、
鄭
欽
位
氏
ら
に
よ
っ
て
、
高
租
と
彼
の

祖
父
・
高
富
の
皇
后
で
あ
る
が
、
彼
と
は
血
の
つ
な
が
り
の
な
い
文
明

太
后
凋
氏
（
以
下
太
后
と
い
う
）
と
を
実
は
実
の
子
と
母
の
間
柄
で
は

な
い
か
、
と
す
る
説
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
い
ま
ま
ず
高
潔
の
内
面
の

v一
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世
界
を
知
る
た
め
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
が
、
高
祀
の

母
が
誰
で
あ
る
か
と
い
う
一
見
そ
れ
程
重
要
で
な
い
か
に
み
え
る
問
題

を
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
理
由
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
理
由
の
一
は
、

幼
少
か
ら
成
人
に
達
す
る
ま
で
の
高
湿
の
教
育
に
太
后
は
か
な
り
大
き

な
役
割
を
演
じ
て
い
る
が
、
そ
の
彼
女
が
実
は
高
租
の
生
母
で
あ
っ
た

と
す
る
と
、
そ
の
こ
と
は
高
租
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
大
き
な
影
響
を

与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
理
由
の
二
は
、
太
后
・
高
評
母

子
説
を
唱
え
る
呂
氏
が
、

　
　
高
客
止
教
育
、
蓋
全
受
諸
文
明
后
（
B
太
后
）
。
與
聖
霊
（
1
1
北

　
　
魏
世
祖
）
母
錐
漢
人
、
教
育
則
全
受
諸
点
卑
者
大
異
。
此
其
所
以

　
　
能
去
膿
壇
之
郷
、
践
禮
教
之
域
、
毅
然
猫
断
、
大
全
胡
俗
言
？

　
　
　
　
　
　
　
　

と
述
べ
て
お
ら
れ
型
よ
う
に
、
高
卓
の
漢
化
政
策
が
漢
人
で
あ
る
太
后

の
影
響
を
受
け
て
出
現
し
た
と
す
れ
ぽ
、
太
后
・
高
祀
母
子
説
の
当
否

は
本
節
で
解
明
せ
ん
と
す
る
は
し
が
き
の
e
で
述
べ
た
問
題
と
大
き
く

関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
理
由
の
三
は
、
太
后
・
高
租

母
子
説
が
正
し
い
と
す
れ
ば
高
租
の
父
は
大
沢
氏
が
説
か
れ
る
よ
う
に

太
后
が
擁
愛
し
た
漢
人
名
族
、
趙
郡
李
氏
出
身
の
李
突
で
あ
る
可
能
性

　
　
　
　

が
生
ま
ね
、
果
し
て
李
突
が
高
租
の
父
で
あ
る
の
な
ら
高
租
の
漢
化
政

策
採
用
の
わ
け
を
理
解
す
る
こ
と
が
か
な
り
容
易
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

何
故
な
ら
李
変
が
高
租
の
父
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
太
后
は
漢
人
で
あ
る
か

ら
、
高
租
は
王
族
で
は
な
く
漢
人
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
は

漢
化
政
策
が
生
ま
れ
る
蓋
然
性
が
極
め
て
高
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
呂
氏
が
あ
げ
る
太
后
・
高
租
母
子
説
の
根
拠
は
㊨
e
高
冠
が

生
ま
れ
た
と
き
父
顕
彰
が
僅
か
に
十
三
才
で
あ
っ
た
こ
と
（
満
年
令
）
、

㈹
O
太
后
の
死
後
高
島
が
義
理
の
祖
母
に
す
ぎ
な
い
彼
女
の
た
め
三
年

半
喪
に
服
さ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
、
④
日
高
書
巻
十
三
の
太
后
の
伝
に
、

　
　
迄
后
（
h
太
后
）
之
崩
、
高
階
不
知
所
生
。

と
い
う
不
可
解
な
記
載
が
み
え
る
こ
と
（
以
下
特
に
断
ら
な
い
限
り
出

典
は
す
べ
て
降
雪
で
あ
る
）
、
④
四
高
租
が
太
后
の
一
族
（
爲
氏
）
を

優
遇
し
、
歯
学
・
影
干
の
本
紀
や
皇
后
伝
、
外
戚
伝
等
が
高
租
の
生
母

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
思
皇
后
李
氏
（
以
下
思
皇
后
と
い
う
）
の
一
族

に
極
め
て
冷
淡
で
あ
っ
た
こ
と
、
④
固
太
后
は
彼
女
の
列
伝
等
に
よ
れ

ぽ
極
め
て
権
勢
欲
の
強
い
人
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
彼

女
が
同
伝
（
巻
十
三
）
に
、

　
　
（
太
后
）
遂
臨
朝
聴
政
。
及
高
塚
生
、
太
后
躬
親
撫
養
。
三
野
罷

　
　
．
令
（
称
制
と
し
て
の
令
）
、
山
篭
政
事
。

と
あ
る
よ
う
に
、
高
田
の
誕
生
と
同
時
に
政
務
を
離
れ
て
い
る
の
は
不

可
解
で
あ
る
こ
と
、
等
に
あ
る
。
呂
氏
は
結
論
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
豊
高
呈
上
后
私
生
之
子
、
后
因
堅
剛
、
男
旱
得
不
今
朝
理
り
・
馬
事

　
　
固
無
謹
擦
可
畢
、
然
以
事
理
推
之
、
實
不
得
不
作
如
是
想
。
此
等

　
L
畢
固
永
無
謹
擦
可
得
也
。

　
　

と
述
滑
、
合
理
的
に
考
え
る
限
り
高
彫
は
太
后
の
子
で
あ
る
が
、
そ
れ

を
確
定
す
る
証
拠
は
今
後
も
現
わ
れ
な
い
だ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
大

沢
氏
は
こ
の
呂
氏
の
説
に
賛
同
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
そ
の
根
拠
と
し
て

⑬
9
天
象
志
（
巻
一
〇
五
の
三
）
の
記
事
に
よ
っ
て
、
高
麗
は
太
后
か

ら
橘
氏
一
門
に
将
来
仇
な
す
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
屡
々
殺
害
さ
れ
そ
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遺

北
魏
高
租
の
漢
化
政
策
の
理
解
に
つ
い
て

う
に
な
る
が
、
父
た
る
顕
租
が
そ
れ
を
何
ら
餐
め
る
こ
と
な
く
み
す
ご

し
て
い
る
こ
と
の
不
可
解
さ
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。
鄭
氏
も
呂
氏
や
大

沢
氏
の
説
に
賛
同
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
そ
の
根
拠
と
し
て
◎
O
楊
椿
伝

（
巻
五
八
）
に
み
え
る
高
上
や
山
椿
の
言
葉
の
中
に
太
后
と
高
租
の
関

係
を
「
母
子
」
の
語
を
も
っ
て
表
現
し
て
い
る
の
が
み
え
る
こ
と
を
加

え
て
お
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
具
体
的
論
証
は
後
配
の
補
注
に
譲
る
が
、
右
に
あ
げ
た
諸

根
拠
の
う
ち
⑤
e
を
除
け
ば
、
残
り
は
す
べ
て
太
后
と
高
幡
と
が
母
子

で
な
い
ご
と
を
前
提
と
し
て
も
合
理
的
に
理
解
さ
れ
る
も
の
ば
か
り
で

あ
る
。
　
（
因
に
⑮
e
に
は
史
料
の
読
み
違
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
）

つ
ま
り
現
在
の
所
太
后
・
高
燥
母
子
説
は
、
こ
の
説
を
は
じ
め
て
提
唱

さ
れ
た
翌
夕
が
い
み
じ
く
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
仮
説
の
域
を
出

て
い
な
い
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
に
高
層
が
思
皇
后
の

子
で
は
な
い
こ
と
を
明
示
す
る
、
そ
し
て
さ
ら
に
太
后
と
高
組
と
が
実

の
母
と
子
で
あ
る
こ
と
を
ほ
ぼ
確
定
せ
し
め
る
、
先
学
が
指
摘
さ
れ
て
い
な

い
史
料
が
あ
る
。
主
題
図
（
巻
八
三
上
）
に
、
太
后
に
よ
っ
て
學
鐵
さ

れ
た
思
皇
后
の
一
門
（
李
氏
）
の
生
存
者
に
高
租
が
爵
位
を
与
え
ん
と

し
た
こ
と
を
記
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
太
和
十
二
年
（
四
八
八
）
高
租
將
爵
軍
鶏
、
詔
蓮
華
者
。
而
恵
（

　
　
1
1
李
恵
・
思
皇
后
の
父
）
諸
從
塁
審
罹
撃
鐵
、
難
於
鷹
命
。
唯
道

　
　
念
（
李
道
念
は
直
立
の
弟
、
李
鳳
は
李
恵
の
従
弟
で
詠
殺
さ
れ
て

　
　
い
る
）
敢
先
詣
閾
、
戸
畑
后
（
1
1
思
皇
后
）
妹
及
鳳
兄
弟
子
女
之

・
　
存
者
。
…
…
十
五
年
…
…

と
あ
る
。
太
后
は
太
和
十
四
年
の
九
月
癸
丑
に
崩
御
し
て
い
る
（
高
祀

紀
参
照
）
。
そ
れ
だ
け
に
右
は
高
租
が
太
后
が
崩
御
す
る
二
年
前
の
太
和

十
二
年
の
時
点
で
思
皇
后
を
実
の
母
と
思
っ
て
い
た
の
を
示
し
て
い
る

と
さ
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
が
先
述
し
た
よ
う
に
太
后
伝
（
三
十
三
）
に
は

「
迄
后
（
1
一
太
后
）
之
崩
、
高
祀
不
知
所
生
」
と
あ
る
。
現
存
す
る
魏

書
、
北
史
の
各
種
版
本
は
皆
右
の
舅
氏
授
爵
の
記
事
を
太
和
十
二
年
に

か
け
、
ま
た
太
后
伝
の
記
事
に
も
版
本
間
の
異
同
は
な
い
。
舅
氏
授
爵

に
お
け
る
年
次
の
記
載
に
も
注
⑩
に
そ
の
理
由
を
記
す
如
く
、
史
書
の

原
本
自
体
、
或
は
筆
写
過
程
に
お
け
る
誤
り
が
あ
る
可
能
性
は
ま
ず
な

い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
現
存
の
史
料
に
拠
る
限
り
高
租
の
母
が
思
皇
后

で
な
い
こ
と
、
ま
た
、
先
の
④
口
、
④
四
「
◎
日
影
を
も
勘
案
す
る
と
そ
れ
が
太
一

后
で
あ
る
こ
と
を
ほ
ぼ
間
違
い
な
く
示
し
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。
　
　
一

　
そ
れ
で
は
高
租
の
父
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
点
に
つ
い
て
考

え
て
み
よ
う
。
太
后
伝
（
巻
十
三
）
に
、
顕
租
初
め
の
こ
と
と
し
て
、

　
　
（
太
后
）
薬
茶
朝
聴
政
。
及
高
蒔
直
、
太
后
躬
親
撫
養
。
是
後
罷

　
　
令
、
不
聴
政
事
。
太
后
行
不
正
、
内
園
主
変
。
顯
身
網
事
西
之
、

　
　
太
后
不
得
意
。
顯
雲
量
崩
、
時
言
太
后
爲
之
也
。

と
あ
る
。
こ
の
李
突
は
趙
郡
の
李
氏
、
李
順
の
子
で
あ
る
が
、
大
沢
氏

は
こ
の
李
変
こ
そ
が
高
租
の
父
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
こ
う
し
た
理
解
に
は
筆
者
は
賛
同
七
難
い
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、

右
の
記
事
か
ら
窺
え
る
こ
と
で
あ
る
が
太
后
の
李
有
内
寵
は
高
租
の
誕

生
後
の
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
理
由
の
二
は
、
以
下

の
よ
う
で
あ
る
。
李
恵
伝
（
巻
八
三
上
）
に
、



　
　
高
小
奉
薦
氏
過
厚
、
於
李
仕
過
薄
。
舅
家
籍
無
襲
用
。
朝
野
人
士

　
　
所
以
霧
議
、
太
常
盤
至
正
言
干
禁
中
。
二
世
宗
寵
隆
王
家
、
並
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
顯
位
、
乃
惟
高
租
虚
言
存
已
不
良
恩
沢
。

と
あ
る
こ
と
、
或
は
再
三
引
用
す
る
よ
う
に
太
后
伝
に
「
迄
后
之
崩
、

高
租
不
知
所
生
」
と
あ
る
こ
と
等
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
高
租
が
太
后

の
子
で
あ
る
こ
と
、
も
し
く
は
思
皇
后
が
実
母
で
な
い
こ
と
は
す
で
に

高
唱
の
時
代
に
お
い
て
も
か
な
り
公
然
と
噂
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
一
方
、
顕
租
は
僅
か
十
八
才
で
太
后
に
迫
ら
れ
高
議
に
譲
位
す
る

が
（
天
象
志
三
、
顯
租
皇
興
四
年
十
月
条
参
照
）
、
顯
租
紀
（
二
六
）

皇
興
五
年
（
四
七
一
）
八
月
の
条
に
、

　
　
帝
（
1
1
顯
租
）
雅
言
時
務
、
常
有
遺
世
之
心
、
欲
爵
位
於
叔
父
京

　
　
兆
王
子
推
。
語
在
任
城
王
勲
等
。
璽
臣
固
請
。
帝
乃
止
。

と
あ
り
、
任
城
王
雲
伝
（
巻
十
九
中
）
に
、

　
　
マ
マ

　
　
延
里
中
、
顯
租
集
摯
僚
、
欲
輝
位
於
京
兆
王
子
推
。
王
公
卿
士
、

　
　
莫
敢
先
言
。
雲
進
日
。
陛
下
雲
上
太
平
、
臨
覆
四
海
。
豊
得
上
違

　
　
宗
廟
、
下
棄
兆
民
。
父
子
相
傳
、
其
諸
山
　
。
皇
魏
之
興
、
未
之

　
　
有
革
。
皇
儲
正
統
、
聖
徳
夙
章
。
…
…
…
太
吉
野
賀
当
寺
日
。
陛

　
　
下
今
欲
外
層
諸
王
、
而
輝
位
三
皇
叔
者
。
臣
籍
春
秋
蒸
嘗
、
昭
穆

　
　
有
齪
。
脱
萬
世
之
後
、
必
有
悪
難
還
御
。
深
願
思
任
城
之
言
。
東

　
　
陽
単
元
　
等
進
日
。
皇
太
子
難
聖
徳
呈
上
、
然
華
押
幼
。
陛
下
家
長

　
春
秋
、
始
覧
機
翼
。
普
天
景
仰
、
率
土
聖
心
。
欲
筆
工
善
、
馬
草

　
萬
墨
形
意
。
其
若
宗
廟
何
、
其
若
億
兆
何
。
顯
遮
断
。
心
妻
正
統
、

・
　
受
誓
文
租
。
峯
公
相
之
。
有
何
不
可
。
於
是
傳
位
於
高
租
。

北
魏
高
祀
の
漢
化
政
策
の
理
解
に
つ
い
て

と
あ
る
。
右
の
二
記
事
は
隷
書
が
一
旦
は
叔
父
子
推
に
譲
位
せ
ん
と
し

た
が
、
任
城
王
雲
、
源
賀
、
元
　
と
い
っ
た
北
面
重
臣
の
反
対
に
・
あ
っ

て
結
局
高
租
に
伝
位
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
が
、
い
ま
か
り
に
李
変

が
高
租
の
父
で
あ
る
と
し
た
場
合
、
群
臣
は
か
よ
う
な
反
対
意
見
を
述
べ
る
で

あ
ろ
う
か
。
た
と
え
太
后
の
勢
力
が
伸
張
し
、
そ
の
圧
力
が
あ
っ
た
と

し
て
も
源
降
等
の
北
族
出
身
で
あ
り
、
か
つ
北
界
の
柱
石
で
も
あ
る
人

々
が
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
皇
位
継
承
の
正
統
性
が
な
い
、
或
は
疑
わ

し
い
太
子
へ
の
譲
位
を
認
め
る
と
は
考
え
難
い
。
ま
し
て
当
時
の
北
魏

の
北
族
中
心
主
義
的
政
治
状
況
を
考
え
る
と
き
、
漢
人
を
父
と
し
た
、

或
は
そ
の
疑
い
の
あ
る
人
物
を
天
子
と
す
る
こ
と
な
ど
全
く
考
え
ら
れ

な
い
。
百
歩
退
い
て
そ
う
し
た
反
対
を
も
振
じ
伏
せ
る
程
太
后
の
勢
力

が
強
大
で
あ
っ
た
と
仮
定
し
て
も
事
変
を
父
と
す
る
説
は
成
り
立
た
な

い
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
第
二
節
で
述
べ
る
よ
う
に
、
遷
洛
後
、
高

租
の
漢
化
政
策
に
不
満
を
も
つ
北
族
上
層
の
人
々
に
よ
る
謀
反
事
件
が

’
起
る
が
（
こ
れ
は
太
后
崩
御
後
六
年
に
し
て
起
る
）
、
そ
の
際
こ
の
反
乱

に
加
担
し
た
人
々
は
元
　
伝
（
巻
十
四
）
に
、

　
　
　
（
1
1
元
　
）
父
子
大
意
不
樂
豊
艶
。
高
租
之
獲
平
城
、
太
子
拘

　
　
留
於
奮
京
。
及
將
還
洛
、
隆
運
超
（
隆
、
超
は
元
　
の
子
）
等
密

　
　
早
書
悔
、
因
官
兵
断
關
、
規
擦
灘
北
。

と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
高
租
の
長
子
た
る
太
子
拘
を
盟

主
に
立
て
ん
と
し
た
形
跡
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
高
卑
の
漢
化
路
線
に

反
対
す
る
と
い
う
性
格
を
も
つ
謀
反
（
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は

第
二
節
で
述
べ
る
）
を
企
て
る
の
に
「
漢
人
天
子
」
た
る
高
租
の
長
子

一一
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北
魏
高
租
の
漢
化
政
策
の
理
解
に
つ
い
て

淘
を
盟
主
と
す
る
と
い
う
の
で
は
謀
反
の
性
格
が
不
可
解
な
も
の
に
な

っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
李
突
が
高
組
の
父
で
あ
る
可
能
性
は
ま
ず
な
い
。

高
志
の
父
は
や
は
り
拓
践
醤
油
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
正
統
性
を
も
つ

人
物
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
そ
れ
は
誰
か
。
太

后
の
夫
た
る
高
宗
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
高
宗
が
高
津
の
父
で
あ
る
可

能
性
は
全
く
な
い
。
何
故
な
ら
高
宗
は
・
和
平
六
年
（
四
六
五
）
五
月
癸

卯
に
崩
御
し
（
巻
五
音
宗
紀
）
、
高
租
は
そ
の
二
年
後
の
皇
興
元
年
（

四
六
七
）
八
月
戊
申
（
巻
七
上
高
租
紀
）
に
誕
生
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ぽ
そ
の
よ
う
な
人
物
は
最
早
顕
租
し
か
い
な
い

こ
と
に
な
る
。
で
は
こ
う
し
た
こ
と
は
果
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
高
租
が
生
ま

れ
た
皇
霊
元
年
八
月
戊
申
に
顕
租
は
満
十
三
才
（
数
え
で
十
四
才
）
で

あ
っ
た
。
太
后
は
そ
の
と
き
数
え
で
二
十
六
才
、
或
は
二
十
九
才
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
（
前
者
は
太
后
の
伝
に
、
太
后
に
つ
い
て
、
　
「

（
太
和
）
十
四
年
（
四
九
〇
）
崩
於
里
長
殿
。
時
年
四
十
九
」
と
あ
る

記
事
か
ら
逆
算
し
た
も
の
。
後
者
は
同
伝
に
、
太
后
に
つ
い
て
、
　
「
年

十
四
、
高
宗
践
極
」
と
あ
る
こ
と
、
高
宗
の
践
極
が
正
平
二
年
（
四
五

二
）
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
割
り
出
し
た
も
の
。
こ
う
し
た
違
い
が
生
じ

た
原
因
は
わ
か
ら
な
い
。
な
お
、
後
掲
の
補
注
で
述
べ
る
如
く
、
北
魏
の

諸
帝
は
多
く
若
年
で
子
を
な
し
て
い
る
）
。
つ
ま
り
高
岸
が
顕
租
と
太

后
と
の
間
の
子
で
あ
る
可
能
性
は
十
分
あ
る
（
因
に
高
聞
と
太
后
と
の

間
に
子
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
）
。
筆
者
は
こ
れ
こ
そ
が
高
租
出
生
の
真

相
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
李
突
を
で
な
く
顕
租
を
父
と
考
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
は
じ
あ
て
高
租
を
群
臣
が
、
最
後
に
は
顕
租
自
身
が
、
当
時
に

あ
っ
て
も
太
后
の
子
で
あ
る
こ
と
が
か
な
り
確
実
視
さ
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
高
頑
を
顕
訳
語
の
天
子
と
し
て
認
め
た
の
は
何
故
か
、
高
宗

末
か
ら
予
言
時
代
に
か
け
て
の
乙
渾
事
件
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
北
魏

史
の
不
透
明
部
分
が
生
じ
た
の
は
何
故
か
、
儲
君
が
父
で
あ
る
こ
と
を

記
し
な
が
ら
（
当
時
の
史
書
中
に
顕
租
が
並
置
の
父
で
あ
る
こ
と
を
否

定
す
る
よ
う
な
史
料
は
管
見
の
及
ぶ
限
り
見
当
ら
な
い
）
、
そ
の
母
の

こ
と
を
記
し
た
史
書
中
の
記
事
に
微
言
が
極
め
て
多
い
の
は
何
故
か
、

等
々
の
疑
問
が
氷
解
し
、
当
時
の
雷
電
中
央
の
内
幕
に
関
し
従
来
の
見

解
よ
り
も
よ
り
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
得
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
高
租
の
出
生
に
纒
わ
る
事
柄
の
全
体
像
を
高
租
が

知
っ
た
の
は
、
太
后
伝
の
「
迄
后
之
崩
、
高
租
不
知
所
生
」
と
あ
る
記
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
0

事
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
太
后
崩
御
の
際
、
或
は
そ
の
直
後
の
こ
と
で
脚

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
孝
養
の
念
厚
い
高
租
に
と
っ
て
非
常

な
驚
き
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
際
天
象
志
（
巻
一
〇
五
の
三
）
の
次

の
記
事
は
当
時
の
彼
の
心
情
を
知
る
上
で
極
め
て
示
唆
に
富
ん
だ
も
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
至
上
明
元
年
（
四
七
六
）
四
月
、
月
食
尾
。
五
月
己
亥
、
金
火
皆

　
　
題
号
較
。
庚
子
、
思
置
同
光
。
皆
后
妃
之
諦
也
。
天
草
言
日
。
母

　
　
后
之
饗
早
戸
盈
　
。
人
君
忘
租
考
古
業
、
慕
匹
夫
之
孝
、
其
如
宗

　
　
祀
何
。
是
時
献
文
（
1
1
顯
租
）
不
悟
。
至
土
丹
暴
崩
。
實
有
耽
毒

　
　
之
聖
母
。
由
只
言
之
、
皇
天
有
以
観
履
霜
之
萌
、
土
質
之
成
象
久

　
　
。
其
後
、
文
明
太
后
（
u
太
后
）
崩
、
孝
文
皇
帝
善
用
諒
陰
之

　
儀
、
篤
儒
子
之
慕
。
寛
未
能
述
宣
春
秋
之
義
、
而
懲
供
人
之
窯
。



　
　
是
以
胡
氏
（
高
租
の
孫
・
五
宗
の
生
母
霊
太
后
胡
氏
の
こ
と
）
循

　
　
之
、
卒
傾
魏
室
。
豊
不
哀
哉
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
み
え
る
「
述
宣
春
秋
之
義
」
と
は
大
義
名
分
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
太
后
が
な
き
父
た
る
顕
租
を
殺
害
し
た
こ

と
を
公
表
し
処
断
す
る
こ
と
、
　
「
懲
供
人
之
窯
」
と
は
太
后
に
加
担
し

た
人
々
を
処
罪
す
る
こ
と
、
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま

り
右
の
記
事
は
高
租
が
太
后
の
死
後
太
后
の
た
め
喪
に
服
し
「
砂
子
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

お
さ
な
ご
）
」
の
追
慕
の
情
を
示
す
が
、
こ
れ
は
醤
蝦
の
業
を
忘
れ
、

匹
夫
の
孝
を
な
し
た
も
の
で
あ
り
、
・
撃
退
を
殺
害
し
た
太
后
の
一
派
（

太
后
を
含
む
）
を
処
罪
し
な
か
っ
た
た
め
、
の
ち
太
后
と
同
様
世
継
ぎ

を
生
み
な
が
ら
死
を
賜
わ
る
こ
と
な
く
（
北
魏
で
は
儲
嗣
を
生
ん
だ
母

は
死
を
賜
わ
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
た
。
補
注
参
照
）
、
北
魏
末
の
政

局
を
混
乱
に
陥
れ
北
魏
を
滅
亡
に
導
く
一
原
因
を
つ
く
っ
た
霊
太
后
胡

氏
に
先
細
を
開
く
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
（
霊
太
后
は
実
子
粛
宗
を
毒

　
　
⑪

殺
す
る
）
、
高
組
の
政
治
の
批
判
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
天
象
志
に
み
え
る
太
后
に
ほ
る
顕
租
毒
殺
は
ま
ず
間
違
い
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
2

事
実
を
伝
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
高
租
は
太
后
が
称
制
と
し

て
国
政
の
実
権
を
掌
握
し
て
い
た
と
き
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
（
後
進
の
補

注
に
掲
げ
た
⑤
e
の
史
料
か
ら
窺
え
る
如
く
彼
自
身
さ
え
太
后
か
ら
な

き
も
の
に
さ
れ
か
か
っ
．
た
こ
と
が
何
度
も
あ
る
）
、
な
ぜ
そ
の
没
後
に

あ
っ
て
も
彼
女
を
処
罰
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら

く
そ
れ
は
人
一
倍
孝
養
の
念
厚
く
、
漢
学
に
精
通
し
た
重
曹
に
と
っ
て

太
后
の
死
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
知
り
得
た
、
そ
れ
だ
け
に
堪
え
難
い
程

慕
わ
し
い
母
（
太
后
）
を
叩
殺
し
の
大
罪
人
と
し
て
処
断
す
る
こ
と
な

ど
思
い
も
よ
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
　
（
高
租
の
太
后

に
対
す
る
思
慕
の
情
の
異
常
と
も
い
う
べ
き
強
烈
さ
に
つ
い
て
は
礼
志

三
（
巻
一
〇
八
の
三
）
参
照
）
。

　
以
上
述
べ
た
よ
う
な
推
論
に
誤
り
が
な
け
れ
ぽ
、
こ
う
し
た
事
柄
が

高
津
の
漢
化
政
策
採
用
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
容
易
に
回
せ

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
義
理
の
間
柄
と
は
い
え
高
租
の
皇
后
で
あ
る
太
后

は
高
義
の
租
母
で
あ
る
（
顕
租
に
と
，
っ
て
は
母
で
あ
る
）
。
そ
し
て
そ

の
太
后
が
実
は
彼
の
母
で
あ
り
、
そ
の
上
そ
の
太
后
が
彼
の
父
顕
租
を

殺
害
し
た
な
ど
と
い
う
こ
と
は
北
族
中
第
一
の
文
化
人
と
も
い
う
べ
き

彼
に
と
っ
て
野
蛮
で
近
親
相
姦
を
想
わ
せ
る
お
ぞ
ま
し
い
悪
夢
で
あ
り
、

そ
う
し
た
暗
黒
と
彼
は
血
の
絆
で
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

半
の
改
革
が
太
后
の
死
後
、
そ
れ
ま
で
彼
が
生
活
し
て
き
た
世
界
を
根
6
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

本
か
ら
変
革
す
る
、
朔
風
吹
き
荒
ぶ
用
武
の
地
・
平
城
か
ら
田
土
や
水

量
に
恵
ま
れ
た
中
原
・
洛
陽
へ
の
遷
都
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
所
謂

石
化
政
策
と
い
う
形
を
と
っ
た
背
景
に
は
恐
ら
く
如
上
の
よ
う
な
過
去

の
柵
か
ら
自
ら
を
解
き
放
た
ん
と
す
る
彼
の
意
志
が
そ
の
精
神
の
深
奥

で
働
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

因
に
、
高
恩
は
例
え
ば
元
羽
繕
（
巻
一
＝
上
）
に
、
遷
洛
直
後
の
高

租
の
言
葉
を
伝
え
て
、

　
　
朕
自
行
禮
九
年
、
置
官
三
載
。
正
欲
動
導
兆
人
、
致
之
禮
教
。
朕

　
　
爲
天
子
、
何
假
中
原
。

と
あ
る
記
事
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
太
后
の
死
後
は
じ
め
て
獲
得
し
た

北
魏
高
租
の
漢
化
政
策
の
理
解
に
つ
い
て



．
遭

北
魏
高
租
の
漢
化
政
策
の
理
解
に
つ
い
て

名
実
を
具
え
た
言
忌
皇
帝
と
し
て
の
地
位
よ
り
も
、
そ
れ
を
超
越
し
た

中
華
全
体
の
天
子
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
し
よ
う
と
指
向
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
こ
と
に
対
し
て
も
先
述
の
事
柄
が
か
な
り

の
影
響
を
与
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
＠
高
組
の
北
界
意
識
と
階
層
意
識

　
さ
て
、
高
評
の
改
革
は
よ
く
言
わ
れ
る
如
く
、
北
族
と
し
て
の
誇
り

を
榔
ち
、
中
国
社
会
へ
の
全
面
的
同
化
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と

い
え
る
。
一
方
、
前
款
で
述
べ
た
よ
う
に
高
言
は
非
漢
民
族
国
家
北
魏

の
正
統
た
る
拓
践
王
家
直
系
の
血
を
ひ
く
皇
帝
で
あ
る
。
そ
の
彼
が
こ

の
よ
う
な
漢
化
政
策
を
断
行
し
た
と
す
れ
ぽ
、
彼
の
内
面
で
は
何
ら
か

の
葛
藤
が
生
じ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
う
し
た
形
跡
は
見
当
ら

9
な
い
。
と
す
れ
ぽ
そ
こ
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

前
款
で
み
た
こ
と
も
ぞ
う
し
た
理
由
の
一
つ
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ

う
し
た
表
現
は
あ
ま
り
適
切
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
わ
ぽ
そ

れ
は
彼
の
感
情
的
側
面
で
あ
る
。
本
款
で
は
そ
う
し
た
理
由
を
彼
の
政

治
的
立
場
の
側
面
、
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
彼
の
政
治
的
立
場
を
そ
の

北
族
と
し
て
の
意
識
（
以
下
北
族
意
識
と
い
う
）
、
或
は
階
層
意
識
（
社

会
的
に
上
位
に
属
す
る
階
層
を
重
視
す
る
意
識
）
と
の
関
連
に
お
い
て

追
求
す
る
こ
と
と
す
る
Q

　
ま
ず
、
高
覧
に
北
族
意
識
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
、
或
は
あ
っ
た
と

し
て
も
極
め
て
稀
薄
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
点
に
つ
い
て
み
て
み
る
。

晴
書
巻
三
二
経
籍
志
一
に
、
孝
経
関
係
の
書
目
を
記
し
た
個
所
に
国
語

孝
経
な
る
書
名
が
見
え
る
が
、
そ
の
後
段
に
、

　
　
強
風
遷
洛
、
未
達
華
語
。
孝
文
帝
命
血
書
侯
可
悉
陵
、
以
夷
言
繹

　
　
孝
経
之
旨
、
心
像
才
人
、
謂
之
國
語
誌
経
。

と
あ
る
。
右
は
後
の
征
服
王
朝
に
お
い
て
「
夷
言
」
が
国
威
発
揚
の
た

め
に
用
い
ら
れ
た
の
と
反
対
に
、
漢
文
化
の
真
髄
た
る
孝
道
を
北
族
に

理
解
さ
せ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
高
租
が

命
じ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
（
こ
の
「
理
解
」
は
北
族
が
漢
人
を

支
配
す
る
上
で
漢
人
の
思
想
を
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
か

ら
と
い
う
立
場
で
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
）
Q
こ
の
こ
と
は
年
租
に

北
族
意
識
が
稀
薄
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
一
例
証
と
さ
れ
よ
う
。

　
ま
た
、
高
租
紀
（
巻
七
下
）
に
、
高
温
に
つ
い
て

　
　
雅
好
縦
書
、
手
不
繹
巻
。
五
経
評
議
、
覧
之
便
講
◎
黒
滝
師
受
、

　
　
探
学
修
奥
。
史
傳
百
家
、
無
不
該
渉
。
善
談
荘
老
、
尤
精
繹
義
。

　
　
才
藻
富
購
、
好
爲
文
章
。
詩
賦
銘
頬
、
任
興
工
作
。
寛
大
文
筆
、

　
　
馬
上
口
授
。
及
其
成
也
、
不
改
一
字
目
自
愛
和
十
年
已
後
詔
冊
、

　
　
皆
帝
王
文
也
。

と
あ
る
。
こ
の
記
事
は
、
高
言
に
漢
文
化
に
対
す
る
深
い
理
解
の
あ
っ

た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
が
、
そ
の
際
そ
の
理
解
は
彼
の
内
面
で
「
中
国

」
と
自
已
と
を
断
絶
し
た
も
の
で
は
な
く
連
続
す
る
も
の
と
し
て
意
識

す
る
所
ま
で
深
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
礼
志
（

一
〇
八
の
三
）
に
、
高
彫
が
太
后
の
た
め
に
三
年
の
喪
に
服
さ
ん
と
し

た
と
き
の
、
三
年
服
喪
に
反
対
す
る
胡
漢
の
重
臣
た
ち
と
の
間
で
行
わ

れ
た
、
結
局
は
高
等
が
並
み
居
る
重
臣
の
す
べ
て
の
説
を
そ
の
中
国
古

典
に
対
す
る
該
博
な
知
識
を
駆
使
し
論
破
す
る
所
と
な
っ
た
問
答
の
詳

一62　一



　
露
な
記
録
が
あ
る
が
、
そ
の
一
節
に
、

　
　
　
高
闘
（
漢
人
官
僚
）
重
日
。
　
「
…
…
杜
雨
蓋
之
碩
学
、
論
自
古

　
　
　
天
子
無
量
行
三
年
之
喪
者
。
以
二
軸
文
之
制
、
闇
與
富
合
。
・
…

　
　
　
」
高
租
日
。
　
「
漢
魏
工
事
、
結
構
不
同
、
磁
石
向
説
、
…
…
至

　
　
　
如
杜
預
藩
論
、
難
暫
適
時
事
、
於
嬬
慕
之
君
諒
闇
之
主
、
蓋
亦

　
　
　
謳
　
。
孔
聖
稻
、
喪
與
舌
癌
也
三
面
。
而
預
於
孝
道
簡
略
、
朕

　
　
無
漏
焉
。
」

と
あ
り
、
，
杜
預
の
説
を
も
反
駁
し
、
孔
子
に
ま
で
湖
っ
て
「
孝
」
を
実

践
し
よ
う
と
し
て
い
る
所
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
逆
か
ら
み

れ
ば
彼
に
北
族
と
し
て
の
意
識
が
稀
薄
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

と
さ
れ
よ
う
。

　
ま
た
、
北
史
巻
三
六
無
罪
伝
に
、
高
租
の
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

　
　
帝
（
口
熱
租
）
曾
與
朝
臣
論
海
内
墨
池
人
物
、
戯
謂
麗
日
。
世
人

　
　
謂
卿
諸
醇
是
蜀
人
。
定
是
蜀
人
、
不
。
無
封
日
。
臣
遠
租
廣
徳
、
ヒ

　
　
下
仕
漢
朝
、
時
人
呼
線
漢
。
臣
九
世
事
永
、
豊
平
鵬
翼
蜀
、
時
人

　
　
呼
頭
痛
。
臣
今
事
陛
下
、
是
々
非
蜀
也
。
帝
撫
掌
寧
日
。
卿
幸
可

　
　
自
明
非
蜀
、
何
乃
遂
復
苦
朕
。
聰
薫
炉
戟
而
出
。
帝
日
、
醇
監
（

　
　
醇
聰
は
羽
林
監
）
酔
耳
。
其
見
知
如
此
。
　
　
　
㈲

と
あ
る
（
こ
こ
に
み
え
る
「
蜀
」
と
は
非
漢
民
族
の
一
名
称
で
あ
る
）
。

こ
の
記
事
は
高
租
が
胡
漢
の
差
を
そ
れ
ほ
ど
意
識
せ
ず
、
漢
人
の
立
場

に
立
っ
て
蜀
た
る
醇
聰
を
椰
甚
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
醇
聰
か

ら
も
と
も
と
は
高
祓
も
虜
す
な
わ
ち
心
意
（
鮮
卑
）
で
は
な
い
か
と
指

摘
さ
れ
て
も
激
怒
し
な
か
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
一
方
、
華
北
第

北
魏
高
租
の
漢
化
政
策
の
理
解
に
つ
い
て

一
の
名
族
清
河
の
崔
氏
出
身
の
崔
逞
の
伝
（
巻
三
二
）
に
、
北
頭
の
建

国
者
盲
嚢
が
後
燕
を
攻
略
し
た
と
き
の
こ
と
を
伝
え
て
、

　
　
太
租
攻
中
山
（
後
燕
の
都
）
未
克
。
六
軍
士
糧
、
民
多
王
立
Q
問

　
　
二
手
以
取
粟
方
略
。
逞
（
1
1
崔
逞
）
日
。
取
椹
可
三
助
糧
。
故
旧
鵬

　
　
食
椹
而
石
音
。
詩
稔
其
事
。
太
租
難
街
其
癖
慢
、
然
兵
既
須
食
。

　
　
乃
聴
以
清
算
租
。
逞
又
日
。
可
使
軍
人
及
時
自
取
。
門
歯
則
落
蓋
。

　
　
太
租
怒
日
。
内
賊
未
平
。
兵
人
安
可
解
甲
侯
、
入
林
野
而
亜
門
乎
。

　
　
是
何
事
敷
。
以
中
山
革
質
、
故
不
加
罪
。
…
…
…
（
後
）
遂
賜
死
。

と
あ
る
。
右
に
み
え
る
気
心
の
言
葉
は
、
詩
経
魯
頬
の
津
水
に
、

　
　
翻
彼
飛
雲
、
下
穿
津
林
。
食
我
桑
羅
、
懐
我
好
音
。
聴
罪
准
夷
、

　
　
來
献
其
環
。
元
亀
象
歯
、
大
賂
南
金
。

と
．
あ
る
の
を
踏
ま
え
た
も
の
で
、
明
ら
か
に
北
族
と
三
景
・
飛
鴉
と
を

対
比
し
た
侮
蔑
の
言
で
あ
る
。
で
あ
れ
ぽ
こ
そ
太
息
は
怒
を
発
し
た
わ

け
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
先
に
み
た
高
租
の
場
合
と
比
較
す
る
と
き
、

太
租
の
北
族
意
識
と
高
湿
の
そ
れ
と
の
間
に
格
段
の
差
が
あ
る
こ
と
が

窺
え
よ
う
。
つ
ま
り
醇
聰
伝
の
記
事
も
高
湿
に
藤
壷
意
識
が
極
め
て
稀

薄
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
，
る
と
さ
れ
よ
う
。

　
で
は
こ
う
し
た
高
租
の
北
族
意
識
の
稀
薄
さ
は
何
に
よ
っ
て
生
じ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
が
成
長
し
た
時
期
は
北
魏
国
初
か
ら
は
じ
ま
っ
た

漢
文
化
と
の
接
触
に
伴
い
北
岳
社
会
の
諸
制
全
般
が
徐
々
に
漢
化
し
て

い
っ
た
結
果
、
北
族
が
北
族
と
し
て
の
主
体
性
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
q

期
に
あ
た
っ
て
い
た
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
先
に
発
表
し
た
別
稿
参
照
）

そ
う
し
た
三
族
社
会
変
容
の
影
響
は
彼
の
幼
児
期
か
ら
青
年
期
に
か
け

一一
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北
魏
高
租
の
漢
化
政
策
の
理
解
に
つ
い
て

て
受
け
た
教
育
や
様
々
な
出
来
事
を
通
じ
て
、
そ
の
内
面
に
ま
で
及
ん

だ
で
あ
ろ
う
。
先
に
み
た
彼
の
中
国
古
典
へ
の
理
解
の
広
さ
、
深
さ
は

こ
う
し
た
影
響
の
一
つ
の
表
わ
れ
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
際
注
意
し
て
お

く
べ
き
こ
と
は
高
租
が
こ
の
よ
う
な
社
会
変
動
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
で

あ
る
北
国
社
会
内
部
で
の
階
層
分
化
に
敏
感
に
反
応
し
、
強
い
階
層
意

識
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
彼
の
階
層
意
識
の
存
在
は
そ
の
北
野
意
識
の
稀
薄
さ
と
連
関
す
る
関

係
に
あ
っ
た
。
よ
っ
て
い
ま
こ
の
彼
の
階
層
意
識
と
北
族
意
識
と
の
関

連
に
つ
い
て
み
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

　
官
氏
志
（
巻
一
＝
二
）
に
、
高
租
の
改
革
時
ま
で
に
北
族
社
会
の
階

層
分
化
が
漢
人
社
会
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
程
度
ま
で
進
行
し
て
い
た
こ
と

を
窺
わ
せ
る
津
和
十
九
年
（
四
九
五
）
に
お
け
る
有
名
な
北
族
の
聖
母

量
定
を
告
げ
た
詔
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
節
に
、

　
　
原
出
朔
土
、
奮
爲
部
落
大
人
、
而
自
事
始
已
來
、
有
三
世
官
在
給

　
　
事
已
上
、
八
州
刺
史
鎮
大
忌
、
二
品
二
王
猛
者
爲
姓
。
若
本
非
大

　
　
人
、
而
惣
嫁
已
來
、
職
官
三
世
尚
書
已
上
、
庶
事
登
王
公
而
中
間

　
　
不
降
官
緒
、
斜
脚
姓
。
諸
部
落
大
人
之
後
、
而
皇
始
巳
烏
鳶
不
及

　
　
前
列
、
而
有
三
世
豊
中
散
監
已
上
、
外
爲
太
守
子
都
、
品
登
子
男

　
　
者
爲
族
。
若
本
非
大
人
、
而
皇
始
立
憲
、
三
世
有
令
已
上
、
外
々

　
　
副
將
子
都
太
守
、
品
登
侯
已
上
者
、
亦
爲
族
。
凡
此
姓
族
甘
辛
親
、

　
　
與
其
身
有
纒
麻
服
面
内
、
微
有
一
二
世
官
者
、
錐
不
全
充
美
例
、

　
　
亦
出
島
族
。
五
世
館
外
、
則
各
自
計
之
、
不
蒙
宗
人
索
出
也
。
難

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
マ

　
　
総
麻
而
三
世
官
不
百
姓
班
、
有
上
官
王
入
族
官
、
華
族
魚
島
不
入

　
　
姓
芝
之
例
也
。

と
あ
る
。
右
に
よ
れ
ぽ
部
落
大
人
（
部
落
の
首
長
）
の
子
孫
で
翌
夕
（

雪
雲
建
国
者
野
里
の
年
号
）
以
来
、
三
世
に
亙
っ
て
中
鷺
、
監
に
相
等

す
る
以
上
の
官
職
に
就
く
こ
と
な
く
無
爵
の
も
の
、
或
は
部
落
大
人
の

子
孫
で
な
い
も
の
で
、
三
世
に
亙
っ
て
令
に
相
等
す
る
以
上
の
官
職
に

就
く
こ
と
な
く
、
爵
位
が
侯
爵
よ
り
下
の
も
の
の
大
部
分
は
姓
族
と
な

れ
な
か
っ
た
の
が
わ
か
る
。
中
墨
は
官
爵
志
に
太
里
中
制
定
と
あ
り
、

国
初
か
ら
高
運
の
改
革
よ
り
前
ま
で
の
官
品
を
相
当
忠
実
に
伝
え
て
い

る
些
考
え
ら
れ
る
官
品
表
に
よ
る
と
五
品
中
で
あ
る
。
監
も
五
品
官
で

　
な

あ
る
。
令
は
四
品
中
で
あ
る
。
侯
爵
よ
り
下
の
爵
位
で
あ
る
子
．
爵
は
当

時
四
品
官
に
、
男
爵
は
五
品
官
に
相
等
す
る
爵
位
で
あ
っ
た
（
伯
爵
は

　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
）
。
ま
た
、
右
の
史
料
に
み
え
る
給
事
は
従
三

品
上
、
尚
書
は
二
品
中
で
あ
る
。
主
爵
は
一
品
官
に
、
公
爵
は
二
品
官

に
、
侯
爵
は
三
品
官
に
各
々
相
当
す
る
爵
位
で
あ
っ
た
。
州
刺
史
、
鎮

（
都
）
大
將
は
一
品
乃
至
二
口
距
、
太
守
、
子
都
（
將
）
は
三
品
乃
至
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

品
に
相
当
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
「
姓
」
と
は
部
落
大
人
の
子

孫
の
場
合
、
大
凡
皇
始
以
来
三
世
に
亙
っ
て
三
品
以
上
の
官
爵
を
有
す

る
も
の
、
　
「
族
」
と
は
五
品
以
上
の
官
爵
を
有
す
る
も
の
を
意
味
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
部
落
大
人
の
子
孫
で
な
い
場
合
は
姓
族
の
下
限

が
大
凡
一
品
あ
が
る
）
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
三
世
に
亙
っ
て
大
凡
五
品
以
上
の
官
爵
を
有
す
る

こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
三
族
の
大
部
分
は
姓
族
と
な
れ
な
か
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
（
部
落
大
人
の
子
孫
で
な
い
場
合
は
四
品
以
上
）
。
と
こ
ろ

　　一一



で
宮
崎
市
定
氏
に
よ
る
と
、
高
祀
の
官
制
改
革
に
よ
っ
て
概
ね
従
前
の

一
品
か
ら
九
品
ま
で
の
官
の
う
ち
七
品
以
下
が
流
外
と
さ
れ
、
残
り
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

一
品
か
ら
六
品
ま
で
が
新
た
に
九
等
に
割
り
振
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の

こ
と
を
い
ま
述
べ
た
こ
と
と
考
え
合
わ
す
と
高
租
の
雷
族
策
定
に
よ
っ

て
北
族
の
か
な
り
の
部
分
が
以
後
制
度
的
に
庶
の
身
分
と
し
て
固

定
化
さ
れ
た
の
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
は
高
歩
に
よ
っ
て
北
族
が
支
配
・

被
支
配
の
関
係
に
完
全
に
二
分
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
。
元
深
伝
（
巻
十

八
）
に
、
北
鎮
の
乱
が
勃
発
す
る
直
前
に
お
け
る
北
鎮
の
情
勢
を
活
写

し
た
有
名
な
元
淵
の
上
奏
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
節
に
、

　
　
昔
皇
始
以
移
防
爲
重
、
盛
簡
親
賢
、
擁
習
作
鎮
。
配
以
高
門
子
弟

　
　
以
死
期
遇
。
不
但
不
騒
仕
宙
、
至
乃
国
玉
復
除
。
当
時
人
物
、
折

　
　
慕
爲
之
。
…
…
征
鎮
騙
使
、
但
下
穿
候
白
直
。
一
生
推
遷
、
不
過

　
　
軍
主
。
重
肴
出
世
房
分
留
居
京
樽
、
得
上
品
通
官
。
在
捌
者
便
爲

　
　
清
一
所
隔
。

と
あ
る
よ
う
な
状
況
が
北
魏
末
に
現
出
す
る
原
因
を
探
る
と
き
、
そ
の

制
度
上
の
淵
源
は
こ
の
高
租
に
よ
る
姓
酵
母
定
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
と
こ
ろ
．
で
、
別
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
コ
高
騰
の
改
革
時
ま
で
北
族
は
、

国
家
の
組
織
自
体
が
小
規
模
で
単
純
な
、
そ
れ
だ
け
に
人
間
関
係
も
支

配
・
被
支
配
の
関
係
が
後
世
に
比
し
て
ま
だ
明
確
に
区
分
さ
れ
て
い
な

い
、
か
な
り
フ
ラ
ッ
ト
な
状
態
に
あ
っ
た
漠
北
遊
牧
時
代
の
制
度
や
風

俗
に
淵
源
す
る
数
多
く
の
シ
ン
ボ
ル
（
祭
天
儀
礼
、
言
語
等
）
を
通
し

て
結
合
し
、
互
い
に
連
帯
感
を
も
っ
て
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を

念
頭
に
お
く
と
き
、
高
租
の
姓
族
分
定
は
高
砂
が
こ
う
し
た
連
帯
感
に

基
づ
く
社
会
よ
り
も
身
分
制
原
理
に
基
づ
く
階
層
社
会
を
選
択
し
た
の

を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。
つ
ま
り
本
誌
で
問
題
と
し
て
き
た
高
祀

に
お
け
る
北
族
意
識
の
稀
薄
さ
の
背
景
に
は
北
族
社
会
変
容
の
影
響
を

受
け
て
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
彼
の
階
層
意
識
の
存
在
が
あ
っ
た
と
推

定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
因
に
、
高
聴
紀
（
巻
七
五
）
太
和
十
九
年
（
四
九
五
）
八
月
乙
巳
の
条

に
、

　
　
詔
、
選
天
下
武
勇
隠
士
十
五
萬
人
、
爲
羽
林
虎
貰
、
以
充
宿
衛
。

と
あ
り
、
同
紀
里
馬
二
十
年
十
月
戊
戌
の
条
に
、

　
　
霊
代
遷
恥
辱
、
皆
爲
羽
林
虎
責
。

と
あ
る
。
浜
口
重
国
氏
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
羽
林
虎
責
の
大
部
分
は
北

　
　
　
　
　
　
　
　
の

三
兵
で
あ
っ
た
と
い
覚
。
こ
の
こ
と
は
高
租
が
北
族
の
風
俗
を
郷
ち
、

国
家
の
諸
制
全
般
を
漢
化
さ
せ
、
漢
人
を
大
量
に
登
用
し
て
い
っ
た
に

も
拘
ら
ず
、
や
は
り
そ
の
内
面
で
は
強
い
北
族
意
識
を
堅
持
し
、
漢
人

を
警
戒
し
て
い
た
の
を
示
す
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
北
族
兵

の
禁
軍
へ
の
編
入
は
騎
馬
に
巧
み
な
北
族
兵
の
方
が
漢
兵
よ
り
も
軍
事

的
に
強
力
で
あ
る
と
い
う
当
時
に
お
け
る
社
会
的
現
実
の
存
在
と
、
遷

都
に
よ
っ
て
洛
陽
に
移
っ
た
ぽ
か
り
の
北
越
の
生
業
確
保
が
必
要
と
さ

れ
て
い
た
状
況
と
を
踏
ま
え
て
採
用
さ
れ
た
施
策
に
過
ぎ
な
い
と
推
定

さ
れ
、
そ
こ
に
征
服
王
朝
的
発
想
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
か
り
に

そ
う
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
極
め
て
微
弱
な
も
の
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
高
堂
に
は
本
款
で
述
べ
た
如
く
北
族
意
識

が
極
め
て
稀
薄
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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北
魏
高
祀
の
漢
化
政
策
の
理
解
に
つ
い
て

　
ま
た
、
同
じ
く
浜
口
氏
に
よ
れ
ぽ
遷
洛
以
後
の
二
軍
將
官
（
領
軍
、
左

衛
、
右
衛
、
武
衛
等
の
將
軍
）
就
官
者
は
若
干
の
例
外
を
除
け
ば
大
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

分
団
族
で
あ
っ
た
と
も
い
％
（
但
し
、
こ
の
北
族
は
す
べ
て
蕃
族
上
層

で
あ
る
）
。
こ
う
し
た
こ
と
が
生
じ
た
原
因
と
し
て
は
先
述
し
た
当
時

の
禁
煙
の
大
部
分
が
北
族
で
あ
ρ
た
と
い
う
現
実
の
存
在
と
（
こ
の
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
笛

は
浜
口
氏
も
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
）
、
高
組
の
階
層
意
識
か
ら
生
じ
た

北
族
全
体
か
ら
み
れ
ぽ
、
そ
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
北
族
上
層
の
重
視
と
が

　
　
　
　
姻

あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
の
後
者
（
北
族
上
層
重
視
）
の
な
か
に
階
級

意
識
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
た
彼
の
早
昼
意
識
の
存
在
が
窺
わ
れ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
9

彼
自
身
が
そ
の
北
族
上
層
と
、
北
魏
国
家
の
封
建
化
に
伴
っ
て
、
そ
の
政

治
的
経
済
的
利
害
が
一
致
す
る
よ
う
に
な
っ
た
漢
人
貴
族
と
の
間
の
婚

姻
を
盛
ん
に
奨
励
し
、
現
に
そ
う
し
た
婚
姻
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
を
念
頭
に
お
く
と
き
、
こ
の
禁
軍
将
官
面
素
老
の
大
部
分
が
北
族
上

層
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
も
っ
て
彼
の
北
族
意

識
の
存
在
を
過
大
に
評
価
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。

⇔
太
和
二
十
年
の
謀
反
と
北
鎮
の
乱

　
本
節
で
は
天
和
二
十
年
の
謀
反
と
北
鎮
の
乱
に
つ
い
て
は
し
が
き
の

口
と
の
関
連
で
考
察
す
る
。
　
（
北
鎮
の
乱
に
つ
い
て
は
、
は
し
が
き
の

日
で
提
起
し
た
問
題
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
）
。

④
太
和
二
十
年
の
謀
反
の
実
相

ま
ず
太
和
二
＋
年
の
謀
反
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
濃
艶
直
後

の
太
和
二
十
年
十
二
月
丙
寅
（
八
日
）
に
皇
太
子
元
悔
が
廃
位
さ
れ
た

が
、
そ
の
二
日
後
の
戊
辰
（
十
日
）
に
北
族
名
族
出
身
の
陸
叡
、
穆
泰

等
を
主
謀
者
と
し
て
引
き
起
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
陸
叡
伝
（
巻
四
〇
）

に
、
こ
の
反
乱
鎮
定
後
に
お
け
る
高
組
の
詔
を
伝
え
て
、

　
　
詔
僕
射
李
沖
領
羊
頭
烈
日
、
陸
叡
元
　
、
早
蒙
寵
緑
、
位
極
人
臣
。

　
　
…
…
乃
與
穆
泰
結
禍
、
敷
圖
八
型
。
以
聖
遷
洛
、
内
懐
不
可
。
擬

　
　
學
諸
王
、
．
議
引
子
悔
。
若
斯
之
論
、
前
後
非
一
。

と
あ
り
、
干
烈
伝
（
巻
三
一
）
に
、
こ
の
事
件
を
伝
え
て
、

　
　
是
龍
胆
、
代
郷
醤
族
、
同
悪
者
多
。
峻
烈
一
宗
、
無
所
里
預
。

と
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
こ
の
謀
反
が
、
皇
太
子
や
北
斗
上
層

の
広
範
な
人
々
を
巻
き
込
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
の
が
わ
か
る
。

　
で
は
こ
の
謀
反
が
引
き
起
さ
れ
た
原
因
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

例
え
ば
元
　
伝
（
巻
十
四
）
に
、
こ
の
謀
反
に
加
担
し
た
北
魏
の
元
老
、

元
　
に
つ
い
て

　
　
　
雅
春
本
風
、
不
逞
新
式
。
至
心
攣
主
脚
洛
、
改
官
制
服
、
禁
絶

　
　
奮
言
、
皆
所
不
願
。
…
…
及
罷
降
非
太
租
子
孫
及
異
姓
王
者
、
難

　
　
マ
マ

　
　
較
於
公
爵
、
而
利
享
封
邑
、
亦
不
快
。

と
あ
る
の
を
始
め
と
し
て
、
郵
書
の
随
所
に
見
出
さ
れ
る
同
類
の
記
事

か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
高
租
の
改
革
に
対
す
る
北
族
の
不
満
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
（
因
に
右
の
記
載
中
の
「
改
官
制
服
」
は

高
租
に
よ
る
官
制
改
革
と
胡
服
の
禁
止
を
、
　
「
禁
絶
薔
言
」
は
胡
語
の

禁
止
を
さ
し
て
い
る
。
ま
た
、
元
　
は
鼻
革
改
革
に
よ
っ
て
東
陽
王
か

ら
公
に
銭
糧
さ
れ
て
い
る
）
。
こ
う
し
た
記
事
が
存
在
す
る
か
ら
こ
そ
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浜
口
氏
が
、
太
和
二
十
年
ご
ろ
の
北
魏
政
界
の
状
況
を
、

　
　
鮮
卑
系
臣
民
は
急
激
に
し
て
大
胆
な
る
諸
政
策
の
中
己
に
固
有
な

　
　
言
語
・
服
装
・
辮
髪
の
塵
止
と
洛
陽
遷
都
に
対
し
て
は
猛
烈
な
る

　
　
反
胃
の
意
を
示
し
、
皇
太
子
す
ら
不
平
で
反
乱
を
起
し
た
程

　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
湘
、
ま
た
、
管
長
濡
氏
が
、

　
　
在
四
九
六
年
貴
族
煽
動
了
一
次
叛
乱
、
参
加
者
包
括
了
宗
室
和
声

　
‘
陸
、
賀
諸
族
、
連
太
子
悔
也
署
内
。
乱
償
還
未
爆
螢
就
登
覚
了
、

　
　
太
子
需
給
巖
悼
。
但
他
輩
下
不
甘
心
、
又
曾
組
識
反
抗
。
平
服
之

　
　
后
、
追
究
党
羽
、
据
濃
墨
有
子
家
無
人
参
加
。
由
此
可
見
反
対
漢

　
　
化
的
貴
族
集
団
丁
数
恨
多
。

　
　
　
　
　
　
　
ヨ

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
養
う
に
従
来
こ
の
謀
反
は
高
租
の
漢
化
政
策
に
対

す
る
北
族
の
強
い
反
発
を
示
す
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

．
筆
者
は
こ
の
謀
反
に
対
す
る
右
の
よ
う
な
理
解
に
全
面
的
に
反
対
す

る
も
の
で
は
な
い
が
、
な
お
問
題
と
す
べ
き
点
が
若
干
残
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
理
由
の
一
は
以
下
の
よ
う
で

あ
る
。
こ
の
謀
反
の
首
謀
者
の
一
人
で
あ
る
陸
叡
の
伝
（
巻
四
〇
）
に
、

彼
に
つ
い
て
、

　
　
況
雅
好
學
、
折
節
下
士
。
年
占
二
十
、
時
人
便
以
宰
輔
許
之
。
嬰

　
　
東
徐
愛
機
史
博
陵
崔
烈
女
。
堕
高
所
親
玉
。
平
原
王
（
叡
の
封
爵
）
才
度

　
　
不
覚
、
但
恨
其
姓
名
殊
爲
重
複
。
時
高
租
未
改
其
上
。
…
…
国
里

　
　
工
芸
解
令
（
尚
書
令
）
。
高
租
彗
星
南
伐
早
事
。
以
本
官
起
之
、

　
　
改
授
征
北
將
軍
。
叡
固
辞
、
請
終
五
臓
。

と
あ
り
、
陸
叡
が
好
学
で
あ
っ
た
こ
と
（
彼
が
好
学
で
あ
っ
た
こ
と
は

元
羽
伝
中
の
高
湿
と
彼
と
の
間
の
会
話
を
伝
え
た
記
事
か
ら
も
窺
え
る
）
、

漢
人
名
族
た
る
博
陵
崔
堕
の
女
を
嬰
り
、
堕
に
一
角
の
人
物
と
し
て
遇

さ
れ
て
い
る
こ
と
（
高
儀
は
自
分
の
亡
弟
に
、
彼
ら
の
そ
れ
ま
で
の
正

室
を
斥
け
、
漢
人
名
族
の
女
を
婆
ら
せ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
陸
叡

の
三
婆
か
ら
十
年
以
上
後
の
こ
と
で
あ
る
・
二
面
伝
参
照
）
、
母
の
憂

に
丁
い
短
甲
を
固
辞
し
、
情
礼
を
終
え
ん
と
願
っ
て
い
る
こ
と
（
北
魏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

で
は
曾
和
十
二
年
置
な
っ
て
や
っ
と
朝
臣
の
金
盃
が
許
さ
れ
て
い
る
Q
一

こ
う
し
た
禁
止
が
か
く
も
長
く
継
続
し
た
背
景
に
は
北
魏
が
非
漢
氏
族

国
家
で
あ
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
）
等
を
伝
え
て

い
る
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
彼
が
北
族
の
中
で
い
わ
ぽ
漢
文
化
受
容
の

尖
端
を
い
く
人
物
で
あ
っ
た
の
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。

　
ま
た
、
陸
叡
を
も
含
め
こ
の
謀
反
に
参
加
し
た
北
族
上
層
の
人
々
は

北
言
置
下
層
の
人
々
と
異
な
灸
前
節
で
み
た
高
租
に
よ
る
思
為
措
定
に

よ
っ
て
北
魏
の
政
治
的
支
配
者
層
と
し
て
恒
久
的
に
そ
の
身
分
を
保
障

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
彼
ら
自
身
も
切
望
す
る
所
で

あ
っ
た
に
相
違
な
か
ろ
う
。

　
つ
ま
り
以
上
の
こ
と
（
謀
反
の
首
謀
者
陸
叡
が
漢
文
化
受
容
の
尖
端

を
い
く
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
、
士
族
上
層
に
と
っ
て
姓
族
分
定
は
利
害

の
一
致
す
る
政
策
で
あ
っ
た
こ
と
）
は
、
高
曇
の
所
謂
理
化
政
策
が
北
族

上
層
の
人
々
に
よ
っ
て
全
面
的
に
拒
否
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
な
い
と
と

と
、
部
分
的
に
賛
成
の
も
の
な
ら
ぽ
相
当
多
数
い
た
こ
と
と
を
示
し
て

い
る
と
さ
れ
よ
う
。
と
す
れ
ぽ
こ
の
太
和
二
十
年
の
謀
反
を
単
に
反
回

化
を
め
ざ
し
た
も
の
と
し
て
の
み
理
解
す
る
の
は
問
題
で
は
な
か
ろ
う

一67　一一

北
魏
高
祀
の
漢
化
政
策
の
理
解
に
つ
い
て



北
魏
高
租
の
漢
化
政
策
の
理
解
に
つ
い
て

量

か
。

　
理
由
の
二
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
謀
反
を
鎮
定
し
た
元
澄
の

伝
（
巻
十
九
中
）
に
、

　
　
恒
州
刺
史
穆
泰
在
州
謀
反
。
…
…
（
元
澄
）
遂
池
月
兼
行
、
出
其

　
　
不
意
。
叉
遣
購
書
侍
御
史
李
下
先
赴
。
至
甲
西
泰
、
民
情
瞭
然
。

　
　
一
下
黛
與
、
罪
人
下
車
。
鍾
毒
筆
陸
叡
安
楽
侯
元
隆
等
百
余
人
、

　
　
皆
獄
禁
。

と
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
記
事
は
こ
の
謀
反
が
短
期
間
の
う
ち
に
極
め
て

た
や
す
く
鎮
定
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
曝
書
等
の
当
該

時
代
の
史
書
に
拠
る
限
り
、
こ
の
謀
反
が
以
後
の
中
央
の
政
治
路
線
に

何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
形
跡
は
全
く
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
を
こ
の

謀
反
が
皇
太
子
を
も
含
む
北
族
上
層
の
広
範
な
人
々
を
巻
き
込
ん
だ
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
そ
の
影
響
力
の
小
さ
さ
が
何

と
も
不
可
解
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
こ
う
し
た
点
は
従
来
の
見
解
と

の
関
連
で
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
こ
の
二
点
に

つ
い
て
順
次
考
察
し
て
み
る
。

　
ま
ず
第
一
の
問
題
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
南
面
書
巻
五
七
魏
虜
伝

に
、
こ
の
謀
反
を
伝
え
て
、

　
　
傭
…
征
北
將
軍
三
州
刺
史
鐘
鹿
公
伏
鹿
孤
賀
鹿
渾
（
“
底
豆
）
守
桑

　
　
乾
。
宏
従
磁
心
陽
王
安
壽
（
日
陽
平
軸
元
顧
）
黙
諾
柵
（
u
懐
朔
）

　
　
在
宿
乾
西
北
。
渾
非
宏
任
用
中
国
人
。
…
…

と
あ
る
。
こ
の
記
事
は
着
篭
が
高
下
の
中
国
人
（
漢
人
）
任
用
を
嫌
っ

て
い
た
の
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
陸
凱
伝
（
巻
四
〇
）
に
は
、

　
　
初
高
租
將
議
革
攣
奮
風
。
大
臣
（
北
族
）
並
有
難
色
。
又
毎
引
導

　
　
芳
・
五
爵
（
い
ず
れ
も
漢
人
）
等
密
與
規
談
、
群
論
時
政
。
而
国

　
　
戚
（
北
族
）
謂
遂
疏
己
、
快
快
有
不
平
之
色
。
乃
令
凱
（
n
陸
凱
）

　
　
私
喩
之
日
。
至
尊
但
欲
丁
重
前
事
、
直
当
間
其
古
式
耳
。
終
無
親

　
　
彼
而
相
疏
也
。
国
戚
薔
人
（
北
族
）
意
乃
毒
婦
。

と
あ
る
。
こ
の
記
事
を
先
の
南
斉
書
の
記
事
と
合
わ
せ
み
る
と
、
改
革

当
時
北
族
上
層
に
属
す
る
か
な
り
の
人
々
が
高
租
に
よ
る
漢
人
任
用
（

こ
れ
は
主
に
内
朝
官
へ
の
漢
人
任
用
を
さ
す
）
に
よ
っ
て
、
程
度
の
差

は
あ
る
が
、
政
治
的
疎
外
感
を
懐
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
が
わ
か
る
。

　
ま
た
、
元
暉
伝
（
巻
十
五
）
に
、

　
　
撃
高
租
遷
洛
、
而
在
位
薦
貴
皆
難
畔
塗
徒
。
時
無
和
合
衆
情
、
遂

　
　
許
冬
皇
居
南
、
夏
便
居
北
。

と
あ
り
、
「
廃
太
子
元
陰
面
（
巻
二
二
）
に
、

　
　
（
元
）
悔
不
好
書
学
、
燈
貌
肥
大
。
深
忌
河
洛
暑
熱
、
意
毎
追
楽

　
　
北
方
。

と
あ
る
。
こ
の
二
記
事
は
相
倹
っ
て
三
三
の
漢
化
政
策
の
中
核
と
も
い

う
べ
き
遷
洛
に
反
対
し
た
北
面
の
中
に
、
洛
陽
の
夏
の
暑
さ
に
た
え
が

た
い
と
い
う
生
理
的
理
由
を
あ
げ
て
反
対
し
た
も
の
が
相
当
い
た
こ
と

を
推
定
さ
せ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
α

　
ま
た
、
先
に
発
表
し
た
玉
稿
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
北
族
の
中
に
は

高
租
の
官
制
、
爵
制
、
祭
祀
等
の
面
に
お
け
る
改
革
に
よ
っ
て
旧
来
保
持

し
て
い
た
特
権
を
減
じ
ら
れ
た
り
、
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
が
か
な
り

い
た
。
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以
上
で
述
べ
た
こ
と
を
本
款
の
初
め
の
部
分
で
取
り
上
げ
た
元
　
伝

の
記
事
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
改
革
当
時
に
お
け
る
北
族
上
層
の
人
々

を
と
り
ま
い
て
い
た
不
満
が
、
漢
人
寵
遇
に
伴
う
疎
外
感
、
旧
来
の
慣

習
の
改
変
（
正
服
、
湘
南
の
禁
止
等
）
に
対
す
る
不
適
応
、
特
権
喪
失

の
意
識
等
と
い
っ
た
雑
多
な
要
因
に
よ
っ
て
生
じ
た
、
そ
の
具
体
的
内

容
と
程
度
に
お
い
て
か
な
り
の
バ
ラ
ツ
キ
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
が

わ
か
る
．
の
で
あ
る
。
一
方
、
魏
書
面
の
史
書
に
多
数
収
載
さ
れ
て
い
る

高
租
の
改
革
に
反
対
し
た
北
族
の
言
動
の
中
に
、
介
在
の
如
き
個
別
具

体
的
な
、
或
は
北
族
上
層
内
部
に
局
限
さ
れ
た
立
場
を
揚
棄
し
、
よ
り

高
い
次
元
に
立
っ
て
、
高
租
の
改
革
が
国
初
か
ら
存
続
し
て
来
た
血
族

集
団
（
中
下
層
北
族
を
も
含
む
）
を
完
全
に
分
裂
、
崩
壊
さ
せ
る
も
の

で
あ
る
と
認
識
し
、
そ
の
上
で
高
望
に
反
対
し
た
も
の
は
見
当
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
は
こ
の
謀
反
を
起
し
た
人
々
の
間
に
前
節
後
輪
で
み
た
高
野

の
場
合
と
同
様
中
下
層
三
族
を
も
含
め
た
北
族
集
団
全
体
と
し
て
の
意

識
が
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。

　
要
す
る
に
、
こ
の
反
乱
は
従
来
の
見
解
の
如
く
確
か
に
反
騰
化
の
反

乱
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
北
族

上
層
の
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
を
抱
い
て
引
き
起
し
た
、
そ
れ
だ
け

に
凶
暴
全
体
を
視
座
に
お
さ
め
た
高
い
理
念
の
下
に
行
わ
れ
た
も
の
で

は
な
い
、
と
い
う
条
件
を
付
け
た
上
で
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
第
一
の
問
題
点
に
対
す
る
理
解
は
第
二
の
問
題
点
に
対
す

る
解
答
を
も
与
え
て
く
れ
る
。
す
な
わ
ち
従
来
の
見
解
が
北
族
の
強
い

反
発
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
謀
反
が
い
と
も
簡
単
に
鎮
定
さ
れ
、

以
後
の
政
治
に
何
ら
の
影
響
を
も
与
え
得
な
か
っ
た
の
は
、
e
反
乱
者

側
に
そ
の
バ
．
ラ
ツ
キ
の
あ
る
不
満
、
思
惑
を
北
族
全
体
と
い
う
立
場
か

ら
、
雨
雲
の
二
化
路
線
に
代
り
得
る
ビ
ジ
ョ
ン
に
ま
で
纒
め
上
げ
る
力

量
が
な
か
っ
た
こ
と
（
当
時
の
北
魏
が
、
高
租
の
如
く
露
頭
路
線
の
道

を
選
ぶ
に
せ
よ
、
或
は
相
当
困
難
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
す
で
に
か
な

り
類
化
が
進
行
し
て
い
る
北
族
社
会
を
北
面
の
立
場
か
ら
再
編
強
化
し

征
服
王
朝
へ
の
道
を
選
ぶ
に
せ
よ
、
何
ら
か
の
抜
本
的
改
革
が
な
さ
れ

な
け
れ
ぽ
国
家
の
存
立
そ
の
も
の
が
壕
瞭
る
状
況
を
迎
え
て
い
た

こ
と
に
つ
い
て
は
先
に
発
表
し
た
別
面
参
照
）
、
⇔
そ
の
結
果
北
”
族
の

大
部
分
を
占
め
る
中
下
層
北
族
を
こ
の
謀
反
に
巻
き
込
む
こ
と
が
で
き

な
か
ρ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
点
は
元
言
伝
（
巻
十
九
上
）
に
、
志
願
に
つ
い
て
、

　
　
後
帯
壱
州
刺
史
。
及
浮
州
刺
史
穆
泰
謀
反
、
遣
墨
黒
願
御
主
。
願

　
　
密
予
言
聞
。
泰
等
墨
髭
。
帝
劇
嘉
之
。

と
あ
り
、
こ
の
謀
反
が
密
告
と
い
う
形
で
予
め
中
央
に
察
知
さ
れ
て
い

た
こ
と
、
穆
謬
伝
（
巻
二
七
）
の
こ
の
謀
反
を
伝
え
た
記
事
の
一
節
に
、

　
　
高
下
乃
遣
任
城
王
澄
、
率
井
諸
訳
（
井
州
、
騨
州
の
兵
）
以
愚
老
。

　
　
澄
先
遣
令
書
侍
御
史
李
燥
、
単
車
入
代
、
出
其
不
意
。
泰
尊
志
骸
、

　
　
訳
無
所
出
。
燥
暁
諭
逆
徒
、
示
以
禍
幅
。
於
是
凶
器
離
心
、
混
綿

　
　
之
用
。
．

と
あ
り
、
大
部
分
の
反
徒
が
武
力
に
よ
ら
ず
説
得
と
い
う
形
に
よ
っ
て

離
反
し
て
い
る
こ
と
、
或
は
資
治
通
鑑
巻
一
四
六
、
南
斉
明
帝
建
武
三

年
（
四
九
六
）
の
条
に
、
こ
の
謀
反
の
顛
末
を
伝
え
た
記
事
が
あ
る
が
、
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そ
の
一
節
に
、

　
　
叡
（
“
陸
叡
）
以
爲
洛
陽
休
明
、
勧
泰
（
1
1
穏
婆
）
緩
之
。
泰
由

　
　
是
未
獲
。

と
あ
り
、
反
徒
側
が
三
三
の
政
治
が
安
定
し
て
い
る
た
め
願
起
を
躊
躇

し
た
と
伝
え
て
い
る
こ
と
等
か
ら
も
窺
え
よ
う
。
（
右
の
通
鑑
の
記
事

の
原
史
料
は
見
出
し
得
な
か
っ
た
。
）

　
因
に
、
元
澄
伝
（
巻
十
九
中
）
に
、
こ
の
謀
反
の
鎮
定
を
命
じ
ら
れ

た
と
き
の
元
澄
の
言
葉
を
伝
え
て
、

　
　
泰
（
H
置
物
）
等
愚
母
、
欝
欝
本
巣
此
、
非
有
半
醒
。

と
あ
る
が
、
こ
の
記
事
は
元
澄
が
右
で
述
べ
た
よ
う
な
こ
の
謀
反
の
も

つ
限
界
性
を
見
抜
い
て
い
た
の
を
窺
わ
せ
る
。

　
　
㈲
い
北
鎮
の
乱
の
実
相

　
次
に
北
鎮
の
乱
に
つ
い
て
は
し
が
ぎ
の
⇔
、
θ
に
記
し
た
問
題
点
と

の
関
連
で
考
察
す
る
。
こ
の
反
乱
も
津
和
二
十
年
の
謀
反
と
伺
様
従
来

高
租
の
改
革
時
以
降
に
お
け
る
中
央
の
漢
化
路
線
に
対
す
る
北
族
の
強

い
反
発
に
よ
っ
て
引
き
起
さ
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う

し
た
理
解
は
こ
の
反
乱
が
高
山
の
改
革
時
以
降
に
お
け
る
中
央
の
漢
化

路
線
そ
の
も
の
に
反
対
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
反
面
化
を
目
的
と
し
て

行
わ
れ
た
も
の
と
規
定
さ
れ
て
し
ま
う
蓋
然
性
が
高
い
。
し
か
し
、
実

際
に
は
こ
の
反
乱
に
こ
う
し
た
指
向
性
は
微
弱
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
こ
の
反
乱
は
一
種
の
階
級
闘
争
、
或
は
民
族
闘
争
と
し

て
の
性
格
を
も
つ
反
北
魏
の
反
乱
と
し
て
規
定
さ
る
べ
き
反
乱
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
以
下
こ
の
よ
う
に
筆
者
が
考
え
る
理
由
を
述

べ
、
そ
の
考
察
過
程
を
通
じ
て
こ
の
反
乱
が
右
回
の
如
き
性
格
の
反
乱

で
あ
っ
た
こ
と
を
論
証
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
陸
子
彰
伝
（
巻
四
〇
）
に
、

　
　
建
義
初
（
五
二
八
）
、
余
朱
栄
光
営
営
事
、
庶
姓
封
土
。
由
是
聖
子

　
　
彰
撲
陽
王
食
邑
七
百
戸
。
尋
而
詔
罷
、
傍
復
先
爵
（
東
郡
公
）
。

と
あ
る
。
右
の
庶
姓
封
王
の
「
薔
事
」
が
廃
さ
れ
た
の
は
、
高
租
紀
（

巻
三
下
）
太
和
十
六
年
（
四
九
二
）
正
月
乙
丑
の
条
に
、

　
　
制
諸
遠
屡
墨
太
租
子
孫
及
異
姓
爲
一
撃
降
爲
公
、
公
爲
侯
、
侯
爲
伯
、

　
　
子
男
価
蕾
、
皆
除
將
軍
之
號
。

と
あ
る
記
事
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
融
和
十
六
年
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

り
陸
子
彰
伝
の
記
事
は
北
鎮
の
乱
の
最
盛
期
に
お
け
る
北
魏
中
央
の
混

乱
に
乗
じ
て
北
魏
中
央
の
実
権
を
掌
握
し
た
山
西
の
部
落
酋
長
・
余
朱

栄
が
爵
制
の
あ
り
方
を
高
租
の
改
革
時
以
前
の
状
態
へ
と
、
一
時
的
に

せ
よ
戻
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

　
ま
た
、
北
史
巻
五
魏
本
紀
中
興
二
年
（
五
三
二
）
の
条
に
、
．
高
歓
に

よ
る
北
魏
最
後
の
皇
帝
、
孝
皇
帝
の
擁
立
を
伝
え
て
、

　
　
即
位
南
東
郭
船
外
。
餅
代
都
奮
制
、
以
黒
蔑
蒙
七
人
目
激
居
其
一
。

　
　
帝
於
甕
上
西
向
拝
天
。
詑
自
東
陽
雲
龍
門
入
。

と
あ
る
。
右
に
み
え
る
即
位
礼
が
何
年
に
廃
さ
れ
た
か
は
確
定
で
き
な

い
。
し
か
し
、
右
に
「
用
代
置
（
牲
平
城
）
奮
制
」
と
み
え
る
こ
と
か

ら
索
出
後
の
高
租
時
代
で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。
果
し
て
そ
う

で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
右
の
記
事
は
高
歓
に
よ
っ
て
即
位
礼
の
あ
り
方
が

一一
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高
租
の
改
革
前
の
状
態
に
戻
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。

　
ま
た
、
北
史
巻
五
魏
本
紀
大
統
二
年
（
五
三
六
）
正
月
辛
亥
の
条
に
、

　
　
祀
南
郊
、
改
以
神
元
皇
帝
配
。

と
あ
る
。
北
魏
で
は
太
租
の
天
興
二
年
（
三
九
九
）
に
は
じ
め
て
身
元

皇
帝
が
南
郊
に
配
祭
さ
れ
（
礼
志
参
照
）
、
以
後
約
百
年
間
そ
れ
が

続
い
て
い
た
が
、
高
租
の
太
和
十
六
年
（
四
九
二
）
に
な
っ
て
そ
れ
が

太
租
に
改
め
ら
れ
て
い
る
（
高
風
紀
参
照
）
。
つ
ま
り
右
の
大
統
二
年

の
記
事
は
西
魏
に
な
っ
て
南
郊
風
祭
の
対
象
神
が
高
潔
の
改
革
前
の
状

態
に
戻
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

　
ま
た
、
北
史
巻
五
薬
本
紀
大
統
二
年
十
一
月
の
条
に
、

　
　
追
改
始
租
神
領
皇
帝
歯
茎
租
、
道
武
皇
帝
爲
烈
租
。

と
あ
る
。
道
武
帝
の
廟
号
は
高
租
の
太
和
十
五
年
に
そ
れ
ま
で
の
烈
租

か
ら
太
租
に
改
め
ら
れ
て
い
る
（
高
租
紀
及
び
礼
意
参
照
）
。
つ
ま
り

右
の
記
事
は
西
魏
に
な
っ
て
道
武
帝
の
廟
号
が
再
び
高
租
の
改
革
前
の

状
態
に
戻
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

　
ま
た
、
北
毛
巻
血
潮
本
紀
大
統
十
五
年
五
月
の
条
に
、

　
　
初
斑
毛
代
人
志
和
中
富
豪
者
、
並
令
復
曹
。

と
あ
る
が
、
こ
れ
も
西
京
に
な
っ
て
代
人
（
北
族
）
の
姓
が
高
租
の
改

革
前
の
状
態
に
戻
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

　
以
上
の
如
き
史
料
の
存
在
は
北
鎮
の
乱
を
契
機
と
し
た
魏
末
政
局
の

流
れ
の
中
に
減
租
の
改
革
の
路
線
を
否
定
し
、
改
革
前
の
諸
制
度
へ
の

復
帰
を
め
ざ
し
た
動
き
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
動

き
は
正
し
く
「
反
漢
化
」
と
い
う
に
値
す
る
動
き
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
制
度
や
習
俗
の
復
活
と
平
行
し
て
、
実
は
余
財
栄
に
よ
る
北

魏
貴
族
の
大
虐
殺
事
件
で
あ
る
河
陰
の
変
に
象
徴
的
に
示
さ
れ
る
、
か

っ
て
そ
う
し
た
も
の
を
支
え
る
主
体
で
あ
っ
た
拓
践
王
家
や
そ
れ
に
つ

き
従
う
北
族
名
族
の
衰
微
、
凋
落
や
、
北
族
傍
流
出
身
の
余
朱
栄
、
高

歓
、
駒
寄
兜
虫
を
指
導
者
と
し
て
北
鎮
の
乱
を
終
息
さ
せ
、
拓
賊
王
家

等
の
旧
支
配
者
層
を
押
し
退
け
て
北
魏
そ
の
も
の
の
纂
奪
を
め
ざ
し
た
、

ま
た
そ
れ
だ
け
に
拓
践
王
家
等
に
比
し
て
豊
野
部
を
中
心
と
し
た
制
度

や
習
俗
へ
の
帰
属
感
が
薄
い
、
或
は
全
く
存
在
し
な
い
新
興
勢
力
の
拾

頭
が
あ
っ
た
。
そ
れ
故
右
で
み
た
こ
と
か
ら
、
国
尽
の
乱
以
降
の
北
朝

政
局
の
動
き
の
中
に
制
度
や
習
俗
の
形
式
面
（
外
形
の
み
）
で
高
直
の

改
革
よ
り
前
の
状
態
へ
の
復
帰
を
め
ざ
し
た
動
き
が
あ
っ
た
と
は
い
、
兄

る
が
、
実
質
面
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
と
は
と
て
も
い
え
な
い
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
右
に
あ
げ
た
記
事
は
高
砂
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
諸

制
を
廃
し
、
そ
の
実
施
以
前
の
状
態
に
戻
し
た
こ
と
を
示
す
、
北
野
の

乱
開
始
以
降
に
お
け
る
管
見
の
及
ぶ
限
り
す
べ
て
の
例
で
あ
る
。
レ
」
れ

ら
の
こ
と
か
ら
北
面
の
乱
に
は
じ
ま
る
北
魏
末
動
乱
に
は
高
祀
の
改
革

時
以
降
の
漢
化
路
線
に
逆
行
す
る
面
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
高
崎
の
改

革
よ
り
前
の
状
態
に
名
実
と
も
に
復
帰
し
よ
う
と
す
る
指
向
性
は
微
弱

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
座
臥
の
乱
を
引
き
起
し
推
し
進
め

た
力
は
「
霊
鑑
化
」
と
は
別
の
所
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
前
節
後
款
で
引
用
し
た
如
く
元
深
伝
（
巻
＋
八
）
に
、
北
鎮

の
乱
が
勃
発
す
る
直
前
に
お
け
る
北
鎮
の
情
勢
を
伝
え
て
、
　
「
昔
皇
始

以
移
防
爲
重
、
盛
簡
親
身
、
擁
上
作
鎮
。
配
以
高
門
子
弟
、
以
死
防
遇
。
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不
潔
不
二
仕
宙
、
三
洋
偏
得
復
活
。
当
時
人
物
、
析
慕
爲
之
。
…
…
征

鎮
騙
使
、
但
爲
虞
候
白
黒
。
一
生
推
遷
、
不
意
賢
主
。
雲
影
往
世
房
分

留
居
京
者
、
得
上
品
通
官
。
在
鎮
譲
葉
爲
古
記
所
隔
。
」
と
あ
る
。
こ

う
し
た
北
撃
発
に
お
け
る
北
族
鎮
民
の
不
満
の
欝
積
を
伝
え
た
記
事
は

他
に
も
あ
る
が
（
北
鮮
書
巻
二
一
二
魏
蘭
根
伝
等
）
、
こ
れ
ら
の
記
事
か

ら
北
族
鎮
民
が
反
乱
し
た
理
由
を
彼
ら
が
洛
陽
中
央
朝
の
苛
酷
な
処
遇

に
反
発
し
、
右
の
記
事
に
見
え
る
が
如
き
状
況
の
打
破
を
め
ざ
し
た
か

ら
と
い
う
点
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
先
述
し
た

北
斗
の
乱
以
降
の
政
局
の
動
き
に
高
組
の
改
革
よ
り
前
の
状
態
へ
の
実

質
的
な
復
帰
を
め
ざ
す
指
向
性
が
微
弱
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
相
半

っ
て
、
こ
の
反
乱
が
前
節
後
期
で
述
べ
た
国
初
か
ら
徐
々
に
進
行
し
て

来
た
北
族
の
階
層
分
化
（
高
租
は
そ
う
し
た
社
会
的
実
情
を
踏
ま
え
、

そ
れ
を
姓
百
分
定
と
い
う
形
で
制
度
的
に
固
定
化
し
た
）
の
極
点
に
お

い
て
出
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
一
種
の
階
級
闘
争
と
し
て

の
性
格
を
も
つ
反
乱
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
も
し
こ
う
し
た

推
測
に
誤
り
が
な
け
れ
ぽ
こ
の
反
乱
が
は
し
が
き
の
⇔
で
述
べ
た
北
下

と
い
う
非
漢
民
族
国
家
を
支
え
て
い
た
北
族
と
い
う
集
団
の
崩
壊
状
況

が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
北
魏
と
い
う
王
朝
を
実
質
的
に
滅
す
程
の
勢
力

結
集
を
な
し
得
た
理
由
も
か
な
り
鮮
明
と
な
ろ
う
。
よ
っ
て
こ
う
し
た

視
角
か
ら
問
題
を
さ
ら
に
追
求
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

　
こ
の
反
乱
が
基
本
的
に
反
塩
化
の
反
乱
で
な
く
一
種
の
階
級
闘
争
で

あ
っ
た
と
い
う
点
は
北
鎮
の
乱
の
担
い
手
が
何
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て

の
従
来
の
見
解
を
整
理
す
る
と
さ
ら
に
明
ら
か
と
な
る
。
従
来
の
研
究

に
よ
る
と
北
鎮
の
乱
の
主
た
る
担
い
手
は
先
述
の
元
富
津
に
み
え
る
よ

う
な
高
望
の
改
革
以
降
社
会
的
政
治
的
地
位
の
低
下
を
免
れ
な
か
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
切

北
評
議
民
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。
一
方
、
北
族
鎮
民
の
こ
の
反
乱

に
果
し
た
役
割
を
重
視
し
な
が
ら
も
、
北
魏
支
配
下
の
北
鎮
に
あ
っ
て

兵
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
被
征
服
民
、
と
り
わ
け
勅
勒
等
の
少
数
民

族
里
民
の
果
し
た
役
割
も
蟹
族
鎮
民
と
同
等
程
度
に
重
視
し
て
い
こ
う

と
す
る
、
中
国
に
お
け
る
少
数
の
研
究
者
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
て
い
る

　
　
　
　
窃

立
場
も
あ
恩
。
こ
の
両
見
解
は
右
愛
し
た
所
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
互

い
に
一
方
の
説
を
全
面
的
に
排
除
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
い
ず
れ

も
史
美
的
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
ど
ち
ら
が
正
し
く

て
ど
ち
ら
が
誤
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
い
え
な
い
が
、
筆
者

は
後
者
の
考
え
方
の
方
が
北
鎮
の
乱
の
実
相
に
よ
り
近
い
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
わ
け
は
、
か
つ
て
周
一
良
氏
が
指
摘

さ
れ
た
よ
う
に
北
鎮
の
乱
の
初
期
か
ら
最
盛
期
に
か
け
て
の
リ
ー
ダ
ー

の
か
な
り
の
部
分
が
北
魏
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
た
少
数
民
族
出
身
者
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
北
鎮
に
は
北
族
鎮
撫

の
数
を
相
当
上
回
る
被
征
服
民
崎
戸
、
と
り
わ
け
勅
勒
鎮
民
が
存
在
し

て
い
た
と
い
え
る
か
ら
で
も
あ
る
。
い
ま
こ
の
勅
勒
鎮
民
の
数
的
優
越

に
つ
い
て
若
干
み
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

　
浜
口
重
国
氏
や
楊
耀
坤
氏
に
よ
る
と
、
北
面
は
そ
の
前
期
に
お
い
て

外
蒙
古
一
帯
に
勢
力
を
張
り
屡
々
魏
の
辺
塞
を
犯
し
て
い
た
庭
面
を
徹

底
的
に
討
伐
し
、
そ
う
し
て
得
た
相
当
な
数
に
の
ぼ
る
勅
勒
皇
民
凌
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
り

塞
下
に
安
置
し
、
柔
然
防
衛
の
た
め
の
兵
力
と
し
て
利
用
し
た
と
U
引
。
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そ
の
う
ち
最
も
多
く
の
投
降
を
み
た
の
は
世
租
の
神
儲
二
年
（
四
二
九
）

の
討
伐
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
蠕
蠕
恒
数
巻
一
〇
三
）
に
、
そ
の
こ
と

を
伝
え
て
、

　
　
六
月
…
…
高
車
（
勅
勒
の
別
名
）
諸
部
殺
大
檀
（
柔
然
可
汗
の
名
）

　
　
種
類
、
前
後
蹄
降
三
十
鯨
萬
。
…
…
八
月
、
世
租
聞
東
部
高
車
屯

　
　
巳
尼
破
。
…
：
遂
遣
左
僕
射
安
原
等
往
討
之
。
盤
巳
尼
肢
、
高
車
諸

　
　
部
署
軍
富
者
敷
十
萬
。

と
あ
る
。
右
の
数
字
は
誇
張
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
か
な
り

割
り
引
い
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
世
租
紀
（
世
運
上
）
、
神
励
二

年
十
月
の
条
に
、
こ
の
と
き
の
こ
と
を
伝
え
て
、

　
　
振
旅
剴
旋
干
京
師
、
告
於
宗
廟
。
列
十
四
民
営
漠
南
。
東
区
濡
髪
、

　
　
西
蟹
五
原
陰
山
、
寛
三
千
里
。

と
あ
る
よ
う
に
、
降
民
が
相
当
広
範
な
地
域
に
布
置
さ
れ
て
い
る
こ
と

や
、
高
車
坐
（
巻
一
〇
三
）
の
当
該
個
所
に
も
先
と
同
じ
数
字
を
載
せ

て
い
る
こ
と
等
か
ら
斥
の
数
が
彩
し
い
数
に
の
ぼ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
偽

は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
は
浜
口
氏
も
指

摘
さ
れ
て
い
る
如
く
、
こ
の
降
民
が
布
置
さ
れ
た
地
域
が
神
騙
二
年
を

去
る
こ
と
三
、
四
年
後
の
創
置
と
考
え
ら
れ
る
六
鎮
の
所
在
地
と
重
な
，

る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
出
嫁
防
衛
を
主
た
る
任
務
と
す
る
北
鎮
に
あ
っ

て
は
、
勅
勒
が
鎮
軍
を
構
成
す
る
主
な
要
素
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果

し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
（
浜
口
氏
や
谷
川
氏
は
狩
場
に

お
け
る
勅
勒
の
存
在
は
指
摘
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
皇
軍
の
主
な
要
素
と

北
魏
高
租
の
漢
化
政
策
の
理
解
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
さ
れ
て
い
な
い
）
。

　
い
ま
こ
の
推
測
の
当
否
を
さ
ら
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
太
租
紀
（
巻

二
）
皇
始
元
年
（
三
九
六
）
八
月
乙
亥
の
条
に
、
太
租
の
後
燕
攻
略
を

伝
え
て
、

　
　
大
悪
黒
熱
容
寳
。
帝
親
勒
六
軍
四
十
鶴
甲
。

と
あ
り
、
張
虚
伝
（
巻
三
三
）
に
、
張
済
が
東
晋
の
雍
州
刺
史
楊
損
年

の
下
に
回
し
、
帰
国
後
太
租
の
諮
問
に
答
え
た
こ
と
を
伝
え
、
そ
の
一

節
に
、

　
　
三
期
聞
臣
。
魏
初
伐
中
山
（
中
山
は
後
壁
の
都
）
幾
十
萬
衆
。
臣

　
　
答
三
十
絵
萬
。

と
あ
る
。
こ
の
二
記
事
か
ら
四
十
鯨
萬
、
三
十
絵
万
の
違
い
は
あ
る
が
、

太
租
時
代
の
北
魏
兵
力
の
概
数
が
窺
わ
れ
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
兵
員
の

大
部
分
は
後
燕
攻
略
時
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
し
て
北
族
兵
と
考
え
て
大

過
な
か
ろ
う
。
後
燕
攻
略
は
太
租
時
代
に
お
け
る
北
口
の
国
運
を
賭
け

た
戦
い
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
右
の
二
記
事
に
み
え
る
兵
数
は
当
時
に
お

け
る
郷
里
兵
総
数
に
近
い
数
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
親

族
兵
の
数
が
太
神
聖
の
四
十
絵
万
と
い
う
数
を
上
回
る
こ
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。
こ
の
こ
と
を
先
に
み
た
蠕
蠕
伝
の
勅
勒
降
民
三
十
鯨
万
、
数

十
万
（
計
百
万
）
と
い
う
数
と
比
較
し
た
際
、
徒
民
さ
れ
た
勅
勒
降
民

の
数
が
、
単
に
多
数
で
あ
っ
た
と
い
う
の
み
で
は
不
充
分
な
程
著
し
い

数
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
ま
し
て
魚
族
兵
は
そ
の
す
べ
て
が
北

鎮
に
配
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
京
師
や
そ
れ
以
外
の
各
地
に
も

分
駐
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
楊
椿
伝
動
参
照
）
。
そ
れ
故
北
鎮
に
占
め
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北
一
魏
高
租
の
漢
化
政
策
の
理
解
に
つ
い
て

る
勅
勒
鎮
民
の
比
重
は
極
め
て
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
翻
っ
て
考
え
る
に
、
宋
書
巻
七
四
減
質
伝
に
、
世
租
拓
蹟
蒸
が
宋
の

有
毒
等
の
守
る
肝
胎
城
を
攻
め
た
と
き
の
こ
と
を
伝
え
て
、

　
　
煮
重
質
書
日
。
吾
急
所
遣
團
兵
、
壷
非
我
国
人
。
城
東
北
是
丁
零

　
　
與
胡
。
士
爵
三
秦
臆
面
。
設
使
丁
零
死
者
、
正
可
減
常
山
上
郡
賊
。

　
　
胡
死
、
正
減
井
州
賊
。
氏
莞
死
、
正
減
対
中
賊
。
卿
若
殺
丁
零
胡
、

　
　
無
不
利
。

と
あ
り
、
尉
元
伝
（
巻
五
〇
）
に
、
太
血
中
の
尉
元
の
上
奏
を
載
せ
、

　
そ
の
一
節
に
、

　
　
今
計
混
血
兵
、
多
是
胡
人
。
臣
前
立
三
州
之
日
、
胡
人
三
都
將
呼

　
　
延
籠
起
因
於
負
罪
、
古
言
叛
齪
。
鳩
引
胡
類
、
一
時
扇
動
。
…
…

　
　
宜
以
彰
城
粛
軍
下
取
南
湖
州
徒
民
之
兵
（
三
兵
な
ら
ん
）
、
転
戌
彰

　
　
城
。
又
以
中
州
鮮
卑
（
北
族
兵
）
増
量
兵
数
。

と
あ
る
記
事
等
か
ら
北
魏
に
お
け
る
軍
隊
が
供
血
、
漢
人
、
胡
等
の
形

で
類
別
に
編
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
際
北
族
兵
は
そ
れ

以
外
の
兵
を
監
視
す
る
立
場
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
渇
。
こ
の
点
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
て
は
す
で
に
別
稿
に
お
い
て
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た

北
族
兵
と
そ
れ
よ
り
外
の
兵
と
が
全
く
同
等
の
政
治
的
或
は
経
済
的
待

遇
を
う
け
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
同
じ
く
兵
士
で
は
あ
っ
て
も
か
な

ら
ず
や
上
下
の
差
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
器
質
伝
の
記
事
は
そ
の
こ
と
を

示
す
一
例
証
と
な
ろ
う
。
（
な
お
、
被
征
服
民
内
部
に
お
い
て
も
、
そ
の

征
服
さ
れ
る
以
前
の
社
会
的
地
位
を
基
準
と
し
た
ラ
ン
ク
わ
け
一
例
え

ば
征
服
さ
れ
る
以
前
に
酋
長
だ
っ
た
も
の
は
そ
れ
相
応
の
官
に
任
ず
る

と
い
っ
た
よ
う
な
一
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い

て
は
別
稿
で
論
ず
る
）
。
こ
の
こ
と
は
北
鎮
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と

が
み
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
反
乱
勃
発
直

前
に
お
け
る
北
鎮
に
は
い
わ
ぽ
上
級
細
民
と
で
も
い
う
べ
き
苗
族
鎮
民

と
、
下
級
鎮
民
と
で
も
い
う
べ
き
勅
勒
等
の
被
征
服
民
よ
り
な
る
鎮
民

と
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
み
て
く
る
と
北
鎮
の
乱
は
右
で
み
た
よ
う
な
類
別
編
成

下
に
あ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
北
族
監
視
の
支
配
体
制
が
、
北
族
集
団
内

部
で
徐
々
に
進
行
し
た
階
層
分
化
に
主
た
る
原
因
を
も
ち
、
高
話
の
改

革
に
よ
っ
て
決
定
的
と
な
っ
た
中
下
層
北
山
の
政
治
的
社
会
的
地
位
の

下
落
に
よ
り
弛
緩
し
た
結
果
、
そ
の
裂
け
目
を
つ
く
形
で
そ
れ
ま
で
抑

圧
さ
れ
て
い
た
勅
勒
等
の
下
級
鎮
民
の
不
満
が
、
地
位
下
落
の
結
果
恐

ら
く
下
級
鎮
民
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
レ
ベ
ル
ま
で
落
ち
込
み
不
満
を
地
積
・

さ
せ
て
い
た
上
級
鎮
冠
た
る
北
族
鎮
民
を
巻
き
込
ん
で
爆
発
し
た
所
に

生
じ
た
も
の
と
す
る
の
が
最
も
そ
の
実
相
を
伝
え
て
い
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
も
し
こ
う
し
た
理
解
が
誤
っ
て
い
な
け
れ
ぽ
本
項
の
冒
頭
に

お
い
て
記
し
た
如
く
こ
の
反
乱
は
一
種
の
階
級
闘
争
、
或
は
民
族
闘
争

の
性
格
を
も
つ
反
北
魏
の
反
乱
で
あ
っ
た
と
規
定
さ
れ
よ
う
。

　
本
節
の
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
同
和
二
十
年
の
謀
反
と
北
鎮
の
乱
と

を
国
初
か
ら
存
在
し
て
き
た
北
族
集
団
の
崩
壊
状
況
を
う
け
て
出
現
し

た
も
の
と
し
て
大
過
な
か
ろ
う
。
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注

ω
　
拙
稿
「
北
魏
の
御
史
」
　
（
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
五
、
一
九
七
七
）
、

　
「
北
魏
の
内
朝
」
（
九
州
大
学
東
洋
史
論
舌
下
、
一
九
七
七
）
「
北
魏
の

　
斗
酒
制
」
　
（
東
方
学
五
七
、
一
九
七
九
）
、
　
「
北
専
心
租
の
漢
化
政
策

・
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
　
（
東
洋
学
報
六
二
の
三
・
四
、
一
九
八
一
）

②
　
前
掲
拙
稿
「
北
魏
高
租
の
漢
化
政
策
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
参
照
。

⑧
　
太
和
二
十
年
の
謀
反
に
つ
い
て
は
浜
口
重
国
氏
「
二
三
南
北
朝
史

　
概
説
」
　
（
『
秦
彫
工
唐
史
の
研
究
』
下
巻
所
収
、
一
九
六
六
）
八
六
四

　
頁
、
唐
道
志
氏
『
魏
七
日
南
北
朝
史
論
叢
績
編
」
一
九
五
九
、
一
四
六
噛

　
頁
、
孫
同
助
氏
『
拓
抜
氏
的
漢
化
」
一
九
六
二
、
一
四
一
頁
、
等
参

　
照
。
北
鎮
の
乱
に
つ
い
て
は
『
ア
ジ
ア
歴
史
事
典
」
　
（
一
九
五
九
）
第
二

　
巻
三
五
〇
頁
（
守
屋
美
都
雄
氏
執
筆
）
、
村
上
征
二
十
「
征
服
王
朝

　
」
　
（
『
世
界
の
歴
史
」
六
巻
一
六
三
頁
）
、
等
参
照
。

ω
　
浜
口
氏
「
正
光
四
五
年
の
交
に
於
け
る
後
窄
の
兵
制
に
就
い
て
」

　
（
同
氏
前
掲
書
所
収
）
、
谷
川
道
雄
氏
「
北
魏
末
の
内
乱
と
区
民
」

　
（
『
晴
唐
帝
国
形
成
史
論
」
所
収
、
一
九
七
一
）
等
参
照
。

⑤
　
周
一
良
説
「
北
朝
的
民
族
問
題
與
民
族
政
策
」
　
（
『
魏
巫
日
南
北
朝

　
史
論
集
」
所
収
、
一
九
六
三
）
、
楊
書
窓
氏
「
北
魏
末
年
北
鎮
暴
動

　
分
析
」
　
（
歴
史
研
究
一
九
七
八
の
十
一
一
）
参
照
。

⑥
　
呂
思
勉
励
「
両
巫
日
南
北
朝
霞
』
　
（
一
九
四
八
）
五
〇
八
～
一
〇
頁

　
参
照
。

①
　
大
沢
陽
典
氏
「
爲
后
と
そ
の
時
代
」
　
（
立
命
館
文
学
一
九
二
、
一

　
九
六
一
）
参
照
。

㈲
　
鄭
欽
仁
氏
「
北
魏
中
給
事
（
中
）
稿
」
　
（
食
貨
復
刊
第
二
巻
第
六

　
期
、
一
九
七
二
）
参
照
。

ゆ
　
呂
氏
前
掲
書
五
一
〇
頁
参
照
。

⑩
　
李
鳳
伝
に
は
本
文
に
引
用
し
た
記
事
に
続
い
て
「
於
是
賜
鳳
子
屯

　
爵
柏
人
侯
、
安
租
浮
陽
侯
、
興
租
安
喜
侯
、
道
念
真
定
侯
、
従
弟
寄

　
生
高
邑
子
、
皆
加
將
軍
。
十
五
年
、
安
租
昆
弟
四
人
、
以
外
戚
二
見
。

　
詔
謂
日
『
…
…
。
」
後
青
麻
爵
。
安
国
等
改
侯
爲
伯
、
並
乱
軍
號
。
L

　
と
あ
る
。
こ
こ
に
み
え
る
爵
の
例
降
は
歯
面
十
六
年
正
月
に
行
わ
れ

　
た
（
前
項
拙
稿
「
北
魏
の
封
爵
制
」
参
照
）
。
つ
ま
り
右
の
記
載
中

　
に
み
え
る
「
十
五
年
」
と
い
う
年
次
に
誤
り
が
あ
る
可
能
性
は
ま
ず
な

　
い
。
．
で
は
本
文
で
み
た
「
太
陰
十
二
年
」
の
場
合
は
ど
う
か
。
こ
れ

　
が
「
太
和
十
四
年
」
の
誤
記
と
す
れ
ば
問
題
が
生
じ
る
。
何
故
な
ら

　
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
こ
の
授
爵
が
大
后
の
崩
御
し
た
十
四
年

　
九
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
間
に
お
け
る
出
来
事
で
あ
っ
た
可
能
性
が

　
生
じ
、
　
「
迄
黒
影
崩
、
高
租
不
知
所
生
」
の
指
し
て
い
る
人
物
を
太

　
后
と
し
た
筆
者
の
考
え
と
食
い
違
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
太
和
十

　
四
年
の
九
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
間
に
授
爵
が
行
わ
れ
る
と
い
う
よ

　
う
な
こ
と
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
。
何
故
な
ら
本
紀
や
礼
志
を
一
読

　
す
れ
ぽ
わ
か
る
よ
う
に
高
租
は
こ
の
間
太
后
の
死
を
悼
み
政
務
に
携

　
わ
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
翠
陰
授
爵
に
お
け
る
年
次
の

　
記
載
に
誤
り
が
あ
る
可
能
性
は
ま
ず
な
い
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

⑪
　
上
天
穆
墓
誌
参
照
。

働
　
大
沢
氏
前
掲
論
文
五
七
頁
参
照
。
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@
陳
寅
恪
氏
「
魏
書
司
馬
活
版
江
東
民
族
條
繹
謹
及
推
論
」
　
（
『
陳

　
寅
恪
先
生
論
集
』
歴
史
語
言
研
究
所
特
需
之
三
、
　
一
九
七
一
所
収
）

　
参
照
。

ω
　
五
品
中
に
廷
尉
監
、
従
五
品
上
に
液
庭
監
が
、
従
五
品
中
に
諸
局

　
監
が
、
従
五
品
下
に
量
器
監
が
み
え
る
。
た
だ
し
三
品
上
に
例
外
と

　
し
て
凸
面
監
が
み
え
る
。
司
衛
監
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
「
北
魏
高

　
祀
の
漢
化
政
策
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
参
照
。

05

@
前
掲
拙
稿
「
北
町
の
封
爵
号
」
参
照
。

㈲
　
宮
崎
市
定
氏
『
九
品
官
人
法
の
研
究
」
　
（
東
洋
史
研
究
叢
刊
之
一
、

　
一
九
五
六
）
三
九
七
頁
参
照
。

⑰
　
浜
口
氏
前
掲
論
文
「
正
光
四
五
年
の
交
に
於
け
る
後
魏
の
兵
制
に

　
就
い
て
」
参
照
。

⑯
　
北
族
上
層
本
位
の
姓
族
分
定
は
そ
の
表
わ
れ
で
あ
る
。

㈹
　
北
魏
国
家
の
封
建
化
に
つ
い
て
は
唐
長
儒
氏
「
拓
賊
国
家
的
建
立

　
及
其
封
建
化
」
（
『
魏
習
南
北
朝
史
論
叢
」
一
九
五
五
所
収
）
参
照
。

⑳
　
資
治
通
号
巻
＝
二
六
、
南
斉
武
帝
永
明
六
年
（
四
八
八
、
転
所
十
二
年
）

　
二
月
の
条
に
（
同
様
の
記
載
は
魏
書
李
難
事
に
も
み
え
る
）
、
李
彪

　
の
上
言
を
載
せ
、
　
「
朝
臣
遭
親
智
者
、
假
満
赴
職
。
（
胡
注
）
（
時
魏

　
不
聴
朝
臣
終
喪
、
給
湿
而
已
。
）
…
…
愚
謂
、
凡
下
大
父
母
父
母
喪
者

　
皆
聴
終
筆
。
…
…
魏
主
（
目
高
租
）
皆
從
之
」
と
あ
る
。

⑳
　
前
掲
拙
稿
「
北
嶺
の
早
朝
」
参
照
。

⑳
　
周
氏
前
掲
論
文
、
特
に
一
四
六
～
八
頁
参
照
。

㈱
　
高
岡
伝
（
巻
一
〇
三
）
で
は
本
文
引
用
文
中
の
「
降
者
敷
十
萬
」

　
が
「
溢
者
敷
十
萬
落
」
と
な
っ
て
い
る
。

⑳
　
陸
侯
伝
（
巻
四
〇
）
に
よ
る
と
、
勅
勒
の
諸
部
が
鎮
都
大
将
の
指

　
揮
下
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
補
注
）
　
ま
ず
⑥
O
に
つ
い
て
で
あ
る
が
一
二
二
史
割
算
巻
十
五
、

　
翌
年
諸
単
願
早
生
子
の
条
に
、
幽
「
魏
道
武
帝
（
1
1
太
租
）
十
五
歳
生

　
下
元
帝
（
n
太
宗
）
。
景
穆
太
子
十
三
歳
生
文
成
帝
（
日
高
宗
）
。

　
文
成
十
五
歳
生
活
聖
帝
（
n
顯
租
）
。
献
文
十
三
歳
生
孝
文
帝
（
1
1

　
高
租
）
。
…
…
蓋
魏
斉
之
間
、
皇
子
皆
早
婆
。
故
生
子
亦
早
。
」
と
あ

　
る
よ
う
に
、
北
魏
の
諸
帝
は
若
く
し
て
子
を
な
し
て
い
る
（
二
四
太

　
子
は
世
租
の
長
子
で
帝
位
に
即
く
こ
と
な
く
天
干
し
て
い
る
）
。
よ

　
っ
て
顕
租
が
十
三
才
の
と
き
、
高
率
が
生
ま
れ
た
と
し
て
も
不
思
議

　
で
は
な
い
。
次
に
㊨
⇔
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
太
后
は
高
租
が
生
ま

　
れ
て
か
ら
二
十
年
以
上
に
亙
っ
て
高
租
の
育
児
、
教
育
に
携
わ
っ
て

、
い
る
。
ま
た
、
北
魏
で
は
乳
母
が
極
め
て
尊
崇
さ
れ
て
い
る
（
世
租

　
保
母
懸
崖
伝
、
高
宗
乳
母
叢
生
勲
等
参
照
、
い
ず
れ
も
皇
后
列
伝
に

附
載
さ
れ
て
い
る
）
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
注
意
す
る
と
中
国
文
化
の

・
真
髄
た
る
孝
道
の
実
践
に
人
一
倍
熱
心
な
高
租
が
㊨
◎
の
挙
に
及
ん

　
だ
と
し
て
も
理
解
で
き
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
次
に
④
日
に
つ
い
て

　
で
あ
る
が
、
北
魏
に
は
母
后
・
外
戚
勢
力
の
政
治
関
与
を
防
ぐ
た
め

　
故
事
と
し
て
儲
嗣
を
生
ん
だ
母
は
死
を
賜
わ
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
い

　
た
（
皇
后
列
伝
参
照
）
。
と
す
れ
ば
太
后
も
こ
の
故
事
を
熟
知
し
て

　
い
た
は
ず
で
あ
る
（
こ
の
こ
と
は
史
料
の
上
か
ら
も
確
め
ら
れ
る
、

孝
文
貞
皇
后
林
氏
伝
参
照
）
。
と
す
れ
ぽ
太
后
が
高
租
の
生
母
の
名
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を
自
ら
が
死
ぬ
ま
で
高
租
に
知
ら
せ
ず
、
高
湿
を
通
じ
て
外
戚
勢
力

の
伸
び
る
の
を
お
さ
え
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
⑥
日
の
史
料

は
太
后
が
高
租
の
母
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
わ
け
で
は
な
く
、
魏
書

・
北
史
の
本
紀
、
皇
后
伝
、
外
戚
伝
等
が
高
租
の
生
母
と
す
る
思
皇

后
の
名
を
太
后
が
右
述
の
よ
う
な
理
由
か
ら
自
ら
の
死
の
時
点
ま
で

詳
し
て
い
た
た
め
生
じ
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
次
に
④
四
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
高
祀

は
一
．
一
十
年
以
上
太
后
の
下
で
養
育
さ
れ
成
長
し
て
い
る
。
そ
の
た
め

高
望
は
薦
氏
一
門
と
極
め
て
親
密
な
交
わ
り
を
結
ん
で
い
る
（
爲
誕
．

伝
等
参
照
）
。
一
方
、
思
皇
后
李
氏
の
一
門
は
す
で
に
高
論
の
幼
年

時
代
に
お
い
て
族
諒
の
憂
目
に
あ
っ
て
お
り
、
も
と
も
と
濡
氏
一
門

の
如
く
親
密
に
な
り
得
な
い
状
況
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
④
日
の
検
証

で
の
べ
た
太
后
に
よ
る
生
母
名
の
秘
匿
の
可
能
性
を
も
勘
案
す
る
と
、

高
望
と
李
氏
一
門
の
間
に
親
密
な
関
係
が
生
ま
れ
る
余
地
は
全
く
な

い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
④
⑳
も
太
后
・
高
租
母
子
説
を
確
定
す

る
根
拠
と
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
次
に
④
㈲
に
つ
い
て
で
あ
る

が
、
太
后
は
高
租
の
長
子
悔
の
場
合
に
も
高
峯
の
場
合
と
同
様
そ
の

養
育
に
携
わ
っ
て
い
る
（
廃
太
子
淘
伝
参
照
）
。
ま
た
、
太
后
の
姪

で
あ
る
漏
昭
儀
（
後
に
皇
后
）
が
太
后
を
見
倣
い
世
継
ぎ
で
あ
る
太

子
（
後
の
世
宗
）
を
自
己
に
つ
な
ぎ
と
め
、
権
力
の
奪
取
を
企
図
し

た
こ
と
が
あ
る
（
孝
文
昭
皇
后
華
氏
伝
参
照
）
。
ま
た
、
先
述
し
た

如
く
北
魏
で
は
乳
母
が
極
め
て
尊
崇
さ
れ
、
乳
母
と
な
る
こ
と
は
そ

の
一
族
の
繁
栄
が
約
束
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と

か
ら
高
租
の
誕
生
に
よ
っ
て
太
后
が
政
事
を
聴
か
な
く
な
っ
た
と
し

て
も
そ
れ
を
黒
氏
の
如
く
「
権
力
の
放
棄
」
と
即
断
す
る
こ
と
は
で

き
ず
、
太
后
の
撫
育
専
念
が
故
意
か
偶
然
か
そ
の
史
料
が
少
な
い
た

め
全
体
像
が
も
う
一
つ
不
鮮
明
な
丞
相
乙
渾
の
謀
反
事
件
の
収
拾
か

ら
ほ
ど
な
い
時
期
に
は
じ
ま
っ
て
い
る
こ
と
（
乙
渾
詠
殺
は
天
安
元

年
二
月
で
あ
り
、
高
租
の
誕
生
は
そ
の
一
年
半
後
の
皇
興
元
年
八
月
で
あ

る
）
、
或
は
そ
れ
が
乙
渾
の
処
罪
と
閣
僚
新
布
陣
の
決
定
等
の
事
後

処
理
の
終
了
に
よ
り
、
若
年
の
顕
祀
に
代
っ
て
臨
朝
す
る
彼
女
の
役

割
が
一
段
落
つ
い
た
時
期
に
は
じ
ま
っ
て
い
．
る
こ
と
等
（
丞
相
乙
渾

の
謀
反
事
件
に
つ
い
て
は
大
沢
氏
前
掲
論
文
参
照
）
に
も
注
意
す
る

と
、
層
撫
育
専
念
は
太
后
が
自
已
或
は
自
己
の
一
族
の
現
状
保
持
、
そ

の
繁
栄
の
最
も
確
実
な
道
と
し
て
選
ん
だ
所
に
生
じ
た
も
の
と
も
考

え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
⑥
㈲
も
ま
た
太
后
・
高
歯
母
子
説
を
確
定
す
る

根
拠
と
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
次
に
⑮
e
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

天
象
志
（
巻
一
〇
五
の
三
）
の
原
文
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
　
「
三
年

（
太
和
三
年
、
四
七
九
）
・
…
是
時
漏
太
后
將
危
少
主
膳
敷
　
。
帝
春

秋
講
習
、
而
承
事
孝
敬
、
動
忌
違
禮
、
故
習
無
餐
。
至
六
年
三
月
斉

主
局
焉
ω
顕
租
が
崩
御
し
た
の
は
太
和
三
年
よ
り
三
年
前
の
承
明
元

年
六
月
辛
未
の
こ
と
で
あ
る
（
本
紀
参
照
）
。
と
す
れ
ば
右
の
文
中

に
み
え
る
「
帝
」
は
高
租
を
指
し
て
い
る
こ
と
明
白
で
あ
る
。
最
後

に
◎
e
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
太
后
が
極
め
て
長

き
に
亙
っ
て
高
寄
の
乳
母
的
役
割
を
果
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
孝

文
昭
皇
后
高
氏
伝
（
巻
十
三
）
に
、
世
宗
の
生
母
漢
讃
を
殺
害
し
養
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・
北
魏
高
租
の
漢
化
政
策
の
理
解
に
つ
い
て

母
た
ら
ん
と
し
た
薦
昭
儀
に
つ
い
て
、
　
「
密
有
母
養
世
宗
之
意
」
、

「
母
道
隆
備
」
の
表
現
が
み
え
る
こ
と
、
ま
た
、
世
祀
の
保
母
蜜
氏

の
伝
（
巻
十
三
）
に
、
「
世
租
感
其
（
1
1
霞
氏
）
恩
訓
、
奉
養
不
異

所
生
」
と
あ
る
が
、
こ
の
記
事
か
ち
当
時
は
乳
母
を
「
生
母
視
」
す

る
風
潮
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
等
か
ら
、
こ
れ
も
太
后
・
高

租
母
子
説
を
確
定
す
る
根
拠
と
は
な
り
得
な
い
と
い
え
よ
う
。
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