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第
三
代
太
武
帝
と
第
六
代
孝
文
帝
と
の
時
期
に
挟
ま
れ
た
文
成
・

献
文
の
二
つ
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
北
魏
隆
盛
へ
の
基
礎
構
築
の
時

期
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
研
究
史
た
る
も
の
が
極

（
１
）

め
て
少
な
い
と
い
う
現
状
に
あ
る
。
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
こ
の
時
期

の
問
題
点
を
比
較
的
詳
細
に
論
じ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
呂
思
勉
氏

の
『
両
晋
南
北
朝
史
』
第
一
一
章
元
魏
盛
衰
・
第
一
節
鵺
后
専
朝

（
開
明
書
店
、
一
九
四
八
）
お
よ
び
大
澤
陽
典
氏
の
「
薦
太
后
と
そ

の
時
代
ｌ
北
魏
政
治
史
の
一
駒
ｌ
」
（
『
立
命
館
文
学
」
一
九

二
、
’
九
六
一
）
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
。
呂
氏
は
、
薦
太
后
の
出
自

お
よ
び
彼
女
の
個
人
的
な
性
格
に
重
点
を
置
い
て
彼
女
の
為
政
を
と

ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
大
澤
氏
は
呂
氏
の
論
考
を
踏
ま
え
、

は
じ
め
に

北
魏
薦
太
后
第
一
次
臨
朝
の
性
格
に
つ
い
て
（
塩
沢
）

北
魏
漏
太
后
第
一
次
臨
朝
の
性
格
に
つ
い
て

さ
ら
に
薦
太
后
の
第
一
次
臨
朝
（
天
安
元
年
〈
四
六
六
〉
二
月
～
天

安
二
年
〈
四
六
七
〉
八
月
）
に
お
け
る
官
僚
構
成
、
そ
し
て
第
二
次

臨
朝
（
承
明
元
年
〈
四
七
六
〉
六
月
～
太
和
一
四
年
〈
四
九
○
〉
九

月
）
に
い
た
る
過
程
で
の
官
僚
構
成
の
人
的
変
容
に
も
視
点
を
置
い

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
宗
族
の
扱
い
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
か

ら
薦
太
后
第
一
次
朝
時
の
官
僚
構
成
と
鵺
太
后
と
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
さ
ら
に
検
討
が
必
要
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
両
者
と
も

鵺
太
后
と
献
文
帝
と
の
関
係
に
触
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
厩
太
后
の

個
人
的
な
性
格
分
析
お
よ
び
そ
の
為
政
そ
の
も
の
に
視
点
を
向
け
て

い
る
た
め
、
献
文
帝
の
為
政
に
関
す
る
扱
い
が
十
分
で
あ
る
と
は
言

い
難
い
。
さ
ら
に
両
者
の
分
析
に
は
薦
太
后
第
二
次
臨
朝
の
在
り
方

が
多
分
に
そ
の
判
断
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る

こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
点
を
も
含
め
、
本
稿
で
は
従

塩
沢
裕
仁

一
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来
よ
り
明
確
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
な
い
献
文
帝
の
時
代
の
様
相
を

（
２
）

よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
つ
つ
、
そ
の
作
業
の
第
一
段
階

と
し
て
、
献
文
帝
親
政
期
以
前
に
現
出
し
た
薦
太
后
の
第
一
次
臨
朝

期
の
様
相
を
明
確
に
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

な
お
近
年
、
杜
士
鐸
氏
主
編
の
『
北
魏
史
』
（
山
西
高
校
聯
合
出

版
社
、
’
九
九
二
）
が
刊
行
さ
れ
、
そ
の
第
五
章
「
文
成
、
献
文
二

帝
安
定
社
会
與
開
辺
」
を
王
璽
善
氏
が
執
筆
し
て
い
る
。
王
氏
は
嬬

太
后
と
献
文
帝
の
執
政
期
間
に
つ
い
て
、
文
成
帝
の
政
治
方
針
を
継

続
し
て
執
行
し
、
肩
き
を
以
て
積
弊
を
除
き
、
社
会
を
穏
定
さ
せ
る

こ
と
が
、
そ
の
政
治
目
標
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
真
に
卓

見
と
一
一
一
一
口
え
る
が
、
そ
こ
で
は
鵺
太
后
第
一
次
臨
朝
と
献
文
帝
親
政
を

方
針
的
に
連
続
し
た
も
の
と
と
ら
え
て
い
る
の
で
、
問
題
が
な
い
と

も
言
い
切
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
鵺
太
后
第
一

次
臨
朝
の
性
格
と
内
政
改
革
の
と
こ
ろ
で
言
及
す
る
こ
と
に
し
た

い
。文
成
帝
は
在
位
一
五
年
に
し
て
二
四
歳
の
若
さ
で
崩
し
た
た
め
、

太
子
弘
、
す
な
わ
ち
献
文
帝
が
わ
ず
か
三
歳
に
し
て
即
位
し
た
。

こ
の
若
年
皇
帝
を
補
佐
す
る
任
に
あ
た
っ
た
の
が
、
当
時
侍
中
・
車

騎
大
将
軍
で
あ
っ
た
乙
庫
で
あ
る
。
乙
庫
は
権
力
の
専
横
を
は
か

法
政
史
学
第
四
十
八
号

乙
運
の
専
制
と
潟
太
后
の
登
場

り
、
要
職
に
い
た
楊
保
年
・
買
愛
仁
・
張
天
度
・
陸
麗
な
ど
を
次
々

に
殺
害
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
間
に
乙
庫
は
太
尉
、
丞
相
へ
と

す
す
み
、
内
外
を
隔
絶
し
て
権
を
専
ら
に
し
た
。
こ
の
乙
庫
の
専
制

に
対
し
て
、
献
文
帝
の
即
位
に
伴
い
皇
太
后
と
な
っ
た
臆
氏
は
密
か

に
大
策
を
定
め
て
、
天
安
元
年
（
四
六
六
）
二
月
乙
揮
を
珠
し
た
の

で
あ
る
。

本
章
で
は
、
上
述
の
時
期
、
す
な
わ
ち
献
文
帝
の
即
位
か
ら
乙
揮

の
殊
殺
ま
で
の
所
謂
乙
揮
の
専
制
期
（
和
平
六
年
〈
四
六
五
〉
五
月

～
天
安
元
年
〈
四
六
六
〉
二
月
）
、
そ
し
て
乙
庫
の
謙
殺
を
契
機
と

す
る
鵺
太
后
登
場
の
経
緯
に
つ
い
て
、
問
題
点
の
抽
出
を
も
含
め
た

考
察
を
行
っ
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

ま
ず
、
こ
の
時
期
を
巡
る
論
点
と
し
て
以
下
の
三
点
が
上
げ
ら
れ

る
。Ｉ
、
乙
揮
専
制
開
始
の
経
緯
お
よ
び
背
景
に
つ
い
て
。

Ⅱ
、
乙
揮
専
制
の
状
況
に
つ
い
て
。

Ⅲ
、
乙
庫
諌
滅
の
経
緯
と
鵺
太
后
の
登
場
に
つ
い
て
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
上
掲
の
論
点
を
考
え
て
ゆ
く
た
め
に
は
そ

の
論
拠
と
な
り
う
る
史
料
が
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
乙
種
に

つ
い
て
は
『
魏
書
』
『
北
史
』
と
も
に
単
独
の
列
伝
が
な
く
、
そ
の

行
動
が
「
魏
書
』
お
よ
び
『
北
史
』
中
に
若
干
み
ら
れ
る
の
み
で
あ

（
３
）

る
。
こ
の
よ
う
な
史
料
の
欠
如
が
一
体
何
故
に
生
じ
た
の
か
と
い
う

四
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点
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
じ
め
に
言
及
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

乙
庫
に
つ
い
て
は
、
『
魏
書
』
巻
五
高
宗
本
紀
に
以
下
の
記
事
が

載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
史
料
と
し
て
は
初
出
の
も
の
で
あ

る
。

（
和
平
）
三
年
春
正
月
壬
午
、
以
車
騎
大
將
軍
・
東
郡
公
乙
揮

爲
大
原
王
。

と
こ
ろ
で
、
乙
庫
以
前
に
車
騎
大
将
軍
に
就
位
し
て
い
る
も
の
は
、

管
見
の
及
ぶ
範
囲
で
は
、
太
武
帝
の
延
和
一
一
年
（
四
一
一
一
三
）
北
燕
の

内
部
分
裂
を
企
て
た
際
に
北
魏
に
下
っ
た
北
燕
の
王
族
祷
崇
の
み
で

（
４
）

あ
る
。
こ
の
時
鵺
崇
に
は
車
騎
大
将
軍
・
遼
西
王
が
与
え
、
わ
れ
て
い

る
。
上
掲
の
和
平
三
年
（
四
六
二
）
条
で
は
、
車
騎
大
将
軍
と
い
う

最
高
位
の
将
軍
号
を
就
位
し
た
状
態
で
、
乙
庫
は
史
料
上
に
突
然
登

場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
時
に
は
、
東
郡
公
よ
り
大
原

王
に
進
爵
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
乙
庫
は
代
郡
の
乙
（
乙
弗
）
氏

に
そ
の
出
自
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
の
、
北
魏
宗
族
で
は
な

い
乙
庫
が
進
爵
、
そ
れ
も
王
爵
を
冠
す
る
に
至
る
に
は
何
か
そ
れ
相

当
の
功
労
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
東
郡
公
よ

り
大
原
王
へ
の
進
爵
に
際
し
て
何
か
背
景
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
上
掲
の
記
事
以
外
に
献
文
帝
即
位
以
前
の
乙

庫
に
関
す
る
記
事
は
一
切
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
乙
庫
に
関

す
る
史
料
の
不
自
然
な
欠
如
に
つ
い
て
は
、
『
魏
書
』
の
編
纂
段
階

北
魏
臨
太
后
第
一
次
臨
朝
の
性
格
に
つ
い
て
（
塩
沢
）

で
の
削
除
も
し
く
は
欠
落
と
い
う
行
為
を
想
定
す
る
よ
り
も
、
そ
の

前
段
階
で
既
に
生
じ
て
い
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
『
魏
書
』
の
編
纂
段
階
以
前
に
、
既
に
乙
庫
に

関
し
て
の
史
料
が
（
意
図
的
に
）
処
分
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と

が
出
来
る
わ
け
で
あ
る
。
何
と
な
ら
ば
、
太
武
帝
を
殺
害
し
さ
ら
に

東
平
王
翰
や
南
安
王
余
を
殺
害
し
て
乙
揮
以
上
の
混
乱
を
北
魏
に
も

た
ら
し
た
宗
愛
の
列
伝
が
『
魏
書
』
お
よ
び
『
北
史
』
に
載
せ
ら
れ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
両
書
に
乙
揮
独
自
の
列
伝
が
所
載

さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
原
史
料
の
採
用
に
関
す
る
不
自
然
さ
が
存
在

す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
魏
書
』
の
編
纂
段
階
で
は
乙
潭

の
列
伝
を
削
除
す
る
理
由
が
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
何

時
乙
庫
に
関
す
る
史
料
が
処
分
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
乙
庫
に
関

す
る
史
料
を
意
図
的
に
排
除
し
う
る
人
物
を
考
え
る
と
、
そ
こ
に
は

必
然
的
に
乙
揮
の
専
制
に
よ
っ
て
抑
圧
を
被
っ
た
人
々
、
並
び
に
鵺

氏
の
存
在
が
一
浮
か
び
上
が
っ
て
来
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
筆
者
は
そ

の
時
期
を
、
漏
氏
の
執
政
期
と
想
定
し
た
い
。
そ
れ
も
文
成
帝
期

（
太
武
帝
期
を
含
む
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
）
を
も
含
め
た
広
範
な
時

期
に
わ
た
る
史
料
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
点
を
考
え
る
に
、
乙
庫
よ

り
被
っ
た
被
害
意
識
が
朝
廷
内
に
残
存
し
て
い
る
乙
庫
の
珠
殺
後
の

比
較
的
早
い
時
期
、
す
な
わ
ち
鵺
氏
の
第
一
次
臨
朝
期
に
お
い
て
史

料
が
処
分
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
私
見
に
つ
い
て

_
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は
、
以
下
に
述
べ
る
乙
揮
と
祷
氏
と
の
対
立
の
状
況
を
も
勘
案
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
裏
付
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
史
料
の
欠
如
は
事
実
で
あ
る
た
め
、
乙
庫
が
如
何
な

る
意
図
を
も
っ
て
、
ま
た
如
何
な
る
背
景
の
下
に
専
制
を
布
く
に

至
っ
た
か
と
い
う
上
掲
の
論
点
Ｉ
に
関
す
る
問
題
点
に
つ
い
て
は
明

確
に
し
が
た
い
。
論
点
Ⅱ
に
つ
い
て
は
、
呂
思
勉
氏
の
前
掲
書
中
で

献
文
帝
即
位
後
に
お
け
る
乙
庫
の
一
連
の
行
動
を
も
っ
て
乙
庫
に
蟇

（
５
）

奪
の
意
志
あ
り
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
が
、
論
点
Ｉ
を
踏
ま
←
え
た
論
証

で
は
な
い
た
め
、
呂
氏
の
見
解
も
多
分
に
推
測
の
域
を
出
る
も
の
で

は
な
い
。
論
点
Ｉ
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
史
料
上
の
問
題
が
存
在

す
る
論
点
Ｉ
と
の
関
係
に
お
い
て
多
分
に
推
論
の
域
に
陥
る
と
い
う

危
慎
が
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
状
で
は
論
点
Ｉ
と
不
可
分
の

関
係
に
あ
る
献
文
帝
即
位
前
の
乙
琿
の
人
物
論
を
踏
ま
え
た
乙
琿
の

専
制
実
現
の
過
程
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
言
及
す
べ
き
段
階
に

は
な
い
。
故
に
本
稿
で
は
、
論
点
Ⅱ
と
論
点
Ⅲ
、
す
な
わ
ち
乙
潭
の

専
制
と
祷
氏
の
登
場
と
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
の
認
識
を

踏
ま
え
た
上
で
、
若
干
な
が
ら
も
検
討
史
料
が
得
ら
れ
る
乙
庫
諌
滅

の
使
命
を
担
っ
て
祷
氏
が
登
場
す
る
段
階
以
降
に
考
察
の
対
象
を

絞
っ
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
乙
庫
の
専
制
開
始
お
よ
び
専
制
の
具

体
的
状
況
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
機
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

乙
揮
諌
滅
に
関
す
る
論
議
の
中
で
、
臆
氏
の
登
場
に
つ
い
て
の
議

法
政
史
学
第
四
十
八
号

論
は
、
後
の
薦
氏
の
存
在
を
考
え
る
上
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
は
ま
ず
漏
氏
の
存
在
が
政
治
的
に
認
識
さ
れ
う
る
時
期
を
考

え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
乙
潭
の
専
制
確
立
の
過
程

を
み
る
と
、
禁
軍
を
統
く
る
殿
中
尚
書
拓
践
郁
の
殺
害
以
前
に
あ
っ

て
は
、
陸
麗
等
朝
臣
内
に
お
け
る
乙
庫
に
対
す
る
様
々
な
抵
抗
運
動

が
展
開
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
拓
祓
郁
の
殺
害
と
拓
祓
目
辰
の
逃
亡

以
後
目
立
っ
た
抵
抗
運
動
は
確
認
さ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
禁
軍

を
統
く
る
殿
中
尚
書
拓
祓
郁
の
殺
害
を
機
に
乙
揮
に
対
す
る
抑
止
力

（
６
）

が
一
掃
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
こ
こ
に

至
っ
て
乙
揮
の
専
制
に
よ
る
危
機
が
北
魏
帝
室
全
体
に
及
ぶ
に
至
っ

た
の
で
あ
り
、
和
平
六
年
（
四
六
五
）
一
○
月
の
皇
叔
景
穆
諸
王
の

（
７
）

徴
召
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
徴
召
以
前
に
お
い

て
鵺
氏
の
登
場
を
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
論
拠
を
以
下
に
示

す
。乙
揮
珠
滅
は
確
か
に
鵺
氏
登
場
の
契
機
と
な
っ
た
出
来
事
で
あ
る

が
、
判
例
的
に
み
る
と
通
常
の
皇
太
后
登
場
の
場
合
と
は
多
少
異
な

（
８
）

る
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
通
常
専
権
を
掌
握
し

た
も
の
は
、
幼
少
の
皇
帝
よ
り
も
先
帝
の
皇
后
、
す
な
わ
ち
皇
太
后

と
な
る
べ
き
人
物
に
接
近
し
、
皇
太
后
の
詔
あ
る
い
は
皇
太
后
の
矯

（
９
）

詔
を
以
て
よ
り
一
層
専
権
を
確
立
し
よ
》
つ
と
考
》
え
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
乙
庫
の
場
合
は
、
漏
氏
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
記
述
が

一
四
四
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一
切
な
く
、
献
文
帝
を
手
元
に
留
め
る
こ
と
に
終
始
し
て
い
る
。
し

か
る
に
当
初
乙
揮
と
し
て
も
祷
氏
を
そ
の
手
中
に
引
き
入
れ
よ
う
と

画
策
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
乙
庫
は
皇
太
后

凝
氏
と
結
ぶ
に
至
ら
ず
、
故
に
乙
琿
と
漁
太
后
と
は
献
文
帝
即
位
の

当
初
よ
り
不
仲
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
呂

思
勉
氏
は
「
魏
書
』
巻
一
三
文
明
太
后
伝
に
載
せ
る
文
成
帝
崩
御
の

際
の
、高
宗
崩
、
故
事
、
國
有
大
喪
、
三
日
之
後
、
御
服
器
物
一
以
僥

焚
、
百
官
及
中
宮
皆
號
泣
而
臨
之
、
后
悲
叫
自
投
火
中
、
左
右

救
之
、
良
久
乃
蘇
。

と
い
う
漏
氏
が
火
中
に
身
を
投
じ
る
内
容
を
扱
っ
た
記
載
に
つ
い

て
、
乙
庫
に
よ
る
祷
氏
殺
害
の
可
能
性
を
不
確
定
な
が
ら
想
定
し
て

（
川
）

い
る
。
も
ち
ろ
ん
呂
氏
の
見
解
の
根
拠
は
甚
だ
不
明
で
あ
る
が
、
薦

氏
の
殺
害
に
至
る
よ
う
な
対
立
の
状
況
は
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
と

考
え
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
お
、
両
者
の
対
立
が
存
在
す

る
こ
と
と
そ
れ
が
直
接
対
決
と
し
て
表
面
化
す
る
こ
と
と
は
次
元
を

異
に
す
る
問
題
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
乙
揮
誹
滅
に
お
け
る
祷

氏
の
主
導
性
の
問
題
と
し
て
後
述
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
史
料
と
し
て

は
乙
庫
の
殊
殺
直
前
ま
で
祷
氏
に
関
連
す
る
も
の
は
見
出
せ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
『
魏
書
』
巻
六
顯
祖
本
紀
和
平
六
年
（
四
六
五
）

一
○
月
条
に
、

北
魏
凝
太
后
第
一
次
臨
朝
の
性
格
に
つ
い
て
（
塩
沢
）

冬
十
月
、
徴
陽
平
王
新
成
・
京
兆
王
子
推
・
濟
陰
王
小
新
成
・

汝
陰
王
天
賜
・
任
城
王
雲
入
朝
。

と
み
え
る
景
穆
諸
王
の
徴
召
に
つ
い
て
、
自
ら
の
専
制
政
治
に
支
障

と
な
る
宗
室
諸
王
を
乙
厘
が
呼
び
集
め
る
こ
と
は
不
自
然
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
景
穆
諸
王
徴
召
の
詔
は
祷
氏
に
よ
る
皇
太
后
の
詔
で
あ
っ

た
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
鵺
氏
登
場
を
拓
祓
郁

の
亡
後
に
し
て
景
穆
諸
王
の
徴
召
以
前
に
求
め
る
論
拠
で
あ
る
。

次
に
、
乙
揮
殊
滅
に
お
け
る
鵺
氏
の
主
導
性
を
論
じ
た
い
。
そ
こ

に
は
以
下
の
二
つ
の
考
え
方
が
提
示
し
う
る
。
一
つ
は
、
臆
太
后
自

身
が
乙
庫
殊
滅
を
積
極
的
に
画
策
し
た
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
も

う
一
つ
は
、
鵺
氏
は
単
に
か
つ
ぎ
出
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
と
い
う
考

え
方
、
す
な
わ
ち
実
際
に
は
乙
浬
と
対
時
す
る
一
派
が
乙
庫
殊
滅
を

計
画
し
そ
の
中
心
に
漁
太
后
は
据
え
ら
れ
た
と
い
う
考
え
方
で
あ

る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
前
者
は
積
極
的
な
姿
勢
を
鵺
氏
に
求
め
る

も
の
で
あ
り
、
後
者
は
逆
に
消
極
的
な
姿
勢
を
認
め
う
る
も
の
で
あ

（
ｕ
）

る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
以
下
の
史
料
が
挙
げ
ら
れ
る
。

『
北
史
』
巻
一
三
后
妃
上
文
成
文
明
太
后
伝
、

鰍
文
（
顯
祖
）
即
位
、
尊
爲
皇
太
后
、
丞
相
乙
庫
謀
逆
、
献
文

（
顯
祖
）
年
十
二
、
居
干
諒
闇
、
太
后
密
定
大
策
、
諌
庫
、
遂

臨
朝
聴
政
。
（
）
は
『
魏
書
』
巻
一
三
文
成
文
明
太
后
伝
。

『
魏
書
』
巻
一
四
神
元
平
文
諸
帝
子
孫
列
伝
拓
践
丞
伝
、

一
四
五
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丞
相
乙
揮
謀
反
、
丞
以
奏
聞
、
詔
丞
帥
元
賀
・
牛
益
得
収
潭
、

殊
之
。

こ
こ
で
は
乙
庫
専
制
の
極
盛
期
に
お
い
て
、
乙
庫
謀
反
と
い
う
拓
祓

工
の
奏
聞
を
受
け
て
、
穗
太
后
（
”
居
干
諒
闇
“
よ
り
献
文
帝
と
は

考
え
ら
れ
な
い
）
が
諌
殺
の
詔
を
下
す
と
い
う
賜
殊
に
対
す
る
一
形

式
を
踏
ま
え
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
重
臣
の
多
く
を
殺
害
し
専

制
を
布
い
た
乙
庫
に
対
し
て
、
正
当
と
も
い
え
る
賜
諌
の
形
式
を

も
っ
て
臨
ん
で
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
乙
庫
の
行
動
を
意
識
し

て
景
穆
諸
王
お
よ
び
群
臣
と
合
議
し
た
う
え
の
“
大
策
〃
（
『
魏
書
』

天
象
志
で
は
〃
策
〃
）
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
ま

た
、
大
策
に
景
穆
諸
王
の
徴
召
を
含
め
る
か
否
か
は
即
断
し
が
た
い

が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
景
穆
諸
王
徴
召
は
そ
の
発
言
力
を
以
て
乙
庫

の
行
動
を
牽
制
す
る
反
面
、
漏
氏
の
行
動
を
も
ま
た
拘
束
す
る
こ
と

に
な
る
と
い
う
側
面
を
持
つ
た
め
、
こ
れ
ら
諸
王
と
の
連
携
を
は
か

る
群
臣
と
の
協
調
が
不
可
欠
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
徴
召
の
詔
が

鵺
氏
の
名
を
冠
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
｜
童
に
薦
氏
の
独
断
に

よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
拓
祓
郁
亡
後

の
切
札
と
し
て
穗
氏
は
登
場
す
る
が
、
事
態
は
乙
揮
専
制
下
と
い
う

危
険
性
を
持
つ
が
ゆ
え
に
、
乙
庫
殊
滅
計
画
が
鵺
氏
の
一
存
で
進
め

ら
れ
る
状
況
に
は
な
く
、
景
穆
諸
王
を
は
じ
め
と
す
る
群
臣
と
の
協

調
を
は
か
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
乙
揮
諌
滅
に

法
政
史
学
第
四
十
八
号

丞
相
乙
庫
の
殊
殺
を
契
機
と
し
て
、
若
年
の
献
文
帝
を
補
す
る
た

め
に
、
薦
太
后
の
第
一
次
臨
朝
が
動
き
出
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時

期
に
は
、
南
北
両
朝
の
力
関
係
を
大
き
く
左
右
す
る
事
件
が
発
生
し

て
い
る
。
そ
の
事
件
と
は
、
劉
宋
の
司
州
刺
史
常
珍
奇
が
懸
瓠
を

も
っ
て
、
ま
た
徐
州
刺
史
騨
安
都
が
彰
城
を
も
っ
て
北
魏
に
内
属
し

た
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
劉
宋
も
こ
の
地
の
奮
回
を
目
指
し
て
張

永
・
沈
放
之
を
遣
わ
す
が
、
尉
元
等
の
活
躍
に
よ
っ
て
宋
軍
は
敗
退

し
、
そ
の
結
果
准
北
の
地
を
北
魏
が
領
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
問
題
点
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
劉
宋
か
ら
の
内
属
者
の
処
遇
お
よ
び
准
北
の
領
有
化
に
伴

う
軍
事
行
動
に
対
す
る
裁
可
に
お
い
て
、
鵺
太
后
の
意
志
を
ど
の
程

（
皿
）

度
看
過
し
》
つ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
第
一

次
臨
朝
期
に
お
け
る
政
治
的
な
局
面
に
対
し
て
、
穂
太
后
の
発
言
力

は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
必
要
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
第
一
次
臨
朝
期
に
お
け
る
官
僚
構

成
の
問
題
を
も
考
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
大
澤
氏
の
前
掲
論
文
で

お
け
る
鵺
氏
の
主
導
性
を
論
じ
る
な
ら
ば
、
自
ら
求
め
て
為
政
の
場

に
登
場
し
、
積
極
的
に
事
態
の
収
拾
を
は
か
ろ
う
と
す
る
主
導
性
は

認
識
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

二
薦
太
后
第
一
次
臨
朝
期
の
性
格
に
つ
い
て

一

四
六
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は
、
こ
の
第
一
次
臨
朝
発
足
の
際
の
官
僚
集
団
に
つ
い
て
、
そ
の
主

た
る
人
物
と
臆
太
后
と
の
個
々
の
関
係
を
論
じ
、
そ
の
官
僚
集
団
の

性
格
が
薦
太
后
を
補
佐
す
る
に
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け

（
旧
）

て
い
る
。
し
か
し
な
が
『
ｂ
、
官
僚
と
し
て
政
務
を
補
佐
す
る
に
十
分

な
能
力
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
執
政
者
の
意
志
を
反
映
し
う
る

官
僚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
は
全
く
別
問
題
で
あ
る
。
ま
た
第
一
次

臨
朝
期
を
通
じ
て
の
官
職
の
除
正
記
事
を
『
魏
書
』
巻
六
顕
祖
本
紀

に
求
め
る
と
、
源
賀
の
大
尉
除
正
と
李
峻
の
太
宰
除
正
が
確
認
さ
れ

る
の
み
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
臨
朝
以
前
の
官
僚
構
成
を
大
き
く
改

編
し
た
形
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
官
僚
集
団
が
前

代
の
文
成
朝
の
も
の
を
多
く
継
承
し
て
い
る
と
い
う
状
況
に
お
い

て
、
臆
太
后
の
意
志
を
反
映
し
う
る
官
僚
集
団
が
い
つ
の
時
点
で
構

成
さ
れ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
論
考
が
、
大
澤
氏
の
前
掲
論
文

の
な
か
で
は
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。
以

上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
問
題
点
は
、
臆
太
后
の
臨
朝

開
始
時
に
お
け
る
彼
女
と
官
僚
集
団
と
の
関
係
に
集
約
さ
れ
る
と
言

え
る
の
で
あ
る
。

本
節
で
は
、
嬬
氏
が
臨
朝
を
開
始
す
る
際
の
朝
廷
内
の
状
況
を
知

る
た
め
の
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
漏
氏
が
臨
朝
を
開
始
す
る
時
点
で

北
魏
漏
太
后
第
一
次
臨
朝
の
性
格
に
つ
い
て
（
塩
沢
）

（
１
）
薦
太
后
第
一
次
臨
朝
開
始
時
の
官
僚
構
成

の
官
僚
構
成
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
な
お
以
下
に
、
官
僚
と
は

宗
族
を
も
含
め
た
僚
属
総
て
を
指
し
、
臣
僚
と
は
宗
族
を
除
い
た
僚

属
を
指
し
て
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
僚
属
と
は
皇
帝
に
臣
従

す
る
臣
下
を
指
し
て
い
う
。

と
こ
ろ
で
、
北
魏
の
官
制
に
つ
い
て
は
、
『
魏
書
』
巻
一
一
一
一
一
官

氏
志
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
の
、
そ
れ
は
大
和
中
の
制
定
と
さ

れ
る
も
の
で
、
嬬
太
后
没
後
に
孝
文
帝
が
行
っ
た
律
令
の
改
訂
に
と

（
川
）

も
な
っ
て
編
成
さ
れ
た
官
制
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
。
で
は
、
こ
れ

以
前
の
官
制
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
に
、
そ
の
詳
細

は
頗
る
不
明
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
そ
の
具
体
的
な
復
元
作
業
に
言
及

（
胴
）

す
る
余
裕
は
も
ち
》
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
面
の
議
論
の
対
象

と
な
る
官
僚
構
成
は
、
朝
廷
内
の
中
枢
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る

た
め
、
官
氏
志
に
み
え
る
官
品
表
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
こ
れ
に

『
魏
書
』
『
北
史
』
に
散
見
す
る
人
々
の
官
職
を
充
て
る
こ
と
で
官

制
の
概
要
を
把
握
し
、
も
っ
て
薦
太
后
臨
朝
時
の
官
僚
構
成
が
如
何

（
応
）

な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
考
壹
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
特
に
対

象
を
官
品
表
に
み
る
第
一
品
に
限
っ
て
考
え
る
こ
と
で
、
官
制
の
中

枢
に
位
置
し
う
る
官
僚
構
成
に
つ
い
て
は
、
よ
り
確
実
性
を
も
っ
て

理
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
ろ
う
。

以
下
に
上
述
の
作
業
に
よ
っ
て
把
握
し
う
る
第
一
品
相
等
官
を
挙

げ
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
鵺
氏
登
場
の
状
況
を
み
る
も
の
で
あ
る
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か
ら
、
時
期
の
設
定
を
天
安
元
年
（
四
六
六
）
二
月
現
在
（
乙
潭
謙

（
Ⅳ
）

殺
直
後
）
と
す
る
。

第
一
品
上
・
中
・
下
相
等
官

〔
太
師
〕

常
英
（
外
戚
）

〔
司
徒
〕

劉
尼
（
功
老
重
臣
）

〔
司
空
〕

和
其
奴
（
功
老
重
臣
）

〔
開
府
儀
同
三
司
〕
准
南
王
他
（
宗
族
）

〔
儀
同
三
司
〕

南
平
王
琿
（
宗
族
）

〔
（
諸
）
開
府
〕
封
敷
文
（
功
老
重
臣
）

（
旧
）

〔
衛
将
軍
〕

樂
安
王
良
（
宗
族
）

〔
征
東
大
将
軍
〕
濟
陰
王
小
新
成
（
景
穆
十
二
王
）

任
城
王
雲
（
景
穆
十
二
王
）

鵺
煕
（
外
戚
）

〔
征
南
大
将
軍
〕
京
兆
王
子
推
（
景
穆
十
二
王
）

汝
陰
王
天
賜
（
景
穆
十
二
王
）

〔
征
西
大
将
軍
〕
陽
平
王
新
成
（
景
穆
十
二
王
）

長
孫
観
（
功
労
重
臣
）

第
一
品
従
上
・
中
・
下
相
等
官

〔
鎮
東
大
将
軍
〕
南
平
王
揮
（
宗
族
）

〔
鎮
西
大
将
軍
〕
准
南
王
他
（
宗
族
）

拓
祓
石
（
宗
族
）

法
政
史
学
第
四
十
八
号

〔
征
南
将
軍
〕

源
賀
（
功
労
重
臣
）

劉
昶
（
劉
宋
宗
族
）

〔
征
西
将
軍
〕

閻
給
（
外
戚
）

尉
多
侯
（
功
労
重
臣
）

〔
左
光
線
大
夫
〕
常
喜
（
外
戚
）

〔
中
軍
大
将
軍
〕
東
平
王
道
符
（
宗
族
）

〔
撫
軍
大
将
軍
〕
陸
叡
（
功
労
重
臣
陸
麗
の
子
）

〔
尚
書
左
僕
射
〕
宜
都
王
目
辰
（
宗
族
）

〔
尚
書
右
僕
射
〕
慕
容
白
曜
（
功
労
重
臣
）

〔
中
書
監
〕

李
敷
（
功
労
重
臣
）

〔
鎮
南
将
軍
〕

陸
定
國
（
献
文
帝
側
近
）

〔
鎮
西
将
軍
〕

李
峻
（
外
戚
）

封
敏
文
（
功
老
重
臣
）

以
上
、
こ
こ
に
挙
げ
る
も
の
の
中
に
は
、
大
澤
氏
の
前
掲
論
文
中

で
列
伝
を
も
と
に
詳
細
な
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
人
物
も
あ
る
の
で

参
照
さ
れ
た
い
が
、
大
澤
氏
の
視
点
は
専
ら
宗
族
を
除
い
た
臣
僚
に

（
旧
）

向
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
》
わ
、
上
掲
一
覧
（
以
下
、
上
掲
一

覧
と
は
本
節
提
示
の
第
一
品
相
当
官
就
任
者
一
覧
を
指
し
て
用
い

る
）
に
み
る
よ
う
に
宗
族
が
多
数
含
ま
れ
て
お
り
、
鵺
太
后
の
朝
廷

内
に
お
け
る
立
場
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
建
国
以
来
支
配
者
層

を
構
成
し
て
い
る
拓
践
部
、
特
に
宗
族
の
存
在
を
明
確
に
把
握
し
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
特
に
、
献
文
帝
期
の
初
期
に
あ
っ
て
最

も
発
言
力
を
有
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
文
成
帝
の
弟
達
で
あ
る

景
穆
十
二
王
と
称
さ
れ
る
人
々
で
あ
っ
た
。
大
澤
氏
の
前
掲
論
文
に

お
け
る
薦
太
后
第
一
次
臨
朝
の
性
格
に
関
す
る
議
論
は
、
こ
の
景
穆

諸
王
の
う
ち
任
城
王
雲
し
か
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
点
に

お
い
て
十
分
と
は
言
い
難
い
。
し
た
が
っ
て
、
景
穆
諸
王
に
つ
い

て
、
ま
ず
考
え
て
行
き
た
い
と
思
う
。

北
魏
漏
太
后
第
一
次
臨
朝
の
性
格
に
つ
い
て
（
塩
沢
）

（
２
）
景
穆
諸
王
と
臨
朝
開
始
時
の
官
僚
構
成

（
別
）

景
穆
十
二
王
と
い
わ
れ
る
の
は
以
下
に
挙
げ
る
人
々
で
あ
る
。

陽
平
王
（
陽
平
幽
王
）
新
成
大
安
三
年
封
母
：
衰
椒
房

京
兆
王
（
京
兆
康
王
）
子
推
大
安
三
年
封
母
：
尉
椒
一
房

濟
陰
王
小
新
成

和
平
二
年
封
母
：
尉
椒
｜
房（別
）

汝
陰
王
（
汝
陰
露
王
）
天
賜
和
平
二
年
封
母
：
陽
椒
一
房

（
皿
）

樂
浪
王
（
樂
浪
属
王
）
萬
臺
奇
和
平
二
年
封
母
：
厭

廣
平
王
（
廣
平
瘍
王
）
洛
侯
和
平
二
年
封
母
：
厭

任
城
王
（
任
城
康
王
）
雲
和
平
五
年
封
母
：
孟
椒
房

南
安
王
（
南
安
惠
王
）
槙
皇
興
二
年
封
母
：
劉
椒
房

城
陽
王
（
城
陽
康
王
）
長
壽
皇
興
二
年
封
母
：
劉
椒
房

章
武
王
（
章
武
敬
王
）
太
洛
皇
興
二
年
蕊
追
封

母
：
慕
容
椒
｜
房

樂
陵
王
（
樂
陵
康
王
）
胡
兒
和
平
四
年
莞
追
封母
：
尉
椒
一
房

安
定
王
（
安
定
靖
王
）
体
皇
囲
〈
二
年
封
母
：
孟
椒
｜
房

上
記
の
順
位
は
『
魏
書
』
巻
一
九
上
・
中
・
下
景
穆
十
二
王
伝
に
よ

る
順
位
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
年
齢
順
と
考
え
て
差
し
仕
え
あ

る
ま
い
。
こ
の
う
ち
南
安
王
植
よ
り
以
下
の
も
の
は
、
皇
興
二
年

（
四
六
八
）
以
降
に
封
ぜ
、
わ
れ
て
お
り
、
実
際
に
は
そ
れ
以
降
に
政

治
の
表
舞
台
に
登
場
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
よ
り
上
の
任
城
王

雲
ま
で
を
こ
こ
で
は
議
論
の
対
象
と
し
う
る
が
、
そ
の
中
で
樂
浪
王

萬
壽
は
和
平
三
年
（
四
六
二
）
｜
月
癸
未
に
、
廣
平
王
洛
侯
は
和
平

二
年
（
四
六
一
）
一
○
月
に
莞
去
し
て
い
る
の
で
、
和
平
六
年
（
四

六
五
）
よ
り
天
安
二
年
（
四
六
七
）
ま
で
の
段
階
で
朝
政
に
発
言
権

を
も
つ
も
の
と
し
て
考
察
の
対
象
と
す
べ
き
は
、
陽
平
王
新
成
・
京

兆
王
子
推
・
濟
陰
王
小
新
成
・
汝
陰
王
天
賜
・
任
城
王
雲
の
五
人

（
以
下
、
総
称
と
し
て
用
い
る
と
き
は
”
景
穆
五
王
“
と
い
う
）
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

乙
揮
は
和
平
六
年
（
四
六
五
）
七
月
癸
巳
に
大
尉
よ
り
丞
相
に
進

み
、
位
は
諸
王
の
上
に
位
置
し
、
事
の
大
小
は
す
べ
て
彼
に
帰
結
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
丞
相
と
い
う
官
職
は
『
魏
書
』
宮
氏
志
を
参
考

に
し
て
そ
の
地
位
を
考
え
て
み
る
と
、
諸
官
位
の
中
で
最
高
位
に
位

置
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
お
け
る
諸
王
と
は
、
宗

一
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族
諸
王
と
い
う
狭
義
の
も
の
で
は
な
く
、
爵
位
と
し
て
の
王
を
冠
す

る
人
々
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
す
な
わ

ち
、
丞
相
た
る
乙
種
が
宗
族
を
も
含
め
た
官
僚
す
べ
て
の
上
に
位
置

し
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
同
年
九
月
に
は
劉
宋
の
宗
族

（
羽
）

義
陽
王
劉
昶
が
北
魏
に
亡
命
を
求
め
る
と
い
う
事
件
が
発
生
す
る
。

そ
の
翌
月
に
は
上
掲
の
景
穆
五
王
す
べ
て
が
徴
召
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
景
穆
五
王
の
徴
召
に
つ
い
て
は
第
一
章
で
も
触
れ
た
が
、

非
常
に
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
四
カ
月
後
の
天
安
元
年

（
四
六
七
）
二
月
庚
申
に
乙
庫
は
殊
に
伏
し
、
献
文
帝
が
未
だ
若
年

な
ろ
を
も
っ
て
薦
太
后
が
朝
政
を
み
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ

の
乙
庫
の
専
制
か
ら
珠
殺
に
い
た
る
過
程
を
み
る
と
、
宗
族
の
中
で

も
皇
叔
と
し
て
朝
廷
内
で
最
も
発
言
力
を
有
し
て
い
た
景
穆
五
王
す

べ
て
の
徴
召
と
乙
庫
の
諌
殺
お
よ
び
薦
氏
の
登
場
と
の
間
に
は
明
ら

か
に
相
関
関
係
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
陽
平
王
新
成
の
任

（
別
）

地
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
京
兆
王
子
推
は
長
安
に
、
濟

陰
王
小
新
成
は
平
原
に
、
汝
陰
王
天
賜
は
虎
牢
に
、
任
城
王
雲
は
和

龍
に
鎮
将
と
し
て
赴
い
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
事
態

が
収
拾
さ
れ
れ
ば
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
任
地
に
帰
還
す
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
朝
廷
内
の
混
乱
を
以
て
彼
ら
は
徴
召
さ
れ
た

わ
け
で
あ
る
か
ら
、
再
び
任
地
に
帰
還
す
る
に
至
っ
て
も
中
央
に
対

す
る
厳
し
い
監
視
の
目
が
向
け
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
故
に
鵺

法
政
史
学
第
四
十
八
号

氏
の
第
一
次
臨
朝
は
こ
れ
ら
諸
王
の
監
視
下
に
あ
っ
た
と
見
る
こ
と

が
出
来
る
の
で
あ
る
。

景
穆
諸
王
以
外
に
上
掲
一
覧
に
あ
ら
わ
れ
る
宗
族
を
み
る
と
、
堆

南
王
他
・
南
平
王
琿
・
拓
祓
王
・
拓
祓
石
・
東
平
王
道
符
・
宜
都
王

目
辰
の
六
人
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
王
は
い
ず
れ
も
前
文
成

朝
に
お
い
て
功
労
を
重
ね
、
朝
廷
内
で
発
言
力
を
有
す
る
に
至
っ
た

人
々
で
あ
る
。
特
に
准
南
王
他
・
南
平
王
揮
・
拓
践
石
は
、
太
武
帝

期
か
ら
の
重
鎮
で
あ
る
。
ま
た
、
拓
祓
工
は
乙
揮
諌
滅
に
最
も
功
労

が
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
王
は
侍
中
を
本
官
と
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
が
、
そ
の
職
掌
か
ら
朝
廷
内
の
機
密
に
与
か
り
え
た
の
で
あ
ろ

う
。
拓
践
目
辰
も
反
乙
琿
の
先
鋒
に
立
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
兄

拓
祓
郁
と
と
も
に
乙
揮
殺
害
を
計
り
、
事
漏
れ
て
一
時
逃
隠
し
て
い

た
が
、
事
態
の
収
拾
の
前
後
に
帰
朝
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
拓
祓
郁

・
拓
祓
目
辰
・
拓
祓
丞
等
の
宗
族
が
反
乙
庫
勢
力
の
中
心
と
し
て
活

動
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

以
上
に
見
て
き
た
景
穆
諸
王
と
そ
れ
以
外
の
宗
族
を
合
わ
せ
る
と

上
掲
一
覧
の
半
数
弱
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
上
掲
一
覧
の
臣
僚
に
お
い
て
、
薦
太
后
と
の
関
係
を
明
確

に
し
う
る
人
物
は
彼
女
の
兄
の
鵺
煕
た
だ
一
人
で
あ
る
。
李
敷
に
つ

い
て
は
、
後
に
弟
の
李
変
と
と
も
に
薦
太
后
の
寵
を
う
け
る
こ
と
に

な
る
が
、
も
と
も
と
彼
自
身
前
皇
帝
の
文
成
帝
の
寵
を
受
け
て
い
た

’
五
○
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人
物
で
あ
っ
て
、
薦
氏
登
場
の
段
階
よ
り
彼
女
と
積
極
的
な
結
び
付

き
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
明
確
に
し
が
た
い
。
ま
た
源
賀
に
つ
い
て

は
、
臆
太
后
の
臨
朝
開
始
直
後
に
翼
州
の
刺
史
か
ら
徴
還
さ
れ
て
大

尉
に
就
く
が
、
こ
の
人
事
に
よ
り
源
賀
が
臆
太
后
の
寵
を
受
け
て
い

た
と
考
え
る
こ
と
は
避
け
た
い
。
何
と
な
ら
ば
、
源
賀
は
文
成
期
に

お
い
て
す
で
に
朝
政
に
対
す
る
発
言
力
を
有
し
て
お
り
、
さ
ら
に
軍

事
的
な
功
労
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
鵺
太
后
の
寵
に
基
づ
く
人
事

と
い
う
よ
り
も
顧
問
と
し
て
徴
還
す
る
必
要
性
を
も
っ
た
人
事
で

あ
っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
他
の
臣
僚

は
、
漏
氏
と
の
関
係
と
い
う
よ
り
も
前
文
成
朝
お
よ
び
前
々
朝
の
太

武
朝
か
ら
の
重
臣
達
で
あ
る
。
彼
ら
の
列
伝
を
み
る
と
そ
の
性
格
も

実
直
で
あ
り
、
軍
事
的
な
才
能
も
兼
ね
備
え
た
人
々
が
大
多
数
で
あ

る
。
さ
ら
に
上
掲
一
覧
中
に
は
挙
げ
て
い
な
い
が
、
後
に
臆
太
后
の

信
任
を
受
け
る
中
書
令
の
高
允
な
ど
も
前
々
朝
か
ら
の
献
身
的
な
臣

（
路
）

僚
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
宗
族
の
存
在
を
も
踏
ま
え
て
漏
太
后
臨
朝
開
始

時
の
官
僚
構
成
を
考
え
る
と
、
そ
の
性
格
は
ひ
と
え
に
前
文
成
朝
を

多
く
の
部
分
に
お
い
て
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と

が
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
官
僚
構
成
で
は
、
太
武
・
文
成

朝
か
ら
の
宗
族
お
よ
び
功
労
の
重
臣
に
加
え
文
成
帝
の
皇
弟
諸
王
が

枢
要
な
位
置
に
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
孝
文
期
の
第

北
魏
鵺
太
后
第
一
次
臨
朝
の
性
格
に
つ
い
て
（
塩
沢
）

鵺
太
后
執
政
の
約
一
年
半
の
問
に
、
新
た
な
爵
位
お
よ
び
官
職
を

除
授
さ
れ
た
事
例
は
、
拓
敗
孔
雀
と
陸
定
國
へ
の
授
爵
、
源
賀
の
徴

還
と
太
尉
除
授
、
蔀
安
都
内
属
時
に
彰
城
を
救
援
さ
せ
た
尉
元
へ
の

都
督
・
将
軍
号
の
除
授
、
李
峻
へ
の
太
常
除
授
の
四
例
で
あ
る
。
こ

の
う
ち
、
尉
元
へ
の
都
督
・
将
軍
号
の
除
授
は
出
征
軍
統
制
の
際
に

与
え
ら
れ
た
と
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
職
制
内
で
の
人
事
異
動

は
、
源
賀
・
李
峻
の
二
例
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
薦
太
后

の
臨
朝
開
始
以
前
に
、
劉
宋
の
宗
族
劉
昶
の
亡
命
が
あ
り
、
彼
は
北

魏
朝
廷
内
に
お
い
て
も
そ
の
立
場
が
尊
重
さ
れ
、
侍
中
に
加
え
ら
れ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
劉
宋
の
臣
僚
で
あ
る
藤
安
都
・
常
珍
奇
が
内

二
次
臨
朝
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
朝
政
に
お
け
る
発
言
力
を
、
前
朝
か

ら
継
承
さ
れ
た
官
僚
集
団
の
中
で
鵺
太
后
が
持
ち
え
る
と
い
う
こ
と

に
は
甚
だ
疑
問
が
あ
る
。
ま
し
て
や
、
皇
太
后
の
為
政
へ
の
関
与
を

排
除
す
る
と
い
う
目
的
に
沿
っ
て
太
祖
道
武
帝
が
定
め
た
皇
太
子
の

生
母
賜
殊
の
制
度
の
も
と
で
、
薦
氏
は
皇
太
后
と
い
う
地
位
を
え
る

（
加
）

こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
祷
氏
の
朝
政
執
行
上
の

権
威
は
、
乙
揮
の
諌
殺
を
契
機
に
発
揚
さ
れ
た
と
は
い
え
、
決
し
て

確
立
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ

る
。

（
３
）
鵺
太
后
第
一
次
臨
朝
の
性
格

一
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属
を
求
め
た
際
に
積
極
的
な
援
軍
派
遣
を
唱
え
た
の
は
李
敷
で
あ

り
、
そ
こ
に
劉
昶
の
意
見
が
求
め
ら
れ
た
形
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
新
た
に
侍
中
と
し
て
加
わ
っ
た
劉
昶
の
存
在
が
北
魏

朝
廷
内
に
お
い
て
未
だ
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
物

（
〃
）

語
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

以
上
検
討
し
た
状
況
か
ら
、
鵺
太
后
の
第
一
次
臨
朝
全
期
に
わ
た

る
官
僚
構
成
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は
景
穆
五
王
を
は
じ
め
と
す

る
宗
族
諸
王
と
前
文
成
朝
か
ら
の
功
労
の
重
臣
と
を
中
心
と
し
た
官

僚
集
団
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
換
言
す
る
な
ら

ば
、
そ
の
官
僚
構
成
は
臨
朝
開
始
時
と
大
き
く
異
な
る
も
の
で
は
な

く
、
鵺
太
后
の
執
政
は
真
に
若
年
の
献
文
帝
を
補
佐
す
る
と
い
う
性

格
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
に

立
っ
て
み
る
と
、
薦
太
后
の
第
一
次
臨
朝
に
お
け
る
朝
政
に
対
す
る

姿
勢
は
、
献
文
帝
崩
御
後
の
諸
改
革
を
伴
っ
た
第
二
次
臨
朝
に
お
け

る
積
極
的
な
姿
勢
に
比
べ
る
と
、
明
ら
か
に
消
極
的
な
も
の
で
あ
る

と
い
え
る
。
第
二
次
臨
朝
期
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
朝
政
に
意
欲
を
示

す
臆
太
后
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
宗
族
と
前
朝
を
引
き
継
ぐ
臣
僚
と

に
取
り
囲
ま
れ
た
官
僚
集
団
の
中
で
の
抑
圧
が
、
薦
太
后
を
し
て
自

ら
を
引
退
せ
し
め
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
第
一
次
臨
朝
と
第
二
次
臨
朝
と
に
お
け
る
薦
太
后
を
取

り
巻
く
人
的
環
境
の
相
異
を
さ
ら
に
明
確
に
す
る
た
め
に
、
献
文
帝

法
政
史
学
第
四
十
八
号

崩
御
時
に
お
け
る
宗
族
お
よ
び
臣
僚
の
中
に
第
一
次
臨
朝
に
参
画
し

て
い
た
官
僚
が
ど
の
程
度
含
ま
れ
て
い
る
か
を
考
え
て
お
き
た
い
。

上
掲
一
覧
の
中
で
、
宗
族
で
は
陽
平
王
新
成
・
濟
陰
王
小
新
成
・

東
平
王
道
符
・
南
平
王
庫
が
莞
り
、
臣
僚
で
は
常
英
・
劉
尼
・
和
其

奴
・
封
敏
文
・
李
敷
・
慕
容
白
曜
・
李
峻
．
（
常
喜
）
な
ど
が
死
亡

し
て
い
る
。
こ
れ
は
半
数
以
上
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
献
文
帝
期
に
お

い
て
新
た
に
参
画
し
た
も
の
も
い
る
が
、
任
城
王
雲
・
准
南
王
他
・

拓
祓
王
・
源
賀
・
尉
元
な
ど
在
任
し
て
い
る
人
々
に
対
し
て
、
鵺
太

后
は
第
二
次
臨
朝
に
お
い
て
執
勧
に
敬
意
を
払
っ
て
い
る
。
こ
の
点

は
注
意
を
要
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
次
臨
朝
の
際
に
そ
の
発
言
力

を
抑
圧
し
え
た
人
々
に
注
意
を
払
い
な
が
ら
薦
太
后
は
朝
政
を
行
っ

て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
漏
太
后
に
と
っ
て
、

朝
政
に
か
か
わ
る
官
僚
集
団
の
人
的
構
成
が
大
き
く
変
わ
っ
た
こ
と

も
あ
っ
て
、
第
二
次
臨
朝
で
は
朝
政
に
積
極
的
な
姿
勢
を
取
り
得
る

こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
官
僚
集
団
の
変
化
は
、
漏

氏
の
第
二
次
臨
朝
開
始
の
契
機
と
な
る
献
文
太
上
皇
帝
の
崩
御
を
考

え
る
上
に
も
重
要
な
視
点
を
与
え
る
も
の
と
な
ろ
う
。

最
後
に
、
鵺
太
后
の
執
政
期
に
お
け
る
内
政
改
革
に
つ
い
て
触
れ

る
こ
と
に
す
る
。

（
４
）
潟
太
后
第
一
次
臨
朝
期
に
お
け
る
内
政
改
革

五
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王
露
善
氏
は
前
掲
論
文
中
で
鵺
太
后
第
一
次
臨
朝
よ
り
献
文
帝
親

政
期
に
か
け
て
の
政
治
業
績
を
三
項
目
に
分
け
て
挙
げ
て
い
る
が
、

そ
の
中
か
ら
薦
太
后
第
一
次
臨
朝
に
該
当
す
る
も
の
を
挙
げ
る
と
以

（
羽
）

下
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
羽
）

（
・
１
）
選
挙
を
厳
し
く
し
、
爵
位
制
度
を
整
頓
す
る
。

こ
の
王
氏
の
指
摘
す
る
点
以
外
に
漏
太
后
第
一
次
臨
朝
に
目
立
っ
た

内
政
改
革
は
確
認
さ
れ
な
い
。
で
は
、
上
掲
の
二
点
の
政
治
業
績
を

ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、

（
ｉ
）
に
つ
い
て
は
繁
雑
な
状
況
に
あ
っ
た
制
度
を
整
理
し
た
と
い

う
点
で
評
価
出
来
る
も
の
の
、
後
の
孝
文
帝
が
断
行
す
る
爵
制
改
革

ほ
ど
徹
底
し
た
も
の
で
は
な
く
、
前
朝
ま
で
に
累
積
し
た
爵
位
の
繁

雑
な
状
況
を
整
理
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
（
Ⅱ
）
に
つ
い
て
は
、

高
允
・
李
訴
の
建
議
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
北
魏
統
治

集
団
の
文
化
素
質
の
向
上
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

（
Ⅱ
）
は
直
接
的
に
内
政
改
革
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
く
、
長
期

的
な
展
望
に
立
っ
た
政
策
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
北
魏
の
官
僚
集
団
の

育
成
を
推
進
さ
せ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
積
極
的
に
現
状
改
革

を
断
行
す
る
と
い
う
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
、
（
、
）

に
つ
い
て
は
急
務
と
す
べ
き
現
状
改
革
と
い
う
範
鴫
で
は
と
ら
え
る

こ
と
が
出
来
な
い
性
格
の
も
の
で
あ
る
。

／■､／■、

ｉｉｉ
、－ノ、.／

北
魏
騰
太
后
第
一
次
臨
朝
の
性
格
に
つ
い
て
（
塩
沢
）

（
釦
）

郡
学
を
立
て
る
。

前
漢
を
通
じ
て
の
皇
太
后
の
臨
朝
は
、
皇
太
后
の
現
在
の
地
位
に

よ
る
も
の
で
は
な
く
、
皇
帝
嫡
妻
の
地
位
の
も
つ
機
能
・
性
格
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
谷
口
や
す
よ
氏
に
よ
っ
て
「
漢
代
の
太

后
臨
朝
」
（
『
歴
史
評
論
』
三
五
九
、
’
九
八
○
）
の
中
で
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
谷
口
氏
は
、
皇
帝
に
対
し
て
皇
太
后
を
上
席

と
す
る
慣
例
が
す
で
に
前
漢
を
通
じ
て
成
立
し
て
お
り
、
こ
の
形
が

漢
代
を
通
じ
て
皇
帝
支
配
の
一
環
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
こ
の
見
解
に
つ
い
て
は
全
く
賛
同
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
漢
民
族
国
家
北
燕
の
王
族
と
い
う
出
自
を
も
つ
隔
氏
は
、
漢
的

皇
帝
支
配
の
理
念
に
立
つ
皇
太
后
臨
朝
の
形
成
を
標
楴
し
、
そ
の
皇

太
后
と
し
て
の
立
場
を
高
允
等
の
漢
人
臣
僚
の
登
用
を
介
し
て
確
立

し
よ
う
と
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
北
魏

で
は
始
祖
道
武
帝
の
遺
詔
に
よ
り
、
皇
太
后
の
臨
朝
権
に
制
約
が
加

え
ら
れ
て
い
た
。
鵺
氏
の
第
一
次
臨
朝
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
遺
詔
に

し
た
が
っ
て
、
鵺
太
后
第
一
次
臨
朝
に
は
、
統
治
機
構
の
積
極
的

な
改
編
を
と
も
な
っ
た
内
政
改
革
は
確
認
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
力
、
、
、

出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
上
述
の
文
成
朝
か
ら
の
遺
臣
に
支

え
ら
れ
た
臆
太
后
第
一
次
臨
朝
の
性
格
を
裏
付
け
る
も
の
と
言
え
る

の
で
あ
る
。

ま
と
め

五
＝
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よ
る
制
約
が
北
魏
旧
来
の
宗
族
を
中
心
と
し
た
北
族
官
僚
に
よ
っ
て

堅
持
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
乙
揮

諌
滅
の
経
緯
の
中
で
そ
の
存
在
が
認
識
さ
れ
た
皇
叔
景
穆
諸
王
を
初

め
と
す
る
宗
族
諸
王
は
、
祷
氏
の
臨
朝
開
始
以
後
も
中
央
政
府
に
対

し
て
厳
し
い
監
視
を
行
っ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
鵺
氏
が
第

一
次
臨
朝
を
一
年
半
と
い
う
短
期
間
に
て
終
結
さ
せ
た
背
景
と
し

て
、
こ
の
よ
う
な
漏
氏
の
第
一
次
臨
朝
の
状
況
を
想
定
す
る
こ
と
が

出
来
る
の
で
あ
る
。
一
方
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
次
臨
朝
で
は
第
一

次
臨
朝
時
の
官
僚
、
特
に
宗
族
諸
王
・
功
労
重
臣
の
多
く
が
交
代

し
、
さ
ら
に
漏
氏
が
積
極
的
に
漢
人
臣
僚
を
取
り
入
れ
た
こ
と
で
、

道
武
帝
の
遺
詔
に
よ
る
制
約
が
取
り
払
わ
れ
、
漢
的
皇
帝
支
配
の
構

図
の
内
に
機
能
し
う
る
皇
太
后
臨
朝
の
あ
り
方
が
官
僚
に
認
識
さ
れ

た
こ
と
か
ら
、
そ
の
認
識
の
上
に
漏
氏
は
政
権
の
継
続
を
可
能
に
し

え
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

法
政
史
学
第
四
十
八
号

註（
１
）
谷
川
道
雄
氏
「
拓
敗
国
家
の
展
開
と
貴
族
制
の
再
編
」
（
『
岩
波

講
座
世
界
歴
史
』
五
、
’
九
七
○
）
Ｐ
二
一
五
で
は
”
宮
廷
内
の
相

剋
に
よ
っ
て
暗
黒
に
彩
ら
れ
た
時
期
“
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

外
、
田
村
責
造
氏
「
北
魏
孝
文
帝
の
時
代
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
四

一
、
’
九
八
二
）
、
兼
子
秀
利
氏
「
北
魏
前
期
の
政
治
」
（
『
東
洋
史

研
究
』
’
九
、
’
九
六
○
）
参
照
。

（
２
）
献
文
帝
期
を
考
え
る
た
め
に
は
、
そ
の
時
期
を
以
下
に
挙
げ
る

四
期
に
分
け
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
何
と
な
ら

ば
、
こ
の
四
期
は
そ
れ
ぞ
れ
に
政
治
の
表
面
に
登
場
す
る
人
物
が
異

な
っ
て
お
り
、
逆
に
そ
の
特
異
性
が
献
文
帝
の
時
代
を
規
定
す
る
因

子
と
な
り
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
四
区
分
期
と
は
、

①
乙
揮
の
専
制
期
〔
和
平
六
年
（
四
六
五
）
五
月
～
天
安
元
年

（
四
六
六
）
二
月
〕

②
祷
太
后
第
一
次
臨
朝
期
〔
天
安
元
年
（
四
六
六
）
二
月
～
天
安

二
年
（
四
六
七
）
八
月
〕

③
献
文
帝
親
政
期
〔
皇
興
元
年
（
四
六
七
、
天
安
二
年
八
月
改

元
）
八
月
～
皇
興
五
年
（
四
七
一
）
八
月
〕

④
献
文
太
上
皇
帝
期
（
孝
文
帝
期
初
頭
）
〔
延
興
元
年
（
四
七
一
、

皇
興
五
年
八
月
改
元
）
八
月
～
延
興
六
年
（
四
七
六
）
六
月
〕

で
あ
る
。

（
３
）
乙
種
の
行
動
に
つ
い
て
は
主
に
以
下
の
史
料
よ
り
確
認
す
る
こ

と
が
出
来
る
。

『
魏
書
』
巻
六
顯
祖
本
紀
・
巻
一
三
文
明
皇
后
伝
・
巻
一
四
噸
陽

公
郁
伝
・
巻
一
四
宜
都
王
目
辰
伝
・
巻
一
四
拓
践
陵
伝
・
巻
一
四
東

陽
王
丞
伝
・
巻
一
一
七
穆
安
國
伝
・
巻
一
一
一
○
安
平
城
伝
・
巻
一
一
一
三
寶
秀

伝
。
巻
四
○
陸
麗
伝
・
巻
四
四
和
其
奴
伝
・
巻
四
八
高
允
伝
・
巻
五

○
慕
容
白
曜
伝
・
巻
五
四
高
閻
伝
・
巻
一
○
五
之
三
天
象
志
。

な
お
『
魏
書
』
に
は
列
伝
の
附
伝
と
い
う
形
で
列
伝
を
も
つ
人
物

が
多
い
。
本
稿
で
は
個
々
人
の
附
伝
を
も
列
伝
と
し
て
扱
う
こ
と
と

す
る
。
ま
た
、
『
魏
書
』
『
北
史
』
に
共
通
し
た
記
載
が
認
め
ら
れ
る

一
五
四
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北
魏
漏
太
后
第
一
次
臨
朝
の
性
格
に
つ
い
て
（
塩
沢
）

場
合
、
特
に
断
り
の
な
い
限
り
『
魏
書
』
を
検
討
対
象
と
す
る
。

（
４
）
『
魏
書
』
巻
四
世
祖
本
紀
太
延
二
年
一
一
月
庚
午
条
。
こ
の
場

合
、
祷
崇
降
投
の
際
に
授
け
る
べ
き
官
爵
を
使
節
に
託
し
た
も
の
で

あ
っ
て
、
直
接
の
除
授
で
は
な
い
が
、
後
に
漏
崇
は
こ
の
求
め
に
応

じ
て
い
る
の
で
除
授
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の

際
、
漏
崇
に
承
制
を
許
し
半
独
立
を
認
め
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ

る
。

（
５
）
呂
思
勉
氏
本
文
掲
載
書
Ｐ
五
○
八
。

（
６
）
殿
中
尚
書
の
職
掌
に
つ
い
て
は
、
厳
耕
望
氏
「
北
魏
尚
書
制
度

考
」
（
『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
’
八
、
’
九
四
八
）

お
よ
び
川
本
芳
昭
氏
「
北
魏
高
祖
の
漢
化
政
策
に
つ
い
て
の
一
考
察

１
１
北
族
社
会
の
変
質
と
の
関
係
か
ら
見
た
Ｉ
」
（
『
東
洋
学
報
』

六
二
、
一
九
八
一
）
参
照
。
ま
た
王
露
善
氏
本
文
掲
載
論
文
Ｐ
二
○

一
に
、
乙
潭
の
危
機
は
〃
皇
室
の
利
益
す
べ
て
に
及
ん
だ
“
と
い
う

指
摘
が
あ
る
が
、
禁
軍
の
統
帥
で
あ
る
拓
践
郁
の
殺
害
を
契
機
と
す

る
祷
氏
の
登
場
は
、
乙
琿
に
対
す
る
抵
抗
の
最
終
手
段
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

（
７
）
『
魏
書
』
巻
六
顯
祖
本
紀
、
和
平
六
年
（
四
六
五
）
’
○
月

条
。

（
８
）
『
文
献
通
考
』
巻
二
五
一
太
上
皇
大
皇
太
后
皇
太
后
（
『
文
淵

閣
四
庫
全
書
」
史
部
）
。

（
９
）
宗
愛
事
件
に
み
る
皇
后
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
「
魏
書
』
巻
四

世
祖
本
紀
正
平
二
年
（
四
五
一
一
）
三
月
甲
寅
条
か
ら
理
解
す
る
こ
と

が
出
来
る
。
ま
た
皇
太
后
の
権
限
の
発
動
に
つ
い
て
は
『
魏
書
』
巻

一
三
世
祖
保
母
賓
氏
伝
に
記
事
が
あ
る
。

（
、
）
呂
思
勉
氏
本
文
掲
載
書
Ｐ
五
○
八
。

（
Ⅱ
）
王
璽
善
氏
の
本
文
掲
載
論
文
Ｐ
二
○
一
で
は
祷
氏
の
指
示
を
強

く
意
識
し
て
お
り
、
大
澤
陽
典
氏
の
本
文
掲
載
論
文
Ｐ
四
七
六
で
は

乙
庫
反
対
派
の
存
在
を
意
識
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
前
者
は
祷
氏
に

積
極
性
を
求
め
、
後
者
は
消
極
性
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
認
識
さ
れ

る
が
、
両
者
と
も
鵺
氏
の
主
導
性
に
つ
い
て
は
明
言
し
て
い
な
い
。

（
胆
）
王
露
善
氏
は
、
本
文
掲
載
論
文
Ｐ
二
○
八
で
北
魏
の
性
格
転
換

が
計
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
興
味
深
い
も
の

と
し
て
今
後
の
検
討
に
帰
す
こ
と
と
す
る
が
、
北
魏
出
征
軍
の
性
格

転
換
が
臨
朝
開
始
直
後
の
漏
氏
に
よ
っ
て
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と

は
い
え
な
い
。
仮
に
祷
氏
に
そ
の
権
限
を
与
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ

に
は
臨
朝
発
足
当
初
に
あ
た
っ
て
、
祷
氏
に
絶
大
な
大
権
が
与
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
を
想
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
本
稿
第
一
章
に
み

る
と
こ
ろ
そ
の
可
能
性
は
全
く
な
い
。

（
旧
）
大
澤
陽
典
氏
本
文
掲
載
論
文
Ｐ
四
八
〃
祷
后
政
権
（
第
一
次
）

の
人
材
“
。

（
ｕ
）
宮
崎
市
定
氏
「
九
品
官
人
法
の
研
究
Ｉ
科
挙
前
史
ｌ
」

（
一
九
五
六
、
東
洋
史
研
究
会
）
Ｐ
三
九
一
以
下
。

（
旧
）
大
澤
陽
典
氏
本
文
掲
載
論
文
Ｐ
四
七
で
は
、
鵺
太
后
第
一
次
臨

朝
期
の
北
魏
官
制
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
の
成
立
の
論
拠

お
よ
び
参
考
文
献
の
提
示
が
な
く
、
甚
だ
理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で

あ
る
。
な
お
、
北
魏
官
制
に
つ
い
て
は
、
鄭
欽
仁
氏
『
北
魏
官
僚
機

構
研
究
』
（
牧
童
文
史
叢
書
一
○
、
一
九
七
六
、
牧
童
出
版
社
）
、
同

一
五
五
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法
政
史
学
第
四
十
八
号

氏
『
北
魏
官
僚
機
構
研
究
績
篇
』
（
史
学
叢
書
系
列
一
四
、
’
九
九

五
、
稻
禾
出
版
社
）
、
川
本
芳
明
氏
「
北
魏
の
内
朝
」
（
九
州
大
学

『
東
洋
史
論
集
』
六
、
’
九
七
七
）
、
窪
添
慶
文
氏
「
北
魏
前
期
の

尚
書
省
に
つ
い
て
」
Ｑ
史
学
雑
誌
』
八
七
’
七
、
’
九
七
八
）
、
大

澤
陽
典
氏
「
北
魏
政
権
と
漢
人
官
僚
」
（
『
東
洋
史
苑
』
’
四
、
一
九

七
九
）
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
旧
）
仮
に
こ
の
方
法
に
よ
る
考
証
が
成
立
し
え
な
い
と
す
れ
ば
、
こ

の
時
期
に
北
魏
官
制
の
大
き
な
変
化
と
い
う
も
の
を
認
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
現
時
点
で
は
、
北
魏
官
制
に
大
き

な
変
化
を
認
め
る
よ
う
な
議
論
の
余
地
は
見
出
せ
な
い
。

（
Ⅳ
）
本
文
所
載
の
第
一
品
相
当
官
就
任
者
一
覧
作
成
に
つ
い
て
は
、

『
魏
書
』
巻
五
高
宗
本
紀
及
び
巻
六
顯
祖
本
紀
に
登
場
す
る
す
べ
て

の
人
物
を
検
討
の
対
象
と
し
た
。
そ
の
上
で
、
各
々
の
人
物
の
列
伝

等
を
も
含
め
て
除
正
・
退
官
・
死
亡
を
考
証
し
、
天
安
元
年
（
四
六

六
）
二
月
現
在
で
、
帯
位
（
爵
位
及
び
官
職
に
就
い
て
い
る
こ
と
を

示
す
）
が
確
認
な
い
し
確
実
に
想
定
さ
れ
る
人
物
に
か
ぎ
っ
て
掲
載

す
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
該
当
者
が
確
認
さ
れ
な
い
官
職
に
つ
い
て

は
未
掲
載
と
し
た
。
こ
の
外
『
南
齋
書
」
巻
五
七
魏
虜
伝
に
は
、
太

武
帝
の
設
置
し
た
官
職
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
参
考
と
し
た
。

な
お
侍
中
に
つ
い
て
は
、
本
官
で
あ
る
の
か
加
官
で
あ
る
の
か
と

い
う
特
定
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
除
外
す
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
領

職
に
よ
る
重
複
が
本
文
中
に
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
本
官
で
あ

る
の
か
加
官
で
あ
る
の
か
と
い
う
特
定
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
よ
る

処
理
で
あ
る
。

（
旧
）
『
魏
書
』
巻
一
七
楽
安
王
範
伝
に
範
の
長
子
と
し
て
列
伝
が
あ

る
。
良
は
高
宗
の
時
に
楽
安
王
を
襲
ぎ
、
長
安
鎮
部
大
将
・
雍
州
刺

史
を
拝
し
、
内
都
大
官
と
な
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
、
そ
の
後
に
範
っ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
衛
将
軍
除
正
の
記
事
は
巻
五
高
宗
本
紀
和

平
元
年
（
四
六
○
）
二
月
に
見
ら
れ
る
が
、
楽
安
王
列
伝
に
は
見
ら

れ
ず
、
ま
た
そ
れ
以
後
の
列
伝
の
記
事
に
も
該
当
す
る
も
の
が
見
出

せ
な
い
。
さ
ら
に
霊
る
月
日
も
明
確
に
し
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
良

の
経
歴
を
踏
ま
え
、
和
平
元
年
よ
り
天
安
元
年
（
四
六
六
）
ま
で
の

六
年
間
と
い
う
年
月
を
考
え
て
み
る
と
、
衛
将
軍
を
継
続
し
て
帯
位

し
て
い
る
と
の
想
定
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
想
定
を
前
提
と

し
て
楽
安
王
良
に
つ
い
て
は
本
文
中
に
掲
載
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
旧
）
大
澤
氏
の
本
文
掲
載
論
文
中
の
論
考
で
は
、
承
明
元
年
（
四
七

六
）
以
降
に
開
始
さ
れ
る
鵺
太
后
の
第
二
次
臨
朝
で
の
任
城
王
雲
を

初
め
と
す
る
宗
族
と
鵺
太
后
と
の
関
係
に
言
及
し
て
い
る
も
の
の

（
Ｐ
五
八
）
、
乙
庫
殊
殺
後
の
第
一
次
臨
朝
期
の
宗
族
と
薦
太
后
と

の
関
係
に
つ
い
て
は
、
任
城
王
雲
以
外
に
触
れ
て
は
い
な
い
（
Ｐ
四

九
）
。
大
澤
氏
の
論
点
の
中
心
は
、
崔
浩
に
代
表
さ
れ
る
漢
民
族
の

政
治
へ
の
参
加
と
い
う
姿
勢
を
踏
襲
す
る
高
允
等
の
漢
人
臣
僚
の
存

在
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
本
文
中
に
掲
載
し
た
一
覧
表
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
大

澤
氏
の
作
成
表
（
本
文
掲
載
論
文
Ｐ
四
六
～
四
七
）
を
参
考
と
さ
せ

て
頂
い
た
。

（
別
）
『
魏
書
』
巻
一
九
上
・
中
・
下
景
穆
十
二
王
伝
お
よ
び
『
北

史
』
巻
一
七
景
穆
十
二
王
上
・
巻
一
八
景
穆
十
二
王
下
に
よ
る
。

一

五
六
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北
魏
嬬
太
后
第
一
次
臨
朝
の
性
格
に
つ
い
て
（
塩
沢
）

（
Ⅲ
）
『
魏
書
』
巻
一
九
で
は
和
平
三
年
（
四
六
二
）
に
封
じ
ら
れ
て

い
る
が
、
天
賜
よ
り
年
少
と
考
え
ら
れ
る
廣
平
王
洛
侯
が
和
平
二
年

（
四
六
一
）
に
封
じ
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
『
魏
書
』
巻
五
高
宗
本

紀
和
平
二
年
（
四
六
一
）
七
月
戊
寅
条
に
封
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、

高
宗
本
紀
の
記
事
を
採
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
皿
）
樂
浪
王
萬
壽
に
つ
い
て
も
前
掲
註
（
別
）
と
同
様
の
処
理
を
お

こ
な
っ
た
。

（
閉
）
『
魏
書
』
巻
六
顯
祖
本
紀
に
よ
る
。
劉
昶
は
元
嘉
二
一
一
年
（
四

四
五
）
義
陽
王
に
封
ぜ
ら
れ
る
。
明
帝
の
泰
始
六
年
（
四
七
○
）
に

晋
煕
主
に
改
封
さ
れ
る
が
、
『
宋
書
』
巻
七
二
は
こ
れ
に
よ
る
。
し

た
が
っ
て
、
北
魏
亡
命
時
の
爵
位
は
義
陽
王
で
あ
る
。

（
別
）
『
魏
書
』
巻
一
九
上
に
お
け
る
新
成
の
記
述
に
は
、
他
の
景
穆

諸
王
に
比
べ
て
不
明
瞭
な
点
が
多
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
検

討
が
必
要
で
あ
る
。
な
お
『
魏
書
』
巻
六
顯
祖
本
紀
、
和
平
六
年

（
四
六
五
）
’
○
月
条
（
本
文
第
一
章
掲
載
）
で
は
新
成
を
は
じ
め

景
穆
五
王
す
べ
て
が
京
師
の
外
か
ら
徴
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
出

来
る
。

（
閲
）
大
澤
陽
典
氏
「
北
魏
高
令
公
傅
小
孜
」
（
『
立
命
館
文
学
』
一
八

○
、
’
九
六
二
、
『
橋
本
博
士
古
稀
記
念
東
洋
学
論
叢
』
所
収
）
参

／戸、 〆~、

こ空照○空
、 ○、

初
、
帝
母
劉
貴
人
賜
死
、
太
祖
告
帝
日
、
昔
漢
武
帝
將
立
其
子
而

殺
其
母
、
不
令
婦
人
後
與
國
政
、
使
外
家
爲
凱
、
汝
當
繼
統
、
故

皇
太
子
生
母
の
賜
死
に
つ
い
て
は
『
魏
書
』
巻
三
大
宗
本
紀

吾
遠
同
漢
武
、
爲
長
久
之
計
。

と
み
え
、
ま
た
同
書
巻
一
三
道
武
宣
穆
皇
后
劉
氏
伝
に
、

后
專
理
内
事
、
寵
待
有
加
、
以
濤
金
人
不
成
、
故
不
得
登
后
位
、

魏
故
事
、
後
宮
産
孑
將
爲
儲
猷
、
其
母
皆
賜
死
、
太
祖
宋
年
、
后

以
蔑
法
蔓
。

と
み
え
る
。

（
Ⅳ
）
『
魏
書
』
巻
五
九
劉
昶
伝
・
劉
昶
の
場
合
『
魏
書
』
巻
四
九
騨

安
都
伝
に
み
る
蘇
安
都
に
対
し
て
行
わ
れ
た
除
正
の
よ
う
に
、
除
正

の
月
日
を
確
認
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
な
お
、
『
宋
書
』
巻
七
二

晋
煕
王
昶
伝
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
に
は
な
ら
な
い
。
前
掲
註
（
閉
）

参
照
。

（
肥
）
王
鰯
善
氏
本
文
掲
載
論
文
Ｐ
二
○
二
。

（
明
）
『
魏
書
』
巻
六
顯
祖
本
紀
、
和
平
六
（
四
六
五
）
年
九
月
丙
午

条
お
よ
び
天
安
元
年
（
四
六
六
）
七
月
辛
亥
条
。
王
璽
善
氏
は
こ
の

両
者
を
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
が
、
前
者
に
つ
い
て
は
乙
琿
専
制

下
で
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
当
該
論
点
に
お
け
る
扱
い
に
は

注
意
が
必
要
で
あ
る
。

（
釦
）
『
魏
書
』
巻
六
顯
祖
本
紀
、
天
安
元
年
（
四
六
六
）
九
月
乙
酉

条
お
よ
び
巻
四
八
高
允
伝
。

一
五
七
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