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は
じ
め
に

開
宝
九
年
（
九
七
六
）
十
月
癸
丑
の
深
夜
四
更
（
午
前
二
時
前
後
）、
開
封
の

宮
城
内
に
あ
る
万
歳
殿
で
、
北
宋
王
朝
初
代
皇
帝
の
太
祖
趙
匡
胤
は
息
を
引
き

取
っ
た
。
享
年
五
十
。
中
華
統
一
を
成
し
遂
げ
ぬ
ま
ま
の
崩
御
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
北
宋
王
朝
で
最
初
の
帝
位
継
承
が
発
生
す
る
。
こ
の
と
き
、
一
連
の
出
来
事
に

含
ま
れ
る
の
が
、
史
上
有
名
な
「
灯
影
斧
声
」
と
呼
ば
れ
る
事
件
で
あ
っ
て
、
後

を
継
い
だ
二
代
目
太
宗
に
よ
る
、
兄
・
太
祖
に
対
す
る
弑
逆
疑
惑
で
あ
っ
た
。

「
灯
影
斧
声
」
の
あ
ら
ま
し
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
瞥
見
す
る
と
し
て
、
そ
の
真
相

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
多
く
の
先
行
研
究
に
よ
る
考
察
が
行
わ
れ
て
い
る
）
1
（

。

し
か
し
当
時
の
史
料
が
多
く
隠
避
し
て
言
及
せ
ず
、
残
さ
れ
た
も
の
に
も
少
な
か

ら
ぬ
改
変
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
も
は
や
そ
の
解
明
は
本
稿
な
ど
で
は

手
に
負
え
な
い
、
ま
さ
し
く
「
千
古
の
疑
案
」
で
あ
る
。
こ
の
中
に
あ
っ
て
本
稿

で
注
目
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
太
祖
崩
御
直
後
の
様
子
に
つ
い
て
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、宋

皇
后
〔
太
祖
の
皇
后
（
引
用
者
注
。
以
下
同
じ
）〕
王
継
恩
を
し
て
出
で

て
、
貴
州
防
御
使
〔
趙
徳
芳
。
太
祖
の
皇
子
〕
を
召
さ
し
む
。
継
恩
、
太
祖

の
、
国
を
晋
王
〔
太
祖
の
弟
。
の
ち
の
太
宗
〕
に
伝
う
る
の
志
素
よ
り
定
ま

れ
る
を
以
て
、
乃
ち
徳
芳
に
詣
ら
ず
、
径
ち
に
開
封
府
に
趨
り
て
晋
王
を
召

す
、
…
…
乃
ち
王
と
俱
に
進
み
て
寝
殿
に
至
る
。
后
、
継
恩
至
る
を
聞
き
、

問
い
て
曰
く
「
徳
芳
来
た
る
や
」
と
。
継
恩
曰
く
「
晋
王
至
れ
り
」
と
。
后
、

王
を
見
、
愕
然
と
し
て
遽
か
に
官
家
と
呼
び
、
曰
く
「
吾
が
母
子
の
命
、
皆
、

官
家
に
託
さ
ん
」
と
。
王
泣
き
て
曰
く
「
共
に
富
貴
を
保
た
ん
、
憂
う
る
こ

と
勿
き
な
り
」
と
）
2
（

。

非
常
に
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
場
面
で
あ
る
。
太
祖
が
亡
く
な
っ
た
そ
の
夜
、
皇
后

宋
氏
の
命
を
受
け
た
宦
官
・
王
継
恩
は
、
太
祖
四
子
の
徳
芳
を
召
し
出
す
よ
う
言

わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
亡
き
太
祖
の
「
伝
国
の
意
思
」
に
従
っ
て
、
太
祖
の

弟
で
あ
る
晋
王
趙
光
義
を
召
し
出
し
た
。
や
っ
て
来
た
晋
王
の
姿
を
見
た
皇
后
は

瞬
時
に
す
べ
て
を
悟
り
、
自
ら
と
息
子
徳
芳
（
お
そ
ら
く
は
実
子
で
は
な
い
）
の

命
運
を
委
ね
る
の
で
あ
っ
た
）
3
（

。

こ
こ
で
見
ら
れ
る
宦
官
王
継
恩
の
行
動
は
、
一
体
ど
う
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

彼
に
よ
る
太
祖
の
遺
志
の
確
認
と
い
う
の
は
確
か
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
と

も
晋
王
と
の
間
に
何
か
密
約
が
あ
っ
た
の
か
。
い
く
つ
も
の
疑
問
が
浮
か
ん
で
く

る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
彼
の
行
動
は
、
北
宋
最
初
の
帝
位
継
承
に
お
い
て
決
定
的

宋
初
四
代
の
帝
位
継
承
と
宦
官

藤　

本　
　
　
　

猛
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史　　　窓

な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

筆
者
は
か
つ
て
北
宋
時
代
の
宦
官
に
関
す
る
前
稿
で
、
時
に
宦
官
ら
が
皇
帝
の

即
位
に
力
を
果
た
す
、
い
わ
ゆ
る
「
定
策
の
功
」
を
得
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
指
摘

し
た
が
）
4
（

、
見
た
よ
う
に
北
宋
最
初
の
帝
位
継
承
に
際
し
て
、
宦
官
・
王
継
恩
は
す

で
に
あ
る
意
味
で
の
「
定
策
の
功
」
を
得
て
い
た
。
ま
た
北
宋
初
期
の
歴
史
を
見

て
い
く
と
、
宦
官
ら
が
帝
位
継
承
に
際
し
て
様
々
な
活
動
（
暗
躍
）
を
し
て
い
た

こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
北
宋
初
四
代
に
わ
た
る
帝
位
継
承
時
に

ま
つ
わ
る
宦
官
ら
の
行
動
に
注
目
し
、
彼
ら
の
活
動
の
さ
ま
を
確
認
し
て
い
き
た

い
。

一
、「
灯
影
斧
声
」

│
初
代
太
祖
か
ら
二
代
太
宗
へ

（
一
）
事
件
の
経
緯

ま
ず
最
初
に
見
る
の
は
、「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
北
宋
最
初
の
帝
位
継
承
に

お
け
る
王
継
恩
の
活
動
で
あ
る
。
こ
の
太
祖
か
ら
太
宗
へ
の
継
承
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
昔
か
ら
様
々
な
疑
惑
が
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
い
て

の
研
究
も
多
く
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
大
き
な
要
因
が
「
灯
影
斧
声
」
と
呼
ば
れ

る
逸
話
で
あ
り
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

上 

其
の
言
を
聞
き
、
即
夜
に
晋
王
を
召
し
、
属
す
に
後
事
を
以
て
す
。
左

右
皆
聞
く
を
得
ず
、
但
だ
遥
か
に
灯
影
の
下
、
晋
王
時
に
或
い
は
席
を
離
れ
、

遜
避
す
る
所
の
状
有
る
が
ご
と
き
を
見
る
の
み
、
既
に
し
て
上 

柱
斧
を
引

き
て
地
を

ち
、
大
声
に
て
晋
王
に
謂
い
て
曰
く
「
好
く
之
を
為
せ
」
と
）
5
（

。

こ
の
、
ど
こ
ま
で
が
真
実
か
捉
え
に
く
い
話
は
、
僧
文
瑩
の
撰
に
な
る
『
湘
山

野
録
』
と
い
う
随
筆
で
な
さ
れ
た
も
の
で
、
い
わ
ば
野
史
で
語
ら
れ
た
話
で
あ
る

が
、
こ
の
話
を
『
長
編
』
は
本
文
に
掲
げ
て
い
る
。
は
た
し
て
死
の
直
前
に
あ
る

人
物
が
、
実
の
弟
と
二
人
き
り
で
話
を
し
て
い
る
最
中
、
斧
を
振
り
上
げ
て
地
に

叩
き
付
け
る
よ
う
な
行
為
を
と
る
で
あ
ろ
う
か
。
き
わ
め
て
異
様
な
光
景
を
語
っ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
綿
密
な
史
料
批
判
で
知
ら
れ
る
李
燾
は
、
こ
の
話
を
『
長

編
』
本
文
に
載
せ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
あ
る
意
図
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。『
長

編
』
は
、
先
行
す
る
『
実
録
』『
国
史
』
と
い
っ
た
公
式
記
録
や
、
個
人
の
随

筆
・
墓
誌
銘
類
を
参
照
し
て
編
纂
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
『
実
録
』『
国
史
』
に

載
ら
な
い
「
灯
影
斧
声
」
の
話
を
、『
湘
山
野
録
』
か
ら
採
録
し
た
と
い
う
。
こ

れ
は
つ
ま
り
残
さ
れ
た
『
実
録
』『
国
史
』
の
信
憑
性
が
低
く
、
む
し
ろ
野
史
で

伝
え
ら
れ
た
話
の
方
が
当
時
の
真
相
に
近
い
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
）
6
（

。
事
実
、『
長
編
』
で
は
こ
の
箇
所
に
詳
細
な
李
燾
の
注
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、

同
様
の
話
は
蔡
惇
の
『
直
筆
』
に
も
あ
っ
て
、
さ
ら
に
別
系
統
の
話
を
伝
え
る
王

禹
偁
『
建
隆
遺
事
』
の
記
事
の
方
は
採
用
し
な
い
、
と
い
っ
た
史
料
批
判
の
様
相

が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
吟
味
を
経
て
、
こ
の
話
が
『
長
編
』
本
文
に

載
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
太
祖
か
ら
太
宗
へ
の
帝
位
継
承
に
、
な
に
が
し
か

不
審
な
点
が
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

『
長
編
』
に
は
こ
の
話
に
つ
な
が
る
逸
話
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
盩
厔
県
に
張
守

真
と
い
う
道
士
が
お
り
、「
神
」
を
降
ろ
し
て
そ
の
声
を
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き

た
。
太
祖
は
病
に
倒
れ
る
と
、
そ
の
張
守
真
を
都
ま
で
召
し
出
し
た
。
そ
こ
で
登

場
す
る
の
が
王
継
恩
で
あ
る
。
王
継
恩
は
太
祖
に
命
じ
ら
れ
て
建
隆
観
に
黄
籙
醮

を
設
置
し
、
そ
こ
で
張
守
真
が
「
神
」
降
ろ
し
を
行
っ
た
。
建
隆
観
と
は
、
後
周

世
宗
の
創
建
に
か
か
り
、
太
祖
に
よ
っ
て
年
号
を
賜
っ
た
あ
と
、
当
時
開
封
に
お

け
る
道
教
儀
礼
の
拠
点
と
な
っ
て
い
た
場
所
で
あ
っ
た
）
7
（

。
こ
の
と
き
「
神
」
が

「
天
上
の
宮
闕
已
に
成
り
、
玉
鏁
開
か
る
。
晋
王
仁
心
有
り
」
と
述
べ
た
と
い
う
）
8
（

。

先
に
引
用
し
た
「
灯
影
斧
声
」
の
史
料
冒
頭
、
太
祖
が
「
そ
の
言
葉
を
聞
き
」
と
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い
う
「
そ
の
言
葉
」
は
、
こ
の
「
神
」
の
託
宣
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ

の
託
宣
を
信
じ
て
、
太
祖
は
自
ら
の
皇
子
ら
を
差
し
置
き
、
太
宗
を
後
継
者
に
決

め
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
や
は
り
事
の
真
偽
は
分
か
ら
な
い

も
の
の
、
や
や
不
自
然
な
感
じ
は
否
め
な
い
。
だ
が
こ
の
話
は
『
国
史
』
符
瑞
志

に
載
せ
ら
れ
て
い
た
も
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
い
う
『
国
史
』
は
『
三
朝
国
史
』

で
あ
ろ
う
し
、
当
該
部
分
の
原
型
は
『
太
祖
太
宗
国
史
』
で
あ
ろ
う
が
）
9
（

、
太
祖
が

太
宗
に
伝
位
す
る
意
思
を
固
め
た
と
い
う
話
が
こ
と
さ
ら
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
に
、
何
ら
か
の
意
図
を
感
じ
な
い
こ
と
も
な
い
。

（
二
）
王
継
恩

こ
の
張
守
真
に
関
す
る
記
事
で
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
が
王
継
恩

で
あ
っ
た
。
明
記
は
さ
れ
ぬ
も
の
の
、
太
祖
の
命
に
よ
り
祈
祷
壇
を
し
つ
ら
え
た

王
継
恩
は
、
そ
の
後
も
張
守
真
を
案
内
し
た
の
で
あ
ろ
う
し
、「
神
」
に
よ
る
託

宣
の
そ
の
場
に
い
た
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。
あ
く
ま
で
も
こ
の
話
が
史
実

で
あ
れ
ば
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、『
国
史
』
す
な
わ
ち
北
宋
前
中
期
に
お
け

る
公
式
見
解
と
し
て
は
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
流
れ
の
先
に
、

「
は
じ
め
に
」
で
見
た
よ
う
な
王
継
恩
の
行
動
が
あ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
王

継
恩
が
皇
后
の
意
思
を
無
視
し
、
晋
王
（
の
ち
の
太
宗
）
を
呼
び
に
走
っ
た
の
は
、

太
祖
の
意
思
（
遺
志
）
が
晋
王
へ
の
伝
国
に
あ
っ
た
こ
と
を
尊
重
し
た
も
の
だ
と

さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
こ
の
張
守
真
に
よ
る
「
神
」
の
託
宣
を
聞
き
、
太
祖
の

遺
志
を
確
認
し
て
い
た
の
が
王
継
恩
で
あ
っ
て
、
そ
の
ゆ
え
に
太
宗
即
位
が
導
き

出
さ
れ
た
と
す
る
筋
書
き
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
太
宗
に
よ
る

帝
位
継
承
の
正
統
性
（
正
当
性
）
は
、
こ
の
王
継
恩
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。

そ
う
な
れ
ば
気
に
な
る
の
は
王
継
恩
と
い
う
宦
官
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
、
果

た
し
て
晋
王
（
の
ち
の
太
宗
）
と
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。『
宋
史
』
本
伝
に
よ
る
と
）
10
（

、
王
継
恩
は
後
周
の
顕
徳
年
間
か
ら
の
宦

官
で
あ
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
太
祖
と
と
も
に
後
周
の
世
宗
に
仕
え
た
人
物
で

あ
っ
た
。
当
初
は
宦
官
張
氏
の
養
子
で
張
徳
鈞
と
名
乗
っ
て
い
た
が
、
北
宋
に

な
っ
て
本
宗
の
王
氏
に
復
し
、
太
祖
か
ら
名
を
賜
っ
た
と
い
う
。
そ
う
し
た
経
緯

か
ら
し
て
も
太
祖
の
寵
愛
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
や
が
て
「
内
侍
行
首
」

に
ま
で
昇
進
し
て
い
る
。「
内
侍
行
首
」
と
い
う
の
が
ど
の
よ
う
な
職
掌
を
持
っ

て
い
た
か
は
史
料
に
見
え
な
い
が
、「
行
首
」
と
あ
る
の
で
、
宦
官
の
責
任
者
、

リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
江
南
攻
略
の
と
き
に
は
竇
神
興
ら
と
禁
兵
を
率

い
て
采
石
で
戦
っ
た
と
い
う
か
ら
、
曹
彬
・
潘
美
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
開
宝
八
年

（
九
七
五
）
の
南
唐
攻
略
戦
に
内
侍
の
ト
ッ
プ
と
し
て
参
戦
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
太
祖
が
崩
じ
る
開
宝
九
年
（
九
七
六
）
の
春
に
は
「
裏
面
内
班
小
底
都

知
」
と
な
り
）
11
（

、「
金
紫
を
賜
」
っ
た
と
い
う
か
ら
、
宦
官
で
あ
り
な
が
ら
紫
服
と

金
魚
袋
を
賜
っ
て
い
る
）
12
（

。
か
な
り
破
格
の
扱
い
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
信
任
ぶ
り

が
窺
え
る
。

こ
の
よ
う
な
事
績
を
見
る
と
、
王
継
恩
は
非
常
に
太
祖
と
の
つ
な
が
り
の
深
い

宦
官
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
随
筆
史
料
に
よ
る
と
、
か
つ
て
太
祖
が
朝

議
の
場
で
、
勢
い
に
任
せ
た
命
令
を
下
し
て
し
ま
っ
て
失
敗
し
、
そ
の
あ
と
便
殿

に
座
し
て
鬱
々
と
楽
し
ま
ず
に
い
た
と
き
、
そ
の
わ
け
を
王
継
恩
が
訊
ね
る
こ
と

が
あ
っ
た
と
い
う
）
13
（

。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
自
体
は
、
そ
の
と
き
の
太
祖
の
言
葉
か
ら
、

彼
が
君
主
た
る
こ
と
の
重
責
を
い
か
に
感
じ
て
い
た
か
を
示
し
た
も
の
だ
が
、
自

分
の
意
気
消
沈
し
て
い
る
弱
い
側
面
を
王
継
恩
に
見
ら
れ
て
も
気
に
せ
ず
、
ま
た

逆
に
、
忌
憚
な
く
そ
こ
に
寄
り
添
う
こ
と
の
で
き
て
い
る
王
継
恩
の
姿
が
映
し
出
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さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
王
継
恩
は
、
諱
を
賜
っ
た
こ
と
に
は
じ
ま
り
、
確
か
に
太

祖
の
寵
愛
厚
い
宦
官
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
一
方
、
管
見
の
限
り
、
彼
と
太
宗

と
の
親
交
を
窺
わ
せ
る
史
料
は
見
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
や
や
気
に
な

る
の
は
、
太
祖
が
崩
じ
た
ま
さ
に
そ
の
月
、
王
継
恩
が
武
徳
使
を
加
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
）
14
（

。
こ
の
武
徳
使
は
の
ち
に
皇
城
使
と
改
名
さ
れ
た
、
諸
司
使
東
班

の
最
上
位
に
位
す
る
武
階
で
あ
っ
た
。
い
ま
だ
建
国
初
期
と
も
い
え
る
時
期
に

あ
っ
て
、
こ
の
後
次
第
に
整
え
ら
れ
て
い
く
宦
官
制
度
の
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要

は
あ
る
も
の
の
、
淳
化
五
年
（
九
九
四
）
八
月
に
竇
神
興
が
荘
宅
使
に
充
て
ら
れ

た
際
、
よ
う
や
く
「
内
官
の
諸
司
使
を
領
す
る
こ
と
此
に
始
ま
る
」
と
言
わ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
は
）
15
（

、
荘
宅
使
よ
り
も
っ
と
上
位
の
武
徳
使
（
皇
城
使
）
を
こ
の
時

点
で
王
継
恩
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
か
な
り
特
殊
な
こ
と
と
言
え
る
。
そ

の
武
徳
使
加
官
が
太
祖
崩
御
と
同
月
の
こ
と
で
あ
り
、
果
た
し
て
そ
れ
が
太
祖
崩

御
前
で
あ
る
の
か
後
で
あ
る
の
か
に
よ
っ
て
、
か
か
る
処
遇
が
も
つ
意
味
が
大
き

く
違
っ
て
く
る
。

現
存
す
る
史
料
で
は
、
武
徳
使
加
官
が
十
月
何
日
に
な
さ
れ
た
も
の
か
、
明
示

す
る
史
料
は
見
当
た
ら
な
い
。
現
行
『
宋
史
』
本
伝
で
は
、
武
徳
使
加
官
を
先
に

記
し
た
あ
と
に
、
太
祖
崩
御
を
記
し
て
お
り
、
あ
た
か
も
太
祖
存
命
中
に
な
さ
れ

た
人
事
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、『
宋
史
』
に
先
行
す
る
『
東
都
事
略
』
本

伝
で
は
、
そ
も
そ
も
武
徳
使
の
加
官
そ
の
も
の
を
記
さ
な
い
）
16
（

。
し
か
し
太
祖
が
崩

御
し
て
五
日
後
に
は
、
王
継
恩
は
武
徳
使
と
し
て
、
山
陵
按
行
副
使
を
命
じ
ら
れ

て
い
る
）
17
（

。
こ
の
間
、
太
宗
は
二
十
四
日
に
聴
政
を
始
め
て
お
り
）
18
（

、
そ
の
日
の
う
ち

に
王
継
恩
の
武
徳
使
加
官
が
行
わ
れ
て
い
る
可
能
性
は
あ
り
得
る
。
同
時
期
の
武

徳
使
と
し
て
劉
知
信
が
存
在
し
、
彼
は
母
が
昭
憲
太
后
の
妹
で
、
太
祖
朝
に
両
親

が
亡
く
な
っ
た
た
め
宮
中
で
育
て
ら
れ
、
外
戚
と
し
て
扱
わ
れ
た
が
、
太
宗
即
位

後
に
武
徳
使
と
な
っ
て
い
る
）
19
（

。
こ
ち
ら
も
詳
細
な
日
付
は
分
か
ら
な
い
た
め
、
全

く
の
推
測
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
が
、
王
継
恩
と
と
も
に
武
徳
使
任
命
が
な

さ
れ
た
可
能
性
も
な
く
は
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
太
宗
に
よ
る
論
功
行
賞
的
な
意

味
合
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
も
し
こ
の
推
測
が
正
し
か
っ

た
と
し
て
も
、
太
祖
崩
御
以
前
に
王
継
恩
と
太
宗
（
当
時
は
晋
王
）
と
が
何
ら
か

の
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
帝
位
継
承
に
際
し
て
、

王
継
恩
が
太
宗
即
位
を
導
い
た
積
極
的
な
理
由
は
不
明
で
あ
る
と
せ
ざ
る
を
得
な

い
。以

上
の
こ
と
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
王
継
恩
は
太
宗
を
即
位
に
導
い
た
上
で
、

さ
ら
に
そ
れ
が
太
祖
の
遺
志
で
あ
っ
た
と
し
て
正
当
性
を
担
保
す
る
存
在
と
な
っ

て
い
た
が
、
彼
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
行
動
に
出
た
の
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
本
当
に
太
祖
の
遺
志
を
奉
じ
た
の
か
、
ま
た
は
自
己
の
利
益
を
見

込
ん
で
独
断
で
行
動
し
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
結
果
的
に
、
彼
は
北

宋
最
初
の
帝
位
継
承
に
深
く
か
か
わ
る
こ
と
と
な
り
、
太
宗
「
定
策
の
功
」
を
手

中
に
し
た
の
で
あ
る
。

二
、
楚
王
元
佐
擁
立
計
画

│
二
代
太
宗
か
ら
三
代
真
宗
へ

（
一
）
事
件
の
経
緯

太
宗
即
位
か
ら
お
よ
そ
二
十
年
後
の
至
道
三
年
（
九
九
七
）
三
月
、
北
宋
二
度

目
の
帝
位
継
承
が
発
生
し
た
が
、
こ
の
と
き
に
も
宦
官
が
関
与
す
る
事
件
が
起
き

て
い
る
。
し
か
も
そ
の
宦
官
は
、
ま
た
も
や
王
継
恩
で
あ
っ
た
。

初
め
、
太
宗
不
予
、
宣
政
使
王
継
恩
、
上
〔
真
宗
（
引
用
者
注
）〕
の
英
明

を
忌
み
、
参
知
政
事
李
昌
齢
、
知
制
誥
胡
旦
と
楚
王
元
佐
を
立
て
ん
こ
と
を
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謀
み
、
頗
る
上
を
間へ
だ

つ
。
宰
相
呂
端 

禁
中
に
疾
を
問
う
に
、
上
の
旁
に
在

ら
ざ
る
を
見
、
疑
う
ら
く
は
変
有
ら
ん
と
、
乃
ち
笏
を
以
て
「
大
漸
」
の
字

を
書
し
、
親
密
な
る
吏
を
し
て
上
を
趣う
な
がし

て
入
侍
せ
し
む
。
太
宗
崩
ず
る
に

及
び
、
継
恩 

后
に
白
し
て
中
書
に
至
り
端
を
召
し
て
立
つ
る
所
を
議
せ
し

め
ん
と
。
端 
前
ん
じ
て
其
の
謀
を
知
れ
ば
、
即
ち
継
恩
を
紿あ
ざ
む
き
、
書
閤
に

入
り
て
太
宗
の
先
に
賜
い
し
墨
詔
を
検
べ
し
め
、
遂
に
之
を
鎖
ざ
し
、
亟
ち

宮
に
入
る
。
后
謂
い
て
曰
く
「
宮
車
宴
駕
せ
ば
、
嗣
を
立
つ
る
に
長
を
以
て

す
る
は
、
順
な
り
。
今
将
に
奈
何
と
す
」
と
。
端
曰
く
「
先
帝 

太
子
を
立

つ
る
は
政
に
今
日
の
為
な
れ
ば
、
豈
に
更
に
異
議
有
る
を
容
さ
ん
や
」
と
。

后
黙
然
た
り
。
上
既
に
即
位
し
、
端 
殿
下
に
平
立
し
て
拝
さ
ず
、
請
い
て

簾
を
捲
き
、
昇
殿
し
て
審
視
し
、
然
る
後
に
階
を
降
り
、
群
臣
を
率
い
て
拝

し
万
歳
と
呼
ぶ
）
20
（

。

太
宗
が
病
床
に
臥
せ
る
と
、
宦
官
王
継
恩
が
参
知
政
事
李
昌
齢
、
知
制
誥
胡
旦

ら
と
楚
王
元
佐
の
擁
立
を
計
画
し
た
。
し
か
し
宰
相
呂
端
は
太
宗
の
看
病
に
参
内

し
た
と
き
、
後
継
者
た
る
皇
太
子
が
太
宗
を
見
舞
っ
て
い
な
い
こ
と
に
異
変
を
察

知
し
、
ひ
そ
か
に
「
大
漸
」（
危
篤
）
と
い
う
連
絡
を
し
て
、
太
宗
の
枕
頭
に
赴

く
よ
う
太
子
を
促
し
た
。
そ
う
す
る
う
ち
に
太
宗
が
崩
御
し
、
王
継
恩
は
宰
相
ら

を
召
し
出
し
て
皇
嗣
を
議
論
す
る
よ
う
李
皇
后
に
申
し
出
を
す
る
。
そ
し
て
参
上

し
た
呂
端
は
、
王
継
恩
を
書
閣
に
閉
じ
込
め
て
排
除
し
、
皇
嗣
を
議
論
す
る
。
李

皇
后
は
年
長
者
（
元
佐
を
指
す
）
を
立
て
る
よ
う
主
張
す
る
が
、
呂
端
は
あ
く
ま

で
も
太
子
の
即
位
を
主
張
。
こ
う
し
て
太
子
が
真
宗
と
し
て
即
位
し
た
の
だ
が
、

そ
の
顔
が
御
簾
で
隠
れ
て
い
た
た
め
、
大
胆
に
も
呂
端
は
御
簾
を
捲
り
上
げ
、
そ

の
顔
を
確
認
し
た
の
ち
に
、
百
官
を
率
い
て
拝
礼
を
行
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
で
み

る
と
、
太
宗
か
ら
真
宗
へ
の
帝
位
継
承
も
、
か
な
り
き
わ
ど
い
出
来
事
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。

す
で
に
こ
の
二
年
前
、
太
宗
の
第
三
子
で
あ
る
趙
恒
（
の
ち
の
真
宗
）
が
立
太

子
し
て
存
在
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
兄
で
あ
る
楚
王
元
佐
を
擁
立
す

る
計
画
が
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
も
そ
の
計
画
は
、
内
廷
に
お
け
る
宦
官
と
、
外

朝
の
副
宰
相
で
あ
る
参
知
政
事
、
詔
勅
起
草
に
携
わ
る
知
制
誥
が
結
託
し
て
い
た

と
い
う
か
ら
、
正
式
な
手
続
き
と
し
て
新
皇
帝
を
擁
立
し
う
る
計
画
で
あ
っ
た
。

そ
こ
に
皇
后
も
が
賛
意
を
示
し
て
い
た
と
あ
れ
ば
、
実
現
可
能
性
は
か
な
り
高

か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
太
宗
の
遺
志
を
無
視
す
る
か
の
よ
う
な

陰
謀
が
成
立
し
得
た
の
に
は
、
そ
の
立
太
子
の
経
緯
に
複
雑
な
過
程
が
あ
っ
た
か

ら
で
も
あ
っ
た
。

（
二
）
太
宗
朝
に
お
け
る
後
継
者
事
情

そ
も
そ
も
前
章
で
見
た
よ
う
な
、
太
宗
に
太
祖
弑
殺
の
嫌
疑
が
か
け
ら
れ
た
の

は
、
単
に
「
灯
影
斧
声
」
の
話
が
あ
っ
た
か
ら
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
太
宗
の
即

位
直
後
、
そ
れ
ま
で
の
踰
年
改
元
の
伝
統
に
則
ら
ず
、
開
宝
九
年
十
二
月
二
十
二

日
に
、
残
り
わ
ず
か
な
日
数
を
待
つ
こ
と
な
く
「
太
平
興
国
」
と
改
元
し
た
こ
と

も
疑
惑
を
深
め
た
し
）
21
（

、
太
宗
の
即
位
後
、
さ
ら
に
そ
の
後
継
者
と
目
さ
れ
た
人
物

ら
に
関
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
件
が
発
生
し
た
こ
と
も
そ
の
原
因
で
あ
っ
た
。

太
宗
即
位
の
直
後
に
は
、
弟
で
あ
る
廷
美
を
開
封
尹
・
斉
王
に
し
て
い
る
が
）
22
（

、

開
封
尹
と
い
え
ば
そ
の
直
前
ま
で
太
宗
自
身
が
就
い
て
い
た
職
事
で
、
彼
は
ま
さ

に
こ
こ
を
拠
点
と
し
て
自
ら
の
政
治
勢
力
を
維
持
し
て
き
た
）
23
（

。
五
代
以
来
の
習
慣

も
あ
り
、
開
封
尹
に
皇
弟
廷
美
が
就
い
た
こ
と
は
、
暗
に
彼
が
後
継
者
に
擬
さ
れ

た
と
考
え
て
よ
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
当
時
、
あ
る
話
が
ま
こ
と
し
や
か
に
伝

え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
太
祖
・
太
宗
・
廷
美
の
母
で
あ
る
昭
憲
太
后
杜
氏
が
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病
に
倒
れ
た
と
き
、
太
祖
に
対
し
て
弟
の
太
宗
を
後
継
者
と
す
る
よ
う
遺
命
を
残

し
た
と
い
い
、
そ
の
真
意
は
、
帝
位
を
さ
ら
に
太
宗
か
ら
廷
美
へ
、
廷
美
か
ら
太

祖
の
皇
子
で
あ
る
徳
昭
へ
伝
え
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
だ
っ
た
と
さ
れ
る
）
24
（

。
こ
れ

は
い
わ
ゆ
る
「
金
匱
之
盟
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
が
、
五
代
の
混
乱
期
か
ら
時
間

が
経
た
ず
、
ま
だ
中
華
も
統
一
さ
れ
て
い
な
い
こ
の
と
き
、
幼
君
の
出
現
を
避
け

る
た
め
に
兄
弟
相
続
が
望
ま
れ
た
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
信
憑
性
は
や
や
怪

し
い
も
の
の
（
詳
細
は
後
述
）、
こ
の
兄
弟
相
続
の
認
識
下
で
、
当
時
廷
美
が
後

継
者
と
目
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
の
後
、
情
勢
は
不
穏
さ
を
帯
び
て
く
る
。
廷
美
の
次
の
後
継
者
候
補

で
あ
っ
た
徳
昭
と
そ
の
弟
で
あ
る
徳
芳
が
死
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
特
に
徳
芳
は

前
章
で
見
た
よ
う
に
、
太
祖
の
皇
后
宋
氏
に
よ
っ
て
一
度
は
後
継
者
と
み
な
さ
れ

て
い
た
人
物
で
あ
り
、
太
宗
朝
と
な
っ
て
も
帝
位
継
承
権
を
所
持
す
る
太
宗
の
甥

で
あ
っ
た
。
徳
昭
・
徳
芳
の
兄
弟
は
、
太
宗
即
位
後
に
郡
王
・
節
度
使
に
任
じ
ら

れ
、
厚
遇
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
見
え
た
も
の
の
、
太
平
興
国
四
年
（
九
七
九
）
に

は
、
太
宗
に
よ
る
対
契
丹
親
征
の
敗
戦
（
高
梁
河
の
戦
い
）
時
、
徳
昭
擁
立
の
動

き
が
あ
っ
た
た
め
、
の
ち
に
太
宗
に
詰
ら
れ
、
憤
っ
た
徳
昭
は
「
割
果
刀
を
取
り

て
自
刎
」
し
て
し
ま
う
）
25
（

。
そ
の
二
年
後
に
は
、
徳
芳
が
病
で
死
去
す
る
の
だ
が
）
26
（

、

こ
れ
は
何
の
前
触
れ
も
な
い
突
然
死
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
太
祖
の

皇
子
は
全
員
が
死
去
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
情
勢
を
受
け
、
廷
美
の
立
場
も
不
安
定
さ
を
増
し
て
く
る
）
27
（

。
さ
ら

に
筆
記
小
説
に
よ
る
と
、
太
宗
は
開
封
で
発
生
し
た
殺
人
事
件
に
つ
い
て
、
そ
の

犯
人
の
逮
捕
を
き
つ
く
命
じ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
命
を
受
け
た
開
封
尹
が
逮
捕
し
、

自
供
し
た
犯
人
に
つ
い
て
報
告
す
る
と
、
実
は
真
犯
人
は
そ
の
者
で
は
な
く
、
殺

害
に
使
用
さ
れ
た
凶
器
も
太
宗
自
身
の
剣
で
あ
り
、「
こ
ん
な
こ
と
で
は
冤
罪
が

無
く
な
ら
な
い
」
と
太
宗
が
慨
嘆
す
る
逸
話
が
残
さ
れ
て
い
る
）
28
（

。
陰
険
な
や
り
口

で
廷
美
の
政
治
能
力
に
ケ
チ
を
付
け
、
追
い
落
と
そ
う
と
す
る
太
宗
の
姿
が
窺
え

る
。
そ
し
て
と
う
と
う
太
平
興
国
七
年
（
九
八
二
）、
廷
美
が
驕
恣
で
あ
り
、
陰

謀
が
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
告
発
が
あ
り
、
廷
美
は
開
封
尹
を
罷
免

さ
れ
、
西
京
留
守
と
し
て
ま
ず
洛
陽
に
移
さ
れ
た
あ
と
、
次
い
で
房
陵
に
安
置
と

な
っ
た
）
29
（

。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
後
継
候
補
か
ら
外
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し

て
い
た
。

実
は
先
に
見
た
「
金
匱
之
盟
」
が
太
宗
に
示
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
廷
美
失
脚
の

【
北
宋
初
期
の
皇
室
系
図
】

　
　
　
　
　
　
　

宋
皇
后　
　
　

徳
昭

　
　
　
　
　
　

①
太
祖　
　
　
　

徳
芳

　
杜
太
后　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

楚
王
元
佐

　
　
　
　
　
　
　

李
皇
后　
　
　

許
王
元
僖

趙
弘
殷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

③
真
宗　
　
　
　

④
仁
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

劉
皇
后

　
　
　
　
　
　

②
太
宗　
　
　
　

商
王
元
份　
　
　

濮
王
允
譲　
　
　

⑤
英
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

荊
王
元
儼

　
　
　
　
　
　
　

秦
王
廷
美
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タ
イ
ミ
ン
グ
で
趙
普
が
言
い
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
）
30
（

。
太
祖
ら
三
代
に
仕
え
た
趙

普
で
あ
っ
た
が
、
当
時
は
廬
多
遜
ら
と
の
政
争
で
劣
勢
に
あ
っ
た
た
め
、
太
宗
の

寵
を
得
て
こ
れ
に
打
ち
勝
つ
た
め
の
起
死
回
生
の
策
と
し
て
持
ち
出
し
て
き
た
の

が
、
太
宗
に
即
位
の
正
統
性
を
与
え
る
た
め
の
「
金
匱
之
盟
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ

る
。
結
果
、
趙
普
は
司
徒
兼
侍
中
と
な
っ
た
が
）
31
（

、
そ
の
後
も
廬
多
遜
へ
の
追
及
の

手
を
休
め
ず
、
彼
が
廷
美
と
通
じ
て
い
る
こ
と
を
告
発
。
廬
多
遜
は
流
罪
と
な
り
、

廷
美
は
さ
ら
に
房
陵
に
安
置
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
わ
ず
か
二
年
後
、

廷
美
は
雍
熙
元
年
（
九
八
四
） 
に
病
死
す
る
の
で
あ
る
）
32
（

。

こ
の
よ
う
に
皇
弟
・
皇
甥
が
次
々
と
不
幸
な
最
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
背

景
に
何
が
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
、
や
は
り
太
宗
が
自
ら
の
血
統
に
よ
る
帝
位
継
承

を
目
論
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
候

補
と
な
っ
た
人
物
こ
そ
、
の
ち
王
継
恩
ら
が
擁
立
し
よ
う
と
し
た
元
佐
で
あ
っ
た
。

元
佐
は
太
宗
の
長
子
で
、
太
平
興
国
年
間
に
衛
王
に
封
じ
ら
れ
た
後
、「
東
宮
」

に
居
住
し
、
楚
王
に
封
じ
ら
れ
た
と
い
う
）
33
（

。「
東
宮
」
居
住
と
い
う
こ
と
か
ら
、

お
そ
ら
く
は
廷
美
に
替
わ
っ
て
後
継
者
に
擬
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
太
宗
は
、
実

弟
を
後
継
者
か
ら
外
し
、
実
子
を
後
継
者
と
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
が
う
ま
く
行
か
な
か
っ
た
。
誰
よ
り
も
元
佐
自
身
が
そ
の
処

置
に
納
得
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

楚
王
元
佐
は
太
宗
の
長
子
、
将
に
立
て
て
嗣
と
為
さ
れ
ん
と
す
る
も
、
堅
く

辞
じ
て
肯
ん
ぜ
ず
、
太
祖
の
子
を
立
て
ん
と
欲
す
。
此
よ
り
遂
に
廃
せ
ら
る
。

故
に
当
時
以
て
狂
い
た
り
と
為
す
も
、
而
れ
ど
も
実
は
狂
う
に
非
ざ
る
な
り
）
34
（

。

初
め
、
涪
王
廷
美
既
に
罪
を
得
る
に
、
楚
王
元
佐
独
り
申
し
て
之
を
救
わ
ん

と
す
る
も
、
上
聴
か
ず
。
廷
美
死
し
、
元
佐
遂
に
心
疾
を
感
じ
、
或
い
は
時

を
経
る
も
朝
請
せ
ず
）
35
（

。

自
ら
が
後
継
者
た
る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
ず
、
太
祖
の
子
（
廷
美
の
誤
り
か
）
へ

の
伝
位
、
廷
美
の
雪
冤
を
主
張
し
た
が
、
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
に
心
の
病
に

罹
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
一
説
で
は
そ
れ
は
偽
り
だ
っ
た
と
も
い
う
。
お
そ
ら
く
は

そ
れ
ま
で
の
経
緯
を
見
聞
き
し
て
き
た
あ
と
で
、
自
分
が
安
穏
と
後
継
者
に
な
る

こ
と
を
潔
し
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
は
父
・
太
宗
の
や
り
方
に

対
す
る
拒
否
感
す
ら
窺
え
る
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
父
子
の
関
係
が
う
ま
く
い
か
な

く
な
る
こ
と
も
自
然
な
流
れ
で
あ
っ
た
ろ
う
。
宋
敏
求
は
、「
廷
美
の
貶
せ
ら
る

る
や
、
元
佐 

其
の
罪
を
請
い
、
是
よ
り
愛
を
失
う
」
と
言
う
）
36
（

。
そ
う
し
た
感
情

の
も
つ
れ
も
あ
っ
て
か
、
雍
熙
二
年
（
九
八
五
）
に
は
自
ら
の
王
宮
に
火
を
放
ち
、

王
を
廃
さ
れ
て
庶
人
と
さ
れ
、
均
州
に
安
置
と
な
っ
た
）
37
（

。

か
く
し
て
元
佐
が
後
継
者
候
補
か
ら
外
さ
れ
た
の
ち
、
そ
の
後
に
据
え
ら
れ
た

の
は
太
宗
の
次
子
・
元
僖
で
あ
り
、
雍
熙
三
年
（
九
八
六
）
十
月
に
開
封
尹
と

な
っ
た
）
38
（

。
そ
の
後
宰
相
ら
は
正
式
な
立
太
子
を
要
請
し
た
も
の
の
、
太
宗
が
し

ぶ
っ
て
実
現
し
な
い
ま
ま
、
淳
化
三
年
（
九
九
二
）、
あ
え
な
く
元
僖
は
突
然
死

す
る
の
で
あ
る
。
哀
し
ん
だ
太
宗
は
彼
に
「
太
子
」
を
追
贈
し
て
い
る
）
39
（

。
つ
く
づ

く
後
継
者
に
悩
む
太
宗
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
白
羽
の
矢
が
立
て
ら
れ
た
の
が
、
元
佐
・
元
僖
の
同
母
弟
で
あ
っ
た
第

三
子
元
侃
だ
っ
た
。
こ
れ
が
の
ち
の
真
宗
で
あ
る
。
淳
化
五
年
（
九
九
四
）
に
開

封
尹
と
な
り
）
40
（

、
翌
・
至
道
元
年
（
九
九
五
）
に
は
よ
う
や
く
正
式
に
立
太
子
し
、

趙
恒
と
改
名
し
た
。
そ
の
わ
ず
か
二
年
後
に
太
宗
が
崩
御
し
、
帝
位
継
承
の
問
題

が
発
生
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
を
踏
ま
え
る
と
、
太
宗
の
決
め
た
太
子
恒
で
は
な
く
、
そ
の

兄
で
あ
り
、
も
と
の
後
継
候
補
で
あ
っ
た
元
佐
を
支
持
す
る
勢
力
が
あ
っ
て
も
不
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史　　　窓

思
議
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
太
宗
の
後
継
者
は
、
二
転
三
転
を
繰
り
返
し
て
い
た

し
、
元
佐
は
ま
だ
均
州
で
存
命
で
あ
っ
て
、
そ
の
流
謫
に
つ
い
て
も
同
情
的
な
者

は
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
母
で
あ
る
皇
后
も
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
た
で

あ
ろ
う
。
た
だ
し
そ
の
場
合
、
彼
の
病
が
佯
狂
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う

が
。

（
三
）
王
継
恩
と
呂
端

─
擁
立
計
画
の
失
敗

で
は
、
そ
の
擁
立
計
画
の
主
謀
者
の
よ
う
に
描
か
れ
る
宦
官
王
継
恩
は
、
太
宗

朝
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
遙
郡
刺
史
か
ら
団

練
使
を
領
す
る
よ
う
に
な
っ
た
あ
と
、
北
方
で
軍
事
活
動
に
従
事
し
、
都
監
、
鈐

轄
を
歴
任
し
て
い
た
。
そ
の
中
で
も
最
も
目
を
引
く
活
動
は
、
四
川
で
発
生
し
た

王
小
波
・
李
順
の
乱
（
均
産
一
揆
）
を
軍
を
率
い
て
平
定
し
、
そ
の
後
も
現
地
の

占
領
行
政
を
施
い
た
こ
と
で
あ
る
）
41
（

。
淳
化
五
年
（
九
九
四
）
剣
南
両
川
招
安
使
と

し
て
四
川
に
進
撃
し
、
同
年
五
月
に
は
成
都
を
陥
落
さ
せ
て
い
る
）
42
（

。
こ
こ
に
は
宦

官
に
率
い
ら
れ
た
部
隊
が
少
な
か
ら
ず
参
加
し
て
お
り
、
そ
の
元
締
め
の
よ
う
な

存
在
で
も
あ
っ
た
。
乱
平
定
後
、
そ
の
ま
ま
大
軍
を
も
っ
て
現
地
を
治
め
た
が
、

残
党
が
各
地
に
く
す
ぶ
る
中
、
王
継
恩
ら
は
成
都
で
王
侯
の
よ
う
に
音
楽
を
奏
で

て
も
っ
ぱ
ら
宴
会
を
事
と
し
、
手
下
は
略
奪
に
走
る
と
い
う
有
り
様
だ
っ
た
。
宦

官
部
隊
に
対
す
る
偏
見
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
相
当
な
蛮
行
が
行
わ
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
と
き
王
継
恩
は
そ
の
功
に
よ
り
「
宣
政
使
」
と
い
う
宦

官
班
官
を
新
設
さ
れ
、
授
け
ら
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
防
御
使
を
求
め
る
声
も

あ
っ
た
た
め
、
お
そ
ら
く
は
こ
れ
を
危
険
視
し
た
太
宗
に
よ
り
、
招
安
使
を
交
替

さ
せ
ら
れ
、
至
道
二
年
（
九
九
六
）
開
封
に
召
還
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
行
き
過
ぎ
た
行
為
は
あ
っ
た
も
の
の
、
王
継
恩
は
軍
事
面
で
太
宗

朝
に
活
躍
し
て
お
り
、
僭
越
な
行
為
が
あ
っ
て
も
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

そ
の
背
景
に
は
、
太
宗
即
位
時
に
お
け
る
「
定
策
の
功
」
が
大
き
く
作
用
し
て
い

た
こ
と
が
想
像
さ
れ
、
ま
さ
に
「
寵
遇
比
す
べ
き
も
の
な
し
」
で
あ
っ
た
）
43
（

。
彼
は

党
派
を
組
ん
で
名
利
を
求
め
る
こ
と
を
喜
び
、
事
ご
と
に
官
僚
を
推
薦
し
た
た
め
、

軽
薄
な
士
大
夫
は
彼
と
つ
な
が
り
を
求
め
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
中
の
一
人
に
薬
売

り
の
潘
閬
と
い
う
者
が
お
り
、
詩
を
よ
く
詠
ん
だ
が
王
継
恩
の
推
薦
に
よ
り
太
宗

に
召
見
さ
れ
、
進
士
を
賜
っ
た
が
、「
狂
妄
」
が
発
覚
し
て
取
り
や
め
に
な
っ
た

と
い
う
）
44
（

。
こ
の
潘
閬
が
件
の
帝
位
継
承
時
の
陰
謀
に
絡
ん
で
い
た
と
さ
れ
る
。

太
宗
が
崩
じ
た
と
き
、
王
継
恩
は
な
ぜ
元
佐
を
擁
立
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
遺
憾
な
が
ら
そ
の
動
機
を
明
示
す
る
史
料
は
見
出
さ
れ
な
い
。
本
章
冒
頭

で
み
た
史
料
で
は
、
の
ち
の
真
宗
で
あ
る
太
子
の
「
英
明
を
忌
」
ん
だ
た
め
だ
と

す
る
が
、
か
か
る
表
現
は
定
型
句
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
実
際
の
と
こ

ろ
は
、
そ
れ
ま
で
の
経
緯
に
よ
る
元
佐
へ
の
同
情
か
、
あ
る
い
は
元
佐
の
復
権
・

即
位
を
希
望
す
る
李
皇
后
と
結
ん
だ
も
の
か
、
ま
た
は
先
代
の
と
き
と
同
じ
よ
う

に
、
既
定
路
線
で
あ
る
太
子
以
外
の
者
を
擁
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
び
「
定

策
の
功
」
を
得
よ
う
と
す
る
個
人
的
な
野
望
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
一
つ
興
味
深

い
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
先
に
出
て
き
た
薬
売
り
の
潘
閬
に
よ
る
教
唆
が
あ
っ

た
と
す
る
も
の
だ
。

（
潘
）
閬
な
る
者
は
、
傾
険
の
士
、
嘗
て
継
恩
に
説
き
て
間
に
乗
じ
て
太
宗

に
勧
め
て
儲
弐
を
立
て
し
め
、
它
日
の
計
と
為
さ
ん
と
。
且
て
言
え
ら
く

「
南
衙
自
ず
か
ら
謂
え
ら
く
当
に
立
つ
べ
し
と
。
之
を
立
つ
る
も
、
将
に
我

を
徳
と
せ
ず
。
即
ち
立
つ
る
所
を
議
せ
ば
、
宜
し
く
諸
王
の
当
に
立
つ
べ
か

ら
ざ
る
者
を
立
つ
る
べ
し
」
と
。
南
衙
は
上
〔
真
宗
（
引
用
者
注
）〕
を
謂

う
な
り
。
継
恩 
其
の
説
を
入
れ
、
頗
る
太
宗
を
惑
わ
す
も
、
太
宗
訖
に
上
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を
立
つ
、
閬
尋
い
で
狂
妄
に
坐
し
て
黜
け
ら
る
）
45
（

。

こ
れ
は
ま
だ
真
宗
が
太
子
に
立
て
ら
れ
る
前
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
後
継
者
と

し
て
自
他
と
も
に
認
め
ら
れ
た
者
以
外
を
立
て
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。
ま
さ
し

く
「
定
策
の
功
」
を
得
る
た
め
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
一
体
誰
を
立
て
よ

う
と
し
た
の
か
明
記
は
さ
れ
な
い
が
、
そ
の
目
論
み
は
失
敗
し
、
結
局
は
太
宗
が

崩
じ
た
の
ち
に
、
元
佐
を
擁
立
す
る
陰
謀
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
）
46
（

。

こ
の
擁
立
計
画
に
対
し
、
宰
相
の
呂
端
の
み
が
皇
后
を
も
向
こ
う
に
回
し
て
頑

然
と
こ
れ
に
抵
抗
し
、
太
子
（
真
宗
）
の
即
位
を
導
い
た
の
だ
っ
た
。
し
か
し
最

後
の
場
面
、
御
簾
を
あ
げ
て
真
宗
の
顔
を
確
認
し
た
上
で
、
よ
う
や
く
万
歳
を
叫

ん
だ
と
い
う
行
動
は
、
最
後
の
最
後
ま
で
別
人
が
立
て
ら
れ
か
ね
な
い
、
非
常
に

緊
迫
し
た
状
況
下
で
帝
位
継
承
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
の
呂
端
は
王
継
恩
と
の
間
に
あ
る
因
縁
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
元
佐
の
次
に
後
継
者
候
補
と
な
っ
た
元
僖
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
元
僖

が
開
封
尹
と
な
っ
て
数
年
で
突
然
死
し
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
そ
の
際
、

生
前
実
は
元
僖
が
張
氏
と
い
う
嬖
妾
に
惑
わ
さ
れ
、
侍
者
ら
を
虐
待
す
る
な
ど
の

振
る
舞
い
が
あ
っ
た
と
か
、
あ
る
い
は
何
か
を
食
べ
て
突
然
病
と
な
っ
た
、
な
ど

と
い
う
奥
向
き
の
私
事
に
つ
い
て
の
醜
聞
が
広
ま
り
、
そ
れ
に
怒
っ
た
太
宗
が
王

継
恩
ら
に
取
り
調
べ
を
命
じ
た
）
47
（

。
そ
の
際
多
く
の
関
係
者
が
処
罰
を
受
け
た
の
だ

が
、
そ
の
と
き
開
封
府
判
官
で
あ
っ
た
呂
端
も
王
継
恩
ら
の
訊
問
を
受
け
、
左
遷

さ
れ
て
い
る
）
48
（

。
お
そ
ら
く
は
せ
っ
か
く
後
継
者
と
し
て
定
ま
っ
た
元
僖
を
失
い
、

意
気
消
沈
し
た
太
宗
が
亡
き
息
子
の
醜
聞
に
抱
い
た
怒
気
を
受
け
て
、
王
継
恩
ら

は
公
正
で
は
な
い
裁
定
を
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
経
験
は
、
の
ち
に
呂

端
が
宮
中
勢
力
を
全
く
信
用
し
な
い
行
動
を
取
る
遠
因
に
も
な
っ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。

結
局
、
な
ん
と
か
真
宗
が
即
位
し
て
か
ら
、
わ
ず
か
二
ヶ
月
後
の
至
道
三
年

（
九
九
七
）
五
月
、
李
昌
齢
・
王
継
恩
・
胡
旦
ら
は
ま
と
め
て
処
罰
さ
れ
、
王
継

恩
は
均
州
に
安
置
と
な
っ
て
財
産
は
没
収
。
そ
の
多
く
は
四
川
で
獲
得
し
た
「
僭

侈
之
物
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
ま
ま
貶
所
で
死
去
し
た
）
49
（

。

太
宗
に
き
ち
ん
と
し
た
太
子
が
存
在
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
別
人
が
立
て
ら

れ
よ
う
と
し
た
陰
謀
は
、
こ
う
し
て
失
敗
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
李
燾
に
よ

れ
ば
、
こ
の
事
件
も
ま
た
『
実
録
』『
国
史
』
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
出
来
事
で

あ
る
と
い
う
）
50
（

。
三
、
太
子
監
国
計
画

│
三
代
真
宗
か
ら
四
代
仁
宗
へ

（
一
）
事
件
の
経
緯

真
宗
が
即
位
し
て
か
ら
二
十
年
。
こ
の
間
は
何
と
い
っ
て
も
契
丹
の
侵
入
か
ら

澶
淵
の
盟
の
締
結
、
つ
づ
く
天
書
降
臨
か
ら
封
禅
を
含
む
道
教
的
儀
礼
の
数
々
が

あ
っ
て
）
51
（

、
北
宋
王
朝
と
し
て
非
常
に
多
事
多
端
な
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
過
ぎ

た
天
禧
四
年
（
一
〇
二
〇
）、

大
中
祥
符
末
、
上
始
め
て
疾
を
得
、
是
の
歳
仲
春
、
苦
し
む
所
浸
く
劇
し
、

自
ら
起
た
ざ
る
を
疑
い
、
嘗
て
臥
す
に
懐
政
の
股
を
枕
と
し
、
之
と
謀
み
、

太
子
に
命
じ
て
監
国
せ
し
め
ん
と
欲
す
。
懐
政
実
に
左
右
春
坊
の
事
を
典
り
、

出
で
て
寇
準
に
告
ぐ
。
準
遂
に
請
間
し
て
建
議
し
、
密
か
に
楊
億
を
し
て
草

奏
せ
し
む
。
已
に
し
て
事
泄
れ
、
準 

相
を
罷
め
ら
る
）
52
（

。

す
で
に
四
〜
五
年
前
か
ら
病
ん
で
い
た
真
宗
が
重
篤
と
な
り
、
も
う
立
て
な
い

と
覚
悟
す
る
と
、
宦
官
周
懐
政
の
股
を
枕
に
寝
て
い
た
真
宗
が
、
太
子
の
監
国
を

希
望
し
た
。
周
懐
政
は
宰
相
寇
準
に
相
談
し
、
寇
準
か
ら
真
宗
に
密
か
に
建
議
を

し
た
結
果
、
お
そ
ら
く
は
聖
旨
を
取
り
、
翰
林
学
士
で
あ
っ
た
楊
億
に
詔
書
を
起
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草
さ
せ
た
が
、
計
画
は
露
見
し
て
し
ま
い
、
寇
準
は
宰
相
を
罷
免
さ
れ
た
と
い
う
。

こ
れ
が
事
件
の
第
一
段
階
で
あ
る
。
こ
の
第
一
段
階
は
、
健
康
不
安
か
ら
真
宗
を

引
退
さ
せ
、
太
子
が
監
国
と
な
っ
て
政
務
を
代
行
さ
せ
る
計
画
で
あ
っ
た
。
つ
づ

い
て
、丁

謂
等
因
り
て
懐
政
を
疎
斥
し
、
親
近
す
る
を
得
ざ
ら
し
め
、
然
れ
ど
も
上

及
び
太
子
の
故
を
以
て
、
未
だ
即
ち
に
は
顕
ら
か
に
黜
責
を
加
え
ず
。
懐
政

憂
懼
し
て
自
ら
安
ん
ぜ
ず
、
陰
か
に
謂
等
を
殺
さ
ん
と
謀
り
、
復
た
準
を
相

と
し
、
帝
を
奉
り
て
太
上
皇
と
為
し
、
位
を
太
子
に
伝
え
、
而
し
て
皇
后
を

廃
さ
ん
と
。
其
の
弟
礼
賓
副
使
懐
信
と
潜
か
に
客
省
使
楊
崇
勲
、
内
殿
承
制

楊
懐
吉
、
閤
門
祗
候
楊
懐
玉
を
召
し
て
其
の
事
を
議
し
、
期
す
る
に
二
十
五

日
を
以
て
窃
か
に
発
さ
ん
と
す
）
53
（

。

太
子
監
国
計
画
が
不
首
尾
に
終
わ
っ
た
あ
と
、
寇
準
の
政
敵
で
あ
っ
た
枢
密
使

丁
謂
に
よ
る
処
罰
を
恐
れ
た
周
懐
政
が
、
丁
謂
の
殺
害
、
寇
準
の
復
権
、
真
宗
の

退
位
、
太
子
の
即
位
、
皇
后
の
廃
立
を
計
画
し
、
宦
官
ら
と
と
も
に
二
十
五
日
に

実
行
に
移
す
こ
と
を
期
し
た
と
い
う
。
こ
れ
が
事
件
の
第
二
段
階
に
お
け
る
計
画

で
あ
る
。

是
に
前
ん
ず
る
一
夕
、
崇
勲
、
懐
吉
は
夕
べ
に
謂
の
第
に
詣
り
て
変
を
告
げ
、

謂 

中
夜
に
微
服
に
て
婦
人
の
車
に
乗
り
、
曹
利
用
に
過
り
て
之
を
計
り
、

明
く
る
に
及
び
、
利
用 

入
り
て
崇
政
殿
に
奏
す
。
懐
政
時
に
殿
の
東
廡
に

在
り
、
即
ち
に
衛
士
を
し
て
之
を
執
え
し
む
）
54
（

。

と
こ
ろ
が
実
行
前
日
の
夕
暮
れ
、
共
謀
の
宦
官
が
丁
謂
に
告
発
し
た
た
め
、
深

夜
に
丁
謂
は
曹
利
用
と
相
談
し
、
翌
日
早
朝
、
曹
利
用
が
崇
政
殿
で
上
奏
し
た
際
、

周
懐
政
が
殿
の
東
廡
で
拘
束
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
周
懐
政
に
対
し
て
御
薬

院
で
取
り
調
べ
が
行
わ
れ
、
数
時
間
も
た
た
ぬ
う
ち
に
罪
状
が
成
立
し
、
真
宗
が

承
明
殿
で
臨
問
し
た
。
こ
の
と
き
周
懐
政
は
ひ
た
す
ら
命
乞
い
す
る
だ
け
で
あ
っ

た
が
、
普
安
仏
寺
に
移
送
さ
れ
て
処
刑
さ
れ
た
）
55
（

。
こ
れ
が
事
件
第
二
段
階
の
結
末

で
あ
る
。

以
上
が
こ
の
と
き
発
生
し
た
、
北
宋
三
度
目
の
帝
位
継
承
に
ま
つ
わ
る
事
件
で

あ
る
が
、
病
気
で
あ
る
真
宗
の
退
位
は
と
も
か
く
、
宦
官
で
あ
る
周
懐
政
が
、
最

終
的
に
は
大
臣
の
殺
害
、
皇
后
の
廃
立
を
た
く
ら
む
と
い
う
大
事
件
で
あ
っ
た
。

こ
の
事
件
の
背
景
に
は
、
寇
準
と
丁
謂
の
政
争
、
劉
皇
后
に
よ
る
政
治
介
入
と
い

う
事
態
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
も
先
行
研
究
で
さ
ま
ざ
ま
な
分
析
が
な
さ
れ
て
き
た

事
件
で
あ
る
）
56
（

。
い
ま
改
め
て
宦
官
ら
の
行
動
に
注
目
し
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。

（
二
）
寇
準
と
太
子
監
国
計
画

史
料
に
よ
れ
ば
、
こ
の
計
画
は
真
宗
の
引
退
の
意
思
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
太
子
の
監
国
、
あ
る
い
は
即
位
を
目
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
別
人

を
擁
立
し
よ
う
と
し
た
前
章
ま
で
の
事
例
と
は
や
や
異
な
る
も
の
の
、
し
か
し
帝

位
継
承
に
関
連
し
た
事
件
で
あ
っ
た
。
そ
の
発
端
は
周
懐
政
と
寇
準
の
つ
な
が
り

か
ら
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
両
者
に
は
そ
の
直
前
に
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
と
さ
れ

る
。も

と
も
と
寇
準
は
真
宗
朝
に
お
い
て
澶
淵
の
盟
締
結
を
導
い
た
功
臣
で
あ
っ
た

が
、
二
度
失
脚
し
、
天
禧
年
間
に
は
判
永
興
軍
と
な
っ
て
地
方
に
い
た
。
そ
こ
で

登
場
す
る
の
が
、
朱
能
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
朱
能
は
も
と
も
と
田
敏
と
い
う
人

物
の
家
の
下
僕
で
あ
っ
た
が
粗
暴
狡
猾
な
性
格
で
、
賄
賂
を
使
っ
て
、
当
時
入
内

副
都
知
と
し
て
日
々
内
廷
に
侍
っ
て
い
た
周
懐
政
に
面
会
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。

そ
こ
で
不
思
議
話
が
好
き
な
周
懐
政
に
取
り
入
り
、
推
薦
さ
れ
て
御
薬
使
・
階
州
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刺
史
に
取
り
立
て
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
終
南
山
の
道
観
に
入
っ
て
妖
し
げ

な
符
命
を
作
っ
た
り
、
神
霊
に
か
こ
つ
け
て
国
家
の
禍
福
や
大
臣
の
能
否
を
談
じ

て
い
た
）
57
（

。
そ
の
朱
能
が
永
興
軍
の
巡
検
と
な
っ
て
お
り
、
今
度
は
寇
準
に
取
り
入

る
こ
と
に
成
功
し
た
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
寇
準
は
、
領
内
の
乾
祐
山
に
天
書
が

降
っ
た
と
上
奏
す
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
朱
能
が
教
唆
し
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
）
58
（

。

言
う
ま
で
も
な
く
天
書
と
は
、
天
か
ら
降
さ
れ
た
と
称
す
る
符
瑞
の
書
を
意
味
し
、

か
つ
て
こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
一
連
の
道
教
儀
礼
が
実
施
さ
れ
た
、
真
偽
の
怪

し
い
代
物
で
あ
っ
た
が
、
符
瑞
を
信
じ
や
す
い
真
宗
に
対
し
て
は
大
き
な
ア
ピ
ー

ル
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
「
時
に
巡
検
朱
能
、
内
侍
都
知
周
懐

政
を
挟
み
て
詐
り
て
天
書
を
為
る
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
朱
能
が
周
懐
政
と
の
つ

な
が
り
を
も
利
用
す
る
か
た
ち
で
天
書
を
捏
造
し
、
真
宗
へ
の
ア
ピ
ー
ル
に
使
っ

た
と
い
う
。
翌
月
、
寇
準
は
都
に
召
還
さ
れ
、
や
が
て
宰
相
に
復
帰
を
果
た
し
た
。

こ
の
話
を
信
じ
れ
ば
、
朱
能
を
間
に
挟
む
か
た
ち
で
、
周
懐
政
は
寇
準
の
宰
相
復

帰
を
後
押
し
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
当
時
の
朝
廷
で
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
真
宗
が
長
年
病
気
に
倒
れ
、
実

際
に
は
劉
皇
后
に
よ
っ
て
政
事
決
断
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
も
そ
も
真
宗
が
健
在

で
あ
る
と
き
か
ら
、

凡
そ
宮
闈
の
事
を
処
置
す
る
に
、
多
く
故
実
を
引
援
し
、
適
当
な
ら
ざ
る
者

無
し
。
帝
朝
よ
り
退
き
、
天
下
の
封
奏
を
閲
て
、
多
く
中
夜
に
至
る
に
、
后

皆
な
之
を
預
聞
す
。
周
謹
恭
密
に
し
て
、
益
ま
す
帝
の
倚
信
す
る
所
と
為
る
）
59
（

。

と
あ
る
如
く
政
事
に
関
与
し
て
お
り
、
真
宗
が
倒
れ
て
か
ら
は
、「
時
に
上
不
予

に
し
て
、
語
言
に
艱
け
れ
ば
、
政
事
多
く
中
宮
の
決
す
る
所
な
り
」
と
い
う
状
態

で
あ
っ
た
）
60
（

。
こ
の
劉
皇
后
に
よ
る
政
事
関
与
は
、
い
わ
ば
真
宗
の
名
代
と
し
て
の

そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
よ
り
正
規
の
皇
帝
名
代
で
あ
る
「
監
国
」
に
、
ど
の
よ
う
な

形
で
太
子
が
就
任
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
皇
后
の
政
治
的
立
場
に
直
結
す
る
問

題
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
情
勢
の
中
、
宰
相
に
復
帰
し
た
寇
準
だ
っ
た
が
、
朝
廷
内
で
は
執

政
の
丁
謂
と
そ
り
が
合
わ
ず
、
そ
の
丁
謂
は
劉
皇
后
と
親
し
い
上
、
寇
準
は
か
つ

て
皇
后
の
冊
立
に
反
対
し
た
過
去
が
あ
り
、
今
ま
た
蜀
の
塩
井
を
他
人
か
ら
強
奪

し
た
皇
后
の
族
人
を
厳
し
く
処
罰
し
た
こ
と
で
、
皇
后
と
の
間
に
大
き
な
溝
が
で

き
て
い
た
）
61
（

。
そ
う
し
た
中
で
の
こ
の
太
子
監
国
の
計
画
で
あ
る
。
太
子
が
政
務
全

般
を
み
る
の
か
、
は
た
ま
た
皇
后
と
政
務
を
分
担
す
る
の
か
、
具
体
的
な
内
容
は

不
明
で
あ
る
も
の
の
、
寇
準
は
真
宗
に
対
し
て
「
隙
を
見
て
上
奏
建
議
し
、
ひ
そ

か
に
楊
億
に
起
草
さ
せ
た
」（「
請
間
建
議
、
密
令
草
奏
」）
と
い
う
の
は
、
一
体

誰
を
憚
っ
て
の
も
の
か
。
正
規
に
皇
帝
の
聖
旨
を
得
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
堂
々
と

起
草
し
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
密
か
に
詔
書
を
起
草
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
。
そ
れ
は
劉
皇
后
に
察
知
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
以
外
に
は
あ
り
得
な

い
。
現
状
、
実
権
を
握
っ
て
い
た
皇
后
に
知
ら
れ
る
と
、
内
廷
に
あ
っ
て
真
宗
の

意
思
を
覆
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
し
、
そ
も
そ
も
気
弱
で
病
床
に
あ
っ
た
真
宗
で

は
心
許
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
楊
億
は
、

億 

事
の
泄
る
る
を
畏
れ
、
夜
、
左
右
を
屏
け
て
之
が
辞
を
為
り
、
自
ら
起

ち
て
灯
跋
を
剪
る
に
至
る
、
中
外
に
知
る
者
無
し
）
62
（

。

と
ま
で
警
戒
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
ま
で
す
る
か
ら
に
は
、
太
子
監
国
の

内
容
も
想
像
が
つ
く
。
単
に
太
子
が
政
務
に
携
わ
る
だ
け
で
は
な
く
、
皇
后
の
政

務
関
与
停
止
を
も
含
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
そ
こ
ま
で
慎
重
を
期
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
計
画
は
漏
れ
て

し
ま
っ
た
。
あ
ろ
う
こ
と
か
、
寇
準
自
身
が
酒
に
酔
っ
て
人
に
計
画
を
話
し
て
し

ま
っ
た
の
だ
。
そ
れ
を
知
っ
た
丁
謂
は
真
宗
に
対
し
て
寇
準
の
罷
免
を
要
求
し
、
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病
で
耄
碌
し
た
真
宗
は
先
の
寇
準
と
の
遣
り
取
り
を
忘
れ
、
こ
れ
を
許
し
た
。
こ

う
し
て
聖
旨
を
得
た
丁
謂
は
、
翰
林
学
士
の
銭
惟
演
に
詔
書
を
起
草
さ
せ
、
寇
準

は
宰
相
を
罷
免
さ
れ
た
と
い
う
。
太
子
監
国
は
阻
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
の
監
国
計
画
は
、
互
い
に
真
宗
の
（
そ
れ
ぞ
れ
相
反
す
る
よ
う
な
）

聖
旨
を
得
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
翰
林
学
士
（
楊
億
と
銭
惟
演
）
に
よ
る
詔
書
起
草

の
段
階
ま
で
至
っ
た
も
の
で
、
完
成
し
た
詔
書
が
降
出
さ
れ
る
先
後
に
よ
っ
て
勝

負
が
分
か
れ
る
と
い
う
、
こ
れ
ま
た
際
ど
い
勝
負
で
あ
っ
た
。
史
料
か
ら
は
、
ほ

ぼ
同
時
進
行
と
な
っ
た
起
草
自
体
は
、
実
は
楊
億
の
方
が
早
か
っ
た
よ
う
に
見
え

る
が
、
慎
重
を
期
し
た
楊
億
の
そ
れ
が
ど
こ
で
行
わ
れ
た
の
か
分
か
ら
な
い
一
方
、

遅
れ
た
銭
惟
演
の
起
草
は
翰
林
学
士
院
で
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
た
め
）
63
（

、
作
成

後
の
詔
書
の
発
出
、
宣
麻
が
早
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
寇
準
罷
免
が

先
に
施
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
寇
準
は
宰
相
を
罷
免
さ
れ
た
も
の
の
、
太
子
太
傅
・
莱
国
公
と
さ
れ
て
開

封
に
は
留
ま
り
、
翌
月
に
は
真
宗
に
招
か
れ
て
後
苑
で
宴
に
参
加
し
て
い
る
）
64
（

。
ま

た
そ
の
数
日
後
に
は
、
寇
準
に
立
場
の
近
い
参
知
政
事
李
迪
が
、
空
席
と
な
っ
た

宰
相
位
に
就
け
ら
れ
る
な
ど
）
65
（

、
真
宗
の
寇
準
へ
の
待
遇
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
一

方
で
、
寇
準
と
鋭
く
対
立
し
は
じ
め
て
い
た
丁
謂
・
曹
利
用
・
銭
惟
演
ら
に
対
し

て
も
、
特
に
銭
惟
演
の
意
見
を
聞
き
い
れ
る
か
た
ち
で
、
丁
謂
が
李
迪
よ
り
の
上

の
首
相
に
任
じ
ら
れ
、
曹
利
用
も
枢
密
使
に
同
平
章
事
を
加
え
ら
れ
る
な
ど
重
用

が
な
さ
れ
）
66
（

、
こ
の
と
き
の
真
宗
は
、
寇
準
党
と
丁
謂
党
の
両
方
を
登
用
す
る
か
た

ち
で
バ
ラ
ン
ス
を
取
ろ
う
と
し
て
い
た
。
あ
る
い
は
病
の
た
め
に
、
ど
ち
ら
つ
か

ず
の
政
策
を
取
っ
て
い
た
だ
け
な
の
か
、
判
断
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
間
両
陣
営
は
互
い
の
非
難
を
上
奏
の
場
で
繰
り
広
げ
て

お
り
）
67
（

、
対
立
は
一
層
厳
し
さ
を
増
し
て
い
た
。
こ
の
と
き
に
発
生
し
た
の
が
、
第

二
段
階
の
宦
官
周
懐
政
ら
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
計
画
で
あ
っ
た
。

（
三
）
周
懐
政
と
ク
ー
デ
タ
計
画

も
と
も
と
周
懐
政
は
、
宋
初
の
対
北
漢
戦
時
の
戦
災
孤
児
で
あ
っ
た
が
、
宦
官

周
紹
忠
に
救
わ
れ
て
そ
の
養
子
と
な
っ
た
）
68
（

。
や
が
て
禁
中
に
出
仕
し
、
真
宗
朝
に

お
い
て
泰
山
封
禅
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
道
教
儀
礼
の
中
で
様
々
な
職
務
を
こ

な
す
と
、
真
宗
の
信
頼
厚
か
っ
た
劉
承
規
の
後
を
継
い
で
抜
擢
さ
れ
）
69
（

、
入
内
押

班
・
勾
当
皇
城
司
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
同
管
勾
大
内
事
や
刻
玉
都
監
な
ど
務
め

た
が
、
太
極
観
や
寿
丘
宮
観
の
都
監
、
修
奉
宝
冊
都
監
な
ど
、
お
そ
ら
く
は
真
宗

の
宗
教
的
信
仰
の
側
面
に
関
わ
る
施
設
・
儀
礼
を
担
当
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
玉
清
昭
応
宮
都
監
と
な
っ
た
と
き
に
は
、
別
の
宦
官
王
承
勛
が
同
都

監
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
都
監
と
な
れ
ば
交
替
で
現
地
の
宮
観
に
泊
ま

り
込
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、「
懐
政
常
に
禁
中
に
在
る
が
故
に
一
員
を

増
す
」
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
り
）
70
（

、
つ
ま
り
常
に
禁
中
で
真
宗
に
近
侍
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。

と
同
時
に
、
大
中
祥
符
九
年
（
一
〇
一
六
）
に
は
太
子
講
学
の
場
所
と
し
て
資

善
堂
建
設
の
都
監
と
な
り
）
71
（

、
仁
宗
の
立
太
子
と
同
時
期
に
入
内
副
都
知
・
管
勾
左

右
春
坊
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
）
72
（

、
真
宗
は
自
ら
の
信
頼
す
る
宦
官
を
、
大
事
な

一
人
息
子
の
太
子
親
近
の
宦
官
と
す
る
べ
く
期
待
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
本
章

冒
頭
で
見
た
事
件
の
発
端
に
お
い
て
、
真
宗
は
周
懐
政
の
股
を
枕
に
寝
て
い
た
し
、

第
一
段
階
が
失
敗
に
終
わ
っ
て
寇
準
が
失
脚
し
た
後
も
、
周
懐
政
は
「
上
及
び
太

子
の
故
を
以
て
」
処
罰
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
か
ら
、
丁
謂
ら
も
容
易
に
手
が
出

せ
な
い
ほ
ど
、
真
宗
と
太
子
（
仁
宗
）
か
ら
信
頼
を
寄
せ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
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そ
ん
な
周
懐
政
が
、
丁
謂
ら
（
と
い
う
よ
り
も
お
そ
ら
く
は
劉
皇
后
）
に
よ
る

攻
勢
に
危
機
感
を
感
じ
、
真
宗
の
退
位
・
太
子
の
即
位
を
目
論
ん
で
ク
ー
デ
タ
計

画
を
練
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
）
73
（

。
お
そ
ら
く
は
そ
れ
ぞ
れ
の
退
位
・
即
位
よ
り
も
、

丁
謂
の
殺
害
、
皇
后
の
廃
立
が
主
目
的
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
さ
て
、
そ
れ
で

は
こ
の
ク
ー
デ
タ
に
成
功
の
見
込
み
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
残
さ
れ
た
史
料
に
よ
れ
ば
、
ク
ー
デ
タ
の
同
志
は
周
懐
政
の
弟
で
あ
る

周
懐
信
ら
を
は
じ
め
と
す
る
宦
官
四
人
し
か
お
ら
ず
、
彼
ら
が
ど
の
程
度
実
力
行

使
可
能
な
状
況
に
あ
っ
た
の
か
判
然
と
し
な
い
。
た
だ
『
宋
史
』
本
伝
の
記
述
で

は
、
彼
ら
は
「
皇
城
司
に
会
し
た
」
と
言
っ
て
お
り
）
74
（

、
秘
密
警
察
で
あ
る
皇
城
司

を
使
っ
て
、
宮
中
に
お
い
て
丁
謂
ら
の
拘
束
（
殺
害
）
を
図
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。

し
か
し
都
に
お
い
て
軍
事
力
を
握
る
三
衙
の
侍
衛
馬
軍
と
殿
前
司
の
指
揮
権
は
、

劉
皇
后
の
「
外
戚
」
で
あ
る
劉
美
に
よ
っ
て
抑
え
ら
れ
て
お
り
、
も
し
そ
の
よ
う

な
ク
ー
デ
タ
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
は
、
真
宗
と
太
子
の
身
柄
を
宮
中
で
確
保
し

て
お
く
こ
と
が
絶
対
条
件
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
ク
ー
デ
タ
発
動
予
定
の
当

日
、
丁
謂
に
近
い
曹
利
用
が
何
事
も
な
く
出
仕
し
て
真
宗
に
入
対
で
き
て
お
り
）
75
（

、

し
か
も
そ
の
と
き
に
周
懐
政
は
唯
々
諾
々
と
東
廡
で
身
柄
を
拘
束
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
は
、
彼
ら
が
禁
卒
・
衛
士
ら
を
掌
握
で
き
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
ず
、

ク
ー
デ
タ
当
日
と
い
っ
た
緊
張
感
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
こ
れ
で
本
当
に
ク
ー
デ
タ

を
実
行
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
四
）
劉
皇
后
と
ク
ー
デ
タ
計
画

一
方
で
こ
の
と
き
劉
皇
后
の
側
に
は
、
ぜ
ひ
と
も
太
子
を
自
ら
の
「
掌
中
の

玉
」
と
し
て
抱
き
込
む
必
要
性
が
あ
っ
た
。
病
が
重
く
な
っ
て
き
た
真
宗
の
先
行

き
は
不
安
で
あ
る
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
す
で
に
実
権
を
握
っ
て
い
た
劉
皇
后
に
対

し
て
、上 

久
し
く
不
予
、
語
言
或
い
は
錯
乱
し
、
嘗
て
盛
ん
に
怒
り
て
輔
臣
に
語

り
て
曰
く
「
昨
夜
皇
后
以
下
皆
な
劉
氏
に
之
き
、
独
り
朕
の
み
宮
中
に
留
ま

れ
り
」
と
。
衆
皆
な
敢
え
て
応
ぜ
ず
）
76
（

。

と
、
会
話
も
錯
乱
状
態
に
な
っ
て
い
た
真
宗
が
怒
り
な
が
ら
言
っ
て
お
り
、
そ
の

よ
う
な
話
が
伝
わ
れ
ば
、
皇
后
と
し
て
は
自
ら
の
権
力
の
淵
源
を
真
宗
に
求
め
る

こ
と
に
限
界
を
感
じ
、
何
と
し
て
も
そ
の
代
わ
り
と
し
て
太
子
を
掌
握
し
て
お
く

必
要
が
生
じ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

さ
ら
に
加
え
て
問
題
な
の
は
、
太
宗
の
第
八
子
で
真
宗
の
弟
に
あ
た
る
「
八
大

王
」
元
儼
の
存
在
で
あ
る
。
幼
い
太
子
と
成
人
の
叔
父
と
い
う
関
係
は
、
か
つ
て

の
徳
昭
・
徳
芳
と
太
宗
と
の
関
係
と
同
じ
で
あ
り
、
兄
弟
相
続
が
実
行
さ
れ
た

「
祖
宗
」
の
例
が
あ
る
。
そ
ん
な
皇
位
継
承
の
可
能
性
あ
る
元
儼
は
、
兄
で
あ
る

真
宗
の
看
病
を
口
実
に
禁
中
に
長
居
し
、
宰
執
ら
は
憂
慮
し
た
と
い
う
。
万
一
、

元
儼
即
位
と
い
う
事
態
が
生
じ
れ
ば
、
皇
后
が
政
務
に
関
与
す
る
こ
と
は
難
し
い
）
77
（

。

こ
の
よ
う
な
状
況
的
・
時
間
的
制
約
の
下
、
皇
后
に
は
一
刻
も
早
く
太
子
を
抱

き
込
む
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
現
実
に
は
、
太
子
の
傍
に
は
真
宗
に
よ
っ
て
周

懐
政
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、
彼
個
人
と
劉
皇
后
と
の
関
係
性
は
不
明
で
あ
る
も
の

の
、
寇
準
に
近
い
周
懐
政
は
目
障
り
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
も
第
一
段
階
の
太
子

監
国
の
陰
謀
を
制
圧
し
、
首
尾
良
く
寇
準
に
宰
相
を
罷
め
さ
せ
ら
れ
た
も
の
の
、

彼
は
ま
だ
真
宗
の
支
持
を
得
て
都
に
残
留
し
て
お
り
、
そ
の
一
党
も
一
掃
す
る
こ

と
は
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
依
然
と
し
て
彼
ら
の
真
宗
・
太
子
へ
の
影
響
力
は
残

さ
れ
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。

こ
の
状
況
が
一
転
す
る
の
が
、
第
二
段
階
の
ク
ー
デ
タ
計
画
露
見
で
あ
っ
た
。

先
に
見
た
よ
う
に
成
功
可
能
性
が
低
い
と
目
さ
れ
る
ク
ー
デ
タ
鎮
圧
を
き
っ
か
け
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に
、
真
宗
に
よ
る
周
懐
政
へ
の
信
頼
を
崩
す
こ
と
に
成
功
し
）
78
（

、
周
懐
政
を
処
断
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
取
り
調
べ
が
御
薬
院
で
あ
っ
た
と
い
う
の
も
興
味
深
い
。

か
つ
て
論
じ
た
よ
う
に
、
御
薬
院
と
い
う
宦
官
官
職
と
劉
皇
后
に
は
深
い
つ
な
が

り
が
あ
っ
た
）
79
（

。
そ
こ
で
取
り
調
べ
を
担
当
し
た
の
は
、
宣
徽
北
院
使
の
曹
瑋
と
、

当
初
ク
ー
デ
タ
計
画
に
参
加
し
、
そ
の
後
丁
謂
に
告
発
に
走
っ
た
二
人
の
宦
官
の

う
ち
の
一
人
、
楊
崇
勲
で
あ
っ
た
。
通
常
な
ら
関
係
者
と
し
て
取
り
調
べ
の
対
象

と
な
っ
て
も
お
か
し
く
な
く
、
よ
く
て
も
参
考
人
で
あ
る
は
ず
の
彼
が
、
な
ぜ
取

り
調
べ
る
側
に
回
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

取
り
調
べ
の
あ
と
数
刻
な
ら
ず
に
嫌
疑
が
固
ま
り
、
周
懐
政
は
真
宗
直
々
の
取
り

調
べ
を
受
け
た
が
、
そ
の
と
き
周
懐
政
は
た
だ
た
だ
命
乞
い
す
る
ば
か
り
で
あ
っ

た
と
い
う
。
は
た
し
て
彼
は
そ
の
と
き
、
ま
と
も
な
会
話
が
で
き
る
状
態
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
の
ち
の
、
党
争
が
よ
り
激
し
く
な
っ
た
時
期
の
詔
獄
に

お
い
て
で
あ
る
が
、
哲
宗
朝
の
掖
庭
詔
獄
で
は
、
宦
官
や
宮
女
が
厳
し
い
取
り
調

べ
・
拷
問
を
受
け
、
息
が
た
え
だ
え
、
体
は
ボ
ロ
ボ
ロ
、
あ
る
者
は
す
で
に
舌
が

無
か
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
）
80
（

。
こ
の
と
き
周
懐
政
が
真
宗
に
何
も
言
わ
な
か
っ
た
の

は
、
自
ら
の
ク
ー
デ
タ
計
画
が
失
敗
し
て
観
念
し
た
か
ら
、
と
の
み
理
解
す
る
の

は
早
計
で
あ
ろ
う
。

結
局
、
周
懐
政
は
即
日
処
刑
さ
れ
、
わ
ず
か
三
日
後
に
寇
準
は
都
か
ら
外
に
出

さ
れ
た
）
81
（

。
第
一
段
階
の
あ
と
で
は
な
し
え
な
か
っ
た
寇
準
一
党
の
追
放
は
、
こ
の

と
き
に
実
現
さ
れ
た
。
ク
ー
デ
タ
計
画
の
失
敗
に
よ
っ
て
最
も
利
を
得
た
の
は
、

丁
謂
と
そ
の
背
後
に
い
る
劉
皇
后
で
あ
っ
た
。
太
子
の
監
国
も
そ
の
三
ヶ
月
後
に

実
現
し
て
い
る
。
監
国
体
制
自
体
が
劉
皇
后
の
望
ま
ぬ
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と

は
、
も
は
や
明
白
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
皇
后
の
望
む
よ
う
な
政
務
分
担
の
形
で

の
監
国
体
制
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
事
実
認
識
に
誤
り
が
あ
る
と
し
て
李
燾

は
本
文
に
採
用
し
て
い
な
い
が
、『
記
聞
』
が
、

皇
后
命
じ
て
懐
政
を
收
め
て
獄
に
下
と
し
、
並
び
に
宮
中
に
萊
公
伝
位
を
奏

言
す
る
の
事
を
得
れ
ば
、
乃
ち
楊
崇
勲
に
命
じ
て
変
を
告
げ
し
め
、
懐
政
を

誅
し
、
萊
公
を
貶
す
）
82
（

。

と
記
し
、
皇
后
が
楊
崇
勲
を
使
っ
て
告
発
を
さ
せ
た
と
い
う
の
は
示
唆
的
で
あ
る
。

つ
ま
り
は
周
懐
政
が
そ
の
よ
う
な
計
画
を
立
て
て
い
た
と
い
う
誣
告
を
さ
せ
、
自

作
自
演
的
に
陰
謀
を
で
っ
ち
上
げ
、
そ
れ
を
機
に
自
ら
の
望
む
よ
う
な
政
治
的
状

況
に
持
っ
て
行
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

の
ち
劉
太
皇
太
后
が
崩
じ
て
仁
宗
の
親
政
が
始
ま
っ
た
景
祐
元
年
（
一
〇
三

四
）、
周
懐
政
の
弟
懐
信
が
、

兄
の
懐
政
、
天
禧
中
に
東
宮
に
給
事
し
、
最
も
親
信
を
取
ら
る
。
姦
臣
の
皇

嗣
を
危
う
く
せ
ん
と
謀
む
や
、
心
に
忠
憤
を
懐
き
、
憸
党
を
除
か
ん
と
議
す

る
も
、
崇
勲
及
び
楊
懐
吉
に
誣
告
せ
ら
れ
誅
を
被
る
。
今
懐
吉
死
す
る
と
雖

も
、
而
れ
ど
も
崇
勲
尚
お
將
相
に
居
れ
ば
、
乞
う
ら
く
は
其
の
事
を
正
し
て
、

以
て
幽
魂
を
慰
め
ら
れ
ん
。

と
上
言
し
て
、
こ
れ
が
容
れ
ら
れ
、
楊
崇
勲
が
子
と
と
も
に
左
遷
さ
れ
た
あ
と
）
83
（

、

ま
も
な
く
周
懐
政
の
名
誉
が
回
復
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
一
体
何
を
意
味
し
て
い

る
で
あ
ろ
う
か
）
84
（

。

こ
の
よ
う
に
当
時
の
状
況
を
深
く
読
み
込
ん
で
み
れ
ば
、
第
二
段
階
の
ク
ー
デ

タ
計
画
が
実
際
に
あ
っ
た
も
の
か
ど
う
か
、
よ
く
考
慮
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
の
、
当
時
、
帝
位
継
承
を
め
ぐ
る
争
い
の
中
で
、
周
懐
政
が
大
き
な
役
割

を
果
た
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
変
わ
り
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
は
、

も
っ
ぱ
ら
寇
準
と
丁
謂
・
劉
皇
后
の
動
き
に
ば
か
り
注
目
が
集
め
ら
れ
、
周
懐
政

は
そ
の
協
力
者
と
し
て
の
み
触
れ
ら
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
を
中
心
と
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し
た
宦
官
に
よ
る
宮
中
ク
ー
デ
タ
が
計
画
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
そ
の
蓋
然
性
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
た
当
時
の
政
治
状
況
に
、
よ
り
注
目
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
太
宗
の
嗣
位
か
ら
仁
宗
の
即
位
に
至
る
ま
で
の
間
、

北
宋
初
期
に
三
度
あ
っ
た
帝
位
継
承
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
暗
闘
が
存
在
し
て
お
り
、

そ
の
い
ず
れ
に
も
宦
官
が
深
く
関
与
し
て
い
た
。
帝
位
継
承
は
多
く
宮
中
（
禁

中
）
で
発
生
す
る
た
め
、
宦
官
が
絡
ん
で
く
る
の
は
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
る

し
、
本
稿
で
見
た
も
の
も
、
総
体
と
し
て
の
宦
官
勢
力
と
い
う
よ
り
も
、
言
っ
て

み
れ
ば
王
継
恩
・
周
懐
政
の
二
名
が
あ
く
ま
で
も
個
人
的
に
関
与
し
た
も
の
だ
と

言
え
な
い
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
単
に
外
朝
勢
力
と
の
協
力
者
と

い
っ
た
消
極
的
な
関
わ
り
で
は
な
く
、
計
画
の
主
謀
者
で
あ
っ
た
り
、
時
に
キ
ャ

ス
テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ト
を
握
る
と
こ
ろ
ま
で
い
っ
て
お
り
、
そ
の
動
向
を
無
視
し
え

な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

由
来
、
宋
代
に
お
い
て
は
宦
官
ら
の
政
治
的
関
与
は
非
常
に
限
定
的
で
、
い
わ

ゆ
る
「
内
朝
」
は
存
在
し
え
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
）
85
（

、
研
究
の
主
眼
も
む
し
ろ
科
挙

士
大
夫
ら
の
動
向
に
置
か
れ
、
宦
官
ら
に
つ
い
て
は
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。

宋
代
を
総
体
と
し
て
見
、
他
の
朝
代
と
比
べ
て
み
た
と
き
、
そ
の
よ
う
な
見
方
は

大
き
く
は
誤
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
内
朝
」
が
政
治
的
に
何

ら
の
影
響
力
も
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
は
早
計
で
は
な
か
ろ
う
か
。
特

に
本
稿
で
み
た
よ
う
に
、
政
事
の
根
幹
に
関
わ
る
帝
位
継
承
に
宦
官
が
深
く
関

わ
っ
て
い
た
こ
と
は
、
も
っ
と
注
目
し
て
よ
い
現
象
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
特
に
こ
の
北
宋
初
期
に
お
け
る
帝
位
継
承
に
宦
官
が
関
与
し
て
い
た
こ

と
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
宋
初
と
い
う

時
期
は
ま
だ
五
代
の
乱
世
の
延
長
上
に
あ
り
、
社
会
的
に
も
殺
伐
と
し
た
雰
囲
気

が
残
存
し
て
い
た
）
86
（

。
太
宗
が
招
来
し
た
、
科
挙
官
僚
を
主
軸
と
す
る
文
治
主
義
の

体
制
は
ま
だ
軌
道
に
乗
っ
て
お
ら
ず
、
本
稿
で
も
登
場
し
た
寇
準
・
丁
謂
ら
の
よ

う
な
科
挙
官
僚
に
よ
る
党
争
の
萌
芽
が
よ
う
や
く
見
ら
れ
る
の
が
真
宗
朝
で
あ
り
、

范
仲
淹
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
科
挙
官
僚
に
よ
る
士
大
夫
政
治
＝
「
君
主
独
裁

制
」
が
成
立
す
る
の
は
こ
れ
よ
り
後
の
こ
と
で
あ
る
）
87
（

。
こ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ

の
宋
初
に
お
い
て
は
、
ま
だ
唐
末
五
代
と
同
じ
く
、
宦
官
も
科
挙
官
僚
も
後
宮
勢

力
も
、
ど
れ
も
が
一
つ
の
政
治
勢
力
と
し
て
角
逐
し
て
い
た
時
期
だ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
う
し
た
状
況
の
中
に
あ
っ
た
の
が
、
こ
の
時
期
の
帝
位
継
承
と
宦
官

の
関
与
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註（1
）　

代
表
的
な
も
の
を
挙
げ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　

宮
崎
市
定
「
宋
の
太
祖
被
弑
説
に
つ
い
て
」『
宮
崎
市
定
全
集
』
一
〇
、

岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
。
初
出
は
一
九
四
五
年
。

　

愛
宕
元
「
宋
太
祖
弑
害
説
と
上
清
太
平
宮
」『
史
林
』
六
七
│
二
、
一
九

八
四
年
。

　

李
裕
民
「
揭
開
斧
声
灯
影
之
謎
」『
山
西
大
学
学
報
』
一
九
八
八
│
三
。

　

侯
建
方
「
宋
太
宗
継
統
考
実
」『
復
旦
大
学
学
報
』
一
九
九
二
│
二
。

　

蒲
章
臻
「〝
灯
影
斧
声
〞〝
金
匱
之
盟
〞：
宗
室
政
策
視
角
下
的
太
宗
継
位

問
題
」『
池
州
学
院
学
報
』
二
〇
二
〇
│
四
。

（
2
）　

李
燾
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』（
以
下
、『
長
編
』
と
略
称
）
巻
一
七
・
開
宝
九

年
十
月
癸
丑
条
。

（
3
）　

宋
代
に
お
け
る
帝
位
継
承
時
に
、
先
代
の
皇
后
が
果
た
し
た
役
割
の
大
き
さ

を
考
察
し
た
研
究
に
秦
玲
子
「
宋
代
の
后
と
帝
嗣
決
定
権
」（『
中
国
伝
統
社
会

と
家
族
│
柳
田
節
子
先
生
古
稀
記
念
』
汲
古
書
店
、
一
九
九
三
年
）
が
あ
る
が
、

こ
の
と
き
の
こ
と
と
し
て
、
太
宗
は
自
ら
の
力
で
「
自
立
」
し
た
も
の
だ
と
し

て
い
る
（
六
二
│
六
三
頁
）。
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（
4
）　

拙
稿
「
宦
官
官
職
と
し
て
の
宋
代
御
薬
院
」『
清
泉
女
子
大
学
人
文
科
学
研

究
所
紀
要
』
三
九
、
二
〇
一
八
年
。

（
5
）　
『
長
編
』
巻
一
七
・
開
宝
九
年
十
月
壬
子
条
。

（
6
）　

張
明
華
「
宋
太
宗
与
北
宋
初
幾
部
官
修
史
書
的
形
成
」『
史
学
史
研
究
』
二

〇
〇
四
│
四
。

（
7
）　

李
攸
『
宋
朝
事
実
』
巻
七
。

建
隆
初
、
太
祖
遣
使
詣
真
源
祠
老
子
、
于
京
城
修
建
隆
観
、
観
在
閶
闔
門

外
。
周
世
宗
建
曰
太
清
観
、
帝
命
重
修
賜
今
名
。
自
是
斎
修
率
就
是
観
。

自
五
代
以
来
道
流
庸
雑
。

（
8
）　
『
長
編
』
巻
一
七
・
開
宝
九
年
十
月
壬
子
条
。

（
9
）　

こ
の
あ
た
り
の
考
証
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注（
1
）愛
宕
論
文
五
四
〜
五
五
頁

参
照
。

（
10
）　

以
下
の
内
容
は
、『
宋
史
』
巻
二
二
五
・
宦
者
列
伝
・
王
継
恩
伝
を
参
照
。

（
11
）　

先
の
「
内
侍
行
首
」
も
「
裏
面
内
班
小
底
都
知
」
も
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う

な
官
職
で
あ
る
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
北
宋
建
国
ま
も
な
い
こ
の
頃
、
宦
官

の
官
職
も
ま
だ
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
原
因
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く

は
の
ち
の
「
入
内
内
侍
省
都
知
」
な
ど
に
相
当
す
る
も
の
と
推
測
す
る
。

（
12
）　
『
新
唐
書
』
巻
二
四
・
車
服
志
。

（
13
）　

司
馬
光
『
涑
水
記
聞
』
巻
一
。

太
祖
嘗
罷
朝
、
坐
便
殿
、
不
楽
者
、
久
之
、
内
侍
行
首
王
継
恩
請
其
故
。

上
曰
「
爾
謂
天
子
為
容
易
耶
。
早
来
吾
乗
快
指
揮
一
事
而
誤
、
故
不
楽

耳
。」
孔
子
称
「
如
知
為
君
之
難
也
、
不
幾
乎
一
言
而
興
邦
乎
。」
太
祖
有

焉
。

（
14
）　
『
宋
史
』
巻
二
二
五
・
宦
者
列
伝
・
王
継
恩
伝
。

（
開
宝
）
九
年
春
、
改
裏
面
内
班
小
底
都
知
、
賜
金
紫
。
十
月
、
加
武
徳

使
。
太
祖
崩
、
副
杜
彦
圭
案
行
陵
地
、
尋
充
永
昌
陵
使
。

　
　
　

徐
松
『
宋
会
要
輯
稿
』（
以
下
、『
宋
会
要
』
と
略
称
）
礼
二
九
│
一
。

開
宝
九
年
十
月
二
十
日
、
太
祖
崩
於
万
歳
殿
。

（
15
）　
『
長
編
』
巻
三
六
・
淳
化
五
年
八
月
癸
巳
条
。

（
16
）　

王
偁
『
東
都
事
略
』
巻
一
二
〇
・
宦
者
列
伝
・
王
継
恩
伝
。

（
17
）　
『
宋
会
要
』
礼
二
九
│
二
。

（
開
宝
九
年
十
月
）
二
十
五
日
、
命
翰
林
使
、
饒
州
団
練
使
杜
彦
圭
為
山

陵
按
行
使
、
武
徳
使
王
継
恩
副
之
。
内
出
遺
留
物
賜
近
臣
有
差
。

（
18
）　
『
宋
会
要
』
礼
二
九
│
二
。

（
開
宝
九
年
十
月
）
二
十
四
日
、
大
歛
成
服
、
宰
臣
薛
居
正
前
跪
奏
請
聴

政
、
制
可
之
。
翌
日
、
移
御
長
春
殿
。

（
19
）　
『
宋
史
』
巻
二
二
二
・
外
戚
伝
・
劉
知
信
伝
。

太
宗
即
位
、
進
領
本
州
団
練
使
、
拝
武
徳
使
。
従
征
河
東
、
又
為
行
宮
使
。

（
20
）　
『
長
編
』
巻
四
一
・
至
道
三
年
三
月
癸
巳
条
。

（
21
）　

滝
野
邦
雄
氏
は
、
当
時
の
改
元
事
情
を
改
め
て
確
認
し
た
上
で
、
こ
れ
は
冬

至
に
お
け
る
南
郊
儀
礼
と
そ
れ
に
と
も
な
う
改
元
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
当

時
と
し
て
は
違
和
感
が
な
か
っ
た
と
述
べ
る
（
滝
野
邦
雄
「
宋
・
太
宗
の
太
平

興
国
の
改
元
に
つ
い
て
」『
和
歌
山
大
学
経
済
学
会
研
究
年
報
』
一
四
、
二
〇

一
〇
年
）。

（
22
）　
『
長
編
』
巻
一
七
・
開
宝
九
年
十
月
庚
申
条
。

以
皇
弟
永
興
節
度
使
、
兼
侍
中
廷
美
為
開
封
尹
、
兼
中
書
令
、
封
斉
王
。

（
23
）　

見
城
光
威
「
宋
太
宗
政
権
考
（
上
）」『
東
北
大
学
文
学
研
究
科
研
究
年
報
』

五
五
、
二
〇
〇
五
年
。

（
24
）　
『
宋
史
』
巻
二
四
四
・
宗
室
伝
・
魏
王
廷
美
伝
。

初
、
昭
憲
太
后
不
予
、
命
太
祖
伝
位
太
宗
、
因
顧
謂
趙
普
曰
「
爾
同
記
吾

言
、
不
可
違
也
。」
命
普
於
榻
前
為
約
誓
書
、
普
於
紙
尾
書
云
「
臣
普
書
」、

蔵
之
金
匱
、
命
謹
密
宮
人
掌
之
。
或
謂
昭
憲
及
太
祖
本
意
、
蓋
欲
太
宗
伝

之
廷
美
、
而
廷
美
復
伝
之
徳
昭
。

（
25
）　
『
長
編
』
巻
二
〇
・
太
平
興
国
四
年
八
月
甲
戌
条
。

初
、
武
功
郡
王
徳
昭
従
征
幽
州
、
軍
中
嘗
夜
驚
、
不
知
上
所
在
、
或
有
謀

立
王
者
、
会
知
上
処
、
乃
止
。
上
微
聞
其
事
、
不
悦
。
及
帰
、
以
北
征
不

利
、
久
不
行
太
原
之
賞
、
議
者
皆
謂
不
可
、
於
是
徳
昭
乗
間
入
言
、
上
大

怒
曰
「
待
汝
自
為
之
、
賞
未
晩
也
。」
徳
昭
惶
恐
、
還
宮
、
謂
左
右
曰

「
帯
刀
乎
。」
左
右
辞
以
宮
中
不
敢
帯
。
徳
昭
因
入
茶
酒
閤
、
拒
戸
、
取
割

果
刀
自
刎
。
上
聞
之
、
驚
悔
、
往
抱
其
尸
、
大
哭
曰
「
痴
児
、
何
至
此

耶
。」
追
封
魏
王
、
諡
曰
懿
。

（
26
）　
『
宋
史
』
巻
二
四
四
・
宗
室
伝
・
秦
王
徳
芳
伝
。



75

宋初四代の帝位継承と宦官

六
年
三
月
、
寝
疾
薨
、
年
二
十
三
。
車
駕
臨
哭
、
廃
朝
五
日
。
贈
中
書
令
、

岐
王
及
謚
。

（
27
）　
『
宋
史
』
巻
二
四
四
・
宗
室
伝
・
魏
王
廷
美
伝
。

　
　
　
　

徳
昭
不
得
其
死
、
徳
芳
相
継
夭
絶
、
廷
美
始
不
自
安
。

（
28
）　

蔡
絛
『
鉄
囲
山
叢
談
』
巻
一
。

太
宗
始
嗣
位
、
思
有
以
帖
服
中
外
。
一
日
、
輦
下
諸
肆
、
有
為
丐
者
不
得

乞
、
因
倚
門
大
罵
為
無
頼
者
。
主
人
遜
謝
、
久
不
得
解
。
即
有
数
十
百
眾
、

方
擁
門
聚
観
、
中
忽
一
人
躍
出
、
以
刀
刺
丐
者
死
、
且
遺
其
刀
而
去
。
会

日
已
暮
、
追
捕
莫
獲
。
翌
日
奏
聞
、
太
宗
大
怒
、
謂
是
猶
習
五
季
乱
、
乃

敢
中
都
白
昼
殺
人
。
即
厳
索
捕
、
期
在
必
得
。
有
司
懼
罪
、
久
之
、
跡
其

事
、
是
乃
主
人
不
勝
其
忿
而
殺
之
耳
。
獄
将
具
、
太
宗
喜
曰
「
卿
能
用
心

若
是
、
雖
然
、
第
為
朕
第
一
覆
、
毋
枉
焉
。
且
携
其
刀
来
。」
不
数
日
、

尹
再
登
対
、
以
獄
詞
並
刀
上
。
太
宗
問
「
審
乎
。」
曰
「
審
矣
。」
於
是
太

宗
顧
旁
小
內
侍
、
取
吾
鞘
来
。
小
内
侍
唯
命
、
即
奉
刀
内
鞘
中
。
因
払
袖

而
起
、
入
曰
「
如
此
、
寧
不
妄
殺
人
。」

（
29
）　
『
宋
史
』
巻
二
四
四
・
宗
室
伝
・
魏
王
廷
美
伝
。

七
年
三
月
、
或
告
秦
王
廷
美
驕
恣
、
将
有
陰
謀
窃
発
。
上
不
忍
暴
其
事
、

遂
罷
廷
美
開
封
尹
、
授
西
京
留
守
、
賜
襲
衣
、
通
犀
帯
、
銭
千
万
緡
、
絹
、

綵
各
万
匹
、
銀
万
両
、
西
京
甲
第
一
区
。

（
30
）　

何
冠
環
「
金
匱
之
盟
真
偽
新
考
」『
暨
南
大
学
学
報
』
一
九
九
三
│
三
。

　
　
　

王
育
済
「
金
匱
之
盟
真
偽
考
」『
山
東
大
学
学
報
』
一
九
九
三
│
一
。

（
31
）　
『
長
編
』
巻
二
二
・
太
平
興
国
六
年
九
月
丙
午
条
。

太
子
太
保
趙
普
奉
朝
請
累
年
、
盧
多
遜
益
毀
之
、
鬱
鬱
不
得
志
。
普
子
承

宗
、
娶
燕
国
長
公
主
女
。
承
宗
適
知
潭
州
、
受
詔
帰
闕
成
婚
、
礼
未
踰
月
、

多
遜
白
遣
帰
任
、
普
由
是
憤
怒
。
会
如
京
使
柴
禹
錫
等
告
秦
王
廷
美
驕
恣
、

将
有
陰
謀
窃
発
。
上
召
問
普
、
普
対
曰
「
臣
願
備
枢
軸
以
察
姦
変
。」
退
、

復
密
奏
「
臣
開
国
旧
臣
、
為
権
倖
所
沮
。」
因
言
昭
憲
顧
命
及
先
朝
自
愬

之
事
。
上
於
宮
中
訪
得
普
前
所
上
章
、
并
発
金
匱
、
遂
大
感
寤
、
即
留
承

宗
京
師
、
召
普
謂
曰
「
人
誰
無
過
、
朕
不
待
五
十
、
已
尽
知
四
十
九
年
非

矣
。」
辛
亥
、
以
普
為
司
徒
、
兼
侍
中
。

（
32
）　
『
宋
史
』
巻
二
四
四
・
宗
室
伝
・
魏
王
廷
美
伝
。

会
趙
普
再
相
、
廉
得
盧
多
遜
与
廷
美
交
通
事
上
聞
。
上
怒
、
責
授
多
遜
兵

部
尚
書
、
下
御
史
獄
。
…
趙
普
以
廷
美
謫
居
西
洛
非
便
、
復
教
知
開
封
府

李
符
上
言
「
廷
美
不
悔
過
、
怨
望
、
乞
徙
遠
郡
、
以
防
他
変
。」
詔
降
廷

美
為
涪
陵
県
公
、
房
州
安
置
。
…
雍
熙
元
年
、
廷
美
至
房
州
、
因
憂
悸
成

疾
而
卒
、
年
三
十
八
。

（
33
）　
『
宋
史
』
巻
二
四
四
・
宗
室
伝
・
漢
王
元
佐
伝
。

太
平
興
国
中
、
出
居
内
東
門
別
第
、
拝
検
校
太
傅
、
同
中
書
門
下
平
章
事
、

封
衛
王
、
赴
上
于
中
書
。
後
徙
居
東
宮
、
改
賜
今
名
、
加
検
校
太
尉
、
進

封
楚
王
。

（
34
）　

蘇
轍
『
龍
川
別
志
』
巻
上
。

（
35
）　
『
長
編
』
巻
二
二
・
雍
熙
二
年
九
月
条
。

（
36
）　
『
長
編
』
巻
二
二
・
雍
熙
二
年
九
月
条
原
注
。

司
馬
光
『
日
記
』
載
宋
敏
求
云
、
廷
美
之
貶
、
元
佐
請
其
罪
、
由
是
失
愛
。

日
記
蓋
得
其
実
也
。

（
37
）　

直
接
的
に
は
、
こ
の
年
の
重
陽
の
宴
に
呼
ば
れ
な
か
っ
た
元
佐
が
、
自
暴
自

棄
に
な
っ
て
放
火
し
た
と
い
う
。

　
　
　
『
長
編
』
巻
二
二
・
雍
熙
二
年
九
月
庚
戌
条
。

重
陽
、
召
諸
王
宴
射
苑
中
、
而
元
佐
以
疾
新
起
、
不
預
。
至
暮
、
陳
王
元

佑
等
過
之
、
元
佐
謂
曰
「
汝
等
与
至
尊
宴
射
、
而
我
不
預
焉
、
是
為
君
父

所
棄
也
。」
遂
発
憤
、
中
夜
、
閉
媵
妾
、
縦
火
焚
宮
。
…
…
遂
下
制
廃
為

庶
人
、
送
均
州
安
置
。

（
38
）　
『
長
編
』
巻
二
三
・
雍
熙
三
年
十
月
甲
辰
条
。

以
陳
王
元
僖
為
開
封
尹
、
兼
侍
中
。

（
39
）　
『
長
編
』
巻
三
三
・
淳
化
三
年
十
一
月
己
亥
条
。

開
封
尹
、
許
王
元
僖
早
朝
、
方
坐
殿
廬
中
、
覚
体
中
不
佳
、
遂
不
入
謁
、

径
帰
府
。
車
駕
遽
臨
視
、
疾
巳
亟
、
上
呼
之
、
猶
能
応
、
少
選
薨
、
年
二

十
七
。
上
哭
之
慟
、
左
右
皆
不
敢
仰
視
。
追
贈
太
子
、
諡
曰
恭
孝
。

（
40
）　
『
長
編
』
巻
三
六
・
淳
化
五
年
九
月
壬
申
条
。

以
襄
王
元
侃
為
開
封
尹
、
改
封
寿
王
、
用
寇
準
之
言
也
。

（
41
）　

島
居
一
康
「
王
小
波
・
李
順
の
乱
の
性
格
│
宋
代
四
川
の
地
主
佃
戸
制
と
の

関
連
に
お
い
て
」『
東
洋
史
研
究
』
二
九
│
一
、
一
九
七
〇
年
。
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丹
喬
二
「
宋
初
四
川
の
王
小
波
・
李
順
の
乱
に
つ
い
て
│
唐
宋
変
革
の
一
問

題
」『
東
洋
学
報
』
六
一
│
三
・
四
、
一
九
八
〇
年
。

（
42
）　

以
下
、
こ
の
と
き
の
模
様
に
つ
い
て
は
、
楊
仲
良
『
続
資
治
通
鑑
長
編
紀
事

本
末
』
巻
一
三
「
李
順
之
変
」
を
参
照
。

（
43
）　
『
長
編
』
巻
四
一
・
至
道
三
年
五
月
甲
戌
条
。

太
宗
之
即
位
也
、
継
恩
有
力
焉
、
太
宗
以
爲
忠
、
自
是
寵
遇
莫
比
。

（
44
）　

曽
鞏
『
隆
平
集
』
巻
二
。

布
衣
潘
閬
、
常
売
薬
京
師
、
好
結
交
上
左
右
、
有
言
其
善
吟
詩
者
。
至
道

初
、
召
対
、
賜
進
士
出
身
、
国
子
四
門
助
教
、
未
幾
、
追
還
所
賜
。（
潘

君
行
径
正
是
後
来
隠
士
宗
派
。）

　
　
　
『
長
編
』
巻
三
七
・
至
道
元
年
四
月
丙
申
条
。

賜
布
衣
潘
閬
進
士
及
第
。
未
幾
、
追
還
詔
書
、
以
閬
所
為
狂
妄
故
也
。

　
　
　

ま
た
、
晁
公
武
『
郡
斎
読
書
志
』
巻
四
中
に
「
潘
逍
遥
詩
三
巻
」
が
あ
り
、

潘
閬
に
つ
い
て
も
記
述
が
あ
る
。

（
45
）　
『
長
編
』
巻
四
一
・
至
道
三
年
五
月
甲
戌
条
。

（
46
）　

王
明
清
『
揮
麈
録
』
余
話
巻
一
で
は
、
擁
立
し
よ
う
と
し
た
の
は
太
祖
の
孫

で
、
徳
昭
の
子
で
あ
る
惟
吉
だ
と
す
る
。

太
宗
大
漸
、
継
恩
乃
与
参
知
政
事
李
昌
齢
、
枢
密
趙
鎔
、
知
制
誥
胡
旦
、

布
衣
潘
閬
謀
立
太
祖
之
孫
惟
吉
。
適
洩
其
機
、
呂
正
恵
時
為
上
宰
、
鎖
継

恩
、
而
迎
真
宗
於
南
衙
、
即
帝
位
。
継
恩
等
尋
悉
誅
竄
。

（
47
）　
『
宋
会
要
』
帝
系
二
│
三
・
淳
化
三
年
十
一
月
己
亥
条
。

未
幾
、
人
有
言
元
僖
為
嬖
妾
張
氏
所
惑
、
専
恣
、
棰
僕
妾
有
至
死
者
、
而

元
僖
不
知
。
為
張
氏
于
都
城
西
仏
寺
招
魂
葬
其
父
母
、
僭
差
踰
制
。
又
言

元
僖
因
誤
食
他
物
得
病
、
及
其
宮
中
私
事
。
上
怒
、
命
縊
殺
張
氏
、
捕
元

僖
左
右
親
吏
繋
獄
、
令
皇
城
使
王
継
恩
験
問
、
悉
決
杖
停
免
。

（
48
）　
『
宋
史
』
巻
二
八
一
・
呂
端
伝
。

許
王
元
僖
尹
開
封
、
又
為
判
官
。
王
薨
、
有
発
其
陰
事
者
、
坐
裨
賛
無
状
、

遣
御
史
武
元
穎
、
内
侍
王
継
恩
就
鞫
于
府
。
端
方
決
事
、
徐
起
候
之
、
二

使
曰
「
有
詔
推
君
。」
端
神
色
自
若
、
顧
従
者
曰
「
取
帽
来
。」
二
使
曰

「
何
遽
至
此
。」
端
曰
「
天
子
有
制
問
、
即
罪
人
矣
、
安
可
在
堂
上
対
制

使
。」
即
下
堂
、
随
問
而
答
。
左
遷
衛
尉
少
卿
。

（
49
）　
『
長
編
』
巻
四
一
・
至
道
三
年
五
月
甲
戌
条
。

戸
部
侍
郎
、
参
知
政
事
李
昌
齢
、
責
授
忠
武
節
度
行
軍
司
馬
。
宣
政
使
、

桂
州
観
察
使
王
継
恩
、
責
授
右
監
門
衛
将
軍
、
均
州
安
置
。
安
遠
節
度
行

軍
司
馬
胡
旦
、
削
籍
流
潯
州
。
…
…
上
既
即
位
、
加
恩
百
官
、
継
恩
又
密

託
旦
為
褒
辞
。
旦
已
先
坐
絀
、
于
是
并
逐
三
人
者
。
詔
以
継
恩
潜
懐
凶
慝
、

与
昌
齢
等
交
通
請
託
、
漏
洩
宮
禁
語
言
也
。
籍
継
恩
家
貲
、
多
得
蜀
主
僭

侈
之
物
。
尋
詔
中
外
臣
僚
曽
与
継
恩
交
結
及
通
書
疏
者
、
一
切
不
問
。
後

二
年
、
継
恩
死
于
貶
所
。

（
50
）　
『
長
編
』
巻
四
一
・
至
道
三
年
三
月
癸
巳
条
原
注

王
継
恩
等
謀
廃
立
、『
実
録
』、『
国
史
』
絶
不
見
其
事
迹
、
蓋
若
有
所
隠

諱
。
今
拠
呂
誨
集
『
正
恵
公
補
伝
』
及
司
馬
光
『
記
聞
』
増
修
、『
補
伝
』

所
載
、
比
之
『
記
聞
』
尤
詳
也
。

（
51
）　

こ
れ
ら
道
教
儀
礼
が
実
践
さ
れ
た
の
は
、
澶
淵
の
盟
締
結
に
よ
っ
て
低
下
し

た
威
信
の
回
復
を
目
指
し
た
た
め
、
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
湯
勤
福
は
真

宗
の
後
継
者
を
巡
る
不
安
感
、
特
に
元
佐
の
存
在
が
大
き
い
と
す
る
。（
湯
勤

福
「
宋
真
宗
〝
封
禅
滌
恥
〞
説
質
疑
│
論
真
宗
朝
統
治
危
機
与
天
書
降
臨
、
東

封
西
祀
之
関
係
」『
河
北
大
学
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）』
二
〇
一
九
│
二
）。

（
52
）　
『
長
編
』
卷
九
六
・
天
禧
四
年
七
月
甲
戌
条
。

（
53
）　

同
前
注
。

（
54
）　

同
前
注
。

（
55
）　

同
前
注
。

詔
宣
徽
北
院
使
曹
瑋
与
崇
勲
就
御
薬
院
鞫
訊
、
不
数
刻
、
具
引
伏
。
上
坐

承
明
殿
臨
問
、
懐
政
但
祈
哀
而
已
。
命
載
以
車
、
赴
城
西
普
安
仏
寺
斬
之
。

（
56
）　

王
瑞
来
『
宋
代
の
皇
帝
権
力
と
士
大
夫
政
治
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一
年
。

　
　
　

熊
本
崇
「
宋
仁
宗
立
太
子
前
後
│
慶
暦
「
改
革
」
前
史
」『
集
刊
東
洋
学
』

七
九
、
一
九
九
八
年
。

　
　
　

張
其
凡
、
劉
広
豊
「
寇
準
、
丁
謂
之
争
与
宋
真
宗
朝
後
期
政
治
」『
暨
南
史

学
』
二
〇
〇
七
│
五
。

　
　
　

朱
倩
倩
「
宋
真
宗
晚
年
権
力
交
接
問
題
探
析
」『
宋
史
研
究
論
叢
』
二
四
、

二
〇
一
九
年
。

（
57
）　
『
長
編
』
巻
九
三
・
天
禧
三
年
三
月
乙
酉
条
。
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入
内
副
都
知
周
懐
政
日
侍
内
廷
、
権
任
尤
盛
、
付
会
者
頗
衆
、
往
往
言
事

獲
従
。
同
輩
位
望
居
右
者
、
必
排
抑
之
。
中
外
帑
庫
、
皆
得
専
取
、
而
多

入
其
家
。
性
識
凡
近
、
酷
信
妖
妄
。
有
朱
能
者
、
本
単
州
団
練
使
田
敏
家

厮
養
、
性
凶
狡
、
遂
賂
其
親
信
得
見
、
因
与
親
事
卒
姚
斌
等
妄
談
神
怪
事

以
誘
之
。
懐
政
大
惑
、
援
引
能
至
御
薬
使
、
領
階
州
刺
史
、
俄
於
終
南
山

修
道
観
、
与
殿
直
劉
益
輩
造
符
命
、
託
神
霊
、
言
国
家
休
咎
、
或
臧
否
大

臣
。

（
58
）　
『
長
編
』
巻
九
三
・
天
禧
三
年
三
月
乙
酉
条
。

時
寇
準
鎮
永
興
、
能
為
巡
検
、
頼
準
旧
望
、
欲
実
其
事
。
準
性
剛
強
好
勝
、

喜
其
付
己
、
故
多
依
違
之
。
是
月
、
準
奏
天
書
降
乾
祐
山
中
、
蓋
能
所
為

也
。
中
外
咸
識
其
詐
、
上
独
不
疑
。

（
59
）　
『
長
編
』
巻
七
九
・
大
中
祥
符
五
年
十
二
月
丁
亥
条
。
た
だ
し
李
燾
は
原
注

で
、
こ
れ
は
基
づ
い
た
『
実
録
』
が
劉
太
后
の
垂
簾
聴
政
期
に
作
成
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
全
幅
の
信
頼
は
置
け
な
い
と
す
る
。

（
60
）　
『
長
編
』
巻
九
五
・
天
禧
四
年
六
月
丙
申
条
。

時
上
不
予
、
艱
於
語
言
、
政
事
多
中
宮
所
決
、
謂
等
交
通
詭
秘
、
其
党
日

固
。

（
61
）　
『
長
編
』
巻
九
五
・
天
禧
四
年
六
月
丙
申
条

劉
氏
宗
人
橫
於
蜀
、
奪
民
塩
井
、
上
以
皇
后
故
、
欲
赦
其
罪
、
準
必
請
行

法
、
重
失
皇
后
意
。

（
62
）　
『
長
編
』
巻
九
五
・
天
禧
四
年
六
月
丙
申
条
。

（
63
）　

銭
惟
演
の
前
に
呼
び
出
さ
れ
た
知
制
誥
晏
殊
が
、
自
ら
の
職
務
権
限
に
な
い

た
め
起
草
を
固
辞
し
た
あ
と
、
事
が
機
密
に
関
わ
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
、「
学

士
院
」
に
そ
の
ま
ま
宿
泊
し
た
、
と
い
う
こ
と
か
ら
、
銭
惟
演
に
よ
る
起
草
も

学
士
院
で
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
『
長
編
』
巻
九
五
・
天
禧
四
年
六
月
丙
申
条
。

会
日
暮
、
召
知
制
誥
晏
殊
入
禁
中
、
示
以
除
目
、
殊
曰
「
臣
掌
外
制
、
此

非
臣
職
也
。」
乃
召
惟
演
、
須
臾
、
惟
演
至
、
極
論
準
専
恣
、
請
深
責
。

…
…
殊
既
誤
召
、
因
言
恐
泄
機
事
、
臣
不
敢
復
出
。
遂
宿
於
学
士
院
。

…
…
及
宣
制
、
則
非
殊
疇
昔
所
見
者
、
不
知
殊
所
見
除
目
又
何
等
也
。
殊

不
以
告
人
、
故
亦
莫
得
其
詳
云
。

（
64
）　
『
長
編
』
巻
九
六
・
天
禧
四
年
七
月
辛
酉
条
。

召
宗
室
、
近
臣
及
太
子
太
傅
寇
準
、
兵
部
尚
書
馮
拯
、
観
苑
中
嘉
穀
、
遂

宴
於
玉
宸
殿
。

（
65
）　

李
迪
は
か
つ
て
劉
氏
の
立
后
に
反
対
し
た
こ
と
で
劉
皇
后
か
ら
恨
み
を
買
っ

て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
宰
相
就
任
を
固
辞
し
て
い
た
が
、
太
子
の
勧
め
も
あ
っ

て
相
位
に
就
い
た
と
い
う
。

　
　
　
『
宋
史
』
巻
三
一
〇
・
李
迪
伝
。

初
、
上
将
立
章
献
后
、
迪
屢
上
疏
諫
、
以
章
献
起
於
寒
微
、
不
可
母
天
下
。

章
献
深
銜
之
。

　
　
　
『
長
編
』
巻
九
六
・
天
禧
四
年
七
月
癸
亥
条
。

上
対
参
知
政
事
李
迪
、
兵
部
尚
書
馮
拯
、
翰
林
学
士
銭
惟
演
于
滋
福
殿
。

寇
準
罷
、
上
欲
相
迪
、
迪
固
辞
、
於
是
又
以
属
迪
。
有
頃
、
皇
太
子
出
拝

上
前
、
曰
「
蒙
恩
用
賓
客
為
相
、
敢
以
謝
。」
上
顧
謂
迪
曰
「
尚
復
何
辞

耶
。」

（
66
）　
『
長
編
』
巻
九
六
・
天
禧
四
年
七
月
庚
午
条
。

遂
召
銭
惟
演
、
惟
演
入
、
対
曰
「
馮
拯
故
参
知
政
事
、
今
拝
枢
密
使
、
当

矣
。
但
中
書
不
当
止
用
李
迪
一
人
、
盍
遷
曹
利
用
或
丁
謂
過
中
書
。」
上

曰
「
誰
可
。」
惟
演
曰
「
丁
謂
文
臣
、
過
中
書
為
便
。」
又
言
玉
清
昭
応
宮

未
有
使
、
謂
首
議
建
宮
、
宜
即
令
領
此
。
又
言
曹
利
用
忠
赤
、
有
功
国
家
、

亦
宜
与
平
章
事
。
上
曰
「
諾
。」
庚
午
、
以
枢
密
使
、
吏
部
尚
書
丁
謂
平

章
事
、
枢
密
使
、
検
校
太
尉
曹
利
用
加
同
平
章
事
、
皆
用
惟
演
所
言
也
。

（
67
）　
『
長
編
』
巻
九
六
・
天
禧
四
年
七
月
壬
申
条
。

上
既
従
銭
惟
演
之
言
、
擢
丁
謂
首
相
、
加
曹
利
用
同
平
章
事
、
然
所
以
待

寇
準
者
猶
如
故
。
謂
等
懼
、
謀
益
深
。
是
日
、
準
入
対
、
具
言
謂
及
利
用

等
交
通
蹤
跡
、
又
言
「
臣
若
有
罪
、
当
与
李
迪
同
坐
、
不
応
独
被
斥
。」

上
即
召
迪
至
前
質
之
、
両
人
論
弁
良
久
、
上
意
不
楽
、
迪
再
三
目
準
令
退
。

及
俱
退
、
上
復
召
迪
入
対
、
作
色
曰
「
寇
準
遠
貶
、
卿
与
丁
謂
、
曹
利
用

並
出
外
。」
迪
言
「
謂
及
利
用
須
学
士
降
麻
、
臣
但
乞
知
一
州
。」
上
沈
吟

良
久
、
色
漸
解
、
曰
「
将
取
文
字
來
。」
迪
退
、
復
作
文
字
却
進
、
上
遽

洒
然
曰
「
卿
等
無
他
、
且
留
文
字
商
量
。」
更
召
謂
入
対
、
謂
請
除
準
節

鉞
、
令
出
外
、
上
不
許
。
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（
68
）　

以
下
は
、『
宋
史
』
巻
二
二
五
・
宦
者
列
伝
・
周
懐
政
伝
。

（
69
）　

劉
承
規
は
、
内
蔵
を
管
理
し
て
慎
み
深
く
、
権
衡
の
作
成
や
玉
清
昭
応
宮
の

建
築
、
実
録
・
国
史
・『
冊
府
元
亀
』
の
編
纂
・
校
正
に
も
携
わ
っ
た
才
人
で
、

儒
者
の
風
あ
る
希
有
な
宦
官
で
あ
っ
た
。
景
徳
殿
使
と
い
う
班
官
は
彼
の
た
め

に
新
設
さ
れ
た
も
の
で
、
大
中
祥
符
六
年
（
一
〇
一
三
）
七
月
に
亡
く
な
っ
た

と
き
、
真
宗
は
朝
を
廃
し
た
と
い
う
。（『
宋
史
』
巻
二
二
五
・
宦
者
列
伝
・
本

伝
）

（
70
）　
『
長
編
』
巻
八
七
・
大
中
祥
符
九
年
八
月
丙
子
条
。

崇
儀
使
、
入
内
押
班
周
懐
政
為
玉
清
昭
応
宮
都
監
、
西
京
左
蔵
庫
副
使
、

帯
御
器
械
王
承
勛
為
同
都
監
、
供
備
庫
副
使
周
懐
信
為
景
霊
宮
都
監
、
東

染
院
使
鄧
守
恩
為
会
霊
観
都
監
、
並
逓
宿
宮
観
。
懐
政
常
在
禁
中
、
故
増

一
員
。

（
71
）　
『
長
編
』
巻
八
六
・
大
中
祥
符
九
年
二
月
庚
午
条
。

詔
築
堂
於
元
符
観
南
、
為
皇
子
就
学
之
所
、
賜
名
曰
「
資
善
」、
上
作
記
、

刻
石
堂
中
。
命
入
内
押
班
周
懐
政
為
都
監
、
入
内
供
奉
官
楊
懐
玉
為
寿
春

郡
王
伴
読
、
仍
面
戒
不
得
於
堂
中
戯
笑
及
陳
玩
弄
之
具
、
庶
事
由
礼
、
使

王
親
近
僚
友
。

（
72
）　
『
長
編
』
巻
九
二
・
天
禧
二
年
八
月
庚
辰
条
。

立
昇
王
受
益
為
皇
太
子
、
改
名
禎
。

　
　
　
『
長
編
』
巻
九
二
・
天
禧
二
年
八
月
庚
戌
条
。

以
右
諫
議
大
夫
、
知
開
封
府
楽
黄
目
為
給
事
中
、
兼
太
子
左
庶
子
。
…
…

玉
清
昭
応
宮
資
善
堂
都
監
、
左
蔵
庫
使
、
長
州
刺
史
、
入
内
押
班
周
懐

﹇
正
﹈（
政
）
為
左
騏
驥
使
、
入
内
副
都
知
、
兼
管
句
左
右
春
坊
事
。

（
73
）　

李
燾
の
引
く
周
懐
政
の
『
国
史
』
本
伝
に
よ
る
と
、
第
一
段
階
の
あ
と
、
真

宗
に
疎
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
不
安
に
感
じ
た
こ
と
が
き
っ
か
け

だ
と
す
る
よ
う
だ
が
、
第
二
段
階
の
拘
束
時
に
周
懐
政
が
崇
政
殿
東
廡
に
い
て

禁
中
に
出
入
り
し
て
い
た
こ
と
、『
実
録
』
の
方
に
は
そ
の
記
述
が
な
い
こ
と

か
ら
、
そ
の
信
憑
性
を
李
燾
は
疑
っ
て
い
る
。

　
　
　
『
長
編
』
卷
九
六
・
天
禧
四
年
七
月
甲
戌
条
原
注
。

懐
政
本
伝
云
、
上
姑
務
含
容
、
不
忍
斥
其
過
、
然
漸
疎
遠
之
。
懐
政
憂
懼
、

時
使
小
黄
門
自
禁
中
出
、
詐
称
宣
召
、
入
内
東
門
坐
別
室
、
久
之
而
出
、

以
欺
同
輩
。
実
録
亦
云
然
。
収
懐
政
時
、
実
在
崇
政
殿
東
廡
、
則
其
出
入

禁
中
、
固
自
如
也
。
但
丁
謂
等
多
為
之
防
、
使
懐
政
罕
得
見
上
爾
、
蓋
未

有
疎
遠
懐
政
意
也
。
本
伝
又
云
上
怒
甚
、
而
実
録
無
此
、
疑
本
伝
飾
説
、

今
不
取
。

（
74
）　
『
宋
史
』
巻
二
二
五
・
宦
者
列
伝
・
周
懐
政
伝

四
年
七
月
、
与
弟
礼
賓
副
使
懐
信
謀
潜
召
客
省
使
楊
崇
勲
、
内
殿
承
制
楊

懐
吉
、
閤
門
祗
候
楊
懐
玉
会
皇
城
司
、
期
以
二
十
五
日
窃
発
、
殺
丁
謂
等
、

復
相
寇
準
、
奉
真
宗
為
太
上
皇
、
伝
位
太
子
。

（
75
）　

こ
の
と
き
丁
謂
が
自
ら
出
仕
し
て
い
な
い
の
は
、
自
ら
が
囚
わ
れ
る
可
能
性

を
危
ぶ
み
、
相
談
の
上
、
代
わ
り
に
曹
利
用
に
参
内
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
あ
ろ
う
。

（
76
）　
『
長
編
』
巻
九
六
・
天
禧
四
年
十
一
月
己
巳
条
。

（
77
）　

こ
の
あ
た
り
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
熊
本
氏
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
前
掲
注（
56
）熊
本
論
文
参
照
。

（
78
）　

李
燾
は
信
憑
性
に
懐
疑
的
で
は
あ
る
が
、
ク
ー
デ
タ
計
画
を
知
っ
た
真
宗
は

激
怒
し
、
太
子
を
も
処
罰
し
よ
う
と
し
た
が
、
宰
相
李
迪
の
取
り
な
し
に
よ
っ

て
事
な
き
を
得
た
と
い
う
史
料
も
存
在
す
る
。

　
　
　
『
長
編
』
巻
九
六
・
天
禧
四
年
七
月
甲
戌
条

懐
政
既
誅
、
有
欲
并
責
太
子
者
、
上
意
惑
之
。
李
迪
従
容
奏
曰
「
陛
下
有

幾
子
、
乃
為
此
計
。」
上
大
寤
、
由
是
東
宮
得
不
動
揺
、
迪
之
力
居
多
。

（
79
）　

前
掲
注（
4
）拙
稿
論
文
。

（
80
）　

平
田
茂
樹
「
宋
代
の
朋
党
と
詔
獄
」『
宋
代
政
治
構
造
研
究
』
汲
古
書
院
、

二
〇
一
二
年
。

（
81
）　
『
長
編
』
巻
九
六
・
天
禧
四
年
七
月
丁
丑
条
。

太
子
太
傅
寇
準
降
授
太
常
卿
、
知
相
州
。

（
82
）　
『
長
編
』
巻
九
六
・
天
禧
四
年
七
月
甲
戌
条
原
注
。

『
記
聞
』
載
懐
政
以
二
月
二
日
懐
小
刀
、
対
上
自
割
、
上
因
是
疾
復
作
、

皇
后
命
収
懐
政
下
獄
、
並
于
宮
中
得
莱
公
奏
言
伝
位
事
、
乃
命
楊
崇
勲
告

変
、
誅
懐
政
、
貶
莱
公
。
按
懐
政
誅
在
七
月
、
莱
公
罷
在
六
月
、
若
懐
政

于
仲
春
為
此
、
則
萊
公
必
不
待
夏
末
始
罷
、
懐
政
至
秋
初
乃
誅
也
。
然

『
真
宗
実
録
』
以
仲
春
疾
益
甚
、
不
知
縁
何
事
爾
。『
記
聞
』
必
誤
、
今
不
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取
。

　
　
　

当
該
記
事
は
、
現
行
本
の
『
涑
水
記
聞
』
巻
六
に
あ
る
。

（
83
）　
『
長
編
』
巻
一
一
五
・
景
祐
元
年
八
月
辛
酉
条
。

河
陽
三
城
節
度
使
、
同
平
章
事
、
判
陳
州
楊
崇
勲
、
落
平
章
事
、
知
寿
州
。

崇
勲
子
閤
門
祗
候
宗
説
監
済
州
税
。
先
是
、
内
侍
押
班
周
懐
信
言
「
兄
懐

政
天
禧
中
給
事
東
宮
、
最
取
親
信
、
姦
臣
謀
危
皇
嗣
、
心
懐
忠
憤
、
議
除

憸
党
、
為
崇
勲
及
楊
懐
吉
誣
告
被
誅
。
今
懐
吉
雖
死
、
而
崇
勲
尚
居
将
相
、

乞
正
其
事
、
以
慰
幽
魂
。」
故
有
是
命
。
懐
吉
弟
供
備
庫
使
懐
志
、
子
閤

門
祗
候
永
孚
、
入
内
高
班
永
徳
、
入
内
黄
門
永
誠
永
遷
、
並
坐
降
黜
。

（
84
）　
『
宋
会
要
』
儀
制
一
○
│
一
五
。

景
祐
元
年
十
月
十
一
日
、
詔
内
侍
押
班
周
懐
信
父
母
特
与
封
贈
。

（
85
）　

例
え
ば
、
張
邦
煒
「
両
宋
無
内
朝
論
」『
宋
代
婚
姻
家
族
史
論
』
人
民
出
版

社
、
二
〇
〇
三
年
。

（
86
）　

例
え
ば
、
木
下
鉄
也
「
闘
う
民
政
官
た
ち
」『
朱
子
学
の
位
置
』
知
泉
書
館
、

二
〇
〇
七
年
。

（
87
）　

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
范
仲
淹
像
に
つ
い
て
も
、
実
際
に
は
後
世
に
形
成

さ
れ
た
も
の
だ
と
さ
れ
る
。
宮
崎
市
定
「
宋
代
の
士
風
」『
宮
崎
市
定
全
集
』

一
一
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
。




