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は
じ
め
に

　

今
日
北
魏
史
研
究
の
根
本
史
料
と
い
え
ば
、
周
知
の
通
り
北
斉
の
魏
収
『
魏

書
』
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
が
、
か
つ
て
は
こ
れ
と
は
別
の
、
隋
の
魏
澹
が
著
し
た

『
魏
書
』
が
存
在
し
た
。
本
稿
は
こ
の
魏
澹
『
魏
書
』
を
扱
う
。

　

魏
澹
は
『
隋
書
』
巻
五
八
及
び
『
北
史
』
巻
五
六
に
立
伝
さ
れ
て
お
り
、
そ

れ
に
よ
る
と
彼
の
字
は
彦
深
、
鉅
鹿
下
曲
陽
の
人
で
あ
っ
た
と
い
い
、
魏
収
と

本
貫
を
同
じ
く
す
る
。
こ
ち
ら
の
『
魏
書
』
は
早
く
に
散
逸
し
て
し
ま
い
、
完

本
と
し
て
は
残
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
本
稿
の
研
究
に
際
し
て
主
た
る
史

料
と
な
る
の
は
、『
隋
書
』・『
北
史
』
の
各
本
伝
に
収
録
さ
れ
て
い
る
『
魏
書
』

の
義
例
と
な
る
。
こ
の
義
例
は
、
彼
が
『
魏
書
』
を
著
す
に
あ
た
っ
て
の
方
針

を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
全
五
箇
条
で
あ
る
。

　

魏
澹
『
魏
書
』
に
つ
い
て
の
専
論
と
し
て
は
、
張
孟
倫
・
瞿
林
東
両
氏
の
も

の
が
あ
る
）
1

（
注が
、
い
ず
れ
も
義
例
を
主
要
史
料
と
し
て
、
そ
の
性
格
の
解
明
を
試

み
た
も
の
で
あ
）
2

（
注る
。
し
か
し
、
北
朝
史
学
史
の
中
で
、
魏
澹
『
魏
書
』
が
ど
の

よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
こ
れ
を
扱
っ
た
研
究
は
な
か
っ

た
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
ま
ず
第
一
章
に
て
北
朝
史
学
の
実
態
確
認
を
、
続

く
第
二
章
に
お
い
て
義
例
分
析
を
行
い
、
第
三
章
に
て
魏
澹
『
魏
書
』
以
降
の

史
学
と
の
関
係
を
確
認
す
る
と
い
う
構
成
で
行
論
を
進
め
た
い
。

第
一
章　

北
朝
に
お
け
る
政
治
と
史
学

　
　
　
　
　

―
揺
れ
る

実
録

と

直
筆

―

　

魏
澹
『
魏
書
』
そ
の
も
の
を
扱
う
前
に
、
こ
れ
に
至
る
ま
で
の
、
特
に
北
朝

の
史
学
の
実
態
に
つ
い
て
主
と
し
て
田
余
慶
・
陳
識
仁
両
氏
の
研
究
に
よ
り

つ
）
3

（
注つ

、
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
筆
者
も
別
稿
に
お

い
て
説
明
し
て
い
る
）
4

（
注が

、
念
の
た
め
こ
こ
で
も
解
説
し
て
お
こ
う
。

　

北
魏
で
は
初
代
皇
帝 

道
武
帝
拓
跋
珪
の
時
代
か
ら
、
漢
人
史
官
で
あ
る
鄧

淵
に
よ
っ
て
、『
代
歌
』・『
代
記
』
が
整
理
・
編
纂
さ
れ
る
な
ど
、
史
書
編
纂

に
早
い
段
階
か
ら
取
り
組
ん
で
い
た
。し
か
し
な
が
ら
道
武
帝
自
身
が
賀
蘭
部
・

独
孤
部
な
ど
の
胡
族
社
会
の
中
で
成
長
し
、
ま
た
代
王
・
魏
王
に
即
位
し
て
以

降
も
長
ら
く
漠
北
で
戦
闘
に
明
け
暮
れ
る
と
い
う
生
活
で
あ
っ
た
た
め
）
5

（
注に
、
漢

文
化
に
親
し
む
き
っ
か
け
が
あ
ま
り
な
く
、
ま
た
中
国
的
な
史
学
に
対
す
る
理

解
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
か
鄧
淵
は
道
武
帝
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ

魏
澹
の
史
学
思
想

田
中
一
輝
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て
お
）
6

（
注り

、
以
後
北
魏
に
お
い
て
は
、
政
治
に
よ
る
史
学
・
史
官
へ
の
弾
圧
が
、

一
つ
の
政
治
的
テ
ー
マ
と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

道
武
帝
の
二
代
後
、
第
三
代
皇
帝
で
あ
る
太
武
帝
拓
跋
燾
は
、
停
滞
し
て
い

た
史
書
編
纂
を
再
開
す
る
た
め
に
、
司
徒
で
あ
っ
た
崔
浩
を
監
修
国
史
に
任
命

し
、
国
史
編
纂
を
命
じ
た
。
崔
浩
は
こ
れ
を
承
諾
し
、
多
く
の
史
官
を
集
め
て

史
書
編
纂
に
取
り
組
む
こ
と
と
な
る
が
、
一
連
の
過
程
に
お
い
て
発
さ
れ
た
太

武
帝
の
次
の
詔
に
は
注
目
さ
れ
る
。

…
…
公
（
崔
浩
）
を
留
台
に
命
じ
、
史
務
を
綜
理
し
、
述
べ
て
此
の
書
を

成
し
、
務
め
て
実
録

0

0

に
従
え
。（
魏
収
『
魏
書
』
巻
三
五 

崔
浩
伝
）

　

太
武
帝
は
崔
浩
ら
が
国
史
を
編
纂
す
る
に
あ
た
り
、こ
と
さ
ら
に
「
実
録
（
事

実
を
そ
の
ま
ま
記
録
す
る
こ
と
）」を
命
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
忠
実
に
し
た
が
っ

た
で
あ
ろ
う
崔
浩
は
、
完
成
さ
せ
た
国
史
を
石
碑
に
彫
り
、
そ
れ
を
首
都
平
城

に
立
て
た
。
し
か
し
な
が
ら
崔
浩
ら
の
こ
う
し
た
行
動
に
対
し
て
、
太
武
帝
は

激
怒
す
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、『
北
史
』
巻
二
一 
崔
宏
伝
附
崔
浩
伝
に
は
、

そ
の
内
容
に
「
北
人
咸
な
悉
く
忿
毒
し
」、「
相あ
い

与と
も

に
浩
を
帝
に
構
」
し
た
た
め

と
す
る
。
そ
し
て
太
武
帝
は
、
崔
浩
や
他
の
史
官
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
一
族
ま

で
も
尽
く
誅
殺
し

）
7

（
注た

。
恐
ら
く
崔
浩
ら
は「
実
録
」に
つ
と
め
た
で
あ
ろ
う
が
、

皮
肉
な
こ
と
に
そ
の
た
め
に
こ
の
よ
う
な
事
態
を
招
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

り
、
そ
し
て
こ
の
惨
事

―
国
史
事
件
の
た
め
に
、
北
魏
の
史
学
は
い
っ
そ
う

停
滞
し
て
し
ま
い
、
結
局
振
る
わ
な
い
ま
ま
北
魏
の
滅
亡
を
迎
え
て
し
ま
う
。

国
史 

鄧
淵
・
崔
琛
（
衍
文
？
）・
崔
浩
・
高
允
・
李
彪
・
崔
光
自
り
以こ
の

還か
た

、
諸
人
相
継
い
で
撰
録
す
。

儁
及
び
偉
等 

諂
い
て
上
党
王
天
穆
及

び
爾
朱
世
隆
に
説
き
、
国
書
正ま

応さ

に
代
人
修
緝
す
べ
し
、
宜
し
く
之
を
余

人
に
委
ぬ
べ
か
ら
ず
と
以お

為も

い
、
是
を
以
て
儁
・
偉
等
更
り
て
大
籍
を
主

る
。
旧
を
守
る
の
み
に
て
、
初
め
述
著
無
し
。
故
に
崔
鴻
死
し
て
自
り

後
、
偉
の
身
を
終
う
る
迄
、
二
十
許
載
、
時
事
蕩
然
と
し
て
、
万
に
一
も

記
さ
れ
ず
、
後
人
の
執
筆
、
憑
拠
す
る
所
無
く
、
史
の
遺
闕
、
偉
の
由
な

り
。（
魏
収
『
魏
書
』
巻
八
一 

山
偉
伝
）

　

北
魏
末
期
の

儁
・
山
偉
ら
は
、
国
書
（
国
史
）
は
代
人
（
胡
族
）
が
編
纂

す
べ
き
で
あ
る
と
元
天
穆
・
爾
朱
世
隆
に
う
っ
た
え
、
国
書
を
編
纂
し
た
と
こ

ろ
、
国
書
に
残
欠
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
と
い
）
8

（
注う
。
そ
の
直
接
的
な
原
因
は
、「
旧

を
守
る
の
み
」
と
い
う
彼
ら
の
編
纂
方
針
に
あ
る
が
、
そ
れ
を
発
生
さ
せ
た
の

は
、
史
官
を
萎
縮
さ
せ
る
ほ
ど
の
、
北
魏
の
過
酷
な
政
治
で
あ
ろ

）
9

（
注う

。
そ
し
て

北
魏
の
こ
う
し
た
史
風
を
、そ
の
滅
亡
後
に
華
北
の
東
半
分
を
支
配
し
た
東
魏
・

北
斉
も
継
承
し
て
し
ま
う
。

初
め
、
帝
（
高
洋
） 

群
臣
を
し
て
各
お
の
志
を
言
わ
し
め
、
収
曰
く
、「
臣

願
わ
く
は
東
観
に
直
筆
す
る
を
得
、
早
く
『
魏
書
』
を
出
さ
ん
こ
と
を
」

と
。
故
に
帝 

収
を
し
て
其
の
任
を
専
ら
に
せ
し
む
。
又
平
原
王
高
隆
之

に
詔
し
て
之
を
総
監
せ
し
む
る
も
、
名
を
署
す
る
の
み
。
帝 

収
に
勅
し

て
曰
く
、「
好
く
直
筆
せ
よ
、
我
終
に
魏
の
太
武
と
作な

り
て
、
史
官
を
誅

せ
ず
」
と
。（『
北
史
』
巻
五
六 

魏
収
伝
）

　

魏
収
は
、「
東
観
（
後
漢
雒
陽
城
に
お
け
る
図
書
館
兼
史
料
編
纂
所
）」
に
て

「
直
筆
」
に
基
づ
く
『
魏
書
』
編
纂
の
希
望
を
北
斉
初
代
皇
帝
で
あ
る
文
宣
帝

高
洋
に
う
っ
た
え
た
。
文
宣
帝
は
こ
れ
を
承
諾
し
、
そ
の
上
で
自
ら
「
直
筆
」

を
好
み
、
北
魏
太
武
帝
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
理
由
に
史
官
を
誅
殺
す
る
よ
う
な

こ
と
を
自
分
は
し
な
か
っ
た
と
誇
っ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
記
述
に
は
不
自
然

な
点
が
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、
太
武
帝
は
確
か
に
国
史
事
件
を
起
こ
し
て
崔
浩

ら
を
誅
殺
し
た
が
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
「
実
録
」
を
命
じ
た
事
実
に
、
北
斉
文

宣
帝
が
触
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
事
件
自
体
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
強

す
ぎ
た
た
め
に
、
こ
の
当
時
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
「
直



141

文化情報学部紀要，第21巻，2021年

筆
」
を
望
ん
だ
は
ず
の
魏
収
の
著
し
た
『
魏
書
』
が
成
立
当
時
よ
り
「
穢
史
」

と
評
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
魏
収
『
魏
書
』
は
客
観
的
評
価
と
し
て
「
直

筆
」
や
「
実
録
」
に
は
ほ
ど
遠
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
代
物
で
あ
る
が
、
魏

収
本
人
は
そ
う
と
は
自
覚
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

昔
子
長
（
司
馬
遷
）
命
世
の
異
才
、
孟
堅
（
班
固
）
時
に
冠
た
り
て
特
に

秀
で
、
前
哲
に
憲
章
し
、
墳
史
を
裁
勒
し
、
紀
・
伝
の
間
、
申
ぶ
る
に
書
・

志
を
以
て
し
、
緒
言
余
迹
、
得
て
聞
く
べ
し
。
叔
峻
（
華
嶠
） 

後
劉
を
刪

緝
し
、
紹
統
（
司
馬
彪
） 
季
漢
を
削
撰
し
、
十
志 

範
を
遷
・
固
に
実
す
も
、

表
蓋
し
焉
に
闕
く
。
曹
氏
一
代
の
籍
、了つ
い

に
体
を
具
え
る
無
し
。
典
午（
司

馬
）
終
世
の
筆
、
罕ま
れ

に
周
洽
と
云
う
。
仮た
と

い
復
た
事
播
す
る
も
、
四
夷
盗

聴
し
、
間
に
小
道
俗
言
有
り
、
奇
を
要
し
異
を
好
み
、
之
を
雅
旧
に
考
す

る
に
、
咸
な
実
録
0

0

に
乖
く
…
…
。（
魏
収
『
魏
書
』
前
上
十
志
啓
）

　

こ
こ
か
ら
は
魏
収
の
史
学
観
が
う
か
が
え
る
が
、
曹
魏
・
西
晋
以
来
の
史
書

の
取
材
が
妥
当
で
な
い
こ
と
を
「
実
録
に
乖
く
」
と
評
し
て
い
る
。
し
か
し
当

人
が
著
し
た
『
魏
書
』
の
内
容
を
踏
ま
え
る
限
り
、
そ
の
評
に
は
ど
う
し
て
も

違
和
感
を
伴
う
の
で
あ
り
、
今
日
の
我
々
の
目
か
ら
見
て
も
、
全
く
説
得
力
が

な
い
と
評
価
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

北
朝
に
お
け
る
政
治
と
史
学
の
関
係
を
以
上
の
よ
う
に
概
観
す
る
と
、
こ
の

時
代
に
お
け
る
「
実
録
」・「
直
筆
」
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
し

て
い
た
の
か
、
と
皮
肉
を
い
っ
て
み
た
く
も
な
る
が
、
同
じ
こ
と
は
劉
知
幾
も

感
じ
て
い
た
ら
し
い
。
彼
は
『
史
通
』
内
篇 

直
書
に
お
い
て
、

以
て
世
途
の
隘
多
き
を
験
し
、
実
録
0

0

の
遇
い
難
き
を
知
る
に
足
る
の
み
。

と
、
多
難
な
「
世
途
」
が
「
実
録
」
を
希
少
な
も
の
に
せ
し
め
て
い
る
現
状
を

指
摘
し
、
ま
た
内
篇 

序
伝
に
お
い
て
は
、

然
れ
ど
も
自
叙
の
義
を
為
す
や
、
苟
し
く
も
能
く
己
の
短
を
隠
し
、
其
の

長
ず
る
所
を
称
し
、
斯
の
言
謬
な
ら
ず
、
即
ち
実
録

0

0

為
り
。

と
い
い
、
自
叙
を
執
筆
す
る
際
に
、
自
身
の
短
所
を
隠
し
、
長
所
を
褒
め
、
そ

れ
ら
が
嘘
で
な
け
れ
ば
「
実
録
」
と
な
る
、
な
ど
と
い
っ
て
い
る
。

　

北
朝
に
お
い
て
も
「
実
録
」・「
直
筆
」
は
重
視
さ
れ
た
が
、
編
纂
さ
れ
た
史

書
は
そ
れ
に
忠
実
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
傾

向
が
継
続
す
る
場
合
、
当
然
な
が
ら
以
後
の
史
学
史
に
好
影
響
を
与
え
る
可
能

性
は
極
め
て
低
く
な
る
。
こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
魏
澹
は
『
魏
書
』
を
編
纂

し
た
の
で
あ
る

）
10

（
注が

、
で
は
彼
は
ど
の
よ
う
な
姿
勢
・
態
度
で
取
り
組
ん
だ
の
で

あ
ろ
う
か
。

第
二
章　

魏
澹

魏
書

の
義
例

　

ま
ず
は
魏
澹
の
経
歴
に
つ
い
て
『
隋
書
』
巻
五
八
の
本
伝
に
基
づ
き
つ
つ
確

認
し
て
お
き
た
い
。

　

魏
澹
は
北
斉
時
代
、
宗
室
の
博
陵
王
済
の
記
室
と
な
り
、
そ
の
後
は
京
畿
大

都
督
琅
邪
王
儼
の
鎧
曹
参
軍
、
殿
中
侍
御
史
を
歴
任
し
た
。
続
い
て
尚
書
左
僕

射
魏
収
・
吏
部
尚
書
陽
休
之
・
国
士
博
士
熊
安
生
と
と
も
に
五
礼
を
編
修
し
、

さ
ら
に
諸
学
士
と
と
も
に
『
修
文
殿
御
覧
』
の
編
纂
に
従
事
し
、
そ
の
途
中
に

待
詔
文
林
館
と
な
っ
）
11

（
注た
。『
修
文
殿
御
覧
』
が
完
成
す
る
と
、
殿
中
郎
中
・
中

書
舎
人
と
な
り
、
今
度
は
李
徳
林
と
国
史
編
纂
に
従
事
し
て
い
る
。
北
周
（
武

帝
）
が
北
斉
を
滅
ぼ
す
と
、
こ
れ
に
仕
え
、
納
言
中
士
と
な
り
、
さ
ら
に
楊
堅

が
隋
を
建
国
す
る
と（
文
帝
）、行
台
礼
部
侍
郎
と
な
る
。
開
皇
三
年（
五
八
三
）

に
は
、
散
騎
常
侍
（
通
直
散
騎
常
侍
）・
聘
陳
主
使
と
し
て
南
朝
陳
に
赴

い
）
12

（
注た
。
そ
の
後
は
太
子
舎
人
と
し
て
皇
太
子
楊
勇
（
廃
太
子
）
の
東
宮
に
入
る

こ
と
と
な
る
。
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魏
澹
の
経
歴
を
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
既
に
北
斉
時
代
か
ら
編
纂
事
業
に
従

事
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
事
業
の
中
に
は
国
史
編
纂
も
含
ま
れ
て
い
た
。
ま

た
魏
収
と
と
も
に
五
礼
編
修
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
、
彼
ら
二
人
が
面
識
を
有

し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
史
官
と
し
て
の
魏
澹
の
能
力
は
、
早
く
も
北

斉
時
代
に
こ
の
よ
う
な
事
業
を
通
じ
て
培
わ
れ
て
い
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
魏
澹
の
『
魏
書
』
に
つ
い
て
、『
隋
書
』
本
伝
に
は
次
の
よ
う
に

あ
る
。高

祖（
文
帝
楊
堅
）以お
も

え
ら
く
魏
収
の
撰
す
る
所
の
書
、褒
貶 

実
を
失
い
、

平
絵
『
中
興
書
』
を
為
る
も
、
事 

倫
序
せ
ず
と
。
澹
に
詔
し
て
別
に
魏

史
を
成
さ
し
む
。
澹 

道
武
自
り
下
は
恭
帝
に
及
ぶ
ま
で
、
十
二
紀
・

七
十
八
伝
を
為
り
、
別
に
史
論
及
び
例
一
巻
并
び
に
目
録
を
為
り
、
合
わ

せ
て
九
十
二
巻
。

　

隋
の
文
帝
楊
堅
の
時
代
に
は
、
魏
収
『
魏
書
』
の
他
、
平
絵
に
よ
る
『
中
興

書
』
な
る
書
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
魏
収
『
魏
書
』
は
い
う
に
及
ば
ず
、

平
絵
『
中
興
書
』
に
も
「
事 

倫
序
せ
ず
」
と
い
う
欠
点
が
あ
っ
た
。
文
帝
は

こ
れ
ら
の
欠
点
を
克
服
し
た
『
魏
書
』
の
完
成
を
目
指
し
、
魏
澹
に
そ
の
編
纂

を
命
じ
た
の
で
あ

）
13

（
注る

。『
史
通
』
外
篇 

古
今
正
史
に
よ
る
と
、
こ
の
と
き
編
纂

に
携
わ
っ
た
の
は
魏
澹
の
他
に
、
顔
之
推
・
辛
徳
源
の
二
名
が
含
ま
れ
て
い
た

と
い

）
14

（
注う

。
そ
し
て
魏
澹
ら
に
よ
り
『
魏
書
』
は
完
成
し
た
が
、
そ
れ
に
は
い
く

つ
か
の
特
色
が
あ
っ
た
。

　

第
一
に
そ
の
正
統
観
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
、
魏
収
『
魏
書
』
は
北
魏
及
び

東
魏
を
正
統
視
し
、最
後
の
本
紀
で
あ
る
巻
一
二
は
孝
静
帝
紀（
東
魏
の
皇
帝
）

と
な
っ
て
お
り
、
西
魏
の
皇
帝
は
本
紀
に
立
て
ら
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
魏

澹
『
魏
書
』
の
本
紀
に
つ
い
て
、
さ
き
の
『
隋
書
』
本
伝
に
は
「
道
武
自
り
下

は
恭
帝
に
及
ぶ
ま
で
」と
あ
り
、北
魏
の
建
国
者
で
あ
る
道
武
帝
拓
跋
珪
か
ら
、

「
恭
帝
」、
す
な
わ
ち
西
魏
皇
帝
元
廓
（
拓
跋
廓
）
に
至
る
ま
で
の
こ
と
が
書

か
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
ち
ら
の
『
魏
書
』
は
北
魏
と
西
魏
を
正

統
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
と
な

）
15

（
注る

。

　

第
二
に
本
紀
の
構
成
で
あ
る
。
魏
収
『
魏
書
』
は
巻
一 

序
紀
か
ら
開
始
す

る
が
、
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
道
武
帝
に
よ
る
北
魏
建
国
以
前
の
拓
跋
部
に

つ
い
て
述
べ
た
本
紀
で
あ
）
16

（
注る
。
と
こ
ろ
が
魏
澹
『
魏
書
』
に
は
「
道
武
自
り
下

は
恭
帝
に
及
ぶ
ま
で
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
道
武
帝
紀
か
ら
開
始
し
て
い
る
こ

と
と
、
序
紀
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
の
他
、「
史
論
及
び
例
一
巻
并
び
に
目
録
」
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
こ

の
う
ち
の
「
例
」
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、『
隋
書
』・『
北
史
』
の
各

魏
澹
伝
に
収
録
さ
れ
る
、
五
箇
条
の
義
例
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
義
例
を
一
条

ず
つ
分
析
し
て
い
き
た
い
（
義
例
は
『
隋
書
』
所
収
の
も
の
を
使
用
し

）
17

（
注た

）。

①
君
臣
の
地
位
の
峻
別

　

義
例
は
「
其
の
一
に
曰
く
」
と
し
て
、
次
の
記
述
か
ら
始
ま
る
。

臣
聞
く
な
ら
く
天
子
な
る
者
は
、天
を
継
ぎ
極
を
立
て
、終
始
名
を
絶
す
。

故
に
『
穀
梁
伝
』
に
曰
く
、「
太
上 

名
い
わ
ず
」
と
。
典
礼
に
曰
く
、「
天

子 

出
と
言
わ
ず
、
諸
侯 

生
き
て
は
名
い
わ
ず
」
と
。
諸
侯
す
ら
尚
お
生

き
て
は
名
い
わ
ず
、
況
ん
や
天
子
を
や
。
若
し
太
子
為
れ
ば
、
必
ず
須
く

名
を
書
す
べ
し
。
良ま

こ
とに

子
に
由
る
者
は
父
に
対
し
て
称
を
生
じ
、
父
前
に

子
名
の
る
は
、
礼
の
意
な
り
。
是
を
以
て
桓
公
六
年
九
月
丁
卯
、
子
の
同

生
ま
れ
、
伝
に
「
挙
ぐ
る
に
太
子
の
礼
を
以
て
す
」
と
曰
い
、
杜
預
注
し

て
「
桓
公
の
子
の
荘
公
な
り
」
と
云
う
。
十
二
公 

唯
だ
子
の
同
の
み
是

れ
嫡
夫
人
の
長
子
に
し
て
、
備
え
て
太
子
の
礼
を
用
い
、
故
に
史 

之
を

策
に
書
す
。
即
位
の
日
、成
君
を
尊
び
て
名
い
わ
ざ
る
は
、『
春
秋
』の
義
、

聖
人
の
微
旨
な
り
。
馬
遷
の
如
き
に
至
り
て
は
、
周
の
太
子
並
び
に
皆
な

名
を
言
い
、
漢
の
儲
両 

倶
に
其
の
諱
を
没
し
、
以
て
漢
を
尊
び
周
を
卑

し
む
る
は
、臣
子
の
意
な
り
。
窃
か
に
謂
え
ら
く
此
の
理
を
立
つ
と
雖
も
、
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そ
の
義
に
非
ざ
る
を
恐
る
。
何
と
な
れ
ば
『
春
秋
』・『
礼
記
』、
太
子
必

ず
名
を
書
し
、
天
王 

出
と
言
わ
ず
。
此
れ
仲
尼
の
褒
貶
、
皇
王
の
称
謂
、

当
時
と
異
代
と
遂
に
優
劣
を
為
す
に
非
ざ
る
な
り
。
班
固
・
范
曄
・
陳
寿
・

王
隠
・
沈
約 

参
差
同
じ
か
ら
ず
、尊
卑 

序
を
失
う
。
魏
収
に
至
り
て
は
、

儲
君
の
名
を
諱
み
、
天
子
の
字
を
書
し
、
過
ぎ
た
る
こ
と
又
た
甚
だ
し
。

今
撰
す
る
所
の
史
、
皇
帝
の
名
を
諱
み
、
太
子
の
字
を
書
し
、
以
て
君
を

尊
び
臣
を
卑
し
め
、『
春
秋
』
の
義
に
依
ら
ん
と
欲
す
る
な
り
。

　

こ
こ
で
は
「
以
て
君
を
尊
び
臣
を
卑
し
め
、『
春
秋
』
の
義
に
依
ら
ん
と
欲

す
る
な
り
」
と
、
史
書
に
お
け
る
君
臣
の
徹
底
し
た
差
別
化
を
目
指
す
こ
と
が

う
っ
た
え
ら
れ
て
い
る
が
、そ
の
結
論
に
至
る
ま
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

専
ら
君
主
と
太
子
に
つ
い
て
で
あ
る
。
恐
ら
く
人
臣
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
君
位

継
承
予
定
者
の
太
子
で
あ
っ
て
も
、
君
主
と
の
絶
対
的
な
差
別
化
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
こ
の
義
例
の
要
点
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
魏

澹
は
史
書
に
よ
っ
て
は
君
主
の
名
・
字
が
明
記
さ
れ
、
か
え
っ
て
太
子
の
名
が

諱
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
名
は
と
も
か
く
と
し

て
、
字
を
書
く
こ
と
ま
で
も
が
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
吉

本
道
雅
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
氏
は
『
左
伝
』
桓
公
六
年
の
孔
穎
達
『
正
義
（
五

経
正
義
）』
が
、

古
者 

名
を
諱
む
も
字
を
諱
ま
ず
。
礼 

王
父
の
字
を
以
て
氏
と
為
し
、
其

の
諱
む
を
得
ざ
る
を
明
ら
か
に
す
る
な
り
。
屈
原
の
「
朕
の
皇
考
を
ば
伯

庸
と
曰
う
」
と
云
う
は
、
是
れ
不
諱
の
験
な
り
。

と
、
上
古
の
「
字
を
諱
ま
ず
」
を
わ
ざ
わ
ざ
解
説
し
て
い
る
こ
と
に
基
づ
き
、

中
国
中
世
に
避
字
の
風
が
あ
っ
た
と
主
張
す
る
）
18

（
注が
、
実
の
と
こ
ろ
こ
れ
は
本
来

南
北
朝
時
代
の
北
朝
に
限
っ
た
風
習
ら
し
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
顔
之
推
が

『
顔
氏
家
訓
』
風
操
篇
に
て
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

古
者
、
名
も
て
以
て
礼
を
正
し
、
字
も
て
以
て
徳
を
表
す
。
名
終
わ
れ
ば

則
ち
之
を
諱
み
、
字
は
乃
ち
以
て
孫
の
氏
と
為
す
べ
し
。
孔
子
弟
子
の
事

を
記
す
者
、
皆
な
仲
尼
と
称
す
。
呂
后 

微
な
り
し
時
、
嘗
て
高
祖
に
字

し
て
季
と
為
す
。
漢
に
至
り
、
爰
種 

其
の
叔
父
に
字
し
て
絲
と
曰
う
。

王
丹 

侯
覇
の
子
と
語
る
に
、
覇
に
字
し
て
君
房
と
為
す
。
江
南 

今
に
至

る
ま
で
字
を
諱
ま
ざ
る
な
り
。
河
北
の
士
人 

全
く
之
を
辨
え
ず
、
名
も

亦
た
呼
び
て
字
と
為
し
、
字 

固
よ
り
呼
び
て
字
と
為
す
。
尚
書
王
元
景

兄
弟
、
皆
な
名
人
と
号
し
、
其
の
父
の
名
は
雲
、
字
は
羅
漢
、
一
に
皆
な

之
を
諱
む
。
其
の
余 

怪
し
む
に
足
ら
ざ
る
な
り
。

　

顔
之
推
は
、「
古
者
」
及
び
「
江
南
」
で
は
字
を
諱
む
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、

「
河
北
」
で
は
名
・
字
と
も
に
「
字
」
と
呼
ば
れ
、
両
方
と
も
諱
む
と
い
っ
て

お
り
、
こ
う
し
た
「
河
北
」
の
風
習
を
奇
異
に
感
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
）
19

（
注る
。
前

述
の
通
り
、
顔
之
推
は
こ
の
『
魏
書
』
の
編
纂
に
も
携
わ
っ
て
い
る
の
だ
が
、

こ
の
義
例
に
は
、
少
な
く
と
も
避
諱
・
避
字
に
関
し
て
、
彼
個
人
の
見
解
と
は

逆
の
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
義
例
は
魏
澹
（
も
し
く
は

辛
徳
源
）
が
書
い
た
こ
と
に
な
り
、顔
之
推
の
意
見
は
反
映
さ
れ
ず
、こ
の
『
魏

書
』
は
あ
く
ま
で
北
朝
的
な
避
諱
・
避
字
の
風
習
に
の
っ
と
っ
て
著
さ
れ
た
こ

と
に
も
な
る
。
多
分
に
推
測
を
交
え
る
が
、
こ
の
『
魏
書
』
は
南
朝
人
の
顔
之

推
を
著
者
に
含
め
な
が
ら
、
南
朝
的
史
学
の
採
用
や
南
北
朝
史
学
の
融
合
を
そ

の
編
纂
方
針
と
し
て
定
め
た
も
の
で
は
な
い
た
め
に
、
純
粋
に
北
朝
史
学
の
方

法
や
価
値
観
に
の
っ
と
っ
て
著
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
き
の
『
五
経
正
義
』

も
同
様
の
方
針
で
編
纂
さ
れ
た
と
思
わ
れ
）
20

（
注る
。

②
諡
号
の
基
準

　

続
い
て
「
其
の
二
に
曰
く
」
と
し
て
、
次
の
義
例
が
述
べ
ら
れ
る
。

五
帝
の
聖
、
三
王
の
英
、
徳
を
積
み
功
を
累
ね
、
乃
ち
文
乃
ち
武
、
賢
聖
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相
承
く
る
こ
と
、
周
室
を
過
ぎ
た
る
は
莫
く
、
名
器 

后
稷
に
及
ば
ず
、

追
諡 

三
王
に
止
ま
り
、
此
れ
即
ち
前
代
の
茂
実
、
後
人
の
亀
鏡
な
り
。

魏
氏
平
文
以
前
、部
落
の
君
長
な
る
の
み
。
太
祖
遠
く
二
十
八
帝
を
追
い
、

並
び
に
崇
高
を
極
め
、
堯
・
舜
の
憲
章
に
違
い
、
周
公
の
典
礼
を
越
ゆ
。

但
だ
道
武 

結
縄
自
り
出
で
、
未
だ
典
誥
を
師
と
せ
ざ
れ
ば
、
当
に
南
・

董
の
直
筆
を
須
ち
、
裁
き
て
之
を
正
す
べ
し
。
反
り
て
更
に
非
を
飾
り
、

言
是
れ
過
ち
を
観
る
は
、所
謂
渤

の
水
を
決
し
、復
た
隄
防
を
去
ら
ば
、

襄
陵
の
災
、未
だ
免
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。但
だ
力
微 

天
女
の
誕
ず
る
所
、

霊
異
絶
世
に
し
て
、
尊
び
て
始
祖
と
為
す
は
、
礼
の
宜
を
得
。
平
文
・
昭

成 

塞
表
に
雄
拠
し
、
英
風
漸
く
盛
ん
な
り
、
図
南
の
業
、
基
此
れ
自
り

始
ま
る
。
長
孫
斤
の
乱
す
る
や
、
兵
御
坐
に
交
わ
り
、
太
子
命
を
授
か

り
、
昭
成
免
る
る
を
獲
。
道
武
此
の
時
、
后
緡
方
に
娠
し
、
宗
廟
復
た

存
し
、
社
稷
に
主
有
り
、
大
功
大
孝
、
実
に
献
明
に
在
り
。
此
の
三
世
、

諡
を
称
す
る
は
可
な
り
。
茲
れ
自
り
以
外
、
未
だ
之
を
敢
え
て
聞
か
ず
。

　

北
魏
初
代
皇
帝
で
あ
る
道
武
帝
珪
は
天
興
元
年
（
三
九
八
）
一
二
月
、
成
帝

毛
以
下
献
明
帝
寔
に
至
る
ま
で
の
「
二
十
八
帝
」
に
帝
号
を
追
尊
し
た
。
こ
れ

は
空
前
に
し
て
絶
後
の
こ
と
で
あ
り
、
古
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
事
例
で

あ
）
21

（
注る

。
そ
し
て
彼
ら
「
二
十
八
帝
」
の
事
跡
は
、
今
日
で
は
魏
収
『
魏
書
』
巻

一
序
紀
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
し
魏
澹
は

「
二
十
八
帝
」
追
尊
と
い
う
行
為
自
体
に
批
判
的
で
あ
る
。

　

魏
澹
は
道
武
帝
に
よ
る
「
二
十
八
帝
」
追
尊
を
、「
堯
・
舜
の
憲
章
に
違
い
、

周
公
の
典
礼
を
越
ゆ
」
と
、
中
国
的
な
伝
統
に
背
く
も
の
と
し
て
批
判
し
、
さ

ら
に
「
但
だ
道
武 

結
縄
自
り
出
で
、
未
だ
典
誥
を
師
と
せ
ず
」
と
い
い
、
こ

れ
を
胡
族
的
風
習
に
よ
る
も
の
と
解
釈
す
る
が
、
天
女
か
ら
生
ま
れ
た
と
さ
れ

る
神
元
帝
力
微
へ
の
「
始
祖
」
号
の
追
賜
や
、「
図
南
（
中
原
進
）
22

（
注出
）」
の
基
を

築
い
た
平
文
帝
鬱
律
・
昭
成
帝
什
翼
犍
、
及
び
大
人
に
は
な
ら
な
か
っ
た
も
の

の
、
父
で
あ
る
昭
成
帝
の
命
を
自
ら
の
命
と
引
き
替
え
に
守
り
、
ま
た
子
で
あ

る
道
武
帝
を
既
に
賀
太
后
が
身
ご
も
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
北
魏
の
皇
統
を

継
続
さ
せ
た
献
明
帝
寔
の
三
名
の
追
諡
に
関
し
て
は
こ
れ
を
是
認
し
て
い

る
）
23

（
注が

、
こ
の
う
ち
の
平
文
帝
・
昭
成
帝
・
献
明
帝
に
対
す
る
追
諡
に
関
し
て
は
、

冒
頭
に
あ
る
「
三
王
」
の
故
事
に
な
ら
う
と
い
う
趣
旨
も
含
ま
れ
て
い
る
で
あ

ろ
う（
道
武
帝
は
彼
ら
の
直
系
子
孫
で
あ
る
）。
前
述
の
通
り
、魏
澹
は
こ
の『
魏

書
』
に
序
紀
を
含
め
て
は
い
な
い
た
め
、
北
魏
建
国
以
前
の
拓
跋
部
の
歴
史
を

独
立
し
て
扱
う
こ
と
は
、
遂
に
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
さ
き
の
諸
大
人
の
功

績
に
関
し
て
も
、
こ
の
義
例
に
お
い
て
触
れ
る
に
と
ど
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

時
に
隋
の
文
帝
楊
堅
は
、
西
魏
・
北
周
時
代
に
お
い
て
広
く
行
わ
れ
た
漢
族

へ
の
胡
姓
賜
与
や
胡
姓
へ
の
復

）
24

（
注姓

を
や
め
、漢
姓
に
復
し
て
お
り
、自
ら
も
「
普

六
茹
」
か
ら
「
楊
」
に
戻
し
て
い
る
。
い
わ
ば
一
種
の
漢
化
政
策
を
彼
は
展
開

し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
魏
澹
も
こ
の
政
治
的
な
流
れ
に
沿
い
、
さ
き
の
義
例

の
よ
う
な
編
纂
方
針
を
有
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
魏
澹

『
魏
書
』
は
北
魏
と
西
魏
を
正
統
と
す
る
史
書
で
あ
り
、
鮮
卑
化
政
策
を
と
っ

て
い
た
西
魏
を
、
魏
澹
が
ど
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
た
か
は
気
に
な
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
基
本
的
に
魏
澹
は
自
ら
の
『
魏
書
』
を
、
漢
文
化
重
視
の
姿
勢
で

編
纂
し
た
よ
う
で
あ
る
。

③
「
直
筆
（
直
書
）」
の
重
視

　

既
に
②
「
其
の
二
に
曰
く
」
に
て
「
南
・
董
の
直
筆
」
に
触
れ
ら
れ
て
い
る

が
、「
其
の
三
に
曰
く
」
で
は
、「
直
筆
」
の
重
要
性
が
よ
り
強
調
し
て
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

臣
以
為
ら
く
南
巢
に
桀
亡
び
、牧
野
に
紂
滅
び
、斬
る
に
黄
鉞
を
以
て
し
、

首
を
白
旗
に
懸
け
、
幽
王 

驪
山
に
死
し
、
厲
王
彘
に
出
奔
す
る
も
、
未

だ
嘗
て
隠
諱
せ
ず
、
直
筆
も
て
之
を
書
す
る
は
、
以
て
善
を
勧
め
悪
を
懲

ら
し
、
誡
め
を
将
来
に
貽
ら
ん
と
欲
す
る
者
な
り
。
而
し
て
太
武
・
献
文

並
び
に
皆
な
非
命
に
し
て
、
前
史
紀
を
立
て
、
天
年
に
異
な
ら
ざ
る
は
、
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言
論
の
間
、
頗
る
首
尾
を
露
わ
に
す
。
主
を
殺
し
君
を
害
す
る
に
、
名
姓

を
知
る
莫
け
れ
ば
、
逆
臣
賊
子
、
何
ぞ
懼
る
る
所
あ
ら
ん
。
君
子
の
過
、

日
月
の
食
す
る
が
如
く
、
円
首
方
足
、
孰
れ
か
瞻
仰
せ
ざ
ら
ん
、
況
ん
や

復
た
兵
御
坐
に
交
わ
り
、
矢
王
屋
に
及
ぶ
に
、
而
し
て
隠
没
す
べ
き
者

を
や
。
今
撰
す
る
所
の
史
、
分
か
ち
て
直
書
を
明
ら
か
に
し
、
敢
え
て
廻

避
せ
ず
、
且
つ
隠
・
桓
の
死
、
閔
・
昭
の
殺
逐
、
丘
明
実
に
拠
り
て
経

下
に
叙
し
、
況
ん
や
復
た
異
代
に
懸
隔
し
て
依
違
を
致
す
を
や
。

　

魏
澹
は
史
学
や
史
書
を
勧
善
懲
悪
の
材
料
と
す
る
考
え
か
ら「
直
筆（
直
書
）」

を
重
視
し
た
と
い
う
。
彼
は
「
直
筆
（
直
書
）」
を
重
視
す
る
方
針
に
基
づ
き
、

君
主
の
破
滅
・
出
奔
は
そ
の
名
と
事
を
明
記
し
、
ま
た
弑
逆
が
起
こ
っ
た
場
合

に
は
犯
人
の
姓
名
を
明
記
す
る
こ
と
で
、
勧
善
懲
悪
や
後
世
へ
の
戒
め
の
効
果

を
期
待
し
た
の
で
あ
る
。
特
に
君
主
の
失
政
を
も
明
記
す
る
と
い
う
魏
澹
の
方

針
は
、
前
章
で
紹
介
し
た
北
朝
的
「
実
録
」・「
直
筆
（
直
書
）」
と
は
正
反
対

の
も
の
で
は
あ
）
25

（
注る
。
特
に
文
中
に
「
君
子
の
過
、日
月
の
食
す
る
が
如
く
」
と
、

君
子
の
過
ち
は
、
全
て
の
人
間
が
そ
れ
を
見
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
改
め
れ
ば

全
て
の
人
間
が
同
様
に
改
め
る
と
い
う
意
味
の
『
論
語
』
子
張
の
一
節
が
引
用

さ
れ
て
い
る
か
ら
、
君
子
た
る
（
べ
き
）
天
子
・
皇
帝
に
向
け
て

―
暗
に
当

時
の
皇
帝
で
あ
っ
た
文
帝
に
も
向
け
ら
れ
た
か

―
こ
の
義
例
は
あ
ら
わ
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

④
正
統
の
明
確
化

　
「
其
の
四
に
曰
く
」
で
は
、
彼
の
正
統
観
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

周
道
陵
遅
し
、
其
の
敝
に
勝
え
ず
、
楚
子
親
ら
九
鼎
を
問
い
、
呉
人
来
た

り
て
百
牢
を
徴
し
、
君
を
無な
み

す
る
の
心
、
実
に
行
路
に
彰
ら
か
に
し
、
夫

子
経
に
刊
す
る
に
、
皆
な
書
し
て
卒
と
曰
う
。
晋
徳
競
わ
ず
、
宇
宙
分

崩
し
て
自
り
、
或
い
は
帝
た
り
或
い
は
王
た
り
、
各
自
署
置
す
。
其
の
生

日
に
当
た
り
て
は
、
聘
使
往
来
し
、
略
し
敵
国
の
如
く
、
其
の
終
わ
る
に

及
ぶ
や
、
之
を
書
し
て
死
と
曰
い
、
便
ち
庶
人
に
同
じ
く
す
。
存
没
頓に

わ

か

に
殊こ
と

な
れ
ば
、
能
く
愧
を
懐
く
無
し
。
今
撰
す
る
所
の
史
、
諸
国
の
凡
そ

華
夏
の
地
に
処
す
る
者
、
皆
な
書
し
て
卒
と
曰
い
、
之
を
呉
・
楚
に
同
じ

く
せ
ん
。

　

魏
澹
『
魏
書
』
は
道
武
帝
紀
（
太
祖
紀
）
か
ら
開
始
し
て
お
り
、
ま
た
北
魏

が
華
北
を
統
一
す
る
の
は
太
武
帝
の
時
代
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
初
期
は
五
胡

十
六
国
時
代
と
重
複
し
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
そ
の
時
代
の
諸
王
朝
に
対
す

る
彼
の
正
統
観
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

北
朝
史
学
に
お
い
て
、
王
朝
の
正
統
は
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、
こ
れ
に

関
し
て
は
筆
者
も
以
前
別
稿
に
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
）
26

（
注る
。
北
魏
は
建
国
当
初
、

自
ら
を
火
徳
の
後
漢
か
ら
直
接
継
承
し
た
土
徳
王
朝
と
認
識
し
て
い
た
）
27

（
注が
、
孝

文
帝
の
太
和
一
四
年
（
四
九
〇
）
か
ら
一
五
年
（
四
九
一
）
に
か
け
て
、
北
魏

の
五
徳
継
承
に
つ
い
て
の
議
論
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
会
議
に
お
い
て
中
書
監
高

閭
は
中
原
を
領
有
し
た
五
胡
十
六
国
を
正
統
と
見
な
し
、
そ
の
後
に
北
魏
が
正

統
を
継
承
し
た
と
解
釈
し
た
上
で
、西
晋
（
金
）
↓
後
趙
（
水
）
↓
前
燕
（
木
）

↓
前
秦
（
火
）
↓
北
魏
（
土
）
を
う
っ
た
え
た
。
し
か
し
秘
書
丞
李
彪
ら
は
、

周
↓
漢
の
継
承
の
故
事
を
主
た
る
根
拠
と
し
て
、
西
晋
（
金
）
↓
北
魏
（
代
・

拓
跋
部
、
水
）
を
主
張
し
た
。
こ
の
議
論
で
は
、
李
彪
ら
の
主
張
が
採
択
さ
れ

た
た
め
、
以
後
北
魏
・
西
魏
・
東
魏
等
の
「
魏
」
は
水
徳
王
朝
と
見
な
さ
れ
、

例
え
ば
西
魏
を
継
承
し
た
北
周
は
木
徳
王
朝
、
北
周
を
継
承
し
た
隋
は
火
徳
王

朝
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
）
28

（
注た
。

　

隋
を
火
徳
王
朝
と
見
な
す
立
場
に
よ
る
な
ら
ば
、
そ
の
二
代
前
に
あ
た
る

「
魏
」
は
水
徳
王
朝
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
魏
澹
の
正
統
観
は
、
必
然

的
に
李
彪
ら
の
そ
れ
に
近
づ
か
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
魏
澹
に

と
っ
て
五
胡
十
六
国
は
非
正
統
王
朝
と
な
る
の
で
、
さ
き
の
義
例
の
よ
う
な
態

度
に
な
る
の
は
、
む
し
ろ
当
然
と
い
え
よ
）
29

（
注う
。
そ
れ
は
魏
収
に
も
あ
る
程
度
共
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通
し
て
お
り
、
彼
の
『
魏
書
』
が
十
六
国
（
の
君
主
）
に
つ
い
て
、
例
え
ば
漢

人
王
朝
で
あ
る
前
涼
を
も
「
私
署
涼
州
牧
張
寔
」
な
ど
と
呼
ん
で
異
端
視
し
て

い
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
魏
澹
は
五
胡
十
六
国
諸
国
に
お

け
る
正
統
性
の
不
在
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
君
主
の
死
を
「
卒
」
と
書
し
て
示
す
に

と
ど
め
て
お
り
、魏
収
『
魏
書
』
の
よ
う
な
露
骨
な
偏
見
的
表
現
は
行
わ
な
か
っ

た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
と
は
い
え
前
述
の
通
り
、
魏
澹
は
東
魏
で
は
な
く
西

魏
を
正
統
と
し
て
い
る
た
め
、
隋
王
朝
の
存
在
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
の
は
間

違
い
な
か
ろ
う
。

　

瞿
林
東
氏
は
、
こ
こ
か
ら
隋
の
中
国
統
一
や
、「
区
宇
一
家
」
の
歴
史
観
が

看
取
さ
れ
る
と
主
張
す
る

）
30

（
注が

、
魏
澹
『
魏
書
』
は
隋
の
中
国
統
一
以
前
に
編
纂

さ
れ
た
と
思
わ
）
31

（
注れ

、
統
一
王
朝
の
歴
史
観
を
示
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。

こ
れ
が
ま
だ
陳
を
滅
ぼ
し
て
い
な
い
段
階
の
隋
に
お
い
て
編
纂
さ
れ
た
こ
と
を

踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
正
統
と
い
う
問
題
と
関
わ
っ
て
い
た
が
ゆ
え
に
、

か
つ
て
の
北
魏
と
現
状
の
隋
を
重
ね
合
わ
せ
、「
北
朝
」
た
る
隋
の
正
統
性
を

ア
ピ
ー
ル
す
る
意
図
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ず
、
ま
た
①
の
義
例
に
お
い
て
北
朝

的
な
避
諱
・
避
字
の
風
習
に
の
っ
と
っ
た
こ
と
に
は
、
南
朝
に
対
す
る
北
朝
の

独
自
性
や
優
位
性
を
示
す
狙
い
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
こ

の
義
例
は
、
史
学
と
政
治
の
密
着
性
を
う
か
が
わ
せ
る
事
例
で
は
あ
る
。

⑤
紀
伝
体
と
『
尚
書
』・『
春
秋
』

　

最
後
の
「
其
の
五
に
曰
く
」
に
関
し
て
は
、
こ
こ
ま
で
と
少
々
趣
旨
の
異
な

る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

壺
遂
問
を
発
し
、
馬
遷
之
に
答
え
、
義
已
に
尽
く
す
も
、
後
の
述
ぶ
る

者
、
仍
り
て
未
だ
領
悟
せ
ず
、
董
仲
舒
・
司
馬
遷
の
意
、
本
よ
り
『
尚
書
』

な
る
者
は
、
隆
平
の
典
、『
春
秋
』
な
る
者
は
、
撥
乱
の
法
に
し
て
、
興

衰
の
理
異
な
り
、
制
作
も
亦
た
殊
に
す
と
云
う
。
治
定
ま
れ
ば
則
ち
直
に

欽
明
と
書
し
、
世
乱
る
れ
ば
則
ち
辞 

顕
晦
を
兼
ね
、
路
を
分
か
ち
て
家

に
命
じ
、
相
依
放
せ
ず
。
故
に
「
周
道
廃
る
れ
ば
、『
春
秋
』
焉
に
作
り
、

堯
・
舜
盛
ん
な
れ
ば
、『
尚
書
』
之
に
載
す
」
と
云
う
は
、
是
れ
な
り
。「
漢

興
り
て
以
来
、
正
朔
を
改
め
、
服
色
を
易
え
、
臣
力
め
て
聖
徳
を
誦
し
、

仍
り
て
尽
く
す
能
わ
ず
、
余
の
所
謂
故
事
を
述
べ
、
而
し
て
君
之
を
『
春

秋
』
に
比
う
は
、
謬
な
る
か
な
」
と
。
然
ら
ば
則
ち
紀
伝
の
体
『
尚
書
』

自
り
出
で
、『
春
秋
』
に
学
ば
ざ
る
こ
と
、
明
ら
か
な
り
。
而
れ
ど
も
范

曄
云
え
ら
く
、「『
春
秋
』
な
る
者
は
、
文
既
に
総
略
に
し
て
、
好
み
て
事

形
を
失
い
、
今
の
擬
作
、
短
と
為
す
所
以
な
り
。
紀
伝
な
る
者
は
、
史
・

班
の
変
え
る
所
な
り
、
一
代
を
網
羅
し
、
事
義
周
悉
に
し
て
、
之
を
後
学

に
適
か
し
む
れ
ば
、
此こ

焉こ

に
優
と
為
し
、
故
に
継
ぎ
て
之
を
述
ぶ
」
と
。

曄
の
此
言
を
観
る
に
、
豈
に
直
に
聖
人
の
無
法
を
非
と
し
、
又
馬
遷
の
意

旨
を
失
う
か
。孫
盛
自
ら
体
を
具
う
る
を
鑽
仰
し
て
之
に
放
わ
ん
と
謂
い
、

魏
収
云
え
ら
く
、「
魯
史
既
に
修
め
、
達
す
る
者
は
則
を
貽
し
、
子
長
自

ら
紀
伝
に
拘
わ
り
、
師
表
を
存
せ
ざ
る
は
、
蓋
し
泉
源
の
由
る
所
、
地 

企
及
す
る
に
非
ず
」
と
。
復
た
辞
を
遜
り
聖
を
畏
る
と
雖
も
、
亦
た
未
だ

紀
伝
の
由
来
す
る
所
を
思
わ
ざ
る
な
り
。

　

魏
澹
は
こ
こ
で
、『
魏
書
』
の
体
裁
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
司
馬
遷
『
史
記
』

に
始
ま
る
紀
伝
体
が
、『
春
秋
』
で
は
な
く
『
尚
書
』
に
由
来
す
る
こ
と
を
主

張
し
、ま
た
後
世
の
歴
史
家
の
誤
解
を
批
判
し
て
い
る
。
①
に
お
い
て「『
春
秋
』

の
義
に
依
ら
ん
と
欲
す
る
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
魏
澹
は
史
学
の
模
範
と
し

て
『
春
秋
』
を
扱
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
⑤
の
内
容
は
『
春
秋
』
を
否
定
す
る

も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
紀
伝
体
が
『
春
秋
』
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い

こ
と
だ
け
を
う
っ
た
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
ず
彼
は
、
義
例
の
前
半
部
に
お
い
て
、
壺
遂
と
司
馬
遷
の
問
答
に
つ
い
て

言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
該
当
す
る
『
史
記
』
巻
一
三
〇 

太
史
公
自
序

の
記
述
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
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上
大
夫
壺
遂
曰
く
、「
昔
孔
子
何
為
れ
ぞ
『
春
秋
』
を
作
る
や
」
と
。
太

史
公
（
司
馬
遷
）
曰
く
、「
余
董
生

0

0

（
仲
舒

0

0

）
に
聞
き
て
曰
く

0

0

0

0

0

0

、『
周
道

0

0

衰
廃
し

0

0

0

、孔
子
魯
の
司
寇
と
為
り
、諸
侯
之
を
害
し
、大
夫
之
を
壅
ぐ
。

孔
子
言
の
用
い
ら
れ
ず
、
道
の
行
わ
れ
ざ
る
を
知
る
や
、
二
百
四
十
二

年
の
中
を
是
非
し
、
以
て
天
下
の
儀
表
と
為
し
、
天
子
を
貶
め
、
諸
侯
を

退
け
、
大
夫
を
討
ち
、
以
て
王
事
に
達
す
る
の
み
』
と
。
…
…
夫
れ
『
春

秋
』
は
、
上
は
三
王
の
道
を
明
ら
か
に
し
、
下
は
人
事
の
紀
を
辨
け
、
嫌

疑
を
別
け
、
是
非
を
明
ら
か
に
し
、
猶
豫
を
定
め
、
善
を
善
と
し
悪
を
悪

と
し
、
賢
を
賢
と
し
不
肖
を
賤
し
め
、
亡
国
を
存
し
、
絶
世
を
継
ぎ
、
敝

を
補
い
廃
を
起
て
、
王
者
の
大
な
る
者
な
り
。『
易
』
天
地
陰
陽
四
時
五

行
を
著
し
、
故
に
変
に
長
ず
。『
礼
経
』
人
倫
を
紀
し
、
故
に
行
に
長
ず
。

『
書0

』
先
王
の
事
を
記
し

0

0

0

0

0

0

0

、
故
に
政
に
長
ず

0

0

0

0

0

0

。『
詩
』
山
川
谿
谷
禽
獣
草

木
牝
牡
雌
雄
を
記
し
、故
に
風
に
長
ず
。『
楽
』其
の
立
つ
所
以
を
楽
し
み
、

故
に
和
に
長
ず
。『
春
秋
』
是
非
を
辯
け
、
故
に
治
人
に
長
ず
。
是
の
故

に
『
礼
』
以
て
人
を
節
し
、『
楽
』
以
て
和
を
発
し
、『
書
』
以
て
事
を
道い

い
、『
詩
』
以
て
意
に
達
し
、『
易
』
以
て
化
を
道
い
、『
春
秋
』
以
て
義

を
道
う
。
乱
世
を
撥
め
之
を
正
に
反
す
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、『
春
秋
0

0

』
よ
り
近
き
は
莫
し

0

0

0

0

0

0

0

…
…
」
と
。

　

こ
こ
に
お
け
る
司
馬
遷
の
回
答
に
は
、
董
仲
舒
か
ら
の
伝
聞
と
、
自
ら
の
経

書
に
対
す
る
解
釈
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
引
用
文
に
お
い
て
、
魏
澹
の
義
例
と

関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
部
分
に
は
傍
点
を
附
し
て
お
い
た
が
、
さ
し
あ
た
り
こ

こ
は
、
義
例
の
「
董
仲
舒
・
司
馬
遷
の
意
、
本
よ
り
『
尚
書
』
な
る
者
は
、
隆

平
の
典
、『
春
秋
』
な
る
者
は
、
撥
乱
の
法
に
し
て
、
興
衰
の
理
異
な
り
、
制

作
も
亦
た
殊
に
す
と
云
う
」
に
該
当
す
る
部
分
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
『
史
記
』

太
史
公
自
序
に
は
、
次
の
よ
う
な
問
答
も
載
せ
て
い
る
。

壺
遂
曰
く
、「
孔
子
の
時
、
上
明
君
無
く
、
下
任
用
す
る
を
得
ず
、
故

に
『
春
秋
』
を
作
り
、
空
文
を
垂
れ
て
以
て
礼
義
を
断
ち
、
一
王
の
法
に

当
た
る
。
今
夫
子
上
明
天
子
に
遇
い
、
下
職
を
守
る
を
得
、
万
事
既

に
具
わ
り
、
咸
な
各
お
の
其
の
宜
し
き
を
序
し
、
夫
子
の
論
ず
る
所
、
何

を
以
て
明
ら
か
に
せ
ん
と
欲
す
る
か
」と
。
太
史
公
曰
く
、「
唯
唯
、否
否
、

然
ら
ず
。
余
之
を
先
人
に
聞
き
て
曰
く
、『
伏
羲
純
厚
に
至
り
、『
易
』

八
卦
を
作
る
。
堯0

・
舜
の
盛
ん
な
る
や

0

0

0

0

0

0

0

、『
尚
書
0

0

』
之
を
載
せ

0

0

0

0

、
礼
楽
焉

に
作
る
。
湯
・
武
の
隆
ん
な
る
や
、
詩
人
之
を
歌
う
。『
春
秋
0

0

』
善
を
采

0

0

0

り
悪
を
貶
し

0

0

0

0

0

、
三
代
の
徳
を
推
し

0

0

0

0

0

0

0

、
周
室
を
褒
め
れ
ば

0

0

0

0

0

0

0

、
独
り
刺
譏
す
る

0

0

0

0

0

0

の
み
に
非
ざ
る
な
り

0

0

0

0

0

0

0

0

』
と
。
漢
興
り
て
以
来

0

0

0

0

0

0

、
明
天
子
に
至
り
、
符
瑞
を

獲
、
封
禅
し
、
正
朔
を
改
め

0

0

0

0

0

、
服
飾
を
易
え

0

0

0

0

0

、
命
を
穆
清
に
受
け
、
沢
流

極
む
る
罔な

く
、
海
外 

俗
を
殊
に
す
る
も
、
重
訳 

塞
を
款
き
、
来
た
り
て

献
見
せ
ん
こ
と
を
請
う
者
、
勝
げ
て
道
う
べ
か
ら
ず
。
臣
下
百
官
力
め
0

0

て
聖
徳
を
誦
す
る
も

0

0

0

0

0

0

0

0

、
猶
お
宣
し
て
其
の
意
を
尽
く
す
能
わ
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
且
つ
士 

賢
能
な
る
も
用
い
ら
れ
ざ
る
は
、
国
を
有
つ
者
の
恥
な
り
。
主
上
明
聖
な

る
も
徳
布
聞
せ
ざ
る
は
、有
司
の
過
な
り
。且
つ
余
嘗
て
其
の
官
を
掌
り
、

明
聖
盛
徳
を
廃
し
て
載
せ
ず
、
功
臣
世
家
賢
大
夫
の
業
を
滅
ぼ
し
て
述
べ

ず
、
先
人
の
言
う
所
を
堕
と
し
、
罪
焉
よ
り
大
な
る
は
莫
し
。
余
の
所

0

0

0

謂
故
事
を
述
べ

0

0

0

0

0

0

、其
の
正
伝
を
整
斉
す
る
は
、所
謂
作
る
に
非
ざ
る
な
り
。

而
れ
ど
も
君

0

0

0

0

0 

 

之
を

0

0

『
春
秋

0

0

』
に
比
う
は

0

0

0

0

、
謬0

な
り

0

0

」
と
。

　

一
見
す
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
内
容
と
義
例
の
解
釈
と
の
間
に
は
著
し

い
ズ
レ
が
あ
る
。
ま
ず
壺
遂
は
、『
春
秋
』
と
は
「
上
明
君
無
く
、
下
任
用

す
る
を
得
」
な
い
孔
子
の
時
代
に
作
ら
れ
た
史
書
で
あ
る
の
に
、「
上
明
天
子

に
遇
い
、下
職
を
守
る
を
得
」
る
前
漢
武
帝
期
の
司
馬
遷
が
こ
と
さ
ら
に
（
そ

れ
に
な
ら
っ
て
）
史
書
を
著
し
て
何
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
の
か
、
と
質

問
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
司
馬
遷
は
、
伏
羲
が
『
周
易
』
八
卦
を
作
り
、
堯
・

舜
の
盛
ん
さ
は
『
尚
書
』
に
載
せ
ら
れ
て
礼
楽
も
な
り
、
殷
の
湯
王
・
周
の
武

王
の
隆
盛
ぶ
り
は
『
詩
』
の
商
頌
・
周
頌
に
歌
わ
れ
た
こ
と
を
並
列
的
に
紹
介
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し
、
そ
の
上
で
『
春
秋
』
と
は
あ
く
ま
で
「
善
を
采
り
悪
を
貶
し
、
三
代
の
徳

を
推
し
、
周
室
を
褒
め
」
る
も
の
で
あ
り
、「
刺
譏
」
す
る
だ
け
が
目
的
の
も

の
で
は
な
い
と
す
る
「
先
人
」
の
発
言
を
引
用
し
、武
帝
の
治
世
を
讃
え
た
後
、

「
明
聖
盛
徳
」・「
功
臣
世
家
賢
大
夫
の
業
」
を
後
世
に
伝
え
な
い
の
は
「
罪 

焉
よ
り
大
な
る
は
莫
し
」
と
い
い
、
自
ら
の
職
務
を
『
春
秋
』
に
な
ぞ
ら
え
る

壺
遂
を
批
判
す
る
。
壺
遂
が
『
春
秋
』
を
、
衰
世
に
お
け
る
時
勢
批
判
の
経
書

と
と
ら
え
て
い
た
の
に
対
し
、
司
馬
遷
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
周
を
讃
え
る

も
の
で
も
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
巻
六
一
伯
夷
列
伝
の「
天
道
是
か
非
か
」

の
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
必
ず
し
も
こ
こ
で
は
強
く
は
な
い
が
、『
春
秋
』
の

本
質
に
対
す
る
解
釈
の
相
違
が
、こ
の
問
答
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
紀
伝
体

0

0

0

が
『
春
秋

0

0

』
で
は
な
く

0

0

0

0

『
尚
書

0

0

』
に
由
来
す
る
な

0

0

0

0

0

0

ど
と
は

0

0

0

、
司
馬
遷
は
一
言
も
い
っ
て
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
と
こ
ろ
が
魏
澹
の
義
例
は
、「
周

道
廃
る
れ
ば
、『
春
秋
』
焉
に
作
り
、
堯
・
舜
盛
ん
な
れ
ば
、『
尚
書
』
之
に
載

す
」
な
ど
と
、
太
史
公
自
序
の
董
仲
舒
と
「
先
人
」
の
発
言
を
引
用
し
て
い
る

が
、
そ
も
そ
も
引
用
が
不
正
確
で
あ
り
、
さ
ら
に
前
後
の
文
脈
を
無
視
し
て
も

お
り
、
そ
の
ま
ま
自
序
の
最
後
の
部
分
を
引
用
し
て
論
を
組
み
立
て
、
前
述
の

よ
う
な
結
論
に
導
い
て
い
る
。
こ
れ
は
極
め
て
恣
意
的
で
あ
り
、
か
つ
不
適
当

な
解
釈
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
は
い
え
、
魏
澹
が
か
く
も
強
引
に

紀
伝
体
の
由
来
を
『
尚
書
』
に
求
め
た
が
っ
た
こ
と
の
背
景
は
、
別
に
探
ら
ね

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

内
藤
湖
南
氏
は
漢
初
の
史
学
に
つ
い
て
、「
今
日
か
ら
考
へ
る
と
、
春
秋
の

如
く
年
月
に
よ
つ
て
次
第
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
は
、
当
時
歴
史
と
い
ふ
考
の
も
と

に
、
人
事
に
関
係
し
た
も
の
を
纏
め
た
や
う
に
思
は
れ
る
け
れ
ど
も
、
実
は
さ

う
で
な
く
し
て
、
春
秋
は
初
め
は
人
を
治
め
る
書
即
ち
政
治
の
書
を
し
て
考
へ

ら
れ
た
だ
け
で
、
古
代
の
事
実
を
説
く
も
の
は
尚
書
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
尚
書
は
年
月
の
聯
絡
の
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
方
が
却
つ
て
古

代
の
事
実
を
説
い
た
も
の
、
い
は
ば
歴
史
の
書
と
考
え
ら
れ
、
春
秋
の
如
き
年

月
の
順
序
の
あ
る
も
の
が
政
治
の
書
と
考
へ
ら
れ
た
の
で
あ

）
32

（
注る
」
と
い
う
。
と

は
い
え
漢
初
で
は
な
い
こ
の
時
期
に
こ
と
さ
ら
『
尚
書
』
が
重
視
さ
れ
た
、
そ

の
原
因
を
探
求
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
ま
ず
は
西
魏
・
北
周
に
お
け
る
復
古
主

義
が
そ
の
可
能
性
と
し
て
想
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
内
藤
氏
は
、「
後
周
は
制

度
の
上
に
於
て
理
想
の
政
治
を
行
は
う
と
し
た
時
で
あ
つ
て
、
後
周
の
高
祖
宇

文
泰
が
未
だ
西
魏
の
宰
相
で
あ
つ
た
時
か
ら
、
彼
に
用
ひ
ら
れ
た
蘇
綽
が
制
度

を
改
め
た
。
蘇
綽
は
従
来
の
制
度
が
便
宜
上
、
秦
漢
以
来
自
然
に
発
達
し
て
来

た
も
の
に
依
つ
て
ゐ
た
の
を
改
革
し
て
、
周
礼
の
官
制
に
よ
つ
て
新
し
く
制
度

を
作
ら
う
と
し
た
。
…
…
そ
れ
と
同
時
に
、
周
礼
を
好
む
と
こ
ろ
か
ら
古
い
学

問
を
好
み
、
特
に
詔
勅
に
従
来
の
駢
文
の
如
き
無
用
の
語
を
用
ひ
る
こ
と
を
や

め
、
尚
書
の
体
に
倣
ふ
こ
と
を
始
め

）
33

（
注た

」
と
い
う
。
西
魏
・
北
周
に
お
い
て
は

一
種
の
復
古
主
義
政
治
が
展
開
さ
れ
、
古
の
周
を
理
想
視
し
て
、『
周
礼
』
を

モ
デ
ル
と
し
た
官
制
構
築
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
（
前
述
の
六
官
制
）、
ま
た

詔
勅
に
『
尚
書
』
風
の
文
章
を
用
い
た
。
特
に
詔
勅
の
事
例
が
、
魏
澹
の
紀
伝

体
に
対
す
る
認
識
に
影
響
を
与
え
、
ま
た
彼
の
『
魏
書
』
が
、
文
体
等
の
面
で

『
尚
書
』
を
模
倣
し
て
い
た
可
能
性
は
高
く
な
る
が
、
そ
の
体
裁
に
関
し
て
い

う
な
ら
ば
、「
十
二
紀
・
七
十
八
伝
」
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
魏
澹
『
魏
書
』
が

完
全
に
『
尚
書
』
の
体
裁
に
な
ら
っ
て
編
纂
さ
れ
た
と
は
い
え
ず
、
彼
は
紀
伝

体
そ
の
も
の
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
隋
代
に

は
『
尚
書
』
的
体
裁
に
完
全
に
依
拠
し
た
史
書
編
纂
が
一
方
で
行
わ
れ
て
い
た

ら
し
く
、『
史
通
』
内
篇 

六
家
に
、

隋
の
秘
書
監
太
原
の
王
劭
に
至
り
て
は
、又
開
皇
・
仁
寿
の
時
事
を
録
し
、

編
じ
て
之
を
次
ぎ
、類
を
以
て
相
従
い
、各
お
の
其
の
目
を
為
り
、『
隋
書
』

八
十
巻
を
勒
成
す
。
其
の
義
例
を
尋
ぬ
る
に
、
皆
な
『
尚
書
』
に
準
ず
。

と
あ
る
よ
う
に
、
同
時
期
に
編
纂
さ
れ
た
王
劭
『
隋
書
』
は
、『
尚
書
』
に
準

じ
た
義
例
を
と
っ
て
い
た
と
劉
知
幾
は
い
）
34

（
注い
、
ま
た
『
隋
書
』
巻
六
九 

王
劭

伝
の
、



149

文化情報学部紀要，第21巻，2021年

劭
著
作
に
在
り
、将
に
二
十
年
な
ら
ん
と
し
て
、専
ら
国
史
を
典
り
、『
隋

書
』
八
十
巻
を
撰
す
。
多
く
口
勅
を
録
し
、
又
迂
怪
不
經
の
語
及
び
委
巷

の
言
を
採
り
、
類
を
以
て
相
従
い
、
其
の
題
目
を
為
し
、
辞
義
繁
雑
に
し

て
、
称
す
る
に
足
る
者
無
く
、
遂
に
隋
代
の
文
武
の
名
臣
列
将
の
善
悪
の

迹
を
し
て
、
堙
没
し
て
聞
く
無
か
ら
し
む
。

と
い
う
記
述
に
基
づ
き
、
内
藤
氏
は
「
紀
伝
で
も
編
年
で
も
な
く
、
類
従
し
て

篇
目
を
立
て
た
も
の
で
あ
つ
て
、全
く
類
書
体
の
も
の
で
あ
つ
た
や
う
で
あ
る
」

と
主
張
す

）
35

（
注る

。
こ
の
『
隋
書
』
に
は
本
紀
の
よ
う
な
編
年
部
分
が
な
い
だ
け
に

（
内
藤
氏
は
類
例
と
し
て
『
貞
観
政
要
』
を
挙
げ
）
36

（
注る

）、
歴
史
の
時
系
列
的
解

釈
を
困
難
に
さ
せ
る
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
が
想
定
さ
れ
、ま
た
さ
き
の『
隋
書
』

王
劭
伝
に
も
、「
辞
義
繁
雑
に
し
て
、
称
す
る
に
足
る
者
無
く
、
遂
に
隋
代
の

文
武
の
名
臣
列
将
の
善
悪
の
迹
を
し
て
、
堙
没
し
て
聞
く
無
か
ら
し
む
」
と
あ

る
の
で
あ
る
が
、
劉
知
幾
は
王
劭
『
隋
書
』
を
絶
賛
し
て
お
）
37

（
注り
、
一
方
で
は
有

用
な
史
書
の
体
裁
と
判
断
さ
れ
て
い
た
節
も
あ
る
。

　

瞿
林
東
氏
は
義
例
に
「
魏
収
云
え
ら
く
、『
魯
史
既
に
修
め
、
達
す
る
者
は

則
を
貽
し
、
子
長
自
ら
紀
伝
に
拘
わ
り
、
師
表
を
存
せ
ざ
る
は
、
蓋
し
泉
源
の

由
る
所
、
地
企
及
す
る
に
非
ず
』
と
。
復
た
辞
を
遜
り
聖
を
畏
る
と
雖
も
、

亦
た
未
だ
紀
伝
の
由
来
す
る
所
を
思
わ
ざ
る
な
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
第
五

の
義
例
に
関
し
て
、
魏
収
が
批
判
の
主
要
な
タ
ー
ゲ
ッ
ト
で
あ
っ
た
と
主
張

す
）
38

（
注る

。
む
ろ
ん
魏
澹
『
魏
書
』
編
纂
の
動
機
か
ら
も
、魏
収
が
批
判
対
象
と
な
っ

て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
が
、
筆
者
は
編
纂
当
時
に
お
け
る
政
治
と
史
学
の
関

係
を
も
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
含
め
て
い
た
と
見
て
い
る
。
実
は
さ
き
の
王
劭
は
魏
澹

と
と
も
に
『
修
文
殿
御
覧
』
編
纂
に
従
事
し
て
お
）
39

（
注り
、
北
斉
時
代
よ
り
魏
澹
と

は
面
識
が
あ
っ
た
。
や
が
て
両
者
は
と
も
に
隋
に
仕
官
す
る
こ
と
に
な
る
。
王

劭
『
隋
書
』
は
さ
き
に
引
用
し
た
『
史
通
』
六
家
に
「
開
皇
・
仁
寿
の
時
事
を

録
し
」
と
あ
る
か
ら
、
文
帝
楊
堅
一
代
の
歴
史
書
で
あ
っ
た
こ
と
と
な
り
、
し

た
が
っ
て
そ
の
完
成
は
仁
寿
年
間
、
も
し
く
は
文
帝
の
死
後
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
だ
が
、
そ
の
編
纂
は
、
王
劭
が
隋
に
入
っ
て
か
ら
二
〇
年
間
つ
と
め
る
こ

と
と
な
る
著
作
郎
時
代
に
、
段
階
的
に
行
わ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ

ま
り
王
劭
『
隋
書
』
完
成
以
前
か
ら
、
魏
澹
が
そ
の
内
容
・
構
成
・
方
針
に
つ

い
て
知
っ
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
そ
し
て
王
劭
は
、
恐
ら
く
は
当
時

の
政
治
の
影
響
を
強
く
受
け
て
、『
隋
書
』
を
『
尚
書
』
体
の
史
書
と
し
て
編

纂
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
魏
澹
『
魏
書
』
は
こ
こ
ま
で
徹
底
し
た
『
尚

書
』
へ
の
憧
憬
を
示
さ
ず
、『
史
記
』
太
史
公
自
序
の
内
容
に
基
づ
き
、
紀
伝

体
の
起
源
が
『
尚
書
』
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
り
、
あ
く
ま
で
こ

の
体
裁
を
守
っ
た
が
、
そ
れ
は
『
尚
書
』
を
重
視
す
る
政
治
の
妥
当
性
を
認
め

つ
つ
も
、
伝
統
的
な
紀
伝
体
に
よ
っ
て
編
纂
す
る
こ
と
で
、
史
学
の
自
立
性
を

重
視
す
る
姿
勢
を
表
明
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ

）
40

（
注る

。
そ
う
で
な
け

れ
ば
、『
魏
書
』
本
文
に
直
接
関
係
し
な
い
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
義
例
に
立
て
た

り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
魏
澹
の
主
観
が
仮
に
そ
う
で
あ
っ
た
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
て
も

0

0

0

、
結
果
と
し
て
史
学
の
自
立
や
「
実
録
」
が
真
に
果
た
さ
れ
た
か
は
別

問
題
で
あ
る
。『
史
記
』
太
史
公
自
序
に
対
す
る
彼
の
解
釈
は
、
明
ら
か
な
誤

り
で
あ
り
、
史
料
の
記
述
や
個
別
の
事
象
を
も
と
と
し
た
帰
納
と
い
う
発
想
に

乏
し
く
、
無
意
識
に
前
提
と
な
る
思
想
を
あ
ら
か
じ
め
形
成
し
て
か
ら
史
料
を

読
み
、
演
繹
的
に
結
論
を
導
い
て
お
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
原
史
料
の
誤
読
・

曲
解
が
発
生
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
そ
の
ス
タ
ン
ス
で
著
さ
れ
た

『
魏
書
』
も
、
客
観
的
に
「
実
録
」
と
評
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
史
学
の
皇

帝
権
力
か
ら
の
自
立
が
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
も
十
分
に
あ

）
41

（
注る

。

第
三
章　

史
書
の

生
き
残
り

の
一
例

　
　
　
　
　

―
む
す
び
に
か
え
て
―

　

魏
澹
は
義
例
の
③
に
お
い
て
「
直
書
」
の
重
視
を
う
っ
た
え
て
お
り
、
そ
れ

が
確
固
と
し
た
方
針
と
し
て
編
纂
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
北
朝
的
史
学
を
矯
正

す
る
意
義
を
、
彼
の
『
魏
書
』
は
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
実
の
と
こ
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ろ
そ
れ
は
怪
し
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
義
例
の
①
は
、
編
纂
者
と

し
て
も
と
南
朝
人
の
顔
之
推
が
含
ま
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
学
識

を
活
か
さ
ず
に
、
あ
く
ま
で
純
粋
に
北
朝
的
風
習
で
『
魏
書
』
が
著
さ
れ
て
い

た
可
能
性
を
示
し
て
お
り
、
ま
た
④
は
「
北
朝
」
と
し
て
の
隋
の
正
統
性
を
重

視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
⑤
に
て
『
史
記
』
太
史
公
自
序
に
の
っ
と
り

な
が
ら
紀
伝
体
の
起
源
が
『
春
秋
』
で
は
な
く
『
尚
書
』
に
あ
る
こ
と
を
証
明

し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
引
用
や
分
析
が
極
め
て
恣
意
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
本

来
の
「
実
録
」
と
は
相
反
す
る
姿
勢
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
全
体
的
に
魏
澹
が

当
時
の
政
権
と
密
着
し
、
そ
の
『
魏
書
』
が
北
朝
的
史
学
の
特
徴
を
帯
び
、
表

向
き
は
「
実
録
」・「
直
筆
（
直
書
）」
の
重
要
性
を
う
た
い
な
が
ら
、
そ
の
実
、

完
成
し
た
史
書
が
「
実
録
」・「
直
筆
（
直
書
）」
と
は
ほ
ど
遠
い
と
い
う
パ
タ
ー

ン
を
踏
襲
し
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

結
局
魏
澹
『
魏
書
』
も
、
魏
収
『
魏
書
』
と
同
じ
方
角
を
向
い
て
い
た
史
書

で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
く
な
る
の
で
あ
る
が
、
で
は
魏
澹
『
魏
書
』
は
こ
の
後

ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
『
史
通
』
古
今
正
史
に

次
の
よ
う
に
あ
る
。

煬
帝
澹
書
猶
お
未
だ
善
と
す
る
能
わ
ず
と
以お

も

い
、
又
左
僕
射
楊
素
に
勅

し
て
別
に
撰
せ
し
め
、
学
士
潘
徽
・
褚
亮
・
欧
陽
詢
等
之
を
佐
く
。
会
た

ま
素
薨
じ
て
止
む
。

　

こ
れ
に
よ
る
と
煬
帝
は
魏
澹
『
魏
書
』
の
内
容
に
不
満
を
抱
き
、
楊
素
ら
に

『
魏
書
』
の
再
編
纂
を
命
じ
た
が
、
楊
素
が
死
去
す
る
と
中
止
と
な
っ
た
と

い
）
42

（
注う
。
続
く
唐
の
高
祖
李
淵
武
徳
五
年
（
六
二
二
）
に
は
、
魏
・
周
・
隋
・
梁
・

斉
・
陳
の
各
史
の
編
纂
が
命
じ
ら
れ
、
こ
の
う
ち
の
魏
史
編
纂
を
命
令
さ
れ
た

の
は
中
書
令
蕭

・
給
事
中
王
敬
業
・
著
作
郎
殷
聞
礼
の
三
名
で
あ
）
43

（
注る
。
こ
の

よ
う
に
、
隋
の
煬
帝
か
ら
唐
の
高
祖
に
至
る
ま
で
に
は
、
魏
史
の
再
々
編
纂
が

志
向
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
武
徳
九
年
（
六
二
六
）
六
月
に
玄
武
門

の
変
が
発
生
し
、
秦
王
李
世
民
が
皇
太
子
と
な
っ
て
実
権
を
掌
握
、
さ
ら
に
同

年
八
月
に
父
で
あ
る
高
祖
に
譲
位
さ
せ
て
自
ら
が
皇
帝
と
な
る
と
（
太
宗
）、

そ
れ
ま
で
の
流
れ
が
一
変
す
る
。

貞
観
三
年
、
太
宗
復
た
修
撰
を
勅
し
、
乃
ち
徳

・
秘
書
郎
岑
文
本
を
し

て
周
史
を
修
せ
し
め
、
中
書
舎
人
李
百
薬
斉
史
を
撰
し
、
著
作
郎
姚
思

廉
梁
・
陳
史
を
修
し
、
秘
書
監
魏
徴
隋
史
を
修
し
、
尚
書
左
僕
射
房
玄

齢
と
諸
代
史
を
総
監
す
。
衆
議
魏
史
既
に
魏
収
・
魏
澹
の
二
家
有
り
、

已
に
詳
備
為
る
を
以
て
、
遂
に
復
た
修
せ
ず
。（『
旧
唐
書
』
巻
七
三 

令

狐
徳

伝
）

　

こ
こ
に
あ
る
通
り
、
貞
観
三
年
（
六
二
）
44

（
注九
）、
あ
ら
た
め
て
北
周
・
北
斉
・
梁
・

陳
・
隋
の
五
代
史
の
編
纂
が
各
人
に
命
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
）
45

（
注が
、
武
徳
五
年
に

編
纂
が
命
じ
ら
れ
た
魏
史
が
、
こ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
に
つ

い
て
、当
時
は
魏
澹
『
魏
書
』
だ
け
で
は
な
く
、魏
収
『
魏
書
』
ま
で
も
が
「
詳

備
」と
評
価
さ
れ
て
い
た
が
た
め
で
あ
る
と
い
）
46

（
注う
。
し
か
し
劉
知
幾
が『
史
通
』

を
執
筆
し
て
い
た
と
き
に
は
、
魏
収
『
魏
書
』
が
魏
史
の
主
流
を
占
め
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
ら
し

）
47

（
注く

、
や
が
て
魏
澹
『
魏
書
』
は
散
逸
の
憂
き
目
を
見
る
こ

と
と
な
る
。

　

魏
収
『
魏
書
』
が
最
終
的
に
残
る
決
定
的
な
要
因
を
作
り
出
し
た
の
は
、
間

違
い
な
く
太
宗
で
あ
る
。
彼
は
中
国
史
上
有
数
の
名
君
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
イ
メ
ー
ジ
が
、
彼
自
身
や
唐
王
朝
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
、
い
わ
ば
虚
像
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
）
48

（
注う
。
そ

の
太
宗
は
、
史
書
編
纂
に
非
常
に
熱
心
な
皇
帝
で
あ
っ
た
が
、
例
え
ば
彼
の
御

撰
に
か
か
る
唐
修
『
晋
書
』
の
巻
八
七
に
涼
武
昭
王
李
玄
盛
伝
を
も
う
け
、

十
六
国
の
西
涼
李
暠
（
隴
西
李
氏
）
を
自
ら
の
祖
先
と
位
置
づ
け
る
と
い
う
工

作
を
行
っ
た
。
そ
し
て
彼
が
『
貞
観
氏
族
志
』
の
編
纂
を
命
じ
た
と
こ
ろ
、
完

成
し
た
初
奏
本
が
帝
室
李
氏
を
差
し
置
い
て
崔
民
幹
を
第
一
と
し
て
い
た
こ
と
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に
怒
り
、
唐
王
朝
に
お
け
る
品
秩
を
基
準
と
し
て
調
査
・
編
纂
を
し
直
す
よ
う

命
令
し
、
完
成
し
た
改
訂
本
で
は
帝
室
李
氏
が
第
一
、
外
戚
が
第
二
と
さ
れ
、

崔
民
幹
は
第
三
に
降
さ
れ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
ま
た
こ
ち
ら
も
有
名
な
こ

と
な
が
ら
、太
宗
が
仏
僧
の
法
琳
に
、自
分
の
本
系
が
李

（
老
子
）
で
あ
り
、

隴
西
李
氏
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
な
ぜ
『
弁
正
論
』
に
て
道
教
を
批
判

し
た
か
と
詰
め
寄
っ
た
と
こ
ろ
、
法
琳
は
典
拠
を
示
し
な
が
ら
、
拓
跋
達
闍
が

唐
の
李
氏
で
あ
り
、隴
西
李
氏
の
李

と
は
無
関
係
で
あ
る
と
主
張
し
た
た
め
、

太
宗
は
激
怒
し
、
結
果
法
琳
は
益
部
の
仏
寺
に
徙
さ
れ
た
。
さ
ら
に
石
見
清
裕

氏
に
よ
れ
ば
、
史
書
に
お
け
る
高
祖
李
淵
の
皇
后
竇
氏
（
太
宗
の
生
母
）
の
世

系
は
捏
造
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
際
し
て
は
魏
収
『
魏
書
』（
特
に
序
紀
）
が

利
用
さ
れ
た
と
い

）
49

（
注う

。

　

以
上
の
諸
例
か
ら
見
ら
れ
る
太
宗
や
唐
王
朝
の
史
学
・
家
系
に
対
す
る
姿
勢

は
、
本
来
の
「
実
録
」・「
直
筆
（
直
書
）」
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
は

到
底
い
え
る
も
の
で
は
な
い
。
結
局
北
朝
的
史
風
は
継
続
す
る
の
で
あ
り
、『
史

通
』
内
篇 

曲
筆
に
、

而
し
て
魏
収
雑
う
る
に
寓
言
を
以
て
す
る
こ
と
、殆
ど
過
半
を
将
て
し
、

固
く
倉
頡
已
降
、罕
に
其
の
流
れ
を
見
る
の
み
、而
れ
ど
も
李
氏
『
斉
書
』

の
実
録

0

0

と
称
す
る
者
は
、
何
ぞ
や
。

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
成
立
し
た
五
代
史
の
一
つ
で
あ
る
李
百
薬
『
北

斉
書
』
が
魏
収
『
魏
書
』
を
「
実
録
」
と
し
て
評
価
し
て
い
た
と
い
）
50

（
注い
、
完
全

に
北
朝
的
な
「
実
録
」
観
を
踏
襲
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
は

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

そ
う
し
た
史
風
に
適
合
的
で
あ
っ
た
の
か
、
魏
収
・
魏
澹
そ
れ
ぞ
れ
の
『
魏

書
』
は
と
も
に
「
詳
備
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
魏
収

『
魏
書
』
の
み
後
世
に
伝
わ
っ
た
。
そ
の
原
因
に
つ
い
て
正
確
な
こ
と
は
分
か

ら
な
い
が
、「
実
録
」
が
「
実
録
」
と
し
て
評
価
さ
れ
な
い
史
風
と
、
恐
ら
く

は
そ
う
し
た
北
朝
・
隋
唐
史
学
的
な
意
味
合
い
の
「
実
録
」
に
徹
し
き
れ
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
魏
澹
『
魏
書
』
の
内
容
と
が
、
魏
収
『
魏
書
』
と
の
差
別
化
を
不

徹
底
に
さ
せ
、
結
果
魏
収
『
魏
書
』
の
み
を
生
き
残
ら
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　

注

（
注
1
）　

張
孟
倫
「
隋
代
史
学
」（『
史
学
史
研
究
』
一
九
八
二
年
第
三
期
）、
瞿
林
東
「
関

于
魏
澹
『
魏
書
』
義
例
之
批
評
思
想
的
批
評
」（『
四
川
師
範
大
学
学
報
（
社
会
科

学
版
）』
第
四
五
巻
第
四
期
、
二
〇
一
八
年
）
参
照
。

（
注
2
）　

魏
澹
個
人
や
そ
の
他
の
著
作
に
関
し
て
は
、徐
俊
「
隋
魏
澹
『
鷹
賦
』
校
訂

―

敦
煌
文
学
文
献
零
札
之
一
」（『
文
献
季
刊
』
二
〇
〇
三
年
第
二
期
）
参
照
。

（
注
3
）　

田
余
慶
「『
代
歌
』・『
代
記
』
和
北
魏
国
史

―
国
史
之
獄
的
史
学
史
考
察
」（
同

氏
著
『
拓
跋
試
探
（
修
訂
本
）』、
生
活
・
読
書
・
新
知
三
聯
書
店
、
二
〇
一
一
年
、

二
〇
二
〜
二
三
一
頁
）、
陳
識
仁
『『
水
経
注
』
与
北
魏
史
学
』（
花
木
蘭
文
化
出
版

社
、二
〇
〇
八
年
）九
〜
五
六
頁
参
照
。
他
に
北
朝
史
学
史
や
史
館
制
度
に
関
し
て
、

王
志
剛
「
民
族
文
化
認
同
与
北
朝
史
官
制
度
的
発
展
」（『
史
学
集
刊
』
二
〇
〇
九

年
第
二
期
）
な
ど
が
あ
る
。

（
注
4
）　

拙
稿
「
代
北
と
中
原

―
北
朝
の
史
学
と
正
統
観

―
」（『
東
洋
史
研
究
』
第

七
五
巻
第
三
号
、
二
〇
一
六
年
）、「『
顔
氏
家
訓
』
に
お
け
る
学
問
と
保
身
」（『
中

国
思
想
史
研
究
』
第
三
八
号
、
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

（
注
5
）　

松
下
憲
一
「『
定
襄
之
盛
楽
』
と
『
雲
中
之
盛
楽
』

―
鮮
卑
拓
跋
国
家
の
都
城

と
陵
墓

―
」（『
史
朋
』
第
四
〇
号
、
二
〇
〇
七
年
）
参
照
。

（
注
6
）　

田
余
慶
「『
代
歌
』・『
代
記
』
与
北
魏
国
史
」（
前
掲
）
参
照
。

（
注
7
）　

国
史
事
件
に
つ
い
て
は
、佐
藤
賢「
崔
浩
誅
殺
の
背
景
」（『
歴
史
』第
一
〇
三
号
、

二
〇
〇
四
年
）、松
下
憲
一「
北
魏
崔
浩
国
史
事
件

―
法
制
か
ら
の
再
検
討

―
」

（『
東
洋
史
研
究
』
第
六
九
巻
第
二
号
、
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

（
注
8
）　

佐
川
英
治
「
東
魏
北
斉
革
命
と
『
魏
書
』
の
編
纂
」（『
東
洋
史
研
究
』
第
六
四

巻
第
一
号
、
二
〇
〇
五
年
）
参
照
。

（
注
9
）　

池
田
恭
哉
『
南
北
朝
時
代
の
士
大
夫
と
社
会
』（
研
文
出
版
、
二
〇
一
八
年
）
参

照
。

（
注
10
）　

こ
れ
に
先
立
つ
北
斉
武
平
四
年
（
五
七
三
）
五
月
に
、
新
た
に
『
魏
書
』
の
編

纂
が
命
令
さ
れ
て
い
る
が（『
北
史
』巻
八 

斉
本
紀 

後
主
武
平
四
年
五
月
条
参
照
）、

こ
の
『
魏
書
』
が
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
。

（
注
11
）　

尾
崎
康
「
北
斉
の
文
林
館
と
修
文
殿
御
覧
」（『
史
学
』
第
四
〇
巻
第
二
・
三
号
、

一
九
六
七
年
）
参
照
。

（
注
12
）　
『
隋
書
』
巻
一
高
祖
紀
上
開
皇
三
年
閏
一
二
月
条
参
照
。

（
注
13
）　

謝
保
成
「
隋
代
史
学
浅
議
」（『
晋
陽
学
刊
』
一
九
八
九
年
第
二
期
）、楊
緒
敏
「
論

王
劭
魏
澹
修
史
」（『
史
学
史
研
究
』
二
〇
〇
〇
年
第
三
期
）、「
論
隋
朝
修
史
」（『
広

西
師
範
大
学
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）』
第
四
〇
巻
第
三
期
、
二
〇
〇
四
年
）、

周
暁
薇
・
王
其

「
礼
遇
与
懐
柔
：
江
南
士
人
流
寓
隋
朝
的
文
教
事
功

―
以
新
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出
隋
大
業
十
三
年
『
包
愷
墓
誌
』
為
中
心
」（『
陝
西
師
範
大
学
学
報
（
哲
学
社
会

科
学
版
）』
第
四
六
巻
第
二
期
、
二
〇
一
七
年
）、
瞿
林
東
「
関
于
魏
澹
『
魏
書
』

義
例
之
批
評
思
想
的
批
評
」（
前
掲
）
参
照
。

（
注
14
）　

繆
鉞
「
顔
之
推
年
譜
」（
同
氏
著
『
読
史
存
稿
』、生
活
・
読
書
・
新
知
三
聯
書
店
、

一
九
六
三
年
、
二
〇
七
〜
二
二
八
頁
）、
楊
緒
敏
「
論
王
劭
魏
澹
修
史
」（
前
掲
）、

秦
鶯
鶯
「
魏
収
与
『
魏
書
』」（『
滄
桑
』
二
〇
〇
七
年
第
五
期
）
参
照
。

（
注
15
）　
『
史
通
』
外
篇 

古
今
正
史
「
澹
以
西
魏
為
真
、
東
魏
為
偽
、
故
文
・
恭
列
紀
、

孝
静
称
伝
。
合
紀
・
伝
・
論
例
、
総
九
十
二
篇
」。
ま
た
周
一
良
「
魏
収
之
史
学
」

（『
燕
京
学
報
』
第
一
八
期
、
一
九
三
五
年
、
瞿
林
東
主
編
『
二
〇
世
紀
二
十
四
史

研
究
叢
書
』
第
六
巻 

周
文
玖
主
編
『
晋
書
・『
八
書
』・『
二
史
』
研
究
』、
中
国
大

百
科
全
書
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
、
一
〇
八
〜
一
四
四
頁
）、
宋
真
「
北
魏 

始
祖

神
話

 

王
朝

 
正
統
性
」（『

大 

東
洋
史
学
科
論
集
』
第
三
〇
輯
、

二
〇
〇
六
年
）、瞿
林
東「
論
魏
晋
隋
唐
間
的
少
数
民
族
史
学（
下
）」（『
河
北
学
刊
』

第
二
八
巻
第
四
期
、
二
〇
〇
八
年
）
参
照
。

（
注
16
）　

吉
本
道
雅
「
魏
書
序
紀
考
証
」（『
史
林
』
第
九
三
巻
第
三
号
、
二
〇
一
〇
年
）

参
照
。

（
注
17
）　

義
例
の
概
略
に
関
し
て
は
、
謝
保
成
「
隋
代
史
学
浅
議
」（
前
掲
）、
楊
緒
敏
「
論

王
劭
魏
澹
修
史
」（
前
掲
）、「
論
隋
朝
修
史
」（
前
掲
）、
王
昭
儀
「
隋
朝
重
修
『
魏

書
』
述
略
」（『
隴
東
学
院
学
報
（
社
会
科
学
版
）』
第
一
八
巻
第
一
期
、
二
〇
〇
七

年
）
参
照
。

（
注
18
）　

吉
本
道
雅
「
烏
桓
史
研
究
序
説
」（『
京
都
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
第
四
九
号
、

二
〇
一
〇
年
）
注
四
参
照
。

（
注
19
）　

筆
者
は
か
つ
て
、
田
余
慶
著
、
田
中
一
輝
・
王
鏗
訳
『
北
魏
道
武
帝
の
憂
鬱 

皇

后
・
外
戚
・
部
族
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
八
年
）
第
四
章
の
翻
訳
に

際
し
、
一
四
七
頁
注
四
の
訳
注
に
、
曹
魏
文
帝
曹
丕
の
字
（
子
桓
）
の
「
桓
」
字

を
避
け
、
曹
魏
以
降
の
「
烏
桓
」
は
「
烏
丸
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
説

明
し
た
が
、
曹
魏
時
代
に
こ
の
風
習
が
あ
っ
た
と
は
判
断
し
が
た
い
た
め
、
こ
の

場
を
借
り
て
訂
正
し
た
い
。

（
注
20
）　

多
賀
秋
五
郎
『
唐
代
教
育
史
の
研
究

―
日
本
学
校
教
育
の
源
流

―
』（
不
昧

堂
書
店
、
一
九
五
三
年
）
は
、『
五
経
正
義
』
の
成
立
に
つ
い
て
、「
南
学
方
面
よ

り
も
、
む
し
ろ
北
学
方
面
よ
り
求
め
ら
れ
た
結
果
に
よ
る
も
の
」
と
主
張
し
て
い

る
（
七
九
頁
）。

（
注
21
）　

王
鳴
盛
『
十
七
史
商
榷
』
巻
六
六
「
追
尊
二
十
八
帝
」
等
を
参
照
。

（
注
22
）　

田
余
慶
「
代
北
地
区
拓
跋
与
烏
桓
的
共
生
関
係

―
『
魏
書
・
序
紀
』
有
関
史

実
解
析
」（
前
掲
『
拓
跋
試
探
（
修
訂
本
）』
九
九
〜
二
〇
一
頁
）
参
照
。

（
注
23
）　

神
元
帝
の
「
始
祖
」
号
に
関
し
て
は
、
宋
真
「
北
魏 

始
祖
説
話

 

王
朝

 

正

統
性
」（
前
掲
）
参
照
。

（
注
24
）　

山
下
将
司
「
西
魏
・
恭
帝
元
年
『
賜
姓
』
政
策
の
再
検
討
」（『
早
稲
田
大
学
大

学
院
文
学
研
究
科
紀
要 

第
四
分
冊
』
第
四
五
号
、
一
九
九
九
年
）
参
照
。

（
注
25
）　

瞿
林
東
「
関
于
魏
澹
『
魏
書
』
義
例
之
批
評
思
想
的
批
評
」（
前
掲
）
は
、
東
魏

の
滅
亡
か
ら
ま
も
な
く
し
て
編
纂
さ
れ
た
魏
収『
魏
書
』と
は
こ
と
な
り
、魏
澹『
魏

書
』
は
西
魏
の
滅
亡
か
ら
し
ば
ら
く
た
っ
て
か
ら
編
纂
さ
れ
た
た
め
に
、「
直
書
」

の
精
神
が
こ
こ
に
反
映
さ
れ
た
と
解
釈
す
る
。

（
注
26
）　

拙
稿
「
代
北
と
中
原
」（
前
掲
）
参
照
。
ま
た
こ
れ
に
関
し
て
は
他
に
馬
艶
輝
「
自

称
与
認
同
：
十
六
国
北
朝
時
期
的
〝
中
国
〞
観
」（『
雲
南
民
族
大
学
学
報
（
哲
学

社
会
科
学
版
）』
第
三
三
巻
第
五
期
、
二
〇
一
六
年
）
が
あ
る
。

（
注
27
）　

吉
本
道
雅
「
魏
書
序
紀
考
証
」（
前
掲
）
参
照
。

（
注
28
）　

羅
新「
十
六
国
北
朝
的
五
徳
歴
転
問
題
」（『
中
国
史
研
究
』二
〇
〇
四
年
第
三
号
）

参
照
。

（
注
29
）　

も
っ
と
も
『
洛
陽
伽
藍
記
』
の
隠
士
趙
逸
の
よ
う
に
、
中
原
の
五
胡
十
六
国
の

正
統
を
認
め
、
そ
の
正
統
を
北
魏
が
継
承
し
た
と
暗
に
う
っ
た
え
る
者
も
い
た
。

拙
稿
「
代
北
と
中
原
」（
前
掲
）
参
照
。

（
注
30
）　

瞿
林
東
「
関
于
魏
澹
『
魏
書
』
義
例
之
批
評
思
想
的
批
評
」（
前
掲
）
参
照
。

（
注
31
）　

繆
鉞
「
顔
之
推
年
譜
」（
前
掲
）
は
、
魏
澹
『
魏
書
』
編
纂
の
、
正
確
な
年
代
は

不
明
と
し
な
が
ら
も
、
開
皇
二
年
（
五
八
二
）
の
こ
ろ
と
推
測
す
る
。『
史
通
』
外

篇 

古
今
正
史
も
そ
の
年
代
に
つ
い
て
、「
隋
開
皇
初
」
と
し
て
い
る
の
で
、
隋
・

陳
の
並
立
期
（
五
八
一
〜
五
八
九
）
に
編
纂
さ
れ
た
の
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

（
注
32
）　

内
藤
湖
南
『
支
那
史
学
史
』（
平
凡
社
、
一
九
九
二
年
）
一
巻
一
三
五
頁
参
照
。

（
注
33
）　

内
藤
湖
南
『
支
那
史
学
史
』（
前
掲
）
一
巻
二
五
〇
頁
参
照
。

（
注
34
）　

王
劭
に
関
し
て
は
、
藤
善
眞
澄
「
北
斉
系
官
僚
の
一
動
向
」（
同
氏
著
『
道
宣
伝

の
研
究
』、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
、
四
二
五
〜
四
六
四
頁
）、「
王

劭
の
著
述
小
考
」（
前
掲
『
道
宣
伝
の
研
究
』、四
六
五
〜
四
八
六
頁
）、楊
緒
敏
「
論

王
劭
魏
澹
修
史
」（
前
掲
）
参
照
。

（
注
35
）　

内
藤
湖
南
『
支
那
史
学
史
』（
前
掲
）
一
巻
二
四
〇
頁
参
照
。
ま
た
謝
保
成
「
隋

代
史
学
浅
議
」（
前
掲
）
に
も
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。

（
注
36
）　

内
藤
湖
南
『
支
那
史
学
史
』（
前
掲
）
一
巻
二
四
一
頁
参
照
。

（
注
37
）　
『
史
通
』
内
篇
六
家
参
照
。

（
注
38
）　

瞿
林
東
「
関
于
魏
澹
『
魏
書
』
義
例
之
批
評
思
想
的
批
評
」（
前
掲
）
参
照
。

（
注
39
）　

尾
崎
康
「
北
斉
の
文
林
館
と
修
文
殿
御
覧
」（
前
掲
）、
山
崎
宏
「
北
周
の
麟
趾

殿
と
北
斉
の
文
林
館
」（
同
氏
著
『
中
国
仏
教
文
化
史
の
研
究
』、
法
蔵
館
、

一
九
八
一
年
、七
四
〜
九
三
頁
）、榎
本
あ
ゆ
ち
「
北
斉
の
中
書
舎
人
に
つ
い
て

―

顔
之
推
、そ
の
タ
ク
チ
ク
ス
の
周
辺

―
」（『
東
洋
史
研
究
』
第
五
三
巻
第
二
号
、

一
九
九
四
年
）、
付
晨
晨
「『
修
文
殿
御
覧
』
編
纂
再
考

―
南
朝
類
書
の
北
伝
と

北
朝
の
類
書

―
」（『
東
方
学
』
第
一
四
〇
輯
、
二
〇
二
〇
年
）
等
を
参
照
。

（
注
40
）　

た
だ
し
魏
澹
『
魏
書
』
の
編
纂
に
携
わ
っ
た
と
さ
れ
る
辛
徳
源
は
、
一
方
で
牛

弘
の
推
薦
に
よ
り
王
劭
と
国
史
編
纂
に
従
事
し
た
と
い
う
が
（『
隋
書
』
巻
五
八 

辛
徳
源
伝
）、
魏
澹
『
魏
書
』
編
纂
と
の
時
期
的
な
前
後
関
係
や
、
辛
徳
源
が
王
劭
・

魏
澹
の
史
書
編
纂
に
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
姿
勢
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
か
な
ど

は
不
明
で
あ
る
。

（
注
41
）　

魏
収
『
魏
書
』
巻
三
太
宗
紀
（
明
元
帝
の
本
紀
）
は
宋
代
に
は
亡
び
た
が
、
現

行
の
魏
収
『
魏
書
』
太
宗
紀
は
、
魏
澹
『
魏
書
』
の
太
宗
紀
に
よ
り
補
わ
れ
た
と

さ
れ
る
。
そ
の
根
拠
は
、
泰
常
七
年
条
に
、
泰
平
王
に
封
じ
ら
れ
た
皇
子
の
拓
跋
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燾
（
後
の
太
武
帝
）
に
関
し
て
、「
燾
、
字
仏
釐
」
と
、
そ
の
名
と
字
が
と
も
に
明

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
明
元
帝
期
に
発
生
し
た
、
姚
興
・
李
暠
・
司
馬
徳
宗
・

劉
裕
ら
諸
君
主
の
死
が
全
て
「
卒
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
標
点
本

魏
収
『
魏
書
』、
中
華
書
局
、
一
九
七
四
年
、
太
宗
紀
校
勘
記
、
第
一
巻
六
四
〜

六
五
頁
参
照
）。
つ
ま
り
義
例
の
う
ち
の
①
と
④
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

少
な
く
と
も
そ
の
体
裁
に
関
し
て
は
、
義
例
内
容
に
忠
実
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
こ

か
ら
推
察
さ
れ
る
。

（
注
42
）　

楊
緒
敏
「
論
王
劭
魏
澹
修
史
」（
前
掲
）、王
昭
儀
「
隋
朝
重
修
『
魏
書
』
述
略
」

（
前
掲
）
参
照
。

（
注
43
）　
『
唐
会
要
』
巻
六
三 

史
館
上
修
前
代
史
、
瞿
林
東
「
温
故
知
新

―
重
読
楊
翼

驤
先
生
編
著
『
中
国
史
学
史
資
料
編
年
』
第
一
冊
」（『
廊
坊
師
範
学
院
学
報
（
社

会
科
学
版
）』
第
三
四
巻
第
一
期
、
二
〇
一
八
年
）
参
照
。

（
注
44
）　
『
唐
会
要
』巻
六
三 
史
館
上 

修
前
代
史
は「
貞
観
十
年（
六
三
六
）正
月
二
十
日
」

の
こ
と
と
す
る
。

（
注
45
）　

瞿
林
東
「
温
故
知
新
」（
前
掲
）
参
照
。

（
注
46
）　

瞿
林
東
「
説
『
魏
書
』
非
〝
穢
史
〞」（
前
掲
）、「
関
于
魏
澹
『
魏
書
』
義
例
之

批
評
思
想
的
批
評
」（
前
掲
）、「
温
故
知
新
」（
前
掲
）、
稲
葉
一
郎
「『
史
通
』
の

成
立

―
そ
の
文
献
学
的
考
察

―
」（
同
氏
著
『
中
国
史
学
史
の
研
究
』、
京
都

大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
、
二
五
九
〜
二
七
九
頁
）
参
照
。

（
注
47
）　
『
史
通
』
外
篇 

古
今
正
史
「
今
世
称
魏
史
者
、
猶
以
収
本
為
主
焉
」。

（
注
48
）　

布
目
潮
渢
『
隋
の
煬
帝
と
唐
の
太
宗 

暴
君
と
名
君
、
そ
の
虚
実
を
探
る
』（
清

水
書
院
、
一
九
七
五
年
）
参
照
。

（
注
49
）　

石
見
清
裕
「
唐
の
建
国
と
匈
奴
の
費
也
頭
」（
同
氏
著
『
唐
の
北
方
問
題
と
国
際

秩
序
』、
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
年
、
一
七
〜
六
三
頁
）
参
照
。

（
注
50
）　
『
北
斉
書
』巻
三
七 

魏
収
伝
は
北
宋
時
代
に
亡
び
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
り
、『
北

史
』
巻
五
六 

魏
収
伝
に
よ
り
補
わ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
李
百
薬
が
魏
収
を
ど
の
よ

う
に
書
い
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。
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