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西
晋
武
帝
期
後
半
に
お
け
る
衛

の
立
場
と
そ
の
活
動
を
め
ぐ
っ
て

尾　

関　

圭　

信

は
じ
め
に

西
晋
政
治
史
は
天
下
統
一
を
果
た
し
た
武
帝
期
の
前
半
部
分
と
八
王

の
乱
が
勃
発
し
て
滅
亡
に
向
か
う
恵
帝
期
以
降
の
後
半
部
分
に
分
け
ら

れ
る
が
、
本
稿
は
そ
の
前
半
部
分
（
武
帝
期
）
の
う
ち
後
ろ
半
分
に
あ

た
る
太
康
年
間
を
主
に
取
り
上
げ
る
。

な
ぜ
太
康
年
間
を
対
象
と
す
る
の
か
。
そ
れ
は
当
該
時
期
を
西
晋
政

治
史
全
体
か
ら
見
た
と
き
に
、
西
晋
王
朝
が
崩
壊
へ
と
向
か
う
プ
ロ

ロ
ー
グ
と
い
う
扱
い
を
受
け
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
従
来

の
研
究
が
賢
弟
で
あ
る
斉
王
司
馬
攸
の
追
放
や
こ
の
時
期
に
台
頭
し
た

外
戚
楊
氏
に
目
を
向
け
て
き
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
天
下
統

一
後
に
堕
落
し
た
武
帝
は
暗
愚
な
皇
太
子
司
馬
衷
を
後
継
に
し
た
い
が

た
め
に
、
ラ
イ
バ
ル
に
な
り
う
る
賢
弟
司
馬
攸
を
追
放
し
、
外
戚
楊
氏

を
優
遇
し
て
そ
の
台
頭
を
許
し
た
。
恵
帝
期
に
勃
発
す
る
八
王
の
乱
の

誘
因
は
こ
の
時
期
に
す
で
に
備
わ
っ
て
い
た
と
い
う
見
方
で
あ
る
。

し
か
し
、
西
晋
滅
亡
と
い
う
後
々
の
結
果
か
ら
当
該
時
期
を
捉
え
る

こ
と
に
は
以
下
の
三
つ
の
点
か
ら
疑
問
が
あ
る
。
第
一
に
後
の
結
果
に

影
響
が
大
き
か
っ
た
出
来
事
や
人
物
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
が
ち
に
な
る

こ
と
、
第
二
に
西
晋
滅
亡
前
史
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
外
れ
る
出
来

事
や
人
物
は
捨
て
置
か
れ
、
説
明
に
都
合
の
良
い
事
柄
ば
か
り
取
り
上

げ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
第
三
に
当
該
時
期
の
主
体
的
な
意
義

を
見
出
し
に
く
く
な
る
と
い
う
点
か
ら
で
あ
る
。

太
康
年
間
に
執
政
の
座
に
あ
っ
た
の
は
衛

（
と
汝
南
王
司
馬
亮
）

で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
に
対
す
る
言
及
は
恵
帝
期
の
元
康
初
に
司
馬
亮

と
と
も
に
政
権
を
担
っ
た
こ
と
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
元
康
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初
の
政
権
す
ら
八
王
の
乱
の
一
部
分
、
賈
皇
后
の
天
下
の
た
め
の
踏
み

台
と
い
う
程
度
の
位
置
付
け
で
し
か
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
岡
崎
文
夫

氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

1
（

。

楊
駿
に
代
っ
て
表
面
輔
政
の
大
任
に
当
っ
た
の
は
汝
南
王
亮
と

晋
の
開
国
の
遺
老
衛

で
あ
る
。
衛

は
有
徳
の
士
と
し
て
当
時

に
著
聞
し
、
武
帝
は
も
と
そ
の
女
を
も
っ
て
太
子
妃
た
ら
し
め
ん

と
欲
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
の
関
係
か
ら
賈
后
に
悪
ま
れ
て
居

る
。
か
か
る
家
族
間
排
擠
の
感
情
と
、
賈
党
が
あ
く
ま
で
も
政
権

を
独
占
す
る
陰
謀
と
が
相
合
し
て
、
楚
王
瑋
を
傀
儡
と
し
、
ま
た

も
や
突
然
兵
を
も
っ
て
彼
等
二
人
を
誅
滅
し
て
仕
舞
っ
た
。
し
か

も
そ
の
下
手
人
は
楚
王
瑋
で
あ
る
の
で
、
賈
后
は
こ
れ
に
よ
っ
て

楚
王
を
殺
し
、
こ
こ
に
ひ
と
ま
ず
賈
党
の
天
下
が
実
現
し
た
わ
け

で
あ
る
。

司
馬
亮
・
衛

（
・
司
馬
瑋
）
は
「
賈
党
の
天
下
が
実
現
」
す
る
た

め
の
道
具
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
こ
と
は
輔
政
の
任
に
あ
っ

た
こ
と
を
「
表
面
」
と
い
い
、
賈
皇
后
が
司
馬
瑋
を
「
傀
儡
」
と
し
て

「
誅
滅
し
て
仕
舞
っ
た
」
と
い
っ
た
氏
の
表
現
の
端
々
に
見
て
取
れ
る）

2
（

。

後
に
安
田
二
郎
氏
は
唐
修
『
晋
書
』
の
バ
イ
ア
ス
を
指
摘
し
、
佞
臣

賈
充
像
の
見
直
し
を
通
じ
て
西
晋
政
治
史
の
再
解
釈
を
行
っ
た
が）

3
（

、
安

田
氏
の
研
究
に
お
い
て
も
司
馬
亮
（
・
衛

）
政
権
は
権
力
・
権
勢
へ

の
強
烈
な
志
向
を
持
つ
他
の
「
八
王
」
の
権
力
集
団
と
同
列
に
位
置
づ

け
ら
れ
、
あ
く
ま
で
も
賈
后
に
と
っ
て
権
勢
を
確
立
す
る
た
め
の
手
段

的
存
在
で
あ
っ
た
と
評
さ
れ
る）

4
（

。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
武
帝
期
後
半
、
太
康
年
間
を
中
心
と
し
た
時
期

に
お
い
て
衛

が
ど
の
よ
う
な
立
場
に
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
整
理
を

行
い
、
そ
れ
を
通
じ
て
当
該
時
期
の
特
質
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
き
た

い
。
な
ぜ
な
ら
衛

こ
そ
が
以
下
の
叙
述
で
明
ら
か
な
よ
う
に
当
該
時

期
の
最
重
要
人
物
と
言
っ
て
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
も
関

わ
ら
ず
、
彼
の
重
要
性
が
理
解
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
た
と
え

ば
皇
太
子
司
馬
衷
後
継
問
題
に
お
い
て
も
、
そ
の
資
質
に
疑
問
を
呈
し

た
者
の
一
人
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る）

5
（

、
と
い
っ
た
程
度
の
扱
い
し
か

受
け
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
十
分
に
検
討
す
る
価
値
が
あ
る
と
考

え
る
。

さ
て
、
本
論
に
入
る
前
に
、
本
稿
の
検
討
対
象
で
あ
る
衛

と
い
う

人
物
に
つ
い
て
本
伝
に
基
づ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

衛

は
河
東
の
名
族
衛
氏
の
出
で
、
父
は
曹
魏
の
建
国
に
功
績
が

あ
っ
た
尚
書
衛
覬
で
あ
る
。
自
ら
も
若
く
し
て
尚
書
郎
と
な
り
、
そ
の

後
中
書
郎
を
経
る
な
ど
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
を
進
ん
だ
。
た
だ
し
衛

は
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家
柄
が
良
い
だ
け
の
人
物
で
は
な
か
っ
た
。
当
時
の
権
臣
専
政
下
に

あ
っ
て
政
界
を
上
手
く
渡
り
歩
き
、
そ
れ
を
傅
嘏
に
高
く
評
価
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
法
理
に
も
明
る
く
実
務
能
力
も
高
か
っ
た
が
、
同
時
に
決

断
力
も
兼
ね
備
え
て
い
た
。
伐
蜀
に
監
軍
と
し
て
参
加
し
て
い
た
が
、

独
断
で
戦
後
処
理
を
進
め
る
鄧
艾
を
機
略
を
も
っ
て
捕
ら
え
、
そ
の

後
、
鍾
会
が
反
乱
を
起
こ
し
た
際
に
は
拡
大
す
る
前
に
現
地
で
鎮
圧
し

た
。
ま
た
征
北
大
将
軍
と
し
て
北
方
に
あ
っ
た
と
き
は
、
鮮
卑
拓
拔
部

を
分
裂
、
崩
壊
に
導
き
、
数
十
年
に
わ
た
っ
て
再
起
不
能
に
追
い
込
ん

で
い
る）

6
（

。
あ
る
い
は
博
学
で
文
藝
に
も
通
じ
、
草
書
の
腕
前
は
索
靖
と

と
も
に
「
一
台
二
妙
」
と
称
さ
れ
た）

7
（

。

以
上
の
よ
う
に
家
柄
が
良
い
だ
け
で
な
く
、
政
治
・
軍
事
的
に
も
文

化
的
に
も
多
大
な
才
能
を
有
し
て
お
り
、
個
人
と
し
て
非
常
に
卓
越
し

た
人
物
で
あ
っ
た
。
政
界
で
も
西
晋
初
に
は
娘
が
皇
太
子
妃
の
有
力
候

補
と
な
り
、
自
ら
は
後
に
三
公
に
至
る
な
ど
多
大
な
影
響
力
を
も
っ

た）
8
（

。
要
す
る
に
、
衛

は
博
学
多
才
で
果
断
な
人
物
で
あ
り
、
佐
命
の

功
績
こ
そ
無
い
も
の
の
、
西
晋
建
国
の
元
勲
た
ち
に
勝
る
と
も
劣
ら
な

い
才
能
や
功
績
も
つ
人
物
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

そ
れ
か
ら
、
も
う
一
人
の
執
政
、
司
馬
亮
に
つ
い
て
今
回
は
取
り
上

げ
な
い
理
由
を
付
記
し
て
お
く
。
一
つ
は
彼
は
若
く
し
て
「
才
用

有
」
っ
て
重
用
さ
れ
て
き
た
が
、
目
立
っ
た
功
績
は
無
く
、
ま
た
決
断

力
を
欠
け
る
人
物
で
あ
っ
た
た
め）

9
（

、
政
界
を
主
導
し
て
い
た
の
は
衛

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
宗
室
出
身
と
い
う
異
な

る
立
場
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
西
晋
に
お
け
る
宗
室
諸
王

の
重
要
性
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
を
訓
導
し
抑
え
る
宗
師
と
い
う
立
場
に

あ
っ
た
司
馬
亮
の
存
在
・
権
威
自
体
は
決
し
て
軽
い
も
の
で
は
な
く
、

彼
自
身
に
つ
い
て
も
ま
た
改
め
て
整
理
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
て
い
る
。

一　

楊
駿
政
権
と
衛

（
一
）
楊
駿
奪
権
の
経
緯

太
煕
元
（
二
九
〇
）
年
四
月
、
皇
太
子
司
馬
衷
（
恵
帝
）
の
即
位
と

と
も
に
、
外
戚
楊
駿
に
よ
る
専
権
が
始
ま
っ
た
。
楊
駿
が
権
力
を
掌
握

す
る
に
至
っ
た
経
緯
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

帝 

疾
篤
き
に
及
び
、
未
だ
顧
命
有
ら
ず
、
佐
命
功
臣
、
皆
已

に
没
し
、
朝
臣 

惶
惑
し
て
、
計
従よ

り
す
る
所
無
し
。
而
し
て
駿 

尽
く
羣
公
を
斥
け
、
左
右
を
親
侍
せ
し
め
、
因
り
て
輒
ち
公
卿
を

改
易
し
、
其
の
心
腹
を
樹
つ
。
会

た
ま
た
ま帝 

小
間
な
る
も
、
用
い
る
所

の
者
非
な
る
を
見
て
、
乃
ち
正
色
し
て
駿
に
謂
い
て
曰
く
、「
何
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ぞ
便
ち
爾
る
を
得
ん
や
」
と
。
乃
ち
中
書
に
詔
し
て
、
汝
南
王
亮

を
以
て
駿
と
與
に
王
室
を
夾
輔
せ
し
む
。
駿 

権
寵
を
失
う
を
恐

れ
、
中
書
従
り
詔
を
借
り
て
之
を
観
、
便
ち
蔵
匿
す
る
を
得
。
中

書
監
華

 
恐
懼
し
て
、
自
ら
往
き
て
之
を
索
む
る
も
、
終
に
與

え
る
を
肯
ぜ
ず
。
信
宿
の
間
、
上
疾 

遂
に
篤
く
、
后
乃
ち
帝
に

駿
を
以
て
輔
政
せ
し
め
ん
こ
と
を
奏
し
、
帝 

之
に
頷
く
。
便
ち

中
書
監
華

・
令
何
劭
を
召
し
て
、
口
も
て
帝
旨
を
宣
べ
て
遺
詔

を
作
ら
し
む
（『
晋
書
』
巻
四
〇 
楊
駿
伝
）。

ま
ず
楊
駿
は
武
帝
の
病
が
重
篤
で
あ
る
の
に
乗
じ
て
自
ら
に
近
し
い

者
に
人
員
を
入
れ
替
え
た
。
と
こ
ろ
が
小
康
状
態
に
な
っ
た
武
帝
は
そ

の
こ
と
を
知
っ
て
怒
り
、
汝
南
王
司
馬
亮
を
輔
政
に
任
命
す
る
詔
を
作

成
さ
せ
た
。
結
局
楊
駿
は
そ
の
詔
を
握
り
つ
ぶ
し
、
遂
に
は
娘
の
楊
皇

后
を
利
用
し
て
自
ら
を
輔
政
と
す
る
遺
詔
を
作
ら
せ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
う
し
て
楊
駿
政
権
へ
の
道
が
開
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注

目
し
た
い
の
は
「
佐
命
功
臣
、
皆
已
に
没
し
、
朝
臣 

惶
惑
し
て
、
計

従
り
す
る
所
無
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
武
帝
危
篤
に
際
し
て
朝
臣
た
ち

が
見
せ
た
有
様
で
あ
る
。
西
晋
の
十
二
名
の
元
勲
は
こ
の
と
き
す
で
に

み
な
物
故
し
、
彼
ら
と
並
び
う
る
人
材
も
い
な
か
っ
た）

10
（

。
朝
臣
を
導
く

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
欠
如
が
楊
駿
に
付
け
入
る

を
与
え
た
の
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
は
後
に
楊
駿
政
権
が
崩
壊
し
た
際
、
七
十
一
歳
の
衛

が
再
登
板
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
如
実
に
示
し
て
い
よ
う
。

（
二
）
奪
権
を
可
能
に
し
た
要
因

そ
も
そ
も
先
の
よ
う
な
状
況
を
作
り
出
し
た
の
は
楊
駿
自
身
で
あ
っ

た
。
こ
こ
で
衛

の
引
退
に
至
る
経
緯
を
見
て
み
よ
う
。

（
衛
）
宣 

公
主
に
尚
し
、
数

し
ば
し
ば酒

色
の
過
有
り
。
楊
駿 

素
よ
り

と
平
ら
か
な
ら
ず
、
駿
復
た
自
ら
権
重
を
専
に
せ
ん
と
欲
す
、

宣 

若
し
離
婚
せ
ば
、

 

必
ず
遜
位
せ
ん
。
是
に
於
い
て
遂
に
黄

門
等
と
與
に
之
を
毀
ち
、
帝
に
諷
し
て
宣
よ
り
公
主
を
奪
わ
し

む
。

 

慚
懼
し
て
、
老
も
て
遜
位
を
告
ぐ
。
乃
ち
詔
を
下
し
て

曰
く
、「
司
空

…
…
位
を
太
保
に
進
め
、
公
を
以
て
第
に
就
か

し
む
…
…
」
有
司
又
た
宣
を
收
め
て
廷
尉
に
付
し
、

の
位
を
免

ぜ
ん
こ
と
を
奏
す
も
、
詔
し
て
許
さ
ず
。
帝
後
に
黄
門
の
虚
構
を

知
り
、
主
を
還
復
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
而
れ
ど
も
宣 

疾
も
て
亡

し
（『
晋
書
』
巻
三
六 

衛

伝
）。

楊
駿
は
黄
門
（
宦
官
）
を
利
用
し
て
衛

の
子
衛
宣
と
公
主
を
離
婚

さ
せ
、
そ
れ
を
恥
じ
た
衛

が
自
ら
退
く
よ
う
に
仕
向
け
た
。
武
帝
が
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軍
か
ら
尚
書
令
に
遷
り
中
央
政
界
へ
の
復
帰
を
果
た
し
た）

13
（

。

尚
書
省
の
長
官
で
あ
る
尚
書
令
が
重
要
な
官
職
で
あ
る
こ
と
は
説
明

す
る
ま
で
も
な
い
が
、
西
晋
に
お
い
て
先
に
こ
の
官
職
に
あ
っ
た
の
は

王
沈
・
裴
秀
・
賈
充
・
李
胤
の
四
名
で
あ
る
（
王
沈
は
晋
王
国
の
時

期
）。
咸
寧
二
（
二
七
六
）
年
に
李
胤
が
就
い
た
以
外
は
い
ず
れ
も
元

勲
で
あ
り
、
当
時
の
政
治
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
人
物
で
あ
っ
た）

14
（

。

さ
て
、
そ
の
よ
う
な
官
職
に
就
い
た
衛

は
か
な
り
厳
格
な
態
度
で

省
内
を
統
率
し
た
と
い
う
。

咸
寧
初
、
徴
さ
れ
て
尚
書
令
を
拝
し
、
侍
中
を
加
え
ら
る
。
性

は
厳
整
に
し
て
、
法
を
以
て
下
を
御
し
、
視
る
に
尚
書
は
参
佐
の

若
く
、
尚
書
郎
は
掾
属
の
若
し
（『
晋
書
』
巻
三
六 

衛

伝
）。

史
料
に
よ
れ
ば
衛

は
尚
書
を
参
佐
の
ご
と
く
、
尚
書
郎
を
掾
属
の

ご
と
く
、
ま
る
で
部
下
の
よ
う
に
扱
っ
た
と
い
う）

15
（

。
後
述
す
る
よ
う
に

衛

の
民
に
対
す
る
「
為
政
」
は
穏
や
か
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
省

内
に
お
け
る
官
僚
へ
の
厳
し
い
態
度
は
際
立
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
ろ
最
大
の
実
力
者
で
あ
っ
た
賈
充
は
な
お
太
尉
・
録
尚
書
事

と
し
て
健
在
で
あ
っ
た
が
、
衛

に
主
導
権
が
移
り
つ
つ
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
太
康
元
（
二
八
〇
）
年
の
天
下
統
一

亡
く
な
る
三
ヶ
月
前
、
太
煕
元
（
二
九
〇
）
年
正
月
の
こ
と
で
あ
る）

11
（

。

元
勲
の
う
ち
最
後
ま
で
存
命
で
あ
っ
た
荀

は
前
年
の
太
康
十

（
二
八
九
）
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る）

12
（

。
そ
の
時
点
で
元
勲
が
み
な
物
故

し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
楊
駿
は
宦
官
を
使
っ
て
ま
で
衛

を
排
除
し

た
。
こ
の
こ
と
は
楊
駿
の
権
力
掌
握
に
と
っ
て
衛

が
最
後
の
障
壁
で

あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

衛

と
い
う
最
後
の
障
壁
を
取
り
除
い
た
楊
駿
は
奪
権
に
成
功
し
政

権
を
樹
立
す
る
の
だ
が
、
お
よ
そ
一
年
後
賈
皇
后
の
ク
ー
デ
タ
ー
で
崩

壊
す
る
。
こ
れ
を
受
け
て
衛

が
再
登
板
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

こ
れ
ら
の
事
実
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
西
晋
政
界
に
お
け
る

キ
ー
マ
ン
の
一
人
が
衛

で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
次
章

で
は
そ
の
衛

が
武
帝
期
後
半
の
咸
寧
・
太
康
年
間
に
お
い
て
ど
の
よ

う
な
立
場
に
あ
っ
た
の
か
見
て
い
こ
う
。

二　

衛

の
執
政
と
尚
書
省

（
一
）
中
央
政
界
へ
の
復
帰

衛

は
西
晋
王
朝
成
立
後
か
ら
長
ら
く
外
官
を
歴
任
し
て
き
た
。
征

北
大
将
軍
と
し
て
北
方
に
あ
っ
た
と
き
は
、
鮮
卑
拓
拔
部
を
分
裂
、
崩

壊
に
追
い
込
ん
で
い
る
。
そ
し
て
咸
寧
四
（
二
七
八
）
年
、
征
北
大
将
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後
に
な
さ
れ
た
封
禅
の
建
議
で
あ
る
。

伐
呉
に
は
慎
重
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
衛

だ
が
、
天
下
統
一
が

な
る
と
封
禅
の
儀
の
挙
行
を
武
帝
に
促
す
動
き
を
主
導
し
た）

16
（

。
武
帝
が

辞
退
し
た
た
め
に
結
局
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
注
目

し
た
い
の
は
衛

と
と
も
に
上
奏
し
た
メ
ン
バ
ー
と
そ
の
官
職
で
あ
る
。

晋
武
帝 

呉
を
平
ら
げ
、
区
宇
を
混
一
す
。
太
康
元
年
九
月
庚

寅
、
尚
書
令
衛

・
尚
書
左
僕
射
山
濤
・
右
僕
射
魏
舒
・
尚
書
劉

寔
・
張
華
等 

奏
し
て
曰
く
、
…
…
﹇
内
容
は
省
略
﹈（『
宋
書
』

巻
一
六 

礼
志
三
）

こ
こ
に
「
尚
書
左
僕
射
山
濤
・
右
僕
射
魏
舒
・
尚
書
劉
寔
・
張
華
」

と
あ
る
よ
う
に
、
官
職
名
を
見
れ
ば
尚
書
省
の
幹
部
が
勢
ぞ
ろ
い
し
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
こ
の
と
き
の
封
禅
の
儀
挙
行
の
働
き
か

け
は
尚
書
省
主
導
で
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
人
物
の
う
ち
、
両
僕
射
の
山
濤
と
魏
舒
は
後
に

司
徒
と
な
っ
て
衛

と
と
も
に
太
康
年
間
の
朝
政
を
主
宰
す
る
こ
と
と

な
る
。
ま
た
張
華
も
宰
相
の
位
に
就
く
こ
と
を
嘱
望
さ
れ
、
後
の
元
康

年
間
に
は
一
時
の
政
治
的
安
定
を
も
た
ら
し
た
。

尚
書
省
を
率
い
て
封
禅
を
主
導
し
、
後
の
朝
政
の
担
い
手
た
ち
を
尚

書
省
に
お
い
て
掌
握
す
る
な
ど
、
衛

の
朝
政
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
は
こ
の
時
点
で
す
で
に
確
立
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
だ

ろ
う
。

（
二
）
太
康
三
年
の
人
事

太
康
三
（
二
八
二
）
年
十
二
月
に
行
わ
れ
た
人
事
に
よ
っ
て
衛

は

司
馬
亮
と
と
も
に
執
政
の
座
に
つ
い
た
。
当
該
人
事
を
記
し
た
の
が
次

の
一
文
で
あ
る
。

冬
十
二
月
甲
申
、
司
空
斉
王
攸
を
以
て
大
司
馬
・
督
青
州
諸
軍

事
・
鎮
東
大
将
軍
と
為
し
、
琅
邪
王

を
撫
軍
大
将
軍
と
為
し
、

汝
南
王
亮
を
太
尉
と
為
し
、
光
禄
大
夫
山
濤
を
司
徒
と
為
し
、
尚

書
令
衛

を
司
空
と
為
す）

17
（

（『
晋
書
』
巻
三 

武
帝
紀
）。

こ
れ
は
斉
王
攸
帰
藩
事
件
と
し
て
知
ら
れ
る
西
晋
史
上
最
も
有
名
な

人
事
で
あ
る）

18
（

。
た
だ
こ
の
人
事
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
同
年
に
お

け
る
太
尉
の
賈
充
、
司
徒
の
李
胤
の
相
次
ぐ
死
去
で
あ
っ
た
。

こ
の
と
き
中
書
監
の
荀

は
武
帝
に
対
し
て
後
任
候
補
を
次
の
よ
う

に
提
案
し
て
い
る
。
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時
に
太
尉
賈
充
、
司
徒
李
胤
並
び
に
薨
じ
、
太
子
太
傅
又
た
缺

く
。

 

表
陳
す
ら
く
、「
三
公
保
傅
、
宜
し
く
其
の
人
を
得
べ
し
。

若
し
楊

を
し
て
東
宮
に
参
輔
せ
し
む
れ
ば
、
必
ず
当
に
仰
ぎ
て

聖
意
に
称
う
べ
し
。
尚
書
令
衛

・
吏
部
尚
書
山
濤
皆
司
徒
為
る

べ
し
。
若
し

を
以
て
せ
ば
新
た
に
令
と
為
す
者
未
だ
出
で
ざ
れ

ば
、
濤 

即
ち
其
の
人
な
り
」
と
。
帝 

並
び
に
之
に
従
う
（『
晋

書
』
巻
三
九 

荀

伝
）。

こ
こ
で
は
欠
員
と
し
て
太
尉
、
司
徒
、
太
子
太
傅
が
想
定
さ
れ
て
い

て
、
荀

は
太
子
太
傅
の
後
任
に
楊

を
、
司
徒
の
後
任
に
山
濤
を
推

薦
し
て
い
る
。
衛

も
司
徒
の
候
補
（
次
点
）
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

武
帝
は
提
案
に
「
従
っ
た
」
と
あ
る
が
、
太
子
詹
事
で
あ
っ
た
楊

が

実
際
に
遷
っ
た
の
は
太
子
少
傅
で
あ
る）

19
（

。
こ
の
時
点
で
は
な
お
太
子
太

傅
に
は
司
馬
攸
が
就
い
て
い
た
か
ら）

20
（

、
本
文
の
太
子
太
傅
は
太
子
少
傅

の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
ま
た
荀

が
推
挙
し
た
中
に
は
な
い
ポ
ス
ト
と
し

て
賈
充
の
太
尉
が
あ
る
が
、
司
馬
亮
が
後
任
の
太
尉
と
な
っ
た）

21
（

。

こ
の
荀

提
案
の
時
点
で
考
慮
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
が
、
後
に
青

州
に
出
鎮
す
る
こ
と
に
な
っ
た
司
馬
攸
の
後
任
人
事
で
あ
る
。
司
馬
攸

が
就
い
て
い
た
ポ
ス
ト
は
司
空
と
太
子
太
傅
で
あ
る
が
、
そ
の
後
任
と

し
て
司
空
に
は
衛

（
尚
書
令
も
領
任
）
が
、
太
子
太
傅
に
は
司
馬
亮

が
就
任
し
た
。

こ
の
人
事
は
司
馬
攸
が
失
脚
し
た
西
晋
王
朝
の
退
潮
を
象
徴
す
る
出

来
事
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
が
、
全
体
か
ら
見
れ
ば
、
太
尉
賈
充
（
録
尚

書
事
・
太
子
太
保
）、
司
徒
李
胤
、
司
空
司
馬
攸
（
太
子
太
傅
）
か
ら
、

太
尉
司
馬
亮
（
録
尚
書
事
・
太
子
太
傅
）、
司
徒
山
濤
、
司
空
衛

（
尚
書
令
・
太
子
少
傅
）
へ
と
体
制
が
移
行
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
と

し
て
西
晋
政
治
史
の
中
で
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
司
空
と
な
っ
た
衛

の
為
政
に
つ
い
て
は
、

太
康
の
初
め
、
司
空
に
遷
り
、
侍
中
・
令
は
故
の
如
し
。
為
政

は
清
簡
に
し
て
、
甚
だ
朝
野
の
声
誉
を
得
（『
晋
書
』
巻
三
六 

衛

伝
）。

と
あ
り
、
先
述
の
よ
う
に
部
下
の
官
僚
に
は
厳
し
か
っ
た
が
、
そ
の

為
政
は
「
清
簡
」
と
し
て
大
変
評
判
が
良
か
っ
た
よ
う
で
あ
る）

22
（

。
天
下

統
一
後
、
皇
帝
の
政
治
に
対
す
る
関
心
が
失
わ
れ
、
政
治
が
弛
緩
す
る

中
で
外
戚
が
跋
扈
し
腐
敗
が
進
む
、
な
ど
と
史
書
に
は
記
さ
れ
る
太
康

年
間
で
あ
る
が
、
衛

ら
の
政
治
姿
勢
や
そ
れ
に
対
す
る
評
価
を
見
る

限
り
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
一
面
的
な
見
方
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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（
三
）
外
戚
楊
氏
の
台
頭
に
つ
い
て

賈
充
と
司
馬
攸
の
死
後
、
外
戚
楊
氏
が
台
頭
し
た
と
い
う
見
方
が
あ

る
。
た
と
え
ば
楊
氏
に
つ
い
て
の
専
論
が
あ
る
田
中
一
輝
氏
は
太
康
年

間
に
お
け
る
楊
氏
台
頭
の
過
程
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

23
（

。

武
帝
の
皇
太
子
衷
の
擁
護
・
東
宮
の
充
実
化
、
と
い
う
方
針
の

も
と
で
外
戚
の
楊

・
楊
駿
が
東
宮
職
を
領
任
し
て
東
宮
に
入

り
、
さ
ら
に
賈
充
に
始
ま
る
東
宮
官
属
の
尚
書
省
関
連
職
兼
任
と

い
う
慣
例
が
結
び
つ
き
、
太
康
年
間
に
は
、
車
騎
将
軍
・
行
太
子

太
保
・
録
尚
書
事
と
し
て
、
汝
南
王
亮
・
衛

と
と
も
に
尚
書
を

管
理
す
る
ま
で
に
、
そ
の
地
位
を
向
上
さ
せ
た
。

田
中
氏
に
よ
れ
ば
、
楊

と
楊
駿
は
武
帝
の
方
針
の
も
と
で
東
宮
入

り
を
果
た
し
、
太
康
年
間
に
な
る
と
楊
駿
は
尚
書
省
を
管
理
す
る
ま
で

地
位
が
上
昇
し
た
と
い
う
。
た
だ
「
汝
南
王
亮
・
衛

と
と
も
に
」
と

あ
る
よ
う
に
、
司
馬
亮
と
衛

も
同
様
の
地
位
に
あ
っ
た
。
田
中
氏
も

太
康
十
年
ま
で
続
く
太
子
保
傅
司
馬
亮
・
衛

・
楊
駿
が
尚
書
を
管
理

す
る
体
制
の
こ
と
を
「
三
者
」
体
制
と
述
べ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
結
論
か
ら
言
う
と
、
太
康
年
間
の
西
晋
政
界
の
状
況
を

こ
の
「
三
者
」
体
制
で
論
じ
る
の
は
適
切
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
楊
駿

が
太
康
年
間
に
「
録
尚
書
事
」
と
し
て
尚
書
を
管
理
し
た
形
跡
な
ど
な

い
か
ら
で
あ
る
。
楊
駿
が
録
尚
書
事
と
な
っ
た
の
は
、

（
太
熙
元
年
）
夏
四
月
辛
丑
、
侍
中
・
車
騎
将
軍
楊
駿
を
以
て

太
尉
・
都
督
中
外
諸
軍
・
録
尚
書
事
と
為
す
（『
晋
書
』
巻
三 

武

帝
紀
）。

と
あ
る
よ
う
に
、
太
熙
元
（
二
九
〇
）
年
四
月
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
先
に
見
た
武
帝
の
遺
詔
に
基
づ
く
人
事
で
あ
る）

24
（

。
で
は
こ
の
こ
ろ

録
尚
書
事
は
誰
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
と
、

太
尉
・
録
尚
書
事
・
領
太
子
太
傅
に
遷
り
、
侍
中
は
故
の
如
し

（『
晋
書
』
巻
五
九 

八
王　

汝
南
王
亮
）。

と
あ
る
よ
う
に
、
太
尉
の
司
馬
亮
で
あ
っ
た
。
こ
の
人
事
は
、
先
に
述

べ
た
太
康
三
（
二
八
二
）
年
の
人
事
で
あ
る
。
つ
ま
り
太
康
年
間
に
録
尚

書
事
で
あ
っ
た
の
は
司
馬
亮
で
あ
り
、
楊
駿
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
太
康
年
間
に
楊
氏
が
高
い
地
位
（
車
騎
将
軍
な

ど
）
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
否
定
し
な
い
が
、
尚
書
省
を
管
理
し
て
権

力
を
握
っ
た
と
ま
で
は
い
え
ず
、
実
際
に
執
政
の
座
に
あ
っ
た
の
は
衛



－ 35 －

と
司
馬
亮
の
両
名
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
は
日
蝕
や
天
災
が
多
く
、
そ
れ
ら
の
災
異
の
多
く
が
後
の

史
書
で
は
賈
氏
、
楊
氏
の
跋
扈
と
関
連
づ
け
て
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
後
世
の
附
会
で
あ
ろ
う）

25
（

。
司
馬
亮
や
衛

、
そ
し
て
魏
舒
も
遜
位

を
た
び
た
び
請
う
て
い
る
よ
う
に）

26
（

、
責
任
は
彼
ら
に
あ
っ
た
と
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
衛

は
中
央
政
界
復
帰
後
、
尚
書
省
を
基
盤
に
政

治
の
主
導
権
を
握
っ
て
い
っ
た
。
司
空
と
な
っ
て
も
尚
書
令
は
領
任
し

続
け
、
司
馬
亮
や
尚
書
省
に
お
け
る
同
僚
・
部
下
と
と
も
に
太
康
年
間

の
政
治
を
主
宰
し
て
い
っ
た
。
前
章
で
述
べ
た
楊
駿
に
と
っ
て
衛

こ

そ
が
最
後
の
障
壁
で
あ
っ
た
と
い
う
見
方
を
一
層
強
め
て
く
れ
よ
う
。

次
章
か
ら
は
衛

主
宰
の
体
制
の
特
質
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
の
か
に
つ
い
て
当
時
行
わ
れ
た
九
品
中
正
制
批
判
を
通
じ
て
探
っ
て

い
き
た
い
。

三　

九
品
中
正
制
批
判
と
衛

（
一
）
劉
毅
の
九
品
中
正
制
批
判
と
そ
の
後

魏
初
に
始
ま
る
九
品
中
正
制
は
こ
の
こ
ろ
す
で
に
批
判
の
的
に
な
っ

て
い
た
。
太
康
年
間
に
行
わ
れ
た
「
上
品
に
寒
門
無
く
、
下
品
に
勢
族

無
し
」
の
語
で
有
名
な
劉
毅
に
よ
る
九
品
八
損
の
議
の
内
容
の
一
部
と

批
判
の
後
の
経
緯
に
つ
い
て
史
料
は
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

毅 

魏
の
九
品
を
立
つ
る
は
、
権
時
の
制
に
し
て
、
未
だ
人
を

得
ら
れ
ず
、
而
も
八
損
有
る
を
以
て
、
乃
ち
上
疏
し
て
曰
く
、

　

 　

…
…
今
の
中
正
、
才
実
を
精く

わ

し
く
せ
ず
し
て
、
務
め
て
党

利
に
依
り
、
称
尺
を
均
し
く
せ
ず
し
て
、
務
め
て
愛
憎
に
隨

う
。
與
え
ん
と
欲
す
る
所
の
者
は
、
虚
を
獲
て
以
て
誉
と
成

し
、
下
さ
ん
と
欲
す
る
所
の
者
は
、
毛
を
吹
き
て
以
て
疵
を

求
む
。
高
下
は
強
弱
を
逐
い
、
是
非
は
愛
憎
に
由
る
。
世
の

興
衰
に
隨
い
て
、
才
実
を
顧
み
ず
、
衰
う
れ
ば
則
ち
削
下

し
、
興
れ
ば
則
ち
扶
上
す
。
一
人
の
身
、
旬
日
に
し
て
状
を

異
に
す
。
或
い
は
貨
賂
を
以
て
自
ら
通
じ
、
或
い
は
計
協
を

以
て
登
進
し
、
附
託
す
る
者
は
必
ず
達
し
、
道
を
守
る
者
は

困
悴
す
。
身
に
報
無
け
れ
ば
、
必
ず
割
奪
さ
れ
、
己
に
私
有

れ
ば
、
必
ず
其
の
欲
を
得
。
是
を
以
て
上
品
に
寒
門
無
く
、

下
品
に
勢
族
無
き
な
り
…
…

　
 　

…
…
愚
臣 

以お
も為

え
ら
く
、
宜
し
く
中
正
を
罷
め
、
九
品

を
除
き
、
魏
氏
の
弊
法
を
棄
て
、
一
代
の
美
制
を
立
つ
べ

し
、
と
。
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疏
奏
せ
ら
れ
、
優
詔
し
て
之
に
答
う
。
後
に
司
空
衛

等
も
亦
た

共
表
す
ら
く
、
宜
し
く
九
品
を
省
き
、
古
の
郷
議
里
選
を
復
す
べ

し
、
と
。
帝 

竟
に
施
行
せ
ず
（『
晋
書
』
巻
四
五 

劉
毅
伝
）。

劉
毅
に
よ
れ
ば
、
今
の
中
正
は
仲
間
の
利
益
や
自
己
の
感
情
に
基
づ

い
て
評
価
を
下
し
、
人
物
の
才
能
で
は
な
く
家
の
盛
衰
に
よ
っ
て
評
価

を
左
右
し
、
そ
の
結
果
、「
上
品
に
寒
門
無
く
、
下
品
に
勢
族
無
し
」

と
い
っ
た
状
態
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
原
因
で
あ
る
九
品
中

正
制
を
廃
止
す
る
よ
う
求
め
る
。
才
能
で
は
な
く
家
柄
・
権
勢
と
い
っ

た
要
素
が
人
事
評
価
に
結
び
つ
い
て
い
る
現
状
を
糾
弾
す
る
一
方
、
そ

の
解
決
策
に
つ
い
て
は
現
行
制
度
を
廃
止
し
、
新
た
な
制
度
を
作
る
べ

き
で
あ
る
と
述
べ
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
後
に
司
空
衛

ら

に
よ
る
上
奏
が
な
さ
れ
、
現
行
の
制
度
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
郷
挙
里

選
の
復
活
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
劉
毅
の
上
疏
に
つ
い
て
は
、
九
品
官
人
法
の
研
究
で
著
名
な
宮

崎
市
定
氏
が
重
要
な
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
九
品
中
正
制
批
判
は

尚
書
省
の
幹
部
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
と
い
う
指
摘
で
あ
る）

27
（

。
宮
崎

氏
の
言
う
通
り
、
こ
の
上
疏
が
な
さ
れ
た
太
康
五
年
頃
、
劉
毅
は
尚
書

左
僕
射
の
地
位
に
あ
っ
た）

28
（

。
つ
ま
り
官
僚
の
人
事
を
実
際
に
掌
り
運
営

し
て
い
る
当
局
の
幹
部
か
ら
制
度
へ
の
不
満
が
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
こ
の
劉
毅
と
い
う
人
は
、「
方
正
亮
直
に
し
て
、
介
然
と

し
て
羣
れ
ず
、
言
は
苟
合
せ
ず
、
行
は
苟
容
せ
ず
」
と
称
さ
れ
、
直
言

す
る
人
物
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た）

29
（

。
そ
の
た
め
他
の
朝
臣
と
摩
擦
を
生

じ
る
発
言
も
少
な
く
な
か
っ
た）

30
（

。
し
か
し
こ
こ
で
の
上
奏
は
そ
の
よ
う

な
類
の
言
動
と
は
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
劉
毅
一
人

の
上
奏
に
終
わ
ら
ず
、
引
き
続
い
て
司
空
の
衛

等
が
共
表
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
次
節
で
そ
の
共
表
の
中
身
を
確
認
し
て
い
こ
う
。

（
二
）
衛

ら
の
九
品
中
正
制
批
判

司
空
衛

等
の
共
表
の
詳
し
い
内
容
は
彼
の
本
伝
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
。

 

以お
も

え
ら
く
、
魏
の
九
品
を
立
つ
る
は
、
是
れ
権
時
の
制
に

し
て
、
経
通
の
道
に
非
ざ
れ
ば
、
宜
し
く
古
の
郷
挙
里
選
に
復
す

べ
し
、
と
。
太
尉
亮
等
と
上
疏
し
て
曰
く
、

　

 　

…
…
斯
れ
則
ち
郷
挙
里
選
な
る
者
は
、
先
王
の
令
典
な

り
。
茲
れ
よ
り
以
降
、
此
の
法 

陵
遅
す
。
魏
氏 

顛
覆
の
運

を
承
け
、
喪
乱
の
後
に
起
こ
る
も
、
人
士 

流
移
し
、
考
詳

す
る
に
地
無
し
。
故
に
九
品
の
制
を
立
つ
る
は
、
粗
ぼ
且
さ

に
一
時
選
用
の
本
為
る
の
み
。
其
の
始
め
て
造
る
や
、
郷
邑
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の
清
議
、
爵
位
に
拘
ら
ず
、
褒
貶
の
加
う
る
所
、
勧
励
を
為

す
に
足
り
、
猶
お
郷
論
の
余
風
有
り
。
中
間
に
漸
く
染
ま

り
、
遂
に
資
を
計
り
て
品
を
定
む
。
天
下
を
し
て
観
望
せ
し

め
ば
、
唯
だ
位
に
居
る
を
以
て
貴
と
為
し
、
人
は
徳
を
棄
て

て
道
業
を
忽
せ
に
し
、
多
少
を
錐
刀
の
末
に
争
い
、
風
俗
を

傷
損
し
、
其
の
弊 
細
か
ら
ず
。
今
九
域 

規
を
同
じ
く
し
て
、

大
化 

方
に
始
ま
る
、
臣
等
以お

も為
え
ら
く
宜
し
く
皆
末
法
を

蕩
除
し
、
一
に
古
制
に
擬
し
、
土
を
以
て
断
定
し
、
公
卿
よ

り
以
下
、
皆
居
る
所
を
以
て
正
と
為
し
、
復
た
懸
客
の
遠
く

異
土
に
属
す
る
者
を
無
か
ら
し
む
べ
し
。
此
く
の
如
く
ん

ば
、
則
ち
同
郷
の
鄰
伍
は
、
皆
邑
里
を
為
さ
ん
。
郡
県
の
宰

は
、
即
ち
長
に
居
る
を
以
て
、
尽
く
中
正
九
品
の
制
を
除

き
、
善
を
挙
げ
才
を
進
む
る
に
、
各
お
の
郷
論
に
由
ら
し
め

よ
。
…
…
今
九
品
を
除
か
ば
、
則
ち
宜
し
く
古
制
に
準
じ
、

朝
臣
を
し
て
共
に
相
い
任
に
挙
げ
し
む
べ
し
。
才
を
出
だ
す

の
路
に
於
い
て
既
に
博
く
、
且
つ
以
て
賢
を
進
む
る
の
公
心

を
厲
ま
し
、
位
に
在
る
の
明
闇
を
覈
ぶ
る
べ
し
。
誠
に
令
典

な
り
、
と
。

武
帝 

之
を
善
し
と
す
れ
ど
も
、
卒
に
改
む
る
能
わ
ず
（『
晋
書
』

巻
三
六 

衛

伝
）。

制
度
運
用
の
当
初
は
「
郷
論
の
余
風
有
」
っ
た
も
の
が
、「
中
間
に

漸
く
染
ま
り
、
遂
に
資
を
計
り
て
品
を
定
む
」
と
あ
っ
て
、
家
柄
が
重

き
を
な
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
変
化
が
お
き
た
契
機
は
、
越

智
重
明
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
司
馬
懿
に
よ
る
州
大
中
正
の
設
置
で

間
違
い
な
か
ろ
う）

31
（

。
創
業
者
司
馬
懿
が
発
案
し
た
、
西
晋
王
朝
の
シ
ス

テ
ム
の
根
幹
で
も
あ
る
州
大
中
正
制
を
直
接
に
は
批
判
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
た
め
、「
中
間
に
漸
く
染
ま
」
る
と
い
う
間
接
的
な
表
現
と
な
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
衛

ら
は
こ
こ
で
、
劉
毅
の
示
し

た
現
状
認
識
や
廃
止
の
提
言
に
加
え
て
、
制
度
の
淵
源
（「
人
士
の
流

移
」）
や
そ
の
問
題
点
、
そ
し
て
「
土
断
」
と
い
う
具
体
的
な
解
決
策

も
示
し
て
い
る
。
衛

ら
の
上
奏
文
は
劉
毅
の
提
案
に
つ
い
て
議
論
を

深
め
、
よ
り
具
体
的
な
案
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

先
の
劉
毅
伝
の
記
述
で
は
衛

の
肩
書
き
は
司
空
と
な
っ
て
い
た

が
、
衛

が
尚
書
令
を
兼
務
し
て
い
た
こ
と
は
先
述
し
た
通
り
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
衛

は
劉
毅
の
属
す
る
尚
書
省
の
長
官
で
も
あ
っ
た
。

太
尉
の
肩
書
き
で
登
場
す
る
共
奏
者
の
司
馬
亮
も
ま
た
録
尚
書
事
を
兼

ね
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
一
連
の
九
品
中
正
制
批
判
、
及
び
「
土
断
」

を
用
い
た
制
度
改
定
の
提
案
は
尚
書
省
と
し
て
の
見
解
の
表
明
で
あ
る

と
み
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
と
す
れ
ば
、
九
品
中
正
制
批
判
と
い
う
の

は
、
劉
毅
に
よ
る
個
人
的
な
意
見
の
表
陳
な
ど
で
は
な
く
、
尚
書
省
全
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は
、
巨
視
的
に
と
り
あ
げ
れ
ば
、
士
人
そ
の
も
の
と
の
対
決
を
意

味
す
る
。

と
述
べ
、
そ
の
上
で
武
帝
が
改
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

賢
才
主
義
な
ど
の
主
張
に
賛
成
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
と
同
時

に
、
士
人
の
も
つ
、
貴
族
制
と
し
て
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
か
れ
ら

の
権
勢
を
否
定
す
る
「
力
」
を
も
た
ず
、
ま
た
士
人
間
の
郷
里
を

め
ぐ
る
意
識
を
否
定
す
る
意
図
を
も
た
な
か
っ
た
、
と
い
う
観
点

か
ら
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
精
神
的
な
郷
里
を
制
度
的
な
郷
里
に
戸
籍

と
し
て
組
み
込
む
「
土
断
」
の
敢
行
は
士
人
の
意
識
の
否
定
で
あ
り
、

彼
ら
と
の
対
決
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
士
人
と
の
対
決

を
避
け
た
い
武
帝
は
つ
い
に
実
施
で
き
な
か
っ
た
と
見
る
の
で
あ
る
。

越
智
氏
の
見
解
は
首
肯
で
き
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で

も
武
帝
と
士
人
と
を
対
比
す
る
観
点
か
ら
見
た
理
解
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
廃
止
や
改
定
を
主
張
し
た
側
の
人
物
に
つ
い
て
も
目
を

向
け
て
み
る
と
、
劉
毅
は
青
州
人
士
（
二
品
以
上
）
に
よ
っ
て
州
大
中

正
に
推
挙
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
士
人
と
認
め
う
る
人
物
で
あ
る）

34
（

。
姻

体
の
問
題
意
識
の
発
露
で
あ
り
、
そ
の
総
意
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う）

32
（

。

（
三
）「
卒
不
能
改
」
と
い
う
結
果
に
つ
い
て

先
の
上
奏
を
記
載
す
る
史
料
の
最
後
の
一
文
に
「
卒
に
改
む
る
能
わ

ず
」
と
あ
る
通
り
、
尚
書
省
の
総
意
で
あ
り
、
武
帝
の
理
解
が
得
ら
れ

て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
つ
い
に
九
品
中
正
制
を
改
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。

こ
の
結
果
に
つ
い
て
越
智
重
明
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

33
（

。
ま

ず
衛

に
よ
る
九
品
中
正
制
廃
止
の
主
張
に
つ
い
て
、

九
品
官
人
法
は
、
後
漢
末
の
動
乱
な
ど
で
流
移
し
た
士
人
を
、

そ
れ
ぞ
れ
の
郷
里
に
よ
っ
て
郡
単
位
（
の
ち
に
は
主
と
し
て
州
単

位
）
で
把
握
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
際
の
郷
里
は
あ
く

ま
で
後
者
（
精
神
的
な
も
の
…
筆
者
注
）
を
基
準
と
す
る
。
六
朝

の
貴
族
制
も
後
者
の
郷
里
の
存
在
と
不
可
分
離
の
関
係
に
あ
る
。

し
か
し
、
右
に
あ
っ
て
は
前
者
の
郷
里
（
制
度
的
な
も
の
：
戸
籍

…
筆
者
注
）
を
基
準
と
し
そ
れ
に
後
者
の
郷
里
を
つ
つ
み
こ
も
う

と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
当
時
の
士
人
の
意
識
の
否
定
に
つ
ら
な

る
。
そ
れ
だ
け
に
右
の
九
品
官
人
法
の
廃
止
＝
郷
挙
里
選
の
復
活
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戚
関
係
を
見
て
も
、
娘
（
字
簡
訓
）
が
潁
川
荀
氏
の
荀
岳
に
嫁
い
で
い

る）
35
（

。
ま
た
衛

も
「
朝
の
耆
旧
」
と
さ
れ
、
子
の
衛
恒
は
王
渾
の
娘
を

娶
り
、
姪
の
衛
琇
は
王
浚
の
中
夫
人
と
な
る
な
ど
太
原
王
氏
と
姻
戚
関

係
を
有
し
て
い
た）

36
（

。

こ
の
よ
う
に
劉
毅
や
衛

自
身
も
ま
た
（
越
智
氏
の
言
う
）「
士
人
」

と
思
し
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
べ
き
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
章
を
改
め
て
衛

を
取
り
巻
く
姻
戚
関
係
の
検
討

を
通
じ
て
答
え
を
得
た
い
。

四　

衛

と
士
人
社
会

衛

の
姻
戚
関
係
を
整
理
し
た
の
が
【
図
1
】
の
略
系
図
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
太
原
王
氏
（
王
渾
・
王
浚
）
と
の
他
に
、
子
の
一
人
が
裴

楷
（
河
東
裴
氏
）
の
娘
を
娶
り
、
娘
の
一
人
が
何
劭
（
陳
国
何
氏
）
の

子
に
嫁
い
で
い
る
。
王
渾
は
諸
葛
誕
の
乱
で
活
躍
し
た
魏
の
司
空
王
昶

の
子
で
あ
る
。
王
浚
の
父
王
沈
は
建
国
直
後
に
亡
く
な
っ
た
が
、
西
晋

創
業
の
元
勲
で
あ
る
。
何
劭
の
父
何
曾
や
裴
楷
の
従
兄
裴
秀
も
ま
た
元

勲
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
西
晋
王
朝
を
創
業
し
た
元
勲
と
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た

が
、
一
方
で
と
も
に
政
治
を
主
導
し
た
尚
書
省
の
メ
ン
バ
ー
、
山
濤
、

［図 1］司馬氏・衛氏・裴氏・王氏略系図
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魏
舒
、
張
華
と
い
っ
た
人
物
と
の
間
に
は
そ
う
い
っ
た
関
係
が
無
い
。

つ
ま
り
政
権
運
営
に
あ
た
っ
て
姻
戚
関
係
を
頼
み
に
し
た
形
跡
は
見
ら

れ
ず
、
士
人
間
の
関
係
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
大
臣
・
官
僚
と
し
て
尽

く
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
九
品
中
正
制
を
批
判
し
え

た
の
で
は
な
い
か
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
次
に
見
る
エ
ピ

ソ
ー
ド
は
衛

が
政
界
に
あ
る
士
人
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
免
れ
え

な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
一
）
潘
岳
の
批
判

次
の
史
料
は
潘
岳
（
賈
謐
二
十
四
友
の
一
人
）
が
当
時
の
政
治
状
況

を
風
刺
し
た
と
さ
れ
る
一
文
で
あ
る）

37
（

。

岳
の
才
名
冠
世
、
衆
の
疾に

く

む
所
と
為
り
、
遂
に
栖
遲
す
る
こ
と

十
年
な
り
。
出
で
て
河
陽
令
と
為
る
も
、
其
の
才
を
負
い
て
而
し

て
鬱
鬱
と
し
て
志
を
得
ず
。
時
に
尚
書
僕
射
山
濤
・
領
吏
部
、
王

済
・
裴
楷
等
並
び
に
帝
の
親
遇
す
る
所
と
為
れ
ば
、
岳 

内
に
之

を
非そ

し

り
、
乃
ち
閣
道
と
題
し
て
謠
を
為
り
て
曰
く
、「
閣
道
の
東

に
、
大
牛
有
り
。
王
済
は
鞅

む
な
が
いし

、
裴
楷
は
鞧

し
り
か
い

し
り
か
いし

、
和
嶠
は
刺
促
し

て
、
休
む
を
得
ず
」
と
。（『
晋
書
』
巻
五
五 

潘
岳
伝
）

山
濤
の
人
事
は
「
山
公
啓
事
」
と
呼
ば
れ
て
高
い
評
価
を
受
け
て
い

た
が
、
そ
れ
で
も
不
満
を
持
つ
者
は
存
在
し
た）

38
（

。
出
世
で
き
ず
に
燻
っ

て
い
た
潘
岳
も
そ
の
一
人
で
あ
る）

39
（

。
人
事
を
掌
る
山
濤
や
彼
の
取
巻
き

で
あ
る
王
済
、
裴
楷
、
和
嶠
が
揶
揄
さ
れ
た
所
以
で
あ
る
。

こ
の
史
料
中
に
は
衛

の
名
前
は
無
く
、
一
見
関
わ
り
が
な
い
よ
う

に
見
え
る
。
し
か
し
【
図
1
】
の
略
系
図
を
見
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、

王
済
、
裴
楷
、
和
嶠
の
三
名
は
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
。
和
嶠
の
妻
と
裴

楷
の
妻
は
と
も
に
王
済
の
姉
妹
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
先
述
し
た
よ
う
に

衛

の
世
子
衛
恒
の
妻
も
ま
た
王
済
の
姉
妹
で
あ
る
。
つ
ま
り
王
渾

（
王
済
の
父
）
を
介
し
て
王
氏
、
衛
氏
、
裴
氏
、
和
氏
は
姻
戚
関
係
に

あ
っ
た
の
で
あ
る）

40
（

。

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
こ
こ
で
衛
恒
が
潘
岳
の
非
難
の
対
象
と
な
ら
な

か
っ
た
の
は
、
彼
が
王
済
、
裴
楷
、
和
嶠
と
は
異
な
り
当
時
そ
こ
ま
で

の
地
位
に
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
衛
恒
は
司
空
斉
王
府
に
起
家
し

て
い
る
が
、
司
馬
攸
の
司
空
就
任
は
咸
寧
二
（
二
七
六
）
年
の
こ
と
で

あ
る）

41
（

。
し
た
が
っ
て
こ
の
時
点
で
対
象
と
な
っ
て
い
な
く
て
も
何
ら
不

思
議
な
こ
と
で
は
な
い）

42
（

。

と
は
い
え
、
衛

の
姻
族
が
武
帝
に
親
遇
さ
れ
て
こ
の
世
の
春
を
謳

歌
し
て
い
た
、
少
な
く
と
も
不
遇
を
託
っ
て
い
た
潘
岳
か
ら
は
そ
の
よ

う
に
見
え
た
に
は
違
い
な
く
、
官
僚
組
織
に
お
け
る
関
係
と
は
ま
た
別
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の
士
人
間
同
士
の
関
係
に
よ
る
影
響
が
そ
こ
に
は
存
在
し
た
と
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
王
濬
の
批
判

前
節
の
姻
戚
関
係
を
つ
な
ぐ
要
の
位
置
に
い
た
の
が
王
渾
で
あ
る
。

王
渾
は
魏
の
司
空
に
ま
で
昇
っ
た
王
昶
を
父
に
持
つ
が
、
同
族
の
王
沈

に
比
べ
る
と
、
西
晋
建
国
時
期
は
さ
ほ
ど
目
立
つ
存
在
で
は
な
か
っ

た）
43
（

。
そ
の
後
も
長
ら
く
外
鎮
に
あ
っ
て
対
呉
戦
線
で
活
躍
し
て
い
た
。

太
康
元
（
二
八
〇
）
年
の
伐
呉
に
お
い
て
も
大
功
を
立
て
、
尚
書
左
僕

射
に
遷
る
太
康
六
年
ま
で
旧
呉
の
地
を
治
め
る
こ
と
と
な
る）

44
（

。

王
渾
は
咸
寧
年
間
に
中
央
に
戻
っ
た
衛

と
は
違
っ
て
太
康
年
間
半

ば
ま
で
地
方
に
居
続
け
た
か
ら
、
彼
自
身
が
中
央
政
界
で
権
勢
を
振

る
っ
た
様
子
は
う
か
が
え
な
い）

45
（

。
と
こ
ろ
が
伐
呉
の
際
に
起
こ
っ
た
次

の
事
件
は
王
渾
（
と
そ
の
姻
族
）
の
中
央
に
お
け
る
影
響
力
の
大
き
さ

を
鮮
明
に
す
る
。

そ
の
事
件
は
王
渾
が
大
功
を
立
て
た
伐
呉
の
最
終
局
面
で
起
こ
っ

た
。
蜀
か
ら
建
業
ま
で
長
江
を
下
っ
て
き
た
王
濬
と
の
対
立
で
あ
る
。

諍
い
の
き
っ
か
け
は
王
濬
が
王
渾
を
出
し
抜
い
て
建
業
を
落
と
し
て
手

柄
を
取
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
に
激
怒
し
た
王
渾
は
王
濬
を
弾
劾
し

た）
46
（

。
こ
れ
に
対
し
て
王
濬
も
反
論
の
上
奏
を
行
っ
た
の
だ
が
、
次
の
文

は
そ
の
一
節
で
あ
る
。

今
、
渾
の
支
党
姻
族
、
内
外
皆
な
磐
㸦
に
根
拠
し
て
、
並
び
に

世
位
に
処
る
。
聞
く
な
ら
く
は
人
を
し
て
洛
中
に
在
り
て
、
専
ら

共
に
交
構
せ
し
む
れ
ば
、
盜
言
は
孔は

な
はだ

甘
く
、
観
聴
を
疑
惑
す
、

と
。
夫
れ
曾
参
の
人
を
殺
さ
ざ
る
は
、
亦
た
以
て
明
ら
か
な
る

に
、
然
れ
ど
も
三
人 

之
を
伝
う
れ
ば
、
其
の
母 

杼
を
投
ぐ
（『
晋

書
』
巻
四
二 

王
濬
伝
）。

王
濬
に
よ
れ
ば
、
王
渾
の
支
党
姻
族
が
洛
陽
に
お
い
て
王
濬
を
貶
め

る
よ
う
な
言
説
を
振
り
ま
い
て
い
た
と
い
う
。
続
く
文
に
「
曾
参
殺

人
」
の
故
事
を
引
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
相
当
し
つ
こ
い
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
事
件
の
後
も
王
渾
は
子
の
王
済

と
と
も
に
王
濬
を
排
撃
し
続
け
た）

47
（

。
そ
の
た
め
王
濬
は
立
て
た
大
功
に

似
合
わ
な
い
不
遇
な
晩
年
を
過
ご
す
こ
と
と
な
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
王
濬
の
話
の
信
憑
性
と
か
、
誹
謗
中
傷

し
た
の
は
誰
か
と
か
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
と
か
、
そ
う
い
っ
た
部
分
で

は
な
い
。
そ
の
対
立
者
（
こ
こ
で
は
王
濬
）
か
ら
見
て
、
王
渾
と
そ
の

支
党
・
姻
族
は
一
体
と
な
っ
て
攻
撃
し
て
く
る
集
団
と
認
識
さ
れ
て
い

る
点
で
あ
る
。
先
の
潘
岳
の
例
も
同
様
で
、
姻
戚
関
係
に
あ
る
者
へ
の
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優
遇
が
実
際
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
今
の
待
遇

に
不
満
を
持
つ
者
か
ら
見
て
、
そ
れ
が
一
つ
の
集
団
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
た
と
い
う
事
実
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
潘
岳
も
王
濬
も
冷
遇
さ
れ

た
側
で
あ
り
、
そ
の
立
場
か
ら
見
た
王
渾
ら
と
そ
の
姻
族
は
ま
さ
に
今

を
時
め
く
人
々
だ
っ
た
の
で
あ
る）

48
（

。
王
濬
は
具
体
的
な
名
前
に
は
言
及

し
て
い
な
い
が
、
洛
陽
に
い
る
姻
族
に
衛

・
衛
恒
父
子
も
含
ま
れ
る

と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

（
三
）
裴
楷
の
重
用
と
司
馬
瑋
の
ク
ー
デ
タ
ー

衛

は
政
権
の
顔
ぶ
れ
を
身
内
で
固
め
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た

が
、
咸
寧
・
太
康
年
間
に
衛

と
そ
の
姻
族
が
相
当
な
権
勢
を
誇
っ
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。

た
だ
し
衛

と
そ
の
姻
族
の
関
係
が
当
時
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
作

用
し
た
の
か
を
記
し
た
記
録
は
残
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、

元
康
年
間
の
話
で
は
あ
る
が
、
衛

と
裴
楷
と
の
間
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か

ら
姻
戚
関
係
の
持
つ
作
用
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
衛

は
楊
駿
政
権
崩
壊
を
受
け
て
再
登
板

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
衛

は
司
馬
亮
と
と
も
に
輔
政
の
任
に
つ
い
て

秩
序
の
再
建
と
新
体
制
の
構
築
に
励
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
最
大

の
障
壁
と
な
っ
た
の
が
宗
室
諸
王
で
あ
っ
た）

49
（

。

政
権
発
足
直
後
に
専
権
を
志
向
す
る
東
安
王
司
馬
繇
を
追
放
し
た
も

の
の
、
楊
駿
打
倒
の
ク
ー
デ
タ
ー
を
実
行
し
た
楚
王
司
馬
瑋
が
な
お
洛

陽
に
駐
在
し
て
い
た）

50
（

。
そ
こ
で
司
馬
亮
と
衛

が
打
ち
出
し
た
の
が
諸

王
還
藩
政
策
で
あ
る
。
還
藩
（
本
国
に
帰
る
）
と
い
う
形
で
司
馬
瑋
を

洛
陽
か
ら
追
放
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
結
果
は
以
下
の
よ
う
に

失
敗
に
終
わ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、

恵
帝
の
即
位
す
る
や
、

に
千
兵
を
復
す
。
楊
駿
の
誅
せ
ら
る

る
に
及
び
、

を
以
て
録
尚
書
事
・
緑
綟
綬
・
剣
履
上
殿
・
入
朝

不
趨
・
給
騎
司
馬
を
加
え
、
汝
南
王
亮
と
共
に
朝
政
を
輔
け
し
む
。

亮 

諸
王
を
し
て
還
藩
せ
し
め
ん
こ
と
を
奏
し
、
朝
臣
と
廷
議
す
る

も
、
敢
え
て
応
ず
る
者
無
く
、
唯
だ

の
み
其
の
事
に
賛
す
れ
ば
、

楚
王
瑋 

是
に
由
り
て
焉
を
憾
む
（『
晋
書
』
巻
三
六
衛

伝
）。

と
あ
る
よ
う
に
、
司
馬
亮
の
発
議
に
賛
成
し
た
の
は
衛

だ
け
で
、

他
の
朝
臣
た
ち
は
誰
も
追
随
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

先
述
し
た
よ
う
に
、
み
な
が
司
馬
瑋
の
恨
み
を
買
う
こ
と
を
恐
れ
た
た

め
で
あ
っ
た
。

実
の
と
こ
ろ
司
馬
瑋
の
力
を
削
ぎ
、
排
除
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
こ

れ
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。
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楚
王
瑋 

勳
有
り
て
威
を
立
つ
る
こ
と
を
好
め
ば
、
亮 

之
を
憚

り
て
、
其
の
兵
権
を
奪
わ
ん
と
欲
す
（『
晋
書
』
巻
五
九 

八
王 

汝
南
王
亮
）。

と
あ
る
よ
う
に
、
兵
権
の
回
収
が
画
策
さ
れ
た
。
こ
こ
で
い
う
兵
権

と
は
司
馬
瑋
が
領
し
て
い
た
北
軍
中
候
の
持
つ
権
限
で
あ
る）

51
（

。
具
体
的

に
は
次
の
人
事
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。

太
保
衛

・
太
宰
亮 

称
す
ら
く
は
、
楷
の
貞
正
に
し
て
阿
附

せ
ざ
れ
ば
、
宜
し
く
爵
土
を
蒙う

け
し
む
べ
し
、
と
。
乃
ち
臨
海
侯

に
封
ぜ
ら
れ
、
邑
二
千
戸
を
食
む
。
楚
王
瑋
に
代
わ
り
て
北
軍
中

候
と
為
し
、
散
騎
常
侍
を
加
う
。
瑋
、

・
亮
の
己
を
斥
け
て
楷

を
任
ず
る
を
怨
み
、
楷
、
之
を
聞
き
て
、
敢
え
て
拜
さ
ず
、
転
じ

て
尚
書
と
為
る
（『
晋
書
』
巻
三
五
裴
楷
伝
）。

司
馬
亮
と
衛

は
司
馬
瑋
に
代
わ
っ
て
裴
楷
を
北
軍
中
候
に
任
命
し

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
司
馬
瑋
の
恨
み
を
買
う
こ
と
を
恐
れ
た
裴
楷

は
結
局
辞
退
し
て
い
る
。
だ
が
こ
の
件
へ
の
司
馬
瑋
の
怨
み
は
激
し

く
、
後
の
ク
ー
デ
タ
ー
の
際
に
は
裴
楷
も
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な
っ
た
。

楷
の
長
子
輿 

先
に
亮
の
女
を
娶
り
、
女 

衛

の
子
に
適
ぐ
。

楷 

内
難
未
だ
已
ま
ざ
る
を
慮
り
、
外
鎮
に
出
で
ん
こ
と
を
求
め
、

安
南
将
軍
・
仮
節
・
都
督
荊
州
諸
軍
事
に
除
せ
ら
る
る
も
、
当
に

発た

つ
べ
く
し
て
垂

な
ん
な
んと

す
る
に
瑋 

果
た
し
て
矯
詔
し
て
亮
・

を

誅
す
。
瑋 

楷
の
前さ

き

に
己
の
中
候
を
奪
い
、
又
た
亮
・

と
婚
親

な
る
を
以
て
、
密
か
に
楷
を
討
た
ん
と
す
。
楷 

素
よ
り
瑋
の
己

に
望
有
る
を
知
り
、
変
有
る
を
聞
き
て
、
単
車
も
て
入
城
し
、
妻

の
父
王
渾
家
に
匿
わ
れ
、
亮
の
小
子
と
與
に
一
夜
に
八
た
び
徙

り
、
故
に
難
を
免
る
る
を
得
。（『
晋
書
』
巻
三
五 

裴
楷
伝
）。

裴
楷
は
舅
の
王
渾
ら
を
頼
っ
て
何
と
か
難
を
逃
れ
た
と
い
う
。
だ

が
、
こ
の
史
料
で
そ
れ
以
上
に
注
目
し
た
い
の
は
ク
ー
デ
タ
ー
直
前
の

「
荊
州
」
出
鎮
人
事
で
あ
る
。
史
料
は
裴
楷
が
中
央
の
危
難
か
ら
逃
れ

よ
う
と
し
た
た
め
に
行
わ
れ
た
人
事
で
あ
る
か
の
よ
う
に
記
す
が
、
問

題
は
そ
の
行
き
先
が
荊
州
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
も

司
馬
瑋
が
も
と
も
と
鎮
し
て
い
た
の
は
荊
州
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る）

52
（

。

つ
ま
り
裴
楷
は
北
軍
中
候
に
続
い
て
ま
た
も
「
楚
王
瑋
に
代
わ
」
っ
て

任
命
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

裴
楷
は
な
ぜ
司
馬
瑋
の
後
任
を
担
わ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の

か
。
そ
の
理
由
は
、
司
馬
瑋
に
狙
わ
れ
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
記
事
中
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に
あ
る
よ
う
に
、
司
馬
亮
・
衛

と
「
婚
親
」
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

朝
臣
の
誰
も
が
司
馬
瑋
を
恐
れ
る
中
で
、
司
馬
亮
や
衛

が
頼
み
に
し

え
た
の
は
姻
戚
で
あ
っ
た
。
裴
楷
に
ば
か
り
司
馬
瑋
の
代
役
が
回
っ
て

き
た
事
実
が
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

衛

は
こ
の
と
き
司
馬
亮
と
と
も
に
非
業
の
死
を
遂
げ
る
。
こ
の
結

果
が
示
す
よ
う
に
、
楊
駿
後
の
秩
序
再
建
の
担
い
手
と
な
る
こ
と
は
大

き
な
危
険
を
伴
っ
て
い
た
。
と
は
い
え
そ
の
担
い
手
た
り
う
る
の
は
太

康
年
間
の
政
治
を
主
宰
し
て
き
た
衛

（
と
司
馬
亮
）
し
か
あ
り
え
な

か
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
の
こ
の
裴
楷
の
「
重
用
」
は
、
前
節
で
あ
ら

わ
れ
た
権
勢
家
の
集
団
と
し
て
の
側
面
と
は
ま
た
別
の
、
危
機
に
際
し

て
頼
る
べ
き
存
在
と
い
う
姻
戚
関
係
の
も
う
一
つ
の
面
を
映
し
出
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

潘
岳
や
王
濬
と
い
っ
た
冷
遇
さ
れ
た
者
、
す
な
わ
ち
姻
戚
関
係
に
加

わ
っ
て
い
な
い
外
部
の
者
か
ら
見
た
姻
族
は
身
内
同
士
で
称
え
あ
っ
た

り
庇
い
あ
っ
た
り
す
る
互
助
的
集
団
で
あ
っ
た
が
、
裴
楷
の
例
を
見
る

に
、
危
機
の
際
に
は
最
も
頼
れ
る
相
手
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
結
び
つ

き
は
非
常
に
強
固
な
も
の
で
あ
る
。
武
帝
の
擁
護
を
も
っ
て
し
て
も
王

濬
は
不
遇
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
衛

も
ま
た
、
そ

う
し
た
官
制
秩
序
と
は
異
な
る
西
晋
政
界
に
横
た
わ
る
強
大
な
士
人

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
員
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
以
下
の
四
つ
の
点
で
あ
る
。

①　

 

太
康
年
間
に
西
晋
政
界
の
中
心
に
い
た
の
は
衛

で
あ
る
こ
と
。

②　

衛

の
政
治
的
基
盤
が
尚
書
省
に
あ
っ
た
こ
と
。

③　

 

そ
の
政
治
姿
勢
は
九
品
中
正
制
批
判
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

家
柄
で
は
な
く
才
能
を
重
視
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
。

④　

 

衛

は
も
う
一
つ
の
政
治
的
基
盤
と
し
て
姻
戚
関
係
を
も

ち
、
当
時
の
士
人
社
会
の
中
心
に
い
た
こ
と
。

こ
の
う
ち
②
・
③
と
④
と
の
間
の
二
面
性
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る

か
が
問
題
と
な
る
。
筆
者
は
士
人
社
会
の
中
心
に
い
る
人
物
に
、
家
柄

よ
り
も
才
能
を
重
視
す
る
賢
才
主
義
的
指
向
が
み
ら
れ
る
と
い
う
点

に
、
後
の
東
晋
以
降
の
硬
直
し
た
門
閥
体
制
に
比
べ
て
当
時
の
政
界
が

な
お
柔
軟
さ
を
保
っ
て
い
た
と
い
う
特
徴
を
見
出
し
た
い
と
思
う
。

本
稿
で
取
り
上
げ
た
時
代
に
続
く
恵
帝
の
元
康
年
間
は
、
八
王
の
乱

が
勃
発
し
、
外
戚
が
専
権
を
振
る
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
武
帝
の
太
康
年

間
と
は
「
断
絶
」
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
だ
が
政
権
の
担
い
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手
と
そ
の
特
徴
と
い
う
本
稿
の
観
点
か
ら
見
て
、
果
た
し
て
そ
れ
は
妥
当

で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
に
対
す
る
展
望
を
示
し
て
本
稿
を
終
え
た
い
。

確
か
に
衛

自
身
は
司
馬
瑋
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
非
業
の
最
期

を
遂
げ
た
。
し
か
し
政
界
の
担
う
顔
ぶ
れ
は
そ
の
後
も
さ
ほ
ど
変
わ
っ

て
い
な
い
。
太
尉
に
石
鑒
、
司
徒
に
王
渾
、
司
空
に
高
密
王
司
馬
泰
、

尚
書
令
に
下

 

王
司
馬
晃
、
尚
書
左
僕
射
（
領
吏
部
）
に
王
戎
、
中
書

監
に
張
華
、
中
書
令
に
裴
楷
が
就
い
て
い
て
、
比
較
的
落
ち
着
い
た
元

康
の
治
世
を
現
出
さ
せ
て
い
る
。

石
鑒
は
寒
素
の
出
身
で
あ
り
な
が
ら）

53
（

、
青
州
人
士
を
代
表
す
る
ほ
ど

に
な
っ
た
人
物
で）

54
（

、
楊
駿
と
司
馬
亮
と
の
間
の
内
戦
を
回
避
さ
せ
る
機

転
も
持
つ
老
臣
で
あ
る
。
ま
た
司
馬
泰
と
司
馬
晃
は
「
当
時
の
諸
王
、

惟
だ
泰
及
び
下

王
晃
の
み
節
制
を
以
て
称
え
ら
」
れ
た）

55
（

。
そ
し
て
、

瑋 

既
に
誅
に
伏
せ
ば
、
楷
を
以
て
中
書
令
と
為
し
、
侍
中
を

加
え
、
張
華
・
王
戎
と
與
に
並
び
て
機
要
を
管
べ
し
む
（『
晋
書
』

巻
三
五 

裴
楷
伝
）。

と
あ
る
よ
う
に
、
裴
楷
・
張
華
・
王
戎
の
三
名
が
政
権
の
中
枢
を

担
っ
た
。
こ
の
三
名
の
う
ち
裴
楷
と
王
戎
は
若
い
こ
ろ
か
ら
並
び
称
さ

れ
た
人
物
で
あ
る）

56
（

。
ま
た
張
華
は
衛

・
王
渾
や
裴
楷
の
姻
戚
で
あ
る

和
嶠
と
親
し
い）

57
（

。

こ
の
中
で
趙
王
司
馬
倫
の
ク
ー
デ
タ
ー
が
起
こ
る
ま
で
中
心
に
あ
っ

て
尽
力
し
続
け
た
の
が
張
華
で
あ
る
。
張
華
は
庶
族
の
出
で
あ
る
が
、

そ
の
才
覚
と
功
績
に
よ
っ
て
一
代
で
成
り
上
が
っ
た
人
物
で
あ
る）

58
（

。
旧

呉
の
陸
機
・
陸
雲
兄
弟
を
抜
擢
し
、
あ
る
い
は
賈
模
や
裴

（
賈
皇
后

の
血
族
・
姻
族
だ
が
才
幹
が
あ
っ
た
人
物
）
と
輔
政
す
る
な
ど）

59
（

、
家
柄

で
は
な
く
才
能
を
基
準
と
す
る
賢
才
主
義
的
傾
向
を
持
っ
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
に
元
康
政
権
の
構
成
メ
ン
バ
ー
や
性
質
を
見
る
と
、
太

康
年
間
の
衛

政
権
と
の
同
質
性
が
あ
り
、
断
絶
よ
り
も
連
続
性
の
文

脈
で
西
晋
政
治
史
の
流
れ
を
理
解
す
べ
き
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
葭
森
健
介
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
元
康
政
権
の
担
い
手
の

一
人
で
あ
る
王
戎
は
「
門
調
戸
選
」
と
呼
ば
れ
る
人
事
の
門
閥
化
を
進

め
た
人
物
で
あ
る）

60
（

。
よ
っ
て
中
心
人
物
の
張
華
だ
け
を
分
析
す
れ
ば
十

分
と
は
言
い
難
く
、
多
く
の
整
理
が
ま
た
必
要
と
な
る
。
そ
の
検
討
は

後
稿
に
期
し
た
い
。

注

 

（
1
）
岡
崎
文
夫
『
魏
晋
南
北
朝
通
史
』（
弘
文
堂
書
房
、
一
九
三
二
年
、『
魏

晋
南
北
朝
通
史
：
内
編
』（
東
洋
文
庫
五
〇
六
、
平
凡
社
、
一
九
八
九

年
））。 
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（
2
）「
賈
党
の
天
下
」
の
踏
み
台
に
過
ぎ
な
か
っ
た
司
馬
亮
・
衛

政
権
は

後
年
の
川
勝
義
雄
氏
の
概
説
書
に
至
っ
て
は
登
場
す
ら
し
て
い
な
い
。
川

勝
義
雄
『
魏
晋
南
北
朝
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
講
談
社
、
二
〇
〇
三
年
）。 

 

（
3
）
安
田
二
郎
「
西
晋
初
期
政
治
史
試
論
―
―
斉
王
攸
問
題
と
賈
充
の
伐
呉

反
対
を
中
心
に
―
―
」（『
東
北
大
学
東
洋
史
論
集
』
六
、一
九
九
五
年
、

『
六
朝
政
治
史
の
研
究
』（
東
洋
史
研
究
叢
刊
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、

二
〇
〇
三
年
）
に
改
題
し
て
所
収
） 

 

（
4
）
安
田
二
郎
「
八
王
の
乱
を
め
ぐ
っ
て
―
人
間
学
的
考
察
の
試
み
―
」

（『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
四
号
、
一
九
七
六
年
、『
六
朝
政
治

史
の
研
究
』（
東
洋
史
研
究
叢
刊
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
三

年
）
所
収
） 

 

（
5
）『
晋
書
』
巻
三
六 

衛

伝
「
恵
帝
之
為
太
子
也
、
朝
臣
咸
謂
純
質
、
不

能
親
政
事
。

毎
欲
陳
啓
廃
之
、
而
未
敢
発
。
後
会
宴
陵
雲
台
、
託
酔
、

因
跪
帝
牀
前
曰
、「
臣
欲
有
所
啓
。」
帝
曰
、「
公
所
言
何
耶
。」

欲
言
而

止
者
三
、
因
以
手
撫
牀
曰
、「
此
座
可
惜
。」
帝
意
乃
悟
、
因
謬
曰
、「
公

真
大
酔
耶
。」

於
此
不
復
有
言
。
賈
后
由
是
怨

」 
 

（
6
）『
魏
書
』
巻
一 

文
帝
紀 

托
跋
沙
漠
汗  

 

（
7
）
父
の
衛
覬
、
子
の
衛
恒
（『
四
体
書
勢
』
の
著
者
）
も
ま
た
書
に
優
れ

る
な
ど
、
衛
氏
一
族
は
書
家
と
し
て
知
ら
れ
る
（『
晋
書
』
巻
三
六 
衛

伝
）。 

 

（
8
）
輔
政
の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
司
馬
亮
は
宣
帝
司
馬
懿
の
第
四
子
（
伏
太

妃
の
子
）
で
、
武
帝
司
馬
炎
の
叔
父
に
当
た
る
。
兄
の
司
馬
師
や
司
馬
昭

と
違
っ
て
才
望
も
野
心
も
な
く
、
た
い
し
た
功
績
も
な
い
至
っ
て
凡
庸
な

人
物
で
あ
っ
た
。
た
だ
そ
の
性
格
ゆ
え
に
、
後
に
な
っ
て
司
馬
一
族
の
ま

と
め
役
で
あ
る
宗
師
を
務
め
る
こ
と
と
な
る
。 

 

（
9
）
本
伝
に
は
、
司
馬
亮
が
関
中
出
鎮
時
に
秦
州
刺
史
胡
烈
戦
死
の
責
を
問

わ
れ
免
官
と
な
っ
た
失
敗
談
、
楊
駿
に
対
す
る
決
起
を
促
さ
れ
て
も
決
断

で
き
な
か
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
（『
晋
書
』
巻
五
九 

八

王 

汝
南
王
亮
）。
右
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
重
職
を
任
さ
れ
て
い
た
証
で
も
あ

る
が
、
後
に
関
中
に
出
鎮
し
て
反
乱
を
収
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
弟
の
扶

風
王
司
馬
駿
な
ど
と
比
べ
る
と
才
幹
に
優
れ
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。 

 

（
10
）『
晋
書
』
巻
三 

武
帝
紀 

咸
寧
元
年
八
月
壬
寅
条
「
以
故
太
傅
鄭
沖
・

太
尉
荀
顗
・
司
徒
石
苞
・
司
空
裴
秀
・
驃
騎
将
軍
王
沈
・
安
平
献
王
孚
等

及
太
保
何
曾
・
司
空
賈
充
・
太
尉
陳
騫
・
中
書
監
荀

・
平
南
将
軍
羊

祜
・
斉
王
攸
等
皆
列
於
銘
饗
」
佐
命
の
功
臣
に
つ
い
て
は
朱
曉
海
「
西
晉

佐
命
功
臣
銘
饗
表
微
」（『
臺
灣
大
學
中
文
學
報
』
十
二
期
、二
〇
〇
〇
年
）

を
参
照
。 

 

（
11
）『
晋
書
』
巻
三 

武
帝
紀 

太
熙
元
年
春
正
月
己
巳
条
「
以
尚
書
左
僕
射

王
渾
為
司
徒
、
司
空
衛

為
太
保
」 

 

（
12
）『
晋
書
』
巻
三 

武
帝
紀 

太
康
十
年
十
一
月
丙
辰
条
。
ま
た
武
帝
が
体

調
に
変
化
を
き
た
し
た
の
も
こ
の
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

（
13
）
尚
書
令
は
ま
た
「
台
輔
」
と
も
呼
ば
れ
る
（『
晋
書
』
巻
三
四 

羊
祜

伝
）。
祝
総
斌
氏
に
よ
れ
ば
、
魏
晋
時
期
の
三
公
に
は
「
宰
相
」
と
し
て

の
権
限
は
な
く
、
代
わ
っ
て
尚
書
令
が
宰
相
の
役
割
を
持
つ
よ
う
に
な
っ

た
。
祝
总
斌
『

汉
魏
晋
南
北
朝
宰
相
制
度
研
究
』
第
六
章 

魏
晋
的
三

公
、
尚
书
（
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
）。 

 

（
14
）賈
充
は
武
帝
危
篤
時
に
示
し
た
態
度
に
よ
っ
て
兵
権
を
剥
奪
さ
れ
た
が
、

恩
寵
は
変
わ
ら
ず
そ
の
後
太
尉
に
昇
進
し
た
と
さ
れ
る
（『
晋
書
』
巻

四
〇 

賈
充
伝
）。
し
か
し
こ
の
と
き
元
勲
が
代
々
就
任
し
て
き
た
尚
書
令

に
李
胤
を
就
い
た
の
は
異
例
と
い
っ
て
よ
く
、
尚
書
令
の
官
職
を
賈
充
か

ら
奪
う
た
め
の
措
置
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。 

 
（
15
）
後
に
尚
書
令
に
な
っ
た
荀

も
民
に
は
優
し
か
っ
た
が
、
官
僚
に
対
し

て
は
厳
し
か
っ
た
と
い
う
。『
晋
書
』
巻
三
九 

荀

伝
「
為
安
陽
令
、
転

驃
騎
従
事
中
郎
。

有
遺
愛
、
安
陽
生
為
立
祠
」、「
及
在
尚
書
、
課
試
令

史
以
下
、
覈
其
才
能
、
有
闇
於
文
法
、
不
能
決
疑
処
事
者
、
即
時
遣
出
」 

 

（
16
）
賈
充
が
封
禅
を
主
宰
し
た
よ
う
に
見
え
る
記
事
も
あ
る
（『
晋
書
』
巻
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四
〇 

賈
充
伝
）。
し
か
し
こ
れ
は
仇
鹿
鳴
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
朝
臣

之
首
」
ゆ
え
に
名
が
筆
頭
に
あ
っ
た
だ
け
で
あ
ろ
う
（
仇
鹿
鸣
「
咸

二

年
与
晋
武
帝
时
代
的
政
治
转
折
」（『
学
术
月
刊
』
二
〇
〇
八
―

一
一
、二
〇
〇
八
年
、『
魏
晋
之
际
的
政
治
权
力
与
网
络
』
上
海
古
籍
出
版

社
、
二
〇
一
五
年
所
収
）。 

 

（
17
）
司
馬

が
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
周
家
禄
『
晋
書
校
勘
記
』
も
指
摘
す
る
よ

う
に
「
撫
軍
大
将
軍
」
で
は
な
く
「
大
将
軍
」
で
あ
る
。「
撫
軍
」
は
衍

字
。『
晋
書
』
巻
三 
武
帝
紀 

太
康
四
年
五
月
己
亥
条
。 

 

（
18
）
西
晋
史
を
揺
る
が
す
事
件
で
あ
っ
た
以
上
、
司
馬
攸
に
関
心
が
集
ま
る

の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
司
馬

に
焦
点
を
当
て
て
見
て
み
る

と
、
彼
は
こ
の
と
き
東
方
（
鎮
東
大
將
軍
・
督
青
徐
州
諸
軍
事
）
か
ら
中

央
に
復
帰
し
、
ま
も
な
く
翌
年
五
月
に
は
亡
く
な
っ
て
、
本
人
の
望
ん
だ

通
り
洛
陽
に
葬
ら
れ
て
い
る
（『
晋
書
』
巻
三
八 

宣
五
王 

琅
邪
王

）。

司
馬

の
容
態
と
帰
京
の
望
み
に
よ
る
「
欠
員
」
が
司
馬
攸
出
鎮
人
事
の

引
き
金
と
な
っ
て
い
る
。
人
事
と
い
う
点
で
は
司
馬
攸
は
司
馬

の
後
任

に
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

 

　

ま
た
王
渾
が
出
鎮
反
対
の
上
表
の
中
で
、
司
馬
亮
を
司
馬
攸
の
代
わ
り

に
出
鎮
さ
せ
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
武

帝
が
賈
充
後
の
新
体
制
に
司
馬
攸
で
は
な
く
宗
師
司
馬
亮
を
選
ん
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
外
戚
楊
氏
や
「
佞
臣
」
た
ち
の
望
み
は
さ

て
お
き
、
衛

・
司
馬
亮
の
新
体
制
に
司
馬
攸
が
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
理

由
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

（
19
）
楊

の
就
い
て
い
た
官
職
に
つ
い
て
は
余
嘉
錫
「
晋
辟
雍
碑
考
證
」

（『
余
嘉
錫
論
學
雜
著
』
上
冊
、
中
华
书
华
书
局
、
一
九
六
三
年
）
を
参
照
。 

 

（
20
）『
晋
書
』
巻
三
八 

文
六
王 

斉
王
攸
伝
「
咸
寧
二
年
、
代
賈
充
為
司
空
、

侍
中
・（
太
子
）
太
傅
如
故
」 

 

（
21
）『
晋
書
』
巻
三 

武
帝
紀 

太
康
三
年
冬
十
二
月
甲
申
条 

 

（
22
）
太
康
年
間
に
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
政
策
を
実
施
し
て
い
っ
た
の
か
に

つ
い
て
は
史
料
が
少
な
く
、
ま
た
衛

ら
が
ど
こ
ま
で
コ
ミ
ッ
ト
し
た
か

不
明
で
あ
る
た
め
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
い
。
実
施
さ
れ
た
政
策
の
中
に

は
「
大
臣
終
喪
三
年
」
の
解
禁
（
太
康
七
年
）
な
ど
も
あ
り
、
こ
れ
ら
に

つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
検
討
を
加
え
た
い
（『
晋
書
』
巻
四
四 

華
表 

子

、
巻
二
〇 

礼
志
中
）。 

 

（
23
）
田
中
一
輝
「
西
晋
の
東
宮
と
外
戚
楊
氏
」（『
東
洋
史
研
究
』
六
八
―

三
、二
〇
〇
九
年
、『
西
晉
時
代
の
都
城
と
政
治
』（
朋
友
書
店
、

二
〇
一
七
年
）
所
収
）。 

 

（
24
）
な
お
こ
の
遺
詔
中
に
「
其
以
駿
為
太
尉
・
太
子
太
傅
・
假
節
・
都
督
中

外
諸
軍
事
、
侍
中
・
録
尚
書
・
領
前
将
軍
如
故
」（『
晋
書
』
巻
四
〇
楊
駿

伝
）
と
あ
っ
て
、
以
前
か
ら
録
尚
書
事
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
受

け
る
が
、
楊
駿
の
肩
書
き
は
「
侍
中
・
車
騎
将
軍
・
行
太
子
太
保
、
領
前

将
軍
」
で
あ
り
録
尚
書
事
は
務
め
て
い
な
い
。 

 

（
25
）
仇
氏
は
楊
駿
の
「
臨
晋
侯
」
の
記
事
な
ど
を
後
世
の
附
会
と
み
な
す
が
、

筆
者
も
こ
れ
に
従
い
た
い
。 

 

（
26
）『
晋
書
』
巻
三
六 

衛

伝
「
以
日
蝕
、

與
太
尉
汝
南
王
亮
・
司
徒
魏

舒
俱
遜
位
、
帝
不
聴
」。『
晋
書
』
巻
三 

武
帝
紀 

太
康
七
年
春
正
月
条

「
甲
寅
朔
、
日
有
蝕
之
。
乙
卯
、
詔
曰
、「
比
年
災
異
屢
発
、
日
蝕
三
朝
、

地
震
山
崩
。
邦
之
不
臧
、
実
在
朕
躬
。
公
卿
大
臣
各
上
封
事
、
極
言
其
故
、

勿
有
所
諱
」 

 

（
27
）
宮
崎
市
定
『
九
品
官
人
法
の
研
究
―
科
挙
前
史
』
第
二
編 

本
論 

第
二

章 

魏
晋
の
九
品
官
人
法 

十
二 

九
品
官
人
法
対
す
る
批
難
（
東
洋
史
研
究

会
、
一
九
五
六
年
、『
宮
崎
市
定
全
集
』
六
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
）

所
収
） 

 

（
28
）
劉
毅
が
司
隸
校
尉
と
な
っ
た
の
は
前
任
の
傅
玄
が
辞
め
た
咸
寧
四
年
の

こ
と
で
、
そ
の
後
六
年
間
在
職
し
て
い
る
。
太
康
六
年
に
は
致
仕
し
た
劉

毅
に
代
わ
っ
て
王
渾
が
就
い
て
い
る
。 

 

（
29
）
同
じ
東
萊
郡
を
本
貫
と
す
る
王
基
が
劉
毅
を
公
府
に
推
薦
し
た
際
の
論
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評
に
よ
る
（『
晋
書
』
巻
四
五 

劉
毅
伝
）。 

 

（
30
）
南
郊
の
際
に
武
帝
を
後
漢
の
桓
帝
・
霊
帝
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
も
あ
れ

ば
、
龍
が
出
現
し
た
際
に
一
人
だ
け
祝
わ
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
（
同
伝
）。 

 

（
31
）
越
智
重
明
『
晉
書
』
本
文
（
一
）
九
品
官
人
法 

①
九
品
官
人
法
の
弊

害
（
一
）（
明
徳
出
版
社
、
一
九
七
〇
年
） 

 

（
32
）「
太
尉
亮
等
」
の
「
等
」
の
う
ち
に
入
っ
て
い
る
可
能
性
は
否
定
で
き

な
い
が
、
中
正
の
頂
点
に
い
る
司
徒
の
魏
舒
が
名
を
連
ね
て
い
な
い
こ
と

が
、尚
書
省
の
考
え
方
で
あ
る
こ
と
を
よ
り
一
層
浮
き
立
た
せ
て
い
よ
う
。 

 

（
33
）
前
掲
注
二
八
越
智
同
書
。 

 

（
34
）『
晋
書
』
巻
四
五 

劉
毅
伝 

 

（
35
）「
荀
岳
墓
誌
」
に
は
「
夫
人
劉
、
年
冊
五
、
東
萊
劉
仲
雄
之
女
」
と
あ

る
（
毛
遠
明
校
注
『
漢
魏
六
朝
碑
刻
校
注
』
三
、
中
国
线
装
书
局
、

二
〇
〇
八
年
）。
そ
の
子
の
荀
隠
も
ま
た
張
華
に
認
め
ら
れ
た
名
士
で
あ

る
（『
世
説
新
語
』
第
二
十
五 

排
調
篇
）。 

 

（
36
）「
華
芳
墓
誌
」
に
は
「
中
夫
人
河
東
衛
氏
、
諱
琇
、
字
恵
瑛
、
年
十
九

薨
。
無
子
。
夫
人
祖
諱
覬
、
字
伯
覦
、
故
魏
尚
書
聞
陽
郷
敬
侯
。
夫
人
□

氏
。
伯
父
諱

、
字
伯
玉
、
故
侍
中
行
大
子
大
保
司
空

陽
公
」
と
あ
る

（
毛
遠
明
校
注
『
漢
魏
六
朝
碑
刻
校
注
』
三
、
中
国
线
装
书
局
、

二
〇
〇
八
年
） 

 

（
37
）『
世
説
新
語
』
第
三
政
事
篇
や
王
隠
『
晋
書
』（『
太
平
御
覧
』
巻

四
六
四 

人
事
部
一
〇
六 

謠
）
に
も
同
様
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。 

 

（
38
）「
山
公
啓
事
」
に
つ
い
て
は
葭
森
健
介
「『
山
公
啓
事
』
の
研
究
」（『
中

国
貴
族
制
社
会
の
研
究
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
八
七
年
）

を
参
照
。 

 

（
39
）
潘
岳
と
と
も
に
「
連
璧
」
と
言
わ
れ
た
夏
侯
湛
も
同
様
に
不
遇
を
嘆
き

「
抵
疑
」
な
る
一
文
を
作
っ
て
い
る
（『
晋
書
』
巻
五
五 

夏
侯
湛
伝
）。
な

お
東
晋
の
元
帝
司
馬
睿
は
夏
侯
湛
の
外
甥
に
あ
た
る
（『
晋
書
』
巻
三
一 

后
妃
伝
上 

元
夏
侯
太
妃
）。 

 

（
40
）
こ
の
風
刺
は
潘
岳
の
経
歴
、
山
濤
の
吏
部
尚
書
の
時
期
を
照
ら
し
合
わ

せ
る
と
、
咸
寧
年
間
の
こ
と
と
み
ら
れ
る
。
王
渾
は
む
ろ
ん
、
衛

も
地

方
に
出
鎮
し
て
い
た
可
能
性
の
あ
る
時
期
の
話
で
あ
る
が
、
そ
の
子
弟
ら

に
よ
る
横
の
つ
な
が
り
は
す
で
に
で
き
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

（
41
）『
晋
書
』
巻
三 

武
帝
紀 

咸
寧
二
年
八
月
己
亥
条
。 
 

（
42
）
そ
の
後
は
太
子
舍
人
、
尚
書
郎
、
秘
書
丞
、
太
子
庶
子
、
黄
門
郎
と
順

調
に
出
世
し
て
い
る
こ
と
か
ら
遠
か
ら
ず
同
列
に
加
わ
っ
た
で
あ
ろ
う

が
、
父
の
衛

と
と
も
に
非
業
の
死
を
遂
げ
る
（『
晋
書
』
巻
三
六 

衛

 

子
恒
）。 

 

（
43
）『
晋
書
』
巻
四
二 

王
渾
伝 

 

（
44
）『
晋
書
』
巻
三 

武
帝
紀 

太
康
六
年
春
正
月
戊
辰
条
。 

 

（
45
）
太
康
三
年
の
司
馬
攸
帰
藩
に
際
し
て
は
、
武
帝
に
対
し
て
反
対
の
旨
の

上
奏
を
し
て
い
る
。 

 

（
46
）『
晋
書
』
巻
四
二 

王
渾
伝
「
自
以
先
據
江
上
、
破
晧
中
軍
、
案
甲
不
進
、

致
在
王
濬
之
後
。
意
甚
愧
恨
、
有
不
平
之
色
、
頻
奏
濬
罪
状
、
時
人
譏

之
」 

 

（
47
）『
晋
書
』
巻
四
二 

王
渾 

子
済
「
以
其
父
之
故
、
毎
排
王
濬
、
時
議
譏

焉
」 

 

（
48
）
王
濬
と
同
じ
く
伐
呉
で
大
功
を
立
て
た
杜
預
は
中
央
の
権
貴
の
ご
機
嫌

取
り
の
た
め
に
賄
賂
を
送
っ
て
い
る
。
当
時
の
権
貴
と
い
え
ば
賈
充
や
荀

が
真
っ
先
に
思
い
浮
か
ぶ
が
、
賈
充
は
「
位
極
人
臣
、
家
無
餘
禄
」

（『
北
堂
書
鈔
』
巻
三
八 

政
術
部
十
二 

潘
岳
『
賈
充
誄
』）
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
権
貴
が
誰
な
の
か
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

「
預
在
鎮
、
数
餉
遺
洛
中
貴
要
。
或
問
其
故
、
預
曰
、「
吾
但
恐
為
害
、
不

求
益
也
」」（『
晋
書
』
巻
三
四  

杜
預
伝
） 

 

（
49
）
西
晋
で
は
咸
寧
三
年
や
太
康
十
年
に
大
規
模
な
諸
王
封
建
が
行
わ
れ
て

い
る
。
ま
た
太
康
三
年
の
斉
王
司
馬
攸
還
藩
も
こ
の
一
つ
で
あ
る
。『
晋
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書
』
巻
三 

武
帝
紀 

咸
寧
三
年
八
月
癸
亥
条
、
太
康
十
年
十
一
月
甲
申
条
。 

 
（
50
）
司
馬
瑋
に
は
司
馬
繇
の
よ
う
な
専
権
志
向
は
無
か
っ
た
も
の
の
、
苛
烈

で
背
徳
的
な
性
格
が
問
題
視
さ
れ
て
い
た
。『
晋
書
』
巻
五
九 

八
王 

楚

王
瑋
「
楊
駿
之
誅
、
瑋
屯
司
馬
門
。
瑋
少
年
果
鋭
、
多
立
威
刑
、
朝
廷
忌

之
。
汝
南
王
亮
・
太
保
衛

以
瑋
性
很
戾
、
不
可
大
任
、
建
議
使
與
諸
王

之
国
、
瑋
甚
忿
之
」 

 

（
51
）
北
軍
中
候
は
西
晋
武
帝
期
に
置
か
れ
た
領
軍
の
官
。『
通
典
』
職
官
十 

左
右
領
軍
衛
「
晋
武
帝
初
省
、
使
中
軍
将
軍
羊
祜
統
二
衛
・
前
後
左
右
・

驍
騎
七
軍
営
兵
、
即
領
軍
之
任
也
。
祜
遷
罷
、
復
置
北
軍
中
候
」 

 

（
52
）
司
馬
瑋
は
太
康
十
年
に
荊
州
都
督
と
し
て
出
鎮
し
て
い
る
。『
晋
書
』

巻
三 

武
帝
紀 

太
康
十
年
十
一
月
甲
申
条
「
始
平
王
瑋
為
楚
王
」、『
晋
書
』

巻
五
九 

八
王 

楚
王
瑋
「
太
康
末
、
徙
封
於
楚
、
出
之
国
、
都
督
荊
州
諸

軍
事
・
平
南
将
軍
、
転
鎮
南
将
軍
」 

 

（
53
）『
晋
書
』
巻
四
四 

石
鑒
伝 

 

（
54
）『
晋
書
』
巻
四
五 

劉
毅
伝 

 

（
55
）『
晋
書
』
巻
三
七 

宗
室 

高
密
文
献
王
泰
伝 

 

（
56
）『
晋
書
』
巻
三
五 

裴
楷
伝
「
吏
部
郎
缺
、
文
帝
問
其
人
於
鍾
会
。
会
曰
、

「
裴
楷
清
通
、
王
戎
簡
要
、
皆
其
選
也
。」
於
是
以
楷
為
吏
部
郎
」 

 

（
57
）『
晋
書
』
巻
四
五 

和
嶠
伝
「
嶠
転
侍
中
、
愈
被
親
礼
、
與
任
愷
・
張
華

相
善
」 

 

（
58
）
元
康
年
間
（
後
期
）、
賈
皇
后
は
政
治
に
つ
い
て
は
張
華
や
裴

に
任

せ
て
い
た
。
張
華
は
幽
州
の
庶
族
で
あ
り
、
一
方
で
裴
氏
は
河
東
郡
の
大

族
で
あ
る
が
、
賈
皇
后
と
は
姻
戚
関
係
に
あ
る
。『
晋
書
』
巻
三
六 

張
華

伝
「
賈
謐
與
后
共
謀
、
以
華
庶
族
、
儒
雅
有
籌
略
、
進
無
逼
上
之
嫌
、
退

為
衆
望
所
依
、
欲
倚
以
朝
綱
、
訪
以
政
事
」

 

（
59
）『
晋
書
』
巻
四
〇 

賈
充
伝 

附
族
子
模
「
是
時
賈
后
既
豫
朝
政
、
欲
委

信
親
党
、
拜
模
散
騎
常
侍
、
二
日
擢
為
侍
中
。
模
乃
尽
心
匡
弼
、
推
張

華
・
裴

同
心
輔
政
」 

 

（
60
）
葭
森
健
介
「
西
晋
に
お
け
る
吏
部
官
僚

－

西
晋
期
に
お
け
る
政
治
動
向

と
吏
部
人
事
」（『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
二
三
、一
九
九
九
年
）

（
お
ぜ
き　

よ
し
の
ぶ
）




