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5 4魏晋南北朝史のいま 総論

魏ぎ

晋し
ん

南
北
朝
時
代
は
谷
間
の
時
代
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
中
国
最
初
の
統
一
帝
国
秦
漢
と
第
二
の
統
一
帝
国
隋
唐
の
間
に
挟

ま
れ
た
分
裂
の
時
代
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
強
調
さ
れ
す
ぎ
て
、「
大
一
統
」
つ
ま
り
「
一
統
を
た
っ
と

ぶ
」
立
場
で
な
く
て
も
、
い
わ
ば
「
ま
ま
子
」
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
さ
れ
る
。

で
も
魏
晋
南
北
朝
時
代
は
ほ
ん
と
う
に
「
影
の
薄
い
」
時
代
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
の
魅
力

が
十
分
に
伝
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
近
年
は
魏
晋
南
北
朝
時
代
を
対
象
と
す
る
若
い
研
究
者

が
多
く
な
り
、
研
究
対
象
も
多
岐
に
わ
た
り
、
新
し
い
資
料
も
次
々
に
出
現
し
て
い
る
。
魏
晋
南
北
朝
時
代
史
研
究
の
現
在
の
あ
り

方
を
伝
え
る
よ
い
機
会
で
は
な
い
か
。
勉
誠
出
版
か
ら
打
診
が
あ
っ
た
時
、
即
座
に
お
受
け
し
よ
う
と
考
え
た
の
は
、
以
上
の
よ
う

な
理
由
に
よ
る
。

ひ
と
つ
の
時
代
を
取
り
上
げ
る
場
合
、
政
治
史
で
ま
ず
大
き
な
流
れ
を
つ
か
む
こ
と
が
常
道
で
あ
る
が
、
複
数
の
国
が
並
立
し
、

か
つ
そ
れ
ら
の
国
が
次
々
と
交
替
し
た
当
該
時
代
に
お
い
て
、
単
に
そ
れ
ぞ
れ
の
国
を
扱
っ
て
は
概
説
に
流
れ
て
し
ま
う
。
故
に
人

物
を
取
り
上
げ
、
そ
の
経
歴
や
活
動
、
思
想
を
追
い
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
政
権
の
も
つ
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
方
が
よ
い
の

で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
選
ん
だ
の
が
、
三
国
時
代
の
最
初
の
君
主
で
あ
る
魏
の
文
帝
曹そ
う

丕ひ

、
西せ
い

晋し
ん

の
滅
亡
に
つ
な
が
る
大
内
乱
の
引

き
金
と
な
っ
た
と
言
え
る
恵
帝
賈か

皇
后
、
五
胡
十
六
国
か
ら
は
北
魏
に
敗
れ
た
夏
皇
帝
の
赫か
く

連れ
ん

勃ぼ
つ

勃ぼ
つ

（
口
頭
で
の
発
表
を
拝
聴
し
、
是

非
に
と
お
願
い
し
た
経
緯
が
あ
る
）、
南
朝
で
は
そ
れ
以
前
の
諸
王
朝
と
は
異
な
る
あ
り
方
を
示
し
た
陳ち
ん

の
武
帝
、
北ほ
く

魏ぎ

で
は
よ
く
知
ら

［
総
論
］魏

晋
南
北
朝
史
の
い
ま

窪
添
慶
文

れ
た
孝
文
帝
の
改
革
を
支
え
た
漢
人
官
僚
李り

沖ち
ゅ
う、
そ
し
て
隋
の
統
一
国
家
を
導
く
こ
と
に
な
る
北
周
の
武
帝
と
い
う
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ

で
あ
る
。
そ
し
て
複
数
政
権
が
並
立
す
る
時
代
に
お
い
て
は
、
自
ら
の
正
統
性
を
各
国
は
主
張
せ
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
状
況
を
述
べ
る
論
を
お
い
て
結
び
と
す
る
。
こ
れ
を
第
一
部
と
す
る
。

思
想
面
に
お
け
る
魏
晋
南
北
朝
時
代
は
重
要
で
あ
る
。
ま
ず
漢
代
に
国
教
化
し
一
尊
の
状
況
に
あ
っ
た
儒
教
に
起
こ
っ
た
新
し
い

動
き
は
基
本
と
し
て
押
さ
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
後
漢
代
に
中
国
に
伝
え
ら
れ
た
仏
教
が
中
国
社
会
に
定
着
す
る
に
至
っ
た
の
も
こ
の

時
代
で
あ
る
が
、
南
朝
サ
イ
ド
か
ら
が
大
き
な
問
題
と
さ
れ
た
王
法
と
仏
法
の
関
係
、
北
朝
で
は
仏
教
信
徒
の
集
団
で
あ
る
邑ゆ

う

義ぎ

の

も
つ
諸
側
面
を
扱
い
た
い
と
考
え
た
。
や
は
り
こ
の
時
代
に
宗
教
と
し
て
の
姿
を
整
え
る
道
教
に
つ
い
て
は
、
山
中
に
建
設
さ
れ
た

道
館
を
通
じ
て
道
士
と
社
会
と
の
関
係
を
論
じ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
（
こ
れ
も
口
頭
の
発
表
を
拝
聴
し
て
）
お
願
い
す
る
こ
と
と
し
た
。

儀
礼
は
近
年
強
い
関
心
が
注
が
れ
る
分
野
で
あ
る
が
、
礼
楽
に
視
点
を
絞
っ
て
政
治
・
政
治
思
想
と
の
関
わ
り
を
扱
い
た
い
と
考
え
、

学
術
面
で
は
漢
籍
分
類
で
お
な
じ
み
の
「
史
部
」
の
成
立
の
問
題
を
論
じ
て
い
た
だ
く
。
書
文
化
に
お
い
て
当
該
時
代
の
も
つ
意
義

は
周
知
の
如
く
で
あ
る
が
、
北
朝
で
盛
行
し
た
墓
誌
の
刻
法
の
問
題
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
筆
者
は
墓
誌
を
利
用
す
る
が
、

書
法
、
刻
法
に
つ
い
て
の
知
識
を
有
し
な
い
の
で
、
特
に
執
筆
を
お
願
い
し
た
。
以
上
を
第
二
部
と
す
る
。

近
年
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
都
城
に
つ
い
て
の
関
心
が
高
い
。
そ
れ
は
都
城
址
の
学
術
調
査
が
進
行
し
て
い
る
こ
と
、
衛
星
写
真
な

ど
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
周
辺
環
境
の
把
握
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
る
が
、
日
本
の
都
城
の
源
を
探
る
場
合
に
、
先
行
す
る
時
期

の
中
国
の
都
城
の
理
解
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
事
情
も
後
押
し
し
て
い
る
。
よ
っ
て
都
城
の
み
で
第
三
部
を
構
成
す
る
こ
と
と
し
た
。

叙
上
の
観
点
か
ら
し
て
、
鄴ぎ
ょ
う、
洛
陽
、
建
康
、
長
安
は
欠
か
せ
な
い
し
、
北
魏
前
期
の
都
で
あ
っ
た
平
城
も
そ
れ
に
準
じ
る
。
さ
ら

に
多
数
の
国
が
存
在
し
た
故
に
、
ほ
か
に
も
多
数
の
国
都
と
な
っ
た
都
城
が
あ
る
。
そ
の
中
で
、
三
国
蜀し
ょ
く
の
成
都
、
赫
連
夏
の
統
万

城
、
北ほ
く

涼り
ょ
うの

姑こ

臧ぞ
う

を
取
り
上
げ
る
。
多
彩
な
都
城
像
が
得
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

近
年
中
国
で
は
出
土
資
料
の
紹
介
が
相
次
ぐ
。
戦
国
秦
漢
時
代
史
は
出
土
簡か
ん

牘と
く

な
く
し
て
は
語
れ
な
い
と
言
え
ば
言
い
過
ぎ
か
も

知
れ
な
い
が
、
出
土
資
料
が
も
つ
意
味
は
非
常
に
大
き
い
。
魏
晋
南
北
朝
時
代
は
簡
牘
資
料
は
ご
く
僅
か
し
か
知
ら
れ
ず
、
唐
代
の

敦
煌
・
ト
ル
フ
ァ
ン
文
書
の
よ
う
な
紙
に
よ
る
第
一
次
史
料
も
極
め
て
限
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
、
二
十
年
ほ
ど
前
に
長
ち
ょ
う

沙さ
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6総論

走そ
う

馬ま

楼ろ
う

三
国
呉ご

簡か
ん

が
発
見
さ
れ
、
そ
の
後
も
小
規
模
な
が
ら
簡
牘
出
土
が
報
告
さ
れ
て
、
そ
れ
を
用
い
る
研
究
が
相
次
い
で
い
る
。

多
方
面
に
わ
た
る
論
題
が
可
能
で
あ
る
が
、
呉
簡
を
用
い
た
呉
政
権
の
郷
村
把
握
の
シ
ス
テ
ム
を
解
明
し
た
一
文
と
一
連
の
文
書
を

復
元
す
る
方
法
を
示
し
つ
つ
家
族
・
女
性
の
問
題
を
扱
っ
た
一
文
を
載
せ
る
。
い
ず
れ
も
文
献
資
料
の
み
で
は
扱
え
な
い
問
題
で
あ

る
。
ま
た
出
土
簡
牘
の
整
理
・
保
存
に
あ
た
っ
た
立
場
か
ら
竹
簡
の
製
作
に
か
か
わ
る
問
題
を
扱
う
一
文
を
も
頂
戴
す
る
こ
と
に
し

た
。
こ
れ
も
長
沙
で
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
報
告
を
拝
聴
し
た
結
果
で
あ
る
。
他
方
、
相
次
ぐ
新
出
報
告
や
図
録
本
の

刊
行
に
よ
っ
て
、
利
用
で
き
る
墓
誌
の
数
が
多
く
な
り
、
そ
れ
ら
を
用
い
た
研
究
も
増
え
て
い
る
。
故
に
墓
誌
全
体
に
関
わ
る
問
題

を
論
じ
た
一
文
と
、
墓
誌
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
き
る
研
究
の
一
面
を
示
す
一
文
を
載
せ
る
。
ま
た
墓
室
に
描
か
れ
た
壁
画

の
報
告
も
多
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
論
じ
た
一
文
を
い
た
だ
く
。
以
上
を
第
四
部
と
す
る
。

経
済
史
関
係
が
な
い
こ
と
に
違
和
感
を
覚
え
る
読
者
が
お
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
筆
者
の
若
い
頃
に
は
社
会
経
済
史
で
な
け
れ
ば
歴

史
で
は
な
い
、
と
い
う
雰
囲
気
が
あ
っ
た
。
し
か
し
研
究
状
況
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
。
ま
こ
と
に
残
念
で
あ
る
が
、
近
年
の
研

究
状
況
を
勘
案
し
て
取
り
上
げ
な
い
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
東
晋
南
朝
に
関
わ
る
論
題
が
少
な
い
。
こ
れ
は
建
康
し
か
対
象
が
な
い

都
城
を
大
項
目
に
立
て
た
こ
と
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
が
、
編
集
を
担
当
し
た
筆
者
の
関
心
の
偏
り
に
よ
る
側
面
も
あ
る
こ
と
は

否
め
な
い
。
絵
画
や
造
像
な
ど
文
化
面
で
取
り
上
げ
る
べ
き
項
目
も
残
さ
れ
て
い
る
。
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
て
い
る
と
の
お
𠮟
り
を
受

け
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
は
お
詫
び
し
た
い
。

以
上
、
企
画
立
案
の
狙
い
を
述
べ
た
。
幸
い
に
依
頼
申
し
上
げ
た
皆
様
に
は
執
筆
を
快
諾
し
て
い
た
だ
け
た
。
気
鋭
の
方
々
に
よ

り
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
魅
力
が
十
分
に
伝
え
ら
れ
る
と
信
じ
る
次
第
で
あ
る
。
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曹丕7

魏ぎ

王
朝
の
初
代
皇
帝
・
曹そ
う

丕ひ

。
漢
魏
革
命
を
達
成
し
、
九
品
官
人
法

を
制
定
す
る
な
ど
、
彼
が
果
た
し
た
歴
史
的
役
割
は
小
さ
く
な
い
。

短
い
な
が
ら
激
動
の
人
生
を
駆
け
抜
け
た
曹
丕
の
生
涯
を
、
歴
史
的

な
言
説
と
現
代
の
研
究
の
両
面
か
ら
追
い
、
多
方
面
に
わ
た
る
彼
の

事
績
に
つ
い
て
、
政
治
史
的
側
面
を
中
心
に
振
り
返
る
。

は
じ
め
に

魏
の
文
帝
は
王
と
な
っ
た
時
、
太
陽
が
地
に
落
ち
て
三
つ
に
分
か

れ
、
そ
の
一
つ
を
得
て
懐
中
に
入
れ
る
と
い
う
夢
を
見
た
。

『
太
平
御
覧
』
天
部
四
・
日
下
の
条
に
引
く
『
談だ
ん

藪そ
う

』
に
見
え
る
逸

話
で
あ
る
。
こ
こ
に
登
場
す
る
「
魏
の
文
帝
」
こ
そ
、
本
稿
の
主
人
公
、

曹
丕
（
一
八
七
―
二
二
六
）
で
あ
る
。
同
話
が
曹
丕
を
天
下
三
分
を
象
徴

す
る
人
物
と
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
よ
う
。
現
在
で
も
、

三
国
時
代
の
開
始
は
西
暦
二
二
〇
年
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
れ

は
曹
丕
に
よ
る
魏
王
朝
の
創
始
を
指
標
と
し
て
の
こ
と
。
こ
れ
に
従
え

ば
、
そ
れ
以
前
に
死
ん
だ
関
羽
も
曹そ
う

操そ
う

も
三
国
時
代
の
人
物
で
は
な
い

の
で
あ
り
、
曹
丕
こ
そ
が
三
国
時
代
の
開
始
を
象
徴
す
る
人
物
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
曹
丕
の
生
涯
・
事
績
と
、
そ
れ
を
め

ぐ
る
研
究
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。

立
太
子
ま
で

曹
丕
に
関
す
る
基
本
情
報
は
、
西
晋
の
陳ち
ん

寿じ
ゅ

（
二
三
三
？
―
二
九

七
？
）
が
著
し
た
史
書
『
三
国
志
』
魏
書
二
・
文
帝
紀
（
以
下
、
文
帝
紀
。

ま
た
、
以
後
『
三
国
志
』
か
ら
の
引
用
は
、
書
名
を
省
略
す
る
）
に
見
え
る（
１
）。

［
Ⅰ
　
政
治
・
人
物
］

曹
丕 

│
三
分
さ
れ
た
日
輪
の
時
代

田
中
靖
彦

た
な
か
・
や
す
ひ
こ

―
恵
泉
女
学
園
大
学
特
任
准
教
授
。
専
門
は
中
国
史

学
史
、
中
国
地
域
文
化
研
究
。
主
な
著
書
・
論
文
に
『
中
国
知
識
人
の
三
国

志
像
』（
研
文
出
版
、
二
〇
一
五
年
）、「
三
国
論
の
過
渡
期
と
蘇
軾
」（『
津

田
塾
大
学
紀
要
』
四
七
、
二
〇
一
五
年
）、「『
後
漢
書
』
荀
彧
伝
に
つ
い
て

│
『
三
国
志
』
と
の
比
較
を
中
心
に
」（『
恵
泉
女
学
園
大
学
紀
要
』
二
四
、

二
〇
一
二
年
）、「
澶
淵
の
盟
と
曹
操
祭
祀

│
真
宗
朝
に
お
け
る
「
正
統
」

の
萌
芽
」（『
東
方
学
』
一
一
九
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
が
あ
る
。
二
〇
一
〇

年
、
第
二
九
回
東
方
学
会
賞
。SA
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「
汝じ
ょ

潁え
い

集
団
」
と
、
曹
操
の
地
縁
者
を
中
心
と
し
た
新
官
僚
地
主
集
団

「
譙
し
ょ
う

沛は
い

集
団
」
に
よ
る
抗
争
の
表
面
化
と
し
て
後
継
者
抗
争
を
捉
え

る
。
万
縄
楠
は
、
譙
沛
集
団
が
曹
植
を
支
持
し
た
の
に
対
し
、
汝
潁
集

団
は
儒
学
・
長
子
相
続
を
標
榜
し
て
曹
丕
を
支
持
し
、
後
者
が
勝
利
し

た
と
分
析
す
る
。
ま
た
渡
邉
義
浩
「
曹
操
の
「
文
学
」
宣
揚
」（『「
古

典
中
国
」
に
お
け
る
文
学
と
儒
教
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
五
年
。
初
出
一
九
九

五
年
）
に
よ
る
と
、
曹
操
は
儒
教
的
価
値
に
立
脚
す
る
「
名
士
」
を
抑

え
る
べ
く
、
新
た
な
価
値
基
準
と
し
て
「
文
学
」
を
宣
揚
し
、
優
れ
た

文
学
的
才
能
を
持
つ
曹
植
を
後
継
と
す
る
か
迷
っ
た
が
、
最
終
的
に
は

「
名
士
」
の
支
持
を
得
た
曹
丕
を
太
子
と
し
た
、
と
い
う
。

一
方
で
、
曹
丕
と
曹
植
の
不
仲
を
否
定
す
る
研
究
も
あ
る
。
津
田
資

久
「『
魏
志
』
の
帝
室
衰
亡
叙
述
に
見
え
る
陳
寿
の
政
治
意
識
」（『
東

洋
学
報
』
八
四
│
四
、
二
〇
〇
三
年
）
に
よ
る
と
、
陳
寿
は
曹
丕
に
よ
る

曹
植
ら
親
族
抑
圧
を
誇
張
し
て
書
い
て
お
り
、
そ
の
目
的
は
後
嗣
争
い

が
原
因
で
曹
魏
が
衰
え
た
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
彼
が
仕

え
る
西
晋
に
よ
る
至
親
輔
翼
体
制
を
強
く
主
張
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の

だ
と
い
う
。
金
文
京
『
中
国
の
歴
史
04　
三
国
志
の
世
界　
後
漢
三
国

時
代
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
五
年
）
は
、
曹
植
が
後
継
候
補
か
ら
外
れ
る

た
め
に
わ
ざ
と
乱
行
を
重
ね
た
可
能
性
も
あ
る
と
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
曹
丕
は
兄
弟
に
対
し
冷
酷
に
臨
ん
だ
男
と
し
て
後

世
か
ら
も
見
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
増
幅
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
か
、
南
朝
宋
で
編
ま
れ
た
『
世
説
新
語
』
は
、
曹
丕
が
同

母
弟
の
曹そ
う

彰し
ょ
う

を
毒
殺
し
、
次
い
で
曹
植
ま
で
殺
そ
う
と
し
て
、
母
に

叱
責
さ
れ
る
逸
話
や
、
曹
植
が
曹
丕
に
よ
る
迫
害
を
嘆
く
詩
を
詠
じ

た
「
七
歩
詩
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
伝
え
て
い
る
。
か
か
る
曹
丕
像
に
は
、

同
書
編
纂
時
の
皇
帝
で
あ
る
南
朝
宋
の
文
帝
（
劉
義
隆
。
在
位
、
四
二
四

―
四
五
三
）
に
よ
る
皇
弟
迫
害
が
投
影
さ
れ
て
い
る
側
面
が
見
出
せ
る

（
拙
著
『
中
国
知
識
人
の
三
国
志
像
』
研
文
出
版
、
二
〇
一
五
年
も
参
照
）。

建
安
十
六
（
二
一
一
）
年
、
曹
丕
は
五
官
中
郎
将
と
な
る
。
石
井
仁

前
掲
書
に
よ
る
と
、
曹
丕
の
拝
命
し
た
五
官
中
郎
将
は
副
丞
相
の
職
と

さ
れ
、
三
公
や
将
軍
と
同
様
、
府
を
開
い
て
官
属
を
お
く
こ
と
が
で
き

た
が
、
本
来
の
五
官
中
郎
将
と
は
全
く
別
で
、
な
ぜ
こ
の
官
名
が
使
わ

れ
た
の
か
は
不
明
と
い
う
。
同
時
に
石
井
は
、
こ
の
曹
丕
の
事
例
が
、

革
命
直
前
に
覇
王
の
後
継
者
が
独
自
に
幕
府
を
ひ
ら
き
副
官
に
な
る
方

式
の
始
ま
り
と
な
っ
た
と
も
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
建
安
二
十
二
（
二
一

七
）
年
、
曹
丕
は
魏
国
の
王
太
子
と
な
り
、
正
式
に
後
継
の
座
を
得
た
。

漢
魏
革
命

建
安
二
十
五
（
二
二
〇
）
年
、
曹
操
は
洛
陽
で
死
に
、
曹
丕
は
丞

相
・
魏
王
と
な
る
。
建
安
二
十
五
年
は
延
康
元
年
と
改
め
ら
れ
る
が
、

同
年
十
月
、
曹
丕
は
許
に
お
い
て
後
漢
の
献
帝
か
ら
禅ぜ
ん

譲じ
ょ
う

を
受
け
皇

帝
に
即
位
、
黄
初
と
改
元
す
る
。
魏
王
朝
の
創
始
で
あ
る
。

曹
丕
、
字
は
子し

桓か
ん

。
後
漢
・
霊
帝
の
治
世
、
中
平
四
年
（
一
八
七
）

冬
、
曹
操
の
子
と
し
て
、
沛は
い

国こ
く

譙し
ょ
う（

現
在
の
安
徽
省
亳
州
）
に
生
ま
れ

た
。
曹
丕
は
、
若
き
日
の
自
分
に
つ
い
て
、『
典
論
』
自
叙
に
お
い
て

以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
（
紹
介
す
る
史
料
は
、
意
訳
と
省
略
を
行
っ
た
。
以

下
同
様
）。
董
卓
の
暴
政
に
始
ま
る
混
乱
期
、
曹
丕
は
五
歳
か
ら
射
撃

を
習
い
、
八
歳
で
騎
射
を
会
得
し
、
曹
操
の
出
征
に
常
に
従
軍
し
た
と

い
う
。
曹
操
が
一
度
は
降
伏
し
た
張
ち
ょ
う

繍し
ゅ
う

の
反
撃
に
遭
い
、
兄
の
曹そ
う

昂こ
う

ら
が
戦
死
し
た
と
き
、
曹
丕
は
わ
ず
か
十
歳
で
あ
っ
た
が
、
馬
に
乗
っ

て
脱
出
で
き
た
の
だ
そ
う
だ
。
以
下
、
自
分
が
い
か
に
馬
術
・
弓
術
・

剣
術
に
巧
み
で
、
広
く
読
書
に
励
ん
だ
か
と
い
う
自
慢
が
続
く
。
ま
る

で
「
兄
曹
昂
が
死
ん
だ
の
は
馬
に
乗
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
」
と
言
わ
ん

ば
か
り
で
あ
る
が
、
曹
丕
に
は
「
兄
で
は
な
く
自
分
こ
そ
が
父
の
後
継

に
ふ
さ
わ
し
い
」
と
主
張
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
曹
丕
は
生
ま
れ
な
が

ら
の
後
継
者
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
彼
の
異
母
兄

の
曹
昂
と
、
同
母
弟
の
曹
植
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

丁
氏
と
曹
昂

曹
丕
の
母
は
卞べ
ん

夫
人
で
あ
る
が
、
当
初
曹
操
の
正
室
は
丁て
い

夫
人
で

あ
っ
た
。
石
井
仁
『
魏
の
武
帝　

曹
操
』（
新
人
物
文
庫
、
二
〇
一
〇
年
。

初
出
二
〇
〇
〇
年
）
が
詳
述
す
る
よ
う
に
、
沛
国
の
曹
氏
と
丁
氏
は
非

常
に
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
曹
操
政
権
に
も
多
く
の
丁
氏
が
参
加
し
て

い
る
。
曹
操
と
丁
夫
人
の
間
に
は
子
が
な
か
っ
た
が
、
曹
昂
は
実
母

劉り
ゅ
う

夫
人
の
死
後
、
丁
夫
人
に
よ
っ
て
養
育
さ
れ
た
。
何
事
も
な
け
れ

ば
、
曹
操
の
後
継
者
は
丁
氏
と
い
う
後
ろ
盾
を
得
た
曹
昂
だ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
建
安
二
（
一
九
七
）
年
に
曹
昂
は
戦
死
し
、
丁
夫

人
は
曹
操
が
曹
昂
を
死
な
せ
た
こ
と
を
怒
っ
て
、
実
家
に
戻
っ
て
し
ま

う
。
こ
う
し
て
曹
操
の
後
継
の
座
は
、
空
位
と
な
っ
た
。

丁
氏
に
対
す
る
曹
丕
の
態
度
は
、
冷
淡
そ
の
も
の
で
あ
る
。
曹
操
は

娘
を
丁て
い

儀ぎ

に
嫁
が
せ
よ
う
と
し
た
が
、
曹
丕
の
反
対
に
よ
っ
て
取
り
や

め
と
な
っ
た
。
こ
の
丁
儀
と
弟
の
丁て
い

廙よ
く

は
、
曹
植
の
た
め
に
尽
力
し
、

曹
操
の
死
後
、
曹
丕
に
よ
っ
て
処
刑
さ
れ
る
。
石
井
は
「（
曹
丕
が
）
曹

氏
の
あ
と
つ
ぎ
と
し
て
の
正
当
性
を
主
張
す
る
と
き
、
丁
氏
一
族
は
否

定
す
べ
き
存
在
だ
っ
た
」
と
指
摘
し
、
丁
氏
の
列
伝
が
『
三
国
志
』
に

存
在
し
な
い
理
由
と
し
て
、
曹
丕
に
よ
っ
て
丁
氏
に
関
す
る
史
料
が
抹

殺
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
曹
丕
が
曹
昂
に
対
し
厳
し
め
な
評
価

を
下
す
の
も
、
同
様
の
理
由
が
あ
ろ
う
。

曹
植
と
の
後
嗣
抗
争

後
継
を
巡
る
曹
丕
の
最
大
の
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
知
ら
れ
る
の
は
、
曹

植
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
の
後
継
者
争
い
は
、
す
で
に
『
三
国
志
』
の
段
階

で
言
及
が
あ
り
、
多
く
の
研
究
者
も
お
お
む
ね
こ
れ
に
依
っ
て
い
る
。

万
縄
楠
『
魏
晋
南
北
朝
史
論
稿
』（
安
徽
教
育
出
版
社
、
一
九
八
三
年
）
は
、

単
な
る
後
継
争
い
と
い
う
視
点
に
と
ど
ま
ら
ず
、
曹
操
政
権
の
二
大
派

閥
、
す
な
わ
ち
汝じ
ょ

南な
ん

・
潁え
い

川せ
ん

の
士
大
夫
を
中
心
と
し
た
世
族
地
主
集
団
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赫連勃勃27

鉄て
つ

弗ふ
つ

部ぶ

が
五
世
紀
初
頭
に
樹
立
し
た
政
権
「
大た
い

夏か

」
＝
赫か
く

連れ
ん

夏か

は
、

朔さ
く

方ほ
う

に
勃
興
し
、
関
中
に
も
領
土
を
拡
張
し
た
。
北
魏
に
よ
る
華
北

統
一
の
の
ち
、
赫
連
夏
は
「
五
胡
十
六
国
」
の
一
と
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
が
、
実
際
の
鉄
弗
部
は
拓た
く

跋ば
つ

部ぶ

と
同
様
に
、
西
晋
時
代
、
塞さ
い

外が
い

の
農
牧
混
合
地
帯
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
の

築
い
た
国
家
は
、
塞さ
い

内な
い

部
族
が
築
い
た
そ
の
他
の
五
胡
国
家
と
形
態

を
異
に
し
て
い
た
。
五
胡
か
ら
北
朝
に
至
る
歴
史
の
過
程
は
、
北
魏

と
赫
連
夏
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

は
じ
め
に

短
命
に
終
わ
っ
た
西
晋
の
全
土
統
一
後
、
四
世
紀
初
頭
か
ら
五
世
紀

前
半
に
か
け
て
、
中
国
北
部
は
百
年
以
上
に
わ
た
る
混
乱
期
を
迎
え
た
。

王
朝
交
替
が
し
き
り
に
起
こ
り
、
地
方
政
権
が
次
々
に
現
れ
る
な
か
で
、

と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
こ
ろ
中
国
北
部
に
は
大
量
の
異
民
族

（
非
漢
人
）
が
活
動
し
て
お
り
、
彼
ら
は
多
く
の
政
権
に
お
い
て
支
配
階

層
の
中
核
を
担
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
「
五
胡
十
六
国
」
と
呼
ば

れ
る
こ
の
時
代
の
諸
政
権
は
、
西
晋
の
亡
命
人
士
に
よ
り
長
江
流
域
に

樹
立
さ
れ
た
東
晋
政
権
と
と
も
に
、
西
晋
時
代
と
南
北
朝
時
代
を
結
ぶ

歴
史
上
の
一
段
階
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
五
胡
十
六
国
」
時
代
の
諸
政
権
は
、
二
種
類
に
大
別
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
ひ
と
つ
は
、
華
北
に
お
い
て
漢
晋
以
来
中
国
王
朝
の
心
臓
部

と
さ
れ
て
き
た
地
域
（
関
中
平
原
と
河
北
平
原
に
代
表
さ
れ
る
）
を
領
有

す
る
政
権
で
あ
り
、
こ
れ
と
呼
応
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
統
治
者
は

「
皇
帝
」「
天
子
」
と
い
う
称
号
を
用
い
た
。
す
な
わ
ち
、
王
統
上
は
西

［
Ⅰ
　
政
治
・
人
物
］

赫
連
勃
勃
―
「
五
胡
十
六
国
」史
へ
の
省
察
を
起
点
と
し
て

徐
　
冲
（
板
橋
暁
子
・
訳
）

じ
ょ
・
ち
ゅ
う

―
復
旦
大
学
歴
史
系
副
教
授
。
専
門
は
魏
晋
南
北
朝
史
。

著
書
に
『
中
古
時
代
的
歴
史
書
写
与
皇
帝
権
力
起
源
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、

二
〇
一
二
年
）、
論
文
に
「『
続
漢
書
』
百
官
志
与
漢
晋
間
的
官
制
撰
述
―

以
〝
郡
太
守
〞
条
的
弁
証
為
中
心
」（『
中
華
文
史
論
叢
』
二
〇
一
三
年
第
四

期
）、「
元
淵
之
死
与
北
魏
末
年
政
局
―
以
新
出
元
淵
墓
誌
為
線
索
」（『
歴

史
研
究
』
二
〇
一
五
年
第
一
期
）
な
ど
が
あ
る
。
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の
筆
頭
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
中
国
南
部
で
劉
宋
が
東
晋
に
交
替
し
て

「
南
朝
」
時
代
に
入
っ
た
流
れ
と
対
応
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
注
意
す
べ
き
は
、「
五
胡
」
と
「
十
六
国
」
は
一
種
の
歴
史

上
の
観
念
で
あ
っ
て
、
対
象
と
な
る
存
在
へ
の
否
定
的
意
識
を
は
ら
ん

で
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
五
胡
」
は
匈
奴
・
羯け
つ

・
鮮せ
ん

卑ぴ

・
氐て
い

・
羌き
ょ
う
ら
五
つ

の
民
族
を
指
し
、
彼
ら
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
た
の
は
、
西
晋
末
以
後
に

華
北
の
心
臓
部
を
相
次
い
で
領
有
し
正
統
的
地
位
を
獲
得
し
た
漢
／
前

趙
（
匈
奴
）・
後
趙
（
羯
）・
前
燕
／
後
燕
（
鮮
卑
）・
前
秦
（
氐
）・
後
秦

（
羌
）
等
の
諸
政
権
、
す
な
わ
ち
前
述
の
「
天
下
政
権
」
で
あ
る
。
し

か
し
、「
五
胡
乱
華
」
と
い
う
語
が
ま
さ
し
く
示
す
よ
う
に
、「
胡
」
は

「
華
」
と
相
対
化
さ
れ
た
、
マ
イ
ナ
ス
の
色
合
い
を
帯
び
た
呼
称
で
あ

り
、
非
正
統
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
ら
の
「
天
下
政
権
」
は

い
ず
れ
も
、
漢
晋
以
来
の
正
統
を
継
ぐ
者
と
自
任
し
て
い
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
彼
ら
に
対
し
あ
え
て
「
五
胡
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
る
こ
と

は
、
彼
ら
の
自
己
認
識
に
対
す
る
否
定
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
十
六
国
」
と
い
う
語
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
こ
の
呼
称
は
北
魏
の

崔さ
い

鴻こ
う

が
撰
し
た
『
十
六
国
春
秋
』
に
始
ま
る
。
時
期
的
に
は
五
世
紀
末
、

北
魏
が
平
城
か
ら
洛
陽
に
遷
都
し
た
直
後
の
こ
と
で
あ
る
。
同
書
は
五

胡
国
家
が
そ
れ
ぞ
れ
編
纂
し
た
「
国
史
」
を
基
礎
と
し
て
撰
述
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
、
と
崔
鴻
は
自
ら
述
べ
て
い
る
。「
国
史
」
で
あ
る
以
上
は
、

そ
れ
ら
諸
政
権
の
う
ち
「
天
下
政
権
」
が
抱
い
て
い
た
自
己
認
識
も
ま

た
、
天
下
を
領
有
す
る
「
王
朝
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
し

か
し
崔
鴻
は
、「
十
六
国
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
た
。
こ
れ
は
明
ら
か

に
、
史
家
の
筆
法
に
お
い
て
彼
ら
の
自
己
認
識
を
否
定
す
る
も
の
で
あ

り
、
前
述
の
「
周
縁
政
権
」
と
と
も
に
「
十
六
〝
国
〞」
を
構
成
す
る
諸

政
権
の
地
位
へ
と
彼
ら
を
貶
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
筆
法

は
、
洛
陽
の
北
魏
朝
廷
の
態
度
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
北
魏
孝
文
帝
が
太
和
十
四
（
四

九
〇
）
年
に
王
朝
の
徳
運
を
調
整
し
た
事
件
の
帰
結
で
あ
る
と
い
え

る
。
こ
こ
で
い
う
徳
運
と
は
、
王
朝
と
五
行
の
対
応
関
係
を
指
し
、
相

生
の
順
序
（
木
↓
火
↓
土
↓
金
↓
水
↓
木
）
に
よ
っ
て
循
環
し
つ
づ
け
る

も
の
で
あ
る
。
前
漢
後
期
に
お
け
る
五
徳
終
始
説
の
確
立
以
後
、
古
代

中
国
の
歴
代
王
朝
は
み
な
こ
れ
を
重
視
し
て
き
た
。
道
武
帝
拓
跋
珪
は

北
魏
を
創
始
す
る
と
、
自
ら
の
国
家
を
土
徳
と
定
め
た
。
土
徳
は
水
徳

↓
木
徳
↓
火
徳
の
後
を
承
け
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
後

趙
↓
前
燕
↓
前
秦
に
対
応
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
後
趙
の

水
徳
と
は
、
西
晋
の
金
徳
を
承
け
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
北
魏

が
自
ら
を
土
徳
と
位
置
づ
け
た
行
為
は
、
北
魏
に
先
行
す
る
五
胡
「
天

下
政
権
」
の
自
己
認
識
を
承
認
し
、
か
つ
彼
ら
が
漢
晋
以
来
の
天
下
を

領
有
し
た
こ
と
を
承
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
太
和
十
四
年

に
な
っ
て
、
北
魏
は
自
ら
の
徳
運
を
水
徳
に
改
め
る
こ
と
で
、
先
行
す

る
五
胡
国
家
の
正
統
性
を
否
定
す
る
と
と
も
に
、
西
晋
の
金
徳
を
直
接

晋
王
朝
の
継
承
者
を
自
任
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
政
権
は
い
わ
ば

「
天
下
政
権
」
で
あ
り
、（
匈
き
ょ
う

奴ど

の
）
漢
／
前ぜ
ん

趙ち
ょ
う・
後
趙
・
前ぜ
ん

秦し
ん

・
前

燕
・
後
秦
・
後
燕
な
ど
が
該
当
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
も
う
ひ
と
つ
の

類
型
は
、
漢
晋
以
来
の
心
臓
部
以
外
の
周
縁
地
域
に
割
拠
し
た
諸
政
権

で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
統
治
者
は
称
帝
の
野
心
を
持
た
ず
、
華
北
の
「
天

下
政
権
」
あ
る
い
は
江
南
の
東
晋
に
よ
る
冊
封
を
受
け
入
れ
た
。
一
部

に
は
称
帝
し
た
例
も
あ
る
が
、
し
か
し
中
原
の
心
臓
部
を
領
有
し
た
こ

と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
政
権
は
い
わ
ば
「
周
縁
政
権
」
で
あ
り
、

「
諸し
ょ

涼り
ょ
う
」・
西
秦
・
南
燕
・
北
燕
な
ど
が
該
当
す
る
。

赫か
く

連れ
ん

勃ぼ
つ

勃ぼ
つ

が
樹
立
し
た
「
大
夏
」
は
、「
五
胡
十
六
国
」
の
一
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
と
は
い
え
、
こ
の
類
型
を
基
準
に
し
て
考
え

た
場
合
、
明
ら
か
に
異
質
な
性
格
を
有
し
て
い
る
。
赫
連
夏
は
朔
方

（
現
在
の
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
オ
ル
ド
ス
地
区
）
に
勃
興
し
た
が
、
一
方
で
、

十
年
の
長
き
に
わ
た
り
関
中
地
域
（
現
在
の
陝
西
省
）
に
も
領
土
を
保

有
し
た
。
勃
勃
は
当
初
「
大
夏
天
王
」「
大
単ぜ
ん

于う

」
を
号
し
た
が
、
東

晋
か
ら
長
安
を
奪
う
と
皇
帝
に
即
位
し
た
。
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
、
漢

晋
の
王
統
を
継
承
し
た
「
天
下
政
権
」
と
し
て
の
自
己
認
識
を
見
て
取

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
歴
史
上
に
お
け
る
赫
連
夏
の
位
置
づ
け

は
、
先
に
挙
げ
た
五
胡
十
六
国
中
の
諸
「
天
下
政
権
」
に
は
遠
く
及
ば

な
い
も
の
で
あ
っ
た
。「
暴
君
」
赫
連
勃
勃
は
、
早
々
に
滅
亡
し
た
夏

国
と
と
も
に
、
こ
の
時
代
の
負
の
面
を
象
徴
す
る
典
型
と
し
て
後
世
長

く
記
憶
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

赫
連
夏
は
、「
五
胡
十
六
国
」
に
対
す
る
伝
統
的
な
理
解
に
即
し
て

分
類
す
る
こ
と
が
困
難
な
存
在
で
あ
り
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
我
々
は
他

で
も
な
く
赫
連
夏
を
通
じ
て
、
伝
統
的
な
「
五
胡
十
六
国
」
理
解
に
内

包
さ
れ
て
き
た
問
題
を
明
る
み
に
出
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
し

て
、
問
題
の
根
源
は
事
実
上
、
赫
連
夏
と
同
じ
く
上
記
の
基
準
に
即
し

て
分
類
す
る
こ
と
が
困
難
な
政
権
、
す
な
わ
ち
北
魏
の
中
に
見
出
さ
れ

る
。
本
稿
は
、
鉄
弗
部
／
赫
連
夏
の
歴
史
―
と
り
わ
け
彼
ら
と
拓
跋

部
／
北
魏
の
歴
史
が
交
錯
す
る
時
期
―
の
整
理
と
比
較
と
を
通
じ
て
、

「
五
胡
十
六
国
」
か
ら
「
北
朝
」
に
至
る
歴
史
の
筋
道
を
改
め
て
把
握

す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

「
五
胡
」
と
「
十
六
国
」

拓
跋
部
を
中
心
と
し
て
成
立
し
た
北
魏
は
、
一
般
に
「
五
胡
十
六

国
」
時
代
の
幕
引
き
を
し
た
政
権
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
他
で

も
な
く
歴
史
的
事
実
で
あ
る
。
道
武
帝
拓た
く

跋ば
つ

珪け
い

に
よ
る
建
国
（
三
八
六

年
）
以
後
、
北
魏
は
数
十
年
間
で
後
燕
・
赫
連
夏
・
北
燕
・
北
涼
等
の

政
権
を
相
次
い
で
滅
ぼ
し
、
華
北
統
一
を
完
成
す
る
と
と
も
に
、
百
年

近
く
そ
の
状
態
を
維
持
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
西
晋
末
期
の
永
嘉
の

乱
以
来
、
長
期
に
わ
た
り
中
国
北
部
を
席
巻
し
て
き
た
混
乱
を
収
束
し

た
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
北
朝
」
と
い
う
概
念
も
ま
た
、
北
魏
を
そ
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儒
教
の
停
滞
期
と
み
な
さ
れ
が
ち
な
魏
晋
期
で
あ
る
が
、
実
は
儒
教

史
上
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
時
代
で
あ
っ
た
。
後
漢
期
の
儒
学
を
継

承
し
つ
つ
、
魏
晋
期
ら
し
い
清
新
な
学
問
で
あ
る
玄
学
に
基
づ
く
経

書
注
解
や
「
論
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
注
釈
書
も
登
場
し
た
。
魏
晋
の

国
家
は
儒
教
に
依
拠
し
て
学
校
や
礼
制
な
ど
を
整
備
し
、
儒
教
の
発

展
を
支
え
た
。
後
世
に
与
え
た
影
響
か
ら
い
っ
て
も
、
魏
晋
期
儒
教

の
重
要
性
は
看
過
で
き
な
い
。

は
じ
め
に

孔こ
う

子し

を
祖
と
す
る
儒
教
は
、
戦
国
時
代
を
通
じ
て
そ
の
内
容
を
充
実

さ
せ
、
勢
力
を
伸
張
し
て
い
っ
た
が
、
国
家
と
の
関
わ
り
を
本
格
的
に

持
つ
よ
う
に
な
る
の
は
、
前
漢
時
代
（
前
二
〇
二
―
後
八
）
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
続
く
新
代
（
八
―
二
三
）
は
儒
教
を
国
の
根
幹
に
据
え
る
制

度
設
計
を
し
、
さ
ら
に
後
漢
（
二
五
―
二
二
〇
）
も
国
家
と
し
て
儒
教

を
重
ん
じ
た
。
か
く
し
て
こ
の
両
漢
時
代
（
漢
代
）
を
通
じ
儒
教
と
国

家
と
の
結
び
つ
き
は
決
定
的
と
な
り
、
当
時
、
名
儒
が
数
多
く
出
た
こ

と
も
あ
り
、
漢
代
は
儒
教
が
最
も
栄
え
た
時
代
の
一
つ
と
し
て
学
術
史

上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

そ
の
一
方
で
、
三
国
両
晋
時
代
（
魏
晋
時
代
、
二
二
〇
―
四
二
〇
）
の

儒
教
は
と
い
え
ば
、
む
し
ろ
勢
い
の
衰
え
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る

見
方
が
あ
り
、
今
日
な
お
影
響
力
の
あ
る
儒
教
史
の
ひ
と
つ
皮
錫
瑞

『
経
学
歴
史
』（
一
九
〇
六
年
刊
）
な
ど
は
、「
経け
い

学が
く

は
漢
に
盛
ん
に
し
て
、

漢
亡
び
て
経
学
は
衰
う
」
と
言
い
、
同
時
期
に
つ
い
て
「
経
学
中
衰
時

代
」
と
総
括
し
た
。
し
か
し
こ
の
時
代
の
儒
教
の
隆
盛
を
勘
案
す
れ
ば
、

［
Ⅱ
　
思
想
・
文
化
］

魏
晋
期
の
儒
教

古
勝
隆
一

こ
が
ち
・
り
ゅ
う
い
ち

―
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
・
准
教
授
、
専
門

は
中
国
古
典
学
。
主
な
訳
書
に
井
筒
俊
彦
『
老
子
道
徳
経
』（
慶
應
義
塾
大

学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
）、
著
書
に
『
目
録
学
に
親
し
む
』（
共
著
、
研
文

出
版
、
二
〇
一
七
年
）、『
中
国
中
古
の
学
術
』（
研
文
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）、

な
ど
が
あ
る
。 SA
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三
国
時
代
の
儒
教

後
漢
末
以
来
の
古
文
学
優
勢
を
受
け
、
三
国
時
代
に
お
い
て
も
鄭
玄

流
の
古
文
学
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
漢
と
い
う
国
家
の
庇
護
を
受
け
て
、

師
か
ら
継
承
し
た
内
容
を
墨
守
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
今
文
学
が
、
後

漢
の
滅
亡
と
と
も
に
一
気
に
衰
え
た
が
、
一
方
、
自
由
な
気
風
を
有
し
、

証
拠
と
論
理
を
重
ん
じ
、
博
学
を
む
ね
と
す
る
古
文
学
が
盛
ん
と
な
る

の
は
必
然
で
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。

魏ぎ

（
二
二
〇
―
二
六
六
）
に
お
い
て
は
、
黄
初
五
年
（
二
二
四
）、
国
家

の
中
心
的
な
教
育
機
関
た
る
太
学
が
立
て
ら
れ
、「
五
経
課
試
の
法
」

が
定
め
ら
れ
、
春
秋
穀こ
く

梁り
ょ
う

博
士
（
今
文
系
）
が
置
か
れ
た
。『
宋
書
』

百
官
志
上
に
よ
る
と
、
魏
で
は
十
九
人
の
博
士
を
置
い
た
が
、
そ
の
多

く
は
古
文
学
を
管
掌
し
た
ら
し
く
、
前
漢
の
博
士
が
す
べ
て
今
文
学
を

管
掌
し
た
の
と
比
較
す
る
と
大
い
に
性
格
が
異
な
る（
４
）。

魏
の
官
僚
の
な
か
で
も
、
王
粛
（
一
九
五
―
二
五
六
）
の
学
問
は
、
魏

の
国
家
の
み
な
ら
ず
後
世
へ
の
影
響
力
も
あ
っ
た
。
彼
は
幼
少
の
頃
か

ら
鄭
学
を
学
ん
だ
が
、
の
ち
異
を
唱
え
、
馬
融
な
ど
の
鄭
玄
以
前
の
古

文
学
者
を
継
承
し
た
学
問
を
構
築
し
た
。
王
粛
の
父
は
王
朗
（
？
―
二

二
八
）
と
い
い
、
も
と
今
文
学
の
教
育
を
受
け
た
が
後
に
古
文
学
に
転

じ
、『
春
秋
左
氏
伝
』（
古
文
系
）
に
注
し
た
。
王
朗
は
魏
の
司
空
に
ま

で
な
り
、
重
ん
じ
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
。
王
粛
は
、
そ
の
父
の
『
易

伝
』
を
修
訂
し
、
み
ず
か
ら
も
『
書
』『
詩
』「
三さ
ん

礼ら
い

（『
周し
ゅ

礼ら
い

』『
儀ぎ

礼ら
い

』

『
礼ら

い

記き

』）」『
春
秋
左
氏
伝
』『
論
語
』
の
注
を
書
き
、
い
ず
れ
も
魏
の

学
官
に
列
せ
ら
れ
た
。
な
お
、
学
官
に
列
せ
ら
れ
と
い
う
こ
と
の
意
味

は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
お
そ
ら
く
博
士
が
そ
れ
ら
の
注
釈
に

基
づ
き
経
書
を
解
釈
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
官
僚
採
用
試
験
に
用
い
た
の

で
あ
ろ
う（
５
）。

当
時
は
鄭
玄
の
学
問
を
直
接
に
継
承
す
る
者
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
、

王
粛
が
鄭
学
を
攻
撃
し
た
た
め
、
鄭
玄
の
弟
子
の
孫
炎
な
ど
が
そ
れ
に

反
論
し
た
。
鄭
玄
の
学
問
と
王
粛
の
学
問
、
ど
ち
ら
が
妥
当
な
の
か
、

結
局
こ
の
時
代
に
は
決
着
が
つ
か
ず
、
後
世
へ
と
持
ち
越
さ
れ
た
が
、

そ
の
後
、
南
北
朝
時
代
に
お
い
て
は
王
粛
の
影
響
力
が
失
わ
れ
、
鄭
学

の
優
越
が
定
ま
っ
た
。
王
粛
の
経
典
注
釈
は
、
断
片
的
に
書
物
に
引
用

さ
れ
る
以
外
、
後
世
に
伝
わ
ら
な
か
っ
た
。

魏
朝
が
儒
教
を
重
ん
じ
た
現
れ
の
ひ
と
つ
が
、
魏
の
後
期
、
正
始

年
間
（
二
四
〇
―
二
四
九
）
に
お
け
る
石せ
っ

経け
い

の
建
立
で
あ
る
。
石
経
と
は
、

国
家
が
儒
教
経
典
を
石
に
刻
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
後
漢
で
は
熹き

平へ
い

年
間

（
一
七
二
―
一
七
八
）、
洛
陽
の
太
学
の
前
に
石
経
を
立
て
た
例
が
あ
る
（
漢

石
経
、
熹
平
石
経
な
ど
と
称
す
る
）。
魏
で
は
、
こ
の
熹
平
石
経
を
補
う
か

た
ち
で
、
同
じ
く
洛
陽
の
太
学
の
前
に
『
尚
書
』『
春
秋
』『
左
氏
伝
』

の
石
経
を
立
て
た
。
こ
れ
を
魏
石
経
、
正
始
石
経
と
称
し
、
ま
た
古

文
・
篆て
ん

文ぶ
ん

・
隷
書
の
三
体
を
備
え
る
こ
と
か
ら
三
体
石
経
と
も
称
す
る（
６
）。

こ
の
評
価
は
決
し
て
当
を
得
た
も
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
狩
野
直
喜

や
加
賀
栄
治
な
ど
の
研
究
が（
１
）、
三
国
両
晋
時
代
の
儒
教
の
内
実
を
解
明

し
て
そ
の
意
義
を
論
じ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
漢
代
に
連
な
る
こ
の
時
期
に
お
い
て
儒
教
が
い
か
な
る

展
開
を
見
せ
た
の
か
、
そ
の
概
略
を
記
す
。
た
だ
し
紙
幅
の
都
合
上
、

太
学
や
博
士
の
制
度
、
重
要
な
儒
者
や
そ
の
著
作
に
つ
い
て
述
べ
る
こ

と
と
し
、
社
会
に
お
け
る
儒
教
の
役
割
や
他
宗
教
と
の
関
わ
り
に
つ
い

て
は
省
略
に
従
う
。

漢
代
儒
教
を
継
承
し
た
三
国
時
代
以
降
の
儒
教

前
漢
の
儒
者
と
い
え
ば
、
す
で
に
紀
元
前
二
世
紀
の
頃
か
ら
、
叔
し
ゅ
く

孫そ
ん

通と
う

（
生
没
年
未
詳
）・
公
孫
弘
（
前
二
〇
〇
―
前
一
二
一
）・
董と
う

仲ち
ゅ
う

舒じ
ょ

（
前
一
七
九
―
前
一
〇
四
）
ら
が
国
政
に
も
関
与
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

が
、
宣
帝
（
在
位
、
前
七
四
〜
前
四
八
）
の
即
位
以
後
、
儒
教
は
ま
す
ま

す
深
く
漢
朝
の
内
部
に
浸
透
し
て
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
宣
帝
自
身
、
即

位
前
に
『
詩
』『
論
語
』『
孝
経
』
を
学
ん
で
い
た
。

そ
の
後
、
漢
の
外
戚
で
も
あ
っ
た
王お
う

莽も
う

（
前
四
六
―
後
二
三
）
は
、
前

漢
の
禅ぜ
ん

譲じ
ょ
う
を
受
け
て
新
王
朝
を
建
て
る
と
、
劉
り
ゅ
う

歆き
ん

（
？
―
後
二
三
）
ら

の
助
力
を
得
て
、
周
の
制
度
を
理
想
と
し
て
国
家
制
度
を
設
計
し
た
。

劉
歆
は
、
当
時
に
お
い
て
主
流
で
あ
り
国
家
の
庇
護
も
受
け
て
い
た
今き
ん

文ぶ
ん

学
を
批
判
し
、
古
文
学
と
呼
ば
れ
る
儒
学
を
標
榜
し
た
人
で
あ
る
か

ら（
２
）、
新
代
に
お
け
る
儒
教
は
古
文
学
に
の
っ
と
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

の
国
家
は
短
期
の
う
ち
に
破
綻
し
た
も
の
の
、
儒
教
理
念
に
基
づ
く
国

家
が
誕
生
し
た
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。

さ
ら
に
新
が
倒
れ
た
の
ち
に
後
漢
を
建
て
た
光
武
帝
（
在
位
、
二
五

―
五
七
）
は
、
洛
陽
（
後
漢
で
は
雒
陽
と
表
記
さ
れ
た
）
に
遷
都
し
、
儒
教

経
典
を
根
拠
と
し
、
そ
の
地
に
明
堂
・
霊
台
・
辟へ
き

雍よ
う

と
い
っ
た
礼
制

施
設
を
建
設
し
た
。
後
漢
時
代
に
お
い
て
は
、
許
慎
（
五
八
？
―
一
四

七
？
）・
馬
融
（
七
九
―
一
六
六
）・
鄭
じ
ょ
う

玄げ
ん

（
一
二
七
―
二
〇
〇
）
と
い
っ

た
大
家
が
出
て
儒
教
の
黄
金
時
代
を
築
き
、
ま
た
社
会
に
も
広
く
儒
教

が
浸
透
し
た
。

な
お
後
漢
時
代
に
お
け
る
国
家
公
認
の
儒
教
は
、
前
漢
以
来
、
国
家

と
の
関
わ
り
が
深
か
っ
た
今
文
学
派
で
あ
っ
た
が
、
一
方
で
、
上
述
の

劉
歆
を
祖
と
す
る
古
文
学
派
も
擡
頭
し
、
後
漢
末
期
に
至
っ
て
古
文
学

が
優
勢
と
な
り
、
鄭
玄
の
学
問
（
鄭て
い

学が
く

、
鄭
氏
学
な
ど
と
称
す
る
）
も
古

文
学
を
主
と
し
て
今
文
学
を
も
取
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た（
３
）。

三
国
時
代
以
降
の
儒
教
は
そ
の
鄭
学
を
踏
ま
え
て
発
達
し
た
が
、
魏

の
王お
う

粛し
ゅ
く
な
ど
は
鄭
学
に
反
対
す
る
姿
勢
を
鮮
明
に
し
て
お
り
（
後
述
）、

鄭
学
の
受
容
と
超
克
と
が
当
時
の
学
界
の
課
題
で
あ
っ
た
と
も
み
な
せ

よ
う
。
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