
1 はじめに

こ
の
『
中
国
史
書
入
門　
現
代
語
訳　
隋
書
』
を
刊
行
す
る
に
当
た
り
、
一
言
付
し
て
お
き
た
い
。

一
般
の
諸
士
が
概
略
的
な
中
国
の
歴
史
を
知
ろ
う
と
し
た
時
、
如
何
な
る
史
料
を
読
め
ば
善
い
の
か
。
時
間
的
流
れ
で
知
ろ
う
と
思
え
ば
、
既
に

完
訳
の
有
る
編
年
体
の
『
資し

治じ

通つ

鑑が
ん

』（
但
し
、
宋
代
以
前
ま
で
で
あ
る
が
）
を
読
め
ば
善
い
。
し
か
し
、
歴
史
の
狭
間
を
駆
け
抜
け
、
時
の
権
力
と
血

み
ど
ろ
の
抗
争
を
繰
り
返
し
た
り
、
黙
々
と
臣
節
を
尽
く
し
た
り
、
権
力
に
翻
弄
さ
れ
て
右
往
左
往
し
た
り
し
た
、
個
々
人
の
生
き
様
を
見
よ
う
と

し
た
時
に
は
、
紀
伝
体
で
記
さ
れ
た
二
十
四
史
と
称
さ
れ
る
所
謂
正
史
（
尚
、
正
史
に
関
し
て
は
、
コ
ラ
ム
①
を
参
照
さ
れ
た
い
）
を
見
る
の
が
便
利
で
あ
る
。

但
し
、
こ
の
正
史
に
関
し
て
は
、
前
四
史
と
称
さ
れ
る
『
史し

記き

』『
漢か
ん

書じ
ょ

』『
後ご

漢か
ん

書じ
ょ

』『
三さ
ん

国ご
く

志し

』
の
四
書
こ
そ
大
部
な
完
訳
（
現
代
語
）
が
有
る
も
の

の
、『
晋し
ん

書じ
ょ

』
以
下
に
関
し
て
は
、
研
究
者
の
目
的
や
嗜
好
に
基
づ
い
た
部
分
的
抄
訳
が
有
る
だ
け
で
、
未
だ
本
格
的
な
現
代
語
訳
書
は
存
在
し
な
い
。

こ
の
様
な
情
況
の
中
で
、
現
代
語
抄
訳
の
本
書
は
そ
れ
な
り
の
意
味
を
持
つ
も
の
と
勝
手
な
自
負
を
持
っ
て
い
る
。
振
り
返
れ
ば
、
当
時
訓
読

（
漢
文
読
解
）
が
大
好
き
な
若
手
中
国
研
究
者
が
集
ま
っ
た
時
、「
ど
う
し
て
三
国
志
以
降
の
時
代
は
世
間
か
ら
無
い
よ
う
に
扱
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
」

と
か
、「
一
般
の
人
が
簡
便
に
読
め
る
正
史
の
訳
本
が
有
れ
ば
善
い
な
あ
」
と
か
、「『
隋
書
』
は
面
白
い
よ
」
と
か
、「
い
や
い
や
『
五ご

代だ
い

史し

』
の
方

が
面
白
い
ぞ
」
等
々
話
に
花
が
咲
き
、「
そ
れ
じ
ゃ
あ
、『
隋
書
』『
新し
ん

唐と
う

書じ
ょ

』『
五
代
史
』『
宋そ
う

史し

』
の
四
書
の
抄
訳
を
作
ろ
う
か
」
等
と
、
無
謀
な

与
太
話
で
大
い
に
気
炎
を
上
げ
て
い
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
与
太
話
を
取
り
上
げ
て
く
れ
た
出
版
社
が
現
れ
た
こ
と
か
ら
、
話
は
一
気
に
進

み
本
格
的
作
業
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
毎
月
数
回
の
会
合
を
開
き
、
担
当
箇
所
の
訳
本
原
稿
を
付
き
合
わ
せ
て
論
議
を
繰
り
返
し
、
分
か

り
易
い
現
代
語
訳
を
作
り
上
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。

無
論
本
書
は
『
隋
書
』
の
完
訳
で
は
な
く
重
要
部
分
の
抄
訳
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
取
捨
選
択
に
は
読
者
諸
士
の
批
判
や
ご
意
見
も
有
ろ
う
か
と
愚
考

す
る
が
、
本
書
で
採
取
さ
れ
て
い
る
部
分
は
、
訳
者
四
人
が
隋
と
い
う
時
代
を
理
解
す
る
上
で
必
要
と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
人
々
を
、
彼
ら
自
身
の

見
識
と
判
断
で
取
り
上
げ
た
結
果
の
も
の
で
あ
る
。
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2

筆
者
は
、
元
来
低
俗
な
性
格
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
の
真
面
目
な
学
問
的
話
を
小
耳
に
挟
み
な
が
ら
も
、
意
識
は
ど
う
し
て
も
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト

の
方
に
向
か
い
、『
隋
書
』
な
ら
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
「
大
唐
双
龍
伝
」
や
「
隋
唐
演
義
」
か
、『
新
唐
書
』
な
ら
ド
ラ
マ
の
「
大
唐
游
俠
伝
」「
則
天

武
后
」
や
「
狄
仁
傑
」
も
の
だ
な
あ
、『
五
代
史
』
な
ら
映
画
の
張
徹
監
督
「
十
三
太
保
」
や
胡
金
銓
監
督
「
天
下
第
一
」
か
、『
宋
史
』
な
ら
ド
ラ

マ
の
「
楊
家
将
演
義
」
に
「
包
青
天
」「
水
滸
伝
」「
岳
飛
伝
」
と
言
っ
た
所
だ
ろ
う
な
、
等
と
勝
手
な
想
像
を
し
、
彼
ら
の
作
業
を
横
目
で
見
な
が

ら
「
実
に
ご
苦
労
な
こ
と
を
し
て
い
る
な
あ
」
と
思
っ
て
い
た
が
、
図
ら
ず
も
本
書
の
監
修
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

筆
者
は
、
訳
者
た
ち
の
漢
文
読
解
能
力
を
高
く
評
価
し
て
信
頼
し
て
い
る
が
、
監
修
と
云
う
責
務
を
受
け
た
立
場
上
、
訳
者
達
の
原
稿
を
逐
一
原

文
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
チ
ェ
ッ
ク
し
、
そ
の
責
任
を
果
た
さ
せ
て
頂
い
た
。
因
っ
て
、
本
書
の
現
代
語
訳
に
過
誤
が
有
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
全
て

監
修
者
の
責
任
で
あ
り
、
逆
に
読
者
諸
士
に
何
か
裨
益
す
る
所
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
全
て
訳
者
た
ち
の
功
績
で
あ
る
。

本
書
を
手
に
取
ら
れ
た
読
者
諸
士
に
、「
面
白
か
っ
た
」「
分
か
り
易
か
っ
た
」「
中
国
の
歴
史
に
興
味
が
出
て
き
た
」
等
々
言
っ
て
頂
け
た
な
ら
、

そ
れ
は
望
外
の
喜
び
で
あ
る
。
ま
た
漢
文
に
興
味
の
有
る
諸
士
は
、
本
書
の
現
代
語
訳
に
基
づ
い
て
、
下
段
に
有
る
原
文
を
訓
読
さ
れ
て
も
面
白
か

ろ
う
と
思
う
。

本
書
『
隋
書
』
の
後
、
果
た
し
て
『
新
唐
書
』『
五
代
史
』『
宋
史
』
と
続
け
て
公
刊
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
は
、
一
に
本
書
の
評
価
と
訳

者
達
の
情
熱
と
に
係
っ
て
い
る
、
と
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
筆
者
は
、「
若
手
研
究
者
の
情
熱
だ
け
は
消
し
た
く
な
い
」
と
常
々
思
い
続
け

て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
情
熱
だ
け
で
は
如
何
と
も
し
難
い
点
が
有
る
の
も
、
ま
た
現
実
の
一
端
で
あ
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月 

識
於
黄
虎
洞
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3 訳者前言

「
中
国
史
書
入
門
」
と
題
し
た
本
書
で
あ
る
が
、
言
う
心
は
、
中
国
の
歴
史
に
興
味
を
持
っ
て
何
ら
か
の
歴
史
書
を
原
典
に
当
た
っ
た
読
ん
で
み

た
い
と
い
う
感
心
興
味
を
お
持
ち
で
あ
れ
ば
、
先
ず
は
正
史
を
読
ま
れ
て
は
い
か
が
だ
ろ
う
か
？　
と
の
提
案
で
あ
る
。
無
論
現
代
語
訳
が
存
在
す

る
も
の
に
は
編
年
体
通
史
の
『
十
じ
ゅ
う

八は
っ

史し

略り
ゃ
く』
が
有
り
、
略
と
題
す
る
よ
う
に
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
で
分
量
も
少
な
い
た
め
、
三
皇
五
帝
の
時
代
か
ら
南

宋
に
至
る
ま
で
の
古
典
的
中
国
史
を
概
略
的
に
、
か
つ
一
般
教
養
レ
ベ
ル
で
知
る
た
め
に
は
充
分
な
本
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
略
さ
れ
て
い
る
所
を

も
う
少
し
詳
し
く
知
り
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
同
じ
く
編
年
体
通
史
の
『
資
治
通
鑑
』
が
有
る
。
し
か
し
も
し
、
歴
史
書
に
も
興
味
を
持
た
れ
て
い
れ

ば
、
古
典
的
中
国
世
界
に
お
け
る
正
式
な
歴
史
書
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
紀
伝
体
の
正
史
を
お
勧
め
し
た
い
。
勿
論
正
史
に
は
絶
対
的
に
正
し
い
こ
と

が
書
い
て
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
本
に
よ
っ
て
は
千
数
百
年
の
間
の
抄
写
と
印
刷
の
繰
り
返
し
を
経
て
、
少
な
か
ら
ぬ
誤
脱
を
有
し
て
い

る
。
そ
の
た
め
本
格
的
な
研
究
資
料
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
他
書
と
の
比
較
や
同
時
代
資
料
（
隋
で
あ
れ
ば
石
刻
文
な
ど
）
の
参
照
な
ど
が
不
可
欠
と
な

ろ
う
が
、
好
奇
心
に
駆
ら
れ
て
の
入
門
で
あ
れ
ば
、
比
較
的
に
文
章
が
整
い
、
内
容
も
ま
と
ま
っ
て
お
り
、
読
者
層
も
多
い
正
史
が
相
応
し
か
ろ
う
。

正
史
の
初
め
に
置
か
れ
る
本
紀
（
帝
紀
）
と
は
、
言
わ
ば
年
表
で
あ
り
、
そ
の
帝
王
の
朝
代
に
起
き
た
大
事
を
眺
め
て
要
点
を
押
さ
え
て
い
く
こ

と
が
で
き
る
。
次
い
で
興
味
を
持
っ
た
事
件
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
関
与
し
た
人
々
の
列
伝
を
読
ん
で
い
け
ば
、
縦
横
に
交
錯
す
る
人
間
関
係
や
事
件

の
背
景
が
、
血
の
通
っ
た
リ
ア
リ
テ
ィ
を
増
し
て
見
え
て
こ
よ
う
。
た
だ
文
章
を
追
う
の
で
は
な
く
、
散
り
散
り
に
配
置
さ
れ
た
記
述
を
、
自
分
の

頭
の
中
で
組
み
立
て
て
い
く
作
業
を
味
わ
っ
て
頂
き
た
い
。

さ
て
隋
の
時
代
は
、
従
来
「
隋
唐
」
と
唐
の
枕
に
さ
れ
る
か
、
さ
も
な
く
ば
南
北
朝
時
代
の
サ
ゲ
に
使
わ
れ
る
事
が
多
か
っ
た
。
ま
た
『
隋
書
』

も
、
日
本
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
所
謂
倭
国
伝
の
訳
注
を
除
く
と
、
内
田
智
雄
・
梅
原
郁
氏
『
訳
注　

続　

中
国
歴
代
刑
法
志
（
補
）』（
創
文
社
）
に
刑

法
志
の
訳
注
が
収
め
ら
れ
、
興
膳
宏
・
川
合
康
三
氏
『
隋
書
経
籍
志
詳
攷
』（
汲
古
書
院
）、
渡
辺
信
一
郎
氏
『『
魏
書
』
食
貨
志
・『
隋
書
』
食
貨
志
訳

注
』（
汲
古
書
院
）、
六
朝
楽
府
の
会
『『
隋
書
』
音
楽
志
訳
注
』（
和
泉
書
院
）
と
い
っ
た
制
度
・
文
化
に
関
わ
る
専
門
的
な
内
容
を
含
む
志
や
、
内
田

　
訳
者
前
言

S 
A
 M

 P
 L

 E



45 訳者前言

本
書
の
訳
出
作
業
に
当
た
っ
て
、
担
当
者
は
い
ず
れ
も
訓
読
を
行
っ
た
上
で
現
代
語
訳
を
作
っ
た
が
、
紙
幅
と
需
要
を
考
慮
し
て
訓
読
文
は
載
せ

な
か
っ
た
。
ま
た
繁
雑
に
な
る
事
を
避
け
て
注
釈
も
設
け
な
か
っ
た
が
、
可
能
な
限
り
文
意
を
現
代
語
訳
で
補
っ
た
。
史
書
に
限
ら
ず
、
経
書
・
子

書
・
文
集
な
ど
の
漢
文
を
読
む
上
で
最
も
必
要
に
な
る
の
は
、
そ
こ
に
書
か
れ
た
内
容
を
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
文
を
読
む
前
に
ど

う
や
っ
て
内
容
を
知
る
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
他
の
資
料
を
読
み
続
け
、
こ
う
し
た
内
容
は
こ
う
書
か
れ
、
こ
う
し
た
語
句
は
何
を
意
味
し
て
い

る
等
と
い
っ
た
知
識
を
蓄
積
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
。
本
書
に
付
さ
れ
た
原
文
に
限
ら
ず
、
漢
文
に
興
味
を
持
た
れ
た
読
者
諸
氏
が

ご
自
分
で
解
釈
し
て
読
ま
れ
る
時
に
は
、
先
ず
何
よ
り
も
先
人
の
蓄
積
で
あ
る
辞
書
を
引
く
事
を
お
薦
め
し
た
い
が
、
そ
の
他
の
一
般
的
な
目
に
触

れ
や
す
い
参
考
書
と
し
て
は
、
池
田
温
氏
編
『
日
本
古
代
史
を
学
ぶ
た
め
の
漢
文
入
門
』（
特
に
第
Ⅳ
章
）（
吉
川
弘
文
館
）
や
坂
出
祥
伸
氏
著
『
中
国

古
典
を
読
む
は
じ
め
の
一
歩
―
こ
れ
だ
け
は
知
っ
て
お
き
た
い
』（
集
広
舎
）
が
大
き
な
助
け
と
な
る
だ
ろ
う
。

本
書
の
構
成
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
（
丸
括
弧
内
は
訳
稿
の
担
当
者
を
示
す
）。

第
一
章
に
は
『
隋
書
』
巻
一
〜
五
の
三
帝
紀
（
高
祖
上
を
池
田
、
同
下
を
田
中
、
煬
帝
上
を
洲
脇
、
同
下
を
大
兼
、
恭
帝
を
池
田
・
田
中
）
を
、
第
二
章
に
は

巻
三
十
六
の
后
妃
伝
（
田
中
）
を
、
第
三
章
に
は
巻
四
十
五
の
文
四
子
伝
（
田
中
）
を
、
第
四
章
に
は
巻
三
十
八
よ
り
劉
昉
・
鄭
譯
伝
と
巻
四
十
よ
り

元
冑
伝
（
池
田
）
を
、
第
五
章
に
は
巻
四
十
二
の
李
德
林
伝
と
巻
五
十
八
よ
り
許
善
心
伝
（
洲
脇
）
を
、
第
六
章
に
は
巻
四
十
一
の
高
熲
・
蘇
威
伝
と

巻
四
十
八
の
楊
素
伝
及
び
巻
七
十
よ
り
楊
玄
感
伝
（
池
田
）
を
、
第
七
章
に
は
巻
五
十
二
の
韓
擒
虎
等
の
伝
（
大
兼
）
と
巻
五
十
三
の
達
奚
長
儒
等
の

伝
及
び
巻
六
十
四
よ
り
來
護
兒
伝
（
田
中
）
を
、
第
八
章
に
は
巻
六
十
一
の
宇
文
述
等
の
伝
（
田
中
）
を
、
第
九
章
に
は
巻
六
十
七
の
虞
世
基
等
の
伝

（
洲
脇
）
を
、
第
十
章
に
は
巻
八
十
五
の
宇
文
化
及
等
の
伝
（
田
中
）
を
、
第
十
一
章
に
は
巻
七
十
八
の
芸
術
伝
（
田
中
）
を
、
第
十
二
章
に
は
巻
八
十

の
列
女
伝
（
池
田
）
を
訳
出
し
、
各
列
伝
末
に
有
る
「
史
臣
曰
」
も
併
せ
て
訳
出
し
た
が
、
合
伝
よ
り
抜
粋
し
た
劉
昉
・
鄭
譯
・
元
冑
・
許
善
心
・

楊
玄
感
・
來
護
兒
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
略
し
た
。
ま
た
そ
の
間
に
『
隋
書
』
や
隋
代
に
関
わ
る
コ
ラ
ム
七
本
、
巻
末
に
は
多
少
の
参
考
に
な
れ
ば

と
資
料
編
を
設
け
た
。
資
料
編
の
作
成
は
一
同
の
提
案
を
ま
と
め
て
田
中
が
担
当
し
た
が
、
勉
誠
出
版
編
集
部
の
萩
野
強
氏
に
多
大
な
ご
助
力
を
頂

戴
し
た
。
萩
野
氏
を
は
じ
め
本
書
出
版
に
関
わ
ら
れ
た
関
係
各
位
に
は
、
様
々
な
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
た
事
と
承
知
す
る
が
、
こ
こ
に
一
同
陳
謝
す

る
次
第
で
あ
る
。

吟
風
氏
等
『
騎
馬
民
族
史　

正
史
北
狄
伝
』（
東
洋
文
庫
）
や
小
谷
仲
男
・
菅
沼
愛
語
氏
「『
隋
書
』
西
域
伝
、『
周
書
』
異
域
伝
（
下
）
の
訳
注
」（『
京
都

女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要 

史
学
編
』
十
一
号
、
二
〇
一
二
年
三
月
）
と
い
っ
た
周
辺
民
族
の
列
伝
が
訳
さ
れ
た
他
は
、
興
膳
宏
氏
編
『
六
朝
詩
人

伝
』（
大
修
館
書
店
）
に
煬
帝
の
本
紀
と
盧
思
道
・
薛
道
衡
伝
や
文
学
伝
の
序
が
抄
訳
さ
れ
る
等
、
多
く
の
訳
注
が
公
刊
さ
れ
て
は
い
る
が
、
本
紀
全

文
を
中
心
と
し
た
現
代
語
訳
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
、
本
紀
や
一
般
的
な
列
伝
で
あ
れ
ば
「
自
分
で
読
め
ば
い
い
」
と
の
考
え
に

依
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
漢
文
資
料
を
読
む
た
め
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
か
。
方
法
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
直
読
や
音
読
と
呼
ば

れ
、
所
謂
中
国
語
で
漢
文
を
読
む
方
法
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
方
法
は
訓
読
と
呼
ば
れ
る
方
法
で
、
漢
語
で
書
か
れ
た
漢
文
を
日
本
語
で
解
釈
す
る

方
法
で
あ
る
。
無
論
詩
文
を
読
む
時
に
は
音
韻
の
知
識
が
必
要
と
な
る
が
、
漢
語
と
い
う
外
国
語
で
書
か
れ
た
文
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
日
本
語
で

理
解
す
る
た
め
に
は
、
訓
読
の
方
が
便
利
で
あ
ろ
う
。
或
い
は
レ
点
や
一
二
点
を
用
い
て
文
字
を
前
後
し
て
読
む
作
業
を
不
自
然
と
感
じ
る
人
も
い

る
だ
ろ
う
が
、
例
え
ば
英
文
を
読
む
時
に"if"
や"w

hy"

が
ど
こ
ま
で
係
る
か
と
線
を
書
き
込
む
の
と
同
じ
で
、
動
詞
や
否
定
詞
な
ど
が
ど
こ
ま
で

係
る
の
か
を
確
認
す
る
作
業
と
考
え
れ
ば
、
そ
う
違
和
感
を
感
じ
ず
に
済
む
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
訓
読
と
は
解
釈
で
あ
り
、
そ
の
漢
文
の
構
造
や
内
容
を
ど
う
理
解
し
た
か
を
示
す
作
業
で
あ
る
。
そ
の
た
め
訓
読
文
と
は
、
漢
文
を
日
本

語
で
解
釈
し
た
翻
訳
文
に
他
な
ら
ず
、
監
修
者
が
「
は
じ
め
に
」
で
触
れ
た
全
訳
の
『
資
治
通
鑑
』
と
う
い
う
の
も
、
実
は
『
続
国
訳
漢
文
大
成
』

（
国
民
文
庫
刊
行
会
）
に
修
め
ら
れ
た
加
藤
繁
・
公
田
連
太
郎
氏
に
よ
る
訓
読
文
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
本
書
が
対
象
と
し
た
『
隋
書
』
も
、
古
典
研

究
会
の
『
和
刻
本
正
史
』
に
よ
っ
て
岡
井
馨
等
の
校
点
本
が
影
印
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
句
点
と
返
り
点
が
付
さ
れ
て
お
り
、
す
で
に
訳
さ
れ
て
い

る
に
等
し
い
。

と
は
言
え
一
般
的
な
読
者
の
視
線
に
立
て
ば
、
送
り
仮
名
が
無
け
れ
ば
ま
だ
日
本
語
に
な
っ
て
い
な
い
と
言
う
人
も
い
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
送
り

仮
名
が
付
い
て
い
て
も
、
訓
読
文
は
現
代
日
本
語
で
は
な
い
と
言
う
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
ま
し
て
興
味
を
覚
え
た
初
め
か
ら
原
文
を
「
自
分
で
読
め

ば
い
い
」
と
言
う
の
は
酷
で
あ
ろ
う
し
、
た
と
え
自
分
で
読
む
に
し
て
も
、
い
く
ら
か
の
指
標
が
有
っ
た
方
が
興
味
を
保
て
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
本
書
は
そ
う
し
た
観
点
か
ら
訳
者
一
同
が
行
っ
た
試
み
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
う
し
て
出
版
さ
れ
る
こ
と
は
僥
倖
の
至
り
で
あ
る
。S 
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6

訳
出
の
範
囲
は
訳
者
の
菲
才
と
時
間
的
制
約
に
よ
っ
て
、
当
初
の
予
定
か
ら
大
幅
に
削
減
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
翻
訳
の
進
行
に
従
い
な
が
ら

損
益
を
重
ね
、
隋
の
興
国
・
隆
盛
・
滅
亡
の
軌
跡
を
最
低
限
に
辿
れ
る
も
の
と
し
た
。
も
っ
と
も
、
一
辺
倒
に
過
ぎ
る
事
も
憚
ら
れ
る
た
め
、
芸
術

伝
と
列
女
伝
を
全
訳
し
、
文
学
・
哲
学
史
の
概
説
書
で
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
当
時
の
文
化
や
思
想
の
一
端
が
垣
間
見
え
る
よ
う
に
努
め
た
。

な
お
、
隋
末
の
英
傑
李
密
に
つ
い
て
は
、
唐
書
の
伝
の
方
が
詳
細
で
あ
る
た
め
、
本
書
で
は
訳
出
し
な
か
っ
た
。

「
三
人
行
け
ば
必
ず
吾
が
師
有
り
」
と
は
言
う
が
、
担
当
者
以
外
の
三
人
が
本
人
以
上
に
真
剣
な
議
論
を
交
わ
す
中
で
、
担
当
者
一
人
で
は
思
い

も
よ
ら
な
か
っ
た
解
釈
が
導
き
出
さ
れ
る
事
は
幾
度
と
も
な
く
有
り
、『
隋
書
』
の
読
解
と
と
も
に
充
実
し
た
日
々
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
。
し

か
し
若
い
衆
が
集
ま
っ
て
の
切
磋
琢
磨
と
言
え
ば
聞
こ
え
も
い
い
が
、「
三
人
寄
れ
ば
文
殊
の
知
恵
」
と
言
う
に
は
烏お

滸こ

が
ま
し
く
、
中
国
風
に

「
諸
葛
亮
の
知
恵
」
と
言
え
ば
五
伐
無
功
で
心
許も
と

な
い
。

詩
に
「
白
圭
の
玷か

け
た
る
は
、
猶な

ほ
磨
く
可べ

き
な
り
」
と
有
る
が
、
監
修
の
中
林
・
山
口
両
先
生
に
は
ペ
ー
ジ
毎
に
赤
を
入
れ
る
労
を
執
っ
て
頂

く
こ
と
と
な
っ
た
。
不
勉
強
は
時
流
に
従
っ
て
今
後
の
課
題
と
さ
せ
て
頂
く
が
、
学
籍
を
離
れ
数
年
経
ち
な
が
ら
も
、
ま
た
こ
う
し
て
学
恩
を
蒙
る

機
会
を
得
ら
れ
た
こ
と
に
深
く
謝
す
る
所
以
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
、
上
記
の
白
圭
の
句
は
「
斯こ

の
言
の
玷
け
た
る
は
、
為お
さ

む
可
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
続
く
。
今
上
梓
さ
れ
た
本
書
に
瑕か

疵し

の
存
す
る
こ
と

有
り
や
否
や
。
読
者
諸
氏
に
願
わ
く
は
、
本
書
を
以
て
他
山
の
石
と
さ
れ
ん
こ
と
を
。

平
成
二
十
九
年
四
月 

訳
者
一
同
に
代
わ
り
　
　
田 

中 

良 

明
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1011 第一章　帝紀

高
祖
（
上
）

高こ
う

祖そ

文
皇
帝
は
、
姓
は
楊よ
う

氏し

、
諱い
み
な
は
堅け
ん

、
弘こ
う

農の
う

郡
華か

陰い
ん

県
の
人
で
あ
る
。
漢
の
太
尉
で
あ
る
楊よ
う

震し
ん

の
八
代
孫
に
あ
た
る
楊よ
う
げ
ん鉉
が
、
燕え
ん

に
仕
え
北
平
太
守
と
な
っ
た
。
楊
鉉
は
楊よ
う

元げ
ん

壽じ
ゅ

を
生
み
、
楊

元
壽
は
北ほ
く

魏ぎ

の
時
に
武
川
鎮
司
馬
と
な
り
、
子
孫
は
こ
れ
に
よ
り
武
川
鎮
に
家
を
構
え
た
。
楊
元

壽
は
太
原
太
守
の
楊よ
う

惠け
い

嘏か

を
生
み
、
楊
惠
嘏
は
平
原
太
守
の
楊よ
う
れ
つ烈
を
生
み
、
楊
烈
は
寧
遠
将
軍
の

楊よ
う
て
い禎
を
生
み
、
楊
禎
は
楊よ
う

忠ち
ゅ
うを
生
み
、
楊
忠
が
皇こ
う
こ
う考
つ
ま
り
文
帝
の
父
で
あ
る
。
皇
考
は
北ほ
く

周し
ゅ
うの

太た
い

祖そ

（
宇う

文ぶ
ん

泰た
い

）
が
関か
ん
せ
い西
で
義
兵
を
起
こ
し
た
の
に
従
い
、
姓
と
し
て
普ふ

六り
く

茹じ
ょ

氏し

を
賜
り
、
位
は

柱
国
・
大
司
空
・
隋
国
公
に
至
っ
た
。
薨
去
し
た
後
、
太
保
を
追
贈
さ
れ
、
諡
お
く
り
なは
桓か
ん

と
い
う
。

皇こ
う

妣ひ

つ
ま
り
高
祖
の
母
で
あ
る
呂り
ょ

氏し

が
、
大
統
七
年
六
月
癸
丑
の
夜
に
、
高
祖
を
馮
ひ
ょ
う

翊よ
く

の
般は
ん

若に
ゃ

寺じ

で
産
ん
だ
と
こ
ろ
、
紫
色
の
気
が
庭
に
充
満
し
た
。
尼
僧
（
智ち

仙せ
ん

）
が
河
東
よ
り
や
っ
て
来

て
、
皇
妣
に
「
こ
の
子
は
生
ま
れ
来
る
所
が
全
く
異
な
り
ま
す
、
俗
世
間
に
こ
の
子
を
住
ま
わ
せ

て
は
な
り
ま
せ
ん
」
と
言
っ
た
。
尼
僧
は
高
祖
を
連
れ
て
般
若
寺
の
別
館
に
留
ま
り
、
自
ら
高
祖

を
養
育
し
た
。
皇
妣
が
か
つ
て
高
祖
を
抱
い
て
い
た
と
こ
ろ
、
突
如
と
し
て
頭
に
角
が
生
え
て
き

て
、
体
中
を
鱗
が
覆
う
の
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。
皇
妣
は
た
い
そ
う
驚
い
て
、
高
祖
を
地
に
取

り
落
と
し
て
し
ま
っ
た
。
尼
僧
は
外
か
ら
入
っ
て
き
て
様
子
を
見
て
「
あ
あ
、
我
が
子
に
驚
い
て
、

【
原
文
】

　
高
祖
文
皇
帝
、
姓
楊
氏
、
諱
堅
、
弘
農
郡
華
陰

人
也
。
漢
太
尉
震
八
代
孫
鉉
、
仕
燕
爲
北
平
太
守
。

鉉
生
元
壽
、
後
魏
代
爲
武
川
鎮
司
馬
、
子
孫
因
家

焉
。
元
壽
生
太
原
太
守
惠
嘏
、
嘏
生
平
原
太
守
烈
、

烈
生
寧
遠
將
軍
禎
、
禎
生
忠
、
忠
即
皇
考
也
。
皇

考
從
周
太
祖
起
義
關
西
、
賜
姓
普
六
茹
氏
、
位
至

柱
國
・
大
司
空
・
隋
國
公
。
薨
、贈
太
保
、
諡
曰
桓
。

　
皇
妣
呂
氏
、
以
大
統
七
年
六
月
癸
丑
夜
、
生
高

祖
於
馮
翊
般
若
寺
、
紫
氣
充
庭
。
有
尼
來
自
河
東
、

謂
皇
妣
曰
「
此
兒
所
從
來
甚
異
、
不
可
於
俗
間
處

之
」。
尼
將
高
祖
舍
於
別
館
、
躬
自
撫
養
。
皇
妣

嘗
抱
高
祖
、
忽
見
頭
上
角
出
、
徧
體
鱗
起
。
皇
妣

大
駭
、
墜
高
祖
於
地
。
尼
自
外
入
見
曰
「
已
、
驚

我
兒
、
致
令
晚
得
天
下
」。
爲
人
龍
頷
、
額
上
有

第
一
章
　
帝
紀
―
高
祖
（
上
下
）・
煬
帝
（
上
下
）・
恭
帝

【
凡
例
】

＊
本
書
は
、
底
本
に
清
の
武
英
殿
版
『
隋
書
』
を
用
い
、
諸
本
及
び
校
勘
記
・
考
証
に
拠
っ
て
原
文
の

誤
字
・
脱
字
を
適
宜
校
訂
し
た
。
ま
た
、
原
文
に
は
句
読
点
を
付
し
て
、
本
文
下
段
に
示
し
た
。

＊
底
本
に
見
ら
れ
る
清
代
の
避
諱
に
つ
い
て
は
、
全
て
原
文
の
段
階
で
元
来
の
字
形
に
改
め
た
が
、
唐

代
の
避
諱
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
本
文
に
存
し
、
現
代
語
訳
に
お
い
て
適
宜
改
め
た
。

　
　
　
　
　
例
：
　（
原
文
）　
　 

↓
　（
現
代
語
訳
）　
　
　
　 （
原
文
）　
　 

↓
　（
現
代
語
訳
）　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
武
牙
郎
將
　
↓
　
虎
牙
郎
将
　
　
　
　
　
木
魚
符
　
　
↓
　
木
虎
符

　
　
　
　
　
　
　
　
騶
虞
　
　
　
↓
　
白
虎
　
　
　
　
　
　
　
韓
擒
　
　
　
↓
　
韓
擒
虎

　
　
　
　
　
　
　
　
王
充
　
　
　
↓
　
王
世
充

　
な
お
、
唐
代
の
避
諱
に
よ
っ
て
景
字
に
作
ら
れ
て
い
る
干
支
の
丙
字
の
み
は
、
全
て
原
文
の
段
階
で

丙
字
に
改
め
た
。

＊
『
隋
書
』
中
に
存
し
て
い
る
隋
代
の
避
諱
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
訳
語
に
難
が
有

る
と
思
わ
れ
た
場
合
に
限
り
、
現
代
語
訳
に
お
い
て
改
め
た
。

　
　
　
　
　
例
：
　（
原
文
）　
　 

↓
　（
現
代
語
訳
）

　
　
　
　
　
　
　
　
唯
誠
與
孝
　
↓
　
た
だ
忠
と
孝
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
任
蠻
奴
　
　
↓
　
任
忠

　
　
　
　
　
　
　
　
魯
達
　
　
　
↓
　
魯
廣
達
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六
茹
堅
相
貌
非
常
。
臣
每
見
之
、
不
覺
自
失
。
恐

非
人
下
、
請
早
除
之
」。
帝
曰
「
此
止
可
爲
將
耳
」。

内
史
王
軌
驟
言
於
帝
曰
「
皇
太
子
非
社
稷
主
、
普

六
茹
堅
貌
有
反
相
」。
帝
不
悅
曰
「
必
天
命
有
在
、

將
若
之
何
」。
高
祖
甚
懼
、
深
自
晦
匿
。

　
建
德
中
、
率
水
軍
三
萬
、
破
齊
師
於
河
橋
。

　
明
年
、
從
帝
平
齊
、
進
位
柱
國
。
與
宇
文
憲
破

齊
任
城
王
高
湝
於
冀
州
、
除
定
州
總
管
。
先
是
、

定
州
城
西
門
久
閉
不
行
。
齊
文
宣
帝
時
、
或
請
開

之
以
便
行
路
。
帝
不
許
曰
「
當
有
聖
人
來
啓
之
」。

及
高
祖
至
而
開
焉
、
莫
不
驚
異
。
尋
轉
亳
州
總
管
。

　
宣
帝
即
位
、
以
后
父
徵
拜
上
柱
國
・
大
司
馬
。

　
大
象
初
、
遷
大
後
丞
・
右
司
武
、
俄
轉
大
前
疑
。

毎
巡
幸
、
恒
委
居
守
。
時
帝
爲
「
刑
經
聖
制
」、

其
法
深
刻
。
高
祖
以
法
令
滋
章
非
興
化
之
道
、
切

さ
れ
た
。
斉
王
の
宇う

文ぶ
ん

憲け
ん

が
武
帝
に
「
普
六
茹
堅
の
容
貌
は
尋
常
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
。
わ
た
く

し
め
は
か
の
者
を
見
る
た
び
、
不
覚
に
も
我
を
失
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
は
人
の
下
に
つ

く
者
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
ゆ
え
、
ど
う
か
早
々
に
か
の
者
を
排
除
な
さ
い
ま
す
よ
う
」
と
言
上
し

た
。
武
帝
は
「
普
六
茹
堅
は
一
将
軍
に
留
め
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
な
」
と
応
じ
た
。
内
史
の
王お
う

軌き

驟し
ゅ
うが
武
帝
に
「
皇
太
子
は
社
稷
の
主
た
る
器
で
は
な
く
、
普
六
茹
堅
の
容
貌
に
は
反
逆
の
相
が

見
え
ま
す
」
と
言
上
し
た
。
武
帝
は
喜
ば
ず
「
天
命
が
あ
る
か
ど
う
か
の
こ
と
だ
、
ど
う
し
よ
う

も
な
い
で
は
な
い
か
」
と
答
え
た
。
高
祖
は
た
い
そ
う
恐
れ
入
っ
て
、
慎
重
に
己
を
包
み
隠
す
よ

う
に
な
っ
た
。

建
徳
年
間
、
水
軍
三
万
を
率
い
て
、
北ほ
く
せ
い斉
の
軍
を
河
橋
に
破
っ
た
。

翌
年
、
武
帝
に
従
っ
て
北
斉
を
平
定
し
、
官
位
を
柱
国
に
進
め
た
。
宇
文
憲
が
北
斉
の
任
城
王

の
高こ
う
か
い湝
を
冀
州
に
破
る
と
、
高
祖
は
定
州
総
管
に
叙
任
さ
れ
た
。
こ
れ
よ
り
以
前
、
定
州
城
の
西

門
は
な
が
ら
く
閉
じ
ら
れ
行
き
来
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
。
北
斉
の
文
宣
帝
（
高こ
う
よ
う洋
）
の
時
、
あ

る
者
が
開
門
し
て
交
通
の
便
を
よ
く
す
る
よ
う
請
願
し
た
。
文
宣
帝
は
許
さ
ず
「
聖
人
が
来
訪
す

る
こ
と
が
あ
れ
ば
開
く
だ
ろ
う
」
と
言
っ
て
い
た
。
高
祖
が
到
着
し
門
を
開
い
た
の
で
、
驚
か
な

い
者
は
な
か
っ
た
。
つ
い
で
亳
州
総
管
に
転
任
し
た
。

北
周
の
宣
帝
（
宇う

文ぶ
ん

贇い
ん

）
が
即
位
す
る
と
、
高
祖
は
皇
后
の
父
と
い
う
こ
と
で
召
し
出
さ
れ
て

上
柱
国
・
大
司
馬
に
任
命
さ
れ
た
。

大
象
の
初
年
、
大
後
丞
・
右
司
武
に
選
任
し
、
す
ぐ
さ
ま
大
前
疑
に
転
任
し
た
。
宣
帝
が
巡
幸

す
る
た
び
、
常
に
留
守
を
委
ね
ら
れ
た
。
こ
の
こ
ろ
、
宣
帝
は
広
く
刑
罰
の
判
例
を
集
め
て
さ
ら

に
峻
烈
な
法
を
作
り
出
す
「
刑け
い

経け
い

聖せ
い

制せ
い

」
を
推
し
進
め
て
い
て
、
そ
の
法
は
は
な
は
だ
厳
し
か
っ

玉
柱
入
頂
、
目
光
外
射
、
有
文
在
手
曰
王
。
長
上

短
下
、
沈
深
嚴
重
。
初
入
太
學
、
雖
至
親
昵
不
敢

狎
也
。

　
年
十
四
、
京
兆
尹
薛
善
辟
爲
功
曹
。

　
十
五
、
以
太
祖
勳
、
授
散
騎
常
侍
・
車
騎
大
將

軍
・
儀
同
三
司
、
封
成
紀
縣
公
。

　
十
六
、
遷
驃
騎
大
將
軍
、
加
開
府
。
周
太
祖
見

而
嘆
曰
「
此
兒
風
骨
、
不
似
代
間
人
」。
明
帝
卽

位
、
授
右
小
宮
伯
、
進
封
大
興
郡
公
。
帝
嘗
遣
善

相
者
趙
昭
視
之
、
昭
詭
對
曰
「
不
過
作
柱
國
耳
」。

既
而
陰
謂
高
祖
曰
「
公
當
爲
天
下
君
、
必
大
誅
殺

而
後
定
。
善
記
鄙
言
」。

　
武
帝
卽
位
、
遷
左
小
宮
伯
。
出
爲
隋
州
刺
史
、

進
位
大
將
軍
、
後
徵
還
。
遇
皇
妣
寢
疾
三
年
、
晝

夜
不
離
左
右
、
代
稱
純
孝
。
宇
文
護
執
政
、
尤
忌

高
祖
、
屢
將
害
焉
、
大
將
軍
侯
伏
侯
壽
等
匡
護
得

免
。
其
後
、
襲
爵
隋
國
公
。
武
帝
娉
高
祖
長
女
爲

皇
太
子
妃
、
益
加
禮
重
。
齊
王
憲
言
於
帝
曰
「
普

天
下
を
得
る
日
を
遅
く
さ
せ
て
し
ま
い
ま
し
た
ね
」
と
言
っ
た
。
高
祖
の
容
姿
は
龍
の
よ
う
な
形

の
あ
ご
を
し
て
、
額
の
上
に
玉
柱
が
頭
頂
ま
で
生
え
て
お
り
、
眼
光
は
射
す
く
め
る
か
の
よ
う
で
、

手
に
は
「
王
」
と
浮
き
出
て
い
た
。
胴
が
長
く
足
は
短
く
、
落
ち
着
き
払
っ
て
威
厳
が
あ
っ
た
。

太た
い
が
く学
に
入
る
と
、
学
友
と
昵じ
っ
こ
ん懇
の
仲
と
な
っ
て
も
馴
れ
合
お
う
と
し
な
か
っ
た
。

十
四
歳
、
京
兆
尹
の
薛せ
つ
ぜ
ん善
が
辟
召
し
て
功
曹
と
し
た
。

十
五
歳
、
皇
考
が
挙
げ
た
勲
功
に
よ
り
、
散
騎
常
侍
・
車
騎
大
将
軍
・
儀
同
三
司
を
授
け
ら
れ
、

成
紀
県
公
に
封
ぜ
ら
れ
た
。

十
六
歳
、
驃
騎
大
将
軍
に
遷
任
し
、
開か
い

府ふ

を
加
え
ら
れ
た
。
北
周
の
太た
い

祖そ

は
楊
堅
を
見
て
感
歎

し
「
こ
の
者
の
風
骨
は
、
世
間
の
人
間
と
ま
る
で
似
て
お
ら
ん
」
と
言
っ
た
。
北
周
の
明
帝
（
宇う

文ぶ
ん

毓い
く

）
が
即
位
す
る
と
、
右
小
宮
伯
を
授
け
ら
れ
、
爵
位
は
大
興
郡
公
に
進
ん
だ
。
明
帝
が
か
つ

て
名
の
あ
る
人
相
見
で
あ
る
趙
ち
ょ
う
し
ょ
う
昭
を
や
っ
て
高
祖
を
見
定
め
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
趙
昭
は
偽
っ
て

「
柱
国
と
な
る
の
が
精
一
杯
で
す
」
と
報
告
し
た
。
そ
う
し
て
か
ら
密
か
に
高
祖
に
「
あ
な
た
は

ま
さ
に
天
下
の
君
と
な
る
べ
き
お
方
で
す
が
、
そ
の
地
位
は
必
ず
や
大
誅
殺
を
行
っ
て
か
ら
安
定

す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
私
の
言
葉
を
よ
く
覚
え
て
お
か
れ
ま
す
よ
う
」
と
告
げ
た
。

北
周
の
武
帝
（
宇う

文ぶ
ん

邕よ
う

）
が
即
位
す
る
と
、
左
小
宮
伯
に
選
任
し
た
。
外
任
に
出
で
隋
州
刺
史

と
な
り
、
官
位
を
大
将
軍
に
進
め
、
の
ち
都
に
召
し
返
さ
れ
た
。
た
ま
た
ま
皇
妣
が
三
年
に
わ
た

り
病
に
伏
せ
っ
た
た
め
、
昼
夜
と
な
く
側
か
ら
離
れ
ず
看
病
し
、
世
間
か
ら
「
純
孝
」
と
賞
賛
さ

れ
た
。
宇う

文ぶ
ん

護ご

が
執
政
し
て
い
た
間
は
、
と
か
く
高
祖
を
忌
み
嫌
い
、
し
ば
し
ば
暗
殺
し
よ
う
と

謀
っ
た
が
、
大
将
軍
の
侯こ
う
ふ
く
こ
う

伏
侯
萬ば
ん

壽じ
ゅ

ら
が
擁
護
し
た
の
で
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
後
、
隋

国
公
を
継
い
だ
。
武
帝
が
高
祖
の
長
女
（
楊よ
う

麗れ
い

華か

）
を
皇
太
子
妃
と
し
た
の
で
、
ま
す
ま
す
礼
遇
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え
れ
ば
、
そ
れ
は
す
で
に
高
祖
の
時
に
始
ま
っ
て
煬
帝
の
時
に
帰
結
し
た
の
で
あ
り
、
そ

の
由
来
は
古
く
、
一
朝
一
夕
の
こ
と
で
は
な
い
の
だ
。
そ
の
祭
祀
が
突
如
と
断
た
れ
た
こ

と
は
、
ま
だ
な
お
不
幸
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

煬
帝
（
上
）

煬
皇
帝
、
諱
は
廣
、
一
名
は
英
、
幼
名
は
阿
𡡉
と
い
い
、
高
祖
の
第
二
子
で
あ
る
。
母
は
文
献

獨
孤
皇
后
と
い
う
。
上し
ょ
う（

楊
廣
）
は
姿
が
美
し
く
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
機
敏
で
賢
く
、
高
祖
と
皇
后

に
諸
子
の
中
で
も
特
に
か
わ
い
が
ら
れ
て
い
た
。
北
周
王
朝
で
は
、
高
祖
の
勲
功
に
よ
り
、
雁
門

郡
公
に
封
じ
ら
れ
た
。

開
皇
元
年
、
晋
王
に
立
て
ら
れ
、
柱
国
・
幷
州
総
管
に
任
命
さ
れ
、
時
に
十
三
歳
で
あ
っ
た
。

続
い
て
武
衛
大
将
軍
を
授
け
ら
れ
、
爵
位
は
上
柱
国
に
進
み
、
河
北
道
行
臺
尚
書
令
と
な
っ
た
が
、

大
将
軍
の
職
位
は
元
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
高
祖
は
項
城
公
の
王お
う

韶し
ょ
うと
安
道
公
の
李
徹
に
上
の
補
佐

と
指
導
を
さ
せ
た
。
上
は
学
問
を
好
み
、
文
章
を
綴
る
の
に
優
れ
、
落
ち
着
き
払
っ
て
威
厳
が
あ

り
、
朝
野
の
人
々
に
嘱
望
さ
れ
て
い
た
。
高
祖
は
人
相
見
の
來ら
い

和か

と
い
う
者
に
密
か
に
子
ど
も
た

ち
を
見
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
來
和
は
「
晋
王
の
眉
上
に
は
二
つ
の
骨
が
隆
起
し
て
お
り
、
そ
の
貴
さ

は
言
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
」
と
言
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
高
祖
が
上
の
邸
宅
に
行
幸
し
、
楽
器

の
弦
が
多
く
切
れ
、
ま
た
埃
を
被
り
、
ま
る
で
使
っ
て
い
な
い
様
子
な
の
を
見
て
、
歌
舞
楽
曲
を

好
ま
な
い
と
思
い
、
そ
れ
を
善
し
と
し
た
。
上
は
う
わ
べ
を
取
り
繕
い
、
当
時
は
仁
孝
で
あ
る
と

賞
賛
さ
れ
た
。
以
前
、
猟
を
見
物
し
た
際
、
た
ま
た
ま
雨
に
降
ら
れ
た
の
で
、
左
右
の
者
は
油
衣

を
進
め
た
が
、
上
は
「
士
卒
が
み
な
濡
れ
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
私
だ
け
が
着
る
こ
と
が
で
き

　
煬
皇
帝
諱
廣
、
一
名
英
、
小
字
阿
𡡉
、
高
祖
第

二
子
也
。
母
曰
文
獻
獨
孤
皇
后
。
上
美
姿
儀
、
少

敏
慧
、
高
祖
及
后
於
諸
子
中
特
所
鍾
愛
。
在
周
、

以
高
祖
勳
、
封
雁
門
郡
公
。

　
開
皇
元
年
、
立
爲
晉
王
・
拜
柱
國
、
幷
州
總

管
、
時
年
十
三
。
尋
授
武
衞
大
將
軍
、
進
位
上
柱

國
、
河
北
道
行
臺
尚
書
令
、
大
將
軍
如
故
。
高
祖

令
項
城
公
韶
、
安
道
公
李
徹
輔
導
之
。
上
好
學
、

善
屬
文
、
沉
深
嚴
重
、
朝
野
屬
望
。
高
祖
密
令
善

相
者
來
和
徧
視
諸
子
、
和
曰
「
晉
王
眉
上
雙
骨
隆

起
、
貴
不
可
言
」。
既
而
高
祖
幸
上
所
居
第
、
見

樂
器
絃
多
斷
絶
、
又
有
塵
埃
、
若
不
用
者
、
以
爲

不
好
聲
妓
、
善
之
。
上
尤
自
矯
飾
、
當
時
稱
爲
仁

孝
。
嘗
觀
獵
遇
雨
、
左
右
進
油
衣
、
上
曰
「
士
卒

皆
霑
濕
、
我
獨
衣
此
乎
」。
乃
令
持
去
。

　
六
年
、
轉
淮
南
道
行
臺
尚
書
令
。
其
年
、
徴
拜

雍
州
牧
・
内
史
令
。

　
八
年
冬
、
大
擧
伐
陳
、
以
上
爲
行
軍
元
帥
。
及

陳
平
、
執
陳
湘
州
刺
史
施
文
慶
、
散
騎
常
侍
沈
客

卿
、
市
令
陽
慧
朗
、
刑
法
監
徐
析
、
尚
書
都
令
史

暨
慧
、
以
其
邪
佞
、
有
害
於
民
、
斬
之
右
闕
下
、

以
謝
三
呉
。
於
是
封
府
庫
、
資
財
無
所
取
、
天
下

稱
賢
。
進
位
太
尉
、
賜
輅
車
・
乘
馬
・
袞
冕
之

服
・
玄
珪
・
白
璧
各
一
。
復
拜
幷
州
總
管
。
俄
而

江
南
高
智
慧
等
相
聚
作
亂
、
徙
上
爲
揚
州
總
管
、

鎮
江
都
、
毎
歳
一
朝
。
高
祖
之
祠
太
山
也
、
領
武

候
大
將
軍
、
明
年
、
歸
藩
。

　
後
數
載
、
突
厥
寇
邊
、
復
爲
行
軍
元
帥
、
出
靈

武
、
無
虜
而
還
。

　
及
太
子
勇
廢
、
立
上
爲
皇
太
子
。
是
月
、
當
受

冊
。
高
祖
曰
「
吾
以
大
興
公
成
帝
業
」。
令
上
出

舍
大
興
縣
。
其
夜
、
烈
風
大
雪
、
地
震
山
崩
、
民

舍
多
壞
、
壓
死
者
百
餘
口
。

よ
う
か
」
と
言
っ
て
、
退
け
さ
せ
た
。

六
年
、
淮
南
道
行
臺
尚
書
令
に
転
任
し
た
。
そ
の
年
、
召
さ
れ
て
雍
州
牧
・
内
史
令
に
任
命
さ

れ
た
。

八
年
の
冬
、
大
挙
し
て
陳
を
伐
つ
に
あ
た
り
、
上
を
行
軍
元
帥
と
し
た
。
陳
を
平
定
す
る
と
、

陳
の
湘
州
刺
史
の
施し

文ぶ
ん

慶け
い

、
散
騎
常
侍
の
沈し
ん

客か
く

卿け
い

、
市
令
の
陽よ
う

慧け
い

朗ろ
う

、
刑
法
監
の
徐じ
ょ

析せ
き

、
尚
書
都

令
の
史し

暨き

慧け
い

を
捕
ら
え
、
彼
ら
は
佞ね
い

臣し
ん

で
、
民
に
害
を
な
し
た
と
し
て
、
彼
ら
を
右
城
門
の
あ
た

り
で
斬
り
、
江
南
の
人
々
に
謝
罪
し
た
。
そ
し
て
陳
の
府
庫
を
封
印
し
て
、
財
産
を
横
取
り
し
な

か
っ
た
の
で
、
天
下
の
人
々
は
上
を
賢
だ
と
賞
賛
し
た
。
官
位
を
太
尉
に
進
め
、
輅
車
・
乗
馬
・

袞
冕
の
服
・
玄
珪
・
白
璧
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
賜
っ
た
。
再
び
幷
州
総
管
に
任
命
さ
れ
た
。
間
も
な

く
江
南
の
高
智
慧
ら
が
集
ま
っ
て
乱
を
起
こ
し
た
の
で
、
上
を
異
動
さ
せ
て
揚
州
総
管
と
し
、
江

都
に
鎮
守
さ
せ
、
年
に
一
回
都
に
朝
見
さ
せ
た
。
高
祖
が
泰
山
を
祠
る
と
き
に
、
武
候
大
将
軍
を

兼
任
し
、
翌
年
、
領
地
に
帰
還
し
た
。煬帝・楊廣（604～618）

の
ち
数
年
、
突
厥
が
辺
境
を
掠
め
た
の
で
、
再
び
行

軍
元
帥
と
な
り
、
霊
武
か
ら
出
撃
し
た
が
、
敵
と
出
会

う
こ
と
無
く
帰
還
し
た
。

皇
太
子
の
楊
勇
が
廃
嫡
さ
れ
る
と
、
上
を
皇
太
子
に

立
て
た
。
こ
の
月
、
立
皇
太
子
の
冊
を
受
け
た
。
高
祖

は
「
私
は
大
興
公
か
ら
帝
業
を
成
し
た
の
だ
」
と
言
い
、

上
を
送
り
出
し
て
大
興
県
に
宿
泊
さ
せ
た
。
そ
の
夜
、
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烈
風
と
大
雪
が
あ
り
、
地
は
震
え
山
は
崩
れ
、
民
家
は
多
く
倒
壊
し
、
圧
死
す
る
者
は
百
人
余
り

で
あ
っ
た
。

仁
寿
の
初
め
、
詔
を
奉
じ
て
東
南
地
方
を
巡
撫
し
た
。
こ
の
後
、
高
祖
が
仁
寿
宮
で
避
暑
を
す

る
た
び
に
、
常
に
上
に
国
政
を
監
督
さ
せ
た
。

四
年
七
月
、
高
祖
が
崩
じ
、
上
は
仁
寿
宮
で
皇
帝
の
位
に
即
い
た
。
八
月
、
高
祖
の
柩
を
奉
じ

て
京
師
に
帰
還
し
た
。
幷
州
総
管
・
漢
王
の
楊
諒
が
挙
兵
し
て
叛
い
た
の
で
、
尚
書
左
僕
射
の
楊

素
に
詔
し
て
こ
れ
を
平
定
さ
せ
た
。
九
月
乙
巳
、
備
身
将
軍
の
崔さ
い

彭ほ
う

を
左
領
軍
大
将
軍
と
し
た
。

十
一
月
乙
未
、
洛
陽
に
行
幸
し
た
。
丙
申
、
二
十
一
歳
か
ら
六
十
歳
ま
で
の
男
子
数
十
万
人
を
徴

発
し
て
堀
を
掘
ら
せ
、
龍
門
か
ら
東
に
向
か
い
長
平
・
汲
郡
に
接
続
さ
せ
臨
清
関
に
突
き
当
た
り
、

黄
河
を
渡
し
て
、
浚
儀
・
襄
城
に
至
り
、
上
洛
に
到
達
し
、
関
所
を
置
い
た
。

癸
丑
、
詔
を
下
し
て
、

乾
道
が
変
化
す
る
の
は
、
陰
陽
が
消
息
す
る
た
め
で
あ
り
、
旧
例
に
沿
っ
た
り
制
度
を
創
設

す
る
の
が
同
じ
で
な
い
の
は
、
生
き
物
に
盛
衰
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
も
し
天
意
が
不
変
で

あ
れ
ば
、
万
物
を
育
て
る
の
に
ど
う
し
て
四
季
を
作
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
人
事
が
変
移
し
な

け
れ
ば
、
政
を
行
う
の
に
ど
う
や
っ
て
万
民
を
治
め
る
と
い
う
の
だ
。『
易え
き

』
に
「
其
の
変

に
通
じ
、民
を
し
て
倦
ま
ざ
ら
し
む
」、「
変
ず
れ
ば
則
ち
通
じ
、通
ず
れ
ば
則
ち
久
し
」、「
徳

有
れ
ば
則
ち
久
し
か
る
べ
し
、
功
有
れ
ば
則
ち
大
い
な
る
べ
し
」
と
言
う
で
は
な
い
か
。
朕

は
ま
た
、
平
穏
に
遷
都
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
民
も
変
わ
っ
て
い
っ
た
と
も
聞
い
て
い

る
。
だ
か
ら
こ
そ
姫
氏
が
二
つ
の
都
を
建
造
し
た
の
は
、
武
王
の
意
志
な
の
で
あ
り
、
殷
人

が
五
回
遷
都
し
て
、
湯
王
の
事
業
を
完
成
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
も
し
人
や
天
に
従
わ
ず
に
、

功
業
を
変
化
さ
せ
た
ら
、
民
を
愛
し
国
を
治
め
る
者
は
よ
し
と
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
も
雒
邑
は
古
か
ら
の
都
で
、
王
畿
の
内
に
あ
り
、
天
地
の
合
わ
さ
る
所
で
、
陰
陽
の
調

和
す
る
所
で
も
あ
る
。
三
つ
の
河
が
控
え
、
四
方
は
山
河
で
固
く
守
ら
れ
、
水
陸
に
通
じ
、

貢
賦
が
均
等
で
あ
る
。
だ
か
ら
漢
の
高
祖
は
「
わ
し
は
天
下
に
行
く
こ
と
が
多
い
が
、
見
る

べ
き
も
の
は
雒ら
く

陽よ
う

（
洛
陽
）
だ
け
だ
っ
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
古
よ
り
帝
王
は
、
ど
う
し

て
留
意
し
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
し
か
し
都
と
し
な
か
っ
た
の
は
思
う
に
理
由
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
時
は
九
州
が
未
だ
一
つ
で
な
か
っ
た
か
ら
、
ま
た
あ
る
時
は
府
庫

（
の
欠
乏
）
に
困
っ
た
か
ら
、
雒
陽
を
造
営
す
る
制
書
を
作
る
に
も
ま
だ
暇
が
無
か
っ
た
の
が

理
由
で
あ
る
。
我
が
隋
王
朝
を
開
い
た
当
初
、
懐
・
雒
を
造
営
し
よ
う
と
思
っ
た
が
、
一
日

ま
た
一
日
と
、
今
に
至
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
思
う
こ
と
、
感
極
ま
っ
て
涙
が
出
る
の
で
あ
る
。

朕
は
先
帝
の
万
歳
の
後
を
謹
ん
で
受
け
、
後
を
継
い
で
万
邦
に
君
臨
し
、（
先
帝
の
方
針
を
）

遵
守
し
逆
ら
わ
な
い
よ
う
に
し
、
心
に
先
帝
の
意
志
を
奉
じ
て
い
る
。
今
漢
王
の
楊
諒
が
反

逆
し
、
そ
の
害
毒
は
山
東
に
降
り
か
か
り
、
遂
に
は
州
県
を
惑
わ
せ
た
。
こ
れ
は
要
衝
や
山

河
が
遙
か
遠
く
で
、
兵
が
急
事
に
駆
け
つ
け
ら
れ
ず
、
加
え
て
幷
州
の
移
民
が
河
南
に
い
る

た
め
で
あ
る
。
周
が
殷
人
を
移
住
さ
せ
た
意
図
は
こ
こ
に
あ
る
の
だ
。
ま
た
南
（
旧
陳
の
地
）

は
遙
か
遠
く
、
東
（
旧
北
斉
の
地
）
は
広
大
で
あ
る
か
ら
、
動
勢
に
応
じ
、
今
こ
そ
雒
陽
に
都

を
置
く
べ
き
時
な
の
で
あ
る
。
文
武
百
官
は
、
こ
の
議
に
つ
い
て
協
議
せ
よ
。
た
だ
し
成
周

の
廃
墟
は
、
宮
殿
の
建
造
に
耐
え
ら
れ
な
い
。
今
伊
雒
の
地
に
東
京
を
建
設
す
べ
き
で
あ
り
、

す
ぐ
さ
ま
官
職
を
設
置
し
担
当
を
決
め
、
民
に
規
範
を
示
せ
。

　
仁
壽
初
、
奉
詔
巡
撫
東
南
。
是
後
高
祖
毎
避
暑

仁
壽
宮
、
恒
令
上
監
國
。

　
四
年
七
月
、
高
祖
崩
、
上
即
皇
帝
位
於
仁
壽
宮
。

八
月
、
奉
梓
宮
還
京
師
。
幷
州
總
管
漢
王
諒
擧
兵

反
、
詔
尚
書
左
僕
射
楊
素
討
平
之
。
九
月
乙
巳
、

以
備
身
將
軍
崔
彭
爲
左
領
軍
大
將
軍
。
十
一
月
乙

未
、
幸
洛
陽
。
丙
申
、
發
丁
男
數
十
萬
掘
塹
、
自

龍
門
東
接
長
平
、
汲
郡
、
抵
臨
清
關
、
度
河
、
至

浚
儀
・
襄
城
、
達
於
上
洛
、
以
置
關
防
。

　
癸
丑
、
詔
曰
、

乾
道
變
化
、
陰
陽
所
以
消
息
、
沿
創
不
同
、
生

靈
所
以
順
叙
。
若
使
天
意
不
變
、
施
化
何
以
成

四
時
、
人
事
不
易
、
爲
政
何
以
釐
萬
姓
。
易
不

云
乎
「
通
其
變
、
使
民
不
倦
」、「
變
則
通
、
通

則
久
」。「
有
德
則
可
久
、
有
功
則
可
大
」。
朕

又
聞
之
、
安
安
而
能
遷
、
民
用
丕
變
。
是
故
姬

邑
兩
周
、
如
武
王
之
意
、
殷
人
五
徙
、
成
湯
后

之
業
。
若
不
因
人
順
天
、
功
業
見
乎
變
、
愛
人

治
國
者
可
不
謂
歟
。

然
雒
邑
自
古
之
都
、
王
畿
之
内
、
天
地
之
所
合
、

陰
陽
之
所
和
。
控
以
三
河
、
固
以
四
塞
、
水
陸

通
、
貢
賦
等
。
故
漢
祖
曰
「
吾
行
天
下
多
矣
、

唯
見
雒
陽
」。
自
古
皇
王
、
何
嘗
不
留
意
、
所

不
都
者
蓋
有
由
焉
。
或
以
九
州
未
一
、
或
以
困

其
府
庫
、
作
雒
之
制
所
以
未
暇
也
。
我
有
隋
之

始
、
便
欲
創
茲
懷
・
雒
、
日
復
一
日
、
越
暨
于

今
。
念
茲
在
茲
、
興
言
感
哽
。

朕
肅
膺
寶
暦
、
纂
臨
萬
邦
、
遵
而
不
失
、
心
奉

先
志
。
今
者
漢
王
諒
悖
逆
、
毒
被
山
東
、
遂
使

州
縣
或
淪
非
所
。
此
由
關
河
懸
遠
、
兵
不
赴
急
、

加
以
幷
州
移
戶
復
在
河
南
。
周
遷
殷
人
、
意
在

於
此
。
況
復
南
服
遐
遠
、
東
夏
殷
大
、
因
機
順

動
、
今
也
其
時
。
羣
司
百
辟
、
僉
諧
厥
議
。
但

成
周
墟
塉
、
弗
堪
葺
宇
。
今
可
於
伊
、
雒
營
建

東
京
、
便
即
設
官
分
職
、
以
爲
民
極
也
。 S 
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鑑
み
る
に
、
こ
の
言
葉
は
信
ず
る
に
足
り
そ
の
証
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

恭
帝恭

皇
帝
は
、
諱
は
侑
、
元
德
太
子
（
楊
昭
）
の
子
で
あ
る
。
母
を
韋
妃
と
い
っ
た
。
生
ま
れ
つ

き
聡
明
で
、
度
量
が
あ
っ
た
。
大
業
三
年
、
陳
王
に
立
て
ら
れ
た
。
の
ち
数
年
、
代
王
に
移
り
、

食
邑
は
一
万
戸
で
あ
っ
た
。
煬
帝
が
遼
東
に
親
征
す
る
に
及
ん
で
、
京
師
で
留
守
の
こ
と
を
総
轄

さ
せ
た
。
十
一
年
、
煬
帝
が
晋
陽
に
行
幸
す
る
の
に
従
い
、
太
原
太
守
に
任
命
さ
れ
た
。
つ
い
で

京
師
を
鎮
護
し
た
。
唐
公
の
李
淵
の
義
兵
が
長
安
に
入
城
す
る
と
、
煬
帝
を
尊
ん
で
太
上
皇
と
し
、

代
王
を
帝
位
に
奉
じ
て
帝
業
を
継
が
せ
た
。

義
寧
元
年
十
一
月
壬
戌
、
上し
ょ
う（

恭
帝
）
は
大
興
殿
に
て
皇
帝
の
位
に
即
い
た
。

詔
を
下
し
て
、

王
道
は
失
わ
れ
、
天
の
歩
み
は
す
こ
や
か
で
な
い
。
古
今
よ
り
、
世
々
こ
の
よ
う
な
こ
と
は

あ
り
、
今
朕
の
身
に
託
さ
れ
、
万
難
に
相
対
し
て
み
る
と
、
蒼
々
た
る
天
よ
、
ど
う
し
て
堪

え
忍
べ
よ
う
か
。
朕
が
ま
だ
産
着
を
着
て
い
た
こ
ろ
、
早
く
も
父
の
不
幸
に
遭
い
、
年
少
な

る
今
、
太
上
皇
は
江
南
に
逃
れ
て
お
り
、
こ
と
ご
と
に
心
を
動
か
さ
れ
、
実
に
胸
を
痛
め
て

い
る
。
太
尉
の
唐
公
（
李
淵
）
は
、
巡
り
合
わ
せ
に
よ
り
百
官
を
統
べ
、
舟
の
楫
の
ご
と
き

輔
弼
の
臣
だ
と
称
え
ら
れ
、
大
い
に
乱
世
と
い
う
激
流
か
ら
民
を
救
い
、
義
兵
を
糾
合
し
、

皇
室
を
翼
賛
し
て
、
国
と
禍
福
を
共
に
し
、
再
び
中
華
を
助
け
、
こ
こ
に
我
が
詔
を
奉
じ
て
、

幼
い
私
を
輔
弼
せ
よ
。
天
命
が
到
り
、
我
が
身
に
迫
り
、
尊
号
を
称
す
る
こ
と
は
、
心
を
痛

め
て
お
り
考
え
が
及
ば
な
か
っ
た
。
い
ま
一
人
遠
く
京
師
に
居
り
、
三
た
び
辞
退
し
た
が
か

な
わ
ず
、
天
子
の
職
務
に
努
め
て
、
身
を
惜
し
む
こ
と
も
な
く
、
仮
に
も
社
稷
の
た
め
に
な

る
な
ら
ば
、
敢
え
て
迷
わ
ず
朝
議
に
従
い
、
聖
旨
に
従
い
た
い
。
天
下
に
大
赦
を
行
い
、
大

業
十
三
年
を
改
元
し
て
義
寧
元
年
と
す
る
。
十
一
月
十
六
日
夜
明
け
以
前
の
、
死
罪
以
下
の

罪
は
、
み
な
赦
し
て
赦
免
す
る
が
、
通
常
の
恩
赦
で
赦
さ
れ
な
い
者
は
対
象
と
し
な
い
。

と
言
っ
た
。

甲
子
、
光
祿
大
夫
・
大
将
軍
・
太
尉
の
唐
公
を
仮
黄
鉞
・
使
持
節
・
大
都
督
内
外
諸
軍
事
・
尚

書
令
・
大
丞
相
と
し
、
爵
位
を
進
め
て
唐
王
に
封
じ
た
。

丙
寅
、
詔
を
下
し
て
、

朕
は
ま
だ
幼
弱
で
、
宮
殿
か
ら
出
た
こ
と
も
な
い
が
、
太
上
皇
は
遠
地
に
行
幸
さ
れ
た
の
で
、

周
の
穆ぼ
く

王お
う

の
故
事
に
倣
っ
て
い
る
。
今
多
く
の
困
難
に
遭
遇
し
、
群
臣
に
託
さ
れ
て
帝
位
に

即
き
、
辞
退
し
た
が
免
れ
ず
、
恭
し
く
し
て
朝
廷
に
臨
ん
だ
が
、
ま
る
で
大
河
を
渡
る
に
も
、

渡
る
術
が
解
ら
な
い
あ
り
さ
ま
で
、
我
が
身
を
撫
で
て
嘆
き
悲
し
み
、
心
に
憂
え
る
こ
と
急

で
あ
る
。
民
の
気
持
ち
も
知
れ
ぬ
身
で
、
王
業
の
艱
難
を
容
易
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
股

肱
の
臣
が
力
を
合
わ
せ
る
の
を
頼
み
に
し
、
宰
相
や
賢
臣
は
幼
い
身
を
補
佐
し
、
そ
の
至
ら

ぬ
点
を
補
佐
せ
よ
。
国
の
軍
事
・
政
治
に
つ
い
て
は
事
の
大
小
に
関
わ
ら
ず
、
文
武
百
官
の

任
官
に
つ
い
て
は
位
の
貴
賤
に
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
制
度
賞
罰
に
つ
い
て
は
、
全
て
大
丞

相
の
府
に
委
ね
、
各
種
の
功
績
が
定
ま
れ
ば
、
そ
の
職
官
に
一
任
し
、
遠
く
前
史
に
例
を
求

め
、
こ
れ
を
典
故
と
せ
よ
。
旧
事
の
例
に
よ
っ
て
い
る
の
で
空
言
で
は
な
い
。
至
公
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
人
に
功
を
譲
る
徳
を
積
ん
で
は
な
ら
な
い
。

　
恭
皇
帝
、
諱
侑
、
元
德
太
子
之
子
也
。
母
曰
韋

妃
。
性
聰
敏
、
有
氣
度
。
大
業
三
年
、
立
爲
陳
王
。

後
數
載
、
徙
爲
代
王
、
邑
萬
戶
。
及
煬
帝
親
征
遼

東
、
令
於
京
師
總
留
事
。
十
一
年
、
從
幸
晉
陽
、

拜
太
原
太
守
。
尋
鎮
京
師
。
義
兵
入
長
安
、
尊
煬

帝
爲
太
上
皇
、
奉
帝
纂
業
。

　
義
寧
元
年
十
一
月
壬
戌
、上
即
皇
帝
位
於
大
興
殿
。

　
詔
曰
、

王
道
喪
亂
、
天
步
不
康
。
古
往
今
來
、
代
有
其

事
、
屬
之
於
朕
、
逢
此
百
罹
、
彼
蒼
者
天
、
胡

寧
斯
忍
。
襁
褓
之
歲
、
夙
遭
憫
凶
、
孺
子
之
辰
、

太
上
播
越
、
興
言
感
動
、
實
疚
于
懷
。
太
尉
唐

公
、
膺
期
作
宰
、
時
稱
舟
楫
、
大
拯
橫
流
、
糾

合
義
兵
、
翼
戴
皇
室
、
與
國
休
戚
、
再
匡
區
夏
、

爰
奉
明
詔
、
弼
予
幼
沖
。
顯
命
光
臨
、
天
威
咫

尺
、
對
揚
尊
號
、
悼
心
失
圖
。
一
人
在
遠
、
三

讓
不
遂
、
僶
俛
南
面
、
厝
身
無
所
、
苟
利
社
稷
、

莫
敢
或
違
、
俯
從
羣
議
、
奉
遵
聖
旨
。
可
大
赦

天
下
、
改
大
業
十
三
年
爲
義
寧
元
年
。
十
一
月

十
六
日
昧
爽
以
前
、
大
辟
罪
已
下
、
皆
赦
除
之
、

常
赦
所
不
免
者
、
不
在
赦
限
。

　
甲
子
、
以
光
祿
大
夫
・
大
將
軍
・
太
尉
唐
公
爲

假
黃
鉞
・
使
持
節
・
大
都
督
内
外
諸
軍
事
・
尚
書

令
・
大
丞
相
、
進
封
唐
王
。

　
丙
寅
、
詔
曰
、

朕
惟
孺
子
、
未
出
深
宮
、
太
上
遠
巡
、
追
蹤
穆

滿
。
時
逢
多
難
、
委
當
尊
極
、
辭
不
獲
免
、
恭

己
臨
朝
、
若
涉
大
川
、
罔
知
所
濟
、
撫
躬
永
歎
、

憂
心
孔
棘
。
民
之
情
偽
、
曾
未
之
聞
、
王
業
艱

難
、
載
云
其
易
。
賴
股
肱
戮
力
、
上
宰
賢
良
、

匡
佐
沖
人
、
輔
其
不
逮
。
軍
國
機
務
、
事
無
大

小
、
文
武
設
官
、
位
無
貴
賤
、
憲
章
賞
罰
、
咸

歸
相
府
、
庶
績
其
凝
、
責
成
斯
屬
、
逖
聽
前
史
、

茲
爲
典
故
。
因
循
仍
舊
、
非
曰
徒
言
。
所
存
至

公
、
無
爲
讓
德
。
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