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正
史
成
立
前
夜

―
碑

・誌
の
時
代
―

は
じ
め
に

司
馬
遷
の

『史
記
」
、
あ
る
い
は
秦
漢
以
前
の
諸
王
朝

・
諸
国
の
史
書
い
ら
い
積

み
重
ね
ら
れ
て
ぎ
た
歴
史
叙
述
書
が
、
各
工
朝
の
歴
史
を

「正
し
く
」
伝
え
る

「正

史
」
と
し
て
体
系
化
さ
れ
た
の
が
唐
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
華
王
朝
と
し
て
の
正
統

性
を
証
明
す
る
た
め
と
い
う
政
治
的
要
請
を
も
背
景
と
し
な
が
ら
、
正
史
概
念
を
確

立
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
唐
王
朝
の
成
立
は
一
分
裂
し
て
い
た
中
華
王
朝
の
再
統

一

と
い
う
政
治
的
な
画
期
の
み
な
ら
ず
、
紀
伝
体
と
編
年
体
と
に
よ
る
歴
史
書
編
集
が

平
行
し
て
い
た
段
階
か
ら
、
紀
伝
体
に
よ
る
歴
史
叙
述
の
み
が
王
朝
公
認
の
正
史
と

な
り
う
る
段
階
へ
の
歴
史
叙
述
の
画
期
と
も
な
っ
た
。

し
か
し
、
「
王
の
正
月
」
．
で
始
ま
り
、
王
朝
を
主
宰
す
る
人
格
的
個
人
が
王

・

皇
帝
と
し
て
歴
史
を
も
全
面
的
に
支
配
す
る
意
図
が
明
示
的
な
編
年
体
叙
述
が
退
け

ら
れ
、
皇
帝
と
臣
下
と
が
編
目
だ
け
で
は

「紀
」
と

「伝
」
と
の
形
式
的
な
違
い
で

し
か
認
識
で
き
な
い
よ
う
な
、
歴
史
を
個
人
単
位
で
記
録
す
る
紀
伝
体
が
、
な
ぜ
王

朝
を
単
位
と
す
る
正
史
の
体
例
と
し
て
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

紀
伝
体
と
編
年
体
と
に
よ
る
歴
史
叙
述
が
並
存
し
て
い
た
南
北
朝
期
に
あ
つ
て
、

個
人
単
位
の
歴
史
を
記
録
し
た
史
料
と
し
て
は
、
紀
伝
体
の
史
書
の
ほ
か
に
墓
前
と
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（平
成
二
十
七
年
十
月

一
日
受
理
）

墓
中
に
据
え
ら
れ
た
墓
碑
　
墓
誌
が
存
在
し
て
い
た
。
紙
の
普
及
に
伴
い
使
用
が
減

少
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
木
竹
簡
の
出
土
が
多
く
は
望
め
な
い
魏
晋
南
北
朝
期

に
お
い
て
は
、
特
に
墓
誌
が
出
土
文
字
資
料
の
花
形
と
な
つ
て
い
る
。
し
か
し
南
北

朝
期
の
墓
誌
は
そ
も
そ
も
、
各
種
の
文
集
に
収
め
ら
れ
た
南
朝
や
北
周
時
代
の
墓
誌

銘
文
が
、
文
学
作
品
と
し
て
知
ら
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
。
こ
の
墓
誌
が
歴
史
史
料
と

し
て
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
洛
陽
郊
外
の
郎
山
周
辺
か
ら
大
量
の
北

魏
墓
誌
が
出
土
し
．マ
拓
本
の
影
印
が
資
料
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
ξ
」
と
が
き

つ
か

け
で
あ
り
、
特
に
そ
の

「誌
」
の
記
載
内
容
が
唐
代
に
北
魏
の
正
史
と
さ
れ
た

『魏

書
」
の
記
述
と
互
校
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
墓
誌
の
歴
史
史
料
と
し
て
の
評
価

を
高
め
た
，

こ
の
墓
誌
の
よ
う
な

「も
う

一
つ
の
列
伝
」
と
も
言
う
べ
き
個
人
の
記
録
が
大
量

に
作
ら
れ
始
め
た
魏
晋
南
北
朝
期
を
経
た
う
え
で
、
個
人
の
歴
史
を
基
本
と
す
る
紀

伝
体
史
書
は
正
史
の
地
位
を
占
め
る
に
至
っ
た
。
そ
の

「正
史
」
成
立
前
夜
に
墓
碑

墓
誌
が
個
人
の
記
録
と
し
て
成
長
す
る
過
程
を
、
文
学
作
品
と
し
て
の
継
受
の
あ
り

方
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
素
描
し
て
み
た
い
。
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一
、
墓
誌
前
夜

―

陸
機

「周
処
碑
」

魏
晋
南
北
朝
期
を
通
じ
て
墓
誌
が
歴
史
史
料
と
し
て
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の

に
反
し
て
、
そ
の
存
在
感
を
急
速
に
低
下
さ
せ
る
の
が
墓
碑
で
あ
る
。
後
漢
時
代
に

始
ま

っ
た
墓
碑
は
、
た
と
え
ば

「水
経
注
』
な
ど
に
記
録
さ
れ
た
碑
五
の
多
く
が
、

宋
代
以
降
に
発
達
し
た
金
石
書
へ
の
採
録
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
之
か
ら
、
南
北
朝

の
統

一
期
か
ら
唐
代
の
様
々
な
混
乱
な
ど
、
多
様
な
要
因
で
失
わ
れ
て
い
っ
た
と
考

え
る
。
さ
ら
に
後
漢
末
の
曹
魏
政
権
形
成
期
六
お
よ
び
西
晋
建
国
後
七
に
出
さ
れ
た

立
碑
の
禁
に
よ
り
、
碑
の
小
型
化
と
墓
前
か
ら
墓
室
内
へ
の
移
行
が
始
ま
り
、
こ
れ

が
や
が
て
定
型
化
し
た
墓
誌
へ
と
つ
な
が
る
と
も
さ
れ
る
―

し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
立
碑
の
禁
を
伝
え
る

『宋
書
」
礼
志
の
記
事
に
よ
れ
ば
、

曹
魏
に
お
い
て
も
継
続
さ
れ
た
立
碑
の
禁
の
下
で
王
俊
が
兄

・
王
倫
の
遺
徳
を
た
た

え
た

「表
徳
論
」
を

「墓
の
陰
に
刊
」
し
た

（二
五
七
）
の
は

「碑
禁
」
が

「尚
ほ

厳
」
で
あ
っ
た
た
め
だ
と
す
る
も
の
の
、
「此
の
後
、
復
た
弛
替
す
」
と
あ
り
、
こ

の
こ
と
が
二
七
四
年
に
再
度
、
立
碑
を
禁
ｔ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
、
三

一
八
年
に
顧
栄
の
た
め
の
立
碑
が
東
晋

・
元
帝

（司
馬
容
）
に
よ
っ

て

「特
に
立
て
る
を
聴
」
さ
れ
る
と
、
「是
よ
り
の
後
、
禁
、
又
た
漸
く
額
る
」
こ

と
に
な
り
、
「大
臣

・
長
吏
、
人
皆
な
私
に
立
つ
」
状
態
と
な
っ
た
た
め
に
４

義

熙
年
間

（四
〇
五
～
四
一
八
）
に
輩
松
之
が

「禁
断
を
議
」
し
、
こ
の
時
の
禁
令
が

「宋
書
」
礼
志
に
い
う
と
こ
ろ
の

「今
」
に
及
ん
で
い
る
と
す
る
。
こ
の
立
碑
の
禁

が
弛
緩
し
て
い
た
東
晋
段
階
に
お
い
て
も
墓
誌
が
存
在
す
る
こ
と
と
、
墓
誌
文
に
お

け
る
銘
辞
の
あ
り
方
か
ら
、
中
村
圭
爾
は
西
晋
期
に
お
け
る
墓
碑
か
ら
墓
誌
へ
の
移

行
を
否
定
し
、
墓
碑
の
銘
が
墓
誌
の
銘
に
移
行
し
た
す
る
東
晋
末
か
ら
宋
に
か
け
て

の
時
期
を
南
朝
墓
誌
の
定
型
化
の
時
期
と
見
る
５
。

本
章
で
検
討
す
る

「周
処
碑
」
は
、
こ
の
よ
う
な
立
碑
の
禁
と
そ
の
弛
緩
が
繰
り

返
さ
れ
る
中
で
、
西
晋
を
代
表
す
る
詩
文
家
の

一
人
で
あ
る
像
機

（
二
六

一
～

三
〇
三
）
が
、
と
も
に
呉
の
滅
亡
を
経
験
し
た
同
時
代
人
で
あ
る
周
処

（二
三
六
～

二
九
七
）
の
没
後
に
撰
述
し
た
も
の
で
、
金
石
文
と
し
て
よ
り
も
、
「陸
平
原
集
』

に
著
録
さ
れ
た
文
学
作
品
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
『晋
書
』
巻
五
四
陸
機
伝
末
に

「著

す
所
の
文
章
、
凡
そ
三
百
余
篇
、
並
び
に
世
に
行
わ
れ
る
」
と
伝
え
ら
れ
る
陸
機
の

作
品
集
は
、
弟
の
陸
雲
に
よ
る
収
集
を
経
て
二
ヽ
梁
代
に
は
四
十
七
巻
を
数
え
た
が
、

隋
代
に
十
四
巻
と
な
り
三
ヽ
唐
を
経
て
未
代
に
は
十
巻
本
と
し
て
定
着
し
た
よ
う

で
あ
る
Ｅ
。

そ
し
て
そ
の
具
体
的
内
容
が
多
少
な
り
と
も
う
か
が
え
る
の
は
こ
の

十
巻
本
か
ら
で
、
『群
斎
読
書
志
』
萱
七
に

「著
す
所
の
文
章
几
そ
三
百
余
篇
、
今
、

詩

・
賦

・
論

・
議

・
箋

・
表

・
碑

・
誅

一
百
七
十
余
首
を
存
す
」
と
あ
る
が
、
現
行

の
陸
機
集
に
は
唯

一
収
め
ら
れ
る
碑
で
あ
る
周
処
碑
が
、
いし
」
に
言
う

「碑
」
に
当

た
る
の
で
あ
ろ
う
面
。

ち
な
み
に
、
西
晋
期
に
詩
文
家
に
よ
る
碑
文
の
作
成
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
を
、

墓
碑
で
あ
る
か
否
か
の
判
別
は
と
り
あ
え
ず
措
く
と
し
て
、
こ
の
時
代
を
代
表
す
る

詩
文
家
の
例

三
で
確
認
し
て
み
る
と
ヽ
張
戴

・
張
協

・
張
克

・
左
思
に
つ
い
て
は

碑
文
は

一
切
伝
わ
ら
ず
、
満
岳
と
沿
尼
の
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
仁
作
品
ず
つ
伝
わ
っ
て

い
る
。
活
岳
の

「
司
空
密
陵
侯
鄭
表
碑
」
は

『芸
文
類
衆
』
巻
四
七
に
全
編
四
字
句
で

編
ま
れ
た
銘
の
み
が
伝
わ
り
、
『文
選
』
着
一６

「斉
寛
陵
文
宣
王
行
状
」
の
注
に

『芸

文
類
衆
」
に
見
え
な
い
九
字
が
引
か
れ
て
い
る
の
で
、
お
そ
ら
く
は
鄭
表
本
人
の
事

蹟
を
伝
え
る
部
分
も
本
来
は
番
缶
が
撰
述
し
た
碑
文
中
に
は
存
在
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
同
じ
く
沿
岳
の

「荊
州
刺
史
東
武
戴
侯
楊
使
君
碑
」
は
、
逆
に

『芸

文
類
衆
』
巻
五
０
お
よ
び

『文
選
』
董
六
「懐
旧
賦
」
の
注
に
揚
肇
の
事
蹟
を
記
し
た

部
分
が
伝
わ
る
も
の
の
、
銘
に
つ
い
て
は

一
切
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
活
尼

「益
州
刺

史
楊
恭
侯
碑
」
∩
芸
文
類
衆
」
港
ェ
θ

も
沿
岳

「司
空
密
陵
侯
鄭
表
碑
」
と
あ
ま
り

変
わ
ら
ぬ
伝
世
状
態
で
あ
り
、
同
じ
く

「給
事
責
門
侍
郎
活
君
碑
」
も
わ
ず
か
に
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二
十
五
字
を
伝
え
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
「全
晋
文
』
萱
里

に^
周
処

碑
の
他
に
も
開
名
の
碑
九
本
を
採
録
す
る
が
、
『隷
続
」
巻
四
で
知
ら
れ
る

「晋
右
軍

将
軍
鄭
烈
碑
」
お
よ
び
出
所
の
明
記
さ
れ
な
い

「晋
護
売
校
尉
彰
祈
碑
」
の
二
本
が

全
文
を
保
存
す
る
も
の
の
、
そ
の
他
は
碑
文
の
残
閉
が
激
し
い
か
あ
る
い
は

一
部
の

伝
世
に
と
ど
ま
る
た
め
に
、
碑
文
全
体
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

な
お
、
鄭
烈
碑
お
よ
び
彰
祈
碑
で
は
、
「銘
」
に
当
た
る
部
分
が
「辞
」
あ
る
い
は
「策
」

と
さ
れ
て
お
り
、
墓
碑
誌
に
お
け
る

「銘
」
の
成
立
過
程
を
考
え
る
上
で
は
非
常
に

興
味
深
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
そ
の
検
討
は
と
り
あ
え
ず

措
い
て
お
く
。
こ
の
よ
う
に
、
撰
者
が
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
全
文
が
保
存
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
周
処
碑
は
、
こ
の
時
代
の
碑
文
を
検
討
す
る
う
え
で
は
非
常
に

貴
重
な
史
料
と
考
え
ら
れ
る
．
。

し
か
し
周
処
碑
に
は
、
そ
の
碑
文
中
に
撰
者
で
あ
る
陸
機
の
没
後
に
な
さ
れ
た

「建
武
元
年

（三

一
七
）
冬
十

一
月
甲
子
、
追
て
平
西
将
軍
を
贈
り
、
清
流
亭
侯
に

封
ず
」
と
い
う
周
処
へ
の
官
爵
追
贈
記
事
が
含
ま
れ
る
と
い
う
年
代
的
矛
盾
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
碑
文
の
全
て
を
陸
機
の
作
と
認
め
な
い
立
場
が
有
る
。
こ
の
ょ
う
な
指

摘
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
な
の
か
は
詳
ら
か
に
し
え
な
い

が
、
明
末
に
編
ま
れ
た
張
淳

『漢
魏
六
朝
百
三
家
集
』
に
収
め
ら
れ
た

『陸
平
原
集
』

は
、
こ
の
年
代
矛
盾
を
根
拠
と
し
て
、
作
品
と
し
て
集
に
収
め
な
が
ら
も
こ
れ
を
陸

機
の
作
と
は
認
め
て
い
な
い
。
ま
た
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
編
ま
れ
た
張
雙

『漢
魏
六
朝

七
十
二
家
集
』
で
は
、
明
末
当
時
、
ま
だ
こ
の
碑
が
現
存
し
て
い
た
こ
と
か
ら
基
本

的
に
は
陸
機
の
真
作
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の

一
方
で
碑
石
の
摩
滅
が
激
し
い
こ
と
か

ら
、
そ
の
一
部
に
後
人
に
よ
る
再
構
築
を
考
え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
碑
文
の
内
容

と
歴
史
的
事
実
と
の
矛
盾
が
注
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ

う
な
改
作
の
可
能
性
を
前
提
と
し
て
碑
文
の
検
討
を
し
た
顧
炎
武

『金
石
文
字
記
」

巻
四
は
ヽ
文
章
中
の
避
諄
の
あ
り
方
と
、
対
偶

・
平
仄
が
全
て
唐
代
の
も
の
で
あ
る

と
し
て
こ
れ
を
偽
作
と
す
る
１
。

金
石
学
か
ら
は
他
に
、
李
光
咲
が

『観
妙
齋
栽
金
石
文
政
略
』
誉
一に
王
世
貞

『分

州
山
人
稿
」
を
引
き
、
そ
の

「跛
尾
に
云
う
、
唐
の
元
和
六
年
歳
次
辛
卯
十

一
月

十
五
日
、
承
奉
郎

・
守
義
興
県
令
陳
従
諫
、
重
ね
て
此
の
碑
を
樹
つ
」
と
、
当
時
現

存
、
あ
る
い
は
碑
拓
が
存
在
し
て
い
た
周
処
碑
が
唐
代
に
重
建
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
紹
介
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
『金
石
粋
編
」
で
は
こ
れ
を
唐
代
の
も

の
と
し
て
著
録
す
る

（巻

一
〇
六
）
。

こ
の
よ
う
に
そ
の
全
文
を
陸
機
の
真
作
と
し
て
は
扱
い
得
な
い
上
に
、
拓
本
や
原

碑
も
現
在
で
は
失
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
ス
そ
の
扱
い
に
は
慎
重

さ
が
求
め
ら
れ
る
が
、
先
に
挙
げ
た
年
代
的
矛
盾
を
措
け
ば
元
、
文
学
作
品
と
し

て
は
陸
機
の
作
と
し
て
積
極
的
に
位
置
づ
け
る
向
き
も
あ
る
こ
と
か
ら
一一？

あ
え

て
墓
碑
か
ら
墓
誌
へ
の
移
行
期
の
歴
史
史
料
と
し
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

さ
て
、
周
処
碑
の
本
文
は
以
下
の
構
成
と
な
っ
て
い
る

（数
字
は
便
宜
的
に
付
け

た
も
の
。
全
文
は
小
稿
末
尾
に
掲
載
）。

①
周
処
の
諄

・
字

・
籍
貫
に
つ
い
て
の
記
事

②
周
氏

一
族
に
つ
い
て
の
四
大
文
に
よ
る
頌
文

③
祖
父

・
賓
の
官
歴
に
つ
い
て
の
記
事

④
父

・
紡
の
官
歴
に
つ
い
て
の
記
事

⑤
周
妨
に
た
い
す
る
四
大
文
に
よ
る
頌
文

⑥
就
官
以
前
の
周
処
の
品
行
に
つ
い
て
の
記
事

⑦
周
処
の
呉
で
の
官
歴
に
つ
い
て
の
記
事

③
就
官
以
後
の
周
処
の
品
行
に
つ
い
て
の
四
六
文
に
よ
る
頌
文

⑨
周
処
の
著
述
に
つ
い
て
の
記
事

⑩
平
呉
後
の
王
渾
と
の
逸
話
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⑪
晋
で
の
官
歴
と
在
職
中
の
逸
話
に
つ
い
て
の
記
事

⑫
周
処
に
対
す
る
頌
文

⑬
斉
万
年
の
乱
で
の
逸
話
に
つ
い
て
の
記
事

⑭
斉
万
年
の
乱
で
の
活
躍
に
対
す
る
頌
文

⑮
死
没
と
埋
葬
お
よ
び
追
贈
に
つ
い
て
の
記
事

⑩
家
族
構
成
に
つ
い
て
の
記
事

⑫
銘
辞

碑
文
の
内
容
に
は
、
歴
史
的
事
実
に
つ
い
て
の
記
述

（①
・
③

・
④

・
⑥

・
⑦

・
◎

～
⑪

・
⑬

・
⑮

・
⑩
）
と
四
六
文
に
よ
る
頌
文

（②

・
⑤

・
③

・
⑫

・
⑭
）、
そ
し

て
銘
辞

（⑫
）
の
三
種
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
文
の
性
格
を
考
え
れ
ば
、
四

字
三
十
四
句

（ま
た
は
四
十
四
句
）
の
長
大
な
銘
辞
に
加
え
て
、
随
所
に
挿
入
さ
れ

た
四
六
文
に
よ
る
頌
文
を
銘
辞
に
類
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
特
に
周
処
の
父
　
周
筋
に
つ
い
て
の
頌
文

（⑤
）
は
、
四
字
句
に
六
字

句
を
交
え
た
十
四
句
を
有
し
、
の
ち
に
定
型
化
さ
れ
た
墓
誌
の
銘
辞
三
に
比
し
て

遜
色
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
周
処
碑
に
お
け
る
過
剰
と
も
い
え
る
銘
辞

の
あ
り
方
は
、
中
村
圭
爾
に
よ
る
、
東
晋
ま
で
は
銘
辞
は
墓
碑
に
の
み
記
さ
れ
、
墓

碑
に
は
な
お
銘
辞
が
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
指
摘
と
も
矛
盾
は
し
な
い
も
の

で
あ
る

〓
。
ま
た
中
村
は
、
銘
辞
に
つ
い
て
は
、
宋
以
降
、
墓
誌
の
銘
辞
の
み
が

詩
文
家
個
人
の
文
集
に
収
め
ら
れ
、
さ
ら
に
Ｆ
一
文
類
衆
」
な
ど
に
再
録
さ
れ
て
い
っ

た
と
指
摘
す
る
が
、
こ
れ
は
墓
誌
の
み
に
限
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
現
存
す
る
も

の
か
ら
考
え
る
と
、
未
以
降
の
墓
碑
に
お
け
る
銘
辞
も
ま
た
同
様
な
扱
い
を
受
け
た

と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
な
ぜ
周
処
碑
で
は
、
銘
辞
を
合
め
た
碑
文
全
体
が

一
つ
の
作

品
と
し
て
伝
世
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

碑
文
で
も
語
ら
れ
る
周
処
の
父

ｒ
周
妨
の
事
蹟
に
つ
い
て
は
、
陳
寿

『三
国
志
」

呉
志
巻
十
五
に
伝
が
あ
り
、
「少
く
し
て
学
を
好
み
、
孝
廉
に
挙
げ
ら
れ
」
と
、
周
処

碑
の
周
紡
の
事
蹟
ど
全
く
同
じ
書
き
出
し
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
が
、
官
歴
に
つ
い
て

は
呉
志
本
伝
が
寧
国
長
↓
懐
安

（県
侯
長
）
↓
銭
唐

〔塘
〕
（県
）
侯
相
↓
丹
楊
西

部

（属
国
）
都
尉
↓
郡
陽
太
守
↓
加
昭
義
校
尉
１
加
碑
将
軍

・
賜
爵
関
内
侯
と
す
る

の
に
対
し
て
、
周
処
碑

（④
）
で
は
寧
国
長
に
次
い
で
奮
威
校
尉
、
丹
楊
西
部
属
国

都
尉
に
次
い
で
立
節
校
尉
と
な
り
、
ま
た
稗
将
軍
に
は
三
郡
都
督

・
大
中
大
夫
が
付

官
さ
れ
、
ま
た
都
陽
太
守
に
臨
川

・
豫
章
二
郡
の
大
守
を
兼
任
す
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
が
窺
え
る
。
さ
ら
に
そ
の
没
か
ら

一
定
の
時
間
を
経
て
周
処
が
入
晋
す
る
と

「散
騎
常
侍

・
新
平

・
広
漢
二
郡
太
守

・
封
関
内
侯
」
を
追
贈
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
な
ど
、
全
体
と
し
て
呉
志
本
伝
よ
つ
詳
細
な
官
歴
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

次
い
で
周
処
本
人
に
つ
い
て
の
記
録
で
あ
る
が
、
「晋
書
』
巻
五
人
周
処
伝
で
は
周

処
の
若
年
時
の
品
行
に
つ
い
て
、
『世
説
新
語
』
自
新
菫
ェ
に
見
え
る
虎

（猛
獣
）、

較
と
と
も
に

コ
ニ
横

笙
口と
と
し
て
怖
れ
ら
れ
た
と
い
う
逸
話
を
採
用
し
て
い
る
が
、

碑
文
で
は
そ
の
不
品
行
と
い
う
評
価
を
伝
え
る
も
の
の
、
具
体
的
な
逸
話
に
は
直
接

触
れ
ず
、
頌
文

（③
）
の
中
で

「射
獣
」
と

「刺
較
」
に
よ
り
名
声
を
得
た
と
し
て

い
る
。　
一
方
で
晋
書
本
伝
に

「州
府
交
ご
も
辟
し
、
呉
に
仕
え
て
東
観
左
丞
と
為
る
。

孫
皓
の
末
、
無
難
督
と
為
る
」
と
の
み
あ
る
孫
呉
政
権
下
で
の
官
歴
が
、
周
処
碑
で

は
太
子
洗
馬
・東
観
左
丞
。
中
書
右
丞
・
五
官
郎
中
・左
右
国
史
か
ら
大
尚
書
僕
射
・

東
観
令

・
太
常
卿

・
無
難
督
へ
と
、
よ
り
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
晋
書
本

伝
と
周
処
碑
と
の
相
違
に
つ
い
て
、
労
格

『読
書
雑
識
』
盟
日
書
校
勘
記
は
、
周
処

碑
が

「唐
人
の
費
改
」
に
よ
る
た
め

「尽
く
は
拠
る
可
か
ら

・
ず
」
と
し
て
い
る
が
ぃ

官
歴
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
呉
志
や
晋
書
と
大
き
な
矛
盾
も
な
い
の
で
、
歴
史
的
事

実
の
記
録
と
し
て
受
け
入
れ
て
も
問
題
は
な
か
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
詳
細
な
官
歴
記
載
を
墓
碑
に
対
し
て
行
っ
た
陸
機
は
、
月
処
が
没
し

た
直
後
に
著
作
郎
と
し
で
晋
の
官
中
の
蔵
書
に
接
す
る
機
会
を
得

〓
，
ま
た
弟
の

四
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陸
雲
か
ら
陳
寿
の

『呉
書
』
の
欠
を
補
う
新
し
い

『呉
書
』
の
撰
述
を
勧
め
ら
れ

一Ｉ
ヽ
未
完
に
終
わ
る
も
の
の
、
実
際
に
撰
述
を
進
め
て
い
た
一三
な
ど
、
史
書
の
撰

述
に
は
む
し
ろ
積
極
的
な
立
場
に
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
歴
史
記
事
と
頌
文
と
が

つ
づ
れ
織
り
の
よ
う
に
錯
綜
す
る

一
編
の
叙
事
詩
の
よ
う
な
周
処
碑
が
生
み
出
さ
れ
、

や
が
て
文
学
作
品
と
し
て
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
す
で
に
見
た
通
り
、
周
処
碑
に
は
偽
作
の
疑
い
を
惹
起
せ
し
め
る
要
因
と

な
つ
た
陸
機
没
後
の
追
贈
記
事
と
い
う
年
代
矛
盾
が
存
在
す
る
。
陸
機
に
よ
る
碑
文

の
作
成
が
周
処
の
没
年

（二
九
七
）
か
ら
遠
く
な
く
、
ま
た
碑
文
の
作
成
と
碑
の
建

立
年
代
も
大
き
く
は
離
れ
な

い
も

の
と
す
れ
ば
、
周
処
に
対
す
る
追
贈
記
事

（三

一
七
）
は
、
唐
代
に
周
処
碑
が
重
建
さ
れ
た
際
に
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
追
贈
記
事
部
分
を
付
加
さ
れ
た
形
で
周
処
碑
文
が

『陸
平

原
集
』

へ
収
録
さ
れ
た
の
は
、
唐
以
降
の
こ
と
ど
な
る
だ
ろ
う
一一容

で
あ
る
と
す

れ
ば
、
陸
機
の
同
時
代
に
は
、
墓
碑
銘
文
は
い
ま
だ
文
学
作
品
と
し
て
は
十
分
に
認

識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二
、
墓
誌
の
成
立

―

北
魏

「侯
剛
墓
誌
」

前
章
で
見
た
と
お
り
、
後
漢
時
代
に
発
達
し
た
墓
碑
は
、
三
国

・
魏
政
権
以
降
、

西
晋

・
南
朝
宋
な
ど
で
の
立
碑
の
禁
に
よ
り
し
ば
し
ば
そ
の
建
立
は
減
少
と
増
加
を

繰
り
返
し
て
き
た
。
そ
の
間
隙
を
縫
う
か
の
よ
う
に
発
達
し
た
の
が
、
墓
前
に
建
立

さ
れ
衆
人
に
晒
さ
れ
る
墓
碑
と
は
対
照
的
な
、
墓
中
に
埋
納
さ
れ
る
墓
誌
で
あ
る
。

そ
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
二
十
世
紀
初
頭
以
降
に
洛
陽
郊
外
で
大
量
の
北
魏
墓
誌
が

発
見
さ
れ
、
そ
の
後
も
現
在
に
至
る
ま
で
中
国
各
地
で
南
北
朝
期
の
墓
誌
の
発
見
が

継
続
的
に
報
告
さ
れ
る
中
で
、
従
来
の
文
献
学
的
検
討
の
段
階
か
ら
、
墓
誌
の
実
物

に
よ
る
検
討
の
段
階
に
入
っ
た
。
墓
誌
が
歴
史
家
か
ら
注
目
さ
れ
る
の
は
、
な
に
よ

り
そ
の
誌
文
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
歴
史
的
内
容
が
、
正
史
の
欠
を
補
い
、
ま
た
そ
の

過
ち
を
補
正
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
墓
誌
が
そ
の
よ
う
な
歴

史
史
料
と
し
て
の
期
待
を
さ
れ
る
以
上
、
そ
の
記
載
内
容
が
歴
史
的
事
実
に
惇
る
こ

と
が
明
白
な
墓
誌
に
つ
い
て
は
、
墓
誌
を
使
っ
た
歴
史
研
究
の
な
か
で
は
そ
の
史
料

と
し
て
の
価
値
が

一
段
低
く
置
か
れ
る
の
は
や
む
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

一
方
で
、
墓
誌
に
歴
史
的
事
実
と
異
な
る
記
載
が
さ
れ
た
こ
と
自
体
も
、

■
た
そ
の

時
代
の
歴
史
的
事
実
で
あ
り
、
そ
の
虚
偽
の
記
載
そ
の
も
の
を
そ
の
時
代
の
社
会
認

識
　
歴
史
認
識
の
一
端
の
反
映
と
し
て
捉
え
な
お
す
こ
と
で
、
歴
史
史
料
と
し
て
か

け
が
え
の
な
い
墓
誌
の
本
質
の
一
端
に
迫
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
章
で
検
討
の
中
心
に
据
え
る
侯
剛
墓
誌
は
、　
一
九
二
六
年
に
洛
陽
郊
外
の
馬
溝

村
の
西
陵
で
出
土
．モ
後
、
子
右
任
の

「鴛
喬
七
誌
支こ

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
納
め
ら
れ
、

現
在
は
西
安
の
碑
林
博
物
館
の
収
蔵
品
と
な

つ
て
い
る
二
０

こ
の
侯
剛
墓
誌
の
記

載
内
容
が

『魏
書
』
巻
九
二
恩
幸
伝
中
の
侯
剛
伝
と
大
き
く
相
違
し
て
い
る
こ
と
は
、

つ
と
に
羅
振
玉
に
よ
る
指
摘
が
あ
る
二
な

羅
振
玉
が
指
摘
す
る
魏
書
本
伝
と
の
相
違
点
は
主
に
二
点
あ
る
が
、
ま
ず
注
目
し

た
い
の
は
、
侯
剛
の
出
自
　
籍
貫
の
違
い
で
あ
る
。
魏
書
本
伝
で
は
侯
剛
を

「河
南

洛
陽
の
人
、
其
の
先
は
代
入
也
」
と
す
る
の
に
対
し
て
、
墓
誌
で
は

「上
谷
居
庸
の

人
也
」
と
し
て
い
る
。
北
人
系

「侯
」
氏
の
本
姓
と
し
て
は
、
『北
朝
胡
姓
考
』
内
編

第
１
５
の
整
理
で
は

『魏
書
』
菫

〓
二官
氏
志
や

『元
和
姓
纂
」
な
ど
の
伝
世
史
料
か

ら

「胡
引
」
氏
や

「侯
伏
侯
」
氏
が
、
ま
た
出
土
墓
誌
か
ら

「侯
骨
」
氏
が
、
そ
れ

ぞ
れ
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。　
一
方
で
上
谷
居
庸
に
は

『魏
書
」
巻
十
五
昭
成
子
孫

・
拓
跛

儀
伝
に
み
え
る
侯
笈
や
、
墓
誌
の
出
土
三

に
よ
っ
て
知
ら
れ
た
侯
掌
の
よ
う
に
漢

人
系
の
侯
氏
も
存
在
し
た
。
特
に
侯
掌
は
上
谷
郡
中
正
か
ら
奉
朝
請
を
経
て
燕
州
治

中
従
事
の
職
に
あ
り
、
籍
貫
の
地
で
あ
る
上
谷
居
庸
と
の
関
係
性
の
深
さ
が
う
か
が

五
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わ
れ
る
。
こ
の
侯
掌
が
五
二
四
年
に
没
す
る
ま
で
燕
州
治
中
従
事
に
あ
つ
た
と
考
え

ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
晩
年
に
燕
州
刺
史
の
職
に
あ

つ
た
の
が
、
侯
剛
の
子

・
侯
詳

で
あ
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

魏
書
侯
剛
伝
で
は
、
子
の
詳
に
つ
い
て

「
正
光
中

（五
二
〇
～
五
二
五
）
、
又
た

請
う
て
詳
を
以
て
燕
州
刺
史
と
為
し
、
将
軍
は
故
の
如
し
。
家
世
の
基
と
為
さ
ん
と

欲
す
」
と
あ
り
、
漢
人
名
族
で
あ
っ
た
侯
掌
を
属
官
と
す
る
こ
と
で
、
上
谷
で
の
勢

力
確
保
に
努
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
や
が
て
侯
掌
が
没
し
た
五
二
四
年
に
な
る
と
侯
詳

は

「司
徒
左
長
史
を
拝
し
、
嘗
薬
典
御

・
燕
州
大
中
正
を
領
」
し
、
上
谷
郡
を
含
む

燕
州
か
ら
の
官
人
推
挙
権
を
掌
握
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
上
谷
の
名
族
と
し
て
の
地

位
を
固
め
る
こ
と
に
な
る
。

魏
書
本
伝
に

「本
、
寒
微
に
出
づ
」
と
あ
る
侯
剛
が
、
南
遷
し
た
多
く
の
北
人
名

族
の
ょ
う
に
河
南
洛
陽
に
籍
貫
を
置
く
こ
と
を
あ
え
て
選
ば
ず
、
自
ら
の
家
系
を
漢

人
名
族
た
る
侯
氏
に
連
ね
さ
せ
る
べ
く
腐
心
し
た
で
あ
ろ
う
痕
跡
は
、
墓
誌
上
の

只
延
昌
）
四
年

（五

一
五
）
、
散
騎
常
侍
衛
尉
卿
、
尋
い
で
撫
軍
将
軍

・
侍
中

・
衛

将
軍
・本
州
大
中
正
を
加
う
」
と
い
う
記
載
か
ら
も
窺
え
る
。
趙
万
里
喜

．は
こ
の
「本

州
大
中
正
」
を
、
魏
書
本
伝
に
は

「俄
か
に
し
て
侍
中

・
撫
軍
将
軍

・
恒
州
大
中
正

と
為
る
」
と
作
る
こ
と
と
、
『魏
書
」
萱
９
地^
形
志
に

「恒
州
、
代
郡
平
城
に
治
す
」

と
あ
り
、
ま
た
魏
書
本
伝
に

「其
の
先
は
代
人
也
」
と
あ
る
こ
と
と
か
ら
、
「恒
州

大
中
工
」
で
あ
る
と
す
る
。
歴
史
的
事
実
と
し
て
は
趙
万
里
の
指
摘
通
り
、
墓
誌
に

あ
る

「本
州
大
中
正
」
は

「恒
州
大
中
正
」
で
あ
ろ
う
が
、
墓
誌
の
記
載
を
読
む
だ

け
で
は
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
む
し
ろ
「
上
谷
居
庸
の
人
也
」

と
い
う
籍
貫
の
名
乗
り
か
ら
、
こ
の

「本
州
」
は
上
谷
郡
を
含
む

「燕
州
」
と
読
む

ほ
う
が
自
然
に
な
る
。
あ
る
い
は
墓
誌
に
お
け
る
こ
の
曖
味
な
表
現
は
、
む
し
ろ
そ

の
よ
う
な
誤
読
を
積
極
的
に
期
待
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

羅
振
玉
が
指
摘
す
る
も
う

一
つ
の
魏
書
本
伝
と
の
相
違
点
は
、
侯
剛
本
人
の
官
歴

に
つ
い
て
、
殺
人
事
件
に
関
連
し
、
御
史
台
の
弾
劾
を
受
け
て
封
爵
を
削
ら
れ
、
ま

た
尚
衣
典
御
を
解
任
さ
れ
た
こ
と
と
〓
、
ま
た
そ
の
後
、
北
魏
の
実
権
を
握
っ
た

領
軍
将
軍

・
元
叉
．日
に
与
し
た
も
の
の
、
元
叉
の
失
脚

（五
二
五
）
に
よ
り
封
爵

を
失
い
征
虜
将
軍
と
さ
れ
た
こ
と
、
こ
の
二
度
の
貶
官
に
つ
い
て
の
記
載
が
墓
誌
に

は
欠
け
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
注
目
し
た
い
の
が
、
特
に
二
度
目

の
貶
官
記
事
に
は
魏
書
本
伝
と
の
間
に
時
系
列
の
矛
盾
が
存
在
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

元
又
が
領
軍
将
軍
か
ら
標
騎
大
将
軍

・
儀
同
三
司
に
移
さ
れ
兵
権
を
奪
わ
れ
た
の
は

二
月
と
さ
れ
る
が

（『魏
書
』
巻
九
粛
宗
紀
）、
領
軍
将
軍
の
地
位
は
元
又
の
余
党
の

勢
力
を
は
ば
か
つ
た
霊
太
后
に
よ
つ
て
侯
剛
に
与
え
ら
れ
た
と
さ
れ
る
か
ら

（侯
剛

伝
）、
当
然
そ
の
叙
任
は
元
叉
の
領
軍
将
軍
解
任
以
降
の
こ
と
と
な
る
が
、
墓
誌
で

は
元
又
の
解
任
に
先
立
つ
正
月
に
領
軍
将
軍
に
叙
任
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。

失
脚
し
庶
民
と
し
て
私
邸
に
あ
っ
た
元
又
が
そ
の
弟
と
も
も
に
殺
害
さ
れ
た
の
は
、

侯
剛
が
没
し
た
三
月
十

一
月
か
ら
日
を
置
か
な
い
三
月
二
〇
日
の
こ
と
で
あ
る
翁
元

又
墓
誌
」
一言
）ｏ
殺
害
さ
れ
た
元
叉
に
対
し
て
霊
太
后
は

「侍
中

・
標
騎
大
府
軍

・

儀
同
三
司
・尚
書
令
・翼
州
刺
史
」
を
追
贈
し

（『魏
書
』
増
六
道
武
七
王
二
九
叉
伝
）
、

さ
ら
に
元
叉
の
父

・
継
の
爵
位
で
あ
っ
た
江
陽
王
に
追
封
し
、
そ
の
奔
儀
が
営
ま
れ

た
の
が
七
月
二
四
日
の
こ
と
で
あ
る

（「元
又
墓
誌
し
。
侯
剛
が
元
又
の
失
脚
に
巻

き
込
ま
れ
て
失
っ
た
官
爵
を
全
て
復
し
て
当
侍
中

・
使
持
節

・
都
督
翼
州
諸
軍
事

・

車
騎
大
将
軍

・
儀
同
三
司

・
翼
州
刺
史

・
武
陽
県
開
国
公
」
と
し
て
埋
葬
さ
れ
た
の

は
十
月

一
人
日
、
元
叉
の
失
脚
に
始
ま
る
政
変
の
全
て
が
決
着
し
た
後
の
こ
と
で
あ

る
。
元
又
の
妹
婿
と
し
て
元
叉
と
侯
剛
を
結
び
つ
け
る
立
場
に
あ
っ
た
侯
詳
は
、
お

そ
ら
く
元
叉
の
官
爵
が
復
活
す
る
の
に
あ
わ
せ
て
、
父

・
侯
剛
の
官
爵
の
復
活
を
働

き
か
け
た
で
あ
ろ
う
し
、　
一
方
で
、
元
叉
の
墓
誌

（「元
又
墓
誌
し

が
生
々
し
く
そ

の
没
落
と
死
を
語
る
の
に
対
し
て
、
父

・
侯
剛
の
墓
誌
に
は
領
軍
将
軍
叙
任
の
時
期

を
動
か
し
て
ま
で
、
元
叉
と
、
あ
る
い
は
元
叉
の
失
脚
と
の
関
係
を

一
切
匂
わ
せ
る

エハ
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こ
と
の
な
い
よ
う
な
配
慮
を
求
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

侯
剛
は
没
後
数
年
を
経
て
永
安
年
間

（五
二
人
～
五
三
〇
）
に
は
、
さ
ら
に
司
徒

公
を
追
贈
さ
れ
、
ま
た
侯
詳
も
北
魏
分
裂
後
の
興
和
年
間

（五
三
九
～
五
四
二
）
に

標
騎
将
軍
と
な
り
、
東
魏
政
権
の
中
心
地

・
部
に
接
す
る
殷
州
の
刺
史
と
な
っ
て
い

る
か
ら

（魏
書
本
伝
）、
そ
の
政
治
的
権
勢
は
維
持
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
そ

の
影
響
下
で
侯
剛

・
侯
詳

一
族
の
籍
貫
を
上
谷
居
庸
と
し
て
通
用
さ
せ
得
て
い
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
．ス
。
侯
詳
の
没
年
は
記
録
さ
れ
な
い
が
、
東
魏
の
高
氏
政
権
が

正
式
に
北
斉
王
朝
へ
と
衣
替
え
し
た
後
の
五
五
四
年
に
成
立
し
た
魏
収
の
「魏
書
」
〓

は
、
も
は
や
侯
剛

・
侯
詳
へ
の
憚
り
な
く

「代
人
」
の

「寒
門
」
出
身
で
あ
る
こ
と

を
記
し
て
い
る
か
ら
、
北
魏
帝
室
の

「恩
幸
」
と
し
て
権
勢
を
誇
っ
た
侯
氏
の
政
治

的
影
響
力
は
、
新
王
朝
の
下
で
は
維
持
で
き
な
く
な
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。

侯
剛
墓
誌
の
特
徴
と
し
て
さ
ら
に
挙
げ
け
れ
る
の
が
、
「孝
昌
二
年
十
月
十
八
日

侍
御
更
謙
郡
載
智
深
文
」
と
、
誌
銘
文
の
撰
日
と
撰
者
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
北
魏
期
の
墓
誌
銘
文
の
撰
者
に
つ
い
て
、
東
賢
司
は
①
血
縁
近
親
者
、
②
非

血
縁
の
家
臣

・
友
人
な
ど
生
前
の
墓
主
と
の
関
係
が
確
認
で
き
る
者
、
③
墓
主
と
の

関
係
が
確
認
で
き
な
い
も
の
と
に
分
け
て
考
え
る
が
一員
ヽ
前
章
で
検
討
し
た
周
処

碑
が
周
処
と
交
流
の
あ
っ
た
陸
機
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
便
宜
上
③
に

区
分
さ
れ
て
い
る
侯
剛
墓
誌
の
撰
者
と
さ
れ
る
載
智
深
と
い
う
人
物
も
、
あ
る
い
は

侯
剛
と
の
交
流
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
侯
剛
の
よ
う
に
北
人
が
漢
人
と
し
て
の
籍
貫
を
名
乗
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら

れ
る
の
が
、
北
魏

・
文
明
太
后
が
出
身
し
た
長
楽

・
褥
氏
で
あ
る
。
内
田
昌
功
．元

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
窪
添
慶
文
四
。
か
ら
の
疑
問
も
呈

さ
れ
て
入
る
が
、　
一
方
で
窪
添
は
近
年
確
認
さ
れ
た
文
明
太
后
の
兄

・
褥
熙
の
墓
誌

に
お
い
て
孝
文
帝
が
自
ら
撰
述
し
た
墓
誌
に
よ
つ
て
褥
氏
の
籍
貫
を
長
楽
信
都
と
公

認
し
た
こ
と
も
指
摘
す
る
。
窪
添
は
ま
た
、
北
魏
に
お
け
る
墓
誌
の
定
型
化
の
完
成

を
洛
陽
遷
都
後
と
位
置
づ
け
る
が
里
、
で
は
な
ぜ
洛
陽
遷
都
後
に
墓
誌
を
定
型
化

す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
墓
主
の
埋
葬
後
は
地
下
の
墓
室
に
据
え
ら
れ
、
容

易
に
は
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
墓
誌
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
見
ら
れ
る
こ
と
を
意

識
し
た
、
む
し
ろ
見
せ
る
た
め
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
窪
添
は
洛
陽
遷
都
直
後

に
作
ら
れ
た
元
禎
墓
誌

・
褥
熙
墓
誌
を
基
に
詳
細
な
官
歴
記
載
を
避
け
る
こ
と
を
墓

誌
銘
文
の
定
型
と
す
る
が
、
皇
族
以
外
の
一
般
官
人
の
墓
誌
で
は
官
歴
は
墓
誌
の
重

要
な
記
載
事
項
と
な
つ
て
お
り
、
ま
た
漢
人
の
墓
誌
で
あ
れ
ば
、
籍
貫
と
と
も
に
後

漢
か
ら
魏
晋
期
に
か
け
て
の
社
先
の
官
歴
を
掲
げ
て
い
る
◇
こ
の
よ
う
な
事
項
が
最

も
必
要
と
な
る
の
は
中
正
官
に
よ
り
郡
望

・
家
格
を
確
認
さ
れ
る
と
き
で
あ
り
、
孝

文
帝
期
に
九
品
中
正
制
度
が
北
魏
に
も
導
入
さ
れ
た
こ
と
が
、
墓
誌
の
記
載
事
項
に

大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
実
用
性
を
も
つ
た
墓
誌

の
銘
文
は
、
南
朝
に
お
け
る
そ
れ
と
違

っ
て
文
学
作
品
と
し
て
の
地
位
を
十
分
に
は

得
る
に
い
た
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
北
魏
で
は
墓
誌
銘
文
だ
け
が
文
学
作
品
と
し
て
伝

世
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
か
つ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三
、
墓
誌
の
完
成
―

庚
信
撰
墓
誌
碑

西
魏
を
経
て
成
立
し
た
北
周
政
権
下
に
お
い
て
も
多
く
の
墓
誌
が
作
ら
れ
た
が
、

北
魏
時
代
と
大
き
く
異
な
る
の
が
、
墓
誌
銘
文
が
文
学
作
品
と
し
て
の
価
値
を
認
め

ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
北
魏
の
墓
誌
が
二
〇
世
紀
初
頭
に
集
中
的

に
発
見
さ
れ
た
現
物
が
あ
っ
て
初
め
て
、
主
に
歴
史
学
の
分
野
で
研
究
の
対
象
と

な
っ
た
も
の
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
北
周
期
の
墓
誌
は
文
章
の
み
が
文
学
作
品
と

し
て
伝
世
さ
れ
、
『文
苑
英
華
」
な
ど
に
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
。
特
に
庚
信
の
撰
　
七
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述
し
た
墓
誌
は

『庚
子
山
集
」
巻

一
五
二

六
に
収
録
さ
れ
た
も

の
だ
け
で
も

二
十

一
本
を
数
え
る
。
ま
た
庚
信
に
は
同
じ
く
伝
世
し
た
作
品
と
し
て
、
神
道
碑
―

墓
碑
が

『庚
子
山
集
』
巻

一
三
二

四
に
採
録
さ
れ
た
も
の
だ
け
で
十
二
本
あ
る
。

こ
れ
ら
を
庚
信
の
文
学
作
品
と
し
て
ど
う
位
置
づ
け
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
「訳
墓
」

と
し
て
低
く
み
る
評
価
が
あ
る
が
四
〓

一
方
で
は
こ
れ
を
積
極
的
に
評
価
す
る
見
方

も
あ
る
冒
。
文
学
的
な
評
価
は
暫
く
措
く
と
し
て
、
庚
信
が
撰
述
し
た
墓
誌
が
持

つ
特
徴
を
、
北
魏
時
代
に
も
墓
誌
の
作
成
が
知
ら
れ
る
榮
陽

・
鄭
氏
と
河
内

・
司
馬

氏
と
を
例
に
と
っ
て
検
討
し
て
み
た
い
。

榮
陽
　
鄭
氏
関
連
の
墓
誌
は
、
墓
主
を
男
性
と
す
る
も
の
と
女
性
と
す
る
も
の
と

が
そ
れ
ぞ
れ
二
本
ず
つ

『庚
子
山
集
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
そ
の
う
ち

「鄭

偉
墓
誌
」
（五
七

一
年
）
と
、
『周
書
』
の
鄭
偉
伝
と
を
、
そ
の
冒
頭
部
分
を
比
較
の

た
め
に
挙
げ
て
み
る
。

Ｌ
周
大
将
軍
襄
城
公
鄭
偉
墓
誌
銘
」
８
三
、五
三
年
３

公
講
偉
、
字
子
直
、
榮
陽
開
封
人
也
。
周
宣
母
弟
就
封
於
鄭
、
河

‘
洛
之
地
即
有

民
人
、
彿

・
郁
之
君
非
無
郡
邑
。
其
後
蛇
同
於
門
、
電
嘗
於
鼎
、
韓
侵
負
黍
、
晋
滅

陽
城
、
其
祀
忽
諸
、
以
国
為
氏
。
祖
徹
、
撫
軍
、
贈
済
州
刺
史
。

・
『周
書
』
誉
夭
鄭
偉
伝

鄭
偉
、
字
子
直
、
榮
陽
開
封
人
也
。
小
名
聞
提
。
魏
将
作
大
匠
渾
之
十

一
世
孫
。

祖
思
明
、
少
勇
惇
、
仕
魏
至
直
閤
将
軍
、
贈
済
州
刺
史
。

鄭
偉
の
祖
父

・
徹

（思
明
）
に
先
立

っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
鄭
氏
の
出
自
に
つ
い

て
、
『周
書
』
で
は
三
国

・
魏
の
将
作
大
匠
で
あ
っ
た
鄭
渾
と
の
系
譜
関
係
を
挙
げ

る
こ
と
の
み
で
そ
の
説
明
と
す
る
の
に
対
し
て
、
墓
誌
で
は
西
周
初
期
に
遡
り
、
鄭

氏
そ
の
も
の
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
の
記
述
に
重
点
を
置
き
、
そ
の
起
源
を

『国
語
』

四
四
●

『左
伝
』
四
吾

『史
記
』
四
メ
を
原
典
と
し
つ
つ
四
六
の
韻
文
に
ま
と
め
て
い
る
。

同
じ
く
庚
信
の
撰
述
し
た
他
の
榮
陽

・
鄭
氏
の
墓
誌
で
、
こ
の
鄭
氏
成
立
に
つ
い
て

ど
の
様
に
記
さ
れ
る
の
か
を
確
認
し
て
み
る
。

Ｌ
周
大
将
軍
上
開
府
広
饒
公
鄭
常
墓
誌
銘
」
８
三
、五
人
９
３

周
宣
王
之
弟
、
初
封
其
国
、
鄭
穆
公
之
孫
、
始
成
其
姓
。

・
「周
安
昌
公
夫
人
鄭
氏
墓
誌
銘
」
８
天
、
主飛
不
３
四
七

月
宣
王
之
母
弟
、
碑
侯
於
鄭
、
瑯
荘
公
之
重
世
、
珈
士
於
周
。
以
国
為
族
、
自
姦

而
始
。

Ｌ
周
太
博
鄭
国
公
夫
人
鄭
氏
墓
誌
銘
」
３
ス
、ェ
一人
露
‘

七
子
賦
詩
、
足
光
賓
客
、
三
卿
摂
政
、
実
静
諸
侯
。

以
上
の
三
本
と
併
せ
て
、
庚
信
は
四
度
に
わ
た
り
墓
誌
銘
文
と
し
て
榮
陽

・
鄭
氏
の

起
源
を
撰
述
し
て
い
る
が
、
撰
述
毎
に

『左
伝
』
や

『国
語
」
に
出
典
を
採
り
な
が

ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
新
た
な
表
現
を
も

つ
て
墓
誌
銘
文
の
冒
頭
を
飾

っ
て
い
る
四
‘

そ
し
て
何
れ
も
、
南
北
朝
期
の
榮
陽

・
鄭
氏
の
家
格
を
決
定
付
け
た
三
国
　
魏
の
将

作
大
匠

・
鄭
渾
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
。
遡
つ
て
北
魏
段
階
で
は
、
「魏

書
」
着
五
六
鄭
義
伝
に

「魏
将
作
大
匠
渾
之
八
世
孫
也
」
と
あ
り
、
「鄭
道
忠
墓
誌
」

（五
二
二
年
）
に

「周
文
王
之
裔
、
鄭
桓
公
之
後
、
魏
将
作
大
匠
渾
之
十
世
孫
也
」
と
、

鄭
渾
を
家
格
の
起
点
と
し
て
意
識
し
て
い
る
こ
と
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
あ
り
か
た
は
河
内

・
司
馬
氏
の
場
合
で
も
同
様
で
あ
る
。

八
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・
「周
大
将
軍
瑯
邪
定
公
司
馬
裔
墓
誌
銘
」
８
三
、五
七
一一年
３
四
九

南
正
司
天
、
北
正
司
地
、
是
謂
義

・
和
之
官
、
即
嗣
重
　
黎
之
政
。
印
之
帰
楚
、

与
章
部
而
並
封
、
豫
之
避
秦
、
共
毛
公
而
倶
去
。
祖
金
龍
、
”
居
選
部
、
水
鏡
三
台
。

ム
周
書
」
誉
天
司
馬
裔
伝

司
馬
裔
字
遵
胤
、
河
内
温
人
也
。
晋
宣
帝
弟
大
常
道
之
後
。

こ
こ
で
も
、
庚
信
の
墓
誌
は

『国
語
」
に
出
典
を
採
り
つ
つ
、
司
馬
氏
の
開
祖
の

説
話
で
誌
文
の
冒
頭
を
飾
り
、
「鄭
偉
墓
誌
」
同
様
に
司
馬
氏
の
家
格
を
語
る
こ
と

な
く
墓
主
の
祖
父
か
ら
の
系
譜
を
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
『周
書
」
で
は
河
内
・

司
馬
氏
隆
盛
の
基
と
な
っ
た
晋

・
宣
帝

（司
馬
諮
）
を
起
点
と
し
た
家
格
の
説
明
が

な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
鄭
氏
と
同
様
に
北
魏
段
階
の
司
馬
氏
の
墓
誌
を
確
認
す
る

と
、
「司
馬
悦
墓
誌
」
盆
二
■
穿γ
「司
馬
紹
墓
誌
」
盆
二
年
じ
二
司
馬
晒
墓
誌
」
３
５

年
３

の
三
本
全
て
が
魏

・
西
晋
以
降
の
司
馬
氏
系
譜
と
の
繋
が
り
を
述
べ
る
に
と
ど

ま
っ
て
お
り
、
こ
ち
ら
も
鄭
氏
の
例
と
同
様
な
傾
向
と
な
っ
て
い
る
。

さ
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
庚
信
は
墓
誌
の
他
に
神
道
碑
も
撰
述
し
て
お
り
、
榮

陽

・
鄭
氏
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
は
、
墓
誌
銘
文
も
残
さ
れ
て
い
る
鄭
常
の
神
道
碑

が
伝
わ
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
鄭
常
の
講

・
字

・
籍
貫
に
続
い
て
鄭
氏
の
起
源
を
述

べ
て
か
ら
祖
父

・
思
慶
の
記
述
に
つ
な
げ
て
い
る
。

二
周
売
州
刺
史
広
饒
公
宇
文
公
神
道
碑
」
Ｓ
Ｉ
、二
人
９
３

周
宣
中
興
、
然
後
樹
賢
建
戚
。
鄭
武
有
国
、
然
後
保
姓
受
氏
。
荊

・
衡
之
賦
千
未
、

莫
敢
加
兵
、
硫

・
部
之
封
十
城
、
翻
為
献
邑
。
況
復
郊
門
致
騎
、
先
迎
内
史
之
賓
。

南
旧
旦
朝
、
独
識
尚
書
之
履
。

こ
こ
に
見
る
よ
う
に
鄭
常
に
つ
い
て
庚
信
は
、
墓
中
に
置
か
れ
る
墓
誌
に

「鄭
」

氏
を
明
示
し
な
が
ら
も
、
墓
外
に
あ
つ
て
常
時
人
目
に
さ
ら
さ
れ
る
墓
碑
で
は
鄭
常

が
賜
っ
た
虜
姓
の

「宇
文
」
を
も
つ
て
碑
題
と
し
て
い
る
。
こ
こ
だ
け
見
れ
ば
、
墓

碑
と
墓
誌
と
の
公
然
性
の
差
が
な
さ
し
め
た
結
果
と
も
い
え
る
が
、
「宇
文
」
を
称

し
な
が
ら
も
、
碑
文
で
は
実
際
に
は
鄭
氏
の
起
源
に
終
始
す
る
撰
述
の
あ
り
方
は
銘

辞
に
お
い
て
も

一
貫
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
後
述
す
る
田
弘
墓
誌

・
神
道

碑
に
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
北
周
期
の
氏
姓
観
を
考
え
る
上
で
大
変
に
興
味
深

い
現
象
と
な
つ
て
い
る
。

ま
た
、
虜
姓
の
使
用
と
い
う
点
で
は
鄭
氏
と
相
違
す
る
が
、
司
馬
氏
の
墓
碑
を
確

認
す
る
と
、
「
周
大
将
軍
司
馬
裔
神
道
碑
」
８
三
、ェ
嘗
一年
３
も

「昔
版
項
之
命
、
始

則
南
正
司
天
、
重

・
黎
之
後
、
又
以
義

・
和
掌
暦
」
と
、
墓
誌
同
様
に
司
馬
氏
の
起

源
を
語
り
な
が
ら
、
魏

・
晋
期
の
官
歴
等
に
つ
い
て
の
記
述
は

一
切
見
ら
れ
な
い
。

鄭
常
や
司
馬
裔
の
よ
う
に
墓
誌
と
墓
碑
と
が
同
じ
庚
信
に
よ
つ
て
撰
せ
ら
れ
た
可

能
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
は
、
他
に
二
〇
世
紀
末
に
出
土
し
た
田
弘
墓
誌
が
挙
げ
ら

れ
る
。
田
弘
に
つ
い
て
は
墓
碑
に
当
た
る
「周
柱
国
大
将
軍
絶
子
弘
神
道
碑
」
が

『庚

子
山
集
』
童
四
に
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
羅
豊
は

「唐
絶
子
婦
人
墓
誌
」
（千
唐
誌
斎
蔵
。

人
七

一
年
葬
）
に

「婦
人
、
其
の
先
は
本
姓
田
氏

・
・
・
十
二
代
の
祖
、
諄
弘
、
周

に
事
え
て
動
有
り

・
・
・
姓
紘
千
氏
を
賜
る
。
義
城
公
　
庚
開
府
信
、
墓
誌
及
び
神

道
碑
を
撰
し
て
、
具
さ
に
姓
を
賜
る
由
を
述
ぶ
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
出
土
し
た

田
弘
墓
誌
が
神
道
碑
と
と
も
に
庚
信
に
よ
っ
て
撰
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
す
る

工
Ｏ
◇庚

信
に
よ
っ
て
撰
述
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
三
例
の
墓
誌
と
墓
誌
の
組
み
合
わ
せ

で
は
、
何
れ
も
墓
誌
の
文
面
が
墓
碑
に
比
し
て
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
何

よ
り
も
墓
誌
が
墓
碑
に
比
し
て
小
さ
い
と
い
う
物
理
的
制
約
を
考
慮
し
て
の
こ
と
で

あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
条
件
の
下
で
も
撰
者
の
筆
力
に
依
存
す
る
氏
の
起
源
に
つ

九
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い
て
は
大
き
く
簡
略
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
墓
誌
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
こ
そ
、

墓
誌
を
文
学
作
品
と
し
て
捉
え
る
気
風
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
三
。
ま
た
、
「見
ら
れ
る
も
の
」
と
し
て
の
墓
誌
の
位
置
づ
け
も
、
北
魏
段
階
と

は
異
な
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

む
す
び
に
か
え
て

陸
続
と
発
見
が
続
く
魏
晋
南
北
朝
期
石
刻
の
、
特
に
墓
誌
に
つ
い
て
は
計
量
的
分

析
に
耐
え
う
る
だ
け
の
資
料
が
蓄
積
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
た
研
究
成
果
の

提
示
が
試
み
ら
れ
て
お
り
五
〓

ま
た
こ
れ
ま
で
歴
史
学
が
あ
ま
り
取
り
上
げ
る
こ

と
の
な
か
っ
た
銘
辞
の
分
析
や
詈
、
北
魏
墓
誌
の
撰
述
過
程
の
試
み
ま
で
が
な
さ

れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
五

，

と
く
に
中
村
に
よ
る
南
朝
に
お
け
る
墓
碑
と
墓
誌

と
の
性
格
の
違
い
の
指
摘
や
、
窪
添
の
北
魏
に
お
け
る
墓
誌
自
体
の
あ
り
方
の
追
及

は
、
こ
れ
ま
で
文
献
史
料
の
補
正
材
料
や
発
掘
調
査
に
お
け
る
墓
主
確
認
の
た
め
の

証
拠
物
と
い
う
あ
つ
か
い
か
ら
、
そ
れ
自
体
を

一
つ
の
編
纂
史
料
に
匹
敵
す
る

一
つ

の
史
料
の
体
系
へ
と
引
き
上
げ
得
る
可
能
性
を
示
し
た
。

小
稿
で
は
こ
れ
ら
の
成
果
に
導
か
れ
つ
つ
、
伝
世
碑
誌
文
や
正
史
に
よ
つ
て
記
述

の
過
誤
が
修
正
さ
れ
る
墓
碑
な
ど
、
従
来
歴
史
史
料
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と

の
少
な
か
っ
た
、
い
う
な
れ
ば
色
物
的
な
史
料
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
魏
晋
南
北
朝

期
に
お
け
る
個
人
を
対
象
と
す
る
歴
史
編
集
の
あ
り
か
た
を
探
っ
て
み
た
が
、
唐
代

以
降
、
富
裕
な
庶
民
層
に
ま
で
受
容
層
が
広
が
り
中
国
の
墓
葬
文
化
に
定
着
し
た
墓

誌
が
、
歴
史
史
料
と
し
て
の
側
面
と
文
学
作
品
と
し
て
の
側
面
と
の
両
側
面
を
、
そ

の
形
成
期
で
あ
る
魏
晋
南
北
朝
期
に
ど
の
よ
う
に
紡
い
で
き
た
の
か
、
そ
の
一
端
を

垣
間
見
る
こ
と
は
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

北畔郷ぃ瀬衛〔一輸」颯郭設〔町蹴師わ剛療颯輝稼産「餃嚇け一畔【つ華　↓

て

「銘
」
部
分
に
比
し
て
散
文
的
に
な
り
が
ち
な

「誌
」
部
分
を
含
め
た
全
体
に
文

学
的
な
価
値
が
付
さ
れ
た
こ
と
は
、
魏
晋
南
北
朝
と
い
う
長
い
分
裂
時
代
の
文
化
交

流
の
象
徴
で
も
あ
ろ
う
。

学
術
院

教
育
学
領
域

社
会
科
教
育
系
列

『春
秋
』
隠
公
元
年
。

郭
玉
堂

『洛
陽
出
土
石
刻
時
地
記
』
（大
華
書
報
供
応
社
、　
一
九
四

一
年
。
明

治
大
学
東
洋
史
資
料
叢
刊
二
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）
に
二
〇
世
紀
初
頭

の
北
魏
墓
誌
の
出
土
状
況
が
詳
し
く
紹
介
さ
れ
る
。

趙
万
里

『漢
魏
晋
南
北
朝
墓
誌
集
釈
』
（科
学
出
版
社
、　
一
九
五
六
年
。
石
刻

史
料
新
編
第
二
輯
）。

こ
の
点
に
着
目
し
た
先
駆
的
な
研
究
成
果
と
し
て
羅
振
玉

『魏
書
宗
室
伝
注
∵

『魏
書
宗
室
伝
注
校
補
』
３
羅
雪
堂
先
生
全
集
』
初
綱
、
「羅
振
工
学
術
論
著
集
」

第
人
韓
所
収
）
が
あ
る
。

施
蟄
存

『水
経
注
碑
録
』
（天
津
古
籍
出
版
社

　ヽ
一
九
八
七
年
）
に
よ
れ
ば
、

晋
碑
は
漢
碑
に
次
ぐ
数
が
記
録
さ
れ
、
ま
た
魏
碑
も
少
な
か
ら
ず
記
録
さ
れ
て

い
る
。

『宋
書
』
藩
十
五
礼
志
二
「建
安
十
年

（二
〇
五
）、
魏
武
帝
以
天
下
雌
弊
、
下
令

不
得
厚
葬
、
又
禁
立
碑
」。

同
前

「晋
武
帝
咸
寧
四
年

（二
七
四
）、
又
詔
日
、
此
石
獣
碑
表
、
興
長
虚
偽
、

傷
財
害
人
、
莫
大
於
此
。　
一
禁
断
之
。
其
犯
者
雖
会
赦
令
、
皆
当
毀
壊
」
。
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二     ―  O五 四

福
原
啓
郎

「西
晋
の
墓
誌
の
意
義
」
『中
国
中
世
の
文
物
」
（京
都
大
学
人
文
科

学
研
究
所
、　
一
九
九
三
年
）
。

『晋
書
」
巻
二
人
周
訪
伝
に

「太
興
三
年

（三
二
〇
）
卒
、
時
年
六
十

一
。
帝
哭

之
甚
働
、
詔
贈
征
西
将
軍
、
読
曰
壮
、
立
碑
於
本
郡
」
と
あ
る
の
が
こ
の
例
の

一
つ
で
あ
ろ
う
。
な
お
中
村
圭
爾
「東
晋
六
朝
の
碑
・墓
誌
に
つ
い
て
」
（初
出
、

一
九
八
八
年
、
同

国
ハ
朝
江
南
地
域
史
研
究
』
汲
古
書
院
、
一
一〇
〇
六
年
）
は
、

「水
経
注
』
巻
〓
八
に
見
え
る

「征
西
将
軍
周
訪
碑
」
は
、
こ
れ
と
は
別
の
も

の
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

「東
晋
南
朝
の
碑
　
墓
誌
に
つ
い
て
」
（注
九
）
。

陸
雲

「与
平
原
書
」
（其
三
十
五
）
に

「前
に
兄
の
文
を
集
め
で
二
十
巻
と
為

さ
ん
と
し
、
適
に
詑
ら
ん
と
す
」
と
あ
る
。

『隋
書
」
誉
五
経
籍
志
四
に

「晋
平
原
内
史
陸
機
集
十
四
巻
。
梁
四
十
七
巻
、
録

一
巻
、
亡
」
と
あ
る
。

「旧
唐
書
』
巻
四
七
経
籍
志
下
に

「陸
機
集
十
五
巻
」
と
あ
り
、
『群
斎
読
書
志
』
巻

１
に

「陸
機
集
十
巻
」
、
「直
斎
書
録
解
題
』
童
大
に

「陸
士
衡
集
巻
十
」
と
あ

る
。

な
お
、
明

・
高
儒

『百
川
書
志
』
萱
二
で
は

「賦
二
十
五
、
詩
九
十
、
雑
箸
雑

文
七
十

こ

と
あ
り
、
残
存
が
わ
ず
か

一
篇
の

「碑
」
は

「雑
文
」
と
し
て
数

え
ら
れ
て
い
る
。

『文
心
朧
龍
』
明
詩
第
六
に

「晋
世
革
オ
、
和
入
軽
綺
、
張

・
活

・
左

・
陸
、
比

一肩
詩
衡
、
来
縛
於
正
始
、
力
柔
於
建
安
」
と
あ
り
、
『詩
品
」
序
に

「太
康
中
、

三
張

・
二
陸

・
両
活

。
一
左
、
勃
爾
復
興
、
踵
武
前
王
、
風
流
未
沫
、
亦
文
章

之
中
興
也
」
と
あ
る
こ
と
に
従
い
、
張
戴

・
張
協

・
張
克

・
左
思

・
沿
岳

・
活

尼

・
陸
機

・
陸
雲
の
人
名
で
検
討
す
る
。

東
晋
時
代
の
碑
文
に
つ
い
て
は
中
村
圭
爾
が

『宝
刻
叢
編
」
や

『興
地
碑
記
目
』

な
ど
の
金
石
書
に
伝
わ
る
十
四
本
を
整
理
し
て
い
る

（注
九
）。
中
村
は
周
処

碑
を
そ
の
立
碑
時
期
か
ら
東
晋
期
の
も
の
と
し
て
扱
う
が
、
小
稿
で
は
そ
の
撰

者
で
あ
る
陸
機
の
主
な
活
動
時
期
か
ら
西
晋
期
の
所
産
と
し
て
取
り
扱
う
。

一
方
で
厳
可
均
は
唐
代
の
重
建
で
あ
る
こ
と
と
年
代
矛
盾
を
指
摘
し
な
が
ら
も

「其
の
琲
個

・
対
偶
、
ま
さ
に
旧
文
に
属
す
べ
し
」
と
見
て
、
閥
名
の
作
と
し

て

『全
晋
文
」
堂
里
ハに
収
録
す
る
。

た
だ
し
、
周
処
の
も
の
と
思
わ
れ
る
墓
は
発
見
さ
れ
て
い
る

（羅
宗
真

「江
蘇

宜
興
晋
墓
発
掘
報
告
」
『考
古
学
報
』

一
九
五
七
年
第
四
期
）。

時
代
は
下
る
が
、　
一
度
完
成
し
た
銘
文
に
追
記
が
な
さ
れ
た
例
と
し
て
、
北
斉

期
の

「疱
粋
墓
誌
」
（五
七
五
年
葬
）
が
あ
る
。
こ
こ
で
は

「乃
為
銘
曰
」
に

続
く
余
白
に
贈
官
で
あ
る

「新
除
東
え
州
刺
史
太
博
卿
」
を
、
後
刻
し
て
い
る

翁
河
南
安
陽
県
発
現

一
座
北
斉
墓
」
『考
古
」

一
九
七
二
年
第

一
期
）。

姜
亮
夫

『陸
平
原
先
生
機
年
譜
』
（古
典
文
化
出
版
社
、　
一
九
五
七
年
）
お
よ

び
劉
運
好

『陸
士
衡
文
集
校
注
』
（鳳
凰
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）。

窪
添
慶
文

「墓
誌
の
起
源
と
そ
の
定
型
化
」
∩
立
正
史
学
」
第

一
〇
五
号
、

二
〇
〇
九
年
）
の

「表
題
、
銘
辞
を
備
え
、　
一
定
の
項
目
記
載
で
構
成
さ
れ
る

こ
と
が
用
件
」
と
す
る
整
理
に
従
う
。

「東
晋
南
朝
の
碑

・
墓
誌
に
つ
い
て
」
（注
九
）。

『文
選
」
第
二６

「弔
魏
武
帝
文
」
の
序
文
に

「元
康
八
年

（二
九
八
）、
機
、
始

め
て
台
郎
を
以
て
出
で
て
著
作
に
補
せ
ら
れ
、
秘
閣
に
遊
ん
で
魏

・
武
帝
の
遺

令
を
見
る
」
と
あ
り
、
ま
た

『北
堂
書
砂
』
巻
五
七
に
引
く
王
隠

『晋
書
」
に
は
、

著
作
郎
と
な
り
晋
書
の
限
談
を
議
し
た
こ
と
こ
と
が
伝
わ
る
。
な
お
そ
の
議
の

一
部
は

『初
学
記
」
善
〓
に
引
か
れ
て
い
る
。

「与
平
原
書
」
（其
九
）
に

「誨
へ
て
呉
書
を
定
め
ん
と
欲
す
。
雲
は
昔
嘗
て
已

に
之
を
兄
に
商
る
。
此
れ
真
に
不
朽
の
事
に
し
て
、
恐
ら
く
は
十
分
の
好
書
と

七人九O
一
一二

一
一三

二
四
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同
じ
か
ら
ず
。
是
れ
千
載
に
出
る
事
な
ら
ん
。
兄
の
作
ら
ば
、
必
ず
昔
人
よ
り

相
ひ
去
ら
ん
」
と
あ
り
、
ま
た

「与
平
原
害
」
（其
二
十
四
）
に

「呉
書
は
是

れ
大
業
に
し
て
、
既
に
不
朽
に
垂
る
可
く
、
且
た
兄
の
此
れ
を
述
ぶ
る
に
非
ざ

れ
ば
、　
一
国
の
事
は
遂
に
亦
た
失
は
れ
ん
」
と
あ
る
。

「与
平
原
書
」
（其
二
十
三
）
に

「雲
に
従
ひ
て
兄
は
来
を
之
を
作
り
、
今
、
略

ぼ
已
に
成
る
。
甚
だ
惜
し
む
可
き
は
、
事
、
功
夫
少
な
け
れ
ば
、
亦
た
易
き

耳
。
猶
ほ
五
十
巻
と
す
る
を
得
可
し
」
と
あ
り
、
ま
た

「与
平
原
書
」
（其

二
十
四
）
に

「今
見
る
に
、
已
に
四
巻
に
向
と
し
、
五
十
の
比
ひ
成
す
を
得
可

し
」
と
あ
る
。

陸
機
の
作
品
を
百
ヶ
所
以
上
引
用
す
る

『芸
文
類
衆
」
に
周
処
碑
の
銘
辞
が

一

切
収
め
ら
れ
て
い
な
い
の
も
、
こ
の
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。

郭
玉
堂

『洛
陽
出
土
石
刻
時
地
記
」
（注
二
）
に
よ
る
。

拓
本
は
趙
力
光
編
『鴛
喬
七
誌
斎
蔵
石
」
含
一秦
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）な
ど
。

ま
た
釈
文
は
趙
超

『
漢
魏
南
北
朝
墓
誌
彙
編
』
（
天
津
古
籍
出
版
社
、

一
九
九
二
年
）
な
ど
Ю

『松
翁
未
焚
稿
』
Ｇ
羅
振
工
学
術
論
著
集
』
第
十
輯
、
上
海
古
籍
ヽ
二
〇

一
三

年
所
収
）。

銚
微
元

『北
朝
胡
姓
考

（修
訂
本
と

中
華
書
局
、
二
〇
〇
七
年
。

洛
陽
市
文
物
工
作
隊

「
洛
陽
孟
津
晋
墓
、
北
魏
墓
発
掘
簡
報
」
『文
物
』

一
九
九

一
年
八
期
。

『漢
魏
南
北
朝
墓
誌
集
釈
』
巻
ェ
侯
剛
墓
誌

（二
四
九
）。

『資
治
通
鑑
』
は
熙
平
元
年

（五

一
六
）
の
こ
と
と
す
る
。

元
又
は
後
述
の
墓
誌
で
は
元
又
に
作
る
。
『魏
書
』
は
小
字
の
夜
叉
か
ら
誤
記

し
た
も
の
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
小
稿
で
は
さ
し
あ
た
り

『魏
書
』
の
表
記
に

従
う
。

一
九
二
五
年
、
洛
陽
出
土
。
現
在
、
開
封
市
博
物
館
蔵
。

五
四
四
年
の
記
銘
を
持
つ

「侯
海
墓
誌
」
（藩
陽
博
物
館
蔵
）
も
上
谷
居
庸
を

籍
貫
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
墓
主
の
侯
海
の
一
族
か
ら
官
歴

・
死
没
年
齢
に
至

る
ま
で
一
切
の
具
体
的
な
情
報
を
欠
い
た
特
異
な
墓
誌
で
あ
り
、
あ
る
い
は
出

自
を
詳
ら
か
に
し
え
な
い
侯
を
姓
と
す
る
北
人
武
将
が
、
侯
剛

一
族
に
範
を

取
っ
て
上
谷
居
庸
を
籍
貫
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「志
」
部
分
の
み
五
五
九
年
の
成
立
。

「墓
誌
の
作
者
」
『愛
媛
大
学
書
道
研
究
』
第
二
号
、
二
〇

一
三
年
。

「北
燕
褥
氏
の
出
自
と

『燕
志
』
、
『魏
書
ヒ

『古
代
文
化
』
第
五
七
巻
八
号
、

二
〇
〇
五
年
。

「長
楽
褥
氏
に
関
す
る
諸
問
題
」
「立
正
史
学
」
第

一
一
一
号
、
二
〇
一
二
年
。

「墓
誌
の
起
源
と
そ
の
定
型
化
」
（注
二
一
ヽ

魯
同
群

『庚
信
伝
論
』
（天
津
古
籍
出
版
社
、　
一
九
九
七
年
）
な
ど
。

加
藤
国
安

『越
境
す
る
庚
信
」
（研
文
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）
な
ど
。

周

・
宣
王
の
異
母
弟

（鄭

・
桓
公
）
が
読
と
部
の
間
の
地
に
封
建
さ
れ
る
記
事

は
、
「国
語
』
査
六
鄭
語
お
よ
び

『史
記
』
巻
四
二
鄭
世
家
。

蛇
と
亀
の
説
話
は

『左
伝
』
荘
公
一
四
年
お
よ
び
宣
公
四
年
。

鄭
の
滅
亡
記
事
は

『史
記
』
巻
四
二
鄭
世
家
。

銘
文
中
に

「天
和
十
人
年
五
月
二
十
日
、
売
於
成
都
」
と
あ
り
、
ま
た

「其
年

十

一
月
十
六
日
帰
葬
於
成
陽
之
白
起
原
」
と
あ
る
が
、
天
和
年
間
は
足
掛
け
で

七
年
で
あ
り

（五
六
六
～
五
七
二
）、
「天
和
十
八
年
」
は
存
在
し
な
い
。
鄭
氏

が
成
都
で
没
し
て
い
る
の
は
、
鄭
氏
の
夫

・
元
偉

（『周
書
』
増
一θ

の
成
州

刺
史
在
任
期
間
で
あ
る
保
定
二
年

（五
六
二
）
か
ら
天
和
元
年

（五
六
六
）
ま

で
の
間
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
こ
の
墓
誌
の
対
象
と
な
っ
て
い
る

鄭
氏
の
み
、
榮
陽
開
封
で
は
な
く
榮
陽
陽
武
を
籍
貫
と
し
て
い
る
が
、
姓
族
の

四  四  四
七  六  エ
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起
源
に
つ
い
て
は
共
有
し
て
い
る
た
め
に
こ
こ
で
は
併
せ
て
検
討
し
た
。

四
人

「鄭
国
公
夫
人
鄭
氏
墓
誌
」
銘
文
中
の

「七
子
詩
賦
」
・
コ
一卿
従
政
」
は
そ
れ

ぞ
れ

『左
伝
』
襄
公
二
七
年
お
よ
び
信
公
七
年
。

四
九

『文
苑
英
幸
」
構
九
四
七
に

「壮
公
」
と
し
、
明

万
暦
刊
本

（居
隆
評
点
本
）
『庚

子
山
集
』
に

「荘
公
」
と
す
る
。
こ
こ
で
は
侃
瑶

『庚
子
山
集
注
』
（許
逸
民

校
点
、
中
華
書
局
、　
一
九
八
〇
年
）
の
校
勘
に
従
う
。

五
〇

羅
豊

「
田
弘
墓
誌
疏
証
」
（原
州
聯
合
考
古
隊

『北
周
田
弘
墓
」
勉
誠
社
、

二
〇
〇
〇
年
）
。

三
一　
こ
の
後
、
唐
代
に
お
け
る
庚
信
の
碑
銘
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
土
屋
昌
明

「費

振
剛
著

『銘
文
と
碑
文
』
訳
稿
―
附

・
庚
信
の
碑
銘
に
つ
い
て
」
翁
富
士
フ
ェ

ニ
ツ
ク
ス
論
叢
』

一
、
一
九
九
三
年
）
参
照
。

Ｉ
一
東
晋
南
朝
墓
誌
に
つ
い
て
は
中
村

（注
九
）
お
よ
び

「江
南
新
出
六
朝
墓
誌
」

∩
六
朝
江
南
地
域
史
研
究
」
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）
、
北
魏
墓
誌
に
つ
い

て
は
窪
添

（注
二
一
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

詈
一
窪
添
慶
文

「北
魏
墓
誌
中
の
銘
辞
」
『立
正
大
学
文
学
部
論
叢
」
第

一
三
三
号
、

二
〇

一
一
年
。

五
四

東
賢
司

「北
朝
墓
誌
の
作
成
と
中
央
省
官
の
関
係
性
―
中
書
舎
人

常
景
を
端

緒
と
し
て
―
」
『大
学
書
道
研
究
』
第
六
号
、
二
〇
一
三
年
。

［参
考
史
料
］
陸
機

「晋
平
西
将
軍
孝
侯
周
処
碑
」
全
文

①
君
諄
処
、
字
子
隠
、
義
興
陽
羨
人
也
。

②
氏
冑
暴
興
、
換
乎
墳
典
、
華
宗
往
茂
、
鬱
其
簡
書
。
啓
三
十
之
洪
基
、
源
流
定
鼎
、

運
八
百
之
遠
詐
、
枝
葉
封
桐
。
軒
蓋
列
於
漢
庭
、
蝉
見
播
於
陽
羨
。
二
南
之
価
、
伝

不
朽
而
紛
敷
、
大
護
之
音
、
声
無
微
而
必
顕
。
山
高
海
闊
、
其
在
斯
焉
。

③
祖
賓
少
折
節
、
早
亡
。
呉
初
、
召
諮
議
参
軍
、
挙
郡
上
計
、
転
為
州
辟
従
事
別
駕
、

歩
兵
校
尉
、
光
禄
大
夫
、
広
平
太
守
。

④
父
紡
、
少
好
学
、
挙
孝
廉
、
呉
寧
国
長
、
奮
威
長
史
、
懐
安

・
銭
塘
県
侯

・
丹
楊

西
部
属
国
都
尉
、
立
節
校
尉
、
拝
稗
将
軍
二
二
郡
都
督
・太
中
大
夫
、
臨
川
・
予
章
・

都
陽
太
守
、
晋
故
散
騎
常
侍
、
新
平

・
広
漢
二
郡
太
守
、
封
関
内
侯
。

⑤
書
紋
場
名
、
台
閣
標
者
、
風
化
之
美
、
奏
課
為
能
。
亭
亭
孤
美
、
灼
灼
横
勧
、
御

高
位
於
生
前
、
思
垂
名
於
身
後
。
遂
以
年
言
不
違
、
応
期
出
輔
。
洋
洋
之
風
、
俯
冠

来
葉
、
魏
魏
之
盛
、
仰
継
前
賢
。

③
君
乃
早
孤
、
不
弘
礼
制
、
年
未
弱
冠
、
管
力
絶
於
天
下
、
妙
気
挺
於
人
間
、
騎
猟

無
疇
、
時
英
式
慕
、
縦
情
寡
偶
、
俗
弊
不
折
、
郷
曲
誕
其
害
名
、
改
節
播
其
声
誉
。

遂
来
呉
事
余
灰
弟
、
謹
然
受
誨
、
向
道
朝
間
、
方
励
志
而
淫
詩
書
、
便
好
学
而
尋
子

史
、
文
章
綺
合
、
藻
思
羅
開
。

②
呉
朝
州
県
交
辟
太
子
洗
馬

・
東
観
左
丞

・
中
書
右
丞

・
五
官
郎
中

・
左
右
国
史
。

靖
恭
夙
夜
、
悟
居
官
次
、
遷
尚
書
僕
射

・
東
観
令
　
太
常
卿

・
無
難
督
。
匡
熙
庶
績
、

朝
廷
誼
寧
、
使
持
節
大
都
督
塗
中
京
下
諸
軍
事
、
封
章
浦
亭
侯
。

③
国
猶
多
士
、
君
実
得
賢
。
江
洋
廷
開
之
傍
、
昂
蔵
寮
条
之
上
、
射
獣
功
猶
見
顕
、

刺
較
名
乃
遠
揚
。
忠
烈
道
自
克
修
、
義
節
情
還
永
布
、
琳
項
梓
杞
、
珪
壁
棟
梁
。

◎
君
著
黙
語
三
十
篇
及
風
土
記
、
井
撰
呉
書
。

⑩
於
是
呉
平
入
晋
、
王
渾
登
建
業
官
醒
酒
、
既
酎
、
乃
謂
君
日
、
諸
人
亡
国
之
余
、

得
無
戚
乎
。
君
対
日
、
漢
末
分
崩
、
三
方
鼎
立
、
魏
滅
於
前
、
呉
亡
於
後
、
亡
国
之

威
、
豊
惟

一
人
。
渾
乃
大
漸
。

①
仕
晋
精
遷
、
総
統
初
入
、
拝
諮
議
郎
、
除
討
虜
護
軍

・
新
平
太
守
、
撫
和
戎
次
、

勤議期剛」導一土韓度ど「嚇町弾な蹄ｒ『彰嘲婦に』輝柱計許『触階は制　一ｔ



山  田 智

侍
、
処
日
、
古
人
辞
大
不
辞
小
。
乃
先
之
楚
。
而
郡
既
経
喪
乱
、
新
旧
雑
居
、
風
俗

未

一
、
処
敦
以
教
義
、
又
検
戸
無
主
及
白
骨
在
野
、
収
而
葬
之
、
然
以
就
徴
、
遠
近

称
歎
。
及
居
近
侍
、
多
所
規
諷
。
遷
御
史
中
丞
、
正
縄
直
筆
、
凡
所
糾
劾
、
不
避
籠

威
。
梁
王
形
違
法
、
処
深
文
案
之
。
及
氏
人
斉
万
年
反
、
朝
巨
悪
其
強
直
、
皆
日
、
処
、

呉
之
名
将
子
也
。

⑫
忠
烈
果
毅
、
庶
僚
振
粛
、
英
情
天
逸
、
遠
性
霞
春
。
陳
北
留
棠
、
遂
有
二
天
之
詠
、

荊
南
渡
虎
、
猶
標
十
部
之
書
。

⑬
尋
転
散
騎
常
侍
、
軽
車
将
軍
。
辺
輸
出
於
新
平
、
士
女
揮
涙
、
表
帷
望
於
広
漢
、

難
大
靡
喧
。
振
″
威
略
、
宣
其
恵
和
、
晋
京
通
仰
、
部
従
迎
欽
。
是
時
氏
賊
作
逆
、

有
衆
七
万
、
屯
於
梁
山
。
朝
廷
推
賢
、
以
君
オ
兼
文
武
、
詔
授
建
威
将
軍
、
以
五
千

兵
奉
辞
西
討
。
忠
概
尽
節
、
不
顧
身
命
ヽ
乃
賦
詩
日
、
去
去
世
事
己
、
策
馬
観
西
戎
、

菜
産
甘
梁
黍
、
期
之
克
令
終
。
言
畢
而
戦
、
自
旦
及
暮
、
斬
首
万
級
。
絃
絶
矢
尽
、

播

，
系
不
救
。
左
右
勧
退
、
処
按
剣
怒
日
、
此
是
吾
効
節
授
命
之
日
、
何
以
退
為
。

大
臣
以
身
狗
国
、
不
亦
可
乎
。

⑭
韓
信
背
水
之
軍
、
未
違
得
喘
、
工
輸
禁
帯
之
勢
、
早
擬
連
雌
。
莫
不
梯
山
架
堅
、

徹
負
来
帰
。　
戎
士
極
其
封
彊
、
農
人
展
其
耕
織
。
秋
風
オ
起
、
追
戦
虜
於
雷
筵
、

春
水
方
生
、
揮
錯
同
於
雲
雨
。
立
功
立
事
、
名
将
名
臣
者
乎
。

⑮
元
康
九
年
、
旧
疾
増
加
、
奄
捐
館
舎
、
春
秋
六
十
有
二
。
天
子
以
大
臣
之
葬
、
師

博
之
礼
、
親
臨
歿
壌
。
建
武
元
年
冬
十

一
月
甲
子
、
追
贈
平
西
将
軍
、
封
清
流
亭
侯
、

誼
口
孝
、
礼
也
。
賜
銭
百
万
、
葬
地

一
頃
、
京
城
地
五
十
畝
為
第
、
又
賜
王
家
田
五

頃
。
詔
日
、
処
母
年
老
、
加
以
逆
旅
遠
人
、
朕
毎
憫
念
、
給
其
医
薬
酒
米
、
賜
以
終

年
。
以
太
興
二
年
歳
在
己
卯
正
月
十
日
、
葬
於
義
興
旧
原
。
南
贈
莉
岳
、
崇
峻
極
之

魏
峨
、
北
悌
蚊
川
、
溶
清
流
之
澄
徹
。

⑩
妾
同
郡
盛
氏
、
有
四
子
。
靖

」
見

・
札

・
碩
、
並
皆
志
性
純
孝
、
過
礼
喪
親
、
墳

前
之
樹
、
染
涙
先
枯
、
庭
際
之
禽
、
聞
悲
乃
下
。

⑫
遂
作
銘
日
、

周
南
著
美
、
岐
山
表
霊
。
葉
繁
漢
室
、
枝
茂
晋
庭
。
咬
咬
夫
子
、
奇
特
播
名
。
幼
有

異
行
、
世
存
風
烈
。
早
馳
問
望
、
晩
懐
歌
節
。
顔
尚
豪
雄
、
昇
名
楚
開
。
捨
爵
策
勲
、

允
帰
名
哲
。
輝
赫
大
晋
、
封
蓉
多
故
。
式
揚
廟
略
、
克
清
天
歩
。
海
浜
既
折
、
江
淮

並
折
。
漢
水
作
藩
、
条
章
斯
布
。
俗
歌
揆
日
、
人
謡
何
暮
。
忠
貞
作
相
、
追
樅
絡
侯
。

将
亭
嘉
茂
、
遠
掩
芳
猷
。
潜
光
陽
旬
、
返
姉
呉
丘
。
旧
閥
雖
入
、
郷
路
冥
浮
。
従
栄

制
墓
、
終
非
昼
遊
。
春
墟
以
緑
、
清
淮
自
流
。
深
況
素
幅
、
糠
続
朱
流
。
玄
堂
寂
莫
、

黄
泉
悠
悠
。
書
方
易
折
、
家
掲
難
留
。
鏑
姦
幽
石
、
万
代
千
秋
。

※
金
濤
声
点
校

『陸
機
集
」
（中
華
書
局
、　
一
九
人
二
年
）
を
底
本
と
し
、　
一
部
を

劉
運
好
『陸
士
衡
文
集
校
注
』
（鳳
鳳
出
版
社
、
一
一〇
〇
七
年
）
の
校
勘
な
ど
に
従
っ

て
改
め
た
。

付
記
　
脱
稿
後
、
馬
立
軍

『北
朝
墓
志
文
体
与
北
朝
文
化
」
（中
国
社
会
科
学
出
版
社
、

二
〇
一
五
年
）
を
得
た
。
「庚
信
之
千
北
朝
墓
志
写
作
的
意
義
」
全
ニ
ハ
○
～

二
六
五
頁
）
な
ど
示
唆
さ
れ
る
点
も
多
く
、
併
読
さ
れ
た
い
。

一 四


