
陽
夏
の
謝
氏

井

波

律

子

巷
の
情
景
を
こ
う
歌

っ
て
い
る
。

陽夏の謝氏

は
じ
め
に

四
世
紀
初
頭
、
江
南

に
成
立
し
た
東
晋

(三

一
七
-
四
二
〇
)
は
、
皇
帝
権

力
の
は
な
は
だ
脆
弱
な
王
朝
で
あ

っ
た
。
東
晋
は
、
短
期
間
な
が
ら
中
国
全
土

を
統

一
し
た
司
馬
氏
の
西
晋
王
朝
が
、
内
乱
と
北
方
異
民
族

の
侵
入
に
よ

っ
て

し

ば

え
い

滅
亡
し
た
後
、
南
下
し
た
貴
族
階
層
が
、
司
馬
氏

の

一
族
司
馬
睿
を
も
り
た
て

ろ

コつ

て
樹
立
し
た
亡
命
政
権
だ

っ
た
。
こ
の
た

め
成
立
当
初
か
ら
、
東
晋
で
は
、
琅

や

よ
う
か

邪

(山
東
省
臨
沂
県
)
を
原
籍
地

と
す
る

「琅
邪

の
王
氏
」
と
、
陽
夏

(河
南

省
太
康
県
)
を
原
籍
地
と
す
る

「陽
夏

の
謝
氏
」
を
筆
頭
に
、
貴
族
階
層
が
政

権

の
中
枢
を
占
め

つ
づ
け
た
。
東
晋

の
命
脈
を
に
ぎ
る
二
大
貴
族
、
「琅
邪

の

け
ん
こ
う

う

王
氏
」
と

「陽
夏

の
謝
氏
」
は
、
首
都
建
康

(江
蘇
省
南
京
市
)
の

一
角
、
烏

い

こ
う

衣
巷
に
豪
奢
な
邸
宅
を
か
ま
え
、
盛
り
の
と
き
を
謳
歌
し
た
。
唐
代

の
詩
人

り
ゆ
う

う
し
や
く

劉

禹
錫
は
七
言
絶
句

「鳥
衣
巷
」
に
お

い
て
、
そ
れ
か
ら
数
百
年
後
の
鳥
衣

朱
雀
橋
辺
野
草
花

朱
雀
橋
辺

野
草
の
花

鳥
衣
巷
口
夕
陽
斜

鳥
衣
巷
口

夕
陽
斜
め
な
り

旧
時
王
謝
堂
前
燕

旧
時

王

・
謝

堂
前
の
燕

ひ
ゃ
く
せ
い

飛
入
尋
常
百
姓
家

飛
ん
で
尋
常
百

姓
の
家

に
入
る

(朱
雀
橋
の
た
も
と
に
は
、
野
の
花
が
咲
き
乱
れ
、
鳥
衣
巷
の
入
り
口
に
は
夕

陽
が
斜
め
に
さ
し
こ
ん
で
い
る
。
そ
の
昔
、
王
氏
や
謝
氏
の
邸
宅
の
正
堂
の
軒

下
に
巣
を
作

っ
て
い
た
燕
は
、
今
や
あ
り
ふ
れ
た
庶
民
の
家
の
軒
に
飛
び
入
っ

て
い
る
。)

さ
し
も
の
栄
華
を
誇

っ
た
琅
邪
の
王
氏
や
陽
夏

の
謝
氏
も
時
間

の
推
移
と
と

も
に
あ
と
か
た
も
な
く
滅
び
去
り
、
今
は
た
だ
蕭
条
た
る
残
影
が
残
さ
れ
て
い
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る
だ
け
。
こ
の
詩
は
東
晋
の
二
大
貴
族
の
没
落
、
消
滅

の
さ
ま
を
鮮
や
か
に
寸

描
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

も

っ
と
も
、
こ
こ
で

「
王

・
謝
」
と
並
称
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
魏
以
来
の

名
門
貴
族

「琅
邪

の
王
氏
」

に
比

べ
れ
ば

、
「陽
夏
の
謝
氏
」
は
は
る
か
に
後

発
の
新
興
貴
族
で
あ

っ
た
。
謝
氏

一
族

の
な
か
で
、
最
初
に
頭
角
を
あ
ら
わ
し

し
や
こ
ん

た
の
は
謝
鯤

(生
没
年
不
詳
)
で
あ
る
。

謝
鯤

し
や
こ
う

謝
鯤
の
父
、
謝
衡
は
も
の
が
た

い
儒
学

者
で
あ
り
、
西
晋

の
国
子
祭
酒

(国

立
大
学
に
あ
た
る
国
子
学
の
学
長
)
だ

っ
た
。
し
か
し
、
謝
鯤
は
父
と
は
対
照
的

に
道
家
老
荘
思
想
を
好
み
、
若
い
こ
ろ
か
ら
不
羈
奔
放
、
奇
行

の
主
と
し
て
知

ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
あ
る
と
き
、
隣
家

の
美
し
い
娘
に
戯
れ
か
か
っ
た
と
こ

ひ

ろ
、
怒

っ
た
娘
に
梭

(は
た
織
り
の
道
具
)
を
投
げ

つ
け
ら
れ
、
歯
が
折

れ
て

に
ん
た
つ

し
ま

っ
た
。
世
間

の
者
が
面
白
が
り
、
「
任
達

(自
由
奔
放
)
や
ま
ず
し
て
、

よ
ひつ
よ

幼
輿

(謝
鯤

の
あ
ざ
な
)
歯

を
折

る
」
と
囃

し
た
て
た
。
す

る
と
、
謝

鯤
は

「
そ
れ
で
も
わ
し
が
口
笛
を
吹
く
の
は
と

め
ら
れ
な
い
」
と
、
歯

の
な

い
口
を

す
ぼ
め
て
口
笛
を
吹

い
た
と
い
う
。
な
ん

と
も
能
天
気
な
話
で
あ
る
。
ち
な
み

に
、
謝
鯤
は
け

っ
き
ょ
く
こ
の
勝
気
な
隣
家

の
美
少
女

(高
氏
)
と
結
婚
し
た

と
い
う
説
も
あ
る
が
、
確
証
は
な
い
。

し
や
ほ
う

や
が
て
謝
鯤
は
弟
の
謝
哀
を
は
じ
め

一
家
眷
属
と
も
ど
も
、
西
晋
の
王
族
の

血
肉
間
抗
争

「
八
王
の
乱
」
に
つ
づ
き
、
北
方
異
民
族
の
侵
入
に
よ
る

「永
嘉

よ

し
よ
ひつ

の
乱
」
で
、
大
混
乱
に
陥

っ
た
華
北
を
離
れ
て
南
下
、
豫
章

(江
西
省
)
に

お
う
ど
う

移

り

住

む
。

こ

の

こ

ろ
、

「
琅

邪

の
王

氏

」

の

リ

ー

ダ

ー

王
導

(
二
六

七
-

三
三

お
う
と
ん

九
)
と
そ

の
従
兄
の
王
敦

(二
六
六
ー
三
二
四
)
は
、
西
晋
王
朝

の

一
族
司
馬

睿
を
輔
佐
し
、
す
で
に
着
々
と
江
南
の
司
馬
政
権
の
基
盤
作
り
を
進
め
て
い
た
。

軍
事

に
長
け
た
王
敦
は
永
嘉
六
年

(三

=

一)
、
江
州
刺
史
と
な
り
、
広
武

将
軍
か
ら
左
将
軍
に
な

っ
た
。
こ
の
時
点

で
、
謝
鯤
は
王
敦
に
招
聘

さ
れ
、
長

史

(僚
属
長
)
に
な

っ
て
い
る
。
謝
鯤
は
西
晋
末

の
貴
族
社
会
を
風
靡
し
た
清

談

(哲
学
談
議
)
の
名
手
で
あ
り
、
王
敦
は
そ
の
名
声
に
利
用
価
値
が
あ
る
と

考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
実
、
謝
鯤
は
浮
世
離
れ
の
し
た
ポ
ー
ズ
と
は
う
ら
は

ら
に
、

レ
ベ
ル
の
高

い
政
治
的
セ
ン
ス
お
よ
び
軍
事
的
能
力
の
持

ち
主
だ

っ
た
。

と

と
ジフ

長
史
に
な
っ
た
翌
年
、
蜀
を
拠
点
と
す
る
杜
弦
が
反
乱
を
お
こ
し
た
さ
い
、
王

敦

に
従

っ
て
征
伐
に
あ
た
り
、
早
々
と
戦
功
を
あ
げ
た
と
こ
ろ
に
も
、
そ
の
片

鱗
が
う
か
が
え
る
。
と
も
あ
れ
謝
鯤

の
江
南
生
活
は
、
こ
う
し
て
王
敦
の
傘
下

に
加
わ
る
こ
と
に
よ

っ
て
始
ま

っ
た
わ
け
だ
が
、
彼
は
、
強
引

で
権
力
欲

の
つ

よ
い
王
敦

に
危
険
な
も
の
を
感
じ
、
慎
重
に
距
離
を
と
り

つ
づ
け
た
。

建
興
四
年

(コ
ニ

六
)、
北
方
異
民
族

の
猛
攻
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
、
辛
う

じ
て
命
脈
を
保

っ
て
い
た
西
晋
が
つ
い
に
滅
亡
、
翌
年
、
司
馬
睿
が
即
位

(元

帝
)、
江
南
に
東
晋
王
朝
が
成
立
す
る
。
こ
の
直
後
か
ら
、
東
晋
創
業

の
元
勲

け
い

た
る
王
敦
は
荊
州
刺
史
と
し
て
、
長
江
中
流
域

の
軍
事
拠
点
武
昌

(湖
北
省
武

漢
市
)
に
依
拠
、
強
大
な
軍
事
力
を
バ
ッ
ク
に
、
司
馬
氏
に
取

っ
て
代
わ
ろ
う

と
す
る
野
望
を
日
増
し
に
膨
ら
ま
せ
る
よ
う
に
な
る
。

い
く
ら
諌
め
て
も
耳
を
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陽夏の謝氏

貸
さ
な
い
王
敦
に
手
を
焼

い
た
謝
鯤
は
、
友
人
と
も
ど
も

「竹
林
七
賢
」
を
ま

ね
て
奇
行
を
誇
示
し
、

い
っ
さ
い
政
治
に
関
わ
ら
な
い
と
い
う
姿
勢
を
示
す
。

こ
の
と
き
謝
鯤
と
と
も
に
、
素
裸

に
な
り
髪
を
ふ
り
乱
し
て
飲
酒

に
ふ
け

っ
た

こ

ぶ

ほ

し

ひ
つ
た
く

げ
ん
ほ
う

よ
う
ま
ん

か
ん
い

げ
ん
ふ

こ
う
い
つ

友
人
は
、
胡
毋
輔
之
、
畢
卓
、
阮
放
、
羊

曼
、
桓
彝
、
阮
孚
、
光
逸
の
面
々
で

あ
る
。
彼
ら
八
人
は
当
時

(東
晋
初
期
)、

「八
達
」
と
よ
ぼ
れ
、
枠

に
は
ま
ら

な
い
生
き
方
を
好
ん
だ
東
晋

の
貴
族
社
会

の
注
目

の
的
と
な

っ
た
。

永
昌
元
年

(三
二
二
)、

つ
い
に
王
敦

は

「君
側

の
奸
」
の
打
倒
を
旗
印
に

挙
兵
、
首
都
建
康
ま
で
攻
め
寄
せ
た
。
こ

の
と
き
、
王
敦
は
名
声
の
高
い
謝
鯤

を
強
制
的
に
同
行
し
た
。
謝
鯤
は
、
朝
廷
な
ど
あ

っ
て
な
き
が
ご
と
し
、
権
威

を
み
せ

つ
け
よ
う
と
す
る
王
敦
を
、
手
を
変
え
品
を
変
え
て
な
だ
め
よ
う
と
し

た
が
、
頭
に
血
が
の
ぼ

っ
た
王
敦
は
ま

っ
た
く
受
け
付
け
よ
う
と
し
な

い
。

つ

し
ゆ
う
ぎ

た
い
じ
や
く
し

い
に
王
敦
が
自
分
に
同
調
し
な
い
、
東
晋

の
重
臣
周

顕
と
戴
若

思
を
殺
害
し

た
と
き
、
さ
す
が
に
剛
毅
な
謝
鯤
も
、
周
顕
と
親
し
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
呆

然
自
失
と
な

っ
た
。
こ
の
後
も
謝
鯤
は
王
敦
を
諌
め

つ
づ
け
て
不
興
を
買

い
、

ま
も
な
く
豫
章
太
守
と
し
て
地
方
に
出
さ
れ
た
の
だ

っ
た
。

豫
章
郡
に
赴
任
し
た
謝
鯤
は
行
政
手
腕
を
発
揮
し
て
善
政
を
し
き
、
住
民
に

慕
わ
れ
た
が
、
ま
も
な
く
死
去
す
る
に
い
た
る
。
と
き
に
四
十
三
歳
。
太
寧

二

年

(三
二
四
)
、
王
敦
が
東
晋
軍
と
対
戦

中
、
無
念

の
病
死
を
遂
げ

る
直
前
だ

っ
た
と
お
ぼ
し
い
。

成
立
ま
も
な
い
東
晋
王
朝
を
根
こ
そ
ぎ
揺
さ
ぶ

っ
た

「
王
敦
の
乱
」
は
、
王

敦

の
死
に
よ

っ
て
終
息
し
、
傾
き
か
け
た
東
晋
は
か
ろ
う
じ
て
立
ち
直
る
こ
と

が
で
き
た
。
王
敦
の
従
弟

の
王
導
は
、
こ
の
反
乱

の
渦
中
で
も
、
少
な
く
と
も

表
面
的
に
け

っ
し
て
王
敦
と
同
調
せ
ず
、
あ
く
ま
で
も
従
兄
の
不
始
末
を
陳
謝

す
る
ポ
ー
ズ
を
と
り

つ
づ
け
た
。
こ
の
た
め
、
そ
の
後
も
王
導
は
東
晋
政
権

の

ト
ッ
プ
の
座
を
占
め

つ
づ
け
る
の
で
あ
る
。

一
人
が
朝
廷
に
反
乱
し
、

一
人
が

朝
廷
の
護
持
に
ま
わ
る
。
ど
ち
ら
に
転
ん
で
も
家
門
は
存
続
す
る
わ
け
だ
。

い

か
に
も
魏
晋

の
乱
世
を
く
ぐ
り
ぬ
け
て
き
た
名
門
貴
族

「琅
邪
の
王
氏
」
ら
し

い
、
し
た
た
か
な
処
世
だ
と
い
え
よ
う
。

謝
鯤

の
率

い
る

「陽
夏

の
謝
氏
」
は
、
こ
の
時
点

で
は
ま
だ

「琅
邪

の
王

氏
」
の
足
元
に
も
お
よ
ぼ
な
い
中
流
貴
族
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
謝
鯤
は
思

い
切
り
派
手
な
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
で
東
晋
貴
族
社
会

の
耳
目
を
ひ
き

つ
け
た
う

え
で
、
王
敦

の
配
下
で
あ
り
な
が
ら
安
易
に
同
調
せ
ず
、
気
骨
の
あ
る
と
こ
ろ

を
示
し
て
、
ま
す
ま
す
評
判
を
あ
げ
た
。
ど
う
し
て
謝
鯤
も
只
者
で
は
な
い
。

こ
の
謝
鯤
の
活
躍
を
…機
に
、
「陽
夏
の
謝
氏
」
は
王
敦
の
乱
以
後
、
じ
り
じ
り

と
上
昇
気
流

に
乗
る
の
で
あ
る
。

謝
尚

謝
鯤

の
没
後
、
「陽
夏
の
謝
氏
」

の
ホ
ー
プ
と
し
て
脚
光
を
浴
び
た
の
は
、

し
や
し
よ
う

謝
鯤
の
長
男
謝
尚

(三
〇
八
ー
三
五
七
)
で
あ
る
。
謝
鯤
が
病
死
し
た
と
き
、

謝
尚
は
ま
だ
十
代
の
少
年
だ

っ
た
が
、
群
を
抜

い
た
聡
明
さ
で
早
く
も
有
名
で

あ

っ
た
。
天
才
少
年
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
、
得
意
の
絶
頂

に
あ

っ
た
こ
ろ
、

謝
尚
は
派
手
な
衣
装
を
身
に
つ
け
闊
歩
す
る
な
ど
、
目
に
あ
ま
る
振
舞

い
も
多
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か

っ
た
。
見
か
ね
た
叔
父

(謝
鯤
の
弟
謝
哀
)
ら
が
き

つ
く
注
意
す
る
と
、
謝

尚
は
即
座

に
恥
じ
入

っ
て
身
持
ち
を
改
め
、
以
後
、
ま
す
ま
す
当
時

の
名
士
の

注
目
を
集
め
る
よ
う

に
な

っ
た
。

と
り
わ
け
、
当
時
、
司
徒

(最
高
位
の
三
人
の
大
臣
の

一
人
)
だ

っ
た
王
導
は

お
う
じ
ゆ
う

彼
を
竹
林
七
賢
の

一
人
、
王
戎
に
な
ぞ
ら
え
て

「小
安
豊

(安
豊
は
王
戎
の
あ

え
ん

ざ
な
)」
と
呼
び
、
そ

の
将
来
を
嘱
望

し
て
召
し
寄
せ
、
み
ず

か
ら
の
掾

(属

官
)
と
し
た
。
謝
尚
が
は
じ
め
て
司
徒

の
役
所
に
や

っ
て
き
た
と
き
、
お
り
し

も
宴
会
の
最
中
だ

っ
た
。
謝
尚
に
音
楽
的
才
能
が
あ
る
こ
と
を
知

っ
て
い
た
王

く

よ
く

導
が

「鵤
鷁
舞
」
を
披
露
す
る
よ
う
求
め

る
と
、
謝
尚
は
即
座
に
着
替
え
、
宴

席

に
連
な

っ
た

一
同

の
手
拍
子
に
合
わ
せ
て
、
さ

っ
そ
う
と
舞
い
つ
づ
け
た
と

い
う
。
謝
鯤
も
歌
や
琴
が
得
意
だ

っ
た
か
ら
、
彼

の
音
楽
的
才
能
は
父
譲
り
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
格
好
の
よ
さ
と
合
わ
せ
、
謝
尚
に
は
並
々
な
ら
ぬ
軍
事
的
才
能
が

あ
り
、
射
撃
も
得
意
中

の
得
意
だ

っ
た
。
王
導

の
掾
を
皮
切
り
に
、
昇
進
を
重

ね
た
謝
尚
は
や
が
て
地
方

に
転
出
し
て
郡

の
長
官
と
な
り
、
歴
陽
太
守
か
ら
江

し
よ
っつ

夏
の
相
と
な
る
。
江
夏

の
相
だ

っ
た
こ
ろ
、
荊
州
刺
史
と
し
て
近
接
す
る
武
昌

ゆ

よ
く

に
鎮
し
て
い
た
庚
翼
と
親
し
く
往
来
し
、

い
っ
し
ょ
に
射
撃
を
楽
し
ん
だ
り
し

た
。
あ
る
と
き
、
庚
翼
が
、
「
き
み
が
的

に
命
中
さ
せ
た
ら
、
鼓
吹
隊
を
褒
美

に
や
ろ
う
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
、
謝
尚
は

そ
の
声

に
応
じ
て
発
射
し
、
み
ご
と

命
中
さ
せ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、
庚
翼
が
武
昌

に
鎮
し
て
い
た
こ
ろ
の
話
だ
か

ら
、
咸
康
六
年

(三
四
〇
)
か
ら
八
年

(三
四
二
)
に
か
け
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
の
と
き
謝
尚
は
三
十
台
の
前
半
で
あ
る
。

ゆ

り
よ
う

ち
な
み
に
、
庚
翼
は

一
時
期
、
王
導
を
し
の
ぐ
勢
力
を
誇

っ
た
庚
亮
の
弟
に

あ
た
る
。
東
晋
王
朝
は
、
「王
敦

の
乱
」
が
終
息
し
た
三
年
後
、
ふ
た
た
び
動

乱

の
渦
中
に
巻
き
こ
ま
れ
た
。
咸
和
二
年

(三
二
七
)、
王
敦

の
乱
平
定

に
功

績
の
あ

っ
た
北
来

の
軍
団
長

(華
北
か
ら
の
避
難
民
が
ま
と
ま

っ
て
で
き
あ
が

っ

そ

し
ゆ
ん

た
武
力
集
団
の
リ
ー
ダ
ー
)
蘇
峻
が
、
夭
折
し
た
東
晋
第
二
代
皇
帝

の
明
帝

(三

二
ニ
ー
三
二
五
)
に
代
わ

っ
て
即
位
し
た
幼

い
成
帝

(三
二
五
-
三
四
二
在
位
)

の
叔
父
で
、
当
時
、
勢
い
を
ふ
る

っ
た
庚
亮

に
対
す
る
憤
懣
を
爆
発
さ
せ
、
と

つ
じ
ょ
挙
兵
し
た
の
で
あ
る
。
暴
徒
と
化
し
た
蘇
峻
の
軍
勢
は
都
建
康

に
進
入

す
る
や
、
大
々
的

に
放
火
や
略
奪
を
は
た
ら
く
な
ど
、
手

の
つ
け
ら
れ
な
い
あ

り
さ
ま
だ

っ
た
。

・
こ
の
蘇
峻

の
乱
は
、
咸
和
四
年

(三
二
九
)、
京

口

(江
蘇
省
鎮
江
市
)
を
拠ち

点
と
し
、
長
江
下
流
域
を
守
備
す
る
い
わ
ゆ
る

「北
府
軍
団
」
の
リ
ー
ダ
ー
郡

か
ん鑒

と
、
王
敦
に
代
わ

っ
て
荊
州
刺
史
と
な
り
、
武
昌
を
拠
点

に
長
江
中
流
域
を

と
う
か
ん

守
備
す
る

「
西
府
軍
団
」
の
リ
ー
ダ
ー
陶
侃

(陶
淵
明
の
曽
祖
父
)
が
協
力
し

て
、
よ
う
や
く
鎮
圧
さ
れ
た
の
だ

っ
た
。
東
晋
は
こ
の
後
、
中
央
行
政
を
担
当

す
る
王
導
と
、
こ
の
郡
鑒
、
陶
侃

の
三
巨
頭

に
よ
る
ト
ロ
イ
カ
体
制
で
、
よ
う

や
く
安
定
す
る
に
い
た
る
。

付
言
す
れ
ば
、
首
都
建
康
の
近
く
に
拠
点
を
置
く
北
府
軍
団
は
、
郡
鑒
以
後

も
東
晋
王
朝
の
忠
実
な
守
護
軍
と
し
て
機
能
し
た
の
に
対
し
、
建
康
か
ら
距
離

の
あ
る
西
府
軍
団
は
王
敦
、
さ
ら
に
は
陶
侃
以
後
も
、
と
き
に
は
東
晋
王
朝
に
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叛
旗
を
ひ
る
が
え
す
こ
と
も
辞
さ
な
い
、
半
自
立
的
な
軍
閥
と
し
て
機
能
し

つ

づ
け
る
。

よ

蘇
峻
の
乱
の
引
き
金
と
な

っ
た
庚
亮
は
、
責
任
を
感
じ
て
中
央
を
離
れ
、
豫

州
刺
史
を
経

て
、
咸
和
九
年

(三
三
四
)、
陶
侃
の
死
後
、
後
任

の
荊
州
刺
史

と
な
り
西
府
軍
団
を
掌
握
、
咸
康
六
年

(三
四
〇
)、
死
去
し
た
。
庚
亮
の
死

後
、
弟

の
庚
翼
が
後
任
と
な
り
、
先
に
あ
げ
た
よ
う
に
謝
尚
と
往
来
し
た
と
い

う
わ
け
だ
。
庚
翼
と
謝
尚
は
ほ
ぼ
同
世
代

で
あ
り
、
王
敦

の
乱
や
蘇
峻
の
乱
と

も
直
接
、
か
か
わ
り
の
な

い
東
晋
第
二
世
代

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ち
な
み
に
、

二
度
に
わ
た
る
内
乱
を
と
に
も
か
く
に
も
抑
え
、
東
晋

に
平
穏
を
も
た
ら
し
た

三
巨
頭
の
う
ち
、
先
述

の
と
お
り
、
咸
和

九
年

(三
三
四
)
に
陶
侃
が
死
去
し
、

そ
の
五
年
後

の
威
康
五
年

(三
三
九
)、
郡

鑒
と
王
導
も
死
去
し
た
。
庚
翼
と

謝
尚
が
往
来
し
射
撃
を
楽
し
ん
だ
こ
ろ
に
は
、
第

一
世
代
の
巨
頭
は
誰
も
い
な

か

っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
謝
尚
で
あ
る
。
謝
尚
は
個
人
的
武

勇
に
す
ぐ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
行
政

官
と
し
て
も
軍
隊
指
揮
官
と
し
て
も
、
非
常
に
有
能

で
あ

っ
た
。
た
と
え
ば
、

郡
長
官
と
し
て
着
任
し
た
と
き
、
郡
役
所

で
四
十
匹
の
布
を
使

っ
て
幔
幕
を
作

り
、
新
任
の
長
官
を
歓
迎
し
た
と
こ
ろ
、
謝
尚
は
さ

っ
さ
と
こ
の
幔
幕
を
裁
断

さ
せ
、
兵
隊
の
下
着
に
し
て
し
ま

っ
た
。
実
利
的

に
し
て
、
人
情
の
機
微
を
知

り
尽
く
し
た
心
憎
い
や
り
か
た
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
有
能

さ
が
高
く
評
価
さ
れ
、

永
和
元
年

(三
四
五
)、
謝
尚

は
豫

ぶ

こ

州
刺
史

に
昇
進
し
、
ま
ず
歴
陽

(安
徽
省
和
県
)
、

つ
い
で
蕪
湖

(同
当
塗
県
)

を
根
拠
地
と
す
る
。
ち
な
み
に
、
謝
尚
が
豫
州
刺
史
に
な
る
直
前
、
親
し
か
っ

か
ん
お
ん

た
庚
翼
が
死
去
し
、
桓
温

(=
二

二
⊥

二
七
三
)
が
後
任

の
荊
州
刺
史
と
な
り
、

西
府
軍
団
を
掌
握
し
て
い
る
。
桓
温
は
、
謝
尚
の
父
謝
鯤
と
と
も
に

「八
達
」

に
名
を
連
ね
た
桓
彝

の
息
子
だ
が
、
第
二
代
皇
帝
の
明
帝

の
娘
、
南
康
長
公
主

と
結
婚
し
た
の
を
機
に
の
し
あ
が
り
、

つ
い
に
荊
州
刺
史
と
な

っ
て
念
願
の
強

力
な
軍
事
力
を
手
中
に
お
さ
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
後
、
約
三
十
年
に
わ
た

っ
て
、
桓
温
は
じ
り
じ
り
と
勢
力
を
拡
大
し
、
虎
視
眈
々
と
東
晋
王
朝
簒
奪
を

狙

い
つ
づ
け
る
。

そ
ん
な
桓
温
の
陣
取
る
武
昌
と
首
都
建
康
の
中
間

に
位
置
す
る
豫
州
を
支
配

し
た
謝
尚
の
役
割

に
も
、
は
な
は
だ
微
妙
な
も
の
が
あ

っ
た
。
し
か
し
、
謝
尚

は
内
部
問
題
は
さ
て
お
き
、
肝
心
な
の
は
外
敵
だ
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
、
華
北

を
支
配
し
た
北
方
異
民
族
と
わ
た
り
あ
い
、
奮
闘
し
つ
づ
け
た
。
豫
州
刺
史
と

て
い

な

っ
た
三
年
後

に
は
、
北
上
し
て
国
境
の
寿
春

(安
徽
省
寿
県
)
に
進
駐
、
氏

ふ

け
ん

族

の
前
秦
の
リ
ー
ダ
ー
、
苻
健
の
軍
勢
と
苦
し

い
戦

い
を

つ
づ
け
る
が
、
こ
の

じ

苦
闘
の
な
か
で
、
西
晋
王
朝
が
滅
亡
し
た
さ
い
、
華
北
で
紛
失
し
た
璽

(天
子

の
印
)
を
取
り
も
ど
す
と
い
う
、
予
期
せ
ぬ
幸
運
に
も
恵
ま
れ
た
。
か
く
し
て
、

升
平
元
年

(三
五
七
)
五
十
歳

で
、
歴
陽
の
鎮

で
死
去
す
る
ま
で
、
彼
は
つ
こ

う
十
三
年
、
豫
州
刺
史
と
し
て
、
華
北
と
の
最
前
線
を
守
り
つ
づ
け
た
の
だ

っ

た
。謝

尚
は
行
政
面
で
も
軍
事
面
で
も
傑
出
し
た
才
能
を
有
す
る
と
同
時
に
、
当

時

の
貴
族
社
会
で
歓
迎
さ
れ
る
人
格
、
教
養
、
風
貌
を
兼
ね
備
え
て
い
た
。
こ
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の
た
め
、
父
の
友
人
で

「八
達
」

の
メ
ン

バ
ー
だ

っ
た
阮
孚

(竹
林
七
賢
の

一

人
、
阮
威
の
息
子
)
か
ら
、
「心
が
澄
み
き

っ
て
の
び

の
び
し
て
お
り
、
自
由
奔

放

の
境
地
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
」
(『世
説
新
語
』
賞
誉
篇
)
と
称
賛
さ
れ
た

り
、
か
つ
て
王
敦

の
側
室

で
あ
り
、
の
ち

に
謝
尚
に
仕
え
た
女
性

か
ら
、
「
王

敦
な
ぞ
殿
さ
ま
に
比

べ
れ
ぼ
、
田
舎
紳
士

に
す
ぎ
ま
せ
ん
」
(同
、
容
止
篇
)
と
、

そ
の
美
貌
と
風
格
を
絶
賛
さ
れ
た
こ
と
も

あ

っ
た
。
「陽
夏
の
謝
氏
」
の
ス
テ

ー
タ
ス
は
、
こ
の
文
武
両
道
、
東
晋
の
た
め
に
奮
闘
し
つ
つ
、
東
晋
貴
族
社
会

の
称
賛

の
的
で
あ

っ
た
、
颯
爽
た
る
謝
尚

の
存
在
に
よ

っ
て
、

い
っ
き
ょ
に
高

ま

っ
た
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。

謝
安

謝
尚
に
は
兄
弟
が
な
く
、
息
子
も
な
か

っ
た
が
、
叔
父
の
謝
衷
に
は
息
子
が

六
人
あ

っ
た
。
そ
こ
で
、
謝
尚

の
死
後
、

六
人
の
従
弟

の
う
ち
、
も

っ
と
も
年

し
や
え
き

長
の
謝
衷

の
長
男
、
謝
奕
が
後
任
の
豫
州

刺
史
に
な

っ
た
が
、

一
年
た
ら
ず
で

病
死
し
て
し
ま
う
。
謝
奕
は
謝
鯤
ば
り
の
奇
人
だ

っ
た
が
、
か
の
野
心
家
の
桓

温
と
親
し
か
っ
た
た
め
、
司
馬

(幕
僚
)
に
起
用
さ
れ
た
こ
と
も
あ

っ
た
。
司

馬
に
な

っ
た
後
も
、
謝
奕
の
度
は
ず
れ
の
飲
酒
癖
は
や
ま
ず
、
桓
温
夫
人

(明

帝
の
娘
)
か
ら

「狂
司
馬

(フ
ー
テ
ン
司
馬
)」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
だ

っ
た
。
お

そ
ら
く
、
そ
ん
な
不
摂
生
の
ツ
ケ
が
ま
わ
り
、
早
死
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
こ
の
フ
ー
テ
ン
司
馬
の
子
女
は
と
び
き
り
優
秀
だ

っ
た
。
伝
統
中
国
き

し
や
ど
う
う
ん

ひ

す
い

し
ゃ
げ
ん

っ
て
の
才
女
謝
道
蘊
、
「肥
水

の
戦

い
」

で
前
秦
を
撃
破
し
た
謝
玄

(三
四
三

1

三
八

八
)
が

こ

れ

に
あ

た

る

(後

述
)
。

し
ゃ
ま
ん

升
平
二
年

(三
五
八
)、
謝
奕

の
死
後
、
弟
の
謝
万

(謝
哀
の
四
男
)
が
後
任

の
豫
州
刺
史
と
な
る
。
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
謝
尚
の
功
績
に
鑑
み
、
豫
州
刺

史

の
ポ
ス
ト
は

「陽
夏

の
謝
氏
」
の
持
分
に
な

っ
て
い
た
と
お
ぼ
し

い
。
と
こ

ろ
が
、
こ
の
謝
万
が
大
失
態
を
演
じ
、
謝
尚
が
積
み
上
げ
た
成
果
を
無
に
す
る

羽
目
に
な
る
。
そ
も
そ
も
、
着
任
早
々
、
傲
慢
な
謝
万
は
軍
の
幹
部
を
兵
卒
呼

ば
わ
り
し
て
憤
激
を
買
う
し
ま

つ
だ

っ
た
。
こ
の
と
き
は
、
傲
慢
無
礼
な
弟
を

し
ゃ
あ
ん

案
じ
て
任
地
の
歴
陽
ま

で
つ
い
て
来
た
、
兄
の
謝
安

(謝
哀
の
三
男
。
三
二
〇

1
三
八
五
)
が
隊
長
以
下
、

一
人

一
人
、
幹
部
の
も
と
を
訪
れ
鄭
重
に
詫
び
を

入
れ
て
、
よ
う
や
く
事
な
き
を
得
た
。
ち
な
み
に
、
謝
安
は
こ
の
と
き
ま
だ
出

仕
し
て
い
な
か

っ
た
。

着
任
の
翌
年
、
升
平
三
年

(三
五
九
)、
謝
万
は
決
定
的
な
大
失
敗
を
す
る
。

こ
の
三
年
前
、
桓
温
は
み
ず
か
ら
の
威
力
を
誇
示
す
る
た
め
に
北
伐
を
敢
行
、

幸
運

に
恵
ま
れ
て
西
晋
の
旧
都
洛
陽
を
奪
還
す
る
殊
勲
を
あ
げ
た
。
奪
還
し
た

と
は
い
え
、
こ
れ
は
桓
温
に
と

っ
て
あ
く
ま
で
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
に
す
ぎ
ず
、

少
数

の
守
備
軍
を
残
し
て
、
彼
自
身
は
主
力
の
軍
勢
を
率

い
て
さ

っ
さ
と
帰
還

し
て
し
ま
う
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
北
方
異
民
族
の
国
々
に
挟
ま
れ
た
洛
陽
が
ま

た
奪

い
返
さ
れ
る
の
は
時
間

の
問
題
だ

っ
た
。
案
の
定
、
升
平
三
年
、
洛
陽
は

氏
族

の
前
秦
と
鮮
卑
族
の
前
燕

の
軍
勢
に
挟
み
撃
ち
に
さ
れ
た
。

謝
万
は
こ
の
救
援
の
た
め
に
軍
勢
を
率

い
て
歴
陽
か
ら
出
撃
し
た
も
の
の
、

あ
え
な
く
大
敗
北
を
喫
し
た
。

こ
の
結
果
、
責
任
を
と
わ
れ
て
失
脚
、
官
位
を
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剥
奪
さ
れ
、
庶
人
に
貶
さ
れ
て
し
ま
う
。
兄
の
謝
安
が
気
ま
ま
な
隠
遁
生
活
に

終
止
符
を
う
ち
、
官
界

に
出
馬
し
た
の
は
、
こ
の
翌
年

(升
平
四
年
)
の
こ
と

だ

っ
た
。
兄
の
謝
奕
が
死
に
、
弟
の
謝
万
が
大
失
敗
し
て
、
雲
行
き
の
怪
し
く

な

っ
た
陽
夏

の
謝
氏
の
た
め
に
、
重

い
腰
を
あ
げ
ざ

る
を
え
な
か

っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

謝
安
は
若
い
こ
ろ
か
ら
逸
材
と
評
判
が
高
か

っ
た
が
、
頑
と
し
て
出
仕
せ
ず
、

か
い
け
い

と
う
ざ
ん

風
光
明
媚
な
会
稽
の
東
山

(浙
江
省
上
虞
県
の
西
南
に
あ
る
山
)
に
隠
棲
し
て
い

た
。
隠
棲
と
は
い
え
、
遊
覧
に
出
か
け
る

と
き
は
必
ず
妓
女
を
伴

っ
た
と
い
う

か
ら
、
な
か
な
か
艶

っ
ぽ
い
暮
ら
し
ぶ
り
だ

っ
た
。
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
、
賢
夫

と
ば
り

人
だ

っ
た
謝
安
の
妻
は
、
あ
る
と
き
、
う
す

い
帳

で
仕
切

っ
た
舞
台
で
、
侍
女

た
ち
に
歌
舞
を
演
じ
さ
せ
た
が
、
謝
安
に
ち
ょ
っ
と
見
せ
る
と
す
ぐ
帳
を
さ
げ

て
し
ま

っ
た
。
謝
安
が
も
う
少
し
見
た
い
と
せ
が
む
と
、
夫
人
は

「ご
人
徳
を

傷

つ
け
る
と
い
け
ま
せ
ん
か
ら
」
と
、
ぴ

し
り
と
は
ね
つ
け
た
と
い
う
話
も
あ

る

(『世
説
新
語
』
賢
媛
篇
)。

こ
の
謝
安
夫
人
は
歯

に
衣
き
せ
ぬ
女
性

で
あ
り
、
謝
安

の
も
と
に
軽
佻
浮
薄

な
友
人
が
訪
れ
、
な
れ
な
れ
し
い
口
の
き
き
か
た
を
し
た
と
き
、
あ
き
れ
果
て

た
口
調
で
、
「亡
く
な

っ
た
兄

の
と
こ
ろ

に
あ
ん
な
お
客
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
」
と
言

い
捨
て
、
謝
安
を
恥
じ
入
ら

せ
た
と

い
う
話
も
あ

る

(同
、
軽
詆

篇
)。
夫
人
の
実
家

の
劉
氏

は
、
新
興
貴
族

の
謝
氏
と
は
段
違

い
に
ラ
ン
ク
の

り
ゆ
う
た
ん

高

い
、
後
漢
以
来

の
名
門
貴
族
で
あ
り
、

兄
の
劉

憐
は
東
晋
き

っ
て
の
名
士

だ

っ
た
の
で
あ
る
。
新
興
の
謝
氏

一
族
が
、
総
じ
て
た
ぶ
ん
に
粗
野
な
面
を
残

し
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る

エ
ピ
ソ
ー
ド
は
ほ
か
に
も
あ
る
。

い
つ
の
話
か
不
明
な
が
ら
、
か
の
謝
万
が
来
客
中

に
立
ち
上
が

っ
て
、
あ
ろ

う
こ
と
か
兄

(謝
安
)
の
前
ま
で
行

っ
て
便
器
を
さ
が
そ
う
と
し
た
。
す
る
と
、

げ
ん
ゆ
う

そ
の
客

(阮
裕
)
が

「成
り
上
が
り
者
は
人
情
は
厚

い
が
礼
儀
を
知
ら
な

い
」

と
、
き
め
つ
け
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
痛
烈
な
セ
リ
フ
を
吐

い
た
阮
裕

も
ま
た
、
後
漢
以
来
の
名
門
貴
族
の
出
身
で
あ

っ
た
。
古

い
伝
統
を
誇
る
名
門

貴
族
か
ら
こ
う
し
て
軽
侮
さ
れ
た
も
の
の
、
新
興
貴
族
謝
氏
に
は
彼
ら
に
は
な

い
生
き
の
よ
さ
、
奔
放
さ
が
あ
り
、
謝
尚
亡
き
後
、
い
や
お
う
な
し
に
陽
夏

の

謝
氏
の
総
帥
に
な

っ
た
謝
安
も
ま
た
、
人
の
意
表
を

つ
く

ユ
ニ
ー
ク
な
発
想
と

恐
る
べ
き
度
胸
の
よ
さ
の
持
ち
主
だ

っ
た
。

謝
安
が
隠
棲
し
て
い
た
会
稽
に
は
当
時
、
美
し
い
景
色
に
ひ
か
れ
、
大
勢

の

お

い

お
う
ぎ

し

名
士
が
集
ま

っ
て
い
た
。
王
導

の
従
子
で
書

の
名
手
だ

っ
た
王
羲
之

(三
〇
七

-
三
六
五
)
も
、
永
和
七
年

(三
五

一
)、
ま
ず
会
稽
の
長
官
と
し
て
赴
任
、
そ

の
四
年
後
に
は
完
全

に
官
界
か
ら
身
を
引
き
、
こ
の
地
に
隠
棲
し
た
。
謝
安
と

お
う
ぎ
よ
う
し

王
羲
之
は
親
し
く
往
来
し
、
そ
ん
な
こ
と
か
ら
王
羲
之
の
二
男
王
凝

之
と
謝

安
の
姪

の
謝
道
蘊

(謝
奕
の
娘
)
の
縁
談
も
ま
と
ま
っ
た
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、

琅
邪
の
王
氏
と
陽
夏

の
謝
氏
は
姻
戚
と
な

っ
た
わ
け
だ
。
た
だ
、
王
凝
之
は
書

の
腕
前
こ
そ
父
譲
り
で
な
か
な
か
の
も
の
だ

っ
た
が
、
は
な
は
だ
問

の
抜
け
た

頼
り
な
い
人
物
で
、
頭
の
切
れ
る
謝
道
蘊
は
里
帰
り
す
る
た
び
に
、
叔
父
の
謝

さ
ん

安
に
向
か

っ
て
、
「
こ
の
世
に
王
郎
み
た

い
な
人
が
い
る
と
は
、
思

い
も
よ
ら
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な
か

っ
た
わ
」
と
、
こ
ぼ
す
こ
と
し
き
り
だ

っ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
謝
安
は
宮
仕
え
も
せ
ず

に
、

一
族
郎
党
を
引
き
連
れ
て
長

ら
く
会
稽
に
隠
棲
し
、
妓
女
を
伴

っ
て
物
見
遊
山
に
明
け
暮
れ
る
な
ど
、
文
字

ど
お
り
悠
々
自
適

の
日
々
を
送

っ
た
。
こ
れ
は
、
新
興
貴
族
と
は
い
え
、
謝
氏

一
族
に
す
で
に
確
た
る
経
済
基
盤
が
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
会
稽
に
は

彼
ら
の
荘
園
も
あ

っ
た
と
お
ぼ
し

い
。
謝
氏
と
会
稽

の
地
縁
は
謝
安
以
後
も

代
々
受
け
継
が
れ
、
建
康
の
屋
敷

の
ほ
か
東
山
の
別
邸
も
ず

っ
と
維
持
さ
れ
て

ゆ
く
の
で
あ
る
。

謝
安

は
弟

の
謝
万
が
失
脚
し
た
翌
年

の
升
平
四
年

(三
六
〇
)、

つ
い
に
会

稽
に
お
け
る
優
雅
な
隠
遁
生
活
に
終
止
符
を
打
ち
、
官
界
に
出
馬
し
た
。
と
き

に
四
十

一
歳
。
謝
安

の
出
馬
は
、
陽
夏
の
謝
氏

の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
み
ず

か

ら
乗
り
出
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
個
人
的
事
情
と
、
桓
温
の
威
勢
が
日
増
し

に
つ
の
る
状
況
の
も
と
で
、
世
評
の
高
い
謝
安
を
対
抗
馬
に
立
て
よ
う
と
す
る

東
晋
王
朝

の
思
惑
が
、
奇
妙
に
合
致
し
た
絶
好

の
タ
イ
ミ
ン
グ

で
な
さ
れ
た
も

し

ば

い
く

の
で
あ

っ
た
。
ち
な
み
に
、

の
ち
に
第
八
代
皇
帝
簡
文
帝
と
な

っ
た
司
馬
呈

あ
ん
せ
き

(初
代
皇
帝
元
帝
の
末
子
)
が
、
「安
石

(謝
安
の
あ
ざ
な
)
は
き

っ
と
出
馬
す
る
。

人
と
楽
し
み
を
と
も
に
す
る
以
上
は

(妓
女
を
伴
い
物
見
遊
山
に
ふ
け
っ
て
い
る

こ
と
を
指
す
)、
人
と
憂

い
を
と
も
に
し
な

い
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
」
と
期
待

を
こ
め
て
予
言
す
る
な
ど
、
謝
安
の
出
馬
を
待
望
す
る
気
運
は
こ
の
こ
ろ
盛
り

上
が
る

一
方
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

官
界
に
乗
り
出
し
た
謝
安

の
初
任
官
は
、
な
ん
と
未
来
の
ラ
イ
バ
ル
桓
温
の

司
馬
で
あ

っ
た
。
兄
の
謝
奕
の
縁
も
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
け

っ
し
て
唐
突
な

選
択
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
ま
ず
相
手
の
手
の
内
を
探
ろ
う
と
す
る
、

な
ん
と
も
大
胆
不
敵
な
や
り
口
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
謝
安
を
自
分
の
司
馬
に

と
要
請
し
た
の
は
桓
温
の
ほ
う
で
あ
り
、
謝
安

の
ほ
う
は
こ
の
見
く
び

っ
た
や

り
方
を
逆
用
し
た
の
だ
か
ら
、
ま
す
ま
す
も

っ
て
食
え
な
い
人
物
で
あ
る
。

こ

こ
う

桓
温
の
司
馬
を
ふ
り
だ
し
に
、
以
後
、
謝
安

は
呉
興
郡

(浙
江
省
)
の
長
官

を

つ
と
め
て
功
績
を
あ
げ
た
の
ち
、
中
央
の
要
職
を
歴
任
し
、
し
だ

い
に
重
み

を
増
し
て
ゆ
く
。
こ
の
間
も
、
桓
温
の
膨
張
ぶ
り
は
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら

ず
、
大
司
馬

(三
公
の
上
の
位
)
に
昇
進
、
太
和
四
年

(三
六
九
)
に
は
、
荊
州

を
拠
点
と
す
る
西
府
軍
団
に
あ
わ
せ
て
、
郡
鑒

に
始
ま
る
京

口
を
拠
点
と
す
る

朝
廷
守
備
軍
た
る
北
府
軍
団
を
も
手
中
に
収
め
る
。
こ
の
時
点
で
、
東
晋
王
朝

は
死
に
体

に
な

っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
ほ
ど
だ
。

こ
う
し
て
着
々
と
布
石
を
打

っ
た
桓
温
は
、
か
ね
て
念
願

の
東
晋
王
朝
簒
奪

は
い

し

ば

え
き

計
画
を
実
現
す

べ
く
、
咸
安
元
年

(三
七

一
)、
第
七
代
皇
帝

の
廃
帝
司
馬
奕

を
退
位
さ
せ
、
傀
儡
皇
帝
と
し
て
簡
文
帝
司
馬
呈
を
立
て
る
。
機
が
熟
せ
ば
、

簡
文
帝
か
ら
禅
譲
を
受
け
る
も
く
ろ
み
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
簡
文

帝
も
さ
る
も
の
、
事
は
そ
う
う
ま
く
運
ば
な
か

っ
た
。
簡
文
帝
は
即
位
と
同
時

お
う
た
ん
し

に
、
桓
温
に
対
す
る
防
波
堤
と
し
て
謝
安

と
王
坦
之

(琅
邪
の
王
氏
と
は
別
系

た
い
げ
ん

統
の
名
門
貴
族

「太
原
の
王
氏
」
に
属
す
る
)
を
侍
中

(皇
帝
の
顧
問
)
に
任
用

し
、
周
到
に
対
策
を
練

っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
即
位
の
翌
年
、
簡
文
帝
は

こ
う
ぶ

し

ば

よ
う

死
去
し
た
が
、
臨
終
に
あ
た
り
後
継
者
と
し
て
幼

い
三
男
の
孝
武
帝
司
馬
曜
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陽夏の謝氏

(三
七
ニ
ー
三
九
六
在
位
)
を
指
名
し
、
桓

温
に
そ
の
輔
佐
を
命
じ
た
。
当
然
、

自
分
に
帝
位
が
譲
ら
れ
る
も
の
と
思

っ
て

い
た
桓
温
は
激
怒
し
、
謝
安
と
王
坦

之
が
陰
で
画
策
し
た
の
で
は
な
い
か
と
疑

い

(そ
の
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
)、

彼
ら
を
殺
害
し
よ
う
と
決
意
す
る
。
こ

の
事
件
は
は
な
は
だ
有
名

で
あ
り
、

『世
説
新
語
』
雅
量
篇
に
収
め
ら
れ
た

エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
、
次
の
よ
う
に
描
か

れ
て
い
る
。

桓
公

(桓
温
)
は
武
装
兵
を
し
の
ば

せ
て
宴
会
を
も
よ
お
し
、
広
く
朝
臣

を
招
待
し
て
、
そ
の
機
会

に
謝
安
と
王
坦
之
を
殺
し
て
し
ま
お
う
と
し
た
。

王
坦
之
は
は
な
は
だ
う
ろ
た
え
、
謝

安
に
た
ず
ね
た
。
「
い
っ
た

い
ど
う

し
た
も
の
だ
ろ
う
」
。
謝
安
は
顔
色
も
変
え
ず

に
、
文
度

(王
坦
之
の
あ
ざ

な
)
に
言

っ
た
。
「東
晋
王
朝

の
存

亡
は
、
わ
れ
ら
の
行
動

ひ
と

つ
に
か

か

っ
て
い
る
の
だ
」
。

二
人
そ
ろ

っ
て

(桓
温
の
前
に
)
進

み
出
る
と
、
王
坦
之

の
恐
怖
の
あ
り

さ
ま
は
ま
す
ま
す
表
情
に
あ
ら
わ
れ
、
謝
安
の
ゆ

っ
た
り
し
た
落
ち
着
き

ぶ
り
は
い
よ
い
よ
顔
に
あ
ら
わ
れ
た
。
階
段
を
め
ざ
し
て
席
に
進
ん
だ
ち

ら
く
か

し
ょ
せ
い
え
い

よ
う
ど
そ
の
時
、
(謝
安
は
)
「
洛
下

書
生
詠
」
を
う
な
り
、
「浩
浩
た
る

お
お洪

い
な
る
流
れ
」
の
詩
を
う
た

っ
た
。
桓
温
は
そ
の
気
宇
壮
大
さ
を
は
ば

か
り
、
そ
こ
で
さ

っ
そ
く
武
装
解
除

さ
せ
た
。

王
坦
之
と
謝
安
は
そ
れ
ま
で
名
声
が
等
し
か
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
で
は
じ

め
て
優
劣
が
つ
い
た
。

「
洛
下
書
生
詠
」
は
鼻
に
か
か

っ
た
だ
み
声

で
歌
う

の
が
習

い
で
あ
り
、
鼻
疾

の
あ

っ
た
謝
安
は
こ
れ
が
得
意
だ

っ
た
と
さ
れ
る
。
桓
温
は
謝
安

の
こ
の

一
世

一
代

の
大
芝
居

に
圧
倒
さ
れ
、
千
載

一
遇

の
機
会
を
逃
し
て
し
ま
う
。
桓
温
も

ま
た
武
力

一
点
張
り
の
軍
人
で
は
な
く
、
東
晋
貴
族
社
会

の

一
員
で
も
あ

っ
た

た
め
、
謝
安
が
仕
掛
け
た
心
理
作
戦
の
土
俵
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
、
完
敗
し
た

の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
土
俵
際
で
ふ
み
と
ど
ま
り
逆
襲
を
か
け
た
謝
安
の
お
か
げ

で
、
死

に
体

の
東
晋
王
朝
は
奇
跡
的

に
息
を
ふ
き
か
え
し
た
。

一
方
、
桓
温
は
こ
れ
が

ケ
チ
の

つ
き
は
じ
め
、
こ
の
事
件

の
翌
年

の
寧
康
元
年

(三
七
三
)、
簒
奪
を

目
前

に
し
な
が
ら
、
無
念
の
病
死
を
遂
げ
る
。

約
三
十
年
に
わ
た
り
東
晋
王
朝
を
揺
さ
ぶ

っ
た
桓
温
の
死
後
、
謝
安
が
ト
ッ

プ
の
座

に
つ
き
、
政
権
を
担
当
し
た
。
彼
は
東
晋
初
期

の
王
導
に
似
た
タ
イ
プ

の
政
治
家
で
あ
り
、
緊
張
の
激
化
を
避
け
、
各
勢
力
と
の
融
和
を
は
か
る
こ
と

を
旨
と
し
た
。
こ
の
謝
安
の
穏
や
か
な
手
法
が
功
を
奏
し
、
東
晋
王
朝
は
し
ば

し
安
定
を
取
り
も
ど
す
。
こ
れ
は
同
時
に
陽
夏
の
謝
氏

の
絶
頂
期
で
も
あ

っ
た
。

今
や
、
謝
氏

一
族
は
琅
邪
の
王
氏
に
ひ
け
を
と
ら
な
い
東
晋
き

っ
て
の
大
貴
族

と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

謝
氏

の
栄
光
を
さ
ら
に
輝

か
せ
た
の
は
、
太
元
八
年

(三
八
三
)
、
謝
安

の

お

い

し
ゃ
せ

き

従
子
謝
玄
が
叔
父
の
謝
石

(謝
安
の
弟
、
謝
哀
の
五
男
)
と
と
も
に
、
わ
ず

か

八
千

の
東
晋
精
鋭
軍
を
率

い
て
、
華
北
を
統

一
し
た
前
秦

の
百
万
に
の
ぼ
る
大
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軍
を
こ
て
ん
ぱ
ん
に
撃
破
し
、
予
期
せ
ぬ
大
勝
利
を
あ
げ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ

の

「肥
水

の
戦

い
」
の
勝
利

に
よ
り
、
東

晋
は
北
方
異
民
族
の
脅
威
か
ら
解
放

さ
れ
た
の
だ

っ
た
。

謝
尚
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
陽
夏

の
謝
氏
に
は
軍
事
的
才
能

の
血
統
が
あ
り
、

謝
玄
は
こ
れ
を
み
ご
と
に
受
け
継

い
だ
と

い
え
よ
う
。
付
言
す
れ
ぼ
、
謝
玄
は

え
ん

肥
水
の
戦

い
の
六
年
前
、
太
元
二
年

(三
七
七
)
に
謝
安

の
推
薦
で
亮
州
刺
史

に
就
任
、
す
で
に
北
府
軍
団
の
リ
ー
ダ
ー
と
な

っ
て
い
る
。
行
政
の
謝
安
、
軍

事
の
謝
玄

の
二
人
三
脚
は
、
肥
水
の
戦

い
の
勝
利

に
よ

っ
て
、
ま
す
ま
す
強
固

な
も
の
と
な

っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
二
年
後

の
太
元
十
年

(三
八
五
)、
謝
安
が
六
十
六
歳

で
死

去
し
た
直
後
か
ら
、
ま
た
も
暗
雲
が
た
だ
よ
い
は
じ
め
る
。
謝
安
の
死
後
、
実

し

ぱ

ど
う
し

権
を
に
ぎ

っ
た
の
は
、
孝
武
帝
の
弟
司
馬
道
子
で
あ
る
。
司
馬
道
子
は
取
り
巻

き
と
と
も
に
や
り
た
い
放
題
、
そ
の
腐
敗

ぶ
り
に
は
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
も

の
が
あ
り
、
み
る
み
る
う
ち
に
混
乱
が
深
ま
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
、
謝

玄
は
体
調
が
す
ぐ
れ
な
か

っ
た
せ
い
も
あ
り
、
謝
安
の
死
の
二
年
後
、
太
元
十

二
年

(三
八
七
)、
み
ず
か
ら
申
し
出
て
、
亠兌
州

お
よ
び
徐
州
刺
史
を
辞
任
、

北
府
軍
団
リ
ー
ダ
ー
の
地
位
を
下
り
て
、
謝
氏

の
根
拠
地
会
稽

の
長
官
に
転
任

し
た
。
こ
の
翌
年
、
謝
玄
は
会
稽
で
病
没

し
て
い
る
か
ら
、
実
際
に
体
も
わ
る

か
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
司
馬
道
子
の
専
横

ぶ
り
に
す

っ
か
り
嫌
気
が
さ
し
た
も

の
と
見
え
る
。

こ
う
し
て
豪
胆
な
謝
安
に
つ
づ
き
、
武
勲
赫
赫
た
る
謝
玄
も
退
場
し
た
後
、

束
晋
王
朝
の
屋
台
骨
は
傾
く

一
方
と
な
る
。

そ
の
後
の
陽
夏
の
謝
氏

東
晋
王
朝

の
衰
退
は
、
太
元
二
十

一
年

(三
九
六
)、
孝
武
帝
が
変
死
し
、

そ
の
長
男
で
暗
愚
そ
の
も
の
の
安
帝
が
即
位
す
る
や
、
ま
す
ま
す
ひ
ど
く
な
る
。

か
く
て
、
隆
安
元
年

(三
九
七
)
お
よ
び

二
年

に
か
け
、
北
府
軍
団
の
リ
ー
ダ

お
う
き
よ
う

ー
と
な

っ
た
王
恭

(太
原
の
王
氏
)
は
、
司
馬
道
子

一
派
の
専
横
ぶ
り
に
業
を

煮
や
し
て
二
度

に
わ
た

っ
て
挙
兵
す
る
。
こ
の
と
き
、
西
府
軍
団
の
リ
ー
ダ
ー

い
ん
ち
ゆ
う
か
ん

か
ん
げ
ん

殷

仲

堪
と
桓
温

の
息
子
桓
玄

(三
六
九
ー
四
〇
四
)
も
こ
れ
に
呼
応
し
兵
を
挙

げ
た
が
、
王
恭
は
部
下
の
裏
切
り
で
敗
死
し
て
し
ま
う
。
ま
も
な
く

(隆
安
三

年
)、
桓
玄
は
殷
仲
堪
を
滅
ぼ
し
て
西
府
軍
団
を
掌
握
、
父
桓
温
の
果
た
せ
な

か

っ
た
東
晋
簒
奪
に
向
け
て
大
き
く

一
歩
踏
み
出
す
。

こ
う
し
て
東
晋
王
朝

の
内
部
崩
壊

の
兆
し
が
顕
著
と
な

っ
た
こ
ろ
、
道
教

の

ご

と

べ
い
ど
う

そ
ん
お
ん

一
派
五
斗
米
道
を
奉
ず
る
孫
恩
を
領
袖
と
す
る

「
孫
恩
の
乱
」
が
勃
発
、
ま
た

く
ま
に
困
窮
し
た
民
衆

の
支
持
を
得
て
、
東
晋
の
東
南
部
を
席
捲
し
た
。
陽
夏

の
謝
氏
の
な
か
に
も
、
孫
恩
の
乱
に
巻
き
こ
ま
れ
命
を
落
と
し
た
者
が
少
な
く

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
あ

っ
ぱ
れ
だ

っ
た
の
は
、
か
の
謝
安

の
姪
の
聡
明
な
謝

道
蘊
で
あ
る
。
彼
女
は
当
時
、
会
稽

の
長
官
だ

っ
た
夫
の
王
凝
之
と
と
も
に
会

稽
に
在
住
し
て
い
た
。
孫
恩
軍
の
攻
撃
を
受
け
、
夫
も
息
子
も
殺
害
さ
れ
た
も

の
の
、
彼
女
は
み
ず
か
ら
刀
を
ふ
る

っ
て
、
屋
敷

に
攻
め
寄
せ
た
反
乱
軍
と

堂
々
と
渡
り
合
い
、
そ
の
気
迫
に
圧
倒
さ
れ
た
孫
恩
は
手
を
下
す
こ
と
が
で
き
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陽夏の謝氏

な
か

っ
た
と
い
う
。
毅
然
た
る
謝
道
蘊
は
そ
の
後
、
謝
氏

一
族
に
ゆ
か
り
の
深

い
会
稽

の
地
で
、
人
々
に
敬
愛
さ
れ
な
が

ら
平
穏
な
老
後
を
送

っ
た
の
だ

っ
た
。

四
年

に
わ
た

っ
た
孫
恩
の
乱
は
、
元
興

元
年

(四
〇
二
)
、
よ
う
や
く
平
定

さ
れ
た
。
こ
の
間
、
荊
州
で
成
り
行
き
を
う
か
が

っ
て
い
た
桓
玄
は
、
討
伐
軍

を
差
し
向
け
よ
う
と
す
る
東
晋
政
権

の
先
手
を
打
ち
、
す
ば
や
く
長
江
を
攻
め

く
だ

っ
て
、
首
都
建
康
を
制
圧
、
諸
悪
の
根
源
た
る
司
馬
道
子
父
子
、
お
よ
び

り
ゆ
う
ろ
う
し

王
恭
を
裏
切

っ
て
北
府
軍
団
を
支
配
し
た
劉

牢
之
を
殺
害
し
た
。
翌
年
、
桓

玄
は
安
帝
を
退
位
さ
せ
、
み
ず
か
ら
即
位

す
る
。
父
桓
温
が
ほ
ぼ
三
十
年

か
か

っ
て
果
た
せ
な
か

っ
た
夢
を
、
息
子
の
桓
玄
は
末
期
的
な
時
代
状
況
の
な
か
で
、

ま
た
た
く
ま
に
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
桓
玄
の
天
下
は
わ
ず
か
百
日

し
か

つ
づ
か
な
か

っ
た
。
孫
恩
の
乱

り
ゆ
う
ゆ
う

平
定
に
功
績

の
あ

っ
た
北
府
軍
団

の
中
堅

将
校
、
劉

裕

(三
五
六
-
四
二
二
)

を
中
心
と
す
る
ク
ー
デ
タ
に
よ

っ
て
建
康

を
追
わ
れ
殺
害
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
貴
族
社
会
と
は
根

っ
か
ら
無
縁
な
叩

き
上
げ

の
軍
人
、
劉
裕
が
し
だ
い
に

勢
力
を

つ
よ
め
、
東
晋
の
命
運
を
に
ぎ
る
実
力
者
と
な

っ
て
ゆ
く
。
彼
は
十
七

年
に
わ
た
る
周
到
な
準
備
期
間
を
経

て
、
永
初
元
年

(四
二
〇
)、

つ
い
に
東

晋
を
滅
ぼ
し

て
即
位

(武
帝
)、
宋

(劉
宋
)
王
朝

(四
二
〇
1

四
七
九
)
を
立

て
る
。

東
晋
末
か
ら
劉
宋
に
か
け
て
、
陽
夏
の
謝
氏

の
う
ち
、
も

っ
と
も
目
立

っ
た

し
や
れ
い
う
ん

存
在
は
、
謝
玄

の
孫
謝
霊
運

(三
八
五
-

四
三
三
)
で
あ
る
。
謝
霊
運
は
繊
細

な
美
意
識
に
よ

っ
て
、
陰
影

に
富
む
自
然

の
美
を
歌
い
、
「山
水
詩
」

の
ジ

ャ

ン
ル
を
確
立
し
た
六
朝
き

っ
て
の
大
詩
人
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
粗
野
な
新
興
貴

族
陽
夏

の
謝
氏
も
代
を

へ
て
、

つ
い
に
華
麗

に
し
て
繊
細
な
作
風
の
大
詩
人
を

生
む
に
い
た

っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。
も

っ
と
も
、
謝
霊
運
は
政
治
的
セ
ン
ス
に

欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
け

っ
き
ょ
く
反
乱
罪
に
と
わ
れ
て
逮
捕

・
処
刑
さ
れ
、

非
業
の
最
期
を
遂
げ
た
。
謝
霊
運

の
死
か
ら
約
三
十
年
後

に
生
を
う
け
、
清
新

せ
い

し
や
ち
よ
う

な
作
風

で
知
ら
れ
る
斉

の
詩
人
、
謝
眺

(四
六
四
-
四
九
九
)
も
陽
夏
の
謝
氏

(高
祖
父
が
謝
安
の
弟
)
で
あ
り
、
謝
霊
運
が

「大
謝
」
と
呼
ば
れ
る
の
に
対
し
、

「
小
謝
」
と
呼
ば
れ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
小
謝
た
る
謝
眺
も
ま
た
事
件
に
巻

き
こ
ま
れ
、
獄
死
し
て
い
る
。

漢
民
族

の
南
朝
は
東
晋
滅
亡
後
、
劉
宋
か
ら
斉

(四
七
九
-
五
〇
二
)、
さ
ら

に
は
梁

(五
〇
二
ー
五
五
七
)、
陳

(五
五
七
ー
五
八
九
)

へ
と
、
短

い
周
期

で

王
朝
交
替
を
繰
り
返
し
た
。
こ
の
間
、
陽
夏
の
謝
氏
は
と
き
に
は
権
力
中
枢
と

密
着
し
、
ま
た
と
き
に
は
排
除
さ
れ
な
が
ら
、
め
ん
め
ん
と
そ
の
命
脈
を
保
ち

つ
づ
け
た
。
政
争
の
渦
中
で
、
謝
霊
運
や
謝
眺
の
よ
う
に
非
業

の
最
期
を
遂
げ

た
者
も
数
多

い
が
、
そ
れ
で
も
、
大
貴
族
の
末
裔
た
ち
は
し
ぶ
と
く
生
き
つ
づ

け
、
家
門
を
保
ち
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。

陽
夏

の
謝
氏
の
完
全
な
落
日
は
、
南
朝
最
後

の
王
朝
陳

の
滅
亡
と
と
も
に
や

っ
て
き
た
。
開
皇
元
年

(五
八
九
)
、
陳
が
北
朝
隋

の
初
代
皇
帝
文
帝
に
よ

っ

て
滅
ぼ
さ
れ
た
と
き
、
わ
ず
か
に
生
き
残

っ
た
陽
夏
の
謝
氏

の
末
裔
も
絶
滅
し

た
の
で
あ
る
。
東
晋
の
成
立
か
ら
数
え
て
二
七
二
年
、
陽
夏

の
謝
氏
は
ま
さ
に

南
朝
と
運
命
を
と
も
に
し
た
と

い
え
よ
う
。
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