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は
じ
め
に

東
晋
の
名
将
と
し
て
著
名
な
陶
侃
は
、「
渓
」①

出
身
の
非
漢
族
武
将
と
し
て
理
解
さ

れ
る
事
が
多
い
。
例
え
ば
郭
沫
若
は
「
陶
侃
は
そ
も
そ
も
東
晋
時
代
に
お
け
る
少
数

民
族
の
渓
族
で
あ
っ
た
」②

と
述
べ
て
い
る
。
郭
の
言
説
を
見
る
に
、「
少
数
民
族
の
渓

族
」
が
存
在
す
る
事
は
所
与
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
も
そ

も
陶
侃
が
非
漢
族
で
あ
る
「
渓
」
だ
と
主
張
し
始
め
た
の
は
周
一
良
で
あ
り
、
陳
寅

恪
も
同
種
の
意
見
を
提
出
し
て
い
る③
。
そ
し
て
周
に
せ
よ
陳
に
せ
よ
「
溪
」
を
種
族

の
名
前
で
あ
る
と
見
做
し
て
い
る
の
は
、
彼
ら
の
論
の
書
き
方
か
ら
推
し
て
お
そ
ら

く
間
違
い
な
い④
。

斯
く
非
漢
族
と
見
做
さ
れ
る
「
渓
」
で
あ
る
が
、
呂
春
盛
に
よ
る
と
六
朝
時
代
の

「
渓
族
」
は
「
必
ず
し
も
一
つ
の
明
確
な
種
族
集
団
の
名
称
な
の
で
は
な
く
、当
時
の

非
漢
族
集
団
の
一
つ
で
あ
る
『
蛮
』
の
一
部
分
を
指
し
示
す
言
葉
で
あ
っ
た
と
理
解

す
べ
き
」⑤

と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
南
方
の
非
漢
族
を
指
す
語
で
あ
り
つ
つ
、
特
定
の

種
族
名
で
は
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

何
れ
の
見
方
を
す
る
に
せ
よ
、
陶
侃
が
非
漢
族
視
さ
れ
て
い
る
点
に
は
変
わ
り
が

な
い
。
郭
ら
と
呂
の
間
に
は
、
非
漢
族
で
あ
る
事
を
意
味
す
る
「
渓
」
の
語
が
特
定

の
種
族
名
な
の
か
、
よ
り
広
範
に
非
漢
族
を
指
し
示
す
の
か
、
と
い
う
違
い
が
あ
る

だ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
果
た
し
て
そ
も
そ
も
陶
侃
は
非
漢
族
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
「
渓
」

と
は
南
方
の
非
漢
族
を
指
す
言
葉
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、
な
お
検
討
す
る
余

地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
と
言
う
の
も
、
陶
侃
が
「
渓
」
と
い
う
非
漢
族

で
あ
る
と
さ
れ
る
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
『
世
説
新
語
』
の
記
事
に
、
疑
問
無
し

と
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
記
事
と
は
陶
侃
を
「
渓
狗
」
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る

が
（
詳
細
は
後
述
）、
こ
の
「
渓
狗
」
と
い
う
語
に
対
し
て
、
余
嘉
錫
は
南
朝
の
人
が

江
右
人
―
長
江
下
流
部
以
西
の
地
域
に
居
住
す
る
人
―
を
呼
ぶ
語
で
あ
る
と
注
釈

し
、
そ
こ
に
種
族
性
を
見
出
さ
な
い
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
近
年
で
は
魏

斌
が
こ
の
説
を
評
価
し
て
い
る⑥
。

他
方
、
石
川
忠
久
は
、
陳
寅
恪
が
陶
侃
を
「
渓
族
」
と
し
た
根
拠
を
、
①
「
渓
狗
」

と
呼
ば
れ
た
こ
と
、
②
雷
沢
で
漁
を
し
て
い
た
事
、
③
陶
侃
が
住
ん
で
い
た
廬
江
が

「
渓
族
」
の
居
住
地
で
あ
っ
た
事
、
の
三
点
に
整
理
し
、
①
は
「
渓
狗
」
が
荊
州
一
帯

の
人
士
に
対
す
る
罵
言
で
あ
る
と
し
、
②
は
状
況
証
拠
に
過
ぎ
ず
、
③
は
呉
の
平
定

以
前
は
鄱
陽
に
居
た
の
だ
か
ら
考
慮
す
る
必
要
が
な
い
、
と
批
判
す
る⑦
。
但
し
、
①

と
②
の
批
判
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
史
料
を
引
い
て
の
考
証
を
し
て
お
ら
ず
、
検
証

す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
③
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
陳
寅
恪
は
西
晋
に
よ
る
呉

の
平
定
の
後
に
非
漢
族
が
廬
江
に
徙
民
さ
れ
た
結
果
、
廬
江
が
「
渓
族
」
の
居
住
す

る
地
に
な
っ
た
と
推
定
し
て
お
り⑧
、
そ
う
で
あ
れ
ば
徙
民
以
前
の
居
住
地
を
持
ち
出

し
た
批
判
は
論
点
が
ず
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
を
要
す
る
に
、
陶
侃
が
「
渓
族
」
で
は
な
い
と
い
う
視
点
は
既
に
提
出
さ
れ

て
い
る
も
の
の
、
周
一
良
や
陳
寅
恪
に
対
す
る
系
統
だ
っ
た
批
判
を
形
成
す
る
に
は

陶
侃
出
自
考

―
六
朝
時
代
に
お
け
る
「
渓
」
再
考
―

小　
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及
ん
で
い
な
い
と
思
し
い
。
ま
た
、「
渓
」
が
南
方
の
非
漢
族
を
指
す
と
い
う
事
の
是

否
に
つ
い
て
は
、
検
討
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

呂
春
盛
は「
陶
侃
と
陶
淵
明
の
出
自
が
渓
族
で
あ
る
事
は
、定
説
と
な
っ
た
と
言
っ

て
良
い
だ
ろ
う
」⑨

と
概
観
す
る
が
、
右
に
見
た
よ
う
に
「
渓
」
が
非
漢
族
で
あ
る
事

を
所
与
の
前
提
と
し
、「
渓
狗
」
と
呼
ば
れ
る
陶
侃
を
「
渓
と
い
う
非
漢
族
」
だ
と
理

解
す
る
の
は
、
な
お
検
討
す
る
余
地
が
存
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
こ
の
問

題
を
出
発
点
と
し
、
陶
侃
の
出
自
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
後
、
そ
れ
を
手
掛
か
り

と
し
て
六
朝
に
お
け
る
「
渓
」
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

一
、
陶
侃
「
渓
族
」
説
の
再
検
討

こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
、
陶
侃
「
渓
族
」
説
の
中
心
的
な
根
拠
と
さ
れ
て
き

た
の
は
、
以
下
の
二
つ
の
史
料
で
あ
る
。

『
晋
書
』
巻
六
十
六
、
陶
侃
伝
、
史
臣
曰
条

士
行 

望
は
世
族
に
非
ず
、
俗
は
諸
華
に
異
な
る
も
、
陬
落
の
間
に
拔
萃
さ
れ
、

髦
儁
の
列
に
比
肩
し
、
超
え
て
外
相
に
居
り
、
宏
く
上
流
を
總
ぶ
。

（
士
行
望
非
世
族
、
俗
異
諸
華
、
拔
萃
陬
落
之
間
、
比
肩
髦
儁
之
列
、
超
居
外
相
、
宏
總

上
流
。）

『
世
説
新
語
』
容
止

別
日
、
溫
（
嶠
）
庾
（
亮
）
に
陶
（
侃
）
に
見
ゆ
る
を
勸
む
も
、
庾 

猶
豫
し
て
未

だ
往
く
能
わ
ず
。
溫 

曰
く
「
溪
狗
は
我
が
悉
す
る
所
、
卿 

但
だ
之
に
見
え
よ
。

必
ず
憂
無
き
な
り
」
と
。
庾 

風
姿
神
貌
、陶 

一
見
し
て
便
ち
觀
を
改
め
。
談
宴

し
て
日
を
竟
え
、
愛
重 

頓と
み

に
至
る
。

（
別
日
、
溫
勸
庾
見
陶
、
庾
猶
豫
未
能
往
。
溫
曰
「
溪
狗
我
所
悉
、
卿
但
見
之
。
必
無
憂

也
。」
庾
風
姿
神
貌
、
陶
一
見
便
改
觀
。
談
宴
竟
日
、
愛
重
頓
至
。）

特
に
重
要
視
さ
れ
る
の
が
、『
晋
書
』
の
「
俗
異
諸
華
」
と
、『
世
説
新
語
』
の
「
溪

狗
」
と
で
あ
る
。
ま
ず
『
晋
書
』
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
言
説
が
陶
侃
の
種

族
的
出
自
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
北
人
と
南
人
の
関
係
を
描
写
し
た
も
の

で
あ
っ
た
の
か
は
判
断
し
難
い
点
を
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
言
う
の
も
、

平
呉
以
降
の
旧
孫
呉
人
士
は
、
西
晋
に
お
い
て
南
人
と
い
う
一
段
低
い
地
位
に
置
か

れ
た
か
ら
で
あ
り⑩
、
そ
し
て
陶
侃
自
身
も
、

『
晋
書
』
巻
六
十
六
、
陶
侃
伝

伏
波
將
軍
の
孫
秀
は
亡
國
の
支
庶
な
る
を
以
て
、
府
望 

顯
な
ら
ず
、
中
華
の
人

士
は
掾
屬
と
爲
る
を
恥
と
す
。
侃
の
寒
宦
な
る
を
以
て
、召
し
て
舍
人
と
爲
す
。

（
伏
波
將
軍
孫
秀
以
亡
國
支
庶
、
府
望
不
顯
、
中
華
人
士
恥
爲
掾
屬
。
以
侃
寒
宦
、
召
爲

舍
人
。）

と
あ
る
如
く
、「
中
華
人
士
」
と
は
異
な
る
存
在
（
即
ち
南
人
）
だ
と
見
做
さ
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
史
料
は
、
旧
孫
呉
の
宗
室
で
あ
る
孫
秀
の
府
に
就
職
し
た
い

人
が
「
中
華
人
士
」
の
中
に
い
な
か
っ
た
の
で
、「
寒
宦
」
で
あ
る
陶
侃
が
そ
こ
に
就

職
し
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
な
れ
ば
南
人
で
あ
る
孫
秀
や
陶
侃
が
「
中
華
人
士
」

扱
い
さ
れ
て
い
な
い
と
見
做
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
陶
侃
は「
中
華
人
士
」

（
即
ち
北
人
）
と
異
な
る
南
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、「
俗
異
諸
華
」
も
か
か
る
差
異
に

基
づ
い
た
表
現
で
あ
っ
た
可
能
性
は
否
定
し
き
れ
な
い⑪
。

従
っ
て
、『
晋
書
』
史
臣
曰
条
の
文
は
、
陶
侃
を
南
人
と
見
做
し
た
も
の
だ
と
解
釈

し
て
も
成
立
し
得
る
。
な
れ
ば
、
こ
れ
を
以
て
陶
侃
が
非
漢
族
で
あ
っ
た
と
断
定
す

る
の
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
確
実
に
南
人
と
し
て
の
評
価
が
記
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
と
も
言
え
ず
、
漢
人
で
あ
っ
た
と
す
る
根
拠
に
も
し
難
い
。
斯
く
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『
晋
書
』該
文
を
以
て
陶
侃
の
出
身
を
判
断
す
る
の
が
難
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い

の
で
あ
れ
ば
、
次
は
『
世
説
新
語
』
の
「
渓
狗
」
に
つ
い
て
見
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

既
に
述
べ
た
如
く
、『
世
説
新
語
』
に
注
解
を
加
え
た
余
嘉
錫
は
「
渓
狗
」
に
種
族

的
な
意
味
を
見
出
し
て
い
な
い
。
よ
り
具
体
的
に
言
う
な
ら
ば
、余
嘉
錫
は
「
渓
狗
」

と
は
「
南
朝
の
士
人
は
江
右
の
人
を
渓
狗
と
呼
ぶ
」⑫

語
と
し
て
お
り
、
種
族
で
は
な

く
地
域
に
由
来
す
る
侮
蔑
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
め
た
呼
称
だ
と
し
て
い
る⑬
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
陶
侃
へ
向
け
ら
れ
た
「
渓
狗
」
の
字
義
を
解
す
る
に
お
い

て
は
、「
渓
」
字
に
種
族
を
指
し
示
す
意
味
が
有
る
の
か
否
か
が
争
点
と
な
る
だ
ろ

う
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
も
し
「
渓
」
字
に
種
族
を
意
味
す
る
義
が
な
い
の
で
あ
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
単
な
る
南
方
人
、
特
に
江
右
を
出
身
と
す
る
人
へ
の
称
謂
と
す
る
余

嘉
錫
の
解
釈
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。こ
の
点
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、

『
南
史
』
巻
四
十
七
、
胡
諧
之
伝
に
注
目
し
た
い
。
南
斉
武
帝
期
の
史
料
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
周
一
良
も
陳
寅
恪
も
「
渓
族
」
存
在
の
論
拠
と
し
て
取
り
上
げ
る
史
料
で
あ

る
。

上 

方
に
奬
す
る
に
貴
族
の
盛
姻
を
以
て
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
諧
之
の
家
人
の
語

は

音
に
し
て
正
し
か
ら
ざ
る
を
以
て
、
乃
ち
宮
内
の
四
五
人
を
遣
わ
し
て
諧

之
の
家
に
往
き
子
女
に
語
を
教
え
し
む
。
二
年
の
後
、
帝 

問
い
て
曰
く
「
卿
の

家
人
の
語
音 

已
に
正
し
き
や
未
だ
し
や
」
と
。
諧
之 

答
え
て
曰
く
「
宮
人
は
少

く
、
臣
の
家
人
は
多
け
れ
ば
、
唯
だ
正
音
を
得
る
能
わ
ざ
る
の
み
に
非
ず
、
遂

に
宮
人
を
し
て
頓
に

語
を
成
さ
し
む
」
と
。
帝 

大
い
に
笑
い
、
徧
く
朝
臣
に

向
け
て
之
を
説
く
。

（
上
方
欲
奬
以
貴
族
盛
姻
、
以
諧
之
家
人
語

音
不
正
、
乃
遣
宮
内
四
五
人
往
諧
之
家
教

子
女
語
。
二
年
後
、
帝
問
曰
「
卿
家
人
語
音
已
正
未
。」
諧
之
答
曰
「
宮
人
少
、
臣
家
人

多
、
非
唯
不
能
得
正
音
、
遂
使
宮
人
頓
成

語
。」
帝
大
笑
、
徧
向
朝
臣
説
之
。）

こ
こ
に
明
ら
か
な
如
く
、
胡
諧
之
の
家
に
は
「

音
」
な
る
「
正
音
」
と
は
異
な
る

発
音
が
存
在
し
た
。「
正
音
」
を
操
る
宮
人
が
却
っ
て
「

音
」
を
話
す
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、「

音
」
と
「
正
音
」
と
が
全
く
異
な
る
言
語
で
あ
っ
た

と
は
考
え
難
い
。
少
な
く
と
も
、
両
者
が
相
互
に
影
響
を
与
え
合
う
事
が
で
き
る
程

に
は
、「

音
」
と
「
正
音
」
と
の
距
離
は
近
か
っ
た
と
見
て
良
い
。

さ
て
、
こ
こ
で
胡
諧
之
は
「

音
」
を
話
す
事
に
特
に
後
ろ
め
た
い
気
持
ち
を
抱

い
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
却
っ
て
堂
々
と
家
人
の
影
響
を
受
け
た
宮
人
が
「

語
」
を
話
す
事
を
披
歴
し
て
い
る
。
斯
様
な
態
度
を
持
つ
胡
諧
之
で
あ
る
が
、「

狗
」
と
呼
ば
れ
る
と
一
転
し
て
怒
り
を
露
わ
に
し
て
い
る
。『
南
史
』
胡
諧
之
伝
は
、

梁
州
刺
史
の
范
柏
年
に
就
き
て
佳
馬
を
求
め
ん
と
す
る
も
、
柏
年 

之
を
患
い
、

使
に
謂
い
て
曰
く
「
馬
は
狗
子
に
非
ず
、
那
ぞ
無
極
の
求
に
應
ず
る
を
爲
す
を

得
べ
け
ん
や
」
と
。
使
人
に
接
す
る
こ
と
薄
く
、
使
人 

恨
を
致
し
て
歸
り
、
諧

之
に
謂
い
て
曰
く
「
柏
年 

云
く
、
胡
諧 

是
れ
何
の

狗
、
無
厭
の
求
あ
る
や
、

と
」
と
。
諧
之 

切
齒
し
て
忿
を
致
す
。

（
就
梁
州
刺
史
范
柏
年
求
佳
馬
、
柏
年
患
之
、
謂
使
曰
「
馬
非
狗
子
、
那
可
得
爲
應
無
極

之
求
。」
接
使
人
薄
、
使
人
致
恨
歸
、
謂
諧
之
曰
「
柏
年
云
、
胡
諧
是
何

狗
、
無
厭
之

求
。」
諧
之
切
齒
致
忿
。）

と
記
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
侮
蔑
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
「

」
の
み
よ
り
も
、「

狗
」

と
二
字
連
な
っ
た
点
に
強
く
表
れ
る
事
に
な
る⑭
。

祖
父
も
官
僚
で
あ
っ
た
胡
諧
之
は
辟
召
に
よ
っ
て
立
身
し
、
後
に
即
位
前
の
南
斉

武
帝
に
辟
召
さ
れ
る
事
に
よ
っ
て
出
世
の
手
掛
か
り
を
得
る⑮
。
た
め
に
、
一
流
の
貴

族
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
も
の
の
、
そ
れ
な
り
の
家
に
属
す
る
士
人
、
即
ち
所
謂

寒
門
で
あ
っ
た
と
見
做
し
て
良
い
だ
ろ
う⑯
。
加
え
て
「

音
」
が
貴
族
と
の
結
婚
の

障
害
に
な
っ
て
は
い
て
も
、「

」
で
あ
る
事
そ
の
も
の
が
結
婚
に
際
し
て
問
題
視
さ
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れ
て
は
い
な
い
点
に
注
目
し
た
い
。
つ
ま
り
、
発
音
が
矯
正
さ
れ
れ
ば
貴
族
と
結
婚

す
る
道
は
開
け
る
（
と
少
な
く
と
も
南
斉
武
帝
は
考
え
て
い
る
）
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ

れ
ば
胡
諧
之
は
非
漢
族
で
あ
っ
た
と
は
考
え
難
く
、
お
そ
ら
く
漢
族
で
あ
っ
た
と
見

做
し
て
良
い
の
で
は
な
い
か
。
即
ち
、
胡
諧
之
伝
に
お
け
る
「

」
は
種
族
的
な
意

味
合
い
を
有
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

右
の
『
南
史
』
を
見
る
に
、
胡
諧
之
は
自
ら
の
発
音
が
正
し
く
な
い
事
を
自
覚
し

て
お
り
、
た
め
に
「

音
」
と
呼
ば
れ
て
も
怒
る
事
が
な
か
っ
た
。
時
の
皇
帝
に
対

し
て
怒
り
を
露
わ
に
出
来
た
か
否
か
と
い
う
問
題
は
あ
る
に
せ
よ
、
却
っ
て
宮
人
が

「

語
」
を
話
す
よ
う
に
な
っ
た
と
自
ら
語
っ
て
い
る
点
か
ら
見
て
、
自
分
の
家
が

「

」
で
あ
る
事
に
つ
い
て
は
、
左
程
拒
否
反
応
を
示
し
て
お
ら
ず
、
隠
す
気
も
な
さ

そ
う
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、「

狗
」
と
言
わ
れ
た
胡
諧
之
は
怒
り
を
露
わ
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
「

狗
」
の
語
は
、
適
当
に
扱
わ
れ
た
使
者
が
范
柏
年
の
発
言
を
捏
造
し
た
も

の
で
あ
る
点
に
注
目
し
た
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
こ
の
事
は
「

狗
」
な
る
語
が
胡

諧
之
を
怒
ら
せ
る
要
素
を
含
ん
で
い
る
と
他
者
か
ら
思
わ
れ
て
い
た
事
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
使
者
の
目
論
み
通
り
、
胡
諧
之
は
范
柏
年
に
含
む

所
を
懐
き
続
け
た⑰
。
か
く
も
胡
諧
之
を
怒
ら
せ
る
言
葉
が
「

狗
」
な
の
で
あ
る
。

「

音
」
や
「

語
」
に
関
係
す
る
彼
の
反
応
と
の
落
差
に
鑑
み
れ
ば
、や
は
り
「

狗
」
と
い
う
語
に
こ
そ
、
よ
り
強
い
侮
蔑
の
意
が
現
れ
て
い
る
と
見
做
す
べ
き
だ
ろ

う
。な

れ
ば
「

」
を
種
族
の
名
称
で
あ
る
と
理
解
す
る
事
は
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

「

音
」
の
件
を
見
る
に
、そ
の
言
葉
は
宮
廷
で
話
さ
れ
る
「
正
音
」
と
近
し
い
関
係

に
あ
る
事
は
間
違
い
な
い
が
、『
後
漢
書
』
列
伝
七
十
六
、
南
蛮
列
伝
に
、

衣
裳
は
班
蘭
に
し
て
、
語
言
は
侏
離
な
り
。〔
侏
離
は
、
蠻
夷
の
語
聲
な
り
。〕

山
壑
に
入
る
を
好
み
、
平
曠
を
樂
ま
ず
。

（
衣
裳
班
蘭
、
語
言
侏
離
。〔
侏
離
、
蠻
夷
語
聲
也
。〕
好
入
山
壑
、
不
樂
平
曠
。）

と
あ
る
如
く
、
南
方
の
非
漢
族
の
言
語
は
「
侏
離
」
と
さ
れ
意
味
が
通
じ
な
い
の
で

あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
も
し
「

音
」
が
南
方
非
漢
族
の
言
語
な
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
宮
廷
の
「
正
音
」
と
か
け
離
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は

相
互
に
影
響
し
合
う
事
が
想
定
さ
れ
る
の
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
か
ら
、
や
は

り
「

」
を
非
漢
族
と
見
做
す
の
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
述
べ
て
き
た
事
を
踏
ま
え
れ
ば
、
陶
侃
に
対
す
る
「
渓
狗
」
の
語
も
、
必

ず
し
も
そ
の
種
族
的
出
自
を
嘲
っ
た
語
で
あ
る
と
は
言
え
ま
い⑱
。
彼
に
向
け
ら
れ
た

「
渓
狗
」
の
語
は
、
そ
の
出
身
地
に
由
来
す
る
「
渓
」
と
い
う
呼
称
に
、
更
に
六
朝
時

代
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
蔑
称
で
あ
る
「
狗
」
を
付
け
加
え
た
語
で
あ
る
と
解
す

べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
陶
侃
が
漁
業
に
従
事
し
て
い
る
事
も
、
彼
が
「
渓
族
」
で
あ
る
論
拠
の
一

つ
と
さ
れ
て
い
る⑲
。
そ
の
史
料
の
一
つ
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
の
が
、『
世
説
新
語
』
賢

媛
の
、陶

公 

少
き
時
、
魚
梁
吏
と
作
る
。
嘗
て
坩
鮓
を
以
て
母
に
餉
る
に
、
母 

鮓
を
封

じ
て
使
に
付
し
、
反
書
し
て
侃
を
責
め
て
曰
く
「
汝 

吏
た
る
に
、
官
物
を
以
て

餉
ら
る
。
唯
だ
益
あ
ら
ざ
る
の
み
に
非
ず
、
乃
ち
吾
が
憂
を
增
す
な
り
」
と
。

（
陶
公
少
時
、
作
魚
梁
吏
。
嘗
以
坩
鮓
餉
母
。
母
封
鮓
付
使
、
反
書
責
侃
曰
「
汝
爲
吏
、

以
官
物
見
餉
。
非
唯
不
益
、
乃
增
吾
憂
也
。」）

で
あ
る
が
、こ
れ
は
明
ら
か
に
吏
の
職
務
と
し
て
漁
業
に
携
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

陶
侃
の
得
た
魚
は
彼
の
母
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
官
物
」
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

こ
れ
を
以
て
漁
業
を
生
業
と
し
て
い
た
と
す
る
の
は
問
題
が
あ
ろ
う
。

加
え
て
、
周
一
良
は
『
世
説
新
語
』
雅
量
に
あ
る
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王
僧
彌
・
謝
車
騎
は
共
に
王
小
奴
の
許
に
集
う
。
僧
彌 

酒
を
舉
げ
て
謝
に
勸
め

て
云
く
「
使
君
に
一
觴
を
奉
ぜ
ん
」
と
。
謝 

曰
く
「
可
な
る
の
み
」
と
。
僧
彌 

勃
然
と
し
て
起
ち
色
を
作
し
て
曰
く
「
汝
は
故
よ
り
是
れ
呉
興
溪
中
に
釣
す
る

碣
な
る
の
み
。
何
ぞ
敢
え
て

張
せ
ん
や
」
と
。

（
王
僧
彌
・
謝
車
騎
共
王
小
奴
許
集
。
僧
彌
舉
酒
勸
謝
云
「
奉
使
君
一
觴
。」
謝
曰
「
可

爾
。」
僧
彌
勃
然
起
作
色
曰
「
汝
故
是
呉
興
溪
中
釣
碣
耳
。
何
敢

張
。」）

を
引
用
し
て
、「
渓
族
」
が
漁
業
を
生
業
と
す
る
種
族
で
あ
っ
た
と
自
説
を
補
強
し
て

い
る
。
周
は
「
呉
興
溪
中
釣
碣
」
の
「
碣
」
字
を
「
狗
」
字
の
書
き
間
違
い
と
見
做

し
、「
呉
興
の
釣
り
を
す
る
渓
族
の
狗
」
と
い
う
意
味
に
解
し
て
い
る
が⑳
、
こ
の
解
釈

は
成
り
立
た
な
い
だ
ろ
う
。
余
嘉
錫
は
「
碣
」
字
を
謝
玄
の
小
字
で
あ
る
と
し
て
お

り㉑
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
こ
の
句
の
意
味
は
「
呉
興
の
谷
川
で
釣
り
を
し
て
い
た
碣

ち
ゃ
ん
」
と
な
る㉒
。
従
っ
て
、
こ
こ
の
「
渓
」
は
「
谷
川
」
と
解
釈
す
る
他
な
い
。

無
理
に
字
句
を
書
き
換
え
な
く
て
も
解
釈
で
き
る
以
上
、
原
文
の
字
に
従
う
の
が
無

難
で
あ
ろ
う
。

以
上
を
要
す
る
に
、
陶
侃
が
非
漢
族
で
あ
る
と
す
る
明
確
な
史
料
的
根
拠
は
存
在

し
な
い
と
い
う
事
に
な
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
陶
侃
の
孫
で
あ
る
陶
淵
明
が
非

漢
族
視
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
見
解
は
、
却
っ
て
間
接
的
に
陶
侃
が
漢
族
で
あ
っ
た

可
能
性
を
支
え
る
で
あ
ろ
う㉓
。
よ
っ
て
、
陶
侃
の
出
自
に
つ
い
て
は
―
暫
定
的
で
あ

る
と
し
て
も
―
漢
族
と
見
做
し
て
お
く
の
が
穏
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

斯
く
て
「
渓
」
と
は
必
ず
し
も
種
族
の
名
前
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
事
が
明
ら
か

と
な
っ
た
。
次
に
見
る
べ
き
は
、
か
か
る
「
渓
」
と
呼
ば
れ
る
人
が
押
し
並
べ
て
非

漢
族
と
関
り
が
な
か
っ
た
か
否
か
の
確
認
で
あ
る
。
以
上
に
見
て
き
た
の
は
、
人
を

指
し
示
す
時
の
「
渓
」
字
は
江
右
人
と
い
う
意
味
を
有
し
て
い
る
、と
い
う
事
で
あ
っ

て
、「
渓
」
と
呼
ば
れ
る
非
漢
族
が
存
在
す
る
か
否
か
ま
で
は
論
が
及
ん
で
い
な
い㉔
。

よ
っ
て
、
章
を
改
め
て
「
渓
」
字
と
非
漢
族
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
こ
う
。

二
、
六
朝
に
お
け
る
「
渓
」
と
五
渓
蛮
の
関
係

先
行
研
究
の
言
う
所
の
「
渓
族
」
は
、
五
渓
蛮
に
連
な
る
非
漢
族
と
さ
れ
る㉕
。
こ

の
五
渓
蛮
と
は
武
陵
蛮
の
一
種
で
あ
る
。『
水
経
注
』
巻
三
十
七
、
沅
水
条
の
注
に
、

辰
水 

又
た
右
に
沅
水
と
會
し
、
之
を
名
づ
け
て
辰
溪
口
と
爲
す
。
武
陵
に
五
溪

有
り
、
雄
溪
・

溪
・
無
溪
・
酉
溪
と
謂
い
、
辰
溪
は
其
の
一
な
り
。
溪
を
夾

む
は
悉
く
是
れ
蠻
左
の
居
る
所
、
故
に
此
の
蠻
を
五
溪
蠻
と
謂
う
な
り
。

（
辰
水
又
右
會
沅
水
、
名
之
爲
辰
溪
口
。
武
陵
有
五
溪
、
謂
雄
溪
・

溪
・
無
溪
・
酉
溪
、

辰
溪
其
一
焉
。
夾
溪
悉
是
蠻
左
所
居
、
故
謂
此
蠻
五
溪
蠻
也
。）

と
あ
り㉖
、
ま
た
『
続
漢
書
』
志
二
十
二
、
郡
国
志
四
、
荊
州
武
陵
郡
臨
沅
条
に
注
引

さ
れ
る
『
荊
州
記
』
に
は
、

縣
南
の
臨
沅
水
、
水
源
は

牁
且
蘭
縣
に
出
で
、
郡
界
に
至
り
て
分
ち
て
五
谿

を
爲
す
。
故
に
五
谿
蠻
と
云
う
。

（
縣
南
臨
沅
水
、
水
源
出

牁
且
蘭
縣
、
至
郡
界
分
爲
五
谿
。
故
云
五
谿
蠻
。）

と
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
「
溪
」
と
「
谿
」
と
は
相
通
ず
る
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
が
、

『
荊
州
記
』
に
特
に
明
ら
か
な
如
く
、こ
こ
の
「
渓
」
は
水
流
を
指
す
語
で
あ
る
。
更

に
「
渓
」
本
来
の
字
義
に
踏
み
込
ん
で
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
谷
川
の
水
流
と
い
う
事

に
な
ろ
う㉗
。
つ
ま
り
五
渓
蛮
と
は
武
陵
に
あ
る
五
つ
の
「
渓
＝
谷
川
の
水
流
」
に
分

布
す
る
「
蛮
」
を
指
し
示
し
て
い
る㉘
。
五
渓
蛮
の
名
が
以
上
の
如
く
設
定
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
れ
ば
、
五
渓
と
は
あ
く
ま
で
所
在
地
を
示
す
の
で
あ
っ
て
、
非
漢
族
と
し

て
の
意
味
は
「
蠻
」
字
に
こ
そ
あ
る
と
解
さ
れ
よ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、「
渓
」

字
単
体
で
非
漢
族
を
意
味
す
る
か
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
で
は
、
次
に
五
渓
蛮
と
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「
渓
」
字
の
関
係
何
如
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。

前
言
を
翻
す
よ
う
で
あ
る
が
、五
渓
蛮
を
「
谿
」
一
字
で
示
す
用
例
は
存
在
す
る
。

そ
れ
は
『
魏
書
』
巻
九
十
六
、
僭
晋
司
馬
叡
伝
の
記
述
で
あ
る
。

（
司
馬
）
叡 
擾
亂
に
因
り
、
跨
り
て
之
を
有
す
。
中
原
の
冠
帶 

江
東
の
人
を
呼

び
て
、
皆
な
貉
子
と
爲
す
、
狐
貉
の
類
の
若
く
な
れ
ば
云し

か
いう

。
巴
・
蜀
・
蠻
・

・
谿
・
俚
・
楚
・
越
、
鳥
聲
禽
呼
に
し
て
、
言
語 

同
じ
か
ら
ず
、
猴
蛇
魚
鼈

は
、
嗜
慾
皆
な
異
な
れ
り
。
江
山
の
遼
闊
な
る
こ
と
數
千
里
を
將
て
す
れ
ば
、

叡
は
羈
縻
す
る
の
み
、
未
だ
其
の
民
を
制
服
す
る
能
わ
ず
。

（
叡
因
擾
亂
、
跨
而
有
之
。
中
原
冠
帶
呼
江
東
之
人
、
皆
爲
貉
子
、
若
狐
貉
類
云
。
巴
・

蜀
・
蠻
・

・
谿
・
俚
・
楚
・
越
、
鳥
聲
禽
呼
、
言
語
不
同
、
猴
蛇
魚
鼈
、
嗜
慾
皆
異
。

江
山
遼
闊
將
數
千
里
、
叡
羈
縻
而
已
、
未
能
制
服
其
民
。）

こ
こ
に
見
え
る
東
晋
領
域
内
の
非
漢
族
を
列
挙
し
て
い
る
中
の
「
谿
」
は
、
字
と
の

関
連
で
考
え
れ
ば
、
恐
ら
く
五
渓
蛮
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
五
渓
蛮
を
指
し

示
す
「
渓
」
字
の
用
例
を
六
朝
の
正
史㉙
よ
り
抽
出
し
て
み
る
と
、
以
下
の
表
の
如
く

に
な
る
。

【六朝の正史に見える「溪」字を用いた五渓蛮表記法一覧表】
字句 出典
五溪蠻夷 『三国志』巻三十二、蜀書二、先主伝、章武二年条

同巻三十九蜀書九、馬良伝
同巻六十一呉書十六、潘濬伝
『晋書』巻三、武帝本紀、咸寧三年条

五溪 『三国志』巻五十六、呉書十一、朱績伝
同書同巻呂據伝
同書巻五十七、呉書十二、虞翻伝裴注所引『呉書』
同巻六十、呉書十五、鍾離牧伝※二例あり
『南史』巻四十二、豫章文献王嶷伝

五谿夷 『三国志』巻六十、呉書十五、鍾離牧伝
『晋書』巻六十六、陶侃伝

武陵谿蠻 『晋書』巻七十、応詹伝
溪蠻 『宋書』巻八十四、劉胡伝

酉溪蠻㉚ 『南史』巻四十二、豫章文献王嶷伝

武陵酉溪蠻㉛ 『南斉書』巻五十八、蛮伝

武陵五谿蠻夷32 『三国志』巻三十二、蜀書二、先主伝、章武元年条
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即
ち
、
六
朝
の
正
史
に
限
っ
て
見
れ
ば
、「
渓
」
一
字
で
五
渓
蛮
を
表
す
事
例
は
管
見

の
限
り
確
認
出
来
な
い33
。
せ
い
ぜ
い
「
五
溪
」
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ

ば
、『
魏
書
』
の
表
記
は
特
例
的
な
表
現
と
見
做
し
て
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か34
。
確

か
に
「
五
渓
」
を
以
て
五
渓
蛮
を
示
す
用
例
は
あ
る
も
の
の
、こ
こ
か
ら
更
に
「
五
」

字
を
省
略
す
る
事
が
有
り
得
る
だ
ろ
う
か
。
即
ち
、
六
朝
の
正
史
で
は
「
渓
」
一
文

字
が
、
た
ち
ま
ち
五
渓
蛮
の
意
味
に
な
る
と
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
。

次
に
、
五
渓
蛮
の
動
向
を
『
宋
書
』
巻
九
十
七
、
夷
蛮
伝
荊
・
雍
州
蛮
条
よ
り
見

て
み
る
と
、

蠻
は
傜
役
無
く
、
強
者
も
又
た
官
税
を
供
さ
ず
、
結
黨
連
羣
し
、
有
數
百
千
人

を
動
か
し
、
州
郡
の
力 

弱
け
れ
ば
、
則
ち
起
ち
て
盜
賊
と
爲
り
、
種
類 

稍
多

く
、
戸
口
は
知
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
在
る
所
は
多
く
深
險
、
武
陵
に
居
る
者

は
雄
谿
・

谿
・
辰
谿
・
酉
谿
・
舞
谿
有
り
、
之
を
五
谿
蠻
と
謂
う
。
而
か
も

宜
都
・
天
門
・
巴
東
・
建
平
・
江
北
諸
郡
の
蠻
、
居
る
所
は
皆
な
深
山
重
阻
、

人
跡 

罕
に
焉
に
至
る
。
前
世
以
來
、
屢
ゝ
民
患
を
爲
す
。

（
蠻
無
傜
役
、
強
者
又
不
供
官
税
、
結
黨
連
羣
、
動
有
數
百
千
人
、
州
郡
力
弱
、
則
起
爲

盜
賊
、
種
類
稍
多
、
戸
口
不
可
知
也
。
所
在
多
深
險
、
居
武
陵
者
有
雄
谿
・

谿
・
辰

谿
・
酉
谿
・
舞
谿
、
謂
之
五
谿
蠻
。
而
宜
都
・
天
門
・
巴
東
・
建
平
・
江
北
諸
郡
蠻
、
所

居
皆
深
山
重
阻
、
人
跡
罕
至
焉
。
前
世
以
來
、
屢
爲
民
患
。）

と
あ
る
。
彼
ら
は
政
府
に
従
順
で
無
く
、

あ
ら
ば
「
起
ち
て
盜
賊
と
爲
」
る
人
々

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
も
「
前
世
以
來
、
屢
ゝ
民
患
を
爲
」
し
て
き
た
の
で
あ
っ

て
、
例
え
ば
三
国
の
呉
で
も
、
し
ば
し
ば
彼
等
は
統
治
の
障
害
と
し
て
討
伐
の
対
象

と
な
っ
て
軍
事
衝
突
を
引
き
起
こ
し
て
い
た
し35
、
呉
蜀
の
間
に
行
わ
れ
た
夷
陵
の
戦

い
の
折
、
蜀
と
五
渓
蛮
と
が
連
係
し
た
事
も
あ
っ
た
。

『
三
国
志
』
巻
三
十
九
、
蜀
書
九
、
馬
良
伝

東
の
か
た
呉
を
征
す
る
に
及
び
、（
馬
）
良
を
遣
わ
し
て
武
陵
に
入
り
五
溪
の
蠻

夷
を
招
納
せ
し
め
、
蠻
夷
の
渠
帥
皆
な
印
號
を
受
け
、
咸
な
意
指
の
如
く
す
。

（
及
東
征
呉
、
遣
良
入
武
陵
招
納
五
溪
蠻
夷
、
蠻
夷
渠
帥
皆
受
印
號
、
咸
如
意
指
。）

ま
た
、
実
際
に
馬
良
が
五
渓
蛮
を
従
え
て
拠
点
を
構
築
し
て
い
た
事
が
、『
水
経
注
』

巻
三
十
七
、
沅
水
条
の
注
に
記
さ
れ
て
い
る
。

沅
水 

又
た
東
の
か
た
序
溪
と
合
し
、
水
は
武
陵
郡
義
陵
縣
鄜
梁
山
に
出
で
、
西

北
の
流
は
義
陵
縣
に
逕ゆ

く
、王
莽
の
建
平
縣
な
り
。
序
溪
を
治
と
す
。
其
の
城
、

劉
備 

歸
に
之
く
に
、
馬
良 

五
溪
よ
り
出
で
、
蠻
夷
を
綏
撫
し
、
良 

諸
蠻
を

率
い
て
築
く
所
な
り
。
治
む
所
の
序
溪
、
最
も
沃
壤
を
爲
す
。

（
沅
水
又
東
與
序
溪
合
、
水
出
武
陵
郡
義
陵
縣
鄜
梁
山
、
西
北
流
逕
義
陵
縣
、
王
莽
之
建

平
縣
也
。
治
序
溪
。
其
城
、
劉
備
之

歸
、
馬
良
出
五
溪
、
綏
撫
蠻
夷
、
良
率
諸
蠻
所

築
也
。
所
治
序
溪
、
最
爲
沃
壤
。）

つ
い
で
、『
三
国
志
』
巻
五
十
八
、
呉
書
十
三
、
陸
遜
伝
を
見
る
と
、

（
劉
）
備 

巫
峽
・
建
平
よ
り
圍
（
＝
營
？
）
を
連
ね
て
夷
陵
の
界
に
至
り
、
數
十

屯
を
立
て
、
金
錦
爵
賞
を
以
て
諸
夷
を
誘
動
し
、
…
…
乃
ち
敕
し
て
各
ゝ
一
把

の
茅
を
持
た
し
め
、
火
攻
を
以
て
之
を
拔
く
。
一
爾
に
勢 

成
り
、
通あ

ま
ねく

諸
軍
を

率
い
て
同
時
に
俱
に
攻
め
、
張
南
・
馮
習
及
び
胡
王
の
沙
摩
柯
等
の
首
を
斬
り
、

其
の
四
十
餘
營
を
破
る
。

（
備
從
巫
峽
・
建
平
連
圍
至
夷
陵
界
、
立
數
十
屯
、
以
金
錦
爵
賞
誘
動
諸
夷
、
…
…
乃
敕

各
持
一
把
茅
、
以
火
攻
拔
之
。
一
爾
勢
成
、
通
率
諸
軍
同
時
俱
攻
、
斬
張
南
・
馮
習
及

胡
王
沙
摩
柯
等
首
、
破
其
四
十
餘
營
。）
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と
あ
る
が
、
こ
こ
に
見
え
る
胡
王
の
沙
摩
柯
は
、
あ
る
い
は
五
渓
蛮
の
王
で
は
あ
る

ま
い
か36
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
築
城
し
た
り
、
王
に
率
い
ら
れ
て
戦
場
に
行
っ
た

り
、か
な
り
大
規
模
に
五
渓
蛮
が
蜀
へ
加
勢
し
て
い
た
事
が
窺
い
知
れ
る
。
つ
ま
り
、

彼
ら
は
一
定
程
度
に
は
戦
力
た
り
得
る
人
間
集
団
で
あ
っ
た
事
が
想
定
さ
れ
る
と
い

う
事
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
、
五
渓
蛮
は
戦
力
た
り
得
る
集
団
で
あ
っ
た
事
が
窺
い
知
れ
る
の
で

あ
る
が
、『
梁
書
』
巻
十
、
楊
公
則
伝
を
見
る
と
、

公
則
の
領
す
る
所
は
多
く
湘
溪
人
に
し
て
、
性
は
怯
懦
な
れ
ば
、
城
内 

之
を
輕

ん
ず
。

（
公
則
所
領
多
湘
溪
人
、
性
怯
懦
、
城
内
輕
之
。）

と
あ
る
。
呂
春
盛
は
こ
れ
を
以
て
湘
州
に
は
「
渓
族
」
が
多
く
存
在
し
た
の
で
あ
ろ

う
と
し
て
い
る
が37
、
五
渓
蛮
の
流
れ
を
汲
む
は
ず
の
「
渓
」
が
「
性
怯
懦
」
な
事
が

有
り
得
る
の
だ
ろ
う
か38
。

湘
州
は
即
ち
長
沙
等
の
地
域
で
あ
る
か
ら
所
謂
江
右
で
あ
り39
、
上
で
述
べ
た
如
く

そ
こ
に
居
る
人
が
「
渓
」
と
呼
ば
れ
得
る
地
で
あ
る
。『
梁
書
』
楊
公
則
伝
の
言
わ
ん

と
す
る
所
は
、彼
の
率
い
る
湘
州
の
人
々
が
弱
兵
で
あ
る
と
い
う
事
で
あ
ろ
う
。『
資

治
通
鑑
』
は
こ
の
記
事
を
録
す
る
も
「
渓
」
字
を
記
し
て
い
な
い40
。
陳
寅
恪
は
「
渓
」

が
非
漢
族
で
あ
る
と
い
う
事
を
司
馬
光
が
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
起
こ
っ
た

誤
っ
た
書
き
換
え
だ
と
す
る
が41
、果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。「
渓
」
が
江
右
人
を

指
し
示
す
称
謂
で
あ
る
と
見
做
す
の
で
あ
れ
ば
、
湘
州
の
人
を
指
す
と
い
う
意
味
の

上
で
は
「
渓
」
の
有
無
は
大
差
が
な
い
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か42
。
む
し
ろ
司
馬
光

が
「
湘
溪
人
」
を
「
湘
州
人
」
と
書
き
換
え
た
事
は
、
両
者
が
意
味
の
上
で
は
同
一

の
存
在
で
あ
る
事
を
支
え
る
根
拠
と
な
る
だ
ろ
う
。

以
上
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
渓
」
と
い
う
字
単
体
に
、「
五
渓
蛮
に
連
な
る
非
漢
族
」

と
い
う
意
味
を
見
出
す
事
は
、
極
め
て
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な

ら
ば
、「
渓
」
と
い
う
語
の
み
を
以
て
、
そ
の
出
身
種
族
を
推
量
す
る
事
は
慎
ま
ね
ば

な
る
ま
い43
。

こ
こ
に
「
渓
」
と
呼
ば
れ
る
人
が
た
ち
ま
ち
非
漢
族
で
あ
る
と
す
る
解
釈
は
、
甚

だ
疑
問
で
あ
る
事
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
次
に
旧
来
の
研
究
で
「
渓
族
」

と
解
釈
さ
れ
る
史
料
に
つ
い
て
再
検
討
を
加
え
、
六
朝
の
史
料
に
現
れ
る
「
渓
」
と

は
何
者
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
こ
う
。

三
、
六
朝
の
史
料
に
現
れ
る
「
渓
」

呂
春
盛
は
六
朝
に
お
け
る
「
渓
」
の
事
例
は
少
な
い
と
し
つ
つ
も
事
例
を
列
挙
し
、

「
渓
」
の
存
在
形
態
を
分
析
し
た
。
呂
の
結
論
は
既
に
紹
介
し
た
如
く
で
あ
る
が
、既

に
陶
侃
や
胡
諧
之
が
「
渓
族
」
で
は
な
い
事
が
明
ら
か
に
な
っ
た
以
上
、
他
の
事
例

に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う44
。
ま
ず
一
つ
目
は
『
三
国
志
』
巻

五
十
六
、
呉
書
十
一
、
朱
異
伝
裴
注
所
引
『
呉
書
』
の
記
述
で
あ
る
。

（
朱
）
異
も
又
た
諸
葛
恪
に
隨
い
て
新
城
を
圍
む
も
、
城 

既
に
拔
か
ず
、
異
等
皆

な
宜
し
く
速
か
に
豫
章
に
還
り
て
、
石
頭
城
を
襲
わ
ば
、
數
日
を
過
ご
さ
ず
拔

く
べ
き
を
言
う
。
恪 

書
を
以
て
異
を
曉
し
、異 

書
を
地
に
投
じ
て
曰
く
「
我
が

計
を
用
い
ず
し
て
、

子
の
言
を
用
う
」
と
。
恪 

大
い
に
怒
り
、
立
ど
こ
ろ
に

其
の
兵
を
奪
い
、
遂
に
廢
し
て
建
業
に
還
す
。

（
異
又
隨
諸
葛
恪
圍
新
城
、
城
既
不
拔
、
異
等
皆
言
宜
速
還
豫
章
、
襲
石
頭
城
、
不
過
數

日
可
拔
。
恪
以
書
曉
異
、
異
投
書
於
地
曰
「
不
用
我
計
、
而
用

子
言
。」
恪
大
怒
、
立

奪
其
兵
、
遂
廢
還
建
業
。）

こ
こ
に
見
え
る
「

子
」
は
、
具
体
的
に
誰
を
指
し
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
も
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の
の
、
周
一
良
も
呂
春
盛
も
「
渓
族
」
の
意
味
で
理
解
し
て
い
る45
。
こ
れ
に
対
応
す

る
記
事
が
『
三
国
志
』
巻
六
十
四
、
呉
書
十
九
、
諸
葛
恪
伝
に
あ
る
。

（
諸
葛
）
恪 
威
を
淮
南
に
曜
や
か
し
、
民
人
を
驅
略
せ
ん
こ
と
を
欲
す
を
意
う

も
、
而
れ
ど
も
諸
將
或
い
は
之
を
難
じ
て
曰
く
「
今
、
軍
を
引
き
て
深
く
入
る

に
、
疆

の
民
、
必
ず
相
い
率
い
て
遠

す
、
兵
勞
に
し
て
功
少
き
を
恐
る
。

新
城
を
圍
む
に
止
む
に
如
か
ず
。
新
城 

困
す
れ
ば
、
救
は
必
ず
至
る
。
至
り
て

之
を
圖
れ
ば
、
乃
ち
大
い
に
獲
べ
し
」
と
。
恪 

其
の
計
に
從
い
、
軍
を
迴
し
還

り
て
新
城
を
圍
む
。
攻
守 
月
を
連
ぬ
る
も
、
城 

拔
か
ず
。
…
…
恪 

内
に
計
を

失
す
る
を
惟
い
、
而
も
城
の
下
ら
ざ
る
を
恥
じ
、
忿 

色
に
形
づ
く
る
。
將
軍
の

朱
異 

是
非
す
る
所
有
り
、
恪 

怒
り
、
立
ち
ど
こ
ろ
に
其
の
兵
を
奪
う
。

（
恪
意
欲
曜
威
淮
南
、
驅
略
民
人
、
而
諸
將
或
難
之
曰
「
今
引
軍
深
入
、
疆

之
民
、
必

相
率
遠

、
恐
兵
勞
而
功
少
、
不
如
止
圍
新
城
。
新
城
困
、
救
必
至
。
至
而
圖
之
、
乃

可
大
獲
。」
恪
從
其
計
、
迴
軍
還
圍
新
城
。
攻
守
連
月
、
城
不
拔
。
…
…
恪
内
惟
失
計
、

而
恥
城
不
下
、
忿
形
於
色
。
將
軍
朱
異
有
所
是
非
、
恪
怒
、
立
奪
其
兵
。）

恐
ら
く
朱
異
の
言
う
「

子
」
が
「
諸
將
」
の
中
に
居
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
具

体
的
に
誰
で
あ
る
か
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
不
明
で
あ
る
だ
け
に
そ
れ
が

「
渓
族
」
で
あ
っ
た
の
か
否
か
を
判
断
す
る
事
は
出
来
な
い
。
周
一
良
は
、「
種
族
名

＋
子
」
と
い
う
用
法
の
存
在
を
指
摘
す
る
が46
、「
渓
」
に
江
右
人
を
呼
ぶ
と
い
う
種
族

名
以
外
の
用
例
が
あ
る
以
上
、
他
の
「
種
族
名
＋
子
」
と
い
う
用
例
か
ら
、「
渓
」
を

種
族
名
と
断
ず
る
の
は
些
か
勇
み
足
で
あ
ろ
う
。

つ
い
で
『
資
治
通
鑑
』
巻
一
百
一
十
五
、
安
帝
義
熙
六
（
四
一
〇
）
年
二
月
条
に
、

安
成
忠
肅
公
の
何
無
忌 

尋
陽
よ
り
兵
を
引
き
て
盧
循
を
拒
む
。
…
…
參
軍
の
殷

闡 

曰
く
「
循
の
將
い
る
所
の
衆
皆
な
三
吳
の
舊
賊
、
百
戰
し
て
勇
を
餘
し
、
始

興
の
溪
子
、
拳
捷
ち
善
く

い
、
未
だ
易
輕
せ
ざ
る
な
り
。〔
始
興
の
溪
子
は
、

徐
道
覆
の
統
ぶ
る
所
の
始
興
の
兵
を
謂
う
な
り
。
詩
に
云
く
、
拳
無
く
勇
無
し

と
。
毛
傳
に
曰
く
、
拳
は
、
力
な
り
と
。〕
將
軍 

宜
し
く
屯
を
豫
章
に
留
め
、
兵

を
徵
し
て
城
に
屬
せ
し
む
べ
し
。
兵
至
り
て
合
戰
す
る
も
、
未
だ
晚
と
爲
さ
ざ

る
な
り
。
若
し
此
の
衆
を
以
て
輕
進
す
れ
ば
、
殆
ん
ど
必
ず
悔
有
り
」
と
。
無

忌 

聽
か
ず
。

（
安
成
忠
肅
公
何
無
忌
自
尋
陽
引
兵
拒
盧
循
。
…
…
參
軍
殷
闡
曰
「
循
所
將
之
衆
皆
三
吳

舊
賊
、
百
戰
餘
勇
、
始
興
溪
子
、
拳
捷
善

、
未
易
輕
也
。〔
始
興
溪
子
、
謂
徐
道
覆
所

統
始
興
兵
也
。
詩
云
、
無
拳
無
勇
。
毛
傳
曰
、
拳
、
力
也
。〕
將
軍
宜
留
屯
豫
章
、
徵
兵

屬
城
。
兵
至
合
戰
、
未
爲
晚
也
。
若
以
此
衆
輕
進
、
殆
必
有
悔
。」
無
忌
不
聽
。）

と
あ
る
。
胡
三
省
の
注
釈
も
参
照
し
つ
つ
ま
と
め
る
と
、
盧
循
の
一
派
で
あ
る
徐
道

覆
が
率
い
る
兵
が
「
始
興
溪
子
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
強
力
で
あ
る
か
ら
決
戦
を
思

い
と
ど
ま
る
よ
う
参
軍
の
殷
闡
が
何
無
忌
に
進
言
し
て
い
る
と
い
う
場
面
に
な
る
。

右
に
見
た
「
湘
溪
人
」
の
「
性
怯
懦
」
と
は
う
っ
て
か
わ
っ
て
「
始
興
溪
子
」
は

「
拳
捷
善

」
と
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、こ
れ
も
「
始
興
溪
子
」
が
「
渓
族
」
と
い
う

非
漢
族
で
あ
る
と
断
定
す
る
根
拠
は
な
い
。
胡
三
省
は
文
中
の
「
溪
子
」
を
兵
士
と

し
か
解
釈
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
を
飛
び
越
え
て
一
気
に
非
漢
族
と
結
び
つ
け
る
の
は

躊
躇
わ
れ
る
。

次
に
呂
春
盛
が
「
渓
族
」
の
事
例
と
し
て
あ
げ
る
の
は
、
劉
宋
の
喬
道
元
の
記
し

た
「
與
天
公
箋
」
で
あ
る
。『
初
学
記
』
巻
十
九
、人
部
下
奴
婢
第
六
が
そ
れ
を
採
録

し
て
お
り
、
そ
こ
に
、

小
婢
の
從
成
、
南
方
の
奚
。
形
は
驚
𪋛
の
如
く
、
言
語
は

厲
な
り
。
聲
音
は

人
を
駭
か
し
、
唯
だ
驅
雞
に
堪
う
の
み
。

（
小
婢
從
成
、
南
方
之
奚
。
形
如
驚
𪋛
、
言
語

厲
。
聲
音
駭
人
、
唯
堪
驅
雞
。）
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と
記
す
箇
所
が
あ
る
。
呂
は
周
一
良
の
説
を
引
き
つ
つ
、
こ
こ
に
見
え
る
「
奚
」
を

「
渓
族
」
と
解
釈
し
て
い
る47
。
し
か
し
、
こ
れ
は
「
渓
族
」
で
は
な
く
、『
周
礼
』
天

官
冢
宰
、
酒
人
奄
十
人
女
酒
三
十
人
奚
三
百
人
条
の
鄭
玄
注
に
、

古
は
從
坐
す
る
男
女
、
縣
官
に
沒
入
し
て
奴
と
爲
し
、
其
の
才
知
少
き
は
、
以

て
奚
と
爲
す
。
今
の
侍
史
官
婢
な
り
。
或
い
は
曰
く
「
奚
は
、宦
女
な
り
」
と
。

（
古
者
從
坐
男
女
、
沒
入
縣
官
爲
奴
、
其
少
才
知
、
以
爲
奚
。
今
之
侍
史
官
婢
。
或
曰

「
奚
、
宦
女
」。）

と
あ
る
「
奚
」、即
ち
奴
と
し
て
の
「
奚
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。
更
に
『
周
礼
』
春
官

宗
伯
、
守

奄
八
人
女

每
廟
二
人
奚
四
人
条
の
鄭
注
に
は
「
奚
、
女
奴
也
。」
と
あ

る
た
め
、「
奚
」
と
は
女
性
の
奴
で
あ
っ
た
事
が
分
か
る48
。「
與
天
公
箋
」
は
、
自
ら

の
持
つ
奴
婢
等
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
紹
介
を
加
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら49
、
先
の

文
章
も
「
小
婢
の
従
成
は
、南
方
出
身
の
女
の
奴
で
あ
る
」
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

極
め
て
煩
く
、
鶏
を
追
う
く
ら
い
し
か
役
立
た
な
い
「
才
知
少
き
」
奴
で
あ
る
が
故

に
、「
奚
」
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

以
上
を
要
す
る
に
、
呂
春
盛
が
「
渓
族
」
で
あ
る
と
認
め
る
史
料
の
う
ち
、「
渓
」

字
が
非
漢
族
の
人
間
（
乃
至
人
間
集
団
）
を
意
味
す
る
と
断
定
で
き
る
も
の
は
な
く
、

且
つ
明
ら
か
に
非
漢
族
を
指
さ
な
い
用
例
も
存
す
る
。
従
っ
て
六
朝
に
お
け
る「
渓
」

と
は
、
非
漢
族
を
指
す
言
葉
で
は
な
く
、
江
右
人
を
指
し
て
呼
ぶ
言
い
方
な
の
で
あ

る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
明
ら
か
に
な
っ
た
事
を
改
め
て
ま
と
め
て
み
よ
う
。
旧
来
の
研
究
で
「
渓

族
」
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
史
料
は
、「
渓
」
字
と
非
漢
族
集
団
を
結
び

つ
け
る
に
足
る
根
拠
が
薄
い
も
の
で
あ
っ
た
。
陶
侃
や
胡
諧
之
に
向
け
ら
れ
た
「
渓

（

）
狗
」
と
い
う
語
を
仔
細
に
分
析
し
て
見
れ
ば
、「
渓
」
は
江
右
人
へ
の
呼
称
で

あ
り
、
種
族
的
意
味
合
い
を
持
つ
言
葉
で
は
な
か
っ
た
事
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

そ
し
て
六
朝
の
正
史
に
出
現
す
る
「
渓
」
字
の
用
例
全
体
を
見
て
も
、
非
漢
族
の

呼
称
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
断
定
で
き
る
事
例
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。『
魏
書
』に

は
五
渓
蛮
を
指
し
て
「
谿
」
と
記
し
た
と
思
し
い
部
分
が
あ
る
が
、
六
朝
の
正
史
よ

り
徴
す
る
に
、「
渓
（

、
谿
）」
の
一
文
字
で
五
渓
蛮
を
指
し
た
事
例
は
な
く
、
ま
た

先
行
研
究
が
「
渓
族
」
と
解
釈
し
た
史
料
は
、
全
て
非
漢
族
を
指
し
示
す
と
は
断
定

出
来
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
史
料
上
の
「
渓
」
字
を
、
実
際
に
存
在
す
る

五
渓
蛮
と
し
て
解
釈
す
る
事
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、
現
時
点
で
は
陶
侃
や
胡
諧
之
は
漢
族
と
解
し
て
お
く
事
が
穏

当
で
あ
り
、
六
朝
の
正
史
に
現
れ
る
「
渓
」
字
は
五
渓
蛮
を
指
す
事
が
な
い
。
よ
っ

て
六
朝
時
代
に
お
け
る
南
方
の
非
漢
族
を
指
す
場
合
、「
渓
族
」
と
い
う
実
体
の
な
い

呼
称
は
用
い
る
べ
き
で
は
な
く
、
五
渓
蛮
等
の
よ
り
具
体
的
な
称
謂
を
用
い
る
必
要

が
あ
る
。

も
し
陶
侃
が
漢
族
で
あ
る
な
ら
ば
、
東
晋
に
お
け
る
非
漢
族
の
立
ち
位
置
に
つ
い

て
も
再
検
討
す
る
必
要
が
出
て
こ
よ
う
。
川
勝
義
雄
は
「
こ
の
よ
う
に
、
東
晋
の
名

将
・
陶
侃
が
渓
蛮
で
あ
り
、
…
…
か
れ
ら
『
蛮
』
族
が
、
中
国
文
明
を
維
持
し
発
展

さ
せ
て
ゆ
く
う
え
に
果
た
し
た
役
割
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」50

と
し
て
、
非

漢
族
と
し
て
の
陶
侃
が
中
国
史
に
果
た
し
た
役
割
を
強
調
し
て
い
る
が
、
本
稿
の
結

論
に
基
づ
け
ば
か
か
る
見
解
は
取
り
得
な
く
な
る51
。
な
れ
ば
、
東
晋
・
南
朝
に
お
け

る
非
漢
族
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
の
再
検
討
は
今
後
の
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。ま
た
、

陶
侃
個
人
の
問
題
に
注
目
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
彼
の
出
自
上
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
南
人

と
い
う
事
に
な
り
、
種
族
的
な
観
点
を
殊
更
に
強
調
す
る
必
要
は
な
く
な
る
。
こ
の

点
は
、
東
晋
・
南
朝
に
お
け
る
南
北
人
問
題
を
考
え
る
上
で
、
示
唆
を
持
つ
だ
ろ
う
。

ま
た
、
呂
春
盛
は
陶
淵
明
が
「
渓
族
」
と
い
う
自
覚
を
持
た
ず
、
且
つ
社
会
的
に
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も
非
漢
族
視
さ
れ
て
い
な
い
点
か
ら
漢
族
と
「
渓
族
」
の
融
合
を
指
摘
す
る
が52
、
そ

も
そ
も
「
渓
族
」
と
い
う
非
漢
族
を
想
定
し
得
な
い
以
上
、
漢
族
と
南
方
の
非
漢
族

の
関
係
何
如
に
つ
い
て
も
再
考
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

本
稿
の
結
論
を
踏
ま
え
た
、
六
朝
時
代
に
お
け
る
非
漢
族
の
動
向
の
問
題
に
つ
い

て
は
後
考
を
期
し
た
い
。

注①　
史
料
に
よ
っ
て
は
「

」
や
「
谿
」
等
と
も
記
さ
れ
る
が
、本
稿
で
は
煩
瑣
を
避
け

る
た
め
「
渓
」
で
統
一
す
る
。
な
お
、史
料
引
用
や
先
行
研
究
の
引
用
に
お
い
て
は
そ

の
限
り
で
は
な
い
。

②　

郭
沫
若
『
李
白
与
杜
甫
』「
杜
甫
的
門
閥
観
念
」（
郭
沫
若
『
郭
沫
若
全
集　

歴
史
編   

第
四
巻
』
人
民
出
版
社
、
一
九
八
二
年
、
初
版
一
九
七
一
年
）、
三
七
七
頁
（
拙
訳
）。

③　

周
一
良
「
南
朝
境
内
之
各
種
人
及
政
府
対
待
之
政
策
」（
周
一
良
『
魏
晋
南
北
朝
史

論
集
』
中
華
書
局
、
一
九
六
三
年
、
初
出
一
九
三
八
年
）、
陳
寅
恪
「
魏
書
司
馬
叡
伝

江
東
民
族
条
釈
証
及
推
論
」（
陳
寅
恪
『
陳
寅
恪
集　

金
明
館
叢
稿
初
編
（
第
三
版
）』

生
活
・
読
書
・
新
知
三
聯
書
店
、
二
〇
一
五
年
、
初
出
一
九
四
四
年
）
等
参
照
。

④　

周
一
良
は
「
渓
子
」
と
い
う
語
の
解
釈
に
お
い
て
「
種
族
名
（
原
文
マ
マ
）
の
下
に

子
字
を
接
続
す
る
侮
蔑
の
呼
称
方
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
お
り
（
周
一
良
「
南
朝
境

内
之
各
種
人
及
政
府
対
待
之
政
策
」、
前
掲
、
四
九
頁
）、
陳
寅
恪
も
「
陶
侃
と
陶
淵
明

と
は
渓
族
（
原
文
マ
マ
）
に
出
自
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
陳
寅
恪
「
魏
書
司
馬
叡
伝

江
東
民
族
条
釈
証
及
推
論
」、
前
掲
、
九
一
頁
）。
両
者
と
も
「
渓
」
を
種
族
名
と
し
て

認
識
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
波
線
は
小
野
に
よ
る
。
以
下
、本
稿
に
お
け
る
波
線
は

全
て
小
野
に
よ
る
）。

⑤　

呂
春
盛
「
魏
晋
南
朝
的
「
渓
族
」
与
陶
淵
明
的
族
属
問
題
」（『
台
湾
師
大
歴
史
学

報
』
第
三
十
七
期
、
二
〇
〇
七
年
）、
二
三
頁
（
拙
訳
）。

⑥　

魏
斌
「
東
晋
尋
陽
陶
氏
家
族
的
変
遷
」（『
中
国
史
研
究
』
二
〇
〇
二
年
第
四
期
、

二
六
頁
）
参
照
。
但
し
、
明
確
に
賛
同
し
て
い
る
の
で
は
な
く
「
我
較
傾
向
于
後
説

（
＝
余
嘉
錫
説
※
筆
者
注
）」
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
る
。

⑦　

石
川
忠
久
「
陶
氏
と
い
う
南
人
貴
族
」（
石
川
忠
久
『
陶
淵
明
と
そ
の
時
代
〈
増
補

版
〉』、
研
文
出
版
、
二
〇
一
四
年
、
二
〇
〜
二
一
頁
。
初
版
一
九
九
四
年
）
参
照
。

⑧　

陳
寅
恪
「
魏
書
司
馬
叡
伝
江
東
民
族
条
釈
証
及
推
論
」（
前
掲
、
九
二
頁
）
参
照
。

⑨　

呂
春
盛
「
魏
晋
南
朝
的
「
渓
族
」
与
陶
淵
明
的
族
属
問
題
」（
前
掲
）、一
六
頁
（
拙

訳
）。

⑩　

当
該
時
期
の
南
北
人
問
題
に
つ
い
て
は
、
守
屋
美
都
雄
「
南
人
と
北
人
」（
守
屋
美

都
雄
『
中
国
古
代
の
家
族
と
国
家
』
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
六
八
年
、
初
出
一
九
四
八

年
）、
矢
野
主
税
「
東
晋
に
お
け
る
南
北
人
対
立
問
題
―
そ
の
政
治
的
考
察
」（『
東
洋

史
研
究
』
二
六-

三
、
一
九
六
七
年
）、
矢
野
主
税
「
東
晋
に
お
け
る
南
北
人
対
立
問

題
―
そ
の
社
会
的
考
察
」（『
史
学
雑
誌
』
七
七-

一
〇
、
一
九
六
八
年
）、胡
宝
国
「
両

晋
時
期
的
〝
南
人
〞、〝
北
人
〞」（
胡
宝
国
『
将
無
同
』
中
華
書
局
、
二
〇
二
〇
年
、
初

出
二
〇
〇
五
年
）
等
参
照
。

⑪　

こ
の
『
晋
書
』
の
記
述
を
、種
族
の
違
い
で
は
な
く
南
北
人
の
違
い
で
あ
る
と
す
る

指
摘
は
、
既
に
魏
本
亜
「
陶
侃
、
陶
淵
明
果
真
是
渓
族
人

―
与
路
景
雲
同
志
商
榷
」

（『
河
北
師
範
大
学
学
報
』
一
九
八
二
年
第
三
期
、
七
八-

七
九
頁
）
が
提
出
し
て
い

る
。
但
し
本
論
で
述
べ
た
よ
う
に
、こ
の
記
事
を
以
て
陶
侃
の
出
自
を
―
「
渓
族
」
と

す
る
に
せ
よ
、
南
人
と
す
る
に
せ
よ
―
断
定
す
る
の
は
、
や
や
躊
躇
わ
れ
る
。
ま
た
、

魏
が
提
出
し
た
陶
侃
が
「
渓
族
」
で
あ
る
事
を
疑
問
と
す
る
論
点
は
、全
て
路
景
雲
に

よ
っ
て
批
判
が
加
え
ら
れ
て
お
り
（
路
景
雲
「
答
魏
本
亜
同
志
」『
河
北
師
範
大
学
学

報
』
一
九
八
二
年
第
三
期
）、
や
は
り
陶
侃
の
出
身
種
族
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
丹
念

に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

⑫　

劉
義
慶 

撰
、劉
孝
標 

注
、余
嘉
錫 

箋
疏
『
世
説
新
語
箋
疏
』（
中
華
書
局
、二
〇
一
一

年
、
七
二
六
頁
）
参
照
。

⑬　

他
に
も
『
康
熙
字
典
』
子
集
中
、
人
部
、
十
畫
「

」
に
「
江
右
人
曰

。」
と
あ

り
、
江
右
人
を

と
呼
ぶ
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。

⑭　

周
一
良
に
よ
る
と
、六
朝
の
人
は
「
狗
」
を
罵
る
言
葉
と
し
て
好
ん
で
使
っ
て
い
た

と
言
う
。
周
一
良
「
南
朝
境
内
之
各
種
人
及
政
府
対
待
之
政
策
」（
前
掲
、
四
九
頁
）

参
照
。

⑮　
『
南
斉
書
』
巻
三
十
七
、
胡
諧
之
伝

 
胡
諧
之
、
豫
章
南
昌
人
也
。
祖
廉
之
、
治
書
侍
御
史
。
父
翼
之
、
州
辟
不
就
。
諧
之
初

辟
州
從
事
主
簿
、
臨
賀
王
國
常
侍
、
員
外
郎
、
撫
軍
行
參
軍
、
晉
熙
王
安
西
中
兵
參

軍
、
南
梁
郡
太
守
。
…
…
世
祖
頓
盆
城
、
使
諧
之
守
尋
陽
城
、
及
爲
江
州
、
復
以
諧
之

爲
別
駕
、
委
以
事
任
。
文
惠
太
子
鎮
襄
陽
、
世
祖
以
諧
之
心
腹
、
出
爲
北
中
郎
征
虜
司
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馬
・
扶
風
太
守
、
爵
關
内
侯
。

⑯　

宮
崎
市
定
は
「
第
一
は
士
で
あ
る
が
そ
の
門
地
が
寒
な
る
場
合
で
、
私
は
之
を
寒

門
、
寒
士
と
よ
び
た
い
。
第
二
は
庶
人
に
し
て
士
に
進
出
し
、
又
は
士
に
準
ず
る
地
位

に
つ
い
た
為
に
反
っ
て
貴
族
か
ら
寒
と
形
容
さ
れ
る
者
で
、私
は
こ
れ
を
寒
人
と
よ
ん

で
お
く
こ
と
に
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
宮
崎
市
定
『
九
品
官
人
法
の
研
究
―
科
挙
前

史
―
』、『
宮
崎
市
定
全
集
』
六
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
所
収
、
二
一
四
頁
、
初
版

一
九
五
六
年
）。
本
稿
で
も
寒
門
・
寒
人
の
語
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
の
定
義
に
従
う
。

⑰　

本
文
に
引
用
し
た
『
南
史
』
胡
諧
之
伝
は
、
続
け
て
、

 

　
　

  

時
王
玄
邈
代
柏
年
、柏
年
稱
疾
推
遷
不
時
還
。
諧
之
言
於
帝
曰
「
柏
年
恃
其
山
川

險
固
、
聚
衆
欲
擅
一
州
。」
及
柏
年
下
、
帝
欲
不
問
、
諧
之
又
言
「
見
獸
格
得
而

放
上
山
。」
於
是
賜
死
。

 

と
記
す
。
こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
如
く
、胡
諧
之
は
相
手
が
死
ぬ
ま
で
范
柏
年
に
含
む
所

を
持
ち
続
け
た
の
で
あ
っ
た
。

⑱　

井
波
律
子
は
、
陶
侃
を
寒
門
で
あ
っ
て
渓
族
で
は
な
い
と
し
た
上
で
、「
陶
侃
は
江

西
地
方
の
出
身
で
あ
り
、
こ
の
一
帯
に
住
む
少
数
異
民
族
の
五
渓
蛮
に
な
ぞ
ら
え
、
五

渓
の
狗
と
呼
ん
だ
と
お
ぼ
し
い
」
と
し
て
い
る
（
劉
義
慶 
撰
、
井
波
律
子 

訳
注
『
世

説
新
語　

四
（
東
洋
文
庫
八
四
九
）』、
平
凡
社
、
二
〇
一
四
年
、
三
六
頁
）。
陶
侃
を

渓
族
で
は
な
い
と
す
る
見
解
に
は
賛
同
す
る
も
の
の
、
本
稿
に
て
後
述
す
る
如
く
、

「
渓
」
字
を
五
渓
蛮
と
結
び
つ
け
る
解
釈
に
つ
い
て
は
賛
同
で
き
な
い
。

⑲　

周
一
良
「
南
朝
境
内
之
各
種
人
及
政
府
対
待
之
政
策
」（
前
掲
、
四
七
頁
）、
陳
寅
恪

「
魏
書
司
馬
叡
伝
江
東
民
族
条
釈
証
及
推
論
」（
前
掲
、
九
一-

九
二
頁
）
等
参
照
。

⑳　

周
一
良
「
南
朝
境
内
之
各
種
人
及
政
府
対
待
之
政
策
」（
前
掲
、
四
八-
四
九
頁
）

参
照
。
周
が
「
碣
」
字
を
「
狗
」
字
の
書
き
間
違
い
と
見
做
す
の
は
、陳
寅
恪
の
意
見

を
採
用
し
た
か
ら
だ
と
言
う
。
こ
の
陳
の
見
解
は
、陳
寅
恪
「
魏
書
司
馬
叡
伝
江
東
民

族
条
釈
証
及
推
論
」（
前
掲
、
一
〇
九
頁
）
に
見
え
る
。

㉑　

余
嘉
錫
は
『
太
平
御
覧
』
巻
四
四
六
、
人
部
、
品
藻
中
所
引
の
『
語
林
』
に
「
謝
碣

絶
重
其
婦
」
と
あ
る
事
か
ら
、「
碣
」
字
を
謝
玄
の
小
字
で
あ
る
と
し
て
い
る
（『
世
説

新
語
箋
疏
』、
前
掲
、
四
四
六-

四
四
七
頁
）。
こ
れ
に
つ
い
て
は
説
明
を
加
え
る
必
要

が
あ
ろ
う
。

 

　

ま
ず
、『
太
平
御
覧
』
所
引
の
『
語
林
』
の
説
話
を
全
て
示
せ
ば
、

 

　
　

  

謝
碣
絶
重
其
婦
、
張
玄
常
稱
其
婦
、
欲
以
敵
之
。
有
濟
尼
者
、
並
遊
張
謝
二
家
。

人
問
其
二
嫗
優
劣
、
荅
曰
「
玄
夫
人
神
情
散
朗
、
故
有
林
下
之
風
。
碣
家
婦
清
心

玉
映
、
自
是
閨
房
之
秀
也
。」

 

と
な
る
が
、
こ
れ
は
『
世
説
新
語
』
賢
媛
の
、

 

　
　

  

謝
遏
絶
重
其
姊
、
張
玄
常
稱
其
妹
、
欲
以
敵
之
。
有
濟
尼
者
、
並
遊
張
謝
二
家
。

人
問
其
優
劣
。
答
曰
「
王
夫
人
神
情
散
朗
、
故
有
林
下
風
氣
。
顧
家
婦
清
心
玉

映
、
自
是
閨
房
之
秀
。」

 

な
る
説
話
と
、
若
干
の
異
同
を
含
み
つ
つ
も
対
応
す
る
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。
さ
て
、

こ
の
話
は
『
晋
書
』
巻
九
十
七
、
王
凝
之
妻
謝
氏
（
謝
道
韞
）
伝
に
、

 

　
　

  

初
、
同
郡
張
玄
妹
亦
有
才
質
、
適
於
顧
氏
、
玄
每
稱
之
、
以
敵
道
韞
。
有
濟
尼

者
、
游
於
二
家
、
或
問
之
、
濟
尼
答
曰
「
王
夫
人
神
情
散
朗
、
故
有
林
下
風
氣
。

顧
家
婦
清
心
玉
映
、
自
是
閨
房
之
秀
。」

 

と
あ
る
事
か
ら
謝
道
韞
の
説
話
で
あ
る
事
が
分
か
る
。
従
っ
て
、
謝
遏
と
謝
道
韞
は

き
ょ
う
だ
い
と
い
う
事
に
な
る
（『
世
説
新
語
』
と
『
晋
書
』
か
ら
見
て
、『
太
平
御

覧
』
所
引
『
語
林
』
が
「
其
婦
」
と
す
る
の
は
疑
わ
し
い
）。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
『
世

説
新
語
』
賢
媛
の

 

　
　

  

王
凝
之
謝
夫
人
既
往
王
氏
、
大
薄
凝
之
。
…
…
答
曰
「
一
門
叔
父
、
則
有
阿
大
・

中
郎
。
群
從
兄
弟
、
則
有
封
・
胡
・
遏
・
末
。〔
封
胡
、
謝
韶
小
字
。
遏
末
、
謝

淵
小
字
。
韶
字
穆
度
、
萬
子
、
車
騎
司
馬
。
淵
字
叔
度
、
奕
第
二
子
、
義
興
太

守
。
時
人
稱
其
尤
彥
秀
者
。
或
曰
封
・
胡
・
遏
・
末
。
封
謂
朗
、
遏
謂
玄
、
末
謂

韶
、
朗
玄
淵
。
一
作
胡
謂
淵
、
遏
謂
玄
、
末
謂
韶
也
。〕
不
意
天
壤
之
中
、
乃
有

王
郎
。」

 

の
劉
孝
標
注
を
見
れ
ば
、「
遏
」
が
謝
玄
の
小
字
で
あ
る
事
が
分
か
る
。
劉
孝
標
は
「
遏

末
」
を
謝
淵
の
小
字
で
あ
る
と
す
る
説
も
併
記
し
て
い
る
が
、『
晋
書
』
巻
七
十
九
、

謝
韶
伝
に
、

 

　
　

  

時
謝
氏
尤
彥
秀
者
、
稱
封
胡
羯
末
。
封
謂
韶
、
胡
謂
朗
、
羯
謂
玄
、
末
謂
川
、
皆

其
小
字
也
。

 
と
あ
る
に
拠
れ
ば
、
羯
が
謝
玄
の
小
字
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
こ
に
見
え
る

謝
川
は
本
来
謝
泉
で
あ
る
べ
き
で
、且
つ
唐
代
の
避
諱
に
よ
っ
て
「
淵
」
が
「
泉
」
に

書
き
換
え
ら
れ
た
た
め
、正
し
く
は
謝
淵
で
あ
る
（
中
華
書
局
本
『
晋
書
』
巻
七
十
九
、

校
勘
記
参
照
）。
よ
っ
て
謝
淵
の
小
字
が
「
末
」
と
な
り
、「
遏
末
」
と
は
し
難
い
。

 

　

以
上
を
整
理
す
れ
ば
、『
世
説
新
語
』
と
『
晋
書
』
に
基
づ
く
に
謝
玄
の
小
字
は
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「
遏
」
乃
至
「
羯
」
と
な
る
。
そ
し
て
『
世
説
新
語
』
で
「
謝
遏
」
と
さ
れ
る
部
分
が

『
語
林
』
で
は
「
謝
碣
」
と
な
っ
て
い
て
、「
遏
」「
羯
」「
碣
」
は
何
れ
も
通
用
す
る
か

ら
、
謝
碣
は
謝
玄
の
小
字
と
言
え
る
。
よ
っ
て
こ
こ
に
見
え
る
「
碣
」
字
は
、
謝
玄
を

指
し
た
言
葉
と
解
し
得
る
の
で
あ
る
。

㉒　

井
波
律
子
は
「
釣
碣
」
の
語
を
、
い
ま
ひ
と
つ
意
味
が
判
然
と
し
な
い
と
し
つ
つ

「
釣
り
台
」
と
訳
出
し
て
い
る
が
、そ
れ
で
は
井
波
本
人
の
言
の
通
り
意
味
が
通
じ
ず
、

従
い
難
い
（
劉
義
慶 
撰
、井
波
律
子 

訳
注
『
世
説
新
語　

二
（
東
洋
文
庫
八
四
五
）』、

平
凡
社
、
二
〇
一
四
年
、
三
八
二
頁
）。
や
は
り
謝
玄
を
指
す
と
す
る
の
が
良
い
の
で

あ
ろ
う
。

㉓　

呂
春
盛
「
魏
晋
南
朝
的
「
渓
族
」
与
陶
淵
明
的
族
属
問
題
」（
前
掲
、
二
二
頁
）
参

照
。

㉔　

な
お
、
何
故
江
右
人
が
「
渓
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
、
管
見
の
限
り

そ
の
直
接
的
な
史
料
を
見
出
す
事
が
出
来
ず
、
実
証
的
に
は
不
明
と
す
る
し
か
な
い
。

推
論
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
江
右
の
地
は
「
渓
」
と
呼
ば
れ
る
谷
川
の
水
流
が
多
く
、

そ
の
地
域
的
特
質
が
そ
の
ま
ま
該
地
域
の
呼
称
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

 

　

ま
た
戦
国
時
代
、
南
方
に
「
谿
子
」
が
存
在
し
た
事
が
知
ら
れ
る
。『
史
記
』
巻

六
十
九
、
蘇
秦
列
伝
に
蘇
秦
が
韓
王
に
韓
の
有
す
る
強
弩
を
語
る
場
面
と
し
て
、

 

　
　

谿
子
・
少
府
時
力
・
距
來
者
、
皆
射
六
百
步
之
外
。

 

と
あ
り
、
同
条
に
対
し
て
『
史
記
集
解
』
は
、

 

　
　

許
慎
云
「
南
方
谿
子
蠻
夷
柘
弩
、
皆
善
材
。」

 

　
　

  

韓
有
谿
子
弩
、
又
有
少
府
所
造
二
種
之
弩
。
案
、
時
力
者
、
謂
作
之
得
時
、
力
倍

於
常
、
故
名
時
力
也
。
距
來
者
、
謂
弩
埶
勁
利
、
足
以
距
來
敵
也
。

 

と
注
し
て
い
る
。『
史
記
集
解
』
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
見
え
る
「
谿
子
」
が
韓
の
有
す

る
弩
で
あ
り
、そ
れ
が
南
方
の
谿
子
と
い
う
蛮
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
物
だ
と
す
る
。
同

条
の
『
史
記
索
隱
』
と
『
史
記
正
義
』
は
そ
れ
ぞ
れ
、

 

　
　
【
索
隱
】
按
、
許
慎
注
淮
南
子
、
以
爲
南
方
谿
子
蠻
出
柘
弩
及
竹
弩
。

 

　
　
【
正
義
】
谿
子
、
蠻
也
。
出
柘
弩
及
竹
弩
、
皆
善
材
。

 

と
注
し
、
谿
子
を
南
方
の
蛮
夷
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
支
持
し
て
い
る
。
一
方
、『
淮

南
子
』
俶
真
訓
に
、

 

　
　

烏
號
之
弓
、
谿
子
之
弩
、
不
能
無
弦
而
射
。

 

と
あ
っ
て
、
そ
の
高
誘
注
（
右
の
『
史
記
索
隱
』
に
は
許
愼
注
と
あ
る
が
、
高
誘
が
正

し
い
か
）
に
、

 

　
　

  

烏
號
、
柘
桑
也
。
谿
子
、
爲
弩
所
出
國
名
也
。
或
曰
、
谿
、
蠻
夷
也
、
以
柘
桑
爲

弩
、
因
曰
谿
子
之
弩
也
。
一
曰
、
谿
子
陽
、
鄭
國
善
爲
弩
匠
、
因
以
爲
名
也
。

 

と
あ
っ
て
、
谿
子
が
南
方
の
蛮
夷
の
み
な
ら
ず
、
国
名
乃
至
弩
匠
の
名
で
あ
る
可
能
性

も
示
唆
さ
れ
て
い
る
。か
か
る
蛮
夷
乃
至
国
名
の
谿
子
が
具
体
的
に
何
処
に
あ
る
か
は

詳
ら
か
に
し
得
な
い
が
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
こ
の
呼
称
が
、
地
域
的
に
近
接
す
る
江
右

の
呼
び
方
と
し
て
後
世
に
残
存
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。こ
の
問
題
に
つ
い
て
は

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

㉕　

陳
寅
恪
「
魏
書
司
馬
叡
伝
江
東
民
族
条
釈
証
及
推
論
」（
前
掲
、
八
九-

九
〇
頁
）

参
照
。

㉖　
「
蠻
左
」
と
は
、
非
漢
族
を
編
戸
化
し
た
蛮
戸
（
乃
至
蛮
民
）
を
管
轄
す
る
左
郡
・

左
県
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
左
郡
・
左
県
に
つ
い
て
は
、
谷
口
房
男
「
南
朝
の
左

郡
左
県
」（
谷
口
房
男
『
続
華
南
民
族
史
研
究
』、
緑
蔭
書
房
、
二
〇
〇
六
年
、
初
出

二
〇
〇
四
年
）
参
照
。

㉗　
『
爾
雅
』
釈
水

 

水
注
川
曰
谿
、
注
谿
曰
谷
。

 

【
疏
】
然
則
水
注
川
曰
谿
是
澗
谿
之
水
注
入
於
川
也
。

㉘　

ま
た
、
武
陵
の
み
な
ら
ず
、
長
沙
等
の
地
域
も
含
め
た
蛮
夷
が
五
溪
の
中
に
分
布
し

て
い
た
と
す
る
史
料
も
あ
る
。
た
だ
、何
れ
に
せ
よ
「
溪
」
が
水
流
を
指
し
示
す
事
は

変
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。

 

　
　
『
後
漢
書
』
列
伝
七
十
六
、
南
蛮
伝
注
引
干
宝
『
晋
紀
』

 

　
　

  

武
陵
・
長
沙
・
廬
江
郡
夷
、
槃
瓠
之
後
也
。
雜
處
五
溪
之
内
。
槃
瓠
憑
山
阻
險
、

每
每
常
爲
害
。
糅
雜
魚
肉
、
叩
槽
而
號
、
以
祭
槃
瓠
。

㉙　
『
三
国
志
』、『
晋
書
』、『
宋
書
』、『
南
斉
書
』、『
梁
書
』、『
陳
書
』、『
南
史
』
か
ら

徴
し
た
。

㉚　
「
酉
溪
」
と
は
前
掲
『
水
経
注
』
の
中
に
あ
る
五
渓
の
一
つ
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
た

だ
、
こ
こ
に
見
え
る
の
は
「
酉
溪
蠻
王
田
頭
擬
」
で
あ
り
、「
酉
溪
の
蠻
王
の
田
頭
擬
」

と
読
む
の
で
あ
れ
ば
、「
酉
溪
」
と
し
て
解
釈
す
べ
き
と
な
る
。

㉛　

あ
る
い
は
「
武
陵
の
酉
溪
蠻
」
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
酉
溪
蠻
」
と
し

て
数
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

32　

あ
る
い
は
「
武
陵
の
五
谿
蠻
夷
」
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
五
溪
蠻
夷
」
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と
し
て
数
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

33　

な
お
「
渓
」
を
使
わ
ず
に
五
渓
蛮
を
指
す
事
例
は
存
在
す
る
。
後
掲
の
『
三
国
志
』

巻
五
十
八
、
呉
書
十
三
、
陸
遜
伝
に
見
え
る
「
諸
夷
」
は
、『
三
国
志
』
蜀
書
と
較
べ

つ
つ
読
め
ば
、明
ら
か
に
五
渓
蛮
を
含
ん
で
い
る
。
本
稿
で
は
「
渓
」
字
に
分
析
の
重

点
が
あ
る
た
め
、「
渓
」
字
を
用
い
な
い
五
渓
蛮
の
表
記
方
法
に
つ
い
て
は
捨
象
し
た
。

34　

そ
も
そ
も
こ
の
部
分
の
記
述
は
、北
魏
か
ら
見
て
東
晋
の
支
配
が
覚
束
な
い
も
の
で

あ
っ
た
事
を
強
調
す
る
狙
い
も
あ
り
、事
実
の
直
截
な
反
映
と
は
見
做
し
難
い
面
も
あ

る
。
例
え
ば
、
陳
寅
恪
「
魏
書
司
馬
叡
伝
江
東
民
族
条
釈
証
及
推
論
」（
前
掲
、
九
八

頁
）
に
よ
れ
ば
、『
魏
書
』
に
お
け
る
「
楚
」
と
は
、
北
朝
人
が
南
朝
の
北
人
を
侮
蔑

し
て
使
う
語
で
あ
り
、南
方
の
非
漢
族
を
指
し
示
す
語
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
に
も

拘
ら
ず
、本
論
で
引
用
し
た
『
魏
書
』
に
は
非
漢
族
の
一
と
し
て
「
楚
」
が
含
ま
れ
て

い
る
。
た
め
に
、『
魏
書
』
の
一
例
を
以
て
「
渓
」
の
字
を
非
漢
族
の
称
謂
と
し
て
一

般
化
す
る
事
も
ま
た
危
険
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

35　

谷
口
房
男
「
三
国
時
代
の
武
陵
蛮
」（
谷
口
房
男
『
華
南
民
族
史
研
究
』、
緑
蔭
書

房
、
一
九
九
七
年
、
初
出
一
九
七
一
年
）
参
照
。

36　

例
え
ば
、
柿
沼
陽
平
『
劉
備
と
諸
葛
亮
―
カ
ネ
勘
定
の
『
三
国
志
』』（
文
芸
春
秋
、

二
〇
一
八
年
、
一
八
二
頁
）
は
沙
摩
柯
を
五
渓
蛮
の
王
と
解
釈
し
て
い
る
。

37　

呂
春
盛
「
魏
晋
南
朝
的
「
渓
族
」
与
陶
淵
明
的
族
属
問
題
」（
前
掲
、六
頁
）
参
照
。

38　

こ
の
点
に
つ
い
て
周
一
良
は
後
掲
す
る
『
資
治
通
鑑
』
巻
一
百
一
十
五
、安
帝
義
熙

六
（
四
一
〇
）
年
二
月
条
に
見
え
る
強
力
な
「
始
興
溪
子
」
と
、
か
か
る
「
性
怯
懦
」

な
「
溪
」
の
差
に
つ
い
て
、居
住
す
る
地
域
の
差
が
反
映
し
て
い
る
と
想
定
し
て
い
る

が
（
周
一
良
「
南
朝
境
内
之
各
種
人
及
政
府
対
待
之
政
策
」、
前
掲
、
四
九
頁
）、
推
定

に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
無
批
判
に
首
肯
す
る
事
は
出
来
な
い
。

39　
『
南
斉
書
』
巻
十
五
、
州
郡
志
下
湘
州
条
を
見
る
と
、
そ
の
治
下
の
郡
と
し
て
、「
長

沙
郡
・
桂
陽
郡
・
零
陵
郡
・
衡
陽
郡
・
營
陽
郡
・
湘
東
郡
・
邵
陵
郡
・
始
興
郡
・
臨
賀

郡
・
始
安
郡
・
齊
熙
郡
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

40　
『
資
治
通
鑑
』
巻
一
百
四
十
四
、
和
帝
中
興
元
（
五
〇
一
）
年
十
月
条

 

公
則
所
領
皆
湘
州
人
、
素
號
怯
懦
、
城
中
輕
之
。

41　

陳
寅
恪
「
魏
書
司
馬
叡
伝
江
東
民
族
条
釈
証
及
推
論
」（
前
掲
、九
十
五
頁
）
参
照
。

42　

通
行
本
の
『
南
史
』
巻
五
十
五
、楊
公
則
伝
で
は
『
梁
書
』
と
同
文
を
採
録
し
て
い

る
が
、元
大
徳
本
『
南
史
』
は
該
文
を
「
公
則
所
領
多
湘
人
溪
性
怯
懦
城
内
輕
之
」
に

作
る
。
陳
寅
恪
は
「
人
」
と
「
渓
」
と
が
単
に
間
違
っ
て
転
倒
し
た
も
の
で
あ
る
と
す

る
（
陳
寅
恪
「
魏
書
司
馬
叡
伝
江
東
民
族
条
釈
証
及
推
論
」
前
掲
、九
五
頁
）。
但
し
、

も
し
元
大
徳
本
の
如
き
で
あ
る
な
ら
ば
、「
公
則
の
領
す
る
所
は
湘
人
多
し
。
溪
の
性

は
怯
懦
な
れ
ば
城
内 

之
を
輕
ん
ず
」
と
解
し
得
る
の
で
あ
っ
て
、「
湘
人
」
と
「
溪
」

と
が
互
換
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
事
に
な
る
。「
湘
人
」
は
「
湘
州
の
人
」
の
意
で
あ

ろ
う
か
ら
、な
れ
ば
湘
州
人
が
「
渓
」
と
い
う
事
に
な
る
。
従
っ
て
「
渓
」
字
に
種
族

性
を
見
出
す
事
は
難
し
く
な
り
、
特
定
地
域
と
結
び
つ
く
呼
称
で
あ
る
可
能
性
が
増

し
、
興
味
深
い
。
ま
た
、
余
嘉
錫
は
斯
く
元
大
徳
本
『
南
史
』
の
記
述
に
基
づ
い
て

「
湘
人
」
と
「
溪
」
と
が
互
換
出
来
る
と
指
摘
し
て
い
る
（『
世
説
新
語
箋
疏
』、前
掲
、

七
二
七
頁
）。
こ
の
字
句
の
問
題
に
つ
い
て
は
、『
南
史
』
の
書
誌
学
的
検
討
も
含
め
て

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

43　

か
か
る
理
解
を
す
る
に
際
し
、川
本
芳
昭
が
「
渓
」
を
非
漢
族
名
と
見
做
し
て
い
な

い
よ
う
で
あ
る
点
は
示
唆
に
富
む
。
川
本
は
、魏
晋
南
北
朝
時
代
に
お
い
て
南
方
の
非

漢
族
が
形
成
し
て
い
た
集
落
「
洞
」
の
分
布
を
分
析
す
る
に
際
し
て
、「
蛮
洞
、
俚
洞
、

洞
と
い
っ
た
非
漢
族
名
を
冠
す
る
形
で
は
な
く
、
単
に
『
洞
』、
あ
る
い
は
『
溪
洞
』

と
い
う
形
で
の
み
記
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
お
り
、「
渓
」
を
非
漢
族
名
と
見
做
し
て

い
な
い
（
川
本
芳
昭
「
六
朝
に
お
け
る
蛮
の
理
解
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
山
越
・
蛮
漢

融
合
の
問
題
を
中
心
と
し
て
み
た
―
」、川
本
芳
昭
『
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
民
族
問
題
』

汲
古
書
院
、
一
九
九
八
年
、
四
六
二
頁
、
初
出
一
九
八
六
年
参
照
）。

44　

呂
春
盛
の
挙
げ
る
事
例
の
内
、
陶
侃
・
胡
諧
之
・
楊
公
則
に
関
わ
る
部
分
は
既
に
検

討
し
た
た
め
、
本
章
で
は
言
及
し
な
い
。

45　

周
一
良
「
南
朝
境
内
之
各
種
人
及
政
府
対
待
之
政
策
」（
前
掲
、
四
九
頁
）、
呂
春
盛

「
魏
晋
南
朝
的
「
溪
族
」
与
陶
淵
明
的
族
属
問
題
」（
前
掲
、
四
頁
）
等
参
照
。

46　

周
一
良
「
南
朝
境
内
之
各
種
人
及
政
府
対
待
之
政
策
」（
前
掲
、
四
九
頁
）
参
照
。

な
お
、
こ
こ
で
周
氏
は
「
種
族
名
＋
子
」
の
例
の
一
つ
に
「
漢
子
」
を
挙
げ
て
い
る

が
、当
時
の
南
朝
の
人
が
自
ら
を
「
漢
族
」
と
見
做
し
て
い
た
か
は
慎
重
に
検
討
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
容
易
に
「
漢
＋
子
」
を
現
代
的
感
覚
で
「
種
族
名
＋
子
」
と
解
釈
す
る

の
は
早
計
に
思
え
る
。

47　

周
一
良
「
南
朝
境
内
之
各
種
人
及
政
府
対
待
之
政
策
」（
前
掲
、
四
八
頁
）、
呂
春
盛

「
魏
晋
南
朝
的
「
渓
族
」
与
陶
淵
明
的
族
属
問
題
」（
前
掲
、
五
頁
）
等
参
照
。

48　

ま
た
、
孫
詒
讓
は
『
説
文
解
字
』
女
部
の
「
㜎
、
女
隸
也
。」
を
引
い
て
、「
奚
」
は
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「
㜎
」
の
借
字
で
あ
る
と
す
る
（『
周
礼
正
義
』
天
官
敘
官
、
中
華
書
局
、
二
〇
一
五

年
、
四
一
頁
参
照
）。

49　

な
お
、
全
文
を
掲
げ
る
と
、
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

 

　
　

  
奴
曰
高
安
、
兩
手
並
殘
。
指
如
竹
筒
、
畏
風
惡
寒
。
小
者
家
生
、
厥
名
曰
饒
。
腹

中
瘕
堅
、
大
如
飯

。
飽
食
終
日
、
不
能
作
勞
。
借
一
小
兒
、
傖
公
吳
母
、
近
因

冬
節
、
暫
詣
其
舅
。
狗

一
脛
、
肉
落
如
手
、
攣
筋
徹
骨
、
跂
而
不
愈
。
長
婢
來

成
、
左
目
失
明
。
動
則
入
井
、
已
死
復
生
。
次
婢
良
信
、
有
桓
公
司
馬
之
疹
。
行

步
雖
曠
、
了
無
前
進
。
隱
疾
難
明
、
辭
不
盡
韻
。
小
婢
從
成
、
南
方
之
奚
。
形
如

驚
𪋛
、
言
語

厲
。
聲
音
駭
人
、
唯
堪
驅
雞
。
之
無
所
役
、
遣
詣
阿
稽
。
復
被
狗

咋
、
困
熟
如
泥
。

50　

川
勝
義
雄
『
魏
晋
南
北
朝
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
三
年
、
初
版
一
九
七
四
年
）、
四
七

頁
。

51　

な
お
、筆
者
は
六
朝
時
代
に
お
け
る
非
漢
族
の
影
響
力
が
少
な
か
っ
た
と
は
考
え
て

い
な
い
。
あ
る
い
は
誤
解
さ
れ
る
恐
れ
な
し
と
は
し
な
い
た
め
、念
の
た
め
強
調
し
て

お
く
。

52　

呂
春
盛
「
魏
晋
南
朝
的
「
渓
族
」
与
陶
淵
明
的
族
属
問
題
」（
前
掲
、
二
四
頁
）
参

照
。

﹇
附
記
﹈　

  

本
稿
は
、
令
和
二
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨

励
費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

﹇
附
記
二
﹈  

本
稿
は
、
二
〇
二
〇
年
一
月
の
六
朝
史
研
究
会
（
於
京
都
大
学
）
に
お
け
る
口
答

発
表
に
加
筆
、
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
様
々
な
先
生
よ
り
貴
重
な

ご
指
摘
を
賜
っ
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｐ
Ｄ
）


