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王
莽
政
権
支
持
者
の
検
討

平
帝
期
に
お
け
る
王
莽
と
諸
生
の
関
係
を
中
心
と
し
て

飯

田

祥

子

は

じ

め

に

紀
元
後
八
年
、
孺
子
嬰
が
王
莽
に
禅
譲
し
、
前
漢
王
朝
は
滅
亡
す
る
。
劉
氏
漢
朝
か
ら
王
氏
新
朝
へ
の
易
姓
革
命
で
あ
る
。
次
の
後

漢
王
朝
は
新
を
打
倒
し
、
前
漢
を
復
興
し
た
立
場
に
あ
る
た
め
、
後
漢
以
来
、
王
莽
は
簒
奪
者
と
さ
れ
、
新
王
朝
は
正
統
性
を
み
と
め

ら
れ
な
い
。

し
か
し
前
漢
後
期
か
ら
王
莽
新
を
へ
て
後
漢
に
い
た
る
時
代
、
儒
家
理
念
に
も
と
づ
き
連
続
性
の
あ
る
改
革
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。

近
年
、
こ
の
こ
と
の
重
要
性
に
注
目
が
あ
つ
ま
っ
て
い
る

(

１)

。｢

簒
奪
者
王
莽｣
の
図
式
を
相
対
化
し
、
王
莽
礼
制
改
革
の
中
国
史
に
お

け
る
意
義
を
評
価
す
る
。
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た
だ
し
礼
制
な
ど
の
理
念
に
直
結
し
た
改
革
を
の
ぞ
け
ば
、
今
な
お

『

漢
書』

の
提
示
す
る
枠
組
み
に
基
づ
き
、
王
莽
の
政
策
は
評

価
さ
れ
続
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
王
莽
の
諸
政
策
は
非
現
実
的
で
無
意
味
で
あ
っ
た
と
い
う
見
方
は
根
強
い
。
た
と
え
ば
河
地

重
造
は
王
莽
の
社
会
改
革
に
つ
い
て

｢

か
れ
は
か
れ
な
り
に
社
会
を
見
、
改
革
を
志
し
た｣

も
の
の

｢

か
れ
の
脳
裏
を
と
お
っ
て
出
て

く
る
と
き
、
そ
の
方
法
は
現
実
性
を
失
い
、
観
念
と
形
式
に
は
め
こ
ま
れ
た｣

と
い
う

(

２)

。

王
莽
の
政
策
の
意
義
を
高
く
評
価
す
る
論
者
も
存
在
す
る
が

(

３)

、
王
莽
個
人
の
思
想
や
政
策
意
図
を
重
視
す
る
よ
う
で
あ
る
。
先
駆
性

を
評
価
す
る
点
か
ら
み
て
も
、
同
時
代
に
お
け
る
政
策
の
意
義
や
同
時
代
人
か
ら
の
評
価
を
議
論
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

新
王
朝
が
短
期
間
の
う
ち
に
崩
壊
し
た
こ
と
か
ら
も
、
王
莽
の
政
策
の
多
く
が
有
意
義
な
結
果
を
残
せ
な
か
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
、
河
地
の
指
摘
の
通
り
、
王
莽
当
人
の
意
図
に
お
い
て
は
、
既
存
の
政
権
に
は
解
決
で
き
な
い
問
題
に
対
し
て
、
有
意
義
な

政
策
を
お
こ
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
政
権
の
交
代
に
は
新
政
権
を
支
持
す
る
集
団
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
王
莽
政
権
に
つ
い

て
も
、
同
時
代
人
に
評
価
さ
れ
る
政
策
を
お
こ
な
い
、
支
持
者
を
獲
得
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

前
漢
末
期
の
人
々
は
、
な
に
ゆ
え
に
王
莽
を
支
持
し
た
の
か
。
支
持
者
に
は
ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
り
、
王
莽
政
権
は
彼
ら
を
な
ぜ

引
き
つ
け
た
の
か
。
同
時
代
人
と
の
関
係
か
ら
王
莽
政
権
を
理
解
し
た
い
。

な
お
本
稿
は
王
莽
政
権
確
立
過
程
に
お
け
る
支
持
者
に
注
目
す
る
た
め
、
禅
譲
以
前
の
時
期
、
特
に
平
帝
元
始
年
間
を
検
討
の
中
心

と
し
、
前
後
す
る
時
期
の
現
象
を
分
析
の
手
が
か
り
と
す
る
。
居
摂
以
降
に
つ
い
て
は
別
稿
で
議
論
す
る

(

４)

。

一

王
莽
の
官
製
民
衆
運
動
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『
漢
書』

王
莽
伝
に
は
、
平
帝
元
始
年
間

[

後
一
〜
五
年]

を
中
心
に
、
人
々
が
王
莽
を
賞
賛
す
る
上
書
を
お
こ
な
っ
た
、
あ
る
い
は

王
莽
の
行
動
に
な
ら
っ
た
と
い
う
記
事
が
散
見
さ
れ
る
。
宮
川
尚
志
は
こ
れ
を

｢

官
製
の
民
衆
運
動
の
芝
居｣

と
い
う

(

５)

。｢

官
製｣

で

あ
れ
、｢
芝
居｣

で
あ
れ
、
王
莽
支
持
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
個
別
に
事
例
を
概
観
し
て

お
こ
う
。

①

[

元
始
二
年]

私
財
の
提
供

王
莽
が
貧
民
救
済
の
た
め
に
私
財
の
提
供
を
申
し
出
る
と
、
公
卿
が
そ
れ
に
な
ら
っ
た
と
い
う
。

莽
上
書
に
因
り
て
、
錢
百
萬
を
出
し
、
田
三
十
頃
を
獻
じ
、
大
司
農
に
付
し
て
貧
民
に
給
す
る
を
助
く
を
願
う
。
是
に
於
い
て
公

�
皆
な
慕
效
す

(

６)

。(

王
莽
伝
上)

『

漢
書』

平
帝
紀
元
始
二

[

後
二]

年
の
記
事
が
こ
れ
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
。

郡
國
大
い
に
旱
し
、
蝗
あ
り
て
、�
州
尤
も
甚
だ
し
く
、
民
流
亡
す
。
安�
公
・
四
輔
・
三
公
・�
大
夫
・
吏
民
の
百
姓
の
困
乏

せ
る
が
爲
に
其
の
田
宅
を
獻
ず
る�
二
百
三
十
人
、
口
を
以
て
貧
民
に
賦
つ

(

７)

。(

平
帝
紀)

高
級
官
僚
か
ら
吏
民
ま
で
の
計
二
三
〇
人
が
関
わ
っ
た
。
多
く
の
も
の
が
王
莽
の
道
徳
的
な
ふ
る
ま
い
を
み
な
ら
っ
た
と
さ
れ
る

(

８)

。

②

[

元
始
二
年]

皇
后
候
補
辞
退

(

９)

平
帝
皇
后
の
冊
立
が
議
論
さ
れ
た
際
の
こ
と
で
あ
る
。
皇
后
候
補
と
し
て
他
の
王
氏
の
女
性
が
自
分
の
娘
の
競
争
相
手
と
な
る
の
を

さ
け
る
た
め

(�)

、
王
莽
は
元
后
に
働
き
か
け

｢

王
氏
の
女
は
、�
の
外
家
な
り
。
其
れ�
る
勿
れ

(�)｣
と
い
う
詔
を
だ
さ
せ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
次
の
よ
う
な
動
き
が
あ
っ
た
。
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庶
民
・�
生
・�
吏
以
上
の
守
闕
上
書
す
る�
日
ご
と
に
千
餘
人
、
公�
大
夫
或
は
廷
中
に
詣
し
、
或
は
省
の�
下
に
伏
し
、
咸

な
言
く

｢

明
詔
の��
は
巍
巍
た
る
こ
と
彼
の
如
く
、
安�
公
の
盛
勲
は
堂
堂
た
る
こ
と
此
の
若
し
。
今
當
に
后
を
立
つ
べ
く
し

て
、
獨
り
奈
何
ぞ
公
女
を
廢
さ
ん
や
。
天
下
安
く
に
か
歸
命
す
る�
な
ら
ん
。
願
わ
く
は
公
女
を
得
て
天
下
の
母
と
爲
さ
ん｣

と
。

莽
長
史
以
下
を�
り
部
に
分
か
ち
公�
及
び�
生
を
曉
止
す
る
も
、
上
書
す
る��
い
よ
甚
だ
し

(�)

。(

王
莽
伝
上)

王
莽
の
娘
こ
そ
皇
后
に
ふ
さ
わ
し
い
と
主
張
す
る
も
の
が
一
日
に
つ
き
一
、
〇
〇
〇
人
以
上
あ
っ
た
。
王
莽
は
自
分
の
属
吏
に
彼
ら
を

な
だ
め
さ
せ
た
が
、
上
書
は
な
お
さ
か
ん
に
お
こ
な
わ
れ
た
。

③

[

元
始
四
年]

｢

宰
衡｣

称
号

元
始
三
年
、
大
司
徒
司
直
陳
崇
が
上
奏
を
お
こ
な
い
、
王
莽
の
功
績
を
ほ
め
た
た
え
、
周
公
に
相
当
す
る
待
遇
を
あ
た
え
よ
と
の
べ

て
い
た

(�)
。
呂
寛
事
件
の
た
め
、
こ
の
件
は
停
止
し
て
い
た
が
、
元
始
四
年
、
太
保
王
舜
等
が
む
し
か
え
し
、
八
、
〇
〇
〇
人
以
上
の
民

が
同
調
す
る
上
書
を
お
こ
な
っ
た
。

及
び
民
の
上
書
す
る�
八
千
餘
人
、
咸
な
曰
く

｢
伊
尹
は
阿
衡
と
爲
り
、
周
公
は
太
宰
と
爲
り
、
周
公
は
七
子
の
封
を
享
け
、
上

公
の
賞
を�
ぐ
有
り
。
宜
し
く
陳
崇
の
言
の
如
く
す
べ
し｣

と

(�)
。(

王
莽
伝
上)

こ
の
後
、
辞
退
云
々
の
や
り
と
り
を
か
わ
し
た
あ
げ
く
、
王
莽
は

｢

宰
衡｣

の
称
号
を
う
け
た
。

④

[

元
始
四
年]

明
堂
辟
雍
建
設

王
莽
の
明
堂
辟
雍
建
設
の
功
績
を
群
臣
が
た
た
え
た
上
奏
に
は
以
下
の
よ
う
に
み
え
る
。

公
八
月
戴
生
魄
庚
子
を
以
て
朝
を
奉
使
し
、
書
を
用
て
營
築
を
臨
賦
し
、
越
若
に
翊
辛
丑
、�
生
・
庶
民
大
い
に
和
會
し
、
十
萬
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の
衆
竝
び
に
集
い
、�
作
す
る
こ
と
二
旬
、
大
功
畢
成
す

(�)

。(

王
莽
伝
上)

王
莽
が
建
設
を
指
示
す
る
と
、
工
事
に

｢

諸
生
・
庶
民｣

が
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
人
も
つ
ど
い
、
二
〇
日
間
で
工
事
を
お
え
た
と
い
う
。

⑤

[

元
始
五
年]

封
地
辞
退

王
莽
が
新
野
の
封
地
を
辞
退
す
る
と
、
こ
れ
を
不
当
と
す
る
上
書
が
あ
い
つ
ぎ
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
王
莽
に
九
錫
の
礼
が
く
わ
え

ら
れ
る
。

是
の
時
、
吏
民
の
莽
の
新
野
の
田
を
受
け
ざ
る
を
以
て
上
書
す
る�
、
前
後
四
十
八
萬
七
千
五
百
七
十
二
人
。
及
び�
侯
王
・
公
・

列
侯
・
宗
室
の
見�
、
皆
な
叩
頭
し
て
宜
し
く
亟
ぎ
賞
を
安�
公
に
加
う
べ
き
を
言
う

(�)

。(

王
莽
伝
上)

明
堂
で
の
儀
礼
に
参
加
し
て
い
た
諸
侯
王
か
ら
宗
室
ま
で
と
、
吏
民
四
八
七
、
五
七
二
人
が
上
書
を
お
こ
な
い
、
王
莽
の
功
績
に
ふ
さ

わ
し
い
賞
を
あ
た
え
よ
と
主
張
を
す
る
。
お
な
じ
状
況
を
の
べ
た
元
后
の
詔
に
は

｢

是
を
以
て�
侯
王
・
公
・
列
侯
・
宗
室
・�
生
・

吏
民
翕
然
と
し
て
辭
を
同
じ
く
し
て
、
闕
庭
に�
守
す

(�)｣
と
あ
る
。

⑥

[

地
皇
四
年]

｢

哭｣

す
で
に
反
王
莽
の
軍
が
各
地
で
蜂
起
し
、
関
中
付
近
ま
で
せ
ま
る
も
の
も
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
王
莽
は

｢

哭｣

し
て
混
乱
を
鎮
め
よ

う
と
す
る
。

因
り
て
心
を
搏
ち
て
大
い
に
哭
し
、
氣
盡
き
、
伏
し
て
叩
頭
す
。
又
た
告
天
の
策
を
作
り
、
自
ら
功
勞
を
陳
べ
る
こ
と
千
餘
言
。

�
生
・
小
民
は
旦
夕
に
會
し
哭
し
、
爲
に�
粥
を
設
け
、
甚
だ
悲
哀
す
及
び
能
く
策
文
を
誦
す
る
は
除
し
て
以
て�
と
爲
し
、
五

千
餘
人
に
至
る

(�)

。(

王
莽
伝
下)
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王
莽
が
群
臣
を
ひ
き
つ
れ
て

｢

哭｣

す
る
と
、｢

諸
生
・
小
民｣

も
つ
ど
い

｢

哭｣

し
た
。
う
ち
郎
に
取
り
立
て
ら
れ
た
者
だ
け
で
五
、

〇
〇
〇
人
以
上
に
の
ぼ
る
と
い
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
王
莽
伝
に
は
多
く
の
人
々
が
王
莽
の
行
動
に
な
ら
い
、
王
莽
を
ほ
め
た
た
え
た
と
す
る
記
事
が
み
え
る
。
行
動
自

体
は
そ
れ
ぞ
れ
だ
が
、
王
莽
支
持
を
表
明
す
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
る
。
参
加
者
は
①
⑤

｢

吏
民｣

、
②
④

｢

庶
民｣

、
③

｢

民｣

、

⑥

｢

小
民｣

な
ど
を
ふ
く
み
、
宮
川
の
い
う
よ
う
に

｢

民
衆
運
動｣

と
よ
べ
よ
う
。

王
莽
は

｢

色
は�
に
し
て
言
は
方
な
る
も
、
爲
す�
有
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、
微
に
風�
を
見

(

あ
ら
わ)

す
。
黨
與
は
そ
の
指
意
を

承
け
て
之
を
顯
奏
し
、
莽
は
稽
首
涕
泣
し
て
、
固
く
推
讓
し
、
上
は
以
て
太
后
を
惑
わ
し
、
下
は
用
て
信
を
衆
庶
に
示

(�)｣
(

王
莽
伝
上)

し
た
と

『

漢
書』

は
い
う
。
王
莽
は

｢
党
与｣

を
つ
か
っ
て
仕
込
ん
だ
上
で
、
謙
譲
を
演
じ
て
見
せ
た
。｢

民
衆
運
動｣

も
宮
川
の
い

う
よ
う
に

｢

官
製｣

、
す
な
わ
ち
王
莽
側
で
仕
込
ん
だ
上
で
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
民
が
一
方
的
・
強
制
的
に
動
員
さ
れ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
東
晋
次
は

｢

王
莽
の
腹
心
に
よ
る
世
論
操

作
や
働
き
か
け
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
正
当
な
方
法
で
政
治
改
革
や
恤
民
政
策
を
実
行
し
て
い
た
王
莽
に
対
す
る
人
々
の
評
価
が
相
当

に
高
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か

(�)｣
と
み
る
。
班
固
す
ら

｢

其
の
位
に
居
り
て
輔
政
す
る
に
及
び
、

成
・
哀
の
際
は
國
家
に�
勞
し
、
直�
し
て
行
い
、
動

(

つ
ね)
に
稱�
せ
ら
る

(�)｣
(

王
莽
伝
賛)

と
王
莽
が
執
政
者
と
し
て
高
い
評
価

を
得
て
い
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
大
司
馬
就
任
中
の
王
莽
は

｢

衆
庶｣

の

｢

望｣

の
担
い
手
で
あ
り

(�)
、
哀
帝
期
の
失
脚
を
不
当
と
み

な
す
者
は
お
り

(�)

、
賢
良
の
声
に
よ
り
王
莽
は
中
央
に
復
帰
す
る

(�)
。
哀
帝
崩
御
後
、
大
司
馬
に
返
り
咲
い
た
の
も
、｢

衆
庶｣

の
支
持
が

後
押
し
を
し
た

(�)

。
も
と
も
と

｢

望｣

が
あ
る
か
ら
こ
そ

｢

世
論
操
作
や
働
き
か
け｣

は
成
果
が
得
ら
れ
る
。
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ま
た
王
莽
は
人
々
の
利
害
関
心
を
利
用
し
、
自
身
の
政
治
的
な
立
場
を
強
化
す
る
こ
と
に
役
立
て
た
。
た
と
え
ば

｢

附
順
す
る�
は
拔

擢
し
、
忤
恨
す
る�
は
誅
滅

(�)｣
(

王
莽
伝
上)

し
、｢

上
は
宗
廟
を�
び
、
禮
樂
を�
加
し
、
下
は
士
民
鰥
寡
に
惠
み
、
恩
澤
の
政
は
施

さ
ざ
る�
な
し

(�)｣
(

同)

、｢

莽�
に
衆
庶
を�
ば
し
、
又
た
專
斷
を
欲

(�)｣
(

同)

し
た
と
さ
れ
る
。
人
気
取
り
の
努
力
の
結
果
と
し
て
、

元
始
年
間
に
は
高
い
評
価
を
勝
ち
取
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り

｢

民
衆
運
動｣

の
背
景
に
は
、
王
莽
と

｢

民
衆｣

と
の
あ
い
だ
の
利
害
の
一
致
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。｢

民
衆｣

は
王
莽
が

こ
れ
ま
で
あ
た
え
た
恩
恵
に
応
え
る
た
め
、
ま
た
王
莽
が
執
政
者
で
あ
り
つ
づ
け
、
今
後
も
指
導
力
を
発
揮
し
、
恩
恵
を
ほ
ど
こ
す
政

策
を
継
続
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
た
め
に
、
王
莽
支
持
の
行
動
を
と
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
王
莽
が
自
分
の
政
治
的
地
位
の
た
め
に
、

｢

民
衆
運
動｣

を
利
用
し
た
の
は
事
実
だ
が
、｢

民
衆｣

に
と
っ
て
も
王
莽
と
い
う
執
政
者
に
は
利
用
価
値
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
点
で

｢

民
衆
運
動｣

は
、
同
時
代
人
に
と
っ
て
の
王
莽
政
権
を
知
る
た
め
の
重
要
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
だ
ろ

う
。
王
莽
の
政
策
は
王
莽
支
持
者
の
利
害
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
の
で
あ
る
。

た
だ
残
念
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
史
料
に
登
場
す
る

｢
衆
庶｣

が
ど
の
よ
う
な
人
々
で
あ
る
の
か
、
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、

具
体
的
に
王
莽
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
た
の
か
は
あ
き
ら
か
に
し
が
た
い
。

次
節
以
下
で
は

｢

諸
生｣

を
取
り
上
げ
て
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。
上
述
の

｢

民
衆
運
動｣

で
は
①
③
を
の
ぞ
き
四
件
に

｢

諸
生｣

が

参
加
し
た
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
②
で
は
王
莽
が
長
史
に
な
だ
め
さ
せ
た
対
象
と
し
て
、
特
に

｢

公
卿｣

と
と
も
に

｢

諸
生｣

が
あ
げ

ら
れ
る
。｢

諸
生｣

は

｢

民
衆
運
動｣

の
参
加
者
の
な
か
で
目
立
つ
存
在
で
あ
り
、
王
莽
支
持
者
の
う
ち
重
要
な
部
分
を
し
め
て
い
た

可
能
性
が
あ
る
。｢

諸
生｣

に
つ
い
て
は
比
較
的
史
料
や
研
究
が
豊
富
で
あ
り
、
か
れ
ら
を
と
り
ま
く
状
況
を
検
討
す
る
こ
と
も
で
き
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検
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よ
う
。

二

王
莽
と
諸
生

東
晋
次

(�)
に
よ
れ
ば

｢

諸
生｣

は

｢

修
学
中
の
学
生
を
意
味
す
る
語｣

で
あ
り
、｢

太
学
に
学
ぶ
博
士
弟
子
・
太
学
生
、
郡
国
学
に
籍

を
置
く
文
学
弟
子
・
郡
学
生
・
諸
郡
生
徒
、
私
学
の
弟
子
・
門
生
・
門
徒
・
門
人
な
ど
す
べ
て
を
包
含
す
る
語
で
あ
る｣

。

前
節
で
み
た

｢

民
衆
運
動｣

は
す
べ
て
首
都
長
安
を
舞
台
と
す
る
。
参
加
し
た

｢

諸
生｣

は
長
安
の
太
学
を
中
心
に

(�)

、
私
学
の
学
生

を
含
む
と
考
え
ら
れ
る

(�)
。

前
漢
末
の
太
学
の
学
生
に
つ
い
て
、
西
川
利
文
が
検
討
を
お
こ
な
っ
て
い
る

(�)
。
こ
の
時
期
太
学
は

｢

本
来
の
官
吏
養
成
機
関
と
し
て

の
機
能
を
失
い
、
人
脈
形
成
の
場
に
な
っ
て
い
く｣

。
元
帝
期
、
太
学
の
博
士
弟
子
の
定
員
は
急
増
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
卒
業
後

の
任
用
ポ
ス
ト
が
十
分
用
意
さ
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
博
士
弟
子
た
ち
は

｢

官
僚
を
核
と
し
た
政
治
集
団
の
如
き
も

の
を
つ
く
り
出｣

し
て
い
た
。

そ
の
よ
う
な
風
潮
は
哀
帝
元
寿
年
間

[

前
二
〜
一
年

(�)]
の
司
隷
鮑
宣
に
ま
つ
わ
る
事
件
に
み
ら
れ
る
。
こ
の
事
件
は
諸
生
の
政
治
活

動
の
嚆
矢
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
く
わ
し
く
み
て
お
こ
う
。

鮑
宣
は

｢

好
学
明
経｣

と
し
て
哀
帝
に
も

｢

名
儒｣

と
認
め
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
。
司
隷
在
任
時
、
属
吏
を
使
い
、
丞
相
孔
光
の
一

行
に
無
礼
を
働
い
た
。

宣
は
使�
を
距
閉
し
人
臣
の
禮
を
亡
す
る
に
坐
し
、
大
不
敬
不�
、
廷
尉
の
獄
に
下
る
。
博
士
弟
子
濟
南
王
咸
は
幡
を
太
學
の
下
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に
擧
げ
て
曰
く

｢

鮑
司
隸
を
救
わ
ん
と
欲
す
る�
は
此
の
下
に
會
せ｣

と
。�
生
の
會
す
る�
千
餘
人
。
朝
日
、
丞
相
孔
光
を�

り
て
自
言
し
、
丞
相
の
車
は
行
く
を
得
ず
、
又
た
守
闕
上
書
す
。
上
は�
に
宣
に
罪
を
抵
て
る
に
減
死
一
等
、�
鉗
と
す

(�)

。(『

漢

書』
鮑
宣
伝)

鮑
宣
は
実
行
犯
で
あ
る
属
吏
を
差
し
出
す
の
を
拒
み
、
大
不
敬
の
罪
に
問
わ
れ
た
。
す
る
と
鮑
宣
を
救
う
た
め
諸
生
が
動
い
た
。
博
士

弟
子
の
号
令
に
よ
っ
て
、
諸
生
一
、
〇
〇
〇
名
あ
ま
り
が
つ
ど
い
、
人
数
を
た
の
み
に
丞
相
の
参
内
を
は
ば
み
、
自
分
た
ち
の
主
張
を

｢

守
闕
上
書｣

し
た
。
結
果
鮑
宣
は
死
罪
を
ま
ぬ
が
れ
た
。
さ
な
が
ら
後
漢
の
洛
陽
太
学
の
よ
う
で
あ
る

(�)

。
前
漢
末
期
、
太
学
等
の
諸

生
は
政
治
的
な
意
味
を
も
つ
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

王
莽
を
賛
美
し
た
諸
生
は
、
鮑
宣
事
件
と
同
じ
政
治
活
動
に
積
極
的
な
風
潮
の
も
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
節
事
例
②
に
お
い

て
、
諸
生
が
王
莽
の
娘
を
皇
后
に
と

｢
守
闕
上
書｣

し
た
の
は
元
始
二

[

後
二]

年
の
こ
と
で
あ
る
。
鮑
宣
事
件
か
ら
三
年
ほ
ど
の
ち

に
す
ぎ
な
い
。

王
莽
は
こ
の
風
潮
を
意
識
し
て

｢

政
治
集
団
の
如
き
も
の｣

の
核
た
ろ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

王
莽
は
兄
王
永
の
遺
児
王
光
の
師
や
同
学
に
大
盤
振
る
舞
い
を
し
て
み
せ
た
。

(

王
永)

子
の
光
あ
り
て
、
莽
は
博
士
の
門
下
に
學
ば
し
む
。
莽
は
休
沐
に
出
で
る
に
、
車
騎
を
振
え
、
羊
酒
を
奉
じ
、
其
の
師

に
勞�
し
、
恩
施
は
下
は
同
學
に
竟
る
。�
生
は
縱
觀
し
、
長
老
は�
息
す

(�)
。(

王
莽
伝
上)

太
学
の
長
老
や
諸
生
に
、
王
莽
の
儒
学
尊
崇
、
孝
悌
の
精
神
と
財
力
を
印
象
づ
け
た
だ
ろ
う
。

綏
和
元
年
、
大
司
馬
と
な
っ
て
以
降
も

｢

賢
良｣

を
ひ
き
つ
け
る
努
力
を
し
て
い
た
。
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莽�
に
同
列
を
拔
き
出
で
、
四
父
を
繼
い
で
輔
政
す
る
や
、
名
譽
を
前
人
に�
ぎ
し
め
ん
と
欲
し
、�
に
克
己
し
て
倦
ま
ず
、�

の
賢
良
を
聘
し
て
以
て
掾
史
と
爲
し
、
賞
賜
の
邑
錢
は
悉
く
以
て
士
に
享
し
、�
い
よ
儉
約
を
爲
す

(�)

。(

王
莽
伝
上)

自
己
の
ふ
る
ま
い
を
た
だ
し
、
属
吏
の
任
用
に
お
い
て
も
、
私
財
を
投
じ
て
も

｢

賢
良｣

｢

士｣

を
尊
重
す
る
こ
と
に
つ
と
め
た
。
平

帝
期
に
王
莽
の
地
位
が
上
昇
す
る
に
つ
れ
て
、
高
秩
の
属
吏
が
設
置
さ
れ
て
ゆ
く

(�)

。
こ
の
よ
う
な
ポ
ス
ト
も
出
世
を
め
ざ
す
諸
生
に
と
っ

て
は
魅
力
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

王
莽
は
元
始
四
年
に
礼
制
施
設
建
設
の
一
環
と
し
て
学
校
関
連
施
設
を
整
備
し
た
。

[

元
始
四
年]

是
の
歳
、
莽
奏
し
て
明
堂
・
辟
雍
・
靈
臺
を
起
こ
し
、
學�
の
爲
に
舍
萬
區
を
築
き
、
市
・
常
滿
倉
を
作
り
、
制
度

甚
だ
盛
ん
な
り

(�)
。(

王
莽
伝
上)

｢

舎｣
｢

市｣
｢

常
満
倉｣

な
ど
学
生
た
ち
の
生
活
環
境
を
と
と
の
え
た
こ
と
が
特
筆
さ
れ
て
い
る

(�)

。

『

漢
書』

儒
林
伝
に
よ
れ
ば
、
王
莽
は
太
学
制
度
の
拡
充
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

�
帝
の
時
王
莽
政
を
秉
り
、�
し
て
元
士
の
子
は
業
を
受
く
を
得
る
こ
と
弟
子
の
如
く
、
以
て
員
と
爲
す
勿
し
。
歳
課
の
甲
科
四

十
人
は�
中
と
爲
し
、
乙
科
二
十
人
は
太
子
舍
人
と
爲
し
、
丙
科
四
十
人
は
文
學
掌
故
に
補
す

(�)
。(

儒
林
伝)

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
太
学
で
の
受
業
資
格
を
緩
和
し
、
修
業
後
の
任
官
ポ
ス
ト
を
増
や
し
た
。
同
じ
頃
お
こ
な
わ
れ
た
地
方
学
校
制
度
は
、

諸
生
の
任
官
問
題
と
関
連
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

[

元
始
三
年]

官
稷
及
び
學
官
を
立
て
る
。
郡
國
は
學
と
曰
い
、
縣
・�
・
邑
・
侯
國
は
校
と
曰
う
。
校
・
學
は
經
師
一
人
を
置
く
。

�
は
庠
と
曰
い
、
聚
は
序
と
曰
う
。
序
・
庠
は
孝
經
師
一
人
を
置
く

(�)
。(
平
帝
紀)
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全
国
の
郡
国
・
県
道
・
郷
聚
に
教
育
施
設
を
設
置
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に

｢

経
師｣
｢

孝
経
師｣

を
置
く
と
い
う
。
全
郡
国
・
県
道
・
郷
聚

に
各
一
人
を
配
置
す
る
な
ら
ば
、
経
師
ら
は
膨
大
な
人
数
と
な
る

(�)

。
儒
教
経
典
に
通
じ
た
人
材
を
数
千
人
規
模
で
供
給
す
る
に
は
、
太

学
等
の
諸
生
が
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
。
任
官
の
あ
て
の
な
い
諸
生
た
ち
に
、
修
業
後
の
ポ
ス
ト
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
東
晋

次
は
こ
の
制
度
が

｢

た
だ
ち
に
全
国
的
に
完
全
実
施
さ
れ
た
と
は
断
言
で
き
な
い

(�)｣

と
い
う
。
実
施
は
先
送
り
さ
れ
る
な
り
、
計
画
だ

け
に
お
わ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。
そ
れ
で
も
王
莽
政
権
が
こ
の
制
度
を
掲
げ
た
こ
と
が
、
諸
生
や
諸
生
を
め
ざ
す
若
者
た
ち
に
あ
た
え

た
影
響
は
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
王
莽
は
成
帝
期
以
来
、
個
人
的
に
も
、
政
策
面
に
お
い
て
も
、
諸
生
を
尊
重
す
る
姿
勢
を
取
り
続
け
て
い
た
。
そ

れ
ゆ
え
諸
生
は
王
莽
を
パ
ト
ロ
ン
的
な
人
物
と
し
て
期
待
を
よ
せ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
王
莽
を
支
持
す
る

｢

民
衆
運
動｣

に
参
加
し

た
の
は
も
っ
と
も
で
あ
る
。

た
と
え
ば
元
始
四
年
の
太
学
整
備
は
、
④
の
明
堂
・
辟
雍
建
設
工
事
と
関
連
す
る
。
執
政
者
王
莽
が
諸
生
の
学
問
生
活
環
境
を
整
備

す
る
政
策
を
推
進
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
諸
生
が
王
莽
の
指
示
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
て
土
木
工
事
に
参
加
し
た
の
も
頷
け
る
。

王
莽
は
諸
生
を
政
治
活
動
に
利
用
し
て
い
た
。
王
莽
が
諸
生
に
行
動
さ
せ
た
例
は
ほ
か
に
三
例
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

⑦

[

元
始
五
年]

孔
光
の
葬
送

王
莽
の
協
力
者
で
あ
っ
た
太
師
孔
光
の
葬
儀
の
こ
と
で
あ
る
。

莽
は
太
后
に
白
す
ら
く
、
九�
を
し
て
策�
せ
し
む
る
に
太
師
博
山
侯
の
印
綬
を
以
て
し
、
乘
輿
の
祕�
・
金
錢
雜
帛
を
賜
う
…
…
。

載
す
る
に
乘
輿
の��京
及
び
副
各
お
の
一
乘
を
以
て
し
、
羽
林
孤
兒
・�
生
合
わ
せ
て
四
百
人�
を
輓
き
、
車
萬
餘
兩
、�
路
皆
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な
音
を
擧
げ
以
て
喪
を�
す

(�)
。(『

漢
書』

孔
光
伝)

孔
光
の
霊
柩
は
羽
林
孤
児
と
諸
生
に
お
く
ら
れ
た
。
孔
子
の
末
裔
で
博
士
の
経
歴
を
も
つ
孔
光
を
諸
生
が
お
く
る
の
は
ふ
さ
わ
し
い
が
、

王
莽
が
葬
礼
を
定
め
る
の
に
関
与
し
て
い
る
。

⑧

[

元
始
五
年]
傅
・
丁
氏
の
陵
墓
発
掘

王
莽
は
哀
帝
期
に
哀
帝
の
祖
母
傅
太
后

(

孝
元
傅
昭
儀)

、
生
母
丁
姫
の
勢
力
と
対
立
し
て
お
り
、
元
始
五
年
に
二
人
の

｢

陵｣

を
発

掘
し
、
璽
綬
や
玉
衣
を
剥
奪
す
る
。
こ
の
作
業
に
多
く
の
人
が
参
加
し
た
。

公�
の
在
位
す
る
は
皆
な
莽
の
指
に
阿
り
、
錢
帛
を
入
れ
、
子
弟
及
び�
生
・
四
夷
を�
し
、
凡
そ
十
餘
萬
人
、
作
具
を
操
持
し
、

將
作
を
助
け
共
王
母
・
丁
姫
の
故
冢
を
掘�
し
、
二
旬
の�
皆
な�
ぐ

(�)
。(『

漢
書』

外
戚
伝
下
・
定
陶
丁
姫)

王
莽
の

｢

指｣

に
よ
り
、
公
卿
は
こ
の
活
動
を
支
援
し
た
。
諸
生
も
王
莽
に

｢

阿｣

る
た
め
参
加
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
計
十
数
万
人
が

土
木
作
業
に
く
わ
わ
っ
た
。

⑨

[

始
建
国
三
年]�
勝
徴
召

王
莽
が
名
儒�
勝
を
徴
さ
ん
と
し
て
拒
絶
さ
れ
た
一
件

(�)
に
諸
生
は
参
加
し
た
。

莽
は
復
た
使�
を�
り
璽
書
を
奉
じ
、
太
子
師
友
祭
酒
の
印
綬
、
安
車
駟
馬
も
て�
を�
え
、�
ち
拜
し
て
、
秩
は
上�
、
先
に

六
月
の
祿
直
を
賜
い
て
以
て
装
を
辨
ぜ
し
む
。
使�
は
郡
太
守
・
縣
長
吏
・
三
老
官
屬
・
行
義
・�
生
千
人
以
上
と�
の
里
に
入

り
て
詔
を
致
さ
ん
と
す

(�)
。(『

漢
書』�
勝
伝)

郡
県
長
吏
に
三
老
・
少
吏
・｢

行
義｣

・｢

諸
生

(�)｣
、
計
一
、
〇
〇
〇
人
以
上
の
行
列
を
ひ
き
つ
れ
て
、
使
者
は�
勝
の
す
む
里
に
お
も
む
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き
、
王
莽
の
詔
を
つ
た
え
た
。�
勝
は
楚
国

(

和
楽
郡)

の
人
で
あ
り
、
こ
の
諸
生
は
地
方
郡
国
学
の
学
生
で
あ
ろ
う
。
天
子
王
莽
に

よ
る
賢
人
礼
遇
を
パ
レ
ー
ド
に
仕
立
て
、
地
元
の
諸
生
を
参
加
さ
せ
た
。

⑦
⑨
は
名
儒
と
関
わ
り

｢

諸
生｣

に
ふ
さ
わ
し
い
。
⑧
は
政
争
を
背
景
と
す
る
が
、
儒
家
的
秩
序
を
現
実
に
す
る
と
い
う
名
目
が
あ

る
。
い
ず
れ
も
王
莽
が
企
画
し
た
礼
教
的
行
事
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
前
節
の
②
④
⑤
⑥
の

｢

民
衆
運
動｣

と
お
な
じ
く
、
諸
生
の
集

団
が
参
加
し
、
王
莽
の

｢

徳｣

や
儒
教
的
精
神
を
賛
美
・
演
出
し
、
王
莽
が
い
か
に
支
持
を
得
て
い
る
か
を
世
に
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
王
莽
は
政
治
戦
略
上
重
要
な
場
面
に
多
く
の
諸
生
を
参
加
さ
せ
て
い
た
。
す
べ
て
の
諸
生
が
王
莽
に
心
か
ら
賛
同
し
て

行
動
し
た
と
は
考
え
が
た
い
が
、
王
莽
が
強
制
し
た
訳
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
諸
生
た
ち
は

｢

抜
擢｣

を
期
待
し
、｢

附
順｣

を
ア
ピ
ー

ル
す
る
た
め
、｢

民
衆
運
動｣

に
参
加
す
る
。

諸
生
た
ち
に
と
っ
て
、
王
莽
は
パ
ト
ロ
ン
的
存
在
で
あ
り
、
好
ま
し
い
政
策
を
推
進
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
王
莽
の
地
位
が
上
昇
し
、
指

導
力
を
発
揮
す
る
こ
と
は
諸
生
の
利
益
に
つ
な
が
る
。
王
莽
は
諸
生
を
政
治
的
に
利
用
し
た
が
、
諸
生
も
王
莽
を
利
用
し
た
と
い
っ
て

よ
い
の
で
は
な
い
か
。
諸
生
た
ち
は
王
莽
政
権
を
支
え
る
一
員
な
の
で
あ
る
。

三

諸
生
の
背
景

前
節
で
は

｢

民
衆
運
動｣

の
参
加
者
の
な
か
で
も
、
諸
生
に
注
目
し
て
、
か
れ
ら
が
王
莽
と
利
害
を
と
も
に
し
て
い
た
こ
と
を
み
た
。

で
は
、
な
ぜ
諸
生
な
の
だ
ろ
う
か
。
前
漢
末
期
の
約
六
千
万
人
の
編
戸
斉
民
の
な
か
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
に
お
か
れ
、
独
自
の
利

害
を
も
つ
人
々
が
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
な
か
か
ら
、
ほ
か
で
も
な
く
諸
生
と
い
う
立
場
の
人
々
が
、
目
立
っ
て
王
莽
と
い
う
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政
治
的
指
導
者
と
む
す
び
つ
き
、
両
者
に
と
っ
て
好
ま
し
い
政
策
を
推
進
し
た
。
こ
こ
に
は
王
莽
個
人
の
思
想
的
志
向
に
と
ど
ま
ら
な

い
、
前
漢
末
期
の
状
況
と
王
莽
政
権
の
歴
史
的
意
義
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

『

後
漢
書』
に
登
場
す
る
人
物
の
な
か
に
は
、
諸
生
と
し
て
の
経
歴
を
も
つ
も
の
が
す
く
な
く
な
い
。
な
か
で
も
後
漢
王
朝
創
業
期

に
活
躍
し
た
人
物
に
は
、
王
莽
と
同
時
代

(

前
漢
成
帝
期
か
ら
新
王
朝
期
に
か
け
て)

に

｢

受
業｣

｢

遊
学｣

な
ど
し
て
長
安
に
学
ん
で
い

る
も
の
が
み
ら
れ
る
。

表

｢

王
莽
期
の
諸
生｣
は
こ
の
よ
う
な
経
歴
を
持
つ
人
物
を

『

後
漢
書』

『

漢
書』

か
ら
抽
出
し
て
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
数
万

人
い
た
は
ず
の
諸
生
の
う
ち
、
わ
ず
か
二
七
名
に
す
ぎ
ず
、
統
計
的
な
意
味
を
も
つ
わ
け
で
は
な
い
が
、
傾
向
の
一
端
を
う
か
が
う
こ

と
は
で
き
よ
う
。
か
れ
ら
は
王
莽
賛
美
に
奔
走
し
た
同
学
と
と
も
に
、
長
安
で
学
生
生
活
を
送
っ
て
い
た
。

表
の
諸
生
の
出
身
地
は
、
お
お
む
ね
全
国
各
地
に
ひ
ろ
が
る
。『

後
漢
書』

は
光
武
帝
の
同
郷
者
の
情
報
が
多
く
、
表
の
諸
生
も
南

陽
郡
出
身
者
が
多
い
が
、
そ
れ
で
も
北
は
太
原
・
鉅
鹿
、
南
は
南
郡
・
会
稽
、
西
は
広
漢
出
身
者
が
み
え
る
。
王
莽
政
権
は
中
央
・
関

中
偏
重
の
性
質
を
も
つ
が

(�)
、
諸
生
に
関
し
て
は
全
国
的
な
ひ
ろ
が
り
を
も
つ
よ
う
で
あ
る
。

出
自
階
層
を
み
て
お
こ
う
。

豪
族
の
子
弟
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
も
の
に��
禹
、�
耿
純
、�
張
堪
、�
陰
識
が
あ
る
。
ま
た
漢
の
宗
室

(�
劉�寅�
劉

秀
兄
弟
、�
劉
嘉
、�
劉
隆)

や
そ
の
姻
族

(�
耿
純
、�
朱
祐)

が
あ
り
、
彼
ら
も
郷
里
社
会
で
影
響
力
を
も
つ
、
有
力
な
家
の
出
身
者

で
あ
ろ
う
。

高
級
官
僚
の
子
弟
と
し
て
は
、�
耿
純
、�
伏
湛
、�
郭
丹
、��
班
彪
が
あ
る
。
か
れ
ら
は
二
千
石
ク
ラ
ス
の
地
方
官
経
験
者
を
父
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に
も
つ
。
官
職
は
不
明
だ
が
、�
朱
岑
も

｢

家
は
世
よ
衣
冠｣

と
さ
れ
る
。

王
莽
の
学
制
改
革
で
は
定
員
外
に

｢

元
士
之
子｣

を
太
学
に
受
け
入
れ
た

(

前
節
引
用

『

漢
書』

儒
林
伝)

。
後
の
始
建
国
元

[

後
九]

年
の

｢

六
百
石
は
元
士
と
曰
う

(�)｣
(

王
莽
伝
中)

を
援
用
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、｢

元
士
之
子｣

と
は
中
央
官
府
の
令
丞
や
県

令

(

六
百
石
〜
千
石)

な
ど
の
子
弟
を
指
す
。｢

任
子
令｣

の
規
定
で
は

｢

任｣

に
よ
っ
て
子
弟
を
郎
官
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
二

千
石
以
上
で
あ
る

(�)
。｢
任
子
令｣

の
規
定
か
ら
は
排
除
さ
れ
る
層
の
官
僚
の
子
弟
を
、
王
莽
は
諸
生
と
し
て
太
学
に
受
け
入
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
劉
秀
の
兄
、�
劉�寅
を
み
て
み
よ
う
。
劉�寅
自
身
の
伝
に
は
学
歴
や
学
問
と
の
関
わ
り
を
し
め
す
記
事
は
み
ら
れ
な
い
。

し
か
し
同
族
の�
劉
嘉
は

｢

伯
升

(
劉�寅
の
字)

と
倶
に
長
安
に
學
ん｣

だ
。
父
南
頓
令
劉
欽
は
劉
秀
が
九
歳
の
時
に
没
し
て
い
る
の

で

(�)
、
劉
欽
の
死
は
元
始
三

[

後
三]

年
に
あ
た
る
。
王
莽
が
学
制
改
革
に
積
極
的
で
あ
っ
た
こ
ろ
で
あ
る
。
県
令
の
子
で
あ
る
劉�寅
は
、

王
莽
の
制
度
改
革
に
よ
っ
て

｢

員｣

外
に
太
学
で
学
ぶ
資
格
を
え
る
。
実
際
に
劉�寅
が
学
ん
だ
の
が
太
学
か
私
学
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

彼
ら
の
よ
う
な
中
堅
ク
ラ
ス
の
官
僚
子
弟
に
太
学
は
開
放
さ
れ
た
。

表
中
の
諸
生
に
は�
桓
栄
、��
逢
萌
ら
、
苦
学
し
た
も
の
も
い
る

(�)
。
ま
た

『

後
漢
書』

の
性
質
の
影
響
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

官
僚
や
豪
族
の
子
弟
は
、
諸
生
と
な
る
の
に
比
較
的
有
利
な
立
場
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
諸
生
た
ち
は
一
様
に
高
位
任
官
を
目
指
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
太
学
は
官
吏
養
成
機
関
で
あ
り
な
が
ら
、
官
僚
と
し
て
活
躍

し
た
人
物
の
う
ち
、
太
学
出
身
者
が
多
く
な
い
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

(�)
。
平
帝
期
の
ポ
ス
ト
拡
大
政
策
を
へ
て
も
、
修
学
者

に
高
官
へ
の
道
が
開
か
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
表
の
諸
生
た
ち
の
経
歴
か
ら
推
測
で
き
る
。
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修
学
後
、
長
吏
と
し
て
の
官
歴
が
明
記
さ
れ
る
の
は�
耿
純
、�
景
丹
、�
伏
湛
で
あ
る
。
景
丹
は
不
明
だ
が
、
耿
純
と
伏
湛
は
二

千
石
ク
ラ
ス
の
高
官
の
子
で
あ
り
、
学
歴
以
外
で
有
利
な
条
件
を
も
つ
。��
哀
章
は
符
命
に
よ
り
新
王
朝
高
官
の
地
位
を
え
た
。�
秦

豊
は
長
安
で

｢

律
令｣

を
学
ん
だ
が
、
帰
郷
し
て
県
吏
と
な
っ
た
。�
王
覇
は
獄
吏
の
職
に
甘
ん
ぜ
ず
、
長
安
で
学
び
、
儒
家
の
教
養

を
身
に
つ
け
た
が
、
出
世
に
む
す
び
つ
い
た
様
子
は
な
い
。
か
た
よ
り
や
隠
蔽
の
可
能
性
は
あ
る
が

(�)

、
学
歴
だ
け
で

｢

祿
利
之
路｣

(『

漢
書』

儒
林
伝
賛)
が
ひ
ら
け
る
わ
け
で
は
な
い
。

��
禹
は
、
豪
族
の
子
弟
で
、
若
く
し
て
学
問
に
才
能
を
発
揮
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
任
官
す
る
こ
と
な
く
帰
郷
す
る
。
晩
年
、

光
武
帝
に
王
朝
創
設
に
関
わ
ら
な
け
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
地
位
に
つ
い
た
と
お
も
う
か
、
と
た
ず
ね
ら
れ
、�
禹
は
答
え
た
。｢

臣
少

く
し
て
嘗
て
學
問
す
。
郡
文
學
博
士
た
る
可
し｣

。
光
武
帝
は
そ
れ
に
対
し
て

｢

何
ぞ
言
の
謙
な
る
や
。�
は�
氏
の
子
に
し
て
、
志

行
脩
整
な
り
。
何
す
れ
ぞ
掾
・
功
曹
な
ら
ざ
る｣

と
い
っ
て
い
る

(�)
。
地
方
豪
族
の
子
弟
は
京
師
で
学
問
を
修
め
た
と
こ
ろ
で
、
出
世
の

上
限
は
地
方
属
吏
の
上
層
で
あ
っ
て
、
中
央
官
界
で
の
栄
達
は
容
易
で
は
な
い
。｢

經
術
苟
し
く
も
明
か
な
ら
ば
、
其
の�
紫
を
取
る

は
俛
き
て
地
の
芥
を
拾
う
が
如
き
の
み

(�)｣
(『

漢
書』
夏
侯
勝
伝)

と
い
う
の
は
、
少
な
く
と
も
光
武
帝
の
同
世
代
に
と
っ
て
現
実
的
な
将

来
像
で
は
な
い
。

な
ら
ば
諸
生
た
ち
は
何
の
た
め
に
長
安
に
学
ん
だ
の
だ
ろ
う
。
ま
た
王
莽
は
官
吏
候
補
者
が
あ
り
余
っ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

な
に
ゆ
え
よ
り
多
く
の
も
の
に
太
学
で
の
修
学
機
会
を
開
放
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

後
の
光
武
帝
、�
劉
秀
は
王
莽
新
王
朝
時
代
に
長
安
で
諸
生
と
し
て
過
ご
し
て
い
る
。
劉
秀
は
長
安
で
学
問
を
修
め
て
い
た
が
、
同

時
に
社
会
勉
強
を
し
て
い
た
と
い
う
印
象
を
う
け
る
。
尚
書
を
学
び
な
が
ら
も
、
学
生
仲
間
と
事
業
を
お
こ
し
学
費
を
稼
ぐ
。
あ
る
い
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は
｢

南
陽
の
大
人｣

の
長
安
で
の
便
宜
を
は
か
る
。
ま
た
は
政
治
へ
の
見
識
に
よ
っ
て

｢

同
舎｣

か
ら
一
目
お
か
れ
る
。
若
者
時
代
の

一
時
期
を
諸
生
と
し
て
京
師
で
過
ご
す
こ
と
で
、
郷
里
で
は
得
が
た
い
経
験
を
し
た
よ
う
で
あ
る
。

郷
里
を
離
れ
た
若
者
た
ち
は
と
も
に
学
ぶ
な
か
で
、
人
脈
を
形
成
す
る
だ
ろ
う
。
劉
秀
と
京
師
諸
生
時
代
に
交
際
し
た
と
さ
れ
る
人

物
に�
潁
川
彊
華
、�
南
陽
新
野�
禹
、�
南
陽
宛
朱
祐
、�
南
陽
宛
朱
岑
、��
汝
南
高
獲
、��
会
稽
厳
光
が
あ
る
。
同
郡
異
県
出
身

者
と
長
安
で
交
際
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
脈
が
後
年
の
劉
秀
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
な
し
た
こ
と
は
知
ら
れ
て

い
る
が

(�)
、
平
時
で
も
郡
内
を
中
心
に
人
脈
を
形
成
す
る
こ
と
は
、
豪
族
ら
の
子
弟
に
と
っ
て
有
意
義
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

劉
秀
や�
禹
の
遊
学
は
、
京
師
で
学
ぶ
こ
と
自
体
が
目
的
な
の
で
は
な
い
か
。
中
央
官
界
で
の
立
身
出
世
を
目
標
に
官
吏
候
補
者
と

し
て
修
学
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
都
会
で
社
会
勉
強
を
し
て
、
教
養
を
ま
な
び
、
い
わ
ば
箔
を
つ
け
る
。
ま
た
は
人
脈
を
つ
く
る
と
い
っ

た
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
官
吏
養
成
機
関
で
学
ぶ
こ
と
は
名
目
に
す
ぎ
ず
、
む
し
ろ
郷
里
で
認
め
ら
れ
る
た
め
に
必
要
な
社
会
勉
強
で

あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

で
は
王
莽
政
権
に
と
っ
て
、
諸
生
と
し
て
地
方
の
有
力
者
の
子
弟
を
太
学
に
あ
つ
め
る
意
義
は
な
に
か
。

太
学
で
す
ら
定
員
外
の
学
生
を
受
け
入
れ
、
学
力
に
よ
る
選
別
を
お
こ
な
わ
な
い
な
ら
ば
、
名
ば
か
り
の
学
生
・
官
吏
候
補
者
が
あ

ら
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。�
任
延
の
よ
う
に
若
く
し
て
学
才
を
謳
わ
れ
た
人
物
は
い
る
し
、
儒
林
伝
に
立
伝
さ
れ
た
人
物
な
ど
は
学
究

生
活
を
お
く
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
任
官
か
ら
は
距
離
を
置
く
も
の
も
少
な
く
な
い
。�
劉�寅
は
任
侠
め
い
た
人
物
で
あ
る
し
、

��
哀
章
な
ど
は

｢

素
よ
り
行
な
く
、
好
み
て
大
言
を
爲｣

し
た
。
諸
生
は
ど
こ
ま
で
官
吏
候
補
と
い
っ
て
よ
い
の
か
。
雑
多
な
人
材
を

含
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
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む
し
ろ
有
力
な
家
の
若
者
を
一
定
期
間
、
首
都
に
あ
つ
め
、
政
府
機
関
の
影
響
下
に
い
れ
る
こ
と
自
体
、
政
治
的
な
意
義
を
も
つ
の

で
は
な
い
か
。
諸
生
の
す
べ
て
が
中
央
の
官
僚
と
し
て
有
為
の
人
材
で
あ
る
必
要
は
な
い
し
、
ポ
ス
ト
を
あ
た
え
る
の
は
不
可
能
で
あ

る
。
地
方
出
身
者
を
首
都
に
と
ど
め
置
い
て
中
央
の
威
光
を
見
聞
さ
せ

(�)

、
と
き
に
は
国
家
的
儀
礼
行
事
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
、
ま
た
そ

の
様
を
内
外
に
知
ら
し
め
る
こ
と
自
体

(�)
、
中
央
の
影
響
力
を
地
方
へ
伝
え
る
契
機
で
あ
る
。

｢

元
士
之
子｣

を
太
学
に
受
け
入
れ
る
こ
と
で
、
官
僚
の
子
弟
は
首
都
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
。
任
子
制
が
高
官
の
子
弟
を
郎
官

と
し
て
宮
中
に
置
い
た
の
に
対
し
て
、
太
学
は
そ
れ
に
次
ぐ
ラ
ン
ク
の
官
僚
の
子
弟
を
京
師
に
置
く
。
こ
の
点
で
諸
生
と
は
任
子
郎
官

の
外
延
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
豪
族
の
子
弟
が
修
学
を
名
目
と
し
て
京
師
で
諸
生
と
な
る
こ
と
も
こ
れ
に
類
す
る
。
こ
れ
は

学
制
改
革
、
学
校
整
備
の
目
的
の
一
つ
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

全
国
各
地
か
ら
き
た
諸
生
に
よ
り
、
王
莽
は
京
師
に
い
な
が
ら
、
己
を
支
持
し
、
己
の
威
光
を
知
る
も
の
を
全
国
的
に
獲
得
し
た
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
政
策
が
前
漢
末
期
に
王
莽
政
権
に
よ
っ
て
と
ら
れ
た
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
豪
族
や
中
堅
官
僚
を
輩
出

す
る
層
と
中
央
と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

た
と
え
ば
二
千
石
ク
ラ
ス
ま
で
上
り
詰
め
た
官
僚
な
ら
ば
任
子
制
に
よ
り
、
列
侯
な
ら
ば
世
襲
に
よ
り
、
次
世
代
も
安
定
し
て
中
央

と
結
び
つ
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
か
ら
は
排
除
さ
れ
る
層
は
中
央
と
関
係
を
持
つ
機
会
は
限
定
さ
れ
て
い
る
。
察
挙
制
度

に
よ
り
中
央
官
界
進
出
を
は
た
す
も
の
も
あ
る
が
数
は
限
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
諸
生
と
な
る
機
会
は
ひ
ろ
く
開
放
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
前
時
代
ま
で
は
、
中
央
と
の
関
係
を
安
定
的
に
再
生
産
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
層
に
対
し
て
、
王
莽
は
京
師
諸
生
と
い
う
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機
会
を
開
放
し
た
。
そ
の
諸
生
の
支
持
を
組
織
・
演
出
し

｢

民
衆
運
動｣

を
展
開
す
る
こ
と
で
、
王
莽
は
中
央
政
界
に
強
い
指
導
力
を

発
揮
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

王
莽
と
諸
生
の
結
合
は
儒
家
と
い
う
思
想
的
志
向
の
共
通
性
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
本
節
で
は
よ

り
世
俗
的
な
問
題
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

豪
族
な
ど
地
方
の
有
力
な
家
々
の
存
在
を
背
景
に
、
王
莽
は
子
弟
を
通
し
て
彼
ら
の
支
持
を
取
り
付
け
よ
う
と
、
意
図
し
て
諸
生
に

恩
恵
を
ば
ら
ま
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
思
想
的
志
向
の
共
通
に
よ
り
諸
生
た
ち
と
む
す
び
つ
い
た
王
莽
こ
そ
が
、
前
漢
末
期

に
彼
ら
の
支
持
を
背
景
に
、
強
力
な
指
導
力
を
発
揮
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
王
莽
政
権
の
成
長
の
背
景
に

は
諸
生
と
彼
ら
の
家
々
が
存
在
し
、
彼
ら
の
支
持
を
と
り
つ
け
た
王
莽
が
指
導
力
を
発
揮
し
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
よ
う
。

む

す

び

平
帝
期
に
は
王
莽
賛
美
の

｢

民
衆
運
動｣

が
さ
か
ん
に
展
開
さ
れ
た
。
こ
れ
は
王
莽
側
に
し
く
ま
れ
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
す
ぎ
な

い
が
、
王
莽
の
政
策
を
評
価
し
、
王
莽
が
指
導
力
を
発
揮
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
が
す
く
な
か
ら
ず
存
在
し
た
こ
と
を
反
映
す
る
。

で
は
王
莽
支
持
者
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
立
場
の
人
々
で
、
王
莽
政
権
の
何
に
期
待
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
王
莽
支
持
者
の
う
ち

諸
生
に
つ
い
て
は
比
較
的
く
わ
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
こ
ろ
長
安
の
諸
生
に
は
政
治
活
動
に
積
極
的
な
風
潮
が
生
じ
て
い
た
。
王
莽
は
意
図
的
に
諸
生
に
恩
恵
を
施
し
、
諸
生
の
パ
ト

ロ
ン
的
人
物
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
風
潮
を
背
景
に
、
王
莽
は
儒
家
的
秩
序
を
表
現
す
る
行
事
に
諸
生
を
参
加
さ
せ
て
、
儒
家
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的
精
神
を
演
出
す
る
の
に
利
用
し
た
。
王
莽
が
指
導
力
を
発
揮
す
る
こ
と
は
諸
生
に
と
っ
て
好
ま
し
い
こ
と
で
あ
り
、
諸
生
は

｢

民
衆

運
動｣
へ
の
参
加
を
と
お
し
て
、
王
莽
政
権
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
。

で
は
こ
の
よ
う
な
関
係
を
む
す
ん
だ
の
は
、
な
ぜ
王
莽
と
諸
生
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
漢
末
か
ら
王
莽
新
王
朝
時
期
に
か
け
て
諸
生

と
な
っ
た
人
物
を
検
討
し
た
。
諸
生
の
中
に
は
、
豪
族
や
官
僚
の
子
弟
を
ふ
く
む
。
彼
ら
は
官
吏
候
補
者
と
い
う
名
目
で
京
師
に
学
ぶ

が
、
高
官
へ
の
道
は
狭
き
門
で
あ
る
。
諸
生
に
と
っ
て
京
師
遊
学
は
社
会
勉
強
や
人
脈
形
成
の
場
で
あ
っ
た
。
王
莽
政
権
に
と
っ
て
は
、

諸
生
に
中
央
の
威
光
を
経
験
さ
せ
、
儀
礼
行
事
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
自
体
、
中
央
の
影
響
力
を
地
方
に
伝
え
る
と
い
う
点
で
政
治
的
意

味
を
も
つ
。
中
央
と
地
方
有
力
者
は
、
諸
生
を
通
じ
安
定
し
て
関
係
を
構
築
す
る
。
こ
の
よ
う
な
政
策
を
歓
迎
す
る
諸
生
や
有
力
な
家
々

は
王
莽
政
権
を
支
持
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
現
存
す
る
史
料
を
み
る
か
ぎ
り

｢

民
衆
運
動｣

は
平
帝
期
に
集
中
し
て
み
ら
れ
、
居
摂
・
新
王
朝
期
に
は
地
方
で
の
も
の

(

始
建
国
三
年
⑨)

、
末
期
段
階
の
も
の

(

地
皇
四
年
⑥)

の
み
で
あ
る
。
王
莽
は

｢

民
衆
運
動｣

を
演
出
し
て
、
指
導
力
を
た
か
め
る
政

策
か
ら
手
を
引
い
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

興
味
深
い
こ
と
に
、｢

民
衆
運
動｣

が
見
ら
れ
な
く
な
る
居
摂
以
降
、
王
莽
政
権
は
大
規
模
な
軍
事
活
動
を
遂
行
す
る
よ
う
に
な
る
。

軍
事
活
動
を
意
図
的
に
大
規
模
化
す
る
こ
と
で
、
参
加
者
に
官
位
や
軍
功
褒
賞
獲
得
の
機
会
を
広
く
あ
た
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
規

模
軍
事
活
動
と

｢

民
衆
運
動｣

は
、
王
莽
が
事
業
を
企
画
・
演
出
し
、
み
か
え
り
と
引
き
換
え
に
人
々
に
参
加
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て

王
莽
の
指
導
力
・
求
心
力
を
高
め
た
と
い
う
構
造
を
も
つ
点
で
共
通
す
る

(�)
。

王
莽
は
礼
教
で
あ
れ
、
軍
事
で
あ
れ
、
国
家
的
な
事
業
を
企
画
演
出
し
、
そ
れ
に
人
々
を
巻
き
込
ん
だ
。
班
固
は

｢

莽
性
躁
擾
に
し
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て
、
爲
す
な
き
能
わ
ず
、
毎
に
興�
す
る�
有
る
に
、
必
ず
古
に
依
り
て
經
文
を
得
ん
と
欲
す

(�)｣
(『

漢
書』

食
貨
志
下)

と
い
う
。
そ
の

よ
う
な
政
治
家
を
前
漢
末
期
の
人
々
は
支
持
し
た
の
で
あ
る
。

前
漢
後
期
に
は�
役
削
減

(�)
や
軍
事
活
動
の
縮
小
に
よ
り
、
中
央
の
指
揮
・
編
制
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
王
莽
が
支
持
を
集
め
た
背
景
に
は
、
こ
の
機
能
の
再
強
化
が
要
求
さ
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
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(

１)

保
科
季
子

｢

近
年
の
漢
代

『

儒
教
の
国
教
化』

論
争
に
つ
い
て｣

『

歴
史
評
論』

六
九
九

二
〇
〇
八
。
目
黒
杏
子

｢

漢
代
国
家
祭
祀

制
度
研
究
の
現
状
と
課
題

皇
帝
権
力
と
宇
宙
論
の
視
点
か
ら｣

『

中
国
史
学』

一
五

二
〇
〇
五
。

(

２)

河
地
重
造

｢

王
莽
政
権
の
出
現｣

『

岩
波
講
座

世
界
歴
史
四』

岩
波
書
店

一
九
七
〇

三
八
一
頁
。
ま
た
渡
辺
信
一
郎

｢
漢
代
の

財
政
と
帝
国
編
成｣

『

中
国
古
代
の
財
政
と
国
家』

汲
古
書
院

二

〇
一
〇

は

｢

経
書
の
記
述
に
よ
っ
て
、
あ
ま
り
に
も
杓
子
定
規
に

現
実
を
改
変
し
、
ま
た
し
ば
し
ば
短
時
日
の
う
ち
に
変
更
を
お
こ
な
っ

た｣
(

一
八
五
頁)

と
す
る
。

(

３)

胡
適

｢

王
莽

一
千
九
百
年
前
的
一
個
社
会
主
義
者｣

一
九

二
二
↓

『

胡
適
文
集
三』

北
京
大
学
出
版
社

一
九
九
八
。
渡
邉
義

浩

『

王
莽

改
革
者
の
孤
独』

大
修
館
書
店

二
〇
一
二
。

(

４)

拙
稿

｢

王
莽
の
戦
争｣

第
七
回
中
国
中
古
史
青
年
学
者
国
際
会

議

(

二
〇
一
三
年
八
月
二
四
日
、
中
央
大
学)

に
て
報
告
。

(

５)

宮
川
尚
志

｢

禅
譲
に
よ
る
王
朝
革
命
の
研
究｣

『

六
朝
史
研
究

政
治
社
会
篇』

日
本
学
術
振
興
会

一
九
五
六
。

(

６)

莽
因
上
書
、
願
出
錢
百
萬
、
獻
田
三
十
頃
、
付
大
司
農
助
給
貧

民
。
於
是
公�
皆
慕
效
焉
。

(

７)

郡
國
大
旱
、
蝗
、�
州
尤
甚
、
民
流
亡
。
安�
公
・
四
輔
・
三

公
・�
大
夫
・
吏
民
爲
百
姓
困
乏
獻
其
田
宅�
二
百
三
十
人
、
以
口

賦
貧
民
。

(
８)

陳
崇

｢

稱
莽
功�｣
奏
に
も

｢

又
上
書
歸
孝
哀
皇
帝��
封
邑
、

入
錢
獻
田
、
殫
盡
舊
業
、
爲
衆
倡
始
。
於
是
小
大�
和
、
承
風
從
化
、

外
則
王
公
列
侯
、�
則
帷
幄
侍
御
、
翕
然
同
時
、
各
竭�
有
、
或
入
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二
五
〇

金
錢
、
或
獻
田
畝
、
以
振
貧
窮
、
收
贍
不
足�｣

(

王
莽
伝
上)

と

あ
る
。

(

９)
皇
后
冊
立
は
元
始
三
年
春
で
あ
る
が
、｢

皇
帝�
位
三
年
、
長

秋
宮
未
建
、
液
廷�
未
充｣

(

王
莽
伝
上)

と
あ
り
、
議
論
が
は
じ

ま
っ
た
の
は
前
年
の
元
始
二
年
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(

10)

事
下
有
司
、
上
衆
女
名
、
王
氏
女
多
在�
中�
。
莽
恐
其
與
己

女
爭
。(

王
莽
伝
上)

(

11)

王
氏
女
、�
之
外
家
。
其
勿
采
。

(

12)

庶
民
・�
生
・�
吏
以
上
守
闕
上
書�
日
千
餘
人
、
公�
大
夫

或
詣
廷
中
、
或
伏
省�
下
、
咸
言

｢
明
詔��
巍
巍
如
彼
、
安�
公

盛
勲
堂
堂
若
此
。
今
當
立
后
、
獨
奈
何
廢
公
女
。
天
下
安�
歸
命
。

願
得
公
女
爲
天
下
母｣

。
莽�
長
史
以
下
分
部
曉
止
公�
及�
生
、

而
上
書��
甚
。

(

13)

陳
崇
時
爲
大
司
徒
司
直
、
與
張
敞
孫
竦
相
善
。
竦�
博�
士
、

爲
崇
草
奏
、
稱
莽
功�
、
崇
奏
之
。
…
…
太
后
以�
群
公
、
群
公
方

議
其
事
、
會
呂
寛
事
起
。(

王
莽
伝
上)

(

14)

及
民
上
書�
八
千
餘
人
、
咸
曰

｢

伊
尹
爲
阿
衡
、
周
公
爲
太
宰
、

周
公
享
七
子
之
封
、
有�
上
公
之
賞
。
宜
如
陳
崇
言｣

。

(

15)

公
以
八
月
戴
生
魄
庚
子
奉
使
朝
、
用
書
臨
賦
營
築
、
越
若
翊
辛

丑
、�
生
・
庶
民
大
和
會
、
十
萬
衆
竝
集
、�
作
二
旬
、
大
功
畢
成
。

(

16)

是
時
、
吏
民
以
莽
不
受
新
野
田
而
上
書�
、
前
後
四
十
八
萬
七

千
五
百
七
十
二
人
。
及�
侯
王
・
公
・
列
侯
・
宗
室
見�
、
皆
叩
頭

言
宜
亟
加
賞
於
安�
公
。

(

17)

是
以�
侯
王
・
公
・
列
侯
・
宗
室
・�
生
・
吏
民
翕
然
同
辭
、

�
守
闕
庭
。

(

18)

因
搏
心
大
哭
、
気
盡
、
伏
而
叩
頭
。
又
作
告
天
策
、
自
陳
功
勞

千
餘
言
。�
生
・
小
民
會
旦
夕
哭
、
爲
設�
粥
、
甚
悲
哀
及
能
誦
策

文�
除
以
爲�
、
至
五
千
餘
人
。

(

19)

莽
色�
而
言
方
、
欲
有�
爲
、
微
見
風
采
。
黨
與
承
其
指
意
而

顯
奏
之
、
莽
稽
首
涕
泣
、
固
推
讓
焉
、
上
以
惑
太
后
、
下
用
示
信
於

衆
庶
。

(

20)

東
晋
次

『

王
莽

儒
家
の
理
想
に
憑
か
れ
た
男』

白
帝
社

二
〇
〇
四

一
三
四
頁
。

(

21)

及
其
居
位
輔
政
、
成
・
哀
之
際
、�
勞
國
家
、
直�
而
行
、
動

見
稱�
。

(

22)
[

哀
帝
期]

是
時
、
王
莽
爲
大
司
馬
、
乞
骸
骨
、�
帝
外
家
。

上�
聽
莽�
、
衆
庶
歸�
於

(

傅)

喜
。(『

漢
書』

傅
喜
伝)

(

23)

後
二
歳

[

建
平
二
年]

、
傅
太
后
・
帝
母
丁
姫
皆
稱�
號
。
有

司
奏

｢

新�
侯

(

王)

莽
前
爲
大
司
馬
、
貶
抑�
號
之
議
、
虧
損
孝

�
、
及�
阿
侯
仁
臧
匿
趙
昭
儀
親
屬
、
皆
就
國｣

。
天
下
多
冤
王
氏
。

(『
漢
書』

元
后
伝)

(

24)
｢

元
壽
元
年
、
日�
。
賢
良
對
策
多
訟
新�
侯
莽�
、
上
於
是
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二
五
一

�
莽
及�
阿
侯
仁�
京
師
侍
太
后｣

(

元
后
伝)

。｢

元
壽
元
年
、
日

食
、
賢
良
周
護
・
宋
崇
等
對
策
深
頌
莽
功�
、
上
於
是�
莽｣

。(

王

莽
伝
上)

(

25)

莽
故
大
司
馬
、
辭
位
辟
丁
・
傅
、
衆
庶
稱
以
爲
賢
、
又
太
后�

親
、
自
大
司
徒
孔
光
以
下
擧
朝
皆
擧
莽
。(『

漢
書』

何
武
伝)

(

26)

附
順�
拔
擢
、
忤
恨�
誅
滅
。

(

27)

上�
宗
廟
、�
加
禮
樂
、
下
惠
士
民
鰥
寡
、
恩
澤
之
政
無�
不

施
。

(

28)

莽��
衆
庶
、
又
欲
專
斷
。

(

29)

東
晋
次

｢

儒
学
の
普
及
と
知
識
階
層
の
形
成｣

一
九
八
四
↓

『

後
漢
時
代
の
政
治
と
社
会』

名
古
屋
大
学
出
版
会

一
九
九
五

一
四
七
・
一
四
八
頁
。

(

30)

太
学
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
保
科
季
子

｢
図
讖
・
太
学
・
経
典

漢
代

『

儒
教
国
教
化』

論
争
に
対
す
る
新
た
な
視
座｣

『

中
国

史
学』

一
六

二
〇
〇
六

に
指
摘
が
あ
る
。

(

31)

近
い
時
期
の
私
学
の
例
と
し
て
、
居
摂
二
年
に
高
陵
侯�
宣
が

長
安
の
自
宅
で

｢

教
授
諸
生｣

し
て
い
る

(『

漢
書』�
方
進
伝)
。

(

32)

西
川
利
文

｢

漢
代
博
士
弟
子
制
度
の
展
開｣

『

鷹
陵
史
学』

一

七

一
九
九
一

二
三
頁
。

(

33)
(

元
寿
元
年：

丞
相)

三
月
丙
午
、
丞
相

(

王)

嘉
下
獄
死
。

七
月
丙
午
、
御
史
大
夫
孔
光
爲
丞
相
。(『

漢
書』

百
官
公
卿
表
下)

(

34)

宣
坐
距
閉
使�
、
亡
人
臣
禮
、
大
不
敬
不�
、
下
廷
尉
獄
。
博

士
弟
子
濟
南
王
咸
擧
幡
太
學
下
、
曰

｢

欲
救
鮑
司
隸�
會
此
下｣

。

�
生
會�
千
餘
人
。
朝
日
、�
丞
相
孔
光
自
言
、
丞
相
車
不
得
行
、

又
守
闕
上
書
。
上�
抵
宣
罪
減
死
一
等
、�
鉗
。

(

35)

吉
川
忠
夫

｢

党
錮
と
学
問

と
く
に
何
休
の
場
合｣

一
九
七

六
↓

『

六
朝
精
神
史
研
究』

同
朋
舎

一
九
八
四
。

(

36)

有
子
光
、
莽
使
學
博
士
門
下
。
莽
休
沐
出
、
振
車
騎
、
奉
羊
酒
、

勞�
其
師
、
恩
施
下
竟
同
學
。�
生
縱
觀
、
長
老�
息
。

(

37)

莽�
拔
出
同
列
、
繼
四
父
而
輔
政
、
欲
令
名
譽�
前
人
、�
克

己
不
倦
、
聘�
賢
良
以
爲
掾
史
、
賞
賜
邑
錢
悉
以
享
士
、�
爲
儉
約
。

(

38)
｢[

元
始
四
年]

宰
衡
掾
史
秩
六
百
石｣

、｢[

五
年]�
宗
官
・

�
官
・
卜
官
・
史
官
、
虎
賁
三
百
人
、
家
令
丞
各
一
人
、
宗
・�
・

卜
・
史
官
皆
置
嗇
夫
、
佐
安�
公｣

。(

王
莽
伝
上)

(

39)

是
歳
、
莽
奏
起
明
堂
・
辟
雍
・
靈
臺
、
爲
學�
築
舍
萬
區
、
作

市
・
常
滿
倉
、
制
度
甚
盛
。

(

40)
『

三
輔
黄
図』

に
も

｢

王
莽
作
宰
衡
時
、
建
弟
子
舍
萬
區
、
起

市
郭
上
林
苑
中｣

と
あ
り
、『

太
平
御
覧』

巻
534
所
引

『

三
輔
黄
図』

佚
文
に

｢

王
莽
爲
宰
衡
、
起
靈
臺
作
長
門
宮
、
南
去
堤
三
百
歩
。
起

國
學
於
郭�
之
西
南
、
爲
博
士
之
宮
寺
門
、
北
出
王
於
其
中
央
爲
射

宮
門
、
西
出
殿
堂
南
嚮
爲
牆
、�
士
肆
射
於
北
中
。
比
之
外
爲
博
士

舎
三
十
區
周
環
之
。
此
之
東
爲
常
滿
倉
之
北
爲
會
市
。
但
列
槐
樹
數
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二
五
二

百
行
爲
隧
無
牆
屋
。�
生
朔�
會
此
市
、
各
持
其
郡�
出
貨
物
及
經

書
傳
記
笙
磐
樂
、
相
與
賣
買
。��
揖
讓
或
論
議
槐
下
。
其
東
爲
太

學
宮
寺
門
南
出
、
置
令
丞
吏
詰
姦
究
理
辭
訟
。
五
博
士
領
弟
子
員
三

百
六
十
、
六
經
三
十
博
士
、
弟
子
萬
八
百
人
。
主
事
高
弟
侍
講
各
二

十
四
人
、
學
士
司
舎
行
無��
皆
隨
檐
、
雨
不
塗
足
暑
不
暴
首｣

と

あ
る
。

(

41)�
帝
時
王
莽
秉
政
、�
元
士
之
子
得
受
業
如
弟
子
、
勿
以
爲
員
。

歳
課
甲
科
四
十
人
爲�
中
、
乙
科
二
十
人
爲
太
子
舍
人
、
丙
科
四
十

人
補
文
學
掌
故
云
。

(

42)

立
官
稷
及
學
官
。
郡
國
曰
學
、
縣
・�
・
邑
・
侯
國
曰
校
。
校
・

學
置
經
師
一
人
。�
曰
庠
、
聚
曰
序
。
序
・
庠
置
孝
經
師
一
人
。

(

43)
｢

凡
縣�
國
邑
千
五
百
八
十
七
、�
六
千
六
百
二
十
二
、
亭
二

萬
九
千
六
百
三
十
五｣

(『

漢
書』

百
官
公
卿
表
上)
、｢

凡
郡
國
一
百

三
、
縣
邑
千
三
百
一
十
四
、�
三
十
二
、
侯
國
二
百
四
十
一｣

。(

同

地
理
志)

(

44)

東
晋
次

｢

儒
学
の
普
及
と
知
識
階
層
の
形
成｣

一
五
三
頁
。

(

45)

莽
白
太
后
、
使
九�
策�
以
太
師
博
山
侯
印
綬
、
賜
乘
輿
祕�
・

金
錢
雜
帛
…
…
。
載
以
乘
輿��京
及
副
各
一
乘
、
羽
林
孤
兒
・�
生

合
四
百
人
輓�
、
車
萬
餘
兩
、�
路
皆
擧
音
以�
喪
。

(

46)

公�
在
位
皆
阿
莽
指
、
入
錢
帛
、�
子
弟
及�
生
・
四
夷
、
凡

十
餘
萬
人
、
操
持
作
具
、
助
將
作
掘�
共
王
母
・
丁
姫
故
冢
、
二
旬 �

皆�
。

(

47)
[

始
建
国
三
年]���
持
安
車
印
綬
、�
拜
楚
國��
爲
太

子
師
友
祭
酒
、�
不
應�
、
不
食
而
死
。(

王
莽
伝
中)

(

48)

莽
復�
使�
奉
璽
書
、
太
子
師
友
祭
酒
印
綬
、
安
車
駟
馬��
、

�
拜
、
秩
上�
、
先
賜
六
月
祿
直
以
辨
装
。
使�
與
郡
太
守
・
縣
長

吏
・
三
老
官
屬
・
行
義
・�
生
千
人
以
上
入�
里
致
詔
。

(

49)

顔
師
古
の
注
に

｢

行
義
謂�
邑
有
行
義
之
人
也
。�
生
謂
學
徒

也｣

と
あ
る
。

(

50)

大
櫛
敦
弘

｢

新
朝
の
統
一
支
配

主
と
し
て
軍
事
的
側
面
か

ら

｣
『

高
知
大
学

人
文
科
学
研
究』

一
六

二
〇
一
〇
。
拙

稿

｢

王
莽
の
戦
争｣

。

(

51)

六
百
石
曰
元
士
。

(

52)
『

漢
書』

哀
帝
紀
注

｢

應
劭
曰
、
任
子
令�
、�
儀
注
吏
二
千

石
以
上�
事
滿
三
年
、
得
任
同�
若
子
一
人
爲�
。｣

(

53)

光
武
年
九
歳
而
孤
。(『

後
漢
書』

光
武
帝
紀)

(

54)

東
晋
次

｢

儒
学
の
普
及
と
知
識
階
層
の
形
成｣

(

55)

西
川
利
文

｢

漢
代
博
士
弟
子
制
度
の
展
開｣

(

56)

班
氏
は
王
莽
政
権
と
の
関
わ
り
を
隠
蔽
し
て
い
る
こ
と
が
疑
わ

れ
る

(

稲
葉
一
郎

｢『

漢
書』

の
成
立｣

一
九
八
九
↓

『

中
国
史
学

史
の
研
究』

京
都
大
学
学
術
出
版
会

二
〇
〇
六)

。
ま
た
崔
篆
は

王
莽
の
大
司
空
崔
発
の
弟
で
あ
り
、
後
漢
時
代
に
は

｢

自
以
宗
門
受
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二
五
三

莽
僞
寵
、
慙
愧�
朝
、�
辭
歸
不
仕｣

。(『

後
漢
書』

崔�因
列
伝)

(

57)
帝
後
與
功
臣�
侯
讌
語
、
從
容
言
曰

｢��
不�
際
會
、
自
度

爵
祿
何�
至
乎｣

。
高
密
侯�
禹
先
對
曰

｢

臣
少
嘗
學
問
。
可
郡
文

學
博
士｣
。
帝
曰

｢

何
言
之
謙
乎
。��
氏
子
、
志
行
脩
整
。
何
爲

不
掾
・
功
曹｣
。(『
後
漢
書』

馬
武
列
伝)

(

58)

經
術
苟
明
、
其
取�
紫
如
俛
拾
地
芥
耳
。

(

59)

藤
川
和
俊

｢

後
漢
王
朝
成
立
前
夜

初
期
劉
秀
軍
団
の
性
格

に
つ
い
て

｣
『

日
本
秦
漢
史
学
会
会
報』

一
〇

二
〇
一
〇
。

(

60)

光
武
帝
の
青
年
期
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

｢

後
至
長
安
、
見
執
金
吾
車

騎
甚
盛
、
因�
曰

『

仕
宦
當
作
執
金
吾
、
娶
妻
當
得
陰
麗
華』｣

(『

後
漢
書』

皇
后
紀
・
光
烈
陰
皇
后)
は
有
名
で
あ
る
。
中
央
近
衛

部
隊
の
き
ら
び
や
か
な
あ
り
さ
ま
に
、
地
方
出
身
の
若
者
は
あ
こ
が

れ
を
い
だ
く
。

(

61)

福
原
啓
郎

｢

晋
辟
雍
碑
に
関
す
る
考
察｣

(

一
九
九
八
↓

『

魏

晋
政
治
社
会
史
研
究』

京
都
大
学
学
術
出
版
会

二
〇
一
二)

は
立

碑
の
歴
史
的
意
義
を
考
察
す
る
。
学
生
を
儀
礼
に
参
加
さ
せ
る
と
い

う
点
で
王
莽
の
政
策
と
共
通
す
る
側
面
が
あ
る
。

(

62)

拙
稿

｢

王
莽
の
戦
争｣

。
後
八
年
の
漢
新
禅
譲
革
命
に
お
い
て

｢

民
衆
運
動｣

に
よ
る
演
出
は
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
礼

教
を
主
題
と
す
る

｢

民
衆
運
動｣

は
王
莽
の
執
政
者
と
し
て
の
地
位

を
高
め
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
王
朝
交
替
を
正
当
化
、
推
進
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
元
始
年
間
の
礼
教
・
諸
生

に
よ
る

｢

民
衆
運
動｣

の
延
長
線
上
に
、
居
摂
以
降
の
大
規
模
軍
事

活
動
・
褒
賞
濫
発
政
策
は
位
置
す
る
が
、
よ
り
強
力
な
イ
ン
パ
ク
ト

を
も
つ
政
策
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(

63)

莽
性
躁
擾
、
不
能
無
爲
、
毎
有�
興�
、
必
欲
依
古
得
經
文
。

(

64)

拙
稿｢

前
漢
後
半
期
に
お
け
る
郡
県
民
支
配
の
変
化

内
郡
・

辺
郡
の
分
化
か
ら

｣
『

東
洋
学
報』

八
六
―
三

二
〇
〇
四
。

(

岐
阜
聖
徳
学
園
大
学
等
非
常
勤
講
師)
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７ ６ ５ ４ ３ ２ １ 表
｢

王
莽
期
の
諸
生｣

王
覇

秦
豐

�
禹

劉
嘉

劉�寅 彊
華

劉
秀

姓
名

潁
川

潁
陽

南
郡� 南

陽
新
野

南
陽

蔡
陽

南
陽

蔡
陽

潁
川

南
陽

蔡
陽

出
身

豪
族
＊

宗
室

宗
室

宗
室 出

自

郡
決
曹
掾

南
頓
令

南
頓
令

父
の
官
職

？ ？

(

天
鳳)

？ ？
(
天
鳳)

天
鳳 時

期

世
好
文
法
、
父
爲
郡
決
曹
掾
、
覇
亦
少
爲
獄
吏
。
常
慷�
不
樂

吏
職
、
其
父
奇
之
、�
西
學
長
安
。

豐
、�
縣
人
、
少
學
長
安
、
受
律
令
、
歸
爲
縣
吏
。

年
十
三
、
能
誦
詩
、
受
業
長
安
。
時
光
武
亦
游
學
京
師
、
禹
年

雖
幼
、
而
見
光
武
知
非
常
人
、�
相
親
附
。
數
年
歸
家
。

少
孤
、
性
仁
厚
、
南
頓
君
養�
如
子
、
後
與
伯
升
倶
學
長
安
、

��
書
・
春
秋
。

(

劉
嘉)

少
孤
、
性
仁
厚
、
南
頓
君
養�
如
子
、
後
與
伯
升
倶

學
長
安
、��
書
・
春
秋
。

光
武
先
在
長
安
時
同
舍
生
彊
華
自
關
中
奉
赤
伏
符
。

年
九�
而
南
頓
君
卒
、
隨
其
叔
父
在
蕭
、
入
小
學
、
後
之
長
安
、

受�
書
經
師
事
廬
江
許
子
威
。
大
義
略
擧
、
因
學
世
事
。
朝
政

毎
下
、
必
先
聞
知
、
具
爲
同
舍
解
説
。
南
陽
大
人
往
來
長
安
、

爲
之
邸
、
闇
稽
疑
議
。

上
在
長
安
時
、
嘗
與

(

朱)�
共
買
密
合
藥
。

受�
書
於
中
大
夫
盧
江
許
子
威
。
資
用
乏
、
與
同
舍
生
韓
子
合

錢
買
驢
、
令
從��
、
以
給�
公
費
。

王
莽
天
鳳
中
、
乃
之
長
安
、
受�
書
、
略�
大
義
。

史

料
『

後
漢
書』

巻
20

『

後
漢
書』

巻
17
注

『

東
観
記』

『

後
漢
書』

巻
16

『

後
漢
書』

巻
14

『

後
漢
書』

巻
14

『

後
漢
書』

巻
１

『

太
平
御

覧』

巻
90

所
引

『

東

観
漢
記』

同
巻
22
注

『

東
観
記』

同
巻
１
注

『

東
観
記』

『

後
漢
書』

巻
１ 巻

数

＊
巻
22
馬
武
伝

｢��氏
子
、
志
行
脩
整
、
何

爲
不
掾
功
曹｣ 注
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16 15 14 13 12 11 10 ９ ８

桓
榮

陰
識

張
堪

郭
丹

伏
湛

劉� 景
丹

朱� 耿
純

沛
郡

龍
亢

南
陽

新
野

南
陽宛 南

陽穰 琅
邪

東
武

南
陽

安
衆

馮
翊

櫟
陽

南
陽宛 鉅

鹿
宋
子

｢

貧
窶
無
資｣

豪
族
＊

豪
族
＊

名
儒

宗
室

宗
室
姻
族
＊

豪
族
＊
・
宗

室
姻
族
＊
＊

廬
江
太
守

高
密
太
傅

濟�
尹

〜
居
摂

地
皇

？

(

〜
天
鳳

六
年)

＊

成
帝

(

地
皇)

＊

？

(

天
鳳)

？

少
學
長
安
、�
歐
陽�
書
、
事
博
士
九
江
朱
普
。
貧
窶
無
資
。
…
…

至
王
莽
簒
位
乃
歸
。

及
劉
伯
升
起
義
兵
、
識
時
游
學
長
安
、
聞
之
、
委
業
而
歸
、�

子
弟
・
宗
族
・
賓
客
千
餘
人
往
詣
伯
升
。

年
十
六
、
受
業
長
安
、
志
美
行�
、�
儒
號
曰

｢�
童｣

。

後
從
師
長
安
、
買
符
入
函
谷
關
、
…
…�
至
京
師
、
常
爲�
講
、

�
儒
咸
敬
重
之
。
大
司
馬
嚴
尤�
丹
、
辭
病
不
就
。
王
莽
又�

之
、�
與�
生�
於
北
地
。

成
帝
時
、
以
父
任
爲
博
士
弟
子
。
五�
、
至
王
莽
時
爲�
衣
執

法
、
使
督
大
姦
、�
後
隊
屬
正
。

及
壯
、
學
於
長
安
、
更
始
拜
爲
騎�
尉
。

少
學
長
安
。
王
莽
時
擧
四
科
、
丹
以
言
語
爲
固�
侯
相
、
有
幹

事
稱
、�
朔
調��
副
貳
。

上
在
長
安
時
、
嘗
與

(

朱)�
共
買
密
合
藥
。

�
初
學
長
安
、
帝
往
候
之
、�
不
時
相
勞
苦
、
而
先
升
講
舍
。

純
學
於
長
安
、
因
除
爲�
言
士
。

『

後
漢
書』

巻
37

『

後
漢
書』

巻
32

『

後
漢
書』

巻
31

『

後
漢
書』

巻
27

『

後
漢
書』

巻
26

『

後
漢
書』

巻
22

『

後
漢
書』

巻
22

同
巻
22
注

『

東
観
記』

『

後
漢
書』

巻
22

『

後
漢
書』

巻
21

＊
本
伝

｢�
子
弟
・
宗

族
・
賓
客
千
餘
人｣

＊
本
伝

｢

爲
郡
族
姓｣

＊
王
莽
伝
中
天
鳳
三
年

｢

武
建
伯
嚴
尤
爲
大
司

馬｣

。
天
鳳
六
年

｢

乃

策
尤
曰

『

…
…
其
上
大

司
馬
武
建
伯
印�
…』｣

。

＊
本
伝

｢

王
莽
居
攝
中

…
…
隆
以
年
未
七
歳
、

故
得�
。｣

＊
本
伝

｢

外
家
復
陽
劉

氏｣ ＊
本
伝｢

其
鉅
鹿
大
姓｣

、

＊
＊
本
伝

｢

眞
定
宗
室

之
出｣
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(
)

内
は
推
定

27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17

班
彪

哀
章

嚴
光

周
黨

�
萌

高
獲

包
咸

孔
子
建

尹
敏

任
延

朱
岑

扶
風

安
陵

京
兆

長
安

廣�梓
潼

會
稽

餘
姚

太
原

廣
武

北
海

�
昌

汝
南

新
息

會
稽

曲
阿

魯
國魯 南

陽
�
陽

南
陽宛 南

陽宛

外
戚

｢

家
産
千
金｣

｢

家
貧｣

孔
子
子
孫

｢

家
世
衣
冠｣

廣�
太
守

廣�
相

？ 居
摂

(

天
鳳)

〜
居
摂

〜
元
始
三

年

(

天
鳳)

？ ？ ？

(

地
皇)

＊

(

天
鳳)

彪
字
叔
皮
、
幼
與
從
兄
嗣
共�
學
、
家
有
賜
書
、�
足
於
財
、

好
古
之
士
自�
方
至
、
父
黨
揚
子
雲
以
下
莫
不�
門
。

學
問
長
安
、
素
無
行
、
好
爲
大
言
。

少
有
高
名
、
與
光
武
同�
學
。

�
而
散
與
宗
族
、
悉��
奴
婢
、�
至
長
安�
學
。
…
…
及
王

莽
竊
位
、
託
疾
杜
門
。

家
貧
、
給
事
縣
爲
亭
長
。
時
尉
行�
亭
、
萌
候�
拜�
、�
而

擲
楯�
曰

｢

大
丈
夫
安
能
爲
人
役
哉
。｣�
去
之
長
安
學
、�

春
秋
經
。
時
王
莽�
其
子
宇
、
…
…
歸
。

少�
學
京
師
、
與
光
武
有
舊
。
師
事
司
徒
歐
陽
歙
。

少
爲�
生
、
受
業
長
安
、
師
事
博
士
右
師
細
君
、�
魯
詩
・
論

語
。

曾�
父
子
建
、
少�
長
安
、
與
崔
篆
友
善
。
及
篆
仕
王
莽
爲
建

新
大
尹
、
嘗
勸
子
建
仕
。
…
…�
歸
、
終
於
家
。

少
爲�
生
。
初�
歐
陽�
書
、
後
受
古
文
、�
善
毛
詩
・
穀
梁
・

左
氏
春
秋
。

年
十
二
、
爲�
生
、
學
於
長
安
、
明
詩
・
易
・
春
秋
、
顯
名
太

學
、
學
中
號
爲

｢

任�
童｣

。
値
倉
卒
、�
兵
之
隴
西
。

初
、
光
武
與
暉
父
岑
倶
學
長
安
、
有
舊
故
。

『

後
漢
書』

巻
40
上

『

漢
書』

巻
100
上

『

漢
書』

巻
99
上

『

後
漢
書』

巻
83

『

後
漢
書』

巻
83

『

後
漢
書』

巻
83

『

後
漢
書』

巻
82
上

『

後
漢
書』

巻
79
下

『

後
漢
書』

巻
79
上

『

後
漢
書』

巻
79
上

『

後
漢
書』

巻
76

『

後
漢
書』

巻
43

＊
本
伝

｢

時
隗
囂
已
拠

四
郡｣


