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ヴ
ェ
ト
ナ
ム
前
期
黍
朝
の
滅
亡
と
活
化
集
団
の
再
編
一

A
-
　
尾

隆
　
・
生

は
　
じ
　
め
　
に

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
人
歴
史
家
の
な
し
た
多
Y
の
既
設
書
で
は
'
要
朝
第
五

代
皇
帝
聖
完
の
治
世
を
「
封
建
時
代
の
黄
金
期
」
と
評
価
し
」
そ
の
後

か
ら
安
朝
の
肝
箱
に
至
る
1
六
世
記
第
一
四
半
期
を
、
1
六
1
.
1
人
世

記
9
「
封
建
王
朝
の
危
機
も
祖
国
の
分
裂
の
時
代
」
の
膚
章
と
す
T
Q
の

が
バ
タ
ー
ン
と
な
っ
て
き
た
。
　
　
　
　
　
　
　
.

し
か
し
最
近
の
め
ざ
ま
し
い
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
史
学
界
で
の
研
究
手
法
の

変
化
や
新
史
料
9
発
掘
に
よ
り
'
結
果
'
一
六
1
1
八
世
紀
史
に
関
し

て
も
総
体
的
な
評
価
は
あ
ま
り
変
化
が
見
ら
れ
な
い
も
の
の
'
個
々
の

事
象
に
つ
い
て
は
い
j
ま
で
と
は
違
う
見
方
や
評
価
が
出
て
溝
て
い

L

　

/

る

。

　

　

　

　

　

　

　

,

l

 

I

・
李
朝
を
滅
亡
さ
せ
た
莫
朝
政
権
(
ハ
,
T
.
イ
を
維
持
し
て
い
た
潮
間
は

一
五
二
七
-
九
二
年
)
研
瀧
に
関
T
・
)
て
も
'
最
近
の
一
.
〇
年
で
大
き
な

-

　

　

　

蝣

　

・

　

蝣

,

　

　

　

I

変
化
を
見
せ
て
い
璽
従
来
は
ま
と
ま
っ
た
史
料
が
な
い
志
う
こ
と

で
'
日
本
で
は
大
沢
　
　
　
　
の
よ
う
な
対
中
国
関
係
史
に
研
究
が
集

中
し
て
い
た
甲
最
近
で
は
一
時
の
農
業
中
心
史
観
か
ら
解
き
放
た
れ

て
'
「
交
易
の
時
代
」
.
を
迎
え
て
.
い
た
東
南
了
ジ
ア
海
域
世
界
の
枠
組

み
の
中
で
'
こ
の
時
代
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
を
と
ら
え
よ
、
.
つ
と
?
,
つ
試
み
も

(
-
)

々
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
O
　
　
　
　
　
　
　
　
.

更
に
史
料
の
面
で
も
、
文
献
史
料
に
加
え
て
碑
文
史
料
に
滝
関
心
が

よ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
碑
文
は
制
度
な
ど
に
潤
し
て
網
羅
的
な

情
報
を
残
す
も
の
で
は
な
い
が
'
そ
れ
で
為
胡
て
l
く
る
地
名
や
人
名
'
・

l
官
名
・
行
政
組
織
名
な
ど
を
収
集
す
る
こ
七
に
1
i
共
裏
朝
期
の
.
官
制

(
サ
>

の
復
元
な
i
,
に
挑
l
む
研
究
も
沸
ら
れ
る
O
.
　
　
　
　
　
)

1
l

こ
の
凄
朝
政
権
を
倒
し
て
李
朝
を
復
興
さ
せ
'
後
に
南
北
に
別
の
政

リ
Q

権
を
実
質
的
に
打
ち
立
て
る
清
化
の
豪
族
鄭
氏
七
玩
氏
の
「
南
北
朝
」

l
l

時
代
史
研
究
9
・
 
-
日
本
町
の
研
究
な
ど
貿
易
せ
の
面
か
ち
新
た
な
見
方

(
サ
>

が
山
始
め
て
い
る
。
　
　
r



こ
う
し
た
中
で
'
従
来
と
さ
し
て
か
わ
ら
ぬ
冷
た
い
評
価
を
受
け
続

け
て
い
る
の
が
1
六
世
紀
第
1
四
半
期
で
あ
る
.
な
ぜ
黍
聖
宗
の
没
後
」

急
速
な
李
朝
権
力
の
衰
退
が
起
こ
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
'

聖
宗
以
降
の
諸
帝
が
皇
帝
の
資
質
や
健
康
に
恵
ま
れ
な
か
っ
蔓
)
と
が

l
よ
-
指
摘
さ
れ
る
が
'
・
そ
れ
で
も
聖
宗
が
作
り
臥
し
た
国
家
構
造
の
欠

l
陥
や
、
影
響
を
被
っ
た
民
の
側
の
恩
化
に
つ
い
t
J
の
考
象
が
十
分
で
は

な
い
O
　
　
　
　
　
　
　
.

農
民
に
よ
る
反
封
建
運
動
史
研
究
の
立
場
か
ら
も
'
こ
の
時
代
の
研

究
は
問
題
が
多
い
+
O
と
い
う
の
も
'
史
料
的
に
裏
付
け
が
乏
し
い
た

め
、
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
記
述
が
年
代
記
(
主
た
る
も
の
は
r
大
越
史

(
7
)

記
全
書
j
　
(
以
下
r
全
書
j
)
)
　
に
残
る
陳
貴
の
乱
は
別
と
し
て
'
そ
れ

以
外
の
動
乱
に
関
し
て
は
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
人
史
家
の
'
特
に
マ
ル
ク
ス

主
義
全
盛
の
時
代
の
史
家
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
に
は
専
論
と
呼
べ

る
も
の
が
な
い
た
抄
で
`
あ
る
。
そ
の
た
め
、
通
史
の
類
で
は
「
農
民
運

動
」
の
項
目
で
反
乱
の
年
月
や
首
謀
者
'
規
模
や
場
所
を
列
挙
L
t
最

後
に
陸
幕
で
締
め
く
く
り
'
次
に
「
封
建
権
力
者
内
部
の
抗
争
」
　
の

項
目
が
始
ま
る
の
が
パ
タ
ー
ン
化
し
て
い
る
(
例
え
ば
フ
ア
ン
・
フ

イ
・
レ
P
h
a
n
H
u
y
L
e
[
1
9
6
0
]
　
や
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
社
会
科
学
委
員
会

t
U
B
K
H
X
H
V
N
1
9
7
1
]
等
)
。
し
か
し
1
連
の
動
乱
の
す
べ
て
が
本
当

に
下
か
ら
の
農
民
運
動
で
あ
っ
た
か
は
極
め
て
疑
わ
し
い
。

リ
ー
ハ
ー
マ
ン
L
i
e
b
e
r
m
a
n
,
V
.
は
近
著
[
2
0
0
3
:
3
9
4
-
9
9
]
　
で

「
(
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
東
部
の
-
筆
者
)
　
成
功
の
有
毒
な
果
実
‥

1
六
世
紀
の
社
会
的
・
地
域
的
閑
争
」
と
い
う
1
節
を
設
け
t
 
P
先
学

の
研
究
を
参
考
に
L
t
　
陳
末
か
ら
競
い
た
混
乱
を
収
集
し
て
安
朝
は

一
.
五
世
紀
に
は
盛
期
を
む
か
え
た
も
の
の
'
そ
の
成
功
が
再
び
人
口

圧
の
強
化
'
土
地
不
足
'
正
統
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
さ
れ
た
新
儒
教

に
対
す
る
反
発
を
引
き
起
こ
し
'
一
そ
れ
が
一
六
世
紀
に
噴
出
し
た
の

だ
と
ま
と
め
て
い
る
。

人
口
圧
の
強
化
'
土
地
不
足
芯
関
し
て
は
、
筆
者
も
別
稿
[
2
0
0
5
]

で
土
地
廟
有
文
書
の
分
析
な
ど
を
通
じ
て
同
様
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い

与
.
ま
た
'
聖
宗
期
の
過
度
な
集
権
化
が
か
え
っ
て
地
方
官
の
統
治
能

力
の
弱
体
化
に
つ
な
が
り
,
地
方
で
の
変
事
に
十
分
対
応
で
き
な
ぐ
な

り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
も
示
唆
し
た
[
八
尾
　
1
9
9
5
]
c
 
L
か
L
t
　
そ
れ

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

、

・

で
も
そ
9
崩
壊
の
急
敢
さ
や
主
要
因
を
解
明
で
き
た
と
は
言
え
ま
い
。

そ
の
最
大
の
理
由
は
こ
の
1
六
世
記
第
1
四
半
期
に
関
す
る
専
論
が

な
い
こ
と
に
よ
る
。
依
拠
す
べ
j
史
斜
に
し
て
も
'
前
述
の
r
全
書
」

も
こ
の
混
乱
の
時
代
性
を
反
映
す
る
か
の
如
く
'
記
述
は
極
め
て
疎
略

で
あ
る
。

そ
れ
で
も
「
全
書
」
等
を
一
読
し
た
時
に
お
そ
ら
く
誰
で
も
感
じ
る

の
は
'
「
軍
閥
」
と
さ
れ
る
軍
事
集
団
同
士
の
縫
え
問
な
い
抗
争
の
連

続
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
人
史
家
も
「
農
民
反
乱
」

と
だ
け
す
ま
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
っ
た
。
グ
エ
ン
・
ザ
ィ
ン
・

フ
ィ
エ
ッ
ト
N
g
u
y
㌢
D
a
n
h
P
h
i
曾
の
最
近
の
研
究
[
p
h
i
C
-
t
2
0
0
3
]
は
'

こ
の
時
代
の
主
要
な
争
い
を
'
「
封
建
権
力
者
内
書
の
対
立
」
に
重
点

を
お
い
て
研
究
す
べ
き
と
主
張
し
て
い
る
。

氏
の
研
究
は
'
当
該
時
期
の
す
べ
て
の
事
件
を
一
覧
表
化
し
'
関
わ
っ

た
人
物
の
分
類
を
行
っ
て
そ
の
運
動
の
性
格
を
判
断
す
る
と
い
う
オ
ー

ソ
ド
ッ
ク
ス
な
も
の
で
'
そ
の
手
法
に
は
焚
同
で
き
る
も
の
の
も
　
肝
心



ヴェトナム前期安酌の沌亡とiff化免田の再録(八尾)

の
人
物
分
類
に
関
す
る
考
察
は
不
十
分
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
い
う
ま

で
も
な
く
氏
が
主
に
使
っ
て
い
る
史
科
が
r
全
書
j
や
梨
貴
惇
の
r
大

童
通
史
」
(
以
下
r
通
史
J
)
に
限
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
幾
で
は
ま
ず
年
代
記
に
よ
っ
t
で
事
件
の
経
過
を
整
理
し
'

フ
ィ
エ
フ
ト
の
手
法
を
花
川
し
て
そ
こ
に
登
場
す
る
人
物
の
山
白
や
相

互
の
人
間
関
係
を
'
#
者
が
入
手
で
き
た
地
方
文
書
も
具
体
的
に
は
各

技
の
家
茄
や
碑
文
な
ど
を
用
い
て
解
明
し
・
要
朝
滝
亡
に
至
る
過
程
と

こ
の
時
代
の
r
軍
閉
」
で
あ
っ
た
前
化
集
団
の
動
き
'
具
体
的
に
は
そ

の
捜
り
返
さ
れ
る
分
裂
と
再
霜
の
動
き
を
拝
づ
け
'
前
期
安
朝
波
亡
の

主
要
因
解
明
の
足
が
か
り
と
し
た
い
。

L
聖
宗
の
述
し
た
も
の

先
人
の
研
究
(
レ
・
キ
ム
・
ガ
ン
L
e
K
i
m
N
思
n
[
1
9
6
3
]
や
ウ
イ
ッ

ト
モ
ア
W
h
i
t
m
o
r
e
,
J
.
K
.
[
1
9
6
8
]
'
藤
原
[
1
9
8
0
:
1
9
8
2
]
等
)
で

知
ら
れ
る
よ
う
に
'
聖
宗
の
時
代
に
は
明
制
を
手
本
と
し
た
文
武
の
官

僚
制
度
が
整
備
さ
れ
た
。
宰
相
制
度
は
廃
止
さ
れ
'
中
央
で
は
六
部
を

頂
点
と
L
t
地
方
で
は
最
大
行
政
区
画
で
あ
る
承
宣
に
都
承
憲
三
司
が

置
か
れ
'
哉
務
に
応
じ
て
中
央
に
直
結
L
t
t
下
は
府
県
を
従
え
て
い
た
。

そ
し
て
中
央
と
地
方
の
連
携
に
叡
缶
を
き
た
さ
な
い
よ
う
、
頻
繁
な
札

台
官
や
内
官
の
地
方
巡
守
が
行
わ
れ
'
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
史
上
初
め
て
監
察

(
I
)
.

御
史
制
度
も
整
備
さ
れ
た
。

武
官
の
方
も
'
中
央
に
五
軍
都
督
府
と
禁
軍
が
置
か
れ
'
地
方
に
あ

る
都
司
・
衛
所
と
緊
密
な
関
係
を
取
㌃
よ
う
な
仕
組
み
に
な
i
・

`
徴
兵

は
公
田
を
l
般
民
に
給
付
す
る
「
均
田
制
」
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
戸
茄

i
)
兵
部
が
地
方
官
と
協
力
し
て
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。

)
)
う
し
た
官
僚
制
整
備
の
た
め
に
は
'
膨
大
な
文
武
の
官
僚
と
属
僚

を
必
要
と
し
た
。
前
石
[
八
尾
　
1
9
8
9
b
]
　
で
詳
述
し
た
が
'
武
官
の

方
の
源
と
な
っ
た
の
が
安
帝
と
貰
地
を
同
じ
く
L
t
紫
朗
成
立
に
武
人

と
し
て
貢
敢
し
た
前
化
(
華
)
免
田
で
あ
る
。
そ
し
て
五
軍
都
督
や
禁
軍

都
指
揮
使
等
の
重
職
は
彼
ら
に
ト
6
っ
て
担
`
わ
れ
て
き
た
が
'
聖
宗
の
官

制
改
革
以
降
も
前
石
[
八
尾
　
1
9
9
5
]
で
み
ら
れ
た
J
う
l
な
例
外
を
除

き
精
著
な
傾
向
が
み
え
て
く
る
。
.

そ
れ
は
彼
ら
の
「
官
僚
化
」
で
あ
る
。
'
明
と
違
っ
て
李
朝
の
功
臣
た

ち
は
無
用
の
禄
を
食
ん
で
い
i
,
訳
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
`
ん
「
貴
族
化
」

す
る
者
も
い
た
が
'
そ
の
基
と
な
る
賜
与
田
土
の
多
く
は
1
代
限
-
の

も
の
が
多
く
、
ま
た
均
分
相
続
の
制
度
に
よ
i
t
高
位
を
自
己
の
新
た

な
功
績
な
し
に
維
持
、
継
承
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
れ

に
よ
り
・
急
速
に
没
落
し
て
い
っ
た
族
も
多
い
。
聖
宗
初
期
に
労
華
叡

誇
ケ
た
反
故
」
丁
列
も
'
本
稿
で
扱
う
時
代
に
は
さ
も
た
る
人
材
を
出

し
て
い
な
い
。
次
章
で
述
べ
る
が
'
こ
の
時
期
に
活
躍
す
る
者
・
H
,
水
寧

(
揺
)
　
の
鄭
可
1
族
'
雷
陽
水
注
の
鄭
克
復
1
1
族
'
そ
れ
に
河
中
嘉
苗

の
玩
氏
が
中
心
で
あ
る
.
た
だ
し
繰
り
返
す
が
'
彼
ら
が
独
良
の
兵
力

を
も
と
か
ら
保
持
し
て
い
た
訳
で
は
阜
い
。
兵
力
は
兵
権
に
つ
い
て
ぐ

る
も
の
で
あ
.
つ
て
'
少
な
く
と
も
聖
宗
お
よ
び
そ
の
後
を
継
い
だ
意
宗

期
ま
で
は
'
直
属
の
武
力
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
せ
い
ぜ
い
田
鹿
の

奴
隷
程
度
で
あ
っ
た
。

1
部
の
族
を
`
除
い
て
多
く
の
功
臣
子
孫
は
下
級
武
官
の
家
柄
に
甘
ん



じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
が
こ
の
時
代
で
あ
っ
た
。
た
だ
彼
ら
に
替

わ
っ
て
デ
ル
タ
の
武
人
を
代
表
し
た
の
は
実
は
莫
氏
だ
け
で
あ
っ
て
」

清
化
の
軍
事
力
の
重
要
性
は
決
し
て
落
ち
て
は
い
な
い
。
.
'

1
方
'
文
官
を
担
う
者
七
七
て
.
、
前
稿
[
八
尾
　
1
9
8
9
a
]
で
論
じ

た
科
挙
官
僚
が
あ
げ
ら
れ
る
?
.
I
彼
ら
は
少
な
l
 
-
七
も
聖
宗
期
以
前
は
そ

の
数
甘
少
な
-
、
高
位
を
武
人
が
占
め
て
.
い
た
F
.
j
と
も
あ
っ
て
「
物
言

わ
ぬ
」
.
存
在
で
`
あ
っ
た
。
し
か
し
聖
宗
期
に
入
っ
て
彼
ら
の
立
場
は
大

漕
-
変
化
し
始
め
る
。

表
1
'
の
如
く
、
_
ま
`
ず
三
年
1
比
の
原
則
が
聖
宗
期
か
ら
爵
宗
期
ま
で

完
全
に
守
ら
れ
∴
し
か
も
一
回
あ
た
り
の
登
第
者
は
平
均
四
〇
人
に
達

l
l

し
だ
。
聖
宗
の
最
後
の
試
で
あ
る
洪
徳
二
七
年
試
ま
t
で
に
'
計
五
〇
〇

人
も
の
科
挙
官
僚
が
生
ま
れ
'
六
部
官
'
科
台
官
、
関
宮
な
ど
あ
ら
ゆ

る
文
官
の
重
職
を
彼
ら
が
担
う
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
も
定
期
的
な
応

試
が
可
能
と
な
っ
た
た
め
'
特
定
の
家
や
ム
ラ
に
代
々
登
第
者
が
集
中

(
_
0
)

す
る
現
象
が
現
れ
た
。
こ
れ
も
政
権
が
要
求
す
る
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」

に
地
方
側
が
対
応
し
て
い
ふ
こ
)
と
'
し
か
も
そ
れ
が
決
し
て
1
様
で
は

な
く
'
そ
う
し
た
情
報
の
伝
達
に
偏
り
が
あ
っ
た
と
認
識
し
て
よ
か
ろ

3
3彼

ら
の
聖
宗
期
に
お
け
.
る
活
躍
に
つ
い
て
は
績
1
1
1
!
ロ
を
待
た
な
.
い
。
r
全

書
」
,
.
r
天
南
鈴
暇
集
]
(
聖
宗
の
文
筆
の
霜
碁
'
進
士
題
名
碑
の
作
成
'

(=)

科
挙
の
遂
行
'
文
芸
サ
ー
ク
ル
で
あ
る
鼠
垣
の
活
動
、
.
そ
れ
ら
す
べ
て

が
彼
ら
の
活
動
の
場
で
あ
っ
た
。
軍
事
面
に
お
い
て
も
文
武
の
任
務
分

担
が
進
み
'
大
況
模
な
遠
征
に
は
必
ず
文
官
が
「
軍
務
`
賛
理
」
と
し
て

武
官
将
軍
に
同
行
L
t
監
察
を
行
っ
た
。

し
か
し
こ
う
し
た
活
動
の
一
方
で
、
藤
原
[
1
9
8
2
:
5
0
5
0
7
]
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、
聖
宗
は
文
官
主
導
の
政
治
を
必
ず
し
も
望
ま
ず
'
武

人
抑
制
の
た
め
の
宰
相
制
度
廃
止
等
の
一
連
の
政
策
は
'
結
果
と
し
て

優
れ
た
官
僚
は
育
て
た
も
の
の
'
文
人
政
治
家
の
育
成
を
も
妨
げ
る
こ

と
と
な
っ
た
。

前
稿
[
八
尾
,
1
9
8
8
:
1
9
8
9
b
]
で
見
た
如
く
へ
太
祖
か
ら
仁
宗
期

七
で
の
時
代
に
は
多
-
の
疑
獄
事
件
が
あ
i
,
皇
帝
す
ら
そ
れ
に
ま
き

こ
ま
れ
て
命
を
落
と
し
て
い
る
。
功
臣
で
菟
罪
に
よ
り
死
罪
と
な
っ
た

り
暗
殺
さ
れ
た
者
も
一
〇
人
を
下
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
時
代
に
命
を

落
と
し
た
高
級
文
人
官
僚
は
皆
無
で
あ
る
。
唯
一
の
例
外
が
'
胡
朝
期

の
科
挙
登
第
者
で
あ
り
'
太
祖
の
参
謀
役
と
し
て
精
化
集
団
と
と
も
に

明
と
戦
い
'
開
国
後
は
官
僚
制
国
家
の
実
現
に
向
け
て
努
力
し
た
玩
虎

で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
文
官
の
動
向
に
つ
い
て
は
研
究
者
の
間
で
立
見

の
相
違
が
あ
る
が
'
筆
者
に
は
基
本
的
に
彼
ら
が
明
確
な
帝
芸
心
や
政
治

思
想
に
基
づ
い
て
行
動
し
た
と
は
思
え
な
い
。
抗
し
て
日
和
見
的
な
態

(
2
)

度
が
目
立
つ
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
聖
宗
が
文
官
の
忠
試
心
を
疑
い
'
即

位
当
初
か
ら
敵
し
い
注
文
を
つ
け
た
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
【
荘

原
　
1
9
8
2
:
5
0
1
-
0
3
]
-
文
人
政
治
家
の
不
在
は
'
命
を
賭
し
た
活
動

の
不
在
を
意
味
す
る
。
聖
宗
期
に
入
っ
て
も
'
そ
の
政
治
に
苛
富
を
は

さ
ん
だ
た
め
に
死
罪
と
な
る
文
官
は
ま
れ
で
あ
る
。
一
人
は
太
祖
か
ら

の
旧
臣
で
あ
る
陸
封
(
煩
天
四
年
(
1
4
3
1
)
宏
詞
科
出
身
)
'
も
う
一

人
は
チ
ャ
ン
バ
親
征
の
際
、
任
務
に
遅
参
し
て
道
鏡
に
R
t
れ
た
反
復
で

あ
る
(
し
か
も
按
の
場
合
は
更
罪
)
。
陸
封
の
場
合
は
不
和
が
昂
じ
た

結
果
で
あ
る
L
t
玩
s
s
も
政
争
と
は
無
関
係
の
事
例
で
は
あ
る
。
同
じ

4
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表1架朝前期一美朝初期の科挙

皇帝 元号 西暦
丑第
」8

会談応=え者 韓文一

現珂

立坪

全書 題名碑 全書 昌も韓

太祖

噸天02 1429 3

正式な杵芋は未!; 昆

噸天02 1429 7

頓天04 1431 5

噸天06 1433 2

太宗 紹平0 2 1435 1

計 l 18

太宗 大宝03 1442 33 表記無 450 ○ 大宝 3 年 3 f]兵に立持記事有
漂竺15年8 /115 Q

仁宗

大和鵬 1448 27

表記無

7諭余 ○ 洪琵15年 8 /1 15 B 兵に立碍記事有

大和11 1453 25
-

×
- -

延寧05 1458 4 ×

計 89 平均 99 9=;

聖宗

光聰04 1463 44 4400余 1400 余 ○

洪缶15年8 月15 B 兵に立持記事有

琵箆15年8 月l5日
光煩07 1466 27

表記無

11∝}余 ○

光腰 10 1469 21
-

×
-

洪徳03 1472 27 ×

洪鑑(施 1475 43 3200 300 余 ○

抗告15年8 月15 B洪徳09 1478 62

表記無

表記無 ○

洪徳12 1481 40 2(X氾余 ○

洪徳15 14S4 44 - × -

洪徳18 1487 60 表記無 ○ 洪琵18年8 月15 H 条に立坪記事有 洪巳18年8 /115日

洪徳2 1 1490 5LI × 洪歳21年8 月15日桑に立碍記事有

-洪徳24 1493 48 × 洪箆21年8 月15日条に立坪記事有

洪徳27 1496 30 ○ 洪S 27年12月初6 El兵に立持記事有 洪ォ*・>;年12JJ打5 E]

at 500 平均 4 1.6667

憲宗
景統02 1499 55 5000 - × 景統 2 年12月末の条に立坪記事有 -

景統05 1502 61 - 5000 ○ -
大正7年9月15日

戒律帝
端座01 1505 55

表記無 -
× 洪項 3 年末条に立坪記事有 -

箱屋04 1508 54 ×

変異帝
洪頗03 1511 47 表記無 表記無 b 洪積 5 年 8 /1 13 日～冬io n 13 日

条に立碑記事有
洪屯5 年3 J115日

洪順06 1514 .43 5700 5400 ○ 光村 6 年 4 月条に立碑記事有 光村6 年4 /117日

昭宗
光紹03 1518 17

表記無
表記無 ○ 立坪記事無 大正7年(正月5日)*

光紹05 1520 ll - × - -

恭轟 統元02 1523 36
表記無 -

×
- -

統元05 1526 20 ×

莫太狙 明徳03 1529 27 表記無 4000余 ○ 立碑記事無 明琵3年仲冬長至節

'・it-:.

大正03 1532 27

表記無

×

- -大正06 1535 32 . ×

大正09 1538 36 ×

各科の合格者数などについてはr豊科別. CaoVi色nTrai [1961-62】 NgoDucTho [1993]などによるo
*DるVanNinh [2001 : 161]による
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よ
う
な
菟
罪
で
処
刑
・
幽
閉
苑
し
た
武
臣
李
達
や
聖
宗
の
異
母
兄
克
昌

の
よ
う
に
政
権
を
揺
る
が
す
よ
L
J
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
'
憲
宗
没
後
の
政
局
に
お
い
て
は
'
彼
ら
科
挙
官
僚
は
高
位

に
就
い
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
自
身
の
進
退
に
選
択
を
迫
ら
れ
'
結
果

i
J
t
て
命
を
落
と
す
こ
と
と
も
な
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
章
以
降

で
具
体
的
に
論
℃
よ
う
。
　
　
,

二
ト
威
穆
と
事
冥
一
「
鬼
王
」
と
「
猪
王
」
の
時
代

聖
宗
の
長
子
憲
宗
は
r
全
書
」
　
二
二
　
冒
頭
の
史
官
に
よ
る
評
語
に

あ
る
よ
う
に
'
聖
宗
の
政
治
方
針
を
忠
実
に
守
っ
て
、
特
筆
す
べ
き
新

た
な
業
績
は
見
あ
た
ら
な
い
が
、
「
守
良
政
」
　
の
君
と
さ
れ
る
o
科
挙

に
関
し
て
も
三
年
一
比
が
守
ら
れ
'
二
回
の
試
験
の
登
第
者
は
一
〇
〇

名
と
な
り
'
一
回
あ
た
り
の
平
均
は
聖
宗
期
を
上
回
っ
て
い
る
。

豪
宗
政
権
を
支
え
た
ト
ッ
プ
は
梨
念
の
子
安
永
と
梨
倹
の
孫
安
広

(
_
3
)度

'
こ
れ
に
委
文
霊
の
三
男
の
委
弘
銃
と
次
男
袈
景
教
の
子
の
能
議
が

加
わ
っ
た
功
臣
子
孫
で
あ
る
清
化
集
団
月
で
あ
l
っ
た
が
へ
彼
ら
も
六
部

官
'
都
督
官
で
あ
っ
て
'
科
挙
官
僚
を
中
心
と
す
る
勢
力
と
均
衡
が
と

ら
れ
て
い
た
。
聖
宗
期
と
違
い
.
'
大
き
な
外
征
な
ど
が
な
か
っ
た
こ
と

も
こ
う
し
た
バ
ラ
ン
ス
を
崩
さ
ず
に
す
ん
だ
要
因
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

当
の
憲
宗
は
即
位
後
わ
ず
か
七
年
で
急
逝
す
る
。

こ
そ
の
後
継
者
は
早
く
か
ら
三
男
の
津
と
決
定
し
て
お
り
t
 
r
全
書
」

で
も
す
ん
な
り
即
位
が
進
ん
だ
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
が
'
実
際
は
そ

う
で
は
な
か
っ
た
。
同
じ
r
全
書
」
　
の
成
穆
帝
即
位
に
関
す
る
記
載
に

よ
る
と
'
憲
宗
の
皇
子
達
(
憲
宗
に
は
計
六
人
の
皇
子
が
い
た
)
が
争

い
立
っ
た
の
で
、
憲
宗
か
ら
予
め
顧
命
を
受
け
て
い
た
科
挙
官
軍
文
礼

と
玩
光
粥
が
伝
国
の
玉
璽
を
持
ち
出
し
て
津
に
与
え
'
梨
広
度
と
梨
能

議
に
よ
-
'
淳
が
よ
う
や
ぐ
即
位
と
な
っ
た
　
(
粛
宗
)
。
実
母
は
既
に

没
し
て
い
た
が
'
宜
民
を
除
き
李
朝
始
ま
っ
て
以
来
'
清
化
以
外
(
山

南
天
施
県
出
身
)
　
の
出
身
者
を
母
に
も
つ
皇
帝
の
出
現
で
あ
っ
た
。
建

国
後
半
世
紀
が
た
ち
'
李
朝
も
デ
ル
タ
の
民
心
を
得
'
宗
主
'
清
化
集
団
'

そ
し
て
官
僚
と
の
間
に
は
以
前
ほ
ど
の
確
執
が
も
う
な
く
な
っ
て
き
た

こ
と
を
象
徴
す
る
出
来
事
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
筋
宗
は
即
位
後
'

わ
ず
か
半
年
で
病
死
す
る
。
そ
の
間
に
梨
能
議
は
没
し
て
い
る
。
要
広

度
が
内
官
玩
汝
為
等
の
策
に
よ
り
擁
立
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
が
磁

宗
の
異
母
兄
に
あ
た
る
紫
溶
(
威
穆
帝
)
　
で
あ
る
。

患
宗
以
降
の
皇
帝
選
定
に
関
し
て
隠
然
た
る
発
言
権
を
持
っ
て
い
た

の
が
聖
宗
后
で
あ
り
'
定
宗
の
実
母
で
あ
る
長
楽
太
皇
太
后
玩
氏
で

あ
っ
た
。
彼
女
の
父
は
聖
宗
期
の
重
臣
で
'
精
化
生
団
の
壇
で
あ
っ
た

嘉
苗
外
庄
山
身
の
玩
徳
忠
で
あ
る
。
妓
女
は
威
穆
帝
の
実
母
が
も
と
官

姥
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
'
別
の
皇
子
を
即
位
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
'
玩

汝
為
等
の
策
謀
が
枝
先
を
糾
し
'
威
穆
帝
即
位
後
に
暗
殺
さ
れ
た
。
ま

た
磁
宗
を
擁
立
し
た
軍
文
礼
と
玩
光
弱
も
左
遷
先
に
赴
く
途
中
に
殺
害

さ
れ
て
い
る
。

威
穆
帝
は
明
の
母
封
任
か
ら
「
鬼
王
」
と
さ
げ
す
ま
れ
る
雀
'
非
道

の
行
い
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
皇
帝
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
'

科
挙
官
僚
に
対
し
て
こ
の
二
人
以
外
の
者
に
弾
圧
を
加
え
た
形
書
は
な

い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
彼
ら
の
支
持
を
十
分
に
取
り
付
け
る
よ
う
な
績
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極
策
を
行
っ
て
い
た
形
跡
も
な
い
。
紐
帯
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
玩
太
皇

太
后
を
失
っ
た
捕
化
災
団
や
文
人
官
僚
の
こ
の
間
の
動
向
は
'
年
代
記

か
ら
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
た
だ
そ
の
間
も
科
挙
は
忠
実
に
三
年
一
比

が
守
ら
れ
'
箱
屋
元
年
試
(
窃
宗
朝
で
会
試
の
準
情
が
済
ん
で
お
り
'

書
式
も
前
年
に
既
に
実
托
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
)
及
び
讃
慶
四

年
試
の
二
回
で
八
〇
名
の
玉
算
者
を
山
し
て
い
る
。
武
官
は
と
も
か

く
'
文
官
世
界
の
方
は
さ
し
て
反
抗
萱
不
し
て
お
ら
ず
'
特
に
初
期
の

成
搾
帝
を
「
暴
君
」
と
決
め
つ
け
る
の
は
問
題
で
あ
ろ
う
P
実
際
五
年

で
は
あ
っ
た
が
そ
の
耗
治
期
間
に
は
'
初
年
に
上
述
の
反
対
勢
力
へ
の

弾
圧
が
あ
っ
た
も
の
の
'
諸
鐙
五
年
ま
で
は
比
較
的
安
定
し
た
時
代
が

琵
く
。
し
か
し
精
化
共
用
の
支
持
を
十
分
に
取
り
付
け
て
い
な
い
た
め
'

按
が
依
挺
し
た
の
は
自
分
の
実
母
と
同
郷
の
親
人
と
妃
陳
氏
の
一
族
で

あ
り
'
禁
軍
に
本
来
含
ま
れ
て
い
た
内
官
主
導
の
特
務
校
閲
を
増
設
し
'

末
年
に
は
「
恐
怖
政
治
」
を
行
う
に
至
る
。

聖
宗
に
は
1
四
人
も
の
皇
子
が
お
り
'
す
べ
で
王
号
を
与
え
ら
れ
て

い
た
が
'
揖
屋
五
年
に
こ
れ
ら
宗
室
や
功
臣
子
孫
の
虐
殺
・
追
放
が
始

ま
る
0
そ
の
原
因
に
つ
い
て
は
十
分
な
史
科
は
残
っ
て
い
な
い
が
'
布

宗
以
降
の
帝
位
粧
承
に
関
す
る
策
謀
'
或
い
は
そ
う
い
う
策
謀
が
為
っ

た
と
す
る
謹
言
が
あ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
唐
突
に
こ
の
よ
う
な

弾
圧
が
始
ま
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
弾
圧

で
被
害
を
被
っ
た
者
の
中
に
'
玩
太
皇
太
后
の
親
族
で
あ
る
玩
文
郎
と
'fet:

聖
宗
の
皇
子
建
王
の
次
男
で
'
か
ろ
う
じ
て
脱
出
に
成
功
し
た
簡
修
公

が
い
た
。
l
彼
ら
は
清
化
に
集
結
L
t
一
括
化
承
宣
の
都
承
畢
二
司
の
正
副

長
官
(
す
べ
て
科
挙
登
第
者
)
が
彼
ら
に
与
同
し
、
清
化
の
将
と
軍
を

基
幹
と
し
た
ま
さ
に
清
化
集
団
に
よ
る
反
撃
が
始
ま
る
。

興
味
採
い
の
は
反
乱
軍
へ
の
威
穆
帝
側
の
対
応
で
あ
る
。
r
全
書
j

な
ど
'
年
代
記
に
依
る
限
り
'
五
府
軍
は
組
織
が
機
能
し
て
い
な
か
っ

た
の
か
'
済
化
集
団
が
都
督
職
を
独
占
し
て
た
め
か
、
出
動
し
た
形
跡

が
な
い
。
代
わ
り
に
応
乾
に
赴
い
た
の
は
帝
の
信
任
す
る
内
官
及
び
科

挙
官
(
廷
&
)
が
率
い
る
林
野
の
み
で
あ
っ
た
。

反
撃
開
始
か
ら
わ
ず
か
1
ヶ
月
余
i
で
威
穆
個
は
総
崩
れ
に
な
っ
て

京
師
は
反
乱
軍
の
占
拠
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
威
穆
帝
は
廃
さ
れ
'
簡

鯵
公
が
即
位
哀
異
静
)
す
る
こ
と
に
な
る
が
'
こ
れ
も
十
分
な
正
統

性
を
も
っ
て
い
た
と
は
必
ず
七
も
言
え
な
い
。
牡
に
運
良
-
逃
亡
に
成

功
し
、
擁
立
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
旗
揚
げ
の
際
に
兄
錦
江
王
(
威
穆

帝
に
よ
り
殺
さ
れ
た
)
の
名
を
倍
称
し
な
け
れ
ば
な
`
ら
な
か
っ
た
の
も

そ
れ
を
証
明
し
て
い
よ
う
。

・
襲
巽
帝
即
位
後
た
だ
ち
に
論
功
行
賞
が
行
わ
れ
、
新
政
権
の
構
成
が

r
全
書
」
か
ら
明
ら
か
ど
な
っ
て
い
る
。
表
2
以
下
が
そ
の
主
な
顔
ぶ

れ
で
あ
る
。
文
官
は
要
請
ら
で
・
.
ほ
i
J
ん
ど
が
洪
徳
・
景
統
期
登
第
の

科
挙
官
僚
で
あ
る
o
 
l
方
蕗
官
の
方
は
表
3
の
顔
ぶ
れ
で
あ
る
・
O

こ
の
構
成
の
特
徴
を
あ
げ
右
と
'
ま
ず
文
官
の
場
合
も
清
北
三
司
の

長
及
び
副
官
で
'
お
そ
ら
く
反
乱
の
当
初
か
ら
加
わ
っ
た
三
人
一
(
院
伯

任
,
費
嵩
'
臨
時
薙
)
に
尚
書
、
都
御
史
職
と
伯
爵
位
が
与
え
ら
れ
て

け
る
。
そ
れ
以
外
の
者
(
お
そ
ら
-
形
勢
が
層
翼
に
傾
い
た
後
、
由
し

た
者
)
に
は
実
職
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
み
P
J
あ
る
。

1
方
'
壷
官
の
方
は
逆
に
実
職
.
は
示
さ
れ
て
小
甘
い
も
.
の
.
の
、
国
公

に
四
人
・
郡
公
に
三
人
,
侯
に
二
人
が
叙
さ
れ
る
t
な
ど
l
の
恩
典
を
蒙
っ



表2　薫冥帝反抗に貢献した文臣(r全書j洪順2年春正月～末の桒)

氏名 科挙登第年及び腰位 新たに受けた官爵

呉換 洪徳21年第 1 甲2 位 (日. 吏部尚書

玩伯栓 (玩伯後) 景統 2 年第 2 甲14位 礼部尚書 . 由礼伯

安宿 洪徳15年第 2 甲4 位 吏部尚書 .教書伯

玩曙薙 . 洪徳24 年第 3 甲37位 尚書 .都御史 .良文伯

譚慎放 . 景枕 2 年第 2 甲20位 刑部尚書

梁得朋 景統 2 年第 1 甲2 位 吏部左侍郎

杜的(杜岳) 洪徳24 年第 2 甲9 位 (戸部) 尚書 .東関大学士

武竣 洪徳 9 年第 2 甲5 位 兵部尚書
Ftl埠 非科挙官 . 戸部左侍郎 .

程子森 . 一 洪徳18 年第 3 甲60位 尚書 .東園大学士

部喝護 洪徳18年第 2 甲32位 吏部左侍郎 ∴

安挺之 景耗 2年第 3 甲38 位 戸部右侍郎 .

( 1 )合格瓜位は監合板位である。以下の表でも同株である。

表3　事宍帝反抗に貢献した武臣(r全書」洪順2年春正月-r論功」の粂)

氏 名 係累 新たに受けた爵位

■元文部 . 玩徳息の甥 義国公

安広度 l 製険の孫 0 京師にあって反乱軍に内応 相国公 一

安措 安B の子 諒国公 ..

袈伯瑛 出自不明 威国公 .

応惟岱… 好克復の孫 . 文郡公

好捕 好可の末子 寿那公

安義昭 … 安問 (原貫地不明の開国功臣) の子 延郡公 .

玩弘裕 玩文邱の子 安和侯

ぢ惟佳 … 鄭克復の孫好惟岱の弟 美恵侯

果菜の子

(1 )ぢ惟岱・好惟佳兄弟はr通史j逆臣伝では好可の孫とある_が、後述するように鄭克復の孫とするのが
正しい.

(2) r全書)の中では宕茂昭・安達昭という人物も出てくるが、肩書きなどから見て同一人物と思われる。

2

て
い
る
。
そ
し
て
菓
巽
期
を
通
じ
て
年
代
記
r
全
き

か
ら
都
督
職
の
記
載
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な

る
。
実
際
に
五
軍
都
督
府
制
度
が
無
く
な
っ
た
わ

け
で
は
な
か
ろ
う
甲
記
載
す
る
ほ
ど
の
価
値
の

な
い
'
形
骸
化
し
た
も
の
に
な
り
'
実
質
上
の
軍

閥
化
が
始
ま
っ
た
の
t
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
人
物
の
頂
点
に
立
っ
た
の
が
'
裏
翼

反
乱
時
に
変
異
側
に
立
っ
て
京
師
で
内
応
し
た

委
広
度
で
あ
る
。
r
全
書
」
洪
噸
二
年
冬
一
〇
一

二
月
の
条
に
よ
れ
ば
'
彼
は
平
章
軍
国
重
事
総

統
国
政
太
宰
太
師
を
加
増
さ
れ
'
宰
相
制
度
が
復

活
す
る
。
藤
原
[
1
9
8
2
:
5
0
6
-
0
7
]
　
は
こ
の
点

に
関
し
て
'
「
聖
宗
の
後
払
者
は
'
聖
宗
の
如
き

独
戎
君
主
と
し
て
の
資
質
を
欠
」
い
て
い
た
た
め

と
し
て
い
る
が
'
こ
の
出
来
事
は
喪
失
の
即
位
後

わ
ず
か
一
年
の
こ
と
で
あ
り
'
当
時
の
政
治
情
勢

を
反
映
し
た
も
の
で
'
変
異
の
皇
帝
と
し
て
の
資

質
と
は
直
接
関
係
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
む
し

ろ
'
妾
異
即
位
そ
の
も
の
の
正
統
性
に
問
題
が
あ

.
る
の
で
あ
る
。

こ
の
皇
帝
の
正
統
性
の
あ
や
ふ
や
さ
は
'
即
位

後
相
次
い
で
動
乱
を
惹
起
し
て
い
る
。
ま
ず
即
位

早
々
内
官
を
中
心
と
し
た
皇
帝
暗
殺
未
遂
事
件
が

起
こ
り
'
翌
三
年
に
は
京
北
を
中
心
に
箱
屋
四
年
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科
進
士
の
中
経
岳
を
首
魁
と
す
る
大
規
模
な
反
乱
が
起
こ
る
。
こ
の
反

乱
自
作
は
そ
う
長
昆
き
し
な
い
が
'
そ
の
半
年
後
に
は
祖
父
'
父
と
も

に
進
士
で
あ
っ
た
持
均
が
出
身
地
の
山
西
地
方
で
起
兵
す
る
。
デ
ル
タ

山
身
の
武
官
で
は
な
く
文
官
の
国
の
反
乱
が
目
立
つ
の
で
あ
る
。
デ
ル

タ
神
前
化
の
再
現
で
あ
る
。
た
だ
し
君
達
に
つ
い
た
者
は
当
面
政
権
個

に
つ
い
て
お
り
、
あ
わ
や
京
師
失
陥
と
い
う
場
面
も
あ
っ
た
が
こ
の
反

一
柑
)る

。
四
年
夏
に
は
ゲ
ア
ン
で
、
七
年
正
月
に
は
三
島
で
'
七
月
に
は
措

化
で
'
八
年
に
は
安
朗
で
と
い
う
よ
う
に
。

連
続
す
る
反
乱
は
正
規
軍
が
地
方
に
常
駐
す
る
こ
と
を
要
求
し
'
明

(a)

の
績
守
制
度
に
近
い
事
態
が
起
こ
る
。
そ
し
て
浜
原
八
年
三
月
に
最
大

の
反
乱
で
あ
る
陣
幕
の
乱
が
海
陽
の
水
菜
県
で
勃
発
す
る
。

乱
も
野
性
穫
ら
の
活
躍
に
よ
り
銃
圧
さ
れ
る
。

巧
、

こ
の
二
つ
の
反
乱
は
直
接
の
動
機
が
は
っ
き
り
し
な
い
が
'
箱
屋
年

間
(
成
穆
帝
期
)
の
進
士
を
掌
握
す
る
こ
と
に
苦
労
し
て
い
た
こ
と
'

す
な
わ
ち
葉
晃
即
位
の
正
統
性
に
疑
義
を
挟
む
者
が
多
く
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
政
権
を
支
え
て
い
た
は
ず
の
多
く
の
科

挙
官
僚
も
'
京
師
大
混
乱
の
際
に
は
任
務
放
棄
す
る
者
が
続
出
し
、
家

族
を
先
に
連
が
そ
う
と
し
て
数
名
が
処
刑
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
不
安
定
性
が
'
前
化
集
団
の
再
箱
に
結
果
と
し
て
寄
与
す

る
こ
と
と
な
る
。
前
稿
[
八
尾
　
1
9
8
9
b
‥
3
7
-
3
9
]
で
述
べ
た
ご
と

く
'
都
督
は
握
兵
の
桂
を
も
っ
て
は
い
た
が
'
そ
れ
は
職
に
あ
る
問
の

も
の
で
'
し
か
も
厳
密
に
は
戦
闘
を
開
始
す
る
権
限
す
ら
も
っ
て
は
い

な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
時
期
の
絶
え
間
な
い
兵
乱
は
そ
の
永
続
化
へ
'

そ
し
て
清
化
集
団
の
軍
閥
化
へ
と
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
同
洪

堕
二
年
に
は
李
広
度
に
加
え
て
玩
文
郎
'
委
輔
に
も
平
章
軍
国
重
事
職

が
贈
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
襲
翼
は
威
穆
と
同
様
'
独
自
の
兵
力
・

警
察
力
を
確
保
す
る
た
め
'
禁
軍
の
強
化
を
は
か
る
。
.
聖
宗
期
に
J
i
L
ぅ

や
ぐ
実
現
し
た
軍
事
力
6
バ
ラ
ン
ス
が
一
気
に
崩
壊
し
た
の
で
あ
る
。

次
い
で
・
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
人
史
家
が
言
ケ
と
こ
ろ
の
農
民
反
乱
が
姶
ま

三
　
溝
化
集
団
の
分
裂
と
再
再
苗

陳
舌
の
反
乱
に
お
け
る
構
成
者
は
チ
ャ
ム
人
`
(
占
人
)
奴
隷
を
中

心
と
し
た
も
の
で
'
有
力
な
武
装
勢
力
と
は
と
て
も
い
え
な
い
も
の
で

あ
っ
た
。
に
も
拘
わ
ら
ず
'
鎮
圧
は
容
易
で
は
な
Y
.
京
師
に
迫
る
勢

力
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
間
'
京
師
に
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の

は
鄭
惟
債
と
要
広
度
の
み
で
あ
る
。
他
の
武
官
は
各
地
に
鎮
守
し
て
い

た
た
め
・
混
乱
の
中
t
 
t
鄭
惟
怪
に
よ
っ
て
婁
翼
帝
は
試
さ
れ
る
。
直
接

の
原
因
は
か
つ
て
さ
さ
い
な
こ
と
で
赦
し
く
打
描
さ
れ
た
こ
と
を
恨
ん

で
と
あ
る
が
'
実
際
は
既
に
喪
異
に
見
切
り
を
つ
け
た
た
め
せ
い
う
と

(
2
1
)

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
よ
り
後
継
者
擁
立
が
必
要
と
な
る
が
'
東
野
就
殺
が
お
そ
ら

Y
他
の
武
官
の
同
意
を
十
分
に
得
て
い
な
か
っ
た
た
め
へ
清
化
集
団
に

分
裂
の
事
態
を
引
き
起
こ
す
。
惟
憶
と
惟
岱
の
先
走
っ
た
行
動
に
激
怒

し
た
玩
弘
裕
は
京
師
に
侵
攻
し
」
破
壊
す
る
(
父
の
玩
文
郎
は
既
に
物

故
し
て
い
る
)
。
鄭
兄
弟
は
新
帝
昭
宗
を
擁
し
て
清
化
に
逃
れ
へ
弘
裕

を
只
師
を
放
棄
す
る
。
こ
け
混
乱
を
利
用
し
て
陣
幕
軍
は
京
師
に
入
る
。

9



3
堺
E

そ
の
後
鄭
惟
憶
へ
族
弟
鄭
桜
と
惟
怪
の
義
子
陳
真
が
京
師
を
奪
回
L
t

昭
宗
を
京
師
に
戻
し
て
迫
撃
に
移
る
が
」
黍
朝
政
権
に
大
き
な
影
響
力

を
有
し
て
い
た
嘉
百
玩
氏
と
水
注
鄭
氏
.
(
こ
'
の
両
族
に
関
し
て
は
第
四

章
で
述
べ
る
)
の
溝
は
埋
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
.
弘
裕
の
叔
父
玩
文
慮
d

策
謀
で
、
惟
岱
は
謀
反
の
罪
で
処
刑
さ
れ
,
陸
幕
追
撃
戦
で
惟
僅
む
戦

死
L
t
鄭
氏
の
勢
力
は
陳
真
に
潜
っ
て
い
っ
.
た
。

両
族
の
対
立
を
ぬ
っ
て
拾
頭
し
て
き
た
の
が
t
.
武
挙
で
1
兵
卒
か
ら

9
し
上
が
っ
て
き
た
莫
登
庸
で
あ
る
。
海
陽
宜
陽
県
(
現
ハ
イ
フ
ォ
ン

H
a
i
P
h
o
n
g
特
別
市
)
の
出
身
で
t
.
陳
朝
期
の
莫
挺
之
以
来
の
家
系
を

自
称
す
る
莫
願
は
,
清
化
集
団
同
士
が
対
立
す
る
間
・
山
南
に
鋲
し
・

と
ち
ち
に
も
つ
か
ず
・
陳
真
に
滝
娘
を
人
質
同
様
に
お
く
つ
て
勢
力
の

拡
大
を
図
っ
て
い
る
。

彼
の
覇
権
が
確
立
す
る
の
は
光
紹
三
年
の
陳
真
の
謀
殺
以
後
で
あ

る
。
陳
真
の
専
権
を
嫌
う
者
の
読
言
に
よ
り
彼
は
宮
中
で
殺
害
さ
れ
、

そ
れ
に
激
怒
し
た
玩
敬
ら
部
下
は
京
師
を
占
拠
す
る
。
鄭
織
も
玩
弘
裕

も
こ
の
混
乱
収
拾
に
間
に
合
わ
ず
、
海
陽
に
鎖
し
て
い
た
莫
登
府
が
調

(5*

停
役
と
し
て
召
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
混
乱
の
責
任
を
取
ら
さ
れ
る
形

じ
材
コ

で
鄭
借
、
呉
柄
も
処
断
さ
れ
る
o
こ
れ
芯
よ
り
鄭
・
玩
二
氏
を
中
心
と

す
る
措
化
集
団
の
後
退
は
決
定
的
と
な
る
。
後
は
一
直
線
で
登
膚
は
国

公
ま
で
上
-
つ
め
'
彼
の
専
権
を
好
ま
ぬ
者
は
昭
宗
を
擁
し
て
京
師
よ

り
脱
出
す
る
が
、
登
府
は
昭
宗
の
実
弟
を
新
帝
(
恭
帝
)
に
立
て
る
。

そ
し
て
六
年
後
'
恭
帝
よ
り
禅
譲
さ
れ
る
形
で
登
肺
が
新
王
朝
を
立
て
'

袈
朝
は
断
絶
す
る
。
　
　
　
J
L

こ
の
間
'
文
官
達
の
動
向
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
O
驚
く
べ
き
こ
と
に
'

憲
宗
の
没
後
'
こ
れ
だ
け
混
乱
が
続
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
'
科
挙
は
更

に
三
年
一
比
を
ほ
ぼ
忠
実
に
守
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
す

が
に
、
嚢
異
が
試
さ
れ
た
直
後
は
'
ま
と
鴇
に
郷
試
が
行
わ
れ
な
か
っ

た
た
め
へ
光
紹
二
年
に
行
わ
れ
る
べ
き
会
試
・
庭
試
は
一
年
延
期
と
な

り
'
応
読
者
も
同
年
の
予
備
試
を
受
け
た
デ
ル
タ
四
鋲
に
限
ら
れ
た
。

登
第
着
も
1
 
1
1
人
と
激
減
し
て
い
る
が
'
莫
氏
の
専
権
(
政
権
)
が
安

定
し
て
ぐ
る
と
'
昭
宗
'
統
元
帝
下
で
行
わ
れ
た
残
り
の
三
回
の
試
は

聖
宗
期
と
遜
色
な
い
登
第
者
教
を
生
ん
で
い
る
。
.
す
な
わ
ち
こ
の
よ
う

な
混
乱
期
に
あ
っ
て
も
'
科
挙
官
僚
は
教
的
増
加
を
続
け
て
い
た
の
で

あ
る
。

l
前
述
し
た
よ
う
に
'
こ
の
時
代
の
科
挙
官
に
は
危
険
と
機
会
が
旦
別

に
控
え
て
い
て
'
三
つ
の
選
択
肢
が
あ
っ
た
。

1
つ
日
は
あ
く
ま
で
袈
朝
の
正
統
継
承
者
に
仕
え
る
こ
と
で
あ
る
。

と
は
い
っ
て
も
正
統
性
を
め
ぐ
っ
て
安
氏
政
権
の
中
で
抗
争
が
あ
っ
た

た
め
'
多
く
の
者
が
犠
牲
と
な
っ
た
。

彼
ら
は
'
結
果
と
し
て
袈
朝
が
復
興
さ
れ
た
た
め
'
「
紡
毛
の
臣
」

と
し
て
精
彰
さ
れ
'
「
福
神
」
と
し
て
ム
ラ
の
城
陛
神
と
な
っ
て
い
る

者
も
い
る
。
r
全
安
節
義
録
」
「
乱
裂
節
義
野
や
r
野
史
竺
五
末

尾
に
彼
ら
に
関
す
る
列
伝
が
あ
る
。
重
複
す
る
者
が
多
い
が
'
以
下
が

そ
の
一
覧
で
あ
る
(
表
v
m
)
c

こ
の
他
に
も
ゴ
I
・
ド
ゥ
ツ
タ
・
ト
N
g
6
D
u
e
T
h
o
苗
共
の
r
包
繭

吉
良
骨
撃
に
よ
っ
て
多
く
の
者
が
美
氏
に
反
抗
し
た
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
る
(
表
6
)
0

一
方
'
莫
氏
に
従
っ
七
者
も
決
し
て
少
な
く
な
い
。
r
全
書
」
　
1
五

10



ヴェトナム前期安朝の沌亡と精化災EIlの再詣(JU引

表4　繋朝に節義を通した文官　r全安打義母目前雪訂義母」

氏 名
出身池

杵挙登第年及び項位 官 至 郡 賢
* il 府 県

武 容

共 換

玩敏鰭

山西 臨挑 山田 洪歳21年第 1 甲 1位 吏s ra 古 田宗に昆い、 t.化でn 尽

海防

山西

南策 育林 沢 巳2 1年前 2 'P 2 尚書 日宗に従い、 ,H ヒで 臼に

臨挑 山田 光稲 3 年第 2 ^ 2 位 侍tt, 田宗に提い、 .7化で 自民

ri相知 山西 三帯 立石 洪培9 年前 3 >P 23位 記乾き
子の反卓元が男氏のB t7引 f L た

ことに整って白尽

譚憤徽 京北 慈山 東岸 洪監21年第 3 甲39位
吏 」5 fSj書 芸 田宗達亡の害、雷詔を受け L fJ-桒
鞄拝昆作詩 を挙げるが敗れ、安箆で臼毒死

要録惣 京北 慈叫 筆立 洪監21年節2 T 4
靭史 缶 市 田

史
詔tn鼓 と挙兵するが敗れて自尽

玩自疆 京北 慈山 m ra 洪缶 6 年第2 甲5 位 患察使 譚tf !& と李閑の抜所で挙兵すO が

敗れて 臼尽

反軍祥 山西 ≡ 安朗 箱屋 4 年第3 甲3-I位 . 昭宗連亡の符、書兵を挙げO が敗

れ、白尽

紫無歴 山西 ニw 安朋 洪積 3 年耶 3 f -ll 礼訪左侍n ; 昭宗に従ったが妄言らわれ臼尽

玩有最 京北 慈 山 東岸 掘庄1 年節 1 tP 3 l立 翰梓侍書 訂ffl ffiと帯賭するが放れて老けの

為に一旦逮亡の技、処刑される

頼金梯

芦元泰抜

海陽

海陽

上洪 錦江 光*8 3年第 2 甲 4 位 監察餌史 昭宗に従ったが損 らわれ白尽

上浜 錦江 光紹 5 年第2 甲 1位 翰枯 (官) 昭宗放出のH r従衣而死」

厳由撰 京北 慈山 安豊 非科挙官 平濁伯 昭宗達亡の臥 普 詔を受 けて挙兵

するが安世で白尽

表5` r野史別巻5中「節義諸臣13人」 (重複者を除外)

氏 名
出身池 科挙萱第年及び瓜位 官 至 tr 事 持

田宗の雷詔を受けて挙兵するが戦
死 (実は誤伝。注15参照)

承宣 府 県

楊直源 山南 常信 上福 洪徳9 年第 2 甲13位 市御史

張学説 海陽 下洪 青河 箱屋元年第2 甲11位 尚書 押韻の詔書を強要され拒否、侍部
に降格、引退

陳保信 父安 & K 宜春 洪煩 3 年第 1 甲 2 位 尚書 莫氏が荘程の後、官を捨て引退

莫氏が王舟を与えるが拒否して戦
い、技敗死

童=由佳 癌化 ? 新明 非科挙官 上宰

表6　繋朝に従った者NgoBiicThp苗のr避商科梼録音要l (重接着を除外)

氏 l名
P 出身地 科挙登第年及び噸位

承宣 府 県

梨徳讃 山西 三帯 立石 洪徳15年第 2 甲 8 位

劉 .粛 山西 三帯 自 洪徳18年第 3 甲56位

陶崇放 山西 三帯 自嶋 洪恕 1年前 3 'H42位

杜 姻 京北 煩安 和江 洪徳24年第 2 甲8 位

陳 l.翼 父安 徳光 羅江 景統 5 年第 2 甲7 位

匹元 矯 清華 靖嘉 農頁 景統 5 年第 2 甲14位

斐 元 京師 中部 永昌 靖彦元年第 1 甲 2位

詔包齢 清華 相天 東山 端慶元年第 2 甲12位

玩文運 海陽 上洪 錦江 端接元年節 3 >l>53

玩 f 山南 先輿 御天 端慶 4 年第 3 甲33位

清正誼 父安 徳光 宜春 洪順 3 年第 2 甲10位

楊 楢 京北 慈山 武江 洪頓 3 年第 3 甲19位

ll

氏に近い

(2)安俊任は清化新明の人とあるがおそら
策府新明県の人の誤りである。

(3)県より下の社名は省略

く海陽南



明
徳
元
年
の
条
で
初
期
莫
朝
政
権
の
陣
容
が
判
明
す
る
が
'
若
干
の
武

臣
'
莫
氏
の
宗
室
(
国
姓
の
美
を
賜
与
さ
れ
た
者
を
含
む
)
に
並
ん
で

一
〇
名
以
上
の
憲
宗
か
ら
恭
帝
期
の
登
第
科
挙
官
僚
が
高
官
と
し
て
名

前
が
挙
が
っ
て
い
る
(
表
7
)
0

こ
ち
ら
も
同
様
t
N
g
o
D
u
e
T
h
o
[
1
9
9
3
]
に
よ
れ
ば
以
下
の
者
が
更

に
莫
氏
政
権
に
確
実
に
参
加
七
た
こ
と
が
わ
か
る
(
表
8
)
0

さ
ら
に
言
う
ま
で
も
な
く
初
期
莫
朝
政
権
下
で
行
わ
れ
た
科
挙
の
、

登
第
者
は
ほ
ぼ
全
月
莫
氏
の
官
爵
を
受
け
て
い
る
。

表7　莫朝支持文官

r全割15　明徳元年の条に見える初期莫氏政権の陣容

氏 名
出身池

科挙登第年及び腰位 受けた爵位
承宣 Hi 輿

玩時薙 京北 職安 細江 洪徳24 年第 3 甲37位 少保 .通那公

陳 菜 山南 応天 彰徳 端座元年第 1 甲 3 位 莱郡公

屈埋玖 山西 国威 石室 景統 2 年第 3 甲32位 淳渓侯
玩栗色 京師 * IB 広徳 洪噸 6 年節 3 >1>29 慶渓侯

花去設 海陽 荊門 宜陽 端慶元年第 3 甲44 位 安礼侯

済廷佐 父安 徳光 天禄 景統 2 年第 2 甲10位 蘭川伯

玩文秦 海罷 下 永頼 景統 5 年第 1 甲 3 位 道川侯
玩 -荏 海罷 南策 清河 景統 5 年第 3 甲6 1位 文達伯

何衆道 京北 栃安 超類 洪噸 6 年第 2 甲18位 崇礼伯

莫益教 不明 不明 不明 不明 折川伯

玩 慧 山南 応天 育成 洪噸 3 年第 3 甲40位 輿股伯

反 故 不 不明 不明 不明 藤憲侯

花正誼 京北 l珪安 且才 浜原 6 年第 2 甲 6 位 文場伯

反専美 海陽 荊円 安老 洪頓 6 年第 3 甲27位 文斗侯

玩 度 海F;J 上 i共 唐荘 光紹 3 年第 3 甲10 位 河扮伯

安光責 海毘 上洪 唐安 統元 5 年第 2 甲 4 位 蘇川俣

玩典故 不明 不明 不明 不明 文事侯

表8　莫朝に従った文官r越南科採録舎割(重複者を除外)

氏 名
出身池

科挙登第年及び順位
承宣 府 県

段師徳 京北 職安 善才 洪順 6 年第 3 甲37位

花敬忠 京北 噸安 善才 洪噸 6 年第 3 甲41位
呉勉紹 京北 慈山 東岸 光紹 3 年第 1 甲 1 位

玩居仁 京北 願安 善才 光箱 3 年第3 甲11位
玩 箪 京北 順安 細江 光紹 3 年第3 甲12位

王 i宏 山西 三帝 新豊 光紹 3 年第 3 甲14位
玩 藻 京北 恵山 東岸 光紹 3 年第 3 甲17位

玩迫詞 海陽 荊門 金城 光紹 5 年第 3 甲 4 位

玩公儀 京北 願安 超類 光紹 5 年第 3 甲 7 位

玩有猷 京北 蕃山 仙遊 光紹 5 年第 3 甲 8 位

黄文賛 京北 慈山 武江 統元 2 年第 1 甲 1 位
玩廷卓 京北 頓安 良才 統元 2 年第 2 甲4 位

玩茂惇 海院 上浜 唐濠 親元 2 年第 3 甲14位

武 端 山南 天長 降水 統元 2 年第 3 甲15位

変 数 海防 南策 青林 統元 2 年第 3 甲16位
花笠玉 海陽 南策 青林 枕元 2 年第 3 甲19位

王希曾 山南 快州 東安 枕元 2 年第 3 甲29位
陳必文 海開 荊門 蝣蝣& -% 統元 5 年第 1 甲 1 位

玩文豪 京北 願安 菩才 統元 5 年第 1 甲 2 位
武 鉉 山南 快州 天施 統元 5 年第 3 甲12位

汝茂祖 転院 上浜 唐安 統元 5 年第 3 甲16位
花永伝 京北 願安 良才 枕元 5 年第 3 甲19位

12

氏 名
出身池

科挙丑第年及び職位
* tt Ht 県

武 有 海罷. 上 唐安 光噸4年第2甲16位
程志森 京缶 * 」 永昌 決培18年前3 '|'60

丁 群 海罷 南策 平河 洪徳27年第2 甲4位
玩 精 京北 頓安 慕林 洪徳27年第2 甲5位

魯文発 海F;I 下浜 四岐 駁耗2年節2 >1'6
反 焦 清華 婚立 R Ti 熊耗5年前2 1114位
ru護桁 京北 蕃山 ォEK 景続5年第3甲28位

ダ夜色 山南 常信 上福 戟耗5年前3 l|'32
玩"桒 京北 項安 超Ei 端座元年第2甲4位

反光詣 京北 嶋安 栽定 瑠駐元年節3 l|'36陀
玩愉77, 京北 若山 東岸 箱庭4年第1甲1位

許三 京北 菜山 安立 箱臣4年第1甲2位
描 海馬 繭範 至芸 遥昏4年第2 甲l4位

托允E; i与F;I 前菜 平河 指定4年箭3 V 20
玩時克 山西 三百 立石 洪積3年第3甲21位

r4 1主事 京北 職安 且才 洪積3年第3甲30位
反 故 京北 職安 キ才 洪積3年第3甲42位

花寿質 肖F;I下浜 四妓 洪噸6年前2 '1'9陀

玩坑口 i事昌一前門 安老 洪項6年第2甲11位

玩仔放 京北J職安 El類 洪積6年前2 M'I3

安時弓 m si 前門 宜罷.洪項6年第2 甲22位
花泉敬,京北 積安 良才 洪積6年前3 T 33
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彼
ら
の
出
身
地
を
調
べ
て
も
'
デ
ル
タ
の
人
士
で
ほ
ほ
占
め
ら
れ
て

い
る
が
、
莫
氏
の
較
真
治
で
あ
る
汚
持
地
方
へ
の
侶
り
は
さ
し
て
見
ら

れ
な
I
T
V
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
安
-
好
政
権
の
虹
技
迫
で
あ
る
精
化
や
文

吉
身
で
基
氏
に
従
っ
た
野
逆
に
海
持
出
身
で
も
筈
に
従
っ
た

者
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
只
著
な
の
は
'
聖
不
用
(
光
項
・

洪
巳
年
悶
)
の
丑
第
者
が
ほ
と
ん
ど
昇
氏
政
柱
に
参
加
し
て
い
な
い
こ

と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
'
時
間
の
問
題
も
あ
ろ
う
。
洪
蔓
1
七
年
の
講

に
圧
に
二
〇
歳
で
合
格
し
た
者
で
も
一
五
二
七
年
に
は
五
〇
歳
に
な
っ

て
い
る
わ
け
で
も
当
時
の
寿
命
を
考
え
れ
ば
少
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。

し
か
し
'
監
款
か
ら
す
れ
ば
少
な
い
も
の
の
も
.
単
組
に
教
の
比
較
を
す

れ
ば
'
聖
宗
周
の
丑
第
者
は
圧
田
的
に
反
英
氏
の
道
を
選
ん
で
い
る
。

Iあ
と
に
述
べ
る
ウ
ィ
ッ
ト
モ
ア
の
説
で
は
莫
氏
は
栄
光
あ
る
聖
宗
の
治

世
を
取
旦
灰
す
こ
と
を
正
茂
住
の
択
捉
と
し
て
い
た
と
す
る
が
'
そ
れ

に
応
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
そ
れ
以
降
、
塁
不
か
ら

I
S
)

葉
罪
帝
ま
で
の
試
験
に
丑
節
し
た
者
は
全
く
道
が
分
か
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
文
官
眉
の
虹
㌢
方
を
'
賢
無
節
操
で
あ
る
と
か
'
仁
宗

期
ま
で
の
「
む
の
言
わ
ぬ
文
官
」
と
同
1
祝
す
る
の
は
安
当
で
は
な
い
O

こ無
論
・
目
先
の
利
益
や
自
己
保
全
の
目
的
が
多
か
っ
た
に
せ
よ
、
彼
ら

を
待
っ
て
い
た
の
は
`
「
何
を
正
坑
と
見
な
す
か
」
と
い
う
朱
子
学
の
根

本
だ
芸
の
で
は
な
い
か
?
精
化
亡
命
委
氏
政
権
と
莫
氏
政
権
の
正
統

性
の
主
張
原
理
を
比
較
し
た
ウ
イ
ッ
ト
モ
ア
[
W
h
i
t
m
o
r
e
.
1
9
9
5
]
i
*

よ
F
t

梨
氏
政
権
が
あ
く
ぎ
で
袈
太
祖
以
来
の
血
銃
を
主
張
し
た
の
に
対
し
'

莫
氏
は
偉
大
な
る
聖
宗
の
治
世
を
実
効
的
に
継
承
す
る
立
場
を
主
張
し

た
と
す
る
。
実
際
'
お
そ
ら
く
科
挙
官
を
動
員
し
て
聖
宗
期
及
び
そ
れ

以
降
の
詔
勅
や
上
奏
文
等
を
も
と
に
r
洪
徳
善
政
』
　
の
編
纂
等
も
行
っ

て
い
る
。
し
か
し
科
挙
官
の
多
く
が
莫
氏
に
応
じ
な
か
っ
た
の
も
事
実

な
の
で
あ
る
。

ま
た
安
氏
政
権
の
方
も
'
そ
の
血
統
は
昭
宗
の
子
が
荘
宗
と
し
て
擁

立
さ
れ
た
も
の
の
三
代
で
断
種
し
・
精
化
6
民
間
で
育
っ
た
太
祖
の
兄

の
末
商
社
邦
(
英
宗
)
が
推
戴
さ
れ
た
が
'
血
統
と
し
て
十
分
な
資
格

1
5
)

だ
と
見
な
さ
れ
て
い
た
か
は
疑
わ
し
い
。
　
　
　
　
　
　
　
,

1
方
・
莫
氏
の
方
は
空
室
の
流
れ
を
く
む
者
宅
文
武
を
肝
わ
ず

自
ら
に
あ
く
ま
で
抵
抗
し
た
者
に
対
l
し
て
は
激
し
い
処
断
を
行
っ
た
軒

の
の
・
な
お
要
朝
を
横
古
す
る
民
心
に
配
慮
し
て
'
李
朝
の
制
度
を
根

(W)

本
か
ら
改
め
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
お
だ
や
か
な
政
治
が

行
わ
れ
'
要
氏
政
権
が
本
格
的
に
反
攻
に
移
る
以
前
の
莫
登
液
(
莫
太

宗
)
の
治
世
は
'
後
の
要
朝
の
填
官
と
い
え
ど
も
筆
を
曲
げ
る
こ
と
は

出
来
ず
・
そ
の
安
定
ぶ
り
を
伝
え
て
い
る
(
「
全
書
二
.
五
　
莫
大
正

三
年
春
～
竺
〇
月
の
粂
)
。
し
か
し
そ
う
⊥
た
文
治
が
行
わ
れ
阜
の

も
わ
ず
か
の
期
間
で
あ
り
'
「
聖
宗
の
治
世
を
継
承
す
る
」
暇
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

も
し
も
、
-
j
う
し
た
莫
氏
の
文
治
が
続
い
て
い
れ
ば
'
項
朝
政
権
は
後

世
の
史
書
に
墓
奪
政
権
の
格
印
を
押
さ
れ
ず
'
正
統
王
l
朝
と
し
て
認
定

さ
れ
た
で
あ
ろ
う
?
科
挙
官
僚
を
輩
出
す
み
主
に
デ
ル
タ
取
杜
会
の
肝

・

　

　

I

　

.

・

I

油
l
そ
れ
を
歓
迎
し
た
は
ず
で
あ
る
O
前
述
の
如
く
'
初
期
莫
朝
の
科
挙

昔
第
者
に
極
端
な
地
域
の
偏
り
が
見
l
ら
れ
な
い
の
為
そ
れ
を
証
明
l
し
て

】
′

い
る
?
し
か
し
そ
の
「
デ
ル
ケ
政
権
」
に
あ
く
ま
で
反
抗
し
た
勢
力
が

.

　

　

　

　

　

.

　

　

.

　

1

氾

)

あ
.
っ
た
4
そ
れ
が
l
亘
は
分
裂
l
し
た
清
化
集
団
で
あ
る
。

,1　　　　　　　　　蝣　-I I
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四
　
清
化
集
民
の
そ
の
後

時
系
列
に
従
っ
て
事
実
を
迫
っ
て
ゆ
-
と
'
袈
氏
断
絶
か
ら
早
く
も

六
年
後
の
一
五
三
三
年
に
は
鄭
克
復
の
子
孫
に
あ
た
る
鄭
惟
僚
が
明
に

到
着
し
て
莫
氏
墓
奪
を
告
げ
て
い
る
。
一
方
嘉
苗
玩
氏
の
別
支
で
あ
る

阪
絵
が
反
英
氏
闘
争
を
続
け
も
や
が
て
現
ラ
オ
ス
で
昭
宗
の
子
安
寧
(
荏

宗
)
を
擁
立
す
る
(
1
五
三
三
f
-
ど
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
た
か
は

既
に
不
明
と
な
っ
て
い
る
が
'
結
果
と
し
て
は
鄭
氏
が
玩
氏
の
陣
営
に

統
7
さ
れ
'
功
臣
子
孫
が
こ
の
動
き
に
臥
調
L
t
清
化
集
団
の
再
再
編

が
実
現
す
る
。

こ
の
二
つ
の
族
の
動
向
を
以
下
で
は
家
譜
史
料
な
ど
を
も
と
に
概
観

す
る
。
た
だ
し
筆
者
の
取
り
得
た
家
譜
は
た
か
が
知
れ
て
お
り
,
多
く

の
未
知
の
情
報
が
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

ま
ず
鄭
氏
で
あ
る
が
'
そ
の
出
身
地
の
清
化
雷
陽
水
注
社
(
現
ト
ス

ァ
ン
県
ク
ア
ン
タ
ン
Q
u
d
n
g
T
h
i
n
g
社
)
な
ど
に
多
く
の
家
譜
が
存

在
し
て
い
る
が
'
筆
者
の
入
手
し
え
た
家
譜
は
r
壽
春
府
三
弄
紐
栽
紙
」

(
浜
噛
研
究
院
蔵
'
図
書
菅
す
‥
A
.
3
1
2
9
)
所
収
の
「
家
譜
」
の
み
で
あ
る
。

た
だ
し
確
か
に
同
書
の
第
一
葉
に
は
「
家
譜
」
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の

の
'
こ
の
史
瀞
は
お
そ
ら
く
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
期
に
'
寿
春
府
三
弄
鑑

で
収
集
さ
れ
た
諸
文
書
(
及
び
そ
の
写
し
。
一
番
古
い
も
の
で
明
命
二

年
±
八
二
こ
'
最
新
の
も
の
は
保
大
二
〇
年
二
九
四
五
)
)
の
集

成
で
あ
る
。
よ
っ
で
「
家
譜
」
と
い
う
名
前
か
ら
連
想
さ
せ
る
ヰ
っ
な

系
統
だ
っ
た
叙
述
が
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
牡
な
く
」
各
文
書
問
で
人
名

な
ど
異
同
も
多
い
の
で
'
家
系
を
復
元
し
よ
う
に
も
多
く
の
欠
落
が
生

じ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
ま
ず
家
譜
と
遍
史
A
等
、
従
来
か
ら
用
い

ら
れ
て
い
る
史
料
に
従
っ
て
叙
述
し
た
後
に
'
チ
†
デ
ィ
ン
・
ロ
ン

T
r
j
n
h
B
i
n
h
L
o
n
g
他
ロ
9
9
9
]
が
提
供
し
て
い
る
新
し
い
情
報
に
よ
っ

て
補
う
こ
と
と
す
る
。

鄭
克
復
の
父
は
鄭
汝
策
で
清
化
雷
陽
県
水
注
社
の
人
で
あ
る
。
克
復

は
至
ボ
室
の
外
皇
宗
と
さ
れ
る
が
'
そ
れ
は
1
族
の
鄭
氏
王
者
が
要
利

の
母
に
あ
た
り
、
梨
利
の
同
母
妹
が
鄭
汝
笈
に
嫁
し
て
克
復
を
産
ん
だ

か
ら
で
あ
る
。
克
復
と
そ
の
長
子
で
尉
馬
都
尉
の
鄭
伯
崖
は
仁
宗
期
に

政
争
に
よ
り
殺
害
さ
れ
た
[
八
尾
1
9
8
8
‥
1
2
8
-
3
0
]
が
'
間
も
な
く

名
誉
回
復
が
な
さ
れ
'
家
は
継
続
す
る
。
洪
徳
期
に
は
男
女
一
〇
人
の

千
(
内
男
子
は
六
人
。
伯
崖
は
こ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
な
い
)
が
あ
っ

た
(
系
図
L
参
照
5
%
)
長
支
は
玉
岸
が
継
ぎ
,
清
華
処
紹
化
府
東
山
県

雲
都
社
に
'
叔
通
の
子
孫
は
紹
化
肝
雷
陽
県
孔
曹
社
に
'
松
(
伯
給
か
?
)

の
子
孫
は
農
貢
県
隊
状
社
m
>
1
1
'
豊
(
玉
項
か
D
・
)
の
子
孫
は
巽
地
の

水
注
社
に
t
.
琴
(
季
巌
か
?
)
が
デ
ル
タ
の
山
南
承
宣
荏
仁
府
青
臆
県

石
祖
社
に
居
住
L
t
如
山
は
母
の
方
地
で
あ
る
父
安
処
徳
寿
府
荏
山
県

(
r
〉

華
南
社
に
収
を
お
ろ
し
'
計
六
つ
の
支
が
玩
朝
期
に
は
あ
っ
た
。
こ

の
「
家
譜
」
で
は
系
図
1
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
'
如
山
の
子
孫
に

関
す
る
記
述
が
詳
し
撃
そ
れ
は
こ
の
「
成
秦
九
年
四
月
二
書
付
文

書
」
が
何
ら
か
の
形
で
支
流
の
活
動
を
克
明
に
記
し
て
い
る
た
め
で
あ

る
が
'
文
書
内
容
か
ら
そ
の
理
由
は
兄
い
だ
せ
な
い
。
こ
の
「
家
譜
」

か
ら
撃
冗
で
き
る
家
系
は
こ
れ
だ
け
で
あ
っ
て
t
r
全
至
に
も
見
え
・

安
氏
復
興
に
貢
献
し
た
と
さ
れ
る
応
惟
僚
'
惟
授
等
に
は
一
切
言
及
が

14
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ヴェトナム前期繋朝の液亡と精化生田の再霜(AIS)

な
い
。一

方
'
ロ
ン
他
[
L
o
n
e
e
t
a
1
1
9
9
9
]
に
よ
れ
ば
'
1
九
九
九
年
現

在
の
重
新
世
代
は
始
祖
よ
り
二
六
代
目
に
あ
た
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
中
で
始
机
(
タ
イ
ン
ホ
ア
省
東
山
県
出
身
で
雲
茄
杜
に
近
い
)
か

ら
五
代
日
に
上
述
の
安
利
の
母
野
氏
玉
茸
'
六
代
目
に
汝
琵
(
枝
の
時

代
に
水
注
に
定
位
)
も
七
代
目
に
克
相
を
出
し
て
い
る
。

克
投
の
男
子
(
八
代
且
は
「
家
諾
」
と
違
っ
て
八
人
い
た
と
す
る
。

上
か
ら
伯
圧
、
仲
岸
'
仲
基
'
叔
通
も
叔
栓
、
大
興
'
如
山
、
季
巌
で

l')

あ
る
。
次
の
九
代
目
に
も
仲
岸
の
子
で
戸
茄
尚
書
好
惟
岱
'
大
興
の
子

l心-

惟
牧
な
ど
が
山
t
.
1
0
代
目
に
は
'
葉
罪
帝
の
母
鄭
氏
玉
堤
が
い
る
。

応
惟
伍
は
弟
惟
穫
と
と
も
に
r
通
史
J
逆
臣
伝
に
は
「
大
尉
好
可
の
孫
」

と
あ
る
が
'
好
惟
穫
伝
に
は
「
雷
措
水
注
人
」
と
も
あ
叫
'
「
好
克
復
の
孫
」

の
誤
り
と
す
る
か
'
克
役
の
子
仲
岸
と
野
可
の
娘
と
の
問
に
で
き
た
者

(
一
~
)

と
理
解
す
る
し
か
`
な
い
。
ど
ち
ら
に
せ
よ
'
彼
ら
が
威
穆
帝
に
反
抗
し

て
喪
晃
帝
を
登
止
し
た
理
由
が
'
血
統
の
面
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
出

来
る
。
大
奥
の
子
惟
悦
は
莫
氏
の
目
を
逃
れ
'
李
朝
の
使
節
l
と
し
て
明

一　　l

に
海
路
渡
っ
た
者
で
あ
る
。
惟
俊
は
昭
宗
の
子
安
寧
,
を
擁
し
て
衷
l
牢
に

身
を
寄
せ
'
そ
こ
で
要
氏
の
末
商
を
求
め
て
い
た
玩
漁
と
合
流
し
t
.
他

に
も
多
く
の
同
族
の
者
が
そ
の
後
の
要
朝
復
興
戦
で
功
績
を
挙
げ
た
と

(
9

す
る
。
単
に
男
系
に
頼
ら
な
い
風
俗
が
存
在
し
て
い
た
の
か
'
父
安
や

山
南
の
荏
仁
は
そ
れ
ぞ
れ
母
方
の
貫
地
で
あ
る
が
'
子
が
あ
ら
た
に
鄭

氏
の
一
支
を
建
て
て
族
的
交
流
を
維
持
し
続
け
、
そ
れ
が
反
英
氏
闘
争

期
に
も
続
い
た
の
で
あ
る
。

次
に
初
期
亡
命
政
権
を
支
え
た
嘉
苗
外
庄
玩
氏
で
あ
る
が
'
別
稿
[
八

尾
　
2
0
0
5
1
　
で
用
い
た
フ
ア
ン
・
ダ
イ
・
ゾ
ア
ン
教
授
最
r
玩
氏
家
謂
」

が
'
玩
氏
の
家
系
に
関
し
て
最
も
ま
と
ま
っ
た
情
報
を
提
供
し
て
-
れ

る
　
(
系
図
2
参
照
)
0

開
国
功
臣
玩
公
夢
の
長
男
玩
培
忠
の
支
(
第
1
支
)
　
の
後
帝
は
箱
碑

文
(
釈
文
は
Y
a
o
[
1
9
9
9
]
)
で
も
履
歴
が
知
ら
れ
る
聖
孫
の
和
敬
,

そ
の
子
の
洪
薪
は
と
も
に
威
穆
帝
に
殺
さ
れ
て
お
り
'
そ
の
後
は
さ
し

た
る
官
現
に
を
つ
け
ず
'
恵
ま
れ
て
い
な
い
が
'
原
貰
地
に
近
い
i
)
こ

ろ
で
家
系
は
琵
く
。
第
二
支
'
三
支
も
さ
し
た
る
人
物
を
出
し
て
い
な

い
が
反
英
戦
争
に
は
参
加
し
て
い
る
。
　
　
　
　
I
　
　
一

第
四
支
か
ら
始
頭
す
る
の
が
玩
詮
で
あ
り
t
l
広
南
国
玩
氏
の
直
接
の

祖
先
で
あ
る
。
彼
は
荘
宗
を
擁
立
し
て
亡
命
政
権
の
首
魁
と
な
る
が
'

莫
氏
の
策
謀
に
よ
り
毒
殺
さ
れ
る
。
そ
し
て
跡
を
継
い
だ
子
の
玩
演
は
'

父
玩
注
の
女
婿
.
の
鄭
検
に
主
導
権
を
奪
わ
れ
'
社
を
避
け
て
南
遷
す
る
。

た
だ
委
氏
に
対
す
る
忠
誠
の
態
度
は
持
ち
続
け
'
対
英
氏
戦
争
に
協
力

し
'
子
の
半
分
は
戦
死
し
て
小
る
。
残
り
は
溝
と
A
J
甘
1
南
達
す
る
が
'

福
海
I
(
家
譜
訂
「
漠
」
と
あ
る
が
誤
サ
)
だ
け
l
は
鮮
a
j
:
享
鄭
氏
と

行
動
を
と
も
.
 
I
こ
し
'
清
化
に
残
っ
た
1
族
と
寺
.
に
鄭
氏
政
権
に
加
わ

I

　

　

　

　

.

.

　

　

　

蝣

'

.

_

.

.

.

こ

.

-

l

塁　　　　　喜　:V'':.jii.i||U'i|.::蝣,

た
は
ず
の
職
を
世
襲
し
'
同
族
と
連
携
を
保
っ
て
莫
氏
と
戦
う
こ
と
に

な
る
。
彼
ら
は
や
が
て
閉
姓
に
改
姓
す
る
が
'
一
族
意
識
を
持
ち
続
け
'

そ
れ
が
家
譜
に
も
反
映
さ
れ
た
の
か
へ
「
別
族
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
情
報
量
は
豊
か
で
あ
璽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

第
五
支
か
ら
は
文
郎
-
弘
裕
が
出
て
,
彼
ら
が
中
心
と
な
っ
て
威
穆
・
1
7





糞
異
帝
を
支
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
弘
裕
は
陣
没
す
る
。
文
郎
の
子
で

弘
裕
の
弟
伴
は
父
の
功
績
で
山
西
の
臨
挑
・
端
雄
府
を
額
L
t
そ
の
後

帝
は
土
着
化
し
て
'
同
地
の
大
小
官
職
を
世
襲
し
て
半
独
立
政
権
の
如

き
存
在
と
な
る
O
そ
し
て
前
稿
[
2
0
0
1
b
]
で
述
べ
た
ご
と
く
'
′
彼
ら

南
方
以
外
の
勢
力
の
存
在
が
結
局
莫
氏
政
億
の
攻
撃
を
分
散
a
t
j
せ
'
タ

イ
ン
ホ
ア
に
拠
る
黍
氏
(
鄭
氏
)
の
勝
利
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ

と
当
っ
た
の
で
あ
る
。
-
∵
t

小
結

l
一
l
一
I
I

I
l
l

混
乱
の
さ
な
か
に
あ
っ
た
一
六
世
紀
第
二
四
半
期
で
あ
る
が
'
本

稿
の
作
業
の
結
果
見
え
て
く
る
の
は
二
物
理
的
に
拡
散
し
て
い
っ
て

も
確
固
と
し
て
残
る
清
化
集
団
各
族
の
族
内
結
合
と
族
間
結
合
で
あ

る
。
I
そ
し
て
そ
,の
代
表
と
い
え
る
も
の
が
嘉
苗
玩
氏
と
雷
陽
鄭
氏
で

あ
り
'
彼
ら
が
反
英
氏
運
動
を
主
導
し
て
ゆ
-
こ
と
に
な
る
。
筆
者

は
前
稿
[
八
尾
2
0
0
1
a
‥
2
2
7
-
2
8
]
で
'
清
化
集
団
の
巻
き
返
し
が

無
く
へ
莫
朝
政
権
が
永
続
七
て
い
た
ら
儒
教
理
念
が
地
域
性
を
克
服

で
き
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
リ
ー
ハ
ー
マ
ン

[
L
i
e
b
e
r
m
a
n
2
0
0
3
:
3
9
6
]
も
同
様
に
'
聖
宗
の
理
想
に
最
も
反

し
て
い
る
と
し
た
要
素
が
こ
の
二
「
地
域
エ
ゴ
」
と
も
言
え
る
彼
ら
の

行
動
で
あ
っ
た
㌃
る
。
l
「
一
一

た
`
だ
し
'
史
科
の
性
格
上
'
家
譜
が
示
す
よ
う
な
結
東
性
を
街
面
通

1
-
-
!
J
1
.
j
<
'
.
1
:
;
"
J
i
;
?
サ
M
1
.
.
,
>
日
.
i
'
J
V
V
Z
i
;
.
*
"

・
?
r
-
;
'
i
:
<
-
!
V
.
-
.
-
.
つ
喜
寿
1
-
1
?
0
-
t
Y
!
&

-
の
論
者
で
意
見
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
'
1
五
二
六
世
紀

の
段
階
で
は
清
化
集
団
や
数
代
に
わ
た
っ
て
科
挙
官
僚
を
生
ん
だ
族
以

外
で
こ
の
よ
う
な
族
結
合
が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
ま
れ
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
。
一
方
'
洪
徳
時
代
に
行
政
村
と
し
て
成
立
し
た
「
社
」
は
'

中
央
政
権
が
弱
体
化
す
る
に
つ
れ
自
律
性
を
廿
同
k
.
地
縁
メ
ン
バ
ー

シ
ッ
プ
に
基
づ
-
「
共
同
体
」
　
へ
と
変
化
し
て
ゆ
く
。
そ
の
地
縁
的
紐

帯
が
血
縁
の
そ
れ
を
上
回
っ
た
と
き
'
同
族
意
識
の
方
は
当
然
薄
れ
て

ゆ
-
。
よ
っ
て
清
化
集
団
の
一
月
で
あ
っ
て
も
デ
ル
タ
に
出
て
行
っ
た

者
の
中
に
は
'
莫
氏
に
つ
い
て
清
化
亡
命
政
権
と
対
立
す
る
者
も
い
た

は
ず
で
あ
る
。
清
化
集
団
各
族
は
'
宗
家
の
家
譜
か
ら
そ
う
し
た
人
物

を
切
り
捨
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
残
っ
た
者
の
結
束
力
を
高
め
'
梨
初

以
来
の
白
旗
の
既
得
権
益
を
奪
回
す
べ
-
莫
朝
政
権
に
あ
l
く
ま
で
抵
抗

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
現
存
す
る
家
譜
史
料
の
す
べ
て
は
莫
氏
が
「
偽
朝
」

と
決
め
つ
け
ら
れ
た
玩
朝
期
以
降
の
も
の
で
あ
っ
て
'
我
々
後
世
の
研

究
者
は
そ
う
し
た
結
束
の
た
め
の
操
作
の
結
果
だ
け
を
見
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
本
稿
で
用
い
た
地
方
史
科
は
主
に
漢
晴
研
究
院
所
茸
の

も
の
t
 
r
歴
史
研
究
」
誌
や
「
漢
哨
研
究
」
誌
上
の
記
事
や
ゾ
ア
ン
教

授
等
の
ご
紹
介
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
を
知
っ
た
`
も
の
'
或
い
は
現
地
で

偶
然
入
手
で
き
た
も
の
で
'
収
集
方
針
に
系
統
任
・
計
画
性
が
な
く
t
.
精
・

量
と
も
に
決
し
て
満
足
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
`
ら
な
L
Q
史
科
の
苗

欝
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
.
I■

　

　

一

※
本
石
は
二
〇
〇
五
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
狩
補
助
金
(
特
定
韻

城
研
究
「
東
ア
ジ
ア
の
地
域
形
成
と
鬼
方
統
治
官
‥
規
範
告
U
及
と
現
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N
g
h
i
巾
n
c
i
i
u
H
S
n
N
o
m
)
(
s
o
?
n
)
.
T
h
o
n
g
b
i
o
H
i
n
N
o
r
n
h
o
c
n
&
m

1
9
9
7
,
H
a
N
o
i
:
N
x
b
.
K
H
X
H

T
す
N
g
o
D
i
i
c
(
眉
ロ
)
,
1
9
9
a
P
c
芦
抄
K
h
o
a
b
a
n
g
V
i
p
t
N
a
m
(
1
0
7
5
-
1
9
1
9
)
.

H
a
N
6
i
N
x
b
.
V
5
n
h
g
c
.

T
h
u
a
n
,
D
i
n
h
K
h
恥
c
,
1
9
9
6
,
V
a
n
b
i
a
t
h
a
i
M
a
c
,
H
a
N
o
i
‥
N
x
b
.
K
H
X
H
.

T
h
u
a
n
,
D
i
n
h
K
h
恥
c
,
2
0
0
1
,
L
f
c
h
s
u
t
r
i
e
u
M
a
c
q
u
a
i
h
i
r
t
i
c
k
v
a
v
a
n
b
i
a
,
H
i

N
o
i
:
N
x
b
.
K
H
X
H
.

T
r
a
i
,
C
a
o
V
i
か
n
(
s
o
a
n
)
,
O
a
n
h
,
V
6
(
d
i
c
h
)
,
1
9
6
1
.
L
e
T
r
i
e
u
L
i
c
h
-
K
h
o
a

T
i
e
n
-
S
i
D
i
d
a
n
h
B
i
電
(
李
朝
歴
科
進
士
題
名
碑
記
)
.
q
u
y
㌻
c
h
i
n
h
a
t
,

S
a
i
G
6
n
:
B
p
Q
u
6
c
g
i
a
G
i
a
o
d
y
e
.

U
B
K
H
胡
H
V
N
(
U
y
b
a
n
K
h
o
a
h
<
?
c
X
帥
h
ァ
i
V
i
?
t
N
a
m
)
(
s
o
?
n
)
,
1
9
7
1
,

L
i
c
h
s
u
V
i
e
t
N
a
m
,
t
a
p
I
,
H
i
N
o
i
:
N
x
b
.
K
H
X
H
.

V
i
n
h
,
P
h
や
m
T
h
u
y
,
1
9
9
7
,
V
e
m
o
t
l
o
a
i
b
i
a
m
o
t
h
o
i
H
o
n
g
B
u
r
c
,
T
r
o
n
g

[
D
H
Q
G
H
N
1
9
9
7
1
.

V
S
H
(
s
o
a
n
)
,
1
9
9
6
,
V
u
a
n
g
t
r
i
i
u
M
a
c
(
1
5
2
7
-
1
5
9
2
)
,
H
a
N
f
l
i
:
N
x
b
.

K
H
X
H
.

V
u
o
n
g
,
T
r
a
n
Q
u
o
c
,
1
9
9
6
,
M
a
y
v
a
n
d
i
v
㌻
h
a
M
申
C
(
t
6
m
t
a
t
)
,
T
r
o
n
g

[
H
K
H
L
S
V
N
1
9
9
6
1
.

W
h
i
t
m
o
r
e
,
J
.
K
.
,
1
9
6
8
,
T
h
e
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
t
h
e
L
c
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
i
n

F
i
f
t
e
e
n
t
h
C
e
n
t
u
r
y
V
i
e
t
n
a
m
,
C
o
r
n
e
l
l
U
n
i
v
.
P
h
.
D
.
D
i
s
s
e
r
t
a
t
i
o
n
.

W
h
i
t
m
o
r
e
,
J
.
K
,
1
9
9
2
,
T
h
e
T
a
o
-
D
a
n
G
r
o
u
p
‥
P
o
e
t
r
y
,
C
o
s
m
o
l
o
g
y
,
a
n
d

t
h
e
S
t
a
t
e
i
n
t
h
e
H
6
n
g
-
d
i
i
c
P
e
r
i
o
d
,
C
r
o
s
s
r
o
a
d
7
(
2
)
.

W
h
i
t
m
o
r
e
,
J
.
K
.
,
1
9
9
5
,
C
h
u
n
g
-
h
s
i
n
g
a
n
d
C
h
e
n
甲
T
u
r
i
n
i
n
T
e
x
t
s
o
f

a
n
d
o
n
S
i
x
t
e
e
n
t
h
-
C
e
n
t
u
r
y
V
i
e
t
N
a
m
,
I
n
:
T
a
y
l
o
r
,
K
c
≡
i
.
W
.

β
W
h
i
t
m
o
r
c
,
J
.
K
.
(
c
d
s
.
)
,
E
s
s
a
y
s
l
n
t
o
Y
ざ
、
w
m
c
s
e
P
a
s
t
s
,
≡
m
e
n
.

N
e
w
Y
o
r
k
:
C
o
r
n
e
l
l
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
.

Y
a
o
T
a
k
a
o
.
1
9
9
9
,
T
i
p
v
a
n
b
i
a
t
l
i
&
i
L
0
-
1
-
B
i
n
l
i
f
l
p
t
l
サ
6
i
L
か
s
u
,

-
.
r
大
阪

外
国
語
大
学
論
集
J
2
1
.
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ヴェトナム前期安朝の滅亡と前化集団の再録(八尾)

註
(
-
)
　
莫
氏
と
莫
朝
を
め
ぐ
る
科
学
会
議
が
何
度
か
催
さ
れ
'
再
告
集

.
(
[
V
S
H
1
9
9
6
]
　
【
H
K
H
L
S
V
N
.
V
S
H
&
H
D
L
S
T
P
H
P
1
9
9
6
]

[
H
K
H
L
S
V
N
2
0
0
0
]
等
)
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

(
2
)
　
問
題
と
な
っ
た
の
は
'
莫
氏
を
正
辰
な
「
安
南
国
王
」
と
し
て
認
め

る
か
ど
う
か
と
い
う
明
内
茄
の
議
論
(
南
征
合
も
出
た
が
'
結
局
莫
氏

一
に
r
安
富
琵
」
を
与
え
た
)
や
・
国
境
什
近
の
係
争
地
割
警
め

ぐ
る
再
国
問
の
交
渉
な
ど
で
あ
る
。

(
3
)
　
甲
え
ば
'
莫
氏
の
本
拠
也
で
あ
る
海
持
地
方
は
陶
投
書
の
産
地
と
し

て
有
名
で
、
こ
の
時
代
に
は
交
際
交
易
品
と
し
て
そ
の
陶
良
器
が
用

い
ら
れ
る
な
ど
'
「
見
本
主
義
」
的
な
聖
宗
期
よ
り
も
開
放
的
で
あ
っ

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
デ
ィ
ン
・
カ
ツ
ク
・
ト
ウ
ア
ン
　
[
f
l
i
n
h

K
h
l
i
c
T
h
u
S
n
2
0
0
1
:
2
0
1
-
2
9
]
)
。

(
q
)
　
経
済
開
放
の
余
禄
は
学
術
面
に
も
及
び
'
浜
崎
研
究
院
や
地
方
政
肝

の
文
化
精
報
局
に
よ
っ
て
も
　
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
期
に
取
り
き
れ
な
か
っ

た
碑
文
の
拓
本
採
取
作
菜
が
進
ん
で
い
る
。
莫
氏
時
代
の
碑
文
の
日

.
良
も
完
成
し
'
公
開
さ
れ
て
い
る
ほ
か
'
訳
本
も
出
て
い
る
[
T
h
u
a
n

1
9
9
6
]
。
も
う
ひ
七
っ
重
要
な
史
d
:
と
`
し
て
家
譜
が
あ
る
。
莫
氏
は
基

奪
政
権
の
賂
印
を
押
さ
れ
た
た
め
、
1
族
は
敗
北
後
に
放
散
L
t
姓
を

変
・
.
え
る
な
ど
し
て
追
求
を
逃
れ
だ
。
八
尾
【
2
0
0
3
]
で
む
紹
介
し
た
が
'

最
近
の
ゾ
ン
ホ
復
興
の
運
動
に
よ
り
'
こ
う
し
た
莫
氏
の
家
譜
も
徐
々

に
集
ま
り
つ
つ
あ
る
(
【
H
o
m
i
n
g
U
2
0
0
1
]
参
照
)
0

(
5
)
　
好
検
を
直
接
の
始
祖
と
す
る
後
期
李
朝
の
実
権
を
振
っ
た
鄭
氏
は
'

本
稿
に
で
て
く
る
鄭
克
復
'
鄭
可
の
一
族
と
は
別
族
で
あ
る
。
鄭
氏

に
関
し
て
も
学
術
会
議
が
開
か
れ
'
報
告
集
【
B
N
C
B
S
L
S
T
H
1
9
9
5
]

も
出
さ
れ
て
い
る
。

(
6
)
.
日
本
で
も
特
に
考
古
学
、
的
研
究
の
進
展
が
め
ざ
と
↓
v
r
'
菊
池

[
2
0
0
3
]
な
ど
の
著
作
む
既
に
出
て
.
い
る
。
　
　
一

(
7
)
　
リ
ー
ハ
ー
マ
ン
t
L
l
u
b
c
r
i
n
i
i
n
'
M
Y
.
-
‖
‥
-
y
i
蝣
'
.
>
:
>
)
a
三
戸
ま
た
玉
子
?
)

.
へ
の
反
発
が
京
師
の
西
'
北
'
東
北
(
旧
勢
力
の
根
拠
地
)
に
お
け
る
反

発
を
生
ん
だ
例
と
し
て
こ
の
陳
貴
を
取
り
上
げ
'
そ
の
宗
教
反
乱
的
要

素
を
敢
調
す
る
が
'
そ
れ
と
て
十
分
な
史
科
的
裏
付
け
が
あ
る
わ
け
で

は
な
い
。
ま
た
新
信
教
推
進
の
リ
ー
ダ
ー
-
た
る
科
挙
系
官
僚
が
反
乱
を

起
こ
し
て
い
る
こ
と
に
言
及
が
な
い
。

(
8
)
　
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
家
譜
に
つ
い
て
は
八
尾
【
2
0
0
4
]
及
び
末
成
[
1
9
9
5
:

1
9
9
8
]
'
嶋
尾
【
2
0
0
0
]
な
ど
を
参
照
の
'
'
)
と
。

(
9
)
　
r
類
誌
j
 
l
四
　
官
職
誌
.
官
名
沿
革
之
別
　
御
史
　
に
よ
る
と
'

監
察
御
史
の
制
度
は
陳
朝
よ
り
始
め
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
'
年
代

記
等
か
ら
は
そ
の
活
動
は
確
認
で
き
な
い
。
監
察
対
象
を
分
掌
す
る
厳

密
な
道
監
察
御
史
制
度
が
完
備
す
る
の
は
製
聖
宗
の
時
代
で
あ
る
。
聖

宗
期
の
監
察
体
制
の
実
態
に
つ
い
て
は
八
尾
[
1
9
9
5
]
参
照
。

(
1
)
　
こ
れ
は
実
は
聖
宗
期
臥
前
よ
り
始
ま
っ
て
い
た
が
'
こ
の
時
期
に
顕

著
に
な
っ
て
く
`
る
。

(
-
)
　
蚤
壇
に
つ
い
て
は
ウ
イ
r
モ
ー
ア
[
W
h
i
t
m
o
r
e
1
9
9
2
]
を
参
照
0

(
ほ
)
_
宜
民
の
仁
宗
拭
殺
時
に
も
;
.
ま
た
聖
宗
の
か
ウ
ン
タ
ー
タ
ー
デ
タ
の

際
に
も
・
科
挙
官
僚
は
誰
1
人
体
を
張
っ
た
行
動
を
起
こ
し
て
い
な
い
。

(
1
)
　
安
打
度
は
後
に
述
べ
る
よ
う
に
'
陳
貴
の
反
乱
軍
が
京
肝
を
占
領
も

た
歳
'
陳
鳥
に
降
っ
て
そ
打
官
爵
叡
受
け
た
た
め
に
」
後
に
逆
臣
と
し

て
処
刑
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
'
徹
底
的
に
一
族
の
史
料
(
筆
者
の

手
元
に
あ
る
写
真
撮
影
家
譜
は
現
タ
イ
ー
ン
ホ
ア
省
ナ
ン
h
ン
県
に
居
住

I

を
れ
て
い
る
子
孫
の
も
の
と
'
泳
そ
ら
く
そ
こ
.
か
ら
臥
前
に
蒐
集
さ
れ

I

た
と
思
わ
れ
る
現
タ
イ
ン
ホ
.
ア
省
科
学
図
書
館
蔵
の
.
も
の
t
で
ぁ
*
)
.
か

ち
そ
の
存
在
が
抹
殺
き
れ
て
い
る
が
'
順
天
本
.
r
藍
山
賛
録
」
に
か
ろ

う
じ
て
記
載
が
遺
さ
れ
て
い
る
。
の
4
0
に
こ
の
家
か
ら
は
も
う
1
人
、

∵
賓
倹
の
息
子
で
や
は
り
功
臣
の
辛
苦
の
子
製
輔
が
出
て
ぐ
る
が
'
彼
と
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は
兄
弟
も
し
く
は
従
兄
弟
と
ヤ
っ
こ
と
に
な
る
。

(
3
)
　
r
通
史
」
二
　
列
伝
l
　
后
妃
伝
　
徳
宗
鄭
皇
后
　
に
よ
れ
ば
'
建

王
(
徳
宗
を
追
贈
さ
れ
る
)
の
妃
で
妾
翼
帝
を
産
ん
だ
鄭
氏
は
'
鄭
克
復

の
子
都
督
食
事
仲
峯
の
娘
で
あ
り
'
襲
巽
帝
l
と
晴
化
集
団
の
関
係
は
非

常
に
深
い
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

K
'
-
i
)
　
憲
宗
朝
で
も
剛
直
で
知
ら
れ
'
勢
家
の
意
向
に
も
屈
し
な
か
っ
た
楊

直
源
が
新
設
の
廷
尉
司
廷
尉
と
な
っ
て
軍
を
率
い
'
戦
死
L
で
い
る
飢

(
1
)
　
他
に
r
全
軍
】
.
1
五
　
端
座
五
年
I
 
1
.
月
「
是
月
初
八
日
の
粂
に
よ

る
と
t
.
清
化
集
団
の
呉
慈
の
.
子
呉
挟
む
衷
翼
軍
に
参
加
し
て
い
る
(
r
福

安
各
東
英
願
東
.
塗
総
東
塗
社
呉
象
譜
誌
j
(
浜
崎
研
究
院
蔵
'
図
書
番

号
‥
A
.
1
4
8
7
)
に
よ
れ
ば
敵
国
公
)
0

(
E
5
)
　
軌
臣
子
孫
の
家
譜
に
は
こ
.
の
時
代
の
人
物
に
も
都
督
職
製
職
の
記
載

が
か
な
り
見
ら
れ
る
の
で
t
 
i
)
に
か
く
五
府
都
督
制
度
が
存
続
し
て
い

た
こ
と
は
確
か
で
あ
`
る
。

(
2
)
　
r
全
書
」
　
1
五
　
洪
順
三
年
二
月
の
条
に
よ
る
.
と
、
申
維
岳
は
威
穆

帝
の
側
近
上
し
て
仕
え
た
た
め
(
錨
衣
衛
断
事
)
'
喪
異
帝
に
仕
え
る
の

を
`
潔
し
と
せ
ず
'
京
師
陥
落
の
際
に
帰
郷
し
て
反
乱
を
起
こ
し
た
。

(
2
)
　
申
維
岳
や
陳
均
の
反
乱
を
農
民
反
乱
に
含
め
る
こ
と
が
ヴ
ェ
ト
ナ
ム

人
史
家
の
場
合
は
多
い
が
'
筆
者
は
そ
れ
ら
が
旧
政
権
の
残
浮
の
反
乱

と
い
う
認
識
か
ら
農
民
反
乱
と
は
見
な
さ
な
い
。

(
2
)
　
明
の
鉄
守
制
度
に
関
し
て
は
谷
光
隆
[
1
9
7
1
]
を
参
照
。

(
2
)
　
妾
異
も
威
穆
に
劣
ら
ず
淫
乱
で
'
大
免
税
な
土
木
事
業
な
ど
を
行
っ

て
民
を
苦
し
め
た
こ
と
か
ら
'
中
国
の
使
臣
に
「
猪
王
」
と
陰
口
を
た

た
か
れ
た
こ
と
が
r
全
書
」
一
五
　
洪
厩
五
年
三
月
-
夏
六
月
初
七
臥

の
条
に
記
さ
れ
て
い
る
。

(
2
)
　
陸
兵
も
そ
の
出
自
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
'
莫
畳
蟻
同
様
、
禁
軍
の

.
力
士
出
身
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
'

(
8
)
　
凄
氏
に
多
-
残
る
家
譜
は
自
ら
の
出
自
を
科
挙
文
人
だ
と
主
張
す
る

が
'
≠
ヤ
ン
・
ク
オ
ツ
ク
・
ヴ
オ
ン
T
r
a
n
Q
u
o
c
V
u
g
n
g
[
1
9
9
6
]

せ
は
じ
め
'
農
民
を
蛋
民
出
身
者
と
す
る
説
も
多
い
。
日
本
で
も
大
沢

[
1
9
7
5
:
3
3
7
]
が
町
様
の
許
を
'
中
国
史
科
を
基
に
早
-
か
ら
出
し
て

i
る
。
`
い
ず
れ
に
せ
よ
彼
の
時
代
に
は
漁
民
生
活
を
行
っ
.
て
い
た
こ
と

を
r
全
き
は
記
し
て
お
り
・
文
人
的
要
素
は
少
な
い
。

(
S
)
一
旦
朝
敵
と
さ
れ
た
陳
真
の
部
下
達
(
山
西
で
勢
力
を
拡
大
し
た
玩

敬
な
ど
)
も
や
が
て
莫
氏
の
傘
下
に
入
っ
て
い
く
こ
と
i
)
な
る
。

(
S
)
　
呉
氏
-
族
も
清
化
出
身
で
、
袈
氏
の
外
戚
に
あ
i
,
る
。
年
代
記
か
ら

は
こ
の
族
も
初
期
袈
朝
期
の
動
向
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
呉
慈
の
室
二

人
は
と
.
・
G
に
丁
氏
の
出
で
'
山
南
武
仙
県
都
奇
社
に
居
住
し
て
い
た
。

そ
の
娘
二
大
は
太
宗
に
侍
L
t
妹
の
光
淑
皇
太
后
呉
氏
玉
塙
は
聖
宗
を

産
ん
で
い
p
b
o
呉
意
の
子
の
世
代
は
聖
宗
治
下
で
軍
事
の
要
職
に
つ
い

て
い
た
が
'
既
に
丁
氏
同
様
ノ
ン
コ
ン
県
や
父
安
の
竣
瑠
・
そ
し
て
古

寺
に
拡
散
し
て
い
r
Q
.
末
子
の
穀
は
注
(
1
)
の
如
く
喪
只
帝
擁
立
に
貢

献
し
た
。
呉
柄
は
そ
の
子
で
あ
る
。
そ
の
子
孫
は
莫
氏
の
迫
富
を
受
け

た
ら
し
く
'
山
南
の
南
真
'
父
安
の
石
河
'
京
北
の
安
立
・
東
岸
な
ど

に
放
尿
L
t
前
化
に
残
っ
た
家
系
が
玩
注
に
合
流
す
る
こ
と
と
な
る
。

(
8
)
　
ホ
ー
チ
ミ
ン
市
社
会
科
学
国
書
虎
或
(
E
g
書
番
号
`
‥
H
N
.
1
4
2
)
。
莫

氏
と
の
吸
い
で
昏
益
を
通
し
た
者
の
列
伝
r
前
安
田
再
録
j
(
花
公
著
援
)

と
'
タ
イ
ソ
ン
と
の
乾
い
で
書
義
を
通
し
た
者
の
列
伝
r
技
安
田
長
さ

を
合
綴
し
た
も
の
。

(
節
)
　
ゴ
ー
・
ド
ゥ
ブ
タ
・
ト
N
g
5
D
i
r
e
T
h
o
【
1
9
9
3
]
は
r
m
銀
大
局

歴
朝
登
科
録
」
　
(
以
下
r
登
村
立
」
)
等
教
鐙
の
科
挙
官
位
の
揺
歴
に
関

す
る
史
科
を
参
照
し
て
録
暮
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
8
)
　
ハ
イ
・
ド
ア
ン
l
E
D
o
昔
[
1
9
9
6
]
は
莫
氏
政
権
を
享
え
た
同
t
a

l
　
武
臣
(
武
護
'
玩
如
桂
)
及
甘
文
臣
(
花
苗
設
'
玩
留
美
)
等
の
存
在
を
歳
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調
し
て
い
る
が
、
単
に
致
だ
け
を
見
る
な
ら
ば
'
莫
朝
政
権
-
-
海
陸
政

権
と
は
言
い
牲
い
。

(
g
l
)
　
グ
エ
ン
・
ド
ゥ
ブ
タ
二
t
ユ
ニ
N
j
j
u
y
J
n
D
i
r
e
N
h
u
?
[
1
9
9
6
]
は

突
-
空
色
が
本
格
化
し
て
以
降
も
'
わ
ざ
わ
ざ
消
化
の
地
か
ら
莫
朝
の

d
:
挙
に
応
じ
た
反
訴
(
莫
福
海
広
和
元
年
(
1
五
四
一
)
試
G
三
甲
二
二

位
)
と
、
逆
に
潅
E
2
出
身
で
も
一
旦
は
莫
珪
成
三
年
(
一
五
八
〇
)
年
式

に
丑
更
G
l
I
甲
)
し
て
官
立
に
乾
き
な
が
ら
も
後
に
浦
化
政
権
に
弄
っ

た
民
話
の
田
を
紹
介
し
て
い
る
。
た
だ
し
ニ
ユ
エ
は
そ
の
庶
因
に
つ
い

て
も
反
流
の
時
代
は
莫
氏
が
'
反
語
の
時
代
は
安
氏
が
'
そ
れ
ぞ
れ
使

方
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
包
券
を
抜
放
に
感
じ
た
た
め
と
し
て
い

る
。

(
a
)
　
も
う
一
つ
の
選
択
肢
は
昆
道
の
童
で
あ
る
。
前
述
の
玩
受
諾
も
英
政

権
か
ら
早
々
に
引
退
し
'
役
起
命
令
を
拒
ん
で
い
る
。
そ
の
他
t
 
N
g
a

D
i
s
c
T
h
o
[
1
9
9
3
]
に
よ
れ
ば
少
な
く
と
も
九
大
の
科
挙
官
が
莫
氏
へ

の
仕
官
を
拒
ん
で
い
る
。

(
F
;
)
　
某
氏
は
明
へ
の
要
氏
周
の
主
張
に
対
し
'
安
寧
は
昭
宗
の
子
で
は
な

い
と
反
駁
し
て
い
る
【
大
沢
　
1
9
7
5
:
3
6
1
]
。
ま
た
安
雄
邦
(
英
宗
)
の

皇
帝
と
し
て
の
資
質
・
素
性
に
関
し
て
は
八
尾
【
2
0
0
4
]
を
電
照
。

(
R
)
　
例
外
な
も
の
と
し
て
t
.
軍
事
制
度
が
あ
る
。
五
軍
都
督
府
制
度
が
既

に
有
名
無
実
化
し
て
い
た
た
め
'
四
つ
の
禁
軍
街
を
設
け
て
'
デ
ル
タ

四
承
宣
の
軍
を
'
そ
れ
ぞ
れ
に
分
隷
さ
せ
た
?
清
化
以
南
は
安
氏
政
権

の
影
響
力
が
強
か
っ
た
せ
い
か
'
最
初
か
ら
兵
力
と
し
て
期
待
し
て
い

な
い
・
更
に
・
連
続
す
る
戦
争
に
備
え
る
た
め
'
敬
さ
れ
た
兵
士
に
は

優
先
的
に
公
田
を
給
付
す
る
こ
t
i
,
な
っ
玉

(
S
3
)
　
玩
注
の
他
に
も
清
化
で
李
朝
旧
臣
の
奉
公
輿
玩
我
も
玩
寿
長
ら
が

大
正
二
年
に
挙
兵
し
て
い
一
る
。
.
ハ
ノ
イ
近
郊
の
バ
ク
ニ
ン
省
ド
ン
ア
ィ

ン
県
フ
リ
ユ
ウ
社
に
居
住
す
る
清
化
集
団
の
1
人
繁
文
霊
(
子
の
梨
景

菰
・
蕪
の
安
E
謡
の
二
代
に
わ
た
っ
て
・
U
K
を
た
し
蝣
f
.
'
)
C
子
r
T
・
に
L
l
t

わ
る
家
譜
に
よ
れ
ば
'
費
公
淵
は
費
景
徴
の
曾
孫
に
あ
た
る
。

(
5
5
)
　
通
行
本
r
校
合
本
　
大
越
史
記
全
書
」
東
洋
学
文
献
研
究
セ
ン
タ
I

刊
行
1
9
8
4
-
8
6
年
)
は
正
和
年
間
の
版
本
を
底
本
と
し
て
陳
荊
和
氏
が

校
合
し
た
も
の
で
'
莫
氏
工
程
直
後
の
記
載
は
は
な
は
だ
筒
略
で
あ
る
。

最
近
'
蓮
田
【
2
0
0
3
]
は
現
在
漢
晴
研
究
院
に
戒
さ
れ
て
い
る
r
大
趨

史
記
本
社
琵
箱
j
(
国
書
番
号
‥
A
A
)
が
'
正
和
年
間
に
先
立
つ
景
治

年
間
に
刊
行
さ
れ
た
版
本
と
同
一
系
統
に
あ
る
こ
と
を
考
証
L
t
正
和

本
と
は
導
っ
独
自
の
記
載
が
豊
富
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
た

だ
'
好
氏
と
玩
氏
の
間
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
微
妙
な
関
係
に
つ
い
て
は

や
は
り
不
明
な
こ
と
が
多
い
。

(
t
q
)
　
「
家
譜
」
内
'
「
成
秦
九
年
四
月
二
五
日
付
文
書
」
に
よ
る
。

(
竺
　
二
〇
〇
三
年
夏
の
研
究
調
査
旅
行
で
'
偶
然
ノ
ン
コ
ン
県
タ
ン
ト

T
a
n
T
h
o
社
(
旧
隊
状
社
の
1
部
)
に
赴
く
機
会
が
あ
り
'
同
社
に
彼

の
子
孫
が
多
数
お
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
家
譜
は
稔
合
版
を
作

成
中
と
の
こ
と
で
、
一
冊
も
収
集
で
き
な
か
っ
た
。

(
罪
)
　
「
家
譜
」
内
'
「
明
命
二
年
二
月
二
〇
日
付
文
書
」
に
よ
る
。
(
名
)

は
「
成
秦
九
年
四
月
二
五
日
付
文
書
」
と
名
前
が
異
な
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。

(
墾
　
r
全
書
」
　
1
五
　
洪
順
八
年
夏
四
月
初
三
日
の
条
に
よ
る
と
、
如
山

の
次
男
野
卑
(
「
家
譜
」
に
は
「
琴
」
　
l
と
あ
る
)
は
院
長
討
伐
に
赴
き
'

逆
に
捕
殺
さ
れ
た
。

(
8
)
　
ロ
ン
他
【
L
o
n
g
e
t
a
1
1
9
9
9
]
は
現
代
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
語
論
文
で
、
固

有
名
詞
も
す
べ
て
国
語
表
記
(
ロ
ー
マ
字
)
な
の
で
'
筆
者
が
諸
史
料
か

ら
判
断
し
て
漢
字
を
あ
て
た
。

(
5
)
　
注
(
3
)
に
も
あ
る
よ
う
に
'
嚢
異
帝
母
は
鄭
仲
峯
の
娘
で
あ
り
'
一

代
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
。
彼
女
の
墓
誌
(
現
タ
イ
ビ
ン
省
博
物
館
所
蔵
)
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は
摩
滅
が
ひ
ど
い
が
'
筆
者
の
判
読
で
は
r
遠
望
や
r
全
書
」
の
記

載
9
方
が
合
っ
て
i
l
る
(
釈
文
は
未
公
開
)
o

c
s
o
 
r
綱
旦
二
六
　
洪
順
二
年
春
正
月
の
粂
註
に
は
「
鄭
惟
岱
'
雷
陽

水
注
人
」
と
あ
る
の
み
t
で
・
'
鄭
可
の
孫
i
)
は
記
し
て
.
い
な
い
。

(
盟
.
.
憩
丁
莫
戦
争
の
初
期
に
活
躍
し
た
1
族
の
代
表
的
な
者
と
し
て
'
デ

ル
タ
の
北
の
ダ
イ
グ
エ
ン
で
活
動
し
た
鄭
暁
(
父
安
に
移
住
し
た
如
山

の
子
)
が
い
る
。
ま
.
た
'
惟
俊
の
娘
は
安
登
茄
の
妃
と
な
っ
て
後
の
中

宗
を
産
ん
だ
。

(
g
)
　
嘉
百
玩
氏
t
L
は
い
ぐ
つ
か
墓
誌
碑
文
が
残
っ
て
い
る
が
'
そ
れ
に
つ

い
て
は
Y
a
o
[
1
9
9
9
]
'
グ
エ
ン
・
ヴ
ア
ン
・
タ
イ
ン
N
g
u
y
e
n
V
a
n

叶
t
o
n
h
[
1
9
9
7
:
1
9
9
8
1
を
参
照
。

(
鶴
)
'
諒
山
の
少
数
民
族
研
究
を
行
っ
て
い
る
伊
藤
[
2
0
0
3
:
4
3
ム
5
]
の

報
告
に
よ
れ
ば
'
玩
公
學
と
の
直
接
の
関
係
を
示
す
家
譜
は
見
ら
れ
な

い
が
'
李
利
に
よ
り
多
く
の
功
臣
(
そ
の
中
に
は
玩
姓
の
も
の
も
多
い
)

が
諒
山
防
衛
の
た
め
世
襲
の
官
職
に
任
じ
ら
れ
た
と
す
る
家
譜
が
多
く

現
地
に
残
る
臥
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The Fall ofLe Dynasty and reorga血tion of the Thauh Hoa Gro甲in Vietnam.

YAO Takao

叫Vi?t K軸dom reached the heyday under the reign of the fifth king Le Thanh Tong製聖宗

仕.1460-1498). But, it was only 30 years after his death, the Le dynasty intantly collaspted.

In successive wars for su∝ession and I∝al uprisings, the Thanh H6a group which had contributed

t> the foundation of the L邑dynasty again grasped the actual power of the politics. But, before long,

iis group had split into two sub groups (Nguyh hmHy in Gia Mieu Ngoがbang嘉苗外庄玩氏and

叫nh bmily in Thuy Ch丘. Loi DirOJlg雷罷水注鄭氏. Tus resulted in more unrest.

It was的C王)軸Dung美里庸from the eastern part of the Red River Delta who taking adv血tage

of the unrest, seized the political power of the Le government. After succeeding in obtaining the

support of the literati power, he established a new dynasty. ( 1527)

But, blood ties of the Thanh Hoa group were so strong that they could maintain the ties with their

family members who were ∝attered over the delta and outside the delta. They collaborated to fight

igainst the的c for about a half century, finally won the battle in the end of the 16th century. -

The Outbreak of the Chinese Gi、il War and the Chinese Communist Party: a

reconsideration of the year 1946

MISHINA Hidenori

The puipose of this pa匹r is to trace how the Chinese Communist Party (CCP) changed in 1946,

specially before and after the outbreak of the nationwide civil war in that summer. Until then the

May 4*監CrCt dir∝tions that the Central Committee of the CCP issued disturbed the I∝al branches of

五e CCP tmuse the directions o、rerstepped the agreements the CCP had made with the Chinese

Nationalist Party (CNP)- uk l∝al branches of the CCP dreaded that fulfilling the directions would

npand the existing conflict between tk CCP and the CNP in Northeast China nationwide. However,

iis di-T kn・∝n the Central Committee and the l∝al branches within the CCP was eventually
五ssolヽ・cd in the summer of l卯6 because the nationwide civil war came true. Thereafter, the l∝al

ranches of the CCP叫the May 4* secret directions carrying out class struggle, i.e. land reform.
lhus the ou加止of the nationwide civil "甘mユde the CCP return to a class p誠y・

tosho-seibi-repo
長方形




