
48

五
代
洛
陽
の
張
全
義
に
つ
い
て

│
「
沙
陀
系
王
朝
」
論
へ
の
応
答
と
し
て

│

山
　
根
　
直
　
生

は
じ
め
に

五
代
後
唐
以
降
の
四
王
朝
、
さ
ら
に
は
北
宋
を
加
え
て
「
沙
陀
系

王
朝
」
と
呼
ぶ
展
望
が
提
示
さ
れ
て
い
る
（
森
部
二
〇
一
〇
、

二
三
九
〜
二
四
〇
頁
）。
漢
人
の
支
配
者
を
擁
し
漢
人
の
プ
ロ
ト
・

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
形
成
し
た
と
見
な
さ
れ
、「
宋
型
文
化
」
と
の

類
型
化
も
な
さ
れ
た
宋
朝
・
宋
代
（
妹
尾
一
九
九
七
│
A
、
四
〇
六

〜
四
一
三
頁
）
に
対
す
る
劇
的
な
史
観
の
転
換
で
あ
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
宋
代
史
研
究
の
側
か
ら
の
反
応
は
概
し
て
鈍
い
。
筆
者
は
宋
代

と
い
う
よ
り
も
五
代
十
国
期
、
あ
え
て
い
え
ば
唐
宋
間
の
歴
史
過
程

に
こ
そ
主
た
る
関
心
を
抱
い
て
き
た
け
れ
ど
も
、
本
論
に
お
い
て
は

表
題
の
一
勢
力
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
で
、
こ
の
展
望
へ
の
応
答
を
試

み
る
も
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
後
唐
か
ら
後
漢
ま
で
に
つ
い
て
沙
陀
族
を
中
心
と
す
る

勢
力
と
見
る
こ
と
な
ら
、
何
ら
新
奇
な
も
の
で
は
な
い
。
実
際
、「
沙

陀
系
王
朝
」
論
の
画
期
性
は
沙
陀
族
そ
の
も
の
に
つ
い
て
と
い
う
よ

り
も
、
一
部
が
沙
陀
族
と
合
流
し
て
い
た
ソ
グ
ド
系
勢
力
に
つ
い
て

の
研
究
の
進
展
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
存
在
が
北
宋
の

外
戚
や
国
境
周
辺
の
戦
力
と
し
て
も
連
続
し
て
い
た
こ
と
の
実
証

（
石
見
二
〇
〇
五
、 

一
三
三
〜
一
三
四
頁
、
森
部
二
〇
一
〇
、 

二
一
一

〜
二
三
四
頁
、
な
ど
）
こ
そ
が
、
特
に
重
要
か
つ
象
徴
的
な
成
果
で

あ
る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
ソ
グ
ド
研
究
の
進
歩
を
支
え
た
諸
条
件
、
と

り
わ
け
中
国
経
済
の
発
展
下
で
出
土
し
た
墓
や
墓
誌
銘
な
ど
の
新
資

史
料
は
、
ソ
グ
ド
系
勢
力
に
限
っ
て
の
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
彼
ら
独
特
の
ソ
グ
ド
姓
が
、
文
献
史
料
の
再
検
討
に
際
し
て
明

快
な
指
標
と
し
て
働
い
た
側
面
は
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
同
時
代
の
他

の
勢
力
に
つ
い
て
も
同
様
の
考
察
は
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。そ
し
て
、

こ
れ
を
課
題
と
す
る
な
ら
、「
沙
陀
系
王
朝
」
に
も
数
え
ら
れ
て
い

な
い
後
梁
側
の
勢
力
に
注
目
す
る
こ
と
が
捷
径
で
あ
り
、
彼
ら
と
沙

集
刊
東
洋
学 

第
一
一
四
号 

平
成
二
十
八
年
一
月 

四
八

－

六
六
頁
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陀
・
ソ
グ
ド
系
勢
力
を
並
び
置
い
て
考
察
し
て
こ
そ
、
唐
宋
間
の
歴

史
過
程
に
関
す
る
充
実
し
た
理
解
が
得
ら
れ
よ
う
。

ま
た
一
方
で
、
北
宋
ま
で
を
「
沙
陀
系
王
朝
」
と
認
め
る
場
合
に

は
、
で
は
な
ぜ
後
周
・
北
宋
は
契
丹
と
の
対
決
姿
勢
を
か
か
げ
漢
人
・

中
華
の
守
護
者
と
し
て
│
│
具
体
的
・
政
治
史
的
に
は
、
そ
の
領
域

内
の
地
主
の
守
護
者
と
し
て）

1
（

│
│
自
ら
任
じ
た
の
か
、
と
い
う
問
題

が
浮
上
す
る
。
と
い
う
の
も
従
来
こ
の
問
い
は
、
両
王
朝
を
先
験
的

に
漢
人
を
中
心
と
す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
で
看
過
さ
れ
て
き
た
と

思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
鮮
卑
拓
跋
部
に
発
し
て
多
民
族
的
な
「
唐

型
文
化
」
を
育
ん
だ
と
さ
れ
る
唐
朝
と
、
沙
陀
族
に
発
し
つ
つ
対
称

的
に
「
漢
人
中
心
主
義
」
的
な
「
宋
型
文
化
」
に
至
っ
た
北
宋
と
、

両
者
の
岐
路
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
特
に
後
周
世
宗
朝

政
治
史）

2
（

の
再
検
討
が
求
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

以
上
、「
沙
陀
系
王
朝
」
論
へ
の
応
答
の
た
め
に
は
、
梁
・
周
と

い
う
五
代
に
お
け
る
首
尾
両
極
の
王
朝
へ
の
考
察
に
捷
径
が
見
出
さ

れ
る
と
考
え
、
本
論
で
は
そ
の
前
者
、
後
梁
時
代
に
つ
い
て
探
る
も

の
で
あ
る
。

し
か
し
後
梁
へ
の
考
察
に
は
元
来
独
特
の
困
難
が
と
も
な
う
。「
沙

陀
系
王
朝
」
論
な
ら
ず
と
も
認
め
る
よ
う
に
、
後
唐
〜
後
漢
の
三
朝

は
明
確
な
連
続
性
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
で
執
筆
・
編
纂
さ
れ
た

史
料
で
は
、
後
梁
は
後
唐
太
祖
李
克
用
の
敵
対
者
と
し
て
当
然
に
悪

評
を
被
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
旧
五
代
史
』
の
散
逸
に
よ
っ
て
、『
永

楽
大
典
』
所
引
部
分
か
ら
の
再
構
成
を
へ
た
現
在
で
も
、同
書
の
「
梁

太
祖
本
紀
」
は
特
に
欠
落
が
は
な
は
だ
し
い
（
陳
二
〇
一
一
）。
ま

た
そ
も
そ
も
後
梁
太
祖
朱
全
忠
は
、
黄
巣
配
下
か
ら
唐
朝
に
寝
返
っ

て
「
全
忠
」
の
名
を
賜
り
、
あ
げ
く
そ
の
簒
奪
者
と
な
っ
た
人
物
で

あ
っ
た
。
伝
統
的
な
王
朝
史
観
と
近
現
代
中
国
の
農
民
戦
争
・
革
命

史
観
の
双
方
か
ら
、
二
重
の
否
定
的
評
価
を
下
さ
れ
る
彼
と
そ
の
王

朝
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
歴
史
研
究
に
お
い
て
も
実
態
以
上
に
貶
め

ら
れ
て
き
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
（
佐
竹
一
九
九
二
、 

四
八
三

頁
）。こ

う
し
た
困
難
を
克
服
す
る
た
め
、
本
論
で
筆
者
が
注
目
す
る
の

は
、
朱
全
忠
ら
と
密
接
な
関
係
を
結
び
つ
つ
後
梁
の
滅
亡
後
も
存
続

し
た
勢
力
、
洛
陽
の
張
全
義
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
洛
陽
の
復
興
を
語

る
張
齊
賢
『
洛
陽
搢
紳
旧
聞
記
』
巻
二
、「
齊
王
張
令
公
外
伝
」（
以

下
、「
齊
王
外
伝
」
と
略
記
）
を
ま
ず
引
用
し
よ
う
。

　
（
張
全
義
が
）
澤
州
に
在
る
こ
と
久
し
か
ら
ず
し
て
洛
陽
の

長
官
と
な
っ
た
時
（
八
八
七
年）

3
（

）、
洛
陽
は
戦
乱
の
直
後
で
、

県
は
荒
廃
し
て
雑
草
が
し
げ
り
白
骨
が
野
を
お
お
っ
て
い
た
。

外
に
は
人
が
絶
え
、
洛
陽
城
の
中
は
こ
と
ご
と
く
焼
き
討
ち
に

あ
っ
て
い
た
。
最
初
は
黄
巣
が
（
八
八
〇
年
）、
続
い
て
蔡
州

の
賊
が
（
八
八
四
〜
八
八
七
年
）
襲
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

三
つ
の
小
さ
な
州
城
を
築
き
、
住
民
を
ま
も
り
あ
つ
め
て
、
盗

賊
か
ら
ま
も
っ
た
。
洛
陽
に
到
着
し
た
時
の
配
下
は
百
余
人
、
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州
の
中
で
残
っ
て
い
た
の
は
わ
ず
か
に
百
戸
、
と
も
に
中
州
一

城
を
ま
も
っ
た
。
洛
陽
に
は
今
に
至
る
も
な
お
南
州
・
中
州
と

い
う
よ
び
な
が
あ
る
‥
‥

　

張
全
義
が
洛
陽
に
到
着
す
る
と
、
配
下
の
百
人
か
ら
適
格
者

十
八
人
を
選
び
、
こ
れ
に
命
じ
て
屯
将
と
し
た
。
ひ
と
り
ず
つ

に
一
旗
を
給
し
、
た
て
ふ
だ
を
道
に
し
、
も
と
の
十
八
県
で
農

民
を
ま
ね
い
て
耕
さ
せ
る
と
、
流
民
が
し
だ
い
に
あ
つ
ま
っ
て

き
た
。
張
全
義
は
百
人
か
ら
ま
た
適
格
者
十
八
人
を
選
び
、
こ

れ
に
命
じ
て
副
将
と
し
、
や
っ
て
き
た
民
を
な
ぐ
さ
め
た
。

　

人
を
殺
し
た
者
は
死
刑
と
す
る
ほ
か
は
、
た
だ
杖
刑
を
加
え

る
の
み
で
、
重
刑
は
無
く
、
租
税
も
無
か
っ
た
。
流
民
の
帰
す

る
者
が
し
だ
い
に
多
く
な
る
と
、
張
全
義
は
ま
た
文
書
計
算
を

よ
く
す
る
者
を
十
八
人
選
び
、
こ
れ
に
命
じ
て
屯
の
判
官
と
し

た
。
一
、 

二
年
し
な
い
う
ち
に
、
屯
ご
と
に
千
人
を
数
え
る
よ

う
に
な
っ
た
。

　

張
全
義
は
農
閑
期
に
男
た
ち
を
選
び
、弓
矢
や
刀
槍
を
教
え
、

動
作
や
行
進
の
仕
方
を
し
こ
ん
だ
。
こ
れ
を
行
う
こ
と
一
、 
二

年
、
屯
ご
と
の
戸
は
増
え
、
大
き
な
も
の
は
六
、 

七
千
、
次
ぐ

も
の
は
四
千
、
そ
れ
以
下
は
二
、 

三
千
で
、
男
た
ち
の
農
閑
期

に
た
た
か
え
る
も
の
は
二
万
余
人
と
な
っ
た
。
盗
賊
が
く
れ
ば

た
ち
ま
ち
と
ら
え
、
刑
は
簡
略
に
し
た
。
遠
近
か
ら
帰
す
る
者

で
市
場
の
よ
う
な
に
ぎ
わ
い
に
な
り
、
五
年
の
う
ち
に
ゆ
た
か

さ
で
知
ら
れ
た
。こ
こ
で
県
ご
と
に
県
令
と
主
簿
を
任
命
し
た
。

‥
‥

　
（
張
全
義
は
）
秋
の
み
の
り
を
観
る
ご
と
に
、
よ
い
田
の
草

の
無
い
も
の
を
見
る
と
必
ず
田
の
ほ
と
り
で
馬
を
下
り
、
賓
客

に
こ
れ
を
観
せ
、
田
の
主
を
召
し
て
こ
れ
を
慰
労
し
、
こ
れ
に

衣
物
を
賜
っ
た
。
も
し
禾
の
中
に
草
が
有
っ
て
地
の
よ
く
耕
や

さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
見
る
と
、た
ち
ど
こ
ろ
に
田
主
を
召
し
、

衆
を
集
め
て
こ
れ
を
杖
責
し
た
。
も
し
苗
が
荒
れ
て
地
も
手
入

れ
さ
れ
て
い
な
い
と
、こ
れ
を
と
い
つ
め
、「
牛
が
疲
れ
て
い
る
」

と
か
「
耕
や
し
た
り
草
刈
り
し
た
り
す
る
人
が
い
な
い
」
と
民

が
訴
え
る
と
、
則
ち
田
の
ほ
と
り
で
馬
を
下
り
、
た
ち
ど
こ
ろ

に
そ
の
隣
人
を
召
し
て
こ
れ
を
責
め
、「
こ
の
も
の
に
は
人
も

牛
も
な
い
。
ど
う
し
て
衆
は
こ
れ
を
助
け
な
い
の
か
」
と
い
っ

た
。
隣
人
が
皆
な
罪
に
伏
す
と
、
即
ち
こ
れ
を
赦
し
た
。
こ
れ

よ
り
洛
陽
の
民
は
遠
か
ろ
う
と
近
か
ろ
う
と
、
民
の
牛
を
欠
く

者
に
は
あ
い
つ
い
で
こ
れ
を
助
け
、
人
の
い
な
い
者
に
も
亦
た

そ
う
で
あ
っ
た
。
農
民
の
男
女
は
と
も
に
は
げ
み
、
農
耕
と
養

蚕
に
つ
と
め
る
こ
と
を
務
め
と
し
た
。
こ
の
た
め
に
家
々
は
蓄

え
を
有
し
、
水
害
・
干
害
に
あ
っ
て
も
民
を
飢
え
さ
せ
る
こ
と

は
無
か
っ
た
。

以
上
、
誇
張
さ
れ
た
農
本
主
義
的
美
談
と
も
見
え
る
け
れ
ど
も
、

張
全
義
や
そ
の
子
孫
が
政
治
的
危
機
に
陥
る
度
、
洛
陽
復
興
の
功
に
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基
づ
く
助
命
嘆
願
が
周
囲
か
ら
出
さ
れ
る
こ
と
を
見
て
も）

4
（

、
ま
っ
た

く
の
虚
構
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
新
旧
五
代
史
の
そ
の

伝）
5
（

に
よ
れ
ば
張
全
義
は
、
八
五
二
年
生
〜
九
二
六
年
没
、
濮
州
臨
濮

県
の
農
民
の
出
身
で
、
も
と
の
名
は
張
言
ま
た
は
張
居
言
、
字
は
国

維
と
い
う
。
県
の
役
務
か
ら
逃
亡
し
て
黄
巣
の
乱
に
参
加
、
黄
巣
政

権
（
八
八
一
〜
八
八
四
）
下
で
は
水
運
使
と
な
り
、
そ
の
敗
滅
に
前

後
し
て
河
陽
三
城
節
度
使
の
諸
葛
爽
の
下
に
転
じ
る
。
八
八
六
年
の

諸
葛
爽
の
死
後
に
は
独
立
し
て
懐
州
・
洛
陽
な
ど
に
よ
り
つ
つ
、
近

隣
の
李
罕
之
・
朱
全
忠
・
李
克
用
と
い
っ
た
軍
事
的
に
強
力
な
勢
力

と
次
々
に
協
力
関
係
を
結
び
、
彼
ら
の
兵
站
を
支
え
た
。
こ
の
よ
う

な
、
騎
射
の
戦
闘
力
か
ら
評
価
さ
れ
る
沙
陀
・
ソ
グ
ド
系
と
は
一
見

し
て
異
質
な
張
全
義
一
党
の
歴
史
的
役
割
は
、
佐
竹
靖
彦
氏
に
よ
っ

て
北
宋
に
ま
で
続
く
「
各
地
と
中
央
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
の
文
臣

官
僚
制
の
起
点
」
と
も
評
さ
れ
て
い
る
（
佐
竹
一
九
九
二
、 

五
二
〇

〜
五
二
三
、 

五
二
九
頁
）。
梁
唐
の
交
代
を
も
生
き
延
び
た
故
か
、

複
数
の
墓
誌
が
残
さ
れ
て
い
る
彼
ら
へ
の
考
察
に
よ
っ
て
、
後
梁
時

代
の
一
側
面
を
探
る
こ
と
と
し
た
い
。

編
纂
史
料
か
ら
見
る
張
全
義
一
党
の
概
要

で
は
従
来
、
こ
の
集
団
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
研
究
が
あ
っ
た
だ

ろ
う
か
。
最
も
関
連
深
い
は
ず
の
洛
陽
の
都
市
史
研
究
で
は
、
隋
唐

時
代
史
を
中
心
と
す
る
関
心
の
あ
り
方
に
影
響
さ
れ
て
か
、
多
く
が

簡
略
な
記
述
に
と
ど
ま
る
（
蘇
一
九
八
九
、 

三
〇
六
〜
三
四
七
頁
、

な
ど
）。
新
出
墓
誌
の
出
土
報
告
や
墓
誌
史
料
集
に
付
さ
れ
た
考
察

（
李
・
張
一
九
九
三
、
な
ど
）
は
、
筆
者
も
大
い
に
参
考
と
し
た
も

の
の
、
複
数
の
墓
誌
の
内
容
を
関
連
付
け
る
に
は
至
ら
ぬ
点
が
惜
し

ま
れ
る）

6
（

。
墓
誌
史
料
の
活
用
を
目
指
す
本
論
に
お
い
て
も
、
ま
ず
は

既
存
の
編
纂
史
料
か
ら
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
概
観
し
よ
う
。

表
1
と
新
旧
五
代
史
の
張
全
義
伝
か
ら
考
え
れ
ば
、そ
の
動
向
は
、

洛
陽
を
占
拠
し
て
以
降
大
き
く
三
期
に
区
分
す
る
の
が
妥
当
と
思

う
。
ま
ず
、
復
興
を
独
自
に
進
め
た
九
〇
三
年
ま
で
が
第
一
期
で
あ

る
。
唐
昭
宗
の
末
年
に
洛
陽
へ
の
遷
都
事
業
を
開
始
し
た
九
〇
四
年

に
始
ま
り
、
後
梁
政
権
下
で
河
南
尹
・
天
下
兵
馬
副
元
帥
・
魏
王
と

な
り
「
名
位
の
重
き
こ
と
、
中
外
に
冠
絶
」（『
旧
五
代
史
』
巻

六
八
、
崔
沂
伝
）
し
た
と
い
う
九
二
三
年
ま
で
が
第
二
期
で
あ
る
。

そ
し
て
以
降
が
、
後
梁
を
滅
ぼ
し
た
後
唐
の
下
で
生
き
延
び
な
が
ら

も
、仮
子
張
繼
孫
を
謀
反
の
防
止
の
た
め
に
切
り
捨
て（『
冊
府
元
亀
』

巻
九
三
四
）、
自
ら
の
意
向
に
よ
ら
ず
し
て
就
任
し
た
河
南
県
令
羅

貫
と
対
立
す
る
な
ど
（『
旧
五
代
史
』
巻
七
一
、
羅
貫
伝
）、
そ
の
権

勢
に
綻
び
を
広
げ
て
い
く
第
三
期
、
で
あ
る
。

張
全
義
の
死
に
よ
っ
て
こ
の
第
三
期
が
締
め
く
く
ら
れ
た
後
、
そ

の
子
孫
の
動
向
は
史
料
も
少
な
く
、
精
彩
を
欠
く
。
そ
も
そ
も
張
全

義
自
身
、
先
述
の
屯
田
兵
的
施
策
の
み
な
ら
ず
農
民
の
相
互
扶
助
を
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奨
励
す
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
な
ど
、

「
親
民
官
」
の
鏡
の
ご
と
き
逸
話
に

は
事
欠
か
ぬ
も
の
の
、
一
方
で
刑
法

に
疎
く
、「
凡
そ
百
姓 

詞
訟
有
ら
ば

先
に
訴
う
者
を
以
て
理
を
得
る
と
為

し
、
是
れ
を
以
て
人 

多
く
枉
濫
」

し
た
と
い
う
（『
旧
五
代
史
』
張
全

義
伝
）。
後
梁
政
権
下
で
「
京
畿
に

専
制
」
し
た
時
期
に
も
「
河
南
・
洛

陽
の
僚
佐
、皆
な
其
の
門
下
由
り
し
、

全
義
に
事
え
る
こ
と
厮
僕
の
如
し
」

と
さ
れ
る
な
ど
（『
旧
五
代
史
』
巻

七
一
、
羅
貫
伝
）、
畢
竟
そ
の
集
団

は
同
族
経
営
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

唐
末
、
崩
壊
し
た
地
方
行
政
機
構
を

洛
陽
と
い
う
局
所
で
補
完
す
る
に
は

有
利
で
あ
っ
た
そ
の
特
質
は
、
社
会

的
復
興
と
官
僚
制
度
の
整
備
が
進
む

に
つ
れ
、
限
界
性
を
露
呈
し
て
い
っ

た
の
だ
と
言
え
よ
う
。

次
に
、
そ
の
軍
事
面
に
つ
い
て
。

朱
全
忠
ら
と
の
協
力
関
係
を
第
一
義

表 1　張全義一党と洛陽の動向

年 月、洛陽および張全義勢力の動向（主として『資治通鑑』各年各月条による）

第
一
期

～
886年
887年
888年

890年
896 年
901年

～
10月、河陽節度使諸葛爽、死す。大将の劉経・張全義、爽の子の仲方を留後とす。
06月、張全義、「蔡賊」の孫儒を駆逐し、洛陽を占拠。
02月、張全義、河陽の李罕之と対立、河陽を奇襲し占拠。03月、李克用の
助勢を得た李罕之に対し、河陽で籠城。朱全忠に救援を求める。04月、朱全
忠の助勢で勝利、以降、その兵站を支える。
07月、朱全忠の指揮下で澤州方面へ派兵。
09月、朱全忠とともに洛陽遷都を提言（実現せず）。
10月、朱全忠、洛陽へ幸することを請う。

第
二
期

904年

907年
908 年
910 年
911年

912年
917年

正月、朱全忠、洛陽遷都を請う。遷都事業、開始。02月、「宮室未成」。昭宗、
陝州に留まる。04月、朱全忠、「洛陽宮室已成」と奏す。昭宗、洛陽へ。張全義、
天平節度使に。10月、昭宗、殺害される。張全義、来朝し、河南尹兼忠武節
度使に。
04月、後梁建国、洛陽は西都に。張全義、宗奭と賜名される。05月、魏王に。
12月、後梁、洛陽に遷都。
08月、張宗奭、西京（洛陽）留守に。
07月、朱全忠、張宗奭の私第（洛陽会節坊）に避暑。09月、張宗奭、西京留守に。
某月、洛河堤堰の改修のため「百姓園林」を伐採した軍士の不法を朱全忠に
上奏（『旧五代史』巻 19、胡規伝）。
07月、張宗奭、国計使となり、もと建昌使の金穀に関する権限をひきつぐ。
12月、張宗奭、天下兵馬副元帥に、さらに西都留守に。

　　
第
三
期

923年

924年

925年

926年

10月、後梁滅亡。後唐荘宗、開封入城。張宗奭、来聴し、名を全義に復す。
荘宗の皇子・皇弟から兄事を受ける。11月、張全義、洛陽遷都を請う。洛陽
に遷都。張全義、洛陽での南郊を請う。守尚書令に。
06月、張全義の実子張繼祚、仮子張繼孫の反乱計画を訴え、誅殺に至らす（『旧
五代史』巻 32、荘宗本紀六、同年六月戊子）。12月、張全義、劉皇后から父
事を受け、齊王に改封（『新唐書』張全義伝）。
08月、張全義、河南令羅貫と対立、劉皇后を通して讒言し杖殺に至らす（『旧
五代史』巻 71、羅貫伝）。
03月、張全義、李嗣源の反乱に憂苦して死す。04月、諸軍、洛陽で略奪す。
李嗣源、入城し、即位す（唐明宗）。

～
937年

938年

07月、張繼祚、反乱に荷担して妻子とともに誅殺されるも、張全義の洛陽復
興の功により、族滅を免れる。百官、開封へ。
10月、開封へ遷都（東京開封府）。洛陽は西京に。

　　【洛陽・開封の政治的地位の変遷については、久保田 2007も参照した】
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と
し
た
彼
ら
に
お
い
て
、
こ
の
面
の
史
料
は
乏
し
く
、
直
接
的
な
軍

事
行
動
は
第
一
期
の
事
例
し
か
見
出
せ
な
い
。
八
八
八
年
二
月
の
李

罕
之
と
の
対
決
に
つ
い
て
、
河
陽
を
奇
襲
し
た
際
の
兵
を
『
資
治
通

鑑
』
は
「
屯
兵
」
と
記
し
、
そ
こ
に
付
す
注
で
は
「
張
全
義
、
河
南

に
尹
た
り
、
十
八
県
各
お
の
屯
將
を
置
き
、
以
て
屯
兵
を
領
す
。
屯

兵
、
即
ち
民
兵
な
り
」
と
す
る
（
同
書
巻
二
五
七
、
文
徳
元
年
二
月
。

な
お
同
書
は
以
降
『
通
鑑
』
と
略
記
す
る
）。
ま
た
八
九
〇
年
、
澤

州
へ
派
兵
し
た
際
の
兵
数
に
つ
い
て
、
同
書
巻
二
五
八
、
大
順
元
年

九
月
戊
申
の
考
異
に
引
く
『
唐
太
祖
紀
年
録
』
は
、
張
全
義
・
李
重

胤
・
鄧
季
筠
三
者
の
兵
力
を
合
わ
せ
て
「
七
万
」
と
記
し
て
い
る
。

先
の
「
齊
王
外
伝
」
の
記
述
で
も
、
張
全
義
が
「
二
万
余
人
」
を
動

員
で
き
た
の
は
、
洛
陽
占
拠
の
八
八
七
年
か
ら
流
民
の
定
着
・
軍
事

訓
練
を
へ
た
三
、四
年
後
と
解
さ
れ
る
の
で
、
八
八
八
年
の
河
陽
で

の
兵
力
が
「
屯
兵
」
で
あ
っ
た
と
は
い
う
の
は
疑
わ
し
い
け
れ
ど
も
、

八
九
〇
年
ま
で
に
は
二
万
余
程
度
の
そ
れ
を
整
え
て
い
た
と
見
て
よ

い
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
を
率
い
た
で
あ
ろ
う
麾
下
の
部
将
に
つ
い
て
は
、李
罕
之
・

李
克
用
と
戦
い
敗
れ
た
弟
の
張
全
武
（『
新
五
代
史
』
張
全
義
伝
）

の
他
、
実
子
の
張
繼
祚
が
若
年
に
お
い
て
河
南
府
衙
内
指
揮
使
で

あ
っ
た
と
い
い
（『
旧
五
代
史
』
巻
九
六
、
張
繼
祚
伝
）、
も
と
郝
姓

か
ら
仮
子
と
し
た
張
繼
孫
に
も
「
衙
内
の
兵
士
を
官
せ
し
め
」
て
い

た
と
い
う
（『
冊
府
元
亀
』
巻
九
三
四
）。
た
だ
、
こ
れ
ら
同
族
集
団

の
他
に
は
桑
維
翰
の
父
の
桑
拱
が
張
全
義
の「
客
将
」で
あ
っ
た（『
旧

五
代
史
』
巻
八
九
、
桑
維
翰
伝
）
と
い
う
の
み
で）

7
（

、
異
姓
異
宗
の
部

将
の
姿
が
乏
し
い
こ
と
は
、
表
2
に
見
る
李
罕
之
麾
下
の
陣
容
と
比

較
し
て
顕
著
で
あ
り
、
こ
れ
ま
た
彼
ら
の
同
族
経
営
的
特
質
を
示
す

も
の
と
思
う
。

他
方
、
張
全
義
の
最
た
る
功
績
と
言
え
る
民
政
面
・
洛
陽
の
都
市

経
営
に
つ
い
て
は
諸
史
料
で
も
言
及
さ
れ
、
宋
都
開
封
へ
の
連
続
性

か
ら
唐
末
洛
陽
を
論
じ
た
久
保
田
和
男
氏
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
て

い
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
唐
末
、
本
論
の
時
期
区
分
か
ら
い
え
ば
第
一

期
に
お
け
る
張
全
義
の
農
業
復
興
は
、
洛
陽
城
内
を
農
地
と
し
て
再

開
発
す
る
形
を
と
っ
て
お
り
、
後
唐
に
至
る
ま
で
城
内
は
官
庁
な
ど

の
都
市
施
設
と
菜
園
・
田
地
が
混
在
す
る
状
態
に
あ
っ
た
（
久
保
田

二
〇
〇
七
、 

五
九
〜
六
二
頁
）。
遷
都
事
業
、
す
な
わ
ち
本
論
で
い

う
第
二
期
の
活
動
に
お
い
て
も
、
長
安
の
「
宮
殿
・
官
衙
・
民
居
な

ど
が
解
体
さ
れ
、
用
材
は
渭
水
か
ら
黄
河
に
下
さ
れ
」、
諸
施
設
を

移
設
す
る
形
で
「
洛
陽
に
伝
統
的
首
都
機
能
が
復
興
さ
れ
た
」
と
い

う
（
同
書
二
四
〜
二
六
頁
）。

先
の
「
齊
王
外
伝
」
に
も
あ
る
通
り
、
張
全
義
に
よ
る
復
興
は
洛

陽
城
全
体
や
近
郊
ま
で
含
む
広
域
を
範
囲
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、

黄
巣
ら
の
侵
攻
に
際
し
て
築
か
れ
た
「
三
小
州
城
」
中
の
「
中
州
一

城
」
に
始
ま
る
限
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
水
利
施
設
の
新
設
な
ど

と
い
っ
た
事
跡
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
復
興
の
実
態
を
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過
大
視
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
な

お
、
中
州
城
の
範
囲
は
定
か
で
な
い
け
れ
ど
も
、
張
全

義
自
身
の
私
第
は
洛
陽
の
南
市
東
南
の
会
節
坊
に
あ

り）
8
（

、
五
代
北
宋
を
通
じ
て
洛
陽
で
は
官
人
の
居
住
地
が

同
じ
く
南
市
周
辺
に
展
開
し
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
（
妹

尾
一
九
九
七
│
B
、
八
九
〜
九
〇
、 

九
六
〜
九
七
頁
）

か
ら
も
、
洛
水
以
南
の
東
南
部
一
帯
を
囲
ん
だ
も
の
と

思
う
。

本
節
の
最
後
に
、
新
旧
五
代
史
の
列
伝
を
中
心
に
張

全
義
と
関
わ
っ
た
者
を
探
れ
ば
、
彼
ら
の
中
か
ら
「
河

南
・
洛
陽
の
僚
佐
」
を
リ
ク
ル
ー
ト
し
た
張
全
義
の
手

法
が
う
か
が
わ
れ
る
（
表
3
参
照
）。
彼
ら
は
総
じ
て

洛
陽
へ
の
移
住
者
・
寄
寓
者
で
（
②
、
④
、
⑤
、
⑥
）、

唐
末
す
で
に
地
位
・
名
声
を
得
て
い
た
者
（
③
、⑤
、⑥
）

と
、
そ
れ
ら
を
未
だ
得
ず
科
挙
応
試
す
る
な
ど
し
て
い

た
者
（
①
、
②
、
④
）
と
に
大
別
さ
れ
る
。
前
者
を
援

助
し
て
築
い
た
縁
故
を
用
い
、
応
試
・
任
官
な
ど
の
局

面
で
後
者
へ
の
間
接
的
支
援
を
図
っ
て
、
さ
ら
に
は
彼

ら
と
の
婚
姻
を
と
り
む
す
び
（
①
、
②
、
⑥
）
重
層
的

な
人
的
結
合
を
は
り
め
ぐ
ら
せ
る
と
い
う
の
が
、
彼
ら

を
「
厮
僕
」
と
し
た
張
全
義
の
支
配
の
あ
り
方
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。

表 2　諸葛爽配下諸将

人名、生没年 履歴、諸葛爽との関連。

張全義 本論で詳考。

劉経 爽の死後、張全義・李罕之とともに行動（『旧五代史』巻 15、李罕之伝、など）。

王虔裕 瑯琊（沂州）臨沂県の人、（宋州）楚丘県に家す。「少有膽勇、多力善射、
以弋獵為事」、874-879に爽に帰す（『旧五代史』巻 21、王虔裕伝）。

牛存節
（853-912）

青州博昌県の人。爽の「郷人」、879年に爽に帰す。爽の死後、朱全忠に
帰す（『旧五代史』巻 22、牛存節伝）。

李罕之
（842-899）

陳州項城県の人。「世田家」、儒学を学ぶも大成せず、僧→滑州酸棗県で亡
命に→黄巣軍に参加、帰順して光州刺史に。蔡州の秦宗権に攻められて項
城に戻り、爽に帰す（『旧五代史』巻 15、李罕之伝）。

李瑭 李罕之の部曲。諸葛爽の死後、李罕之と不和となる（同上）。

郭璆 李罕之の部曲。諸葛爽の死後、李罕之と不和となり、殺害される（同上）。

楊師厚
（?-915）

潁州斤溝鎮の人。「善騎射、以勇猛聞名」、李罕之の部将。後に朱全忠に帰
す（『旧五代史』巻 22、楊師厚伝）。

李鐸 李罕之の部将。後に朱全忠に帰す（『旧五代史』巻 22、楊師厚伝）。

何絪 李罕之の部将。後に朱全忠に帰す（『旧五代史』巻 22、楊師厚伝）。

李建及
（864-920）

本名は王建及。許州の人。李罕之に事え、「驍勇者百人」として李克用へ
贈られる（『旧五代史』巻 65、李建及伝）。

符存審
（862-924）

本名は符存。陳州宛丘県の人。父は陳州の牙將。「少豪俠多智算、言兵家
事」、俘囚となるも旧知の妓女の協力で生還したとの逸話あり。879年に
「河南盜起、存審鳩率豪右、庇捍州里」。光州刺史となった李罕之に帰し、
885年、李罕之に従って爽に帰す。爽の死後には李克用に帰す（『旧五代史』
巻 56、符存審伝。山根 2012）。
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以
上
の
編
纂
史
料
に
よ
る
理
解
は
、
墓
誌
史
料

に
よ
っ
て
ど
う
覆
り
、
あ
る
い
は
補
完
さ
れ
る
だ

ろ
う
か
。
次
節
に
て
考
察
す
る
。

　
　
　
新
出
史
料
か
ら
見
る
張
全
義
一
党

管
見
に
お
い
て
張
全
義
一
党
に
関
連
す
る
墓
誌

と
は
、
表
4
に
埋
葬
年
順
で
ま
と
め
た
A
〜
I
で

あ
る
（
以
下
、
こ
れ
ら
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
よ

り
史
料
を
示
す
）。
B
に
つ
い
て
は
雷
聞
氏
の
紹

介
論
文
に
よ
り
（
雷
二
〇
一
三
）、
そ
れ
以
外
は

周
阿
根
『
五
代
墓
誌
彙
考
』（
黄
山
書
社
、

二
〇
一
二
年
）
に
主
に
依
拠
し
つ
つ
、
他
の
墓
誌

集
成
な
ど）

9
（

か
ら
確
認
し
た
。
こ
れ
ら
に
基
づ
き
作

成
し
た
家
系
図
が
図
1
で
あ
る
。
以
下
、
墓
誌
か

ら
う
か
が
わ
れ
る
論
点
に
つ
い
て
、
行
論
の
便
か

ら
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
て
い
こ
う
。

【
張
全
義
一
党
の
消
長
】

彼
ら
の
中
核
と
い
う
べ
き
張
氏
同
族
集
団
の
墓

誌
、
表
4
の
D
・
G
・
H
か
ら
は
、
そ
の
消
長
が

端
的
に
う
か
が
え
る
。

ま
ず
、
全
義
の
父
張
誠
・
祖
父
張
璉
に
つ
い
て
、

表 3　編纂史料から知られる張全義の関与・起用した人物

人名、生没年 履歴、諸葛爽との関連。

①張衍
（?-912）

張全義の姪、猶子。実父は戦場で死亡。「衍楽読書為儒、始以經學就舉、
不中選。時諫議大夫鄭徽退居洛陽、以女妻之、遂命応詞科、不數上登第」。
唐昭宗の下、張全義の功から校書郎→左拾遺→翰林学士。後梁太祖の下で
は考功郎中→右諫議大夫。「衍巧生業、楽積聚」（『資治通鑑』巻 268、乾化
2年正月甲子、『旧五代史』巻 24、張衍伝）。

②鄭珏
（?-930）

唐昭宗朝の宰相鄭綮の姪孫。父の鄭徽は張全義の下で河南判官に。898～
900年に登第、弘文館校書→集賢校理→監察御史。後梁では起居郎→禮部
侍郎、「張全義皆有力焉」（『旧五代史』巻 58、鄭珏伝）。「少依（張）全義
居河南」とも（『新五代史』巻 54、鄭珏伝）。姉妹の一人は張衍に嫁ぐ（『旧
五代史』巻 24、張衍伝）。

③李敬義 李徳裕の孫。唐末「乃無心仕宦、退帰洛南平泉旧業。為河南尹張全義所知、
歳時給遺特厚、出入其門、欲署幕職、堅辭不就」。898年には、李徳裕の愛
した平泉别墅の怪石が張全義の監軍を務める宦官の下にあると知り、その
返還交渉を張全義に依頼（『旧五代史』巻 60、李敬義伝）。

④李專美
（883?-946?）

京兆万年県の人。曽祖は光禄卿、祖父は尚書庫部郎中で自らも文を学んだ
が、父が昭宗朝で科挙応試に失敗、これを恥じ以降「文場に遊ばず」。貞
明中（915～ 920）、張全義に奏され陸渾尉に。許州舞陽県令となって政声
あり。後唐天成中（926～ 929）、安邑榷塩使李肅に辟され推官となり、後
唐末帝にも直言、宣徽北院使に（『旧五代史』巻 93、李專美伝）。

⑤李渥 唐末の户部侍郎。「寓居雒都、素為全義所禮、光化三年（李）渥為禮部侍
郎知貢舉、（張）全義以書、薦託（張）珏方擢第（『冊府元亀』巻 828）。

⑥李肅
（?-960）

建州の人（『資治通鑑』巻 286、天福 12年正月癸丑）。「自雍之梁、齊王（張
全義）見之、愛其俊異、以女妻之」。後、制置安邑解県両池塩利、晋昌節
度副使など（『洛陽縉紳旧聞記』巻 2、「李少師賢妻」）。洛陽の思順坊に私
第有り、「肅仕唐、歴五代、至建隆初卒」（『河南志』巻 1、長夏門街之東第
一街、思順坊）。

⑦唐鴻 張全義の行状を撰す（『洛陽縉紳旧聞記』巻 2、「斎王張令公外伝」）。『唐鴻集』
5巻あり（『宋史』巻 208、芸文 7）。
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目
立
っ
た
事
跡
は
ど
の
墓
誌
に
も

見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、「
世
よ

田
農
を
為
す
」（『
旧
五
代
史
』
張

全
義
伝
）
と
い
う
の
は
事
実
で

あ
っ
た
と
見
て
間
違
い
な
か
ろ

う
。
全
恩
な
る
実
弟
の
名
は
こ
れ

ら
の
墓
誌
で
初
め
て
明
ら
か
に

な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
李
克
用
に

敗
れ
捕
ら
わ
れ
て
太
原
に
居
住
し

た
と
い
う
全
武
（『
新
五
代
史
』

張
全
義
伝
）
と
と
も
に
、
唐
昭
宗

か
ら
の
賜
名
で
あ
っ
た
「
全
義
」

（『
冊
府
元
亀
』
巻
八
二
五
）
の
う

ち
「
全
」
の
字
を
兄
弟
で
共
有
し
、

排
行
も
整
え
て
い
た
こ
と
が
確
認

で
き
る
。

洛
陽
防
衛
・
復
興
の
詳
細
に
つ

い
て
は
、
先
の
「
齊
王
外
伝
」
の

よ
う
な
具
体
的
記
述
は
見
当
た
ら

な
い
。
一
方
で
、
張
全
義
の
長
子

張
繼
業
の
墓
誌
（
D
）
に
は
、

九
〇
四
年
以
降
、
鄆
・
宋
・
鄭
・
亳
・

表 4　張全義一党に関する墓誌、その概要

墓誌名称 撰者その他（　　は人名） 生年～卒年、
死亡地点

埋葬年、
埋葬地点

A）張濛墓誌 朝議郎前行武衛長史任光嗣撰、孤子
張緯書、李仁瑋鐫字

856～ 916年 1
月、私第

916 年 2 月、 河
南県梓澤郷宣武
原（先塋は洛陽
県清風郷）

B）程紫霄墓誌 聴四子弟子前河南府録事参軍伏琛謹
記

855～ 920年 7
月、?

920 年 7 月、 邙
山三清観東北隅

C）儲徳充墓誌 朝散大夫河南府司録参軍兼殿中侍御
史柱国伏琛撰、将仕郎前守河南府福
昌県主簿呉仲舉書並篆

874 ～ 920 年
10月、?

920 年 12 月、壽
安県甘泉郷木連
村

D）張繼業墓誌 将仕郎前尚書屯田郎中充河南府推官
賜紫金魚袋唐鴻撰、外甥女婿左藏庫
副使朝散大夫守太府小卿柱国賜紫金
魚袋王鬱篆蓋、河南府随使押衙兼表
奏孔目官銀青光禄大夫検校国子祭酒
兼御史大夫上柱国趙榮奉命書

872?～925年 ?、
洛陽私第

925 年 2 月、 河
南県徐婁村
（先郡夫人（母姜
氏）塋之南隅）

E）張君妻蘇氏
墓誌

将仕郎検校尚書屯田員外郎守河南府
司録参軍緋魚袋王禹撰

876～ 925年 5
月、洛陽章善
里之私第

925 年 9 月、 河
南県梓澤郷宋村
（先塋）

F）王禹墓誌 前攝河南府長水県主簿将仕郎秘書省
校書郎李鸞撰並書

882～ 933年 3
月、洛邑之第

933 年 11 月、 河
南県平楽郷杜翟里

G）張季澄墓誌 弟張季鸞篆蓋、門吏中大夫尚書兵部
侍郎柱国賜紫金魚袋致弘農楊凝式
撰、前河陽随使押衙銀青光禄大夫検
校国子祭酒兼監察御史柱国郭興書

898～ 935年 7
月、洛都永泰
里之私第

936 年 2 月、 河
南県金谷郷徐婁
里（先塋）

H）張繼昇墓誌 門吏太中大夫守礼部尚書柱国賜紫金
魚袋致弘農楊凝式撰、将仕郎前守嬀
州録事参軍劉珙書、鐫字人韓延密、
賈知遠

896 ～ 939 年
10月、洛京之
私第

939 年 12 月、河
南県梓澤郷宋村
（大塋）

I）張季宣妻李
氏墓誌

文林郎前守懐州獲嘉県主簿胡煕載撰 ?～940年2月、
洛京私第

940 年 11 月、河
南県永楽郷徐婁
村（先太保（張
繼業）塋に附す）
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図
1　
張
全
義
一
党
家
系
図
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淄
・
沂
な
ど
周
辺
諸
州
の
長
官
や
河
陽
節
度
使
を
相
次
い
で
務
め
て

い
く
彼
が
、
す
で
に
確
立
し
て
い
た
ら
し
き
父
の
名
声
を
つ
ぎ
な
が

ら
「
仕
者
は
其
の
門
に
踵い
た

る
を
得
ざ
る
を
憂
え
、
農
者
は
其
の
野
を

耕
す
を
得
ざ
る
を
慮
り
、
工
者
は
百
廛
の
市
に
踴
躍
し
、
商
者
は
四

達
の
衢
に
鼓
舞
す
」
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
、
と
あ
る
。
一
見
無
個
性

な
美
辞
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
多
様
な
流
民
の
定
着
化
と
い
う
張
全

義
の
施
策
の
本
質
を
表
し
て
い
る
と
思
う
。

そ
の
子
張
季
澄
の
墓
誌
（
G
）
で
は
、全
義
・
繼
業
の
業
績
が
綿
々

と
詠
わ
れ
た
後
、
後
唐
支
配
下
で
の
墓
主
自
身
に
つ
い
て
「
或
い
は

経
史
を
討
論
し
、
或
い
は
琴
樽
を
賞
翫
す
」、「
而
し
て
又
た
釋
氏
に

心
を
帰
す
」
と
あ
り
、
洛
陽
自
体
の
社
会
的
復
興
の
進
展
、
張
氏
同

族
集
団
の
富
裕
化
を
う
か
が
わ
せ
る
。
そ
の
上
で
、
張
季
澄
の
埋
葬

の
翌
年
（
九
三
七
年
）
に
反
乱
へ
の
関
与
か
ら
誅
殺
さ
れ
る
張
繼
祚

そ
の
人
が
同
墓
誌
で
は
「
公
の
仲
父
」
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
、そ
し
て
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、そ
の
誅
殺
後
の
撰
述
で
あ
る
「
張

繼
昇
墓
誌
」（
H
）
で
は
、
張
繼
祚
ど
こ
ろ
か
張
全
義
の
事
跡
さ
え

も
一
切
記
さ
れ
ず
、
張
全
恩
の
系
統
の
み
に
慎
重
に
筆
が
と
ど
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
は
、
張
繼
祚
の
一
件
が
張
全
義
一
党
│
│
す
で
に
張

全
義
そ
の
人
は
亡
い
が
│
│
に
与
え
た
影
響
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

張
季
宣
へ
の
賛
辞
に
付
さ
れ
た
「
青
史
す
ら
猶
お
新
た
に
す
、
必
ず

や
公
侯
の
位
を
復
せ
ん
」（
I
）
と
の
願
望
は
、
つ
い
に
果
た
さ
れ

る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
。

な
お
、
墓
誌
E
・
G
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
私
第
は
や

は
り
洛
陽
城
の
東
南
に
位
置
し
て
い
る
。

【
張
全
義
麾
下
の
諸
官
僚
】

「
河
南
・
洛
陽
の
僚
佐
」
の
具
体
像
は
墓
誌
か
ら
明
瞭
に
見
て
と

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
個
々
人
の
詳
細
は
明
ら
か
に
し
難
い
も

の
の
、
墓
誌
の
撰
者
・
書
者
の
多
く
が
河
南
府
の
幕
僚
や
県
官
で
あ

る
こ
と
も
、
張
全
義
麾
下
の
行
政
官
の
陣
容
、
彼
ら
相
互
の
密
な
る

人
的
結
合
を
示
す
も
の
と
い
え
る
（
表
4
、
撰
者
そ
の
他
の
項
）。

も
っ
と
も
早
く
張
全
義
の
麾
下
に
入
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き

る
の
が
「
張
濛
墓
誌
」（
A
）
の
張
濛
の
事
例
で
あ
る
。
曾
祖
父
は

陝
州
夏
県
令
、祖
父
は
右
武
衛
倉
曹
参
軍
、父
は
塩
鉄
巡
覆
官
で
あ
っ

た
と
い
い
、「
少
く
し
て
儒
学
に
勤
め
、
将
に
郷
挙
を
修
め
ん
と
」

し
て
い
た
と
こ
ろ
、
い
ま
だ
懐
州
刺
史
で
あ
っ
た
張
全
義
が
「
将
に

勲
業
を
建
て
ん
と
し
て
士
を
求
め
る
に
切
な
り
。
乃
ち
早
に
其
の
名

を
知
り
、
即
ち
召
し
て
麾
下
に
居
」
さ
せ
た
、
と
い
う
。
以
降
は
張

全
義
の
下
で
財
政
職
を
担
当
し
、
そ
の
銘
其
四
に
も
、「
民
賦
兵
籍
、

咸
な
能
く
之
を
理
す
」
と
た
た
え
ら
れ
て
い
る
。
長
子
の
恪
は
河
陽

軍
同
節
度
副
使
、
娘
の
一
人
も
「
和
門
（
軍
人
）
の
令
子
」
で
あ
る

と
い
う
王
氏
に
嫁
い
で
い
る
。
軍
・
財
両
部
門
へ
の
近
し
さ
を
強
く

感
じ
さ
せ
る
、
洛
陽
に
墳
墓
を
持
つ
家
系
で
あ
る
と
と
も
に
、
張
濛

自
身
は
科
挙
受
験
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
留
意
し
た
い
。
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つ
い
で
、
洛
陽
に
入
っ
て
か
ら
の
張
全
義
の
麾
下
に
つ
い
て
知
ら

れ
る
の
が
、「
張
君
妻
蘇
氏
墓
誌
」（
E
）
に
記
さ
れ
る
蘇
氏
の
父
、

蘇
濬
卿
の
事
例
で
あ
る
。「
齊
王
（
張
全
義
）
洛
師
を
節
制
す
る
の

始
め
に
当
た
り
て
、
太
保
公
（
張
全
恩
）
分
れ
て
兵
戎
を
総
し
、
河

上
に
控
臨
す
。
時
に
密
邑
大
夫
（
蘇
濬
卿
）
孟
州
に
糾
せ
ら
れ
、
是

れ
を
以
て
姻
好
を
議
す
る
を
得
」
た
、
と
い
う
。
密
県
は
河
南
府
東

南
の
一
県
で
あ
り
、
張
全
義
の
洛
陽
到
来
後
に
そ
の
県
令
と
な
っ
た

と
い
う
な
ら
、「
齊
王
外
伝
」
に
語
ら
れ
る
洛
陽
各
県
の
県
令
の
一

人
が
彼
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

張
全
恩
の
女
を
め
と
っ
た
王
禹
（
F
）
は
天
祐
二
年
（
九
〇
五
）

と
い
う
唐
最
末
期
の
科
挙
合
格
者
で
、
許
州
扶
溝
県
主
簿
・
緱
氏
県

令
を
務
め
た
後
、
張
全
義
の
知
遇
を
得
て
澠
池
県
令
・
河
南
府
録
事

参
軍
・
長
水
県
令
を
歴
任
す
る
。
県
令
と
し
て
の
赴
任
先
は
い
ず
れ

も
河
南
府
内
で
あ
り
、
張
全
義
一
党
内
部
の
「
河
南
・
洛
陽
の
僚
佐
」

の
典
型
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

先
述
の
文
献
史
料
に
お
い
て
張
全
義
の
下
に
早
期
に
加
わ
っ
て
い

た
の
は
、
桑
維
翰
の
父
で
「
客
将
」
で
あ
っ
た
桑
拱
（『
旧
五
代
史
』

巻
八
九
、
桑
維
翰
伝
）
と
、
鄭
珏
の
父
で
河
南
判
官
と
な
っ
て
い
た

鄭
徽
（
表
3
の
②
）
で
あ
っ
た
。
鄭
徽
の
お
じ
で
あ
る
鄭
綮
も
科
挙

合
格
者
で
あ
っ
て
家
は
貧
し
く
、
本
来
は
宰
相
に
登
り
う
る
人
物
で

は
な
か
っ
た
と
い
う
（『
旧
唐
書
』
巻
一
七
九
、
鄭
綮
伝
）。
李
徳
裕

の
孫
で
、
張
全
義
に
援
助
を
求
め
つ
つ
も
そ
の
幕
職
に
就
く
こ
と
は

固
辞
し
た
李
敬
義
の
対
照
的
事
例
（
表
3
の
③
）
を
見
て
も
、
こ
れ

ら
唐
末
の
科
挙
受
験
者
層
、
下
級
地
方
官
層
こ
そ
が
、
張
全
義
の
下

に
集
っ
た
者
た
ち
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
懐
州
・
洛
陽

な
ど
に
流
寓
し
た
彼
ら
を
麾
下
に
加
え
る
こ
と
は
、
実
は
洛
陽
到
来

以
前
か
ら
張
全
義
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
彼
ら
と
の
婚
姻
関
係

も
結
ば
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。

【
洛
陽
遷
都
と
の
関
連
】

本
論
の
区
分
で
い
う
第
二
期
、
張
全
義
一
党
の
勢
力
拡
大
に
と
っ

て
、
長
安
か
ら
洛
陽
へ
の
遷
都
が
大
き
な
意
義
を
持
っ
た
で
あ
ろ
う

こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
先
に
見
た
張
氏
同
族
集
団
の
墓
誌
の
中

で
も
特
に
「
張
繼
業
墓
誌
」（
D
）
は
、「
既
に
官
業
彰
ら
か
」
で
あ
っ

た
墓
主
が
遷
都
を
機
に
「
仍
お
軍
聲
を
振
わ
せ
」、
六
宅
使
・
大
内

皇
牆
使
に
登
っ
た
と
記
述
し
て
い
る
。
で
は
、
張
氏
以
外
の
立
場
か

ら
見
れ
ば
、
そ
の
実
態
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

「
程
紫
霄
墓
誌
」（
B
）
は
、
二
〇
一
三
年
時
点
で
は
洛
陽
で
「
一

位
私
人
之
収
蔵
」
す
る
墓
誌
で
、
墓
主
は
道
教
史
に
お
い
て
唐
宋
間

の「
師
承
譜
系
」の
鍵
と
な
る
道
士
で
あ
る
と
い
う
。
本
墓
誌
に
よ
っ

て
、
右
神
策
軍
管
征
馬
都
将
の
父
を
も
つ
こ
と
、
張
全
義
の
推
薦
で

「
道
玄
先
生
」
の
号
を
得
、
壽
州
團
練
使
張
昌
孫）

10
（

の
保
護
を
う
け
洛

陽
で
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
（
雷
二
〇
一
三
）。

雷
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
父
か
ら
「
老
子
経
」
を
授
け
ら
れ
長
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安
で
高
位
を
得
て
い
た
程
紫
霄
が
洛
陽
に
東
遷
す
る
こ
と
と
な
っ
た

の
は
、
長
安
が
唐
末
に
被
っ
た
破
壊
と
洛
陽
遷
都
と
が
背
景
に
な
っ

て
い
た
と
見
て
間
違
い
な
く
、
先
の
表
3
に
見
ら
れ
た
諸
人
へ
の
支

援
と
同
様
の
そ
れ
が
、
程
紫
霄
に
対
し
て
も
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
、「
羅
綺
を
衣き

ず
、
心
に
釈
・
老
を
奉
じ
て
左

道
に
溺
れ
」
な
か
っ
た
と
い
う
（『
旧
五
代
史
』
張
全
義
伝
）、
張
全

義
の
信
仰
の
実
態
で
あ
っ
た
と
思
う
。
ま
た
「
聴
四
子
弟
子
」
と
の

自
称
や
文
面
か
ら
、
程
紫
霄
に
道
教
を
学
ん
だ
者
と
知
ら
れ
る
同
墓

誌
の
撰
者
前
河
南
府
録
事
参
軍
伏
琛
は
、「
儲
徳
充
墓
誌
」（
C
）
の

撰
者
で
も
あ
り
、
張
全
義
に
従
う
「
河
南
・
洛
陽
の
僚
佐
」
に
も
こ

う
し
た
宗
教
文
化
に
親
し
む
者
が
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

ま
た
、
墓
誌
G
・
H
の
撰
者
た
る
楊
凝
式
は
、
八
七
三
年
生
〜

九
五
四
年
没
、
華
州
華
陰
県
の
人
に
し
て
唐
末
五
代
の
代
表
的
書
家

で
あ
る
。
父
の
渉
は
唐
末
・
後
梁
の
宰
相
、
自
身
は
奔
放
奇
矯
な
行

動
で
「
狂
」「
楊
風
子
」
と
評
さ
れ
、
洛
陽
の
寺
観
に
多
く
の
書
を

残
し
た
（
石
田
一
九
八
一
）。
す
で
に
張
全
義
自
身
は
没
し
て
十
年

以
上
後
の
こ
れ
ら
墓
誌
の
撰
者
に
彼
を
起
用
で
き
る
こ
と
、そ
し
て
、

程
紫
霄
の
事
例
も
あ
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
唐
代
長
安
の
文
化
を
五
代

洛
陽
で
保
護
・
継
承
し
た
存
在
と
し
て
の
張
全
義
一
党
の
歴
史
的
役

割
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

【
朱
全
忠
と
の
関
連
】

先
に
も
ふ
れ
た
通
り
張
全
義
は
、
各
地
と
中
央
を
つ
な
ぐ
宋
代
文

臣
官
僚
制
の
起
点
と
も
評
さ
れ
（
佐
竹
一
九
九
二
）、
洛
陽
を
こ
え

た
広
域
と
の
関
連
・
連
絡
の
如
何
に
も
そ
の
考
察
の
意
義
が
認
め
ら

れ
る
存
在
で
あ
る
。
唐
末
か
ら
後
梁
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
は
特
に

朱
全
忠
個
人
と
の
関
連
の
如
何
と
し
て
問
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
こ
で
重
要
な
鍵
と
な
る
史
料
が「
儲
徳
充
墓
誌
」（
C
）で
あ
る
。

だ
が
ま
ず
は
行
論
上
、
墓
主
の
姑お
ば

、
墓
誌
中
に
い
う
「
魏
国
荘
恵
夫

人
」
に
当
た
る
張
全
義
の
妻
儲
氏
に
つ
い
て
、
や
や
詳
細
に
説
明
せ

ね
ば
な
ら
な
い
。

従
来
の
諸
編
纂
史
料
に
よ
る
限
り
、
儲
氏
は
張
全
義
唯
一
の
正
妻

と
解
さ
れ
る
。
乾
化
元
年
（
九
一
一
）
年
七
月
に
は
張
全
義
の
私
邸

を
訪
れ
た
朱
全
忠
に
よ
っ
て
陵
辱
さ
れ
な
が
ら
（『
通
鑑
』
巻

二
六
八
、
同
年
同
月
辛
丑
）、
夫
の
忠
誠
に
朱
全
忠
が
疑
念
を
抱
く

や
自
ら
交
渉
に
乗
り
出
し
、
時
に
は
夫
の
た
め
朱
全
忠
を
面
罵
し
て

こ
れ
を
圧
倒
す
る
な
ど
、「
明
敏
に
し
て
口
辯
有
り
」
と
称
賛
さ
れ

る
女
傑
で
あ
っ
た
（『
新
五
代
史
』
張
全
義
伝
）。

し
か
し
劉
連
香
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
張
氏
同
族
集
団
の
墓
誌

D
・
G
・
H
の
い
ず
れ
で
も
、
張
全
義
の
妻
は
「
姜
氏
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
編
纂
史
料
を
再
確
認
す
る
と
、
張
全
義
の
正
妻
の
卒

年
は
お
そ
く
と
も
九
二
一
年
ま
で
と
い
う
も
の
と
、
九
三
五
年
と
い

う
も
の
と
の
矛
盾
す
る
二
案
が
見
出
さ
れ
、
張
繼
業
ら
の
実
母
で
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あ
っ
た
姜
氏
は
九
二
一
年
ま
で
に
は
死
没
し
、
儲
氏
は
後
妻
ま
た
は

妾
と
し
て
迎
え
ら
れ
、
九
三
五
年
に
没
し
た
、
と
解
さ
れ
る
と
い
う

（
劉
二
〇
〇
四
）。

一
方
で
後
梁
に
お
い
て
は
、
朱
全
忠
の
荒
淫
の
犠
牲
者
と
い
う
形

で
、
儲
氏
に
類
似
す
る
立
場
の
女
性
の
姿
が
散
見
さ
れ
る
。
た
と
え

ば
知
崇
政
院
事
敬
翔
の
妻
劉
氏
は
、
唐
末
の
戦
乱
下
に
お
い
て
黄
巣

配
下
の
部
将
の
尚
譲
↓
武
寧
節
度
使
の
時
溥
↓
朱
全
忠
ら
の
下
を

「
妓
室
」
と
し
て
遍
歴
し
、
前
妻
と
死
別
し
て
い
た
敬
翔
に
下
賜
さ

れ
た
女
性
で
あ
っ
た
。
敬
翔
は
朱
全
忠
か
ら
「
軍
謀
政
術
、
一
に
以

て
こ
れ
に
諮
る
」
と
の
信
任
を
得
た
人
物
で
あ
っ
た
が
、
劉
氏
も
藍

田
県
令
の
父
を
持
ち
一
定
の
教
養
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
下
賜
さ
れ

た
後
も
「
太
祖
の
卧
内
に
出
入
し
」「
太
祖
の
勢
を
恃
」
ん
で
敬
翔

を
威
圧
、「
其
の
下
、
別
に
爪
牙
・
典
謁
を
置
き
、
幣
を
書
し
使
を

聘
い
、
藩
鎮
に
交
結
」
し
た
と
い
う
（『
旧
五
代
史
』
巻
一
八
、
敬

翔
伝
）。
若
干
の
飛
躍
を
あ
え
て
し
て
、
儲
氏
も
劉
氏
と
同
様
に
元

来
朱
全
忠
の
下
に
あ
り
、
後
に
張
全
義
に
下
賜
さ
れ
た
女
性
で
あ
っ

た
と
想
定
す
れ
ば
、両
者
が
張
全
義
の
私
邸
で
公
然
と
「
密
通
」
し
、

か
つ
ま
た
朱
全
忠
が
儲
氏
の
面
罵
に
苦
笑
し
つ
つ
引
き
下
が
っ
た
と

い
う
一
連
の
経
緯
も
、
自
然
な
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
。

そ
の
上
で
取
り
あ
げ
た
い
史
料
が
、
先
述
の
「
儲
徳
充
墓
誌
」
な

の
で
あ
る
。
劉
連
香
氏
の
研
究
な
ど
で
は
参
照
さ
れ
て
い
な
い
こ
の

墓
誌
の
墓
主
は
、
輝
州
（
宋
州
）
碭
山
の
人
、
父
は
孟
州
司
馬
兼
御

史
大
夫
で
、「
族
は
本
よ
り
高
強
に
し
て
家
は
唯
だ
純
粹
な
り
」
と

い
う
。
墓
主
自
身
に
つ
い
て
は
「
圯
橋
に
剣
を
学
」
ん
だ
と
も
、
ま

た
そ
の
銘
の
二
に
「
書
を
杏
壇
に
誦
し
、
剣
を
燕
市
に
学
ぶ
」
と
も

あ
り
、
圯
橋
は
張
良
が
苦
心
の
末
に
兵
書
を
授
か
っ
た
場
所
、
燕
市

と
は
荊
軻
が
飲
み
ふ
け
っ
た
場
所
で
あ
っ
た
故
事
を
ふ
ま
え
れ
ば
、

剣
客
的
・
任
侠
的
と
も
評
す
べ
き
前
半
生
へ
の
評
価
と
解
せ
ら
れ
る
。

黄
巣
の
長
安
入
城
後
に
は
父
か
ら
「
吾
が
血
属
既
に
多
し
、
汝 

方

に
齠
齔
、
尤
も
須
く
武
を
習
う
べ
し
」
と
言
わ
れ
、「
府
君 

有
力
な

る
こ
と
虎
の
如
く
、
剣 

剸
犀
と
い
う
べ
し
。
跬
歩
と
し
て
離
れ
ず
、

晨
昏 

定
省
す
」
と
あ
る
一
方
、
長
じ
て
も
官
僚
機
構
上
の
実
職
と

思
わ
れ
る
肩
書
き
の
な
い
墓
主
は
、
同
族
集
団
内
部
の
身
辺
警
護
に

生
涯
当
た
っ
た
人
物
で
は
な
か
っ
た
か
。

そ
し
て
彼
ら
一
族
が
「
家
を
郟
鄏
（
洛
陽
）
に
徙
す
」
契
機
と
な
っ

た
の
が
、「
夫
に
従
い
京
洛
を
撫
寧
」
し
て
い
た
、
魏
国
荘
恵
夫
人

た
る
墓
主
の
姑
、
す
な
わ
ち
張
全
義
の
夫
人
儲
氏
で
あ
っ
た
。
こ
れ

よ
り
一
族
は
「
累
ね
て
渥
澤
に
沐
し
」
た
と
い
い
、
事
実
墓
主
の
弟

ら
は
内
園
使
・
六
軍
諸
衛
左
親
事
都
将
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
友
永

植
氏
に
よ
る
唐
代
内
官
・
宋
代
武
班
官
研
究
に
よ
れ
ば
、
内
園
使
と

は
朱
全
忠
に
よ
っ
て
唐
末
に
そ
の
担
い
手
た
る
宦
官
が
虐
殺
さ
れ
た

と
い
う
内
官
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
ま
た
六
軍
諸
衛
と
は
、
こ
の
宦
官

掃
討
に
際
し
て
朱
全
忠
に
協
力
し
た
崔
胤
が
、
旧
宦
官
指
揮
下
の
兵

力
を
吸
収
し
て
結
成
し
た
「
六
軍
十
二
衛
」
の
下
に
あ
っ
た
と
思
わ
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れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
儲
氏
一
族
こ
そ
、
宦
官
に
代
わ
っ
て
そ
の

職
務
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
「
朱
全
忠
之
腹
心
」「
彼
に
お
け
る
家

産
官
僚
的
な
人
材
」（
友
永
二
〇
〇
八
、 

八
〜
九
頁
）
で
あ
っ
た
。

以
上
の
事
柄
を
儲
氏
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
彼
女
は
こ
れ
ら
同
族
集

団
を
そ
の
背
後
に
擁
し
、
ま
た
、
宋
州
碭
山
の
出
身
と
い
う
、
朱
全

忠
や
そ
の
皇
后
張
氏）

11
（

と
の
同
郷
関
係
さ
え
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
す
な
わ
ち
儲
氏
は
単
に
自
ら
が
胆
力
あ
る
女
傑
で
あ
っ
た
と
い

う
の
で
な
く
、
張
全
義
の
下
に
在
り
つ
つ
、
独
自
の
実
力
・
権
力
の

基
盤
を
も
備
え
て
い
た
。
そ
れ
は
、
夫
と
の
関
係
に
お
い
て
は
対
照

的
な
敬
翔
の
妻
劉
氏
が
有
し
た
も
の
に
類
す
る
、
幕
僚
集
団
と
も
見

ま
が
う
ほ
ど
に
拡
大
さ
れ
た
家
政
機
構
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

実
は
こ
の
よ
う
な
機
構
を
運
用
し
た
夫
人
の
例
は
、
五
代
前
半
に

お
い
て
劉
氏
以
外
に
も
は
る
か
に
好
意
的
な
筆
致
の
下
に
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
、
本
論
で
は
再
三
引
用
し
た
「
齊
王
外
伝
」

に
続
き
、
張
齊
賢
『
洛
陽
搢
紳
旧
聞
記
』
巻
二
に
見
え
る
「
李
少
師

賢
妻
」
の
記
述
で
あ
る
。
同
記
事
で
は
、
表
3
の
⑥
に
も
示
し
た
李

少
師
こ
と
李
肅
の
経
歴
に
お
い
て
、
彼
に
嫁
い
だ
張
全
義
の
一
女
た

る
張
氏
に
大
い
に
功
が
あ
っ
た
と
謳
う
。
彼
女
は
平
生
か
ら
「
夫
と

院
を
別
に
し
、
李
公
の
院
姫
妾
数
十
人
な
れ
ば
、
夫
人
も
亦
た
数
十

人
」
と
い
い
、夫
院
の
動
静
を
う
か
が
っ
て
誤
り
が
あ
れ
ば
正
し
た
。

後
晋
以
前
の
こ
と
、
官
庫
の
物
品
を
盗
用
し
た
と
い
う
夫
へ
の
讒
言

を
独
自
に
察
知
し
、
独
力
に
て
彼
を
救
っ
た
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
『
洛
陽
搢
紳
旧
聞
記
』
の
撰
者
張
齊
賢
は
、
か
つ
て
李

肅
の
門
下
に
客
と
な
る
こ
と
久
し
く
、
李
肅
の
死
に
際
し
て
は
そ
の

葬
事
も
営
ん
だ
と
い
う
（『
宋
史
』
巻
二
六
五
、
張
齊
賢
伝
）。
そ
の

よ
う
な
彼
が
称
え
つ
つ
述
べ
た
「
賢
妻
」
の
様
相
が
、
先
の
敬
翔
の

妻
劉
氏
の
そ
れ
と
通
底
す
る
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
女
性
の
行
動

と
彼
女
ら
の
有
し
た
拡
大
型
家
政
機
構
が
、
五
代
前
半
の
洛
陽
・
河

南
に
お
い
て
広
く
見
ら
れ
た
こ
と
の
反
映
で
は
な
い
か
。
劉
氏
に
関

す
る
記
述
が
「
当
時
の
貴
達
の
家
、
従
い
て
之
に
效
う
。
敗
俗
の
甚

だ
し
き
な
り
」（『
旧
五
代
史
』
巻
一
八
、
敬
翔
伝
）
と
結
論
す
る
の

は
、
後
梁
へ
の
歴
史
的
批
判
を
優
先
さ
せ
た
後
世
の
視
座
が
、
社
会

的
背
景
と
劉
氏
と
い
う
一
事
例
か
ら
の
影
響
と
を
取
り
違
え
た
結
果

で
あ
る
と
思
う
。

そ
し
て
、
朱
全
忠
の
下
に
い
た
そ
の
他
の
女
性
た
ち
も
、
同
様
の

背
景
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
疑
わ
れ
る
。
朱
全
忠
の
息
子
の
一
人
で

父
か
ら
最
も
期
待
さ
れ
た
朱
友
文
の
妻
王
氏
も
、
日
常
的
に
朱
全
忠

の
傍
ら
に
侍
り
つ
つ
、義
父
と
夫
と
の
連
絡
役
を
務
め
て
い
た
（『
通

鑑
』
巻
二
六
八
、
乾
化
二
年
（
九
一
二
）
閏
五
月
）。
同
記
事
で
は

他
の
息
子
、
朱
友
珪
の
妻
張
氏
も
と
も
に
「
朝
夕
、
帝
側
に
侍
」
し

て
お
り
、
さ
ら
に
「
諸
子 

外
に
在
り
と
雖
も
、
常
に
其
の
婦
を
徴

し
て
入
侍
」
さ
せ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
息
子
た
ち
の
夫
人

の
多
く
に
及
ん
だ
処
遇
で
あ
っ
た
と
知
ら
れ
る
。
か
く
も
多
数
に
の

ぼ
る
事
例
を
、
す
べ
て
朱
全
忠
個
人
の
性
的
嗜
好
の
み
に
よ
る
も
の
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と
解
す
る
の
は
、
や
は
り
後
梁
に
対
す
る
積
年
の
歴
史
的
評
価
の
偏

向
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い）

12
（

。
あ
る
い
は
当
初
彼
の
嗜
好
に
発
し
た
も

の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
女
性
た
ち
が
実
質
的
に
朱
全
忠

と
臣
下
・
息
子
ら
と
の
連
絡
・
調
整
役
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
は
認

め
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

ま
と
め

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
を
本
論
の
所
期
の
目
的
か
ら
総
括

す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

ま
ず
「
沙
陀
系
王
朝
」
論
へ
の
応
答
と
し
て
確
認
す
る
と
、
張
全

義
一
党
の
民
族
的
特
性
は
や
は
り
沙
陀
族
や
ソ
グ
ド
系
の
そ
れ
で
は

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
洛
陽
で
も
多
数
出
土
し
て
い
る
ソ
グ
ド
系

勢
力
の
墓
誌
銘
か
ら
知
ら
れ
る
彼
ら
の
居
住
地
・
埋
葬
地
（
福
島

二
〇
一
三
）
と
、
本
論
に
見
た
張
全
義
一
党
の
そ
れ
と
は
空
間
的
に

は
重
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、張
氏
同
族
集
団
や
そ
の
配
下
・

婚
族
に
も
そ
う
し
た
特
徴
は
見
ら
れ
な
い
。

し
か
し
逆
に
、
一
党
が
初
期
に
依
拠
し
た
職
掌
に
お
い
て
は
、
沙

陀
系
王
朝
の
中
心
と
な
っ
た
勢
力
と
も
類
似
す
る
点
が
見
出
さ
れ

る
。
と
い
う
の
も
、
先
の
墓
誌
史
料
か
ら
張
全
義
の
最
も
早
期
の
幕

僚
と
知
ら
れ
た
張
濛
は
財
政
運
営
上
の
能
力
に
お
い
て
こ
そ
称
賛
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
父
も
塩
鉄
巡
覆
官
で
、
張
全
義
自
身
に
し
て
か
ら

が
そ
も
そ
も
黄
巣
政
権
下
で
は
「
水
運
使
」
に
つ
い
て
い
た
。
同
政

権
下
で
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
水
運
使
と
言
え
ば
唐
後

半
で
は
六
城
水
運
使
・
代
北
水
運
使
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
。
前

者
は
霊
州
か
ら
黄
河
を
下
っ
て
勝
州
・
振
武
軍
へ
と
連
な
る
地
域
を

管
轄
と
し
た
北
辺
財
政
使
職
で
（
丸
橋
二
〇
〇
六
、 

九
八
〜
一
〇
〇

頁
）、
後
者
は
河
東
か
ら
北
辺
方
面
の
軍
糧
補
給
体
制
を
担
い
、
唐

末
に
こ
れ
を
占
拠
し
て
財
源
と
し
た
の
が
李
克
用
の
勢
力
に
他
な
ら

な
か
っ
た
（
西
村
二
〇
〇
八
、 

二
〇
〇
九
）。
民
族
的
に
は
異
質
な

沙
陀
族
・
ソ
グ
ド
系
勢
力
と
張
全
義
一
党
と
は
、
唐
末
華
北
の
財
政

使
職
と
い
う
そ
の
制
度
的
背
景
に
お
い
て
は
、
双
生
児
の
ご
と
き
関

係
に
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。

一
見
農
本
主
義
的
な
張
全
義
一
党
の
出
発
点
が
こ
う
し
た
職
掌
に

こ
そ
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
洛
陽
と
い
う
局
所
に
お
け
る
彼
ら
の
復
興

へ
の
営
為
は
、
む
し
ろ
多
州
間
で
の
連
絡
と
物
資
の
輸
送
と
を
前
提

と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
と
ら
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、

宋
代
文
臣
官
僚
制
の
起
点
と
し
て
彼
ら
を
と
ら
え
る
上
で
も
重
要
な

意
味
を
持
と
う
。
ま
た
、
本
論
で
見
出
さ
れ
た
彼
ら
後
梁
政
権
下
の

諸
勢
力
の
特
徴
、
す
な
わ
ち
皇
帝
朱
全
忠
と
の
連
絡
・
調
整
役
を
務

め
た
妻
妾
と
そ
の
拡
大
型
家
政
機
構
に
つ
い
て
も
、
い
っ
そ
う
大
き

な
意
義
を
認
め
る
必
要
性
が
生
じ
て
く
る
。
夫
と
そ
の
妻
妾
が
外
部

へ
の
連
絡
体
制
を
複
線
的
に
有
す
る
こ
と
は
、
敬
翔
の
妻
劉
氏
・
張

全
義
の
妻
儲
氏
・
李
肅
の
妻
張
氏
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
形



64

で
の
男
女
関
係
と
し
て
現
れ
、
記
述
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
社
会

と
官
僚
機
構
の
双
方
が
荒
廃
を
極
め
た
唐
末
の
状
況
を
思
え
ば
、
こ

れ
こ
そ
が
当
時
の
開
封
・
洛
陽
間
で
一
府
一
州
を
こ
え
た
統
合
を
か

ろ
う
じ
て
成
立
さ
せ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
い
え
ば
、張
全
義
一
党
の
特
色
で
あ
り
限
界
で
も
あ
っ
た
、

同
族
経
営
的
性
格
の
評
価
に
も
注
意
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
法
の
運

営
に
公
正
を
欠
き
、
幕
僚
も
「
厮
僕
」
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
彼

ら
の
姿
は
、
中
国
史
上
に
普
遍
的
な
貪
官
汚
吏
の
一
典
型
と
も
見
え

る
。
し
か
し
彼
ら
は
平
穏
な
時
代
に
任
地
で
易
々
と
賄
賂
を
手
に
し

た
一
官
僚
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
全
国
的
な
官
僚
機
構
が
破
綻

し
た
唐
末
に
あ
っ
て
、
百
戸
に
ま
で
人
口
の
減
少
し
た
洛
陽
を
拠
点

と
し
て
出
発
し
た
存
在
で
あ
っ
た
。
軍
事
的
・
財
政
的
に
は
常
に
周

囲
の
勢
力
に
従
属
す
る
反
面
、
洛
陽
の
復
興
に
お
い
て
は
常
に
主
体

的
・
能
動
的
で
あ
っ
た
彼
ら
の
行
動
は
、
同
族
を
中
心
と
す
る
も
の

で
あ
れ
ば
こ
そ
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、「
良
玉
の
微
瑕
」（『
旧
五

代
史
』
張
全
義
伝
）
と
惜
し
ま
れ
た
既
述
の
欠
点
も
、
官
僚
機
構
と

洛
陽
の
社
会
経
済
が
相
応
に
復
興
し
た
後
に
こ
そ
問
題
化
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。

整
備
さ
れ
た
官
僚
機
構
の
下
で
は
「
腐
敗
」「
敗
俗
」
に
つ
な
が

る
こ
う
し
た
性
格
こ
そ
、
張
全
義
夫
人
儲
氏
ら
に
見
え
る
女
性
の
政

治
的
役
割
や
儲
徳
充
の
任
侠
的
性
格
も
ふ
く
め
、
危
機
の
時
代
に

あ
っ
て
発
揮
さ
れ
た
社
会
的
復
元
力
の
源
泉
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
沙

陀
・
ソ
グ
ド
系
以
外
の
い
か
な
る
民
族
的
特
性
に
由
来
す
る
か
は
措

く
と
し
て
、
後
梁
を
北
宋
へ
と
つ
な
が
る
再
建
の
始
期
と
と
ら
え
る

時
、
彼
ら
の
歴
史
的
個
性
と
役
割
を
看
過
し
て
そ
の
時
代
史
を
叙
述

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。
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〇
一
一
）「
輯
補
『
旧
五
代
史
・
梁
太
祖
本
紀
』
導
言
」（『
隋

唐
遼
宋
金
元
史
論
叢
』
第
一
輯
、
紫
禁
城
出
版
社
、
二
一
三
〜
二
三
三

頁
）

　
注

（
1
）　
「
地
主
国
家
」
と
し
て
宋
朝
を
と
ら
え
る
理
解
に
つ
い
て
は
、
佐

竹
靖
彦
氏
の
所
論
（
佐
竹
一
九
九
〇
、 

七
三
五
〜
七
三
八
頁
）
を
あ

げ
て
お
く
。

（
2
）　

兵
権
回
収
や
中
央
集
権
化
な
ど
で
は
な
く
、
契
丹
と
の
対
決
と
い

う
政
治
的
選
択
と
中
華
思
想
に
基
づ
く
そ
の
理
論
武
装
に
つ
い
て
世

宗
を
評
価
す
る
研
究
は
従
来
数
少
な
く
、
岡
崎
文
夫
・
寺
地
遵
両
氏

の
そ
れ
が
あ
げ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
（
岡
崎
一
九
九
五
、 

三
四
八
〜

三
五
〇
頁
、
寺
地
一
九
八
三
、 

一
〇
七
〜
一
一
〇
頁
）。

（
3
）　

厳
密
に
言
え
ば
張
全
義
の
洛
陽
へ
の
関
与
の
始
ま
り
は
、「
蔡
賊
」

孫
儒
を
退
け
て
こ
こ
を
占
拠
し
た
こ
と
に
よ
る
八
八
七
年
と
、
魏
王

へ
の
封
爵
な
ど
に
よ
る
九
〇
七
年
と
の
二
説
が
あ
り
、
こ
の
間
に
洛

陽
の
長
官
で
あ
っ
た
と
い
う
他
の
人
物
の
名
も
複
数
あ
げ
ら
れ
る

（
郁
賢
皓
『
唐
刺
史
考
全
編
』、
安
徽
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、

六
二
一
頁
）。
し
か
し
こ
の
間
に
も
張
全
義
の
洛
陽
防
衛
・
復
興
の

事
跡
は
記
録
さ
れ
て
お
り
、
九
〇
五
年
に
は
こ
れ
を
称
え
た
詔
勅
も
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出
さ
れ
て
い
る
（『
冊
府
元
亀
』
巻
二
五
、
天
祐
二
年
八
月
）
こ
と

か
ら
、
実
質
的
に
は
八
八
七
年
以
降
一
貫
し
て
彼
に
よ
る
支
配
が
な

さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
4
）　

張
全
義
の
忠
誠
に
疑
念
を
抱
い
た
朱
全
忠
に
対
す
る
妻
儲
氏
の
言

（
本
文
で
詳
述
）、
反
乱
に
関
与
し
た
張
繼
祚
の
罪
を
そ
の
妻
子
ま
で

に
止
め
る
よ
う
説
い
た
李
濤
の
上
疏（『
宋
史
』巻
二
六
二
、李
濤
伝
）、

な
ど
。

（
5
）　
『
旧
五
代
史
』
巻
六
三
お
よ
び
『
新
五
代
史
』
巻
四
五
の
張
全
義
伝
。

頻
用
す
る
た
め
以
下
本
論
で
は
巻
数
は
省
略
し
、
各
書
の
張
全
義
伝

と
の
み
記
す
。

（
6
）　

こ
う
し
た
中
で
劉
連
香
氏
の
論
文
二
編
（
劉
二
〇
〇
二
お
よ
び

二
〇
〇
四
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
従
来
の
編
纂
史
料
と
新
出
墓
誌
史
料
か

ら
張
全
義
に
つ
い
て
の
考
察
を
展
開
し
て
お
り
、
特
に
そ
の
同
族
集

団
に
つ
い
て
知
る
上
で
筆
者
も
大
い
に
参
考
と
し
た
。

（
7
）　

客
将
も
ま
た
節
度
使
管
下
に
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
主
な
職
掌
は

他
藩
か
ら
の
使
節
な
ど
へ
の
応
対
に
あ
っ
た
。

（
8
）　
『
旧
五
代
史
』
巻
六
、
後
梁
乾
化
元
年
（
九
一
一
）
五
月
、『
冊
府

元
亀
』
巻
二
〇
五
、
乾
化
五
年
（
九
一
五
）
五
月
癸
巳
。
ま
た
、
唐

末
に
張
全
義
が
移
転
さ
せ
た
洛
陽
の
府
廨
は
臨
闤
坊
、
張
全
義
の
祠

堂
・
生
祠
は
綏
福
坊
、
父
が
張
全
義
の
副
将
で
あ
っ
た
桑
維
翰
の
本

貫
は
賢
相
坊
（
章
善
坊
）
に
あ
っ
た
と
い
い
（『
河
南
志
』
巻
一
、

長
夏
門
街
之
東
第
三
街
お
よ
び
第
四
街
、
各
坊
の
条
）、
す
べ
て
洛

陽
城
の
東
南
に
位
置
す
る
。
さ
ら
に
ま
た
「
疑
う
ら
く
は
張
全
義
の

南
州
を
保
つ
時
、
壘
垣
を
築
く
所
な
ら
ん
」
と
さ
れ
る
福
善
坊
も
、

南
市
の
西
に
接
し
て
い
る
（
同
書
同
巻
、
長
夏
門
街
之
東
第
一
街
、

福
善
坊
・
福
善
坡
）。

（
9
）　

洛
陽
市
第
二
文
物
工
作
隊
ほ
か
編
『
洛
陽
新
獲
墓
誌
』、
文
物
出

版
社
、
一
九
九
六
年
、
な
ど
。
ま
た
各
墓
誌
へ
の
考
察
に
つ
い
て
、

李
ら
一
九
九
三
、
劉
二
〇
〇
二
、
劉
二
〇
〇
四
な
ど
を
参
考
と
し
た
。

（
10
）　

張
昌
孫
は
、『
旧
五
代
史
』
巻
五
、
梁
太
祖
開
平
四
年
（
九
一
〇
）

四
月
丙
戌
に
「
河
南
張
昌
孫
」
と
あ
る
他
、
同
書
巻
九
の
梁
末
帝
貞

明
三
年
九
月
甲
辰
で
は
壽
州
團
練
使
に
充
て
ら
れ
、
翌
年
の
九
月
乙

未
に
も
そ
の
名
が
見
え
る
人
物
で
あ
る
。
張
全
義
と
の
関
係
を
思
わ

せ
る
け
れ
ど
も
、
本
論
で
は
特
定
で
き
な
か
っ
た
。

（
11
）　
『
旧
五
代
史
』
巻
一
、
梁
太
祖
紀
一
、
お
よ
び
『
冊
府
元
亀
』
巻

一
七
、「
梁
祖
張
夫
人
」、
に
よ
れ
ば
、
両
者
は
と
も
に
碭
山
の
出
身

で
あ
る
。

（
12
）　

筆
者
も
朱
全
忠
の
荒
淫
と
い
う
歴
史
的
実
態
そ
の
も
の
を
否
定
す

る
わ
け
で
は
な
い
。
朱
友
珪
の
母
（
姓
名
不
詳
）
は
も
と
亳
州
の
營

妓
で
あ
り
、
同
地
に
宿
営
し
た
朱
全
忠
に
よ
り
「
召
し
て
侍
寢
す
。

月
余
、
將
に
こ
れ
を
捨
て
去
ら
ん
と
す
る
に
、
娠
を
以
て
告
」
し
た

と
い
う
（『
通
鑑
』
巻
二
六
八
、
乾
化
二
年
（
九
一
二
）
五
月
丙
寅

の
注
）。
し
か
し
、
彼
の
悪
し
き
性
癖
の
最
た
る
証
左
と
見
え
る
こ

の
事
例
で
も
、
こ
の
女
性
は
姓
名
も
伝
わ
ら
ぬ
天
涯
孤
独
の
身
と
思

わ
れ
、
張
全
義
の
妻
儲
氏
ら
と
は
む
し
ろ
相
違
性
が
顕
著
で
あ
る
こ

と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。


