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窪
添
慶
文
氏
は
�
魏
晋
南
北
朝
�
と
り
わ
け
北
魏
時
代
の
官
僚
制

度
に
関
す
る
手
堅
い
実
証
的
研
究
で
知
ら
れ
て
い
る
�
本
書
収
載
論

文
の
多
く
は
�
北
魏
官
僚
制
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
�
著
者
最
初

の
公
刊
論
文
で
あ
る
第
一
部
第
十
章
を
は
じ
め
�
序
章
�
第
二
部
第

一
章
な
ど
は
�
魏
晋
南
北
朝
な
い
し
は
南
北
朝
全
体
を
と
り
あ
つ

か
�
て
い
る
し
�
北
魏
に
関
す
る
論
文
で
も
�
魏
晋
あ
る
い
は
南
朝

と
の
比
較
に
論
及
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
�
こ
れ
ら
の
論
文
名
に

つ
い
て
は
�
次
掲
の
目
次
を
参
照
さ
れ
た
い
�
な
お
�
�　

�
内
は

初
出
年
次
を
示
す
�　
　

序
章　

日
本
に
お
け
る
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
官
僚
制
度
研
究

�
第
一
部　

中
央
と
地
方
の
官
僚
制
�

第
一
章　

北
魏
前
期
の
尚
書
省
に
つ
い
て 
�
一
九
七
八
�

第
二
章　

北
魏
門
下
省
初
稿 

�
一
九
九
〇
�

第
三
章　

北
魏
初
期
の
将
軍
号 

�
一
九
八
〇
�

第
四
章　

北
魏
に
お
け
る
�
光
禄
大
夫
�                 

�
一
九
九
二
�

第
五
章　

北
魏
の
州
の
等
級
に
つ
い
て                 

�
一
九
八
八
�

第
六
章　

北
魏
に
お
け
る
贈
官
を
め
ぐ
�
て            

�
二
〇
〇
〇
�

第
七
章　

北
魏
の
太
子
監
国
制
度　
　
　
　
　
　
　
　

�
二
〇
〇
〇
�

第
八
章　

北
魏
の
地
方
軍
�
特
に
州
軍
�
に
つ
い
て　

�
一
九
八
四
�

第
九
章　

北
魏
の
都
督―

―

軍
事
面
か
ら
み
た
中
央
と
地
方 

�
二
〇
〇
〇
�

第
十
章　

魏
晋
南
北
朝
に
お
け
る
地
方
官
の
本
籍
地
任
用
に
つ
い
て

 

�
一
九
七
四
�

▼

一

▲

第
十
一
章

四
世
紀
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係

　

―
―

官
爵
号
を
中
心
と
し
て　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
一
九
八
二
�

�
第
二
部　

官
僚
制
の
内
部
�

第
一
章　

国
家
と
政
治 

�
一
九
九
七
�

第
二
章　

北
魏
後
期
の
政
争
と
意
志
決
定　
　
　
　
　

�
一
九
九
九
�

第
三
章　

北
魏
の
議 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
二
〇
〇
二
�

�
第
三
部　

官
僚
制
と
宗
室
�

第
一
章　

河
陰
の
変
小
考 

�
一
九
八
八
�

第
二
章　

北
魏
の
宗
室 

�
一
九
九
九
�

第
三
章　

本
貫
�
居
住
地
�
葬
地
か
ら
見
た
北
魏
宗
室 �

二
〇
〇
二
�

あ
と
が
き

　

右
の
よ
う
な
構
成
を
も
つ
大
著
の
内
容
を
満
遍
な
く
紹
介
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
り
�
評
者
の
関
心
に
引
き
付
け
た
偏
向
あ
る
書
評
で

ク
リ
�
ク
す
る
と
次
の
段
に
ジ
�
ン
プ
し
ま
す
�

窪
添
慶
文
著

�
魏
晋
南
北
朝
官
僚
制
研
究
�

Ａ
５
判
・
五
四
六
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・
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〇
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あ
る
こ
と
を
最
初
に
お
断
り
し
て
お
く
�

　

ま
ず
序
章
で
あ
る
が
�
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
官
僚
制
度
に
つ
い
て

の
日
本
に
お
け
る
研
究
動
向
が
�
ご
く
最
近
の
研
究
を
含
め
て
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
�
魏
晋
南
北
朝
史
の
研
究
動
向
を
解
説
し
た
論
文

が
�
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
研
究
に
論
及
す
る
こ
と
が
稀
な
現
状
に

あ
�
て
�
官
僚
制
度
に
限
る
と
は
い
え
�
最
近
ま
で
の
研
究
動
向
を

整
理
し
検
討
を
加
え
ら
れ
た
意
義
は
大
き
い
�
ま
た
�
本
書
収
載
の

諸
論
文
の
研
究
史
的
位
置
づ
け
も
�
こ
の
序
章
を
読
む
こ
と
に
よ
�

て
理
解
で
き
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
�
た
だ
�
官
僚
制
度
全
般

の
研
究
動
向
を
述
べ
る
な
か
に
�
本
書
収
載
の
個
別
論
文
に
つ
い
て

の
論
及
が
分
散
し
て
記
述
さ
れ
る
た
め
�
本
書
の
目
的
や
全
体
像
が

明
示
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
�
こ
の
序
章
を
て
い
ね
い
に
読

め
ば
了
解
で
き
る
こ
と
で
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
�
な
お
一
工
夫

あ
れ
ば
よ
か
�
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
点
で
あ
る
�
以
下
�
本
書

の
章
立
て
の
順
に
は
よ
ら
ず
�
著
者
の
研
究
の
歩
み
を
た
ど
る
形

で
�
評
者
が
と
く
に
関
心
を
も
�
た
論
文
に
つ
い
て
み
て
い
く
�

　

本
書
収
載
論
文
の
な
か
で
も
最
初
の
公
刊
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で

な
く
�
そ
の
長
大
重
厚
な
内
容
で
異
彩
を
放
つ
雄
編
が
先
に
も
ふ
れ

た
第
一
部
第
十
章
で
あ
る
�
本
論
文
は
�
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
と
り

わ
け
多
く
見
ら
れ
る
地
方
長
官
の
本
籍
地
任
用
の
事
例
を
網
羅
的
に

収
集
し
て
�
数
代
に
わ
た
�
て
本
籍
地
長
官
を
輩
出
す
る
家
が
多
数

見
ら
れ
る
こ
と
�
そ
の
家
が
宗
族
を
中
心
と
し
て
郷
里
に
強
い
影
響

力
を
持
�
て
い
た
こ
と
が
就
任
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
�
そ
れ
ら

の
家
に
は
名
族
と
さ
れ
る
存
在
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
�
こ
れ
ら
は
�
内
藤
湖
南
以
来
の
歴
史
を
も
つ

貴
族
制
研
究
と
密
接
に
か
か
わ
る
論
点
で
あ
り
�
門
閥
を
中
央
国
家

権
力
に
の
み
依
存
す
る
と
考
え
る
寄
生
官
僚
論
に
対
す
る
反
証
と
も

な
り
う
る
事
実
で
あ
�
た
が
�
著
者
は
慎
重
に
も
�
門
閥
論
の
一
道

標
と
本
論
文
を
位
置
づ
け
て
い
る
�

　

そ
の
後
�
著
者
は
�
貴
族
制
研
究
進
展
の
た
め
に
は
�
官
僚
制
度

の
理
解
が
不
可
欠
と
の
立
場
か
ら
�
貴
族
制
に
直
結
す
る
問
題
か
ら

は
や
や
距
離
を
お
く
形
で
�
北
魏
の
官
僚
制
度
の
研
究
に
邁
進
す

る
�　

　

そ
の
最
初
の
論
文
が
第
一
部
第
一
章
で
あ
る
�
北
魏
前
半
期
の
尚

書
制
度
の
独
特
な
あ
り
方
は
�
胡
族
と
漢
人
の
関
係
と
い
う
大
問
題

を
背
景
と
し
て
お
り
�
厳
耕
望
�
北
魏
尚
書
制
度
考
���
中
央
研
究

院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
�
一
八
�
一
九
四
八
�
な
ど
の
業
績
が
公

表
さ
れ
て
い
た
�
改
め
て
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
著
者
は
�
尚
書

省
の
廃
止
は
道
武
帝
時
の
ご
く
一
時
期
で
あ
り
�
他
は
一
貫
し
て
尚

書
省
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
�
従
来
の
研
究
に
大

き
な
修
正
を
迫
�
た
の
で
あ
る
�
本
論
文
は
�
こ
の
よ
う
に
実
証
的

成
果
を
あ
げ
て
い
る
が
�
孝
文
帝
改
制
以
前
の
北
魏
独
特
の
制
度
や

八
座
の
会
議
な
ど
に
も
論
及
さ
れ
て
い
て
�
以
後
の
研
究
の
方
向
付

け
が
行
わ
れ
て
い
る
点
で
も
注
目
に
値
し
よ
う
�

　

尚
書
省
に
続
い
て
門
下
省
を
俎
上
に
載
せ
た
の
が
�
第
一
部
第
二

章
で
あ
る
�
本
論
文
で
は
北
魏
前
期
と
後
期
と
に
お
け
る
門
下
省
の

機
能
の
相
違
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
�
前
期
に
お
い
て
は
�
尚
書
を
中

心
と
す
る
行
政
機
構
に
関
与
し
�
そ
の
一
方
で
�
尚
書
の
奏
事
を
省

る
�
側
面
が
弱
め
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
�
孝
文
帝
改
制
に
よ
�
て

制
度
的
に
は
行
政
へ
の
関
与
を
弱
め
��
尚
書
の
奏
事
を
省
る
�
機
能

が
復
活
し
�
駁
奏
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
�
た
�
後
期
の
中
で
も
孝

明
帝
期
�
五
一
五
�
五
二
八
�
に
は
�
軍
職
を
兼
ね
る
な
ど
の
事
由

も
あ
�
て
�
侍
中
に
任
じ
た
人
物
が
権
力
を
得
た
の
を
バ
ネ
に
門
下

の
力
が
強
ま
り
�
ま
た
門
下
が
輔
政
の
場
と
な
り
�
中
書
の
持
�
て

い
た
草
制
権
の
一
部
を
継
承
す
る
と
い
う
制
度
的
な
支
え
に
よ
�

て
�
門
下
が
政
治
的
に
強
大
な
力
を
示
す
よ
う
に
な
�
た
と
い
う
�

本
論
文
は
北
魏
の
門
下
省
に
つ
い
て
の
詳
し
い
専
論
と
し
て
貴
重
で

あ
る
�
川
本
芳
昭
�
北
魏
の
内
朝
���
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
民
族
問

▼

二

▲
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題
�
汲
古
書
院
�
一
九
九
八
�
に
示
さ
れ
た
理
解
�
後
期
の
門
下
の

職
掌
が
北
族
系
内
朝
官
の
職
掌
を
継
承
し
た
と
す
る
点
や
�
前
期
の

門
下
が
北
族
中
心
に
運
営
さ
れ
て
い
た
と
す
る
点
に
対
し
て
疑
問
を

呈
し
た
こ
と
も
�
川
本
氏
が
先
鞭
を
つ
け
た
北
族
系
内
朝
官
の
問
題

が
重
要
で
あ
る
だ
け
に
�
今
後
の
研
究
の
深
化
が
待
望
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
�

　

尚
書
省
や
門
下
省
の
研
究
を
ふ
ま
え
て
�
著
者
が
取
り
組
ん
だ
課

題
が
国
家
意
志
決
定
の
手
続
き
の
研
究
で
あ
り
�
本
書
第
二
部
の
三

本
の
論
文
が
そ
の
成
果
で
あ
る
�
ま
ず
�
北
魏
第
三
代
太
武
帝
の
時

期
ま
で
に
は
�
晋
南
朝
と
同
様
の
中
国
的
な
議
の
制
度
が
整
え
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
�
が
�
そ
の
一
方
で
著
者
は
�
そ

こ
に
北
族
の
部
族
連
合
国
家
の
伝
統
に
つ
な
が
る
要
素
を
見
出
し

て
�
形
態
的
に
は
漢
族
の
制
度
に
倣
�
た
と
言
�
て
よ
い
で
あ
ろ
う

が
�
そ
の
運
用
の
実
態
は
�
北
族
の
制
度
を
取
り
入
れ
た
�
北
魏
独

特
の
も
の
で
あ
�
た
こ
と
を
指
摘
し
�
�
い
わ
ば
漢
族
の
制
度
と
北

族
の
伝
統
�
制
度
の
合
体
し
た
議
の
制
度
で
あ
�
た
��
四
三
一
頁
�

と
位
置
づ
け
て
い
る
�
こ
の
よ
う
な
北
族
的
要
素
の
重
視
は
��
外
朝

の
諸
機
構
を
内
朝
の
諸
官
が
制
御
す
る
と
い
う
の
が
�
北
魏
前
期
の

政
治
体
制
の
特
質
で
あ
�
た
�
し
か
し
�
内
朝
諸
官
は
部
族
連
合
国

家
時
代
の
伝
統
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
故
に
�
皇
帝
権
力
に
一
方

的
に
従
属
す
る
存
在
で
は
な
か
�
た
�
重
要
事
を
部
族
成
員
の
会
に

よ
�
て
決
定
す
る
と
い
う
伝
統
に
従
�
た
議
の
場
に
お
い
て
�
彼
ら

は
楠
々
皇
帝
の
意
志
に
反
し
た
意
見
に
固
執
し
�
そ
れ
に
対
し
て
皇

帝
は
自
ら
の
意
志
の
貫
徹
に
努
め
た
の
で
あ
る
�
�
四
二
八
頁
�
と
�

北
魏
と
り
わ
け
そ
の
前
期
の
政
治
体
制
を
把
捉
す
る
観
点
と
も
つ
な

が
�
て
お
り
�
本
書
に
お
け
る
最
も
重
要
な
論
点
の
よ
う
に
思
わ
れ

る
�
そ
れ
で
は
�
そ
の
北
族
的
要
素
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
現

れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
�
そ
れ
は
�
晋
南
朝
と
比
較
し
て
北
魏
前

期
の
場
合
に
は
御
前
会
議
が
頻
繁
に
見
ら
れ
る
点
に
見
出
さ
れ
る
�

な
ぜ
な
ら
�
第
一
に
�
北
魏
前
期
に
は
使
用
言
語
の
問
題
が
あ
り
�

鮮
卑
支
配
層
に
は
文
書
行
政
は
な
じ
ま
な
か
�
た
こ
と
が
あ
げ
ら

れ
�
第
二
に
は
�
部
落
大
人
や
氏
族
の
長
が
代
国
時
代
の
部
落
連
盟

の
重
大
問
題
の
決
定
に
参
加
し
た
遺
風
が
残
存
し
�
重
大
事
項
の
決

定
に
際
し
て
は
群
臣
を
集
め
て
議
せ
し
め
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
と
い
う
�
こ
の
説
明
自
体
は
説
得
力
を
も
つ
と
評
者
も
考

え
る
が
�
そ
の
一
方
で
南
朝
の
梁
・
陳
時
代
に
御
前
会
議
が
散
見
す

る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
�
三
八
〇
頁
��
こ
の
点
に
つ
い
て

の
説
明
が
あ
れ
ば
�
北
魏
前
期
の
特
徴
が
一
層
鮮
明
に
な
�
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
�

　

ま
た
�
北
魏
前
期
と
は
対
照
的
に
�
後
期
の
宣
武
帝
期
�
四
九
九

�
五
一
五
�・
孝
明
帝
期
�
五
一
五
�
五
二
八
�
に
な
る
と
�
御
前

会
議
は
極
端
に
少
な
く
な
り
�
と
く
に
孝
明
帝
期
に
は
�
門
下
省
で

の
輔
政
が
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
�
こ
の
孝
明
帝
期
の
権
力
構
造
に
つ

い
て
は
�
第
二
部
の
三
論
文
の
ほ
か
�
第
一
部
第
二
章
や
第
三
部
第

二
章
で
も
�
精
緻
な
分
析
が
加
え
ら
れ
�
詳
細
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