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隋
代
の
六
世
紀
末
に
始
ま
り
清
末
の
一
九
〇
五
年
に
廃
止
さ
れ
る
ま
で

約
一
三
〇
〇
年
間
、
科
挙
の
制
度
は
中
国
の
国
家
と
社
会
の
根
幹
を
規
定

す
る
大
き
な
影
響
力
を
持
ち
ま
し
た
。
多
か
れ
少
な
か
れ
「
試
験
」
の
圧

力
の
も
と
に
あ
る
日
本
の
高
校
生
、
そ
し
て
教
員
の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
、

「
科
挙
」
は
昔
の
外
国
の
こ
と
な
が
ら
比
較
的
関
心
の
も
て
る
ト
ピ
ッ
ク

か
も
し
れ
ず
、
か
な
り
知
識
も
お
持
ち
か
と
思
い
ま
す
。
同
じ
科
挙
と
い

っ
て
も
、
隋
代
以
来
の
長
い
歴
史
の
な
か
で
、
科
挙
の
制
度
や
そ
の
社
会

的
な
位
置
付
け
は
若
干
変
化
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
明
・
清
時
代
（
と

く
に
清
代
）
を
中
心
と
し
て
、
生
徒
さ
ん
か
ら
質
問
の
出
そ
う
な
事
柄
に

つ
い
て
簡
単
に
ご
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

明
・
清
時
代
の
科
挙
制
度
の
概
要

文
官
登
用
試
験
と
し
て
の
科
挙
は
三
段
階
に
分
か
れ
て
お
り
、
第
一
段

階
は
、
三
年
に
一
回
、
各
省
の
省
都
で
お
こ
な
わ
れ
る
「
郷
試
」
で
あ
り
、

こ
れ
に
合
格
す
る
と
「
挙
人
」
の
資
格
を
得
ま
す
。「
挙
人
」
の
レ
ベ
ル

で
も
任
官
は
で
き
ま
す
が
、
高
級
官
僚
に
な
る
た
め
に
は
首
都
で
お
こ
な

わ
れ
る
次
の
段
階
の
試
験
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
首
都
の
試
験
は
、

同
じ
く
三
年
に
一
回
で
、
礼
部
（
儀
礼
・
科
挙
関
係
の
中
央
官
庁
）
の
主

催
す
る
「
会
試
」（
第
二
段
階
）
と
皇
帝
の
主
催
す
る
「
殿
試
」（
第
三
段

階
）
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
は
続
け
て
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。
実
質
的
な
合
否

は
「
会
試
」
で
決
ま
り
、「
殿
試
」
は
名
目
的
な
も
の
で
、
順
位
が
若
干

変
わ
る
程
度
で
す
が
、
皇
帝
が
直
々
に
試
験
を
お
こ
な
う
と
い
う
形
式
を

取
る
た
め
に
、
科
挙
の
最
終
段
階
と
し
て
「
殿
試
」
が
宋
代
に
設
け
ら
れ

ま
し
た
。「
殿
試
」
に
合
格
す
る
と
「
進
士
」
と
な
り
、
高
級
官
僚
へ
の

道
が
開
け
ま
す
。

さ
て
、
第
一
段
階
の
「
郷
試
」
の
受
験
に
は
、
資
格
が
必
要
で
す
。

「
郷
試
」
を
受
け
る
に
は
、
県
や
府
な
ど
の
地
方
行
政
単
位
で
地
方
官
が

お
こ
な
う
「
県
試
」「
府
試
」「
院
試
」
な
ど
の
試
験
に
合
格
し
て
「
生

員
」
の
資
格
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
試
験
を
「
童
試
（
学
校

試
）」
と
総
称
し
ま
す
。
こ
の
「
童
試
」
は
、
一
部
の
賤
民
を
除
い
て
男

性
な
ら
誰
で
も
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
三
年
に
二
回
お
こ
な
わ
れ
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る
「
童
試
」
は
い
わ
ば
科
挙
の
予
備
試
験
で
、
こ
れ
に
合
格
し
て
も
任
官

は
で
き
な
い
た
め
、
科
挙
の
な
か
に
は
入
り
ま
せ
ん
が
、
科
挙
に
挑
戦
す

る
個
々
人
に
と
っ
て
は
最
初
の
関
門
で
あ
り
、
広
く
い
え
ば
科
挙
制
度
の

一
部
と
い
え
ま
す
。「
生
員
」
は
県
や
府
の
学
校
に
所
属
し
ま
す
が
、
現

在
の
学
校
の
よ
う
に
毎
日
授
業
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
時
々
試
験
を
お

こ
な
う
程
度
で
す
。
試
験
の
成
績
が
悪
い
と
「
郷
試
」
を
受
け
ら
れ
な
い

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
な
お
、
武
官
登
用
に
つ
い
て
は
、「
武
挙
」
と
い
わ

れ
る
試
験
（
学
科
と
実
技
）
が
あ
り
ま
し
た
が
、
文
官
の
科
挙
に
比
べ
て

社
会
的
評
価
は
低
い
も
の
で
し
た
。

試
験
の
方
法
と
試
験
問
題

「
郷
試
」「
会
試
」
い
ず
れ
も
三
年
に
一
回
、
そ
れ
ぞ
れ
旧
暦
八
月
と
三

月
に
、
九
日
間
か
け
て
三
回
の
試
験
（「
三
場
」
と
い
う
）
を
お
こ
な
い

ま
す
。
受
験
生
は
一
日
目
に
試
験
場
に
行
き
、
検
査
を
受
け
た
う
え
で
、

一
人
ず
つ
割
り
当
て
ら
れ
た
小
部
屋
（
間
口
一
・
三
メ
ー
ト
ル
、
奥
行
き

一
・
六
メ
ー
ト
ル
程
度
）
に
入
り
ま
す
。
次
の
日
の
朝
に
問
題
と
答
案
用

紙
を
受
け
取
り
、
一
昼
夜
か
け
て
答
案
を
作
成
し
、
三
日
目
に
提
出
の
う

え
、
退
出
し
ま
す
。
こ
れ
が
第
一
場
で
あ
り
、
そ
の
あ
と
第
二
場
、
第
三

場
と
続
き
ま
す
。
清
代
の
場
合
、
第
一
場
で
は
、
①
「
四
書
」（『
大
学
』

『
中
庸
』『
論
語
』『
孟
子
』）
か
ら
の
出
題
（
三
題
）
と
、
②
詩
の
製
作

（
一
題
）
が
課
せ
ら
れ
、
と
く
に
①
の
「
四
書
」
題
は
、
こ
の
問
題
の
出

来
で
合
否
が
ほ
ぼ
決
ま
る
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
重
要
性
を
持
っ
て
い
ま
し

た
。
第
二
場
は
「
五
経
」（『
易
経
』『
詩
経
』『
書
経
』『
礼
記
』『
春
秋
』）

か
ら
の
出
題
（
五
題
）
で
、
第
三
場
は
「
策
論
」
と
い
わ
れ
る
政
策
論
で

す
。
政
策
論
と
い
っ
て
も
同
時
代
の
時
事
問
題
で
は
な
く
、
歴
史
上
の
事

例
に
つ
い
て
問
題
が
出
さ
れ
ま
す
。

科
挙
と
い
う
と
、
暗
記
物
の
印
象
が
強
く
、
四
書
五
経
あ
わ
せ
て
五
七

万
字
を
暗
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
よ
く
い
わ
れ

ま
す
。
五
七
万
字
を
覚
え
る
と
い
っ
て
も
ど
の
程
度
大
変
な
の
か
わ
か
り

に
く
い
と
思
い
ま
す
が
、
例
え
ば
山
川
出
版
社
の
『
詳
説
世
界
史
』
の
教

科
書
で
図
版
等
が
ま
っ
た
く
な
く
字
の
み
だ
っ
た
と
し
て
計
算
し
ま
す
と
、

四
〇
万
字
余
り
と
な
り
ま
す
。
当
時
は
英
語
や
数
学
な
ど
の
科
目
は
な
く
、

小
さ
い
こ
ろ
か
ら
四
書
五
経
ば
か
り
勉
強
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
五
経
に

つ
い
て
は
、
清
代
後
期
を
除
き
、
五
経
の
う
ち
一
つ
を
選
択
す
れ
ば
よ
か

っ
た
こ
と
、
を
考
え
る
と
、
ま
じ
め
に
勉
強
す
れ
ば
十
分
暗
記
で
き
る
量

だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
な
お
、
四
書
五
経
の
本
文

や
注
釈
を
ぎ
っ
し
り
書
き
込
ん
だ
「
科
挙
の
カ
ン
ニ
ン
グ
下
着
」
の
写
真

が
教
科
書
や
資
料
集
に
よ
く
出
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
こ
う
し
た
も
の
が

役
に
立
っ
た
の
か
は
か
な
り
疑
問
で
す
。
歴
代
王
朝
は
科
挙
の
不
正
防
止

に
力
を
入
れ
て
お
り
、
発
覚
し
た
場
合
に
は
死
刑
に
な
る
こ
と
す
ら
あ
り

ま
し
た
。
試
験
場
で
の
身
体
検
査
も
厳
格
で
、
夜
食
用
に
持
ち
込
ん
だ
饅

頭
ま
で
割
っ
て
調
べ
た
と
も
い
わ
れ
ま
す
。
童
試
な
ら
と
も
か
く
、
科
挙
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に
お
い
て
、
カ
ン
ニ
ン
グ
下
着
の
よ
う
な
、
す
ぐ
発
覚
し
そ
う
な
手
段
を

使
っ
た
と
は
あ
ま
り
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
科
挙
の
問
題
は
、
暗
記
に
よ
る
穴
埋
め
式
で
は
な
く
、
小
論
文

形
式
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
具
体
的
に
い

う
と
、
例
え
ば
『
論
語
』
の
な
か
の
一
句
「
百
姓
足
ら
ば
、
君
、
だ
れ
と

と
も
に
か
足
ら
ざ
ら
ん
（
庶
民
に
十
分
な
物
資
が
あ
る
な
ら
、
殿
さ
ま
は

誰
と
一
緒
に
不
足
だ
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
）」
と
い
う
句
が
出
題
さ
れ

た
と
し
ま
し
ょ
う
。
こ
の
句
を
含
む
文
章
は
、
不
作
に
よ
る
財
政
難
を
嘆

く
君
主
に
対
し
、
孔
子
の
弟
子
が
「
そ
れ
な
ら
税
を
（
重
く
す
る
の
で
な

く
む
し
ろ
）
軽
く
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
」
と
進
言
し
た
と
い
う
内
容
な

の
で
す
が
、
受
験
者
は
そ
の
内
容
を
踏
ま
え
て
、
作
者
の
言
い
た
か
っ
た

こ
と
を
数
百
字
（
時
期
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、
五
百
字
か
ら
八
百

字
）
で
説
明
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
際
、
対
句
を
四
つ
含
む

独
特
の
書
き
方
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
文
体
を
「
八は
っ

股こ

文ぶ
ん

」
と
い

い
ま
す
（
対
句
一
つ
を
二
股
と
数
え
る
）。
対
句
と
い
え
ば
漢
詩
に
出
て

く
る
対
句
が
思
い
浮
か
ぶ
と
思
い
ま
す
が
、
八
股
文
の
対
句
は
、
も
っ
と

長
い
も
の
で
す
。
こ
の
問
題
の
場
合
、
例
え
ば
「
こ
れ
を
閭り
ょ

閻え
ん

に
蔵
す
る

者
は
、
君
み
な
得
て
こ
れ
を
有
し
、
必
ず
し
も
こ
れ
を
府
庫
に
帰
し
て
の

ち
わ
が
財
と
な
さ
ず
、
こ
れ
を
田
野
に
蓄
う
る
も
の
は
、
君
み
な
得
て
こ

れ
を
用
い
、
必
ず
し
も
こ
れ
を
庫こ

廩り
ん

に
積
み
て
の
ち
わ
が
有
と
な
さ
ず
」

（
明
の
王お
う

鏊ご
う

の
八
股
文
）
と
い
っ
た
も
の
が
対
句
の
例
と
な
り
ま
す
。「
物

資
を
民
間
の
村
里
や
田
野
に
蓄
蔵
し
て
お
い
て
も
、
結
局
は
君
主
の
も
の

な
の
だ
か
ら
、
必
ず
し
も
王
室
の
倉
庫
に
収
め
て
お
く
必
要
は
な
い
」
と

い
う
こ
と
を
、
二
句
並
べ
て
述
べ
て
い
る
わ
け
で
す
。
八
股
文
と
い
う
と
、

無
内
容
な
技
巧
的
文
章
の
代
表
の
よ
う
に
い
わ
れ
ま
す
が
、
当
時
の
俊
秀

が
心
血
を
注
い
で
練
り
上
げ
た
も
の
で
も
あ
り
、
近
年
で
は
、
そ
れ
な
り

の
文
学
性
を
再
評
価
し
よ
う
と
い
う
動
き
も
あ
る
よ
う
で
す
。

小
論
文
が
出
題
さ
れ
る
と
、
小
論
文
用
の
模
範
答
案
集
が
出
回
る
と
い

う
の
は
、
時
代
を
問
わ
ず
み
ら
れ
る
こ
と
で
、
明
・
清
時
代
に
も
、
受
験

生
が
実
際
の
経
典
を
読
ま
ず
模
範
答
案
ば
か
り
覚
え
て
い
る
、
と
い
う
批

判
が
し
ば
し
ば
聞
か
れ
ま
し
た
。
学
者
の
な
か
に
は
、
こ
う
し
た
弊
害
を

な
く
す
に
は
む
し
ろ
経
典
の
原
文
の
穴
埋
め
問
題
の
ほ
う
が
よ
い
、
と
主

張
す
る
人
も
い
ま
し
た
。

明
・
清
時
代
の
科
挙
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ほ
か
に
、
受
験
資
格
の
問
題
、

科
挙
の
競
争
率
、
科
挙
と
社
会
的
地
位
と
の
関
係
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
と
お

話
し
し
た
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
紙
幅
の
関
係
で
今
回
は
こ
れ
ま
で
と

し
ま
す
。
清
代
の
科
挙
に
つ
い
て
詳
し
く
知
り
た
い
方
は
、
宮
崎
市
定

『
科
挙
史
』（
原
著
一
九
四
六
〈
復
刊
、
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
八
七
〉）

や
、
何
炳
棣
（
寺
田
隆
信
・
千
種
真
一
訳
）『
科
挙
と
近
世
中
国
社
会

─
立
身
出
世
の
階
梯
』（
平
凡
社
、
一
九
九
三
）
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
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