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治
改
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の
問
題
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宋
の
改
革
者
、
王
安
石
は
、
い
ろ
い
ろ
の
意
味
で
注
目
す
べ
き
人
物
で
あ
る
よ
う
に
お
も
う
。
い
ま
ま
で
、
悪
評
の
た
か
か
っ
た
王
安
石
を

　
　
考
え
な
お
し
、
再
評
債
し
よ
う
と
す
る
多
く
の
試
み
が
な
さ
れ
で
き
た
。
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
凋
自
な
結
論
を
み
ち
び
き
だ
し
て
い
る
。
し

　
　
か
し
、
か
れ
を
改
良
主
義
者
だ
と
か
、
肚
會
政
策
家
だ
ど
か
、
そ
ん
な
ふ
う
に
形
式
的
に
わ
り
き
っ
て
し
ま
う
に
．
は
、
ま
だ
つ
つ
み
き
れ
ぬ
、

　
　
生
き
た
未
知
の
も
の
を
》
か
れ
は
あ
ま
り
に
も
多
く
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
お
お
ま
か
に
い
っ
て
、
王
安
石
、
あ
る
い
は
か
れ
の
政
治
改
革
を
め
ぐ
る
再
評
債
は
、
ち
か
ぐ
は
清
末
か
ら
民
國
に
か
け
て
、
ふ
る
い
傳
統

　
　
的
な
中
國
祉
會
が
、
も
は
や
ど
う
に
も
な
ら
な
い
ほ
ど
に
ゆ
き
づ
ま
り
、
崩
壌
し
、
民
族
の
誇
φ
す
ら
奪
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
植
民
地
化
の

　
　
危
機
の
ま
っ
た
だ
な
か
で
、
中
國
民
族
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
階
暦
が
、
そ
れ
を
つ
き
ぬ
け
よ
う
と
苦
悶
し
て
い
惹
時
期
に
は
じ
め
ら
れ
た
。

鯉
　
そ
の
こ
ろ
、
「
そ
の
（
王
安
石
）
施
す
と
こ
ろ
の
事
功
は
、
時
代
の
要
求
に
適
慮
し
、
そ
の
弊
害
を
救
っ
た
」
の
で
あ
っ
て
分
ま
さ
に
「
國
史
の
．
、
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光
し
で
あ
る
と
い
う
飽
う
に
と
ら
え
、
そ
れ
ま
で
の
傳
統
的
な
王
安
石
観
を
う
ち
や
ぶ
っ
た
も
の
の
代
表
者
は
、
梁
啓
超
で
あ
る
と
お
も
う
。
°

4　
　
す
な
わ
ち
梁
啓
超
は
、
「
不
世
出
の
英
傑
で
、
天
下
の
詣
を
う
け
、
時
代
が
易
っ
て
も
な
お
そ
の
悪
評
が
す
す
が
れ
て
い
な
い
者
に
は
、
ヨ
ー
ロ

　
　
ッ
パ
に
は
コ
ル
ペ
ー
ル
が
あ
り
、
わ
が
國
に
は
王
荊
公
が
あ
る
」
と
指
摘
し
、
つ
み
か
さ
ね
ら
れ
た
ふ
る
い
傳
統
の
重
み
を
は
ね
の
け
て
、

　
　
王
安
石
を
と
ら
え
な
お
そ
う
と
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
と
お
し
て
、
か
れ
は
當
時
の
改
革
の
原
理
を
つ
か
も
う
と
し
、
ま
す
王
安
石
に
新
し
い

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
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「
國
史
の
光
」
を
襲
見
し
た
の
で
あ
る
。
ふ
る
い
中
國
の
な
か
で
、
こ
の
よ
う
な
中
國
史
の
追
求
に
た
ち
む
か
っ
た
梁
啓
超
と
は
｝
体
何
物
か
。

　
　
そ
の
な
か
か
ら
、
王
安
石
と
い
う
、
か
れ
流
の
「
國
史
の
光
」
を
と
り
だ
さ
す
に
お
れ
な
か
っ
売
、
か
れ
の
「
芯
」
は
7
体
な
に
か
b
こ
れ
ら

　
　
の
こ
と
を
考
え
、
明
か
に
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
そ
れ
自
身
中
國
近
代
史
の
大
問
題
で
あ
る
と
お
も
う
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
・
そ
れ
た
ふ
れ
て
い

　
　
る
い
と
ま
は
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
梁
啓
超
が
ふ
み
ぬ
き
、
つ
き
や
ぶ
っ
て
い
っ
た
、
そ
れ
ま
で
の
、
傳
統
的
な
「
か
ら
」
に
お
お
わ
れ
た

　
　
王
安
石
観
と
は
、
一
体
ど
ん
な
ふ
う
で
あ
ろ
う
か
。
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い
う
ま
で
も
な
く
、
王
安
石
の
政
治
改
革
は
、
同
時
代
の
政
治
的
反
封
派
、
と
く
に
司
馬
光
を
中
心
と
す
る
保
守
派
官
僚
か
ら
、
て
き
び
し
　
2

　
　
い
批
判
と
反
封
を
う
け
た
・
し
か
し
そ
れ
ら
の
反
封
は
・
大
体
に
書
て
陸
象
山
の
い
う
・
薪
法
の
議
は
學
朝
諜
し
、
こ
れ
を
行
い
柔
だ
、
一

　
　
い
く
ば
く
な
ら
ざ
る
に
、
天
下
洵
淘
た
り
。
…
…
…
煕
寧
の
（
荊
）
公
を
排
す
る
も
の
、
大
低
舐
砦
の
言
を
極
め
、
こ
れ
を
折
す
る
に
至
理
を
も
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、
っ
て
せ
ナ
、
亭
者
未
だ
｝
二
な
ら
す
し
て
、
激
者
八
九
に
居
翫
L
と
い
っ
た
も
の
で
、
反
封
の
猛
烈
さ
の
わ
り
に
は
、
「
組
法
に
か
え
る
」
こ

　
　
と
を
く
り
か
え
す
案
外
内
容
の
と
も
な
わ
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
ひ
ど
い
の
は
天
災
な
ど
を
す
ら
、
王
安
石
の
せ
い
に
し
て
は
げ
し
い
攻
撃
の
材

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
料
に
し
て
い
勧
。
こ
の
よ
う
な
反
樹
派
の
意
見
は
、
’
そ
の
後
の
官
僚
支
配
の
固
定
化
と
と
も
に
、
王
安
石
観
の
主
流
を
な
し
て
い
っ
た
。
も
ち

　
　
ろ
ん
そ
れ
に
た
い
す
る
反
封
意
見
が
な
か
う
た
わ
け
で
は
な
い
。
南
宋
の
無
名
氏
は
、
「
荊
公
の
時
、
國
家
全
盛
、
煕
河
の
捷
、
地
を
撞
ぐ
る
こ

　
　
と
敷
千
里
に
し
て
、
開
國
百
年
以
來
未
だ
あ
ら
ざ
る
と
こ
ろ
の
も
の
な
り
。
南
渡
以
後
、
元
砧
諸
賢
の
子
孫
、
お
よ
び
蘇
．
程
の
門
人
故
吏
、

　
　
憤
を
窯
禁
の
蝸
に
嚢
し
、
藥
京
を
攻
む
る
を
以
て
未
だ
足
れ
り
と
せ
す
、
乃
ち
敗
齪
の
由
を
以
て
、
原
を
荊
公
に
推
す
は
、
皆
妄
読
な
り
」
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
論
じ
て
い
る
（
察
元
鳳
「
王
荊
公
年
譜
考
略
」
）
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
う
け
と
り
か
た
は
、
そ
れ
が
無
名
氏
と
い
う
か
た
ち
で
や
ら
れ
た
こ
と
と
關



　
　
連
し
て
官
僚
地
主
支
配
の
も
と
で
は
、
王
安
石
に
關
す
る
悪
評
を
訂
正
で
き
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
か
え
っ
て
か
し
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
　
　
申
國
の
封
建
祉
會
は
、
明
代
の
な
か
ご
ろ
か
ら
攣
化
を
あ
ら
わ
す
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
砺
。
そ
れ
と
と
も
に
・
官
僚
支
配
そ
の
も
の

　
　
の
内
部
に
も
、
お
お
い
が
た
い
破
綻
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
必
然
的
に
、
官
僚
支
配
の
内
面
か
ら
す
る
、
官
僚
支
配
へ
の
自
己
批
判
を

　
　
う
み
だ
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
代
表
的
な
竜
の
と
し
て
、
黄
宗
義
の
「
明
夷
待
訪
録
」
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
お
も
う
。
そ
し
て
ま
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た
こ
の
こ
ろ
、
王
安
石
に
た
い
す
る
決
定
的
な
悪
評
が
あ
ら
わ
れ
た
。
王
夫
之
に
よ
る
、
「
王
安
石
は
小
人
な
％
」
と
い
う
議
論
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
　
そ
れ
は
な
か
な
か
て
き
び
し
い
。
王
安
石
の
悪
評
に
お
け
る
決
定
版
で
あ
る
。
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か
れ
は
、
「
言
に
、
大
に
し
て
實
無
き
も
の
あ
り
。
實
無
き
屯
の
は
不
鮮
の
言
な
り
」
と
い
う
、
倫
理
的
規
範
を
設
け
る
。
そ
こ
か
ら
、
か
れ
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は
「
王
安
石
の
入
封
す
る
や
、
首
と
し
て
大
言
を
以
て
騨
宗
を
震
わ
す
。
帝
曰
く
、
唐
の
太
宗
は
如
何
と
。
安
石
樹
え
て
曰
く
、
陛
下
當
に
発

　
　
モ
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
舜
に
法
る
べ
し
、
何
ぞ
太
宗
を
云
々
せ
ん
や
と
。
・
…
・
．
鳴
呼
、
安
石
を
し
て
こ
れ
を
発
舜
の
朝
廷
に
封
揚
ぜ
し
む
れ
ば
、
静
言
庸
違
の
謙
を
受
　
　
｝

　
　
け
ん
こ
と
、
言
を
倹
た
゜
す
」
と
論
難
す
る
。
さ
ら
に
か
れ
は
、
数
ヵ
條
の
君
子
の
基
準
を
設
定
し
、
ま
た
君
子
の
「
必
ナ
爲
す
べ
か
ら
ざ
る
も
　
3

　
　
の
」
数
ヵ
條
を
矯
し
・
逆
論
的
に
萎
石
の
示
人
」
ぶ
り
爵
定
す
る
・
そ
し
て
・
「
或
ひ
と
日
う
・
安
葎
し
て
小
人
た
ら
ば
・
か
の
貨
一

　
　
に
汚
れ
、
構
を
檀
に
せ
る
導
淫
迷
齪
の
藥
京
・
質
似
道
の
如
き
者
は
、
何
の
名
を
以
て
こ
れ
を
庭
す
る
か
と
。
夫
れ
察
京
・
賞
似
道
の
輩
は
、
　
’

　
　
能
く
暗
愚
の
主
を
剣
せ
ど
も
、
英
察
の
主
を
齪
す
こ
と
能
わ
ざ
る
者
な
り
。
…
…
安
石
に
至
っ
て
は
然
ら
す
。
、
而
し
て
そ
の
漏
は
釜
々
烈
し
。

　
　
こ
れ
小
人
の
尤
た
る
所
以
な
り
。
膚
淺
の
癬
、
脛
々
の
行
、
何
ぞ
論
す
る
に
足
ら
ん
や
」
と
き
め
つ
け
る
。
王
安
石
は
、
大
言
肚
語
を
こ
と
と

　
　
す
る
、
「
英
察
の
主
」
を
も
い
い
く
る
め
て
し
ま
う
、
は
え
ぬ
き
の
悪
人
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
悪
人
が
、
民
衆
が
．
「
貧
餓
流
亡
、

　
　
冤
れ
ん
と
し
て
能
」
わ
ぬ
よ
う
な
悪
法
を
強
行
す
る
。
ま
さ
に
「
膚
淺
の
癬
、
何
ぞ
論
す
る
に
足
ら
ん
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
主
張
す

　
　
る
こ
と
に
お
い
て
、
王
夫
之
は
、
王
安
石
流
の
政
治
改
革
を
頑
強
に
拒
否
し
て
い
っ
た
。
同
時
に
か
れ
は
．
明
末
の
官
僚
支
配
の
頽
慶
的
な
破

　
　
綻
に
、
強
烈
な
ま
で
の
倫
理
的
・
道
徳
的
な
封
建
的
規
範
を
封
置
す
る
。
そ
こ
か
ら
官
僚
支
配
を
た
て
な
お
そ
う
と
す
る
。
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と
こ
ろ
で
、
官
僚
支
配
の
破
綻
と
い
う
こ
と
、
．
そ
し
て
そ
の
う
ち
が
わ
か
ら
の
自
己
批
判
と
い
う
こ
と
は
、
一
体
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う



鰹
　
か
。
そ
れ
は
、
要
す
る
に
明
代
の
中
國
に
お
け
る
、
官
僚
地
主
支
配
が
く
す
れ
か
か
り
、
そ
し
て
そ
の
政
治
機
構
と
し
て
の
官
僚
支
配
体
制
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
李
自
成
な
ど
の
農
民
叛
齪
の
ま
え
に
は
、
も
は
や
ど
う
に
も
な
ら
な
い
よ
う
な
ギ
～
リ
ギ
リ
の
場
に
お
い
つ
め
疹
れ
て
い
る
と
い
う
ご
と
だ
と
お

　
　
も
う
。
こ
の
と
き
、
浦
洲
人
の
侵
入
が
は
じ
め
ら
れ
た
。
ま
さ
に
民
族
的
な
危
機
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
か
れ
ら
官
僚
地
主
が
、
征
蝦
者
と
の

　
　
た
た
か
い
に
た
ち
あ
が
れ
た
か
ど
う
か
は
、
も
は
や
か
れ
ら
の
主
観
的
な
善
意
を
こ
え
て
い
た
。
か
れ
ら
は
、
國
内
に
お
い
て
も
、
自
己
の
支

　
　
配
的
な
地
位
を
、
そ
し
て
椹
力
を
す
ら
も
失
い
か
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
か
れ
ら
官
僚
地
主
が
、
中
國
を
ま
も
り
ぬ
こ
う
乏
す
る

　
　
か
ぎ
り
、
じ
ぶ
ん
の
階
級
的
な
立
場
を
も
自
己
否
定
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
族
の
場
に
生
き
ぬ
く
み
ち
を
稜
見
で
き
る
か
ど
う
か
が
、

　
　
ぬ
き
さ
し
な
ら
ぬ
問
題
と
し
て
迫
っ
て
い
る
。
満
洲
人
の
中
國
征
服
よ
り
も
ま
え
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
た
、
顧
炎
武
ら
の
官
僚
批
判
と
い
う
こ

　
　
と
も
、
基
本
的
に
は
、
こ
の
よ
う
な
方
向
と
つ
な
が
ら
ぬ
か
ぎ
り
本
物
に
は
な
り
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
れ
は
そ
う

　
　
肇
芝
、
つ
づ
い
て
崩
朝
護
持
、
と
つ
な
が
．
て
い
っ
た
。
官
僚
支
配
に
た
い
す
農
極
的
な
批
判
者
で
あ
．
た
黄
宗
義
に
し
て
も
顧
炎
【

　
　
　

　
　
武
に
し
て
も
、
封
建
的
な
肚
會
で
、
征
服
者
に
抵
抗
す
る
、
ほ
ん
と
う
の
力
を
稜
見
し
、
そ
れ
と
結
合
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
自
己
の
　
4

　
　
庵
つ
官
僚
地
主
的
な
「
か
ら
」
を
つ
き
や
ぶ
っ
て
、
ほ
ん
と
う
の
民
族
の
芯
を
獲
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
征
服
者
と
の
た
　
　
一

　
　
だ
か
い
に
敗
北
し
た
か
れ
ら
を
、
わ
す
か
に
さ
さ
え
て
い
っ
た
民
族
へ
の
通
路
は
、
明
朝
の
逡
臣
と
い
う
誇
り
で
あ
っ
た
し
、
現
實
に
は
そ
れ

　
　
も
権
，
力
に
よ
っ
て
否
定
さ
丸
て
い
る
と
き
、
ひ
た
す
ら
學
問
を
や
る
こ
と
に
、
か
れ
ら
の
惰
熱
は
そ
そ
が
れ
て
い
っ
た
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
誇
り
が
な
お
可
能
で
あ
り
、
満
洲
人
の
支
配
の
下
で
、
ふ
た
た
び
官
僚
地
主
の
支
配
が
た
て
な
お
り
、
つ
よ
め
ら
れ
て
い
る
と

　
　
き
、
王
安
石
へ
の
悪
評
も
、
や
は
り
支
配
的
な
立
場
を
た
も
ち
つ
づ
け
た
。
王
安
石
へ
の
悪
評
を
た
ど
る
と
き
、
そ
れ
は
宋
い
こ
の
官
僚
地
主

　
　
支
配
と
わ
か
ち
が
た
く
む
す
び
つ
い
て
い
る
よ
う
に
お
も
毎
そ
れ
に
し
て
も
、
官
僚
た
ち
は
、
ど
う
し
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
頑
強
に
王
安
石
を

　
　
拒
否
し
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
お
い
て
、
王
安
石
流
の
改
革
を
も
否
定
し
て
ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
そ
の
よ
う
に
し
て
、
権
力
の
座
に
あ
っ
た
官
僚
の
支
配
は
、
し
か
し
、
清
朝
の
官
僚
地
主
支
配
が
、
基
本
的
に
官
僚
地
主
と
農
民
と
い
う
矛

　
　
盾
を
ふ
く
み
こ
ん
で
い
る
か
ぎ
り
、
そ
の
矛
盾
の
解
決
の
方
向
に
、
歴
史
が
動
い
て
ゆ
く
こ
と
を
お
し
と
ど
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
官
僚
地



　
　
主
支
配
は
、
太
亭
天
國
な
ど
の
廣
汎
な
民
衆
・
農
民
の
反
封
建
闘
孚
に
よ
っ
て
窮
地
に
お
ち
い
リ
レ
の
み
な
ら
す
、
つ
づ
い
て
孫
文
な
ど
の
民

　
　
主
的
な
革
命
派
の
、
下
か
ら
の
新
し
い
力
が
、
そ
れ
を
決
定
的
な
關
頭
に
ま
で
お
い
つ
め
て
ゆ
く
。
こ
の
よ
う
な
時
期
に
、
梁
啓
超
な
ど
の
改

　
　
革
派
官
僚
た
ち
は
、
王
安
石
を
再
爽
見
し
、
そ
れ
を
「
國
史
の
光
」
と
「
し
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
そ
の
諸
改
革
の
中
で
も
、
募
役
法
．
保
甲
法
．

　
　
に
最
大
の
讃
辮
を
お
く
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
　
　
　
　
，
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
　
梁
啓
超
は
、
保
甲
法
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
・
て
い
る
（
梁
啓
超
．
萎
石
評
傳
、
）
。
．
荊
公
が
當
時
行
．
た
諸
新
法
の
な
露
、
保
甲
法

　
　
こ
そ
も
っ
と
も
多
く
心
力
を
注
い
だ
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
誘
を
う
け
、
怨
を
か
っ
た
こ
と
も
も
っ
ξ
も
大
で
あ
っ
た
。
」
　
し
か
し
「
も
し
そ

　
　
れ
、
國
利
民
耐
に
關
す
る
こ
と
で
、
主
権
者
が
強
制
的
に
そ
れ
を
實
行
す
る
の
に
、
ど
う
し
て
い
け
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
。
元
來
國
民
を
兵
役

　
　
の
義
務
に
服
さ
せ
る
の
は
、
國
家
が
や
る
べ
き
こ
と
だ
」
と
い
い
、
さ
ら
に
陳
汝
鋳
の
言
葉
を
ひ
い
て
、
「
保
甲
を
し
て
慶
せ
し
め
ざ
れ
ば
、
訓

　
　
練
時
を
以
て
し
、
翰
鈴
日
に
熟
し
、
家
に
干
櫓
あ
り
と
、
人
皆
敵
憶
す
。
た
と
い
胡
馬
の
南
噺
す
る
も
、
ま
た
何
ぞ
脅
を
樟
し
て
行
く
こ
と
敏
　
　
｝

　
　
千
里
、
一
城
一
量
も
そ
の
鋒
に
櫻
る
も
の
な
き
に
至
ら
ん
じ
乏
い
う
そ
の
意
見
に
全
面
的
に
賛
成
し
て
躰
る
。
こ
の
よ
う
な
う
け
と
り
方
は
、
　
5

　
　t
纂
け
る
馨
超
の
・
上
か
ら
の
肇
覇
と
ふ
か
く
結
び
つ
塗
い
る
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
そ
れ
に
し
て
も
、
保
甲
法
を
實
施
す
る
う
え
に
、
保
長
は
「
主
戸
の
材
幹
心
力
あ
る
者
」
を
、
大
保
長
は
「
主
戸
の
最
も
心
力
あ
り
、
お
よ

　
　
び
物
嚢
も
高
薯
」
を
、
誘
に
都
保
正
・
副
保
正
は
．
主
戸
の
行
止
材
勇
あ
り
、
衆
の
伏
す
る
を
う
と
な
る
者
」
を
、
す
な
わ
ち
、
い

　
　
っ
て
み
れ
ば
農
村
肚
會
の
指
導
的
階
暦
の
連
中
を
え
ら
ぶ
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
鵡
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
樹
磨
す
る
農
村
の
現
實
と
、

　
　
民
衆
（
と
く
に
農
民
）
を
、
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
上
か
ら
組
織
化
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
、
「
…
畿
縣
，
の
鰹
村
を
往
來
し
、
民
間

　
　
の
疾
苦
を
察
問
し
た
る
に
、
皆
近
歳
以
來
、
冠
盗
充
斥
し
、
劫
掠
公
行
す
る
を
以
て
す
」
（
「
長
編
」
巻
二
一
八
）
と
い
う
現
實
に
封
置
さ
れ
た
も
の

　
　
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
す
、
．
「
保
甲
中
、
往
往
自
ら
盗
を
爲
す
者
あ
り
。
ま
た
保
馬
に
乗
じ
て
劫
を
行
う
者
あ
り
。
然
ら
ば
す
な
わ
ち
、
保

　
　
甲
・
保
馬
を
設
く
る
は
、
も
と
盗
を
除
く
を
以
て
す
る
屯
、
す
な
わ
ち
更
に
盗
に
資
す
る
な
り
。
保
甲
を
教
閲
し
て
よ
り
以
來
、
河
東
．
険
西

鰯
　
　
・
京
西
盗
賊
す
で
に
多
く
、
敢
て
白
書
公
行
し
、
縣
鎭
に
入
り
て
官
吏
遊
殺
す
。
官
軍
追
討
し
て
歳
月
を
維
歴
す
る
も
、
絡
に
制
す
る
能
わ
す
。



鰯
　
況
や
三
路
未
だ
大
磯
に
至
ら
ざ
る
に
、
し
か
も
盗
賊
猫
熾
す
る
こ
と
す
で
に
此
の
如
し
」
（
「
長
編
」
巻
三
五
五
、
司
馬
光
の
上
奏
よ
り
）
と
い
う
現
實

　
　
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
き
ら
か
に
保
甲
法
の
ふ
く
み
こ
ん
で
い
る
自
己
矛
盾
で
あ
る
と
お
も
う
。

　
　
　
王
安
石
の
新
法
を
考
え
る
場
合
、
こ
の
よ
う
な
現
實
の
農
村
肚
會
を
ぬ
き
に
す
る
こ
と
は
で
き
ナ
、
ま
た
保
甲
法
を
考
え
る
場
合
、
保
甲
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
ふ
く
む
自
己
矛
盾
を
そ
の
ま
ま
に
放
っ
て
お
く
わ
け
に
は
い
か
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
ぬ
き
に
し
て
、
無
條
件
に
「
國
史
の
光
」
と
い
う
こ

　
　
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
で
は
や
は
り
、
宋
代
に
は
じ
ま
る
官
僚
地
主
支
配
の
本
質
を
あ
い
ま
い
に
し
て
お
く
こ
と
に
な
る
。
ま
た
下
か
ら
、
盗
賊

　
　
と
か
、
妖
賊
と
か
、
あ
る
い
は
無
頼
と
か
い
っ
た
よ
う
な
、
い
じ
け
て
は
い
為
け
れ
ど
も
、
生
き
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
を
と
る
に
せ
よ
、
た
た
か
い
を
や
め
る
こ
と
の
で
き
ぬ
民
衆
の
う
ち
に
あ
る
ほ
ん
と
う
の
も
の
を
み
の
が
す
こ
と
に
な
る
し
、
し
た
が
っ
て
、

　
　
王
安
石
の
改
革
そ
の
も
の
の
理
解
を
も
ゆ
が
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
お
も
う
。
そ
れ
と
と
も
に
」
王
安
石
は
、
無
原
則
的
な
國
民
意
識
の

　
　
う
ち
に
埋
没
し
、
偶
像
化
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
こ
れ
に
關
連
し
て
お
も
い
お
こ
さ
れ
る
の
は
、
「
中
國
が
王
安
石
を
う
ん
だ
の
は
、
眞
に
一
つ
の
光
榮
で
あ
る
」
㌔
（
郭
沫
若
「
歴
史
人
物
」
六
六
ー
七
　
6

　
　
四
頁
）
と
い
う
郭
沫
若
氏
の
意
見
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
も
、
そ
の
ま
ま
で
は
、
な
ん
と
し
て
も
わ
た
し
た
ち
に
不
安
を
感
O
さ
せ
す
に
は
お
か
　
［

　
　
な
い
。
郭
氏
の
評
便
は
、
王
安
石
の
改
革
が
「
蕪
併
を
抑
制
し
、
貧
乏
を
均
濟
し
、
土
豪
劣
紳
を
打
倒
し
て
、
農
民
を
救
濟
す
る
」
と
い
う
原
則
．

　
　
に
よ
っ
て
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
、
も
っ
と
も
大
き
な
理
由
が
あ
る
わ
け
な
の
だ
け
れ
ど
屯
、
王
安
石
の
諸
改
革
は
、
て
ぱ
な
し

　
　
で
そ
う
い
っ
て
し
ま
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
實
の
農
村
肚
會
で
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
弄
し
て
兼
併
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
い
た
の
は
、

　
　
い
う
ま
で
も
な
く
土
豪
・
劣
紳
で
あ
り
、
官
僚
地
主
で
あ
る
。
こ
れ
を
打
倒
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
革
命
的
な
行
爲
で
あ
る
。
宋
朝
の

　
　
官
僚
王
安
石
が
、
は
た
し
て
そ
の
よ
う
な
革
命
的
官
僚
と
な
蜘
う
る
た
め
に
は
、
客
観
的
に
は
そ
れ
を
も
っ
と
も
必
要
と
し
て
い
た
農
民
と
、
ガ

　
　
ッ
チ
リ
結
合
せ
ざ
る
を
え
な
い
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
改
革
の
原
理
を
ケ
ち
だ
さ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
は
た
し
て
そ
う
な
っ
て
い
た
で

　
　
あ
ろ
う
か
。
こ
う
い
っ
だ
こ
と
を
問
題
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
す
、
司
馬
光
ら
保
守
的
官
僚
地
主
の
反
封
を
つ
き
の
け
て
病
改
革
を

　
　
方
し
だ
し
て
い
っ
た
王
安
石
を
考
え
な
お
す
と
、
や
は
り
そ
こ
に
は
、
み
の
が
す
こ
ど
の
で
き
ぬ
大
き
な
問
題
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
お
竜
づ
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
さ
い
き
ん
ー
と
い
っ
て
も
昨
年
の
こ
と
で
あ
る
が
ー
中
村
治
兵
衛
氏
は
、
「
王
安
石
の
登
場
」
と
い
う
力
作
を
饗
表
し
、
宋
朝
政
椹
の
性

格
と
、
集
権
的
な
官
僚
支
配
体
制
の
展
開
に
つ
い
て
論
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
そ
の
最
後
の
と
こ
ろ
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
意
見
が
の
べ
ら
れ

て
い
る
。
　
「
：
…
・
こ
の
募
役
法
に
よ
る
新
し
い
支
配
体
制
の
確
立
（
こ
の
こ
と
は
、
官
吏
・
背
吏
と
人
民
の
分
離
に
よ
る
官
僚
的
支
配
体
制
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

純
化
し
た
政
樺
の
創
出
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
は
、
そ
こ
に
保
甲
法
と
い
う
異
質
物
が
直
ち
に
加
っ
た
た
め
、
そ
の
効
果
を
十
分
に
上
げ
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
」
（
傍
黙
筆
者
）
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
断
定
は
、
わ
た
し
に
は
ど
う
に
も
氣
に
か
か
る
し
、
十
分
に
な
っ
と

く
が
い
か
な
い
。
、
「
保
甲
法
と
い
う
異
質
物
」
と
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
差
役
法
か
ら
募
役
法
へ
と
い
う
役
法
の
攣
化
か
ら
み
れ

ば
、
義
務
兵
役
的
な
性
格
を
竜
つ
保
甲
法
は
、
あ
る
意
味
か
ら
は
な
る
ほ
ど
逆
コ
ー
ス
的
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
異
質
的
だ
と
い
う
こ
と
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
。
保
甲
を
た
だ
ち
に
、
そ
ん
な
ふ
う
に
断
定
し
て
し
ま
う
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
し
、
そ
れ
が
異
質
的
で
あ
る
か
な
い
か
と
い

う
こ
と
は
お
こ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
王
安
石
の
改
革
に
お
い
て
、
そ
の
重
要
な
q
環
と
し
て
う
ち
だ
さ
れ
て
ぐ
゜
る
保
甲
法
を
、
官
僚
支
配
体
、

一

　
　
制
の
確
立
過
程
で
の
異
質
的
な
も
の
と
し
て
、
改
革
の
効
果
を
十
分
で
な
く
す
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
あ
っ
さ
り
か
た
ナ
け
て
し
ま
う
と
、
あ
　
7

　
　
ま
り
う
キ
リ
し
す
ぎ
て
い
て
、
盗
賊
に
で
も
な
ろ
う
と
い
う
民
衆
ー
農
民
た
ち
と
封
決
し
な
が
ら
薪
法
を
や
ろ
う
と
し
た
、
生
き
た
官
僚
一

　
　
王
安
石
と
は
、
ど
う
に
も
あ
ま
り
に
も
か
け
は
な
れ
て
い
る
よ
う
な
氣
が
し
て
な
ら
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
そ
れ
で
、
保
甲
法
が
、
ど
う
し
て
改

　
　
革
を
中
途
牛
端
な
も
の
と
す
る
「
異
質
的
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
、
は
っ
き
り
し
て
ほ
し
い
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
す
、
そ
の
「
異
質

　
　
的
な
も
の
」
を
や
ら
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
、
明
か
に
自
己
矛
盾
を
ふ
く
み
こ
み
つ
つ
な
さ
れ
た
王
安
石
の
改
革
を
、
氏
の
い
わ
ゆ
る
集
権
的

　
　
な
官
僚
支
配
の
展
開
の
方
向
で
、
十
分
な
っ
と
く
の
ゆ
く
よ
う
に
読
明
し
て
ほ
し
い
と
お
も
う
。

　
　
　
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
、
あ
る
意
味
で
は
、
た
し
か
に
矛
盾
し
た
よ
う
な
改
革
が
や
ら
れ
よ
う
と
し
た
歴
史
の
現
實
か
ら
出
獲
し
て
、
そ
こ

　
　
か
ら
王
安
石
の
政
治
改
革
の
全
体
系
を
、
も
う
い
ち
ど
と
ら
え
な
お
す
こ
と
が
、
い
ま
な
に
よ
り
も
大
切
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
「
國
史
の
光
」
と
い
う
こ
と
も
、
「
申
國
の
光
榮
」
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
こ
と
を
と
お
し
て
考
え
な
お
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
お
も
う
。

卿
　
　
こ
こ
で
は
、
と
く
に
、
王
安
石
の
諸
改
革
の
中
で
も
悪
評
の
た
か
い
、
そ
れ
ゆ
え
多
く
の
問
題
を
ふ
く
ん
で
い
る
と
お
も
わ
れ
る
保
甲
法
を



螂
　
と
お
し
て
、
王
安
石
、
さ
ら
に
宋
朝
政
樺
目
集
構
的
官
僚
支
配
と
い
わ
れ
る
権
力
機
構
の
本
質
、
そ
こ
に
息
づ
い
て
い
る
も
の
を
理
解
す
る
た

　
　
め
の
、
て
が
か
り
を
さ
ぐ
り
た
い
と
お
も
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
王
安
石
の
新
法
の
許
便
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
こ
の
論
文
に
必
要
な
も
の
だ
け
に
ふ
れ
る
に
と
ど
め
た
。
ふ
れ
な
か
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
基
本
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
な
方
向
を
簡
軍
に
紹
介
し
て
お
く
。

ω
改
革
の
本
質
的
森
徴
を
、
土
地
馨
化
の
鏡
の
喬
に
見
出
そ
う
と
し
た
も
の
。
（
主
と
し
工
九
世
紀
中
頃
・
中
國
に
來
た
カ
ソ
リ
・
素
の
籔

．
。
　
師
、
お
よ
び
地
理
學
者
エ
リ
ゼ
・
ル
ク
リ
テ
、
ク
ラ
ウ
ゼ
、
な
ど
。
）
し
か
と
の
見
解
に
は
、
現
在
そ
れ
を
支
持
し
う
る
な
ん
ら
の
現
蜜
的
根
拠
を
も

　
　
　
見
出
し
え
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
°
②
　
民
聞
市
場
を
調
節
す
る
纏
濟
的
統
制
の
傾
向
を
あ
ら
わ
す
、
「
國
家
肚
會
主
義
的
」
な
改
革
と
し
て
と
ら
え
る
も
の
。
　
（
オ
ッ
ト
ー
・
フ
ラ
ン
ケ
、
H
・
R
・

　
　
　
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
な
ど
o
）

⑧
騨
羅
讐
鍵
誌
暴
勤
撰
レ
薪
ガ
ス
ン
、
3
ル
ヘ
ル
ム
な
ど
．
）
王
安
石
は
革
命
家
で
も
急
進
主
義
者
で
も
な
文
申
｛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㈲
民
圭
義
的
蕃
機
構
の
基
礎
を
享
言
と
し
た
改
薯
と
す
る
も
の
。
（
ヴ
ェ
ニ
ム
・
シ
ュ
テ
・
イ
ン
な
ど
。
）
　
　
　
　
、
　
「

　
⑤
　
絶
封
主
義
的
な
君
主
濁
裁
制
の
も
と
で
の
近
世
的
な
官
僚
支
配
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
改
革
者
と
す
る
も
の
。
　
（
内
藤
湖
南
な
ど
。
）
．

註
①
　
梁
啓
超
「
王
安
石
評
傳
」
（
一
九
〇
八
年
）
。
こ
の
評
傳
で
、
梁
啓
超
は
、
　
　
　
　
　
．
下
南
征
北
戌
。
皆
以
勝
捷
之
勢
作
圖
來
上
。
料
無
一
人
以
天
下
憂
苦
。

　
　
　
王
安
石
に
關
す
る
い
ま
ま
で
の
酷
評
に
た
い
し
て
、
か
れ
の
政
治
的
立
，
　
．
　
　
　
父
母
妻
子
不
相
保
。
遷
移
困
頓
。
邊
邊
不
給
之
歌
爲
圖
而
献
者
。
臣

　
　
　
場
を
で
き
る
だ
け
み
と
め
、
そ
れ
を
擁
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
　
　
　
　
、
　
　
　
謹
按
安
上
門
逐
日
所
見
維
成
唱
圖
。
百
不
及
咽
。
但
超
聖
眼
亦
可
流

　
②
陸
象
山
「
荊
國
王
丈
公
祠
堂
記
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　

涕
。
況
於
千
萬
里
之
外
哉
。
陛
下
観
臣
之
圖
。
行
臣
之
言
。
十
日
不

　
③
李
薫
「
綾
贅
治
通
鑑
長
編
」
（
以
下
「
長
編
」
と
略
す
）
巻
二
五
四
、
陳
均
　
　
　
雨
。
乞
斬
臣
以
正
欺
臣
之
罪
。

　
　
　
「
皇
朝
編
年
綱
目
備
要
」
（
以
下
「
備
要
」
と
略
す
）
巻
一
九
。
鄭
侠
に
つ
　
　
　
　
　
こ
の
よ
う
な
上
言
を
し
た
鄭
侠
は
、
さ
ら
に
、

　
　
　
い
て
こ
う
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
煕
寧
七
年
四
月
甲
戌
の
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
又
上
書
言
。
天
旱
由
王
安
石
所
致
。

　
　
　
　
先
是
天
久
不
雨
。
河
東
．
河
北
・
険
西
飢
民
。
皆
流
入
京
城
。
而
京
　
　
　
　
　
と
王
安
石
を
攻
撃
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
開
封
に
嵐
で
お
し
よ

　
　
　
　
城
外
飢
民
尤
多
。
監
安
上
門
幅
清
鄭
侠
甕
而
爲
圖
。
且
上
書
口
。
陛
　
　
－
　
　
せ
て
き
た
流
民
は
約
三
萬
人
で
あ
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
　
（
「
長
編
」



　
　
巷
二
五
五
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
成
さ
れ
た
農
業
技
術
の
高
さ
’
が
、
各
地
に
普
及
、
　
一
般
化
す
る
貼
に
そ

　
　
・
ま
た
「
備
要
」
巻
こ
○
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
特
…
徴
を
み
て
お
ら
れ
る
。

　
　
　
張
方
李
言
。
薪
法
行
巳
六
年
。
事
之
利
害
。
非
＝
一
可
悉
。
人
爲
天
　
⑤
王
夫
之
「
宋
朝
史
論
」
巻
六
、
（
神
宗
論
）

　
　
　
地
心
。
天
地
之
口
人
心
。
實
爲
之
。
故
和
氣
不
鷹
。
災
異
蓉
作
。
顧
．
⑥
王
丹
零
「
申
國
農
民
革
命
史
話
凶
申
の
「
明
代
農
民
起
義
」
の
章

　
　
　
其
事
。
必
有
不
協
干
民
者
突
。
…
…
　
　
　
　
　
　
　
⑦
古
島
琴
静
「
愛
國
詩
人
・
顧
炎
武
」
（
「
歴
史
評
論
」
三
七
）

④
北
村
敬
直
「
明
末
・
清
初
に
お
け
る
地
主
に
つ
い
て
」
（
「
歴
史
學
研
究
」
　
⑧
中
村
治
兵
衛
「
王
安
石
の
章
場
ー
宋
朝
政
擢
の
性
絡
ー
」
（
「
歴
史
學
研

　
　
一
四
〇
）
。
　
古
島
和
雄
「
明
末
長
江
デ
ル
タ
地
帯
に
お
け
る
地
主
輕
管
　
　
　
　
　
究
」
一
五
七
）

　
　
ー
沈
氏
農
書
の
一
考
察
」
（
歴
史
學
研
究
ヒ
四
八
）
。
西
嶋
定
生
h
1
6
・
　
⑨
ウ
イ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
著
、
李
野
義
太
郎
・
宇
佐
美
誠
次
郎
課
「
支
那

　
　
1
7
世
紀
を
中
心
と
す
る
中
國
農
村
工
業
の
考
察
」
（
「
歴
史
學
研
究
」
一
　
　
　
　
　
杜
會
の
科
學
的
研
究
」
（
岩
波
新
書
）
、
お
よ
び
オ
ヵ
モ
ト
・
サ
ブ
ロ
ウ

　
　
三
八
）
な
ど
。
な
お
天
野
元
之
助
氏
は
、
さ
い
き
ん
京
大
人
丈
科
學
研
　
　
　
　
　
「
宋
代
封
建
肚
會
に
つ
い
て
」
（
シ
ュ
テ
ィ
イ
ン
の
紹
介
、
「
中
國
研
究
」

　
　
究
所
の
開
所
記
念
講
演
會
で
、
「
中
國
農
業
の
展
開
」
に
つ
い
て
講
演
さ
　
　
　
　
　
七
）
を
参
照
。

　
　
れ
た
。
氏
は
明
代
の
農
業
生
産
に
お
い
て
、
宋
元
時
代
に
局
地
的
に
蓬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
｛
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一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
保
甲
法
は
、
｝
〇
七
〇
年
（
神
宗
、
煕
寧
三
年
）
、
王
安
石
の
政
治
改
革
の
重
要
な
｝
環
と
し
て
實
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
、
に
は
h
．
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ

ぎ
の
よ
う
な
い
き
さ
つ
が
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
當
時
開
封
府
界
の
常
準
倉
・
廣
恵
倉
の
こ
と
を
司
姓
、
ま
た
農
田
水
利
の
ζ
と
屯
兼
職
し
て
い
た
官
僚
趙
子
幾
は
、
か
っ
て
や

　
　
は
り
開
封
府
の
属
官
で
あ
っ
た
と
き
、
畿
内
の
郷
村
を
往
來
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
王
安
石
が
、

　
　
青
年
皇
帝
騨
宗
の
絶
大
な
信
頼
の
も
と
に
、
反
樹
派
の
強
い
批
判
を
お
し
き
っ
て
、
大
規
模
な
改
革
政
治
を
や
虹
は
じ
め
て
か
ら
二
年
目
に
な

　
　
っ
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
改
革
が
現
實
に
ど
の
よ
う
な
結
果
を
ひ
き
お
こ
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
が
農
村
、
あ
る
い
は
都
市
の
各
階
暦
の
民

　

4
8
@
衆
に
、
心
理
的
に
も
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
側
面
で
、
ど
の
よ
う
に
う
け
と
ら
れ
て
い
る
か
を
、
具
体
的
に
つ
か
み
、
改
革
の
成
果
を
現
實
に
み
き



蜘
　
わ
め
て
ゆ
く
こ
と
が
、
な
に
よ
り
も
要
請
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
開
封
府
の
属
官
で
あ
っ
た
趙
子
幾
も
、
改
革
支
持
派
の
官
僚
と
し
て
、
ま
〆
、

　
　
た
王
安
石
の
深
い
信
頼
を
え
て
い
た
も
の
と
し
て
、
こ
の
こ
と
に
最
大
の
關
心
を
も
た
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
か
れ

　
　
は
畿
内
の
農
村
を
往
來
す
る
と
き
、
農
村
の
民
衆
に
と
っ
て
、
い
ま
な
に
が
も
っ
と
も
苦
痛
で
あ
る
か
を
知
ろ
う
と
つ
と
め
た
。
こ
の
よ
う
に

　
　
し
て
か
れ
が
つ
か
み
え
た
の
は
、
「
近
歳
以
來
、
冠
盗
充
斥
し
、
剥
掠
公
行
し
て
患
を
な
す
」
こ
と
が
、
纏
村
民
に
と
っ
て
も
っ
と
も
苦
痛
だ
と

　
　
い
う
こ
と
で
あ
・
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
．
中
間
に
地
分
あ
り
と
い
え
ξ
、
葱
隣
癒
莞
、
勲
隷
勢
か
霧
に
し
て
・
賊
と
敵
せ

　
　
ナ
、
た
と
い
捕
捉
し
て
官
に
赴
゜
く
こ
と
あ
ら
ん
も
、
す
な
わ
ち
そ
の
余
の
徒
黛
同
悪
、
あ
い
と
も
に
甑
ち
讐
報
を
行
い
、
庫
に
惨
毒
を
極
め
、

　
　
　
謹
目
う
に
勝
う
べ
か
争
」
と
い
う
、
ま
こ
と
繕
望
的
な
有
様
で
あ
・
た
。
む
す
か
し
い
こ
と
は
ぬ
き
に
し
て
、
あ
よ
う
な
事
情
は
、
農
村

　
　
の
住
民
に
と
っ
て
、
か
た
と
き
も
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
ぬ
不
安
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

沁
蕪
駐
繕
鰐
嚢
讐
獣
繕
漁
欝
難
讐
舞
軒
篠
難
鰍
津

　
　
こ
の
法
慶
弛
す
。
兼
ぬ
る
に
元
初
保
甲
を
創
制
す
る
に
、
所
在
の
縣
道
、
荷
簡
を
事
と
す
る
な
き
も
、
別
に
経
久
從
長
の
約
束
か
し
Q
こ
れ
兇
　
　
一

　
　
悪
亡
命
そ
の
間
に
容
り
て
徒
を
聚
め
、
蕪
を
結
び
、
間
に
乗
じ
、
隙
を
伺
い
、
公
に
民
患
を
な
す
。
こ
こ
を
も
っ
て
、
郷
村
寧
息
す
る
に
由
な

　
　
き
な
り
L
。
ま
た
、
こ
こ
に
い
わ
れ
る
郷
村
の
自
衛
と
い
う
こ
と
も
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
放
っ
て
お
く
な
ら
ば
、
　
い
つ
な
ん
ど
き
反
政
府
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
な
勢
力
に
ひ
っ
く
り
か
え
る
か
も
わ
か
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
だ
。
趙
子
幾
と
こ
の
虹
う
な
問
答
を
し
た
綿
村
民
が
、
は
た
し
て
ど
ん
凝
連
中

　
　
で
あ
っ
た
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
冠
盗
の
不
安
に
つ
つ
ま
れ
た
郷
村
を
ふ
ま
え
て
、
，
「
そ
の
絵
（
病
患
戸
、
老
幼
戸
・
軍
丁
戸
・
女
戸
を

　
　
の
聖
、
い
て
）
の
主
客
戸
の
爾
丁
以
上
を
も
っ
て
、
近
き
よ
り
遠
き
に
お
よ
び
、
結
び
て
大
小
諸
保
と
な
し
、
各
々
に
首
領
を
立
て
て
、
あ
い
部
勒

　
　
管
轄
せ
し
め
る
」
と
い
う
、
郷
村
組
織
の
編
成
い
強
化
に
つ
い
て
の
か
れ
の
上
言
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
3
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
保
甲
を
，

　
　
編
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
π
、
’
「
富
者
」
は
逡
盗
に
お
そ
わ
れ
る
う
れ
い
が
な
く
な
り
、
「
貧
者
」
は
周
給
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
富
者
に
博
ん
で
生

　
・
活
を
つ
づ
け
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
↓
貧
富
が
た
が
い
に
親
和
し
あ
っ
て
樂
業
し
、
協
力
し
て
冠
盗
を
ふ
せ
ぎ
、
雫
和
な
村
が
お
と
す
れ
、
ζ
れ



　
　
を
天
下
に
お
よ
ぼ
せ
ぱ
、
「
萬
世
長
安
の
術
」
で
あ
る
と
い
う
、
か
れ
の
考
え
を
の
べ
て
い
る
。

　
　
　
冠
盗
が
郷
村
に
侵
入
し
て
、
「
剣
掠
」
を
す
る
最
大
の
目
標
が
、
富
者
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
竜
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
と
も
に
そ
の
不

　
，
安
の
も
っ
て
ゆ
き
ど
こ
ろ
が
な
い
の
は
、
佃
戸
た
ち
や
分
散
し
た
中
小
所
有
者
で
あ
っ
た
と
お
も
う
。
「
か
く
の
ご
と
く
す
れ
ば
（
保
甲
を
や
れ
宏
）
、

　
　
富
者
は
逸
居
し
て
・
冠
劫
を
う
れ
え
ナ
、
貧
者
に
た
の
み
て
あ
い
保
し
、
も
っ
て
存
を
な
す
し
（
『
長
編
」
巻
幅
＝
八
）
と
い
う
の
は
、
そ
の
こ
と
を
・

　
　
し
め
し
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
、
冠
盗
の
防
歴
に
も
っ
と
も
積
極
的
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
富
者
で
あ
る
と
と
も
に
、

　
　
だ
れ
よ
り
も
ま
す
分
散
し
た
中
小
農
民
で
あ
っ
た
。
こ
の
富
者
と
い
う
の
は
、
郷
村
で
は
官
僚
地
主
を
は
じ
め
と
す
る
大
地
主
、
あ
る
い
は
郷

　
　
紳
・
土
豪
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
屯
畿
内
、
あ
る
い
は
華
北
の
地
方
で
は
、
四
川
の
「
所
在
に
兵
を
擁
し
て
自
保
し
、
そ

　
　
の
衆
或
は
萬
人
、
少
き
者
も
千
人
に
お
よ
ぶ
」
（
呉
任
臣
「
＋
國
春
秋
」
巻
三
五
、
前
蜀
）
と
か
、
「
財
力
を
以
て
相
君
し
、
富
人
の
家
毎
に
役
属
す
る
，

　
　
も
の
（
す
な
わ
ち
聾
戸
）
歎
千
戸
」
（
「
太
宗
皇
帝
實
録
．
残
巻
」
巻
七
八
）
と
か
い
わ
れ
る
富
家
．
土
豪
、
あ
る
い
は
、
秦
州
の
「
家
資
富
饒
、
憧
奴
数
　
　
一
．

　
　
千
」
（
「
宋
史
」
巷
二
五
七
、
呉
元
載
傳
）
と
い
わ
れ
る
李
釜
の
よ
う
な
豪
民
は
、
唐
末
・
五
代
の
職
鑑
の
過
程
に
没
落
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
も
　
1
1

　
　
ち
ろ
ん
・
「
水
猿
」
揺
か
れ
て
い
る
獲
蕩
考
な
・
蓬
領
主
的
な
舞
を
し
め
す
も
の
が
全
く
な
か
っ
た
と
は
塗
な
い
・
し
か
し
｝

　
　
そ
の
よ
う
な
強
力
な
地
主
は
む
し
ろ
例
外
的
で
、
叫
般
的
に
は
、
官
僚
化
し
た
、
廣
大
な
土
地
を
集
申
す
る
ま
で
に
は
い
た
ら
な
い
地
主
や
、

　
　
「
民
の
物
力
あ
り
、
癖
村
に
往
き
、
而
し
て
城
郭
に
居
る
」
（
「
長
編
」
巷
三
四
五
）
遙
佃
戸
（
不
在
地
主
）
と
か
が
支
配
的
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

　
　
　
こ
れ
ら
の
富
者
が
郷
村
の
支
配
的
階
暦
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
富
者
は
、
自
ら
の
力
で
憲
盗
を
防
衛
す
る
に
十
分
な
態
勢
を
と
と
の

　
　
　
　

　
　
え
盈
こ
と
は
、
も
は
や
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
，
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
富
者
の
土
地
を
耕
作
し
て
い
た
農
民
は
、

　
　
い
わ
ゆ
る
「
貧
者
」
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
貧
者
」
は
、
客
戸
と
か
佃
戸
と
か
、
あ
る
い
は
、
の
ち
に
保
甲
の
團
教
の
際
に
お
け
る
、
冬
教
を
菟
「

　
　
ぜ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
、
第
五
等
戸
の
「
土
地
二
十
畝
に
及
ぱ
ざ
る
し
（
「
長
編
レ
巻
三
五
四
）
農
民
（
こ
れ
は
自
小
作
農
で
あ
る
）
と
か
、
ま
た
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
へ

　
　
「
無
頼
無
家
の
人
」
な
ど
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
保
甲
に
よ
っ
て
、
「
貧
者
は
土
着
し
て
周
給
す
る
と
こ
ろ
あ
り
、
富
者
に
侍
み
て
あ
い
保
し
、
竜

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

蝦
　
っ
て
生
を
な
す
」
（
「
長
編
」
巻
二
一
八
）
の
を
期
待
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
期
待
は
、
む
し
ろ
土
着
し
な
い
、
つ
ま
り
土
地
に
し
ば
り
つ
け
あ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

9
2
@
れ
て
い
な
い
貧
者
に
た
い
す
る
、
富
者
の
最
大
の
要
求
で
あ
っ
た
と
澄
も
う
。
富
者
は
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
も
、
た
え
ナ
そ
の
支
配
の
足
場

4　
　
を
お
び
や
か
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
富
者
は
、
こ
の
よ
う
な
「
貧
者
」
を
こ
そ
、
は
っ
き
り
じ
ぶ
ん
の
支
配
下
に
お
こ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ

　
　
う
。
富
者
が
、
郷
村
に
お
い
て
自
ら
を
冠
盗
か
ら
防
衛
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
経
濟
的
．
砒
會
的
な
皮
配
的
地
位
を
も
ち
つ
づ
け

　
　
て
ゆ
く
た
め
に
、
現
實
に
あ
る
力
は
、
「
貧
者
」
の
力
を
自
己
の
指
揮
下
に
組
織
し
て
つ
く
り
だ
す
よ
り
ほ
か
に
は
な
い
。
こ
う
し
て
大
き
く
う

　
　
か
び
上
っ
．
て
き
て
い
る
「
貧
者
」
た
ち
は
、
し
か
し
實
際
に
は
、
い
の
ち
を
と
ら
れ
る
以
外
に
は
、
塞
盗
に
劫
掠
さ
れ
る
よ
う
な
目
星
し
い
も

　
　
の
も
な
く
、
ま
し
て
、
地
主
た
ち
の
支
配
下
に
「
逸
居
」
し
「
樂
業
す
る
」
よ
う
な
幸
幅
は
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
。
貧
者
た
ち
は
、
こ
の
よ
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
う
な
富
者
と
の
距
離
よ
り
も
、
む
し
ろ
冠
盗
と
の
よ
り
近
い
場
所
に
あ
つ
た
と
も
い
え
る
。
　
「
兇
盗
亡
命
そ
の
間
に
容
り
て
、
徒
を
聚
め
黛
を

　
　
結
ぶ
」
と
い
う
こ
と
の
申
に
も
、
そ
れ
は
し
め
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
お
も
ヲ
。
基
本
的
に
い
っ
て
、
地
主
と
農
民
と
の
間
の
矛
盾
は
、
こ
の
よ

　
　
う
な
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
深
み
に
お
ち
い
っ
て
い
た
。
（
以
上
趙
子
幾
の
上
言
は
「
宋
會
要
稿
」
兵
二
、
郷
兵
煕
寧
三
年
十
二
月
九
日
條
の
注
に
よ
る
。
）
　
°
　
一

　
　
　
こ
う
し
た
場
で
、
富
者
が
冠
盗
の
防
衛
を
積
極
的
に
お
し
す
す
め
、
そ
し
て
そ
れ
を
郷
村
全
体
に
ま
で
お
し
ひ
ろ
げ
、
じ
ぶ
ん
の
農
村
を
思
　
1
2

　
　
う
ま
ま
隻
配
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
・
郷
村
を
こ
え
た
、
別
の
力
と
ガ
・
チ
リ
結
倉
て
ゆ
か
ざ
る
を
え
な
い
。
言
考
え
て
く
る
と
き
、
こ
一

　
　
こ
に
い
わ
れ
て
い
る
「
貧
者
」
と
は
、
の
ち
に
の
べ
る
史
家
村
の
蕪
客
た
ち
の
こ
と
と
考
え
あ
わ
せ
て
、
と
く
に
、
た
え
ず
湊
落
の
危
瞼
に
さ

　
　
ら
さ
れ
て
い
た
、
第
四
、
第
五
等
戸
の
よ
う
な
小
農
民
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
か
れ
ら
は
、
少
し
ば
か
り
の
土
地
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ

　
　
の
生
活
は
荘
客
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
程
度
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
小
農
民
の
意
識
あ
る
い
は
要
求
が
、
冠
盗
を
防
衛
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
に
も

　
　
か
か
わ
ら
す
、
’
支
配
者
た
ち
は
現
實
に
そ
う
し
た
力
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
の
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
、
い
や
、
そ
こ
に
生
き
る
人
々
の
間
に
ふ
・

　
　
か
い
み
ぞ
が
で
き
て
い
る
郷
村
に
お
い
て
、
多
か
れ
少
な
か
れ
支
配
的
な
意
識
、
輿
論
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
郷
村
の
自
衛
も
、

　
　
趙
子
幾
と
郷
村
民
と
の
苦
痛
問
答
も
、
こ
の
よ
う
な
場
で
と
ら
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
お
も
う
し
、
ま
た
そ
の
反
映
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
さ
て
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
三
つ
あ
る
◎
｝
つ
は
、
「
貧
者
」
と
い
い
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
農
民
を
「
土
着
」
さ
せ
る
ご
と

　
　
が
、
趙
子
幾
に
よ
っ
て
明
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
貧
富
と
も
に
利
釜
が
あ
っ
て
、
た
が
い
に
「
相
い
親
し
み
も
っ
て
樂



業
す
る
」
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
京
畿
で
さ
え
も
「
冠
盗
充
斥
」
と
い
う
ふ
う
に
な
つ
て
い
る
農
村
を
、
と
く
に
土
着
し
な
い

「
貧
者
」
を
、
も
う
咽
度
、
國
家
的
な
規
模
で
、
そ
し
て
富
者
は
そ
れ
に
よ
り
か
か
っ
て
、
全
面
的
に
つ
か
み
な
お
そ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い

か
を
、
趙
子
…
幾
の
保
甲
に
感
じ
さ
せ
る
。
つ
ぎ
に
畿
内
に
お
け
る
現
實
の
農
村
肚
會
の
支
配
者
た
ち
が
、
國
家
構
力
に
た
い
し
て
遠
心
的
な
勢

力
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
か
れ
ら
が
自
ら
の
支
配
を
、
そ
し
て
そ
れ
が
な
り
た
っ
て
い
る
耐
會
を
も
ち
つ
づ
け
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

か
れ
ら
は
集
権
的
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
も
っ
と
も
の
ぞ
ん
’
で
い
る
の
は
、
地
主
と
と
も

に
、
冠
盗
に
た
い
し
て
は
全
く
無
力
で
あ
っ
た
、
バ
ラ
バ
ラ
な
申
小
の
農
民
で
あ
っ
た
。
第
三
に
、
以
上
の
こ
と
か
ら
、
保
甲
に
よ
る
上
か
ら

の
纒
村
再
編
域
の
成
否
が
ど
う
で
あ
る
か
に
は
、
基
本
的
に
は
佃
戸
制
を
強
化
し
つ
つ
、
さ
ら
に
申
小
農
民
の
猫
立
性
を
維
持
し
て
、
宋
朝
政

樺
の
集
椹
的
な
官
僚
支
配
体
制
を
強
化
す
る
と
い
う
問
題
が
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
趙
子
幾
の
意
見
は
、
た
だ
ち
に
司
農
寺
で
検
討
せ
ら
れ
詳
定
さ
れ
て
、
申
書
に
進
呈
せ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
が
最
後
的
な
決
定
を
み
る
ま
で
に

↑

は
、
事
が
重
大
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
な
ん
ど
も
充
分
な
検
討
が
や
ら
れ
た
o
　
．
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
3

　
趙
子
幾
が
ふ
ま
え
て
保
甲
を
う
ち
だ
し
て
き
た
綿
村
の
現
實
に
た
っ
て
、
さ
ら
に
、
そ
れ
が
王
安
石
の
政
治
改
革
の
中
心
に
す
氏
ら
れ
る
た
　
　
「

め
に
は
、
ま
た
「
帝
（
神
宗
）
嘗
ζ
財
用
を
節
せ
ん
こ
と
を
言
う
。
安
石
封
う
る
に
減
兵
最
も
急
な
る
を
も
っ
て
す
」
（
馬
端
臨
、
「
文
献
通
考
」
巻
一

五
三
）
と
い
う
、
政
治
上
の
さ
し
せ
ま
っ
た
問
題
が
か
ら
ま
っ
て
い
た
。

　
　
　
そ
れ
は
す
で
に
、
神
宗
の
初
年
に
「
臣
仁
宗
朝
に
在
り
て
、
慶
暦
中
三
司
使
に
充
て
ら
る
。
嘉
砧
の
初
め
、
ま
た
邦
計
を
領
す
。
嘗
て
朝
廷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
の
た
め
に
こ
の
事
を
精
言
し
、
累
ね
て
奏
議
す
る
あ
り
。
陳
ぶ
る
と
こ
ろ
の
利
害
安
危
の
体
、
そ
の
本
源
を
究
む
る
に
、
冗
兵
最
も
大
患
た
り
」

　
　
（
「
長
編
」
巻
二
〇
九
）
と
張
方
雫
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
財
政
の
困
難
は
、
賦
役
・
徴
税
手
段
を
加
重
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
き

　
　
り
ぬ
け
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
際
に
も
、
仁
宗
朝
に
す
で
に
右
正
言
の
田
況
は
、
「
賦
役
・
徴
税
の
重
い
の
は
、
國
家
の
財
政
が
日
に
窮
迫
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
か
ら
で
あ
る
。
財
政
の
窮
迫
は
、
冗
兵
の
増
加
に
よ
る
。
い
ま
天
下
の
兵
は
百
萬
を
こ
え
、
先
朝
の
三
倍
に
近
い
」
（
「
長
編
」
巻
一
五
四
）
と
の
べ

ヨ

4
9
@
て
お
り
、
さ
ら
に
當
時
の
三
司
使
張
方
亭
は
、
「
軍
人
は
日
に
増
し
、
農
民
は
日
に
減
じ
、
遍
來
七
年
の
糊
…
に
民
力
は
困
窮
し
、
天
下
の
民
は
最



鰯
　
早
自
ら
衣
食
を
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
匹
る
L
（
「
長
編
」
巻
｝
六
輔
）
と
の
べ
て
匝
る
。
こ
う
し
て
、
仁
宗
朝
の
絡
り
に
は
、
財
政
的
危

　
　
機
は
、
そ
の
ま
ま
政
治
的
危
機
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
も
は
や
ぬ
け
溢
の
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、
政
治
だ
け
で
は
な
く
・

　
　
竜
っ
と
枇
會
の
底
深
い
と
こ
ろ
に
つ
な
が
っ
て
お
り
、
「
民
力
の
困
窮
」
は
、
そ
の
結
果
と
し
て
京
畿
に
お
い
て
す
ら
一
年
に
群
盗
二
百
彩
と
い

　
　
う
實
情
で
あ
り
、
そ
の
う
え
、
北
方
の
西
夏
．
契
丹
の
脅
威
は
、
宋
め
政
治
的
危
機
を
い
っ
そ
う
深
刻
な
場
所
に
お
い
こ
ん
で
い
っ
た
。
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
は
ま
さ
に
、
宋
朝
政
椹
そ
の
も
の
の
、
椹
力
の
危
機
で
あ
る
。

　
　
　
宋
朝
椹
力
の
支
柱
は
、
現
實
に
は
、
ま
さ
に
軍
事
力
に
こ
そ
あ
る
。
現
實
の
宋
朝
権
力
の
支
配
は
、
郷
村
に
お
い
て
く
す
れ
か
か
っ
て
い
る
。

　
　
し
か
も
財
政
的
危
機
は
、
そ
の
軍
事
力
の
縮
少
を
要
求
し
て
い
る
。
北
方
か
ら
の
脅
威
は
、
軍
事
力
の
充
實
を
こ
そ
必
要
と
し
て
い
る
。
こ
の

　
　
よ
う
な
、
の
っ
ぴ
き
な
ら
ぬ
支
配
椹
力
の
危
機
を
ど
う
つ
き
ぬ
け
て
ゆ
く
か
と
い
う
こ
と
が
、
當
時
の
政
治
の
最
大
の
問
題
で
あ
っ
た
し
、
王

　
　

ﾉ
も
、
官
僚
と
し
て
、
い
や
で
も
お
う
で
も
、
こ
の
よ
う
な
場
に
た
た
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
う
ち
だ
さ
れ
た
象
、
精
鋭
一

　
　
主
義
に
よ
る
職
業
軍
隊
の
整
理
充
實
で
あ
り
、
「
三
路
の
民
を
鼓
舞
し
て
兵
を
習
わ
せ
る
」
民
兵
主
義
で
あ
っ
た
（
「
文
献
通
考
」
巻
一
五
三
）
。
そ
船
　
1
4

　
　
は
、
理
想
的
に
は
、
周
代
の
「
兵
を
農
に
寓
す
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
ま
た
唐
代
の
府
兵
制
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
も
ほ
か
な
ら
な
　
　
【

　
　
か
っ
た
。
し
か
し
、
王
安
石
の
こ
の
よ
う
な
原
理
を
さ
さ
え
た
の
は
、
一
方
で
は
周
禮
へ
の
復
古
主
義
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
、
そ
れ
に
は
、
，

　
　
ま
え
の
西
夏
と
の
戦
箏
の
と
き
澹
邊
の
民
兵
が
非
常
に
勇
敢
に
職
っ
た
と
い
う
實
際
の
経
験
に
よ
っ
て
も
う
ら
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
し
　
、

　
　
て
も
、
保
甲
は
な
に
よ
り
も
民
衆
を
つ
な
い
で
ゆ
く
結
合
の
原
理
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
や
は
り
、
當
時
の
農
村
に
あ
っ
た
實
際
の
諸
關
係
の

　
　
上
に
た
た
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
關
係
の
基
礎
に
あ
る
も
の
は
佃
戸
制
で
あ
る
が
、
政
治
的
危
機
と
い
う
こ
と
は
、
現
實
に

　
　
は
そ
の
上
に
た
つ
地
主
支
配
の
破
綻
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
も
保
甲
は
こ
の
よ
う
な
佃
戸
制
に
は
殆
ん
ど
｝
指
も
ふ
れ
て
い
な

　
　
い
こ
と
に
お
い
て
特
徴
的
で
あ
る
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
　
こ
う
し
て
、
保
甲
法
が
王
安
石
の
改
革
の
主
要
な
一
環
と
し
て
、
そ
の
中
心
に
す
え
ら
れ
た
と
き
、
「
つ
に
は
郷
村
の
警
察
組
織
の
再
編
成

　
　
強
化
に
よ
る
支
配
力
の
浸
透
、
二
つ
に
は
民
兵
制
度
の
創
立
に
よ
る
‘
支
配
梅
力
の
危
機
の
克
服
と
し
て
う
ち
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し



　
　
　
て
そ
の
基
盤
は
、
農
村
に
存
在
す
る
廣
汎
な
分
散
的
な
中
小
の
土
地
所
有
者
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
、
宋
朝
の
支
配
椹
力
、
す
な
わ
ち
・
基

　
　
　
本
的
に
は
集
橿
的
な
官
僚
地
主
支
配
の
郷
村
へ
の
浸
透
、
そ
の
前
進
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
基
礎
の
う
え
に
、
迫
り
く
る
外

　
　
　
璽
に
野
抗
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
r
っ
た
。
逆
に
、
外
璽
に
樹
抗
す
る
た
め
に
は
、
九
九
三
年
の
王
小
波
・
李
順
の
叛
勲
（
均
産
一
揆
）
い
ら
い
、
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
し
だ
い
に
構
力
に
た
い
し
て
敵
野
的
な
方
向
に
う
ご
き
つ
つ
あ
っ
た
郷
村
を
、
全
面
的
に
つ
か
み
な
お
ひ
、
そ
れ
に
よ
ウ
て
、
郷
村
を
よ
り
強

　
　
　
い
官
僚
地
主
支
配
と
、
外
墜
へ
の
伽
封
抗
と
の
た
め
の
現
實
の
力
に
韓
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
註
①
藷
七
年
（
δ
杢
）
ご
ろ
、
禦
州
で
あ
ぞ
關
詠
は
、
選
路
0
　
　
大
い
に
そ
れ
に
抵
抗
し
・
政
府
か
ら
「
忠
義
誕
」
な
ど
の
名
磐
も
ら

　
　
冒
　
鎗
杖
手
を
籍
せ
ん
こ
と
を
請
う
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
　
　
　
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
。
羨
に
民
間
の
武
藝
警
の
例
を
し
め
し
て
書
う
・

　
　
　
　
　
　
（
鎗
杖
手
）
讐
護
。
謄
勇
可
用
。
然
無
事
之
時
、
亦
霧
誇
欝
　
　
（
大
轟
符
二
年
七
月
四
目
）
詔
日
・
禁
呪
之
方
・
欝
之
術
・
羅
r

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
　
　
　
爲
盗
。
是
未
有
制
御
之
法
。
宜
各
簿
籍
姓
名
ρ
若
有
功
與
量
免
戸
了
　
　
　
　
　
・
縁
於
南
畝
。
實
有
齪
於
齊
民
。
言
念
僻
違
用
申
科
禁
。
其
河
北
諸
州
軍

　
　
@
　
、
差
役
。
敢
結
集
作
過
。
除
死
罪
外
。
並
加
奪
。
（
梁
克
毒
壁
二
　
民
戸
。
惰
護
業
・
學
禁
籍
劒
挑
楚
薯
・
自
婁
諸
縣
令
佐
・
卜

　
　 @
②
從
細
題
河
劉
の
沼
邊
の
諸
鷺
衆
の
あ
　
　
・
「
壮
」
　
聾
羅
譲
躍
．
熱
驚
鞭
㌧
既
跡
馨
゜
牝

　
　
　
　
　
を
つ
く
．
て
、
自
誘
に
武
華
な
ら
う
こ
と
が
盛
ん
で
あ
・
た
。
こ
　
　
憲
。
秦
惣
。
臭
薦
鳶
斬
。
余
決
配
遠
甕
州
牢
城
・
零
人

　
　
　
　
　
れ
が
ど
ん
な
目
的
で
な
さ
れ
た
の
か
は
不
盟
な
貼
も
あ
る
が
、
や
は
り
　
　
　
　
　
告
捕
之
。
獲
一
人
者
。
當
銭
三
十
千
。
（
「
長
編
」
巷
＝
二
四
）

　
　
　
　
　
盗
賊
横
行
す
る
と
い
う
世
相
不
安
、
契
丹
の
脅
威
な
ど
が
つ
よ
ス
働
い
　
　
　
　
　
　
こ
の
よ
う
な
歌
態
は
・
ま
さ
に
「
水
激
傳
」
を
彷
彿
さ
せ
る
も
の
が

　
　
　
　
　
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
う
っ
か
り
す
る
　
　
あ
る
。
、
こ
の
よ
う
な
民
聞
の
「
肚
」
な
ど
に
つ
い
て
は
別
に
稿
を
改
め

　
　
　
　
　
と
、
盗
賊
に
逆
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
し
、
ま
た
事
實
逆
用
さ
れ
　
、
　
て
、
研
究
し
た
い
と
お
も
う
・

　
　
　
　
　
た
。
そ
こ
で
政
府
は
、
し
ば
し
ば
民
間
の
武
蓼
歪
す
る
わ
け
で
あ
　
③
「
長
編
」
巻
一
二
八
・
羅
三
年
±
万
に
・
司
馬
光
は
・
、
　
，
，

　
　
　
　
　
る
が
、
そ
の
吉
な
も
の
に
は
、
誕
と
か
弓
箭
肚
と
か
が
あ
っ
を
、
　
　
「
況
ん
や
關
中
羅
し
、
＋
籍
九
空
、
盗
賊
妄
る
も
の
紛
紛
と
．

　
　
　
　
　
義
勇
、
張
肚
に
屡
さ
ぬ
竜
の
竜
こ
の
杜
で
武
藝
を
や
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
し
て
す
で
に
多
し
…
…
」

5
　
保
甲
は
こ
の
よ
う
罠
間
の
藩
を
ふ
変
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
　
　
と
上
奏
し
て
い
る
。
こ
れ
と
同
じ
饗
畢
は
そ
の
他
の
薪
に
も
非

狛
9
民
間
の
肚
は
な
か
な
か
有
用
で
あ
り
、
北
黍
の
金
軍
の
笑
の
際
は
、
　
常
に
多
く
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
柔
史
養
九
二
・
慧
六
に
は
・



9
6
@
　
　
　
　
「
府
界
も
と
群
盗
多
し
。
攻
劫
殺
掠
す
。
一
歳
の
間
、
二
百
火
（
彩
）
　
　
’
，

4
　
　
　
　
　
　
に
い
た
る
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
　
　
と
い
う
、
王
安
石
の
言
葉
を
の
せ
て
い
る
。
櫨
力
の
お
ひ
ざ
も
と
の
畿

　
　
　
　
　
内
で
す
ら
こ
ん
な
状
態
で
あ
っ
た
o

　
　
　
④
仁
宗
朝
の
財
政
困
難
に
つ
い
て
は
、
内
藤
湖
南
「
中
國
近
世
史
」
、
、
佐
伯

　
　
　
　
　
富
「
王
安
石
」
、
曾
我
部
艀
雄
「
宋
代
財
政
史
」
、
王
志
瑞
「
宋
元
輕
濟

　
　
　
　
　
史
」
な
ど
に
詳
し
く
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
こ
の
財
政
困
難
に
コ

　
　
　
　
　
い
て
は
、
冗
兵
の
み
な
ら
す
、
い
わ
ゆ
る
三
冗
の
読
が
宋
那
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
（
「
宋
史
」
巻
二
八
四
、
・
宋
祁
傳
）

　
　
　
　
　
　
ま
た
「
宋
史
」
巻
一
四
〇
、
兵
志
に
よ
っ
て
総
兵
数
お
よ
び
禁
軍
撒

　
　
　
　
　
を
あ
げ
れ
ば
、
つ
ぎ
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

％
亙
罪
6
6

激兵総敷軍禁代時
0
　
0
　
　
0
　
　
0

0
　
（
U
　
∩
）
　
0

0
　
（
）
　
0
　
　
0

8
　
6
　
9
臼
　
9

7
／
　
6
　
1
　
5

ヨ
　
　
バ
リ
　
　
　
　
　
ワ
ロ

　
　
　
　
L

0
　
0
　
（
U
　
O

O
　
　
O
　
O
　
O

O
　
O
　
O
　
O

n
6
　
Ω
U
　
2
　
　
ρ
0

9
　
　
　
0
　
9
U
　
9
臼

ー
ム
　
6
δ
　
4
　
　
Q
U

寳
道
禧
暦

開
至
天
慶

「
宋
史
」
巷
一
九
七
食
貨
志
に
よ
れ
ば
、

中
暦慶

、

中
徳景類種

余
余
余

0
　
0
　
　
0

0
　
0
　
　
∩
V

（
U
　
O
　
　
O

O
　
　
O
　
　
O

『
ひ
　
0
　
ど
0

ワ
亘
　
－
　
　
¶
⊥

Q
ゾ
　
7
，
　
7
°

1
　
　
ー
ム

余
余
余

0
　
∩
V
　
O

O
　
O
　
O

O
　
O
　
　
O

（
∪
　
（
）
　
0

0
　
　
8
　
　
だ
0

5
　
9
臼
　
『
0

4
輪
　
4
　
n
δ

税
課
課

　
　
　
税

商
酒
塩

　
　
　
　
ヒ
の
敷
値
に
よ
っ
て
、
慶
暦
中
の
禁
軍

鋤
　
へ
の
歳
給
を
計
算
す
れ
ば
（
約
四
一
、

　
　
　
　
三
〇
〇
、
O
O
O
貫
と
な
る
。

馳
　
冗
兵
は
・
宋
が
北
方
の
豊
の
契
丹
、

（　
　
　
　
と
封
抗
す
る
必
要
や
國
内
の
治
安
維
持

　
　
　
　
の
た
め
に
お
こ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
職
…
業
軍
隊
に
お
い
て
は
、
老
弱
兵
の
陶

　
　
　
　
汰
は
困
難
で
あ
り
、
し
か
も
精
鏡
な
兵

　
　
　
　
隊
の
補
充
必
要
と
す
る
こ
と
か
ら
、
必

　
許
，
　
　
然
的
に
櫓
加
し
で
い
っ
た
。
ま
た
天
災

　
　
　
　
飢
謹
な
ど
に
よ
る
流
民
、
失
業
者
を
、

　
　
　
　
軍
隊
に
編
入
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
　
　
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

鮫
難
森
姫
蓬
醜
諜
⑥
携
「
塞
揆
の
鷺
華
名
世
璽
け
る
肇
の
＝

出
は
三
〇
・
三
四
三
・
一
七
四
・
臨
時
費
一
　
　
問
題
1
」
（
肇
學
研
究
」
一
五
二
）

一
・

ﾜ
二
一
・
二
七
八
・
差
引
轍
五
・
七
二
六
・
　
　
　
　
　
　
蝸
〇
六
九
年
に
、
紳
宗
の
絶
大
の
信
顧
を
う
け
て
は
じ
め
ら
れ
た
三

〇
四
七
の
赤
字
と
な
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
安
石
の
政
治
改
革
は
、
こ
の
均
産
一
揆
い
ら
い
、
約
八
〇
年
絵
に
わ
た

　
さ
ら
に
財
政
牧
入
、
と
く
に
銅
鏡
に
よ
る
　
　
　
　
　
っ
て
、
徐
々
に
準
備
さ
れ
て
來
た
も
め
で
あ
る
と
お
も
う
。
こ
の
時
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
ヘ
　
へ

牧
入
の
大
宗
は
商
税
お
よ
び
專
費
盆
金
に
よ
　
　
　
　
　
ば
、
こ
れ
ま
で
中
國
に
か
っ
て
な
か
っ
た
よ
う
な
狸
自
な
檬
相
と
、
多

る
牧
入
で
あ
る
が
、
張
方
李
の
上
奏
に
よ
つ
　
、
　
　
　
く
の
重
大
な
事
件
に
み
ち
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
他
日
、
稿

て
そ
の
主
な
も
の
を
み
れ
ば
、
つ
ぎ
の
表
の
　
　
　
　
　
を
改
め
て
追
求
し
、
明
か
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

よ
う
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
・
　
⑥
（
煕
寧
六
年
八
月
丁
丑
）
検
正
中
書
刑
房
公
事
沈
括
言
。
爾
漸
州
縣
民
。

　
ま
た
、
張
方
李
の
上
奏
に
よ
れ
ば
、
中
等
　
　
　
　
　
多
以
田
産
誰
立
戸
名
。
分
減
雇
鏡
夫
役
。
冒
請
常
李
銭
解
。
及
私
販
禁

の
禁
軍
の
一
兵
士
の
歳
給
は
、
約
覧
○
貫
文
で
あ
っ
た
。
い
ま
か
り
に
　
　
　
　
　
塩
。
乞
依
京
東
…
准
南
。
排
定
保
甲
。
保
甲
一
定
則
読
名
漏
附
皆
可
根
括
。



以
至
請
納
・
和
買
・
常
李
鏡
斜
・
秋
夏
苗
税
。
及
興
調
夫
役
。
捕
察
私
　
　
　
　
伏
。
其
間
不
易
幾
療
。
萬
一
籍
褒
。
患
及
敷
路
。
（
同
上
、
巻
二
九
二
）

塩
賊
盗
。
皆
有
部
分
不
能
欺
隠
。
（
「
長
編
」
巻
二
四
六
）
　
　
　
　
　
　
°
　
　
　
　
こ
れ
は
少
し
あ
と
の
例
で
あ
る
が
、
批
會
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
同
じ
よ

（
元
豊
元
年
十
月
已
末
）
詔
潭
州
測
陽
縣
永
興
場
采
銀
銅
磧
所
集
坑
丁
。
　
　
　
　
う
な
歌
態
が
お
こ
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
．
當
時
政
府
が
い
か
、

皆
四
方
淳
浪
之
民
。
若
不
聯
以
什
伍
。
重
隠
姦
連
坐
之
科
。
則
悪
少
藏
　
　
ド
　
　
に
危
瞼
な
歌
態
に
あ
っ
た
か
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
　
　
　
・
°

　
　
゜
さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
し
て
う
ち
だ
さ
れ
て
き
た
保
甲
法
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
實
施
さ
れ
、
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
保
甲
法
は
、
噌
〇
七
〇
年
（
神
宗
、
煕
寧
三
年
）
十
二
月
に
實
施
さ
れ
た
。
そ
の
組
織
上
の
原
則
的
な
要
鮎
を
あ
げ
れ
ば
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
つ

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

　
　
　
．
①
　
十
家
を
唱
保
と
し
、
主
戸
の
材
幹
心
力
あ
る
も
の
嘱
人
を
選
ん
で
保
長
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
②
　
五
十
家
を
｝
大
保
と
し
、
主
戸
の
も
っ
と
も
心
力
あ
り
、
お
よ
び
物
産
も
っ
と
も
高
き
も
の
一
人
を
選
ん
で
大
保
長
と
す
る
。
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
　
⑧
　
十
大
保
を
唄
都
保
と
し
、
主
戸
の
行
止
あ
り
材
勇
あ
り
、
衆
の
伏
す
と
こ
ろ
と
な
る
も
の
二
人
を
選
ん
で
都
・
副
保
正
と
す
る
。
　
　
　
1
7

　
　
　
㈲
卦
奮
騨
葱
・
豪
に
爾
丁
以
上
あ
る
も
の
か
ら
天
を
選
ん
で
皐
と
し
、
保
に
附
す
る
・
’
　
　
　
　
　
【

　
　
　
⑤
　
逃
移
・
死
絶
戸
に
よ
っ
て
、
同
保
が
五
家
以
下
と
な
っ
た
と
き
は
他
保
に
併
合
す
る
。
外
來
者
は
同
保
に
加
入
さ
せ
、
戸
激
が
十
家
以

　
　
　
　
　
上
に
な
っ
た
場
合
に
、
別
に
新
し
く
保
甲
を
設
け
る
。

　
　
　
保
甲
法
の
編
成
は
、
ほ
ぼ
こ
の
よ
う
な
原
則
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
（
こ
れ
は
の
ち
に
改
め
ら
れ
た
。
年
表
参
照
）
。
附
保
戸
の
關
係
な
ど
か
ら
、
一

　
　
保
内
の
戸
敷
な
ど
は
必
す
し
も
唱
定
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
保
丁
が
主
戸
、
客
戸
の
別
な
く
徴
用

　
　
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
け
る
保
甲
編
成
の
長
が
、
主
戸
か
ら
、
し
か
も
そ
の
「
材
幹
心
力
あ
る
も
の
」
と
か
、

　
　
「
物
産
高
き
も
の
」
と
か
が
え
ら
ば
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
保
長
、
都
．
副
保
正
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
鷹

　
　
じ
て
、
郷
村
の
有
力
者
、
地
主
な
ど
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
水
潜
傳
」
の
は
じ
め
に
（
第
二
回
）
、
王
進
が
東
京
を
の
が
れ
で
て
、
延
安
府

柳
　
を
め
ざ
し
、
途
中
華
陰
縣
の
史
家
村
で
、
史
家
に
や
ど
る
く
だ
り
が
あ
る
。
史
家
は
、
三
、
四
百
家
の
荘
客
を
も
つ
大
地
主
で
あ
る
が
、
そ
の



9
8
@
む
す
ご
史
進
は
、
武
藝
の
師
匠
を
た
の
ん
で
槍
や
棒
を
な
ら
い
、
て
ん
で
百
姓
仕
事
を
や
ら
す
、
か
ら
だ
中
に
い
れ
す
み
し
て
、
縣
下
に
九
紋

4　
　
龍
の
史
進
と
あ
だ
な
さ
れ
、
の
ち
天
呈
星
三
十
六
人
中
の
唱
人
、
天
微
星
と
し
て
梁
山
泊
に
加
わ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
九
紋
龍
の
よ
う
な
て

　
　
あ
い
を
、
大
保
長
、
あ
る
い
は
都
．
副
保
正
に
考
え
あ
わ
す
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
む
り
な
こ
と
で
も
あ
る
ま
い
。
保
甲
の
武
器
は
、
命
令
に
よ

　
　
っ
て
私
藏
を
禁
ら
ぜ
れ
て
い
る
も
の
の
ほ
か
は
、
練
習
す
る
こ
と
を
ゆ
る
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
保
甲
の
組
織
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
小
作

　
　
入
の
み
な
ら
す
小
農
民
を
も
、
麹
村
の
地
主
的
支
配
の
も
と
に
つ
な
ぎ
と
め
て
ゆ
く
こ
と
を
可
能
に
し
た
。

　
　
　
ま
た
保
甲
の
編
成
が
、
政
府
の
て
に
よ
っ
て
全
く
｝
か
ら
は
じ
め
ら
れ
た
と
は
い
え
な
い
。
趙
子
幾
の
上
言
に
よ
っ
て
も
し
ら
れ
る
よ
う
に
、
6

　
　
す
で
に
警
察
的
な
纏
村
組
織
は
つ
く
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
し
、
ま
た
前
に
ひ
い
た
「
水
溜
傳
」
の
史
家
村
の
く
だ
り
の
な
か
に
も
、
史
家
の

　
　
あ
る
じ
と
な
っ
た
九
紋
龍
の
史
進
が
、
「
き
け
ば
少
華
山
に
三
名
の
賊
が
た
て
こ
も
り
、
子
分
の
六
七
百
人
も
あ
つ
め
て
出
没
し
、
あ
ば
れ
ま
わ

　
　
っ
て
い
る
と
か
。
や
つ
ら
が
そ
ん
な
に
世
を
は
ば
か
ら
す
に
あ
ば
れ
ま
わ
，
っ
て
い
る
と
す
る
と
、
い
つ
か
は
村
に
お
し
よ
せ
て
こ
な
い
で
は
な
　
　
「

　
　
か
ろ
う
。
今
日
、
み
な
を
こ
こ
に
集
め
た
の
は
ほ
か
で
も
な
い
。
も
し
も
や
つ
ら
が
や
っ
て
き
た
ら
、
ど
こ
の
家
で
も
準
備
を
し
て
お
い
て
、
　
1
8

　
　
わ
し
の
と
こ
ろ
で
拍
子
木
を
う
ち
な
ら
す
の
を
合
圖
に
、
お
ま
え
ら
幅
人
ひ
と
り
、
槍
な
り
棒
な
り
を
ひ
っ
さ
げ
て
、
集
っ
て
も
ら
い
た
い
の
　
　
一

　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

、
　
だ
。
君
た
ち
の
家
が
お
そ
わ
れ
た
と
き
に
は
、
や
は
り
そ
う
ず
る
こ
と
に
し
て
、
お
互
に
助
け
あ
い
、
協
力
し
て
村
を
ま
も
ろ
う
で
は
な
い
か
。

　
　
…
…
」
と
い
う
と
、
荘
客
た
ち
は
、
「
わ
し
ら
は
土
百
姓
で
す
。
萬
事
は
若
旦
那
の
お
オ
し
ナ
ど
海
り
で
す
。
…
…
」
と
答
え
る
く
だ
り
が
あ
る
。

　
　
こ
の
よ
う
な
纏
村
の
自
衛
の
下
地
の
上
に
こ
そ
、
上
か
ら
の
保
甲
の
編
成
も
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
こ
の
よ
う
な
關
係
を
、
全

　
　
農
村
に
、
少
く
と
も
分
散
し
た
申
小
農
民
暦
に
も
お
よ
ぼ
そ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
纒
村
の
自
衛
が
、
．
群
盗
の
勢
力
と

　
　
十
分
に
野
抗
で
き
な
い
と
い
う
不
安
が
現
實
に
お
こ
っ
て
く
る
と
き
、
そ
れ
が
政
治
椹
力
と
の
結
合
を
も
と
め
、
ま
た
上
か
ら
の
、
そ
う
い
っ

　
　
た
組
織
化
を
う
け
い
れ
て
ゆ
く
こ
と
も
當
然
で
あ
っ
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
と
同
時
に
そ
の
…
場
合
の
」
「
萬
事
は
若
且
那
の
お
さ
し
す
ど
お
り
」

　
　
と
こ
た
え
る
荘
客
た
ち
の
あ
り
方
を
も
み
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
と
お
も
う
。
（
周
藤
吉
之
「
宋
代
の
佃
戸
制
」
i
歴
史
學
研
究
唱
四
三
號
の
田
主
と
佃
璽

　
　
戸
と
の
關
係
を
滲
照
）



　
　
　
こ
の
よ
う
な
保
甲
は
・
は
じ
め
や
は
り
保
内
の
自
警
組
織
、
政
府
の
警
察
組
織
の
末
端
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
ク

　
　
た
。
そ
の
よ
う
な
保
甲
の
任
務
は
、
ほ
ぼ
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
・

　
　
　
①
　
U
大
保
ご
と
に
、
五
人
の
夜
警
を
輪
番
に
出
し
、
縣
に
盗
賊
を
報
告
ま
た
は
捕
獲
し
た
場
合
、
賞
格
に
よ
っ
て
賞
す
る
。

　
　
　
②
　
同
保
甲
内
の
犯
罪
、
と
く
に
強
盗
・
殺
人
・
放
火
・
強
姦
・
略
人
・
妖
教
傳
習
・
盤
毒
造
畜
の
罪
を
お
か
し
た
者
が
あ
っ
た
場
合
、
そ

　
　
　
　
　
れ
を
知
っ
で
い
な
が
ら
報
告
し
な
い
場
合
に
は
、
伍
保
律
に
よ
っ
て
庭
罰
す
る
。

　
　
　
③
　
強
盗
三
人
を
家
に
と
め
、
三
日
た
っ
て
も
、
同
保
甲
の
各
家
が
そ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
は
、
失
畳
罪
に
庭
す
る
。

　
司
　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
保
甲
が
、
政
府
の
農
村
支
配
と
ま
っ
す
ぐ
つ
な
が
る
警
察
組
織
で
あ
り
、
そ
れ
は
な
に
よ
り
も
農
村
に
お
け
る
「
富
者
」

　
　
の
利
釜
と
、
わ
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が
明
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
農
民
の
側
に
も
、
そ
う
し
た
富
者
の
利
釜
と
じ
ぶ
ん
の

　
　
利
釜
と
を
お
お
い
、
ま
た
と
り
ち
が
え
る
よ
う
な
現
實
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
保
甲
が
ま
す
、
戸
を
軍
位
と
し
て
、
つ
ま
り
家
父
長
的
な
關
係
、
　
一

　
　
あ
る
い
は
道
徳
の
支
配
し
て
い
る
豪
L
を
基
礎
と
し
て
や
ら
れ
た
こ
と
に
も
し
め
さ
れ
て
い
る
と
お
も
う
。
し
か
も
保
甲
の
は
じ
め
に
は
、
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
い
わ
ゆ
る
「
兵
を
農
に
寓
す
る
」
と
い
う
王
安
石
の
意
圖
は
み
じ
ん
も
み
と
め
ら
れ
な
い
。
そ
れ
，
は
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
　
こ
の
よ
う
な
保
甲
法
は
、
ま
す
開
封
府
路
に
實
施
さ
れ
た
。
し
か
し
、
實
際
に
保
即
の
編
成
が
は
じ
め
ら
れ
る
と
、
圓
滑
に
す
す
む
ど
こ
ろ

　
．
か
、
そ
れ
は
い
ろ
い
ろ
の
階
暦
の
人
々
か
ら
の
妨
害
と
批
判
を
う
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
　
　
煕
寧
四
年
（
一
〇
七
一
）
の
三
月
、
椹
密
院
は
、
「
保
甲
を
お
い
た
の
で
、
指
を
裁
り
、
腕
を
断
つ
も
の
が
あ
る
」
（
「
長
編
」
巻
二
一
＝
）
と
報
告
し

　
　
て
い
る
。
さ
ら
に
陳
留
縣
で
は
、
保
甲
を
實
施
し
た
の
に
つ
い
て
、
十
人
一
小
保
ご
と
に
、
そ
の
中
の
三
人
あ
る
い
は
五
人
に
弓
箭
を
自
費
で

　
　
と
と
の
え
さ
せ
、
ま
た
各
家
ご
と
に
、
危
急
を
隣
家
に
し
ら
せ
る
た
め
の
鼓
を
用
意
さ
せ
、
そ
れ
を
や
ら
ぬ
も
の
は
、
縣
吏
が
塵
罰
し
た
。
そ

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
こ
で
貧
下
客
丁
は
、
衣
類
を
質
い
れ
し
て
弓
箭
を
か
う
も
の
す
ら
あ
っ
た
（
「
同
上
」
．
「
丈
献
通
考
」
巻
一
五
三
）
。
　
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
保
甲
と
い

　
　
う
の
は
名
目
だ
け
で
、
實
際
に
は
い
れ
す
み
し
て
義
軍
と
す
る
の
だ
と
か
、
邊
境
の
守
備
を
や
ら
せ
る
の
だ
と
か
い
う
う
わ
さ
が
み
だ
れ
と
ん

魏
　
で
、
人
民
を
ま
ど
わ
」
し
、
「
父
子
が
だ
き
あ
っ
て
、
號
泣
す
る
」
竜
の
す
ら
ま
れ
で
は
な
か
っ
た
（
同
上
）
。
こ
の
よ
う
に
保
甲
法
は
、
開
封
府
下



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
＼

0
0
@
の
郷
村
を
、
い
い
し
れ
ぬ
不
安
と
疑
惑
に
つ
づ
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
王
安
石
の
政
治
改
革
に
、
全
面
的
な
信
頼
を
よ
せ
て
い
た
皇
・

5　
　
帝
神
宗
に
も
、
す
く
な
か
ら
ぬ
不
安
を
感
じ
さ
せ
て
い
る
。

　
　
　
そ
れ
に
た
い
し
て
王
安
石
は
、
「
も
し
賊
を
捕
捉
せ
ば
、
官
必
す
酬
奨
あ
り
」
（
同
上
）
と
い
う
實
質
的
な
方
法
で
、
民
心
を
つ
な
ぎ
と
め
る
こ

　
　
と
を
主
張
し
て
い
る
。
さ
ら
に
か
れ
は
、
「
百
姓
は
も
と
よ
り
愚
悉
で
あ
っ
て
、
入
の
惑
動
に
の
せ
ら
れ
る
者
が
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
わ

　
　
れ
わ
れ
と
し
て
は
な
に
も
せ
す
に
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
の
べ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
皇
帝
に
読
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
も
ち
ろ
ん
保
甲

　
　
に
た
い
し
て
、
指
を
き
っ
て
保
丁
に
な
る
の
を
の
が
れ
よ
う
と
す
る
も
の
も
な
い
で
は
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
噂
方
に
は
、

　
　
そ
れ
を
漱
迎
す
る
も
の
も
あ
る
こ
と
を
の
べ
た
の
ち
、
「
い
ま
保
甲
を
な
す
の
は
、
盗
賊
を
の
ぞ
く
た
め
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
た
だ
盗
賊
を
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
そ
く
た
め
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
う
ま
で
も
な
く
保
丁
に
な
れ
さ
せ
て
、
兵
と
し
よ
う
と
す
燈
も
の
で
あ
り
ま
す
。
い
ま
、
す
で
に
人
々

　
　
は
弓
矢
を
よ
く
す
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
さ
ら
に
旗
鼓
を
も
っ
て
人
麦
の
耳
目
を
竜
う
蝋
歩
か
え
さ
せ
、
冤
税
し
て
や
る
こ
と
と
し
て
　
　
『

　
　
巡
検
に
ぞ
く
す
る
兵
士
に
か
わ
っ
て
上
番
さ
せ
ま
し
ょ
う
。
ま
た
都
保
正
・
副
保
正
で
捕
盗
に
つ
く
す
も
の
は
こ
れ
に
賞
を
や
り
、
あ
る
い
は
　
2
◎
、

　
　
官
聯
を
み
b
郎
れ
ば
・
人
々
は
あ
ら
そ
っ
て
努
力
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
な
っ
て
の
ち
・
募
兵
と
参
用
す
る
こ
と
に
す
れ
ば
、
募
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
ー
兵
の
驕
慢
を
お
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
軍
隊
を
養
う
費
用
も
節
約
で
き
、
古
へ
に
か
え
る
こ
と
も
で
き
る
と
考
え
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
國
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
、
長
久
の
計
で
、
決
し
て
小
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
…
…
…
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
緩
に
し
て
密
な
る
を
要
し
ま
す
。
い
ま
こ
の
席
に
は
、
王
珪

　
　
一
人
が
い
る
だ
け
で
、
決
し
て
他
に
も
ら
す
よ
う
な
こ
と
は
な
い
と
信
じ
ま
す
の
で
、
あ
え
て
申
し
上
げ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
」
　
王
安
石
が

　
　
保
甲
法
に
つ
い
て
な
に
を
考
え
て
い
た
か
、
こ
の
こ
と
で
｝
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
自
警
組
織
と
し
て
の
保
甲
法
は
、
將
來
の
「
兵
を

　
　
農
に
寓
す
る
」
民
兵
を
實
現
す
る
に
い
，
た
る
ま
で
の
、
「
お
た
ま
じ
ゃ
く
し
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
・
ま
す
政
府
の
威
信
が

　
　
農
村
の
す
み
す
み
ま
で
満
足
に
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
す
、
謀
反
心
の
あ
る
小
作
人
や
農
民
は
お
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
纏
村

　
　
民
を
不
安
と
疑
惑
と
に
つ
つ
ん
だ
う
わ
さ
が
、
あ
な
が
ち
デ
マ
で
な
が
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。
や
は
り
保
甲
法
は
、
こ
う
い
っ
た
王
安
石
の
意

　
　
圖
を
さ
し
し
め
し
な
が
ら
展
開
し
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
つ
ぎ
の
保
甲
實
施
の
略
年
表
か
ら
も
そ
の
こ
と
は
う
か
が
え
る
。
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鵬
　
　
熈
寧
四
年
（
一
〇
七
一
）
十
月
に
は
、
開
封
府
界
諸
縣
の
保
甲
に
、
武
藝
を
教
習
す
る
こ
と
が
命
令
さ
れ
た
。
（
「
宋
會
要
稿
」
兵
二
、
郷
兵
．
煕
寧
四

　
　
年
＋
月
二
＋
九
日
條
）
。
そ
れ
と
と
も
に
、
武
藝
の
す
ぐ
れ
た
も
の
に
封
す
る
賞
賜
も
き
め
ら
れ
た
（
「
宋
史
」
巻
一
九
二
、
兵
志
六
）
。
こ
の
こ
ろ
に
な

　
　
る
と
、
軍
隊
の
な
か
か
ら
も
、
保
甲
に
か
ら
み
あ
っ
た
不
満
が
で
て
き
は
じ
め
て
い
る
。
「
軍
士
は
唱
日
に
爾
教
し
、
い
ま
だ
か
っ
て
賞
賜
を
も

　
　
ら
っ
た
た
め
し
は
な
い
。
し
か
も
保
丁
は
、
た
か
が
弓
矢
の
け
い
こ
を
す
る
だ
け
、
で
、
銀
諜
を
も
ら
っ
て
い
る
。
そ
の
う
え
糧
草
の
蓮
搬
夫
役

　
　
も
冤
ぜ
ら
れ
る
が
、
軍
人
は
そ
う
で
は
な
い
」
（
「
長
編
」
巻
二
二
九
）
と
い
う
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
も
う
す
で
に
軍
人
す
ら
も
、
保
丁
が
じ
ぶ
ん

　
　
た
ち
と
全
く
別
物
だ
と
は
お
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
お
も
わ
せ
る
。
ヂ
マ
ぱ
眞
實
に
ち
か
づ
い
て
き
て
い
る
し
、
少
く
と
も
一
般
の
民
衆

　
　
は
そ
う
感
じ
て
お
り
、
ま
す
ま
す
不
安
は
ふ
か
ま
っ
て
き
て
い
る
。
も
は
や
ゴ
マ
化
し
は
き
か
な
く
な
ー
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
政
府
は
、
デ
マ
を

　
　
と
ば
し
て
民
心
を
動
描
さ
せ
る
も
の
は
容
赦
な
く
虚
罰
す
る
こ
と
を
、
各
縣
鎭
に
公
示
し
、
さ
ら
に
開
封
に
は
、
百
数
十
人
の
蓬
卒
を
薪
設
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
て
、
新
法
を
誹
誘
す
る
も
の
を
つ
か
ま
え
さ
せ
た
（
「
備
用
」
巷
一
九
）
。
そ
れ
は
保
甲
の
み
な
ら
す
、
斯
法
を
め
ぐ
る
諸
情
勢
の
緊
迫
を
お
庵
わ
せ
　
　
「

　
　
る
。
し
か
も
そ
れ
は
「
指
を
裁
っ
て
丁
を
避
け
る
」
と
か
、
「
父
子
聚
首
し
て
號
泣
す
る
」
と
か
い
う
の
を
と
お
り
こ
し
て
、
竜
っ
と
さ
し
せ
ま
　
2
2

　
　
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
・
「
張
角
は
部
分
あ
る
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
よ
く
攣
を
享
・
い
ま
保
甲
も
ま
た
・
豪
讐
窓
蓼
愈
の
あ
ら
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
ん
こ
と
を
お
そ
る
。
」
「
民
徹
す
れ
ば
事
多
し
。
こ
れ
を
什
伍
す
れ
ば
事
な
し
。
…
…
府
界
保
軍
を
立
て
し
よ
り
、
賊
盗
、
十
に
七
を
減
す
。
」

　
　
「
歳
に
凶
豊
同
じ
か
ら
ざ
る
あ
り
。
い
ま
歳
豊
な
る
が
ゆ
え
な
り
。
歳
凶
な
れ
ば
す
な
わ
ち
、
い
ま
だ
し
る
べ
か
ら
す
」
（
「
長
編
」
巻
二
三
〇
）
と

　
　
い
う
、
漏
京
と
王
安
石
と
の
問
答
は
、
そ
れ
を
し
め
し
て
い
る
し
、
ま
た
王
安
石
の
集
権
的
な
志
向
が
よ
く
し
め
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
保
甲
も

　
　
そ
の
よ
う
に
強
化
さ
れ
た
。
農
民
や
民
衆
の
反
抗
組
織
を
ふ
せ
ぐ
の
に
、
保
甲
は
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
だ
。

　
　
、
こ
れ
ま
で
の
保
甲
は
、
な
お
自
警
的
な
性
格
を
多
分
に
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
は
や
は
φ
、
十
分
に
農
民
た
ち
を
政
府
に
つ
な
ぎ
と
め
て
い

　
　
る
と
は
い
い
が
た
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
漏
京
の
お
そ
れ
る
よ
う
に
、
「
豪
傑
が
乖
ハ
す
る
」
す
き
を
の
こ
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
熈
寧
五
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
（
一
〇
七
二
）
七
月
、
曾
布
の
意
見
に
よ
っ
て
、
主
戸
の
保
丁
を
巡
検
司
あ
る
い
は
尉
司
に
分
番
し
て
上
番
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
の
は
、
集
構
的

　
　
な
方
向
へ
の
一
歩
前
進
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
つ
づ
い
て
翌
月
に
は
、
客
戸
は
正
式
の
保
甲
か
ら
の
ぞ
い
て
、
「
甲
に
附
す
る
し
こ
と
と
さ
れ
充



　
　
（
同
上
唇
二
三
六
）
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
警
的
な
保
甲
は
、
は
っ
き
り
と
政
府
の
警
察
組
織
の
末
端
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
同
じ
よ
う
に
、
河
北
東
路
察
訪
使
曾
孝
寛
が
「
試
中
せ
る
義
勇
保
甲
は
三
班
差
使
を
授
く
。
借
差
以
上
は
、
本
路
の
巡
検
下
の
指
揮
使
に
差
充
」

　
　
す
る
こ
と
を
請
う
て
（
「
長
編
」
巻
二
六
〇
）
、
宮
職
を
與
え
る
と
い
う
實
質
的
な
方
法
で
で
も
保
甲
の
指
導
的
分
子
を
、
椹
力
の
は
し
に
つ
な
ぎ

　
　
と
め
て
い
る
。
と
に
か
く
保
甲
法
は
、
第
一
の
目
的
に
達
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
上
番
す
る
保
丁
、
大
小
保
長
、
都
副
保
正
に
は
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
ぞ
れ
口
糧
薪
茱
鐘
な
ど
が
給
與
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
保
甲
の
上
番
と
表
裏
し
て
、
巡
検
司
に
ぞ
く
す
る
弓
手
、
痛
軍
の
兵
丁
な
ど

　
　
も
、
し
だ
い
に
保
丁
に
よ
っ
て
お
き
か
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
巡
槍
司
あ
る
い
は
尉
司
に
上
番
す
る
保
丁
を
、
主
戸
の
そ
れ
だ
け
に
か
ぎ
り
、
保
甲
を
主
戸
の
み
に
か
ぎ
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ

　
　
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を
し
め
す
よ
う
な
て
が
か
り
は
な
に
も
か
た
ら
れ
て
い
な
い
。
客
戸
と
い
え
ぱ
主
と
し
て
小
作
人
で
あ
る
か
ら
、
前
の
史

　
　
家
の
荘
客
、
あ
る
い
は
祝
家
の
荘
客
な
ど
の
よ
う
に
、
主
戸
を
お
さ
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
慮
問
題
は
廻
避
さ
れ
た
。
と
吟
う
よ
り
も
地
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

　
　
は
、
荘
客
と
の
あ
い
だ
に
別
系
統
の
支
配
力
が
入
っ
て
く
る
の
を
の
ぞ
ま
な
か
っ
た
と
お
も
う
し
、
こ
の
よ
う
な
主
客
戸
の
關
係
で
あ
る
の
に
、
2
3

　
　
主
客
戸
を
同
等
に
取
扱
う
こ
と
は
、
か
え
っ
て
事
態
を
混
齪
さ
せ
た
。
そ
こ
で
「
主
客
戸
を
問
わ
な
い
」
と
い
う
原
則
は
撤
回
さ
れ
た
。
そ
れ
　
　
一

　
　
よ
り
も
厄
介
な
の
は
や
は
り
豪
傑
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
連
中
で
あ
ろ
う
。
の
ち
、
保
丁
に
集
團
教
練
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
と
き
の
も
っ

　
　
と
も
つ
よ
い
反
封
意
見
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
農
事
が
さ
ま
た
げ
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
と
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
客
戸
を

　
　
多
敷
も
つ
よ
う
な
主
戸
i
地
主
は
、
客
戸
を
巡
槍
司
や
尉
司
に
上
番
さ
せ
る
こ
と
を
よ
ろ
こ
ば
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
多
く
の
客
戸
を

　
　
も
っ
て
い
る
地
主
、
そ
し
て
ま
た
三
等
戸
以
下
の
分
散
的
な
主
戸
こ
そ
が
、
そ
の
最
大
の
目
的
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
く
に

　
　
三
等
戸
以
下
の
主
戸
は
、
た
え
す
波
落
の
不
安
に
さ
ら
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
に
政
府
に
と
っ
て
危
瞼
な
存
在
で
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
保
甲
法
の
危
機
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
の
り
こ
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
保
甲
法
の
危
機
を
か
も
し
だ
し
て
い
る
原
因
に
は
ほ
と
ん
ど

　
　
ふ
れ
る
こ
と
な
く
、
力
に
よ
っ
て
強
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
い
っ
そ
う
危
機
を
ふ
か
め
、
擾
大
し
た
の
で
あ
る
。

ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち

5
0
@
　
　
「
浮
浪
無
家
の
人
を
保
甲
し
て
、
武
藝
を
習
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
し
「
龍
猛
の
類
に
し
た
て
あ
げ
て
は
い
け
な
い
し
（
「
長
編
」
巻
二
三
三
）
な



0
4
@
ど
の
不
安
が
皇
帝
を
お
そ
う
。
ま
た
現
實
に
も
、
開
封
、
酸
甕
、
陽
武
、
封
丘
の
諸
縣
民
千
絵
人
に
よ
る
、
保
甲
申
止
の
請
願
運
動
な
ど
の
よ
、

5
　
　
う
に
（
「
長
編
」
巻
二
四
五
）
、
保
甲
に
反
封
す
る
民
衆
の
實
際
行
動
も
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
て
、
そ
の
い
た
た
ま
れ
ぬ
不
安
を
う
ら
づ
け
し
て
い
る
。
　
ぐ

　
　
農
村
か
ら
、
そ
の
島
う
な
組
織
的
な
行
動
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
、
権
力
に
と
っ
て
は
た
え
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
「
保
甲
は
、
次
第
に
嚴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
格
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
す
れ
ば
、
た
と
い
そ
の
間
に
浮
浪
凶
悪
な
連
中
が
ま
ぎ
れ
こ
ん
で
も
、
多
歎
の
良
民
に
は
か
な
い
ま
す

　
　
ま
い
・
害
に
な
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
　
王
安
石
は
、
こ
う
キ
ッ
パ
リ
こ
た
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
王
安
石
の
毅
然
と
し
た
態

　
　
度
を
、
現
實
に
さ
ざ
え
て
い
た
も
の
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
ま
．
た
、
か
れ
が
裏
切
ら
ぬ
こ
と
を
信
頼
し
て
い
る
「
良
民
」
と
は
、
一
体

　
　
ど
ん
な
人
々
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
保
甲
法
の
強
行
は
、
そ
の
反
面
王
安
石
の
政
治
的
立
場
を
、
苦
し
い
も
の
た
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
現
實
に
は
、
も
っ
と
大
き
な
問
題
が
、

　
　

ｩ
れ
に
せ
ま
・
て
き
誘
る
。
そ
れ
は
、
保
甲
を
民
兵
に
し
て
、
ゆ
き
づ
ま
．
て
い
る
財
政
問
題
を
蟹
し
、
「
い
ま
の
募
兵
、
大
砥
み
な
楡
惰
二

　
　
霧
・
自
振
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
の
人
」
（
「
長
編
」
春
二
三
六
）
と
い
わ
れ
る
募
兵
と
お
き
か
え
て
、
強
兵
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
で
馨
。
　
．
泌

　
　
@
煕
寧
六
年
（
δ
七
三
）
に
入
る
と
・
廣
南
東
路
・
准
露
・
爾
露
・
幅
籍
奎
の
灘
に
も
、
嚢
に
な
ら
ぞ
保
甲
の
幾
姦
大
さ
一

　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
れ
て
い
っ
た
魁
、
武
藝
の
教
習
は
や
ら
ぬ
こ
と
に
し
た
。
と
く
に
、
永
興
軍
路
、
秦
鳳
路
、
河
北
西
路
、
河
北
東
路
、
河
東
路
な
ど
の
縁
邊
五

　
　
路
に
も
實
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
縁
邊
五
路
で
は
、
す
で
に
義
勇
が
あ
り
、
さ
ら
に
保
甲
を
編
成
し
て
、
民
衆
の
負
捲
を
お
も
く
す
る
こ
と
に
た
い
す
る
、
非
常
な
不
安
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
っ
た
が
、
教
練
を
や
ら
ぬ
こ
と
に
し
て
、
實
行
し
た
6
7
し
か
し
、
司
農
寺
と
兵
部
と
い
う
管
轄
こ
そ
ち
が
え
．
實
際
に
は
義
勇
と
そ
う
大
き
な

　
　
ち
が
い
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
い
ナ
れ
保
丁
を
義
勇
に
編
入
す
る
の
だ
」
（
「
長
編
」
巻
二
三
五
）
と
い
う
デ
マ
が
み
だ
れ
と
ん
で
、
河
北
の
民

　
　
心
を
動
揺
さ
せ
た
し
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
現
竃
に
加
重
す
る
負
旛
も
て
つ
だ
っ
て
、
そ
れ
は
と
く
に
河
北
地
方
の
民
衆
の
つ
よ
い
抵
抗
に
牽

　
　
あ
っ
た
。
は
じ
め
に
あ
げ
た
鄭
侠
の
「
流
民
圖
」
（
第
一
節
、
註
③
参
照
）
な
ど
も
、
こ
う
い
っ
た
情
勢
を
ふ
ま
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
と
お
も
う
。

　
　
そ
し
て
、
王
安
石
の
｝
時
的
な
政
治
的
失
脚
も
（
煕
寧
七
年
四
月
ー
八
年
二
月
）
、
こ
の
縁
邊
五
路
に
た
い
す
る
保
甲
法
の
實
施
が
、
も
b
と
も
つ



　
　
よ
く
働
い
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
「
い
ま
保
甲
法
、
上
は
執
政
大
臣
よ
り
、
中
は
す
な
わ
ち
両
制
、
下
倣
す
な
わ
ち
盗
賊
お
よ
び
停
藏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
人
、
み
な
欲
せ
ざ
る
と
こ
ろ
。
し
か
れ
ど
も
人
情
安
帖
す
」
（
「
長
編
」
巻
二
三
五
）
と
い
う
王
安
石
の
言
葉
の
う
ち
に
、
政
治
的
に
も
、
か
れ
が

　
　
孤
立
し
て
き
て
い
た
こ
と
が
．
う
か
が
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
お
い
，
つ
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
、
「
安
帖
」
し
て
い
る
民
衆
に
こ
そ
、
か

　
　
れ
は
現
實
の
さ
さ
え
を
も
と
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
こ
れ
ま
で
、
王
安
石
に
不
利
な
謹
言
ば
か
り
を
ひ
っ
ぱ
り
だ
し
す
ぎ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
片
手
お
ち
に
な
る
。
保
甲
法

　
　
は
、
決
し
て
百
害
あ
っ
て
一
利
も
な
い
と
い
う
よ
う
な
悪
法
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
保
甲
を
や
っ
て
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
盗
賊
が
七
、
八

雪
　
р
ﾖ
っ
た
と
も
、
い
わ
れ
て
い
る
し
、
「
近
日
、
保
戸
し
ば
し
ば
状
を
も
っ
て
縣
に
請
い
、
分
番
し
て
巡
槍
司
に
隷
し
、
武
技
を
習
わ
ん
こ
と
を
願

　
　
う
」
（
「
長
編
」
巻
二
三
五
）
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
沈
括
が
爾
漸
で
、
保
甲
を
や
れ
ば
「
誰
名
漏
附
は
み
な
根
括
で
き
」
　
そ
の
他
の

　
　
不
正
も
…
欺
隠
で
き
な
く
な
る
か
ら
と
の
べ
て
い
る
の
も
、
警
察
組
織
と
し
て
の
保
甲
の
効
果
を
み
と
め
た
う
え
の
こ
と
で
あ
る
と
お
も
う
。
　
　
　
ノ

　
、
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
註
①
　
な
ぜ
警
す
京
畿
か
ら
ま
っ
さ
き
に
保
甲
を
實
施
し
た
か
に
つ
い
て
は
．
　
　
　
　
　
　
…
…
既
而
村
民
有
偶
語
者
。
臼
農
事
方
興
而
騒
我
閲
武
。
非
斬
王
相
　
2
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
　
　
　
　
臣
前
欲
以
近
畿
郡
爲
畿
輔
。
因
推
行
保
甲
者
。
利
准
使
趙
子
幾
等
按
　
　
　
　
　
　
公
輩
。
不
能
休
息
。
浬
者
得
之
付
獄
。
（
王
）
安
石
以
爲
匿
名
書
者
必
　
　
一

　
　
　
ノ
　
　
齋
働
吏
澄
易
恥
。
若
付
之
諸
路
。
帥
恐
論
路
掛
律
跡
裂
。
無
加
衡
跡
　
　
　
　
　
　
此
人
也
。
使
鍛
錬
成
獄
。
民
不
勝
榜
掠
而
。
絡
服
法
官
。
以
詣
罵
大

　
　
　
　
　
　
か
勧
決
。
（
「
長
編
」
巻
二
三
五
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
臣
。
坐
徒
三
年
。
…
…
…
開
封
推
官
葉
温
隻
。
在
村
不
及
一
歳
。
凡
，

　
　
　
　
　
と
王
安
石
は
い
っ
て
い
る
。
京
畿
は
、
い
わ
ば
保
甲
の
試
験
地
域
と
さ
　
　
　
　
　
　
治
籍
議
時
事
。
及
詣
罵
安
石
者
三
十
絵
獄
。

　
　
　
　
　
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
新
法
實
施
に
つ
い
て
の
王
安
石
の
ま
こ
と
　
③
詔
主
戸
保
丁
。
願
上
番
於
巡
検
司
者
。
十
目
一
更
。
疾
故
者
次
番
代
之
。

　
　
　
　
　
に
細
心
な
注
意
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
9
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
給
口
糧
薪
菓
銭
。
分
番
巡
警
毎
五
十
人
。
輪
大
保
長
二
都
副
保
正
一
。

　
　
　
②
「
長
編
」
巻
二
二
九
の
注
に
、
林
希
の
「
野
史
」
を
ひ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
　
　

統
領
之
。
都
副
保
正
各
別
給
銭
七
千
、
大
保
長
三
千
。
日
致
閲
夕
。

　
　
　
　
　
う
に
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
長
編
」
巻
二
三
五
）

　
　
　
　
　
　
…
…
（
沈
）
惟
恭
居
常
告
（
孫
）
杷
時
事
。
又
語
常
渉
乗
輿
。
戯
令
杞
爲
　

④
（
煕
寧
九
年
五
月
十
五
日
の
條
）
に
、
「
本
州
（
嚢
州
）
自
來
多
蒙
井
之
家
。

　
　
　
　
　
　
此
書
（
儒
爲
司
馬
光
書
）
。
以
賓
笑
誰
。
獄
具
。
法
官
坐
惟
恭
等
指
斥
　
　
　
　
　
至
有
敷
百
客
戸
者
。
以
此
編
排
不
成
。
臣
（
程
子
元
）
乞
將
主
戸
下
所
管

　
　
　
　
　
　
乗
輿
。
流
海
島
。
杷
棄
市
。
以
深
禁
民
間
私
議
己
（
王
安
石
）
者
。
其
・
　
　
　
　
客
戸
。
依
法
編
排
。
就
令
主
戸
充
都
副
保
正
等
提
轄
。
予
人
情
事
勢
最

鵬
　
　
　
　
　
後
探
伺
者
。
分
布
都
下
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
霧
順
便
」
。
（
「
宋
會
要
稿
」
兵
志
、
郷
兵
）



0
6@
⑤
（
煕
寧
五
年
三
月
甲
申
）
上
謂
王
安
石
日
。
楚
建
中
言
。
昨
陵
西
用
兵
。
　

詳
乞
解
放
。
止
立
保
甲
一
法
。
…
…
（
同
上
巻
二
四
二
）
．

ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に

　
　
　
　
　
凡
費
繕
鑓
七
百
蝕
萬
有
是
否
。
安
石
臼
。
臣
亦
疑
之
。
然
建
中
稽
考
沈
　
　
　
　
，
（
煕
寧
六
年
六
月
己
亥
）
　
辛
惇
言
湖
南
己
團
成
保
甲
…
…
（
同
上
巻
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
　
　
起
簿
書
。
敷
果
如
是
。
鏡
糧
銀
紬
絹
共
千
二
百
萬
貫
匹
。
　
一
路
牛
年
有
　
　
　
　
　
四
五
）
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
　
　
奇
。
所
費
己
如
是
之
多
。
何
因
供
億
。
因
爲
上
言
西
事
稽
蛸
。
邊
計
正
　
　
　
　
　
－
な
お
煕
寧
九
年
に
は
諸
路
の
保
丁
数
合
計
六
、
九
三
〇
、
四
九
一
と
な

　
　
　
　
　
當
措
置
。
天
下
困
惟
兵
爲
患
。
砦
措
置
得
兵
。
即
中
國
可
以
富
彊
。
蝕
　
　
　
　
　
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
に
は
、
す
で
に
二
十
四
府
路
に
實
施
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
皆
不
足
議
也
。
（
同
上
、
巻
二
三
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
　
た
。
（
「
宋
會
要
稿
」
兵
志
）

　
　
　
⑥
（
煕
寧
六
年
正
月
癸
亥
）
櫨
登
遣
廣
南
東
路
韓
蓮
判
官
許
彦
先
言
。
己
　

⑦
（
煕
寧
六
年
八
月
戊
戌
）
詔
…
…
河
北
・
河
東
・
険
西
五
路
並
排
定
保

　
　
　
　
　
牒
廣
南
爾
路
。
委
諸
縣
令
佐
。
排
定
保
甲
。
其
奮
管
槍
手
土
丁
名
役
。
　
　
　
　
　
甲
免
脅
武
藝
。
（
「
長
編
」
巻
二
四
六
）

四

熊
寧
八
年
（
一
〇
七
五
）
二
月
、
萎
石
が
再
び
宰
相
覆
活
す
る
と
、
保
甲
は
義
勇
に
ち
か
づ
け
ら
れ
、
そ
し
罠
兵
へ
と
ま
・
し
ぐ
ら
に
、
「

す
す
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
九
月
に
、
保
甲
の
教
閲
な
司
農
寺
か
ら
兵
部
に
う
つ
さ
れ
、
そ
の
政
令
は
椹
密
院
か
ら
だ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
　
2
6
、

と
は
（
「
長
編
」
巻
三
ハ
八
・
「
宋
史
」
塗
九
一
翼
志
六
）
・
「
お
た
ま
じ
ゃ
く
し
」
が
・
ま
さ
に
「
か
え
る
」
に
な
っ
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
・
そ
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

れ
か
ら
の
ち
は
、
保
甲
結
除
の
法
が
降
さ
れ
（
煕
寧
九
年
五
月
）
、
都
保
正
・
副
保
正
・
義
勇
軍
校
の
三
年
比
選
が
定
め
ら
れ
（
「
宋
史
」
巻
一
九
二
、

兵
覧
志
六
）
、
開
封
府
界
の
大
保
長
を
集
教
す
る
法
（
元
豊
二
年
ー
一
〇
七
九
ー
＋
一
月
）
、
つ
づ
い
て
保
丁
團
教
の
法
（
元
豊
三
年
）
が
き
め
ら
れ
、
民
兵

組
織
化
へ
の
整
備
が
つ
づ
け
ら
れ
た
。
つ
い
に
翌
元
豊
四
年
（
一
〇
八
一
）
唱
月
に
は
、
五
路
の
義
勇
は
保
甲
に
改
編
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
う
し
て
、
「
兵
を
農
に
寓
す
る
」
民
兵
組
織
へ
の
第
二
段
の
目
的
は
｝
懸
と
げ
ら
れ
た
。

　
そ
れ
は
、
「
い
ま
河
北
で
は
、
契
丹
に
慮
す
る
用
意
が
あ
り
ま
せ
ぬ
。
輕
々
し
く
和
好
を
断
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
」
　
「
河
北
の
守
備
を
修
め

ら
れ
る
よ
う
。
…
－
そ
れ
に
は
た
だ
、
百
姓
を
什
伍
し
て
、
守
備
を
さ
せ
る
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
」
「
た
と
い
指
を
斬
り
、
讐
を
断
つ
も
の
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

っ
て
も
、
そ
れ
に
は
か
ま
い
ま
す
ま
い
。
も
し
も
契
丹
の
患
が
ふ
り
か
か
っ
て
く
る
な
ら
、
そ
の
苦
し
み
は
、
斬
指
断
壁
の
苦
し
み
の
比
で
は

あ
り
ま
せ
ん
そ
し
（
「
長
編
」
巻
二
三
八
）
と
皇
帝
に
読
く
、
王
安
石
の
さ
し
せ
ま
っ
た
氣
持
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
。
、
こ
こ
に
は
、
現
實
に
せ
ま
っ
て



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ

　
　
い
る
契
丹
お
よ
び
西
夏
の
脅
威
、
そ
し
て
そ
れ
か
ら
加
え
ら
れ
た
過
去
の
屈
辱
に
た
い
す
る
、
中
國
人
王
安
石
が
つ
よ
く
せ
ま
っ
て
く
る
。

　
　
　
し
か
し
、
保
丁
の
民
兵
化
へ
の
強
行
軍
は
、
か
え
っ
て
中
國
内
部
の
、
と
く
に
縁
邊
五
路
の
諸
階
暦
間
の
矛
盾
を
ふ
か
め
て
い
っ
た
よ
う
に

　
　
お
も
わ
れ
る
。
王
安
石
の
主
観
的
な
意
圖
は
ど
う
で
あ
れ
、
實
際
に
は
、
中
國
人
の
聞
の
大
き
な
結
合
を
う
み
だ
す
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
み
ぞ
を

　
　
ふ
か
め
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
す
保
甲
法
、
ぴ
い
て
新
法
そ
の
も
の
の
失
敗
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
そ
れ
は
と
く
に
保
甲
の
集
團
教
練
（
團
教
）
の
な
か
に
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
反
樹
派
と
の
論
箏
の
焦
黙
と
な
っ
た
。

　
　
　
そ
れ
で
は
團
教
は
、
ど
の
よ
う
な
み
ぞ
を
う
み
だ
し
、
ふ
か
め
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
「
三
四
年
來
、
ま
た
河
北
．
河
東
．
陳
西
に
令
し
て
都
教
場
を
お
か
し
め
、
四
時
を
問
う
な
く
、
五
月
毎
に
唱
教
し
、
と
く
に
使
者
を
お
き
、

　
　
監
司
に
比
し
て
專
切
に
提
畢
せ
し
む
。
州
縣
は
關
與
せ
す
、
一
丁
毎
に
｝
丁
を
教
閲
し
、
供
逸
す
る
こ
と
五
日
な
り
と
い
え
ど
も
、
し
か
も
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
正
長
、
泥
堀
（
矢
場
を
き
す
く
こ
と
か
？
）
除
草
を
も
っ
て
名
と
な
し
、
こ
れ
を
教
場
に
聚
め
、
賂
を
う
れ
ば
縦
ち
、
し
か
ら
ざ
れ
ば
こ
れ
を
と
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

　
　
む
。
こ
れ
、
三
路
の
耕
転
∵
牧
穫
・
稼
稿
の
業
、
ほ
と
ん
ど
こ
と
ご
と
く
慶
せ
る
な
り
」
（
「
宋
史
」
巻
一
九
ゴ
、
兵
志
六
）
。
ま
た
、
「
巡
検
…
の
指
使
、
2
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綿
村
を
按
行
し
て
、
往
來
織
る
が
ご
と
く
、
保
正
保
長
、
依
椅
し
て
梅
を
弄
し
、
供
給
を
坐
索
し
、
賂
遣
を
多
責
す
。
少
し
く
意
に
副
わ
ざ
れ
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
ば
、
み
だ
り
に
鞭
　
を
加
え
、
行
伍
を
羅
食
し
て
、
紀
極
す
る
を
知
ら
す
。
申
下
の
民
、
家
の
あ
る
と
こ
ろ
を
つ
く
し
、
肌
を
侵
し
骨
を
削
る

　
　
も
、
も
っ
て
供
億
す
る
な
し
。
愁
苦
困
弊
す
る
も
投
訴
す
る
と
こ
ろ
な
く
、
四
方
に
流
移
し
、
搦
薦
路
に
盈
つ
」
（
同
上
）
と
司
馬
光
が
の
べ
た

　
　
よ
う
な
有
様
で
あ
っ
た
。
王
巖
隻
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
い
る
が
（
「
宋
史
」
巻
一
九
二
）
、
つ
ま
り
、
都
副
保
正
、
大
小
保
長
が
、
お

　
　
上
の
橿
威
を
か
さ
に
き
て
「
中
下
の
民
」
を
螺
．
迫
し
、
農
業
生
産
は
荒
慶
し
、
そ
の
結
果
没
落
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
そ
れ
ゆ
え
、
「
て
ぶ
ら
で
教
場
に
い
っ
て
は
な
ら
ぬ
」
と
い
う
謡
言
さ
え
で
き
た
ほ
ど
で
み
っ
た
。
「
中
下
の
民
」
と
は
、
第
三
等
以
下
の
主
戸
、

　
　
す
な
わ
ち
自
作
な
い
し
自
小
作
の
小
農
民
を
さ
し
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
が
、
こ
う
し
て
湊
落
し
て
ゆ
く
「
申
下
の
民
」
の
土
地
は
、
保
正
・

　
　
保
長
な
ど
の
大
地
主
め
手
に
集
中
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
郷
村
に
お
け
る
大
地
主
と
、
中
小
農
民
と
の
間
の
矛
盾
が
ふ
か

ワ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
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@
ま
っ
て
い
っ
允
。
そ
れ
は
、
も
し
貧
戸
を
保
正
長
に
し
た
ら
、
「
富
強
と
宿
怨
赤
あ
っ
て
、
法
に
椅
り
て
陵
暴
し
、
も
っ
て
そ
の
宿
怨
を
報
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郭
’
ダ



0
8
@
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ぬ
L
（
「
長
編
」
巻
二
三
五
）
と
い
っ
た
、
こ
え
ら
れ
ぬ
み
ぞ
を
う
ん
で
い
た
G
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、

ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
ヘ
　
へ
　
し
　
へ
　
し

　
　
　
さ
ら
に
、
椹
密
院
は
、
「
恩
州
故
城
村
に
到
る
に
一
買
家
あ
り
、
保
正
に
係
る
。
村
に
在
り
て
恣
横
、
『
裁
道
虎
』
と
號
す
。
州
縣
は
廻
遜
し
、

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
保
甲
は
賊
と
な
る
」
（
「
長
編
」
巻
二
八
六
）
と
い
う
向
緯
の
報
告
を
の
べ
て
い
る
が
、
窮
し
た
保
甲
が
、
こ
ぞ
っ
て
大
地
主
「
裁
道
虎
」
と
た
た
か

　
　
い
は
じ
め
る
こ
と
す
ら
お
こ
り
は
じ
め
た
。
さ
ら
に
、
「
蔵
道
虎
」
は
、
「
州
縣
廻
避
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
政
府
に
た
い
し
て
も
、
自
己
を
主

　
　
張
し
、
て
の
つ
け
ら
れ
ぬ
も
の
と
な
っ
て
い
る
o
　
　
　
　
　
・

　
　
　
こ
ん
な
歌
態
の
な
か
で
、
郷
村
の
農
民
た
ち
は
、
「
も
う
死
ん
だ
ほ
う
が
ま
し
だ
」
と
お
も
う
よ
う
に
な
っ
た
し
、
義
軍
と
か
成
邊
と
か
を
の

　
　
が
れ
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
し
に
、
い
ま
の
教
練
の
苦
し
み
か
ら
の
が
れ
る
た
め
に
、
兄
弟
が
分
家
し
た
り
、
養
子
を
お
い
だ
し
た
り
、
あ
る

　
　
い
は
母
親
を
再
嫁
さ
せ
る
な
ど
、
家
内
の
丁
敬
を
へ
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
目
を
毒
し
、
指
を
断
り
、
肌
を
灸
い
た
り
し
て
、
あ
る
い
は

　
　
U
家
全
部
が
逃
亡
し
た
り
、
家
に
は
老
弱
を
の
こ
ゐ
て
若
者
は
に
げ
だ
し
た
り
し
て
保
丁
を
の
が
れ
よ
う
と
し
た
。
小
保
長
な
ど
は
、
む
し
ろ
　
　
一

　
　
こ
う
い
っ
た
農
民
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
立
場
に
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
保
甲
法
に
た
い
す
る
、
そ
し
て
ま
た
政
府
や
保
正
・
大
保
長
な
ど
に
た
　
2
8

　
　
い
す
る
・
こ
う
い
っ
た
分
散
的
姦
抗
は
小
養
の
家
を
蓬
し
・
没
落
喜
て
ゆ
く
の
み
で
・
＋
含
効
果
的
で
は
な
か
っ
た
・
し
か
も
武
」

藝
を
習
っ
た
保
丁
の
中
に
は
、
じ
ぶ
ん
の
父
親
と
も
野
立
す
る
も
の
す
ら
で
て
き
は
じ
め
た
。
そ
れ
は
保
甲
組
織
の
う
ち
が
わ
か
ら
、
そ
の
内

部
の
力
關
係
を
大
き
く
か
え
て
い
っ
た
。
　
（
こ
の
過
程
に
つ
い
て
は
別
に
考
察
し
た
い
。
そ
れ
は
保
長
・
保
正
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
ま
き
こ
ん
で
ゆ
　
　
ー
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

く
、
下
か
ら
の
力
つ
よ
い
た
た
か
い
の
嚢
展
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
、
上
か
ら
の
保
甲
法
そ
の
も
の
を
つ
き
や
ぶ
っ
て
ゆ
く
も
の
な
の
で
あ
る
。
）

　
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
分
散
的
な
抵
抗
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
「
戴
道
虎
」
と
い
う
よ
う
な
、
ま
た
は
椹
力
そ
の
も
の
に
た
い
す
る
、
、

下
暦
の
保
丁
た
ち
、
あ
る
い
は
保
甲
の
下
暦
部
の
集
團
的
な
行
動
が
嚢
展
し
は
じ
め
て
い
る
。
そ
れ
が
保
甲
組
織
の
下
暦
部
で
く
る
し
む
人
々

　
　
　
ノ

を
つ
な
い
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
　
「
毎
縣
常
に
歎
十
百
家
の
老
弱
、
道
路
に
嵯
盗
し
て
、
公
庭
に
哀
訴
」
す
る
も
の
か
ら
、
郷
村
を
と
び
だ
し
　
　
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て
群
盗
と
な
る
も
の
、
そ
し
て
、
「
河
北
・
京
東
∴
嘱
建
等
路
、
盗
賊
の
蠣
獲
す
る
こ
と
甚
だ
衆
し
。
・
…
－
甚
し
き
は
、
官
吏
を
籾
束
し
、
縣
鎭

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

を
攻
掠
す
。
詔
書
し
て
督
捕
す
る
こ
と
連
年
な
る
も
、
討
つ
こ
と
あ
た
わ
す
」
（
「
長
編
」
巻
二
七
九
）
と
、
椹
御
史
申
丞
の
郵
潤
甫
が
の
べ
た
よ
う



　
　
な
事
態
が
各
地
に
お
こ
っ
て
い
る
。
司
馬
光
は
、
こ
ん
な
ふ
う
で
は
、
保
甲
は
「
人
民
を
盗
賊
に
お
い
や
る
の
と
同
じ
だ
し
、
…
…
人
民
に
盗

　
　
賊
を
お
し
え
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
…
…
人
民
を
縦
ワ
て
盗
賊
と
す
る
の
だ
」
（
「
宋
史
」
巻
一
九
二
、
兵
志
）
と
、
は
げ
し
く
薪
法
を
攻
撃
し
て

　
　
い
る
。
ま
さ
に
、
上
か
ら
の
支
配
の
た
め
の
保
甲
組
織
は
、
み
ご
と
に
ひ
っ
く
り
か
え
っ
て
、
そ
れ
が
政
治
椹
力
、
あ
る
い
は
郷
村
の
支
配
者

　
　
に
た
い
す
る
、
農
民
た
ち
の
た
た
か
い
の
組
織
に
蒋
化
し
て
ゆ
く
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
保
甲
と
團
教
と
は
、
人
民
の
横
の
つ
な
が
り
を
、

　
　
上
か
ら
組
織
化
し
た
の
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
、
縦
の
支
配
を
た
ち
き
る
」
た
た
か
い
の
組
織
に
か
わ
っ
て
ゆ
く

　
　
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
か
れ
が
さ
さ
え
ら
れ
る
こ
と
を
の
ぞ
ん
だ
「
良
民
」
た
ち
は
、
逆
に
か
れ
の
改
革
を
拒
否
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
王
安
石
の
期
待
は
、
こ
こ
に
見
事
に
く
つ
が
え
さ
れ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
と
も
に
、
保
甲
は
ま
さ
に
失
敗
で
あ
っ
た
ご
と

　
　
を
謹
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
・

　
　
　
こ
の
も
・
と
も
大
規
模
で
あ
・
た
も
の
は
、
元
豊
毛
年
（
δ
八
四
）
二
月
の
河
北
蕗
を
震
該
喜
た
、
張
大
・
奎
幅
主
定
ら
警
ん
の

　
　
ﾛ
甲
の
饗
で
あ
ろ
う
（
「
長
編
」
巻
三
辺
三
）
・
さ
ら
熊
筆
年
（
δ
圭
）
五
旦
幅
建
路
の
南
劒
州
の
恣
懸
の
畿
も
・
や
は
り
こ
の
匹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
よ
う
な
情
勢
と
關
連
し
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
（
こ
の
塵
恩
に
つ
い
て
は
、
稿
を
別
に
し
て
明
か
に
し
た
い
。
）
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
な
か
で
、
保
甲
法
の
評
債
は
ほ
ぼ
き
ま
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
現
實
が
、
司
馬
光
な
ど

　
　
の
新
法
反
封
派
を
、
つ
よ
く
う
こ
か
し
た
こ
と
も
事
實
で
あ
る
。
司
馬
光
ら
の
反
封
は
、
表
面
は
し
き
り
に
保
甲
に
く
る
し
む
民
衆
の
こ
と
を

　
　
い
っ
て
い
る
，
け
れ
ど
も
、
事
實
は
そ
れ
に
よ
っ
゜
て
改
革
を
拒
否
し
、
白
己
の
保
守
的
地
主
の
立
場
を
徹
底
的
に
つ
ら
ぬ
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ

　
　
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
保
甲
法
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
判
断
を
く
だ
す
た
め
に
は
、
王
安
石
の
目
的
と
し
た
「
奨
を
農
に
寓
」
し
た
結
果
が
、

　
　
ど
ん
な
ふ
う
で
あ
っ
た
か
を
誼
明
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
　
咽
鷹
保
甲
の
民
兵
化
が
完
成
し
た
と
お
も
わ
れ
る
、
元
豊
四
年

　
　
（
咽
〇
八
一
）
九
月
、
西
夏
討
伐
の
軍
が
お
こ
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
西
夏
の
巧
妙
な
作
職
に
ぴ
っ
か
か
っ
て
大
敗
北
を
喫
し
て
し
ま
う
。
　
・

　
　
こ
の
と
き
保
丁
の
一
部
は
、
縁
邊
の
墾
塞
の
戌
兵
、
あ
る
い
は
糧
草
の
蓮
搬
な
ど
に
つ
か
わ
れ
て
い
る
が
、
た
い
し
た
効
果
が
あ
っ
た
と
は
お

　

5
0
@
も
洗
な
い
。
保
甲
は
、
む
し
ろ
外
敵
の
侵
入
に
た
い
し
て
、
防
禦
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
こ
と
は
む
し
ろ
あ
光
り
ま
え
で
あ



n
　
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
も
は
や
、
あ
た
え
ら
れ
た
紙
敷
も
つ
き
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
黙
に
つ
匹
て
の
詳
論
は
省
く
こ
と
と
ナ
る
。

5　
　
　
王
安
石
の
新
法
の
に
な
っ
た
重
要
な
課
題
は
、
椹
力
の
集
申
牝
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、
外
敵
に
十
分
野
抗
し
て
ゆ
け
る
力
を
つ
ぐ
り
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヨ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
現
實
に
あ
る
い
ろ
い
ろ
の
力
を
、
な
に
か
の
方
法
で
、
一
つ
の
大
き
な
團
結
に
ま
で
み
ち
び
い
て
い
か

　
　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
も
っ
と
も
は
っ
き
り
と
、
し
か
も
政
治
的
に
し
め
し
て
い
る
の
は
保
甲
法
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
そ
の

　
　
目
的
に
ち
か
づ
き
え
た
と
お
も
わ
れ
た
瞬
間
、
そ
の
内
部
に
う
ち
こ
え
る
こ
と
の
で
き
ぬ
、
ふ
か
い
み
ぞ
を
も
つ
く
り
だ
し
て
い
た
。
そ
し
て
、

　
　
か
れ
王
安
石
が
、
「
良
民
」
と
し
て
信
頓
し
て
い
た
中
小
の
農
民
が
、
’
決
定
的
に
か
れ
の
保
甲
法
を
拒
否
し
、
農
村
の
支
配
者
達
を
も
、
一
時
的

　
　
に
政
府
に
離
反
さ
せ
て
し
ま
っ
た
と
き
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
新
法
の
挫
折
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
下
か
ら
の
農
民
た
ち

　
　
の
ま
が
り
く
ね
っ
た
た
た
か
い
は
、
つ
い
に
、
當
時
い
つ
れ
に
し
て
も
改
革
の
必
要
を
主
張
し
て
い
た
官
僚
地
主
的
な
支
配
者
た
ち
を
、
大
き

　
　
く
二
つ
の
陣
螢
に
分
裂
さ
せ
て
し
ま
い
、
司
馬
光
を
中
心
と
す
る
強
力
な
反
野
派
を
つ
く
り
だ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
司
馬
光
ら
は
、

　
　
大
地
圭
豪
的
反
契
と
奮
わ
れ
る
・
新
蒙
と
奮
法
蕪
と
い
う
官
僚
支
配
内
部
の
分
裂
を
、
周
藤
吉
之
氏
の
よ
う
に
、
江
南
の
経
濟
的
嚢
匹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
　
達
を
地
盤
と
す
る
新
興
の
地
主
官
僚
勢
力
と
、
．
そ
れ
に
た
い
す
る
華
北
の
保
守
的
奮
地
主
．
大
商
人
の
官
僚
勢
力
と
の
封
立
だ
と
い
う
ふ
う
に
　
一

　
　
の
み
簡
軍
に
わ
り
き
っ
て
し
ま
う
と
（
周
藤
吉
之
、
冠
會
構
成
史
大
系
7
「
宋
代
官
僚
制
と
大
土
地
所
有
」
）
、
あ
ま
リ
ス
ッ
キ
リ
し
す
ぎ
て
い
て
、
わ

　
　
た
し
に
は
や
は
り
不
安
が
の
こ
っ
て
し
ま
う
。
や
は
り
、
内
藤
湖
南
の
い
う
、
現
實
の
「
非
常
に
不
耶
等
な
耐
會
歌
態
」
か
ら
田
嚢
し
な
け
れ

　
　
ば
な
ら
ぬ
と
お
も
う
し
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
の
ち
に
蜀
窯
、
洛
蕪
へ
と
反
…
封
派
が
分
裂
し
て
ゆ
く
こ
と
も
、
つ
か
め
な
く
な
る
の
で
は
な
か

　
　
ろ
う
か
。
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
そ
し
て
「
異
質
的
だ
」
乏
い
う
こ
と
も
、
陳
傅
良
も
、
葉
水
儀
も
は
っ
き
り
い
っ
て
い
る
よ
分
に
、
保
甲
は
、
も
と
も
と
役
法
と
は
別
物
で

　
　
あ
り
、
そ
の
意
味
で
ま
さ
に
異
質
物
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
外
敵
に
た
い
し
て
、
ま
た
分
散
的
な
欺
態
に
あ
っ
た
中
小
農
民
を
、
佃
戸
制
の
巳

　
　
基
礎
の
う
え
に
集
椹
的
に
つ
か
も
う
と
す
る
、
ま
さ
に
集
椹
的
官
僚
地
主
支
配
体
制
の
強
化
を
す
す
め
て
ゆ
く
、
政
治
の
噸
環
と
し
て
う
ち
だ

　
　
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、
そ
の
他
の
諸
改
革
か
ら
み
て
も
明
か
な
よ
う
に
、
大
地
主
．
特
樺
官
僚
地
主
、
大
商
人
た
ち

　
　
の
利
釜
を
、
國
家
的
統
制
の
も
と
に
制
限
す
る
と
い
う
や
り
方
で
、
中
小
の
土
地
所
有
者
（
と
く
に
第
三
等
戸
以
下
の
主
戸
）
の
利
釜
を
或
程
度
ま



　
　
も
ろ
う
と
し
た
政
策
で
あ
っ
た
と
い
え
る
α
佃
戸
制
の
矛
盾
は
、
か
れ
に
お
い
て
は
ま
ナ
、
中
下
の
民
」
の
没
落
と
し
て
意
識
さ
れ
た
。
そ
れ

　
　
は
か
え
っ
て
現
實
に
は
、
王
安
石
を
し
て
郷
村
ぜ
會
で
の
大
地
主
や
豪
民
の
支
配
力
の
實
体
を
、
み
う
し
な
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
思
い
が
け

　
　
ぬ
「
中
下
の
戸
」
「
良
民
」
の
没
落
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
改
革
の
現
實
的
な
地
盤
を
う
し
な
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
保
甲
と
そ

　
　
し
て
役
法
と
の
混
織
も
、
保
甲
そ
の
も
の
か
ら
お
こ
っ
た
の
で
は
な
く
、
全
く
別
の
方
向
と
か
ら
み
あ
っ
て
も
た
ち
さ
れ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

　
　
そ
れ
は
財
政
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

　
　
　
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
き
、
王
安
石
の
諸
改
革
が
「
…
…
土
豪
劣
紳
を
打
倒
し
て
、
、
農
民
を
救
濟
す
る
」
と
い
う
原
則
に
よ
っ
て
つ

　
　
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
と
い
う
郭
沫
若
氏
の
主
張
に
も
、
そ
の
ま
ま
で
は
疑
問
が
の
こ
る
し
、
ま
し
て
梁
啓
超
の
よ
う
に
、
て
ぱ
な
し
で
「
國
史
の

　
　
光
」
だ
な
ど
ど
と
は
い
え
な
く
な
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
、
「
王
安
石
の
國
勢
振
興
政
策
は
、
兵
を
強
く
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
強
兵
に
は
金
を
集
゜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
め
る
必
要
が
あ
る
。
殊
に
當
時
の
民
間
は
、
永
い
太
亭
の
た
め
に
貧
富
の
懸
隔
を
生
じ
て
來
て
居
っ
て
、
非
常
な
不
李
等
な
肚
會
状
態
に
な
っ
・

　
　
ﾄ
い
た
・
之
を
↓
騒
雰
馨
の
考
で
肇
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
」
（
「
轟
近
世
史
」
）
と
い
う
内
藤
湖
南
の
理
蟹
深
め
る
こ
と
か
畠
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
獲
し
て
、
「
叉
改
革
論
者
の
方
で
は
、
昔
は
兵
と
農
と
分
れ
て
居
な
い
と
い
う
進
歩
し
た
考
を
出
し
た
が
、
保
甲
法
と
い
う
の
は
五
人
組
制
度
で
、
　
　

　
　
そ
の
本
意
は
地
方
の
盗
賊
な
ど
の
警
備
で
あ
る
べ
き
で
》
軍
事
教
練
を
す
る
の
で
な
か
っ
た
の
に
、
地
方
人
民
に
ま
で
軍
事
教
練
を
施
す
こ
と

　
　
と
し
た
爲
め
轟
入
民
が
こ
れ
を
嫌
っ
て
逃
亡
す
る
も
の
が
多
く
、
流
民
が
殖
え
、
盗
賊
を
増
す
こ
と
と
な
っ
た
」
（
同
上
）
と
い
う
場
合
、
こ
の

　
　
と
き
保
甲
法
が
ど
う
し
て
「
進
歩
し
た
考
」
で
あ
り
、
ま
た
「
良
法
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
、
も
少
し
は
っ
き
り
し
て
ほ
し
か
っ
た
よ
う

　
　
に
お
も
う
し
、
ま
た
強
兵
の
た
め
に
改
革
を
や
ろ
う
と
す
る
王
安
石
の
立
場
が
、
現
實
に
ど
ん
な
も
の
を
地
盤
に
も
っ
て
い
た
か
も
明
か
に
す

　
　
る
必
要
が
あ
る
と
お
も
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼

　
　
　
外
敵
の
脅
威
の
も
と
で
の
、
當
時
の
非
常
に
「
不
亭
等
な
融
會
歌
態
」
で
、
多
く
の
官
僚
も
、
や
は
り
改
革
の
必
要
を
痛
感
し
て
い
た
し
、

　
　
そ
の
黙
に
お
い
て
は
、
薪
奮
爾
派
の
く
い
ち
が
い
は
な
か
っ
た
。
も
か
し
多
く
の
官
僚
は
、
な
ん
ら
具
体
的
な
改
革
を
な
し
え
な
か
っ
た
。
こ

　
　
の
時
、
王
安
石
臓
そ
の
よ
う
な
い
ま
ま
で
の
官
僚
地
主
の
「
か
ら
」
を
つ
き
破
っ
て
、
中
國
人
を
意
識
し
な
が
ら
、
大
地
主
．
大
商
人
の
て
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

瓢
　
ら
、
中
小
農
民
を
ま
も
る
改
革
を
積
極
的
に
う
ち
だ
し
て
い
っ
た
。
中
小
農
民
の
佃
戸
へ
の
没
落
が
、
宋
の
政
治
権
力
を
動
揺
さ
せ
弱
体
に
し



1
2
@
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
　
「
枇
會
的
な
不
亭
等
」
を
ゆ
る
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
か
れ
の
改
革
は
挫
・

　
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ

　
　
折
し
て
し
ま
っ
た
。
い
や
挫
折
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
事
態
は
も
は
や
官
僚
と
い
う
場
で
は
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
、
か
れ
を
お

　
　
い
こ
ん
で
い
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
　
「
人
民
の
い
う
こ
と
を
い
ち
い
ち
氣
に
し
て
い
て
、
な
に
が
で
き
る
か
」
と
い
う
、
一
見
愚
民
観
の

　
　
よ
う
に
き
こ
え
る
か
れ
の
言
葉
も
、
こ
の
よ
う
な
場
に
お
い
つ
め
ら
れ
て
い
た
か
れ
の
、
悲
痛
な
さ
け
び
で
あ
ろ
う
。
か
れ
は
改
革
を
や
り
ぬ

　
　
　
　
へ

　
　
く
力
を
の
ぞ
ん
で
い
た
。
し
か
し
そ
の
力
は
ほ
ん
と
ケ
に
な
ん
で
あ
る
か
。
榊
宗
と
い
う
名
の
皇
帝
椹
力
も
、
剛
部
の
改
革
派
官
僚
も
、
改
革

　
　
が
ギ
リ
ギ
リ
の
場
に
お
い
こ
ま
れ
た
と
き
、
か
れ
か
ら
は
な
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
と
き
こ
そ
、
か
れ
は
改
革
の
ほ
ん
と
う
の
力
と
原
理
と
を
は

　
　
っ
き
り
つ
・
か
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
そ
こ
に
改
革
を
す
え
る
よ
り
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
力
が
ほ
ん
と

　
　
う
に
な
ん
で
あ
る
か
、
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
、
か
れ
は
正
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
す
、
そ
れ
と
結
合
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
五
三
・
一
一
・
二
五
）

　
　
　
〔
附
記
〕
　
本
稿
は
昭
和
二
十
八
年
度
文
部
省
科
墨
研
究
費
の
補
助
に
よ
る
「
中
國
制
度
史
語
彙
の
編
輯
」
進
行
中
の
一
産
物
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
註
①
　
（
煕
寧
九
年
五
月
辛
酉
）
　
詔
諸
保
甲
。
可
依
新
降
隊
法
結
隊
。
井
印
結
’
　
　
　
役
法
奥
保
甲
法
之
異
。
（
「
止
齋
先
生
交
集
」
巻
一
＝
）
“
　
　
　
　
　
　
詑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
　
　
　
　
隊
圖
付
兵
部
。
毎
一
都
保
給
之
一
圓
。
結
隊
之
法
。
三
人
爲
一
小
隊
。
　
　
　
　
　
と
の
べ
て
、
役
法
は
五
等
簿
、
す
な
わ
ち
戸
の
張
弱
に
よ
る
も
の
で
あ
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
　
　
　
三
小
隊
爲
一
中
隊
。
五
中
隊
爲
一
大
隊
。
井
引
職
一
人
居
前
。
擁
隊
一
　
　
　
　
　
る
が
、
保
甲
は
、
魚
麟
簿
、
す
な
わ
ち
力
－
保
丁
の
多
寡
に
よ
る
も

　
　
　
　
　
人
執
刀
居
後
。
像
二
人
左
右
。
執
旗
一
人
居
中
。
’
凡
五
十
人
。
皆
選
士
　
　
　
　
，
の
で
あ
り
、
保
甲
と
役
法
と
は
根
本
的
に
そ
の
原
則
を
異
に
す
る
と
の

　
　
　
　
　
也
。
有
馬
人
無
馬
人
各
爲
隊
。
隊
中
兵
械
。
或
純
用
一
色
。
或
雑
用
弓
　
　
　
　
　
べ
て
い
る
。
こ
れ
が
役
法
と
混
観
し
は
じ
め
る
の
は
煕
寧
七
年
の
、
保
、

　
　
　
　
　
弩
刀
斧
槍
楯
。
皆
於
結
隊
時
。
商
定
教
脅
。
（
「
長
編
」
巻
二
七
五
）
　
　
　
　
．
　
丁
を
甲
頭
と
し
て
催
税
さ
せ
、
者
長
、
戸
長
、
肚
丁
を
や
め
た
こ
と
に

　
　
　
②
　
團
教
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
方
法
で
行
わ
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
じ
ま
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
以
大
保
長
爲
教
頭
。
教
保
丁
馬
。
凡
一
都
保
相
近
者
分
爲
五
團
。
即
本
　
④
自
煕
寧
爲
募
役
法
。
鑑
官
府
之
役
。
官
自
募
之
。
官
受
其
病
而
民
獲
其

　
　
　
　
　
園
都
副
保
正
所
居
空
地
聚
教
之
。
以
大
保
長
藝
成
者
十
人
衰
教
。
五
日
　
　
　
　
　
利
。
・
官
當
其
勢
而
民
居
其
逸
。
錐
然
官
量
能
自
爲
其
病
輿
勢
哉
。
故
差

　
　
　
　
　
一
周
之
。
五
分
其
丁
。
以
其
一
爲
騎
。
　
二
爲
弓
。
三
爲
弩
。
府
界
法
　
　
　
　
　
役
之
患
。
錐
去
而
募
役
之
患
方
興
。
故
役
銭
者
募
役
之
患
。
而
今
之
保

　
　
　
　
　
成
。
乃
推
之
三
路
。
各
置
武
官
一
人
提
畢
。
（
「
宋
史
」
巻
一
九
二
、
兵
　
　
　
　
　
副
正
長
者
。
又
募
役
所
不
能
行
之
患
也
。
役
鏡
則
不
可
復
論
。
保
副
正

　
　
　
　
　
志
六
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
毒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
長
者
。
乃
役
法
之
一
事
耳
。
今
爲
大
患
。
窮
天
下
之
能
言
者
。
日
夜
相

　
　
　
③
夫
保
正
長
催
科
非
役
法
也
。
以
保
甲
法
観
役
法
而
行
之
也
。
．
臣
請
。
言
　
　

輿
謀
之
。
而
不
能
自
出
一
説
也
。
（
「
水
心
先
生
交
集
」
巻
三
、
役
法
）



Origin and Development of the Tithing System

- Wang Ait-shih's (.:E~~) Political Reform-

Makoto Ikeda

Wang An-shih is one of the most outstanding figures hi the history
of China. How:ever, under China's landlord-bureaucratic rule he was

unfavourably criticized, and his idea of reform was persistenly rejected.

In modem China many an attempt has been made ~o re-appraise t~is

great Sung C*) statesman; for example, in his Critical Biography of

Wang An-shz"h Liang Ch'i·chao (~~~) went so far as to call him uThe

Light in - China's History." The present author tries to clarify the

significance of Wang An-shih's reform, especially his pao-chia C1*Itl) or
tithing system, in the political history of the Sung dynasty, and the

author's standpoint is based on the recognition of Wang An-shih as a

bureaucratic reformer and the peasant class as the object of his reform.
In the author's view the tithing system was a means of effecting a

centralized government under bureacratic rule, and, consequently, it le<i

to intense unrest in the agrarian community throughout the country

and to the fierce resistance on the part of the peasants. Thus, Wang

An-shih's reform failed, and his place was taken by a conservative

clique led by Ssu-ma Kuang (j:fj,~1t).
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