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束
管
に
お
け
る
南
北
人
封
立
間
題

-

そ

の

政

治

的

考

察

矢

野

r
主

税

F

序

筆
者
は
瑠
て
､
｢南
人
北
人
翌

問
題
の
-

｣
(讐

馳
撃
)
な
る
小
論
に
漂

て
､
従
来
を

南
朝
に
つ
㌢

指
摘
さ
れ
て
き
た
酎
人
､

北
人
の
封
立
問
題
は
'
賓
は
西
晋
時
代
に
お
け
る
北
人
の
政
治
的
優
越
､
即
ち
'
江
南
人
に
封
す
る
政
治
的
抑
歴
に
始
ま
る
も
の
で
あ
る
こ
と

に
ふ
れ
た
｡
更
に
'
別
の
論
文
(韻

窮

龍

那艶

+"雛

J
)
に
お
い
て
'
束
管
朝
は
寧
ろ
頂
人
'
北
人
の
政
治
的
妥
協
の
上
に
成
立
し
､

こ
の
時
代
に
は
そ
の
社
台
的
妥
協
も
生
じ
っ
つ
あ

っ
た
と
い
え
る
こ
と
を
指
摘
し
た
｡

一
万
㌧
守
屋
美
都
雄
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
'
少
く
と
も
束
管
末
期
に
お
い
て
は
'
南
渡
の
北
人
も
江
南
の
地
に
安
住
L
t
北
蹄
を
考
え
る
こ

と
も
な
く
な
り
つ
つ
あ

っ
た
と
い
わ
れ
(
霜

臥
艶

臥
㌻

))
,

又
､
越
智
重
明
氏
の
主
張
に
よ
れ
ば
,
西
晋
の
頃
に
は
全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た

36

商
人
と
北
人
の
婚
姻
が
'
南
朝
に
な
る
と
,
少
-
と
も
非
貴
族
問
で
竺

般
尋
常
の
こ
と
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
(｢
南
朝
の
貴
族
と
豪
族
｣

(
史
淵
第
六
十
九
輯
)

こ
れ
ら
の
指
摘
が
正
し
い
と
す
れ
ば
'
西
晋
時
代
に
最
も
は
げ
し
か
っ
た
南
北
対
立
の
感
情
は
､
束
管
以
降
'
政
治
的
に
も
証
合
的
に
も
漸

次
解
消
の
方
向
に
向
い
つ
つ
あ

っ
た
と
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
な
が
ら
'
以
上
に
用
い
た
南
人

･
北
人
の
稀
呼

は
'

｢本
来
政
治
的
な
も
の
で
､

北
人
は
貌

･
(平
呉
前
)
の
西
晋
の
境
域
に
本
籍
を
も
つ
も
の
'
商
人
は
呉
の
境
域
に
本
籍
を
も
つ
も
の
｣

(
讐

齢
臥
謂

踊
掴
…
槻
治
と
誓

｣)

と
し
て
で
あ
る
｡

､
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さ
て
､
大
ま
か
に
い
っ
て
'
南

･
北
人
の
間
柄
の
襲
達
は
以
上
の
如
き
も
の
で
あ

っ
た
と
筆
者
は
考
え
る
が
､
し
か
し
'
北
人
貴
族
に
と
っ

て
'
南
人
貴
族
に
封
す
る
そ
の
政
治
的
優
越
性
を
保
つ
た
め
に
は
'
西
菅
時
代
に
み
ら
れ
る
如
き
'
南
北
の

｢
地
線
｣
的
封
時
を
是
非
と
も
維

持
す
る
必
要
が
'
束
管
時
代
に
も
あ

っ
た
の
だ
と
言

責

も
あ
る
の
で
あ
る
(鍔

酢
壁

<韻

語
eD
<～,南
北
の
地
線
性
｣一O

で
は
毒

は

一

鰻
ど
う
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
'
も

っ
と
具
蛙
的
な
検
討
を
'
そ
の
政
治
的
面
に
つ
い
て
行

っ
て
み
よ
う
｡

;

ノ

さ
て
'
東
晋
の
政
治
的
特
色
に
つ
い
て
'･
宮
崎
博
士
は
次
の
如
-
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
即
ち
'

｢
官
僚
ビ
ラ
-
ヅ
ド
の
賓
際
の
脊
骨
は
完
全

に
三
公
の
手
か
ら
尚
書
の
手
に
移

っ
た
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
尚
書
中
心
の
政
治
方
式
の
樹
立
は
､
束
管

一
の
功
臣
'
王
導
の
施
策
が
興

っ
て
力

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
｡
束
管
の
初
代
元
帝
の
治
世
の
問
'
政
治
最
高
の
大
臣
は
司
徒
萄
組
で
あ

っ
た
が
'
彼
は
単
な
る
元
老
に
す
ぎ
ず
'
王

導
が
録
尚
書
事
と
し
て
賓
樺
を
握

っ
て
い
た
｡
録
尚
書
事
と
は
尚
書
令
の
上
に
立
っ
て
尚
書
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
で
'
丞
相
よ
り
も
位
が

/

低
い
だ
け
で
あ
る
｡
王
導
は
萄
組
の
死
後
'
次
の
明
帝
時
代
か
ら
は
代

っ
て
司
徒
と
な
っ
た
が
'
次
の
成
帝
時
代
に
十
数
年
に
亘
っ
て
司
徒
を

乗
ね
て
再
び
録
尚
書
事
と
な
っ
た
｡
王
導
を
し
て
単
な
る
司
徒
で
な
く
へ
錬
尚
書
事
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
所
に
､
尚
書
の
も
つ
重
要

性
が
覗
わ
れ
る
わ
け
で
朝
廷
の
政
治
は
以
来
'
室

を
中
心
と
し
て
運
讐

れ
る
こ
と
茂

っ
た
｡｣
(撃

時
弊

覇

研
究
｣
一
と

｡

こ
の
よ
う
に
'
束
管
以
降
政
治
が
全
く
尚
書
を
中
心
と
し
て
動
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
'
尚
書
省
の
要
官
が
政
治
の
中
心
に
あ

っ
た
こ

と
に
な
り
'
従

っ
て
へ
所
謂
商
人

･
北
人
の
政
治
的
封
鷹
関
係
も
'
尚
書
省
に
お
い
て
占
め
る
両
者
の
比
重
に
よ
っ
て
考
え
て
み
る
こ
と
が
で

き
よ
う
.
い
ま
'
寓
斯
同
の

｢
西
晋
賂
相
大
臣
年
表
｣
及
び

｢束
管
格
相
大
臣
年
表
｣
に
よ
っ
て
'
尚
書
省
高
官
に
お
け
る
'
南
人

･
北
人
両

者
の
占
め
る
割
合
を
み
る
に
,
西
晋
で
は
尚
書
令
十
八
人
,
空

目僕
射
三
十
六
人
,
吏
部
尚
書
十
五
人
の
う
ち
,
朱
整
(鮒
絹
朋
鮒
及
び
一
の
如

き
出
自
を
明
か
に
し
難
い
人
を
除
い
て
'
他
は
全
部
北
人
で
あ
る
｡

然
る
に
束
管
で
は
､

37
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尚
書
令
は
'
十
五
人
中
'
北
人
十
二
人
'
南
人
三
人
で
あ
り
'
そ
の
南
人
は
'
陸
玩
'
顧
和
'
陸
約
で
あ
っ
た
｡

尚
書
僕
射
は
､
四
十
人
中
､
北
人
三
十
人
'
商
人
十
､人
で
'
南
人
は
紀
喝

陸
嘩
'
戴
迦
'
陸
玩
'
孔
愉
'
顧
和
'
顧
衆
'
陸
嗣
'
孔
安
国
'

孔
靖
で
あ
る
｡

吏
部
尚
書
は
'
三
十

1
人
中
'
北
人
二
十
四
人
･'
商
人
七
人
で
'
そ
の
商
人
は
陸
玩
'
孔
愉
'
顧
和
'
謝
奉
'
陸
約
'
張
玄
'
車
胤
で
あ

っ

た

｡こ
の
よ
う
に
'
西
晋
時
代
に
は
南
人
で
政
治
の
中
心
の
高
官
と
な
っ
た
者
は
全
く
な
く
'
こ
れ
に
反
し
'
束
管
で
は
可
な
り
の
両
人
が
'
政

治
の
中
心
に
参
加
し
て
い
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
こ
の
束
管
時
代
の
政
治
に
関
連
し
て
'
南
群
書
(
33
)
張
緒
侍
に
は
'
｢(
上
)

欲
用

(蘇
)
緒
薦
右
僕
射
O
以
問
王
倹
｡
倹
日
.
南
士
由
来
｡
少
居
此
職
.
禅
淵
在
座
.
啓
上
日
.
倹
年
少
O
或
不
壷
憶
.
江
左
用
陸
玩
'
顧

和
'
皆
南
人
也
.
倹
日
｡
晋
氏
衰
政
｡
不
可
以
為
準
則
｡
上
乃
止
｡｣
と
み
え
る
.
こ
の
記
事
は
､
｢
王
倹
が
北
人
貴
族
と
し
て
の
立
場
か
ら
'

南
人
貴
族
の
進
出
し
た
束
管
政
治
を
衰
政
と
見
倣
L
t
西
晋
の
世
を
盛
世
と
L
t
自
分
達
の
準
則
と
す
べ
き
は
西
菅
の
盛
世
で
'
束
管
の
衰
政

38

は
準
則
と
は
な
ら
ぬ
｣
と
し
て
'
商
人
貴
族
張
緒
の
望

宕

僕
射
就
任
に
反
対
し
た
む
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

(拙
稿

｢南
人
北
入

射
立
間
超
の
1
考

察
｣
(長
大
史
畢
第

一
輯
所
収
)
参
照

前
述
し
た
如
き
束
管
に
お
け
る
尚
書
要
官
へ
の
南
人
の
進
出
は
あ

っ
た
と
し
て
も
'
そ
れ
に
つ
づ
-
南
帝
の
時
代
に
'
こ
の
よ
う
な
､
あ
く

ま
で
商
人
貴
族
の
進
出
を
拒
絶
す
る
態
度
が
北
人
貴
族
の
中
に
あ

っ
た
と
す
れ
ば
'
束
管
時
代
の
南
人
の
政
治
的
進
出
-

特
に
尚
書
省
高
官

就
任
は
'
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
｡
勿
論
'
青
書

(
65
)
王
導
博
な
ど
に
見
え
る
'
北
人
達
の
商
人
に
封
す
る
積
極
的
な
政
治
的

妥
協
が
あ

っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
'
果
し
て
束
管

一
代
を
通
じ
て
'
そ
の
よ
う
な
妥
協
に
よ
っ
て
の
み
､
王
倹
の
い
う

｢
晋
氏
の
衰
政
｣

が
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
と
も
'
北
人
と
商
人
と
を
融
和
さ
せ
南
人
の
政
治
活
動
を
促
す
何
か
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
し
か

し
私
が
こ
こ
で
諭
ず
る
の
は
､
北
人
'
商
人
の
政
治
約
封
立
が
果
し
て
あ
っ
た
の
か
香
か
と
い
う
'
そ
の
事
賓
の
具
髄
的
検
討
に
限
り
度
い
Q
.



二

さ
て
'
こ
こ
で
は
専
ら
､
政
治
の
中
心
と
考
え
ら
れ
る
尚
書
省
高
官
の
動
き
を
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
商
人
'
北
人
両
者
の
交
渉
を
考

え
て
み
よ
う
｡
い
ま
'
束
管
時
代
に
尚
書
令
'
尚
書
僕
射
'
吏
部
尚
書
と
な
っ
た
南
人
の
略
表
を
つ
く
っ
て
み
る
と
'
次
の
如
-
で
あ
る
｡

大明 永元
寧帝 昌帝 時
フ亡 フ亡
年 年

(323)(A3P2･)代

同同 成成 同
和帝

285

同 同 同 同

二二 一 フ亡
年 年 年 ◆ 年 年

六 五 四
年 年 年

(331)(330)(329)(328)(327)(326)(325)(324)

尚

書

令

蘭
書
僕
射

紀

睦
〃
.

覇

閲

歴

弧

孔 孔陸
-〟

愉 愉玩

吏
部
尚
書

こ
の
略
表
に
よ
っ
て
み
る
に
'
束
管
時
代
に
南
人
貴
族
が
尚
書
省
要
官
と
な
っ
た
と

い
っ
て
も
'
あ
る
種
の
波
が
あ

っ
た
よ
う
に
み
え
る
｡
即
ち
､

日
東
㌢

初
め
か
ヤ

成
層
威
和
音

(3'3-
)
ま
で
の
約
十
年
間

に
は
,
南
人
坦

身
の
尚
書
令
は

一
人
も
な
く

僕
射
以
下
の
起
用
で
あ

っ
た
｡

何

次
に
'
成
和
六
年

(
3-1
)
か
ら
稜
帝
永
和
七
年

(
3-1
)
ま
で
の
問
は
'
尚
書
令
'

尚
書
僕
射
を
だ
L
t

尚
書
省
の
全
権
が
商
人
の
手
に
あ

っ
た
か
の
如
き

時
期
で
あ

る
｡

伺

更
に
'
稜
帝
永
和
八
年

(
3-
)
か
ら
孝
武
帝
大
元
六
年

(
3-1
)
ま
で
の
三
十
年
間

を
み
る
に
'
僅
か
に
商
人
の
起
用
は
吏
部
尚
書

一
人
に
す
ぎ
な
い
｡

糾

孝
武
帝
大
元
七
年

(
3
)
か
ら
束
管
末
ま
で
ほ
'
尚
書
令
'
蘭
書
僕
射
'
吏
部
尚

書
に
そ
れ
ぞ
れ
起
用
さ
れ
て
い
る
｡

な
ど
が
指
摘
で
き
る
｡
こ
の
こ
と
は
'
こ
の
時
代
の
南
人
貴
族
の
政
治
活
動
全
鰻
に
も

恐
ら
く
は
こ
の
よ
う
な
波
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
｡
育

で
は
'
こ
の
よ
う
に
尚
書
要
官
進
出
に
波
が
あ

っ
た
こ
と
は
'
ど
の
よ
う
な
意
味
を

∫

も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
.
こ
の
こ
と
は
'
上
に
指
摘
し
た
よ
う
に
､
江
南
貴
族
の
政
治

39
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成
康
元
年

335(ーヽノ

同

二
年

336(甘
mu

同

三
年

337iZqEiiZl

同

四
年

338(

同 永穆 同 建康 同 同
和帝 元帝

ー フ亡 _ プ亡 八 六
年 年 年 年 年 年

(346)(345)(344)(343)(342)(340)

･--･-･ 〟 ′/

顧 陸

和 玩

′-▲｢
顧 顧顧 顧

〟 〟

衆 衆和 ′ 和

的
盛
衰
と
し
て
､
直
ち
に
受
け
と
め
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡
以
下
'
そ
の
鮎
に
つ

い
て
検
討
し
て
み
よ
う
｡

≡

先
ず
第

一
の
時
期
(朗
締
畿

引
年
)
に
つ
い
て
み
よ
う
.
青
書
(
6

)

明
帝
紀
太
寧

三
年
閏
月
の
候
に
よ
れ
ば
､

｢
壬
午
｡
帝
不
預
｡
召
太
宰
西
陽
玉
葉
'
司
徒
王
導
'
尚

書
令
下
壷
'
車
騎
格
軍
郁
竪
'
護
軍
将
軍
庚
亮
'
領
軍
購
軍
陸
嘩
'
丹
楊
ヂ
温
幡
並
受

遣
詔
｡
輔
太
子
｡｣
と
み
え
て
い
る
｡

こ
の
記
録
に
つ
い
て
は
'
別
論

(｢束
管
初
頭
改
構

の
性
格
の
一
考

鞘
針
雛
輔

塵

倉
科
一

に
お
い
て
も
ふ
れ
た
が
,
こ
れ
ら
の
人
々
は
束
管
初
頭
の
政
治

を
支
え
た
人
々
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
勿
論
そ
の
中
で
も
'
最
も
中
心
と
な
っ
た
の

は
北
人
王
導
で
あ

っ
た
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
が
'
商
人
は
僅
か
に
陸
嘩

一
人
に
す
ぎ

な
い
｡
こ
の
こ
と
か
ら
'
王
導
を
中
心
と
し
た
北
人
政
治
家
が
束
管
初
頭
の
政
治
を
牛

耳
り
'
南
人
政
治
家
は
極
め
て
軽
ん
ぜ
ら
れ
た
か
の
如
く
考
え
ら
れ
る
が
､
そ
れ
は
必

ず
し
も
正
し
く
な
く
∴

｣
の
遺
詔
を
う
け
た
人
数
の
中
に
南
人
政
治
家
が
見
え
な
い
の

は
'
有
力
南
人
政
治
家
の
多
-
が
'
太
寧
三
年
以
前
に
死
亡
し
た
が
故
で
あ
る
こ
と
は

既
に
前
掲
別
論
が
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

け
れ
ど
も
､
我
々
は
こ
の
期
に
お
け
る
南

･
北
人
関
係
に
つ
い
て
'
も

っ
と
詳
細
に

考
え
て
み
ね
は
な
ら
ぬ
｡
と
い
う
の
は
'
陸
玩

･
孔
愉
に
先
立

っ
て
'
既
に
紀
瞭
'
陸

嘩
'
戴
速
と
い
う
南
人
尚
書
僕
射
が
で
た
こ
と
は
表
に
み
る
如
-
で
あ
る
が
'
こ
れ
ら
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太孝 成簡 太海 同 興 隆哀
元武 安文 和西 寧 和帝

毒帝 -.･-･･･葦帝 ･･- ･葺% ･-･････ 毒 等 葦 -･･-･･･ 毒 -･･-- 年

(382) (371) (366) (364)(363)(362) (351) (347)

--･-- 〟

の
人
々
は
'
北
人
政
権
或
は
北
人
政
治
家
と
'
ど
う
い
う
関
係
に
あ
っ
た
か
を
明
か
に

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
｡
な
る
ほ
ど
こ
の
時
期
は
束
管
政
権
の
基
礎
確
立
期
と
も

い
う
べ
二

元
帝
'
王
導
等
に
よ
る
商
人
と
の
妥
協
'
接
燭
が
盛
ん
で
あ

っ
た
′こ
と
は

間
違
い
な
い
が
'
果
し
て
こ
の
三
人
に
関
し
て
は
ど
う
で
あ

っ
た
ろ
う
か
｡

先
ず

紀
暗
に
つ
い
て
み
る
に
'
彼
は
元
帝
永
昌
元
年
か
ら
尚
書
僕
射
と
な
っ
て
い

る
｡
そ
の
侍
(
締
約
聖

に
よ
れ
ば
,
元
帝
が
安
東
肇

に
す
ぎ
な
か
っ
た
頃
か
ら
そ
の

部
下
と
し
て
仕
え
'_
元
帝
践
腔
に
及
ん
で
は
'

｢
上
疏
諌
評
｡
多
所
匡
益
｡
帝
甚
嘉
其

忠
烈
o｣
(E
)
と
い
う
如
く
元
軒
に
信
頼
さ
れ
,
明
帝
も
亦
彼
を
改
俊
の
重
臣
と
考
え

て
い
た
こ
と
は
'

｢
明
帝
嘗
猪
引
晴
於
庚
室
｡
慨
然
憂
天
下
日
｡
社
硬
之
臣
｡
欲
無
復

十
人
｡
如
何
｡
困
屈
指
日
｡
君
便
英

一
O
瞭
解
読
｡義

一
と
い
う
と
こ
ろ
で
明
か
で
あ

ろ
う
｡
王
導
は
早
く
元
帝
に
封
し
て
顧
柴
'
賀
循
'
周
曙
等
と
共
に
'
紀
晴
を
招
く
こ

と
を
す
す
め
'
こ
れ
ら
南
土
の
秀
を
あ
っ
め
て
へ
始
め
て
江
南
の
人
心
を
牧
渡
し
う
る

と
し
て
い
る
の
で
(諾

純
一
､

従

っ
て
'
明
詫

紀
晴
は
南
人
と
し
て
起
用
さ
れ
た
凍

け
で
は
あ
る
が
'

紀
路
の
忠
誠
は
'
南
北
人
的
対
立
を
超
え
た
立
場
で
彼
を
活
動
せ

し
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
そ
の
故
に
こ
そ
'
明
帝
は
彼
を
杜
稜
の
臣
と
考
え
'
十
指

の
中
に
入
れ
た
に
相
違
な
く
'
そ
う
考
え
な
く
て
は
明
帝
の
態
度
は
了
解
し
難
い
と
こ

ろ
で
あ
ろ
う
｡
従

っ
.て
'
彼
が
尚
書
右
僕
射
と
し
て
'
賓
際
政
治
の
中
枢
に
参
輿
し
た

の
も
'
そ
の
束
管
政
権

へ
の
忠
誠
が
認
め
ら
れ
た
が
故
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
｡
彼

が
尚
書
僕
射
に
除
せ
ら
れ
た
時
の
こ
と
に
つ
き
'

｢
尋
除
荷
書
右
僕
射
｡
屡
鮮
不
聴
｡
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同同 義 隆安 同 同 同 同
照 安帝 十 十 十

年 年 ---瑠 -･･･････ 妄 ･･･--･･等 ･･--･年 年 -･･････ 歪

(407)(406) (400) (395) (389) (387)(386) (383)

陸 陸

納 納

途
栴
病
篤
遠
第
｡
不
許
O｣
(E
)
と
侍
え
ら
れ
る
の
も
,
以
上
の
考
え
を
裏
書
き
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
｡

次
に
戴
越
に
つ
い
て
み
る
に
､
彼
は
兄
君
恩

(
潤
)
と
共
に
'
早
-
永
嘉
中
か
ら
元

帝
に
仕
え
た
と
思
わ
れ

て
葬
せ
ず
(
折
詰

博

一, る
(綿
綿

i
).
兄
若
思
も
亦
尚
書
僕
射
を
命
凍
ら
れ
た
が
解
し

過
は
王
敦
の
死
後
尚
書
僕
射
と
な
っ
た
｡
彼
等
が
何
故
尚
書

僕
射
を
命
ぜ
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
は
'
そ
の
博
は
何
も
記
し
て
い
な
い
｡
し
か
し
'
戴

若
恩
に
つ
い
て
,
劉
隣
侍

(㈹
書
)
に
,

｢
初
塊
以
王
敦
威
樺
太
盛
'
終
不
可
制
.
勧
帝
出
腹
心
以
鎮
方
隅
.
故
以
誰
王
承
番
湘

州
.
績
用
院
及
戴
君
恩
馬
都
督
｡
敦
甚
悪
之
o｣

と
み
ゆ
る
如
く
'
君
恩
は
征
西
将
軍

都
寡

,
濠
,
幽
,
巽
,
､薙
､
井
六
州
層

事
と
し
て
幕
陽
に
鎖
し
た
･,A
(誓

紺
侍
),

こ
れ
は
元
帝
の
腹
心
と
し
て
王
敦
に
封
抗
す
る
馬
で
あ

っ
た
.

す
る
と
戴
蓮
の
場
合
'
兄
は
元
帝
の
腹
心
と
し
て
絶
大
の
信
頼
を
う
け
'
そ
の
た
め
.

適
も
'

｢
王
敦
作
逆
｡
-
-
及
敦
得
志
.
而
若
恩
遇
害
｡
遜
坐
免
官
.
敦
訣
後
｡
拝
尚

書
僕
射
｡｣
(約
諾

)
と
い
う
如
く

王
敦
の
恵
む
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
這

そ
れ
だ
け
に
'
越
は
元
帝
､
明
帝
の
信
任
を
得
て
い
た
で
あ
ろ
う
.
彼
が
尚
書
僕
射
に

任
用
さ
れ
た
の
は
'
必
ず
し
も
商
人
と
い
う
立
場
に
お
い
て
で
は
な
く
'
寧
ろ
'
逆
臣

王
敦
に
対
抗
し
た
忠
誠
な
る
束
管
官
僚
と
し
て
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
｡
-

＼

攻
に
陸
噂
に
つ
い
て
み
る
に
'
彼
は
陸
玩
の
兄
で
'
明
帝
の
崩
に
あ
た
っ
て
遺
詔
を
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う
け
た
こ
と
は
前
述
の
如
-
で
あ
る
｡
彼
に
つ
い
て
は
'

｢時
元
帝
以
侍
中
皆
北
士
｡

藁

用
商
人
･
嘩
以
清
貞
著
稀
｡
遁
辞
侍
中
.｣
(錯

節
一
と
述
べ
ら
れ
て
い
て
,
元
帝

の
信
頼
す
る
立
沢
な
人
物
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
勿
論
こ
の
場
合
'
北
士
に

封
す
る
南
人
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
し
て
も
'
彼
が
馨
用
さ

れ
た
の
は
そ
の
人
物
の
故
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
.
例
え
ば
'
後
が
王
導
'
萄
慈
と
共
に

(恭
帝
元
撃
冗
年

(
41
)
東
晋
滅
亡
.)

録
尚
書
事
と
な

っ
た
時
の
こ
と
に
つ
い
て
'
明
帝
の
遺
詔
を
み
る
に
､
｢嘩
清
操
忠
貞
｡

歴
職
禦

｡
且
其
兄
弟
｡
事
君
虹
父
｡
憂
国
如
家
｡
歳
寒
不
凋
.
雷

門
凋
｡
既
委
以
六
軍
｡
可
録
凋
書
事
.｣
(諾

抑
)
と
述
べ
て
い
る
如
-
'

そ
の
忠
貞
の
人
格
の
故
に
録
尚
書
事
た
る
べ
L
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
と
す
れ
ば
'
彼
が
他
の
北
人
有
力
官
僚
と
共
に
明
帝
の
顧
命
に
あ
ず

か
っ
た
如
き
も
'
彼
を
南
人
の
代
表
と
考
え
た
わ
け
で
は
な
く
'
他
の
人
々
と
同
僚
束
管
政
権
に
封
す
る
忠
誠
が
明
帝
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た

が
故
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
即
ち
'
彼
が
録
尚
書
事
と
な
り
へ
遣
詔
を
う
け
た
如
き
は
'
み
な
南
'
北
対
立
と
い
う
如
き
を
超
え
た
立
場
に

お
け
る
'
彼
と
束
管
政
権
と
の
関
係
を
示
す
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
｡
と
す
れ
ば
'
彼
が
尚
書
僕
射
と
し
て
賓
際
政
治
に
参
輿
し
た
の

も
'
そ
の
人
柄
の
故
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
｡

さ
て
'
以
上
み
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
'
こ
れ
ら
の
人
々
が
尚
書
省
と
い
う
賓
際
政
治
の
中
枢
に
お
ち
つ
い
た
の
は
'
南
人
北
人
と
い
う

立
場
を
超
え
て
'
元
帝
な
り
明
帝
な
り
に
信
頼
さ
れ
た
故
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
換
言
す
れ
ば
'
彼
等
と
束
管
政
権
と
の
結
び
つ
き
が
､
彼

等
を
自
ら
政
治
の
中
枢
に
導
い
た
も
の
と
言
え
る
よ
う
で
あ
る
｡
こ
れ
は
単
な
る
相
互
利
用
と
か
'
妥
協
と
か
い
う
如
き
で
は
な
く
'
相
互
信

頼
に
基
づ
-
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
｡
と
い
う
こ
と
は
'
少
Y
と
も
束
管
初
頭
に
お
い
て
は
､
妥
協
的
要
素
が
な
か
っ
た
と
は
い

え
な
い
に
し
て
も
'
基
本
的
に
は
北
人
政
権
と
商
人
官
僚
が
､
南
北
的
封
立
感
情
を
超
え
て
結
び
つ
き
つ
つ
あ

っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
｡
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四

で
は
次
に
第
二
期

(醐
嗣
諸

宗

｣

に
つ
い
て
考
'̂W

み
よ
う
｡
成
帝
成
和
六
年
空

目令
と
な
っ
た
陸
玩
は
,
成
康
六
年
ま
で
つ
と
め
､

稜
帝
永
和
二
年
か
ら
七
年
ま
で
は
顧
和
が
尚
書
令
と
な
っ
た
｡
こ
の
間
ほ
ぼ
二
十
年
､
そ
の
大
半
が
南
方
出
身
尚
書
令
で
占
め
ら
れ
た
こ
と
に

な
る
｡
即
ち
こ
こ
で
は
'
南
人
政
治
家
が
北
人
政
治
家
を
歴
倒
し
て
'
そ
の
全
盛
期
を
現
出
し
た
と
い
え
な
い
こ
と
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
｡
け

れ
ど
も
'
果
し
て
こ
れ
を
南
人
に
よ
る
賓
際
政
治
の
掌
握
と
い
う
ふ
う
に
み
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
｡

さ
て
'
明
帝
の
遺
詔
を
う
け
て
成
帝
の
政
治
を
輔
け
た
人
々
の
う
ち
,
成
和
四
年
四
月
に
は
温
晴
が
亮
じ

(需

S
),
更
に
下
壷
か
亦
蘇
唆

と
の
戦
に
死
ん
だ
の
で
あ
る
か
ら

(諾

S
),
恐
ら
-
威
和
四
年
に
死
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
更
に
,
西
陽
嘉

も
威
和
四
年
に
課
㌻

れ

て
い
る
の
で
(需

S
),
成
和
五
,
六
年
の
頃
に
生
き
洩

っ
て
い
た
の
は
,
王
導
,
郡
蟹
･
廃
亮
,
陸
噂
の
四
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
｡
す
る
と

陸
玩
は
'
こ
れ
ら
元
老
連
の
も
と
で
第

一
線
政
治
家
と
し
て
活
躍
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
'
こ
の
元
老
達
も
成
帝
在
位
中
に
相
つ
い
で
亮

じ
た
｡
成
和
九
年
に
陸
嘩

(需

S
),
威
康
五
年
七
月
に
毒

(E
).
同
年
八
月
に
郁
塑

(E
),
翌
六
年
正
月
に
廃
亮

(鯛
)
が
撃

て
宣

僅
か
六
'
七

年
の
矧
に
'
束
管
初
頭
以
来
の
元
老
が
殆
ど

1
時
に
な
-
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
.

こ
の
よ
う
な
時
に
あ
た
っ
て
'
天
下
の
重
望
を
に
な
っ
た
の
が
こ
の
陸
玩
で
あ

っ
た
?

青
書

(77)
陸
玩
博
に
よ
る
に
'

｢
尋
而
王
導
'
郡
馨
へ
顔
亮
相
継
而
弟
o
朝
野
成
以
馬
｡
三
艮
既
没
O
国
家
珍
痔
｡
以
玩
有
徳
望
o
乃
遷
侍
中
'
司
空
｡
-
-
玩
既
拝
.
有
人

詣
之
.
索
盃
酒
潟
｡
置
柱
梁
之
間
.
呪
日
｡
嘗
今
乏
材
｡
以
爾
為
柱
石
.
莫
傾
人
梁
棟
邪
｡
玩
笑
日
｡
戟
卿
良
俵
.
既
而
歎
息
｡
謂
賓
客
日
.

以
我
馬
三
公
｡
是
天
下
為
無
人
｡
談
老
以
為
知
言
O｣
と
み
･え
る
如
-
､
｢普
今
乏
材
｣
と
い
わ
れ
な
が
ら
も
'
玩
こ
そ
東
晋
政
権
の
柱
石
と
目

さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
こ
の
場
合
'
三
良
と
い
わ
れ
た
重
臣
達
は
い
う
ま
で
も
な
-
江
北
の
出
身
で
あ
る
が
'
代

っ
た
陸
玩
は
元
よ

り
江
南
出
身
で
あ
る
｡
即
ち
'
江
南
出
身
の
陸
玩
が
'
今
や
束
管
の
荷
い
手
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
而
も
威
和
六
年
以
降
尚
書
令
と
な
り

同
じ
く
南
人
た
る
孔
憶
を
僕
射
と
し
な
が
ら
'
十
年
に
亘
っ
て
政
治
の
中
心
に
あ

っ
た
｡
更
に
.'
永
和
二
年
以
降
は
同
じ
く
南
人
た
る
顧
和
が
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尚
書
令
の
地
位
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
'
第

一
期
と
は
逆
に
'
第
二
期
で
は
南
人
官
僚
に
よ
る
尚
書
省
の
占
嫁
が
あ

っ
た
か
の
感
が
あ
る
?

で
は
陸
玩
が
'
尚
書
令
と
し
て
十
年
間
葉
際
政
治
の
場
に
あ
り
､
引
き
つ
づ
き
三
公
と
し
て
国
家
の
柱
石
と
目
さ
れ
た
の
は
､
ノ何
故
で
あ
ろ

う
か
｡
そ
れ
は
上
述
の
'

｢
以
玩
有
徳
望
｣
と
い
う
表
現
に
み
る
如
く

徳
望
あ
る
そ
の
人
柄
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
､
も

っ
と
具
鰹
的
に

み
れ
ば
'
そ
の
侍
(
E
W
)

に
は
､
｢
豊

掩
雅
｡
弱
冠
有
肴

賀
循
毎
栴
其
清
允
平
督
｡｣
と
そ
の
若
い
頃
の
人
柄
に
つ
い
て
記
し
'
更
に
'

｢
玩
経
堂
公
輔
｡
謙
譲
不
辞
按
｡
･･････玩
巽
亮
累
世
｡
常
以
弘
重
鳥
人
主
所
貴
.
加
性
通
雅
.
不
以
名
位
格
物
｡
誘
嗣
後
進
o
謙
若
布
衣
o
由

是
措
紳
之
徒
｡
莫
不
膝
其
徳
字
｡
｣
と
あ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
'
謙
虚
な
有
徳
者
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

そ
の
徳
望
の
故
に
三
公
に
至

っ
た

の
で
あ
る
か
ら
､
彼
が
尚
書
令
と
し
て
十
年
の
長
き
に
亘
っ
た
の
も
'
恐
ら
-
は
こ
の
徳
望
の
故
で
あ

っ
た
と
考
え
て
先
ず
誤
り
あ
る
ま
い
｡

以
上
の
如
く
考
え
れ
ば
､
陸
玩
ほ
南

･
北
人
的
な
封
立
を
超
え
て
､
す
べ
て
の
束
管
官
僚
の
信
頼
す
る
人
物
で
あ

っ
た
と
し
て
よ
い
よ
う
で
あ

る
｡で

は
'
威
和
三
㌧
四
年
に
吏
部
尚
書
を
つ
と
め
へ
同
五
年
に
尚
書
右
僕
射
と
な
り
'
以
後
尚
書
令
陸
玩
を
た
す
け
て
政
治
の
賓
際
に
あ
た
っ

た
孔
憶
は
､
ど
の
よ
う
に
許
債
さ
れ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
か
｡

青
書

(
78
)
孔
愉
博
に
よ
れ
ば
'
憶
は
建
興
の
頃
か
ら
元
帝
に
用
い
ら
れ
'
丞
相

(元
帝
)
操
'
丞
相
参
軍
な
ど
を
歴
任
し
た
｡
即
ち
へ
彼

は
元
帝
の
江
南
人
挙
用
の
方
針
に
そ
う
て
用
い
ら
れ
た

1
人
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
'
而
も
彼
の
行
動
は
単
に
南
人
と
し
て
で
は
な
く
'
束

管
政
権
i
un
と
し
て
,
南
,
北
人
的
翌

を
超
え
た
も
の
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
例
え
ば
彼
の
俸

(P

)
に
よ
れ
,,"i
･
｢帝
馨

王
｡
使
長

乗
車
善
部
.
千
時
R
T協
､
劉
隣
用
事
.
王
導
頗
見
疎
遠
.
愉
陳
導
忠
賢
有
佐
命
之
動
O
謂
事
無
大
小
｡
皆
官
諮
訪
｡
由
是
不
合
旨
o
出
馬
司
徒

左
長
史
｡｣
と
あ
り
､
元
帝
に
対
し
て
'

主
導
を
疎
ん
ず
べ
き
で
な
い
こ
と
を
力
説
し
た
こ
と
も
あ
る
が
t

L
か
し
そ
の
王
導
と
も
見
解
を
異

に
す
る
時
に
は
､
｢愉
欲
大
論
朝
廷
得
失
｡
陸
玩
抑
之
｡
乃
止
｡｣
(読

)
と
い
-
如
-
'
大
い
に
導
と
政
論
を
た
た
亮

せ
よ
-
と
し
'
尚

書
令
陸
玩
に
止
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
'
或
は
叉
'
｢後
導
賂
以
越
胤
馬
護
軍
｡

愉
謂
導
日
｡

中
興
己
来
.

虞
此
官
者
｡

周
伯
仁
へ
鷹
思
遠

耳
｡
今
誠
乏
才
｡
岩
宜
以
趨
胤
居
之
邪
｡
導
不
従
O
其
守
正
如
此
.
庸
是
馬
導
所
衛
oj
(鯛
)
と
み
え
る
如
く

王
導
が
そ
の
と
｡
巻
き
の
遣
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胤

(鮒
牌
抑
一
を
重
用
せ
ん
と
し
た
時
､
虞
向
か
ら
反
封
し
て
い
る
ひ

こ
れ
ら
の
語
例
覧

る
如
-
､
孔
愉
の
態
度
は
南
か

立
場
か
ら
北
人

政
治
家
を
批
判
す
る
と
い
う
如
き
で
は
な
く
'

1
人
の
束
管
の
臣
と
し
て
'
或
は
王
導
を
疎
ん
ず
べ
き
で
な
い
こ
と
を
説
き
へ
或
は
王
導
の
政

治
方
針
に
反
射
す
る
態
度
を
と
っ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

で
は
'
稼
帝
永
和
二
年
か
ら
尚
書
令
と
な
っ
た
顧
和
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
.
彼
は
既
に
成
帝
成
康
末
年
に
宮
部
尚
書
に
な
っ
て
か

ら
へ
僕
射
を
経
て
令
と
な
っ
た
が
'
彼
を
尚
書
令
屯
推
薦
し
た
の
は
'
賓
は
衛
将
軍
襟
裳
で
あ

っ
た
o

祐
夏
は
勿
論
康
帝
望

后
の
父
で
,
名
門
の
河
南
の
祐
氏
に
屈
す
る
北
方
出
身
官
僚
で
あ
る
(御
託

)
.

い
ま
,
票

蔽
和
を
尚
書
令
に
推

薦
し
た
時
の
事
情
を
顧
和

博
(讐

一

に
つ
い
て
み
る
に
,

｢頃
之
.
母
憂
去
職
｡
居
喪
以
孝
聞
｡
-
･･･衛
賂
軍
袴
東
上
疏
薦
和
｡

起
為
尚
書
令
｡
遣
散
騎
郎
喰
旨
.｡

和
毎
見
違
促
｡
軌
競
眺
働
絶
0

-

-
和
表
疏
十
飴
上
.
途
不
起
o
服
閲
｡
然
後
現
職
｡｣
と
み
え
る
.

射
ち
和
が
母
の
喪
に
よ
っ
て
職
を
去

っ
て
い
た
時
､
袴
裏
の
推
挙
で
尚
書

令
に
召
さ
れ
た
が
'

遂
に
喪
が
終
る
ま
で
拒
み
つ
づ
け
'
服
関

っ
て
始
め
て
尚
書
令
と
な
っ
た
｡
襟
裳
が
彼
を
尚
書
令
に
推
挙
し
た
の
は
'

･和
居
任
多
所
献
納
.
錐
樺
臣
不
苛
阿
擁
｡
｣
(鮒
誠

一
と
許
さ
れ
た
そ
の
剛
直
の
性
格
と
か
,
或
は
青
書

(
S
!)
祐
京
樽
に
,
｢卦
又
以
政
道

在
於
得
才
.
宜
委
賢
任
能
o
升
敬
啓
歯
｡
乃
薦
前
光
線
大
夫
顧
和
'
侍
中
段
浩
?

疏
奏
即
以
和
爵
尚
書
令
｡
浩
爵
揚
州
刺
史
｡｣

と
み
え
る
如

〟

く
'
そ
の
政
治
的
有
能
さ
に
よ
る
も
の
の
如
-
で
あ
る
｡

[I

さ
て
'･
以
上
に
よ
っ
て
み
る
に
'
孔
憶
が
時
に
は
王
導
を
支
持
L
t
時
に
は
王
導
を
批
判
し
た
こ
と
と
'
祐
豪
が
顧
和
を
推
馨
し
た
こ
.と
と

に
は
'
共
通
し
た

一
つ
の
事
賓
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
-
｡
そ
れ
は
孔
憶
の
主
導
批
判
が
必
ず
し
も
南
人
と
し
て
北
人
に
封
す
る
如
き
立
場
か
ら

で
は
な
か
っ
た
の
ど
同
様
に
'
北
人
祐
夏
が
南
入
寂
和
を
尚
書
令
と
し
て
推
馨
し
た
こ
と
も
'
祐
京
が
南
北
人
の
政
治
的
対
立
な
ど
を
考
え
て

い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
の
よ
う
で
あ
る
｡
即
ち
'
こ
れ
ら
の
人
々
の
問
に
は
'
束
管
政
権
を
尊
重
し
'
そ
れ
を
盛
り
立
て
る
と
い
う
態

度
こ
そ
易
ら
れ
る
と
し
て
も
'
南

･
北
人
の
政
治
的
対
立
の
態
度
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
｡

以
上
､
陸
玩
､
孔
愉
'
顧
和
に
つ
い
て
考
え
た
限
り
に
お
い
て
は
'
束
管
初
頭
の
重
臣
達
の
死
後
､
成
帝
成
和
六
年
頃
か
ら
二
十
年
間
'
殆
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ん
ど
南
方
出
身
政
治
家
が
政
治
の
中
枢
に
あ
っ
た
感
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
'
そ
れ
ら
の
政
治
は
北
方
出
身
政
治
家
と
の
協
力
の
も
と
に
行
な
わ

れ
た
如
-
で
あ
り
'
南
t
.北
人
の
政
治
的
封
立
で
は
な
く
て
'
両
者
の
協
力
に
よ
る
束
管
政
権
の
尊
重
が
み
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
｡
七
と
え
'

現
質
的
に
は
南
人
官
僚
が
政
治
の
衝
に
あ
た
っ
て
い
た
と
し
て
も
'
そ
れ
は
直
ち
に
､
政
治
的
に
南
人
が
北
人
を
歴
倒
し
た
と
い
う
如
き
も
の

で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
こ
の
期
に
は
'
陸
玩
'
孔
愉
'
顧
和
と
い
う
南
方
出
身
官
僚
の
下
に
'
北
方
出
身
官
僚
た
る
察
譲
'
諸
京
恢
'
何
充
'
段
融
'
劉

遣
'
吐
露
'
王
彪
之
等
が
吏
部
尚
書
或
は
領
吏
部
と
し
て
'
王
彬
'
祐
奨
'
詩
篇
恢
等
が
尚
書
僕
射
と
し
て
あ

っ
た
｡
更
に
'
詩
篇
恢
は
'
陸

)

玩
と
顧
和
の
問
の
尚
書
令
で
も
あ
っ
た
｡
こ
の
外
'
商
人
顧
衆
も
僕
射
で
あ

っ
た
｡
こ
の
よ
う
な
時
'
そ
れ
ら
南
方
出
身
の
人
々
と
'
北
方
出

身
の
人
々
と
の
問
に
'
果
し
て
政
治
的
対
立
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

先
ず
頒
譲
に
つ
い
て
そ
の
俸
(
E
o
)
を
み
る
に
'
針
の
如
き
話
が
み
え
る
.
即
ち
'

｢遷
五
兵
尚
書
'
領
娘
邪
王
師
｡
謹
上
疏
譲
日
｡
入
座
之
任
｡
非
賢
莫
居
｡
前
後
所
用
｡
資
名
有
常
｡
孔
憶
へ
諸
葛
恢
並
清
節
令
才
｡
少
者
名

望
.
昔
愉
馬
御
史
中
丞
｡

臣
何
番
司
徒
長
史
｡
恢
烏
合
梧
太
守
｡

臣
馬
尚
書
郎
.
恢
ヂ
丹
楊
.
臣
守
小
郡
｡
名
輩
不
同
｡
階
級
殊
懸
｡
今
狼

以
軽
部
｡
超
倫
輪
等
｡
上
乳
聖
朝
貫
魚
之
序
｡
下
達
撃
士
準
平
之
論
｡｣
と
｡
こ
れ
は
五
兵
尚
書
に
任
ぜ
ら
れ
た
察
謀
が
入
座
の
任
は
堪
え
る
と

こ
ろ
に
非
ず
と
し
て
辞
退
し
た
時
の
上
表
文
の
一
節
で
あ
る
が
'
こ
こ
に
い
う
孔
愉
は
い
Jq
ま
で
も
な
-
'
前
述
の
商
人
官
僚
孔
憶
で
あ
り
'

そ
の
孔
憶
と
並
べ
ら
れ
る
諸
蔦
快
も
前
述
の
北
人
官
僚
詩
篇
恢
で
あ
る
｡
漠
は
こ
の
二
人
を
'
共
に
自
分
の
先
輩
官
僚
と
し
て
'
｢名
輩
不
同
｡

階
級
殊
懸
｡｣
と
尊
敬
L
へ
官
界
の
秩
序
は
厳
重
に
守
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡

即
ち
'
北
方
出
身
官
僚
察
譲
の
考
の
中
に
は
'

同
じ

束
管
官
僚
の
先
輩
と
し
七
二
人
を
な
ら
べ
考
え
る
と
い
う
態
度
こ
そ
あ
れ
'
両
者
を
南
方
出
身
と
か
'
北
方
出
身
と
か
で
区
別
し
ょ
う
と
す
る

考
え
は
全
Y
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
0

次
に
何
充
に
つ
い
て
み
る
に
,
そ
の
停

(瑠

)
に
よ
る
に
,

｢充
居
宰
相
｡
維
無
澄
正
改
革
之
能
｡
而
資
力
有
器
局
｡
臨
朝
正
色
｡
以
社
稜
為
己
任
.
凡
所
選
用
｡
皆
以
功
臣
馬
先
.
不
以
私
恩
樹
親
戚
｡
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識
者
以
此
重
之
｡｣
と
そ
の
人
物
を
停
え
て
い
る
か
ら
'
南
人
官
僚
に
封
し
て
も
'

決
し
て
南
北
封
立
的
感
覚
を
以
て
按
す
る
人
柄
で
は
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

次
に
顧
衆
に
つ
い
て
み
る
に
,
そ
の
侍
(僻
事
一

に
よ
れ
ば
,

､

｢
(蘇
)
唆
平
論
功
｡
衆
以
承
倣
奮
義
｡
推
功
干

(察
)
譲
｡
譲
以
衆
唱
謀
非
己
之
力
｡
倶
表
相
譲
｡
論
者
美
之
｡｣
と
み
え
て
い
る
｡
こ
れ
は

蘇
唆
の
乳
の
時
'
顧
衆
が
察
譲
等
に
勧
め
て
義
軍
を
糾
合
し
た
こ
と
に
よ
り
'
両
者
功
を
ゆ
ず
り
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
'
こ
れ
は
彼
等

の
問
に
南
北
人
的
な
封
立
感
情
が
な
か
っ
た
詮
接
と
も
い
え
よ
う
｡
更
に
顧
衆
侍

(聯
書
)
に
は
,

｢穆
帝
即
位
O
何
充
執
政
｡
復
徴
衆
馬
領
軍
o
不
起
｡
服
閲
乃
就
｡
是
時
充
輿
武
陵
王
不
平
.

衆
合
通
其
間
｡
途
得
和
樺
.
-
-
充
以
衆
州
里

宿
望
｡
毎
優
遇
之
｡
-
-
遷
尚
書
僕
射
｡
永
和
二
年
卒
｡｣

と
も
み
え
て
い
て
'
北
人
何
充
と
南
人
顧
衆
と
が
極
め
て
親
し
い
間
柄
に
あ

っ
た

こ
と
が
伺
わ
れ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
こ
こ
で

一
見
不
思
議
に
思
わ
れ
る
の
は
､
｢充
以
衆
州
里
宿
望
｡
毎
優
遇
之
｡｣
と
い
う
記
事
で
あ
ろ
う
｡
北
人
何
充
の
本
貫
は

晋
書

(E
)
何
充
侍
に
明
か
な
如
-
,
疲
江
潜
の
人
'
滴
人
顧
衆
は
い
う
ま
で
も
な
く
呉
郡
呉
の
人
(鮒
試

)

で
あ
る
｡

こ
､の
両
人
に
お
い

て
'
顧
衆
は
何
充
に
と
っ
て
州
里
の
宿
望
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
'

一
腰
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

さ
て
'
′梁
書
(

9

)

曹
景
宗
博
に
よ
れ
ば
'

｢曹
景
宗
-
-
新
野
人
也
.
･･････興
州
里
張
道
門
厚
善
.
道
門
哲
単
騎
将
軍
敬
兄
少
子
也
.
･･････維
公
卿
無
所
推
揖
｡
惟
葦
叡
年
長
且
州
里
勝

流
｡
特
相
敬
重
｡｣
と
み
え
る
｡
こ
れ
と
同
じ
内
容
が
梁
書

(
㍑
)
葦
叡
博
に
よ
れ
ば
､
｢初
高
組
敷

(管
)
景
宗
日
｡
葦
叡
卿
之
郷
望
｡
宜
善

敬
之
｡｣
と
表
現
さ
れ
て
い
る
｡
こ
こ
に
み
る

｢州
里
勝
流
｣
｢郷
望
｣
と
い
う
の
は
'
顧
衆
博
の

｢
州
里
宿
望
｣
と
い
う
の
之
同
様
に
'
同
じ

郷
糞
の
立
派
な
人
物
,
郷
寅
か
ら
憲

せ
ら
れ
る
人
物
と
い
う
如
き
意
味
で
あ
ろ
う

(鍬
閥
｡｢琵

窮

釦

配
収
)
一･

と
こ

ろ
で
曹
景
宗
と
張
道
門
が
州
里
を
同
じ
う
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
意

に
､
曹
景
宗
は
新
野
の
人
,
張
道
門
は
南
陽
の
人

(銅
器

聖

で
,

共
に
薙
州
に
屠
す
る
｡
更
に
葦
叡
に
つ
い
て
は
'
梁
書

(
12
)
葦
叡
博
を
み
る
に
'
京
兆
杜
陵
の
人
と
あ
る
｡
勿
論
普
時
は
裏
陽
に
寓
居
し
て
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い
た
と
思
わ
れ
る
が

(鵠

鮎

離
紺
野

(1鯛

握

一'
何
れ
に
し
て
も
'
こ
れ
ら
増

殖
州
窟

す
る
｡
或
は
又
､
慧

(
-

)

張
昭
博
に
よ

る
に
'
｢張
昭
‥
-
･彰
城
人
也
｡
-
-
州
里
才
士
陳
琳
等
皆
稗
美
之
｡｣
と
み
え
る
｡
陳
琳
は
魂
志

(
21
)
玉
条
博
に
よ
れ
ば
↓

｢虞
陵
陳
琳
｣

と
み
え
る
か
ら
'
こ
の
両
者
が
州
里
を
同
じ
う
す
る
と
さ
れ
る
の
は
'
共
に
徐
州
に
屠
す
る
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
う
み
て
く
る
と
'

｢州
里
｣
と
い
わ
れ
る
の
は
､
魂
晋
南
朝
の
頃
に
は
州
を
さ
す
も
の
と
解
し
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
｡
資
治
通
鑑
(
99

)

永
和
七
年
の
候
に
'

｢(常
)
燥
上
疏
謝
恩
｡
(慕
容
)
僑
手
令
答
日
O
脚
本
不
馬
生
計
｡
孤
以
州
里
相
存
耳
.｣
と
あ
る
の
に
対
し
'
胡
三
省
が
､
｢
僑
居
昌
繋
｡
燥

屠
贋
寧
｡
二
郡
皆
屠
幽
州
｡｣
と
註
し
て
い
る
の
も
'
彼
が
州
里
を
州
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

以
上
に
よ
っ
て
'
州
里
を
同
じ

う
す
る
と
は
'
同
じ
州
の
範
国
に
層
す
る
と
い
う
意
味
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

で
は
､
北
人
何
充
と
商
人
顧
衆
が
州
里
を
同
じ
う
す
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
と
い
う
に
'
前
述
し
た
如
く
何
充
は
鷹
江
｢.
顧
衆
は
呉
郡

I

の
出
自
で
'

西
晋
時
代
は
な
る
ほ
ど
共
に
揚
州
に
属
し
て
い
た
.

け
れ
ど
も
束
管
と
な
る
や
'
元
来
北
人
で
あ

っ
た
何
氏

1
族
は
南
下
し
て

′4

江
南
に
生
活
の
本
接
を
移
し
た
で
あ
ろ
う
｡

例
え
ば
'
青
書

(
88
)
何
埼
博
に
よ
れ
ば
'

｢好
古
博
学
｡
居
千
畳
城
陽
穀
解
｡｣

と
み
え
'
朱

書

(
91
)
何
士
卒
博
に
は
'

｢
士
卒
世
居
合
稽
｣
と
み
え
る
如
く
で
あ
っ
た
｡
両
者
は
共
に
元
来
は
庶
江
の
何
氏
で
あ
る
｡
と
す
れ
ば
､
何
充

も
亦
江
南
の
ど
こ
か
に
生
活
の
本
按
を
う
つ
し
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
が
'
太
平
賓
牢
記

(
91
)
に
よ
れ
ば
'

｢
呉
解
葦
琴
山
東

一
里
｡
有

曹
司
空
何
充
墓
｡｣
と
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
を
琴
山
と
い
う
.の
は
'
太
平
御
覧

(
46
)
軍
琴
山
の
候
に
よ
る
と
'
呉
興
郡
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
る
｡
と
す
る
と
こ
の
山
は
呉
郡
呉
願
に
あ
っ
た
も
の
で
は
な
く
へ
呉
興
郡
に
あ

っ
た
も
の
で
'
従

っ
て
､
何
充
の
墓
も
亦
呉
興
に
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
.
と
い
う
こ
と
は
'
何
充
の
生
活
の
太
掠
'
即
ち
何
充
が
南
渡
し
て
か
ら
の
生
活
地
は
､
墓
の
あ
る
呉
興
で
あ
っ
た
と
考
え
て
間
違

い

な

い
(巌

諾

酢
畏

㍍

甜
帆
綱
綿
博
諾

詣

絹
枇
紬
岩

綿
北
一
.

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
､
こ
の
二
人
が
州
里
を
同
じ
う
す
る
と
い
う
郷
薫
意
識
を
も
っ
た
の
は
'
呉
興
郡
と
呉
郡
と
い
う
､･

同
じ
江
南
の

地
に
お
い
て
'
同
じ
湯
州
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
の
蕃
農
で
あ

っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
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若
し
以
上
の
如
く
考
え
て
大
過
な
し
と
す
れ
ば
i
こ
れ
は
誠
に
重
大
な
意
味
を
も
つ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
.
即
ち
第

1
に
は
'
南
下
し
た
北

人
官
僚
達
は
'
束
管
建
些

二
十
年
足
ら
ず
し
て
'
早
-
も
江
南
の
地
に
と
け
込
み
つ
つ
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
'
第
二
に
は
'･
従

っ

て
彼
等

の
意
識
に
は
商
人
'
北
人
の
区
別
は
漸
次
消
滅
し
っ
つ
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
'
第
三
に
は
'
南
下
し
た
北
人
達
の
問
に
も
'
江
南
を
郷
土
と

考
え
る
郷
寅
意
識
が
芽
生
え
つ
つ
あ

っ
た
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
｡

第

苗

場
に
つ
い
て
は
,
既
に
守
冥

都
雄
氏
､の
指
摘
が
あ
る
(詐

駆

(束
言

屋
氏
に
よ
れ
ば
･
初
め
は
王
導
の
如
き
束
管
建
国

の
功
臣
で
さ
え
'
北
土
奪
回
の
気
持
を
も

っ
七

い
た
こ
と
に
み
ら
れ
る
如
く

北
蹄
の
念
は
強
か
っ
た
の
で
あ
る
が
'

一
代
'
二
代
と
世
代
を

重
ね
る
に
つ
れ
て
墓
も
設
け
ら
れ
'
政
治
的
優
位
も
保
護
さ
れ
る
と
'
お
の
ず
か
ら
北
蹄
の
念
も
薄
ら
ぐ
よ
う
に
な
り
'
こ
の
よ
う
に
北
衆
人

が
南
土
に
安
住
す
る
こ
ろ
に
は
'
異
姓
に
封
す
る
僑
姓
の
社
台
的
地
位
も
飴
程
強
-
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
｡
け
れ
ど
も
'
こ
の

何
充
と
顧
衆
の
場
合
に
つ
い
て
み
る
に
へ
こ
れ
は
束
管
建
国
三
十
年
足
ら
ず
の
噂
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
'
守
屋
氏
が
主
張
さ
来
る
よ
り
も
恐
ら

く
は
も
っ
と
早
-
か
ら
､
北
人
の
南
人
化
が
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
何
充
に
お
い
て
も
北
節
の
念
は
既
に
な
く

む
し
ろ
呉
興
の

地
を
第
二
の
故
郷
と
し
て
考
え
る
気
拝
が
強
く
な
り
つ
つ
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
故
に
こ
そ
'
顧
衆
を
州
里
の
宿
望
と
し
て
尊
敬
す
る
態
度

も
生
ま
れ
て
き
た
も
の
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

第
二
'
第
三
の
鮎
に
つ
い
て
は
'
何
充
が
顧
衆
を
州
里
の
宿
望
と
考
え
た
こ
と
の
底
に
は
'
自
分
達
は
同
郷
の
人
物
で
あ
る
と
い
う
気
持
が

強
-
､
別
に
商
人
'
北
人
と
い
う
区
別
を
感
じ
な
か
っ
た
と
い
う
鮎
が
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

例
え
ば
'

上
述
し
た
察
笹
の
孔

愉
'
詩
篇
恢
に
封
す
る
態
度
の
如
き
へ
政
治
的
に
全
-
南
人
'
北
人
を
意
識
し
な
い
態
度
を
み
れ
ば
'
必
ず
し
も
政
治
的
な
面
に
お
い
て
の
み

で
は
な
-
､
社
台
的
な
面
に
お
い
て
も
'
そ
の
よ
う
な
態
度
が
生
ま
れ
つ
つ
あ

っ
た
と
思
わ
せ
る
の
が
こ
の
例
で
あ
ろ
う
｡
こ
こ
に
み
え
る
人

人
が
'
南
､
北
の
最
有
力
官
僚
で
あ
る
鮎
は
､
こ
の
場
合
特
に
注
目
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
若
し
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

と
す
る
と
'
守
屋
氏
が
主
張
さ
れ
た
'

｢北
東
人
が
南
土
に
安
住
す
る
頃
に
は
呉
姓
に
封
す
る
僑
姓
の
融
合
的
地
位
も
飴
程
強
く
な
っ
た
よ
う

で
あ
る
｣

(前
掲
論
文
)
と
い
う
説
は
訂
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
は
な
い
か
｡
何
故
な
ら
へ
北
衆
人
が
北
衆
人
と
し
て
の
意
識
を
も
ち
つ
づ

- 50-
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げ
､
南
人
に
対
立
す
る
意
識
が
つ
づ
い
た
場
合
に
こ
そ
こ
の
詮
は
成
立
す
る
と
し
て
も
i
北
衆
人
が
南
土
を
自
ら
の
郷
土
と
観
じ
､
商
人
､
北

人
の
区
別
を
意
識
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
'
そ
こ
に
は
異
姓
も
僑
姓
も
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
あ
る
の
成
恐
ら
ぐ
'
長
い
間
に
成

(鰭

鞭

掬
tjS
渡

航
に

耶
'wi
に
鮒
研
)
.

五

で
は
,
次
の
第
三
期

(弼
網
触
禁

棉
利
一
三
十
年
間
に
つ
い
㌃

よ
う
｡

こ
こ
で
は
,
南
方
出
身
者
は
僅
か
に
謝
聖

人
が
吏
部
尚
書
と
な

っ
た
に
す
ぎ
ぬ
｡
針
奉
は
合
槽
の
名
門
で
,
陳
郡
謝
氏
と
は
関
係
な
い
｡
世
説
新
語

(卵
相
)
儲

菩

官
名
に
よ
れ
ば
･
｢謝
奉
字
弘
道
,
合

梧
山
陰
人
｣
と
あ
り
'
同
候
に
ひ
-
謝
氏
譜
に
よ
れ
ば
'

｢奉
租
端
'
散
騎
常
侍
｡
父
鳳
丞
相
主
簿
｡
奉
歴
安
南
将
軍
'
虞
州
刺
史
'
吏
部
尚

書
｡｣
と
み
え
て
い
る
｡

.
〟

で
は
､
こ
の
三
十
年
間
に
僅
か
に
南
方
出
身

1
人
と
い
う
こ
と
は
､
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
O
先
ず
こ
の
期
問
の

政
治
を
見
渡
し
て
特
徴
的
な
こ
と
は
'
合
積
玉
島
と
桓
温
と
謝
安
の
三
人
が
政
治
を
動
か
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
勿
論
こ
の
三
人
は

王
室
及
び
北
方
出
身
官
僚
で
あ
る
が
'
そ
れ
だ
け
な
ら
ば
束
管
初
頭
の
王
導
'
庚
亮
'
郁
蟹
等
が
政
権
を
握

っ
て
い
た
時
と
何
等
異
る
と
こ
ろ

は
な
い
.
と
こ
ろ
が
､
束
管
初
頭
に
お
い
て
は
'
江
南
出
身
者
の
挙
用
'
政
治
活
軌
が
み
ら
れ
た
の
に
'
こ
の
三
十
年
間
で
は
殆
ん
ど
南
方
出

身
者
が
賓
際
政
治
の
中
心
に
現
わ
れ
な
い
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
｡

こ
れ
に
つ
い
て
へ
第

1
期
か
ら
第
二
期
に
か
け
て
の
南
方
出
身
者
を
壁
用
し
'
政
治
の
中
心
に
す
え
る
と
い
う
風
潮
に
封
し
て
'
兎
も
角
も

こ
こ
で
'
北
人
中
心
の
政
治
が
お
し
す
す
め
ら
れ
た
結
果
で
あ
か
と
み
る
か
'
或
は
逆
に
'
南
方
出
身
者
が
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
'
寧

ろ
両
人
と
北
人
を
区
別
す
る
考
え
方
が
な
-
な
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
の
か
'
若
し
な
お
南
'
北
人
の
封
立
や
'
両
者
を
区
別
す
る

考
え
が
強
-
洩

っ
て
い
た
と
す
れ
ば
､
寧
ろ
南
方
出
身
者
を
も
う
少
し
挙
用
し
て
へ
南
北
の
調
和
を
保
つ
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
た
の
で
は
な

51
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か
ろ
う
か
t
と
い
う
二
様
の
考
え
方
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
.
果
し
て
何
れ
が
正
し
い
か
'
こ
の
期
の
政
治
の
葉
状
に
よ
っ
て
考
え
て
み
よ
う
｡

さ
て
こ
の
期
の
政
治
に
つ
い
て
み
る
に
､
先
ず
脅
梧
王
畳
は
尚
書
令
蘇
和
が
ま
だ
生
存
し
て
い
た
永
和
の
初
以
来
'
後
に
簡
文
帝
と
し
て
即

位
す
る
ま
で
録
尚
書
事
で
あ

っ
た
｡
勿
論
永
和
年
間
は
録
尚
書
六
催
事
で
あ
-
'
大
和
元
年
か
ら
録
尚
書
事
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
'
政
治

的
に
は
全
権
を
握

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡
例
え
ば
'
青
書
(
9

)

簡
文
帝
紀
に
よ
れ
ば
'
｢永
和
元
年
崇
徳
太
后
臨
朝
｡
進
位
撫
軍
大
購
軍
｡

録
尚
書
六
傑
事
｡
二
年
-
-
康
帝
崩
｡
崇
徳
太
后
詔
帝
専
絶
寓
機
｡
八
年
進
位
司
徒
｡
固
譲
不
評
｡
穆
帝
始
冠
｡
帝
椿
首
蹄
政
｡
不
許
｡
贋
帝

即
位
｡
-
-
大
和
元
年
進
位
丞
相
'
線
角
善
事
｡｣
と
み
え
て
い
て
'
穆
帝
永
和
元
年
以
降
即
位
す
る
ま
で
'
政
治
の
中
心
の
座
に
あ

っ
た
如

く
で
あ
る
｡
而
も
穣
帝
永
和
七
年
七
月
尚
書
令
顧
和
が
死
ん
だ
後
は
'
京
帝
興
寧
二
年
五
月
王
速
が
尚
書
令
と
な
る
ま
で
'
十
三
年
近
-
尚
書

令
は
妖
員
の
ま
ま
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
'
政
治
の
質
権
は

一
層
合
梧
王
星
の
手
に
あ

っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
'
賓
は
永
和
十
年
頃
以
降
は
'
賓
質
的
に
は
政
治
の
棄
権
は
桓
温
の
手
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
例
え
ば
｢.
青
書
(
9

)

簡

文
帝
紀
末
の
､
昔
時
の
政
治
を
許
し
た
記
事
に
よ
れ
ば
'

｢
(桓
)
温
既
佼
文
武
之
任
｡
屡
建
大
功
｡
加
以
贋
立
｡
威
振
内
外
｡
帝
錐
虞
尊
位
｡
扶
獣
守
道
而
己
｡
常
倦
厭
瓢
｡
-
-
帝
拝
所
識
惜
暢
而

無
済
世
大
略
｡
故
謝
安
稀
馬
恵
帝
之
流
｡
清
談
差
勝
耳
.
-
-
謝
震
遅
速
其
行
事
.
亦
以
為
銀
猷
之
輩
云
.｣

と
い
っ
て
い
る
が
'
昔
時
軍
事

的
に
桓
温
に
匹
敵
で
き
る
人
物
は
殿
浩
で
あ

っ
た
こ
と
後
述
の
如
く
で
､

そ
の
殿
溝
が
贋
さ
れ
て
庶
人
と
さ
れ
た
の
が
永
和
十
年
の
こ
と
で

あ
り
(鮒
楯
撃

こ
の
殿
浩
の
失
脚
以
降
内
外
の
権
力
が
桓
温
筈

に
揺
ら
れ
た
こ
と
は
,
｢
乃
奏
駿
(
段
)
浩
｡
自
此
内
外
大
権

l
蹄
渡
英
｡｣

(師
謂

一
と
い
う
と
こ
ろ
で
明
か
で
あ
る
｡
こ
の
簡
文
帝
紀
の
記
事
は
,
恐
ら
-
そ
れ
以
後
に
つ
い
て
の
記
録
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
而
も

簡
文
帝
は
'
帝
位
に
つ
い
た
後
も
'
桓
温
を
恐
れ
'
済
世
の
大
略
も
な
い
'
凡
庸
の
天
子
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
許
さ
れ
て
い
る
か
ら
､
即
位
以

前
に
お
い
て
も
桓
温
を
抑
え
得
た
と
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
｡

さ
て
桓
猛
は
'
形
式
的
に
は
京
帝
輿
寧
元
年
五
月
録
尚
書
事
を
加
え
ら
れ
'
そ
の
後
者
武
帝
初
年
死
す
る
ま
で
録
尚
書
事
で
あ
り
'
政
治
の

中
心
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
'
貸
際
に
は
'
永
和
十
年
以
降
の
み
な
ら
ず
へ
顧
和
が
な
お
生
存
中
の
永
和
初
年
頃
か
ら
'
既
に
同
家
の
政
治

52



299

に
影
響
を
及
ぼ
し
っ
つ
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
ひ
郎
ち
､
育
書

(
77
)

段
浩
俸
に
よ
れ
ば
､

｢建
元
初
康
雄
兄
弟
及
何
充
等
相
経
卒
b
簡
文
帝

時
在
藩
｡
始
綬
寓
棟
｡
衛
購
軍
祐
哀
薦

(殿
)
港
.
徽
為
建
武
賂
軍
'
揚
州
別
史
.
･･････浩
頻
陳
譲
｡
自
三
月
至
七
月
乃
受
拝
蔦
.
時
桓
温
既

滅
苛
｡
威
勢
輯
振
.
朝
廷
博
之
.
簡
文
以
浩
有
盛
名
｡
朝
野
推
-S
｡

故
引
薦
心
背
｡
以
抗
於
温
.
於
是
輿
温
頗
相
疑
武
.｣

と
み
え
て
い
る
｡

即
ち
'
永
和
二
年
何
充
が
死
ん
だ
後
'
察
譲
と
共
に
録
尚
書
事
で
あ

っ
た
禽
稽
玉
島
が
'
殿
溝
を
ひ
い
て
羽
翼
と
L
t
桓
温
の
権
勢
伸
張
を
抑

え
よ
う
と
し
た
の
は
'
既
に
永
和
の
初
め
ご
ろ
か
ら
'
桓
塩
が
大
き
な
政
治
的
琶
言
力
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
｡
而
も
永

和
六
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
へ
後
趨
石
季
龍
死
後
の
混
乱
に
乗
じ
'
北
征
を
敢
行
L
t
中
原
回
復
を
そ
の
任
と
し
た
殿
浩
の
軍
が
各
地
に
放
る

る
に
及
ん
で
(卵
餌
競

網
i
),
桓
塩
の
指
苧

る
守

ろ
と
㌣

た
の
は
普
然
で
,
永
和
十
年
二
月
,
そ
の
敗
北
の
罪
に
よ
っ
て
段
浩
は
庶

人
に
お
と
さ
れ
た
(諾

腎

勿
論
'
こ
の
石
季
龍
死
後
の
北
征
は
､
桓
温
自
身
も
計
喜
し
た
空

ろ
で
'
そ
の
博

(詣

聖

に
よ
れ
ば
､
｢
及
石
季
龍
死
o
(檀
)
温
欲
率

衆
北
征
｡
先
上
疏
求
朝
廷
議
水
陸
之
宜
.
久
不
報
.
時
知
朝
廷
佼
殿
浩
等
以
抗
己
O
温
甚
念
之
｡
然
素
知
浩
｡
弗
之
慣
也
｡
以
囲
無
他
覚
O
遮

得
相
持
禰
年
.
錐
有
君
臣
之
跡
｡
亦
相
窮
廉
而
己
.
八
州
士
衆
資
調
o
殆
不
爵
国
家
用
｡｣

と
み
え
て
い
る
｡

即
ち
'
桓
温
の
北
征
の
計
墓
は

抑
え
ら
れ
'
股
浩
が
北
征
の
任
に
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
う
考
え
て
-
る
と
'
祐
裏
の
推
撃
で
合
稽
王
星
の
羽
翼
と
し
て
桓
温
に
封
し
て
い
た
殿
浩
と
'
同
じ
く
祐
京
に
推
さ
れ
て
尚
書
令
と
な
っ

た
顧
和
と
の
撃
用
は
'
共
に
禽
梧
玉
島
を
支
え
る
馬
の
も
の
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
｡
そ
う
考
え
て
菅
書

(
93
)
祐
京
樽
を
み
る
に
'

｢永
和

初
｡
復
徽
(拷
)衷
o
賂
以
馬
揚
州
'
録
尚
書
事
｡
吏
部
尚
書
劉
遇
説
夏
日
o
脅
稽
王
命
徳
｡
囲
之
周
公
也
o
足
下
宜
以
大
政
付
之
｡
･･･-
於
是

固
辞
蹄
藩
.
-
-
哀
又
以
政
道
在
於
得
才
.
宜
委
貿
任
能
｡
升
敬
啓
歯
｡
乃
薦
前
光
線
大
夫
顧
和
､
侍
中
段
浩
o
疏
奏
｡
郎
以
和
馬
尚
書
令
.

浩
馬
揚
州
刺
史
.｣
と
あ
る
の
が
目
に
つ
く

即
ち
'
こ
こ
で
は
顧
和
が
段
浩
と
共
に
合
格
王
星
を
支
柱
と
し
て
'
桓
塩
に
対
立
す
る
馬
に
用

い
ら
れ
た
こ
と
が
明
か
で
あ
る
｡

従

っ
て
'
顧
和
に
関
す
る
限
り
'
祐
裏
は
南
北
人
的
封
立
の
如
き
感
情
を
超
え
た
立
場
で
合
梧
王
星
に
推
挙
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
L
t
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合
稽
王
星
も
亦
'
そ
の
よ
う
な
立
場
に
お
い
て
'
北
人
段
落
と
同
様
に
受
け
入
れ
た
も
の
に
違
い
な
鳥

と
す
れ
ば
､
稜
帝
永
和
七
年
顧
和
の

死
以
降
'
合
稽
重
畳
の
政
治
下
に
お
い
て
､
南
人
が
殆
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
'
決
し
て
北
人
が
両
人
を
抑
歴
す
る
と
い
う

如
き
政
治
情
勢
が
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
く

恐
ら
-
用
い
る
に
慣
す
る
だ
け
の
俊
秀
が
南
人
官
僚
に
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
政

治
的
封
立
は
寧
ろ
､
北
人
相
互
の
間
'
即
ち
'
禽
桔
王
豊
､
殿
浩
と
'
桓
塩
と
の
問
に
こ
そ
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡

さ
て
'
合
稽
王
星
と
桓
温
と
の
対
立
は
､
殿
浩
の
没
落
を
も
っ
て

一
歴
の
結
末
が
つ
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
青
書

(98
)

桓
温
侍
に
よ
れ
ば
'

｢時
腰
浩
至
洛
陽
｡
惰
復
園
陵
.
経
渉
数
年
.
屡
戟
屡
敗
｡
器
械
都
壷
｡
温
復
進
督
司
州
.
困
朝
野
之
怨
.
乃
奏
贋
浩
｡
自
此
内
外
大
権
〇

一

掃
温
柔
｡｣
と
み
え
る
如
く

殿
浩
が
敗
戦
の
責
任
を
問
わ
れ
る
や
'
政
治
の
質
権
は
桓
温
の
手
に
蹄
し
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
'
前
に
も
指
摘

し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
即
ち
'
祐
衷
等
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
よ
う
と
し
た
禽
梧
主
星
の
政
治
力
は
桓
漁
に
敗
れ
た
わ
け
で
'
形
式
的
に
は
禽
梧

王
は
録
尚
書
事
と
し
て
'
な
お
政
治
の
中
心
に
あ

っ
た
と
は
い
え
'
質
権
は
な
く
な
り
つ
つ
あ

っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
｡

け
れ
ど
も
'
禽
梧
三
島
を
中
心
と
す
る
政
治
勢
力
は
'
直
ち
に
衰
え
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
例
え
ば
'
顧
和
の
死
後
し
ば
ら

-
尚
書
令
が
お
か
れ
な
か
っ
た
が
'
そ
の
時
賓
際
政
務
に
あ
た
っ
た
と
思
わ
れ
る
尚
書
僕
射
謝
尚
'
王
彪
之
'
江
彪
等
に
つ
い
て
'
次
の
よ
う

な
考
察
が
で
き
る
か
ら
で
.あ
る
｡

永
和
孝

か
ら
十
年
に
か
け
て
の
僕
射
謝
尚
に
つ
い
て
み
る
に
､
｢
時
康
堅

后
臨
朝
｡
郎
薗
之
甥
也

(網
開
S
)
と
み
え
る
が
,
康
堅

后

の
父
禅
虞
の
妻
'
即
ち
皇
后
の
母
は
'
荷
の
妹
で
あ

っ
た
｡
と
こ
ろ
が
祐
京
と
合
梧
王
星
の
間
柄
は
前
述
し
た
如
-
で
あ

っ
た
か
ら
'
荷
の
僕

5 4

射
就
任
は
顧
和
,
殴
浩
等
と
同
じ
-
､
合
稽
王
支
持
の
馬
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
｡

但
し
,
禅
裏
は
既
に
永
和
五
年
に
卒
し
て
い
る
の
で
(

93
楕

京
樽
一
,

恐
ら
-
ほ
脅
梧
王
自
ら
招
-
と
.A,
ろ
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

次
に
王
彪
之
に
つ
い
て
み
る
に
'

｢
大
尉
桓
温
欲
北
伐
.
屡
詔
不
許
｡
温
靴
下
武
昌
.
人
情
震
催
.
或
勧
殿
浩
引
身
告
退
｡
彪
之
言
於
簡
文
日
.
此
非
保
証
稜
.
薦
殿
下
計
.
皆

白
馬
計
耳
.
若
殿
浩
去
職
.
人
情
崩
駁
.
天
子
猫
坐
｡.
既
爾
o
嘗
有
任
其
貴
著
｡
非
殿
下
而
誰
.
叉
謂
浩
日
o
彼
抗
衰
問
罪
.
卿
篤
其
首
.
辛
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任
如
此
｡
蔓

巳
構
｡
欲
作
匹
夫
｡
薯

全
地
邪
O
｣
(鯛
謂

紀
虞
樽
)
と
み
え
'
又
彼
が
窒

僕
射
に
な
っ
た
時
の
こ
と
宣

?
.･&
'

｢
時
務
州
刺
史
謝
実
卒
.
簡
文
遮
使
彪
之
撃
可
以
代
共
著
.
封
日
.
嘗
今
時
賢
｡
備
簡
高
監
｡
簡
文
日
.
人
有
撃
桓
雲
者
O
君
謂
如
何
.
彪
之

日
｡
雲
不
必
非
才
｡
然
温
居
上
流
｡
割
天
下
之
牛
｡
其
弟
復
虞
西
藩
｡
兵
権
轟
在

一
門
｡
亦
非
深
根
固
帯
之
宜
也
｡
人
才
非
可
預
量
｡
但
普
令
不

興
殿
下
作
異
者
耳
｡
簡
文
額
日
O
君
言
是
也
oL
(E
)
と
い
う
如
き
を
み
れ
ば
'
彪
之
は
簡
文
帝
の
支
持
者
還

り
'
桓
温
或
は
桓
氏
の
勢
刀

に
封
し
て
極
め
て
批
判
的
で
あ

っ
た
こ
と
を
知
る
が
'
更
に
又
'

｢桓
温
下
鏡
姑
執
｡
威
勢
宗
主
｡
四
方
修
敬
｡
皆
道
上
佐
綱
紀
.
彪
之
猪
日
.
大
司
馬
誠
馬
富
貴
｡
朝
廷
既
有
宰
相
.
動
静
之
宜
o
自
営
諮
票

修
敬
｡
若
造
綱
紀
致
貢
｡
天
子
復
何
以
過
之
｡
.立見
不
達
.｣
(鯛
)
と
も
み
え
る
と
｡
ろ
に
よ
れ
ば
'
あ
-
ま
で
桓
琵

列
の
立
場
に
⊥烏

て
い

た
こ
と
を
知
る
｡
す
る
と
'
王
彪
之
が
僕
射
と
な
っ
た
の
は
'
恐
ら
-
脅
稽
王
星
の
召
す
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

更
に
江
彪
に
つ
い
て
は
,
｢歪

射
積
年
.
簡
文
帝
-

｡
毎
溜

事
｡
彪
頂

-

｡｣
(誓

脚
江
続
博
一

と
あ
る
だ
け
で
あ
る
､か
'
彼
が

合
稽
王
豆
の
政
治
的
支
持
者
で
あ

っ
た
こ
と
は
明
か
な
よ
う
で
あ
る
｡

さ
て
'
禽
稽
王
星
及
び
桓
温
が
共
に
録
尚
書
事
で
あ
っ
た
興
寧
二
年
に
'
久
し
-
敏
員
と
な
っ
て
い
た
尚
書
令
に
就
い
た
王
速
は
ど
う
で
あ

っ
た
ろ
う
か
｡
こ
の
大
原
の
王
速
に
つ
い
て
は
'
次
の
よ
う
な
逸
話
が
俸
え
ら
れ
て
い
る
｡
即
ち
､
晋
書

(
75
)
王
湛
俸
速
の
候
に
'

｢
坦
之
薦
桓
温
長
史
.
温
欲
馬
子
求
婚
於
坦
之
O
及
達
家
省
父
d
･･････坦
之
困
言
渡
意
｡
述
大
怒
.
逮
排
下
目
.
汝
寛
療
邪
o
許
可
畏
粗
面
而

以
女
妻
兵
也
｡
坦
之
乃
辞
以
他
故
｡
温
日
｡
此
奪
君
不
肯
耳
｡

途
止
｡｣
と
み
え
る
｡

こ
れ
に
よ
れ
ば
､
速
は
昔
時
の
樺
勢
家
桓
塩
を
兵
家
と

し
て
軽
蔑
し
て
い
た
こ
と
明
か
で
あ
る
｡
と
す
れ
ば
'
王
速
も
亦
桓
漁
に
よ
っ
て
召
さ
れ
た
も
の
七
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
.

こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
､
賓
際
政
務
に
た
ず
さ
わ
っ
た
人
々
は
脅
梧
王
畳
の
支
持
者
で
あ
っ
た
如
-
で
'
従

っ
て
､
政
治
の
賓
権
は
合
格
王
に

あ

っ
た
か
の
如
く
で
は
あ
る
が
'
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
国
家
の
運
命
は
､
常
に
桓
塩
を
中
心
と
し
て
動
い
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
の
は
'

一
段

何
故
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
は
恐
ら
-
は
､
桓
氏
が
軍
事
的
質
権
を
も
っ
て
い
た
か
ら
に
外
な
ら
ぬ
と
思
わ
れ
る
｡

既
に
永
和
六
年
頃
の
桓
氏
に
つ
い
て
,
｢
讐

君
臣
之
跡
.
卦

慧

而
巳
.
八
州
士
衆
賓
調
.
殆
不
急

家
用
oL
(鯛
謁

一
と
い
わ
れ
,
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永
和
十
年
頃
に
は
､
｢
乃
奏
贋

(
股
)
浩
b
自
此
内
外
大
榛

1
蹄
温
灸
｡｣
(鯛
)
と
い
わ
れ
る
如
-
､
桓
温
に
封
抗
す
る
私
事
的
賓
力
者
が
い
な

Y
45
-
,
升
平

1
,
二
年
の
頃
の
勢
力
書

い
て
,は
､
｢
然
温
居
上
流
.
割
天
下
之
牛
.｣
(
講

評

)

と
い
わ
れ
た
が
'

そ
の
よ
-
な
軍
事
的

箕
力
が
'
つ
い
に
は
'

｢
然
以
雄
武
専
朝
o
窺
観
非
望
｡
或
臥
封
親
寮
日
.
烏
爾
寂
寂
｡
格
馬
文
'
景
所
笑
o
衆
莫
敢
封
｡
既
而
撫
枕
｡
起
日
｡
既
不
能
流
芳
後
世
.

不
足
復
遺
臭
寓
戟
邪
.
常
行
経
王
敦
墓
｡
望
之
日
｡
可
人
,
可
人
｡
其
心
蓮
如
是
｡｣
(踊
張

)
に
み
る
如
く

｢志
豪

華

(E
)
と
十

,

革
命
断
行
の
意
志
に
つ
ら
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡

従

っ
て
'
彼
は
封
立
勢
力
た
る
殿
浩
を
失
脚
せ
し
む
る
や
'
直
ち
に
北
征
を
は
じ
め
た
｡
そ
れ
は
穆
帝
末
年
か
ら
哀
帝
'
贋
帝
末
年
に
及
ぶ

極
め
て
長
期
の
も
の
で
あ

っ
た
･
こ
れ
ら
の
行
動
は
､
｢
初
桓
塩
有
不
臣
之
志
｡
欲
先
立
功
河
朔
以
牧
時
望
｡｣
(
需

朗
紀
一
と
か
,
｢温
既
負
其

才
力
｡
久
懐
異
志
｡
欲
先
立
功
河
朔
｡
還
受
九
錫
.
既
達
覆
敗
｡
名
案
頓
減
｡｣
(琵

i
)
と
い
わ
れ
て
い
る
如
き
,
功
名
を
北
征
に
た
て
,
中

原
回
復
の
功
に
よ
っ
て
時
望
を
収
め
､
管
朝
に
代
ろ
う
と
し
た
と
い
わ
れ
る
'
そ
の
考
え
か
ら
で
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
′
勿
論
そ
の
よ
う
な
桓
塩
の

行
動
を
'
す
べ
て
の
官
僚
が
高
-
評
慣
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
こ
と
は
'
青
書

(
75
)
王
湛
俸
速
の
候
に
'
｢初
桓
温
平
洛
陽
｡
議
欲
遷
都
｡

朝
廷
憂
憾
.
賂
遣
侍
中
止
之
｡連
日
.温
欲
以
虚
聾
威
朝
廷
o
非
事
賓
也
.
但
従
之
｡
自
無
所
至
｡
事
果
不
行
｡｣
と
あ
る
如
-
で
あ
っ
た
.
し
か

し
'
坊
頭
の
戦
敗
に
よ
っ
て
名
聾
頓
に
減
じ
た
彼
は
'
｢於
是
｡
参
軍
部
超
進
巌
立
之
計
｡
温
乃
贋
帝
｡
而
立
簡
文
帝
｡
詔
温
依
諸
幕
亮
故
事
｡｣

(綿
張

)
と
み
え
る
如
-
,
郁
超
の
計
に
従

っ
て
贋
立
を
謀
り
,
簡
文
帝
を
た
て
た
.
そ
の
簡
文
帝
は
,
い
う
ま
で
も
な
く
桓
温
と
共
に
録
尚

書
事
と
し
て
長
年
政
治
の
中
心
に
あ

っ
た
に
か
か
わ
ら
ず
'
前
述
の
如
-
政
治
的
識
見
の
な
い
ま
ま
に
'
渡
を
丞
相
の
地
位
に
す
す
め
'
そ
の

崩
ず
る
に
及
ん
で
ほ
,

｢遺
詔
･
家
国
事

壷

之
於
公
･
如
鷺

武
侯
,

王
丞
相
故
事
.｣
(絹
張

)
と
い
う
遺
詔
を
残
す
如
き
状
態
で
あ
っ

た
｡
勿
論
'
政
権
の
交
替
を
考
え
て
い
た
桓
塩
に
と
っ
て
は
'

こ
れ
で
も
満
足
す
べ
き
状
態
で
は
な
か
っ
た
わ
け
で
'

｢
温
初
望
｡
簡
文
臨

終
･
辞
位
於
己
.
不
簡
便
為
周
公
屠
漬
.
事
既
不
副
所
望
.
故
甚
憤
怨
.｣
垂

と
侍
え
ら
れ
て
い
る
如
-
で
あ
っ
た
ら
し
い
.

こ
の
よ
う
に
'
形
式
的
に
は
禽
梧
王
星
及
び
そ
の
支
持
者
た
る
尚
書
高
官
に
よ
っ
て
政
権
は
握
ら
れ
て
い
た
も
の
の
'
箕
質
的
に
は
'
桓
塩

5 6
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の
1
拳

一
動
が
国
家
の
運
命
を
左
右
す
る
如
き
状
態
が
､
孝
武
帝
の
初
年
'
桓
温
が
死
ぬ
ま
で
つ
づ
い
た
6
と
い
う
こ
と
は
､
桓
温
が
政
治
脚

賛
言
権
を
も

っ
た
永
和
の
初
年
か
ら
'
政
治
的
緊
張
の
連
績
が
､
簡
文
帝
と
桓
温
の
死
ま
で
つ
づ
い
た
と
い
え
る
よ
う
で
あ
る
｡

こ
の
政
治
的
緊
張
の
中
に
'
江
南
出
身
官
僚
は
殆
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
｡
そ
れ
は
恐
ら
-
'
や
は
り
こ
の
緊
張
に
堪
え
う
る
だ
け
の
有

力
な
江
南
出
身
官
僚
が
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
政
治
的
封
立
は
寧
ろ
北
人
相
互
の
問
に
こ
そ
あ

っ
た
の
で
あ

る
｡若

し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
へ
こ
の
期
の
政
治
が
北
人
中
心
に
行
な
わ
れ
た
か
に
み
え
る
の
は
､
北
人
中
心
の
政
掛
が
確
立
し
た
が
故
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
へ
寧
ろ
'
南
'
北
人
を
区
別
す
る
考
え
方
が
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

六

最
後
に
,
第
四
期

(紳
輔
踊
太
元
七
年
｣

に
つ
い
で
み
る
に
,
孝
武
帝
大
元
七
年
の
頃
は
,
録
窒

事
謝
安
,
空

目僕
射
謝
石
,
吏
部
尚
書

陸
約
と
い
う
形
で
政
治
が
行
な
わ
れ
て
い
た
｡
こ
の
場
合
謝
石
は
'

｢
石
在
職
務
存
文
刻
｡
既
無
他
才
望
｡
直
以
宰
相
弟
｡
乗
有
大
動
｡
途
盾

清
蘇
｡
而
緊
欽
無
撃

取
誠
常
世
｡
｣
(謂

柳
謝
安
樽
)
と
い
わ
れ
て
い
る
如
-
､
特
別
に
才
能
ら
し
き
も
の
も
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
,
政
治
は

恐
ら
く
謝
安
の
思
う
ま
ま
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
0
と
こ
ろ
が
こ
の
孝
武
帝
の
大
元
の
頃
に
は
'
前
奏
符
壁
の
南
侵
甚
だ
し
く
'
政
治
的
に
は

1

種
の
危
株
が
束
管
に
訪
れ
つ
つ
あ

っ
た
如
く
で
あ
る
｡
そ
れ
は
例
え
ば
'
大
元
四
年
三
月
壬
戊
の
候
に
'

｢
詔
日
｡
佼
窪

逸
｡
藩
守
傾
没
.
宏

之
虞
.
事
翠

針
.
其
内
外
衆
官
.
各
悉
心
努

O
以
康
庶
事
.｣
(
鞘
欝

紀
)
と
あ
る
も
の
や
,
読

い
は
叉
'
引
き
つ
づ
い
て
､
｢衆
官
磨
俸
.
樺
可
減
牛
.
凡
諸
役
費
｡
自
非
軍
国
事
要
｡
皆
宜
停
省
｡
以
周
時
務
｡｣
(鯛
一
と
い
う
と
こ
ろ
で
察
せ

ら
れ
よ
う
｡
そ
う
考
え
な
が
ら
史
書
を
み
る
と
'
大
元
八
年
八
月
'
符
堅
が
軍
を
率
い
て
准
水
を
渡
る
や
'
九
月
司
徒
現
邪
王
道
子
を
録
尚
書

六
候
事
に
し
て
い
る
の
は
'
謝
安
と
共
に
北
敵
に
曹
ら
し
め
る
雫

あ

っ
た
に
違
い
な
い
｡
即
ち
,
禽
稽
王
道
子
博

(蛸
書
)
に
よ
れ
ば
,
｢少

以
清
港
為
謝
安
所
稀
.
･･･-
大
元
初
拝
散
騎
常
侍
'
中
軍
購
軍
o
進
鮮
騎
賂
軍
.

後
公
卿
奏
｡
道
子
親
賢
英
二
.

宜
正
位
司
徒
｡

固
譲
｡
不
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拝
｡
使
録
尚
書
六
候
事
｡｣
と
あ
る
が
'
合
梧
王
を
し
て
尚
書
六
候
事
を
録
せ
し
め
た
の
は
'
時
期
的
に
み
て
符
堅
の
南
俊
と
同
時
で
あ
る
か

ら
'
こ
れ
は
謝
安
が
道
子
を
引
い
て
'
そ
の
協
力
に
よ
っ
て
符
堅
南
俊
に
よ
る
政
治
的
危
横
を
乗
り
切
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

と
こ
ろ
が
こ
の
事
件
の
直
前
'
大
元
七
年
に
陸
約
は
吏
部
尚
書
と
な
り
へ
翌
八
年
謝
石
が
尚
書
令
と
な
っ
た
後
を
つ
い
で
尚
書
僕
射
と
な
っ

て
い
る
.
L
と
い
う
こ
と
は
'
謝
安
'
謝
石
に
よ
る
政
治
鰹
制
の
中
に
'
南
人
陸
約
を

1
つ
の
支
柱
と
し
て
組
み
入
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
｡
で
は
'
こ
の
陸
約
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ

っ
た
の
か
｡

青
書
(
77

)

陸
嘩
博
約
の
候
に
'
約
の
人
物
に
つ
い
て
'
｢
情
動
貞
固
｡
始
終
不
漁
｡
｣
と
い
う
如
き
ま
じ
め
な
人
柄
で
'
こ
の
よ
う
な
人
柄

は
'
合
稽
王
道
子
の
政
治
に
封
し
て
'

｢時
合
稽
王
道
子
｡
以
少
年
専
政
｡
委
任
華
中
｡
約
望
閲
而
歎
日
｡
好
家
居
散
見
｡
欲
撞
壊
之
邪
｡
朝

士
威
服
其
忠
亮
｡｣
(附
帯

)
と
批
判
し
た
態
度
に
よ
っ
て
も
伺
わ
れ
る
｡

従

っ
て
,
禽
稽
王
学

の
下
で
,
望

令
と
し
て
働
い
た
孝
針
帝

末
の
五
年
有
能
の
問
も
'
束
管
政
権
に
封
す
る
忠
賓
な
官
僚
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
即
ち
'
大
元
七
年
謝
安
の
下
で
吏
部
尚
書
と
な
っ
た
陸

約
は
'
翌
八
年
謝
安
'
合
稽
王
道
子
の
下
で
僕
射
と
な
り
'
謝
安
の
穀
後
'
十
四
年
に
道
子
の
下
で
令
と
な
り
'
二
十
年
初
頭
ま
で
在
任
し
て

い
る
(鯛
紺
鯛
短

節
朋
相
一
｡

と
い
-
こ
と
皿
,
陸
針
が
学

の
政
治
に
封
し
て
か
な
-
批
判
酢
で
あ

っ
た
に
か
か
わ
ら
ず
,

聖

書

し
て

五
年
有
飴
の
長
き
に
亘
っ
て
共
に
政
治
に
従

っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
.
こ
う
み
て
く
る
と
'
謝
安
'
合
格
王
道
子
は
共
に
陸
約
の
人
柄
を
信
頼

し
て
政
治
の
賓
際
を
委
ね
た
-

必
ず
し
も
質
権
を
委
ね
た
と
は
い
い
難
い
と
し
.て
も

(後
述

)
I
と
思
わ
れ
､
そ
こ
に
南
'
北
人
的
封
立

感
情
が
動
い
た
と
は
考
え
難
い
｡

さ
て
'
録
尚
書
事
合
梧
王
道
子
の
下
で
働
い
た
人
々
に
は
'
陸
約
の
外
に
'
吏
部
尚
書
張
玄
'
領
吏
部
王
均
'
尚
書
僕
射
誰
王
情
'
王
掬
'

謝
淡
'
王
国
賛
'
王
雅
'
尚
書
令
王
掬
等
が
あ

っ
た
.
い
ま
'
こ
の
う
ち
で
､
領
吏
部
'
僕
射
'
令
と
し
て
'
大
元
十
四
年
以
降
'
隆
安
四
年

ま
で
道
子
の
下
に
あ

っ
た
王
均
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
｡

王
掬
は
窮

王
氏
に
屠
す
る
が
,
そ
の
侍
(篭

讐

導
樽
)に
よ
れ
ば
,
僕
射
と
な
㌢

部
を
領
し
た
の
は
孝
武
帝
に
信
頼
さ
れ
た
故
と
思
わ

れ
る
こ
と
は
'/

｢
遷
侍
中
｡
孝
武
深
杖
之
.
韓
輔
囲
将
軍
'
英
国
内
史
｡
在
郡
馬
士
庶
所
悦
O
徽
馬
尚
書
右
僕
射
'
領
吏
部
｡
韓
左
僕
射
.
･･･

58-



:305

-
時
帝
雅
好
典
籍
｡
掬
輿
殿
仲
堪
'
徐
遡
'
王
恭
'
郁
恢
等
｡
並
以
才
寧
文
章
見
弼
於
帝
｡
｣

と
み
え
る
と
こ
ろ
で
明
か
で
あ
ろ
-
｡

彼
は
孝

武
帝
在
位
中
は
'
僕
射
に
し
て
吏
部
を
領
し
て
い
た
が
'
安
帝
の
隆
安
元
年
と
な
る
や
'
令
に
遭

っ
て
い
る
.
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
､

｢
隆
安

初
.
(
王
)
国
賓
用
事
｡
謀
拙
善
臣
｡
遷
掬
窒

令
.｣
(鯛
詰

王
導
博
一
と
み
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
,
彼
は
前
帝
(孝
武
帝
)
の
酎
臣
と

し
て
'
王
国
賓
に
よ
っ
て
し
り
ぞ
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
t
と
す
れ
ば
尚
書
令
と
な
っ
た
の
は
反

っ
て
質
権
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
と
い
う
こ
と

の
よ
う
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
王
掬
を
退
ぞ
け
た
王
国
賓
は
､

｢安
帝
即
位
｡
国
賓
復
事
道
子
｡
進
従
組
弟
緒
鳥
貌
邪
内
史
.
亦
以
伎
邪
見
知
.
道
子
復
惑
之
｡
椅
馬
心
腹
o
放
鳥
時
之
所
疾
｡
国
賓
途
参
管

朝
権
.
威
振
内
外
･
遷
望

差

僕
射
領
選
｡
｣
(術
語

舵
湛
@
/)
と
み
え
る
如
く

自
ら
が
空

屋

射
と
な
り
吏
部
を
領
し
た
の
で
あ
る
o
即
ち
,

令
は
な
る
ほ
ど
尚
書
省
の
長
官
に
は
違
い
な
い
が
'
録
尚
書
事
が
い
る
場
合
は
次
官
的
存
在
で
あ
り
'
そ
れ
故
に
人
事
面
の
賓
樺
を
も

っ
て
い

た
領
吏
部
の
僕
射
よ
り
も
'
反

っ
て
賓
権
か
ら
遠
ざ
か
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
即
ち
､
玉
均
は
王
国
賓
に
よ
っ
て
形
式
的
に

は
尊
重
さ
れ
な
が
ら
'
賓
質
的
に
は
棚
上
げ
さ
れ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
｡

こ
う
考
え
て
く
る
と
'
さ
き
の
陸
約
が
尚
書
令
と
し
て
勤
め
て
い
た
五
年
有
徐
の
期
間
も
'
ず

っ
と
玉
均
の
僕
射
領
吏
部
の
時
期
で
あ
っ
た

こ
と
(詔

闘
凱
憎
卵
朋
相
)

を
思
え
ば
,
寛
際
政
治
は
道
子
と
王
均
と
に
よ
っ
て
道
警

れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
｡

と
い
う
の
は
,
道
子

の
政
治
は
･
｢政
刑
謬
乱
｣
(講

話

稽
)
の
状
態
で
あ

っ
て
,
政
治
家
と
し
て
信
用
盲

な
い
こ
と
は
,

｢帝
以
道
子
無
紋
稜
器
幹
.
慮
桑
駕

之
後
,
皇
室
傾
危
｡
乃
選
時
望
以
薦
薄
犀
｡
｣
(諾

榔
一
と
い
う
如
く
で
あ
り
,
従

っ
て
,
｢
乃
望

恭
重
箱

｡
段
仲
堪
馬
剰
州
.
玉
均
馬

僕

射
.
王
雅
菓

子
少
侍
｡
以
張
王
室
.

而
潜
制
学

也
｡

学

復
委
任
王
緒
.
由
是
朋
蓋

扇
｡

友
愛
道
軒

｣
(諾

詣

稽
一
と
み
え
る
如

-
'
王
掬
が
僕
射
と
な
り
且
つ
領
選
し
た
の
は
'
初
め
か
ら
道
子
の
権
を
抑
え
る
馬
に
帝
の
と
っ
た

1
つ
の
手
段
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

と
す
れ
ば
'
陸
約
が
尚
書
令
と
な
っ
た
の
は
'
王
均
に
質
権
を
興
え
る
馬
に
押
上
げ
ら
れ
て
'
令
と
な
っ
た
に
す
ぎ
ぬ
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う

か
.
勿
論
こ
の
こ
と
は
'
前
述
の
陸
鯛
の
人
柄
が
信
頼
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
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つ
い
で
､
安
帝
隆
安
四
年
南
人
草
胤
が
吏
部
室

と
な

っ
た
｡

車
胤
に
つ
い
て
は
別
に
特
記
す
べ
き
こ
と
針

い
が
､

そ
の
停

(諾

純
一

に
､
｢途
顛
於
朝
廷
｡
時
惟
胤
輿
呉
陰
之
以
寒
素
博
学
｡
知
名
於
世
｡
｣
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
'
亭
胤
が
用
い
ら
れ
た
の
は
'
別
に
商
人
､
北
人

と
い
う
如
き
と
は
無
関
係
で
へ
そ
の
寒
門
な
る
も
博
撃
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
若
し
そ
う
だ
壱
す
れ
ば
'
少
-
と
も
東

･

I晋
末
に
は
'
南
北
と
い
う
区
別
よ
り
も
'
寧
ろ
甲
寒
と
い
う
区
別
こ
そ
政
治
的
に
重
現
さ
れ
る
傾
向
が
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

車
胤
に
つ
い
で
'
南
人
と
し
て
ほ
義
照
二
年
か
ら
四
年
ま
で
孔
安
国
'
義
照
八
年
に
孔
靖
が
尚
書
僕
射
に
な
っ
て
い
る
.
こ
の
頃
は
'
糞
力

老
劉
裕
が
録
望

量

と
な
っ
て
い
た
(硝
柵
讐

紗
那
朋
鮒
鍔

郎
那
｣一
が
,
孔
安
国
,
孔
靖
の
侍
に
は
,
彼
等
が
荷
昏
僕
射
と
な
っ
た
事
情
を

示
唆
す
る
記
事
は
見
普
ら
ぬ
｡

従

っ､て
'

こ
の
二
人
が
何
故
尚
書
僕
射
に
な
っ
た
か
を
知
る
為
に
は
'

同
じ
頃
に
尚
書
僕
射
に
な
っ
た
'
孟

乗
'
謝
混
､
劉
穆
之
'
謝
潤
,
蓑
湛
'
徐
羨
之

(畑
紺
鯛
wrJ諾

糾
相
一
等
に
つ
い
て
へ
そ
の
僕
射
と
な
っ
た
事
情
を
考
え
､

そ
こ
か
ら
こ
の
二

人
に
つ
い
て
推
測
し
て
み
る
外
は
な
い
｡

0日
ご

安
さ
て
'
束
管
末
の
賓
力
者
は
'
劉
裕
と
劉
毅
と
で
あ

っ
た
｡
劉
裕
の
政
治
権
力
が
確
立
し
た
の
は
'
劉
毅
の
敗
退
し
た
義
照
八
年
以
降

帝
紀
一
の
こ
と
で
あ

っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
･

従

っ
て
,
上
記
の
空

目僕
射
の
中
に
も
,
劉
毅
に
親
し
か
っ
た
人
-

例
え
ば
謝
裕

香華書育

- 60-

79
謝
安
侍

髭
の
傑
参
照
)
-
も
あ
れ
ば
,
劉
裕
に
親
し
か
っ
た
人
々
-

例
え
ば
孟
乗

(詣

削
)
と
か
､

劉
穆
之

(折
紙
評

)
の
如
き
-
も
あ
っ
た
わ
け

で
あ
る
｡

従

っ
て
'
義
照
初
年
か
ら
の
尚
書
僕
射
或
は
吏
部
尚
書
な
ど
に
ほ
'
必
ず
し
も
劉
裕
と
親
し
-
そ
の
故
に
用
い
ら
れ
た
人
々
ば
か
り

で
は
な
か
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡

こ
の
よ
う
に
考
え
て
'
孔
安
国
や
孔
靖
に
つ
い
て
み
る
に
'
二
人
が
尚
書
僕
射
と
な
っ
た
頃
に
は
'
ま
だ
劉
裕
の
政
治
権
力
が
絶
対
で
あ

っ

た
わ
け
で
は
な
-
'
こ
の
二
人
が
'
共
に
北
方
出
身
で
あ
る
劉
裕
'
劉
毅
何
れ
の
勢
力
と
親
し
-
て
政
治
の
中
枢
に
入
り
こ
ん
だ
に
し
て
も
､

或
い
は
又
'
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
'
単
に
孔
安
国
'
孔
靖
の
官
僚
と
し
て
の
優
秀
さ
に
よ
っ
て
僕
射
と
な
っ
た
の
で
あ
れ
ば
尚
更
の
こ

と
'
こ
の
二
人
が
南
方
出
身
官
僚
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
は
'
二
人
が
尚
書
高
官
と
な
っ
た
こ
と
と
何
等
直
接
的
関
係
は
な
か
っ
た
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
｡
何
れ
に
し
て
も
'
彼
等
は
束
管
官
僚
と
い
う
立
場
に
お
い
て
の
優
秀
性
を
も

っ
て
い
っ
た
も
の
t
と
い
え
る
よ
う
で
あ
る
｡
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結

語

以
上
､
束
管
朝
を
四
つ
の
時
期
に
分
け
て
み
て
き
た
が
'
南
人
官
僚
が
多
-
用
い
ら
れ
た
時
期
で
あ
れ
'
そ
う
で
な
か
っ
た
時
期
で
あ
れ
'

南
方
出
身
束
管
官
僚
の
活
動
は
束
管
朝
に
封
す
る
忠
誠
で
貫
か
れ
'
南
人
､
北
人
と
い
う
封
立
意
識
を
超
え
た
立
場
で
'
そ
の
政
治
行
動
が
律

せ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
即
ち
'
帝
人
貴
族
の
尚
書
要
官
進
出
に
波
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
事
賓
で
あ
る
に
し
て
も
'
そ
れ
は
直
ち
に
'

南
人
貴
族
の
政
治
的
盛
衰
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
｡
′と
い
う
こ
と
は
'
少
-
と
も
束
管
の
政
治
面
に
お
い
て
は
､
最
早
'
商
人
'

北
人
の
区
別
は
殆
ん
ど
解
消
し
っ
つ
あ
っ
た
七
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

こ
う
考
え
て
-
る
と
'
次
に
問
題
と
な
る
の
ほ
'
こ
の
よ
う
に
商
人
と
北
人
を
融
和
さ
せ
'
商
人
の
政
治
活
動
を
促
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
は

何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
馬
に
は
'
こ
の
南
'
北
人
問
題
を
'
社
合
的
面
か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
る
｡
即
ち
'
北
人
の
南
人
化
の
問

題
で
あ
る
が
'
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
に
章
表
の
機
を
も
た
わ
ば
な
ら
ぬ
.
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Problems of the Northern Aristocracy in Relation to the

Native South during the Eastern Jin ~ii Periord
-- A Political Study--

Chikara Yana

The Western j in dynasty ended in disorder and devastation and an

enormous number of North Chinese people under the patronage of powerful

aristocratic clans emigrated, in groups, to the jiang-nan rrm area. This

large-scale emigration and the establishment of the Eastern jin dynasty,

by these northern aristocrats provoked much antagonism from the native

noble families of the South. It is believed that this antagonism was even

tually resolved by'the end of the era. Some scholars, however, are of the

opinion that factions among the court-nobility were, in part, results of a

continued feeling of mutual resentment. In the present paper the author has

undertaken to investigate what roles the court-nobles of northern and

southern origin played in the high offices of the Shan"g-shu-sheng fi5J"~

and to what extent they were mutually co-operative. The author concludes

that the political activities of the aristocracy in the Eastern j in court were

not in the least influenced by the region of their descent. He believes he

has demonstrated the disappearance of hereditary antagonism among the

aristocracy even on a political level.

-2-




