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界

展

望

唐
末
・
五
代
政
治
史
研
究
へ
の
一
覗
貼

大

津

正

七
0
年
度
の
貌
菅
南
北
朝
期
研
究
を
ふ
り
返
っ
て
、
菊
池
英
夫
氏
は

4

線
括

の
季
節
9

が
訪
れ
て
い
る
、
と
指
摘
さ
れ
た
(
一
九
七

O
年
の
歴
史
皐
界
l
回

顧
と
展
望
|
史
拳
雑
誌
剖

1
5
1
す
な
わ
ち
、
岩
波
「
世
界
歴
史
」
と
「
中

園
中
世
史
研
究
」
の
刊
行
が
そ
の
よ
う
な
状
況
を
反
映
し
て
お
り
、
一
九
六

0

年
代
を
通
し
て
の
研
究
を
線
括
し
中
関
史
の
新
た
な
醐
閥
系
的
把
握
を
目
差
す

研
究
の
深
化
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
筆
者
も
唐
末
・
五
代
を
研

究
す
る
者
と
し
て
研
究
史
を
ふ
り
返
っ
て
み
る
時
、
同
様
な
認
識
を
持
た
ざ
る

を
得
な
い
。
そ
う
認
識
す
る
一
つ
の
要
因
は
、
六

0
年
代
後
半
よ
り
現
在
に
至

る
聞
の
研
究
成
果
の
量
的
な
減
少
傾
向
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
六

O
年
前

後
の
「
唐
宋
獲
革
」
に
関
す
る
活
滋
な
研
究
、
或
い
は
「
均
四
制
論
宗
」
等
を

経
過
し
た
今
日
、
そ
れ
ら
の
成
果
の
上
に
立
つ
て
の
新
た
な
課
題
が
ど
こ
に
求

め
ら
れ
る
べ
き
か
未
だ
明
確
に
は
さ
れ
て
い
な
い
状
況
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
戦
後
東
洋
史
皐
界
の
新
た
な
一
焦
貼
と
さ
れ
て
き
た

「
唐
宋
襲
革
期
」
を
と
り
あ
げ
、
六

0
年
代
を
通
じ
て
諸
分
野
の
研
究
が
蓄
積

さ
れ
た
現
在
、
わ
れ
わ
れ
は
唐
宋
餐
革
期
研
究
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
、
ま

た
何
を
新
た
な
課
題
と
す
べ
き
か
に
つ
い
て
斎
干
の
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

慨
後
の
中
国
史
研
究
に
於
い
て
、
唐
宋
雌
変
革
期
研
究
が
周
知
の
よ
う
な
活
液
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な
論
議
を
呼
ん
だ
の
は
、
前
田
直
典
氏
の
提
起
(
「
東
ア
ジ
ア
に
於
け
る
古
代
の

終
末
」
歴
史
一
ノ
四
)
を
契
機
と
し
て
で
あ
っ
た
。
氏
の
中
国
史
を
世
界
史
的

観
鮎
か
ら
把
え
よ
う
と
す
る
試
み
は
嘗
時
の
歴
史
理
論
の
限
界
性
か
ら
圃
式
的

な
歴
史
把
握
と
な
る
弱
さ
は
持
っ
て
い
な
が
ら
も
、
中
国
史
の
再
検
討
が
迫
ら

れ
て
い
た
時
代
に
あ
っ
て
は
非
常
に
先
進
的
な
役
割
を
果
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
の
活
滋
な
論
議
の
背
景
に
は
、
さ
ら
に
二
つ
の
要
因
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
栗
原
盆
男
氏
が
整
理
さ
れ
た
如
く
(
岩
波
世
界
歴

史
6
「
安
史
の
蹴
と
務
鍛
鰻
制
の
展
開
」
〉
、
中
関
侵
略
戦
争
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
支
柱
で
あ
っ
た
「
東
洋
枇
曾
停
滞
論
」
の
批
刻
、
克
服
へ
の
志
向
で
あ
っ
た

し
、
ま
た
一
つ
に
は
、
所
謂
「
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
」
へ
の
批
剣
を
根
底
と
し
、
我

々
の
生
き
て
い
る
現
賓
と
謬
間
研
究
は
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
研
究
者

の
志
向
で
あ
り
、
嘗
面
す
る
情
勢
と
自
己
の
研
究
と
の
巌
し
い
針
決
の
姿
勢
で

あ
っ
た
と
思
え
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
研
究
者
の
意
識
に
大
き
な
影
響
を
奥

え
た
現
賞
と
は
、

E
観
的
に
は
、
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
で
あ
り
、
日
本
に

於
け
る
「
六

O
年
安
保
関
手
」
の
昂
揚
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
、
唐
宋
襲
革
に
制
到
す
る
研
究
は
中
闘
史
を
「
褒
展
」
の
歴
史
と
し
て

把
握
す
る
上
で
の
重
要
な
課
題
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
生
産
力
の
愛
展

を
背
景
と
す
る
人
民
闘
争
の
劃
期
的
な
昂
揚
期
の
研
究
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
唐
宋
愛
革
期
研
究
は
戦
後
日
本
の
東
洋
史
研
究

に
封
す
る
課
題
意
識
と
、
研
究
者
の
直
面
し
て
い
る
現
寅
か
ら
、
そ
れ
ら
と
深

く
結
合
し
た
所
で
進
め
ら
れ
、
多
く
の
成
果
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
前
に
も
絹
れ
た
よ
う
に
、
六

0
年
代
後
半
以
降
唐
宋
椙
変
革

に
闘
す
る
研
究
は
減
少
の
傾
向
を
一
示
し
、
研
究
者
の
問
題
意
識
も
分
散
、
個
別

化
し
て
い
く
欣
況
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
園
に
於
け
る

紅
曾
主
義
建
設
過
程
で
の
「
文
化
大
革
命
L

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
一
面
的
に
は

昭
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静
債
で
き
な
い
現
賞
、
日
本
人
研
究
者
を
と
り
ま
く
現
健
制
の
矛
盾
の
激
化
と

そ
の
隠
蔽
を
意
凶
す
る
巧
妙
な
支
配
の
進
行
等
の
反
映
が
中
国
史
研
究
に
も
現

わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
の
現
在
の
課
題
は
現
代
中

閣
が
生
ま
れ
出
た
前
近
代
世
曾
の
よ
り
科
謬
的
な
把
握
で
あ
り
、
中
間
史
研
究

に
於
い
て
は
、
「
設
展
」
の
構
造
を
よ
り
法
則
的
に
把
援
し
、
現
在
の
中
闘
の

姿
」
を
日
本
人
研
究
者
と
し
て
の
硯
粘
か
ら
と
ら
え
直
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
中
国
史
の
設
展
を
と
ら
え
る
と
い
う
視
船
聞
か
ら
、
更
に
一
歩
進
ん
で
中
国

史
の
歴
史
展
開
の
法
則
性
を
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
位
置
づ
け
か
ら
新
た
な
課
題
が
提
起
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う

ぬ
μ

現
在
ま
で
の
中
園
史
研
究
で
は
、
躍
に
機
械
的
な
「
生
産
力
の
渡
展
」
と
い

う
基
軸
の
み
で
は
、
中
国
史
の
展
開
は
把
握
し
き
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
と
思
う
c

勿
論
、
生
産
力
の
後
日
肢
は
大
前
提
に
な
る
が
、
設
展
を
抑
腿
一す

る
方
向
に
存
在
し
た
「
東
洋
的
一等
制
闘
家
」
を
密
接
な
聯
闘
の
も
と
に
と
ら
え

な
け
れ
ば
中
国
史
展
開
の
十
分
な
把
混
と
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
基
底
に
は
生
産
力
の
設
展
と
生
産
闘
係
の
矛
盾
、
そ
の
表
現
と
し
て
の
決

民
闘
宇
が
あ
り
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
包
鍬
し
た
所
に
中
関
的
な
専
制
支
配
が
展

開
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
間
史
を
貫
く
濁
自
の
構
造

を
い
か
に
と
ら
え
る
の
か
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
闘
家
論
」
の
深
化
の
必
要

が
さ
け
ば
れ
て
か
ら
久
し
い
が
、
未
だ
明
確
な
方
向
性
は
だ
さ
れ
て
い
な
い
。

谷
川
迫
純
、

川
勝
義
雄
雨
氏
を
中
心
と
し
て
提
起
さ
れ
た

「
共
同
館
論
」
は
、

こ
の
搬
粘
か
ら
、
一
定
の
問
題
を
含
み
つ
つ
も
、
中
国
史
の
新
た
な
惚
系
的
把

揮
を
自
差
す
と
い
う
立
場
よ
り
、
一

つ
の
意
義
を
持
つ
提
起
で
あ
っ

た
し
、
今

後
批
判
的
に
総
承
す
べ
き
問
題
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
見
て
く
る
時
、
今
後
の
唐
宋
襲
革
期
研
究
は
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を

奥
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
時
期
を
「
中
世
」

か
ら
「
近
世
」
へ
の
移
行

期
と
す
る
の
か
、
「
古
代
」
か
ら
「
封
建
制
」
へ
の
嶋
換
期
と
す
る
の
か
は
、

従
来
か
ら
意
見
の
針
立
す
る
所
で
あ
る
。
唐
末
ま
で
の
支
配
構
造

を
一
方
は

Z
H族
制
」
と
し
て
と
ら
え
、
他
方
は

「個
別
人
身
支
配
」
と
い
う
原
理
で
と

ら
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
樹
壊
と
宋
朝
的
支
配
の
成
長
を
見
ょ
う
と
す
る
。
け
れ
ど

も
繁
方
の
概
念
に
は
相
首
の
違
い
が
あ
り
、
生
産
的
な
論
字
と
な
り
難
い
面
を

も
含
ん
で
い
た
。
筆
者
は
、
こ
の
唐
末

・
五
代
二
百
年
間
の
所
謂
「
藩
銀
特

代
」
を
中
闘
封
建
制
と
の
闘
述
の
中
に
位
置
づ
け
、
務
鋲
割
接
健
制
を
統
一
権

力
と
の
封
態
閥
係
の
中
で
と
ら
え
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
中

関
封
建
制
の
構
造
を
よ
り
盟
か
に
把
握
す
る
た
め
の
足
が
か
り
と
な
る
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
に
「
嬰
革
期
」
と
し
て
の
麿
末

・
五
代
研
究
の
意

義
を
見
出
し
た
い
の
で
あ
る
。

以
下
、
こ
の
よ
う
な
制
動
か
ら
、
府
末

・
五
代
政
治
史
に
闘
す
る
研
究
を
ふ

り
返
り
、
深
め
る
べ
き
課
題
を
考
え
て
み
た
い
。

一一

栗
原
盆
男
氏
(
前
掲
論
文
)
の
諮
理
に
従
え
ば
、
唐
末
・
五
代
研
究
、
と
り

わ
け
政
治
史
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
藩
鋲
研
究
の
具
樫
的
課
題
は
次
の
二
黙
で

あ
っ
た
。

一
つ
に
は
藩
鋲
槽
力
集
幽
の
構
造
的
特
質
で
あ
り
、
一
つ
に
は
藩
銀

と
在
地
と
の
か
か
わ
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
黙
を
主
要
課
題
と
し
て
藩
鋲
研
究

が
進
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
議
研
究
を
通
観
す
る
時
、

そ
の
理
論
的
、
質
鐙
的
水
準
は
、
六

O
年
頃
ま
で
に
そ
れ
ま
で
の
諸
研
究
を
踏

ま
え
て
震
表
さ
れ
た
掘
敏
一
氏
の
一

連
の
研
究
を
乗
り
越
え
、
設
展
さ
せ
る
ま

で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
無
論
、
地
道
な
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
事

買
で
あ
る
。
し
か
し
、
史
料
的
制
約
も
あ
っ
て
、
従
来
の
「
中
世
」
或
い
は
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「
古
代
」
と
す
る
鵡
貼
か
ら
一
歩
進
め
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
の
が
現
状

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
故
に
現
在
藩
銀
研
究
の
新
た
な
課
題
を
探
る
た
め

に
は
、
ま
ず
姻
敏
一
氏
の
研
究
成
果
に
っ
か
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
堀
氏

の
研
究
に
集
約
さ
れ
た
諸
研
究
を
も
慢
系
的
に
位
置
づ
け
て
お
く
必
要
が
あ
る

で
あ
ろ
う
。

本
論
に
は
い
る
前
に
、
唐
末
・
五
代
政
治
史
展
開
に
閥
す
る
歴
史
的
特
質
に

つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

①
安
史
の
飢
以
後
に
於
け
る
唐
朝
統
一
権
力
の
綱
渡
、
五
代
に
於
け
る
統
一
樋

力
の
消
失
、
そ
れ
と
共
に
支
配
機
構
の
再
編
と
い
う
位
置
を
輿
え
ら
れ
な
が

ら
地
方
毎
に
成
立
し
た
私
的
権
力
H
藩
銀
が
相
射
的
に
表
面
化
し
て
ゆ
く
。

②
こ
の
地
方
的
権
力
の
動
向
に
は
、
五
代
に
一
一
層
明
確
に
な
る
よ
う
に
、
華

北、

華
南
等
の
地
域
差
を
抜
き
に
は
考
え
ら
れ
な
い
歴
史
展
開
の
類
型
が
見

ら
れ
る
。
つ
ま
り
華
北
で
は
短
命
な
五
王
朝
が
興
亡
し
、
華
南
で
は
比
較
的

安
定
し
た
政
機
が
各
々
の
支
配
を
維
持
し
綴
け
る
。

以
上
の
よ
う
に
統
一
地
力
と
藩
鎖
を
一
慢
の
も
の
と
し
て
考
え
る
と
共
に
、

各
藩
鎖
に
於
け
る
地
域
的
差
異
を
も
含
み
込
ん
だ
、
い
わ
ば
縦
と
績
と
の
関
係

を
総
種
的
に
分
析
し
つ
つ
こ
の
時
代
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ

に
唐
末
・
五
代
政
治
史
把
握
の
手
が
か
り
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

き
て
、
堀
敏
一
氏
の
研
究
に
つ
い
て
倹
討
す
る
の
で
あ
る
が
、
氏
の
研
究
は

日
野
閲
三
郎
氏
、
周
藤
士
口
之
氏
、
栗
原
盆
男
氏
、
菊
池
英
夫
氏
、
等
の
研
究
を

前
提
と
し
て
い
る
の
で
、
ま
ず
こ
れ
ら
諸
氏
の
関
聯
す
る
研
究
に
つ
い
て
紛
れ

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

藩
鎮
研
究
の
基
礎
は
日
野
開
三
郎
氏
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
。
氏
は
、
戟
前
よ

り
溶
銀
に
閥
す
る
質
詮
的
研
究
を
積
重
ね
ら
れ
、
藩
鎮
の
政
治
機
構
、
軍
事
機

構
、
経
済
的
基
盤
等
の
側
面
に
つ
い
て
多
く
の
鮎
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、

唐
朝
の
藩
鎖
へ
の
針
路
を
税
制
改
革
な
ど
の
面
か
ら
追
求
し
、
「
抑
藩
振
朝
」

と
い
う
政
策
的
側
面
を
も
指
摘
し
た
。
ま
た
こ
れ
ら
制
度
史
的
研
究
に
加
え

て
、
こ
の
時
代
の
政
治
史
的
展
開
に
封
し
て
も
愛
言
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

唐
朝
に
よ
る
税
制
改
革
等
「
抑
藩
振
朝
」
政
策
の
成
功
と
い
う
立
場
か
ら
、
藩

鎮
の
設
展
か
ら
衰
退
へ
の
相
を
時
期
医
分
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

落
鋲
は
雨
税
法
創
設
、
迄
が
設
展
時
代
、
憲
宗
の
改
革
、迄
が
極
盛
時
代
、
そ
れ

以
後
が
弱
償
化
時
代
、
群
雄
進
占
の
唐
末
は
い
は
ば
製
態
時
代
、
五
代
が
終

Z
H
m

時
代
で
宋
初
が
死
期
で
あ
る
(
「
藩
銀
時
代
の
州
税
三
分
制
に
就
い
て
」

史
筆
雑
誌
臼

l
7

一
九
五
六
〉
。

と
把
握
す
る
。
ま
た
、
中
央
直
属
州
が
唐
末
に
減
少
し
な
が
ら
も
、
五
代
を
通

じ
て
櫓
加
し
て
行
く
と
い
う
観
熱
か
ら
も
、
務
銀
健
制
樹
嬢
へ
の
過
程
を
あ
と

づ
け
ら
れ
る
(
「
藩
銀
髄
制
と
直
廊
州
」
東
洋
謬
報
必

1
4

一
九
六
一
)
。

し
か
し
な
が
ら
、
日
野
氏
の
藩
銀
把
握
は
、
堀
氏
も
批
判
列
さ
れ
て
い
る
が
、

制
度
史
等
の
質
設
的
側
面
で
は
そ
れ
な
り
の
意
味
を
持
っ
て
も
、
唐
宋
品
変
革
の

過
程
を
ど
の
よ
う
な
構
造
と
し
て
と
ら
え
る
の
か
と
い
う
聞
に
射
し
て
は
答
え

ら
れ
な
い
。
藩
銀
穏
制
の
表
面
に
現
わ
れ
た
歴
史
的
愛
化
(
こ
の
よ
う
な
時
期

直
分
自
鰻
問
題
を
含
ん
で
い
る
と
思
う
が
)
は
何
故
に
見
ら
れ
る
の
か
。

何
を

基
軸
と
し
て
「
設
展
時
代
」
か
ら

「
死
期
」
ま
で
の
展
開
を
示
す
の
か
、
が
明

確
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
な
唐
朝
の
政
策
を
可
能
に
な

ら
し
め
、
務
鋲
を
相
判
象
と
し
た
檎
力
的
針
路
を
必
然
な
ら
し
め
た
構
造
を
探
る

必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

周
藤
吉
之
氏
は
唐
宋
愛
革
の
中
で
も
宋
代
に
観
黙
を
向
け
つ
つ
、
五
代
武
人

支
配
の
獲
質
と
新
興
勢
力
の
成
長
に
注
目
し
、
務
銀
支
配
鐙
制
を
分
析
さ
れ
た

(
「
五
代
節
度
使
の
街
軍
に
闘
す
る
一
考
察
」
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
2

一
九

五
一
「
五
代
節
度
使
の
支
配
傍
制
」
史
事
雑
誌
引

1
4
・
6

一
九
五
一
一
V

。
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そ
こ
で
周
藤
氏
は
、
五
代
節
度
使
の
街
軍
は
藩
帥
の
家
兵
と
し
て
の
性
格
が
強

い
こ
と
、
そ
れ
と
関
聯
し
て
、
唐
末
・
五
代
の
柑
皮
革
の
過
程
で
、
軍
隊
と
し
て

の
「
部
曲
」
の
地
位
が
幾
化
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
こ
の
底
流
と
し
て
見
ら
れ

る
新
興
勢
力
の
成
長
と
得
統
的
な
貴
族
的
支
配
秩
序
の
樹
嬢
と
い
う
側
面
を
指

摘
し
た
。
ま
た
一
方
、
五
代
に
於
け
る
武
人
支
配
の
内
容
を
検
討
し
、
そ
れ
が

宋
代
に
な
る
と
郷
戸
に
と
っ
て
代
ら
れ
、
文
臣
官
僚
鰻
制
成
立
の
必
然
性
と
結

び
つ
く
こ
と
を
分
析
さ
れ
た
。

こ
の
中
「
部
曲
」
に
つ
い
て
は
史
料
解
稗
上
に
問
題
が
あ
り
、
そ
の
後
の
演

口
重
国
氏
の
研
究
に
よ
り
一
一
層
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
除
外
し
て

考
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
五
代
節
度
使
街
中阜
の
家
兵
的
性
格
、
あ
る
い
は
新
興

勢
力
の
成
長
を
背
景
と
す
る
替
秩
序
の
崩
壊
と
い
う
論
貼
に
つ
い
て
は
、
堀
敏

一
氏
に
そ
の
ま
ま
受
け
つ
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

栗
原
盆
男
氏
は
藩
帥
的
権
力
に
見
ら
れ
る
上
下
の
結
合
開
係
に
注
目
し
、
そ

こ
に
見
ら
れ
る
「
俵
父
子
的
結
合
」
を
分
析
し
た
(
「
唐
五
代
の
仮
父
子
的
結

合
の
性
格
」
史
皐
雑
誌
位
|

6

一
九
五
三
「
唐
末
五
代
の
俵
父
子
的
結
合
に

お
け
る
姓
名
と
年
令
」
東
洋
撃
報
お
1
4

一
九
五
六
三
そ
し
て
、
こ
れ
ら

の
俵
父
子
的
結
合
は
、
陥
末
・
唐
初
、
安
史
の
飢
を
中
心
と
す
る
時
期
、
更
に

唐
末
・
五
代
と
い
う
「
王
朝
支
配
槌
力
の
消
滅
期
弱
小
化
期
」
に
集
中
し
て
見

ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
ま
た
依
子
の
類
型
と
し
て
は
、
「
個
人
型
仮
子
」
と

「
集
幽
型
仮
子
」
が
あ
り
「
下
刻
上
」
と
言
わ
れ
る
唐
末

・
五
代
動
飢
期
に
、

落
帥
個
人
の
保
身
に
は
「
集
幽
型
仮
子
」
が
そ
の
役
割
を
果
し
、
藩
帥
的
支
配

楢
カ
の
保
持
鍛
大
に
は
「
個
人
型
仮
子
」
が
そ
の
役
割
を
果
し
た
と
指
摘
す

る
。ま

た
、

菊
池
英
夫
氏
は
、
禁
軍
の
改
革
と
い
う
側
面
に
注
目
さ
れ
、
宋
朝
の

統
一
が
い
か
に
し
て
な
さ
れ
た
の
か
を
考
察
さ
れ
た
(
「
五
代
禁
寧
の
地
方
屯

駐
に
つ
い
て
」
東
洋
史
皐
日
一
九
五
四
「
五
代
禁
軍
に
お
け
る
侍
術
親
軍

司
の
成
立
」
史
淵
均
一
九
五
六
「
五
代
後
周
に
お
け
る
禁
軍
改
革
の
背
景
」

東
方
事
問
一
九
五
八
)
。
こ
の
中
で
菊
池
氏
は
、
禁
軍
の
再
編
強
化
と
共
に
、

地
方
的
に
成
立
し
て
い
る
私
的
権
力
が
軍
閥
と
し
て
の
性
格
を
波
厚
に
持
つ
故

に
、
禁
軍
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
解
健
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
を
明
ら
か
に

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
堀
氏
の
論
考
の
内
、
政
治
史
的
把
握
に
闘
し
て
は
、
大
略
以
上
の
諸

氏
の
研
究
を
踏
ま
え
て
立
論
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
堀
氏
は
こ
れ
ら
の

成
果
の
上
に
ど
の
よ
う
な
研
究
を
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
を
見
て
ゆ
き
た
い
。

三

堀
氏
は
数
多
く
の
論
考
を
設
表
し
て
お
ら
れ
る
が
麿
末

・
五
代
を
中
心
と
す

る
研
究
の
骨
子
と
も
言
う
べ
き
性
格
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
は
次
の
四
論
文

で
あ
ろ
う
。

A

「

唐

末

諮

叛

飢

の

性

格

」

東

洋

文

化

7

一
九
五
一

B
「
五
代
宋
初
に
お
け
る
禁
寧
の
毅
展
」

東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
4
一
九
五
三

C
「黄
泉
の
叛
飢
」

同

日

一

九

五

七

D
「
藩
鋲
親
衛
軍
の
権
力
構
造
」
同

却

一

九

六

O

こ
れ
ら
四
論
文
の
中
、

A
は
安
藤
山
の
叛
飢
よ
り
五
代
に
至
る
聞
の
政
治
史

的
展
開
に
つ
い
て
、
そ
の
性
絡
を
追
求
し
つ
つ
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
後
に
、

A
で
述
べ
ら
れ
た
い
く
つ
か
の
鮎
は

B
C
D
論
文
で
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
さ
れ

て
い
る
。
小
論
で
主
に
と
り
上
げ
る
べ
き
は
、

A
、
D
論
文
の
政
治
史
的
展
開

に
闘
す
る
研
究
で
あ
る
。

ま
ず
A
論
文
で
あ
る
が
、
堀
氏
は
こ
の
中
で
「
生
産
関
係
の
愛
化
」
と
い
う

面
か
ら
の
み
支
配
檎
力
の
あ
り
方
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
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と
比
一
段
階
は
な
れ
た
所
で
展
開
す
る
政
治
構
造
濁
自
の
歴
史
的
復
措
棋
の
展
開

を
考
え
ら
れ
て
い
る
。
氏
の
主
張
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

①
安
旅
山
の
飢
の
原
因
を
考
え
る
時
、
枇
曾
的
な
矛
盾
の
表
現
と
し
て
の
性
格

だ
け
で
な
く
、
安
線
山
と
玄
宗
と
の
間
に
あ
っ
た
個
人
的
な
結
合
関
係
H

「寵

t

受
」
の
急
速
な
崩
壊
が
あ
っ
た
こ
と
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
こ
の
よ
う
な
「
恩
寵
の
世
界
」
は
「
生
産
関
係
の
獲
化
自
飽
か
ら
は
そ
の
影

響
の
仕
方
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
も
の
で
あ
る
。

①
藩
鎖
割
接
償
制
に
於
い
て
も
、
節
度
使
が
そ
の
軍
隊
の
支
配
を
維
持
す
る
た

め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
個
人
的
な
結
合
の
原
理
を
必
要
と
す
る
。
「
下
魁
上

の
世
界
は
頗
る
思
寵
の
世
界
に
似
て
い
る
。
」

①
こ
の
私
的
結
合
関
係
は
官
僚
制
の
嵐
嬢
の
結
果
出
て
く
る
も
の
で
は
あ
っ
て

も
、
官
僚
制
を
否
定
で
き
な
い
し
、
こ
の
関
係
を
維
持
す
る
た
め
に
、
藩
帥

は
却
っ
て
中
央
権
力
と
結
ば
ざ
る
を
得
な
い
。

③
こ
の
藩
帥
の
中
央
権
力
に
謝
す
る
弱
鮎
を
打
ち
破
る
も
の
が
、
官
僚
制
的
秩

序
と
は
直
接
的
に
は
無
関
係
な
民
衆
の
叛
飢
H
寅
凶
弾
の
叛
飢
で
る
る
。

堀
氏
の
以
上
の
如
き
主
張
は
後
の
論
文
に
於
い
て
更
に
設
展
さ
せ
ら
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、

B
論
文
で
は
菊
池
氏
の
研
究
を
も
と
り
入
れ
つ
つ
、
五
代
よ
り

宋
統
一
に
至
る
ま
で
の
事
情
を
禁
軍
の
愛
展
と
い
う
基
軸
か
ら
分
析
さ
れ
る

し、

C
論
文
で
は
唐
宋
愛
革
に
於
け
る
黄
山
衆
の
鋭
の
位
置
づ
け
を
研
究
さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
D
論
文
で
は
A
と
関
聯
し
て
、
藩
鋲
権
力
の
構
造
に
つ
い
て
よ

り
詳
細
に
考
察
し
、
ま
た
、
前
述
の
A
論
文
の
論
黙
を
設
展
さ
せ
た
栗
原
氏
の

研
究
を
も
と
り
入
れ
て
、
唐
末
・
五
代
の
藩
鎖
割
線
僅
制
の
展
開
の
基
底
に
あ

る
要
素
を
把
鐘
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
ま
ず
も
っ
て
D
論

文
で
の
論
旨
の
愛
展
を
見
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
堀
氏
は
「
均
田
農
民
の
波
落
」
〈
「
個
別
人
身
支
配
」
の
崩
壊
)

か
ら
大
土
地
所
有
の
展
開
H
H
中
園
封
建
枇
曾
の
形
成
と
い
う
経
済
基
盤
の
展
開

を
前
提
と
し
て
設
定
し
つ
つ
、

①
潜
銀
軍
の
傭
兵
的
性
格
、
つ
ま
り
藩
銀
親
衛
軍
は
も
と
在
地
農
民
よ
り
形
成

さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
藩
帥
の
優
遇
を
受
け
て
傭
兵
化
す
る
こ
と
に
よ

り
、
自
ら
の
利
盆
を
第
一
義
と
し
て
動
く
傭
兵
集
闘
に
樽
化
し
、
そ
れ
放
に

藩
帥
の
地
位
を
も
左
右
す
る
存
在
と
な
る
。
こ
れ
が
藩
銀
支
配
の
不
安
定
性

で
あ
り
、
唐
朝
中
央
権
力
か
ら
濁
立
し
得
な
い
主
要
な
原
因
で
あ
る
。

@
こ
の
よ
う
な
親
衛
箪
の
強
大
化
に
伴
い
、
藩
帥
は
自
ら
の
地
位
を
維
持
す
る

た
め
の
個
人
的
家
兵
を
持
た
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
こ
の
家
兵
と
藩
帥
と
の

閥
係
は
栗
原
氏
が
分
析
し
た
「
藩
帥
に
波
主
種
的
に
服
従
す
る
集
圏
型
俵

子
L

で
あ
る
。

③
以
上
の
よ
う
な
構
造
は
唐
末
の
動
鋭
期
ま
で
の
藩
鎮
檎
力
の
構
造
で
あ
る
。

以
後
は
勢
力
を
伸
張
さ
せ
つ
つ
あ

F

る
在
地
勢
力
が
中
央
任
命
の
貴
族
的
藩
帥

を
拒
否
し
、
在
地
支
配
の
貰
樽
を
撮
り
支
配
機
構
に
喰
い
込
ん
で
ゆ
く
。
従

っ
て
こ
の
よ
う
に
し
て
成
長
し
た
溶
帥
の
親
衛
軍
と
の
関
係
は
、
よ
り
密
接

な
も
の
と
な
り
、
私
兵
と
し
て
の
性
格
が
濃
厚
と
な
る
。

①
唐
末
動
観
以
後
、
五
代
ま
で
に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
藩
帥
と
兵
士
と
の
閥

係
は
、
個
人
的
な
い
し
家
父
長
制
的
結
合
で
あ
り
、
主
将
個
人
へ
の
求
心
的

構
力
集
中
を
要
求
す
る
た
め
、
他
集
圏
に
謝
し
て
は
排
他
的
と
な
る
。
こ
れ

が
五
代
の
ア
ナ
ー
キ
ー
、
「
五
代
鋭
離
」
の
根
本
原
因
で
あ
る
。

⑤
こ
れ
ら
地
方
私
兵
集
闘
は
菊
池
英
夫
氏
の
研
究
に
も
明
ら
か
な
如
く
、
中
央

禁
甲車
に
編
入
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
方
権
力
は
解
慢
さ
れ
、
再
び
中

央
集
権
化
さ
れ
て
ゆ
く
。

，

以
上
に
見
る
如
く
、

A
論
文
を
澄
展
さ
せ
た

D
論
文
は
、
す
ぐ
れ
て
論
理
的

な
も
の
で
あ
り
、
「
唐
末
五
代
政
治
史
L

を
把
渥
す
る
上
で
大
き
な
成
果
で
あ
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る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
前
述
の
如
き
筆
者
の
問
題
意
識
か
ら
す
れ
ば
ま
だ
深

め
ら
る
べ
き
い
く
つ
か
の
問
題
貼
も
残
さ
れ
て
い
る
。

第
一
に
堀
氏
の
述
べ
る
よ
う
な
藩
鋲
微
力
の
構
造
は
、
そ
れ
白
線
極
め
て
説

得
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
歴
史
的
展
開
と
し
て
の
積
極
性
を
見
出

す
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
前
述
し
た
よ
う
な
五

代
に
殊
に
表
面
化
す
る
、
華
北
、
華
南
各
々

に
於
け
る
獄
自
の
歴
史
展
開
は
、

堀
氏
の
以
上
の
よ
う
な
様
浩
分
析
か
ら
は
把
揮
し
難
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、

堀
氏
は
「
五
代
胤
雄
」
と
い
う
言
葉
で
五
代
の
「
混
乱
」
を
表
現
せ
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
南
と
北
に
代
表
さ
れ
る
藩

銀
動
向
の
差
異
は
、
安
史
の
乱
終
結
以
後
一
貫
し
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

勿
論
、
中
央
機
力
が
ま
が
り
な
り
に
も
存
在
す
る
と
し
な
い
と
で
は
大
き
な
遠

い
が
あ
り
、
五
代
の
よ
う
な
明
確
な
差
異
と
は
な
ら
な
い
が
、
こ
の
差
異
は
唐

末
藩
銀
か
ら
一
貫
し
て
い
る
事
態
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
麿
末

・
五
代
を
閥
単
に
「
混
乱
」
と
し
て
で
は
な
く
、
一

つ
の
展
開
の
方
向
に
沿
っ
て

把
揮
し
得
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
右
の
鮎
と
関
聯
し
て
と
り
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
堀
氏
の
方

法
論
の
含
む
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
氏
は
藩
鎮
の
分
析
に
際
し
て
、
全
て
の

務
畑
酬
を
同
質
の
も
の
と
し
て
分
析
し
、
各
々
の
も
つ
地
域
的
差
異
を
捨
象
し
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
氏
は
所
謂
「
河
北
三
銀
」
を
も
含
め
て
、
他

藩
銀
と
一
律
に
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
「
河
北
三
銀
」
に
つ
い
て
は
す
で
に

陳
寅
格
氏
が
種
族
と
文
化
の
差
に
注
意
す
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
し
(
「
唐

代
政
治
史
述
論
稿
」

一
九
四
凹
)
、
ま
た
与
仲
勉
氏
は
河
北
三
鎮
の
叛
乱
は
そ

の
土
着
性
こ
そ
が
原
因
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
た
(
「
階
唐
史
」
一

九
五

O
Y

ま
た
松
井
秀

一
氏
も
「
庇
飽
箪
」
に
限
つ
て
は
い
る
が
、
そ
の
特
異
性
を
と
り

あ
げ
て
研
究
さ
れ
て
い
た
(
「
虚
龍
藩
鎖
孜
」
史
筆
雑
誌
伺

l
u

一
九
五
九
)
。

こ
の
よ
う
な
早
く
か
ら
そ
の
遠
い
が
注
目
さ
れ
て
い
た
河
北
三
銀
の
扱
い
方
の

例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
各
藩
鎮
の
持
つ
差
異
を
捨
象
し
て
、
す
べ
て

一
律
に

扱
う
こ
と
は
唐
未

・
五
代
の
「
政
治
機
構
濁
自
の
展
開
」
を
把
握
す
る
上
で
十

分
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
に
よ
り
も
中
央
権
力
と
各
地
方
権
力
と
の

針
路
を
総
飽
的
に
把
鐙
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
う
見
て
く
る
時
気
付
く
の
は
、

A
か
ら
D
論
文
に
設
展
す
る
過
程
で
の
論

貼
の
重
要
な
袋
化
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

A
論
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
、
生
産
関

係
の
幾
化
と
は

一
段
階
離
れ
た
所
に

「政
治
機
構
濁
自
の
展
開
」
を
考
え
る
べ

き
で
あ
る
と
す
る
論
貼
が
D
論
文
に
は
無
く
な
り
、
新
興
在
地
勢
力
が
成
長
し

て
五
代
務
銀
の
織
力
を
揮

っ
て
ゆ
く
と
す
る
鮎
に
重
鮎
が
移

っ
て

い
っ
た
こ
と

あ
る
。
古
代
か
ら
封
建
制
へ
の
移
行
期
と
し
て
唐
宋
愛
革
期
を
把
え
ら
れ
る
拐

で
氏
は
、
宋
朝
以
後
の
中
闘
封
建
吐
曾
を
支
え
て
ゆ
く
勢
力
の
成
長
と
、
そ
れ

ら
と
槌
力
機
構
と
の
結
合
を
見
ん
と
す
る
に
急
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、

A
論
文

で
の
重
要
な
論
貼
を
捨
て
去
っ
て
し
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
筆
者
の
問
題
閥
心
に
ひ
き
つ
け
て
考
え
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

ら
の
問
題
を
考
察
す
る
一
つ
の
で
が
か
り
と
な
る
の
は
「
地
域
差
」
の
検
討
で

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
唐
末

・
五
代
と
い
う
生
産
力
の
後
展
し
た
段
階
に
於
い
て

は
在
地
の
土
地
所
有
形
態
ゃ
、
経
営
形
態
、
ま
た
商
業
資
本
の
あ
り
方
な
ど
地

域
的
な
差
が
非
常
に
大
き
く
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
必
然
的
に
藩
鎖
支
配

に
も
直
接
間
接
の
影
響
を
興
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
支
配
階
級
内
部

に
於
け
る
矛
盾
の
展
開
を
考
え
る
際
に
は
、
唐
朝
と
藩
銀
と
い
う
権
力
内
部
で

の
諮
針
艇
と
共
に
藩
鎖
そ
れ
自
慢
の
内
包
す
る
性
格
的
差
異
に
注
目
せ
ね
ば
な

ら
な
い
。
藩
銀
各
々
は
、
統
一
様
力
に
射
す
る
志
向
も
一
僚
で
は
な
い
し
、
河

北
三
銀
と
江
南
の
諮
銀
と
を
比
べ
れ
ば
支
配
構
造
自
慢
に
も
多
く
の
相
違
が
見

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
地
域
差
を
持
つ
藩
銅
酬
を
そ
の
各
々
の
志
向
の
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相
に
於
い
て
と
ら
え
、
か
つ
統
一
檎
力
へ
の
封
慮
を
も
か
ら
ま
せ
て
考
え
て
ゆ

く
こ
と
が
必
要
だ
と
恩
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
唐
末
・
五
代
政
治
史
展
開

の
横
緯
と
も
な
っ
た
藩
鎮
の
役
割
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
展
開
の
構
造

を
と
ら
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

四

期
氏
の
研
究
成
果
の
上
に
さ
ら
に
深
化
さ
る
べ
き
黙
と
し
て
以
上
の
よ
う
な

問
題
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

「
地
域
差
」
の
問
題
は
、
中
園
の
統
一
王
朝
が
、
笛

然
の
こ
と
な
が
ら
、
慶
汎
な
地
域
的
差
異
を
包
含
し
て
そ
の
上
に
そ
び
え
て
い

る
支
配
機
構
で
あ
る
以
上
、
常
に
問
題
と
な
る
。
け
れ
ど
も
南
北
朝
以
来
の
江

南
の
笈
淫
に
よ
り
、
経
済
的
重
心
が
逆
縛
し
た
唐
末
・
五
代
に
あ
っ
て
は
従
来

の
支
配
構
造
は
重
大
な
獲
革
を
迫
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
過
程
に
藩
鋲
が
出

現
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
藩
鎮
と
地
域
差
の
問
題
は
一
一
磨
重
視
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
地
域
差
の
問
題
と
閥
聯
す
る
分
野
で
い
く

人
か
の
研
究
者
が
考
察
し
て
お
ら
れ
る
の
で
次
に
燭
れ
て
お
き
た
い
。

西
川
正
夫
氏
は
、
宋
朝
に
よ
る
中
央
集
機
的
文
臣
官
僚
閣
家
の
形
成
を
考
え

る
と
い
う
方
向
を
持
っ
て
五
代
十
園
に
闘
す
る
研
究
を
護
表
さ
れ
た
(
①
「
呉

・
南
唐
雨
王
朝
の
園
家
権
力
の
性
格
L

法
制
史
研
究
9

一
九
五
九
②
「
牽

北
五
代
王
朝
の
文
臣
官
僚
」
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
幻

一

九

六
二
③
「
華

北
五
代
王
朝
の
文
臣
と
武
臣
」
仁
井
田
博
士
追
悼
論
文
集

I

一
九
六
七
)
。
西

川
氏
は
①
論
文
で
は
、
奥
・
南
唐
雨
王
朝
の
中
央
権
力
に
よ
る
兵
力
中
央
集
中

政
策
の
成
功
、
武
臣
か
ら
文
臣
へ
の
比
重
の
移
動
を
述
べ
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の

文
臣
は
中
央
構
力
に
寄
生
的
な
性
格
を
持
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
よ
う

な
構
成
を
も
っ
園
家
権
力
が
取
る
政
策
は
唐
朝
の
流
れ
を
く
む
も
の
で
あ
り
、

新
し
い
生
産
関
係
の
成
長
を
抑
墜
す
る
古
い
穏
質
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
指
摘

す
る

b

そ
し
て
こ
れ
が
南
唐
滅
亡
の
内
的
要
因
で
あ
る
と
し
、
外
的
要
因
と
し

て
後
周
か
ら
の
攻
撃
を
そ
の
主
た
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
②
論
文

で
は
華
北
五
代
王
朝
と
北
宋
初
期
の
臣
僚
を
と
り
あ
げ
る
。
そ
し
て
彼
等
を
文

臣
、
武
臣
に
分
け
、
ま
た
出
身
地
俸
に
分
類
し
、
そ
の
分
類
統
計
に
よ
っ
て
、

五
代
・
宋
初
の
文
臣
、
武
臣
の
位
置
づ
け
を
試
み
る
。
こ
こ
に
華
北
五
代
以
来

の
文
臣
の
成
長
を
讃
み
と
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
き
西
川
氏
の
華
北
・
江
南
そ
れ
ぞ
れ
の
分
析
は
、
殊
に
②
論
文
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
方
法
論
的
に
も
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
が
、

し
か
し
、

嘗
初

の
政
治
史
的
問
題
閥
心
か
ら
す
れ
ば
い
く
つ
か
の
問
題
が
あ
げ
ら
れ
る
と
思

〉
勺
ノ
。

①
論
文
で
氏
は
、
江
南
を
中
心
と
し
て
展
開
し
た
王
朝
を
分
析
さ
れ
た
の
で

あ
る
が
、
こ
の
分
析
か
ら
は
、
江
南
と
い
う
経
済
基
盤
が
最
も
安
定
し
て
い
る

地
域
に
成
立
し
た
図
家
と
し
て
の
特
殊
性
の
面
で
の
把
握
が
も
う
一
歩
明
確
に

な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
兵
力
の
問
題
や
、
武
臣
よ
り
も
文
臣
の
比
重
が

重
い
と
い
う
の
は
、
こ
の
時
期
に
限
っ
て
み
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
唐
朝
が

既
に
「
文
臣
官
僚
健
制
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
政
策
を
と
っ
て
江
南
の
支
配
維

持
に
細
心
の
注
意
を
掛
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
こ
と
で
あ
る
し、

故
に
節
度
使
の
軍
事
力
も
強
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
商
家
権
力
の
告
の

り
方
が
新
し
い
生
産
閥
係
の
澄
展
を
抑
え
た
と
い
う
鮎
に
閥
し
で
も
、
こ
の
時

代
に
抑
座
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
五
代
に
至
る
ま
で
に
か
な
り
の
生
産

力
の
設
展
が
あ
っ
た
と
い
う
事
賓
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
成
立
し
た

支
配
権
力
と
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
こ
こ
か
ら
①
②
論
文
を
通

じ
て
西
川
氏
の
言
わ
れ
る
、
五
代
に
於
い
て
は
諸
王
朝
が
交
代
す
る
こ
と
に
よ

り
支
配
の
あ
り
方
が
新
し
い
生
産
関
係
に
順
臆
し
て
い
?
た
が
、
江
南
の
王
朝

で
は
支
配
権
力
が
新
し
い
生
産
関
係
へ
の
径
桔
と
な
っ
た
と
い
う
見
方
に
は
必

ず
し
も
同
意
し
難
い
。
、
む
し
ろ
、
か
よ
う
な
五
代
、
江
南
の
王
朝
の
歴
史
的
展
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聞
の
相
違
が
ど
の
よ
う
な
支
配
権
か
内
部
の
相
閥
関
係
に
よ
る
も
の
か
に
つ
い

て
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

柳
田
節
子
氏
は
、
政
治
史
の
分
野
で
は
な
い
が
、
宋
代
土
地
所
有
形
態
に
闘

す
る
論
字
に
地
域
差
の
親
船
舶
を
導
入
す
る
こ
と
を
主
張
さ
れ
た
(
「
宋
代
土
地

所
有
制
に
見
ら
れ
る
二
つ
の
型
|
先
進
と
趨
境
」
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
却

一
九
六
三
)
。
す
な
わ
ち
宮
崎
市
定
氏
の
主
張
さ
れ
る
宋
代
に
お
け
る
土
地
所

有
の
細
分
化
、
零
細
化
、
佃
戸
の
線
属
的
身
分
闘
係
に
制
到
す
る
消
極
的
評
僚
と

い
う
見
方
と
、
周
藤
吉
之
氏
の
大
土
地
所
有
制
と
佃
戸
の
殺
風
身
分
闘
係
の
重

視
と
い
う
見
方
と
の
統
一
、
止
揚
の
方
向
と
し
て
地
域
差
を
言
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
中
国
に
於
け
る
「
先
進
」
と
「
透
境
」
と
い
う
こ
つ
の
型
を
考

え
る
。
そ
の
考
察
の
封
象
と
し
て
は
、
本
来
な
ら
ば
華
北
と
江
南
と
い
う
こ
地

域
を
と
り
上
げ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
史
料
的
制
約
と
い
う
傑
件
か
ら
、
荊
湖
、

四
川
を
遜
境
と
見
、
ま
た
江
南
を
先
進
と
し
て
分
析
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

結
果
「
先
進
L

に
於
け
る
土
地
所
有
形
態
は
「
零
細
な
耕
地
片
の
集
積
」
で
あ

り、

一
方
「
法
境
」
で
は
「
き
わ
め
て
大
規
模
な
土
地
所
有
」
が
存
在
す
る
こ

と
等
の
鮎
を
指
摘
さ
れ
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
於
け
る
佃
戸
の
綴
廊
形
態
の

違
い
、
農
民
闘
争
の
差
異
が
あ
る
こ
と
を
推
測
さ
れ
た
。

こ
の
分
析
は
、
柳
田
氏
自
身
述
べ
ら
れ
て
い
る
如
く
、
多
く
の
地
域
に
於
け

る
複
雑
な
地
域
差
を
十
分
考
慮
し
て
、
統
一
的
な
歴
史
像
を
描
こ
う
と
す
る
に

際
し
て
の

一つ

の
試
み
で
あ
り
、
巨
視
的
に
見
た
場
合
の

「
二
つ
の
型
」
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
方
法
論
は
、
史
料
的
制
約
は
あ
る
に
し
て
も
、
前
に
述
べ

た
よ
う
な
意
味
か
ら
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
の
硯
貼
を
さ
ら
に
設

展
さ
せ
る
た
め
の
一
つ
の
方
向
と
し
て
、
権
力
の
あ
り
方
と
結
合
し
て
、
全
種

的
構
造
の
中
で
考
え
る
こ
と
が
不
可
歓
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五

以
上
、
唐
末
・
五
代
政
治
史
研
究
の
一
課
題
と
し
て
務
鎮
研
究
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
べ
き
「
地
域
差
」
の
問
題
を
見
て
き
た
が
、
こ
の
観
鮎
か
ら
す
る
研
究

は
現
在
ま
で
の
所
、
十
分
展
開
さ
せ
ら
れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最

後
に
、
谷
川
道
雄
氏
の
最
近
ま
と
め
ら
れ
た
著
書
「
惰
唐
帝
国
形
成
史
論
」

〈
筑
摩
書
房
一
九
七
一
)
に
燭
れ
つ
つ
、
落
銀
鰻
制
展
開
へ
の
展
望
を
考
え

て
み
た
い
。

谷
川
氏
は
本
書
の
中
で
「
先
惰
麿
時
代
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
北
朝
政
治
史

を
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
「
園
家
と
民
衆
の
連
績
の
側
面
」
を
強

調
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
主
張
は
「
中
園
中
世
史
研
究
」
の
中
で
川
勝
義
雄
氏

と
共
に
展
開
さ
れ
る
「
共
同
僚
論
」
に
つ
ら
な
っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
北
朝
に
於
け
る
歴
史
展
開
の
基
軸
と
し
て
、
胡
族
、
漢
族
そ
れ
ぞ
れ
の

貴
族
に
代
表
さ
れ
る
「
共
同
僅
」
の
存
在
を
指
摘
す
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
谷

川
氏
の
提
起
の
新
し
さ
と
意
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。
筆
者
の
問
題
意
識
に
照
ら

せ
ば
、
こ
こ
に
言
わ
れ
る
谷
川
氏
の
「
共
同
僅
論
」
は
非
常
に
示
唆
に
富
む
も

の
で
あ
る
と
は
思
う
。
し
か
し
、
こ
の
「
共
同
種
」
が

階
級
閥
係
を
生
み
出
し
、
そ
れ
を
支
え
、
ま
た
そ
れ
を
否
定
し
、
超
克
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
の
、
歴
史
の
主
穏
的
要
因
た
る
も
の
で
あ
る
。
階
級

は
共
同
醐
胞
の
な
か
か
ら
、
そ
の
内
部
矛
盾
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
が
ゆ
え

に
、
共
同
慢
の
方
が
階
級
よ
り
も
歴
史
的
か
つ
論
理
的
に
、
よ
り
本
源
的
で

あ
る
。
(
「
中
圏
中
世
史
研
究
」

日
頁

総

論

)

と
主
張
さ
れ
る
よ
う
な
概
念
へ
飛
顕
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
多
く
の

疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
、
筆
者
の
前
述
の
よ
う
な
問
題
閥
心
か
ら

す
れ
ば
、
所
謂
「
中
世
」
の
園
家
支
配
の
原
理
と
し
て
、
在
地
に
密
着
し
て
成

立
す
る
支
配
、
つ
ま
り
貴
族
制
と
共
同
種
と
の
緊
密
な
関
係
の
存
在
、
が
注
目
さ
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れ
る
。こ

の
谷
川
氏
の
指
摘
を
考
え
る
時
、
安
史
の
飢
後
に
於
け
る
藩
鎖
割
嬢
健
制

成
立
期
と
の
か
な
り
の
共
通
性
を
思
わ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
落
鎮

的
支
配
は
唐
朝
の
支
配
再
編
に
際
し
て
、
在
地
の
再
把
握
と
い
う
役
割
を
輿
え

ら
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
一
方
で
は
、
各
地
域
の
下
か
ら
の
要
求
を
も
あ
る
程

度
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
、
港
鎖
的
支

配
は
そ
の
後
、
憲
宗
の
「
中
興
」
、
唐
朝
統
一
権
力
の
崩
壊
と
い
う
過
程
を
経

て
蝿
授
賞
し
て
ゆ
き
そ
の
中
で
「
軍
閥
」
と
し
て
の
性
格
を
一
層
明
確
に
し
て
ゆ

く
の
で
あ
り
、
同
時
に
、
直
接
的
な
在
地
支
配
か
ら
も
離
れ
た
権
力
機
構
と
化

し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
宋
朝
権
力
に
よ
る
統
一
を
可
能
な
ら
し
め
た
要

素
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
し
、
宋
朝
的
支
配
の
性
格
を
決
定
す
る
契
機
も
あ
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
見
通
し
は
、
唐
朝
統
一
王
朝
内
部
の
矛
盾
の
表
面
化
か
ら
、

支
配
の
相
針
的
重
鮎
が
移
動
し
て
ゆ
く
過
程
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
「
地
域
差
」

の
問
題
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
注
意
し
て
お
く
べ
き
は
、
商
業
資
本
、
或
い
は
支
配
権
力
に
よ
る
商
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業
活
動
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
強
大
な
統

一王
朝
が
成
立
し
、
そ
の
支
配
が

維
持
さ
れ
る
た
め
に
は
、
回
賦
枚
入
の
み
を
支
配
基
盤
と
す
る
だ
け
で
は
不
十

分
で
あ
り
、
何
ら
か
の
形
で
の
貨
幣
経
済
の
澄
展
に
支
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
各
地
域
に
於
け
る
貨
幣
経
済
の
登
展
も
ま
た
、
支

配
纏
カ
の
動
向
と
、

一
僅
の
も
の
と
し
て
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

久
ノ

以
上
、
唐
末
・
五
代
政
治
史
研
究
の
若
干
の
課
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。

本
稿
は
一
つ
の
問
題
提
起
に
過
ぎ
な
い
が
、
今
後
、
新
た
な
方
向
で
の
研
究
が

深
め
ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
筆
を
お
き
た
い
。

附
記
本
稿
は
一
九
七
二
年
度
第
二
回
土
昭
曾
の
設
表
に
加
筆
訂
正
し
た
も

の
で
あ
る
。
禽
の
席
上
、
貴
重
な
御
指
摘
を
賜
っ
た
佐
伯
富
、
佐
藤
長
雨
教
授

を
は
じ
め
と
す
る
数
官
諸
先
生
、
並
び
に
諮
先
輩
、
大
事
院
生
、
厚
生
諸
兄
に

厚
く
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
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