
全
-
り
£
局
、
。
ル

第
三
十
二
巻
第
四
競

昭
和
四
十
九
年
三
月

護
行

責
巾
の
範
の
政
治
的
側
面

1

1
主
と
し
て
宜
官
と
の
関
係
か
ら
み
て
|
|

松

崎

つ

ね

子

- 1 ー

』土

じ

め

寅
巾
の
乱
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
主
と
し
て
そ
の
宗
教
的
視
船
舶
か
ら
、
ま
た
農
民
反
乱
と
い
う
覗
貼
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
ら
こ
う
し
た
傾

@
 

向
に
新
し
い
現
貼
を
示
し
た
の
が
川
勝
義
雄
氏
の
近
年
来
の
諸
論
文
で
あ
る
。
そ
の
内
の
「
後
漢
末
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
」
で
、
同
氏
は
後

漢
末
の
議
鋼
事
件
か
ら
黄
巾
の
飽
ま
で
を

一
大
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
と
規
定
し
、
前
者
を
後
漢
政
府
に
劃
す
る
知
識
人
の
、
後
者
を
農
民
の
、

レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
と
位
置
づ
け
、
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
儒
激
的
共
同
盟
、
道
数
的
共
同
穫
の
創
設
を
め
ざ
し
て
戦
っ
た
も
の
で
、
し
た
が
っ
て

こ
の
二
つ
の
運
動
は
と
も
に
共
同
捜
糞
求
運
動
で
あ
っ
た
。
そ
の
故
に
雨
者
は
互
い
に
親
近
感
が
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
連
繋
が
お
こ
ら

@
 

な
い
と
も
限
ら
な
い
」
関
係
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
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同
氏
が
二
つ
の
運
動
に
連
繋
関
係
が
成
立
し
た
か
も
し
れ
な
い
と
す
る
の
は
、
氏
が
両
者
と
も
に
後
漢
政
府
に
抵
抗
す
る
二
つ
の
勢
力
と
み

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
私
が
こ
の
覗
貼
に
同
調
で
き
な
い
こ
と
は
本
文
で
の
べ
る
が
、
黄
巾
の
凱
を
農
民
運
動

・
宗
教
運
動
と
し
て
の
面
に
の
み

重
貼
を
置
く
の
で
は
な
く
、
後
漢
の
全
政
局
の
中
に
位
置
づ
け
、
後
代
へ
の
展
望
の
も
と
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
そ
の
姿
勢
に
は
多
く
皐
び
た
い

と
思
っ
て
い
る
。
私
が
こ
の
乱
で
強
く
感
ず
る
こ
と
の
一
つ

に
、
そ
の
政
治
的
側
面
が
あ
り
、
首
時
政
局
の
中
心
に
い

た
宣
官
と
の
繋
が
り
な

ど
は
、
と
く
に
そ
の
感
を
深
く
さ
せ
る
。
従
来
、
資
巾
と
官
官
と
の
繋
、
が
り
は
深
く
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か

っ
た
が
、
史
料
に
よ
る
か
ぎ
り
、
川

よ
り
明
確
に
官
官
と
の
繋
が
り
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
皇
帝
側
近
と
し
て
の

勝
氏
が
の
べ
る
よ
う
な
知
識
人
居
と
の
繋
が
り
よ
り
、

官
官
と
農
民
と
い
う
南
極
端
に
あ
る
も
の
の
繋
が
り
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
さ
き
に
、

川
勝
氏
の
知
識
人
運
動
と
式
典
巾
運
動
と
の
連
繋
の
可
能
性
に
つ
い

て
は
向
調
で
き
な
レ
と
の
べ
た
が
、
そ
の
貼
に
つ

い
て
少

そ
れ
以
前
の
時
代
と
の
関
連
に
お

い
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
諸
事
象
、
例
え
ば
祉
禽
の
荒
肢

・
民
族
的
宗

@
 

の
結
果
と
し
て
責
巾
の
飢
を
位
置
づ
け
て
い
る
の
に
到
し
、

川
勝
氏
は

「後
漢
末
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
」
の
中
で
果
し
た
知

識
人
の
役
割
を
高
く
許
債
し、

三
園
以
降
成
立
す
る
貴
族
制
へ
の
繋
が
り
を
強
く
意
識
し
て
論
じ
て
い

る。

し
た
が
っ
て
雨
者
の
聞
に
は
後
漢

し
ふ
れ
る
と
、
従
来
の
論
が
、

- 2 ー

教
の
成
立
等
、

末
の
政
局
に
つ
い
て
、
前
者
に
は
知
識
人
H
士
大
夫
運
動
の
結
果
と
し
て
の
議
鋼
事
件
が、

後
者
に
は
黄
巾
運
動
を
捲

っ
た
農
民
が
、
そ
れ
ぞ

@
 

れ
影
の
薄
い
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
川
勝
氏
の
よ
う
に
そ
れ
が
も

っ
た
次
代
へ
の
意
味
づ
け
と
い
う
こ

と
も
、
歴
史
を
論
ず
る
場
合
の
要
件
で

あ
ろ
う
が
、
同
氏
の
論
の
展
開
に
よ
る
と
、
そ
れ
が
す
べ
て
知
識
人
運
動
の
中
に
括
ら
れ
て
し
ま
っ
て
レ
る
よ
う
で
、
ど
う
も
樟
然
と
し
な
い

の
で
あ
る
。
壮
大
に
戦
わ
れ
、
そ
し
て
敢
然
と
歴
史
の
中
に
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
黄
巾
の
凱
に
、
私
は
、
な
ぜ
と
い
わ
れ
て
、

そ
れ
に
答
え

る
用
意
は
な
い
が
、
や
は
り
前
代
の
終
駕
と
い
う
貼
に
力
黙
を
置
レ
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

川
勝
氏
の
結
論
は
、
結
局
知
識
人
の
も
つ
枇
禽
的

使
命
感
が
、
責
巾
を
弾
墜
す
る
側
に
ま
わ
ら
せ
た
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
私
に
は
、
も
と
も
と
そ
う
だ
つ
た
の
で
あ

っ
て
、
連
繋
の
可
能
性
な

@
 

ど
は
じ
め
か
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
観
貼
か
ら
、
以
降
論
じ
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。



漆
侠
・
多
田
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
後
漢
の
反
観
を
時
代
順
に
整
理
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
寅
巾
の
範
が
勃
設
す
る
一
八
四
年
(
中
卒
元
年
〉

⑦
 

直
前
は
そ
の
頻
度
が
少
し
落
ち
て
い
る
。
こ
れ
は
寅
巾
の
首
謀
者
張
角
が
、
「
弟
子
八
人
を
遣
り
て
四
方
に
使
わ
し
、
善
道
を
以
て
天
下
を
教

化
し
、
轄
た
相
証
惑
せ
し
む
。
十
齢
年
の
聞
に
衆
徒
数
十
高
」
(
後
漢
書
列
停
巻
六
一
皇
甫
嵩
停
)
と
い
う
よ
う
な
停
数
活
動
を
行
な
い
、
「
市

し
て
潜
か
に
相
連
結
し
、
責
天
泰
卒
と
自
稿
」
(
三
園
志
各
四
六
孫
竪
侍
〉
し
て
い
た
己
と
と
関
係
し
て
い
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
観
直
前
の
反

観
の
小
康
朕
態
は
あ
る
い
は
各
地
の
そ
う
し
た
動
き
と
結
び
つ
い
て
、
来
る
べ
き
蜂
起
の
日
を
期
し
て
大
同
圏
結
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
の

か
。
で
な
け
れ
ば
「
郡
園
を
連
結
し
、
青
よ
り
徐
・
幽
・
翼
・
荊
・
楊
・
亮
・
諜
の
八
州
之
人
、
畢
く
雁
ぜ
ざ
る
も
の
莫
し
」
(
前
出
皇
甫
嵩
停
)

と
い
っ
た
慶
範
園
に
わ
た
る
一
斉
蜂
起
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
推
測
を
更
に
強
く
さ
せ
る
の
は
、
黄
巾
の
蜂
起
で
堰
が
切
れ
た
よ
う
に
、
責

@
 

巾
以
外
の
蜂
起
が
各
地
に
ひ
ん
ぴ
ん
と
起
こ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
す
る
と
こ
の
運
動
は
、
車
に
貧
窮
し
た
農
民
の
追
い
つ
め
ら
れ
て
の

蜂
起
と
い
う
面
ば
か
り
で
は
な
い
、
政
治
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
も
っ
て
準
備
さ
れ
た
面
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
黄
巾
の
主

オ
ル
ジ

1

睦
と
な
っ
た
太
卒
数
数
圏
が
、
わ
ず
か
十
数
年
の
聞
に
何
十
寓
と
い
う
信
徒
を
獲
得
し
た
と
い
う
事
賓
か
ら
、
こ
れ
を
「
狂
宴
」
に
よ
る
信
徒

@
 

の
急
速
な
接
大
と
か
、
江
戸
末
期
の
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
の
よ
う
な
、
民
俗
的
宗
教
信
仰
に
よ
る
マ
ス
・
ヒ
ス
テ
リ
ア
に
よ
る
も
の
と
か
見

⑮
 

る
論
も
あ
り
、
た
し
か
に
「
黄
巾
の
帥
張
角
等
左
遣
を
執
り
、
大
賢
を
稽
し
、
以
て
百
姓
を
証
耀
し
、
天
下
組
負
し
て
之
に
蹄
し
」
(
後
漢
書
列

停
容
四
四
楊
賜
停
〉
、
「
或
い
は
財
産
を
棄
買
し
、
流
移
奔
赴
し
、
道
路
を
填
め
塞
ぎ
、
未
だ
至
ら
ず
し
て
病
死
す
る
者
、
亦
寓
を
以
て
教
え
」

(
資
治
通
鑑
光
和
六
年
の
篠
)
、
「
時
に
鉦
鹿
の
張
角
、
大
遣
に
偽
託
し
て
小
民
を
妖
惑
す
」
(
同
列
停
容
四
七
劉
陶
停
)
と
い
っ
た
よ
う
な
情
況
、

そ
の
よ
う
な
情
況
を
憂
慮
し
て
、
時
の
司
徒
楊
賜
を
し
て
、
今
、
張
角
を
捕
え
た
ら
「
恐
ら
く
は
更
に
騒
擾
し
、
速
か
に
其
の
患
を
成
さ
ん
。

且
に
切
に
刺
史
・
二
千
石
に
効
し
て
、
流
入
を
筒
別
し
、
各
々
護
り
て
本
郡
に
蹄
ら
し
め
、
以
て
其
の
窯
を
孤
弱
に
せ
ん
と
欲
す
べ
し
。
然
る

後
に
其
の
渠
帥
を
訣
せ
ば
、
第
せ
ず
し
て
定
む
可
し
」
(
前
出
楊
賜
停
)
と
上
書
き
せ
て
い
る
よ
う
な
、
こ
の
集
圏
の
在
り
方
は
、
そ
の
宗
教
的

437 
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@
 

呪
術
性
と
と
も
に
、

そ
う
し
た
見
方
を
成
り
立
た
せ
る
も
の
で
あ
り
、
者
ハ
巾
大
衆
の
底
過
を
支
え
た
部
分
は
こ
う
し
た
形
で
集
ま

っ
た
も
の
も

多
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
他
方
で
冷
厳
な
政
治
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
も

っ
て
準
備
さ
れ
た
面
が
あ
っ
た
の
で
法
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
き
の
揚
賜
の
上
警
は
と
り
あ

げ
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か

っ
た
が
、
事
態
を
重
く
み
た
も
と
司
徒
楊
賜
の
擦
で
あ
っ
た
劉
陶
が
、
蹴
の
前
年
ま
た
、
「
今
、
張
角
の
支
議
勝

げ
て
計
う
可
か
ら
ず
。
前
に
司
徒
楊
賜
『
詔
書
を
下
し
て
切
に
州
郡
に
紋
し
、
流
民
を
謹
迭
せ
ん
』
と
奏
す
。
舎
ん
吋
賜
、
位
を
去
り
、
復
た
捕

録
せ
ず
。
赦
令
じ
曾
う
と
雌
も
謀
り
て
解
散
せ
ず
。

四
方
私
か
に
言
う
に
、
『
角
等
、
縮
か
に
京
師
に
入
り
て
朝
政
を
揖
現
す
る
と
云
う
』
と
。

鳥
獲
肱
心
、

私
か
に
共
に
鳴
き
呼
う
。

州
郡
忌
議
し
て
之
を
聞
く
を
欲
せ
ず
、

但
だ
更
い
に
相
告
語
す
る
の
み
。

肯
え
て
公
文
す
る
も
の
莫

し

宜
し
く
明
詔
を
下
し
て
角
等
を
重
募
し

賞
す
る
に
園
土
を
以
て
し

」
の
上
疏
は
寅
巾
の
大
方
、

敢
え
て
回
避
す
る
も
の
有
ら
ば

之
と
罪
を
同
じ
う
す
べ
し
」

ハ
前
出
劉
陶
山
間
)
と
上
疏
し
て
い
る。

馬
元
義
が

「
数
土
尽
師
に
往
来
し

中
常
侍
封
楕

・
徐
奉
等
を
以
て
内
陸

を
鴛
し
、
約
す
に
三
月
五
日
を
以
て
内
外
倶
に
起
た
ん
と
」
(
皇
甫
路
仰
)
し
た
事
貫
と
一
裏
腹
の
開
係
に
あ
ろ
う
。

ま
た
地
方
の
官
僚
が
事
貨
を

- 4 -

直
視
し
て
適
切
な
封
躍
を
し
た
が
ら
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
官
僚
制
の
常
と
も
い
え
よ
う
が
、

「郡
眠
、
其
の
意
を
解
せ
ず
、
反

っ
て
『
角
、
義
国
道
を
以
て
教
化
し
、
民
の
蹄
す
る
所
と
震
る
』
と
言
う
」
(
光
和
六
年
の
傑
〉
と
い
う
こ
と
な

の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
そ
う
し
た
中
に
も
、
古
典
巾
の
勢
力
が
及
ん
で
い
た
と
レ
う
こ
と
は
充
分
考
え
ら
れ
る
。

『
賀
治
通
鑑
』
で
レ
っ
て
い
る
よ
う
に
、

爽
巾
の
側
の
周
到
な
政
治
活
動
と
い
う
こ
と
を
更
に
強
く
感
じ
さ
せ
る
の
は
、
富
官
と
の
か
か
わ
り
で
あ
る
。
資
巾
蜂
起
の
設
究
は
張
角
の

弟
子
唐
周
の
袈
切
り
に
よ
る
密
告
か
ら
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
宮
中
の
内
庭
者
封
謂

・
徐
奉
等
の
名
も
設
挺
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ

の
官
官
と
資

巾
と
の
躍
が
り
に
つ
い
て
大
淵
氏
は
、

「官
官
は
も
と
微
賎
の
出
身
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、

下
層
庶
民
の
聞
に
流
布
し
た
教
法
を
受
容
し
た
者

が
あ

っ
た
と
し
て
も
、

必
ず
し
も
不
自
然
と
は
い
え
な
い
が
、

し
か
し
彼
等
は
天
子
の
権
威
に
依
附
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
権
力
と
利
盆
を
う
る

こ
と
が
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
漢
朝
打
倒
に
力
を
借
す
と
レ
う
こ
と
は
、
既
に
漢
朝
に
見
切
り
を
つ
け
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も

@
 

し
れ
な
い
」
と
の
べ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
微
賎
か
ら
の
出
身
が
多
い
官
官
の
中
か
ら
、
個
人
と
し
て
責
巾
同
調
者
が
出
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は



し
か
し
私
に
は
、
官
官
が
寅
巾
と
関
係
し
た
に
つ
い
て
は
漢
朝
打
倒
に
力
を
貸
し
た
と
い
う
よ
り
、
彼
等
な
り
の
韓

制
維
持
を
劃
策
し
た
一
つ
の
方
向
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。

以
下
こ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
ベ
て
ゆ
き
た
い
。

あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。

賀
巾
と
富
官
と
の
繋
が
り
を
富
官
側
に
お
い
て
さ
か
の
ぼ
っ
て
ゆ
く
と
、

「
時
に
中
常
侍
張
譲
の
棒
、

天
下
を
傾
く
」
ハ
後
漢
書
列
仰
谷
五

陳
寒
侍
)
と
い
わ
れ
、
ま
た
霊
帝
か
ら
常
に

一
読
と
も
い
え
る
張
譲
に
ゆ
き
つ
く
c

こ
の
こ
と
は
、
以
下
の
ベ
る
官
官
と
責
巾
と
か
か
わ
り
の
あ
っ
た
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
こ
と
に
張
譲
が

関
係
し
て
い
る
こ
と
で
謹
明
さ
れ
る
。
黄
巾
討
伐
に
あ
た
っ
た
王
允
が
、
黄
巾
討
伐
で
は
そ
れ
ぞ
れ
第
一
位
の
功
績
を
あ
げ
た
皇
甫
嵩
・
朱
備

と
黄
巾
の
降
者
数
十
寓
を
受
入
れ
た
時
、
「
賊
中
に
於
い
て
中
常
侍
張
譲
が
賓
客
の
書
疏
の
黄
巾
と
交
通
せ
る
を
得
、
允
、
具
に
其
の
姦
を
護

き
朕
を
以
て
聞
」
(
同
列
停
車
甘
五
六
王
允
侍
)
し
た
と
い
う
事
賞
、
ま
た
中
常
侍
封
謂
・
徐
奉
の
事
が
設
費
し
た
あ
と
、
常
に
「
汝
が
曹
、
常
に

『
議
人
不
軌
を
矯
さ
ん
と
欲
す
』
と
言
う
。
皆
、
禁
鋼
せ
し
め
或
い
は
誌
に
伏
せ
し
も
の
有
り
。
今
、
薫
人
更
々
園
の
用
を
魚
し
、
汝
が
曹
、

反
っ
て
張
角
と
通
ず
。
斬
る
可
し
と
震
す
や
、
未
だ
し
ゃ
」
と
難
詰
さ
れ
た
時
、
彼
等
は
叩
頭
し
て
「
故
の
中
常
侍
王
甫
・
候
質
の
篤
す
所
な

り
‘」
と
逃
げ
て
い
る
。
今
は
亡
き
大
官
で
あ
っ
た
富
官
の
名
を
あ
げ
て
鼎
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
責
無
根
の
こ
と
と
し
て
言
い
逃
れ

る
こ
と
が
で
き
な
い
事
賓
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
官
者
列
俸
に
「
譲
等
貫
に
多
く
張
角
と
交
通
す
」
(
以
上
前
出
張
譲
停
)
と
書
か
れ
て

い
る
。
こ
う
し
て
張
譲
等
は
不
問
に
付
さ
れ
、
事
は
封
謂
・
徐
奉
の
と
こ
る
で
食
い
止
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
宮
廷
奥
深
く
ま
で

「
張
常
侍
は
是
れ
我
が
父
な
り
」
(
同
宣
者
列
侍
邸主
ハ
六

張
譲
傍
)

と
い
わ
れ
て
い
た
霊
帝
側
近
第
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責
巾
の
勢
力
が
浸
透
し
て
い
た
こ
と
と
、
劉
陶
が
い
っ
た
「
朝
政
を
う
か
が
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
と
は
ま
さ
に
表
裏
の
関
係
に
あ
ろ
う
。

楊
賜
・
劉
陶
ら
は
こ
う
し
た
事
賓
を
つ
か
ん
で
レ
た
か
ら
こ
そ
、
前
述
の
よ
う
な
上
奏
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
推
測
を
更
に
強
め
さ
せ
る
の
は
、
そ
の
後
の
こ
の
事
件
の
展
開
で
あ
る
。
劉
陶
は
そ
の
後
ま
た
「
崩
観
を
致
す
を
憂
い
て
」
、
「
天

下
の
大
飽
は
皆
宣
官
に
由
れ
り
」
と
上
疏
し
た
た
め
、
官
官
に
逆
に
「
今
者
四
方
安
静
な
り
。
而
る
に
陶
、
聖
政
を
疾
害
し
、
専
ら
妖
時半を
言

「
朝
廷
前
に
臣
を

ぅ
。
州
郡
上
せ
ざ
る
に
、
陶
、
何
に
縁
り
て
か
知
れ
る
。
疑
う
ら
く
は
陶
、
賊
と
情
を
遁
ず
る
な
ら
ん
」
と
龍
言
さ
れ
て
、
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封
ず
と
云
う
は
何
ぞ
。
今
、
反
っ
て
邪
譜
を
受
く
」

と
恨
み
を
の
ん
で

「
気
を
閉
じ
て
死
」
(
以
上
前
出
劉
陶
停
)
ぬ
に
至
り
、

ま
た
寅
巾
の
凱
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が
起
こ

っ
て
か

ら

「
縞
か
に
惟
う
に
、
張
角
が
能
く
兵
を
輿
し
飢
を
作
す
所
以
、
薦
人
の
附
く
を
楽
し
む
所
以
は
、
其
の
源
は
皆
、
十
常
侍

が
多
く
父
兄

・
子
弟

・
婚
親

・
賓
客
を
放
ち
て
州
都
に
典
擦
せ
し
め
、
財
利
を
喜
雄
し
、

百
姓
を
侵
掠
し
、

百
姓
の
菟
、
告
訴
す
る
所
無
き
に

由
る
。
故
に
不
軌
を
謀
議
し
、
緊
り
て
盗
賊
を
属
す
。
宜
し
く
十
常
侍
を
斬
り
て
:
:
:
以
て
百
姓
に
謝
せ
ば
:
:
:
大
定
自
ら
消
ゆ
ベ
し
」

と
上

公回
し
た
郎
中
張
鈎
は

「御
史
、

一
議
等
が
旨
を
承
け
て
途
に

『鈎
、
黄
巾
の
道
を
同
学
び
た
り
』

と
謹
奏
し、

牧
え
て
獄
中
に
掠
死
」
(前
出
張

「一訳
、
A
M
U

怨
を
懐
挟
し、

事
を
以

議
仰
)
さ
せ
て
し
る
。

ま
た
前
述
し
た
張
一
誠
一
の
賓
客
と
資
巾
と
の
往
来
書
簡
の
こ
と
を
あ
ば
い
た
王
允
も
、

て
允
を
中

(
傷
)
す
。
明
年
遂
に
傍
(
逮
)
わ
れ
て
獄
に
下ー」

(前
出
王
允
仰
)
さ
れ
て
レ

る。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、

お
そ
ら
く
支
配
階
層
と
し
て
黄
巾
の
情
況
を
憂
慮
し
て
情
報
の
牧
集
に
あ
た
っ
て
レ
る
う
ち
に
、
宮
廷
内
の
官
官

等レ」背一
巾
と
の
関
係
を
つ
か
ん
だ
楊
賜

・
劉
陶
、買
際
の
戦
闘
の
中
で
そ
の
誼
擦
を
つ
か
ん
だ
王
允
、
実
巾
の
乱
の
原
因
は

「
十
常
侍
」

に
あ
る

と
上
書
し
た
張
鈎
等
、
中
卒
元
年
賀
巾
の
反
乱
に
よ

っ
て
そ
の
責
を
受
け
て
職
を
菟
ぜ
ら
れ、

翌
年
亡
く
な

っ
た
楊
賜
を
除
く
す
べ
て
が
、
逆

し
て
、
充
分
適
切
な
行
動

・
言
論
を
な
し
た
人
物
で
あ
り
ノ、
ま
し
て
そ
の
中
に
は
そ
の
功
に
よ
っ

て
い
っ

た
ん
は
「
封
侯
」
さ
れ
た
人
物
ま
で
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に
黄
巾
と
の
誤
が
り
を
一
ア
ッ
チ
上
げ
ら
れ
て
獄
死
な
い
し
投
獄
さ
れ
て
い
る
。
彼
等
は
反
凱
と
い
う
重
大
な
危
機
に
直
面
し
た
時
の
支
配
層
と

い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
等
の
三
人
の
「
罪
」
の
う
ち
、

後
二
者
は
完
全
に
張
一議
が

か
か
わ
っ
て
し
る
。
こ
れ
は
張
譲
が
資
巾
と
通
じ
た

事
官
一
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
情
報

・
読
披
を
つ
か
ん
で
い
る
者
を
抹
殺
す
る
必
要
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
こ
と
で
、

や
は
り
張
一設
が
か
ら
ん
だ

つ
ぎ
の
よ
う
な
事
件
が
あ

っ
た
。
向
伺
は
僻
徴
に
は
す
べ
て
麿
じ
な
い
で
き
た
が
、

の
ち
に

特
に
徴
さ
れ
て
侍
中
に
な
っ
た
時

「
張
角
の
乱
を
作
す
に
曾
い
、
閉
、
便
宜
を
上

っ
て
、
頗
る
左
右
を
識
刺
り
、
園
家
の
兵
を
興
す
を
欲
せ

ず
、
目
だ
怖
を
巡
り
て
河
上
に
於
い
て
北
に
向
レ
て
孝
経
を
認
め
ば
、
賊
向
ら
嘗
に
消
滅
す
ベ
し
」
と
の
ベ
て
、
張
一識
に
「
棚
、
闘
家
を
し
て

胞
に
命
じ
て
師
を
出
さ
し
む
る
を
欲
せ
ず
。
疑
う
ら
く
は
角
と
心
を
同
じ
く
し
て
、

し
て
い

る
と
さ
れ
て
や
は
り
獄
で
殺
さ
れ
て

い
る
。

向
問
は
後
漢
書
列
俸
の
中
で
、
太
平
数
信
者
な
い
し
シ
ン
パ
と
目
さ
れ
る
ほ
と
ん
ど
唯
一

内
躍
を
痛
さ
ん
と
欲
」
(
後
漢
書
獅
行
列
仰
怨
七
一

向
開
山
円)

の
人
物
で
あ
り
、
引
用
の
部
分
だ
け
で
も
わ
か
る
と
う
り
、
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
て
も
仕
方
の
な
い
よ
う
な
情
況
に
あ
る
が
、
彼
の
場
合
も
張
一
一
殻



で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
は
、
張
譲
と
黄
巾
と
の
関
係
を
、
組
織
内
の
人
聞
か
も
し
れ
な
い
向
槻
に
よ
っ
て
あ
ば
か
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
嘗
時
朝
廷
内
で
責
巾
の
情
報
に
通
じ
て
レ
そ
う
な
者
の
ほ
と
ん
ど
が
張
譲
に
よ
っ
て
葬
り
去
ら
れ
て

い
る
。
そ
し
て
向
槻
を
除
く
す
べ
て
が
、

そ
の
言
論

・
行
動
か
ら
し
て
寅
巾
同
調
者
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
み
て
も
、
さ
き
の
推
測

を
助
け
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
黄
巾
と
張
譲
と
の
閥
係
に
つ
い
て
推
測
し
て
き
た
が
、
張
一設が
さ
き
に
も
の
べ
た
と
う
り
首
時
霊
帝
側
近
第
一
瞬
と
も
い
え
る
位

置
に
い
た
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
彼
が
単
に
個
人
と
し
て
の
太
平
数
信
者
と
し
て
、
黄
巾
に
か
か
わ
っ
た
な
ど
と
い
う
こ
と
は
到

底
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
こ
に
前
掲
の
楊
賜

・
劉
陶
等
の
謹
言
、
ま
た
黄
巾
の
大
方
、
馬
元
義
と
中
常
侍
封
謂

・
徐
奉
ら
と
の
閥
係
が
裏
付
け
を

も
っ
た
も
の
と
し
て
浮
び
上
が
っ
て
く
る
。
黄
巾
の
宮
廷
内
へ
の
浸
透
の
規
模
の
大
き
さ
、
大
臆
さ
は
、

さ
き
に
も
の
べ
た
と
う
り
、
馬
元
義

と
宮
廷
内
の
官
官
と
が
内
外
呼
躍
し
て
起
た
ん
と
し
た
と
い
う
事
買
だ
け
で
も
推
測
で
き
る
が
、
そ
の
う
え
に
そ
れ
が
事
前
に
洩
れ
て
馬
元
義

が
洛
陽
で
車
裂
の
刑
に
廃
さ
れ
た
時
、
同
時
に
「
宮
省
の
直
衛
及
び
百
姓
の
角
が
道
に
事
う
る
有
る
者
を
案
験
し
て
千
除
人
を
抹
殺
」
し
た
と

、

、、唱

し
k

フ
カ

「
宮
省
の
直
衛
」
で
「
角
が
道
に
事
え
る
者
」
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
宮
廷
内
に
お
け
る
張
一
議
を
頂
貼
と
す
る
裾
野
の
庚
が
り

「
白
土
を
以
て
京
城
の
寺
門
及
び
州
郡
の
官
府
に
書
く
に
皆
『
甲
子
』
の
字
を
作
し
ι
た
黄
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を
感
じ
さ
せ
る
。
ま
た
宮
廷
の
外
に
お
レ
て
は
、

巾
の
洛
陽
や
地
方
都
市
で
の
工
作
活
動
は

「
甲
子
」
の
年
(
中
卒
元
年
)
に
は
何
事
か
起
こ
る
ぞ
と
レ
っ
た
諌
言
で
人
心
に
動
揺
を
興
え
る
目

的
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
と
も
に
、
各
都
市
の
糞
巾
シ
ン
パ
に
蜂
起
を
促
す
合
園
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
う
し
た
行
動
が
首
都
で
さ
え

も
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
洛
陽
の
街
に
も
多
く
の
支
持
者
が
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
と
も
に
、
内
外
呼
躍
し
て
の
ク
ー
デ
タ

ー

計
劃
が
現
質
的
な
意
味
を
も

っ
て
い
た
と
レ
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
こ
の
時
張
角
は
距
鹿
に

い
た
の
に
、

皆
、
責
巾
を
著
け
て
標
臓
と
潟
し
」
(
以
上
前
出
皇
甫
詣
侍
)
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

「
角
等
、
事
巳
に
露
わ
れ
た
る
を
知
り
、

長
夜
馳
せ
て
諸
方
に
救
し
、

一
時
に
倶
に
起
た
し
む
。

彼
等
の
連
絡
網
の
整
備
が
ゆ
き
と
ど
い
て
い
た
こ
と
、
洛
陽
に
お
け
る
確
固
と
し
た
情
報
源
の
存
在
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
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そ
れ
に
し
て
も
自
分
の
身
近
で
起
き
た
こ
う
し
た
事
件
に
、

璽
帝
が
ど
う
レ
う
態
度
で
臨
ん
だ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
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仁
、
劉
陶
に
は
そ
の
先
見
の
明
を
評
慣
し
て
「
封
侯
」
し
な
が
ら
、
官
官
の
言
を
納
れ
て
罪
に
す
る
と
い

っ
た
態
度
の
あ
い
ま
い
さ
が
指
摘
さ

れ
る
し
、

ま
た
張
鈎
の
時
も
鈎
を
「
此
れ
員
に
狂
子
な
り
」
と
怒
り
、
そ
れ
で
い
て
の
ち
に
張
譲
等
官
官
と
黄
巾
と
の
か
か
わ
り
が
設
費
し
た

時
、
張
一誠一
に

そ
れ
は
王
甫
・
侯
覧
が
し
た
こ
と
と
帯
解
さ
れ
て

「
帝
乃
ち
止
」
(
前
出
張
緩
仰
)
め
て
、
な
ん
ら
谷
な
し
に
移
っ
た
。

王
允
の

場
合
も
「
蜜
帝
、
一
議
を
責
め
怒
る
。
説
、
叩
頭
陳
謝
す
。
寛
に
之
に
罪
す
る
能
わ
」
(
前
出
王
允
仰
)
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

直
言
し
た
者
の
運

命
の
き
び
し
さ
と
大
援
な
割
問
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
は
彊
帝
が
少
く
と
も
、
そ
の
事
賞
は
知
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
木
賞
の
意
志
は
ど

う
あ
れ
、
も
は
や
鑑
帝
が
官
官
と
雌
れ
て
は
存
在
し
得
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
レ
る
。

こ
の
よ
う
に
黄
巾
と
官
官
H
宮
廷
と
の
繋
が
り
の
一
方
の
頂
上
に
張
角
が
、
も
う
一
方
の
頂
上
に
張
譲
が
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

た
だ
よ
こ
で
こ
と
わ
っ
て
お
く
が
、
私
は
こ
こ
で
何
も
黄
巾
と
官
官
と
の
聞
に
連
繋
の
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
は
、

な
ど
と
い
う
こ
と
を
論
謹

し
た
い
た
め
に
雨
者
の
閥
係
に
つ
い
て
の
べ
て
き
た
の

で
は
な
い
。

官
官
の
側
の
動
き
を
明
ら
か
に
し
て
レ
る
史
料
が

逆
に
黄
巾
の
側
の
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政
治
的
動
き
の
愉
郭
を
映
し
出
し
て
レ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
こ
と
の
結
論
と
し
て
い
え
る
こ
と
は
、

「富
官
が
漢
朝
を
見
す
て
よ
う
と
す
る
」
の
で
も
な
レ
か
ぎ
り
、
資
巾
と
の
連
繋
関
係
は
あ
り
得
な
い
。

し
か
し
、
皇
帝
に
寄
生
し
な
け
れ
ば

存
在
し
つ
づ
け
ら
れ
な
い
と
い
う
官
官
の
性
格
や
、
こ
れ
ま
で
の
べ
て
き
た
張
譲
の
行
動
が
、
寅
巾
と
関
係
し
た
こ
と
を
否
定
し
て
ゆ
こ
う
と

す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
て
き
た
と
み
ら
れ
る
こ
と

そ
の
後
も
ど
こ
ま
で
も
朝
廷
内
に
あ
っ
て
延
命
策
を
劃
策

し
つ
づ
け
た
張
譲
等
の
勤
き
方
か
ら
い

っ
て
、
そ
れ
こ
そ
そ
う
し
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
こ
う
し
た
事
態
は
何
を
意
味
す
る
の

ま
た
の
ち
に
の

べ
る
よ
う
に

tJ、。

私
は
張
譲
ら
に
誤
算
、

あ
る
い
は
錯
究
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。

彼
等
が
皇
帝
の
寄
生
者
と
し
て
位
制
の
維
持
を
意
園
す
る
か
ぎ
り
、

「
蒼
天
己
に
死
し
、
黄
天
嘗
に
立
つ
ベ

し
、
歳
は
甲
子
に
在
り

天
下
大
吉
な
り
」
(
前
出
皇
甫
嵩
出
向
)

と
、
明
確
に
陵
制
の
襲
革
を
打
ち
出
す

に
至
る
賀
巾
と
組
め
る
わ
け
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
わ
か
っ
た
時
、
彼
等
が
寅
巾
に
近
、
ず
い
た
事
寅
を
必
死
に
も
み
消
そ
う
と
し
た

の
が
、
こ
れ
ま
で
の
ベ
て
き
た
富
官
の
行
動
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

資
巾
の
側
に
と
っ
て
は
、
位
制
の
愛
革
、
即
ち
政
権
の
奪
取
を
意
固
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
正
攻
法
と
し
て
の
反
範
行
動
と
と
も
に
、
宮



廷
内
の
勢
力
と
結
び
つ
い
て
、
種
々
劃
策
す
る
こ
と
は
、
彼
等
の
政
治
の
論
理
と
し
て
嘗
然
の
行
震
で
あ
ろ
う
。

で
は
官
官
の
有
力
層
を
し
て

」
の
よ
う
な
行
動
を
と
ら
せ
た
動
機
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

後
漢
後
半
の
政
権
行
使
が
宮
官

・
外
戚
の
シ
ー
ソ
ー
ゲ
ー
ム
に
よ
っ
た
こ
と
は
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
南
者
に
よ
る
政
権
交
替
と

い
っ
て
も
、
時
代
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
を
異
に
し
て
い
る
の
も
、

ま
た
嘗
然
の
こ
と
で
あ

っ
て
、
嘗
面
こ
こ
で
問
題
に
な
る
桓
帝
の
時
の
賓
氏

以
降
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
桓
帝
の
時
、
費
氏
が
外
戚
の
地
位
に
つ
い
た
の
に
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
事
情
が
あ

っ
た
。
即
ち
「
初
め
桓
帝
宰

す
る
所
の
田
貴
人
を
立
て
て
皇
后
と
痛
さ
ん
と
欲
す
。

(
陳
)
蕃
、
田
氏
卑
徴
、
賓
族
良
家
な
る
を
以
て
、
之
と
争
う
こ
と
甚
だ
固
し
。
帝
、
己

む
を
得
ず
乃
ち
蜜
后
を
立
」

て
た
の
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
費
后
が
、
氷
康
元
年

(
一
六
七
)
桓
帝
の
崩
御
に
よ

っ
て
臨
朝
す
る
に
及
び
、

陳
蕃

- 9 

同
じ
く
し
力
を
壷
し
て
名
賢
を
徴
用
し
、
共
に
政
事
に
参
ず
」
(
以
上
後
漢
書
列
傍
各
五
六

た
陳
蕃
と
資
武
と
の
深
い
か
か
わ
り
が
生
じ
、

を
太
侍
に
任
じ
「
用
を
蕃
に
委
」
ね
た
の
は
嘗
然
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
同
じ
く
こ
の
時
大
将
軍
に
任
じ
ら
れ
た
后
の
父
賓
武
と
「
心
を

陳
蕃
停
)
と
レ
ぅ
、
首
時
、
清
流
勢
力
の
ト
ッ
プ
に
い

「
太
傍
陳
蕃
も
亦
素
よ
り
謀
有
り
」
、
こ
こ

「
常
に
富
官
を
珠
期
す
る
の
意
有
」

っ
た
蜜
武
と
、

に
二
人
は
共
に
宣
官
談
滅
を
心
に
秘
め
て
協
力
し
合
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
重
大
な
計
劃
を
賀
行
し
よ
う
と
い
う
の
に
、
そ
れ
が
賀
際

の
行
動
に
移
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
は

彼
等
、
が
寅
権
を
握
っ
て
か
ら
八
カ
月
も
の
ち
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

」
の
間

「是
に
於
い
て
天
下
の
雄

俊
、
其
の
風
旨
を
知
り
て
、
頚
を
延
べ
躍
を
企
一
げ
て
其
の
智
力
を
奮
う
を
思
わ
ざ
る
も
の
莫
し
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
陳
蕃
等
の
意
園
が

も
う
公
然
と
な
っ
て
い
た
と
い

っ
て
よ
い
。
こ
の
た
め
逆
に
富
官
等
の
反
撃
を
呼
び
起
こ
し
て
、
.第
二
回
議
鋼
を
ひ
き
起
こ
さ
せ
て
し
ま
う
。

こ
う
い
う
結
果
を
招
い
た
の
は
、
無
駄
に
費
や
さ
れ
た
八
カ
月
の
問
、
陳
蕃
が
た
び
た
び
計
劃
の
貫
行
を
賓
武
に
迫
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、

し、

〈コ

も
土
壇
場
で
、
費
武
が
優
柔
不
断
で
あ

っ
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
蜜
武
が
太
后
に
、
富
官
を
「
宜
し
く
悉
く
訣
底
し
、
以
て
朝
廷
を

443 

清
く
す
べ
し
」
と
決
行
の
承
認
を
求
め
た
時
、

「
漢
来
故
事
、
世
々
中
官
有
り
、
但
だ
嘗
に
其
の
罪
有
る
を
諒
す
べ
き
の
み
。
査
に
壷
く
贋
す
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可
け
ん
や
」
と
い
っ
た
太
后
の
態
度
が
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
時
「
凶
畳
、
志
を
得
、

士
大
夫
、
皆
其
の
気
を
喪
」
(
以
上
同
列
傍
巻

五
九

霜阿
武州
内
)
っ

た
の
で
あ
る
。

何
后
が
位
に
つ
い
た
の
は
、

が
、
中
常
侍
王
甫
ら
に
「
皇
后
、
左
道
を
挟
て
蹴
誼
せ
り
」
(
同
皇
后
紀
容
十
下

に
先
立
つ
こ
と
四
年
の
光
和
三
年

(
一
七
九
)、「
家
は
本
屠
者
」
(
前
向

つ
ぎ
に
盤
帝
の
時
の
外
戚
何
氏
に
つ
レ
て
み
る
と

で
あ

っ
た
宋
后

宋
皇
后
紀
)
と
陥
れ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
た
。
時
は
寅
巾
の
凱

「
粛
宗
(
掌
帝
)
の
宋
貴
人
の
従
曾
孫
」

何
皇
后
紀
)
で
あ
り
、
何
氏
の
筆
頭
者
何
準
は
「
自
ら
羊
を
屠
」
し
て
い

た
。
し
た
が

っ
て
何
氏
が
外
戚
の
地
位
に
つ
い
た
の
は
蜜
氏
の
よ
う
に
家
柄
、
が
背
景
に
な

っ
た
の
で
は
な
く
、

「
中
常
侍
郭
勝
は
進
と
同
郡
の

人
也
。

(何
〉
太
后
及
び
準
の
貴
幸
は
勝
の
力
、
有
」

っ
た
か
ら
で
、
官
官
の
後
押
し
が
力
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

の
ち
に
何
準
が
官
官
訣
滅
の
主
謀
者
と
し
て
張
一
譲
に
殺
さ
れ
る
時
に
、

」
う
し
た
こ
と
は
そ
の
後

も一

貫
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て、

「
先
帝
嘗
て
太
后
と
快
か
ら
ず
、
幾

ん
ど
成
敗
に
至
ら
ん
と
す
る
や
、
我
が
曹
沸
泣
し
て
救
解
し
、
各
々
家
財
千
高
を
出
し
て
曜
と
魚
し
、
上
の
意
を
和
悦
せ
り
。
但
だ
卿
が
門
戸

に
託
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
な
る
の
み
」
と
な
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
張
譲
と
何
氏
と
は
姻
戚
関
係
も
結
ん
で
い
た
の
で
、

「
張
譲
の
子
婦
は

- 10ー

太
后
の
妹
」
で
あ
っ
た。

「
進
の
謀
、

日
を
積
み
て
頗
る
世
れ
、
中
官
憧
れ
て
獲
を
思
う
。
:
:
:
譲
、
子
婦
に
向
っ
て
叩
頭
し
て
」
太
后
へ
の

と
り
な
し
を
頼
ん
で
い
る
。
官
官
が
資
武
の
時
の
轍
を
踏
む
ま
し
と
、
外
戚
を
自
己
の
翼
下
に
置
き
、

か
つ
意
識
的
に
自
己
の
勢
力
の

一
翼
た

ら
し
め
よ
う
と
養
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
す
れ
ば
宋
后
を
陥
れ
て
何
后
に
替
え
た
こ
と
も
偶
然
と
は
い
え
ま
い
。
官
官
に
と
っ
て
そ
う
し
た

外
戚
は
微
賎
の
出
の
方
が
よ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
の
よ
う
な
例
で
わ
か
る
。
の
ち
に
何
準

が
亥
紹
と
と
も
に
官
官
設
滅
の
謀
を
な
さ
ん
と
し
た
時
、
太
后
が

「中
官
の
禁
省
を
統
領
す
る
は
古
よ
り
今
に
及
ぶ
ま
で
漢
家
の
故
事
、
康
す

こ
う
し
た
官
官
の
意
向
に
、
何
涯
を
除
く
何
氏
一
族
が
充
分
に
添
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

可
か
ら
ず
」
と
し
て
許
さ
ず
、

そ
の
う
え

「
太
后
の
母
、
舞
陽
君
及
び
百
(
進
の
弟
)
数
々
諸
官
官
の
賂
遣
を
受
け
、

進
が
之
を
訣
せ
ん
と
欲

す
を
知
り
て
、
数
々
太
后
に
白
し
て
其
が
障
蔽
と
魚
り
」
、

ま
た
舞
陽
君
ら
が
「
大
賂
軍
(
何
進
)
専
ら
左
右
を
殺
し
、
擢
を
撞
に
し
て
以
て
社

程
を
弱
め
ん
と
」
し
て
い
る
と
太
后
に
訴
え
、
太
后
も
「
然
り
な
り
」
と
そ
れ
に
答
え
、

ま
た
何
苗
も
準
に
「
始
め
共
に
南
陽
従
り
来
る
や
、



倶
に
以
て
貧
賎
な
り
し
が
、
省
内
に
依
り
て
、
以
て
貴
富
を
致
せ
り
。
園
家
の
事
、
亦
何
ぞ
容
易
な
ら
ん
。
覆
水
は
牧
む
可
か
ら
ず
。
宜
し
く

深
く
之
を
思
い
て
、

且
く
省
内
と
和
す
ベ
し
」
と
翻
意
を
迫
っ
た
、
等
の
よ
う
に
で
あ
る
。

何
進
が
裳
紹
と
組
ん
で
官
官
談
滅
の
意
志
を
固
め
た
の
は
、

璽
帝
が
崩
じ
(
中
卒
六
年
〉

何
后
の
子
、

縛
(
の
ち
弘
食
主
に
お
と
さ
れ
る
)
を

帝
に
擁
し
て
権
力
を
握
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ま
さ
に
こ
の
時
を
見
越
し
て
の
行
箆
が
官
官
の
何
氏
育
成
策
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
か

ら
、
進
の
行
魚
が
官
官
に
裏
切
り
と
う
つ
っ
た
の
は
嘗
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
も
あ
れ
こ
う
し
た
こ
と
を
背
景
に
何
準
が
従
来
の
官
官
と
の

「準、

素
よ
り
中
官
、
天
下
の
疾
む
所
と
な
る
を
知
」

っ
て
レ
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
ま
ま
ゆ
け
ば

開
係
か
ら
抜
け
だ
そ
う
と
考
え
た
の
は
、

富
官
の
道
連
れ
に
さ
れ
か
ね
な
レ
と
い
う
深
刻
な
現
朕
分
析
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
天
下
の
擢
を
握
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
た
時
、

そ
の
誇
り
が
、
首
時
の
祉
舎
を
蔽
っ
て
い
た
儒
数
的
道
徳
観
か
ら
い
っ
て
否
定
さ
る
べ
き
官
官
と
、
こ
れ
以
上
結
び
つ
き
を
つ
づ
け
る
こ
と
は

否
定
し
た
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
謹
武
が
嘗
時
の
土
大
夫
社
曾
か
ら
三
君
の
筆
頭
に
ラ
ン
ク
さ
れ
た
、
そ
う
し
た
立
場
を
何
準
が
希
ん
だ
と
し

て
、
そ
れ
は
こ
れ
か
ら
の
ベ
る
衰
紹
と
の
結
び
つ
き
方
か
ら
み
て
、
充
分
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る

0

・準
の
こ
う
し
た
現
獄
認
識
が
「
朝
政
を
乗

」
と
に
な
る

0
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何
準
が
蓑
紹
と
結
び
つ
い
た
の
は

震
紹
も
亦
、
素
よ
り
謀
有
り
」
、

「
亥
氏
が
累
世
寵
貴
せ
ら
れ
、 」こ

に
賓
武
と
陳
蕃
の
よ
う
な
関
係
が
衰
紹
と
の
聞
に
生
じ
る

-11ー

る
に
及
ん
で
陰
か
に
之
を
珠
せ
ん
と
規
る
。

ぃ
、
能
く
豪
傑
の
用
を
得
」
て
い
た
か
ら
で
あ
り

ま
た

素
よ
り
善
く
土
を
養

「其
の
従
弟
、
虎
貫
中
郎
防
耐
(
裳
)
術
も
亦
気
侠
を
向
ぶ
。
放
に
並
に
之
を
厚
く
待

海
内
の
鯖
す
る
所
、

而
し
て
紹
、

し
、
因

っ
て
復
た
博
、
く
智
謀
之
士、

廃
紀

・
何
顕

・
萄
依
を
徴
し
、
興
に
腹
心
を
同
じ
く
」
(
以
上
伺
列
停
容
五
九

何
進
侍
)

し
た
の
で
あ
る
。

何
準
は
富
官
を
捨
て
る
替
わ
り
に
、
そ
れ
に
亥
紹
等
を
あ
て
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

い
う
な
れ
ば
政
権
推
首
者
と
し
て
彼
等
の
協
力
を
得

ょ
う
と
、
あ
る
い
は
利
用
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
も
角
、
こ
こ
に
衰
紹
を
頂
黙
と
す
る
反
官
官
勢
力
と
、
何
準
と
の
結
び
つ
き
が
始

ま
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
反
富
官
勢
力
と
し
て
蜜
武
と
陳
蕃
を
頭
に
置
レ
た
清
流
勢
力
の
形
成
と
い
っ
た
、
前
述
の
パ
タ
ー
ン
の
再
編
の
よ
う
で

あ
る
が
、

そ
れ
が
そ
う
は
い
か
な
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
経
過
が
も
の
が
た
つ
て
い
る
。
賢
太
后
臨
朝
下
で
は
、
富
官
は
第

一
回
議
鋼
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を
乗
り
切
っ
て
宮
廷
で
の
勢
力
を
よ
り
強
め
て
は
い
た
が
、
太
后
を
後
楯
と
す
る
賓
武
も
、
野
に
在
る
清
流
勢
力
と
結
び
つ
い
て
そ
れ
な
り
の
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力
を
貯
え
、
あ
る
時
貼
ま
で
は
墜
方
互
角
に
わ
た
り
あ
え
る
力
を
も
っ
て
レ
た
。
南
者
の
天
王
山
が
官
官
の
逆
ク
ー
デ
タ
ー
で
、
王
甫
が
「
出

で
て
朱
雀
の
披
門
に
屯
し
、
・
:
・
武
と
封
陳
す
。
甫
が
兵
漸
く
盛
な
り
、
其
の
土
を
し
て
大
い
に
武
が
軍
に
呼
わ
し
め
、
日
く
『
百
武
反
す
、

汝
皆
禁
兵
な
り
、
骨
闘
に
宮
省
を
宿
衡
す
べ
き
に
、
何
故
ぞ
反
者
に
随
わ
ん
や
』
と
。
:
:
:
是
に
於
い
て
武
が
軍
、
梢
々
甫
に
蹄
す
。
旦
よ
り
食

時
に
至
る
ま
で
に
、
兵
降
っ
て
略
査
す
」
(
前
出
資
武
仰
)
と
い
う
よ
う
な
、

も
わ
か
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
官
官
は
第
二
回
の
大
々
的
議
鋼
を
敢
行
し
、
政
権
が
全
く
官
官
の
手
に
蹄
し
て
し
ま
う
と
い

⑬
 

う
事
態
を
生
ん
で
し
ま
っ
た
が
。
と
こ
ろ
が
前
に
も
み
た
と
う
り
、
伺
太
后
臨
朝
下
に
お
レ
て
は
、
官
官
は
太
后
及
び
何
氏
一
族
に
庇
護
を
求

兵
力
の
掌
握
を
め
ぐ

っ
℃
の
緊
迫
し
た
場
面
を
経
て
い
る
こ
と
で

め
る
と
こ
ろ
に
ま
で
き
て
し
ま
っ
て
い
た
。
第
二
図
鑑
…
鋼
を
敢
行
し
て
政
権
を
手
中
に
納
め
た
は
ず
の
富
官
が
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
ろ
な
は
め

-
」
「
ム
っ
こ

ηノ
ミ

O

R
V
ふ

/

中

Iσ)ム
μ

実
紹
は
謹
武
の
時
の
例
を
も
と
に
、
宮
官
談
滅
の
即
時
の
決
行
を
迫
っ
て
「
準
に
勤
む
に
『
便
ち
此
に
於
い
て
之
を
決
せ
よ
』
と
、
再
三
に

一
族
の
反
射
と
、
準
も
「
素
よ
り
之
(
宣
官
)
を
敬
し
俸
か
り
、
外
は
大
名
を
牧
む
と
雄
も
、

く
決
せ
ず
』
に
い
た
。
そ
う
し
た
準
に
裳
紹
は
「
多
く
四
方
の
猛
絡
及
諸
豪
傑
を
召
し
、
並
び
に
兵
を
引
い
て
京
城
に
向
け
、
以
て
太
后
を
脅

至
る
」
が
、

内
は
断
ず
能
わ
ず
、

故
に
事
久
し
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か
し
め
よ

」
と
迫
り
、

更
に
は

「紹、

又
、
書
を
魚
り
、
諸
州
郡
に
告
ぐ
る
に
、
進
が
意
を
詐
り
宣
ベ
、
中
官
の
現
属
を
捕
案
せ
し
め
」
た
り

し
た
。
こ
う
し
て
無
理
矢
理
、
準
を
し
て
計
劃
に
着
手
す
る
よ
う
追
い
込
が
で
ゆ
く
。
こ
う
し
て
み
て
く
&
と
、
官
官
談
滅
の
計
劃
は
全
く
亥

紹
の
主
導
権
の
も
と
に
進
め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
外
戚
と
し
て
の
樺
威
・
濁
自
性
を
震
揮
す
る
に
し
て
は
、
そ
の
地
位
、
が
あ
ま
り
に

も
低
下
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
陳
蕃
・
箇
武
の
時
は
、
雨
者
は
少
く
と
も
同
一
の
運
命
共
同
睦
と
し
て
終
始
し
た
。
そ
し
て
そ
の
通
り
に
な
っ

裳
紹
の
行
動
に
は
外
戚
何
氏
に
針
す
る
配
慮
は
全
く
な

い
。
官
官
の
反
撃
に
曾
う
と
す
れ
ば
、
最
初
に
、
そ
し
て
も
ろ
に
受
け
る
の
は
外
戚
で
あ
る
。
太
后
を
は
じ
め
と
す
る
何
氏
一
族
が
官
官
擁
護

て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
と
う
り
、

危
険
な
計
劃
を
す
る
の
に

波
に
ま
わ
っ
た
の
も
、
従
来
の
し
が
ら
み
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
た
こ
と
に
危
険
を
感
じ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
ラ
。
ま
た
準
の
行
盛
岡
、
が
「
杜
覆
を

弱
め
る
も
の
」
と
い
っ
て
レ
る
の
は
、
彼
等
が
外
戚
と
し
て
の
位
置
を
よ
く
自
費
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
同
時
に
、

こ
の
時
期
の
朝
廷
の
在



り
様
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
朝
廷
と
は
即
ち
何
氏
と
官
官
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
二
本
の
互
い
に
支
え
あ
う
柱
の
一
方
を
と
り
除
く
こ
と
は
、

す
べ
て
を
な
く
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
そ
の
後
の
経
過
が
よ
く
謹
明
し
て
レ
る
。

以
上
の
経
過
は
、
衰
紹
に
と
っ
て
何
氏
な
ど
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
の
で
、

士
大
夫
社
曾
の
年
来
の
願
望
で
あ
る
富
官
諒
滅
の
目
的
を
達
成
す

る
た
め
の
手
段
に
何
進
を
考
え
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
富
官
・
何
氏
に
と

っ
て
の
破
局
は
、

「
官
官
を
諒
す
る

を
以
て
言
と
震
す
」
軍
の
河
内
地
方
に
あ
げ
た
火
の
手
が
「
城
中
を
照
す
」
と
い
う
追
い
つ
め
ら
れ
た
情
況
の
中
で
、
張
譲
等
が
何
準
の
首
級

を
あ
げ
た
こ
と
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
き
っ
か
け
に
蓑
紹
の
宮
中
侵
入
、
富
官
談
滅
の
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
レ
る
。
そ
し
て
結
局

残
り
の
何
氏
一
族
は
、
反
官
官
側
の
手
に
よ

っ
て
殺
さ
れ
、
「
何
氏
遂
に
亡
ぶ
。
而
し
て
漢
室
も
亦
此
よ
り
敗
凱
し
」

(以
上
何
進
停
)
、
さ
き
の

舞
陽
君
の
「
社
理
を
危
う
く
す
る
も
の
」
と
い
う
心
配
は
現
買
の
も
の
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
朝
廷
内
の
鈎
立

・
争
い
は

す
べ
て
現
買
の
祉
舎
と
全
く
か
け
離
れ
た
所
で
の
も
の
で
し
か
な
か

っ
た
の
で
、
こ
の
こ
と
は
外
戚
+
官
官
H
朝
廷
の
絶
針
的
地
盤
沈
下
、
皇

以
上
の
こ
と
を
も
と
に
、

こ
こ
で
宣
官
と
責
巾
と
い
う
硯
貼
に
も
ど
っ
て
、
富
官
の
立
場
を
概
観
し
て
み
よ
う
。
第
二
議
銅
で
・
勝
利
を
占
め
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室
の
全
く
の
形
骸
化
を
示
し
て
い
よ
う
。

た
か

に
み
え
た
富
官
勢
は
、

士
階
層
の
政
治
へ
の
非
協
力
と
い
う
形
で
の
離
反
を
深
め
さ
せ
、

現
質
の
祉
舎
か
ら
ま
す
ま
す
浮
き
上

っ
て
い

っ
た
。
士
階
層
が
弾
座
さ
れ
て
一
見
逼
塞
さ
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
い
て
、
買
は
着
々
と
寅
力
を
蓄
え
て
レ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
ベ
て
き

ま
た
糞
巾
の
範
が
起
こ
る
や
、
女
節
で
の
べ
る
よ
う
に
そ
の
難
局
を
切
り
抜
け
る
た
め
に
用
レ
ら
れ
、
か
つ

た
衰
紹
勢
の
動
き
に
よ
っ
て
も
、

功
績
の
あ
っ
た
人
物
の
ほ
と
ん
ど
が
、
反
富
官

・
非
富
官
系
で
あ
っ
た
こ
と
で
も
わ
か
る
。
そ
う
し
た
祉
禽
の
底
流
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
さ
せ

ら
れ
て
レ
た
官
官
が
、
自
己
の
勢
力
維
持
の
た
め
に
外
戚
を
自
己
の
勢
力
の

一
翼
た
ら
し
め
よ
う
と
育
成
し
た
よ
う
に
、
責
巾
が
太
卒
教
教
圏

と
し
て
活
動
し
、
勢
力
を
伸
ば
し
て
い
た
時
、
そ
れ
を
自
分
た
ち
の
勢
力
の
一
つ
の
擦
り
所
に
し
よ
う
と
近
ず
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

447 
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直
前
に
、

こ
れ
ま
で
官
官
と
寅
巾
と
の
閥
係
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
で
は
清
流
系
の
賞
巾
に
封
す
る
態
度
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
節
で
の
ベ
た
楊

賜
・
劉
陶
の
寅
巾
に
劃
す
る
認
識
が
櫨
制
側
か
ら
の
見
方
と
し
て
買
に
的
確
な
も
の
で
あ
る
こ
必
は
す
で
に
の
ベ
旬
。
そ
の
楊
賜
が
や
は
り
凱

し
た
が
っ
て
黛
禁
が
全
面
的
に
解
か
れ
る
前
に
、
「
臨
放
棄
さ
れ
て
幾
ん
ど
十
年
」
の
黄
腕
を
、
「
投
能
の
才
あ
り
」
(
後
漢
書
列
脚内各
五

こ
れ
も
前
々
か
ら
張
角
ら
の
動
き
に
注
意
を
排
っ
て
い
た
こ
と
と
閥
係
し
よ
う
。

資
腕
附
吋
)

と
し
て
用
い
る
よ
う
推
馨
し
て
い
る
。

密
閉
・
刀

「
黛
鋼
久
し
く
積
み
、
人
情
怨
憤
す
。
若
し
赦
宥
せ
ず
ん
ば
、
軽

起
き
て
か
ら
盤
帝
は
そ
の
針
策
を
問
う
た
。
そ
れ
に
封
し
中
常
侍
呂
強
は
、

々
し
く
張
角
と
謀
を
合
わ
せ
、
綿
製
を
帰
す
こ
と
滋
々
大
な
ら
ん
。
之
を
悔
ゆ
と
も
救
う
無
か
ら
ん
」
(
同
然
倒
列
停
谷
五
七

の
貧
濁
な
る
者
を
訴
し
、
悠
人
を
大
赦
し
、
刺
史
・
二
千
石
の
能
否
を
料
簡
せ
ん
こ
と
を
欲
す
」
(
同
宣
者
列
仰
谷
六
八

前
文
)
、
「
先
づ
左
右

呂
強
即
時
)

と
答
え
て
、
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帝
か
ら
「
大
い
に
黛
人
を
赦
し
」
(
前
出
総
銅
列
停
)
、
「
唯
、
張
角
の
み
赦
さ
」
(
同
帝
紀
谷
八

盤
帝
紀
)
な
い
と
い
う
政
策
を
引
出
し
て
い
る
。

日
強
の
護
言
内
容
は
、
糞
巾
に
は
支
配
階
級
が
一
致
し
て
あ
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
く
主
張
し
た
も
の
で
、
そ
の
臨
時
黒
禁
が
つ
づ

い
て
い
る
時
期
の
殻
言
と
し
て
非
常
に
思
い
切
っ
た
も
の
で
あ
り
、
内
容
か
ら
い
っ
て
前
述
の
楊
賜
・
劉
陶
の
護
言
内
容
の
延
長
上
の
も
の
で

あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
設
言
が
繭
い
し
て
自
強
は
嘗
時
盤
帝
か
ら
、

「
越
常
侍
は
是
れ
我
が
母
」
と
い
わ
れ
て
い
た
越
忠
、
嘗
時
権
勢
を
誇

っ
て
い
た
十
二
常
侍
の
う
ち
ナ
ン
バ
ー
-
ス
リ
!
の
夏
俸
等
に
「
業
人
と
共
に
朝
臣
を
議
し
、
数
々
一
荏
光
俸
を
誼
む
」
と
謹
い
ら
れ
て
、

死
せ
ば
、
飢
起
ら
ん
。
丈
夫
、
忠
を
園
家
に
壷
さ
ん
と
欲
す
、
量
に
能
く
獄
吏
に
針
せ
ん
や
」
(
前
出
呂
強
侍
)
と
自
殺
に
遣
い
こ
ま
れ
て
い
る
。

「
五
ロ

朝
廷
側
の
人
間
と
し
て
適
切
な
資
巾
針
策
を
講
じ
よ
う
と
し
た
者
が
皆
罪
に
陥
し
い
れ
ら
れ
た
と
い
う
貼
で
は
呂
強
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
こ
の
場
合
、

ナ
ン
バ
ー
・
ワ
ン
の
張
譲
で
な
く
、

ツ
ゥ

l
、
ス
リ
ー
が
顔
を
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
、
前
節
ま
で
に
の
ベ
て
き
た
張

譲
の
個
人
的
行
動
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
責
巾
討
伐
に
あ
た
っ
て
第
一
の
功
労
者
と
な
っ
た
皇
甫
嵩
は
、

や
は
り
帝
の
聞
に
針
し
て
「
宜
し
く
黛
禁
を
解
き
、
盆
々
中
識
の
銭
・



西
圏
の
厩
馬
を
出
し
、
以
て
軍
土
に
班
つ
ベ
し
」
(
皇
甫
嵩
侍
)
と
、

具
鐙
的
施
策
を
の
ベ
て
帝
に
納
れ
さ
せ
て
い
る
。
ロ
ロ
強
と
同
じ
く
皇
甫
嵩

も
業
禁
を
解
く
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
黛
人
側
か
ら
す
れ
ば
、

ま
さ
に
巻
返
し
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ま
た
時
の
政
府
に
議
人
解
放

@
 

と
い
う
大
き
な
政
策
時
換
を
さ
せ
る
と
と
も
に
、
私
的
蓄
財
に
精
を
出
し
て
い
た
霊
帝
に
、
中
臓
銭

・
厩
馬
を
出
さ
せ
た
こ
と
は
、
官
官
を
含

め
る
璽
帝
側
の
大
慶
な
譲
歩
で
あ
る
。
私
は
さ
き
に
黄
巾
と
官
官
の
結
び
つ
き
の
可
能
性
の
存
在
を
推
測
し
た
。
も
し
こ
の
推
測
が
許
さ
れ
る

な
ら
、

そ
れ
が
反
観
に
ま
で
い
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
明
る
み
に
出
れ
ば
時
の
魚
政
者
に
と
っ
て
二
重
の
失
態
と
し
て
糾
弾
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
。
賀
巾
の
蜂
起
を
期
に
、
黛
禁
が
解
か
れ
、
登
用
さ
れ
た
反
宣
官
・
非
官
官
系
の
人
物
の
活
躍
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
、
か

わ
り
に
皇
帝
・
宮
官
勢
が
後
退
し
は
じ
め
る
の
は
、
彼
等
の
能
力
で
は
支
え
き
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
大
き
か
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
彼

等
の
失
態
が
行
動
の
自
由
を
束
縛
し
、

た
だ
た
だ
資
巾
の
情
報
に
通
じ
て
い
そ
う
な
者
を
片
端
か
ら
抹
殺
し
て
、
自
分
た
ち
の
秘
密
を
守
ろ
う

「
黛
人
が
黄
巾
と
合
謀
す
る
危
険
を
警
告
し
た
」
も

と
す
る
こ
と
に
狂
奔
さ
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
川
勝
氏
は
前
掲
の
呂
強
の
言
は
、

⑮
 

と
に
か
く
そ
の
「
危
倶
が
あ
っ
た
」
と
さ
れ
て
レ
る
が
、
目
強
の
設
言
の
力
貼
は
、

の
で
、

「
合
謀
」
の
方
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
資
巾
の
凱
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の
重
大
さ
を
察
知
し
て
、
議
人
の
解
放
日
人
材
の
確
保
・
協
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
現
朕
認
識
の
方
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
そ
の
貼
皇
甫
嵩
の
護
言
も
同
じ
で
あ
ろ
う
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
嵩
を
し
て
「
責
巾
は
細
撃
な
り
。
敵
は
秦
・
項
に
非
ざ
る
な
り
。
新
た

に
結
ん
で
は
散
じ
易
く
、
以
て
業
を
済
し
難
し
」
と
い
わ
し
め
た
の
だ
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
嵩
の
黄
巾
に
劃
す
る
態
度
は
峻
烈
を
極
め
、
同

列
停
の
黄
巾
の
記
事
は
ま
さ
に
屍
紫
々
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
と
封
照
的
に
行
軍
中
「
士
卒
を
温
郎
し
、
甚
だ
衆
情
を
得
」
、
ま
た

「翼
州

の
一
年
の
田
租
を
以
て
飢
民
を
賭
わ
す
」
こ
と
を
奏
請
し
、
そ
の
た
め
百
姓
に
「
天
下
大
い

に
凱
れ
て
、

市
は
嘘
と
震
り
、
母
は
子
を
保
て

ず
、
妻
は
夫
を
失
う
、
皇
甫
を
得
る
に
頼
り
て
、
復
安
居
す
」
(
以
上
皇
甫
嵩
侍
)一
と
歌
わ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
激
し
い
差
は
、

ま
さ
に
韓
制
保
持
を
願
う
強
烈
な
意
志
か
ら
出
て
く
る
表
裏
の
あ
ら
わ
れ
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
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昔
、
奏

・
項
の
際
、

嵩
に
つ
い
で
功
績
の
あ
っ
た
朱
儒
も
、
責
巾
の
投
降
受
入
れ
を
め
ぐ
っ
て
意
見
が
分
れ
た
時
、

「兵
に
は
形
同
じ
く
し
て
数
異
な
る
者
有
り
。

今
、
海
内

一
統
し
、

民
に
定
主
無
し
。

故
に
附
き
た
る
を
賞
し
て
以
て
来
る
を
勤
め
し
の
み
。

唯
だ
責
巾
の
み
逆
を
造
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す
。
降
を
納
る
と
も
以
て
善
を
勘
む
る
無
く
、
之
を
討
た
ば
以
て
悪
を
懲
ら
す
に
足
ら
ん
。
今
、
若
し
之
を
受
け
ば
、
更
に
逆
意
を
聞
か
ん
。

賊
は
利
な
れ
ば
則
ち
進
み
戦
い
、
鈍
な
れ
ば
則
ち
降
を
乞
う
。
敵
を
縦
し
冠
を
長
ず
る
は
良
計
に
非
ざ
る
な
り
」
(
同
列
侍
翁
六
一
朱
倫
市
内
)
と

妥
協
を
許
し
て
い
な
い
。
こ
の
二
人
の
こ
う
し
た
態
度
は
そ
の
後
も
一
貫
し
て
嬰
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
の
勤
、
の
ち
に
漢
に
替
わ
る
意

志
を
示
し
た
り
、
群
雄
へ
の
道
を
歩
き
出
し
た
裳
紹
・
裳
術

・
曹
操

・
公
孫
墳
な
ど
が
、
黄
巾
を
は
じ
め
と
す
る
こ
の
時
期
の
反
乱
勢
力
と
戦

っ
た
り
、
手
を
結
ん
だ
り
と
い
っ
た
行
動
を
繰
り
返
し
た
の
と
は
、
は
っ
き
り
し
た
ち
が
い
を
み
せ
て
い
る
。

以
上
、
楊
賜
・
劉
陶
・
呂
強
・
皇
甫
嵩
・
朱
儒
等
の
葉
巾
に
射
す
る
見
解
を
み
て
き
た
。
こ
こ
で
共
通
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
彼
等
の
責
巾

に
削
到
す
る
容
赦
の
な
い
敵
劉
的
意
識
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
同
時
に
強
烈
な
瞳
制
維
持
意
識
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
ら
の
人

物
が
す
べ
て
清
流
な
い
し
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
分
類
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
中
で
呂
強
は
富
官
で
あ
る
が
、
彼
の
「
列

停
」
に
書
か
れ
た
事
績
や
、
前
掲
の
瑳
言
内
容
か
ら
い
っ
て
、
思
想
的
に
は
清
流
系
に
分
類
さ
れ
て
よ
い
と
思
う
。
少
く
と
も
「
所
謂
」
官
官

の
範
鴎
に
入
れ
ら
る
べ
き
人
物
で
は
な
い
。
ま
た
ほ
と
ん
ど
の
人
物
が
、
そ
の
時
黙
に
政
権
の
中
植
に
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
楊

そ
れ
で
も
彼
の
意
見
を
政
治
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
呂
強
は
中
常

2
0
 

1
i
 

賜
は
針
策
を
上
書
し
た
時
、

司
徒
の
要
職
に
あ
っ
た
が
、

侍
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
意
見
が
煙
た
が
ら
れ
て
、
同
じ
官
官
に
よ
っ
て
自
殺
に
追
い
こ
ま
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
首
時
政
治
の
中

極
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
彼
等
の
髄
制
維
持
意
識
が
大
慶
強
烈
な
も
の
で
あ
っ
た
ニ
と
が
わ
か
る
。
黄
巾
の
政
治
的
野
心
に

気
が
付
い
て
い
た
の
は
、

ま
さ
に
清
流
系
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

つ
ぎ
に
掲
げ
る
例
は
、
地
方
で
も
そ
う
し
た
人
物
の
鐙
制
維
持
意
識
が
強
固
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

黄
巾
起
、
勝
丞
王
度
反
臆
之
、
焼
倉
庫
。
豚
令
捻
城
走
、
吏
民
負
老
幼
東
奔
渠
丘
山
。

(
程
〉
呈
使
人
偵
覗
度
、

度
等
得
空
城
不
能
守
、

出
城
西
五
六
里
止
屯
。
豊
謂
幌
中
大
姓
醇
房
等
日

「
今
度
等
得
城
郭
不
能
居
、

其
勢
可
知
。

(
中
略
〉
今
何
不
相
率
還
城
而
守
之
?
(
下

略
〉
」
房
等
以
震
然
。
吏
民
不
肯
従
(
中
略
〉
、

豊
調
房
等
「
愚
民
不
可
計
事
」
。

(
中
略
)
大
呼
号
一
口
「
賊
巳
至
」
、
便
下
山
趣
城
、
吏
民
奔
走

随
之
、
求
得
豚
令
、
途
共
城
守
。

(
中
略
〉
度
等
破
走
。
東
阿
由
此
得
全
。

(
三
闘
志
容
十
四

程
豆
停
〉



川
勝
氏
は
こ
の
例
に
つ
い
て
、

ら
と
知
略
の
人
・
程
呈
と
の
協
同
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
:
:
:
黄
巾
に
よ
っ
て
ま
き
お
こ
さ
れ
た
地
方
の
無
秩
序
欽
態
は
、
郷
邑
存
立
の
危

⑪
 

樹
立
し
一て
い
た
大
姓
と
知
識
人
と
の
協
同
を
促
し
た
」

「
責
巾
の
襲
来
に
よ
っ
て
無
秩
序
欣
態
に
陥
っ
た
東
郡
東
阿
蘇
城
に
秩
序
を
恢
復
し
た
の
は
、
大
姓
の
醇
房

機
を
前
に
し
て

と
の
べ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
例
こ
そ
、

寅
巾
と
結
ん
だ
か
も
し

れ
な
い
程
豆
が
、
秩
序
維
持
の
た
め

に
大
姓
側
に
ま
わ
っ
た
な
ど
と
い
う
の
で
は
な
く
、
程
呈
の
黄
巾
に
劃
す
る
反
感
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

「
秩
序
の
恢
復
」
に
主
導
権
を
と

っ
た
程
豆
の
睦
制
感
魔
を
示
す
以
外
の
何
も
の
で
も
あ
る
ま
い
。

結

び

⑮
 

こ
れ
ま
で
寅
巾
と
官
官
と
の
聞
に
な
ん
ら
か
の
繋
が
り
の
あ
る
こ
と
を
推
測
し
、
む
し
ろ
知
識
人
H
清
流
と
の
結
び
つ
き
の
方
が
可
能
性
が

薄
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
の
べ
て
き
た
。
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
知
識
人
と
資
巾
と
の
繋
が
り
を
全
く
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

川
勝
氏
と
は
ち
が

っ
た
意
味
で
の
知
識
人
の
責
巾
へ

の
参
加
は
た
し
か
に
存
在
し
た
と
思
う
。

の
街
を
舞
蓋
に
し
た
ク
ー
デ
タ
ー
計
劃
や
宣
停
活
動
、
都
市
と
農
村
に
跨
る
巨
大
な
組
織
、
そ
し
て
そ
れ
が
宗
数
数
回
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
こ
の
集
園
が
農
民
次
元
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
竹
田
晃
氏
は
「
数
十
高
の
大
衆
を
リ

あ
た
ま
か
ず

l
ド
し
て
革
命
を
起
こ
そ
う
と
す
る
に
は
、
単
に
人
間
の
頭
数
を
そ
ろ
え
る
だ
け
で
は
動
け
な
い
。
し
か
る
べ
き
経
済
的
な
援
助
を
提
供
す
る

⑬
 

地
主
階
級
と
、
理
論
的
共
鳴
者
た
る
知
識
人
や
韓
制
内
の
人
た
ち
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
も
嘗
然
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
の
べ
て
い
る
。
本
文
で
ふ

と
い
う
の
は

責
巾
の
宮
廷
内
工
作
、

洛
陽

- 17ー

れ
た
向
朝
な
と
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
人
物
の
一
人
か
も
し
れ
な
い
。
向
棚
が
朝
廷
に
徴
さ
れ
た
の
も
、
責
巾
の
本
質
を
見
通
せ
な
か
っ
た
時

期
に
、
資
巾
-
内
の
人
間
と
し
て
朝
廷
に
迎
え
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
以
外
に
、
ど
う
い
う
知
識
人
が
、

ど
う
い
う
形
で
参
加
し
た
か

と
い
う
こ
と
を
具
陸
的
に
の
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
各
地
の
黄
巾
軍
の
指
導
者
で
、
名
前
の
わ
か
る
の
を
列
撃
す
る
と
、
頴
川
の
波
才
、

汝
南
の
彰
脱
、
東
郡
の
卜
己
、
南
陽
の
張
憂
成
・
越
弘

・
韓
忠

・
孫
夏
、
盆
州
の
馬
相
、
そ
れ
に
馬
元
義
、
張
角
、
張
費
、
張
梁
等
で
あ
り
、

451 

彼
等
の
出
身
階
層
は
全
く
わ
か
ら
な
い
。

た
だ
責
巾
の
主
流
が
潰
滅
し
た
あ
と
、
そ
の
あ
と
を
受
け
纏
ぐ
か
の
よ
う
に
活
躍
し
た
黒
山
の
賊
の
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指
導
者
が
み
な

「其
の
聾
の
大
な
る
者
は
雷
公
と
稀
し
、
白
馬
に
騎
が
る
者
は
張
白
騎
と
信
用
し
、
駆
使
な
る
者
は
飛
燕
と
言
い
、
髭
多
き
者

は
子
丘
根
と
放
し
、
限
の
大
な
る
者
は
大
目
と
矯
す
。

此
の
如
く
稀
競
は
各
々
因
る
所
有
」
(
前
出
朱
儒
侍
)
っ
た
と
い
う
。

ア
ダ
ナ
で
呼
ば
れ

た
と
レ
う
こ
と
は
、
彼
等
が
庶
民
の
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
レ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
黄
巾
指
導
者
の
出
身
階
層
を

逆
に
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
黄
巾
主
流
の
潰
滅
に
よ
っ
て
、
黄
巾
集
囲
の
指
導
層
も
潰
滅
な
い
し
脱
落
し
、
そ
の
あ
と
を
う
め
る
よ

う
に
た
ち
上
が
っ

た
黒
山
の
賊
の
段
階
に
至
っ

て、

農
民
的
反
範
集
闘
に
な
っ
て
レ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
。

で
は
黄
巾
段
階
に
お
け
る
知
識
層
と
農
民
を
繋
ぐ
も
の
は
何
だ
っ
た
の
か
。
私
は
こ
こ
に
太
平
数
数
園
の
存
在
を
重
視
し
た
い
の
で
あ
る
。

生
き
る
遁
を
、
あ
る
レ
は
現
世
利
金
を
求
め
る
民
衆
と
、
そ
う
し
た
現
欣
を
踏
ま
え
て
、
塞
が
れ
た
祉
舎
の
出
路
を
切
り
開
こ
う
と

し
た
人

々
、
こ
の
両
者
を
結
び
、
繋
げ
る
ブ
リ
ッ
ヂ

の
役
割
を
こ
の
数
園
が
果
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

の
宗
教
は
後
漢
中
期
に
ま
で
さ
か
の

ぼ
り
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
「
太
卒
清
領
書
」
と
い
う
経
典
を
も

っ
て
い
た
と
い
わ
れ
、
こ
れ
ま
で

に
も
朝
廷
に
劃
す
る
働
き
か
け
が
な
さ
れ
た
こ

と
が
あ
れ
句
、
こ
の
宗
教
が
単
に
現
世
利
盆
的
民
俗
的
・
呪
術
的
と
の
み
い
え
な
い
側
面
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
側
面
を
措
う
メ
ン
バ
ー

も
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
官
官
が
自
己
の
勢
力
の

一
翼
た
ら
し
め
よ
う
と
近
ず
く
だ
け
の
賀
桟
は
備
え
て
い
た
と
レ
え
よ
う。

う
な
れ
ば
、
質
盟
が
有
り
す
ぎ
た
が
故
に
、
官
官
の
思
惑
を
は
る
か
に
越
え
る
事
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
か
。

。。

し

以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
資
巾
の
活
動
が
農
村
と
都
市
を
繋
ぐ
、
そ
し
て
宮
廷
の
上
層
部
を
も
ま
き
こ
む
、

一
大
反
健
制
運
動
だ

っ
た
と

い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
霊
帝
さ
え
も
そ
の
黙
で
は
必
ず
し
も
手
が
き
れ
い
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
言
葉
と
し
て
、
宮
廷
上
層
部
を
も
含

む
反
鰻
制
運
動
な
ど
と
い
う
の
は
お
か
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
時
期
、
臨
制
と
し
て
の
皇
帝
は
名
目
的
に
は
存
在
し
て
レ
て
も
、

内
買
は
無
き
に
等
し
く
、
清
流
系
人
土
の
激
し
い
陸
制
維
持
意
識
は
、
逆
に
そ
れ
が
彼
等
の
側
に
移
っ
て
い
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の

@
 

で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
あ
る
過
程
を
経
て
、
貴
族
制
を
成
立
さ
せ
て
い
く
と
い
う
川
勝
氏
の
読
は
、
そ
の
意
味
で
正
し
レ
と
思
う
。
し
た
が
っ

て
官
官
等
の
目
論
見
が
黄
巾
の
反
飢
と
い
う
形
で
空
し
く
な
っ
た
時
、
急
坂
を
こ
ろ
げ
落
ち
る
よ
う
に
後
漢
そ
の
も
の
が
破
局
に
向
っ
て
い
っ

た
の
は
嘗
然
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
黄
巾
の
蹴
以
降
、

朝
廷
内
部
で
の
官
官
・
何
氏
一
族
と
何
進
と
の
樹
立
、
何
準
の
朝
廷
外
勢
力
に
射
す
る
働



き
か
け
等
が
、
み
な
空
し
い
努
力
に
す
、
ぎ
な
か
っ
た
の
は
嘗
然
で
あ
る
。
む
し
ろ
最
後
の
あ
が
き
と
い
っ
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

少
し
無
謀
な
.
推
論
を
加
え
す
ぎ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
責
巾
と
知
識
人
の
か
か
わ
り
を
論
ず
る
場
合
歓
か
せ
な
い
、
川
勝
氏
の
い
わ
れ

る
と
こ
ろ
の
「
逸
民
的
人
士
L

に
及
べ
な
か
っ
た
。
つ
ぎ
の
機
舎
に
待
ち
た
い
と
思
う
。
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註①
こ
う
し
た
論
文
の
多
く
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
後
漢
末
の
宗
教
的
農
民
反

飢
」
(
『
駿
肇
史
事
』
二
九
腕
〉
で
紹
介
し
た
。
な
お
、
そ
の
時
ふ
れ
な
か

っ
た
い
く
つ
か
の
論
文
の
名
を
つ
ぎ
に
掲
げ
て
お
く
。
秋
月
観
嘆
「
糞
巾

の
観
の
宗
教
性
」
(
『東
洋
史
研
究
』
第
十
五
容
第
四
披
〉
福
井
康
順

『
道
教
の
基
礎
的
研
究
』
(
書
籍
文
物
流
通
曾
〉
内
山
俊
彦
「
漢
代
思

想
史
に
お
け
る
異
端
的
な
る
も
の
」

3

(
『
山
口
大
撃
文
皐
曾
志
』
十
七

省
三
披
)

②
前
記
拙
稿
参
照
。

③
「
漢
末
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
第
二
五
省
第
四

披
)
四
四
頁
。

④
多
国
猫
介
「
黄
巾
の
鋭
前
史
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
第
二
六
省
第
四
貌
)

大
淵
忍
爾
「
中
園
に
お
け
る
民
族
的
宗
教
の
成
立
」
(
『
道
教
史
の
研
究
』

岡
山
大
事
共
演
曾
書
籍
部
所
牧
)
等
。

⑤
こ
こ
で
一
言
つ
け
加
え
れ
ば
、
後
漢
末
の
農
民
の
位
置
づ
け
そ
の
も
の

で
は
、
川
勝
氏
の
方
が
高
い
評
債
を
輿
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
「
貴
族
制

枇
曾
の
成
立
」
岩
波
講
座
『
世
界
歴
史
』

5

九
四

l
五
頁
参
照
)
。
多

国
・
大
淵
氏
が
窮
乏
農
民
の
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
反
乱
と
み
る
の
に
封
し
、

川
勝
氏
は
、
こ
の
時
期
の
農
民
を
、
比
較
的
自
立
し
た
小
農
民
と
み
る
の

で
あ
る
か
ら
、
実
巾
の
反
観
は
小
農
民
が
従
来
も
っ
て
い
た
権
利
の
回
復

運
動
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
見
方
か
ら
知
識
人
と
の
連
合
の

可
能
性
と
い
う
観
貼
が
出
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
さ
き
に
も
の
ベ
た

よ
う
陀
、
農
民
そ
の
も
の
の
、
こ
の
時
貼
で
の
評
債
は
高
い
が
、
後
漢
末

の
「
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
」
の
中
で
の
農
民
の
濁
自
性
が
示
さ
れ
ず
、
知

識
人
運
動
の
中
に
埋
由
民
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
結
果
に
な
っ

.
て
い
る
の
は
否
定
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。

⑤
多
田
狽
介
氏
も
「
後
漢
後
期
の
政
局
を
め
ぐ
っ
て

l
l外
戚
・
官
官
・

清
流
士
人
|
|
」
(
『
史
皐
研
究
』
七
六
二
三
四
頁
)
で
疑
問
を
表
明

さ
れ
て
い
る
。
た
だ
本
論
で
論
ず
る
よ
う
に
、
私
の
観
黙
と
は
少
し
ち
が

う
よ
う
で
あ
る
。

⑦
註
④
の
多
田
氏
の
論
文
。
漆
侠
等
著
『
秦
漢
農
民
戦
争
史
』
(
生
活
・

讃
書
・
新
知
三
聯
書
庖
一
九
六
二
)
一
四
九
l
一
五
三
頁
。
漆
侠
氏
の

を
例
に
す
る
と
、
二
ハ

0
年
代
に
は
計
八
回
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
以
降
黄

巾
蜂
起
の
一
八
四
年
ま
で
の
合
計
は
三
回
で
あ
る
。

③
中
卒
元
年
か
ら
四
年
ま
で
を
鰹
帝
紀
か
ら
拾
い
出
し
て
み
る
と
、

中
卒
元
年

交
位
屯
兵
、
自
稽
「
柱
天
将
軍
」
。

巴
郡
妖
亙
張
修
反
窓
郡
豚
。

謹
中
義
従
胡
北
宮
伯
玉
輿
先
零
尭
叛
、
以
金
城
人
遺
章
・
韓
途
震
軍
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品
川

m

。
β
阿

中
卒
二
年

。
黒
山
賊
張
牛
角
等
十
絵
輩
並
起
。
所
在
窓
紗
。

中
卒
三
年

江
夏
兵
越
慈
反
。

中
卒
四
年

妓
陽
賊
殺
中
牟
令
。

扶
風
人
馬

加
・
漢
陽
人
王
園
並
叛
憲
三
輔
。

漁
陽
人
張
純
輿
同
郡
張
穆
血
霊
(
叛
。
翠
自
稽
天
子
。
冠
制
同
・
実
二

『小，
，

。
零
陵
人
縦
鵠
白
稽
卒
天
将
軍
、
定
桂
陽
。

@
ア
ン
リ
・
マ
ス
ベ
ロ
箸
川
勝
義
雄
謬
『
道
教
1

1
不
死
の
探
究
』

(
東
海
大
事
出
版
曾
一
九
六
六
)
一
一
一
一
八
頁
。

⑮
註
①
の
内
山
氏
の
論
文
。

⑪

後

漢

書
列
停
車
也
六
一
息
甫
機
侍
・
三
園
志
各
八
張
魯
侍
及
注
引

「
典
略
」
等
参
照
。

⑫
平
貝
巾
の
蹴
と
五
斗
米
治
L

(

岩
波
講
座
『
世
界
歴
史
』

5
〉一一一一二頁。

⑬
増
淵
龍
夫
氏
は
、
賓
武
と
清
流
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
、
「
大
事
生

が
、
自
ら
激
し
て
、
寅
武
を
清
流
の
筆
頭
に
お
い
て
、
宣
官
勢
力
の
批

判
に
奔
走
す
る
こ
と
は
、
:
:
彼
ら
の
排
斥
す
る
宣
官
勢
力
に
す
す
ん

で
反
撃
の
名
目
を
奥
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
自
ら
の
清
議
を

:
・
外
戚
封
官
官
の
政
植
字
い
の
中
i

に
、
す
す
ん
で
投
げ
入
れ
る
こ
と

で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
:・:
し
反
撃
は
そ
の
よ
う
な
名
目
を
か

り
、
:
:
:
あ
の
徹
底
的
環
座
、
す
な
わ
ち
第
二
次
黛
園
が
な
さ
れ
た
の

で
あ
る
」
今
後
漢
黛
国
事
件
の
史
評
に
つ
い
て
」
『
一
橋
論
叢
』
四
四

谷
六
披
七

O
頁
)
と
の
べ
て
い
る
。

⑬
東
育
次
氏
は
「
後
漢
末
の
清
流
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
第
三
一
一

出世第

一
腕
四
六
頁
〉
で
、
や
は
り
穆
賜
の
言
を
、
清
流
と
資
巾
の
逮
捕
情

の
可
能
性
の
う
す
さ
の
一
つ
の
詮
議
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。

⑮
「
帝
本
侯
家
、
宿
貧
、
毎
歎
桓
帝
不
能
作
家
居
、
放
棄
篤
私
減
、
復
寄

、小
黄
門
常
侍
銭
各
数
千
高
。
」
(
後
漢
書
宣
者
列
待
出
世
六
八
張
譲
停
)

⑬
註
③
四
ニ
頁
。

⑫
同
右
四
五
|
六
頁
。

⑬
知
識
人
と
い
う
言
葉
が
、
清
流
の
同
義
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
場
合
が

多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
清
流
に
括
り
切
れ
な
い
知
識
人
も
い
た
と
い
う
指

摘
む
あ
り
(
註
⑬
の
論
文
)
、
ま
た
私
自
身
も
概
念
が
あ
い
ま
い
な
よ
う

な
気
持
が
し
て
、
あ
ま
り
使
用
し
た
く
な
い
と
思
い
な
が
ら
、
使
用
し
て

き
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
論
文
の
中
で
も
そ
の
貼
を
最
初
に
き
ち
ん
と
お
さ

え
て
お
く
べ
き
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。

⑬
『
嘗
操
ー
そ
の
行
動
と
文
筆
』
(
評
論
枇
昭
和
必
年
)
五
九
頁
。

③
後
漢
書
列
停
巻
二

O
下
裏
糖
侍
参
照
。

@
ス
ト
レ
ー
ト
に
貴
族
制
枇
曾
に
移
行
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
堀
敏
一

「貴
族
制
枇
曾
の
成
立
」
(
『
中
関
文
化
幾
番
8
・
文
化
史
』
大
修
館
、
昭

和
信
年
)
一
八

O
ー
=
頁
、
「
九
品
中
正
制
度
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
貌

菅
の
貴
族
制
祉
舎
に
か
ん
す
る
一
考
察
l
」
(
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』

必
〉
三
八
頁
参
照
。
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Political Aspects of the Yellow Turban 黄巾Revolt

　　　

一一Chieflyin Connection with the Eunuchs一一一一

　　　　　　　　　　

ＴｓＨＭｐｆｅｏＭａｉｓitｚａki

　　

Until now the revolt has been regarded as ａ peasants' revolt, or else it

has it has been studied in its religious aspects.　　The relation between

the revolt and the eunuchs has not yet been investigated, though the

latter played an important part in the political situation of the latｅ　ＨｏIt

召朋後漢period. In the historical sources, however, there are quite ａ

few references to the relations between them.　Considering the impo-

rtance of the eunuchs in this period we cannot regard those references

as ａ mere accident. The relations between the revolt and the eunuchs,

owing to ↑he character of the sources, are described from the standpoint

of the latter.　０ｎ the other hand, however, the description makes it

clear how the Yellow Turban party appealed to the eunuchs and ｃｏｕ比

It shows that the Yellow Turban revolt, which has been regarded as ａ

peasants' revolt, was ａ great political movement which included the eu-

nuchs. In this article the author proposes ａ new conception of the late

ＨｏｕＨａｎperiod through the analysis of the Yellow Turban revolt,

especially in relation to the eunuchs.

The Fang La 方蝋Revolt and the Chi-cai･shi-mo喫菜事魔Sect

　　　　　　　　　　　　

ＭａｓaakiChikｕｓａ

　　

It is commonly accepted that the Fang La Revolt at the end of the

Northern Song 北宋Dynasty was fomented by the Ｃｌｎ-ｃａｉ-ｓhi-ｍｏor

Manicheans.

　　

No contemporary authorities, however, report that Fang

La was ａ Manichean.　　０ｎ the contrar}', his “ Yao-shu ″ 妖術（Ｓｏｒｃｅｒｙ）

was influenced rather by Buddhistic methods like those described in the

Ｃみ加･μ謙記section of the Ｂａｏ･ｚhi賢誌and Ye-jing業鏡（“Mirror of

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－1－


