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「
開
稽
用
兵
」

を
め
ぐ
っ

て

衣
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5虫

「
開
稿
用
兵
」
と
は
、
南
宋
寧
宗
朝
の
開
躍
年
間

(
=
δ
五
|
O七
)
に
、

韓
佐
由
同
ら
が
金
に
射
し
て
強
行
し
た
出
兵
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
戦
い
は
、
若
干
の
局
地
戦
に
お
け
る
宋
側
の
勝
利
が
あ
っ
た
ほ
か
は
、
金
側
の
優
勢
に
終
始
し
、
結
果
と
し
て
は
じ
め
ら
れ
た
講
和
交
渉
の

途
中
で
、
首
謀
者
韓
佐
由
円
の
暗
殺
が
あ
っ
て
、
い
ち
お
う
の
終
止
符
が
打
た
れ
た
。
こ
の
宋
金
の
雨
園
聞
に
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
戦
争
の
時
期

①
 

を
と
り
あ
げ
て
、
南
宋
朝
廷
に
お
け
る
官
僚
の
動
向
を
中
心
に
、
韓
佑
由
同
政
権
の
性
質
と
政
界
官
界
の
様
子
を
考
え
て
み
た
い。
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韓
佑
由
同
は
、
北
宋
の
仁
宗

・
英
宗

・
紳
宗
の
三
代
に
わ
た
っ
て
宰
相
を
つ
と
め
た
名
臣
の
春
れ
高
い
韓
埼
の
曾
孫
に
あ
た
り
、
母
は
高
宗
の

皇
后
呉
氏
の
妹
で
あ
り
、
妻
は
臭
皇
后
の
姪
で
あ
っ
た
し
、
さ
ら
に
寧
宗
の
皇
后
韓
氏
は
韓
促
宵
の
甥
の
娘
で
あ
っ
た
か
ら
、
宋
の
皇
室
と
韓

佑由
同
と
の
関
係
は
ず
い
ぶ
ん
深
い
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

た
だ
、
原
則
的
に
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
外
戚
の
す
じ
に
あ
た
る
人
物
は
、

官
僚
機
構
の
主
要
な
地
位
に
は
就
け
な
か
っ
た
か
ら
、
韓
佐
由
円
の
俸
記
に
も
、
華
々
し
い
官
歴
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
遁
常

な
ら
科
撃
に
合
格
し
て
進
士
に
な
っ
て
昇
進
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
韓
佐
由
同
の
場
合
は
父
親
の
蔭
で
官
に
取
り
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
り
、

任

@
 

命
さ
れ
た
職
務
は
宋
代
の
官
界
に
お
け
る
主
流
と
は
縁
遠
い
、
宮
中
の
諸
事
を
措
嘗
す
る
武
官
で
あ
っ
た
。

@
 

紹
照
五
年
(
二
九
四
〉
の
六
月
九
日
、

蕎
皇
聖
帝
つ
ま
り
す
で
に
引
退
し
て
い
た
南
宋
第
二
代
皇
帝
孝
宗
が
在
し
た
。

こ
の
と
き
第
三
代



皇
帝
の
光
宗
は
、
病
い
の
た
め
父
親
孝
宗
の
喪
穫
を
執
り
行
な
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
知
植
密
院
事
の
越
汝
愚
ら
は
、
光
宗
の
退

位
と
皇
子
嘉
王
の
即
位
を
謀
っ
た
。
現
皇
帝
を
そ
の
意
志
に
関
係
な
く
退
位
さ
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
と
は
重
大
で
あ
る
。
越
汝
愚
ら
は
、

い
ま
な
お
宮
中
に
隠
然
た
る
勢
力
を
持
つ
太
皇
太
后
の
呉
氏
の
介
入
に
よ
っ
て
成
就
さ
せ
よ
う
と
目

こ
れ
を
南
宋
初
代
皇
帝
高
宗
の
皇
后
で
、

論
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
呉
氏
か
ら
皇
帝
交
代
の
了
承
を
と
り
つ
け
る
と
と
も
に
、
光
宗
に
退
位
す
る
こ
と
を
納
得
さ
せ
て
も
ら
お
う
と
し
た
わ

け
で
あ
る
。
呉
氏
は
首
時
宮
中
の
慈
一繭
宮
に
起
居
し
て
い
た
が
、
こ
の
慈
一
繭
宮
付
き
の
官
官
で
あ
っ
た
張
宗
安
と
か
ね
て
か
ら
付
き
合
い
の
あ

っ
た
韓
佑
胃
が
こ
の
場
面
で
登
場
す
る
。
し
か
も
、
韓
佐
胃
は
た
ど
っ
て
行
け
ば
呉
氏
と
姻
戚
闘
係
に
あ
っ
て
、

汝
愚
ら
朝
廷
の
大
臣
た
ち
は
考
え
た
に
ち
が
い
な
い
。

ま
す
ま
す
好
都
合
だ
と
、
越

韓
佑
宵
は
張
宗
苦
ノ
を
通
し
て
二
度
も
呉
氏
に
奏
請
し
よ
う
と
試
み
て
失
敗
し
た
。
韓
佐
胃
が
困
り
果
て
て
い
た
と
こ
ろ
、
孝
宗
が
生
前
起
居

し
て
レ
た
重
華
宮
の
官
官
開
躍
に
出
禽
い
、
こ
の
闘
躍
を
通
し
て
新
皇
帝
即
位
と
現
皇
帝
退
位
と
い
う
朝
廷
の
大
臣
た
ち
の
意
向
を
呉
氏
に
俸

@
 

え
た
。
こ
う
し
て
や
っ
と
呉
氏
の
内
諾
を
得
る
こ
と
が
で
き
て
、
こ
の
年
の
七
月
の
五
日
に
、
光
宗
の
退
位
と
寧
宗
の
即
位
が
賞
現
し
た
の
で
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あ
っ
た
。

@
 

首
時
、
韓
佑
胃
は
知
閤
門
事
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
知
閤
門
事
は
、
宮
中
の
朝
舎
や
宴
舎
な
ど
の
こ
と
を
措
嘗
し
、
文
武
百
官
や
宗
室
・
親

王
、
契
丹
(
遼
〉
は
じ
め
諸
外
園
か
ら
の
使
節
た
ち
な
ど
の
朝
見
や
謝
僻
の
こ
と
な
ど
を
と
り
し
き
っ
た。

ま
た

知
閤
門
事
は
武
臣
の
横
行

以
上
つ
ま
り
正
六
品
以
上
の
武
階
官
を
帯
す
る
も
の
が
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

し
か
も
武
官
の
中
で
は
皇
帝
の
側
近
に
侍
す
る
要

官
で
あ
る
た
め
、
外
戚
や
動
臣
貴
戚
の
中
か
ら
任
命
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
武
官
の
中
で
は
要
職
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
文

官
優
位
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
官
界
で
は
ま
ず
問
題
に
さ
れ
な
い
位
地
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

と
は
言
っ
て
も
、
寧
宗
に
と
っ
て
は
、
自
分
の
即
位
を
決
定
的
な
も
の
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
韓
促
胃
は
恩
義
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か

な
い
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
韓
傍
由
同
か
ら
す
れ
ば
、
寧
宗
に
劃
し
て
い
わ
ゆ
る
定
策
の
功
を
誇
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
し
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わ
ゆ
る
定
策
の
功
臣
が
皇
帝
に
劃
し
て
強
い
影
響
力
を
持
ち
、
位
人
臣
を
極
め
た
権
力
の
座
に
坐
る
こ
と
は
別
に
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
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皇
子
や
皇
太
子
の
時
代
の

「務
邸
奮
臣」

や

「東
宮
奮
僚
」
あ
る
い
は

「
障
龍
之
臣
」
な
ど
と
稿
せ
ら
れ
る
皇
子
や
皇
太
子
の
時
代
に
特
別
の

人
間
関
係
を
形
成
し
得
た
一
群
の
官
僚
が、

そ
の
皇
子
や
皇
太
子
が
即
位
す
る
と
と
も
に
、
朝
廷
の
極
要
の
官
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
は
、
宋
代

に
お
い
て
も
至
極
首
然
に
し
て
、

し
か
も
屡
々
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
新
皇
帝
と
こ
う
し
た
即
位
の
前
か
ら
結
び

つ
き
の
あ
っ
た
官
僚
た

ち
と
の
聞
に
は
、
あ
る
種
の
信
頼
感
に
基
く
強
固
な
連
待
感
の
よ
う
な
も
の
が
共
通
に
存
在
す
る
と
い
う
聞
係
が
で
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
英

明
な
皇
帝
な
ら
ば
、
百
官
群
僚
の
中
か
ら
秀
れ
た
人
物
を
抜
擢
す
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
が
、
皇
帝
必
ず
し
も
賢
明
で
あ
る
と
は
限
ら
な

い
か
ら
、
凡
庸
な
皇
帝
な
ら
身
近
か
に
い
る
取
巻
き
連
中
や
、

レ
わ
ゆ
る
定
策
の
功
臣
を
重
用
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
嘗
然
の
こ
と
で
あ
り
、

お
そ
ら
く
こ
う
し
た
連
中
の
方
が
、
朝
廷
に
居
並
ぶ
大
臣
高
官
よ
り
も
、
皇
帝
に
信
任
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。

ま
し
て
や
、

韓
使
胃
は
、
太
皇
太
后
の
呉
氏
を
は
じ
め
と
し
て
後
宮
と
も
少
な
か
ら
ぬ
因
縁
の
あ
る
人
物
で
あ
っ
た
か
ら
、
単
に
皇
帝
の
み

①
 

な
ら
ず
、

後
宮
は
も
と
よ
り
宮
中
全
佳
に
お
い
て
そ
の
信
頼
は
厚
か
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
呉
氏
に
し
て
も
八
十
才
を
こ
し
た
女
性
で
あ

っ
た
か
ら
、
廟
堂
の
大
臣
も
さ
り
な
が
ら
、
妹
の
子
で
あ
り
、

姪
の
夫
で
あ
り
、

家
柄
は
北
宋
い
ら
い
の
名
家
の
出
で
あ
る
韓
促
由同
の
方
を
、

-130ー

い
か
に
も
身
内
の
よ
う
な
親
し
み
で
信
頼
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
宮
中
の
奥
深
い
所
に
起
居
す
る
人
聞
に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
身
の
回
り
に

働
く
人
物
や
深
い
因
縁
で
結
び
つ
け
ら
れ
た
者
た
ち
が
、
数
少
な
い
友
人
で
あ
り
知
人
で
あ
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
常
識
の
枠
に
入
ら

な
い
心
理
が
作
用
し
て
、
時
に
は
官
官
や
外
戚
が
皇
帝
の
権
力
を
濫
用
す
る
事
態
が
招
来
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

宋
代
で
も
、
太
旭
・
太
宗
時
代
の
越
普
、
員
宗
時
代
の
王
欽
若
ら
、
神
宗
時
代
の
王
安
石
、
徽
宗
時
代
の
奈
京
、
高
宗
時
代
の
秦
槍
な
ど
を

事
げ
る
ま
で
も
な
く
、
何
か
を
き
っ
か
け
と
し
て
皇
帝
と
の
聞
に
深
く
強
固
な
つ
な
が
り
が
で
き
た
人
物
は
、

そ
の
人
物
や
政
治
行
筋
の
善
悪

は
後
世
の
許
債
に
よ

っ
て
異
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
大
レ
に
権
力
を
ふ
る
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
寧
宗
時
代
に
お
け
る
韓
促
胃

も
こ
れ
ら
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ーし
い
権
力
の
座
あ
る
い
は
そ
の
近
道
に
位
置
す
る
よ
う
な
職
務
に
就
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。

た
だ
韓
佐
由
円
は
、
武
官
で
あ
っ
た
こ
と
も
大
き
な
原
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
定
策
の
功
と
後
宮
と
の
因
縁
と
を
利
用
し
て
、
華
々

つ
ま
り
宋
史
の
韓
佐
胃
俸
に
よ
れ
ば
、
銃
T

宗
が
剖



往
し
た
あ
と
、
宜
州
観
察
使
に
昇
格
し
て
極
密
都
承
旨
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
。
け
れ
ど
も
、
皇
帝
の
意
志
を
承
守
て
そ
れ
ぞ
れ
措
賞
官
に
俸

@
 

え
る
と
い
う
植
密
都
承
旨
の
役
目
が
ら
、
皇
帝
の
側
近
に
居
る
こ
と
が
多
く
、
し
か
も
先
に
述
べ
た
よ
う
に
皇
帝
の
信
頼
も
厚
か
っ
た
こ
と
か

@
 

ら
、
折
に
ふ
れ
て
皇
帝
擢
を
侵
し
手
前
勝
手
な
行
震
を
や
っ
て
の
け
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
皇
帝
の
側
近
に
侍
っ
て
、
皇
帝
の
命
令
だ
と
い
う

こ
と
で
質
質
的
に
擢
力
を
行
使
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
韓
佐
胃
自
身
と
し
て
は
、
朝
廷
の
高
官
に
な
る
こ
と
、

大
き
な
権
力
を
掌
握
で
き
る
地
位
に
就
く
こ
と
を
き
し
て
必
要
と
し
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

と
り
わ
け
官
制
上
か
ら
し
て

た
と
え
ば
朱
蕉
が
韓
佐
胃
を
祭
り
上
げ
て
政
治
か
ら
切
り
離
し
て
し
ま
お
う
と
越
汝
愚
に
進
言
し
て
い
る
が

A

越
汝
愚
は

武
官
で
し
か
も
外
戚
で
あ
る
韓
佑
胃
を
そ
れ
ほ
ど
重
視
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
、
こ
れ
を
聴
き
入
れ
な
か
っ
た
。
結
局
、
朱
喜
…
・
黄
度
・
彰

亀
年
ら
が
朝
廷
か
ら
追
い
出
さ
れ
て
、
そ
の
あ
と
に
は
、
京
鎧
・
謝
深
甫
・
劉
徳
秀
・
何
潜
・
李
流
・
胡
紘
ら
韓
佐
胃
と
深
密
な
か
か
わ
り
を

@
 

持
つ
人
物
が
'
次
々
に
登
用
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
寧
宗
と
韓
佐
胃
と
の
結
び
つ
き
が
そ
の
根
底
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
し
て
慶
元
元
年
(
一
一
九
五
〉
二
月
二
十
五
日
に
、

こ
う
し
た
と
き
、

右
丞
相
で
あ
っ
た
越
汝
愚
を
罷
菟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
韓
促
胃
の
貫
質
的
な
権
力
が
確
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立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
、
韓
仮
胃
は
保
寧
軍
承
宣
使
で
提
奉
佑
紳
観
に
任
命
さ
れ
て
い
た
。
承
宣
使
は
正
四
品
の
武
階
官
で
、
韓
佐
青
の
質
際
の
職
務
は

提
翠
佑
紳
観
で
あ
る
。
佑
紳
観
は
い
わ
ゆ
る
在
京
宮
観
の
一
つ
で
、
南
宋
の
首
都
臨
安
府
に
建
て
ら
れ
た
道
数
の
寺
院
の
一
つ
で
あ
旬
。
こ
の

宮
観
の
管
理
者
の
職
務
が
提
奉
佑
神
観
と
呼
ば
れ
る
。
宮
観
に
か
か
わ
る
こ
う
し
た
差
遣
は
、
質
際
に
は
責
務
を
伴
わ
ず
俸
給
だ
け
が
支
給
さ

れ
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
か
ら
、
朱
煮
な
ど
は
こ
の
差
遣
を
輿
え
ら
れ
る
よ
う
し
ば
し
ば
要
請
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
提
拳
佑

紳
観
と
い
う
佑
神
観
の
最
高
の
管
理
者
と
い
う
差
遣
を
輿
え
ら
れ
た
と
は
言
え
、
韓
佐
胃
は
官
制
上
か
ら
す
れ
ば
、
何
ら
朝
廷
の
政
治
に
干
渉

し
う
る
立
場
に
居
た
わ
け
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
こ
う
し
た
聞
に
も
、
朱
宮引い
を
追
放
し
、
趨
汝
愚
を
罷
克
し
た
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
ロ
口
組
俄
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を
は
じ
め
と
し
て
多
勢
の
人
々
が
、
韓
佐
胃
の
罷
菟
や
追
放
を
要
求
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
こ
れ
ら
の
意
見

を
具
申
奏
上
し
た
者
た
ち
が
追
い
出
さ
れ
、
韓
伎
胃
に
は
何
の
影
響
も
輿
え
ら
れ
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
か
え
っ
て
韓
佐
胃
の
後
押
し
し
て
い
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る
人
物
が
朝
廷
の
要
職
に
就
任
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
官
制
上
か
ら
見
た
権
力
の
座
に
は
、
韓
佑
胃
は
近
よ
る
こ
と
す
ら
し
な
か

っ
た
の
で
あ
る
が
、
自
分
の
意
向
に
か
な
っ
た
人
物
を
ど
ん
ど
ん
重
要
な
職
務
や
地
位
に
据
え
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
は
貫
質
上

の
権
カ
者
に
な
っ

た
わ
け
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
背
景
に
は
、
南
宋
に
お
け
る
慢
性
的
な
官
僚
の
就
職
難
と
い
う
事
情
が
あ

っ
た
に
相

異
な
く
、

寧
宗
と
韓
佐
胃
と
を
結
ぶ
道
筋
に
媛
近
す
れ
ば
、
と
り
わ
け
韓
伎
宵
に
接
近
す
れ
ば
、
容
易
に
職
務
に
あ
り
つ
け
る
と
い
う
現
質
が

韓
佐
由
円
の
権
力
形
成
に
ひ
と
役
も
ふ
た
役
も
重
大
な
働
き
を
し
た
こ
と
は
充
分
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

寧
宗
朝
に
お
け
る
質
質
的
な
権
力
を
掌
握
し
た
斡
侠
由
円
が
、
最
初
に
行

っ
た
大
き
な
仕
事
は
慶
元
の
簸
禁
で
あ
っ
た
。
慶
元
の
黛
禁
と
は
、

密
T

宗
の
慶
元
年
間
(
二
九
五
l
一
一一
O
O〉
に
、

程
氏
と
そ
の
流
れ
を
混
む
製
聞
を
偽
皐
と
し
て
排
斥
し

そ
の
波
に
属
す
る
開
学
者
や
政
治
家
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の
仕
官
や
著
書
の
流
布
を
禁
じ
た
こ
と
を
言
う
。
程
氏
の
皐
が
な
ぜ
禁
止
さ
れ
た
の
か
と
い
う
貼
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
課
題
で
は
な
い
し
ま

た
筆
者
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
も
な
い
の
で
嘗
面
そ
れ
に
は
燭
れ
な
い
が
、
す
で
に
秦
檎
の
時
代
に
い
わ
ゆ
る
専
門
の
暴
と
し
て
弾
匪
を
受
け
た
こ

⑫
 

と
が
あ
っ

た
し
、

韓
佐
由同
の
時
代
に
な
っ
て
ま
た
し
て
も
弾
匪
を
被
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
伏
線
は
孝
宗
の
時
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
淳
照
九
年
(
一
一
八
一
一
)
、
首
時
、

⑬
 

提
翠
両
新
東
路
常
卒
茶
盟
公
事
で
あ
っ

た
朱
惑
は
、
台
州
の
前
知
事
唐
仲
友
に
数
々
の
不
法
不
正
行
震
が
あ
っ
た
と
弾
劾
し
た
。
朱
背骨…
の
執
拍

慶
元
の
議
禁
あ
る
い
は
慶
元
偽
皐
の
禁
は
、

な
弾
劾
が
儲
け
ら
れ
た
結
果
、
唐
仲
友
を
江
南
西
路
の
提
貼
刑
獄
に
任
命
す
る
と
い
う
既
に
決
定
さ
れ
て
い
た
人
事
が
撤
回
さ
れ
た
。
唐
仲
友

氏料品は
のの v 時

翠輿の
を偽宰
非は相
難別王
しと准

しと
て畑

戚
関
係

あ
り

王
准
は
嘗
然
朱
煮
の
弾
劾
か
ら
唐
仲
友
を
護
ろ
う
と
し
た
。
こ
れ
が
直
接
の
原
因
で
あ
る
と
す
る
賀

こ
の
こ
ろ
に
吏
部
向
書
の
鄭
丙
が
、

つ
い
で
翌
淳
照
十
年
(
二
八
三
)
に
は
監
察
御
史
の
陳
賀
が
、

王
准
は
こ
の
あ
と
淳
照
十
五
年
(
二
八
八
)
の
五
月
ま
で
宰
相
の
地
位
に
あ
り
、 そ

れ
ぞ
れ
程

朱
裂
は

王
准
が
在
職
し
て
い
る
う
ち
は
た
と
え
皇
帝
か
ら
召
し
出
し
の
命
令
が
あ
っ
て
も
そ
れ
を
抑
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
王
准
の
政
権
時
代
は
、
お

遁
摩
の
排
斥
を
奏
上
し
た
。



そ
ら
く
こ
う
し
た
道
皐
に
針
す
る
非
難
あ
る
い
は
批
判
的
な
空
気
が
一
般
化
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
王
准
の
退
任
後
も
、
同
じ
淳
照

十
五
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
兵
部
侍
郎
の
林
粟
が
朱
援
を
弾
劾
し
道
皐
を
非
難
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
こ
ろ
に
は
先
の
陳
買
は
諌
議
大
夫

⑮
 

ほ
か
に
右
正
言
に
黄
捕
と
い
う
も
の
が
い
て
、
こ
れ
ま
た
道
拳
を
攻
撃
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

に
ま
で
昇
格
し
て
い
た
し
、

王
准
の
退
任
の
あ
と
、
政
権
を
推
賞
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
周
必
大
や
留
正
で
あ
っ
た
が
、
光
宗
朝
に
な
る
と
、
留
正
は
何
猪
を
登
用
し

て
周
必
大
を
追
い
出
し
た
。
何
潜
は
さ
ら
に
植
密
使
の

王
蘭
の
罷
克
な
ど
に
も
活
躍
し
、

留
正
の
た
め
に
働
く
わ
け
で
あ
る
が
、

紹
照
二
年

〈
二
九
一
〉
の
八
月
に
縫
母
の
喪
に
服
す
ベ
く
僻
任
し
た
。

そ
し
て
、

越
汝
愚
ら
が
登
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、

や
が
て
皐
者
や
皐
聞
に

か
か
わ
り
の
あ
る
人
々
が
朝
廷
に
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
嘉
藤
の
背
景
に
は
、
{
木
皐
諸
涯
の
皐
問
内
容
に
立
脚
し
た
勢
力
必
ず
い
あ
る
い
は
皐
聞
の
正
統
性
を
決
定
せ
ん
が
た
め
の
論
争
が

行
わ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
韓
佐
官
の
登
場
に
よ
っ
て
局
面
が
大
き
く
轄
回
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
韓
促
由
同
は
寧
宗
の
即

位
に
か
か
わ
る
定
策
の
功
を
誇
っ
た
が
、
越
汝
愚
や
朱
煮
や
彰
翁
年
ら
い
わ
ゆ
る
道
皐
涯
の
連
中
が
韓
佐
胃
の
功
績
に
十
分
に
酬
い
な
か
っ
た

た
め
、
少
く
と
も
韓
伎
胃
の
個
人
的
な
あ
る
い
は
主
観
的
な
自
信
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、
韓
佐
胃
は
こ
れ
ら
の
連
中

⑮
 

を
恨
ん
だ
と
い
う
の
が
資
料
の
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
が
た
め
か
ど
う
か
、
朱
忍…
や
彰
亀
年
ら
遁
皐
に
深
く
か
か
わ
る
連
中
を
追
い
出
し
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た
あ
と
、

慶
元
元
年
ハ
二
九
五
〉
の
二
月
に
越
汝
愚
を
罷
菟
し
、

こ
れ
と
前
後
し
て
越
汝
愚
の
一
涯
に
属
し
た
り
、

越
汝
愚
に
登
用
さ
れ
た

り
し
た
人
物
を
追
放
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
形
で
息
の
か
か
っ
た
連
中
た
ち

@
 

を
朝
廷
に
集
め
た
。
慶
元
の
議
禁
で
は
京
鐙
・
何
猪
・
劉
徳
秀

・
胡
紘
の
四
人
が
「
魁
除
」
と
呼
ば
れ
て
、

こ
れ
と
並
行
し
て
、
韓
佐
官
は
自
分
の
意
向
に
か
な
っ
た
者
た
ち
ゃ
、
制
禦
し
う
る
人
物
や
、

」
の
弾
監
の
首
謀
者
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
四
人
は
寧
宗
即
位
の
紹
回
一
五
年
(
二
九
四
)
か
ら
翌
年
の
慶
元
元
年
の
聞
に
、

⑮
 

ご
く
大
雑
把
に
時
聞
を
追
っ
て
見
て
み
る
と
、
紹
照
五
年
の
八
月
に
謝
深
甫
が
御
史
中
丞
を
奔
し
た
。
八
月
と
言
え
ば
、
朱
奈
が
侍
講
に
任
命

さ
れ
、
責
裳
・
陳
停
良
・
彰
亀
年
が
講
讃
官
に
な
り
、
越
汝
愚
が
右
丞
相
を
拝
命
し
た
月
で
あ
る
か
ら
、
華
や
か
な
道
皐
涯
の
登
場
す
る
舞
蓋

韓
佑
胃
に
よ
っ
て
登
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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の
裏
で
、
韓
佑
胃
涯
の
最
初
の
大
物
が
蓋
諌
の
中
核
に
就
任
し
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
同
じ
く
韓
佑
由
同
振
の
楊
大
法
も
監
察
御
史
を
奔
し
て
い

た
。
九
月
に
は
劉
徳
秀
が
監
察
御
史
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
刑
部
尚
書
で
あ
っ
た
京
鍵
が
策
書
極
密
院
事
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
十
二
月
に
は
余
端
躍

が
知
橿
密
院
事
、
京
鐙
が
参
知
政
事
、
鄭
僑
が
同
知
橘
密
院
事
に
そ
れ
ぞ
れ
就
任
し
た
。
あ
く
る
慶
元
元
年
の
正
月
に
は
、
李
流
が
右
正
言
を

奔
し
、
劉
三
傑
が
監
察
御
史
に
任
ぜ
ら
れ
て
先
任
の
劉
徳
秀
と
並
行
し
、
さ
ら
に
五
月
に
は
何
潟
が
御
史
中
丞
に
復
関
し
、
十
一
月
に
は
胡
紘

が
監
察
御
史
と
し
て
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
聞
に
も
道
拳
汲
の
追
放
は
つ
ぎ
つ
ぎ
に
強
行
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

一

方
で
韓
佑
由
同
波
の
人
物
が
昇
格
や
新
任
に
よ
っ
て
朝
廷
の
高
官
へ
進
出
し
て
行
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
越
汝
愚
を
罷
兎
し
た
あ
と
の
慶
元
元
年
だ
け
を
簡
単
に
と
り
あ
げ
て
み
て
も
、

宰
相

・
執
政
に
は
余
端
瞳

・
京
鐘

・
鄭
僑

・
謝

深
甫
、
御
史
蓋
に
は
何
瀦

・
揚
大
法

・
劉
徳
秀

・
劉
三
傑
・
胡
紘
、
諌
官
に
は
李
流

・
劉
徳
秀
ら
が
配
置
さ
れ
て
お
り
、
少
く
と
も
資
料
の
記

⑬
 

録
に
よ
る
か
ぎ
り
で
は
、
彼
ら
韓
佑
由
同
汲
の
人
物
だ
け
が
活
躍
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
朝
廷
の
動
向
は
完
全
に
韓
佐
胃
の

一
波
の
手
中
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に
、
敢
え
て
言
え
ば
韓
佑
由
円
個
人
の
手
の
内
に
牧
め
ら
れ
て
い
た
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

@

⑮
 

慶
元
元
年
六
月
四
日
、
右
正
言
の
劉
徳
秀
が
員
偽
を
勘
案
し
邪
正
を
鼎
別
せ
よ
と
奏
上
し
た
。
こ
れ
が
慶
元
の
黛
禁
の
端
緒
だ
と
さ
れ
て
い

る
。
翌
七
月
十
三
日
、
こ
ん
ど
は
御
史
中
丞
の
何
櫓
が
、
専
門
の
皐
は
流
れ
て
偽
と
な
り
空
虚
短
拙
で
あ
る
か
ら
、
鼠
平
者
は
も
っ
ぱ
ら
孔
孟
を

@
 

師
と
す
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
、
同
月
十
九
日
に
は
、
吏
部
郎
官
の
鹿
師
旦
が
員
協
を
考
え
調
べ
る
よ
う
奏
請
し
明
。

さ
ら
に
ふ
た
た
び
何
猶

が
、
邪
な
る
者
を
退
官
さ
せ
る
べ
き
こ
と
を
論
じ
た
。
こ
の
あ
と
、
胡
紘
ら
に
よ
る
越
汝
愚
の
一
黛
に
劃
す
る
非
難
が
あ
っ
て
、
翌
慶
元
二
年

(
二
九
六
〉
の
正
月
、

こ
ん
ど
は
劉
徳
秀
に
よ
っ
て
元
宰
相
の
留
正
が
攻
撃
さ
れ
た
。

留
正
が
薦
用
し
た
人
物
は
偽
皐
の
黛
に
属
す
る
も
の

@
 

だ
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
と
き
は
じ
め
て
偽
皐
と
い
う
呼
稿
が
使
わ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
年
の
二
月
、
知
貢

@
 

摩
の
葉
嘉

・
侃
恩

・
劉
徳
秀
ら
の
奏
請
に
よ
っ
て
、
科
撃
の
答
案
に
義
理
の
読
を
書
く
こ
と
を
禁
じ
た
。
さ
ら
に
六
月
に
は
、
張
釜
が
偽
皐
を

@
 

禁
止
す
る
よ
う
求
め
た
。

慶
元
三
年
(
一
一
九
七
ν

二
月
に
は
、
偽
民
平
の
黛
人
に
は
京
師
に
お
け
る
職
務
を
興
え
な
い
こ
と
に
凶
、

十
二
月
に
な
っ
て
偽
皐
の
籍
を
つ



@
 

く
り
、
偽
皐
の
黛
人
の
姓
名
を
記
載
し
て
、
こ
れ
ら
の
人
物
に
は
閑
漫
差
遣
を
奥
え
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
黛
籍
に
記
載
さ
れ
た
人
物
は
越
汝

曲
智

愚
や
朱
蒸
ら
あ
わ
せ
て
五
十
九
人
を
か
ぞ
え
た
。
そ
し
て
、
慶
元
四
年
(
一
一
九
八
〉
五
月
十
二
日
に
、
偽
皐
を
禁
止
す
る
旨
の
詔
勅
が
出
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
慶
元
四
年
に
偽
皐
が
禁
止
さ
れ
た
時
の
朝
廷
に
お
け
る
人
事
の
景
色
を
眺
め
て
み
る
と
、
宰
執
に
は
京
鐘
・
何
潅
・
謝

深
甫
・
許
及
之
・
葉
諮
ら
が
お
り
、
御
史
蓋
に
は
張
釜
・
張
巌
、
諌
官
に
は
挑
愈
・
劉
三
傑
が
い
て
、

さ
ら
に
天
子
側
近
と
し
て
中
書
舎
人
に
高
文
虎
な
ど
が
配
置
さ
れ
て
い
た
。

ほ
か
に
六
部
の
長
官
や
次
官
と
し
て
胡

紘
・
劉
徳
秀
ら
、

つ
ま
り
朝
廷
全
睦
を
す
っ
ぽ
り
と
韓
佑
胃
一
波

が
お
お
い
つ
く
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
人
物
が
こ
と
ご
と
く
偽
皐
と
し
て
の
朱
煮
ら
の
遁
撃
を
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
非
難

攻
撃
し
て
い
た
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
た
め
に
慶
元
の
黛
禁
が
園
滑
に
貫
施
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

慶
元
五
年
(
二
九
九
)
二
月
に
吏
部
侍
郎
の
胡
紘
が

同
年
七
月
に
は
吏
部
向
書
の
劉
篠
秀
が
婆
州
の
知
事
に
任
ぜ
ら
れ
て
中
央
を
離
れ
、
慶
元
六
年
〈
一
二
O
O
)
八
月
に
左
丞
相
の

@
 

京
鐘
が
死
去
L
、
嘉
泰
元
年
(
二

δ
一
〉
七
月
に
知
植
密
院
事
の
何
潜
が
弟
の
不
始
末
の
責
任
を
と
っ
て
罷
菟
を
求
め
て
太
卒
州
の
知
事
と

な
カ
て
中
央
を
離
れ
た
こ
と
か
ら
、
事
態
の
轄
換
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
つ
ま
り
慶
元
の
黛
禁
に
関
し
て
言
え
ば
、
「
魁
険
」
と
稽
せ
ら
れ
た
四

人
が
嘉
泰
元
年
七
月
を
以
て
す
べ
て
朝
廷
を
去
っ
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、

こ
う
し
て
寅
施
さ
れ
た
黛
禁
は
、

こ
の
あ
と
し
ば
ら
く
縫
績
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

罷
菟
さ
れ
、
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こ
の
た
め
か
ど
う
か
、

嘉
泰
二
年
三
二
O
二
)
の
二
月
に
な
っ

て
、
暴
禁
を
ゆ
る
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
韓
佑
由
同
が
摩
禁
に
嫌
気
が
き
し
た
こ
と
と
、
議
禁
を
ゆ
る
め
て
他
日
の
報
復
を
か
わ
す
よ
う
に
準
言

@
 

す
る
者
が
い
た
こ
と
が
、

ーそ
の
理
由
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
嘉
泰
二
年
二
月
ご
ろ
の
朝
廷
の
官
僚
た
ち
を
み
て
み
る
と
、
宰
執
に
謝
深
甫

・
陳
自
強
・
程
松

・
張
緩
が
お
り
、
蓋
諌
に
施
康
年
・
張

浮

・
郵
友
龍

・
林
采
ら
が
い
た
。
こ
の
う
ち
積
極
的
に
偽
皐
の
黛
を
攻
撃
し
た
も
の
は
張
巌
・
施
康
年
・
林
采
の
三
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
や
は

り
「
魁
除
」
と
稽
せ
ら
れ
た
四
人
が
い
な
く
な
る
と
、
も
は
や
黛
禁
を
維
持
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
こ
う

し
た
朝
廷
の
構
成
人
員
の
中
に
偽
泉
攻
撃
涯
の
数
が
少
な
く
な
っ
た
と
い
う
客
観
的
情
勢
が
黛
禁
を
ゆ
る
め
た
原
因
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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逆
に
言
え
ば
、
黛
禁
に
興
味
を
失
っ
た
り
、

そ
れ
を
ゆ
る
め
よ
う
と
す
る
空
気
が
、
こ
う
し
た
中
央
の
人
的
構
成
に
反
映
し
て
い
っ
た
と
も
言
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え
よ
う
。
さ
ら
に
韓
佑
胃
と
そ
の
一
波
が
、
慶
元
の
業
禁
に
お
い
て
新
興
の
宋
皐
諸
汲
と
り
わ
け
朱
蒸
ら
の
一
涯
を
抑
制
し
弾
匪
す
る
所
期
の

目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
一
腹
の
評
債
を
興
え
、
あ
わ
せ
て
反
封
汲
の
一
掃
に
自
信
を
深
め
た
で
あ
ろ
う
貼
も
、
嘗
然
考
え
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
。

四

さ
て
韓
佐
胃
の
第
二
の
仕
事
で
あ
る
劉
金
戦
争
は
「
開
稽
用
兵
」
と
稀
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

@
 

を
討
伐
す
る
旨
の
詔
救
が
出
さ
れ
て
、
戦
争
に
突
入
し
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
翌
開
稽
三
年
三
二
O
七
〉
十
一
月
三
日
に
韓
佐
膏
が
暗
殺

一
臆
の
終
結
を
み
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
質
際
に
は
「
開
薩
用
兵
」
の
護
端
は
も
っ
と
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で

開
嬉
二
年
三
二
O
六
〉
五
月
七
日
に
金

さ
れ
た
こ
と
で
、

き
る
。嘉

泰
元
年
三
二
O
一
〉
七
月
二
十
一
日
、

昭
信
軍
節
度
使
の
果
曜
は
、

興
州
、
駐
割
御
前
諸
軍
都
統
制
粂
知
輿
州
〈
侠
西
省
略
陽
豚
)
で
利
州
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西
路
安
撫
使
に
任
命
さ
れ
た
。
韓
佐
胃
が
兵
権
ま
で
も
掌
握
し
、
封
金
戦
争
の
遂
行
を
計
劃
す
る
や
、
そ
の
第
一
弾
と
し
て
こ
の
人
事
が
行
わ

@
 

れ
た
と
い
う
。
韓
慌
胃
が
こ
の
こ
ろ
か
ら
劉
金
戦
争
を
計
劃
し
て
い
て
、
そ
の
た
め
に
こ
う
し
た
布
石
を
打
っ
た
と
い
う
解
樟
に
は
即
座
に
は

賛
成
し
か
ね
る
け
れ
ど
も
、

い
わ
ゆ
る
「
開
轄
用
兵
」
の
伏
線
に
、
結
果
的
に
は
な
っ
た
こ
と
は
事
責
で
あ
る
。
宋
側
の
開
戦
準
備
の
動
き
は

こ
れ
に
符
合
し
て
金
側
の
資
料
に
も
同
年
十
月
こ
ろ
か
ら
宋
の
戦
争
準
備
の
様
子

嘉
泰
三
年
(
一

二
O
三
〉
七
月
か
ら
資
料
に
見
ら
れ
る
し
、

@
 

が
俸
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
南
宋
朝
廷
の
人
事
に
陳
自
強
の
昇
格
が
あ
る
。

一
貫
し
て
韓
佑
胃
に
附
き
従
っ
た
陳
自
強
は
、

嘉
泰
三
年
五
月
に
右
丞
相
に
な
っ
た
。
こ
の
年
の
正
月
、
謝
深
甫
が
右
丞
相
を
罷
め
て
い
ら
い
、

四
ヶ
月
間
に
わ
た
っ
て
宰
相
の
地
位
は
空
席

に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
、

こ
と
に
な
っ
て
韓
佑
胃
の
意
の
ま
ま
に
動
く
陳
自
強
を
右
丞
相
に
据
え
た
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
こ
の
こ
ろ
を
轄
回

貼
に
し
て
、
南
宋
朝
廷
は
開
戦
の
方
向
へ
準
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
陳
自
強
の
昇
格
と
並
行
し
て
、
許
及
之
が
知
橿

密
院
事
衆
参
知
政
事
、

ま
た
書
吏
出
身
で
韓
伎
由
同
に
ま
と
わ
り
つ
く
よ
う
に
し
て
出
世
し
た
蘇
師
旦
も
、

こ
の
時
に
定
江
軍
承
宣
使
に
な
っ



た
。
さ
ら
に
こ
の
あ
と
、
十
月
に
は
費
士
寅
と
張
孝
伯
と
を
、
翌
慶
元
元
年
の
四
月
に
は
銭
象
組
を
、
そ
し
て
十
月
に
は
張
巌
を
そ
れ
ぞ
れ
執

政
に
任
命
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
人
物
の
多
く
が
韓
佑
胃
の
期
待
し
て
い
た
よ
う
に
は
働
か
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
「
開
稽
用

兵
」
が
失
敗
し
、
あ
っ
け
な
い
幕
切
れ
を
迎
え
た
原
因
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
た
い
。

嘉
泰
三
年
の
暮
れ
に
な
る
と
、
新
興
の
蒙
古
に
匡
迫
さ
れ
て
い
て
、

し
か
も
圏
内
が
不
安
定
で
あ
る
と
い
う
金
園
の
情
勢
に
閲
す
る
情
報
を

原
因
と
し
て
、
張
巌
・
程
松

・
郎
宮
・
辛
棄
疾
な
ど
を
宋
金
の
園
境
線
に
配
置
し
た
し
、
同
時
に
金
の
方
で
も
裏
陽
の
権
場
を
閉
鎖
し
た
。

嘉
泰
四
年
〈
一
二
O
四
〉
を
む
か
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な
情
報
と
情
勢
を
も
と
に
、

宋
で
は
劃
金
開
戦
に
つ
い
て
の
議
論
が
盛
ん
に
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
五
月
に
な
る
と
、
南
宋
の
初
期
に
金
と
の
講
和
に
反
射
し
、
針
金
戦
争
の
績
行
を
主
張
し
て
秦
槍
に
謀
殺
さ
れ
た

岳
飛
を
郡
王
に
祭
り
あ
げ
て
、
針
金
開
戦
の
雰
圏
気
を
盛
り
上
げ
よ
う
と
し
た
。

ま
た
軍
糧
の
準
備
と
軍
隊
の
増
強
も
並
行
し
て
行
わ
れ
て
い

る
開
躍
元
年
の
七
月
、
韓
佑
胃
は
卒
章
軍
園
事
を
奔
命
し
た
。
官
制
の
上
か
ら
み
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
舞
蓋
裏
か
ら
政
治
を
操
っ
て
い
た
韓
佐
胃

が
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
名
賀
共
に
品兼
ね
備
え
た
権
力
者
と
し
で
登
場
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
ほ
ぼ
同
じ
時
に
、
蘇
師
旦
に
閤
門
事
を
領
せ

し
む
と
い
う
詔
教
が
出
さ
れ
た
。
表
舞
蓋
一
に
登
場
し
た
韓
佐
胃
が
、
舞
蓋
一畏
を
蘇
師
互
に
ま
か
せ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
前
の
年

嘉
泰
四
年
の
十

一
月
ご
ろ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
宋
軍
の
金
園
領
内
へ
の
侵
入
は
、
こ
の
年
に
も
縫
績
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
金
の
方
で
は
前
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線
部
隊
に
よ
る
局
地
的
な
小
競
り
合
い
と
し
て
扱
っ
た
の
か
、
北
方
の
蒙
古
の
方
に
よ
り
以
上
の
脅
威
を
感
じ
て
圏
内
不
安
を
呼
び
起
す
南
方

で
の
別
な
戦
闘
を
意
識
的
に
避
け
た
の
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
正
面
か
ら
宋
軍
の
侵
入
に
取
り
合
わ
な
か
っ
た
の
で
、
お
そ
ら
く
宋
側
で
は

金
園
興
し
易
し
と
解
揮
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
韓
伎
胃
の
表
舞
蓋
へ
の
登
場
の
裏
に
、
こ
の
よ
う
な
宋
側
の
解
樟
が
あ
っ
た
こ
と
が
推

測
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
か
ら
以
後
、
宋
の
朝
廷
で
は
、
針
金
戦
争
を
諌
め
た
り
あ
る
い
は
慎
重
論
を
表
明
し
た
人
物
が
、

@
 

ら
つ
ぎ
へ
と
罷
菟
さ
れ
た
り
左
遷
さ
れ
た
り
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
か
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開
嬉
二
年
に
入
る
と
、
宋
軍
の
金
へ
の
侵
攻
は
ま
す
ま
す
頻
繁
に
な
り
、
と
う
と
う
四
月
に
は
金
の
方
で
も
宋
を
伐
つ
旨
の
詔
教
が
出
さ
れ
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て
、
宋
金
の
戟
争
が
本
格
化
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
宋
の
方
で
も
五
月
七
日
に
な
っ
て
金
を
伐
つ
と
い
う
詔
教
が
く
だ
っ
た
。

本
格
的
な
戦
闘
が
は
じ
ま
る
と
金
軍
は
各
地
で
優
勢
で
あ
り
、
と
く
に
十
月
を
過
ぎ
て
か
ら
は
金
の
軍
隊
が
九
路
に
分
け
て
進
撃
す
る
と
い
う

作
戦
を
採
用
し
、
宋
側
が
各
地
で
匪
倒
さ
れ
敗
北
を
重
ね
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
た
め
韓
佐
胃
は
家
財
二
十
蔦
を
賠
軍
の
資
金
に
提
供

@
 

し
、
太
皇
太
后
の
呉
氏
も
一
百
寓
絹
を
軍
士
の
稿
賞
に
賜
興
す
る
な
ど
の
こ
と
が
、
こ
の
年
十
一
月
に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
開
薩
二
年
の

十
一
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
、
宋
金
南
園
の
聞
に
講
和
の
交
渉
が
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
金
側
か
ら
開
戦
の
責
任
者
を
差
し
出
す
よ
う

要
求
が
あ
っ
た
の
で
、
蘇
師
旦

・
郵
友
龍

・
皇
甫
斌
ら
が
勝
手
に
や
っ
た
こ
と
で
あ
っ
て
宋
の
朝
廷
の
意
志
で
は
な
い
と
返
答
し
た
と
こ
ろ
、

韓
佑
宵
に
そ
の
意
向
が
無
か
っ
た
の
な
ら
、
蘇
師
旦
ら
が
濁
断
で
開
戦
で
き
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
金
側
の
反
駁
が
あ
っ
た
。

つ
ま
る
と
こ

ろ
、
金
側
は
開
戦
の
責
任
者
と
し
て
韓
促
由
同
の
提
出
を
要
求
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
う
し
た
講
和
の
篠
件
を
韓
佑
由
円
が

呑
む
は
ず
が
な
い
。
開
龍
三
年
正
月
に
講
和
交
渉
の
責
任
者
で
あ
る
郎
宮
を
罷
菟
し
て
、
張
巌
に
江
准
の
軍
馬
を
督
視
さ
せ
る
こ
と
が
、
交
渉

中
断
の
結
果
と
し
て
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
推
移
と
並
行
し
て
、

う
ち
績
く
宋
側
の
敗
戦
に
不
安
を
感
じ
、

し
か
も
講
和
の
燦
件
と
し
て
自
分
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自
身
の
差
し
出
し
を
要
求
さ
れ
て
い
る
韓
促
胃
は
、
各
地
区
の
敗
戦
の
責
任
者
を
罷
兎
更
迭
し
た
。
こ
の
な
か
に
皐
者
で
開
戦
論
者
で
し
か
も

京
湖
宣
撫
使
と
し
て
一
方
の
責
任
者
で
あ
っ
た
醇
叔
似
も
、
敗
戦
の
責
任
を
問
わ
れ
て
更
迭
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
蘇
師
旦
は
こ
の
う
ち
の
最
大

@
 

級
の
人
物
で
あ
っ
た
が
、
開
轄
二
年
六
月
二
十
八
日
に
罷
兎
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
蘇
師
日
一
に
そ
そ
の
か
さ
れ
て
開
戦
し
た
け
れ
ど
も
敗
戦
が

そ
れ
が
罷
菟
の
理
由
に
な
っ
た
と
い
う
。
同
じ
六
月
の
四
日
に
は
開
戦
の
責
任

③
 

者
の

一
人
郵
友
龍
も
罷
克
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
醇
叔
似
や
陳
謙
の
罷
菟
は
同
年
の
十
二
月
二
十
四
日
の
こ
と
で
あ
り
、

績
く
な
か
で
、
蘇
師
旦
に
だ
ま
さ
れ
た
と
韓
促
胃
が
気
付
き
、

」
の
ほ
か
前
線
の

司
令
官
や
指
揮
官
の
更
迭
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
な
資
料
に
数
多
く
見
ら
れ
る
。

今
一
つ
の
問
題
は
、
開
鵡
二
年
十
二
月
に
な
っ
て
萄
に
い
た
呉
曜
が
金
へ
寝
返
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
臭
峨
は
宋
側
の
資
料
で
は
十
二
月
二
十

七
日
に
自
ら
濁
王
と
稀
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
金
の
方
で
は
味
方
に
な
っ
た
呉
略
指
揮
下
の
軍
隊
と
協
同
し
て
裏
陽
の
攻
略
を
狙
っ
た
よ
う
で

@
 

あ
る
が
、
結
局
、
開
梧
三
年
二
月
二
十
九
日
に
安
丙
・
李
好
義
・
楊
E
源
ら
が
呉
曜
を
殺
害
し
て
、
こ
の
反
見
の
幕
は
お
ろ
さ
れ
た
。
呉
蟻
を



監
督
す
べ
き
四
川
宣
撫
使
の
地
位
に
あ
っ
た
程
松
は
、
果
磯
が
反
乱
し
て
金
に
寝
返
る
や
す
ぐ
さ
ま
持
ち
場
を
離
れ
て
逃
亡
し
た
の
で
、
三
月

⑬
 

二
十
五
日
に
罷
兎
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
あ
い
だ
に
も
、
宋
金
の
講
和
交
渉
は
断
績
的
に
行
わ
れ
て
い
た
。
と
く
に
、
開
稽
三
年
の
二
月
、
五
月
、

八
月
の
三
田
に
わ
た

っ

て
、
知
極
密
院
事
の
張
巌
に
涯
遣
さ
れ
て
金
園
へ
講
和
の
交
渉
に
出
向
い
た
方
信
講
の
活
躍
が
あ
っ
た
。
使
節
と
し
て
の
第
三
回
目
に
方
信
揺

が
金
か
ら
宋
に
蹄
っ
て
来
た
の
は
九
月
の
初
め
で
あ
っ
た
。
方
信
捕
が
持
ち
開
っ
た
五
つ
の
講
和
の
篠
件
の
中
に
、
韓
佑
由
円
の
首
級
を
差
し
出

す
こ
と
が
入
っ
て
レ
た
。
韓
佑
胃
は
怒
っ
て
、
ま
ず
九
月
八
日
に
交
渉
の
責
任
者
の
張
巌
を
罷
菟
し
、
九
日
に
は
方
信
捕
の
三
官
を
降
し
た
。

張
巌
と
方
信
掃
を
解
任
し
た
韓
佑
胃
は
、
さ
ら
に
戦
争
纏
績
の
用
意
を
す
る
一
方
で
、
あ
ら
た
に
王
掛
を
涯
遣
し
て
講
和
交
渉
を
も
繕
績
し

た
の
で
あ
る
。
蘇
師
旦
ら
の
首
を
献
上
し
よ
う
と
い
う
宋
側
の
提
議
に
射
し
て
、
金
側
は
あ
く
ま
で
も
韓
佑
胃
の
首
級
を
差
し
出
せ
と
強
硬
で

あ
っ
た
。

か
く
し
て
、
韓
佐
宵
の
首
級
無
し
に
は
講
和
の
成
立
が
不
可
能
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
宋
側
で
は
、

か
ね
て
か
ら
韓
佑
胃
の
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や
り
方
に
反
封
で
あ
っ
た
人
物
ら
が
韓
伎
胃
の
暗
殺
を
計
劃
し
、
宋
側
の
資
料
で
は
、
十
一
月
二
日
に
韓
佑
宵
と
陳
自
強
を
罷
菟
し
、
翌
一
一
一
日

@
 

に
韓
傍
胃
を
殺
害
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
暗
殺
の
首
謀
者
は
史
繭
遠

・
銭
象
組
・
李
壁
ら
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
七
日
に
は
蘇
師
旦
を
殺
し
、
引

き
つ
づ
い
て
十
一
月
中
に
郵
友
龍

・
郭
停
『
郭
供

・
皇
甫
斌
・
李
壁
・

張
巌
ら
の
慮
分
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

十
二
月
に
は
、
葉
遁
・
許
及

之
・
醇
叔
似
ら
に
劃
す
る
慮
分
が
あ
っ
た
。
結
局
、
翌
嘉
定
元
年
(
三

δ
八
)
九
月
二
十
二
日
に
、

@
 

し
、
こ
こ
に
お
い
て
名
賓
と
も
に
「
開
稽
用
兵
」
は
終
結
し
た
の
で
あ
る
。

宋
の
朝
廷
は
和
議
の
成
立
を
天
下
に
識

五

こ
の
よ
う
な
経
緯
で
終
結
し
た
「
開
稽
用
兵
」
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
間
、
朝
廷
の
官
僚
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
配
置
さ
れ
、

ど
ん
な
行
動
を
と

っ
た
か
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
に
考
え
て
み
た
い
。
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嘉
泰
元
年
七
月
は
、
慶
元
の
黛
禁
の
推
進
者
で
「
魁
険
」
と
稿
せ
ら
れ
た
四
人
の
う
ち
の
最
後
の
一
人
で
あ
っ
た
何
潜
が
罷
兎
さ
れ
た
と
き
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で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
時
を
一
つ
の
目
安
と
し
て
こ
れ
以
後
の
朝
廷
の
人
事
を
考
え
て
み
る
と
、
韓
倍
由
同
の
一
一
級
と
、
そ
の
汲
に
は
属
し

⑬
 

て
い
な
い
け
れ
ど
も
韓
促
宵
政
権
に
よ
っ
て
登
用
さ
れ
た
者
と
を
合
わ
せ
る
と
二
十
七
人
に
達
す
る
。
こ
れ
ら
は
朝
廷
の
大
官
で
あ
っ
た
り
、

前
線
の
司
令
官
ゃ
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
ず
る
ほ
ど
の
高
官
に
抜
擢
さ
れ
た
者
た
ち
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
慶
元
の
議
禁
で
偽
皐
の
一

涯
と
し
て
追
放
さ
れ
た
者
が
、
醇
叔
似

・
葉
適

・
呉
磁
の
三
人
、
ほ
か
に
慶
元
の
こ
ろ
に
偽
拳
あ
る
い
は
趨
汝
愚
や
朱
喜
一
と
関
係
が
あ
っ
た
と

し
て
罷
菟
降
官
さ
れ
た
者
に
辛
棄
疾
と
陳
謙
の
二
人
が
い
た
。
ま
た
、
二
十
七
人
の
う
ち
、

皐
者
と
し
て
認
定
さ
れ
た
よ
う
な
形
で
、
後
世
の

宋
元
鼠
平
案
や
そ
の
補
遣
に
名
前
を
載
せ
ら
れ
て
い
る
者
は
、
蓑
読
友
・
張
孝
伯
・
辛
棄
疾
・
銭
象
組
・
醇
叔
似
・
郵
友
龍
・
郎
苦

・
李
壁
・
楊

輔

・
陳
謙

・
臭
猶

・
葉
遁
・
許
突

・
字
文
紹
節

・
林
扶
辰
の
十
五
人
を
数
え
る
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
二
十
七
人
の
う
ち
積
極
的
に
開
載
を
支
持
し
た
り
戦
争
の
縫
績
を
主
張
し
た
も
の
は
陳
自
強
・
蘇
師
E
・
辛

棄
疾
・
醇
叔
似
の
四
人
で
、
開
戦
を
示
唆
し
た
り
賛
同
し
た
も
の
は
許
及
之
・
郵
友
龍

・
李
壁
の
三
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
韓
佑
胃
の
方
で
は
何
ら
か
の
思
惑
や
期
待
を
も
っ
て
登
用
し
た
二
十
七
人
の
人
物
の
う
ち
、
わ
ず
か
に
七
人
だ
け
が
「
開
語
用
丘
ハ
」
を
支
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持
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
開
戦
に
賛
成
し
な
か
っ
た
り
慎
重
論
を
唱
え
た
も
の
に
は
、
張
巌

・
銭
象
組
・
郎
苦
・
楊
輔
・

陳
謙

・
呉
撤
・
葉
遁
・
許
突
・
字
文
紹
節
の
九
人
が
い
て
、
む
し
ろ
数
の
上
か
ら
す
れ
ば
、
こ
ち
ら
の
方
が
優
勢
で
あ
っ
た
。

し
か
も
、
奇
妙
な
こ
と
に
は
、
こ
の
よ
う
な
韓
佑
胃
が
何
ら
か
の
期
待
を
も
っ
て
登
用
し
た
者
の
中
に
、
時
代
が
降
る
に
つ
れ
て
、

い
わ
ゆ

る
摩
者
な
る
も
の
が
次
第
に
そ
の
数
を
増
し
て
き
で
い
る
の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
醇
叔
似
・
葉
遁
・
臭
強

・
辛
棄
疾
・
陳
謙
ら
五
人
が
、

度
は
偽
蕪
の
人
あ
る
い
は
偽
簸
に
興
す
る
も
の
と
し
て
追
放
に
逢
い
な
が
ら
、
韓
佐
由
同
一
仮
に
よ
っ
て
再
度
登
用
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
ほ
か
に
こ

の
五
人
以
外
に
も
、

た
と
え
ば
早
く
か
ら
韓
佑
胃
に
任
用
さ
れ
た
亥
説
友
・
張
孝
伯
を
は
じ
め
と
し
て
、
郵
友
龍
・
郎
苦
・
李
壁

・
楊
輔

・
許

突
・
字
文
紹
節
・
林
扶
辰
ら
を
指
適
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
韓
佑
胃
は
慶
元
の
議
禁
に
お
い
て
は
、
世
揮
監
の
劃
象
と
し
て
程
氏
の
皐
聞
か
ら
朱

煮
の
準
聞
に
至
る
ま
で
の
嬰
統
を
中
心
に
据
え
て
は
い
た
が
、

単
に
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
暴
聞
を
や
っ
て
い
る
人
物
を
ほ
と

し
か
し
、
皐
禁
が
ゆ
る
め
ら
れ
て
か
ら
は
、
次
第
に
拳
者
と
言
わ
れ
て
い
る

ん
ど
す
べ
て
同
一
の
次
元
で
と
ら
え
て
追
放
し
た
よ
う
で
あ
る
。



者
た
ち
を
復
信
仰
さ
せ
て
行
っ
た
が
、
や
は
り
朱
乗
の
皐
聞
に
直
接
結
び
つ
く
も
の
は
、
韓
倍
胃
液
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
く
て
本
人
た
ち
の
所

矯
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
容
易
に
返
り
咲
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
ら
し
い
。
こ
こ
で
酎
挙
げ
た
拳
聞
に
か
か
わ
り
の
あ
る
人

物
の
中
で
も
、
辛
棄
疾
が
朱
子
皐
の
系
統
に
属
す
る
人
物
で
あ
り
、
ま
た
楊
輔
が
劉
光
租
の
同
調
者
で
、
劉
光
粗
は
朱
蒸
の
同
調
者
で
あ
っ
た

と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
、
強
い
て
匡
分
す
る
な
ら
、
楊
輔
も
朱
子
拳
と
か
か
わ
り
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
以
外
の
人
物
は
、
程
氏
か
ら

朱
煮
に
結
び
つ
く
皐
統
と
は
直
接
の
関
係
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

張
拭
(
南
軒
〉
・
口
口
組
謙
(
東
莱
)
・
陳
俸
良
(
止
策
)
ら
の

磨
聞
に
か
か
わ
り
を
持
つ
人
物
が
多
く
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
永
嘉
摩
振
と
稽
さ
れ
る
皐
涯
に
属
す
る
葉
遁
・
醇
叔
似
・
陳
謙
ら
の
活

躍
が
目
立
つ
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
宋
撃
の
中
で
も
程
氏
か
ら
朱
果、
に
つ
な
が
る
拳
統
に
属
さ
な
い
も
の
は
、
事
禁
が
お
さ
ま
っ
た
あ
と
で
は

そ
れ
ぞ
れ
登
用
さ
れ
て
い

っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
拳
聞
の
内
容
や
性
質
が
そ
の
根
底
に
原
因
と
し
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。
た
だ
、
韓
佑
胃
の
個
人
的
な
立
場
か
ら
敢
え
て
言
う
な
ら
、

寧
宗
の
即
位
し
た
あ
と
、
朱
乗
ら
が
韓
佑
由
同
の
追
い
出
し
に
躍
起
に
な
っ
て

い
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
こ
と
に
劃
す
る
個
人
的
な
報
復
と
い
う
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、

そ
れ
ほ
ど
邪
推
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
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う

目
を
蓋
諌
を
中
心
と
す
る
い
わ
ゆ
る
意
見
の
開
陳
を
職
務
と
す
る
連
中
に
向
け
て
み
る
と
、
こ
れ
ま
た
、
少
く
と
も
「
開
轄
用
兵
」

に
閲
し
て
は
絶
墓
的
な
賦
態
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
嘉
泰
元
年
七
月
以
降
、
韓
佑
由
円
が
暗
殺
さ
れ
た
開
嬉
三
年
十
一
月
ま
で
の
聞
に
蓋
諌
な

@
 

ど
に
任
命
さ
れ
た
人
物
を
調
べ
て
み
る
と
、
総
勢
三
十
人
に
達
す
る
。
こ
の
三
十
人
は
宋
代
の
諸
資
料
に
蓋
諌
な
ど
に
任
命
さ
れ
て
い
る
も
の

一方、

を
と
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
資
料
に
名
前
が
見
つ
け
ら
れ
ず
に
漏
れ
た
も
の
が
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
と
に
か
く
、
こ
の
一
一
一
十

ま
ず
嘉
泰
元
年
七
月
か
ら
嘉
泰
四
年
の
末
ま
で
の
聞
に
は
十
九
人
、
開
繕
元
年
か
ら
韓
佐
胃
の
暗
殺
ま
で
の
時
期
に

人
に
注
目
し
て
み
る
と
、

十
一
人
が
配
分
さ
れ
る
。
嘉
泰
年
聞
の
十
九
人
の
う
ち
、
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一
人
で
あ
っ
た
し
、

や
は
り
慶
元
の
ゑ
禁
の
直
後
と
い
う
こ
と
で
、
施
康
年
・
陳
議

・
林
采
ら
偽
皐
攻
撃

一
方
こ
れ
ら
十
九
人
の
う
ち
、
翠
者
と
し
て
宋
元
暴
案
な
ど
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
は
楊
畑
た
だ

一
番
重
要
な
鈷
す
な
わ
ち
封
金
開
戦
に
つ
い
て
の
支
持
賛
同
者
は
と
言
え
ば
、
わ
ず
か
林
行
可
・
商
飛
卿
の
二
人
を
教
え

に
活
躍
し
た
三
人
の
名
が
入
っ
て
い
る
。
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る
だ
け
で
あ
っ
た
。

開
稽
年
間
の
蓋
諌
ら
十
一
人
に
つ
い
て
み
る
と
、
す
で
に
偽
皐
攻
撃
に
参
加
し
た
者
の
姿
は
な
く
、

わ
ず
か
に
偽
撃
の
一
涯
と
し
て
し
り
ぞ

け
ら
れ
て
い
た
陳
岨
が
こ
の
中
に
入
っ
て
い
て
、
慶
元
の
業
禁
を
い
さ
さ
か
感
じ
さ
せ
る
程
度
で
あ
る
。
し
か
も
宋
皐
の
同
学
者
と
し
て
宋
元
皐

案
な
ど
に
名
前
が
載
せ
ら
れ
て
皐
統
な
ど
が
明
記
さ
れ
て
い
る
者
が
十
一
人
の
う
ち
七
人
を
数
え
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
十
一
人
の
中
で
、
開
戦

の
支
持
者
は
易
冊似
た
だ
一
人
で
あ
っ
て
、
逆
に
開
戦
に
積
極
的
に
反
射
し
た
者
に
は
、
李
大
異
・
婁
機

・
黄
鴎
若
の
三
人
が
い
た
。
あ
と
の
七

人
は
、
検
討
し
得
た
資
料
に
は
開
戦
に
つ
い
て
の
態
度
は
明
ら
か
で
な
か
っ
た
。

な
お
、
こ
れ
ら
蓋
諌
た
ち
の
中
で
撃
者
と
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て

宋
元
昼
案
な
ど
の
中
で
朱
喜
一の
「
講

ま
た
越
汝
愚
の

「
同
調
」
者
と
さ
れ
て
い
る
の
が
陳
峨
で
あ
っ

て
、
こ
の
二
人
以
外
は
、
朱

そ
の
内
容
を
み
て
み
る
と
、

友
」
と
し
て
名
を
奉
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
葉
時
、

市燃
の
拳
門
な
ど
と
は
か
か
わ
り
の
な
い
人
物
で
あ
っ
て
、
先
に
述
べ
た
韓
佐
由同が
登
用
し
た
人
物
た
ち
の
場
合
と
同
様
に
、
朱
来
の
皐
聞
の
一

か
つ
て
慶
元
の
糞
禁
を
断
行
し
た
時
に
は
、
宰
相
執
政
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
御
史
蓋
や
諌
官
さ
ら
に
は
六
部
の
長
官
や
次
官
に
ま
で
も
多
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仮
に
属
す
る
者
が
、
こ
こ
で
も
冷
遇
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

勢
の
韓
佐
由
同
汲
の
人
物
を
配
置
し
、

し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
に
偽
祭
に
射
し
て
熱
心
に
執
助
に
攻
撃
非
難
弾
劾
を
展
開
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
今

回
の
「
開
轄
用
兵
」
に
お
け
る
朕
況
は
大
蟹
な
違
い
を
見
せ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
黛
禁
に
反
射
す
る
勢
力
も
は
げ
し
く
斡
促
宵
ら
に
反
劃
し

た
け
れ
ど
も
、
韓
佐
由
同
が
登
用
し
た
人
物
た
ち
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
者
が
韓
佑
胃
の
手
足
と
な
っ
て
偽
皐
の
弾
匪
に
力
を
つ
く
し
た
の
で

あ
っ
た
。

そ
れ
に
比
べ
て
、

「
開
稿
用
兵
」
の
場
合
に
お
け
る
韓
佑
育
振
、
あ
る
い
は
韓
伎
宵
政
権
と
言
っ
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
内
部
は
全
く

意
思
の
統
一
を
依
い
て
い
た
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
有
様
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
韓
佐
胃
が
思
惑
を
込
め
て
登
用
し
た
人
物
も
、
こ
れ
ま
た

@
 

期
待
通
り
に
働
い
た
も
の
は
辛
棄
疾
や
醇
叔
似
な
ど
極
め
て
限
ら
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
た
と
え
ば
醇
叔
似
の
場
合
、
針
金
開
戦
を
積
極
的
に

支
持
し
た
こ
と
で
韓
佐
宵
と
の
結
び
つ
き
が
で
き
、
京
湖
宣
撫
使
に
ま
で
任
命
さ
れ
た
が
、
局
地
戦
で
の
敗
北
の
責
任
を
と
っ
て
自
己
批
判
す



る
と
ふ
』
も
に
、
御
史
一
基
か
ら
も
弾
劾
さ
れ
て
罷
菟
さ
れ
た
。
開
戦
に
積
極
的
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
伴
う
何
か
の
職
務
を
奥
え
ら
れ
あ
と
、

-

結
局
そ
の
職
責
を
果
せ
ず
に
引
責
慮
分
に
付
さ
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
言
行
不
一
致
と
い
う
か
、
責
務
能
力
の
歓
如
と
い
う
か
、
そ
う
し
た
人

物
が
醇
叔
似
一
人
で
は
な
く
多
勢
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
呉
噂
の
金
へ
の
内
附
で
、
あ
わ
て
て
逃
亡
し
た
程
松
な
ど
も
そ
の
一
例
と
言
え

ょ
う
。

ど
こ
の
ほ
か
に
も
、
韓
佐
胃
の
「
開
稽
用
兵
」
に
賛
成
し
た
が
、
宰
執
や
蓋
諌
な
ど
に
就
任
で
き
な
か
っ
た
人
物
に
、

@
 

挺
、
大
理
少
卿
の
陳
景
俊
、
太
閤
尚
子
博
士
の
銭
廷
玉
な
ど
が
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
も
の
が
韓
佐
胃
の
戦
争
遂
行
に
ど
れ
ほ
ど
の
力
に
な
り
得
た
か

は
疑
問
で
あ
る
。

裏
陽
の
司
令
官
の
鄭

そ
れ
で
は

「
開
躍
用
兵
」
に
つ

い
て
、
同
時
代
の
も
の
の
一

般
的
空
気
は
ど
ん
な
具
合
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ま
た

韓
佑
胃
に
と
っ
て
は
極
め
て
巌
し
い
情
況
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
宋
史
の
巻
三
九
三
か
ら
巻
四
五
五
に
わ
た
っ
て
、
開
一
一
帽
年
聞
に
も
活
躍
し
た
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人
物
多
数
の
停
記
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
博
記
の
中
で
「
開
稿
用
兵
」
に
つ
い
て
の
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
人
物
八
十
一

人
を
と
り
あ
げ

て
、
嘗
時
の
空
気
を
考
え
て
み
る
と
、
わ
ず
か
六
人
が
開
戦
に
賛
成
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

@
 

円
開
戦
汲
の
六
人
と
は
、
陳
自
強
・
許
及
之
・
陸
湯
・
醇
叔
似
・
李
壁
・
辛
棄
疾
で
あ
る
。
う
ち
四
人
に
つ
い
て
は
先
に
燭
れ
た
が
、
陸
携
は

韓
佑
胃
と
附
き
合
い
が
あ
り
、
か
つ
ま
た
愛
園
的
詩
人
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
開
糟
元
年
に
は
す
で
に
一八
十
一
才
の
高
齢
で
自
宅
に
引
き
篇

っ
て
い
る
肱
態
で
あ
り
、
寅
際
に
「
開
嬉
用
丘
ハ
」
で
韓
促
胃
を
支
援
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
李
壁
は
、
開
戦
に
際
し
て
は
賛

成
し
た
が
、
や
が
て
講
和
を
言
い
出
し
た
り
し
て
必
ず
し
も
態
度
が
一
貫
し
て
い
な
い
が
、

@
 

は
、
朝
廷
で
韓
佑
胃
を
補
佐
し
て
い
た
。

の
ち
に
韓
佑
胃
暗
殺
の
陰
謀
に
一
枚
加
わ
る
ま
で

こ
れ
に
劃
し
て
、
講
和
ま
た
は
開
戦
反
劉
の
立
場
や
意
見
を
表
明
す
る
も
の
は
、
彰
亀
年
ら
三
十
一
人
を
数
え
る
。
開
戦
の
方
針
に
反
射
す

る
者
に
は
、
主
と
い
て
軽
奉
を
避
け
よ
と
す
る
意
見
が
匪
倒
的
に
多
い
。
戦
端
を
聞
く
こ
と
は
園
家
の
重
大
事
で
あ
り
、
軽
奉
妄
動
し
て
開
戦

す
る
こ
と
は
園
家
を
筈
ラ
も
の
だ
と
す
る
主
張
で
あ
る
。
別
の
主
張
は
、
進
境
の
防
備
を
強
化
す
る
こ
と
で
十
分
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
詳
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細
に
検
討
す
れ
ば
、
開
戦
反
劉
の
意
見
に
は
こ
れ
以
外
に
も
多
く
の
主
張
が
あ
っ
た
が
、
大
雑
把
に
ま
と
め
る
と
、
こ
の
二
つ
が
反
割
論
の
主

流
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

さ
ら
に

「
開
轄
用
兵
」
に
関
す
る
記
事
が
侍
記
に
あ
り
な
が
ら
賛
否
に
つ
い
て
旗
峨
の
鮮
明
で
な
い
も
の
、

ま
た
時
間
的
に
嘗
然
書
か
れ
る

べ
き
で
あ
る
の
に
、
こ
と
「
開
繕
用
兵
」
に
つ
い
て
は
一
行
の
記
事
も
豊富
か
れ
て
い
な
い
も
の
、
こ
れ
ら
を
不
明

・
中
間
振
と
し
て
ま
と
め
る

と
、
二
十
三
人
に
達
す
る
。

ま
た
、
開
戦
の
結
果
、
武
官
や
軍
職
に
あ
る
者
に
多
い
が
、
職
務
上
戦
争
に
協
力
し
た
者
た
ち
を
服
務
汲
と
呼
ぶ
と
、
二
十
一
人
が
こ
れ
に

属
す
る
。
針
金
戦
争
に
つ
い
て
は
そ
の
態
度
が
資
料
で
は
明
確
で
な
い
程
松
は
、
四
川
宣
撫
使
と
し
て
臭
輔
の
上
官
で
あ
っ
た
が
、
呉
犠
の
反

⑮
 

飢
で
あ
わ
て
て
逃
亡
し
た
。
こ
の
汲
に
は
、
こ
の
程
松
の
よ
う
な
人
物
も
入

っ
て
い
る
。
ま
た
項
安
世
の
よ
う
に
、
朱
殺
の
「
聞
学
侶
」
に
奉
げ

ら
れ
る
事
者
で
、
慶
元
の
黛
禁
で
追
放
さ
れ
て
い
た
が
、

や
が
て
韓
佑
宵
の
気
に
入
っ
て
湖
底
組
領
に
任
命
さ
れ
た
者
も
、
こ
の
涯
に
入
れ
て
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あ
る
。こ

の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
開
戦
波
ま
た
は
主
戦
振
が
六
人
、
服
務
汲
が
二
十
一
人
、
開
戦
反
射
援
が
三
十
一
人
、
不
明
・
中
間
涯
が
二
十

@
 

三
人
を
数
え
る
。
不
明

・
中
間
涯
に
は
、
徐
誼
の
よ
う
に
偽
皐
の

一
涯
と
し
て
追
放
さ
れ
、
や
か
て
知
建
康
府
粂
江
准
制
置
使
に
任
命
さ
れ
た

楊
大
全
の
よ
う
に
反
促
間
感
情
の
激
烈
な
も
の
も
入
っ
て
い
る
。
徐
誼
が
開
戦
汲
あ
る
い
は
そ
の
支
持
振
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
葉
適

者
や

や
呉
猶
の
場
合
か
ら
十
分
推
測
で
き
る
。
葉
遁
も
呉
猶
も
、
徐
誼
と
同
じ
経
歴
で
韓
佐
胃
時
代
に
な
っ
て
制
置
使
や
宣
撫
使
に
任
命
さ
れ
、

し

か
も
開
戦
に
つ
い
て
は
反
封
論
を
唱
え
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
業
適
と
呉
強
は
反
針
汲
に
入
れ
た
が
、
徐
誼
の
場
合
は
服
務
振
か
ら
も
は
ず

「開
稿
用
兵
」
の
時
代
に
、
も
し
も
開
戦
に
賛
成
し
支
持
し
て
い
れ
ば
、
あ
る
レ
は
唯
唯
諾
諾
と
し
て
命
令

に
従
っ
て
い
れ
ば
、
必
ず
後
に
な
っ
て
弾
劾
を
受
け
た
り
、
停
記
な
ど
に
お
い
て
非
難
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
徐
誼
を
は
じ
め
不
明
・
中
間
波

に

属

す

る

人

物

に

は

、

こ

の

よ

う

な

こ

と

か

ら

、

そ
の
よ
う
な
記
事
資
料
が
管
見
の
及
ぶ
か
ぎ
り
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

不
明

・
中
間
波

し
て
不
明

・
中
間
振
に
入
れ
た
。

は
、
少
く
と
も
「
開
繕
用
兵
」
を
支
持
す
る
態
度
は
と
ら
な
か
っ
た
と
考
え
て
も
、

そ
れ
ほ
ど
大
き
な
誤
り
を
犯
し
て
い
な
い
と
言
え
る
で
あ



ろ
う
。要

す
る
に
、
開
戦
涯
と
服
務
涯
と
を
合
わ
せ
て
二
十
七
人
で
あ
っ
た
の
に
、
反
劃
涯
と
少
く
と
も
支
持
し
な
い
立
場
の
も
の
と
の
合
計
が
五

十
四
人
に
も
達
し
た
こ
と
は
、
全
艦
の
三
分
の
こ
が
「
開
梧
用
兵
」
に
そ
っ
ぽ
を
向
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
情
況
は
、
や
は
り
戦
争
遂

行
に
は
大
き
な
障
害
と
な
っ
た
し
、
結
果
と
し
て
史
調
達
ら
の
韓
佐
胃
暗
殺
を
導
き
出
し
た
の
で
あ
る
。

先
述
の
よ
う
に
、
宰
執
蓋
諌
ら
の
人
的
構
成
に
つ
い
て
不
用
意
で
あ
っ
た
韓
佐
胃
は
、

嘗
時
の
世
論
の
動
向
に
つ
い
て
の
配
慮
に
お
い
て

も
、
全
く
無
感
魔
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
麗
境
の
中
で
は
園
力
を
傾
け
て
金
と
戦
争
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
し
、

は
じ
め

か
ら
宋
側
が
全
力
を
集
中
で
き
る
桟
勢
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
結
果
論
か
ら
す
れ
ば
、
戦
争
を
考
え
る
こ
と
す
ら
無
謀
で
あ
っ
た
わ
け

で
あ
る
。

_._ 
J、、
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開
梧
元
年
七
月
、
韓
佐
官
は
卒
章
軍
園
事
を
奔
命
し
、
名
貫
共
に
買
力
者
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
の
朝
廷
の
人
的
構
成
を
み
る
と
、
宰
相
に

陳
自
強
、
執
政
に
張
巌

・
銭
象
組
・
劉
徳
秀
、
諌
官
に
李
大
異
・
易
抜

・
婁
機
、
御
史
蓋
に
郵
友
穂
、
そ
し
て
躍
部
侍
郎
に
李
壁
が
い
た
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
れ
以
外
に
も
多
勢
の
官
僚
が
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
に
配
置
さ
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
が
、
資
料
の
中
で
中
央
の
職
務
を
明
記

し
て
現
わ
れ
る
の
は
、
右
に
奉
げ
ら
れ
る
程
度
の
人
物
し
か
わ
か
ら
な
い
。
こ
れ
ら
そ
れ
ぞ
れ
に
重
要
な
立
場
に
立
つ
も
の
で
、
主
戦
涯
は
陳

自
強
・
易
抜
・
郵
友
龍
・
李
壁
の
四
人
で
あ
り
、
張
緩
・
銭
象
祖
・
婁
機
は
開
戦
反
劉
涯
で
あ
っ
た
。
劉
徳
秀
は
慶
元
の
黛
禁
で
は
大
活
躍
を

し
た
が
、
「
開
梧
用
兵
」
に
つ
い
て
は
資
料
に
よ
る
か
ぎ
り
態
度
は
不
明
で
、
し
か
も
、
開
稽
元
年
四
月
に
策
書
橿
密
院
事
に
な
っ
た
が
、
九

@
 

月
に
は
閑
職
で
あ
る
洞
官
を
求
め
て
辞
職
し
た
。
慶
元
の
業
禁
に
お
け
る
よ
う
な
活
躍
を
再
度
や
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
韓
佑
胃
が
期
待
し
て
の

人
事
で
あ
っ
た
の
に
、
劉
徳
秀
の
方
で
開
戦
に
乗
り
気
で
な
か
っ
た
か
ら
僻
任
し
た
と
も
解
韓
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
李
大
異
は
、
開
戦
に

@
 

大
反
劉
を
し
た
李
大
性
の
弟
で
、
大
異
自
身
の
開
戦
に
つ
い
て
の
賛
否
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
兄
の
大
性
の
こ
と
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
積
極

社69
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的
に
開
戦
を
支
持
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
慶
元
の
黛
禁
の
と
き
と
比
べ
て
、

「
開
稽
用
兵
」
を
企
固
し
た
韓
佑
胃
に
と
っ
て
、
朝

廷
の
人
的
構
成
は
誠
に
心
細
い
も
の
で
あ
っ
た
。

け
れ
ど
も
、
韓
使
胃
が
前
後
の
見
境
も
な
く
開
戦
し
た
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
単
純
な
解
樺
と
言
え
よ
う
。
韓
使
胃
に
は
そ
れ
な
り
の
成

算
が
あ
っ
た
の
に
ち
が
い
な
い
。
多
く
の
資
料
が
い
う
よ
う
に
、
臭
峨
を
四
川
へ
鯖
ら
せ
て
都
統
制
・
安
撫
使
に
任
命
し
た
の
は
開
戦
準
備
の

一
端
で
あ
っ
た
と
解
す
れ
ば
、

開
膳
二
年
三
月
に
、
程
松
を
四
川
宣
撫
使
に
、
呉
川
噛
を
宣
撫
副
使
に
任
命
し
た
の
は
、

韓
佑
脅
か
ら
す
れ
ば
、

自
分
の
童
力
に
よ
っ
て
四
川
へ
蹄
還
さ
せ
た
果
噸
に
は
十
分
な
恩
義
を
施
し
て
あ
る
し
、
程
松
も
ま
た
韓
佐
由
同
と
の
私
的
な
交
渉
か
ら
出
世
し

た
い
わ
ば
子
飼
い
の
一
人
で
あ
る
。
加
う
る
に
ロ
矢
崎
と
程
松
と
は
早
く
か
ら
交
友
関
係
に
あ
っ
た
。
韓
佐
宵
と
し
て
は
、

四
川
の
備
え
は
十
二
分
だ
と
考
え
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
臭
噂
が
金
に
内
附
し
、
さ
ら
に
程
松
が
持
ち
場
を
投
げ
出
し
て
逃
亡
す
る
こ
と
な

こ
の
二
人
の
配
置
で

ど
、
韓
佑
由
同
は
夢
想
だ
に
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

@
 

ま
た
、
乾
道
八
年
の
進
士
と
は
言
え
、
韓
佐
由
同
時
代
に
な
っ

て
か
ら
頭
角
を
あ
ら
わ
し
た
郵
友
龍
は
、
韓
伎
由
円
涯
で
重
き
を
な
す
人
物
で
あ
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っ
た
。
嘉
泰
元
年
の
こ
ろ
に
監
察
御
史
に
な
り
、
侍
御
史
を
経
て
、
准
西
の
轄
運
使
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
に
韓
佐
胃
が
開
戦
を
決
意
す
る
切

っ
掛
け
に
な
っ
た
情
報
を
摘
聞
え
た
り
、
ま
た
韓
佐
官
を
卒
章
軍
園
事
に
任
ず
る
よ
う
奏
請
し
た
り
し
た
。
開
梧
二
年
四
月
、
郵
友
龍
は
御
史
中

丞
で
雨
准
宣
撫
使
に
な
っ
た
。
韓
佐
由
同
が
准
南
東
西
路
を
郵
友
龍
に
ま
か
せ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
郵
友
龍
は
、
南
准
の
前
線
部
隊
の
指
揮

官
た
ち
を
統
制
で
き
ず
、
部
隊
の
混
飽
と
敗
戦
と
を
招
い
て

二
ヶ
月
足
ら
ず
で
解
任
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
た
韓
佑
胃
に
は
諜
想
外
の
こ
と
で
あ

っ
た
。こ

の
郵
友
龍
と
同
時
に
、
湖
北
京
西
宣
撫
使
に
任
命
さ
れ
た
の
が
醇
叔
似
で
あ
る
が
、
醇
叔
似
も
ま
た
八
ヶ
月
後
の
開
梧
二
年
十
二
月
に
、

@
 

宣
撫
副
使
の
陳
謙
と
と
も
に
「
怯
儒
」
を
理
由
に
罷
菟
さ
れ
た
。

韓
佐
由
同
は
、
自
分
の
信
頼
に
十
分
慮
え
る
こ
と
の
で
き
そ
う
な
人
物
を
こ
の
よ
う
に
金
と
園
境
を
接
す
る
地
域
へ
配
置
し
、
戦
争
の
有
利

な
展
開
と
勝
利
を
確
信
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
戦
闘
に
お
け
る
優
勢
を
何
よ
り
も
重
ん
じ
た
た
め
、
先
述
の
よ
う
に
朝
廷
に
お
け
る



自
己
の
勢
力
の
心
細
さ
に
目
を
閉
ざ
し
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
前
線
に
配
置
さ
れ
た
人
物
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
、
韓

佑
由
同
の
期
待
を
、
反
乱
や
能
力
の
依
如
と
い
う
形
で
裏
切
っ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
、
「
開
稽
用
兵
」
の
失
敗
の
一
つ
の
原
因
が
あ
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

今
一
つ
看
過
し
え
な
い
重
要
な
黙
は
、
い
わ
ゆ
る
事
者
の
登
用
と
そ
れ
に
附
随
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
で
あ
る
。
後
世
に
ま
で
韓
佐
宵
の
悪

名
を
と
ど
ろ
か
せ
た
慶
元
の
黛
禁
は
、
五
十
九
人
の
偽
撃
者
を
列
摩
す
る
黛
籍
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
頂
黙
に
達
し
た
と
言
え
る
の
で

「
開
薩
用
兵
」
に
際
し
て
、
こ
の
黛
籍
の
中
に
入
れ
ら
れ
た
七
人
の
人
物
が
韓
佐
胃
に
よ
っ
て
復
活
登
用
さ
れ
て
い
る
。
先
に
述
べ

あ
る
が
、

徐
誼
(
知
建
康
府
粂
江
准
制
置
使
)
・
醇
叔
似
(
京
西
湖
北
宣
傑
使
〉

・
皇
甫
斌
(
快
西
河
東
招

徳
副
使
〉

・
呉
強

会
口
小
西
湖
北
宣
撫
使
)
・
項
安
世
〈
権
京
西
湖
北
宣
撫
使
)
・
何
異
〈
知
養
州
粂
本
路
安
撫
使
)
・
葉
遁
(
知
建
康
府
粂
江
准
制
置
使
)

た
と
こ
ろ
と
重
複
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、

の

七

人
で
あ
る
。
偽
撃
の
黛
籍
に
よ
る
と
皇
甫
斌
が
武
官
で
あ
る
以
外
は
、
他
は
す
べ
て
文
官
で
あ
る
。
こ
う
し
た
聞
学
者
先
生
を
前
線
の
責
任
者
に

据
え
る
こ
と
自
躍
が
問
題
で
あ
ろ
う
し

こ
う
し
た
人
物
は
む
し
ろ
廟
堂
で
主
戦
論
を
展
開
さ
せ
て
お
く
方
が
韓
佐
胃
に
と
っ
て
便
利
で
あ
っ
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た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
賓
際
は
前
線
へ
配
置
さ
れ
て
、
最
終
的
に
は
軍
事
的
失
敗
に
結
び
つ
い
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

人
事
配
置
は
、
結
局
は
嘗
時
の
官
界
で
開
戦
が
支
持
さ
れ
ず
、

ご
く
少
数
の
開
戦
支
持
涯
を
前
線
の
責
任
者
と
し
て
涯
遣
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
ほ
ど
人
員
が
不
足
し
て
い
た
こ
と
が
一
つ
の
原
因
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
暴
者
た
ち
の
勇
ま
し
い
依
復
論
や
開
戦
論
に
韓
佐
胃
の
方
か
ら
飛
び

つ
い
た
こ
と
も
、
今
一
つ
の
原
因
と
言
え
よ
う
。

園
論
統
一
の
た
め
偽
謬
の
禁
を
止
め
た
と
い
う
解
樟
も
成
り
立
と
う
が
、
開
戦
を
考
え
た
場
合
に
は
、
息
ナ
者
た
ち
の
建
て
前
と
し
て
の
開
戦

論
や
依
復
論
は
韓
佐
胃
に
と
っ
て
大
い
に
魅
力
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
撃
者
た
ち
の
全
睦
と
し
て
の
勢
力
が
、
政
権
捨
嘗
者

に
と
っ
て
も
は
や
無
視
し
え
な
い
ほ
ど
に
成
長
し
て
い
た
こ
と
も
、
こ
う
し
た
皐
者
登
用
の
一
因
で
あ
っ
た
が
、
や
は
り
原
則
と
し
て
、
あ
る

い
は
観
念
論
と
し
て
の
金
に
劃
す
る
敵
悔
心
に
韓
佐
胃
が
傾
斜
し
て
行
っ
た
方
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
問
題
は
、
建
て
前
と
し
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て
の
恢
復
論
が
、
す
で
に
主
戦
論
や
開
戦
論
と
結
び
つ
く
場
合
は
稀
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
主
守
論
に
蹄
結
し
て
い
る
こ
と
を
韓
佐
宵
が
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見
過
し
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
存
在
す
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
す
で
に
前
に
燭
れ
て
お
い
た
が
、
開
戦
に
際
し
て
、
軽
翠
妄
動
を
恨
め
と
か
、
時

期
向
早
と
か
い
う
慎
重
論
は
、
建
て
前
と
し
て
の
恢
復
論
が
慎
重
論
つ
ま
り
資
料
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
主
守
」
の
議
論
に
襲
化
し
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
に
他
な
ら
な
い
。

か
れ こ

う
し
て
、
質
際
に
開
戦
に
踏
み
切
っ
た
時
、
韓
促
由
同
と
ご
く
少
政
の
開
戦
論
者
は
、
南
宋
官
僚
批
舎
の
大
勢
か
ら
浮
き
上
っ
た
立
場
に
お

い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
か
ら
み
な
が
ら
、
敗
戦

・
韓
佑
由
円
の
暗
殺

・
講
和
と
事
態
が
進
み
、

「
開
稿
用
兵
」
は
完
全
に
失
敗
に
移
っ

た
の

で
あ
る
。

註①
本
稿
は
昭
和
四
十
九
年
度
東
洋
史
研
究
曾
大
曾
に
お
け
る
報
告
「
閉
路

用
兵
と
斡
佑
間
政
機
」
に
、
そ
の
後
の
若
干
の
成
果
を
加
え
て
ま
と
め
た

も
の
で
あ
る
。

② 

斡
佐
由
百
に
闘
す
る
資
料
・
研
究
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

宋
史
容
四
七
四
姦
臣
四
「
韓
佑
胃
停
」
。

宋
人
軟
事
奨
編
出
世
一
七
「
鴎
佑
宵
」
第
一
百
十
二
。

陳
登
原
「
韓
卒
原
剤
耐
同
時
」
金
陵
皐
報
田
谷
二
期
一
九
コ
一
四

千
葉
史
「
斡
佑
宵
|
宋
代
姦
臣
仰
そ
の
二
|
」
山
崎
先
生
退
官
記

念
東
洋
史
皐
論
集
一
九
五
七

東

京

③
宋
史
本
仰
に
よ
れ
ば
、
閤
門
紙
候

・
宣
質
合
人

・
州
市
御
探
械

・
知
閤
門

事
な
ど
を
歴
任
し
て
い
る
。

④
宋
史
全
文
〈
宋
史
全
文
級
資
治
通
鑑
、
以
下
同
じ
)
で
は
、
八
日
の
夜

の
こ
と
と
し
て
記
載
し
て
あ
る
。

⑤
宋
史
容
四
七
四
滋
臣
四
「
斡
佐
胃
山
内
」
お
よ
び
雨
朝
備
要
(
雨
朝
綱
目

備
要
、
以
下
同
じ
)
省
三
紹
照
五
年
七
月
甲
子
の
係
。
ま
た
宋
史
容
三
九

二
「
越
汝
愚
仰
」
。

⑤

宋
史
容
一
六
六
職
官
六
「
東
西
上
閤
門
」
の
係
。

⑦

例

え

ば
、
周
密
・
費
東
野
語
谷
三
「
紹
照
内
調
」
の
係
に
は
次
の
よ
う

な
記
事
が
あ
る
。

(
越
汝
愚
)
以
朱
萩
有
重
名
、
途
自
長
沙
召
入
盛
岡
待
制
、
侍
経

鐘
。
及
牧
召
李
鮮
・
楊
簡

・
呂
租
倹
等
道
皐
諸
君
子
以
自
社
。
然
宮

中
及
一
時
之
議
、
皆
蹄
功
於
佐
由
円
。
自
是
出
入
宮
抜
、
居
中
用
事
・
:

-148-

⑨③  

宋
史
容
一
六
二
戦
官
二
「
(
枢
密
院
〉
都
承
旨
」
の
係
。

宋
史
の
斡
佑
宵
倒。

:
:
:
遜
宜
州
観
察
使
粂
福
密
都
承
旨
。
佑
由
円
始
触
室
、
然
以
停
埠
詔

旨
、
浸
見
親
幸
、
時
時
乗
問
、
親
弄
威
一
隅
:
:
。

⑮
慶
元
の
黛
禁
の
前
後
の
朝
廷
を
中
心
と
し
た
吠
況
に
つ
い
て
は
、
宋
史

韓
佑
由
円
停
お
よ
び
慶
元
黛
禁
な
ど
に
要
領
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

⑪

威

淳
臨
安
志
に
は
、
佑
霊
視
と
い
う
も
の
は
-
記
載
さ
れ
て
い
る
が
佑
紳
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複
は
見
嘗
ら
な
い
。
あ
る
い
に
呼
稽
が
改
め
ら
れ
た
の
か
、
佑
紳
観
と
い

う
全
く
別
の
宮
翻
酬
が
か
つ
て
存
在
し
た
の
か
、
明
ら
か
で
は
な
い
。

⑫
主
と
し
て
程
氏
の
撃
を
封
象
と
し
た
皐
聞
の
郵
墜
に
つ
い
て
は
、
李
心

同
開
・
道
命
録
お
よ
び
南
朝
備
要
各
四
脂
血
元
二
年
正
月
甲
辰
の
係
、
ま
た
宋

史
全
文
容
二
九
慶
元
元
年
六
月
庚
午
の
篠
な
ど
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

⑬
朱
来
の
唐
仲
友
に
針
す
る
到
劾
文
は
、
朱
文
公
文
集
答
一
八
「
按
知
塞

州
唐
仲
友
第

一
欣
」
「
同
第
二
獄
」
「
同
第
三
紋
」
、
朱
文
公
文
集
倉
一
九

「
按
唐
仲
友
第
四
吠
」
「
同
第
五
紋
」
「
同
第
六
欣
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

ま
た
唐
仲
友
に
つ
い
て
は
、

石
田
肇
「
唐
仲
友
究
書
|
南
宋
思
想
史
の
一
勧
l
」
世
曾
文
化
史
祭

一
一
一
統
一
九
七
五

周
事
武
「
唐
設
策
研
究
」
一
九
七
三
園
立
蜜
湾
大
事
文
謬
院
(
文

史
叢
刊
之
四
十
)
裏
北

が
あ
る
。

⑬

前
掲
の
道
命
線
・
慶
元
誕
祭
を
は
じ
め
と
し
て
殆
ど
の
資
料
が
こ
の
説

を
と
る
。
も
ち
ろ
ん
王
慾
拡
・
朱
子
年
譜
も
同
じ
で
あ
る
。

⑮
道
命
録
各
六

「
劉
徳
修
論
道
事
非
程
氏
之
私
言
」
の
僚
に
附
さ
れ
た
李

心
待
の
解
説
に
見
え
る
。

⑮
宋
史
韓
伎
由
同
停
は
じ
め
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
資
料
に
見
え
る
。

⑫
雨
朝
備
要
各
七
嘉
泰
元
年
二
月
笑
巳
の
僚
に

「
魁
倹
」
の
語
が
見
え

V

令
。

⑬
雨
朝
備
要
の
記
述
方
式
が
最
も
便
利
で
あ
る
の
で
、
以
下
主
と
し
て
こ

れ
に
依
っ
た
。

⑬
宰
相
・
執
政
に
つ
い
て
は
宋
史
俳
句
二
=
ニ
「
宰
輔
」
表
お
よ
び
徐
自
明

-
宋
宰
輔
編
年
録
に
詳
し
い
。

裏
諌
に
つ
い
て
は
、
宋
曾
要
輯
稿
の
主
と

し
て
職
官
七
三
・
七
四
寸
劇
降
官
一

0
・
一
ご
、
宋
史
全
文
、
南
朝
備

要
、
宋
史
な
ど
に
職
任
を
明
記
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
の
み
を
と
り

あ
げ
た
。

③
慶
元
熊
禁
は
二
十
四
日
と
す
。
宋
史
本
紀
、
雨
朝
備
要
は
四
日
と
記

す。

@

雨

朝

備
要
各
四
お
よ
び
宋
史
全
文
谷
二
九
の
慶
元
元
年
六
月
丁
巳
の

係。

②
雨
朝
備
要
各
四
度
元
元
年
七
月
丁
酉
(
十
五
日
〉
の
係
、
宋
史
全
文
容

二
九
同
年
月
丙
申
(
十
四
日
)
の
係
。
な
お
慶
元
篤
禁
は
十
三
日
の
こ
と

と
す
る
。
何
溶
の
議
論
は
道
命
銀
各
七
上
「
何
治
論
専
門
之
事
短
拙
姦
詐

宜
録
員
去
俄
」
の
僚
に
詳
し
い
。

③
慶
元
黛
禁
、
宋
史
全
文
容
二
九
慶
元
元
年
七
月
甲
辰
の
係
。

@
雨
朝
備
要
各
四

お
よ
び
宋
史
全
文
谷
二
九
の
度
元
二
年
正
月
甲
辰
の

係
、
道
命
録
轡
七
上
「
劉
徳
秀
論
留
丞
相
引
僑
皐
之
徒
以
危
従
稜
」
の

慌
開
。

③
宋
史
全
文
谷
二
九
慶
元
二
年
二
月
辛
亥
朔
の
係
、
雨
朝
備
要
谷
四
慶
元

二
年
二
月
の
篠
。

⑧
宋
史
全
文
谷
二
九
慶
元
二
年
六
月
乙
丑
の
係
、
雨
朝
備
要
各
四
慶
元
二

年
六
月
の
係
。

@
雨
朝
備
要
各
四

お
よ
び

宋
史
全
文
省
二
九
の
慶
元
三
年
二
月
了
巳
の

係。

③
雨
朝
備
要
各
五
お
よ
び
宋
史
全
文
谷
二
九
の
箆
元
三
年
十
二
月
丁
酉
の

篠
。

③
慶
元
黛
禁
、
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
甲
集
各
六

「
事
黛
五
十
九
人
姓
名
L

、

註
③
の
爾
朝
側
要
。

-149ー
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③
雨
朝
備
要
各
七
嘉
泰
元
年
七
月
乙
卯
の
係
。

@
雨
朝
備
要
谷
七
嘉
泰
二
年
二
月
の
係
。

②
雨
朝
備
要
各
九
開
穏
二
年
五
月
丙
戊
の
係
、
宋
史
全
文
谷
二
九
開
踏
二

年
五
月
丁
亥
の
係
。

③
た
と
え
ば
、
宋
史
谷
四
七
五
叛
臣
上
「
奥
峨
即
時
」
、
建
炎
以
来
朝
野
雑

記
乙
集
谷
一
八
「
丙
寅
准
漢
局
口
用
兵
事
目
(
奥
峨
之
後
附
)
」
な
ど
。

ま
た
、
外
山
軍
治
「
章
宗
時
代
に
お
け
る
北
方
経
略
と
宋
と
の
交
戦
」
の

後
篇
(
金
朝
史
研
究
東
洋
史
研
究
曾
一
九
六
四
京
都
)
、
伊
原
弘

「南
宋
四
川
に
お
け
る
奥
氏
の
勢
力
l
突
峨
の
飢
前
史
|
」
(
青
山
博
士

古
稀
紀
念
宋
代
史
論
叢
省
心
書
房
一
九
七
回
東
京
)
な
ど
。
な

お
、
外
山
論
文
は
、
詳
細
な
資
料
の
検
索
と
解
糠
立
論
が
行
な
わ
れ
て
お

り
、
以
下
の
行
論
に
は
し
ば
し
ば
便
宜
を
興
え
ら
れ
た
こ
と
を
附
記
し
て

お
く
。

@
前
掲
外
山
論
文
、
第
一
章
第
二
節
お
よ
び
第
三
節
。

③
宋
史
本
紀
、
宋
史
韓
佑
由
同
停
、
雨
朝
備
要
、
宋
史
全
文
な
ど
に
記
事
が

み
ら
れ
る
が
、
簡
略
化
さ
れ
て
手
短
な
の
は
註
③
の
建
炎
以
来
朝
野
雑
記

で
あ
る
。

③
た
と
え
ば
雨
朝
備
要
省
九
開
棺
二
年
十
一
月
の
丙
申
や
葵
卯
の
係
。

@
一
向
朝
備
要
容
九
関
棺
二
年
六
月
戊
寅
の
係
。

③
雨
朝
備
要
各
九
お
よ
び
宋
史
全
文
谷
二
九
の
関
穏
二
年
十
二
月
庚
午
の

広
州
。

③
前
掲
外
山
論
文
第
四
掌
。

@
雨
朝
備
要
各
九
お
よ
び
宋
史
全
文
谷
二
九
の
開
稿
二
年
十
二
月
乙
亥
の

係
、
ま
た
雨
朝
備
要
各
一

O
お
よ
び
宋
史
全
文
谷
二
九
の
関
稽
三
年
一
一
一
月

庚
子
の
篠
。

@
雨
朝
備
要
各
一

O
お
よ
び
宋
史
全
文
谷
二
九
の
開
鵡
三
年
十
一
月
甲
成

と
乙
亥
の
係
。

@
前
掲
外
山
論
文
第
五
章
。

@
宋
史
韓
佐
由
同
伴
、
雨
朝
備
要
、
宋
史
全
文
な
ど
に
よ
っ
て
、
韓
保
育
が

登
用
し
た
こ
と
が
明
ら
か
な
人
物
を
と
り
あ
げ
た
。
そ
れ
ら
は
、
陳
白
強

・
張
釜
・
奥
出
版

・
張
緩

・
程
松

・
蘇
師
旦

・
案
説
友

・
許
及
之
・
費
士
寅

・
周
錫

・
張
孝
伯

・
辛
棄
疾

・
銭
象
組

・
劉
徳
秀
・
辞
叔
似

・
郵
友
龍
・

郎
宮
・
李
壁

・
楊
輔
・
陳
譲
・
奥
獄
・
葉
通
・
安
丙
・
許
突
・
字
文
紹
節

.
林
扶
辰

・
劉
師
文
で
あ
る
。

@
宋
曾
要
輯
稿
職
官
の
「
剛
刷
降
官
」
の
傑
は
じ
め
各
項
に
み
ら
れ
る
も

の
、
雨
明
倫
要
、
宋
史
全
文
、
宋
史
な
ど
に
よ
っ
て
集
録
し
た
。
註
⑬
参

照
。
三
十
人
は
左
の
通
り
。
食
烈

・
都
文
嫡
・
高
鍾
・
施
康
年
・
陳
識
・

林
釆

・
陳
宗
召

・
王
容

・
品開激

・
張
穆
・
陸
峻
・
朱
欽
則

・
顔
械
・
李
景

和

・
楊
灼
・
蒲
逮
・
林
行
可
・
商
飛
卿
・
莫
子
純
(
以
下
関
稽
元
年
以
後
)

陳
瞬
・
李
大
異
・
易
政

・
婁
機
・
徐
似
道
・
毛
憲

・
朱
質
・
徐
併

・
葉
時

・
王
盆
鮮

・
質
的
若
。

@
宋
史
容
三
九
七
「
醇
叔
似
侍
」
参
照
。

@
註
③
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
、
宋
史
韓
佑
胃
侍
な
ど
を
参
照
。

@
宋
史
容
三
九
五

「陸
務
停
」
、
子
北
山
「
陸
湯
年
譜
」
(
中
華
書
局
一

九
六
一
北
京
)
、
朱
東
潤
「
陵
滋
研
究
」
(
崇
文
書
庖
陸
滋
研
究
索
編

一
九
七
五
香
港
)
、
鹿
孫
田
「
愛
園
詩
人
陸
激
的
所
謂
晩
節
問
題
」
(
崇

文
書
庖
陵
滋
研
究
奨
編
一
九
七
五
香
港
〉

⑬
宋
史
容
三
九
八
「
李
壁
侍
」
。
な
お
宋
史
本
停
で
は
、
む
し
ろ
李
壁
が

反
載
の
立
場
を
と
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

@
宋
元
昼
案
各
四
九
「
晦
翁
昼
案
下
L
。
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@
宋
史
容
三
九
三
か
ら
四
五
五
に
お
よ
ぶ
列
俸
の
中
で
「
開
稽
用
兵
」
に

闘
す
る
各
人
の
反
感
や
封
態
の
姿
勢
や
意
見
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
だ

け
を
分
類
し
た
。
各
波
の
人
物
は
左
の
通
り
。
な
お
括
弧
内
の
数
字
は
宋

史
の
倉
敷
を
表
す
。

-
主
戦
波
陳
自
強
(
一
一
吾
〉
・
許
及
之
(
一
一吾
)
・
陸
揚
合
一
九
五
)
・
醇

叔
似
合
一
九
七
)
・
李
壁
(
一
完
0
・
辛
棄
疾
(
四
C

一〉

E

服
務
源
方
信
稲
(
一
ニ
九
五
)
・
王
橋
会
一
九
五
)
・
程
松
〈
一
一
歪
〉
・
項
安

世
〈
一
一
元
七
)
・
劉
甲
(
一
一
完
七
)
・
楊
輔
(
一
一売
さ
・
劉
光
租
(
一
一売
さ

・
友
愛

(四(己)
・
滋
仲
鴻

(四
C
C
)

・
畢
再
遇
(
四
Q
一
)
・
安
丙
(
四
宝
〉
・
湯
E

源
(
四
Q
一
)
・
李
好
義
(
目
。
ニ
)
・
孟
宗
政

(Ego-
張
威

a
g
o
-
商

飛
卿
(
目
。
四
)
・
雀
奥
之

S
E
C
-
高
定
子
(
四
0
0
・
曹
彦
約
(
四
一
C
)

・
寅
鴎
若
〈
四
一
五
)
・
戴
渓
(
四
一ニ四〉

皿
反
戦
汲
彰
勉
年
会
喜
一
〉
・
林
大
中
宣
告
一
〉
・
倉
檀
仁
(
=
↑
き
一
一
0

・

何
溶
(
一
一
吾
〉
・
李
大
性
会
一
九
五
)
・
陳
議
会
一
九
六
〉
・
張
巌
会
亙
(
)
・
呉

煮
合
一
九
七
)
・
銭
象
租
(
一
一
冗
八
李
壁
侍
参
照
)
・
丘
苦
ハ
一
一
元
八
〉
・
侃
恩

(一一完
0
・
字
文
紹
節
合
一九
八
)
・
宋
徳
之
(
回
〔
5
・
劉
宰
(
目
。
一
)
・
徐

邦
憲

(
目
。
回
)
・
王
居
安
(
四
室
)
・
許
突
(
目
。
穴
〉
・
担
問
筒

8
0
3
・
婁

機
(
四
一
O
〉・

湯
潟
ハ
四
ご
〉
・
陳
威
(
四
=
一
)
・
史
粥
遠
(
四
一
回
)
・
侍
伯

成
(
四
一
五
)
・
賞
品
柿
(
固
さ
)
・
楊
高
里
(
四
一
一言
一
)
・
葉
遁
(
四
=一回)・

諮問
幼

翠
(
回
吾
)
・
李
道
侍
(
亘
六
)
・
員
徳
秀
(
四
百
一七
〉
・
貌
了
翁
(
目
=一七)・

475 

華
岳
白
歪
)

W

不
明
・
中
間
汲
棲
鎗
(
一
ユ
九
五
〉
・
任
希
夷
(
一
元
豆
〉
・
徐
態
龍
会
一
九

五
)
・
王
院
(
一
完
五
〉
・
徐
誼
合
一
宅
〉
・
余
端
組
(
一
一
冗
0
・
主
介
(
四
(
己
〉

・
楊
大
全
(
回
〔己
)
・
趨
方
(
回
O
一
ニ
〉
・
章
穎
(
四
O
回
〉
・
劉
穎
〈
四
O
四〉・

李
宗
勉
(
四
0
5
・
張
慮

〈目
03
・
張
忠
恕
(
四
完
)
・
越
歓
談
(
回
=
一
0

・
趨
汝
議

(
四
一
=
一
〉
・
越
希
鎗
(
四
一
=
一
)
・
越
彦
明
白
=
一
〉
・
越
善
湘

(
四
三
)
・
越
必
思
(
四
言
一)
・
葉
樹

(
四
一
五
)
・
曾
従
龍
(
四
一
九
)
・
李
矯

(四
一一5
)

な
お
銭
象
租
は
宋
史
に
列
停
を
立
て
ら
れ
て
い
な
い
人
物
で
あ
る
が
、

李
壁
侍
(
三
九
八
)
に
「
:
:
:
銭
象
組
以
温
兵
議
、
作
佑
曹
、
得
罪
同
K
i

--
-
」
と
見
え
る
の
で
、
反
戟
波
の
一
人
に
数
え
た
。

@
宋
宰
輔
編
年
鎌
倉
二

O
。

@

宋

史

容
三
九
五
「
李
大
性
侍
L

。

⑧
贋
東
野
語
倉

一
一
「
郵
友
龍
関
透
」
、
註
③
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
、
宋

史
韓
佑
胃
停
、
宋
元
筆
案
補
遺
七
一
「
獄
麓
諸
儒
皐
案
補
遺
」
な
ど
参

照。

@
宋
人
秩
事
会
編
倉
一
七
「
韓
佑
胃
」
の
僚
に
引
用
す
る
「
画
史
」
の
記

事
に
「
怯
儒
」
の
語
が
見
え
る
。
う
ち
綴
く
敗
戦
を
眼
前
に
し
た
韓
佑
由
円

に
は
、
醇
叔
似
ら
が
す
べ
て
「
怯
儒
L

と
し
て
映
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る。
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On the“K'ai一九si yung一面ng開禧用兵”

TｓｕｙｏｓhiKinｕｇａｗａ

　　　

The phrase "K'ai-hsi yung･ping” refers to the Southern Sung's 南宋

dispatching of troops against the Chin 金under Han T'o-chou 韓佗冑in

the K'ai-hsi reign period of the Ning-tsung 寧宗Emperor (1205-07).　l

would like to consider such points as what kind of men built Han T'o-

chou's political power in the midst of this period of war and why Han's

political policies were carried out. ０ｆ course, we cannot ignore the “Ｃｈ’ｉｎｇ-

ｙｉｉａ？＾　tａｎｓ-ｃｈｉｎ”慶元窯禁whichwas another of Han's policies. Thus,

while l will not touch on the fundamental issue of the “Ch'ing-yiian

tang-chin,”l ｗi1□nvestigate it insofar as it is concerned with the struc-

ture of Han T'o-chou's political power. Also in this essay l will discuss

in detail the dissension behind the“Ｋａｉ-hｓi :ｙｕｎｇ-がｎｇ”between two

groups of various origins in Southern Sung society : ａ bloc of scholar･

officialsin the political world who stressed tａｏ-hｓｕｅｈ道學and ａ bloc of

practical statesmen who considered and ｅ任ected actual politics.
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