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元
代
に
お
け
る
道
撃
の
興
隆

東
ア
ジ
ア
の
思
想
史
上
、
朱
奈
は
極
め
て
著
名
な
人
物
で
あ
り
、

た
。
そ
の
た
め
、
嘗
然
の
事
な
が
ら
、
道
皐
は
そ
の
創
始
の
時
期
か
ら
既
に
園
家
に
受
容
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
し
、
質
際

そ
う
で
な
い
朕
態
を
想
定
す
る
こ
と
さ
え
難
し
か
っ
た
。
だ
が
、
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王
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皐

支
配
者
の
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神
と
民
衆
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ク
ビ
ラ
イ
治
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科
奉
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皐
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統
皐
設
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官
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制
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統
率
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あ
い
ま
い
な
勝
利
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ま
た

そ
の
数
義
は
長
い
聞
に
わ
た
っ
て
確
固
た
る
正
統
皐
設
で
あ
っ

モ
ン
ゴ
ル
支
配
下
で
の
道
皐
の
興
隆
こ
そ
は
、
中
園
史
上
最
も
意
義
の
あ
る

革
新
の
一
つ
で
あ
り
、
ま
た
後
世
、
数
義
が
定
式
化
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
の
、
最
も
重
要
な
事
件
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
。

朱
煮
は
、
死
の
五
年
前
に
は
、
係
鼠
平
を
説
く
異
端
者
・
宣
停
者
と
し
て
、
公
然
と
非
難
さ
れ
て
い
た
。
む
ろ
ん
忠
寅
な
門
下
生
た
ち
は
師
の



主
張
を
決
し
て
疑
お
う
と
は
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
数
読
が
園
家
内
に
占
め
る
地
位
は
不
安
定
な
ま
ま
で
あ
っ
た
。
一
二
三

0
年
代
に

宋
朝
が
道
皐
を
復
権
さ
ぜ
た
時
で
さ
え
、
朱
煮
に
と
っ
て
も
朝
廷
に
と

っ
て
も
名
血
管
に
は
な
ら
な
い
様
な
方
法
が
採
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
睦

面
を
保
つ
だ
け
の
方
策
や
空
虚
な
策
審
の
授
輿
だ
け
が
、
つ
づ
け
ざ
ま
に
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
朱
煮
の
数
読
を
制
度
化
す
る
た
め
に
は
、

た
だ
科
拳
に
規
定
さ
れ
た
黙
の
み
を
除
い
て
、
意
義
あ
る
事
は
何
も
な
さ
れ
な
か

っ
む
。
そ
の
科
謬

へ
の
採
用
で
す
ら
、
王
朝
の
衰
退
期
に
あ

っ
て
は
、
無
意
味
で
形
式
的
な
意
志
表
示
で
し
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
儒
教
に
は
、
教
義
を
明
ら
か
に
し
た
り
権
威
を
競
っ
た
り

ず
る
数
舎
と
い
う
も
の
が
無
い
。
そ
れ
に
代
わ
る
擢
威
と
し
て
存
在
す
る
も
の
が
、
拳
校
で
あ
る
。
園
家
の
支
援
が
皐
に
名
目
上
に
過
ぎ
な
い

以
上
、
道
統
の
耀
承
と
い
う
重
荷
は
、
皐
校
、
と
り
わ
け
私
設
の
皐
校
と
し
て
の
書
院
が
負
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
書
院
は
自
立
的

に
行
動
す
る
傾
向
を
も
っ
て
い
た
。
そ
し
て
賓
際
こ
こ
に
、
新
し
い
停
統
の
流
れ
を
解
く
鍵
が
あ
る
。
道
風
一
'
縫
承
の
責
務
を
捨
っ
た
の
は
儒
者

た
ち
で
あ
っ
た
し
、

宋
末
、
朱
煮
を
祭
記
す
る
に
あ
た
り
問
題
と
な

っ
た
の
は
、
闘
家
に
劃
す
る
彼
ら
の
支
持
で
あ

っ
て、

そ
の
逆
で
は
な
か

っ
た
。
王
朝
支
配
者
が
政
府
の
輔
臣
と
し
て
息
一
者
を
選
ぶ
際
に
、

た
と
え
儒
者
の
信
奉
し
た
遁
撃
の
育
省
高
引
を
認
め
な
か

っ
た
と
し
て
も
、

よ
り
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長
い
目
で
見
れ
ば
、
朱
煮
の
数
え
は
中
園
人
の
意
識
の
中
に
十
分
定
着
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
道
皐
者
に
と
っ
て
は
、
鼠
平
者
と
支
配
者
、
開
学
校
と
科
奉
制
度
と
が
、
正
統
皐
設
を
争
う
二
つ
の
封
極
を
意
味
す
る
に
至
っ
た
。
道
統

の
有
力
な
措
い
手
と
し
て
は
、

む
ろ
ん
摩
者
と
皐
校
の
側
に
軍
配
を
上
げ
ね
ば
な
る
ま
い
。
だ
が
、

そ
の
た
め
に
我
々
は
ま
ず
、
道
を
不
滅
な

ら
し
め
る
闘
い
に
皐
者
た
ち
を
導
い
た
動
機
と
、
そ
の
典
型
的
な
形
態
と
を
、
見
き
わ
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
そ
れ
は
第
一
に

。
道
統
。
と
い
う
形
を
と
っ
て
表
現
さ
れ
る
。

道
統
|
|
断
絶
と
再
興
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道
皐
者
に
と
っ
て
権
威
あ
る
道
統
擁
護
者
は
韓
愈
で
あ
る
。
そ
の
小
論
「
原
道
」
は
、
併
数
と
道
数
と
を
批
剣
し
た
論
著
と
し
て
名
高
り

こ
の
小
論
が
後
代
の
道
拳
者
た
ち
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
全
て
を
詳
説
す
る
必
要
は
な
い
。
だ
が
、
遁
統
が
記
述
さ
れ
る
際
の
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様
式
に
閲
し
て
は
言
及
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

博
愛
之
謂
仁
、
行
市
宜
之
之
調
義
、
由
是
而
之
鷲
之
謂
道
、
足
乎
己
無
待
於
外
之
謂
徳
。
:
:
:
周
道
表
、
孔
子
浪
、
火
子
奏
、
責
老
子
漢
、

悌
子
菅
貌
梁
惰
之
問
、
其
言
道
徳
仁
義
者
、
不
入
子
楊
、
則
入
子
墨
。
不
入
子
老
、
則
入
子
併
。
入
子
彼
、
必
出
子
此
。
入
者
主
之
、
出

者
奴
之
。
入
者
附
之
、
出
者
汗
之
。
憶
、
後
之
人
其
欲
聞
仁
義
道
徳
之
説
、
執
従
而
聴
之
。

:

向
道
也
、
日
斯
吾
所
謂
道
也
。
非
向
所
謂
老
輿
併
之
道
也
。
完
以
是
俸
之
舜
、
舜
以
是
博
之
垣
内
、
百
円
以
是
俸
之
湯
、
湯
以
是
博
之
文
武
周

公
、
文
武
周
公
停
之
孔
子
、
孔
子
傍
之
孟
柄
。
利
之
死
、
不
得
其
俸
駕

0

・・

不
止
不
行
。

然
則
如
之
何
而
可
也
。
日
不
塞
不
流
、

し
ば
し
ば
見
過
ご
さ
れ
て
来
た
酷
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
孟
子
以
後
、
韓
愈
が
道
を
忘
却
か
ら
救
い
出
す

ま
で
の
千
年
以
上
の
問
、
道
統
が
現
寅
に
断
絶
し
て
い
た
事
で
あ
る
。

周
公
浸
、
聖
人
之
道
不
行
。

孟
刺
死
、
聖
人
之
皐
不
傍
。
道
不
行
、

百
世
無
善
治
。向島ナ不
停
、
千
載
加
盟
…員
儒
。
無
善
治
、

士
猶
得
以
明
夫
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宋
代
に
な

っ
て
程
聞
は
、
兄
程
矧

へ
の
墓
表
の
中
で
再
び
道
の
縫
承
を
採
り
あ
げ
た
。
そ
こ
で
も
断
絶
が
明
白
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。

以
淑
諸
人
、
以
侍
諸
後
。
無
虞
儒
、
天
下
貿
貿
鷲
、
莫
知
所
之
。
人
欲
建
而
天
理
滅
失
。
先
生
生
千
四
百
年
之
後
、
得
不
繍
博

之
皐
於
遺
鰹
、
志
将
以
斯
道
畳
斯
民
。

善
治
之
道
、

右
の
引
用
文
で
力
説
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
次
の
三
貼
で
あ
る
。
第
一
に
、
遁
が
久
し
い
聞
途
絶
え
て
い
た
こ
と
。
第
二
に
、
霊
感
を
受
け
た

一
個
人
が
そ
れ
を
再
設
見
し
た
こ
と
。
そ
し
て
第
三
に
、
衰
退
し
た
時
代
に
は
、

技
滑
な
敵
か
ら
道
を
守
る
た
め
に
英
雄
的
な
努
力
と
献
身
と

が
必
要
で
あ
る
こ
と
。
こ
れ
に
射
し
て
、
使
徒
や
司
数
た
ち
の
績
出
に
よ
る
不
断
の
縫
承
な
ど
は
、
少
し
も
主
張
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、
道
の
再
渡
見
の
重
要
性
を
高
め
る
か
の
よ
う
に
、
惇
統
の
希
薄
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

朱
帯
魚
が
『
中
庸
章
句
』
序
に
お
い
て
注
意
を
換
起
し
た
の
も
、
同
様
に
道
の
希
薄
で
危
う
い
状
態
で
あ
っ
た
。
朱
煮
は
断
片
的
な
素
材
を
苦

心
し
て
繋
ぎ
合
わ
せ
、
そ
こ
か
ら
『
中
庸
』
の
本
義
を
濁
カ
で
究
明
し
た
際
の
苦
第
を
語
り
績
け
る
。
か
く
し
て
彼
は
、
道
の
不
安
定
性
と
い



う
テ
1
マ
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
員
意
を
再
護
見
す
る
た
め
に
偉
大
な
人
々
の
絶
え
ざ
る
闘
い
が
あ
っ
た
事
を
も
、
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
の
で

あ
る
。

偉
大
な
る
闘
い

員
理
は
既
に
完
の
一
言
に
萌
芽
を
も
つ
が
、
遣
を
俸
え
る
た
め
に
は
、
孤
高
の
儒
者
の
積
極
的
な
闘
い
、
深
い
洞
察
、

た
ゆ
ま
ぬ
献
身
が
必

要
で
あ
っ
た
、

と
朱
煮
は
言
う
。
宋
代
に
お
け
る
孔
子
の
地
位
の
低
さ
と
理
解
不
足
と
を
朱
煮
は
卒
直
に
認
め
て
い
る
が
、
こ
の
貼
を
漢
代
に

お
け
る
孔
子
の
神
格
仰
と
比
較
す
れ
ば
、
宋
皐
が
も
っ
タ
人
間
化
多
の
傾
向
の
青
笠
窺
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
宋
皐
は
、
超
自

然
的
存
在
の
霊
力
や
、
権
力
や
地
位
な
ど
に
訴
え
て
同
意
を
強
要
す
る
か
わ
り
に
、
人
聞
の
精
神
に
よ
っ
て
逆
境
を
克
服
す
る
よ
う
提
起
し
た

の
で
あ
る
。

特
筆
さ
れ
て
い
る
黙
に
注
目
す
る
な
ら
ば

。
道
統
。
が
如
何
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
か
、
同
時
に
、道
統
を
回
復
さ
せ
た
偉
大
な
儒
者
の
新
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こ
の

4
貝
献
。
ゆ
え
に
、
孔
子
に
は
聖
人
た
ち
以
上
の
名
血
管
が
興
え
ら
れ
て
い
る
。
更
に
、

子
思
と
二
程
に
関
し
て
も
ま
た
そ
の

4

貢
献
へ
が

た
な
神
話
が
如
何
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
か
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
賓
際
、
こ
の
こ
と
は
宋
代
に
お
け
る
儒
者
の
役
割
を

士
大
夫

(凹
n
g-R・
。
自
己
白

-
n
-
2
6
の
勢
力
は
頂
黙
に
達
し
、
行
政
管
理
の
責
任
を
負
う
ま
で
に
至
っ
て
い
た
。

そ
の
反
面
、
彼
ら
は
今
や
朱
蒸
が
警
告
し
た
よ
う
に
、
王
朝
と
儒
数
文
化
と
が
生
存
し
得
る
か
否
か
と
い
う
深
い
内
面
的
危
機
に
も
直
面
し
て

い
た
。
嘗
時
の
士
大
夫
の
中
で
最
も
優
れ
た
典
型
的
人
物
の
代
表
者
と
し
て
、
朱
煮
は
局
面
の
打
開
に
ふ
さ
わ
し
い
模
範
を
儒
者
た
ち
の
前
に

象
徴
し
て
い
る
。
こ
の
時
代
、

提
出
し
た
の
で
あ
る
。

程
聞
は
兄
の
行
紋
と
墓
表
と
の
中
で
、
韓
愈
に
は
敢
え
て
言
及
せ
ず
、
周
敦
聞
に
関
し
て
も
、
兄
が
「
汝
南
の
周
茂
叔
の
道
を
論
ず
る
を
聞
」
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と
記
す
の
み
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
を
詳
述
す
れ
ば
、
論
旨
が
繁
雑
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
長
く
途
絶
え
て
い
た
遁
を
一
人
で
復
興
さ
せ

た
兄
程
頼
の
輝
か
し
い
姿
も
色
祖
せ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
こ
に
傍
え
ら
れ
た
員
寅
は
、
史
賓
的
・
系
圃
的
な
も
の
で
は
な
く
、
劇

、
』F-、

、
U

W

4

Lド
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士
大
夫
の
役
割
が
如
何
に
重

大
で
あ
る
か
と
い
う
黙
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
園
家
の
政
治
的

・
文
化
的
な
指
導
力
に
劉
し
未
曾
有
の
責
任
を
負
う
に
至
っ
た
彼
等
の
使
命
感

を
表
わ
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
役
割
を
明
示
す
る
た
め
に
、
彼
は
儒
撃
の
存
在
債
値
を
主
陸
的
に
回
復
せ
よ
と
力
説
し
、
博
統
の
皐
な
る
受
容

的
・
神
話
的
な
そ
れ
で
あ
る
。
程
闘
が
、
細
か
な
事
賓
関
係
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
描
篤
し
よ
う
と
し
た
の
は
、

や
保
存
に
は
満
足
し
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
道
皐
者
た
ち
は
、
道
統
の
継
承
圃
を
自
ら
の
目
的
に
従
っ
て
意
の
ま
ま
に
利
用
し
て
い
た
。
し
か
し
、
む
ろ
ん
そ
こ
に
は
、
嘗

面
説
得
す
べ
き
目
的
の
何
た
る
か
に
よ
っ
て
、
自
ず
か
ら
制
約
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
朱
喜
…
が
道
統
に
注
意
を
換
起
す
る
際
、
そ
こ
に
共
通
す

る
も
の
は
お
そ
ら
く
、
孟
子
の
言
う
「
自
得
」
し
「
自
ら
道
に
任
ず
」
る
個
人
と
い
う
主
題
で
あ
ろ
う
。

だ
が
『
中
庸
章
句
』
序
の
中
で
、
最
も
明
確
に
道
統
を
理
皐
に
適
躍
さ
せ
て
い
る
部
分
は
、

人
心
と
道
心
と
の
相
違
を
述
べ
た
次
の
一
節
に

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
朱
煮
に
あ

っ
て
は
、
人
心
と
道
心
こ
そ
が
、
道
統
の
本
質
な
の
で
あ
る
。

市
以
魚
有
人
心
道
心
之
異
者
、
則
以
其
或
生
於
形
集
之
私
、
或
原
於
性
命
之
正
、
市
所
以
魚
知
費
者
不
問
。
是
以
或
危
殆
而
不
安
、
或
微

妙
而
難
見
耳
。
然
人
莫
不
有
是
形
、
故
難
上
智
、
不
能
無
人
心
。
亦
莫
不
有
是
性
、
故
難
下
愚
、
不
能
無
遁
心
。
二
者
雑
於
方
寸
之
問
、

而
不
知
所
以
治
之
、
則
危
者
愈
危
、
徴
者
愈
徴
、
而
天
理
之
公
、
卒
無
以
勝
夫
人
欲
之
私
長
。
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人
欲
と
性
と
を
並
列
す
る
こ
の
鐙
系
が
、
後
の
道
皐
思
想
の
瑳
展
と
密
接
に
関
連
し
て
い
た
事
を
、
こ
こ
で
詳
説
す
る
必
要
も
あ
る
ま
い
。

だ
が
首
面
、
次
の
二
黙
に
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
の
示
唆
は
、

人
聞
の
苦
闘
の
あ
ら
ゆ
る
面
が
明
瞭
に
描
骨
局
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
朱
煮
は
、
人
聞
の
悪
し
き
利
己
心
と
岡
県
の
本
性
と
を
劉
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
道
統
を
危
う
く
す
る
人
心
の
不
安
定
さ
と
道

統
の
永
遠
性
に
調
和
す
る
善
性
と
、

に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
示
唆
は
、
こ
の
封
立
が
心
の
あ
り
方
や
人
聞
個
人
の
道
徳
的
意
志

の
貫
践
な
ど
の
面
に
集
中
し
て
あ
ら
わ
れ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
道
を
決
定
し
、
自
ら
責
任
を
と
り
、
退
く
こ
と
な
き
献
身

に
よ
っ
て
遭
を
推
準
す
る
必
要
が
、
人
聞
に
は
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

唐
君
毅
は
道
鼠
午
を
、
「
孔
子
が
抱
い
て
い
た
人
聞
に
劃
す
る
信
頼
の
復
活
」
で
あ
り
「
(
人
閲
性
に
お
け
る
)
全
て
の
否
定
的
要
素
を
直
視
し
、



賓
践
的
理
想
空
認
識
す
る
た
め
の
方
法
を
護
見
す
る
必
要
性
を
是
認
す
る
も
の
」
程
願
や
朱
烹
が
明
ら
か
に
し
た
如

く
、
道
統
の
歴
史
は
、
こ
の
理
想
を
達
成
す
る
た
め
の
雄
批
な
闘
い
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
人
間
性
と
祉
舎
と
に
巣
く
う
悪
に
紳
話
的
曾
載
を

挑
ん
だ
遁
筆
者
た
ち
こ
そ
、
そ
の
英
雄
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

で
あ
る
と
規
定
し
た
。

預
言
的
要
素
と
皐
者
的
要
素

道
統
を
説
明
す
る
さ
い
に
、
誰
も
が
タ
道
の
輝
か
し
い
復
興
。
と
い
う
テ
l
マ
を
採
り
あ
げ
た
わ
け
で
は
な
い
。
朱
煮
の
門
弟
で
あ
る
責
斡

の
場
合
、
別
の
新
た
な
闘
心
が
前
面
に
現
わ
れ
て
い
る
。
彼
が
重
視
す
る
も
の
は
、
道
の
再
護
見
で
は
な
い
。
問
題
と
す
べ
き
は
む
し
ろ
、
朱

蕪
が
詳
述
し
た
全
瞳
像
に
劃
す
る
忠
誠
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
数
読
と
著
作
と
を
如
何
に
忠
貫
に
受
縫
ぐ
か
、
ま
た
、
そ
の
偉
大
な
盟
系
を
如
何

に
停
え
る
か
、
と
い
う
事
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
初
め
て
、
直
接
的
な
縫
承
に
よ
っ
て
遣
が
停
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
美
総

は
、
遁
の
み
な
ら
ず
道
撃
を
も
元
代
に
俸
え
る
主
要
な
媒
介
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
次
に
我
々
は
、
「
聖
賢
遁
統
停
授
線
絞
説
」

に
基
づ
い
て
、
這
統
が
よ
り
厳
密
な
思
想
瞳
系
と
し
て
如
何
に
提
示
さ
れ
て
い
る
か
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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責
験
は
、
人
と
物
と
が
太
極
か
ら
生
じ
る
こ
と
を
ま
ず
読
き
、
次
に
陰
陽
五
行
の
相
互
作
用
に
ふ
れ
、

さ
ら
に
莞
舜
の
訓
え
を
列
拳
し
た
の

ち
、
道
統
の
流
れ
に
沿
っ
て
先
儒
の
所
読
を
概
観
し
て
い
る
。

絶
、
絶
風
干
の
復
興
、
道
を
忘
却
の
淵
か
ら
救
っ
た
人
々
の
計
り
知
れ
な
い
貢
献
、
な
ど
の
黙
は
捨
象
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
責
斡
が

こ
う
し
た
側
面
を
認
め
な
か
っ
た
た
め
で
は
な
い
。
こ
れ
は
む
し
ろ
、
遁
統
に
は
連
績
性
と
統
一
性
が
あ
り
、
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
啓
蒙
が

し
か
し
一
方
、

程
願
と
朱
黒
が
強
調
し
た
貼
、

す
な
わ
ち
、
道
統
の
長
い
断

あ
る
、
と
い
う
印
象
を
輿
え
よ
う
と
墓
ん
だ
た
め
で
あ
ろ
う
。

彼
は
論
を
結
ん
で
言
う
。
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聖
賢
相
停
、
垂
世
立
敬
、
燦
然
明
白
、
若
天
之
垂
象
、
昭
昭
然
而
不
可
易
也
。
雄
其
詳
略
之
不
問
、
愈
講
市
愈
明
也
。
皐
者
之
所
嘗
遵
承

市
固
守
也
。
達
乎
是
則
差
也
。
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程
聞
と
朱
奈
が
聖
賢
の
業
績
を
絞
事
詩
的
な
。
荘
厳
な
襲
。

で
語
っ
た
の
に
封
し
、
糞
幹
の
口
調
は
、
員
理
を
忠
買
に
守
り
つ
つ
秩
序
立
て

て
曲
目
系
化
す
る
撃
者
の
そ
れ
で
あ
る
。
象
徴
的
に
言
え
ば
、
あ
た
か
も
古
代
に
お
け
る
萄
子
の
よ
う
に
、
よ
り
正
確
に
言
う
な
ら
ば
、
書
院
に

よ
っ
て
受
縫
が
れ
、
や
が
て
元
明
に
惇
え
ら
れ
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
制
定
者
と
し
て
、
彼
は
道
皐
涯
を
代
賠
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

黄
斡
は
皐
校
の
た
め
に
数
案
を
作
成
す
る
こ
と
に
努
め
な
が
ら
も
、

明
確
な
焦
貼
が
必
要
で
あ
る
と
気
づ
い
て
い
た
。
彼
は
言
う
。

一
方
、
朱
烹
自
身
と
同
様
に
一
人
の
教
育
者
と
し
て
、
皐
習
課
程
に
は

所
以
俸
道
而
数
人
者
、

故
嘗
撮
其
要
旨
而
明
之
、
居
敬
以
立
其
木
、
窮
理
以
致
其
知
、
克
己
以
滅
其
私
、
存
誠
以
致
其
質
。
以
是
四
者
而
存
諸
心
、

同

不
越
乎
此
失
。

則
千
墓
古
向
賢

黄
株
は
、
道
統
の
中
か
ら
最
も
本
質
的
な
も
の
を
選
捧
す
る
に
あ
た
っ
て
、
哲
準
的
思
索
や
同
学
問
研
究
と
比
較
し
て
、
道
徳
的
・
精
神
的
な

修
養
に
よ
り
重
黙
を
置
い
た
の
で
あ
る
。
上
古
と
宋
代
の
先
儒
た
ち
の
数
え
に
共
通
す
る
部
分
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
著
作
は
、

カ

テ

キ

ズ

ム

修
身

・
正
心
・
克
己
・
復
膿

・
敬

・
義
な
ど
に
閲
す
る
道
皐
涯
の
数
義
問
答
集
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
彼
が
周
敦
聞
に
射
し
て
、

太
極
」
と
い
う
究
極
的
艮
理
を
示
す
形
而
上
皐
的
な
定
式
よ
り
も
、

「
無
極
而
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む
し
ろ
聖
人
の
如
き
誠
貫
さ
と
欲
墓
の
抑
制
と
い
う
貼
か
ら
共
感
を
い

だ
い
て
い
た
事
費
は
、
そ
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
理
や
気
と
い
っ
た
基
本
概
念
に
す
ら
明
瞭
に
言
及
し
て
い
な
い
の
を
見
て
も
、
同
様

の
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
我
々
は
、
道
皐
の
た
ど
っ
た
方
向
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
朱
煮
の
指
名
し
た
後
継
者
の
手
を
離
れ
て
、

宋
末
・
元

・
明
初
の
道
間
四
千
波
へ
と
引
継
が
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
後
の
著
述
家
た
ち
が
道
統
を
特
徴
づ
け
る
際
に
は
、
預
言
的

・
皐
者
的
と
い

う
二
つ
の
紋
述
方
式
が
あ
る
。
例
え
ば
、
員
徳
秀
・
臭
澄
・
許
衡
・
王
陽
明
ら
の
役
割
に
射
し
て
は
、
預
言
的
・
霊
感
的
な
要
素
が
強
い
と
い

う

評

債

が

な

さ

れ

て

い

る

い

、

よ

り

鎧

系

立

っ

た

絞

述

が

み

ら

れ

る

の

で

あ

弘

。

一
方
陳
築
捷
に
よ
れ
ば
、
許
謙
や
越
復
の
場
合
に
は
、

聖
人
は
、
時
に
は
預
言
者
の
如
く
巌
格
な
口
調
で
、
時
に
は
皐
者
や
哲
皐
者
の
如
く
穏
や
か
で
内
省
的
な
口
調
で
語
る
が
、

人
の
二
重
の
役
割
は
道
統
の
中
に
も
ま
た
臆
さ
れ
て
い
る
。
元
代
の
道
撃
者
の
ほ
と
ん
ど
は
、

こ
の
よ
う
な
聖

こ
の
二
つ
の
役
割
を
あ
る
程
度
ま
で
粂
ね
備
え



て
い
た
の
で
あ
る
。
英
雄
的
・
預
言
者
的
役
割
は
、
政
治
の
賞
践
の
際
に
も
、
ま
た
、
よ
り
高
い
理
想
に
立
っ
て
そ
の
賓
践
が
批
剣
さ
れ
る
場

合
に
も
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
同
様
に
聞
学
者
的
な
任
務
も
ま
た
、
過
去
の
数
訓
に
依
っ
て
改
革
論
を
主
張
す
る
時
、
あ
る
い
は
歴
史
の
大
き

な
見
通
し
ゃ
哲
皐
的
内
省
に
撚
っ
た
努
力
の
債
値
が
問
わ
れ
る
時
な
ど
に
現
わ
れ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
二
つ
の
役
割
が
拳

校
に
よ
る
正
統
皐
読
普
及
の
努
力
と
結
び
つ
い
て
い
た
事
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
権
威
あ
る
聖
職
者
と
い
う
も
の
は
全
く
存
在
し
な
か
っ

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
暴
校
の
運
動
が
皐
な
る
街
皐
趣
味
に
墜
落
す
る
の
を
防
い
だ
も
の
は
、
個
人
の
良
心
を
奮
起
さ
せ
個
人
の
意
志
を
き
た
え
た

預
言
者
的
霊
感
か
ら
生
じ
た
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
虞
集
・
欧
陽
玄
・
熊
禾
ら
元
代
書
院
の
間
学
者
た
ち
の
著
作
に
見
出

す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

四

巌
粛
性
と
偏
執
性

に
俸
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
全
て
の
修
養
の
基
礎
と
し
て
、

。
居
敬
ψ

と
い
う
語
を
引
い
て
い
る
が
、

こ
の

。敬。

の
概
念
は
、

n
w
d
 

R
d
 

テ

キ

ズ

ム

黄
款
は
、
聖
賢
の
遁
の
数
義
問
答
集
に
お
い
て
、
。
敬
9

0

義
少
を
各
々
四
度
ま
で
も
と
り
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
俸
統
的
な
十
二
数
の
中

朱
子
象
の
精
神
と
深
い
結
び
つ
き
を
も
っ
。
そ
れ
は
、
天
に
射
す
る
畏
怖
、
人
間
生
活
の
傘
重
、
躍
の
基
礎
と
な
る
精
神
、

お
よ
び
孝
行
の
躍

讃
、
な
ど
と
い
っ
た
古
代
の
儒
者
た
ち
の
宗
敬
的
態
度
を
再
び
呼
び
さ
ま
す
も
の
で
あ
っ
た
。
宋
儒
た
ち
は
、
新
た
に
生
み
出
さ
れ
た
秩
序
や

道
本
来
の
濁
創
性
な
ど
を
包
括
的
に
理
解
す
る
た
め
に
、
そ
の
意
味
を
更
に
横
大
し
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
が
人
生
を
重
ん
じ
た
こ
と
は
、
人
間

の
あ
ら
ゆ
る
行
震
に
刺
激
を
興
え
、
人
間
的
な
債
値
観
の
優
先
を
疑
問
親
す
る
悌
数
や
道
教
か
ら
、
儒
数
を
区
別
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

道
翠
ふ
う
の
文
眠
に
お
い
て
、
多
敬
。
を
。
巌
粛
ク
と
解
穫
す
る
の
は
適
切
な
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
買
現
・
貫
践
・
質
皐
を
重
視
す

る
道
皐
の
方
向
に
沿
っ
て
、
こ
の
普
遍
的
債
値
に
は
、
程
朱
に
よ
っ
て
あ
る
特
別
な
重
み
が
置
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
タ
敬
。
の
目
標
は
、

離
奔
の
封
象
と
し
て
有
神
論
的
・
信
仰
的
に
理
解
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
厳
粛
か
つ
丁
重
な
態
度
を
伴
な
う
一
つ
の
明
確
な
行
動
の
形
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と
し
て
、
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、

多敬。

と
は
精
神
を
一
黙
に
牧
放
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
、



374 

例
数
に
い
う
。
専
念
。
と
類
似
す
る
。
だ
が
、
大
乗
悌
数
の
場
合
多
空
。

の
概
念
に
基
づ
い
て

。
智
多
と

。悲
。
と
が
分
離
さ
れ
て
い
な
い
の

と
は
異
な
り
、
道
向
学
者
は
。
理
一
分
殊
e

と
い
う
形
で
公
式
化
さ
れ
た
激
設
を
固
く
信
じ
て
止
ま
な
か
っ
た
。
巌
粛
性
と
は
こ
の
場
合
、
あ
る

一
群
の
義
務
を
巌
粛
に
う
け
と
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は

d
F
と
表
現
さ
れ
、
躍
の
行
痛
や
劉
人
関
係
と
い
う
具
鰻
的
な
基
準
と
し
て

公
式
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

我
々
‘
が
議
論
し
よ
う
と
し
て
い
る
元
代
の
道
皐
者
た
ち
に
お
い
て
、
こ
の

。敬ク

と
い
う
観
念
は
、
と
り
わ
け
公
共
へ
の
義
務
に
関
し
て
用

い
ら
れ
た
。
患
者
官
僚
た
ち
は
、
個
人
的
な
利
盆
よ
り
も
、
公
に
奉
仕
す
る
と
い
う
政
治
上
の
要
求
を
最
も
巌
粛
に
受
け
と
め
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
更
に
彼
等
は
、
自
分
自
身
の
動
機
が
誠
寅
で
清
廉
な
も
の
か
否
か
、
自
ら
問
い
た
だ
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
疑
い
も
な
く

こ
れ
は
個
人
の
良
心
に
重
黙
を
置
い
た
考
え
で
あ
り
、
巌
粛
性
を
通
り
越
し
て
過
度
の
熱
心
さ
へ
陥
る
お
そ
れ
も
あ
っ
た
。
程
朱
は
、
こ
の
よ

自
分
本
来
の
力
の
自
賓
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
遁
嘗
な
訓
練
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

達
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

う
な
巌
粛
さ
が
過
度
の
良
心
主
義
に
至
る
必
然
性
を
信
じ
て
は
い
な
か
っ
た
。
精
神
を
正
し
く
修
養
し
さ
え
す
れ
ば
、
他
者
へ
の
強
い
関
心
と

無
理
な
く
中
庸
に
到
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し
か
し
な
が
ら
、
他
の
皐
涯
の
者
は
そ
う
考
え
な
か
っ
た
。
道
同
学
徒
の
誠
寅
さ
は
彼
ら
に
劃
す
る
一
種
の
非
難
で
あ
り
、

の
表
わ
れ
で
あ
っ
た
。
道
撃
は
、

除
り
に
も
巌
粛
す
ぎ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
反
感
は
、

か
つ
自
負
と
傘
大

程
聞
や
朱
系
自
身

の
時
代
に
ま
で
糊
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
深
遠
な
原
理
へ
の
傾
倒
は
、
確
か
に
信
奉
者
を
勇
気
づ
け
る
こ
と
に
は
な
っ
た
。
だ
が
反
面
、

信
奉
者
た
ち
を
一
般
の
趨
勢
か
ら
遠
ざ
け
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
同
学
問
的
な
論
争
に
お
い
て
は
、
朱
煮
は
批
判
者
や
論
敵
に
劃
し
て
し
ば
し

ば
寛
大
な
態
度
を
と
っ
た
。
し
か
し
、
こ
と
政
治
の
分
野
に
至
つ
て
は
、
そ
う
簡
車
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
目
先
の
事
し
か
わ
か
ら
な
い
者
た

ち
は
、
不
本
意
に
妥
協
し
な
い
朱
煮
を
、
頑
固
で
倣
慢
で
あ
る
と
見
な
し
た
。
互
い
の
防
禦
意
識
は
反
訴
に
震
展
し
、

一黛
宇
は
現
質
的
な
迫
害

|
|
禁
書
・
左
遷

・
降
級
・
流
刑
等
|
|
へ
と
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
た
。

程
願
は
兄
と
向
様
、
厳
し
い
迫
害
の
犠
牲
者
と
な
り
、

帥

ほ
と
ん
ど
殉
教
者
の
ご
と
く
世
を
去
っ
た
。
道
の
保
持
と
い
う
朱
蒸
自
身
の
使
命
感
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，
偽
撃
。
の
名
の
も
と
で
の
迫
害
・
中
傷
を
経
て
、
よ
り
堅
固
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
戦
々
競
々
と
し
た
朕

同

況
を
生
き
抜
く
た
め
に
、
道
皐
は
言
わ
ば
偏
執
的
な
型
を
と
る
に
至
っ
た
。
劉
子
健
ら
が
述
べ
た
如
く
、
敵
制
到
者
た
ち
は
必
死
に
な
っ
て
遁
皐

を
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
正
員
正
銘
の
迫
害
を
受
け
た
経
験
は
、
程
朱
の
後
縫
者
た
ち
の
上
に
偏
執
性
と
い
う
熔
印
を
残
し

た
。
遣
が
危
機
に
瀕
し
て
い
る
と
い
う
認
識
が
、
彼
ら
を
容
易
に
そ
こ
へ
導
い
た
の
で
あ
っ
た
。

t主

し
か
し
な
が
ら
、
議
争
の
痛
手
は
、
道
皐
に
と
っ
て
決
し
て
致
命
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
遁
撃
は
傷
を
回
復
し
た
の
み
な
ら
ず
、
巌
し

い
試
練
に
鍛
え
ら
れ
、
異
端
の
汚
厚
か
ら
身
を
起
こ
し
て
、
や
が
て
新
し
い
正
統
皐
読
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
宋
代
に
お
け
る
道
の
挫
折

と
復
興
と
を
述
べ
た
の
ち
、
員
徳
秀
は
次
の
如
く
言
う
。

雄
以
董
相
韓
文
公
之
賢
相
墓
於
漢
唐
、
而
於
淵
源
之
正
・
瞳
用
之
全
、
猶
有
未
究
其
極
者
。
故
僅
能
著
街
道
之
功
於
一
時
、
市
無
以
任
俸

制

道
之
責
於
蔦
世
。
治
至
我
宋
大
儒
纏
出
、
以
主
張
斯
文
掲
己
任
。

『
宋
史
』
巻
四
三
七
、
員
徳
秀
俸
に
言
う
。

然
自
佐
胃
立
偽
筆
之
名
以
鋼
善
類
、
凡
近
世
大
儒
之
書
、
皆
額
禁
以
紐
之
。
徳
秀
晩
出
、
濁
慨
然
以
斯
文
自
任
、
講
習
而
服
行
之
。
糞
禁
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こ
の
考
え
こ
そ
行
動
の
父
で
あ
っ
た
。

既
開
、
而
正
皐
途
明
子
天
下
後
世
、
多
其
力
也
。

こ
の
よ
う
に
徴
主
た
る
動
き
で
は
あ
っ
た
が
、
遁
皐
は
生
存
の
た
め
鐙
制
と
戦
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
被
抑
医
者
の
宗
数
に
特

有
の
熱
狂
と
活
力
と
を
大
い
に
護
揮
し
た
。
メ
シ
ア
信
仰
と
殉
数
と
が
、
こ
の
気
高
い
員
の
信
者
た
ち
の
心
の
中
に
、

し
ぜ
ん
と
、将
か
ん
で
来

た
の
で
あ
る
。

遁
同
月
干
の
持
つ
強
烈
な
厳
粛
性
と
陣
取
格
性
に
つ
い
て
、
あ
る
皐
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
『
道
皐
先
生
』
と
い
う

特
に
あ
げ
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

も

の

が

生

ま

れ

る

。

遁

皐

先

生

と

い

う

よ

び

方

に

は

二

種

類

の

内

容

が

含

め

ら

れ

て

い

る

。

こ

の

方

面

の

例

は

闘

い
ま
一
つ
は
、
迂
愚
。
」
そ
の
例
誼
と
し
て
彼
は
、
宋
代
最
後
の
宰
相
・
陸
秀
夫
を
奉
げ
る
。
海
に
身
を

一
つ
は
、
苛
酷
と
い
う
こ
と
、

375 

投
げ
る
ま
で
の
最
後
の
数
日
間
、
彼
は
八
歳
の
幼
帝
に
向
か
い
『
大
皐
』
の
基
本
原
理
を
講
じ
、
卒
和
と
秩
序
の
根
本
は
君
主
の
修
身
に
あ
る
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同

と
説
い
た
。
そ
し
て
幼
天
子
に
こ
の
理
想
に
沿
っ
て
行
動
す
る
よ
う
熱
心
に
勤
め
た
の
で
あ
る
。

政
治
上
の
助
言
と
し
て
、
こ
れ
は
全
く
非
現
質
的
と
い
う
他
は
な
い
。
だ
が
首
時
は
も
は
や
質
際
的
政
治
の
時
代
で
は
な
か
っ
た
。
陸
秀
夫

「
朝
に
道
を
聞
か
ば
、
タ
に
死
す
と
も
可
な
り
」
と
い
う
孔
子
の
言
葉
を
引
合
い
に
出
し
た
と
い
う
。
逆
説
的
に
言
え
ば
、
道

か
つ
征
服
者
た
ち
以
上
に
生
き
の
び
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
熱

は
し
ば
し
ば
、

皐
者
た
ち
が
モ
ン
ゴ
ル
治
下
の
巌
し
い
試
練
を
生
き
抜
き
、

狂
的
な
断
固
た
る
理
想
主
義
の
お
か
げ
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

五

不
利
な
少
数
汲

ば
、
儒
者
は
最
底
溢
の
存
在
に
ひ
と
し
く
、

モ
ン
ゴ
ル
支
配
の
初
期
、
道
皐
者
た
ち
は
自
ら
が
不
利
な
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
。
嘗
時
の
社
曾
的
基
準
に
て
ら
せ

制

彼
ら
の
下
に
は
乞
食
が
い
る
の
み
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
儒
者
が
占
め
て
い
た
高
級
官
僚
の
地
位

- 62ー

書
記
な
ど
の
言
わ
ば
技
術
家
で
あ
り
、
古

典
の
修
一
訴
を
積
ん
だ
摩
市
有
で
は
な
か
っ
た
。
技
術
家
た
ち
は

一
般
に
、
儒
者
・
を
無
能
な
街
象
者
と
し
て
恨
ん
で
レ
加
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
朕

は
、
モ
ン
ゴ
ル
人
や
色
白
人
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
た
。
膏
吏
と
し
て
雇
わ
れ
た
多
く
の
中
園
人
は
、

況
は
、
儒
者
を
信
心
家
の
地
位
へ
と
追
い
や
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
寛
大
に
扱
わ
れ
は
し
た
も
の
の

醤
者
や
職
人
、
強
師
、

農
民
ほ
ど
に
は
役
に
立
た
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
。
の
み
な
ら
ず
、
道
教
徒
や
併
数
徒
と
異
な
り
、
大
衆
に
と
っ
て
神
秘
的
か
つ
魅
力
的
な
祈

龍
師
や
御
用
商
人
と
な
る
こ
と
さ
え
で
き
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、
職
業
面
か
ら
見
れ
ば
、
宋
代
の
道
開
学
者
た
ち
が
墓
ん
で
い
た
よ
う
な
指
導
的

地
位
に
就
く
こ
と
は
、
も
は
や
根
本
的
に
疑
問
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
二
三
七
年
、
耶
律
楚
材
が
オ
ゴ
タ
イ
を
説
得
し
て
科
奉
の
賓
施
に
踏
切
ら
せ
た
時
、
こ
う
し
た
朕
況
に
若
干
の
改
良
の
き
ざ
し
が
見
え
~
。

だ
が
そ
れ
も

一
回
き
り
の
こ
と
で
あ
り
、
道
開
学
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
出
世
の
見
込
み
が
ほ
と
ん
ど
な
い
方
向
に
向
か
う
こ
と
が
、

よ
り
確
貫

に
な
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
黙
に
お
い
て
、
北
中
園
の
モ
ン
ゴ
ル
領
は
、

南
方
の
道
民
干
の
動
き
か
ら
ほ
と
ん
ど
影
響
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
。
金
代
か
ら
華
北



〈

東

卒

〉

に

残

っ

て

い

た

固

有

の

中

園

文

化

は

、

道

皐

に

と

刷

っ
て
思
想
上
の
大
敵
た
る
蘇
東
披
で
あ
っ
た
。
モ
ン
ゴ
ル
人
か
ら
自
治
権
を
興
え
ら
れ
た
漢
人
世
侯
の
保
護
の
下
で
、
そ
の
地
に
は
遁
拳
と
は

全
く
異
っ
た
皐
聞
が
栄
え
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
皐
波
か
ら
、
一
二
三
七
年
の
好
機
を
利
用
し
う
る
才
能
あ
る
撃
者
が
輩
出
し
た
の
で
あ
る
。

文
闘
争
と
美
術
の
香
り
高
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
崇
奔
さ
れ
て
い
た
の
は
、

た
と
え
中
園
的
な
官
僚
機
構
に
と
っ
て
皐
者
官
僚
が
不
可
依
で
あ
る
と
誼
明
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
自
慢
は
決
し
て
道
皐
復
活
の

必
然
性
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
中
園
的
な
制
度
と
文
化
と
は
、
道
撃
の
思
恵
な
ど
全
く
な
し
に
、
す
で
に
モ
ン
ゴ
ル
人
と
漢
人
世

同

侯
へ
の
奉
仕
に
安
住
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
道
皐
者
た
ち
は
、
中
園
的
な
制
度
と
文
化
の
存
績
こ
そ
自
ら
の
勝
利
を
保
誼
す
る
も
の

と
信
じ
て
い
た
。
だ
が
そ
れ
は
、
全
く
裏
切
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、

以
上
が
元
朝
初
期
の
朕
況
で
あ
る
。
嘗
時
、
儒
者
は
祉
曾
的
に
も
政
治
的
に
も
不
利
な
立
場
に
あ
っ
た
。

の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
遁
撃
者
た

ち
は
、
北
中
園
に
確
立
さ
れ
て
い
た
儒
数
文
化
を
代
表
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
健
制
ら
し
き
も
の
と
は
全
く
縁
の
な
い

元
朝
初
期
の
道
皐
は
、

マ
γ

ク
ス
H

ウ
ェ

1
パ
l
に
倣
っ
て
言
う
な
ら
ば
、

さ
し
ず
め
。
パ
リ
ア
・
オ
l
ソ
ド
ク
シ

1
0

と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
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子

ι
久
ノ
。

_._ 
J、
道

皐

の

普

及

ク
ピ
ラ
イ
の
治
下
で
、
航
況
は
大
き
く
饗
化
し
た
。
モ
ン
ゴ
ル
の
中
園
支
配
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
漢
人
支
配
の
た
め
に
は
儒
者

の
利
用
が
有
数
で
あ
る
こ
と
を
、
彼
は
早
く
か
ら
倍
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
即
位
に
先
立
つ
数
年
間
、
な
か
で
も
金
蓮
川
に
陣
を
張
っ
て
い

同

た
噴
、
ク
ピ
ラ
イ
は
数
養
と
才
能
の
あ
る
漢
人
を
周
固
に
集
め
て
、
支
配
の
恒
常
化
と
権
力
の
集
中
化
と
に
闘
す
る
計
董
を
た
て
た
の
で
あ
る
。

最
初
は
小
さ
な
ブ
レ
ー
ン
・
ト
ラ
ス
ト
で
あ
っ
た
が
、
後
に
は
少
な
く
と
も
十
二
人
の
漢
人
が
補
充
さ
れ
た
。
彼
ら
は
指
導
力
と
共
に
進
士
の

刷

資
格
を
も
持
っ
て
お
り
、
モ
ン
ゴ
ル
支
配
を
中
園
に
な
じ
ま
せ
る
際
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
。
そ
の
典
型
は
、
儒
者
官
僚
で
も
あ
り
、
か
っ

稗
信
で
も
あ
る
劉
乗
忠
で
あ
っ
た
。
彼
は
ク
ピ
ラ
イ
と
同
様
、
人
材
抜
擢
に
あ
た
っ
て
大
臆
な
計
霊
と
鋭
い
観
察
力
と
を
備
え
て
レ
た
が
、
摩

377 
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同

者
を
贋
く
捜
し
求
め
る
過
程
で
、
偶
然
に
も
朱
子
皐
を
首
都
に
俸
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
私
は
、
道
皐
が
一
た
び
贋
ま
る
や
、
南
北
の
障
壁
が
完
全
に
と
り
携
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
、
一
一
種
の
俸
染
病
的
と
も
言
い
う
る

惇
わ
り
方
に
特
に
注
意
を
促
し
た
い
。
こ
の
障
壁
の
撤
去
は
、
挑
植
の
献
策
に
蹄
因
す
る
。
彼
は
「
人
を
殺
さ
ず
し
て
能
く
天
下
を
一
に
九
」

る
こ
と
を
ク
ピ
ラ
イ
に
確
信
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
、
捕
虜
の
儒
者
を
赦
し
て
役
人
に
登
用
す
る
よ
う
説
き
伏
せ
る
こ
と
に
成

功
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
は
た
ら
き
か
け
の
も
と
に
、
挑
植
は
捕
虜
と
な
っ
て
い
た
道
同
学
者

・
越
復
を
説
得
し
、
大
都
で
数
え
を
読
か
せ
る
こ
と
に
し
た
。

モ
ン
ゴ
ル
に
よ
る
徳
安
(
湖
北
)
征
服
の
際
、
家
族
を
失
っ
て
自
殺
の
瀬
戸
ぎ
わ
に
立
っ
て
い
た
越
復
は
、
無
駄
死
に
を
す
る
な
、
聖
賢
の
数

回

え
を
北
方
に
贋
め
る
た
め
に
生
き
よ
、
と
い
う
挑
植
の
訴
え
に
従
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
を
『
元
史
』
は
、

同

知
る
は
、
復
よ
り
始
ま
る
」
と
評
慣
し
て
い
る
。

「
北
方
、

程
朱
の
皐
有
る
を

こ
の
事
件
が
後
世
に
と
っ
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
陳
皐
殺
の
言
う
如
く
ま
さ
に

た
。
し
か
し
我
々
は
、
そ
れ
が
道
に
封
す
る
儒
者
た
ち
の
献
身
と
、
不
幸
に
耐
え
抜
く
カ
と
に
負
う
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
例
え
ば
趨

。
歴
史
の
偶
然
e

で
あ
っ

- 64ー

復
の
場
合
に
は
、
以
前
か
ら
の
韓
佑
胃
に
よ
る
道
皐
汲
の
迫
害
を
知
っ
て
い
た
し
、
挑
植
の
場
合
も
、
越
復
と
同
じ
く
戦
争
に
よ
る
痛
手
を
受

け
、
止
む
な
く
故
郷
を
離
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

趨
復
の
数
読
が
北
中
園
で
熱
心
に
間
学
び
と
ら
れ
た
と
い
う
事
買
は

一
方
で
は

そ
れ
を
理
解
し
評
債
し
う
る
能
力
を
も
っ
た
高
度
な
儒
数

文
化
が
北
方
に
残
存
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
が
、
こ
の
熱
心
さ
は
一
方
で
、
宋
翠
の
新
し
い
設
展
の
芽
が
依
然
と
し
て
強
制
的
に
摘

み
取
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
生
じ
る
、
言
わ
ば
渇
望
の
反
映
で
も
あ
っ
た
。
新
た
な
哲
皐
に
劃
す
る
北
中
園
の
熱
墓
を
、

山
田
慶
見

帥

は
「
乾
い
た
砂
に
水
が
吸
い
こ
ま
れ
る
よ
う
」
だ
と
述
べ
て
い
る
。
挑
極
自
身
、
熱
心
に
程
朱
の
翠
を
採
り
入
れ
、
八
千
巻
の
書
を
識
す
る
太

極
書
院
を
建
立
し
た
り
、
道
拳
の
数
科
書
を
印
刷
出
版
し
た
り
、
自
ら
の
郷
里
に
は
宋
の
先
儒
を
柁
る
廟
を
建
て
る
な
ど
し
て
、
程
朱
の
皐
の

同

普
及
を
圃
っ
た
の
で
あ
る
。



グ
ピ
ラ
イ
の
腹
心
で
あ
る
賓
歎
は
、
挑
植
の
周
旋
で
『
四
書
集
注
』
を
手
に
入
れ
た
が
、
人
生
穂
換
の
啓
示
を
受
け
た
か
の
如
く
、
こ
う
語

っ
て
い
る
。

初
未
嘗
撃
、
市
皐
自
此
仏
問
。

ま
た
、
皇
帝
に
劃
す
る
講
義
の
中
で
は
、
次
の
よ
う
に
も
言
っ
た
。

同

人
道
之
端
、
無
大
於
此
。
否
則
不
名
篤
人
、
且
無
以
立
於
世
失
。

一
方
、
楊
恭
韓
も
ま
た
、
挑
植
を
遁
し
て
『
図
書
集
注
』
『
近
思
録
』
な
ど
の
基
本
テ
キ
ス
ト
を
手
に
入
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
書
物

が
輿
え
た
衝
撃
を
、
次
の
よ
う
な
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。

同

於
潜
驚
之
下
、
自
任
盆
重
、
前
習
量
饗
、
不
事
浮
末
失
。

更
に
彼
は
、
こ
う
宣
言
す
る
。

だ
が
恐
ら
く
、
こ
の
時
の
最
も
著
名
な
輔
向
者
は
許
衡
で
あ
ろ
う
。
彼
は
や
が
て
、

グ
ピ
ラ
イ
の
顧
問
と
し
て
道
皐
を
指
導
し
、
傑
出
し
た
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同

人
倫
日
用
之
常
、
天
遁
性
命
之
妙
、
皆
惹
此
書
。
今
入
徳
有
其
門
失
。
準
道
有
其
途
実
。

儒
者
・
趨
復
の
後
を
縫
ぐ
こ
と
に
な
る
。
青
年
時
代
の
許
衡
が
す
で
に
、
単
調
な
書
物
の
皐
習
以
外
の
何
か
を
求
め
て
い
た
こ
と
は
有
名
で
あ

同

る
。
し
か
し
彼
が
賓
黙
と
初
め
て
接
鰯
し
、
程
朱
の
皐
を
皐
び
、
「
這
撃
を
以
て
自
ら
任
ず
」
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
園
熟
し
た
皐
者
と
な

っ
て
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
越
復
と
曾
う
に
至
っ
た
時
に
は
、
許
自
身
も
は
や
一
か
ど
の
皐
者
で
あ
り
、
感
受
性
の
強
い
若
者
な
ど
で
は
な
か

っ
た
。
だ
が
彼
は
、
道
皐
の
テ
キ
ス
ト
に
激
し
く
心
を
動
か
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
手
ず
か
ら
書
き
寓
す
と
、
弟
子
た
ち
の
も
と
に
持
ち
諦
り
、
こ

う
語
っ
た
の
で
あ
る
。

品
目
所
授
受
、
殊
孟
浪
也
。
今
始
聞
準
皐
之
序
。
若
必
欲
相
従
、
嘗
悉
棄
前
日
所
皐
章
句
之
習
、
従
事
於
小
事
、
酒
掃
麿
封
、
以
魚
準
徳
之
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基
。
不
然
嘗
求
他
師
。

弟
子
た
ち
は
み
な
、
こ
れ
を
心
に
留
め
、
今
ま
で
使
っ
て
い
た
鶏
本
を
焼
い
た
と
惇
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
老
い
も
若
き
も
、

『
小
皐
』
の
課
す
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同

つ
つ
ま
し
い
義
務
を
寅
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
許
衡
自
身
の
定
め
た
例
に
倣
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
純
粋
な
宗
教
的
輔
向
の
響
き
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

心
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
と
い
っ
た
類
の
疑
わ
し
い
鰹
験
な
ど
で
は
な
く
、
信
者
た
ち

を
日
常
生
活
の
現
寅
や
任
務
な
ど
と
調
和
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
許
衡
は
、
『
易
経
』
の
い
わ
ば
権
威
と
し
て
名
聾
を
博
し
て
い
た
。

同

「
こ
れ
を
し
て
小
皐
に
従
事
せ
し
め
よ
」
と
議
し
た
の
で
あ
る
。

だ
が
今
や
彼
は
、
こ
の
難
解
な
経
典
の
説
明
を
人
々
に
求
め
ら
れ
た
際
、

七

ク
ピ
ラ
イ
へ
の
上
奏

の
は
、 前

章
に
述
べ
た
よ
う
な
経
験
は
、
北
中
園
で
増
え
つ
つ
あ
る
遁
皐
支
持
者
の
聞
で
は
普
通
に
み
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
ケ
l
ス
が
特
に
重
要
な

ク
ピ
ラ
イ
の
政
策
の
方
向
性
や
、

モ
ン
ゴ
ル
の
中
園
支
配
の
性
格
、

ま
た
他
の
時
代
に
残
し
た
遺
産
な
ど
に
大
き
な
影
響
を
輿
え
う
る

指
導
者
層
を
、
彼
ら
が
代
表
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
孫
克
寛
に
よ
れ
ば
、
宮
廷
内
に
お
け
る
こ
の
質
践
主
義
者
た
ち
の
活
動
の
目
的
は
、
組

同

で
あ
る
と
い
う
。
事
賀
、
道
に
閲
す
る
許
衡
の
解
説
の

一
つ
は

「
園
家
の
諸
問
題
を
研
究
す
る
こ

ω」
で
あ
っ
た
。

道
皐
の
中
に
は

モ
ン
ゴ
ル
族
と
妥
協
し
な
い
こ
と
を
正
首
化
し
た
り
、
更
に
は
彼
等
に
抵
抗
す
る
こ
と
を
命
令
し
た
り
さ
え
す
る
、
も
う

- 66ー

世
致
用
に
よ
る
。
救
世
。

一
つ
の
観
念
論
的
な
債
値
観
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
民
族
の
受
難
を
「
見
る
に
忍
び
な
い
」
と
考
え
て
い
た
グ
ル

ー
プ
の
存
在
は
、
と
り
わ

け
意
義
深
い
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
征
服
者
た
ち
を
教
化
し
、
苛
酷
な
支
配
を
和
ら
げ
る
た
め
に
は
、
行
動
を
起
こ
し
、
輿
え
ら
れ

た
全
て
の
チ
ャ
ン
ス
を
も
の
に
す
る
こ
と
が
、
義
務
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
程
願
が
か
つ
て
述
べ
た
通
り
で
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、

聖
賢
之
於
天
下

雄
知
道
之
勝
蔵
、
量
肯
坐
視
其
凱
而
不
救
。

か
か
る
思
い
や
り
の
あ
る
衝
動
が
、

は
た
し
て
情
勢
に
劃
す
る
積
極
的
参
輿
を
示
す
も
の
か
、

そ
れ
と
も
抵
抗
を
示
す
も
の
な
の
か
は
、
判
断

し
に
く
い
問
題
で
あ
る
。
だ
が
言
う
ま
で
も
な
く
、
道
皐
が
園
家
と
の
関
係
を
如
伺
に
深
め
て
い
っ
た
か
を
我
々
が
理
解
し
う
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
寅
際
に
自
ら
す
す
ん
で
園
家
に
参
興
し
て
い
っ
た
人
々
の
経
験
と
態
度
と
を
見
て
、
初
め
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。



彼
ら
は
ク
ピ
ラ
イ
に
射
し
て
、
し
ば
し
ば
長
文
の
上
奏
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
遁
切
な
一
例
と
し
て
は
‘
許
衡
の
「
時
務
五
事
」
を
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
よ

μ
孫
克
寛
と
挑
従
吾
に
よ
れ
ば
、
ク
ピ
ラ
イ
の
建
設
的
な
法
令
制
定
が
大
き
な
賞
讃
を
博
し
た
の
は
、
許
衡
の
こ
の
献
策

同

と
、
モ
ン
ゴ
ル
人
お
よ
び
漢
人
の
指
導
者
か
ら
彼
が
獲
得
し
え
た
援
助
と
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
。

一
二
六

O
年
に
部
経
が
行
な
っ
た
上
奏
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
彼
は
、
中
園
的
な
制
度
の
運
用
に
成
功
し
た
か
否

同

か
と
い
う
見
地
か
ら
、
過
去
の
王
朝
や
支
配
者
の
興
亡
を
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
厳
格
な
管
理
の
も
と
で
中
園
を
統
一
す
べ
き
だ
と
い
う
郁

ク
ビ
ラ
イ
に
よ
っ
て
大
々
的
に
採
用
さ
れ
た
、
と
孫
克
寛
は
考
え
て
い
る
。

も
う
一
つ
の
好
例
は
、

経
の
献
策
は
、

こ
の
二
つ
の
上
奏
に
共
通
す
る
黙
は
、
基
本
的
な
法
律
と
制
度
と
の
確
立
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
贋
い
儒
数
的
立
場
か
ら
、

組
織
的
な
行
政
と
公
共
道
徳
の
数
育
と
を
強
く
結
び
つ
け
た
法
治
園
家
を
、
そ
れ
は
主
張
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
姿
勢
は
、
道
皐
の
原
理
の
具

鐙
化
の
た
め
に
、
あ
る
種
の
制
度
が
不
可
依
で
あ
る
と
い
う
信
念
を
、
幾
分
か
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
改
革
者
た
ち
が
時

に
は
、
儒
数
に
起
源
を
も
た
な
い
制
度
の
必
要
性
を
認
め
て
い
た
こ
と
は
意
味
深
い
。
つ
ま
り
、
彼
ら
を
代
離
し
て
く
れ
る
も
の
は
法
家
で
あ

っ
た
。
孔
孟
の
時
代
よ
り
も
這
か
に
大
き
く
複
雑
に
成
長
し
た
国
家
の
統
治
は
、
重
要
か
つ
困
難
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
は
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も
は
や
、
単
な
る
道
徳
的
・
敬
度
的
な
訓
戒
の
み
を
信
ず
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
諸
制
度
の
多
く
は
長
い
開
放
力
を
失
っ
た

ま
ま
で
あ
り
、
そ
う
で
な
い
も
の
は
腐
敗
し
き
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
紋
況
を
受
け
て
、
改
革
者
た
ち
に
は
制
度
の
再
建
と
い
う
切
迫
し
た
任

務
が
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
宮
廷
内
の
有
力
分
子
の
多
く
が
車
な
る
現
黙
の
受
容
を
唱
え
た
の
に
針
し
、
彼
ら
は
改
革
を
提
起
し
た
の
で
あ

る

ク
ピ
ラ
イ
へ
の
上
奏
の
中
で
な
さ
れ
た
献
策
に
は

一
般
的
な
も
の
も
、

ま
た
具
鐙
的
な
も
の
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
人
民
の
生
活
や
元
朝

支
配
へ
の
停
統
的
制
度
の
遁
臆
な
ど
に
闘
す
る
具
盤
的
経
験
と
同
様
に
、
過
去
の
諸
制
度
に
つ
い
て
も
歴
史
家
た
ち
が
充
分
に
熟
知
し
て
い
た

同

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
農
業
の
改
革
と
強
化
と
を
提
案
し
た
許
衡
の
進
策
は
、
そ
の
一
つ
の
適
例
で
あ
る
。
彼
は
自
ら
を
、
人
民
と
か
け
離
れ

381 

た
問
筆
者
官
僚
で
は
な
く
、
農
民
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
現
賓
生
活
に
劃
す
る
贋
く
確
か
な
見
聞
は
、
次
の
よ
う
な
見
解
の
中
に
示
さ
れ
て
い
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る
。
つ
ま
り
許
衡
に
よ
れ
ば
儒
者
は
、
震
政
者
の
慈
悲
心
や
、
政
権
争
奪
の
蹄
趨
ま
か
せ
の
欣
態
に
い
る
よ
り
も
、

同

う
な
自
分
自
身
の
依
る
べ
き
生
業
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
農
業
や
商
業
の
よ

さ
ら
に
許
衡
の
配
慮
は
、
首
時
の
最
も
緊
迫
し
た
問
題
の
み
に
束
縛
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
彼
と
そ
の
同
志
た
ち
は
、
政
治
的
、
社
曾

的
、
血
弔
問
的
な
諸
問
題
を
幅
贋
く
論
議
し
た
。
そ
れ
は
醤
方
、
本
革
、
軍
事
、
刑
法
、
経
済
と
財
政
、
濯
瓶
と
水
利
、

同

ら
、
非
正
統
涯
の
哲
拳
に
ま
で
及
ん
だ
。
彼
は
暦
法
改
良
の
運
動
の
原
動
力
と
な
り
、
王
伺
や
楊
恭
麓
ら
と
共
に
、

同

成
に
も
参
加
し
た
の
で
あ
る
。

暦
皐
な
ど
の
方
面
か

一
二
八

O
年
の
授
時
暦
作

挑
植
の
上
奏
は
、
許
衡
の
場
合
よ
り
も
一
層
包
括
的
か
つ
級
密
な
解
決
法
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
行
政
昆
置
や
行
政
能
力
、
官
俸
、
法

典
、
騨
俸
、

皐
枝
、
賦
役
、
軍
制
と
軍
屯
、

大
運
河
の
開
撃
、
常
卒
倉
、
卒
準
、
度
量
衡
の
統
て
漕
運
、
救
値
な
ど
、
多
く
の
具
鐙
例
が
扱

わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
防
衛

・
教
育
・

行
政
な
ど
の
集
権
化

・
合
理
化
を
目
指
す
人
々
に
よ
っ
て
、

さ
ら
に
推
進
さ
れ
た
の
で
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あ
る
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
局
面
に
お
い
て
人
々
を
教
化
す
る
た
め
に
、
儒
数
的
な
躍
節
の
指
導
に
配
慮
す
る
よ
う
に
と
の

助
言
も
、

そ
の
重
要
な
一
部
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
提
案
が
ど
れ
ほ
ど
質
行
に
移
さ
れ
た
の
か
、

ま
た
ク
ビ
ラ
イ
が
そ
の
希
墓
に
ど
れ
ほ
ど
そ
っ
た
の
か
は
大
き
な
疑
問
で
あ
る
。
だ

が
、
そ
の
質
質
的
な
結
果
は
、
陳
同
月
干
訴
の
次
の
指
摘
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

「
そ
れ
か
ら
十
年
間
(
一
一
一
六
O
|
七
O
〉
の
う
ち
に
、

完
全
な
再

編
成
が
行
な
わ
れ
た
。

同た。」

そ
し
て
こ
れ
に
は
、

官
僚
機
構
の
大
幅
な
中
固
化
と
、

停
統
的
な
躍
祭
お
よ
び
他
の
儀
式
の
復
興
と
が
含
ま
れ
て
い

し
か
し
な
が
ら
、
我
々
自
身
の
設
問
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
の
は
、
別
の
問
題
で
あ
る
。
君
主
に
射
す
る
忠
告
の
ど
れ
く
ら
い
が
、
ま
た
元

朝
に
射
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ど
れ
く
ら
い
が
、
員
の
意
味
に
お
い
て
道
皐
涯
の
も
の
で
あ
っ
た
か
。
そ
の
内
容
の
う
ち
何
が
、
程
朱
の
数
え
猫

自
の
性
格
を
貧
際
に
反
映
し
て
い
る
の
か
。
回
早
に
過
去
の
儒
皐
か
ら
継
承
し
た
に
す
ぎ
な
い
政
治
知
識
は
、
そ
の
ど
れ
く
ら
い
を
占
め
る
の

か
。
あ
る
い
は
、
そ
も
そ
も
場
校
の
摩
者
の
多
く
に
賛
同
さ
れ
た
の
か
否
か
、
等
々
。
こ
れ
が
問
う
べ
き
問
題
で
あ
る
。



上
奏
の
中
で
提
起
さ
れ
た
改
善
策
の
大
部
分
が
、
漢
民
族
の
長
期
に
わ
た
る
多
様
な
経
験
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
に
相
違
あ
る
ま
い
。
だ

か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
道
皐
に
賛
同
し
な
い
者
た
ち
の
支
持
を
も
受
け
た
の
で
あ
っ
た
。
国
刊

H
Z丘
町

E
ロ
官
に
よ
れ
ば
、

王
俸
は
い
わ
ゆ
る
東

卒
グ
ル
ー
プ
出
身
の
膏
吏
階
級
を
代
表
す
る
人
物
で
あ
り
、

一
般
に
道
畢
涯
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
事
寅
彼
は
典
型
的
な
ま
で
に

因
習
的
な
政
治
見
解
を
宮
廷
に
奉
じ
た
。
だ
が
そ
こ
に
は
、
黛
汲
の
政
策
を
越
え
て
、
大
き
な
意
見
の
一
致
が
一
万
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

ク
ピ
ラ
イ
瞳
制
の
優
れ
た
特
徴
は
、
政
治
的
同
意
を
確
立
す
る
に
あ
た
っ
て
の
功
利
主
義
で
あ
り
、
政
治
を

の
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

墜
に
遁
拳
の
み
に
委
ね
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
ゆ
え
先
の
設
聞
に
劃
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
道
撃
は
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
多
く
の
既
存
の
俸
統
を
含
ん
で

い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
時
代
が
繁
わ
っ
て
も
、
問
題
と
な
る
事
柄
お
よ
び
そ
の
取
捨
選
擦
に
大
き
な
饗
化
は
な
い
の
だ
か
ら
。

と
す
る
な
ら
ば
、

改
革
者
た
ち
を
鼓
舞
し
、
活
気
づ
か
せ
、
惰
性
や
無
関
心
を
打
ち
破
る
闘
い
の
指
導
権
を
彼
ら
に
輿
え
た
も
の
、
そ
れ
は
総
合
的
な
硯
貼
を
再

び
明
示
し
え
た
、
と
い
う
こ
と
以
外
の
何
者
で
も
な
い
の
で
あ
る
、
と
。
こ
れ
は
事
責
で
あ
り
、
重
要
な
指
摘
で
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

も
し
我
々
の
究
明
す
べ
き
課
題
が
、
新
し
い
園
家
正
統
皐
読
を
生
み
出
す
た
め
に
、
程
朱
の
皐
は
元
朝
の
政
治
過
程
と
如
何
に
影
響
し
合
っ
た

の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
だ
け
で
は
充
分
満
足
の
ゆ
く
答
え
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

- 69ー

八

帝

王

の

E葬

こ
う
い
っ
た
類
の
疑
問
に
行
き
着
く
た
め
に
は
、
時
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
統
治
権
と
関
連
し
つ
つ
明
示
さ
れ
て
い
っ
た
道
壌
の
護
展
に
つ
い

て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
遁
統
に
関
す
る
程
聞
の
見
解
の
中
で
、
次
の
二
つ
の

。道
e

が
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
た
い
。

既
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
聖
王
の
統
治
の
遁
、
自
ら
数
設
を
寅
行
で
き
る
立
場
に
い
な
か
っ
た
孔
孟
に
よ
っ
て
設
か
れ
た
遁
で
あ

一
つ
は

一
つ
は
、

る
。
儒
者
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
分
裂
は
、
歓
迎
で
き
な
い
不
自
然
な
獄
態
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
に
よ
っ
て
天
下
の
規
模

で
読
か
れ
た
道
統
の
か
た
わ
ら
に
は
、
同
学
者
官
僚
に
よ
っ
て
、
皇
帝
へ
助
言
す
ベ
く
提
出
さ
れ
、
君
主
の
道
の
貫
践
を
目
的
と
し
た
も
う
一
つ
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の
補
助
的
な
博
統
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

多
選
統
。

ほ
ど
よ
く
知
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
そ
れ
と
並
行
し
て
設
展
し
て
き
た
こ
の
傍
統
は
、
古
代
に
お
い
て
賓
践
さ
れ
俸
え
残
さ
れ
て

き
た
治
道
を
、

多帝
王
之
準。

つ
帝
風
ア
)
と
し
て
永
久
に
存
績
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
後
世
の
支
配
者
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
自

ら
濁
力
で
持
ち
こ
た
え
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
模
範
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
合
言
葉
だ
っ
た
。
例
え
ば
程
聞
と
神
宗
と
の
、
治
道
に
開
す
る
や
り

と
り
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。

神
宗
目
、
此
完
舜
之
事
、
朕
何
敢
賞
。
先
生
慨
然
日
、
陛
下
此
言
、
非
天
下
之
一
晴
也
。

最
高
権
力
者
と
し
て
の
皇
帝
は
、
権
力
に
附
随
す
る
責
務
を
拒
否
す
る
道
徳
上
の
権
利
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
同
様
の
要
求
は
、
道
皐
波
の

大
臣
に
よ
っ
て

ク
ピ
ラ
イ
に
劃
し
て
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。

一
方
、
助
言
者
と
し
て
の
大
臣
の
場
合
に
は
、
こ
の
上
な
く
公
卒
な
意
見
を
陳
述
す
る
と
い
う
彼
ら
な
り
の
責
任
が
謀
せ
ら
れ
て
い
た
。
す
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な
わ
ち
そ
れ
は
、
大
臣
個
人
に
と
っ
て
如
何
な
る
結
果
に
な
ろ
う
と
も
、
道
の
正
賞
性
・
安
嘗
性
を
鱒
護
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も

ま
た
、
極
め
て
吉
岡
い
規
範
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
君
主
に
追
従
す
る
下
賎
な
奴
僕
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
、
大
臣
の
役
割
に
封

す
る
因
習
的
な
理
解
に
挑
戦
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
程
闘
は
、
孟
子
の
態
度
に
た
び
た
び
崩
れ
つ
つ
、

君
臣
関
係
は
何
よ
り
も
遁
徳
的

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
強
調
し
た
。
そ
し
て
更
に
、
根
本
的
に
こ
の
原
則
か
ら
逸
脱
し
た
君
主
に
射
し
て
は
奉
仕
し
な
い
と
い
う
義
務
を
、
大

臣
た
ち
に
課
し
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
孟
子
が
、

と

う其
通傘
り徳
に国型経
。遁

不
如
是

不
足
輿
有
信
用
也
。

(
公
孫
丑
下
)

ま
た
、

『
近
思
録
』
の
中
で
は
、
こ
う
も
述
べ
て
い
る
。

帥

士
之
慮
高
位
、
則
有
控
而
無
随
。

嗣

入
荷
有
朝
関
道
タ
死
可
失
之
志
、
則
不
肯
一
目
安
於
所
不
安
也
。
何
止
一
日
、
須
奥
不
能
。



こ
こ
で
は
、
道
の
た
め
に
行
動
す
る
と
い
う
責
務
が
、
君
臣
関
係
の
上
に
重
く
の
し
か
か
っ
て
い
る
。
そ
し
て
。
帝
拳
e

は、

べ
き
も
の
」
と
い
う
意
味
を
、
換
言
す
る
な
ら
ば
、
「
大
臣
が
君
に
俸
授
す
ベ
く
義
務
づ
け
ら
れ
た
も
の
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。

現
質
的
な
諸
問
題
と
道
と
の
関
係
を
君
主
に
講
義
す
る
職
務
は
、
開
学
者
や
臣
下
た
ち
が
経
史
の
皐
を
講
ず
る
と
い
う
形
で
制
度
の
中
に
採
り

「
皇
帝
が
皐
ぶ

入
れ
ら
れ
た
。
議
官
た
ち
は

。
経
建
。

に
お
い
て
講
義
を
行
な
っ
た
。
講
官
の
職
は
漢
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、
経
鐘
そ
の
も
の
は
唐
代
に
起

源
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
宋
代
に
至
る
と
、

地
位
と
な
り
、
以
後
名
撃
は
落
ち
る
こ
と
、
が
な
か
っ
た
。

こ
の
職
務
に
就
い
た
皐
者
や
政
治
家
た
ち
の
卓
抜
し
た
手
腕
の
お
か
げ
で
、

そ
れ
は
名
血
管
あ
る

宋
代
に
お
け
る
講
官
と
鰹
鐘
と
の
全
盛
時
代
は
、
道
統
の

ニ
迫
島
宇
多

へ
の
護
展
と
符
合
す
る
。
指
導
的
な
著
名
人
の
多
く
が
、
道
統
と
道
皐

い
ず
れ
に
も
、
ま
た
鰹
涯
の
俸
統
や
帝
拳
に
射
し
で
も
貢
献
し
た
。
そ
し
て
、
講
義
の
題
目
と
型
式
と
を
保
持
し
て
ゆ
く
た
め
に
、
経
涯
に
お

け
る
言
読
や
天
子
へ
の
助
言
な
ど
を
記
載
し
た
文
献
が
こ
こ
に
出
現
す
る
の
で
あ
弘
。

け
た
。 十

一
世
紀
に
沼
租
福
岡
は
、
助
言
と
訓
令
と
か
ら
な
る
八
巻
の
書
を
編
集
、
そ
れ
を
元
佑
初
年
に
哲
宗
に
献
上
し
『
帝
皐
』
と
い
う
標
題
を
つ

『
四
庫
提
要
』
は
、
こ
の
書
物
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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力
陳
宜
以
準
皐
篤
念
、
叉
歴
暴
人
主
正
心
修
身
之
要
。
:
:
:
其
長
於
勧
誘
、
卒
生
論
諌
数
十
寓
言
。
其
開
陳
治
道
、
直
別
邪
正
、
排
律
事

宜
、
卒
易
明
白
、
洞
見
底
指
向
。

治
這
を
説
く
文
献
の
一
典
型
と
し
て
、
こ
の
書
で
注
目
す
べ
き
は
、
原
理
と
寅
践
、
修
身
と
皐
聞
と
の
結
合
が
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ

輔

る
。
こ
の
書
物
の
本
質
と
内
容
と
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
充
分
に
論
議
す
る
絵
地
は
な
い
。
だ
が
、
宋
末
元
初
に
お
い
て
朱
蕪
や
そ
の
後
縫
者
た

ち
が
修
身
に
興
え
た
重
要
性
を
、
活
租
話
内
が
先
取
り
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
特
筆
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
次
の
一
文
に
明
ら

か
で
あ
る
。

天
下
治
範
、
皆
繋
於
人
君
之
心
。
君
心
正
、
則
朝
廷
蔦
事
無
不
励
。

385 

陳
長
方
は
「
帝
拳
論
」
と
名
づ
け
た
小
論
の
中
で

「
尭
舜
福
岡
湯
か
ら
孔
孟
に
至
る

。
帝
王
の
皐
e

」

と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。
そ
の
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内
容
は
、

タ
帝
王
之
四
月
子
。
を
。
人
主
心
法
e

と
一
慢
と
し
て
考
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
人
民
を
破
局
に
導
く
よ
う
な
誤
り
を
犯
さ
な
い
た
め
に

支
配
者
に
求
め
ら
れ
る
も
の
は
、
自
ら
の
動
機
と
行
篤
と
を
審
問
す
る
こ
と
で
あ
り
、

『
大
島
平
』
を
引
用
し
つ
つ
、
彼
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
以
外
に
は
、

い
か
な
る
知
識
も
才
能
も
必
要
な
い

の
で
あ
る
。

所
謂
知
者
、
非
聴
明
才
智
之
知
、
非
多
能
多
喜
之
知
。
知
在
於
熟
察
此
心
之
正
。
故
大
皐
又
目
、
心
有
所
恐
健
、
則
不
得
其
正
。
有
所
好

祭
、
則
不
得
其
正
。
有
所
念
健
、
則
不
得
其
正
。
有
所
憂
患
、
則
不
得
其
正
。
去
是
四
者
、
市
察
此
心
之
本
鎧
果
篤
如
何
。
於
此
了
然
無

疑
、
則
大
翠
所
謂
致
知
山
。

九

支
配
者
の
精
神
と
民
衆
の
心

二
程
や
司
馬
光
か
ら
朱
帯
、
に
至
る
ま
で
、
遣
問
問
干
の
パ
ン
テ
オ
ン
に
は
優
れ
た
閉
学
者
官
僚
が
連
綿
と
し
て
績
い
た
。
本
来
道
畢
と
は
全
く
か
け

離
れ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
君
主
の
正
心
を
説
く
帝
事
の
よ
う
な
敬
設
が
宮
廷
内
で
明
確
な
表
現
を
と
る
に
至
り
、
さ
ら
に
道
統
の
護
展
と
密

接
な
関
係
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
す
べ
て
彼
ら
の
功
績
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
程
聞
は
、
支
配
の
基
礎
と
し
て
の
修
身
を
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。
治
心
之
術
e

と
い
う
形
で
強
調
し
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。

誠
心
而
玉
、
則
王
失
。
:
陛
下
期
実
舜
之
資
、
鹿
実
舜
之
位
、
必
以
桑
舜
之
心
自
任
、
然
後
魚
能
充
其
品
。

経
症
に
お
け
る
講
官
で
あ
っ
た
程
願
も
ま
た
、
君
主
が
自
ら
の
行
震
に
責
任
を
も
つ
よ
う
、
巌
し
く
要
求
し
て
い
る
。

「
魚
太
中
上
皇
帝
臆

詔
書
」
の
中
で
彼
は
、
次
の
よ
う
に
強
調
す
る
。

所
調
立
志
者
、
至
誠
一
心
、
以
道
自
任
、
以
聖
人
之
訓
、
震
可
必
信
、
先
王
之
治
、
震
可
必
行
、

制

期
致
天
下
如
三
代
之
世
、
此
之
謂
也
。

不
担
滞
於
近
規
、

不
運
惑
於
衆
口
、
必

「

自

ら

任

ず

」

の

意

識

の

育

成

を

意

味

す

る

。
自
傘
の
意
識
と
は
、
他
の
人
々
か
ら
陳
腐

な
・
う
わ
ベ
だ
け
の
傘
敬
や
服
従
を
得
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
自
ら
の
本
質
を
剣
断
し
う
る
鋭
い
観
察
力
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ

君
主
に
と
っ
て
、

る
と
い
う
こ
と
は
、
。
自
簿
。



は
、
程
顕
自
身
の
強
い
自
傘
、
む
の
反
映
に
他
な
ら
な
い
。
彼
が
講
官
と
し
て
の
稔
を
食
ま
な
か
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
も
、
そ
れ
は
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
奉
給
を
乞
わ
な
い
の
か
と
尋
ね
ら
れ
た
時
、
彼
は
こ
う
答
え
て
い
る
。

同

只
篤
而
今
土
大
夫
道
得
箇
乞
字
慣
、
却
動
不
動
叉
是
乞
也
。

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
『
近
思
録
』
巻
七
に
も
牧
め
ら
れ
て
お
り
、
嘗
然
、
許
衡
に
と
っ
て
も
馴
染
み
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
儒
者
は

お
そ
ら
く
影
響
を
輿
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

自
ら
の
生
業
を
持
つ
べ
き
だ
と
い
う
彼
の
考
え
に
も
、

さ
て
、
で
は
朱
喜
…
の
場
合
は
ど
う
か
。
彼
の
講
義
や
上
奏
は
、
贋
く
政
治
上
の
問
題
に
ま
で
及
ぶ
が
、
そ
こ
に
一
貫
す
る
命
題
は
、
護
展
途

糊

上
に
あ
る
。
道
統
。
と
。
帝
皐
¢
と
の
概
念
を
要
約
し
、
統
一
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
例
と
し
て
「
壬
午
麿
詔
封
事
」
を
見
ょ
う
。
そ
こ
に

お
い
て
朱
蕉
は
、
。
自
任
e

の
概
念
を
提
示
す
る
。
こ
の
概
念
に
劃
す
る
説
明
は
、
後
に
『
中
庸
章
句
』
序
に
み
え
る
思
想
を
暗
示
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
心
は
不
安
定
で
誤
り
を
莞
れ
え
な
い
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
、
君
主
は
皐
び
か
つ
自
省
す
べ
き
こ
と
、
な
ど
が
設
か
れ
る

人
君
之
皐
輿
不
皐
、
所
拳
之
正
輿
不
正
、
在
乎
方
寸
之
開
。

雨
天
下
園
家
之
治
不
治
見
乎
彼
者
、
如
此
其
大
所
繋
、
量
浅
洩
哉
。
易
所
謂
差
之
一
軍
麓
、
謬
以
千
里
、
此
類
之
謂
也
。
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の
で
あ
る
。

蓋
致
知
格
物
者
、
莞
舜
所
謂
精
一
也
。
正
心
誠
意
者
、
完
舜
所
調
執
中
也
。
自
古
聖
人
口
授
心
停
市
見
於
行
事
者
、
惟
此
面
白
。

更
に
言
う
。

至
於
孔
子
、
集
蕨
大
成
。
然
準
而
不
得
其
位
以
施
之
天
下
ゎ
故
退
市
筆
之
以
震
六
経
、
以
一
示
後
世
之
震
天
下
園
家
者
。
於
其
聞
、
語
其
本

末
終
始
先
後
之
序
、
尤
詳
且
明
者
、
則
今
見
於
戴
氏
之
記
、
所
調
大
量
畑
者
是
叫
。

朱
煮
は
『
大
拳
』
の
重
要
性
を
再
護
見
し
た
功
績
を
、
二
程
に
興
え
て
い
る
。
そ
し
て

『
大
皐
』
に
全
て
の
関
心
を
引
き
つ
け
る
た
め
に
、

他
の
債
値
の
な
い
書
物
を
捨
て
る
よ
う
天
子
に
読
い
た
。
桑
舜
以
来
う
け
つ
が
れ
て
来
た
員
理
を
自
ら
皐
ぶ
こ
と
が
で
き

そ
う
し
て
こ
そ
、

387 

る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
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於
是
考
之
以
六
経
之
文
、
監
之
以
歴
代
之
跡
、
曾
之
於
心
、
以
雇
嘗
世
無
窮
之
築
。
以
陛
下
之
明
聖
、
而
所
以
凌
其
源
輔
其
志
者
如
此
其

同

備
、
則
所
至
宣
臣
愚
昧
所
能
量
哉
。

朱
喜
…
は
ま
た
、
臣
下
の
上
奏
の
み
に
頼
ら
ず
、
客
観
的
に
拳
習
し
、
主
種
的
に
承
認
し
、
か
つ
他
の
人
々
と
討
論
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自

同

力
で
自
分
の
中
に
員
賓
の
道
を
見
出
す
よ
う
君
主
に
促
し
て
い
る
。
し
か
る
後
に
初
め
て
、
嘗
面
の
行
政
改
革
や
異
民
族
に
劃
す
る
抵
抗
な
ど

を
越
え
た
遠
大
な
政
策
を
建
て
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
だ
が
何
よ
り
も
留
意
す
べ
き
は
、
不
断
の
修
身
に
よ
っ
て

。公。

の
た
め
に
統
治
す
る

こ
と
で
あ
り
、
決
し
て

4

私ク

と
い
う
黙
で
あ
ろ
う
。

本
其
惇
位
陛
下
之
志
、
量
不
以
陛
下
必
能
縁
照
帝
準
、
以
縫
跡
尭
百
円
乎
。

の
た
め
で
は
な
い
、

「
戊
申
封
事
」
に
お
い
て
朱
系
は
、
輔
翼
太
子
、
選
任
大
臣
、
振
嗣
移
綱
維
、
幾
化
風
俗
、
愛
養
民
力
、
修
明
軍
政
、

な
ど
の
六
事
項
を
提
起

し
た
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
た
の
で
あ
る
。

凡
此
六
事
、
皆
不
可
緩
、
市
其
本
在
於
陛
下
之
一
心
。
一
心
正
、
則
六
事
無
不
正
。
一
有
人
心
私
欲
以
介
乎
其
聞
、
則
雄
欲
懲
精
第
力
以

求
正
、
夫
六
事
者
、
亦
賂
徒
詩
文
具
、
而
天
下
之
事
、
愈
至
於
不
可
魚
失
。
故
所
謂
天
下
之
大
本
者
、
叉
急
務
之
最
急
而
尤
不
可
以
少
緩

吋者。
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こ
の
重
視
す
べ
き
上
奏
は
、
以
下
に
述
べ
る
諸
黙
を
引
き
出
す
の
に
充
分
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
政
治
問
題
へ
の
道
統
の
遁
用
に

闘
す
る
も
の
で
あ
る
。

ー
、
も
し
修
身
を
怠
っ
た
り
、
心
を
正
さ
な
か
っ
た
り
す
れ
ば
、
君
主
は
逼
を
誤
る
で
あ
ろ
う
し
、

さ
ら
に
は
、
権
力
の
誤
用
に
よ
っ
て
恐

ろ
し
い
結
果
を
生
む
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
「
人
心
惟
れ
危
う
し
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

2
、
君
主
は
、
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
重
大
な
る
責
務
を
も
っ
。
だ
が
彼
は
、
過
去
の
政
書
を
皐
び
統
治
の
質
際
に
通
暁
し
た
儒
者
と
、

そ
の
責
務
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
儒
者
も
、
君
主
が
自
ら
皐
び
取
れ
る
よ
う
手
助
け
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
、
『
大
皐
』
は
、
人
関
生
活
の
中
の
諸
々
の
局
面
に
適
用
し
う
る
本
質
を
も
っ
。



4
、
そ
の
本
質
と
は
、
心
を
正
す
こ
と
、
特
に
君
主
や
宰
相
の
心
を
正
す
こ
と
に
あ
加
。

道
統
の
累
積
さ
れ
た
成
果
は
、
以
上
の
よ
う
な
形
で
、
四
書
五
経
の
鍵
と
な
る
書
物
ー
ー
す
な
わ
ち
『
大
皐
』
|
|
と
、

鍵
と
な
る
定
式
1
1
1
す
な
わ
ち
，
正
心
'
ー
ー
と
に
塵
縮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
道
統
の
設
展
が
朱
蕪
で
止
ま
っ
た
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
朱
蕉
に
次
ぐ
英
雄
的
な
儒
者
・
員
徳
秀
は
、
道
が
忘
却
の
中
に
埋
れ
る

『
大
皐
』
の
中
で

の
を
防
ぎ
、
か
つ
道
統
の
も
つ
南
側
面
を
推
準
し
て
い
っ
た
。
そ
の
主
著
『
大
皐
街
義
』
は
、
上
述
の
四
黙
を
踏
襲
し
た
の
み
な
ら
ず
、
異
っ
た

歴
史
的
朕
況
の
中
で
古
典
の
本
質
を
そ
の
時
代
に
適
用
す
る
た
め
の
確
か
な
素
材
を
、
経
書
と
史
書
か
ら
数
多
く
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
書
は
、
員
徳
秀
に
よ
っ
て
理
宗
に
献
上
さ
れ
た
。
ま
た
、
元
代
に
入
っ
て
仁
宗
に
献
上
さ
れ
、
さ
ら
に
は
漢
文
を
解
さ
な
い
者
を
も
敬

同

化
す
る
た
め
に
、
モ
ン
ゴ
ル
語
に
抄
課
さ
れ
た
。
彼
に
は
ま
た
、
そ
の
数
読
の
簡
便
な
抄
録
『
心
経
』
の
著
も
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
著
は

共
に
、
幾
度
と
な
く
破
壊
さ
れ
て
来
た
道
統
を
朱
黒
か
ら
ク
ビ
ラ
イ
の
師
停
た
ち
に
繋
ぐ
環
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

元
代
に
お
い
て
、
経
鐘
の
博
統
は
、
儒
数
の
数
設
と
中
園
的
な
制
度
と
が
は
た
し
て
嘗
時
の
諸
問
題
に
と
っ
て
遁
切
か
否
か
を
論
ず
る
手
段

Fhυ 
勾
d

と
し
て
、
復
活
し
た
。
そ
れ
は
寅
際
に
、
モ
ン
ゴ
ル
支
配
を
中
園
化
し
儒
数
化
す
る
上
で
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
モ
ン
ゴ
ル

同

園
粋
主
義
者
の
中
に
は
、
こ
の
制
度
を
抑
匿
し
よ
う
と
し
た
者
も
い
た
く
ら
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
ク
ピ
ラ
イ
に
関
す
る
限
り
は
、
そ
の
講
義

同

に
強
い
関
心
を
抱
き
、
自
ら
の
後
継
者
も
そ
の
恩
恵
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
留
意
し
て
い
た
。
中
で
も
、
ク
ピ
ラ
イ
の
側
近
・
賓
黙
の
見
解
は
、

刷

時
の
権
力
者
・
王
文
統
の
政
策
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
り
、
道
統
を
最
良
の
形
で
も
り
込
ん
だ
も
の
と
許
債
で
き
る
だ
ろ
う
。
道
統
に
劃
す
る

彼
の
根
本
精
神
は
、
ク
ピ
ラ
イ
と
の
最
初
の
謁
見
の
際
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
席
で
賛
歌
は
、
こ
う
述
べ
た
の
で
あ
る
。

同

帝
王
之
鼠
午
、
貴
正
心
誠
意
。
心
既
正
、
則
朝
廷
遠
近
莫
敢
不
正
。

挑
植
は
、
前
引
の
上
奏
の
一
つ
に
、
典
型
的
な
遁
象
の
要
求
と

『
大
墨
江
に
言
う
修
身
の
理
念
と
を
序
文
と
し
て
附
し
、

に
訴
え
た
。
嘗
時
ク
ピ
ラ
イ
は
、
ま
だ
皇
太
子
で
あ
っ
て
、
官
制
の
整
備
を
目
指
し
て
い
た
が
、
銚
植
は
彼
に
制
到
し
、

ク
ビ
ラ
イ
の
良
心

よ
り
高
い
理
想
を
目
標

389 

に
す
る
よ
う
読
い
た
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
聖
王
の
遂
行
し
た
皐
聞
や
政
治
、
ま
た
、
偉
大
な
る
卒
和
と
秩
序
と
に
満
ち
た
時
代
な
ど
を
、

ク
ピ
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ラ
イ
が
寅
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
挑
極
の
言
う

φ

帝
王
之
鼠
ア

の
本
質
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
す
な
わ

個

ち
、
修
身
、
カ
撃
、
隼
賢
、
親
親
、
畏
天
、
愛
民
、
好
善
、
遠
佐
、
の
八
つ
で
あ
る
。

一
方
、
許
衡
は
、
上
奏
の
み
な
ら
ず
、
ク
ピ
ラ
イ
の
助
言
者
か
つ
数
師
と
し
て
、
文
字
、通
り
君
主
の
師
停
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
。
孫

同

「
時
務
五
事
」
は
元
来
、
経
笈
で
講
ず
る
も
の
と
し
て
書
か
れ
た
と
い
う
。
ク
ピ
ラ
イ
の
師
侍
と
し
て
、
許
衡
と
王
怖
は
、

克
覚
に
よ
れ
ば
、

あ『
る刷費
。治

通
鑑
(b， 

の
よ
う
な
史
書
や

『貞
翻
政
要
』

の
よ
う
な
政
治
論
の
摩
習
を
も
、

。帝
鼠
ア

の
原
理
や
正
心
と
結
び
つ
け
て
論
じ
た
の
で

「
時
務
五
事
」
に
お
い
て
許
衡
は
、
君
臣
関
係
の
精
神
的
基
礎
に
つ
い
て
述
べ
る
。
そ
し
て
、

個

止
む
」
と
い
う
孔
子
の
言
葉
を
引
い
て
、
程
朱
の
考
え
を
言
い
表
わ
し
て
い
る
。
ま
た
彼
は
、
上
奏
の
中
で
一

貫
し
て
、

手
引
と
す
る
よ
う
説
い
て
い
る
。

「
道
を
以
て
君
に
事
え

不
可
な
れ
ば
則
ち

『
大
皐
』
を
統
治
の

心必
、如

将古
不者
求大
而皐
自之
得同道

以
{街
身
魚
本

凡

百

也

一
動
也
、
奉
可
以
魚
天
下
法
、

一
賞
也

一
罰
也
、
奉
可
以
合
天
下
公
、
則
億
兆
之
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君
主
が
示
す
質
例
は
、
大
臣
が
各
々
の
立
場
や
地
位
に
お
い
て
「
至
善
に
止
ま
る
」
た
め
の
手
本
と
し
て
、
役
立
ち
う
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が

す
な
わ
ち
、
儒
数
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
本
質
で
あ
り
、
権
力
の
行
使
を
制
限
す
る
こ
と
、

制

を
振
興
す
べ
き
義
務
の
あ
る
こ
と
、
な
ど
と
い
う
形
で
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

。私。

の
追
求
を
自
制
す
る
こ
と
、

そ
し
て

タ公
e

許
衡
は
ま
た
、
他
の
場
所
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

倒

不
以
正
躍
使
在
下
人
、
在
下
者
也
、
不
肯
蓋
心
以
事
其
上
。

勝
這
尭
帝
譲
位
輿
舜
帝
比
阿
、
中
亮
帝
是
箇
正
心
的
人
、
認
得
舜
帝
也
是
那
正
心
的
人
。
:
:
:
若
嘗
時
売
立
丹
朱
篤
主
町
、
也
由
実
帝
。
尭

有
這
般
肯
心
譲
輿
舜
帝
、
天
下
都
無
相
手
還
報
的
心
。
:
:
:
孔
夫
子
数
人
理
舎
得
這
大
皐
。

倒度。 在
上
者
、

-
:
・
備
細
思
量
、

正
心
是
大
率
的
好
法



ち
ら
た

許
衡
に
よ
れ
ば
、
『
大
皐
』
に
言
う
「
民
を
新
に
す
る
」
と
は
、
君
主
に
と
っ
て
「
こ
の
心
を
民
に
贋
げ
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
と
い
う
。

ま
り
君
主
が
、
不
断
の
自
省
と
正
心
と
を
通
じ
、
如
何
に
自
ら
を
新
に
す
る
か
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
公
私
の
聞
の
あ
い

ま
た
、
明
錨
憶
を
明
ら
か
に
し
、
民
み
ず
か
ら
が
至
善
に
止
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
達
成
さ つ

れま
る い
のさ
でを
あな
る刷く
。す

と

我
々
は
す
で
に
、
沼
租
爵
や
程
朱
、
員
徳
秀
ら
が
、
『
大
皐
』
に
言
う
。
正
心
。
と
。
明
明
徳
。
と
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
皇
帝
数
育
の
焦
黙

と
し
て
採
り
上
げ
た
か
を
見
た
。
許
衡
の
場
合
も
ま
た
、
彼
ら
と
同
様
な
の
で
あ
る
。
程
朱
に
言
及
こ
そ
し
て
い
な
い
が
、
孔
子
や
『
大
事
』

に
開
す
る
彼
の
読
は
、
す
べ
て
程
願
・
朱
煮
の
精
神
と
経
書
の
停
統
の
新
た
な
盟
系
化
と
か
ら
知
識
を
得
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
お
い
て

経
書
は
、
支
配
者
と
被
支
配
者
と
の
、
あ
る
い
は
漢
人
と
モ
ン
ゴ
ル
人
と
の
聞
の
最
小
公
分
母
と
し
て
役
立
つ
よ
う
、
単
純
か
つ
簡
潔
に
解
掴
押

さ
れ
直
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
の

φ

正
心
'
に
よ
っ
て
。
公
。
に
至
る
、
と
い
う
教
え
が
そ
れ
で
あ
る
。

十

ク
ピ
ラ
イ
治
下
の
科
事
論
争
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多
修
身
。
と
い
う
道
徳
的
な
要
素
の
中
に
塵
縮
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
決
し
て
、
政
治
や
皐
聞
に
関
す
る
複

雑
な
諸
問
題
を
回
避
し
た
り
、
無
現
し
た
り
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
こ
の
時
期
の
朱
子
準
者
た
ち
の
論
著
に
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
の
議

こ
こ
に
お
い
て
俸
統
は
、

論
が
満
ち
あ
ふ
れ
で
す
ら
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

。
修
身
。

の
如
き
道
徳
的
再
武
装
に
つ
い
て
は
、
政
治
か
ら
の
逃
避
と
考
え
た
り
、

反
拳
問
的
と
み
な
し
た
り
す
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
問
題
の
複
雑
さ
に
劃
慮
し
、
債
値
親
か
ら
離
れ
る
こ
と
な
く
客
観
性
に
到
達
す
る
に
際
し

て
の
、
卒
衡
を
保
た
ん
と
す
る
努
力
な
の
だ
と
見
る
ほ
う
が
、
よ
り
正
確
で
あ
ろ
う
。
儒
数
の
立
場
か
ら
す
る
遁
徳
的
主
張
の
確
立
が
、
か
く

も
促
が
さ
れ
た
の
は
、
車
に
悌
数
や
遁
数
の
影
響
力
が
失
わ
れ
た
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
政
治
の
流
れ
の
中
で
見
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
モ
ン
ゴ
ル
人
と
そ
の
財
政
撞
嘗
者
た
ち
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
貫
用
主
義
的
な
現
貫
主
義
に
も
よ
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
主
な
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目
標
は
、
征
服
者
と
し
て
の
権
力
や
財
力
を
極
限
に
ま
で
擦
大
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
数
々
の
重
要
な
決
定
が
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
中
で
、
こ
の
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膨
大
な
権
力
と
財
力
の
結
集
は
何
を
目
指
す
べ
き
か
と
い
う
聞
い
も
ま
た
、

い
ず
れ
は
誰
か
が
渡
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。

多
私
。
針
。
公
。
と
い
う
道
向
学
者
の
論
議
の
背
景
に
は

園
家
の
た
め
の
即
時
的
な
利
盆
の
み
を
追
い
求
め
る
人
々
に
封
し
て
、
有
能
の

の
利
盆
を
擁
護
で
き
る
有
徳
の
人
々
を
、
如
何
に
し
た
ら
任
用
し
う
る
か
と
い
う
問
題
が
存
在

一
二
七
七
年
の
上
奏
に
お
い
て
特
に
心
を
砕
い
た
黙
で
あ
る
。
そ
し
て
、
更
に
は
、
。
廉
直
さ
。
針
。
賓
務
能
力
。

あ
る
い
は
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
操
作
能
力
。
割
」
専
門
知
識
ク
と
い
う
古
く
か
ら
の
問
題
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
今
日
の
中
闘
に
お
い
で
す
ら
、

し
か
し
決
し
て
単
純
で
は
な
い
問
題
な
の
で
あ
る
。

士
、
す
な
わ
ち
長
期
的
展
墓
に
立
っ
て
。
公
。

す
る
。
こ
れ
こ
そ
許
衡
が
、

苦
か
ら
の
あ
り
ふ
れ
た
、

一二
六
七
年
、
科
奉
を
再
興
す
べ
き
だ
と
い
う
上
奏
が
、
金
朝
の
遺
老

・
王
鴇
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
そ
の
主
張
に
際
し
て
彼
は
、
も
し
科

事
が
施
行
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
有
能
で
野
心
に
満
ち
た
人
々
の
依
る
べ
き
昇
進
手
段
が
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
を
根
援
と
し
て
い

る
。
王
鴇
は
言
う
。

こ
の
上
奏
に
劉
し
ク
ビ
ラ
イ
は
、
他
の
儒
者
た
ち
に
意
見
を
求
め
た
。
そ
し
て
、

そ
の
求
め
に
腔
じ
て
、
董
文
忠
か
ら
一
つ
の
意
見
が
提
出
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貢
拳
法
蔵
、

土
無
入
仕
之
階
、
或
習
万
筆
以
震
吏
脅
、
或
執
僕
役
以
事
官
僚
、
或
作
技
巧
販
腎
以
震
工
匠
商
百
開
。

さ
れ
た
。
科
翠
の
導
入
に
関
し
て
、
彼
は
こ
う
答
え
た
の
で
あ
る
。制

唯
知
入
則
渇
力
以
事
父
母
、
出
則
致
身
事
君
市
己
。
詩
非
所
準
。

詩
を
除
外
せ
よ
と
い
う
董
文
忠
の
主
張
は
、
外
見
上
は
畢
な
る
思
い
つ
き
の
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、
寅
際
上
は
、
事
象
の
純
文
準
的
な
側
面

の
み
に
浪
頭
し
て
い
た
古
い
科
奉
制
度
を
非
難
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
経
書
の
理
解
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
詩
賦
の
作
成
を

制

と
い
う
朱
蕉
の
科
奉
批
剣
と
一

一服
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。

重
現
し
て
い
る
、

そ
の
結
果
、

ク
ビ
ラ
イ
は
明
ら
か
に
董
の
意
見
に
心
を
動
か
さ

れ
、
王
鴇
の
上
奏
を
賀
行
に
は
移
さ
な
か
っ
た
。

だ
が
四
年
の
の
ち
、
徒
単
公
履
に
よ
っ
て
再
び
科
奉
の
導
入
が
提
案
さ
れ
た
。
こ
の
時
に
提
出
さ
れ
た
議
論
は
、
古
い
形
の
科
嗣
挙
制
度
を
復

活
さ
せ
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
明
ら
か
に
、
停
統
的
な
理
論
併
数
を
緯
宗
よ
り
も
好
む
と
い
う
ク
ピ
ラ
イ
の
性
格
を
利
用
し
う
る



と
考
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
上
奏
の
中
で
は
、
古
い
科
拳
制
度
に
組
込
ま
れ
た
本
来
の
儒
数
と
、
稗
と
の
結
合
の
た
め
評
剣
を
落
と
し
て
い

る
道
拳
と
の
聞
に
、
右
と
同
様
の
匡
別
を
設
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
ク
ピ
ラ
イ
は
、
こ
の
策
略
を
即
ち
に
看
破
し
た
。
そ
し
て
、
前

回
と
同
じ
く
、
反
射
者
の
意
見
を
求
め
る
と
い
う
手
段
に
出
た
の
で
あ
る
。
再
び
、
挑
植
や
許
衡
の
み
な
ら
ず
、
董
文
忠
も
招
聴
さ
れ
た
。
グ

ピ
ラ
イ
は
、
彼
が
道
拳
の
徒
で
あ
る
こ
と
を
も
自
白
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
だ
が
、
そ
の
諮
問
に
射
し
、
董
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

陛
下
毎
言
、

土
不
治
経
究
心
孔
孟
之
道
、
而
矯
賦
詩
、
何
開
修
身
、
何
盆
治
園
。
由
是
海
内
之
士
、
梢
知
従
事
質
問
学
。
巨
人
令
所
諦
、
皆
孔

同

孟
言
、
烏
知
所
謂
道
皐
哉
。
而
俗
儒
守
亡
園
徐
習
、
求
筈
己
能
、
欲
鋼
其
説
。
恐
非
陛
下
上
建
皇
極
、
下
傾
人
紀
之
頼
也
。

こ
こ
に
お
い
て
董
文
忠
は
、
詩
賦
の
作
成
が
無
用
で
く
だ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
ま
た
科
参
制
度
を
基
礎
と
し
て
補
充
さ
れ

た
支
配
者
層
が
結
局
は
王
朝
を
維
持
し
え
な
か
っ
た
と
い
う
、
ま
だ
記
憶
に
新
し
い
例
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
徒
単
公
履
の
上
奏
に

異
議
を
と
な
え
た
の
で
あ
る
。
明
ら
か
に
、

い
ず
れ
の
側
も
自
設
を
ま
る
で
皇
帝
自
身
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
許
衡
や
貿
献
の
同
僚
で
あ
る
楊
恭
蕗
の
意
見
も
蔑
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
ま
ず
科
拳
の
歴
史
が
概
観
さ
れ
る
が
、

同

黙
で
、
朱
煮
の
若
い
頃
の
分
析
を
思
わ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
第
一
に
引
か
れ
る
の
は
、
徳
と
経
書
の
数
養
と
を
も
と
に
官
吏
を
任
用
し

そ
れ
は
あ
る
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た
古
代
の
制
度
で
あ
る
。
漢
代
に
お
い
て
は
、
孝
と
清
廉
と
が
依
然
と
し
て
官
吏
の
重
要
な
資
格
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
貌
菅
の
時

代
に
な
る
と
、
文
皐
の
才
能
が
優
位
を
占
め
始
め
る
。
次
い
で
惰
唐
の
噴
か
ら
、
詩
賦
の
作
成
が
藍
倒
的
に
重
視
さ
れ
、
ま
た
科
拳
は
事
寅

上
、
官
職
獲
得
の
手
段
に
堕
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
状
態
が
、
モ
ン
ゴ
ル
の
支
配
の
直
前
ま
で
績
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

科
拳
制
度
と
し
て
確
立
さ
れ
た
も
の
は
、
本
来
の
姿
を
ね
じ
ま
げ
た
も
の
で
あ
り
、
道
統
を
純
粋
に
代
表
す
る
も
の
で
は
な
い
、

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
概
述
の
の
ち
、
彼
は
こ
う
結
論
す
る
。

と
い
う
わ
け

使
無
投
牒
自
筈士
、不

試治
以経
組皐
義孔
論孟
策制之
。道

明
詔
有
謂
、

日
篤
賦
詩
空
文
。
斯
言
誠
首
内
世
治
安
之
本
。
今
欲
取
士
、
宜
紋
有
司
、
暴
有
行
検
通
経
史
之
士
、
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更
に
、
こ
う
も
言
っ
て
い
る
。
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試
以
五
経
四
書
大
小
義
史
論
時
務
策
、
夫
既
従
事
質
問
学
、
則
士
風
還
淳
、
民
俗
越
厚
、
園
家
得
識
治
之
才
お
。

許
衡
が
こ
の
見
解
に
賛
同
し
た
こ
と
は
、
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。
古
い
科
翠
制
度
の
債
値
に
封
し
て
、
彼
が
若
い
頃
に
提
示
し
た
懐
疑
論
を

思
い
お
こ
し
た
い
。
許
衡
は
、
ク
ピ
ラ
イ
と
の
調
見
の
際
、
古
い
科
穆
制
度
が
要
求
す
る
類
の
翠
問
に
は
何
ら
の
利
盆
も
正
嘗
性
も
な
い
、
と

は
ね
つ
け
て
レ
る
の
で
あ
加
。
唐
宋
の
科
事
制
度
の
悪
弊
に
劃
す
る
批
判
は
、
詩
賦
の
重
視
へ
の
批
判
と
共
に
、
彼
の
著
作
の
中
に
は
っ
き
り

帥

と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
反
射
意
見
を
、

ク
ピ
ラ
イ
が
す
べ
て
受
け
入
れ
た
か
ど
う
か
は
分
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
徒
愚
公
履
の
上
奏
を
却
下
す
る
と

い
う
黙
に
閲
す
る
限
り
、
反
射
意
見
は
受
容
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
と
え
科
拳
の
理
念
に
は
賛
成
し
て
い
た
と
し
て
も
、
如
何
な
る
試
験

制
度
を
も
賓
施
し
な
い
と
い
う
理
由
が
ク
ビ
ラ
イ
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
科
奉
を
賀
行
ず
れ
ば
、
モ
ン
ゴ

ル
人
た
ち
が
反
劃
す
る
で
あ

ろ
う
こ
と
を
彼
は
知
っ
て
い
た
。
中
園
文
化
の
土
俵
の
上
で
中
園
人
と
競
い
合
う
こ
と
、
と
り
わ
け
文
章
の
巧
拙
を
競
う
こ
と
に
お
い
て
、
モ

ン
ゴ
ル
人
は
非
常
な
困
難
を
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
モ
ン
ゴ
ル
人
の
支
配
は
直
接
的
に
脅
か
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、

少
な
く
と
も
ク
ビ
ラ
イ
自
身
に
関
す
る
限
り
、
科
事
に
封
し
て
は
相
反
す
る
感
情
を
い
だ
い
て
い
た
に
相
違
な
い
。
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
儒
者
相
互
の
聞
の
問
題
と
し
て
、
こ
れ
ら
個
々
の
上
奏
は
、
そ
の
思
想
的
・

皐
問
的
ス
タ
イ
ル
が
宋
代
に
お
け
る
相
射
す
る

こ
汲
|
|
そ
れ
は
蘇
東
城
と
朱
蒸
と
に
代
表
さ
れ
る
ー
ー
に
ま
で
湖
り
う
る
二
皐
波
聞
の
相
違
を
、
こ
こ
に
際
立
た
せ
た
の
で
あ
る
。
王
鴇
と

徒
単
公
履
と
は
、
保
守
的
な
立
場
を
代
表
し
て
寝
言
し
た
。

モ
ン
ゴ
ル
民
族
の
下
で
す
で
に
再
興
さ
れ
て
い
た
中
園
的
な
諸
制
度

と
、
東
卒
に
お
け
る
文
皐
の
香
り
高
い
文
化
の
縫
承
者
た
る
自
ら
の
階
層
復
興
と
を
代
縛
し
て
い
た
の
で
あ
却
。

彼
ら
は
、

こ
こ
で
は
黛
汲
の
利
盆
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
論
争
が
黛
振
の
系
列
と
か
階
級
的
背
景
と
か
い
っ
た
皐
な
る
利
盆
の
み
を
め
ぐ

っ

て
関
わ
さ
れ
た
と
考
え
る
の
は
、

お
そ
ら
く
誤
ま
り
で
あ
ろ
う
。
道
間
四
千
の
立
場
に
立
っ
た
改
革
運
動
の
指
導
者
の
一
人
・
郁
鰹
は
、
北
中
園
の

文
皐
的
停
統
の
中
で
育
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
が
却
っ
て
彼
に
問
題
の
所
在
を
一
一
層
は
っ
き
り
と
認
識
さ
せ
て
い
る
。

世
之
所
謂
儒
者
、
文
章
而
己
笑
。
父
師
以
之
垂
訓
、
皐
者
以
之
信
用
務
、
有
司
以
之
進
退
多
士
。
:
:
:
而
儒
之
箆
儒
、

不
復
古
笑
。
葦
文
章



叫
川
叫

者
儒
之
末
、
市
徳
行
者
儒
之
本
也
。

。
徳
行
e

と
い
う
言
葉
は
、
単
に
潔
癖
な
行
震
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
道
を
賓
行
す
る
と
い
う
積
極
的
な
努
力
を
も
意
味
す
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、
徳
行
と
は
、

『
大
風
子
』
に
お
い
て
「
正
心
」
や
「
明
明
徳
」
と
い
う
形
で
強
調
さ
れ
、

さ
ら
に
許
衡
ら
の
経
鐘
で
の
数
え
に
お
い

て
も
強
調
さ
れ
て
い
た
の
と
同
様
、
積
極
的
な
修
身
へ
の
関
心
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
、
個
人
の
遁
徳
を
。
公
。
に
結
び
つ
け

同
川

る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
科
拳
を
め
ぐ
る
論
争
の
根
底
を
な
す
も
の
で
も
あ
っ
制
。

だ
が
、
こ
の
論
争
は
引
分
け
に
終
っ
た
。
と
言
う
の
は
、
お
そ
ら
く
、
科
拳
の
も
た
ら
す
利
盆
が
園
家
の
出
資
に
見
合
う
か
否
か
、
ク
ピ
ラ

イ
に
確
信
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

の
み
な
ら
ず
、

道
開
筆
者
自
身
が

科
撃
に
劃
し
て
相
反
す
る
気
持
を
い
だ
い
て
い
た
せ
い
も
あ
ろ

ぅ
。
略
ら
が
科
奉
に
反
射
し
た
の
は
、
楊
恭
蕗
が
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
個
人
的
な
剣
断
よ
り
も
、
科
拳
が
信
用
で
き
な
か
っ
た
か
ら
に
過

ぎ
な
い
。
む
し
ろ
遁
摩
者
に
と
っ
て
最
も
優
先
す
べ
き
は
、
科
翠
の
責
施
な
ど
で
は
な
く
、

数
果
的
な
官
吏
任
用
の
た
め
の
必
須
僚
件
、
す
な

わ
ち
人
格
形
成
と
公
道
徳
の
普
及
と
に
役
立
つ
数
育
な
の
で
あ
っ
た
。
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+ 

ク
ピ
ラ
イ
治
下
の
道
開
学
教
育

ク
ビ
ラ
イ
治
下
に
お
い
て
、
改
革
を
士
山
す
助
言
者
た
ち
は
、
嘗
初
か
ら
教
育
の
普
及
|
|
そ
れ
は
既
に
宋
儒
に
と
っ
て
も
主
た
る
目
標
で
あ

っ
た
ー
ー
を
重
視
す
る
黙
で
一
致
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
。
初
期
ク
ピ
ラ
イ
睦
制
の
中
心
的
存
在
で
あ

っ
た
劉
乗
忠
は
、
科
牽
制
度
に
疑
問
を
も

っ
て
は
い
た
が
、
民
平校
の
必
要
性
は
認
め
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
挑
植
、
賛
歌
、
都
鰹
や
許
衡
ら
は
み
な
、
そ
の
若
き
日
の
上
奏
の
中
で
、

皐
校
制
度
の
責
施
を
強
く
主
張
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
許
衡
は
、

公
道
徳
高
揚
の
必
要
候
件
と
し
て
の
数
育
を
、

て
大
き
く
と
り
あ
げ
、
人
民
の
生
計
と
結
び
つ
け
て
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
時
務
五
事
」
の
一
つ
と
し

395 

朱
煮
は
、
『
大
拳
章
句
』
序
に
お
い
て
、
聖
王
の
時
代
か
ら
の
事
校
制
度
の
繁
還
を
た
ど
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
道
準
教
育
の
指
導
原
理
と

理
想
像
と
に
つ
い
て
の
簡
潔
な
読
明
を
、

讃
者
に
示
し
て
く
れ
る
。
こ
の
序
文
は
、
『
中
庸
章
句
』
序
と
共
に
、
図
書
の
朱
蕪
注
を
皐
ぶ
誰
し
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ほ
と
ん
ど
最
初
に
自
に
す
る
も
の
と
し
て
、
道
四
円干の
中
に
身
を
置
く
人
々
に
康
範
な
影
響
を
興
え
た
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
許

衡
が
一
二
六
六
年
の
上
奏
や
「
大
皐
要
略
」
な
ど
の
中
で
、
政
治
的
・
枇
曾
的
な
秩
序
の
基
礎
と
な
る
皐
校
制
度
の
普
及
と
そ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
と
の
未
来
像
を
、
窮
理
・
正
心
・
修
身
な
ど
を
読
く
『
大
祭
』
の
数
え
と
関
連
。
つ
け
て
示
し
た
こ
と
も
、

何
ら
驚
く
に
は
値
し
な
い
で
あ

も
が
、

ろ
う
。一方、

『
大
準
章
句
』
序
に
お
い
て
朱
煮
は
、
大
皐
に
よ
る
高
度
な
数
育
の
土
蓋
と
な
る
初
等
教
育
に
つ
い
て
も
、

は
っ
き
り
と
言
及
し
て

い
る
。
そ
の
た
め
の
入
門
書
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
が
、

書
、
が
モ
ン
ゴ
ル
人
の
数
育
に
と
っ
て
有
用
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
勲
、

『
小
皐
』
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、

許
衡
も
ま
た
こ
の
入
門

ま
た
、
そ
れ
が
朝
鮮
や
日
本
に
お
い
て
も
同
様
に
道
皐
教
育
の
基
礎
と

な
っ
た
貼
で
あ
る
。

牧
税
吏
に
よ
る
無
慈
悲
な
農
業
搾
取
を
訴
え
た
上
奏
の
中
で
、
許
衡
は
、
康
範
な
敬
育
制
度
の
普
及
が
も
た
ら
す
利
盆
に
つ
い
て
次
の
よ
う

自
上
都
中
都
下
及
司
豚
、
皆
設
皐
枝
、
使
皇
子
以
下
至
於
庶
人
之
子
弟
皆
従
事
於
摩
、
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に
述
べ
て
い
る
。

日
明
父
子
君
臣
之
大
倫
、
自
漉
嬬
薩
封
至
於
卒
天

下
之
要
道
。
十
年
之
後
、
上
知
所
以
御
下
、
下
知
所
以
事
上
。
上
和
下
睦
、
叉
非
今
日
比
奈
。

能
是
二
者
、
則
前
向
目
皆
閉
そ
不
能
此
二
者
、
則
他
皆
不
可
期
也
。

是
道
也
。
尭
舜
之
道
、
好
生
市
不
私
。
唯
能
行
此
、
乃
可
好
生
而
不
私
也
。
孟
子
日
、
我
非
亮
舜
之
道
、
不
敢
陳
於
王
制
。

こ
の
上
奏
に
お
い
て
許
衡
は
、
天
子
の
師
侍
と
し
て
、

ま
た
、
孔
孟
の
遁
を
説
く
敬
師
と
し
て
、
そ
し
て
、

と
り
わ
け
朱
系
の
立
場
に
立
つ
数

育
者
と
し
て
、
論
を
進
め
て
い
る
。
朱
煮
は

人
聞
の
各
成
長
段
階
に
お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
如
何
な
る
数
育
の
内
容
や
順
序
が
適
嘗
で
あ
る

モ
ン
ゴ
ル
治
下
に
確
立
さ
れ
、

の
ち
に
康
く
東
ア
ジ
ア
全
域
に
康
ま
っ

か
、
い
ろ
い
ろ
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
貼
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

た
道
屋
教
育
の
基
礎
を
許
衡
に
奥
え
た
こ
と
こ
そ
、
宋
儒
の
果
た
し
た
重
要
な
貢
献
な
の
で
あ
る
。

こ
の
数
育
制
度
の
も
つ
普
遍
性
は
、
車
に
普
及
し
た
階
層
や
地
域
の
贋
さ
か
ら
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
人
閉
す
べ
て
に
共
通
す



る
も
の
で
あ
っ
た
貼
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
正
心
と
修
身
と
は
、
ま
ず
人
聞
各
々
の
性
が
本
来
も
つ
善
さ
を
育
て
る
方
向
に
向
け

る
べ
き
で
あ
り
、
し
か
る
後
、
「
明
徳
を
明
ら
か
に
」
し
て
、
他
の
人
々
の
性
を
も
褒
展
さ
せ
て
ゆ
く
べ
き
だ
。
す
な
わ
ち
、
本
来
人
聞
の
も

つ
純
粋
な
憎
の
障
害
物
と
な
る
も
の
を
取
り
除
く
こ
と
、
そ
れ
を
手
助
け
す
る
祉
曾
的
・
政
治
的
な
努
力
の
中
で
、
数
育
も
捉
え
ら
れ
る
べ
き

な
の
で
あ
り
制
。
こ
の
よ
う
な
道
皐
者
の
考
え
方
は
、
個
人
的
な
欲
求
を
巌
し
く
抑
制
し
、
堕
落
へ
と
導
く
異
説
の
影
響
を
用
心
深
く
拒
否
し
つ

つ
も
、

し
か
し
一
方
で
は
、
人
聞
の
道
徳
的
・
知
性
的
な
力
に
射
す
る
深
い
信
頼
の
上
に
立
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
人
聞
に
、
自
ら
が

聖
人
に
な
る
可
能
性
を
、

い
わ
ば
世
界
と
人
間
と
に
劃
す
る
繁
観
論
で
あ

る
。
最
も
常
識
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
。
聖
遁
ク
|
|
し
ば
し
ば
。
聖
人
の
道
e

と
課
さ
れ
る
|
!
と
は
、
道
皐
者
に
と
っ
て
、

す
な
わ
ち
。
聖
人
と
な
る
道
。
を
意
味
す
る
語
な
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
支
配
者
が
聖
王
と
な
る
可
能
性
を
信
じ
さ
せ
る
と
い
っ
た
、

。
聖
な
る
道
e

こ
の
道
の
前
進
に
と
っ
て
は
、
個
々
人
の
献
身
と
自
ら
の
責
任
の
容
認
と
が
出
護
黙
で
あ
り
、
絶
え
ざ
る
修
練
が
そ
の
手
段
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
そ
の
前
提
、
つ
ま
り
人
聞
の
性
が
根
元
的
に
理
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
、
秩
序
あ
る
人
聞
社
舎
の
基
礎
と
考
え
ら
れ
て
い

た
。
従
っ
て
、
率
校
制
度
の
普
及
の
中
に
含
ま
れ
る
教
育
と
は
、
皐
に
個
人
が
，
聖
。
に
到
達
す
る
こ
と
の
み
を
目
指
す
も
の
で
は
な
い
。
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人
が
ま
ず
最
初
に
、
人
聞
の
弱
さ
や
危
う
さ
に
気
附
き
さ
え
す
れ
ば
、
次
に
は
人
間
相
互
の
道
徳
的
・
精
神
的
な
交
渉
に
よ
っ
て
、
集
固
と
し

に
到
達
す
る
こ
と
を
も
、
そ
れ
は
目
指
し
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
性
理
に
閲
す
る
朱
子
皐
の
数
義
は
、
併

性
の
普
遍
性
を
説
く
大
乗
傍
敬
の
数
義
を
、
お
の
ず
と
受
け
繕
い
だ
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
乗
悌
教
の
数
義
は
、
す
で
に
七
世
紀

の
中
園
・
朝
鮮
・
日
本
に
お
い
て
、
政
治
哲
撃
を
輿
え
た
の
で
は
な
く
、
政
治
的
統
一
過
程
に
伴
な
う
道
徳
と
精
神
と
の
形
成
に
、
大
き
く
貢

献
し
た
の
で
あ
る
。
聖
人
に
な
る
と
い
う
考
え
方
は
、
基
本
的
に
は
、
教
育
を
受
け
た
者
に
と
っ
て
の
み
意
味
が
あ
る
。
だ
が
、
す
べ
て
の
人

の
内
面
に
あ
る
善
性
の
質
現
と
遁
の
準
歩
と
の
潜
在
性
は
、
漢
人
の
み
な
ら
ず
モ
ン
ゴ
ル
人
を
も
、
数
育
計
董
の
中
に
編
入
す
る
際
の
根
擦
と

な
っ
た
。
清
代
、
四
庫
全
書
提
要
の
編
纂
官
が
注
記
し
た
如
く
、
許
衡
は
自
著
の
中
で
、
こ
の
基
本
的
な
数
読
を
簡
素
な
言
葉
で
俸
え
よ
う
と

し
た
。
彼
は
、
人
聞
の
才
能
を
道
へ
の
奉
仕
に
向
け
る
た
め
に
、
ひ
た
す
ら
数
育
の
必
要
性
を
説
い
た
の
で
あ
る
。

て
。
聖
'

397 
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許
衡
の
確
信
あ
ふ
れ
る
気
持
は
、
宗
数
的
な
性
格
を
す
ら
帯
び
て
い
る
。
彼
は
、
逼
皐
と
は
現
賓
の
紋
態
に
お
け
る
人
聞
を
扱
い
、
そ
の
生
ま

れ
つ
い
て
の
能
力
を
養
い
、
自
然
に
成
長
し
て
ゆ
く
過
程
を
援
助
す
る
も
の
だ
、
と
信
じ
て
い
た
。
そ
し
て
、
遁
統
の
存
績
を
確
保
す
る
の
み

モ
ン
ゴ
ル
人
本
来
の
知
性
を
伸
ば
す
た
め
に
も
、
道
山
学
教
育
は
最
適
で
あ
る
と
固
く
信
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
多
民
族
園
家
の
支
配

か
か
る
普
遁
的
な
数
理
の
流
布
か
ら
極
め
て
得
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。
ク
ピ
ラ
イ
が
こ
の
数
理
を
受

な
ら
ず
、

を
望
む
者
と
し
て
、

ク
ビ
ラ
イ
は
、

容
し
た
こ
と
は
、
衣
の
例
か
ら
も
判
断
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

た
こ
と
、
ま
た
、

そ
の
皇
太
子

・
チ
ン
キ
ム
の
数
育
を
桃
植
や
賓
歎
・
王
悔
・
許
衡
ら
に
委
ね

モ
ン
ゴ
ル
人
を
中
園
文
化
か
ら
孤
立
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
を
せ
ず
、
却
っ
て
新
た
な
教
育
制
度
の
中
に
組
み
込
ん
だ
こ
と
、

な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

ク
ビ
ラ
イ
の
長
い
治
世
に
お
け
る
多
く
の
数
育
政
策
の
中
で
は
、

以
下
の
二
黙
が
際
立
っ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
は
、
賓
歎
や
桃
極

・
許
衡
が

く
り
返
し
主
張
し
た
向
学
校
制
度
に
針
し

首
初
か
ら
賛
同
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
一
二
六
一
年
の
上
識
に
よ
っ
て
賀
行
に
移
さ
れ
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た
。
教
育
活
動
再
開
の
た
め
、
地
方
に
は
皐
校
が
設
立
さ
れ
、
そ
の
監
督
と
し
て
地
方
監
督
官
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。

第
二
は

一
二
七
一
年
、

首
都
に
因
子
監
が
再
設
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
民
平
校
制
度
も
園
子
監
も
、
財
源
の
割
り
嘗
て
や
官
僚
の
妨
害
に
遇

っ
て、

最
初
か
ら
完
全
に
賀
行
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
二
つ
の
努
力
は
、
や
が
て
買
を
結
ん
で
ゆ
く
。
公
的
な
記
録
に
よ
れ
ば
、

州
豚
の
摩
校
数
は

一
二
九

O
年
ま
で
に
二
高
を
越
え
た
と
い
う。

た
と
え
こ
の
記
録
を
疑
っ
た
と
し
て
も
、
道
民
平
数
育
の
普
及
に
果
た
し
た

ク
ビ
ラ
イ
の
後
援
を
も
疑
う
べ
き
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
紋
況
の
中
で
、
許
衡
の
後
耀
者
た
ち
は
、
園
子
監
や
地
方
の
州
懸
の
数
育
官
に
多
く

町内切

の
代
表
を
迭
り
込
ん
だ
。
翰
林
院
に
お
け
る
文
筆
者
グ
ル

ー
プ
と
同
様
に
、
彼
ら
は
こ
の
領
域
の
中
で
地
歩
を
固
め
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。

中
央
・
地
方
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、

そ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
基
礎
は
、
よ
り
停
統
的
な
経
書
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、

な
わ
ち
朱
蕪
注
の
四
書
や

『小
皐
』
に
も
置
か
れ
た
。
許
衡
の
直
弟
子
・
挑
燈
は
、
こ
的
述
べ
て
い
る
。

其
数
也
、
入
徳
之
門
、
如
惟
由
小
皐
而
四
書
、
講
貫
之
精
、

市
後
準
於
易
詩
書
春
秋
。

こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
『
大
皐
』
や
『
小
皐
』

に
向
け
ら
れ
た
新
た
な
関
心
は
、
朱
烹
自
身
の
四
書
の
解
穫
を
越
え
、

。新
し
い
9

経
書
、
す

モ
ン
ゴ
ル
人
、



色
目
人
、
漢
人
相
互
の
公
分
母
と
し
て
そ
れ
を
役
立
て
る
と
い
う
許
衡
の
考
え
を
代
縛
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

業
生
は
、
官
僚
生
活
に
入
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
思
索
的
な
哲
同
学
者
と
し
て
で
は
な
く
、
貧
践
的
な
官
僚
た
る
べ
く
訓
練
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
象
校
制
度
の
卒

た
と
え
政
府
に
よ
る
恒
常
的
な
支
持
が
な
く
と
も
、
天
子
が
後
援
・
奨
働
し
て
い
る
と
い
う
事
責
だ
け
で
地
方
の
書
院
に
と
っ
て
は
充
分
で

あ
っ
た
。
貫
際
、
こ
の
書
院
に
お
い
て
、
遁
同
学
は
初
め
て
寅
践
の
た
め
の
制
度
的
な
基
礎
と
鐙
系
化
と
を
得
た
の
で
あ
る
。

そ
の

一
例
と
し
て

一
二
三
八
年
に
大
都
に
設
立
さ
れ
た
太
極
書
院
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
後
に
設
立
さ
れ
る
因
子
監
と
共
に
、
元
朝
治
下
で

は
二
つ
の
数
育

1
|牢
民
的
な
も
の
と
官
的
な
も
の
ー
ー
が
遁
準
教
育
に
た
ず
さ
わ
っ
た
こ
と
を
象
徴
し
て
い
引
。

tま

か
く
し
て
、
分
権
化
さ
れ
た
比
較
的
ゆ
る
や
か
な
政
府
の
政
策
と

一
貫
し
た
数
果
的
な
行
政
制
度
が
幸
い
に
も
依
如
し
て
い
た
こ
と
と
の

-お
か
げ
で
、
州
鯨
の
皐
校
は
ま
す
ま
す
渡
展
し
て
行
っ
た
。
史
書
が
停
え
る
よ
う
に
、
元
朝
の
官
僚
機
構
や
太
皐
の
中
に
吸
牧
さ
れ
る
こ
と
の
な

か
っ
た
儒
者
た
ち
は
、
自
ら
仰
才
能
の
は
け
口
を
書
院
や
他
の
宗
教
に
求
め
、
結
果
と
し
て
、
同
学
校
の
震
展
を
|

|
と
り
わ
け
南
中
園
に
お
い

て
l
l
tも
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
印
刷
術
の
普
及
は
、
書
物
の
普
及
を
促
し
、
こ
の
傾
向
を
さ
ら
に
強
め
た
。
元
代
に
一
四
の
省
で
維
持
さ
れ

建
設
さ
れ
た
書
院
の
数
は
、
宋
代
の
推
定
数
五

O
に
封
し
、
三
九

O
に
ま
で
達
し
た
。
宋
・
明
に
も
優
る
こ
の
急
激
な
同
学
校
数
の
増
加
は
、

「
野
蟹
な
」
王
朝
か
ら
援
助
な
ど
墓
む
べ
く
も
な
い
献
況
下
で
起
こ
っ
た
文
化
革
命
を
誼
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
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十

新
た
な
正
統
皐
読

数
十
年
の
う
ち
に
、
こ
の
数
育
は
新
し
い
世
代
の
撃
者
・
官
僚
を
作
り
出
し
た
。
彼
ら
の
多
く
は
、
績
い
て
起
こ
っ
た
道
皐
が
園
家
公
認
の

正
統
準
設
へ
と
興
隆
す
る
に
あ
た
っ
て
の
動
き
を
、
す
す
ん
で
支
持
し
た
。
そ
の
動
き
と
は
、

ク
ビ
ラ
イ
が
推
進
を
た
め
ら
っ
て
い
た
新
た
な

カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
を
科
挙
制
度
に
盛
り
込
む
こ
と
で
あ
っ
た
。

399 

と
こ
ろ
で
私
は
以
前
、
明
清
時
代
の
中
園
と
徳
川
時
代
の
日
本
に
お
け
る
正
統
汲
這
皐
を
比
較
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中

に
は
官
的
な
も
の
と
非
官
的
な
も
の
と
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
前
者
は
、
園
家
の
官
僚
機
構
な
ら
び
に
そ
の
根
幹
と
な
る
制
度
と
緊
密
な
関
係
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を
も
っ
明
清
時
代
の

叫
叫

し
削
。
後
者
は
基
本
的
に
、
世
襲
の
軍
事
政
権
を
擁
護
し
、
道
開
学
は
か
か
る
政
権
の
性
格
に
適
合
し
た
も
の
で
あ
る
。

。
官
僚
制
正
統
謬
説
'〆
と
、
徳
川
将
軍
家
の
庇
護
を
う
け
た
。
幕
府
正
統
皐
罪
J

と
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
、

な
ど
を
指
摘

一
方
、
前
者
に
あ
っ
て

は
、
官
僚
階
級
の
理
念
と
精
神
と
を
代
揖
す
る
も
の
で
あ
り
、
科
拳
を
通
じ
て
官
界
に
入
る
た
め
の
必
要
僚
件
で
あ
っ
た
。
要
約
し
て
言
う
な

ら
ば
、
。
官
僚
制
正
統
皐
説
少
が
、
よ
り
巌
格
か
つ
求
心
的
な
官
僚
の
訓
練
と
供
給
シ
ス
テ
ム
と
に
関
連
し
て
い
る
の
に
封
し
、

読
'〆
と
い
う
言
葉
は
、
よ
り
緩
慢
か
つ
遠
心
的
・
多
元
的
な
数
育
形
式
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ク
幕
府
正
統
同学

ク
ピ
ラ
イ
の
道
開
筆
者
に
射
す
る
擁
護
と
、
徳
川
家
康
の
林
羅
山
に
射
す
る
擁
護
と
の
聞
に
は
、
単
な
る
表
面
的
な
類
似
以
上
の
も
の
が
あ
る
。

ま
た
、

家
康
の
幕
府
と
ク
ピ
ラ
イ
の
軍
事
政
権
(
幕
府
〉
と
の
名
穏
に
も
、

金
蓮
川
の
ク
ビ
ラ
イ
の
幕
府

は
、
支
配
健
制
を
樹
立
し
、
中
園
支
配
の
た
め
の
諸
政
策
の
先
騎
と
な
っ
た
。
南
支
配
者
は
共
に
併
教
徒
で
あ
り
、
僧
侶
を
相
談
役
と
し
て
い

刊
岬

た
が
|
l
l劉
乗
忠
も
林
羅
山
も
、
共
に
名
目
上
は
僧
侶
で
あ
り
、
宮
中
で
の
公
式
の
服
装
は
倫
衣
で
あ
っ
た
|
|
、
馬
上
に
お
け
る
征
服
か
ら

皐
な
る
符
合
以
上
の
も
の
が
あ
る
。

て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
提
供
し
う
る
も
の
は
、
例
数
で
は
な
く
道
皐
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

ク
ピ
ラ
イ
も
家
康
も
遁
皐
研
究
を
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卒
和
時
の
統
治
へ
移
行
す
る
た
め
に
は
、

文
治
的
・
世
俗
的
な
支
配
と
そ
れ
を
支
え
る
倫
理
規
範
や
教
育
制
度
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
知
つ

大
い
に
援
助
し
た
。
だ
が
反
面
、
世
襲
の
軍
事
エ
リ
ー
ト
の
地
位
を
脅
す
能
力
主
義
に
基
い
た
官
僚
制
度
の
制
定
は
、
共
に
差
し
控
え
て
い
た

の
で
あ
る
。

ク
ピ
ラ
イ
は
、
道
摩
に
立
っ
た
政
策
を
徹
底
し
え
な
か
っ
た
し
、
科
奉
制
度
の
復
活
も
行
な
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

一
般
の
漢
人
か
ら

見
れ
ば
、
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
宇
中
固
化
さ
れ
た
支
配
者
、
と
い
う
鐸
則
的
な
位
置
に
お
か
れ
て
し
ま
っ
た
。

一
方
、
試
験
制
度
も
採
用
せ
ず
、

日
本
人
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
長
期
安

遁
皐
的
政
策
も
遂
行
し
な
か
っ
た
と
い
う
黙
で
は
、
家
康
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

定
健
制
の
創
始
者
と
し
て
の
彼
の
功
績
は
、
何
ら
債
値
を
減
ず
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
徳
川
時
代
の
地
方
分
権
的
な
形
で
の
政
治
・
文
化
生

活
が
、

い
か
に
多
様
か
つ
活
設
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
す
で
に
多
く
の
日
本
史
研
究
者
が
注
目
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、

グ
ピ
ラ
イ
以
後
に
出
現
す
る
、
よ
り
包
括
的
な
・
し
か
し
柔
軟
性
に
快
け
た
中
央
集
権
的
官
僚
制
に
は
、
明
ら
か
に
絞
如
し
て
い
る
も
の
で
あ
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ちQ~も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
次
の
様
な
疑
問
が
提
出
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
王
朝
と
距
離
を
保
ち
、
官
僚
制
度
の
中
に
ま
き
こ
ま
れ
る

こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
中
園
に
お
け
る
遁
皐
は
異
な
っ
た
形
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
、
と
。
こ
れ
は
正
嘗
な
質
問
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

差
事
た
ち
自
身
も
こ
の
問
題
を
考
え
て
お
り
、
い
く
つ
か
の
見
解
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
科
撃
の
数
用
を
疑
問

視
し
て
い
た
の
は
、
ク
ピ
ラ
イ
で
は
な
く
道
皐
の
立
場
に
立
つ
助
言
者
た
ち
だ
っ
た
。
科
拳
は
や
が
て
賓
施
に
う
つ
さ
れ
る
が
、
そ
の
瞬
間
で

さ
え
も
、
臭
澄
の
如
き
著
名
な
摩
者
た
ち
か
ら
の
反
封
が
あ
っ
た
。
呉
澄
は
、
こ
れ
を
中
止
さ
せ
る
こ
と
に
は
失
敗
し
た
が
、
そ
の
際
、
朱
煮

や
他
の
宋
儒
た
ち
の
権
威
に
頼
っ
て
大
い
に
反
封
運
動
を
行
な
っ
た
の
で
あ
訓
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
延
一
両
年
聞
に
至
っ
て
科
奉
制
度
の
再
興
と
い
う
大
き
な
前
進
が
迭
に
な
さ
れ
た
時
、
そ
の
先
騒
者
と
し
て
拳
げ
ら
れ
た

人
物
は
グ
ピ
ラ
イ
と
許
衡
で
あ
っ
た
。
欧
陽
玄
に
よ
る
神
道
碑
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ク
ピ
ラ
イ
と
許
衡
と
は
、
す
で
に
同
時
代
の
聖
人
俸
の

中
に
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ク
ピ
ラ
イ
を
古
代
の
聖
王
た
ち
に
喰
え
つ
つ
、
欧
陽
玄
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

世
租
皇
帝
、
以
天
縦
之
賀
、
得
帝
王
不
停
之
祭
、
上
接
伏
義
・
紳
農
・
黄
帝
・
桑
・
舜
不
停
之
統
、
而
矯
不
世
之
君
。
若
魯
粛
許
先
生
、
以

純
正
之
準
、
下
接
周
公
・
孔
子
・
曾
思
・
孟
軒
似
来
不
惇
之
道
、
而
矯
不
世
之
臣
。
君
臣
遇
合
之
契
、
堂
陛
都
合
之
言
、
所
以
建
皇
極
、

立
民
命
、
経
絶
問
壁
、
開
太
卒
者
、
高
世
猶
一
日
也
。
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欧
陽
玄
は
嘗
時
の
最
も
有
名
な
政
治
家
・
歴
史
家
で
あ
的
、
こ
の
場
合
も
決
し
て
陳
腐
な
讃
鮮
を
並
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
彼

以
外
に
も
ク
ピ
ラ
イ
を
賞
讃
す
る
漢
人
が
存
在
し
た
こ
と
を
見
れ
ば
、
我
々
は
こ
れ
が
嘗
時
の
官
僚
を
支
配
し
て
い
た
理
想
の
い
く
つ
か
を
、

如
何
に
表
現
し
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
想
と
は
、
聖
王
と
賢
臣
の
英
雄
神
話
、
失
わ
れ
た
敷
設
の
再
接
見
、
黄

金
時
代
の
到
来
を
告
げ
る
王
道
の
寅
践
を
伴
な
っ
た
道
統
へ
の
回
錦
、
な
ど
を
含
ん
で
い
る
。
遁
昼
者
た
ち
が
長
ら
く
夢
見
て
い
た
よ
う
に
、

こ
こ
に
よ
う
や
く
、

ク道
統
。
と

。帝
王
之
率
。
と
が
君
主
と
大
臣
と
い
う
人
物
の
形
を
と
っ
て
統
合
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
無
論
あ
ま
り
賞
讃
的
で
な
い
見
方
も
存
在
す
る
。
劉
因
は
許
衡
が
宮
廷
仕
え
に
熱
心
な
こ
と
に
非
常
に
批
剣
的
で
あ

401 
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情

川

町

叫

岬

到
。
ま
た
、
後
代
の
例
で
あ
る
が
、
丘
峠
悔
や
日
本
の
山
崎
闇
稿
用
ら
も
民
族
主
義
の
立
場
か
ら
許
衡
を
非
難
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
清
代
の
大
歴

史
家

・
組
翼
は
、
慈
悲
深
き
君
主
と
い
う
ク
ビ
ラ
イ
像
に
劉
し
異
議
を
唱
え
、
軍
事
的
征
服
へ
の
欲
望
や
、
租
税
の
牧
奪
に
あ
た
っ
て
の
強
欲

刈同

さ
な
ど
を
と
り
あ
げ
て
、
彼
を
痛
罵
し
て
い
る
の
で
あ
引
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
ク
ピ
ラ
イ
が
聖
王
と
い
う
よ
り
も
将
軍
公

Z
mロ
ロ
)
と

見
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、

ま
た
許
衡
が
彼
に
よ

っ
て
簡
単
に
一懐
柔
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
た
と
し
て
も
、

新
し
い
朕
況
を
作
り
出
す
た
め
に
支
配

者
と
改
革
者
と
が
協
力
し
た
と
い
う
事
自
鐙
に
、

さ
ほ
ど
問
題
は
あ
る
ま
い
。

モ
ン
ゴ
ル
支
配
を
中
園
的
な
官
僚
制
度
へ
と
獲
え
る
こ
と
に
よ

彼
ら
は
任
用
制
度
を
合
理
化
か
つ
慣
例
化
し
、

は
、
数
読
の
普
及
を
進
め
る
な
か
で
、
改
革
者
の
徳
が
君
主
の
権
力
と
如
何
に
関
係
す
る
の
か
と
い
う
聞
い
を
、
暗
歎
の
う
ち
に
提
出
し
た
。

っ
て
、

新
た
な
科
奉
制
度
の
出
現
を
可
能
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
並
ん
で
道
皐
者
た
ち

欧
陽
玄
に
よ
る
先
述
の
神
道
碑
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
科
撃
の
再
興
に
参
重
し
た
人
々
の
聞
に
は
、

こ
の
雨
者

l
l賢
臣
の
知
恵
と
君
主
の
権

力
ー
ー
が
再
結
合
す
る
と
い
う
長
く
抱
い
て
き
た
理
想
の
寅
現
を
見
る
傾
向
が
常
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
ク
ビ
ラ
イ
の
移
行
的
鐙
制
と
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持
績
的
な
徳
川
幕
府
と
の
聞
の
根
本
的
な
相
違
が
あ
る
。

後
者
の
場
合
は
、
教
設
を
た
や
す
く
採
用
し
た
が
、
政
治
的
な
装
い
は
置
き
去
り
に

し
た
。
だ
が
一
方
の
場
合
に
は
、

次
の
よ
う
な
問
題
が
ま
だ
残

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
ら
の
軍
事
的
支
配
を
覆
す
お
そ
れ
の
あ
る
能
力
主

義
を
モ
ン
ゴ
ル
人
が
い
か
に
受
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
ま
た
道
伺筆
者
た
ち
が
、
長
く
反
射
し
て
き
た
科
拳
と
い
か
に
和
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

十

新
た
な
官
僚
制
正
統
準
設

=

二

三
年
の
仁
宗
の
詔
敷
は
、
ク
ビ
ラ
イ
の
功
績
と
し
て
次
の
四
黙
を
あ
げ
て
い
る
。
第
一
に
「
官
を
設
け
て
職
を
分
か
」

第
二
に
「
儒
雅
を
徴
用
し
」
た
こ
と
、
第
三
に
「
同
学
校
を
崇
び
て
育
材
の
地
と
震
し
」
た
こ
と
、
そ
し
て
第
四
に
「
科
由
容
を
議
し
て
取
土
の
方

淵川円

と
痛
さ
ん
と
」
し
た
こ
と
、
以
上
で
あ
る
。
こ
れ
ら
四
黙
と
科
奉
制
度
の
設
立
と
の
聞
の
論
理
的
関
係
は
、
こ
の
詔
敷
の
作
者
の
心
の
中
で
は

す
で
に
明
白
と
な
っ
て
い
る
。
『
元
史
』
は
更
に
績
け
て
、
許
衡
が
提
案
し
た
皐
校
と
科
奉
と
い
う
新
制
度
を
ク
ピ
ラ
イ
が
認
め
た
こ
と
を
述

っ
た
こ
と
、



べ
て
い
る
。
そ
れ
は
詩
賦
を
削
除
し
、
か
わ
り
に
経
書
の
研
究
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

が
賓
行
さ
れ
な
か
っ
た
か
と
い
う
理
由
に
つ
い
て
、
『
元
史
』
は
沈
黙
し
た
ま
ま
で
あ
る
。

な
ぜ
許
衡
の
計
董

厄
介
な
問
題
の
い
く
つ
か
を
陵
昧
に
し
て
は
い
る
が
、
過
去
に
同筆
者
の
登
用
が
如
何
に
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
か
を
道
準
者
の
立
場
か
ら
読

明
し
た
も
の
に
、
次
の
一
文
が
あ
る
。

三
代
以
来
、
取
士
各
有
科
目
。
要
其
本
来
、
摩
人
宜
以
徳
行
篤
首
、
試
塞
則
以
経
術
篤
先
、
詞
章
次
之
。
浮
華
遁
質
、
朕
所
不
取
。

ま
た
、
新
制
度
採
用
を
め
ぐ
る
宮
廷
で
の
討
議
に
お
い
て
、
そ
の
提
案
者
た
ち
||
園
子
監
で
の
許
衡
の
弟
子
を
含
む
ー
ー
は
衣
の
よ
う
に
強

調
し
た
。

夫
取
士
之
法
、
経
皐
賓
修
己
治
人
之
道
、
詞
賦
乃
捕
章
給
句
之
撃。

自
惰
唐
以
来
、
取
人
専
向
詞
側
、
故
士
習
浮
華
。
今
臣
等
所
擬
:
:
:
、

判
叫

専
立
徳
行
明
経
科
。
以
此
取
士
、
庶
可
得
人
。
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叫
岬

科
闘
挙
制
施
行
の
準
備
に
あ
た
っ
た
秘
書
少
監
の

一
人

・
程
鉦
夫
は
、
元
朝
に
皐
聞
を
補
充
す
る
南
人
の
有
力
な
メ

ン
バ
ー
で
あ
っ
た
。
彼
は

朱
蒸
自
身
の
規
定
が
嘗
時
の
朕
況
下
で
ど
れ
ほ
ど
寅
行
可
能
か
に
つ
い
て
は
慎
重
で
あ
っ
た
が
、
唐
宋
時
代
初
弊
害
に
か
ん
が
み
て
、

ま
た
、
程
朱
の
注
に
従
っ
て
そ
れ
を
解
穫
す
る
こ
と
な
ど
を
重
視
し
て
い
る
。

経
書
に

基
づ
い
て
試
験
を
行
な
う
こ
と
、

許
衡
と
そ
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
俸
え
ら
れ
た
程
朱
の
敬
読
と
テ
キ
ス
ト
と
は
、
仁
宗
の
治
世
ま
で
に
新
た
に
大
き
な
影
響
力
を
も
つ
に
至

っ
て
い
た
。
そ
れ
は
次
の
事
件
か
ら
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
科
奉
採
用
の
詔
教
が
下
っ
た
同
じ
年
に
、
周
敦
噸
か
ら
朱
蕉
・
日

租
謙
に
至
る
宋
儒
の
俸
統
を
数
育
・
科
拳
制
度
と
結
び
つ
け
た
と
い
う
功
績
に
よ
り
、
許
衡
が
孔
子
廟
に
杷
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
四
書
、
特
に

『
大
皐
』
の
重
要
性
が
増
し
て
き
た
こ
と
は
、
仁
宗
が
皇
太
子
に
指
名
さ
れ
た
時
、
員
徳
秀
の
編
纂
に
よ
る
『
大
準
桁
義
』
が
公
式
に
宮
廷
に

判
別

「
天
下
を
治
む
、
此
の
一

書
も
て
足
れ
り
」
と
言
っ
て
い
る
。

献
上
さ
れ
て
い
た
貼
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
際
仁
宗
は
、

一
=
二
五
年
に
公
布
さ
れ
た
科
泰
制
度
に
お
い
て
、
重
要
な
刷
新
は
モ

ン
ゴ
ル
人
と
色
白
人
と
に
劃
す
る
割
首
制
度
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

叫
岬

こ
の
雨
者
が
登
第
の
牢
数
を
占
め
、
漢
人
が
残
り
牟
分
を
占
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
引
。
こ
の
前
例
は
ク
ピ
ラ
イ
時
代
の
挙
制
に
も
み
ら
れ
た

403 
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が
、
科
事
に
と
っ
て
は
初
め
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
少
数
の
特
権
者
に
加
捲
し
、
漢
人
を
差
別
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
な
ぜ
な

は
、
総
人
口
に
占
め
る
割
合
を
無
視
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
多
数
者
の
文
化
に
少
数
者
を
参
加
さ

ら
、
こ
の
。
均
等
代
表
制
'

せ
る
た
め
の
試
み
と
み
れ
ば
、
こ
れ
は
今
日
の
福
祉
立
法
に
お
け
る
白
白
口
E
H
-
2・2
z
oロ
A
C
2
2
に
類
似
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

よ
り
難
し
い
漢
入
用
の
試
験
に
合
格
す
れ
ば
、
彼
ら
を
一
段
階
上
に
置
く
と
い
う
規
定
に
至
っ
て
は
、
も
は

や
こ
の
考
え
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
モ
ン
ゴ
ル
人
へ
の
譲
歩
は
、
長
績
き
し
な
か

っ
た。

さ
ら
に
重
視
す
べ
き
は
、
首
都
や
地
方
レ
ベ
ル
で
行
な
わ
れ
た
試
験
の
内
容
で
あ
る
。

モ
ン
ゴ
ル
人
と
色
白
人
と
の
受
験
は
、
次
の
二
部
門

に
分
か
れ
て
い
る
。
第
一
は
、
『
大
皐
』
『
論
語
』
『
孟
子
』
『
中
庸
』
の
朱
注
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
二
は
、
時
事
問
題
に
つ
い
て
五
百
字

の
論
文
で
答
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
封
し
、

漢
人
へ
の
要
求
は
も
っ
と
巌
し
か
っ
た
。

図
書
に
闘
す
る
部
門
は
、

上
例
と
ほ
ぼ
同
じ

で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
以
外
に
、
五
経
と
そ
の
各
々
に
つ
い
て
の
朱
煮
・
程
顕
あ
る
い
は
他
の
宋
儒
の
注
穣
(
た
だ
し

『
雄
記
』
は
ま
だ
古
注
が
用

い
ら
れ
て
い
た
)
の
一
つ
を
集
中
的
に
扱
う
特
別
部
門
が
あ
っ
た
。

図
書
に
は
三
百
字
、

五
経
の
一
つ
に
は
五
百
字
の
答
案
が
課
せ
ら
れ
た
。
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そ
の
中
で
、
受
験
者
は
経
書
と
注
穣
と
に
闘
す
る
知
識
を
披
露
し
、
自
ら
の
意
見
で
締
め
く
く
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

の
み
な
ら
ず
、
漢
人

に
は
こ
の
ほ
か
古
賦
、
詔
詰
、
章
表
お
よ
び
策
な
ど
の
部
門
が
あ
り
、
う
ち
最
後
の
も
の
に
は

一
千
字
で
答
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

長
期
的
な
翻
貼
か
ら
見
れ
ば
、
試
験
の
際
の
差
別
は
、
結
果
と
し
て
、
以
後
の
元
朝
下
で
モ
ン
ゴ
ル
人
や
色
巨
人
の
科
奉
へ
の
参
加
を
推
進

し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
我
々
に
と
っ
て
よ
り
重
視
す
べ
き
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
図
書
が
優
先
権
を
獲
得
し
て
い
っ
た
か
、

ま
た
、

ど
の
よ
う
に
し
て
注
穫
が
一
つ
の
権
威
に
ま
と
ま
っ
て
い
っ
た
か
、
更
に
は
、
こ
の
雨
者
が
ど
の
よ
う
に
し
て
二
つ
の
試
験
の
公
分
母
と
な
っ

て
い
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

試
験
に
出
題
さ
れ
た
問
題
の
模
範
例
は
、
そ
の
若
干
が
今
日
ま
で
残
っ
て
い
る
。
そ
の
例
か
ら
判
断
す
る
と
、
受
験
者
に
は
、
経
書
に
関
す

る
正
確
な
知
識
、
こ
れ
を
時
事
に
具
瞳
的
に
遁
醸
さ
せ
る
能
力
、
そ
し
て
各
時
代
で
活
性
化
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
道
統
の
意
識
、
な
ど
が
要
求

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
『
小
皐
』
に
お
い
て
あ
れ
ほ
ど
強
調
さ
れ
た
家
族
関
係
よ
り
も
、
君
臣
関
係
の
問
題
に
よ
り
力
黙
が
置



か
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
事
か
ら
考
え
れ
ば
、
科
撃
は
、
道
統
の
中
で
も
。
帝
王
之
皐
¢
と
し
て
の
側
面
に
多
く
を
負
う
傾
向
が
強
か
っ
た
、

と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

道
統
の
こ
の
よ
う
な
要
約
は
、
朱
烹
自
身
の
「
皐
校
貢
拳
私
議
」
の
中
に
既
に
見
出
し
う
る
。
そ
こ
に
お
い
て
朱
煮
は
、
漢
人
に
要
求
さ
れ

た
上
述
の
経
書
と
注
樟
と
に
加
え
て
、
『
易
経
』
や
『
書
経
』
の
如
き
主
要
な
経
書
の
そ
れ
ぞ
れ
に
閲
す
る
、
九
J
一
O
人
の
宋
儒
の
注
揮
に

つ
い
て
の
知
識
を
も
求
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
加
え
て
、
王
安
石
や
蘇
東
壌
の
よ
う
に
、
一
般
に
は
程
朱
の
皐
に
劃
す
る
異
端
と
考
え
ら
れ

る
昼
者
の
敬
設
を
も
、
朱
煮
が
許
容
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
原
典
を
讃
み
解
く
こ
と
も
重
要
だ
が
」
と
断
り
つ
つ
、

彼
は
言
う
。

然
聖
賢
之
言
、
則
有
淵
奥
爾
雅
市
不
可
以
臆
断
者
。
其
制
度

・
名
物
・
行
事
・
本
末
、
叉
非
今
日
之
見
潤
所
能
及
也
。
故
治
経
者
、
必
因

先
儒
己
成
之
読
而
推
之
。
借
日
未
必
牽
是
、
亦
嘗
究
其
所
以
得
失
之
故
、
而
後
可
以
反
求
諸
心
市
正
其
怒
。

朱
煮
が
許
容
し
て
い
る
非
正
統
涯
の
哲
皐
者
た
ち
に
は
、
多
く
の
宋
代
思
想
家
と
共
に
、
萄
子
、
揚
雄
、
王
充
、
韓
非
子
、
老
子
、
荘
子

な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
、
彼
は
こ
う
述
ベ
代
い
る
。

其
長
者
、
因
不
可
以
不
飽
午
、
而
其
所
短
、
亦
不
可
以
不
排
也
。

論
は
更
に
史
書
に
ま
で
及
ぶ
。
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至
於
諸
史
、
則
該
古
今
興
亡
胎
観
得
失
之
襲
。
時
務
之
大
者
、
如
瞳
祭
・
制
度
・
天
文
・
地
理
・
兵
謀
・
刑
法
之
層
、
亦
皆
嘗
世
所
須
而

不
可
閥
、
皆
不
可
以
不
之
習
也
。

つ
ま
り
、
『
春
秋
左
氏
俸
』
『
園
語
』
『
史
記
』
『
漢
書
』
か
ら
『
王
代
史
』
に
至
る
書
物
が
、
に
の
中
に
含
ま
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
同
様

に
、
時
事
問
題
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
も
、
多
量
の
記
録
文
書
が
列
奉
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
朱
棄
が
受
験
者
に
ど
れ
だ
け
の
皐
問
的
蓄
積
を
期
待
し
て
い
た
か
を
物
語
っ
て
蝕
り
あ
る
。
漢
人
に
劃
す
る
元
の
カ
リ
キ
ュ

(
例
え
ば
、
皐
科
の
種
類
や
答
案
の
長
さ
、
結
論
の
濁
自
性
の
重
視
な
ど
)
。
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ぇ
、
程
範
夫
の
言
葉
に
み
え
る
よ
う
に
、
元
代
の
科
奉
立
案
者
た
ち
は
、
朱
背骨
…
案
を
充
分
検
討
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

だ
が
、
新
制
度

批
判
の
先
鋒
・
臭
澄
も
自
ら
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
そ
っ
く
り
採
用
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
科
事
制
度
の
採
用
に
先
立
つ
宮

廷
で
の
論
争
の
際
、
呉
澄
は
自
ら
の
立
場
を
擁
護
す
る
た
め
に
、
胡
環
や
程
聞
の
所
設
と
共
に
朱
奈
の
「
皐
校
貢
奉
私
議
」
を
引
い
て
、

カ

リ

キ
ュ
ラ
ム
と
手
績
き
と
の
両
面
か
ら
、
新
た
な
科
牽
制
に
異
議
を
と
な
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
呉
澄
の
説
に
つ
い
て
は
、
そ
の
短
か
い
要
約
し

か
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
彼
の
敬
育
計
室
且も
大
ま
か
に
し
か
わ
か
ら
な
い
た
め
、
朱
畏
案
と
の
比
較
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の

考
え
は
形
式
上
も
精
神
上
も
||
特
に
作
詩
の
軽
視
と
経
書
理
解
の
重
視
、
現
質
的
知
識
と
模
範
的
行
動
の
重
親
と
に
お
い
て
|
|
朱
烹
と
類

似
し
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
朱
蕉
と
同
様
、
呉
澄
は
様
々
な
注
樟
者
の
見
解
を
受
け
入
れ
る
包
容
力
を
も
っ
て
い
た
。
彼
は
新
制
度
と
異
な
り
、
朱
裏
山
あ
る
い
は

宋
皐
に
よ
る
解
穫
の
み
に
固
執
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
元
初
の
朱
子
撃
者
と
同
様
、
科
翠
の
も
つ
競
争
的
性
格
を
心
底
か
ら
嫌
悪

し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
針
案
と
し
て
、
既
存
の
課
程
に
基
づ
い
た
一
連
の
暴
力
試
験
を
提
唱
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
受
験
者
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の
両
親
、
家
族
、
宗
族
、
友
人
や
コ
ミ
ム
ニ
テ
ィ
、
封
人
閥
係
な
ど
を
見
極
め
る
機
曾
も
興
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

人
や
色
白
人
に
射
す
る
譲
歩
に
つ
い
て
は
、
全
く
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

モ
ン
ゴ
ル

も
し
、
こ
の
よ
う
な
貼
で
呉
澄
が
、
朱
煮
お
よ
び
初
期
道
開
筆
者
た
ち
に
忠
賓
で
あ
っ
た
と
考
え
う
る
と
し
て
も
、

四
書
を
正
典
と
し
て
採
用

す
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
彼
も
新
制
度
も
一
致
し
て
い
た
。
だ
が
、
新
制
度
と
異
な
り
、

『
小
周
子
』
を
包
含
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
臭
澄
は
許

衡
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
従
う
こ
と
に
な

っ
た
。
し
た
が
っ
て

一
面
で
は
呉
澄
も
新
制
度
と
同
様
に
、
道
皐
の
後
の
袋
容
を
先
取
り
し
て
い
た

が
、
反
面
、
彼
は
競
争
制
度
の
も
つ
最
も
非
人
格
的
・
浪
個
性
的
な
特
徴
に
反
劃
し
、
新
た
な
官
僚
制
正
統
皐
設
に
封
置
す
る
に
員
正
の
道
皐

を
以
て
し
た
の
で
あ
る
。
競
争
制
度
は
、
経
書
の
深
い
理
解
よ
り
も
、
そ
の
字
句
に
拘
泥
し
た
解
樟
を
奨
動
す
る
黙
で
、
後
の
道
摩
者
に
と
っ

て
は
遠
ざ
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
朱
棄
と
同
じ
く
、
呉
澄
に
と
っ
て
も
、
こ
れ
は
曲
げ
る
こ
と
の
で
き
な
い
原
則
で
あ
っ
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
呉
澄
の
立
場
は
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
彼
は
退
官
を
徐
儀
な
く
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
臭
澄
は
、
他
の
遁
皐
者

.，-
e

、品、

ふ
れ
ふ

μ



た
ち
の
精
一
脚
を
代
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
彼
ら
は
、
新
た
な
官
僚
た
ち
と
同
様
に
道
統
を
代
縛
す
る
権
利
を
持
ち
な
が
ら
も
、
官
途

に
就
く
こ
と
な
く
、
員
正
な
別
の
制
度
を
提
唱
し
績
け
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
元
の
科
奉
制
度
の
立
案
者
た
ち
は
、
朱
烹
料
、

蓋
嘗
思
之
、
必
欲
乗
時
改
制
、
以
漸
復
先
王
之
奮
。

と
述
べ
た
り
、

ま
た
、
心
の
中
の
性
を
護
達
さ
せ
る
た
め
に
『
大
皐
』
に
い
う
修
身
に
こ
そ
重
き
を
置
く
べ
き
だ
、

い
る
程
度
の
許
容
範
園
を
も
っ
て
い
た
。

と
述
べ
た
り
し
て
認
め
て

同川町

土
誠
知
用
力
於
此
、
則
不
唯
可
以
修
身
、
而
推
之
可
以
治
人
。

こ
の
事
さ
え
帰
さ
れ
仇
ば
、
た
と
え
理
想
か
ら
は
遠
い
科
牽
制
度
と
で
も
、
共
存
し
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
朱
煮
に
よ
っ
て
『
近
思
鎌
』
の

中
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
人
が
異
に
遁
を
理
解
し
た
な
ら
ば
、
彼
の
準
聞
は
、
も
は
や
科
奉
へ
の
参
興
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ

る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
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+ 
四

あ
い
ま
い
な
勝
利

新
し
い
科
奉
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
あ
る
種
の
妥
協
は
不
可
避
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
軍
純
化
さ
れ
て
は
い
た
が
、
道
風
干
の
中
で
長

い
間
蒸
留
さ
れ
、
そ
の
上
に
元
朝
韓
制
の
要
求
を
附
加
え
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
h
た
。
二
一
二
五
年
、
我
々
は
、
朱
烹
が
摩
者
か
つ
哲
筆
者

と
し
て
荘
巌
に
君
臨
し
て
い
た
宋
の
文
化
世
界
と
は
異
な
る
世
界
に
い
る
の
で
あ
る
。
朱
蕉
は
彼
自
身
の
理
想
の
制
度
を
、
儀
暇
の
あ
る
・
数

養
を
も
っ
た
土
大
夫
た
ち
の
庭
方
と
し
て
創
案
し
た
。
す
な
わ
ち
、
朱
業
の
一
示
す
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
、
贋
さ
、
構
造
の
均
衡
、
統
合
性
な
ど
を

粂
ね
備
え
た
皐
問
へ
の
手
引
き
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、

正
統
的
た
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
が
狭
量
で
は
な
く
、
極
肋
て
巌
粛
で
あ
る
が
偏
狭
で

も
難
解
で
も
な
く
、
ま
た
多
分
に
理
想
的
で
あ
る
が
後
代
の
儒
者
に
と
っ
て
貫
行
不
可
能
な
モ
デ
ル
で
も
な
か
っ
た
。

よ
り
基
本
的
な
数
育
の
必
要
性
を
見
通
し
、
全
く
異
な
る
文
化
瑳
境
の
中
で
遁
が
護
展
す
る
た
め
の
必
要
篠
件
を
元
代
の
後
纏
者

さ
ら
に
、

407 
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ほ
と
ん
ど
漢
語
を
解
さ
ぬ
君
主
に
自
ら
の
意
見
を
惇
え
る
た

め
、
夷
秋
の
言
葉
を
拳
び
、
様
々
な
民
族
と
文
化
を
抱
え
た
欣
況
の
中
で
儒
数
の
互
恵
主
義
を
寅
践
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
儒
者
に

と
っ
て
特
異
な
鎧
験
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
人
生
経
験
に
加
え
て
、
彼
自
身
の
も
つ
遁
へ
の
情
熱
の
た
め
に
、
許
衡
は
、
四
世
紀
の
併

借
・
ク
マ
ラ
ジ
l
バ
や
明
清
の
宮
廷
に
お
け
る
宣
数
師
た
ち
に
も
似
て
、
典
型
的
な
宗
敬
的
色
影
を
も
っ
た
停
道
師
と
し
て
活
躍
す
る
と
い
う

使
命
を
帯
び
た
珍
し
い
儒
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

た
ち
に
残
し
て
い
た
こ
と

こ
れ
も
ま
た
朱
議
の
特
色
で
あ
っ
た
。

許
衡
は
、

こ
う
し
た
背
景
に
劉
し
、
朱
烹
の
理
想
を
質
現
す
る
上
で
新
し
い
官
僚
屠
が
如
何
に
物
足
り
な
か
っ
た
か
、

ま
た
、
新
し
い
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

が
如
何
に
朱
蒸
の
原
案
の
焼
き
直
し
に
す
ぎ
な
か
っ
た
か
、
な
ど
の
黙
を
我
々
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、

そ
れ
以
上
に
、
こ
の
新

た
な
正
統
皐
読
の
員
に
特
異
な
貼
は
、

そ
れ
が
モ
ン
ゴ
ル
政
局
の
浮
沈
か
ら
も
、

さ
ら
に
は
援
滅
か
ら
も
生
き
残
り
え
た
と
い
う
事
買
で
あ

る

一
三
三
五
年
、

モ
ン
ゴ
ル
国
粋
主
義
者
た
ち
の
反
撃
は
、
科
翠
の
中
断
を
も
た
ら
し
た
。
だ
が
数
年
を
経
ず
し
て
、
漢
人
の
他
に
モ
ン
ゴ
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ル
人
と
色
目
人
と
の
援
助
を
も
得
て
、
そ
れ
は
復
興
す
る

o
F
Yロ
ロ
阻
止
叩
訟
が
言
う
よ
う
に
「
諸
民
族
を
ト
つ
に
ま
と
め
、
元
朝
の
官
僚
制

を
再
び
機
能
さ
せ
る
た
め
に
は
、
他
に
如
何
な
る
根
擦
も
、
代
り
う
る
原
則
も
、
匹
敵
す
る
運
動
も
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
官
僚
制
の
機
能

と
は
全
く
別
個
に
、
道
撃
の
理
想
は
モ
ン
ゴ
ル
人
や
色
白
人
の
改
宗
者
の
聞
に
深
く
根
を
お
ろ
し
て
恥
た
。
そ
し
て
官
僚
制
が
数
果
的
に
機
能

し
な
く
な
っ
た
献
況
下
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
指
導
者
に
と
っ
て
大
き
な
力
と
な
っ
て
い
た
の
何
あ
る
。
元
朝
滅
亡
時
に
、
こ
れ
に
殉
じ
た
準

土
の
数
の
極
端
な
多
さ
は
、
道
皐
が
決
し
て
皮
相
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
官
僚
界
に
入
っ
た
者
す
べ
て
が
科
奉
に
よ

る
の
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
明
清
の
如
く
思
想
統
制
を
強
行
し
な
か
っ
た
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
意
味
で
、
モ
ン
ゴ
ル
人
は
後
の
中
華
帝
園
を
支
配

す
る
よ
う
な
完
成
し
た
官
僚
制
正
統
皐
読
を
生
み
出
す
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
だ
が
、
彼
ら
は
依
る
べ
き
手
本
と
内
容
を
残
し
た
の
で
あ
る
。

後
を
縫
い
だ
明
朝
に
は
、
民
族
聞
の
割
り
ふ
り
ゃ
合
意
の
必
要
性
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
農
民
出
身
の
創
始
者
・
朱
元
埠
は
、
ク
ピ
ラ
イ

同
様
、
文
皐
の
素
養
に
濁
し
て
は
あ
ま
り
敬
意
を
携
わ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
摩
識
あ
る
人
物
を
作
る
た
め
に
、
基
本
的
な
讃
み
書
き
能
力
や

質
践
的
な
徳
を
伸
ば
す
よ
う
な
制
度
を
、
ク
ピ
ラ
イ
以
上
に
強
く
墓
ん
だ
。
ま
た
彼
は
、
科
奉
制
度
を
腰
止
せ
ず
、
漢
人
自
身
の
た
め
に
モ
ン



併
問

ゴ
ル
時
代
と
ほ
と
ん
ど
同
様
の
制
度
を
奨
励
し
た
。
こ
れ
は
基
本
的
に
四
書
と
朱
注
と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
明
初
に
お
け
る
科
牽
制
度
の
確
立
は
、
拳
間
上
の
黛
涯
性
や
思
想
統
一
1
1
1
そ
れ
は
も
っ
と
後
に
誕
生
す
る
ー
ー
に
よ
る
匪
迫

か
ら
は
比
較
的
自
由
な
思
潮
の
も
と
に
起
こ
っ
制
。
新
し
い
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
慶
範
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
嘗
時
こ
れ
が
反
射
を
う
け
た
様
子
は

な
い
。
こ
の
二
十
世
紀
ま
で
績
く
制
度
を
制
定
す
る
に
あ
た
り
、
太
組
は
皐
に
統
一
見
解
を
再
確
認
し
た
だ
け
で
あ
り
、
匪
迫
的
態
度
で
自
ら

の
信
僚
を
押
し
つ
け
た
り
、
偏
狭
な
漢
民
族
至
上
主
義
に
陥
っ
た
り
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
太
組
の
科
奉
復
活
宣
言
ご
三
七
O
年
〉
は
、
基
本
的
に
元
の
仁
宗
と
閉
じ
姿
勢
に
立
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
宣
言
に
言
う
。

漢
唐
及
宋
、
取
土
各
有
定
制
、
然
但
貴
文
挙
、
而
不
求
徳
懐
之
全
。
前
元
待
土
甚
優
、
而
擢
豪
勢
要
、
毎
納
奔
競
之
人
、
貨
縁
阿
附
、
親

嘱
仕
様
。
其
懐
材
抱
道
者
、
恥
輿
並
進
、
甘
隠
山
林
而
不
出
。

異
民
族
王
朝
に
仕
え
る
漢
人
の
不
満
、

一一二一一ニ
J
一
五
年
の
改
革
や
そ
れ
に
先
立
つ
論
争
、
な
ど
に
つ
い
て
何
も
語
ら
れ
て
い
な
い
の
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は
、
暗
示
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
皆
、
す
で
に
解
決
済
み
の
問
題
で
あ
っ
た
。
太
租
は
た
だ
、
元
末
と
同
様
の
制
度
を
再
設
す
れ
ば
よ
か
っ
た

の
で
あ
る
。
人
々
が
そ
の
徳
の
責
践
と
経
書
の
理
解
と
に
よ
っ
て
選
ば
れ
、
こ
の
統
一
制
度
を
通
る
こ
と
な
し
に
文
武
の
い
か
な
る
職
も
輿
え

ら
れ
る
こ
と
は
な
い
よ
う
、
彼
は
手
配
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
宣
言
に
よ
っ
て
皇
帝
は
、
卑
し
い
競
争
に
反
射
す
る
道
挙
者
の
側
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
は
競
争
が
制
度
自
瞳
の
依
陥
に
よ
る
の

で
は
な
く
、
後
援
者
た
る
元
の
皇
帝
の
も
つ
依
陥
に
よ
る
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。
い
ま
や
皇
帝
に
と
っ
て
は
、
全
て
の
も
の
に
射
し
公

卒
さ
と
重
一
性
と
を
保
誼
し
、
巌
し
い
警
告
を
設
す
る
こ
と
だ
け
で
充
扮
で
あ
っ
た
。
宣
言
の
末
尾
で
は
、
利
己
的
な
擢
力
や
特
権
を
追
求
す

る
者
に
劉
し
、
巌
し
い
非
難
と
重
い
罰
と
を
も
っ
て
警
告
を
費
し
て
い
る
。

太
租
は
一
度
、
責
務
能
力
の
あ
る
人
物
を
解
雇
し
た
際
、
科
奉
の
債
値
を
考
え
直
し
、
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
そ
れ
を
中
断
し
て
い
る
。
だ

が
、
彼
の
疑
問
は
科
樺
の
思
想
内
容
に
閲
す
る
も
の
で
は
な
く
、
一
三
八
四
年
の
再
開
に
あ
た
っ
て
は
、
以
前
に
も
増
し
て
図
書
と
朱
棄
と
に

重
貼
が
置
か
れ
て
い
た
。
明
朝
の
公
式
見
解
は
、
後
に
『
図
書
大
全
』
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『
五
経
大
全
』
及
び
『
性
理
大
全
』
な
ど
に
成
文
化
さ
れ
る
が
、
そ
こ
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に
含
ま
れ
る
科
拳
の
論
議
は
、
朱
煮
の
「
拳
校
貢
師
事
私
議
」
や
元
代
の
論
争
な
ど
に
は
一
切
ふ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、

た
と
え
科
奉
を
受
け
る

皐
者
個
人
の
動
機
が
悪
か
っ
た
と
し
て
も
、
制
度
自
鐙
は
非
難
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
趣
旨
の
、

ら
の
引
用
の
み
に
限
ら
れ
て
い
た
。

『
近
思
録
』
や
朱
煮
の
他
の
著
作
か

ず
っ
と
後
に
、
銭
大
析
は
科
奉
瑳
達
期
に
お
け
る
こ
う
し
た
欣
態
を
顧
み
て
、
こ
の
形
成
期
に
お
こ
っ
た
事
が
ら
の
重
要
性
に
気
附
い
た
。

彼
は
次
の
よ
う
な
鮎
に
着
目
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
元
代
に
お
い
て
漢
人
は
な
お
五
経
に
開
す
る
問
い
に
答
え
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
た
。

よ
り
簡
単
な
も
の
か
ら
至
難
な
も
の
へ

の
連
績
の
一
環
た
る
べ
く
意
画
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
明
清
の
場
合
の
如
く
五
経
に
取
っ
て
代
わ
る
た
め
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一方、

よ
り
理
解
が
容
易
な
四
書
の
み
の
試
験
は
、
本
来
、
非
漢
人
に
劃
す
る
特
別
な
譲
歩
で
あ
り
、

銭
大
析
の
時
代
ま
で
に
、
こ
の
譲
歩
は
既
に
全
て
の
人
々
の
規
範
と
な
っ

て
い
た
。
そ
れ
は
、
単
純
で
、
寅
践
的
で
、
官
僚
向
き
の
簡
便
さ

を
も
つ
だ
け
で
な
く
、
す
で
に
四
書
と
『
大
皐
』
と
の
関
連
で
述
べ
た
よ
う
に
、
倫
理
上
の
激
化
や
公
衆
道
徳
の
公
分
母
と
し
て
、
多
く
の
人

人
に
奉
仕
し
う
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
中
に
は

モ
ン
ゴ
ル
人
や
満
州
人
と
同
様
、
朝
鮮
人
や
日
本
人
も
含
ま
れ

- 96ー

る。
も
し
停
統
を
単
な
る
過
去
か
ら
の
累
加
物
と
考
え
る
傾
向
が
あ
る
と
し
て
も
、
道
鼠
干
の
正
統
皐
読
の
定
式
化
や
再
定
式
化
は
、
横J

散
と
牧
縮

の
過
程
以
上
の
も
の
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
敬
訪
の
究
極
的
な
倫
理
的
中
核
を
確
認
し
再
主
張
し
よ
う
と
す
る
、
原
則
主
義
者

の
如
き
努
力
な
の
で
あ
る
。

道
事
者
と
し
て
の
こ
の
努
力
を
一
層
は
っ
き
り
と
表
わ
す
も
の
は

そ
れ
以
前
の
す
べ
て
の
哲
翠
の
偉
大
な
頂

貼
で
あ
る
朱
曹関
の
場
合
で
さ
え
、

そ
の
貢
献
は
、
新
た
な
基
礎
教
育
と
数
育
哲
皐
と
を
儒
者
の
た
め
に
定
式
化
す
る
こ
と
に
劃
し
て
、

最
も
明

確
に
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
貫
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
、
こ
の
努
力
が
図
書
に
、

図
書
の
中
の
『
大
皐
』
に
、

さ
ら
に
『
大
皐
』
の
中
で
も
修

養
の
た
め
の
八
篠
自
に
と
次
第
に
集
中
さ
れ
て
ゆ
く
さ
ま
を
、
我
々
が
見
て
き
た
と
お
り
に
。

だ
が
さ
ら
に
、
朱
煮
が
格
物
と
正
心
と
の
、
ま
た
遁
問
皐
と
傘
徳
性
と
の
聞
に
最
終
的
な
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
い
た
箇
所
で
さ
え
も
、
彼
の

芭
接
の
後
縫
者
た
ち
の
獣
況
は
、
物
と
理
と
の
客
観
的
探
究
を
多
少
犠
牲
に
し
て
も
道
心
に
第
一
の
注
意
を
梯
う
よ
う
、
彼
ら
に
強
要
し
た
の



で
あ
る
。
ま
ず
最
初
に
、
道
を
再
び
我
が
も
の
と
し
、
再
び
主
張
す
る
た
め
に
必
要
な
遁
徳
力
を
奮
い
起
こ
す
必
要
が
あ
っ
た
。
次
い
で
元
代

に
は
、
言
語
や
文
化
の
障
壁
を
越
え
て
、
そ
れ
を
他
の
人
々
の
中
に
見
出
す
必
要
性
が
あ
っ
た
。
社
禽
的
・
政
治
的
な
一
致
に
と
っ
て
、
道
心

が
鍵
で
あ
り
、
性
と
い
う
公
分
母
が
基
礎
で
あ
っ
た
。

こ
の
普
遍
的
な
性
に
射
す
る
信
仰
が
、

る
彼
の
数
育
が
、
朱
蒸
ら
が
宋
の
君
主
に
促
し
た
と
同
じ
。
正
心
。
の
モ
ン
ゴ
ル
支
配
者
へ
の
遁
麿
に
如
何
に
基
づ
い
て
い
た
か
を
、
我
々
は

既
に
見
て
き
た
。
新
た
な
科
翠
制
度
の
主
な
提
案
者
で
あ
る
程
舘
夫
に
閲
し
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
彼
は
、
右
と
同
一
の
基
本
的
教

モ
ン
ゴ
ル
人
の
聞
で
の
許
衡
の
教
育
的
努
力
に
如
何
に
表
現
さ
れ
て
い
た
か
、

ま
た
、
皇
帝
に
削
到
す

義
に
賛
成
し
た
の
で
あ
る
。
全
て
の
人
々
の
性
の
善
な
る
こ
と
と
、
す
べ
て
の
人
々
の
数
育
の
可
能
性
と
が
、
政
治
の
本
源
で
あ
っ
た
。
こ
れ

を
程
鎮
夫
は
、
皐
校
と
科
奉
制
と
を
存
績
さ
せ
る
た
め
の
根
援
と
し
て
(
直
接
引
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
他
人
の
性
を
育
む
責
任
の
外
に
、
君

主
に
は
自
ら
の
修
身
と
正
心
の
義
務
が
あ
っ
た
こ
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

元
代
に
お
い
て
、
程
朱
の
バ
ラ

ン
ス
の
も
う
一
方
、

楽
捷
は
驚
#
c
を
も
っ
て
報
告
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
理
が
放
棄
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
性
と
正
心
と
に
表
わ
れ
る
理

は
、
皐
問
研
究
の
段
階
、
机
上
の
研
究
に
よ
る
理
の
追
求
と
い
う
前
段
階
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
山
明
言
す
れ
ば
、
道
開
円
子
は
嘗
時
な
お
心
皐

で
あ
る
と
同
時
に
理
皐
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
は
土
木
だ
宗
波
的
な
線
で
分
か
た
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
引
。
こ
の
正
心
と
修
身
と
い
う
公
分
母

は
、
官
僚
制
度
の
特
性
で
あ
る
と
同
時
に
、
皐
校
の
特
性
で
も
あ
っ
た
。
賓
際
、
元
で
は
泉
校
で
ま
ず
最
初
の
定
式
化
が
な
さ
れ
、
次
い
で
そ

こ
か
ら
首
尾
よ
く
官
僚
制
度
に
浸
透
し
た
。

す
な
わ
ち
、

理
の
探
究
(窮
理
)
に
ほ
と
ん
ど
注
意
が
携
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
、
陳

- 97-

し
か
し
な
が
ら
、
も
し
こ
れ
が

4

道
統
。

に
と
っ
て
成
功
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
科
拳
制
度
に
闘
し
て

。勝
利
し
た
。

科
翠
に
よ
っ
て
救
わ
れ
な
か
っ
た
。

の
は
一
一
鵠
誰
か
と
い

う
こ
と
は
、
暖
味
な
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。

モ
ン
ゴ
ル
人
は
、

王
朝
と
し
て
は

宮
中
の
道
皐
者
た
ち

は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
朝
廷
へ
の
闘
興
か
ら
嘗
然
生
じ
る
責
任
を
ま
ぬ
か
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
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拳
校
で
、

ま
た
個
々
の
開
学
者
た
ち
の
心
の
中
で
、
新
た
な
官
僚
制
正
統
皐
読
に
賛
同
し
た
人
々
の
妥
協
と
譲
歩
と
は
、
朱
煮
自
身
な
ら
ば
そ
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仙

w

寸
自
問
。
V
E
-
-
ハ
諏
制
岬
糊
坤
〉
・
吋
宮
ω
包『
X
S
L
U
2
0
-
o
司
自
自
陣

。
同
Z
o
o
-
の
g
p
n
g
巳
ω
日
・
』
-
S
N
h
h
ミ
・
〈
o
-
-
M
同
〈
・
同
申
吋
H
・
3
・
S
I
g
-

帥
責
総
「
聖
賢
道
統
停
授
線
叙
説
」
『
責
勉
策
集
』
品
位
三
。

ω
同
前
o

M
W

同
前
。

帥
太
極
は
『
易
経
』
か
ら
導
か
れ
る
字
宙
開
闘
論
的
な
背
景
に
合
佳
さ
せ

ら
れ
て
い
る
が
、
周
敦
願
の
数
え
は
『
通
書
』
で
展
開
さ
れ
た
聖
人
の
属

性
の
た
め
に
引
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
周
敦
願
が
黄
款
の
宇
宙
論

的
視
貼
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
道
統
に
削
到
す
る
周

敦
願
の
貢
献
を
確
認
す
る
際
に
は
、
彼
が
倫
理
的
教
化
を
行
な
い
え
た
諸

要
因
を
考
察
す
る
ほ
う
が
よ
い
。

同
本
稿
第
六
章
お
よ
び
第
十
二
掌
を
見
よ
。
ま
た
、
呉
澄
「
傘
徳
性
道
問

準
高
州
記
」
『
草
鹿
呉
文
正
公
金
集
』
巻
二
二
。
お
よ
び
、
責
宗
義
『
明
儒

昼
案
』
巻
三
二
「
王
一
奄
先
生
語
録
」
を
も
参
照
。

帥
当
日
間
-Z
H岬

2
2
・
2
E
Z
M
H
曲
ロ
品
J
p
g
z
g
・
。
。
口
町
5
2
5

3
-∞
|
H
0
・
参
照
。

帥

蘇

天

爵

『
園
朝
交
類
』

(
以
下
『
文
類
』
と
略
稽
〉
所
牧
の
次
の
記
事

を
見
ょ
。
虞
集
「
鶴
山
書
院
記
」
(
巻
三

O
)
「
西
山
書
院
記
」
〈
巻
二
九
〉

「
張
氏
新
坐
記
」
(
各
一
一
一

O
)、
欧
陽
玄
「
越
忠
備
公
司
堂
記
」
(
巻
一
一
一

一)
。

納

者

-

H

r

F
『ア

Z
g
，
。
。
口
町
E
S
P
-
t
z
t
g
g
仏
明
白
E
m
z
・

2
5
ロ
F
Z
吋
言

SHσ
足
立
阿
久
旬
、
。
・

p
ミ
E
s
a
F
の
o
Z
B
-

r
E
C
ロ
2
0
Z
H
q
p
g♂

Z
o
d〈

J
円
。
円
r
・
5
8
・
3
・
E
ー
さ
・
参
照
。

帥
の
告
白
ロ
ロ
の
F
E
m
-
叫

d
r
u
g
内
向
。
、
遺
3
2
¥
」
〈
8
・
。
s
¥
R
S
認
さ
司
・

2
0
d
〈ペ
O
円
r
回

o
o
r
自
由
P
S
ミ
・
官
唱
-
N
H
C
l
ロ
・
参
照
。

帥
諸
橋
轍
次
『
儒
敬
の
目
的
と
宋
僑
の
活
動
』
大
修
館
書
広
、
一
九
二
六
、

一一一一

i
三
頁
。
お
よ
び
巧
5
m
-
z
x
の
E
P
目
。
四
円
3
z
z
a
o
v・0
諸

国
曲
。
同
口
内
田
の
v
・
0
ロ
m
F
E
Z
-
司
同
E
H
r
o
(
o
n
-
-
y
h
叫
ミ
説
明
切
な
句
、
A
H
、
』
fth・

句

E
R
ω
S
5
2
・
d
弓

5
Z
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同
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・
5
a
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目
当
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N
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I
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見

ト

ι
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帥
』
曲
目
2
、
H
，
・
。
-
F
2
・
。
、
・
円
た
・
・
3
・
怠
∞
l
g
H
・

帥

『
性
理
大
全
』
径
三
八
。

伺
島
田
度
次
『
朱
子
皐
と
陽
明
皐
』
岩
波
書
応
、
一
九
六
七
。
よ
り
極
端

な
表
わ
れ
と
し
て
は
、
同
・
4
〈
・
玄
o
F
。
。
口
町
E
n
E
口
開
3
2
5
B
E

同
r
o
J
「
E
ロ
F
ュ
。
ι
・
5
〉
・
司
・
巧
2
m
r
ス
え
・
)
・
叫
晶
君
。
。
詰
也
、
R
念
詰

3
3
R
R
E
S
-
ω
広
三
O『
ι

C

E〈
2回↑門司

?σ
曲
目
・
ω
g
ロ
町
O
L
-
s
m
N
・

Z-NN由
l
N
a
・
を
見
よ
。

帥
王
梓
材
・
鴻
雲
濠
『
宋
元
皐
案
補
選
』
各
四
九
。

帥
元
代
の
杜
曾
屠
に
つ
い
て
は
、
蒙
思
明
『
元
代
社
曾
階
級
制
度
』
龍
門

書
庖
、
一
九
六
七
再
版
、
を
参
照
。
ま
た
、
陳
垣
『
元
西
域
人
葦
化
考
』

〈

P

S

E
--
g
F
5
m
-
E
S
ι
円
、
.
の
・
。
s
E
n
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京
5
3
2
n
向
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3守
R
H
N
K
由
民
ぬ
ま
立
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E
N
h
書
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向
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h
b
q
h
h
g
h
判
。
F
ζ
g
E
B
何
回
円
曲

ω
0
2
2
7
向
。
ロ
。
句
者
Y
F
O
回
〉
口
問
。
F
5
2
・
3
・
N
S
C
を
見
ょ
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帥
制
緩
君
動
コ
克
代
科
皐
長
期
停
康
的
原
因
」
『
考
政
資
料
』
六
|
二
、

基

北
、
一
九
六
三
。

帥
『
元
史
』
径
八
一
。

M
W

士
ロ
川
幸
次
郎
「
朱
子
皐
北
傍
前
史
」
『
字
野
哲
人
先
生
白
書問
祝
賀
記
念

東
洋
皐
論
叢
』
東
方
率
舎
、
一
九
七
四
、
一
二
四
六
頁
。
な
お
、
金
で
賛

美
さ
れ
た
も
う
一
人
の
宋
儒
は
欧
陽
備
で
あ
る
。
許
文
五
「
金
源
的
文
園
」

ハ
郷
振
鐸
編
『
中
園
文
聞
学
研
究
』
立
生
書
院
、
一
九
六
三
、
所
枚
)
を
見
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ト
」
匹
。

倒

孫

克

寛

『元
代
漢
文
化
之
活
動
』
裏
却
問
中
華
書
局
、
一

九
六
八
(
以
下

『
漢
文
化
』
と
略
稽
)

一
O
九
|
三
八
頁
、
お
よ
び
安
部
健
夫

『
元
代
史

の
研
究
』
創
文
位
、
一
九
七
二
、
九
l
二
九
頁
。

倒
孫
『
漢
文
化
』

一六一一一
1
1
七
頁
。

倒
同
前
、
一
五
六

l
七
七
頁
。
お
よ
び
、
煎
酪
慶

「忽
必
列
時
代

『
替
邸

沓
俗
』
考
」
『
大
陸
雑
誌
』
一
五

一・

二
・
三。

帥
劉
乗
忠
に
関
す
る
多
方
面
に
わ
た
り
、
か
つ
有
盆
な
俸
記
は
、
次
の
も

の
を
見
ら
れ
た
い
o

zor--
ωヨ
の
F
S
(芝
佃
前
期
)
・
同
ヨ

3
3
H
門
川

F
3
2町
三

HF偽
見
2
田町、時

。L「
GNh
F一足
E
-
J
ヘ
Eロ
∞
5
同
『
曲
三
d

一g
-
-
J。
守
門
時
玄
O
ロ
om
E
可
申

f

〉
C
帥
再
a

E
C
2
2
5
2
ω
-
C
2
〈伶『
回目
ミ
・
の
g
r
o
H
3
・
回
申
吋∞
・

3
・
HI
S
-

お
よ
び
同
著
者
に
よ
る
ピ
己
主
口
町

b
E口問
(H
M
5
1
2
)
.
〉

∞

E
'

L
E
2・吋
ω。一回同

ω
E
Z
M自
ωロ
ω伸
長
。
の
ocュ
。
同
町
ハ
rzrニ
三
穴
『
ωロ

叫
4

・2
占，

MUS-〈。
一-
F
日
目

(H1
3・
3
ミ
・
3
・
g
l豆
町
・
(
以
下

ピ
ロ

ヨ
ロ
問
自
の
r
g
岡

と
略
稽
〉

開

孫

『

漢
文
化
』
一
六
八
頁
。

M

同
桃
峰
雄

「
序
江
漢
先
生
死
生
」
『
文
類
』
各
三
四
。
お
よ
び

『
新
元
史
』

巻
二
三
四
。

帥
『
元
史
』
径
一
八
九
。
『
新
元
史
』
各
二
三
四
。
孫
『
漢
文
化
』
一

五

九
頁
。
安
部
前
掲
書
三
二
頁
。

同

山
田
鹿
児
編
『
中
園
の
科
製
と
科
患
者
』
京
都
大
泉
人
文
科
聞
学
研
究
所
、

一
九
七
八
、
一
一
一
一
頁
。
ま
た
、
こ
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
民
集
「
張
氏

新
後
記
」
『
文
類
』
巻
三
O
を
見
ょ
。

M
W

蘇
天
国

『
園
朝
名
臣
事
略
』
(
以
下

『事
略
』
と
略
稽
)
各
八
、

『一冗

史
』
巻
一
五
八
。

伺
『
事
略
』
各
八
。

伺

同
前
。

側

同

前

、
各
二
ニ
。

『
元
史
』
を
一
六
四
。
孫
『
漢
文
化
』

二
三

O
頁。

帥
『
事
略
』
径
二
ニ
。

帥
『
事
略
』
巻
八
「
左
丞
許
文
正
公
」
。

帥
同
前
。

同
同
前
。

同
同
前
。

同
孫
『
漢
文
化
』
一

五
六
|
七
頁
、
一
ム
ハ
六
|
七
六
頁
、
二

O
九
|
一
一
一

頁
、
お
よ
び
二
三
四
頁
。
こ
の
態
度
は
道
同
学
者
の
み
な
ら
ず
、
全
員
数
徒

に
も
鎖
が
っ

た。

桃
川
内
吾
『
東
北
史
論
叢
』
牽
濁
商
務
印
書
館
、
一
九
七

二
、
を
見
ょ
。

帥

許

衡

『
許
文
正
公
遺
書
』
(
以
後
『
遺
書
』

と
略
構
)
巻
一
一
。

同
程
願
『
文
集
』
巻
三
。
『
近
恩
録
』
巻
七
。
(
(リ
Z
P
河
内
、
再
H
8
2・

官
-
H
∞
由
)

岡

本

稿

第
九
章
参
照
。

帥

孫
『
漢
文
化
』
一
七
六
頁
。
挑
従
吾
「
元
世
租
崇
行
孔
象
的
成
功
輿
所

遭
遇
的
困
難
」
『
史
翠
実
刊
』
二
、
一
九
六
九
、
五
頁
。

帥
『
文
類
』
巻

一
四。

削
孫
『
漢
文
化
』
一
六
九
|
七
一
頁
。

回
『
文
類
』
巻

二
ニ
。
孫

『
漢
文
化
』
一
八

O
l八
一
一
貝
。

帥
許
衡
「
園
撃
事
迩
」
『
遺
書
』
巻
末。

帥
『
事
略
』
各
八
。
孫
『
漢
文
化
』
一
六
七

・一一一一

一
頁
。
安
部
前
掲
書

三
三
頁
。
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山
田
前
掲
書
参
照
。

国
o
r
e
-
ω
自
の
F
E
r
v
E
E
口
問
自
の
F
Z
ロ
問
・
同
y
z
r

『
宋
元
風
平
案
』
巻
一
一
ニ
・
明
道
皐
案
。

程
顧
『
文
集
』
各
一
。
『
近
思
録
』
巻
七
(
の
E
P
河
内
、
R
H
E
E

司

-H
∞
ω
〉
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
島
田
前
掲
書
二
八
・
三
八
・
九
七
|
一

O
一
頁
、
お
よ
び
諸
橋
前
掲
書
七
七
三
|
五
頁
参
照
。
こ
の
問
題
を
め
ぐ

っ
て
は
、
山
崎
闇
驚
か
ら
吉
田
松
陰
、
服
部
{
子
之
吉
に
至
る
日
本
の
道
皐

者
の
開
に
、
長
い
論
争
の
歴
史
が
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
君
主
に
到
す
る
朱

官散
の
忠
節
の
態
度
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
に
相
劉
論
的
で
、
ほ
と
ん
ど
反
抗

的
で
す
ら
あ
る
と
批
列
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
島
田
は
、
彼
ら
の
朱
裂
の

讃
み
方
に
は
賛
成
し
て
い
る
が
、
そ
の
批
判
に
射
し
て
は
賛
成
し
て
い
な

い
。
な
お
、
劉
照
的
な
見
解
と
し
て
は
、
F
E
E
-
n
r
p
向
。
円
0
・

4
・
町村H4

3
・
N
S
l
H
N
.
N
N
由

I
AS-
お
よ
び
。
。
口
門
主
ω
E
S
E
E
m
♂
の
吉
国
白
H
W
M

同
M
o
-
-
c
n
巳
吋
F
O
E
m
r
y
e
、
。
足
、
更
に
。
同
門
U
F
3
2
町
、
注
目
。
h

。hvb-Y-

〈
o--

〈
-
Z
P
N
・
3
-
E
H
|
ω
・
を
見
ょ
。

帥

『

近
思
録
』

巻
七
。
2
F
E
-
河
内
、

Rasa-
唱
・
5
0
)

側
同
前
(
H
F
R
・
-
唱
・
5
ω
)
。

削
王
態
麟
『
玉
海
』
径
二
六
・
二
七
。

脚
『
四
庫
全
書
線
目
提
要
』
径
九
一
・
子
部
儒
家
類
。

脚
麓
保
孝
『
近
世
儒
昼
餐
遜
史
論
』
図
書
刊
行
倉
、
一
九
七
六
、
八
九
i

一
O
O頁
を
参
照
。

制
『
活
太
史
集
』
径
一

四
「
勤
勉
平
劉
子
L

。
お
よ
び
麓
前
掲
書
九
三
l
四
頁
。

制
『
唯
室
集
』
港
一
「
帝
皐
論
」
。

制
程
額
『
明
堂
文
集
』
巻
二
「
王
覇
論
L

。

制

程

頗

『文
集
』
巻
一
「
震
太
中
上
皇
帝
彪
詔
書」。

ω
程
額
『
二
程
遺
書
』
巻
一
九
。

川開
朱
蕪
『
晦
奄
先
生
朱
文
公
文
集
』
(
以
下
『
文
集
』
と
略
稽
〉
巻
一
一
。

お
よ
び
。
。
ロ
S
ι
ω
F
F
『
o
r
E
M
2
・
。
r
E
E弘
正
問

M
o
r
t
n
と
の
白
話
市
円
二
回

〉
・
当
円
仲
間
宮
〈
E
-Y
。
s
¥
R
E
N
d
a
g
Q
N
E
R
g
g
r
E
C
E
〈
-

HU円。曲目rHU白
N・

側

朱

策
『
文
集
』
巻
一
一
。
同
一
の
テ
l

マ
は
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
言
い
ま

わ
し
で
、
一
一
八
八
年
の
封
事
の
中
で
く
り
返
さ
れ
る
。
『
文
集
』
各

一

一
参
照
。

仰
向
前
。

問

同

前

。

間
同
前
。

側

同

前
。

仰
向
前
。

聞
こ
れ
ら
の
黙
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
朱
策
『
文
集
』
巻
一
五
。
呉

徳
秀
『
西
山
先
生
同
県
文
公
文
集
』
巻
一
八
。
同
『
大
皐
街
義
』
巻
二
四
。

指
租
爵

『
帝
翠
』
倉
一
・

一一
。

開
『
西
山
先
生
田
県
文
公
全
集
』
所
枚
。

同
』
。
『
ロ
ロ
曲
『
ι
2
p
。
。
詰
南
雲
3
6
3
h
H
書
出
。
。
月
刊
書
け
h

お
お
同
・
。
。
-
ロ
g
r
E

C
巳
〈
・
同
M
B
M
P
Z
0
4宅

J
R
E
F
s
a
-
E
M
・
吋
由
・
∞
由
・

刊
『
元
史
』
巻
一
一
五
。
山
田
前
掲
書
一

O
六
|
一

O
七
頁
。

側
E
a
r
-
E
B
門
U
F
曲
P
F
E
同
M
E
m
-
の
『
ロ
ロ
m
-
H
U
・
5
申
・
お
よ
び
、
ロ
・
∞
ω
に

引
か
れ
た
文
参
照
。

制

『
事
略
』
巻
八
。

開
同
前
。
『
一
冗
史
』
各
一
五
八
。

脚
孫
『
漢
文
化
』
一
八
三
頁
。
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帥
山
田
前
掲
書
一

O
六
|
七
頁
。
安
部
前
掲
書
三
八
頁
。

帥
許
『
遺
書
』
巻
七
「
時
務
五
事
」
。
『
文
類
』
巻
一
一
一
一
。

帥
許
「
遺
書
』
巻
七
「
箆
君
難
得
民
心
」
。
『
文
類
』
巻
二
二
。

的
公
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
「
時
務
五
事
」
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
先
駆

者
に
つ
い
て
は
、

『
二
程
遺
書』

径

一
四、

『明
堂
文
集
』
巻
三
を
見
よ
。

側
許
『
遺
書』

巻
一
一
一
「
大
摩
市
宮
略
」。

帥
同
前
。

帥
か
か
る
考
え
方
の
遁
皐
的
基
礎
に
つ
い
て
は
、

『近
思
録
』
各
八

(の

E
P
河内、
R
ぇ
g
h
-
-
Y
MC
A
-
3・
M
GI
E-NH印
同
町
)
を
見
よ
。

ま
た
者
E
m
'
Z
X
の
E
P
〉
句
。
夜
、
町
内
旬。。』

7.s
門

U
F
3
2
m
MV
玄向
。
E
e

』豆、・

?
5内
命
さ
ロ
己
主
〈

-
P何回目・

5
E
-
官官・印
N印
∞

-
E
M・
お
よ
び

奥
康

「晩
宋
及
元
之
理
皐
」
『皐
術
季
刊
』
四
|
問
、
一
九
五
六
を
多
照
。

制

許

『
遺
書』

巻
七
。

関

『
元
史
』
巻
八
一
。
楊
樹
藩
「
元
代
科
穆
制
度
」
『
園
立
政
治
大
皐
皐

報
』

一
七
、
一
九
六
八
。

側

『事
略
』
智

一
因
。

制

朱

燕

『文
集
』
を
六
九
・
七
四
。

『近
恩
鍛
』
巻
七
(
の

E
ロ
河
内
、
Ra

足
。
冶
♂
司
-
M
O
O
)

帥
『
事
略
』
各
一
四
「
権
密
董
正
献
公
」
。
ま
た
『
文
類
』
各
六
一
参
照
。

側

朱

世間
『文
集
』
巻
六
九
。

間

『
元
史
』
各
一
六
回
。

倒
『
事
略
』
径
一
=
一
。

『
元
史
』
径
二
ハ
四
。

側
『
事
略
』
巻
八
。

州
側
許
衡
『
許
魯
世
間
先
生
心
法
』

年
続
土
奇
序
文
。

〈
以
後
『
心
法
』
と
略
構
)
の
一
五

刷
滞
感
度
『
西
域
人
輿
元
初
政
治
』
図
立
蓬
濁
大
祭
文
皐
部
、
一
九
六
六
、

お
よ
び
挑
従
吾
前
田
市
論
文
を
参
照
。

剛
安
部
前
掲
書
一
五

l
二
九
頁
。
孫
『
漢
文
化
』

一
O
九
l
三
八
頁
。
亥

園
藩
「
東
北
厳
寅
幕
府
人
物
輿
遭
遇
的
困
難
」
司
大
陸
雑
誌
』
一一一一一
1

一

一
一
、
一
九
六
て
一
一
ー
一
四
頁
。

脚

部

経

『都
文
忠
公
集
』

(
乾
坤
正
気
集
所
収
)
径

一
六
「
儒
行
序」
。

安
部
健
夫
が
、
こ
の
論
必ず
に
お
け
る
封
立
す
る
熱
波
を

。文
章
源
9

と

。
徳
行
波
。
と
に
分
類
し
た
の
は
、
郁
経
の
こ
の
文
章
に
依
抽
録
し
て
い

る
(
安
部
前
掲
書
四
五
頁
)
。

剛

孫

『漢
文
化
』

一
七
三
頁
。

附
慮
執
事
「
翰
林
侍
議
士
孤
公
紳
遁
碑
」
『
文
類
』
巻
五
八
。

剛

安

部
前
掲
書
五
二
頁
。
傷
樹
藩
前
掲
論
文
一

O
O頁
。

酬
当
・
づ

r
Fミ
2
ω
一・・。、・

5
4
3・
ωB
R
-

刷

LS
ぇ
・
・
唱
団
吋
・

酬

許

『
遺
書
』
径
七

「州民
桑
翠
校」
。

川

同

前

。

川
同
前
。

川

許

『

遺
書』

巻
一
「
語
録
」
、
巻
四
「
大
翠
直
解」
。

側
『
四
庫
全
書
線
目
提
要
』
巻
三
二
・
集
部
別
集
類
宅
一
九
。

川

許

『
心
法
』
、
『
遺
書
』
巻
末
。
孫
『
漢
文
化
』
一
ご
五
頁
。

川
『
元
史
』
巻
八
て
一
一
五
。
安
部
前
掲
書
三
八
頁
。
山
田
前
掲
書

一

O
六
l
七
頁
。

川
安
部
前
掲
書
三
九
1

四
三
頁
。
孫
『
漢
文
化
』
一
八
九
、
一
九
四
、
二

二
三
頁
。

側
主
『
宋
元
皐
案
補
遺
』
各
九

O
。
孫
『
漢
文
化
』
一
一
一
五
頁
。
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室
鰻

隠
『

中
11
民高[i;hl.JI唱。

1110
rlR事

l躍
轡
~
懐
紙
」
。

室
rl"lR

以
』
唱
。
<
1
・
開
国
骨
髄
'
~
吋
o
唱。

1
-\1 11

.
 

~
思
-
l
K
煙
。

富
『

様
IR

長
{J

~
1
(
因
。

室
司
同
ど
Q
蒸
留
~
~
~
ヰ
:
，
ν
昭
~
;
I
!
t
~
重
~
~
国
.
w
~
吋
心
~
.
;
2
.

0
剣~\!!æ
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of the Ch'eng Brothers, with Chao Ting 趙鼎as the centralfigure,Fervent

criticsof Wang, they based the revision on their conviction. Around the

same time, Wang was stripped of the princely title,and his mortuary

tablet was removed from the temple of Shen-tzung. The anti-χA'^angｃａｍ･

paign, thus, seemingly took ａ 丘ｒｍroot in the Southern Sung court｡

　　

The situation,however, went through ａradical shiftonce Ch'in K'uei

秦檜came to power.　As ｏ伍cialsof the Ch'eng school, who advocated

continued war with the Chin金were purged, criticismagainst Wang too

subsided. Moreover, Ch'in was reportedly a great admirer of Wang. When

the

　

Imperial Academy was ｒｅ･established,it was probably through his

in丑uence that Wang was enshrined in the Confucian temple. The rehabili-

tationｏ１Wang was carried on on the nationwidescale thereafter,while the

Ch'eng school was continued to be treated coldly at the court｡

　　

In short, Cheng school'scriticismof Wang An-shih put itin the posi･

tion opposing the pragmatic bureaucracy. As ａ consequence, it seemed to

have lost all power to lead the real politics.The enshrining oi　Ｗａngin

the Confucian temple symbolizes this development.

The Rise of Ｎｅｏ･Confucian Orthodoxy

　　　　　　　

in Yuan China

　　　　　

ｗ. ＴｈｅｏｄｏｒｅｄｅＢａｒｙ

　　

It is well known that Chu Hsi's朱熹teaching became ａ dominant

force and virtual ０rthodoχｙ in China, Korea and Japan during later cen-

turies. That ｏｒthodoχｙ，however, was not created by Chu Hsi himself

but by others　after him. In this study are ｅχamined some of the con-

verging intellectual and political developments that led up to the adoption

of Chu's teaching as the standard for the civil service ｅχaminations, which

occurred first in the Yuan dynasty and was then confirmed by the Ming

and Ch'ing.

　　

Two teachers made important contributions to that early development,

Chen Te-hsiu 佩徳秀(1178-1235) and Hsii Heng許衡(1209-81).　They

represent ａ strain of ethico-political thought expressed in the concepts of

the “ transmission of the Way ″ or orthodox tradition (tao-t‰７１ｇ道統)and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－３－



the “ learning of the emperors and kings ” Cti-■ｗａｎｅふihhｓ訟ｈ帝王之學）

ｏＴ　ti一臨ａｈ帝學for short. Among the Four Books as commented on by

Chu Hsi, they particularly stressed the Great LearningCＴａ　hｓileh大學)and

in the eight-step method of this work they particularly emphasized the

rectification of the mind-and-heart （ｃｈｅｎｅ-hｓin正心）ａsthe way to clarify

and manifest the moral nature, which was the key to the governance of

the world｡

　　

These doctrines underlay the policies of the Neo-Confucian reformers

at Qubilai's court who became entrusted with the new system of universal

education adopted by the latter. Although Neo-Confucians　opposed the

revival of the old-style Sung and Chin ｅχaminations, the spread of the

new education led to the adoption in 1315 of reformed ｅχaminations based

primarily on the Four Books and Chu's commentaries. The Ming later

ratified the form and content of these ｅχaminations, making it ａ compre-

hensive system of education and recruitment, reinforced later by thought-

control measures, to create the full-丑edged state orthodoxy of later times.

Lin Ｔｓｅ･hsii's林則徐Policy and Thought of

　　　　

Resistance against the British

Tａｎａｋａ Ｍαｓりｏｓｈi

　　

Lin Tse-hsii planned ａ defensive war, meaning ａ protracted struggle

ultimately,in his policy against the British. His strategy depended basi-

cally upon people and laid stress on the value of naval militia composed

of outlaws as fishermen and Ｚαn-ｍｍ蛋民on the coasts of Kwangtung

and Fukien. At the same time, recognizing the power of modern British

weapons, he intended to resist the invasion by actively utilising them.

Accordingly, he memorialized the throne the urgent need to produce sophi-

sticatedcannons and construct military vessels. He also suggested that

the fund for them should be provided from the Canton Maritime Customs.

His proposal shows his pl‘ogressivenessin recognizing the Western
world,

and in this respect he was an exception　among Chinese bureaucrats
of

the time.

　　

Emperor Tao-kuang 道光帝･howe▽ｅｒ･
1‘ejectedwith anger Lin's pro-
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