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漢
時
代
に
お
け
る
向
書
程
制
の
形
成
と
そ
の
一
意
義冨

田

健

之

は

し

が

き

一
向
書
の
あ
り
方

ω
|
「
陛
下
の
喉
舌
」

二
向
書
の
あ
り
方

ω
|
「
陛
下
と
共
に
天
下
を
理
む
る
者
」

三

領
向
書
事
と
録
向
害
事

む
す
び
に
か
え
て
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t主

し

ヵ:

き

漢
時
代
の
向
書
を
扱
っ
た
専
論
と
し
て
は
、
つ
と
に
鎌
田
重
雄
氏
の
「
漢
代
の
尚
書
官

|
領
向
書
事
と
録
向
書
事
と
を
中
心
と
し
て
l
」
が

(

1

)

(

2

)

 

あ
る
。
そ
こ
に
示
さ
れ
た
氏
の
向
書
理
解
は
、
そ
の
後
多
く
の
研
究
者
の
継
承
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
お
り
、
首
一
該
問
題
に
つ
い
て
の
定
説
的

理
解
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
氏
の
向
書
理
解
は
大
略
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。
向
室
田
は
も
と
も
と
少
府
の
一
一
属
官
に
過
ぎ

な
か
っ
た
。
し
か
し
臣
下
か
ら
の
上
奏
文
の
皇
帝
へ
の
俸
達
あ
る
い
は
詔
書
の
下
達
な
ど
に
開
興
す
る
と
こ
ろ
か
ら
次
第
に
重
要
性
を
帯
び
始

め
た
。
と
く
に
全
て
の
権
力
を
一
身
に
集
め
よ
う
と
し
た
武
一
帝
一
が
、
向
書
を
直
接
に
掌
握
し
政
務
を
み
た
と
こ
ろ
か
ら
、

向
書
は
皇
帝
の
側
近

官
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
内
朝
の
中
桓
機
闘
と
し
て
園
家
の
植
機
に
輿
か
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
尚
書
を
中
橿
と
す
る
内
朝
、が

質
質
的
政
務
措
嘗
機
構
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
公
九
卿
以
下
の
い
わ
ゆ
る
外
朝
が
単
な
る
行
政
執
行
機
開
化
し
て
い
く
傾
向
を
示
す
も
の



で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
尚
書
の
権
の
増
大
は

一
方
で
前
漢
成
一
帝
期
さ
ら
に
は
後
漢
光
武
帝
期
の
組
織
的
整
備
強
化
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う

な
向
書
の
外
朝
化
を
招
く
こ
と
と
な
り
、
後
漢
中
期
以
降
、
賞
質
的
園
政
権
首
機
関
と
し
て
の
地
位
を
確
立
す
る
反
面
、
皇
帝一
の
植
機
に
興
か

る
地
位
か
ら
は
次
第
に
疎
外
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
鎌
田
氏
の
尚
書
理
解
は
、
氏
が
そ
の
は
し
が
き
で
自
ら
の
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
唐
の
三
省
六
部
制
の
萌
芽
が
漢
時
代
の
尚
書
に

み
ら
れ
る
と
し
た
う
え
で
、
漢
時
代
に
お
け
る
尚
書
の
職
掌

・
組
織
の
旗
大
の
遁
程
、
及
び
山
間
書
を
め
ぐ
る
政
権
争
奪
の
展
開
は
如
何
と
い
う

観
黙
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
氏
に
あ
っ
て
は
、
山
問
書
が
前
漢
時
代
中
頃
(
具
践
的
に
は
武
帯
期
頃
、
以
下
同
じ
)
い
か
な

る
歴
史
的
意
義
を
も
っ
て
撞
頭
し
て
き
た
の
か
、
あ
る
い
は
尚
書
は
い
か
な
る
あ
り
方
を
も
っ
て
嘗
一
該
時
期
の
支
配
の
あ
り
方
と
闘
っ
て
い
た

の
か
、
と
い
っ
た
い
う
な
れ
ば
漢
時
代
に
お
け
る
向
書
の
濁
自
の
論
理
の
解
明
と
い
う
観
貼
か
ら
の
考
察
は
必
ず
し
も
十
分
に
は
な
さ
れ
て
い

な
い
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
鎌
田
氏
の
備
蓄
の
展
開
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
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つ
と
に
第
斡

・
増
淵
龍
夫

・
西
嶋
定
生
ら
諸
氏
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
、
い
わ

(
3
)
 

ゆ
る
内
朝

・
外
朝
問
題
に
つ
い
て
の
理
解
に
ほ
ぼ
全
面
的
に
依
援
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
筆
者
は
前
稿
に
お
い
て
、
諸
先
問
問
干
の
内

(

4

)

 

朝
・
外
朝
理
解
を
再
倹
討
し
改
め
て
こ
の
問
題
を
考
察
し
た
結
果
、
大
略
つ
ぎ
の
よ
う
な
私
見
を
提
示
し
た
。
す
な
わ
ち
前
漢
武
一
帝
一
期
に
出
現

す
る
内
朝

・
外
朝
と
い
う
構
造
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
向
書
を
中
心
と
す
る
皇
帝
一
の
側
近
官
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
内
朝
が
園
政
の
貫
質
的

措
嘗
機
能
を
掌
握
し
、
三
公
九
卿
以
下
の
外
朝
の
執
行
機
関
化
を
促
し
て
い
く
と
い
う
形
で
の
、
南
者
の
組
織
的
機
能
的
分
離
と
い
う
理
解
が

定
説
化
し
て
い
た
。
し
か
し
寅
態
的
に
み
る
と
内
朝
と
外
朝
と
は
決
し
て
分
離
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
逆
に
あ
た
か
も
噛
み
合
う
ふ
た
つ
の

歯
車
の
よ
う
に
ひ
と
つ
の
組
織
(
官
僚
機
構
)
内
に
あ
っ
て
有
機
的
に
連
関
し
て
機
能
し
合
い
、
皇
帝
一
の
個
人
的
支
配
意
志
の
園
家
的
統
治
方
針

へ
の
轄
換
と
い
う
目
的
機
能
を
は
た
す
と
い
っ
た
関
係
に
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
内
朝
・
外
朝
の
出
現
展
開
は
、
前
漢
武
帝
期
頃
を
契
機
と
し
て

強
ま
っ
て
く
る

「組
織
だ
っ
た
支
配
」
の
あ
り
方
の
ひ
と
つ
の
局
面
と
し
て
の
、
官
僚
機
構
の
組
織
的
機
能
的
整
備
強
化
に
よ
る
園
家
権
力
の
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確
立
と
い
う
動
き
を
如
貫
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
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漢
時
代
の
内
朝
・
外
朝
問
題
に
闘
す
る
右
の
よ
う
な
私
見
に
大
過
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
奮
来
の
内
朝

・
外
朝
理
解
に
ほ
ぼ
全
面
的
に
依
援

し
た
こ
れ
ま
で
の
向
書
理
解
に
つ
い
て
も
、
自
づ
か
ら
再
検
討
の
必
要
性
が
生
じ
て
く
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

漠
時

代
の
向
書
も
内
朝

・
外
朝
構
造
の
出
現
と
ほ
ぼ
と
き
を
同
じ
く
し
て
撞
頭
し
て
く
る
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
雨
者
の
聞
に
漢
朝
の
支
配
の
あ
り

方
を
め
ぐ
る
有
機
的
関
連
性
を
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

本
稿
は
以
上
の
よ
う
な
観
黙
あ
る
い
は
問
題
関
心
か
ら
、
漢
時
代
に
お
け
る
向
書
の
問
題
を
取
り
翠
げ
、
そ
の
漢
時
代
に
お
け
る
あ
り
方
と

い
っ
た
こ
と
を
中
心
に
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
で
は
一
般
的
に
向
書
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
が
、
そ
れ
は
機
能
的
に
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
組
織
盤
、
あ
る
い
は
そ
の
構

成
者
と
い
っ
た
一
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
遁
宜
向
書
蓋
、
向
書
(
の
)
官
、
あ
る
い
は
列
曹
向
書
と
い
っ
た
用
語
も
使
用
す
る
。

向
書
の
あ
り
方

ω
1
「
陛
下
の
喉
舌
」
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は
し
が
き
に
の
べ
た
よ
う
な
従
来
の
尚
書
理
解
に
あ
っ
て
、
内
朝
の
中
枢
と
し
て
護
展
し
て
い

っ
た
向
書
が
そ
の
護
展
の
ゆ
え
に
次
第
に
外

朝
化
し
て
い
く
と
説
明
さ
れ
る
際
、
そ
の
論
擦
の
ひ
と
つ
の
史
料
と
し
て
奉
げ
ら
れ
る
の
が
、
後
漢
書
列
停
第
五
三
李
固
俸
の
つ
ぎ
の
記
事
で

あ
る
。今

、
陛
下
の
向
書
有
る
は
、
猶
ほ
天
の
北
斗
有
る
が
ご
と
き
な
り
。
斗
は
天
の
喉
舌
魚
り
。
向
書
も
亦
陛
下
の
喉
舌
震
り
。
斗
は
元
気
を

劃
酌
し
、

四
時
を
運
卒
す
。
向
書
は
王
命
を
出
納
し
、
政
を
四
海
に
賦
く
。
擢
偉
く
執
重
き
は
、
責
の
自
問
す
る
所
な
り
。
若
し
心
を
卒
に

せ
ず
ん
ば
、
究
管
必
ず
至
る
。
誠
に
宜
し
く
審
に
其
の
人
を
揮
び
、

以
て
聖
政
を
此
す
く
べ
し
。

今

陛
下
と
共
に
天
下
を
理
む
る
者

は
、
外
は
則
ち
公
卿
・
向
書
、
内
は
則
ち
常
侍

・
黄
門
。
嘗
ふ
れ
ば
猶
ほ
一
門
の
内
、

一
家
の
事
の
ご
と
し
。
安
き
と
き
は
則
ち
其
の
一幅

度
を
共
に
し
、
危
き
と
き
は
則
ち
其
の
禍
敗
を
逼
ず
。

こ
れ
は
後
漢
時
代
中
頃
の
順
一
帝
陽
嘉
二
年
(
一
一
一
一
一
一
一
)
に
な
さ
れ
た
李
固
の
封
の
な
か
の

一
文
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
今
」
の
向
書
の
あ
り
方



と
し
て
、

「
陛
下
の
喉
舌
」
た
る
こ
と
と
、

「
陛
下
と
共
に
天
下
を
理
む
る
者
」
と
の
ふ
た
つ
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
従
来
は
雨

者
を
切
り
離
し
た
形
で
、
と
く
に
後
者
に
尚
書
が
「
外
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
尚
書
の
外
朝
化
を
示
す
史
料
と
さ
れ
て
き
た
観
が
あ

(
5〉

る
。
し
か
し
、
右
で
は
「
今
:
:
:
、
今
:
:
:
」
と
並
列
的
に
文
章
が
績
い
て
お
り
、
そ
こ
に
雨
者
聞
の
相
互
矛
盾
あ
る
い
は
需
離
と
い
っ
た
一
一
意

味
合
い
を
見
い
出
し
え
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
雨
者
は
個
々
別
々
に
切
り
離
し
て
論
ず
べ
き
性
格
の
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
よ
う
。
要
す
る

に
、
こ
の
李
固
の
劉
に
み
ら
れ
る
「
陛
下
の
喉
舌
」
と
「
陛
下
と
共
に
天
下
を
理
む
る
者
」
と
は
、
南
な
が
ら
李
固
の
生
き
た
後
漢
中
頃
に
お

け
る
矛
盾
す
る
こ
と
な
き
尚
書
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
右
の
李
固
俸
の
記
事
は
従
来
の
取
り
翠
げ
ら
れ
方
と
は
や
や
異
な
っ
た
意
味
合
い
の
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
と

こ
ろ
で
「
陛
下
の
喉
舌
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
れ
自
瞳
具
瞳
的
貫
態
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
書
鰹
舜
血
〈
「
汝
に
命
じ
て
納
言
と
作

す
」
の
俸
に
、

納
言
。
喉
舌
の
官
。
下
言
を
聴
き
て
上
に
納
れ
、
上
言
を
受
け
て
下
に
宣
す
る
に
、
必
ず
信
を
以
て
す
。
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と
み
え
る
よ
う
に
、
下
言
の
上
達
、
上
言
の
宣
下
に
任
ず
る
官
職
に
つ
い
て
の
抽
象
的
表
現
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
前
漢
成
一
帝
の
と
き
の
人
、

揚
雄
の
尚
書
震
に
「
是
れ
機
、
是
れ
密
。
王
命
を
出
入
す
。
王
の
喉
舌
。
善
を
献
じ
美
を
宣
す
。
市
し
て
議
設
は
是
れ
折
す
」
(
義
文
類
家
巻
四

(

6

)

 

ほ
ぼ
漢
一
代
を
逼
じ
て
角
書
に
つ
い
て
の
冠
稽
的
表
現
と
し
て
固
定
化
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
漢
時
代
に

八
所
引
)
と
表
現
さ
れ
て
以
後
、

お
け
る
街
書
の
あ
り
方
の
貫
態
を
察
せ
し
め
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

一
方
同
じ
く
李
固
の
針
に
み
え
る
「
陛
下
と
共
に
天
下
を
理
む
る
者
」
と
い

う
表
現
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
や
は
り
そ
れ
自
鐙
は
抽
象
的
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
績
い
て
具
瞳
的
に
尚
書
・
公
卿
あ
る
い
は
常
侍
黄
門
(
宣

官
)
が
奉
げ
ら
れ
て
く
る
と
、
自
づ
か
ら
寅
態
を
と
も
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
こ
よ
う
。

そ
う
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
李
固
の
割
に
み
え

る
向
書
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
前
漢
中
頃
政
治
構
造
的
に
頴
在
化
し
て
く
る
尚
書
は
、
以
後
ほ
ぼ
漢
一
代
を
遁
じ
て
「
陛
下
の
喉
舌
」
と
し

て
園
政
の
中
植
に
お
い
て
機
能
を
護
揮
し
た
。
ま
た
一
方
で
向
書
は
「
公
卿
」
と
と
も
に
官
僚
機
構
と
い
う
組
織
内
に
あ
っ
て
園
政
の
運
営
を

寅
際
的
に
措
う
と
い
う
あ
り
方
を
強
め
て
き
た
が
、
そ
う
し
た
尚
書
の
ふ
た
つ
の
あ
り
方
は
決
し
て
矛
盾
劃
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
雨
な
が
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ら
漢
時
代
の
尚
書
の
撞
頭

・
設
展
を
支
払
え
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
稿
は
右
の
よ
う
な
李
固
の
割
に
つ
い
て
の
理
解
を
手
懸
り
と
し
て
、

は
し
が
き
に
の
ベ
た
よ
う
な
翻
酷
か
ら
の
考
察
を
行
な
う
も
の
で
あ

る
が
、

ま
ず
木
簡
で
は
「
陛
下
の
喉
舌
」
と
し
て
の
あ
り
方
を
考
え
、

つ
ぎ
に
次
節
に
お
い
て
「
陛
下
と
共
に
天
下
を
理
む
る
者
」
と
し
て
の

あ
り
方
を
取
り
禦
げ
る
。

さ
て

一
般
的
に
「
下
言
を
聴
き
て
上
に
納
れ
、
上
言
を
受
け
て
下
に
宣
す
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
「
喉
舌
」
の
、
漢
時
代
に
お
け
る
具
睦

的
事
象
と
し
て
は
、
臣
下
か
ら
の
上
奏
文
の
皇
帝
へ
の
俸
達
及
び
詔
書
の
宣
示
下
達
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
関
連
す
る
種
々
の
行
魚
(
例
え
ば
上
奏

文
の
披
問
、
詔
書
の
作
成
等
)
と
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

(

7

)

 

り
の
部
分
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
一

方
そ
れ
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
、
尚
書
の
内
朝
か
ら
外
朝
へ
の
時
化
、
そ
れ
に
と
も

な
う
新
た
な
植
機
機
関
の
出
現
撞
頭
(
さ
ら
に
は
そ
れ
の
繰
り
返
し
〉
と
い
っ
た
形
で
の
、
い
わ
ゆ
る
俸
統
的
中
園
官
制
史
理
解
が
生
み
出
さ
れ
て

(
8〉

き
た
と
い
え
な
く
も
な
い
。
そ
う
し
た
認
識
に
立
っ
て
本
節
で
は
、
や
や
覗
黙
を
か
え
て
や
は
り
「
陛
下
の
喉
舌
」
の
一

環
と
し
て
な
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
そ
う
し
た
こ
と
に
闘
す
る
向
書
の
開
輿
に
つ
い
て
は

す
で
に
か
な

と
考
え
ら
れ
る
向
警
の
「
責
問
」
・
「
問
紋
」
・
「
諮
問
」
機
能
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
機
能
が
前
漢
中
頃
以
降
ほ
ぼ
漢

一
代
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ま
た
そ
れ
ら
が
皇
帝
と
臣
下
と
の
直
接
的
具
位
的
接
鯛
の
場
と
し
て
機
能
す
る
も
の
で
あ

(
9
)
 

り
、
そ
れ
だ
け
に
漢
時
代
に
お
け
る
「
陛
下
の
喉
舌
」
と
し
て
の
向
書
の
あ
り
方
の
本
質
面
を
如
買
に
示
し
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
本
簡
で
は
「
陛
下
の
喉
舌
」
と
し
て
の
向
書
の
あ
り
方
の
解
明
を
第

一
義
と
し
、
向
書
の
時
代
的
質
化
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
次
節

を
通
じ
て
向
書
の
濁
占
的
掌
握
の
も
と
に
あ
り
、

以
下
で
論
ず
る
こ
と
と
す
る
。

論
を
進
め
よ
う
。

漢
書
巻
九
八
元
后
俸
に
、
成
一帝
が
外
戚
王
氏
の
度
を
越
え
た
所
業
に
怒
り
を
爆
設
さ
せ
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

是
に
於
い
て
、
上
怒
り
て
以
て
車
騎
賂
軍

(
王
)
昔
を
謹
む
。

一両

・
根
兄
弟
自
ら
鯨
制
し
て
太
后
に
謝
ら
ん
と
欲
す
。
上
、
之
を
聞
き
て

大
い
に
怒
る
。
乃
ち
向
蓄
を
し
て
司
隷
校
尉

・
京
兆
予
を
責
問
せ
し
む
。
:
:
:
司
隷
・
京
兆
の
皆
阿
縦
し
て
正
法
を
奉
奏
せ
ざ
る
を
知
れ

り
‘
と
。
二
人
、
省
戸
の
下
に
頓
首
す
。



と
あ
り
、

ま
た
漢
書
巻
八
六
王
嘉
俸
に
、
丞
相
王
嘉
が
か
つ
て
京
一
帝
の
怒
り
を
買
っ
て
菟
官
さ
れ
た
故
の
廷
尉
梁
相
ら
を
再
び
推
薦
し
、

ま
た

一
帝
の
寵
臣
董
賢
の
盆
封
に
反
劃
し
た
際
の
こ
と
と
し
て
、

後
二
十
除
目
、
嘉
、
董
賢
の
戸
を
盆
す
事
を
封
還
す
。
上
、
乃
ち
怒
り
を
瑳
す
。
嘉
を
召
し
て
尚
書
に
詣
し
責
問
せ
し
め
、
以
へ
ら
く
、

:
:
・
大
臣
の
拳
錯
は
心
を
洛
に
し
自
在
な
り
。
迷
園
間
上
は
近
き
は
君
に
由
り
て
始
る
。
持
に
遠
き
を
謂
何
せ
ん
。
肢
を
劃
せ
よ
、
と
。

嘉
克
冠
し
て
謝
罪
す
。

と
あ
る
。
右
は
と
も
に
「
責
問
」
の
事
例
で
あ
る
。
元
后
俸
の
そ
れ
は
、
外
戚
王
氏
へ
の
成
一
帝
の
怒
り
の
一
端
が
、
彼
ら
の
所
業
を
取
締
監
督

す
べ
き
司
隷
校
尉
・
京
兆
ヰ
ア
の
い
わ
ば
職
務
不
遂
行
を
督
責
す
る
と
い
う
形
で
愛
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
王
嘉
停
の
そ
れ
は
、
丞
相
の

言
動
へ
の
墓
帝
の
不
信
感
と
い
っ
た
も
の
が
強
く
震
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
責
問
」
と
は
、
根
本
的
に
は
皇
帝
一
の
生
の
感
情

そ
の
も
の
に
よ
っ
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
現
象
的
に
は
官
僚
(
官
府
)
の
職
務
不
途
行
あ
る
い
は
逸
脱
と
い
っ
た
も
の
を
劃
象
と
し
た

を
も
つ
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
右
に
は
、

そ
う
し
た

「
責
問
」

の
貫
際
的
遂
行
を
尚
書
、
が
捲
っ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
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皇
帝
の
督
責
と
い
う
形
を
と
っ
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
に
皇
帝
が
官
僚
(
機
構
)
を
統
御
(
運
用
)
す
る
う
え
で
の
支
配
意
志
の
震
現
と
い
う
性
格

が
、
そ
の
際
何
ら
か
の
背
景
(
皇
帝
と
の
個
人
的
結
び
つ
き
等
)
を
も
っ
た
特
定
の
尚
書
個
人
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、

右
に
み
え
る
「
責
問
」
の
尚
書
に
よ
る
貫
際
的
遂
行
は
、
ま
さ
し
く
「
陛
下
の
喉
舌
」
と
し
て
の
尚
書
の
職
分
の
一
環
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の

と
し
て
よ
か
ろ
う
。

さ
て
、
右
に
み
た
「
責
問
」
と
同
じ
く
、
山
間
書
が
皇
帝
と
臣
下
と
の
間
に
あ
っ
て
南
者
の
個
別
具
瞳
的
な
関
係
に
闘
興
す
る
も
の
と
し
て

「
問
肢
」
あ
る
い
は
「
問
」
(
以
下
「
開
放
」
に
統
一
)
と
い
う
の
が
あ
る
。
つ
ぎ
に
い
く
つ
か
の
事
例
を
拳
げ
る
。

ω(谷
〉
永
、
乃
ち
遷
り
て
涼
州
刺
史
と
震
る
。
京
師
に
奏
事
し
詑
へ
、
首
に
部
に
之
か
ん
と
す
。
時
に
黒
龍
東
莱
に
見
は
る
る
有
り
。
上

(
H
成
脅
)
、
出
向
書
を
し
て
永
に
問
し
、
言
は
ん
と
欲
す
る
所
を
受
け
し
む
。

ω(梁
)
統
、
復
た
上
言
し
て
日
く
、
:
:
:
願
は
く
は
召
見
を
得
ん
。

(
漢
書
巻
八
五
谷
永
停
)
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若
し
く
は
尚
書
近
臣
に
射
し
、

口
づ
か
ら
其
の
要
を
陳
べ
ん
、
と
。
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一帝

(
H
光
武
一
帝
〉
、
向
書
を
し
て
肢
を
聞
は
し
む
。
統
、
到
し
て
日
く
、
:
:
:
議
上
す
。
遂
に
寝
め
て
報
ぜ
ず
。

(
後
漢
書
列
停
第
二
四
梁
統
停
)

ω順
一
帝
の
時
、
災
異
屡
ミ
見
は
る
。
陽
嘉
二
年
三
三
三
〉
正
月
、

公
車
に
て
徴
す
。

(
郎
)
顕
乃
ち
闘
に
詣
し
章
を
奔
し
て
日
く

と
。
書
奏
す
。一帝
、
復
た
山
間
書
に
劉
せ
し
む
。
類
劃
し
て
日
く
、
:
:
:
と
。
蓋
、
顕
を
詰
し
て
日
く
、
射
に
云
ふ
、
白
虹
日
を
貫
く
は、

政
、
常
を
嬰
ず
る
な
り
、
と
。
朝
廷
は
奮
一章
に
卒
ひ
由
る
。
何
の
饗
易
す
る
所
あ
り
て
、
而
し
て
常
を
蟹
ず
と
言
は
ん
、
と
。
叉
言
ふ
、

蛍
に
大
い
に
法
令
を
舗
に
し
、
官
挽
を
革
め
易
ふ
ベ
し
、
と
。
或
は
云
ふ
、
常
を
嬰
じ
て
以
て
災
を
致
し
、
或
は
奮
を
改
め
て
以
て
異
を

除
く
、
と
。
何
ぞ
や
。
叉
陽
嘉
は
-
初
め
て
建
て
り
。
復
た
改
元
せ
ん
と
欲
す
。
何
の
経
典
に
か
擦
れ
る
。
其
れ
貧
を
以
て
封
せ
よ
、
と
。

顕
射
し
て
白
く
、
:

〈
後
漢
書
列
俸
第
二

O
下
郎
鋲
停
)

ω桓
一
帝
の
時
、
官
官
、
朝
を
専
ら
に
し
、
政
刑
暴
濫
な
り
。
叉
比
り
に
皇
子
を
失
す
。
災
異
尤
も
数
た
り
。
延
烹
九
年
三
六
六
)
、
(
裏
)
措

家
自
り
闘
に
詣
し
上
疏
し
て
日
く
、
:
:
と
。
書
奏
す
も
不
省
。
十
齢
日
、
復
た
上
書
し
て
日
く
、
:
:
:
と
。
書
上
す
。
即
ち
召
し
て
向
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書
に
詣
し
般
を
聞
は
し
む
。
措
日
く
、
:
:
:
と
。
向
書
其
の
封
を
上
す
。
詔
し
て
有
司
に
下
し
虚
正
せ
し
む
。(

後
漢
書
列
惇
第
二

O
下
褒
栂
俸
)

こ
れ
ら
の
事
例
で
は
、
皇
一帝
の
謹
一
意
に
よ
っ
て
官
僚
に
諮
問
す
る
場
合

(ω
〉
、
官
僚
の
要
請
に
よ
る
場
合

(ω)、
上
書
を
う
け
て
改
め
て
皇

一
帝
が
考
え
を
徴
す
る
場
合

(ω
・

ω)な
ど
に
「
問
賦
」
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
多
く
「
受
封
」
と
い
?
た
こ
と
を
と
も
な
っ
て
い
る

の
が
わ
か
る
。
ま
た
そ
う
し
た
「
問
朕
」
(
及
び
「
受創刊」
)
が
貫
際
的
に
は
向
書
に
よ
っ
て
機
能
さ
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。
そ
の一
意
味

で
、
こ
の
「
問
朕
」
も

「
陛
下
の
喉
舌
」
と
し
て
の
あ
り
方
の
一
端
を
貫
態
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
場
合
、
尚
書
の
「
問

朕
」
の
買
際
的
遂
行
が
あ
く
ま
で
皇
帝
一
の
側
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
嘗
然
で
あ
る
に
し
て
も
、

ωの
梁
統
俸
に
み
え
る
よ
う
に
、
臣
下

「受
針
」
が
、
皇
帝
の
召
見
に
相
賞
す
る
自
己
の
一意
見
上
達
の
手
段
と
見
倣
さ
れ
て
お
り
、

の
側
に
あ
っ

て
も
向
書
に
よ
る

「
問
紋
」

そ
れ

だ
け
に
向
書
が
皇
帝
と
ほ
ぼ

一
瞳
化
し
た
存
在
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
が
察
せ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
間
吠
」
(
あ
る
い
は
さ
き
の
「
責



問
」
)
と
い
う
形
態
は
、
表
面
的
に
は
皇
帝
一
l
向
書
l
臣
下
と
い
う
三
者
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
が
、

し
か
し
貫
質
的
に
は
皇
帝
と

尚
書
と
が
一
程
化
し
た
う
え
で
の
皇
帝
・
向
書
と
臣
下
と
の
雨
者
の
関
係
の
も
と
で
作
用
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。そ

の
貼
を
つ
ぎ
の
史
料
に
よ
っ
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
後
漢
書
列
俸
第
四
四
楊
乗
俸
に
、
桓
一
帝
の
延
蒸
七
年
(
二
ハ
四
)
頃
、
太
尉
楊
乗
が
中

常
侍
侯
賢
及
び
具
環
を
勤
奏
し
た
こ
と
を
記
し
た
の
に
績
い
て
、

書
奏
す
。

而
し
て
奏
し
て
近
官
を
劾
す
。

ゃ
、
と
。
乗
、
射
せ
し
め
て
日
く
、
:
:
:
漢
世
の
故
事
に
、
三
公
の
職
、
統
べ
ざ
る
所
は
無
し
、
と
。
尚
書
詰
す
る
こ
と
能
は
ず
。
一
帝
己

尚
書
、
召
し
て
乗
の
擦
属
に
劃
し
て
臼
く
、

公
府
は
外
職
た
り
。

経
典
漢
制
に
故
事
有
ら
ん

む
を
得
ず
、
貴
に
質
の
官
を
菟
じ
、
市
し
て
環
の
園
を
創
る
。

擢
を
行
使
し
た
の
は
、

と
あ
る
。
こ
れ
は
や
は
り
「
問
朕
」
の
ひ
と
つ
の
事
例
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
こ
こ
で
桓
一
帝
一
が
中
常
侍
侯
覚
及
び
具
環
に
射
し
て
最
終
的
に
慮
罰

「
外
職
」
た
る
太
尉
に
よ
る
「
近
官
」
中
常
侍
劾
奏
の
可
否
を
め
ぐ
る
、
出
同
書
と
楊
乗
と
の
聞
の
「
問
吠
」
と
そ
れ
へ

の
射
の
結
果
、
向
書
の
主
張
が
全
面
的
に
論
破
さ
れ
た
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
は
右
に
「
己
む
を
得
ず
」
と
あ
る
遁
り
、
桓
帝
に
と
っ
て
は
自
己
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の
意
に
半
ば
反
し
た
支
配
権
力
の
震
動
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
、

「
問
朕
」
に
お
け
る
尚
書
が
皇
帝
と
一
睡
化
し
皇
帝一

の
意
志
を
瞳
現
す
る
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
如
買
に
現
わ
し
て
お
り
、

は
「
責
閉
じ
の
場
で
の
、
皇
帝
・
尚
書
と
臣
下
と
の
南
者
の
関
係
の
想
定
が
安
嘗
な
も
の
と
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
さ
き
に
奉
げ
た
事
例

ωの
郎
顕
俸
に
、
上
奏
を
な
し
た
郎
顕
が
順
一
帝
の
命
に
よ
り
向
書
に
射
し
た
こ
と
に
績
い
て
、

を
詰
し
て
日
く
:
:
:
」
と
み
え
る
。
こ
の
「
蓋
」
は
そ
の
前
後
か
ら
推
し
て
向
書
蓋
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
こ
こ
で
の
向
書
は
、
郎

た
だ

顕
の
射
を
う
け
て
そ
の
内
容
に
つ
い
て
の
疑
問
貼
あ
る
い
は
そ
の
主
張
の
典
故
と
い
っ
た
こ
と
を
「
詰
」
し
、
改
め
て
封
を
要
求
し
た
こ
と
と

な
る
。
こ
う
し
た
行
震
が
向
書
の
全
く
濁
自
の
判
断
に
よ
る
も
の
か
ど
う
か
速
断
は
で
き
な
い
。
し
か
し
右
の
楊
乗
俸
に
み
え
る
向
書
の
機
能

そ
の
意
味
に
お
い
て
さ
き
に
の
ベ
た

「
問
朕
」

(
あ
る
い

「
蓋
、
顕
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震
揮
と
併
わ
せ
考
え
る
と
、
あ
る
程
度
向
書
の
裁
量
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

さ
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き
に
の
ベ
た
向
蓄
の
皇
帝
と
の
一
睡
化
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
郎
顕
俸
あ
る
い
は
楊
乗
俸
に
示
さ
れ
る
後
漢
中
頃
以
降
の
あ
り
方
と
し

て
は
、
向
書
が
人
格
的
存
在
と
し
て
の
皇
帝
に
包
掻
さ
れ
従
属
す
る

一
機
関
(
あ
る
い
は
そ
の
構
成
員
)
と
な
る
こ
と
で
は
決
し
て
な
く
、

L、
う

な
れ
ば
制
度
的
組
織
的
存
在
と
し
て
の
尚
書
(
あ
る
い
は
そ
の
構
成
員
)
そ
れ
自
践
が
、

人
格
的
存
在
と
し
て
の
皇
帝
の
支
配
一
意
志

ひ
い
て
は

そ
の
存
在
そ
の
も
の
を
健
制
的
に
自
己
鐙
現
し
て
い
く
と
い
っ
た
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
逆
に
い
う
と
、
皇
帝
が
尚
書

を
自
己
の
「
喉
舌
」
と
位
置
付
け
る
こ
と
に
よ
司
て
、
自
己
の
生
の
一
意
志
あ
る
い
は
存
在
そ
の
も
の
を
組
織
化
し
鐙
制
化
さ
せ
て
い
く
と
い
う

一
意
味
を
も
つ
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
、
向
書
の
時
代
的
嬰
化
と
い
う
蹴
貼
か
ら
の
考
察
を
必
要
と

し
よ
う
。
し
か
し
い
ま
ま
で
に
の
ベ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
考
え
る
と
、
右
の
よ
う
な
後
漢
中
頃
以
降
の
向
書
の
あ
り
方
は
、
前
漠
時
代
中
頃
以

降

一
貫
し
て
み
ら
れ
る
「
陛
下
の
喉
舌
」
と
い
う
大
枠
の
な
か
で
の
尚
書
の
護
展
と
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
漢
時
代
の
向
書
の
本
質
的

あ
り
方
と
み
て
も
大
過
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
あ
り
方
に
よ
る
「
陛
下
の
喉
舌
」
と
し
て
の
向
書
の
撞
頭
護
展
は
、
漢
朝
の
皇
帝
支
配
睦
制
の
も
と
で
い
か
な

る
歴
史
的
一意義
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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さ
き
に
筆
者
は

向
書
の
「
陛
下
の
喉
舌
」
と
し
て
の
機
能
設
揮
で
あ
る
「
責
問
」
の
事
例
を
取
り
穆
げ
、

の
統
御
(
運
用
)
に
閲
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
推
論
し
た
。

た
だ
し
そ
の
際
の
事
例
は

そ
れ
が
皇
帝
の
官
僚
(
機
構
)

皇
帝
の
そ
の
時
々
の
生
の
感
情
の
護
現
に
よ
る
や
や

特
殊
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
改
め
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
例
を
掲
示
し
て
み
た
い
。

例
(
蓋
寛
餓
)
左
遷
し
て
街
司
馬
と
魚
る
。

是
れ
に
先
つ
の
時
、
衛
司
馬
、

部
に
在
り
て
は
衛
尉
に
見
ゆ
る
に
、
奔
謁
し
、
常
に
衛
官
の
都

使
と
篤
り
て
市
買
す
。
寛
能
事
を
覗
る
に
、
奮
令
を
案
じ
、
迭
に
官
属
以
下
の
衡
を
行
ふ
者
を
揖
す
。
衛
尉
私
に
寛
鏡
を
使
ひ
し
て
出
で

し
む
。
寛
鏡
、
令
を
以
て
官
府
の
門
に
詣
し
上
謁
し
て
僻
す
。
向
書
、
衛
尉
を
責
問
す
。
是
れ
由
り
衛
官
、
復
た
私
に
候
・
司
馬
を
使
ひ

せ
ず
。

(漢
書
巻
七
七
蓋
寛
僕
同
開
)

制
哀
一
帝
即
位
し

中
郎
謁
者
張
由
を
遣
は
し

竪
を
賂
ゐ
て
中
山
小
王
を
治
せ
し
む
。

由
、
素
よ
り
狂
易
の
病
有
り
。

病
設
し
怒
り
て
去



り
、
西
し
長
安
に
開
る
。
尚
書
、
撞
去
の
肢
を
簿
責
す
。

(
漢
書
巻
九
七
下
外
戚
俸
孝
元
鴻
昭
儀
)

の
皇
后
の
弟
黄
門
郎
賓
篤
、
宮
中
従
り
掃
り
、
夜
、
止
姦
亭
に
至
る
。
亭
長
の
震
延
、
篤
を
遮
止
し
、
篤
が
蒼
頭
輿
に
争
ふ
。
延
遂
に
鯛
を

抜
き
篤
に
擬
し
て
、

而
し
て
態
晋
怒
口
す
。

篤
以
て
表
聞
す
。

(
章
一
帝
〉
詔
し
て
司
隷
校
尉
・
河
南
予
を
召
し
尚
書
に
詣
し
て
詰
問
せ
し

む

(
後
漢
室
田
列
俸
第
六
七
周
務
停
〉

的
是
の
時
、
大
司
農
劉
接
、
職
事
を
以
て
謹
を
被
り
、
召
さ
れ
て
備
蓄
に
詣
す
。

(
後
漢
書
列
惇
第
五
一
左
雄
偉
)

右
に
み
え
る
尚
書
の
「
責
問
」
「
簿
責
」
「
詰
問
」
(
あ
る
い
は
長
官
)
は
、
さ
き
に
み
た
「
責
問
」
と
ほ
ぼ
閉
じ
形
態
あ
る
い
は
機
能
を
も
っ

も
の
と
見
倣
し
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
さ
き
の
「
責
問
」
と
は
遣
い
、
そ
の
時
々
の
皇
帝
の
生
の
感
情
に
よ
る
も
の
と
い
う
よ
り

は
、
日
々
日
常
的
な
園
政
の
場
で
尚
書
が
な
し
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
「
責
問
」
「
簿
責
」
「
語
問
」
は
、
い
う
な
れ

ば
皇
帝
支
配
の
も
と
で
貫
際
的
に
園
政
の
運
営
を
措
う
官
僚
機
構
を
皇
帝
が
統
御
運
用
す
る
過
程
で
生
じ
た
、

個
々
の
官
僚
(
官
府
〉

の
職
務
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上
の
過
失
、
そ
の
不
透
行
、
逸
脱
に
劃
し
て
、

「
陛
下
の
喉
舌
」
た
る
尚
書
が
貫
際
上
皇
帝
に
代
わ
っ
て
そ
れ
を
な
す
こ
と
に
よ
り
、
官
僚
機

構
の
正
常
な
る
機
能
護
揮
を
園
る
、
と
い
っ
た
性
格
の
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
要
す
る
に
、
以
上
に
の
ベ
た
「
陛
下
の
喉
舌
」
と
し

て
の
備
蓄
の
あ
り
方
は
、
皇
帝
一
の
官
僚
機
構
の
統
御
運
用
に
よ
る
園
政
の
運
営
と
い
う
、
皇
一
帝
支
配
の
基
本
的
局
面
に
あ
っ
て
、
そ
の
官
僚
機

(
印
〉

構
の
統
御
運
用
を
組
織
化
し
鐙
制
化
す
る
と
い
う
意
義
を
措
う
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
後
漢
書
列
惇
第
四
四
楊
震
俸
に
、
安
一
帝
の
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

延
光
二
年
ハ
一
二
三
)
、
(
司
徒
楊
震
)
劉
慢
に
代
は
り
太
尉
と
漏
る
。
一
帝
の
異
大
鴻
腫
欧
賓
、
中
常
侍
李
閏
の
兄
を
震
に
薦
む
。
震
従
は
ず
。

賓
乃
ち
自
ら
往
き
て
震
を
候
ひ
て
白
く
、
李
常
侍
は
園
家
の
重
ん
ず
る
所
、
公
を
し
て
其
の
兄
を
辞
せ
し
め
ん
と
欲
す
。
賓
は
唯
だ
上
の

三
意
を
俸
ふ
る
の
み
、
と
。
震
日
く
、
如
し
朝
廷
、
三
府
を
し
て
辞
召
せ
し
め
ん
と
欲
せ
ば
、
故
よ
り
宜
し
く
尚
書
の
敦
有
る
ベ
し
、
と
。

遂
に
拒
み
て
許
さ
ず
。
賓
大
い
に
恨
み
て
去
る
。
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と
あ
る
。
右
に
み
え
る
「
尚
書
の
敷
」
の
漢
時
代
に
お
け
る
寅
態
的
性
格
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
三
公
府
の
僻
召
と
の
関
係
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
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(

日

)

い
て
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
し
後
者
に
つ
い
て
は
、
右
の
記
事
に
績
い
て
、
楊
震
の
酔
召
拒
否
を
聞
い
た
司
空
劉
授
が
即
座
に

そ
れ
を
鮮
召
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
楊
震
の
主
張
が
嘗
時
の
制
度
的
あ
り
方
を
ふ
ま
え
て
な
さ
れ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
よ

う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
楊
震
が
僻
召
と
い
う
太
尉
と
し
て
の
職
分
に
闘
す
る
皇
帝
の
一意一
志
を
「
尚
書
の
救
」
に
求
め
て
い
る
こ

つ
ま
り
、
太
尉
楊
震
は
外
戚
秋
賓
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
「
上
の
一
意
」
を
あ
く
ま
で
皇
帝
一
の
個
人
的
私
的
な
も
の
と
判
断
し

と
は
注
目
さ
れ
る
。

た
う
え
で
、
改
め
て
皇
帝
が
「
三
府
を
し
て
辞
召
せ
し
め
ん
と
欲
せ
ば
」
、

す
な
わ
ち
官
僚
機
構
の
運
用
を
企
園
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ

れ
は
「
向
書
の
救
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
楊
震
に
あ
っ
て
は
、

「
尚
書
の
救
」
と

は
皇
帝
一
の
支
配
意
志
の
瞳
制
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
皇
帝
の
官
僚
機
構
統
御
運
用
に
よ
る
園
政
の
運
営
は
、
そ
う
し
た
「
向
書
の
教
」
つ
ま

り
「
陛
下
の
喉
舌
」
と
し
て
の
尚
書
に
よ
っ
て
鐙
現
さ
れ
る
組
織
化
鎧
制
化
さ
れ
た
支
配
意
志
に
も
と
づ
く
べ
き
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た

と
い
え
る
。
こ
う
し
た
楊
震
の
認
識
は
、
彼
が
安
一
帝
期
に
お
け
る
外
戚
あ
る
い
は
帝
の
乳
母
と
い
?
た
私
的
勢
力
の
政
治
進
出
を
終
始
批
判
し

(

ロ

)

綴
け
て
い
る
だ
け
に
や
や
誇
張
さ
れ
た
面
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
彼
が
官
僚
機
構
を
統
轄
す
る
三
公
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る

と
、
必
ず
や
嘗
時
の
支
配
の
あ
り
方
を
ふ
ま
え
た
も
の
が
あ
る
と
み
て
大
過
な
か
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
こ
れ
ま
で
に
の
ベ
て
き
た
向
書
の
あ
り
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方
に
つ
い
て
の
私
見
を
支
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

以
上
、
前
漢
時
代
中
頃
以
降
「
陛
下
の
喉
舌
」
と
表
現
さ
れ
る
尚
書
の
あ
り
方
の
一
面
に
つ
い
て
、
や
や
推
論
を
交
え
つ
つ
論
じ
て
き
た
。

要
す
る
に
、
前
漢
時
代
中
頃
以
降
に
お
け
る
向
蓄
の
撞
頭
護
展
は
、

車
に
一
官
職
(
機
関
)
の
撞
頭
設
展
(
さ
ら
に
は
衰
退
)

と
い
う
次
元
に
解

い
ま
そ
う
し
た
向
書
の
撞

(

日

)

頭
登
展
の
歴
史
的
一
意
一
義
と
い
司
た
こ
と
に
つ
い
て
、
前
稿
で
論
じ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
考
え
る
と
ほ
ぼ
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
前
漢
時
代
中

消
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
漢
朝
の
支
配
の
あ
り
方
の
本
質
的
局
面
に
大
き
く
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

頃
以
降
、
内
朝

・
外
朝
構
造
の
出
現
と
そ
の
展
開
に
端
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
園
政
権
嘗
機
能
を
高
め
る
と
い
う
形
で
の
官
僚
機
構
の

組
織
的
機
能
的
な
整
備
強
化
と
い
う
こ
と
が
志
向
さ
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
園
政
運
営
を
買
際
的
に
措
う
官
僚
機
構
を
組
織
化
し
強
化
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
組
織
と
し
て
の
園
家
権
力
を
強
化
確
立
し
よ
う
と
す
る
、
支
配
の
あ
り
方
の
嬰
化
の
局
面
を
現
わ
す
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
そ



う
し
た
官
僚
機
構
の
組
織
化
強
化
が
志
向
さ
れ
、
ま
た
現
賓
に
も
そ
う
し
た
動
き
が
現
わ
れ
て
く
る
と
き
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
大
き
く
表
面

化
し
て
く
る
の
が
、
組
織
化
さ
れ
た
官
僚
機
構
を
皇
帝
が
い
か
に
統
御
運
用
し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
ひ
い
て
は
組
織
化
さ

れ
た
官
僚
機
構
の
頂
貼
に
立
つ
も
の
と
し
て
の
皇
脅
の
支
配
権
力
の
強
化
確
立
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
、

「
陛
下
の
喉

舌
」
と
し
て
の
尚
書
が
右
に
の
べ
た
よ
う
な
官
僚
機
構
を
め
ぐ
る
動
き
と
と
き
を
同
じ
く
し
て
撞
頭
し
て
く
る
こ
と
は
、
自
づ
か
ら
向
書
が
右

の
よ
う
な
支
配
の
あ
り
方
に
関
わ
る
問
題
に
麿
え
る
べ
き
歴
史
的
役
割
を
措
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
「
陛
下
の
喉
舌
」

と
し
て
の
尚
書
の
撞
頭
は
、
新
た
な
支
配
の
鐙
制
の
形
成
、
す
な
わ
ち
向
書
瞳
制
の
形
成
と
い
う
歴
史
的
一
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
み
て

も
大
過
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
そ
れ
は
尚
書
が
「
陛
下
の
喉
舌
」
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
結
す
る
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。

方
で
官
僚
機
構
を
め
ぐ
る
動
き
そ
の
も
の
に
尚
書
が
作
用
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
簡
を
改
め
て
そ
の
貼
を
考

察
し
て
み
た
い
。

向
書
の
あ
り
方

ω
|
「
陛
下
と
共
に
天
下
を
理
む
る
者
」
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本
簡
で
は
李
固
の
封
に
み
え
る
も
う
ひ
と
つ
の
尚
書
の
あ
り
方
と
し
て
の
「
陛
下
と
共
に
天
下
を
理
む
る
者
」
を
取
り
翠
げ
る
。

と
こ
ろ
で
、
李
固
の
封
を
み
る
と
「
陛
下
と
共
に
天
下
を
理
む
る
者
」
と
し
て
具
畳
的
に
「
外
は
則
ち
公
卿
・
向
書
、
内
は
則
ち
常
侍
・
責

門
」
が
奉
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
み
え
る
「
外
」
と
「
内
」
と
は
、
前
漢
時
代
の
内
朝
・
外
朝
構
造
の
設
展
的
解
消
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て

く
る
新
た
な
官
僚
機
構
H

「
外
」
と
、
そ
の
過
程
で
析
出
分
離
さ
れ
て
く
る
宮
中
的
存
在
と
し
て
の
「
内
」
と
い
う
貫
態
を
も
つ
も
の
で
あ

(
M〉

る
。
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
考
え
る
と
、
向
書
の
「
陛
下
と
共
に
天
下
を
理
む
る
者
」
と
し
て
の
あ
り
方
は
、

「
陛
下
の
喉
舌
」
と
し
て
の
あ
り
方

と
相
侯
っ
て
現
わ
れ
て
き
た
も
の
、

つ
ま
り
向
書
鐙
制
形
成
の
一
環
を
な
す
も
の
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
下
そ
う
し
た
観
貼
に

立
っ
て
、
前
簡
で
ほ
と
ん
ど
取
り
酎
挙
げ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
向
書
の
時
代
的
饗
化
と
い
う
局
面
を
概
親
し
つ
つ
考
察
を
準
め
て
い
く
。
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漢
時
代
に
お
け
る
向
書
を
そ
の
瑳
展
と
い
う
観
貼
か
ら
み
る
と
き
、
最
初
の
大
き
な
契
機
と
し
て
先
皐
一
致
し
て
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
前
漢
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成
一帝
建
始
四
年
(
前
二
九
〉
の
向
蓄
の
組
織
的
整
備
と
列
曹
尚
書
の
職
務
分
掌
の
明
確
化
で
あ
る
。
そ
の
際
の
曹
数
理
解
を
め
ぐ
っ
て
は
諸
説
あ

(

日

)

る
が
、
結
論
的
に
い
う
と
成
一帝
紀
の
「
向
書
員
五
人
を
置
く
」
う
ち
の
一
人
は
僕
射
で
あ
り
、
他
の
四
人
が
四
曹
に
分
た
れ
、
そ
の
後
成
一帝
緩

和
元
年
(
前
八
〉
丞
相
・
大
司
空
・
大
司
馬
に
よ
る
三
公
鐙
制
が
と
ら
れ
た
際
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
一
曹
(
三
公
曹
)
増
置
さ
れ
五
曹
と
な
っ

た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
衛
宏
の
漢
奮
儀
に
は
、
こ
の
と
き
の
列
曹
俗
書
の
職
務
分
掌
に
つ
い
て
の
記
事
が
み
え
る
が
、
そ
の
解
穣
に

つ
い
て
は
陳
啓
雲
氏
の
民
曹
尚
書
の
分
掌
事
項
を
手
懸
り
と
す
る
、
各
々
捨
嘗
官
府
(
官
僚
)
の
往
来
文
書
(
の
庭
理
)
を
掌
る
(
民
曹
尚
書
は
と

(
日
山
〉

く
に
庶
民
の
上
蓄
を
掌
る
)
と
い
う
理
解
が
安
嘗
と
考
え
る
。
と
も
か
く
も
こ
う
し
た
向
警
の
組
織
・
機
能
雨
面
に
わ
た
る
整
備
(
強
化
〉
が
、
ま

さ
し
く
「
陛
下
の
喉
舌
」
と
し
て
の
あ
り
方
の
強
化
確
立
と
い
う
方
向
に
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

因
に
、

漢
書
巻
九
九
中
王
葬
俸
に
、

葬
、
自
ら
前
に
権
を
頓
に
し
以
て
漢
の
政
を
得
た
る
を
見
、
故
に
務
め
て
自
ら
衆
事
を
掻
す
。
:
:
:
吏
民
封
事
の
書
を
上
す
れ
ば
、
官
官

を
寝
む
。
上
書
し
報
を
待
つ
者
連
年
去
る
を
得
ず
。
郡
鯨
に
拘
繋
せ
ら
る
者
赦
に
逢
ひ
て
而
し
て
後
出
ず
。
衛
卒
交
代
せ
ざ
る
こ
と

三

- 38-

左
右
聞
き
瑳
し
、
向
書
知
る
を
得
ず
。

:
・
:
・
葬
常
に
燈
火
を
御
し
、
明
に
至
る
も
猶
ほ
勝
ふ
能
は
ず
。
向
書
是
れ
に
因
り
て
姦
を
信
用
し
事

歳。

と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
王
葬
期
の
政
治
的
混
凱
の
要
因
の
ひ
と
つ
が
、
成
一帝
期
に
あ
る
程
度
制
度
化
さ
れ
て
き
た
向
書
の
「
陛
下
の
喉
舌
」

と
し
て
の
あ
り
方
を
否
定
も
し
く
は
否
定
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
を
察
せ
し
め
る
。

さ
て
、
後
漢
時
代
初
め
光
武
帝
・
明
帝
の
と
き
、
向
書
の
権
は
大
き
く
強
ま
っ
て
く
る
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
従
来
、
こ
の
時
期
向
書
が
そ
れ

(

口

)

ま
で
の
三
公
九
卿
に
代
わ
る
園
政
指
嘗
機
閥
と
し
て
の
地
位
を
ほ
ぼ
確
立
し
て
き
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
の
尚
書
を
め
ぐ
っ
て

「
尚
書
近
臣
乃
ち
前
に
煙
撲
牽
曳
せ
ら
る
る
に
至
る
」
(
申
屠
剛
健
〉
、
「
近
臣
向
書
以
下
提
捜
せ
ら
る
る
に
至
る
」

(
鍾
離
意
停
)
と
い
う
よ

は;う
に
、

向
書
の
官
が
皇
帝
一
の
巌
酷
な
る
統
御
掌
握
下
に
置
か
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
情
況
も
一
方
で
存
在
し
て
い
る
。

そ
こ
に

「札ハ」

な
る

「陛
下
と
共
に
天
下
を
理
む
る
者
」
と
し
て
の
尚
書
の
あ
り
方
を
全
面
的
に
求
め
る
こ
と
は
や
や
難
し
い
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
右
の
鍾
離



一
意
俸
の
記
事
に
績
い
て
、

唯
だ
(
尚
書
僕
射
鍾
離
)
意
、
濁
り
敢
へ
て
諌
争
し
、
数
ミ
詔
書
を
封
還
し
、
臣
下
の
過
失
は
輔
ち
之
を
救
解
す
。

と
あ
り
、
そ
の
後
鍾
離
意
が
上
疏
し
て
明
一
帯
一
の
巌
酷
な
る
官
僚
統
御
を
批
判
し
た
こ
と
に
績
い
て
、

一
一
帝
、
用
ひ
る
こ
と
能
は
ず
と
雄
も
、
然
れ
ど
も
其
の
至
誠
を
知
れ
り
。
亦
此
の
故
を
以
て
久
し
く
留
ま
る
を
得
ず
。
出
で
て
魯
の
相
と
矯

る

と
あ
る
。
こ
こ
に
み
え
る
倫
書
僕
射
鍾
離
意
の
言
動
に
は
、
表
面
的
な
が
ら
「
陛
下
と
共
に
天
下
を
理
む
る
者
」
と
し
て
の
尚
書
(
の
構
成
員
〉

の
あ
り
方
を
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
結
局
、
そ
う
し
た
あ
り
方
は
明
一
帝
の
容
れ
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
う

(

日

)

し
て
み
る
と
、
後
漢
-
初
め
に
お
け
る
向
書
の
権
の
強
ま
り
は
、
貫
際
的
園
政
運
営
へ
の
開
輿
と
い
う
面
を
も
っ
て
き
つ
つ
も
、
や
は
り
大
枠
と

し
て
は
「
陛
下
の
喉
舌
」
た
る
こ
と
の
強
化
確
立
の
動
き
と
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
の
を
察
せ
し
め
る
。

と
こ
ろ
で
、
後
漢
書
列
俸
第
一
六
章
彪
俸
に
、
大
鴻
踊
章
彪
が
章
一
帝
一
に
封
し
、
光
武
・
明
一
帝
一
期
の
「
吏
化
」
の
影
響
に
よ
る
現
在
の
弊
を
改
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め
る
べ
き
を
訴
え
た
上
疏
が
み
え
る
が
、
そ
の
な
か
に

天
下
の
橿
要
は
、
尚
書
に
在
り
。
山
皇
国
の
選
、
宣
重
ぜ
ざ
る
ベ
け
ん
や
。
市
し
て
問
者
多
く
郎
官
よ
り
此
の
位
に
超
升
す
。
文
法
に
暁
習

し
、
鹿
射
に
長
ず
と
雄
も
、
然
も
察
察
小
慧
に
し
て
、
類
と
し
て
大
能
は
無
し
。
宜
し
く
嘗
て
州
宰
を
歴
し
素
よ
り
名
有
る
者
を
簡
ぶ
ベ

し
。
準
退
脅
濯
に
し
て
、
時
に
逮
ば
ざ
る
有
る
と
雄
も
、
然
も
心
を
端
し
く
し
公
に
向
ひ
、
職
を
奉
ず
る
に
周
密
た
ら
ん
。

と
あ
る
。
こ
の
意
彪
の
上
疏
は
章
一
帝
の
納
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
み
え
る
「
尚
書
」
は
直
接
的
に
は
列
曹
尚
書
の
こ
と
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
全
鐙
と
し
て
尚
書
そ
の
も
の
の
あ
り
方
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
そ
う
し
た
上
疏
の
な
か
で
章
彪
は
、

「
天
下
の
橘
要
」
が
尚
書
に
在
り
、
従
っ
て
向
書
の
選
任
は
自
づ
か
ら
重
要
事
項
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
現
在
の
選
任
の
あ
り
方
を
批
判

し
、
改
め
て
「
州
宰
」

(
直
接
的
に
は
刺
史
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
庚
く
地
方
官
全
般
と
と
っ
て
よ
か
ろ
う
)
経
験
者
の
登
用
を
求
め
て
い
る
。

こ
れ

225 

は
、
意
彪
の
考
え
る
「
天
下
の
橿
要
」
が
、

「
文
法
に
境
習
」
し
「
陸
封
に
長
」
じ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
具
睦
的
に
治
民
と
い
っ
た
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康
く
園
政
運
営
に
関
わ
る
「
大
能
」
に
よ
っ
て
据
わ
れ
る
べ
き
、
園
政
運
営
の
中
福
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
を
察
せ
し
め
る
。
そ
の
一
意
味

で
向
書
の
「
陛
下
と
共
に
天
下
を
理
む
る
者
」
と
し
て
の
あ
り
方
が
強
く
=
意
識
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
上
疏
が
章
一
帝
の
納
れ

(
問

〉

る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
だ
け
に
、
現
賓
の
向
書
の
あ
り
方
に
大
き
く
作
用
し
て
く
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
因
に
後
漢
書
列
停
第
三
三

朱
障
博
に
、
右
の
章
彪
の
上
疏
が
な
さ
れ
た
の
と
ほ
ぼ
同
時
期
に

「
穀
貴
く
し
て
懸
官
の
経
用
足
ら
ざ
」
る
情
況
に
あ
っ
て
、
列
曹
山
間
書
が

そ
の
針
策
案
を
上
言
し
、
そ
の
可
否
を
め
ぐ
る
審
議
が
向
書
蓋
の
「
通
議
」
に
委
ね
ら
れ
た
こ
と
が
み
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
向
蓄
の
現
貫
の

あ
り
方
は
右
に
の
べ
た
こ
と
と
決
し
て
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。

な
お
、

一章一帝
期
に
お
い
て
向
書
を
め
ぐ
っ
て
右
の
よ
う
な
動
き
が
強
く
現
わ
れ
て
く
る
こ
と
は
、

前
漢
後
半
期
以
降
後
漢
初
め
に
か
け
て
の

「陛
下
の
喉
舌
」

と
し
て
の
向
書
の
震
展
に
よ
る

向
書
盟
制
形
成
の
進
展
の
動
き
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
微
視
的
に
み
る
と
、

「
素
と
人
の
明
一
帝
の
苛
切
な
る
を
厭
ふ
を
知
り
事
は
寛
容
に
従
」
(
章
帯
紀
)
っ
た
一章
一
帝
の
、
光
武

・
明
一
帝
期
の
統
治
方
針
の
轄
換
、
あ
る
い
は

そ
も
そ
も
光
武
・
明
一
帝
期
の
統
治
方
針
が
「
毎
に
旦
に
朝
を
親
、

日
灰
き
て
乃
ち
罷
む
」
(
光
武
一
帝
紀
〉
と
い
う
皇
帝
一
の
個
人
的
資
質
に
負
う
と
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こ
ろ
大
で
あ
り
、

一
九
歳
で
即
位
し
た
章
一
帝
が
そ
れ
を
継
承
し
え
な
か
っ
た
(
と
考
え
ら
れ
る
)
こ
と
な
ど
が
直
接
的
契
機
と
な
っ
た
と
も
考
え

ら
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
章
一
帝
の
の
ち
、
外
戚
及
び
官
官
の
政
治
的
準
出
と
そ
れ
に
と
も
な
う
政
治
の
混
範
を
特
徴
と
す
る
和
一
帝
・
安
一
帝
期
、
い
わ
ゆ
る

(
初
)

「
和
安
の
際
」
が
績
き
、
さ
ら
に
安
一菅崩
御
後
の
外
戚
と
官
官
と
に
よ
る
政
権
抗
争
を
経
て
、
順
帯
劉
保
の
即
位
(
延
光
四
年
、
一

二
五
)
へ
と

(

幻

〉

績
く
。
こ
の
順
一帝
期
の
政
治
情
況
に
つ
い
て
は
狩
野
直
踊
氏
の
研
究
に
詳
し
い
。
そ
れ
に
よ
る
と
順
一
帝
期
前
半
は
、
外
戚
の
存
在
も
な
く
多
く

の
人
材
が
登
用
さ
れ
、
そ
の
前
後
に
比
し
て
政
治
の
安
定
化
が
園
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で

一
方
順
一
帝一
の
即
位
に
際
し
て
は
、
向
書
が
組
織
と

し
て
そ
の
支
配
確
立
に
大
き
く
開
輿
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
治
世
に
あ
っ
て
も
、
向
書
の
官
が
順
一
帝
の
園
政
運
営
を
支
え
る
形
で
機
能
を
護

揮
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
こ
の
順
脅
期
の
政
治
の
安
定
化
は
、
向
書
の
機
能
震
揮
に
支
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
?
た
と
い
え
よ
う。

し

ま
そ
う
し
た
甑
貼
か
ら
順
一
帝
期
に
お
け
る
向
書
の
あ
り
方
を
み
て
い
き
た
い
。
因
に
、
本
稿
で
の
考
察
の
手
懸
り
と
し
て
い
る
李
固
の
針
が
な



さ
れ
た
の
が
こ
の
順
帯
期
(
陽
嘉
二
年
)
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
順
一
帝
は
安
帯
の
皇
太
子
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
に
贋
さ
れ
済
陰
王
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
安
帯
の
崩
御
、
績
い
て
即
位
し

た
少
一
帝
の
夫
逝
と
い
う
混
凱
の
な
か
、
反
外
戚
閤
氏
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ
し
た
官
官
孫
程
ら
に
よ
っ
て
擁
立
さ
れ
即
位
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
順
脅
の
即
位
に
際
し
て
は
、

一
方
に
皇
太
后
を
戴
く
外
戚
閤
氏
の
勢
力
が
依
然
と
し
て
存
す
る
な
か
、
南
宮
徳
陽
殿
に
入
っ
た
順
帯
に
封

し
、
尚
書
令
劉
光
が
百
官
を
代
表
し
て
即
位
の
た
め
の
「
瞳
儀
を
僚
案
し
分
別
具
奏
せ
ん
」
こ
と
を
要
請
し
裁
可
さ
れ
て
い
る
(
順
一
帝
紀
〉
。
ま

た
即
位
一
ヶ
月
後
の
延
光
四
年
一
一
一
月
に
は
、
山
問
書
が
、
延
光
三
年
九
月
丁
酉
に
下
さ
れ
た
皇
太
子
〈
H
順
脅
)
を
済
陰
王
と
す
る
こ
と
を
命
ず

る
(
安
需
の
)
詔
書
を
、
有
司
に
命
じ
て
回
牧
破
棄
せ
ん
こ
と
を
奏
請
し
、
や
は
り
裁
可
さ
れ
て
い
る
(
順
帯
紀
)
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、

ク

I
Jア

タ
ー
に
よ
る
擁
立
と
い
う
や
や
異
常
な
形
で
の
新
一
帝
の
即
位
に
あ
た
っ
て
、

「
陛
下
の
喉
舌
」
と
し
て
の
向
書
が
、
皇
帝
支
配
を
瞳
制
的
に
支

え
る
と
い
う
あ
り
方
そ
の
ま
ま
に
、
順
帝
の
支
配
を
正
嘗
化
し
確
立
す
る
た
め
に
機
能
し
た
も
の
と
い
え
る
。

さ
て
、
順
一
帝
期
前
半
の
政
治
の
安
定
化
の
要
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
狩
野
氏
が
指
摘
さ
れ
る
人
材
の
登
用
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
漢
書
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列
俸
第
五
一
左
周
責
列
俸
の
論
に
そ
の
あ
り
さ
ま
が
'
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
代
表
的
人
物
と
し
て
翠
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
本
俸
に
牧
載
さ

れ
て
い
る
左
雄
・
周
奉
・
賞
理
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
三
人
は
と
も
に
倫
書
の
官
と
し
て
順
一
帝
一
の
政
治
に
闘
興
し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
時

期
の
政
治
の
安
定
は
、
向
書
へ
の
人
材
の
登
用
と
そ
の
機
能
護
揮
に
よ
る
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
い
ま
そ
の
貼
を
左
雄
に
つ
い
て

み
て
み
た
い
。
彼
は
順
帯
即
位
の
と
き
議
郎
で
あ
っ
た
が
、
と
き
の
尚
書
僕
射
虞
翻
の
「
宜
し
く
擢
で
て
喉
舌
の
官
に
在
る
ベ
し
。
必
ず
や
匡

弼
の
盆
有
ら
ん
L

と
の
推
薦
に
よ
っ
て
列
曹
尚
書
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
再
選
し
て
向
書
令
と
な
り
約
六
年
間
在
任
し
て
い
る
。
そ
の
開
左

雄
は
嘗
一
該
時
期
の
園
政
運
営
の
あ
り
方
に
つ
い
て
相
縫
い
で
建
議
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
孝
廉
制
の
改
革
に
闘
す
る
建
議
が
あ

る
。
左
雄
俸
に
よ
る
と
左
雄
は
、
被
選
拳
資
格
を
四

O
歳
以
上
と
す
る
限
年
制
と
、
被
選
奉
者
を
儒
皐
・
文
吏
に
分
け
公
府
に
お
い
て
各
々
試

験
を
課
す
と
い
う
課
試
制
と
を
骨
子
と
す
る
孝
廉
制
改
革
案
を
建
議
し
、
そ
の
改
革
案
は
裁
可
さ
れ
「
郡
園
に
班
下
」
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
左
雄
の
政
治
行
動
と
尚
書
と
の
組
織
的
関
連
性
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
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し
か
し
、
左
雄
が
向
書
蓋
の

「
極
」
官
(
美
香
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侍
〉
た
る
尚
書
令
で
あ
っ
た
だ
け
に
、

必
ず
や
嘗
時
の
向
書
の
あ
り
方
、
と
く
に
「
陛
下
と
共
に
天
下
を
理
む
る
者
」
と
し
て
の
あ
り
方
に
も

と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
左
雄
の
孝
廉
制
改
革
案
が
質
施
に
移
さ
れ
た
直
後
の

こ
と
と
し
て
、
左
雄
俸
に
、

明
年
(
陽
嘉
二
年
〉
、
贋
陵
の
孝
康
徐
淑
有
り
。

ふ
、
顔
回
・
子
奇
の
如
き
有
ら
ば
、
年
歯
に
拘
ら
ず
、
と
。
是
の
故
に
本
郡
臣
を
以
て
選
に
充
つ
、
と
。
郎
屈
す
る
能
は
ず
。
雄
之
れ
を

年
未
だ
奉
に
及
ば
ず
。
蓋
郎
疑
ひ
て
而
し
て
之
れ
を
詰
す
。
謝
し
て
白
く
、

訪
問
室
直
に
日

詰
し
て
日
く
、
管
顔
回
は
一
を
聞
き
て
十
を
知
れ
り
。
孝
廉
は
一
を
聞
き
て
幾
つ
を
か
知
る
や
、
と
。
淑
以
て
劃
す
る
無
し
。
乃
ち
詰
め

て
郡
に
却
く
。
是
に
於
い
て
済
陰
太
守
胡
庚
等
十
除
人
、
皆
謬
奉
に
坐
し
て
菟
期
せ
ら
る
。
:
:
:
是
れ
自
り
牧
守
畏
懐
し
、
敢
て
軽
穆
す

る
無
し
。

と
あ
る
。
左
雄
の
改
革
案
に
よ
る
と
、
そ
の
孝
廉
選
奉
は
三
公
府
に
よ
っ
て
貫
際
的
運
用
が
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
右
で
は
向
書
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が
組
織
と
し
て
そ
の
正
常
な
る
運
用
を
圃
る
と
い
う
高
次
か
ら
の
閥
輿
を
な
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
に
閲
し
て
、
左
雄
の
あ
と
に

向
書
令
と
な
っ
た
寅
趨
は
、
左
雄
の
孝
康
制
改
革
が
「
猶
ほ
遣
す
所
有
」
る
と
し
て
そ
の
整
備
強
化
を
園

っ
て
い
る
(
寅
趨
俸
)
が
、
こ
れ
も
右

の
よ
う
な
孝
廉
選
準
制
度
へ
の
向
書
の
閥
興
の
仕
方
を
窺
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
園
政
運
営
事
項
へ
の
尚
書
の
開
興
の
仕

方
は
、
右
に
み
る
限
り
、
患
に
三
公
(
九
卿
)
と
並
列
的
に
並
ぶ
も
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
従
来
有
し
て
い
た
園
政
運
営
機
能
を
全
面
的
に
奪

う
も
の
と
い
っ
た
観
貼
か
ら
は
把
え
ら
れ
な
い
。

つ
ま
り
、
尚
書
は
三
公
九
卿
の
政
務
執
行
を
よ
り
高
い
次
元
か
ら
統
轄
運
用
す
る
と
い
う
機

能
を
捻
う
が
、
そ
れ
は
尚
書
・
三
公
九
卿
以
下
全
瞳
と
し
て
ひ
と
つ
の
組
織
盟
H
官
僚
機
構
を
構
成
す
る
も
の
と
い
っ
た
翻
貼
か
ら
み
る
べ
き

も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
貼
に
つ
い
て
、
山
田
勝
芳
氏
は
財
政
機
構
面
で
の
後
漢
時
代
の
尚
書
と
大
司
農
と
の
閥
係
を
考
察
さ
れ
、
「
財
政
政

策
全
般
の
権
限
は
向
書
が
掌
握
し
、
大
司
農
丞
以
下
は
そ
の
忠
質
な
履
行
に
首
る
」
と
さ
れ
た
う
え
で
「
(
大
司
設
は
)
即
ち
単
な
る
質
務
執
行

(
明
以
〉

機
開
化
す
る
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
三
公
九
卿
の
そ
れ
ま
で
の
あ
り
方
か
ら
す
る
と
、
山
田
氏
の
よ
う
な
理
解
も
首
肯
さ
れ
る
面
が

あ
る
。
し
か
し
筆
者
は
、
そ
こ
に
向
書
に
よ
る
三
公
九
卿
以
下
の
政
務
、
途
行
の
統
轄
運
用
と
い
う
形
で
の
、
国
政
の
貫
際
的
運
営
を
捨
う
漢
朝



官
僚
機
構
の
組
織
的
機
能
的
な
強
化
確
立
の
動
き
を
看
取
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
要
す
る
に
、

て
の
尚
書
の
あ
り
方
は
向
書
の
外
朝
化
あ
る
い
は
従
来
の
三
公
九
卿
に
代
わ
る
政
務
猪
嘗
機
関
化
と
い
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、

俗
書
と
三
公
九
卿
以
下
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
、
組
織
と
し
て
の
園
政
捨
嘗
機
能
を
強
め
た
、
新
た
な
官
僚
機
構
の
形
成
と
い
っ
た
一
意
味
を

「
陛
下
と
共
に
天
下
を
理
む
る
者
」
と
し

も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
に
の
ベ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
順
一
帝
陽
嘉
二
年
に
な
さ
れ
た
李
固
の
射
に
み
え
る
尚
書
理
解
が
、

「
陛
下
の
喉
舌
」
と
「
陛
下

と
共
に
天
下
を
理
む
る
者
」
と
の
あ
り
方
を
雨
な
が
ら
強
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
漢
朝
支
配
鐙
制
の
ま
さ
し
く
中
極
機
構
と
し
て
の
地
位
を
ほ

ぼ
確
立
し
た
向
書
の
賓
態
を
ふ
ま
え
て
な
さ
れ
た
の
が
確
認
で
き
た
と
考
え
る
。
と
こ
ろ
で
そ
う
し
た
形
で
の
向
書
の
機
能
護
揮
を
支
え
る
も

の
と
し
て
「
向
書
故
事
」
の
存
在
が
指
摘
で
き
る
。
最
後
に
そ
れ
を
み
て
お
こ
う
。
左
雄
俸
に
、
順
一
帝
が
そ
の
乳
母
宋
蛾
を
援
立
の
功
を
も
っ

て
山
陽
君
に
封
じ
よ
う
と
し
た
の
に
射
し
、
山
門
書
令
左
雄
が
そ
れ
を
諌
争
し
た
こ
と
が
み
え
て
い
る
。
そ
の
上
奏
文
中
に
、

臣
、
伏
し
て
詔
書
を
見
る
に
、
阿
母
の
奮
徳
宿
恩
を
顧
念
し
、
特
に
顛
賞
を
加
へ
ん
と
欲
す
。
尚
書
の
故
事
を
案
ず
る
に
、
乳
母
爵
ロ巴
の
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制
は
無
し
。

と
あ
り
、
そ
の
上
奏
が
な
さ
れ
た
の
ち
の
こ
と
と
し
て
、

雄
の
言
、
数
ミ
切
至
な
り
。
蛾
も
亦
畏
曜
し
辞
譲
す
。
市
し
て
一
帝
態
態
と
し
て
己
む
能
は
ず
。
卒
に
之
れ
を
封
ず
。

「
尚
書
の
故
事
」
を
も
っ
て
す
る
向
書
令
の
諌
争
が
、
乳
母
封
岳
町
を
押
し
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
、
順

一
一
帝
に
か
な
り
の
動
揺
を
輿
え
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
は
、

の
を
編
録
し
た
も
の
、

一
般
的
に
故
事
と
は
、
時
々
に
出
さ
れ
る
詔
款
の
な
か
で
後
世
永
く
法
則
と
な
り
う
る
も

(

お

〉

つ
ま
り
成
例
と
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
「
向
書
の
故
事
」
と
は
、
尚
書
が
保
有
し
そ
の
政
務
慮
理
の
判
断
材
料

つ
ま
り
「
向
書
の
故
事
」
は
、
向
書
が
そ
の
機
能
を
設
揮
す
る
際
の
ま
さ
し
く
法
制
上

と
す
る
漢
朝
の
成
例
と
い
っ
た
意
味
の
も
の
と
な
る
。
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の
根
援
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
ま
た
同
じ
く
左
雄
停
に
は
「
雄
、
納
言
を
掌
り
て
自
り
匡
粛
す
る
所
多
し
。-章

・
表
・
奏
・
議
有
る
毎
に
、

蓋
閣
以
て
故
事
と
信
用
す
」
と
み
え
て
お
り
、
出
向
書
自
鐘
と
し
て
そ
の
機
能
護
揮
の
法
制
的
根
擦
を
形
成
し
え
た
の
が
察
せ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
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こ
と
は
、
直
接
的
に
は
向
書
が
濁
自
に
構
成
さ
れ
る
機
構
と
し
て
の
局
面
を
強
く
も
っ
て
き
た
の
を
一
意
味
す
る
。
し
か
し
さ
き
に
の
べ
た
こ
と

を
ふ
ま
え
る
と
、
そ
れ
は
向
書
そ
れ
自
慢
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、

ひ
い
て
は
漢
朝
官
僚
機
構
全
鐙
の
組
織
と
し
て
の
園
政
捲
嘗
機
能
強
化

に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
二
節
に
わ
た
っ
て
、
漢
時
代
に
お
け
る
向
書
の
あ
り
方
を
便
宜
上
「
陛
下
の
喉
舌
」
と
「
陛
下
に
共
に
天
下
を
理
む
る
者
」
と
に
分
け

て
論
じ
て
き
た
。
し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
ふ
た
つ
の
あ
り
方
は
各
々
分
離
し
並
存
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
有
機
的
に
連
関

し
雨
な
が
ら
向
書
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
要
す
る
に
、

漢
時
代
の
向
書
は

「
陛
下
の
喉
舌
」
と
し
て
皇
帝
支

配
を
組
織
化
し
腫
制
化
し
て
い
く
と
同
時
に
、

「
陛
下
と
共
に
天
下
を
理
む
る
者
」
と
し
て
組
織
化
さ
れ
た
新
た
な
官
僚
機
構
を
そ
の
中
植
に

あ
っ
て
形
成
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
漢
時
代
に
お
け
る
向
書
の
撞
頭
震
展
は
、
漢
朝
の
新
た
な
支
配

践
制
と
し
て
の
衛
書
韓
制
の
形
成
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
皇
帝
を
頂
黙
と
す
る
組
織
化
さ
れ
た
園
家
権
力

の
形
成
と
い
う
一
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
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領
向
書
事
と
録
向
書
事

漢
時
代
に
お
け
る
尚
書
の
あ
り
方
と
大
き
く
絡
む
問
題
と
し
て
、
前
漢
時
代
の
領
向
書
事
と
後
漢
時
代
の
録
向
書
事
と
が
あ
る
。
本
節
で
は

こ
の
問
題
を
取
り
奉
げ
、
こ
れ
ま
で
に
の
ベ
て
き
た
尚
書
の
あ
り
方
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
す
る
。

こ
の
領
尚
書
事
と
録
向
書
事
と
に
つ
い
て
は
、
従
来
と
も
に
向
書
を
組
織
的
機
能
的
に
統
轄
総
領
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
園
政
の
実
質
的

最
高
権
力
を
掌
握
す
る
も
の
で
あ
り
、

後
漢
時
代
の
録
向
書
事
は
前
漠
時
代
の
領
向
書
事
の
制
度
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
?
た
理
解
が
な

(
M
)
 

さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
れ
も
従
来
の
向
書
理
解
と
同
じ
く
、
や
は
り
奮
来
の
内
朝
・
外
朝
理
解
に
ほ
ぼ
全
面
的
に
依
接
し
た
も
の
で
あ
る
だ

け
に
、

必
ず
し
も
安
嘗
な
も
の
と
は
い
い
難
く
、
前
節
ま
で
の
考
察
結
果
を
ふ
ま
え
た
再
検
討
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

そ
こ
で
ま
ず
領
尚
書
事
を
取
り
摩
げ
る
。
と
こ
ろ
で
漢
書
を
七
四
丙
士
ロ
俸
に
、



震
氏
の
諒
せ
ら
る
に
及
び
、
上
拐
ら
親
政
し
、
尚
書
の
事
を
争
る
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
武
一
帝
崩
御
以
降
、
霊
光
さ
ら
に
霊
山
と
領
尚
書
事
を
ほ
ぼ
濁
占
し
て
き
た
塞
氏
が
、
宣
一
帝
の
地
節
目
年
(
前
六
六
)
訣
せ
ら
れ

た
の
ち
、
宣
帯
が
親
政
を
開
始
す
る
が
、
そ
の
皇
一
帯
一
親
政
の
柱
と
し
て
「
向
書
の
事
を
省
る
」
こ
と
が
あ
っ
た
の
を
示
し
て
い
る
。
そ
う
す
る

と
前
漢
時
代
中
頃
以
降
尚
書
位
制
の
形
成
が
志
向
さ
れ
て
く
る
と
き
、
皇
帝
一
の
「
尚
書
の
事
を
省
」
る
こ
と
が
そ
の
本
来
的
(
正
常
な
〉
あ
り
方

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
そ
の
こ
と
か
ら
大
ま
か
に
い
う
と
、
領
尚
書
事
が
、
皇
一
帝
の
「
尚
書
の
事
を
省
」
る
こ
と
を
め
ぐ
っ
て

現
わ
れ
る
そ
の
補
完
的
機
能
を
措
う
も
の
で
あ
っ
た
の
が
預
想
で
き
る
。
な
お
、
皇
帝
が
「
尚
書
の
事
を
省
」
る
こ
と
の
貫
態
に
つ
い
て
は
不

明
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
「
喉
舌
」
た
る
尚
書
か
ら
上
が
っ
て
く
る
上
奏
文
等
を
皇
帝
が
直
接
的
に
慮
理
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。さ

て
、
武
一
帝
崩
御
以
降
領
向
書
事
で
あ
っ
た
霊
光
が
、
宣
脅
の
地
節
二
年
(
前
六
八
)
に
嘉
ず
る
と
、
霊
光
の
兄
の
孫
霊
山
及
び
車
騎
将
軍
光

緑
動
張
安
世
が
領
街
害
事
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
張
安
世
に
つ
い
て
、
漢
書
巻
五
九
の
本
俸
に
、

後
数
日
、
覧
に
奔
せ
ら
れ
大
司
馬
車
騎
将
軍
と
震
り
、
備
書
の
事
を
領
す
。

-
・
・
後
歳
絵
、

(帯佳
)
百
問
謀
反
し
、
宗
族
を
夷
せ
ら
る
。
安
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世
素
よ
り
小
心
畏
思
た
り
て
、

:
・
職
権
機
を
典
る
に
、

め
、
己
に
決
す
毎
に
、
輔
ち
病
を
移
し
て
出
ず
。
詔
令
有
る
を
聞
き
、
乃
ち
驚
き
、
吏
を
し
て
丞
相
府
に
之
き
て
聞
は
し
む
。
朝
廷
の
大

己
に
内
に
憂
ふ
。

謹
慎
周
密
を
以
て
自
著
た
り
。

外
内
閲
無
し
。
大
政
を
定

臣
自
り
其
の
議
に
興
か
る
を
知
る
莫
し
。

と
み
え
て
い
る
。
右
の
「
大
政
を
定
め
」
以
下
の
部
分
は
、
そ
の
ま
え
の
「
職
極
機
を
典
る
」
の
兵
瞳
的
内
容
、

つ
ま
り
張
安
世
が
領
向
書
事

と
し
て
な
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
も
の
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
は
宣
一
帝
一
が

「向
書
の
事
を
省
る
」
こ
と
を
も
っ
て
親
政
を
行
な
っ
て
い

た
と
き
の
こ
と
と
な
る
。
そ
う
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
右
を
み
る
と
、
領
向
書
事
と
し
て
の
張
安
世
が
大
政
(
を
定
む
る
)
の
議
に
興
か
る
(
顔

師
古
の
注
に
「
奥
は
、
讃
み
て
預
か
る
と
臼
ふ
」
と
あ
る
)
こ
と
が
あ
っ
た
の
が
わ
か
る
。
こ
の
大
政
の
議
と
は
、
丞
相
以
下
朝
廷
の
大
臣
は
そ
れ
に

231 

開
興
せ
ず
、
そ
の
結
果
が
詔
令
と
し
て
下
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
-
初
め
て
そ
れ
を
知
り
う
る
と
い
っ
た
性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
皇
帝一
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の
い
わ
ゆ
る
大
権
行
痛
と
し
て
の
園
策
決
定
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
右
で
の
張
安
世
は
、
自
己
の
領
向
書
事
と
し
て
の
大
政
の
議

へ
の
閲
輿
を
病
に
託
し
て
カ
モ
フ
ラ
l
ジ
ュ
し
て
い
る
。
そ
れ
は
富
氏
訣
滅
後
、
彼
が
「
内
憂
」
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
そ
れ
に
し
て
も
領
向
書
事
が
尚
書
を
組
織
的
機
能
的
に
統
轄
す
る
と
い
う
形
で
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
張
安
世
の

(

お

)

場
合
、
病
に
託
し
て
大
政
の
議
に
閥
輿
し
な
か
っ
た
こ
と
は
い
え
て
も
、
(
部
下
の
〉
吏
を
丞
相
府
に
遣
わ
し
て
詔
令
の
内
容
を
聞
か
せ
る
と
い

っ
た
こ
と
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
領
尚
書
事
の
ひ
と
つ
の
権
限
と
し
て
の
大
政
の
議
へ
の
閲
興
は
、
基
本
的
に
は
領

向
書
事
者
の
皇
帝
と
の
闘
係
に
よ
る
個
人
的
関
輿
と
い
っ
た
性
格
の
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
、
皇
帝
が
「
尚
書
の
事
」
を
十
全
に
「
省
」
れ
な
い
場
合
、
そ
こ
で
の
領
向
書
事
の
あ
り
方
は
.
と
う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

を
一ホ
す
の
は
、
武
一帝
崩
御
後
の
霊
光
の
領
向
書
事
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
そ
の
際
の
領
向
書
事
の
権
限
と
し
て
、
上
奏
文
の
披
閲
と
そ
れ
に
よ

る
上
奏
文
の
扉
去
と
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
因
に
そ
の
こ
と
を
示
す
漢
書
巻
七
四
貌
相
俸
の
記
事
を

叉
故
事
に
、
諸
と
の
上
書
す
る
者
、
皆
二
封
を
信
用
り
て
、
其
の
一
に
署
し
て
副
と
日
ふ
。
向
書
を
領
す
る
者
、
先
ず
副
封
を
設
き
、
言
ふ
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摩
げ
て
お
く
。

所
善
か
ら
ざ
れ
ば
扉
去
し
て
奏
せ
ず
。

(

お

)

な
お
宣
一帝
の
「
向
書
の
事
を
省
る
」
こ
と
は
、
こ
れ
を
否
定
し
た
と
こ
ろ
に
現
わ
れ
て
い
る
。
さ
て
、
こ
う
し
た
上
奏
披
閲
穫
と
い
う
べ
き
領

向
書
事
の
権
限
は
、

さ
き
の
大
政
の
議
へ
の
開
興
と
い
う
権
限
と
相
侯
っ
て
、
昭
一
帝
一
期
か
ら
宜
一
帝
期
初
め
に
か
け
て
の
霊
光
の
政
治
的
地
位
の

確
立
に
大
き
く
作
用
し
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
か
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
領
向
書
一
事
の
上
奏
披
閲
樺
も
そ
れ
白
鶴
自
己
完
結
的
に
園
政
の
質

権
の
掌
握
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
。

漢
書
巻
六
八
窪
光
俸
に

霊
光
と
針
立
し
て
い
た
左
将
軍
上
官
築
(
彼
は
領
向
書
事
霊
光
の
「
副
」
で

あ
っ
た
)
が
御
史
大
夫
桑
弘
羊
ら
と
と
も
に
燕
王
旦
と
結
ん
で
霊
光
を
排
除
せ
ん
と
し
、

燕
王
旦
に
よ
る
霊
光
弾
劾
の
上
奏
を
な
し
た
と
き
の

こ
と
と
し
て
、

光
の
出
休
の
日
を
候
司
し
、
之
れ
を
奏
す
。
策
、
中
従
り
其
の
事
を
下
し
、
桑
弘
羊
嘗
に
諸
大
臣
と
共
に
光
を
執
退
せ
ん
と
欲
す
。
書
奏



す
も
、
帝
下
す
を
肯
ぜ
ず
。

と
あ
り
、
領
尚
書
事
の
権
限
と
し
て
の
上
奏
披
閲
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
皇
帝
一
の
上
奏
の
裁
可
と
い
う
大
権
行
震
に
規
制
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た

の
が
察
せ
ら
れ
よ
う
。
従
っ
て
、
そ
う
し
た
権
限
を
も
っ
て
領
尚
書
事
に
よ
る
園
政
の
寅
穫
の
掌
握
と
は
い
え
な
い
こ
と
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
領
尚
書
事
と
尚
書
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
結
論
的
に
い
う
と
南
者
の
聞
に
組
織
的
機
能
的
な
統
轄
閥
係
が
あ
っ
た
と

は
見
倣
し
難
い
。
例
え
ば
、
中
書
官
官
が
大
き
く
表
面
化
し
て
く
る
元
一
帝
期
、
尚
書
令
五
鹿
充
宗
以
下
の
向
書
員
が
皆
中
書
令
石
顧
の
「
黛
」

で
あ
っ
た
た
め
、
領
向
書
事
周
堪
は
そ
の
権
限
を
ほ
と
ん
ど
行
使
し
え
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
(
劉
向
俸
〉
。
ま
た
領
尚
書
事
董
賢
は
哀
帝
の

向
書
の
組
織
的
機
能
的
統
轄
者
、

王
奔
の
命
を
う
け
た
尚
書
に
弾
劾
さ
れ
結
局
自
殺
し
て
い
る
(
董
賢
停
〉
。
こ
う
し
た
こ
と
は
や
や
表
面
的
な
が
ら
も
、
領
向
書
事
が

(

幻

)

つ
ま
り
組
織
の
長
で
は
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
生
じ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

崩
御
後
、

以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
前
漢
時
代
の
領
山
内
書
事
は
、
皇
帝
が
自
ら
「
向
書
の
事
を
省
る
」
こ
と
を
も
っ
て
親
政
を
な
す
場
合
、
皇
帝

の
大
権
行
震
と
し
て
の
園
策
決
定
に
閥
興
す
る
権
限
を
有
し
、

- 47ー

ま
た
皇
帝
が
年
少
等
に
よ
り
十
全
に
「
向
書
の
事
を
省
」
れ
な
い
場
合
、
右
と

(
お
〉

併
わ
せ
て
そ
の
代
行
的
権
限
と
し
て
上
奏
文
の
披
閲
行
震
を
な
し
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
領
向
書
事
の
擢
限
機
能
は
、
と
も

に
領
向
書
事
が
向
書
を
直
接
統
轄
し
た
と
こ
ろ
に
護
揮
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
い
う
な
れ
ば
皇
帝
の
側
に
あ
っ
て
、
本
来
皇
帝
が
「
角
書
の

事
を
省
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
行
使
す
る
大
権
行
震
を
補
完
す
る
と
い
っ
た
あ
り
方
に
よ
る
も
の
と
み
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
貼
、
領

向
室
百
事
就
任
者
の
多
く
が
、
皇
帝
の
信
任
官
僚
あ
る
い
は
外
戚
な
ど
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
右
の
よ
う
な
領
向
書
事
の
あ
り
方
を
察
せ
し
め
る
も

の
が
あ
る
。

因
に
、
こ
う
し
た
領
尚
書
事
と
絡
ん
で
現
わ
れ
て
く
る
も
の
に
、
宣
・
元
一
帝
期
の
中
書
官
官
が
あ
る
。
こ
の
中
書
官
官
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

(

却

)

を
備
蓄
の
機
能
あ
る
い
は
組
織
と
関
連
附
け
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
研
究
が
あ
る
。
し
か
し
筆
者
は
、
そ
れ
が
宣
一
帝
一
期
の
領
尚
書
事
の
上
奏
披

闘
機
能
の
形
霞
化
と
い
う
動
き
の
な
か
で
現
わ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
直
接
的
に
は
領
備
蓄
事
と
の
関
連
に
お
い
て
理
解
す
べ
き
も

の
と
考
え
て
い
る
。
い
ま
そ
れ
を
論
ず
る
徐
裕
は
な
い
が
、
私
見
の
一
端
を
の
べ
て
お
く
。
漢
書
巻
七
九
鴻
野
王
俸
に
、

233 
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数
年
、
御
史
大
夫
李
延
害
病
卒
す
。
位
に
在
る
も
の
多
く
(
大
鴻
雄
官同
)
野
王
を
暴
ぐ
。
上
、
向
書
を
し
て
中
二
千
石
を
選
第
せ
し
む
。
市

し
て
野
王
の
行
能
第

一
た
り
。

と
あ
り
、
ま
た
漢
書
巻
九
三
石
顕
俸
に
は
、
向
書
の
選
第
を
う
け
た
元
一帝
が
、
中
書
令
石
額
に
そ
れ
に
つ
い
て
諮
問
し
、
石
頴
の
反
封
の
一
意
見

を
納
れ
て
鴻
野
王
登
用
を
断
念
し
た
こ
と
が
み
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
中
書
官
官
は
向
書
と
は
別
の
次
元
で
機
能
を
護
揮
す
る
も
の
で
あ
り
、

(

ぬ

〉

右
に
み
え
る
皇
帝
の
意
志
決
定
過
程
へ
の
開
輿
と
い
う
局
面
に
お
い

て
は
、
領
向
書
事
の
あ
り
方
と
の
類
似
性
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

だ
け
に
そ
う
し
た
中
書
官
官
の
進
出
に
よ
っ
て
、
元
一帝
期
の
領
尚
書
事
、
粛
望
之
あ
る
い
は
周
堪
の
悲
劇
が
生
じ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ

(

但

〉

A
ノ
。

つ
ぎ
に
後
漢
時
代
の
録
尚
書
事
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
後
漢
書
百
官
志

一
に
は
、
録
向
書
事
に
は
上
公
た
る
太
停
が
任
ぜ
ら
れ

る
が
、
そ
の
太
停
は
皇
帝
即
位
時
に
置
か
れ
、
そ
の
人
物
が
亮
ず
る
と
省
か
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
後
漢
時
代
に
は
こ
の
太
停
以
外
に
も
太

尉
・
司
徒
・
司
空
の
一
一
一
公
、
あ
る
い
は
大
将
軍
が
録
尚
書
事
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
も
お
お
む
ね
皇
帝
の
即
位
前
後
に
置
か
れ
、
皇
帝

(

M

M
〉

が
ほ
ぼ
成
人
に
達
す
る
と
省
か
れ
て
お
り
、
三
公
の
登
用
の
多
い
こ
と
と
併
わ
せ
録
尚
書
事
の
あ
り
方
を
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

後
漢
書
巻
三
章
一
帝
紀
の
永
卒

一
八
年

(
七
五
〉
多
十
月
丁
未
の

さ
て
、

- 48-

後
漢
時
代
の
録
尚
書
事
の
初
見
は

第
三
代
章一帝
の
即
位
の
と
き
で
あ
る
。

刀
ロ
ヂ
」
、

吾-ロ
b
v

朕
、
砂
身
を
以
て
、
王
侯
の
上
に
託
し
、
高
機
を
統
理
す
る
に
、

販
の
中
を
失
ふ
を
懐
れ
、
競
競
業
業
と
し
て
未
だ
済
す
所
を
知
ら
ず
。

深
く
惟
ふ
に
、
守
文
の
主
は
必
ず
師
停
の
官
を
建
つ
。
:
:
:
行
太
尉
事
筒
郷
侯
(
越
)
章
恵
は
三
世
位
に
在
り
、
園
の
元
老
魚
り
。
司
空
(
牟
)

融
は
職
を
典
る
こ
と
六
年
、
勤
務
怠
ら
ず
。
そ
れ
葺
を
以
て
太
停
と
矯
し
、
融
を
太
尉
と
魚
し
、
並
に
録
向
書
事。

と
あ
る
。
な
お
章
一帝
は
一
九
歳
で
即
位
し
て
い
る
。
右
の
超
嘉
及
び
牟
融
は
と
も
に
光
武
・
明
一
帝
期
に
地
方
官
・
九
卿
あ
る
い
は
三
公
を
歴
任

し
、
そ
の
関
越
葺
は
皇
帝
支
配
秩
序
の
確
立
に
霊
力
し
、

ま
た
牟
融
は
明
一
帝一
に

「
宰
相
の
才
有
り
」
と
稽
さ
れ
、
と
も
に
「
先
朝
の
名
臣
」
と

し
て
章
一
帝
に
登
用
さ
れ
て
い
る
(
列
停
第
二
ハ
〉
。

つ
ま
り
こ
の
二
人
は
、
有
能
な
官
僚
と
し
て
官
界
を
代
表
す
る
形
で
録
尚
書
事
と
な
り
、

章



一
帝
の
師
停
の
役
割
を
措
っ
た
の
が
察
せ
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
二
人
を
含
め
た
後
漢
時
代
の
録
尚
書
事
就
任
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
録
向
書
事
と
し
て
の
事
蹟
を
列
俸
等
か
ら
窺
い
知
る

こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
。
そ
の
こ
と
自
鐙
録
尚
書
事
の
あ
り
方
を
察
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
な
か
で
わ
ず
か
に
そ
の
事
蹟

が
窺
わ
れ
る
も
の
に
、
和
一
一
帝
の
即
位
に
際
し
て
資
太
后
臨
朝
の
も
と
で
鋒
尚
書
事
と
な
っ
た
郵
彪
の
場
合
が
あ
る
。
郵
彪
は
、
資
太
后
に
「
霊

賢
の
首
漏
り
」
と
し
て
登
用
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
(
和
一
帝
紀
〉
が
、
現
買
に
は
太
后
の
兄
賓
憲
が
「
仁
厚
委
障
」
つ
ま
り
統
御
し
や
す
い
人
物

と
判
断
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
(
由
貿
憲
停
〉
。
従
っ
て
録
向
書
事
郵
彪
は
、
外
戚
賓
氏
が
大
き
く
進
出
す
る
な
か
「
位
に
在
り
て
身
を
修

む
る
の
み
」
と
い
う
朕
態
で
(
郵
彪
俸
〉
、

ま
た
具
陸
的
に
は
貨
憲
が
「
施
策
」
せ
ん
と
す
る
場
合
、

「
碗
ち
外
は
彪
を
し
て
奏
せ
し
め
、
内
は

太
后
に
白
す
。
事
従
は
れ
ざ
る
無
し
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
(
寅
憲
停
)
。
な
お
右
の
郵
彪
の
行
動
は
、
官
僚
機
構
の
縮
瞳
的
一
意
志
と
し
て

〈

お

)

上
奏
し
た
と
い
う
意
味
を
も
っ
。
以
上
の
よ
う
な
郵
彪
の
録
向
書
事
に
、
前
漢
時
代
の
領
山
同
室
田
事
の
あ
り
方
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

逆
に
い
ま
ま
で
表
面
的
な
が
ら
の
ベ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
は
、
後
漢
時
代
の
録
山
間
室
田
事
が
、
園
政
運
営
に
関
す
る
経
験
と
能
力
を
併
わ
せ
も
っ

た
官
僚
が
官
僚
機
構
の
な
か
に
あ
っ
て
皇
帝
の
園
政
運
営
を
輔
翼
す
る
、
と
い
う
あ
り
方
に
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
因
に
後

(

川

持

)

漢
時
代
、
録
向
書
事
の
い
わ
ゆ
る
災
異
策
兎
の
事
例
が
頻
見
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
録
向
書
事
が
園
政
運
営
の
組
轄
的
責
任
を
負
う
べ
き
も
の
と

- 49ー

さ
れ
て
い
た
の
を
察
せ
し
め
る
。

以
上
の
推
論
に
閲
し
て
、
前
漢
時
代
の
領
向
書
事
の
権
限
と
の
比
較
に
お
い
て
少
し
く
補
足
し
て
お
き
た
い
。
領
向
書
事
の
権
限
の
ひ
と
つ

と
し
て
、
上
奏
文
の
披
閲
と
そ
れ
に
と
も
な
う
扉
去
と
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
前
漢
末
以
降
、
向
書
自
鐙
が
そ
う
し
た
こ
と
を
な
す
よ
う

霊
臣
が
王
太
后
に
射
し
褒
賞
を
固
辞
す
る
王
葬
の
譲
奏
を
受
け
る
こ
と
な

に
な
っ
て
く
る
。
例
え
ば
、
前
漢
末
卒
一
帝
の
元
始
四
年
(
四
)
噴
、

き
ょ
う
尚
書
に
命
ず
べ
し
と
要
請
し
裁
可
さ
れ
て
い
る
(
王
葬
俸
)
。
ま
た
後
漢
明
帝
の
永
卒
六
年
会
ハ
三
)
の
詔
に
、
「
過
稽
虚
血
骨
」
あ
る
上
奏

を
山
問
書
、が
「
抑
」
え
上
達
せ
ざ
る
べ
き
が
示
さ
れ
て
い
る
(
明
帯
紀
)
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
向
書
が
徐
々
に
上
奏
の
披
閲
(
及
び
扉
去
)
を
そ
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の
職
分
と
し
て
措
う
よ
う
に
な
っ
て
く
る
情
況
が
窺
わ
れ
よ
う
。
ま
た
同
じ
く
明
一
帝
の
と
き
、
出
向
書
令
以
下
の
向
書
官
が
組
織
と
し
て
上
奏
文
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の
「
疑
事
を
剛
朝
」
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
事
が
み
え
る
が
(
宋
均
俸
)
、
こ
れ
も
向
書
が
上
奏
文
の
披
聞
に
開
興
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
事

例
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
上
奏
文
の
披
閲
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
後
漢
時
代
の
録
向
書
事
が
そ
れ
を
直
接
的
に

一
方
領
向
書
事
の
大
政
の
議
へ
の
開
興
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
録
尚
書
事
が
多
く
三
公
で
あ
っ
た
こ

な
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

と
、
あ
る
い
は
前
節
で
み
た
よ
う
に
尚
書
が
皇
帝
の
園
策
決
定
に
大
き
く
闘
興
し
て
く
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、
少
な

く
と
も
録
向
書
事
へ
の
ス
ト
レ
ー
ト
な
縫
承
を
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
と
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、

録
尚
書
事
に
領
向
書
事
の
震
展
的
制
度
化
の

あ
り
方
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
領
向
書
事
と
録
向
書
事
と
の
あ
り
方
の
相
違
は
何
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
自
づ
か
ら
嘗
一
該
時
期

の
向
書
の
あ
り
方
、
換
言
す
る
な
ら
ば
尚
書
睦
制
の
形
成
の
動
き
に
関
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
領
尚
書
事
が
置
か
れ
た
時
期
、

す
な
わ
ち
前
漠
時
代
後
半
期
は
、

向
書
の
組
織
化
睦
制
化
も
未
だ
十
分
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
従
っ
て
皇
帝
が
自
己
の
「
喉
舌
」
た
る
俗
書
を
基
軸
と
し
て
園
政
を
運
営

尚
書
が

「
陛
下
の
喉
舌
」

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
く
る
、

い
う
な
れ
ば
向
書
鐙
制
の
萌
芽
期
で
あ
り

A
U
 

し
よ
う
と
す
る
場
合
、
皇
帝
に
よ
る
向
書
機
能
の
直
接
的
統
轄
、
す
な
わ
ち
「
向
書
の
事
を
省
る
」
こ
と
が
そ
こ
に
大
き
な
比
重
を
も
っ
て
い

た
と
い
え
る
。
そ
れ
だ
け
に
皇
帝
の
「
尚
書
の
事
を
省
る
」
こ
と
に
よ
る
大
権
行
魚
を
補
助
し
、
さ
ら
に
は
皇
帝
の
「
尚
書
の
事
を
省
る
」
能

力
が
低
下
し
た
際
そ
れ
を
補
完
す
る
存
在
が
要
請
さ
れ
て
く
る
。
そ
れ
が
領
向
書
事
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
前
漢
末
以
降
向
書
の

組
織
化
機
能
強
化
が
準
み
、
同
時
に
向
書
紋
あ
る
い
は
尚
書
故
事
に
表
現
さ
れ
る
皇
一
帝
支
配
を
睦
現
す
る
濁
自
の
機
能
を
備
え
た
そ
の
鰻
制
化

が
進
展
し
て
く
る
。
そ
れ
は
向
書
盟
制
の
形
成
と
い
え
る
が
、
そ
う
な
る
と
皇
帝
が
向
書
の
組
織
及
び
機
能
を
全
面
的
直
接
的
に
掌
握
す
る
こ

と
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
く
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
向
書
自
睦
が
皇
帝
支
配
を
鐙
制
的
に
措
い
、
園
政
を
質
際
的
に
運
営
す
る
と
い
う
局
面

そが

主雪
~ー マコ
帯
にて
よく
るる
高か

奈良
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さ
れ
る

と

t ... 
る

従
っ
て
、

そ
う
し

た
向
書
瞳
制
を
統
宰
す
る
皇
帝
の
能
力
が
幼
年
な
ど
で
低
下
し
た
場
合
、
そ
れ
は
前
漢
時
代
の
領
向
書
事
的
あ
り
方
で
は
な
く
、
向
書
鐙
制
の



な
か
に
あ
っ
て
園
政
運
営
の
組
轄
的
責
任
を
繕
う
と
い
ろ
あ
り
方
の
輔
翼
者
、
ま
さ
し
く
録
尚
書
事
が
求
め
ら
れ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
た

(

日

刊

)

だ
し
こ
の
録
向
書
事
に
つ
い
て
は
、
観
音
時
代
以
降
の
そ
れ
の
あ
り
方
を
ふ
ま
え
た
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
後
考
を
侠
つ
こ
と
と
す
る
。

む
す
び
に
か
え
て

本
稿
で
論
じ
た
こ
と
あ
る
い
は
論
じ
よ
う
と
し
た
こ
と
の
要
黙
は
、
す
で
に
本
論
の
各
簡
に
ま
と
め
て
お
い
た
。
こ
こ
で
は
本
論
で
論
じ
え

な
か
っ
た
向
書
を
め
ぐ
る
二
・
三
の
問
題
に
つ
い
て
若
干
ふ
れ
て
む
す
び
に
か
え
た
い
。

勢
を
占
め
て
い
た
。

は
し
が
き
に
の
ベ
た
よ
う
に
、
従
来
尚
書
を
も
っ
て
内
朝
の
中
幅
機
関
と
な
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
外
朝
へ
縛
化
し
て
い
く
と
す
る
理
解
が
大

し
か
し
筆
者
が
前
稿
で
論
じ
た
内
朝
・
外
朝
の
構
造
、
ま
た
本
稿
で
考
察
し
た
尚
書
の
あ
り
方
か
ら
考
え
る
と
、

そ
れ

は
自
づ
か
ら
受
賞
な
理
解
と
は
い
え
な
く
な
る
。
そ
の
黙
に
つ
い
て
若
干
補
足
し
て
お
く
と
、
漢
書
巻
七
二
翼
勝
俸
に
、
前
漢
哀
一
帝
の
と
き
向

書
が
光
乱
脈
大
夫
諸
吏
給
事
中
の
「
白
」
に
射
し
て
「
開
放
」
を
な
し
た
こ
と
が
み
え
て
い
る
。
こ
の
光
様
大
夫
諸
吏
給
事
中
は
ま
さ
し
く
内
朝

(

幻

)

官
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
尚
書
が
「
陛
下
の
喉
舌
」
と
し
て
内
朝
官
に
「
問
状
」
し
て
い
る
こ
と
は
、
尚
書
が
内
朝
・
外
朝
構
造
を
包
揖
し
た

と
こ
ろ
に
機
能
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
を
察
せ
し
め
よ
う
。
要
す
る
に
、
前
漢
時
代
中
頃
以
降
に
お
け
る
向
書
の
撞
頭
震
展
と
内
朝
・
外
朝
構

造
の
出
現
展
開
と
は
、
支
配
の
あ
り
方
の
質
的
饗
化
と
い
う
大
勢
の
な
か
で
有
機
的
に
連
関
し
つ
つ
各
々
の
局
面
の
動
き
を
示
す
も
の
で
あ
っ
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た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
後
漢
時
代
史
の
大
き
な
問
題
と
し
て
宮
官
の
政
治
的
準
出
が
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
考
察
し
た
と
こ
ろ
を
ふ

ま
え
改
め
て
検
討
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
大
ま
か
に
い
う
と
、
前
簡
の
末
尾
に
若
干
ふ
れ
た
よ
う
な
向
書
の
正
常
な
機
能
護
揮
と
皇
帝一

に
よ
る
そ
の
逼
切
な
昆
理
と
い
う
街
書
韓
制
の
も
と
で
の
園
政
運
営
の
あ
り
方
に
お
い
て
、
官
官
は
皇
帝
に
よ
る
向
書
機
能
の
チ
ェ
ッ
ク
あ
る

い
は
そ
の
慮
理
と
い
う
い
わ
ゆ
る
奥
向
書
奏
事
機
能
に
大
き
く
絡
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
備
蓄
鎧
制
の
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形
成
と
関
連
す
る
問
題
と
い
え
る
。
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な
お
、
本
論
で
論
じ
て
き
た
尚
書
鐙
制
と
い
う
あ
り
方
は
、

漢
時
代
に
お
い
て
完
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
嘗
然
そ
の
後
の
時
代
情
況
の
な

か
で
展
開
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
筆
者
は
、
本
稿
で
十
分
に
解
明
し
え
な
か
っ
た
向
書
の
寅
態
的
機
能
の
考
察
と
併
わ
せ
、
嘗

面
後
漢
末
世
間
目
操
政
権
形
成
の
過
程
で
の
向
書
を
め
ぐ
る
動
き
、
さ
ら
に
は
親
王
朝
成
立
後
に
お
け
る
向
書
鐙
制
の
大
き
な
準
展
の
動
き
な
ど
に

焦
貼
を
置
い
て
、
こ
の
問
題
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
他
日
を
期
し
た
い
。

註(
1
〉
東
洋
史
研
究
二
六
|
四
、
一
九
六
八
。

(
2
)

そ
の
主
な
も
の
と
し
て
、
河
地
重
造
氏
「
王
葬
政
権
の
出
現
」
(
岩

波
講
座
『
世
界
歴
史
』
四
所
枚
、
一

九
七

O
)、
山
田
勝
芳
氏
「
後
漢

の
大
司
農
と
少
府
」
(
史
流
一
八
、
一
九
七
七
〉
な
ど
が
あ
る
。

(
3
)

勢
総
氏
「
論
漢
代
的
内
朝
輿
外
朝
」
(
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
ご
二
、

一
九
四
八
)
、
増
淵
龍
夫
氏
『
中
園
古
代
の
祉
舎
と
園
家
』
第
二
篇
第

二
章
「
漢
代
に
お
け
る
図
家
秩
序
の
構
造
と
官
僚
」
(
弘
文
堂
、
一
九

六
O
)、
西
嶋
定
生
氏
「
武
帝
の
死
l
『
騨
銭
論
』
の
政
治
史
的
背
景

」
(
『古
代
史
講
座
』
二
所
枚
、
皐
生
社
、
一
九
六
五
〉
等
参
照
。

な
お
勢
斡
氏
は
近
年
「
漢
代
向
書
的
職
任
及
其
和
内
朝
的
関
係
」
(
歴

史
語
言
研
究
所
集
刊
五
一
|
て
一
九
八

O
)
を
護
表
さ
れ
、
尚
書
が

内
朝
の
「
弊
公
行
文
」
機
構
と
し
て
位
置
機
能
し
て
い
た
と
論
じ
ら
れ

て
い
る
。

(

4

)

拙
稿
「
内
朝
と
外
朝

l
漢
朝
政
治
構
造
の
基
礎
的
考
察
|
」
(
新
潟

大
同
学
教
育
摩
郡
紀
要
二
七
|
二
人
文
・
杜
曾
科
皐
第、

一
九
八
六
)
。

(

5

)

例
え
ば
前
掲
註
(
1
〉
鎌
田
氏
論
考
参
照
。

(

6

)

後
漢
書
列
停
第
三
六
陳
忠
簿
、
あ
る
い
は
列
惇
第
五
一
左
雄
停
等
に

み
え
る
。
な
お
向
書
を
「
喉
舌
」
と
表
現
し
て
い
る
事
例
は
、
漢
時
代

の
み
に
止
ま
ら
ず
、
三
園
志
巻
四
二
萄
書
舗
正
停
、
あ
る
い
は
梁
書
巻

三
四
張
横
俸
に
も
み
え
て
い
る
。

(
7
〉
周
道
済
氏
『
漢
唐
宰
相
制
度
』
前
篇
第
六
章
第
二
節
(
一
九
七
八
)
、

山
本
隆
義
氏
『
中
園
政
治
制
度
の
研
究
』
第
二
章
(
同
朋
舎
、
一
九
六

八
)
等
参
照
。

(
8
〉
和
田
清
氏
編
『
支
那
官
制
愛
逮
史
』
上
、
序
説
(
一
九
四
二
)
参
照。

(
9
〉
管
見
の
限
り
で
は
、
こ
う
し
た
尚
書
の
機
能
に
つ
い
て
そ
れ
を
全
面

的
に
論
及
し
た
研
究
は
な
い
。

(
叩
)
後
漢
書
列
停
第
三
七
班
勇
俸
に
、
安
脅
の
元
初
六
年
頃
、
漢
朝
の
西

域
経
営
放
棄
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
「
朝
堂
曾
議
」
が
開
催
さ
れ
、
西
減

問
題
に
詳
し
い
班
勇
が
特
に
召
さ
れ
曾
議
に
参
加
し
た
こ
と
が
み
え
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ま
ず
班
勇
が
現
欣
を
ふ
ま
与
え
た
針
策
を
「
上

議
」
し
、
つ
ぎ
に
そ
の
内
容
を
め
ぐ
っ
て
向
書
と
班
勇
と
の
開
に
「
問
」

と
「
針
」
と
が
交
さ
れ
、
そ
れ
を
う
け
て
曾
議
参
加
の
官
僚
に
よ
る
論

議
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
向
書
の
「
朝
堂
舎
議
」
へ
の
関
輿

の
仕
方
は
他
の
官
僚
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
「
閣
制
堂
曾
議
」
の
主
催
者

- 52-



た
る
皇
帝
〈
こ
の
場
合
は
臨
朝
し
て
い
た
郵
太
后
)
の
存
在
を
そ
の
場

で
観
現
す
る
も
の
と
し
て
、
「
朝
堂
禽
議
」
の
正
常
な
る
運
用
(
そ
れ

は
漢
朝
の
西
域
経
営
と
い
う
園
政
の
賓
際
的
運
営
に
向
け
て
の
も
の
で

あ
る
〉
を
園
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
だ
け
に
本
論

に
の
ベ
た
向
書
の
あ
り
方
の
貧
態
的
作
用
を
示
す
事
例
と
み
て
よ
か
ろ

たつ。

〈
日
〉
陳
啓
雲
氏
は
菅
代
の
向
書
教
に
つ
い
て
、
向
書
省
が
政
務
を
「
擬

務
」
し
皇
帝
の
「
内
決
」
を
経
た
も
の
に
つ
い
て
、
山
同
室
百
省
が
「
渡
文

主
者
」
と
し
て
官
僚
(
機
構
)
に
そ
の
「
奉
行
」
を
命
ず
る
文
書
形
式

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
「
爾
耳
目
三
省
制
度
之
淵
源

・
特
色
及
其
演
獲
」

(
新
亜
皐
報
三
l
二
、
一
九
五
八
)
参
照
。
ま
た
辞
召
に
つ
い
て
は
、

五
井
直
弘
氏
「
後
漢
時
代
に
お
け
る
官
吏
登
用
制
『
辞
召
』
に
つ
い

て
」
(
歴
史
察
研
究
一
七
八
、
一
九
五
四
〉
、
永
田
英
正
氏
「
後
漢
の

三
公
に
み
ら
れ
る
起
家
と
出
自
に
つ
い
て
」
(
東
洋
史
研
究
二
四
1

三、

一
九
六
五
〉
、
同
氏
「
漢
代
の
選
翠
と
官
僚
階
級
」
(
東
方
翠
報
京
都
四

一
、
一
九
七

O
〉
等
参
照
。

(
ロ
〉
狩
野
直
禎
氏
「
楊
震
俸
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
(
古
代
文
化
三
七
|

八、

一
九
八
五
)
参
照
。

(
日
)
前
掲
註
(
4
〉
拙
稿
参
照
。
な
お
前
漢
時
代
中
頃
を
契
機
と
し
て
強
ま

っ
て
く
る
漢
朝
の
支
配
の
あ
り
方
の
質
的
繁
化
に
つ
い
て
の
私
見
の
一

端
を
そ
こ
で
論
じ
た
。
併
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

(
M
〉
前
掲
註
(

4

)

拙
稿
参
照
。

(
お
〉
前
掲
註
(

1

)

鎌
田
氏
論
考
等
参
照
。

(
叩
山
)
陳
前
日
雲
氏
「
略
論
雨
漢
福
機
職
事
輿
三
菱
制
度
之
設
展
」

報
四
1

二
、
一
九
六

O
〉
参
照
。
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(
新
車
皐

(
げ
)
前
掲
註
〈
1
)
鎌
田
氏
論
考
及
び
註
〈
2
〉
山
田
氏
論
考
参
照
。
ま
た
筆

者
も
か
つ
て
そ
う
し
た
観
粘
か
ら
尚
書
を
取
り
挙
げ
た
こ
と
が
あ
る
。

拙
稿
「
後
漢
時
代
の
向
書

・
侍
中
・
官
官
に
つ
い
て
1

支
配
権
力
の
質

的
繁
化
と
関
連
し
て
|
」
(
東
方
皐
六
四
、
一
九
八
二
)
参
照
。

(
団
)
そ
の
黙
に
つ
い
て
は
前
掲
註
(
口
〉
拙
稿
参
照
。

(
印
)
こ
の
時
期
以
降
、
郡
園
の
守
相
(
秩
二
千
石
〉
の
列
曹
筒
書

(
秩
六

百
石
〉
任
用
の
事
例
が
現
わ
れ
て
く
る
。
例
え
ば
順
一
帝
一
期
の
浦
相
(
輔
衆

巴
俸
)
、
桓
盤
一
帝
期
の
頴
川
太
守
(
陳
寒
停
)
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
千

石
の
廷
尉
正
〈
安
脅
期
、
陳
忠
俸
)
あ
る
い
は
比
二
千
石
の
侍
中
(
安

帯
期
、
程
耐
闘
停
)
な
ど
の
列
酋
自
由
問
書
任
用
の
事
例
も
み
え
る
。
こ
う
し

た
こ
と
は
章
帯
期
に
お
け
る
術
書
を
め
ぐ
る
動
き
の
ひ
と
つ
の
結
果
と

み
て
よ
か
ろ
う
。

(
加
)
東
耳
目
次
氏
「
後
漢
中
期
政
治
史
試
論
|
郵
氏
専
権
を
中
心
に

l
L

(
愛
媛
大
皐
数
育
聞
学
部
紀
要
第
H
郡
人
文
社
曾
科
皐
一
七
、
一
九
八

五
)
参
照
。

(
幻
)
「
後
漢
中
期
の
政
治
と
祉
舎
l
順
一
帝
の
即
位
を
め
ぐ
っ
て
|
」
(
東

洋
史
研
究
一
一
一
二
|
三
、
一
九
六
四
〉
。

(n〉
前
掲
註
(

2

)

山
田
氏
論
考
一

O
頁
参
照
。

(
お
〉
曾
我
部
静
雄
氏
『
中
園
律
令
史
の
研
究
』
第
一
章
第
一
節
(
士
ロ
川
弘

文
館
、
一
九
七
一
)
参
照
。

(MC
前
掲
註
(
1
〉
鎌
田
氏
論
考
参
照
。

(
お
〉
こ
の
吏
は
恐
ら
く
衛
将
軍
府
の
吏
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(

M

m

)

拙
稿
「
前
漢
武
帯
期
以
降
に
お
け
る
政
治
構
造
の
一
考
察
l
い
わ
ゆ

る
内
朝
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
|
」
(
東
洋
史
論
集
九
、
一
九
八
一
)
参

照。

一 53ー



240 

(
幻
)

冨
光
の
よ
う
に
同
一
人
物
に
よ
る
領
街
害
事
が
長
期
に
亙
っ
た

場

合
、
向
書
官
と
の
聞
に
私
的
な
上
下
関
係
が
生
じ
て
く
る
こ
と
は
務
想

さ
れ
る
。
し
か
し
本
来
的
に
は
領
術
書
事
と
向
書
と
の
聞
に
組
織
的
上

下
統
制
間
関
係
は
な
か
司
た
と
み
る
の
が
安
嘗
で
あ
ろ
う
。

(
お
)
成
帯
期
以
降
領
向
書
事
は
再
び
上
奏
文
の
妓
閲
(
及
び
界
去
〉
に
関

興
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
(
王
一商
停
及
び
董
賢
停
)
。

(

M

U

)

前
掲
註
(

1

)

鎌
田
氏
論
考
及
び
註
(

3

)

労
総
氏
論
考
等
参
照。

(
ぬ
)
本
稿
で
考
察
し
た
漢
時
代
の
向
書
の
あ
り
方
か
ら
い
う
と
、
そ
れ
が

全
面
的
に
否
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
難
い
と
さ
れ
よ
う
。

(

M

U

)

前
掲
註
(
お
〉
拙
稿
参
照
。

(
勾
)
章
脅
・
和
-
帝
一
・
安
喬
・
順
帯
・
桓
一
帝
・
霊
脅
の
各
皇
帝
在
位
期
に

は
、
皇
帝
が
ほ
ぼ
成
人
に
達
し
た
時
期
以
降
録
向
書
事
は
置
か
れ
て
い

骨
i
h

、
。

必
山
叫
し

(
お
)
前
掲
註
(
4
〉
拙
稿
参
照
。

(
担
)
越
翼
『
二
十
二
史
剖
記
』
各
二
「
災
異
策
克
三
公
」
に
そ
の
事
例
が

網
羅
さ
れ
て
い
る
。

(
お
)
筒
書
腫
制
に
よ
る
園
政
運
営
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
私
見
は
、
野
田

俊
昭
氏
「
東
E
百
南
朝
に
お
け
る
天
子
の
支
配
権
力
と
向
書
省
」
(
東
洋

史
論
集
五
、
一
九
七
七
)
に
示
さ
れ
る
皇
帝
支
配
と
向
書
省
と
の
関
係

に
つ
い
て
の
理
解
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

(
お
)
軸
笠
日
時
代
以
降
の
銭
向
書
事
に
つ
い
て
の
研
究
に
は
、
矢
野
主
税
氏

「
録
向
書
事
と
吏
郡
術
書
」

(
史
象
研
究

一
0
0、
一
九
六
七
)
が
あ

る
。

(
幻
〉
前
掲
註
(

4

)

拙
稿
参
照
。
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THE FORMATION AND SIGNIFICANCE OF THE

　　　　

IMPERIAL SECRETARIAT SYSTEM

　　

CSHANGSHU尚書）ＩＮ THE HAN PERIOD

TOMITA Kenshi

　　

The Imperial Secretariat Qshangshu尚書) which came to be developed

in about the middle of the Former Han period embodied the will of the

emperor and moreover represented his very being. As　such, its basic

function was　to　institutionalize　ａ system　whereby the　emperor　could

control and make use　of the bureaucracy. In addition, the　Imperial

Secretariat continued to direct the formation of the bureaucracy which

was now systematized into ａ new governing structure｡

　　

This represented, in institutional form, ａ general trend in the Han

dynasty's system of governance towards the establishment of greater state

power.

　

In other　words, it　can　be　said　that the　development　of　the

Imperial Secretariat during the Han was part of ａ movement towards

the formation of ａ new structure of control｡

　　

Both the Concurrent Controller of the　Imperial Secretariat Qing。

ｓｈａｎｅｓｈｕｓhi領尚書事)ofthe Former Han as well as the Overseer of the

Imperial Secretariat (li£ｓｈａｎｓｓｈｕｓhi録尚書事)ofthe Later Han appeared

during the process whereby the emperor was trying to　manage the

government through the utilization of ａ secretariat, in other words, in

the process of the formation of the Imperial Secretariat System. Ho■ｗｅｖｅｒﾀ

in contrast to the former, who was by the side of the emperor to give

supplementary

　

assistance, the　later　official　was　within　the　Imperial

Secretariat ｏ伍ｃｅｓand had the function of an officer who shouldered the

reponsibility for the general management of government. This difference

between the two was something that came about through the development

of the structure of the Imperial Secretariat from
the latter half of the

Former ?Ian through the Later Han period.

-
２
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