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王
安
石
政
権
の
に
な
い
て
た
ち
||

書

正

官

賞馬

本

主包
刀て

序

に
か
え
て

一
安
石
の
中
書
改
+
平
|
|
「
吏
事
」
と
「
吏
才
」

二
中
書
検
正
官
|
l
新
進
官
僚

三

中

書

へ
の
権
力
集
中
|
|
検
正
官
の
粂
職

四
一
例
宗
親
政
下
の
検
正
官

結
諮
問
に
か
え
て

- 54ー

序

に

か
与
え
て

部
棺
と
い
う
男
が
い
る
。

成
都
嬰
流
の
人
で
進
士
科
及
第
の
の
ち
照
寧
三
年
(
一

O
七

O
)
に
は
、

寧
州
(
侠
西
永
輿
軍
路
)
の
通
判
で
あ
っ

fこ

青
苗

・
克
役
等
の
新
法
を
ま
の
あ
た
り
に
し
て
、

美
鮮
を
つ
ら
ね
た
上
書
を
奉
呈
し
、

王
安
石
に
も
書
と
煩
と
を
、
4

怒
っ
て
こ
れ
に
阿
っ

た
。
急
逮
安
石
は
彼
を
中
央
へ
召
喚
し
、
額
要
へ
の
陸
進
の
期
待
に
あ
ふ
れ
な
が
ら
郵
結
は
開
封
へ
の
ぼ
る
。

家
麗
を
同
道
し
た
か
を
安
石
が

問
う
。
召
致
が
急
で
も
あ
り
次
の
ポ
ス
ト
が
な
に
に
な
る
か
判
ら
な
い
た
め
、
単
身
急
行
し
た
む
ね
結
が
答
え
る
。

か
っ
た
の
か
。
君
は
故
官
(
寧
州
)
に
開
ら
な
い
の
だ
か
ら
。」
安
石
に
い
わ
れ
て
陸
進
の
期
待
は
確
信
に
か
わ
る
。
だ
が
彼
の
人
事
は
、
安
石

「
ど
う
し
て
つ
れ
て
こ
な

が
致
資
の
休
暇
で
出
仕
し
な
い
う
ち
に
進
行
す
る
。
快
西
に
詳
し
い
履
歴
を
か
わ
れ
て
わ
り
あ
て
ら
れ
た
の
は
、
寧
州
の
知
州
で
あ
る
。
期
待



が
期
待
で
あ
っ
た
だ
け
に
彼
の
失
望
正
大
き
い
。
不
卒
を
な
ら
す
郵
棺
に
人
が
問
う
。
「
君
は
ど
ん
な
官
な
ら
な
っ
て
も
い
い
と
い
う
の
か
。
」

「
館
職
に
な
っ
て
い
け
な
い
わ
け
が
な
い
。
」

「諌
官
に
な
れ
な
い
だ
ろ
う
か
ね
。
」

「
そ
れ
こ
そ
な

っ
て
し
か
る
べ
き
だ
。
」
翌
日
下
さ
れ
た
の

が
中
書
検
正
孔
目
房
公
事
官
の
命
で
あ
る
。
出
府
し
て
よ
り
以
来
そ
の
倣
慢
か
ら
郷
人
と
の
交
際
を
絶
っ
て
い
た
彼
に
、
こ
の
時
と
ば
か
り
同

郷
人
の
笑
罵
が
集
中
す
る
。
彼
は
麿
酬
す
る
。
「
笑
罵
は
あ
ん
た
の
笑
罵
に
ま
か
せ
る
。
好
官
は
、
私
は
か
な
ら
ず
な
っ
て
み
せ
る
。
」
(
『
長
編
』

川
/
2
、
こ
の
僚
は
司
馬
光
『
日
記
』
に
よ
る
)

そ
れ
か
ら
ほ
ぼ
五
年
が
経
過
す
る
。
検
正
中
書
五
房
公
事
〈
都
検
正
)
か
ら
更
迭
さ
れ
た
李
承
之
の
、
後
任
を
誰
に
す
べ
き
か
の
議
論
が
神
宗

の
御
前
で
あ
っ
た
。
宰
相
韓
緯
は
い
う
。
「
都
検
正
は
奏
事
を
し
な
い
だ
け
、
執
政
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
参
知
政
事
国
恵
卿
が

わ
た
く
し
ど
も

「
だ
か
ら
こ
そ
李
承
之
は
臣
等
に
劃
し
、
帥
〈
安
撫
使
〉
と
な
る
の
を
よ
ろ
こ
ば
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
う
え
臣
が
都
検
正

、

3

h
V
〉
円
ノ

か
ら
執
政
と
な
っ
た
の
で
、
人
は
検
正
官
を
要
路
と
み
な
し
て
お
り
ま
す
。
」
(
『
長
編
』
川
/
お
)

五
年
の
聞
の
、
中
書
検
正
官
に
お
け
る
蟹
化
は
著
し
い
。
司
馬
光
の
俸
え
る
五
年
前
の
郵
結
は
、
新
法
黛
官
僚
の
あ
し
き
要
素
を
韓
現
し
て
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い
る
。
上
書
に
み
ら
れ
る
無
節
操
、
美
官
に
封
す
る
貧
欲
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
彼
に
お
い
て
美
官
と
は
、
あ
く
ま
で
館
職
・
諌
官
と
い

う
文
筆
の
能
を
示
し
癖
舌
の
才
を
誇
り
う
る
、
従
来
人
に
清
要
と
み
な
さ
れ
て
き
た
地
位
で
あ
る
。
孔
目
房
検
正
官
は
彼
の
自
負
に
劃
す
る
侮

辱
で
し
か
な
い
。
五
年
後
の
彼
は
御
史
中
丞
に
就
任
し
え
て
、
好
官
は
確
か
に
獲
得
で
き
た
。
が
一
方
で
は
皮
肉
に
も
、
彼
の
嫌
悪
し
た
検
正

官
に
射
す
る
評
債
は
、
あ
る
意
味
で
彼
の
地
位
よ
り
以
上
の
は
や
さ
で
、
格
段
の
上
昇
を
と
げ
た
。
ま
ぎ
れ
も
な
く
官
界
の
要
路
で
あ
り
、
そ

の
長
で
あ
る
都
検
正
と
も
な
れ
ば
ほ
と
ん
ど
、
宰
相
ク
ラ
ス
に
も
匹
敵
す
る
と
い
う
。

安
石
の
中
書
改
革
|
|
「
吏
事
」
と

「吏
才
」

改
革
者
王
安
石
が
宰
相
就
任
以
後
、
園
滑
に
そ
の
施
政
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
宰
相
府
中
書
省
が
刷
新
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
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た
。
彼
の
就
任
に
さ
き
だ
っ
ほ
ぼ
二
年
前
に
す
で
に
そ
の
意
志
の
片
鱗
が
窺
え
る
。

「
中
書
で
は
事
が
煩
雑
を
き
わ
め
て
い
ま
す
。
も
し
早
急
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に
〔
中
書
に
〕
宰
属
を
置
き
、
雑
務
一
般
を
下
級
官
聴
に
移
管
し
な
け
れ
ば
、
統
治
で
き
る
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
(
『
宋
舎
要
』
職
官
5
/
8
)
。」

神
宗
生
日
祝
賀
の
儀
穫
を
、
先
一帝
の
服
喪
中
と
同
様
に
は
こ
ぼ
う
と
し
た
有
司
の
不
手
際
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
看
過
し
た
中
書
の
失
態
を
認
め

な
が
ら
も
安
石
は
む
し
ろ
、
雑
務
に
拘
束
さ
れ
る
中
書
の
寅
紋
に
、
一
紳
宗
の
注
一
青
山
を
む
け
よ
う
と
す
る
。

か
く
て
編
修
中
書
僚
例
司
が
創
設
さ
れ
た
。
こ
の
委
員
舎
の
編
修
官
に
ま
ず
任
命
さ
れ
た
の
が
李
常
と
そ
し
て
呂
恵
卿
で
あ
る
。
ふ
た
り
は

と
も
に
制
置
三
司
篠
例
司
l
初
期
新
法
財
政
策
の
企
重
立
案
委
員
曾
l
検
詳
官
と
の
粂
任
で
あ
っ
た
。
績
い
て
稔
充

・
李
承
之

・
郵
潤
甫

・
張

琉
・
曾
布
ら
が
任
命
さ
れ
る
(
『宋
曾
要
』
職
官
5
/
9
)
。

や
が
て
こ
れ
ら
の
名
の
ほ
と
ん
ど
は
中
書
検
正
官
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
た
目
的
、

し
か
も
多
く
の
場
合
編
修
僚
例
官
を
{
兼
ね
な
が
ら
で
あ
る
。
そ
の
人
事
か
ら
み
て
も
編
修
官
と
被
正
官
と
が
、
政
治
中
枢
の
刷
新
と
い
う
共
通

こ
れ
に
劃
す
る
強
い
欲
求
か
ら
振
生
し
た
も
の
と
は
、
容
易
に
推
察
で
き
る
。
特
に
の
ち
に
は
お
も
に
後
者
が
「
宰
属
ハ
叉
は
宰

嫁
〉
」
と
よ
ば
れ
る
の
だ
か
ら
、
安
石
構
想
に
お
い
て
は
、
検
正
官
が
編
修
官
の
護
展
形
態
で
あ
る
と
も
理
解
で
き
る
。

と
ど
め
「
大
臣
に
政
事
の
大
な
る
も
の
を
議
明
す
る
こ
と
を
得
(
『宋
曾
要
』
職
官
5
/
日
ど
さ
せ
る
、

こ
れ
が
篠
例
司
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
で
あ
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紳
宗
の
こ
と

a

は
に
か
り
れ
ば
「
事
の
有
司
に
蹄
す
べ
き
も
の
は
こ
れ
に
蹄
し
、
中
書
は
〔
有
司
の
な
す
と
こ
ろ
の
〕
嘗
否
を
責
す
る
」
に

る
。
宋
初
以
来
官
僚
数
が
増
加
し
そ
の
制
度
も
複
雑
化
し
た
。
滞
積
し
績
け
て
き
た
膨
大
な
雑
務
か
ら
解
放
し
、
行
政
の
最
高
機
関
に
も
と
め

ら
れ
る
機
能
性
を
回
復
し
て
改
革
へ
の
徐
力
を
も
た
せ
る
べ
く
、
も
く
ろ
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
恵
卿
ら
が
任
命
さ
れ
て
の
ち
ほ
ぼ
一
年
、
僚
例

司
は
「
ま
さ
に
有
司
に
蹄
す
べ
き
二
十
二
事
」
を
上
呈
す
る
(
同
5
/
叩
)
。
安
石
構
想
が
ひ
と
ま
ず
軌
道
に
の
っ
た
と
い
え
る
。

照
寧
三
年
(
一

O
七
O
)
九
月
検
正
官
が
設
置
さ
れ
た
の
と
同
日
に
一
方
で
は
、
中
書
省
の
膏
吏
(
堂
吏
)
に
も
改
革
が
加
え
ら
れ
る
。

事
務

に
習
熟
し
な
い
守
嘗
官
・
主
事

・
録
事
な
ど
の
十
の
ポ
ス
ト
が
削
減
さ
れ
、
留
任
を
認
め
ら
れ
た
録
事
以
下
に
は
そ
の
俸
給
を
増
す
み
か
え
り

「
倉
法
」
を
適
用
し
て
取
-締
り
を
強
化
し
、

か
っ
そ
の
成
績
の
査
定
を
巌
重
に
す
る
な
ど
の
措
置
が
と
ら
れ
た
(
『長
編
』
山
/
1
)
。
閉
じ

十
一
月
に
は
編
修
篠
例
官
曾
布
ら
に
よ
っ
て

「
中
書
吏
試
補
及
功
過
陸
降
法
」
三
九
僚
が
定
め
ら
れ
る
〈
同
川
/
7
)
。
試
験
制
度
、
能
力
と
質

「
中
書
の
事
を
省
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

〔
堂
吏
を
増
す
の
で
は
な
く
〕
吏
を
選
補

績
の
重
視
が
そ
の
骨
格
で
あ
る
。
安
石
は
紳
宗
に
い
う
。



す
る
法
を
修
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
(
同
m
/
初
)
。
」
倹
例
司
に
よ
っ
て
整
理
し
え
た
の
ち
の
、

中
書
に
お
い
て
必
須
の
一
般
事
務
は

嘗

然
こ
れ
を
脅
吏
に
委
ね
る
に
せ
よ
、
あ
く
ま
で
そ
の
脅
吏
は
精
選
さ
れ
、
職
務
の
遂
行
も
巌
し
く
監
督
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
認

識
で
あ
る
。

こ
の
年
の
末
参
知
政
事
か
ら
安
石
は
宰
相
と
な
る
(
『
長
編
』
川
/

9
〉
。
名
賓
と
も
に
最
高
責
任
者
と
し
て
政
治
の
革
新
に
の
り
だ
す
に
あ
た

り
、
ふ
た
つ
の
僚
件
、
接
黙
と
な
す
に
た
り
る
機
能
的
行
政
府
と
、
有
能
な
賓
施
面
で
の
補
佐
官
1
中
書
検
正
官
l
と
は
、
と
り
あ
え
ず
す
で

に
満
足
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。

制
度
上
従
来
中
書
に
お
い
て
宰
相
に
直
属
す
る
事
務
官
は
、
五
代
以
来
の
中
書
堂
後
官
や
、
の
ち
に
そ
の
上
位
に
お
か
れ
た
提
黙
五
房
公
事

で
あ
る
。
制
度
が
簡
略
か
つ
寅
質
的
で
あ
っ
た
園
家
草
創
期
に
は
、
堂
後
官
の
一
部
に
土
人
を
補
す
方
針
が
確
乎
と
し
て
あ
っ
た
ハ
『
宋
曾
要
』

職
官
3
/
幻
〉
。
膏
吏
の
み
を
用
い
れ
ば
そ
の
専
権
を
防
ぎ
が
た
い
が
た
め
の
措
置
で
あ
る
。

の
ち
に
も
士
人
を
任
用
す
べ
し
と
い
う
事
例
は
散
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見
す
る
が
(
同
職
官
3
/
M
など)、

そ
の
事
責
は
か
え
っ
て
、

匡
倒
的
に
任
用
さ
れ
る
も
の
の
主
流
が
膏
吏
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
量
さ
せ
る
。

る
べ
き
で
あ
り
、

「
丞
相
府
(
中
愛
国省
)
に
は
敦
撲
の
人
を
用
い

だ
か
ら
こ
そ
本
朝
で
は
準
士
を
用
い
ず
皐
究
を
用
い
た
の
で
あ
り
ま
す
(
同
職
官
5
/
8
)
。
」
さ
き
に
ふ
れ
た
照
寧
初
、
宰
属

〈

1
〉

「皐
究
」
は
準
土
科
に
劃
す
る
諸
科
の
総
稽
で
、
経
書
の
字
句
の
賠
記
能
力
し
か
試
験

「
進
士
」
と
は
峻
別
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
。
忍
円
吏
で
な
け
れ
ば
土
人
と
は
い
え
、
有
能

そ
れ
で
も
一
方
で
は
あ
る
程
度
、
縫
績
的
に
土
人
も
用
い
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
曾
公
亮
は
い
う
。

を
お
く
べ
き
こ
と
が
議
論
さ
れ
た
際
の
事
例
で
あ
る
。

さ
れ
な
い
、
同
じ
く
科
事
及
第
者
で
あ
る
に
し
て
も
、

な
責
務
官
僚
と
い
う
よ
り
は
寅
務
と
も
い
え
ぬ
所
輿
の
書
類
仕
事
を
、

よ
う
や
く
こ
な
し
う
る
よ
く
て
敦
撲
だ
け
が
と
り
え
の
事
務
官
た
ち
、

既
存
の
制
度
で
は
こ
れ
ら
が
率
ね
、
行
政
の
責
務
を
遂
行
す
る
際
宰
相
に
輿
え
ら
れ
た
属
僚
で
あ
る
。

承
卒
の
と
き
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
な
に
よ
り
も
最
高
責
任
者
の
強
力
な
指
導
の
も
と
に
、
下
級
諸
機
関
に
確
貧
に
そ
の
意
志
を
寅
行
さ
せ

た
い
非
常
時
に
は
、
如
上
の
事
態
は
深
刻
な
歓
陥
と
し
て
有
識
者
に
意
識
さ
れ
る
。
西
夏
戦
争
に
際
し
て
欧
陽
備
は
、
漢
制
に
な
ら
っ
て
才
能

あ
る
も
の
を
精
選
し
、
中
書
・
植
密
の
属
官
と
す
べ
き
を
主
張
し
た
ハ
『
欧
陽
文
忠
公
集
』
川
「
論
中
書
増
官
属
主
文
書
劉
子
」
)
。
戦
時
と
は
い
え
な
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い
ま
で
も
照
寧
に
お
け
る
王
安
石
の
一
意
園
も
、

ほ
ぼ
こ
れ
と
共
通
す
る
で
あ
ろ
う
。

中
書
検
正
官
の
首
席
は
検
正
五
房
公
事
で
あ
り
都
検
正
と
略
稽
さ
れ
る
。

の
検
正
官
が
配
さ
れ
る
。
五
房
は
制
救
院
と
も
よ
ば
れ
、
「
都
堂
(
中
書
)
を
中
心
と
し
た
政
策
審
議

・
決
定

・
詔
救

・
僚
制
と
し
て
の
瑳
布
の

(

2

)

 

「
園
政
に
闘
す
る
あ
ら
ゆ
る
制
殺
を
取
扱
う
中
福
機
関
」
で
あ
る
。
検
正
官
の
序
官
は
従
来
の
中
書
の
属

中
書
の
五
房
(
孔
目

・
吏
・戸・

躍
・刑
房
〉
に
は
そ
れ
ぞ
れ
二
名

原
案
作
成
の
事
務
」
を
う
け
も
つ
、

僚
と
は

一
一
線
を
劃
す
。
都
検
正
は
提
貼
五
房
の
う
え
に
、
各
房
検
正
官
は
提
黙
と
同
等
、

堂
後
官
の
う
え
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
(
『長
編
』
山
/

-〉
。自

身
刑
房
検
正
官
の
履
歴
を
も
っ

l
自
然
科
皐
に
も
わ
た
る
蔦
能
の
才
人
と
し
て
著
名
な
l
沈
括
に
よ
れ
ば
、
検
正
官
は
な
べ
て
、
各
房
二

人
の
定
員
に
射
し
て
一
名
の
浄
書
係
の
ほ
か
は
、
い
か
な
る
事
務
上
の
腐
吏
も
輿
え
ら
れ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
細
務
を
み
づ
か
ら
慮
理
せ
し
め
ら
れ

例
え
ば
都
検
正
に
し
て
も
、
そ
の
選
任
の
な
に
よ
り
の
基
準
が

「吏
文
が
精
密
で
あ
る
」

綿
』
加
/
お
な
ど
〉
の
だ
か
ら
、
彼
ら
に
「
吏
才
」
が
不
可
絞
で
あ
っ
た
の
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。

た

(
『
夢
渓
筆
談
』

2
)
。

か
い
な
か
で
あ
っ
た
(
『長
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こ
う
し
て
み
れ
ば
中
書
検
正
官
の
設
置
を
、
安
石
の
「
吏
士
合
一
策
」
の
一
環
と
み
な
す
こ
と
も
あ
る
い
は
可
能
で
あ
る
。
だ
が
単
に
士
人

に

「吏
事
」
を
行
わ
せ
る
、

つ
ま
り
は
既
存
の
提
貼
五
房
や
堂
後
官
の
う
え
に
例
え
ば
進
士
科
出
身
の
土
人
を
お
き
、
彼
ら
に
従
来
脊
更
に
委

と
い
う
一意
味
で
の
「
吏
土
合
一
」
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
こ
と
ば
を
か
え
れ
ば
、
と
り
わ
け
安
石
に
お
け
る
検
正
官

ね
た
事
務
を
と
ら
せ
る
、

の
職
責
は
、
中
書
各
房
の
責
任
者
と
し
て
脊
吏
を
統
轄
し
、
膏
吏
の
姦
悪
を
防
ぎ
自
身
の
「
吏
才
」
を
設
揮
し
て
、

五
房
の
事
務
を
よ
り
以
上

れ
た
措
置
で
あ
る
。

に
固
滑
に
運
ば
せ
る
こ
と
で
、

全
う
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
と
り
あ
え
ず
こ
れ
を
傍
誼
す
る
の
が
、
検
正
官
設
置
と
同
時
に
堂
後
官
に
下
さ

選
人
(
土
人
)
か
ら
も
な
る
こ
と
が
で
き
た
l
さ
き
の
「
皐
究
」
は
こ
れ
に
相
賞
す
る
で
あ
ろ
う
|
堂
後
官
へ
の
ル
l
ト

が
、
こ
の
時
に
底
止
さ
れ
た
(
『長
編
』
川
/
1
)
の
は

醤
来
の
「
吏
事
」

は
「
倉
法
」
等
に
よ

っ
て
統
制
を
強
化
し
た
う
え
で
、

「
吏
士
合
ご
と
い
う
語
か
ら
短
絡
的
に
印
象
さ
れ
る
の
と
は
裏
腹
に
、

脅
吏
に

任
し
よ
う
と
す
る
意
固
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
土
人
と
脊
吏
と
の
役



割
が
区
別
さ
れ
、
混
同
吏
に
一
定
の
拘
束
を
加
え
よ
う
と
す
る
傾
向
が
、

特
に
奮
法
黛
な
ど
の
他
者
か
ら
み
れ
ば
、

み
え
る
の
で
あ
る
。

検
正
官
に
も
と
め
ら
れ
る
の
は
蓄
に
ひ
と
し
い
「
吏
才
」
で
あ
り

そ
の
な
す
と
こ
ろ
も
「
吏

事
」
に
す
ぎ
ま
い
。
だ
が
安
石
に
す
れ
ば
検
正
官
の
「
吏
事
」
と
「
吏
才
」
と
は
、
政
治
の
き
わ
め
て
重
要
な
要
素
で
あ
り
な
が
ら
故
ら
に
軽

現
さ
れ
て
き
た
高
度
な
寅
務
と
、
こ
れ
に
封
醸
し
庭
理
す
る
能
力
と
を
z

意
味
し
た
は
ず
で
あ
る
。
従
っ

て
検
正
官
は
そ
の
活
動
の
範
圏
を
、
中

重
一
国
各
房
の
責
任
者
と
し
て
の
そ
れ
に
限
定
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
制
置
三
司
僚
例
司
な
ど
に
よ
る
大
綱
の
企
重
段
階
を
経
た
あ
と
、
新
法
寅
施
面

の
中
接
と
し
て
、
所
属
各
房
の
職
掌
を
超
越
し
て
活
動
す
る
こ
と
、
と
き
に
こ
れ
が
も
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
検
正
官
が
各
房
の
文
書
事
務
を

一
切
取
扱
わ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
不
断
に
績
け
ら
れ
る
中
書
五
房
の
日
常
的
業
務
、

土

人
一
般
か
ら
み
て
記
録
に
債
し
な
い
「
吏
事
」
は
、
こ
れ
を
無
視
す
る
の
が
嘗
時
の
史
家
の
筆
法
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
詳
細
は
き
わ
め
に
く
い

が
、
後
出
の
御
史
察
承
躍
の
総
括
的
表
現
に
か
り
れ
ば
、
「
文
字
を
貼
検
し
文
字
を
推
行
す
る
」
の
が
検
正
官
の
基
本
的
な
職
務
で
あ
る
。
「
文

お

か

み

「
人
主
は
天
下
の
事
を
以
て

中
書
に
付
し
、
中
書
は
以
て
五
房
に
付
し
て
い
る
。
人
主
が
す
べ
て
の
文
書
を
み
ら
れ
る
わ
け
が
あ
ろ
う
か
。
罪
の
軽
重
を
問
わ
ず
〔
す
べ
て
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字
の
艶
検
」
と
は
具
鐙
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
参
知
政
事
呂
恵
卿
が
検
正
刑
房
張
安
園
を
戒
識
し
て
い
う
。

の
み
に
依
援
し
て
い
る
の
だ
〈
『
長
編
』
問

/
u
y」
下
紐
官
臆
|
こ
の
場
合
は
大
理
寺
で
あ
る
ー

の
還
付
を
う
け
嘗
一
該
房
の
作
成
し
た
原
案
を
、
最
終
的
に
黙
検
〈
検
正
)
し
て
天
子
に
進
呈
す
る
、
こ
れ
が
検
正
官
の
基
本
的
職
務
で
あ
ろ
う
。

だ
が
史
料
に
絞
上
の
制
約
を
認
め
た
う
え
で
も
な
お
や
は
り
願
著
な
の
は
、
各
房
の
本
来
的
事
務
に
た
ず
さ
わ
る
検
正
官
で
あ
る
よ
り
は
、

む
し
ろ
そ
の
房
に
関
わ
る
部
分
の
政
治
の
絞
陥
を
、
摘
出
し
改
正
し
よ
う
と
す
る
検
正
官
の
姿
で
あ
る
。
例
え
ば
検
正
刑
房
李
承
之
で
あ
る
。

の
決
断
の
基
準
は
〕
中
書
〔
の
選
る
文
書
〕

宋
の
刑
法
佳
系
を
特
徴
づ
け
る
死
刑
判
決
(
大
野
案
)
に
謝
す
る
再
審
制
度
が
、
遁
確
に
機
能
し
て
い
な
い
現
肢
を
批
判
し
て
彼
は
い
う
。

し
ら
ベ
な
お

か
ら
刑
部
に
毎
月
、
す
で
に
覆
し
お
わ
っ
た
大
酔
案
を
す
べ
て
中
書
に
上
申
さ
せ
、
検
正
官
に
委
ね
て
覆
詳
さ
せ
、
大
事
件
は
十
日
を
限
り
小 今

事
件
は
七
日
を
限
り
と
す
る
。
:
:
:
令
長
編
』
川
/
3
〉
」
提
案
は
賓
施
さ
れ
て
年
内
に
彼
は
、

五
件
の
大
野
案
を
駁
正
し
た
と
し
て
太
常
丞
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(
正
八
品
〉
に
陸
準
し
た
〈
岡
山
/
江
〉
。
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照
寧
八
年
(
一

O
七
五
)
安
石
と
目
葱
卿
の
封
立
が
表
面
化
し
た
と
き
、
恵
卿
を
脅
劾
さ
せ
た
黒
幕
は
安
石
の
息
宝
刀
で
あ
る
と
博
え
ら
れ
る
が

承
稽
の
こ
と
ば
に
は
、

(
『
長
編
』
別
/
日
〉
、
貫
際
の
糾
揮
者
は
御
史
中
丞
郵
結
と
、
安
石
と
同
郷
の
御
史
察
承
稽
(
『宋
史
翼
』

ω)
で
あ
る
。
安
石
の
側
近
と
い
え
る

わ
た
く
し
し
ら
べ

「
臣
が
詳
た
と
こ
ろ
、
朝
廷
が

日
頃
の
安
石
の
主
張
が
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
承
一
一
帽
は
い
う
。

検
正
官
を
置
い
た
本
一
意
は
蓋
し
、
経
術
文
雅
で
あ
り
、
園
鐙
を
謀
る
に
足
り
、
前
人
の
言
過
去
の
事
例
に
通
暁
し
て
宰
相
を
補
佐
す
る
こ
と
が

で
き

〔
宰
相
に
〕
知
ら
な
い
所
が
あ
れ
ば
諮
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
〔
人
材
を
〕
、

必
要
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
し
ょ
う
。
文
字
を
艶
検
し

文
字
を
推
行
す
る
な
ど
は
、
〔
そ
の
職
責
に
お
い
て
〕
猶
お
下
等
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
(
『長
編
』
川
/
9
)
。」
豊
か
な
古
典
的
数
養
に
一
裏

附
さ
れ
て
園
政
全
般
を
議
論
し
う
る
資
質
(
足
謀
園
鐙

)
l具
控
的
に
は
時
世
の
洞
察
力
・
分
析
能
力
で
あ
ろ
う
か
ー
を
も
ち
、
史
貫
あ
る
い
は

故
事
に
明
る
く
(
多
議
前
言
往
行
)
、
随
時
諮
問
に
慮
え
う
る
該
博
な
寅
際
的
知
識
(
有
所
不
知
得
以
諮
訪
)
を
併
せ
も
つ
こ
と
、
こ
れ
ら
を
具
え
て

よ
う
や
く
検
正
官
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

行
政
文
書
操
作
の
有
能
な
技
術
者
で
あ
る
以
上
の
資
質
を
、
検
正
官
に
も
と
め
る
こ
の
姿
勢
は
、
田
川
寧
の
嘗
路
者
に
普
遍
的
で
あ
ろ
う
か
。
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安
石
の
そ
れ
は
さ
き
の
「
宰
属
」
論
議
に
明
ら
か
に
み
て
と
れ
る
。

「
在
下
の
豪
傑
の
土
を
選
ん
で
篠
例
を
編
修
さ
せ
文
字
を
貼
検
さ
せ
る
べ

き
で
す
。

:
:
〔
中
書
に
宰
属
を
置
き
例
を
修
め
さ
せ
る
〕

の
は
政
治
の
根
本
で
あ
り
ま
す

P

凡
そ
例
を
修
め
る
も
の
は
、

王
監
を
知
り
園
論

を
識
り
、
流
俗
に
く
ら
ま
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、

は
じ
め
て
任
命
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
(
『
宋
曾
要
』
職
官
5
/
8
)
。」

「
文
字
を
貼
検
」
さ
せ
る
こ
と
も
課
題
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
宰
属
」
構
想
は
そ
の
ま
ま
の
ち
の
検
正
官
に
つ
な
が
る
と
み
て
よ
い
。

「
王
鐙

を
知
り
圏
論
を
識
る
」
と
は
、
奈
承
轄
の
い
う
「
園
瞳
を
謀
る
に
足
る
」
の
典
援
で
も
あ
ろ
う
。

安
石
の
姿
勢
は
彼
の
興
黛
に
あ
っ
て
、
共
通
の
理
解
を
か
ち
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
宰
臣
曾
公
亮
は、

賛
成
す
る
も
の
の
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
彼
の
理
解
は
安
石
と
大
き
く
異
な
る
。
「
皐
究
」
出
身
の
「
敦
撲
の
人
」
、

「
宰
麗
」
を
お
く
そ
の
こ
と
に
は

こ
れ
を
「
宰
属
」
に
す
べ

き
と
い
う
彼
か
ら
は
、
中
書
の
現
欣
改
善
の
一
意
志
は
あ
る
レ
は
窺
い
え
て
も
、
政
治
全
般
の
改
革
へ
の
一
意
欲
は
感
得
で
き
な
い
。
中
書
の
重
要

性
を
認
め
て
全
般
的
改
革
へ
の
意
志
は
明
ら
か
だ
が
、
神
宗
の
認
識
に
も
隔
差
が
あ
る
。

「
今
〔
天
下
の
〕
治
ま
る
こ
と
を
欲
す
る
な
ら
ば
中



書
か
ら
始
め
る
べ
き
だ
。

中
室
田
に

〔
宰
属
〕
を
置
く
な
ら
ば
小
官
を
精
選
す
べ
き
で
あ
る
(
岡
敬
官
5
/
8
)
。
」
右
の
安
石
の
「
在
下
豪
傑
の

土
」
は
、
紳
宗
の
「
小
官
」
と
公
亮
の
「
敦
撲
の
人
」
に
射
す
る
所
信
表
明
に
外
な
ら
な
い
。

公
亮
は
論
外
で
あ
る
と
し
て
徐
の
雨
者
の
聞
の
隔
差
は
、
検
正
官
設
置
の
際
に
も
あ
ら
わ
れ
る
。

た
と
き
、
執
政
と
同
席
さ
せ
ま
い
と
し
て
-
い
っ
た
。

か
み

「
上
は
初
め

〔
検
正
官
の
嘩
遇
を
〕
議
し

『
ム
ユ
諌
官
を
任
命
し
よ
う
と
し
て
さ
え
適
嘗
な
人
材
を
得
ら
れ
ぬ
〔
現
朕
で
あ
る
〕
。

〔
ま
し
て
〕
お
そ
ら
く
中
書
に

〔
宰
〕
属
を
置
く
な
ら
ば
第
一
等
の
人
材
を
得
ら
れ
な
い
に
ち
が
い
な
い
。

〔
そ
う
し
た
小
人
た
ち
で
あ
る
か

ら
〕
躍
遇
を
抑
制
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、

〔
宰
相
の
〕
樺
威
を
侵
し
事
を
害
う
で
あ
ろ
う
。
』
王
安
石
は
い
っ
た
。

『
中
書
の
属
官
は
、
や
が
て

は
諌
官
・
侍
従
も
っ
と
め
ら
れ
る
よ
う
な
〔
第
一
等
の
人
材
を
〕
精
揮
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
も
し
そ
の
躍
遇
を
抑
制
す
れ
ば
、
自
ら
愛

重
す
る
〔
第
一
等
の
〕
人
は
進
ん
で
こ
と
を
な
そ
う
と
は
し
ま
す
ま
い
。

そ
の
招
権
害
事
を
心
配
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
』
(
『
長
編
』
川
/
1
)
」
検
正
官
を
、

〔
抑
制
さ
れ
て
も
な
り
た
が
る
よ
う
な
〕
自
ら
愛
重
し
な
い
も
の
な

れ
ば
こ
そ
、

二
流
以
下
の
人
材
に
よ
っ
て
も
賄
い
う
る
行
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政
文
書
の
操
作
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
l
職
掌
と
神
宗
は
み
な
す
如
く
で
あ
る
。
た
と
え
現
在
の
地
位
は
卑
く
と
も
、
将
来
園
政
を
直
接
に
な
い

う
る
、
検
正
官
に
は
そ
の
よ
う
な
人
材
を
あ
て
る
べ
し
と
の
安
石
の
主
張
で
あ
る
。
政
治
の
中
橿
に
お
け
る
「
吏
事
」
を
ど
の
よ
う
な
人
材
に

委
ね
る
か
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、

そ
の
「
吏
事
」
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
に
外
な
る
ま
い
。
そ
の
聞
に
お
け
る
差
違
は
ま
た
、
あ
る

ベ
き
政
治
の
姿
に
つ
い
て
の
黍
離
に
も
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る
。

(
3〉

「
敦
撲
の
人
」
で
も
な
く
「
小
官
」
で
も
な
い
、
近
未
来
に
お
け
る
指
導
者
集
圏
と
も
な
り
う
る
「
在
下
豪
傑
の
士
」

を
「
宰
属
」
と
し
て
、
敢
て
他
者
か
ら
は
「
吏
事
」
と
し
か
み
え
な
い
賓
務
を
委
ね
る
。
し
か
も
こ
れ
を
政
治
の
根
本
と
み
な
す
と
こ
ろ
に
、

い
ず
れ
に
も
せ
よ
、

王
安
石
の
政
治
が
裁
然
と
し
て
、
他
と
巨
別
さ
れ
る
べ
き
理
由
が
あ
る
。

中
書
検
正
官
|
|
新
進
官
僚
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王
安
石
と
検
正
官
に
よ
る
照
寧
の
政
治
史
に
は
さ
さ
や
か
な
前
史
が
あ
る
。
例
え
ば
初
代
都
検
正
ロ
ロ
大
防
同
じ
く
吏
房
の
李
清
臣
は
、
安
石
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附

。
は
新
法
黛
政
権
(
照
寧
・元
塑
・
紹
聖
・徴
宗
朝
〉
の
宰
相
。

O
は
同
じ
く
参
知
政
事
・
植
密
使
副
。

-
は
奮
法
築
(
元
一
疏
)
の
宰
相
か
ら
極
副
。
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で
は
な
く
彼
の
同
僚
韓
絡
の
「
宰
属
」
で
あ
る
。
雨
者
は
、
照
寧
三
年
(
一

O
七
O
)
九
月
韓
緯
が
快
西
宣
撫
使
と
し
て
特
涙
さ
れ
た
際
そ
の
属

と
な
り
(
『長
編
』
川
/
6・

『難
肋
集』

臼
「
資
政
殿
大
祭
士
李
公
行
紋
」
)
、
現
地
で
各
々
検
正
を
命
ぜ
ら
れ
た
(
『長
編
』
川
/
u
-
m
/
2
)
。
特
に
清

臣
は
、
慶
州
(
険
西
永
興
軍
路
)
丘
(観
の
責
を
問
わ
れ
て
韓
緯
が
l
出
使
先
で
陸
任
し
て
い
た
宰
相
か
ら
左
降
さ
れ
る
(
岡
山
/
却
〉
の
に
殉
じ

て
、
検
正
官
を
僻
し
て
い
る
(
同
m
/
u
v

彼
は
ま
た
反
青
苗
汲
の
E
魁
韓
埼
に
も
ち
か
く
、

新
法
の
熱
烈
な
支
持
者
と
は
い
い
か
ね
る
(
先

吏
房
と
な
り
(
岡
山
/
3
)
の
ち
に
御
史
に
轄
じ
た
劉

撃
は
よ
り
鮮
明
に
反
新
法
的
で
あ
る
。
有
名
な
盟
法
改
革
者
沼
鮮
を
父
と
す
る
前
者
は
、
思
想
的
に
張
載
(
横
渠
)
・
張
猷
兄
弟
や
程
穎
の
一
類

掲
『
難
肋
集
』
)
。

そ
の
黙
戸
房
に
任
ぜ
ら
れ
て
こ
れ
を
僻
し
た
沼
育
(
『
長
編
』
m
/
3
)

で

、

震

政

者

に

は

ま

ず

心

術

を

正

す

こ

と

を

も

と

め

る

な

ど

、

劉

撃

は

後

年

の

元

一

筋

醤
法
議
の
一
源
問
「
朔
黛
」
の
領
袖
で
あ
り
、
彼
の
側
の
記
録
は
、
嘗
時
奮
法
議
人
士
の
準
退
を
の
ベ
る
定
型
的
な
い
い
よ
う
で
、
そ
の
才
を

(

4

)

 

一
月
あ
ま
り
の
在
任
中
多
く
議
論
は
削
創
立
し
た
と
博
え
る
(
『忠
粛
集
』
劉
安
世
序
な
ど
〉
。

初
期
道
皐
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
(
岡
山
/
日
-
m
/
3
)
。

安
石
に
認
め
ら
れ
て
俊
正
官
と
な
っ
た
が

監
察
御

- 64一

史
裏
行
と
な
る
や
青
苗
・
兎
役
等
の
法
の
、
彼
は
も
っ
と
も
苛
烈
な
糾
弾
者
の
ひ
と
り
と
な
っ
た
(
『長
編
』

m
/
9
・
『忠
粛
集
』
3
な
ど
)
。

均
職
・
車
円
苗
法
な
ど
に
績
き
菟
役
法
ー
そ
の
全
園
的
頒
下
は
四
年
(
一

O
七
一
〉
十
月
(
『長
編
』
川
/
7
)
|
が
行
わ
れ
よ
う
と
い
う
時
期
、

王
安
石
新
法
が
そ
の
全
貌
を
あ
ら
わ
そ
う
と
い
う
こ
の
段
階
で
は
、
奮
法
黛
的
一
意
識
の
持
主
は
、
た
と
え
彼
な
り
の
改
革
を
構
想
し
よ
う
と
、

す
で
に
そ
の
嘗
事
者
と
し
て
政
府
に
と
ど
ま
り
え
な
い
。

ま
し
て
韓
絡
去
位
(
四
年
三
月
)
以
後
宰
相
は
た
だ
安
石
ひ
と
り
で
あ
る
。

劉
撃
と

い
う
政
権
の
不
純
分
子
が
中
書
を
去
る
の
を
ま
た
ず
、
神
宗
と
安
石
の
検
正
官
!
お
よ
び
そ
の
経
験
者
ー
か
ら
な
る
、
員
に
貫
権
を
行
使
し
う

る
内
局
が
政
府
の
な
か
に
形
成
さ
れ
る
と
い
う
、
照
寧
に
特
徴
的
な
構
造
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。

右
の
臨
制
の
告
護
者
は
御
史
中
丞
楊
檎
で
あ
る
。
そ
の
謹
言
の
要
貼
の
第
一
は
、
朝
廷
の
政
令
が
某
房
検
正
官
あ
る
い
は
た
だ
某
房
と
い
う

名
儀
で
の
み
、
行
下
さ
れ
る
貼
で
あ
る
。

二
鐙
に
聖
旨
の
指
揮
を
奉
じ
て
頒
下
す
る
も
の
は
朝
廷
の
政
令
で
あ
り
、
諸
房
と
は
脅
吏
の
部
局

名
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
今
検
正
官
の
名
儀
を
用
い
る
の
さ
え
瞳
を
失
し
て
い
る
の
に
、

ま
し
て
某
房
の
名
儀
を
用
い
た
な
ら
ば
、
天
下
の
人

は
ど
こ
か
ら
命
令
が
で
る
も
の
か
、
怪
し
ま
ず
に
お
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
。
」

要
黙
の
第
二
は

王
安
石
と
検
正
官
の
み
が
政
務
を
一
商
議
し
、
他



楊
槍
の
第
二
黙
は
、
巨
大
防
に
か
わ
っ
て
都
検
正
と
な
っ
た
曾
布
に

よ
っ
て
も
明
言
さ
れ
る
。
「
丞
相
(
安
石
〉
が
す
で
に
議
定
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
彼
〔
ら
参
知
政
事
鴻
京
・
王
珪
〕
に
問
う
た
と
て
な
ん
に
な

か
き
は
ん

(

5

)

ろ
う
。
〔
ご
裁
可
を
経
て
〕
教
が
出
る
の
を
侯
ち
、
押
字
さ
せ
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
(
同
川
/
U
)
。
」
御
史
縛
任
の
の
ち
局
外
の
批
判
者
の
立
場
を

(

6

)

 

え
た
劉
撃
も
、
役
法
が
司
農
寺
に
お
い
て
、
中
書
の
属
官
(
曾
布
〉
と
御
史
知
雑
(
郵
結
〉
の
手
で
講
重
さ
れ
、

の
大
臣
が
坪
外
に
お
か
れ
る
と
い
う
貼
で
あ
る
(
『
長
編
』
m
/日
i
u
y

大
臣
(
安
石
〉
が
選
揮
し
た
監

司
・
提
暴
常
卒
官
に
よ
っ
て
賞
施
さ
れ
る
現
肢
を
論
難
し
(
『
忠
粛
集
』

3

「
論
助
役
法
分
析
疏
」
〉
、
政
治

一
般
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
凡
そ
政
府
(
安
石
〉
が
措
置
鰹
章
、
除
用
進
退
す
る
所
以
を
謀
議
す
る
に
あ
た
り
、
ひ
と
り
一
層
橡
曾
布
な
る
も
の
と
論
定
し
、
そ
れ
か
ら

落
筆
す
る
の
で
、
同
列
〔
の
鴻
京

・
王
珪
〕
が
預
り
聞
く
の
は
布
の
あ
と
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
す
(
同
「
第
二
疏
」
)
。
」
鴻
京
ら
参
知
政
事
で
さ

え
政
治
に
干
預
で
き
な
い
ほ
ど
に
、
安
石
と
曾
布
ら
特
定
少
数
に
貫
権
が
集
中
す
る
、
こ
れ
が
照
寧
の
政
治
の
責
態
で
あ
る
。

劉
撃
ら
の
批
判
に
劃
し
て
綿
韓
的
な
役
法
肯
定
論
、
反
批
判
を
展
開
す
る
(
『
長
編
』
山
/
2
〉
な
ど
、

あ
り
な
が
ら
、
す
で
に
曾
布
の
立
場
は
あ
た
か
も
輿
黛
新
法
黛
の
幹
事
長
の
そ
れ
で
あ
る
。

寄
様
階
と
し
て
は
正
八
品
の
小
官
で

- 65ー

「
開
封
府
界
の
民
に
は
そ
れ
ぞ
れ
差
役
と
募
役
の

い
づ
れ
な
り
と
も
選
ば
せ
る
」
と
い
う
趣
旨
の
、
聖
旨
を
奉
じ
た
命
令
が
下
さ
れ
よ
う
と
し
た
と
き
、
曾
布
l
と
郵
結
|
の
代
表
す
る
司
農
寺

は
、
不
適
嘗
と
し
て
こ
れ
を
さ
し
も
ど
し
た
。
形
式
的
に
は
ほ
ぼ
同
様
の
知
制
詰
李
大
臨
ら
の
場
合
と
は
逆
に
、
曾
布
ら
は
な
ん
の
慮
分
も
蒙

ら
な
か
っ
た
(
岡
山
/
u
y
こ
れ
ほ
ど
に
こ
の
頃
、
政
権
内
の
彼
の
立
場
は
、
強
固
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

異
母
兄
曾
輩
と
と
も
に
嘉
祐
二
年
(
一

O
五
七
〕
の
準
土
に
及
第
し
た
曾
布
の
(
『
宋
史
』
川

-mu、
こ
の
時
期
の
詳
細
な
経
歴
を
楊
檎
は
の
べ

て
も
い
る
(
『
長
編
』
山

/
u
y
こ
こ
に
は
曾
布
の
み
な
ら
ず
他
の
検
正
官
一
般
に
も
、
共
通
す
る
い
く
つ
か
の
特
徴
的
な
貼
が
あ
る
。
要
約
す

れ
ば
第
一
黙
は
そ
の
位
階
(
寄
藤
階
)
に
関
わ
り
、
第
二
軸
'は
そ
の
粂
任
す
る
職
務
に
関
わ
る
。

①
海
州
(
准
南
)
懐
仁
鯨
令
↓
著
作
佐
郎
(
照
寧
二
年
九
月
〉
②
看
詳
街
司
篠
例
(
閏
十
一
月
)
③
編
敷
剛
定
官
会
一
年
四
月
)
④
編
修
中
書
僚
例

〈
八
月
〉
⑤
著
作
佐
郎
↓
崇
政
殿
読
書
・
太
子
中
允
(
九
月
)
⑤
権
問
剣
司
農
寺
(
向
〉
⑦
集
賢
校
理
(
同
〉
③
検
正
戸
房
(
同
〉
⑨
君
詳
編
修
中

書
傑
例
(
十
月
〉
⑮
直
合
入
院
(
四
年
二
月
ν
⑪
都
検
正
(
同
)
⑫
詳
定
編
敷
(
五
月
〉
⑬
試
知
制
詰
(
七
月
〉

65 



歴
を
参
照
す
る
(
『
難
肋
集
』
同
町

「朝
奉
郎
致
仕
陳
君
墓
誌
銘
」
)
。

(

7

)

 

の
高
位
の
合
格
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第

一
貼
に
お
い
て
ま
.
す
注
目
す
べ
き
は
、
異
常
と
も
い
え
る
陸
準
の
速
さ
で
あ
る
。
比
較
の
封
象
と
し
て
閉
じ
嘉
結
二
年
の
進
士
陳
輔
の
鰹

彼
は
及
第
に
際
し
校
書
郎
(
古
川
官
従
九
口
問
)
を
授
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
、

第
一
甲

66 

そ
の
彼
に
し
て
漬
州
(
河
北
〉
司
理
参
軍
か
ら
始
ま
る
差
遣
は
、

知
珂
州
(
成
都
路
〉
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
地
方
勤
務
で
あ
り
、
位
階
も
よ
う
や
く
朝
泰
郎
(
正
七
品
末
等
〉
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

生
涯
は
、
及
第
の
際
の
授
官
と
い
う
出
設
か
ら
す
れ
ば
、
龍
頭
蛇
尾
の
翻
は
あ
る
に
し
て
も
、
さ
り
と
て
極
端
な
挫
折
と
冷
遇
の
連
績
で
あ
っ

た
わ
け
で
は
な
く
、
官
僚
と
し
て
ま
ず
は
無
難
な
一
生
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
比
べ
て
曾
布
は
、
鯨
令
と
い
う
選
人
七
階
紐
の
う
ち
の
第
五

三
十
徐
年
を
閲
し
た
の
ち
の

だ
が
そ
の

等
か
ら、

一
躍
高
級
官
僚
の
身
分
を
取
得
(
入
流
)
し
た
ば
か
り
か
、
京
官
の
最
高
位
著
作
佐
郎
(
従
八
品
〉
を
た
だ
ち
に
興
え
ら
れ
、
し
か
も

一
年
を
要
し
た
に
す
ぎ
ず
、
知
制
詰
と
な
る
や
名
血
管
あ
る
諌
官
右
正
言
を
も

さ
ら
に
一
階
う
え
の
太
子
中
允
(
朝
官
正
八
口
巴
に
陸
る
ま
で
、

(

8

)

 

え
た
(
『
長
編
』
川
/

9
〉。

曾
布
に
数
年
お
く
れ
て
照
寧
八
年
の
こ
と
と
1

彼
が
知
安
吉
麻
(
湖
州
)
の

- 66ー

著
作
佐
郎
に
陳
輔
が
到
達
し
た
の
は
、

(

9

)

 

と
き
干
興
し
た
呂
恵
卿
涯
官
僚
張
若
済
の

一
件
か
ら
|
推
測
で
き
る
。

位
階
陸
進
の
速
さ
自
艦
は
そ
れ
と
し
て
、
こ
の
時
期
の
曾
布
は
八
品
官
で
し
か
な
い
。
官
界
で
は
い
ま
だ
に
軽
輩
で
あ
る
彼
が
、
強
大
な
権

勢
を
ふ
る
い
え
た
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
宋
の
官
界
で
は
、
寄
職
階
は
地
位
の
上
下
と
本
俸
の
多
少
と
の
指
標
に
す
ぎ
ず
、
卑
い
位
階
に
あ
る

も
の
が
相
蛍
の
権
力
を
行
使
し
う
る
事
例
に
は
、
し
ば
し
ば
遭
遇
す
る
。
だ
が
王
安
石
の
も
と
の
曾
布
の
場
合
ほ
ど
極
端
に
、
位
階
と
質
権
と

が
事
離
す
る
の
は
、
絶
無
で
は
な
い
に
し
て
も
非
常
に
ま
れ
で
あ
る
。

回
一
寧
六
年
(
一

O
七
三
)

に
お
か
れ
た
検
正
習
皐
公
事
の
例
を
も
っ
て
こ
の
貼
は

曾
布
か
ら
さ
ら
に
一
般
化
で
き
る
。

習
皐
公
事
は
検
正

官
の
み
な
ら
い
で
あ
り
、
現
役
の
検
正
官
は
近
い
将
来
さ
ら
に
高
い
地
位
を
興
え
る
と
い
う
前
提
の
も
と
、
彼
ら
の
離
任
の
の
ち
即
ち
に
そ
の

闘
を
う
め
る
に
た
る
有
能
の
土
を
、

い
ま
か
ら
検
正
官
の
貫
務
に
習
熟
さ
せ
て
お
く
べ
き
と
す
る
、

王
安
石
の
意
向
に
由
来
す
る
(『
長
編
』
川

/
口
〉
。
例
え
ば
八
年
(
一

O
七
五
)
に
吏
房
習
皐
に
除
せ
ら
れ
た
孫
誇
に
つ
い
て
楊
時
(
勉
山
〉
は
、
「
同
列
は
皆
な
一
時
の
選
を
極
め
、
そ
の

の
ち
に
侍
従
に
列
な
り
要
職
に
居
る
こ
と
と
な
る
も
の
が
.
す
ら
り
と
い
た
(
『
亀
山
集
』
斜
「
孫
飽
闘
墓
誌
銘
」
〉
」

と
い
う
。
最
低
限
そ
の
「
吏



才
」
は
み
な
嘗
時
の
一
流
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

習
皐
公
事
は
す
べ
て
選
人
身
分
で
あ
る
。
な
か
に
は
徐
轄
の
よ
う
に
洪
州
ハ
郷
貢
〉
準
士
と
い
う
無
位
無
官
(
白
衣
〉
の
身
か
ら
、
就
任
し
て

は
じ
め
て
選
人
と
な
っ
た
も
の
も
あ
る
令
長
編
』
山
/
U
Y
練
亨
甫
は
新
法
集
の
エ
リ
ー
ト
コ

l
ス
を
歩
ん
だ
。
安
石
の
子
王
雰
の
弟
子
で
あ

り
、
三
舎
制
に
改
革
さ
れ
た
太
暴
の
外
舎
か
ら
第
一
位
の
成
績
で
躍
部
試
受
験
資
格
を
え
、
六
年
(
一

O
七
三
〉
準
土
科
に
合
格
し
た
あ
と
、
玉

率
の
集
大
成
い
わ
ゆ
る
新
経
義
の
修
定
に
た
ず
さ
わ
っ
た
〈
岡
山
/
M
-
M
/
8
・
『
{
査
室
』
想
。
わ
ず
か
に
二
年
後
戸
房
習
皐
と
な
る
や
、
睦

州
司
法
参
軍
で
し
か
な
い
ハ
『
長
編
』
別
/
げ
〉
彼
が
、
政
権
の
商

E
頭
の
抗
争
の
な
か
で
、
貫
質
上
の
主
役
の
ひ
と
つ
を
演
ず
る
。

亨
甫
に
つ
い
て
一
方
の
嘗
事
者
ロ
口
恵
卿
は
い
う
。
「
〔
安
石
は
〕
毎
日
た
だ
巴
嘉
問
(
検
正
戸
房

γ
練
亨
甫
に
か
こ
ま
れ
て
い
る
。
:
:
:
そ
の
除

の
人
は
話
し
か
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
(
同
制
/
M
Y
」
「
大
抵
〔
御
史
察
〕
承
躍
が
〔
わ
が
一
黛
を
攻
撃
し
て
〕
い
う
所
は
、
皆
な
亨
甫
が
数

安
石
涯
の

唆
七
て
い
る
(
同
m
/
5
〉。
」
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黛
争
の
面
ば
か
り
で
は
な
い
。
習
開
学
公
事
亨
甫
の
活
動
と
し
て
は
、
科
奉

・
数
育
制
度
に
関
わ
る
も
の
が
資
料
に
明
ら
か
で
あ
る
。
他
の
習

事
公
事
ハ
王
震
・
孫
誇
)
と
と
も
に
貢
摩
(
敷
)
式
の
修
定
に
あ
た
っ
た
ハ
『
長
編
』
山
/
1
)
外
に
、
州
皐
数
官
に
劃
す
る
試
験
制
度
の
導
入
(
同

加

/
2
)
、
従
来
適
用
の
劃
象
外
と
さ
れ
た
扶
元
以
下
三
名
に
も
、
授
官
に
さ
き
だ
ち
法
律
試
験
の
受
験
を
義
務
づ
け
よ
、
と
の
提
言
も
彼
に
よ

つ
て
な
さ
れ
た
(
『
宋
舎
要
』
選
翠
日
/
M
V

(

叩

〉

の
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
右
の
三
者
は
い
づ
れ
も
、
ど
の
よ
う
な
次
世
代
の
官
僚
を
つ
く
る
か
と
い
う
、
安
石
の
改
革
の
根
幹
に
関
わ
る
も
の

一
選
人
亨
甫
が
改
革
に
お
い
て
輿
え
ら
れ
た
役
割
は
、
重
要
で
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

科
商
事
(
取
土
)
は
安
石
に
と
っ
て
や
が
て
は
皐
校
(
養
士
)
制
度
の
な
か
に
、
解
消
さ
れ
る
べ
き
も

と
い
え
る
。

卑
い
位
階
の
新
準
の
徒
が
強
権
を
握
っ
た
例
置
で
あ
る
の
に
加
え
て
、
習
息
子
公
事
は
俊
正
官
に
お
け
る
安
石
の
政
治
構
想
の
完
結
で
も
あ

る
。
彼
ら
は
周
到
に
準
備
さ
れ
た
検
正
官
の
第
二
世
代
で
あ
る
。
こ
の
の
ち
習
皐
を
一
年
つ
と
め
れ
ば
、
入
流
さ
せ
た
う
え
権
検
正
と
す
る
こ

と
と
さ
れ
た
(
『
長
編
』
別

/
m
y
習
撃
と
い
う
窓
口
か
ら
有
能
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
だ
官
場
の
習
気
、
嘗
法
黛
の
影
響
に
汚
染
さ
れ
な
い
|
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そ
れ
は
時
に
他
者
か
ら
す
れ
ば
練
亨
甫
・
葉
遁
の
よ
う
な
、
自
波
子
飼
の
新
進
(
岡
山
/
日
〉
を
権
力
に
近
づ
け
、
宰
相
の
地
位
を
固
め
る
仕
業
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に
外
な
ら
な
い
が
|
人
材
を
吸
牧
す
る
。
そ
の
位
階
の
卑
さ
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
こ
れ
に
重
要
な
賓
務
の
多
く
を
委
ね
、
材
否
を
排
別
し
て

家
の
最
高
指
導
者
層
を

一
貫
し
て
、

(

日

)
る。 短

期
聞
に
急
速
に
陸
準
さ
せ
る
。
こ
の
う
え
に
検
正

・
都
検
正
さ
ら
に
は
侍
従
、
最
終
的
に
は
宰
相
に
至
る
経
路
を
想
定
す
れ
ば
、
将
来
の
園

お
も
に
外
な
ら
ぬ
「
吏
事
」
に
よ
っ
屯
試
験
し
か
っ
養
成
し
よ
う
と
す
る
構
想
が
、
こ
こ
に
は
み
え
て
く

中
書
へ
の
権
力
集
中
1

1
検
正
官
の
粂
職

曾
布
の
経
歴
か
ら
指
摘
で
き
る
第
二
貼
は
さ
ら
に
、
川
既
存
の
職
任
(⑤
①
⑪
⑬
)
間
法
典
編
纂
(②
③

ω笹
川
昭
)
回
新
法
系
諸
官
鹿
(
職
)

〈⑤
)
の
三
者
に
大
別
で
き
る
。
特
に
刷
聞
が
重
要
で
あ
り
、
こ
れ
を
解
明
し
お
え
た
あ
と
で
は
、
あ
た
か
も
既
存
の
政
治
機
構
、
樺
カ
韓
系

が
時
の
政
府
で
は
ほ
と
ん
ど
空
洞
化
し
、
安
石
と
検
正
官
を
中
心
と
す
る
別
箇
の
陸
系
が
成
立
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
さ
え
印
象
さ
れ
る
。

山
ま
ず
彼
ら
の
お
び
る
館
職
で
あ
る
。

一
般
的
に
検
正
官
は
集
賢
校
理
・
館
閣
校
勘
を
、
習
皐
公
事
は
崇
文
院
校
書
を
お
び
る
。
下
級
で
あ

る
と
は
い
え
こ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
育
材
の
地
で
あ
り
、
位
階
も
卑
く
資
歴
も
浅
い
彼
ら
を
重
用
す
る
に
際
し
、
権
威
を
付
興
し
て
そ
の
政
治
的

- 68ー

地
位
の
強
化
を
期
待
で
き
る
。
そ
の
う
え
こ
れ
ら
下
級
館
職
は
、
い
ず
れ
も
宮
廷
圃
書
館
な
ど
の
貫
務
に
あ
た
る
職
事
館
職
と
い
う
べ
き
も
の

(

ロ

)

で
あ
る
。
諸
文
献
利
用
の
機
舎
を
う
る
こ
と
で
法
典
編
纂
な
ど
の
職
務
を
、
よ
り
園
滑
に
途
行
で
き
る
、
質
際
的
数
果
を
も
の
ぞ
み
え
た
は
ず

で
あ
る
。

特
に
都
検
正
に
は
知
制
詰

・
直
舎
人
院
を
お
び
る
場
合
が
あ
り
、

一
般
の
検
正
官
か
ら
知
制
詰
に
陸
っ
た
も
の
も
あ
る
。
知
制
詰
は
も
ち
ろ

「
中
書
舎
人
の
事
を
行
な
う
(
『
長
編
』
加
/
幻
)
。
」
直
舎
人
院
も
l
中
毒
舎
人
が
寄
職
階
に
組
込
ま
れ
て
い
た
元
豊
以
前
に
は
l
宰
相
に

ん直
属
し
官
僚
の
任
兎
献
(
制
詰
〉
の
作
成
に
あ
た
る
。

(

臼

)

補
者
と
し
て
登
錬
さ
れ
た
の
と
ほ
と
ん
ど
等
し
い
。
だ
が
安
石
が
こ
れ
そ
れ
自
睡
に
お
く
意
味
は
第
二
義
的
な
も
の
に
す
ぎ
ま
い
。
短
期
的
に

奮
来
と
り
わ
け
知
制
詰
を
お
び
れ
ば

翰
林
率
土
さ
ら
に
は
宰
相
へ
の
、
最
終
的
な
候

は
都
検
正
1

あ
る
い
は
検
正
官
経
験
者
ー
を
宰
相
側
近
に
お
く
正
嘗
性
が
、
既
存
の
睦
制
の
範
鴎
で
も
保
護
さ
れ
、
館
職
の
場
合
同
様
そ
の
政



治
的
地
位
も
強
化
で
き
る
。
長
期
的
に
は
試
験
し
お
え
た
自
黛
の
有
能
の
土
を
、
次
代
の
指
導
者
と
す
る
確
率
を
よ
り
高
め
う
る
、

な
ど
が
そ

れ
で
あ
る
。
例
え
ば
安
石
は
い
う
。

「
制
詰
に
つ
い
て
は
遁
嘗
な
人
材
は
た
し
か
に
え
が
た
い
が

〔
制
詰
は
〕
政
治
に
お
レ
て
念
切
で
は
な

い
(
同
問
/
4
)
。」

恵
卿
が
都
検
正
と
な
る
と
、
曾
布
の
都
検
正
を
や
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
安
石
は
曾
布
の
留
任
を
固
く
請
う
て
い
う
。

わ

た

く

し

あ

や

ま

ち

け
て
さ
え
く
れ
れ
ば
、
臣
の
愚
短
で
も
過
が
寡
く
て
す
み
ま
し
ょ
う
。
」
曾
布
が
翰
林
間
学
士
と
な
る
と
、

清
要
の
き
わ
み
で
あ
る
翰
林
皐
士
と
の
劃
比
に
よ
っ
て
、
安
石
に
お
け
る
「
宰
属
」
の
位
置
づ
け
は
よ
り
鮮
明
に
な
る
。
服
喪
の
あ
け
た
呂た

す

「
雨
人
が
そ
ろ
っ
て
済

安
石
は
ま
た
布
の
都
検
正
留
任
を
請

う
が
、
神
宗
は
い
う
。
宰
属
な
ど
を
さ
せ
て
は
お
け
な
い
。
」
せ
め
て
編
修
中
書
篠
例
に
は
留
任
さ
せ
る
よ
う
請
う

が
、
恵
卿
の
「
吏
文
精
密
」
を
理
由
に
つ
い
に
聴
許
は
き
れ
な
い
(
『
長
編
』
山
/
m
y
中
書
篠
例
の
編
修
の
よ
う
な
「
吏
事
」
を
清
官
翰
林
皐

「
拳
士
の
職
任
は
高
い
。

土
に
さ
せ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
「
宰
属
」
に
す
ぎ
な
い
都
検
正
が
同
時
に
皐
土
で
あ
る
こ
と
は
、
安
石
に
と
っ
て
な
ん
の
矛
盾
で
も
な
い
。
も

っ
と
も
優
先
さ
れ
る
べ
き
は
「
宰
属
」
の
充
貫
で
あ
り
で
き
れ
ば
そ
の
協
調
で
あ
る
。
曾
布
以
下
は
な
に
よ
り
も
検
正
官
で
あ
る
べ
き
で
、
こ

れ
に
比
べ
れ
ば
奮
来
の
制
に
お
け
る
職
任
は
い
か
に
名
春
あ
る
も
の
で
も
、
あ
る
い
は
そ
の
分
賓
質
か
ら
遊
離
す
る
だ
け
に
、
副
次
的
な
も
の

と
み
な
さ
れ
る
。

- 69ー

間
右
の
事
例
は
ま
た
政
治
の
根
本
に
行
政
府
の
刷
新
を
、
さ
ら
に
そ
の
根
本
に
「
中
書
候
例
」
と
い
う
法
典
の
整
備
を
お
く
、
安
石
の
姿
勢

を
再
び
想
起
さ
せ
る
。
検
正
官
の
編
纂
に
係
る
法
典
の
個
別
具
瞳
例
は
、

『
宋
史
』
川
喜
文
志
に
検
正
躍
房
向
宗
儒
の
「
南
郊
式
」
二
十
巻
な

ど
い
く
つ
か
が
み
え
る
。

『
宋
史
』
に
は
採
録
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
、
安
石
政
権
の
財
政
姿
勢
を
反
映
し
た
で
あ
ろ
う
も
の
に
、
「
三
司
教

(
令
〉
式
」
が
あ
る
。
三
年
(
一

O
七
O
〉
末
安
石
を
綿
責
任
者
と
し
て
、
「
在
京
諸
司
庫
務
(
諸
財
務
官
臆
〉
歳
計
篠
例
」
と
と
も
に
編
修
が
命
ぜ

〈

M
)

七
年
に
コ
ニ
司
教
式
」
四
百
巻
が
上
呈
さ
れ
た
〈
『
宋
舎
要
』
刑
法
1
/
8
・
『
長
編
』
川
/
4
〉。
こ
の
開
詳
定
官
と
し
て
こ
れ
に
干
預
し
た

ら
れ
、

69 

の
は
検
正
戸
房
章
惇
と
、
こ
れ
を
つ
い
だ
同
じ
く
張
誇
で
あ
り
、
曾
布
も
の
ち
に
加
わ
っ
た
(
岡
山

/
a
-
m
/
2
-
mソ

/
M
V

新
法
黛
の
て
に
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な
る
以
上
従
来
の
も
の
と
は
、

一意
国
的
に
も
結
果
的
に
も
大
き
く
異
な
っ

て
い
た
と
類
推
し
う
る
外
に
、
詳
細
な
内
容
は
知
る
べ
く
も
な
い
。

た
だ
編
纂
の
取
沙
汰
さ
れ
た
首
初
か
ら
、

国
家
祭
記
に
伴
う
賞
興
な
ど
が
減
額
さ
れ
る
不
安
を
、

(
江
川

)

幻
)
、
冗
費
の
大
幅
な
節
減
が
主
要
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
は
、
推
測
で
き
る
。

軍
人
が
露
骨
に
示
し
て
い
る
か
ら
(
岡
山
/

役
法
を
除
い
た
常
卒
閥
係
の
詔
救
が
、

曾
要
』
刑
法
1
/
ロ
)
。
照
寧
三
年
(
一

O
七
O
)、

「
元
盟
司
農
放
令
式
」

十
五
巻
と
し
て
集
成
さ
れ
た
の
は
同
二
年
三

O
七
九
)
の

こ
と
で
あ
る

(『宋

新
法
の
多
く
が
司
農
寺
を
頂
黙
に
運
営
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
て

(
『
長
編
』
川
/
凶
)
以
降
、
名

は
同
じ
司
農
寺
で
は
あ
っ

て
も
、
新
法
の
全
て
と
ほ
と
ん
ど
等
し
い
一意
味
を
も
つ

に
至
っ

た
そ
の
所
管
事
項
と
、
官
聴
自
鐙
の
重
要
性
と
は
、

従
前
の
そ
れ
と
懸
絶
す
る
。
従
っ

て
司
農
寺

(l
常
卒
司
〉
関
連
の
法
典
は
全
く
新
た
に
編
纂
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ば
か
り
か
、
政
治
力
息子的

に
は
そ
の
主
導
権
を
握
る
も
の
こ
そ
首
代
の
員
の
買
力
者
に
外
な
ら
な
い
。
右
の
元
豊
ま
で
の
過
程
は
新
法
議
内
部
の
主
導
権
の
交
替
と
し
て

(

日

〉

と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
中
心
に
い
る
の
が
呂
葱
卿
で
あ
る
。

三
司
侠
例
司
検
詳
官
で
あ
っ
た
嘗
初
か
ら
彼
は
、

O
)
九
月
以
降
の
服
喪
期
間
、

司
馬
光
に
よ
れ
ば
、

隠
然
た
る
影
響
力
を
一
部
に
も

っ
て
い
た
(
『
長
編
拾
補』

6
/
m
v

だ
が
三
年
(
一

O
七
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彼
に
代
わ
っ
て
司
農
寺
を
主
宰
し
た
曾
布
が
彼
の
役
法
に
重
大
な
修
正
を
加
え
た
(
『長

編
』
山
/
2
-
m
/
6
・
川
/

7
〉
。
以
後
天
下
に
頒
下
さ
れ
た
役
法
は
(
同
m
/
2
)
も
ち
ろ
ん
他
の
新
法
も
多
分
に
、
悪
卿
構
想
で
は
な
く
曾
布

わ
た
く
し

「
均
職
・

農
田
・
常
卒
(
青
苗
〉
等
の
款
は
、
す
べ
て
臣
の
手
を
経
た
も
の
(
同
川
/
8
)
」
と

案
を
基
礎
と
し
て
推
進
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
あ
れ
ば
こ
そ
、
翰
林
皐
士
と
な
っ
て
曾
布
が
判
司
農
寺
を
や
め
る
と
こ
れ
に
代
わ
っ
た
都
検
正
恵
卿
が
、

「
遜
か
に
天
下
の
官
吏
に
司
農
の
未
輩
未
使
の
こ
と
を
い
わ
せ
た

(『東
軒
筆
録
』

凶
)
」
と
侍
え
ら
れ
る
よ
う
に
政
界
復
時
間
直
後
の
彼
は
、
新

法
を
彼
に
と
っ

て
の
本
来
の
軌
道
に
戻
す
べ
く
努
め
た
。
安
石
が

一
時
掛
冠
し
た
七
年
(
一

O
七
四
〉
す
で
に
参
知
政
事
で
あ
る
彼
を
責
任
者

い
う
自
負
が
、
恵
卿
に
は
あ
る
。

「
司
農
篠
例
」
の
編
修
が
開
始
さ
れ
た
の
は
こ
の
成
果
で
あ
ろ
う
。
検
正
戸
房
か
ら
彼
を
襲
っ
た
都
検
正
(
剣
司
農
寺
)
李
承
之
、
戸
房
検

正
(
同
判
司
農
)
張
誇
ら
が
詳
定
官
、
恵
卿
の
配
下
の
経
義
所
検
討
官
曾
岐
ら
が
編
修
剛
定
官
で
あ
る
(
『
長
編
』
削
/
u
-
m
/臼

-
m
/
6
)。

法
制
上
の
盟
系
化
と
い
う
新
法
の
骨
格
ゃ
つ
く
り
も
都
検
正
あ
る
い
は
こ
れ
を
経
験
し
た
貫
力
者
と
、

検
正
官
を
中
心
と
し
た
特
定
少
敵
者
に
よ



つ
て
な
さ
れ
た
事
買
を
、
恵
卿
の
こ
の
時
期
は
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
。

翌
年
復
位
し
た
安
石
と
恵
卿
と
の
抗
争
は
、
嘗
事
者
の
み
な
ら
ず
照
寧
新
法
に
も
大
き
な
影
響
を
興
え
る
。
ま
ず
恵
卿
の
樺
勢
が
弱
種
化
す

る
遁
程
で
「
篠
例
」
編
纂
の
責
任
者
を
菟
ぜ
ら
れ
(
『
長
編
』
加
/
7
〉
、
そ
の
失
脚
と
と
も
に
編
纂
自
睦
が
や
め
ら
れ
る
(
問
問

/
8
-
m
/
m
y

安
石
も
ま
た
失
脚
し
た
九
年
末
、
前
年
編
修
の
「
常
卒
等
教
は
允
首
で
な
く
行
用
で
き
な
い
」
こ
と
を
理
由
に
再
編
の
詔
が
下
り
(
『
宋
舎
要
』

刑
法
1
/
叩
〉
、
か
く
て
さ
き
の
「
司
農
教
令
式
」
完
成
を
み
る
。
恵
卿
新
法
が
否
定
し
き
ら
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
さ
き
だ
ち

た
す

恵
卿
「
傑
例
」
の
編
纂
中
止
と
同
時
に
、
「
事
責
を
補
け
る
こ
と
が
な
い
し
と
し
て
「
中
書
僚
例
」
の
編
纂
も
や
め
ら
れ
る
。
安
石
の
改
革
に

お
け
る
根
本
方
針
に
も
重
大
な
制
肘
が
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
安
石
の
照
寧
か
ら
元
豊
へ
、
政
界
は
次
第
に
轄
換
を
始
め
た
。

(

口

)

都
検
正
曾
布
が
、
仁
宗
末
年
以
降
の
詔
款
を
集
め
や
田
代
施
政
の
基
本
と
な
る
「
照
寧
編
救
」
の
、
編
纂
に
あ
た
っ
た
事
例
は
す
で
に
み
た
。

検
正
官
の
法
典

・
法
令
に
お
け
る
役
割
を
、
九
年
(
一

O
七
六
)
六
月
と
七
年
七
月
の
ふ
た
つ
の
詔
(
『
宋
舎
要
』
刑
法
1
/
9
)
に
よ
っ
て
、
こ
こ

で
は
こ
れ
を
さ
ら
に
一
般
化
す
る
。
前
者
で
は
、

「す
べ
て
剛
〔
改
創
〕
立
す
る
篠
貫
」
の
詳
定
に
あ
た
る
の
は
、
中
書
で
は
蓄
に
よ
っ
て
、

「
都
検
正
・
逐
房
検
正
・
監
制
敷
庫
官
」
で
あ
る
べ
き
と
規
定
す
る
。
制
敷
庫
は
、
「
五
房
の
文
書
を
貯
え
る
」
た
め
の
資
料
庫
で
都
検
正
が

そ
の
責
任
者
で
あ
る
(
『
長
編
』
山

/
m
v
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特
に
八
年
八
月
以
後
は
吏
房
習
皐
孫
誇
が
脊
吏
に
替
っ
て
監
官
と
な
っ
た
(
同
加
/
ロ

-
m
/
u
v

い
っ
ぱ
ん

ζ

ベ
つ

後
者
は
、
中
書

・
極
密
諸
房
の
創
立
剛
改
す
る
「
海
行
と
一
司
僚
貫
」
は
、

刑
法
司
・
編
救
所
に
迭
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
軍
政

(
福
密
)
に
関
わ
る
も
の
は
と
も
か
く
、
安
石
が
朝
廷
を
去
っ
て
い
る
七
年
七
月
の
そ
の
以
前
に
は
、
な
ん
ら
第
三
者
の
手
を
へ
る
こ
と
な
く
、

中
書
五
房
の
み
に
よ
っ
て
詳
定
か
ら
擬
定
・
準
呈
ま
で
が
な
さ
れ
る
桂
制
が
想
定
で
き
る
。
安
石
失
脚
直
前
の
九
年
九
月
段
階
で
も
、
少
く
と

も
詳
定
の
手
績
き
は
こ
れ
を
検
正
官
に
委
ね
る
も
の
と
確
認
さ
れ
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
嘗
時
の
法
令
の
相
場
田
部
分
が
検
正
官
に
よ
っ
て

つ
く
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
安
石
の
指
導
力
の
安
定
し
て
い
る
聞
は
、
検
正
官
は
法
令
の
編
纂
者
で
あ
る
ば
か
り
か
立
法
者
で
も
あ
っ

た
こ
と
に
な
る
。

71 
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四
元
豊
官
制
改
革
に
よ
っ
て
巨
大
官
鹿
三
司
が
、

解
怯
過
程
の
一
環
と
し
て
、

司
農
寺
に
績
き
、

ほ
と
ん
ど
名
目
的
存
在
で
し
か
な
か
っ
た
戸
部
の
も
と
に
改
組
さ
れ
る
そ
の
以
前
、
三
司

「
由
同
案
を
軍
器
監
に
蹄
し
、
修
造
を
防
相
作
監
に
蹄
し
」
た
と
、
馬
端
臨
は
い
う
(
『文
献
通
考
』

臼
「
戸
部
術
書
」
)
。

検
正
官
が
粂
ね
る
新
法
系
官
躍
と
は
お
も
に
こ
の
三
者
で
あ
る
。

」
の
う
ち
検
正
躍
房
向
宗
儒
が

活
子
奇
と
と
も
に
長

官
(
同
制
む
に
な
っ
た
勝
作
監
(
土
木
建
設
捲
嘗
〉
に
つ
い
て
は
こ
と
に
、

知
り
う
る
と
こ
ろ
は
す
く
な
い
(
『長
編
』

m

/
l
v

た
だ
奈
一
京
繕
は

い
う
。

「
故
に
三
司
の
財
用
は
嘗
然
こ
の
〔
軍
器
・
勝
作
〕
二
局
に
よ
っ
て
大
幅
に
へ
ら
さ
れ
て
い
る
(
同
州
/
M
C
。」
三
司
の
財
源
に
甚
大
な

影
響
を
興
え
る
ほ
ど
の
規
模
で
あ
る
以
上
、
将
作
監
の
設
立
も
軍
器
監
同
様
、
車
な
る
分
離
で
あ
る
よ
り
は
、
三
司
の
局
外
に
既
存
の
部
局
を

機
能
を
搬
大
し
て
再
組
織
し
た
、
明
確
な
政
策
一意一
園
が
あ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

軍
器
監
は
い
わ
ば
兵
器
廠
で
あ
る
。
従
来
由
円
案
と
諸
州
賂
作
院
が
推
賞
し
た
兵
器
製
、
造
は
、
嘗
局
者
が
数
量
充
足
だ
け
を
追
究
す
る
日
和
見

主
義
に
終
始
し
、
ひ
た
す
ら
劣
悪
な
製
品
が
蓄
積
さ
れ
る
現
黙
で
あ
っ
た
。
六
年
(
一

O
七
三
)
に
質
現
を
み
た
設
立
の
提
言
者
は
|
李
煮
は
否

〈

叩

凶

)

定
す
る
も
の
の
|
王
穿
で
あ
る
。
軍
器
監
の
も
と
に
原
材
料
産
出
の
諸
州
に
は
都
作
院
を
お
き
、
制
作
に
あ
た
ら
せ
る
外
、
汎
く
兵
器
に
関
す

る
一
意
見
を
具
陳
さ
せ
併
せ
て
そ
の
式
様
を
も
募
集
し
た
。
巌
密
な
審
査
を
加
え
た
う
え
で
式
様
に
則
っ
て
製
造
さ
せ
る
と
同
時
に
、
製
品
の
質
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に
つ
い
て
の
責
任
も
巌
し
く
問
う
た
(
『長
編
』
川

/
n
y
兵
器
製
造
股
系
を
全
園
的
規
模
で
改
め
た
の
で
あ
る
。
ほ
ぼ
二
年
後
に
は
、
「
〔
品
目

に
よ
っ
て
は
〕
蓄
額
に
比
べ
て
数
十
倍
か
ら
少
な
く
と
も
二
倍
」
の
兵
器
を
製
造
し
た
と
、
報
告
さ
れ
る
に
至
っ
た
(
同
制
/
ロ
)
。

判
軍
器
監
に
は
都
検
正
口
口
恵
卿
と
枢
密
都
承
旨
|
中
書
の
都
検
正
に
相
首
す
る
|
曾
孝
寛
が
任
命
さ
れ
、
属
官
奏
奉
の
権
限
も
興
え
ら
れ
た

〈
『
長
編
』
川
/
幻
)
。
恵
卿
の
在
任
は
必
ず
し
も
な
が
く
は
な
い
が
|
参
知
政
事
陸
任
の
た
め
で
あ
る
|
こ
の
地
位
に
は
縫
績
的
に
検
正
官
の
人

眠
か
ら
剣
監
が
命
ぜ
ら
れ
た
。

知
制
詰
一
章
惇
が
彼
の
後
任
と
な
り
(
同
m
/
幻
)
、
以
後
照
寧
年
聞
で
判
明
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
権
剣
と
し
て
加

わ
っ
た
都
検
正
李
承
之
(
七
年
五
月
・
同
町
/
ロ
〉
、

章
惇
に
代
わ
っ
た
知
制
詰
沈
括
(
同
九
月
・
岡
山
/
M
〉
、

沈
括
に
代
わ
っ
た
稔
充
(
同
十
一

月
・
岡
山
/
9
)
の
名
を
あ
げ
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
恵
卿
・
承
之
は
都
検
正
と
し
て
、

一
部
で
は
あ
れ
行
政
権
を
も
行
使
し
え
た
の
で
あ
る
。

設
立
が
中
書
の
側
の
提
言
に
よ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
軍
器
監
の
あ
る
べ
き
委
は
橘
密
側
の
曾
孝
寛
で
は
な
く
、
呂
恵
卿
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に



語
ら
れ
る
が
、
同
時
に
こ
れ
は
官
僚
の
貫
務
能
力
が
、

い
か
に
あ
る
べ
き
か
の
要
約
で
も
あ
る
。
式
様
の
可
否
の
決
定
は
使
用
者
側
の
、
因
習

に
と
ら
わ
れ
特
に
な
べ
て
下
僚
に
委
ね
る
し
か
知
ら
な
い
、
高
紐
職
業
軍
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
兵
器
に
つ
い
て
は

「
壷
く
中
外
の
所
臓
を
観
」
、
法
度
に
つ
い
て
は
「
量
く
古
今
の
所
読
を
考
え
」
、

制
作
に
お
い
て
は
「
必
ず
良
匠
の
所
編
を
究
め
」
、

施
用
に

際
し
て
は
「
必
ず
遺
臣
の
試
る
所
を
聞
い
」
う
る
、
線
合
的
調
査
能
力
と
そ
れ
に
依
接
す
る
剣
断
力
を
も
っ
、
軍
器
監
(
文
臣
官
僚
〉
で
こ
そ
あ

る
べ
き
と
の
主
張
で
あ
る
(
同
制
/
2
Y
恵
卿
に
み
る
姿
勢
の
あ
る
限
り
軍
器
監
は
、
い
わ
ゆ
る
寺
監
の
ひ
と
つ
で
あ
る
に
し
て
も
受
動
的
な

賓
施
機
関
、
兵
器
供
給
者
で
は
な
い
。
軍
備
の
寅
質
向
上
を
め
ざ
す
能
動
的
な
改
革
の
主
鐙
で
あ
る
。
三
司
に
属
し
た
由
同
案
が
活
性
化
さ
れ
、

〈

川

口

)

軍
政
に
関
わ
る
一
部
門
と
し
て
、
検
正
官
人
脈
を
逼
じ
中
書
に
む
す
び
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

司
農
寺
は
も
ち
ろ
ん
新
法
の
中
一
核
で
あ
る
。

田
川
寧
に
お
け
る
司
農
寺
の
長
(
剣
寺
・
同
剣
寺
)
九
名
の
う
ち
三
名
ハ
林
且
・
胡
宗
愈
・
張
貌
)
は
、

検
正
官
で
も
そ
の
経
験
者
で
も
な
い
。
た
だ
彼
ら
の
司
農
寺
官
と
し
て
の
唯
一
の
記
録
は
就
任
の
事
貨
を
告
げ
る
も
の
で
あ
り
、
の
ち
の
活
動

は
資
料
に
あ
ら
わ
れ
な
い
〈
『
長
編
』
川
/
m
-
m
/
7
・制
/
l
y
こ
の
黙
は
検
正
吏
房
か
ら
、
「
甚
し
く
は
事
を
暁
ら
ざ
る
(
同
町
/

M
ど

を

以
て
他
に
轄
じ
、
七
年
(
一

O
七
四
)
に
剣
寺
を
粂
ね
た
李
定
に
も
共
通
す
る
(
同
川
/
H
-
m
/
m
)
。
検
正
戸
房
か
ら
知
制
詰
を
経
て
〈
同
m

/
3
)
熊
本
は
二
度
剣
寺
と
な
っ
た
(
岡
山
/
8
-
m
/
ロ
ー
だ
が
彼
の
二
度
目
の
在
任
期
間
|
九
年
〈
一

O
七
六
)
か
ら
元
豊
-
初
年
(
一

O
七
八
)

ー
は
、
お
も
に
恵
卿
・
安
石
の
失
脚
以
後
で
あ
り
、
そ
の
「
司
農
敷
式
」
あ
る
い
は
「
常
卒
等
教
」
の
編
纂
も
、
中
書
の
影
響
を
排
除
し
て
す

す
め
よ
う
と
す
る
意
志
に
屈
し
た
形
逃
が
あ
る
な
ど
、
検
正
官
経
験
者
で
あ
る
に
し
て
も
、
安
石
の
隈
寧
謹
制
的
存
在
で
あ
る
と
は
み
な
し
が

た
い
(
『
宋
合
要
』
刑
法
1
/
9
-
m
、
『
長
編
』
m
/
幻
)
。
彼
以
後
元
豊
初
年
以
降
は
、
照
寧
新
法
の
貫
施
面
に
は
ほ
と
ん
ど
寄
興
し
て
い
な
い
、

察
確
が
剣
寺
と
な
り
(
同
制
/
7
H
検
正
官
と
司
農
と
の
関
係
は
断
絶
す
る
。
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窺
え
る
(
本
文
民
山
頁
)
。

の
ち
中
丞
に
陸
り
安
石
失
脚
ま
で
在
任
し
た
通
算
八
年
と
い
う
期
聞
は
、
特
異
な
こ
と
と
し
て
同
時
代
人
が
記
録
す
る
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(
同
川
/
2
・
川
/
2
・
『墜
史
』

上
「
任
人
」
)
。

こ
れ
も
曾
布
と
「
照
寧
編
敷
」
等
の
詳
定
に
あ
た
る
(
『長
編
」
川
/
1
・
5
〉
な
ど
、

す
で
に
監

察
機
関
の
長
と
し
て
の
職
掌
を
逸
脱
し
て
い
る
如
く
で
あ
る
が
、
そ
の
罷
菟
の
と
き
に
も
戸
房
習
昼
諜
亨
甫
と
の
交
通
を
取
沙
汰
さ
れ
(
岡
山

/
1
・
4

・
ロ
〉
、
安
石
と
恵
卿
の
抗
争
に
際
し
て
後
者
の
弾
-
劾
に
た
つ
(
同
m
/
8
・
U
)
な
ど
、
彼
は
ほ
ぼ
一
貫
し
て
安
石
の
輿
黛
で
あ
る
。

政
権
の
批
判
者
と
し
て
の
蓋
諌
集
圏
、
こ
れ
が
北
宋
の
遁
例
で
あ
る
。
御
史
が
政
権
の
検
察
官
で
も
あ
り
、
行
政
面
の
構
成
員
に
も
な
る
と
い

う
郵
棺
の
例
は
更
め
て
考
察
を
要
す
る
(
同
川
/
日
)
。
検
正
官
と
い
う
面
か
ら
み
れ
ば
、
こ
れ
に
選
任
し
た
特
定
少
数
者
を
通
じ
て
中
書
に
権

力
が
集
中
す
る
、
彼
は
恰
好
の
一
例
で
も
あ
る
。
こ
れ
を
嫌
っ
て
か
安
石
失
脚
後
、
検
正
・
習
四
円
干
の
蓋
諌
へ
の
奏
奉
が
禁
じ
ら
れ
、
監
察
と
行

政
の
峻
別
が
一
意
一
固
さ
れ
て
い
る
。
検
正
官
創
設
以
前
に
剣
寺
と
な
っ
て
い
た
目
恵
卿
は
と
も
か
く
、
曾
布
・
恵
卿
・
李
承
之
・
張
誇
の
四
代
の

都
検
正
全
て
に
と
り
、
都
検
正
で
あ
る
こ
と
は
即
ち
に
判
司
農
寺
で
あ
る
こ
と
も
z

意
味
し
た
。
も
ち
ろ
ん
さ
き
に
み
た
よ
う
に
他
者
の
併
任
も

あ
り
は
し
た
が
、
そ
れ
も
時
に
は
検
正
刑
房
李
承
之
が
擢
同
判
と
し
て
令
長
編
』

川
/
日
)
恵
卿
と
、

戸
房
張
誇
が
同
判
と
し
て
(
岡
山
/
9
)

(

幻

)

承
之
と
組
合
さ
れ
た
よ
う
に
、
検
正
と
都
検
正
の
併
任
さ
え
あ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
す
れ
ば
司
農
寺
は
純
然
た
る
中
書
の
一
部
局
で
あ
り
、
新
法

行
政
は
宰
相
一
箇
に
直
結
す
る
構
造
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
勝
作
・
軍
器
・
司
農
の
三
寺
監
を
遁
じ
て
み
れ
ば
、

騒
形
態
で
あ
る
か
は
措
く
と
し
て
、

官
僚
機
構
三
一
司
〉
の
少
な
く
と
も
一
部
が
中
書
の
も
と
に
再
編
さ
れ
、

こ
れ
が
元
豊
官
制
の
先

中
書
は
そ
の
意
志
の
確
買
な
質

- 74ー

施
機
構
を
も
包
含
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
外
路
の
官
僚
は
|
検
正
官
の
出
使
で
あ
る
場
合
が
多
い
|
察
訪
使
や
、
監
司
に
よ
る
監
察
の
結

(

幻

〉

果
を
検
正
官
に
掌
握
さ
れ
た
。
宰
相
へ
の
擢
力
集
中
の
構
園
は
ま
す
ま
す
明
ら
か
で
あ
る
。

司島
民
寺
に
お
け
る
安
石
の
一
意
一
圃
は
義
勇
保
甲
(
民
兵
)
に
お
い
て
確
認
で
き
る
。

岡
山寧
八
年
(
一

O
七
五
〉
知
制
詰
沈
括
以
下
検
正
官
四
人
を

含
む
十
三
人
が
、
河
北
・
河
東
〈
山
西
)
の
四
十
七
州
軍
の
各
々
二

J
七
州
軍
を
分
措
し
、
そ
の
地
の
提
奉
義
勇
保
甲
と
な
っ
た
。
前
年
来
河
北

等
の
民
兵
教
練
は
沈
括
と
曾
孝
寛
の
も
と
、
各
地
監
司
官
・
安
撫
司
官
が
責
を
お
っ
て
い
た
が
、
相
位
に
復
し
た
安
石
は
全
て
司
農
に
統
轄
さ

〈お〉

せ
た
い
と
希
望
し
た
。
十
三
名
の
任
命
は
こ
れ
に
難
色
を
示
し
た
紳
宗
の
妥
協
的
措
置
で
あ
る
。
戸比

歯

時
中
央
で
t土
剣
武
A 
'f"" 

顧
臨

「剣
濁兵
りわ部
臣T検
がし正

孔
目
房
馬
琉
が
、
義
勇
保
甲
の
責
任
者
で
あ
っ
た
。
安
石
は
二
者
に
替
え
て
検
正
戸
房
剣
司
農
寺
の
張
誇
を
あ
て
よ
う
と
す
る
。



開
附
議
し
た
」
嘗
初
は
と
も
か
く
、
現
在
兵
部
管
轄
下
の
義
勇
保
甲
は
、

「
兵
事
で
あ
る
か
ら
中
書
の
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
」
と
し
な
が

ら
も
、
「
極
密
院
と
曲
直
を
争
い
う
る
も
の
」
を
主
剣
と
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、

「
法
は
立
ち
難
い
」
と
い
う
(
『
長
編
』
山
/
口

-
m
/
4
・
加
/

1
1
2
Y
結
果
的
に
は
司
農
に
兵
部
を
か
ね
さ
せ
た
く
な
い
紳
宗
が
、
安
石
に
近
い
と
は
い
え
枢
密
都
承
旨
の
、
曾
孝
寛
を
剣
兵
部
と
し
て
一

旦
落
着
す
る
が
、
半
年
後
に
は
、
「
保
甲
は
民
兵
で
あ
り
司
農
寺
に
属
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
兵
部
の
脊
吏
に
藷
口
し
て
、
提
奉
官
十
三

名
も
や
め
ら
れ
〈
同
m
/
m
〉
、
こ
れ
に
劃
す
る
中
書
の
影
響
力
は
排
除
さ
れ
る
。
植
密
院
な
ど
他
勢
力
と
い
う
阻
擬
要
因
除
去
の
た
め
で
あ

れ
、
剣
司
農
寺
〈
検
正
官
〉
を
介
し
て
こ
れ
が
中
書
に
結
び
つ
く
な
ら
ば
、
行
政
の
放
率
化
を
め
ざ
し
て
中
書
の
改
革
・
保
例
の
編
纂
か
ら
始
め

た
安
石
は
、
行
政
・
財
政
そ
し
て
軍
政
の
一
部
さ
え
一
元
的
に
掌
握
す
る
こ
と
に
な
る
。
少
な
く
と
も
他
者
、
と
り
わ
け
神
宗
は
そ
う
理
解
し

(

M

)

 

た
で
あ
ろ
う
し
、
政
治
に
お
け
る
合
理
性
の
必
要
が
命
じ
る
な
ら
ば
、
安
石
も
こ
れ
を
安
嘗
と
し
て
疑
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

四

神
宗
親
政
下
の
検
正
官

-75ー

「
宰
属
」
に
お
け
る
「
在
下
豪
傑
之
士
」
と
「
小
官
」
と
い
う
そ
の
位
置
づ
け
か
ら
始
め
て
、
神
宗
と
安
石
の
賠
歎
裡
の
封
立
黙
を
障
慮
に

示
し
て
き
た
。
果
し
て
神
宗
が
親
政
し
て
の
ち
検
正
官
に
は
い
く
つ
か
め
だ
っ
た
襲
化
が
あ
る
。
ま
ず
安
石
失
脚
の
直
後
、
彼
ら
の
粂
職
を
禁

止
す
る
詔
が
下
っ
た
(
『長
編
』
問
/
2
)
。
こ
れ
に
よ
っ
て
例
え
ば
司
農
寺
の
長
と
し
て
行
政
権
を
直
接
行
使
し
う
る
存
在
で
は
、
検
正
官
は
あ

り
え
な
く
な
っ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
そ
の
職
掌
は
、
基
本
的
に
は
「
宰
属
」
と
し
て
の
事
務
に
限
ら
れ
、
宰
相
の
指
導
力
自
桂
も
照
寧
以
前
の

既
存
の
系
路
で
し
か
、
護
揮
し
え
な
く
な
っ
た
。
辞
句
に
直
接
表
現
さ
れ
は
し
な
い
が
こ
れ
は
、
親
政
開
始
l
安
石
政
権
移
息
|
の
宣
言
に
ほ

、.
h

ム
‘
フ

P

ム、。

ふ

μ
ナ
J

戸
υv
-
サ
i

、uw

元
豊
元
年
(
一

O
七
八
〉
に
は
検
正
官
の
定
員
が
削
減
さ
れ
た
。
各
房
二
名
計
十
名
か
ら
四
名
へ
の
削
減
で
あ
る
(
『
長
編
』

m
/
7
〉。

が
五
房
に
い
か
に
配
分
さ
れ
た
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
「
戸
房
二
員
が
奮
の
如
く
で
あ
る
外
、
孔
目
房
・
吏
房
・
躍
房
は
共
計
一

ハ
お
〉

員
で
あ
る
(
同
川

/
u
y」
と
の
例
か
ら
推
せ
ば
一
員
が
孔
目
以
下
三
房
を
粂
領
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

四
名

75 

四
名
の
少
数
で
行
政
に
重
大
な
支
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障
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
田
川寧
の
十
名
が
過
剰
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
十
名
の
敷
は
か
え
っ
て
検
正
官
が
嘗
一
該
房
の
文
書
鹿
理
と

と
も
に
、
内
外
の
差
遣
を
粂
務
し
た
こ
と
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
削
減
措
置
は
照
寧
の
制
を
否
定
し
た
首
然
の
蹄
結
で
あ
る
。

だ
い
じ
ん

安
石
失
脚
直
後

一
般
の
検
正
官
に
封
し
、
文
書
を
諸
慮
に
行
下
す
る
に
は
執
政
の
許
可
を
要
す
る
と
の
、
制
限
が
加
え
ら
れ
た
ハ
『長
編
』
川

例
え
ば
参
知
政
事
以
上
に
許
さ
れ
た

参
知
政
事
へ
の
最
終
階
梯
で
さ
え
あ
っ
た
都
検
正
の
、

官
界
で
の
地
位
も
著
し
く
低
下
し
た
。

/
u
v
 

し
え
た
特
権
が
剥
奪
さ
れ
た
(
向
山
/
1
)
。
元
盟
五
年
(
一

O
八
二
〉
の
官
制
改
革
ま
で
検
正
官
の

制
は
、

少
な
く
と
も
存
績
し
た
。
だ
が
こ
れ
よ
り
五
年
前
す
で
に
都
検
正
の
存
在
自
盤
、が
、
全
く
暖
味
に
な

っ
て
し
ま
う
。

の
と
同
様
、

「
劉
子
を
用
い
て
政
令
を
出
」

張
誇
罷
兎
(
同
川

/
日
〉
後
李
承
之
が
再
任
さ
れ
る
(
同
川
/
幻
)
ま
で
、

四
箇
月
の
空
白
期
が
あ
っ
た
の
も
尋
常
で
は
な
い
が
、
承
之
を
縫
い
だ
食
充
が
都
提
奉

市
易
司
に
専
任
す
る
た
め
に
、
都
検
正
を
や
め
た
事
買
を
つ
げ
て
李
煮
は
い
う
。

(
叩
山
〉

(
岡
山
/
1
)
。」
照
寧
で
は
ま
ず
あ
り
え
な
い
事
態
で
あ
る
。

「
誰
が
充
に
代
わ
っ
て
都
検
正
と
な
っ
た
か
わ
か
ら
な
い

擢
さ
れ
、

や
が
て
戸
房
に
遷
っ
た
(
『西
憂
集
』

日
「
起
居
郎
夷
仲
行
紋
」
〉
。
元
盟
三
年
(
一

O
八
O
)
検
正
躍
房
王
震
と
と
も
に
検
討
文
字
官
と
し

- 76ー

安
石
以
後
の
検
正
官
が
質
的
に
劣
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
畢
仲
街
で
あ
る
。
彼
は
安
石
の
後
任
呉
充
に
よ
っ
て
検
正
刑
房
に
抜

て
、
元
盟
官
制
の
詳
定
に
参
加
し
(
『長
編
』
川
/
1
)
、
戸
部
に
閲
わ
る
部
分
を
措
首
し
た
。

「
行
朕
」
の
語
で
あ
る
か
ら
そ
の
ま
ま
に
う
け
と

れ
ぬ
に
し
て
も
、

「
戸
部
の
老
郎
吏
で
さ
え
乗
ず
べ
き
す
き
が
な
い
」
有
能
ぶ
り
で

つ
い
に
官
制
に
つ
い
て
は
す
べ
て
を
委
ね
ら
れ
た
(
先

掲
『
西
聖
集
』
〉
。
そ
の
彼
の
戸
房
嘗
時
の
、
後
代
に
ま
で
著
名
な
業
績
が
『
中
書
備
針
』
の
編
纂
で
あ
る
。
そ
の
寅
務
能
力
が
い
か
に
用
い
ら
れ

た
か
と
い
う
貼
で

『備
劉
』
は
、
元
盟
の
検
正
官
を
象
徴
す
る
如
く
で
あ
る
。
元
盟
初
頭
に
編
纂
の
命
が
下
さ
れ
(
『
長
編
』
加
/
日
)
、
結
果
的

そ
の
基
本
的
性
格
は
こ
の
と
き
の
、
仲
街
と
紳
宗
の
語
に
窺
え
る
。

に
は
同
三
年
(
一

O
八
O
)
仲
街
皐
濁
で
上
呈
し
た
。

「
〔
中
書
に
は
所
謂

合
同要
が
備
附
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
〕
決
獄

・
銭
穀
の
下
問
に
つ
き
お
封
え
で
き
な
い
こ
と
が
」
あ
る
か
ら
纂
修
さ
せ
ら
れ
た
、

「
臣
下
が
君

こ
れ
が

『備
封
』
で
あ
る
(
問
削
/
5
)
。
時
の
官
僚
に
と
っ
て
必
要
な
統
計
数
字
な
ど
、
財
政
・
法
制
上
の
質
務

に
閲
す
る
基
礎
的
事
項
の
集
大
成
で
あ
り
、
下
問
に
答
え
る
た
め
の
い
わ
ば
虎
の
巻
に
外
な
ら
な
い
。
し
か
も
編
纂
の
そ
も
そ
も
の
契
機
は
呉

聞
に
備
え
る
た
め
の
書
L

、



充
に
あ
る
。

「
聖
聞
が
多
く
一意
表
に
出
る
の
で
此
の
書
を
鮫
る
こ
と
を
請
う
た
(
向
加
/
げ
と
の
で
あ
る
。
そ
の
縁
戚
で
あ
り
な
が
ら
植
密
使

の
と
き
、
安
石
批
判
を
繰
返
し
た
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
彼
は
宰
相
を
え
た
〈
同
川

/
m
y
だ
が
一
貫
し
た
政
治
構
想
、
こ
れ
か
ら
波
生
す
る
責

務
の
重
要
性
の
認
識
、
責
務
に
闘
す
る
一
定
以
上
の
知
識
の
い
づ
れ
に
お
い
て
も
彼
と
前
任
者
と
は
比
較
に
な
る
ま
い
。
上
前
を
取
繕
う
の
に

『
備
封
』
の
必
要
を
聞
覚
え
る
宰
相
と
、
彼
に
甚
し
く
は
面
目
を
失
墜
さ
せ
ま
い
が
た
め
に
精
力
を
費
す
検
正
官
、
彼
ら
が
構
成
す
る
行
政
府
に

は
す
で
に
、
ひ
ず
み
の
み
え
始
め
た
園
家
を
い
か
に
再
建
す
る
か
の
抜
本
的
方
法
を
模
索
し
、
か
っ
こ
れ
を
貫
行
す
る
一
意
志
と
活
力
に
お
い
て

は
、
多
く
を
期
待
で
き
な
い
。
臭
充
・
王
珪
と
い
う
元
豊
の
人
事
か
ら
も
、
宰
相
と
中
書
を
君
主
の
意
志
の
忠
買
な
責
行
者
に
限
定
し
、
自
ら

の
指
導
性
を
徹
底
さ
せ
た
い
紳
宗
の
意
園
が
露
骨
に
み
え
て
く
る
。

結
語
に
か

え

て

一
貫
性
で
は
な
く
政
治
的
断
絶
を
照
寧
と
元
豊
と
の
聞
に
認
め
、
こ
れ
を
明
言
す
る
も
の
は
宋
人
に
ま
れ
で
は
あ
る
が
皆
無
で
は
な
い
。
安
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石
の
後
縫
者
を
自
負
す
る
察
下
|
門
下
生
で
あ
り
女
靖
で
あ
る
!
は
、
配
下
に
太
皐
で
公
言
さ
せ
て
い
う
。
「
紳
宗
は
王
剤
公
〈
安
石
)
を
理
解

際
文
公
の
孟
子
を
理
解
し
た
の
に
も
及
ば
な
い
(『長
編
』
山
/
叩
)
。」
安
石
の
熱
烈
な
支
持
者
と
し
て
照
寧
政
権
に
参
加

し
き
れ
な
か
っ
た
。

し
た
常
秩
の
行
朕
等
に
は
、

ほ
と
ん
ど
全
面
的
な
親
政
否
定
の
語
が
あ
る
。

「
刑
公
が
去
位
し
て
よ
り
天
下
の
官
吏
は
陰
か
に
新
法
を
費
え
民

公
(
秩
)
が
濁
り
見
て
其
の
必
敗
を
知
る
に
幾
か
っ

は
茶
毒
を
う
け
た
」

「
上
下
循
歎
し
敗
端
が
内
に
萌
し
た
が
さ
と
る
も
の
は
い
な
い
。

非
と
す
る
論
議
は
、

た
」
(
『長
編
拾
補
』
臼

/
u
v
二
者
と
封
極
的
な
立
場
か
ら
陳
瑳
が
、
母
后
宣
仁
の
樺
威
を
も
っ
て
元
豊
ま
で
も
一
概
に
否
定
し
た
司
馬
光
を
、

し
ん
そ
う
の

「
元
豊
の
政
は
多
く
照
寧
に
異
な
る
。
だ
と
す
れ
ば
先
志
が
己
に
襲
わ
り
こ
れ
を
貫
行
し
た
」
か
ら
で
あ
る
(
『長
編
』

山
/
日
〉
。

雨
代
の
差
違
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
新
法
個
々
の
巌
密
な
針
比
は
必
要
で
あ
る
。
だ
が
す
で
に
、
政
治
の
中
櫨
で
あ
る
饗
質
が
お
こ
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っ
た
こ
と
は
認
め
え
た
。
行
政
の
妓
率
化
を
も
と
め
る
が
故
に
ま
ず
「
僚
例
」
を
整
備
し
、
検
正
官
を
逼
じ
て
中
書
に
行
政
権
力
を
集
中
す
る
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方
針
は
、
否
定
さ
れ
た
。
政
治
に
お
け
る
「
吏
事
」
は
そ
の
重
要
性
を
十
分
に
は
理
解
さ
れ
ず
、
「
吏
才
」
は
従
来
の
「
吏
事
」
の
範
時
で
用

い
ら
れ
た
。
安
石
が
改
革
の
も
っ
と
も
根
本
的
部
分
と
し
た
も
の
が
、
受
容
さ
れ
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
察
下
を
敷
約
す
れ
ば
、
安
石

を
理
解
し
お
お
せ
た
も
の
と
し
て
、
北
宋
的
君
主
濁
裁
制
の
成
立
以
後
に
は
な
か
っ
た
、
親
政
が
開
始
さ
れ
た
。
元
豊
を
み
ず
に
渡
し
た
常
秩

の
「
敗
端
」
が
な
に
を
さ
す
か
は
知
る
す
べ
も
な
い
。
た
だ
、
親
政
で
あ
る
が
故
の
そ
の
不
可
侵
性
の
弊
害
が
、
宋
代
士
大
夫
に
及
ん
だ
と
は

考
え
ら
れ
る
。
元
豊
へ
の
疑
念
を
誘
渡
し
う
る
雨
代
の
客
観
的
比
較
検
討
は
、
貫
質
上
封
じ
ら
れ
た
。
地
位
の
保
全
を
優
先
す
る
大
多
数
に
と

っ
て
は
特
に
、
園
家
に
現
在
な
に
が
必
要
か
と
い
う
柔
軟
な
思
考
に
基
づ
く
議
論
を
、
公
然
と
展
開
で
き
る
絵
地
は
せ
ば
ま
り
、
園
政
の
場
で

の
そ
の
政
治
的
責
任
感

・
公
的
使
命
感
の
自
由
な
設
現
は
、
果
て
し
な
く
困
難
に
な
っ
た
。
議
争
の
激
化
と
祉
舎
全
鐙
の
硬
直
化
傾
向
が
、
症

肢
を
さ
ら
に
昂
進
さ
せ
る
。
極
論
す
れ
ば
、
元
幽
豆
を
無
批
判
的
に
容
認
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
単
な
る
量
的
擬
大
と
形
式
的
模
倣
を
も
っ
て
照

寧
の
縫
承
と
す
る
察
京
か
、
諸
悪
の
根
源
を
照
寧
に
蹄
し
安
石
の
み
に
攻
撃
目
標
を
指
向
す
る
陳
瑳
か
、
い
きつ
れ
か
の
選
揮
し
か
許
さ
れ
な
く

な
っ
た
。
か
く
て
園
家
権
力
(
官
僚
機
構
)
を
通
じ
て
全
般
的
な
枇
禽
改
革
を
、
な
し
う
る
と
妄
想
す
る
近
世
士
大
夫
は
安
石
を
も
っ
て
お
わ
っ

た
。
門
闘
で
も
な
く
外
戚
で
も
な
い
一
知
識
人
は
、
彼
が
嘗
代
最
高
の
知
性
で
あ
る
た
だ
そ
の
故
に
、
そ
の
撃
の
成
果
を
政
治
の
場
に
お
い
て

汎
く
貫
践
し
え
た
。
だ
が
、
確
か
に
そ
の
撃
を
手
段
に
築
達
す
る
人
々
と
、
公
的
典
例
等
に
お
け
る
傘
崇
と
に
は
恵
ま
れ
は
し
た
が
、
彼
の
新
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法
が
正
し
く
継
承
さ
れ
か
つ
設
展
す
る
可
能
性
は
、
奪
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

註(
1
〉
宮
崎
市
定
『
科
翠
』
(
一
九
四
六
、
秋
田
屋
)
一
一
一
一
一
頁
。

ハ
2
〉
梅
原
郁
『
宋
代
官
僚
制
度
研
究
』
(
一
九
八
五
、
同
朋
舎
)
五
一
六

頁。

中
誓
五
回加
に
つ
い
て
は
梅
原
氏
の
解
説
の
ほ
か
に
、

『宋
朝
事
究

類
苑
』

お
に
そ
の
概
略
を
し
る
す
。

(
3
〉
検
正
官
を
経
て
宰
相

・
参
知
政
事
・
福
密
使
等
に
な
っ
た
も
の
は
附

表
に
示
し
た
。

〈

4
〉
一
柳
宗
が
安
石
の
妹
堵
朱
明
之
を
検
正
宮
に
推
し
た
が
、
安
石
が
こ
れ

を
週
避
し
た
結
果
劉
撃
が
選
ば
れ
た
と
い
う
の
が
岡
県
相
で
あ
ろ
う
(
『
長

編』

川
/
3
〉。

(

5

)

『部
氏
関
見
録
』
日
に
基
づ
く
。

(
6
〉
『
長
編
』
山
/
ロ
は
、
「
大
臣
之
親
中
書
之
嵐
官
」
に
作
る
。

(
7
〉
梅
原
前
掲
書
二
四
l
二
五
頁
。
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以
上
の
官
僚
の
位
階
に
つ
い
て
は
、
「
宋
初
の
寄
被
官
と
そ
の
周
透

|
宋
代
官
制
の
理
解
の
た
め
に
|
」
(
梅
原
郁
『
東
方
皐
報
京
都
』

必
)
に
よ
っ
た
。

(
9
〉
張
若
縮
問
の
摺
劾
さ
れ
た
の
は
安
石
の
復
相
(
八
年
二
月
〉
以
後
の
こ

と
で
あ
る
(
『
東
軒
筆
録
』

5
V

(
叩
)
宮
崎
市
定
「
宋
代
の
太
皐
生
活
」
(
『
ア
ジ
ア
史
研
究
I
』
一
九
五

七
、
同
朋
合
)
。

(

U

)

王
安
石
の
法
律
重
視
の
姿
勢
を
反
映
し
て
刑
部
詳
断
官
、
大
理
寺
詳

覆
官
の
下
に
も
習
皐
公
事
が
お
か
れ
た
(
『
宋
舎
要
』
職
官
民
/
5
)
。

(
ロ
〉
梅
原
前
掲
書
第
四
章
「
宋
代
の
館
職
」
。

(
日
)
同
六
九
頁
。

(
M
〉
「
令
」
に
つ
い
て
は
な
お
編
纂
が
縫
綴
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
(
『
長

編
』
山
/
日
比
)
。

(
日
)
後
述
す
る
よ
う
に
こ
の
時
期
す
で
に
三
司
の
解
践
が
進
行
し
つ
つ
あ

る
。
財
政
官
廊
再
組
織
の
意
園
も
こ
の
編
纂
に
盛
込
ま
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

ハ
Mm
〉
百
恵
卿
に
つ
い
て
は
周
賓
珠
「
略
論
巴
憩
卿
」
(
『
宋
史
研
究
論
文

集
』
一
九
八
二
、
上
海
古
籍
出
版
社
〉
が
あ
る
。

(
げ
〉
同
「
編
救
」
の
上
呈
は
六
年
(
一

O
七
三
)
八
月
で
あ
り
照
寧
末
に

は
重
修
が
始
ま
る
(
『
宋
舎
要
』
刑
法
1
/
9
・叩〉。

(
叩
同
)
全
園
の
都
作
院
は
四
一
慮
、
一
七
庭
が
中
央
上
供
の
軍
器
、
二
四
庭

が
蛍
該
路
分
使
用
の
寧
器
を
つ
く
っ
た
(
『
淳
照
三
山
志
』
凶
「
都
作

院
指
揮
」
〉
。

〈
川
口
〉
安
石
在
任
中
に
は
、
軍
器
・
賂
作
監
が
三
司
の
銭
物
を
許
可
さ
れ
た

以
上
に
消
費
し
て
も
、
三
司
は
こ
れ
を
「
黙
検
」
で
き
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
(
『
長
編
』
町
/
6
Y
雨
者
が
寅
質
上
中
書
直
属
の
機
関
に
ち

か
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

〈
加
)
胡
宗
愈
は
知
謀
院
〈
『
長
編
』
川
/
叩
)
、
林
旦
は
監
察
御
史
裏
行

(
岡
山
/
7
)
、
張
波
は
侍
御
史
知
雑
事
(
同
州
/
1
)
で
剣
寺
を
粂
ね

た
。
一
柳
宗
に
は
中
書
の
濁
走
を
牽
制
し
た
い
意
闘
が
あ
っ
た
も
の
か
。

う
凶
り
お
い

(
幻
)
司
曲
演
寺
が
天
下
の
洞
廟
を
民
聞
に
「
買
撲
」
さ
せ
て
利
潤
を
計
り
物

議
を
か
も
し
た
。
こ
れ
に
つ
き
貌
泰
は
、
「
故
凡
司
由
民
起
請
、
往
往
中

書
郎
自
施
行
、
不
由
中
波
」
と
い
う
(
『
東
軒
筆
録
』

6
1
雨
者
は
寅

質
的
に
一
韓
化
し
て
い
た
と
い
え
る
。

〈
幻
)
拙
稿
「
照
寧
年
聞
の
察
訪
使
|
王
安
石
新
法
の
推
進
者
た
ち
l
L

(
『
集
刊
東
洋
皐
』
回
〉
。

(
お
)
そ
の
以
前
に
は
諸
州
の
管
勾
常
卒
官
が
「
管
勾
黙
検
」
し
た
が
(
『
長

縞
』
川
/
1
)
、
中
央
か
ら
司
農
寺
官
が
出
張
し
て
数
練
を
監
督
す
る

こ
と
も
あ
っ
た
(
岡
山
/
6
1
も
し
沈
括
以
後
監
司
等
が
介
入
す
る

霞
制
に
改
め
ら
れ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
彼
が
安
石
に
「
壬
人
」
と
呼
ば

れ
た
(
同
m
/
2
)
理
由
が
、
こ
の
あ
た
り
に
在
る
可
能
性
も
あ
る
。

(
M
〉
照
寧
五
年
(
一

O
七
O
)
に
は
安
石
の
側
近
郭
逢
源
が
、
「
蛍
慶
去
極

府
、
併
婦
中
書
、
除
補
武
臣
、
悉
出
宰
相
。
」
と
主
張
し
た
(
『
長
編
』

m
/泊
)
。
一
洞
宗
が
こ
れ
に
よ
っ
て
安
石
へ
の
、

警
戒
心
を
惹
起
さ
れ

た
可
能
性
は
あ
る
。
一
脚
宗
が
意
識
的
に
反
安
石
の
大
臣
を
朝
廷
に
残
置

し
た
と
、
曾
布
は
み
な
す
。
「
先
帯
聴
用
安
石
、
近
世
翠
比
。
然
蛍
時

大
臣
異
論
者
不

て
彩
不
斥
逐
者
、
蓋
恐
上
下
之
人
、
興
安
石
篤
一
、

則
人
主
於
民
事
有
所
不
得
関
笑
。
(
同
州
/
5
〉
」

(
お
)
「
検
正
中
書
孔
目
房
吏
房
公
事
王
捗
臣
」
な
ど
の
例
も
あ
る
が
(
『
長

縞
』
仰
/
口
)
、
「
孔
目
房
曾
抗
(
同
川
/

4
〉
」
「
躍
房
王
震
(
問
問

- 79ー
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/
叩
ど
な
ど
単
一
の
房
名
を
冠
す
る
場
合
も
あ
り
、
詳
細
は
不
明
で

あ
る
。

(
お
〉
食
充
以
後
で
は
、

「
検
正
五
房
公
事
、
覆
考
到
試
中
刑
法
出
官
人

(『長
編
』
川
/
日
)
」
の
一
例
の
み
が
み
え
る
。

「五
房
」
は

「刑

房
」
の
誤
り
か
。
資
歴
の
深
い

一
人
が
都
検
正
を
粂
ね
た
可
能
性
も
あ

る。
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SECRETARIAT EXAMINERS 中書楡正官

―Supporters of Wang Anshi's Administration―

　　　　　　　

KUMAMOTO Takashi

　　　

Above

　

ａ１１Wang Anshi possessed rationality,a characteristicsof

Northern-Sung scholars.　べA^henwe try to throw light not on his individual

policies,but on the administrative procedure controling them, 'Secretariat

examiners' supply us with instructiveinformation｡

　　　

They were first-classscholars, not only well-educated,but also com-

petent to conduct business efficiently.Through them, Wang Anshi held

actual power over the government. It is worth mentioning that each of

the general directors of the Court of National Granaries 司農寺, which

promoted the New Laws, concurrently held the post of‘Secretariatｅχ-

aminers', and that almost all the statuteswere announced by way of them｡

　　　

However, centralizingpower on the prime ministerin order to increase

administrativeｅ伍ciencybrought about frictionwith the absolute monarchy.

After Wang's downfall, when Shentsung himself controlled the govern-

ment, 'Secretariatｅχaminers' were no more than clerks.　The rejection

of Wang's rationalism shows the limits of 'progressiveness'in lateimperial

China.

THE RISE AND FALL OF THE CAO KUN 曹鏡－

　　　　　　

wu PEIFU 呉佩孚FACTION

Matsuo Yoji

　　

Wu Peifu was admired as ａ“Revolutionary general”in the period of

the May Fourth Movement. But after only ａ few years, in the period

of the National Revolution, he became the biggest counterrevolutionary,

and was defeated by the National Revolutionary Army. ぺA^hatbrought

about this military-politicalfallof Wu Peifu？

　　

By introducing the idea of ａ‘Strategy of Unifying China' and in-
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