
三
園
時
代
に
お
け
る

「
文
墜
」

|
|

六
朝
貴
族
制
形
成
史
の
覗
貼
か
ら
|

|i

の
政
治
的
宣
揚

渡

遺

善明

浩

は

じ

め

に

一
「
名
士
」
層
の
文
化
的
諸
債
値

二
君
主
権
力
と
の
封
峠
性

三
建
安
文
皐
の
興
隆

お

わ

り

に
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t土

じ

め

fこ

三
園
時
代
よ
り
始
ま
る
貌
菅
南
北
朝
時
代
は
、
世
襲
的
に
高
官
を
濁
占
す
る
貴
族
が
祉
舎
の
支
配
的
階
層
を
占
め
た
時
代
と
し
て
貴
族
制
、

あ
る
い
は
貴
族
制
枇
舎
の
時
代
と
規
定
さ
れ
て
き
た
。
中
園
史
上
連
綿
と
縫
績
す
る
官
僚
制
の
な
か
で
、
貌
音
南
北
朝
を
高
官
の
世
襲
性
の
高

か
っ
た
一
時
代
と
捉
え
る
矢
野
主
税

・
越
智
重
明
ら
貴
族
の
官
僚
と
し
て
の
側
面
を
重
視
す
る
論
者
に
比
し
て
、
同
時
代
を
貴
族
制
吐
舎
と
認

識
す
る
川
勝
義
雄

・
谷
川
道
雄
は
、
貴
族
を
「
豪
族
共
同
盟
」
と
い
う
祉
舎
の
指
導
者
と
し
て
捉
え
る
、
す
な
わ
ち
嘗
一
議
時
代
の
祉
舎
を
規
定

(

1

)
 

す
る
存
在
と
位
置
づ
け
る
貼
に
お
い
て
、
祉
舎
の
矛
盾
の
な
か
か
ら
貴
族
制
の
形
成
を
考
察
す
る
と
い
う
硯
角
を
有
し
て
い
た
。

「世
界
史
の
基
本
法
則
」
を
追
求
す
る
戦
後
歴
史
撃
の
動
向
と
も
深
い
関
わ
り
を
持
っ
た
後
者
の
問
題
意
識
は
、
高
く
評
債
さ
れ
る
べ
き
で
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あ
ろ
う
。

か
か
る
意
識
を
有
す
る
が
故
に
、
貴
族
制
枇
舎
論
は
、
園
家
の
官
僚
で
あ
る
貴
族
の
分
析
に
際
し、

郷
里
祉
舎
と
の
関
係
を
第

一
に

置
く
と
い
う
覗
座
を
持
っ
た
。
こ
と
に
川
勝
義
雄
の
研
究
は
、
日
本
や
西
欧
に
お
け
る
封
建
制
度
と
の
比
較
の
な
か
で
、
換
言
す
れ
ば
、
領
主

(

2

)

 

制
の
覗
角
か
ら
貌
耳
目
南
北
朝
の
貴
族
制
を
捉
え
る
問
題
意
識
が
強
か
っ
た
。
し
か
し
、

一
方
で
谷
川
道
雄
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
説
耳
目
南
北
朝

(

3

)

 

の
貴
族
制
は
、
日
本
や
西
欧
の
領
主
制
の
如
く
、
郷
里
祉
舎
に
お
け
る
大
土
地
所
有
を
そ
の
根
源
的
な
存
立
基
盤
と
は
し
て

い
な
い
。
こ
う
し

た
貌
耳
目
南
北
朝
に
お
け
る
貴
族
制
の
特
徴
を
、
領
主
制
と
の
関
わ
り
で
捉
え
る
た
め
に
、
川
勝
義
雄
・
谷
川
道
雄
は
、
本
来
的
に
領
主
化
傾
向

を
有
す
る
豪
族
が
そ
れ
を
否
定
し、

自
己
矛
盾
的
な
存
在
で
あ
る

「清
流
豪
族
」
に
轄
化
し
て
、

貴
族
制
批
舎
の
形
成
主
韓
に
な
る
と
い
う

(
4
)
 

「
清
流
豪
族
」
論
を
展
開
し
、
そ
れ
が
主
事
す
る
「
豪
族
共
同
瞳
」
に
中
園
史
の
特
徴
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
規
菅
南
北
朝
の
貴
族
居
は
、
園
家
の
興
亡
を
超
越
し
て
永
積
的
に
高
官
を
輩
出
し
え
た
。
か
か
る
事
象
は
、
貴
族
層
が
園
家
的

樺
力
か
ら
相
射
的
に
自
立
し
う
る
按
り
所
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

め
、

「
豪
族
共
同
瞳
」
論
は
、

そ
れ
を
郷
里
杜
舎
の
「
民
の
望
」
に
求

の
ち
に
貴
族
層
へ
轄
化

- 26一

し
か
し
、
後
漢
末
以
降
の
知
識
人
層
で
あ
る
「
名
士
」

(

5

)

 

層
が
、
民
衆
の
支
持
を
直
接
的
な
存
立
基
盤
と
し
な
か
司
た
こ
と
は
、
す
で
に
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、

「
清
流
豪
族
」
へ
の
民
衆
の
支
持
に
貴
族
の
自
立
性
の
存
立
基
盤
を
措
定
し
た
。

す
る
「
名
士
」
層
の
存
立
基
盤
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
か
。
結
論
的
に
言
え
ば
、

「
名
土
」
層
は
、
自
己
の
有
す
る
文
化
的
諸
債
値
を
存
立

基
盤
と
し
て
、

豪
族
層
の
支
持
を
受
け
、

ま
た
君
主
擢
力
に
傘
重
さ
れ
て
、
園
家
機
構
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
存
在
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

従
来
、
六
朝
貴
族
制
の
研
究
は
、
郷
里
祉
舎
に
お
け
る
貴
族
と
民
衆
と
の
直
接
的
な
関
係
の
分
析
が
中
心
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
な
が
ら

も
、
園
家
機
構
に
お
け
る
君
主
権
力
と
貴
族
、
貴
族
と
豪
族
の
闘
係
を
、
文
化
的
諸
債
値
と
い
う
概
念
に
よ
り
分
析
す
る
こ
と
も
有
数
な
の
で

(
6〉

は
な
い
か
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
、
本
稿
は
、
文
化
的
諸
債
値
を
専
有
す
る

「
名
士
」
層
が
、
い
か
な
る
政
治
過
程
の
な
か
で
貴
族
制
を

形
成
し
て
い
く
の
か
と
い
う
課
題
を
、
曹
親
政
権
に
お
け
る

「文
題ナ
」
の
政
治
的
宣
揚
に
着
目
し
な
が
ら
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。



「
名
士
」
屠
の
文
化
的
諸
債
値

三
園
時
代
の
知
識
人
居
は
、
貴
族
を
国
家
の
高
官
を
世
襲
的
に
濁
占
す
る
た
め
の
祉
舎
的
な
再
生
産
シ
ス
テ
ム
を
所
有
す
る
階
層
と
定
義
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
未
だ
貴
族
と
し
て
の
要
件
を
十
全
に
は
満
た
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
後
漢
末
の
黛
鋼
の
禁
を
契
機
と
し
て
知
識
人
層
は
、

の
ち
に
貴
族
が
存
立
基
盤
と
し
て
い
く
園
家
権
力
を
淵
源
と
し
な
い
自
律
的
秩
序
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
(
註
(

5

)

所
掲
渡
進
論
文
)
。

し
台、

も
、
大
土
地
所
有
と
い
う
物
質
的
基
盤
の
多
寡
に
そ
の
存
立
を
左
右
さ
れ
な
い
貼
に
お
い
て
、
彼
ら
は
後
漢
時
代
の
豪
族
層
と
も
異
質
の
存
在

し
た
が
っ
て
、
崩
壊
し
た
後
漢

「
儒
数
園
家
」
に
代
わ
り
、
自
ら
を
儒
数
的
諸
債
値
の
瞳
現
者
と
位
置
づ
け
る
後
漢
末
か
ら
三
園
時

代
の
知
識
人
層
を
「
名
土
」
層
と
稽
し
て
論
を
準
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
註
(
5
〉
所
掲
渡
追
論
文
と
一
部
重
複
す
る
が
、

で
あ
る
。

「
名
士
」
層
と
在
地

社
舎
と
の
関
係
を
、
萄
裁
と
と
も
に
初
期
の
曹
操
集
圏
を
支
え
た
程
皇
を
事
例
に
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

程
豆
は
売
州
東
郡
東
阿
懸
の
出
身
で
あ
る
。
東
阿
蘇
で
は
、
牒
丞
の
王
度
が
責
巾
の
範
に
呼
麗
し
た
た
め
燃
令
は
逃
亡
し
、

「
吏
民
」
も
渠
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丘
山
に
逃
れ
て
い

っ
た
。
程
豆
は
、
鯨
の

「
大
姓
」
欝
房
ら
に
策
を
開
陳
し
て
勝
城
奪
回
を
園
る
が
、

『
三
園
志
』
巻
一
四
程
星
俸
に
、

〈
程
)
豆
、
牒
中
の
大
姓
醇
房
ら
に
謂
い
て
日
く
、
:
:
:
。
房
ら
以
て
然
り
と
帰
す
も
、
吏
民
は
肯
え
て
従
わ
ず
し
て
日
く
、
賊
西
に
在

れ
ば
、
但
だ
東
有
る
の
み
、
と
。
皇
、
房
ら
に
謂
う
に
、
愚
民
、
事
を
計
る
可
か
ら
ず
、
と
。

と
あ
る
よ
う
に
、

「
吏
民
」
は
賊
か
ら
の
逃
亡
だ
け
を
考
え
、
程
皇
の
策
に
従
わ
な
か
っ
た
。
こ
の
時
、
程
皇
が
醇
房
ら
に
言
っ
た
「
愚
民
、

事
を
計
る
可
か
ら
ず
」

と
い
う
語
調
に
は
、
程
皇
と
「
吏
民
」
と
の
距
離
感
が
如
貧
に
現
れ
て
い
る
。

や
が
て
東
阿
蘇
を
奪
回
し
た
。
そ
の
際
、
程
皇
が
、

「
名
士
」
程
呈
は
、

「
大
姓
」
と
記
さ

れ
る
豪
族
欝
房
ら
だ
け
の
支
持
に
よ
り
、

「
吏
民
」
と
表
さ
れ
る
在
地
社
舎
の
構
成
員
の

す
べ
て
か
ら
、
輿
論
の
支
持
を
受
け
て
在
地
枇
舎
を
指
導
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
の
ち
に
東
阿
蘇
は
曹
操
の
支
配
下

に
入
り
、
程
皇
も
ま
た
辞
召
を
受
け
た
。
そ
の
際
「
郷
人
」
は
、
劉
岱
の
辞
召
に
は
疾
と
稽
し
て
屈
し
な
か
司
た
程
皇
が
、
曹
操
の
辞
召
に
は

即
座
に
慮
ず
る
こ
と
を
「
何
ぞ
前
後
の
相
背
く
や
」
と
言
っ
て
、
批
剣
的
な
輿
論
を
形
成
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
に
も
程
皇
は
、
そ
う
し
た
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「
郷
人
」
の
中
傷
に
「
笑
っ
て
鷹
」
じ
な
か
っ
た
と
い
う
(
『
三
園
志
』
巻
一
四

程
皇
惇
〉
。

「
名
士
」
程
皇
は
、

「
郷
人
」
と
記
さ
れ
る
在
地

社
舎
の
構
成
員
の
輿
論
に
は
規
制
さ
れ
ず
、
自
己
の
主
盤
的
な
剣
断
で
曹
換
に
出
仕
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
に
「
郷
人
」
か
ら
卓
引
離
し
て
い
る
程
呈
を
、
萄
議
は
東
阿
豚
の
「
民
の
望
」
と
稽
し
て
い
る
。
張
遡
・
陳
宮
の
反
見

に
日
布
が
乗
じ
て
、
曹
操
の
擦
黙
が
萄
惑
の
守
る
郵
城
の
ほ
か
、
東
阿

・
沼
の
二
牒
だ
け
と
な
っ
た
時
、

『
三
園
志
』
巻

一
四

程
呈
俸
に
、

(
程
)
皇
に
謂
い
て
日
く
、
今
売
州
反
し
、
唯
だ
此
三
城
有
つ
の
み
。
:
:
:
君
は
民
の
望
な
り
。
開
り
て
之
に
設
か
ば
、

殆
ど
可
な
り
、
と
。
皇
乃
ち
蹄
る
。

:
:
:
又
亮
州
従
事
醇
悌
、
皇
と
協
謀
し
、
卒
に
三
城
を
完
う
し
、
以
て
太
粗
を
待
つ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
萄
惑
は
、
「
民
の
望
」
で
あ
る
程
皇
に
、
在
地
枇
舎
へ
の
規
制
力
の
護
揮
を
依
頼
し
た
。
こ
れ
に
雁
え
て
程
皇
は
、
前
出
し

(
7
)
 

た
東
阿
蘇
の

「大
姓
」
醇
房
の

一
族
で
あ
ろ
う
亮
州
従
事
の
醇
悌
と
協
力
し
て
、
三
城
を
守
り
逼
し
た
の
で
あ
っ
た
。

(
萄
)
議
、

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
民
の
望
」
は
、
先
述
し
た
程
皇
と
在
地
祉
舎
と
の
関
係
か
ら
考
え
て
、

川
勝

・
谷
川
「
豪
族
共
同
盟
」
論
が
強
調

す
る
民
衆
の
輿
論
の
支
持
を
受
け
た
指
導
者
へ
の
呼
稽
で
は
な
い
。
程
皇
は
、

(

8

)

 

「
大
姓
」
醇
氏
以
上
の
階
層
の
支
持
を
受
け
る
「
民
の
望
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
名
士
」
層
は
、
在
地
社
曾
の
即
自
的
支
配
者
で
あ

一
族
が
亮
州
従
事
と
な
る
な
ど
州
府
に
も
出
仕
し
て
い
た
鯨
の

- 28一

る
豪
族
居
の
支
持
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
在
地
祉
舎
に
規
制
力
を
護
揮
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て

「
名
士
」

層
は
、
在
地
祉
舎
の

直
接
的
な
生
産
関
係
か
ら
事
離
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
か
つ
名
撃
の
場
を
在
地
一
世
舎
そ
の
も
の
に
求
め
る
必
要
も
無
か
司
た
の
で
あ
る
。

「
豪
族
共
同
鐙
」
論
は

領
主
制
の
視
角
か
ら
貴
族
制
を
捉
え
る
た
め

常
に
郷
里
枇
舎
と
の
直
接
的
な
関
係
に
お
い
て
貴
族
を
め
ぐ
る
郷

論
を
検
討
し、

民
衆
の
輿
論
の
支
持
を
貴
族
存
立
の
必
須
な
篠
件
と
し
て
い
る
(
註
(
4

)

所
掲
川
勝
・
谷
川
論
文
)
。

「
名
士
」
程
呈

は
、
自
己
の
名
盤
の
場
を
、
在
地
位
曾
そ
の
も
の
と
は
別
の
、
少
な
く
と
も
豪
族
層
以
上
が
構
成
す
る
場
に
求
め
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
む
ろ

と
こ
ろ
が

ん
「
名
士
」
層
が
、
豪
族
層
に
止
ま
ら
ず
、
在
地
位
舎
の
す
べ
て
の
構
成
員
の
支
持
を
受
け
る
場
合
も
あ
る
。

し
か
し、

そ
れ
は
一
方
的
な
支

持
に
過
ぎ
ず
、

「
名
士
」
層
を
存
立
さ
せ
る
必
要
篠
件
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
君
主
は
、

な
ぜ

「名
士
」
層
を
必
要
と
し
、
彼
ら
を
高
官
に
就
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
曹
操
を
支
え
た
萄
惑
を
事
例
に
、
在
地
枇



舎
と
の
開
係
か
ら
考
察
し
よ
う
。
萄
惑
は
、

し
、
在
地
祉
舎
の
「
父
老
」
に
密
豚
の
西
山
へ
の
避
難
を
勤
め
た
。

し
か
し
、

後
漢
末
の
混
観
期
に
お
け
る
頴
川
の
危
険
性
を
察
知

「
郷
人
」
が
従
わ
な
か
っ
た
た
め
、
萄
惑
は
宗
族
だ
け
を
率
い

致
州
頴
川
郡
頴
陰
燃
の
出
身
で
あ
る
が
、

て
翼
州
に
移
住
し
た
。
の
ち
戦
蹴
に
巻
き
込
ま
れ
多
く
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
(
『
後
漢
書
』
列
停
六
O

同
様
、
こ
こ
に
も
川
勝
・
谷
川
設
の
如
き
「
民
の
望
」
的
指
導
者
と
し
て
の
「
清
流
豪
族
」
の
姿
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

は
、
在
地
祉
舎
の
「
父
老
」

や

「
郷
人
」
の
意
向
よ
り
も
自
己
の
剣
断
を
優
先
さ
せ
、
在
地
社
舎
を
棄
て
て
宗
族
の
安
全
を
確
保
し
た
の
で
あ

「
名
士
」
層
が
、
在
地
社
舎
の
名
撃
だ
け
を
自
己
の
存
立
基
盤
と
は
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
で
き
よ
う
。

「
郷
人
」
は
、

萄
該
停
)
。

程
皇
の
事
例

「
名
士
」
萄
蕗

る

萄
惑
は
、
「
名
士
」
と
し
て
の
名
撃
の
場
を
ど
こ
に
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
後
漢
書
』
列
俸
六

O

(
萄
)
錦
、
置
官
を
畏
俸
し
、
乃
ち
惑
の
震
に
中
常
侍
唐
衡
の
女
を
要
る
。
蕗
少
く
し
て
才
名
有
る
を
以
て
の
故
に
議
議
を
売
る
る
を
得

た
り
。
南
陽
の
何
額
、
人
を
知
る
に
名
あ
り
、
惑
を
見
て
之
を
異
と
し
て
日
く
、
王
佐
の
才
な
り
、
と
。 萄

譲
俸
に
、

と
あ
る
よ
う
に
、
萄
惑
は
、
置
官
唐
衡
と
婚
姻
関
係
を
有
し
た
た
め

- 29ー

「
名
土
」
聞
で
「
議
議
」
を
受
け
か
け
て
い
る
。
『
後
漢
書
』
で
は
、

「
才
名
」
に
よ
り
「
議
議
」
を
売
れ
え
た
と
し
て
い
る
が
、
宣
官
と
「
黛
人
」
と
の
劃
立
関
係
が
頂
黙
に
達
し
て
い
た
後
漢
末
期
に
お
い
て
、

(
9〉

宣
官
と
婚
姻
関
係
を
有
す
る
こ
と
は
、
萄
識
の
評
債
を
下
落
さ
せ
る
大
き
な
要
因
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
萄
惑
の
評
債
を
一
気
に

高
め
た
者
が
何
顕
で
あ
っ
た
。
萄
或
は
、
何
顕
に
「
王
佐
の
才
」
と
評
債
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

「
名
士
」
と
し
て
の
名
撃
を
確
立
し
え
た
と

考
え
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
何
顕
の
「
名
士
」
グ
ル
ー
プ
、
が
、

「
名
士
」
萄
惑
の
援
り
所
と
な
る
名
撃
の
場
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
何
廟
と

は
い
か
な
る
人
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

何
顕
は
、
荊
州
南
陽
郡
蓑
郷
鯨
の
出
身
で
太
撃
に
遊
撃
し
、
郭
泰
・
貰
彪
の
評
債
を
受
け
て
名
撃
を
揚
げ
、
陳
蕃
・
李
腐
と
も
交
際
し
た
。

や
が
て
、
黛
鋼
の
禁
に
坐
し
て
亡
命
し
た
が
、
至
る
所
で
「
豪
築
」
と
結
び
、
「
荊
・
譲
の
域
」
に
名
聾
を
有
し
た
。
そ
の
問
、
曹
操
を
「
天

下
を
安
ず
る
者
」
と
評
債
し
、
萄
惑
を
「
王
佐
の
器
」
と
稽
し
、
蓑
紹
と
「
奔
走
の
友
」
に
な
っ
た
と
い
う
。
洛
陽
に
潜
入
し
委
紹
と
協
力
し

て
「
黛
人
」
の
救
済
に
努
力
し
た
の
ち
、

議
銅
が
解
除
さ
れ
る
と
司
空
辞
か
ら
董
卓
の
長
史
に
な
っ
た
。
萄
爽
・
王
允
と
と
も
に
董
卓
の
打
倒

415 
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俸
五
七

需主
鏑

何阪府降、 さ
ら
に
鄭
泰
・
科
輯
・
伍
唆

・
萄
依
ら
と
董
卓
打
倒
を
謀
議
し
た
が
、
露
顛
し
て
獄
死
し
た
人
物
で
あ
る
(
『
後
漢
書
』
列

『
三
園
志
』
各
一

O

菊
般
俸
注
引
張
藩
『
漢
紀
』
〉
。

を
謀
る
が
失
敗
し
、

す
な
わ
ち
何
顕
は
、
政
治
へ
の
指
向
が
強
い
「
議
人
」
の
な
か
で
も
、
と
く
に
現
寅
政
治
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
盛
ん
で
、

董
卓
打
倒
を
謀
る
な
ど
、
行
動
力
に
優
れ
た
「
名
士
」
で
あ
っ
た
。
『
三
園
士
山
』
巻
六

走
の
友
」
は
、
何
額
の
ほ
か
張
遡

・
呉
子
卿

・
許
依

・
伍
穫
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、

「業
人
」
救
出
や

蓑
紹
傍
注
引
『
英
雄
記
』
に
よ
れ
ば
、
蓑
紹
の

「奔

何
廟
の
周
固
に
は
、

の
ち
に
軍
閥
の
領
袖
と
な
る
亥

紹

・
曹
操
・
張
遡
、
愛
紹
の
謀
臣
と
な
る
許
依
、

「
名
士
」
に
認
定
し
た
何
顛
の
「
名
士
」
グ
ル
ー
プ
は
、

何
額
と
と
も
に
董
卓
打
倒
を
謀

っ
た
伍
褒
な
ど
が
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
政
治
的
指
向
の
強
い
、

萄
該
を
評
債
し
、

賀
行
力
を
備
え
た
「
名
士
」
集
園
な
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
萄
該
と
同
様
、
曹
操
が
何
廟
グ
ル
ー
プ
の
一
員
で
あ

司
た
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
宣
官
の
養
子
の
子
で
あ

っ
た
曹
操
は
、

「名

(

印

)

土
」
層
に
参
入
す
る
機
舎
を
窺
っ
て
い
た
が
、
許
酌
か
ら
「
目
」
を
得
る
ま
で
は
「
名
士
」
層
の
一
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
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時
期
の
曹
操
を
評
債
し
た
者
は
、
許
勘
訪
問
を
曹
操
に
助
言
し
た
橋
玄
と
何
顕
だ
け
で
あ
ア
た
。
置
官
と
婚
姻
関
係
を
有
す
る
萄
惑
や
宣
官
の

孫
で
あ
っ
た
曹
操
を
評
債
し
て
「
名
士
」
グ
ル
ー
プ
に
参
入
さ
せ
た
何
顕
は
、
置
官
と
の
関
係
へ
の
拘
泥
を
越
え
て
、
人
物
を
許
債
し
う
る
能

力
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

何
廟
に
よ
り
「
名
士
」
と
認
定
さ
れ
た
萄
惑
は
、
何
顧
と
「
奔
走
の
友
」
で
あ
っ
た
案
紹
に
、
弟
の
萄
語
、
同
郡
の
辛
評
・
郭
固
と
と
も
に

(

江

〉

出
仕
し
た
。
し
か
し
、
郭
圃
ら
が
衰
紹
の
謀
臣
で
あ
り
績
け
た
こ
と
に
射
し
、
や
が
て
衰
紹
の
才
能
に
見
切
り
を
つ
け
た
萄
譲
は
、
蓄
知
の
開

柄
で
あ
司
た
で
あ
ろ
う
曹
操
に
仕
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
曹
操
は
、
何
顕
グ
ル
ー
プ
で
「
王
佐
の
才
」
と
稽
さ
れ
て
い
た
萄
惑
の
加
入
を
「
吾

の
子
房
」
を
得
た
と
大
い
に
喜
ん
だ
。
こ
こ
で
曹
操
が
、
萄
惑
を
前
漢
劉
邦
の
謀
臣
張
良
に
擬
え
た
こ
と
は
、
単
な
る
典
嬢
以
上
の
重
要
な
意

味
を
持
つ
。
そ
れ
は
、
荷
惑
が
献
帝
の
擁
立
を
献
策
す
る
時
に
、
「
曹
操
献
帯
」
を
「
高
祖
|
義
一
帝
一
」
の
闘
係
に
擬
え
て
い
る
た
め
で
あ
る

(
『
三
園
志
』
巻
一

O

古
来
、
萄
惑
を
「
漢
の
忠
臣
」
と
す
る
か
否
か
に
は
議
論
が
あ
る
。
沼
障
の
『
後
漢
書
』
は
、
萄
惑
が
漢
王

省
議
俸
〉
。

朝
の
矯
正
の
た
め
曹
操
に
仕
え
、
漢
築
奪
を
目
論
む
曹
操
に
よ
り
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
た
と
い
う
『
三
園
志
』
に
は
な
い
記
事
を
掲
げ
、

ー「

身



を
殺
し
て
仁
を
成
す
の
義
」
を
貫
い
た
と
い
う
「
論
」
を
附
し
て
萄
惑
を
高
く
評
債
す
る
。
ま
た
、
丹
羽
免
子
は
、
萄
惑
を
漢
臣
で
は
な
い
と

し
な
が
ら
、
曹
操
の
覇
業
を
押
し
進
め
る
行
動
と
漢
王
朝
を
思
う
心
情
に
救
い
難
い
矛
盾
を
想
定
し
、
美
川
修
一
は
、
萄
惑
を
漢
臣
と
し
、

(

ロ

〉

萄
惑
が
漢
王
朝
の
存
績
を
園
っ
た
た
め
に
曹
操
に
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
立
場
を
と
る
。
萄
惑
は
、
建
園
の
功
臣
を
祭
る
貌
の
宗
廟
に
「
漢
臣
」

正
始
五
年
の
保
安
松
之
注
)
、
そ
の
立
場
が
漢
臣
で
あ

っ
た
こ
と
は
間
違

の
放
を
以
て
配
杷
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
(
『
三
園
士
山
』
巻
四

い
な
い
。
し
か
し
、
萄
蕗
に
と
っ
て
献
一
一
帝
は
、
あ
く
ま
で
も
曹
操
の
「
義
一
帝
」
で
あ
っ
た
。
萄
識
は
、
衰
紹
勢
力
を
分
析
す
る
際
も
、
官
渡
か

三
少
帯
紀

ら
の
撤
兵
を
抑
止
し
た
時
に
も
、
嘗
一
該
時
期
の
献
況
を
劉
・
項
の
抗
争
に
お
け
る
「
劉
邦
」
の
位
置
に
曹
操
を
擬
し
て
献
策
し
て
い
る
〈
『
三

園
志
』
倉
一

O

萄
議
停
)
。
曹
操
が
「
劉
邦
」
で
あ
る
以
上
、
そ
の
擁
立
す
る
献
一
一
帝
は
「
義
一
帝
」
で
し
か
な
く
、
萄
惑
の
立
場
は
「
漢
の
忠
臣
」

と
は
言
い
が
た
い
。
萄
惑
が
曹
操
の
貌
公
就
任
に
反
劃
し
て
「
憂
死
」
す
る
の
は
、
漢
へ
の
忠
誠
心
の
震
露
で
は
な
く
、

二
で
述
べ
る
よ
う
に

萄
議
と
曹
操
と
の
協
力
関
係
が
破
綻
し
た
結
果
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
南
者
の
協
力
闘
係
が
保
持
さ
れ
て
い
た
時
期
に
お
い
て
、
「
名
士
」
萄
蕗
が
、
曹
操
の
た
め
に
震
揮
し
え
た
能
力
と
は
何
か
。

そ
の
分
析
は
、
「
名
士
」
屠
が
専
有
す
る
文
化
的
諸
債
値
の
一
端
を
解
明
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
曹
操
は
、
萄
惑
を
建
安
八
年
に
高
歳
亭
侯
に

封
じ
た
際
、
『
三
園
士
山
』
巻
一

O

萄
接
俸
注
引
『
接
別
俸
』
に
、
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(
萄
)
惑
に
書
を
輿
え
て
日
く
、

し
、
君
の
相
に
建
計
を
矯
し
、
君
の
相
に
密
謀
を
震
す
こ
と
、
亦
た
以
て
多
し
。
夫
れ
功
は
未
だ
必
ず
し
も
皆
野
戦
な
ら
ず
。
願
わ
く
ば

君
譲
る
こ
と
勿
れ
、
と
。

君
と
事
を
共
に
し
て
己
来
、

朝
廷
に
立
ち
、

君
の
相
に
匡
弼
を
篤
し
、

君
の
相
に
翠
人
を
魚

太
租
、

と
あ
る
よ
う
に
、
萄
惑
の
功
績
と
し
て
次
の
四
黙
を
高
く
評
債
し
た
。
す
な
わ
ち
、
①
「
匡
弼
」
、
政
治
全
般
の
補
佐
で
あ
る
。
萄
該
が
い
か
な

る
政
治
を
推
進
し
た
の
か
は
、
行
論
上
二
で
検
討
す
る
。
②
「
奉
人
」
、
人
材
登
用
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
も
二
で
考
察
し
た
い
。

③

「建

417 

計

」

、

曹

操

に

大

義

名

分

を

興

え

た

献

一

帝

一

の

擁

立

が

最

大

の

功

績

と

な

ろ

う

。

④

「

密

謀
」
、
情
報
分
析
に
基
づ
く
戟
略
・
策
略
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
曹
操
の
生
涯
を
賭
け
た
割
案
紹
戟
の
戦
略
が
最
も
重
要
で
あ
っ
た
。

賂
来
を
見
据
え
た
計
董
の
立
案
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
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曹
操
に
よ
り
①
J
④
に
分
類
さ
れ
た
萄
惑
の
功
績
は
、

(
臼
)

う
に
具
瞳
化
で
き
る
。

ω究
州
の
確
保
。
売
州
を
擦
貼
と
す
る
重
要
性
の
認
識
と
そ
の
維
持
の
た
め
の
徐
州
勢
力
の
分
析
。

ω献
一
帝
擁
立
。

「
義
一
帝
」
に
擬
え
う
る
大
義
名
分
の
獲
得
。
制
官
渡
以
前
の
蓑
紹
勢
力
の
分
析
。

ω開
中
の
安
定
。
官
渡
の
決
戦
前
に
、
開
中
勢
力
の
分
裂
を

珠
見
し、

鍾
磁
の
重
用
に
よ
る
開
中
制
匪
を
説
く
。
同
官
渡
の
戟
の
重
要
性
を
強
調
。
官
渡
か
ら
の
撤
兵
を
相
談
す
る
曹
操
に
、
官
渡
で
雌
雄

を
決
す
る
こ
と
を
激
勘
。
川
別
委
紹
勢
力
絶
滅
の
優
先
。
官
渡
で
の
勝
利
の
後
、
劉
表
攻
撃
を
目
指
す
曹
操
に
、
委
紹
勢
力
を
完
全
に
滅
ぼ
す
こ

と
の
優
先
を
主
張
。
的
九
州
設
置
論
の
論
破
。
翼
州
牧
苗
田
操
の
個
人
的
な
領
土
の
横
大
の
た

め
、
古
制
で
あ
る
「
九
州
の
制
」
復
活
を
園
る

議
論
を
回
止
。
的
荊
州
討
伐
に
準
言
。
帥
人
材
登
用
。
帥
董
昭
ら
に
よ
る
曹
操
の
規
公
へ
の
準
居
間
に
反
針
。
そ
の
結
果
と
し
て
の
死
。

『
三
園
志
』
各
一

O
、

『
後
漢
書
』
列
俸
六

O
の
萄
蕗
俸
の
記
述
に
よ
り
、
次
の
よ

こ
の
う
ち
曹
操
の
分
類
の
③
・
④
に
一
該
嘗
す
る
も
の
は
、

ωlω
・
伺
と
な
る
。
な
か
で
も
、
曹
操
が
荷
惑
の
三
公
任
命
を
求
め
た
上
奏
文

で
、
そ
の
功
績
と
し
て
例

・
川
仰
を
特
記
す
る
よ
う
に
令
三
園
志
』
巻
一

O

に
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
萄
蕗
は
い
か
な
る
分
析
を
行

っ
た
の
か
。

萄
竣
俸
注
引
『
譲
別
俸
』
)
、
萄
該
の
主
た
る
功
績
は
封
衰
紹
戦
の
分
析

萄
惑
は
女
の
四
貼
で
曹
操
が
衰
紹
に
勝
る
と
分
析
し
た
。

- 32-

第
一
に
「
度
」
、

第
三
に
「
武
」
、

裳
紹
は
優
柔
不
断
で
機
舎
を
逃

蓑
紹
は
軍
令
を
行
き
渡
ら
せ
ず
兵
力
を
使
い
こ
な
せ
な
い
が
、
曹
操
は
信
賞
必
罰
で
兵
士

裳
紹
は
鷹
揚
に
構
え
な
が
ら
猪
疑
心
が
強
く
部
下
を
疑
う
が
、
曹
操
は
適
材
適
所
で
あ
る
。

す
が
、
曹
操
は
決
断
力
に
富
む
。

第
二
に

「謀」、

が
必
死
に
戦
う
。

愛
紹
は
名
門
を
鼻
に
か
け
数
養
を
ひ
け
ら
か
し
評
判
ば
か
り
を
気
に
す
る
が
、
曹
操
は
質
素
に
振
る
舞
い

第
四
に
「
徳
」
、

功
績
を
奉
げ
た
者
に
は
賞
を
惜
し
ま
な
い
。
こ
の
四
黙
に
優
れ
る
者
が
、
天
子
を
奉
じ
て
正
義
の
戦
い
を
起
こ
す
の
で
あ
る
か
ら
、
敗
れ
る
わ

萄
北
朝
停
)
。
萄
接
は
、
こ
う
分
析
し
て
曹
操
を
勘
ま
し
た
の
で
あ
る
。

け
が
な
い
(
『
三
園
士
山
』
巻
一

O

衰
紹
に
内
通
す
る
曹
操
の
部
下
の
手
紙
が
多
数
護
見
さ
れ
た
よ
う
に
(
『
三
園
士
山
』
巻
一

〈

H
)

う
な
分
析
は

一
般
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、

武
一
帝
紀
)
、

十
旬
惑
の
よ

曹
操
が
亥
紹
を
破
っ
た
時
、

「
名
士
」
孔
融
は
、

蓑
紹
側
は
領
土
も
贋
く
兵
力
も
強
大
で
人
材
も
揃
っ
て
い
る。

田
豊
と
許
伎
は
知
謀
の
士
で
作
戦
面
に
嘗
た
り
、
審
配

・
逢
紀
は
壷
忠
の
臣
で
内
政
の
腕
を
振
る
い
、
顔
良
と
文
醜
は
百
戦
の
勇
者
で
軍
を
統

率
し
て
い
る
。
ど
う
見
て
も
勝
ち
目
は
な
い
、
と
街
該
に
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
劃
し
て
萄
惑
は
、
逐
一
反
駁
し
、
そ
の
議
論
の
議
見
通
り
許



依
が
降
伏
し
て
、
官
渡
の
戦
で
は
曹
操
が
勝
利
を
牧
め
た
の
で
あ
る
ハ
『
三
園
士
官
巻
一

O

萄
竣
俸
)
。

震
紹
に
劃
す
る
二
人
の
「
名
土
」
の
分
析
の
相
違
は
、
萄
該
と
孔
融
の
能
力
差
と
い
う
個
人
的
な
問
題
に
還
元
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
う
し

た
個
人
差
を
否
定
は
し
な
い
が
、
南
者
の
分
析
が
正
反
射
と
な
司
た
本
質
的
な
理
由
は
、
彼
ら
が
「
名
士
」
と
し
て
持
ち
え
た
情
報
量
の
差
異

に
求
め
ら
れ
よ
う
。
萄
惑
は
、
何
額
グ
ル
ー
プ
の
一
員
と
し
て
亥
紹
や
許
依
と
奮
知
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
、
委
紹
政
権
に
多
く
参
加
し
て
い

る
頴
川
の
「
名
士
」
屠
か
ら
の
情
報
を
入
手
し
や
す
い
立
場
に
あ
っ
た
。
同
じ
く
「
名
土
」
層
で
あ
っ
て
も
、
案
紹
と
関
係
の
薄
い
「
北
海
グ

(

お

)

ル
l
プ
」
に
属
す
る
孔
融
は
、
亥
紹
勢
力
に
闘
す
る
表
面
的
な
情
報
し
か
持
ち
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
か
か
る
情
報
量
の
差
が
、
雨
者

の
分
析
を
異
な
ら
せ
た
主
因
で
あ
ろ
う
。
曹
操
な
ど
皇
一
帝
権
力
の
端
緒
た
る
軍
閥
が
、
多
く
の
「
名
土
」
層
を
幕
下
に
招
致
し
、
厚
遇
せ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
理
由
は
、

「
名
士
」
層
の
仲
間
社
舎
が
交
友
関
係
を
通
じ
て
専
有
す
る
こ
う
し
た
情
報
、

お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
賦
況
分
析

が
、
戦
飽
期
に
お
い
て
何
よ
り
も
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

か
か
る
「
名
士
」
居
の
交
友
関
係
が
有
す
る
買
力
を
、
献
一帝
一
の
擁
立
か
ら
も
考
え
て
い
こ
う
。
萄
惑
が
主
唱
し
た
献
一一
帝
の
擁
立
は
、
程
皇
が

積
極
的
に
支
持
し
た
も
の
の
、
曹
操
幕
下
の
諸
絡
は
消
極
的
で
、

ま
た
董
承
の
妨
害
も
あ
っ
て
直
ち
に
は
質
現
し
な
か
っ
た
(
『
三
園
志
』
を
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武
一
帝
紀
〉
。
そ
れ
を
寅
現
さ
せ
た
も
の
が
鍾
訴
の
霊
力
で
あ
る
(『
三
園
士
山
』
巻
二
二

姻
関
係
を
有
す
る
頴
川
郡
の
「
名
士
」
仲
間
で
あ
り
、
萄
惑
が
自
己
に
代
わ
り
う
る
者
と
し
て
萄
依
と
と
も
に
鍾
訴
を
奉
げ
、
鍾
訴
が
萄
惑
を

「
顔
回
」
と
評
し
た
よ
う
に
、
萄
惑
と
鍾
鯨
も
深
い
信
頼
関
係
で
結
ぼ
れ
て
い
た
(
『
三
園
士
山
』
各
一

O

萄
或
停
、
萄
議
停
注
引
『
議
別
停
』
〉
。
献

一
一
帝
擁
立
は
、
萄
氏
と
鍾
氏
と
い
う
顕
川
の
「
名
士
」
グ
ル
ー
プ
の
交
友
関
係
を
侯
っ
て
、
は
じ
め
て
賓
現
し
え
た
の
で
あ
っ
た
。
因
み
に
の
ち

鍾
郡
岬
俸
)
。

萄
氏
と
鍾
氏
と
は
、

幾
代
に
も
わ
た
る
婚

に
九
品
官
人
法
を
献
策
す
る
陳
塞
が
属
す
る
頴
川
の
陳
氏
も
、
雨
氏
と
逼
婚
関
係
を
持
つ
頴
川
の
「
名
士
」
グ
ル
ー
プ
の
一
員
で
あ
る
。
鰍
帝

擁
立
と
い
う
萄
該
の
功
績
は
、
こ
う
し
た
「
名
士
」
聞
の
交
友
関
係
に
よ
り
達
成
さ
れ
た
の
で
あ
司
た
。
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て
的
確
な
情
報
を
入
手
し
、

世
旬
惑
は
、
何
顛
グ
ル
ー
プ
や
頴
川
グ
ル
ー
プ
と
い
っ
た
「
名
士
」
層
の
仲
間
社
舎
に
お
け
る
交
友
関
係
に
よ
り
、
分
断
さ
れ
た
凱
世
に
お
い

そ
れ
に
基
づ
く
献
況
判
断
を
行
っ
て
、
謀
臣
と
し
て
の
高
い
能
力
を
護
揮
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

「
名
士
」
聞
で
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は
密
接
な
関
係
を
有
し
な
が
ら
、

「
名
士
」
居
以
外
の
者
に
は
閉
鎖
的
で
、
地
威
的
な
限
定
を
も
持
つ
「
名
士
」
居
の
仲
間
祉
舎
は
、
戦
範
期

に
最
も
重
要
な
情
報
を
彼
ら
の
掌
中
に
専
有
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

皇
帝
権
力
の
端
緒
で
あ
る
諸
軍
闘
は
、

「
名
土
」
層
を
隼
重

し
、
そ
の
朕
況
分
析
に
耳
を
傾
け
ざ
る
を
え
な
か
?
た
。
ま
た
、
程
豆
の
事
例
の
よ
う
に
、
豪
族
層
の
「
名
士
」
層
へ
の
支
持
は
、
諸
軍
闘
が

在
地
一
位
舎
へ
の
支
配
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。

「
名
士
」
居
が
有
す
る
こ
の
よ
う
な
債
値
は
、
軍
事
的
政
治
的
擢
力

に
基
盤
を
置
く
諸
軍
閥
や
、
経
済
的
側
面
に
基
盤
を
置
く
豪
族
層
の
債
値
に
比
し
て
、
文
化
的
な
側
面
が
強
い
債
値
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て、

(日〉

「
名
土
」
を
「
名
土
」
た
ら
し
め
る
枇
禽
的
諸
機
能
を
文
化
的
諸
債
値
と
規
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
文
化
的
諸
債
値
の
専
有
こ
そ
か
、

「
名
士
」
層
の
根
本
的
な
存
立
基
盤
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
有
用
性
は
、
君
主
権
力
か
ら
の
隼
重
を
生
み
出
し
た
が
、
他
方
で

「名

士
」
居
が
有
す
る
仲
間
社
曾
の
閉
鎖
性
や

「
黛
人
」
か
ら
縫
承
す
る
自
己
を
儒
数
的
債
値
観
の
睦
現
者
と
す
る
意
識
な
ど
は
、
次
第
に
君
主

権
力
と
の
封
立
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
。
萄
銭
と
曹
操
と
の
閥
係
を
さ
ら
に
検
討
し
て
い
こ
う
。

君
主
権
力
と
の
封
崎
性
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曹
操
政
権
は
、
荷
該
ら
「
名
士
」
層
の
活
躍
も
あ
り
蓑
紹
の
打
倒
に
成
功
し
た
。

し
か
し
、
亥
紹
勢
力
の
消
滅
を
分
岐
と
し
て
、

そ
れ
ま
で

隠
蔽
さ
れ
て
い
た
君
主
権
力
と
「
名
士
」
層
と
の
封
時
性
が
表
面
化
し
、
曹
操
の
貌
公
就
任
へ
の
反
射
を
機
に
、
萄
惑
が
殺
害
さ
れ
る
。
カ
カ

る
雨
者
の
せ
め
ぎ
あ
い
を
、
政
治
理
念
・
人
事
基
準
・
貌
公
就
任
の
三
貼
か
ら
考
察
し
た
い
。

曹
操
は
、
萄
惑
の
功
績
と
し
て
①
「
匡
弼
」
を
奉
げ
て
い
た
。
荷
銭
の
「
匡
弼
」
の
具
睦
的
事
例
と
し
て
は
、
圏
内
の
諸
問
題
の
議
論
・
遠

(

口

〉

征
中
の
曹
操
か
ら
の
圏
政
相
談

・
家
臣
の
上
奏
の
仲
介
な
ど
が
惇
わ
っ
て
い
る
。
ま
さ
に

「軍
闘
の
事
皆
惑
と
簿
る
」
(
『
三
園
士
山
』
倉
一

O

萄
裁
侮
)
と
い
う
内
政
へ
の
参
興
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
萄
惑
は

い
か
な
る
政
治
理
念
に
基
づ
い
て
内
政
を
推
進
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

=司

園
志
』
巻
一

O

荷
蕗
俸
注
引
『
惑
別
惇
』
に
、

〈
萄
)
該
、
嘗
て
太
組
に
言
い
て
日
く
、
:
:
:
宜
し
く
天
下
の
大
才

・
通
儒
を
集
め
、
六
経
を
考
論
し
、
俸
記
を
刊
定
す
ベ
し
。
古
今
の



撃
を
存
し
て
、
其
の
煩
重
を
除
き
、
以
て
聖
員
を
一
に
し
、
並
び
に
薩
昼
を
陸
ん
に
し
、
漸
く
教
化
を
敦
く
せ
ば
、
則
ち
王
道
南
つ
な
が

ら
済
る
、
と
。
蕗
従
容
と
し
て
太
組
と
治
道
を
論
ず
る
に
、
此
く
の
如
き
の
類
甚
だ
衆
し
。
太
租
常
に
之
を
嘉
納
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
萄
接
は
内
政
の
要
諦
と
し
て
、
天
下
の
大
才
・
遁
儒
を
集
め
、
六
経
を
研
究
・
校
訂
し
、
正
し
い
注
穫
を
決
定
し
て
古
今
の

撃
を
存
立
さ
せ
、
そ
の
聞
の
重
複
を
除
去
す
る
こ
と
を
奉
げ
て
い
る
。
貌
と
し
て
の
儒
教
教
義
の
確
立
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
瞳
撃
に
よ
り

教
化
を
行
え
ば
、
王
道
は
文
武
と
も
に
成
就
す
る
と
説
く
の
で
あ
る
。

か
か
る
政
治
理
念
は
、

後
漢
「
儒
数
園
家
」
の
崩
壊
に
際
し
、

黛

人
」
が
掲
げ
た
儒
教
的
債
値
観
に
基
づ
く
政
治
理
念
に
他
な
ら
な
い
(
註
(

4

)

所
掲
渡
進
論
文
参
照
〉
。
叔
父
に
「
黛
人
L

の
萄
爽
を
持
ち
、
同
じ
く

「
繁
人
」
の
何
顕
に
「
王
佐
の
才
」
と
評
債
さ
れ
て
「
名
士
」
に
な
っ
た
萄
援
は
、

「
黛
人
」
の
自
律
的
秩
序
を
繕
承
し
て
形
成
さ
れ
た
「
名

土
」
屠
の
本
流
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
萄
惑
は
、
崩
壊
し
た
後
漢
「
儒
教
園
家
」
に
代
わ
り
う
る
理
想
の
園
家
と
し
て
曹
親
政
権
を
主
瞳
的

に
樹
立
し
、
自
己
の
政
治
理
念
た
る
「
儒
教
園
家
」
再
建
貫
現
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
劃
し
て
曹
操
は

い
か
な
る
政
治
理
念
を
有
し
て
い
た
の
か
。
曹
操
の
政
治
手
法
は
、

(

沼

)

し
ば
し
ば
法
術
主
義
と
稽
さ
れ
て
い
る
。
法

- 35一

整
備
の
た
め
建
安
十
九
年
に
新
置
し
た
丞
相
理
曹
嫁
の
高
柔
に
下
し
た
「
令
」
に
お
い
て
曹
操
は
、

し、

援
凱
の
政
は
、
刑
を
以
て
先
と
震
す
。
」

〈
『
三
圏
中
山
』
巻
二
四

高
柔
停
)
と
述
べ
て
い
る
。

「
夫
れ
治
定
の
化
は
、
雄
を
以
て
首
と
篤

現
在
の
混
見
を
治
め
る
た
め
に
は
「
刑
」
を
優

先
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
刑
罰
・
法
律
の
重
視
に
、
曹
操
の
政
治
理
念
を
典
型
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

初
か
ら
、

か
か
る
法
術
主
義
を
推
進
し
え
た
わ
け
で
は
な
い
。

曹
操
は
建
安
八
年
七
月
に
は
、

し
か
し
曹
操
は
、
政
権
樹
立
の
首

郡
園
に
事
官
を
設
置
し
て
儒
教
を
振
興
す
る

「
令
」
を
護
布
し
て
い
る
(
『
三
一
園
志
』
巻

武-帝紀)。

そ
の
一
方
で
、

同
年
六
月
の
「
庚
申
令
」
で
は
、

「
治
卒
は
徳
行
を
向
び
、
有
事
は

功
能
を
賞
す
。
」
(
『
三
園
士
山
』
巻

武
帝
紀
注
引
『
貌
書
』
)
と
述
べ
、
高
柔
俸
と
同
様
の
法
術
主
義
に
基
づ
く
政
治
の
重
要
性
を
主
張
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
儒
教
振
興
の
布
令
と
法
術
主
義
の
布
令
と
が
、
一
月
を
経
ず
に
相
縫
い
で
瑳
布
さ
れ
る
と
い

う
政
治
理
念
の
ブ
レ
は
重
視
す
べ
き

で
あ
る
。
し
か
も
、
法
術
主
義
を
小
出
し
に
し
た
一
カ
月
後
に
、
取
っ
て
附
け
た
か
の
よ
う
に
儒
教
振
興
の
布
告
を
護
布
し
て
い
る
有
り
様
に
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は
、
嘗
一
該
時
期
の
曹
操
政
権
に
お
け
る
君
主
権
力
と
「
名
士
」
層
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
が
反
映
し
て
い
る
。
曹
操
の
法
術
主
義
は
、
す
で
に
初
卒



422 

(
印
)

年
聞
に
は
そ
の
踊
芽
を
窺
い
う
る
よ
う
に
、
曹
操
が
本
来
的
に
推
進
を
目
指
す
政
治
理
念
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
友
氏
の
掃
討
が
完
了
す
る
建

安
十
二
年
以
前
に
お
い
て
、
曹
操
は
法
術
主
義
に
基
づ
く
政
治
を
全
面
的
に
は
遂
行
し
え
な
か
司
た
。
営
一
該
時
期
の
曹
操
は
、
儒
数
の
振
興
令

を
護
布
し
た
り
、
高
該
の
儒
数
的
政
治
理
念
を
「
常
に
之
を
嘉
納
」
し
た
よ
う
に、

官制
該
ら

「
名
士
」

居
が
立
脚
理
念
と
す
る
儒
教
的
債
値
観

と
も
安
協
し
な
が
ら
、

自
己
の
政
治
理
念
を
展
開
せ
ざ
る
を
え
な
か
司
た
の
で
あ
る
。

曹
操
が
法
術
主
義
を
全
面
的
に
打
ち
出
し
え
た
時
期

は
、
前
掲
し
た
高
柔
俸
の
法
術
主
義
「
令
」
の
瑳
布
時
期
と
同
様
、

で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
曹
操
は
、

「
名
士
」
居
の
指
導
者
萄
議
を
殺
害
し
て
規
公
園
を
建
設
し
た
後
の
こ
と

「
名
士
」
層
の
儒
教
的
政
治
理
念
を
も
併
存
さ
せ
る
妥
協
的
な
政
治
を
行
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ

る

績
い
て
、
政
治
理
念
の
せ
め
ぎ
あ
い
と
も
関
わ
り
を
持
つ
人
事
権
、
あ
る
い
は
人
事
基
準
を
め
ぐ
る
曹
操
と
「
名
士
」
層
と
の
関
係
を
検
討

し
よ
う
。
曹
操
は
、
萄
瑛
の
功
績
と
し
て
②
「
翠
人
」
を
掲
げ
て
い
た
。
『
三
園
志
』
巻
一

O

萄
該
傍
注
引
『
該
別
俸
』
に
、

(
萄
惑
の
)
前
後
皐
ぐ
る
所
の
者
は
、
命
世
の
大
才
な
り
。
邦
邑
は
則
ち
萄
依
・
鍾
鉱

・
陳
霊
、
海
内
は
則
ち
司
馬
宣
王
、
及
び
嘗
世
の

知
名
郡
慮
・
華
散

・
王
朗

・
萄
悦

・
杜
襲

・
辛
枇

・
越
倣
の
届
怖
を
引
致
し
、
終
に
卿
相
と
漏
る
も
の
、
十
数
人
を
以
て
す
る
な
り
。
土
を

取
る
に
は
一
授
を
以
て
せ
ず
、
戯
志
才

・
郭
嘉
ら
は
負
俗
の
議
有
り
、
杜
畿
は
簡
倣
に
し
て
文
少
な
き
も
、
皆
智
策
を
以
て
之
を
翠
げ
、
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終
に
各
々
名
を
願
す
。

邦
邑
で
は
①
萄
依

・
②
鍾
鯨
・
③
陳
霊
、
海
内
で
は
④
司
馬
襲
、
首
時
の
知
名
の
土
と
し
て
は
⑤
郡
慮

・
⑤
華

歓
・
⑦
王
朗

・
③
萄
悦

・
⑨
杜
襲

・
⑪
辛
枇

・
⑪
趨
徹
、
さ
ら
に
は
智
策
に
優
れ
る
⑫
戯
志
才
・
⑬
郭
嘉
・
⑪
杜
畿
を
推
暴
し
て
い
る
。
こ
れ

以
外
に
も
萄
惑
は
、
⑮
仲
長
統

・
⑮
孫
責
を
推
奉
し
た
こ
と
が
史
書
に
明
記
さ
れ
て
い
る
(
『
三
園
士
山
』
各
二
一
劉
勧
俸
注
引
『
昌
言
』
表
・
巻
一

四
劉
放
傍
注
引
『
資
別
停
』
)
。
こ
れ
ら
十
六
名
の
う
ち
、
④
〈
河
内
郡
出
身
、
以
下
同
)
・
⑤
〈
高
卒
)
・
⑥
〈
卒
原
)
・
⑦
(
東
海
)
・
⑭
(
京

兆
)
・
⑮
(
山
陽
)
・
⑮
(
太
原
)
を
除
く
、
①
J
③
・
③
J
⑬
の
九
名
は
、
布
張
と
同
じ
頴
川
郡
の
出
身
で
あ
り
、
萄
妥
が
曹
操
政
権
に
頴
川

グ
ル
ー
プ
の
「
名
士
」
を
積
極
的
に
加
入
さ
せ
た
こ
と
を
看
取
で
き
る
。
唐
長
講
は
、
こ
う
し
た
顕
川
出
身
者
の
多
さ
の
原
因
を
、
首
都
許
蘇

と
あ
る
よ
う
に
、

萄
該
は



ハ
勾
〉

を
含
む
頴
川
郡
の
支
配
の
安
定
と
、
汝
南
・
頴
川
商
郡
に
本
来
的
に
多
か
っ
た
名
士
の
推
奉
を
曹
操
が
萄
該
に
促
し
た
結
果
に
求
め
る
。
首
肯

し
う
る
見
解
で
あ
る
。
さ
ら
に
頴
川
の
九
名
に
加
え
て
、
七
名
の
他
郡
出
身
の
「
名
土
」
を
推
奪
し
て
い
る
こ
と
は
、

額
グ
ル
ー
プ
・
頴
川
グ
ル
ー
プ
に
止
ま
ら
な
い
贋
い
交
友
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

「
名
士
」
萄
惑
が
、
何

そ
れ
で
は
萄
蕗
は
、

い
か
な
る
基
準
に
よ
り
人
材
を
推
奉
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

前
掲
『
蕗
別
停
』
に
「
土
を
取
る
に
は
一
撲
を
以
て
せ

ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
萄
該
の
人
物
評
債
の
基
準
は
軍
一
で
は
な
か
っ
た
。
儒
教
的
債
値
基
準
だ
け
で
自
己
を
律
し
た
「
黛
人
」
に
比
し
て
、

戦
能
期
特
有
の
軍
事
的
有
用
性
も
必
要
と
さ
れ
た
「
名
士
」
層
は
、
名
撃
獲
得
の
た
め
の
行
震
の
債
値
基
準
が
多
様
化
し
て
い
た
。
し
か
し
、

萄
惑
の
察
奉
基
準
は
、
註
(
ロ
)
所
掲
丹
羽
論
文
が
説
く
よ
う
な
、
嘗
操
と
同
質
の
法
家
主
義
的
「
唯
才
主
義
」
で
は
な
い
。
「
名
士
」
萄
惑
の

債
値
基
準
の
根
本
が
、
儒
数
に
存
し
た
こ
と
は
政
治
理
念
と
同
様
で
あ
り
、
そ
れ
は
萄
惑
が
推
掌
し
た
十
六
名
の
う
ち
、
儒
教
に
関
わ
る
記
載

を
持
た
な
い
者
が
①
・
③
・
⑪
J
⑬
の
五
名
に
過
ぎ
な
い
こ
と
か
ら
看
取
で
き
る
。
あ
る
い
は
、
推
翠
の
事
例
で
は
な
い
が
、
後
漢
末
の
大
儒

鄭
玄
と
「
鄭
・
部
」
と
併
稽
さ
れ
、

「
名
士
」
屠
の
支
持
を
集
め
て
い
た
儒
者
部
原
の
厚
遇
を
勘
め
る
進
言
か
ら
も
(
『
三
園
志
』
巻
二

停
)
、
萄
惑
の
指
向
を
窺
い
う
る
。
萄
惑
の
察
翠
は
、
儒
教
的
債
値
を
中
一
核
と
す
る
名
撃
を
、

(

匁

)

す
る
と
い
う
「
名
聾
主
義
」
に
基
づ
く
登
用
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

同E
原
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「
名
士
」
層
の
仲
間
社
舎
に
有
す
る
者
を
察
奉

(
辺
〉

こ
れ
に
劃
し
て
曹
操
が
人
材
登
用
の
基
準
に
「
唯
才
主
義
」
を
掲
げ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
『
三
園
志
』
巻
一

(
建
安
〉
十
五
年
春
、
令
を
下
し
て
日
く
、
:
:
:
若
し
必
ず
廉
土
に
し
て
後
用
う
可
く
ん
ば
、
則
ち
斉
桓
は
其
れ
何
を
以
て
か
世
に
覇
た

る
。
今
天
下
褐
を
被
り
玉
を
懐
き
て
滑
演
に
鈎
る
者
有
る
こ
と
無
き
を
得
る
か
。
叉
捜
を
盗
み
金
を
受
け
て
未
だ
無
知
に
遇
わ
ざ
る
者
無

き
を
得
る
か
。
ニ

・
三
子
、

其
れ
我
を
佐
け
て
灰
晒
を
明
揚
せ
よ
。
唯
だ
才
是
れ
翠
げ
よ
。
吾
得
て
之
を
用
い
ん
。

と
あ
る
よ
う
に
、
曹
操
は
、
廉
潔
な
人
物
で
は
な
く
陳
卒
の
よ
う
に
捜
と
密
通
し
賄
賂
を
受
け
取
る
者
で
あ
っ
て
も
、

武
一
帝
紀
に
、

「
唯
だ
才
」
だ
け
を
基
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準
と
し
て
察
奉
を
行
う
こ
と
を
天
下
に
宣
言
し
て
い
る
。
か
か
る
「
唯
才
主
義
」
は
、
孝
廉
を
典
型
と
す
る
漢
代
の
郷
暴
里
濯
が
依
接
し
た
儒

教
的
察
奉
基
準
の
否
定
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
萄
該
ら
「
名
土
」
屠
の
有
す
る
儒
教
的
債
値
を
中
一
核
と
す
る
「
名
聾
主
義
」
へ
の
挑
戦
と
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受
け
取
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
唯
才
主
義
」
は
、
曹
操
が
親
科
を
許
し
た
際
の
、

「
唯
だ
其
の
才
な
り
」
と
い
う
建
安
四

年
の
護
言
に

(『三
園
士
山
』
巻

武
帝
紀
)
、
す
で
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

政
治
理
念
と
同
様
、

」
れ
を
天
下
に
宣
布
し
た
時
期
は

か
な
り
遅
い
。
曹
操
は
、
明
確
な
形
で
の
「
唯
才
主
義
」
を
三
た
び
天
下
に
布
告
し
て
い
る
が
、

そ
れ
は
①
建
安
十
五
年
(
前
掲
史
料
)
・
②
建

安
十
九
年

・
③
建
安
二
十
二
年
で
あ
っ
た
。
す
べ
て
裳
氏
掃
討
の
完
了
し
た
建
安
十
二
年
以
降
の
護
布
と
い
う
黙
で
法
術
主
義
の
展
開
と
共
通

す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
前
後
に
お
け
る
曹
操
と
「
名
士
」
層
と
の
関
係
を
考
え
る
と
、
三
回
に
わ
た
っ
て
「
唯
才
主
義
」
を
布
告
し
た
意
義
が

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

①
の
二
年
前
で
あ
る
建
安
十
三
年
に
は

「
名
士
」
層
へ
の
最
初
の
揮
匪
と
な
っ
た
孔
融
の
殺
害
が
行
わ
れ
て
い
る
。

同
年
に
敗
退
し
た
赤

壁
の
戦
以
降
、

「
名
土
」
層
と
の
封
峠
性
を
有
す
る
内
政
の
整
備
を
重
観
し
始
め
た
曹
操
が
、
反
抗
的
な
孔
融
を
殺
害
す
る
と
と
も
に
、
自
己

の
人
事
基
準
を
明
確
化
す
る
た
め
に
護
布
し
た
も
の
が
、
第
一
回
の
「
唯
才
主
義
」
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
よ
う
。
②
の
二
年
前
で
あ
る
建
安

十
七
年
に
は

「
名
士
」

層
の
指
導
者
萄
惑
を
殺
害
し
、
十
八
年
に
は
貌
公
に
就
任
し
て
九
州
を
設
置
し
た
。

後
者
は

荷
援
の
反
劉
に
よ

0
6
 

9
d
 

り
、
買
現
で
き
な
か

っ
た
内
政
の
懸
案
事
項
で
あ
る
。
そ
の
成
就
の
翌
年
に
宣
布
し
た
第
二
回
の
「
唯
才
主
義
」
は
、
曹
操
の
人
事
基
準
の
遵

守
を
「
名
士
」
層
に
強
要
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
③
の
前
年
で
あ
る
建
安
二
十
一
年
に
は
、
商
日
操
は
親
王
に
就
任
し
た
の
ち
、

「
名
土
」
崖

瑛
を
殺
害
し
、

そ
れ
に
不
満
を
持
っ
た
毛
新
を
克
則
し
て
い
る
。
第
三
回
の
「
唯
才
主
義
」
の
布
告
は
、

「
名
士
」
層
の
「
名
護
主
義
」
に
基

づ
く
察
暴
に
劃
す
る
勝
利
宣
言
と
も
受
け
取
り
う
る
。
そ
し
て
、
@
の
震
布
後
の
翌
建
安
二
十
三
年
の
吉
本
の
鋭
、

立
て
綴
け
に
起
こ
っ
た
漢
復
興
の
反
観
を
銀
座
し
、
親
調
の
凱
へ
の
連
坐
を
言
い
立
て
て
、
萄
該
の
盟
友
で
あ
っ
た
「
名
土
」
鍾
訴
を
も
克
官

(

μ

)

 

し
た
の
で
あ
る
。

二
十
四
年
の
貌
調
の
飽
と

曹
操
は
、
察
穆
基
準
と
し
て
の
「
唯
才
主
義
」
を

「
名
士
」
居
と
の
せ
め
ぎ
あ
い

に
勝
利
を
納
め
る
た
び
に
設
布
し
て
、
反
儒
数
を
明
確

に
主
張
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

「
名
士
」
層
が
専
有
し
て
い
る
「
名
護
主
義
」
に
よ
る
官
吏
登
用
や
儒
教
的
債
値
基
準
の
偏
重
、
仲
間
枇
舎

の
排
他
性
に
謝
し
て
、
警
告
を
渡
し
た
の
で
あ
る
。
貌
の
君
主
に
よ
り
度
々
震
せ
ら
れ
た

「
阿
黛
比
周
」

へ
の
批
判
や
校
事
官
の
寵
遇
、
あ
る
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い
は
科
法
の
傘
重
も
、
同
様
の
文
脈
で
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

き
で
あ
丹
た
。

か
か
る
曹
操
と
「
名
士
」
層
と
の
封
崎
性
が
、
最
も
明
瞭
な
形
と
な
っ
て
現
れ
た
も
の
は
、

「
名
士
」
層
に
衝
撃
を
輿
え
た
最
初
の
「
名
士
」
弾
匪
で
あ
る
孔
融
の
殺
害
も
、
こ
の
問
題
と
大
き
く
関
わ
っ

て
い
る
。

現
公
就
任
か
ら
本
格
化
す
る
漢
の
築
奪
へ
の
動

太
守
と
し
て
群
雄
の
一
人
に
数
え
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
政
治
的
・
軍
事
的
才
能
の
乏
し
さ
か
ら
、

孔
融
は
、
孔
子
の
二
十
世
孫
で
、
李
腐
の
評
債
を
受
け
、
陶
丘
洪
・
漫
一
議
と
並
稽
さ
れ
た
後
漢
末
期
を
代
表
す
る
「
名
士
」
で
あ
り
、
北
海

や
が
て
曹
操
に
身
を
寄
せ
た
が
、
説
臣

に
は
な
ら
ず
、
漢
臣
と
し
て
献
帝
の
傍
ら
に
あ
司
た
。
曹
操
と
孔
融
の
根
本
的
な
封
立
黙
は
曹
操
に
よ
る
漢
の
纂
奪
に
あ
っ
た
が
、
案
照
の
妻

亜
氏
を
曹
亙
が
要
っ
た
こ
と
へ
の
皮
肉
、
烏
桓
討
伐
の
噌
笑
、
禁
酒
令
の
侮
蔑
な
ど
そ
の
争
貼
は
多
岐
に
亘
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
孔
融
賜
死

の
弾
劾
文
も
、
孔
融
が
孫
権
の
使
者
に
曹
操
を
誹
諒
し
た
こ
と
に
加
え
て
、
親
へ
の
不
孝
、
漢
へ
の
不
忠
を
掲
げ
て
孔
融
を
攻
撃
し
、
南
者
の

封
立
離
を
量
し
て
い
る
。

漢
の
裳
奪
を
め
ぐ
る
曹
操
と
孔
融
と
の
乳
醐
怖
を
隠
蔽
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
(
『
後
漢
書
』
列
俸
六
O

こ
と
に
漢
へ
の
不
忠
は
、

天
下
を
保
つ
者
は
卯
金
万
(
劉
)
と
は
限
る
ま
い
と
孔
融
が
護
言
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、

孔
融
停
)
。
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孔
融
が
弾
劾
文
の
如
き
護
言
を
し
た
か
否
か
は
確
か
め
よ
う
も
な
い
が
、
卒
素
の
孔
融
は
、
漢
の
少
府
と
し
て
、
同
じ
く
漢
の
向
書
令
で
あ

っ
た
萄
該
や
黄
門
侍
郎
の
萄
慣
と
、
献
一
帝
を
圏
ん
で
談
笑
し
て
い
た
と
俸
え
ら
れ
る
(
『
後
漢
書
』
列
俸
五
二
萄
淑
俸
附
萄
悦
停
)
。
本
俸
も
曹
操

が
衣
第
に
詐
術
を
現
し
て
き
た
た
め
、
あ
え
て
過
激
な
護
言
を
し
た
と
孔
融
を
癖
護
す
る
よ

う
に
〈
『
後
漢
書
』
列
俸
六
O

孔
融
侍
)
、
孔
融
の

立
場
は
漢
の
擁
護
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
孔
融
の
交
友
関
係
は
、
『
三
園
士
山
』
・
『
後
漢
書
』
に
明
記
さ
れ
る
も
の
だ
け
で
も
二
十
六
名
に
及
び
、

(

お

〉

そ
の
な
か
に
は
曹
操
の
敵
封
勢
力
に
属
す
る
「
名
士
」
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
「
名
士
」
孔
融
が
有
す
る
か
か
る
吐
舎
的
影
響
力
と
自
己
へ
の

反
抗
性
に
脅
威
を
費
え
た
曹
操
は
、
君
主
権
力
の
確
立
を
目
指
し
て
孔
融
を
殺
害
し
た
。
す
な
わ
ち
、
孔
融
殺
害
の
員
の
理
由
は
、
弾
劾
文
の

内
容
に
は
な
く
、
孔
融
と
献
一
帝
一
と
の
親
密
性
、
お
よ
び
そ
の
交
友
関
係
の
庚
さ
に
曹
操
が
危
険
性
を
感
じ
た
こ
と
に
求
め
う
る
の
で
あ
る
。
曹

操
の
奮
臣
で
は
な
い
買
調
が
、
謀
臣
と
し
て
重
用
さ
れ
る
危
険
性
を
鑑
み
、
門
を
閉
じ
て
私
的
交
際
を
せ
ず
、
他
の
「
名
士
」
層
と
婚
姻
関
係

を
持
た
な
い
こ
と
に
よ
り
、
曹
操
か
ら
の
弾
匪
を
逃
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
は
(
『
三
園
士
山
』
巻
一

O

買
詔
侍
)
、
「
名
士
」
屠
が
幅
庚
い
交
友
関

425 
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係
を
私
的
に
結
ぶ
こ
と
の
危
険
性
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。
他
方
、
曹
操
も
ま
た
、
多
く
の
「
名
士
」
層
と
の
交
友
関
係
を
誇
る
孔
融
の
殺
害

に
よ
り
、

「
名
士
」
聞
に
動
揺
が
起
こ
る
こ
と
を
で
き
る
限
り
回
避
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
が
、

孔
融
の
悪
行
を
儒
教
的
理
念
に
よ
り
指
揮
し

た
弾
劾
文
と
し
て
現
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

世
旬
惑
の
殺
害
は
、
孔
融
に
況
し
て
危
険
性
が
高
か
っ
た
。
そ
れ
は
、

頴
川
グ
ル
ー
プ
を
中
心
と
す
る
萄
該
自
身
の
交
友
関
係
に
加
え
て
、
従

子
萄
依
が
前
回
操
の
謀
主
と
な
り
、
三
兄
萄
街
が
監
箪
校
尉

・
守
鄭

・
都
督
河
北
事
で
あ
っ
た
と
い
う
軍
事
的
な
問
題
、

曹
操
の
安
陽
公
主
を
要
る
ほ
か
、

陳
氏
・
鍾
氏

・
司
馬
氏
と
結
ば
れ
た
婚
姻
関
係
に
よ
り
、

荷
E実
カミ

支
え

ら
れ
て
し、

た占
カミ 戸

ら Jご
では
あ一長
る27子
。)萄

し '1軍
カミ ヵ:

し
、
曹
操
と
萄
惑
と
の
封
立
は
決
定
的
で
あ
っ
た
。

一
で
述
べ
た
よ
う
に
、
萄
援
は
「
漢
の
忠
臣
」
と
は
言
い
が
た
い
。
と
こ
ろ
が
、
自
己
の

抱
負
で
あ
っ
た
新
た
な
る
「
儒
敬
園
家
」
の
再
建
が
、
曹
操
の
諸
政
策
で
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
衣
第
に
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
、

萄
惑
は

漢
の
擁
護
に
鱒
じ
て
い
っ
た
。
董
昭
ら
が
曹
操
の
規
公
へ
の
準
簡
を
相
談
し
た
時
、

『
三
園
志
』
巻
一

O

萄
咳
停
に
、

- 40-

(
萄
〉
議
以
爵
え
ら
く
、
太
租
は
本
と
義
丘
ハ
を
輿
し
、
以
て
靭
を
匡
し
園
を
寧
ん
じ
、
忠
貞
の
誠
を
乗
り
、
退
一
譲
一
の
買
を
守
る
な
り
。
君

子
は
人
を
愛
す
に
徳
を
以
て
す
、
宜
し
く
此
の
如
か
る
べ
か
ら
ず
。

と
あ
る
よ
う
に
、
有
議
は
、

「義」

「
忠
貞
」

「
徳
」
と
い
っ
た
儒
教
的
徳
目
を
列
傘
し
て
、
換
言
す
れ
ば

「
名
士
」
層
が
専
有
す
る

儒
数
的
債
値
基
準
を
掲
げ
て
反
射
し
た
の
で
あ
る
。

か
か
る
萄
該
の
抵
抗
は
、
個
人
的
思
庇
が
多
か
っ
た
孔
融
の
抵
抗
と
は
質
を
異
に
す
る
。

す
な
わ
ち
、
荷
惑
は
「
名
士
」
層
の
存
立
基
盤
、
彼
ら
の
債
値
基
準
を
賭
け
て
曹
操
の
行
動
を
妨
げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
曹
操
が
、
漢
の

築
奪
は
元
よ
り
、
自
己
の
君
主
権
の
確
立
や
人
事
基
準
の
「
唯
才
主
義
」
に
よ
る
統
一
、
政
治
理
念
に
お
け
る
法
術
主
義
の
貫
現
を
行
う
た
め

に
は
、
萄
惑
が
押
立
て
る
「
名
士
」
層
の
文
化
的
諸
債
値
を
粉
砕
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
萄
該
を
殺
害
す
る
こ
と
は
、

「
名
士
」
層

の
存
立
を
脅
か
す
こ
と
に
な
り

「
名
士
」
層
か
ら
の
反
設
は
必
歪
で
あ
る
。
そ
の
た
め
曹
操
は
、
漢
臣
の
萄
惑
を
自
己
の
軍
の
監
視
下
で
殺

害
す
る
と
い
う
周
到
ぶ
り
を
示
し
(
註
〈
ロ
)
所
掲
美
川
論
文
〉
、

「
名
士
」
層
の
反
抗
を
軍
事
力
で
押
さ
え
込
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

軍
事
力
と
い
う
君
主
権
力
の
切
り
札
に
よ

っ
て
萄
援
を
殺
害
し
た
曹
操
は
、

「
名
士
」
層
の
と
り
あ
え
ず
の
服
従
を
獲
得
し
た
。

し
か
し



九
錫
動
準
文
の
筆
頭
と
な
っ
た
萄
依
は
萄
議
殺
害
の
翌
年
に
卒
し
、
頴
川
グ
ル
ー
プ
の
次
代
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
陳
重
、
あ
る
い
は
司
馬
誌
な

(

お

〉

ど
萄
議
の
推
察
を
受
け
た
「
名
土
」
屠
の
動
向
は
不
安
定
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
萄
漢
・
孫
呉
政
権
と
い
う
敵
樹
園
と
封
時
す
る
曹
操
政
権
に

お
い
て
、
園
力
の
低
下
を
招
く
「
名
士
」
層
へ
の
武
力
弾
監
を
繰
り
返
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
う
し
た
吠
況
を
あ
る
程
度
ま
で
議
測
し

え
た
で
あ
ろ
う
曹
操
は
、
萄
惑
の
殺
害
以
前
か
ら
、
儒
数
的
債
値
の
優
越
性
を
挺
子
に
文
化
的
諸
債
値
を
専
有
す
る

「
Q
U
J

〆
r
d

、

て
、
新
た
な
文
化
的
債
値
の
創
出
を
試
み
て
い
た
。
そ
れ
が
「
文
事
」
で
あ
る
。

「
名
士
」
層
に
封
抗
し

建
安
文
撃
の
興
隆

(

叩

山

)

建
安
詩
は
「
青
年
の
文
事
」
で
あ
る
、
と
鈴
木
修
女
は
言
う
。
詩
題
を
敏
感
に
捉
え
る
感
費
、
激
情
の
遺
る
持
情
、
技
巧
で
飾
り
立
て
な
い

五
言
の
奔
放
な
リ
ズ
ム
に
よ
る
表
現
の
い
ず
れ
も
が
、
新
し
い
時
期
の
新
し
い
創
造
を
求
め
る
青
年
の
そ
れ
に
相
雁
し
い
た
め
の
謂
で
あ
る
。

鈴
木
に
よ
れ
ば
、
建
安
文
撃
は
、
詩
人
の
サ
ー
ク
ル
活
動
の
開
始
・
五
言
詩
の
創
設
・
気
質
を
瞳
と
な
し
た
所
に
特
徴
が
あ
る
。
建
安
文
撃
の

萌
芽
は
「
南
皮
の
遊
」
に
あ
る
が
、
そ
の
制
度
化
は
、
建
安
十
六
年
に
曹
五
が
五
官
中
郎
防
府
と
な
り
、
五
官
勝
文
撃
の
設
置
さ
れ
た
時
貼
に
求

め
う
る
。
し
か
し
、
建
安
二
十
四
年
に
は
「
建
安
の
七
子
」
の
す
べ
て
が
卒
し
、
建
安
文
撃
は
足
掛
け
七
年
の
活
動
期
を
持
つ
に
過
ぎ
な
い
。

そ
の
構
成
員
と
し
て
は
、
曹
操
・
曹
亙
・
曹
植
の
コ
ニ
曹
」
を
中
心
に
、
「
建
安
の
七
子
」
と
稽
さ
れ
る
孔
融
・
陳
琳
・
王
祭
・
徐
幹
・
庇
璃
・

臆
湯
・
劉
禎
、
さ
ら
に
は
路
粋
・
繁
欽
・
郡
部
淳
・
楊
僑
・
丁
儀
・
丁
虞
・
萄
緯
・
呉
質
を
奉
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

(引む

う
ち
孔
融
の
活
動
時
期
は
早
く
、
世
保
畠
と
と
も
に
建
安
文
撃
に
影
響
を
輿
え
た
先
騒
者
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
。

曹
操
で
あ
っ
た
。

- 41ー

「
七
子
」
の

築
府
韓
を

(

担

)

中
心
と
し
た
即
興
的
要
素
の
強
い
も
の
で
、
人
生
有
限
と
い
う
漢
代
ま
で
の
宿
命
観
を
否
定
し
、
超
克
す
る
も
の
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
ま

か
か
る
建
安
文
撃
を
主
導
し
た
者
は
、

井
波
律
子
は

曹
操
の
文
撃
を
天
命
不
信
の
心
的
態
度
に
基
づ
く

427 

た
竹
田
晃
は
、
曹
操
の
自
由
・
閤
達
さ
が
建
安
文
撃
の
濁
自
性
を
生
み
、
蹴
世
に
生
き
る
人
聞
の
苦
し
み
を
歌
う
詩
に
は
、
底
迭
に
生
き
る
犠

牲
者
に
心
を
配
る
織
細
さ
が
表
れ
、
紳
仙
へ
の
憧
れ
を
歌
う
詩
に
は
、
理
想
の
世
界
と
苦
悩
の
現
貫
を
揺
れ
動
く
デ
リ
ケ
ー
ト
な
心
情
が
存
す
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(お〉

る
と
い
う
。
そ
れ
で

は
曹
操
が
、
個
人
的
晴
好
と
し
て
文
事
を
愛
好
す
る
だ
け
で
な
く
、
五
官
将
文
撃
を
設
置
す
る
な
ど
の
制
度
化
を
行
っ
て

「文相円
子
」
を
宣
揚
す
る
必
要
性
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

(
U
M
〉

岡
村
繁
は
、
そ
れ
を
曹
操
の
出
自
の
卑
し
さ
に
求
め
る。

す
な
わ
ち
、
卑
し
い
出
自
の
曹
説
の
君
主
は
、

貴
族
官
僚
を
輩
下
に
最
高
権
力
者

と
し
て
君
臨
す
る
た
め
に
、
貴
族
の
本
来
的
資
質
と
し
て
の
事
問
・
文
撃
に
卓
越
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
嘗
操
は
、
貴
族
文
事
に
迎

ま
で

合
し
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
吉
川
幸
次
郎
が

曹
操
は

「か
た
ぎ
の
家
」
の
出
身
で
は
な
い
(
官
官
系
の
豪
族
出
身
、
渡
進
補
、
以
下
同
〉

(
お
)

(
後
漢
時
代
の
儒
教
を
中
心
と
す
る
文
化
〉
か
ら
制
約
を
受
け
な
か
っ
た
と
説
く
よ
う
に
、

岡
村
の
い
う

た
め
.
従
来
の
「
と
り
す
ま
し
た
文
化
」

「
貴
族
官
僚
」
の
文
化
の
中
心
は
、
儒
教
で
あ
っ
て
文
撃
で
は
な
い
。
商
日
操
は
「
貴
族
文
化
」
に
迎
合
し
た
の
で
は
な
く
、

そ
の
制
約
を
打
ち

破
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

二
で
述
べ
た
よ
う
に
、
曹
操
と

「
名
士
」

層
と
は
、
政
治
理
念

・
規
公
就
任

・
人
事
基
準
の
三
賠
を
め
ぐ
っ
て
、
封
峠
町
性
を
有
し
て
い
た
。

に
、
後
漢
「
儒
教
園
家
」
の
支
配
が
、 「

名
士
」
層
の
傘
重
す
る
儒
教
的
な
政
治
に
射
し
て
、
法
術
的
政
治
が
遂
行
さ
れ
た
。
別
稿
で
論
じ
た
よ
う

(

お

)

「寛
治
」
と
稿
す
べ
き
豪
族
の
規
制
力
を
利
用
し
た
支
配
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
曹
操
の
展
開
し
た
屯

(

幻

)

君
主
権
力
の
基
盤
と
な
る
一
般
農
民
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
君
主
権

- 42ー

第
一
の
政
治
理
念
に
閲
し
て
は
、

田
制
は
、

豪
族
の
在
地
社
合
へ
の
規
制
力
に
封
抗
す
る
た
め
に
、

の
強
化
を
目
的
と
す
る
法
術
的
政
治
は
、
法
家
思
想
の
宣
揚
だ
け
で
は
な
く
、
買
際
の
政
策
面
に
お
い
て
も
着
買
に
推
進
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
ゆ
え
に
、

政
治
理
念
に
闘
す
る
「
名
士
」
層
と
の
劉
崎
性
は
、
曹
操
に
有
利
な
形
で
解
消
し
つ
つ
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

第
二
の
曹
操
の
貌
公
就
任
は
、
十
旬
惑
の
殺
害
を
機
に
貫
現
し
た
。
そ
の
後
も
、
吉
本
の
凱
や
貌
調
の
乱
と
い
っ
た
反
魂
勢
力
の
灸
り
だ
し
と

打
破
が
進
行
し
て
い
く
。
む
ろ
ん
、
こ
う
し
た
動
向
に
批
判
的
な
「
名
士
」
層
と
の
封
立
が
解
消
し
た
語
で
は
な
い
が
、
武
力
に
よ
る
弾
座
を

被
る
危
険
性
が
高
い
そ
の
劉
立
は
伏
流
化
し
、
残
る
第
三
の
劉
時
貼
に
雨
者
の
劃
抗
関
係
が
集
中
的
に
現
れ
る
こ
と
に
な
司
た
。

第
三
の
封
時
貼
で
あ
る
「
名
士
」
層
の
「
名
護
主
義
」
と
曹
操
の
「
唯
才
主
義
」

と
い
う
人
事
基
準
の
抗
争
を
め
ぐ
り
、
曹
操
は
萄
議

・
雀

以
引
を
殺
害
し
て

「名
獲
主
義
」
に
打
撃
を
興
え
た
が
、
そ
れ
を
完
全
に
一
掃
す
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
親
不
孝
で
も
有
能
な
者
を
傘
重
す



る
と
い
う
「
唯
才
主
義
」
は

親
孝
行
で
有
能
な
者
を
親
不
孝
で
有
能
な
者
よ
り
も
庭
め
る
こ
と
が
論
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
。

す
な
わ
ち

「
唯
才
主
義
」
と
い
う
債
値
基
準
は
、

「
名
聾
主
義
」
に
は
十
全
に
劉
抗
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
才
能
が
あ
る
と
い
う

「
名
聾
」
に
基
づ
き
人
材
を
登
用
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
名
聾
主
義
」
に
よ
る
奉
用
と
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
、
曹
操
は
、

そ
の
「
名
獲
」
を
得

「
名
士
」
層
が
掲
げ
る
「
名
聾
主
義
」
の
中
核
的
な
債
値
基
準
は
、

「
黛
人
」

る
た
め
の
債
値
基
準
そ
の
も
の
を
創
設
す
る
必
要
が
あ
司
た
。

以
来
の
儒
教
的
債
値
基
準
で
あ
る
。
そ
れ
に
針
抗
す
る
た
め
に
は
、

「
才
能
」
と
い
う
範
時
の
贋
い
概
念
で
は
な
く
、
限
定
的
な
、

し
か
も
曹

操
が
主
観
的
に
剣
断
で
き
る
文
化
債
値
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
曹
操
は
、
文
開
門
子
・
兵
法
・
儒
数
・
一
音
祭
に
優
れ
た
才
能
を
有
す
る
ほ
か
(
『
三

武
一
帝
紀
注
引
『
博
物

園
志
』
巻

武
帯
紀
)
、
草
書
・
圏
碁
が
得
意
で
、

養
生
の
法
を
好
み
薬
や
慮
方
に
詳
し
か
っ
た
と
い
う
(
『
三
園
士
山
』
巻
一

志
』
)
。
曹
操
は

こ
れ
ら
の
自
己
の
能
力
の
中
か
ら
、

「
名
土
」
層

へ
劃
抗
し
う
る
文
化
債
値
と
し
て
、

「
文
事
」
を
選
捧
し
た
の
で
あ
っ

た
曹
貌
政
権
に
お
け
る
「
文
翠
」
の
興
隆
は
、
曹
操
に
よ
る
園
家
的
宣
揚
・
制
度
化
に
よ
る
公
認
・
文
撃
を
語
る
言
語
の
護
達
に
起
因
す
る
。
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時
代
背
景
を
同
じ
く
し
な
が
ら
、
萄
漢
・
孫
呉
政
権
下
に
お
い
て
「
文
翠
」
が
不
振
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
曹
操
が
主
瞳
的
に
「
文
周
子
」
を
宣
揚

ハお
)

(

m

却
〉

し
た
こ
と
を
傍
置
す
る
。
具
瞳
的
に
は
、

曹
操
の
文
事
者
厚
遇

・
曹
Z
の
『
奥
論
』
執
筆
が
園
家
的
宣
揚
に
あ
た
り
、
五
官
将
文
撃
な
ど
文
事

を
冠
す
る
官
職
の
創
設
は
文
撃
の
制
度
化
を
意
味
す
る
。
曹
亙
の
「
呉
質
に
輿
え
る
書
」
か
ら
本
格
的
に
開
始
さ
れ
る
文
事
評
論
は
、
文
撃
を

(

必

)

語
る
濁
自
の
言
語
の
創
設
と
な
っ
た
。
か
か
る
「
文
拳
」
の
興
隆
は
、
建
安
十
六
年
に
五
官
将
文
撃
が
設
置
さ
れ
た
こ
ろ
か
ら
本
格
化
し
た
。

翌
年
の
萄
議
殺
害
に
よ
り
「
名
士
」
層
に
打
撃
を
興
え
る
曹
操
が
、

「
文
事
」
の
宣
揚
に
よ
り
「
名
士
」
層
の
文
化
慣
値
の
動
揺
を
企
固
し
た

た
め
で
あ
る
。

し
か
し
、

「
文
事
」
が
新
た
な
文
化
債
値
と
し
て

「
名
士
」

層
の
儒
数
的
債
値
に
優
越
す
る
た
め
に
は

サ
ロ
ン
に
お
い
て

文
撃
作
品
を
著
す
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。

「
文
事
」
的
債
値
を
基
準
と
し
た
人
事
が
行
わ
れ
て
こ
そ
、

「
文
照
子
」
は
国
家
に
お
け
る
新
た

な
債
値
基
準
と
な
り
う
る
。
そ
の
推
進
を
目
指
し
た
者
が
、

丁
儀
で
あ
っ
た
。
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丁
儀
・
丁
漢
の
兄
弟
は
、
浦
園
の
出
身
で
父
丁
沖
が
曹
操
と
故
奮
で
あ

っ
た
た
め
、
曹
操
か
ら
寵
遇
さ
れ
た
。
曹
操
は
、

丁
儀
の
有
能
さ
を
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聞
き
、

召
し
だ
す
以
前
に
娘
を
要
ら
す
こ
と
を
曹
互
に
相
談
し
た
。
酋
目
玉
の
反
割
に
よ
り
そ
れ
は
闇
沙
汰
と
な
司
た
が
、

丁
儀
と
話
を
し
た
の

ち
曹
操
は
、
曹
亙
が
自
分
を
誤
ら
せ
た
と
言
司
た
ほ
ど
の
傾
倒
ぶ
り
を
み
せ
た
。
一
方
、
丁
儀
は
、
曹
亙
の
反
射
で
鮒
馬
に
な
れ
な
か
っ
た
こ
と

を
恨
み
、

丁
虞
と
と
も
に
曹
植
に
接
近
し
て
そ
の
股
肱
と
な
り
、
楊
備
と
羽
翼
に
な
っ
て
曹
植
の
立
太
子
を
霊
策
し
た
(
『
三
園
志
』
巻
一
九

『
三
園
志
』
巻
一
二

陳

思
王
傍
注
引
『
貌
略
』
)
。
曹
操
の
寵
愛
を
背
景
に
、

丁
儀
は

徐
突
傍
注
引
『
惇
子
』
に

「
武
皇
帝
、

至
明
な
り
。
雀

丁
儀
之
を
開
て
、
徐
突
位
を
失
い
、
在
淡
諒
せ
ら
る
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
崖
淡
・

徐
突
を
殺
害
・
失
脚
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
丁
儀
は
、
毛
新
を
失
脚
さ
せ
、
何
援
と
封
立
し
(
『
三
園
志
』
巻
二
一

淡

・
徐
突
は
一
時
の
清
賢
、
皆
忠
信
を
以
て
貌
靭
に
願
る
。

何
枯
俊
博
注
引
『
貌
書
』
)

ま

こ
う
し
た
丁
儀
と
雀
淡
ら
と
の
封
立
を
、

(
H
U
〉

集
圏
」
と
世
族
地
主
集
園
の
「
汝
頴
集
園
」
と
の
抗
争
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
た
し
か
に
丁
儀
は
、
曹
操
の
奉
兵
を
個
人
的
に
支
援
し
た
街
弦

た
那
臨
と
も
敵
封
し
た
(
『
三
園
士
山
』
巻

邪
願
侍
)
。
高
縄
楠
は
、

曹
操
の
基
盤
で
あ
る
「
諜
柿

の
子
衛
藤
を
、

自
己
の
仲
間
に
入
れ
る
こ
と
を
固
っ
て
お
り
(
『
三
園
士
山
』
巻
一
一
一
一

衛
藤
惇
)
、

彼
ら
の
属
性
に
曹
操
と
の
個
人
的
な
結
合
関
係
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が
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。

し
か
し
、
雨
者
の
劃
立
は
、
地
縁
・
血
縁
や
集
圏
同
士
の
抗
争
と
い
う
覗
角
だ
け
で
は
捉
え
が
た
い
規
則
性
を

持
つ
。
そ
れ
は
、
崖
淡
・
毛
新
・
徐
突
・
何
漣
・
邪
願
と
い
う
『
三
園
志
』
か
ら
掲
げ
う
る
限
り
の
丁
儀
と
の
封
立
者
が
、
す
べ
て
丞
相
東
曹

擦
に
就
い
て
い
る
と
い
う
規
則
性
で
あ
る
。
こ
の
規
則
性
に
、

丁
儀
が
丞
相
西
曹
擦
で
あ
っ
た
こ
と
(
『
三
園
志
』
径
一
一
一
一

桓
階
停
〉
と
、

贈

丁
儀
」
と
い

っ
た
曹
植
の
文
事
作
品
が
残
存
す
る
こ
と
〈
『
文
選
』
巻
二
四

贈
答
二
)
を
考
え
併
せ
れ
ば
、
雨
者
の
抗
争
は
、
曹
操
の
「
文
翠
」

宣
揚
を
背
景
に
「
文
撃
」
的
債
値
基
準
を
掲
げ
る
丞
相
西
曹
擦
の
人
事
権
と
、
儒
教
的
債
値
基
準
を
掲
げ
る
「
名
士
」
層
が
掌
握
す
る
丞
相
東

曹
擦
の
人
事
権
と
の
抗
争
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

」
の
抗
争
は
意
外
な
方
向
か
ら
決
着
を
み
た
。
建
安
二
十
二
年
、
曹
五

の
立
太
子
で
あ
る
。

曹
操
は
、
二
十
五
人
の
男
子
の
な
か
で
最
も
期
待
し
た
天
才
見
曹
沖
が
建
安
十
三
年
に
十
三
歳
で
夫
折
し
、
摘
出
子
の
曹

Z
・
曹
植
に
候
補

が
絞
ら
れ
て
か
ら
も
、
後
継
者
を
決
定
す
る
こ
と
が
遅
か
司
た
。
そ
の
理
由
は
、
建
安
十
五
年
に
銅
霞
蓋
が
完
成
し
て
す
べ
て
の
男
子
に
賦
を

(
必
)

作
ら
せ
た
際
、
曹
植
が
見
せ
た
文
率
的
才
能
に
魅
力
を
感
じ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
同
年
は
、
「
名
士
」
層
の
儒
数
的
債
値
基
準
に
封
抗
す



ベ
き
「
唯
才
主
義
」
を
掲
げ
た
第
一
回
の
求
才
令
を
護
布
し
た
年
で
あ
っ
た
。
儒
数
に
代
わ
る
文
化
債
値
を
模
索
し
て
い
た
曹
操
に
と
っ
て
、

曹
植
の
文
撃
的
才
能
は
得
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
曹
亙
に
、
文
事
的
才
能
が
乏
し
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
建
安
十
六
年
に
任
命
さ
れ

た
五
官
中
郎
終
・
副
丞
相
の
属
官
に
は
五
官
勝
文
撃
が
設
け
ら
れ
た
。

し
か
し
曹
操
は
、
曹
亙
・
曹
植
が
と
も
に
属
官
に
す
る
こ
と
を
願
っ
た

郡
部
淳
を
曹
植
に
輿
え
た
よ
う
に
〈
『
三
園
志
』
巻

王
条
傍
注
引
『
貌
略
』
〉
、
曹
植
の
文
撃
的
才
能
を
よ
り
高
く
評
慣
し
て
い
た
。
『
三
園
士
山
』

巻
一
九

陳
思
王
俸
に
、

「
(
曹
)
植
既
に
才
を
以
て
異
と
せ
ら
れ
、

丁
儀
・
丁
虞
・
楊
傍
ら
之
が
羽
翼
と
昂
る
。

太
組
狐
疑
し
、
幾
ど
太
子

曹
植
を
後
縫
者
に
擬
す

と
掃
さ
ん
と
す
る
こ
と
敷
し
ば
な
り
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、

曹
操
は
豊
か
な
文
撃
的
才
能
を
有
す
る
曹
植
を
寵
愛
し
、

る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
し
か
し
嘗
操
は
、
結
局
後
纏
者
に
嘗
亙
を
選
ん
だ
。
そ
れ
は
、

『
三
園
志
』
巻
一
九

る
曹
植
の
大
ま
か
な
性
格
や
飲
酒
、
馳
遁
の
車
行
な
ど
だ
け
が
理
由
で
は
あ
る
ま
い
。
後
縫
者
の
決
定
に
は
、
両
者
の
支
持
勢
力
に
劃
す
る
曹

陳
思
王
俸
に
記
さ
れ

操
の
政
治
的
な
剣
断
が
優
先
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

立
太
子
を
め
ぐ
る
抗
争
に
お
い
て
曹
植
を
支
持
し
た
者
は
、
曹
植
の
「
羽
翼
」
で
文
拳
仲
聞
で
も
あ
司
た
丁
儀
・
丁
庚
・
楊
備
の
ほ
か
、
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文
率
的
才
能
を
曹
植
に
見
込
ま
れ
た
郡
部
淳
、
曹
操
の
曹
植
へ
の
寵
愛
に
迎
合
し
た
「
倭
幸
」
の
孔
桂
で
あ
っ
た
(
『
三
園
士
官
巻
一
一
一

王
祭
停

注
引
『
貌
略
』
、
巻

曹
亙
の
親
友
夏
侯
倫
と
不
和
で
曹
植
寄
り
に
位
置
し
た
萄
惇
、
雨
者
の
才
能
を
と
も
に
讃
え
な

が
ら
曹
植
の
方
が
な
お
優
れ
て
い
る
と
曹
操
に
言
上
し
た
楊
俊
は
、
と
も
に
の
ち
曹
五
に
恨
ま
れ
て
お
り
、
曹
植
側
の
人
物
と
考
え
て
も
よ
い

明
帯
紀
注
引
『
貌
略
』
)
。

(
『
三
園
志
』
倉
一

O

萄
該
停
附
萄
侮
繍
陣
、
巻
一
一
一
二

楊
俊
俸
)
。

都
淳
が
、

し
か
し
、
曹
植
の
立
太
子
を
積
極
的
に
曹
操
に
勧
め
た
丁
儀
・
丁
虞
・
楊
惰
・
部

い
ず
れ
も
「
文
拳
」
を
第
一
の
債
値
基
準
と
し
て
傘
重
す
る
人
物
で
あ
る
こ
と
に
謝
し
て
、
萄
揮
・
楊
俊
は
儒
数
的
債
値
基
準
を
持

つ
「
名
士
」
屠
の
出
身
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
萄
俸
・
楊
俊
の
曹
植
擁
立
の
た
め
の
積
極
的
動
向
が
惇
わ
ら
な
い
よ
う
に
、

(
何
回
〉

く
は
曹
亙
を
支
持
し
て
い
た
。
な
か
で
も
、

「
名
土
」
層
の
多

『
三
園
志
』
巻

峯
淡
停
に
、

時
に
未
だ
太
子
を
立
て
ず
、
臨
菖
侯
植
才
有
り
て
愛
せ
ら
る
。
太
組
狐
疑
し
、

函
を
以
て
密
か
に
外
に
訪
ね
し
む
。
唯
だ
(
峯
〉
淡
の
み
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露
板
も
て
答
え
て
日
く
、
蓋
し
聞
く
、
春
秋
の
義
は
子
を
立
つ
る
に
長
を
以
て
す
、

と
。
加
う
る
に
五
官
賂
は
仁
孝
・
聴
明
た
り
、
宜
し
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く
正
統
を
承
ぐ
ベ
し
。
瑛
死
を
以
て
之
を
守
ら
ん
、
と
。
植
は
淡
の
兄
の
女
婿
な
り
。

と
あ
る
握
談
は
、
薗
田
植
が
兄
の
娘
婿
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、

「
春
秋
の
義
」
を
押
立
て
て
曹
亙
の
立
太
子
を
堂
々
と
要
求
し
た
。
こ
の
ほ
か
、

曹
操
か
ら
後
継
者
問
題
の
諮
問
を
受
け
た
「
名
土
」
層
の
買
詞
・
毛
新
・
邪
顕
・
桓
階
は
、
す
べ
て
曹
末
一
を
後
縫
者
と
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し

て
い
る
(『三
園
志
』
巻
一

O

買
初
附
問
、
巻
一
二

毛
新
侍
・
邪
願
停
、
巻
二
二

桓
階
侮
)
。

か
れ
ら

「名
士
」
層
が
曹
亙
の
立
太
子
を
主
張
し
た
理

由
は

「
単
家
」
出
身
の
呉
質
が
曹
五
の
「
股
肱
」
と
な
っ
て

自
己
の
立
身
を
圃
っ
た
こ
と
(
『
三
園
志
』
巻

玉
条
停
注
引
『
貌
略
』)
と

は
異
な
る
。
曹
植
の
支
持
者
は
文
事
者
集
園
で
あ
っ
た
。
そ
の
債
値
基
準
と
曹
操
の
寵
愛
を
背
景
に
、

丁
儀
は
雀
瑛
・
毛
新
・
用
顕
ら
を
攻
撃

し
、
丁
儀
か
ら
毛
新
・
徐
突
を
守
ろ
う
と
し
た
者
が
桓
階
で
あ

っ
た
。

と
す
れ
ば
、
彼
ら
が
曹
操
の
曹
植
寵
愛
に
迎
合
せ
ず
、
曹
壬
の
立
太
子

を
主
張
し
た
理
由
は
、
保
身
や
立
身
を
越
え
て
、
崖
瑛
が
そ
の
論
擦
と
し
た
儒
教
的
債
値
そ
の
も
の
を
擁
護
す
る
こ
と
に
あ
司
た
と
考
え
ら
れ

る。

つ
ま
り
「
名
士
」
層
は

「
文
事
」
と
い
う
新
し
い
文
化
債
値
に
劉
抗
し
て
、
自
己
の
儒
数
的
債
値
を
保
全
す
る
た
め
に
、
曹
亙
を
支
持
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し
た
の
で
あ
る
。

曹
操
は
、
こ
う
し
た
「
名
士
」
層
の
動
向
に
射
し
て
、
あ
く
ま
で
も
自
己
の
債
値
基
準
を
貫
き
、
儒
教
的
債
値
を
粉
砕
し
て
「
文
翠
」
を
宣

揚
し
績
け
、
曹
植
を
太
子
に
立
て
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。

そ
の
選
揮
肢
の
魅
力
が
、
果
断
な
曹
操
の
後
継
者
決
定
を
遅
ら
せ
た
主
因
で
あ

ろ
う
。
事
賞
、
建
安
二
十
二
年
十
二
月
の
立
太
子
育
前
に
、
二
十
一
年
に
は
崖
瑛
を
殺
害
、
二
十
二
年
六
月
に
は
第
三
回
の
「
唯
才
主
義
」
を
護

布
し
て
、
「
名
士
」
層
と
の
封
時
性
を
鮮
明
に
し
て
い
る
。
し
か
し
曹
操
は
、
儒
数
を
紐
帯
と
す
る
「
名
土
」
層
の
結
束
力
を
崩
し
き
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
曹
亙
の
立
太
子
後
、
曹
五
を
支
え
た
論
功
に
よ
り
高
官
と
な
司
た
呉
質
は
、
曹
五
の
股
肱
と
し
て
寵
愛
さ
れ
、

ま
た
文
事
的

才
能
に
優
れ
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
郷
里
の
憤
陰
郡
か
ら
「
土
名
」
を
得
ら
れ
な
か
司
た
(
『
三
園
志
』
巻
二
一

玉
条
俸
注
引
『
貌
略
』
)
。
「
文
事
」

(

川

制

)

と
い
う
新
た
な
債
値
基
準
に
よ
る
名
撃
の
創
出
に
劃
す
る
「
名
土
」
層
の
激
し
い
反
震
と
結
束
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
曹
操
は
、
曹
植

の
行
動
と
そ
の
支
持
勢
力
に
も
不
安
を
抱
い
て
い
た
。
こ
と
に
楊
傍
に
は
、

そ
の
才
魔
と
亥
術
の
甥
と
い
う
婚
姻
闘
係
、

四
世
三
公
を
稿
さ
れ

た
後
漢
屈
指
の
名
族
と
い
う
出
自
に
嫌
悪
感
を
抱
き
、

早
い
段
階
か
ら
そ
の
殺
害
を
考
え
て
い
た
(
『
後
漢
書
』
列
停
四
四

楊
震
惇
附
楊
僑
俸
)
。



さ
ら
に
周
到
漠
・
孫
呉
政
権
の
存
在
は
、
曹
操
に
立
太
子
問
題
に
お
け
る
こ
れ
以
上
の
猶
議
を
奥
え
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
曹
操
は
、

の
宣
揚
に
よ
る
新
た
な
債
値
基
準
の
創
設
を
断
念
す
る
と
と
も
に
曹
亙
を
後
縫
者
に
定
め
、
そ
の
後
幾
許
も
な
く
死
去
し
た
の
で
あ
る
。 「

文
事
」

こ
う
し
た
朕
況
下
で
即
位
し
た
曹

Z
は、

必
要
以
上
に
「
文
事
」
を
傘
重
で
き
な
か
っ
た
。
曹
五
の
立
太
子
の
際
、
富
操
に
殺
さ
れ
た
楊
傍

曹
五
は
即
位
直
後
に
丁
儀
・
丁
虞
を
殺
害
し
た
〈
『
三
園
志
』
巻
一
九

陳
思
王
俸
〉
。

政
敵
と
は
い
え
、

立
て
績
け
の
文
事
者
の
殺

害
は
、
曹
親
政
権
に
よ
る
「
文
撃
」
の
宣
揚
が
終
荒
し
た
こ
と
を
象
徴
す
る
。
立
太
子
直
後
に
書
か
れ
た
と
言
わ
れ
る
『
典
論
』
に
お
い
て
、

に
緩
い
て
、

曹
五
が
「
文
周
子
」
を
政
治
に
優
越
す
る
第
一
の
債
値
と
言
い
切
れ
な
か
司
た
歯
切
れ
の
悪
さ
は
、

(

必

〉

い
曹
亙
の
微
妙
な
位
置
を
如
買
に
現
し
て
い
る
。
さ
ら
に
曹
Z
は
、
漢
を
纂
奪
し
て
説
を
建
闘
す
る
際
、

(

必

〉
た
。
自
己
の
一
帝
一
位
の
正
嘗
性
を
儒
教
に
求
め
た
曹
亙
の
詔
は
、
こ
の
の
ち
「
唯
才
主
義
」
や
「
文
拳
」
の
重
要
性
を
一
切
設
か
ず
、
儒
教
の
宣

揚
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
。

「
文
照
子
」
を
愛
好
し
な
が
ら
傘
重
し
き
れ
な

儒
教
思
想
に
基
づ
く
輔
一
議
を
行
つ

曹
親
政
権
に
お
け
る
「
文
事
」
の
興
隆
は
、
こ
う
し
て
幕
を
閉
じ
た
。

曹
亙
・
曹
植
の
立
太
子
争
い
と
「
文

撃
」
・
儒
数
の
債
値
基
準
手
い
が
リ
ン
ク
し
た
う
え
、

か
司
た
の
で
あ
る
。

「
名
士
」
層
の
結
束
が
固
か
司
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

「
文
事
」
は
儒
敬
を
越
え
ら
れ
な
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そ
れ
で
は
、
儒
教
に
回
開
し
た
曹
亙
の
も
と
、
皇
帝
権
力
と
「
名
土
」
層
の
人
事
権
を
め
ぐ
る
せ
め
、
ぎ
あ
い
は
、

い
か
な
る
決
着
を
見
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
時
期
に
、
陳
霊
の
献
策
に
基
づ
い
て
九
品
官
人
法
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
九
品
官
人
法
を
め
ぐ

(

U

)

 

る
問
題
黙
は
多
岐
に
わ
た
る
の
で
、
本
稿
で
は
皇
帝
権
力
と
「
名
士
」
層
と
の
人
事
権
を
め
ぐ
る
せ
め
ぎ
あ
い
と
、
人
事
の
際
の
債
値
基
準
と

い
う
こ
黙
に
問
題
を
限
定
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

九
品
官
人
法
に
闘
す
る
最
初
の
批
判
と
な
?
た
夏
侯
玄
の
議
論
は

『
三
園
士
山
』
巻
九

夏
侯
玄
俸
に
、

夫
れ
才
を
官
し
人
を
用
い
る
は
、
園
の
柄
な
り
。
放
に
鐙
衡
を
ば
蓋
閣
に
一
与
す
る
は
、
上
の
分
な
り
。
孝
行
は
閤
巷
に
存
し
、
優
劣
を
ば

之
を
郷
人
に
任
ず
る
は
、

下
の
絞
な
り
。

夫
れ
清
教
・
審
選
を
欲
す
る
は

其
の
分
絞
を
明
ら
か
に
し
、

相
渉
ら
し
め
ざ
る
に
在
る
の
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み
。
何
と
な
れ
ば
、
上
其
の
分
を
過
ぎ
れ
ば
、
則
ち
由
る
所
の
本
づ
か
ず
し
て
、

干
勢
馳
驚
の
路
の
聞
か
る
る
を
恐
れ
、
下
其
の
絞
を
験
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え
れ
ば
、
則
ち
天
留
の
外
通
し
、
機
権
の
門
多
き
を
恐
る
れ
ば
な
り
。
夫
れ
天
国
酎
下
逼
す
る
は
、
是
れ
庶
人
柄
を
議
す
る
な
り
。
機
権
門

に
多
き
は
、
是
れ
紛
凱
の
原
な
り
。
州
都
の
中
正
度
を
口
問
し
才
を
官
し
て
よ
り
こ
の
か
た
年
載
有
り
、
緬
緬
紛
紛
と
し
て
未
だ
整
斉
を
聞

か
ざ
る
は
、
量
に
分
絞
参
錯
し
、
各
々
其
の
要
の
由
る
所
を
失
い
し
に
非
ず
や
。

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
夏
侯
玄
は
、
九
品
官
人
法
に
よ
り
君
主
の
み
が
保
有
す
べ
き
人
事
権
が
「
下
」
と
記
さ
れ
る
郡
中
正
に
移
行
し
た
こ
と
を

(
必
)

批
判
し
て
い
る
。
行
論
と
の
関
わ
り
で
言
え
ば
、
九
品
官
人
法
に
よ
り
、

制
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。

『
耳
目
書
』
巻
四
五

「
名
士
」
層
の
人
事
権
に
劃
す
る
護
言
力
が
高
ま
っ
た
こ
と
へ
の
牽

劉
毅
俸
に
も
、
九
品
官
人
法
は

一
人
主
の
威
一
帽
を
操
り
、
天
朝
の
権
柄
を
奪
」
う
も
の
で
あ

る
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。

九
品
官
人
法
の
献
策
者
で
あ
る
陳
霊
は
、
頴
川
郡
の
出
身
で
、
幼
少
の
頃
か
ら
「
黛
人
」
の
祖
父
陳
宴
の
薫
陶
を
受

け
、
孔
融
に
将
来
を
帰
望
さ
れ
て
、
萄
該
の
娘
を
襲
っ
た
「
名
土
」
層
の
本
流
で
あ
?
た
(
『
三
園
士
山
』
を
二
二

陳
骨
車
体
)
。

し
た
が

っ
て

九

品
官
人
法
は
、
名
撃
で
表
現
さ
れ
る

「名
土
」
層
の
自
律
的
秩
序
、
す
な
わ
ち
「
名
聾
主
義
」
に
基
づ
く
察
奉
基
準
を
、

で
園
家
が
承
認
し
て
権
威

e

つ
け
る
と
い
う
側
面
を
有
し
て
い
る
。
皇
帝一
権
力
の
代
静
者
的
立
場
に
あ
る
夏
侯
玄
は
、
そ
れ
を
人
事
権
の
下
へ
の

「
郷
口
問
」
と
い
う
形
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移
行
で
あ
る
と
非
難
し
た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、

九
品
官
人
法
は
、
郷
奉
里
遺
に
比
べ
て
、
中
央
か
ら
中
正
官
を
振
遣
す
る
た
め
中
央
集
権
的

で
あ
り
、
郷
品
と
官
品
を
連
動
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
在
地
一
位
舎
に
お
け
る
人
物
評
債
を
園
家
の
基
準
に
枚
数
す
る
と
い
う
君
主
権
強
化
の
側

面
を
も
有
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
一
意
味
に
お
い
て
、
九
品
官
人
法
は
、
曹
操
と
萄
裁
か
ら
始
ま
?
た
君
主
権
力
と
「
名
土
」
層
と
の
人
事
権
を

(
州
日
〉

め
ぐ
る
せ
め
ぎ
あ
い
の
妥
協
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た
官
吏
登
用
制
度
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

績
け
て
夏
侯
玄
は
、
九
品
官
人
法
の
人
事
基
準
が

「孝
行
」

「
仁
恕
」

「
義
断
」
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

批
判
を
し
て
い
な
い
(
コ
ニ
闘
志
』
巻
九

こ
れ
ら
の
徳
目
が
儒
教
的
債
値
で
あ
る
こ
と
は
言
を
侯
た
な
い
。

(
印
)

「
唯
才
主
義
」
で
も
「
文
撃
」
に
で
も
な
く
、
儒
教
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
人
事
基
準
が
、
競
耳
目
南
北

夏
侯
玄
俸
〉
。

す
な
わ
ち
、
九
品
官

人
法
の
人
事
基
準
は
、

朝
を
通
し
て
維
持
さ
れ
た
こ
と
は
、

九
品
官
人
法
に
お
い
て
郷
ロ
聞
を
庭
め
ら
れ
た
事
例
が
、
す
べ
て
家
族
に
関
わ
る
倫
理
道
徳
を
中
心
と
す
る

(口む

儒
教
的
慣
値
基
準
に
基
づ
く
庇
議
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
唐
代
の
科
奉
で
「
文
事
」
が
傘
重
さ
れ
た
よ
う
な
債
値
基
準
の
多
様
性



(

臼

)
は
、
九
品
官
人
法
に
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
儒
教
的
債
値
を
中
心
と
す
る
「
名
士
」
層
の
自
律
的
秩
序
が
、
貌
耳
目
南
北
朝
の
貴
族
制
に
艦

承
さ
れ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
。
貴
族
の
再
生
産
を
制
度
的
に
保
謹
し
た
九
品
官
人
法
に
お
い
て
、
貴
族
制
を
存
立
さ
せ
る
文
化
的
諸
債
値
の
根

底
に
置
か
れ
た
も
の
は
、
儒
教
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
曹
親
政
権
下
に
お
け
る
「
名
士
」
層
の
債
値
基
準
と
、
君
主
権
力
の
宣
揚
す
る
債

値
基
準
と
の
抗
争
に
お
い
て
、
「
名
土
」
的
債
値
基
準
が
最
終
的
な
勝
利
を
牧
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

「
名
土
」
唐
お
よ
び
そ
の

後
権
者
で
あ
る
貴
族
居
は
、
儒
数
を
中
一
核
と
す
る
文
化
的
諸
債
値
の
専
有
を
存
立
基
盤
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

お

わ

り

後
漢
末
か
ら
三
園
時
代
の
知
識
人
層
で
あ
る
「
名
士
」
層
は
、
文
化
的
諸
債
値
を
専
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
嘗
該
時
代
に
優
越
し
た
地
位
を

有
し
て
い
た
。
「
名
士
」
層
の
専
有
す
る
文
化
的
諸
債
値
の
う
ち
、
仲
間
社
舎
を
利
用
し
た
情
報
牧
集
能
力
、
情
報
牧
集
分
析
に
基
づ
く
政

治
能
力
、
豪
族
の
支
持
を
集
め
て
政
権
を
安
定
さ
せ
る
能
力
は
、
君
主
権
力
に
よ
る
彼
ら
の
優
遇
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
、
「
名
士
」
層
が

有
す
る
閉
鎖
的
な
仲
間
祉
舎
と
、
そ
れ
を
作
り
だ
す
人
物
評
債
、
そ
し
て
そ
の
根
本
に
存
在
す
る
儒
教
的
債
値
基
準
の
専
有
は
、
君
主
権
力
と

「
名
土
」
層
の
協
力
を
無
傑
件
に
必
要
と
し
た
時
期
に
は
、
南
者
の
目
的
は
合
致
し
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の
封
立
を
招
い
た
。
曹
操
が
嚢
紹
と
い
う
強
敵
を
抱
え

て
、
密
接
な
協
力
関
係
が
績
い
た
。
曹
操
は
萄
惑
の
「
劉
邦
」
で
あ
り
、
萄
惑
は
曹
操
の
「
張
良
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
裳
紹
勢
力
の
打
倒

を
契
機
と
し
て
、
曹
操
が
君
主
権
力
の
確
立
を
目
指
し
、
法
術
主
義
の
遂
行
や
人
事
権
の
枚
数
、

「
文
事
」
の
宣
揚
に
よ
る
儒
教
的
債
値
基
準

「
名
土
」
層
の
代
表
者
で
あ
る
布
或
と
曹
操
と
の
針
立
は
激
化
し
て
い
ア
た
。
そ
れ
を
決
定
づ
け
、
雨
者
の
破
局
を
招

い
た
も
の
が
曹
操
の
貌
公
就
任
で
あ
っ
た
。

へ
の
針
抗
を
行
う
と
、

曹
操
は
、
奮
来
の
債
値
観
の
中
心
に
あ
っ
た
後
漢
「
儒
教
園
家
」
が
崩
壊
し
た
の
ち
に
、
新
た
な
文
化
的
債
値
基
準
と
し
て
「
文
周
子
」
を
創
出

し
て
、
園
家
的
宣
揚
と
五
官
勝
文
撃
の
設
置
な
ど
に
よ
る
制
度
化
を
行
い
、
新
文
化
を
語
る
言
語
と
し
て
の
文
事
評
論
を
成
立
さ
せ
た
。
「
文

事
」
は
、
儒
教
に
比
し
て
主
観
的
な
要
素
の
強
い
文
化
債
値
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
儒
教
的
債
値
を
中
接
と
す
る
名
聾
を
文
化
的
債
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値
基
準
に
仲
間
社
舎
を
形
成
し
て
い
た

「
名
士
」
居
に
劃
す
る
新
た
な
債
値
基
準
と
し
て
有
数
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
曹
互
の
寵
愛
す
る
「
文
皐

者
」
の
呉
質
が
「
士
名
」
を
得
ら
れ
な
か
司
た
よ
う
に
、
「
名
土
」
居
の
仲
間
社
舎
は
強
固
で
排
他
的
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
文
翠
的
才
能
に
恵

ま
れ
た
曹
植
と
の
立
太
子
争
い
の
な
か
で
、
曹
亙
が
次
第
に
儒
教
的
債
値
の
傘
重
に
回
蹄
し
、
儒
教
理
念
に
基
づ
く
騨
一
設
を
行
っ

た
こ
と
は
、

「
文
事
」
に
射
す
る
儒
数
の
優
越
を
決
定
づ
け
た
。
ゆ
え
に
、
漢
親
交
替
期
に
設
け
ら
れ
た
九
口
問
官
人
法
に
お
い
て
は
、
儒
数
的
債
値
が
人
材
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登
用
の
債
値
基
準
と
し
て
採
用
さ
れ
た
。

や
が
て
、
州
大
中
正
の
設
置
を
め
ぐ
る
抗
争
を
経
て
、

「
名
土
」
層
を
主
睦
と
し
た
仲
聞
社
舎
が

儒
教
的
債
値
を
根
底
に
据
え
る
貴
族
制
を
形
成
し
て
い
く
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

註(
1
〉
矢
野
主
税
『
門
間
社
合
成
立
史
』
(
図
書
刊
行
曾
一
九
七
六
年
〉
。

越
智
重
明
『
貌
E

日
南
朝
の
貴
族
制
』
(
研
文
出
版

一
九
八
二
年
〉
、

『
貌
耳
目
南
朝
の
人
と
祉
禽
』
(
研
文
出
版
一
九
八
五
年
三
川
勝
義

雄
『
六
朝
貴
族
制
祉
曾
の
研
究
』
(
岩
波
書
広
一
九
八
二
年
)
。
谷

川
道
雄
『
中
園
中
世
杜
品
目
と
共
同
韻
』
(
図
書
刊
行
合
一
九
七
六
年
)

な
ど
の
諸
研
究
を
参
照
。
な
お
、
中
村
圭
爾

「
六
朝
貴
族
制
論
」
(
『
戦

後
日
本
の
中
園
史
論
争
』
河
合
文
化
教
育
研
究
所
一
九
九
三
年
)

は
、
川
勝
・
矢
野
の
論
争
を
軸
に
貴
族
制
研
究
を
総
括
し
て
い
る。

(
2
〉
川
勝
義
雄
『
六
朝
食
族
制
祉
舎
の
研
究
』
(
前
掲
〉
「
は
し
が
き
」

は
、
「
私
の
関
心
の
底
に
、
つ
ね
に
離
れ
る
こ
と
の
な
い
問
題
が
一
貫

し
て
存
在
し
た
:
・
・
そ
れ
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
貴
族
制
祉
曾
と
封
建
吐

舎
と
の
関
係
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
、
と
い
う
問
題
に
な
る
だ
ろ

う
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

(

3

)

谷
川
道
雄

「
中
園
史
研
究
の
新
し
い
課
題
|
|
封
建
制
の
再
評
償
問

題
に
ふ
れ
て
|
|
」
(『
日
本
史
研
究
』
九
四
一
九
六
七
年
、
『
中
図

中
世
祉
舎
と
共
同
盟
』
前
掲
所
牧
)
は
、
「
大
土
地
所
有
と
小
農
経

営
と
は
、
原
理
的
に
排
他
的
な
関
係
に
立
ち
、
歴
代
の
い
わ
ゆ
る
兼
併

問
題
を
ひ
き
お
こ
す
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
大
土
地
所
有
は
、
郷
村
の
統

率
者
の
資
格
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

(
4
〉

川
勝
義
雄

・
谷
川
道
雄
「
中
圏
中
世
史
研
究
に
お
け
る
立
場
と
方

法
」

(
『
中
圏
中
世
史
研
究
|

|
六
朝
階
唐
の
杜
舎
と
文
化
|

|
』
東

海
大
皐
出
版
曾
一
九
七

O
年
、
川
勝
義
雄
『
中
闘
人
の
歴
史
一括思
議』

卒
凡
社
一
九
八
六
年
所
牧
)
。
か
か
る
「
豪
族
共
同
鐙
」
論
に
射
す

る
批
判
と
し
て
は
、
渡
進
義
浩

「後
漢
時
代
の
熊
銅
に
つ
い
て

L
q史

峯
』
六
一
九
九
一
年
、

『
後
漢
園
家
の
支
配
と
儒
数
』
雄
山
閣
出
版

一
九
九
五
年
に
改
題

・
補
訂
の
う
え
所
枚
)
を
参
照
。

(

5

)

渡
進
義
浩
「
漢
貌
交
替
期
の
吐
舎
」
(
『
歴
史
皐
研
究
』
六
一
一
六
一

九
九
一
年
)
。

(
6
)

宮
崎
市
定
『
九
品
官
人
法
の
研
究
1
|科
翠
前
史
|
|
l
』
(
東
洋
史

研
究
曾
一
九
五
六
年
、
『
宮
崎
市
定
全
集
』

6

九
品
官
人
法
岩
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波
書
庖
一
九
九
二
年
に
再
録
〉
「
第
三
編
徐
論
|
|
再
び
漢
よ
り

唐
へ
|
|
」
は
、
「
三
園
か
ら
唐
に
至
る
中
園
の
祉
舎
は
、
大
値
に
お

い
て
貴
族
制
度
の
時
代
と
名
附
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
:
:
:
寧
ろ
本
質

的
に
は
封
建
制
が
出
現
す
べ
き
枇
曾
で
あ
っ
た
も
の
が
、
君
主
権
の
厳

存
に
よ
っ
て
貴
族
制
と
い
う
特
殊
な
形
態
を
採
っ
た
と
考
え
る
方
が
良

相
に
近
い
か
も
知
れ
な
い
。
」
と
述
べ
、
六
朝
貴
族
制
研
究
に
お
け
る

君
主
権
力
と
貴
族
と
の
関
係
の
分
析
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

ハ
7
)
程
豆
は
、
こ
の
の
ち
も
東
中
郎
絡
・
領
済
陰
太
守
・
都
督
究
州
事
と

し
て
、
な
お
不
安
定
な
売
州
の
支
配
確
立
に
護
力
し
た
。
蛍
該
時
代
の

都
督
の
職
掌
な
ど
に
関
し
て
は
、
石
井
仁
「
都
督
考
」
(
『
東
洋
史
研

究
』
五
一
三
一
九
九
二
年
〉
を
参
照
。

(
8
〉
中
村
圭
爾
「
貌
耳
目
時
代
に
お
け
る
『
室
』
に
つ
い
て
」
(
『
中
園
|
|

社
舎
と
文
化
l
|
|
』
一
一
一
九
八
七
年
)
は
、
貌
耳
目
時
代
に
お
け
る

「
笠
」
の
主
鐙
が
、
地
域
社
曾
の
全
構
成
員
か
ら
な
る
べ
き
で
あ
る
と

い
う
観
念
は
存
在
し
た
も
の
の
、
貧
際
に
「
望
」
の
捲
い
手
と
な
っ
た

者
は
、
地
域
社
舎
の
支
配
者
層
で
あ
っ
た
と
理
解
し
て
い
る
。

〈
9
〉

渡
造
義
浩

「
後
漢
時
代
の
宣
官
に
つ
い
て
」
(
『
史
峯
』
一
一
一
一
九
八

九
年
、
『
後
漢
園
家
の
支
配
と
儒
数
』
前
掲
に
改
題
・
補
訂
の
う
え
所

牧
〉
を
参
照
。

(m〉
曹
操
は
、
「
月
日
一
許
」
で
著
名
な
「
名
士
」
許
勧
に
人
物
評
債
を
依
頼

し
た
が
、
許
劫
は
曹
操
を
「
都
」
と
卑
し
み
評
語
を
輿
え
な
か
っ
た
。

業
を
煮
や
し
た
曹
操
は
、
許
勧
を
脅
か
し
て
人
物
評
債
を
強
要
し
「
清

卒
の
世
の
姦
賊
、
観
世
の
英
雄
」
と
い
う
「
目
」
(
人
物
評
一
詰
〉
を
入

手
し
た
(『
後
漢
書
』
列
停
五
八
許
劫
俸
)
。
人
物
評
債
に
よ
る
「
名

士
」
層
へ
の
参
入
に
つ
い
て
は
、
註
(
5
〉
所
掲
渡
進
論
文
を
参
照
。

(
U
〉
案
紹
政
権
の
性
格
お
よ
び
そ
の
構
成
員
に
関
し
て
は
、
山
崎
光
洋

「後
漢
時
代
の
汝
南
の
愛
氏
に
つ
い
て
」
(『
立
正
史
皐
』
五
一
一
一
一
九

八
三
年
〉
、
「
後
漢
末
の
河
北
の
吠
況
に
つ
い
て
|
|
汝
南
の
嚢
氏
を

中
心
と
し
て
|
|
」
(
『
立
正
史
皐
』
五
七
一
九
八
五
年
)
を
参
照
。

〈
臼
)
丹
羽
免
子
「
萄
裁
の
生
涯
|
|
一
清
流
士
大
夫
の
生
き
方
を
め
ぐ
っ

て
|
|
」
(
『
名
古
屋
大
皐
文
皐
部
二
十
周
年
記
念
論
集
』
名
古
屋
大

間
竿
文
皐
部
一
九
六
九
年
)
、
美
川
修
一
「
『
三
闘
志
』
|
|
萄
裁
の
死

|
|
」
〈
『
中
園
正
史
の
基
礎
的
研
究
』
早
稲
田
大
皐
出
版
部
一
九
八

四
年
三

(
日
)
張
大
可
「
論
二
萄
程
郭
」
(
『
三
園
史
研
究
』
甘
粛
人
民
出
版
社
一

九
八
八
年
)
は
、
萄
裁
の
「
奇
策
」
を
七
項
目
に
分
類
し
て
検
討
し
、

そ
れ
を
戦
略
の
立
案
・
政
務
の
主
事
・
賢
才
の
登
用
と
総
括
し
て
い

V
Q

。

(
U
〉
案
紹
勢
力
の
優
勢
を
稼
想
す
る
者
が
一
般
的
な
中
で
、
萄
竣
同
様
、

実
紹
に
仕
え
た
の
ち
曹
操
の
家
臣
と
な
っ
た
郭
嘉
は
、
「
道
・
義
・
治
・

度
・
謀
・
徳
・
仁
・
明
・
文
・
武
」
の
十
黙
に
お
い
て
、
曹
操
が
蓑
紹

よ
り
も
優
れ
る
と
分
析
し
て
い
る
(
コ
ニ
闘
志
』
径
一
四
郭
嘉
停
〉
。

(
日
〉
孔
融
に
関
し
て
は
、
串
田
久
治
「
孔
融
と
禰
衡
」
(
『
愛
媛
大
皐
法
文

皐
部
論
集
』
文
血
眼
科
編
一
七
一
九
八
四
年
〉
、
張
普
「
孔
融
浅
論
」

(
『
北
方
論
叢
』
一
九
八
九
|
一
一
一
九
八
九
年
)
を
参
照
。
ま
た
、

孔
融
ら
の
グ
ル
ー
プ
を
「
北
海
グ
ル
ー
プ
」
と
括
る
こ
と
は
、
川
勝
義

雄
「
シ
ナ
中
世
貴
族
政
治
の
成
立
に
つ
い
て
」
令
史
林
』
一
一
一
一
ニ
|
四

一
九
五

O
年
、
『
六
朝
貴
族
制
社
曾
の
研
究
』
前
掲
に
改
題
・
補
訂
の

う
え
所
枚
)
が
行
っ
て
い
る
。

(
日
山
〉
「
文
化
」
を
「
経
済
」
と
同
様
に
「
資
本
」
と
捉
え
、
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本
」
と
い
う
概
念
に
よ
り
差
異
化

・
階
層
化

・
秩
序
構
成
と
い
っ
た
杜

舎
構
成
の
分
析
を
行
う
も
の
に
、
ピ
エ

l
ル
・
プ
ル
デ
ュ
l
著
、
石
井

洋
二
郎
誇
『
デ
ィ
ス

ク
ン
ク

シ
オ

ン
〔
祉
品
目
的
判
断
力
批
剣
〕
I
-

E
』

(藤
原
寄
宿
一
九
九

O
年
)
が
あ
る
。
そ
の
内
容
の
紹
介
と
し

て
は
、
宮
島
喬
『
文
化
的
再
生
産
の
社
合
準
|

|
ブ
ル
デ
ュ
l
理
論
か

ら
の
展
開
1
1

』
〈
藤
原
書
庖
一
九
九
四
年
)
を
参
照
。

(
げ
〉
内
政
の
議
論
と
し
て
は
、
田
鴎
の
封
間
短
否
を
支
持

(
一
一
回
附

体
、
数
字
は
『
三
園
士
山
』
の
巻
数
、
以
下
同
〉
、
夜
抵
の
屯
田
制
の
是

非
を
議
論

三

六
奈
紙
俸
)
、
日
食
に
よ
る
元
旦
の

朝
舎

の
停
止
担
否

(
一
二
劉
勧
停
〉
を
し
た
こ
と
が
停
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
曹
操
か
ら

萄
裁
へ
の
手
紙
は、

張
繍
と
の
戟
い
の
経
過

(
一
武
一帝紀
〉、

官
渡
か

ら
の
撤
退
の
相
談
(
一
武
-
帝
紀
)
、
荊
州
卒
定
の
通
知

(
六
劉
表
傍
注

引
停
子
)
が
閥
抗
さ
れ
て
い
る
。
上
奏
に
関
し
て
は
、
術
凱
の
闘
中
経
後

〈
一
二
衡
凱
惇
〉
、
越
餓
か
ら
上
書
(
二
三
品
組
織
侍
)
を
め
ぐ
る
萄
惑

の
針
胞
が
記
録
さ
れ
て
い

る
。

(
日
)
佐
久
間
士
口
也
「
曹
操
の
法
術
主
義
と
校
事
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
」

(『東
洋
史
論
』
四
一
九
八
二
年
三
ま
た
、
唐
長
部

「
論
曹
操
法
家

路
線
的
形
成
」
(『
歴
史
研
究
』
一

九
七
五
1

一
一
九
七
五
年
)
は、

儒
家
路
線
の
産
物
で
あ
る
名
士
に
劉
し
て
、
法
家
路
線
を
と
る
曹
操
が

支
配
的
地
位
を
獲
得
す
る
ま
で
闘
争
を
行
っ
た
と
し
て
い
る
。

(
山
口
〉
『
密
文
類
豪
』
径
五
二
治
政
部
上
義
国
政
に
「
貌
武
-
帝
陳
損
盆
表

日
、
陛
下
卸
件
、
復
蒙
試
用
、
途
受
上
将
之
任
、
統
領
二
州
、
内
参
機

事
、
質
所
不
壊
o

t

日
韓
非
関
韓
之
削
弱
、
不
務
富
図
強
兵
、
用
賢
任

能
。
臣
以
騒
騒
〔
『
前
回
操
集
』
(
中
華
書
局
一
九
五
九
年
〉
は
、
医
匿

に
改
め
る
〕
之
負
、
而
蛍
鼎
之
任
、
以
閤
鈍
之
才
、
而
奉
明
明
之
政
、

顧
恩
念
賞
、
亦
臣
渇
節
投
命
之
秋
也
。
護
保
遜
奉
苔
訓
権
時
之
宜
十
四

事
、
奏
如
左
、
庶
以
蒸
鐙
、
増
明
太
陽
、
言
不
足
採
。
」
と
あ
り
、
曹

操
が
法
家
報
非
の
政
治
を
傘
重
し
て
い
る
こ
と
が
看
取
で
き
る
。

「
二

州
を
統
領
」
し
た
初
卒
三
年
頃
に
は
、
曹
操
が
韓
非
の
政
治
を
理
想
と

す
る
法
術
主
義
的
政
治
理
念
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
理
解
で
き
よ
う
。

(
初
)
唐
長
部

「
東
浪
末
期
的
大
姓
名
士
」

(『貌
E
日
南
北
朝
史
論
拾
遺
』

中
華
書
局
一
九
八
三
年
)
。
ま
た
唐
長
捕
は
、
有
惑
が
中
心
と
な
り

穎
川
の

「
名
士
」
を
前
回
操
集
闘
に
加
入
さ
せ
た
よ
う
に
、
案
氏
滅
亡
後

に
佳
淡
が
中
心
と
な
っ
て
葉
州
の
「
名
士
」
を
、
劉
表
の
滅
亡
後
に
緯

嵩
が
中
心
と
な
っ
て
荊
州
の
「
名
士
」
を
、
序
列
を
つ
け
な
が
ら
曹
操

集
闘
に
加
入
さ
せ
た
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

(
紅
〉
『
一
一
一
因
士
山
』
各
二
二
陳
翠
俸
に
、
「
時
有
薦
繁
安
王
様

・
下
郊
周

達
者
、
太
租
僻
之
。

翠
封
選
数
、
以
畳間
模

・
達
制伽徳
、
終
必
敗
、
太
組

不
務
。
後
模
・
遠
皆
坐
姦
冗
談
、
太
組
以
謝
霊
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、

司
空
西
曹
擦
と
し
て
人
事
を
捻
賞
し
た

「
名
土
」
隙
翠

の
祭
穆
基
準

も
、
曹
操
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
好
並
隆
司
「
致
王
朝
成
立
過
程
試

論
」
(『位
舎
科
敬
育
歴
史

・
地
理
研
究
論
集
』

一
九
五
七
年
)
は
、

陳
翠
を
法
術
的
官
僚
と
す
る
が
、
察
奉
基
準
に
「
徳
」
を
掲
げ
る
陳
翠

を
法
術
的
と
は
捉
え
ら
れ
ま
い
。
し
か
し
、
「
名
士
」
層
の
な
か
で
法

術
的
と
言
わ
れ
る
こ
と
す
ら
あ
る
陳
翠
の
祭
器
基
準
に
も

「
徳
」
が
掲

げ
ら
れ
る
こ
と
は
、

「
名
土
」
層
の

「
名
撃
主
義
」
と
菅
操
の

「
唯
才

主
義
」
と
の
相
濯
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。

(幻
〉
王
定
理
「
曹
換
制
到
謀
臣
的
態
度
」
〈
『位
曾
科
皐
』
一
九
八
六
|
四

一
九
八
六
年
〉

は
、
曹
操
が
「
唯
才
主
義
」
に
よ
り
賢
能
の
土
を
求
め

る
一
方
で
、

自
己
へ
の
敵
封
者
を
容
赦
な
く
殺
害
し
た
こ
と
を
設
き
、
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馬
植
傑
「
論
曹
操
的
用
人
及
其
有
闘
問
題
」
(
『
蘭
州
大
暴
風
平
報
』
枇
舎

科
準
版
一
九
八
八
|
一
一
九
八
八
年
、
『
三
園
史
』
人
民
出
版
社

一
九
九
三
年
に
改
題
・
補
訂
の
う
え
所
牧
〉
は
、
曹
操
の
人
材
登
用

は
、
敵
劉
者
優
遇
・
忠
孝
の
重
視
・
謀
臣
の
策
を
奪
わ
な
い
・
部
下
の

過
ち
を
許
す
・
臣
下
の
反
劉
意
見
を
傘
重
・
適
材
適
所
と
い
う
黙
に
お

い
て
優
れ
て
い
た
と
す
る
。
ま
た
、
朱
子
彦
「
曹
操
用
人
政
策
的
再
評

債
」
(
『
人
文
雑
誌
』
一
九
八
七
|
五
一
九
八
七
年
)
は
、
嘗
操
の

唯
才
主
義
は
、
後
漢
末
の
門
閥
主
義
を
打
破
し
た
が
、
そ
れ
は
戦
乱
時

の
構
宜
の
策
と
し
て
遂
行
さ
れ
た
も
の
で
、
一
帝
王
の
典
型
的
な
権
謀
術

数
主
義
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

〈
お
〉
李
鵬
京
民
「
雀
淡
被
殺
原
因
考
割
問
|
|
策
論
曹
操
的
用
人
|
|
」
(
『
史

皐
月
刊
』
一
九
九
一
|
一
一
一
九
九
一
年
)
は
、
曹
操
の
「
唯
才
主

義
」
の
布
告
の
う
ち
、
第
一
回
を
嘗
時
東
曹
嫁
と
し
て
察
患
を
掌
握
し

て
い
た
雀
淡
・
毛
扮
へ
の
警
告
、
第
二
回
を
諮
責
、
第
三
回
を
彼
ら
に

代
表
さ
れ
る
東
漢
の
篤
人
式
の
選
彦
へ
の
正
式
な
訣
別
と
捉
え
て
い

7
9
0
 

(
M
〉
「
唯
才
主
義
」
の
溌
布
年
お
よ
び
そ
の
前
後
の
動
向
は
、
『
三
園
志
』

巻
一
武
帝
紀
に
依
る
。
ま
た
、
吉
本
・
貌
認
な
ど
の
貌
へ
の
反
乱
に

つ
い
て
は
、
註
(
忽
〉
所
掲
好
並
論
文
を
参
照
。

〈
お
〉
曹
操
に
よ
る
「
阿
黛
比
周
」
へ
の
批
剣
は
、
『
三
園
士
山
』
巻
一
武

帯
紀
「
建
安
十
年
九
月
令
」
に
、
曹
杢
に
よ
る
批
剣
は
、
『
意
林
』
巻

五
所
引
『
典
論
』
に
見
え
る
。
ま
た
、
曹
貌
政
権
に
お
け
る
校
事
官
の

横
行
に
つ
い
て
は
、
註
(
泌
)
所
掲
佐
久
閲
論
文
の
ほ
か
、
官
蔚
藍
コ
ニ

園
時
代
之
校
事
制
度
」
(
『
大
陸
雑
誌
』
六
|
七
一
九
五
三
年
〉
が
あ

り
、
科
法
の
傘
重
に
つ
い
て
は
、
宮
川
向
志
コ
一
一
園
時
代
の
園
家
観
念

と
科
法
の
傘
重
」
(
『
鎌
田
博
士
還
暦
記
念

還
暦
記
念
舎
一
九
六
九
年
〉
を
参
照
。

(
お
)
孔
融
を
め
ぐ
る
交
友
関
係
と
し
て
は
、
①
李
謄
〈

Aγ
②
楊
賜

(
C
)
・
③
郷
玄

(
D
)
・
④
彰
彦

(
D〉
・
⑤
郁
原

(
D
)
・
⑤
太
史
慈

(
B
〉
・
⑦
劉
備

(
E〉
・
③
禁
醤

(
E〉
・
@
禰
衡

(
E
)
・
⑮
脂
習

(
E
、
以
上
『
後
漢
書
』
列
俸
六

O

孔
融
停
)
、
⑪
鄭
盆
恩

(
D
二

五
〉
・
⑫
楊
惰
〈
E
五
四
)
・
⑬
萄
悦
(
E
五
一
一
〉
・
⑬
越
岐
(
D
五
四
)
・

⑮
主
允

(
C
五
六
〉
・
⑮
萄
惑

(
E
六
O
〉
・
⑫
謝
一
一
該

(
D
七
九
〉
・
⑬
何

進

(
C
七
O
下
)
、
⑬
王
倫

(
D
一
一
〉
・
③
王
朗

(
E
一
一
一
一
)
・
@
陳

霊

(
B
二
二
)
・
②
孫
部
〈
B
四
七
〉
・
③
感
憲

(
E
五
一
〉
・
@
張
紘

(
E
五
一
二
)
・
@
虞
翻
〈
E
五
七
〉
・
③
徐
友

(
E
六
一
〉
を
掲
げ
う
る

〔
(
〉
中
の

A
は
孔
融
を
評
債
、

B
は
孔
融
が
評
償
、

C
は
孔
融
を

察
摩
、
D
は
孔
融
が
察
血
争、
E
は
交
友
関
係
を
表
す
。
ま
た
、
⑪
J
⑬

の
漢
数
字
は
『
後
漢
書
』
列
停
、
そ
れ
以
降
は
『
三
園
士
山
』
の
倉
敷
を

一
示
す
〕
。
こ
の
う
ち
、
⑦
劉
備
は
敵
封
園
萄
漢
の
君
主
で
あ
り
、
@
l

⑧
は
呉
に
仕
え
た
「
名
士
」
で
あ
る
。

(
幻
〉
萄
惑
の
子
顕
が
陳
紀
の
娘
を
、
子
韓
米
が
曹
洪
の
娘
を
安
り
、
娘
は
陳

重
と
結
婚
し
て
い
る
。
ま
た
、
萄
爽
の
孫
防
が
鍾
篠
の
娘
を
、
萄
竣
の

孫
冥
が
司
馬
愁
の
娘
を
要
っ
て
お
り
(
『
三
園
士
山
』
巻
一

O
萄
彦
惇
)
、

萄
氏
は
笛
田
氏
・
陳
氏
・
鍾
氏
・
司
馬
氏
と
婚
姻
関
係
を
有
し
て
い
た
。

〈
お
〉
萄
般
が
九
錫
勧
進
文
の
筆
頭
と
な
り
、
貌
園
建
設
後
向
書
令
と
し
て

人
事
を
掌
握
し
た
こ
と
は
『
一
二
園
士
官
舎
一
武
一
帝
紀
注
引
『
貌
書
』
、

『
鶏
氏
春
秋
』
を
参
照
。
ま
た
、
陳
豪
が
漢
貌
の
樟
識
に
沓
漢
臣
と
し

て
喜
び
が
た
い
感
情
を
抱
い
た
こ
と
は
、
『
三
園
士
山
』
径
一
三
華
飲

傍
注
引
『
譜
叙
』
に
停
え
ら
れ
、
司
馬
慾
が
曹
操
に
警
戒
さ
れ
て
橿
要

歴
史
暴
論
叢
』
鎌
田
博
士
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な
地
位
に
就
け
な
か
っ
た
こ
と
は
、

照。

(
m
U

〉
本
稿
で
使
用
す
る
「
文
謬
」
と
い
う
概
念
は
、
現
代
使
用
さ
れ
て
い

る
文
民
平
と
は
異
な
り
、
そ
の
内
容
に
儒
数
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
た
嘗

該
時
期
固
有
の
「
文
皐
」
を
指
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
省
時
の

「
文
筆
」
は
、
現
代
の
感
究
か
ら
す
れ
ば
、
「
儒
教
」
封
「
文
皐
」
と

い
う
形
に
裁
然
と
二
極
分
化
し
う
る
も
の
で
は
な
い
が
、
蛍
一
該
時
期
の

曹
操
に
は
、
「
儒
教
」
の
殻
を
打
ち
破
り
、
新
た
な
る
「
文
恩
一
'
」
を
形

成
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

(
初
)
鈴
木
修
次
『
漢
貌
詩
の
研
究
』
(
大
修
館
書
庖
一
九
六
七
年
)
。

(
幻
〉
以
上
の
よ
う
な
鈴
木
の
理
解
に
射
し
て
、
中
川
熊
「
。
『
建
安
文
皐
』

の
主
流
と
、
そ
の
、
文
皐
史
上
に
占
め
る
時
代
医
輩
φ

に
つ
い
て
。
」

(
『
鳥
取
大
風
半
壊
慈
患
部
研
究
報
告
』
人
文
科
皐
一
一
一
一
九
五
二
年
〉

は
、
「
建
安
文
準
」
の
時
期
を
建
安
・
賀
初
・
太
和
を

一
貫
す
る
悲
観

的
享
祭
主
義
の
詩
の
時
代
と
庚
く
捉
え
、
松
本
幸
男
「
建
安
詩
壇
の
形

成
過
程
に
つ
い
て
(
一

)
J
(
四
)
」
(
『
立
命
館
文
皐
』
一
八
四
、
一
八

六
、
一
八
八
、
一
八
九
一
九
六

O
、
一
九
六
一
年
〉
は
、
「
建
安
文

皐
」
に
お
け
る
曹
操
の
位
置
を
軽
視
し
、
曹
至
・
曹
植
を
中
心
者
と
位

置
づ
け
て
い
る
。
ま
た
、
孫
明
君
『
漢
末
士
風
輿
建
安
詩
風
』
(
文
津

出
版
社
一
九
九
五
年
〉
も
参
照
。

(
担
〉
井
波
律
子
「
曹
操
論
」
(
『
中
園
文
筆
報
』
二
一
一
一
一
九
七
二
年
〉
。

(
お
〉
竹
田
晃
「
人
閲
曹
操
の
一
側
面
ー
ー
そ
の
詩
を
手
懸
り
と
し
て
|
|
」

(
『
人
文
科
皐
科
紀
要
』
園
文
象
・

漢
文
率

一
六
一
九
七
二
年
)
。

(
担
〉
岡
村
繁
「
建
安
文
壇
へ
の
視
角
」
(
『
中
圏
中
世
文
畢
研
究
』
五
一

九
六
六
年
〉
。

『
話
回
書
』
倉

一

宣
帯
紀
を
多

吉
川
幸
次
郎
コ
ニ
圏
志
貫
録
曹
氏
父
子
惇
」
(
『
世
界
』
一
九
五
六

|
一

J
一
一
一
一
九
五
六
年
、
『
吉
川
幸
次
郎
全
集
』
七
三
園
六
朝

篇

筑

摩

書
房

一
九
六
八
年
所
牧
)
。

(
お
〉
渡
逢
義
浩
「
『
徳
治
』
か
ら
『
寛
治
』
へ
」
(
『
中
園
史
に
お
け
る
数

と
閣
家
』
雄
山
閣
出
版

一
九
九
四
年
、
『
後
漢
園
家
の
支
配
と
儒
数
』

前
掲
に
改
題
・
補
訂
の
う
え
所
牧
)
。

(
幻
)
西
嶋
定
生

「貌
の
屯
田
制
|
|
特
に
そ
の
慶
止
問
題
を
め
ぐ
っ
て

|
|
」
(
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
一

O

一
九
五
六
年
、
『
中
園

経
済
史
研
究
』
東
京
大
拳
出
版
倉
一
九
六
六
年
所
枚
)
、
藤
家
虚

之
助
「
曹
貌
の
屯
田
制
」
(
『
早
稲
田
大
畢
大
皐
院
文
察
研
究
科
紀
要
』

八
一
九
六
二
年
、
『
漢
三
図
柄
耳
目
南
朝
の
田
制
と
税
制
』
東
海
大
皐

出
版
舎
一
九
八
九
年
所
枚
)
な
ど
を
参
照
。

(
お
)
待
可
航

「
奥
萄
文
皐
不
興
的
批
舎
原
因
探
討
」
(『
祉
倉
科
摩
研
究
』

一
九
八
六

l
二
一
九
八
六
年
)
は
、
萄
漢
・
孫
奥
で
文
皐
が
不
振
で

あ
っ
た
理
由
を
、
統
治
者
が
愛
好

・
宣
揚
し
な
か
っ
た
こ
と
に
加
え
、

文
皐
観
念
が
進
歩
せ
ず
、
政
治
・
経
済
的
徐
裕
も
な
か
っ
た
こ
と
に
求

め
て
い
る
。

〈
鈎
)
伊
藤
正
文
『
曹
植
』
(
岩
波
書
庖
一
九
五
八
年
〉
は
、
曹
操
の
文

撃
者
に
削
到
す
る
態
度
は
、
従
来
の
君
主
が
文
皐
者
を
役
者
や
萎
人
な
み

に
取
り
扱
う
の
と
は
全
く
違
い
、
殆
ど
卒
等
の
資
格
で
交
際
し
た
と
す

る
。
ま
た
、
岡
村
繁
「
曹
不
一
の
『
典
論
論
文
』
に
つ
い
て
」
(『支
那
皐

研
究
』
二
四
・
二
五
一
九
六

O
年
〉
は
、
『
典
論
』
で
設
か
れ
る
文

章
不
朽
論
を
、
純
文
皐
で
は
な
く
纏
ま
っ
た
一
家
言
的
思
想
書
の
不
朽

を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
針
し
て
、
山
口
震
度
「
典
論

論
文
孜
」
(
『
漢
文
拳
曾
舎
報
』
一
一

O

一
九
七
五
年
)
は
、
僻
賦
な
ど

(お〉
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の
文
拳
の
債
値
が
政
治
か
ら
濁
立
し
て
い
た
こ
と
を
読
き
、
文
脈
の
な

か
で
文
皐
の
重
要
性
が
設
か
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

(ω
〉
一
一
稲
井
佳
夫
「
曹
杢
の
『
輿
奥
質
書
』
に
つ
い
て
l
|
六
朝
文
皐
と
の

関
連
|
|
」
〈
『
中
園
中
世
文
皐
研
究
』
一
一

O

一
九
九
一
年
〉
は
、
「
輿

呉
質
書
」
の
特
徴
を
文
皐
批
剣
・
文
雄
の
遊
び
へ
の
懐
古
・
身
分
を
越

え
た
連
帯
感
・
文
人
の
死
を
仲
閲
意
識
で
悼
む
こ
と
に
求
め
る
。
ま

た
、
文
皐
評
論
に
関
し
て
は
、
林
田
恨
之
助
『
中
圏
中
世
文
皐
評
論

史
』
〈
創
文
社
一
九
七
九
年
〉
を
参
照
。

(
H
t
)

首
同
縄
楠
「
曹
貌
政
治
波
別
的
分
野
及
其
升
降
」
(
『歴
史
教
皐
』
一

九
六
四
|
一
一
九
六
四
年
〉
。

〈
必
〉
曹
植
の
文
皐
と
政
治
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
景
局
慧
『
貌
耳
目
詩

人
輿
政
治
』
(
文
津
出
版
社
一
九
九
一
年
〉
を
参
照
。

〈
同
制
〉
嘗
道
衡
「
従
鶏
園
政
権
看
曹
杢
曹
植
之
争
」
(
『
遼
寧
大
皐
陶
酔
チ
報
』
一

九
八
四
|
一
一
一
一
九
八
四
年
〉
は
、
貌
の
支
配
階
層
が
曹
否
を
支
持
し

た
た
め
、
曹
操
は
寵
愛
す
る
市
首
植
を
太
子
に
で
き
な
か
っ
た
と
す
る
。

(
必
)
呉
質
は
「
名
士
」
麿
か
ら
の
閉
め
出
し
に
よ
り
、
嘗
不
一
の
寵
愛
に
も

拘
ら
ず
、
長
ら
く
地
方
官
に
止
ま
っ
て
い
た
(
『
三
園
志
』
巻
二
一

王
祭
俸
〉
。
ま
た
、
健
淡
の
従
弟
雀
林
と
封
立
し
、
曹
否
の
寵
愛
を
背

景
に
こ
れ
を
左
遷
さ
せ
る
と
、
「
清
論
」
は
多
く
雀
林
の
た
め
に
奥
質

を
恨
ん
だ
と
い
う
〈
『
三
園
士
山
』
巻
二
回
雀
林
侍
〉
。
「
清
論
」
と
い
う

「
名
士
」
暦
の
輿
論
が
、
曹
T

公
の
寵
愛
を
背
景
に
権
力
を
行
使
す
る
呉

質
へ
の
批
剣
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
こ
う
し
て
鶏

の
「
名
士
」
層
か
ら
閉
め
出
さ
れ
た
呉
質
に
は
、
孫
奥
政
権
に
降
伏
す

る
と
い
う
デ
マ
ま
で
流
さ
れ
、
孫
呉
で
は
呉
質
の
降
伏
文
を
胡
綜
が
健

作
し
て
い
る
(
『
三
園
士
山
』
各
六
二
胡
綜
侍
〉
。
「
名
土
」
層
の
排
他

的
な
仲
聞
社
曾
が
、
「
文
皐
L

と
い
う
新
た
な
債
値
基
準
を
排
斥
し
て

い
る
姿
を
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
註
(
鈍
)
所
掲
岡
村
論
文

は
、
建
安
文
壇
の
主
陸
は
敵
園
か
ら
の
参
入
者
か
、
日
穴
質
が
「
単
家
」

出
身
で
あ
る
よ
う
に
、
家
柄
の
低
い
者
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
「
名

土
」
層
と
の
針
崎
性
が
、
出
自
や
経
歴
か
ら
も
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
な

お
、
呉
質
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
松
本
幸
男

「曹
杢
と
奥
質
|
lt
曹
否

の
評
論
活
動
の
契
機
|
|
」
(
『
立
命
館
文
皐
』
三
五
八

・
三
五
九

一

九
七
五
年
)
を
参
照
。

(
必
〉
曹
不
一
の
『
典
論
』
が
、
文
撃
の
濁
立
宣
言
な
ど
で
は
な
い
こ
と
に
つ

い
て
は
、
註
(
ぬ
)
所
掲
岡
村
論
文
を
参
照
。
ま
た
、
王
夢
鴎
「
従
典
論

残
篇
看
曹
杢
嗣
位
之
争
」
(
『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』

五一
I
l

一
一
九
八

O
年
)
は
、
『
典
論
』
が
長
男
の
立
太
子
を
主
張

し
、
曹
植
へ
の
認
刺
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
の
な

か
で
「
文
皐
」
の
債
値
が
陵
め
ら
れ
て
い
る
の
も
、
曹
植
の
文
民
平
的
才

能
を
曹
操
に
重
視
さ
せ
な
い
た
め
で
あ
っ
た
と
す
る
。
あ
る
い
は
、
註

(
日
〉
所
掲
張
普
論
文
は
、
曹
歪
が
生
存
年
の
ず
れ
る
孔
融
を
「
建
安
の

七
子
」
に
加
え
た
理
由
を
「
名
士
」
暦
へ
の
籍
絡
に
求
め
て
い
る
。

(
日
明
)
漢
貌
の
調
譲
に
つ
い
て
は
、
宮
川
向
志

「
澗
譲
に
よ
る
王
朝
革
命
の

特
質
」
(
『
東
方
皐
』
一

O

一
九
五
五
年
、
『
六
朝
史
研
究
政
治
・

祉
舎
篇
』
日
本
拳
術
振
興
曾
一
九
五
六
年
に
改
題
の
う
え
所
牧
〉
を

参
照
。
ま
た
、
認
識
の
際
の
儒
数
理
念
に
関
し
て
は
、
南
津
良
彦
「
王

粛
の
政
治
思
想
|
|
「
感
生
帯
読
」
批
剣
の
背
景
||
」
(『
中
園
思
想

史
研
究
』
一

O

一
九
八
七
年
〉
を
参
照
。

(
円
引
〉
川
合
安
「
九
日
間
官
人
法
創
設
の
背
景
に
つ
い
て
」
(『
古
代
文
化
』

四
七
|
六
一
九
九
五
年
〉
は
、
九
品
官
人
法
創
設
を
め
ぐ
る
研
究
史
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を
整
理
し
、
前
回
換
の
人
事
政
策
は
、
質
務
重
視
の
「
唯
才
主
義
」

一
過

倒
で
は
な
く
、
名
士
の
意
向
を
も
配
慮
し
て
い
た
と
す
る
。

(
同
叩
〉
本
田
済
「
貌
菅
時
代
の
選
翠
と
法
」
(
『
人
文
研
究
』
八
|
七
一
九

五
七
年
、
『
東
洋
思
想
研
究
』
創
文
枇
一
九
八
七
年
所
牧
)
は
、

夏
侯
玄
は
、
君
主
の
み
が
把
る
べ
き
権
力
の
下
移
、
善
行
を
飾
り
虚
名

を
頁
る
弊
筈
を
批
剣
し
た
と
理
解
す
る
。
ま
た
、
夏
侯
玄
が
曹
爽
政
権

の
中
核
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
伊
藤
敏
雄

「正
始
の
政
措
撲
を
め
ぐ
っ
て

|
|
曹
爽
政
権
の
人
的
構
成
を
中
心
に
|
|
」
(
『
中
園
史
に
お
け
る

飢
の
構
闘』

雄
山
陽
出
版
一
九
八
六
年
)
、
直
森
健
介
「
融
翌
日
革
命

前
夜
の
政
界
|

|
前
回
爽
政
権
と
州
大
中
正
設
置
問
題
|
|
」

(
『
史
拳

雑
誌
』
九
五

l
一

一
九
八
六
年
)
、
松
本
幸
男
「
夏
侯
玄
と
曹
爽
政

機
|
|
正
始
の
論
壇
の
一
考
察
||
」

(
『
立
命
館
文
皐
』
一
一
一
八
六

l

三
九

O

一
九
七
七
年
〉
な
ど
を
参
照
。

(
品
開
)
佐
藤
達
郎
「
習
貌
文
・
明
一
帝
期
の
政
界
と
名
族
層
の
動
向
|

|
陳

翠

・
司
馬
慾
を
中
心
に
|
|
」

(
『
東
洋
史
研
究
』
五
一
一
l
l

一
一
九
九

三
年
〉
は
、
曹
操
の

「
人
才
主
義
」
は
名
族
居
に
封
す
る
一
方
的
抑
墜

で
は
な
く
、
僅
淡
・
萄
瑛
・
陳
翠
ら
の
「
人
才
主
義
」
の
積
極
的
な
利

用
で
あ
る
と
し
、
初
期
の
九
口
問
官
人
法
に
見
ら
れ
る

「
人
才
主
義
」
も

同
様
の
意
図
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
い
る
。
曹
操
と
「
名
士
」
居
の

「
人
才
主
義
」
を
同
質
と
捉
え
る
黙
で
、
本
稿
と
は
視
角
を
異
に
す

る
。
ま
た
、
狩
野
直
頑

「陳
霊
俸
試
論
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
二
五
|

四
一
九
六
七
年
)
は
、
九
品
宮
人
法
の
資
格
審
査
が
、
反
曹
杢
仮
に

及
ぶ
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

(
印
〉
一
脚
矢
法
子

「貌
前
期
の
人
才
主
義
」

(
『
九
州
大
泉
東
洋
史
論
集
』

三

一
九
七
四
年
)
は
、
こ
う
し
た
九
品
官
人
法
と
「
唯
才
主
義
」
と

の
断
層
を
貌
の
皇
帝
の
と
る
人
才
主
義
、
具
鐙
的
に
は
向
書
吏
部
曹
の

鐙
衡
手
績
き
が
埋
め
よ
う
と
し
た
と
主
張
す
る
。
ま
た
、
註
(

U

)

所
掲

川
合
論
文
は
、
九
品
官
人
法
を
曹
操
か
ら
の
政
策
の
縫
承
と
捉
え
る
唐

長
講
・
楊
徳
嫡
・
張
旭
肇

・
陳
長
靖
、
「
唯
才
主
義
」
か
ら
の
縛
換
と

捉
え
る
李
則
募

・
何
蕊
全

・
吉
岡
縄
楠
の
設
を
紹
介
し
て
い
る
。

(
日
〉
下
見
隆
雄
『
儒
敬
社
舎
と
母
性
|
|
母
性
の
威
力
の
観
黙
で
み
る
漢

貌
育
中
園
女
性
史
|
|
』
(
研
文
出
版
一
九
九
四
年
〉
を
参
照
。

(
臼
)
唐
代
の
科
患
に
お
け
る
文
血
中
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
程
千
帆
着
、

松
岡
祭
志

・
町
田
隆
吉
誇
『
唐
代
の
科
翠
と
文
筆
』
(
凱
風
祉

一
九

八
六
年
)
を
参
照
。
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THE POLITICAL ENHANCEMENT OF “LITERATURE”

　　　　　　

IN THE THREE KINGDOMS PERIOD

　

―From the Viewpoint of the Formative History of the

　　　　　　　　　

SiχDynasties Aristocracy―

Watanabe Yoshihiro

　　　

The Ming Shi 名士class, comprising the intellectuals of the late Later

Han

　

and the Three Kingdoms period, maintained social authority by

monopolizing cultural values. Among these cultural values, the ability to

secure information through colleague societies, political factions that were

based on the analysis of information. and the ability to stabilize political

power by gaining the support of Haozu　豪族, were　able to ｃｏｅχistwith

monarchical power. However, the close comradeship that characterized the

societies of the Ming Shi class, and their evaluation of ａ person and claim

to hold eχelusive possession of Confucian values, gave rise to conflicts with

monarchical power. When Cao Cao 曹操developed ａ powerful adversary

in the person of Yuan Shao 袁紹and needed the unqualified support of

the Ming Shi, the intimate relationship between Cao Cao and Xun Yu

萄或could continue ａsχun Yu was the representative of the Ming Shi

class and their purposes coincided. A conflict arose, however, when Cao

Cao attempted to establish monarchical rights, monopolized the right of

personnel management and Fa-shu zhu-yi 法術主義, and acted against

Confucian values by enhancing “literature” with the overthrow of Yuan

Shao.

　

The collapse of their relationship　was　decided by　Cao　Cao's

installation as Wei-gong魏公.　Cao Cao established “literature” as ａ new

standard of cultural values, to replace the priority of the concept of the

“Confucian state”that had served as the center of values during the Later

Han.

　

Compared to the concept of the Confucian state, the concept of

“literature” is ａ cultural value that embodies more prominent subjective

factors. Therefore the concept of “literature”as ａ central cultural value

was effective as ａ new standard of cultural value to be used in opposition

to the Ming Shi class, who formed colleague societies based on Confucian

- ２－



values. However, the colleague society of the Ming Shi was firm, and as

Cao Pi 曹石struggled for leadership position against the literarily talented

Cao Zhi 曹植, Cao Pi gradually began to regain respect for Confucian

values. Moreover, the fact that Cao Pi's sovereignty was justified by

Confucian values made clear the superior position of Confucian values over

“literature”. As ａ consequence, Confucian values were used as a standard

of promotion for talented members in the Jiu-pin Guan-ren-fa 九品官人

法, which was established in the period of change from Han 漢to Wei 魏.

Thus, the colleague societies of the Ming Shi class came to form an

aristocracy supported by Confucian values.

THE REBELLION OF TANG YU-ZHI 唐寓之AND

　　　　　　　　

THE SHIDAFU 士大夫

Kawai Yasushi

　　

Most previous studies of the Tang Yu-zhi Rebellion, which occurred

on the west coast of Zhejiang 浙江in 485 A.Ｄ･, have focused on the

question of whether or not this can be considered as ａ rebellion of the

peasantry.

　

However, it is the opinion of this author that a group of sailors

and merchants formed the core　of this rebellion.　At that time, the

Nan-Qi Wu-di 南斉武帚government, in an effort to secure ａ sound financial

basis, had carried out ａ close census of taxpayers and had increased the

circulation tａχes. The great increase in circulation tａχesmay have placed

ａ heavy burden on sailors and merchants, who had been omitted　from

the census. Although forming the rearguard rather than the vanguard,

peasants and wealthy farmers who were discontented with the close census

also took part in the rebellion, swelling the rebel army from 400 to 30,000

persons.

　

This rebellion was suppressed by the Imperial Guards, however,

the Nan-Qi Wu-di government, which was under the control of the emperor's

favorites, was opposed to the Shidafu faction, which included some Imperial

princes and ｏ伍cials, on the issue of measures　devised to deal with this

rebellion.

　

Even in the period before this　rebellion, the　Shidafu　had
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