
嘩
定
義
は
、
靖
難
の
師
を
起
こ
し
て
即
位
し
た
永
繁
帯
の
時
代
か
ら
、

「
塞
義
俸
」
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

公
、
孝
友
に
し
て
質
賓
、
和
厚
に
し
て
筒
静
、
人
を
鹿
す
る
に
量
あ
り
て
、
い
ま
だ
か
つ
て
一
語
と
し
て
物
を
傷
つ
け
ず
。
六
朝
に
歴
事

す
る
こ
と
お
よ
そ
五
十
年
。
:
:
:
長
陵
(
永
繁
一
帝
)
聞
位
の
歳
よ
り
成
化
一
帝
の
丁
亥
(
成
化
三
年
〉
に
至
る
ま
で
お
よ
そ
六
十
六
年
、
吏
部

向
霊
園
た
る
は
四
人
、
公
お
よ
び
郭
公
ハ
瑳
〉
、
雨
王
公
(
振
・
鞠
)
に
し
て
、
何
公
(
文
淵
)
協
佐
す
る
も
こ
れ
に
興
か
ら
ず
。
自
後
、
正
徳

e

e

の
終
り
に
至
る
ま
で
五
十
四
年
、
お
よ
そ
更
る
は
十
八
人
、
者
ノ
公
〈
受
)
最
も
久
し
く
し
て
十
四
年
な
り
。

永
祭
よ
り
成
化
初
期
ま
で
の
六
六
年
聞
に
吏
部
尚
書
で
あ
っ
た
も
の
は
四
人
、
そ
れ
に
比
し
て
正
徳
末
ま
で
の
五
五
年
聞
に
は
一
八
人
を
数

785 

吏
部
白
書
定
義
と
そ
の
時
代

阪

篤

秀

メ岳、

届

は

じ

め

に

一

出

生

と

仕

官

ニ
吏
部
尚
書
と
し
て

三

近

侍
と
の
関
係

四

吏
部
山
間
室
田
退
任
に
向
け
て

お

わ

り

に

に
-u。。

t主

じ

め

宣
徳
一
帝
一
治
世
の
前
牟
ま
で
吏
部
向
書
の
任
に
あ
っ
た
。

『
績
醸
書
』
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ぇ
、
最
も
任
期
の
長
い
予
憂
で
さ
え
一
四
年
で
あ
司
た
と
い
う
。
こ
こ
で
い
う
四
人
の
筆
頭
に
あ
る
の
が
塞
義
で
、
そ
の
職
に
あ
っ
た
期
聞
は

優
に
三

O
年
を
越
え
る
。
他
の
三
者
は
任
期
を
重
複
さ
せ
な
が
ら
も
一
五
年
前
後
で
、
ひ
と
り
寒
義
の
長
期
在
任
が
目
を
引
く
の
で
あ
る
。
こ

の
吏
部
向
量
一
日
塞
義
に
つ
い
て
、
楊
策
は
「
綴
科
よ
り
起
り
て
鳳
池
に
寓
跡
し
、
擢
げ
ら
れ
て
天
官
に
煎
と
し
て
、
詮
衡
、
司
る
と
こ
ろ
な
り
。

紀
元
永
築
、
天
官
の
卿
と
な
り
、
縫
い
で
官
僚
を
兼
ね
、
存
に
寵
築
を
荷
う
。
洪
照
更
化
、
街
注
も
っ
と
も
厚
く
、
秩
を
三
孤
に
進
め
、
そ
の

績
は
こ
れ
茂
し
。
宣
徳
に
及
び
て
寵
優
の
奮
臣
、
煩
わ
す
に
政
を
以
っ
て
せ
ず
、
左
右
に
日
に
親
む
。
嘉
謀
嘉
猷
は
夙
タ
に
入
告
し
、
務
め
て

稗
盆
を
底
す
」

(
「
故
祭
糠
大
夫
少
師
兼
吏
部
向
書
贈
特
進
光
藤
大
夫
太
師
謡
忠
定
寒
公
紳
道
碑
銘
」

『
文
敏
集
』
巻
一
八
。

〔
策
「
一
神
道
碑
銘
」
〕
と
略
稽
)
、

ま
た
ヰ
ア
直
は
「
鐙
を
掌
り
て
儲
を
輔
け
惟
れ
慎
み
、
惟
れ
寅
む
。

四
聖
に
歴
事
し
て
お
よ
そ
三
十
春
、
履
む
と
こ
ろ
は
坦
坦
と
し
て
、
寵
谷
、

倫
な
し
。
我
が
先
哲
唐
室
の
(
房
〉
玄
齢
を
懐
う
」

〈
『
自
主
明
名
臣
言
行
録
新
編
』
各
三
「
寒
義
忠
定
公
」
所
引
)
と
、
賛
辞
を
惜
し
ま
な
い
。

「
百
官
の
長
」
と
さ
れ
る
吏
部
尚
書
は
人
事
の
統
括
と
い
う
擢
限
の
大
き
さ
か
ら
、
擢
力
闘
争
の
標
的
に
な
り
や
す
く
、
そ
の
地
位
を
保
持

- 86ー

す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
そ
の
向
書
の
地
位
に
三

O
年
と
い
う
異
例
の
長
さ
留
ま
っ
た
の
は
、
明
朝
で
は
塞
義
を
お
い
て
他
に
な
い
。
こ

の
塞
義
が
い
か
な
る
人
物
で
あ
る
の
か
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
の
長
期
に
わ
た
る
留
任
が
可
能
で
あ
っ
た
の
か
、
解
明
す
べ
き
黙
は
多
い
。
さ
ら
に

忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
彼
が
吏
部
尚
書
の
任
に
あ
っ
た
期
間
、
す
な
わ
ち
永
柴
初
年
か
ら
宣
徳
に
か
け
て
は
明
朝
政
治
制
度
の
重
要
な
一
項

で
あ
る
内
閣
制
の
形
成
期
に
あ
た
る
こ
と
で
あ
る
。

塞
義
に
つ
い
て
の
俸
記
は
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
が
、

光
職
大
夫
太
師
誼
忠
定
寒
墓
誌
銘
」

そ
の
な
か
で
も
同
時
代
を
生
き
た
楊
土
奇
の
手
に
な
る
「
故
少
師
吏
部
尚
書
賠
特
進

(
『
東
星
文
集
』
巻
一
九
。
以
下
、

に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

本
稿
で
は
こ
れ
を
主
瞳
に
、

さ
ら
に

〔
土
奇
「
墓
誌
銘
」
〕
と
略
構
)
が
最
も
充
質
し
て
お
り
、

時
に
異
な
っ
た
記
事
を
掲
げ
る
徐
乾
事
『
明
史
列

他
の
停
記
も
こ
れ

〔
築
「
神
道
碑
銘
」
〕
、

(
1〉

俸
』
・
李
賢
『
績
臓
書
』
・
過
庭
訓
『
本
朝
分
省
人
物
考
』
お
よ
び
『
明
史
』
の
各
俸
に
よ
っ
て
、
襲
轄
す
る
洪
武
か
ら
宜
徳
の
政
治
献
況
に
お

け
る
塞
義
の
履
歴
を
遁
い
、
さ
ら
に
内
閣
制
形
成
と
の
関
わ
り
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。



出

生

と

仕

官

建
義
が
こ
の
世
に
生
を
う
け
た
の
は
、

そ
の
卒
年
か
ら
逆
算
す
る
と
元
朝
末
期
の
至
正
二
二
年
(
一
一
三
ハ
二
〉
で
あ
る
。

(
2〉

五
世
の
粗
か
ら
は
世
に
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
塞
義
、
字
は
宜
之
、
そ

代
々
、
重
慶
の
巴

鯨
に
居
住
し
、
宋
朝
以
来
敷
人
の
官
僚
を
迭
り
出
し
た
が
、

の
人
は
、生

れ
て
岐
媛
、
長
じ
て
は
端
重
に
し
て
弄
を
好
ま
ず
、
拳
を
噌
な
み
て
憐
ま
ず
。
始
め
里
祉
の
師
に
従
う
ρ

中
書
左
丞
股
哲
、
時
に
郡
守

た
り
。

一
見
し
て
こ
れ
を
異
と
し
、
引
き
て
郡
拳
弟
子
員
に
充
て
、
そ
の
師
に
語
り
て
日
く
、
是
の
見
、
将
来
遠
到
し
て
吾
の
及
ぶ
と
こ

ろ
に
あ
ら
.
す
。
ま
さ
に
こ
れ
を
成
就
す
べ
し
、
と
。
而
し
て
公
、
程
督
を
煩
わ
さ
ず
、
日
に
ま
す
ま
す
進
む
あ
り
。
〔
土
奇
「
墓
誌
銘
」
〕

洪
武
一
八
年
三
三
八
五
)
に
再
開
さ
れ
た
科
奉
に
三
甲
第
七
位
で
合
格
、
中
書
舎
人
と
な
っ
て
洪
武
一
帝
一
に
仕

- 87ー

と

若
く
し
て
才
費
を
現
し
、

〈

3
)

ぇ
、
重
用
さ
れ
た
。
こ
の
頃
に
そ
の
名
「
義
」
を
賜
っ
た
が
、
こ
れ
に
は
逸
話
が
蔑
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
洪
武
一
帝
が
秦
の
名
臣
塞
叔
の
末
喬

(
4〉

で
は
な
い
か
と
問
い
掛
け
た
の
に
劃
し
て
、
叩
首
し
て
麿
え
ず
、
ご
れ
を
一
帝
は
篤
賞
と
し
て
初
名
の
溶
に
代
え
て
賜
名
し
た
と
い
う
。
こ
の
よ

う
な
一
帝
の
信
頼
感
は
ま
た
考
満
の
九
年
に
な
る
ま
で
中
書
舎
人
の
任
に
就
か
せ
、
そ
の
開
「
朝
夕
、
左
右
し
て
、
お
よ
そ
機
密
の
文
字
は
必
ず

以
っ
て
公
に
付
し
、
し
か
も
小
心
敬
慢
す
る
こ
と
久
し
く
し
て、

い
よ
い
よ
篤

ι」
〔
土
奇
之
丞
誌
銘
」
〕
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
し
、

(
5
)
 

さ
ら
に
建
文
一
帝
に
よ
っ
て
吏
部
右
侍
郎
に
抜
擢
さ
れ
る
の
も
こ
れ
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
嘗
時
の
寒
義
の
活
動
を
停
え
る
も
の
は

少
な
く
、
『
明
史
」
の
み
、
が
「
是
時
、
斉
泰
・
美
子
澄
、
園
に
嘗
た
り
、
外
に
大
師
を
輿
し
、
内
に
制
度
を
改
む
。
義
、
建
明
す
る
と
こ
ろ
な

く
、
園
子
博
士
王
紳
、

書
を
遣
り
て
こ
れ
を
責
む
る
も
、
義
、
答
え
る
あ
た
わ
ず
」
と
指
摘
す
る
が
、
こ

こ
に
積
極
的
に
は
自
己
の
意
見
を
打

ち
出
さ
な
い
寒
義
の
政
治
姿
勢
の
一
端
が
垣
間
み
え
る
じ
、
翻
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
だ
か
ら
こ
そ
洪
武
一
帝
の
も
と
で
長
く
近
侍
と
し
て
仕
え

え
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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さ
て
、

建
文
か
ら
、
氷
築
へ
の
政
権
交
代
は
塞
義
に
大
き
な
轄
機
を
も
た
ら
し
た
。

建
文
四
年
〈
一
四
O
二
)
六
月
の
永
祭
即
位
の
ほ
ぼ
ひ
と
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(

6

)

 

月
後
に
吏
部
左
侍
郎
に
、
さ
ら
に
九
月
に
向
書
に
昇
進
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
塞
義
へ
の
人
事
は
畢
濁
で
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、

わ
た
る
六
部
・
都
察
院
を
中
心
と
す
る
中
央
官
僚
群
の
再
構
成
の
な
か
で
の
こ
と
で
、
後
に
「
塞
夏
」
と
並
び
稿
さ
れ
る
夏
原
吉
も
同
時
に
戸

部
の
左
侍
郎
、
そ
し
て
向
書
と
な
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
永
繁
新
瞳
制
構
築
の
一
環
で
あ
り
、
寒
夏
雨
向
書
の
出
現
は
、
そ
の
象
徴
的
存
在
で
あ

っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
嘗
時
彼
ら
に
劃
し
て
非
難
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
原
吉
、
建
文
の
時
に
事
を
用
ゆ
。
信
.す
べ
か

ら
ず
」
〈
『
明
史
列
俸
』
)
と
夏
原
士
ロ
は
い
わ
れ
る
が
、
な
ら
ば
寒
義
に
劃
し
て
も
同
様
の
見
方
が
あ
っ
た
は
ず
で
、
事
賞
、
建
文
期
の
記
述
を
極

力
簡
略
化
す
る
〔
土
奇
「
墓
誌
銘
」
〕
で
さ
え
も
、
「
小
人
の
、
公
は
建
文
を
忘
れ
ず
、
と
譜
る
者
あ
り
」
と
塞
義
を
批
剣
す
る
む
き
が
あ
っ
た

二
次
に

こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
な
風
潮
は
寒
夏
雨
人
の
個
人
的
立
場
を
微
妙
な
も
の
に
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
を
凌
げ
た
の
は
ひ
と
え
に
永

繁
一
帝
一
の
姿
勢
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
永
繁
一
帝
は
夏
原
吉
へ
の
批
判
に
射
し
て
、

「
原
士
口
、
太
租
に
忠
義
に
し
て
以
っ
て
建
文
に
及
ぶ
。
濁
り
朕

に
忠
た
ら
ざ
る
か
」
と
、
忠
義
の
封
象
は
固
定
す
る
も
の
で
は
な
く
仕
え
る
皇
帝
に
忠
義
で
あ
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
夏
原
士
口

に
劃
し
て
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
永
繁
一
帝
の
建
文
臣
下
へ
の
基
本
姿
勢
と
み
て
よ
い
。
聞
位
直
後
、
解
繕
等
に
建
文
時
代
の
上
奏
を
検
閲
さ

せ
た
折
に
「
爾
等
、
前
日
に
彼
に
事
え
れ
ば
、
則
ち
彼
に
忠
た
り
。
今
日
、

(

7

)

 

一
、
洪
武
三
五
年
八
月
丙
寅
)
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。

朕
に
事
え
れ
ば
ま
さ
に
股
に
忠
た
る
べ
し
」

(
『
太
宗
貫
録
』
巻
一

- 88ー

永
繁
一
世
怖
が
建
文
時
代
の
改
制
を
「
洪
武
の
奮
」
に
更
改
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
、
そ
れ
は
〔
土
奇
「
墓
誌
銘
」
〕

に
も
「
時
に
政
令
制
度
の
洪
武
の
蓄
に
あ
ら
ざ
る
も
の
あ
り
。
詔
し
て
悉
く
こ
れ
を
復
さ
ん
と
す
。
公
、
従
容
と
し
て
上
言
を
な
し
、
損
金
は

と
こ
ろ
で
、

時
宜
に
適
う
を
貴
ぶ
。
閉
ま
数
事
を
翠
げ
て
本
末
を
陳
設
す
。
文
皇
帝
、
公
の
忠
貫
を
以
っ
て
悉
く
そ
の
言
に
従
う
」
と
あ
る
の
を
は
じ
め
と

し
て
、
各
寒
義
俸
に
彼
の
封
躍
を
含
め
て
紹
介
さ
れ
る
が
、

(

8

)

 

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

な
か
で
も
『
本
朝
分
省
人
物
考
』
は
他
と
比
べ
て
匪
倒
的
に
詳
し
い
記
事
を
載
せ

永
柴
即
位
後
に
塞
義
は
夏
原
士
口
と
と
も
に
寵
愛
を
受
け
る
な
か
で
、
「
建
文
中
、
お
よ
そ
中
外
大
小
街
門
に
創
革
あ

り
」
と
建
文
中
の
改
制
止
を
い
い
、
そ
こ
で
官
員
数
に
増
減
あ
る
も
の
お
よ
び
文
武
の
散
官
規
定
、
考
満
等
の
例
を
具
瞳
的
に
指
摘
す
る
。
こ
れ

に
劃
し
て
永
繁
一
帯
は
「
軍
民
の
利
害
に
関
わ
る
が
ご
と
き
は
、
時
に
因
り
て
損
益
す
べ
き
も
、
既
に
利
害
に
お
い
て
開
渉
す
る
と
こ
ろ
な
く
ん



ば
、
な
ん
ぞ
用
っ
て
更
改
せ
ん
。
倶
に
ま
た
改
め
ん
」
と
麿
じ
、
さ
ら
に
「
軍
臣
散
官
一
事
の
ご
と
き
は
、
前
代
治
襲
し
て
己
に
久
し
ノ
ャ
、
な

ま
た
改
易
せ
ん
と
欲
す
。
且
つ
陵
土
い
ま
だ
乾
か
ず
、
な
ん
ぞ
紛
紛
と
此
れ
を
な
す
に
忍
ば
ん
」
と
、
太
租
死
亡

ん
ぞ
利
害
に
関
わ
ら
ん
に
、

直
後
の
不
必
要
な
改
革
に
不
満
を
遮
ベ
、

さ
ら
に
「
お
よ
そ
開
創
の
主
は
そ
の
経
歴
に
謀
多
く
、
慮
深
し
。
毎
に
一
事
を
作
す
に
必
ず
や
簿
度

せ
る
こ
と
数
日
に
し
て
す
な
わ
ち
行
い
、

ま
た
子
孫
世
々
こ
れ
を
守
ら
ん
と
欲
す
」
の
に
、

「
後
世
の
軽
仇
詰
誤
の
徒
は
立
心
端
し
か
ら
ず
し

て
、
そ
の
私
智
小
見
を
以
っ
て
倒
壊
し
、
嗣
君
を
導
き
て
租
法
を
改
易
す
。
嗣
君
も
不
明
に
し
て
以
っ
て
能
と
な
し
て
こ
れ
を
寵
任
し
、
小
人

の
邪
謀
に
伺
う
。
園
弊
れ
民
叛
き
そ
の
祉
稜
を
喪
う
に
至
る
も
の
こ
れ
有
制
ソ
、
量
に
以
っ
て
戒
め
と
な
さ
ざ
る
ベ
け
ん
や
」
と
、

ま
さ
に
「
君

側
の
難
」
が
建
文
一
帝
を
惑
わ
せ
て
太
租
の
租
訓
を
更
改
さ
せ
た
と
決
定
づ
け
、
そ
の
改
制
す
べ
て
を
更
改
す
る
意
志
の
あ
る
こ
と
を
示
す
。
こ

の
封
話
は
塞
義
の
侍
郎
就
任
ま
で
の
こ
と
で
、
ま
た
聞
位
の
祝
文
に
「
一
、
建
文
以
来
の
租
宗
成
法
の
更
改
あ
る
も
の
は
、
な
お
嘗
制
に
復
す
」

(
『
太
宗
貫
録
』
巻
一

O
上、

洪
武
三
五
年
七
月
壬
午
朔
〉
と
そ
の
姿
勢
が
明
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、

塞
夏
が
政
権
に
参
加
し
て
ま
も
な
く
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な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
塞
義
の
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
こ
の
よ
う
な
極
端
な
封
躍
で
は
な
か

っ
た
。
そ
の
た
め
向
書

と
な

っ
て
後
に
、

、氷
繁
一帝
が
あ
ら
た
め
て
「
時
に
政
令
制
度
の
洪
武
の
措
置
に
あ
ら
ざ
る
も
の
あ
ら
ば
、
詔
し
て
悉
く
こ
れ
を
復
す
」
ょ
う
指
示

し
た
の
に
劃
し
て
、
「
公
、
従
容
と
し
て
上
言
を
な
し
、
成
憲
に
鑑
る
は
、
畳
に
革
む
る
に
因
り
て
反
っ
て
政
を
観
す
も
の
な
か
ら
ん
。
自
ら

経
権
、
損
金
は
時
宜
に
適
う
を
貴
ぶ
あ
り
」
と
、
柔
軟
性
に
依
け
る
固
定
観
念
に
縛
ら
れ
た
復
奮
で
は
な
く
て
時
代
朕
況
に
合
っ
た
封
庭
を
こ

そ
な
す
べ
き
で
あ
る
と
提
言
し
、
自
己
の
見
解
を
披
涯
し
、
一
帝
も
そ
れ
に
素
直
に
従
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
な
に
よ
り
、
永
繁
一
帝
一
の
頑
固
と
も
い
え
る
建
文
瞳
制
更
改
へ
の
姿
勢
に
あ
え
て
制
御
を
か
け
、
そ
れ
を
是
正
す
る
塞
義
の
主
張
が

み
て
と
れ
る
。
嘗
時
は
、
自
己
政
権
の
正
嘗
化
の
た
め
に
は
建
文
政
権
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
同
時
に
、

方
で
は
そ
の
下
に
い
た
官
僚
群
を
は
じ
め
と
し
た
人
材
確
保
を
な
に
よ
り
必
要
と
し
て
い
た
。
現
に
即
位
年
の
七
月
に
は
吏
部
に
よ
る
在
京
諸

789、

径
一
一
、
壬
戊
)

司
の
闘
官
(
『
太
宗
貫
録
』
巻
一

O
下
、
丙
午
)
、
同
月
の
科
奉
官
僚
人
事
(
『
同
』
己
酉
〉
、
さ
ら
に
八
月
の
兵
部
品
問
書
茄
璃
に
よ
る
薦
奉
人
事
(
『
同
』

さ
ら
に
永
祭
元
年
九
月
に
は
薦
奉
奨
勘
の
敷
が
出
さ
れ
(
『
同
』
巻
二
三
、
辛
巴
)
、

と
人
事
案
件
が
頻
設
し
、

ま
た
そ
の
直
後
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に
建
文
政
権
下
の
人
材
へ
の
封
躍
に
つ
い
て
、
永
繁
一
帝
一
は
才
能
に
よ
る
擢
用
、
過
去
を
間
わ
な
い
姿
勢
を
明
確
に
す
る
。
こ
の
一
連
の
流
れ
は

ま
さ
に
建
文
政
擢
を
批
判
的
に
評
債
す
る
そ
の
裏
で
、
そ
の
下
に
い
た
官
僚
群
は
懐
柔
的
に
吸
牧
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
。

そ
の
時
に
建
文
政
権
を
全
否
定
す
る
か
の
よ
う
な
強
硬
姿
勢
と
更
改
方
針
は
、
自
己
政
権
を
誇
示
す
る
の
に
必
要
で
は
あ
る
も
の
の
、
限
度
を

超
え
る
と
逆
数
果
、
す
な
わ
ち
現
政
権
へ
の
反
裂
を
も
た
ら
す
。
姿
勢
を
鮮
明
に
す
る
こ
と
で
一
定
の
目
的
は
達
成
さ
れ
る
も
の
の
、

一
方
で

は
い
ま
求
め
ら
れ
て
い
る
現
政
権
へ
の
参
加
を
阻
害
し
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
貼
で
は
塞
義
の
、
包
括
的
な
建
文
政
権
の
更
改
で
は
な
く

て
現
肢
の
混
観
を
回
避
す
る
針
躍
を
、
と
い
う
提
言
は
、
な
に
よ
り
現
賞
論
と
し
て
有
数
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
を
永
繁
一
帝
の
方
針
を
是
正

す
る
直
言
・
苦
言
の
類
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
あ
く
ま
で
も
現
肢
を
見
据
え
、
そ
れ
を
是
認
し
た
う
え
で
方
向
性
を
決
定
す
る
と
い

う
、
寒
義
の
政
治
姿
勢
が
如
質
に
で
た
も
の
と
解
穣
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
現
賦
容
認
主
義
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
政
治
姿
勢
が
、
彼

の
吏
部
尚
書
と
し
て
の
地
位
を
安
泰
に
さ
せ
、

ま
た
翰
林
院
を
土
壌
と
し
て
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
解
績
を
は
じ
め
と
す
る
皇
帝
一
近
侍
グ
ル

l

プ
に
絶
好
の
環
境
を
作
り
あ
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
後
に
指
摘
す
る
と
し
て
、

追
っ
て
い
き
た
い
。

い
ま
し
ば
ら
く
は
塞
義
の
履
歴
を
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吏
部
向
書
と
し
て

吏
部
向
書
と
な
っ
て
以
後
の
塞
義
は
、
「
除
官
す
る
に
善
地
を
得
ず
し
て
公
(
寒
義
〉
の
公
な
ら
ざ
る
を
訴
え
る
も
の
あ
る
も
、
上
は
皆
く
こ

れ
を
斥
く
」
〔
士
奇
「
墓
誌
銘
」
〕
と
永
繁
一
帝
一
の
信
頼
の
下
で
、
そ
の
職
責
を
順
調
に
果
た
し
て
い
っ
た
。
就
任
直
後
に
考
漏
に
闘
す
る
案
件
が
頻

(

9

)

 

出
す
る
の
は
、
定
期
異
動
の
原
則
を
利
用
す
る
こ
と
で
人
事
の
公
正
さ
を
誇
示
し
よ
う
と
し
た
た
め
と
み
て
よ
い
が
、
そ
れ
以
外
に
は
嘗
時
、
人

(

叩

)

材
吸
牧
か
ら
一
轄
し
て
冗
官
問
題
が
護
生
し
、
そ
の
針
策
に
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
朕
況
に
嬰
化
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
永

楽
帯
の
北
京
へ
の
北
巡
と
モ
ン
ゴ
ル
高
原
へ
の
親
征
で
あ
っ
た
。
永
祭
七
年
か
ら
の
第
一
回
の
北
、
巡
と
親
征
時
は
、
東
宮
監
園
を
楊
士
奇
と
と

(
U〉

も
に
輔
佐
し
て
こ
と
も
な
く
遁
ぎ
た
が
、
問
題
が
起
き
た
の
は
一
一
年
一
月
か
ら
の
第
三
回
の
北
巡
、
さ
ら
に
茨
年
八
月
の
親
征
か
ら
の
北
京



信
仰
還
時
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
塞
義
や
楊
土
奇
位
一
寸
は
、
永
繁
一
帝
へ
の
迎
え
の
使
者
が
遅
延
し
た
こ
と
、
ま
た
奏
書
に
失
辞
が
あ
っ
た
こ
と
を
理
由

に
、
輔
導
の
責
を
問
わ
れ
、
解
職
の
敷
に
よ
っ
て
北
京
に
召
喚
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
塞
義
の
み
に
は
途
上
で
赦
売
の
敷
が
届
い
て
引

(

ロ

)

き
返
し
た
が
、
楊
士
奇
や
黄
准
は
そ
の
ま
ま
北
京
に
至
り
、
と
も
に
下
獄
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
〔
士
奇
「
墓
誌
銘
」
〕
〔
柴
「
神

道
碑
銘
」
〕
は
全
く
濁
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
個
人
を
顛
彰
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
た
だ
、
奏
書
の
失
酔

の
具
瞳
的
な
内
容
は
明
ら
か
で
な
い
も
の
の
、
使
者
の
遅
延
を
含
め
て
東
宮
輔
導
官
を
北
京
に
一
斉
に
召
喚
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と

い
さ
さ
か
疑
わ
し
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
後
述
す
る
と
し
て
、
こ
の
一
件
か
ら
塞
義
を
含
む
南
京
の
東
宮
輔
導
官
の
立

場
に
襲
化
が
生
じ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

永
繁
一
四
年
一

O
月
に
一
旦
は
南
京
に
蹄
還
し
た
永
繁
一
帝
一
は
、
三
箇
月
後
に
北
京
に
向
か
い
、
再
び
南
京
に
鯖
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の

時
に
出
さ
れ
た
「
東
宮
留
守
事
宜
」
は
こ
れ
以
後
の
永
築
期
に
お
け
る
寒
義
を
は
じ
め
と
す
る
東
宮
輔
導
官
の
位
置
づ
け
を
決
定
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
試
み
に
主
要
な
貼
を
第
一
回
北
巡
時
の
留
守
事
宜
と
比
較
す
れ
ば
、
事
態
は
よ
り
明
瞭
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
七
年
の
留
守
事
宜
で

(

臼

〉

〈

U
)

は
、
内
外
の
軍
機
と
王
府
切
要
の
事
務
は
奏
請
し
て
慮
理
し
、
そ
れ
以
外
の
庶
務
は
す
べ
て
東
宮
監
園
の
も
と
で
決
裁
す
る
こ
と
、
在
京
文
官

の
一
堂
上
掌
印
官
の
人
事
は
奏
請
し
て
後
に
執
行
す
る
こ
と
、
常
選
官
の
一
般
人
事
は
東
宮
に
具
啓
し
て
鐘
注
す
る
こ
と
、
と
な
っ
て
い
た
も
の

(

お

)

が
、
一
五
年
の
留
守
事
宜
で
は
、
各
街
門
か
ら
の
上
奏
は
北
京
に
移
迭
し
て
、
そ
の
慮
置
方
の
指
示
を
仰
ぐ
こ
と
、
内
外
文
武
官
の
人
事
は
行

在
吏
部
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
執
行
す
る
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
北
京
側
に
主
導
権
が
移
っ
た
こ
と
を
意
味
す

(
日
山
)

る
。
事
貫
、
こ
れ
以
後
に
は
、
吏
部
向
書
の
寒
義
が
南
京
に
居
な
が
ら
も
、
布
政
司

・
按
察
司
の
人
事
が
行
在
吏
部
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る

一
八
年
九
月
に
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な
ど
の
例
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
北
巡
以
後
は
北
京
遜
都
へ
の
動
き
が
加
速
し
、

(

口

〉

は
宮
腫
完
成
の
見
通
し
が
立
司
た
こ
と
か
ら
一
二
月
を
期
し
て
北
京
に
移
動
す
る
よ
う
皇
太
子
に
命
令
が
下
り
、
一
一
月
に
は
皇
太
孫
に
も
同

(

日

)

(

印

)

(

却

)

様
の
命
令
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
楊
土
奇
が
皇
太
子
と
行
を
共
に
し
、
塞
義
は
皇
太
孫
に
従
っ
た
よ
う
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
こ
に
塞
義
は

南
京
を
離
れ
北
京
に
移
動
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
行
在
吏
部
に
主
導
権
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
彼
の
吏
部
向
書
と
し
て
の
地
位
は

791 
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名
目
的
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
み
る
な
ら
ば
、
建
義
が
寅
質
的
に
吏
部
向
室
田
と
し
て
活
動
し

え
た
の
は
、
一
五
年
の
第
二
回
の
北
巡
ま
で
で
、
そ
の
位
置
づ
け
は
北
京
遷
都
に
向
か
う
事
態
の
推
移
と
と
も
に
ま
す
ま
す
低
く
な
っ
て
い
司

た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
象
徴
的
に
物
語
る
の
が
、
一
九
年
に
起
き
た
北
京
三
殿
の
火
災
を
受
け
て
の
天
下
巡
行
に
廷
臣
二
六

人
の
一
人
と
し
て
出
向
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
『
明
史
列
停
』
は
、

十
九
年
、
三
股
災
す
。
廷
臣
二
十
六
人
に
敷
し
て
天
下
を
巡
行
せ
し
む
。
義
及
び
給
事
中
馬
俊
、
臆
天
諸
府
を
分
巡
し
て
軍
民
の
疾
苦
を

問
う
。
文
武
長
吏
を
開
捗
す
る
に
、
法
を
牽
く
し
て
吏
を
縄
す
れ
ば
、
人
ま
さ
に
勝
え
ず
。
太
だ
甚
し
き
者
数
人
を
斥
け
、
徐
は
多
く
寛

偲
す
。
輿
革
数
十
事
を
保
し
て
奏
し
、
こ
れ
を
行
わ
ん
と
す
。
還
り
て
部
事
を
治
め
る
こ
と
故
の
如
し
。

(

紅

)

と
停
え
、
各
整
義
俸
も
ほ
ぼ
同
様
で
い
か
に
も
大
事
を
行
っ
た
よ
う
に
い
う
が
、
果
た
し
て
こ
れ
は
吏
部
尚
書
の
な
す
べ
き
職
務
と
い
え
る
で

(

泣

)

あ
ろ
う
か
。
そ
の
二
六
人
は
と
い
え
ば
、
都
察
院
と
給
事
中
関
係
の
も
の
が
匪
倒
的
多
数
を
占
め
て
お
り
、
数
少
な
い
六
部
闘
係
で
も
う
一
人

の
向
書
は
躍
部
の
金
純
で
あ
っ
て
、

北
京
に
は
行
在
時
代
か
ら
の
薩
部
向
書
目
震
が
い
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
を
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、
嘗
時
の
塞
義
は
賞
際
行
政
に
関
わ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
南
京
を
中
心
と
す
る
南
直
隷
の
人

彼
と
て
南
京
か
ら
の
移
動
者
で
あ
っ
て
、
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心
安
定
の
た
め
だ
け
に
涯
遣
さ
れ
た
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。

こ
の
よ
う
な
寒
義
に
連
坐
下
獄
の
不
運
が
訪
れ
る
。
そ
れ
は
、
第
三
国
の
親
征
か
ら
永
柴
帯
が
蹄
還
し
た
直
後
に
、
東
宮
監
園
時
の
こ
と
が

問
題
と
さ
れ
て
起
っ
た
。

躍
部
備
蓄
呂
震
・
吏
部
向
書
粂
窟
事
府
窟
事
寒
義
を
錦
衣
衛
に
下
し
、
碩
繋
す
。
蓋
し
鴻
阻
寺
序
班
の
、
震
の
堵
戸
部
主
事
張
鶴
、
朝
参

に
儀
を
失
す
る
も
、
皇
太
子
、
震
の
故
を
以
っ
て
曲
げ
て
こ
れ
を
宥
す
を
言
う
、
を
以
つ
て
な
り
。
而
し
て
義
は
側
に
在
り
て
言
わ
ざ
る

(
『
太
宗
貫
録
』
悠
二
四
八
、
永
繁
二

O
年
九
月
丙
寅
)

の
故
な
り
。

張
鶴
は
も
と
よ
り
、
自
己
の
地
位
を
利
用
し
て
寛
大
な
慮
置
を
願
っ
た
で
あ
ろ
う
日
震
が
責
め
ら
れ
る
の
は
致
し
方
な
い
と
し
て
、
塞
義
と
楊

(

お

)

土
奇
は
東
宮
に
侍
従
し
、
そ
こ
で
行
わ
れ
た
決
裁
を
黙
認
し
た
こ
と
を
し
て
再
び
輔
導
の
責
を
間
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
慮
置
は
煩
繋
と
、



少
し
は
寛
大
な
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
約
五
箇
月
に
わ
た
り
獄
に
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
獲
わ
り
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
思
い
起
す
べ

き
は
‘
塞
義
は
克
れ
た
と
は
い
え
楊
土
奇
等
が
下
獄
さ
せ
ら
れ
た
永
繁
一
二
年
の
出
来
事
で
あ
る
。
こ
の
時
の
理
由
の
一
つ
が
、
永
繁
一
帝
へ
の

迎
え
の
使
者
の
遅
延
に
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
。
た
だ
、
こ
れ
を
い
ま
検
謹
す
る
に
、
第
二
回
親
征
の
迎
え
の
使
者
と
第
一
回
の
そ

〔

川

内

)

れ
と
は
六
日
遅
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
を
し
て
塞
義
・
楊
士
奇
は
北
京
に
召
喚
さ
れ
、
楊
土
奇
は
こ
の
時
も
下
獄
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

(

お

〉

る
。
そ
れ
も
、
氷
繁
一
帝
が
極
力
緩
や
か
な
虚
置
を
と
ろ
う
と
す
る
な
か
、
北
京
の
官
僚
群
の
意
向
か
ら
の
慮
置
で
あ
っ
た
の
を
み
る
と
、
こ
れ
ら

二
件
は
同
一
線
上
の
事
象
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
は
東
宮
監
園
を
支
え
る
塞
義
・
楊

土
奇
等
の
南
京
官
僚
群
と
、
機
舎
が
あ
れ
ば
そ
の
勢
力
を
倒
い
で
お
こ
う
と
す
る
、
永
柴
帝
の
北
巡
と
親
征
に
雇
従
し
て
き
た
北
京
官
僚
群
と

の
確
執
が
あ
っ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

近
侍
と
の
関
係

- 93ー

い
さ
さ
か
不
遇
を
か
こ
っ
た
永
祭
末
期
で
あ
っ
た
が
、
親
征
途
上
で
の
、
氷
繁
一
帝
の
死
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
洪
照
一
帝
の
即
位
は
塞
義
に
あ
ら

た
な
朕
況
を
も
た
ら
し
た
。

〔
「
土
奇
「
墓
誌
銘
」
〕

は
こ
れ
を
「
仁
宗
皇
帝
、
初
め
位
を
嗣
ぐ
に
、

一
切
の
政
議
、
預
る
者
は
三
・
四
人
に
し

て
、
公
は
首
に
居
る
」
と
す
る
。
た
し
か
に
塞
義
と
楊
士
奇
は
東
宮
輔
導
官
と
し
て
相
慮
の
待
遇
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
事
態

は
決
し
て
車
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
議
想
外
の
、
氷
繁
一
一
帝
の
死
を
前
に
し
て
終
始
そ
の
側
か
ら
離
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
近
侍

の
、
新
瞳
制
下
に
お
け
る
地
位
確
保
の
動
き
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
近
侍
と
は
、
翰
林
院
職
を
基
盤
に
永
梁
一
一
帝
の
身
近
に
仕
え
勢
力
を
蓄
え
て

〈

お

)

き
た
、
明
朝
内
閣
制
の
原
貼
と
し
て
常
に
指
摘
さ
れ
る
存
在
を
い
う
。
い
ま
し
ば
ら
く
こ
の
近
侍
に
つ
い
て
み
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

永
繁
一
帝
が
即
位
し
て
六
部
を
は
じ
め
と
す
る
中
央
官
麗
に
お
い
て
あ
ら
た
な
人
員
配
置
が
準
め
ら
れ
る
一
方
で
、
翰
林
院
の
中
・
下
級
官
で

あ
っ
た
解
繕
・
寅
准
・
胡
贋
・
胡
儲
・
楊
築
・
楊
士
奇
・
金
幼
孜
の
七
人
が
側
近
と
し
て
信
頼
を
受
け
、
翰
林
官
と
し
て
の
地
位
を
上
昇
さ

せ
、
永
繁
二
年
九
月
に
は
「
脹
聞
位
以
来
、
爾
七
人
、
朝
夕
相
い
と
も
に
事
を
共
に
し
、
左
右
を
離
れ
る
こ
と
鮮
し
。
脹
、
調
の
恭
慢
に
し
て

793 
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慨
ま
ざ
る
を
嘉
し
、
故
に
宮
中
に
在
り
て
ま
た
屡
び
こ
れ
を
言
う
。
然
れ
ど
も
恒
情
、
初
め
を
保
つ
は
易
く
、
終
り
を
保
つ
は
難
し
。
脹
、
故

に
常
に
心
に
存
し
、
爾
等
も
ま
た
宜
し
く
終
り
を
慎
む
こ
と
始
め
の
如
く
あ
る
べ
し
。
君
臣
保
全
の
美
に
庶
幾
ら
ん
こ
と
を
」
の
言
葉
と
と
も

ハ
幻
〉

に
、
全
員
に
翰
林
院
官
と
し
て
は
最
高
の
夢
土
に
相
賞
す
る
五
品
の
公
服
を
賜
興
さ
れ
る
。
さ
ら
に

一
一
一
月
に
は
、
六
部
品
門
書
・
侍
郎
へ
の
賜

興
に
あ
わ
せ
て
彼
ら
も
同
等
の
扱
い
を
受
け
、

旦
夕
、

況
ん
や
、
卿
六
人
、

「
脹
、
卿
等
に
お
い
て
偏
え
に
代
言
の
司
、
機
密
の
寓
す
る
と
こ
ろ
を
厚
く
す
る
に
あ
ら
ず
。

股
の
左
右
に
在
り
て
勤
務
助
盆
す
る
こ
と
、
尚
書
の
下
に
は
在
ら
ず
。
故
に
賜
賓
に
お
い
て
必
ず
そ
の
事
に
稿

(

お

)

(

却

〉

う
を
求
め
、
功
、
な
ん
ぞ
品
紐
に
拘
ら
ん
」
と
、
向
書
に
劣
ら
ぬ
位
置
づ
け
を
輿
え
ら
れ
、
考
満
に
際
し
て
も
特
例
と
し
て
外
任
さ
せ
な
い
よ

(

鈎

)

う
指
示
が
出
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。
こ
の
開
、
胡
僚
が
園
子
監
祭
沼
に
轄
出
、
ま
た
解
績
が
左
遷
さ
れ
る
な
ど
内
部
で
の
移
動
は
あ
る
も
の

の

彼
ら
は
ま
さ
に
一
帝
一
の
側
近
と
し
て
近
侍
し
績
け
た
の
で
あ
る
。

(

乱

)

〈

辺

〉

「
従
岡
崎
的
侍
臣
」
ま
た
「
代
言
の
司
」
と
み
る
傾
向
が
高
い
が
、
楊
土
奇
「
御
書
閣
頚
」

臣
士
奇
、
布
衣
よ
り
召
さ
れ
、
太
宗
皇
帝
、
入
り
て
大
統
を
鑑
ぐ
に
、
首
め
翰
林
編
修
に
擢
げ
ら
る
。
初
め
内
閣
を
奉
天
門
内
に
建
て
、

翰
林
の
臣
七
人
を
簡
任
し
、
そ
の
な
か
職
す
る
と
こ
ろ
は
代
言
な
る
も
、
時
に
属
し
て
更
新
し
、
九
そ
制
詔
命
令
誠
敷
の
文
、
日
に
移
し

く
し
て
、
瞳
典
庶
政
の
議
お
よ
び
事
の
機
密
に
関
わ
る
も
の
、
威
な
こ
れ
に
属
す
。
車
、
屡
び
臨
幸
を
賜
い
、
七
人
、
恒
に
早
朝
し
、
退

け
ば
印
ち
閣
に
趨
り
て
職
事
を
治
む
。
七
人
よ
り
出
る
者
な
く
、
土
奇
こ
れ
に
興
る
。

は
じ
め
は
「
代
言
」
を
職
と
す
る
と
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
れ
は
時
期
と
と
も
に
襲
化
し
て
、
「
制
詔
命
令
誠
款
の
文
」
か
ら

(

岱

)

に
興
る
よ
う
に
な
司
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
朕
態
は
嘗
時
の
官
僚
瞳
制
か
ら
し
て
本

嘗
時
の
彼
ら
へ
の
位
置
づ
け
と
し
て
は

一
般
的
な
政
書
に
基
づ
い
て

(
『
東
里
績
集
』
巻
四
四
〉
に
、

- 94ー

と
あ
る
よ
う
に
、

「
櫨
典
庶
政
の
議
」
、

そ
し
て

「
機
密
に
関
わ
る
事
」

来
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
こ
こ
に
い
う
よ
う
に
可
能
と
な
っ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
皇
帝
身
遁
の
範
囲
の
こ

と
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
六
部
向
書
を
は
じ
め
と
す
る
外
廷
官
僚
群
が
こ
れ
に
積
極
的
に
異
を
唱
え
ず
、
黙
認
す
る
姿
勢
を

と
司
た
か
ら
と
い
え
よ
う
。
嘗
時
の
六
部
官
僚
は
永
築
新
憧
制
下
で
抜
擢
を
う
け
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
心
で
あ
っ
た
吏
部
尚
書
楚
義
と
戸

部
向
書
夏
原
吉
は
特
に
信
任
厚
く
、
逆
に
こ
れ
が
た
め
に
こ
と
さ
ら
に
一
帝
の
所
業
に
反
劃
で
き
る
立
場
に
な
か
「
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ



ま
で
指
摘
し
て
き
た
建
義
の
、
現
肢
を
ま
ず
是
認
し
て
封
麿
し
よ
う
と
い
う
政
治
姿
勢
が
こ
れ
に
影
響
し
た
こ
と
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
吏
部
向
書
と
い
う
百
官
を
統
率
す
る
立
場
に
あ
る
塞
義
が
容
認
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
近
侍
の
存
在
と
彼
ら
の
位
置
づ
け
の
上
昇
に
是
正
を

か
け
る
も
の
は
も
は
や
い
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

外
廷
に
寒
義
と
夏
原
土
日
の
南
向
書
、
側
近
に
近
侍
を
控
え
る
永
祭
初
期
の
瞳
制
が
轄
機
を
迎
え
る
の
は
、
そ
の
北
巡
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。

こ
の
東
宮
監
園
時
の
人
材
配
置
に
つ
い
て
、
楊
士
奇
「
御
室
田閣
頚
」
は
端
的
に
言
い
表
し
て
い
る
。

永
柴
七
年
、
車
駕
、
持
に
北
京
に
執
し
、
皇
太
子
に
命
じ
て
監
圏
せ
し
む
。
簡
び
て
文
巨
四
人
を
留
め
て
、
輔
導
せ
し
む
。
そ
の
商
人
は

内
閣
よ
り
出
で
、
土
奇
こ
れ
に
興
る
。

・:
・
:
未
だ
幾
く
な
ら
ず
し
て
四
人
の
も
の
、
そ
の
牟
ば
は
事
あ
り
て
去
り
、
始
終
、
在
り
て
侍
す

士
奇
こ
れ
に
興
る
。

る
は
雨
入
、

こ
こ
に
「
内
閣
よ
り
出
づ
」
と
は
近
侍
の
こ
と
で
、
楊
士
奇
と
責
准
、
「
文
臣
四
人
」
の
残
る
二
人
は
寒
義
と
兵
部
尚
書
金
忠
を
指
す
。
う
ち

責
准
は
永
築
二
一
年
の
東
宮
輔
導
官
の
北
京
召
喚
時
に
下
獄
し
、
そ
の
緯
放
は
洪
照
一
帝一
の
即
位
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
金
忠
は
一
一
一
一

年
四
月
に
死
亡
す
る
。
こ
の
結
果
が
楊
士
奇
と
寒
義
の
「
商
人
」
が
「
始
終
、
在
り
て
侍
す
る
」
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

に

υ
n汐

こ
こ
に
塞
夏
南
街
書
と
近
侍
が
二
分
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
措
置
は
東
宮
監
固
に
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
と
だ
け
み
る
べ
き
で

内
面
的
に
は
外
廷
官
僚
と
近
侍
を
彼
ら
内
部
で
詰
抗
的
相
互
牽
制
扶
態
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
一
一帝
擢
の
安
定
を
意
圃

し
、
外
面
的
に
は
北
京
も
南
京
も
あ
く
ま
で
も
尚
書
H
外
廷
官
僚
を
政
策
遂
行
の
前
面
に
立
て
て
、
そ
の
裏
に
あ
る
近
侍
の
存
在
を
極
力
遮
蔽

し
よ
う
と
す
る
目
的
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
先
に
み
た
よ
う
な
北
京
か
ら
の
南
京
へ
の
牽
制
の
動
き
に
明
確
に
現
れ
る
し
、
さ
ら

に
『
明
史
』
の
塞
義
・
夏
原
士
同
一
問
者
の
俸
に
、
嘗
時
の
南
京
の
政
務
は
塞
夏
南
向
書
に
よ
っ
て
慮
理
さ
れ
、
こ
の
二
人
で
す
べ
て
が
成
り
立

司

ハ
川
品
)

て
い
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
奥
え
る
記
事
に
象
徴
的
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
永
繁
一
一
帝
の
南
京
不
在
の
期
聞
が
長
く
な
る
ほ
ど
に
、
北
京
に
主

い
ま
南
京
に
残

っ
た
楊
土
奇
と
、
北
巡
に

Z
E
、。

lvサ
j
B
V

す
な
わ
ち
、

導
権
が
移
行
し
て
い
っ
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
は
近
侍
相
互
の
関
係
に
も
及
ん
だ
。

795 

思
従
し
た
楊
策
・
金
幼
孜
と
を
比
較
す
る
と
、

永
祭
即
位
の
年
に
は
と
も
に
侍
議
、

五
年
の
段
階
で
は
楊
柴
が
倉
事
府
右
庶
士
、

他
の
二
人
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は
一
議
徳
と
ほ
ぼ
差
が
な
い
朕
態
で
あ
っ
た
の
が
、
翰
林
事
土
と
な
る
の
は
楊
築
と
金
幼
孜
が
一
四
年
四
月
で
あ
る
の
に
楊
土
奇
は
一
年
近
く
遅

れ、

さ
ら
に
前
二
者
は
一
八
年
に
文
淵
聞
大
拳
土
と
な
る
の
に
、
楊
士
奇
は
永
築
聞
に
大
事
士
と
な
る
こ
と
は
な
か
司
た
の
で
あ
る
。

、
氷
繁
期
に
北
京
の
楊
築
・
金
幼
孜
が
楊
土
奇
よ
り
一
頭
地
を
抜
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
永
繁
一
帝
の
死
に
直
面
し
て
の
彼
ら
の
行
動

(

お

)

は
速
や
か
で
あ
っ
た
。
楊
士
奇
「
楊
公
墓
誌
銘
」
に
は
、
北
征
中
の
劃
話
と
と
も
に
、
そ
の
前
後
の
こ
と
を
衣
の
よ
う
に
-
記
録
す
る
。

一
日
、
上
、
従
容
と
し
て
帳
殿
に
坐
し
、
公
二
人
に
議
し
て
日
く
、
東
宮
監
園
久
し
く
、
政
務
に
熟
す
。
こ
れ
鯖
れ
ば
悉
く
付
す
に
天
下

の
事
を
以
っ
て
し
、
吾
、
惟
だ
莫
年
に
優
品
併
せ
ん
、
と
。
二
公
共
に
劃
え
て
日
く
、
皇
太
子
、
孝
友
に
し
て
仁
厚
、
天
下
、
心
を
属
す
。

允
に
陛
下
の
付
託
に
稿
わ
ん
、
と
。
上
、
悦
ぶ
。
師
、
検
木
川
に
次
る
に
、
上
、
不
譲
、
既
に
し
て
上
賓
す
。
お
よ
そ
泳
浴
・
襲
糞
・
飯

含
・
棺
欽
一
切
の
躍
は
悉
く
二
公
に
出
、
衆
、
遂
に
公
を
推
し
て
、
先
に
馳
せ
鯖
り
て
報
ぜ
し
む
。
既
に
至
り
て
尚
書
寒
公
等
と
同
に
喪

躍
を
議
す
。
遂
に
即
位
の
穫
を
議
し
、
仁
宗
皇
帝
、
位
を
嗣
ぐ
。
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永
繁
一
帝
に
生
前
の
政
権
譲
渡
の
意
向
が
あ
っ
た
と
い
う
の
に
つ
い
て
は
議
論
の
徐
地
が
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
こ
で
み
る
べ
き
は
楊
柴
が
嘗
座
の

慮
置
を
済
ま
せ
る
と
、
い
ち
早
く
蹄
京
し
て
遺
命
を
停
え
、
喪
曜
か
ら
即
位
に
至
る
ま
で
の
主
導
擢
で
、
楊
士
奇
・
塞
義
に
一
議
る
と
こ
ろ
が
な

か
司
た
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
洪
照
一
帝
の
即
位
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
の
東
宮
輔
導
官
が
優
遇
さ
れ
る
こ
と
は
嘗
然
で
、
三
公
三
孤
が
新
設
さ
れ
る

(

叩

山

)

や
、
ま
ず
永
築
以
来
の
功
臣
張
輔
に
太
師
、
塞
義
に
少
保
が
、
さ
ら
に
績
け
て
塞
義
に
少
師
、
楊
士
奇
に
少
保
が
興
え
ら
れ
た
時
に
、
楊
祭
と

(

幻

〉

金
幼
孜
は
そ
れ
ぞ
れ
太
子
少
停
と
太
子
少
保
と
差
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
が
確
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
は

い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
塞
義
が
少
保
と
な
っ
た
時
、
楊
築
は
太
常
寺
卿
、
金
幼
孜
は
戸
部
右
侍
郎
、
楊
土
奇
は
櫨
部
左
侍
郎
、
責
准
は
通
政
使

(

叩

叫

)

さ
ら
に
楊
士
奇
が
華
蓋
殿
大
拳
士
、
責
准
が
武
英
股
大
拳
土
と
な
る
よ
う
に
、
近
侍
の
扱

と
、
名
目
的
と
は
い
え
と
も
に
正
三
品
官
と
さ
れ
、

い
は
な
に
よ
り
卒
均
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
近
侍
同
士
の
卒
衡
化
現
象
に
つ
い
て
興
味
深
い
の
は
「
縄
怒
糾
謬
印
」
の
賜
興
に
つ

い
て
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
仁
宗
貫
録
』
は
、

少
停
乗
吏
部
向
書
塞
義
・
少
保
乗
華
蓋
殿
大
事
士
楊
士
奇
・
太
子
少
停
乗
謹
身
殴
大
事
土
楊
柴
・
太
子
少
保
乗
武
英
殿
大
事
土
金
幼
孜
に



銀
圃
書
各
一
を
賜
う
。
そ
の
文
に
日
く
、
縄
忽
糾
謬
、
と
。
な
お
識
し
て
日
く
、
卿
等
は
皆
、
園
家
の
奮
臣
、
先
一
帝
に
祇
事
し
て
二
十
徐

年
、
ま
た
朕
に
春
宮
に
事
え
、
練
達
老
成
な
り
。

:
:
:
お
よ
そ
政
事
に
開
り
あ
り
て
、
或
い
は
群
臣
こ
れ
を
言
い
て
、
脹
い
ま
だ
従
わ

ず
、
或
い
は
卿
等
こ
れ
を
言
い
て
、
脹
従
わ
ざ
る
あ
ら
ば
、
悉
く
こ
の
印
を
用
い
て
密
疏
以
聞
せ
よ
。
そ
れ
再
三
こ
れ
を
言
う
を
偉
る
母

(巻
二
下
、
永
築
二
ご
年
九
月
戊
戊
)

れ

と
、
永
祭
以
来
の
奮
臣
と
認
め
て
密
疏
の
た
め
の
印
章
を
、
寒
義
・
楊
士
奇

・
楊
柴
・
金
幼
孜
に
輿
え
た
と
す
る
。
し
か
し
こ
こ
に
至
る
ま
で

(

ぬ

〉

に
次
の
よ
う
な
経
過
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
楊
士
奇
「
賜
印
-一章
記
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
洪
照
一
帝
が
寒
義

・
楊
士
奇
に
「
縄

怒
糾
謬
印
」
を
興
え
て
数
日
後
に
、
夏
原
士
口
に
も
こ
れ
を
下
賜
し
よ
う
と
し
た
の
に
劃
し
て
、
揚
士
奇
は
「
臣
と
楊
柴
・
金
幼
孜
は
賞
に
職
任

を
同
じ
く
す
。
今
、
賜
の
二
人
に
及
ば
ず
。
幸
う
ら
く
は
、
天
恩
は
こ
れ
を
均
し
く
せ
ん
こ
と
を
」
と
主
張
し
、
結
果
的
に
は
楊
柴
・
金
幼
孜

に
も
同
様
の
慮
置
が
な
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
楊
土
奇
に
近
侍
内
部
で
の
卒
衡
関
係
が
範
れ
る
こ
と
へ
の
配
慮
が
あ
っ
た
こ
と

が
み
え
る
。
こ
れ
は
皇
帝
の
側
近
に
あ
っ
て
政
策
決
定
に
参
輿
し
な
が
ら
も
、
官
制
上
に
明
確
な
位
置
づ
け
を
持
た
な
い
も
の
と
し
て
、
あ
く
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ま
で
も
一
定
の
数
を
も
っ
て
自
ら
の
存
在
を
確
買
な
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
近
侍
の
立
場
か
ら
取
ら
れ
た
行
動
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
結
果
的
に
夏
原
音
へ
の
賜
興
は
、
留
定
義
が
少
師
と
な
る
の
に
合
わ
せ
て
少
保
と
な
っ
た
二
箇
月
後
に
ま
で
遅
れ
る
こ
と
に

(
川
叫
〉

な
る
が
、
こ
の
時
に
塞
義
か
ら
積
極
的
な
働
き
か
け
が
あ
っ
た
形
跡
は
な
く
、
近
侍
聞
の
相
互
扶
助
精
神
と
の
好
封
照
を
み
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
寒
義
の
現
肢
を
と
も
す
れ
ば
容
認
し
て
い
く
政
治
姿
勢
は
、
地
位
の
上
昇
、
さ
ら
に
政
治
へ
の
謹
言
力
を
確
保
し
よ
う
と
目
論
む

近
侍
に
と
っ
て
、
ま
こ
と
に
好
都
合
で
刺
用
債
値
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

(
4〉

洪
照
一
帝
の
即
位
か
ら
五
箇
月
後
、
長
陵
造
営
を
理
由
に
楊
築
が
工
部
尚
書
に
、
さ
ら
に
卒
衡
化
そ
の
ま
ま
に
、
責
准
・
楊
士
奇

・
金
幼
孜
が
そ

(

m

M

)

 

れ
ぞ
れ
戸
部

・
兵
部
・
理
部
の
向
書
職
を
輿
え
ら
れ
、
つ
い
に
外
官
の
最
高
官
職
の
名
競
を
受
け
る
ま
で
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
名
目

(

日

制

)

的
な
も
の
と
は
い
え
、
そ
の
意
味
は
小
さ
く
は
な
い
が
、
そ
れ
以
上
に
注
目
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
楊
土
奇
が
密
疏
を
行
い
、

そ
れ
に
劃
し
て
洪
照
脅
が
「
卿
の
奏
す
る
と
こ
ろ
を
賢
る
に
、
朕
を
導
く
に
仁
を
以
っ
て
、
脹
を
助
く
る
に
徳
を
以
っ
て
し
、
脹
の
唐
虞
の
君
た

- 97ー
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る
を
欲
す

0

・
:
:
誠
に
忠
良
股
肱
の
臣
な
り
。
朕
、
朝
夕
慮
る
、
卿
等
、
脹
の
震
極
に
億
居
す
る
を
以
っ
て
、
詰
責
あ
る
を
由民
れ
、
あ
え
て
進
言

せ
ざ
る
を
。
今
、
奏
す
る
と
こ
ろ
を
賀
て
、
脹
、
甚
だ
析
喜
し
、
哀
を
慰
む
る
に
足
れ
り
。
但
だ
望
む
ら
く
は
、
卿
、
始
終
一
の
如
く
、
知
り

(

必

〉

て
言
わ
ざ
る
な
く
、
以
て
朕
の
委
託
の
意
に
副
え
」
と
答
え
た
と
『
仁
宗
賃
銭
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
密
疏
の
内
容
は
明
ら
か

で
は
な
い
が
、
返
答
か
ら
類
推
す
る
に
政
治
関
係
の
直
言
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
本
来
な
ら
ば
内
向
き
に
慮
理
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
、
『
貫
録
』

の
記
事
と
し
て
蔑
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
獲
化
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
弘
文
館
の
開
設
で
あ
る
。
そ
の
際
に
洪
照
一
帝
が
「
卿
等
、
各

(

日

出

)

の
職
務
あ
り
。
股
、
別
に
事
行
端
謹
の
老
儒
数
人
を
得
て
、

自
に
燕
聞
に
侍
し
顧
問
に
備
え
ん
と
欲
す
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
本
来

は
楊
土
奇
等
の
近
侍
に
期
待
し
た
こ
と
を
別
枠
で
再
設
定
し
よ
う
と
い
う
こ
と
は
、
裏
返
せ
ば
近
侍
が
「
各
の
職
務
あ
る
」
朕
態
、
そ
れ
は
向

書
職
崎
市
で
は
な
く
ま
さ
に
機
密
に
関
わ
る
政
治
的
位
置
づ
け
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
公
言
し
た
に
等
し
い
。
こ
の
ニ
例
は
、
従
来
は
皇
帝
側
近

と
し
て
、
外
界
か
ら
遮
蔽
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
司
た
近
侍
が
、

一
般
的
に
認
知
さ
れ
、
そ
れ
が
表
面
化
し
て
き
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
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四

吏
部
向
室
田
退
任
に
向
け
て

(

必

〉

(

円

引
)

遷
都
の
意
向
を
表
明
し
、
東
宮
時
代
の
輔
導
官
塞
義
・
楊
土
奇
へ
の
印
の
賜
興
な
ど
、
南
京
へ
の
傾
斜
を
強
め
た
洪
照
一
帝
で
あ
っ
た
が
、
即

位
よ
り

一
年
足
ら
ず
で
死
亡
し
、
宣
徳
一
帝
の
時
代
を
迎
え
る
。
〔
「
土
奇

「墓
誌
銘
」〕

は

「宣
宗
皇
一
一帝
、
位
を
嗣
ぎ
、

一
切
の
政
議
、
公
、
数

人
に
腐
す
は
仁
宗
の
初
め
の
如
し
」
と
し
、
『
明
史
列
停
』
は
こ
れ
を
「
宣
宗
聞
位
、
義
・
原
吉
を
召
し
て
嘉
努
す
」
と
、
特
に
塞
義
と
夏
原

吉
の
二
人
を
強
調
す
る
。
宣
徳
一
帝
が
こ
の
南
者
に
信
頼
感
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
戸
部
向
書
陳
山
の
「
(
塞
夏
)
商
人
、
賛
ず
れ
ば
、

上
、
必

(

必

〉

ず
行
わ
ん
」
と
い
う
言
葉
に
も
窺
え
、
ま
た
『
宣
宗
貫
録
』
が
一
帝
と
差
義

・
夏
原
士
口
の
密
接
な
関
係
を
随
所
に
記
載
す
る
こ
と
に
も
現
れ
る
。

こ
れ
に
劃
し
て
近
侍
に
闘
す
る
記
事
は
極
端
に
少
な
く
な
る
が
、
そ
こ
に
は
洪
県
期
に
近
侍
の
存
在
を
公
的
に
扱
う
傾
向
が
で
た
こ
と
へ
の
反

省
が
あ
り
、
新
政
権
設
足
時
に
お
い
て
は
原
貼
に
闘
っ
て
、
近
侍
は
あ
く
ま
で
近
侍
と
し
て
扱
う
と
い
う
宣
徳
一
帝
一
の
意
向
が
あ
っ
た
と
み
る
べ

き
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、

こ
こ
に
政
治
運
営
の
主
置
が
外
廷
官
僚
に
あ
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
の
は
、

あ
く
ま
で
も
表
面
的
な
・
事
象
に
す
ぎ



ず、

寅
際
上
で
は
近
侍
の
勢
力
鎮
大
は
弱
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

に
、
塞
夏
商
向
書
と
と
も
に
、
近
侍
と
し
て
楊
築
・
楊
土
奇
が
雇
従
し
た
こ
と
は
そ
の
一
端
を
一
示
す
が
、
そ
れ
以
上
に
安
南
へ
の
劃
臆
に
閥
わ

漢
王
高
照
へ
の
親
征
、

ま
た
宣
徳
三
年
の
約
一
箇
月
の
巡
謹
行

る
動
き
に
こ
れ
は
如
寅
に
現
れ
る
。

安
南
の
経
営
は
永
築
五
年
の
卒
定
か
ら
始
ま
?
た
が
、
遠
隔
地
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
困
難
を
と
も
な
?
た
。
そ
れ
は
宣
徳
期
に
入
っ
て
も

饗
わ
ら
ず
、
つ
い
に
饗
利
の
要
請
に
よ
っ
て
陳
王
の
嫡
孫
暑
を
立
て
て
加
封
瞳
制
に
切
り
替
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

と
を
宣
徳
二
年
一

O
月
末
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
記
述
し
、

『
宣
宗
貫
録
』
は
こ
の
こ

こ
こ
で
は
宣
徳
一
帝
の
意
向
に
劃
し
て

り
。
か
っ
、
兵
を
僅
せ
て
民
を
息
ん
じ
る
の
は
、
上
、
天
の
心
に
合
す
。
こ
れ
に
輿
え
る
が
便
な
り
」
と
賛
意
を
表
し
、
決
定
さ
れ
た
と
す
る

(

必

)

(

印

)

が
、
事
態
は
そ
れ
ほ
ど
皐
純
で
は
な
か

っ
た
。
こ
の
時
の
経
過
を
詳
し
く
俸
え
る
揚
土
奇
『
聖
議
録
』
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。
繋
利
か

「
群
臣
」
が

「
陛
下
の
心
は
租
宗
の
心
な

ら
の
要
請
を
受
け
た
宣
徳
一
帝
が
ま
ず
張
輔
に
諮
る
と
彼
は

み
」
と
意
見
を
述
べ
、
績
い
て
問
わ
れ
た
塞
義
と
夏
原
士
口
も
「
こ
れ
に
興
え
る
に
名
な
く
、
徒
ら
に
弱
き
を
天
下
に
示
す
」
と
し
て
こ
れ
に
反

「
こ
れ
従
う
べ
か
ら
ず
。

ま
さ
に
盆
す
兵
を
裂
し
て
、

こ
の
賊
を
訴
す
る
の
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封
し
た
。
そ
の
後
に
一
管
が
楊
柴
・
楊
土
奇
に
三
人
の
意
見
を
示
し
て
「
爾
雨
人
と
こ
れ
を
決
す
」
意
向
を
俸
え
る
と
、
楊
築
は
「
護
兵
の
説
、

必
ず
従
う
べ
か
ら
ず
。
そ
の
請
に
因
り
て
こ
れ
を
興
え
る
に
し
か
ず
。
繭
を
旋
し
て
一
隅
と
篤
す
ベ
し
」
と
答
え
、
楊
土
奇
も
こ
れ
に
同
調
し
、

脅
は
「
汝
商
人
の
言
、
ま
さ
に
吾
が
意
に
合
す
」
と
し
て
、
こ
こ
に
使
者
の
涯
遣
を
決
定
し
た
。
さ
ら
に
使
者
の
人
選
に
お
い
て
は
塞
義
が
そ

楊
土
奇
も

の
地
の
言
語
に
通
じ
る
の
を
理
由
に
伏
伯
安
を
推
薦
す
る
と
、

今
度
は
夏
原
士
口
が
こ
れ
に
反
劃
し

「伏、

稼
行
あ
り
て
同
学
識
な

し
。
こ
れ
を
遣
わ
せ
ば
必
ず
や
園
を
厚
し
む
」
と
し
、
塞
義
の
提
案
は
却
下
さ
れ
た
、
と
い
う
。
園
家
の
大
事
で
あ
っ
た
安
南
の
慮
置
を
巡
っ

て
の
功
臣
張
輔
と
外
廷
官
僚
の
代
表
と
も
い
う
べ
き
吏
部
・
戸
部
南
街
書
の
意
見
は
、
楊
築
・
楊
土
奇
の
近
侍
に
よ
っ
て
い
と
も
簡
単
に
覆
さ

れ
、
さ
ら
に
振
遣
す
る
使
者
の
人
選
に
お

い
て
の
寒
義
の
提
案
も
彼
ら
に
一
蹴
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
蛍
時
の
政
策
決
定
の
寅
態
を

窺
う
こ
と
は
容
易
で
、
近
侍
の
存
在
の
大
き
さ
を
認
識
し
、
さ
ら
に
差
義
は
吏
部
向
垂
直
で
あ
り
な
が
ら
、
人
材
の
評
債
・
選
抜
と
い
う
最
も
本

幹
に
関
わ
る
と
こ
ろ
で
さ
え
も
、
瑳
言
力
を
持
ち
え
な
い
朕
況
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
な
る
。

799 
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近
侍
は
ま
さ
に
後
代
の
内
閣
と
呼
ば
れ
る
に
相
慮
し
い
ま
で
に
成
長
し
、
吏
部
向
書
は
官
制
の
う
え
で
は
最
高
官
職
で
あ
り
な
が
ら
、
賞
際

的
な
重
要
政
策
の
決
定
に
お
い
て
は
こ
れ
を
凌
ぐ
存
在
を
戴
く
こ
と
に
な
っ
た
。
首
時
、
建
義
が
少
師
で
、
楊
士
奇
の
少
停
、
楊
築
の
太
子
少

停
と
比
し
て
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
こ
の
三
公
三
孤
に
つ

い
て
は
常
に
寒
義
が
先
行
す
る
形
で
授
興
さ
れ
、
こ
れ
は
ま
た

近
侍
に
授
興
す
る
に
際
し
て
の
抵
抗
を
排
除
す
る
た
め
の
環
境
整
備
で
あ
っ
た
こ
と
を
み
る
と
き
、

そ
の
差
は
意
味
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
な

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
近
侍
優
位
の
状
況
が
整
い
つ
つ
あ
る
な
か
で
宣
徳
一
帝
一
の
巡
遊
が
暴
行
さ
れ
、

(

日

)

ら
の
貫
質
的
退
任
が
決
定
さ
れ
た
。
時
に
宣
徳
三
年
一

O
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
開
還
を
機
に
宮
定
義
の
吏
部
向
書
か

ま
た
巡
謹
に
従
い
、
既
に
し
て
還
る
。
公
の
年
老
を
以
っ
て
、
煩
わ
せ
る
に
有
司
の
務
を
以
っ
て
す
る
を
欲
せ
ず
。
教
を
賜
い
て
日
く
、

卿
、
組
宗
に
事
え
て
放
を
積
み
誠
に
勤
む
。
朕
、
嗣
統
以
来
も
っ
と
も
賛
輔
に
責
し
、
夙
夜
在
念
し
て
始
絡
を
善
く
せ
ん
と
園
る
。
蓋
う

に
、
卿
の
春
秋
高
き
を
以
て
な
お
劇
司
を
典
ら
し
む
は
、
優
老
待
賢
の
檀
の
嘗
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
。
況
ん
や
師
保
の
重
き
は
寅
亮
職
と

に
邦
家
を
寧
ん
ず
ベ
し
。
そ
れ
精
神
を
専
ら
に
思
慮
を
審
ら
か
に
し
、
盆
す
嘉
猷
を
致
し
用
っ
て
老
成
に
春
侍
す
る
の
一
意
に
稽
わ
ん
こ
と
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な
し
、
庶
政
に
煩
わ
せ
ず
。
す
な
わ
ち
街
見
に
副
い
て
吏
部
の
務
を
鞍
め
、
朝
夕
、
脹
の
左
右
に
在
り
て
相
い
興
に
至
理
を
討
論
し
、
共

を

〔
土
奇
「
墓
誌
銘
」〕

こ
こ
に
寒
義
の
永
幾
即
位
の
年
か
ら
の
吏
部
向
書
の
時
代
は
終
り
を
告
げ
る
。

お

わ

り

塞
義
を
評
し
て
〔
土
奇
「
墓
誌
銘
」
〕
は

公
の
人
と
な
り
、
沈
深
に
し
て
質
賞
、
和
厚
に
し
て
筒
静
、
内
に
孝
友
の
行
あ
り
。
君
に
事
え
て
誠
あ
り
、
人
を
慮
し
て
量
あ
り
。
排
逆

す
る
と
こ
ろ
な
く
、
い
ま
だ
嘗
て
軽
が
る
し
く
渉
り
て
一
語
と
し
て
物
を
傷
つ
け
や
す
。
法
を
議
す
る
に
至
り
て
は
ま
た
有
く
も
包
含
を
震

さ
ず
し
て
、
必
ず
や
中
正
に
揮
す
。



さ
ら
に
績
け
て
、

魯
簡
粛
の
忠
賓
に
し
て
歎
か
ず
、
李
文
正
の
人
を
傷
つ
け
物
を
害
せ
ず
、
張
忠
定
の
玩
好
を
飾
ら
ず
、
停
献
簡
の
人
を
遇
す
る
に
誠
を
以

(

臼

)

っ
て
し
、
花
忠
文
の
城
府
を
設
け
ざ
る
は
、

公
、
蓋
し
兼
ね
て
こ
れ
あ
り
。

と
い
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
寒
義
そ
の
人
は
、
な
に
よ
り
誠
買
で
、
他
人
と
手
い
傷
つ
け
る
こ
と
も
な
く
、
封
人
閥
係
き
わ
め
て
よ
く
、
中
正
を

旨
と
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
同
時
代
に
、
東
宮
監
園
を
も
含
め
て
官
僚
人
生
の
大
卒
を
と
も
に
過
ご
し
た
楊
土
奇
の
、
そ
れ
も
墓
誌
銘
に

お
お
む
ね
こ
の
よ
う
な
人
物
で
あ

っ
た
と
考
え
て
よ
い
。

お
け
る
評
債
で
あ
る
故
に
、

い
さ
さ
か
割
り
引
い
て
み
る
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、

こ
れ
は
そ
の
ま
ま
彼
の
政
治
姿
勢
、
す
な
わ
ち
現
黙
を
ま
ず
は
是
認
し
、
そ
の
枠
内
で
卒
穏
裡
に
事
柄
を
慮
理
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
現
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
性
向
は
逆
に
み
れ
ば
、
自
己
を
も
含
め
て
周
遁
の
混
飽
を
回
避
す
る
こ
と
、
そ
の
た
め
自
己
主
張

は
極
力
抑
え
る
こ
と
に
遁
じ
、
彼
が
す
ぐ
れ
て
調
整
型
の
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
衣
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。
永
繁
一
帝
一
の
求
め
に
底

じ
て
、
信
任
厚
か
っ
た
頃
の
解
繕
が
塞
義
を
「
そ
の
資
は
厚
重
な
る
も
、
市
れ
ど
も
う
ち
に
定
見
な
し
」
と
許
し
、
こ
れ
を
後
に
目
に
し
た
洪

(

臼

)

照
一
帝
一
が
「
人
は
率
ね
緒
を
狂
土
と
謂
う
も
、
籍
、
狂
土
に
あ
ら
ず
。
さ
き
に
論
ず
る
と
こ
ろ
皆
、
定
見
な
り
」
と
し
た
と
い
う
し
、
さ
ら
に
、

'
i
 

A
U
 

義
、
原
士
口
に
覗
べ
て
も
っ
と
も
重
厚
、
郡
守
を
慎
揮
し
考
察
は
明
恕
に
し
て
、
競
し
て
職
に
稀
う
と
な
す
。
然
れ
ど
も
敢
え
て
専
断
せ
ず
、

顧
問
を
承
る
ご
と
に
、
南
端
を
持
し
て
人
主
を
し
て
自
ら
捧
ば
し
む
。
楊
土
奇
、
一
帝
前
に
義
を
詰
り
て
日
く
、

と
。
義
、
鷹
え
て
日
く
、
歯
葬
、
後
憂
と
な
る
を
恐
れ
る
の
み
、
と
。
一
帝
、
笑
い
て
日
く
、
二
卿
の
言
、
皆
是
な
り
。 何

ぞ
過
ぎ
て
慮
る
や
、

(
『
明
史
列
俸
』
)

と
い
う
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
寒
義
は
闘
平
に
調
整
型
の
域
を
越
え
て
、
自
己
抑
制
と
慎
重
さ
の
あ
ま
り
に
雨
論
併
記
で
決
裁
を
避
け
る
傾
向
が

あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
政
策
決
定
に
携
わ
る
官
僚
へ
の
評
債
と
し
て
は
問
題
の
多
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
定
見
な

し
」
「
過
ぎ
て
慮
る
」
と
評
さ
れ
て
も
、
あ
え
て
自
己
を
主
張
し
な
い
こ
と
で
直
接
的
に
現
肢
に
混
飽
を
起
さ
な
い
こ
と
に

こ
そ
、
塞
義
は
自
ら
の
存
在
債
値
を
見
出
し
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
塞
義
は
楊
築
か
ら
非
難
を
受
け
た
折
に
、

「
南
端
を
持
す
」

」
れ
は
思

801 

惑
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
大
臣
た
る
も
の
は
こ
の
よ
う
で
あ
っ
て
嘗
然
で
、
今
後
に
彼
を
語
る
も
の
が
あ
っ
て
も
慎
重
に
劃
庭
す
る
よ
う
に
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(

臼

)

と
、
宣
徳
一
帝
に
劃
し
て
か
え
っ

て
楊
柴
を
排
護
す
る
言
鮮
を
並
べ
た
と
い
う
が
、
こ
れ
な
ど
寒
義
そ
の
も
の
と
い
え
る
逸
話
な
の
で
あ
る
。

官
僚
が
そ
の
地
位
に
あ
る
時
、

「
ー
と
し
て
な
に
を
な
す
か
」
が
問
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
逆
に
「
J
で
あ
る
」
こ
と
に
意
味
を
持
つ
こ

と
も
あ
り
う
る
。
窪
義
は
ま
さ
に
そ
の
象
徴
的
存
在
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
永
祭
政
権
の
成
立
時
、
官
界
に
不
安
感
が
渦
巻
く
な
か
で
の
吏
部

尚
書
へ
の
抜
擢
、
そ
こ
に
求
め
ら
れ
た
の
は
な
に
よ
り
安
定
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
後
に
永
繁
一
帝
の
北
巡
が
開
始
さ
れ
る
と
北
京
官
僚
群
と
南
京

官
僚
群
と
の
競
合
開
係
、
洪
照
帝
一
が
即
位
す
る
と
永
楽
屋
従
者
と
東
宮
輔
導
官
と
の
微
妙
な
闘
係
と
、
塞
義
の
眼
前
で
展
開
す
る
事
態
は
い
ず

れ
か
に
傾
く
強
引
な
慮
置
で
は
な
く
、

た
く
み
な
調
整
に
よ
っ
て
こ
そ
推
移
す
る
も
の
で
あ
司
た
。
そ
の
意
味
で
は
蓮
義
が
吏
部
向
書
で
あ
「

た
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
さ
ら
に
、
近
侍
の
問
題
で
あ
る
。
正
規
の
官
僚
瞳
制
か
ら
い
え
ば
、
翰
林
官
に
す
ぎ
な
い
彼
ら
が
政
治
に
閥
興
す

る
こ
と
は
も
と
よ
り
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
し
、

そ
れ
に
最
も
巌
し
く
制
御
を
か
け
る
べ
き
な
の
は
六
部
向
書
、
な
か
で
も
吏
部
向
書
で

あ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
寅
際
に
は
、
政
治
運
営
の
主
瞳
は
あ
く
ま
で
も
外
廷
官
僚
、
と
く
に
寒
義

・
夏
原
士
口
の
南
向
書
に
あ
る
と
装
わ
れ

る
な
か
で
、
近
侍
は
着
々
と
翰
林
院
な
い
し
窟
事
府
官
と
し
て
の
地
位
を
上
昇
さ
せ
、
そ
れ
に
つ
れ
て
政
治
へ
の
護
言
力
を
高
め
、
さ
ら
に
は
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名
目
的
と
は
い
え
尚
書
等
の
地
位
を
え
て
い
司
た
。
こ
の
よ
う
な
動
き
に
塞
義
が
敢
然
と
異
を
唱
え
た
形
跡
は
皆
無
で
、
逆
に
唯
々
諾
々
と
永

繁
一
帝
一
の
意
向
に
従
っ
た
と
さ
え
い
え
る
。

洪
照
一
帝
の
も
と
で
三
公
三
孤
が
置
か
れ
る
に
お
よ
ん
で
、

常
に
塞
義
が
最
も
高
い
地
位
を
興
え
ら

れ
、
そ
れ
に
連
れ
て
近
侍
に
も
師
停
の
職
が
興
え
ら
れ
、

そ
れ
を
し
て
彼
ら
が
よ
り
護
言
力
を
高
め
た
の
を
み
れ
ば
、

い
か
に
彼
の
存
在
が
近

侍
の
成
長
に
興
か
つ
て
カ
が
あ
っ
た
か
が
分
か
ろ
う
。
塞
義
が
吏
部
向
書
で
あ
っ
た
こ
と
、

さ
ら
に
す
ぐ
れ
て
現
買
を
容
認
し
、
混
鋭
を
回
避

し
よ
う
と
す
る
調
整
型
の
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
最
大
限
に
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
明
朝
内
閣
制
の
形
成
に
つ
い
て
、
従

来
は
本
論
で
い
う
近
侍
に
主
貼
が
置
か
れ
、
彼
ら
の
地
位
、

さ
ら
に
言
動
を
軸
に
検
討
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
に
み
る
よ
う
な
そ
れ
を
許
し
た

周
囲
の
朕
況
に
も
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
こ
そ
、
官
制
上
で
は
認
め
ら
れ
な
い
存
在
が
、
内
閣
と
し
て
政
治
運
営
の
主
導

擢
を
行
使
し
う
る
ま
で
に
な
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

寒
義
が
吏
部
尚
書
で
あ
っ
、
た
の
は
三

O
年
を
越
え
る
。

し
か
し
、
寅
質
的
に
は
永
築
北
巡
時
の
一
時
期
は
減
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、



ま
た
時
代
が
進
み
近
侍
の
勢
力
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
て
、
吏
部
向
書
で
は
あ
る
も
の
の
、
外
廷
官
僚
の
最
高
職
と
し
て
の
存
在
感
は
減
少
し

て
い

っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
宣
徳
三
年
一

O
月
に
名
目
は
残
し
て
貫
質
的
に
寒
義
の
退
任
が
決
定
さ
れ
た
の
は
、
も
は
や
近
侍
を
遮
蔽
す

る
存
在
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
司
た
。
後
任
に
左
侍
郎
で
あ
っ
た
郭
瑳
の
昇
格
が
議
論
さ
れ
る
が
、
そ
の
際
に
楊
土
奇
が
「
吏
部

(

日

)

向
書
、
才
皐
と
も
に
優
れ
る
者
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
以
っ
て
こ
れ
に
蛍
た
る
に
足
ら
ず
」
と
し
、
ま
た
「
宜
し
く
大
臣
の
経
術
に
逼
じ
今
古
を
知

(

部

)

る
者
を
妙
揮
す
ベ
し
」
と
そ
れ
に
反
封
し
、
彼
以
外
に
人
材
を
求
め
る
よ
う
進
言
し
た
と
い
う
。
結
果
的
に
は
半
年
後
に
郭
瑳
が
向
蓄
に
就
任

(

貯

〉

す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
に
後
代
の
内
閣
に
よ
る
吏
部
向
書
を
は
じ
め
と
す
る
官
僚
人
事
へ
の
巧
み
な
介
入
の
原
駐
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
意
味
で
い
え
ば
、
こ
の
尚
書
交
代
は
た
だ
に
彊
義
の
長
き
に
わ
た
る
吏
部
尚
書
時
代
の
終
鷲
で
は
な
く
、
近
侍
が
ま
さ
に
内
閣
と

呼
ば
れ
る
に
相
躍
し
い
ま
で
に
位
置
づ
け
を
輿
え
ら
れ
た
象
徴
的
事
象
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
瑳
、
六
卿
に
長
た
る
と
い
え
ど
も
、
然
れ
ど

ま
た
政
は
内
閣
に
掃
す
」
と
の
徐
乾
事
の
言
葉
は
、
ま
さ
に
正
鵠
を
射
た
も
の
と
い
え
る
。

最
後
に
向
書
退
任
後
の
塞
義
で
あ
る
が
、

に
死
亡
し
た
。
享
年
七
三
歳
、
誌
は
忠
定
、
吏
部
尚
書
の
名
競
は
も
と
の
ま
ま
に
、
特
進
光
職
大
夫
・
太
師
を
贈
ら
れ
、
故
郷
で
あ
る
四
川
巴

(

弱

)

(

臼

)

鯨
に
葬
ら
れ
た
。
臨
終
に
際
し
て
正
統
一
帝
に
残
し
た
最
後
の
言
葉
が
「
惟
だ
洪
武
の
成
憲
を
敬
守
し
、
始
終
添
え
ざ
る
の
み
L

と
あ
る
の
は
、

た
だ
租
訓
の
遵
守
を
い
う
の
で
は
な
く
、
宰
相
の
出
現
を
巌
し
く
禁
じ
た
洪
武
一
帝
の
意
向
を
想
起
す
る
な
か
で
、
近
侍
の
成
長
を
容
認
し
、
そ

れ
に
利
用
さ
れ
た
自
身
へ
の
反
省
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
み
る
の
は
、
穿
ち
す
ぎ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

も
望
軽
く
、

「
忠
厚
寛
弘
」
の
銀
印
、

803 

詰
(

1

)

各
書
の
「
宙
定
義
俸
」
の
所
裁
は
次
の
通
り
。
『
明
史
列
捕
時
』
巻
一
一

六
・
『
績
蔵
書
』
巻
八
・
『
本
朝
分
省
人
物
考
』
巻
一

O
八
・
『
明
史
』

巻
一
四
九
、
列
俸
三
七
。

(
2
〉
〔
土
奇
「
墓
誌
銘
」
〕
。

ま
た
邸
宅
を
賜
輿
さ
れ
る
な
ど
厚
遇
を
受
け
、
正
統
一
帝
聞
位
の
五
日
後

-103-

官
定
氏
世
家
重
一
慶
之
巴
勝
。
宋
以
来
多
顛
仕
、

自
公
官同曾
而
下
、

始
隠

居
不
出
。
曾
租
縫
租
批
至
氏
、
租
均
寄
批
濯
氏
、
考
源
斌
批
胡
氏
、

縫
羅
氏
。
以
公
費
贈
曾
祖
租
考
、
皆
築
様
大
夫
少
師
吏
部
筒
音
一
回
、
曾

租
批
租
批
批
皆
夫
人
。
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な
お
、
〔
土
奇
「
墓
誌
銘
」
〕
は
『
園
朝
敵
徴
録
』
巻
二
四
、
『
明
文
衡
』

巻
八
六
に
採
録
さ
れ
て
い
る
が
、
全
般
的
に
誤
字

・
脱
字
が
多
く
利
用

に
適
さ
な
い
。
た
だ
、
右
掲
史
料
の
「
曾
祖
縫
租
批
至
氏
」
に
つ
い
て

『
明
文
衡
』
が
「
牟
氏
」
と
す
る
の
は
、
〔
策
「
一
利
道
碑
銘
」
〕
の
表
記

と
合
致
し
、
に
わ
か
に
誤
字
と
は
断
じ
え
な
い
。

(

3

)

〔
士
奇
「
墓
誌
銘
」
〕
。

洪
武
甲
子
中
四
川
郷
試
、
明
年
中
瑳
部
舎
試
、
廷
試
賜
同
進
士
出

身
。
擢
中
書
舎
人
、
授
徴
仕
郎
、
見
重
太
租
高
皇
帝
。
毎
前
奏
事
率

格
旨
、
而
数
見
奨
賛
。

(
4
〉
賜
名
に
つ
い
て
は
〔
祭

「
榊
道
碑
銘
」
〕
が
詳
し
い
。

初
名
溶
、
字
宜
之
。
問
縫
母
喪
、
請
守
制
。
太
租
高
皇
帝
因
問
日
、

得
。
非
寒
叔
之
後
乎
。
公
叩
首
不
敢
針
。
帯
嘉
其
篤
賞
、
因
更
名
日

義
、
御
書
義
{
子
賜
之
。

な
お
寒
叔
に
つ
い
て
は
『
史
記
』
径
五
「
秦
本
紀
」
に
記
事
が
み
え

る
。
穆
公
に
招
か
れ
た
獲
叔
は
鄭
へ
の
遠
征
に
反
射
し
な
が
ら
も
、
い

ざ
寅
行
に
移
さ
れ
る
時
に
は
こ
れ
に
従
い
、
終
と
し
て
波
遣
さ
れ
る
そ

の
子
西
乞
術
を
泣
き
な
が
ら
迭
っ
た
。
そ
の
結
果
は
秦
軍
の
大
敗
で
、

捕
虜
と
な
っ
て
後
に
院
還
し
た
際
に
、
穆
公
は
饗
叔
の
意
見
を
聞
か
な

か
っ
た
こ
と
を
悔
や
ん
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
寒
叔
が
持
ち
出
さ
れ
た
の

は
姓
が
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ

で
は
寒
叔
の
先
見
性
と
洞
察
力
、
さ
ら
に
君
主
へ
の
直
言
と
安
協
的
忠

義
へ
の
評
僚
が
ま
ず
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
誇
っ
て
も
よ
い
歴
史
的
存
在

を
租
先
に
持
つ
こ
と
を
指
摘
さ
れ
な
が
ら
も
こ
と
さ
ら
に
誇
ら
な
い
謙

虚
さ
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
総
合
的
な
結
果
が
「
義
」
の
賜
名
と
な
っ
た

と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。

〔
土
奇
「
墓
誌
銘
」
〕。

満
三
載
、
吏
部
奏
嘗
調
、
特
命
終
九
載
。
朝
夕
左
右
、
凡
機
密
文

字
、
必
以
付
八
ム
、
而
小
心
敬
償
、
久
而
愈
篤
。
建
文
中
、
陸
吏
部
右

侍
郎
、
授
嘉
議
大
夫
。

な
お
〔
土
奇
「
墓
誌
銘
」
〕
〔
策
「
神
道
碑
銘
」
〕
は
と
も
に
建
文
期
の

記
事
を
極
力
簡
略
化
し
て
記
述
す
る
。
こ
れ
は
雨
者
が
永
繁
一帝
に
近
侍

す
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
た
だ
、

『
明
史
』
は
「
悪
-
帝
既
即

位
。
推
太
租
一意
、
超
擢
吏
部
右
侍
郎
」
と
し
、
『
績
蔵
書
』
は

「
建
文

問
位
、
知
太
租
欲
用
、
超
陸
公
吏
部
右
侍
郎
」
と
、
こ
の
放
擢
は
洪
武

一
帝
の
意
向
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。

(
6
)

〔
土
奇
「
墓
誌
銘
」
〕
は
「
太
宗
文
皇
帝
入
正
大
統
。
縛
左
侍
郎
、

数
月
、
陸
吏
部
向
書
、
授
資
善
大
夫
」
、
〔
祭

「
神
道
碑
銘
」
〕
は
「
太

宗
文
皇
一
帝
入
正
大
統
。
勝
左
侍
郎
、
陸
術
書
」
と
事
貧
指
摘
に
と
ど
め

る
の
に
針
し
て
、

『
明
史
』
は
「
燕
師
入
、
迎
附
。
遷
左
侍
郎
、
数

月
、
準
向
室
田
」
さ
ら
に
『
明
史
列
停
』

は
「
燕
師
入
、
率
先
迎
附
」
と

寒
義
が
積
極
的
に
永
祭
政
権
に
参
加
し
た
と
す
る
。
な
お
、
夏
原
士
日
に

つ
い
て
は

「
或
執
原
士
口
以
獄
、
帯
四
梓
之
。
鞠
左
侍
郎
」
(
『
明
史
』
巻

一
四
九
、
「
夏
原
士
ロ
停
」
)
と
あ
る
よ
う
に
、
永
祭
側
に
拘
束
さ
れ
て

後
の
政
権
参
加
で
あ
っ
た
と
い
う
。

(
7
〉
永
繁
一
一
帝
は
即
位
し
た
直
後
に
洪
武
年
読
を
復
活
さ
せ
る
。
い
ま
は

『
太
宗
貫
録
』
の
記
載
に
従
う
。

原
文
は
以
下
の
通
り
。

壬
午
、
成
租
入
正
大
統
。
同
夏
原
吉
等
皆
被
寵
血
管
。
首
言
建
文
中
、

凡
中
外
大
小
街
門
有
創
革
、
陸
降
官
員
額
数
有
増
減
者
及
所
更
改
文

武
散
官
弁
考
痛
等
例
、
並
合
遜
復
奮
制
。
上
白
如
関
軍
民
利
害
、
可

(

5

)
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8
)
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因
時
損
金
、
既
於
利
害
無
所
開
渉
、
何
用
更
改
。
倶
還
改
。
復
一

目
、
上
競
朝
、
以
建
文
多
改
沓
制
。
顧
侍
臣
嘆
日
、
如
軍
臣
散
官
一

事
、
前
代
沿
襲
己
久
。
何
開
利
害
、
亦
欲
改
易
。
且
陵
土
未
乾
、
何

忍
紛
紛
篤
此
。
於
是
天
顔
憤
然
舞
色
、
既
叉
目
、
凡
開
創
之
主
、
其

経
歴
多
謀
慮
深
。
毎
作
二
事
、
必
簿
度
数
日
乃
行
、
亦
欲
子
孫
世
守

之
故
。
詩
書
所
載
、
前
王
之
善
必
目
、
不
慾
不
忘
、
率
由
奮
章

(『詩

経』

「
大
雅
」
〉
。

於
警
戒
後
世
、
必
目
、
率
乃
租
依
行
(
『
書
経
』

「
太
甲
上
」
)
、
目
、
監
於
先
王
成
憲
(
『
書
経
』
「
読
命
下
」
)
。
此
皆

老
成
之
言
。
後
世
軽
依
諸
訣
之
徒
、
立
心
不
端
、
以
其
私
智
小
見
倒

壊
、
導
嗣
君
改
易
租
法
。
嗣
君
不
明
以
篤
能
、
而
寵
任
之
、
街
小
人

之
邪
謀
、
至
於
園
弊
民
叛
、
而
喪
其
祉
稜
者
有
之
失
。
宣
可
不
以
震

戒
。
改
義
左
侍
郎
、
尋
陸
吏
部
向
書
。
時
政
令
制
度
有
非
洪
武
之
審

者
、
詔
悉
復
之
、
公
従
容
盛
岡
上
言
。
鐙
成
憲
者
、
豊
無
因
革
反
飢
政

者
。
自
有
経
権
、
損
盆
貴
適
時
宜
、
開
牽
数
事
、
陳
読
本
末
。
成
租

以
公
忠
賞
、
悉
従
其
言
。
(
出
典
に
つ
い
て
は
筆
者
註
)

(

9

)

『
太
宗
貫
録
』
か
ら
考
満
の
記
事
を
あ
.
け
れ
ば
、
以
下
の
通
り
。
府

豚
回
学
教
授
・
塑
課
提
奉
司
(
巻
一
四
、
洪
武
三
五
年
一
一
月
甲
辰
)
、

欽
天
監
官
〈
単
位
一
五
、
同
年

一
一
一
月
了
巳
〉
、
太
僕
寺

・
太
常
寺
等
官

(
巻
二
一
、
永
築
元
年
七
月
戊
寅
)
。

(
叩
)
『
太
宗
賓
録
』
巻
=
一
二
、
永
繁
二
年
六
月
己
丑
。
〈
紙
幅
の
関
係
か

ら
、
『
貫
録
』
に
つ
い
て
は
行
論
に
直
接
関
係
す
る
も
の
以
外
は
、
原

文
を
省
略
す
る
。
〉
な
お
宜
意
義
の
上
奏
文
は

『
経
世
文
編
』
巻

一
四
に

二
篇
が
所
載
さ
れ
る
が
、
こ
こ
に
掲
げ
た
も
の
は
そ
の

一
篇
で
「
鐙
官

事
宜
疏
」
と
題
さ
れ
る
。

(
日
)
〔
土
奇
「
墓
誌
銘
」
〕
は
こ
の
時
の
欣
態
を
次
の
よ
う
に
記
録
す
る
。

七
年
、
車
駕
巡
守
北
京
。
命
皇
太
子
監
圏
、
中
外
庶
務
、
健
諸
王
及

逮
夷
有
奏
請
、
詣
行
在
、
絵
悉
感
閲
庭
分
。
公
熱
予
典
故
、
逮
於
政

盟
、
孜
孜
無
倦
、
不
動
撃
色
、
而
事
頼
以
済
。
賜
詩
、
以
其
官
秩
封

贈
二
代
。

な
お
、
宮
定
義
と
と
も
に
四
僻
さ
れ
る
戸
部
品
同
室
田
夏
原
吉
は
嘗
時
、
北
巡
に

雇
従
し
、
親
征
時
に
は
「
太
孫
の
北
京
に
留
守
す
る
を
舗
け
、
行
在
九

卿
の
事
を
総
べ
る
」
(
『
明
史
』
「
夏
原
士
ロ
俸
」
)
と
皇
長
孫
(
後
に
皇

太
子
、
宣
徳
帯
〉
を
輔
佐
し
、
北
京
行
在
の
庶
務
を
統
括
し
た
。
永
山
栄

一
帝
の
信
頼
の
高
さ
は
「
時
に
奮
臣
の
親
用
せ
ら
れ
し
者
は
、
戸
部
向
室
田

夏
原
士
口
と
義
、
名
を
稿
用
し
く
し
、
中
外
稽
し
て
寒
夏
と
い
う
」
(
『
明

史
』
「
饗
義
俸
」
)
と
あ
る
こ
と
に
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
永
祭
九
年
九
月

に
は
そ
ろ
っ
て
考
満
を
迎
え
、
闘
相
彰
を
受
け
て
復
職
一
舟
任
を
命
じ
ら
れ

て
い
る
。

(
「
太
宗
貫
録
』
巻
一
一
九
、
己
己
〉

(
ロ
〉
『
太
宗
貫
録
』
巻
一
五
六
、
永
繁
一
一
一
年
間
九
月
甲
辰
。

先
是
、
上
以
皇
太
子
所
遺
使
迎
車
駕
綬
、
且
奏
書
失
僻
、
日
此
輔
導

者
之
不
職
。
途
徴
右
(
原
文
「
在
」
校
勘
記
〉
春
坊
大
拳
士
業
翰
林

院
侍
讃
責
准
等
。
是
日
准
先
至
行
在
。
六
部
都
察
院
大
理
寺
通
政
司

交
奏
其
罪
、
途
下
獄
。
後
二
日
左
春
坊
左
議
徳
乗
翰
林
院
侍
講
湯
土

奇
及
司
経
局
正
字
金
問
至
。
上
回
、
楊
土
奇
姑
宥
之
。
際
未
嘗
識
金

問
何
以
得
侍
東
宮
。
命
法
司
鞠
之
。
巳
而
召
士
奇
至
前
、
親
聞
東
官

事
。
土
奇
即
首
言
、
殿
下
孝
敬
誠
至
。

凡
所
稽
濯
、
皆
臣
等
之
罪
。

上
悦
而
罷
。
於
走
、
行
在
六
部
都
察
院
大
理
寺
遁
政
司
十
三
道
監
察

御
史
交
章
奏
士
奇
罪
、
不
宣
濁
宥
。
乃
下
錦
衣
街
、
煩
繋
之
。
未

幾
、
特
宥
復
職
。
途
徴
司
経
局
洗
馬
楊
湾
・
車
寄
相
縫
下
獄
、
皆
以

金
問
僻
遠
之
也
。
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こ
の
「
解
職
赴
京
」
の
こ
と
は
錫
士
奇
「
北
京
紀
行
録
」
(
『
東
里
績

集
』
各
四
八
)
に
詳
し
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
八
月
末
に
召
喚
の
殺
を

受
け
た
寒
義

・
楊
土
奇

・
黄
准
・
金
問
の
四
人
は
、
九
月
四
日
に
南
京

を
出
設
し
た
が
、
一
七
日
、
済
寧
を
過
ぎ
た
あ
た
り
で
教
が
居
き
、
受

義
は
途
中
で
引
き
返
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
「
北
京
紀
行
録
」
は

干
支
で
は
な
く
日
数
で
記
録
す
る
が
、
関
九
月
を
一

O
月
と
誤
り
、
ま

た
日
付
は
細
か
な
黙
で
『
太
宗
質
録
』
の
記
事
と
合
致
し
な
い
と
こ
ろ

が
あ
る
。

(
日
〉
『
太
宗
貫
録
』
巻
八
八
、
永
祭
七
年
二
月
丙
子
。

(

M

)

註
〈
日
)
参
照
。

(
日
〉
『
太
宗
貧
録
』
巻
一
八
六
、
永
繁
一
五
年
三
月
丁
亥
朔
。

(
国
〉
『
太
宗
貫
録
』
巻
一
九
八
、
永
端
末
一
六
年
三
月
申
氏
。
ま
た
『
同
』

巻
二

O
七
、
同
年
一
二
月
丁
酉
に
は
、
交
枇
布
政
所
属
の
府
州
鯨
官
の

考
滞
赴
京
の
規
定
が
行
在
吏
部
に
よ
っ
て
議
せ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
嘗

時
、
行
在
吏
部
に
尚
書
は
置
か
れ
て
い
な
い
。

(
げ
)
『
太
宗
貫
録
』
巻
二
二
九
、
水
繁
一
八
年
九
月
了
卯
。

(
四
)
『
太
宗
貫
録
』
倉
一
一
一
一
一
一
、
永
繁
一
八
年
一
一
月
乙
亥
。

(川口〉

『
太
宗
貧
録
』
巻
一一一一一

O
、
永
繁
一
八
年
一

O
月
丙
辰
に
、
途
上
で

の
皇
太
子
と
楊
土
奇
の
封
話
が
-
記
録
さ
れ
る
。

(
却
)
〔
士
奇
「
墓
誌
銘
」
〕
は
「
皇
太
子
に
従
い
て
北
京
に
朝
す
」
と
し

『
本
朝
分
省
人
物
考
』
も
同
様
で
あ
る
が
、
〔
策

「
紳
道
碑
銘
」
〕
の

み
が
「
辛
丑
(
正
し
く
は
庚
子
)
、
皇
太
子
、
北
京
に
赴
く
。
公
を
留

め
て
皇
太
孫
を
輔
導
せ
し
め
、
尊
い
で
侍
従
し
て
北
京
に
至
る
」
と
皇

太
孫
と
行
動
を
共
に
し
た
こ
と
を
記
録
す
る
。
た
だ
し
、
皇
太
孫
一
行

は
途
中
で
皇
太
子
に
追
い
つ
き
、
北
京
到
着
は
雨
者
揃
つ
て
の
こ
と
に

な
る
(
『
太
宗
質
録
』
巻
二
三
二
、
永
袋
一

八
年

一
二
月
己
宋
)
。

(
乱
〉
〔
士
奇

「
墓
誌
銘
」
〕
は
三
殿
火
災
の
こ
と
に
は

一
切
鰯
れ
ず
に
、

途
命
公
巡
撫
直
隷
隠
天
等
府
州
、
問
丘
(
民
休
戚
及
文
武
吏
之
賢
否
、

而
升
瓢
之
。
公
謂
園
家
多
事
之
際
、
悉
以
法
縄
吏
、
人
特
不
勝
。
特

出
其
太
甚
者
数
人
、
絵
多
見
覚
候
。
而
兵
民
利
弊
嘗
建
草
者
、
具
奏

行
之
。

と
す
る
。
な
お
、
〔
策
「
紳
道
碑
銘
」
〕
に
こ
の
記
事
は
な
い
。
ま
た
、

引
用
史
料
に
あ
る
「
興
革
数
十
事
」
は
、
『
太
宗
貫
録
』
に
は
記
載
が

な
い
が
、
『
経
世
文
編
』
巻

一四
に
所
載
さ
れ
る
こ
篇
の
う
ち
の
一
篇

「
上
言
十
事
疏
」
が
こ
れ
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(

n

)

『太
宗
貧
録
』
巻
一
一
一
一
一
六
、
永
繁
一
八
年
四
月
葵
丑
。

(
お
)
〔
土
奇

「
墓
誌
銘
」
〕
〔
楽
「
神
道
碑
銘
」
〕
は
と
も
に
こ
の
こ
と
に

燭
れ
な
い
。
な
お
楊
土
奇
も
下
獄
し
た
こ
と
を
い
う
の
は
、
『
績
蔵
書
』

の
み
で
あ
る
。

(
剖
)
永
祭
八
年
の
懇
征
錆
還
時
は
北
京
到
着
(
七
月
壬
午
一
七
日
)
の
八

目
前
に
、
龍
門
に
て
兵
部
向
書
金
忠
等
が
迎
接
し
抱
服
を
持
診
し
た
の

に
封
し
て
、
二
一
年
の
腸
還
時
は
北
京
到
着
(
八
月
辛
丑
朔
〉
の
一
一

目
前
に
興
和
に
て
少
監
が
抱
服
を
持
参
し
、
二
目
前
に
沙
河
に
兵
部
向

書
金
忠
等
が
迎
接
し
て
い
る
。
(
『
太
宗
賞
録
』
巻

一
O
六
、
永
祭
八

年
七
月
甲
戊
・
庚
辰
、
及
び
『
同
』
巻
一
五
三
、
永
繁
一
一
一
年
七
月
庚

寅
・
己
亥
)

(
お
)
前
註
(
ロ
)
所
掲
の

『
太
宗
貫
録
』
参
照
。
な
お
楊
土
奇
「
北
京
紀
行

録
」
に
は
事
態
が
よ
り
詳
し
い
。

(
十
月
)
初
二
日
、
階
。
食
後
、
至
文
明
門
入
城
、
赴
鴻
血
寺
報

名
。
初
三
目
、
晴
。
早
入
見
。
徐
奉
恩
旨
標
亮
。
公
専
用
(
晶
膚
事
府
正
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字
金
問
〉
迭
錦
衣
街
。
是
日
午
、
上
御
様
殿
、
召
臣
士
奇
至
楊
前
、
天

顔
穆
壁
画
、
聖
訓
誇
懇
。
巨
土
奇
恭
謝
稽
首
。
時
雄
部
向
書
呂
震
・
翰

林
組
宇
土
胡
庚
・
侍
講
楊
策
・
金
幼
孜
皆
在
。
晩
途
同
退
、
徐
赴
鴻
艦

+
一
寸
報
名
、
翰
林
諸
公
衆
舎
。
初
四
日
、
晴
。
入
謝
恩
。
六
部
・
都
察

院
・
大
理
寺
・
遇
政
司
・
十
三
道
監
察
御
史
交
章
劾
奏
、
絵
宜
正
園

典
、
不
可
以
濁
宥
。
被
枚
。
十
月
廿
五
日
、
錦
衣
衛
都
指
揮
紀
綱
停

奉
恩
旨
、
四
押
克
復
職
選
南
京
。
赴
鴻
腿
寺
報
名
。
廿
六
日
、
晴
。
早

謝
恩
。

な
お
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
「
北
京
紀
行
録
」
は
閏
九
月
を
十
月
と

誤
る
。

(
お
)
明
朝
内
閣
制
の
成
立
に
つ
い
て
注
べ
る
も
の
は
、
統
設
問
な
紹
介
を

含
め
て
数
多
い
。
邦
文
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
栗
林
宣
夫
「
明

初
の
内
閣
に
つ
い
て
」
『
東
洋
史
皐
論
集
』
一
鋭
、
一
九
五
三
年
、
山

本
隆
義
「
明
代
内
閣
制
度
の
成
立
と
設
展
」
『
東
方
皐
』
一
一
一
穂
、
一

九
六
一
年
、
向
「
明
代
の
内
閣
|
特
に
そ
の
職
掌
と
制
度
、
及
び
閣
臣

の
出
自
に
つ
い
て
」
『
東
洋
史
研
究
』
ニ

O
巻
二
鏡
、
一
九
六
一
年

(『中
園
政
治
制
度
の
研
究
内
閣
制
度
の
起
源
と
愛
展
l
』
東
洋
史

研
究
叢
刊
一
八
、
一
九
六
八
年
、
所
枚
)
。

(
幻
)

『太
宗
貫
録
』
単
位
三
四
、
永
繁
二
年
九
月
庚
申
。

(
お
)
『
太
宗
貫
録
』
巻
一
一
一
七
、
永
繁
二
年
一
二
月
甲
午
。

(
m
U
)

江
鎮
「
故
少
師
工
部
向
書
乗
護
身
殿
大
皐
士
贈
特
進
光
藤
大
夫
左
桂

園
太
師
論
文
敏
楊
公
行
賞
」
(
楊
祭
『
文
敏
集
附
録
』
)
。

明
年
(
永
繁
二
年
)
秋
九
月
庚
尚
早
、
太
宗
自主一
帝
顧
之
回
、

族
即
位
以

来
、
爾
朝
夕
在
左
右
、
敬
慢
弗
慨
。
然
低
情
保
初
易
、
保
終
難
。
股

固
常
思
保
全
之
道
、
爾
亦
宜
盆
謹
蕨
彩
。
庶
雨
董
其
美
。
公
針
日
、

陛
下
不
以
匡
愚
随
、
特
加
委
任
、
敢
不
勉
濁
報
稽
。
太
宗
皇
帝
大

悦
、
賜
象
勿
撲
頭
公
服
。
尋
賜
二
口
間
金
織
好
綿
衣
。
公
入
謝
且
言
、

恩
雄
太
過
。
太
宗
皇
帝
目
、
卿
在
朕
左
右
、
機
務
所
属
、
賛
翼
之

功
、
不
在
筒
書
下
。
故
特
賜
二
品
服
、
以
一
示
旋
異
、
宣
篤
過
哉
。

:
乙
酉
春
正
月
至
秋
九
月
、
時
召
公
評
議
諸
司
事
宜
、
以
奏
削
到
稽

旨
、
賜
二
品
金
織
紗
羅
衣
及
診
幣
。

〈
却
)
『
太
宗
貧
録
』
巻
七
三
、
永
築
五
年
一
一
月
美
丑
。

な
お
、
山
本
「
明
代
内
閣
制
度
の
成
立
と
設
展
」
は
、
こ
の
外
任
に
改

め
な
い
こ
と
を
一
例
と
し
て
、
「
朝
廷
の
直
属
に
し
て
私
的
な
側
近
」

と
彼
ら
を
規
定
す
る
。

(
汎
〉
栗
林
「
明
初
の
内
閣
に
つ
い
て
」
。

(
担
〉
王
其
祭
『
明
代
内
閣
制
度
史
』
は
、
丹
念
に
内
閣
制
度
の
形
成
過
程

を
追
う
が
、
そ
の
な
か
で
永
地
末
期
の
彼
ら
は
あ
く
ま
で
も
翰
林
官
と
し

て
の
「
代
言
の
司
」
で
あ
っ
た
と
す
る
。

(
お
)
ま
た
、
楊
土
奇
「
故
少
師
工
部
向
書
兼
謹
身
殿
大
率
土
婚
特
進
光
藤

大
夫
左
桂
園
太
師
議
文
敏
楊
公
墓
誌
銘
」
(
『
東
里
績
集
』
巻
三
六
〉

に
は
、
近
侍
の
政
治
へ
の
参
興
が
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
。

明
年
(
永
繁
二
年
〉
七
人
皆
賜
二
品
金
織
衣
。
且
労
之
目
、
天
下
事

威
朕
輿
若
等
同
計
、
非
若
六
卿
之
分
理
也
。

(
斜
〉
巻
一
四
九
「
寧
定
義
俸
」
c

帯
巡
北
京
、
命
輔
皇
太
子
監
因
。
義
熟
典
故
、
達
治
鐙
、
軍
園
事
皆

俺
郷
。
・
:
:
数
奉
命
粂
理
他
部
事
、
職
務
填
委
、
庭
之
裕
如
。

同
「
夏
原
士
口
俸
」
。

一一帝
北
巡
、
命
粂
掻
行
在
躍
部
・
兵
部
・
都
察
院
事
。
・
:
:
八
年
、
-
帝

北
征
、
輔
太
孫
留
守
北
京
、
徳
行
在
九
卿
事
。
:
:
:
北
達
行
在
、
南
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啓
監
圏
、
京
師
粛
然。

(
お
)
註
(
お
)
所
掲
。

(
お
)

『
仁
宗
貫
録
』
径

一
下
、
永
繁
二
二
年
八
月
己
未
c

(
幻
)

『
仁
宗
貫
録
』
巻
二
下
、
永
繁
二
二
年
九
月
丁
酉
。

(
お
)
註
(
お
〉
と
同
。
こ
こ
で
「
祭
・
幼
孜
・
士
奇
・
准
は
倶
に
内
制
を
掌

り
、
陸
る
と
こ
ろ
の
職
務
に
預
ら
ず
」
と
し
、
王
其
築
氏
は
こ
れ
を
し

て
品
級
地
位
の
上
昇
と
俸
給
の
た
め
の
措
置
と
し
、
彼
ら
は
翰
林
官
で

「
代
言
の
司
」
の
域
を
出
な
い
と
み
る
根
援
に
す
る
。
た
だ
、
こ
の
よ

う
に
い
う
の
は
近
侍
は
あ
く
ま
で
も
近
侍
で
、
一
該
一
嘗
の
職
務
を
推
賞
す

る
こ
と
は
な
い
と
強
調
す
る
こ
と
で
、
賃
際
に
近
侍
が
果
た
し
て
い
た

政
治
的
役
割
を
カ
モ
フ
ラ
l
ジ
ュ
す
る
意
図
が
あ
っ
て
の
こ
と
と
理
解

す
べ
き
で
あ
る
。

(
鈎
〉
『
東
塁
繍
集
』
巻
五
。

仁
宗
皇
帝
賜
印
章
一
一
。
其

一
範
白
金
、
庚
方
寸
、
文
日
縄
慾
糾
謬
。

蓋
臨
御
之
-
初
、
召
少
侍
臣
寒
義
・
少
保
臣
楊
土
奇
、
至
思
善
門
、
議

之
目
、
卿
二
人
、
自
吾
監
園
時
、
相
輔
盆
甚
厚
、
今
不
可
以
薄
。
但

主
ロ
有
過
翠
、
如
未
得
卸
見
、
可
具
述
其
故
、
以
此
封
識
進
来
。
賜
義

輿
臣
、
各
一
章
。
且
各
賜
小
素
掲
帖
百
伴
述
所
言
。
蓋
求
盆
於
下
切

也
。
叉
召
義
輿
臣
各
賜
象
牙
図
書

一
。
臣
得
楊
貞
一
印
、
皆
有
璽

書
。
蓋
念
其
嘗
数
分
寸
之
努
也
。
宣
宗
皇
帝
賜
方
寸
銀
章
二

0

・

護
仁
宗
-
初
、
賜
臣
二
人
縄
慾
糾
謬
一
品
一
草
。
後
数
日
亦
賜
夏
原
吉
、
臣
冒

味
進
国
、
巨
輿
楊
祭
・
金
幼
孜
貨
同
職
任
。
今
賜
不
及
二
人
。
幸
天

思
均
之
。
言
且
再
三
、
途
賜
祭
・
幼
孜
同
一
章
。

『
仁
宗
寅
録
』
を
四
下
、
永
繁
二
二
年

一
一
月
丙
氏。

『
仁
宗
寅
録
』
径
五
下
‘
永
繁
二
二
年
一
二
月
甲
寅
。

(
州
問
〉

(

H

U

)

 

(
必
)

『
仁
宗
貫
録
』
巻
六
下
、

洪
照
元
年
正
月
丙
子
。

(

m

M

)

『
仁
宗
貫
録
』
径
六
下
、

洪
隈
元
年
正
月
丁
丑
に
、
近
侍
が
街
書
俸

を
辞
退
す
る
の
に
射
し
て
、

責
准

・
楊
土
奇
は
そ
れ
を
許
さ
れ
、

楊

祭
・
金
幼
孜
は
許
さ
れ
な
い
記
事
が
み
え
る
。

(

M

H

)

『
仁
宗
貫
録
』
巻
四
下
、
永
繁
二
二
年
一
一
月
丁
酉
。

(
必
)
『
仁
宗
貫
録
』
各
六
上
、

洪
照
元
年
正
月
己
卯
。

(
日
明
)
『
仁
宗
貫
録
』
巻
八
下
、
洪
照
元
年
三
月
戊
氏
、
お
よ
び
同
巻
九

上
、
同
四
月
甲
辰
。

(
幻
)
『
仁
宗
貫
録
』
各
九
下
、
洪
隈
元
年
四
月
甲
寅
。
こ
の

「
寒
忠
貞

印
」
に
つ
い
て
は
、
混
祭
「
恭
題
仁
廓
殺
寒
忠
貞
を
後
」
(
『
文
敏
集
』

径
一
五
)
に
詳
し
い
。

(
必
)
『
宣
宗
寅
録
』
巻
二

O
、
宣
徳
元
年
八
月
庚
寅
。

(
必
)
『
宣
宗
貫
録
』
巻
=
一
二
、
宣
徳
二
年

一
O
月
葵
未
、
お
よ
び
同
巻
一
一
一

三
、
同

一
一
月
乙
酉
朔
。

(
印
)
『
聖
一
議
録
』
下
(
『
東
里
別
集
』
巻
一
一
〉
。

宣
徳
二
年
十
月
、
繋
利
遺
人
進
前
安
南
陳
玉
三
王
嫡
孫
嵩
表
、
乞
立

信
用
陳
氏
後
、
其
僻
懇
側
。
上
覧
之
、
密
示
英
園
公
張
輔
。
舗
劉
日
、
此

不
可
従
。
時
柑
士
労
苦
数
年
、
然
後
得
之
。
此
表
出
動
常
利
之
議
、
賞
金

設
兵
、
諒
此
賊
耳
。
輔
退
、
乃
召
向
書
寵定義

・
夏
原
吉
示
之
。
且
議

二
人
目
、
何
以
庭
之
。
二
人
針
回
、
暴
以
輿
之
無
名
。
徒
一
が
弱
於
天

下
。
二
人
退
。
途
召
楊
祭
及
臣
士
奇
、
出
表
示
之
、
且
一
総
以
三
人
所

針
日
、
今
日
興
爾
雨
人
決
之
。
麟
照
射
回
、
永
築
中
、
費
数
高
人
命
、

得
此
、
至
今
。
労
者
未
息
、
困
者
米
蘇
。
震
兵
之
説
、
必
不
可
従
。

不
若
因
其
請
而
輿
之
。
可
旋
繭
篤
一
順
。
上
顧
問
臣
云
何
。
針
目
、
祭

言
嘗
従
。
:
:
:
上
日
、
汝
商
人
言
正
合
吾
意
。
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宣
徳
二
年
十
月
二
十
七
日
、
上
勝
赦
交
祉
、
命
群
臣
翠
奉
使
者
。
A
双

掌
上
関
己
定
。
明
旦
、
術
書
官
定
義
欲
易
以
伏
伯
安
、
衆
莫
敢
異
之
。

土
奇
私
輿
夏
原
吉
田
、
此
無
籍
小
人
、
用
之
必
厚
朝
廷
。
公
蛍
楊
前

力
主
張
、
蓋
時
上
多
主
夏
言
、
既
而
有
旨
。
召
衆
、
皆
入
。
寒
途
奏

用
伏
。
上
顧
問
、
夏
針
目
、
不
可
用
。
寒
目
、
伏
善
言
語
、
非
衆
所

及
。
臣
土
奇
目
、
伏
有
穣
行
、
而
無
皐
議
。
遺
之
、
必
一
陣
図
。
途
不

用
。
叉
数
日
、
臣
土
奇
濁
封
、
上
回
、
股
芳
詞
伏
伯
安
之
行
、
乃
貧

淫
無
恥
人
。
寒
何
篤
欲
用
之
。
封
回
、
寒
不
遇
取
其
能
言
、
然
言
不

嘗
理
。
雌
鐙
夷
之
邦
、
不
能
行
c

且
窓
其
所
行
、
必
信
用
貸
夷
所
都
。

上
回
、
案
事
国
非
衆
、
何
以
。
皆
歎
不
言
。
制
到
日
、
非
比
寒
也
。
蓋

亦
重
其
能
言
。
上
回
、
寒
不
尤
夏
輿
爾
否
。
制
到
日
、
寒
卒
日
和
厚
無

人
己
心
。
況
於
園
事
。
執
敢
偏
任
己
見
。
上
喜
目
、
君
子
和
而
不

問
。
是
己
向
困
爾
言
伏
之
力
、
故
決
不
用
之
。
朕
己
知
爾
心
。
縫
今

但
一
士
山
震
園
、
母
傑
這
衆
。
土
奇
叩
首
言
護
遜
聖
議
。

(
日
)
『
宣
宗
賃
銭
』
巻
四
七
、
宣
徳
三
年
一

O
月
乙
酉
。

(
臼
〉
楊
土
奇
に
よ
る
寧
定
義
に
制
到
す
る
宋
人
五
人
へ
の
比
定
は
、
宮
定
義
の
長

子
英
の
磁
修
庭
に
寄
せ
た
「
承
訓
策
記
」
(
『
東
里
績
集
』
巻
四
)
に
も

み
え
る
。

観
於
公
之
弱
行
者
乎
、
其
敦
厚
周
償
、
表
裏
一
致
。
歴
任
三
十
年
、

護
謹
守
法
、
未
嘗
縦
越
。
蓋
其
忠
寅
不
欺
、
得
之
魯
簡
粛
、
不
信
用
傷

人
害
物
、
得
之
李
文
正
、
至
於
張
忠
定
之
不
筋
玩
好
、
描
博
献
簡
之
遇

人
以
誠
、
活
忠
文
之
不
設
城
府
、
則
公
乗
而
有
之
也
。
公
之
弱
行
如

此。
な
お
こ
こ
に
比
定
さ
れ
た
人
物
に
つ
い
て
『
宋
史
』
の
各
停
に
基
づ
い

て
一
言
し
て
お
く
と
、
魯
宗
道
、
{
子
は
貫
之
、
誌
は
粛
関
〈
「
簡
粛
」
と

す
る
は
誤
り
)
、
興
宗
に
忠
貨
で
僑
り
を
述
べ
な
い
こ
と
が
評
領
さ
れ

た
。
李
防
、
{
子
は
明
選
、
誌
は
文
正
、
和
厚
で
思
い
や
り
深
く
、
ど
の

よ
う
な
人
に
も
和
顔
温
語
で
接
し
た
と
い
う
。
張
一
詠
、
字
は
復
之
、
議

は
忠
定
、
剛
方
自
任
で
任
侠
心
に
富
み
、
階
層
に
関
わ
ら
ず
に
人
を
遇

し
た
。
痔
美
食
、
字
は
欽
之
、
誌
は
献
筒
、
俸
に
「
遇
人
不
設
城
府
、

人
自
不
忍
歎
」
と
あ
り
、
活
銀
、
字
は
景
仁
、
誌
は
忠
文
、
俸
は
「
遇

人
必
以
誠
」
と
あ
る
よ
う
に
、
楊
土
奇
は
こ
れ
を
取
り
違
え
て
い
る
。

な
お
『
明
史
』
は
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
引
用
す
る
。

義
信
用
人
、
質
直
孝
友
、
善
庭
僚
友
閥
、
未
嘗
一
語
傷
物
。
土
奇
常

言
、
張
、
詠
之
不
飾
玩
好
、
得
意
見
稔
之
遇
人
以
誠
、
活
景
仁
之
不
設
城

府
、
義
兼
有
之
。

(
臼
)
湯
土
奇
「
前
朝
列
大
夫
交
枇
布
政
司
右
参
議
解
公
墓
碍
銘
」
(『東
塁

文
集
』
巻
一
七
三

太
宗
嘗
輿
論
群
臣
、
御
筆
書
留
意
義
等
十
人
名
、
命
各
疏
子
下
。
十
人

者
皆
上
所
信
任
政
事
之
臣
、
亦
多
於
公
善
、
而
具
以
貸
針
。
於
義

回
、
其
資
厚
重
、
而
中
無
定
見
。
於
夏
原
士
口
日
、
有
徳
有
量
、
而
不

透
小
人
。
於
劉
偉
何
回
、
雄
有
才
幹
、
不
知
顧
義
。
於
鄭
賜
目
、
可
信
用

君
子
、
顔
短
於
才
。
於
李
至
剛
日
、
誕
而
附
勢
、
雌
才
不
端
。
:・

既
奏
上
、
以
授
仁
宗
目
、
李
至
剛
験
洞
燭
之
突
。
徐
徐
験
之
。

.. 

後
十
徐
年
、
仁
宗
出
其
所
奏
十
人
者
、
一
示
土
奇
、
且
論
之
日
、
人
率

謂
緒
狂
士
、
結
非
狂
士
、
向
所
論
皆
定
見
也
。

『績
蔵
書
』
「
寒
義
俸
L

。

東
湯
或
話
公
、
語
関
上
。
上
不
直
東
揚
。
公
頓
首
言
、
策
無
他
、
大

臣
宜
如
此
。
間
左
右
有
議
策
者
、
願
陛
下
慎
察
。
上
笑
回
、
苔
不

信
、
偶
言
及
耳
。

-109一

(臼〉



810 

(

日

)

『
績
蔵
書
』
径
一
五
「
郭
縫
侍
」
。

向
書
宜
定
義
磯
部
事
。
宣
宗
欲
瑳
骨
周
山
同
書
。
大
開
牢
土
楊
士
奇
以
信
用
、
吏

部
向
書
非
才
皐
倶
優
者
、
不
足
以
蛍
之
。
乃
不
果
用
。
未
幾
、
瑳
九

年
秩
浦
、
卒
陸
向
書
、
典
選
有
方
。

『
明
史
列
崩
御
』
巻
一
一
六
「
郭
縫
俸
」
。

郭
瑳
、
字
時
用
、
初
名
進
、
新
安
人
。
永
繁
初
、
以
太
拳
生
摺
戸
部

主
事
、
歴
官
吏
部
左
右
侍
郎
。
仁
宗
即
位
、
命
乗
晶
眉
事
府
少
態
事
、

更
名
縫
。
宣
宗
初
、
掌
行
在
倉
事
府
。
向
書
斐
義
老
、
鞍
部
務
、
脅

欲
以
雄
代
。
瑳
厚
重
動
敏
、
然
寡
息
十
術
。
楊
士
奇
言
、
恐
瑳
不
足
首

之
。
宜
妙
揮
大
臣
通
経
術
知
今
古
者
。
帯
乃
止
。
歳
年
、
卒
魚
肉

番
。
:
・
:
瑳
雌
長
六
卿
、

然
撃
墜
、
叉
政
館
内
閣
。
自
布
政
使
至
知

府
閥
、
聴
京
官
五
品
以
上
薦
摩
、
要
職
選
擢
、
皆
不
関
吏
部
。

『
宣
宗
貫
録
』
各
五
三
、
宣
徳
四
年
四
月
丁
亥
。

楊
策

「
神
道
碑
銘
」
。

庚
氏
〈
宣
徳
五
年
)
春
、
雨
朝
貫
録
成
。
賜
鞍
馬
白
金
文
続
。
時
先

朝
措
置
臣
、
惟
公
魚
首
、
上
深
巻
顧
之
。
嘗
賜
銀
図
書
、
文
臼
忠
厚
寛

弘
。
賜
甲
第
子
文
明
門
之
西
北
、
落
成
之
目
、
復
賜
宴
器
紗
幣
。
九

節
目
、
遺
中
官
宴
賜
子
家
。
秩
滴
賜
宴
躍
部
、
降
詔
褒
議
。
及
公
誕

辰
賜
成
馬
紗
幣
。
今
皇
帝
即
位
、
賜
賓
特
厚
。
公
醤
有
心
疾
、
至
是

(
白
山
〉

(

幻

)

(
日
山
〉

復
作
、
上
屡
達
中
官
及
太
密
院
名
醤
往
競
之
、
賜
羊
酒
及
紗
、
以
慰

勉
之
。
明
日
疾
劇
、
公
泣
謂
太
監
箔
安
田、

義
起
自
布
衣
、
荷
列
聖

摺
用
、
無
所
補
報
。
今
皇
帝
新
承
大
統
、
叉
獲
数
忠
、
淡
有
遺
恨
。

第
自
今
願
率
由
太
租
皇
帝
奮
章
、
庶
幾
天
下
生
民
受
一
順
。
復
議
諸
子

孫
、
和
順
孝
敬
、
格
選
法
度
。
遂
卒
。
寅
乙
卯
正
月
丁
亥
也
。
計

問
。
上
信
用
悼
念
、
命
有
司
治
喪
葬
、
贈
特
進
光
糠
大
夫
・
太
師
、
向

書
如
奮
。
謡
忠
定
。
:
:
:
勝
以
莱
年
某
月
茶
目
、
鮒
葬
郷
先
笠
公
之

差
。
以
義
之
裁
某
月
日
。
墓
在
巴
豚
某
郷
某
原
先
壁
。

な
お
、
賜
第
に
つ
い
て
は
楊
土
奇
に
よ
る
、
宣
徳
七
年
十
月
銃
撃
一
記
の

「
承
恩
堂
記
」
(
『
東
里
綾
集
』
巻
二
)
が
あ
る
。

〈
臼
)
〔
土
奇

「
墓
誌
銘
」
〕

宣
徳
十
年
正
月
十
有
五
日
、
少
師
吏
部
倫
書
寒
公
嘉
於
位
。
先
四

日
、
以
疾
問
、
上
選
太
監
箔
弘
以
瞥
来
親
、
賜
紗
首
円
緒
。
明
日
沼
太

監
以
衆
留
借
来
。
叉
明
日
疾
革
、
活
復
来
問
所
欲
言
。
針
目
、
陛
下

初
嗣
大
費
、
義
濁
寡
路
、
不
能
数
分
寸
梓
盆
。
然
匿
匿
犬
馬
之
誠
、

所
望
於
聖
明
者
、
惟
敬
守
洪
武
成
憲
、
始
終
不
漁
耳
。
言
己
而
紹
。

許
閥
、
上
深
悼
歎
、
属
時
閣
有
大
事
、
悉
停
諸
和
、
特
賜
紗
首
円
綱
、

救
工
部
治
喪
差
。
贈
公
特
進
光
糠
大
夫
・
太
師
、
議
忠
定
。
遺
莱
官

某
賜
祭
。
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THE MINISTER OP PERSONNEL JIAN YI

　　　　　　

塞義AND HIS TIMES

Sakakura Atsuhide

　　

Jian Yi充義held the post of the Minister of Personnel for over thirty

years, from the period just after the enthronement of the Yongle 永楽

emperor until the third year of the χuande 宣徳era, when the Ming

dynasty passed from the period of its foundation to ａperiod of conservation.

The position of Minister of Personnel was known as the top position in the

bureaucracy, and Jian Yi was able to hold this position for an exceptionally

long period of time, despite the fact that as the controller of administration

personnel, this position was especially coveted. Jian Yi's holding on this

ofEce for ａ long period of time, although, including ａ term when he was

unable to ｅχercise his substantial authority, was due to his ability to

organize bureaucrats, maintain harmony among personal relationships, his

belief in moderation and his firm support of the status quo and untiring

effort

　

to

　

avoid

　

disorder.

　

Such a figure　was required in the rapidly

changing political situation of the era, which saw the usurpation of the

Yongle regime, the period of the administration of the Prince during which

Yongle made the rounds to Beijing and the expedition to Mongolia, and

the change in regime from the Ｈｏｎｇχi洪煕emperor to the χuande

emperor.

　

In addition, the period in which Jian Yi served as Minister of

Personnel was ａ period of growth for the Cabinet. It can be concluded

that under the influence of Jian Yi the emperors' attendants, the bureau-

cracy of the Imperial Academy, steadily matured to the point where they

were able to assume responsibility for the direction of the state.
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