
&
ト
リ
£
局
、
。
ル

第
六
十
一
巻

第
一
競

卒
成
十
四
年
六
月
琵
行

風
間

の
世
界

|
|
六
朝
に
お
け
る
世
論
と
龍
制
|
|

中

キナ

ゴ二
ニヒ

爾

は

し

が

き

一
「
風
間
奏
事
」
と
そ
の
研
究
史

二

奏
弾
制
度
と
「
風
間
」

三
「
風
間
」
の
本
質

四
「
風
間
」
の
機
能

む

す

び

- 1一

l土

し

カf

き

御
史

「
御
史
風
間
」
に
い
う
、

風
間
も
て
事
を
論
ず
る
を
許
さ
る
、
と
。
相
承
け
て
此
の
言
あ
り
て
、
従
り
て
来
た
る
所
を
究
め
ず
。
予
を
以
て
之
を
考
、
つ
れ
ば
、

宋
の
洪
遁

『容
粛
随
筆
』
四
筆
巻
二

蓋
し
菅
宋
自
り
以
下
、

此
く
の
如
し
。
斉
の
沈
約
御
史
中
丞
と
矯
り
、
王
源
を
奏
弾
し
て
日
く、

風
聞
す
ら
く
東
海
の
王
源
、
と
。
蘇
見
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曾
要
に
云
わ
く
、
故
事
云
々
、

(下
略
)

洪
遁
の
こ
の
指
摘
は
、
も
し
そ
れ
が
ま
こ
と
に
菅
宋
以
後
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
風
聞
が
そ
の
時
代
の
御
史
の
特
殊
な
奏
弾
制
度
に

か
か
わ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
も
そ
も
風
間
と
い
う
こ
と
ば
に
感
得
さ
れ
る
、
賓
韓
も
さ
だ
か
で
な
い
傍
聞
の
媒
韓
や
惇
達
方
式
の
存
在
の
意
味
、

さ
ら
に
は
そ
れ
に
類
似
す
る
賞
龍
を
も
っ
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
、
後
漢
か
ら
六
朝
に
か
け
て
だ
け
に
み
ら
れ
る
郷
論
、
清
議
な
ど
と
の
関
係
を

想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
六
朝
時
代
濁
自
の
現
象
と
し
て
、
注
目
に
値
す
る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
六
朝
時
代
の
歴
史
的
性
格
と
密
接
に
か

か
わ
る
も
の
ご
と
で
あ
る
。

従
来
、
こ
の
風
聞
に
よ
る
奏
弾
に
つ
い
て
は
、
周

一
良
、
祝
線
斌
雨
氏
が
こ
れ
を
と
り
あ
げ
ら
れ
た
だ
け
で
あ
っ

た
。
雨
氏
は
、
南
北
朝
に

お
け
る
御
史
蓋
奏
弾
の
特
殊
形
態
と
し
て
、
の
ち
ほ
ど
紹
介
す
る
よ
う
な
貴
重
な
見
解
を
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
問
題
関
心
が
奏
弾
制
度
に
集

(
2
)
 

い
ま
の
べ
た
よ
う
な
六
朝
の
歴
史
的
性
格
に
か
か
わ
る
よ
う
な
論
黙
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
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中
し
た
た
め
か
、

本
稿
は
、
こ
の
風
聞
に
よ
る
奏
弾
を
て
が
か
り
と
し
て
、
嘗
時
の
枇
舎
に
流
布
さ
れ
る
世
論
、
あ
る
い
は
世
論
に
よ
そ
お
わ
れ
た
情
報
が
も

つ
意
味
を
考
察
し
、
す
す
ん
で
昔
時
の
枇
曾
秩
序
や
政
治
韓
制
の
認
識
に
、
あ
ら
た
な
要
素
を
提
供
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
風
間
奏

事
」
と
そ
の
研
究
史

は
じ
め
に
、

や
や
く
わ
し
く
「
風
間
奏
事
」
の
具
韓
的
内
容
を
な
が
め
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
あ
ら
ま
し
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

洪
遇
が
そ
の
論
の
も
と
と
し
た
の
は
、
南
車
問
の
御
史
中
丞
沈
約
の
「
奏
弾
王
源
」
で
あ

っ
た
。

(
3
)
 

主
要
部
分
を
摘
録
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

い
ま
『
文
選
」
巻
四

O
所
牧
の
こ
の

一
文
の

給
事
黄
門
侍
郎
粂
御
史
中
丞
呉
興
口巴
中
正
臣
沈
約
稽
首
し
て
言
す
。
:
:
:
風
聞
す
ら
く
、
東
海
の
王
源
、

女
を
嫁
し
て
富
陽
浦
氏
に
輿
う

と
。
源
、
人
品
庸
随
と
難
も
、
賓
を
由
同
ぎ
華
に
琴
、
ず
。
曾
祖
雅
は
位
八
命
に
登
り
、
租
少
卿
は
内
唯
曜
に
侍
り
、
父
味
噌
升
り
て
儲
聞
に
采

ぇ
、
亦
清
額
に
居
る
。
源
頻
り
に
諸
府
の
戎
禁
を
切
に
し、

通
徹
に
殻
班
す
。
而
る
に
姻
を
託
し
、
好
み
を
結
ぶ
こ
と
、
唯
利
の
み
是
れ



求
め
、
流
輩
を
砧
辱
す
る
こ
と
、
斯
れ
よ
り
甚
だ
し
き
と
篤
す
は
莫
し
。
源
人
身
遠
き
に
在
り
、
統
ち
媒
人
劉
嗣
之
を
摘
し
て
蓋
に
到
ら

し
め
て
排
問
す
。
嗣
之
列
し
て
稽
す
ら
く
、
呉
郡
満
環
之
、
相
承
け
て
云
う
、
是
れ
高
卒
の
奮
族
、
寵
奮
の
胤
由
同
な
り
と
。
家
計
温
足
、

託
せ
ら
れ
て
息
鷲
の
篤
に
婚
を
覚
む
。
王
源
告
げ
ら
れ
て
窮
霊
せ
ん
と
し
、
即
ち
理
之
の
簿
閥
を
索
め
、

濠
之
は
王
国
侍
郎
に
任
じ
、
雌
鳥

又
王
慈
の
呉
郡
正
閤
主
簿
と
震
る
を
見
て
、
源
父
子
因
り
て
共
に
詳
議
し
、
判
し
て
奥
に
婚
を
矯
す
。
聾
之
銭
五
寓
を
下
し
、
以
て
稗
曜

と
篤
す
。
源
先
に
婦
を
喪
い
、
又
轄
す
る
所
の
絵
直
を
以
て
妾
を
納
る
、
と
。
其
の
列
す
る
所
の
知
く
ん
ば
、
則
ち
風
聞
と
符
同
す
。
務

か
に
理
之
の
姓
族
を
尋
ぬ
る
に
、
士
庶
緋
ず
る
莫
し
。
:
:
:
臣
等
参
議
し
、

請
う
ら
く
は
見
事
を
以
て
源
の
居
る
所
の
官
を
克
じ
、
禁
鋼

終
身
、
統
ち
下
し
て
事
を
覗
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
故
の
如
か
ら
ん
。
源
の
官
品
は
黄
紙
に
謄
じ
よ
、
と
。
臣
は
統
ち
白
簡
を
奉
じ
以

聞
す
。
臣
約
誠
に
憧
れ
誠
に
恐
る
、
云
々
。

風
聞
を
根
擦
と
し
た
御
史
中
丞
の
奏
弾
が
こ
の
例
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
南
朝
に
お
い

て
幾
例
か
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
周
一
良
氏
の
指
摘
の
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と
お
り
で
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
参
考
の
た
め
に
、
そ
れ
ら
の
う
ち
典
型
的
な

一
例
の
奏
弾
文
を
あ
わ
せ
て
こ
こ
に
摘
録
し
て
お
こ
う
。
『南
費

支
日」
巻
三
六
謝
超
宗
俸
の
も
の
で
あ
る
。

超
宗
の
軽
慢
に
懐
い
を
積
み
、
粂
中
丞
衰
象
を
し
て
奏
せ
し
め
て
日
く、

風
聞
す
ら
く
、
征
北
詰
議
参
軍
謝
超
宗
、
根
性
浮
険
、

率

情
操
薄
な
り
。
仕
え
て
は
撃
権
に
近
く
、

務
め
は
誼
狩
を
先
に
す
。
:
:
:
瓶
ち
白
従
王
永
先
を
播
し
、

蓋
に
到
ら
し
め
て
排
問
す
ら
く
、

上超
宗
何
の
罪
過
有
る
、
諸
貴
に
詣
り
て
皆
不
遜
の
言
語
有
り
、
並
び
に
事
に
依
り
て
列
釘
せ
よ
、
と
。
永
先
列
し
て
稀
す
ら
く
、

主
人
超

宗
恒
に
行
来
し
て
諸
貴
要
に
詣
る
に
、
毎
に
鯛
杵
多
く
、

言
え
ば
怨
患
を
語
る
。
:
:
:
其
の
辞
列
の
如
く
ん
ば
、
則
ち
風
聞
と
符
同
す。

超
宗
罪
自
ず
か
ら
巳
に
彰
わ
る
れ
ば
、
宜
し
く
常
准
に
附
す
ベ
し
。
超
宗
少
く
し
て
は
行
検
無
く
、

長
じ
て
は
民
患
に
習
い
、
狂
校
の
跡

は
聯
代
の
疾
む
所
、
迷
倣
の
舞
は
累
朝
に
黙
鰯
す
。
:
:
:
請
う
ら
く
は
見
事
を
以
て
超
宗
の
居
る
所
の
官
を
克
じ
、

領
記
室
を
解
き
、

親

ち
外
に
勤
し
て
牧
え
て
廷
尉
の
法
獄
に
付
し
、
罪
を
治
せ
ん
こ
と
を
。
超
宗
の
品
題
は
、
未
だ
筒
奏
に
入
れ
ざ
ら
ん
。
臣
統
ち
白
簡
を
奉

3 

じ
以
聞
す
、
と
。
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そ
の
大
字
の
事
例
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
御
史
中
丞
に
よ
る
風
聞
に
基
づ
く
奏
弾
文
は
、
ま
ず
風
聞
の
内
容
を
あ
げ
、
そ
れ
を
確
認
す
る

た
め
に
関
係
者
を
「
婿
」
し
て
事
情
聴
取
し
、
そ
の
事
情
聴
取
の
内
容
で
あ
る
「
列
」
が
風
間
と
符
合
す
る
こ
と
を
の
べ
、
最
後
に
慮
断
案
が

し
め
さ
れ
る
と
い
う
形
式
を
も
っ
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
風
間
奏
事
」
が
南
朝
に
か
ぎ
ら
ず
北
朝
に
も
存
在
し
、
し
か
も
南
朝
に
は
み
ら
れ
な
い
現
象
を
汲
生
さ
せ
て
い
る
こ
と

に
注
意
さ
れ
た
の
は
祝
線
斌
氏
で
あ
る
。
で
は
、
北
朝
に
お
け
る
「
風
間
奏
事
」
は
い
か
な
る
も
の
か
。

そ
の
典
型
的
な
例
は
、

『貌
書
』
巻

九
四
閣
官
抱
疑
傍
附
従
弟
老
警
官
俸
に
、

老
毒
凡
簿
、
酒
色
情
を
摩
ま
に
す
む
御
史
中
尉
王
額
奏
し
て
言
す
ら
く
、
風
聞
す
前
洛
州
刺
史
陰
平
子
石
築
、

積
射
将
軍
抱
老
書
、
恋
蕩

非
軌
に
し
て
、
室
を
易
え
て
姦
し
、
燥
撃
は
朝
野
に
布
き
、
醜
音
は
行
路
を
被
う
。
即
ち
撤
し
て
鞠
問
す
る
に
、
皆
風
間
と
差
う
こ
と
な

し
。
櫨
を
犯
し
化
を
傷
つ
く
る
こ
と
、
老
害
時
等
即
ち
主
な
り
。
謹
し
ん
で
案
ず
る
に
、

石
祭
籍
貫
は
兵
伍
、
地
は
宣
流
よ
り
隔
た
り
、

-4-

:
:
:
老
蕎
種
類
聞
こ
え
る
な
く
、
氏
姓
紀
す
る
な

L
O
i---請
う
ら
く
は
見
事
を
以
て
官
を
克
じ
、
廷
尉
に
付
し
て
罪
を
理
め
、

鴻
臆
爵

を
削
ら
ん
こ
と
を
、
と
。
詔
し
て
、
可
な
り
、
と
。

と
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
、
同
書
巻

一
九
中
任
城
王
澄
停
に
、
「
ま
た
尋
ぬ
る
に
、
御
史
の
程
は
、
風
聞
を
是
れ
司
る
。
」
と

い
う
澄

の
表
文
が
あ
り
、
同
書
巻
八
八
良
吏
装
佑
停
に
、
「
風
聞
を
以
て
御
史
の
弾
ず
る
所
と
矯
る
。
」
と
い
う
よ
う
な
例
も
み
ら
れ
る
。
北
朝
の
例
で

は
御
史
中
丞
が
御
史
中
尉
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、

ほ
ほ
南
北
同
様
の
御
史
に
よ
る
「
風
間
奏
事
」
が
こ
の
嘗
時
存
在
し
た
こ
と
は
確

{
貫
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
じ
く
御
史
奏
弾
に
か
か
る
と
は
い
え
、

そ
の
釣
象
に
や
や
相
違
が
あ
る
。
こ
の
貼
は
、
後
に
く
わ
し
く
論
じ
る
こ
と

-

』

〆

、

-
3
0

1
v
l
L
ナ

J
U

さ
て
、
こ
の
「
風
間
奏
事
」
に
つ
い

て
、
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
ず
こ
れ
が
御
史
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
に
閲
し
て
、
こ
の
方
式
は
尚
書
僕
射
に
よ
っ
て
も
お
こ
な
わ
れ
た
と
周
一
良
氏
が
の
べ
て
お
ら
れ
る
。
氏
は

(
7
)
 

年
間
月
僚
の
詔
に
、
「
今
、
端
右
風
聞
を
以
て
事
を
奏
す
べ
き
こ
と
、
元
照
の
奮
制
に
依
れ
。」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
、

『梁
書
』
巻
二
武
帝
紀
天
監
元

一
方
、
『宋
書
』



巻
四
二
王
弘
停
に
の
せ
る
、
元
照
直
前
の
義
照
一
二
、

三
年
に
謝
霊
運
を
奏
弾
し
た
向
書
僕
射
王
弘
の
奏
弾
文
に
、
「
内
蓋
の
奮
龍
、
風
撃
を

用
い
て
奉
弾
す
る
を
得
ず
。
」
と
あ
る
の
と
照
合
さ
れ
、
端
右

・
内
蓋
と
は
そ
れ
ぞ
れ
倫
書
僕
射

・
倫
書
令
の
こ
と
で
あ
り
、

王
弘
は
僕
射
と

し
て
本
来
許
さ
れ
て
い
な
い
「
風
間
奏
事
」
を
敢
行
し
よ
う
と
し
て
、
劉
裕
に
承
認
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
天
監
の
詔
に
い
う

「
元
照
の

(9
)
 

奮
制
」
で
あ
る
が
、
こ

の
制
は
そ
の
後
す
た
れ
、
梁
武
帝
が
天
監
元
年
に
い
た
っ
て
復
活
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
、
と
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
祝
線
斌
氏
は
、
こ
れ
を
親
晋
南
北
朝
の
奏
弾
制
度
の
一
環
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
嘗
時
の
奏
弾
は
御
史
中
丞

・

倫
書
左
丞
の
爾
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
し
、
右
の
周
氏
説
に
聞
し
て
は
、
王
弘
停
に
い
う
内
蓋
の
奏
弾
の
主
要
責
任
者
は
術
書
左
丞
で
あ
り
、

中
丞
・
左
丞
雨
者
の
奏
弾
に
あ

っ
て
は
、
御
史
中
丞
に
は
風
聞
に
よ
る
奏
弾
が
許
さ
れ
て
い
た
の
に
釘
し
、
品
川
書
左
丞
は
文
書
に
よ
る
糾
弾
を

(
印
)

そ
の
重
要
な
差
が
あ
っ
た
と
の
べ
て
い
る
。

お
こ
な
う
と
こ
ろ
に
、

次
の
問
題
は
、
こ
の
風
聞
の
根
擦
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
奏
弾
制
度
と
し
て
と
ら
え
る
と
き
、
風
聞
な
る
も
の
に
よ
る
奏
弾
は
、
そ
の
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根
擦
の
有
無
や
故
意
、
柾
濫
な
ど
の
問
題
を
振
生
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
事
賞
確
認
や
事
情
聴
取
が
必
須
の
も
の
と
な
ろ
う
。
祝
氏
は
こ

の
こ
と
に
着
目
さ
れ
、
そ
の
具
程
的
な
運
用
制
度
に
つ
い
て
考
察
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
す
で
に
「
風
間
奏
事
」
の
奏
弾
文
の
形
式
に
つ

い
て
ふ
れ
た
よ
う
に
、
南
朝
に
お
い
て
は
そ
れ
は
関
係
者
を

「
撮
」
、
す
な
わ
ち
召
喚
し
て
事
情
聴
取
を
お
こ
な
う
方
式
で
な
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
事
賓
確
認
が
あ

っ
て
は
じ
め
て
正
式
の
奏
弾
が
可
能
で
あ

っ
た
の
で
あ
り
、
風
間
だ
け
で
は
直
接
の
罪
肢
と
し
て
弾
劾
で
き
な
か

っ
た
と

い
う
の
が
覗
氏
の
見
解
で
あ
る
。
も
っ
と
も
弾
劾
に
お
け
る
事
賓
確
認
と
「
掻
」
に

つ
い
て
は
、
は
た
し
て
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
よ

い
も
の

か
疑
問
の
と
こ
ろ
も
あ
り
、
再
検
討
の
必
要
が
あ
る
。

(
日
)

こ
れ
に
封
し
て
、
北
朝
の
例
は
よ
り
具
瞳
的
で
あ
る
よ
う
で
、

た
と
え
ば
北
貌
末
年
の
こ
と
と
し
て
、

「
親
書
』
巻
七
七
高
遁
穆
停
に
、

遁

穆
の
上
疏
を
の
せ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は

「織
か
に
見
る
に
、
御
史
出
便
す
れ
ば
、
悉
く
風
聞
を
受
く
。
時
に
罪
人
を
獲
た
り
と
難
も
、
亦
柾

濫
無
き
に
し
も
あ
ら
ず
。
」
と
い

い
、
そ
の
針
策
も
し
く
は
菟
罪
の
防
止
に
、

5 

御
史
若
し
出
て
糾
劾
す
れ
ば
、
即
ち
廷
尉
に
移
し
、
人
の
数
を
知
ら
し
む
。
廷
尉
司
直
を
遣
し
て
御
史
と
倶
に
護
せ
し
め
、
到
る
所
の
州
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郡
、
分
か
ち
て
別
館
に
居
ら
し
む
。
御
史
検
了
れ
ば
、
移
し
て
司
直
に
付
し
て
覆
問
せ
し
め
、
事
詑
れ
ば
御
史
と
倶
に
還
れ
。
中
尉
の
弾

問
、
廷
尉
の
科
按
は

一
に
奮
式
の
如
く
せ
ん
。

と
い
う
手
績
を
提
案
す
る
。
つ
ま
り
「
風
間
奏
事
」
に
は
在
濫
が
不
可
避
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
廷
尉
の
下
に
司
直
を
お
き
、
こ
れ
を
中
心
に

御
史
蓋
の
弾
劾
事
案
に
針
す
る
積
極
的
か
つ
綿
密
な
事
賓
確
認
を
め
ざ
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
南
北
朝
に
お
け
る
こ
の
微
妙
な
差
は
、

本
稿
の
検
討
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。

な
お
、
風
間
と
い
う
語
に
関
連
し
て
、
北
朝
で
は

「貌
書
』
巻
三
八
王
慧
龍
傍
附
孫
理
停
に
、
「
光
州
刺
史
と
矯
り
、
受
納
の
響
有
り
、
中

尉
王
額
の
劾
す
る
所
と
震
る
。
」
と
い
い
、
同
書
巻
七
一
王
世
弼
停
に
、

「
東
徐
州
刺
史
に
除
せ
ら
る
。
治
は
刑
に
任
じ
、
民
の
怨
む
所
と
錆
り
、

受
納
の
響
有
り
e

歳
絵
、
御
史
中
尉
李
卒
の
弾
す
る
所
と
矯
る
。」

と
い
う
よ
う
な
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
「
風
間
奏
事
」

に
よ

く
に
て
お
り
、
こ
の
響
は
北
朝
に
お
い
て
は
風
と
互
用
、
も
し
く
は
併
用
さ
れ
て
い
た
と
祝
氏
は
の
べ
て
い
る
。

最
後
に
、
こ
の
「
風
間
奏
事
」
の
淵
源
に
閲
す
る
問
題
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
洪
遁
は
こ
れ
を
菅
宋
以
後
の
も
の
と
み
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の

(ロ)

起
源
は
じ
つ
は
漢
代
の
「
謡
言
瓢
砂
」
に
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
の
が
周
氏
で
あ
っ
た
。
氏
は
『
後
漢
書
』
侍
五
O
下
察
邑
俸
を
ひ
き
、
察
凶
巴が
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た
て
ま
つ

っ
た
封
事
七
事
の
第
四
事
「
三
公
を
し
て
謡
言
も
て
事
を
奏
せ
し
む
」
、
お
よ
び
そ
の
注
に
ひ
く

『
漠
官
儀
」
の
「
三
公
長
吏
の
戚

否
、
人
の
疾
苦
す
る
所
を
聴
採
し
、
保
し
て
こ
れ
を
奏
す
。
是
れ
諸
言
を
奉
げ
る
者
と
矯
す
な
り
。
」
と
い
う
記
事
、
さ
ら
に

『績
漢
書』

巻

(
日
)

二
四
百
官
志
司
徒
依
注
の
昨
腹
部
日
、
『
後
漢
書
』
惇
四
七
劉
陶
停
、
同
書
侍
五
七
薫
鋼
沼
海
俸
の
記
事
に
基
づ
き
、
「
風
間
奏
事
」
は
後
漢
に
す

で
に
あ
る
こ
と
、

た
だ
し
、
後
漢
の
そ
れ
は
三
府
嫁
や
公
卿
が
刺
史
二
千
石
を
検
参
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
奏
事
者

・
被
劾
者
が
耳
目
宋
の
「
風

間
奏
事
」
と
異
な
る
だ
け
で
あ
る
と
論
断
し
て
お
ら
れ
る
。
な
お
、
祝
氏
は
こ
れ
を
承
認
し
つ
つ
も
、
「
風
間
奏
事
」
が
弾
劾
の
み
で
あ
る
の

に
釘
し
、

「謡
言
瓢
砂
」
は
庇
瓢
の
み
で
な
く
、
褒
奨
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

お
よ
そ
以
上
が
、

「
風
間
奏
事
」
な
る
も
の
の
概
要
と
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
従
来
の
研
究
の
論
黙
の
す
べ
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
論
貼
の

な
か
に
は
撃
に
弾
劾
制
度
の
一
端
と
い
う
側
面
に
か
ぎ
ら
れ
な
い
い
く
つ
か
の
重
要
な
問
題
が
ひ
そ
ん
で
い
る
よ
う
に
お
も
え
る
。
そ
れ
は
た



と
え
ば
、
な
ぜ
風
聞
な
ど
を
根
擦
に
し
た
弾
劾
が
存
在
成
立
し
う
る
の
か
、
そ
れ
は

一
般
の
弾
劾
と
結
果
と
し
て
ど
う
異
な
る
の
か
と
い
っ
た

弾
劾
制
度
と
し
て
の
「
風
間
奏
事
」
に
つ
い
て
の
疑
問
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
弾
劾
の
根
擦
と
な
り
う
る
風
間
と
は
そ
も
そ
も
な
に
か
、
洪
遁
説

を
み
と
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
菅
宋
以
後
と
い
う
時
代
的
性
格
は
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
の
か
と
い
う
風
聞
な
る
も
の
の
歴
史
的
意
味
、
さ
ら

に
は
こ
れ
が
嘗
時
の
南
北
雨
朝
に
お
い
て
政
治
的
枇
曾
的
に
い
か
な
る
現
賓
的
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
そ
の
機
能
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

に
検
討
に
値
す
る
問
題
が
存
在
す
る
。

以
下
、
そ
の
い
く
つ
か
に
焦
貼
を
あ
わ
せ
、
「
風
間
奏
事
」
が
表
現
す
る
六
朝
時
代
の
歴
史
性
の

一
面
に
せ
ま
っ
て
み
た
い
。

奏
弾
制
度
と
「
風
間
」

ま
ず
、
弾
劾
に
風
聞
が
根
擦
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
じ
つ
は
風
閉
そ
の
も
の
を
誼
擦
と
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
理
解
が
あ
る

(
M
)
 

こ
と
に
、
留
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ほ
か
な
ら
ぬ
洪
遁
が
立
論
の
根
擦
と
し
た

『唐
曾
要
』
巻
六

O
や

『新
唐
書
』
百
官
志
に
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み
え
る
も
の
で
、
洪
逼
自
身
も
そ
れ
を
襲
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
い
う
と
こ
ろ
は
、
御
史
霊
に
訴
状
が
と
ど
け
ら
れ
た
と
き
、
そ

れ
が
弾
劾
に
値
す
る
と
判
断
し
た
御
史
は
、
訴
人
の
姓
名
を
略
し
、
風
聞
に
よ
っ
て
探
知
し
た
と
し
て
弾
劾
に
も
ち
こ
む
こ
と
が
で
き
た
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
少
な
く
と
も
五
代
・
宋
代
に
お
い
て
、
「
風
間
奏
事
」
と
は
風
閉
そ
の
も
の
を
根
擦
に
し
て
弾
劾
す
る
こ
と
で

は
な
く
、
訴
人
姓
名
の
省
略
、
あ
る
い
は
隠
蔽
と
い
う
弾
劾
制
度
上
の
一
方
式
と
し
て
-認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
よ
う
。

も
し
「
風
間
奏
事
」
の
賓
態
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
か
よ
う
な
方
式
の
存
在
は
御
史
弾
劾
の
機
能
や
性
格
に
つ
い
て
、

さ

ま
ざ
ま
な
議
論
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
議
論
の
ま
え
に
、

は
た
し
て
六
朝
の
「
風
間
奏
事
」
は
そ
の
方
式
の
こ
と
で

あ
る
の
か
ど
う
か
を
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

こ
こ
ろ
み
に
南
朝
の
例
の
い
く
つ
か
を
み
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば

『文
選
』
巻
四

O
弾
事
に
は
、
任
肪
「
奏
弾
曹
景
宗
」
・
「
奏
弾
劉
整
」、

7 

沈
約
「
奏
弾
王
源
」
と
い
う
三
通
の
奏
弾
文
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
最
初
の
一
通
は
刺
史
の
前
線
で
の
敗
戟
の
責
任
を
と
う
も
の
で
あ
る
が
、
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あ
と
の
二
通
は
、
前
者
が
故
劉
寅
家
の
遺
産
手
い
で
の
劉
整
の
横
暴
ぶ
り
を
、
後
者
が
王
源
と
そ
の
子
の
家
柄
に
背
反
し
た
婚
姻
を
弾
劾
す
る

も
の
で
、
民
事
と
い
う
黙
で
弾
劾
の
性
格
が
似
通
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
後
二
者
を
比
較
し
て
み
る
と
、
前
者
は
訴
人
で
あ
る
劉
寅
の
妻

が
御
史
蓋
に
訴
状
に
よ
っ
て
訴
え
出
た
こ
と
を
、
つ
け
て
の
事
情
聴
取
と
弾
劾
で
あ
る
こ
と
を
明
記
す
る
、

し
た
が
っ
て
通
常
の
弾
劾
と
み
ら
れ

る
の
に
釘
し
て
、
後
者
は
王
源
家
の
破
廉
恥
的
罪
紋
を
風
聞
か
ら
説
明
し
は
じ
め
て
お
り
、
こ
れ
が

「風
間
奏
事
」

で
あ
る
が
、
前
引
摘
録
で

あ
き
ら
か
な
よ
う
に
そ
こ
に
訴
人
の
名
が
な
い
。

こ
の
雨
者
を
さ
ら
に
比
較
し
て
み
る
と
、
前
者
は
富
市
苧
者
た
る
寡
婦
が
訴
え
た
と
こ
ろ
の
嘗
事
者
の
財
産
に
か
か
る
い
わ
ば
個
人
的
な
訴
訟

で
あ
る
の
に
針
し
て
、
後
者
の
王
源
家
の
婚
姻
は
、
名
族
に
か
ぞ
え
ら
れ
る
東
海
の
王
氏
に
釘
す
る
も
の
で
あ
り
、

し
か
も
嘗
時
の
各
家
の
家

格
の
評
債
や
士
庶
の
身
分
問
題
に
関
連
す
る
、

い
わ
ば
韓
制
の
本
質
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
っ

た
。
し
か
も
、
現
賓
に
は
富
人
た
ち
が
そ
れ
を

合
法
と
認
識
し
て
い
た
ら
し
く
、
ま
た
奏
弾
文
で
沈
約
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
家
譜
の
詐
欺
や
貰
買
に
よ
る
家
柄
の
詐
稽
が
横
行
す
る
時
代
へ

の
警
鐘
と
し
て
の
性
格
を
、
こ
の
奏
弾
は
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
だ
れ
か
あ
る
個
人
が
密
告
提
訴
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
御
史
中
丞
が

-8-

健
制
の
根
幹
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
、
自
主
・
主
程
的
に
弾
劾
し
た
と
み
る
の
が
安
富
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て

『文
選
』
の
奏
弾
文
二
例
の
比
較
か
ら
み
る
と
、

「風
間
奏
事
」
が
じ

つ
は
軍
な
る
噂
に
基
づ
く
弾
劾
で
は
な
く
、
風
聞
に
こ
と

ょ
せ
た
訴
人
姓
名
の
省
略
、
さ
ら
に
は
隠
蔽
を
す
ら
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
弾
劾
の
口
賓
と
し
た
可
能
性
を
否
定
し
き

れ
な
い
。
こ
の
ほ
か
の
例
に
お
い
て
も

一
切
訴
人
の
姓
名
は
み
ら
れ
な
い
ば
か
り
か
、
右
の
可
能
性
を
傍
誼
す
る
よ
う
な
事
例
す
ら
み
ら
れ

る
。
そ
れ
は
皇
帝
か
ら
御
史
中
丞
へ
の
は
た
ら
き
か
け
に
よ
る
「
風
間
奏
事
」
で
あ
る
。
上
が
御
史
中
丞
を
し
て
奏
せ
し
め
た
と
明
記
す
る
劉

鮮
・
謝
超
宗

(『南
融
門
書
』
巻
三
六
本
俸
)
の
例
は
も
と
よ
り
、

梁
武
帝
の
不
興
を
く
ん
で
な
さ
れ
た
ら
し
い
任
肪
の
沼
績
に
針
す
る
奏
弾

(『梁

主官
』
巻
二
ハ
王
売
油
開
)
な
ど
は
、
具
龍
的
な
訴
人
を
設
定
せ
ず
、

奏
弾
す
る
こ
と
の
み
を
目
的
に
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
ま
ち
が
い
な
い
。

ま
た
、
宿
怨
の
あ
っ
た
徐
陵
を
汚
職
の
答
で
奏
弾
し
た
劉
孝
儀
の
例
(
『
陳
書
』
巻
二
六
本
俸
)
な
ど
も
こ
れ
に
類
し
て
、
訴
人
の
省
略
と
い
う

よ
り
は
、
風
聞
を
口
賓
に
し
た
柾
訴
の
例
と
よ
む
こ
と
が
で
き
る
。



一
方
の
北
朝
の
例
は
、
南
朝
の
よ
う
な
具
程
的
な
も
の
が
す
く
な
く
、
そ
の
意
味
で
の
検
討
は
十
分
に
は
お
こ
な
え
な
い
が
、
逆
に
さ
き
に

祝
氏
の
議
論
と
し
て
紹
介
し
た
よ
う
に
、
「
風
間
奏
事
」
が
し
ば
し
ば
柾
濫
を
生
じ
、

た
め
に
事
賓
確
認
が
不
可
鉄
の
も
の
と
い
う
認
識
が
朝

廷
に
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
か
ら
み
て
、
明
確
な
根
擦
も
な
い
ま
ま
箪
な
る
傍
聞
に
よ

っ
て
の
み
弾
劾
す
る
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
口
賓
と
し
て

(
日
)

こ
れ
を
濫
用
す
る
と
い
う
現
象
が
存
在
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。
『
親
書
』
巻
七
七
辛
雄
偉
に
よ
れ
ば
、
正
始
中
、
廷
尉
少
卿
衰
翻
な

る
も
の
が
、
「
罪
を
犯
す
の
人
、
恩
を
経
、
訴
を
競
い
、
在
直
明
ら
か
に
し
難
き
」
に
よ
り
、

「曾
て
風
聞
に
染
ま
る
者
は
、
曲
直
を
問
わ
ず
、

推
し
て
獄
成
る
と
矯
し
、
悉
く
断
理
せ
ず
」
と
上
奏
し
た
と
い
う
。
風
聞
に
か
か

っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
判
決
済
み
と
し
て
、
改
め
て
審
理
し

な
い
と
は
強
引
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
風
聞
の
濫
用
の
さ
ま
と
、
事
賓
調
査
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。

辛
雄
は

「若
し
傍

聞
を
即
ち
謹
と
矯
さ
ば
、
則
ち
理
に
於
い
て
太
だ
念
な
り
」
と
、
停
聞
だ
け
の
提
訴
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
が
、
惇
聞
を

綴
り
所
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
訴
人
が
虚
僑
の
提
訴
を
お
こ
な
う
こ
と
に
端
を
接
す
る
柾
濫
も
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
訴
人
が
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
姓
名
を
略
し
た
ご
と
く
に
よ
そ
お
っ
て
意
国
的
に
柾
濫
を
生
じ
さ
せ
う
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
黙
は
南
朝
と
共
通
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す
る
が
、
た
だ
、
北
朝
に
風
聞
の
裏
づ
け
と
い
う
観
黙
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

「風
間
奏
事
」
に
そ
の
よ
う
な
官
人
の
地
位
・
生
命
を
危
険
に
さ
ら
す
可
能
性
が
内
包
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
嘗
然
そ
の

在
濫
を
防
ぐ
た
め
に
、
そ
の
濫
用
に
釘
す
る
一
定
の
規
制
が
存
在
し
た
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
賓
際
、
北
朝
で
は
事
賓
確
認
の
方
式
が
議

論
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
先
述
の
よ
う
に
、
覗
氏
は
「
風
間
奏
事
」
と
い
っ
て
も
、
御
史
中
丞
が
み
ず
か
ら
目
隠
し
た
ば
あ
い
を
の
ぞ
く
と
、

奏
弾
に
は
根
擦
が
必
要
で
あ
っ
た
の
だ
と
さ
れ
、
そ
の
こ
と
は
奏
弾
文
に
お
け
る
「
掻
」、

す
な
わ
ち
誼
人
喚
問
の
賓
施
に
よ

っ
て
明
示
さ
れ

(
げ
)

て
い
る
と
の
べ
て
い
る
。

た
し
か
に
こ
れ
は
合
理
的
な
理
解
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
「
掻
」
を
や
や
仔
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、

む
し
ろ

「
婿
」
の
設
定

9 

は
、
風
聞
を
事
賓
と
し
て
立
誼
す
る
た
め
で
な
く
、
「
風
間
奏
事
」
が
確
固
と
し
た
客
観
的
根
擦
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
印
象
づ
け
る
草
な

(

川

崎

)

る
形
式
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
を
ぬ
ぐ
い
き
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
い
ま
南
朝
の
「
滋
」
の
例
五
例
に
つ
い
て
、
「
繍
」
さ
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れ
た
人
物
が
ど
の
よ
う
な
立
場
に
あ
る
か
を
み
て
み
る
と
、
白
従
、
白
従
左
右
、
門
生
、
宅
督
、
媒
人
と
な
る

0

・
臼
従

・
門
生

・
宅
督
な
ど
は
、

こ
の
嘗
時
は
無
位
無
官
で
有
力
者
に
寄
食
す
る
存
在
で
あ
り
、
そ
の
主
人
が
弾
劾
さ
れ
た
後
、
御
史
葦
に
喚
問
さ
れ
た
か
れ
ら
が
、
ま
ち
が

い

な
く
失
脚
浸
落
の
途
に
つ
い
た
主
人
に
殉
じ
て
、
御
史
蓋
奏
弾
の
罪
科
を
否
定
す
る
よ
う
な
謹
言
を
は
た
し
て
な
し
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
か
れ

ら
は
御
史
蓋
側
の
諸
人
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
排
聞
の
内
容
は
、
奏
弾
さ
れ
た
も
の
た
ち
の
日
常
生
活
に
お
け
る
私
的
な
言
動
に
か
か
わ

(
ゆ
)

る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、
長
の
意
味
で
の
事
賓
確
認
と
み
ら
れ
る
も
の
は
す
く
な
い
。

ち
な
み
に
、
北
朝
に
お
け
る
唯

一
の
「
風
間
奏
事
」
の
奏
弾
文
の
{
貰
例
で
あ
る
石
条

・
抱
老
蕎
の
ば
あ
い
は
、
奏
弾
さ
れ
た
本
人
自
身
が

「
繍
」
せ
ら
れ
、
し
か
も

「
鞠
問
」
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
御
史
蓋
の
主
張
を
裏
づ
け
る
た
め
の

「燭
」
で
し
か
な
い
。

こ
の
よ
う
な
風
聞
の
事
責
確
認
と
し
て
の
「
橋
」
の
賓
情
を
み
る
か
ぎ
り
、
こ
の
「
婿
」
の
存
在
は
風
聞
が
事
賓
で
あ
る
こ
と
を
立
誼
す
る

た
め
の
も
の
、
し
た
が

っ
て
「
風
間
奏
事
」
が
明
白
な
根
擦
な
し
に
、
ま
さ
し
く
風
間
の
み
で
の
奏
弾
は
許
さ
れ
な
か

っ
た
こ
と
を
し
め
す
の

で
は
な
く
、
か
え

っ
て
風
聞
が
事
賓
で
あ
る
と
い
う
御
史
蓋
の
主
張
を
立
誼
す
る
た
め
の
巧
妙
な
形
式
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
の
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で
あ
る
。

以
上
の
検
討
か
ら
、
「
風
間
奏
事
」
に
は
、
訴
人
姓
名
の
省
略
は
も
と
よ
り
、

さ
ら
に
す
す
ん
で
そ
の
隠
蔽
、
柾
訴
の
口
賓
の
側
面
が
た
し

か
に
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が

「
風
間
奏
事
」
の
す
べ
て
で
は
も
と
よ
り
な
い
。
そ
の
こ
と
を

『宋

書
』
巻
四
二
王
弘
停
の
記
事
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
こ
の
記
事
は
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
周

一
良
氏
が
向
書
僕
射
の

「
風
間
奏
事
」
の
例

と
し
て
論
究
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
こ
の
記
事
を
や
や
詳
細
に
要
約
し
て
お
こ
う
。
義
照

二
一
、
三
年
頃
、
向
書
僕
射
領
選
王
弘
が
、
謝

霊
運
を
奏
弾
し
た
。
そ
の
直
接
の
罪
科
は
、
謝
霊
運
が
そ
の
愛
妾
と
力
士
の
桂
輿
な
る
も
の
の
密
通
に
よ
り
、
桂
輿
を
殺
害
し
て
江
に
投
棄
し

た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
こ
の
奏
弾
は
、
謝
霊
運
に
封
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
御
史
中
丞
の
王
准
之
に
も
む
け
ら
れ
て
い
た
。
御
史

中
丞
は
「
風
撃
」
が
か
ま
び
す
し
い
の
に
、
弾
拳
し
な
か
っ
た
。
知
っ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
情
賓
、
知
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
れ
ば
愚
昧
で
あ
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
述
の
よ
う
に
「
風
撃
を
用
い
て
奉
弾
す
る
を
得
」
な
い
の
が
「
内
憂
の
奮
耀
」
で
は
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は



明
白
な
事
賓
と
し
て
朝
野
に
流
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
え
て
挟
手
歎
然
と
は
し
な
い
、
と
尚
書
僕
射
と
し
て
奉
弾
す
る
意
圃
を
明
言

(
初
)

す
る
。

こ
の
王
弘
の
事
例
は
、
風
聞
の
語
は
み
え
な
い
も
の
の
、
内
容
か
ら
み
て
御
史
中
丞
の

「
風
間
奏
事
」
の
存
在
を
し
め
す
最
初
の
記
事
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、

そ
れ
を
風
間
と
は
い
わ
ず
、
風
撃
と
い

っ
て
い
る
こ
と
に
と
り
あ
え
ず
留
意
を
、
つ
な
が
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
と
も

か
く
、
こ
れ
は
御
史
中
丞
の
奏
弾
は
風
撃
に
基
づ
い
て
お
こ
な
わ
れ
う
る
が
、
品
開
書
僕
射
は
そ
う
で
な
い
こ
と
、
こ
の
事
件
の
ば
あ
い
は
、
謝

霊
運
の
罪
科
は
風
撃
で
は
あ
っ
て
も
明
白
な
事
賓
と
み
と
め
ら
れ
る
と
王
弘
が
判
断
し
、
そ
れ
ゆ
え
風
撃
奉
弾
が
ゆ
る
さ
れ
て
い
な
い
術
書
僕

射
の
立
場
で
奏
弾
に
お
よ
ん
だ
と
い
う
事
例
で
あ
る
。
こ
の
風
撃
は
、
王
弘
が
異
例
の
偽
書
僕
射
奉
弾
に
ふ
み
き

っ
た
こ
と
か
ら
み
て、

ま
さ

し
く
嘗
時
流
布
さ
れ
た
う
わ
さ
そ
の
も
の
、
し
か
も
信
恵
性
が
高
い
と
判
断
さ
れ
た
う
わ
さ
に
相
違
あ
る
ま
い
。
風
聞
の
語
が
な
い
ゆ
え
、
こ

れ
を
南
朝
の
「
風
間
奏
事
」
と
完
全
に
同
一
の
も
の
と
す
る
の
に
は
慎
重
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
す
く
な
く
と
も
こ
の
風
撃
は
、
こ
こ
ま

で
み
て
き
た
よ
う
な
訴
人
姓
名
の
省
略
隠
蔽
の
た
め
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
事
例
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
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王
弘
の
い
う
よ
う
に
こ
の
事
件
が
そ
れ
ほ
ど
に
世
人
周
知
の
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、

詮
擦
を
あ
つ
め
、
「
内
憂
の
奮
龍
」
を
逸
脱
せ
ず
に
提
訴

す
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
な
の
に
、
な
ぜ
風
撃
を
根
擦
に
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る。

こ
こ
で
ふ
た
た
び
さ
き
に
の
べ
た
「
風
間
奏
事
」
の
訴
人
姓
名
の
省
略
、
隠
蔽
、

在
訴
の
口
賓
と
い
う
側
面
を
か
ん
が
え
て
み
る
と
、
そ
の

よ
う
な
あ
る
意
固
に
よ
っ
て
歪
曲
さ
れ
た
奏
弾
は
皇
帝
主
導
の
疑
獄
で
で
も
な
い
か
ぎ
り
、
官
入
居
や

一
般
枇
舎
の
理
解
を
得
ら
れ
ま
い
。
し

か
し
、
現
賓
に
風
聞
に
よ
る
奏
弾
は
お
こ
な
わ
れ
、

一
定
の
致
力
を
琵
揮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
は
あ
る
種
の
奏
弾
に
は
風
聞
を

標
携
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
り
、
皇
帝
主
導
の
奏
弾
で
す
ら
、
風
聞
を
口
賓
に
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
風

聞
の
あ
る
種
の
力
を
感
得
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
や
は
り
こ
こ
は
、
奏
弾
か
ら
い
っ
た
ん
は
な
れ
て
、
あ
ら
た
め
て
風
聞
と
は
何
か
を
検
討
す
ベ

き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

11 



12 

「
風
間
」

の
本
質

す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
「
風
間
奏
事
」

を
正
首
化
し
う
る
た
め
に
は
、
風
間
そ
の
も
の
に
、

口
賓
な
ど
と
は
異
質
の
、
特
定
の
意
味
が

そ
な
わ

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
し
て
、
「
風
間
奏
事
」
が
洪
遁
の
い
う
よ
う
に
音
宋
以
後
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
風
聞
の
特
定

の
意
味
は
、

耳
目
宋
以
後
の
時
代
の
歴
史
的
性
格
と
密
接
に
か
か
わ
っ

て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

と
り
あ
え
ず
、
南
朝
に
お
け
る
「
風
間
奏
事
」
の
賓
例
か
ら
、
風
聞
が
い
か
な
る
内
容
な
の
か
を
そ
の
奏
弾
に
よ
る
虚
断
も
あ
わ
せ
て

一
瞥

し
て
み
よ
う
。

前
慶
州
刺
史
意
朗

在
任
中
、

州
内
で
銀
塗
漆
扉
風
な
ど
の
奪
修
品
製
作

克
所
居
官

寛
陵
王
征
北
諮
議
参
箪
領
記
室
謝
超
宗

性
質
軽
薄
、
朝
政
誹
務
、
言
辞
不
遜

克
所
居
官
枚
付
廷
尉
法
獄
治
罪

四

禁
止
覗
事
如
故
お
よ
び
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臨
川
王
標
騎
従
事
中
郎
劉
鮮

平
東
将
軍
呉
郡
太
守
沈
文
季
他
牒
令
等

言
辞
不
遜
、
朝
政
批
判
、
亡
兄
慶
州
刺
史
の
蹄
葬
を
途
中
で
放
棄

唐
寓
之
の
乱
に
お
け
る
反
凱
軍
に
敗
戦
、
ま
た
は
抵
抗
を
放
棄

克
官
付
廷
尉

服
罪

五

王
源

士
庶
不
明
の
家
と
の
遇
婚
、
そ
の
婚
姻
の
勝
資
に
よ
る
納
妾

克
所
居
官

禁
鋼
終
身
禁
止
覗
事

「
官
品
麿
黄
紙
」

ーム4

ノ、

征
虜
将
軍
太
子
左
衛
率
粛
穎
達

魚
軍
税
の
要
求

克
所
居
官

七

向
書
左
丞
活
様

人
物
の
褒
庇
失
嘗

(現
司
徒
を
誹
務
、
前
向
書
令
を
過
度
に
賞
賛
)

克
所
居
官

「
位
懸
賞
紙
」

J¥ 

汲
章
内
史
伏
晒

人
事
に
針
す
る
不
満
か
ら
、
妹
の
迎
葬
と
稽
し
て
辞
職
、
内
史
を
授
け
ら
れ
て
僻
退
せ
ず

克
所
居
官

九

上
虞
令
徐
陵

牒
令
と
し
て
汚
職

克
官

南
朝
に
お
け
る
「
風
間
奏
事
」

は
以
上
で
す
べ
て
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、

四
の
事
例
の
風
聞
は
他
の
例
と
異
な
り
、
そ
の
風
間
内
容
は、

反
乱
時
の
地
方
行
政
官
の
逃
亡
や
抵
抗
な
ど
、
反
乱
へ
の
針
抗
と
い
う
地
方
官
長
の
現
賓
の
職
責
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
以
外
は
、



現
任
の
官
職
の
職
務
職
責
に
針
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
ひ
ろ
く
士
人
と
し
て
の
言
動
の
善
悪
嘗
否
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う。

し
か
も
そ
の
言
動
は
、
偏
狭
な
封
人
関
係
、
人
物
評
の
失
賞
、
朝
政
誹
詩
な
ど
、
す
ぐ
れ
た
人
士
に
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
遁
義
的
問
題
に
闘
す

る
も
の
が
多
い
。
そ
し
て
そ
の
典
型
が
、
嘗
時
の
士
庶
の
秩
序
を
み
だ
し
か
ね
な
い
王
源
父
子
の
婚
姻
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、

風
間

は
官
人
職
掌
に
釘
し
て
よ
り
は
、
士
人
の
存
在
の
根
擦
に
釣
し
て
な
さ
れ
る
、
士
庶
の
秩
序
の
根
幹
に
か
か
わ
る
も
の
ご
と
で
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
推
測
が
可
能
と
な
る
。
そ
の
推
測
は
、
こ
れ
ら
の
風
聞
の
封
象
と
な
っ
た
諸
人
が
、
た
と
え
ば
王
源
に
釘
し
て
奏
弾
者
の
沈
約
が

の
べ
た
よ
う
に
、
あ
る
程
度
以
上
の
枇
曾
的
地
位
を
も
つ
も
の
た
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
強
い
も
の
に
な
る
。

南
朝
に
封
し
て
北
朝
の
例
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
が
、
御
史
中
尉
奏
弾
文
が
の
こ
る
唯

一
の
事
例
で
あ
る
「
貌
書
』

闇
官
抱
老
毒
停
で
は、

風
聞
の
内
容
は
「
室
を
易
え
て
姦
す
」
と
い
う
醜
聞
で
、
そ
れ
が
「
曜
を
犯
し
、
化
を
傷
つ
く
」
も
の
と
明
言
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の

ほ
か
の
例
は
、
御
史
中
尉
李
彪
が
趨
郡
王
幹
を
奏
弾
す
る
の
に
、
幹
の
「
貧
淫
に
し
て
、
典
法
に
遵
わ
ず
」
と
い
う
風
聞
を
も
ち
い
た
こ
と
、

(
mμ
)
 

通
直
散
騎
常
侍
粂
知
度
支
崖
植
な
る
も
の
が
、
度
支
に
受
納
の
風
間
あ
る
に
よ
り
御
史
の
弾
劾
を
、つ
け
た
こ
と
が
史
書
に
の
こ
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
三
例
、
第
三
の
例
は
博
陵
の
崖
氏
と
い
う
名
門
官
人
の
汚
職
で
、
南
朝
の
第
九
の
例
と
類
似
し
て
い
る
が
、

前
二
者
は
宣
官
や
宗
室
の
姦
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事
、
貧
淫
の
疑
惑
で
、
同
じ
風
聞
で
も
南
朝
と
懸
絶
し
た
内
容
で
あ
る
。
南
北
の
こ
の
差
は
の
ち
に
ま
た
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
な
る
が
、

こ
こ

で
は
、
と
く
に
南
朝
の
風
聞
の
意
味
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
検
討
を
つ
づ
け
た
い
。

(
お
)

風
間
の
意
味
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
の
は
、

『
漢
書
」

巻
九
五
南
胸
骨
王
俸
の
顔
師
古
注
に
い
う
「
風
聞
は
風
聾
を
聞
く
こ
と
な
り」

で
あ
る
。
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
南
朝
最
初
の
「
風
間
奏
事
」
の
例
と
み
ら
れ
る

『宋
書
』

王
弘
停
で
も
、
焦
黙
と
な

っ
て
い
た
の
は
風
聞

で
は
な
く
風
撃
で
あ
っ
た
か
ら
、
風
撃
が
特
定
の
意
味
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
「
風
間
奏
事
」
が
成
立
す
る
と
珠
測
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

で
は
風
撃
と
は
な
に
な
の
か
。

13 

風
撃
に
は
、
車
な
る
消
息
、
風
の
便
り
の
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
古
典
以
来
、
風
俗
や
数
化
、
整
望
と
い
う
意
味
が
あ

M
P
そ
し
て
そ
の
意

味
で
の
風
撃
は
、
漢
末
以
後
に
ま
ま
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

『漢
書
』
巻
七
二
巻
首
に
、
園
公
な
ど
の
逸
民
の
名
を
あ
げ
、
「
皆
、
未
だ
嘗
て
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仕
え
ず
、
然
れ
ど
も
其
の
風
撃
は
以
て
貧
を
激
し
俗
を
属
ま
す
に
足
る
よ
と
い
い
、

『後
漢
書
』
惇
五
六
陳
蕃
傍
論
に
、
「
桓
霊
の
世
、
陳
蕃

の
徒
の
若
き
は
、
成
な
能
く
風
撃
を
樹
立
し
、
憎
俗
に
抗
論
せ
り
。
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
す
す
ん
で
耳
目
に
は
い
る
と
、

言
白
書
』

巻
三
四
杜
預
停
に
、
「
己
丑
詔
書
考
課
成
り
難
き
を
以
て
、
薦
例
に
通
じ
る
を
聴
す
。
薦
例
の
理
、
即
ち
亦
風
撃
に
取
る
よ
と
い
い
、
同
書
巻

三
五
斐
楢
停
に
、
「
帝
聞
い
て
白
く
、
朕
天
に
感
じ
時
に
順
い
、
海
内
更
始
す
。
天
下
の
風
撃
、
何
を
か
得
、
何
を
か
失
う
、
と
。」
な
ど
と
い

う
風
撃
が
あ
ら
わ
れ
る
。
前
者
は
人
事
に
閲
す
る
、
後
者
は
王
朝
交
替
に
閲
す
る
枇
舎
内
部
の
債
値
判
断
の
論
議
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
風
撃

は
、
も
は
や
噂
、
消
息
の
類
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
嘗
時
の
紅
舎
に
流
布
さ
れ
る
、

一
種
の
影
響
力
な
い
し
規
制
力
を
も

っ
た
世
論

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

風
撃
が
奏
弾
の
釘
象
と
な
っ
た
最
初
の
例
が
、
す
で
に
言
及
し
た
王
弘
の
謝
霊
連
弾
劾
で
あ
る
。
そ
の
風
撃
の
内
容
は
、

か
れ
の
愛
妾
密
通

に
起
因
す
る
殺
人
、
死
程
投
棄
事
件
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
王
弘
の
も
と
め
た
「
所
居
の
官
を
克
じ
、
蓋
に
上
し
て
曾
土
を
削
り
、
枚
、
え
て
大
理
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に
付
し
て
罪
を
治
せ
よ
と
い
う
鹿
罰
に
釘
し
て
、
劉
裕
は
寛
大
に
も
克
官
に
止
め
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
こ
れ
は
通
常
の
殺
人
事
件
の

あ
っ
か
い
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
仔
細
に
王
弘
の
主
張
を
吟
味
す
る
と
、
こ
の
醜
械
な
事
件
は
謝
霊
運
自
身
の
「
闘
閣
を
防
閑
す
る
能

わ
ず
」
、
す
な
わ
ち
妻
妾
監
督
の
遺
漏
が
招
い
た
と
断
言
し
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
琵
端
は
被
害
者
の
行
動
に
あ

っ
た
の
で
あ
り
、
司
直
に
よ

る
慮
断
に
な
じ
ま
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
こ
の
件
は
誼
擦
を
あ
げ
明
白
な
犯
罪
と
し
て
庭
理
す
る
よ
り
は
、

む
し
ろ

一
穫
の
破
廉
恥
な
醜
聞
と
し
て
慮
理
す
る
と
こ
ろ
に
ね
ら
い
が
あ
っ
た
と
も
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
風
撃
を
根
擦
に
し
た
の
は
、
こ
れ
が

車
純
な
刑
事
事
件
で
は
な
く
、
謝
氏
の
よ
う
な
階
層
身
分
に
と
っ
て
あ
り
う
べ
か
ら
ざ
る
事
件
と
い
う
こ
と
を
印
象
づ
け
る
た
め
で
は
な
か
ろ

う
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
風
撃
は

一
種
の
一
吐
曾
的
秩
序
維
持
の
た
め
の
規
範
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ぎ
に
風
聞
に
よ
る
奏
弾
の
求
刑
に
つ
い
て
み
る
と
、
「
克
所
居
官
」
が
大
牢
で
、

そ
れ
に
附
随
し
て
「
収
付
廷
尉
」
な
ど
の
措
置
が
も
と

め
ら
れ
て
い
る
が
、
王
源
と
沼
績
の
ば
あ
い
だ
け
に
、
「
源
官
品
懸
賞
紙
」
「
績
位
懸
賞
紙
」
と
い
う
措
置
が
附
加
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
措
置
は、

「
風
間
奏
事
」
の
こ
の
こ
例
に
み
ら
れ
る
だ
け
で
、
こ
れ
以
外
に
多
数
あ
る
南
朝
の
御
史
中
丞
奏
弾
文
に
は

一
切
み
え
な
い
も
の
で
あ
り
、

し



た
が
っ
て
、
「
風
間
奏
事
」
の
性
格
に
も
か
か
わ
る
も
の
と
殻
測
で
き
る
。
嘗
時
の
黄
紙
に
は
、
司
徒
が
管
理
す
る
郷
品
登
録
簿
の
意
味
が
あ

(
お
)

り、

「克
所
居
官
」
の
あ
と
に
こ
れ
が
附
加
さ
れ
る
意
味
は
、
現
任
官
を
克
官
し
た
後
、
か
れ
ら
の
基
本
身
分
を

「黄
紙
に
懸
ず
」
、
つ
ま
り
は

黄
紙
登
録
の
官
人
と
し
て
の
初
源
的
身
分
に
差
し
戻
す
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
か
ん
が
え
た
い
。
す
な
わ
ち
こ
の
措
置
こ
そ
は
、
他
の
奏
弾

と
異
な
り
、
「
風
間
奏
事
」
が
、
官
僚
的
世
界
だ
け
で
は
な
く
、
士
人
の
世
界
に
ま
で
お
よ
ぶ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
い
え
ば
、
既
速
の
よ
う
に
、
奏
弾
と
し
て
の
風
聞
は
提
訴
の
柾
濫
の
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
奇
妙
な
こ
と
に
北
朝

と
異
な
り
、
南
朝
の
「
風
間
奏
事
」
に
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
議
論
は
一
切
み
ら
れ
な
い
。
あ
か
ら
さ
ま
な
口
賓
に
み
え
る
風
聞
で
あ
っ
て
も、

そ
の
正
嘗
性
が
保
誼
さ
れ
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
れ
は
風
聞
が
出
現
し
た
、
あ
る
い
は
風
聞
を
出
現
さ
せ
て
し
ま

っ
た
こ
と
が
、

す

で
に
士
人
と
し
て
失
態
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
風
聞
と
標
梼
さ
れ
た
時
黙
で
、
も
は
や
携
拭
し
え
な
い
汚
黙
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る

と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。

風
撃
と
い
う
表
現
か
ら
感
得
さ
れ
る
、
風
と
い
う
特
異
な
媒
龍
に
よ
る
情
報
傍
達
の
方
式
は
、
そ
の
起
黙
が
不
分
明
で
、
枇
舎
に
お
け
る
不
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特
定
多
数
を
停
達
の
釘
象
と
し
、
ま
た
不
特
定
多
数
が
そ
の
傍
達
に
か
か
わ
る
と
い
う
貼
、
あ
る
い
は
す
く
な
く
と
も
そ
の
よ
う
に
装
っ
て
い

る
黙
で
、
後
漢
以
後
の
郷
論
、
清
議
や
中
正
配
下
の
訪
問
が
採
取
す
る
人
物
評
と
、
そ
の
存
在
形
態
が
極
似
す
る。

郷
論
清
議
は
、

士
人
階
層

の
一
吐
曾
的
秩
序
に
お
け
る
支
配
者
的
位
置
を
維
持
す
る
た
め
に
、
士
人
の
倫
理
を
浮
化
し
、
強
化
し
よ
う
と
し
た
枇
曾
的
規
範
で
あ

っ
た
し、

訪
問
が
採
取
す
る
人
物
評
と
は
、
基
本
的
に
士
人
の
郷
里
枇
曾
に
お
け
る
日
常
世
界
の
観
察
結
果
で
あ
る
。
そ
し
て
、
右
に
の
べ
た
と
こ
ろ
か

ら
す
れ
ば
、
風
撃
に
も
そ
れ
に
似
た
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る。

四

「風
聞
」
の
機
能

王
弘
の
言
に
よ
れ
ば
、
御
史
中
丞
は

つ
ね
に
風
聞
を
探
知
す
る
職
務
上
の
義
務
を
も
ち
、
他
人
が
知
り
え
た
風
聞
を
知
ら
な
い
の
は
愚
昧、

15 

ま
た
風
聞
が
琵
生
す
れ
ば
職
責
と
し
て
か
な
ら
ず
そ
れ
を
悪
採
し
、
奏
弾
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
南
朝
を
通
じ
て、
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御
史
中
丞
に
要
請
さ
れ
た
も
の
ご
と
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
御
史
中
丞
の
職
務
は
、
先
述
の
よ
う
な
「
風
間
奏
事
」
の
さ

ま
ざ
ま
な
賓
情
を
考
慮
す
る
と
、
昔
時
の
御
史
中
丞
の
政
治
過
程
に
お
け
る
特
異
な
重
要
性
を
明
示
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
御
史
中

丞
は
普
段
の
物
情
探
索
か
ら
は
じ
め
て
、
ば
あ
い
に
よ

っ
て
は
意
園
的
な
在
濫
す
ら
可
能
に
す
る
よ
う
な
職
務
権
限
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。
し
か
も
探
索
の
針
象
は
、
犯
罪
行
痛
に
止
ま
ら
ず
、
士
人
の
日
常
の
言
動
に
ま
で
お
よ
ぶ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
士
人
出
身
の

官
入
居
に
多
大
の
脅
威
を
あ
た
え
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。

こ
の
こ
と
は
、
南
朝
の
政
治
過
程
に
お
け
る
御
史
中
丞
の
意
義
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
が
、
と
く
に
そ
の
士
人
監
視
の
機
能
と
皇
帝
権
力

(
幻
)

と
の
関
連
な
ど
は
、
南
朝
貴
族
制
の
理
解
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
す
で
に
貌
耳
目
南
朝
の
御
史
中
丞
の
制
度
史
的
研
究
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
む
し
ろ
注
目
し
て
み
た
い
の
は
、
士
人
の
監
視
統
制
の
手
段
と
し
て
、
風
間
や
風
撃
が
用
い
ら
れ
た
意
味
で
あ
る
。
風
聞
が

前
節
で
の
べ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
士
人
を
頂
貼
と
す
る
枇
曾
秩
序
の
な
か
で
士
人
自
身
に
よ

っ
て
運
営
さ
る
べ
き
も
の
で
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あ
る
。
そ
う
で
あ

っ
て
は
じ
め
て
、
そ
れ
は
主
程
的
な
秩
序
維
持
の
た
め
の
規
制
力
た
り
う
る
。
し
か
し
、
「
風
間
奏
事
」
は
そ
の
士
人
を
頂

貼
と
す
る
枇
曾
秩
序
に
御
史
中
丞
が
介
入
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
枇
曾
秩
序
に
封
す
る
政
治
的
権
力
の
介
入
で
あ
る

が
、
御
史
中
丞
に
よ
る
風
聞
を
標
携
し
て
の
奏
弾
は
、
士
人
の
抵
抗
を
や
わ
ら
げ
、
介
入
を
容
易
に
、
も
し
く
は
可
能
に
す
る
た
め
の
方
策
で

あ
っ
た
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
風
間
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
な
お
論
ず
べ
き
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
既
述
の
よ
う
な
、

「風
間
奏
事
」
の
淵
源
に
、
後
漢
の

「謡
言
瓢
砂
」
が
あ
る
と
す
る
見
解
に
閲
し
て
で
あ
る
。
「
謡
言
瓢
捗
」
の
賓
情
が
「
彊
者
は
怨
を
矯
し
て
、
奉
奏
せ
ら
れ
ず
、
弱
者
は
遁
を

{
寸
り
て
、
陥
致
せ
ら
る
こ
と
多
く
」
、
「
貴
戚
を
回
避
す
」
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
曹
操
の
認
識
の
と
お
り
で
あ
り
、
そ
の
後
こ
の
制
度
が
ど

う
な
っ
た
の
か
は
、
あ
き
ら
か
で
は
な
い
。
諸
言
は
こ
の
後
も
し
き
り
に
史
書
に
は
あ
ら
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
文
意
不
明
の
預
言
と
し
て
で
あ

り
、
地
方
官
の
瓢
捗
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
で
は
な
い
。

(m) 

と
こ
ろ
が

『世
説
新
一
証
巴
規
歳
篇

(『
E

日書」

港
八
三
顧
和
惇
略
同
)
に
、
以
下
の
よ
う
な
話
が
っ
た
わ
る
。
王
導
が
揚
州
刺
史
と
な

っ
た
と
き、



(
初
)

八
部
従
事
を
各
管
郡
に
汲
遣
し
た
。
従
事
で
あ
っ
た
顧
和
も
出
て
還
り
、
諸
従
事
が
同
時
に
王
導
に
謁
見
し
た
。
時
に
諸
従
事
は
各
人
が
郡
太

守
の
得
失
を
奏
上
し
た
が
、
顧
和
ひ
と
り
が
無
言
で
あ
っ
た
の
で
、
王
導
が
顧
和
に
お
ま
え
は
何
を
聞
い
た
の
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、

そ
の
答

に
、
明
公
が
政
治
を
輔
佐
す
れ
ば
、
政
綱
は
呑
舟
の
巨
魚
を
も
漏
ら
す
ほ
ど
で
よ
い
の
に
、
「
何
に
縁
り
て
か
風
聞
を
采
聴
し
、
以
て
察
察
の

政
を
潟
さ
ん
」
と
あ
っ
た
の
で
、
王
導
は
苔
嵯
稽
賛
し
た
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
東
菅
初
頭
、
謡
言
採
取
に
似
て
、
風
間
採
取
の
地
方
長

官
監
察
方
式
が
存
在
し
て
い
る
の
を
知
る
。
察
察
の
政
と
は
、

『老
子
』
の
「
其
の
政
察
察
、

そ
の
民
鍛
鉄
」
に
基
づ
き
、
煩
墳
な
監
察
に
よ

る
地
方
行
政
の
統
制
を
い
う
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
寛
容
で
知
ら
れ
た
王
導
の
施
政
方
針
と
異
な
ろ
う
。
『
菅
書
』
巻
八
二
孫
盛
停
に
も
、
東
耳
目

中
期
の
こ
と
と
し
て
「
州
は
従
事
を
遣
わ
し
て
風
撃
を
観
採
す
」
と
い
う
一
文
が
あ
り
、
さ
ら
に
く
だ

っ
て
、
『太
平
御
覧
』
巻
七
七

一

元
嘉
起
居
注
』
に
は
、
曾
稽
従
事
が
揚
州
刺
史
に
、
曾
稽
郡
管
下
絵
銚
牒
の
際
令
が
者
修
品
を
造
作
し
た
と
い
う
風
聞
を
報
告
し
、
お
そ
ら
く 「宋

そ
れ
を
、
つ
け
た
揚
州
刺
史
が
、
中
央
政
府
に
上
呈
し
て
、
有
司

(術
書
)
か
ら
奏
さ
れ
て
い
る
。
周
氏
は
こ
れ
も
前
述
の
王
弘
の
端
右
奏
弾
の

一
例
と
さ
れ
る
が
、
し
た
が
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
『
元
嘉
起
居
注
」
に
は
、

一
方
で
御
史
の
「
風
間
奏
事
」
の
例
が
あ
り
、
元
嘉
年
間
に
は
王

弘
の
提
言
を
、
つ
け
て
、

い
ず
れ
も
風
聞
に
よ
る
向
書
と
御
史
中
丞
雨
者
の
奏
弾
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
内
、
尚
書
の
奏
弾
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が
す
た
れ
、
梁
の
天
監
元
年
に
復
活
の
詔
が
で
た
こ
と
は
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
元
嘉
以
後
、
刺
史
と
部
従
事
に
よ
る
風

聞
採
取
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
基
づ
い
た
御
史
奏
弾
の
例
は
南
朝
で
は
み
ら
れ
な
い
。
あ
え
て
類
例
を
あ
げ
れ
ば
、
梁
に
な
っ
て
、
際
令
と
し
て

賦
汗
の
答
の
風
聞
で
奏
弾
さ
れ
た
徐
陵
が
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
御
史
が
監
察
に
出
向
い
て
奏
弾
し
た
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
し
て
、
北
朝
の
ば
あ
い
に
、
御
史
の
出
使
と
、
そ
れ
に
よ
る
地
方
官
の
監
察
・
弾
劾
は
と
く
に
顕
著
な
現
象
の
よ
う
に
み
え
る
。

そ
れ
は
す
で
に
み
た
例
で
い
え
ば
、

『貌
書
』
吉
岡
遁
穆
停
に
、
「
縞
か
に
見
る
に
、
御
史
出
便
す
れ
ば
、
悉
く
風
聞
を
受
く
。
時
に
罪
人
を
獲
た

り
と
難
も
、
亦
在
濫
無
き
に
し
も
あ
ら
ず
。
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
針
策
と
し
て
廷
尉
が
司
直
を
汲
遣
し
て
御
史
と
と
も
に
行
か
し
め
る
こ
と
を

提
案
し
て
い
た
。
こ
れ
は
北
貌
末
年
の
荘
帝
の
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
る
が
、
『
貌
書
』
巻
八
世
宗
紀
正
始
二
年
秋
七
月
甲
成
の
詔
に
も
、

17 

今
、
大
使
を
分
遣
し
、
方
を
省
て
巡
検
せ
し
め
、
其
の
恕
負
の
風
響
と
相
符
す
る
者
に
随
い
て
、
即
ち
糾
瓢
を
加
え
、
以
て
雷
震
の
威
を
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明
ら
か
に
し
、
以
て
旋
軒
の
奉
を
申
べ
よ
。
因
り
て
以
て
風
を
観
、
俗
を
排
え
、
功
過
を
採
訪
し
、

賢
者
を
褒
賞
し
、
淫
悪
を
糾
罰
し
、

窮
ま
れ
る
を
理
め
、
弊
れ
る
を
岨
れ
み
、
以
て
朕
が
心
に
稽
え
。

と
あ
っ
て
、
使
者
の
地
方
振
遣
と
、
風
響
の
悪
採
を
命
じ
て
い
る
。
あ
る
い
は
ま
た、

同
書
巻
四
七
慮
頑
俸
に
、

利
奏
し
て
日
く
:
:
:
守
宰
の
暴
貧
は
、
貌
閥
に
風
間
あ
り
。

と
い
う
よ
う
に
、
地
方
官
長
の
失
政
は
た
だ
ち
に
風
間
に
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
も
し
く
は
風
間
に
よ
っ
て
そ
れ
を
公
然
化
す
る
こ
と
が
ゆ

る
さ
れ
て
い
一明

北
貌
が
地
方
政
治
の

一
端
と
し
て
、
地
方
官
長
の
監
察
の
強
化
を
意
園
し
、
そ
の
具
程
的
方
法
に
風
間
も
し
く
は
風
響
を
も

ち
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

(
お
)

そ
し
て
以
下
に
奉
例
す
る
よ
う
に
、
風
響
に
よ
る
地
方
官
弾
劾
の
例
は
す
く
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

太
和
初
め
、
名
家
の
子
を
以
て
擢
ん
で
ら
れ
て
中
散
と
矯
り
、
宰
官
に
遷
る
。
南
安
王
槙
に
貧
暴
の
響
有
り
、
中
散
問
文
租
を
遣
し
て
長
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安
に
詣
り
て
之
を
察
せ
し
む
。
文
祖
禎
の
金
賓
の
賂
を
受
け
、
棋
の
翁
に
隠
し
て
言
わ
ず
。
事
設
し、

之
に
坐
す
。(『
貌
書
』
を
五
O
慕
容

白
曜
傍
附
弟
子
契
傍
)

景
明
初
め、

冠
軍
将
軍
南
徐
州
刺
史
に
除
せ
ら
る
。
:
:
:
後
本
将
軍
を
以
て
東
徐
州
刺
史
に
除
せ
ら
れ
、
治
は
刑
に
任
じ
て
民
の
怨
む
所

と
篤
り
、

受
納
の
響
有
り
、
歳
絵
に
し
て
、
御
史
中
尉
李
卒
の
弾
す
る
所
と
篤
る
も
、
赦
に
曾
い
て
克
が
る
。
(同
書
巻
七
一王
世
弼
俸
)

正
始
中
、
光
州
刺
史
と
矯
る
。
受
納
の
響
有
り
、
中
尉
王
額
の
劾
す
る
所
と
鴬
り
、
終
に
雲
克
さ
る
る
を
得
た
り
。
(同
書記官
三
八
王
慧
龍

停
附
子
種
傍
)

こ
の
よ
う
な
方
式
は
、
『
北
斉
書
』
巻
四
七
酷
吏
畢
義
雲
停
に
、

文
宣
帝
の
代
、
御
史
中
丞
畢
義
雲
が
、
か
つ
て
か
れ
を
奏
弾
し
た
品川
書
左

丞
司
馬
子
瑞
に
報
復
す
る
た
め
、
子
瑞
の
従
兄
が
刺
史
を
務
め
る
州
に
御
史
を
汲
遣
し
て

「
風
聞
を
采
」

ろ
う
と
し
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
北

斉
に
い
た

っ
て
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
な
風
響
を
用
い
た
地
方
官
長
に
釘
す
る
監
察
の
方
式
の
存
在
は
、
傍
聞
情
報
に
よ
る
奏
弾
が
内
包
す
る
柾
濫
の
危
険
性
ゃ
、
起
貼
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停
達
者
が
特
定
し
が
た
い
と
い
う
停
聞
の
性
格
を
想
起
す
る
と
、
北
朝
に
お
け
る
き
わ
め
て
巌
し
い
地
方
支
配
の
志
向
を
し
め
す
も
の
と
い

え
る
。

こ
こ
に
い
た

っ
て
、
そ
の
雨
者
が
互
用
さ
れ
、
も
し
く
は
同
義
で
あ
る
と
い
う
見
解
も
あ
っ
た
風
聞
と
風
響
の
関
係
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め

て
整
理
す
る
必
要
が
う
ま
れ
る
。
現
象
的
に
み
れ
ば
、
南
朝
の
風
聞
は
そ
の
釣
象
が
お
お
く
は
士
人
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
内
容
が
遁
義
的
も
し

く
は
倫
理
的
問
題
で
あ
っ
た
の
に
釣
し
て
、
北
朝
の
風
響
は
、
地
方
官
長
を
封
象
に
、
そ
の
執
務
態
度
や
施
政
の
賓
情
に
釘
し
て
出
現
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
を
あ
え
て
単
純
化
す
れ
ば
、
南
朝
の
風
聞
は
一枇
舎
秩
序
の
な
か
で
機
能
し
、
北
朝
の
風
響
は
官
僚
制
度
の
な
か
で
機
能
す
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
北
朝
が
風
聞
と
い
う
こ
と
ば
に
か
え
て
風
響
を
も
ち
い
る
の
は
、
す
で
に
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
惇
統
を
も
っ
風

聞
と
は
異
な
る
意
味
と
機
能
を
も
た
せ
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
推
測
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

む

す

び
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「
風
間
奏
事
」
は
た
し
か
に
洪
遁
の
い
う
よ
う
に
、
東
晋
以
後
に
顛
現
す
る
現
象
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
こ
の
時
代
の
歴
史
的
な
枇
舎
秩
序
や

政
治
程
制
を
反
映
し
、
し
た
が
っ
て
、
嘗
時
の
一
吐
曾
秩
序
や
政
治
瞳
制
の
あ
り
か
た
に
か
か
わ
る
問
題
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る。

し
か
も
そ
こ
に
は
、
南
朝
と
北
朝
と
い
う
、
枇
曾
秩
序
も
政
治
睡
制
も
異
質
な
二
つ

の
世
界
の
特
色
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
風
聞
の
名
の
も

と
に
規
制
さ
れ
る
も
の
ご
と
が
、
南
朝
と
北
朝
で
異
な
り
、
南
朝
で
は
そ
れ
は
、
士
入
社
舎
内
部
の
規
制
力
で
あ
り
、
北
朝
で
は
官
僚
制
運
営

の
監
察
の
一
方
式
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
後
者
も
東
耳
目
で
は
そ
の
方
式
が
存
在
し
た
が
、
永
績
す
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
、
風
聞
の

釘
象
は
士
入
社
舎
内
部
へ
と
む
か
い
、
そ
の
南
朝
の
よ
う
な
風
聞
は
北
朝
に
は
あ
ら
わ
れ
な
か
っ
た
。
北
朝
で
は
風
聞
の
根
擦
が
大
き
な
問
題

で
あ
っ
た
の
に
針
し
て
、
南
朝
で
は
風
間
そ
の
も
の
の
稜
生
が
す
で
に
問
題
観
さ
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
遣
い
に
も
、
南
北
の
風
聞
の
釘
象
や

性
格
と
そ
の
機
能
す
る
場
の
差
が
し
め
さ
れ
て
い
る
。
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「
風
間
奏
事
」
の
存
在
は
、
こ
の
よ
う
な
南
北
聞
の
差
を
前
提
に
し
て
い
え
ば
、
南
朝
に
お
い
て
は
、
士
人
を
頂
黙
と
す
る
枇
曾
秩
序
に
釣
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す
る
政
治
的
権
力
の
介
入
の
志
向
を
意
味
し
、
北
朝
に
お
い
て
は
、
巌
格
な
地
方
支
配
韓
制
の
維
持
運
営
へ
の
志
向
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
こ

の
雨
者
は
、
ま
さ
し
く
南
北
雨
政
権
が
直
面
し
て
い
た
政
治
的
課
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
惇
聞
を
根
擦
と
す
る
政
治
手
法
の
惇
統
と
繁
質
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
「
風
間
奏
事
」

の
淵
源
が
後
漢
の
謡
言
に
よ
る
熱
砂
に
あ
る
こ
と
は
、
周
氏
の
見
解
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
方
式
が
お
も
に
北
朝
に
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と

こ
れ
に
つ
い
て
は

は
、
本
稿
で
論
じ
た
重
黙
の
一
つ
で
も
あ
る
。
問
題
は
、
そ
れ
が
な
ぜ
謡
言
か
ら
風
撃
、
風
間
、
風
響
に
か
わ

っ
た
の
か
と
い
う
黙
で
あ
る
。

い
ま
の
と
こ
ろ
お
お
ま
か
な
橡
測
の
段
階
で
し
か
な
い
が
、
傍
聞
の
機
能
す
る
場
と
機
能
の
性
格
が
費
化
し
た
の
で
は
な

い
か
と
か
ん
が
え
た
い
。
す
な
わ
ち
謡
言
は

一
般
一
位
曾
全
憶
を
基
盤
と
す
る
傍
聞
で
あ
り
、
自
然
現
象
や
殻
知
預
言
を
も
ふ
く
む
内
容
を
も
っ

が
、
風
撃
風
間
は
本
稿
で
の
べ
た
よ
う
に
、
士
人
一
位
舎
を
基
盤
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
内
容
も
人
倫
や
遁
徳
に
閲
す
る
も
の
が
大
字
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
傍
聞
の
性
格
の
違
い
は、

る
。
風
響
は
あ
る
い
は
諸
言
に
似
た
基
盤
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
内
容
は
や
は
り
官
人
と
し
て
の
職
務
職
責
や
執
務
態
度
が
中
心
で
あ

お
そ
ら
く
一
枇
曾
構
成
の
歴
史
的
展
開
の
中
で
生
じ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
が
、
こ
の
こ
と
全
慢
は

- 20一

な
お
今
後
の
具
健
的
な
分
析
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

註(
1
)
 
『谷
新
四
筆
』
巻

一一

御
史
風
間
の
原
文
全
文
は
以
下
の
と
お
り
。

御
史
許
風
間
論
事
、
相
承
有
此
言
、
而
不
究
所
従
来
、
以
予
考
之、

蓋
自
管
宋
以
下
如
此
、融
問沈
約
篤
御
史
中
丞
、
奏
弾
王
源
目
、

風

聞
東
海
王
源
、
蘇
野
党
曾
要
云、

故
事
御
史
蓋
無
受
詞
訟
之
例
、
有

詞
状
在
門
、
御
史
採
紋
有
可
弾
者
、
即
略
其
姓
名
、
皆
云
風
間
訪

知
、
其
後
疾
悪
公
方
者
少
、
選
相
推
街
、
通
状
人
頗
墾
滞
、
開
元

十
四
年
、

始
{
疋
受
事
御
史
人
知

一
日
劾
獄
、
諒
一
題
告
事
人
名
、
乗

自
古
風
間
之
義
、
然
則
向
之
所
行
、
今
日
之
短
巻
是
也
、

二
字
本

見
尉
位
停
、

こ
れ
に
言
及
さ
れ
た
沈
約
の

「奏
弾
王
源
」
は
註
(
3
)参
照
。

『唐
曾
要
』
巻
六
O
の
原
文
は
以
下
の
と
お
り
。

故
事
、
御
史
牽
錐
…
受
詞
訟
之
例
、
有
詞
紋
在
門
、
御
史
採
有
可
弾

者
、
即
略
其
姓
名
、
皆
云
風
間
訪
知
、
其
後
御
史
疾
悪
公
方
者
少
、

遮
相
推
比
問
、
通
状
人
頗
墾
滞
、

至
開
元
十
四
年
、
始
{
疋
受
事
御
史
、

人
知

一
日
劾
状
、
逮
題
告
事
人
名
、
議
自
古
風
間
之
義
、

至
今
不

改、
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蘇
氏
駁
目
、
御
史
蓋
正
朝
廷
綱
紀
、
暴
百
司
素
失
、
有
弾
邪
俵
之

文
、
無
受
詞
訟
之
例
、
今
則
重
於
此
而
忘
於
彼
失
、

『
唐
曾
要
』
に
類
す
る
記
事
は
、

『新
唐
書
』
巻
四
八
百
官
志
一一一

に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

故
事
、
御
史
蔓
不
受
訟
、
有
訴
可
問
者
、
略
其
姓
名
、
託
以
風
間
、

其
後
、
御
史
嫉
悪
者
少
、
通
状
準
絶
、
十
四
年
、
乃
定
授
事
御
史

一
人
、
知
其
日
劾
獄
、
題
告
事
人
姓
名
、
其
後
、
宰
相
以
御
史
権

重
、
建
議
弾
奏
先
白
中
丞
大
夫
、
復
通
獄
中
書
門
下
、
然
後
得
奏
、

自
是
御
史
之
任
軽
失
、

な
お
、
胡
治
淳
『
唐
代
御
史
制
度
研
究
」
(
一
九
九
三
、

蔓
北
)

四
九
頁
に
は
、
こ
の
『
曾
要
』
記
事
を
引
用
し
て
の
唐
代
の
「
風
間

奏
事
」
に
関
す
る
言
及
が
あ
る
が
、
こ
の
制
度
の
耳
目
宋
代
に

つ
い
て

の
研
究
は
、
周
・
祝
雨
氏
の
ほ
か
に
は
み
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

(
2
)

周
一
良
「
風
間
奏
事
」
『
貌
耳
目
南
北
朝
史
札
記
」
(
一
九
八
五
、
北

京
)
二
七
三
頁
、
祝
線
斌
「
貌
耳
目
南
北
朝
術
書
左
丞
糾
弾
職
掌
老
「

粂
論
左
丞
輿
御
史
中
丞
的
分
工
」
『
文
史
』
一
一一
一
一
輯
(
一
九
九

O
)。

(
3
)

『文
選
」
巻
四

O
沈
約
「
奏
弾
王
源」

給
事
黄
門
侍
郎
粂
御
史
中
丞
呉
興
邑
中
正
臣
沈
約
稽
首
一言
、

自
宋
氏
失
御
、
種
数
殿
表
、
衣
冠
之
族
、
日
失
其
序
、
姻
姫
論
雑
、

悶
計
厩
庶
、
販
脅
組
曾
、
以
骨
周
貫
道
、
明
日
映
顔
、
曾
無
惚
畏
、

:
:
風
聞
東
海
王
源
、
嫁
女
輿
富
陽
浦
氏
、
源
難
人
品
膚
階
、由同

賓
参
華
、
曾
租
雅
、
位
登
八
命
、
組
少
卿
、
内
侍
雌
帳
、
父
溶
、

升
采
儲
閥
、
亦
居
清
頼
、
源
頻
切
諸
府
戎
禁
、
議
班
通
徹
、
而
託

姻
結
好
、
唯
利
是
求
、
砧
辱
流
輩
、
莫
斯
矯
甚
、
源
人
身
在
遠
、

親
婿
媒
人
劉
嗣
之
到
牽
婦
問
、
嗣
之
列
橋
、
呉
郡
浦
湾
之
、
相
承

云
是
高
卒
奮
族
、
飽
奮
胤
由育
、
家
計
温
足
、
見
託
矯
息
鴛
覚
婚
、

王
源
見
告
窮
蓋
、
即
索
理
之
簿
閥
、
見
湾
之
任
王
園
侍
郎
、
副
島
又

矯
王
慈
呉
郡
正
閤
主
簿
、
源
父
子
因
共
詳
議
、
剣
輿
潟
婚
、
理
之

下
銭
五
高
、
以
篤
聴
穂
、
源
先
喪
婦
、
又
以
所
鴨
絵
直
納
妾
、

如

其
所
列
、
則
輿
風
間
符
問
、
時
桝
尋
理
之
姓
族
、

士
庶
莫
緋
、
満
奮

身
損
西
朝
、
胤
嗣
珍
浪
、

武
秋
之
後
、
無
聞
東
育
、
其
潟
虚
託
、

不
言
自
類
、
王
満
連
姻
、
寒
防
相
物
慈
、
潜
楊
之
陸
、
有
異
於
此
、

且
買
妾
納
駿
、
因
随
刊
篤
資
、
施
衿
之
費
、
化
充
林
第
、
部
情
賛
行
、

造
次
以
之
、
糾
愚
縄
達
、
允
玄
簡
裁
、
源
郎
主
、

臣
謹
案
、

南
郡

丞
王
源
、
恭
藷
世
資
、
得
参
綾
莞
、
:
:
:
臣
等
参
議
、
請
以
見
事

克
源
所
居
官
、
禁
鋼
終
身
、
相
靴
下
禁
止
規
事
如
故
、
源
官
品
懸
賞

紙
、
臣
瓢
奉
白
筒
以
問
、
臣
約
誠
憧
誠
恐
、

云
云
、

な
お
傍
統
的
な
訓
譲
で
は
、
風
聞
を
ほ
の
か
に
聞
く
と
讃
む
よ
う

で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
風
聞
と
連
稀
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

(
4
)

こ
れ
に
類
す
る
事
例
を
ふ
く
め
、

原
文
の
要
貼
部
分
を
以
下
に
か

か
げ
る
。

『南
斉
書
』
巻
三
六
謝
超
宗
傍

永
明
元
年
、
敬
児
誌
、
超
宗
謂
丹
陽
寺
ノ
李
安
民
日
、
往
年
殺
韓
信
、

今
年
殺
彰
越
、
ヰ
ア
欲
何
計
、
安
民
具
啓
之
、
上
積
懐
超
宗
軽
慢
、

使
粂
中
丞
衰
象
奏
目
、
風
間
征
北
諮
議
参
軍
謝
超
{示
、
根
性
浮
除
、

率
情
操
薄
、
仕
近
撃
権
、
務
先
諮
狩
、
人
裁
疎
瓢
、

亙
便
誌
賎、

卒
然
面
血
管
、
旋
而
背
段
、
疑
開
台
賢
、
毎
窮
読
舌
、
融
匹
以
朝
政、

必
聾
凶
言
、
腹
誹
口
誘
、

莫
此
之
甚
、
不
敬
不
謀
、
胃
干
奥
第
二
、

親
指
白
従
王
永
先
、
到
蓋
緋
問
、
超
宗
有
何
罪
遇
、

詣
諸
貴
皆
有

不
遜
言
語
、
並
依
事
列
封
、
永
先
列
裕
、
主
人
超
宗
恒
行
来
詣
諸
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貴
要
、
毎
多
絹
件
、
言
語
怨
窓
、
血
ハ
張
敬
児
周
旋
、
許
結
姻
好
、

自
敬
児
死
後
、
椀
歎
念
慨
、
今
月
初
詣
李
安
民
、
語
論
張
敬
児
不

感
死
、
安
民
遁
敬
見
書
疏
、
墨
迩
偶
然
、
卿
何
忽
作
此
語
、
其
中

多
有
不
遜
之
言
、
小
人
不
悉
登
経
緯
諮
憶
、
知
其
辞
列
、
則
奥
風

間
符
問
、
超
宗
罪
自
己
彰
、

{且
附
常
准
、
:
:
:
請
以
見
事
完
超
宗

所
居
官
、
解
領
記
室
、
駆
動
外
収
付
廷
尉
法
獄
治
罪
、
超
{示
品
第

未
入
簡
奏
、
臣
瓢
奉
白
筒
以
問
、

『+
問
融
門
書
』
巻
三
六
劉
鮮
傍

有
以
鮮
連
珠
啓
上
者
、
上
令
御
史
中
丞
任
週
奏
目
、
鮮
少
而
校
異
、

長
不
俊
徒
、
請
謁
絶
於
私
館
、
反
唇
彰
於
公
庭
、
軽
議
乗
興
、
歴

既
朝
望
、
臨
時
醜
無
避
、
縦
言
自
若
、
原
兄
浮
槻
、
天
倫
無

一
日
之

悲
、
南
金
弗
獲
、
捜
姪
致
其
軽
絶
、
孤
舟
隻
反
、
存
浸
相
摘
、
涼
一

令
暴
客
掠
奪
骸
枢
、
行
路
流
歎
、
有
識
傷
心
、
織
鮮
門
生
孫
狼
見
、

列
鮮
頃
来
飲
酒
鑑
…度、

言
語
閑
逸
、
這
説
朝
廷
、
亦
有
不
遜
之
語
、

賓
不
遜
左
右
、
非
可
稽
紙
塁
、
兄
整
先
篤
贋
州
、
於
職
喪
亡
、
去

年
啓
求
迎
喪
、
還
至
大
雷
、
聞
鮮
輿
整
委
孟
争
一
割
財
物
臆
念
、
鮮

の
委
前
還
、
後
未
至
鵠
頭
、
其
夜
遭
劫
、
内
人
並
篤
凶
入
所
淫
略
、

如
所
列
輿
風
間
符
問
、
請
莞
官
付
廷
尉
、

『南
斉
書
」
巻
四
四
沈
文
季
傍

御
史
中
丞
徐
孝
嗣
奏
目
、
風
間
山
東
軍
盗
、
剰
掠
列
城
、
難
匪
日

而
珍
、
要
質
干
王
略
、
郡
勝
関
攻
守
之
宜
、
倉
府
多
侵
粍
之
弊
、

暴
善
懲
悪
、
感
有
依
錦
、
呉
郡
所
領
堕
官
令
粛
元
蔚
桐
庫
令
王
天

懲
新
城
令
陸
赤
奮
等
、
際
矯
白
劫
破
掠
、
詑
不
綬
格
戦
、
委
職
散

走
、
元
蔚
天
慾
逮
筆
、
赤
奮
不
知
所
在
、
又
銭
塘
令
劉
彪
富
陽
令

何
淘
、
乃
率
領
吏
民
拒
戦
不
敵
、
未
委
蹄
華
、
鈴
建
徳
霧
自
国
在
劫

断
上
流
、
不
知
被
劫
掠
不
、
呉
輿
所
領
鈴
杭
牒
被
劫
破
、

令
祭
淡

乃
率
吏
民
径
戟
不
敵
、

委
走
出
都
、
曾
稽
所
領
諸
盛岡脚、

骨周
効
所

破、

令
陵
穏
之
不
経
格
戦
、
委
城
奔
走
、
不
知
所
在
、
案
一冗
蔚
等

妄
藷
天
私
、
作
司
近
服
、
昧
斯
隠
態
、
戦
啓
度
劉
、

曾
稽
郡
丞
張

恩
租
謬
因
承
乏
、
線
任
固定
戸、

滑
誠
柄
拘
致
、
終
鷲
鉦
…紀、

卒
東
将

軍
呉
郡
太
守
文
季
征
虜
将
軍
呉
輿
太
守
西
昌
侯
驚
、

任
属
開
河、

威
懐
是
寄
、
統
下
禁
止
彪
淡
淘
恩
組
文
季
税
事
知
故
、掛高
等
結
願

論、
『
梁
書
』
巻
一

O
鷲
穎
蓬
傍

遷
征
虜
将
軍
、
太
子
左
衛
率、

御
史
中
丞
任
防
目
、
臣
開
貧
観
所

取
、
窮
調
不
篤
、
在
於
布
衣、

窮
居
介
然
之
行
、
向
可
以
激
食
腐

俗
、
惇
此
薄
夫
、
況
乎
伐
泳
之
家
、
受
難
豚
之
利
、
衣
繍
之
士、

受
買
人
之
服
、
風
間
征
虜
将
軍
臣
粛
穎
達
、
瞥
乞
魚
箪
税
、
駅
構
簡

穎
達
宅
督
彰
難
嘗
到
牽
緋
問
、
列
稽
尋
生
魚
典
税
、

先
本
是
郡
信

攻
啓
乞
、
限
詑
今
年
五
月
十
四
日、

主
人
穎
達
子
時
務
非
新
立
、

の
啓
乞
接
代
信
淡
、
卸
蒙
降
許
登
税
、
奥
史
法
論
一

年
収
直
五
十

高
、
如
其
列
獄
、
則
輿
風
間
符
問
、
穎
達
即
主
、

臣
護
案
征
虜
終

軍
、
太
子
左
衛
率
作
唐
際
関
園
侯
臣
穎
達
:
:
:
臣
等
参
議
、
請
以

見
事
完
穎
達
所
居
官
、
以
侯
還
第、

『梁
書
』
巻
一
六
王
亮
傍

高
祖
不
悦
、
御
史
中
丞
任
防
因
奏
日
、
臣
間
息
夫
歴
誌
、
漢
有
正

刑
、
自
褒
一
奏
、
耳
目
以
明
罰
、
況
乎
附
下
一
淵
上
、
致
審
自
口
者
哉
、

風
間
術
書
左
丞
臣
芯
線
、
自
耳
目
安
還
、
詩
人
云
、
我
不
詣
鈴
人、

惟
詣
王
亮
、
不
飼
絵
入
、
惟
飼
王
亮
、
統
牧
綴
白
従
左
右
首
問
休
到

底
車
排
問
、
奥
風
間
符
問
、
又
今
月
十
日
、
御
銭
梁
州
刺
史
臣
珍
圏
、
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宴
私
段
治
、
軍
臣
並
己
謁
退
、
時
詔
留
侍
中
臣
昂
等
十
人
、
訪
以

政
遁
、
績
不
答
所
問
、
而
横
議
沸
騰
、
逮
既
裁
司
徒
臣
刷
、

褒
奉

庶
人
王
亮
、
臣
子
時
預
奉
恩
留、

肩
随
並
立
、
耳
目
所
接
、
差
非

風
間
、
縞
尋
王
有
遊
珠
、
親
御
軒
陛
、
義
深
推
毅
、
情
均
湛
露
、

酒
開
宴
罷
、
賞
展
正
立
、
記
事
在
前
、
記
言
在
後
、
杉
早
朝
之
念
、

深
求
痩
之
情
、
而
績
言
不
遜
、
妄
陳
褒
段
、
傷
済
済
之
風
、
鉄
側

席
之
望
、
不
有
巌
裁
、
憲
准
勝
類
、
緩
即
主
、
臣
謹
案
、
向
書
左

丞
臣
泡
縁
、
衣
冠
緒
絵
、
言
行
舛
駁
、
:
:
:
臣
等
参
議
、
請
以
見

事
免
練
所
居
官
、
親
勅
外
収
付
廷
尉
法
獄
治
罪
、
感
諸
連
逮、

委

之
獄
官
、
以
法
制
従
事
、
緩
位
感
黄
紙
、
臣
親
奉
日
筒
、

詔
開
可
、

『梁
書
』
巻
五
三
良
吏
伏
階
傍

時
始
輿
内
史
何
逮
累
著
清
績
、

高
祖
詔
擢
震
黄
門
侍
郎
、
俄
遜
信

武
終
箪
監
呉
郡
、
階
自
以
名
輩
素
在
遠
前
、
鴬
吏
倶
稀
廉
臼
、
逮

累
見
擢
、
胆
凄
階
而
己
、
意
望
不
満
、
多
託
疾
居
家
、

尋
求
俵
到

東
陽
迎
妹
喪
、
因
留
曾
稽
築
宅、

自
表
解
、
高
祖
詔
以
骨
周
珠
章
内

史
、
胞
乃
出
奔
、
治
書
侍
御
史
虞
暢
奏
回
、
:
:
:
風
間
橡
章
内
史

伏
暇
、
去
歳
啓
候
、
以
迎
妹
喪
篤
解
、
因
停
曾
稽
不
去
、
入
東
之

始、

貨
宅
貰
車
、
以
此
而
推
、
則
是
本
無
還
意
、
恒
歴
典
二
邦、

少
克
貧
濁
、
此
自
第
政
之
本
、

量
得
稽
功
、
常
謂
人
才
品
望
、

居

何
遠
之
右
、
而
遠
以
清
公
見
擢
、
名
位
穂
隆
、
抱
深
誹
怨
、
形
於

辞
色
、
奥
居
歎
略
、
籍
疾
失
圏
、
天
高
聴
卑
、
無
私
不
照
、

去
年

十
二
月
二
十
一
日
詔
日
、
園
子
博
士
領
長
水
校
尉
伏
眠
、

震
政
廉

卒
、
{且
加
特
養
、
勿
使
悉
望
、

致
騎
士
風
、
可
議
章
内
史
、
量
有

人
臣
奉
如
此
之
詔
、
而
不
亡
魂
破
婚
、
時
罪
有
司
、
擢
髪
抽
腸
、

少
自
論
謝
、
而
循
奉
倣
然
、
了
無
異
色
、
恒
識
見
所
到
、

足
達
此

(
5
)
 

旨
、
而
冒
能
不
僻
、

苔
斯
萄
得
、
故
以
士
流
解
健
、
行
路
沸
騰
、

縛
跡
求
心
、
無
一
可
恕
、
:
:
:
請
以
胆
大
不
敬
論
、
以
事
詳
法、

感
棄
市
刑
、
靴
枚
所
近
獄
洗
結
、

以
法
従
事
、
知
法
所
格
、

恒
即

主
、
臣
謹
案
、
議
章
内
史
臣
伏
幅
、

:
:
:
臣
等
参
議
、
請
以
見
事

完
順
所
居
官
、
凡
諸
位
任
、

一
皆
創
除
、

『陳
書
』
巻
二
六
徐
陵
俸

中
大
通
三
年
、
(
耳
目
安
)
王
立
魚
皇
太
子
、
東
宮
置
撃
士
、
陵
充

其
選
、

精
遷
尚
書
度
支
郎
、
出
篤
上
虞
令
、
御
史
中
丞
劉
孝
儀
典

陵
先
有
隙
、
風
間
劾
陵
在
際
賊
、庁
、
因
坐
克
、
久
之
、
起
筋
商
卒

王
府
行
参
軍、

『貌
書』

巻
九
四
閣
官
抱
巌
侍
附
従
弟
老
霧
傍

老
事骨
凡
薄
、
酒
色
康
情
、
御
史
中
尉
王
顛
奏
言
、
風
間
前
洛
州
刺

史
陰
平
子
石
川
栄
、
積
射
将
軍
抱
老
吾
妻
必
蕩
非
軌
、
易
室
而
姦
、
燥

殻
耳
布
於
朝
野
、
醜
音
被
於
行
路
、

即
掻
鞠
問
、

皆
奥
風
間
無
差
、

犯
檀
傷
化
、
老
蕎
等
即
主
、

議
案
、
石
条
籍
賞
兵
伍
、
地
隔
宣
流、

鹿
世
無
入
朝
之
期
、

在
世
絶
冠
菟
之
望
、
:
:
:
老
毒
種
類
無
問、

氏
姓
莫
紀
、
写
乞
刑
絵
之
家
、
覆
養
閑
人
之
室
、
・
:
:
請
以
見
事

克
官
付
廷
尉
理
罪
、
鴻
臆
削
傷
、

詔
可
、

『貌
書』

巻
一
九
中
景
穆
十
二
王
任
城
王
澄
傍

御
史
中
尉
東
一
午
王
匡
奏
請
取
景
明
元
年
以
来
内
外
考
簿
吏
部
除
書

中
兵
勅
案
件
汁
諸
殿
田宏
、
欲
以
案
校
縞
階
盗
官
之
人
、

霊
太
后
許
之
、

澄
表
日
、
:
:
:
又
尋
御
史
之
鐙
、
風
間
是
司
、
至
於
冒
動
妄
考、

皆
有
庭
別
、
若
一
慮
有
風
謡
、
即
時
限
掻
其

一
簿
、
研
検
虚
賓
、
若

差
舛
不
問
、
傷
情
自
露
、
然
後
縄
以
典
刑
、
人
執
不
服
、
量
有
移

一
省
之
案
、
取
天
下
之
簿
、

尋
爾
紀
之
事
、
窮
革
世
之
尤
、
如
此
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求
遇
、
誰
堪
其
罪
、
斯
賓
重
朝
所
{
且
重
慎
也
、
震
太
后
納
之
、
乃

止
、

『貌
書
』
巻
八
八
良
吏
袈
佑
傍

世
宗
親
臨
朝
堂
、
舞
員
外
散
騎
常
侍
、
中
正
如
故
、
韓
両
州
治
中
、

以
風
間
篤
御
史
所
弾
、
尋
曾
赦
克
、
特
征
虜
将
軍
中
散
大
夫
、

ま
た
、
問
書
巻
七
二
翼
団
心
伯
刷
用
に
、

繍
宗
時
、
徴
篤
給
事
黄
門
侍
郎
、
因
請
奔
掃
、
還
郷
里
、
未
拝
、

以
風
間
兎
、
尋
除
右
将
軍
涼
州
刺
史
、

と
い
う
よ
う
な
例
も
あ
る
。

(
7
)

『梁
書
』
巻
二
武
帝
紀
中
天
監
元
年
間
月
倹

詔
日
、
成
務
弘
風
、
粛
腐
内
外
、
宴
由
設
官
分
職
、
互
相
懲
糾
、

而
頃
萱
拘
常
式
、
見
失
方
奏
、
多
容
逮
惰
、
莫
肯
執
谷
、
憲
網
目

弛
、
漸
以
矯
俗
、
今
端
右
可
以
風
間
奏
事
、
依
元
肥
…
奮
制
、

『朱
書
」
巻
四
二
王
弘
惇

宋
園
初
建
、
選
尚
書
僕
射
領
選
、
太
守
如
故
、

奏
弾
謝
霊
連
日
、

・・世
子
左
衛
率
康
楽
勝
公
謝
重
連
、
力
人
桂
輿
淫
其
婆
妾
、
殺

興
江
決
、
楽
戸
洪
流
、
事
後
京
畿
、
矯
問
題
遇
、

宜
加
重
劾
、
粛

正
朝
風
、
案
世
子
左
衛
率
康
楽
師
肺
公
謝
霊
連
、
過
蒙
恩
奨
、
頻
明

祭
授
、
開
種
知
禁
、
第
日
巳
久
、
而
不
能
防
閑
閑
問
、
致
葱
紛
機
、

岡
顧
憲
軌
、
念
殺
自
由
、
此
而
勿
治
、
典
刑
将
替
、

請
以
見
事
莞

盛
運
所
居
官
、
上
蓋
削
同
肘
土、

枚
付
大
理
治
罪
、
御
史
中
丞
都
古〒

侯
王
准
之
、
顛
居
要
任
、
邦
之
司
直
、
風
融
耳
噂
崎
、
曾
不
弾
風
培
、

若
知
而
弗
糾
、
則
情
法
斯
換
、
如
其
不
知
、
則
戸
昧
己
甚
、
量
可

復
預
班
清
階
、
式
是
園
憲
、
読
売
所
居
官
、
以
侯
還
散
輩
中
、
内

重
富
田
糧
、
不
得
用
風
撃
奉
弾
、
此
事
彰
赫
、
曝
之
朝
野
、
執
宰
思
蔑

(
8
)
 

問
、
章
司
循
蓄
、
圏
典
既
類
、
所
肪
者
重
、
臣
弘
泰
承
人
乏
、
位

副
朝
端
、
若
復
謹
守
常
科
、
則
終
莫
之
糾
正
、
所
以
不
敢
挟
歎、

自
同
乗
務
、
連
奮
之
慾
、
伏
須
准
裁
、
高
祖
令
日
、
霊
運
克
官
而

巳、

鈴
如
奏
、
端
右
粛
正
風
軌
、
誠
副
所
期
、
山
手旦
拘
常
儀
、
自
今

世
周
永
制、

な
お
、
こ
の
事
件
は

『宋
書
』
巻
六
七
謝
震
運
停
に
は、

坐
統
殺
門
生
、
完
官
、

と
あ
る
の
み
で
あ
る
。

(
9
)

周

一
良
前
掲
論
文
二
七
三
頁
参
照
。

(ω
)
祝
氏
前
掲
論
文
六

一
頁
参
照
。

(
日
)

『
貌
書
』
巻
七
七
高
崇
傍
附
子
恭
之

(字
遁
穆
)
傍

(御
史
中
尉
粂
給
事
黄
門
侍
郎
)
遁
穆
又
上
疏
日
、
:
:
:
稀
見
御

史
出
使
、
悉
受
風
間
、
難
時
獲
罪
人
、
亦
不
加
熱
狂
濫
、

:
・:
如
臣

都
見
、

請
依
太
和
故
事
、
還
置
司
直
十
人
、

名
隷
廷
尉
、
秩
以
五

日間
、
選
歴
{目
有
稿
、
心
平
性
正
者
矯
之
、
御
史
若
出
糾
劾
、
即
移

廷
尉
、
令
知
人
数
、

廷
尉
遺
司
直
輿
御
史
倶
媛
、
所
到
州
都
、
分

居
別
館
、
御
史
検
了
、
移
付
司
直
夜
間
、
事
詑
輿
御
史
倶
還
、
中

尉
弾
問
、
廷
尉
科
按
、

一
如
奮
式
、

(
ロ
)
「
後
漢
書
」
傍
五

O
下
奈
邑
傍

(嘉
平
)
六
年
七
月
、
制
書
引
州
民
ベ
詰
筆
臣
各
陳
政
要
所
嘗
施
行
、

邑
上
封
事
目
、

:
:・

(四
事
)
又
令
三
公
謡
言
奏
事
、

(李
注
)
漠
{
呂
儀
日
、
一二
公
聴
採
長
吏
減
否
、
入
所
疾
苦
、

保
奏

之
、
是
篤
奉
謡
言
者
也
、

(
日
)

『績
漢
書
』
巻
二
四
百
官
志
司
徒
傍
注
の
懸
郡
日

(氾
湧
傍
注
引

く
『
漢
{目
儀
」
に
略
同
じ
)
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」
毎
歳
州
郡
藤
採
長
吏
戒
否
、
民
所
疾
苦
、
還
傑
奏
之
、
固
定
篤
之
暴

謡
言
者
也
、
頃
者
暴
謡
言
者
、
橡
属
令
史
都
曾
殿
上
、
主
者
大
言

某
州
都
行
状
云
何
、
善
者
向
撃
稽
之
、
不
善
者
各
爾
街
枚
、

『後
漢
書
」
傍
四
七
劉
陶
傍

光
和
五
年
、
詔
公
卿
以
謡
言
奉
刺
史
二
千
石
震
民
牽
害
者
、

問
書
傍
五
七
黛
鋼
沼
務
停

後
詔
三
府
橡
贋
参
議
言
、

(

U

H

)

註
(
l
)
所
引
『
唐
曾
要
』
巻
六
O
お
よ
び

『新
唐
書
』
百
官
志
参

陪…
。

(
日
)
『
文
選
』
虫色四
O
任
防

「奏
弾
劉
整
」

御
史
中
丞
臣
任
肪
稽
首
言
一
、
臣
聞
馬
援
奉
媛
、
不
冠
不
入
、
氾
統

字
孤
、
家
無
常
子
、
是
以
義
士
節
夫
、
間
之
有
立
、
千
載
美
談
、

斯
矯
稽
首
、
臣
肪
頓
首
頓
首
死
罪
死
罪
、
謹
案
斉
故
西
陽
内
史
劉

寅
妻
沼
、
詣
蓋
訴
列
稿
、
出
遁
劉
氏
、
二
十
許
年
、
劉
氏
喪
亡
、

撫
養
孤
弱
、
叔
郎
整
、
常
欲
傷
害
侵
奪
、

:
:
:
求
繍
検
、
如
訴
状
、

親
指
整
亡
父
奮
使
奴
海
蛤
到
牽
緋
問
、
列
稽
・

・・

『貌
害
』
巻
七
七
辛
雄
偉

初
、
廷
尉
少
卿
衰
翻
以
犯
罪
之
人
、
経
恩
競
訴
、
在
直
難
明
、
遂

奏
曾
染
風
間
者
、
不
問
曲
直
、
推
骨
周
獄
成
、
悉
不
断
理
、

詔
令
門

下山間
書
廷
尉
議
之
、
雄
議
目
、
:
:
・
願
言
者
六
、

:
:
:
三
日
、

経

拷
不
引
、
傍
無
三
設
、
比
以
獄
按
既
成
、
因
即
除
削
、
或
有
様
令

奏
復
者
、
輿
奪
不
問
、
未
獲
篤
通
例
、
又
須
{
疋
何
如
得
篤
誼
人、

若
必
須
三
人
封
見
受
財
、
然
後
成
設
、
則
於
理
太
寛
、

若
傍
開
削

篤
窪
、
則
於
理
太
念
、
今
請
以
行
隊
後
三
人
倶
見
、
物
及
誼
朕
顕

著
、
準
以
篤
験
、

(
日
)

(げ
)

祝
氏
前
掲
論
文
六
二
頁。

(
時
)

註

(4
)
『
南
斉
書
』
謝
超
宗
停
、
『
梁
書
』
王
亮
停
、
『
南
斉
書
』

劉
鮮
油
師
、
『
梁
書
」
粛
穎
達
体
、

『文
選
」
沈
約
「
奏
弾
王
源
」

を
そ

れ
ぞ
れ
参
照
。

(
m
w
)

粛
穎
遠
の
宅
督
の
列
は
、
魚
軍
税
な
る
も
の
の
詳
細
が
不
明
で
あ

る
が
、
主
人
粛
穎
達
が
既
設
の
税
目
の
魚
寧
税
を
許
可
を
え
て
牧
受

し
た
と

い
う
内
容
で
、
客
観
的
な
事
賓
確
認
の
よ
う
に
み
え
る

(
『
梁
書
』

粛
穎
達
侍
参
照
)
。
ま
た
、

王
源
の
ば
あ
い
に
お
け
る
媒

人
の

「婿
」
は
、
婚
姻
の
経
過
を
の
べ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
こ
の
婚

姻
の
最
大
の
問
題
で
あ
る
王
源
家
の
婚
家
富
陽
の
浦
氏
が
士
庶
の
排

別
し
が
た
い
家
柄
で
あ
る
と
い
う
貼
は
御
史
中
丞
の
見
解
な
の
で
あ

る

(
『文
選
』
沈
約
「
奏
弾
王
源
」
参
照
)
。

(
初
)
註
(
8
)
「宋
書
」
王
弘
傍
参
照
。

(
幻
)
第

一
の
例
の
原
文
は
以
下
の
と
お
り
。
そ
れ
以
外
の
原
文
は
註

(
4
)
に
引
用
。

『初
拳
記
』

巻
二
五
日
俳
風

宋
元
嘉
起
居
注
目
、
十
六
年
、
御
史
中
丞
劉
禎
奏
、
風
間
前
贋
川

刺
史
意
朗
、
於
庚
州
所
作
銀
塗
漆
扉
風
二
十
三
林、

又
線
況
界
風

一
一
林
、
請
以
見
事
追
孝
朗
前
所
居
官、

同
書
同
巻
鏡
牽

宋
元
嘉
起
居
注
目
、
意
朗
鴬
庚
州
刺
史
、
作
銅
鏡
牽

一
具
、
御
史

中
丞
劉
禎
奏
、
請
以
見
事
克
朗
所
居{呂、

同
書
同
巻
席

宋
元
嘉
起
居
注
目
、
御
史
中
丞
劉
槙
奏
、
風
間
慶
州
刺
史
意
朗
、

於
府
州
部
所
作
新
白
莞
席
三
百
二
十
二
領
、
請
以
見
事
追
意
朗
前
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所
居
官
、

『貌
書
』
巻
一
二
上
越
郡
王
幹
傍

幹
貧
淫
不
運
典
法
、
御
史
中
尉
李
彪
終
糾
劾
之
、
曾
遇
幹
於
倫
書

下
舎
、
因
扉
左
右
而
調
幹
目
、
殿
下
、
比
有
風
間
、
即
欲
起
弾
、

恐
損
霊
明
委
託
之
旨
、
若
改
往
修
束
、
彪
嘗
不
言
、
脱
不
俊
改
、

夕
開
旦
設
、
而
幹
悠
然
不
以
矯
意
、
彪
乃
表
弾
之
、

『北
史
』
巻
三
二
雀
墜
傍
附
曾
孫
子
子
橿
傍

除
通
直
散
騎
常
侍
、
衆
知
度
支
、
子
極
明
解
世
務
、
所
居
稽
職
、

因
度
支
有
受
納
風
間
、
篤
御
史
劾
、
遇
赦
売
、

(
お
)
『
漢
書
』
巻
九
五
南
卑
王
侮

又
風
間
老
夫
父
母
墳
墓
己
壊
削
、
兄
弟
宗
族
己
諒
論
、

顔
師
古
注
、
風
間
、
間
風
撃
、

(
M
)

「尚
書
』
畢
ム
叩
「
彰
善
療
悪
、
樹
之
風
聾
」
、
孔
博
「
明
其
矯
善
、

病
其
篤
慈
、
立
其
善
風
、
揚
其
普
段耳」

文
公
六
年
『
左
侍
』
「
是
以
並
建
聖
哲
、
樹
之
風
繋
」
、

社
預
集
解

「
因
土
地
風
俗
、
筋
立
撃
敬
之
法
」

(お
)

拙
稿

「
寅
一
紙
雑
考
」

「大
阪
市
立
大
拳
東
洋
史
論
叢
』
一

O
(
一

九
九
三
)
三
六
頁
以
下
参
照
。

(お
)

謝
超
宗
の
ば
あ
い
、
こ
れ
と
は
異
な
り
「
超
宗
品
第
未
入
簡
奏
」

と
い
う
措
鐙
を
と
も
な

っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
時
、
索
中
丞
裳
象
に

謝
超
宗
を
奏
弾
さ
せ
た
南
斉
武
帝
は
、
衰
象
の
こ
の
奏
が
言
辞
と
も

に
あ
や
ま

っ
て
い
る
と
大
怒
し
、
山
間
番
左
丞
王
透
之
に
衷
象
を
奏
弾

さ
せ
た
の
で
あ
る
。
王
透
之
は
衷
象
の
奏
弾
が
「
軽
文
略
奏
」
で
あ

る
と
断
定
し
、
か
つ

「
弾
事
奮
煙
、
品
第
不
筒
、
而
轟
界
戻
殊
常
者
、

皆
命
議
親
奏
、
以
彰
深
毎
」
と
の
べ
て
い
る
。
こ
れ
は

一
般
の
奏
弾
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で
は
、
口
叩
第
に
ま
で
奏
文
は
言
及
し
な
い
が
、
罪
科
の
深
い
も
の
は

別
で
あ
っ

て
、
謝
超
{一ホ
の
場
合
は
そ
の
別
途
の
厳
し
い
扱
い
を
受
け

る
べ
き
と
こ
ろ
を
、
裳
象
が
寛
容
に
も
、
「
超
宗
品
第
未
入
筒
奏
」

と
い
う
措
置
と
し
た
と
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意

味
を
も
っ
品
第
と
は
、
お
そ
ら
く
郷
品
の
こ
と
と
み
な
し
て
ま
ち
が

い
な
い
。
品
題
を
簡
す
る
と
は
、

宮
人
の
身
分
を
賞
紙
に
ま
で
遡
及

さ
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
よ
り
す
れ
ば
、
「
懸
賞
紙
」
は
、
や

は
り
郷
品
が
表
示
す
る
初
源
的
な
身
分
に
ま
で
、
宮
人
を
お
と
す
こ

と
と
な
る
。

(
幻
)
越
智
重
明
「
貌
E

自
衛
靭
の
御
史
中
丞
」

『史
淵
』
一
二

O
輯
(
一

九
八
三
)
一

四
O
頁
以
下
。
も
っ
と
も
、
同
論
文
に
は
、
風
間
の
問

題
は
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
註
(
l
)
に
言
及
し
た
胡
氏

の
研
究
は
、
こ
の
「
風
間
奏
事
」
が
唐
代
の
御
史
董
権
力
の
嫌
大
を

意
味
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
開
元
年
間
に
一
定
の
制
限
を
う
け
た
こ
と

を
論
じ
る
が
、
唐
以
前
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
が
存
在
し
た
こ
と
も
ふ

く
め
て
言
及
が
な
い
。

(
お
)
『
三
園
志
」
巻

一
武
帝
紀
注
引

『貌
書
」

是
後
詔
書
数
三
府
、
暴
奏
州
豚
政
理
鉦
…
致
、
民
骨
周
作
諮
言
者
克
罷

之
、
三
公
傾
邪
、
皆
希
世
見
用
、
貨
賄
益
行
、
彊
者
鴬
怨
、
不
見

奉
奏
、
弱
者
{
寸
道
、
多
被
陥
段
、
太
租
疾
之
、
是
歳
以
災
異
博
問

得
失
、
因
此
復
上
書
切
諌
、
説
三
公
所
奉
奏
専
回
避
質
成
之
意
、

奏
上
、
天
子
感
情
、
以
一不
三
府
責
譲
之
、
諸
以
謡
言
徴
者
皆
奔
議

W
A
μ

、

白
同

『世
説
新
語
』
規
緩
篇

王
丞
相
篤
揚
州
、
遺
八
部
従
事
之
職
、
願
和
時
骨
周下
傍
還、

同
時
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倶
見
、
諸
従
事
各
奏
二
千
石
官
長
得
失
、
至
和
濁
無
言
、
王
問
顧

目
、
卿
何
所
問
、
答
目
、
明
公
作
輔
、
寧
使
網
漏
呑
舟
、
何
縁
采

聴
風
間
、
以
骨
周
察
察
之
政
、
丞
相
苔
唾
稽
佳
、
諸
従
事
自
視
依
然

也、

(
鈎
)
『
世
説
新
語
』
築
疏
引
く
程
炎
震
に
よ
れ
ば
、
東
耳
目
元
帝
時
、
揚

州
は
丹
陽
以
下
管
郡
十
で
あ
っ
た
が
、

『資
治
通
鑑
』
巻
九
O
太
輿

元
年
胡
注
は
、
義
輿
-

E

回
陵
を
か
ぞ
え
な
い
と
い
う
。

(
幻
)
『
E

自書
』
巻
八
二
孫
盛
俸

出
補
長
沙
太
守
、
以
家
貧
、
頗
営
資
貨
、
部
従
事
至
郡
、
察
知
之、

服
其
高
名
、
而
不
劾
之
、
盛
輿
温
股
而
僻
旨
放
蕩
、
相
情
州
遁
従
事
、

観
採
風
獲
、
進
無
威
鳳
来
儀
之
美
、
退
無
鷹
島
縛
撃
之
用
、

「太
平
御
覧
」
巻
七
七
一

『宋
元
嘉
起
居
注
」

有
司
奏
云
、
揚
州
刺
史
王
弘
上
、
曾
稽
従
事
意
詣
解
列
、
先
風
間

絵
銚
令
何
珍
之
造
作
卒
床

一
乗
俳
艦
一
般
、
精
鹿
過
常
、
用
功
粂

倍
、
請
完
扮
今
{
目
、
詔
可
其
奏
、

(

日

記

)
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(
お
)
註
(幻
)
参
照
。

(鈍
)

『
貌
書
」
巻
七
二
陽
尼
傍
附
固
停
に
、
固
が
治
要
を
説
い
て
た
て

ま
つ
っ

た
議
言
の
一
節
、
「
使
民
無
誇
讃
之
響
」
と
い
う
の
も
、
響

が
民
意
を
反
映
し
、
そ
れ
を
生
じ
さ
せ
な
い
と
こ
ろ
に
政
治
の
肝
要

が
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
ろ
う
。

(
お
)
以
下
の
奉
例
以
外
に
も
、

『貌
書」

巻
六
一
藤
安
都
停
附
懐
吉
俸

懐
吉
本
不
属
清
節
、
及
第
沿
州
、
偏
有
衆
納
之
響
、

と
あ
り
、
同
書
巻
八
九
酷
吏
高
進
停
に
、

運
既
臨
(
斉
)
州
、
本
意
未
開
門
、

選
召
僚
吏
、

多
所
取
納
、
:

貧
酪
之
響
、
帝
頗
開
之
、

と
あ
る
響
は
、
弾
劾
を
う
け
た
記
事
は
な
い
が
、
使
者
の
聴
採
の
お

よ
ぶ
と
こ
ろ
と
な
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
政
府
に
も
た
ら
さ
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。

- 27一



IN THE REALM OF RUMORS： PUBLIC OPINION

　

AND THE SYSTEM OF THE SIX DYNASTIES

Nakamura Keiji

　　

In this article,l consider the accusations reported to the emperor 奏弾by

the Censorate御史沓ｏｎ the basis of rumors 風聞d吐ing the period of the Six

Dynasties, and in light of these considerations, l further assess the characteristics

of the politicalsystem and social order of the time and differences between the

North and the South regarding these factors｡

　　

It has been confirmed that this manner of collectingrumors ＆ｓt appeared as

ａmethod of inspecting local administrators at the start of the Eastern Jin, and the

rumor collectionthat served as the basis of the Censorate's accusations made to

the emperor clearly existed at the close of the Eastern Jin and was thereafter

ｃａ函ed out through the Song, Qi, and Liang｡

　　

Accusations based on such rumors later became ａ format of Censorate

accusation from which the names of plaintiffs訴人were erased, but at this time

their character was rather as a pretense for the accusations and concealing the

names of plaintiffs. This meant that it was possible for accusations to the throne

to be made without solid evidence, and also that the authority of the Censorate

was being expanded｡

　　

However, there was another aspect to the accusations based on rumor.

Rumors were ａ form of criticismof moral ０r ethicalshortcomings, and accusations

based on rumor were principallyused in the southern dynasties against scholars.

And in the northern dynasties, a similar system was carried out during the later

half of the Northern Wei, but there it was frequently caUed feng-xiang 風響, the

objects were local administrators, and the content of the feng-xiang chiefly

concerned

　

official

　

duties

　

and

　

work

　

ethic.

　

This

　

manner

　

of

　

policing

　

local

administrators had originated at the close of the Later Han, but saw no further

development during the Eastern Jin, and was chiefly carried out during the

Northern Wei. This type of difference indicates that the collection and use of

rumors eχistedin the southern dynasties as ａ method of surveillance to maintain

socialdisciplinebetween scholars and commoners and in the northern dynasties as

ａ method of managing the functional operation of the bureaucracy, and at the same

time, in both North and South, it was applied as an appropriate means to suit the
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politdcalissues of the day･

LIU MINGRUI AND ZHAO BICHEN： PRACTITIONERS

　　　　　　

OF NEIDAN IN MODERN BEIJING

　　　　　　　　　　　　　　　　

YOKOTE Yutaka

　　

Regarding practitioners of neidan 内丹(internal alchemy) Liu Mingrui 劉名瑞

and Zhao Bichen 趙避塵, who were active in the Beijing area from late-Qing

through early Republican times, l have examined their backgrounds and their

neidan practice, in considering the manner neidan was practiced during the period｡

　　

Liu Mingrui was from Wanping county 宛平懸in Beijing.　In middle age, he

became devoted to Daoism, and studied under ａ mentor from the Nanwu school

南無派of the Quanzhenjiao 仝員教, and he is found in their lineage as the

twentieth head of the Nanwu school. He lived at Qianfengshan 千峰山and

Taoyuanguan桃園観m Changping county 昌平鯖to the northwest of Beijing, and

had several disciples.　He authored three works, the Daり心万拠即面道源精微

歌, the Ｑ泌丿ｉａｏｄｏｎｓｚｈａｆｉＢ敲矯洞章,and the ―ｖikoo一易考, aU of which were

concerned with neidan practice. In his works, he often had high praise for the

works of Wu Chongxu 伍沖虚(Ｗｕ Shouyang 伍守陽)ａｎｄ Liu Huayang柳華陽，

known as the Wu-Liu school 伍柳派, and, when his neidan practice is examined,

primarily in the 7)α砂紙

advocated by the Wu-Liu school｡

　　

Zhao Bichen was from Changping county ｍ Ｂｅりing.　In his youth he became

ａ student of Liu Mingrui, and began his study of neidan practice. Thereafter he

visited famous neidan practitioners in various locations, meeting Liao Ran 了然

and Liao Kong Ｔ空of the Longmen school 龍門派at Zhenjiang 鎮江, and then

becoming the eleventh head of the Longmen school. Thereafter, while operating

a shop on the northern outskirts of Beijing, he spent his life in spiritual training

and conversion of disciples.　When the content of his ｘ仇芦仇面memingzh日生命

法訣明指is examined, it is clear that on many points he was at odds with the

works of the Wu-Liu school, which was representative of the Longmen school.

Moreover, in his later years he converted many disciples to Daoism, but the mam

location were the facilities of the popular religion Zailijiao 在理教, and not Daoist

temples｡

　　

Judging from the above―the facts that while Liu Mingrui was an adept of
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