
eト
リ
久
局
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第
五
十
四
巻

第
三
競

卒
成
七
年
十
二
月
護
行

梁

の

徐

勉

の

「
誠
子
書
」

士
口

ー

l
 

'
E
E

，，
 

申
パミ、

夫

は

じ

め

に

一

抜

葵

去

織

一

南

還

の

責

ニ

家

長

結

び

- 1一

tま

じ

め

梁
の
徐
勉
が
息
子
の
娠
に
輿
え
た

「誠
子
書
」
は
、
江
南
の
一
一
顧
官
の
家
政
の
一
端
を
う
か
が
う
う
え
で
な
か
な
か
興
味
深
い
内
容
の
文
章

で
あ
る
。
『
梁
書
』
巻
二
五
な
ら
び
に
『
南
史
』
巻
六

O
そ
れ
ぞ
れ
の
本
俸
が
載
せ
る
と
こ
ろ
の
一
千
字
徐
り
か
ら
な
る
「
誠
子
書
」
を
考
察

す
る
に
先
だ
ち
、
本
俸
そ
の
他
に
も
と
づ
き
つ
つ
、
人
名
酔
典
風
に
ど
く
ど
く
筒
車
に
徐
勉
の
経
歴
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
な
ら
ば
|
|
、

徐
勉
、
字
は
倫
仁
。
東
海
郊
〈
山
東
省
郷
城
〉
の
人
。
劉
宋
の
泰
始
二
年
〈
四
六
六
〉
に
生
れ
、
梁
の
大
同
元
年
(
五
三
五
)
に
卒
し
た
。
享
年

387 
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七
十
歳
。
梁
初
の
天
監
二
年
(
五

O
三
)
、
宰
相
の
誼
雲
が
卒
す
る
と
、
向
書
左
丞
で
あ
っ
た
徐
勉
は
大
先
輩
の
沈
約
を
飛
び
こ
し
て
右
衛
将
軍

の
周
捨
と
と
も
に
園
政
に
参
霊
(
『
南
史
』
巻
三
四

・
周
捨
停
)
。
そ
れ
以
後
、

向
書
右
僕
射
、
大
通
元
年
(
五
二
七
〉
に
は
向
書
僕
射

・
中
衛
将
軍
に
進
み
、

天
監
六
年
(
五
O
七
)
に
は
吏
部
向
書
、

十
八
年
(
五
一
九
)
に
は

中
大
通
三
年
(
五
三
一
〉
に
は
特
進

・
右
光
稔
大
夫
を
加
え
ら
れ

(
『
梁
書
』
空
一
と
各
三

・
武
帯
紀
)
、
梁
代
の
宰
相
と
い
え
ば
「
詣
徐
|
|
花
雲
と
徐
勉
|
|
」
と
稽
さ
れ
る
な
ら
わ
し
で
あ
っ
た
。

か
く
徐
勉
の
官
歴
は
な
か
な
か
の
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

(
1
)
 

し
か
し
徐
勉
の
祖
父
や
交
に
つ
い
て
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
あ

ま
つ
さ
え
『
南
史
』
本
俸
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
話
を
停
え
て
さ
え
い
る
の
で
あ
る
。
が
ん
ら
い
揚
州
と
徐
州
の
首
迎
主
簿
に
は
、
園
華
す
な
わ

ち
園
家
の
ホ
I
プ
と
目
さ
れ
る
人
物
が
選
ば
れ
る
な
ら
わ
し
で
あ
っ
た
。
迎
主
簿
と
は
州
刺
史
の
着
任
の
際
の
歓
迎
の
責
任
者
と
な
っ
て
準
備

(

2

)

 

を
と
と
の
え
る
州
吏
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
筆
頭
が
首
迎
主
簿
な
の
で
あ
ろ
う
。
徐
勉
の
息
子
の
桜
は
光
柴
に
も
南
徐
州
の
首
迎
主
簿
に
選
ば

れ
る
こ
と
と
な
ア
た
も
の
の
、
時
の
天
子
の
梁
の
武
帝
は
徐
勉
を
「
寒
土
」
と
よ
ん
で
こ
う
か
ら
か
司
た
。

「卿
は
寒
土
な
る
に
、
而
る
に
子

- 2ー

は
王
志
の
子
と
同
迎
す
。
僅
王
以
来
、

各
二
て

未
だ
之
れ
有
ら
ざ
る
な
り
」
。

王
志
は

一
流
中
の
一
流
の
名
門
で
あ
る
破
邪
の
王
氏
の
出
身
(
『
梁
書
』

『
南
史
』
巻
二
二
〉
。
偲
王
は
徐
僅
王
、
す
な
わ
ち
周
の
穆
王
の
時
代
に
楚
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
た
と
い
う
徐
の
園
の
君
主
で
あ
る
。
東

(
3〉

海
都
の
徐
氏
は
徐
僅
王
の
末
窃
で
あ
る
と
の
停
承
を
も
っ
て
い
た
ら
し
い
。
ま
た
『
梁
書
』
巻
-
二
・
江
稽
俸
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
話
を
停
え
て

い
る
。
徐
勉
は
第
七
子
の
蘇
の
た
め
に
済
陽
の
江
南
の
娘
を
要
る
べ
く
、
江
南
の
門
客
の
翠
景
な
る
人
物
を
介
し
て
交
渉
を
行
な
っ
た
が
、
江

荷
は
承
知
せ
ぬ
ど
こ
ろ
か
、
翠
景
に
杖
四
十
を
く
ら
わ
せ
た
。
徐
勉
は
さ
ら
に
息
子
の
た
め
に
江
荷
の
弟
の
江
葺
と
王
泰
そ
れ
ぞ
れ
の
娘
と
の

縁
組
み
を
申
入
れ
た
が
、

や
は
り
い
ず
れ
も
担
絶
さ
れ
た
。

主
泰
は
王
志
の
甥
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
話
を
逼
し
て
、
徐
勉
一
家
が
一
流
の
名
門

か
ら
は
歯
さ
れ
ぬ
家
柄
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
徐
勉
の
第
二
子
の
俳
は
彰
城
の
劉
孝
縛
の
妹
の
劉
令
嫡
、

遁
稽
は
劉
三
娘
を
襲
っ
た
。
彼
女
は
『
玉
蓋
新
詠
』
そ
の
他
に
詩
敷
首
を
と
ど
め
る
ほ
か
、
普
通
五
年
(
五
二
四
〉
、
五
日
安
内
史
に
卒
し
た
夫
徐

俳
の
霊
枢
が
都
に
も
ど
っ
て
く
る
と
、
そ
の
「
祭
文
」
を
作
っ
た
ほ
ど
の
才
援
で
あ
っ
た
。
俳
は
徐
勉
が
も
っ
と
も
将
来
を
嘱
望
し
て
い
た
息

子
で
あ
り
、

み
ず
か
ら
「
京
文
」
を
作
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
劉
令
嫡
の
「
祭
文
」
の
は
な
は
だ
棲
憶
な
る
の
を
見
て
筆
を
お
い
た
と
い
う



(『梁書』巻一一一一一一、

(
4〉

『
南
史
』
巻
三
九
・
劉
卓
亭
縛
停
〉
。

と
も
か
く
、
も
し
新
貴
族
主
義
の
時
代
と
評
す
べ
き
梁
の
武
一
帝
の
時
代
に
際
舎
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
徐
勉
の
官
界
に
お
け
る
柴
達
は
と
て

(

5

)

 

も
か
な
わ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

『
梁
書
』
本
俸
の
史
臣
論
も
、
そ
の
あ
た
り
の
消
息
を
語
っ
て
い
る
も
の
と
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る

わ

か

は

げ

「
陳
の
吏
部
向
書
挑
察
日
く
、
徐
勉
は
少
く
し
て
志
を
属
ま
し
て
食
を
忘
れ
、
震
憤
し
て
身
を
締
め
、
言
行
を
慎
み
、
交
遊
を
揮
び
、

あ

た

か

加
え
て
運
は
輿
王
に
属
り
、
光
を
日
月
に
依
す
。
故
に
能
く
経
術
に
明
ら
か
に
し
て
以
て
青
紫
(
の
綬
)
を
結
け
、
聞
閤
よ
り
出
で
て
卿
相
を

ま
い
。

取
る
」
。

抜

葵

去

織

徐
勉
の
「
誠
子
書
」
は
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
き
お
こ
さ
れ
て
い
る
。

|
|
わ
が
一
家
は
代
々
清
廉
で
あ
っ
て
、

そ
れ
故
、
常
に
貧
し
く
質
素
な
暮
ら
し
を
つ
づ
け
て
き
た
。
理
財
に
闘
す
る
こ
と
が
ら
は
、

カ

- 3ー

っ
て
口
に
し
た
た
め
し
と
て
な
く
、
手
を
着
け
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
る
に
足
り
ぬ
自
分
が
時
の
め
ぐ
り
あ
わ

せ
で
今
日
に
ま
で
至
り
、
高
い
官
位
と
手
厚
い
俸
緑
と
は
す
で
に
こ
と
足
れ
り
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
の
身
分
不
相
鷹

は
わ
が
才
能
に
よ
っ
て
手
に
し
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
つ
も
考
え
て
み
る
の
だ
が
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
御
先
祖
の
家
風
家
訓
と

「
清
白
を
以
て
子
孫
に
遣
す
は
亦
た
厚
か
ら
ず
や
」
と
あ
る
。
ま
た
、

幸
運
の
お
か
げ
で
今
日
が
あ
る
わ
け
だ
。
古
人
の
言
葉
に
、

に
黄
金
浦
績
を
遣
す
は
一
経
に
如
か
ず
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
を
し
み
じ
み
味
わ
っ
て
み
る
と
、
な
る
ほ
ど
空
言
で
は
な
い
。
わ
し 「子

は
ふ
つ
つ
か
者
で
は
あ
る
が
、

ま
こ
と
に
信
念
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
言
葉
の
理
念
を
遵
奉
し
、
地
に
堕
ち
ざ
ら
し
め
な
い
よ

う
に
し
た
い
と
願
う
の
だ
。

か
く
し
て
頴
貴
の
身
分
と
な
っ
て
以
来
、
三
十
年
近
く
に
な
ろ
う
と
す
る
が
、
門
人
や
友
人
た
ち
が
し
き
り

に
う
ま
い
話
を
も
ち
か
け
、
荘
園
の
開
設
を
行
な
わ
せ
よ
う
と
し
た
り
、
倉
庫
業
の
開
設
を
す
す
め
た
り
、
廻
船
業
を
や
ら
せ
よ
う
と
し

389 

た
り
、
金
融
業
を
や
ら
せ
よ
う
と
し
た
り
し
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
高
事
を
す
べ
て
は
ね
つ
け
て
聞
き
い
れ
な
か
っ
た
。
葵
を
ひ
っ
こ
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抜
き
、
織
機
を
と
っ
ば
ら
つ
た
話
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

(

6

)

 

ひ
と
ま
ず
面
倒
は
御
克
こ
う
む
り
た
い
と
願
っ
た
次
第
で
あ
る
。

引
用
の
古
人
の
言
葉
は
、

そ
れ
ぞ
れ
『
後
漢
書
』
楊
震
停
と
『
漢
書
』
意
賢
俸
に
み
え
る
。
ま
た
「
抜
葵
去
織
」
は
、
董
仲
静
の
針
策
文
に

引
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
魯
の
宰
相
公
儀
休
の
故
事
。
官
舎
か
ら
私
第
に
も
ど
司
た
公
儀
休
は
、

と
、
妻
を
お
い
出
し
た
。
食
事
に
葵
が
供
さ
れ
る
と
、
家
庭
菜
園
の
葵
を
ひ
っ
こ
抜
い
た
。
そ
し
て
言
っ
た
。

家
人
が
自
巾
を
織
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
る

「
吾
れ
は
己
に
様
を
食
む
、
叉

た
園
夫
紅
女
の
利
を
奪
わ
ん
や
」

(
『
漢
書
』
萱
仲
寄
俸
〉
。

徐
勉
の
「
誠
子
書
」
は
右
の
よ
う
に
書
き
お
こ
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、

『
梁
書
』
や
『
南
史
』
の
惇
え
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

た
し
か
に
徐

勉
は
ふ
だ
ん
か
ら
蓄
財
に
関
し
て
悟
淡
た
る
態
度
を
持
し
、
親
族
の
な
か
の
窮
乏
し
て
い
る
も
の
に
俸
様
を
恵
む
と
と
も
に
、
門
人
や
友
人
た

ち
が
致
富
を
す
す
め
て
も
、
こ
う
答
え
た
と
い
う
。

子
孫
、
才
な
ら
ば
則
ち
自
ら
鞘
鞘
を
致
さ
ん
。
如
し
其
れ
不
才
な
ら
ば
終
に
他
の
有
と
焦
ら
ん
」
。
こ
の
徐
勉
の
言
葉
は
、

「
人
生
、
何
事
か
豪
蓄
を
須
い
ん
、

一
身
の
外
、
亦
た
復
た
何
を
か
須
い
ん
。
子
孫
若
し
不
才
な
ら
ば
、
我
れ

「
人
は
子
孫
に
遣
す
に
財
を
以
て
す
る
も
、
我
れ
は
之
れ
に
遣
す
に
清
白
を
以
で
せ
ん
。

徐
勉
の
時
代
に
近

- 4ー

く
し
て
、
南
斉
の
装
昭
明
が
、

褒
め
て
彼
れ
散
ず
。
若
し
能
く
自
立
せ
ば
則
ち

一
経
に
如
か
ず
」
と
い
つ
も
口
癖
の
よ
う
に
語
っ
た
と
い
う
の
を
想
起
さ
せ
る
が
(
『
南
斉
書
』

と
こ
ろ
で
「
誠
子
書
」
中
の
「
荘
園
の
開
設
を
行
な
わ
せ
よ
う
と
し
た
り
:
:
:
」
と
か
り
に
平
一
押
し
た
の
の
原
文
は
、

使
創
闇
田
園
、
或
勘
輿
立
邸
臣
、
叉
欲
舶
艦
運
致
、
亦
令
貨
殖
豪
飲
」
で
あ
っ
て
、
嘗
時
の
貴
族
や
官
僚
た
ち
の
産
業
経
営
が
す
こ
ぶ
る
多
岐

各
五
三

・
良
政
停
)
、

「或

に
わ
た
っ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
し
め
る
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
有
名
な
の
は
、
故
パ
ラ
l
シ
ュ
教
授
が
、

ん
で
用
い
た
手
段
は
、
慣
務
者
を
そ
の
抵
蛍
に
入
れ
た
土
地
か
ら
這
出
す
こ
と
で
あ
ア
た
が
、
そ
の
彼
が
た
ま
た
ま
梁
の
武
一
帝
の
肉
親
の
兄
弟

(

7

)

 

正
史
に
見
え
る
土
地
兼
併
禁
止
の
数
果
な
ぞ
は
、
あ
や
し
い
も
の
だ
司
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
、
梁

「蛍
時
最
大
の

一
勢
望
家
が
好

だ
っ
た
の
だ
か
ら
、

の
武
一
帝
一
の
弟
の
臨
川
王
粛
宏
の
場
合
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
粛
宏
は
建
康
城
下
に
数
十
の
邸
を
所
有
し
た
が
、

そ
れ
と
い
う
の
も
、

「
懸
銭

を
出
だ
し
て
券
を
立
つ
る
に
、

毎
に
田
宅
邸
庖
を
以
て
丈
島
伊
に
懸
上
せ
し
め
」
、

つ
ま
り
金
銭
を
貸
し
つ
け
る
際
の
誼
文
の
作
成
に
あ
た
り
、

抵
嘗
物
件
と
し
て
田
宅
や
邸
庖
を
要
求
し
、
返
済
の
期
限
が
過
ぎ
る
と
、

「
便
ち
券
主
を
腫
っ
て
其
の
宅
を
奪
っ
」
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
粛



宏
の
屋
敷
の
後
房
の
庫
屋
に
は
莫
大
な
金
銭
財
物
が
蓄
え
ら
れ
て
お
り
、
百
高
銭
を
一
単
位
と
し
て
黄
腸
で
標
示
さ
れ
、

庫
と
し
て
紫
標
が
懸
け
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
の
が
三
十
徐
聞
も
つ
づ
い
て
あ
わ
せ
て
三
億
徐
高
銭
。
さ
ら
に
儀
屋
に
は
、
布
、
絹
、
紙
、
綿
、

漆
、
蜜
、
幹
、
機
、
朱
沙
、
資
屑
な
ど
の
雑
貨
が
輔
ち
あ
ふ
れ
で
い
た
と
い
う
(
『
南
史
』
袋
五
一
〉
。

一
千
高
鏡
ご
と
を
一

だ
が
し
か
し
そ
の
一
方
で
、

士
大
夫
た
る
も
の
、
理
財
殖
産
に
つ
と
め
て
民
と
利
を
争
う
べ
き
で
は
な
い
と
の
理
念
は
、
す
な
わ
ち
か
の
公

儀
休
の
「
抜
葵
去
織
」
の
故
事
に
託
さ
れ
た
理
念
は
、
も
と
よ
り
こ
の
時
代
に
も
脈
々
と
生
き
つ
づ
け
て
い
た
。
劉
宋
の
孝
武
一
帝
の
即
位
に
あ

悉
く
皆
な
禁

た
っ
て
節
倹
の
詔
書
が
下
さ
れ
た
時
、
侍
中
の
謝
荘
は
、

(

8

)

 

制
せ
ん
」
と
あ
る
の
を
と
り
あ
げ
て
、
つ
ぎ
の
ご
と
く
論
じ
た
。

そ
の
な
か
に
「
貴
戚
に
し
て
利
を
競
い
、
貨
を
塵
擦
に
興
す
者
は
、

ま

己

と

も

「
此
れ
寅
に
允
に
民
聴
に
憶
う
。
其
の
中
に
若
し
犯
逮
せ
る
も
の
有
ら
ば
、

則
ち
贋
に
制
に
依
っ
て
裁
糾
す
ベ
し
。
若
し
法
を
慶
し
て
恩
を
申
ぶ
れ
ば
、
便
ち
令
に
屈
す
る
所
有
る
と
震
す
。
此
の
慮
分
、
伏
し
て
願
わ
く

お
も

は
深
思
せ
ら
れ
、
明
詔
既
に
下
っ
て
撃
と
買
の
章
爽
す
る
に
縁
無
か
ら
ん
こ
と
を
。
臣
愚
謂
え
ら
く
、
大
臣
の
旅
位
に
在
る
者
は
尤
も
宜
し
く

そ

も

や

民
と
利
を
争
う
べ
か
ら
ず
。
不
審
、
此
の
詔
〈
の
封
象
内
)
に
在
る
を
得
可
き
不
。
抜
葵
去
織
、
買
に
宜
し
く
深
弘
す
ベ
し
」

五
三
お
な
じ
く
劉
宋
の
文
一
帝
一
時
代
に
新
安
太
守
や
臨
海
太
守
を
つ
と
め
た
江
乗
之
は
、
営
団
を
す
す
め
る
も
の
を
、

(
『
宋
書
』
巻
八

- 5ー

「
食
品
悼
の
家
、
豊
に
農

孝
武
一
帝
時
代
に
御
史
中
丞
を
つ
と
め
た
孔
観
に
も
つ

ぎ
の
話
が
あ
る
。
弟
の
道
存
と
従
弟
の
徽
は
す
こ
ぶ
る
産
業
を
営
み
、
休
暇
で
郷
里
の
舎
稽
に
も
ど
る
際
の
鞘
重
は
十
絵
船
、
綿
、
絹
、
紙
、

ち
か
C

席
の
類
が
満
載
さ
れ
て
い
た
。
船
着
場
ま
で
見
送
り
に
出
か
け
た
孔
観
は
、
「
我
れ
比
ろ
困
乏
す
、
此
れ
を
得
る
こ
と
甚
だ
要
な
り
」
、
そ
う
偶

っ
て
荷
揚
げ
さ
せ
た
う
え
、
あ
ら
た
め
て
色
を
た
だ
し
、
「
汝
が
輩
、
悉
く
も
土
流
に
預
か
る
、
何
ぞ
東
に
還
っ
て
貰
客
と
作
る
に
至
ら
ん

や
」
と
叱
り
つ
け
る
と
、
左
右
の
も
の
に
命
じ
て
荷
の
す
べ
て
を
焼
却
さ
せ
た
(
同
巻
八
四
三

人
と
利
を
競
う
可
け
ん
や
」
と
色
を
た
だ
し
て
叱
り
つ
け
た
し
(
岡
谷
九
二
・
良
吏
停
)
、

こ
の
よ
う
な
士
大
夫
の
理
念
を
「
誠
子
書
」
の
回
目
頭
部
に
慎
み
深
く
記
し
、
荘
園
の
開
費
、
邸
庖
業
、
廻
船
業
、
金
融
業
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

の
儲
け
口
の
誘
い
に
も
い
っ
さ
い
耳
を
借
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
と
い
う
徐
勉
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
彼
は
一
家
の
財
産
管
理
に
ま
司

「
誠
子
書
」
に
は
冒
頭
部
に
ひ
き
つ
づ
い
て
財
産
の
慮
分
と
整
理

391 

た
く
無
関
心
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
無
関
心
で
な
か
っ
た
ど
こ
ろ
か
、
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の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、

ま
た
桜
に
荘
園
の
経
営
を
ゆ
る
し
て
さ
え
も
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
を
機
に
、

家
長
の
地
位
を
桜
に
譲
る
こ

と

つ
ま
り
家
督
を
譲
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
徐
勉
の

「誠
子
書
」
は
、
徐
勉
一
家
が
あ
ら
た
め
て
荘
園
の
経
営

れ
て
い
る
。

を
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
の
癖
明
、
と
し
て
誼
む
こ
と
も
で
き
る
の
だ
。
や
が
て
詳
し
く
紹
介
す
る
末
段
の
部
分
に
は
、

「
正
に
謂
う
に
家
を
痛
し
て
己
来
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ

資
産
を
事
と
せ
ず
。

既
に
壁
舎
(
田
舎
屋
敷
、

つ
ま
り
荘
園
)
を
立
て
て
以
て
奮
業
に
44
く
と

う
も
の
の
、

「懐
抱
に
塊
ず
る
こ
と
無
し
」
、
心
に
や
ま
し
く
感
じ
る
貼
は
何
も
な
い
と
は
い

「
董
業
」
つ
ま
り
先
祖
以
来
の
一
家
の
俸
統
に
布
く
こ
と
に
恒
恒
た
る
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
多
く
の
言
葉
を
費
し
て
「
其

も
、
其
の
始
末
を
陳
べ
た
れ
ば
懐
抱
に
塊
ず
る
こ
と
無
し」
。

の
始
末
を
陳
べ
」
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
始
末
、
す
な
わ
ち
顛
末
と
は
衣
簡
に
み
る
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
。

南

還

の

資

|

|
中
年
の
頃
、

か
り
そ
め
に
東
田
の
地
に
小
園
を
営
ん
だ
の
は
、

そ
こ
に
播
種
し
植
え
つ
け
を
し
て
牧
入
を
も
と
め
る
の
が
目
的
で
は

- 6ー

な
く
、
た
だ
池
を
掘
り
樹
木
を
植
え
、

い
さ
さ
か
自
然
を
愛
で
る
気
持
を
託
そ
う
と
し
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
郊
外
の
あ

た
り
は
長
閑
で
晴
れ
や
か
だ
か
ら
、

い
つ
の
日
か
屋
敷
を
構
え
る
に
ふ
さ
わ
し
く
、
も
し
退
休
が
か
な
っ
た
あ
か
つ
き
に
は
、
そ
こ
で
京

歎
の
日
々
を
、
途
り
た
い
と
願
っ
た
の
で
あ
る
。
慧
日
と
十
住
た
ち
は
婚
儀
を
事
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
住
ま
い
が
必
要
と
な
る
が
、

わ
し

の
清
明
門
の
屋
敷
に
は
と
て
も
ゆ
と
り
が
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
そ
れ
な
り
の
わ
け
が
あ
る
の
だ
。
以
前
、
西
側
の
牟
分
を
割
い
て

宣
武
寺
に
寄
進
し
、

西
の
棟
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、

も
は
や
き
ち
ん
と
整
っ
た
。フ
ラ
ン
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
所
詮
は
か
り
そ
め
の
宿
、

仰
々
し
レ
こ
と
は
必
要
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
っ
て
、
世
の
中
の
人
び
と
が
そ
こ
を
わ
し
の
屋
敷
と
よ
ぶ

の
を
常
々
残
念
に
思
っ
て
い
る
。
古
往
今
来
の
た
め
し
と
し
て
、
大
金
持
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
跡
を
縫
ぎ
、
く
ぐ
り
戸
や
部
屋
が
数
珠
つ
な
ぎ

に
連
な
る
よ
う
な
貴
顕
の
大
邸
宅
で
あ
っ
て
も
、
ぽ
っ
く
り
死
ん
で
し
ま
え
ば

一
瞳
だ
れ
の
室
家
ぞ
、
と
い
う
わ
け
だ
。
だ
が
そ
れ
で
も

小
さ
な
築
山
は
作
ら
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
ず
、

石
を
緊
め
果
木
を
移
植
し
、

そ
の
聞
に
花
井
を
配
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
安
息
の
日
の
慰



め
と
し
、
気
晴
ら
し
と
し
た
の
で
あ
る
。
行
き
あ
た
り
ば
っ
た
り
に
造
作
し
、
贋
祉
を
旨
と
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、

た
だ
功
徳
慮

だ
け
は
い
さ
さ
か
立
涯
に
し
つ
ら
え
た
。
こ
う
し
た
わ
け
で
敷
地
内
は
窮
窟
と
な
り
、
住
む
部
屋
、
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

最
近
、
東
側
の
半
分
に
見
孫
の
た
め
の
二
つ
の
屋
敷
を
管
む
に
あ
た
っ
て
は
、
十
住
の
南
還
の
資
に
た
よ
る
こ
と
と
し
た
が
、
そ
こ
に
か

か
る
も
の
は
そ
れ
で
も
や
は
り
少
な
く
は
な
い
。
ど
こ
か
か
ら
引
き
.
す
っ
て
運
ん
で
く
る
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
し
、

さ
り
と
て
途
中

で
投
げ
出
す
わ
け
に
も
ゆ
か
ぬ
。
郊
外
の
庭
園
は
か
く
て
持
ち
こ
た
え
ら
れ
な
く
な
り
、
章
賠
に
貰
却
し
て
や
っ
と
百
金
を
手
に
入
れ
、

(
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二
つ
の
屋
敷
を
完
成
す
る
た
め
に
す
で
に
そ
の
半
ば
を
費
消
し
た
。

(

叩

)

す
な
わ
ち
、
徐
勉
は
慧
日
と
十
住
の
愛
稽
を
も
っ
て
よ
ば
れ
る
二
人
の
息
子
た
ち
の
結
婚
に
そ
な
え
て
、
清
明
門
、
と
い
う
の
は
建
康
城
東

(

日

〉

面
の
も
っ
と
も
南
に
位
置
す
る
城
門
で
あ
る
が
、
そ
の
清
明
門
附
近
の
屋
敷
の
敷
地
内
に
あ
ら
た
に
二
つ
の
屋
敷
を
建
築
す
る
。
た
だ
し
す
で

に
そ
れ
ま
で
に
敷
地
の
西
半
分
は
宣
武
寺
に
寄
進
さ
れ
て
お
り
、
の
こ
さ
れ
た
東
半
分
の
敷
地
内
に
二
つ
の
屋
敷
を
建
築
す
る
こ
と
と
し
た
。

そ
の
た
め
の
資
金
と
し
て
、
ひ
と
ま
ず
十
佳
の
「
南
還
の
資
」
が
あ
て
ら
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
ま
か
な
い
き
れ
ぬ
た
め
、
老
後
の
生
活
の

楽
し
み
に
と
長
年
に
わ
た
っ
て
所
有
し
て
き
た
建
康
城
東
郊
の
東
田
の
「
小
園
」
、

つ
ま
り
別
荘
を
百
金
で
章
賭
に
買
却
し
、

そ
の
半
ば
が
建

- 7 ー

築
資
金
に
充
嘗
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
南
還
の
責
」
に
つ
い
て
は
後
述
。

意
賠
は
京
兆
杜
陵
の
人
。

梁
初
の
功
臣
の
掌
叡
の
第
四
子
で
あ
っ

て
、
太
子
会
人
に
起
家
し
、
太
僕
卿
、
南
珠
州
刺
史
、
太
府
卿
を
歴
任
し
た
(
『
梁
書
』
巻
一
二
、

『
南
史
』
径
五
八
三

傍
教
が
祉
舎
の
各
層
に
ひ
ろ
く
浸
潤
し
た
六
朝
時
代
、
徐
勉
の
よ
う
に
屋
敷
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
併
敬
寺
院
と
し
て
寄
進
す
る
も
の
は
け

っ
し
て
め
ず
ら
し
く
な
か
?
た
。
建
康
城
と
そ
の
周
迭
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
る
だ
け
で
も
、
た
と
え
ば
安
楽
寺
は
、
そ
も
そ
も
東
菅
京
一帝の

興
寧
中
に
慧
受
が
王
坦
之
か
ら
寄
進
を
受
け
た
庭
園
に
建
立
さ
れ
、
東
の
王
雅
、
西
の
劉
闘
、
南
の
沼
寧
の
屋
敷
も
あ
わ
せ
て
寄
進
さ
れ
た

〈
『
高
僧
停
』
巻
二
ニ
)
。
劉
宋
時
代
に
な
っ
て
、
活
寧
の
長
子
の
沼
泰
も
、
都
に
構
え
た
屋
敷
の
西
牢
を
割
い
て
一
寺
を
建
立
し
、
住
持
に
慧
義

シ
ヤ
!
リ
グ
ト
ヲ
ス
〆
ツ
タ

を
招
い
た
。
慧
義
と
沼
泰
と
の
関
係
は
身
子
と
須
達
の
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
、
放
に
祇
痘
寺
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
指
泰
は
さ
ら
に
果
竹
園

393 

六
十
敵
を
祇
痘
寺
に
寄
進
し
た
け
れ
ど
も
、

し
か
し
彼
の
死
後
、
第
三
子
の
活
長
が
果
竹
園
を
奪
い
か
え
し
た
た
め
、
慧
義
は
沼
泰
の
遺
言
を



394 

(

ロ

)

た
て
に
と
っ
て
争
司
た
も
の
の
、
け
っ
き
ょ
く
烏
衣
寺
に
移
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
司
た
と
い
う
後
日
談
が
あ
る
(
『
宋
書
』
巻
六

O
、

『
官
同
信
俸
』

各
七
)
。

南
斉
の
武
一
帝
は
永
明
十
一
年
(
四
九
三
)
の
崩
御
に
あ
た
っ
て
の
遺
詔
の
な
か
で
、

り
、
及
び
塔
寺
を
起
立
し
、
宅
を
以
て
精
舎
と
震
す
こ
と
を
得
ず
。
並
び
に
之
れ
を
巌
断
す
」
と
命
じ
て
い
る
け
れ
ど
も
(
『
南
斉
書
』
巻
三
)
、

崇
併
皇
帝
と
し
て
史
上
に
名
だ
か
い
梁
の
武
一
帝
の
治
下
、
す
な
わ
ち
郭
租
深
な
る
人
物
が
、

「
都
下
の
併
寺
は
五
百
儀
所
、
宏
麗
を
窮
極
し
、

僧
尼
は
十
除
菌
、
資
産
は
豊
沃
な
り
O
i
-
--
恐
る
ら
く
は
方
来
、
慮
慮
寺
と
成
り
、
家
家
剃
落
し
、
尺
土
一
人
も
復
た
園
の
有
に
非
ざ
ら
ん
と

そ
の
後
、

「
自
今
、
公
私
皆
な
出
家
し
て
道
と
篤

す」

(『南
史
』
巻
七
0
・
循
吏
停
〉
と
憂
慮
し
た
ほ
ど
の
時
代
と
も
な
れ
ば
、

「
宅
を
以
て
精
舎
と
帰
す
」
も
の
は
跡
を
絶
た
な
か
ア
た
。
天
監

六
年
(
五

O
七〉、

、梁
の
武
一
帝
み
ず
か
ら
が
株
陵
鯨
の
奮
居
を
光
宅
寺
と
し
た
の
を
は
じ
め
と
し
て
(
沈
約
「
光
宅
寺
刻
下
銘
井
序
」
、

『
康
弘
明
集
』

各

二ハ)、

天
監
十
八
年
(
五
一
九
)
に
は
庇
翻
が
「
宅
を
捨
し
」
て
恵
日
寺
を
建
立
し
(『
建
康
貫
録
』
各
一
七
)
、

ま
た
何
敬
容
は
「
宅
の
東
を

捨
し
て
伽
藍
と
信
用
」
し
、
多
く
の
賛
助
者
を
得
て
す
こ
ぶ
る
宏
麗
な
寺
宇
を
備
え
た
た
め
、
軽
薄
の
徒
は
衆
造
寺
と
よ
ん
だ
と
い
う
。
庫
江
の

弟
の
治
の
死
後
、
生
前
に
起
居
を
と
も
に
し
た
一
粛
を
「
拾
し
て
寺
と
矯
」
し
、

か
く
し
て
盟
類
を
断
っ

て
疏
食
の
生
涯
を
つ
ら
ぬ
き
、
別
に

- 8ー

何
氏
は
、
東
E

日
の
何
充
、
劉
宋
の
何
街
之
以
来
、
塔
寺
の
建
立
に
つ
と
め
た
こ
と
で
有
名
で
あ
っ
た
(
『
梁
書
』
巻
三
七
)
。
そ
の
ほ
か
、
到
淑
は

営
ん
だ
小
室
で
朝
夕
か
か
す
こ
と
な
く
信
徒
の
後
に
つ
い
て
種
請
に
つ
と
め
た
。
彼
の
も
と
に
は
、
梁
の
武
一
帝
一
か
ら
月
に
三
度
の
湾
撲
が
と
ど

と
い
う
の
は
徐
勉
が
縁
組
み
を
申
入
れ
て
こ
と
わ
ら
れ
た
相
手
に
ほ
か
な
ら
ぬ
が
、
そ

け
ら
れ
た
と
い
う
(
同
各
四
O
Y
江
杯
は
父
の
江
帯
、

の
父
の
眼
病
の
快
癒
を
祈
っ
て
「
同
夏
牒
界
の
牛
屯
里
の
舎
を
捨
し
て
寺
と
震
」
し
、
慧
眼
寺
と
名
づ
け
ら
れ
た
(
同
巻
四
七

・
孝
行
停
)
。
謝

ど
と

翠
は
「
宅
内
の
山
粛
を
ば
捨
し
て
以
て
寺
と
篤
」
し
、
そ
の
泉
石
の
美
は
「
殆
ん
ど
自
然
の
若
く
」
で
あ
っ
た
(
『
南
史
』
巻
ニ

O
)。
こ
の
よ
う

な
事
例
を
拾
い
あ
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
の
だ
が
、
も
司

と
も
な
か
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
話
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

(

日

)

(五二

O
H
梁
の
武
一
帝
は
亡
き
父
の
菩
提
を
弔
う
べ
く
建
康
城
北
の
鍾
山
に
大
愛
敬
寺
を
建
立
す
る
に
あ
た
り
、
東
耳
目
の
王
導
の
賜
固
に
由
来

す
る
王
氏
の
良
田
八
十
徐
頃
の
貰
却
を
王
霧
に
も
と
め
た
が
、
王
鶏
が
「
此
の
田
は
買
ら
ず
、
若
し
是
れ
敷
も
て
取
ら
る
る
な
ら
ば
敢
え
て
言

す
な
わ
ち
、

普
通
元
年

わ
ざ
る
所
な
り
」
と
答
え
た
た
め
に
、
勘
」
一
黙
を
蒙
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る

(『
梁
書
』
各
七

・
太
宗
筒
皇
后
王
氏
停
〉
。



徐
勉
が
清
明
門
の
屋
敷
の
西
半
分
を
寄
進
し
た
と
こ
ろ
の
宣
武
寺
も
、
そ
も
そ
も
は
梁
の
武
一
帝
一
が
南
斉
の
東
昏
侯
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
長
兄

の
宣
武
王
粛
誌
の
遁
一
帽
の
た
め
、
家
信
の
法
寵
法
師
が
住
す
る
斉
隆
寺
の
寺
域
を
披
張
の
う
え
、
寺
名
を
か
く
改
め
た
も
の
で
あ
っ
て
(
『
績
高

借
俸
』
品
位
五
〉
、
徐
勉
自
身
も
、
斎
誌
と
そ
の
生
前
に
お
け
る
つ
き
あ
い
が
あ
?
た
。
法
寵
の
入
寂
は
普
通
五
年
(
五
二
四
〉
、
従
っ
て
清
明
門
の

屋
敷
の
西
牟
分
が
宣
武
寺
に
寄
進
さ
れ
た
の
は
お
そ
く
と
も
そ
れ
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
徐
勉
も
熱
心
な
併
教
信
者
で
あ
っ
た
ろ
う

こ
と
は
、
二
人
の
息
子
が
明
ら
か
に
併
教
に
由
来
す
る
慧
日
と
十
往
の
愛
稿
を
も
っ
て
よ
ば
れ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
し
ば
し
ば
併
の
智
慧

の
輝
き
の
た
と
え
と
し
て
用
い
ら
れ
る
慧
日
、
ま
た
菩
薩
の
修
行
の
措
梯
の
う
ち
の
第
十
一
位
か
ら
第
二
十
位
ま
で
を
さ
す
十
住
、
そ
れ
ら
を

愛
稽
と
し
て
よ
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
し
、
手
狭
な
な
か
に
も
そ
こ
だ
け
は
い
さ
さ
か
立
涯
に
し
つ
ら
え
た
と
い
う
功
徳
慮
と

る
庚
読
に
つ
い
て
、

は
、
家
庭
内
で
日
常
的
に
俳
教
の
儀
躍
が
と
り
行
な
わ
れ
る
場
所
で
あ
っ
た
の
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
功
徳
慮
で
は
、
徐
勉
の
同
時
代
人
で
あ

「
晩
年
以
後
、
尤
だ
穣
教
に
遣
い
、
宅
内
に
道
場
を
立
て
、
環
纏
瞳
慣
す
る
こ
と
六
時
鞍
め
ず
、
法
華
経
を
請
す
る
こ
と

で
は
し
か
ら
ば
、
建
築
資
金
と
し
て
嘗
初
あ
て
ら
れ
た
十
住
の
「
南
還
の
資
|
|
南
還
之
責
|
|
|
」
と
は
何
な
の
か
。

「
南
還
之
責
」
は
ひ

- 9ー

毎
日
一
偏
」
と
停
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
(
『
梁
書
』
巻
五
一
・
庭
士
停
)
、
そ
の
よ
う
な
儀
雄
が
と
り
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
ま
ず
「
南
責
」
と
「
還
資
」
と
に
分
解
し
て
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
「
南
資
」
と
「
還
資
」
の
複
合
語
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ

て
、
ま
ず
そ
の
う
ち
の
「
、
還
資
」
は
、
地
方
官
在
任
中
に
蓄
積
さ
れ
た
財
産
で
都
に
も
た
ら
し
掃
っ
た
も
の
を
い
う
よ
う
で
あ
る
。

た
と
え
ば

劉
宋
の
張
輿
世
は
「
薙
州
の
還
資
」
で
あ
る
見
銭
三
千
高
を
蒼
梧
王
に
劫
掠
さ
れ
、

そ
の
こ
と
を
気
に
病
ん
で
死
ん
で
し
ま
ア
た
と
い
う
(
『
南

斉
書
』
巻
五
一
・
張
欣
泰
停
〉
。
張
輿
世
は
か
つ
て
冠
軍
賂
軍

・
抱
強
州
刺
史
で
あ
っ
た
(
『
宋
書
』
巻
五
O
〉
。
南
斉
の
珠
章
王
粛
出
肢
は
寛
仁
の
性
格
で

あ
っ
た
た
め
、
驚
庫
か
ら
失
火
し
、
三
千
絵
寓
銭
の
評
債
額
の

「剤
州
の
還
資
」
が
焼
失
し
た
時
に
も
、
主
局
そ
れ
ぞ
れ
に
杖
数
十
を
加
え
る

こ
と
あ
た
ら
し
く
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、

た
と
え
ば
劉
宋
の
王
借
達
は
兄
の
錫
が
臨
海
太
守
を
罷
め
て
都
に
も
ど
っ
て
来
る

(

U

)

 

と
、
奴
を
し
て
そ
の
「
迭
故
及
び
奉
旅
百
高
以
上
」
を
輩
取
せ
し
め
た
(
『
宋
室
田
』
各
七
五
三
な
か
に
は
粛
恵
聞
の
よ
う
に
、
妹
が
桂
陽
王
劉
休

だ
け
で
あ
司
た
と
い
う
。
粛
疑
は
か
つ
て
鎮
西
将
軍

・
刑
州
刺
史
で
あ
っ
た
(
『
南
斉
書
』
巻
二
二
)
。

地
方
官
づ
と
め
は
蓄
財
の
好
機
舎
と
な
円
た
の
で
あ
っ
て
、

395 
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ま
た
娘
が
孝
武
一
一
帝
の
皇
子
に
嫁
す
た
め
の
支
度
金
二
千
寓
銭
が
必
要
と
な
っ
た
た
め
、
議
章
内
史
を
奔
命
の
う
え
、
孝
武
一
帝
か
ら

「摩

意
に
葉
納
」
す
る
こ
と
を
ゆ
る
さ
れ
た
と
い
う
ひ
ど
い
話
も
あ
る
。
こ
の
粛
恵
聞
に
閲
し
て
は
、
後
に
あ
ら
た
め
て
盆
寧
二
州
刺
史
と
な
っ
て

範
に
、

萄
の
地
に
赴
任
し
、
窃
か
ら
ひ
き
あ
げ
る
際
、

「資
財
は
二
千
徐
菌
」
に
の
ぼ
っ
た
け
れ
ど
も
、

「悉
く
道
路
に
散
施
し
て
一
と
し
て
留
む
る

所
が
無
か
司
」
た
と
の
美
談
(
?
)
も
同
時
に
惇
え
ら
れ
て
い
る
(
同
巻
八
七
)
。

さ
て
と
こ
ろ
で
、
十
住
の

「南
還
の
資
」
の

「南
」
を
ど
こ
と
特
定
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
で
き
な
い
が
、
嶺
南
地
方
で
あ
る
蓋
然
性
が
た

か
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
い
う
の
も
、
交
州
刺
史
を
つ
と
め
た
垣
間
に
つ
ぎ
の
話
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
交
州
は
経
済
的
に
豊
か
だ
っ
た

垣
闘
が
刺
史
を
罷
め
て
ひ
き
あ
げ
る
に
あ
た
っ
て
の
「
資
財
は
鑑
蔦
」
に
の
ぼ
っ
た
。
劉
宋
の
孝
武
一
帝
の
晩
年
は
す
こ
ぶ
る
貧
欲
で
あ

の
で
、

り
、
刺
史
や
太
守
が
任
を
お
え
て
都
に
も
ど
っ
て
来
る
と
、

か
な
ら
ず
一
定
額
を
献
奉
さ
せ
た
だ
け
で
な
く
、

そ
の
う
え
さ
ら
に
樗
蒲
を
や
司

て
ま
き
あ
げ
、
相
手
、
が
す
っ
て
ん
て
ん
に
な
る
ま
で
や
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
垣
闘
が
南
州
、

つ
ま
り
姑
執
(
安
徽
省
首
塗
)
ま

-10 -

で
も
ど
っ
て
来
た
時
、
幸
い
に
も
孝
武
一
帝
一
は
崩
御
し
、

お
か
げ
で

「南
資
を
擁
し
て
富
人
と
帰
る
」
こ
と
が
で
き
た
。
垣
聞
は
後
に
あ
ら
た
め

て
盆
州
刺
史
と
な
る
と
、

そ
の
「
萄
還
の
貨
」
は
ま
た
し
て
も
数
千
金
に
達
し

あ
ら
か
じ
め

「西
資
の
牢
ば
を
傾
け
」
て
明
一帝
に
献
奉
し

た。

し
か
る
に
明
一
帝
は
そ
れ
で
も
な
お
そ
の
少
な
き
を
嫌
い
、
都
に
も
ど
司
た
垣
聞
は
廷
尉
に
出
頭
し
て
還
資
の
申
告
を
行
な
司
た
も
の
の
、

身
柄
を
拘
留
さ
れ
、
資
財
の
す
べ
て
を
納
め
た
う
え
で
や
っ
と
放
克
さ
れ
た
。
た
め
に
時
人
は

「
被
賊
刺
史
」
と
縛
名
し
た
。

鞭
罰
を
受
け
ず
、
財
を
轍
し
て
罪
を
購
う
こ
と
を
肢
と
稽
し
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
(
『
南
史
』
巻
二
五
)
。

お
よ
そ
鐙
夷
は

盆
州
の
還
資
が
「
西
資
」
と
よ
ば
れ
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
が
、
番
馬
に
治
所

を
置
い
た
慶
州
刺
史
な
い
し
南
海
太
守
の
還
責
も
「
南
資
」
と
よ
ん
で
さ
し
っ
か
え
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
贋
州
刺
史
の
俸

こ
の
垣
間
の
話
に
よ
っ
て
、

変
州
の
還
資
が

「南
責
」、

旅
そ
の
他
が

「南
俸
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
例
を
知
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
劉
宋
の
尚
書
右
僕
射
何
向
之
が
「
頗
る
貨
賄
を
通
じ
」
た
と

「劉
道
錫
は
牒
り
に
聡
す
る
所
有
っ
て
南
俸
の
半
ば
を
傾
く
」
と
あ
る
の
が
そ

こ
ろ
の
吏
部
向
書
庚
痢
之
の
罪
状
を
あ
げ
つ
ら
司
た
な
か
に
、

れ
で
あ
っ

て
角
栄
書
』
巻
五
三
)
、
こ
の
劉
遁
錫
が
庚
照
之
に
よ
っ
て
慶
州
刺
史
に
と
り
た
て
ら
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

『
南
史
』
巻
三



お
く

五
の
庚
仲
文
す
な
わ
ち
庚
痢
之
の
俸
記
に
、
「
少
府
卿
の
劉
道
錫
を
用
い
て
慶
州
刺
史
と
帰
す
。
遁
錫
、
鎮
に
至
る
や
白
檀
の
牽
車
を
前
り
、

常
に
自
ら
乗
る
」
と
あ
る
遁
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
南
俸
」
と
は
、
周
一
良
教
授
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
贋
州
刺
史
在
任
時
の
俸
様
、
な
ら

〈

日

)

び
に
現
地
で
剥
制
搾
取
し
た
牧
入
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

『
南
膏
書
』
巻
五
八
・
東
南
夷
俸
の
史
臣
論
に
、

い
た

「
一
商
舶
は
遠
く
よ
り
居
っ
て
南
州
に
委
職
し
、

故
に
交
贋
は
富
賓
に
し
て
王
府
に
籾
積

す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
交
州
と
贋
州
、
と
り
わ
け
贋
州
の
中
心
都
市
で
あ
る
番
罵
は
古
く
か
ら
南
海
貿
易
の
基
地
と
し
て
紘
拭
え
た
港
町
で
あ

り
、
昆
忠
商
舶
の
名
で
よ
ば
れ
る
一
商
船
が
舶
載
し
来
た
っ
た
物
産
は
、
こ
の
都
市
の
経
済
的
富
強
を
も
た
ら
し
た
。
南
海
の
物
産
は
贋
い
販
路
を

(

日

目

)

有
し
、
慶
州
の
一
商
人
は
長
江
中
流
の
江
陵
に
ま
で
船
足
を
延
ば
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
北
斉
の
貌
牧
が
陳
王
朝
に
涯
遣
さ

れ
る
使
節
の
封
孝
談
に
門
客
を
同
行
さ
せ
、
あ
た
か
も
昆
忠
商
舶
が
入
港
し
た
折
と
て
、
課
然
の
傍
表
、
す
な
わ
ち
尾
長
猿
の
カ
ー
ペ
ッ
ト
や
径

一
尺
に
盈
ち
る
玉
な
ど
の
奇
貨
を
得
た
と
い
う
の
は
(
『
北
斉
書
』
巻
三
七
〉
、
慶
州
に
舶
載
さ
れ
た
南
海
の
物
産
が
異
域
の
華
北
に
ま
で
も
た
ら

さ
れ
た
こ
と
を
停
え
る
顛
著
な
事
例
で
あ
る
。

-11ー

か
く
贋
い
販
路
を
有
し
た
南
海
の
物
産
の
集
積
地
で
あ
る
番
局
、
そ
こ
に
治
所
を
置
く
贋
州
刺
史
な
い
し
は
南
海
太
守
は
容
易
に

E
富
を
築

く
こ
と
が
で
き
た
。
た
と
え
ば
劉
宋
の
孔
照
先
は
、
父
の
黙
之
が
贋
州
刺
史
で
あ
っ
た
た
め
、
「
嶺
南
の
遺
財
に
籍
っ
て
家
は
甚
だ
富
足
た

り
」
、
そ
の
這
財
は
菰
障
を
謀
叛
の
計
劃
に
ひ
き
ず
り
こ
む
た
め
の
資
金
に
つ
ぎ
こ
ま
れ
た
と
い
う
(
『
宋
書
』
巻
六
九
三
そ
れ
と
い
う
の
も
、

番
馬
に
陸
揚
げ
さ
れ
た
物
産
は
、
慶
州
刺
史
と
南
海
太
守
が
先
買
擢
を
有
し
、
濁
占
的
に
買
い
つ
け
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
梁
初
に
南
海
太

守
と
な
司
た
王
僧
濡
の
停
記
に
い
う
。
「
郡
に
は
常
に
高
涼
の
生
口
有
り
、
及
び
海
舶
は
毎
歳
敷
ば
至
っ
て
外
園
の
買
人
は
以
て
貨
易
を
通

た

だ

た

だ

ず
。
奮
時
、
州
郡
は
半
債
を
以
て
就
ち
に
市
い
、
叉
た
買
い
て
即
ち
に
貰
り
、

な
ら
っ
た
け
れ
ど
も
、

し
か
し
王
借
稽
は
、

其
の
利
は
数
倍
す
」
。

(

ロ

)

「
北
白
人
、
萄
部
の
長
史
と
震
る
も
、

終
身
萄
物
無
し
。
吾
れ
の
子
孫
に
遺
さ
ん
と
欲
す
る
者
は
越

歴
代
の
長
官
は
こ
の
よ
う
な
や
り
口
に

装
に
在
ら
ず
」
、

そ
の
よ
う
に
歎
じ
て
私
腹
を
肥
や
す
こ
と
は
ま
ア
た
く
な
か
っ
た
と
い
う
ハ
『
梁
書
』
巻
一
一
一
一
一
一
)
。

ま
た
梁
末
に
慶
州
刺
史
と
な

「
慶
州
は
謹
海
に
し
て
奮
よ
り
鏡
か
な
り
。
外
圏
の
舶
至
ら
ば
多
く
刺
史
の
侵
す
所
と
篤
り
、
毎
年
、
舶
の
至
る

397 

っ
た
粛
勘
の
停
記
に
い
う
。
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こ
と
三
数
に
過
ぎ
ず
。
勘
の
至
る
に
及
ん
で
織
豪
も
犯
さ
ざ
れ
ば
、
歳
ご
と
に
十
絵
至
れ
り
」

(『
南
史
』
径
五
一
〉
。
王
信
掃
の
場
合
に
し
て
も

粛
勘
の
場
合
に
し
て
も
、
彼
ら
の
廉
潔
ぶ
り
が
た
た
え
ら
れ
て

い
る
の
だ
が
、
南
斉
時
代
の
贋
州
刺
史
王
訊
は

「
多
く
賊
貨
を
納
れ
」
た
た
め

に
御
史
中
丞
亥
昂
の
弾
劾
を
蒙
り
(
『
梁
書
』
巻
三
一
)
、
劉
宋
時
代
に
慶
州
刺
史
を
つ
と
め
た
王
現
の
停
記
に
よ
る
と
、
「
南
土
は
沃
貧
な
れ

た

び

て

ば、

任
に
在
る
者
は
常
に

E
富
を
致
す
」
こ
と
が
で
き
、
そ
の
た
め
、
「
慶
州
刺
史
は
但
だ
城
門
を
経
る
こ
と

一
遁
に
し
て
便
ち
三
千
寓
を
得

に
す
」
と
の
僅
諺
が
生
れ
た
と
い
う
(
『
南
璃
墨
田
』
巻
三
二
)
。
か
の
貧
水
の
故
事
も
、

康
州
を
去
る
こ
と
二
十
里
の
地
に
貧
水
と
よ
ば
れ
る
泉
が
あ
り
、

」
の
よ
う
な
事
情
を
背
景
に
し
て
生
れ
た
も
の
に
ち
が

、
:
、
。

し
ゅ
ん
し

そ
の
水
を
飲
む
と
途
端
に
強
欲
に
な
る
と
言
い
停
え
ら
れ

て
い

た
が
、
東
耳
目
末
に
桓
玄
か
ら
慶
州
刺
史
を
お
お
せ
っ
か
っ
た
臭
隠
之
は
、
わ
ざ
わ
ざ
貧
水
の
水
を
す
く
っ
て
飲
ん
だ
う
え
、

す
す

一
た
び
散
れ
ば
千
金
を
重
ん
ず
と
。
試
み
に
夷
買
を
し
て
飲
ま
し
め
よ、

終
に
嘗
に
心
を
易
え
ざ
る
べ

し
」
と
の
詩
を
賦
し
た
と
い
う
故

わ
か

「
王
鎮
之
は
少
く
し
て

「
石
門
に
貧
泉
有

り事
で
あ
っ
て
(
『
世
読
新
語
』
徳
行
篇
注
『
菅
安
帝
紀
』〉
、

清
績
を
著
わ
し
、
必
ず
絡
に
美
を
呉
隠
之
に
継
が
ん
。
嶺
南
の
弊
、
此
れ
に
非
ざ
れ
ば
康
ん
ぜ
ざ
る
な
り
」
と
語
っ
て
い
る
(
『
宋
室
田
』
各
九
二

・

劉
宋
の
武
一帝
は
王
鎮
之
を
慶
州
刺
史
に
任
命
す
る
に
あ
た
り
、
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良
吏
停
)
。

さ
て
、
右
に
そ
の
名
を
奉
げ
た
王
現
も
廉
潔
を
も
っ
て
聞
こ
え
た
人
物
な
の
だ
が
、
慶
州
刺
史
を
罷
め
て
都
に
も
ど
っ
て
来
た
彼
に
、
孝
武

一
帝
が
「
還
資
は
多
少
ぞ
」
と
た
ず
ね
る
と

「
臣
は
宅
を
買
う
こ
と
百
三
十
薦
、
除
物
は
之
れ
に
稽
う
」
と
答
え
た
と
い
う
。
い
か
に
「
清
」

な
る
人
物
で
も
、
贋
州
刺
史
と
も
な
れ
ば
、
屋
敷
を
購
入
す
る
百
三
十
高
銭
と
そ
れ
に
見
あ
う
ほ
ど
の
も
の
を
「
還
資
」
と
し
て
も
た
ら
す
こ

と
が
で
き
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
南
斉
の
劉
鮮
な
る
人
物
に
闘
し
て

は、

兄
の
整
が
慶
州
刺
史
と
し
て
任
地
に
卒
し
、
霊
枢
が
都
に
も
ど

っ
て
来
る
道
中
の
長
江
上
で
兄
嫁
と
「
還
資
」
を
争
い
、
そ
の
醜
聞
が
朝
廷
に
ま
で
達
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
御
史
中
丞
任
遣
の
弾
劾

そ

ひ

つ

ぎ

文
に
は
、

「
販
の
兄
は
概
を
浮
か
ぶ
る
も
、
天
倫
(
の
兄
弟
)
な
る
に
一
日
の
悲
し
み
と
て
無
く
、
南
金
は
獲
ら
れ
ず
し
て
、
捜
姪
は
英
の
軽

と

お

す

絶
を
致
し
、
孤
舟
は
童
く
よ
り
反
る
に
存
設
相
い
摘
て
、
遂
に
暴
客
を
し
て
骸
枢
を
掠
奪
せ
し
む
」
と
記
す
と
と
も
に
、
劉
鮮
の
門
生
の
孫
狼

見
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
供
述
を
引
い
て
い
る
。

「
兄
の
整
は
先
に
慶
州
と
震
り
、
職
に
於
い
て
喪
亡
す
。
去
年
、
啓
し
て
喪
を
迎
え
ん
こ
と
を
求



め
、
還
っ
て
大
雷
(
安
徽
省
懐
寧
〉
に
至
る
。
聞
く
に
鮮
は
整
の
妻
の
孟
と
争
っ
て
財
物
を
計
っ
て
際
念
す
。
鮮
は
伺
っ
て
委
て
て
前
に
還
る
。

後
、
未
だ
鵠
頭
(
安
徽
省
銅
陵
)
に
至
ら
ず
し
て
、
其
の
夜
、
劫
に
遭
い
、
内
人
(
妻
妾
〉
は
並
び
に
凶
人
の
淫
略
す
る
所
と
震
る
」
(
「
南
斉

か
く
王
現
に
し
て
も
劉
整
に
し
て
も
、
と
り
わ
け
贋
州
刺
史
の
「
還
資
」
が
有
名
で
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
交
州
刺
史
や
盆
州

そ
の
一
部
分
は
や
は
り
天
子
に
献
奉
さ
れ
も
し
た
の
で
あ
っ
た
。
南
賓
の
永
明
四
年
〈
四
八
六
)
、
贋
州
刺
史
と
な
っ

書
』
品
位
三
六
〉
。

刺
史
の
還
資
と
同
様
に
、

た
耳
畑
恵
休
は
、
任
を
お
え
て
都
に
も
ど
っ
て
来
る
と
、

「
粛
恵
休
に
問
う
て
み
る
が
よ
い
。

た
と
い
う
。

「
献
奉
に
責
を
傾
け
」
た
。
そ
の
時
、
武
一
一
帝
は
近
習
の
中
書
合
人
茄
法
亮
に
こ
う
語
つ

わ
し
は
以
前
、
そ
ち
を
逼
し
て
(
臣
下
た
ち
に
〉
、

私
除
を
以
て
献
奉
を
足
充
す
る
こ
と
勿

れ
と
の
敷
答
を
宣
べ
さ
せ
た
が
、
今
回
は
と
り
わ
け
心
づ
か
い
の
前
後
の
人
聞
に
く
ら
べ
て
厚
い
の
を
費
え
る
。
彼
に
問
う
て
み
る
の
だ
。
も

(四〉

わ
し
は
わ
し
の
取
り
分
と
し
て
受
け
と
っ
て
お
こ
う
と
思
う
、
と
」

と
よ
り
私
聴
に
ま
で
手
を
つ
け
た
の
で
は
あ
る
ま
い
な
、

〈
『
南
脅
書
』
容

四六〉。以
上
の
考
察
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
受
州
刺
史
の
還
資
が
「
南
責
」
と
よ
ば
れ
、

ま
た
と
り
わ
け
贋
州
刺
史
の
還
資
が
有
名
で
あ
っ
た
こ
と
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を
思
う
な
ら
ば
、
十
佳
の
「
南
還
の
資
」
の
「
南
」
が
嶺
南
地
方
を
意
味
す
る
蓋
然
性
は
た
か
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
っ
と
も
十
住
が
贋

州
刺
史
や
南
海
太
守
で
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
な
い
が
、
刺
史
や
太
守
の
属
僚
に
つ
い
て
も
「
還
資
」
が
云
々
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
、
劉

宋
の
元
徽
中
に
長
沙
郡
丞
と
な
っ
た
斐
昭
明
が
そ
の
任
を
お
え
る
に
あ
た
り
、
湘
州
刺
史
の
王
誼
か
ら
、
「
卿
は
清
貧
な
れ
ば
必
ず
還
資
無
か

ま

お

ら
ん
。
湘
中
の
人
土
の
一
瞳
の
命
を
須
つ
者
有
ら
ば
、
我
れ
は
愛
し
ま
ざ
る
な
り
」
と
聾
を
か
け
ら
れ
て
い
る
一
事
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ

う
(
『
南
斉
書
』
巻
五
三
・
良
政
停
)
。
湘
州
の
人
士
を
還
資
が
わ
り
に
連
れ
て
い
っ
て
も
か
ま
わ
ぬ
ぞ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
徐
勉
一
家
に
と
ど
ま
ら
ず
、
還
資
が
都
に
お
い
て
屋
敷
を
造
作
し
買
得
す
る
た
め
の
資
金
に
あ
て
こ
ま
れ
る
こ
と
は
め
ず
ら
し

く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
慶
州
刺
史
の
還
資
百
三
十
高
鐘
を
も
っ
て
屋
敷
を
購
入
し
た
王
現
の
ほ
か
、
劉
宋
の
察
廓
も
議
章
太
守
か
ら
吏
部

尚
書
に
轄
ず
る
と
、
都
に

二
つ
の
屋
敷
を
造
作
し
、
ま
ず
完
成
し
た
東
の
屋
敷
を
兄
の
軌
に
輿
え
た
が
、
自
分
の
館
宇
が
ま
だ
完
成
せ
ぬ
う
ち

に
世
を
去
っ
た
。
そ
の
後
、
軌
が
「
長
沙
郡
を
罷
め
て
還
る
や
、
銭
五
十
寓
を
迭
っ
て
以
て
宅
直
を
補
っ
た
」
と
こ
ろ
、
わ
ず
か
十
歳
に
な
っ

399 



400 

た
ば
か
り
の
廓
の
息
子
の
興
宗
か
ら
、

ご

家
は
由
来
、
豊
倹
必
ず
共
に
す
、
今
日
、
宅
債
宜
し
く
受
く
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
た
し
な
め
ら

れ

「我
れ
年
は
六
十
な
る
も
、
行
事
は
十
歳
の
小
児
に
及
ば
ざ
る
な
り
」
と
お
お
い
に
塊
じ
い
っ
た
と
い
う
(
『
宋
書
』
袋
五
七
)
。
あ
る
い
は

ま
た
E

目
安
王
子
動
の
反
凱
に
加
措
し
た
裏
陽
太
守
支
顕
は
奈
興
宗
の
甥
に
あ
た
る
の
だ
が
、
「
裏
陽
の
資
」
を
軍
資
金
と
し
て
借
用
し
た
い
と

「
都
下
の
両
宅
未
だ
成
ら
ず
、
亦
た
臆
に
経
理
す
ベ
し
。
損
徹
す
可
か
ら
ず
」
と
桓
絶
し
た
の
で
あ
っ
た
(
同

の
同
黛
の
劉
胡
の
申
入
れ
を
、

巻
八
四
)
。

家

長

徐
勉
が
東
田
に
営
ん
だ
小
園
が
百
金
で
、
す
な
わ
ち
百
寓
銭
で
買
却
で
き
た
の
は
、
あ
た
か
も
わ
が
子
を
育
て
る
か
の
よ
う
に
、
長
い
年
月

を
か
け
て
丹
精
こ
め
て
作
り
あ
げ
て
き
た
か
ら
で
あ
っ
た
と
い
う
。

|
|
庭
園
の
代
金
と
し
て
手
に
し
た
も
の
が
、
ど
う
し
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
な
ア
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
わ
し
が
長
年

に
わ
た
っ
て
手
盟
に
か
け
、
あ
ら
ま
し
完
成
の
域
に
達
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
桃
や
李
が
密
に
茂
り
、
相
や
竹
が
日
陰
を
つ
く
り
、
畦

道
が
交
錯
し
、
用
水
路
が
連
な
り
、
華
麗
な
棲
閣
や
高
般
に
は
な
か
な
か
す
ば
ら
し
い
眺
望
が
備
わ
り
、
築
山
の
孤
峰
や
小
薮
、

草
む
ら

ま

E
も

に
も
さ
ま
ざ
ま
の
興
趣
が
壷
き
ぬ
。
小
川
は
ど
こ
も
こ
こ
も
菰
蒋
で
う
ず
ま
り
、
池
は
と
り
わ
け
菱
と
蓮
と
で
い
っ
ぱ
い
だ
。
人
外
の
地
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と
は
い
い
な
が
ら
城
門
に
近
接
し
、
意
君
が
ほ
し
が
っ
た
の
も
、
も
と
も
と
情
趣
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
今
さ
ら
な
が
ら
こ
ん
な
こ
と

霊
運
の

「山
家
詩
」
に
、

を
述
べ
る
の
は
、
未
練
が
ま
し
い
気
持
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
。
筆
の
勢
い
に
ま
か
せ
て
ま
で
の
こ
と
な
の
だ
。
思
い
お
こ
す
の
は
、
謝

(

日

)

「
中
ご
ろ
は
天
地
の
物
篤
り
し
が
、
今
は
都
夫
の
有
と
成
る
」
と
う
た
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
わ
し
の
こ
の
庭
園

は
二
十
年
に
わ
た
っ
て
所
有
し
た
の
だ
っ
た
。
今
や
天
地
の
物
と
な
っ
た
の
だ
が
、
物
と
我
と
の
あ
い
だ
に
ど
れ
ほ
ど
の
隔
た
り
が
あ
る

(

勾

)

と
い
う
の
だ
。

首
時
、
徐
勉
の
よ
う
に
東
田
に
別
竪
を
営
ん
だ
貴
人
類
官
は
す
く
な
く
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
南
湾
の
武
帝
は
弟
の
議
章
王
粛
屍
の
東
田
に



行
幸
し
て
諸
王
と
の
饗
宴
を
催
し
た
が
、

そ
の
際
、

粛
出
艇
は
彼
ら
の
ま
た
の
弟
の
武
陵
王
粛
暴
だ
け
が
招
か
れ
ぬ
の
を
不
満
と
し
て
、

風

景
殊
に
美
な
り
、
今
日
、
甚
だ
武
陵
を
憶
う
」
と
述
べ
、
あ
ら
た
め
て
薪
肇
に
も
お
よ
び
が
か
か
る
と
い
う
こ
と
が
あ

っ
た

(
『南
費
書
』
巻
一
一
一

五)。

粛
疑
が
、

「臣、

前
に
東
田
に
在
っ
て
恩
を
承
け
て
遁
酔
し
:
:
:
」
と
追
懐
し
て
い
る
の
も
、

あ
る
い
は
こ
の
時
の
こ
と
で
あ
司
た
の

か
も
知
れ
ぬ
(
向
巻
二
二
)
。

お
な
じ
く
南
青
の
武
一
帝
の
長
子
の
文
恵
太
子
粛
長
権
は
、
皇
太
子
時
代
の
東
耳
目
の
明
一
帝
が
西
池
を
設
け
た
先
例
を

も
ち
だ
し
、
東
田
に
小
苑
を
設
け
る
こ
と
を
矢
一
帝
に
も
と
め
て
許
さ
れ
た
。
そ
れ
は
小
苑
と
は
い
う
も
の
の
、
す
こ
ぶ
る
批
麗
な
も
の
で
あ
っ

(

幻

)

た
が
、
永
明
十
一
年
(
四
九
三
)
に
太
子
が
世
を
去
る
と
、
東
田
の
股
堂
は
崇
虚
館
に
改
め
ら
れ
た
(
同
巻
二
一
〉
。
崇
虚
館
は
道
観
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
明
帝
の
時
代
に
至
っ
て
、
太
子
の
東
田
そ
の
も
の
も
貰
り
は
ら
わ
れ
た
(
同
各
六
)
。

五
言
詩
「
遊
東
田
一
首
」
、
そ
の
詩
題
の
李
善
注
に
「
跳
は
荘
の
鍾
山
の
東
に
在
る
有
り
、

ま
た
『
文
選
』
巻
二
二
に
牧
め
る
南
賓
の
謝
跳
の

遊
ん
で
四
怒
り
て
の
作
」
と
あ
る
ほ
か
、

梁
の
沈
約

「
家
司
を
第
と
せ
ら
れ
て
謝
す
る
を
獲
る
も
猶
お
職
を
春
坊
に
奉
ぜ
」
し
そ
の
晩
年
、
す
な
わ
ち
尚
書
令
を
解
か
れ
て
な
お
太
子
少
停
の

職
に
あ
っ
た
天
監
九
年
〈
五
一

O
〉
以
後
の
こ
と
、
東
固
に
別
壁
を
営
み
、
そ
こ
の
景
観
と
景
物
、
ま
た
そ
こ
に
託
し
た
己
れ
の
心
情
を
「
郊

居
賦
」
(
『
梁
書
』
巻
二
二
)
に
う
た
い
こ
ん
だ
。
そ
の
別
壁
が
「
頃
は
四
百
に
し
て
足
ら
ず
、
敵
は
五
十
に
し
て
徐
り
有
り
」
と
い
う
の
は
『
漢

「
時
に
言
に
阻
宇
に
蹄
り
、
明
か
暇
日
に
以
て
朝

も
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書
』
の
張
扇
と
『
荘
子
』
譲
王
篇
の
顔
回
の
故
事
を
ふ
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

わ

朔
し
、
余
が
志
を
海
園
に
棲
ま
わ
せ
、
余
が
心
を
道
場
に
闘
し
」
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
東
田
は
、
沈
約
が
太
子
家
令
と
し
て
南
斉
の
文
恵

太
子
に
仕
え
た
時
代
に
し
ば
し
ば
雇
従
し
た
土
地
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
「
謬
っ
て
昔
代
に
賢
に
参
わ
り
、
亙
ば
徒
ら
に
蛮
の
所
に
遊

た

づ

忽

と

も

そ

き

か

ず

さ

び
、
一
綜
箆
に
侍
し
て
轡
を
買
に
し
、
龍
舟
に
陪
し
て
渚
に
遣
い
、
或
い
は
席
に
列
な
っ
て
詩
を
賦
し
、
或
い
は
鱒
を
班
っ
て
宴
語
す
」
と
う

た
う
と
こ
ろ
の
そ
の
「
昔
儲
の
奮
苑
」
も
、
「
三
齢
を
聡
え
て
事
は
往
き
」
、
完
成
か
ら
三
年
に
し
て
太
子
は
卒
し
、

(

幻

)

て
弦
に
歴
た
り
」
、
そ
れ
か
ら
は
や
く
も
二
十
年
が
経
過
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

「
忽
ち
二
紀
に
し
て
以

401 

沈
約
と
親
交
の
あ
っ
た
徐
勉
は
、
沈
約
の
別
竪
に
遊
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
徐
勉
自
身
も
東
固
に
小
園
を
営
む
こ
と
と

な
っ
た
の
だ
が
、
二
十
年
近
く
に
わ
た
っ
て
所
有
し
て
き
た
そ
こ
を
儀
儀
な
い
事
情
か
ら
百
金
で
貰
却
し
、
慧
日
と
十
住
の
二
つ
の
屋
敷
の
建
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築
資
金
と
し
て
費
消
し
た
の
こ
り
の
字
分
は
、
あ
ら
た
め
て
桜
に
譲
興
さ
れ
た
。

「
誠
子
書
」
に
は
つ
づ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い

ヲ
匂
。

|
|
こ
の
わ
し
の
儀
財
を
い
ま
汝
に
分
興
し
、

さ
さ
や
か
な
田
舎
屋
敷
を
管
ま
せ
る
こ
と
と
す
る
。
係
累
の
多
い
こ
と
故
、
嘗
然
や
は
り

そ
れ
ほ
ど
の
も
の
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
え
、
穣
氏
の
教
で
は
財
物
を
「
外
命
」
と
よ
ん
で
い
る
し
、
儒
家
の
古
典
に
も
、

「
何
を

以
て
人
を
緊
む
、

日
く
財
」
と
あ
る
。
ま
し
て
や
汝
ら
凡
俗
の
人
情
と
し
て
、
こ
の
財
物
の
こ
と
を
放
念
で
き
は
す
ま
い
。
聞
く
と
こ
ろ

で
は
、
汝
が
買
得
し
た
姑
軌
(
安
徽
省
営
塗
)
の
回
地
は
ひ
ど
い
烏
歯
の
土
地
で
あ
る
と
の
こ
と
、

い
よ
い
よ
も
っ
て
心
配
な
こ
と
で
あ

ろ
う
。
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
の
も
、
他
人
と
競
争
し
よ
う
と
は
し
な
い
か
ら
だ
。
寝
丘
の
話
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
さ
も
あ
り
な
ん
と

お
さ

「
家
に
居
り
て
理
ま
れ
ば
治
を
官
に
移
す
可
し
」
と
は
孔
子
の
言
葉
ハ
『
孝
経
』
庚
揚
名
一
章
)
。

い
っ
た
ん
経
営

し
の
ば
れ
る
次
第
で
あ
る
。

に
手
が
け
た
以
上
は
立
涯
に
や
り
と
げ
る
べ
き
だ
。
ど
司
ち
つ
か
ず
で
は
、

一
一
層
の
こ
と
世
間
の
も
の
笑
い
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
牧
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穫
が
あ
が
れ
ば
、
汝
は
内
外
の
一
族
に
分
ち
恵
み
、

そ
れ
ぞ
れ
配
嘗
が
あ
る
よ
う
に
す
る
が
よ
い
。
わ
し
の
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い

け
れ
ど
も
、

や
は
り
娘
た
ち
に
も
お
こ
ぼ
れ
に
あ
ず
か
ら
せ
て
や
る
べ
き
だ
。
汝
は
家
長
と
な
っ
た
こ
と
故
、
そ
れ
で
こ
ん
な
こ
と
に
ま

(
お
)

で
言
い
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

財
物
が
「
外
命
」
と
よ
ば
れ
る
と
い
う
こ
と
に
閲
し
て
は
、

一
方
、
四
伴
氏
の
敬
、
す
な
わ
ち
併
教
で

『
大
智
度
論
』
巻
二
ニ
に
「
人
命
に
二
種
有
り
、
一
は
内
、
二
は
外
。
若
し
財
物

を
奪
わ
ば
、
是
れ
を
外
命
を
奪
う
と
帰
す
。
何
を
以
て
の
故
に
。
命
は
飲
食
衣
被
等
に
依
っ
て
活
き
る
が
故
に
。
若
し
く
は
劫
し
若
し
く
は
奪

(

剖

)

(寸
N
印

d
H
g白
)
と
み
え
る
。
寝
丘
の
話
と
は
春
秋
時
代
の
楚
の
孫
叔
教
の
故
事
。
孫
叔
教
は
そ
の
死

あ
る

「
王
は
数
ば
我
れ
を
封
ぜ
ん
と
せ
ら
れ
し
も
、
吾
れ
は
受
け
ざ
り
き
。
信
用
い
は
我
れ
死

に
ぎ
わ
に
、

つ
ぎ
の
戒
め
の
言
葉
を
息
子
に
興
与
え
た
。

引
用
さ
れ
て
い
る
儒
典
、

「
何
を
以
て
人
を
爽
む
、

日
く
財
」
は
も
と
よ
り
『
周
易
』
繋
辞
下
停
。

わ
ば
、
是
れ
を
外
命
を
奪
う
と
名
づ
く
」

さ
ば
王
は
則
ち
汝
を
封
ぜ
ら
れ
ん
も
、
必
ず
利
地
を
受
く
る
こ
と
無
か
れ
。
楚
越
の
聞
に
寝
の
丘
な
る
者
有
り
。
此
れ
其
の
地
は
利
あ
ら
ず
し

た

b

て
名
は
甚
だ
悪
し
。
:
:
:
長
く
有
つ
可
き
者
は
其
れ
唯
だ
此
れ
な
り
」
。
息
子
は
父
の
戒
め
に
従
い
、
お
か
げ
で
一
家
は
何
代
に
も
わ
た
っ
て
寝



丘
の
封
地
を
停
え
つ
や
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
(
『
呂
氏
春
秋
』
孟
冬
紀
・
異
賓
〉
。

か
く
徐
勉
は
、
東
田
の
小
園
の
貰
却
金
百
金
の
牟
ば
を
慧
日
と
十
住
の
た
め
の
屋
敷
の
建
築
資
金
に
充
嘗
し
、

そ
れ
を
機
に
家
長
の
地
位
を
も
耀
に
譲
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
徐
勉
一
家
が
姑
執
の
潟
歯
の

の
こ
り
を
長
子
の
棋
に
輿
え

て
姑
軌
に
田
地
を
買
得
さ
せ
る
と
と
も
に
、

田
地
し
か
買
得
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
唐
長
南
教
授
は
も
は
や
建
康
近
迭
で
は
団
地
を
求
め
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
論

(
お
)

じ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
家
長
の
地
位
を
娠
に
譲
る
こ
と
と
し
た
徐
勉
は
、

「
誠
子
書
」
の
末
段
に
お
い
て
、
家
長
た
る
も
の
の
心

得
を
さ
と
し
、

ま
た
自
分
の
老
後
の
生
活
の
理
想
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ー
ー
お
よ
そ
人
の
長
と
し
て
立
つ
こ
と
は
、

ま
っ
た
く
も
っ
て
容
易
な
わ
ざ
で
は
な
い
。
内
外
の
も
の
を
し
っ
く
り
と
和
合
さ
せ
、
他
人

を
し
て
陰
口
を
た
た
か
せ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
人
を
先
に
立
て
て
自
分
は
譲
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
こ
そ
始
め
て
貴
い
の

だ
。
老
子
も
「
其
の
身
を
後
に
し
て
身
先
ん
ず
」

(七
一章
)
と
言
っ
て
い
る
。

も
し
こ
の
よ
う
で
あ
り
得
る
な
ら
ば
、

い
よ
い
よ
の
こ
と
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E
利
を
招
く
で
あ
ろ
う
。
汝
は
わ
が
身
を
ひ
き
し
め
、
す
ぐ
れ
た
人
物
に
出
曾
司
た
な
ら
ば
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
な
り
た
い
と
思
う
べ
き

で
あ
っ
て
、
な
お
ざ
り
な
気
持
で
毎
日
を
無
駄
に
し
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
ん
な
こ
と
で
は
毎
日
を
無
駄
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
わ
が
身
を

無
駄
に
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
だ
。
身
と
名
の
美
悪
は
重
大
事
で
は
あ
る
ま
い
か
、
慎
重
で
な
く
て
よ
か
ろ
う
か
。
こ
の
度
の
誠
款
は
、

あ
ら
ま
し
こ
の
よ
う
な
気
持
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。
つ
ら
つ
ら
思
う
の
だ
が
、

田
舎
屋
敷
を
設
け
る
こ
と
で
こ
れ
ま
で
の
俸
統
に
背
く
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
顛
末
を
述
べ
た
の
で
、

一
家
を
か
ま
え
て
以
来
、
財
産
、
、つ
く
り
に
か
ま
け
た
こ
と

主

主

ミ

つ

こ
O

B
V
チ
J

、刀

+

J

心
に
や
ま

し
く
感
じ
る
貼
は
何
も
な
い
。

そ
の
う
え
、

わ
し
は
齢
す
で
に
傾
き
、
気
力
も
次
第
に
量
き
は
て
、
が
む
し
ゃ
ら
な
御
奉
公
は
さ
っ
ぱ
り
ま
ま
な
ら
ず
、

そ
の
聞
の
徐

暇
に
や
っ
と
骨
休
め
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
あ
る
い
は
多
の
季
節
の
ぽ
か
ぽ
か
陽
気
や
夏
の
季
節
の
涼
陰
、
よ
い
日
が
ら
の
美
し
い

風
光
、
書
類
調
べ
の
合
い
問
、
そ
の
よ
う
な
時
に
杖
に
す
が
り
草
履
を
ひ
っ
か
け
、
阻
屋
の
中
を
遁
遣
し
、
池
端
に
立
つ
て
は
魚
を
な
が
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め
、
林
に
わ
け
入
つ
て
は
鳥
の
撃
に
耳
を
傾
け
、
濁
り
酒
を
一
杯
ぐ
い
と
や
り
、
琴
で
一
曲
演
奏
し
、

わ
ず
か
数
刻
の
し
ば
し
の
快
柴
を
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求
め
つ
つ
不
断
着
の
ま
ま
で
死
を
迎
え
た
い
も
の
で
あ
っ
て
、

い
ま
さ
ら
家
庭
内
の
こ
ま
ご
ま
し
た
雑
務
に
心
を
わ
ず
ら
わ
す
べ
き
で
は

な
い
。
汝
は
取
引
き
も
き
ま
ア
た
う
え
、
こ
の
書
簡
を
つ
か
わ
す
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
、

お
よ
そ
必
要
な
か
ぎ
り
の
も
の
は
別
肢
の
ご
と

く
給
付
す
る
。
今
後
、

わ
し
は
も
は
や
回
業
の
こ
と
に
口
出
し
は
し
な
い
。
汝
も
こ
れ
以
上
わ
し
に
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
話
し
て
は
な
ら

ぬ
。
た
と
い
尭
一
帝
の
時
代
の
よ
う
な
洪
水
や
湯
王
の
時
代
の
よ
う
な
日
照
り
が
お
こ
ろ
う
と
も
、

わ
し
の
知
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
も
し

倉
庫
が
満
杯
に
な
り
、
箪
笥
が
ふ
く
れ
あ
が
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
汝
の
幸
運
と
い
う
も
の
、

そ
ん
な
こ
と
を
わ
し
に
知
ら
せ
て
く
れ

な
ど
と
は
ま
っ
た
く
望
み
は
せ
ぬ
。

『
櫨
記
』

〈
中
庸
篇
)
に
、

「
夫
れ
孝
な
る
者
は
普
く
人
の
志
を
縫
ぎ
、
善
く
人
の
事
を
遮
ぶ
」
と

あ
る
。
今
は
ひ
と
ま
ず
汝
が
わ
し
の
こ
の
よ
う
な
志
を
全
う
さ
せ
て
く
れ
る
こ
と
を
望
む
の
で
あ
っ
て
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
思
い
の
こ

(
お
〉

す
こ
と
は
何
も
な
い
。結

び
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を
垂
れ
る
も
の
、
同
自
分
の
死
後
の
喪
葬
の
方
法
に
つ
い
て
指
示
を
興
え
る
も
の
、

か
つ
て
私
は
中
園
人
の
遺
書
な
い
し
遺
言
の
類
が
、
ご
く
お
お
ま
か
に
、
付
財
産
の
鹿
理
に
つ
い
て
述
べ
る
も
の
、
ロ
子
孫
に
射
し
て
訓
戒

(
幻
)

の
三
種
に
分
類
で
き
る
こ
と
を
述
べ
た
。
遺
書
な
い
し
遺

言
は
人
生
の
な
ん
ら
か
の
節
目
に
お
い
て
認
め
ら
れ
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
人
生
の
節
目
と
い
え
ば
死
を
目
前
に
ひ
か
え
た
臨
終
の
際
が

も
っ
と
も
際
立
ち
は
す
る
け
れ
ど
も
、
家
督
の
委
譲
も
や
は
り
ま
た
人
生
の
一
つ
の
節
目
で
あ
り
、
徐
勉
の
「
誠
子
書
」
も
ハ
け
と
凸
の
性
格
を

か
ね
備
え
た
遺
書
の
一
つ
に
か
ぞ
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

家
督
の
委
譲
と
い
え
ば
、
後
漢
の
大
儒
の
鄭
玄
が
一
人
息
子
の
盆
恩
に
興
え
た
「
誠
子
書
」

(
『
後
漢
書
』
列
停
二
五
)
も
や
は
り
そ
の
際
に

認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
来
し
か
た
の
生
涯
を
回
顧
し
つ
つ
あ
れ
こ
れ
の
感
懐
を
書
き
つ
け
た
う
え
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

l
l今
年
に
な
っ
て
す
で
に
七
十
歳
で
あ
る
。
素
志
は
め
っ
き
り
と
衰
え
、

へ
ま
ば
か
り
や
ら
か
し
、
躍
典
に
て
ら
せ
ば
家
督
を
譲
る
べ

き
な
の
だ
。
今
こ
こ
に
わ
し
は
汝
に
老
人
宣
言
を
し
、
汝
に
仕
事
を
譲
り
渡
す
こ
と
と
す
る
。
閑
居
し
て
心
も
安
ら
か
に
、
沈
思
し
て
事



(

お

)

聞
を
や
り
主
げ
、
園
君
の
命
を
拝
受
す
る
と
か
、
親
族
の
弔
問
に
出
か
け
る
と
か
、
墓
参
に
出
か
け
る
と
か
、

何
く
れ
と
な
い
家
政
は
、

ピ
ク
ニ
ッ
ク
に
出
か
け
る

と
か
以
外
に
は
、
杖
に
す
が
っ
て
外
出
す
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。

放
が
い
っ
さ
い
ひ
き
う
け
て
く
れ
る
よ
う

そ
し
て
い
か
に
も
儒
者
ら
し
く
、

お
だ
や
か
な
調
子
で
訓
戒
を
垂
れ
て
い
る
。

|
|
あ
あ
、
汝
は
孤
濁
な
一
人
ぼ
ご
り
、
頼
り
と
す
べ
き
兄
弟
は
い
な
い
。
身
を
ひ
き
し
め
て
君
子
の
道
を
求
め
、
研
錯
し
て
怠
る
こ
と

な
く
、
態
度
マ
ナ
ー
を
敬
度
慎
重
に
し
て
有
徳
者
に
親
近
す
る
よ
う
に
。
輝
か
し
い
名
審
は
朋
輩
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
も
の
、
徳
行
は

己
れ
自
身
の
志
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る
も
の
な
の
だ
。
も
し
名
聾
評
剣
を
か
ち
と
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
生
み
の
親
に
と
っ
て
の
光
築
で
も

あ
る
の
だ
。
、
深
く
考
え
て
み
な
い
で
よ
か
ろ
う
か
。
深
く
考
え
て
み
な
い
で
よ
か
ろ
う
か
。
わ
し
は
大
雄
服
に
身
を
つ
つ
む
高
位
高
官
と

は
縁
、
が
な
か
司
た
が
、
僧
位
を
酔
防
護
す
る
高
潔
さ
は
い
さ
さ
か
持
ち
あ
わ
せ
て
い
る
。

み
ず
か
ら
楽
し
み
と
す
る
と
こ
ろ
は
古
典
を
論
評
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し
賛
述
す
る
仕
事
で
あ
っ
て
、
後
世
の
人
聞
と
し
て
恥
を
の
こ
す
こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
念
じ
て
い
る
。
こ
の
期
に
及
ん
で
心
お
だ
や
か

で
な
い
の
は
、
亡
き
南
親
の
墳
墓
が
い
ま
だ
完
成
せ
ぬ
こ
と
、
愛
着
の
あ
る
多
く
の
書
物
が
あ
ら
か
た
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
り
、
講
堂
に
お
い

て
書
寓
し
定
本
を
作
っ
た
う
え
し
か
る
べ
き
人
聞
に
俸
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、

た
だ
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。

人
生
の
た
そ
が
れ
時
を
迎

ぇ
、
見
果
て
ぬ
夢
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
家
族
は
現
在
、
昔
に
く
ら
べ
て
い
く
ら
か
多
く
な
っ
た
が
、
務
働
に
は
げ
み
農
事
に
つ
と
め
る

な
ら
ば
、
飢
え
寒
さ
の
心
配
は
あ
る
ま
い
。
食
事
を
き
り
つ
め
、
衣
服
を
質
素
に
し
、
こ
の
二
つ
を
節
約
す
る
だ
け
で
す
ら
、

(

却

)

心
配
ご
と
が
な
く
な
る
の
だ
。
も
し
う
司
か
り
忘
れ
て
気
づ
か
ぬ
よ
う
な
ら
、
困
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

わ
し
に
は

こ
の
鄭
玄
の
場
合
に
は
、

「
七
十
を
老
と
日
い
、
俸
う
」
と
い
う
『
櫨
記
』
曲
躍
の
言
葉
に
の
っ
と
っ
て
、
き
っ
か
り
七
十
歳
の
時
に
家
督

を
譲
っ
た
こ
と
が
剣
明
す
る
。
そ
れ
に
劃
し
て
、
徐
勉
は
あ
た
か
も
七
十
歳
で
設
す
る
の
だ
が
、
そ
の
「
誠
子
書
」
が
七
十
歳
ま
で
に
は
ま
だ

い
く
ら
か
聞
が
あ
る
時
に
執
筆
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
お
な
じ
く
曲
躍
の
「
大
夫
は
七
十
に
し
て
事
を
致
す
」
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
「
儒
い
は
車
を

405 

懸
け
事
を
致
す
を
獲
れ
ば
ー
ー
も
し
退
休
が
か
な
っ
た
あ
か
つ
き
に
は
|
|
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
何
歳
の
時
の
執
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筆

と

断

定

す

る

だ

け

の

手

が

か

り

を

か

く

。

普

通

六

年

(

五

二

五

)

の

「

修

五

瞳

表
」
の
後
、
そ
し
て
五
十
九
歳
、
普
通
五
年
(
五
二
四
)
の
第
二
子
俳
の
死
の
前
に
置
い
て
い
る
の
が
一
つ
の
目
安
と
な
る
だ
け
で
あ
り
、

「
誠
子
書
」
に
「
顛
貴
以
来
、
賂
に
三
十
栽
な
ら
ん
と
す
」
と
あ
る
の
と
も
そ
れ
ほ
ど
矛
盾
は
し
な
い
。

『梁豊富』

『
南
史
』
と
も
、

「
誠
子
書
」

を
徐
勉
六
十
歳
、

そ
れ
は
と
も
か
く
、

徐
勉
に
よ
り
近
い
時
代
の
人
物
と
し
て
、

劉
宋
の
雷
衣
宗
も
知
命
の
五
十
歳
を
越
し
て
認
め
た
「
輿
子
姪
書
」
に
、

ま
た
財
産
の
慮
理
に
つ
い

家
事
の
大
小
は

一
と
し
て
閲
せ
ら
る
る
こ
と
勿
れ
」
と
-記
し
て
お
り
(
『
宋
書
』
径
九
三

・
隠
遁
停
)
、

て
語
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
、

「
自
今
以
往
、

南
宵
の
粛
景
先
の
遺
言
(
『
南
斉
書
』
巻
三
八
〉
を
奉
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

南
買
の
高
一
帝
の
従
子
に
あ
た
る
粛

景
先
は
、
永
明
五
年
(
四
八
七
)
、
落
州
と
司
州
地
方
に
護
生
し
た
内
凱
の
鎮
座
に
む
か
っ
た
も
の
の
、
陣
中
に
お
い
て
病
い
に
陥
り
、

五
十
歳

の
生
涯
を
閉
じ
た
。

1

1
病
苦
に
さ
い
な
ま
れ
て
以
来
、
妓
妾
た
ち
に
は
あ
ら
ま
し
暇
を
出
し
た
。

の
こ
り
の
不
細
工
な
数
名
は
妓
妾
と
し
て
不
似
合
い
な
も

牛
は
数
頭
、

そ
の
な
か
か
ら
ま
し
な
の
を
選
ん
で

馬
十
匹
、

牛
二
一
玖
を
朝
廷
に
献
上

- 20ー

そ
の
う
ち
の
明
月
、
併
女
、
桂
支
、
併
見
、

い
。
個
人
の
所
有
に
か
か
る
馬
は
二
十
徐
匹
、

の
ば
か
り
だ
が
、

王
女
、
美
玉
は
朝
廷
に
献
上
し
、
美
浦
と
艶
華
は
東
宮
に
差
上
げ
る
が
よ

し
、
馬
五
匹
、
牛
一
頭
を
東
宮
に
差
上
げ
、
大
司
馬
府
と
司
徒
府
に
は
そ
れ
ぞ
れ
馬
二
匹
、
腰
騎
時
間
軍
府
と
鎮
軍
将
軍
府
に
は
そ
れ
ぞ
れ

馬
一
匹
を
差
上
げ
る
が
よ
い
。
個
人
の
所
有
に
か
か
る
武
器
の
い
っ
さ
い
も
す
べ
て
朝
廷
に
納
め
る
よ
う
に
。
親
類
縁
者
た
ち
に
劃
し
て

ま
っ
た
く
面
倒
を
み
て
や
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
適
宜
あ
た
た
か
い
援
助
を
行
な
っ
て
、

い
さ
さ
か
な
り
と
も
素
意
を
示
し
て
も
ら

い
た
い
。
御
下
賜
の
屋
敷
は
贋
大
で
あ
る
か
ら
、
毅
た
ち
が
住
ま
う
に
は
ふ
さ
わ
し
く
あ
る
ま
い
。
喪
が
明
け
次
第
、
朝
廷
に
お
返
し
す

る
が
よ
い
。
劉
家
の
昔
の
屋
敷
が
買
り
に
出
さ
れ
て
い
る
と
か
ね
が
ね
聞
い
て
い
る
か
ら
、
共
同
で
資
金
を
出
し
あ
っ
て
買
い
と
る
が
よ

ぃ
。
資
金
が
も
し
不
足
な
ら
ば
、

お
か
み
に
お
願
い
し
て
耳
を
そ
ろ
え
る
の
だ
。
三
箇
所
の
団
地
は
、
耕
作
に
つ
と
め
る
な
ら
ば
衣
食
の

資
を
供
す
る
に
充
分
で
あ
る
。

第
働
力
が
足
り
な
け
れ
ば
、

あ
ら
た
め
て
適
宜
む
さ
っ
苦
し
い
奴
稗
を
買
い
と
っ
て
使
役
に
充
て
る
の

だ
。
そ
の
ほ
か
に
生
計
の
遣
を
講
じ
る
必
要
は
な
い
。

わ
し
に
随
従
し
て
い
る
兵
士
た
ち
は
、
都
に
も
ど
れ
ば
暇
を
出
す
の
が
理
の
嘗
然
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だ
が
、
そ
の
な
か
で
古
く
か
ら
忠
勤
に
は
げ
ん
だ
も
の
は
特
別
に
は
か
ら
い
、
適
宜
そ
の
旨
を
上
申
し
て
恩
賞
を
請
う
よ
う
に
。

し
く

永
明
十
年
(
四
九
二
)
に
世
を
去
っ
た
撃
章
王
粛
疑
も
、

毅
と
よ
ば
れ
て

い
る
の
は
粛
景
先
の
長
子
。
そ
の
死
に
あ
た
っ
て
財
産
の
一
部
分
を
朝
廷
に
献
上
す
る
の
は
嘗
時
の
な
ら
わ
し
で
あ
っ
た
ら

子
廉
と
子
俗
の
二
子
に
、

「
汝
と
遊
戯
せ
し
後
堂
の
船
乗
、
吾
れ
の
乗
り
し

所
の
牛
馬
は
二
宮
(
天
子
と
皇
太
子
)
及
び
司
徒
に
迭
れ
」
と
指
示
し
て
い
る
(
『
南
揖
墨
田
』
巻
二
二
)
。

そ
の
具
瞳
的
な
る
貼
に
お
い
て
、

右
の
粛
景
先
の
遺
言
を
通
し
て
、
彼
の
家
産
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、

徐
勉
の

「
誠
子
書
」
に
遠
く
及
ば
な
い
。
粛
景
先
の
場
合
に
は
、
妓
妾
の
名
こ
そ
極
め
て
具
瞳
的
で
あ
る
も
の
の
、
下
賜
さ
れ
た
屋
敷
や
三
箇
所
の
団

地
の
朕
況
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
徐
勉
の
「
誠
子
書
」
に
は
、
「
九
そ
資
須
す
る
所
、
付
給
す
る
こ
と
別
の
如
し
|
|
お
よ
そ
必
要
な
か

ぎ
り
の
も
の
は
別
朕
の
ご
と
く
給
付
す
る
|
|
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
恐
ら
く
「
誠
子
書
」
に
そ
え
て
、
擦
に
興
え
ら
れ
た
財
産
の
目
鋒
の
ご

と
き
も
の
も
同
時
に
作
製
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
の
よ
う
な
も
の
は
、
も
と
よ
り
俸
わ
っ
て
い
よ
う
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。
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註
(

1

)

祖
父
の
長
宗
は
劉
宋
の
高
租
劉
裕
の
覇
府
行
参
軍
、
父
の
融
は
南
昌

相
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。

〈

2
〉
宮
崎
市
定
『
九
品
官
人
法
の
研
究
|
|
科
奉
前
史
|
|
4
』
(
東
洋
史

研
究
曾
、
一
九
五
六
年
。
の
ち
全
集
第
六
経
)
二
八

O
頁
、
参
照
。

(
3
〉
『
元
和
姓
纂
』
上
卒
撃
九
魚
「
徐
」
に
い
う
。
「
傾
頭
之
後
、
蔵

姓
、
伯
盆
之
子
、
夏
時
受
封
於
徐
、
至
健
王
潟
楚
所
滅
、
以
圏
第
氏
、

漢
有
河
南
太
守
徐
守
徐
明
、
叉
有
徐
倹
」
。
そ
し
て
、
東
海
郊
の
徐
氏

は
徐
明
の
流
れ
で
あ
る
と
す
る
。

(
4
〉
劉
令
嫡
の
「
祭
文
」
は
『
慈
文
類
緊
』
巻
三
八
に
牧
め
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
「
維
梁
大
同
五
年
、
新
信
仰
謹
薦
少
牢
於
徐
府
君
之
霊
日
・
:

:
・
」
と
書
き
お
こ
さ
れ
て
い
る
が
、
徐
勉
の
「
答
客
喰
」
(
『
梁
書
』
本

- 21ー

俸
)
に
、
「
普
通
五
年
春
二
月
丁
丑
、
余
第
二
息
E

目
安
内
史
俳
袈
之
問

至
駕
」
と
あ
る
の
に
従
っ
て
、
大
同
五
年
は
普
通
五
年
の
誤
り
と
認
む

べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
5
〉

註
(
2
〉
の
宮
崎
博
士
著
書
三
四
九
頁
に
い
う
。
「
(
梁
の
)
武
帝
の
根

本
的
な
考
は
、
貴
族
制
度
に
は
大
い
に
採
る
べ
き
貼
が
あ
る
か
ら
そ
れ

を
念
重
す
る
。
併
し
そ
れ
は
現
賓
の
貴
族
制
度
で
は
な
く
て
貴
族
制
度

の
精
神
で
あ
る
。
間
ち
そ
の
傘
ぶ
べ
き
所
は
貴
族
的
な
教
養
に
あ
っ

て
、
現
賓
の
門
地
を
指
す
の
で
は
な
い
。
故
に
門
地
が
低
く
て
も
貴
族

的
教
養
を
身
に
つ
け
た
者
は
、
ど
し
ど
し
登
用
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い

う
結
論
に
落
付
く
」
。
周
一
良
「
論
梁
武
帯
及
其
時
代
」
(
『
貌
E

日
南
北

朝
史
論
集
績
編
』
、
北
京
大
拳
出
版
社
、
一
九
九
一
年
)
に
、
徐
勉
の
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社
曾
的
地
位
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
。

(
6
)

原
文
は
つ
ぎ
の
ご
と
し
。
「
吾
家
世
清
廉
、
故
常
居
貧
素
、
至
於
産

業
之
事
、
所
未
嘗
言
、
非
直
不
経
営
而
己
、
薄
弱
遭
逢
、
途
至
今
日
、

写
官
厚
様
、
可
調
備
之
、
怨
念
切
縞
若
斯
、
宣
由
才
致
、
仰
籍
先
代
風

範
及
以
一順
慶
、
故
葉
此
耳
、
古
人
所
謂
以
清
白
遺
子
孫
、
不
亦
厚
乎
、

又
云
、
遺
子
黄
金
浦
鋭
、
不
如
一
経
、
詳
求
此
言
、
信
非
徒
語
、
五
回
雄

不
敏
、
質
有
本
志
、
庶
得
遜
奉
斯
義
、
不
敢
墜
失
、
所
以
原
資
以
来
、

勝
三
十
載
、
門
人
故
替
、
亙
薦
便
宜
、
或
使
創
闘
田
園
、
或
動
輿
立
邸

庖
、
叉
欲
紬
純
運
致
、
亦
令
貨
殖
緊
欽
、
若
此
衆
事
、
皆
距
而
不
納
、

非
謂
抜
葵
去
織
、
旦
欲
省
怠
紛
伝
」
。

(
7
)
E
・
バ
ラ
l
シ
ユ
「
四
世
紀
お
よ
び
五
世
紀
の
中
園
に
お
け
る
土
地

所
有
制
度
の
設
展
」

(
村
松
祐
次
誇
『
中
園
文
明
と
官
僚
制
』
、
み
す

ず
書
房
、
一
九
七
一
年
)
。

(
8
〉
『
宋
書
』
巻
六

・
孝
武
-
帝
紀
に
載
せ
る
元
嘉
三
十
年
七
月
辛
酉
の
詔

文
で
は
つ
ぎ
の
ご
と
し
。
「
百
姓
発
弊
、
倦
賦
向
繁
、
言
念
未
火
、
宜

崇
約
損
、
凡
用
非
軍
園
、
宜
悉
停
功
、
可
省
細
作
弁
向
方
雌
文
献
開
巧
、

金
銀
塗
飾
、
事
不
関
事
、
鍛
篤
之
禁
、
供
御
服
膳
、
滅
除
遊
修
、
水
陸

捕
採
、
各
順
時
月
、
官
私
交
市
、
務
令
優
衷
、
其
江
海
田
池
、
公
家
規

園
者
、
詳
所
開
弛
、
賛
成
競
利
、
悉
皆
禁
紹
」
。

(
9
)

原
文
は
つ
ぎ
の
ご
と
し
。
「
中
年
柳
於
東
田
間
借
小
園
者
、
非
在
播

慈
以
要
利
入
、
正
欲
穿
池
種
樹
、
少
寄
情
賞
、
叉
以
郊
際
閑
畷
、
終
可

震
宅
、
機
獲
懸
車
致
事
、
寅
欲
歌
突
於
斯
、
慧
臼
十
住
等
、
既
態
管

婚
、
叉
須
佐
止
、
吾
清
明
門
宅
、
無
相
容
慮
、
所
以
爾
者
、
亦
復
有

以
、
前
割
西
透
施
宣
武
寺
、
既
失
西
府
、
不
復
方
幅
、
意
亦
謂
此
逆
波

合
耳
、
何
事
須
輩
、
常
恨
時
人
謂
是
我
宅
、
古
往
今
来
、
豪
富
縫
題
、

高
門
甲
第
、
連
闘
洞
房
、
宛
其
死
会
、
定
是
誰
室
、
但
不
能
不
魚
培
壌

之
山
、
緊
石
移
果
、
雑
以
花
井
、
以
娯
休
泳
、
用
託
性
盤
、
随
便
架

立
、
不
在
康
大
、
惟
功
徳
庭
、
小
以
篤
好
、
所
以
内
中
逼
促
、
無
復
房

字
、
近
管
東
遺
児
孫
二
宅
、
乃
籍
十
住
南
還
之
資
、
其
中
所
須
、
猶
信
用

不
少
、
既
牽
挽
不
至
、
叉
不
可
中
塗
而
畷
、
郊
閲
之
園
、
途
不
鮮
保
、

貨
興
章
賠
、
乃
獲
百
金
、
成
就
雨
宅
、
己
消
其
半
」
。

(m〉
時
念
日
と
十
住
の
質
名
は
不
明
。
『
梁
書
』
『
南
史
』
に
登
場
す
る
徐

勉
の
息
子
は
、
長
子
の
窓
、
第
二
子
の
俳
、
第
七
子
の
怒
。
ま
た
『
元

和
姓
纂
』
に
は
、
「
:
:
:
勉
、
梁
倫
書
僕
射
、
居
相
位
二
十
年
、
生
山

松
(
寝
)
俳
矩
権
、
俳
、
耳
目
安
内
史
、
短
、
度
支
向
書
、
権
、
後
梁
右

僕
射
」
と
あ
る
。
容
仲
勉
『
元
和
姓
纂
四
校
記
』
(
『
中
央
研
究
院
歴

史
語
言
研
究
所
専
刊
之
二
十
九
』
)
に
よ
っ
て
訂
す
。

(
口
)
『
建
康
貫
録
』
巻
七

・
東
耳目
成
脅
威
和
五
年
僚
の
注
に
引
用
の
『
地

興
(
輿
地
?
)
士
山
』
に
建
康
城
の
六
門
を
翠
げ
て
い
う
。
「
東
面
最
南

清
明
門
、

門
三
道
、
針
今
湘
宮
巷
、
門
東
出
清
渓
港
橋
」
。
ま
た
巻

二
・
奥
太
租
赤
烏
四
年
僚
の
注
に
、
「
其
清
渓
上
亦
有
七
橋
、
:
;
:
女

南
有
清
渓
中
橋
、
今
湘
宮
寺
門
前
巷
東
出
度
渓
」
と
あ
り
、
湘
宮
寺
は

劉
宋
の
明
一
帝
が
故
宅
に
建
立
し
た
寺
院
ハ
『
南
開
門
書
』
各
五
三
・
良
政

虞
慰
問
時
)
。
ち
な
み
に
、
劉
宋
の
沈
慶
之
は
清
明
門
外
に
邸
宅
四
所
を

所
有
し
て
い
た
が
、
一
夕
、
子
や
孫
と
と
も
に
婁
湖
の
園
舎
に
ひ
き
は

ら
い
、
邸
宅
を
官
に
返
還
し
た
(
『
{
李
百
』
巻
七
七
)
。

(
ロ
)
拙
者
『
六
朝
精
神
史
研
究
』
(
同
朋
合
出
版
、
一
九
八
四
年
)
第
四

一軍

「
据
食
論
争
を
め
ぐ
っ
て
」
、
参
照
。

(
日
)
大
愛
敬
寺
建
立
の
年
次
は
『
建
康
質
録
』
巻
一
七
に
よ
る。

(
日
比
〉
地
方
官
離
任
に
あ
た
っ
て
の
迭
故
の
こ
と
、
周
一
良
『
貌
E

日
南
北
朝
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史
札
記
』
(
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
〉
「
『
耳
日
書
』
札
記
」
の
「
迭

故
」
の
項
に
多
く
の
事
例
が
奉
げ
ら
れ
て
い
る
。

(
M
U
)

前
註
の
周
氏
著
書
、
「
『
宋
倉
田
』
札
記
」
の
「
南
俸
」
の
項
、
参
照
。

(
日
〉
『
法
苑
珠
林
』
巻
一
三
に
つ
ぎ
の
話
が
あ
る
。
「
東
E

日
穆
脅
永
和
六

年
、
歳
次
丁
土
木
、
依
勘
長
磨
、
乃
三
年
也
、
二
月
八
日
夜
、
有
像
現
子
剣

州
城
北
、
長
七
尺
五
寸
、
合
光
扶
高
一
丈
一
尺
、
皆
莫
測
其
所
従
也
、

初
永
和
五
年
、
庚
州
一
商
客
下
載
欲
覚
、
恨
船
軽
、
中
夜
究
有
人
来
奔

船
、
驚
共
等
規
、
了
無
所
見
、
而
船
載
自
重
、
不
可
更
加
、
雄
骸
其
異

而
不
測
也
:
:
:
」
(
吋

gdω
∞目
白
〉
。
ち
な
み
に

『
南
斉
書
』
巻
=
二
・

萄
伯
玉
俸
に
、
「
世
租
在
東
宮
、
専
断
用
事
、
頗
不
如
法
、
任
左
右
張

景
具
、
使
領
東
宮
主
衣
食
官
穀
島
、

:
:
:
叉
度
線
錦
輿
昆
脅
舶
品
百貨
、

餌
使
俸
令
防
迭
過
南
州
津
」
と
あ
っ
て
、
中
閣
の
線
錦
が
昆
忠
商
舶
に
よ

っ
て
海
外
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
知
る
。
南
州
津
は
建
康
域
近
く
の

採
石
に
存
在
し
た
(
『
逼
鐙
』
巻
一
五
七
・
梁
紀
大
同
二
年
胡
注
〉
。

(
げ
)
昔
人
と
は
後
漢
の
張
堪
の
こ
と
か
。
『
後
漢
紀
』
巻
六
・
光
武
帯
紀

建
武
十
二
年
僚
に
、
萄
郡
太
守
か
ら
漁
陽
太
守
に
選
っ
た
張
堪
に
つ
い

て
い
う
。
「
堪
字
君
遊
、
南
陽
宛
人
、
明
帯
時
間
萄
郡
計
嫁
焚
穎
日
、

前
後
太
守
誰
最
賢
、
頼
回
、
漁
陽
太
守
張
堪
仁
足
以
恵
下
、
威
足
以
檎

姦
、
前
公
孫
述
破
時
、
珍
賓
山
積
、
捲
握
之
物
、
足
富
十
世
、
而
堪
濁

乗
折
駿
車
、
布
被
嚢
而
己
、
上
関
額
言
、
歎
息
良
久
、
方
徴
堪
、
曾
病

卒
、
天
子
悼
惜
之
」
。

(
時
〉
原
文
は
つ
ぎ
の
ご
と
し
。
「
可
間
帯
畑
恵
休
、
吾
先
使
卿
宣
教
答
、
其

勿
以
私
緑
足
充
献
奉
、
今
段
殊
究
其
下
情
厚
於
前
後
人
、
問
之
、
故
蛍

不
侵
私
邪
、
吾
欲
分
受
之
也
」
。
と
は
い
え
、
武
帝
が
献
奉
に
執
心
し

た
こ
と
'、
『
南
努
書
』
各
五
一
・
雀
慧
景
停
に
、
「
慧
景
毎
罷
州
、
都

傾
資
献
奉
、
動
数
百
首
問
、
世
租
以
此
嘉
之
」
と
あ
る
通
り
で
あ
る。

(
川
口
)
謝
鍵
運
の
「
山
家
詩
」
は
、
こ
の
侠
旬
以
外
に
は
停
わ
ら
な
い
。
な

ぉ
、
「
誠
子
書
」
末
段
(
原
文
は
註
(
お
)
〉
の
な
か
の
「
居
常
以
待

終
」
は
、
謝
鐙
蓮
「
登
石
門
最
高
頂
」
〈
『
文
選
』
巻
二
二
)
の
句
を

用
い
る
。
ち
な
み
に
、
そ
の
す
ぐ
前
の
「
濁
酒
一
杯
、
調
琴
一
曲
」
は

脅
康
「
奥
山
E
源
紹
交
書
」
(
『
文
選
』
巻
四
一
二
)
の
句
。

(
初
)
原
文
は
つ
ぎ
の
ご
と
し
。
「
尋
園
債
所
得
、
何
以
至
此
、
由
吾
経
始

歴
年
、
組
己
成
立
、
桃
李
茂
密
、
桐
竹
成
陰
、
隆
陪
交
通
、
渠
吠
相

属
、
華
棲
週
樹
、
頗
有
臨
眺
之
美
、
孤
峰
叢
薄
、
不
無
糾
紛
之
興
、
演

中
並
品
開
菰
蒋
、
湖
裏
殊
富
変
蓬
、
雄
云
人
外
、
城
閥
密
遜
、
章
生
欲

之
、
亦
雅
有
情
趣
、
追
述
此
事
、
非
有
客
心
、
蓋
是
筆
勢
所
至
耳
、
憶

謝
盤
運
山
家
詩
云
、
中
信
用
天
地
物
、
今
成
郁
夫
有
、
吾
此
園
有
之
二
十

載
突
、
今
震
天
地
物
、
物
之
輿
我
、
相
校
幾
何
哉
」
。

(
幻
〉
『
道
皐
俸
』
陸
修
静
停
(
『
三
洞
珠
嚢
』
巻
二
・
救
遁
召
道
土
品
)

に

「
宋
帯
乃
於
北
郊
築
崇
虚
館
以
腫
之
、
盛
輿
造
様
、
庚
延
勝
侶
」
と

あ
り
、
ま
た
『
南
斉
室
田
』
袋
三
四

・
庚
呆
之
俸
に
は
、
南
斉
の
武
脅
は

崇
虚
館
を
造
る
や
そ
の
碑
文
を
撰
述
さ
せ
た
と
あ
る
。
庚
呆
之
は
永
明

九
年
卒
。
崇
虚
館
は
絶
え
ず
擦
充
が
は
か
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

品

μ

(

n

)

「
郊
居
賦
」
の
解
は
、
『
賦
紗
築
略
』
巻
四
を
参
照
し
た
。

(
お
)
原
文
は
つ
ぎ
の
ご
と
し
。
「
此
吾
所
除
、
今
以
分
汝
、
管
小
田
舎
、

親
累
既
多
、
理
亦
須
比
、
且
穣
氏
之
教
、
以
財
物
謂
之
外
命
、
儒
典
亦

稽
、
何
以
緊
人
、
日
財
、
況
汝
曹
常
情
、
安
得
忘
此
、
開
汝
所
買
姑
執

田
地
、
甚
信
用
問
菌
、
菊
復
何
安
、
所
以
如
此
、
非
物
競
故
也
、
雄
事
異

疲
丘
、
卿
可
努
案
、
孔
子
日
、
居
家
理
、
治
可
移
於
官
、
既
己
管
之
、
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宜
使
成
立
、
進
退
雨
亡
、
更
始
恥
笑
、
若
有
所
牧
穫
、
故
可
自
分
謄
内

外
大
小
、
宜
令
得
所
、
非
吾
所
知
、
叉
復
態
泊
之
諸
女
耳
、
汝
既
居

長
、
故
有
此
及
」
。

(
但
)
外
命
の
典
擦
に
つ
い
て
は
船
山
徹
氏
の
指
数
を
仰
い
だ
。
厚
く
感
謝

す
る
。

(
お
)
唐
長
孫
「
南
朝
的
屯
、
邸
、
別
竪
及
山
津
佑
領
」
(『山
居
存
稿』
、

中
華
書
局
、
一
九
八
九
年
て
ま
た
『
貌
E

日
南
北
朝
階
唐
史
三
論
』
(
武

漢
大
皐
出
版
社
、
一
九
九
二
年
)
一

O
七
頁
。

(
お
)
原
文
は
つ
ぎ
の
ご
と
し
。
「
凡
信
用
人
長
、
殊
復
不
易
、
嘗
使
中
外
諮

絹
、
人
無
関
言
、
先
物
後
己
、

然
後
可
費
、
老
生
云
、
後
其
身
而
身

先
、
若
能
爾
者
、
更
招

E
利
、
汝
嘗
白
日
朗
、
見
賢
思
湾
、
不
宜
忽
略
以

棄
日
也
、
非
徒
棄
日
、
乃
是
棄
身
、
身
名
美
悪
、
量
不
大
哉
、
可
不
慣

敗
、
今
之
所
教
、
略
言
此
意
、
正
謂
信
用家
己
来
、
不
事
資
産
、
既
立
霊

合
、
以
飛
替
業
、
陳
其
始
末
、
無
悦
懐
抱
、
兼
吾
年
時
朽
暮
、
心
力
絢

庫
、
牽
課
奉
公
、
略
不
克
響
、
其
中
徐
暇
、
裁
可
自
休
、
或
復
冬
日
之

陽
、
夏
日
之
陰
、
良
辰
美
景
、
文
案
開
隙
、
負
杖
蹄
属
、
選
進
随
館
、

臨
池
槻
魚
、
扱
林
聴
鳥
、
濁
酒
一
杯
、
強
琴
一
曲
、
求
数
刻
之
暫
祭
、

庶
居
常
以
待
彩
、
不
宜
復
労
家
閲
細
務
、
汝
交
関
既
定
、
此
書
叉
行
、

凡
所
資
須
、
付
給
如
別
、
自
弦
以
後
、
吾
不
復
言
及
団
事
、
汝
亦
勿
復

興
吾
言
之
、
俵
使
尭
水
湯
皐
、
吾
輩
知
如
何
、
若
其
満
庚
盈
箱
、
爾
之

幸
遇
、
如
斯
之
事
、
並
無
侯
令
吾
知
也
、
記
云
、
夫
孝
者
差
回
総
人
之

士山、

善
述
人
之
事
、

今
且
笠
一
汝
全
吾
此
士
山
、
則
無
所
恨
失
」
。

(
幻
)
「
簿
葬
の
思
想
」
(『思
想
』
一
九
九
三
年
六
月
挽
「
思
想
の
言
葉
」)。

(却
)
こ
れ
は
そ
れ
ほ
ど
大
仰
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
七
十

裁
の
老
人
に
王
杖
が
授
輿
さ
れ
た
こ
と
に
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
冨

谷
至
「
王
杖
十
簡
」
(
『
東
方
皐
報
』
六
四
朗
)
、
参
照
。

(
却
)
原
文
は
つ
ぎ
の
ご
と
し
。

「
入
此
裁
来
、
己
七
十
余
、
宿
古
来
衰
落
、

品
川
有
失
謀
、
案
之
礎
典
、
便
合
俸
家
、
今
我
告
爾
以
老
、
担
問
爾
以
事
、

終
関
居
以
安
性
、
軍
思
以
終
業
、
自
非
奔
園
君
之
命
、
問
族
親
之
憂
、

展
敬
墳
墓
、
観
省
野
物
、
胡
嘗
扶
杖
出
門
乎
、
家
事
大
小、

汝
一
承

之
、
容
爾
叫
党
第
一

夫
、
品
目
無
間
生
相
依
、
其
国
防
求
君
子
之
道
、
研
鎖
勿

替
、
敬
慎
威
儀
、
以
近
有
徳
、
願
審
成
於
僚
友
、
徳
行
立
於
己
志
、
若

致
撃
稿
、
亦
有
祭
於
所
生
、
可
不
深
念
邪
、
可
不
深
念
邪
、
吾
錐
無
紋

寛
之
総
、
頗
有
議
問
之
官向
、
自
祭
以
論
賛
之
功
、
庶
不
透
後
人
之
差
、

末
所
憤
憤
者
、
徒
以
亡
親
墳
聾
未
成
、
所
好
群
書
率
皆
腐
倣
、
不
得
於

腫
堂
篤
定
、
停
輿
其
人
、
日
西
方
暮
、
其
可
園
乎
、
家
今
差
多
於
昔
、

動
力
務
時
、
無
柚
叫
飢
案
、
非
飲
食
、
薄
衣
服
、
節
夫
二
者
、
向
令
吾
寡

恨
、
若
忽
忘
不
識
、
亦
己
鷲
哉
」。

(

ω

)

原
文
は
つ
ぎ
の
ご
と
し
。

「
白
丁
茶
寿
以
来
、
妓
妾
己
多
分
張
、
所

徐
醜
狼
数
人
、
皆
不
似
事
、
可
以
明
月
併
女
一
桂
支
併
児
玉
女
美
玉
上

牽
、
美
浦
艶
筆
奉
東
宮
、
私
馬
有
二
十
徐
匹
、
牛
数
頭
、
可
簡
好
者

(
馬
)
十
匹
牛
二
一
政
上
蓋
、
馬
五
匹
牛
一
一
頭
奉
東
宮
、
大
司
馬
司
徒
各

奉
二
匹
、
畷
騎
鎖
軍
各
奉
一
匹
、
感
私
佼
器
亦
悉
総
豪
、
六
親
多
来
得

料
理
、
可
隠
宜
温
郎
、
微
申
素
意
、
所
賜
宅
酬
明
大
、
恐
非
毅
等
所
居
、

須
喪
服
寛
、
可
総
選
室
、
劉
家
前
宅
、
久
間
其
貨
、
可
合
率
市
之
、
直

若
短
少
、
啓
官
乞
足
、

三
庭
回
動
作
、
自
足
供
衣
食
、
カ
少
、

更
随
宜

買
蹴
狼
奴
稗
充
使
、
不
須
徐
笹
生
、
周
旋
部
曲
還
都
、
理府
地分
張
、
其

久
奮
発
動
者
、
際
料
理
、
随
宜
啓
聞
乞
恩
」
。
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THE “ADMONITION TO MY SON”BY
xu MIAN 徐勉OF THE LiIANG ERA

YOSHIKAWA Tadao

　　

The “admonition to ｍ夕sｏｎ”,presented to his son　Ｓｏｎｇ燃bｙ Xu

Mian (466-535 C. E.) of the Liang Dynasty, is a particularly interesting

text that affords an initial eχamination of the household economy of a high

officialin sixth-century Jiang-nan. According to this tｅχt，in preparation

for the marriage of･his sons, nicknamed Hui-ri 慧日and Shi-zhu 十住，

Xu Mian completed the building of“two houses for his sons and grandsons'"

on the residence of -his mansion located at the Qing-ming 清明gate in the

capital,using “nanhuan-zhi-zi南還之資”of Shi-zhu.

　　

“Nanhuan･zhi-zi” is believed to be money Shi-zhu acquired　when

serving as ａ regional official in the south, possibly in Lingnan　嶺南.

However^ as this･sum was not sufficient for building .ｅχpenses,χｕ Mian

was forced to sell･the “little garden” in Dong-tian 東田, on which he had

exerted every effort over ａ twenty-year period to create, for the sum　of

“100 gold”1. 0f this･amount, half‘went to defray the cost of the building

expenses ･mentioned above, and the remainder was given to Song to allow

him to build the “little house in the field”on property he had purchased in

Gu-shu一姑執．・＝

　

≒

　　　　　

，

　

い＼ｌｎgoing against the≒Xu family tradition of not u゙ndertaking　the

management of productive enterprises, ＸＵＭｉａｎ’felt obliged to express

some ･indication that he felt this to be ａ cause for shame.　χｕ quotes

phrases from Buddhist･ writings, such as “material　wealth is called the

external life”,and from the ＢｏｏｋｏｆＣｈ:ａｎｇｅofthe Confucian canon which

states that -“what brings people together is called wealth", in　order to

justify hiｓ･attitude. At the same time, χｕ yields his status as head of the

family ■to Song and declares that from that point onward he will not

interfere in any way whatsoever in the “affairs of the fields”.
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