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め
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憲
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り
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は

じ

め

明
の
蔦
暦
十
七
年
ロ
五
八
九
)
の
進
士
で
あ
る
王
肯
堂
は
、
鎮
江
府
金
壇
牒
(
現
、
江
蘇
省
金
壇
市
)
の
人
で
、
明
律
の
注
稗
書
で
あ
る

の
撰
者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
彼
の
随
筆
『
穆
岡
藤
筆
塵
』
巻
二
に
は
、
隆
慶
年
間
(
一
五
六
七
一
五
七
二
)
に
首
輔
を
つ
と

(
1
)
 

め
た
高
扶
の
二
度
目
の
入
閣
に
ま
つ
わ
る
以
下
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
惇
え
ら
れ
て
い
る
。

『
律
例
違
穆
』

隆
慶
初
年
、
内
閣
で
は
首
輔
徐
階
と
高
扶
と
が
封
立
し
、
科
道
官
も
巻
き
込
ん
で
激
し
い
弾
劾
合
戦
が
繰
り
康
げ
ら
れ
た
。
結
局
は
高
扶
・

(
2
)
 

徐
階
と
も
に
内
閣
を
去
る
こ
と
と
な
り
、
か
わ
っ
て
次
輔
の
李
春
芳
が
首
輔
の
座
に
就
い
た
。
こ
の
頃
、
克
官
さ
れ
て
故
郷
で
く
す
ぶ
っ
て
い
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た
数
人
の
士
大
夫
が
、
再
仕
官
の
口
を
得
ょ
う
と
丹
陽
(
現
、
江
蘇
省
丹
陽
市
)
の
部
芳
な
る
人
物
の
も
と
へ
相
談
に
赴
い
た
。
部
芳
は
「
こ
れ
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は
ま
た
難
し
い
お
話
。
李
公
は
慎
み
深
い
態
度
で
首
輔
を
つ
と
め
て
お
り
、
議
官
運
動
に
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
な
暇
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ

も
再
仕
官
を
目
指
す
に
あ
た
り
、
誰
を
黛
首
に
捨
い
だ
ら
よ
い
も
の
か
、
こ
こ
が
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
」
と
難
色
を
示
し
た
。
依
頼
者
が
な
お

も
頼
み
込
む
と
、
部
芳
は
「
新
鄭
(
高
扶
)
は
も
う
長
い
こ
と
家
居
し
て
い
ま
す
。
お
上
も
皇
子
時
代
か
ら
の
誼
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、

彼
の
窮
状
を
気
に
か
け
て
は
い
ま
す
が
、
側
近
に
帝
音
山
を
酌
ん
で
復
蹄
を
働
き
掛
け
る
者
が
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
皆
様
が
千
金
を
お
出
し
下
さ

り
、
こ
の
部
芳
が
聞
に
立
て
ば
、
高
公
は
必
ず
復
蹄
で
き
ま
す
。
高
公
が
復
蹄
す
れ
ば
、
必
ず
や
皆
様
を
重
用
さ
れ
る
で
し
ょ
う
」
と
答
え
た
。

依
頼
者
は
同
意
し
、
部
芳
は
高
扶
復
蹄
に
向
け
て
動
き
始
め
た
の
で
あ
る
。

部
芳
は
依
頼
者
か
ら
得
た
高
金
で
奇
貨
を
買
い
集
め
、
新
鄭
の
高
扶
の
邸
宅
を
訪
ね
て
面
舎
を
求
め
た
。
最
初
、
高
扶
は
命
日
お
う
と
せ
ず
、

し
ば
ら
く
部
芳
を
待
た
せ
て
お
い
て
か
ら
面
舎
を
許
可
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
甚
だ
倣
っ
た
態
度
で
針
躍
し
た
。
と
こ
ろ
が
高
扶
は
、
わ
ず
か

に
立
ち
話
を
し
た
だ
け
で
部
芳
に
興
味
を
引
か
れ
、
屋
敷
の
西
隅
で
陪
席
す
る
よ
う
求
め
た
。
そ
こ
で
再
び
話
し
込
む
う
ち
に
す
っ
か
り
意
気

投
合
し
、

つ
い
に
高
扶
は
手
を
握
っ
て
「
五
口
が
老
友
」
と
呼
ぶ
ま
で
に
な
る
。
彼
は
部
芳
を
上
座
に
座
ら
せ
て
酒
食
を
と
も
に
し
、
夜
遅
く
ま

64 

で
歓
を
蓋
く
し
た
。

翌
朝
、
部
芳
は
再
び
高
扶
の
邸
宅
を
訪
ね
た
が
、
高
扶
に
は
舎
わ
ず
に
彼
の
側
近
に
面
曾
す
る
。
そ
こ
で
彼
は
「
私
は
は
じ
め
高
公
は
豪
傑

の
士
と
聞
い
て
い
ま
し
た
が
、

い
ま
だ
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
昨
日
と
も
に
語
り
合
っ
た
こ
と
は
、

み
な
あ
り
き
た
り
の
話
で
す
。
な
ぜ
そ
の
絵

力
を
出
し
て
天
下
の
た
め
に
役
立
て
よ
う
と
も
せ
ず
、
安
穏
と
し
て
い
る
の
で
す
か
」
と
説
い
て
、
高
扶
の
再
出
馬
を
促
し
た
。
側
近
が
「
今

上
の
側
近
が
引
き
立
て
て
く
れ
な
け
れ
ば
、

い
く
ら
安
曜
と
し
て
い
た
く
な
く
て
も
、
復
出
町
な
ど
か
な
い
ま
す
ま
い
」
と
答
え
る
と
、
部
芳
は

「
私
は
ぜ
ひ
と
も
高
公
に
復
借
問
し
て
も
ら
い
た
い
の
で
す
。
高
公
が
強
い
て
で
も
出
馬
し
て
下
さ
れ
ば
、
二
か
月
も
し
な
い
う
ち
に
京
師
で
お

舎
い
で
き
ま
し
ょ
う
」
と
請
け
合
っ
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
側
近
は
、

い
ち
お
う
同
意
は
し
た
も
の
の
、
内
心
で
は
本
気
に
せ
ず
、

ひ
そ
か
に
瑚

笑
い
を
浮
か
べ
て
い
た
。

新
鄭
を
離
れ
た
部
芳
は
京
師
に
入
り
、
ま
ず
人
を
遣
っ
て
「
東
南
か
ら
来
た
大
商
人
の
と
こ
ろ
に
、
奇
賓
が
津
山
あ
る
」
と
太
監
た
ち
に
振



れ
回
ら
せ
た
。
珍
賓
を
手
に
入
れ
よ
う
と
、
太
監
た
ち
は
先
を
争
っ
て
部
芳
の
も
と
を
訪
ね
、
部
芳
も
持
ち
前
の
静
舌
で
彼
ら
の
歓
心
を
買
っ

た
。
太
監
に
賓
刀
の
値
段
を
問
わ
れ
て
、
部
芳
は
「
丈
夫
た
る
者
、
意
気
投
合
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
物
の
良
し
悪
し
を
論
じ
た
り
な
ど
し
ま
し

ょ
う
や
」
と
答
え
、
す
ぐ
さ
ま
賓
万
を
贈
る
と
い
っ
た
調
子
で
あ
る
。
こ
う
し
て
某
太
監
の
信
頼
を
得
た
部
芳
は
彼
の
も
と
に
逗
留
し
、

し
lま

ら
く
し
て
高
扶
の
再
起
用
を
穆
宗
に
働
き
か
け
る
よ
う
切
り
出
し
た
。
太
監
は
「
ご
敬
一
志
の
ほ
ど
は
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
た
だ
、
お
上
の
側

近
は
た
く
さ
ん
お
り
、
数
千
金
を
用
立
て
て
彼
ら
に
贈
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
高
公
は
貧
し
い
と
聞
い
て
お
り
ま
す
が
、
と
て
も
工
面
で
き
ま

す
ま
い
」
と
答
え
た
。
す
る
と
部
芳
は
「
私
は
も
と
も
と
高
公
と
そ
れ
ほ
ど
深
い
閥
係
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
ん
な
こ
と
を
申

し
ま
す
の
も
、
特
に
天
下
の
た
め
な
れ
ば
こ
そ
。
本
宮
に
公
の
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
な
ら
、
私
の
嚢
中
の
物
を
出
し
て
諸
貴
人
方
へ
の
心
附
け

と
い
た
し
ま
し
ょ
う
」
と
答
え
、
太
監
へ
の
賂
を
み
ず
か
ら
出
す
こ
と
を
承
知
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
高
扶
は
大
墜
士
に
復
時
し
、
最
初

(
3
)
 

に
部
芳
に
依
頼
し
た
士
大
夫
た
ち
も
順
次
再
仕
官
を
果
た
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
登
場
す
る
部
芳
と
は
、
王
肯
堂
が
「
元
植
の
重
き
も
、

一
起
一
麿
の
権
は
布
衣
に
在
り
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
丹
陽
豚
出
身
の
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「
布
衣
」
す
な
わ
ち
無
位
無
官
の
士
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
上
記
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
よ
る
限
り
、
彼
は
首
輔
李
春
芳
の
ひ
と
と
な
り
や
穆
宗
と
高

扶
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
官
官
の
動
向
な
ど
、
中
央
政
界
の
朕
況
を
熟
知
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
家
居
中
の
士
大
夫
の
方
か
ら
再
仕

官
の
斡
旋
を
部
芳
に
依
頼
し
、
部
芳
も
金
品
を
受
け
取
っ
て
こ
れ
を
請
け
合
っ
て
い
る
こ
と
は
、
彼
が
周
旋
・
仲
介
の
プ
ロ
と
し
て
活
動
し
、

か
つ
官
僚
・
士
大
夫
か
ら
も
そ
う
し
た
存
在
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
高
扶
や
太
監
の
心
を
つ
か
む
巧
み
な
嬬

舌
・
気
風
の
良
さ
も
、
彼
の
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
支
え
る
要
素
に
数
え
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

高
扶
の
再
入
閣
の
裏
に
、
部
芳
な
る
布
衣
の
士
の
暗
躍
が
あ
っ
た
と
す
る
こ
の
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
買
は
王
肯
堂
の
み
な
ら
ず
、
ほ

(
4
)
 

ぼ
同
時
代
を
生
き
た
王
世
貞
や
沈
徳
符
も
書
き
蔑
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
車
な
る
風
間
と
し
て
捨
置
く
こ
と
の
で
き
な
い
何
か
が
、
こ
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
に
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
よ
う
。
歴
史
家
と
し
て
の
観
察
眼
に
は
定
評
の
あ
る
彼
ら
な
れ
ば
こ
そ
、
昔
時
の
政
治
世
界

453 

の
あ
り
ょ
う
、
な
い
し
そ
こ
に
刻
印
さ
れ
た
明
代
後
期
の
時
代
性
を
象
徴
す
る
何
か
を
、
敏
感
に
嘆
、
ぎ
取
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
す
れ
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ば
、
そ
れ
は
一
睡
い
か
な
る
も
の
な
の
か
。

以
上
の
よ
う
な
閥
心
に
基
づ
い
て
、
本
稿
で
は
、

一
介
の
無
位
無
官
の
布
衣
な
が
ら
、
政
権
中
植
の
大
随
一
子
士
の
人
事
を
も
動
か
し
た
と
さ
れ

る
部
芳
の
事
跡
を
跡
附
け
、
そ
の
上
で
、
彼
の
よ
う
な
在
野
の
政
客
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
人
士
の
存
在
が
、
官
時
の
政
治
世
界
に
お
い
て
、

しミ

か

な
る
位
置
を
占
め
て
い
た
の
か
を
考
察
す
る
。
そ
う
し
た
作
業
を
つ
う
じ
て
、
嘉
靖
(
一
五
二
一
一
一
五
六
六
)
中
期
以
降
、
隆
慶
(
一
五
六
七

一
五
七
二
)

-
高
暦
ご
王
七
三
一
六
二
O
)
年
聞
に
お
け
る
明
朝
政
界
の
具
樫
像
を
描
き
出
す
こ
と
を
、
本
稿
の
目
的
と
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
上
記
の
筆
記
史
料
な
ど
に
断
片
的
な
記
事
が
残
る
に
過
、
ぎ
な
い
部
芳
に
つ
い
て
、

そ
の
事
跡
を
た
ど
る
貴
重
な
手
掛
か
り
を
提

供
し
て
く
れ
る
の
が
、
上
海
国
書
館
に
所
載
さ
れ
る
丹
陽
部
氏
の
宗
譜
「
部
氏
宗
譜
」
で
あ
る
。
筆
者
は
二

0
0
八
年
六
月
に
同
館
の
家
譜
閲

覧
室
に
お
い
て
閲
覧
の
機
舎
を
得
た
。
嘗
該
宗
譜
は
、
部
氏
三
十
一
世
に
あ
た
る
部
洪
吉
の
纂
修
に
か
か
り
、
光
緒
九
年
(
一
八
八
三
)
に
刊

行
さ
れ
て
い
る
。
全
二
十
巻
の
う
ち
、
巻
一
お
よ
び
巻
八
上
の
冒
頭
部
分
を
訣
く
残
本
で
あ
る
が
、
幸
い
な
こ
と
に
、
部
芳
の
惇
記
で
あ
る

「
養
庵
公
惇
」
が
巻
二
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
惇
記
は
、
部
芳
の
娘
婿
で
あ
る
沈
磨
査
の
手
に
な
り
、
「
首
円
暦
歳
次
丁
酉
(
二
十
五
年
・
一
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五
九
七
)
中
秋
望
日
」
の
日
附
が
あ
る
。
沈
麿
杢
は
常
州
府
武
進
牒
(
現
、
江
蘇
省
常
州
市
の
属
)
の
人
で
、
高
暦
十
三
年
(
一
五
八
五
)
の
畢
人
。

(
5
)
 

後
述
す
る
よ
う
に
、
部
芳
が
張
居
正
の
意
を
受
け
て
殺
さ
れ
た
際
、
族
人
に
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
彼
の
遺
児
を
救
出
し
た
と
い
う
。
ま
た
、

彼
が
一
噛
建
汀
州
府
(
現
、
幅
建
省
長
汀
豚
)
知
府
時
代
に
、
水
利
事
業
や
勘
農
を
積
極
的
に
行
い
、
破
税
太
監
高
架
の
入
境
を
阻
ん
だ
こ
と
、
そ

の
後
、
葉
向
高
の
入
閣
に
伴
っ
て
南
京
光
椋
少
卿
に
起
用
さ
れ
た
が
、
貌
忠
賢
が
権
力
を
握
る
と
削
籍
庭
分
を
受
け
た
こ
と
な
ど
も
惇
え
ら
れ

(

6

)

(

7

)

 

て
い
る
。
こ
う
し
た
事
跡
か
ら
言
え
ば
、
沈
麿
套
が
東
林
振
に
近
い
人
物
で
あ
っ
た
と
見
て
、
ほ
ほ
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
述
べ
た

「
部
氏
宗
譜
』
所
牧
「
養
庵
公
惇
」
に
主
に
依
援
し
つ
つ
、
次
章
以
降
、
部
芳
の
活
動
を
具
瞳
的
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に

し
ょ
、
つ
。



「
布
衣
」
部
芳
と
胡
宗
憲
幕
府

「
養
庵
公
惇
」
に
よ
れ
ば
、
部
氏
の
ル

l
ツ
は
、
周
の
成
王
の
時
代
に
燕
に
封
ぜ
ら
れ
た
部
(
召
)
公
爽
に
あ
る
と
い
う
。
部
氏
は
代
々
河

朔
に
住
ん
で
い
た
が
、
書
卿
公
部
勤
の
と
き
に
丹
陽
に
遺
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
丹
陽
部
氏
は
、
彼
を
も
っ
て
そ
の
始
祖
と
す
る
。
そ
の
後
、
第
三

世
の
部
飾
が
北
宋
の
大
中
群
符
元
年
(
一

O
O
八
)
に
進
士
に
登
第
し
た
の
を
皮
切
り
に
、
龍
固
閤
直
筆
士
に
ま
で
進
ん
だ
部
荷
・
部
克
を
含

め
、
北
宋
・
南
宋
あ
わ
せ
て
合
計
十
二
名
の
進
士
を
輩
出
し
た
。
し
か
し
、
第
八
世
の
部
荷
が
南
宋
の
嘉
泰
二
年
三
二
O
二
)
に
登
第
し
た

の
を
最
後
に
、
部
氏
か
ら
進
士
は
出
て
い
な
い
。
光
緒
『
重
修
丹
陽
師
紳
士
と
巻
十
四
、
選
奉
に
よ
れ
ば
、
明
代
で
は
嘉
靖
年
聞
の
郷
貢
に
第
二

十
二
世
の
部
薫
が
、
高
暦
十
三
年
(
一
五
八
五
)
の
郷
奉
に
部
芳
の
甥
で
第
二
十
三
世
の
部
位
が
、
そ
れ
ぞ
れ
確
認
で
き
る
の
み
で
あ
る
。

部
芳
の
生
年
は
嘉
靖
七
年
(
一
互
虫
、
始
組
の
部
動
か
ら
数
え
て
第
二
十
二
世
に
あ
た
る
。
は
じ
め
樗
朽
と
捺
し
た
が
、
の
ち
に
塞
と
改

67 

名
し
、
競
も
養
庵
と
改
め
た
ら
し
い
。
幼
く
し
て
父
を
亡
く
し
、
母
親
に
育
て
ら
れ
、
十
三
歳
で
塾
師
に
つ
い
た
。
そ
の
才
能
を
「
養
庵
公

惇
」
は
、過

目
せ
ば
輔
ち
成
請
し
、
日
に
千
高
言
を
記
す
。
課
す
る
に
博
士
の
制
義
を
以
っ
て
せ
ば
、
程
規
に
遭
わ
ず
、
多
く
は
創
語
に
由
る
。

里
中
の
長
者
、
噴
噴
と
し
て
之
を
稿
え
て
日
わ
く
、
此
れ
部
氏
の
名
駒
な
り
。
龍
園
・
資
政
の
家
塞
な
る
を
振
う
者
は
、
必
ず
や
此
の
子

な
る
べ
し
、
と
。

と
惇
え
て
い
る
。

一
目
し
た
だ
け
で
詰
ん
ず
る
こ
と
が
で
き
、

一
日
に
千
高
言
を
覚
え
た
と
い
う
抜
群
の
記
憶
力
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
「
制

義
」
す
な
わ
ち
八
股
文
の
課
題
に
針
し
て
、
形
式
に
と
ら
わ
れ
ず
濁
自
の
こ
と
ば
で
表
現
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
彼
の
濁

創
性
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
先
祖
の
よ
う
に
栄
達
を
果
た
し
、
落
ち
ぶ
れ
た
部
家
の
再
興
を
期
待
さ
れ
た
部
芳
だ
が
、
科
奉
に
及
第
し

官
僚
と
し
て
出
世
す
る
上
で
、
そ
の
豊
か
な
濁
創
性
は
必
ず
し
も
助
け
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
部
芳
は
弟
の
部
荘
と
と
も
に
科
奉
に
挑
ん
だ
が
、
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「
養
庵
公
惇
」
に
は
、
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邑
大
夫
は
其
の
丈
を
奇
と
し
、
高
等
に
抜
置
す
る
も
、
含
ま
郡
伯
の
諸
郷
秀
を
較
ぶ
る
に
、
鋼
は
苛
に
し
て
法
は
峻
な
り
。
公
は
苔
嵯

な

ん

口

な

ん

か

か

わ

さ

わ

太
息
し
、
乃
ち
其
の
仲
君
に
語
り
て
日
わ
く
、
:
:
:
吾
と
若
と
は
、
一
笑
ぞ
此
の
匝
匝
た
る
名
に
紐
り
て
障
る
を
矯
さ
ん
や
、
と
。
是
に

子
い
て
、
其
の
弟
を
率
い
て
蹄
り
て
門
を
杜
、
ぎ
、
褐
を
衣
て
糖
を
藁
と
し
、
薄
日
丙
夜
、
悉
く
其
の
先
世
の
古
概
す
る
所
の
書
を
讃
み
、
津

津
と
し
て
白
ら
喜
ぶ
。

と
惇
え
ら
れ
て
い
る
。
部
芳
は
牒
試
で
は
上
位
合
格
を
果
た
し
た
が
、
府
試
で
は
知
府
の
採
貼
基
準
が
最
し
か
っ
た
た
め
に
落
第
し
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
を
機
に
部
芳
は
、
科
奉
及
第
と
い
う
名
春
を
求
め
る
の
を
や
め
、
布
衣
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
決
意
し
、
家
に
こ
も
っ
て
謹
書
三
昧

の
日
々
を
迭
っ
た
。
先
祖
惇
来
の
書
物
を
謹
破
し
た
の
み
な
ら
ず
、
「
養
庵
公
惇
」
に
、

わ
か

公
は
少
き
時
、
嘗
て
損
金
し
て
奇
書
を
市
う
。

な

一
切
の
輯
鈴
・
霊
臓
の
籍
、
風
鳥
・
占
臆
の
家
に
於
け
る
ま
で
、
精
究
せ
ざ
る
廃
し
。

と
あ
る
よ
う
に
、
兵
法
・
秘
術
か
ら
風
水
・
占
卜
に
至
る
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
書
物
を
買
い
集
め
、
精
通
し
な
い
も
の
は
な
か
っ
た

い
ま
一
つ
「
養
庵
公
停
」
が
奉
げ
て
い
る
の
が
、
羅
洪
先
・
唐
順
之
と
の
交
流
で
あ
る
。
雨
者
と
も
嘉
靖

八
年
(
一
五
二
九
)
の
進
士
で
、
羅
洪
先
は
拭
元
、
唐
順
之
も
同
年
の
合
日
試
を
ト
ッ
プ
で
合
格
し
た
。
と
こ
ろ
が
彼
ら
は
嘉
靖
十
九
年
(
一
王
四

部
芳
の
附
学
問
的
な
素
地
と
し
て
、
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と
い
、
っ
。

。
)
十
二
月
、
元
旦
の
朝
賀
へ
の
帝
の
出
御
と
皇
太
子
の
出
閣
と
を
求
め
る
上
奏
を
行
っ
て
世
宗
の
勘
誌
に
絹
れ
、
矯
民
庭
分
を
受
け
た
の
で

(
9
)
 

あ
る
。
彼
ら
は
王
陽
明
の
良
知
の
墜
に
も
造
詣
が
深
く
、
克
官
後
は
講
皐
活
動
に
も
力
を
注
い
だ
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
間
の
こ
と
と
し
て
「
養

庵
公
惇
」
に
は
、

時
に
念
蓄
羅
先
生
(
羅
洪
先
の
披
は
念
蓄
)
・
刑
川
唐
先
生
(
唐
順
之
の
披
は
刑
川
)
、
預
章
・
見
陵
の
聞
に
信
道
し
、
重
山
の
斗
撃
を
望
む
。

む

す

と

も

・
:
:
特
に
公
の
行
誼
を
慕
い
、
相
い
締
ぴ
て
布
衣
の
交
わ
り
を
矯
す
。
公
、
是
に
由
り
て
雨
先
生
と
奥
に
、
性
命
を
談
説
し
、
道
徳
を
砥

嘱
す
。

と
あ
る
。
江
西
吉
水
豚
(
現
、
江
西
省
吉
水
豚
)
出
身
の
羅
洪
先
・
常
州
府
武
進
牒
出
身
の
唐
順
之
が
、
郷
里
で
皐
を
講
じ
て
い
た
聞
に
、
部
芳



の
品
行
を
慕
っ
て
布
衣
の
交
わ
り
を
結
ん
だ
と
い
う
。
ま
た
「
性
命
を
談
説
し
、
道
徳
を
砥
嘱
す
」
と
い
う
の
も
、

や
や
も
す
れ
ば
字
面
か
ら

連
想
さ
れ
る
よ
う
な
、
現
賓
か
ら
離
れ
て
思
索
を
深
め
る
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
「
心
即
理
」
を
標
祷

す
る
王
陽
明
の
良
知
の
撃
は
、
内
憂
外
患
が
深
刻
化
す
る
中
で
、
現
状
へ
の
憂
慮
・
憤
り
を
募
ら
せ
る
人
々
の
心
を
後
押
し
し
、
貰
際
の
行
動

に
踏
み
出
す
た
め
の
擦
り
所
を
奥
え
る
も
の
と
し
て
、
爆
護
的
な
流
行
を
見
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
『
明
史
」
所
阪
の
羅
洪
先
・
唐
順
之
の
惇
記

(
日
)

に
は
、
雨
者
と
も
兵
撃
を
は
じ
め
天
文
・
曜
梁
・
地
理
か
ら
数
事
・
占
卜
に
至
る
ま
で
、
お
よ
そ
究
め
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
と
あ
る
が
、
彼

ら
の
こ
う
し
た
幅
買
い
撃
識
も
、
如
上
の
思
想
朕
況
を
背
景
と
し
て
、
す
ぐ
れ
て
現
貰
的
な
闘
心
に
裏
打
ち
き
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
特
に
彼
ら
が
軍
事
に
針
し
て
抱
い
て
い
た
強
い
闘
心
も
、
い
わ
ゆ
る
「
北
虜
南
倭
」
の
脅
威
に
鰯

(
日
)

護
さ
れ
て
深
め
ら
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
科
奉
の
受
験
勉
強
に
飽
き
足
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
書
物
を
謹
み
あ
さ
っ
た
と
い
う
部

芳
も
、
お
そ
ら
く
は
同
様
の
問
題
意
識
を
共
有
し
つ
つ
、
羅
洪
先
・
唐
順
之
と
の
交
流
を
つ
う
じ
て
、

み
ず
か
ら
の
亭
聞
を
深
め
た
の
で
あ
ろ
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、
「
ノ
。

改
め
て
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
嘉
靖
後
竿
期
の
東
南
沿
岸
地
域
で
は
倭
冠
が
娼
娠
を
極
め
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
嘉
靖
大
倭
冠
の
侵
掠
に
揺
れ
る

昔
時
の
状
況
に
つ
い
て
、
「
養
庵
公
惇
」
に
は
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
記
述
が
見
え
る
。

未
だ
幾
く
な
ら
ず
し
て
、
島
夷
構
難
す
。
:
:
:
是
に
子
い
て
、
甘
泉
に
坐
し
て
廟
算
を
怖
し
、
通
侯
の
賞
を
懸
け
、
向
方
の
金
銭
を
輩
び

ゆ

る

な

み

ま

さ

一
に
専
問
す
る
を
聴
す
。
授
銭
者
は
慮
分
問
、
つ
母
し
。
海
内
の
豪
勇
忠
智
の
士
、
成
な
首
得
に
行
聞
に
尺
寸
の

て
、
之
を
幕
府
に
輸
し
、

功
を
竪
て
て
、
大
難
を
定
む
べ
き
を
願
う
。
公
も
是
に
子
い
て
義
憤
激
烈
な
り
。

倭
冠
針
策
と
し
て
、
中
央
政
府
は
手
柄
を
立
て
た
者
に
は
通
侯
の
賞
を
輿
え
る
こ
と
と
し
、
前
線
の
幕
府
に
銀
雨
を
護
給
す
る
と
と
も
に
、

督
撫
に
相
庭
の
裁
量
権
を
輿
え
た
。
こ
れ
に
封
し
て
天
下
の
「
豪
勇
忠
智
の
士
」
は
護
奮
し
、

み
な
軍
中
で
功
を
奉
げ
て
圃
難
を
平
定
せ
ん
と

願
い
、
部
芳
も
ま
た
激
し
い
義
憤
を
感
じ
た
と
い
う
。
書
き
手
で
あ
る
沈
麿
套
の
意
園
は
、
中
央
政
府
が
倭
冠
封
策
に
本
腰
を
入
れ
、

そ
れ
に
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呼
躍
し
て
人
々
が
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
義
憤
に
駆
ら
れ
て
奮
起
す
る
さ
ま
を
、
肯
定
的
に
描
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
、
つ
が
っ
た
見
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方
を
す
れ
ば
、
懸
賞
金
と
し
て
懸
け
ら
れ
た
賞
賜
、
あ
る
い
は
前
線
に
軍
資
金
と
し
て
護
給
さ
れ
た
銀
雨
が
、

一
撞
千
金
を
目
論
む
人
士
た
ち

を
駆
り
立
て
た
と
い
う
朕
況
も
、
こ
こ
に
は
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
首
然
な
が
ら
部
芳
も
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
「
豪
勇
忠
智

の
士
」
た
ち
の
き
わ
め
て
投
機
的
な
一
面
を
う
か
が
わ
せ
る
と
い
う
貼
で
、
こ
の
記
事
は
非
常
に
興
味
深
く
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
中
で
部
芳
は
、
嘉
靖
三
十
五
年
(
一
五
五
六
)
六
月
に
鳳
陽
巡
撫
と
な
っ
た
察
克
廉
に
請
わ
れ
、
軍
師
と
し
て
そ
の
幕
下
に
参
ず

(ロ)
る
。
翌
三
十
六
年
(
一
五
五
七
)
二
一
月
に
察
克
廉
は
戸
部
右
侍
郎
に
遷
る
が
、
そ
の
際
に
部
芳
も
察
の
も
と
を
辞
し
、
母
親
に
仕
え
る
た
め
に

蹄
郷
す
る
。
そ
こ
へ
届
い
た
の
が
、
軍
師
と
し
て
迎
え
入
れ
た
い
と
い
う
総
督
胡
宗
憲
の
要
請
で
あ
っ
た
。
は
じ
め
は
任
に
堪
え
ず
と
断
っ
て

(
日
)

い
た
部
芳
も
、
何
度
も
使
者
を
よ
こ
し
、
北
面
し
て
師
事
す
る
と
ま
で
言
、
つ
胡
宗
憲
の
熱
意
に
折
れ
、
つ
い
に
入
幕
を
承
諾
し
た
の
で
あ
る
。

軍
師
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
部
芳
は
、

さ
っ
そ
く
倭
冠
撃
退
に
知
恵
を
絞
る
。
倭
冠
が
勝
ち
に
乗
じ
て
慢
心
し
て
い
る
と
踏
ん
だ
部
芳
は
、
諸

絡
に
計
略
を
授
け
、
敵
を
奥
深
く
ま
で
お
び
き
寄
せ
て
挟
撃
す
る
と
い
う
戦
法
で
連
載
連
勝
を
牧
め
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
明
軍
は
息
を
吹
き
返

(
見
)

し
、
士
気
も
高
ま
っ
た
と
い
う
。

ま
た
、
倭
冠
の
首
領
の
ひ
と
り
で
あ
る
徐
海
の
捕
縛
に
成
功
し
た
の
も
、
部
芳
の
計
略
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
「
養
庵
公
惇
」
は
停
え
て
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い
る
。
徐
海
が
王
翠
麹
と
い
う
妾
を
園
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
部
芳
は
、
部
下
に
命
じ
て
、
外
夷
と
私
通
し
た
罪
で
彼
女
の
父
親
を
告
設
さ

せ
た
。
か
ね
て
部
芳
と
打
ち
合
わ
せ
て
い
た
胡
宗
憲
は
、
再
三
に
わ
た
っ
て
父
親
の
罪
を
赦
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
父
親
は
胡
宗
憲
に
思
を
感
じ
、

軍
中
で
死
戟
せ
ん
と
願
っ
た
。
し
か
し
胡
宗
憲
は
こ
れ
を
と
ど
め
、
そ
の
か
わ
り
娘
に
血
書
を
迭
っ
て
内
通
を
促
す
よ
う
命
じ
た
。
か
く
て
計

(
日
)

略
は
成
功
し
、
結
局
、
徐
海
は
み
ず
か
ら
投
降
し
て
き
た
と
い
う
。

さ
ら
に
、
胡
宗
憲
の
倭
冠
封
策
と
言
え
ば
必
ず
言
及
さ
れ
る
「
倭
冠
王
」
王
直
の
招
撫
に
つ
い
て
も
、
「
養
庵
公
惇
」
で
は
部
芳
の
護
案
と

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
追
い
詰
め
ら
れ
た
と
は
い
え
、
生
死
を
誓
う
数
高
の
兵
を
擁
す
る
王
直
を
力
ず
く
で
捕
え
る
の
は
無
理
だ
と
見
た

部
芳
は
、
王
直
が
胡
宗
憲
と
の
同
郷
の
縁
を
侍
み
に
し
て
い
る
の
を
利
用
し
て
、
通
侯
の
賞
を
輿
え
て
彼
を
招
撫
す
る
よ
う
献
策
し
、
胡
宗
憲(

同
)

も
こ
れ
を
容
れ
て
上
請
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
王
直
は
胡
宗
憲
の
軍
門
に
降
り
、
戦
火
を
交
え
る
こ
と
な
く
漸
江
を
平
定
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。



以
上
の
「
養
庵
公
停
」
の
記
述
、
特
に
徐
海
・
王
直
の
捕
縛
が
す
べ
て
部
芳
の
護
案
・
献
策
に
か
か
る
と
い
う
貼
に
つ
い
て
は
、
宗
譜
所
牧

胡
慢
が
、
租
父
の
功
績
を
後
世
に
停
え
る
た
め
に
編
纂
し
た

の
惇
記
と
い
う
史
料
の
性
格
か
ら
し
て
、
額
面
ど
お
り
に
受
け
取
る
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
た
だ
、
胡
宗
憲
の
孫
に
あ
た
る

(
口
)

「
五
忠
堂
平
倭
(
貫
録
』
巻
二
に
は
、
王
直
招
撫
の
顛
末
を
記
す
「
檎
獲
王
直
本

末
」
な
る
一
丈
が
収
録
さ
れ
、
こ
れ
が
部
芳
の
作
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
章
は

『
筆
一
研
一
海
園
編
』
巻
九
、
大
捷
考
所
収
の
撰
者
不
明
「
檎
獲
王

直
」
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
。
『
筆
吋
海
圃
編
』

の
砂
田
該
在
所
牧
の
文
章
は
、
茅
坤
・
徐
謂
な
ど
い
ず
れ
も
胡
宗
憲
幕
下
の
人
士
の
手
に
な
る

た
ま
た
ま
部
芳
が
王
直
招
撫
に
つ
い
て
書
い
た
と
い
う
可
能
性
は
排
除

も
の
で
あ
り
、
幕
下
の
丈
人
に
機
械
的
に
執
筆
を
割
り
振
っ
た
結
果
、

し
き
れ
な
い
。
し
か
し
、
王
直
招
撫
が
胡
宗
憲
の
一
連
の
倭
冠
針
策
の
中
で
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
、
ま
た
、
部
芳
が
参
謀
と
し
て
重

き
を
な
し
て
い
た
こ
と
か
ら
言
え
ば
、
彼
が
「
檎
獲
王
直
本
末
」
を
書
い
た
裏
に
は
、
計
書
一
立
案
に
主
導
的
な
役
割
を
果
た
す
な
ど
、
相
庭
の

積
極
的
な
理
由
が
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。

部
芳
が
胡
宗
憲
幕
府
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
、
彼
が
「
控
室
胃
海
圃
編
」
の
編
纂
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
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も
知
ら
れ
る
。
言
、
つ
ま
で
も
な
く
『
善
海
園
編
」
は
、
胡
宗
憲
幕
府
が
生
み
出
し
た
最
大
の
成
果
に
も
数
え
ら
れ
る
有
名
な
海
防
書
で
あ
る
が
、

こ
の
中
に
部
芳
の
献
策
が
採
録
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
「
嘉
靖
辛
酉
(
四
十
年
・
一
五
六
一
)
冬
十
有
二
月
拙
日
」
の
日
附
を
附
す
「
誇
海

園
編
序
」
の
中
で
、
編
者
の
鄭
若
曾
が
、

宛
委
を
傾
護
し
、
義
例
を
商
訂
す
る
に
、
則
ち
丹
陽
の
部
君
芳
の
力
は
居
多
な
り
。
部
君
は
経
済
の
負
を
有
す
る
も
、
隠
れ
て
未
だ
試
せ

ず
。
少
保
公
(
胡
宗
憲
)
の
器
重
し
て
賓
躍
す
る
所
の
者
な
れ
ば
、
因
り
て
面
命
し
て
其
れ
相
い
切
薩
す
る
を
得
と
云
う
。

と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
部
芳
の
入
幕
の
経
緯
に
鰯
れ
つ
つ
、
事
の
委
曲
を
明
ら
か
に
し
、
本
書
の
趣
旨
・
瞳
例
を
定
め
る
に
嘗
た
っ
て
、

部
芳
の
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
こ
と
ば
は
、
と
も
に
胡
宗
憲
幕
下
の
同
僚
で
あ
っ
た
編
者
鄭
若
曾
自
身
の
も
の
で
あ
る
だ
け

に
、
信
の
お
け
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
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胡
宗
憲
幕
下
で
の
部
芳
に
つ
い
て
、

い
ま
一
つ
重
要
な
こ
と
と
し
て
、
と
も
に
幕
下
に
あ
っ
た
官
僚
と
の
関
係
に
つ
い
て
絹
れ
て
お
か
ね
ば
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な
る
ま
い
。
「
養
庵
公
惇
」
に
よ
れ
ば
、
入
幕
直
後
、
部
芳
は
胡
宗
憲
に
幕
下
の
文
武
官
と
の
面
舎
を
求
め
、
こ
の
と
き
に
語
論
・
胡
松
ら
の

(

刊

日

)

丈
官
、
戚
纏
光
・
劉
思
額
・
命
大
猷
ら
の
武
官
と
面
識
を
得
た
が
、
そ
の
後
、
彼
ら
の
方
か
ら
、
胡
宗
憲
幕
下
で
の
縁
を
頼
っ
て
、
部
芳
に
献

策
を
求
め
に
来
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
ら
し
い
。
漸
江
で
の
倭
冠
が
下
火
に
な
っ
た
後
、

い
わ
ゆ
る
嶺
南
海
冠
の
活
動
が
活
護
化
す
る
。

唐
東
龍
平
牒
(
現
、
震
東
省
潮
州
市
の
属
)
の
張
瑳
の
活
動
が
記
録
に
登
場
す
る
の
は
、
嘉
靖
三
十
九
年
(
一
五
六
O
)
の
こ
と
だ
が
、
や
が
て
そ

(
初
)

の
攻
掠
範
園
は
、
一
民
東
か
ら
一
帽
建
・
江
西
の
諸
問
脚
に
及
ん
だ
。
こ
う
し
た
事
態
を
受
け
て
中
央
政
府
は
、
嘉
靖
四
十
年
(
一
天
六
一
)
七
月
に

江
西
巡
撫
に
昇
任
し
た
胡
松
に
そ
の
鎮
匿
を
命
じ
た
が
、
「
養
庵
公
惇
」
に
、

お
も
む

天
子
は
柏
泉
胡
公
中
丞
に
命
じ
て
、
節
銭
を
仮
し
、
往
き
て
之
を
征
せ
し
む
。
胡
中
丞
は
馳
き
、
公
と
司
馬
の
幕
中
に
習
え
ば
、
決
策

を
請
い
て
、
張
瑳
を
破
ら
ん
と
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
胡
松
は
胡
宗
憲
幕
下
で
の
縁
を
頼
っ
て
、
部
芳
に
献
策
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
部
芳
は
、
張
漣
の
軍
勢
は
所

7z 

詮
烏
合
の
衆
で
あ
り
、
威
望
あ
き
ら
か
な
胡
松
が
「
十
高
の
兵
が
す
ぐ
に
で
も
集
ま
る
」
と
搬
を
飛
ば
せ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
敵
は
戟
意
を
失
い
、

(
出
)

総
崩
れ
に
な
る
と
答
え
た
。
胡
松
は
喜
ん
で
そ
の
策
を
容
れ
、
張
漣
ら
も
部
芳
の
見
込
み
ど
お
り
に
平
定
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
成

功
が
も
た
ら
し
た
影
響
に
つ
い
て
「
養
庵
公
惇
」
に
は
、

よ

す

す

つ

ね

是
れ
白
り
し
て
、
中
丞
は
南
司
馬
・
北
大
家
宰
に
菅
む
も
、
毎
に
公
に
兄
事
し
て
、
公
の
名
は
盆
ま
す
公
卿
の
聞
に
重
ん
ぜ
ら
る
。
縫
い

で
中
丞
も
て
闘
に
鎮
す
る
者
は
、
二
華
語
公
な
り
。
公
の
閣
に
坐
し
て
、
決
策
を
杏
請
す
る
こ
と
、
猶
お
之
を
梅
林
・
柏
泉
の
ご
と
く
す

る
な
り
。

(
お
)

と
見
え
る
。
胡
松
は
こ
の
後
、
南
京
兵
部
尚
書
・
吏
部
尚
書
に
遺
る
が
、
そ
の
後
も
事
あ
る
ご
と
に
部
芳
に
兄
事
し
た
と
さ
れ
、
同
じ
く
胡
宗(

弘
)

憲
幕
下
に
あ
っ
た
語
論
も
、
胡
宗
憲
・
胡
松
と
同
様
に
、
一
拍
建
巡
撫
に
な
っ
て
か
ら
も
、
部
芳
の
も
と
へ
出
向
い
て
は
献
策
を
求
め
た
と
い
う
。

い
ま
一
つ
、
こ
の
記
事
で
注
目
し
た
い
の
は
、
胡
松
が
常
に
部
芳
に
兄
事
し
た
こ
と
が
、
官
界
に
お
い
て
、
部
芳
の
名
を
ま
す
ま
す
高
か
ら
し

め
た
と
い
う
酷
で
あ
る
。
こ
れ
を
足
掛
か
り
と
し
て
、
部
芳
は
官
界
で
の
人
脈
を
築
い
て
い
く
の
だ
が
、
彼
と
親
交
を
結
ん
だ
者
と
し
て
「
養



庵
公
惇
」
に
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
者
を
奉
げ
る
と
、
羅
汝
芳
・
陶
大
臨
・
貌
良
弼
・
王
宗
休
・
茅
坤
・
董
扮
と
は
「
金
石
の
交
」
を
結
ん
だ

と
あ
り
、
秦
鳴
雷
・
寓
浩
・
馬
森
・
正
遁
昆
・
凌
雲
翼
・
巌
前
・
李
春
芳
・
張
位
・
劉
世
延
は
、
部
芳
の
文
才
・
徳
行
を
高
く
許
慣
し
た
と
惇

(
お
)

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
巌
前
・
李
春
芳
・
張
位
は
大
皐
士
に
ま
で
昇
進
し
て
お
り
、
董
扮
・
秦
鳴
雷
・
馬
森
・
凌
畳
一
百
翼
も
尚
書
を
歴
任

(
お
)

す
る
な
ど
、
い
ず
れ
も
錆
々
た
る
人
士
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
名
前
を
列
奉
で
き
な
い
ほ
ど
敷
多
く
の
人
士
と
交
流
が
あ
り
、
そ
の
様

(
幻
)

子
は
部
芳
の
家
刻
に
牧
録
さ
れ
た
丈
章
か
ら
う
か
が
え
る
と
い
う
の
が
「
養
庵
公
惇
」
の
記
述
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
部
芳
が
、
大
皐

士
・
尚
書
な
ど
の
高
官
を
含
む
幅
麿
い
人
脈
を
築
い
て
い
た
こ
と
は
、
以
上
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
回
目
頭
の
王
肯
堂
「
欝
岡
斎
筆
塵
』

の
記
事
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
部
芳
が
中
央
政
界
の
拭
況
に
つ
い
て
、
き
わ
め
て
詳
細
な
情
報
を
得
て
い
た
と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
人
脈
を

見
れ
ば
う
な
ず
け
る
話
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
に
、
官
の
身
分
は
持
た
な
く
と
も
、

み
ず
か
ら
の
知
謀
に
よ
っ
て
官
僚
の
信
頼
を
勝
ち
取
り
、

そ
こ
か
ら
官
界
で
の
人
脈
を
属
、
げ
て
政
治
に
闘
奥
す
る
と
い
う
遁
が
存
在
す
る
、
あ
る
種
の
開
放
性
を
持
っ
た
政
治
世
界
の
あ
り
ょ
う
を
具
瞳

そ
れ
と
同
時
に
、
部
芳
が
官
界
の
人
脈
を
形
成
す
る
足
掛
か
り
と
し
て
、
胡
宗
憲
幕
府
の
重
要
性
に
注
目
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
官
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的
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

僚
た
る
と
布
衣
た
る
と
を
問
わ
ず
、
有
能
な
人
材
が
集
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
み
ず
か
ら
の
能
力
を
存
分
に
護
揮
で
き
る
と
い
う
聞
達
な
雰
園
気

は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
部
芳
の
活
動
か
ら
も
、
そ
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
そ
う
し
た
幕
府
の
あ
り
ょ
う
は
、
首
時
の

人
々
の
日
に
も
何
か
し
ら
特
異
な
も
の
と
し
て
映
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
沈
梧
符
『
寓
暦
野
獲
編
」
巻
十
「
四
六
」
に
、

嘉
靖
の
問
、
倭
事
芳
午
な
る
も
、
主
上
は
鮮
瑞
を
酷
喜
す
。
胡
梅
林
、
南
方
を
線
制
し
、
報
捷
献
瑞
す
る
毎
に
、
親
ち
四
六
の
表
を
矯
し
、

み

以
っ
て
天
顔
の
一
段
口
を
博
す
。
:
:
:
故
を
以
っ
て
、
東
南
の
才
士
、
精
神
は
則
ち
田
汝
成
・
茅
坤
の
輩
、
諸
生
は
則
ち
徐
謂
等
、
成
な
幕

下
に
集
ま
る
こ
と
、
羅
隠
の
銭
謬
に
於
け
る
を
減
ぜ
ず
。
此
の
後
、
大
帥
の
軍
中
に
、
亦
た
絶
え
て
此
の
風
無
き
な
り
。

(
お
)

と
あ
り
、
回
汝
成
・
茅
坤
・
徐
謂
と
い
っ
た
一
流
の
丈
人
を
擁
す
る
幕
府
を
「
こ
れ
以
後
の
督
撫
の
軍
中
に
、
こ
う
し
た
風
潮
は
絶
え
て
見
ら

461 

れ
な
く
な
っ
た
」
と
評
し
た
沈
懐
符
の
こ
と
ば
は
、
そ
う
し
た
同
時
代
人
の
認
識
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
よ
う
。
し
か
も
そ
れ
が
車
な
る
詩
丈
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サ
ロ
ン
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
何
か
と
縁
起
を
か
つ
ぐ
皇
帝
世
宗
に
、
戦
勝
・
瑞
騨
を
報
告
す
る
上
表
文
の
作
成
と
い
う
賓
際
上
の
業
務
を
捨

っ
て
い
た
と
沈
徳
符
が
書
き
記
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

幕
府
全
睦
の
様
子
を
惇
え
る
も
の
の
み
な
ら
ず
、
胡
宗
憲
の
ブ
レ
イ
ン
と
し
て
活
躍
し
た
と
さ
れ
る
個
々
の
人
士
の
事
跡
を
惇
え
る
記
事
も
、

少
な
か
ら
ず
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
漸
江
鄭
牒
(
現
、
漸
江
省
寧
波
市
)
出
身
の
沈
明
臣
な
る
人
物
に
つ
い
て
、
屠
隆
「
沈
嘉
則

先
生
惇
」
(
『
由
拳
集
』
巻
十
九
)
に
は
、

沈
明
臣
、
字
は
嘉
則
、
四
明
の
棟
一
吐
の
人
な
り
。
:
:
:
父
丈
棋
は
買
侠
な
る
も
、
買
を
用
っ
て
敗
れ
て
、
先
生
は
窮
巷
よ
り
起
つ
。
:
:
:

世
廟
の
時
、
東
方
の
兵
興
り
、
督
府
尚
書
胡
公
、
幕
下
に
昨
置
す
。
先
生
は
諸
生
な
り
と
難
も
、
顧
っ
て
時
時
に
公
と
奥
に
投
掌
し
て
黄

石
を
談
じ
、
濁
だ
筆
札
の
役
を
供
す
る
の
み
な
ら
ず
。

と
あ
る
。
商
人
の
息
子
に
生
ま
れ
た
沈
明
臣
は
、
胡
宗
憲
の
幕
下
で
車
な
る
事
務
仕
事
を
こ
な
す
だ
け
で
な
く
、
と
も
に
兵
書
に
つ
い
て
論
ず

(

お

)

(

鈎

)

る
な
ど
、
ブ
レ
イ
ン
と
し
て
重
き
を
な
し
た
と
い
う
。
沈
明
臣
は
こ
の
後
、
首
輔
徐
階
の
門
下
に
出
入
り
し
た
と
惇
え
ら
れ
る
が
、
彼
と
同
様

に
、
胡
宗
憲
幕
府
を
辞
し
た
後
に
首
輔
の
幕
客
と
な
っ
た
者
と
し
て
有
名
な
の
は
、
首
輔
巌
嵩
と
そ
の
子
最
世
蕃
の
下
に
参
じ
た
羅
龍
丈
で
あ

ろ
う
。
巌
嵩
が
胡
宗
憲
の
後
盾
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
羅
龍
丈
が
最
嵩
父
子
の
幕
下
に
入
っ
た
経
緯
は
、
沈
徳
符
『
高
暦

74 

野
獲
編
』
巻
十
八
「
劇
賊
遁
克
」
に
、

嘉
靖
の
末
年
、
徽
人
羅
龍
丈
な
る
者
有
り
。
素
よ
り
侠
名
を
負

ht
・
-
:
:
且
つ
家
は
素
封
に
し
て
、
塁
古
を
善
く
す
。
胡
梅
林
少
保
、
倭

を
征
す
る
に
、
郷
曲
な
る
を
以
っ
て
厚
く
之
を
穫
し
、
正
・
徐
の
諸
曾
を
招
保
せ
し
め
、
賓
に
勢
勤
有
り
。
欽
功
に
因
り
、
中
主
日
と
馬
り

て
内
閣
に
入
る
を
得
。

と
惇
え
ら
れ
て
い
る
。
羅
龍
丈
が
徽
州
の
素
封
家
に
生
ま
れ
、
古
物
鑑
定
を
善
く
し
、
最
嵩
父
子
の
骨
董
牧
集
に
も
一
役
買
っ
て
い
た
こ
と
は
、

(
引
)

す
で
に
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
、
彼
は
侠
士
と
し
て
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
お
り
、
同
郷
の
縁
を
も
っ
て
胡
宗
憲

に
迎
え
ら
れ
、
王
直
・
徐
海
招
撫
の
功
に
よ
り
、
中
書
舎
人
と
し
て
内
閣
に
入
っ
た
と
い
う
。
次
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
部
芳
も
胡
宗
憲
失
脚



後
に
高
扶
の
幕
下
に
参
じ
、
そ
の
再
入
閣
を
童
策
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
以
上
に
提
示
し
た
史
料
か
ら
見
れ
ば
、
胡
宗
憲
の
幕
府
は
、
倭

冠
と
い
う
現
賓
問
題
に
封
峠
す
る
中
で
鍛
え
上
げ
ら
れ
た
丈
武
の
俊
才
を
政
界
に
送
り
出
す
と
い
う
よ
う
に
、
あ
た
か
も
人
材
の
集
散
地
と
し

て
機
能
し
て
い
た
か
の
観
が
あ
る
。

こ
う
し
た
幕
府
を
維
持
で
き
た
要
因
は
様
々
に
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
前
引
史
料
の
中
で
、
沈
明
臣
が
商
人
の
家
に
生
ま
れ
、
そ
の
父
親
が

「
買
侠
」
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
羅
龍
丈
も
ま
た
徽
州
の
素
封
家
に
生
ま
れ
、
自
身
も
侠
士
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
こ
と
に
こ
こ
で
は
注
目
し

た
い
。
胡
宗
憲
自
身
が
徽
州
績
渓
(
現
、
安
徽
省
績
渓
豚
)
の
出
身
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
あ
る
い
は
新
安
商
人
を
は
じ
め
と
す
る
商
人
層

(
出
)

か
ら
の
資
金
が
、
胡
宗
憲
幕
府
の
経
済
的
基
盤
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
活
動
に
も
一
定
の
方
向
性
を
輿
え
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ

う
し
た
資
金
は
、
中
央
か
ら
護
給
さ
れ
る
銀
雨
と
も
相
倹
っ
て
、
目
前
の
危
機
的
状
況
へ
の
憂
慮
・
危
機
感
に
駆
ら
れ
て
護
奮
す
る
「
侠
士
」

た
ち
を
お
お
い
に
惹
き
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
に
遣
い
な
い
。
そ
し
て
こ
う
し
た
環
境
は
、
部
芳
に
と
っ
て
も
、
そ
の
濁
創
性
に
富
ん
だ
豊
か

75 

な
才
能
を
護
揮
す
る
に
打
っ
て
附
け
の
場
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

大
島
子
士
高
扶
の
幕
客
と
し
て

多
士
済
々
の
ユ
ニ
ー
ク
な
幕
府
を
擁
し
て
、
倭
冠
封
策
に
功
績
を
奉
げ
た
線
督
胡
宗
憲
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
庇
護
者
で
あ
っ
た
首
輔
最
嵩
失

脚
の
あ
お
り
を
受
け
て
、
嘉
靖
四
十
一
年
(
一
五
六
二
)
十
一
月
に
失
脚
に
追
い
込
ま
れ
た
。
南
京
戸
科
給
事
中
陸
鳳
儀
が
胡
宗
憲
の
「
欺
横

貧
淫
の
十
大
罪
」
を
弾
劾
し
た
の
を
受
け
て
、
吏
部
は
巡
按
御
史
に
尋
問
さ
せ
る
よ
う
覆
奏
し
、
世
宗
も
胡
宗
憲
の
身
柄
を
京
師
に
護
送
し
て

取
り
調
べ
る
よ
う
錦
衣
衛
に
命
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
賦
況
を
「
養
庵
公
惇
」
は
、

ね

た

と

ら

こ

と

尋
い
で
司
馬
を
怯
む
者
有
り
、
司
馬
を
逮
え
、
闘
下
に
至
ら
し
む
。
司
馬
の
賓
客
僚
属
は
、
故
に
輯
較
し
、
承
沫
仰
流
す
る
も
、
綻
騎
の

北
方
よ
り
来
た
れ
ば
、
則
ち
驚
怖
し
て
散
去
す
。
濁
り
公
の
み
蛇
然
と
し
て
車
騎
を
策
し
、
公
(
胡
宗
憲
)
に
従
う
こ
と
千
里
な
り
。
曾

ゆ

る

み

た
ま
温
総
有
り
て
、
司
馬
を
蝉
押
せ
ば
、
公
、
遂
に
南
還
す
c
i
-
-
-
一
時
、
朝
野
の
薦
紳
、
戚
な
謂
わ
く
、
公
は
子
房
の
鴻
略
、
仲
連
の
高

463 
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誼
有
り
、
と
。

と
惇
え
て
い
る
。
胡
宗
憲
幕
下
の
数
多
の
幕
客
た
ち
は
、
錦
衣
衡
の
捕
吏
が
や
っ
て
来
る
や
否
や
、
蜘
妹
の
子
を
散
ら
す
よ
う
に
逃
げ
て
し
ま

(

川

崎

)

っ
た
が
、
部
芳
は
ひ
と
り
胡
宗
憲
に
つ
き
従
い
、
胡
宗
憲
を
棒
放
す
る
と
い
う
上
識
が
出
た
の
を
見
届
け
て
か
ら
時
郷
し
た
と
い
う
。
こ
う
し

た
部
芳
の
行
動
は
、
朝
野
の
官
僚
・
士
大
夫
か
ら
「
張
良
の
知
謀
と
魯
仲
連
の
梧
行
と
を
粂
ね
備
え
て
い
る
」
と
い
う
賞
賛
を
集
め
た
の
で
あ

(
お
)

っ
た
。
そ
し
て
、
冒
頭
に
掲
げ
た
「
欝
岡
藤
筆
塵
』
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
登
場
す
る
高
扶
も
、
そ
う
し
た
人
士
の
中
の
ひ
と
り
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
養
庵
公
停
」
に
よ
れ
ば
、
高
扶
が
部
芳
を
知
っ
た
き
っ
か
け
は
、
部
芳
が
胡
宗
憲
の
た
め
に
代
作
し
た
丈
章
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
お
お
い

に
世
宗
の
意
に
か
な
い
、
高
扶
も
そ
の
文
才
を
稽
賛
し
た
が
、
後
に
そ
れ
が
部
芳
の
手
に
な
る
も
の
と
知
り
、
高
扶
は
部
芳
と
の
交
際
を
望
ん

(
お
)

だ
と
い
う
。
さ
ら
に
、
部
芳
が
布
衣
の
身
な
が
ら
胡
宗
憲
に
連
座
す
る
の
を
厭
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
、
高
扶
は
お
お
い
に
感
じ
入
り
、
生
涯
彼

(
幻
)

に
師
事
せ
ん
と
願
っ
た
。
交
流
を
結
ん
だ
二
人
は
、
す
ぐ
に
肝
謄
相
照
ら
す
仲
に
な
っ
た
と
惇
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
高
扶
は
首
輔
徐
階
と
の
抗
争
の
末
、
大
随
一
千
士
の
職
を
解
か
れ
て
蹄
郷
す
る
が
、
部
芳
が
高
扶
の
幕
下
に
参
じ
た
の
は
こ
の
と
き
で
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あ
っ
た
。
「
養
庵
公
停
」
に
は
、

新
鄭
同
町
り
て
、

ま

ね

た

だ

一
介
に
公
を
田
間
よ
り
速
く
。
交
は
漸
く
進
み
、
語
も
漸
く
深
ま
り
、
担
腕
牌
脱
し
て
、
直
ち
に
膝
帝
馳
皇
し
、
竪
立
す

る
所
を
多
く
せ
ん
と
欲
す
。

と
あ
り
、
新
鄭
に
開
郷
し
た
高
扶
は
た
だ
ち
に
部
芳
を
迎
え
、
と
も
に
語
り
合
う
に
つ
れ
て
、
政
界
復
時
へ
の
強
い
意
欲
を
示
し
た
と
い
う
。

高
扶
の
方
か
ら
部
芳
を
招
い
た
と
す
る
「
養
庵
公
惇
」
の
こ
の
記
述
は
、
宗
譜
所
放
の
停
記
と
い
う
史
料
の
性
質
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
本

稿
冒
頭
で
引
用
し
た
王
肯
堂
の
ほ
か
、
王
世
貞
・
沈
徳
符
は
、

い
ず
れ
も
部
芳
の
方
か
ら
高
扶
に
接
関
し
た
と
記
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
賓
際

の
と
こ
ろ
は
、
政
界
へ
の
返
り
咲
き
を
狙
う
高
扶
と
、
胡
宗
憲
と
い
う
幕
主
を
失
っ
て
新
た
な
活
動
の
場
を
求
め
る
部
芳
と
い
う
雨
者
の
思
惑

が
一
致
し
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

高
扶
の
大
事
士
復
蹄
に
際
し
て
、
部
芳
が
具
瞳
的
に
ど
う
関
わ
っ
た
か
と
い
う
貼
に
つ
い
て
、
「
養
庵
公
惇
」
に
は
直
接
の
言
及
は
見
ら
れ



な
い
。
た
だ
、
本
稿
冒
頭
で
紹
介
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
惇
え
る
よ
う
に
、
部
芳
が
太
監
に
賄
賂
を
贈
っ
て
高
扶
を
復
時
さ
せ
た
と
い
う
話
は
、

王
肯
堂
・
王
世
貞
・
沈
徳
符
の
三
者
が
共
通
し
て
停
え
て
い
る
。
王
肯
堂
は
具
瞳
的
な
名
前
は
翠
げ
て
い
な
か
っ
た
が
、
王
世
貞
・
沈
徳
符
に

よ
れ
ば
、
こ
の
太
監
は
陳
洪
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
陳
洪
は
河
南
許
昌
(
現
、
河
南
省
許
昌
市
)
の
出
身
で
、
隆
慶
初
年
に
司
瞳
監
の
事
を
掌
り
、

同
じ
く
河
南
出
身
の
高
扶
と
結
ん
で
絶
大
な
権
勢
を
振
る
っ
た
人
物
で
あ
る
栴
沈
徳
符
『
高
一
暦
野
獲
編
』
巻
八
「
部
芳
」
に
は
、
部
芳
が
高

扶
か
ら
の
心
附
け
と
稽
し
て
、
太
監
た
ち
に
珍
賓
を
贈
っ
た
と
い
う
話
に
績
け
て
、

も

と

ま

い

な

い

:
:
:
時
に
大
稽
陳
洪
、
故
よ
り
高
〔
扶
〕
の
厚
く
す
る
所
な
れ
ば
、
因
り
て
司
穫
の
掌
印
な
る
者
に
賂
し
て
、
新
鄭
を
家
よ
り
起
こ
し
、

且
つ
兼
ね
て
吏
部
を
掌
ら
し
む
。
:
:
:
陳
洪
な
る
者
も
、
亦
た
部
〔
芳
〕
の
謀
を
用
い
、
代
わ
り
て
司
曜
の
印
を
掌
る
な
り
。

と
あ
り
、
高
扶
の
再
起
用
の
み
な
ら
ず
、
陳
洪
が
司
櫨
掌
印
太
監
の
ポ
ス
ト
を
手
に
入
れ
た
の
も
、

や
は
り
部
芳
の
策
謀
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

た
と
停
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
外
廷
・
内
廷
の
讐
方
の
ト
ッ
プ
に
恩
を
買
っ
た
部
芳
は
、
彼
ら
の
威
光
を
笠
に
着
て
相
首
あ
く
ど
く
立
ち
回
っ
て
い
た
ら
し
い
。
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そ
の
様
子
を
、
王
世
貞
『
穿
州
史
料
後
集
」
巻
三
十
五
「
嘉
隆
江
湖
大
侠
」
は
、

は

な

あ

き

な

そ

か

ぞ

雨
人
は
部
〔
芳
〕
を
徳
と
し
、
之
を
燕
中
に
縦
ち
て
、
官
爵
を
市
わ
し
む
。
居
間
に
納
賂
す
る
は
、
且
れ
賀
え
ず
。
新
鄭
も
亦
た
厭
い

て
、
其
の
口
を
畏
る
れ
ば
、
乃
ち
係
り
て
之
を
雨
贋
の
帥
な
る
者
に
薦
む
と
矯
し
、
官
は
把
線
の
名
色
を
以
っ
て
し
、
金
緋
を
腿
ら
し
め

て
、
久
し
く
し
て
則
ち
之
を
逐
う
。
樗
朽
蹄
り
、
盆
ま
す
不
検
な
り
。
前
後
に
得
る
所
の
金
は
、
多
く
は
之
を
侶
優
・
陸
博
に
費
や
し
て
、

至
る
所
で
守
令
の
長
短
を
把
持
し
、
大
言
し
て
忌
む
無
し
。

と
惇
え
て
い
る
。
高
扶
・
陳
洪
は
部
芳
に
頭
が
上
が
ら
ず
、
彼
に
北
京
で
官
爵
の
責
買
を
や
ら
せ
た
た
め
、
部
芳
は
莫
大
な
賄
賂
を
得
た
と
い

ぅ
。
そ
の
悪
妹
ぶ
り
と
巧
み
な
静
舌
は
、
高
扶
に
も
疎
ま
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
最
後
に
は
爾
康
総
督
に
推
薦
す
る
と
い
う
名
目
で
、
盟
よ
く

放
逐
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
も
部
芳
の
放
坪
ぶ
り
は
牧
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
得
た
金
は
遊
興
・
賭
博
に
費
や
す
の
み
な
ら
ず
、
至
る
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と
こ
ろ
で
知
豚
・
知
府
の
弱
み
を
握
っ
て
塵
力
を
か
け
て
い
た
ら
し
い
。
高
扶
の
幕
客
と
し
て
の
部
芳
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
跡
を
好
意
的
に
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記
す
傾
向
が
明
ら
か
な
「
養
庵
公
惇
」
で
も
、

よ

か

す

蓋
し
公
の
新
鄭
に
受
知
さ
れ
て
白
り
、
相
里
の
人
も
微
か
に
反
唇
す
。
新
鄭
退
き
て
、
公
の
諸
日
比
日
わ
く
、
新
鄭
進
み
て
、
公
は
其
の
怨

を
任
い
、
徳
を
任
、
つ
者
は
、
百
に
一
一
一
一
一
も
無
き
な
り
、
と
。

と
遮
べ
ら
れ
て
い
る
。
高
扶
の
引
き
立
て
を
受
け
て
か
ら
は
、
同
郷
の
者
も
部
芳
に
不
満
を
感
じ
て
お
り
、
十
口
同
扶
の
失
脚
後
、
部
芳
の
兄
た
ち

は
「
高
扶
再
入
間
後
の
部
芳
は
、
人
の
恨
み
を
引
き
受
け
る
ば
か
り
で
、
憶
と
さ
れ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
」
と
語
っ
て
い
た
と
い
う
。
宗

譜
所
牧
の
停
記
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
否
定
的
な
許
慣
が
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
部
芳
の
悪
錬
ぶ
り
の
ほ
ど
を
見
て
取
る
こ
と
も

で
き
よ
う
。
そ
の
一
方
で
、
高
扶
の
幕
客
と
し
て
の
部
芳
に
つ
い
て
、
な
ぜ
そ
の
マ
イ
ナ
ス
面
の
み
が
、
か
く
ま
で
に
強
調
さ
れ
る
の
か
と
い

う
貼
に
つ
い
て
も
考
え
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
王
世
貞
が
記
す
よ
う
に
、
部
芳
が
官
爵
の
責
買
に
よ
っ
て
賄
賂
を
人
貰
っ
た
り
、
地
方
官
の
弱

み
を
握
っ
て
匪
力
を
か
け
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
前
引
「
高
暦
野
獲
編
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
如
く
、
彼
の
幕
主
で
あ
る
高
扶
が
吏

部
向
圭
日
を
粂
任
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
部
芳
の
兄
た
ち
が
語
っ
た
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
も
、
幕
客
と
い
う
立
場
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
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高
扶
の
陰
で
も
っ
ぱ
ら
汚
れ
役
・
怨
ま
れ
役
に
徹
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
部
芳
の
姿
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
見
て
く
る
と
、

部
芳
の
悪
珠
ぶ
り
を
惇
え
る
諸
史
料
の
記
述
か
ら
は
、
む
し
ろ
官
僚
が
表
立
っ
て
は
で
き
な
い
こ
と
を
、
布
衣
た
る
幕
客
が
引
き
受
け
る
と
い

う
関
係
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

い
ま
一
つ
、
幕
客
と
し
て
の
部
芳
の
一
面
を
惇
え
る
記
事
と
し
て
、
沈
懐
符
「
高
暦
野
獲
編
』
巻
八
「
部
芳
」
に
、

又
た
金
壇
の
子
中
甫
比
部
、
余
の
矯
に
言
う
に
、
部
〔
芳
〕
は
書
室
に
於
い
て
、
男
に
一
小
屋
を
設
け
、
梼
に
日
わ
く
、
此
れ
機
密
を
議

い
ず
く

す
庭
な
れ
ば
、
来
た
る
者
は
檀
入
す
る
に
到
ら
ず
、
と
。
此
等
の
奉
動
、
安
ん
ぞ
敗
れ
ざ
る
を
得
ん
や
。

と
あ
る
の
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
に
言
う
子
中
甫
と
は
、
高
暦
十
一
年
(
一
五
八
一
二
)
の
進
士
で
、
刑
部
の
主
事
・
員
外
郎
を
つ
と
め

た
子
玉
立
(
中
甫
は
字
)
の
こ
と
で
あ
る
。
沈
懐
符
は
彼
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
、
部
芳
が
書
室
と
は
別
に
、
機
密
事
項
を
議
す
た
め
と
稽
し

て
、
専
用
の
「
小
屋
」
を
設
け
、
鈴
人
が
勝
手
に
入
る
の
を
禁
じ
て
い
た
と
惇
え
て
い
る
。
沈
油
田
符
・
子
玉
立
の
意
園
は
、
部
芳
が
刑
死
と
い



う
最
期
を
遂
げ
た
原
因
が
、
こ
う
し
た
出
過
ぎ
た
振
る
舞
い
に
あ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
置
か
れ
て
い
よ
う
が
、
そ
う
し
た
意
固
は
別
と
し
て
、

部
芳
が
官
僚
の
ブ
レ
イ
ン
と
し
て
、
あ
る
種
の
専
門
性
を
も
っ
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
を
、
こ
の
記
事
か
ら
讃
み
取
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

の
記
事
で
、
家
居
中
の
士
大
夫
の
方
か
ら
部
芳
の
も
と
へ
依
頼
に
出
向
き
、
そ
の
見
返
り
に
金
品
の
授

受
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
周
旋
の
プ
ロ
と
し
て
の
部
芳
の
立
場
は
麿
く
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
が
、
沈
徳
符
が
惇

本
稿
官
頭
で
絹
れ
た
「
欝
阿
蘇
筆
塵
』

え
る
専
用
の
「
小
屋
」
の
存
在
も
、
部
芳
の
そ
う
し
た
一
面
を
う
か
が
わ
せ
る
事
賓
と
し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
隆
慶
六
年
(
一
五
七
二
)
六
月
、
穆
宗
の
崩
御
に
伴
う
政
争
に
敗
れ
て
高
扶
は
失
脚
し
、
部
芳
も
、
高
扶
を
追
い
落
と
し
て
首
輔
と

な
っ
た
張
居
正
の
差
し
金
で
、
刑
死
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。
部
芳
の
死
に
つ
い
て
は
、
彼
の
甥
に
あ
た
る
部
位
の
惇
記
「
淳
洲
公

(

刊

日

)

惇
」
(
『
部
氏
宗
譜
』
巻
二
)
の
冒
頭
に
、

長
公
(
部
芳
)
は
才
を
以
っ
て
新
鄭
に
取
重
せ
ら
る
る
も
、
即
ち
才
を
以
っ
て
江
陵
に
忌
ま
る
。
厭
の
後
、
新
鄭
の
相
を
罷
む
る
は
、
江

ひ

そ

し

た

が

お

こ

ひ

そ

陵
、
賓
に
陰
か
に
之
に
中
つ
る
に
し
て
、
長
公
の
難
も
随
い
て
作
る
。
密
か
に
其
の
旨
を
以
っ
て
、
麿
天
軍
門
銅
梁
張
某
(
張
佐
胤
。
四

川
銅
梁
燃
の
人
)
に
授
け
、
又
た
里
中
の
除
設
に
、
従
い
て
震
に
網
を
下
す
有
れ
ば
、
長
公
も
遂
に
奇
摘
を
得
。
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と
あ
る
。
部
芳
の
才
を
憎
ん
だ
張
居
正
が
、
一
階
天
巡
撫
の
張
佳
胤
に
意
を
含
め
、
ま
た
、
里
中
に
も
部
芳
を
陥
れ
よ
う
と
す
る
悪
者
が
い
た
た

(
叫
)

め
、
部
芳
は
死
に
追
い
や
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
布
衣
の
身
を
も
っ
て
活
躍
し
た
部
芳
の
事
跡
は
、
そ
の
最
期
の
悲
惨
さ
も
手
停
っ
て
か
、
そ
の
後
も
各
所
で
語
り
継
が
れ
て
い
つ

(ι) 

た
。
「
部
氏
宗
譜
」
所
牧
の
惇
記
に
、
先
祖
を
額
彰
す
る
丈
脈
で
、
部
芳
の
事
跡
に
言
及
す
る
も
の
が
散
見
さ
れ
る
ほ
か
、
光
緒
『
重
修
丹
陽

解
志
』
巻
二
十
六
、
列
女
停
に
「
部
方
牌
」
が
立
惇
さ
れ
て
い
る
の
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
そ
の
内
容
は
、
彼
女
が
部
芳
の
遺
児
で
あ
る
部
儀

を
守
り
抜
い
た
こ
と
を
顕
彰
す
る
も
の
だ
が
、
地
方
志
に
閲
係
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
牧
銀
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
部
芳
を
語
り
継
ぐ
べ
き
存
在

と
み
な
す
認
識
が
、
部
氏
一
族
の
み
な
ら
ず
、
丹
陽
と
い
う
牒
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
ま
で
浸
透
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

467 

以
上
二
章
に
わ
た
っ
て
、
主
に
「
部
氏
宗
譜
」
所
牧
の
「
養
庵
公
停
」
に
よ
り
な
が
ら
、
部
芳
の
事
跡
を
た
ど
っ
て
き
た
。
科
奉
の
試
験
勉
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強
に
飽
き
足
ら
な
い
豊
か
な
才
能
を
持
つ
部
芳
は
、
府
試
で
の
落
第
を
機
に
官
迭
に
つ
く
の
を
放
棄
し
、
布
衣
と
し
て
生
き
る
這
を
選
ん
だ
。

そ
の
後
、
軍
事
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
書
物
を
謹
破
し
、
す
ぐ
れ
て
現
賓
的
な
関
心
を
も
っ
て
諸
撃
を
修
め
る
と
と
も
に
、
良
知
の
随
一
子
に
通

じ
、
議
開
学
活
動
に
も
熱
心
で
あ
っ
た
唐
順
之
・
羅
洪
先
と
の
交
流
の
中
で
、

み
ず
か
ら
の
皐
聞
を
深
め
て
い
っ
た
。
お
り
し
も
倭
冠
の
侵
攻
に

揺
れ
動
く
賦
況
下
で
、
人
一
倍
激
し
い
義
憤
を
感
じ
た
と
い
う
部
芳
は
、
察
克
廉
・
胡
宗
憲
に
軍
師
と
し
て
迎
え
ら
れ
、
賓
際
に
倭
冠
問
題
と

封
峠
す
る
中
で
、
そ
の
才
能
を
存
分
に
護
揮
す
る
。
富
と
人
材
が
集
ま
る
胡
宗
憲
幕
府
は
、
彼
の
才
能
に
見
合
っ
た
活
躍
の
場
を
奥
え
る
と
同

時
に
、
部
芳
が
官
界
で
活
動
す
る
た
め
の
足
掛
か
り
を
も
提
供
し
た
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち
胡
宗
憲
の
幕
下
に
あ
っ
た
胡
松
・
語
論
と
い
っ
た
官

僚
と
の
閲
係
で
あ
り
、
彼
ら
か
ら
の
信
頼
・
許
慣
が
官
界
に
お
け
る
部
芳
の
評
判
を
高
め
、

つ
い
に
は
大
挙
士
・
向
童
日
ク
ラ
ス
の
高
官
を
含
む

幅
麿
い
人
脈
を
築
い
た
の
で
あ
る
。
胡
宗
憲
の
失
脚
後
、
部
芳
は
高
扶
の
幕
下
に
参
じ
、

そ
の
再
入
閣
を
貰
現
す
る
と
と
も
に
、
吏
部
向
圭
日
を

粂
任
し
た
高
扶
の
陰
で
、

い
わ
ば
汚
れ
役
を
一
手
に
引
き
受
け
、
ブ
レ
イ
ン
と
し
て
一
種
の
専
門
性
を
も
っ
て
活
動
し
て
い
た
。
し
か
し
高
扶

80 

の
失
脚
に
件
い
、
そ
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
張
居
正
の
差
し
金
に
よ
っ
て
、
刑
死
に
追
い
込
ま
れ
る
。
こ
こ
ま
で
の
検
討
か
ら
明
ら
か
に
な
っ

た
部
芳
の
事
跡
は
、
以
上
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

部
芳
の
よ
う
に
、
官
の
身
分
を
持
た
な
い
布
衣
の
身
な
が
ら
政
治
の
世
界
で
活
躍
し
、
時
に
政
治
を
大
き
く
動
か
す
力
を
護
揮
し
た
人
士
の

例
は
、
賓
は
同
時
代
の
史
料
に
少
な
か
ら
ず
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
部
芳
の
事
跡
を
昔
時
の
政
治
世
界
の
中
に
位
置
付
け
て
い
く
た
め
に

も
、
こ
う
し
た
政
客
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
人
士
の
活
動
に
つ
い
て
、
章
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

暗
躍
す
る
政
客
た
ち

部
芳
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
高
扶
の
再
入
閣
と
絡
め
て
惇
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
彼
の
よ
う
な
政
客
の
活
動
は
、
官
僚
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
首
輔

の
任
克
と
関
わ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
夏
言
・
高
扶
と
い
う
二
人
の
首
輔
の
失
脚
に
関
わ
っ
た
と
さ
れ

る
日
光
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
見
て
い
こ
う
。
王
肯
堂
『
欝
岡
粛
筆
塵
』
巻
二
、
お
よ
び
沈
徳
符
『
高
暦
野
獲
編
』

の
隻
方
に
、
以
下
の
よ
う
な



記
事
が
惇
え
ら
れ
て
い
る
。

日
光
は
斯
江
崇
徳
牒
(
現
、
淑
江
省
桐
郷
豚
の
属
)
の
人
。
若
い
こ
ろ
に
殺
人
を
犯
し
て
オ
ル
ド
ス
(
河
套
)
に
亡
命
し
た
が
、
こ
の
間
に
首

地
の
天
険
要
害
の
状
況
に
つ
い
て
詳
細
な
情
報
を
得
た
。
恩
赦
に
よ
っ
て
京
師
に
戻
っ
た
日
光
は
、
自
身
の
見
聞
に
基
づ
い
て
ま
と
め
た
オ
ル

ド
ス
回
復
計
書
一
を
陳
西
三
遺
総
督
の
曾
銑
に
持
ち
か
け
る
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
復
套
」
計
書
一
は
、
首
輔
夏
ヨ
一
口
の
支
持
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
内

閣
の
後
押
し
を
得
て
強
引
な
ま
で
に
推
進
さ
れ
る
。
し
か
し
、
夏
言
追
い
落
と
し
を
狙
う
次
輔
最
嵩
の
謹
言
に
よ
っ
て
、
世
宗
は
突
如
計
書
一
の

(
必
)

中
止
を
命
じ
、
命
日
銑
・
夏
言
も
無
謀
な
「
復
套
」
計
書
一
を
推
進
し
た
責
任
を
問
わ
れ
て
失
脚
、
最
後
は
刑
死
に
追
い
込
ま
れ
た
。
も
と
も
と
曾

(
必
)

銑
に
話
を
持
ち
か
け
た
日
光
は
再
び
行
方
を
く
ら
ま
し
、
晩
年
に
な
っ
て
徐
階
の
幕
客
と
な
る
。

昔
時
、
徐
陪
は
首
輔
を
辞
し
て
家
居
し
て
い
た
が
、
政
敵
の
高
扶
が
大
胆
宇
土
に
復
時
し
、
徐
陪
へ
の
風
首
た
り
が
強
ま
る
と
、
日
光
は
徐
陪

の
意
を
受
け
て
、
高
扶
失
脚
を
童
策
す
る
。
穆
宗
が
崩
御
し
た
際
、
呂
光
は
京
師
に
入
り
、
人
づ
て
に
「
新
帝
は
幼
い
た
め
、
太
組
の
初
制
に

(
叫
)

な
ら
い
、
親
王
を
宗
人
令
と
し
て
宗
人
府
を
掌
ら
せ
、
一
吐
稜
を
安
ん
ず
べ
し
」
と
高
扶
に
献
策
し
た
。
高
扶
が
喜
ん
で
そ
の
策
を
受
け
容
れ
る

81 

と
、
呂
光
は
「
高
閣
老
は
す
で
に
牌
を
護
し
、
自
分
と
闘
係
の
よ
い
周
王
を
迎
立
し
て
自
身
は
園
公
の
地
位
を
得
ょ
う
と
し
て
お
り
、
新
帝
の

帝
位
が
危
う
い
」
と
内
廷
に
振
れ
回
っ
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
雨
皇
太
后
は
お
お
い
に
驚
き
、
状
況
を
探
ら
せ
た
と
こ
ろ
、
果
た
し
て
宗
人
令

(
伍
)

云
々
の
話
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
内
廷
よ
り
直
接
論
旨
を
下
し
、
高
社
い
を
追
放
し
た
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
以
上
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
員
備
を
確
か
め
る
す
べ
は
な
い
。
し
か
し
、
筆
記
史
料
に
記
さ
れ
た
根
も
葉
も
な
い
風
間
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
昔
時
の
政
治
世
界
に
特
有
な
あ
る
種
の
雰
園
試
を
讃
み
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
命
日
銑
・
夏
言
の
刑
死
後
に
徐
階
の
幕
下
に
入
る

と
い
う
よ
う
に
、
異
な
る
幕
主
の
聞
を
渡
り
歩
く
呂
光
の
行
動
に
は
、
胡
宗
憲
失
脚
後
に
高
扶
の
下
に
参
じ
た
部
芳
と
の
共
通
酷
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
。
ま
た
、
呂
光
が
曾
銑
に
貰
り
込
ん
だ
オ
ル
ド
ス
回
復
計
量
が
、
首
輔
夏
言
の
後
押
し
を
得
て
、
国
家
の
政
策
と
し
て
推
進
さ
れ

た
と
い
う
の
も
、
政
策
提
言
の
あ
り
ょ
う
の
一
端
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
在
野
の
人
士
、

し
か
も
恩
赦
を
経
た
と
は
い
え
、
人

469 

を
殺
め
た
前
科
者
で
あ
っ
て
も
、
相
磨
の
内
容
を
持
つ
提
言
で
あ
れ
ば
、
国
家
の
政
策
と
し
て
採
用
さ
れ
る
よ
う
な
世
界
が
存
在
し
た
の
で
あ
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る
。
こ
う
し
た
一
種
開
放
的
と
も
言
う
べ
き
政
界
の
賦
況
は
、
呂
光
が
流
し
た
デ
マ
が
宮
中
に
惇
わ
っ
て
雨
皇
太
后
を
動
か
し
、
高
扶
追
放
の

論
旨
が
出
る
と
い
う
賠
に
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

首
輔
を
失
脚
さ
せ
た
政
客
と
い
う
賄
で
は
、
巌
嵩
失
脚
に
一
枚
か
ん
で
い
た
と
い
う
何
心
隠
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
政
客
の
活
動
を
考
え
る
上

で
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
材
料
を
提
供
す
る
。
思
想
史
の
方
面
で
特
に
注
目
さ
れ
る
何
心
隠
は
、
本
名
を
梁
汝
元
と
い
い
、
王
同
月
子
左
抵
の
泰
州

(
必
)

阻
宇
抵
の
中
で
も
、
特
に
急
進
的
な
部
類
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
彼
が
特
に
講
皐
活
動
を
重
覗
し
、
そ
の
た
め
に
議
撃
の
風
潮
を
憎
ん
だ
張

(
訂
)

居
正
と
封
立
し
、
獄
死
と
い
う
最
期
を
遂
げ
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
何
心
隠
は
、
政
客
と
し
て
も
活
設
に
活
動
し

て
い
た
。
取
定
向
「
里
中
三
異
惇
」
(
『
歌
天
蓋
先
生
文
集
』
巻
十
六
)
に
は
、
最
嵩
父
子
失
脚
の
内
幕
と
そ
の
後
の
何
心
隠
一
一
淑
の
行
動
に
つ
い

て、

こ
れ

尋
い
で
分
宜
の
子
、
言
官
の
論
ず
る
と
こ
ろ
と
矯
り
て
敗
る
。
或
ひ
と
日
わ
く
、
狂
(
何
心
陰
)
需
に
力
有
り
。
蓋
し
嘗
て
箕
亙
を
矯
す

82 

者
に
授
く
る
に
密
計
を
以
っ
て
し
、
因
り
て
寝
聴
に
達
す
る
な
り
、
と
。
其
の
黛
、
因
り
て
之
を
張
る
。
士
紳
の
中
に
も
抑
え
ら
れ
て
重

法
も
し

ι

用
せ
ら
る
る
を
規
む
者
有
り
。
質
を
傾
け
て
室
を
授
け
、
其
の
徒
に
館
穀
し
、
之
に
霜
り
て
運
奇
し
、
奥
援
を
通
ぜ
ん
と
す
。

と
い
う
興
味
深
い
記
事
が
蔑
さ
れ
て
い
る
。
世
宗
が
遁
教
を
妄
信
し
た
こ
と
は
有
名
だ
が
、
引
用
丈
中
に
見
え
る
「
箕
亙
を
話
す
者
」
と
い
う

の
は
、
昔
時
そ
の
世
宗
の
寵
を
受
け
て
い
た
藍
遁
行
と
い
う
方
士
で
あ
る
。
何
心
隠
は
藍
這
行
に
密
計
を
授
け
「
最
嵩
は
好
臣
で
あ
る
」
と
い

う
託
宣
を
降
さ
せ
た
。
信
頼
す
る
藍
遁
行
が
下
し
た
御
託
宣
と
あ
っ
て
、
世
宗
も
巌
嵩
へ
の
疑
い
を
抱
く
よ
う
に
な
る
が
、
そ
こ
へ
最
嵩
の
息

子
の
最
世
蕃
を
弾
劾
す
る
言
官
の
上
疏
が
届
い
た
。
普
段
な
ら
却
下
さ
れ
る
弾
劾
丈
で
は
あ
る
が
、
こ
の
と
き
ば
か
り
は
世
宗
も
受
理
し
、
こ

(

川

崎

)

れ
に
よ
っ
て
最
嵩
父
子
は
失
脚
に
追
い
込
ま
れ
た
と
い
う
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
興
味
深
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
よ
り
注
目
し
た
い
の
は
、
こ

の
後
に
績
く
部
分
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
何
心
隠
の
仲
間
が
最
嵩
失
脚
の
功
を
陪
一
惇
し
て
歩
く
一
方
、
最
嵩
執
政
下
で
不
遇
を
強
い
ら
れ
て
い

た
官
僚
・
士
大
夫
の
中
に
も
、
こ
れ
を
機
に
好
官
を
得
る
べ
く
、
相
麿
の
財
を
も
っ
て
何
心
隠
の
仲
間
を
幕
下
に
迎
え
、
嵐
官
運
動
の
策
を
練

っ
た
り
、

コ
ネ
を
築
い
た
り
し
よ
う
と
す
る
者
が
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
見
る
限
り
、
在
野
の
政
客
と
官
僚
・
士
大
夫
と
の
闘
係



は
、
前
者
が
一
方
的
に
後
者
に
依
存
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
官
僚
・
士
大
夫
の
側
も
、
積
極
的
に
政
客
た
ち
の
力
を
利
用
す
る
と
い
う
相
互

依
存
の
闘
係
に
あ
っ
た
と
ヨ
一

官
僚
・
士
大
夫
の
側
か
ら
の
こ
う
し
た
働
き
か
け
以
上
に
、
在
野
の
政
客
が
持
つ
力
の
大
き
さ
を
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
強
烈
に
印
象
づ
け

る
の
は
、
何
心
隠
が
張
居
正
に
よ
っ
て
死
に
追
い
や
ら
れ
た
と
い
う
事
賓
で
あ
ろ
う
。
何
心
隠
の
死
に
つ
い
て
は
、
議
随
一
子
活
動
な
ど
を
つ
う
じ

て
結
集
さ
れ
た
在
野
の
清
議
を
、
張
居
正
が
弾
医
す
る
と
い
う
構
固
で
語
ら
れ
、
特
に
張
居
正
の
強
権
ぶ
り
を
象
徴
す
る
事
件
と
さ
れ
て
き
た
。

確
か
に
そ
う
し
た
理
解
は
全
面
的
に
覆
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
張
居
正
を
そ
う
さ
せ
た
要
因
に
注
目
し
た
い
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
政
府
の
公
式
見
解
を
惇
え
る
『
明
一
川
宗
貫
録
』
巻
九
十
五
、
高
暦
八
年
正
月
己
未
(
十
九
円
)
候
は
、
何
心
隠
の
獄
死
を
、

あ
っ

日
疋
よ
り
先
、
江
西
永
豊
の
人
梁
汝
元
、
徒
を
緊
め
て
議
墜
し
、
朝
政
を
議
議
す
。
:
:
:
汝
元
揚
言
す
ら
く
、
江
陵
首
輔
、
朝
政
を
専
制
す
。

ま

さ

あ

ら

必
ず
や
雷
に
都
に
入
り
、
昌
言
し
て
之
を
逐
う
べ
し
、
と
。
首
輔
、
其
の
語
を
微
聞
し
、
意
を
有
司
に
露
わ
し
、
筒
し
て
之
を
押
せ
し
む
。

有
司
、
風
旨
を
承
け
て
、
之
を
獄
に
錯
す
。
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と
惇
え
て
い
る
。
何
心
隠
が
「
京
師
に
入
り
、
首
輔
を
失
脚
さ
せ
る
」
と
公
言
し
た
の
を
張
居
正
が
聞
き
つ
け
、
有
司
に
意
を
含
め
て
逮
捕
さ

せ
た
と
い
う
こ
の
記
事
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
何
心
隠
の
言
を
異
に
受
け
て
、
彼
を
投
獄
せ
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
張
居
正
の
姿
で
あ
ろ
う
。

そ
の
背
景
に
は
、
取
り
も
直
さ
ず
政
客
の
策
謀
に
よ
っ
て
失
脚
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
へ
の
危
機
感
が
存
在
し
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
、

き
わ
め
て
深
刻
な
現
賓
味
を
帯
び
た
も
の
で
あ
っ
た
。
張
居
正
ほ
ど
の
政
治
家
を
し
て
こ
れ
ほ
ど
の
危
機
感
を
抱
か
し
め
た
事
賓
こ
そ
、
首
時

(
羽
)

の
政
界
に
お
け
る
政
客
の
力
の
大
き
さ
を
、
何
よ
り
雄
静
に
物
語
っ
て
い
よ
う
。

何
心
隠
の
死
に
ま
つ
わ
る
如
上
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
部
芳
の
位
置
附
け
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
示
唆
を
輿
え
る
も
の
で
あ
る
。
前
章
で
述

べ
た
よ
う
に
、
部
芳
も
張
居
正
の
差
し
金
で
刑
死
に
至
っ
た
が
、
そ
の
他
に
も
雨
者
の
聞
に
は
共
通
鈷
が
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
部
芳
を
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最
初
に
軍
師
と
し
て
招
い
た
察
克
廉
は
、
江
西
提
悶
晶
子
官
在
職
中
の
嘉
靖
二
十
五
年
(
一
五
四
六
)
の
郷
試
で
、
何
心
隠
を
第
一
名
で
合
格
さ
せ

(
印
)

て
お
り
、
部
芳
・
何
心
隠
と
も
に
、
察
克
廉
か
ら
相
一
階
の
評
債
を
受
け
る
と
い
う
貼
で
共
通
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
何
心
隠
が
公
金
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詐
取
の
罪
名
で
投
獄
さ
れ
、
友
人
の
程
事
顔
の
は
か
ら
い
で
出
獄
し
た
後
、

い
る
。

し
ば
ら
く
胡
宗
憲
の
幕
下
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
て

こ
う
し
た
諸
鈷
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
彼
ら
の
共
通
勤
を
も
っ
と
も
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
も
引
用
し
て
き
た
王
世
貞

『
ム
昇
州
史
料
後
集
」
巻
三
十
五
の
記
事
で
あ
ろ
う
。
首
該
記
事
の
中
で
王
世
貞
は
、
顔
、
山
農
・
何
心
隠
・
部
芳
の
三
人
の
事
跡
を
記
し
て
い
る

の
だ
が
、
「
嘉
隆
江
湖
大
侠
」
と
い
う
表
題
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
王
世
貞
は
彼
ら
の
聞
に
「
侠
」
と
い
う
共
通
項
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

「
心
即
理
」
を
推
し
進
め
た
と
こ
ろ
に
遊
侠
を
肯
定
す
る
思
想
が
生
ず
る
過
程
、
そ
し
て
そ
れ
が
往
々
に
し
て
既
存
の
盟
制
や
権
威
を
否
定
す

(
辺
)

る
も
の
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
局
政
者
に
危
険
頑
さ
れ
た
こ
と
は
、
す
で
に
先
皐
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た

部
芳
の
行
動
に
も
、
そ
う
し
た
要
素
は
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
政
客
と
し
て
首
輔
の
人
事
を
動
か
す
だ
け
の
力
を
護
揮
し
、

か
っ
そ
こ
に
共
通
の
思
想
的
背
景
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
部
芳
や
何
心
隠
の
よ
う
な
人
士
が
、
決
し
て
車
濁
で
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
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相
磨
の
買
が
り
と
浸
透
力
を
も
っ
て
、
政
治
の
世
界
に
確
か
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

お

わ

り

本
稿
で
は
、
王
肯
堂
『
欝
岡
斎
筆
塵
』
に
記
さ
れ
た
部
芳
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
出
護
貼
と
し
て
、
『
部
氏
宗
譜
」
所
牧
の
惇
記
に
依
援
し
つ
つ
、

そ
の
事
跡
を
跡
附
け
る
と
と
も
に
、
彼
の
よ
う
な
布
衣
な
い
し
政
客
と
い
っ
た
人
士
た
ち
の
活
動
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
本
稿
で
の
検
討

に
よ
っ
て
、
官
僚
機
構
の
中
に
立
場
を
有
す
る
官
僚
の
み
な
ら
ず
、
官
の
身
分
を
持
た
な
い
布
衣
の
士
も
、
政
治
の
場
で
活
設
な
活
動
を
繰
り

贋
げ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
政
客
の
策
謀
に
よ
っ
て
、
官
僚
機
構
の
頂
酷
に
立
つ
首
輔
ま
で
も
が
失
脚
に
追
い
込
ま
れ
る
と
い
う

エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
彼
ら
が
麓
揮
す
る
力
の
大
き
さ
を
象
徴
的
に
停
え
て
い
よ
う
が
、
こ
れ
ら
を
単
な
る
個
別
一
過
性
の
事
例
と
し
て
理
解
す
る

の
は
、
お
そ
ら
く
遁
首
で
は
あ
る
ま
い
。
部
芳
や
呂
光
・
何
心
隠
の
よ
う
な
事
例
が
、
数
と
し
て
一
定
程
度
確
認
で
き
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
部

芳
が
仕
官
の
口
を
斡
旋
す
る
見
返
り
に
金
口
聞
を
求
め
た
り
、
機
密
を
議
す
た
め
に
専
用
の
「
小
屋
」
を
設
け
た
り
す
る
な
ど
、

い
わ
ば
プ
ロ
の



周
旋
屋
と
し
て
振
舞
っ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
彼
の
よ
う
な
政
客
の
存
在
は
、
昔
時
の
政
治
世
界
の
中
で
、
自
他
と
も
に
そ
れ
と
認
め
ら
れ
る

立
場
を
確
立
し
て
い
た
か
に
見
え
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
世
界
に
あ
っ
て
は
、
布
衣
と
し
て
政
治
に
直
接
闘
輿
す
る
這
を
意
国
的
に
選
揮
す

る
者
が
い
て
も
不
思
議
は
あ
る
ま
い
。
科
翠
に
及
第
で
き
な
か
っ
た
部
芳
、
あ
る
い
は
殺
人
の
重
罪
を
犯
し
た
日
光
、
公
金
詐
取
の
罪
を
着
せ

ら
れ
た
何
心
隠
の
よ
う
に
、
官
の
身
分
を
得
る
遁
を
閉
ざ
さ
れ
た
多
く
の
人
士
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
も
ま
た
、
天
下
の
た
め
に
己
が
身
を
挺
す

る
と
い
う
士
大
夫
と
し
て
の
究
極
の
目
標
を
賓
現
す
る
遁
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

こ
う
し
た
政
客
の
存
在
を
支
え
る
い
ま
一
つ
の
重
要
な
要
素
と
し
て
、
官
僚
暦
か
ら
の
要
請
を
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
再
仕
官
の
斡

旋
を
部
芳
に
依
頼
し
に
行
っ
た
士
大
夫
た
ち
、
あ
る
い
は
、
好
官
を
得
ょ
う
と
し
て
、
最
嵩
父
子
を
失
脚
さ
せ
た
何
心
隠
や
そ
の
門
生
を
幕
下

に
抱
え
よ
う
と
し
た
官
僚
た
ち
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
官
僚
屠
も
政
客
た
ち
の
力
を
十
分
に
認
識
し
、
そ
の
力
を
利
用
す
べ
く
積
極
的
に

働
き
か
け
て
い
た
。
呂
光
が
総
督
曾
銑
に
オ
ル
ド
ス
回
復
計
量
を
貰
り
込
み
に
行
く
、
な
い
し
何
心
隠
の
仲
間
が
最
嵩
失
脚
の
功
を
陪
一
惇
す
る

っ
き
従
い
、
連
座
す
る
こ
と
を
厭
わ
な
か
っ
た
こ
と
、
吏
部
向
主
日
を
晶
兼
任
し
た
高
扶
の
陰
で
汚
れ
役
に
徹
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
は
、
官
僚
で
は
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と
い
う
よ
う
な
行
動
も
、
そ
う
し
た
官
僚
屠
の
要
請
を
前
提
と
し
た
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
部
芳
が
逮
捕
さ
れ
た
胡
宗
憲
に

で
き
な
い
こ
と
を
布
衣
が
引
き
受
け
る
と
い
う
構
圃
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
官
僚
と
政
客
と
い
う
雨
者
は
、
ま
さ
に
相
互
に
依

存
し
あ
い
、
密
接
不
可
分
の
闘
係
を
と
り
な
が
ら
、
政
治
世
界
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
部
芳
の
事
跡
に
昔
時
の
時
代
性
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
費
言
す
る
ま
で
も
な
く
、

部
芳
が
生
き
た
嘉
靖
・
隆
慶
と
い
う
時
代
、
明
朝
は
深
刻
な
内
憂
外
患
に
見
舞
わ
れ
た
。
「
北
虜
南
倭
」
の
外
犀
が
強
ま
る
中
で
、
総
督
胡
宗

憲
や
巡
撫
察
克
廉
・
胡
松
・
語
論
の
よ
う
に
、
外
敵
に
直
接
封
峠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
督
撫
に
と
っ
て
、
在
野
の
士
と
は
い
え
、
兵
法
を
含

む
諸
島
T

に
精
通
し
た
部
芳
の
よ
う
な
人
材
は
、
き
わ
め
て
貴
重
な
存
在
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
優
秀
な
人
材
を
幕
下
に
抱
え
る
に
は
、

首
然
そ
れ
な
り
の
財
政
的
基
盤
が
必
要
と
な
る
が
、
「
養
庵
公
停
」
が
記
す
よ
う
に
、
事
態
の
深
刻
化
に
伴
っ
て
、
前
線
の
督
撫
の
も
と
に
は
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中
央
政
府
か
ら
銀
雨
が
護
給
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
特
に
徽
州
出
身
の
胡
宗
憲
で
あ
れ
ば
、
商
人
か
ら
の
資
金
も
流
れ
込
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。
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こ
う
し
た
銀
雨
の
力
は
、
外
敵
の
侵
攻
に
「
義
憤
」
を
募
ら
せ
る
「
豪
勇
忠
智
の
士
」
を
お
お
い
に
惹
き
つ
け
た
に
相
違
な
い
。
お
り
し
も
流

行
し
て
い
た
心
撃
は
、
目
下
の
状
況
に
危
機
感
を
募
ら
せ
る
人
々
に
、
行
動
を
起
こ
す
に
際
し
て
の
精
神
的
な
擦
り
所
を
輿
え
る
も
の
と
し
て

作
用
し
た
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
目
を
内
に
轄
ず
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
特
徴
と
し
て
、

や
は
り
内
閣
権
力
の
強
化
と
専
権
首
輔
の
登
場
と
を
翠
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

強
大
な
権
力
を
持
つ
首
輔
の
登
場
は
、
官
界
に
お
け
る
「
勝
ち
組
」
と
「
負
け
組
」
と
の
格
差
を
掻
大
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
正
面
切
っ

て
政
府
批
判
や
首
輔
弾
劾
の
上
奏
を
行
っ
て
も
、
却
下
・
讃
責
さ
れ
る
ば
か
り
で
、
首
輔
は
一
向
に
失
脚
し
な
い
と
な
れ
ば
、
「
負
け
組
」
の

官
僚
た
ち
の
不
満
も
高
じ
、

や
が
て
陰
謀
に
よ
っ
て
で
も
失
脚
に
追
い
込
も
う
と
す
る
の
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
状
況
に

あ
っ
て
は
、
政
客
に
釘
す
る
官
僚
側
の
働
き
か
け
も
特
に
活
護
に
行
わ
れ
た
だ
ろ
う
し
、

そ
れ
に
呼
躍
す
る
形
で
、
政
客
の
活
動
も
一
層
活
設

化
し
た
に
違
い
な
い
。
張
居
正
が
深
刻
な
危
機
感
を
抱
き
、
部
芳
・
何
心
隠
を
殺
さ
ず
に
お
れ
な
か
っ
た
理
由
も
、
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
。

こ
う
し
た
内
外
の
不
安
定
な
状
況
は
、
嘉
靖
・
隆
慶
年
聞
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
高
暦
年
間
以
降
、
よ
り
深
刻
化
し
た
と
言
っ

て
も
よ
い
。
封
外
関
係
で
は
、
隆
慶
年
聞
に
一
柚
建
津
州
か
ら
の
出
海
交
易
の
許
可
や
モ
ン
ゴ
ル
と
の
和
議
賓
現
な
ど
の
政
策
轄
換
が
固
ら
れ
た
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と
は
い
え
、
不
安
定
要
素
が
完
全
に
解
消
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
内
政
の
混
乱
・
停
滞
と
も
相
侯
っ
て
、
遺
境
問
題
が
再
燃
す
る

よ
う
に
な
る
。
そ
う
し
た
矛
盾
は
、
高
暦
二
十
年
代
の
い
わ
ゆ
る
「
高
暦
の
三
大
征
」
、
お
よ
び
そ
の
後
の
封
清
戦
争
と
な
っ
て
爆
護
し
、
明

朝
を
減
亡
へ
と
導
い
た
の
で
あ
っ
た
。
内
政
面
で
も
、
強
権
的
な
手
法
に
よ
っ
て
反
封
振
を
抑
え
込
ん
だ
首
輔
張
居
正
の
死
後
、
そ
の
反
動
は

首
輔
擢
力
の
弱
睦
化
、
そ
し
て
薫
争
の
激
化
と
な
っ
て
表
れ
、
官
僚
の
黛
争
に
乗
じ
て
宜
官
貌
忠
賢
が
蓋
頭
す
る
な
ど
、
政
局
は
牧
拾
す
べ
か

ら
ざ
る
混
乱
に
陥
っ
た
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
嘉
靖
・
隆
慶
期
に
政
客
た
ち
の
活
動
を
活
護
化
さ
せ
た
要
因
は
、
高
暦
年
間
以
降
、
む
し
ろ
以

前
に
も
増
し
て
強
ま
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
動
き
に
符
合
す
る
よ
う
に
、
寓
暦
年
聞
に
は
、
官
僚
や
遺
境
の
武
官
の
も
と
に

(
日
)

寄
食
し
て
流
言
飛
語
を
振
り
ま
く
「
山
人
」
の
盛
行
が
、
政
治
的
・
一
吐
曾
的
な
問
題
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
個
人
の

レ
ヴ
ェ
ル
で
言
え
ば
、
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
の
際
、
釘
日
講
和
に
関
わ
っ
て
暗
躍
し
た
沈
惟
敬
の
よ
う
な
人
物
も
知
ら
れ
て
い
る
。
と
す
る



な
ら
ば
、
本
稿
の
主
人
公
た
る
部
芳
の
よ
う
な
布
衣
の
士
で
あ
っ
て
も
、
政
治
を
動
か
す
有
力
な
ア
ク
タ
ー
と
し
て
存
在
し
う
る
よ
う
な
、
あ

る
種
の
開
放
性
を
も
っ
た
政
治
世
界
は
、
明
代
後
期
と
い
う
時
代
を
つ
う
じ
て
存
在
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

蔑
さ
れ
た
問
題
は
、
こ
う
し
た
政
治
世
界
の
あ
り
ょ
う
が
、
中
国
政
治
の
惇
統
の
中
に
如
何
な
る
位
置
を
占
め
る
の
か
、
と
い
う
酷
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
は
時
代
や
程
度
の
差
は
あ
れ
、
中
園
政
治
の
流
れ
の
中
に
通
時
的
に
存
在
し
て
お
り
、
中
園
政
治
の
惇
統
を
形
作
る
重
要
な
要
素
の

細
は
後
考
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
と
し
た
い
。

ひ
と
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
見
通
し
は
持
っ
て
い
る
が
、
明
確
な
解
答
を
目
下
の
私
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
詳

475 

註(
1
)

高
扶
は
河
南
新
町
却
(
現
、
河
南
省
新
鄭
市
)
の
人
で
、
嘉
靖
二
十

年
(
一
五
四
二
の
進
士
。
嘉
靖
三
十
一
年
(
一
五
五
二
)
八
月
に

裕
王
議
官
と
な
り
、
以
後
七
年
牛
の
問
、
裕
王
(
の
ち
の
穆
宗
)
に

仕
え
た
。
そ
の
後
、
園
子
監
祭
酒
・
櫨
部
向
童
日
を
歴
任
し
、
嘉
靖
四

十
五
年
(
一
五
六
六
)
二
一
月
に
入
閣
す
る
が
、
隆
慶
元
年
ご
五
六

七
)
五
月
に
辞
任
。
そ
の
後
、
隆
慶
三
年
(
一
五
六
九
)
十
二
月
に

再
入
閣
を
果
た
し
、
隆
慶
六
年
(
一
五
七
二
)
六
月
に
失
脚
す
る
ま

で
、
吏
部
向
来
日
を
晶
兼
任
し
つ
つ
強
力
に
政
局
を
リ
ー
ド
し
た
。
以
上
、

高
扶
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
楼
井
俊
郎
「
隆
慶
時
代
の
内
閣
政
治

|
|
高
扶
の
考
諜
政
策
を
中
心
に
|
|
」
(
小
野
和
子
編
「
明
末
清
初

の
祉
舎
と
文
化
』
京
都
大
準
人
文
科
阿
国
学
研
究
所
、
一
九
九
六
年
)
二

九
三
五
頁
に
詳
し
い
。

(
2
)

こ
の
閣
内
抗
争
の
経
緯
は
、
意
慶
遠
『
張
居
正
和
明
代
中
後
期
政

局
』
(
出
聞
東
高
等
教
育
山
版
壮
、
一
九
九
九
年
)
一
一
一
六
二
一
二
三

頁
、
美
徳
成
「
徐
階
輿
嘉
隆
政
治
』
(
天
津
古
籍
出
版
枇
、
二

0
0

二
年
)
二
八
六
|
三
O
二
頁
に
詳
し
い
。

(
3
)

原
文
は
以
下
の
と
お
り
。
「
隆
慶
初
、
大
墜
上
華
亭
徐
公
(
徐
階

は
松
江
府
華
亭
豚
の
人
)
線
機
務
、
而
新
鄭
高
公
負
気
不
相
下
。
蓋

省
交
章
論
之
、
高
公
遂
罷
。
肘
数
歳
、
徐
公
亦
罷
、
而
興
化
李
公

(
李
春
芳
は
揚
州
府
興
化
豚
の
人
)
骨
田
園
。
時
土
大
夫
数
人
心
不
居
、

口
巴
邑
不
得
志
、
欲
求
復
用
、
輿
丹
陽
部
芳
尚
之
。
芳
目
、
是
固
未
易

園
也
。
李
公
以
恭
歎
居
位
、
何
暇
論
縄
之
外
乎
。
公
位
一
寸
即
欲
起
庭
、

誰
矯
主
者
、
日
記
固
未
易
圏
也
。
諸
公
日
、
昨
然
、
必
潟
我
国
之
。
H
方

日
、
今
新
鄭
家
居
久
実
。
主
上
以
青
宮
之
蓄
、
不
能
忘
情
、
顧
其
肘

約
、
左
右
無
従
奥
之
者
。
諸
公
誠
各
損
千
金
、
芳
潟
居
間
、
則
高
公

必
起
。
高
公
起
、
必
重
徳
諸
公
、
而
後
事
可
固
也
。
諸
公
日
善
、
乃

装
潟
遣
部
生
。
部
生
以
蔦
金
、
市
諸
金
賓
奇
貨
、
至
新
鄭
高
公
第
、

叩
閤
者
日
、
丹
陽
布
衣
部
芳
、
求
見
相
公
門
下
。
高
公
因
不
欲
、
久

之
乃
見
、
所
以
接
遇
之
甚
倍
。
立
語
斯
須
、
高
公
奇
之
、
乃
索
坐
侍

於
西
隅
。
復
語
良
久
、
高
公
起
而
握
手
日
、
五
口
老
友
也
。
因
貨
上
坐
、

命
酒
食
霊
歌
、
夜
分
乃
罷
辞
婦
邸
。
詰
旦
、
部
生
復
這
高
公
門
、
不

見
高
公
、
見
其
左
右
目
、
始
岩
間
而
公
豪
傑
士
、
未
之
信
也
。
昨
奥
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語
殆
百
所
問
。
局
不
出
其
徐
以
浮
天
下
、
而
高
臥
潟
。
左
右
目
、
今

上
左
右
無
推
穀
者
、
公
邸
欲
不
高
臥
、
山
豆
可
得
哉
。
部
生
日
、
五
円
必

欲
起
公
。
公
強
気
我
出
、
我
且
不
別
公
雨
月
後
、
陪
於
長
安
邸
耳
。

左
右
相
奥
目
映
之
日
、
敬
諾
。
郁
生
即
之
長
安
、
先
使
人
宣
言
諸
大

泊
、
東
南
有
大
買
、
至
多
奇
賓
。
大
瑠
争
延
致
之
、
部
生
国
利
口
、

遇
之
者
莫
不
謹
歓
、
恨
相
知
晩
也
。
部
生
有
賓
万
、
長
尺
鈴
博
之
成
。

凡
大
首
欲
得
之
、
同
僚
幾
何
。
郁
生
笑
日
、
丈
夫
意
気
相
投
合
、
何

論
貨
哉
。
印
解
崎
町
之
。
大
積
喜
、
口
留
部
生
、
款
沿
有
関
、
因
説
日
、

今
元
植
虚
、
己
不
任
事
、
而
新
鄭
高
公
最
賢
。
去
不
以
罪
、
上
以
議

帳
奮
宜
思
之
、
公
生
寸
何
不
従
央
、
令
復
起
而
淳
天
下
哉
。
大
稽
目
、

謹
受
敬
、
顧
上
左
右
衆
、
宜
指
数
千
金
贈
遣
之
。
五
円
問
、
高
公
省
一
、

{
女
能
塀
也
o

郁
生
日
、
五
円
奥
高
公
素
昧
平
生
、
特
潟
天
卜
、
故
一
一
百
之
。

信
如
公
言
、
首
蓋
拍
吾
妻
中
装
、
円
周
諸
貴
人
事
時
。
大
瑞
許
諾
、
不
数

日
而
高
公
果
復
相
、
則
前
家
居
首
謀
諸
公
、
頗
以
次
起
用
」
o

管
見

の
限
り
で
は
、
三
出
村
泰
助
『
宣
官
|
|
側
近
政
治
の
構
造
|
|
』

(
中
公
新
書
、
一
九
六
三
年
)
一
九
八
百
九
、
お
よ
び
同
氏
『
明
と

清
』
(
河
出
書
房
新
世
、
一
九
六
九
年
)
二

O
九
|
一
二

O
頁
で
、

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
陳
賓
良
「
明
代

幕
賓
制
度
初
探
」
(
『
中
園
史
研
究
』
二

0
0
今
年
第
二
期
)
一
一
一
一
九

頁
で
も
、
高
扶
の
幕
賓
と
し
て
郁
芳
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

(
4
)

王
世
貞
雪
昇
州
史
料
後
集
』
虫
色
三
十
五
「
嘉
隆
江
湖
大
侠
」
、
沈

徳
符
『
寓
暦
野
獲
編
』
巻
八
「
部
芳
」
。
王
世
貞
(
一
五
二
六
一

五
九
O
)
は
嘉
靖
二
十
六
年
(
一
五
四
七
)
の
進
士
で
あ
り
、
沈
徳

符
(
一
五
七
八
一
六
四
二
)
は
寓
暦
四
十
六
年
(
一
六
一
八
)
の

奉
人
。
な
お
『
惨
岡
市
刑
筆
塵
』
の
「
自
序
」
に
「
余
不
肯
五
十
、
無

開
正
坐
、
分
心
多
岐
。
:
:
:
時
寓
暦
壬
寅
(
三
十
年
・
一
六
O
二
)

臓
月
段
望
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
逆
算
す
れ
ば
、
王
肯
堂
の
生
年
は

嘉
靖
三
十
二
年
穴
五
五
一
一
一
)
と
な
る
。

(
5
)

郷
溺
『
啓
一
願
野
乗
』
巻
八
「
沈
光
稔
惇
」
に
「
夫
人
部
氏
、
丹
陽

部
芳
女
也
。
芳
任
侠
、
第
一
叫
陵
(
張
居
正
は
湖
康
江
陵
際
の
人
)
所

殺
。
族
人
欺
其
子
幼
、
欲
殺
之
而
分
其
産
、
緊
而
園
山
寸
其
慮
。
公
集

拳
勇
少
年
十
絵
人
、
震
乞
写
装
、
毒
殺
其
猛
犬
、
槌
堵
而
入
、
奪
其

孤
驚
以
蹄
」
と
あ
る
。

(
6
)

同
前
「
:
:
:
出
守
汀
州
、
閥
阪
溶
泉
、
数
民
転
佃
、
至
手
製
農
具

以
示
、
民
有
頑
民
事
若
家
事
者
。
合
税
監
高
楽
播
虐
、
特
馨
討
罪
徴
。

時
宗
将
白
汀
入
歯
号
、
公
大
書
祷
一
一
小
、
直
達
曾
城
日
、
税
監
将
入
海
従

倭
。
抵
汀
境
、
太
守
常
領
吏
民
撃
殺
之
。
索
開
、
縮
舌
而
止

0

・

大
向
学
士
葉
文
忠
向
高
再
召
入
用
、
禾
輿
論
、
起
陸
南
光
職
少
卿
、
逆

奄
柄
園
、
又
削
籍
」

0

(
7
)

小
野
和
子
『
明
季
黛
枇
考
|
|
東
林
黛
と
復
枇
|
|
』
(
同
刷
会
口

出
版
、
一
九
九
六
年
)
を
末
の
「
東
林
関
係
者
一
覧
」
に
よ
れ
ば
、

『
束
林
駐
将
録
』
・
『
東
林
同
志
録
』
・
『
東
林
朋
黛
録
」
に
彼
の
名
が

見
え
る
よ
う
で
あ
る
。

(
8
)

「
養
庵
公
惇
」
に
「
公
生
子
戊
子
(
嘉
靖
七
年
・
一
五
二
八
)
之

五
月
、
卒
於
発
酉
(
蔦
暦
元
年
・
一
五
七
二
一
)
之
七
月
、
計
年
得
四

句
有
六
」
と
あ
る
。

(
9
)

「
明
世
宗
賓
録
」
巻
二
百
四
十
四
、
嘉
靖
十
九
年
十
二
月
壬
午

(
二
十
五
日
)
篠
。

(
日
)
「
明
史
』
巻
二
百
五
、
唐
順
之
惇
に
は
「
順
之
於
率
、
無
所
不
窺
。

自
天
文
・
楽
律
・
地
利
・
兵
法
・
弧
矢
・
勾
股
・
壬
奇
・
禽
乙
、
莫

88 



477 

不
究
極
原
委
」
と
あ
り
、
同
書
、
巻
二
百
八
十
三
、
羅
洪
先
停
に
も

「
白
天
文
・
地
志
・
穫
祭
・
典
章
・
河
渠
・
透
塞
・
戦
陣
攻
守
、
下

逮
陰
陽
・
算
数
、
廃
不
精
究
」
と
見
え
る
。

(
H
)
羅
洪
先
・
唐
順
之
の
活
動
や
そ
の
向
学
問
的
背
景
に
つ
い
て
は
、
中

砂
明
徳
『
江
南
|
|
中
国
文
雅
の
源
流
|
|
』
(
講
談
枇
選
書
メ
チ

工
、
二

O
O
二
年
)
一
一
二
一
一
一
四
O
頁
を
参
照
。

(
ロ
)
「
養
庵
公
惇
」
に
「
無
何
、
可
泉
察
公
中
丞
(
察
克
廉
の
競
は
可

泉
)
、
建
牙
陪
京
、
督
備
倭
警
。
奇
公
名
、
紹
介
繰
幣
、
以
請
公
強

起
、
佐
戎
霊
長
江
以
寧
」
と
あ
る
。
察
克
廉
は
一
帽
建
耳
目
江
豚
(
現
、

幅
建
省
泉
州
市
の
属
)
の
人
で
嘉
靖
八
年
(
一
五
二
九
)
の
進
士
。

戸
部
主
事
・
南
京
礎
部
郎
中
な
ど
を
経
て
、
嘉
靖
二
十
三
年
(
一
五

四
四
)
六
月
に
江
西
提
出
学
官
と
な
る
。
そ
の
後
、
江
西
巡
撫
・
鳳
陽

巡
撫
・
戸
部
右
侍
郎
・
南
京
戸
部
向
童
目
を
歴
任
し
た
。

(
日
)
「
養
庵
公
惇
」
に
「
大
司
馬
梅
林
胡
公
(
胡
宗
憲
の
競
は
梅
林
)
、

尋
督
師
越
中
、
莞
鎗
宇
天
下
、
得
以
便
宜
、
徴
昨
軍
諮
。
時
公
方
謝

察
中
丞
、
蹄
奉
太
濡
人
書
、
而
梅
林
公
之
使
者
、
相
属
這
途
、
車
騎

慮
左
、
候
公
於
軍
門
、
而
北
面
師
事
之
。
公
遜
避
不
敏
、
弗
獲
、
廼

許
馳
駆
」
と
あ
る
。

(
は
)
「
養
庵
公
惇
」
に
「
公
向
司
馬
喜
日
、
:
:
:
夫
敵
狂
勝
素
騎
、
我

属
敗
、
敵
爺
玩
忘
備
、
以
騎
気
持
玩
心
。
我
節
制
攻
暇
、
可
大
捷
。

密
授
計
諮
将
、
陽
町
世
同
陰
覆
、
張
左
右
翼
、
李
於
中
間
、
五
戟
五
勝
之
、

遂
破
周
山
。
敵
失
険
、
且
奪
之
腕
、
我
師
始
生
色
、
人
有
奮
志
」
と

あ
る
。

(
日
)
「
養
庵
公
惇
」
に
「
〔
徐
海
〕
越
中
携
一
民
間
庭
子
王
ネ
麹
、
甚

嬰
。
公
訪
其
蹟
、
需
告
司
馬
H
、
此
女
戎
也
。
遂
令
一
部
卒
、
陰
許

女
父
以
私
通
外
夷
、
罪
骨
田
死
。
監
司
執
法
論
獄
、
司
馬
特
縦
之
、
無

所
責
報
。
凡
三
置
危
法
、
而
全
之
者
三
。
女
父
感
泣
、
必
欲
一
死
行

問
、
司
馬
堅
不
許
。
有
問
、
令
女
父
作
血
書
、
縫
肘
帯
達
其
女
、
密

令
内
閥
、
如
指
裏
伏
窺
何
。
海
、
器
地
機
敗
、
無
所
匿
、
途
坐
舞
、
生
降

之
」
と
あ
る
。
茅
坤
「
紀
勤
徐
海
本
末
」
(
『
茅
鹿
門
先
生
文
集
』
巻

三
十
)
に
よ
れ
ば
、
こ
の
内
通
策
は
嘉
靖
三
十
五
年
(
一
五
五
六
)
、

所
江
桐
郷
(
現
、
淑
江
省
桐
郷
牒
)
に
ま
で
攻
め
込
ん
だ
徐
海
・
陳

束
・
葉
麻
を
離
間
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
「
:
:
:
数
遣
諜
持

篠
田
頭
・
環
翠
、
遺
海
雨
侍
女
、
日
夜
説
海
井
縛
束
。
海
鼠
諾
」
と
見

え
、
や
は
り
徐
海
の
「
侍
女
」
を
内
通
さ
せ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
茅

坤
は
二
人
の
侍
女
の
名
前
も
「
雨
侍
女
者
王
姓
、
一
名
翠
麹
、
一
名

線
妹
」
と
惇
え
て
い
る
。

(
日
)
「
養
庵
公
惇
」
に
「
公
輿
司
馬
謀
目
、
直
僅
釜
中
鱗
耳
、
然
猶
採

高
衆
斉
死
生
、
未
可
以
力
縛
也
。
直
倖
托
司
馬
桑
梓
郷
、
童
誘
之
通

侯
賞
、
仲
得
白
劾
蹟
罪
。
厚
設
城
府
、
多
矯
間
諜
、
直
H
信
而
飼
我

香
餌
、
一
武
夫
力
耳
。
司
馬
橋
善
、
卒
用
公
言
、
僑
請
鋳
印
、
馳
節

使
授
茅
土
、
調
守
北
透
。
直
乃
以
車
車
就
徴
、
不
尋
斧
柿
屠
上
卒
、

越
境
甫
有
安
生
之
梁
」
と
あ
る
。

(
口
)
「
五
忠
堂
平
倭
賓
録
』
は
全
四
巻
、
北
京
大
向
学
園
書
館
・
中
園
科

準
院
図
家
科
、
字
国
書
館
な
ど
に
明
紗
本
が
惇
わ
る
。
筆
者
が
披
閲
し

た
中
国
科
皐
院
同
家
科
向
学
園
書
館
所
寂
本
に
収
録
さ
れ
て
い
る
徽
州

出
身
の
洪
文
衡
が
寓
暦
年
聞
に
書
い
た
序
文
に
は
、
本
書
編
纂
の
経

緯
が
「
公
(
胡
宗
憲
)
孫
燈
、
血
争
孝
廉
而
蚤
世
、
不
及
奥
纂
述
之
事
。

其
弟
短
、
資
不
逢
世
、
銃
老
諸
生
問
、
憤
裁
梓
之
無
完
本
、
而
先
烈

之
弗
光
也
、
葉
輯
之
而
精
変
其
繁
、
動
一
筋
家
乗
、
以
侯
百
世
後
信
史
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之
蒐
禾
、
名
之
H
五
忠
堂
平
倭
賓
録
」
と
停
え
ら
れ
て
い
る
。

(
お
)
『
誇
海
園
編
』
巻
十
一
上
「
足
兵
飼
」
、
巻
十
一
下
「
調
客
兵
」
、

巻
十
二
上
「
巌
城
守
」
に
「
丹
陽
部
芳
云
:
:
:
」
と
い
う
形
で
部
芳

の
言
が
引
か
れ
て
い
る
。

(
印
)
「
養
庵
公
惇
」
に
「
公
目
、
:
:
:
請
以
所
隷
文
武
将
吏
、
得
縦
寓

日
正
局
。
於
是
、
文
吏
若
二
華
語
公
(
禅
織
の
競
は
二
華
)
・
柏
泉
胡

公
(
胡
松
の
競
は
柏
泉
)
、
武
吏
若
戚
公
繕
光
・
劉
公
思
額
-

A

限
公

大
猷
等
、
並
謁
公
子
行
幕
、
以
聴
訓
遣
」
と
見
え
る
。

(
初
)
張
斑
に
つ
い
て
は
、
佐
久
間
重
男
『
日
明
閥
係
史
の
研
究
』
(
古

川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
)
三

O
四

三

O
五
頁
を
参
照
。

(
幻
)
胡
松
の
江
西
巡
撫
起
川
巾
は
「
明
世
宗
賓
録
』
巻
四
再
九
十
九
、
嘉

靖
四
十
年
七
月
壬
子
(
二
十
四
日
)
篠
に
見
え
る
。
彼
は
そ
の
直
前

の
七
月
十
六
日
に
、
淑
江
右
布
政
使
か
ら
江
西
左
布
政
使
に
還
っ
た

ば
か
り
で
あ
っ
た
。
胡
松
が
張
瑳
ら
の
鎖
医
を
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
、

羅
洪
先
「
大
中
丞
栢
泉
胡
公
ザ
冠
序
」
(
『
念
蓬
羅
先
生
集
』
巻
四
)

に
「
嘉
靖
辛
酉
(
四
十
年
・
一
五
六
二
、
彊
場
不
戒
、
関
債
盗
泌
一

度
士
円
、
耐
愛
卒
起
、
不
及
誇
措
。
天
子
震
怒
、
乃
擦
今
大
中
丞
栢
泉

胡
公
、
経
理
軍
事
」
と
あ
る
。

(
幻
)
「
養
庵
公
惇
」
に
「
公
日
、
瑳
蟻
緊
烏
合
、
其
衆
易
離
、
可
以
先

整
奪
之
。
中
丞
公
名
威
素
著
、
若
惇
撤
栴
十
寓
衆
、
日
一
暮
且
集
、
漣

部
多
虚
、
聞
大
将
王
師
至
、
驚
破
其
謄
、
衆
必
瓦
解
、
請
繋
長
綾

0

・j
:
中
丞
謝
日
、
開
公
言
、
越
冠
在
吾
掌
中
実
。
斑
衆
呆
惇
椴
而

定
」
と
あ
る
。

(
お
)
胡
松
の
南
京
兵
部
尚
書
就
任
は
『
明
世
宗
賓
録
』
巻
五
百
五
十
一
二
、

嘉
靖
四
十
四
年
十
二
月
戊
子
(
二
十
五
日
)
篠
に
、
吏
部
尚
書
就
任

は
同
室
田
、
巻
五
百
五
十
七
、
嘉
靖
四
十
五
年
四
月
丙
寅
(
五
日
)
候

に
、
そ
れ
ぞ
れ
見
え
る
。

(μ)
語
紛
の
一
澗
建
巡
撫
起
用
は
『
明
世
宗
賓
録
』
者
五
百
十
九
、
嘉
靖

四
十
二
年
三
月
庚
辰
(
二
日
)
候
に
見
え
る
。

(
お
)
「
明
史
』
巻
百
十
、
宰
輔
年
表
二
、
参
照
。

(
お
)
「
明
史
』
巻
百
十
二
、
七
卿
年
表
二
に
よ
れ
ば
、
董
扮
は
嘉
靖
四

十
四
年
(
一
五
六
五
)
四
月
よ
り
六
月
ま
で
櫨
部
尚
書
に
、
馬
森
は

隆
慶
元
年
(
一
五
六
七
)
六
月
よ
り
隆
慶
三
年
(
一
五
六
九
)
二
月

ま
で
戸
部
向
書
に
そ
れ
ぞ
れ
在
任
し
て
い
る
。
ま
た
張
英
聴
「
明
代

南
京
七
卿
年
表
筒
遮
」
(
朱
如
誠
・
王
天
有
編
『
明
清
論
叢
」
第
六

輯
、
紫
禁
城
出
版
社
、
二

O
O
五
年
)
に
よ
れ
ば
、
秦
鳴
雷
は
隆
慶

五
年
(
一
王
七
二
五
月
よ
り
翌
六
年
(
一
五
七
二
)
十
二
月
ま
で

南
京
櫨
部
向
書
に
、
凌
雲
翼
は
寓
暦
六
年
(
一
五
七
八
)
十
月
よ
り

翌
七
年
(
一
五
七
九
)
四
月
ま
で
南
京
工
部
尚
書
を
つ
と
め
た
後
、

南
京
兵
部
向
書
に
遷
り
、
高
原
同
八
年
(
一
五
八
O
)
六
月
ま
で
在
任

し
た
。

(
幻
)
「
養
庵
公
惇
」
に
は
「
公
園
少
所
折
節
、
而
一
時
緒
紳
名
公
、
以

這
義
相
納
者
、
不
能
悉
奉
、
具
見
公
家
刻
中
。
催
難
時
、
稿
多
散
失
、

矯
仇
家
所
燈
滅
、
僅
存
什
一
子
千
百
、
可
概
公
生
卒
罵
」
と
あ
り
、

家
刻
所
牧
の
原
稿
は
、
部
芳
が
逮
捕
・
死
刑
に
な
っ
た
際
に
大
部
分

が
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

(
お
)
銭
鍔
は
T
1
代
十
図
の
ひ
と
つ
呉
越
の
太
租
武
粛
王
の
こ
と
。
羅
隠

は
銭
鍔
の
幕
下
に
あ
っ
た
詩
人
で
『
奮
五
代
史
』
巻
一
百
三
十
三
、

銭
謬
停
に
「
江
東
有
羅
隠
者
、
有
詩
名
、
開
於
海
内
、
依
鍔
局
参
佐
。

謬
嘗
奥
隠
唱
和
、
隠
好
識
調
、
嘗
戯
矯
詩
、
言
鍔
微
時
騎
牛
操
挺
之
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事
。
鍔
亦
恰
然
不
怒
、
其
通
恕
也
如
此
」
と
あ
る
。

(
鈎
)
「
昔
(
石
」
と
は
、
黄
石
公
が
張
良
に
輿
え
た
と
惇
え
ら
れ
る
『
黄

石
公
三
略
』
と
い
う
兵
法
書
の
こ
と
。
こ
こ
で
は
こ
の
故
事
を
踏
ま

え
て
、
兵
法
書
な
い
し
兵
事
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

(
初
)
沈
徳
符
『
寓
暦
野
獲
編
』
二
十
三
「
恩
詔
逐
山
人
」
に
「
抜
、
相

門
山
人
、
:
:
:
華
亭
有
沈
明
臣
」
と
あ
る
。

(
出
)
註
(
日
)
前
掲
中
砂
明
徳
著
書
、
四
四
頁
を
参
照
。

(
幻
)
胡
宗
憲
幕
府
と
徽
州
人
脈
と
の
関
係
と
い
う
こ
と
で
は
、
周
蕪

『
徽
一
点
版
重
史
論
集
』
(
安
徽
人
民
出
版
枇
、
一
九
八
四
年
)
二
七

頁
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
誇
海
園
編
』
の
初
刻
本
(
嘉
靖

四
十
一
年
序
刊
本
)
が
徽
州
欽
豚
此
村
同
身
の
黄
氏
に
よ
っ
て
刻
刊

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
此
村
黄
氏
に
つ
い
て
は
、

大
木
康
『
明
末
江
南
の
出
版
文
化
』
(
研
文
出
版
、
二

O
O
四
年
)

七
九
|
八
六
頁
を
参
照
。
ま
た
、
岩
井
茂
樹
「
十
六
世
紀
中
園
に
お

け
る
交
易
秩
序
の
模
索
|
|
互
市
の
現
賓
と
そ
の
認
識
|
|
」
(
同

氏
編
『
中
園
近
世
枇
舎
の
秩
序
形
成
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、

二
O
O
四
年
)
一
一
一
九
一
三

O
頁
で
は
、
胡
宗
憲
に
よ
る
王
直
招

撫
策
の
背
景
に
、
尚
人
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
で
朝
貢
・
海
禁
懐
制
と

釘
外
貿
易
と
を
雨
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
互
市
の
構
想
が
あ
っ
た
と
逮

べ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
註
(
3
)
前
掲
陳
賓
良
論
文
、
二
二
九
頁
で

も
引
用
さ
れ
て
い
る
史
料
だ
が
、
一
帽
建
亙
日
江
出
身
の
張
維
極
『
冶
偶
然

薪
小
草
」
巻
十
二
「
観
静
軒
潰
一
三
一
口
」
に
「
部
樗
朽
、
乃
組
姶
之
豪

者
」
と
あ
り
、
部
芳
が
ブ
ロ
ー
カ
ー
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

あ
る
い
は
部
芳
の
入
幕
じ
た
い
も
、
商
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
背
景

と
し
た
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

(
お
)
「
明
世
宗
賓
録
」
巻
五
百
十
五
、
嘉
靖
四
十
一
年
十
一
月
丁
亥

(
七
日
)
係
。

(
弘
)
「
明
世
宗
賓
録
」
巻
五
百
十
六
、
嘉
靖
四
十
一
年
十
二
月
下
丑

(
二
十
七
日
)
僚
で
は
、
胡
宗
憲
を
稗
放
し
て
閑
住
さ
せ
る
と
い
う

上
識
が
山
さ
れ
て
い
る
。

(
お
)
魯
仲
連
は
戟
岡
奔
の
人
。
非
凡
な
書
一
策
を
好
み
、
節
を
持
し
て
仕

ハ
呂
し
な
か
っ
た
が
、
他
人
の
た
め
に
喜
ん
で
困
難
を
解
決
し
た
り
、

調
停
役
を
買
っ
て
出
た
り
し
た
と
い
う
。
『
史
記
』
虫
色
八
十
三
に
立

停
さ
れ
て
い
る
。

(
お
)
「
養
庵
公
停
」
に
「
世
廟
時
、
公
嘗
矯
梅
林
公
、
代
所
著
作
、
り
臼

首
上
意
。
高
相
岡
讃
、
而
亙
稽
之
目
、
奇
才
奇
才
。
詰
所
由
、
知
出

公
手
、
相
園
田
己
心
折
公
、
而
思
締
交
会
」
と
あ
る
。

(
幻
)
「
養
庵
公
惇
」
に
「
公
以
一
布
衣
、
奥
之
(
胡
宗
憲
)
連
坐
、
無

所
避
詩
。
新
鄭
盆
大
奇
之
、
請
終
身
事
之
。
傾
蓋
披
肝
、
立
就
親
曜
、

莫
可
閲
」
と
あ
る
。

(
お
)
河
南
消
川
(
現
、
河
南
省
長
葛
市
の
属
)
出
身
の
泡
守
己
『
曲
泊

新
聞
』
巻
四
(
『
御
龍
子
集
』
虫
色
二
十
四
)
に
「
陳
洪
者
、
許
昌
人

O

i
-
-
-
積
官
至
司
礎
監
常
一
正
、
隆
慶
初
、
掌
司
櫨
事
、
権
傾
中
外
。
新

郷
高
扶
常
園
時
、
相
得
躍
甚
」
と
見
え
る
。

(
ぬ
)
嘗
該
停
記
は
丹
陽
出
身
の
賀
復
徴
の
干
に
な
る
も
の
で
、
「
崇
頼

歳
次
丙
子
(
九
年
・
一
六
一
二
六
)
孟
春
穀
日
一
」
の
日
附
が
あ
る
。

(ω)
張
佳
胤
は
嘉
靖
二
十
九
年
穴
五
五

O
)
の
進
士
で
、
隆
慶
五
年

(
一
五
七
一
)
十
月
よ
り
高
暦
元
年
(
一
五
七
三
)
二
月
ま
で
摩
天

巡
撫
を
つ
と
め
た
。
部
芳
の
死
に
つ
い
て
「
養
庵
公
惇
」
に
は
「
及

新
鄭
再
掻
、
而
江
陵
難
始
作
。
江
陵
側
目
半
亭
加
咽
、
而
里
中
二
一

91 



480 

豪
強
有
力
者
、
陰
潟
大
羅
、
制
溜
刊
科
係
、
務
在
深
文
峻
刑
、
速
公
死

論
公
族
」
と
あ
り
、
張
佳
胤
の
閥
輿
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な

い
が
、
王
肯
堂
『
穆
岡
粛
筆
塵
』
巻
二
、
沈
徳
符
『
寓
暦
野
獲
編
」

巻
八
「
部
芳
」
、
王
世
貞
『
合
汁
州
史
料
後
集
』
巻
三
十
五
「
嘉
隆
江

湖
大
侠
」
は
、
い
ず
れ
も
張
問
正
が
張
佳
胤
に
意
を
含
め
て
部
芳
を

死
に
追
い
や
っ
た
と
す
る
。

(
社
)
た
と
え
ば
「
乾
隆
歳
次
丁
未
(
五
十
二
年
・
一
七
八
七
)
嘉
平
月

古
」
の
口
附
が
あ
る
賀
高
里
「
姶
百
円
智
部
生
序
」
(
『
部
氏
宗
譜
』
巻

一
一
)
は
、
部
芳
か
ら
数
え
て
六
代
目
に
あ
た
る
部
克
恭
の
惇
記
で
あ

る
が
、
そ
こ
に
は
「
百
円
智
部
生
、
養
庵
公
第
六
世
孫
也
。
隠
跡
田
畝
、

以
耕
稼
白
終
。
然
窺
其
志
、
毎
歎
養
庵
之
卒
不
終
、
子
孫
之
業
不
振
、

欲
以
培
植
元
気
、
而
紹
家
整
。
:
:
:
養
庵
之
育
、
必
有
血
ハ
者
、
其
在

斯
乎
」
と
あ
り
、
布
衣
で
あ
っ
た
部
克
恭
を
語
る
に
際
し
て
、
部
芳

の
後
育
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

(
必
)
以
上
、
曾
銑
の
「
復
套
」
計
書
一
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
に
つ
い
て
は
、

拙
稿
「
明
嘉
靖
「
復
套
」
考
」
(
『
集
刊
東
洋
息
子
』
九
八
、
二
O
O
七

年
)
に
お
い
て
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
。

(
幻
)
沈
徳
符
『
蔦
暦
野
獲
編
」
巻
八
「
円
内
光
」
に
「
円
光
者
、
断
之
山
田
市

徳
人
。
:
・
・
少
嘗
殺
人
、
亡
命
河
套
、
因
備
知
防
塞
険
要
。
遇
赦
得

解
、
走
京
師
、
以
其
復
套
策
、
干
曾
石
塘
(
曾
銑
の
競
は
石
塘
)
制

蓋
。
曾
以
開
之
夏
貴
渓
(
夏
二
百
は
江
西
貴
渓
牒
の
人
)
、
夏
大
喜
、

因
議
奉
兵
山
蒐
、
如
呂
謀
。
分
宜
(
巌
嵩
は
江
西
分
宜
際
の
人
)
以

挑
壕
起
柄
、
間
之
世
宗
、
雨
公
倶
死
西
市
。
晩
年
、
海
徐
華
亭
門
、

潟
人
幕
客
」
と
あ
る
。

(
叫
)
宗
人
府
と
は
玉
牒
の
纂
修
を
は
じ
め
と
す
る
皇
族
関
係
の
事
務
を

掌
っ
た
役
所
で
あ
る
。
洪
武
二
十
二
年
(
一
三
八
九
)
正
月
の
設
置

蛍
初
は
、
秦
王
を
宗
人
令
に
、
以
日
王
・
燕
王
・
周
王
・
楚
王
を
そ
れ

ぞ
れ
左
宗
正
・
右
宗
正
・
左
宗
人
・
右
宗
人
と
し
て
府
事
を
掌
ら
せ

た
が
、
永
山
出
来
年
間
以
降
は
動
戚
を
宗
人
令
と
し
て
専
官
を
置
か
ず
、

賓
際
の
事
務
は
櫨
部
の
所
轄
と
な
っ
た
。

(
必
)
沈
徳
符
『
首
同
暦
野
獲
編
」
巻
四
「
論
建
藩
府
」
に
「
穆
宗
初
崩
、

新
鄭
首
図
。
時
有
大
侠
、
名
呂
光
者
、
一
馬
故
相
華
亭
所
遣
、
行
間
於

京
師
、
因
別
遣
客
、
以
奇
計
干
新
鄭
一
謂
、
主
少
園
疑
、
宜
如
高
皇
初

制
、
命
親
王
潟
宗
人
令
、
領
宗
人
府
、
以
銭
安
祉
稜
。
新
鄭
大
喜
、

納
其
謀
。
円
又
宣
言
於
内
廷
云
、
高
閣
老
己
遣
牌
、
迎
立
所
厚
周
王

入
紹
、
身
取
世
襲
図
公
、
新
帝
位
不
安
全
ん

0

雨
(
円
大
骸
偵
知
、
呆
有

宗
人
之
説
。
崎
誠
一
従
中
山
旨
、
立
逐
新
鄭
」
と
見
え
る
。
な
お
、
こ
こ

で
言
、
っ
「
雨
宮
」
と
は
、
穆
宗
の
皇
后
で
あ
っ
た
仁
聖
皇
太
后
陳
氏

と
、
神
宗
の
生
母
で
あ
る
慈
聖
皇
太
后
李
氏
の
こ
と
で
あ
る
。

(
必
)
容
肇
組
「
何
心
隠
及
其
思
想
」
(
『
輔
仁
皐
志
』
六
一
・
二
、
一

九
三
七
年
)
、
島
田
慶
次
著
・
井
上
進
補
注
『
中
園
に
お
け
る
近
代

思
惟
の
挫
折
』
(
平
凡
枇
東
洋
文
庫
、
二
O
O
三
年
。
初
出
は
一
九

四
九
年
)
、
森
紀
子
「
何
心
陰
論
|
|
名
数
逸
脱
の
構
園
|
|
」

(
『
史
林
』
六
O
|
五
、
ム
九
七
七
年
)
な
ど
を
参
照
。

(
U
)

張
肘
比
の
議
開
学
弾
墜
に
つ
い
て
は
、
中
純
夫
「
張
居
正
と
講
学
」

(
『
富
山
大
学
教
養
部
紀
要
(
人
文
・
枇
舎
科
皐
篇
)
」
二
五
|
一
、

一
九
九
二
年
)
に
詳
し
い
。

(
必
)
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
そ
の
も
の
は
、
註
(
羽
)
前
掲
容
竪
租
論
文
、
一

二
頁
、
向
島
田
慶
次
著
書
、
第
一
冊
一
八
二
頁
、
同
森
紀
子
論
文
、

二
九
頁
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
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(
羽
)
張
居
正
が
何
心
隠
の
政
客
の
よ
う
な
行
動
を
恨
ん
で
殺
害
し
た
と

の
見
解
は
、
つ
と
に
章
尉
麟
(
太
炎
)
よ
っ
て
一
不
さ
れ
て
い
る
。
章

太
炎
講
演
・
曹
緊
仁
整
理
『
圏
内
晶
子
概
論
』
(
上
海
世
紀
山
版
集
圏
、

二
0
0
八
年
再
版
本
)
四
O
頁
を
参
照
。

(
叩
)
註
(
川
町
)
前
掲
容
肇
組
論
文
、
一
一
貝
、
参
照
。

(
日
)
註
(
必
)
前
掲
容
肇
租
論
文
、
七
九
頁
、
向
島
問
度
次
著
書
、

第
一
冊
一
八
一
頁
、
同
森
紀
子
論
文
、
二
九
頁
、
参
照
。

(
臼
)
註
(
必
)
島
田
慶
次
著
書
、
第
一
冊
一
八
九
一
九
三
頁
。

(
臼
)
高
原
同
年
間
の
「
山
人
」
の
流
行
に
つ
い
て
は
、
金
文
京
「
明
代
蔦

暦
年
間
の
山
人
の
活
動
」
(
『
束
洋
史
研
究
』
六
一
二
、
二

O
O
二

年
)
に
詳
し
い
。

481 

【
附
記
】
本
稿
に
お
い
て
利
用
し
た
『
部
氏
宗
諮
』
は
、
首
初
未
修
復
で

あ
っ
た
が
、
筆
者
の
依
頼
に
よ
り
修
復
作
業
が
行
わ
れ
、
二

O
O
八
年
六

月
に
は
じ
め
て
閲
覧
が
か
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
筆
者
の
依
頼
に
麿
じ
、

急
ぎ
の
修
復
を
進
め
て
い
た
だ
い
た
上
海
国
書
館
譜
牒
研
究
中
心
の
方
々

に
、
深
甚
の
謝
意
を
表
す
る
。

本
稿
の
内
容
は
、
二

O
O
八
年
十
一
月
三
日
に
開
催
さ
れ
た
二

O
O
八

年
度
東
洋
史
研
究
合
同
大
舎
に
お
け
る
口
頭
報
告
の
内
容
を
も
と
に
し
て
い

る
。
報
告
の
機
舎
を
奥
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、

席
上
、
貴
重
な
御
意
見
・
御
批
正
を
賜
っ
た
諸
先
生
方
に
、
厚
く
御
櫨
申

し
卜
げ
た
い
。

な
お
、
本
稿
は
平
成
二
十
一
年
度
文
部
科
皐
省
科
向
学
研
究
費
補
助
金

(
特
別
研
究
員
奨
励
費
)
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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nam. Although the Zongli Yamen was conscious of this "error," it responded with

a message that the Yunnan troops would not be allowed to cross the border. De

Rochechouart spuriously reported to his government that the response was an

acceptance of the demand for troop withdrawals. Thereafter, the Qing army com

pleted its campaign in Tonkin and withdrew in accordance with its own pre

determined policy. Regarding its own position satisfied, France took a stance

maintaining the status quo and viewing the relationship between Qing and Vietnam

as a "ritualized" ceremonial one. This led to relations between China and France

that continued under a state of "mutual miscomprehension." However, later

events forced the Qing government to once again dispatch troops and that re

sulted in the French reaction that subsequently developed into the "1'affaire du

Tonkin."

In researching this article, I have been able to prove that the mistranslation,

which has been thought to be an error leading to war, was in fact a deliberate act

intended to avoid the conflict.

A CONSIDERATION OF SHAO FANG, A COMMONER

OF DANYANG: THE POLITIQUES

OF THE LATE MING AS SEEN

FROM THE ACTIONS

OF A POLITICIAN

JOHCHI Takashi

The Yugang zhai bi zhu :tlWJm_- of the scholar Wang Kentang I~£ from

the Wanli era (1573-1620) contains an episode about the return of Gao Gong ~t#,

who had been senior grand secretary § ,it} during the Longqing era (1567-1572),

to office for the second time. The episode involves the "commoner" :1JJ 1X Shao

Fang t1~7i from Danyang (present-day city of Danyang in Jiangsu). Officials who

were out of office and had retired to their homes sought Shao Fang's intercession.

He was able to respond to their demands by using the money he received from

them to fund their return through connections with eunuchs, and thus he realized

Gao Gong's political revival. Taking this incident as its starting point, this article

details Shao Fang's achievements on the basis of the Shao shi zongpu t1~~*~f,

-]-



which is found in the Shanghai library, and considers how the activities of a politi

cian outside the government had sufficient influence to greatly impact the political

situation for a time. Through this examination, I attempt to portray in detail the

political world of the late Ming.

The multi-talented Shao Fang abandoned a career as an official after failing in

the examinations and chose to make his livelihood as a commoner. He read

through books of all genres and devoted himself to various disciplines, including

military tactics. His services were acquired by the governor general *.@', ~ Hu

Zongxian "t)j*~. He effectively exercised his talents while serving in Hu Zong

xian's headquarters in operations against the Japanese raiders, and using his

relationship to the officials in Hu Zongxian's headquarters as foothold, he built a

wide-ranging network of relationships in the bureaucratic world. He later served

under Gao Gong, operating actively as a special advisor, and he also operated as

his agent carrying out the dirty work of the bureaucrats. After Gao Gong was

ousted, his rival Zhang Juzheng ~m lE fearing the political influence of Shao Fang

pressed for his execution.

The existence of a commoner politicians like Shao Fang who could exercise

power great enough to drive a senior grand secretary from office can be confirmed

from a number of contemporary sources. Armed with the spirit of gallantry in less

than optimal circumstances during a period of internal distress and external trou

bles, they occupied a firm position in the political realm of the day. The bureau

cratic class also fully recognized their power and actively exploited it. The free

wheeling nature of this political world can be described as special characteristic of

the late-Ming politics.

INVASION OF THE RYUKYU KINGDOM

AND JAPANESE AND MING RELATIONS

WATANABE Miki

The Ryukyu kingdom was defeated in the invasion of 1609 by the Satsuma do

main of the Shimazu clan, with the result that the kingdom came to be brought

into the political orbit of Tokugawa Japan, while maintaining its tributary relation

ship with Ming China that had been in place since the latter half of the 14th cen

tury. As has been made clear in previous research, the chief goal of the invasion

-4-
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