
南
宋
孝
宗
朝
に
お
け
る
太
上
皇
帝
の
影
響
力
と
皇
帝
側
近
政
治

林

晃

は

じ

品
弟
一
章
ー

品
弟
二
立
早

品
弟
二
一
立
早

お

わ

め

に
符
離
の
戦
い
前
夜
の
宰
相
人
事
と
和
戦
問
題

符
離
の
戦
い
後
の
宰
執
人
事
と
隆
興
和
議

太
上
皇
帝
の
影
響
力
と
孝
宗
・
光
宗
の
側
近
政
治

り

に

69 

lま

じ

め

本
稿
は
南
宋
二
代
目
孝
宗
朝
に
お
け
る
太
上
皇
帝
高
宗
の
政
治
的
影
響
力
と
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
孝
宗
の
政
治

姿
勢
に
ど
う
反
映
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

孝
宗
は
南
宋
政
権
の
最
盛
期
を
築
い
た
皇
帝
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
政
治
に
つ
い
て
は
異
な
る
二
つ
の
評
慣
が
並
存
し
て
い
る
と
い
え

る
。
①
孝
宗
が
宰
執
よ
り
も
皇
帝
側
近
武
臣
官
僚
(
以
下
、
側
近
武
臣
と
略
)
を
重
用
し
た
こ
と
に
注
目
し
た
許
慣
と
、
②
孝
宗
朝
二
十
七
年
間

の
う
ち
、
二
十
五
年
に
も
わ
た
っ
て
初
代
高
宗
が
太
上
皇
帝
と
し
て
存
命
し
て
い
た
こ
と
に
着
目
し
た
評
債
、

の
二
つ
で
あ
る
。

69 

こ
の
う
ち
①
を
提
示
し
た
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
孝
宗
は
側
近
武
臣
を
手
足
と
し
て
政
治
を
強
力
に
主
導
し
、
宰
執
の
権
力
を
大
き
く
抑
制

し
た
。
す
な
わ
ち
孝
宗
は
自
ら
が
信
任
す
る
側
近
武
臣
に
植
密
院
丈
書
行
政
を
統
括
さ
せ
、
宰
執
の
製
肘
を
受
け
な
い
命
令
系
統
を
確
保
し
た
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ほ
か
、
宰
執
を
経
由
せ
ず
と
も
皇
帝
か
ら
捨
嘗
部
局
に
直
接
命
令
を
下
せ
る
御
筆
を
政
権
運
営
に
多
用
す
る
こ
と
で
、
政
策
決
定
か
ら
宰
執
を

排
除
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
孝
宗
が
宰
相
に
よ
る
専
権
を
警
戒
し
て
い
た
こ
と
に
求
め
た
安
倍
直
之
氏
と
、
孝
宗

(
l
)
 

が
賓
務
能
力
に
乏
し
い
科
奉
官
僚
よ
り
も
武
臣
官
僚
の
重
用
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
に
持
し
た
藤
本
猛
氏
と
で
見
解
に
相
違
が
あ
る
も
の
の
、

(
2
)
 

①
は
孝
宗
が
皇
帝
に
よ
る
「
濁
断
」
的
政
治
運
管
を
賓
現
し
た
こ
と
を
重
嗣
し
た
見
解
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
に
封
し
て
②
は
、
太
上
皇
高
宗
が
孝
宗
朝
政
治
に
お
い
て
大
き
な
影
響
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
先
行
研
究

に
よ
る
と
、
孝
宗
は
も
と
も
と
針
金
強
硬
論
を
支
持
し
て
い
た
も
の
の
、
太
上
皇
高
宗
が
和
平
を
望
ん
だ
た
め
に
そ
れ
を
白
薪
せ
ざ
る
を
え
な

け
た
と
い
う
。

か
っ
た
ほ
か
、
高
宗
の
瞳
面
を
傷
つ
け
た
官
僚
の
罷
克
を
強
い
ら
れ
る
な
ど
、
様
々
な
レ
ヴ
ェ
ル
の
政
策
決
定
で
太
上
皇
帝
か
ら
の
型
肘
を
受

(
3
)
 

つ
ま
り
孝
宗
の
政
策
決
定
が
太
上
皇
高
宗
の
強
い
抑
匡
下
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
た
の
が
②
の
見
解
で
あ
っ
た
。

①
②
は
一
見
す
る
と
相
封
立
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
寺
地
遵
氏
が
二

O
O
五
年
の
論
考
に
お
い
て
、
孝
宗
に
よ
っ
て
重
用
さ
れ
た
側

70 

近
武
臣
が
、
賓
は
太
上
皇
帝
か
ら
孝
宗
の
も
と
に
送
り
込
ま
れ
た
監
覗
役
で
あ
っ
た
と
論
じ
た
の
は
、
雨
説
の
封
立
を
解
消
し
よ
う
と
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
寺
地
氏
は
、
雨
説
を
踏
ま
え
た
う
え
で
②
を
よ
り
重
覗
し
、
孝
宗
に
よ
る
「
濁
断
」
的
政
治
運
営
が
、
賓
は
太
上
皇

(
4
)
 

高
宗
を
後
ろ
盾
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
と
解
轄
す
る
こ
と
で
、
①
を
事
貰
上
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
雨
説
を
整
合
的
に
解
緯
し
よ
う
と
し
た
寺

地
氏
の
試
み
は
き
わ
め
て
重
視
さ
れ
る
。
し
か
し
第
三
章
で
見
る
よ
う
に
、
孝
宗
の
側
近
武
臣
が
し
ば
し
ば
高
宗
と
封
立
す
る
動
き
を
見
せ
て

い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
寺
地
氏
の
見
解
に
は
疑
問
が
残
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
①
②
の
組
離
は
い
か
に
解
担
押
さ
れ
る
の
か
。
こ
れ
つ
い
て
筆
者
は
、
①
②
は
決
し
て
相
容
れ
な
い
見
解
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
も
昔

時
の
政
治
の
賓
態
の
一
側
面
を
言
い
首
て
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
と
い
う
の
も
、
孝
宗
が
側
近
武
臣
を
重
用
し
た
原
因
は
、
安

倍
・
藤
本
雨
氏
が
奉
げ
た
理
由
に
止
ま
ら
ず
、
太
上
皇
帝
か
ら
の
強
い
制
約
に
封
し
、
孝
宗
が
主
躍
的
に
封
麿
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
も
求
め

ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
推
測
の
安
首
性
は
、
太
上
皇
帝
が
ど
の
よ
う
な
手
段
で
政
策
決
定
に
闘
輿
し
た
の
か

を
踏
ま
え
た
う
え
で
判
断
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
②
の
先
行
研
究
は
、
太
上
皇
高
宗
が
介
入
し
た
政
策
・
人
事
の
断
片
的
な
賓
例
か



(
5
)
 

ら
、
い
わ
ば
印
象
論
的
に
太
上
皇
帝
の
影
響
力
の
強
さ
を
指
摘
す
る
に
止
ま
り
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
詳
細
な
議
論
は
行
っ
て
い
な
か
っ
た
。

一
つ
の
政
治
事
件
の
顛
末
を
詳
細
に
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
太
上
皇
高
宗
が
現
賓
に
い
か
な
る
形
で
孝
宗
の
政
策
決
定
に
介
入
し
た
の
か
を
、

瞳
系
的
に
検
誼
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

以
上
の
問
題
関
心
の
も
と
、
本
稿
第
一
章
・
二
章
で
は
、
紹
興
三
十
二
年
(
一

一
六
二
)
六
月
の
孝
宗
印
位
か
ら
、
隆
興
和
議
が
締
結
さ
れ

一
六
四
)
十
二
月
ま
で
に
南
宋
中
央
で
行
わ
れ
た
、
釘
金
政
策
の
議
論
の
推
移
を
検
討
す
る
。
寺
地
選
氏
も
同
じ
問
題
を
一

(
6
)
 

九
八
八
年
に
論
じ
た
が
、
同
氏
は
そ
の
時
貼
で
太
上
皇
高
宗
の
影
響
力
を
高
く
評
慣
し
て
い
な
か
っ
た
。
太
上
皇
高
宗
が
昔
時
の
和
戦
論
争
に

た
隆
興
二
年
(

ど
う
か
か
わ
っ
て
い
た
の
か
を
追
究
す
る
こ
と
で
、
土
寸
地
氏
と
は
異
な
る
議
論
が
可
能
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
こ
で
の
結
論
を
踏
ま

え
た
う
え
で
、
第
三
章
で
は
太
上
皇
帝
が
有
し
た
影
響
力
と
、
孝
宗
に
よ
る
側
近
武
臣
重
用
と
の
関
係
を
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

紹
興
三
十
二
年
(

一
六
二
)
六
月
、
南
宋
初
代
高
宗
は
退
位
し
、

二
代
目
孝
宗
が
即
位
し
た
。
高
宗
は
固
政
を
孝
宗
に
委
ね
て
太
上
皇
帝

71 

信
用
一
品
早

符
離
の
戦
い
前
夜
の
宰
相
人
事
と
和
戦
問
題

を
稽
し
、
太
上
皇
后
呉
氏
と
と
も
に
梧
書
宮
に
移
り
住
ん
だ
の
で
あ
る
。
徳
書
官
は
高
宗
の
退
位
後
の
居
所
と
し
て
、
臨
安
東
南
の
望
仙
橋
の

東
に
用
意
さ
れ
た
宮
殿
で
あ
っ
た
。
望
仙
橋
は
南
宋
皇
帝
の
宮
城
の
北
円
で
あ
っ
た
和
寧
門
の
、
さ
ら
に
北
の
朝
天
門
の
東
に
位
置
し
た
。
徳

書
宮
は
宮
城
の
北
に
い
わ
ば
離
宮
と
し
て
所
在
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
昔
時
の
人
々
は
徳
書
宮
を
北
内
と
稽
し
、
皇
帝
の
宮
城
を
南
内

も
し
く
は
大
内
と
稽
し
た
。
高
宗
は
淳
照
十
四
年
(
一

(
7
)
 

権
威
と
し
て
君
臨
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ム
八
七
)
十
月
に
死
去
す
る
ま
で
の
二
十
五
年
間
、
こ
の
徳
書
宮
に
南
宋
政
権
の
最
高

さ
て
李
心
停
『
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
」
(
以
下
『
朝
野
雑
記
』
と
略
)
乙
集
巻
一
、
上
徳
一

位
の
理
由
を
「
今
老
に
し
て
且
つ
病
」
で
あ
る
た
め
と
稽
し
た
と
さ
れ
る
が
、
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
高
宗
退
位
の
原
因
は
首
時
の
政
治
状
況
に

「
壬
午
内
間
志
」
に
よ
れ
ば
、
高
宗
は
自
ら
の
退

71 

求
め
ら
れ
る
。
高
宗
退
位
の
前
後
の
時
期
は
、
ま
さ
に
宋
金
闘
係
の
壁
動
期
に
首
た
っ
て
い
た
。
ま
ず
は
先
行
研
究
に
依
援
し
つ
つ
、
昔
時
の
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政
治
過
程
を
瞥
見
し
た
い
。

高
宗
は
紹
興
十
二
年
(

一
四
二
)
に
秦
檎
主
導
で
行
わ
れ
た
宋
金
和
平
を
強
く
後
押
し
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
そ
う
し
た
和
平
重
覗

一五
T
1
)

十
月
の
秦
槍
況
後
も
嬰
化
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
高
宗
は
秦
檎
振
の
沈
該
・
湯
思
退
ら
を
宰
相
に
起

用
し
、
宋
金
関
係
の
維
持
・
安
定
に
努
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
南
宋
政
権
内
で
は
陳
俊
卿
・
虞
允
丈
ら
針
金
強
硬
論
者
が
次
第
に
力
を
強
め
、

の
姿
勢
は
同
二
十
五
年
(

同
二
十
九
年
(
一

一
五
九
)
に
は
沈
該
が
、
翌
年
に
は
湯
思
退
が
弾
劾
に
よ
っ
て
罷
克
さ
れ
た
。
そ
し
て
金
園
皇
帝
の
完
顔
亮
(
海
陵
主
)
が
南

宋
侵
攻
を
行
っ
た
こ
と
で
高
宗
の
和
平
政
策
は
破
綻
し
、
同
三
十
一
年
(
一

こ
の
戦
争
は
采
石
の
戟
い
に
南
宋
が
勝
利
し
、
反
乱
に
よ
っ
て
完
顔
売
が
横
死
し
た
こ
と
で
金
側
の
敗
北
に
終
わ
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
強
硬

論
者
の
さ
ら
な
る
躍
進
を
も
た
ら
し
た
。
す
な
わ
ち
強
硬
論
者
の
領
袖
で
、
秦
槍
最
大
の
政
敵
と
し
て
排
斥
さ
れ
て
い
た
張
凌
が
、
同
年
十
月

会
六
一
)
八
月
か
ら
再
び
南
宋
・
金
の
全
面
戦
争
が
行
わ
れ
た
。

に
判
建
康
府
と
し
て
現
職
復
蹄
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
ま
も
な
く
金
園
の
新
皇
帝
世
宗
が
南
宋
に
和
平
を
持
ち
か
け
た
も
の
の
、
翌
年
正
月

こ
の
よ
う
に
紹
興
三
十
二
年
(

一
六
二
)
昔
時
の
南
宋
政
権
は
、
釘
金
強
硬
論
者
が
大
き
く
蓋
頭
す
る
朕
況
に
あ
っ
た
。
高
宗
は
ま
さ
に
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に
南
宋
朝
廷
で
行
わ
れ
た
議
論
で
は
音
山
見
が
ま
と
ま
ら
ず
、
雨
園
の
和
平
は
暗
礁
に
乗
り
上
げ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
情
勢
下
で
退
位
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
述
べ
れ
ば
、
高
宗
は
自
ら
の
和
平
路
線
の
破
綻
に
失
望
し
、
ま
た

(
8
)
 

攻
勢
を
強
め
る
針
金
強
硬
論
の
矢
面
に
立
つ
こ
と
を
忌
避
し
、
退
位
を
決
意
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
大
き
な
問
題
が
生
じ
た
。

と
い
う
の
も
、
退
位
直
前
に
「
股
此
事
を
料
る
に
終
に
は
和
に
踊
せ
ん
」
と
述
べ
る
な
ど
、
な
お
も
封
金
和
平
に
固
執
し
て
い
た
太
上
皇
高
宗

と
は
異
な
り
、
新
皇
帝
孝
宗
は
金
園
を
「
共
に
天
を
戴
か
ざ
る
の
讐
」
と
見
な
し
、
即
位
と
同
時
に
「
恢
復
に
奮
志
」
し
た
強
硬
論
者
だ
っ
た

(
9
)
 

か
ら
で
あ
る
。
近
侍
の
た
び
に
「
恢
復
の
大
計
」
を
主
張
し
た
孝
宗
に
封
し
、
太
上
皇
高
宗
が
百
年
後
に
そ
の
こ
と
を
議
論
せ
よ
と
議
し
た
と

(
山
)

い
う
逸
話
は
、
封
金
政
策
を
め
ぐ
る
雨
者
の
思
惑
の
遠
い
を
鮮
明
に
表
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
か
か
る
状
況
は
首
時
の
政
局
に
い
か
に
反
映
さ

れ
た
の
か
。

孝
宗
に
と
っ
て
の
喫
緊
の
課
題
は
、
針
金
政
策
の
舵
を
ど
う
切
る
か
で
あ
っ
た
。

一
度
頓
挫
し
た
和
平
交
渉
を
再
開
す
る
か
、
強
硬
論
者
の



主
張
に
従
っ
て
再
び
開
戦
す
る
か
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
選
揮
を
め
ぐ
っ
て
大
き
な
焦
貼
と
な
っ
た
の
が
、
前
年
に
現
職
復
時
し
た
張
疫
の
庭

遇
で
あ
っ
た
。
張
凌
は
封
金
強
硬
論
者
と
し
て
知
ら
れ
、
紹
興
五
年
(
一
一
一
一
一
五
)
に
は
宰
相
を
務
め
た
が
、
軍
閥
の
解
躍
を
急
い
で
准
西
の

兵
饗
を
誘
設
す
る
な
ど
失
策
の
多
い
人
物
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
高
宗
は
張
凌
を
忌
避
し
、
宋
金
和
平
が
破
ら
れ
た
同
八
年
(
一
一
一
一
一
八
)

(ロ)

に
廷
臣
か
ら
張
疫
の
再
起
用
が
提
言
さ
れ
る
と
、
最
粛
な
面
持
ち
で
「
寧
ろ
園
を
覆
す
も
、
此
人
を
用
い
ず
」
と
述
べ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
も

高
宗
の
張
凌
へ
の
不
信
感
は
、
そ
れ
か
ら
二
十
四
年
後
の
退
位
前
後
に
お
い
て
も
梯
拭
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
例
え
ば
同
三
十
一
年
(
一

ム

ノ、

一
)
六
月
以
前
に
、
高
宗
は
張
波
の
再
起
用
を
求
め
ら
れ
る
と
、
「
凌
の
才
疎
な
り
」
「
若
し
再
び
諸
軍
を
督
せ
し
む
れ
ば
必
ず
や
事
を
敗
る
べ

(
β
)
 

し
」
と
答
え
て
い
た
。
さ
ら
に
そ
の
翌
年
正
月
に
も
、
起
居
合
人
劉
棋
が
「
重
臣
」
を
江
准
刑
裏
路
宣
撫
使
に
起
用
す
る
よ
う
に
上
奏
し
た
と

(
比
)

こ
ろ
、
高
宗
は
劉
棋
の
父
劉
子
初
と
張
凌
の
親
し
い
闘
係
か
ら
「
重
臣
」
と
は
張
凌
を
指
す
も
の
と
疑
い
、
激
怒
し
た
の
で
あ
っ
た
。
高
宗
が

張
疫
の
再
起
用
に
き
わ
め
て
消
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
う
し
た
状
況
は
孝
宗
の
即
位
に
よ
っ
て
一
饗
す
る
。
張
凌
は
孝
宗
即
位
か
ら
わ
ず
か
一
ヵ
月
後
の
紹
興
三
十
二
年
(
一

一ムハ一一)
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一
六
一
二
)
正
月
に
は
執
政
で
あ
る
枢
密
使
に
抜

(
日
)

擢
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
封
金
強
硬
論
を
支
持
し
て
い
た
孝
宗
は
、
「
時
に
上
の
意
貌
公
に
郷
か
う
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
と
き

七
月
に
前
線
の
司
令
官
で
あ
る
江
准
宣
撫
使
に
起
用
さ
れ
、

さ
ら
に
竿
年
後
の
隆
興
元
年
(
一

張
凌
(
「
貌
公
」
)
の
主
張
す
る
主
戦
論
に
共
鳴
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
高
宗
が
一
貫
し
て
張
疫
を
忌
避
し
て
い
た
こ
と
、

お
よ
び
張
凌
再
起
用

の
結
果
と
し
て
高
宗
が
最
も
望
ま
な
い
針
金
戦
争
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
人
事
が
あ
く
ま
で
も
孝
宗
の
意
思
に
よ
っ
て
行
わ
れ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
孝
宗
は
太
上
皇
高
宗
の
和
平
路
線
と
は
異
な
る
、
濁
自
の
封
金
政
策
を
模
索
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

さ
て
こ
こ
で
改
め
て
注
目
し
た
い
の
が
、
昔
時
の
宰
相
の
動
向
で
あ
る
。
孝
宗
即
位
か
ら
戦
争
決
行
ま
で
の
期
間
に
宰
相
を
務
め
た
の
は
、

陳
康
伯
・
史
浩
の
二
人
で
あ
っ
た
。
陳
康
伯
は
紹
興
二
十
九
年
(
一

三
十
一
年
(
一
一
六
一
)
三
月
に
向
書
左
僕
射
(
以
下
、
左
僕
射
と
略
)
に
昇
進
し
、
隆
興
元
年
(
一

一
五
九
)
九
月
に
尚
書
右
僕
射
(
以
下
、
右
僕
射
と
略
)
に
任
じ
ら
れ
、
同

一
六
三
)
十
二
月
ま
で
同
職
を
務
め
た
。
も
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う
一
人
の
史
浩
は
、
紹
興
三
十
二
年
(

一
六
二
)
八
月
に
執
政
で
あ
る
参
知
政
事
に
任
じ
ら
れ
、
翌
隆
興
元
年
(
一

一
ム
ハ
二
一
)
正
月
に
右
僕
射
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策
枢
密
使
に
昇
進
し
て
同
年
五
月
に
辞
職
し
た
。
首
時
に
お
け
る
陳
康
伯
・
史
浩
の
動
向
に
つ
い
て
、
李
心
惇
は
「
四
月
戊
辰
、
貌
公
入
り
て

(

日

山

)

奏
事
し
、
上
議
を
定
め
て
出
師
し
准
を
渡
ら
ん
と
す
る
も
、
陳
・
史
二
公
不
可
と
す
」
と
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
首
時
宰
相
を
務
め
た
二
人
が

そ
ろ
っ
て
孝
宗
の
強
硬
策
に
反
封
を
表
明
し
、
そ
の
推
進
へ
の
一
定
の
抑
止
力
と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
皇
帝
と
宰
相
が
政
策
を
め
ぐ
っ
て
釘
立
す
る
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
問
題
と
な
る
の
は
、
陳
康
伯
・
史
浩
の
宰
相
起
用

に
太
上
皇
高
宗
の
意
向
が
作
用
し
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
陳
康
伯
は
高
宗
朝
末
期
か
ら
宰
相
を
務
め
、
完
顔
亮
の
南
宋
侵
攻

を
乗
り
切
っ
た
こ
と
で
高
宗
か
ら
深
く
信
任
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
王
十
朋
の
上
奏
に
、
「
又
た
一
相
を
以
て
之
を
遺
」
し
た
と
あ
る
こ

(
げ
)

と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
昔
時
の
人
々
は
陳
康
伯
を
太
上
皇
高
宗
が
残
し
た
人
材
と
し
て
認
識
し
て
い
た
。
し
か
も
紹
興
三
十
二
年
ご

ム

ノ¥

一
一
)
十
月
に
陳
康
伯
が
辞
職
を
願
い
出
る
と
、
孝
宗
は
御
筆
を
下
し
て
「
太
上
皇
帝
卿
を
儲
え
以
て
肢
を
佐
け
し
む
」
と
述
べ
て
慰
留
し
、
孝

(

刊

日

)

宗
か
ら
請
願
さ
れ
た
太
上
皇
高
宗
も
御
筆
を
下
し
て
陳
康
伯
に
辞
職
の
撤
回
を
命
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
柳
立
言
氏
は
、
こ
の
事
件
を
孝
宗
が
太

(
四
)

上
皇
帝
に
仮
託
し
て
官
僚
を
慰
留
し
た
事
件
と
し
て
解
緯
し
、
太
上
皇
高
宗
の
権
威
の
大
き
さ
を
示
す
一
例
と
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
事
件

に
は
別
の
相
貌
も
あ
っ
た
。
棲
鎗
『
攻
娘
集
』
巻
九
三
、
神
道
碑
「
純
誠
厚
徳
元
老
之
碑
」
は
次
の
よ
う
に
惇
え
る
。
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康
伯
罷
政
を
乞
う
に
、
孝
宗
批
問
せ
ら
く
、
思
曜
巳
に
童
く
せ
ば
、
首
に
何
れ
の
職
を
輿
う
べ
き
か
と
。
意
蓋
し
公
に
属
す
る
な
り
。
公

印
ち
奏
せ
ら
く
、
康
伯
は
前
朝
の
老
臣
な
れ
ば
、
留
め
て
以
て
重
と
矯
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
若
し
其
の
請
未
だ
己
ま
ざ
れ
ば
、
必
ず
徳
書

(
別
)

の
聖
誌
を
得
、
其
の
音
山
を
安
ん
ず
る
べ
し
と
。
是
日
高
宗
賜
う
に
御
筆
を
以
て
し
、
康
伯
乃
ち
職
に
安
ん
ず
。

孝
宗
は
陳
康
伯
の
辞
任
を
認
め
る
つ
も
り
で
、
何
の
職
を
輿
え
る
べ
き
か
と
史
浩
(
「
公
」
)
に
諮
問
し
た
が
、
史
浩
は
高
宗
朝
か
ら
の
老
臣
で

あ
る
陳
康
伯
を
引
き
止
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
な
お
も
辞
任
を
求
め
る
な
ら
太
上
皇
帝
(
「
徳
書
」
)
の
聖
誌
に
よ
っ
て
慰
撫
す
べ
き
だ

と
答
え
た
と
い
、
っ
。

つ
ま
り
孝
宗
は
必
ず
し
も
陳
康
伯
の
宰
相
留
任
を
望
ん
で
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
同
宗
が
起
用
し
た
人
物
で
あ

っ
た
が
ゆ
え
に
任
用
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
事
情
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

も
う
一
人
の
宰
相
史
浩
は
、
皇
子
時
代
の
孝
宗
に
皐
聞
を
教
授
し
た
経
歴
を
持
つ
人
物
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
史
浩
の
宰
相
起
用
は
、
孝
宗



自
身
の
意
思
に
よ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
蒋
義
斌
氏
は
、
史
浩
が
高
宗
と
同
じ
く
和
平
論
者
で
あ
り
、
し
か
も
高
宗
が
在
位
中
か
ら

(
訂
)

史
浩
を
高
く
評
慣
し
て
い
た
こ
と
を
根
擦
に
、
史
浩
の
宰
相
起
用
が
太
上
皇
高
宗
の
意
向
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
蒋

氏
は
高
宗
と
史
浩
の
関
係
を
一
不
す
史
料
を
提
示
せ
ず
、
ま
た
高
宗
と
史
浩
の
関
係
が
昔
時
の
和
戦
問
題
に
ど
う
反
映
さ
れ
た
の
か
も
検
討
し
て

い
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
賓
慶
「
四
明
士
山
』
巻
第
九
、
殺
人
中
、
先
賢
事
跡
下
「
史
浩
」
の
記
述
が
注
目
さ
れ
る
。

浩
容
知
政
事
と
な
り
、
上
皇
内
侍
を
し
て
召
し
て
至
ら
し
め
食
を
賜
う
。
諭
し
て
日
く
、
卿
皇
帝
の
漕
藩
に
在
り
、
備
に
忠
力
を
輝
く
す
。

皇
帝
孝
愛
な
る
は
、
卿
輔
導
の
功
な
り
。
今
卿
を
得
て
輔
弼
と
質
す
、
五
口
も
亦
た
心
を
安
ん
ず
と
。
又
た
日
く
、
卿
皇
帝
の
親
臣
な
れ
ば
、

凡
そ
事
宜
あ
れ
ば
直
前
規
正
し
、
回
忌
す
る
べ
か
ら
ず
と
。

史
浩
が
紹
興
三
十
二
年
(

一
六
二
)
七
月
に
参
知
政
事
に
任
じ
ら
れ
る
と
、
太
上
皇
高
宗
か
ら
(
臣
官
が
遣
わ
さ
れ
、
徳
圭
一
一
吋
宮
に
召
さ
れ
て
食

事
を
賜
っ
た
。
高
宗
は
史
浩
に
封
し
、
皇
帝
の
近
臣
と
な
っ
た
以
上
は
規
正
す
べ
き
行
動
は
き
ち
ん
と
規
正
し
て
避
け
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ

右
の
記
事
は
徳
書
官
に
い
る
太
上
皇
帝
が
執
政
と
濁
白
に
面
曾
し
、
自
ら
の
意
思
を
表
明
で
き
た
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
蒋
氏
が
い
う
よ
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た
と
い
う
の
で
あ
る
。

う
に
史
浩
の
宰
相
起
用
に
高
宗
の
意
思
が
介
在
し
て
い
た
可
能
性
を
強
く
示
唆
し
よ
う
。
ま
た
別
史
料
が
右
の
高
宗
の
言
葉
に
績
け
て
「
公
既

に
推
謝
す
。
次
日
、
又
た
奏
事
に
因
り
て
之
を
言
、
つ
」
と
記
し
、
史
浩
(
「
公
」
)
が
翌
日
の
上
奏
の
際
に
、
高
宗
か
ら
受
け
た
言
葉
を
そ
の
ま

(
お
)

ま
孝
宗
に
惇
え
た
と
し
て
い
る
こ
と
も
重
視
さ
れ
る
。
史
浩
が
孝
宗
の
行
動
を
「
規
正
」
す
る
こ
と
が
、
太
上
皇
高
宗
に
支
持
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
内
外
に
示
し
た
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
史
浩
の
謹
言
力
を
増
大
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
恐
ら

く
高
宗
は
、
孝
宗
を
始
め
と
す
る
強
硬
論
者
の
動
き
を
、
史
浩
が
「
規
正
」
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
江
准
宣
撫
使
張
凌
が
孝
宗

(
剖
)

の
命
令
に
よ
っ
て
針
金
戦
争
を
計
量
し
た
も
の
の
、
参
知
政
事
史
浩
の
反
封
に
よ
っ
て
な
か
な
か
賓
行
に
移
せ
な
か
っ
た
と
い
う
事
賓
は
、
右

の
高
宗
の
思
惑
が
二
疋
の
成
果
を
収
め
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
孝
宗
は
太
上
皇
高
宗
か
ら
深
く
信
任
さ
れ
て
い
た
史
浩
の
慎
重
論
を
、
容
易

75 

に
退
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
太
上
皇
高
宗
と
史
浩
の
協
力
関
係
は
、
隆
興
元
年
(
一

一
六
一
二
)
四
月
の
論
争
に
一
層
明
瞭
な
形
で
表
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
紹

起
用
さ
れ

張
疫
がプ
植さ
密 c

Fは

抜問

事長
五伯
る
と史

浩
出ら
主↑民

主婁
張柵1
凌主

自主
1722 
1島守 匝冊

ピ考
ii品
戟ll::.
王子ι 十

事元
が事
ホ王

お推
さ 移
れ し
るた
こカ宝
と
に 翌
な年
っ正
た月

そ 史
の浩
経が
緯右
は僕
以射
下に

興
三
十
二
年
(

の
通
り
で
あ
る
。
同
年
四
月
に
張
凌
は
孝
宗
に
釘
し
、
前
線
で
あ
る
建
康
府
に
赴
き
、
自
ら
針
金
戦
争
を
督
戦
す
る
よ
う
に
要
請
し
た
。
こ
れ

に
封
し
て
陳
康
伯
は
沈
献
を
守
っ
た
が
、
史
浩
は
反
封
論
を
唱
え
た
。
史
浩
に
よ
れ
ば
、
皇
帝
が
動
く
に
は
親
征
・
持
軍
・
移
揮
の
三
つ
の
名

目
が
あ
る
が
、
親
征
は
金
側
の
大
規
模
な
反
攻
を
招
く
の
で
不
可
で
あ
り
、
軍
を
勢
、
つ
の
も
財
政
不
足
で
や
は
り
不
可
で
あ
る
。
皇
帝
の
居
所

を
動
か
す
移
揮
が
最
も
都
合
が
よ
い
が
、
な
お
も
熟
議
を
要
す
る
と
い
う
。
こ
れ
を
聞
い
た
孝
宗
は
、
移
同
時
な
ら
ば
問
題
な
い
、
な
ぜ
議
論
が

必
要
な
の
か
と
諮
問
し
た
。
次
の
賓
慶
『
四
明
志
』
巻
第
九
、
殺
人
中
、
先
賢
事
跡
下
「
史
浩
」
の
記
述
は
、
そ
れ
に
績
く
史
浩
と
孝
宗
の
や

り
取
り
で
あ
る
。

浩
日
く
、
未
だ
陛
下
自
ら
六
宮
と
輿
に
往
く
か
、
亦
た
上
皇
を
奉
じ
て
以
て
倶
に
す
る
か
を
審
ら
か
に
せ
ず
。
若
し
上
皇
を
奉
ず
れ
ば
、
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則
ち
建
康
未
だ
徳
書
の
行
宮
有
ら
ず
。
又
た
未
だ
上
皇
の
行
止
の
意
若
何
な
る
か
を
知
ら
ず
。
臣
料
る
に
上
皇
未
だ
必
ず
し
も
行
く
を
肯

ん
ぜ
ざ
る
な
り
。
上
皇
行
か
ざ
れ
ば
、
陛
下
安
く
ん
ぞ
六
宮
と
奥
に
往
く
を
得
ん
や
。
伯
し
陛
下
自
ら
行
け
ば
、
乃
ち
是
れ
親
征
に
し
て
、

移
躍
に
は
非
ざ
る
な
り
。
若
し
今
親
征
せ
ば
、
功
有
る
を
侠
ち
て
乃
ち
回
る
か
、
功
有
る
を
待
た
ず
し
て
即
ち
踊
る
か
。
必
ず
功
有
る
を

倹
つ
べ
し
。
功
必
す
可
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
卒
か
に
は
未
だ
回
撃
の
期
有
ら
ず
。
苛
く
も
功
無
く
し
て
還
れ
ば
、
則
ち
上
皇
覗
師
の
行
と

は
以
て
異
な
る
無
し
。
亦
た
復
た
何
の
盆
な
ら
ん
。
:
:
:
抑
そ
も
臣
之
を
聞
く
に
、
古
人
賊
を
以
て
君
父
に
遣
さ
ず
と
。
今
必
ず
上
の
臨

陳
を
侠
ち
、
乃
ち
成
功
す
る
能
う
べ
し
と
す
。
安
く
ん
ぞ
都
督
を
用
い
ん
や
。
況
や
上
皇
を
此
に
留
め
て
、
陛
下
遠
く
千
里
の
外
に
遁
け

ば
、
朝
夕
左
右
に
侍
る
を
得
ず
。
虜
一
騎
を
以
て
准
を
犯
せ
ば
、
則
ち
此
聞
騒
然
と
し
、
少
し
く
奔
寵
有
れ
ば
、
上
皇
能
く
心
を
動
か
さ

ざ
ら
ん
や
。
陛
下
父
子
、
慈
孝
な
る
こ
と
此
の
如
し
。
今
日
畳
に
畦
歩
も
相
い
離
る
る
べ
け
ん
や
と
。
上
始
め
て
悟
り
漫
に
謂
い
て
日
く
、

(
お
)

都
督
姑
く
先
に
遣
に
臨
み
、
功
緒
有
る
を
侯
た
ん
。
股
何
ぞ
敢
え
て
行
く
を
憧
ら
ん
や
。
今
未
だ
須
く
詔
を
下
す
べ
か
ら
ず
と
。



史
浩
は
孝
宗
の
語
問
に
封
し
、
孝
宗
が
太
上
皇
帝
を
連
れ
て
行
く
の
か
否
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
う
え
に
、
建
康
府
に
は
そ
も
そ
も
太
上
皇
帝

の
居
所
が
な
い
と
答
え
た
。
ま
た
太
上
皇
帝
は
恐
ら
く
同
行
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
、
太
上
皇
帝
が
同
行
し
な
い
と
す
れ
ば
孝
宗
は
居
所

を
移
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
さ
ら
に
孝
宗
の
み
が
行
く
と
す
れ
ば
そ
れ
は
親
征
で
あ
り
、
親
征
で
あ
れ
ば
何
が
し
か
の
戦
功
が
な
け
れ

ば
踊
れ
な
い
か
ら
、
滞
在
は
長
期
に
及
ぶ
可
能
性
も
あ
る
。
張
凌
は
皇
帝
が
出
陣
し
て
は
じ
め
て
成
功
す
る
と
言
う
が
、
そ
れ
で
は
都
督
と
は

一
躍
何
の
た
め
の
も
の
な
の
か
。
ま
し
て
や
太
上
皇
帝
を
臨
安
に
留
め
て
皇
帝
が
遠
く
に
あ
っ
て
は
、
敵
が
一
騎
で
も
准
河
を
犯
せ
ば
臨
安
は

大
騒
ぎ
と
な
り
、
味
方
が
少
し
で
も
敗
走
す
れ
ば
太
上
皇
帝
の
心
を
乱
す
こ
と
に
な
る
と
述
べ
、
孝
宗
は
太
上
皇
帝
の
そ
ば
か
ら
離
れ
て
は
な

ら
な
い
と
結
論
づ
け
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
孝
宗
は
建
康
へ
の
出
向
を
一
時
見
合
わ
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
史
浩
は
太
上
皇
高
宗
の
存

在
を
口
賓
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
孝
宗
が
自
ら
前
線
に
出
向
す
る
こ
と
を
思
い
止
ま
ら
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
強
硬
論
者
張
夜
の
も
と
へ
の
孝

宗
の
出
向
は
、
史
浩
が
遮
べ
て
い
た
よ
う
に
そ
の
後
の
宋
金
戦
争
を
長
期
化
、
も
し
く
は
大
規
模
化
さ
せ
る
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
た
と
い
え

る
。
ま
た
翌
五
月
に
賓
際
に
親
征
が
命
じ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
史
浩
の
懸
念
通
り
こ
の
出
向
が
そ
の
ま
ま
親
征
と
な
る
こ
と
も
あ
り
え

た
。
そ
れ
を
開
戦
前
の
こ
の
時
貼
で
回
避
で
き
た
こ
と
に
は
少
な
か
ら
ぬ
意
義
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
太
上
皇
高
宗
か
ら
信
任
さ

77 

れ
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
た
史
浩
が
太
上
皇
帝
の
存
在
を
盾
に
し
、
そ
の
意
向
を
代
詩
す
る
こ
と
で
初
め
て
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
史
浩
は
孝
宗
に
封
し
て
慎
重
論
を
展
開
し
、
孝
宗
が
前
線
に
出
向
く
こ
と
は
思
い
止
ま
ら
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
も
の
の
、
こ

こ
で
孝
宗
と
張
凌
は
史
浩
に
と
っ
て
務
想
外
の
行
動
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
張
疫
の
進
言
に
従
い
、
孝
宗
は
一
一
一
省
・
植
密
院
を
経
由

せ
ず
に
出
兵
の
命
令
を
下
す
と
い
う
、
通
常
で
は
考
え
ら
れ
な
い
非
常
手
段
に
よ
っ
て
封
金
戦
争
を
強
行
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
知
っ
た
太

上
皇
高
宗
は
、
懐
皇
帝
宮
を
訪
問
し
た
孝
宗
を
「
張
凌
の
虚
名
を
信
ず
る
母
か
れ
。
将
来
必
ず
や
大
計
を
誤
る
べ
し
」
と
説
得
す
る
も
翻
意
さ
せ

る
こ
と
は
で
き
ず
、
さ
ら
に
史
浩
は
宰
相
で
あ
る
白
分
を
出
兵
に
闘
輿
さ
せ
な
か
っ
た
孝
宗
の
行
矯
に
憤
り
、
五
月
十
五
日
に
宰
相
の
地
位
を

(
お
)

辞
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
高
宗
と
史
浩
の
憂
慮
は
的
中
し
、
同
年
五
月
二
十
四
日
に
南
宋
軍
は
符
離
(
現
在
の
安
徽
省
宿
州
市
)
に
お
い
て

77 

金
軍
に
大
敗
す
る
こ
と
に
な
る
。
い
ま
だ
敗
報
を
知
ら
ぬ
孝
宗
が
つ
い
に
詔
を
下
し
て
親
征
を
表
明
し
た
の
は
五
月
二
十
五
日
、
す
な
わ
ち
敗
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戦
の
翌
日
で
あ
っ
た
。

信
用
二
主
早

符
離
の
戟
い
後
の
宰
執
人
事
と
隆
興
和
議

隆
興
一
冗
年
(

一
六
一
二
)
六
月
、
孝
宗
は
詔
を
下
し
て
前
月
の
符
離
で
の
大
敗
の
責
任
を
自
ら
に
蹄
し
、
さ
ら
に
翌
月
に
は
秦
槍
の
和
平
路

線
の
継
承
者
と
さ
れ
る
湯
思
退
を
右
僕
射
粂
植
密
使
に
再
起
用
し
た
。
「
湯
・
陳
二
相
、
亙
か
に
之
と
輿
に
和
せ
ん
と
欲
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、

(
幻
)

右
僕
射
湯
思
退
は
左
僕
射
陳
康
伯
と
と
も
に
宋
金
和
平
を
主
導
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
同
年
十
月
に
は
金
側
か
ら
和
議

の
僚
件
と
し
て
、
雨
圃
の
名
分
関
係
を
叔
姪
と
す
る
こ
と
、
南
宋
側
が
前
年
に
占
領
し
た
唐
・
部
・
海
・
澗
の
四
州
を
金
固
に
返
還
す
る
こ
と

(
お
)

な
ど
が
示
さ
れ
た
。
嘗
初
は
四
州
の
返
還
に
難
色
を
示
し
た
孝
宗
も
次
第
に
態
度
を
軟
化
さ
せ
、
同
年
十
一
月
二
十
五
日
の
集
議
の
あ
と
は

「
上
日
く
、
彼
能
く
太
上
を
以
て
兄
と
話
す
は
、
肢
の
喜
ぶ
所
の
者
な
り
。
股
の
意
己
に
定
ま
れ
り
。
正
に
首
に
此
れ
に
因
り
て
治
功
を
興
起

(
お
)

す
べ
し
と
」
と
遮
べ
、
新
た
な
名
分
開
係
の
も
と
で
太
上
皇
高
宗
が
金
の
世
宗
の
兄
と
さ
れ
る
こ
と
に
満
足
し
、

一
度
は
和
議
締
結
を
決
意
し

78 

た
の
で
あ
っ
た
。

孝
宗
が
そ
れ
ま
で
の
強
硬
論
を
一
轄
さ
せ
、
宋
金
和
平
の
推
進
を
決
意
し
た
背
景
に
は
、
太
上
皇
高
宗
か
ら
の
働
き
か
け
も
あ
っ
た
よ
う
で

(
鈎
)

あ
る
。
「
太
上
皇
帝
深
く
上
に
勧
め
て
和
に
従
わ
し
め
ん
と
し
、
遂
に
使
を
遣
わ
し
め
ん
と
決
議
す
」
と
の
記
述
は
そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
し

(
出
)

て
い
る
。
ま
た
孝
宗
か
ら
金
圃
と
の
交
渉
再
開
の
決
定
を
聞
か
さ
れ
た
高
宗
が
大
い
に
喜
び
、
金
園
へ
の
植
物
を
自
分
で
選
び
た
い
と
述
べ
た

(
犯
)

と
す
る
史
料
も
、
高
宗
が
和
議
再
開
の
た
め
に
積
極
的
に
動
い
て
い
た
こ
と
を
強
く
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。
太
上
皇
帝
と
皇
帝
と
が
意
見
を
一

致
さ
せ
た
こ
と
で
、
南
宋
政
権
の
封
金
政
策
は
和
平
へ
と
舵
が
切
ら
れ
、
こ
こ
に
事
態
は
牧
束
す
る
か
に
思
わ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
符
離
で
の
大
敗
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
張
疫
に
封
す
る
孝
宗
の
信
任
は
衰
え
な
か
っ
た
ら
し
く
、
翌
十
二
月
初
め
に
張
凌
が
南
宋
中

央
に
戻
る
と
事
態
は
再
び
一
一
愛
し
た
。
す
な
わ
ち
寺
地
遭
氏
に
よ
る
と
、
張
浸
が
和
議
反
釘
を
主
張
し
、
言
路
官
の
多
く
が
こ
れ
に
同
調
す
る

と
「
孝
宗
の
意
志
は
大
き
く
動
揺
」
し
た
。
そ
し
て
孝
宗
は
陳
康
伯
が
す
で
に
左
僕
射
を
辞
任
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
同
月
に
湯
思
退
を
左
僕



射
に
昇
進
さ
せ
、
張
凌
を
右
僕
射
に
抜
擢
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
再
び
強
硬
論
が
力
を
持
ち
、
「
和
議
の
動
き
は
に
わ
か
に
阻
ま

(
お
)

れ
」
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
南
宋
朝
廷
で
は
符
離
で
の
敗
戦
後
も
、
隆
興
元
年
(
一

一
六
三
)
十
二
月
の
張
凌
の
右
僕
射
就
任
か
ら
、
最
終
的
に
隆
興
和
議

が
締
結
さ
れ
た
翌
年
十
二
月
ま
で
に
か
け
て
、
和
戦
問
題
を
め
ぐ
っ
て
和
平
論
者
と
強
硬
論
者
と
の
聞
で
政
争
が
行
わ
れ
た
。
た
だ
し
そ
う
し

(
但
)

た
政
局
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
寺
地
選
氏
の
専
論
が
あ
る
。
本
章
で
は
前
章
か
ら
引
き
績
き
、
昔
時
の
政
争
や
孝
宗
の
政
策
決
定
に
、

太
上
皇
高
宗
が
い
か
に
し
て
影
響
を
輿
え
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
は
張
凌
の
右
僕
射
抜
擢
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
禁
靖
徳
『
朱
子
語
類
」
巻
二
三
、
本
朝
五
「
中
興
至
今
人
物
上
」

に
注
目
す
べ
き
詮
言
が
蔑
さ
れ
て
い
る
。

張
貌
公
初
め
召
来
せ
ら
る
る
や
、
措
紳
甚
だ
喜
ぶ
。
時
に
湯
進
之
右
挟
に
在
れ
ば
、
衆
以
矯
え
ら
く
貌
公
必
ず
や
左
に
居
る
べ
し
と
。
既

(
お
)

に
し
て
嬰
麻
を
告
庭
す
る
に
、
湯
は
左
に
遷
り
、
貌
公
は
右
に
居
れ
ば
、
凡
そ
事
は
皆
湯
の
温
む
所
と
矯
る
。

張
凌
(
「
張
貌
公
」
)
が
朝
廷
に
召
さ
れ
る
と
官
界
は
非
常
に
喜
ん
だ
。
首
時
は
湯
思
退
(
「
湯
進
之
」
)
が
右
僕
射
で
あ
っ
た
た
め
、
人
々
は
張
凌

79 

が
そ
の
上
位
の
左
僕
射
に
起
用
さ
れ
る
と
思
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
賓
際
に
は
湯
思
退
が
左
僕
射
に
昇
進
し
、
張
凌
は
右
僕
射
に
任
じ
ら
れ
て

し
ま
っ
た
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
湯
思
退
に
阻
ま
れ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
同
史
料
の
別
の
部
分
に
も
類
似
の
朱
書
の
言
葉
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
張
凌
が
宰
相
に
起
用
さ
れ
て
針
金
戦
争
を
主
張
す
る
と
、
朱
喜
…
は
張
凌
の
子
張
拭
に
封
し
、
も
し
も
張
凌
が
皇
帝
に
請
願
し
、
全
権
を
張
波

に
委
ね
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
封
金
戦
争
は
成
就
す
る
が
、
湯
思
退
と
と
も
に
戟
争
を
行
お
う
と
す
れ
ば
失
敗
す
る
と
忠
告
し
、

の
ち
に
そ

と
し
て
も
、

の
通
り
に
な
っ
た
。
し
か
も
昔
時
は
湯
思
退
が
左
僕
射
で
あ
り
、
張
夜
は
右
僕
射
で
あ
っ
た
。
た
と
え
張
夜
と
湯
思
退
の
ポ
ス
ト
が
逆
だ
っ
た

(
お
)

や
は
り
封
金
戦
争
は
行
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

ど
ち
ら
も
朱
喜
一
が
語
っ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
前
者
の
史
料
は
、
強
硬
論
が
湯
思
退
に
阻
ま
れ
た
最
大
の
原
因
を
、
張
凌
が
左
僕
射
に
任
じ

79 

ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
蹄
し
て
い
る
。
後
者
の
史
料
は
、
た
と
え
張
疫
が
左
僕
射
に
任
じ
ら
れ
で
も
強
硬
論
は
阻
ま
れ
た
と
す
る
が
、
張
凌
の
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右
僕
射
拝
ム
叩
が
強
硬
論
の
劣
勢
を
決
定
づ
け
た
と
と
ら
え
る
賄
で
は
一
致
し
て
い
る
。

つ
ま
り
張
疫
の
宰
相
抜
擢
に
よ
っ
て
息
を
吹
き
返
し
、

宋
金
利
議
を
阻
害
し
た
と
さ
れ
る
封
金
強
硬
論
も
、
賓
際
に
は
張
渡
が
右
僕
射
に
任
じ
ら
れ
た
時
賄
で
そ
の
敗
北
は
決
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
朱
喜
…
と
い
う
一
士
大
夫
の
主
張
で
あ
る
た
め
注
意
が
必
要
で
は
あ
る
が
、
首
時
の
政
治
を
賓
見
し
た
人
物
の
詮
言
と
し
て
無
覗
し
え

な
い
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
そ
も
そ
も
張
凌
は
な
ぜ
右
僕
射
に
任
じ
ら
れ
た
の
か
。
既
速
の
よ
う
に
、
孝
宗
は
南
宋
官
界
の
輿
論
が
和
平
に
傾
く
な
か
で
も
、

な
お
も
張
凌
を
信
任
し
て
い
た
。
し
か
も
寺
地
造
氏
に
よ
れ
ば
、
隆
興
元
年
(
一

(
幻
)

宗
の
意
向
は
和
平
と
は
反
封
の
方
向
に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
湯
思
退
・
張
演
が
左
・
右
僕
射
を
拝
命
し
た
あ
と
も
、
孝
宗
は
上
殿
奏
事
の
た
び
に

(
お
)

張
疫
の
み
を
留
め
て
言
葉
を
交
わ
し
た
と
す
る
史
料
も
あ
る
。
か
か
る
賦
況
下
に
お
い
て
、
孝
宗
が
湯
思
退
を
左
僕
射
に
任
じ
、
張
凌
を
そ
の

一
六
三
)
十
二
月
に
張
凌
が
強
硬
論
を
主
張
し
て
以
降
、
孝

下
位
の
右
僕
射
と
し
た
の
は
き
わ
め
て
不
自
然
に
感
じ
ら
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
が
こ
の
疑
問
に
明
快
な
答
え
を
輿
え
る
史
料
が
蔑
さ
れ
て
い
る
。

隆
興
初
、
湯
進
之
右
僕
射
と
矯
り
、
上
張
貌
公
を
相
と
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
左
右
に
難
し
。
過
宮
に
因
り
て
之
を
上
皇
に
棄
す
る
に
、
上
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『
朝
野
雑
記
』
乙
集
中
在
三
、
上
徳
三
「
宰
執
恭
謝
徳
書
重
華
宮
聖
語
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

皇
云
え
ら
く
、
各
お
の
其
の
奮
に
還
せ
と
。
蓋
し
貌
公
紹
興
初
に
在
り
て
緩
か
に
右
相
と
局
り
、
進
之
紹
興
末
年
に
巳
に
左
相
と
漏
る
の

故
な
り
。
後
五
日
鎖
院
し
、
進
之
左
僕
射
に
縛
じ
、
貌
公
右
僕
射
を
拝
す
。

隆
興
元
年
(
一

一
六
三
)
に
湯
思
退
が
右
僕
射
に
な
る
と
、
孝
宗
は
張
凌
を
宰
相
に
任
じ
た
く
思
っ
た
が
、
左
・
右
僕
射
い
ず
れ
と
す
る
か
が

難
問
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
孝
宗
は
徳
書
宮
を
訪
れ
た
際
に
太
上
皇
高
宗
に
伺
い
を
た
て
た
と
こ
ろ
、
高
宗
は
各
々
昔
の
官
職
に
戻
せ
ば
よ
い
と

連
べ
た
。
張
渡
は
紹
興
初
に
短
期
間
な
が
ら
右
僕
射
と
な
り
、
湯
思
退
は
紹
興
末
に
左
僕
射
を
務
め
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
湯
思
退
は
左
僕
射
に
昇
進
し
、
張
凌
は
右
僕
射
を
拝
命
し
た
と
い
う
。
ま
た
洪
遇
も
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
事
責
を
惇
え
る
が
、
そ
こ
に
は

「
孝
宗
張
を
命
じ
て
左
と
潟
さ
ん
と
欲
し
、
徳
圭
一
吋
に
請
う
も
、
高
宗
日
く
、
湯
思
退
は
元
日
走
れ
左
相
に
し
て
、
張
凌
は
一
冗
是
れ
右
相
な
れ
ば
、

只
だ
其
の
奮
に
の
れ
ば
可
な
り
と
」
と
あ
り
、
孝
宗
が
張
凌
の
左
僕
射
起
用
を
太
上
皇
高
宗
に
請
願
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
高
宗
に
よ
っ
て



(
剖
)

そ
れ
が
拒
絶
さ
れ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
い
ず
れ
の
史
料
も
、
高
宗
は
湯
思
退
・
張
凌
の
経
歴
に
照
ら
し
て
雨
者
の
左
・
右
僕

射
殺
任
を
決
め
た
と
惇
え
る
が
、
こ
の
人
事
が
首
時
の
和
戦
問
題
の
行
方
を
決
定
づ
け
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
信
用
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
太
上
皇
高
宗
が
張
渡
の
左
僕
射
就
任
を
阻
み
、
湯
思
退
の
昇
進
を
後
押
し
し
た
背
景
に
は
、
宋
金
和
平

(
n
U
)
 

を
主
張
し
て
い
た
湯
思
退
に
封
す
る
、
高
宗
か
ら
の
強
い
期
待
と
信
任
と
が
働
い
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
強
硬
論
を
唱
え
て
い
た
張
凌
が
右
僕
射
に
任
じ
ら
れ
、
和
平
を
主
張
し
て
い
た
湯
思
退
が
左
僕
射
に
起
用
さ
れ
た
の
は
、
太
上
皇

高
宗
の
意
向
が
作
用
し
た
結
果
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
孝
宗
は
張
凌
を
深
く
信
任
し
、
そ
の
左
僕
射
へ
の
起
用
を
望
ん
で
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
太
上
皇
帝
の
意
向
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
朱
裏
は
こ
う
し
た
経
緯
を
必
ず
し
も
把
握
し
て
い
な
か

っ
た
が
、
孝
宗
が
「
秦
槍
も
如
か
ず
」
と
ま
で
罵
っ
た
湯
思
退
を
左
僕
射
に
起
用
し
た
こ
と
に
は
か
ね
て
か
ら
疑
念
を
持
っ
て
い
た
ら
し
く
、

「
然
る
に
寛
に
之
を
用
い
る
は
、
暁
る
可
か
ら
ず
。
恐
れ
ら
く
は
是
れ
太
上
の
意
な
ら
ん
」
と
述
べ
、
湯
思
退
の
起
用
が
高
宗
の
意
向
で
あ
る

こ
と
を
推
測
し
て
い
た
。
宰
相
人
事
に
太
上
皇
高
宗
の
意
向
が
反
映
し
う
る
と
い
う
認
識
を
、
昔
時
の
士
大
夫
が
ご
く
常
識
的
に
持
っ
て
い
た
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こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
朱
裏
の
こ
の
推
測
は
正
鵠
を
射
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
湯
思
退
と
同
じ
く
昔
時
の
和
戦
問
題
を
左
右
し
た
宰
執
人
事
と
し
て
重
頑
さ
れ
る
の
が
銭
端
曜
の
事
例
で
あ
る
。
銭
端
曜
は
五
代
十
固

の
呉
越
銭
氏
の
後
育
で
、
祖
父
銭
景
藻
は
仁
宗
の
大
長
公
主
を
妻
と
し
、
銭
端
曜
の
女
子
は
孝
宗
の
皇
太
子
で
あ
っ
た
荘
文
太
子
の
妃
と
な
る

な
ど
、
皇
室
と
深
い
結
び
つ
き
を
持
つ
人
物
で
あ
っ
た
。
紹
興
三
十
年
(
一

一六
O
)
に
権
戸
部
侍
郎
と
な
っ
た
が
、
翌
年
父
の
死
に
よ
っ
て

一
六
三
)
十
一
月
に
戸
部
侍
郎
と
し
て
復
時
し
た
。
そ
し
て
翌
年
に
は
吏
部
侍
郎
に
任
じ
ら
れ
、
湯
思
退
と
と
も
に

(
お
)

戦
費
不
足
を
理
由
に
張
疫
の
強
硬
論
を
激
し
く
糾
弾
し
た
の
で
あ
っ
た
。

服
喪
し
、
隆
興
元
年
(
一

さ
て
湯
思
退
・
銭
端
櫨
ら
の
張
凌
批
判
が
功
を
奏
し
た
の
か
、
張
凌
は
隆
興
二
年
(
一

一
六
四
)
四
月
に
つ
い
に
罷
克
さ
れ
、
南
宋
朝
廷
の

議
論
は
再
び
和
議
に
統
一
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
十
一
月
に
金
軍
が
准
南
に
侵
攻
し
、
さ
ら
に
秦
州
・
商
州
を
う
か
が
う
動
き
を
見
せ
る
と
、
事
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態
は
ま
た
も
や
急
饗
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
金
軍
の
動
き
に
激
怒
し
た
孝
宗
は
「
若
し
彼
堅
く
商
・
秦
の
地
、
件
降
の
人
を
欲
さ
ば
、
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(
叫
)

則
ち
股
園
を
以
て
艶
す
る
こ
と
有
る
も
、
従
う
能
わ
ざ
る
な
り
」
と
の
詔
を
下
し
、
封
金
和
平
へ
の
反
釘
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お

い
て
宋
金
関
係
は
再
び
緊
張
賦
態
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
孝
宗
は
和
平
を
主
張
し
た
左
僕
射
湯
思
退
を
同
月
十
日
に
罷
克
し
、

十
七
日
に
は
前
年
に
宰
相
を
退
い
た
陳
康
伯
を
再
び
左
僕
射
に
起
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。

前
章
で
見
た
よ
う
に
、
陳
康
伯
は
太
上
皇
高
宗
か
ら
深
く
信
任
さ
れ
た
人
物
で
あ
り
、
こ
の
人
事
も
ま
た
高
宗
の
意
向
に
基
づ
い
て
い
た
よ

う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
こ
の
と
き
陳
康
伯
は
す
で
に
老
病
に
冒
さ
れ
、
詔
に
よ
っ
て
二
日
に
一
度
だ
け
の
出
仕
を
命
じ
ら
れ
た
う
え
に
、
重

要
案
件
以
外
に
は
署
名
を
し
な
く
て
も
よ
い
と
さ
れ
、
さ
ら
に
就
任
か
ら
四
カ
月
後
の
翌
年
二
月
に
琵
作
を
起
こ
し
て
急
死
し
て
い
る
こ
と
か

(
日
目
)

ら
、
賓
質
的
に
は
宰
相
の
権
限
を
行
使
で
き
る
賦
態
に
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
陳
康
伯
が
再
起
用
さ
れ
た
隆
興
二
年
(
一

一
六
四
)

十
一
月
の
時
貼
に
お
い
て
、
参
知
政
事
粂
知
枢
密
院
事
周
葵
が
宰
相
の
権
限
を
代
行
し
て
い
た
と
す
る
史
料
も
あ
る
が
、
周
葵
も
そ
の
翌
月
の

(
判
)

閏
十
一
月
に
は
失
脚
し
て
お
り
、
昔
時
の
政
局
を
主
導
し
た
形
跡
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
改
め
て
注
目
さ
れ
る
の
が
銭
端
穫
の
動
向
で
あ
る
。
銭
端
曜
は
同
年
一
一
一
月
に
准
東
宣
論
使
と
し
て
前
線
を
賓
見
し
た
あ
と
、
中
央
に
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一
民
っ
て
九
月
に
兵
部
向
書
に
任
じ
ら
れ
、
十
一
月
に
は
戸
部
尚
書
を
品
来
任
し
た
。
そ
し
て
同
年
十
一
月
二
十
日
に
同
唯
一
士
出
身
を
輿
え
ら
れ
、

祭
主
日
植
密
院
事
粂
参
知
政
事
と
し
て
執
政
に
任
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
昔
時
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
銭
端
曜
は
陳
康
伯
が
浸
す
る
と
宰

(
幻
)

つ
い
に
は
宰
相
位
を
う
か
が
う
ま
で
に
な
っ
た
と
い
う
。
湯
思
退
失
脚
後
の
中
央
政
治
を
事
貰
上
主
導
し
た
の
は
、
こ

相
の
権
限
を
代
行
し
、

の
銭
端
櫨
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
銭
端
曜
が
築
主
目
植
密
院
事
粂
参
知
政
事
へ
の
就
任
と
同
時
に
、
太
上
皇
高

(
必
)

宗
の
居
所
で
あ
る
徳
書
宮
の
管
理
を
司
る
提
翠
徳
書
宮
使
を
も
粂
任
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
、
ど
う
や
ら
銭
端
曜
は
徳
書
宮
に
出
入

し
、
高
宗
に
近
侍
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
銭
端
曜
の
行
状
に
よ
る
と
、
宋
金
関
係
の
緊
張
に
よ
り
臨
安
の
官
民
が
多
く
避
難
を
固
る
な

か
、
太
上
皇
高
宗
ま
で
も
が
徳
書
宮
を
出
ょ
う
と
し
て
い
る
と
の
情
報
が
惇
わ
り
、
人
心
は
動
揺
し
た
。
そ
こ
で
高
宗
が
銭
端
曜
に
最
、
近
の
情

勢
を
下
問
し
た
と
こ
ろ
、
銭
端
曜
は
高
宗
が
避
難
の
準
備
を
し
て
い
る
と
の
障
が
民
衆
を
動
揺
さ
せ
て
い
る
と
上
奏
し
、
高
宗
を
諌
め
た
と
い

う
の
で
あ
る
。
高
宗
と
銭
端
曜
の
や
り
取
り
を
惇
え
た
こ
の
話
は
、
銭
端
曜
が
高
宗
の
身
遠
近
く
に
仕
え
て
い
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
初
め
て



成
り
立
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
日
時
は
不
明
だ
が
、
同
じ
く
銭
端
曜
の
行
状
に
は
「
嘗
て
徳
需
に
奏
事
す
る
に
、
太
上
雲
を
賞
で
て
坐
を
賜
い
、

玉
盃
を
以
て
宣
勤
し
、
名
を
以
て
呼
ば
ず
」
と
も
あ
り
、
銭
端
穫
が
比
較
的
頻
繁
に
徳
書
官
に
出
入
し
、
高
宗
か
ら
信
任
さ
れ
て
い
た
こ
と
も

う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
陳
惇
良
『
止
薪
先
生
文
集
』
巻
二
五
、
奏
賦
笥
子
「
奏
事
後
申
三
省
植
密
院
笥
子
」
の
記
事
も
一
考
に
値
す
る
。

某
因
り
て
検
照
し
中
興
合
要
を
得
た
る
に
、
孝
宗
の
時
に
在
り
て
、
参
知
政
事
銭
端
躍
を
以
て
懐
書
官
使
に
充
て
、

す
べ
き
の
事
件
は
、
多
く
は
端
曜
の
力
に
籍
る
。
此
故
事
有
れ
ば
、
以
て
奉
げ
て
行
う
可
し
。
今
来
若
し
親
王
・
執
政
・
宗
室
・
戚
里
の

一
時
の
麿
合
に
奏
票

中
よ
り
、
近
上
の
臣
寮
一
人
を
差
し
て
重
華
宮
使
に
充
て
、
白
後
麿
合
に
奏
棄
す
べ
き
の
事
件
は
、
往
来
惇
旨
す
る
を
得
さ
し
め
れ
ば
、

阻
隔
す
る
に
至
ら
ざ
る
に
庶
幾
か
ら
ん
。

こ
れ
は
光
宗
と
太
上
皇
孝
宗
の
不
仲
が
問
題
と
な
っ
た
、
三
代
日
光
宗
の
と
き
の
笥
子
で
あ
る
。
陳
博
良
(
「
某
」
)
は
孝
宗
・
光
宗
父
子
の
閥

係
を
心
配
し
、
孝
宗
朝
時
代
に
銭
端
稽
が
提
翠
徳
書
宮
使
と
し
て
高
宗
・
孝
宗
聞
の
パ
イ
プ
役
を
務
め
た
故
事
を
翠
げ
、
同
じ
よ
う
に
孝
宗
・

光
宗
聞
の
パ
イ
プ
役
と
し
て
光
宗
の
近
臣
を
提
翠
重
華
宮
使
に
任
じ
る
よ
う
に
提
言
し
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
こ
の
史
料
は
、
隆
興
二
年

一
六
四
)
十
一
月
か
ら
翌
年
八
月
ま
で
参
知
政
事
を
務
め
、
南
宋
政
治
を
事
賓
上
主
導
し
た
と
思
わ
れ
る
銭
端
穫
が
、
賓
は
南
宋
朝
廷
と
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太
上
皇
高
宗
と
を
つ
な
ぐ
役
目
を
も
捨
っ
て
い
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
銭
端
曜
は
「
戎
と
和
す
る
は
園
の
一
拍
な

(
孔
)

り
」
と
遮
べ
て
い
た
よ
う
に
、
孝
宗
に
和
平
を
強
く
勧
め
た
人
物
で
も
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
銭
端
曜
の
執
政
へ
の
起
用
白
瞳
が
、

太
上
皇
高
宗
の
支
持
に
裏
づ
け
ら
れ
た
人
事
で
あ
っ
た
と
解
稗
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
高
宗
は
自
ら
の
意
思
を
銭
端
躍
に
託
す
こ
と
を

通
じ
て
、
和
議
締
結
を
後
押
し
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
陳
康
伯
・
史
浩
・
湯
思
退
の
事
例
と
同
じ
く
、
高
宗
が
宰
執
人
事
へ
の
介
入
を
通
じ
て

自
ら
の
望
む
政
策
決
定
を
賓
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
も
あ
わ
せ
て
注
意
さ
れ
よ
う
。

宋
金
聞
で
隆
興
和
議
が
最
終
的
に
締
結
さ
れ
た
の
は
隆
興
二
年
(
一

一
六
四
)
十
二
月
で
あ
っ
た
。
し
か
し
和
議
締
結
は
必
ず
し
も
孝
宗
の

本
意
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
朱
喜
…
は
張
凌
の
主
戦
論
と
湯
思
退
の
主
和
論
に
つ
い
て
論
じ
た
際
に
、
張
凌
は
い
た
ず
ら
に
孝
宗
に
従
つ
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て
主
戦
を
唱
え
、
太
上
皇
高
宗
に
背
く
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。
金
固
と
戦
え
る
と
い
う
こ
と
を
高
宗
に
納
得
さ
せ
ら
れ
れ
ば
、
高
宗
が
口
を
出
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す
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
と
語
っ
た
と
い
う
。
ま
た
乾
遁
五
年
(
一

(
臼
)

せ
ば
、
故
に
陛
下
は
一
切
委
順
す
」
と
の
丈
言
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
史
料
は
、
隆
興
和
議
が
太
上
皇
高
宗
の
政
治
的
影
響
力
の
も
と
で
成
立

し
た
こ
と
を
端
的
に
示
す
。
そ
し
て
そ
の
影
響
力
は
、
宰
執
人
事
へ
の
介
入
を
通
じ
て
行
使
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
六
九
)
の
秘
書
省
校
書
郎
員
興
宗
の
上
奏
に
は
、
「
太
上
の
意
和
柔
を
主

信
用
二
一
品
早

太
上
皇
帝
の
影
響
力
と
孝
宗
・
光
宗
の
側
近
政
治

前
章
ま
で
の
議
論
に
よ
っ
て
、
孝
宗
朝
初
期
の
宰
執
人
事
に
太
上
皇
高
宗
が
強
く
闘
奥
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
孝
宗
朝

初
期
に
宰
相
や
宰
相
代
行
を
務
め
た
陳
康
伯
・
史
浩
・
湯
思
退
・
張
凌
・
銭
端
躍
の
う
ち
、
張
夜
以
外
の
四
人
は
い
ず
れ
も
高
宗
の
意
向
に
よ

っ
て
起
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
か
か
る
現
象
は
こ
の
四
例
に
止
ま
る
も
の
な
の
か
。
以
下
検
誼
し
た
い
。

ま
ず
は
孝
宗
朝
初
期
の
事
例
と
し
て
右
僕
射
朱
停
が
奉
げ
ら
れ
る
。
朱
悼
は
高
宗
朝
末
に
右
僕
射
を
務
め
、
孝
宗
即
位
前
に
罷
克
さ
れ
た
人
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物
で
あ
る
た
め
、
正
確
に
い
え
ば
孝
宗
朝
の
宰
相
で
は
な
い
。
し
か
し
朱
停
の
墓
誌
銘
を
見
る
と
、
朱
停
は
高
宗
の
退
位
に
反
封
し
て
罷
克
さ

れ
た
が
、
そ
れ
は
徽
宗
の
よ
う
な
あ
ま
り
に
も
急
な
退
位
を
避
け
よ
う
と
し
た
に
過
ぎ
ず
、
高
宗
・
孝
宗
は
朱
停
の
行
矯
を
問
題
と
し
て
い
な

か
っ
た
。
高
宗
は
挨
拶
に
来
た
朱
停
に
封
し
、
自
分
は
退
位
し
て
徳
書
宮
に
行
こ
う
と
し
て
お
り
、
朱
停
は
郷
里
に
踊
ろ
う
と
し
て
い
る
か
ら
、

(
日
)

来
年
に
は
必
ず
朱
停
を
召
喚
す
る
と
遮
べ
た
が
、
朱
停
は
翌
年
致
仕
し
て
し
ま
っ
た
と
あ
る
。
高
宗
が
自
ら
の
退
位
後
の
人
事
と
し
て
、
朱
停

一
六
五
)
に
参
知
政
事
銭
端
櫨

の
宰
相
へ
の
復
職
を
拘
束
し
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
陳
俊
卿
の
行
状
に
よ
る
と
、
乾
道
元
年
(
ム

は
外
戚
で
あ
り
な
が
ら
宰
相
の
地
位
を
狙
っ
て
い
た
が
、
陳
俊
卿
は
宋
朝
で
は
外
戚
が
宰
相
と
な
っ
た
例
は
な
い
と
上
奏
し
て
反
封
し
た
。
こ

れ
を
聞
い
た
銭
端
躍
は
人
を
遣
わ
し
て
「
聞
く
な
ら
く
雨
宮
皆
己
を
相
と
す
る
を
許
す
」
と
停
え
さ
せ
、
高
宗
・
孝
宗
(
「
雨
宮
」
)
が
銭
端
櫨

(

川

崎

)

の
宰
相
起
用
を
認
め
た
と
し
て
陳
俊
卿
を
説
得
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
。
鋒
端
穫
は
参
/
知
政
事
の
ま
ま
同
年
八
月
に
罷
克
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、

朱
悼
と
同
じ
く
未
遂
に
終
わ
っ
た
人
事
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
高
宗
が
宰
相
人
事
に
開
輿
し
た
事
例
と
し
て
数
え
ら
れ
よ
う
。

一
六
五
)
十
二
月
に
右
僕
射
に
任
じ
ら
れ
、
翌
年
三
月
ま
で
同
職
を
務
め
た
洪
活
の
事
例
を
見
て
み
た
い
。
洪
活
は
南

次
に
乾
道
元
年
(



宋
初
に
金
固
に
抑
留
さ
れ
た
洪
陪
の
長
子
で
、
弟
の
洪
遁
・
洪
逼
も
高
官
に
の
ぼ
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
と
く
に
洪
謹
は
隆
興
元
年
(
一

六
一
一
一
)
に
同
知
植
密
院
事
に
任
じ
ら
れ
、
湯
思
退
と
と
も
に
封
金
和
平
を
主
張
し
た
。
そ
の
翌
年
に
湯
思
退
・
張
凌
聞
で
和
戦
論
争
が
行
わ
れ

た
際
に
は
、
洪
活
も
准
束
総
領
所
か
ら
召
喚
さ
れ
て
、
張
渡
の
防
備
を
児
戯
の
よ
う
だ
と
批
判
し
た
と
い
う
か
ら
、
洪
活
も
ま
た
和
平
論
者
に

(
日
)

連
な
る
人
物
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
洪
遣
は
乾
遁
元
年
(
一

一
六
五
)
六
月
に
執
政
の
築
書
枢
密
院
事
に
任
じ
ら
れ
る
が
、
そ
の
際

に
徳
書
官
に
執
政
拝
命
の
恩
を
謝
し
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
太
上
皇
高
宗
は
「
上
卿
を
用
い
ん
と
議
す
る
に
、
五
日
謂
え
ら
く
従
官
中
に
卿
を
除
ゆ

(
話
)

る
者
無
し
と
」
と
述
べ
た
と
い
う
。
孝
宗
は
事
前
に
執
政
人
事
を
高
宗
に
相
談
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
竿
年
後
に
お
け
る
洪
活
の
宰
相
昇
進
に

も
、
高
宗
が
闘
輿
し
た
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
乾
遁
二
年
(
一

一
六
六
)
五
月
に
築
書
植
密
院
事
に
任
じ
ら
れ
た
蒋
帝
は
、
首
初
は
荘
丈
太
子
に
そ
の
才
を
見
い
だ
さ
れ
、
推
奉
さ

れ
て
権
直
舎
人
院
に
な
っ
た
。
そ
し
て
宣
官
梁
珂
の
任
命
書
の
起
草
命
令
を
差
し
戻
し
た
と
こ
ろ
、
「
語
徳
書
宮
に
徹
し
、
上
皇
其
の
忠
に
嘆

(
貯
)

じ
、
第
書
植
密
院
に
除
せ
ら
」
れ
た
と
い
う
か
ら
、
蒋
帝
が
太
上
皇
高
宗
の
意
向
で
執
政
に
昇
進
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た

『宋
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史
』
巻
三
八
四
、
本
停
に
よ
る
と
、
蒋
帝
は
同
四
年
(

一
六
八
)
二
月
に
宰
相
で
あ
る
右
僕
射
粂
枢
密
使
に
昇
進
し
、
同
年
七
月
に
母
の
服

喪
の
た
め
に
中
央
を
去
っ
た
。
こ
の
と
き
孝
宗
は
再
び
針
金
戦
争
を
計
書
一
し
、
服
喪
中
の
蒋
帝
に
密
旨
を
下
し
て
そ
の
可
否
を
諮
問
し
た
が
、

蒋
帝
は
「
天
時
人
事
未
だ
至
ら
ず
」
と
答
え
て
孝
宗
の
意
に
逆
ら
っ
た
。
服
喪
後
に
蒋
帝
は
観
丈
殿
大
事
士
・
知
紹
興
府
・
提
奉
洞
零
宮
に
任

じ
ら
れ
た
も
の
の
、
ま
も
な
く
言
路
官
の
弾
劾
に
よ
り
観
丈
殿
大
挙
士
の
職
を
剥
奪
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
『
無
錫
牒
志
」
は
、
蒋
士
巾
が

針
金
戦
争
に
反
封
し
、
孝
宗
の
意
に
背
い
た
こ
と
を
服
喪
前
の
こ
と
と
す
る
も
の
の
、
こ
れ
に
「
謹
忌
す
る
者
」
が
乗
じ
た
こ
と
が
右
の
よ
う

(
同
)

な
蒋
帝
の
失
脚
に
つ
な
が
っ
た
と
解
稗
し
て
い
る
。
蒋
ザ
市
も
ま
た
太
上
皇
高
宗
と
同
じ
く
、
宋
金
和
平
を
重
頑
す
る
政
治
姿
勢
の
持
ち
主
で
あ

つ
れ
ん
}
」
シ
」
、

お
よ
び
そ
の
こ
と
が
蒋
帝
の
失
脚
を
も
た
ら
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

85 

一
六
九
)
八
月
に
右

(ω) 

僕
射
に
起
用
さ
れ
て
か
ら
は
再
び
封
金
戦
争
を
主
張
し
、
孝
宗
か
ら
深
く
信
任
さ
れ
た
。
柳
立
言
氏
が
紹
介
し
た
事
例
で
あ
る
が
、
虞
允
丈
は

ま
た
采
石
の
戦
い
で
活
躍
し
た
虞
允
丈
は
、
張
凌
と
と
も
に
封
金
強
硬
論
を
唱
え
た
こ
と
で
知
ら
れ
、
乾
遁
五
年
(
一
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同
八
年
(

一
七
一
一
)
四
月
に
殿
中
侍
御
史
粛
之
敏
に
弾
劾
さ
れ
、
孝
宗
が
そ
の
こ
と
を
太
上
皇
高
宗
に
停
え
る
と
、
高
宗
は
禾
石
の
戦
い
の

と
き
請
之
敏
は
ど
こ
に
い
た
と
い
う
の
か
、
虞
允
丈
の
辞
任
を
許
し
て
は
な
ら
な
い
と
遮
べ
た
。
そ
の
た
め
孝
宗
は
請
之
敏
を
罷
克
し
、
虞
允

丈
を
慰
撫
し
た
と
い
う
。
和
平
論
者
の
高
宗
が
な
ぜ
虞
允
丈
を
か
ば
っ
た
の
か
は
、
首
時
の
政
局
を
解
明
し
た
う
え
で
の
別
途
の
検
討
を
要
す

る
が
、
こ
の
と
き
の
虞
允
丈
の
進
退
に
高
宗
の
意
向
が
影
響
を
輿
え
た
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
と
い
え
る
。

」
の
ほ
か
王
准
は
淳
照
八
年
(

八
一
)
か
ら
同
十
五
年
(

一
八
八
)
に
か
け
て
、
孝
宗
朝
で
は
最
長
の
七
年
に
も
わ
た
っ
て
宰
相
を
務

め
た
人
物
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
も
太
上
皇
高
宗
の
闘
興
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
余
英
時
氏
は
、
王
准
が
高
宗
と
同
じ
く
「
安
静
」
を

求
め
る
政
治
姿
勢
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
高
宗
の
死
の
直
後
に
、
孝
宗
が
王
准
を
強
引
な
方
法
に
よ
っ
て
罷
克
し
た
こ
と
か
ら
、

(ω) 

王
准
の
宰
相
就
任
の
裏
に
高
宗
の
支
持
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
し
た
の
で
あ
っ
た
。
余
氏
の
議
論
が
安
嘗
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
乾
道
八
年
(
一

が
ら
も
、

一
七
二
)
か
ら
宰
相
を
務
め
、
強
硬
論
に
反
封
し
て
罷
克
さ
れ
た
梁
克
家
や
、
淳
照
二
年
(
二
七
五
)
か
ら
執
政
と
し
て
宰
相
代
行
を
務
め
な

(
日
)

一
度
も
強
硬
論
を
主
張
し
な
か
っ
た
と
い
う
襲
茂
良
の
人
事
に
も
、
同
様
に
太
上
皇
高
宗
の
闘
輿
が
疑
わ
れ
よ
う
。

86 

最
後
に
孝
宗
が
高
宗
と
同
じ
く
退
位
を
行
い
、
太
上
皇
帝
と
し
て
五
年
に
わ
た
っ
て
君
臨
し
た
光
宗
朝
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
や
は
り
周
必

(
臼
)

大
・
留
正
・
趨
汝
愚
の
宰
執
人
事
に
太
上
皇
孝
宗
が
閲
奥
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
周
必
大
と
留
正
は
孝
宗
在
位
中
に

宰
相
に
起
用
さ
れ
、
周
必
大
は
光
宗
即
位
後
ま
も
な
く
罷
克
さ
れ
た
が
、
留
正
は
光
宗
朝
を
通
じ
て
宰
相
を
務
め
た
。
孝
宗
は
留
正
を
深
く
信

(
日
)

任
し
、
そ
の
臨
終
に
際
し
で
も
宰
相
は
必
ず
留
正
に
務
め
さ
せ
る
よ
う
に
と
太
皇
太
后
呉
氏
に
遺
言
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
宗
室
出
身
の
越
汝

愚
は
光
宗
即
位
後
に
執
政
に
起
用
さ
れ
た
が
、
宗
室
を
宰
執
に
起
用
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
官
界
か
ら
の
反
論
を
押
さ
え
、
そ
の
起
用
を
強

(
悦
)

行
し
た
の
は
太
上
皇
孝
宗
で
あ
っ
た
。

以
上
の
宰
執
人
事
を
総
合
的
に
見
れ
ば
、
孝
宗
・
光
宗
雨
朝
に
お
い
て
太
上
皇
帝
は
、

ほ
ぼ
通
時
的
に
宰
執
人
事
に
闘
輿
で
き
た
も
の
と
結

論
づ
け
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
こ
に
は
制
度
的
な
裏
づ
け
も
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
高
宗
が
退
位
し
て
か
ら
は
、
「
宰
輔
・

大
臣
」
に
紋
任
さ
れ
た
者
は
景
霊
宮
で
は
な
く
、
太
上
皇
帝
の
居
所
で
あ
る
「
北
内
」
で
恭
謝
を
行
う
よ
う
に
な
り
、
「
大
臣
」
の
辞
令
書
は



(

町

山

)

太
上
皇
帝
へ
の
奏
菓
後
に
下
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
太
上
皇
帝
は
こ
の
奏
棄
の
際
に
自
ら
の
意
思
を
表
明
し
、
宰
執
人
事
に
閲
輿
で
き
た
も
の
と

推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
退
位
し
た
は
ず
の
太
上
皇
帝
は
そ
も
そ
も
な
ぜ
宰
執
人
事
に
介
入
し
え
た
の
か
。
柳
立
言
氏
は
、
高
宗
の
養
子
と
し
て
即
位
し
た

(

山

山

)

孝
宗
は
必
要
以
上
に
自
分
の
孝
子
ぶ
り
を
強
調
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
こ
と
が
太
上
皇
高
宗
の
影
響
力
を
増
大
さ
せ
た
と
説
明
し
て
い
た
。
し

か
し
光
宗
が
賓
父
で
あ
っ
た
太
上
皇
孝
宗
と
針
立
し
て
官
界
の
支
持
を
失
い
、

つ
い
に
は
強
制
的
に
退
位
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
養

子
で
あ
る
か
貰
子
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
皇
帝
に
は
常
に
理
想
的
な
孝
子
像
を
盟
現
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
い
わ
ゆ

(
訂
)

る
惇
統
中
園
で
は
、
「
父
と
む
す
こ
と
の
聞
に
は
絶
封
的
な
権
威
と
服
従
の
秩
序
が
支
配
」
す
る
の
が
常
識
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
の
こ
と
と
闘

連
し
て
、
惇
統
中
国
に
は
「
そ
も
そ
も
日
本
語
の
隠
居
に
首
た
る
よ
う
な
、
家
父
の
隠
退
を
指
稽
す
る
特
別
な
言
葉
が
な
い
」
と
す
る
滋
賀
秀

(
似
)

三
氏
の
指
摘
も
重
↓
楓
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
惇
統
中
園
で
は
、
家
父
が
年
老
い
て
家
務
を
庭
理
で
き
な
く
な
り
、
ま
た
子
(
承
縫
人
)
が
一
人

し
か
お
ら
ず
分
家
で
き
な
い
場
合
は
、
子
を
宮
家
に
立
て
て
家
務
の
管
理
を
委
ね
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
宮
家
に
は
家
務
が
委
任
さ
れ
る
だ
け
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で
、
家
父
の
本
権
に
は
嬰
動
を
生
じ
な
い
た
め
、
家
父
は
隠
退
し
た
あ
と
も
重
大
な
問
題
が
あ
れ
ば
い
つ
で
も
口
を
出
す
こ
と
が
で
き
た
と
い

(

ω

)

(

刊
)

う
の
で
あ
る
。
太
上
皇
帝
と
皇
帝
の
関
係
は
、
家
父
と
そ
の
唯
一
の
承
継
人
の
関
係
と
に
置
き
換
え
ら
れ
よ
う
。
か
か
る
家
族
原
理
が
作
用
す

る
枇
舎
に
生
き
た
宋
人
に
と
っ
て
、
太
上
皇
帝
と
皇
帝
の
並
立
と
い
う
宋
朝
で
も
ほ
と
ん
ど
前
例
の
な
い
事
態
が
、
家
父
か
ら
嘗
家
へ
の
家
務

の
委
任
と
い
う
常
識
的
な
事
柄
に
比
定
さ
れ
て
理
解
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
前
章
に
お
い
て
朱
裏
は
、

湯
思
退
の
左
僕
射
起
用
の
経
緯
を
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
太
上
皇
帝
の
意
向
に
よ
る
こ
と
を
正
確
に
見
抜
け
た
の

(
九
)

で
あ
ろ
う
。
ま
た
家
政
を
捨
っ
た
首
家
は
国
家
の
宰
相
に
も
た
と
え
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
劉
子
健
氏
が
、
高
宗
の
退

位
と
は
孝
宗
を
宰
相
と
し
て
政
務
を
庭
理
さ
せ
た
に
事
賓
上
等
し
か
っ
た
と
述
べ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
の
で
は
あ
る

(η) 

ま
い
か
。
太
上
皇
帝
が
宰
執
人
事
と
い
う
園
家
の
重
大
問
題
に
闘
奥
で
き
た
の
は
、
中
園
の
惇
統
的
な
家
族
原
理
に
照
ら
せ
ば
ご
く
自
然
な
こ

87 

と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
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も
ち
ろ
ん
父
と
子
は
決
し
て
封
抗
闘
係
に
は
な
く
、
「
完
全
な
相
互
依
存
関
係
」
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
以
上
、
孝
宗
が
太
上
皇
高
宗
に
一
方

的
に
抑
医
さ
れ
て
い
た
と
見
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
張
凌
の
事
例
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
孝
宗
は
高
宗
か
ら
の
影
響
を
受
け
つ
つ
も
、
自
ら
の

意
思
を
宰
執
人
事
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
。
孝
宗
朝
の
宰
執
人
事
は
、
太
上
皇
高
宗
と
孝
宗
と
が
互
い
に
安
協
し
な
が
ら
進
め

ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
本
来
皇
帝
の
輔
弼
を
捨
う
は
ず
の
宰
執
に
、
太
上
皇
帝
の
意
向
を
受
け
た
人
物
が
通
時
的
に
加
わ

る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
宰
執
に
よ
っ
て
皇
帝
が
望
む
政
策
決
定
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
も
往
々
に
し
て
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
第
一
章
・
二
章
で
検

討
し
た
孝
宗
朝
初
期
の
和
戦
問
題
は
、
ま
さ
に
そ
の
典
型
的
な
事
例
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
お
い
て
我
々
は
、
孝
宗
に
よ
る
側
近
武
臣
の
重
用
を
指
摘
し
た
近
年
の
研
究
成
果
を
改
め
て
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
。
「
は
じ
め
に
」

で
見
た
よ
う
に
、
孝
宗
は
皇
帝
が
宰
執
の
製
肘
を
受
け
る
こ
と
な
く
政
策
決
定
を
行
え
る
瞳
制
を
模
索
し
、
宰
執
よ
り
も
自
身
が
信
任
す
る
側

近
武
臣
を
重
用
す
る
こ
と
で
、
皇
帝
の
「
濁
断
」
的
政
治
運
告
を
賓
現
し
よ
う
と
し
た
。
安
倍
直
之
・
藤
本
猛
雨
氏
は
、
孝
宗
の
そ
う
し
た
行
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動
の
理
由
を
、
孝
宗
が
専
権
宰
相
の
出
現
を
警
戒
し
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
孝
宗
が
武
臣
や
宗
室
と
い
っ
た
科
奉
士
大
夫
以
外
の
階
層
の
重
用

(
日
)

を
構
想
し
て
い
た
こ
と
に
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
本
章
で
の
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
れ
ば
、
孝
宗
が
側
近
武
臣
を
重
用
し
た
も
う

一
つ
の
理
由
と
し
て
、
昔
時
の
宰
執
に
太
上
皇
高
宗
の
意
を
受
け
た
人
物
が
常
に
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
も
畢
げ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
す
な
わ
ち
高
宗
が
宰
執
へ
の
起
用
を
望
ん
だ
人
物
の
ほ
と
ん
ど
が
和
平
論
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
振
り
返
れ
ば
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
封
し
て
孝
宗
は
、
北
宋
奮
領
の
恢
復
を
強
く
望
ん
だ
皇
帝
で
あ
っ
た
。
孝
宗
が
太
上
皇
高
宗
の
意
向
で
起
用
さ
れ
た

宰
執
の
多
く
に
不
満
を
感
じ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
し
て
そ
う
し
た
賦
況
の
な
か
で
孝
宗
が
自
ら
の
望
む
政
策
決
定
を
主

(
お
)

瞳
的
に
行
お
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
宰
執
を
極
力
排
し
た
側
近
政
治
を
行
う
以
外
に
方
法
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
こ
の
推
測
に
は
な
お
も
問
題
賄
が
蔑
さ
れ
て
い
る
。
孝
宗
が
と
く
に
重
用
し
た
側
近
武
臣
と
し
て
は
、
台
日
朝
・
龍
大
淵
・
張
説
・
王

弥
・
甘
昇
の
五
人
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
の
う
ち
曾
劃
・
龍
大
淵
は
も
と
も
と
高
宗
が
孝
宗
の
側
近
に
起
用
し
た
人
材
で
あ
り
、
甘
昇
も
ま
た
太

上
皇
高
宗
が
孝
宗
に
推
奉
し
た
{
臣
官
で
あ
っ
た
。
寺
地
道
・
余
英
時
雨
氏
は
こ
れ
ら
の
事
賓
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
太
上
皇
高
宗
が
曾
割
問
ら
を



孝
宗
の
も
と
に
迭
り
込
み
、
孝
宗
の
動
静
を
逐
一
把
握
し
て
い
た
も
の
と
推
測
し
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
寺
地
氏
は
、
曾
関
ら
側
近
武
臣
を

(
お
)

太
上
皇
高
宗
の
「
連
絡
将
校
」
と
定
義
づ
け
、
孝
宗
の
統
治
行
矯
に
太
上
皇
帝
の
代
理
人
と
し
て
闘
奥
し
た
存
在
と
見
な
し
た
の
で
あ
っ
た
。

雨
氏
の
所
論
は
、
側
近
武
臣
も
ま
た
孝
宗
の
政
策
決
定
を
制
限
し
た
存
在
で
あ
っ
た
と
見
な
す
も
の
で
あ
り
、
右
の
筆
者
の
理
解
と
大
き
く
食

い
遣
う
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
寺
地
・
余
両
氏
の
指
摘
は
ど
う
理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
両
氏
の
指
摘
が
必
ず
し
も
十
分
な
史
料
に
裏
づ

け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
留
意
さ
れ
る
。
例
え
ば
寺
地
造
氏
は
、
曾
割
問
ら
が
太
上
皇
高
宗
の
「
連
絡
将
校
」
で
あ
り
、
孝
宗
は
曾
割
問
ら
を

重
用
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
見
る
根
擦
と
し
て
、
『
宋
史
」
巻
四
六
九
、
甘
昇
停
を
奉
げ
て
い
た
。
朱
喜
川
が
唱
え
る
甘
昇
排
斥
論
を
、
孝
宗

が
「
甘
昇
は
高
宗
が
推
翠
し
た
者
だ
」
と
述
べ
て
退
け
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
確
か
に
孝
宗
が
高
宗
を
憧
っ
て
甘
昇
を
擁
護
し
た
よ
う
に
も

一
八
八
)
六
月
の
記
事
な
の
で
あ
る
。
高
宗
の
推
翠
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
と
し
て

(η) 

も
、
孝
宗
が
そ
れ
だ
け
で
甘
昇
を
重
用
し
た
わ
け
で
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
曾
親
・
龍
大
淵
に
し
て
も
、
高
宗
が
二
人
を

(
花
)

一六
O
)
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
。
首
時
の
孝
宗
に
人
事

見
え
る
が
、
賓
は
こ
れ
は
高
宗
死
後
の
淳
照
十
五
年
(
一
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孝
宗
の
側
近
と
し
て
起
用
し
た
の
は
、
孝
宗
が
皇
子
に
冊
立
さ
れ
た
紹
興
三
十
年
(
一

権
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
全
て
の
人
事
の
責
任
が
高
宗
に
蹄
せ
ら
れ
る
の
は
む
し
ろ
首
然
で
あ
る
。
高
宗
と
曾
麗
・
龍
大
淵
の
具
躍
的

な
闘
係
が
不
明
で
あ
る
以
上
、
右
の
事
賓
だ
け
を
も
っ
て
二
人
を
高
宗
の
「
連
絡
将
校
」
と
見
な
す
の
は
安
首
性
を
訣
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

孝
宗
が
徳
書
宮
で
宴
を
聞
い
た
際
に
、
曾
離
が
侍
宴
官
を
務
め
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
命
日
開
が
宮
中
に
人
脈
を
持
つ
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は

(
内
)

間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
甘
昇
は
高
宗
存
命
中
に
一
度
中
央
か
ら
排
斥
さ
れ
、
高
宗
茂
後
に
太
上
皇
后
呉
氏
の
と
り
な
し
で
中
央
に
復

(

山

間

)

掃
し
て
お
り
、
太
上
皇
后
か
ら
信
任
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
側
近
武
臣
を
官
僚
機
構
に
存
在
基
盤
を
持
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た
な
い
皇
帝
の
政
治
顧
問
と
し
た
寺
地
遵
氏
の
定
義
と
、
同
じ
く
側
近
武
臣
の
権
力
を
皇
帝
一
人
に
由
来
し
た
と
見
な
し
た
安
倍
直
之
氏
の
指

(
汎
)

摘
で
あ
る
。
つ
ま
り
孝
宗
朝
の
側
近
武
臣
は
、
そ
の
地
位
を
孝
宗
一
人
の
信
任
に
依
存
し
た
き
わ
め
て
不
安
定
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
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曾
親
・
甘
昇
は
そ
う
し
た
自
ら
の
脆
弱
な
立
場
を
保
全
す
る
た
め
に
、
太
上
皇
帝
や
太
上
皇
后
と
主
瞳
的
に
結
び
つ
こ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
曾
劃
・
龍
大
淵
・
張
説
・
玉
井
・
甘
昇
の
五
人
が
い
ず
れ
も
最
終
的
に
排
斥
さ
れ
る
か
、
も
し
く
は
一
度
排
斥

さ
れ
た
過
去
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
そ
う
し
た
努
力
に
も
自
ず
と
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
最
終
的
に
皇
帝
か
ら
の
信
任
に
依
存

せ
ざ
る
を
え
な
い
不
安
定
な
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
孝
宗
は
太
上
皇
帝
の
意
向
を
受
け
や
す
か
っ
た
宰
執
よ
り
も
、
容
易
に
罷
克
で
き
た

側
近
武
臣
を
重
用
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
推
測
を
補
強
す
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
孝
宗
朝
の
側
近
武
臣
た
ち
の
政
治
姿
勢
で
あ
る
。
例
え
ば
淳
照
元
年
(
一

会
七
四
)
に
右
丞
相

に
起
用
さ
れ
た
葉
衡
は
軍
事
に
詳
し
く
、
封
金
戦
争
を
計
量
し
て
い
た
孝
宗
は
葉
衡
を
深
く
信
任
し
、
葉
衡
の
上
奏
後
は
「
従
容
と
し
て
坐
を

賜
い
、
機
密
を
議
論
し
、
或
い
は
不
時
に
召
封
」
し
た
。
曾
親
と
葉
衡
は
親
密
な
闘
係
に
あ
り
、
葉
衡
は
そ
れ
に
よ
っ
て
宰
相
に
ま
で
昇
進
し

(
む
)

た
と
さ
れ
る
。
命
日
割
賦
・
葉
衡
が
針
金
強
硬
論
を
唱
え
て
い
た
可
能
性
は
高
い
と
い
え
る
。
命
日
副
脱
が
太
上
皇
高
宗
の
「
連
絡
将
校
」
で
あ
っ
た
と

さ
ら
に
昔
時
は
金
固
か
ら
園
書
が
も
た
ら
さ
れ
た
場
合
、
南
宋
の
皇
帝
は
起
立
し
て
そ
れ
を
受
け
取
っ
た
が
、
孝
宗
は
こ
の
「
受
書
曜
」
を
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す
れ
ば
、
そ
の
高
宗
の
望
ま
な
い
強
硬
論
を
曾
親
が
支
持
し
て
い
た
こ
と
は
き
わ
め
て
不
自
然
で
あ
る
。

封
等
な
も
の
に
す
る
よ
う
に
し
き
り
に
金
固
に
要
求
し
、
数
度
に
わ
た
っ
て
宋
金
閲
係
を
動
揺
さ
せ
た
。
そ
し
て
そ
の
度
に
太
上
皇
高
宗
は
金

(
お
)

側
が
求
め
る
「
受
童
日
曜
」
を
認
め
る
よ
う
に
孝
宗
を
議
し
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
孝
宗
の
側
近
武
臣
を
務
め
、
知
植
密
院
事
に
ま
で
昇
進
し
た

張
説
は
「
受
書
瞳
」
の
改
正
を
金
側
に
求
め
る
こ
と
を
孝
宗
に
提
言
し
、
針
金
融
和
を
唱
え
た
右
丞
相
梁
克
家
を
罷
克
に
追
い
込
ん
だ
。
同
じ

く
孝
宗
の
側
近
武
臣
と
し
て
活
躍
し
た
枢
密
都
承
旨
玉
村
も
、
か
つ
て
孝
宗
が
求
め
る
「
受
書
稽
」
を
金
園
の
使
者
に
強
要
し
た
過
去
が
あ
っ

(
斜
)

た
。
つ
ま
り
孝
宗
は
自
ら
が
望
む
封
金
強
硬
路
線
を
、
太
上
皇
高
宗
の
影
響
力
を
極
力
排
し
た
う
え
で
賓
現
す
る
た
め
の
い
わ
ば
尖
兵
と
し
て
、

側
近
武
臣
を
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
淳
照
八
年
(
二
八
一
)
に
王
打
が
金
側
の
求
め
る
「
受
書
櫨
」
を

勝
手
に
許
可
し
た
こ
と
で
孝
宗
の
不
興
を
買
い
、
罷
克
さ
れ
た
事
賓
は
こ
の
推
測
に
一
定
の
説
得
力
を
附
興
し
よ
う
。

ま
た
光
宗
朝
に
お
け
る
留
正
と
萎
特
立
の
封
立
も
、
寺
地
造
・
余
英
時
雨
氏
の
所
説
を
検
討
す
る
う
え
で
重
頑
さ
れ
る
。
土
寸
地
氏
に
よ
れ
ば
、



高
宗
は
退
位
後
も
重
要
な
園
策
の
決
定
に
介
入
し
た
だ
け
で
な
く
、
孝
宗
側
近
に
自
ら
の
「
連
絡
将
校
」
を
配
し
て
孝
宗
の
政
策
決
定
に
閲
輿

(
釘
)

さ
せ
た
が
、
孝
宗
も
退
位
し
て
太
上
皇
帝
に
な
る
と
同
じ
パ
タ
ー
ン
を
光
宗
に
強
い
た
と
い
う
。
土
寸
地
氏
の
指
摘
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
光
宗

の
側
近
武
臣
と
し
て
活
躍
し
た
菱
特
立
も
ま
た
、
孝
宗
の
「
連
絡
将
校
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
留
正
は
右
丞
相
で
あ

一九
O
)
に
菱
特
立
を
弾
劾
し
て
罷
克
に
追
い
込
み
、
そ
の
二
年
後
に
は
光
宗
が
主
主
特
立
を
再
起
用
し
よ
う
と
す
る
の
に

(
お
)

抗
議
し
た
が
、
こ
れ
が
聞
き
入
れ
ら
れ
な
い
と
左
丞
相
の
職
務
を
五
カ
月
に
わ
た
っ
て
放
棄
し
た
の
で
あ
る
。
師
連
の
よ
う
に
、
留
正
は
孝
宗

っ
た
紹
照
元
年
(
一

に
深
く
信
任
さ
れ
た
宰
相
で
あ
っ
た
。
寺
地
氏
は
右
の
事
件
を
、
光
宗
|
萎
特
立
ラ
イ
ン
と
孝
宗

l
留
正
ラ
イ
ン
の
封
立
と
見
な
す
が
、
そ
う

な
る
と
光
宗
は
な
ぜ
そ
う
ま
で
し
て
孝
宗
の
「
連
絡
将
校
」
を
重
用
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
逆
に
孝
宗
は
な
ぜ
自
分
の
「
連
絡
将
校
」
と
封
立

し
た
の
か
、
説
明
が
つ
か
な
く
な
る
。
ま
た
余
英
時
氏
は
、
妻
特
立
を
光
宗
の
腹
心
と
と
ら
え
る
も
の
の
、
菱
特
立
は
光
宗
の
皇
太
子
時
代
に

(
幻
)

孝
宗
に
よ
っ
て
太
子
宮
左
右
春
坊
に
起
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
経
歴
は
孝
宗
朝
の
曾
親
・
龍
大
淵
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
曾
親
・
龍
大
淵

は
太
上
皇
帝
の
腹
心
と
見
な
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
同
じ
経
歴
の
菱
特
立
だ
け
は
皇
帝
の
腹
心
と
見
な
さ
れ
る
の
か
、
余
氏
が
説
明
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す
る
と
こ
ろ
は
全
く
な
い
。
光
宗
朝
に
お
け
る
留
正
と
美
特
立
の
封
立
と
は
、
孝
宗
が
太
上
皇
高
宗
の
影
響
力
を
排
す
る
た
め
に
追
求
し
た
側

近
武
臣
重
用
の
矛
盾
が
、
孝
宗
と
光
宗
の
不
和
を
き
っ
か
け
に
一
気
に
噴
出
し
た
結
果
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
最
も
白
然
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
そ
の
矛
盾
は
次
の
四
代
目
寧
宗
朝
に
お
い
て
、
側
近
武
臣
韓
佐
由
円
の
専
権
と
い
う
形
で
結
賓
し
た
も
の
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お

わ

り

以
上
本
稿
で
は
紹
興
三
十
二
年
(
一

南
宋
中
央
に
お
け
る
和
戦
論
争
の
推
移
、
お
よ
び
そ
の
後
の
孝
宗
・
光
宗
雨
朝
の
宰
執
人
事
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
孝
宗
が
側
近
武
臣
を
重
用

一
六
二
)
六
月
の
孝
宗
即
位
か
ら
、
隆
興
二
年
(

一
六
四
)
十
二
月
の
隆
興
和
議
締
結
に
至
る
ま
で
の

せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
理
由
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
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も
と
も
と
封
金
強
硬
論
を
支
持
し
て
い
た
孝
宗
は
、
即
位
す
る
と
高
宗
に
忌
避
さ
れ
た
強
硬
論
者
の
張
凌
を
積
極
的
に
起
用
し
、
大
規
模
な
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針
金
戟
争
を
敢
行
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
そ
の
意
固
は
、
和
平
を
望
む
太
上
皇
高
宗
の
意
向
で
宰
相
に
起
用
さ
れ
た
陳
康
伯
・
史
浩
の
反
釘

に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
阻
ま
れ
た
。
と
く
に
孝
宗
は
張
凌
の
要
請
に
従
い
、
前
線
で
あ
る
建
康
へ
の
出
向
を
強
く
望
ん
で
い
た
が
、
こ
れ
は
そ
の

後
の
宋
金
戦
争
を
長
期
化
さ
せ
か
ね
な
い
行
矯
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
孝
宗
は
宰
相
を
経
由
し
な
い
で
命
令
を
下
す
こ
と
で
宋
金
戦
争
を

断
行
し
、
符
離
に
お
い
て
大
敗
を
喫
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
の
、
高
宗
の
意
を
受
け
た
史
浩
の
反
封
に
よ
っ
て
孝
宗
の
建
康
へ
の
出
向
が
事

前
に
阻
止
さ
れ
た
こ
と
に
は
一
定
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。

符
離
の
敗
戦
に
よ
っ
て
南
宋
官
界
で
は
和
平
支
持
の
聾
が
高
ま
り
、
和
平
論
者
の
湯
思
退
が
右
僕
射
に
起
用
さ
れ
た
。
孝
宗
も
一
時
は
和
平

に
傾
い
た
が
、
張
演
が
中
央
に
一
反
る
と
再
び
強
硬
論
を
支
持
し
、
隆
興
元
年
ぐ
一
六
三
)
十
二
月
に
は
湯
思
退
・
張
凌
を
左
・
右
僕
射
に
起

用
し
た
。
孝
宗
が
湯
思
退
を
忌
避
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
湯
思
退
を
張
凌
よ
り
も
上
位
の
左
僕
射
に
起
用
し
た
の
は
太
上
皇
高
宗
の
意
向
が

あ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
強
硬
論
者
は
劣
勢
と
な
り
、
翌
年
四
月
に
張
渡
が
失
脚
す
る
と
南
宋
朝
廷
の
議
論
は
和
平
で
統
一
さ

れ
た
。
と
こ
ろ
が
同
年
十
一
月
に
金
側
が
不
穏
な
動
き
を
見
せ
る
と
孝
宗
は
再
び
強
硬
論
を
唱
え
、
湯
思
退
は
罷
克
さ
れ
る
に
至
る
。
こ
の
と
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き
湯
思
退
に
替
わ
っ
て
中
央
政
治
を
主
導
し
た
の
が
参
知
政
事
銭
端
曜
で
あ
っ
た
。
太
上
皇
高
宗
の
居
所
の
管
理
を
も
乗
務
し
て
い
た
銭
端
礎

は
、
朝
廷
と
太
上
皇
帝
と
を
つ
な
ぐ
パ
イ
プ
役
と
し
て
和
議
締
結
を
推
進
し
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
銭
端
曜
の
人
事
も
ま
た
太
上
皇
高
宗
の
意

向
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
同
時
に
高
宗
の
影
響
力
が
主
に
宰
執
人
事
を
通
じ
て
政
策
に
反
映
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
留
意
さ

れ
よ
う
。

太
上
皇
帝
の
影
響
力
は
そ
の
後
の
宰
執
人
事
に
も
看
取
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
未
遂
の
人
事
も
含
ま
れ
る
も
の
の
、
朱
停
・
銭
端
瞳
・
洪

王
国
・
蒋
帝
・
王
准
ら
の
宰
相
起
用
に
は
太
上
皇
高
宗
の
闘
輿
が
認
め
ら
れ
、
梁
克
家
・
襲
茂
良
の
宰
執
起
用
に
も
高
宗
の
闘
輿
が
疑
わ
れ
る
。

さ
ら
に
次
の
光
宗
朝
に
お
け
る
周
必
大
・
留
正
・
超
汝
愚
ら
三
人
の
宰
執
起
用
も
、
新
た
に
太
上
皇
帝
と
な
っ
た
孝
宗
の
意
向
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
。

つ
ま
り
孝
宗
・
光
宗
雨
朝
に
お
い
て
、
太
上
皇
帝
は
通
時
的
に
宰
執
人
事
に
開
輿
で
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
孝
宗
は
釘

金
政
策
の
路
線
を
め
ぐ
り
、
太
上
皇
高
宗
と
意
見
を
組
踊
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
孝
宗
が
可
能
な
限
り
自
ら
が
望
む



政
策
決
定
を
行
お
う
と
す
れ
ば
、
宰
執
を
排
除
し
た
側
近
政
治
を
行
、
つ
し
か
方
法
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
孝
宗
は
太
上
皇

替
を
追
求
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

帝
の
出
現
と
い
う
首
時
の
特
殊
な
政
治
状
況
に
直
面
し
た
が
ゆ
え
に
、
結
果
と
し
て
側
近
武
臣
の
重
用
を
行
い
、
皇
帝
の
「
濁
断
」
的
政
治
運

孝
宗
朝
に
お
け
る
側
近
武
臣
の
重
用
、

お
よ
び
皇
帝
と
太
上
皇
帝
と
が
異
な
る
宮
殿
に
居
住
す
る
朕
況
は
、
寧
宗
朝
で
側
近
武
臣
韓
佐
由
円
の

専
権
と
い
う
事
態
を
引
き
起
こ
し
、
さ
ら
に
そ
れ
に
針
す
る
士
大
夫
官
僚
の
反
護
は
績
く
史
禰
遠
に
よ
る
長
期
専
権
を
用
意
す
る
こ
と
に
な
っ

(
鴻
)

た
。
孝
宗
朝
に
お
け
る
太
上
皇
帝
の
出
現
は
、
南
宋
中
期
以
降
の
政
治
史
の
曲
折
を
ま
さ
に
強
く
規
定
し
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
我
々

は
南
宋
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
政
治
史
を
一
貫
し
た
覗
酷
か
ら
見
通
す
こ
と
が
初
め
て
可
能
に
な
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん

南
宋
の
太
上
皇
帝
に
つ
い
て
は
、
儀
躍
な
ど
櫨
制
方
面
か
ら
の
分
析
に
よ
っ
て
そ
の
国
家
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
さ
ら
に
明
確
化
す
る
必
要
が

あ
る
。
ま
た
日
本
に
お
け
る
院
政
と
の
比
較
・
検
討
も
有
放
な
胡
座
を
提
供
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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ロ(
1
)

安
倍
直
之
「
南
宋
孝
宗
朝
の
皇
帝
側
近
官
」
(
『
集
刊
東
洋
風
ナ
』
八

八
、
二

O
O
二
年
)
、
お
よ
び
藤
本
総
「
「
武
臣
の
清
要
」
|
|
南
宋

孝
宗
朝
の
政
治
状
況
と
閤
門
会
門
人
|
|
」
(
『
東
洋
史
研
究
」
六
一
一
一
|

一
、
二

O
O
四
年
)
を
参
照
。

(
2
)

「
濁
断
」
の
語
句
は
、
朱
烹
『
晦
庵
先
生
朱
文
公
文
集
』
巻
一
回
、

奏
笥
「
経
往
留
身
面
陳
四
事
笥
子
」
に
由
来
す
る
。
詳
し
く
は
拙
稿

「
南
宋
寧
宗
朝
に
お
け
る
史
粥
遠
政
権
の
成
立
と
そ
の
意
義
」
(
『
東

洋
息
子
報
」
九
一
一
、
二
O
O
九
年
)
三
六
頁
、
お
よ
び
五
九
頁
の

注
(
5
)
を
参
照
。

(
3
)

蒋
義
斌
「
史
浩
輿
南
宋
孝
宗
朝
政
局
|
|
策
論
孝
宗
之
不
久
相

|
|
」
(
『
宋
史
研
究
集
』
会
八
、
凶
立
編
誇
館
、
一
九
八
八
年
所
収
、
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初
出
は
一
九
八
二
年
)
、
柳
立
言
「
南
宋
政
治
初
探
|
|
高
宗
陰
影

下
的
孝
宗
|
|
」
(
『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
」
五
七

一
二
、
一
九
八
六
年
)
、
余
英
時
『
朱
喜
一
的
歴
史
世
界
|
|
宋
代
士
大

夫
政
治
文
化
的
研
究
|
|
』
(
允
長
文
化
賓
業
、
二

O
O
三
年
)
な

ど
を
参
照
。

(
4
)

守
地
選
「
韓
佑
由
同
専
権
の
成
立
」
(
『
史
的
学
研
究
』
二
四
七
、
二
O

O
王
年
)
を
参
照
。
ま
た
注
(
1
)
安
倍
・
藤
本
雨
論
文
を
踏
ま
え
た

も
の
で
は
な
い
が
、
注
(
3
)
余
著
書
下
篇
四
三
五
1

五
四
頁
に
も
同

様
の
指
摘
が
見
ら
れ
る
。

(
5
)

注
(
4
)
土
寸
地
論
文
二
六
頁
は
、
太
上
皇
高
宗
が
重
要
な
凶
策
で
あ

る
「
釘
金
戦
争
や
最
高
人
事
」
な
ど
に
闘
輿
で
き
た
も
の
と
し
、
本
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稿
の
主
旨
と
一
部
重
な
る
こ
と
を
遮
べ
て
い
る
が
詳
細
な
論
鐙
は
施

し
て
い
な
い
。
同
論
文
二
七
一
良
に
「
全
面
的
整
理
は
別
の
機
舎
に
譲

る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
土
寸
地
造
氏
は
注
(
3
)
柳
論
文
が
奉
げ
る
断
片

的
事
例
か
ら
こ
の
結
論
を
陪
即
納
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
土
寸
地

氏
は
同
論
文
の
な
か
で
、
太
上
皇
帝
と
皇
帝
が
並
存
し
た
孝
宗
・
光

宗
雨
朝
の
政
治
髄
制
を
、
注
(
3
)
柳
論
文
五
七
七
頁
の
言
葉
に
依
捺

し
て
「
笠
重
皇
権
」
と
稀
し
て
い
る
。

(
6
)

寺
地
遵
『
南
宋
初
期
政
治
史
研
究
』
(
渓
水
社
、
一
九
八
八
年
)

四
七
六
頁
は
「
高
宗
は
よ
る
べ
き
政
治
勢
力
も
、
二
十
鈴
年
問
、
依

接
し
て
き
た
政
治
的
枠
組
も
喪
失
し
、
紹
興
三
十
二
年
夏
に
は
退
位

せ
ざ
る
を
待
な
く
な
っ
た
」
と
し
て
い
る
。

(
7
)

徳
毒
宮
に
つ
い
て
は
、
呉
白
牧
著
・
梅
原
郁
諜
注
『
夢
梁
録
2

|
|
南
宋
臨
安
繁
昌
記
|
|
』
(
東
洋
文
庫
六
七
六
、
平
凡
一
靴
、
二

0
0
0年
)
一
九
l
二
四
頁
を
参
照
。

(
8
)

以
上
は
注
(
3
)
柳
論
文
五
六
一

j
i
l
l
-

四
頁
、
お
よ
び
注
(
6
)
寺
地
著

書
四
二
六
l
五
三
頁
に
よ
る
。
ま
た
何
忠
櫨
「
宋
高
宗
「
鵡
位
」
及

其
封
南
宋
政
治
的
影
響
」
(
同
『
科
挙
輿
宋
代
枇
舎
』
商
務
印
書
館

出
版
、
二

O
O
六
年
所
牧
、
初
出
は
二

O
O
四
年
)
は
、
高
宗
は
針

金
戦
争
の
推
進
を
望
ん
で
い
た
も
の
の
、
敗
北
し
た
場
合
は
責
任
を

孝
宗
に
押
し
つ
け
、
再
び
和
平
を
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に

退
位
し
た
と
論
じ
て
い
る
。
興
味
深
い
仮
説
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
は

高
宗
が
割
余
戦
争
を
望
む
孝
宗
に
釘
を
刺
し
た
と
す
る
現
存
史
料
と

大
き
く
姐
離
し
て
し
ま
う
。
や
は
り
高
宗
の
退
位
は
、
和
平
路
線
が

破
綻
し
た
こ
と
へ
の
失
望
と
、
官
界
で
針
金
強
硬
論
が
古
室
土
閉
山
し
た
こ

と
へ
の
忌
避
か
ら
行
わ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
退

位
に
よ
っ
て
高
宗
の
政
治
へ
の
闘
奥
が
絶
た
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
こ
と
は
、
注
(
3
)
柳
論
文
や
注
(
4
)
土
寸
地
論
文
か
ら
明
ら
か
で
あ

る
。
本
稿
第
三
章
で
見
る
よ
う
に
、
恐
ら
く
高
宗
は
政
治
の
第
一
線

か
ら
は
退
き
つ
つ
も
、
宰
執
人
事
へ
の
影
響
力
を
維
持
す
る
こ
と
で

可
能
な
限
り
強
硬
論
を
押
さ
え
込
も
う
と
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

(
9
)

李
心
停
『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
(
以
下
『
繋
年
要
録
』
と
略
)

巻
一
九
六
、
紹
興
三
十
二
年
正
月
壬
辰
候
、
お
よ
び
葉
紹
翁
「
四
朝

間
見
録
』
-
内
集
「
張
史
和
戦
異
議
」

0

(
日
)
「
四
朝
間
見
録
』
乙
集
「
孝
宗
恢
復
」
。

(
日
)
南
宋
初
期
に
お
け
る
張
凌
の
封
金
強
硬
論
と
そ
の
時
結
に
つ
い
て

は
、
山
内
正
博
「
張
波
の
富
平
山
川
兵
策
」
(
『
東
洋
史
研
究
」
一
九
|

一
、
一
九
六
O
年
)
や
注
(
6
)
寺
地
著
書
一
一
一
四
1

三
四
頁
を
参
照
。

(
ロ
)
王
明
清
『
揮
塵
録
後
録
』
春
二
。

(
日
)
「
繋
年
要
録
』
巻
一
九

O
、
紹
興
三
十
一
年
六
月
壬
寅
係
。

(
は
)
「
繋
年
要
録
』
巻
一
九
六
、
紹
興
三
十
二
年
正
月
丙
申
係
。

(
日
)
「
朝
野
雑
記
』
甲
集
中
否
五
、
朝
事
一
「
隆
興
和
戦
」

0

(
日
)
『
朝
野
雑
記
』
甲
集
中
恋
二

O
、
遺
防
二
「
挙
人
未
甲
白
・
和
戟
本
末
」

0

(
口
)
王
十
朋
『
梅
渓
王
先
生
文
集
廷
試
策
井
奏
議
』
省
二
、
「
上
殿
街

子
三
首
〈
壬
午
十
月
〉
」
。
陳
康
伯
に
つ
い
て
は
王
明
「
陳
康
伯
奥
南

宋
初
期
政
局
」
(
『
宋
史
研
究
集
」
一
一
一
回
、
蘭
塞
出
版
祉
、
二

O
O
四

年
所
牧
)
も
参
照
。

(
国
)
「
繋
年
要
録
』
巻
二

0
0
、
紹
興
三
十
二
年
十
月
丙
寅
係
。

(
川
口
)
注
(
3
)
柳
論
文
五
六
九
頁
を
参
照
。

(
却
)
康
伯
乞
罷
政
、
孝
宗
批
問
、
恩
植
己
室
、
首
輿
何
職
。
意
蓋
属
公

也
。
公
即
奏
、
康
伯
前
朝
老
臣
、
不
可
不
留
以
翁
重
。
若
其
請
未
U
、
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必
得
徳
五
百
聖
議
、
可
安
其
意
。
是
日
高
宗
賜
以
御
筆
、
康
伯
乃
安
職
。

(
包
)
注
(
3
)
蒋
論
文
一
二
六
1

七
一
見
を
参
照
。

(
沼
)
浩
参
知
政
事
、
卜
皇
使
内
侍
召
至
賜
食
。
議
日
、
卿
在
皇
帝
潜
藩
、

備
弾
忠
力
。
皇
帝
孝
愛
、
卿
輔
導
之
功
也
。
今
得
卿
翁
輔
弼
、
一
音
亦

安
心
。
又
H
、
卿
皇
帝
親
臣
、
凡
事
宜
直
前
規
正
、
不
叶
回
忌
。

(
お
)
『
攻
塊
集
』
巻
九
三
、
紳
這
碑
「
純
誠
厚
徳
元
老
之
問
」

0

(
弘
)
『
朝
野
雑
記
」
甲
集
巻
T
1
、
朝
事
一
「
隆
興
和
戦
」
。

(
お
)
浩
目
、
未
審
陛
下
白
血
ハ
六
宵
往
、
亦
奉
上
皇
以
倶
。
若
奉
上
皇
、

則
建
康
未
有
徳
言
行
宮
。
又
未
知
上
皇
行
止
之
意
若
何
。
臣
料
上
皇

未
必
肯
行
也
。
上
白
玉
不
行
、
陛
下
安
得
奥
六
宮
往
。
備
陛
下
自
行
、

乃
是
親
征
、
非
移
躍
也
o

若
今
親
征
、
侯
有
功
乃
回
乎
、
不
待
有
功

而
邸
婦
乎
。
必
侯
有
功
。
功
不
可
必
、
則
卒
未
有
国
盤
之
期
。
有
無

功
而
還
、
則
奥
上
皇
覗
師
之
行
無
以
異
、
亦
復
何
盆
。
:
:
:
抑
臣
開

之
、
古
人
不
以
賊
遺
君
父
。
今
必
倹
上
臨
陳
、
乃
能
成
功
。
安
用
都

叔
日
哉
。
況
留
上
皇
子
此
、
而
陛
下
遠
遁
千
里
之
外
、
不
得
朝
夕
侍
左

右
。
虜
以
一
騎
犯
准
、
則
此
問
騒
然
、
少
有
奔
震
、
上
皇
能
不
動
心

乎
。
陛
下
父
子
慈
孝
如
此
、
今
日
宣
可
蛙
歩
相
離
。
上
始
悟
謂
波
日
、

都
督
姑
先
臨
達
、
侯
有
功
緒
。
股
何
敢
慣
行
。
今
未
須
下
詔
。

(
お
)
周
密
『
斉
東
野
五
山
」
巻
二
、
張
貌
公
三
戦
本
末
略
「
符
離
之
師
」

0

(
幻
)
『
朝
野
雑
記
」
甲
集
巻
二

O
、
法
防
二
「
発
未
甲
申
和
戦
本
末
」

0

湯
思
退
に
つ
い
て
は
王
曾
喰
「
湯
思
退
輿
隆
興
和
議
」
(
『
漆
侠
先
生

紀
念
文
集
』
河
北
大
島
了
出
版
祉
、
二

O
O
二
年
所
牧
)
も
参
照
。

(
お
)
注
(
6
)
寺
地
著
書
四
六
会
一
良
を
参
照
。

(
却
)
閥
名
『
宋
史
全
文
績
資
治
通
鑑
』
(
以
十
『
宋
史
全
文
』
と
略
)

巻
二
四
上
、
宋
孝
宗
一
、
隆
興
元
年
十
今
月
壬
子
候
。

(ω)
注
(
3
)
蒋
論
文
四
六
1
七
頁
を
参
照
。

(
但
)
閥
名
「
中
興
禦
侮
録
』
巻
下
。

(
沼
)
「
朝
野
雑
記
』
甲
集
中
杏
二

O
、
遺
防
二
「
発
未
甲
申
和
戦
本
末
」

0

(
お
)
注
(
6
)
寺
地
著
書
四
七
O
頁
を
参
照
。

(
但
)
注
(
6
)
土
寸
地
著
書
四
五
三
1

八
三
頁
を
参
照
。

(
お
)
張
貌
公
初
召
来
、
搭
紳
甚
喜
。
時
湯
進
之
在
右
協
訳
、
衆
以
億
貌
公

必
居
左
。
鼠
而
告
庭
隻
廊
、
湯
遷
左
、
貌
公
居
右
、
凡
事
皆
億
湯
所

近。

(
お
)
「
朱
子
一
語
類
』
巻
一
一
三
、
本
刺
五
「
中
興
至
今
人
物
上
」

(
幻
)
注
(
6
)
土
寸
地
著
書
四
七
O
頁
を
参
照
。

(
お
)
徐
自
明
『
宋
宰
輔
編
年
録
』
巻
一
七
、
隆
興
元
年
十
二
月
係
。

(
鈎
)
隆
興
初
、
湯
進
之
局
右
僕
射
、
上
欲
相
張
貌
公
、
而
難
於
左
右
、

因
過
宮
菓
之
上
皇
。
上
皇
云
、
各
還
其
奮
。
蓋
貌
公
在
紹
興
初
縁
潟

右
相
、
而
進
之
紹
興
末
年
己
矯
左
相
故
也
o

後
五
日
鎖
院
、
進
之
輔
特

左
僕
射
、
貌
公
拝
右
僕
射
。

(
制
)
洪
遇
「
容
斎
随
筆
五
筆
』
省
一

O
「
岨
宗
命
相
」

0

(
社
)
な
お
沈
松
勤
『
南
宋
文
人
輿
黛
争
』
(
人
民
出
版
壮
、
二

O
O
五

年
)
八

O
頁
は
、
湯
思
退
が
太
上
皇
高
宗
の
音
叫
向
で
宰
相
に
起
用
さ

れ
た
と
す
る
が
、
史
料
的
な
根
擦
は
一
泌
さ
れ
て
い
な
い
。

(
位
)
「
朱
子
一
語
類
』
虫
色
一

O
三
、
胡
氏
門
人
「
張
敬
夫
」

0

(
必
)
以
上
は
『
攻
娘
集
』
巻
九
二
、
行
状
「
観
文
殿
墜
士
銭
公
行
朕
」
、

お
よ
び
「
朝
野
雑
記
』
乙
集
春
二
、
上
徳
二
「
己
西
惇
位
録
」
に
よ

る。

(
叫
)
『
朝
野
雑
記
』
甲
集
中
否
二

O
、
遺
防
二
「
挙
人
未
甲
中
和
戦
本
末
」

0

(
羽
)
「
宋
史
』
巻
三
八
四
、
陳
康
伯
停
、
お
よ
び
『
宋
史
』
巻
一
二
三
、
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孝
宗
本
紀
一
、
乾
道
元
年
二
月
丁
未
係
。

(
必
)
『
宋
史
全
文
』
省
二
四
上
、
宋
孝
宗
会
、
隆
興
二
年
十
一
月
候
、

お
よ
び
『
宋
史
』
巻
三
三
、
孝
宗
本
紀
一
、
隆
興
二
年
間
十
一
月
丙

辰
除
。

(
幻
)
『
攻
塊
集
』
巻
九
二
、
行
状
「
観
文
殿
風
ナ
士
銭
公
行
状
」
、
お
よ
び

『
晦
庵
先
生
朱
文
公
文
集
』
を
九
六
、
行
状
「
少
師
観
文
殿
大
血
学
士

致
仕
貌
岡
公
贈
太
師
誼
正
献
陳
公
行
賦
」

0

(
必
)
清
・
徐
松
輯
『
宋
曾
要
輯
稿
』
選
奉
九
一
九
。

(
羽
)
以
上
は
「
攻
腕
集
」
巻
九
二
、
行
朕
「
観
文
殿
息
子
士
銭
公
行
朕
」

に
よ
る
。

(
叩
)
「
某
因
検
照
待
中
興
曾
要
、
在
孝
宗
時
、
以
参
知
政
事
銭
端
櫨
充

徳
書
官
使
。
一
時
謄
合
奏
棄
事
件
、
多
籍
端
種
之
力
。
有
此
故
事
、

可
以
奉
行
。
今
来
若
於
親
王
・
執
政
・
宗
主
・
戚
里
中
、
差
近
上
臣

寮
一
人
充
重
華
宵
使
、
白
後
臆
合
奏
棄
事
件
、
令
得
往
来
惇
旨
、
庶

幾
不
至
阻
隔
」
と
あ
る
。
原
文
の
「
徳
書
官
使
」
は
「
徳
喜
一
叶
宮
使
」

の
誤
り
で
あ
る
た
め
、
本
文
書
き
下
し
で
は
改
め
た
。

(
日
)
『
攻
娩
集
』
巻
九
二
、
行
状
「
観
文
殿
皐
士
銭
公
行
状
」

0

(
臼
)
『
朱
子
語
類
』
者
二
一
二
、
本
朝
五
、
中
興
至
今
人
物
上
、
お
よ

ぴ
員
興
宗
「
九
華
集
」
巻
五
、
奏
議
「
上
皇
帝
書
」
o

(
日
)
貌

f
翁
「
鶴
山
先
生
大
全
文
集
」
巻
七
回
、
墓
誌
碑
銘
「
観
文
殿

向
学
土
左
通
奉
大
夫
謄
特
進
誼
文
靖
朱
公
神
道
碑
」

0

(
日
)
『
晦
庵
先
生
朱
文
公
文
集
』
巻
九
六
、
行
朕
「
少
師
観
文
殿
大
事

士
致
仕
貌
園
公
脂
太
師
誼
正
献
陳
公
行
朕
」

0

(
日
)
『
宋
史
全
文
」
虫
色
二
四
上
、
宋
孝
宗
一
、
隆
興
二
年
四
月
係
。

(
日
)
周
必
大
『
文
忠
集
』
巻
六
八
、
神
這
時
八
「
丞
相
洪
文
恵
公

〈
活
〉
榊
這
碑
」

0

(
日
)
『
無
錫
牒
志
』
(
四
庫
全
童
日
本
)
巻
三
上
、
人
物
三
之
二
「
宋
蒋

帯」
0

(
四
川
)
『
無
錫
豚
志
』
(
四
庫
全
童
日
本
)
巻
三
上
、
人
物
三
之
二
「
宋
蒋

帝」。

(
印
)
注
(
3
)
柳
論
文
五
八
二
頁
、
お
よ
び
『
宋
史
』
巻
三
八
一
一
二
虞
允

文
惇
を
参
照
。

(
印
)
注
(
3
)
余
著
書
上
篇
四
二
三

1
九
六
頁
、
お
よ
び
下
篇
二
ニ
ム

j

四
八
頁
を
参
照
。

(
臼
)
「
宋
史
』
巻
三
八
四
、
梁
克
家
惇
、
お
よ
び
同
書
巻
三
八
五
、
襲

茂
良
惇
。

(
臼
)
注
(
3
)
余
著
書
下
篇
一
九

o
l一
一
一
五
頁
、
お
よ
び
注
(
4
)
土
寸
地

論
文
二
六
!
九
頁
を
参
照
。

(
日
)
「
宋
宰
輔
編
年
録
』
春
一
九
、
紹
照
元
年
七
月
係
。

(
叫
)
閥
名
「
雨
刺
綱
目
備
要
』
春
二
、
紹
照
四
年
一
一
一
月
候
。

(
日
)
「
朝
野
雑
記
』
乙
集
中
否
三
、
上
徳
一
二
豆
半
執
恭
謝
徳
毒
重
華
宮
聖

語」
0

(
侃
)
注
(
3
)
柳
論
文
五
六
九
l
七
二
頁
を
参
照
。

(
m
w
)

滋
賀
秀
一
一
一
『
中
岡
家
族
法
の
原
理
」
(
創
文
壮
、
一
九
六
七
年
)

一三

O
頁
を
参
照
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
注
(
3
)
柳
論
文
五
一
二
三

頁
が
太
上
皇
高
宗
の
孝
宗
に
封
す
る
権
力
を
「
父
権
」
と
稀
し
て
い

る
の
は
正
し
い
と
い
え
る
が
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
そ
の

「
父
権
」
を
成
り
立
た
せ
て
い
た
惇
統
中
園
の
家
族
原
現
と
は
い
か

な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
で
あ
る
。

(
伺
)
注
(
訂
)
滋
賀
著
書
二
九
九
頁
を
参
照
。
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(
印
)
注
(
門
別
)
滋
賀
著
書
一
八
三
白
ハ
、
お
よ
び
二
八
七
l
三
O
二
頁
を
参

回…。

(
刊
)
こ
う
し
た
帝
位
の
継
承
と

Y

家
の
継
承
と
を
パ
ラ
レ
ル
に
と
ら
え
る

覗
黙
は
、
す
で
に
秦
玲
子
「
宋
代
の
后
と
帝
嗣
決
定
権
」
(
『
柳
出
節

子
先
生
古
稀
記
念
中
闘
の
惇
統
祉
舎
と
『
家
族
」
汲
古
書
院
、
一
九

九
三
年
所
牧
)
に
一
不
さ
れ
て
い
る
。

(
口
)
注
(
町
山
)
滋
賀
著
書
二
九
四
一
貝

(η)
劉
子
健
「
包
容
政
治
的
特
貼
」
(
同
『
雨
宋
史
研
究
葉
編
』
聯
経

出
版
、
一
九
八
七
年
所
牧
、
初
出
は
一
九
七
三
年
)
五
三
頁
を
参
照
。

(η)
注
(
訂
)
滋
賀
著
書
二
二
今
一
良
、
お
よ
び
一
六
O
頁
を
参
照
。

(
九
)
注
(
1
)
安
倍
・
藤
本
雨
論
文
を
参
照
。

(
布
)
王
徳
毅
「
宋
孝
宗
及
其
時
代
」
(
『
宋
史
研
究
集
』
会

0
、
中
川
幸
童
円

局
、
一
九
七
八
年
所
枚
、
初
山
は
一
九
七
三
年
)
二
六
四
l
七
七
頁

ゃ
、
注
(
3
)
蒋
論
文
五
二

1
九
頁
は
、
孝
宗
が
宰
相
を
長
期
間
任
用

し
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
現
象
も
同
じ
覗
黙
か

ら
説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(
日
)
注
(
3
)
余
著
書
下
篇
四
五
四
1
五
百
円
、
お
よ
び
注
(
4
)
寺
地
論
文

二
五
l
六
頁
を
参
照
。

(
打
)
拙
稿
「
南
宋
中
期
に
お
け
る
韓
佑
宵
専
権
の
確
立
過
程
|
|
寧
宗

即
位
(
二
九
四
)
直
後
の
政
治
抗
争
を
中
心
と
し
て
|
|
」
(
『
史

筆
雑
誌
」
一
会
五
八
、
二

O
O
六
年
)
一
一
一
一
一
頁
を
参
照
。
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(
刊
日
)
曾
親
に
つ
い
て
は
「
繋
年
要
録
』
巻
一
八
六
、
紹
興
三
十
年
九
月

庚
子
僚
を
、
龍
大
淵
に
つ
い
て
は
注
(
1
)
安
倍
論
文
八
四
頁
を
そ
れ

ぞ
れ
参
照
。

(
円
)
周
密
「
武
林
奮
事
』
巻
七
、
乾
淳
奉
親
、
淳
照
九
年
八
月
十
五
日

係
。
た
だ
し
『
宋
史
』
巻
四
七

O
、
本
停
に
よ
れ
ば
曾
観
は
淳
照
七

年
(
一
一
八

O
)
十
二
月
に
死
去
し
て
お
り
、
『
武
林
奮
事
』
の
繋

年
に
は
疑
問
が
残
る
。

(
剖
)
注

(η)拙
稿
三
二
頁
を
参
照
。

(
別
)
注
(
4
)
土
寸
地
論
文
二
五
頁
、
お
よ
び
注
(
1
)
安
倍
論
文
九
五
頁
を

そ
れ
ぞ
れ
参
照
。

(
位
)
「
宋
史
』
各
三
八
四
、
葉
衡
停
、
お
よ
び
同
書
巻
四
七

O
、品川口親

停。

(
出
)
越
永
春
『
令
一
宋
闘
係
史
』
(
人
民
出
版
社
、
二

0
0
五
年
)
二
六

四
l
九
頁
を
参
照
。

(
刷
出
)
高
暦
『
泉
州
府
志
』
巻
一
八
、
人
物
中
之
中
、
列
惇
「
梁
克
家
」
、

お
よ
び
「
宋
史
』
巻
四
七
O
、
玉
井
惇
。

(
町
山
)
注
(
4
)
土
寸
地
論
文
二
六
頁
を
参
照
。

(
初
)
「
宋
史
』
巻
四
七

O
、
美
特
立
停
、
お
よ
び
『
宋
宰
輔
編
年
録
』

巻
一
九
、
紹
照
元
年
七
月
乙
卯
係
。

(
釘
)
注
(
3
)
余
著
書
三
四
七
1

七
O
頁

(
∞
∞
)
注
(
2
)
拙
稿
、
お
よ
び
注

(η)拙
稿
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
。
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Following the controversy, Zhang Cong and other supporters of Emperor ]iaj

ing began to rise within the Ming government and eventually formed the ruling 

administration. During Zhang Cong's tenure as Chief Grand Secretary, a number 

of scholars who served in the government were disciples of Wang Yangming _=:H~ 

Sfl , the founder the Yangming school of thought ~~ Sfl ~, an important branch of 
N eo-Confucianism. 

Examining the political views of those Yangming scholars, who maintained con

tact with Wang Yangming until his death in 1528, helps us better understand the 

political stand of the Yangming school. They supported the political reforms laun

ched by Zhang Cong and Gui E tEll¥, the two leading members of Zhang Cong's 

administration. The Yangming school was clearly in favor of reforms to restore 

the political and economic order of the Ming dynasty. However, there were also 

notable differences between Zhang and Gui and other Yangming scholars. Eager 

to implement their policies, while pursuing their personal power, Zhang and Gui 

continued to engage in factional politics against other powerful members within the 

government. As a result, Zhang's administration grew unstable, and his reforms 

were delayed. 

Yangming scholars sought to bring together Zhang Cong, Gui E, and other 

political figures. Such actions show the influence of the teachings of Wang Yang

ming, who instructed his pupils to restore their moral intelligence N.~D in order to 
restrain their arrogance, ill temper, and the pursuit of power. Wang's goal was to 

introduce mutual trust among politicians and the emperor into the administration of 

Ming's politics so that policies whose effects would be felt over the long term 

could be implemented. Examining the teachings of Wang Yangming reveals the 

political ethic of the Yangming school of thought. 

THE INFLUENCE OF THE RETIRED EMPEROR DURING 

THE REIGN OF EMPEROR XIAOZONG OF THE 

SOUTHERN SONG AND THE POLITICS OF 

THE EMPEROR'S CLOSE ASSOCIATES 

KOBAYASHI Akira 

There have coexisted two judgments in regard to the politics of Emperor 
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Xiaozong, the second emperor of the Southern Song: one is that he relied on 

military officials who were his close associates bringing about a concentration 

power around the emperor, and the other is that the emperor could not freely ex

ercise political power for 25 years due to the pressure exerted by the retired 

emperor Gaozong. This article synthesizes evaluations of these disparate theories 

in an effort to approach the reality of the regime of Emperor Xiaozong. 

Xiaozong was from the start a supporter of the idea of taking a hard line 

against the Jin, and after his accession to the throne in the 6th month of 1162, he 

actively promoted the hardliner Zhang fun '* ~ and attempted to pursue war 
against the jin. However, his intention was often blocked through the opposition of 

Chen Kangbo ~EiHB and Shi Hao J!:.iilf who had been promoted as grand counci
lors on the basis of the desire of the Retired Emperor Gaozong for peace. 

Xiaozong initiated war with Jin with an edict that did not go through the counci
lors, and the army was defeated at Fuli, but the very fact that Xiaozong's own 

temporary transfer to front line was blocked due to the opposition of Shi Hao, 

who reflected the opinion of Retired Emperor Gaozong, can be seen as having a 

measure of significance. 

Due to the defeat at Fuli ri'Jill, the dispute at the center of the Southern Song 
government between the peace advocate Tang Situi i~ }Gf, ~ and the hardliner 

Zhang fun grew fiercer. Despite Xiaozong's support for Zhang fun, Tang Situi 

was promoted above him to the more powerful position of Vice Director of the 

Left (Zuo Pushe) in the 12th month of 1163, again reflecting the wishes of Retired 

Emperor Gaozong, and peace between Song and Jin was pursued. After the fall of 

Tang Situi, Qian Duanli ~~!lifflff!ll also promoted peace with jin, and it appears that 
the selection of Qian also reflected the wishes of the Retired Emperor Gaozong. 

Due to the Retired Emperor Gaozong's involvement in the selection of state coun

cilors *¥}\, he was able to have his will reflected in political decision-making. 
In contrast to Xiaozong's desire for a hard-line policy toward the ]in, Retired 

Emperor Gaozong supported peace between the Song and jin. Despite these 

facts, Retired Emperor Gaozong was able to intervene in the choice of state coun

cilors throughout the reign of Xiaozong. Under these circumstances, when 

Xiaozong tried his utmost to implement policy decisions that he desired, it appears 

that the only method available to him was to employ the politics of reliance on 

close advisors that circumvented the office of councilors of state. In other words, 
as Xiaozong was confronted by the extraordinary circumstance of the manifesta

tion of the retired emperor in the political sphere, he relied on the military officials 
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who were his close advisors, and the increasing concentration of power in the 

emperor was unavoidable. 

A CONSIDERATION OF ECONOMIC NATIONALISM 

IN THE OTTOMAN EMPIRE 

KOMATSU Kaori 

The period of the awakening of Turkish nationalism was later than that of 

other nationalities under Ottoman rule. As the rise of nationalism in the Ottoman 

Empire was linked to the independence movements of subject peoples under Otto

man rule, it has been claimed that there was no necessity for such an initiative 

from the Turkish people who occupied the side of the rulers [rather than the 

ruled.] 
However, while the Ottoman Empire at the close of the 19th century did main

tain political independence, economically it was placed in a semi-colonial status by 

the Western powers. In short, it can be said that in this sphere an important 

element was the Turkish people feeling themselves victims of oppression. This 

latent sense, which had built up over the years, surfaced as the trigger for the 

war with Greece in 1897, and a concrete "resistance" movement began to appear 

in public forums. Their first target was foreign capital. It was "we Turks" against 

"them, the foreigners." At that time it was thought that non-Muslims should side 

with "us" as the people of the Ottoman state. However, from a certain point in 

time, for the Turks non-Muslims began to be seen as being on "their side." This 

was felt more strongly in the arena of economic activity such as the steamship in

dustry addressed in this article. 

In regard to the rise of economic nationalism, it has been pointed out that the 

trigger was the fact that foreign and non-Muslim capital underwent rapid develop

ment, and the gap with Muslim-Turkish capital widened due to the liberal econo

mic policy during the Second Constitutional Era. However, the process of econo
mic colonization had been proceeding from the mid-19th century onward, and the 

circumstances at the beginning of the zoth century were nothing more the result 

of the process. Therefore, economic nationalism appeared in a form that preceded 

political nationalism. Even if it was not clearly based on Turkish nationalism, the 
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