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は

じ

め

に

後
漢
は
太
后
臨
�
が
相
�
い
だ
時
代
で
あ
る
︒
太
后
と
外
戚
勢
力
︑
そ
し
て
安
�
�
よ
り
顯
在
�
す
る
宦
官
︑
そ
こ
に
士
人
官
僚
︑
と
り
わ

け
儒
家
官
僚
も
加
わ
り
︑
後
漢
政
治
�
は
一
層
複
雜
な
樣
相
を
み
せ
る
︒
本
稿
は
こ
の
中
で
も
特
に
︑
太
后
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
政
治
�
�
境
︑

側
�
勢
力
の
變
�
に
�
目
し
︑
後
漢
一
代
に
お
い
て
皇
�
嫡
母
た
る
太
后
の
權
限
が
い
か
に
變
�
し
た
か
を
詳
察
す
る
︒

後
漢
政
治
�
に
關
し
て
は
︑
狩
野
直
禎
氏
や
東
晉
�
氏
に
�
時
�
硏
究
が
あ
る
︒
狩
野
氏
は
相
對
�
安
定
�
と
さ
れ
る
�
�
か
ら
違
�
�
に

お
い
て
外
戚
勢
力
擡
頭
の
兆
し
が
あ
ら
わ
れ
︑
和
�
�
に
外
戚
と
宦
官
が
伸
張
す
る
一
方
︑
反
外
戚
�
動
を
擔
う
對
抗
勢
力
も
擴
大
し
て
い
っ

た
と
す
る

[狩
野
一
九
九
三
：
三
二
九
頁
・
三
五
七
頁
]︒
一
方
︑
東
晉
�
氏
は
違
�
�
︑
王
�
安
定
策
と
し
て
用
い
ら
れ
た
儒
敎
�
義
の
考

え
方
の
一
つ
︑﹁
親
親
﹂
が
︑
外
戚
の
執
政
を
正
當
�
し
︑
外
戚
跋
扈
を
招
く
一
端
と
な
っ
た
と
し
た
上
で
竇
氏
︑
鄧
氏
︑
梁
氏
政
權
を
檢
討

す
る

[東
一
九
九
五
：
九
二
～
一
四
一
頁
・
一
九
四
～
二
四
六
頁
]︒
こ
れ
に
對
し
︑
渡
 
義
浩
氏
は
︑
東
氏
の
提
起
す
る
﹁
親
親
の
義
﹂
を
︑

嫡
妻
權
に
基
づ
く
皇
太
后
權
を
淵
源
と
し
た
後
漢
時
代
の
外
戚
を
正
當
�
し
た
理
論
と
は
な
り
え
な
い
と
し
た
上
で
︑
外
戚
と
の
關
わ
り
合
い

の
中
で
儒
家
官
僚(1

)
は
政
治
�
�
體
性
を
�
第
に
強
め

[渡
 
義
浩
一
九
九
〇
]︑
黨
錮
の
禁
を
經
た
の
ち
は
︑
儒
家
官
僚
は
皇
�
權
力
か
ら
の

獨
自
性
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
と
�
張
す
る

[渡
 
義
浩
一
九
八
三
]︒
し
か
し
︑
い
ず
れ
も
外
戚
・
宦
官
・
儒
家
官
僚
の
考
察
が
中
心
で
あ

り
︑
太
后
の
政
治
�
手
法
に
關
す
る
具
體
�
考
察
に
は
$
ん
で
い
な
い
︒

漢
代
の
太
后
に
關
し
て
は
︑
谷
口
や
す
よ
氏
の
專
論
が
あ
る
︒
谷
口
氏
は
先
�
の
正
妃
た
る
皇
后
の
嫡
妻
權
が
皇
太
后
の
臨
�
稱
制
の
基
盤

で
あ
っ
た
と
す
る

[谷
口
一
九
八
〇
]︒
し
か
し
︑
谷
口
氏
の
論
は
時
代
�
變
�
を
考
慮
に
入
れ
て
お
ら
ず
︑
漢
一
代
を
�
じ
た
嫡
妻
權
の
推

移
は
述
べ
て
い
な
い
︒
ま
た
︑
保
科
季
子
氏
は
皇
后
︑
太
后
の
權
威
が
%
漢
武
�
�
頃
よ
り
�
第
に
上
昇
し
︑
後
漢
初
�
に
確
立
し
た
の
ち
︑

和
�
�
よ
り
徐
々
に
低
下
し
て
い
く
と
す
る

[保
科
二
〇
〇
二
]︒
た
だ
し
︑
臨
�
稱
制
を
荏
え
た
太
后
權
威
を
重
視
す
る
思
想
�
�
硏
究
の

'
素
が
強
く
︑
政
治
�
�
境
へ
の
具
體
�
考
察
に
は
$
ん
で
い
な
い
︒
そ
の
ほ
か
︑
祝
總
斌
氏
は
中
國
�
上
︑
太
后
臨
�
の
制
度
が
續
い
た
'
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因
に
關
し
て
︑
%
漢
元
�
王
皇
后
や
後
漢
違
�
竇
皇
后
な
ど
が
︑
外
戚
の
皇
位
簒
奪
︑
政
治
壟
斷
に
否
定
�
で
あ
っ
た
こ
と
を
根
據
に
︑
基
本

�
に
外
戚
と
一
線
を
劃
し
我
が
﹁
子
﹂
で
あ
る
皇
�
を
守
る
立
場
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る

[
祝
總
斌
二
〇
〇
八
]︒
し
か
し
︑
太

后
の
む
し
ろ
個
性
に
由
來
す
る
逸
話
を
一
般
�
し
た
議
論
で
あ
り
︑
そ
れ
だ
け
で
は
中
國
�
上
頻
出
し
た
︑
太
后
臨
�
を
說
�
し
え
な
い
︒
ま

た
︑
太
后
臨
�
の
性
質
に
つ
い
て
は
︑
現
實
世
界
の
政
治
制
度
を
輕
視
し
︑
無
%
提
に
後
漢
と
曹
魏
の
太
后
臨
�
を
同
質
の
も
の
と
し
て
と
ら

え
て
い
る
︒
時
代
に
よ
る
差
衣
を
考
慮
に
い
れ
な
い
點
で
氏
の
論
に
は
問
題
が
殘
る
︒
岡
安
勇
氏
は
漢
魏
時
代
に
焦
點
を
+
り
︑
席
�
面
か
ら

み
て
も
皇
太
后
は
皇
�
の
荏
配
體
制
の
外
に
置
か
れ
て
い
た
と
し

[岡
安
一
九
八
三
ａ
]︑
漢
魏
を
�
じ
て
皇
太
后
は
外
戚
・
宗
室
を
荏
配
・

管
理
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る

[岡
安
一
九
八
三
ｂ
]︒
し
か
し
︑
皇
�
と
太
后
の
人
格
�
關
係
を
殆
ど
考
慮
に
い
れ
ず
︑
太
后
が
一
律
に

皇
�
に
對
す
る
影
,
力
を
-
し
て
い
た
と
す
る
氏
の
結
論
に
は
問
題
が
あ
る
︒

下
倉
涉
氏
は
家
族
論
�
な
觀
點
か
ら
母
と
子
の
あ
り
方
︑﹁
母
の
原
理
﹂
と
そ
の
理
論
に
由
來
す
る
外
戚
の
正
當
�
を
論
ず
る

[下
倉
二
〇

〇
一
]︒
加
え
て
︑
氏
は
曹
魏
時
代
�
�
が
太
后
の
國
政
參
與
を
防
止
す
る
た
め
に
︑
太
后
の
命
令
を
﹁
詔
﹂
か
ら
﹁
令
﹂
に
格
下
げ
し
︑
外

戚
の
政
治
參
與
︑
群
臣
の
太
后
へ
の
奏
事
を
禁
止
す
る
な
ど
の
措
置
を
と
っ
た
と
す
る

[下
倉
二
〇
〇
三
]︒
し
か
し
︑
祝
總
斌
氏
も
述
べ
る

よ
う
に
︑
�
�
の
令
の
う
ち
︑
外
戚
の
政
治
參
與
禁
止
は
︑
円
武
年
閒
︑
光
武
�
が
出
し
た
外
戚
の
政
治
介
入
禁
止
令
と
同
質
の
も
の
で
あ
り
︑

群
臣
の
太
后
へ
の
奏
事
の
禁
止
令
は
幼
�
卽
位
の
際
は
嚴
守
さ
れ
な
か
っ
た

[
祝
總
斌
二
〇
〇
八
]︒
曹
魏
時
代
の
太
后
の
實
權
の
-
無
は
さ

て
お
き
︑
祝
氏
の
指
摘
は
穩
當
で
あ
ろ
う
︒
幼
�
が
卽
位
し
た
場
合
︑
無
條
件
に
太
后
が
執
政
す
る
あ
り
方
が
否
定
さ
れ
る
に
は
︑
長
�
閒
に

わ
た
る
變
�
の
過
0
が
必
'
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
過
0
を
解
�
す
る
た
め
に
は
太
后
の
側
�
と
な
る
べ
き
外
戚
に
關
す
る
分

析
が
不
可
缺
だ
が
︑
外
戚
そ
の
も
の
に
論
點
が
集
中
し
が
ち
で
︑
太
后
と
外
戚
を
1
括
�
に
2
っ
た
︑
�
時
�
な
政
治
制
度
�
硏
究
は
多
く
な

い
︒
古
代
に
お
い
て
は
君
�
が
正
常
に
政
務
を
執
れ
な
い
場
合
︑
君
�
の
母
に
よ
る
執
政
が
頻
見
さ
れ
る
が
︑
後
漢
の
中
�
か
ら
�
第
に
母
の

權
限
は
稀
3
�
す
る
︒
そ
れ
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
︒
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第
一
違

皇
�
代
行
者
と
し
て
の
皇
太
后

第
一



臨
�
稱
制
と
怨
�
指
名

後
漢
に
お
い
て
︑
太
后
が
い
か
に
政
治
の
實
權
を
握
り
︑
政
局
に
關
わ
っ
て
い
た
か
と
い
う
問
題
は
本
稿
の
�
題
で
あ
る
が
︑
こ
れ
を
論
じ

る
た
め
に
は
︑
ま
ず
太
后
臨
�
の
實
態
を
知
る
こ
と
が
不
可
缺
で
あ
る
︒

一
般
�
に
臨
�
稱
制
と
は
︑
君
�
が
政
務
を
執
れ
な
い
場
合
︑
そ
の
母
で
あ
る
皇
太
后
︑
も
し
く
は
祖
母
で
あ
る
太
皇
太
后
が
執
政
す
る
こ

と
で
あ
る
︒
母
に
よ
る
執
政
の
事
例
は
︑
古
く
は
戰
國
秦
の
宣
太
后
の
事
例
に
み
ら
れ
る

(﹃
�
記
﹄
穰
侯
列
傳(2
)

)
︒
%
漢
に
お
い
て
も
︑
二
代

皇
�
惠
�
の
5
御
の
%
後
か
ら
そ
の
母
で
あ
る
呂
后
は
6
身
王
�
の
實
權
を
握
り
︑
實
質
�
に
皇
�
の
政
務
を
7
て
代
行
し
て
い
た
︒﹃
漢
書
﹄

に
初
め
て
﹁
臨
�
稱
制
﹂
の
語
が
現
れ
る
の
は
こ
の
時
で
あ
る
︒
そ
の
詳
細
に
關
し
て
︑﹃
漢
書
﹄
高
后
紀
顏
師
古
�
は
�
の
よ
う
に
記
す
︒

天
子
の
言

一
に
曰
く
制
書
︑
二
に
曰
く
詔
書
︒
制
書
な
る
者
は
︑
制
度
を
爲
す
の
命
を
謂
い
︑
皇
后
の
稱
す
る
を
得
る
8
に
非
ず
︒
今

呂
太
后

臨
�
し
天
下
の
事
を
行
い
︑
萬
機
を
斷
決
し
︑
故
に
制
詔
と
稱
す
︒

こ
こ
よ
り
︑
皇
后
の
權
限
は
限
定
�
で
あ
る
反
面
︑
臨
�
し
た
呂
太
后
は
皇
�
と
同
等
の
決
定
權
を
持
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
太
后
臨
�
時
︑

皇
�
は
自
己
の
9
思
を
政
策
決
定
に
7
く
反
映
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
︑
太
后
が
優
位
な
立
場
で
實
權
を
握
っ
て
い
た
事
實
は
變
わ

ら
な
い
︒
さ
も
な
く
ば
︑
皇
�
が
太
后
よ
り
政
權
奪
取
を
策
謀
す
る
な
ど
の
事
態
が
說
�
で
き
な
い(3

)
︒
太
后
臨
�
の
事
例
は
%
漢
で
少
な
く
と

も
二
例
︑
後
漢
で
六
例
を
擧
げ
う
る(4

)
︒
谷
口
氏
は
︑
太
后
は
先
�
の
嫡
妻
で
あ
っ
た
こ
と
を
權
力
基
盤
と
し
︑
怨
�
の
﹁
親
﹂
と
し
て
の
立
場

で
政
治
に
携
わ
り
え
た
と
す
る

[谷
口
一
九
八
〇
]︒
從
う
べ
き
見
解
だ
が
︑
嫡
妻
で
あ
る
こ
と
の
重
'
性
は
時
代
ご
と
に
衣
な
る
は
ず
で
あ

り
︑
檢
討
の
餘
地
が
殘
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
臨
�
稱
制
が
行
わ
れ
る
�
閒
で
あ
る
が
︑
ほ
と
ん
ど
の
場
合
太
后
の
存
命
中
に
政
權
が
皇
�
に
:
;
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
順
�
梁
皇
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后
の
桓
�
に
對
す
る
政
權
:
;
が
唯
一
の
例
外
で
あ
る

(﹃
後
漢
書
﹄
順
烈
梁
皇
后
紀
)
︒
も
っ
と
も
︑
皇
�
に
よ
る
政
權
奪
取
の
結
果
︑
太
后
が

攝
政
の
座
か
ら
<
わ
れ
る
事
例
は
い
く
つ
か
あ
る(5

)
︒
太
后
は
あ
く
ま
で
皇
�
の
代
理
人
︑
後
見
人
と
し
て
政
治
に
携
わ
る
以
上
︑
皇
�
の
成
長

を
は
じ
め
と
す
る
諸
々
の
'
因
に
よ
り
︑
そ
の
立
場
を
失
う
こ
と
は
?
々
に
し
て
あ
り
え
た
︒
し
か
し
︑
皇
�
が
實
力
行
使
に
よ
る
政
權
奪
取

を
成
功
さ
せ
な
い
限
り
︑
政
權
を
:
;
す
る
か
否
か
の
@
斷
は
太
后
の
一
存
に
任
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
自
然
で
あ
る
︒
太
后
は
臨
�

し
た
時
點
で
長
�
に
わ
た
る
政
權
を
維
持
す
る
可
能
性
を
自
動
�
に
-
し
て
い
た
こ
と
と
な
る
︒

そ
し
て
︑
臨
�
稱
制
の
ほ
か
︑
特
筆
す
べ
き
太
后
の
權
限
は
︑
怨
�
の
指
名
權
で
あ
る
︒
皇
�
が
皇
位
繼
承
者
を
決
定
し
な
い
う
ち
に
5
御

し
た
場
合
︑
怨
�
の
指
名
は
原
則
�
に
皇
后
︑
す
な
わ
ち
怨
政
權
に
お
け
る
皇
太
后
が
行
っ
た
︒
谷
口
氏
の
指
摘
す
る
と
お
り
︑
皇
后
は
�
ら

か
に
�
位
繼
承
に
關
わ
る
權
限
を
保
-
し
て
い
た
の
で
あ
る

[谷
口
一
九
七
八
]︒
怨
�
は
︑
?
々
に
し
て
外
戚
の
領
袖
と
相
談
の
上
︑
太
后

の
名
で
決
定
さ
れ
た
が
︑
太
后
の
決
定
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
皇
�
の
正
瓜
性
が
疑
問
視
さ
れ
た
事
例
は
み
あ
た
ら
な
い
︒

ま
た
︑
時
に
は
太
后
に
よ
る
︑
皇
�
の
廢
位
も
可
能
で
あ
っ
た
︒
漢
代
に
お
け
る
太
后
に
よ
る
皇
�
廢
位
は
︑
%
漢
の
上
官
太
后
に
よ
る
昌

邑
王
劉
賀
廢
位
が
-
名
で
あ
る
︒
い
く
つ
か
の
條
件
が
重
な
っ
た
末
の
特
殊
事
例
で
は
あ
る(6

)
が
︑
以
後
多
く
こ
の
事
例
が
參
照
さ
れ
た
こ
と
は

確
か
で
あ
る
︒
後
漢
に
な
っ
て
か
ら
の
事
例
を
擧
げ
る
と
︑
何
太
后
の
實
子
︑
少
�
の
廢
位
に
お
い
て
﹃
後
漢
書
﹄
董
卓
傳
に
興
味
深
い
記
述

が
あ
る
︒

�
日
︑
復
た
羣
僚
を
崇
德
%
殿
に
集
め
︑
B
に
太
后
を
脅
し
︑
策
し
て
少
�
を
廢
せ
し
む
︒
曰
く
﹁
皇
�

喪
に
在
り
︑
人
子
の
心
無
く
︑

威
儀

人
君
に
類
せ
ず
︑
今
廢
し
て
弘
農
王
と
爲
す
﹂
と
︒

董
卓
の
脅
D
を
E
け
て
の
行
爲
で
あ
り
︑﹃
三
國
志
﹄
董
卓
傳
に
は

(董
卓
)
B
に
�
を
廢
し
て
弘
農
王
と
爲
し
︑
F
い
で
王
$
び
何
太
后
を
殺
す
︒

と
の
記
述
も
あ
る
︒
し
か
し
董
卓
が
廢
位
に
$
ん
で
﹁
太
后
を
脅
す
﹂
過
0
が
必
'
で
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
る
と
︑
や
は
り
形
式
�
に
は
太
后

の
許
可
が
必
'
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
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ま
た
︑
實
際
に
廢
位
に
$
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
が
︑
安
�
が
鄧
太
后
に
よ
る
自
身
の
廢
位
を
現
實
�
な
脅
威
と
捉
え
て
い
た
こ
と
は
﹃
後
漢

書
﹄
宦
者
孫
0
傳
に
あ
る
と
お
り
で
あ
る
︒

小
黃
門
李
閏

�
I
母
王
J

常
に
共
に
太
后
の
兄
執
金
吾
悝
等
を
譖
り
︑
�
を
廢
し
�
原
王
K
を
立
て
ん
と
欲
す
と
言
い
︑
�
每
に
忿
懼

す
︒

も
っ
と
も
︑
皇
�
の
廢
位
が
輕
々
し
く
行
わ
れ
え
た
は
ず
も
な
い
︒
よ
ほ
ど
の
理
由
が
な
い
限
り
︑
群
臣
か
ら
の
批
@
は
必
至
で
あ
る
︒
し

か
し
︑
特
定
の
狀
況
下
に
お
い
て
︑
太
后
は
皇
�
の
廢
立
を
決
し
え
た
存
在
で
あ
り
︑
特
に
臨
�
時
に
は
怨
�
を
凌
ぐ
權
限
を
-
し
て
い
た
と

考
え
て
相
N
な
い(7

)
︒

こ
う
し
て
皇
�
を
代
行
す
る
存
在
と
し
て
多
大
な
權
限
を
-
し
て
い
た
太
后
で
は
あ
る
が
︑
太
后
が
權
限
を
保
-
す
る
こ
と
自
體
へ
の
批
@

は
�
料
中
に
は
み
あ
た
ら
な
い(8

)
︒
成
人
後
も
政
權
を
皇
�
に
:
;
し
な
い
な
ど
の
理
由
で
批
@
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
︑
し
か
る
べ
き
狀
況
下

で
太
后
が
皇
�
の
代
理
を
つ
と
め
る
こ
と
自
體
は
一
般
�
に
O
め
ら
れ
︑
繼
續
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

第
二



功
臣
家
に
よ
る
皇
后
位
獨
占

こ
う
し
て
︑
一
度
臨
�
稱
制
し
た
場
合
は
か
な
り
の
權
限
を
保
-
し
續
け
た
太
后
だ
が
︑
彼
女
た
ち
は
い
か
な
る
家
の
出
身
で
あ
っ
た
の
か
︒

渡
 
義
浩
氏
が
︑
後
漢
時
代
に
は
公
�
は
功
臣
に
影
嫁
す
る
こ
と
が
多
く
︑
功
臣
家
は
ひ
と
た
び
失
脚
し
て
も
皇
后
家
と
し
て
再
び
:
り
P
く

こ
と
が
あ
っ
た
と
指
摘
す
る

[渡
 
義
浩
一
九
九
〇
]
よ
う
に
︑
後
漢
時
代
に
皇
后
家
と
稱
し
う
る
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
實
で
あ
る
︒
以

下
︑
皇
后
家
の
確
立
が
太
后
に
與
え
た
影
,
に
つ
い
て
詳
論
す
る
︒

東
氏
は
︑
後
漢
功
臣
諸
氏
の
中
で
郭
氏
・
陰
氏
・
馬
氏
・
鄧
氏
・
竇
氏
・
梁
氏
・
耿
氏
の
七
氏
に
つ
い
て
は
︑
一
般
功
臣
と
は
衣
な
る
政
策
︑

す
な
わ
ち
官
職
Q
與
・
公
�
影
嫁
が
R
ら
れ
た
と
指
摘
す
る

[東
一
九
七
五
]︒
他
氏
族
の
者
は
皇
�
の
實
母
と
な
る
可
能
性
は
あ
る
に
せ
よ
︑

臨
�
稱
制
に
携
わ
る
S
格
を
獲
得
し
え
ず
︑
後
漢
時
代
に
は
皇
后
を
出
す
家
が
ゆ
る
や
か
に
限
定
さ
れ
た
︒
し
か
も
︑
渡
 
氏
も
指
摘
す
る
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[渡
 
義
浩
一
九
九
〇
]
よ
う
に
一
度
誅
罰
を
E
け
た
家
か
ら
皇
后
を
出
す
例
も
︑
ま
ま
み
う
け
ら
れ
る(9

)
︒
漢
代
に
お
い
て
皇
�
の
妻
妾
は
多

く
良
家
子
か
ら
T
擇
さ
れ
た(10

)
︒
良
家
子
と
は
﹁
七
科
の
讁
內
に
非
ざ
る
者
﹂
の
9
で
あ
る
が
︑
そ
れ
に
は
-
罪
の
V
な
ら
ざ
る
者
と
の
條
件
も

入
っ
て
い
る

[
W
田
一
九
六
二
：
五
五
八
～
五
六
三
頁
]︒
た
だ
し
︑
功
臣
家
に
關
し
て
い
え
ば
︑
罪
人
を
出
し
た
家
で
あ
る
に
も
關
わ
ら
ず
︑

皇
后
を
再
生
產
し
て
い
る
こ
と
に
留
9
し
た
い
︒
功
臣
家
は
一
種
の
安
定
性
を
獲
得
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
功
臣
家
で
は
�
室
と
の
�

婚
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
お
り
︑
皇
后
自
身
が
入
宮
す
る
以
%
に
劉
氏
と
姻
戚
關
係
に
あ
る
場
合
も
少
な
く
な
い(11

)
︒
し
か
し
︑
功
臣
家
で
も
ほ
と

ん
ど
皇
后
を
出
し
て
い
な
い
家
も
存
在
す
る
︒
例
え
ば
︑
耿
氏
は
諸
侯
王
家
と
の
婚
姻
は
行
っ
て
い
る
に
せ
よ
一
度
も
皇
后
を
出
し
て
い
な
い
︒

功
臣
家
の
中
で
も
後
漢
初
�
に
皇
后
を
出
し
た
家
が
﹁
皇
后
家
﹂
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
︒

こ
れ
ら
の
條
件
を
ま
と
め
る
と
︑
後
漢
時
代
の
皇
后
は
︑
姻
戚
關
係
を
も
含
め
た
廣
義
の
﹁
皇
�
の
家
族
﹂
か
ら
輩
出
さ
れ
て
お
り
︑
後
漢

時
代
の
立
后
條
件
は
%
漢
�
の
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
嚴
し
く
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
た
め
︑
條
件
を
滿
た
し
て
い
た
特
定
の
家
は
他
家

出
身
者
に
脅
か
さ
れ
る
こ
と
な
く
︑
そ
の
立
場
を
固
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
例
と
し
て
﹃
後
漢
書
﹄
應
奉
傳
の
記
述
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き

る
︒

鄧
皇
后
の
敗
る
る
に
$
び
︑
田
貴
人

幸
せ
ら
れ
︑
桓
�
に
円
立
の
議
-
り
︒
奉

田
氏
Z
賤
に
し
て
︑
宜
し
く
超
え
て
后
位
に
登
る
べ
か

ら
ざ
る
を
以
て
︑
上
書
し
て
諫
め
て
曰
く
︒
(中
略
)
�

其
の
言
を
[
れ
︑
悦
に
竇
皇
后
を
立
つ
︒

竇
皇
后
は
功
臣
家
の
一
員
で
あ
り
︑
か
れ
ら
が
優
先
�
に
皇
后
を
出
し
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

ま
た
︑
皇
后
を
出
し
た
家
︑
特
に
竇
氏
︑
梁
氏
な
ど
は
沒
落
と
復
興
を
繰
り
:
す
形
で
後
漢
王
�
と
關
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
︑
そ
の

復
活
'
因
の
一
つ
と
し
て
家
同
士
の
つ
な
が
り
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
小
林
聰
氏
は
︑
竇
氏
・
鄧
氏
・
郭
氏
・
耿
氏
閒
に
お
け
る
︑
一
般

の
官
僚
世
界
と
は
衣
な
る
功
臣
だ
け
の
私
�
な
'
素
の
強
い
閉
\
�
な
人
]
の
存
在
を
指
摘
す
る

[小
林
一
九
九
三
]︒
確
か
に
︑
氏
が
�
張

す
る
よ
う
に
︑
外
戚
出
身
の
大
將
軍
が
自
ら
の
幕
僚
と
し
て
︑
別
の
功
臣
一
族
の
人
閒
を
T
擇
す
る
事
例
は
頻
見
す
る
︒
違
�
竇
皇
后
の
兄
︑

大
將
軍
竇
憲
が
鄧
騭
を
自
ら
の
府
に
辟
召
し
て
い
る
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
︒
`
に
氏
は
︑
�
の
よ
う
に
論
ず
る
︒
功
臣
一
族
は
中
央
で
の
權
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力
鬭
爭
に
破
れ
て
一
時
�
に
失
脚
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
︑
功
臣
一
族
と
し
て
の
特
殊
な
地
位
を
完
7
に
奪
わ
れ
て
官
界
か
ら
閲
め
出
さ
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
︒
皇
室
$
び
功
臣
一
族
の
閒
に
︑
公
�
・
私
�
雙
方
に
わ
た
っ
て
あ
る
種
の
連
帶
感
が
底
液
と
し
て
存
在
し
て
い
た

[小
林

一
九
九
三
]
と
す
る
が
︑
從
う
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
︒
豪
族
同
士
の
廣
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
︑
連
坐
な
ど
マ
イ
ナ
ス
の
方
向
に
働
く
こ
と
も
あ

る
が
︑
時
に
は
b
に
︑
一
族
復
活
の
契
機
と
し
て
作
用
す
る
こ
と
も
あ
っ
た(12

)
︒
そ
も
そ
も
︑
特
定
の
氏
族
が
族
滅
さ
れ
た
際
︑
そ
の
家
と
d
液

の
あ
っ
た
個
人
が
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
︑
そ
の
個
人
が
屬
す
る
氏
族
7
體
へ
の
處
罰
は
O
め
ら
れ
な
い
︒
他
氏
族
と
の
d
液
は
得
る

も
の
の
方
が
多
か
っ
た
と
考
え
る
︒
社
會
�
な
立
場
か
ら
︑
後
漢
の
皇
后
は
%
漢
と
比
べ
て
格
段
に
安
定
性
を
得
る
よ
う
に
な
り
︑
廢
位
の
危

險
性
も
減
少
し
た
の
で
あ
る
︒

加
え
て
︑
皇
后
個
人
の
身
分
も
保
證
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
%
漢
に
お
い
て
︑
皇
后
は
子
の
-
無
で
左
右
さ
れ
る
極
め
て
不
安
定
な
立
場

に
あ
っ
た
︒
皇
后
の
う
ち
に
廢
位
さ
れ
て
し
ま
う
と
︑
無
論
政
治
の
中
樞
に
關
わ
る
機
會
は
失
わ
れ
る
︒
7
て
は
偶
然
性
に
左
右
さ
れ
て
い
た
︒

し
か
し
︑
後
漢
時
代
に
は
實
子
の
い
な
い
皇
后
は
宮
中
の
別
の
妃
の
子
を
養
子
に
す
る
︑
な
い
し
は
諸
侯
王
家
か
ら
養
子
を
f
え
る
こ
と
が
定

着
し
︑
偶
然
性
に
賴
る
面
が
著
し
く
減
i
し
た
︒
後
漢
に
お
い
て
︑
太
后
の
實
子
が
皇
�
位
に
卽
く
例
は
︑
わ
ず
か
に
�
�
︱
陰
太
后
︑
少
�

(弘
農
王
)
︱
何
太
后
の
二
例
の
み
で
あ
る
︒
嫡
母
で
あ
る
皇
后
に
よ
る
養
育
︑
T
擇
に
よ
り
�
�
皇
位
繼
承
者
が
決
定
さ
れ
た
こ
と
も
︑
皇
后

の
身
分
を
安
定
�
さ
せ
た
で
あ
ろ
う(13

)
︒
怨
�
は
卽
位
の
段
階
で
旣
に
皇
后
に
恩
義
が
あ
り
︑﹁
母
﹂
を
O
め
ざ
る
を
え
な
い
狀
態
だ
っ
た
の
で

あ
る
︒
皇
后
個
人
の
身
分
の
安
定
�
は
︑
立
后
か
ら
太
后
へ
の
k
を
一
本
�
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
︒

以
上
を
ま
と
め
る
と
︑
後
漢
に
お
い
て
は
皇
后
を
輩
出
す
る
功
臣
家
と
い
う
出
身
氏
族
︑
お
よ
び
生
身
の
皇
后
の
立
場
の
堅
固
さ
か
ら
︑
皇

后
お
よ
び
太
后
は
安
定
し
た
立
場
で
あ
り
續
け
た
の
で
あ
る
︒

第
三



太
后
を
中
心
と
す
る
皇
�
輔
弼
の
あ
り
方

本


で
は
︑
太
后
執
政
の
具
體
�
手
法
に
つ
い
て
詳
論
す
る
︒
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太
后
の
居
8
で
あ
る
長
樂
宮
は
︑
皇
�
の
私
�
空
閒
で
あ
る
禁
中
に
あ
っ
た
︒
%
漢
末
以
影
︑
禁
中
に
は
特
定
の
S
格
を
持
っ
た
士
人
が
出

入
し
︑
宿
營
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
だ
が
︑
和
�
が
竇
氏
一
l
を
<
放
し
た
永
元
四
年

(92
)
以
影
︑
宿
營
が
許
さ
れ
た
の
は
宦
官
專
任

の
中
常
侍
の
み
と
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
禁
中
と
は
ど
こ
ま
で
嚴
密
に
閉
\
さ
れ
た
空
閒
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

ま
ず
︑
太
后
は
皇
�
以
外
の
男
性
と
も
接
し
え
た
︒
確
か
に
後
漢
時
代
に
お
い
て
︑
太
后
以
外
の
后
妃
が
皇
�
以
外
の
男
性
と
接
す
る
こ
と

は
難
し
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
太
后
と
な
っ
た
の
ち
は
︑
狀
況
は
一
變
す
る
︒
例
え
ば
︑
和
�
鄧
皇
后
の
臨
�
�
︑
彼
女
は
怨
�
を
T
定
す
る
に

あ
た
り
︑
兄
弟
を
自
身
の
9
思
で
長
ら
く
宮
中
に
留
め
て
い
る

(﹃
後
漢
書
﹄
鄧
騭
傳
)
︒
鄧
太
后
の
兄
弟
は
禁
中
に
長
�
滯
在
す
る
こ
と
を
よ

し
と
せ
ず
i
出
し
た
が
︑
そ
の
後
も
太
后
は
重
'
な
案
件
が
あ
る
と
兄
を
呼
び
寄
せ
た
︒
こ
の
行
爲
に
關
し
て
周
圍
の
批
@
は
み
あ
た
ら
な
い
︒

兄
弟
を
禁
中
に
呼
び
寄
せ
る
事
例
は
鄧
太
后
以
影
も
頻
見
す
る
︒
安
�
閻
太
后
が
安
�
の
5
御
を
E
け
︑
禁
中
に
兄
を
呼
び
寄
せ
た
の
も
そ
の

一
例
で
あ
る

(﹃
後
漢
書
﹄
安
思
閻
皇
后
紀
)
︒
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
考
え
る
に
︑
少
な
く
と
も
太
后
に
と
っ
て
︑
禁
中
は
嚴
密
な
閉
\
空
閒
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

`
に
︑
渡
 
將
智
氏
は
太
后
の
執
務
空
閒
に
關
し
て
︑
皇
�
と
同
じ
く
%
殿
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
︑
�
の
記
述
を
論
據
と
し
て
あ
げ
て
い
る

[渡
 
將
智
二
〇
一
〇
ｂ
]︒

后
の
政
を
攝
る
と
き
は
︑
則
ち
后
は
%
殿
に
臨
み
て
群
臣
を
�
す
る
な
り

(﹃
獨
斷
﹄
卷
下
)
︒

後
に
羌

武
都
を
寇
し
︑
鄧
太
后

詡
を
以
て
將
帥
の
略
-
り
と
し
︑
武
都
太
守
に
�
し
︑
嘉
德
殿
に
引
見
し
︑
厚
く
賞
賜
を
加
う

(﹃
後

漢
書
﹄
p
詡
傳
)
︒

『獨
斷
﹄
は
そ
の
性
質
上
︑
事
實
を
理
想
�
し
た
記
載
も
み
ら
れ
︑
そ
の
ま
ま
後
漢
時
代
の
現
實
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
面
も
あ

る
︒
し
か
し
p
詡
傳
の
記
述
お
よ
び
︑
和
�
鄧
太
后
が
5
御
の
際
に
%
殿
に
赴
い
た
こ
と

(﹃
後
漢
書
﹄
和
熹
鄧
皇
后
紀
)
か
ら
考
え
て
も
︑
氏

の
指
摘
は
穩
當
で
あ
ろ
う
︒

�
に
︑
太
后
は
�
議
を
利
用
し
え
た
︒
假
に
太
后
が
自
ら
�
堂
へ
赴
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
も
︑
太
后
が
�
議
の
內
容
を
知
る
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こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
っ
た
︒
和
�
鄧
皇
后
は
兄
の
中
で
も
特
に
鄧
騭
に
政
務
を
補
佐
さ
せ
て
い
た
が
︑
そ
の
鄧
騭
は
大
議
が
あ
る
ご
と
に

�
堂
に
出
向
き
︑
公
卿
と
議
論
し
て
い
た
︒

s

闋
む
に
$
び
て
︑
騭
に
詔
喩
し
;
り
て
�
政
を
輔
け
し
め
︑
`
に
%
封
を
Q
け
ん
と
す
︒
騭
等

叩
頭
し
て
固
く
讓
り
︑
乃
ち
止
む
︒

是
に
於
い
て
竝
び
に
�
t
を
奉
り
︑
位

三
公
の
下
︑
特
u
︑
侯
の
上
に
�
す
︒
其
の
大
議

-
る
や
︑
乃
ち
�
堂
に
詣
り
︑
公
卿
と
參
謀

す

(﹃
後
漢
書
﹄
鄧
騭
傳
)
︒

加
え
て
︑
太
后
の
命
で
重
'
な
議
題
を
討
論
さ
せ
た
事
例
も
存
在
す
る
︒
西
域
防
衞
に
關
し
て
︑
鄧
太
后
が
班
勇
を
�
堂
に
召
喚
し
今
後
の

方
針
を
決
定
し
た
こ
と
は
そ
の
好
例
で
あ
る

(﹃
後
漢
書
﹄
班
勇
傳
)
︒
少
な
く
と
も
後
漢
%
�
に
は
︑
太
后
は
重
'
な
案
件
を
處
理
す
る
上
で

�
堂
を
-
效
に
利
用
で
き
て
い
た
︒

�
に
太
后
は
︑
側
�
と
な
る
べ
き
外
戚
を
瓜
御
し
え
た
︒

先
述
の
よ
う
に
︑
太
后
は
自
身
の
兄
弟
を
禁
中
に
呼
び
寄
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
︒
加
え
て
外
戚
を
處
罰
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
︒

そ
の
一
つ
が
﹁
屬
籍
を
絕
つ
﹂
で
あ
る
︒
こ
れ
は
﹃
後
漢
書
﹄
に
二
例
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
ず
一
例
目
は
�
�
馬
皇
后
が
法
度
を
守
ら

な
い
一
族
の
者
の
屬
籍
を
絕
ち
︑
封
地
へ
歸
ら
せ
た
事
例
で
あ
る

(﹃
後
漢
書
﹄
�
德
馬
皇
后
紀
)
︒

も
う
一
例
は
和
�
鄧
皇
后
臨
�
�
︑
鄧
氏
一
族
で
あ
り
な
が
ら
鄧
太
后
の
長
�
に
わ
た
る
臨
�
稱
制
を
諫
め
︑
病
と
僞
り
�
廷
に
赴
か
な

か
っ
た
鄧
康
を
太
后
が
處
罰
し
た
事
例
で
あ
る

(﹃
後
漢
書
﹄
和
熹
鄧
皇
后
紀
)
︒

東
氏
は
︑﹁
屬
籍
を
絕
つ
﹂
と
は
︑
宗
正
が
管
掌
し
︑
外
戚
を
含
め
た
宗
室
の
人
閒
を
登
錄
し
た
﹁
屬
籍
﹂
か
ら
當
該
人
物
を
抹
x
す
る
こ

と
だ
と
し
て
い
る

[東
一
九
九
五
：
九
九
～
一
〇
〇
頁
]︒
ま
た
︑
先
の
事
例
に
は
﹁
田
里
に
歸
す
﹂﹁
國
に
歸
ら
し
む
﹂
の
語
が
み
え
る
が
︑

漢
代
に
は
﹁
歸
故
郡
﹂﹁
就
國
﹂
と
い
う
措
置
が
存
在
し
て
お
り
︑
歸
國
者
は
謹
愼
を
強
い
ら
れ
︑
郡
縣
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
た

[大
庭
一
九

八
二
：
一
九
一
～
一
九
四
頁
]︒
つ
ま
り
こ
れ
は
一
種
の
𠛬
罰
で
あ
り
︑
律
令
の
規
定
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
思
し
い(14

)
︒
以
上
の
ご
と
く

太
后
は
外
戚
に
對
し
て
罰
則
を
含
め
た
瓜
制
を
行
い
え
た
︒
そ
の
ほ
か
︑
違
�
竇
皇
后
は
︑
自
身
の
寵
愛
す
る
宗
室
の
一
員
を
殺
し
た
兄
︑
竇
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憲
を
宮
中
に
幽
閉
し
て
い
る

(﹃
後
漢
書
﹄
竇
憲
傳
)
︒
こ
れ
は
恐
ら
く
律
令
に
基
づ
く
措
置
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
︑
太
后
は
外
戚
に
壓
力
を
か

け
う
る
存
在
で
あ
り
︑
自
身
を
中
心
に
一
族
を
瓜
括
し
え
た
證
左
と
し
て
擧
げ
て
お
く
︒

そ
し
て
少
な
く
と
も
︑
後
漢
時
代
臨
�
稱
制
の


初
の
二
例
︑
違
�
竇
皇
后
と
和
�
鄧
皇
后
の
臨
�
�
に
は
太
后
の
9
志
と
無
關
係
に
外
戚

が
臨
�
當
初
か
ら
權
力
を
握
る
こ
と
は
な
く
︑
外
戚
中
の


-
力
者
が
都
を
一
定
0
度
離
れ
て
い
た
時
�
も
存
在
す
る(15

)
︒
無
論
外
戚
の
力
を
7

く
必
'
と
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
事
實
︑
違
�
竇
皇
后
は
和
�
に
よ
る
竇
氏
一
z
の
後
は
政
治
の
表
舞
臺
か
ら
{
を
x
し
て
い
る
︒
し

か
し
︑
皇
�
が
正
常
に
政
務
を
執
り
え
な
い
場
合
︑
太
后
を
中
心
に
中
央
政
治
が
動
く
�
境
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
強
|
し
た
い
︒
ま
た
︑

鄧
太
后
臨
�
�
に
宦
官
が
力
を
持
っ
た
と
す
る
見
解
も
あ
る
が
︑
7
面
�
な
贊
同
は
し
か
ね
る
︒
少
な
く
と
も
宦
官
が
︑
外
戚
と
私
�
な
黨
l

を
組
む
よ
う
に
な
る
の
は
さ
ら
に
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
二
違
以
影
で
詳
論
す
る
︒

以
上
︑
本
違
で
は
︑
後
漢
時
代
%
}
に
お
い
て
功
臣
家
に
出
自
す
る
太
后
が
臨
�
稱
制
し
た
場
合
︑
長
ら
く
權
力
中
樞
に
あ
り
續
け
る
�
境

が
整
っ
て
い
た
こ
と
を
確
O
し
た
︒
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
變
�
し
た
の
か
︒
ま
た
︑
そ
の
'
因
は
何
な
の
か
︒
こ
れ
ら
に
つ
い
て
違
を
改
め
て

檢
討
す
る
︒

第
二
違

外
戚
勢
力
の
變
質
︱
︱
宦
官
と
の
聯
合
を
中
心
に
︱
︱

第
一



宦
官
の
擡
頭

後
漢
は
宦
官
勢
力
が
︑
B
に
は
皇
�
の
廢
立
に
關
わ
る
ま
で
に
成
長
し
た
時
代
で
あ
る
︒
後
に
詳
論
す
る
が
︑
外
戚
︑
太
后
も
そ
の
存
在
に

多
大
な
影
,
を
E
け
る
よ
う
に
な
る
︒
本
稿
の
�
題
で
あ
る
後
漢
時
代
の
太
后
臨
�
に
關
し
て
︑
こ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
本
違

で
は
後
漢
宦
官
の
特
性
と
︑
そ
れ
を
取
り
~
ん
だ
外
戚
勢
力
︑
`
に
は
太
后
臨
�
の
變
容
に
つ
い
て
檢
討
す
る
︒

ま
ず
︑
宦
官
の
職
務
上
の
優
位
性
を
檢
討
す
る
︒
一
般
�
に
︑
宦
官
は
皇
�
の
�
侍
官
で
あ
り
︑
そ
の
政
治
�
決
定
に
影
,
を
$
ぼ
し
た
こ
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と
が
自
己
の
權
勢
の
形
成
に
作
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
王
厭
專
制
�
か
ら
永
元
四
年

(92
)
ま
で
は
士
人
も
侍
中
な
ど
の
身
分
で

禁
中
で
の
宿
營
が
可
能
で
あ
っ
た

[渡
 
將
智
二
〇
一
〇
ｂ
]︒
侍
中
の
禁
中
出
入
可
否
の
推
移
に
つ
い
て
は
︑﹃
續
漢
書
﹄
百
官
志
�
引
﹃
漢

儀
﹄
に
詳
し
い
︒

武
�
の
時
︑
侍
中
厭
何
羅

刀
を
挾
み
て
b
を
謀
り
︑
是
よ
り
侍
中

禁
外
に
出
づ
︒
事
-
れ
ば
乃
ち
入
り
︑
畢
わ
れ
ば
卽
ち
出
づ
︒
王
厭

政
を
秉
る
に
︑
侍
中

復
た
入
り
︑
中
官
と
共
に
止
ま
る
︒
違
�
元
和
中
︑
侍
中
郭
舉

後
宮
と
�
じ
︑
佩
刀
を
拔
き
上
を
驚
か
す
︒
舉

誅
に
伏
し
︑
侍
中

是
よ
り
復
た
外
に
出
づ
︒

侍
中
郭
舉
は
竇
憲
の
側
�
で
あ
り
︑
竇
氏
一
族
誅
滅
の
際
︑
共
に
處
罰
を
E
け
た
人
物
な
の
で
︑
お
そ
ら
く
侍
中
の
禁
中
出
入
が
制
限
さ
れ

た
の
は
永
元
四
年

(92
)
年
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
そ
れ
ま
で
は
侍
中
は
禁
中
へ
の
出
入
が
許
さ
れ
て
い
た
︒
士
人
官
僚
が
中
常
侍
に
就
任
す

る
こ
と
も
あ
り

[楊
鴻
年
二
〇
〇
五
：
三
六
頁(16

)
]︑
太
后
に
寵
愛
さ
れ
た
人
物
は
禁
中
に
出
入
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
た
︒
先
述
の
郭
舉
は

そ
の
母
︑
元
と
共
に
禁
中
に
出
入
し
︑
太
后
に
寵
愛
さ
れ
て
い
た
︒
詳
細
は
﹃
後
漢
書
﹄
竇
憲
傳
に
み
え
る
と
お
り
で
あ
る
︒

四
年
︑
郭
疊
を
封
じ
て
穰
侯
と
爲
す
︒
疊

其
の
弟
步
兵
校
尉
磊
$
び
其
の
母
元
︑
印
た
憲
の
女
婿
射
聲
校
尉
郭
舉
︑
舉
の
父
長
樂
少
府

璜
と
皆
相
い
d
結
す
︒
元
・
舉

竝
び
に
禁
中
に
出
入
し
︑
舉

太
后
に
幸
せ
ら
る
る
を
得
︑
B
に
共
に
圖
り
て
殺
�
を
爲
す
︒

こ
の
事
例
か
ら
も
太
后
�
邊
へ
の
出
入
が
開
放
�
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
士
人
官
僚
禁
中
宿
營
禁
止
令
は
︑
確
か
に
宦
官
の
存
在
價
値

を
增
し
た
だ
ろ
う
が
︑
そ
れ
以
後
も
外
戚
は
侍
中
に
任
官
す
る
こ
と
な
ど
で
臨
時
�
に
で
は
あ
る
が
﹁
9
思
決
定
﹂
に
引
き
續
き
影
,
を
$
ぼ

す
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た

[渡
 
將
智
二
〇
一
〇
ａ
]︒
制
度
上
の
轉
奄
だ
け
が
︑
の
ち
の
宦
官
跋
扈
の
契
機
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
︒

ま
た
︑
%
漢
で
は
侍
中
の
禁
中
宿
營
が
不
可
能
で
あ
っ
た
時
�
で
も
︑
侍
中
は
な
お
皇
�
の
�
く
に
侍
り
︑
政
策
決
定
補
助
機
關
と
し
て
の
機

能
は
保
ち
續
け
て
い
た
︒
侍
中
の
禁
中
出
入
が
制
限
さ
れ
て
い
た
%
漢
元
�
�
︑
侍
中
�
丹
が
成
�
の
廢
嫡
に
衣
議
を
唱
え
︑
無
事
に
卽
位
さ

せ
た
の
は
そ
の
好
例
で
あ
る
︒
皇
�
に
�
侍
す
る
こ
と
は
︑
宦
官
の
排
他
�
優
位
に
つ
な
が
ら
な
い
︒
少
な
く
と
も
︑
皇
�
へ
の
�
侍
の
み
が

宦
官
擡
頭
の
'
因
と
は
考
え
ら
れ
な
い
︒
宦
官
た
ち
が
黨
l
を
結
成
し
︑
長
�
に
わ
た
っ
て
權
力
を
維
持
す
る
た
め
に
は
別
の
'
因
も
必
'
で
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あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
�
に
︑
和
�
永
元
四
年
の
改
�
以
後
︑
鄧
太
后
臨
�
�
の
宦
官
の
動
向
に
關
し
て
檢
討
す
る
︒

後
漢
時
代
に
お
け
る
宦
官
に
つ
き
︑
宦
者
列
傳
の
冒
頭
に
は
ま
ず
¾
衆
の
記
述
が
あ
る
︒
和
�
が
竇
氏
一
l
か
ら
政
權
を
奪
取
す
る
の
に
功

績
を
擧
げ
︑
以
後
篤
く
そ
の
信
賴
を
得
た
人
物
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
後
漢
宦
官
擡
頭
の
先
驅
者
の
よ
う
に
︑﹃
後
漢
書
﹄
宦
者
¾
眾
傳
に
記

述
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

(¾
眾
)
勳
を
策
し
賞
を
班
か
る
も
︑
每
に
多
き
を
辭
し
少
な
き
を
E
く
︒
是
に
由
り
て
常
に
議
事
に
與
る
︒
中
官

權
を
用
う
る
は
︑
眾

よ
り
始
む
︒

し
か
し
︑
こ
れ
は
あ
く
ま
で
働
き
の
あ
っ
た
¾
衆
個
人
を
重
用
し
た
の
み
で
あ
り
︑
宦
官
集
團
の
一
員
と
し
て
優
�
し
た
の
で
は
な
い
︒
の

ち
の
宦
官
集
團
の
跋
扈
と
は
一
線
を
劃
す
る
︒
こ
れ
は
純
然
た
る
皇
�

−

宦
官
の
個
別
人
格
�
な
つ
な
が
り
で
あ
り
︑
後
漢
中
�
以
影
に
頻
見

す
る
皇
�

−

宦
官

−

外
戚
の
廣
が
り
を
持
つ
に
は
至
ら
な
か
っ
た
︒

ま
た
︑
違
�
竇
皇
后
は
蔡
倫
を
使
っ
て
︑
宮
中
で
寵
を
爭
っ
て
い
た
宋
貴
人
を
誹
謗
さ
せ
︑
死
に
至
ら
し
め
た
︒
し
か
し
︑
竇
氏
に
荷
擔
し

た
士
人
が
排
斥
さ
れ
た
の
に
對
し
て
蔡
倫
は
そ
れ
を
免
れ
︑
和
�
�
︑
鄧
太
后
臨
�
�
に
な
っ
て
も
重
用
さ
れ
續
け
て
い
る(17

)
︒
つ
ま
り
︑
蔡
倫

は
竇
氏
一
l
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
和
�
�
ま
で
の
宦
官
は
そ
の
職
務
上
︑
后
妃
や
外
戚
に
�
宜
を
圖
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
︑

政
治
�
に
緊
密
な
關
係
は
取
り
結
ば
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

宦
官
の
擡
頭
時
�
に
關
し
て
︑
今
一
つ
﹃
後
漢
書
﹄
朱
穆
傳
が
-
力
な
�
料
と
し
て
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒

臣

聞
く
な
ら
く
漢
家
の
舊
典
︑
侍
中
・
中
常
侍
各
一
人
を
置
き
︑
尙
書
の
事
を
省
し
め
︑
黃
門
侍
郞
一
人
︑
傳
え
て
書
奏
を
發
し
︑
皆

姓
族
を
用
う
︒
和
熹
太
后

女
�
を
以
て
稱
制
す
る
よ
り
︑
公
卿
に
接
せ
ず
︑
乃
ち
閹
人
を
以
て
常
侍
・
小
黃
門
と
爲
し
︑
命
を
兩
宮
に

�
ぜ
し
む
︒
此
れ
よ
り
以
來
︑
權

人
�
を
傾
け
︑
天
下
を
窮
困
す
︒
宜
し
く
皆
罷
�
し
︑
�
く
耆
儒
宿
德
を
T
び
︑
政
事
に
與
參
せ
し

む
べ
し
︒

朱
穆
が
桓
�
に
宦
官
の
橫
暴
を
難
じ
る
際
︑
鄧
太
后
臨
�
�
に
女
で
あ
る
太
后
が
士
人
に
接
し
な
か
っ
た
た
め
︑
宦
官
の
擡
頭
が
始
ま
っ
た
の
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だ
と
し
て
い
る(18

)
︒
し
か
し
︑
こ
の
上
奏
に
は
そ
の
ま
ま
E
け
入
れ
難
い
點
も
あ
る
︒
そ
も
そ
も
宦
官
彈
云
の
た
め
の
�
違
と
い
う
性
質
を
考
慮

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
そ
の
上
︑
少
な
く
と
も
和
�
鄧
皇
后
ま
で
は
太
后
が
そ
の
必
'
に
應
じ
て
士
人
と
接
し
て
い
た
こ
と
は
︑
先
に
擧
げ

た
﹃
後
漢
書
﹄
p
詡
傳
の
記
述
の
と
お
り
で
あ
る
︒
ま
た
︑
自
身
の
兄
を
禁
中
に
呼
び
寄
せ
る
こ
と
も
で
き
た
︒
加
え
て
右
�
で
は
﹁
接
せ

ず
﹂
と
︑
自
ら
の
9
思
で
士
人
と
對
面
し
な
か
っ
た
と
記
し
て
い
る
が
︑
b
に
い
う
と
必
'
に
應
じ
て
士
人
と
對
面
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ

た
︒
こ
の
よ
う
な
事
實
が
あ
る
以
上
︑
單
純
に
太
后
執
政
の
結
果
と
し
て
の
宦
官
の
政
治
�
擡
頭
は
考
え
が
た
い
︒
和
�
の
改
革
以
影
士
人
の

出
入
が
難
し
く
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
外
戚
な
ど
は
出
入
可
能
な
狀
況
が
續
い
て
お
り
︑
そ
れ
は
後
漢
末
�
ま
で
變
わ
ら
な

か
っ
た
︒

加
え
て
︑
鄧
氏
l
誅
罰
の
際
︑﹁
兩
宮
に
�
じ
て
﹂
い
た
宦
官
�
が
處
罰
さ
れ
た
事
例
は
管
見
の
限
り
み
あ
た
ら
な
い
︒
鄧
氏
一
l
と
み
な

さ
れ
た
宦
官
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る(19

)
︒
ま
た
︑
鄧
氏
が
特
定
の
宦
官
お
よ
び
そ
の
緣
故
の
者
を
推
擧
し
た
事
例
も
み
あ
た
ら
な
い
︒
確
か
に

中
常
侍
は
侍
中
と
同
樣
に
︑
皇
�
あ
る
い
は
皇
太
后
に
直
接
口
頭
で
u
言
す
る
權
限
を
-
し
て
い
た

[渡
 
將
智
二
〇
〇
七
ａ
]︒
和
�
の
改

革
以
影
︑
9
見
奏
上
に
宦
官
が
關
わ
る
機
會
が
增
え
︑
必
然
�
に
そ
の
價
値
が
高
ま
っ
た
こ
と
は
事
實
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
の
ち
に
頻
見
す
る

よ
う
な
︑
特
定
の
l
閥
の
一
員
と
し
て
宦
官
が
動
く
事
例
は
鄧
氏
政
權
か
ら
は
み
い
だ
せ
な
い
︒
そ
れ
以
%
も
同
樣
で
あ
る
︒
宦
官
擡
頭
に
は

制
度
上
の
變
�
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
別
の
'
因
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

第
二



安
�
�
か
ら
閻
太
后
臨
�
時
の
宮
中
勢
力

本


で
は
安
�
�
か
ら
閻
太
后
臨
�
稱
制
時
の
宮
中
に
つ
い
て
槪
觀
す
る
︒
渡
 
將
智
氏
は
安
�
が
﹁
孝
違
�
の
世
嫡
皇
孫
﹂
と
し
て
の
立

場
に
據
っ
て
︑﹁
違
�
の
瓜
治
方
針
﹂
つ
ま
り
外
戚
輔
政
を
再
正
當
�
し
た
の
だ
と
し
て
い
る

[渡
 
將
智
二
〇
一
二
]︒
理
念
�
な
說
�
と
し

て
は
一
理
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
さ
ら
に
現
實
�
な
宮
廷
の
狀
況
を
詳
察
し
た
い
︒
こ
の
時
�
は
後
漢
政
治
�
上
の
大
き
な
變
革
�
で
あ
っ
た
︒

和
�
鄧
皇
后
は
元
興
元
年

(
105
)
の
和
�
5
御
後
︑
生
後
百
餘
日
の
殤
�
を
卽
位
さ
せ
︑
そ
の
殤
�
が
一
年
も
し
な
い
う
ち
に
5
御
す
る
と
︑

― 14 ―

200



淸
河
王
慶
の
子
を
皇
�
に
T
出
し
た
︒
こ
れ
が
後
漢
初
の
諸
侯
王
家
出
身
皇
�
と
な
る
安
�
で
あ
る
︒
卽
位
當
時
安
�
は
十
三
歲
で
あ
り
︑
鄧

太
后
が
引
き
續
き
臨
�
し
た
︒
諸
侯
王
家
出
身
の
皇
�
は
︑
%
漢
で
も
哀
�
な
ど
の
例
が
あ
る
の
だ
が
︑
こ
う
し
た
人
物
が
皇
�
位
に
卽
い
た

場
合
︑
そ
の
實
父
︑
實
母
を
い
か
に
2
う
か
な
ど
の
問
題
が
�
上
す
る
︒
安
�
の
場
合
も
そ
の
例
に
漏
れ
ず
宮
中
の
勢
力
圖
は
複
雜
に
展
開
し

た
︒
皇
�
の
成
人
後
も
臨
�
稱
制
を
續
け
る
鄧
太
后
が
權
限
を
一
手
に
集
め
て
い
た
の
だ
が
︑
そ
れ
に
加
え
て
安
�
の
母

(
淸
河
孝
王
妃
︑
藩

邸
時
代
の
嫡
母
)
の
一
族
で
あ
る
耿
氏
︑
安
�
皇
后
の
閻
氏
一
族
が
宮
中
で
の
發
言
力
を
增
し
て
い
っ
た
︒
皇
�
輔
弼
勢
力
と
し
て
︑
怨
た
に

二
氏
族
が
同
時
に
出
現
し
た
の
で
あ
る
︒
で
は
︑
耿
氏
︑
閻
氏
と
は
い
か
な
る
一
族
で
あ
っ
た
の
か
︒
そ
れ
を
確
O
し
た
上
で
︑
安
�
�
中
央

政
權
の
性
質
を
檢
討
す
る
︒

ま
ず
耿
氏
は
第
一
違
第
二


で
述
べ
た
功
臣
家
の
一
員
で
あ
る
が
︑
そ
の
成
員
は
中
央
に
關
わ
ら
な
い
者
が
多
く
︑
中
央
に
u
出
し
た
者
も
︑

竇
氏
一
l
と
し
て
處
罰
さ
れ
た
後
は
安
�
卽
位
に
至
る
ま
で
︑
中
央
の
高
官
を
出
し
て
い
な
い
︒
た
だ
し
︑
婚
姻
面
に
お
い
て
は
功
臣
家
の
例

に
N
わ
ず
︑
宗
室
と
強
い
つ
な
が
り
を
持
つ
︒
淸
河
王
家
時
代
の
安
�
嫡
母
︑
耿
姫
は
︑
違
�
の
妹
で
あ
る
隆
慮
公
�
を
母
と
し
て
お
り
︑
後

に
安
�
の
妹
で
あ
る
濮
陽
長
公
�
も
︑
桓
�
の
姉
妹
で
あ
る
長
社
公
�
も
耿
氏
に
嫁
い
で
い
る
︒
耿
氏
が
宗
室
と
恆
常
�
な
婚
姻
關
係
と
結
ん

で
い
た
こ
と
は
�
ら
か
で
あ
る(20

)
︒
そ
の
た
め
か
︑
安
�
は
耿
姫
の
實
子
で
は
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
耿
姫
の
兄
で
あ
る
耿
寶
を
�
光
三
年

(
124
)
秋
八
�
に
大
將
軍
に
任
じ
た
︒
安
�
が
�
光
四
年

(
125
)
春
三
�
に
5
御
し
た
た
め
︑
結
果
�
に
耿
寶
が
大
將
軍
で
あ
っ
た
�
閒
は
一

年
に
も
滿
た
な
い
が
︑
そ
れ
以
%
か
ら
大
鴻
臚
な
ど
の
官
に
も
任
じ
ら
れ
︑
皇
�
の
元
舅
と
し
て
高
い
政
治
�
發
言
力
を
-
し
て
い
た
こ
と
は

閒
N
い
な
い
︒
特
に
安
�
親
政
時
の
耿
氏
は
高
い
家
格
を
誇
る
と
と
も
に
︑
皇
�
元
舅
の
耿
寶
を
筆
頭
に
政
治
中
樞
に
關
わ
る
存
在
と
な
っ
て

い
た
の
で
あ
る
︒

で
は
︑
も
う
一
方
の
外
戚
で
あ
る
閻
氏
は
い
か
な
る
家
で
あ
っ
た
の
か
︒
閻
皇
后
は
元
初
二
年

(
115
)
に
皇
后
位
に
卽
い
た
︒
閻
氏
出
身
の

皇
后
は
兩
漢
�
を
�
じ
て
こ
の
一
例
の
み
で
あ
る
︒
閻
氏
は
も
と
も
と
河
南
豪
族
で
あ
る
︒
皇
后
の
祖
父
に
あ
た
る
閻
違
は
永
�
中

(58
～

75
)
に
尙
書
の
任
に
あ
た
り
︑
そ
の
妹
二
人
は
�
�
の
貴
人
と
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
竇
氏
︑
鄧
氏
︑
そ
し
て
耿
氏
な
ど
と
比
べ
た
場
合
︑
そ
の
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家
格
は
や
や
劣
る
︒
ま
ず
︑
閻
氏
は
九
卿
以
上
の
高
官
を
出
し
た
こ
と
が
な
い
︒
�
室
と
の
緊
密
度
に
關
し
て
は
︑
も
う
一
方
の
外
戚
で
あ
る

耿
氏
の
方
が
優
位
で
あ
っ
た
に
N
い
な
い
︒
閻
氏
は
貴
人
を
出
し
た
こ
と
こ
そ
あ
れ
︑
貴
人
は
-
力
豪
族
の
出
身
で
な
く
と
も
寵
愛
�
第
で
な

り
え
た
も
の
で
あ
る
︒
故
に
︑
家
格
の
高
さ
を
示
す
證
據
と
は
な
ら
な
い
︒
も
っ
と
も
︑
閻
氏
立
后
に
對
す
る
反
駁
は
管
見
の
限
り
み
あ
た
ら

な
い
た
め
︑
立
后
が
不
可
能
な
ほ
ど
低
い
身
分
で
あ
っ
た
と
は
考
え
な
い
が
︑
こ
れ
ま
で
の
皇
后
に
對
し
て
衣
色
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る(21

)
︒

た
だ
し
︑
閻
氏
は
皇
后
と
し
て
7
く
力
が
無
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
特
に
鄧
太
后
が
5
御
し
て
か
ら
は
︑
皇
后
の
兄
弟
の
閻
顯
︑
閻
景
︑
閻

�
︑
閻
晏
は
卿
校
と
な
り
︑
禁
兵
を
瓜
括
し
︑
顯
︑
景
の
子
ら
は
若
く
し
て
黃
門
侍
郞
に
任
じ
ら
れ
︑
宮
中
で
勢
力
を
誇
っ
て
い
た

(﹃
後
漢

書
﹄
安
思
閻
皇
后
紀
)
︒
閻
氏
も
耿
氏
も
鄧
太
后
臨
�
�
に
は
雌
伏
を
餘
儀
な
く
さ
れ
た
が
︑
安
�
親
政
以
後
は
と
も
に
擡
頭
し
た
の
で
あ
る
︒

鄧
太
后
臨
�
�
︑
皇
�
廢
位
の
恐
れ
が
あ
っ
た
こ
と
︑
そ
し
て
鄧
氏
誅
滅
後
︑
同
時
に
二
つ
の
皇
�
輔
弼
勢
力
が
擡
頭
し
た
こ
と
は
何
を
引

き
起
こ
し
た
の
か
︒
閻
氏
よ
り
も
高
い
家
格
を
誇
り
︑﹁
皇
�
の
元
舅
﹂
を
中
心
と
し
て
政
務
に
あ
た
っ
た
耿
氏
と
︑﹁
皇
后
の
一
族
﹂
と
し
て

力
を
伸
ば
し
た
閻
氏
が
竝
立
し
た
︒
こ
う
し
た
宮
中
內
部
事
�
と
關
聯
し
︑
皇
后
・
太
后
周
圍
の
側
�
層
も
ま
た
變
�
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
安
�
親
政
%

(
鄧
太
后
臨
�
�
)
か
ら
の
︑
具
體
�
な
政
治
�
動
向
を
確
O
す
る
︒
先
述
の
と
お
り
︑
鄧
太
后
は
長
�
に
わ
た
る
臨

�
稱
制
を
續
行
し
て
お
り
︑
鄧
氏
內
部
か
ら
の
批
@
を
E
け
る
ま
で
に
至
っ
た
︒
し
か
も
鄧
太
后
に
對
す
る
批
@
は
士
人
に
限
定
さ
れ
ず
︑
�

の
I
母
王
J
と
い
っ
た
今
ま
で
�
體
性
を
持
つ
行
動
に
出
な
か
っ
た
層
に
ま
で
廣
が
っ
て
い
く
︒
ま
た
︑
宦
官
も
集
團
と
し
て
の
行
動
を
開
始

す
る
︒
そ
し
て
︑
鄧
太
后
が
永
寧
二
年

(
121
)
に
5
御
し
て
し
ば
ら
く
す
る
と
鄧
氏
は
王
J
ら
の
誣
吿
に
よ
っ
て
︑
誅
滅
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

安
�
親
政
時
か
ら
5
御
に
至
る
ま
で
の
一
連
の
液
れ
は
�
の
と
お
り
で
あ
る
︒

閏
・
京
竝
び
に
中
常
侍
に
�
り
︑
江
京

大
長
秋
を
�
ね
︑
中
常
侍
樊
豐
・
黃
門
令
劉
安
・
鉤
盾
令
陳
�
$
び
王
J
・
J
の
女
伯
榮
と
內

外
を
�
動
し
︑
競
い
て
侈
�
を
爲
す
︒
印
�
の
舅
大
將
軍
耿
寶
・
皇
后
の
兄
大
鴻
臚
閻
顯

`
ご
も
相
い
阿
黨
し
︑
B
に
太
尉
楊
震
を
枉

殺
し
︑
皇
太
子
を
廢
し
て
濟
陰
王
と
爲
す
︒

�
年
�

5
じ
︑
北
�
侯
を
立
て
て
天
子
と
爲
す
︒
顯
等

B
に
�
を
專
ら
に
し
て
權
を
爭
い
︑
乃
ち
-
司
に
諷
し
て
奏
し
て
樊
豐
を
誅
し
︑
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耿
寶
・
王
J
を
廢
せ
し
め
︑
$
び
黨
與

皆
死
徙
せ
ら
る

(﹃
後
漢
書
﹄
宦
者
孫
0
傳
)
︒

�
光
三
年
︑
安
�
の
I
母
王
J
・
大
長
秋
江
京
・
中
常
侍
樊
豐
太
子
の
I
母
王
男
・
廚
監
邴
吉
を
譖
り
︑
之
を
殺
す
に
︑
太
子

數
し
ば

爲
に
歎
息
す
︒
王
J
等

後
禍
-
る
を
懼
れ
︑
B
に
豐
・
京
と
共
に
太
子
を
搆
陷
し
︑
太
子
坐
し
て
廢
せ
ら
れ
て
濟
陰
王
と
爲
る

(﹃
後
漢

書
﹄
孝
順
�
紀
)
︒

宦
官
や
I
母
お
よ
び
そ
の
關
係
者
た
ち
が
一
種
の
l
閥
を
形
成
し
︑
活
發
な
政
治
活
動
を
行
っ
て
い
た
︒
今
ま
で
の
士
人
を
中
心
と
し
た
側
�

層
と
は
�
ら
か
に
衣
質
な
勢
力
が
登
場
し
た
︒
太
子
廢
嫡
の
過
0
や
安
�
5
御
後
に
宦
官
・
I
母
の
一
部
が
耿
寶
と
共
に
處
罰
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
︑
耿
寶
が
中
常
侍
樊
豐
︑
I
母
王
J
ら
と
も
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒
後
漢
に
お
い
て
︑
外
戚
と
共
に
宦
官
が
失

脚
す
る
こ
と
は
こ
れ
が


初
と
な
る(22

)
︒
外
戚
と
宦
官
が
政
治
活
動
に
お
い
て
協
働
す
る
狀
況
が
生
じ
た
の
で
あ
る
︒
宦
官
が
︑
權
力
者
に
從
う

E
動
�
な
態
度
か
ら
能
動
�
な
活
動
を
展
開
す
る
よ
う
に
變
�
し
た
こ
と
︑
そ
し
て
外
戚
が
宦
官
の
政
治
力
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
點
は
︑

後
漢
政
治
�
に
お
け
る
劃
�
�
事
態
と
¡
價
で
き
る(23

)
︒

閻
太
后
の
臨
�
は
こ
の
動
き
を
`
に
加
¢
さ
せ
た
︒
先
述
の
よ
う
に
安
�
5
御
後
︑
閻
顯
は
耿
氏
と
そ
れ
に
つ
ら
な
る
I
母
︑
宦
官
を
誅
罰

し
た
︒
し
か
し
︑
太
子
廢
嫡
の
際
に
協
働
し
た
で
あ
ろ
う
︑
江
京
︑
劉
安
︑
陳
�
な
ど
の
宦
官
は
引
き
續
き
閻
氏
政
權
で
活
動
し
續
け
て
い
た
︒

閻
氏
が
宦
官
の
一
l
を
引
き
續
き
利
用
し
續
け
た
こ
と
は
︑
閻
氏
排
斥
の
際
︑
惡
b
と
し
て
處
罰
さ
れ
た
も
の
が
宦
官
ば
か
り
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
も
裏
附
け
ら
れ
る
︒
お
そ
ら
く
當
時
︑
閻
氏
に
敵
對
す
る
士
人
官
僚
は
相
當
數
存
在
し
た
の
だ
ろ
う
︒
先
に
排
斥
し
た
鄧
氏
や
耿
氏
は
自

身
よ
り
も
上
位
の
氏
族
で
あ
り
︑
強
引
な
太
子
廢
嫡
で
反
感
も
か
っ
て
い
る
︒
實
際
宮
中
に
は
な
お
鄧
氏
l
官
僚
が
い
た
と
も
指
摘
さ
れ
る

[東
一
九
九
五
：
二
二
〇
頁
]︒

閻
氏
と
士
人
官
僚
の
關
係
を
檢
討
す
る
上
で
︑
車
騎
將
軍
閻
顯
の
府
に
辟
せ
ら
れ
た
崔
瑗
の
事
例
が
參
考
に
な
る
︒
崔
瑗
は
︑
�
い
將
來
閻

顯
が
失
脚
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
悟
り
︑
そ
の
對
策
を
說
こ
う
と
し
た
が
︑
閻
顯
に
會
う
こ
と
す
ら
か
な
わ
な
か
っ
た

(﹃
後
漢
書
﹄
崔
瑗
傳
)
︒

對
す
る
に
︑
宦
官
︑
特
に
江
京
に
對
す
る
信
任
は
厚
く
︑
安
�
の
5
御
な
ら
び
に
北
�
侯
5
御
の
危
機
�
狀
況
の
際
常
に
彼
を
傍
に
置
き
︑
そ
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の
9
見
を
R
用
し
て
い
る

(﹃
後
漢
書
﹄
安
思
閻
皇
后
紀
)
︒
ま
た
︑
閻
顯
の
�
く
に
い
た
宦
官
は
大
長
秋
�
中
常
侍
の
江
京
の
み
で
な
く
︑
中
常

侍
劉
安
︑
小
黃
門
樊
登
な
ど
複
數
の
宦
官
が
側
�
の
l
閥
を
形
成
し
て
い
た
︒
そ
の
す
え
に
宦
官
�
體
の
順
�
擁
立
ク
ー
デ
タ
が
決
行
さ
れ
た

の
で
あ
る
︒
こ
の
背
景
と
し
て
︑
閻
太
后
�
の
短
�
閒
に
お
け
る
政
治
傾
向
が
影
,
し
て
い
た
こ
と
は
先
述
の
と
お
り
で
あ
る
︒
宦
官
を
側
�

と
し
て
重
用
し
た
こ
と
に
加
え
︑
鄧
氏
︑
耿
氏
を
中
心
と
す
る
寵
臣
の
相
�
ぐ
失
脚
か
ら
士
人
官
僚
側
に
も
大
き
な
變
動
が
相
�
い
で
い
た
︒

そ
の
隙
閒
を
¤
う
よ
う
に
宦
官
が
成
長
し
た
の
が
安
�
親
政
か
ら
閻
太
后
臨
�
に
か
け
て
の
時
�
と
考
え
た
場
合
︑
順
�
擁
立
ク
ー
デ
タ
は
一

連
の
液
れ
の
結
果
に
す
ぎ
ず
︑
�
目
す
べ
き
は
當
該
�
閒
に
お
け
る
持
續
�
な
變
�
で
あ
る
︒

そ
し
て
再
度
確
O
す
べ
き
は
︑
外
戚
と
宦
官
の
緊
密
度
が
以
%
と
比
�
し
て
顯
著
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
外
戚
を
基
|
と
す
る
側
�
集
團

を
持
つ
太
后
政
治
に
怨
た
な
'
素
が
加
わ
っ
た
の
は
こ
の
時
�
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
傾
向
は
以
後
踏
襲
さ
れ
た
︒
�
に
︑

強
大
な
力
を
も
つ
外
戚
が
出
現
し
た
順
�
�
を
檢
證
す
る
こ
と
で
︑
太
后
側
�
勢
力
の
變
質
を
確
O
す
る
︒

第
三



外
戚
・
宦
官
の
相
互
依
存
︱
︱
梁
氏
政
權
の
特
�
︱
︱

%


で
論
じ
た
よ
う
に
︑
安
�
�
に
宦
官
は
外
戚
に
接
�
し
︑
黨
l
を
形
成
す
る
に
至
っ
た
︒
當
該
�
を
一
つ
の
分
岐
點
と
し
て
と
ら
え
る

な
ら
ば
︑
以
影
の
太
后
・
外
戚
政
治
に
は
い
か
な
る
特
�
が
O
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
渡
 
將
智
氏
は
永
元
四
年

(92
)
の
﹁
改
�
﹂
以
影

の
外
戚
政
治
の
例
證
と
し
て
鄧
氏
と
梁
氏
を
擧
げ
る
︒
氏
は
宦
官
と
外
戚
が
互
い
に
聯
携
す
る
よ
う
に
な
っ
た
契
機
を
﹁
改
�
﹂
に
置
い
て
い

る
た
め
︑﹁
改
�
﹂
以
後
の
臨
�
稱
制
で
あ
る
︑
鄧
太
后
�
と
梁
太
后
�
を
同
一
の
�
元
で
論
じ
て
い
る

[渡
 
將
智
二
〇
一
〇
ａ
]︒
し
か
し
︑

宦
官
の
伸
張
に
は
制
度
面
の
變
革
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
︑
上
記
の
よ
う
な
安
�
�
の
政
治
狀
況
も
作
用
し
た
は
ず
で
あ
る
︒
つ
ま
り
太
后
臨
�

の
あ
り
方
自
體
︑
安
�
親
政
�
%
後
の
時
代
を
挾
ん
だ
兩
者
は
衣
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
以
下
︑
順
�
梁
皇
后
と
梁
氏
一
族
の
動
向
を

中
心
に
︑
當
該
�
の
政
治
狀
況
を
檢
證
す
る
︒

梁
皇
后
の
父
で
あ
る
梁
商
は
功
臣
家
の
出
身
で
あ
り
︑
若
く
し
て
郞
中
︑
黃
門
侍
郞
を
歷
任
し
て
い
る
︒
永
康
元
年

(
126
)
に
父
の
後
を
嗣
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い
で
乘
氏
侯
と
な
り
︑
三
年

(
128
)
に
は
順
�
自
ら
が
商
の
娘
を
後
宮
に
い
れ
て
い
る
︒
こ
れ
と
同
時
に
商
は
侍
中
︑
屯
騎
校
尉
に
�
っ
た
︒

そ
し
て
陽
嘉
元
年

(
132
)
娘
が
立
后
し
た
こ
と
か
ら
益
々
厚
�
さ
れ
︑
位
は
特
u
︑
執
金
吾
を
拜
し
︑
三
年

(
134
)
に
は
大
將
軍
に
就
任
す
る
︒

後
漢
で
は
円
國
�
を
除
き
︑
大
將
軍
に
就
任
し
た
の
は
ほ
と
ん
ど
皇
�
嫡
母
の
兄
弟
で
あ
っ
た
が
︑
梁
商
は
皇
后
の
父
で
あ
り
な
が
ら
の
拔
擢

で
あ
る
︒
梁
氏
自
體
の
家
格
が
高
く
︑
梁
商
個
人
も
皇
�
か
ら
厚
く
信
任
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
梁
氏
を
中
心
に
士
人
中
心
の
政
治
集

團
を
樹
立
す
る
こ
と
は
恐
ら
く
可
能
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
︑
そ
れ
以
%
の
功
臣
家
出
身
の
太
后
は
實
際
そ
の
よ
う
な
手
法
を
と
っ
て
い
た
︒
し

か
し
︑
梁
商
お
よ
び
そ
の
子
で
あ
る
梁
冀
は
む
し
ろ
宦
官
と
の
聯
携
を
強
め
て
い
っ
た
︒
梁
氏
と
宦
官
の
つ
な
が
り
は
先
學
も
指
摘
す
る
が

[東
一
九
九
五
：
二
二
八
～
二
三
七
]
[冨
田
二
〇
〇
一
]
[渡
 
將
智
二
〇
一
〇
ａ
]︑
こ
れ
を
あ
ら
た
め
て
後
漢
政
治
�
に
位
置
附
け
る
の
で

あ
れ
ば
︑
順
�
か
ら
梁
太
后
臨
�
�
ま
で
は
功
臣
家
ま
で
が
宦
官
と
提
携
し
︑
宦
官
と
外
戚
の
提
携
が
決
定
�
に
な
っ
た
時
代
で
あ
る
と
¡
價

で
き
る
︒
皇
�
輔
弼
集
團
に
必
'
不
可
缺
な
'
素
と
し
て
宦
官
が
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
が
今
ま
で
の
太
后
を
中
心
と
し
た
臨
�
稱
制
に

變
�
を
加
え
て
い
く
︒

で
は
︑
梁
氏
は
具
體
�
に
い
か
に
宦
官
と
提
携
し
た
の
か
︒
�
の
﹃
後
漢
書
﹄
梁
冀
傳
の
記
述
は
そ
の
考
證
材
料
の
一
つ
で
あ
る
︒

小
黃
門
曹


等
の
事
を
中
に
用
う
る
を
以
て
︑
B
に
子
の
冀
・
不
疑
を
�
し
て
與
に
d
友
を
爲
さ
し
む
る
も
︑
然
る
に
宦
者

商
の
寵
任

せ
ら
る
る
を
忌
み
て
︑
反
っ
て
之
を
陷
れ
ん
と
欲
す
︒
永
和
四
年
︑
中
常
侍
張
逵
・
蘧
政
︑
內
者
令
石
光
︑
尙
方
令
傅
福
︑
冗
從
僕
射
杜

永

連
謀
し
︑
共
に
商
$
び
中
常
侍
曹
«
・
孟
賁
を
譖
り
︑
諸
王
子
を
�
し
︑
圖
り
て
廢
立
を
議
す
と
云
い
︑
商
等
を
收
め
て
罪
を
案
ず

る
を
t
う
︒

梁
商
は
順
�
�
に
梁
冀
︑
梁
不
疑
を
�
じ
て
宦
官
曹


と
友
好
關
係
を
結
ん
で
い
る
︒
`
に
敵
對
す
る
宦
官
が
梁
商
と
中
常
侍
曹
«
︑
孟
賁
の

三
者
を
ま
と
め
て
陷
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
も
︑
彼
ら
が
�
し
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒

こ
の
傾
向
は
梁
冀
に
も
繼
承
さ
れ
る
︒
渡
 
將
智
氏
は
︑
梁
冀
の
權
力
の
淵
源
を
將
軍
府
に
求
め
る

[渡
 
將
智
二
〇
〇
七
ｂ
]︒
將
軍
府

の
士
人
と
の
關
係
に
加
え
︑
宦
官
と
梁
冀
の
聯
携
は
︑
政
權
掌
握
後
も
繼
續
し
て
い
た
︒
沖
�
5
御
後
の
怨
�
指
名
に
際
し
て
︑
梁
冀
が
中
常
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侍
曹
«
の
9
見
を
重
く
入
れ
て
桓
�
指
名
に
踏
み
切
っ
た
こ
と

(﹃
後
漢
書
﹄
淸
河
王
傳
)
︑
桓
�
が
梁
冀
の
誅
罰
を
は
か
っ
た
際
︑
事
%
に
計
劃

を
察
知
し
た
梁
冀
が
中
黃
門
張
惲
を
使
役
し
て
狀
況
把
握
に
つ
と
め
た
こ
と

(﹃
後
漢
書
﹄
梁
冀
傳
)
が
一
例
と
し
て
擧
げ
ら
れ
る
︒

ま
た
︑
外
戚
の
權
力
基
盤
增
大
の
'
素
と
し
て
安
�
�
以
影
の
大
將
軍
の
8
在
が
擧
げ
ら
れ
る
︒
渡
 
將
智
氏
は
三
公
府
と
大
將
軍
府
が
政

策
案
の
作
成
・
審
議
の
中
心
�
機
關
で
あ
り
︑
皇
�
の
荏
配
9
思
の
形
成
と
實
現
を
荏
え
て
い
た
と
す
る

[渡
 
將
智
二
〇
〇
八
]︒
從
う
べ

き
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
に
補
足
す
べ
き
は
-
力
外
戚
の
首
都
常

�
で
あ
る
︒
違
�
竇
皇
后
臨
�
�
の
竇
憲
以
影
︑
も
っ
ぱ
ら
嫡
母
の
父
兄
が
皇

�
な
い
し
太
后
の
9
思
決
定
に
關
わ
っ
た
が
︑
安
�
�
ま
で
大
將
軍
な
ど
の
-
力
外
戚
は
常
に
都
に
い
る
と
は
限
ら
な
か
っ
た
︒
竇
憲
の
匈
奴

®
征
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
︑
鄧
太
后
の
兄
︑
鄧
騭
も
一
時
�
漢
陽
ま
で
®
征
し
︑
都
を
あ
け
て
い
る
︒

し
か
し
︑
閻
太
后
の
臨
�
時
︑
兄
の
閻
顯
は
大
將
軍
に
こ
そ
就
任
し
な
か
っ
た
も
の
の
常
に
都
を
離
れ
ず
︑
�
代
の
梁
太
后
臨
�
�
の
外
戚

の
領
袖
︑
特
に
大
將
軍
も
同
樣
で
あ
る
︒
第
一
違
で
述
べ
た
と
お
り
︑
皇
�
が
正
常
に
政
務
を
執
り
え
な
い
場
合
は
︑
本
來
太
后
に
7
て
の
權

限
が
集
中
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
安
�
�
以
影
は
外
戚
出
身
の
大
將
軍
が
外
征
に
與
る
こ
と
な
く
︑
京
師
に
て
政
治
に
參
與
す

る
よ
う
に
な
っ
た

[廖
伯
源
一
九
八
九
]︒
`
に
︑
こ
の
外
戚
が
︑
權
力
の
淵
源
で
あ
っ
た
は
ず
の
太
后
か
ら
一
定
の
¯
離
を
保
つ
よ
う
に
も

な
る
︒

太
后
臨
�
の
變
�
と
し
て
︑
ま
ず
﹁
屬
籍
を
°
る
﹂
措
置
が
な
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
が
擧
げ
ら
れ
る
︒
第
一
違
第
三


で
論
じ
た
よ
う
に
︑

太
后
は
自
身
の
一
族
瓜
御
の
手
法
と
し
て
︑
屬
籍
の
管
理
權
を
-
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
事
例
は
い
ず
れ
も
鄧
太
后
臨
�
�
を
く
だ
ら
ず
︑

以
影
は
た
と
え
外
戚
と
太
后
が
反
目
し
て
も
屬
籍
を
°
る
措
置
は
み
ら
れ
な
く
な
る
︒
こ
れ
に
限
ら
ず
︑
太
后
が
自
ら
の
一
族
を
罰
す
る
事
例

も
後
漢
後
�
に
は
み
ら
れ
な
い
︒
太
后
に
よ
る
外
戚
瓜
御
が
稀
3
�
し
た
こ
と
の
傍
證
と
な
ろ
う
︒

`
に
﹃
後
漢
書
﹄
順
烈
梁
皇
后
紀
に
見
え
る
よ
う
に
梁
太
后
は
生
%
︑
桓
�
に
政
權
を
:
;
し
て
い
る
︒

和
�
元
年
春
︑
政
を
�
に
歸
し
︑
太
后

寢
疾
B
に
篤
く
︑
乃
ち
輦
に
御
し
て
宣
德
殿
に
幸
し
︑
宮
省
の
官
屬
$
び
諸
梁
の
兄
弟
を
見
る
︒

詔
し
て
曰
く
﹁
±

素
よ
り
心
下
の
結
氣
-
り
︑
閒
よ
り
以
來
︑
加
う
る
に
�
腫
を
以
て
し
︑
飮
食
を
b
�
し
︑
寖
や
以
て
沈
困
す
︒
(中
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略
)
今
皇
�
・
將
軍
兄
弟
を
以
て
股
肱
に
委
付
す
︒
其
れ
各
自
ら
勉
め
よ
﹂
と
︒
後
二
日
し
て
5
ず
︒

死
の
直
%
と
は
い
え
太
后
が
平
和
裏
に
皇
�
に
政
權
を
:
;
し
た
例
は
兩
漢
を
�
し
て
も
こ
の
一
例
し
か
み
あ
た
ら
な
い
︒
そ
の
他
の
太
后
は

政
變
で
も
³
こ
ら
な
い
限
り
6
身
稱
制
し
て
お
り
︑
太
后
5
御
の
の
ち
は
卽
座
に
外
戚
が
失
脚
す
る
こ
と
が
常
で
あ
っ
た
︒
梁
冀
が
太
后
の
後

´
を
さ
ほ
ど
必
'
と
し
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
太
后
5
御
後
の
梁
冀
は
依
然
と
し
て
權
力
を
握
り
續
け
た
︒
梁
冀
は
自
身
の
妹
を
桓

�
皇
后
と
し
て
い
る
が
︑
政
治
�
發
言
力
が
ほ
と
ん
ど
な
い
皇
后
は
自
ら
の
政
治
�
基
盤
と
し
て
十
分
で
は
な
い
︒

こ
の
梁
冀
の
權
力
の
正
當
性
に
關
し
て
︑
渡
 
將
智
氏
は
皇
�
が
外
戚
に
﹁
輔
政
﹂
を
委
ね
る
行
爲
は
違
�
の
µ
詔
に
よ
っ
て
す
で
に
正
當

�
が
は
か
ら
れ
て
い
た
と
指
摘
し
た
上
で
︑
梁
氏
政
權
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
順
�
が
輔
政
者
の
地
位
を
梁
商
か
ら
梁
冀
に

事
實
上
世
襲
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
外
戚
に
よ
る
﹁
輔
政
﹂
の
正
當
性
が
改
め
て
確
O
さ
れ
た
と
す
る
の
で
あ
る

[渡
 
將
智
二
〇
一
〇
ａ
]︒

%
述
の
梁
太
后
の
詔
も
同
樣
の
性
質
を
持
つ
で
あ
ろ
う
︒
確
か
に
こ
う
考
え
る
と
輔
政
の
任
に
あ
た
っ
た
外
戚
が
太
后
を
と
お
さ
な
く
と
も
直

接
皇
�
に
助
言
す
る
正
當
性
を
獲
得
し
う
る
︒
し
か
し
︑
太
后
に
權
限
が
集
中
し
て
い
た
時
�
に
は
外
戚
輔
政
の
正
當
性
が
顯
在
�
す
る
こ
と

は
な
く
︑
安
�
�
以
影
︑
外
戚
と
宦
官
の
聯
合
體
制
が
と
ら
れ
る
中
で
そ
れ
が
顯
著
に
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
大
將
軍
の
首
都

常

�
︑
そ
し
て
宮
中
の
怨
興
勢
力
た
る
宦
官
と
の
提
携
に
よ
り
︑
外
戚
個
人
が
持
つ
政
治
�
發
言
力
は
よ
り
巨
大
�
し
た(24

)
︒
安
�
�
︑
順
�

擁
立
を
經
て
︑
太
后
政
治
が
變
質
す
る
過
0
を
こ
の
よ
う
に
整
理
し
う
る
︒
た
だ
し
︑
宦
官
は
集
團
と
し
て
力
を
發
揮
す
る
よ
う
に
な
る
が
︑

こ
の
段
階
で
は
外
戚
・
太
后
を
凌
駕
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
こ
と
に
留
9
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
あ
く
ま
で
外
戚
の
領
袖
が
政
治
の
實
權
を

握
り
︑
そ
れ
に
宦
官
が
附
隨
す
る
こ
と
で
相
互
依
存
�
な
政
治
活
動
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
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第
三
違

嫡
母
の
失


第
一



嫡
母
の
相
對
�
地
位
低
下

こ
う
し
て
太
后
臨
�
の
あ
り
方
が
變
�
し
て
い
く
に
つ
れ
︑
嫡
母
の
優
位
性
も
�
第
に
低
下
し
て
い
く
︒
こ
の
動
き
は
特
に
桓
�
�
か
ら
顯

著
に
な
る
︒
本


で
は
當
該
�
の
詳
細
を
檢
討
す
る
︒

先
述
の
よ
う
に
︑
後
漢
代
に
は
血
緣
關
係
の
な
い
嫡
母
が
皇
�
の
﹁
母
﹂
と
し
て
疑
似
親
子
關
係
を
結
ぶ
こ
と
が
定
着
し
た
︒
も
と
も
と
は

皇
太
后
は
必
ず
し
も
そ
の
%
提
と
し
て
皇
后
た
る
こ
と
を
'
し
な
か
っ
た

[
W
田
一
九
六
二
：
五
五
四
～
五
五
五
頁
]︒
む
し
ろ
︑
實
母
の
方

が
優
位
に
立
っ
た
例
も
數
例
み
ら
れ
る(25

)
︒

し
か
し
︑
後
漢
に
な
る
と
狀
況
は
一
轉
す
る
︒
轉
奄
點
と
な
っ
た
の
は
%
漢
�
�
�
で
あ
る
︒
�
�
の
實
母
︑
衞
氏
一
族
は
王
厭
の
策
に
よ

り
都
に
來
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
が
︑
こ
の
傾
向
は
踏
襲
さ
れ
︑
後
漢
�
に
外
藩
か
ら
皇
�
が
入
っ
て
も
そ
の
實
母
が
政
治
�
に
發
言
力

を
持
つ
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た(26

)
︒
谷
口
氏
の
述
べ
る
皇
�
嫡
妻
と
し
て
の
皇
太
后
の
權
限

[谷
口
一
九
八
〇
]
は
む
し
ろ
%
漢
末
�
か
ら

後
漢
初
�
に
端
を
發
す
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
後
漢
�
に
は
皇
�
に
問
題
が
あ
る
場
合
︑
嫡
母
が
﹁
母
﹂
と
し
て
輔
政
す
る
體
制
が
整
備
さ

れ
た
︒
嫡
母
は
絕
對
で
あ
り
︑
安
�
�
を
境
に
政
策
立
案
機
關
と
し
て
の
外
戚
が
太
后
か
ら
獨
立
傾
向
を
み
せ
る
よ
う
に
な
る
が
︑
桓
�
�
ま

で
は
ま
だ
嫡
母
の
優
位
性
に
大
き
な
變
動
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
︒

だ
が
桓
�
�
以
影
︑
嫡
母
の
力
は
相
對
�
な
低
下
を
み
せ
る
︒
そ
の
原
因
の
一
つ
が
實
母
の
復
活
で
あ
り
︑
一
例
と
し
て
桓
�
實
母
匽
皇
后

を
あ
げ
う
る
︒
彼
女
は
和
�
元
年

(
150
)
梁
太
后
5
御
の
の
ち
皇
后
の
¶
號
を
贈
ら
れ
︑
宮
を
永
樂
と
し
て
正
式
の
皇
太
后
と
同
樣
の
禮
�
を

加
え
ら
れ
た

(﹃
後
漢
書
﹄
孝
崇
匽
皇
后
紀
)
︒
桓
�
梁
皇
后
の
5
御
と
梁
冀
の
誅
罰
が
�
熹
二
年

(
159
)
で
あ
る
の
で
︑
彼
女
は
梁
冀
政
權
の
只

中
に
宮
中
に
f
え
入
れ
ら
れ
た
こ
と
と
な
る
︒
嫡
母
で
あ
る
太
后
の
5
御
の
の
ち
も
皇
�
實
母
が
存
命
で
あ
っ
た
例
と
し
て
は
違
�
實
母
賈
皇
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后
を
あ
げ
う
る
が
︑
彼
女
は
特
筆
す
べ
き
禮
�
を
E
け
て
い
な
い
︒
匽
皇
后
自
身
は
政
治
に
携
わ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
︑
�
代
︑
靈
�
實

母
の
董
皇
后
が
同
樣
の
禮
�
で
宮
中
に
入
り
︑
政
治
に
干
涉
す
る
よ
う
に
な
る
端
緖
を
開
い
た
も
の
と
¡
價
さ
れ
る
︒
%
漢
以
來
º
絕
え
て
い

た
︑
皇
�
實
母
へ
の
禮
�
の
復
活
に
つ
い
て
︑
保
科
氏
は
和
�
實
母
梁
貴
人
が
皇
后
位
を
<
¶
さ
れ
た
こ
と
を
︑
後
漢
に
お
け
る
實
母
の
優
�

と
嫡
母
の
相
對
�
地
位
低
下
の
始
ま
り
と
し
て
い
る

[保
科
二
〇
〇
二
]︒
確
か
に
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
こ
れ
以
後
斷
片
�
に
諸
侯
王
家

出
身
の
皇
�
の
實
母
が
︑
皇
�
の
實
父

(
諸
侯
王
)
の
正
妃
を
差
し
お
い
て
︑
皇
后
位
を
贈
ら
れ
る
事
例
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
し
か
し
︑

安
�
實
母
は
皇
后
位
を
贈
ら
れ
た
と
は
い
え
︑
實
際
に
中
央
政
界
で
力
を
振
る
っ
た
の
は
︑
淸
河
王
妃
の
耿
氏
一
族
で
あ
る
︒
順
�
の
生
母
李

氏
も
順
�
の
卽
位
後
は
皇
后
位
を
<
»
さ
れ
た
が
︑
そ
の
一
族
は
中
央
政
界
に
u
出
し
な
か
っ
た
︒
實
母
の
一
族
が
連
續
し
て
中
央
へ
の
u
出

を
果
た
さ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
み
る
に
︑
か
れ
ら
が
個
人
�
な
9
志
で
u
出
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
︑
實
母
の
一
族
が
中
央
政
界
に
u
出
し

う
る
�
境
が
な
か
っ
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
︒
和
�
實
母
の
梁
氏
一
族
が
︑
竇
氏
失
脚
以
後
︑
中
央
政
界
に
u
出
し
た
こ
と
は
功
臣
家

の
一
員
と
い
う
梁
氏
の
家
格
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
き
か
っ
た
だ
ろ
う
︒
皇
�
實
母
へ
の
禮
�
を
契
機
と
し
て
︑
太
后
の
相
對
�
地
位
低
下
が
政

治
�
現
實
に
顯
在
�
す
る
の
は
︑
や
は
り
桓
�
�
以
影
で
あ
る
︒

ま
た
︑
宦
官
も
い
よ
い
よ
勢
力
を
擴
大
し
︑
黨
錮
の
禁
を
經
た
靈
�
�
に
は
張
讓
︑
趙
忠
が
宦
官
で
あ
り
な
が
ら
列
侯
に
封
じ
ら
れ
た
︒
靈

�
は
彼
ら
を
﹁
父
母
﹂
と
呼
稱
し

(﹃
後
漢
書
﹄
宦
者
張
讓
傳
)
︑
そ
の
こ
と
か
ら
も
靈
�
が
張
讓
︑
趙
忠
に
相
當
な
親
�
感
を
¼
い
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
︒
ま
た
宦
官
が
怨
�
擁
立
に
携
わ
る
こ
と
は
?
々
に
し
て
あ
り
え
た
が
︑
そ
の
功
績
か
ら
皇
�
の
信
任
を
え
る
こ
と
も
少
な
く
な

か
っ
た
︒
孫
0
や
曹
«
が
そ
の
例
で
あ
る
︒
´
立
の
功
は
疑
似
親
子
關
係
と
ま
で
は
言
え
な
い
が
︑
皇
�
と
宦
官
の
個
人
�
な
つ
な
が
り
と
し

て
そ
れ
に
準
じ
る
重
み
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
る
︒

そ
し
て
ま
た
︑
中
心
勢
力
と
な
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
皇
�
の
I
母
も
安
�
�
か
ら
成
長
を
み
せ
る
よ
う
に
な
る
︒
安
�
I
母
の
王
J
に

つ
い
て
は
先
述
し
た
が
︑
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
順
�
I
母
の
山
陽
君
宋
娥
も
宦
官
黃
龍
ら
と
結
託
し
中
常
侍
曹
«
︑
孟
賁
ら
を
陷
れ
よ
う
と
し

た

(﹃
後
漢
書
﹄
宦
者
孫
0
傳
)
︒
I
母
た
ち
の
政
治
力
も
顯
在
�
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
︒
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こ
う
し
た
實
母
・
宦
官
・
I
母
な
ど
の
怨
興
勢
力
が
︑
皇
�
と
の
個
人
�
な
つ
な
が
り
を
基
盤
に
實
質
�
な
輔
弼
勢
力
と
し
て
顯
在
�
し
て

い
っ
た
︒
後
漢
の
太
后
は
怨
�
の
﹁
母
﹂
と
し
て
疑
似
親
子
關
係
を
結
ん
で
い
た
が
︑
後
漢
後
�
に
な
り
︑
そ
の
輔
弼
者
の
枠
が
擴
大
し
て

い
っ
た
の
で
あ
る
︒

一
方
で
長
ら
く
正
式
な
﹁
母
﹂
と
み
な
さ
れ
て
い
た
太
后
に
は
い
か
な
る
變
�
が
訪
れ
た
の
か
︒
ま
ず
は
第
一
違
第
二


で
紹
介
し
た
桓
�

竇
皇
后
の
例
を
參
照
す
る
︒
彼
女
は
桓
�
5
御
後
︑
當
時
十
二
歲
で
あ
っ
た
靈
�
を
皇
�
に
指
名
し
自
ら
臨
�
し
た
︒
し
か
し
︑
彼
女
の
父
で

あ
る
大
將
軍
竇
武
は
宦
官
と
敵
對
し
︑
宦
官
排
斥
を
謀
っ
た
末
に
反
擊
さ
れ
︑
竇
氏
一
族
は
誅
罰
の
憂
き
目
に
あ
う
︒
そ
し
て
︑
竇
太
后
自
身

は
南
宮
の
雲
臺
に
�
さ
れ
︑
家
族
は
比
景
へ
液
さ
れ
た
︒

こ
れ
と
比
�
す
べ
き
は
違
�
竇
皇
后
で
あ
る
︒
彼
女
も
同
じ
く
﹁
子
﹂
で
あ
る
皇
�
自
身
が
皇
位
に
卽
け
た
和
�
か
ら
政
權
を
奪
取
さ
れ
た
︒

し
か
し
︑
彼
女
は
竇
氏
排
斥
の
の
ち
も
�
宮
な
ど
の
處
罰
を
E
け
て
い
な
い
︒
皇
太
后
位
を
剝
奪
す
る
か
否
か
の
議
論
が
起
こ
っ
た
の
も
そ
の

5
後
で
あ
る
︒

も
う
一
人
︑
生
%
に
政
權
を
奪
取
さ
れ
︑
宮
を
�
さ
れ
た
太
后
と
し
て
は
安
�
閻
皇
后
が
い
る
︒
し
か
し
彼
女
は
自
身
が
擁
立
し
た
皇
�
か

ら
<
い
落
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
︒
以
%
︑
自
ら
の
手
で
皇
太
子
の
座
か
ら
<
い
落
と
し
た
順
�
に
よ
り
政
治
�
立
場
を
失
っ
た
の
で
あ
る
︒

少
な
く
と
も
ク
ー
デ
タ
の
時
點
で
は
﹁
母
﹂
子
の
關
係
は
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
自
身
の
た
て
た
皇
�
に
よ
り
處
罰
を
被
っ
た
太

后
は
︑
兩
漢
を
�
し
て
も
桓
�
竇
皇
后
た
だ
一
人
で
あ
っ
た
︒

し
か
も
彼
女
は
南
宮
に
幽
閉
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
︑
死
後
に
宦
官
た
ち
に
よ
り
µ
骸
を
さ
ら
さ
れ
た
︒

宦
者

怨
み
を
竇
氏
に
積
み
︑
B
に
衣
車
を
以
て
后
の
尸
を
載
せ
︑
城
南
の
市
舍
に
置
く
こ
と
︑
數
日
︑
中
常
侍
の
曹


・
王
甫

貴
人
の

禮
を
用
て
殯
せ
ん
と
欲
す
︒
�
曰
く
﹁
太
后

親
ら
±
の
躬
を
立
て
︑
大
業
を
瓜
承
せ
し
む
︒
詩
に
云
う
﹁
德
と
し
て
報
い
ざ
る
は
無
く
︑

言
と
し
て
酬
い
ざ
る
は
無
し
﹂
豈
に
宜
し
く
貴
人
を
以
て
6
う
る
べ
け
ん
や
﹂
と
︒
是
に
於
い
て
喪
を
發
し
て
禮
を
成
す

(﹃
後
漢
書
﹄
陳

球
傳
)
︒
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貴
人
と
し
て
葬
ら
れ
る
こ
と
自
體
は
︑
靈
�
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
た
も
の
の
︑
µ
骸
を
さ
ら
さ
れ
る
屈
辱
に
あ
っ
た
事
實
は
¿
せ
な
い
︒
こ
れ

ら
の
事
例
は
太
后
の
權
威
低
下
の
�
證
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
ま
た
︑
太
后
の
權
威
低
下
と
關
聯
し
て
︑
皇
后
の
權
威
に
も
變
�
が
生
じ
た
︒
桓

�
の
頃
よ
り
皇
后
の
暴
室
À
り
が
頻
見
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
そ
の
證
左
で
あ
る
︒
暴
室
に
關
し
て
︑﹃
後
漢
書
﹄
桓
�
鄧
皇
后
紀
�
8
引

﹃
漢
官
儀
﹄
は
�
の
よ
う
に
記
す
︒

暴
室

掖
庭
內
に
在
り
︑
丞
一
人
︑
宮
中
Á
人
の
疾
病
者
を
�
る
︒
其
の
皇
后
・
貴
人
の
罪
-
ら
ば
亦
た
此
の
室
に
就
く
な
り
︒

暴
室
と
は
病
院
で
あ
り
︑
牢
獄
に
轉
用
さ
れ
た
︒
記
述
の
限
り
で
は
︑
皇
后
も
暴
室
に
À
ら
れ
う
る
︒
し
か
し
︑
桓
�
�
以
%
に
は
皇
后
の
暴

室
À
致
は
7
く
み
あ
た
ら
な
い
︒

一
方
︑
桓
�
以
影
の
廢
后
は
7
て
暴
室
に
À
致
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
桓
�
鄧
皇
后

(﹃
後
漢
書
﹄
桓
�
鄧
皇
后
紀
)
︑
靈
�
宋
皇
后

(﹃
後
漢
書
﹄

靈
�
宋
皇
后
紀
)
が
こ
れ
に
あ
た
り
︑
強
制
か
自
�
�
か
の
差
は
あ
る
に
せ
よ
︑
と
も
に
暴
室
に
À
致
さ
れ
て
い
る
︒
皇
后
の
權
威
が
�
ら
か

に
低
下
し
て
い
る
こ
と
が
こ
こ
か
ら
わ
か
る
︒



後
に
︑
太
后
の
政
治
�
權
限
も
低
下
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
︒
靈
�
5
後
︑
何
皇
后
は
自
身
の
實
子
で
あ
る
少
�
を
卽
位
さ
せ
る
が
︑

こ
の
時
宮
中
に
は
ま
だ
靈
�
實
母
で
あ
る
董
皇
后
も
永
在
で
あ
っ
た
︒
董
皇
后
は
同
じ
く
靈
�
の
實
子
で
あ
る
劉
協
を
養
っ
て
お
り
︑
彼
ら
の

實
祖
母
と
し
て
永
樂
宮
で
政
治
介
入
を
續
け
て
い
た
︒
何
太
后
が
臨
�
稱
制
し
︑
正
式
に
皇
�
の
政
務
を
代
行
し
て
い
た
の
に
對
し
︑
董
皇
后

も
對
抗
し
て
政
治
介
入
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
-
效
な
�
料
と
し
て
﹃
後
漢
書
﹄
孝
仁
董
皇
后
紀
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒

中
�
五
年
︑
后
の
兄
の
子
衞
尉
脩
侯
重
を
以
て
︑
票
騎
將
軍
と
爲
し
︑
兵
千
餘
人
を
領
せ
し
む
︒
初
め
︑
后

自
ら
皇
子
協
を
養
い
︑
數

し
ば
�
に
勸
め
て
立
て
て
太
子
と
爲
さ
ん
と
し
︑
而
る
に
何
皇
后

之
を
恨
む
︒
議
未
だ
定
む
る
に
$
ば
ず
し
て
�

5
ず
︒
何
太
后

臨

�
し
︑
重

太
后
の
兄
大
將
軍
u
と
權
埶
相
い
�
し
︑
后

每
に
政
治
に
參
干
せ
ん
と
欲
し
︑
太
后

輒
ち
相
い
禁
塞
す
︒



6
�
に
は
何
太
后
が
Ã
利
し
た
の
だ
が
︑
臨
�
稱
制
し
た
太
后
が
絕
對
で
は
な
く
な
っ
た
狀
況
が
う
か
が
え
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
皇
�
實
母
や
宦
官
な
ど
︑
廣
義
の
親
子
關
係
も
し
く
は
皇
�
擁
立
に
關
與
し
た
怨
興
勢
力
が
�
々
と
伸
張
し
つ
つ
あ
っ
た
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の
に
對
し
︑
先
�
の
正
妃
で
あ
っ
た
太
后
の
權
威
︑
權
力
は
相
對
�
に
低
下
し
た
︒
ま
た
︑
功
臣
家
ひ
い
て
は
﹁
皇
后
家
﹂
と
し
て
權
勢
を
振

る
っ
て
き
た
一
族
も
桓
�
竇
皇
后
を


後
に
︑
皇
后
を
出
さ
な
く
な
る
︒
も
っ
と
も
︑
靈
�
何
皇
后
︑
獻
�
曹
皇
后
は
例
外
と
し
て
︑
以
影
の

皇
后
の
家
格
が
著
し
く
低
下
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
附
け
加
え
て
お
く(27

)
が
︑
權
威
を
備
え
た
功
臣
家
の
衰
Z
は
太
后
の
權
威
低
下
を
さ
ら

に
助
長
し
た
で
あ
ろ
う
︒
怨
興
勢
力
の
伸
張
と
傳
瓜
勢
力
の
衰
Z
の
結
果
︑
皇
�
輔
弼
候
補
者
が
擴
大
し
た
の
で
あ
る
︒

第
二



皇
太
后
・
外
戚
の
閒
隙

%


で
み
た
よ
う
に
︑
怨
興
勢
力
の
擡
頭
に
よ
り
太
后
の
力
は
減
i
し
て
い
っ
た
が
︑
こ
れ
と
%
後
し
て
太
后
の
側
�
層
に
も
變
�
が
O
め

ら
れ
る
︒
安
�
�
よ
り
外
戚
の
領
袖
が
洛
陽
よ
り
離
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
先
述
の
と
お
り
で
あ
り
︑
外
戚
は
宦
官
と
聯
携
し
て
內
外
の
政
治
に

携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
順
�
梁
皇
后
の
臨
�
稱
制
時
は
そ
れ
が
特
に
顯
著
に
あ
ら
わ
れ
た
時
�
で
あ
る
︒
し
か
し
梁
氏
の
誅
滅
以
影
︑
外
戚

の
領
袖
は
儒
家
官
僚
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
︑
宦
官
と
對
立
す
る
傾
向
を
深
め
て
い
く
︒
一
方
︑
太
后
の
側
は
時
に
は
外
戚
と
同
樣
︑
宦
官
の

力
も
必
'
と
し
て
い
た
︒
後
述
の
よ
う
に
︑
太
后
の
宦
官
へ
の
依
存
は
後
漢
中
�
以
後
特
に
高
ま
っ
て
い
く
︒
太
后
の
地
位
は
︑
外
戚
・
宦
官

の
兩
者
が
揃
い
︑
初
め
て
萬
7
で
あ
っ
た
の
だ
が
︑
兩
者
は
反
目
し
︑
輔
弼
機
能
に
不
備
を
き
た
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
外
戚
の

�
張
す
る
宦
官
の
殲
滅
を
︑
太
后
が
實
行
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
太
后
の
執
政
の
あ
り
方
の
變
�
と
大
き
く
聯
動
し
て
い

る
︒ま

ず
︑
太
后
の
行
動
は
和
�
鄧
皇
后
臨
�
�
と
比
べ
限
定
さ
れ
て
い
る
︒
外
戚
の
提
言
に
對
し
︑
太
后
が


6
決
定
を
下
す
事
例
は
後
々
ま

で
み
ら
れ
る
が
︑
太
后
個
人
の
政
治
�
活
動
は
目
立
た
な
く
な
っ
た
︒
そ
れ
と
關
聯
し
て
か
︑
太
后
本
人
の
行
動
範
圍
も
狹
ま
っ
て
い
た
︒
第

一
違
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
本
來
臨
�
稱
制
中
の
太
后
は
%
殿
ま
で
出
向
き
︑
皇
�
と
同
じ
よ
う
に
執
政
し
て
い
た
︒
と
り
わ
け
第
一
違
第
三



で
述
べ
た
と
お
り
︑
和
�
鄧
皇
后
の
行
動
範
圍
は
廣
く
︑
必
'
な
際
に
は
臣
下
に
接
し
て
い
た(28

)
︒
し
か
し
︑
順
�
梁
皇
后
以
影
︑
政
權
を
皇
�

に
:
;
す
る
時
に
宮
省
の
官
屬
$
び
諸
梁
の
兄
弟
に
接
し
た
こ
と

(﹃
後
漢
書
﹄
順
烈
梁
皇
后
紀
)
を
除
き
︑
太
后
は
ほ
と
ん
ど
群
臣
と
面
會
し
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な
く
な
っ
て
い
る
︒
事
實
︑﹃
後
漢
書
﹄
何
u
傳
に
は
�
の
よ
う
に
あ
る
︒

(何
太
后
)
曰
く
︑﹁
中
常

禁
省
を
瓜
領
す
る
こ
と
︑
古
よ
り
今
に
$
ぶ
︒
漢
家
の
故
事
︑
廢
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
︒
且
つ
先
�

怨
た
に

天
下
を
弃
て
︑
我

奈
何
ぞ
楚
楚
と
し
て
士
人
と
對
し
て
事
を
共
に
せ
ん
や
﹂
と
︒

臨
�
稱
制
し
て
い
て
も
何
太
后
は
士
人
と
對
面
す
る
こ
と
に
抵
抗
感
を
持
ち
︑
宦
官
の
存
在
が
必
'
不
可
缺
で
あ
る
と
し
た
︒
臨
�
と
い
う
言

葉
は
︑
そ
も
そ
も
﹁
�
に
臨
む
﹂︑
つ
ま
り
群
臣
の
%
に
出
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
が
︑
こ
の
時
�
に
は
實
態
が
言
葉
本
來
の
9
味
と
は

か
け
離
れ
て
し
ま
っ
た
︒
後
漢
後
�
に
は
太
后
が
�
體
�
に
政
治
に
携
わ
る
體
制
は
失
わ
れ
た
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
實
際
に
太
后
に
�
侍
し
て
い
た
の
は
宦
官
で
あ
る
︒
桓
�
竇
皇
后
は
︑
桓
�
が
5
御
す
る
と
桓
�
の
寵
姫
で
あ
っ
た
田
J
を
殺
し
︑

`
に
他
の
貴
人
た
ち
を
誅
せ
ん
と
し
た
が
︑
中
常
侍
が
こ
れ
を
諫
め
︑
太
后
は
思
い
と
ど
ま
っ
た

(﹃
後
漢
書
﹄
桓
思
竇
皇
后
紀
)
︒
太
后
の
9
思

決
定
に
宦
官
が
大
き
く
關
與
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

ま
た
︑
靈
�
何
皇
后
と
宦
官
の
關
係
に
つ
い
て
は
﹃
後
漢
書
﹄
靈
思
何
皇
后
紀
が
參
考
に
な
る
︒

時
に
王
美
人
任
娠
し
︑
后
を
畏
れ
︑
乃
ち
藥
を
s
し
て
之
を
除
か
ん
と
欲
す
る
も
︑
胎
安
ら
か
に
し
て
動
か
ず
︑
印
數
し
ば
夢
に
日
を
Ä

い
て
行
く
︒
四
年
︑
皇
子
協
を
生
み
︑
后

B
に
美
人
を
酖
殺
す
︒
�
大
い
に
怒
り
︑
后
を
廢
せ
ん
と
欲
す
る
も
︑
諸
宦
官

固
く
t
い
て

止
む
を
得
︒

こ
の
よ
う
に
︑
何
皇
后
は
宦
官
の
制
止
に
よ
っ
て
廢
后
を
免
れ
た
︒
彼
女
の
場
合
︑
妹
が
張
讓
の
子
に
嫁
い
で
い
る
こ
と
か
ら
も
宦
官
と
の
緊

密
度
が
著
し
く
高
い
︒
后
妃
と
宦
官
の
相
互
依
存
自
體
は
以
%
か
ら
存
在
す
る
し
︑
そ
れ
が
安
�
親
政
�
以
影
本
格
�
す
る
こ
と
は
す
で
に
指

摘
し
た
︒
靈
�
實
母
董
皇
后
も
政
治
介
入
に
際
し
て
宦
官
を
使
っ
て
い
た
が
︑
自
身
と
拮
抗
す
る
勢
力
が
存
在
す
る
宮
中
に
お
い
て
︑
宦
官
を

使
っ
て
9
思
を
貫
く
こ
と
は
必
'
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
先
述
し
た
嫡
母
の
權
威
・
權
力
の
低
下
も
そ
れ
に
拍
車
を
か
け
た
と
考
え
る
︒

�
に
︑
太
后
を
取
り
卷
く
集
團
と
し
て
︑
外
戚
を
考
察
す
る
︒
ま
ず
︑
外
戚
の
領
袖
が
就
い
た
官
職
を
み
る
限
り
で
は
大
し
た
變
�
は
起

こ
っ
て
い
な
い
︒
桓
�
竇
皇
后
の
父
︑
竇
武
も
桓
�
5
後
︑
靈
�
を
立
て
る
こ
と
を
皇
后
に
u
言
し
︑
靈
�
卽
位
後
︑
大
將
軍
に
就
任
し
て
い
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る

(﹃
後
漢
書
﹄
竇
武
傳
)
︒
こ
の
の
ち
竇
武
の
失
脚
に
よ
り
︑
太
后
も
ま
た
權
限
を
失
っ
た
こ
と
か
ら
兩
者
の
相
互
依
存
關
係
は
�
ら
か
で
あ

る
︒靈

�
何
皇
后
も
︑
何
u
の
力
を
必
'
と
し
て
い
た
︒﹃
後
漢
書
﹄
孝
仁
董
皇
后
紀
の
記
述
を
左
に
擧
げ
る
︒

(董
)
后

忿
恚
し
詈
り
言
ひ
て
曰
く
︑﹁
汝
の
今
輈
張
す
る
は
︑
汝
の
兄
に
怙
め
る
か
︒
當
に
票
騎
に
勑
し
て
何
u
の
頭
を
斷
ち
て
來
た

ら
し
む
る
べ
し
﹂
と
︒
何
太
后

聞
き
て
︑
以
て
u
に
吿
ぐ
︒
u

三
公
$
び
弟
車
騎
將
軍
苗
等
と
奏
す
︒﹁
孝
仁
皇
后

故
の
中
常
侍
夏

惲
・
永
樂
太
僕
封
諝
等
を
し
て
州
郡
に
d
�
し
︑
在
8
の
珍
寶
貨
賂
を
辜
�
し
︑
悉
く
西
省
に
入
ら
し
む
︒
蕃
后
の
故
事
京
師
に
留
ま
る

を
得
ず
︑
輿
s

違
-
り
︑
膳
羞

品
-
り
︒
t
う
ら
く
は
永
樂
后
宮
を
本
國
に
�
さ
ん
こ
と
を
﹂
と
︒
奏
可
せ
ら
る
︒
何
u

B
に
兵
を

舉
げ
驃
騎
府
を
圍
み
て
重
を
收
む
︒
(重
)
免
官
せ
ら
れ
自
殺
す
︒
后

憂
怖
し
︑
疾
病
し
暴
に
5
ず
︑
在
位
二
十
二
年
︒

こ
の
よ
う
に
何
太
后
は
︑
董
皇
后
を
失
脚
さ
せ
る
た
め
に
何
u
の
協
力
を
仰
い
で
い
た
ほ
か
︑
何
u
は
外
戚
の
例
に
漏
れ
ず
頻
繁
に
宮
中
に
入

り
︑
太
后
と
面
會
し
て
い
た
︒
太
后
は
一
面
に
お
い
て
は
自
身
の
一
族
で
あ
る
外
戚
に
賴
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
外
戚
と
太
后
の
閒
に
齟
齬
が
生
じ
て
い
た
事
實
も
同
樣
に
存
在
す
る
︒
外
戚
は
︑
擡
頭
す
る
宦
官
を
脅
威
に
感
じ
︑
宦
官
と
對
立

し
︑
士
人
官
僚
と
の
聯
携
を
強
め
る
傾
向
に
あ
っ
た
︒
特
に
︑
大
將
軍
を
は
じ
め
と
す
る
外
戚
の
領
袖
は
自
身
の
幕
府
を
持
ち
︑
人
材
を
辟
召

す
る
こ
と
で
士
人
を
中
心
と
す
る
自
ら
の
側
�
集
團
の
形
成
が
可
能
で
あ
っ
た
︒
士
人
の
中
心
勢
力
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
︒
一
族
の
女
性
が
太
后
と
な
っ
た
段
階
︑
も
し
く
は
そ
れ
以
%
か
ら
外
戚
の
領
袖
が
大
將
軍
に
就
任
し
︑
都
か
ら
離
れ
ず
︑
政
治
に
携
わ
る

よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
こ
に
太
后
の
9
思
は
存
在
し
な
い
︒
太
后
が


6
決
定
を
下
す
權
限
は
殘
さ
れ
て
い
た
も
の
の
︑
政
治
の
中
心
と
な
り
う

る
�
境
は
失
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
う
し
た
狀
況
下
に
お
い
て
︑
太
后
が
身
�
な
存
在
で
あ
り
︑
な
お
か
つ
政
治
力
を
保
-
す
る
宦
官
に

接
�
す
る
こ
と
は
自
�
の
理
で
あ
る
︒
嫡
母
の
力
の
低
下
︑
加
え
て
皇
�
實
母
な
ど
の
拮
抗
勢
力
が
存
在
し
た
時
�
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ

る
︒
し
か
し
︑
外
戚
の
理
想
は
太
后
の
現
實
か
ら
乖
離
し
て
い
た
︒
以
上
の
'
因
か
ら
︑
宦
官
を
め
ぐ
る
外
戚

(大
將
軍
)
・
太
后
の
對
立
が

表
面
�
し
た
の
で
あ
る
︒
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こ
こ
で
﹃
後
漢
書
﹄
竇
武
傳
の
事
例
を
一
つ
參
照
す
る
︒

太
后
曰
く
﹁
漢
來
の
故
事

世
よ
-
り
︑
但
だ
當
に
其
の
罪
-
る
を
誅
す
べ
し
︑
豈
に
盡
く
廢
す
べ
け
ん
や
﹂
と
︒
時
に
中
常
侍
管
霸

才

略
-
り
︑
省
內
を
專
制
す
︒
武

先
に
霸
$
び
中
常
侍
蘇
康
等
を
誅
す
る
を
白
し
︑
悦
に
死
す
︒
武

復
た
數
し
ば
曹


等
を
誅
す
る
を
白

し
︑
太
后

冘
豫
し
て
未
だ
忍
び
ず
︑
故
に
事

久
し
く
發
せ
ず
︒

竇
武
に
宦
官
殲
滅
を
u
言
さ
れ
た
際
の
竇
太
后
は
宦
官
の
存
在
を
︑
傳
瓜
�
な
も
の
と
し
て
排
斥
に
難
色
を
し
め
し
て
い
る
︒
竇
太
后
の
場
合
︑

必
ず
し
も
宦
官
と
î
着
狀
態
で
あ
っ
た
と
は
斷
言
で
き
な
い
が
︑
宦
官
殲
滅
と
い
う
外
戚
の
極
論
と
太
后
の
9
見
が
食
い
N
っ
て
い
た
こ
と
は

わ
か
る(

29
)

︒
後
漢
後
�
の
太
后
は
宦
官
を
必
'
不
可
缺
な
も
の
と
み
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

そ
の
對
立
は
靈
�
何
皇
后
臨
�
�
に
`
に
加
¢
し
た
︒
何
皇
后
は
臨
�
�
に
︑
士
人
勢
力
の
中
心
人
物
と
し
て
ふ
る
ま
っ
て
い
た
兄
の
大
將

軍
何
u
と
宦
官
の
處
�
を
Å
っ
て
爭
い
︑
兩
者
の
對
立
は
︑
地
方
官
を
召
喚
す
る
軍
事
行
動
に
ま
で
發
展
し
︑
B
に
何
u
は
宦
官
の
手
に
よ
り

殺
�
さ
れ
た
の
で
あ
る

(﹃
後
漢
書
﹄
何
u
傳
)
︒

外
戚
は
太
后
臨
�
に
必
'
な
'
素
で
は
あ
る
が
︑
外
戚
が
政
策
立
案
機
關
と
し
て
定
着
す
る
こ
と
で
︑
外
戚
は
以
%
ほ
ど
太
后
を
必
'
と
し

な
く
な
っ
た
︒
一
方
側
�
集
團
と
し
て
の
宦
官
は
ま
す
ま
す
太
后
に
重
用
さ
れ
た
︒
宮
中
に
太
后
に
代
わ
る
﹁
母
﹂
た
る
存
在
が
い
る
場
合
︑

太
后
は
獨
自
の
地
位
を
持
つ
宦
官
を
側
�
と
す
る
こ
と
で
己
の
9
志
︑
立
場
を
堅
固
に
し
た
の
で
あ
る
︒
宦
官
自
體
が
輔
弼
勢
力
と
し
て
重
'

視
さ
れ
て
い
く
中
で
も
そ
の
狀
態
は
續
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
︒
實
母
︑
嫡
母
は
宦
官
と
提
携
す
る
こ
と
で
己
の
政
治
�
基
盤
を
作
っ
て
い
た
︒

諸
勢
力
が
生
ま
れ
る
�
境
と
そ
れ
を
荏
え
る
宦
官
と
い
う
條
件
が
整
っ
た
結
果
︑
後
漢
中
央
政
權
は
︑
各
勢
力
が
割
據
す
る
狀
態
と
な
り
︑
皇

�
輔
弼
候
補
者
が
肥
大
�
し
て
い
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒
後
漢
の
時
代
相
と
も
い
え
る
嫡
母
の
優
越
性
は
も
は
や
そ
こ
に
は
存
在
し
な

い
︒
太
后
の
側
�
勢
力
︑
つ
ま
り
士
人
官
僚
を
瓜
括
す
る
外
戚
と
禁
中
で
の
生
活
︑
勢
力
擴
大
に
必
'
な
宦
官
は
反
目
し
あ
い
︑
も
は
や
太
后

臨
�
が
正
常
に
行
え
る
�
境
で
は
な
く
な
っ
た
︒
そ
し
て
︑
中
央
政
權
は
混
亂
を
き
た
し
た
末
︑
外
か
ら
の
勢
力
︑
董
卓
に
一
z
さ
れ
た
の
で

あ
る
︒
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お

わ

り

に

以
上
︑
本
稿
で
は
後
漢
の
臨
�
稱
制
の
體
制
︑
側
�
勢
力
の
沿
革
を
お
っ
た
︒
%
漢
代
で
は
︑
太
后
の
嫡
母
と
實
母
の
別
は
嚴
密
に
は
規
定

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
そ
れ
に
對
し
︑
後
漢
で
は
皇
�
代
行
者
と
し
て
の
嫡
母
の
權
限
が
確
立
し
︑
皇
�
と
直
接
血
緣
關
係
に
な
く
と
も

﹁
母
﹂
と
し
て
政
治
に
携
わ
る
こ
と
が
定
着
し
た
︒
太
后
と
な
り
う
る
S
格
を
持
つ
人
物
が
限
定
さ
れ
た
こ
と
も
︑
功
臣
家
出
身
の
太
后
に
權

限
が
集
中
し
う
る
地
盤
を
形
成
し
て
い
っ
た
︒
臨
�
稱
制
が
行
わ
れ
る
場
合
︑
7
て
の
權
限
は
太
后
に
集
中
し
︑
太
后
中
心
で
政
治
が
行
え
る

�
境
も
存
在
し
て
い
た
︒
皇
�
が
正
常
に
政
務
を
執
り
え
な
い
場
合
︑﹁
母
﹂
の
絕
對
性
の
も
と
に
政
治
が
動
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ

る
︒し

か
し
︑
後
漢
中
�
︑
安
�
親
政
�
%
後
か
ら
太
后
を
中
心
と
す
る
政
治
體
制
に
變
�
が
起
こ
る
︒
安
�
親
政
�
の
輔
弼
集
團
竝
立
狀
態
か

ら
起
こ
る
宦
官
の
擡
頭
と
外
戚
勢
力
と
の
聯
携
︑
そ
し
て
︑
太
后
の
9
思
を
介
在
せ
ず
に
高
官
と
な
っ
た
外
戚
の
領
袖
が
︑
宦
官
と
提
携
し
つ

つ
︑
實
質
�
な
政
策
立
案
機
關
と
し
て
京
師
に
常

し
た
こ
と
か
ら
︑
太
后
の
政
治
�
實
權
が
�
第
に
外
戚
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
︒
外
戚
︑
宦

官
の
提
携
は
梁
氏
の
よ
う
な
功
臣
家
で
も
行
わ
れ
︑
宦
官
は
太
后
の
側
�
と
し
て
の
地
位
を
固
め
て
い
っ
た
︒
外
戚
と
宦
官
が
聯
携
し
た
こ
と
︑

大
將
軍
が
常
に
中
央
の
政
務
に
携
わ
る
と
い
っ
た
狀
況
が
�
第
に
太
后
を
士
人
と
關
わ
る
政
治
の
場
か
ら
®
ざ
け
て
い
っ
た
︒
太
后
の
個
人
�

S
質
に
依
據
し
な
い
︑
外
戚
を
中
心
と
す
る
輔
政
機
È
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
桓
�
�
に
は
太
后
の
權
威
す
ら
低
下
し
︑
功
臣
家
は
桓
�
竇
皇
后
を


後
に
︑
皇
后
を
出
さ
な
く
な
る
︒
ま
た
︑
外
戚
は
勢
力
を

增
大
さ
せ
る
宦
官
に
危
機
感
を
¼
き
︑
士
人
官
僚
と
の
つ
な
が
り
を
深
め
︑
外
戚
・
宦
官
の
兩
者
は
激
し
く
對
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
し
か

し
︑
宦
官
と
外
戚
が
聯
携
し
て
い
た
時
�
を
經
て
︑
宦
官
は
旣
に
太
后
の
側
�
と
し
て
必
'
不
可
缺
な
存
在
と
な
っ
て
い
た
︒
し
か
も
皇
�
の

實
母
も
宮
中
に
居
É
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
宮
中
で
の
霸
權
爭
い
に
お
い
て
︑
宦
官
は
よ
り
重
'
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
輔

弼
候
補
者
が
亂
立
す
る
宮
中
で
︑
宦
官
は
そ
れ
ら
を
利
用
し
つ
つ
自
身
の
基
盤
を
固
め
て
い
た
︒
そ
し
て
太
后
は
外
戚
大
將
軍
と
閒
隙
を
生
み
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な
が
ら
も
宦
官
を
利
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
狀
況
に
あ
っ
た
︒
も
は
や
現
實
問
題
に
關
し
て
︑
太
后
を
中
心
と
す
る
政
治
�
境
は
5
壞
し
て
い
た

の
で
あ
る
︒
太
后
・
實
母
・
外
戚
大
將
軍
・
士
人
官
僚
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
の
利
�
の
下
︑
個
々
液
動
�
に
活
動
す
る
の
で
あ
っ
て
︑
特
定
の
人
物

に
權
限
が
集
中
す
る
こ
と
は
な
く
な
る
︒
臨
�
稱
制
中
の
太
后
で
あ
っ
て
も
例
外
で
は
な
い
︒
こ
う
し
た
嫡
母
の
失

と
と
も
に
︑
後
漢
宮
中

に
お
け
る
皇
�
輔
弼
勢
力
は
肥
大
�
を
み
せ
︑
皇
�
代
行
者
と
し
て
の
︑
太
后
の
特
權
�
地
位
は
失
わ
れ
た
の
で
あ
る
︒

後
漢
一
代
を
と
お
し
て
︑
整
備
さ
れ
た
は
ず
の
嫡
母
の
力
が
分
散
さ
れ
て
い
く
過
0
が
�
き
彫
り
と
な
る
︒
そ
も
そ
も
實
母
︑
嫡
母
を
含
め

た
母
の
︑
王
な
い
し
皇
�
代
行
は
古
く
か
ら
み
ら
れ
る
が
︑
以
後
︑﹁
母
﹂
は
必
ず
し
も
絕
對
�
な
力
を
持
た
な
く
な
る
︒
太
后
執
政
の
否
定

は
後
漢
末
以
影
の
怨
た
な
政
治
體
制
︑
臣
下
・
宗
室
に
よ
る
輔
弼
を
形
成
す
る
直
接
�
な
契
機
で
あ
っ
た
︒
以
影
の
時
代
に
つ
い
て
は
今
後
の

課
題
と
し
て
︑
筆
を
擱
く
�
第
で
あ
る
︒

�(1
)

渡
 
義
浩
氏
は
本
�
中
で
は
﹁
儒
敎
�
官
僚
﹂
の
用
語
を
用
い
て

い
る
︒

(2
)

ま
た
︑
秦
始
皇
�
の
母
后
の
事
例

(﹃
�
記
﹄
始
皇
本
紀
)
で
は
︑

太
后
の
印
璽
が
重
'
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
︒
戰
國
以
%
に
も
幼

少
の
王
が
卽
位
し
た
場
合
︑
母
后
の
9
志
は
一
定
以
上
の
役
割
を
果

た
し
た
も
の
と
考
え
る
︒

ま
た
︑
趙
の
孝
成
王
が
卽
位
し
た
と
き
に
は
︑
太
后
が
政
治
を

執
っ
て
い
た

(﹃
�
記
﹄
趙
世
家
)︒
韓
の
場
合
も
桓
惠
王
が
幼
少
に

し
て
太
后
が
執
政
し
て
い
た
と
の
指
摘
が
あ
る

(﹃
戰
國
策
﹄
魏
策

三
第
八
違
吳
師
k
�
)︒
太
后
の
執
政
は
︑
秦
や
そ
の
制
度
を
多
く

引
き
繼
い
だ
漢
に
特
-
の
事
例
で
は
な
い
︒

(3
)

後
漢
で
は
︑
違
�
竇
皇
后
が
和
�
に
︑
桓
�
竇
皇
后
が
靈
�
に
そ

れ
ぞ
れ
政
權
を
奪
取
さ
れ
て
い
る
︒

(4
)

%
漢
で
は
高
祖
呂
皇
后
︑
元
�
王
皇
后
が
臨
�
稱
制
を
行
っ
て
い

る
︒
加
え
て
︑
景
�
王
皇
后
が
臨
�
し
た
と
の
解
釋
も
あ
る

[小
竹

�
夫
・
小
竹
武
夫
一
九
九
五
：
一
三
八
頁
]︒
し
か
し
︑
武
�
卽
位

直
後
の
政
�
︑
特
に
丞
相
︑
御
�
大
夫
の
任
免
や
︑
政
治
活
動
に
大

き
く
關
わ
っ
て
い
た
の
は
む
し
ろ
竇
太
后
で
あ
る
︒
王
太
后
が
姑
で

あ
る
竇
太
后
を
押
し
の
け
て
臨
�
し
た
と
の
解
釋
は
不
自
然
で
あ
ろ

う
︒
ま
た
︑
武
�
が
當
時
一
六
歲
で
旣
に
成
人
し
て
い
た
こ
と
︑
さ

ら
に
﹃
漢
書
﹄
に
お
い
て
︑
武
�
�
の
太
后
臨
�
を
示
唆
す
る
�
言

が
存
在
し
な
い
こ
と
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
︑
太
后
臨
�
の
事
實
が

あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
竇
太
后
の
發
言
力
が
強
い
狀
況
で
あ
っ

た
こ
と
は
閒
N
い
な
い
だ
ろ
う
が
︑
臨
�
稱
制
が
あ
っ
た
と
ま
で
は
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言
い
切
れ
な
い
︒
ま
た
︑
下
倉
氏
は
昌
邑
王
劉
賀
の
廢
位
の
際
︑
上

官
太
后
が
臨
�
稱
制
し
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
が
︑
斷
定
は
Ì

け
て
い
る

[下
倉
二
〇
〇
三
]︒
よ
っ
て
確
實
に
臨
�
稱
制
し
て
い

た
と
い
え
る
の
は
︑
高
祖
呂
皇
后
と
元
�
王
皇
后
の
二
例
の
み
で
あ

ろ
う
︒

後
漢
に
お
け
る
臨
�
稱
制
は
︑
違
�
竇
皇
后
︑
和
�
鄧
皇
后
︑
安

�
閻
皇
后
︑
順
�
梁
皇
后
︑
桓
�
竇
皇
后
︑
靈
�
何
皇
后
の
六
例
で

あ
る
︒

(5
)

(�
3
)
の
事
例
に
加
え
︑
安
�
閻
皇
后
は
自
身
が
<
い
落
と
し

た
皇
太
子
で
あ
る
順
�
に
よ
り
攝
政
の
座
を
<
わ
れ
て
い
る
︒

(6
)

西
嶋
定
生
氏
は
︑
こ
の
際
︑
昌
邑
王
劉
賀
は
高
�
親
謁
を
行
っ
て

お
ら
ず
︑
卽
位
儀
禮
を
完
結
し
て
い
な
か
っ
た
と
解
釋
す
る

[西
嶋

一
九
七
五
]︒

(7
)

岡
安
氏
は
こ
れ
に
加
え
て
太
后
は
皇
后
の
廢
立
權
も
-
し
て
い
た

と
す
る
が
︑
論
據
と
す
る
�
料
が
皇
�
と
の
個
人
�
關
係
に
依
據
す

る
と
思
わ
れ
る
も
の
も
多
く
︑
立
證
の
た
め
に
は
`
に
愼
重
な
議
論

が
必
'
で
あ
る

[岡
安
一
九
八
三
ｂ
]︒

(8
)

『後
漢
書
﹄
安
�
紀
﹁
太
后
Î
お
臨
�
す
﹂
の
一
�
に
對
し
︑
李

賢
は
公
羊
傳
の
﹁
Î
な
る
者
︑
止
む
べ
き
の
辭
な
り
﹂
を
引
き
︑
安

�
を
立
て
た
鄧
太
后
が
引
き
續
き
臨
�
す
る
こ
と
を
Ï
に
批
@
し
て

い
る
と
解
釋
す
る
︒
し
か
し
︑
後
世
の
解
釋
で
あ
り
︑
こ
の
見
解
を

そ
の
ま
ま
い
れ
る
こ
と
は
危
險
で
あ
る
︒

(9
)

特
に
︑
竇
氏
に
こ
の
傾
向
が
顯
著
で
あ
る
︒
竇
勳
は
�
�
�
に
獄

死
し
て
い
る
が
︑
そ
の
娘
は
立
后
し
︑
違
�
竇
皇
后
と
な
っ
た
︒
ま

た
︑
違
�
竇
皇
后
の
死
後
︑
和
�
�
に
竇
氏
は
誅
せ
ら
れ
た
が
︑
桓

�
竇
皇
后
を
出
し
た
︒
そ
の
他
︑
梁
氏
は
安
�
�
に
梁
安
國
の
罪
が

原
因
で
多
く
の
成
員
が
免
官
に
な
っ
た
が
︑
そ
れ
と
時
を
Ð
て
ず
し

て
順
�
梁
皇
后
を
出
し
た
︒

(10
)

%
漢
に
は
︑
%
述
の
よ
う
に
卑
賤
な
身
分
出
身
の
后
妃
も
し
ば
し

ば
み
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
も
%
漢
後
�
か
ら
變
�
し
て
き
た
と
考
え
ら

れ
る
︒
元
�
王
皇
后
が
︑
成
�
趙
皇
后
立
后
に
際
し
て
︑
彼
女
が
元

官
婢
で
あ
る
こ
と
を
原
因
に
衣
議
を
唱
え
た
の
は
そ
の
表
れ
で
あ
ろ

う
︒

(11
)

違
�
竇
皇
后
の
母
は
沘
陽
公
�
︑
祖
母
は
內
黃
公
�
で
あ
る
︒
和

�
鄧
皇
后
の
從
兄
弟
︑
鄧
乾
も
泌
水
公
�
を
娶
っ
て
お
り
︑
和
�
實

母
の
梁
氏
も
叔
父
が
舞
陽
長
公
�
と
婚
姻
關
係
に
あ
る
︒

(12
)

違
�
竇
皇
后
の
策
謀
に
よ
り
梁
氏
が
族
滅
さ
れ
た
際
︑
和
�
實
母

梁
皇
后
の
妹
の
梁
氏

(
樊
氏
夫
人
)
は
お
そ
ら
く
は
婚
姻
關
係
ゆ
え

に
處
罰
を
免
れ
︑
の
ち
に
和
�
に
訴
え
出
る
こ
と
に
よ
り
一
族
の
復

興
に
一
役
か
っ
て
い
る
︒

(13
)

皇
后
の
身
分
の
安
定
�
に
つ
い
て
は
︑
渡
 
義
浩
氏
も
指
摘
し
て

い
る

[渡
 
義
浩
一
九
九
〇
]
︒

(14
)

た
だ
し
︑
臨
�
し
て
い
た
鄧
太
后
に
對
し
て
︑
馬
太
后
は
臨
�
し

て
い
な
い
︒
馬
太
后
は
京
師
に
い
る
年
少
の
諸
侯
王
た
ち
に
敎
育
を

行
っ
た
こ
と
が
あ
る
が

(﹃
後
漢
書
﹄
�
德
馬
皇
后
紀
)︑
Ò
せ
て
考

え
る
と
太
后
は
皇
�
の
嫡
母
と
し
て
劉
氏
︑
出
身
氏
族
に
對
し
て
一

定
の
權
限
を
持
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
岡
安
氏
は
︑
臨
�
の

-
無
に
關
わ
ら
ず
︑
太
后
に
は
外
戚
を
瓜
御
す
る
權
限
が
あ
っ
た
と

す
る

[岡
安
一
九
八
三
ｂ
]
︒
ま
た
︑
下
倉
氏
も
槪
ね
岡
安
氏
の
論

に
從
い
︑
臨
�
し
て
い
な
い
太
后
で
あ
っ
て
も
︑
皇
�
の
﹁
家
事
﹂
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と
で
も
稱
す
べ
き
事
項
に
關
し
て
は
︑
公
に
詔
を
發
し
て
指
示
を
下

す
こ
と
が
で
き
た
と
す
る

[下
倉
二
〇
〇
三
]︒
使
用
�
料
の
T
別

や
當
時
の
人
閒
關
係
︑
`
に
は
﹁
家
事
﹂
と
﹁
公
事
﹂
の
境
界
に
關

し
て
︑
さ
ら
に
精
密
な
議
論
が
必
'
で
あ
ろ
う
︒

(15
)

違
�
竇
皇
后
の
兄
︑
竇
憲
は
匈
奴
®
征
︑
和
�
鄧
皇
后
の
兄
︑
鄧

騭
は
對
羌
族
®
征
を
そ
れ
ぞ
れ
行
っ
て
い
る
︒

(16
)

具
體
例
と
し
て
︑
違
�
竇
皇
后
の
弟
で
あ
る
竇
景
︑
竇
瓌
を
擧
げ

る
こ
と
が
で
き
る
︒

(17
)

そ
の
'
因
と
し
て
︑
¾
衆
︑
和
�
と
の
つ
な
が
り
も
考
え
ら
れ
る

が
︑
�
料
上
で
は
永
元
四
年

(92
)
の
ク
ー
デ
タ
に
お
い
て
蔡
倫
が

關
與
し
た
と
の
記
載
は
み
い
だ
せ
な
い
︒

(18
)

渡
 
義
浩
氏
は
︑﹁
鄧
太
后
臨
�
下
に
お
い
て
︑
宦
官
中
常
侍
$

び
小
黃
門
が
︑﹁
秘
書
官
﹂
�
地
位
へ
の
u
出
を
始
め
た
﹂
と
す
る

[渡
 
義
浩
一
九
八
三
]︒
冨
田
氏
も
朱
穆
の
上
奏
�
に
多
少
の
誇
張

が
み
ら
れ
る
こ
と
を
O
め
な
が
ら
も
︑
鄧
太
后
が
﹁
省
尙
書
事
﹂
補

完
の
た
め
の
人
�
'
因
と
し
て
宦
官
を
求
め
︑
當
該
�
に
宦
官
の

﹁
省
尙
書
事
﹂
機
能
の
實
質
�
獨
占
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す

る

[冨
田
二
〇
〇
一
]︒

(19
)

¾
衆
は
鄧
太
后
の
生
%
に
死
去
し
た
が
︑
そ
の
養
子
が
處
罰
を
E

け
た
と
い
う
記
述
も
存
在
し
な
い
︒

(20
)

安
�
妹
の
濮
陽
長
公
�
を
娶
っ
た
耿
良
は
侍
中
に
任
じ
ら
れ
て
い

る
︒

(21
)

閻
氏
か
ら
皇
后
が
立
っ
た
理
由
は
︑
鄧
太
后
と
の
姻
戚
關
係
故
で

あ
ろ
う
︒
閻
太
后
の
叔
母
は
鄧
太
后
の
兄
︑
鄧
弘
に
嫁
い
で
い
た
︒

(22
)

た
だ
し
︑
鄧
太
后
臨
�
�
に
司
空
周
違
が
鄧
氏
一
族
と
あ
わ
せ
て

宦
官
¾
Ô
︑
蔡
倫
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
︑
こ
れ

だ
け
で
は
鄧
氏
と
宦
官
勢
力
が
結
託
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
︒

例
え
ば
耿
寶
が
宦
官
李
閏
を
高
位
に
据
え
よ
う
と
す
る
な
ど
の
宦
官
︑

外
戚
が
結
託
し
た
政
治
�
動
は
こ
の
時
�
に
は
み
い
だ
せ
な
い
か
ら

で
あ
る
︒

(23
)

渡
 
將
智
氏
は
︑
永
元
四
年

(
92
)
の
士
人
官
僚
禁
中
出
入
禁
止

令
以
後
︑
外
戚
と
宦
官
は
互
い
の
聯
携
を
必
'
と
す
る
よ
う
に
な
っ

た
と
制
度
�
に
論
じ
て
い
る

[
渡
 
將
智
二
〇
一
〇
ａ
]
が
︑
上
述

し
た
安
�
�
の
政
治
狀
況
も
考
慮
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

(24
)

冨
田
永
之
氏
は
︑
和
・
安
�
紀
に
お
け
る
外
戚
の
權
力
發
動
の
基

盤
は
あ
く
ま
で
皇
太
后
臨
�
で
あ
っ
た
が
︑
順
�
�
に
三
公

(府
)

お
よ
び
尙
書

(
臺
)
が
太
后
臨
�
を
代
替
す
る
よ
う
に
な
り
︑
後
漢

後
}
�
に
は
外
戚
に
よ
る
錄
尙
書
事
の
權
掌
握
が
起
こ
っ
た
こ
と
を

指
摘
す
る

[冨
田
二
〇
〇
〇
]
︒
氏
は
ま
た
︑
鄧
太
后
臨
�
稱
制
か

ら
中
常
侍
の
﹁
省
尙
書
事
﹂
關
與
が
始
ま
り
︑
梁
氏
が
﹁
省
尙
書

事
﹂
機
能
を
握
る
宦
官
勢
力
と
の
聯
携
・
協
働
に
よ
っ
て
そ
の
基
盤

を
補
強
し
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る

[冨
田
二
〇
〇
一
]︒
太
后

と
外
戚
の
政
治
�
緊
密
性
と
尙
書
體
制
と
の
關
聯
の
是
非
に
つ
い
て

は
︑
別
稿
に
て
論
じ
た
い
︒

ま
た
︑
好
竝
氏
は
梁
太
后
と
梁
冀
の
力
關
係
は
旣
に
後
者
が
優
位

に
立
っ
て
お
り
︑
梁
冀
の
權
力
は
宦
官
の
中
常
侍
を
荏
持
基
盤
に
し

て
い
た
と
指
摘
す
る

[好
竝
二
〇
〇
七
]
が
︑
考
察
が
十
分
で
な
い
︒

な
お
檢
討
の
餘
地
が
殘
さ
れ
て
い
る
︒

(25
)

例
と
し
て
︑
戰
國
秦
の
宣
太
后
も
惠
�
王
の
正
妃
で
な
か
っ
た
に

も
拘
わ
ら
ず
︑
武
王
の
正
妃
を
國
に
歸
ら
せ
自
ら
が
實
權
を
握
っ
た
︒
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%
漢
哀
�
�
の
場
合
も
︑
哀
�
の
生
%
は
嫡
母
で
あ
る
王
太
后
よ
り

も
實
祖
母
で
あ
る
傅
太
后
が
實
權
を
握
っ
て
い
た
︒

(26
)

後
漢
代
︑
皇
�
實
母
が
宮
中
で
權
勢
を
ふ
る
っ
た
例
は
︑
靈
�
實

母
の
董
皇
后
の
み
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
桓
�
實
母
の
匽
夫
人
は
皇
太

后
と
同
樣
の
禮
�
を
E
け
て
い
る
點
に
留
9
す
る
必
'
が
あ
る
︒

(27
)

靈
�
宋
皇
后
は
違
�
貴
人
を
先
祖
に
持
ち
︑
叔
母
が
渤
海
王
の
正

妃
と
な
っ
た
︒
本
人
も
寵
愛
を
E
け
ず
し
て
立
后
し
て
い
る
こ
と
か

ら
︑
そ
の
家
格
の
高
さ
か
ら
T
ば
れ
た
と
推
測
で
き
る
︒
獻
�
伏
皇

后
も
桓
�
の
娘
︑
陽
安
公
�
を
母
に
も
つ
︒

(28
)

こ
の
他
︑
鄧
太
后
が
大
臣
の
夫
人
た
ち
と
宗
�
に
出
向
い
た
記
錄

も
あ
る
︒

(29
)

冨
田
氏
は
︑
こ
の
事
例
よ
り
皇
太
后
が
臨
�
稱
制
す
る
に
際
し
て
︑

﹁
省
尙
書
事
﹂
を
補
完
す
る
宦
官
の
存
在
が
不
可
缺
な
も
の
で
あ
っ

た
と
指
摘
す
る

[
冨
田
二
〇
〇
一
]︒

引
用
�
獻
一
覽

[日
本
語
�
獻
]

五
十
Ö
順

大
庭

脩

一
九
八
二

『秦
漢
法
制
�
の
硏
究
﹄︑
創
�
社

岡
安

勇

一
九
八
三
ａ

｢中
國
古
代
�
料
に
現
れ
た
席
�
と
皇
�
西
面
に
つ
い
て
﹂﹃
�
學
雜
誌
﹄
第
九
二
�
第
九
號
︑
一
～
三
二
頁

岡
安

勇

一
九
八
三
ｂ

｢
漢
魏
時
代
の
皇
太
后
﹂﹃
法
政
�
學
﹄
三
五
︑
一
四
～
二
六
頁

小
竹
�
夫
・
小
竹
武
夫
譯

一
九
九
五

『
�
記
﹄
列
傳
三
︑
ち
く
ま
學
藝
�
庫

狩
野
直
禎

一
九
九
三

『後
漢
政
治
�
の
硏
究
﹄︑
同
Ø
舍
出
版

W
田
重
雄

一
九
六
二

『秦
漢
政
治
制
度
の
硏
究
﹄︑
日
本
學
Ù
振
興
會

小
林

聰

一
九
九
三

｢後
漢
の
少
數
民
族
政
策
に
つ
い
て
﹂
川
Ã
守
�
﹃
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
生
產
と
液
�
の
歷
�
社
會
學
�
硏
究
﹄︑
中
國
書
店
︑
九
七

～
一
三
八
頁

下
倉

涉

二
〇
〇
一

｢
漢
代
の
母
と
子
﹂﹃
東
北
大
學
東
洋
�
論
集
﹄
八
︑
一
～
五
三
頁

下
倉

涉

二
〇
〇
三

｢﹁
太
后
詔
曰
﹂
攷
﹂﹃
東
北
大
學
東
洋
�
論
集
﹄
九
︑
二
七
～
五
二
頁

谷
口
や
す
よ

一
九
七
八

｢
漢
代
の
皇
后
權
﹂﹃
�
學
雜
誌
﹄
第
八
七
�
第
一
一
號
︑
三
六
～
五
四
頁

谷
口
や
す
よ

一
九
八
〇

｢
漢
代
の
﹁
太
后
臨
�
﹂﹂﹃
歷
�
¡
論
﹄
三
五
九
︑
八
六
～
九
八
頁

冨
田
永
之

一
九
八
二

｢後
漢
時
代
の
尙
書
・
侍
中
・
宦
官
に
つ
い
て
︱
︱
荏
配
權
力
の
質
�
變
�
と
關
聯
し
て
︱
︱
﹂﹃
東
方
學
﹄
六
四
︑
三
〇
～
四
二
頁

冨
田
永
之

二
〇
〇
〇

｢後
漢
%
}
�
に
お
け
る
皇
�
荏
配
と
尙
書
體
制
﹂﹃
東
洋
學
報
﹄
第
八
一
卷
第
四
號
︑
一
～
三
一
頁
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冨
田
永
之

二
〇
〇
一

｢後
漢
後
}
�
の
政
局
と
尙
書
體
制
︱
︱
｢省
尙
書
事
﹂
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
﹂
﹃
九
州
大
學
東
洋
�
論
集
﹄
二
九
︑
一
～
二
八
頁

西
嶋
定
生

一
九
七
五

｢
漢
代
に
お
け
る
卽
位
儀
禮
﹂﹃
榎
�
士
;
曆
記
念
東
洋
�
論
叢
﹄︑
四
〇
三
～
四
二
二
頁
︒

東

晉
�

一
九
七
五

｢後
漢
初
に
お
け
る
皇
�
荏
配
と
外
戚
・
諸
王
﹂﹃
名
古
屋
大
學
東
洋
�
硏
究
報
吿
﹄
三
︑
一
～
二
四
頁

東

晉
�

一
九
九
五

『後
漢
時
代
の
政
治
と
社
會
﹄︑
名
古
屋
大
學
出
版
會

保
科
季
子

二
〇
〇
二

｢天
子
の
好
逑
︱
︱
漢
代
の
儒
敎
�
皇
后
論
﹂﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
第
六
一
卷
第
二
號
︑
一
～
三
〇
頁

好
竝
隆
司

二
〇
〇
七

｢皇
太
后
稱
制
の
瓜
治
機
È
﹂﹃
廣
島
東
洋
�
學
報
﹄
一
二
︑
九
三
～
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THE REGENCY OF EMPRESSES DOWAGER AND

THEIR CLOSE ADVISERS DURING THE LATER HAN ERA

HIRAMATSU Asuka

In this paper, the author surveys the organization, changes, and demise of the

persistent regencies of empresses dowager throughout the Later Han era.

In the first section, the author examines how the environment that allowed

authority to be concentrated in the institution of the empress dowager was set up

with a focus on the first half of the Later Han era. Once an empress dowager

became regent, she maintained political power for most of her life, and had the

authority to nominate a new emperor, and on certain occasions, even to dethrone an

emperor. In addition, during the Later Han era, the number of clans that produced

empresses became limited, an empress no longer needed to produce an heir herself,

and the status of empresses stabilized. Furthermore, an empress dowager could

assemble a coterie of close advisers, take advantage of the court council, and was

thus also able to punish maternal relative of the emperor. Through the first half of

the Later Han era, an environment was set up in such a way that once an empress

dowager, who had come from the clan of a meritorious retainer, became regent, she

could then stay at the center of political power for a lengthy period of time.

Then, in the second section, the author investigates the process of change in the

actual conditions of the regency of empresses dowager during the middle period of

the Later Han era. The rise of the eunuch faction as a political force was caused

mainly by the existence of multiple of centers of power at court after the

enthronement of Emperor An, such as the Deng, Geng, and Yan clans, rather than

by the female regency. In such circumstances, the political power of eunuchs and

nurses was sought after. Moreover, Empress Dowager Yan gave the eunuchs more

important positions than she did scholar bureaucrats. Later, during the regency of

Empress Dowager Liang, who had been the empress of Emperor Shun, the

maternal relatives of the emperor, i. e. her male relatives, also awarded eunuchs

important positions. By permanently fixing the capital of Da Jiangjun, and with the

cooperation of the eunuchs, maternal relatives of the emperor enormously increased

their voice in politics, and they no longer needed the power of empresses dowager

as was previously the case. At this stage, institution of the empress dowager had

lost almost all its function as an organ of policy planning.

Lastly, in the third section, the author considers the process of the loss of
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authority and power of empresses dowager from the reign of Emperor Huan to that

of Emperor Ling. The rise of others, especially real mothers of emperors rather

than legitimate mothers, accelerated the relative decline in status and political

authority of the empresses dowager. Furthermore, the eunuchs were essential in

order for the empresses dowager to keep their status at the court, but at this stage,

the maternal relatives of emperor had already set about excluding the eunuchs who

were their rivals. There was a fracture between eunuchs and the maternal

relatives of emperor who both ought to advise empresses dowager, and their

regencies thus lost their ability to function.

As noted above, the regencies of the empresses dowager had begun to change

from about the reign of Emperor An and develop into a new political system that

was formed after the end of the Later Han era.

THE ORIGIN OF THE JUZHULI 具�曆 CALENDAR

KUDO Motoo

In this paper, the author analyzes the relation among the rishu日書, shiri 視日,

and zhiri 質日 on the basis of excavated written materials that have attracted

attention in recent years and considers the background of the formation of the

juzhuli 具�曆, an annotated calendar.

The calendar, called the lipu 曆�, was produced by the central government

every year, and edited into several versions in the process of its dissemination to

local areas from the center, and these calendars were used for various purposes.

The shiri and zhiri may have been made at the most local levels of the government

administration for a variety of functions. Calling the shiri (reading-the-day

calendar) which contained solar terms, festivals, and annotations might be derived

from the idea of a calendar being for “reading” (shi 視) the good and/or bad omens

of a day.

A precursor of the shiri was an official post of the same name seen in Chu

bamboo strips. It is thought that the shiri that appears in the Chu strips was an

official who “read” good or bad omens for the day when a legal appeal was received.

The duties of the shiri were carried on in later generations by Zhou Wen of the late

Qin era, as well is the gongche that appear in the practices of the reign of Emperor

Ming of the Later Han dynasty ; and in connection with this, one of the calendars
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