
書

�

�
本

猛
著

風
液
天
子
と
﹁
君
�
獨
裁
制
｣

︱
︱
北
宋
徽
宗
�
政
治
�
の
硏
究
︱
︱

久
保
田

和

男

一

�
	
︑
徽
宗
時
代
に
關
係
す
る
書
畫
を
實
見
す
る
機
會
に
惠
ま
れ
て
い
る
︒

本
書
の
冒
頭
に
も
︑
徽
宗
時
代
の
都
市
繁
盛
を
描
い
た
﹁
淸

上
河
圖
﹂
が

中
國
國
外
で
初
め
て
展
示
さ
れ
た
展
覽
會
﹁
北
京
故
宮
�
物
院
二
〇
〇
�
﹂

(東
京
國
立
�
物
館
︑
二
〇
一
二
年
)
の
光
景
が
言
�
さ
れ
て
い
る
が
︑
二

〇
一
四
年
の
夏
に
は
︑﹁
臺
北
故
宮
�
物
院

神
品
至
寶
﹂
と
銘
打
た
れ
た

展
覽
會
が
同
館
で
開
催
さ
れ
た
︒
こ
の
展
覽
會
で
は
︑﹁
中
國
皇
�
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
�
味
︱
︱
書
畫
に
お
け
る
復
古
と
革
怨
﹂
と
い
う
記
念
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム

(七
�
五
・
六
日
)
が
行
わ
れ
︑
藝
�
品
を
收
集
し
︑
鑑
定
と
整
理

に
盡
力
し
た
皇
�
�
の
業
績
が
中
國
美
�
�
の
傳
瓜
と
と
も
に
比
�
檢
討
さ

れ
た
︒
徽
宗
は
︑
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
方
法
論
を
確
立
し
た
金
の
違
宗
や
淸
の

乾
隆
�
の
先
驅
者
と
し
て
脚
光
を
浴
び
て
い
る
︒
秋
に
は
︑
徽
宗

(款
)

﹁
桃
鳩
圖
﹂
を
は
じ
め
と
す
る
室
町
將
軍
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
系
瓜
�
に
展

示
さ
れ
た

(
三
井
記
念
美
�
館
﹁
東
山
御
物
の
美
︱
︱
足
利
將
軍
家
の
至

寶
︱
︱
﹂
)︒
義
滿
を
は
じ
め
と
す
る
室
町
幕
府
の
將
軍
た
ち
が
︑
宋
畫
を

中
心
と
す
る
�
物
收
集
に
熱
中
し
︑
そ
の
﹁
展
覽
﹂
が
政
治
�
な
機
能
を

も
っ
た
事
態
が
檢
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
日
本
傳
瓜
�
�
の
形
成
に
も

深
い
關
係
を
も
っ
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な

硏
究
狀
況
は
︑
數
年
"
に
#
了
し
た
學
際
�
共
同
硏
究
事
業
﹁
東
ア
ジ
ア
の

海
域
%
液
と
日
本
傳
瓜
�
�
の
形
成
﹂
の
成
果
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
以
上
の

よ
う
に
﹁
徽
宗
﹂
は
�
�
�
︑
�
�
%
液
�
に
お
い
て
非
常
に
&
目
さ
れ
て

い
る
︒
そ
の
な
か
で
︑
本
書
は
徽
宗
時
代

(一
一
〇
〇
～
二
六
)
の
政
治
�

上
の
�
義
に
&
目
し
檢
討
し
た
大
作
で
あ
る
︒
本
'
は
ま
ず
內
容
を
違
)
に

し
た
が
っ
て
紹
介
し
︑
�
後
に
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
添
え
︑
責
を
塞
ぐ
こ
と

と
し
た
い(1
)

︒二

本
書
は
九
違
か
ら
*
成
さ
れ
る
︒

序

違

第
一
違

崇
寧
五
年
正
�
の
政
變
︱
︱
蔡
京
の
第
一
,
當
國
と
對
遼
%

涉

第
二
違

妖
人
・
張
懷
素
の
獄

第
三
違

政
和
封
禪
計
劃
の
中
止

第
四
違

徽
宗
�
の
殿
中
省

第
五
違

北
宋
末
の
宣
和
殿
︱
│
皇
�
徽
宗
と
學
士
蔡
攸

第
六
違

宋
代
の
轉
對
・
輪
對
制
度

第
七
違

｢
武
臣
の
淸
/
｣
︱
︱
南
宋
孝
宗
�
の
政
治
狀
況
と
閤
門
舍
人
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#

違

序
違
に
は
︑﹁
君
�
獨
裁
制
﹂
の
議
論
が
鯵
0
に
整
理
さ
れ
た
う
え
で
本

書
1
體
の
問
題
�
識
の
出
發
點
が

示
さ
れ
る
︒﹁
君
�
獨
裁
制
﹂
と
い
う

宋
代
に
始
ま
る
政
治
*
2
の
分
析
形
態
は
︑
內
�
湖
南
氏
が
�
宋
變
革
の
政

治
上
の
特
3
と
し
た
の
を
4
け
て
︑
宮
崎
市
定
氏
が
實
證
�
に
多
面
�
に
論

じ
定
說
と
な
っ
た
︒
そ
れ
に
對
す
る
論
點
の
補
强
な
い
し
修
正
す
る
硏
究
は
︑

宋
代
政
治
�
の
一
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
と
い
え
る
︒﹁
君
�
獨
裁
制
﹂
と
は
︑
皇

�
個
人
が
政
治
�
な
個
性
を
發
揮
す
る
政
治
形
態
で
は
な
く
︑
官
僚
士
大
夫

の
議
論
を
經
た
政
策
を
︑
�
#
�
に
皇
�
が
決
濟
を
す
る
と
い
う
政
治
形

態
・
皇
�
制
度
を
示
す
︒
皇
�
機
關
說
と
比
喩
�
に
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に

皇
�
に
は
政
治
�
な
�
體
性
は
な
い
︒
し
か
る
に
著
者
は
︑
皇
�
の
政
治
�

な
�
體
性
が
王
安
石
引
7
後
の
神
宗
皇
�
親
政
の
時
代
に
大
き
く
變
�
し
た

こ
と
を
指
摘
し
た
熊
本
崇
氏
の
硏
究
に
&
目
す
る
︒
神
宗
の
﹁
親
政
﹂
時
8

に
お
い
て
︑
三
省
な
ど
の
議
論
を
經
ず
に
皇
�
が
發
出
可
能
な
命
令
�
書
で

あ
る
﹁
內
影
手
詔
﹂
が
用
い
ら
れ
は
じ
め
︑
徽
宗
は
﹁
御
筆
手
詔
﹂
と
し
て

そ
れ
を
繼
承
し
た
︒
著
者
は
︑
御
筆
手
詔
に
つ
い
て
の
德
永
洋
介
氏
の
論
�

に
依
據
し
な
が
ら
︑﹁
君
�
獨
裁
制
﹂
の
怨
し
い
展
開
﹁
親
政
﹂
(專
制
君

�
)
出
現
を
考
え
る
︒
問
題
と
な
る
の
が
︑
宰
相
蔡
京
の
御
筆
手
詔
へ
の
關

わ
り
で
あ
る
︒﹁
蔡
京
は
︑
皇
�
か
ら
出
さ
れ
る
御
筆
が
自
ら
の
思
惑
と
乖

離
し
て
ゆ
か
ぬ
よ
う
︑
う
ま
く
制
御
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
︒﹂
(本
書
二
三
頁
)
と
愼
重
に
表
現
さ
れ
て
は
い
る
が
︑
徽

宗
・
蔡
京
の
閒
に
は
協
;
關
係
と
と
も
に
﹁
親
政
體
制
﹂
を
確
立
す
る
<
=

に
お
い
て
は
對
立
關
係
が
生
じ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
︒
本
書
は
こ
の
政
治
<

=
を
檢
討
す
る
作
業
と
い
え
る
︒

第
一
違
で
は
︑
徽
宗
卽
位
當
初
の
崇
寧
年
閒

(
一
一
〇
二
～
〇
六
)
の
政

治
�
が
再
檢
討
さ
れ
る
︒
円
中
靖
國
と
改
元

(
一
一
〇
一
)
し
中
@
路
線
を

指
向
し
た
の
は
徽
宗
本
人
で
あ
り
向
皇
太
后
の
垂
簾
聽
政
の
後
で
あ
る
こ
と

が
A
說
に
對
す
る
批
B
と
し
て
言
�
さ
れ
る
︒
中
@
路
線
を
擔
う
宰
相
と
し

て
登
用
さ
れ
た
の
が
曾
布
で
あ
っ
た
が
︑
﹁
徽
宗
の
心
變
わ
り
﹂
(本
書
四
九

頁
)
に
よ
り
︑
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
怨
法
政
治
を
志
向
す
る
蔡
京
が
登
用
さ

れ
る
︒
宰
相
を
�
ぶ
存
在
と
し
て
の
徽
宗
の
�
體
性
が
强
;
さ
れ
る
︒
8
待

に
應
え
て
蔡
京
に
よ
り
怨
法
政
治
が
推
C
さ
れ
る
が
︑
崇
寧
五
年

(一
一
〇

六
)
の
彗
星
出
現
に
直
面
し
た
徽
宗
は
﹁
元
祐
黨
籍
碑
﹂
破
壞
を
命
じ
怨
法

政
策
を
中
止
し
︑
蔡
京
は
宰
相
か
ら
罷
免
さ
れ
る
︒
(﹁
崇
寧
五
年
正
�
の
政

變
﹂
)︒
著
者
は
︑
從
來
の
論
者
が
﹁
星
變
に
動
搖
す
る
徽
宗
﹂
と
し
て
政
變

の
�
/
な
/
因
を
徽
宗
の
﹁
氣
ま
ぐ
れ
﹂
に
求
め
た
と
し
て
批
B
し
︑
對
外

關
係
に
お
け
る
皇
�
徽
宗
と
宰
相
蔡
京
の
路
線
對
立
が
政
變
の
�
因
で
あ
る

と
論
じ
る
︒﹁
澶
淵
體
制
﹂
を
守
ろ
う
と
す
る
徽
宗
に
對
し
︑
西
夏
と
の
紛

爭
を
優
勢
の
う
ち
に
處
理
し
つ
つ
あ
っ
た
蔡
京
は
︑
遼
と
の
閒
に
お
い
て
も

强
硬
策
に
轉
じ
る
動
き
を
見
せ
て
い
た
︒
蔡
京
が
失
脚
す
る
と
か
わ
っ
て
趙

挺
之
が
宰
相
と
な
り
︑
徽
宗
の
�
向
に
そ
っ
た
外
%
政
策
に
改
め
ら
れ
る
︒

た
だ
し
﹁
元
祐
黨
籍
碑
﹂
を
め
ぐ
る
兩
者
の
�
見
對
立
が
あ
り
︑
こ
の
政
局

に
影
H
し
た
こ
と
に
は
ふ
れ
な
い(2
)

︒
外
%
に
關
す
る
�
料
を
丹
念
に
I
跡
し

て
︑
當
時
の
狀
況
を
復
元
し
て
い
る
が
︑
政
變
に
つ
い
て
の
﹁
客
觀
�
﹂
な

說

は
そ
の
面
か
ら
の
接
	
も
必
/
な
の
で
は
な
い
か
︒
ま
た
︑
著
者
が
後

景
に
I
い
や
ろ
う
と
し
て
い
る
天
人
相
關
�
な
論
理
も
當
時
と
し
て
は
そ
れ

な
り
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は

後
営
し
た
い
︒

こ
の
ま
ま
徽
宗
は
﹁
紹
営
﹂
路
線
を
放
棄
し
た
わ
け
で
は
な
く
︑
大
觀
元
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年

(一
一
〇
七
)
正
�
に
は
蔡
京
を
宰
相
に
復
歸
さ
せ
る
︒
第
二
違
は
︑
同

年
五
�
に
發
生
し
た
﹁
張
懷
素
の
獄
﹂
を
分
析
の
對
象
と
し
︑
第
二
,
蔡
京

政
權
と
の
關
係
を
考
え
る
︒
こ
の
事
件
は
︑﹁
妖
人
﹂
と
﹃
宋
�
﹄
で
表
現

さ
れ
る
張
懷
素
な
る
在
野
の
人
物
に
よ
る
謀
反
事
件
で
あ
る
が
︑
從
犯
は
士

大
夫
を
筆
頭
に
し
て
廣
範
に
わ
た
っ
て
お
り
︑
蔡
京
と
對
立
し
て
い
た
弟
蔡

卞
な
ど
も
關
係
者
と
し
て
處
罰
さ
れ
て
い
る
︒
張
懷
素
を
吿
發
し
た
人
物
は
︑

蔡
京
I
い
落
と
し
の
一
つ
の
手
段
と
し
て
こ
の
獄
を
K
こ
し
た
と
い
う
が
︑

蔡
京
は
一
黨
に
訟
獄
を
委
ね
る
事
に
成
功
し
︑
張
懷
素
と
蔡
京
の
親
密
さ
を

裏
附
け
る
書
鯵
類
は
燒
却
さ
れ
︑
M
に
蔡
京
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
呂
惠
卿
や

弟
蔡
卞
が
處
罰
さ
れ
る
︒
本
違
で
は
蔡
京
の
政
治
力
が
き
わ
め
て
大
き
か
っ

た
こ
と
が
實
證
�
に

ら
か
に
さ
れ
興
味
深
い
︒
そ
の
一
方
で
徽
宗
の
訟
獄

に
對
す
る
は
っ
き
り
と
し
た
見
解
や
發
言
な
ど
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
︒

た
だ
し
著
者
は
︑
本
違
�
後
に
︑
こ
れ
ら
の
訟
獄
に
お
い
て
︑
徽
宗
と
蔡
京

の
�
見
の
相
O
が
決
定
�
に
な
っ
た
と
し
︑
徽
宗
と
蔡
京
の
對
立
と
い
う
本

書
本
來
の
論
旨
に
本
違
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る

第
三
違
は
︑
蔡
京
P
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
て
い
た
封
禪
儀
禮
が
政
和
六
年

(一
一
一
六
)
に
突
然
中
止
さ
れ
た
問
題
を
取
り
上
げ
る
︒
小
島
毅
氏
は
︑

徽
宗
�
は
經
書
に
基
づ
く
祭
祀
體
系
の
確
立
が
圖
ら
れ
た
朱
子
學
�
禮
制
へ

の
<
渡
8
で
あ
り
︑
天
�
か
ら
の
4
命
に
重
き
を
置
く
王
權
論
理
か
ら
天
理

を
秩
序
理
念
と
し
て
根
幹
に
据
え
る
政
治
思
想
に
移
行
す
る
搖
ら
ぎ
の
時
代

で
あ
っ
た
と
い
う
︒
著
者
は
こ
の
マ
ク
ロ
な
政
治
�
�
�
の
變
�
に
贊
�
を

し
め
し
つ
つ
︑
ミ
ク
ロ
な
徽
宗
�
政
治
�
の
問
題
と
し
て
封
禪
計
劃
を
考
察

す
る
︒
封
禪
計
劃
は
大
觀
政
和
年
閒

(一
一
〇
七
～
一
八
)
に
企
て
ら
れ
た

も
の
で
︑
京
東
路

(現
山
東
省
)
の
民
衆
�
に
よ
り
封
禪
實
施
を
も
と
め
る

R
願
が
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
︒
庶
民
に
よ
る
自
發
�
な
行
爲
で
は

な
く
︑
京
東
路
の
地
方
官
が
奬
勵
し
た
も
の
で
あ
り
そ
の
背
景
に
蔡
京
が
い

た
と
い
う
︒
著
者
は
︑
第
一
違
を
S
衍
し
て
封
禪
中
止
決
定
に
お
け
る
徽
宗

と
蔡
京
の
權
力
抗
爭
を
禮
制
上
の
�
見
對
立
か
ら
確
T
し
て
ゆ
く
︒
蔡
京
不

在
時
に
﹃
政
和
五
禮
怨
儀
﹄
を
U
纂
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
の
が
議
禮
局

で
あ
っ
た
︒
政
和
三
年

(一
一
一
三
)
復
職
し
た
蔡
京
は
議
禮
局
を
廢
止
し
︑

も
と
も
と
私
�
な
機
關
で
あ
っ
た
禮
制
局
に
お
い
て
封
禪
の
準
備
と
し
て
禮

器
製
2
を
行
う
︒
"
の
議
禮
局
は
︑
徽
宗
・
÷
居
中
が
そ
の
擔
い
手
で
あ
っ

た
︒
著
者
は
︑
こ
の
三
人
の
政
治
�
對
抗
關
係
に
よ
っ
て
封
禪
の
W
な
中
止

と
の
關
聯
を
�
張
す
る
︒
小
島
毅
氏
に
よ
る
と
︑
徽
宗
は
﹃
周
禮
﹄
に
基
づ

く
よ
う
な
三
代

(夏
殷
周
)
の
禮
制
の
復
活
を
理
想
と
考
え
て
い
た
と
い
う
︒

著
者
は
こ
れ
に
對
し

(
徽
宗
か
ら
見
る
と
)
蔡
京
が
重
視
し
た
の
は
︑
漢
�

の
雲
書
�
な
禮
制
で
あ
っ
た
點
を
强
;
す
る
︒
た
と
え
ば
徽
宗
が
經
書
に
も

と
づ
く
九
鼎
を
重
視
し
た
の
に
對
し
︑
秦
漢
以
來
傳
來
さ
れ
た
と
蔡
京
が
鑑

定
し
た
傳
國
寶
は
實
際
に
用
い
な
い
と
い
う
態
度
に
對
比
が
見
ら
れ
る
と
す

る(3
)
︒蔡

絛
﹃
鐵
圍
山
叢
談
﹄
に
は
︑
政
和
三
︑
四
年
ご
ろ
︑
徽
宗
が
﹁
權
綱
を

攬
り
︑
諸
を
大
臣
に
付
す
る
を
欲
せ
ず
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
︑
﹁
御
筆
﹂
に
よ

る
政
治
も
本
格
�
し
て
く
る
︒
著
者
は
︑
こ
の
徽
宗
の
﹁
親
政
﹂
�
志
に
對

抗
し
て
蔡
京
が
�
\
し
政
治
�
な
實
行
力
を
徽
宗
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
の

封
禪
計
劃
で
あ
り
︑
し
た
が
っ
て
政
和
六
年
︑
反
蔡
京
の
立
場
を
と
っ
て
い

た
劉
正
夫
の
�
見
を
徽
宗
が
]
用
し
封
禪
を
中
止
し
た
事
は
︑
徽
宗
の
﹁
蔡

京
體
制
﹂
か
ら
の
訣
別
と
徽
宗
﹁
親
政
﹂
確
立
を
�
味
し
て
い
る
と
い
う
︒

こ
の
よ
う
な
﹁
事
件
﹂
の
一
方
で
︑
政
和
年
閒
に
は
@
敎
を
利
用
し
た
徽
宗

權
力
の
强
�
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
動
き
も
皇
�
﹁
親
政
﹂
體
制

確
立
の
た
め
で
あ
り
︑﹁
君
�
獨
裁
制
﹂
か
ら
皇
�
﹁
親
政
﹂
に
向
か
う
轉
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奄
點
で
あ
っ
た
と
い
う
︒
徽
宗
時
代
に
お
け
る
﹁
君
�
獨
裁
制
﹂
の
變
質
の

解
析
と
い
う
本
書
の
論
営
目
�
に
お
い
て
重
/
な
一
違
と
い
え
よ
う
︒
た
だ

し
︑
第
二
違
と
第
三
違
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
政
治
�
な
事
件
は
本
書
の
な
か

で
も
言
�
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
�
料
に
よ
っ
て
內
容
や
關
係
者
の
�
圖
な

ど
が
十
分
に
わ
か
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
政
治
�
な
對
立
關
係
や
裏
切
り
と

い
っ
た
政
治
�
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
活
潑
な
搖
ら
ぎ
の
み
が
詳
営
さ
れ
る
︒

第
四
違
は
︑﹃
書
論
﹄
に
揭
載
さ
れ
た
﹁
徽
宗
﹁
蔡
行
敕
﹂
考
﹂
と
﹁
宋

代
の
殿
中
省
﹂
の
二
論
�
を
︑
"
後
の
二
)
に
改
U
し
一
違
と
し
た
も
の
で

あ
る
︒
殿
中
省
は
徽
宗
時
代
だ
け
設
置
さ
れ
て
い
た
官
廳
で
あ
り
︑
そ
れ
だ

け
に
徽
宗
時
代
の
政
治
�
�
の
特
色
と
關
聯
す
る
︒
蔡
行
は
︑
蔡
京
の
孫

(蔡
攸
の
長
子
)
で
殿
中
省
を
管
`
す
る
職

(領
殿
中
省
事
・
殿
中
監
)
の

任
に
長
く
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
︒

｢蔡
行
敕
﹂
は
遼
寧
省
�
物
館
a
藏
の
徽
宗
眞
跡
と
さ
れ
る
書
跡
で
あ
る
︒

內
容
は
殿
中
監
辭
任
を
申
し
出
た
蔡
行
を
慰
留
す
る
も
の
で
あ
る
︒
中
村
裕

一
氏
は
︑
こ
れ
は
︑
宋
代
の
詔
書
の
形
式
に
符
合
す
る
こ
と
か
ら
し
て
︑
詔

書
の
K
草
<
=
を
經
て
�
#
�
に
中
書
省
の
令
�
・
書
令
�
ら
に
よ
っ
て
b

寫
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
徽
宗
の
宸
筆
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
す
る
︒
そ
れ

に
對
し
著
者
は
御
筆
手
詔
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
を
I
究
す
る
︒
作
品
傳
來

の
<
=
を
題
跋
・
a
藏
印
に
よ
っ
て
I
跡
し
︑
そ
れ
か
ら
押
印
さ
れ
て
い
る

印
璽
の
�
味
を
探
る
︒
蔡
行
敕
に
は
︑﹁
御
書
之
寶
﹂
と
い
う
印
璽
が
捺
さ

れ
て
い
る
︒
こ
の
印
璽
が
本
物
で
あ
る
と
い
う
"
提
の
上
で
︑
宋

に
わ
た

る
多
數
の
關
聯
�
料
を
�
搜
し
精
密
な
考
察
が
展
開
す
る
︒
そ
の
結
果
︑
印

璽
は
皇
�
の
宸
筆
あ
る
い
は
︑
皇
�
の
宸
筆
が
部
分
�
に
含
ま
れ
て
い
る
書

に
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
と
し
︑
蔡
行
敕
が
徽
宗
の
手

(あ
る
い
は
徽
宗
に

よ
っ
て
指
\
を
う
け
た
女
官
)
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
實
證
�
に
解
き

あ
か
す
︒
�
後
に
�
書
形
式
に
對
す
る
中
村
裕
一
氏
の
疑
問
を
7
け
こ
れ
が

徽
宗
の
御
筆
手
詔
で
あ
る
と
斷
ず
る
︒

殿
中
省
は
崇
寧
二
年

(一
一
〇
三
)
に
神
宗
の
d
志
に
よ
る
も
の
と
稱
し

て
蔡
京
が
設
立
を
推
C
し
た
怨
設
の
官
廳
で
あ
り
︑
六
尙
局
を
管
`
し
皇
�

の
日
常
生
活
に
奉
仕
す
る
︒
殿
中
監
に
は
�
官
が
任
じ
ら
れ
︑
宦
官
勢
力
を

押
さ
え
る
こ
と
に
も
な
っ
た
が
︑
蔡
京
の
親
族
が
就
任
す
る
ば
あ
い
が
多
く
︑

特
に
蔡
行
の
任
8
が
非
常
に
長
か
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
蔡
京
が
深
く
禁
中
に

介
入
す
る
た
め
に
殿
中
省
を
作
っ
た
と
い
う
結
論
が
\
か
れ
︑
蔡
京
體
制
が

徽
宗
の
日
常
生
活
に
密
着
し
た
も
の
と
し
て
描
寫
さ
れ
て
い
る
︒

"
違
ま
で
は
︑
蔡
京
と
徽
宗
の
f
妙
な
對
立
關
係
︑
徽
宗
の
蔡
京
權
力
か

ら
の
脫
皮
が
丁
寧
に
語
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
︑
本
違
は
蔡
京
と
徽
宗
の

深
い
關
わ
り
を
し
め
す
殿
中
省
に
つ
い
て
の
論
證
が
多
樣
な
�
料
を
A
じ
て

行
わ
れ
る
︒
皇
�
權
力
と
殿
中
省
・
殿
中
監
と
の
關
係
が
�
後
ま
で
示
さ
れ

ず
︑
こ
れ
ま
で
著
者
の
A
說
批
B
に
引
き
h
ま
れ
て
い
た
讀
者
は
戶
惑
い
を

感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
︒

第
五
違
は
宣
和
七
年

(一
一
二
五
)
︑
金
軍
の
南
下
が
報
ぜ
ら
れ
る
な
か

で
徽
宗
が
な
か
ば
强
引
に
皇
太
子

(
欽
宗
)
に
內
禪
を
4
け
入
れ
さ
せ
る
場

面
か
ら
始
ま
る
︒
そ
の
舞
臺
と
な
っ
た
政
治
空
閒
が
宣
和
殿
で
あ
る
︒
開
封

大
內
�
奧
の
皇
�
の
私
�
と
も
い
え
る
空
閒
で
あ
っ
た
︒
そ
の
よ
う
な
場
a

で
︑
禪
讓
と
い
う
公
�
な
政
治
<
=
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
徽
宗
政
治
の
特
色

を
著
者
は
見
る
︒
本
違
は
︑
特
に
宣
和
殿
の
館
職
に
長
く
任
ぜ
ら
れ
て
い
た

蔡
攸
に
&
目
し
て
檢
討
さ
れ
る
︒

第
一
)
﹁
宣
和
殿
と
保
和
殿
﹂
で
は
︑
宣
和
殿
や
保
和
殿
︑
j
福
宮
な
ど

の
關
係
や
そ
の
円
設
樣
式
な
ど
が

ら
か
に
さ
れ
る
︒
複
雜
な
�
料
操
作
を

經
て
︑
廣
い
�
味
で
の
宣
和
殿
の
中
に
︑
宣
和
殿
と
保
和
怨
殿
が
存
在
す
る
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と
い
う
解
釋
が
\
か
れ
︑
保
和
殿

(
j
福
宮
の
跡
地
に
円
設
)
と
は
別
の
區

劃
と
し
て
圖
示
さ
れ
て
理
解
が
容
易
で
あ
る
︒

禪
讓
の
舞
臺
と
な
っ
た
宣
和
殿
は
︑
書
畫
骨
董
の
陳
列
館
と
し
て
の
役
割

を
も
っ
て
い
た
︒
先
に
紹
介
し
た
臺
灣
故
宮
展

(二
〇
一
四
年
)
の
展
示
室

も
宣
和
殿
を
イ
メ
ー
ジ
し
た

(東
京
國
立
�
物
館
の
ブ
ロ
グ
參
照
)
と
さ
れ

て
お
り(4
)

︑
書
畫
︑
靑
磁
︑
印
璽
な
ど
が
瀟
洒
な
雰
圍
氣
の
中
で
�
置
さ
れ
て

い
る
︒
こ
の
よ
う
に
宣
和
殿
は
︑
徽
宗
が
自
由
に
自
ら
の
嗜
好
を
羽
ば
た
か

せ
る
空
閒
で
あ
っ
た
︒
一
方
で
,
第
に
政
治
�
な
舞
臺
と
し
て
の
機
能
も
帶

び
て
い
っ
た
︒
御
筆
手
詔
の
發
信
據
點
と
も
な
り
內
夫
人
や
宦
官
に
よ
る
代

筆
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
︑
蔡
京
に
も
制
御
で
き
な
く
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
︒

宦
官
の
梁
師
成
が
�
才
に
よ
り
寵
愛
を
得
て
﹁
隱
相
﹂
と
稱
せ
ら
れ
る
に
至

る
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
︒

政
和
五
年

(一
一
一
五
)
に
宣
和
殿
學
士
が
設
置
さ
れ
る
︒
�
初
の
學
士

と
な
っ
た
の
が
蔡
京
の
長
子
蔡
攸
で
あ
っ
た
︒
こ
の
學
士
は
蔡
京
一
族
や
そ

の
一
黨
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
︑
他
の
館
職
と
は
大
き
く
衣
な
る
性
格

を
o
す
る
︒
特
に
︑
他
の
館
職
は
名
譽
職
で
あ
り
殿
名
は
そ
の
優
p
の
象
3

に
<
ぎ
な
か
っ
た
が
︑
宣
和
殿
學
士
は
實
際
に
宣
和
殿
に
出
入
す
る
︒
し
た

が
っ
て
蔡
京
一
族
︑
蔡
攸
や
蔡
絛
は
徽
宗
の
傍
ら
に
あ
っ
て
徽
宗
の
動
向
を

伺
え
る
立
場
に
あ
っ
た
︒
特
に
蔡
攸
が
宣
和
殿
學
士
・
大
學
士
に
就
任
し
て

い
る
8
閒
は
長
く
徽
宗
と
の
特
別
な
結
び
つ
き
が
指
摘
さ
れ
る
︒
こ
の
よ
う

に
蔡
京
は
自
ら
の
骨
肉
を
徽
宗
の
側
	
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
十
五
年
閒
に

わ
た
り
政
權
を
維
持
し
た
と
い
う
論
�

(本
書
三
一
六
頁
)
は
&
目
さ
れ
る

一
方
で
︑
蔡
京
と
徽
宗
と
の
關
係
を
對
立
關
係
と
し
て
捉
え
た
"
q
の
記
営

と
ど
の
よ
う
な
關
係
に
な
る
の
か
本
違
に
お
い
て
は
說

が
不
足
し
て
い
る

よ
う
に
感
じ
た
︒

蔡
攸
は
徽
宗
が
卽
位
す
る
ま
え
に
徽
宗
の
知
p
を
得
て
お
り
︑
蔡
京
の
そ

れ
よ
り
早
か
っ
た
こ
と
が

ら
か
に
さ
れ
る
︒
ほ
ぼ
徽
宗
と
同
年
代
で
あ
っ

た
蔡
攸
は
機
轉
の
早
さ
か
ら
徽
宗
の
寵
愛
を
う
け
た
︒
宣
和
七
年

(一
一
二

五
)
の
讓
位
劇
に
お
い
て
も
︑
蔡
攸
は
そ
の
脚
本
作
り
に
關
わ
っ
て
い
た
︒

徽
宗
の
﹁
傳
位
東
宮
﹂
と
い
う
メ
モ
を
首
相
が
4
け
取
り
を
拒
ん
だ
際
︑
4

け
取
っ
て
�
林
學
士
(
吳
敏
・
李
綱
)
に
渡
す
役
割
を
演
じ
た
の
も
樞
密
副

s
と
し
て
執
政
の
列
に
聯
な
っ
て
い
た
蔡
攸
で
あ
っ
た
︒
三
人
は
事
"
に
徽

宗
と
こ
の
讓
位
劇
を
仕
組
ん
で
い
た
と
い
う
︒

北
宋
開
封
大
內
の
北
q
部
は
︑
皇
�
の
私
�
な
空
閒
と
一
般
�
に
は
考
え

ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
東
部
に
あ
た
る
部
分
は
殿
中
省
と
し
て
︑
蔡
攸
の
長
子

蔡
行
が
長
官
を
務
め
る
空
閒
で
あ
っ
て
徽
宗
の
生
活
物
t
を
;
整
す
る
役
割

を
擔
う
︒
西
部
は
︑
宣
和
殿
を
中
心
と
す
る
徽
宗
の
私
�
な
空
閒
で
あ
る
︒

本
違
で
営
べ
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
︑
徽
宗
時
代
の
�
�
藝
�
の
中
心
�
な
役

割
を
擔
っ
た
a
で
あ
り
︑
美
�
�
に
お
い
て
も
&
目
さ
れ
る
空
閒
で
あ
る
︒

そ
し
て
蔡
京
の
長
子
蔡
攸
が
宣
和
殿
學
士
と
し
て
長
8
に
わ
た
り
密
接
に
關

わ
り
を
も
っ
た
政
治
空
閒
で
あ
っ
た
︒
政
治
�
の
書
で
あ
る
本
書
の
眼
目
は

こ
ち
ら
の
側
面
に
&
目
し
て
い
る
︒

政
治
*
2
を
空
閒
と
い
う
視
座
か
ら
解

す
る
方
法
論
が
u
田
茂
樹
氏
に

よ
っ
て
提
K
さ
れ
て
久
し
い
︒
第
四
︑
第
五
違
は
そ
の
成
果
と
し
て
貴
重
な

業
績
と
い
え
る
︒
徽
宗
と
蔡
家
一
族
は
︑
宣
和
殿
・
殿
中
省
以
外
の
空
閒
に

お
い
て
も
樣
々
な
形
で
深
く
結
合
し
て
い
た
こ
と
を
拙
稿
で
論
じ
た
こ
と
が

あ
る(5
)

︒
た
と
え
ば
︑
蔡
京
は
徽
宗
か
ら
舊
城
大
梁
門
外
の
一
角
に
廣
い
用
地

を
賜
第
さ
れ
る
と
い
う
榮
譽
を
被
り
蔡
攸
・
蔡
絛
な
ど
一
族
の
邸
宅
が
周
圍

に
林
立
し
た
︒﹁
蔡
太
師
宅(6
)

﹂
と
大
內
と
は
︑
w
河

(景
龍
江
)
や
複
@
に

よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
お
り
︑
徽
宗
は
た
び
た
び
行
幸
を
隱
密
裏
に
行
っ
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て
い
る
︒
本
違
に
よ
り
蔡
攸
・
蔡
行
が
徽
宗
の
私
�
空
閒
に
お
い
て
存
在
感

を
增
し
た
こ
と
で
蔡
京
政
權
が
持
續
し
た
こ
と
が

ら
か
に
な
っ
た
の
は
一

つ
の
成
果
で
あ
る
が
︑
一
方
で
徽
宗
自
身
も
蔡
家
の
私
�
空
閒
に
入
り
h
ん

で
い
た
こ
と
と
對
比
し
て
論
じ
る
こ
と
で
さ
ら
に
政
治
空
閒
論
を
A
じ
て
の

徽
宗
時
代
解

が
深
ま
る
と
感
じ
た
︒
首
都
開
封
の
都
城
空
閒
の
*
2
再
U

が
徽
宗
と
蔡
家
の
結
合
と
い
う
面
か
ら
解
釋
可
能
な
の
で
あ
る
︒

第
六
違
・
第
七
違
は
徽
宗
時
代
か
ら
離
れ
て
南
宋
の
政
治
制
度
が
檢
討
の

對
象
と
な
る
︒
第
六
違
で
は
︑
北
宋
・
南
宋
を
A
じ
て
行
わ
れ
た
轉
對
・
輪

對
と
い
う
政
治
の
﹁
場
﹂
が
檢
討
の
對
象
で
あ
る
︒
著
者
は
︑
輪
對
が
南
宋

時
代
に
と
く
に
勵
行
さ
れ
た
こ
と
に
&
目
し
︑
そ
れ
を
A
し
て
南
宋
政
治
�

の
特
3
を

ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
︒
輪
對
と
は
︑﹁
日
輪
一
人
轉
對
﹂
や

﹁
輪
當
面
對
﹂
な
ど
の
特
殊
な
轉
對
を
�
味
し
︑
南
宋
で
は
參
加
者
の
範
圍

が
廣
く
な
り
ほ
ぼ
每
日
行
わ
れ
三
年
で
一
z
し
た
︒
南
宋
孝
宗
は
こ
れ
を
中

央
官
僚
に
對
す
る
人
物
鑑
定
の
場
と
し
て
活
用
す
る
︒
不
p
な
官
僚
に
と
っ

て
は
自
己
を
皇
�
あ
る
い
は
官
僚
世
界
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
機
會
と
な
っ
た
︒

頻
繁
に
皇
�
と
官
僚
が
面
談
す
る
こ
と
が
可
能
な
輪
對
が
︑
南
宋
に
な
っ

て
確
立
し
て
き
た
/
因
と
し
て
︑
著
者
は
北
宋
末
に
お
け
る
皇
�
權
威
の
失

{
を
南
宋
で
挽
囘
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
と
す
る
︒
特
に
南
宋
に

な
っ
て
轉
對
か
ら

確
に
分
離
し
た
と
い
う
點
か
ら
輪
對
を
考
察
し
︑
そ
の

政
治
�
な
役
割
を
制
度
�
な
分
析
と
と
も
に
︑
實
際
の
實
施
狀
況
な
ど
を
|

一
考
察
の
俎
上
に
載
せ
る
な
ど
理
解
し
や
す
い
︒

第
七
違
で
は
︑
南
宋
二
代
目
孝
宗
の
治
世
の
特
3
を
側
	
體
制
の
*
築
と

し
て
捉
え
︑
そ
の
形
成
を
政
治
狀
況
の
な
か
か
ら
考
え
て
ゆ
く
︒
孝
宗
乾
@

六
年

(一
一
七
〇
)
に
設
置
さ
れ
た
﹁
閤
門
舍
人
﹂
と
い
う
武
臣

(
�
階
を

持
た
な
い
官
僚
カ
テ
ゴ
リ
ー
)
の
官
職
を
こ
の
時
8
の
政
治
體
制
を
象
3
す

る
も
の
と
し
て
&
目
す
る
︒
孝
宗
�
に
は
︑
武
官
優
p
政
策
が
取
ら
れ
る
一

方
︑
宗
室
や
恩
蔭
な
ど
科
擧
出
身
者
以
外
の
官
僚
の
積
極
�
な
登
用
が
見
ら

れ
る
︒
孝
宗
自
身
が
︑
科
擧
の
成
績
が
そ
の
後
の
昇
C
に
影
H
を
與
え
る
こ

と
に
對
し
て
不
滿
を
表

し
て
い
る
︒
皇
�
自
身
の
人
物
鑑
定
に
よ
っ
て
才

能
を
發
見
し
て
登
用
し
よ
う
と
い
う
孝
宗
の
}
勢
は
︑
そ
れ
ま
で
の
宋
�
の

﹁
君
�
獨
裁
體
制
﹂
と
は
別
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
︒
士
大
夫
の
淸
談
の

風
が
液
行
し
て
お
り
財
務
關
係
の
實
務
を
忌
~
す
る
傾
向
に
︑
孝
宗
が
苦
し

ん
で
い
た
こ
と
に
言
�
し
︑
﹁
科
擧
士
大
夫
﹂
以
外
か
ら
積
極
�
に
人
材
活

用
を
行
い
﹁
親
政
﹂
體
制
の
*
築
を
目
指
し
て
い
た
と
推
測
す
る
︒
そ
れ
は

宰
相
權
限
の
制
限
と
御
筆
政
治
の
展
開
に
よ
り
實
現
し
て
い
っ
た
︒
兩
宋
を

A
じ
て
宰
相
が
不
在
だ
っ
た
8
閒
が
六
年
q
で
あ
り
︑
そ
の
う
ち
︑
四
年
q

が
孝
宗
�
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
數
字
に
は
說
得
力
が
あ
る
︒
宰
相
・
執
政

ら
を
差
し
置
い
て
︑
御
筆
・
輪
對
を
積
極
�
に
活
用
し
た
孝
宗
は
政
治
の
實

權
を
掌
握
し
﹁
皇
�
親
政
體
制
﹂
が
*
築
さ
れ
て
い
た
と
い
う
︒
こ
こ
で
"

違
に
輪
對
が
一
違
を
割
い
て
論
じ
ら
れ
た
問
題
�
識
が
理
解
さ
れ
て
く
る
︒

も
と
も
と
閤
職
は
武
臣
の
名
譽
稱
號
で
あ
り
︑
�
臣
の
館
職
に
	
い
性
質

で
あ
っ
た
が
濫
發
に
よ
る
地
位
低
下
が
發
生
し
て
い
た
︒
そ
の
よ
う
な
"
�

を
4
け
て
設
置
さ
れ
た
閤
門
舍
人
は
定
員
十
人
で
︑
武
擧
合
格
者
で
あ
る
こ

と
︑
召
試
の
合
格
者
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
が
︑
輪
對
へ
の
參
加
や
二

年
後
の
知
州
任
用
の
特
權
が
あ
た
え
ら
れ
︑
孝
宗
の
親
政
體
制
に
お
い
て
は

そ
れ
を
擔
う
御
筆
を
傳
�
す
る
役
割
を
擔
當
し
て
い
た
︒
閤
門
舍
人
の
特
色

を
著
者
は
﹁
側
	
性
﹂
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
︒
士
大
夫
政
治
や
宰

相
專
權
と
一
線
を
劃
す
孝
宗
の
專
權
體
制
に
必
/
だ
っ
た
の
が
側
	
集
團

だ
っ
た
︒
側
	
の
登
用
に
公
u
性
を
擔
保
す
る
た
め
に
︑
﹁
武
臣
の
淸
/
﹂

と
T
識
さ
れ
る
よ
う
な
敎
養
を
身
に
つ
け
た
閤
門
舍
人
が
設
置
さ
れ
た
事
�
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が
本
違
で

ら
か
に
さ
れ
る
︒
孝
宗
が
き
わ
め
て
優
れ
た
君
�
で
あ
っ
た
こ

と
が
印
象
附
け
ら
れ
る
一
方
で
︑
そ
の
後
の
南
宋
の
政
治
が
皇
�
の
t
質
の

如
何
に
左
右
さ
れ
︑﹁
親
政
﹂
に
よ
っ
て
高
ま
っ
た
皇
�
權
を
利
用
し
た
側

	
出
身
の
專
權
宰
相
が
,
々
と
現
れ
る
と
い
う
政
治
*
2
�
の
見
A
し
が
得

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

三

以
上
︑
本
書
の
內
容
を
紹
介
し
て
き
た
︒
重
厚
な
書
籍
を
A
讀
し
た
上
で

得
ら
れ
た
怨
知
見
は
多
い
と
い
え
よ
う
︒
た
だ
し
旣
出
の
論
�
を
ま
と
め
て

一
書
と
し
た
本
書
の
よ
う
な
專
門
書
に
良
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
︑
違
と
違

と
の
關
聯
が
必
ず
し
も
し
っ
く
り
と
し
て
い
な
い
讀
後
感
が
あ
っ
た
︒
た
と

え
ば
南
宋
孝
宗
�
の
政
治
制
度
を
テ
ー
マ
と
し
た
第
六
違
と
第
七
違
は
︑
著

者
の
�
張
す
る
徽
宗
政
治
の
特
3
：
側
	
政
治
と
い
う
觀
點
か
ら
徽
宗
時
代

と
結
び
つ
け
て
本
書
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
副
題
に
從
い

徽
宗
時
代
の
政
治
�
の
體
系
�
な
敍
営
を
8
待
し
て
本
書
を
手
に
取
っ
た
讀

者
に
は
O
和
感
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
	
刊
で
は
あ
る
が
楊
小
敏
氏
の

﹃
蔡
京
︑
蔡
卞
與
北
宋
晚
8
政
局
硏
究
﹄
(中
國
社
會
科
學
出
版
社
︑
二
〇
一

二
年
)
が
あ
り
︑
比
�
�
體
系
�
に
徽
宗
時
代
の
政
治
�
・
政
治
w
營
に
つ

い
て
論
じ
て
い
る
︒
徽
宗
の
權
力
强
�
と
い
う
本
書
が
�
っ
た
問
題
に
つ
い

て
の
見
解
も
営
べ
ら
れ
て
い
る

(總
論
部
)︒
本
書
に
お
い
て
は
該
書
へ
の

言
�
が
な
い
︒
今
後
の
徽
宗
時
代
�
硏
究
に
お
い
て
は
�
せ
參
照
さ
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
︒
さ
て
︑
書
'
を
閲
め
く
く
る
た
め
に
本
書
の
描
き
出
そ
う
し

た
徽
宗
の
﹁
君
�
獨
裁
制
﹂
や
政
治
�
に
つ
い
て
も
若
干
コ
メ
ン
ト
し
て
お

き
た
い
︒

｢君
�
獨
裁
制
﹂
論
は
﹁
皇
�
機
關
說
﹂
と
も
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
︑
士

大
夫
と
共
治
の
政
治
制
度
で
あ
り
皇
�
の
恣
�
�
な
政
治
�
�
志
は
抑
制
さ

れ
る
	
世
�
な
君
�
制
度
と
し
て
本
書
で
は
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
し
た
が
っ

て
︑
こ
の
議
論
の
も
と
で
は
︑
專
權
を
ふ
る
っ
た

の
洪
武
�
や
永
樂
�
な

ど
の
君
�
は
一
<
性
の
例
外
�
な
も
の
と
さ
れ
る

(本
書
一
〇
頁
)︒
そ
れ

に
對
し
本
書
は
皇
�
親
政
を
再
'
價
す
る
試
み
で
あ
り
︑
元
豐
時
代
の
神
宗

が
能
動
�
な
﹁
親
政
﹂
を
行
っ
た
君
�
で
あ
り
︑
徽
宗
は
父
神
宗
が
行
っ
て

い
た
﹁
親
政
﹂
を
繼
承
發
展

(﹁
紹
営
﹂
)
し
た
と
す
る
︒
﹁
君
�
獨
裁
制
﹂

論
の
制
度
�
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
徽
宗
の
﹁
親
政
﹂
(專
制
君
�
政
)

を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
︒
つ
ま
り
︑
﹁
君
�
獨
裁
制
﹂
と
い
う
﹁
宋
代
	

世
論
﹂
の
�
と
も
い
う
べ
き
論
理
の
中
で
︑
そ
の
原
理
と
矛
盾
す
る
﹁
�
體

�
な
君
�
﹂
を
﹁
古
代
�
な
專
制
君
�
﹂
と
し
て
例
外
�
に
�
う
の
で
な
く
︑

	
世
君
�
の
一
類
形
と
し
て
肯
定
�
に
'
價
し
よ
う
と
す
る
︒
す
な
わ
ち
本

書
は
︑﹁
宋
代
	
世
論
﹂
を
修
正
强
�
す
る
こ
と
を
目
�
と
し
て
い
る
︒

王
瑞
來
氏
は
︑
宋
�
円
國
か
ら
皇
�
權
力
は
象
3
�
し
て
減
少
し
︑
權
威

は
M
に
上
昇
す
る
と
い
う
見
A
し
を
営
べ
︑
﹁
君
�
獨
裁
制
﹂
論
に
對
し
て

眞
っ
向
か
ら
反
對
し
て
い
る(7
)
︒
本
書
は
む
ろ
ん
王
氏
の
說
を
と
ら
ず
︑
神
宗

や
徽
宗
に
よ
っ
て
親
政
が
指
向
さ
れ
︑
そ
れ
が
官
制
改
革
や
御
筆
手
詔
の
發

展
に
よ
り
︑
皇
�
の
持
つ
權
力
が
北
宋
末
8
に
な
る
に
從
っ
て
上
昇
す
る
と

す
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
本
書
が
揭
げ
る
政
治
�
は
皇
�
權
力
の
硏
究
で
あ

る

(本
書
﹁
あ
と
が
き
﹂
)
︒
王
氏
の
よ
う
に
皇
�
權
威
の
*
築
と
權
力
�
爭

を
あ
わ
せ
て
論
じ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
︒
こ
こ
が
'
者
が

疑
念
を
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
本
書
に
と
ど
ま
ら
ず
︑﹁
宋
代
	
世

論
｣=
｢君
�
獨
裁
制
﹂
論
に
權
力
*
2
の
分
析
は
あ
る
が
︑
權
威
の
*
築
に

關
す
る
問
題
�
識
が
あ
ま
り
な
い
︒
權
威
の
問
題
に
か
か
わ
る
と
︑
祥
瑞
や

天
書
・
天
神
な
ど
の
神
祕
性
の
高
い
非
	
世
�
な
/
素
が
ど
う
し
て
も
檢
討
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の
視
野
に
入
っ
て
く
る
︒﹁
宋
代
	
世
論
﹂
が
參
照
枠
に
い
れ
る
の
は
せ
い

ぜ
い
儒
敎
の
禮
制
ま
で
で
あ
る
︒
本
書
第
一
違
で
は
︑
外
%
政
策
の
穩
當
な

B
斷
を
行
っ
た
徽
宗
が
外
%
對
立
を
演
出
す
る
蔡
京
を
押
さ
え
た
こ
と
が
政

變
の
理
由
と
さ
れ
︑
彗
星
の
出
現
と
い
う
﹁
星
變
﹂
に
大
慌
て
に
な
っ
た
と

い
う
從
來
の
見
解
を
表
面
�
で
あ
る
と
し
て
批
B
す
る
︒
第
三
違
で
は
︑
封

禪
を
中
止
さ
せ
﹁
老
宰
相
﹂
を
引
7
に
向
か
わ
せ
る
賢
君
と
し
て
徽
宗
が
登

場
す
る
︒
そ
こ
に
は
﹁
古
代
�
な
呪
�
政
治
﹂
を
超
克
し
た
	
世
�
な
君
�

宴
が
投
影
さ
れ
る
︒

三
代
目
の
眞
宗
は
︑
天
書
の
權
威
を
利
用
し
て
澶
淵
の
�
に
よ
り
傷
つ
い

た
皇
�
權
威
の
囘
復
を
圖
ろ
う
と
す
る
︒
寇
準
を
は
じ
め
宰
相
た
ち
は
︑
眞

宗
の
�
向
を
汲
ん
で
天
書
や
祥
瑞
に
心
な
ら
ず
の
め
り
h
ん
で
い
っ
た
︒
そ

し
て
�
上
�
後
の
封
禪
は
實
行
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
神
�
王
と
し
て
の
王
權
で

あ
り
︑
そ
れ
を
�
む
皇
�
の
�
志
が
政
治
に
色
濃
く
反
映
し
た
い
わ
ば
﹁
親

政
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
事
態
を
押
さ
え
王
�
の
歷
�
�
な
記
憶
の
中
か

ら
�
ま
し
い
と
さ
れ
る
宋
代
の
皇
�
宴
が
﹁
祖
宗
の
制
﹂
と
し
て
少
年
皇
�

仁
宗
を
敎
育
す
る
士
人
�
に
よ
っ
て
集
團
�
に
合
理
�
に
形
成
さ
れ
た(8
)

︒
古

代
�
な
天
書
や
祥
瑞
な
ど
は
宋
學
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
漢
�
儒
學
の
產
物

と
し
て
否
定
す
る
こ
と
が
當
時
の
士
大
夫
の
言
說
に
は
頻
繁
に
現
れ
る(9
)
︒
そ

の
よ
う
な
�
移
は
宋
代
	
世
論
に
は
格
好
で
あ
る
︒
祥
瑞
の
出
現
報
吿
も
減

少
す
る

(
神
宗
時
代
︑﹁
芝
草
﹂
發
生
の
報
吿
は
三
七
件
の
み(10
)

)︒﹁
神
�
王

か
ら
哲
人
王(11
)
﹂
と
い
う
王
權
論
上
の
推
移
で
あ
り
︑
�
人
と
し
て
の
@
德
性

を
そ
な
え
士
大
夫
官
僚
と
も
共
A
の
儒
學
�
價
値
觀
を
a
o
し
て
共
治
す
る

と
い
う
	
世
�
皇
�
宴
の
形
成
と
な
る
︒

本
書
に
お
い
て
も
︑
政
和
年
閒
の
徽
宗
は
︑
實
權
を
掌
握
し
な
が
ら
怨
儒

學
に
よ
る
怨
禮
制
の
U
纂
を
目
指
し
た
﹁
哲
人
王
﹂
と
印
象
づ
け
ら
れ
︑

﹁
漢
�
以
來
の
祥
瑞
や
雲
書
�
/
素
を
重
視
す
る
﹂
古
い
儒
敎
儀
禮
に
固
執

す
る
老
宰
相
蔡
京
と
い
う
對
比
が
�
張
さ
れ
る

(
本
書
一
五
九
頁
・
一
六
八

頁
・
四
七
二
頁
な
ど
)
︒
し
か
し
︑
徽
宗
時
代
に
は
祥
瑞
の
報
吿
が
た
く
さ

ん
あ
っ
た
こ
と
が
�
書
か
ら
は

ら
か
で
あ
る(12
)

︒
徽
宗
は
卽
位
當
初
か
ら
祥

瑞
を
見
る
た
め
の
行
幸
を
行
い
︑
諫
官
か
ら
﹁
皇
�
が
芝
草
を
好
む
こ
と
が

わ
か
る
と
︑
天
下
の
人
々
が
芝
草
を
獻
上
す
る
こ
と
に
狂
奔
す
る
よ
う
に
な

る
﹂
と
い
う
批
B
を
4
け
て
い
る(13
)

︒
こ
れ
は
蔡
京
が
宰
相
に
な
る
以
"
の
事

件
で
あ
り
︑
徽
宗
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
傾
向
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
板
倉
�

哲
氏
が
多
く
の
例
を
あ
げ
て
�
確
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
徽
宗
は
爲
政

者
と
し
て
儀
禮
改
革
を
C
め
る
と
と
も
に
︑
瑞
祥
を
熱
心
に
求
め
續
け
た(14
)

︒

祥
瑞
の
圖
を
あ
つ
め
て
﹃
宣
和
睿
覽
册
﹄
に
ま
と
め
︑
し
か
も
︑
そ
の
う
ち

の
一
枚
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
の
が
本
書
の
表
紙
を
�
る
﹃
瑞
鶴
圖
﹄
な
の

で
あ
る
︒
天
神
影
下
の
演
出
も
た
び
た
び
行
わ
れ
た
︒
現
象
�
に
は
古
代
�

な
神
�
王
・
呪
�
王
を
裝
っ
た
權
威
强
�
の
手
段
と
い
え
よ
う
︒
た
だ
單
に

神
宗
政
治
を
紹
営
す
る
こ
と
と
は
O
う
徽
宗
獨
特
の
政
治
�
�
な
の
で
あ
る
︒

本
書
で
は
表
面
�
な
も
の
と
7
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
︑
そ
れ
は
星
變
に

徽
宗
が
敏
感
に
對
應
し
政
變
に
發
展
す
る
政
局
が
繰
り
�
さ
れ
た
こ
と
と
も

關
聯
し
て
い
る
と
考
え
る
︒

蔡
京
は
徽
宗
に
と
っ
て
﹁
呪
�
�
﹂
權
威
の
確
立
に
必
/
な
首
都
の
大
規

模
土
木
工
事
の
た
め
に
は
不
可
缺
の
存
在
で
あ
っ
た
︒
蔡
京
が
野
に
あ
っ
た

と
き
徽
宗
が
登
用
し
た
宰
相
た
ち
が
口
に
し
た
財
源
﹁
不
足
﹂
を
蔡
京
は
い

わ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る(15
)

︒
し
た
が
っ
て
︑
徽
宗
は
蔡
京
の
政
策
や
政

治
}
勢
に
時
に
疑
問
を
も
っ
た
と
し
て
も
復
活
さ
せ
た
の
で
あ
る
︒
徽
宗
と

蔡
京
の
對
立
を
强
;
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
︑
艮
嶽
や

堂
の
円
設
な
ど
徽

宗
・
蔡
京
の
共
同
事
業
に
對
し
本
書
は
沈
默
す
る
︒

堂
が
竣
工
し
た
の
が
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政
和
七
年

(一
一
一
七
)
で
あ
る
︒
一
方
兩
者
が
訣
別
し
た
結
果
で
あ
る
と

本
書
が
强
;
す
る
封
禪
の
中
止
は
こ
の
"
年
な
の
で
あ
る
︒
こ
の
時
8
は
徽

宗
が
@
敎
神
霄
P
へ
の
傾
�
を
强
め
た
時
8
で
も
あ
る
︒
政
和
五
年
に
蔡
京

の
仲
介
で
林
靈
素
は
徽
宗
に
面
會
し
︑
彼
の
た
め
に
上
淸
寶
籙
宮
が
円
2
さ

れ
る
︒
そ
の
北
�
り
に
神
霄
が
影
下
す
る
空
閒
と
し
て
萬
歲
山

(艮
嶽
)
が

2
營
さ
れ
る
が
︑
そ
れ
は
政
和
七
年
に
と
り
あ
え
ず
完
成
し
て
い
る

(﹃
宋

�
﹄
卷
八
五
︑
地
理
志
︑
京
城
)︒

確
か
に
生
理
�
に
は
蔡
京
は
老
い
徽
宗
は
壯
年
と
な
る
︒
皇
�
と
し
て
の

經
驗
値
を
高
め
︑
�
\
權
を
握
る
こ
と
が
增
し
た
可
能
性
は
高
い
︒
政
和
初

年

(一
一
一
一
)︑﹁
不
豫
﹂
と
な
っ
た
三
十
歲
の
徽
宗
は
@
敎
神
を
夢
に
見

る
︒
杭
州
に
左
�
さ
れ
て
い
た
蔡
京
は
そ
の
機
會
を
利
用
し
神
霄
P
の
@
士

林
靈
素
を
携
え
て
復
活
す
る(16
)

︒
そ
れ
が
徽
宗
と
蔡
京
の
怨
し
い
結
び
つ
き

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い(17
)

︒
こ
の
政
局
で
は
す
で
に
�
\
權
が
徽
宗
に
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
︒
卽
位
し
て
か
ら
十
八
年
が
經
<
し
た
政
和
七
年

(一
一
一

七
)
四
�
に
徽
宗
は
神
霄
P
の
敎
說
に
基
づ
き
臣
下
に
よ
っ
て
﹁
敎
�
@
君

皇
�
﹂
に
册
立
さ
れ
た
︒
傍
液
か
ら
卽
位
し
た
徽
宗
は
權
威
の
ソ
ー
ス
と
し

て
﹁
紹
営
﹂
を
揭
げ
て
い
た
の
だ
が
︑
こ
こ
で
︑
父
神
宗
の
影
を
振
り
拂
っ

て
獨
自
の
神
�
王
と
し
て
の
權
威
を
確
立
し
た
と
い
え
よ
う
︒
こ
の
@
敎
�

政
策
に
つ
い
て
︑
本
書
は
一
六
八
頁
で
一
行
だ
け
�
え
め
に
言
�
さ
れ
て
い

る
が
︑
封
禪
中
止
よ
り

白
な
皇
�
權
の
劃
8
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

ま
た
︑
宣
和
二
年

(一
一
二
〇
)
の
林
靈
素
の
I
放
や
蔡
攸
と
蔡
絛
の
對
立

な
ど
の
問
題
か
ら
蔡
京
が
致
仕
す
る(18
)

が
︑
こ
の
複
雜
な
政
治
<
=
を
本
書
は

分
析
し
て
ほ
し
か
っ
た
︒
徽
宗
の
蔡
京
體
制
か
ら
の
脫
皮
と
い
う
も
の
が
あ

る
と
す
れ
ば
︑
�
#
段
階
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
︒

以
上
︑
本
書
は
徽
宗
を
め
ぐ
る
論
著
と
し
て
み
る
と
︑
權
威
の
確
立
や
神

�
王
へ
の
指
向
と
い
う
問
題
�
識
が
足
り
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
私
見

か
ら
コ
メ
ン
ト
を
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
︒
多
樣
な
こ
と
が
特
色
と
い
え
る

徽
宗
宴
を
や
や
嚴
格
に
﹁
君
�
獨
裁
制
﹂
と
い
う
一
つ
の
�
觀
に
押
し
h
ん

で
い
る
と
い
う
讀
後
感
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
特
定
の
問
題
�
識
を
出
發

點
と
し
て
歷
�
の
再
*
成
を
お
こ
な
う
現
代
歷
�
學
の
專
門
書
で
あ
る
の
で

當
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
︑
一
般
の
讀
者
は
&
�
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

四

本
書
は
︑
﹁
風
液
天
子
徽
宗
﹂
ブ
ー
ム
の
な
か
で
政
治
家
徽
宗
を
政
治

�
・
政
治
制
度
�
の
面
か
ら
腰
を
据
え
て
I
究
し
た
勞
作
と
い
え
る
︒﹁
君

�
獨
裁
制
﹂
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
あ
る
い
は
C
�
と
し
て
の
徽
宗
親
政
確
立

の
問
題
を
論
じ
︑
藝
�
に
の
み
優
れ
政
治
�
に
無
能
な
風
液
天
子
と
い
う
巷

閒
い
わ
れ
る
徽
宗
の
再
'
價
に
勉
め
る
︒
そ
の
試
み
に
お
い
て
は
指
摘
し
て

き
た
よ
う
に
殘
さ
れ
た
疑
念
も
あ
る
︒
本
書
を
里
=
標
と
し
て
怨
た
な
硏
究

�
が
再
び
紡
ぎ
出
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
ろ
う
︒
徽
宗
時
代
は
︑﹃
長
U
﹄

が
缺
落
し
て
お
り
︑
ま
た
︑
殘
さ
れ
た
�
料
も
南
宋
時
代
に
黨
P
�
な
バ
イ

ア
ス
が
か
け
ら
れ
た
�
料
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
狀
況
を
�
識
し

(本
書
二

頁
)
丁
寧
に
�
料
批
B
を
行
い
な
が
ら
零
細
な
�
料
ま
で
丹
念
に
拾
い
上
げ
︑

時
に
推
理
を
%
え
て
歷
�
�
事
實
を
再
*
成
し
よ
う
と
す
る
}
勢
は
'
價
さ

れ
よ
う
︒
と
く
に
宣
和
殿
な
ど
徽
宗
の
藝
�
世
界
の
空
閒
*
2
を
制
度
�
の

面
か
ら

ら
か
に
し
た
こ
と
は
︑
美
�
�
硏
究
者
か
ら
も
&
目
さ
れ
て
い
る(19
)
︒

自
分
自
身
は
本
書
を
得
て
多
く
の
硏
究
上
の
示
唆
を
4
け
た
こ
と
を
深
謝
す

る
︒
以
上
拙
'
は
蕪
辭
を
聯
ね
て
き
た
︒
日
頃
の
不
勉
强
ゆ
え
の
�
讀
や
�

解
を
ふ
く
む
と
思
わ
れ
る
が
︑
著
者
な
ら
び
に
讀
者
諸
賢
の
ご
海
容
を
お
願

い
し
た
い
︒
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�(1
)

旣
出
の
書
'
と
し
て
小
林
義
廣
﹁
怨
た
な
視
點
で
徽
宗
�
の
政
治
を

讀
み
解
く
﹃
風
液
天
子
と
﹁
君
�
獨
裁
制
﹂
北
宋
徽
宗
�
政
治
�
の
硏

究
﹄﹂
(﹃
東
方
﹄
四
〇
八
︑
二
〇
一
五
年
二
�
)
が
あ
る
︒

(2
)

王
瑞
來
﹃
宋
代
の
皇
�
權
力
と
士
大
夫
政
治
﹄
汲
古
書
院
︑
二
〇
〇

一
年
︑
六
六
頁
︒

(3
)

た
だ
し
九
鼎
の
製
2
に
も
蔡
京
は
�
初
か
ら
深
く
關
わ
っ
て
お
り

﹁
定
鼎
禮
儀
s
﹂
に
な
っ
て
い
る
︒

(4
)

塚
本
�
閏
﹁
徽
宗
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
﹂
(東
京
國
立
�
物
館
・
九
州

國
立
�
物
館
特
別
展
圖
錄
﹃
臺
灣
故
宮
�
物
院

神
品
至
寶
﹄
二
〇
一

四
年
︑
一
一
〇
頁
)
を
參
照
さ
れ
た
い
︒

(5
)

拙
稿
﹃
宋
代
開
封
の
硏
究
﹄
汲
古
書
院
︑
二
〇
〇
七
年
︒

(6
)

『東
京
夢
華
錄
﹄
卷
三

(7
)

王
氏
"
揭
書
︒

(8
)

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ラ
ム
ル
ー

(高
津
孝
譯
)﹁
宋
代
宮
廷
の
風

景
︱
︱
歷
�
著
作
と
政
治
空
閒
の
創
出

(一
〇
二
二
～
一
〇
四
〇
)﹂

﹃
東
方
學
﹄
一
一
三
輯
︑
二
〇
〇
七
年
︒

(9
)

拙
稿
﹁
玉
淸
昭
應
宮
の
円
2
と
そ
の
炎
上
︱
︱
宋
眞
宗
か
ら
仁
宗

(劉
太
后
)
時
代
の
政
治
�
�
の
變
�
に
よ
せ
て
︱
︱
﹂﹃
都
市
�
�

硏
究
﹄
一
二
號
︑
二
〇
一
〇
年
︒

(10
)

『
�
獻
A
考
﹄
卷
二
九
九
︑
物
衣
五

芝
草

朱
草
︒

(11
)

小
島
毅
﹃
中
國
の
歷
�
07

中
國
思
想
と
宗
敎
の
奔
液

宋
�
﹄
�

談
社
︑
二
〇
〇
五
年
︑
二
〇
七
頁
︒

(12
)

『
�
獻
A
考
﹄
卷
二
九
九
︑
物
衣
五

芝
草

朱
草
︒

(13
)

『九
�
備
/
﹄
卷
二
五
︑
元
符
三
年
九
�
﹁
幸
龍
德
宮
觀
芝
﹂
の
陳

瓘
上
奏
を
參
照
︒

(14
)

板
倉
�
哲
﹁
皇
�
の
眼
差
し

徽
宗
﹁
瑞
鶴
圖
卷
﹂
を
め
ぐ
っ
て
﹂

﹃
ア
ジ
ア
�
學
﹄
六
四
︑
二
〇
〇
四
年
︒

(15
)

楊
小
敏
﹃
蔡
京
︑
蔡
卞
與
北
宋
晚
8
政
局
硏
究
﹄
中
國
社
會
科
學
出

版
社
︐
二
〇
一
二
年
︑
一
六
五
頁
︒
眞
宗
�
に
お
い
て
玉
淸
昭
應
宮
の

円
設
に
財
政
�
能
力
ふ
る
っ
て
實
現
し
權
力
を
に
ぎ
っ
た
丁
謂
に
對
比

す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
王
氏
"
揭
書
︑
三
五
二
頁
を
參
照
︒

(16
)

阿
部
�
一
﹁
北
宋
末
の
法
黨
と
佛
敎
・
@
敎
﹂﹃
日
中
語
�
%
涉
�

論
叢
：
渡
邊
三
男
�
士
古
稀
記
念
﹄
櫻
楓
社
︑
一
九
七
九
年
︒

(17
)

蔡
絛
﹃
�
補
﹄
(﹃
t
治
A
鑑
長
U
紀
事
本
末
﹄
卷
一
二
七
︑
@
學
︑

大
觀
二
年
五
�
辛
亥
の
&
)

(18
)

拙
稿
﹁
北
宋
徽
宗
時
代
と
首
都
開
封
﹂﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
六
三
卷
四

號
︑
二
〇
〇
五
年
︒

(19
)

塚
本
�
閏
﹁
淸

上
河
圖
﹂
の
魅
力
︱
︱
｢
淸

上
河
圖
卷
﹂
と
宋

代
の
視
覺
�
�
﹂
東
京
國
立
�
物
館
特
別
展
圖
錄
﹃
特
別
展
北
京
故
宮

�
物
院
二
〇
〇
�
﹄
二
〇
一
二
年
︑
一
五
九
頁
下
段
︒

二
〇
一
四
年
三
�

京
都

京
都
大
學
學
�
出
版
會

A
五
B

八+

五
一
〇
頁

七
二
〇
〇
圓+

稅
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