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本
書
は
、
一
九
七
八
年
生
ま
れ
の
著
者
が
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
二
〇
一
一

年
ま
で
の
問
に
発
表
し
た
研
究
成
果
に
基
づ
い
て
書
き
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。

「
若
い
知
性
の
デ
ビ
ュ
ー
作
」
を
謳
う
京
都
大
学
学
術
出
版
会
〈
プ
リ
ミ

エ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
〉
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
気
鋭
の
若
手
研
究

者
が
最
初
に
世
に
問
う
た
著
作
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　
本
書
が
扱
う
の
は
、
明
代
後
半
の
導
流
（
一
五
ニ
ニ
ー
一
五
六
六
）
・
隆

慶
（
一
五
六
七
－
一
五
七
二
）
朝
の
政
治
史
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
は
明
朝

に
対
す
る
外
圧
の
高
ま
っ
た
時
期
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
著
者
は
対
モ
ン
ゴ
ル

問
題
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
明
朝
政
治
の
具
体

像
を
え
が
き
だ
そ
う
と
」
し
た
と
い
う
。
本
書
の
内
容
に
即
し
て
補
足
す
れ

ば
、
速
や
か
な
実
施
を
要
す
る
重
大
な
政
策
の
決
定
過
程
を
通
し
て
、
当
時

の
政
治
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
を
捉
え
よ
う
と
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
第
六
章

を
除
い
て
、
分
析
の
対
象
は
意
思
決
定
の
贈
与
に
絞
ら
れ
、
「
諸
ア
ク
タ
ー
」

す
な
わ
ち
皇
帝
や
内
閣
大
学
士
、
六
部
・
科
道
の
各
官
、
辺
境
の
総
督
・
巡

撫
ら
の
思
惑
と
行
動
が
、
意
思
決
定
に
至
る
過
程
で
ど
の
よ
う
に
働
い
た
か

が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
明
朝
体
制
下
に
お
け
る
皇
帝
の
位
置
づ

け
、
内
閣
の
権
力
強
化
、
廷
議
の
役
割
と
い
っ
た
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
、

考
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
第
～
章
「
皇
帝
「
親
裁
扁
に
翻
弄
さ
れ
た
オ
ル
ド
ス
回
復
計
画
し
と
第
二

章
「
朝
貢
の
理
念
と
現
実
扁
は
、
政
策
決
定
に
お
い
て
皇
帝
自
身
の
意
思
が

強
く
反
映
さ
れ
た
世
宗
朝
を
取
り
上
げ
る
。

　
一
五
世
紀
半
ば
に
オ
ル
ド
ス
を
喪
失
し
た
こ
と
は
明
朝
に
と
っ
て
痛
手
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
回
復
は
事
実
上
不
可
能
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

嘉
靖
二
五
年
一
〇
月
に
陳
西
三
辺
総
督
曾
銑
が
オ
ル
ド
ス
奪
還
の
建
議
を
行

な
い
、
首
輔
夏
言
の
後
押
し
の
も
と
、
世
宗
の
裁
可
を
得
て
推
進
さ
れ
た
。

陳
西
の
巡
撫
ら
は
表
向
き
計
画
を
支
持
し
つ
つ
実
は
様
子
見
を
行
な
い
、
兵

部
尚
書
は
廷
議
に
お
い
て
可
否
を
議
す
よ
う
上
請
し
た
。
世
嫡
は
決
行
を
強

く
促
す
形
で
審
議
を
命
じ
、
オ
ル
ド
ス
回
復
計
画
は
動
き
出
す
か
に
見
え
た

が
、
二
七
年
正
月
、
陳
西
か
ら
災
異
の
報
告
を
受
け
た
同
宗
の
諭
旨
に
よ
っ

て
風
向
き
が
一
変
す
る
。
世
宗
は
計
画
を
進
め
よ
う
と
し
た
夏
言
を
叱
責
し

て
罷
免
し
、
曾
銑
ら
関
係
者
を
処
分
し
た
。

　
こ
こ
で
著
者
は
、
計
画
の
中
止
を
決
め
た
の
が
、
反
対
意
見
の
裁
可
で
は

な
く
、
災
異
を
機
に
世
宗
が
独
自
に
出
し
た
諭
旨
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し

て
い
る
。
こ
の
こ
と
自
体
は
「
皇
帝
親
裁
」
と
い
う
王
朝
政
治
の
原
則
に
則

っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
皇
帝
の
決
裁
が
官
僚
の
政
策
審
議
と
乖
離
し
て
行
な

わ
れ
た
こ
と
は
官
界
の
混
乱
を
招
き
、
安
定
し
た
君
臣
関
係
を
損
な
う
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
、
宮
反
た
ち
は
彼
ら
の
意
向
を
反
映

し
な
が
ら
政
策
決
定
が
な
さ
れ
る
よ
う
、
政
治
運
営
の
改
革
を
目
指
し
て
い

た
と
い
う
。

　
嘉
靖
二
九
年
八
月
、
ア
ル
タ
ン
が
入
竃
し
て
朝
貢
を
要
求
す
る
と
、
朝
貢
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評書

許
可
を
や
む
な
し
と
見
る
廷
議
と
は
裏
腹
に
、
世
用
は
討
伐
を
強
く
命
じ
た
。

首
輔
厳
嵩
ら
は
強
硬
姿
勢
の
世
宗
を
な
だ
め
、
そ
の
間
に
関
係
す
る
宜
僚
の

中
か
ら
、
征
討
の
準
備
が
整
う
ま
で
の
措
罎
と
し
て
、
「
朝
貢
」
に
よ
ら
な

い
辺
境
で
の
交
易
「
馬
市
」
を
行
な
う
案
が
浮
上
し
て
来
る
。
馬
市
の
実
施

に
は
激
し
い
反
対
論
が
生
じ
る
が
、
有
効
な
対
案
は
な
く
、
軍
士
は
大
宗
の

動
揺
を
押
し
切
っ
て
実
施
に
踏
み
切
ら
せ
た
。
馬
市
は
ひ
と
ま
ず
評
説
に
始

ま
っ
た
も
の
の
、
ア
ル
タ
ン
が
要
求
を
拡
大
し
、
明
側
が
拒
否
し
た
こ
と
か

ら
、
モ
ン
ゴ
ル
の
侵
冠
が
再
開
す
る
。
馬
市
は
侵
冠
を
緩
和
し
軍
備
を
整
え

る
た
め
の
傍
熱
で
あ
る
と
い
う
名
目
か
ら
す
れ
ば
、
馬
市
を
実
施
す
る
理
由

が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。
中
央
官
僚
の
馬
市
支
持
は
減
退
し
、
斎
鎌
は

以
後
「
馬
市
を
建
議
す
る
者
は
斬
」
と
し
て
、
全
面
禁
絶
を
命
じ
る
に
至
る
。

　
こ
の
時
期
の
馬
市
の
実
施
に
つ
い
て
、
モ
ン
ゴ
ル
の
軍
事
的
脅
威
に
よ
る

も
の
と
す
る
通
説
に
対
し
、
著
者
は
世
論
が
ア
ル
タ
ン
征
討
の
意
を
強
め
た

こ
と
を
直
接
の
契
機
と
す
る
。
朝
貢
本
来
の
意
義
に
固
執
す
る
原
理
主
義
的

な
世
宗
を
説
得
し
、
現
実
と
折
り
合
い
を
つ
け
る
べ
く
提
起
さ
れ
た
の
が
馬

市
と
い
う
策
で
あ
っ
た
と
す
る
位
概
づ
け
で
あ
る
。
内
閣
は
専
意
か
ら
離
れ

た
政
策
を
独
自
に
打
ち
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
著
者
は
、
犯

意
を
奉
じ
な
が
ら
も
現
実
に
沿
っ
て
事
態
を
軟
着
陸
さ
せ
た
気
嵩
ら
は
、
政

策
決
定
に
お
い
て
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
た
と
評
価
す
る
。
こ
う
し
た
内

閣
の
あ
り
方
が
、
政
務
の
主
導
を
内
閤
に
求
め
る
動
き
に
つ
な
が
っ
た
と
見

る
の
で
あ
る
。

　
続
く
第
三
章
「
「
顧
問
団
」
か
ら
「
行
政
府
」
へ
」
か
ら
、
史
料
紹
介
の

た
め
の
付
章
「
『
少
保
熱
川
王
公
督
府
奏
議
臨
と
『
兵
部
奏
疏
撫
」
を
挟
ん
で
、

第
四
章
「
州
行
政
府
」
型
内
閣
の
光
と
影
（
一
ご
、
第
五
章
「
「
行
政
府
」
型

内
閤
の
光
と
影
（
二
）
」
ま
で
は
、
穆
宗
朝
に
お
け
る
対
モ
ン
ゴ
ル
政
策
決

定
の
過
程
に
沿
っ
て
、
内
閣
が
皇
帝
の
「
顧
問
団
扁
か
ら
政
治
を
主
導
す
る

「
行
政
府
」
へ
と
変
化
し
た
こ
と
を
示
し
、
そ
う
し
た
「
行
政
府
」
型
内
閣

が
果
た
し
た
役
割
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
側
面
と
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
側
面
を
論
じ
る
。

　
繋
累
朝
の
内
閣
は
、
僅
か
五
年
の
間
に
三
入
の
首
輔
が
交
替
し
、
の
べ
九

人
の
大
学
士
が
出
入
閣
を
繰
り
返
し
た
よ
う
に
、
激
し
い
政
争
に
特
徴
づ
け

ら
れ
る
。
世
宗
朝
か
ら
引
き
続
き
首
輔
を
務
め
た
徐
階
は
、
専
権
を
防
ぐ
た

め
に
公
論
を
重
視
す
る
方
針
を
打
ち
出
し
、
自
ら
は
皇
帝
の
顧
問
に
徹
す
る

姿
勢
を
示
し
た
。
現
実
に
は
六
部
よ
り
上
で
政
務
を
主
導
す
る
存
在
が
必
要

で
あ
り
、
穆
宗
は
政
務
に
積
極
的
で
な
か
っ
た
の
で
、
内
閣
に
そ
の
役
割
が

期
待
さ
れ
た
が
、
徐
階
は
そ
れ
を
引
き
受
け
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
徐
階
退

陣
後
、
首
輔
李
春
芳
と
陳
以
勤
は
徐
階
と
同
様
の
路
線
を
志
向
し
た
が
、
趙

貞
吉
・
高
瀬
・
張
居
正
は
主
体
的
な
政
務
推
進
を
目
指
し
、
政
策
方
針
の
違

い
も
あ
っ
て
、
閣
内
に
軋
櫟
が
絶
え
な
か
っ
た
。
高
撲
が
首
輔
と
な
る
と
、

内
閣
の
「
行
政
府
」
化
、
首
輔
の
「
宰
相
」
化
が
決
定
的
と
な
っ
た
と
い
う
。

　
隆
慶
・
万
暦
期
の
内
閣
政
治
の
展
開
を
、
保
守
派
か
ら
改
革
派
へ
の
権
力

移
行
と
捉
え
る
卑
慶
遠
の
説
を
批
判
し
つ
つ
、
著
者
は
当
時
の
内
閣
大
学
士

が
内
閣
の
役
割
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
と
い
う
視
点
で
分
析
を
試
み

る
。
と
は
い
え
、
趙
貞
吉
を
徐
階
・
李
春
芳
に
近
い
と
見
る
か
、
高
著
・
張

居
正
に
近
い
と
見
る
か
を
別
に
す
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
内
閣
を
両
派
に
分
け

て
対
照
さ
せ
、
…
方
か
ら
他
方
へ
の
移
行
と
捉
え
る
点
で
は
章
慶
遠
と
一
致

し
て
い
る
し
、
牽
慶
遠
が
政
治
指
針
や
政
策
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
の
に
対

し
て
、
著
者
が
論
じ
て
い
る
の
は
謂
わ
ば
制
度
運
営
の
問
題
で
あ
る
。
先
行

研
究
を
批
判
的
に
乗
り
越
え
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
同
じ
現
象
に
つ
い

て
別
の
角
度
か
ら
分
析
し
た
と
雷
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
内
閣
は
永
楽
帝
が
～
種
の
秘
書
・
顧
問
団
と
し
て
設
置
し
た
も
の
で
あ
る
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が
、
そ
の
後
の
政
治
情
勢
に
合
わ
せ
て
役
割
が
変
化
し
、
内
閣
が
ど
の
よ
う

な
役
割
を
担
う
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
共
通
認
識
が
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
政
治
的
意
思
決
定
は
公
論
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え

を
も
ち
、
内
閣
大
学
士
は
政
策
を
建
議
す
る
責
任
を
負
わ
な
い
と
す
る
徐
階

に
対
し
て
、
高
撫
や
張
居
正
は
首
輔
を
事
実
上
の
宰
椙
と
明
言
し
、
政
治
を

主
導
す
る
と
と
も
に
、
他
の
大
学
士
を
属
官
と
し
て
育
成
し
よ
う
と
い
う
動

き
も
見
せ
て
い
た
。
こ
の
時
期
の
内
閤
政
治
の
変
化
は
、
こ
う
し
た
内
閣
の

「
性
格
一
の
変
化
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
。

　
そ
の
上
で
、
著
者
は
隆
慶
朝
に
成
立
し
た
「
行
政
府
」
型
内
閣
が
実
際
に

果
た
し
た
作
用
を
、
い
わ
ゆ
る
隆
慶
和
議
の
成
立
に
沿
っ
て
以
下
の
よ
う
に

示
す
。
ア
ル
タ
ン
の
孫
バ
ハ
ン
ナ
ギ
の
投
降
を
機
と
す
る
和
平
交
渉
は
、
宣

大
総
督
王
崇
古
と
大
同
巡
撫
方
逢
時
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
が
、
二
人
は
正

式
に
上
奏
す
る
前
に
高
換
・
張
居
正
と
意
見
交
換
を
行
な
い
、
計
略
を
練
っ

て
い
た
。
王
蒙
古
の
建
議
に
対
し
て
、
審
議
を
命
じ
ら
れ
た
兵
部
は
慎
重
論

を
示
し
た
が
、
内
閣
は
穆
宗
に
直
接
働
き
か
け
て
建
議
に
沿
っ
た
決
定
を
下

し
た
。
バ
ハ
ン
ナ
ギ
返
還
の
実
現
後
は
、
ア
ル
タ
ン
お
よ
び
右
翼
モ
ン
ゴ
ル

諸
侯
の
封
貢
と
互
市
が
問
題
に
な
る
。
関
係
各
官
の
意
見
の
不
一
致
を
問
題

に
す
る
兵
部
を
尻
目
に
、
内
閣
は
王
崇
古
ら
地
方
官
と
直
接
協
議
し
て
封

貢
・
互
市
を
進
め
て
い
た
。
封
貢
・
互
市
が
正
式
に
建
議
さ
れ
る
と
、
兵
部

尚
書
郭
乾
は
廷
議
を
請
い
、
廷
議
の
結
果
は
賛
否
相
半
ば
す
る
も
の
と
な
っ

た
。
郭
乾
は
議
論
を
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
局
は
内
閣
大
学
士
が
皇

帝
に
面
奏
し
て
封
貢
・
互
市
を
許
可
す
る
決
定
に
導
い
た
。

　
和
議
の
成
否
は
多
分
に
モ
ン
ゴ
ル
側
の
出
方
に
か
か
っ
て
い
た
の
で
、
明

朝
の
宮
僚
た
ち
の
議
論
は
平
行
線
を
辿
ら
ざ
る
を
得
ず
、
全
体
の
合
意
を
と

り
つ
け
よ
う
と
す
る
兵
部
に
は
事
態
を
進
展
さ
せ
る
術
が
な
か
っ
た
。
現
場

で
は
迅
速
な
決
定
を
求
め
る
声
が
あ
り
、
皇
帝
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
期
待

す
る
向
き
も
あ
っ
た
が
、
皇
帝
は
内
閣
に
丸
投
げ
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
中
、
内
閣
は
政
治
を
主
導
し
て
、
現
場
の
危
機
に
対
応
で
き
る
意

思
決
定
を
実
現
し
た
の
で
あ
り
、
著
者
は
こ
こ
に
「
行
政
府
」
型
内
閣
の
積

極
的
な
側
面
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

　
一
方
で
、
陳
西
で
の
互
市
に
つ
い
て
は
、
現
場
の
総
督
・
巡
撫
ら
の
反
対

を
中
央
政
府
が
押
し
切
る
形
で
実
施
が
決
定
さ
れ
た
。
督
撫
ら
の
反
対
は
陳

西
地
方
の
現
状
認
識
に
基
づ
く
切
実
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
内
閣
の
和
議
推

進
策
の
前
に
圧
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
山
西
の
よ
う
に
互
市
を
成
立
さ

せ
る
条
件
を
備
え
て
い
な
か
っ
た
陳
西
で
は
、
十
数
年
後
に
和
議
の
破
綻
が

決
定
的
な
も
の
と
な
る
。
著
者
は
こ
こ
に
「
行
政
府
」
型
内
閣
の
政
治
運
営

の
矛
盾
が
見
え
る
と
す
る
。

　
当
該
時
期
に
出
現
す
る
「
強
力
な
内
閣
」
を
政
治
上
に
位
言
づ
け
る
た
め
、

内
閣
大
学
士
が
主
体
的
に
担
っ
た
役
割
に
従
っ
て
性
格
付
け
を
行
な
い
、
政

府
内
の
力
関
係
を
説
分
け
し
た
論
旨
は
明
快
で
あ
り
、
説
得
力
が
あ
る
。
だ

が
本
書
の
最
大
の
成
果
は
、
抽
象
化
さ
れ
た
議
論
よ
り
も
、
内
閣
が
果
た
し

た
役
割
を
、
具
体
的
な
政
治
過
程
に
お
け
る
宮
僚
た
ち
の
発
欝
や
行
動
を
通

し
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
政
策
決
定
に
至
る
様
々
な
局
面

で
、
当
時
の
窟
僚
た
ち
が
内
閣
に
何
を
期
待
し
た
か
、
内
閤
大
学
士
自
身
が

何
を
し
た
か
、
ま
た
し
よ
う
と
し
た
か
を
追
っ
て
い
く
こ
と
で
、
関
係
者
の

意
思
を
含
む
様
々
な
政
治
的
要
因
に
規
定
さ
れ
つ
つ
動
き
機
能
し
て
い
た
内

閣
の
姿
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
も
と
よ
り
、
な
お
検
討
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
部
分
も
な
く
は
な
い
。
た

と
え
ば
、
南
宗
の
「
原
理
主
義
」
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
世
宗
個
人
の
志

向
性
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
世
事
が
原
理
主
義
に
固
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凹

慰
し
た
こ
と
が
国
益
暗
い
か
に
不
都
合
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
原
理
扁
に

適
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
単
に
皇
帝
の
意
向
で
あ
る
以
上
の
重
み
を
も
っ
た

に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
馬
市
の
実
施
に
は
反
対
論
が
沸
騰
し
た
の
で

あ
る
し
、
世
宗
死
後
の
隆
慶
和
議
に
際
し
て
も
、
ア
ル
タ
ン
の
恭
順
の
意
が

強
調
さ
れ
、
平
和
に
乗
じ
て
軍
備
を
整
え
る
と
い
う
方
針
が
実
施
要
項
か
ら

外
せ
な
か
っ
た
。
国
家
を
取
り
巻
く
客
観
的
状
況
が
ど
う
あ
れ
、
政
策
決
定

上
決
し
て
無
視
で
き
な
い
正
嶺
な
筋
と
い
う
も
の
が
朝
廷
の
中
で
共
有
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
皇
帝
の
代
を
超
え
て
常
に
一
定
の
政
治
的
な
力

を
形
成
し
た
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
「
原
理
主
義
」
の
主
た
る
支
持
者
で
あ
っ
た
懸
道
官
の
動
向
は
、

本
書
で
は
あ
ま
り
積
極
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
政
務
に
お
い
て
謂
わ

ば
無
責
任
な
立
場
か
ら
発
言
で
き
る
科
道
官
の
意
見
は
、
朝
廷
の
正
道
を
示

す
も
の
と
し
て
無
視
で
き
な
い
政
治
的
意
味
を
も
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

も
そ
も
、
糧
道
官
の
設
置
自
体
に
そ
う
し
た
役
割
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
行

政
へ
の
牽
制
が
制
度
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
彼
ら
の
動
向
も
正
面

か
ら
捉
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
ま
た
、
徐
階
の
内
閣
運
営
の
姿
勢
を
「
公
論
重
視
」
と
い
う
「
政
治
的
理

念
」
と
し
て
評
価
で
き
る
と
は
、
本
書
で
示
さ
れ
た
史
料
か
ら
は
納
得
し
難

い
。
徐
階
は
職
務
を
分
か
ち
合
う
べ
き
皇
臣
の
増
員
を
請
い
、
己
が
い
か
に

「
専
」
を
憎
ん
で
い
る
か
を
ア
ピ
ー
ル
し
、
決
定
の
責
任
を
他
の
宮
僚
に
分

散
さ
せ
よ
う
と
は
し
て
い
て
も
、
具
体
的
な
「
公
論
」
を
積
極
的
に
汲
み
取

っ
て
役
立
て
よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
彼
の
前
の
首
輔
が
、

夏
言
・
厳
嵩
と
二
代
続
い
て
「
專
」
の
答
を
被
っ
て
終
わ
り
を
全
う
し
な
か

っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
た
だ
保
身
の
観
点
か
ら
「
専
扁
の
曇
り
を
避
け
よ
う

と
し
た
と
見
る
方
が
自
然
に
思
わ
れ
る
。
郭
乾
に
つ
い
て
「
合
意
形
成
を
重

視
」
し
た
と
す
る
評
価
も
同
様
に
疑
問
で
あ
る
。
下
翼
の
変
の
際
に
兵
部
尚

書
丁
汝
愛
が
諌
殺
さ
れ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
で
き
る
限
り
責
任
を
回
避
し
た

が
る
理
由
は
あ
っ
た
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
う
し
た
姿
勢
を
引
き
出
す
背
景
と
し
て
、
朝
廷
全
体

に
「
専
」
に
対
す
る
忌
避
感
・
警
戒
感
が
存
在
し
た
の
は
聞
違
い
あ
る
ま
い
。

そ
の
裏
返
し
と
し
て
称
揚
さ
れ
る
の
が
「
公
認
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
徐
階
の

よ
う
に
諸
司
や
督
撫
に
責
任
を
押
し
付
け
る
こ
と
が
「
公
」
で
あ
る
と
、
当

時
の
富
僚
た
ち
は
本
当
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
公
」
が
具
体
的

に
ど
の
よ
う
な
方
法
で
実
現
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
は
、
当
時
の
官

僚
た
ち
の
見
解
を
広
く
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

な
お
、
著
者
は
第
四
章
で
、
科
道
官
が
「
詳
議
扁
門
確
議
」
を
行
な
う
よ
う

上
奏
し
た
の
を
、
廷
議
に
よ
る
決
定
を
主
張
し
た
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
が
、
納
得
し
難
い
。
著
者
も
当
然
承
知
し
て
い
よ
う
が
、
「
議
」
と
い
う

語
は
基
本
的
に
は
単
に
「
は
か
る
」
こ
と
で
あ
っ
て
会
議
を
指
す
と
は
限
ら

ず
、
ま
し
て
思
議
を
指
す
と
は
決
め
ら
れ
な
い
。
敢
え
て
「
決
定
の
あ
り

方
」
を
特
定
し
て
い
る
と
見
る
の
で
あ
れ
ば
、
然
る
べ
き
論
証
が
必
要
で
あ

ろ
う
。
当
該
史
料
を
単
純
に
読
め
ば
、
「
慎
重
に
検
討
す
る
」
こ
と
を
要
求

し
て
い
る
と
し
か
解
さ
れ
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
点
は
本
書
の
蝦
疵
で
は
な
く
、
む
し
ろ
著
者

の
み
な
ら
ず
当
該
分
野
の
研
究
者
が
今
後
考
え
て
い
く
べ
き
問
題
を
提
供
し

て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
第
六
章
「
朝
政
の
舞
台
裏
扁
は
、
中
央
政
府
の
政
策
決
定
過
程
を
扱
っ
た

第
五
章
ま
で
と
趣
を
異
に
し
、
無
位
無
官
の
身
で
政
界
の
裏
工
作
に
暗
躍
し

た
郡
芳
な
る
人
物
を
取
り
上
げ
、
同
時
代
の
政
治
の
裏
面
に
光
を
当
て
て
い

る
。
郡
芳
は
、
科
挙
受
験
に
挫
折
し
て
官
僚
と
な
る
こ
と
を
断
念
し
、
総
督
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胡
宗
憲
の
幕
下
に
入
っ
て
倭
冠
対
策
な
ど
の
献
策
に
功
績
を
上
げ
、
同
時
に

多
く
の
文
武
官
と
面
識
を
得
て
人
脈
を
築
い
て
い
っ
た
。
胡
宗
憲
が
失
脚
す

る
と
、
徐
階
と
争
っ
て
職
を
解
か
れ
て
い
た
高
操
と
接
触
し
、
そ
の
幕
客
と

な
る
。
高
潔
の
内
閣
復
帰
は
、
郡
芳
の
策
謀
に
よ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

高
津
が
首
輔
と
な
る
と
、
郡
芳
は
官
爵
の
売
買
を
請
け
負
っ
て
中
間
で
賄
賂

を
認
り
、
地
方
官
の
弱
み
を
握
っ
て
ほ
し
い
ま
ま
に
振
る
舞
う
な
ど
、
大
い

に
悪
評
を
買
っ
た
。
高
撲
が
失
脚
す
る
と
、
彼
は
張
居
正
の
差
金
で
陥
れ
ら

れ
、
刑
死
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
。
郡
芳
の
よ
う
な
在
野
の
政
客
の
活
動
は
他

に
も
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
当
時
の
政
界
に
お
い
て
一
定
の
立
場
を
確
立
し
て

い
た
。
官
僚
た
ち
に
と
っ
て
、
彼
ら
は
有
用
な
存
在
で
あ
り
、
相
互
に
依
存

し
合
う
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

　
政
治
は
廟
堂
の
中
で
の
み
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
公
式
の
場
で

遣
り
取
り
さ
れ
る
雷
葉
や
文
書
は
、
官
僚
以
外
の
無
数
の
人
々
の
政
治
的
活

動
の
上
澄
み
に
過
ぎ
な
い
。
だ
が
、
水
面
下
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
政
治
的
活

動
は
史
料
に
残
り
に
く
く
、
残
っ
た
史
料
の
信
愚
性
に
も
問
題
が
あ
る
。
こ

こ
で
著
者
は
、
宗
譜
に
収
録
さ
れ
た
伝
記
と
い
う
形
で
伝
え
ら
れ
た
貴
重
な

史
料
を
利
用
し
て
、
事
実
関
係
を
慎
重
に
検
討
し
な
が
ら
、
郡
芳
と
彼
を
取

り
巻
く
寒
々
の
活
動
を
跡
づ
け
、
彼
ら
が
生
き
た
政
界
の
裾
野
の
動
き
を
描

き
出
し
て
い
る
。
単
に
珍
し
い
史
料
に
基
づ
い
て
珍
し
い
事
実
を
明
ら
か
に

し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
見
え
に
く
い
世
界
に
光
を
当
て

る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
本
書
の
中
で
最
も
広
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
章
で

あ
る
。

　
以
上
の
各
章
は
、
す
べ
て
個
別
の
政
策
の
決
定
過
程
や
個
人
の
事
績
を
追

跡
し
、
実
証
的
に
明
ら
か
に
な
っ
た
事
実
関
係
を
通
し
て
、
明
代
の
政
治
の

特
徴
を
導
き
出
し
て
い
る
。
謂
わ
ば
手
堅
い
手
法
に
基
づ
く
研
究
成
果
と
言

え
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
七
章
「
明
代
難
解
に
お
け
る
意
見
集
約
を
め

ぐ
っ
て
」
だ
け
は
異
色
で
あ
り
、
留
険
し
て
み
た
、
と
い
う
感
を
与
え
る
。

　
発
議
と
は
、
九
卿
・
盆
道
官
ら
主
だ
っ
た
中
央
官
僚
が
、
国
政
上
の
重
要

事
案
に
つ
い
て
得
失
・
可
否
を
討
議
す
る
も
の
で
あ
る
。
皇
帝
の
下
問
に
対

し
て
答
申
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
答
申
す
る
責
任
を
負
う
担
当
官
庁
、
一

般
に
は
六
部
の
尚
書
が
主
催
し
、
意
見
を
取
り
ま
と
め
た
。
こ
の
廷
議
の
結

果
が
、
意
思
決
定
過
程
の
上
で
も
っ
た
意
味
は
、
従
来
「
皇
帝
が
決
裁
を
く

だ
す
際
の
参
考
意
見
」
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
う
し
た
大
原
則

で
は
な
く
、
よ
り
積
極
的
な
意
義
を
探
ろ
う
と
い
う
の
が
本
章
の
課
題
で
あ

る
。　

本
章
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。
一
つ
は
、
廷
議
の

意
見
集
約
に
ど
の
よ
う
な
原
則
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
廷
議

で
は
必
ず
し
も
一
つ
の
意
見
に
集
約
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る

が
、
著
者
は
（
i
）
詩
壇
の
文
学
従
祀
問
題
で
は
、
圧
倒
的
多
数
が
賛
成
し
て

い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
員
～
致
に
至
る
ま
で
先
送
り
さ
れ
、
そ
の
後
の

王
守
仁
従
祀
問
題
で
も
、
そ
の
考
え
が
強
く
主
張
さ
れ
た
こ
と
、
（
・
1
1
）
ア
ル

タ
ン
封
貢
問
題
で
は
、
賛
否
が
二
分
し
た
の
に
対
し
て
、
兵
部
尚
書
が
一
応

反
対
多
数
で
は
あ
っ
た
が
不
許
可
と
せ
ず
折
衷
的
な
案
を
答
申
し
た
こ
と
、

封
貢
を
認
め
る
諭
旨
が
下
さ
れ
た
後
、
そ
れ
が
「
弦
断
」
で
あ
る
と
知
っ
て

「
異
議
稽
や
息
む
」
と
さ
れ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
を
も
っ
て
、
「
異
論
が
出
な

い
状
態
に
至
る
」
と
い
う
こ
と
が
「
決
定
に
ふ
み
き
る
上
で
相
応
の
お
も
み

を
も
っ
た
」
こ
と
を
示
唆
す
る
と
い
う
。
著
者
は
、
「
諸
官
の
意
見
を
集
約

し
て
な
ん
ら
か
の
決
議
案
を
と
り
ま
と
め
て
い
く
に
際
し
て
、
そ
の
方
案
に

対
し
て
異
論
が
提
起
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
決
定
的
な
要
件
と
み
な
す
認

識
」
が
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
れ
は
「
た
だ
ひ
と
つ
の
選
択
肢
し
か
存
在
し
な
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い
状
態
に
至
ら
し
め
る
」
こ
と
で
判
断
の
当
否
が
問
題
に
な
る
契
機
を
な
く

し
、
決
定
の
妥
当
さ
を
確
保
す
る
と
い
う
原
理
に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
と

い
う
。

　
評
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
こ
の
議
論
は
一
つ
の
案
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
に

意
義
は
あ
っ
て
も
、
説
得
力
が
あ
る
と
は
憲
い
難
い
。
文
薄
野
祀
問
題
に
お

い
て
、
全
員
一
致
に
至
る
ま
で
い
つ
ま
で
も
先
送
り
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

は
、
体
制
教
学
に
関
わ
る
た
め
万
が
～
に
も
後
で
非
難
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、

か
つ
い
く
ら
先
延
ば
し
し
て
も
構
わ
な
い
と
い
う
特
殊
な
問
題
だ
っ
た
か
ら

で
あ
り
、
先
送
り
が
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
望
ま
し
く
な
い
多
く
の
政
治
問

題
と
は
根
本
的
に
異
な
る
。
ア
ル
タ
ン
看
客
問
題
に
お
い
て
、
兵
部
尚
書
が

折
衷
的
な
案
を
答
申
し
た
こ
と
や
、
封
貢
許
可
の
「
震
断
」
が
下
っ
た
後
に

「
異
議
梢
や
息
む
」
と
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
「
異
論
が
出
な
い
状
態
に
至

る
」
こ
と
が
重
ん
じ
ら
れ
た
証
左
と
す
る
の
は
、
評
者
に
は
理
解
で
き
な
い
。

兵
部
尚
書
が
折
衷
案
を
出
し
た
の
は
、
「
六
、
七
割
が
反
対
し
て
い
る
」
事

実
と
「
中
止
す
る
の
も
ま
た
困
難
」
な
現
状
の
ど
ち
ら
に
も
立
ち
向
か
え
な

か
っ
た
だ
け
で
は
な
い
の
か
（
著
者
は
「
安
易
に
多
数
意
見
を
と
ろ
う
と
せ

ず
」
と
評
価
す
る
が
、
安
易
に
多
数
意
見
を
取
っ
て
戦
端
を
開
い
た
場
合
、

責
任
を
問
わ
れ
る
立
場
に
あ
っ
た
の
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
）
。
「
震
断
」
を

知
っ
て
「
異
議
」
が
や
ん
だ
の
は
、
も
は
や
反
対
し
て
も
無
駄
と
諦
め
た
た

め
で
は
な
い
の
か
。

　
こ
れ
ら
「
わ
ず
か
ふ
た
つ
の
事
例
」
を
も
っ
て
　
般
化
す
る
こ
と
は
、
著

者
自
身
も
「
む
ず
か
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
認
め
て
い
る
が
、
評
者
も
や

は
り
無
理
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
も
そ
も
、
多
数
の
意
見
を
集
約
す
る
上
で
、

「
異
論
が
提
起
さ
れ
な
い
」
こ
と
が
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
の
は
当
た
り
前

で
あ
る
。
お
よ
そ
ど
の
よ
う
な
会
議
で
も
、
異
論
が
提
起
さ
れ
な
け
れ
ば
結

論
は
一
つ
し
か
あ
り
得
な
い
。
決
め
方
の
ル
ー
ル
が
定
ま
っ
て
い
な
い
以
上
、

慎
重
の
上
に
も
慎
重
を
期
す
べ
き
場
合
や
、
判
断
す
る
責
任
を
負
い
た
く
な

い
場
合
に
、
こ
の
絶
対
安
全
圏
に
逃
げ
込
み
た
く
な
る
の
は
無
理
も
あ
る
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
み
な

い
。
逆
に
雷
え
ば
、
「
余
岡
じ
」
で
も
な
け
れ
ば
確
実
に
正
当
と
み
な
さ
れ

な
い
ほ
ど
、
決
定
方
法
に
つ
い
て
の
原
則
が
不
在
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で

は
な
い
の
か
。

　
明
代
中
国
の
政
治
の
特
徴
を
取
り
上
げ
る
に
当
た
っ
て
、
著
者
が
で
き
る

限
り
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
評
価
を
避
け
、
積
極
的
な
意
味
を
見
出
し
て
い
こ
う
と

し
て
い
る
の
は
理
解
で
き
る
。
だ
が
、
問
い
の
性
格
に
よ
っ
て
は
、
ネ
ガ
テ

ィ
ブ
な
答
え
し
か
出
な
い
こ
と
も
あ
り
得
る
。
評
者
は
、
著
者
が
し
ば
し
ば

用
い
る
「
決
議
」
や
「
合
意
形
成
」
と
い
っ
た
表
現
に
違
和
感
を
覚
え
る
が
、

そ
れ
は
近
代
的
な
会
議
の
概
念
を
明
代
中
国
に
無
批
判
に
適
用
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
熟
議
の
主
催
者
が
取
り
ま
と
め
て
覆
奏
し
た
内

容
は
「
決
議
」
、
す
な
わ
ち
会
議
体
に
よ
る
意
思
決
定
な
の
か
。
廷
議
は
参

加
者
の
「
合
意
」
を
目
指
す
も
の
な
の
か
。
こ
れ
ら
が
本
来
、
明
代
の
公
的

な
会
議
に
馴
染
ま
な
い
概
念
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
概
念
を
用
い
て
問
題
を

立
て
て
も
、
積
極
的
な
意
味
を
見
い
だ
せ
る
可
能
性
は
低
か
ろ
う
。

　
明
代
の
心
念
の
性
格
を
検
討
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
決
定
方
法
以
前
に
、
そ

こ
で
の
決
定
の
何
た
る
か
を
検
討
す
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
そ
こ
ま
で
遡

っ
て
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
評
者
は
こ
の
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
第
二
の
問

題
で
あ
る
「
覆
疏
作
成
の
プ
ロ
セ
ス
」
に
つ
い
て
、
一
層
掘
り
下
げ
る
の
が

有
効
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
著
者
に
よ
れ
ば
、
明
代
の
廷
議
は
弘
治
年
間
に
は
す
で
に
形
骸
化
が
問
題

に
な
っ
て
い
た
が
、
隆
慶
朝
に
な
っ
て
、
主
催
者
が
審
議
す
べ
き
案
件
を
事

前
に
参
加
者
に
配
布
し
、
各
々
意
見
を
書
か
せ
て
圓
異
し
、
「
考
訂
」
を
加
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え
て
か
ら
会
議
に
持
参
す
る
と
い
う
方
式
が
成
立
し
た
。
万
暦
三
一
年
の

門
楚
獄
」
に
つ
い
て
の
群
議
で
は
、
諸
官
が
そ
れ
ぞ
れ
意
見
書
を
提
出
、
署

名
し
た
上
で
散
会
、
そ
の
後
、
主
催
者
が
覆
疏
を
起
草
し
、
数
多
い
意
見
書

の
内
容
を
要
約
し
て
書
き
込
み
上
奏
し
た
が
、
意
見
書
を
全
文
抄
写
し
な
か

っ
た
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
と
い
う
。

　
評
者
が
注
意
を
惹
か
れ
た
の
は
、
こ
こ
で
廷
議
参
加
者
は
意
見
書
を
提
出

し
た
だ
け
で
署
名
し
、
覆
疏
は
そ
の
後
で
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

参
加
者
は
覆
疏
を
確
認
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
署
名
に
よ
っ
て
保

証
で
き
る
の
は
、
自
分
が
確
か
に
意
見
を
出
し
た
（
つ
ま
り
会
議
に
参
加
し

た
）
と
い
う
点
だ
け
で
あ
り
、
主
催
者
が
ま
と
め
た
結
論
に
責
任
を
も
つ
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
点
を
考
え
れ
ば
、
覆
疏
で
答
申
す
る
の
は
廷
議

に
お
け
る
門
決
議
」
案
で
は
な
く
、
出
さ
れ
た
意
見
を
（
も
し
も
討
論
が
あ

っ
た
と
す
れ
ば
そ
の
結
果
も
）
参
考
に
し
て
、
主
催
者
が
ま
と
め
た
決
定
原

案
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
参
加
考
の
「
合
意
」
は
問
題
に
な
ら
な
い
し
、
そ

も
そ
も
勝
手
に
「
合
意
」
な
ど
す
べ
き
で
な
い
の
で
は
な
い
か
。
（
だ
か
ら

こ
そ
、
す
べ
て
の
意
見
を
皇
帝
に
示
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
）
他

の
引
用
史
料
を
見
て
も
、
参
加
者
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
責
任
を
も
っ
て

意
見
を
出
す
こ
と
で
あ
り
、
結
論
を
定
め
る
こ
と
で
は
な
い
。
廷
議
の
結
果
、

何
が
し
か
の
結
論
を
出
す
義
務
が
あ
る
の
は
主
催
者
だ
け
で
あ
り
、
だ
か
ら

こ
そ
意
見
が
割
れ
た
時
に
は
判
断
す
る
責
任
が
重
く
の
し
か
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
つ
ま
り
、
廷
議
と
は
広
く
意
見
を
徴
す
る
場
で
あ
っ
て
、
答
申
案
を

決
定
す
る
場
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
書
評
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
思
い
つ
き
の
反
論
も
ど
き
を
書
く
の
は
不

適
切
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
て
わ
ざ
わ
ざ
書
く
の
は
、
一
読
し
て
全
く
異
な

る
議
論
の
可
能
牲
が
思
い
浮
か
ぶ
ほ
ど
、
論
証
も
論
旨
の
展
開
も
不
十
分
だ

と
い
う
こ
と
を
示
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
章
で
展
開
さ
れ
た
議
論
は
、

な
お
検
討
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
し
、
ま
し
て
「
異
論
な
き
状
態
を
も
っ
て

決
定
に
ふ
み
き
る
要
件
と
す
る
合
意
形
成
の
あ
り
方
」
な
ど
を
前
提
と
し
て

更
な
る
議
論
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
の
に
は
、
非
常
な
危
倶
を
覚
え
る
。
著

者
が
こ
の
よ
う
な
問
題
に
挑
戦
し
た
こ
と
自
体
は
壮
と
す
べ
き
で
あ
り
、
今

後
も
続
け
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
が
、
拙
速
に
結
論
を
出
そ
う
と
す
る

必
要
は
あ
る
ま
い
。

　
本
書
は
、
着
実
な
基
礎
能
力
や
そ
れ
に
基
づ
く
将
来
性
を
示
し
た
点
も
、

少
々
勇
み
足
と
い
う
べ
き
点
も
、
す
べ
て
含
め
て
気
鋭
の
若
手
研
究
者
が
最

初
に
世
に
問
う
た
著
作
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
。
評
者
は
、
本
書
の
真

価
が
定
ま
る
の
は
今
か
ら
二
十
年
後
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
二
十
年
後
に
著

者
の
研
究
が
大
き
く
開
花
し
て
い
れ
ば
、
本
書
は
そ
の
基
盤
を
な
し
て
い
よ

う
し
、
あ
る
い
は
考
え
直
す
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
飛
躍
の

た
め
の
糧
と
し
て
評
価
さ
れ
よ
う
。
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