
明
末
の
結
社
に
関
す
る
一
考
察

（
上
）

と
く
に
復
社
に
つ
い
て

小

野

和

子

明末の結社に関する一考察（上）　（小野）
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い

一
難
二
業
、
森
笹
蟹
憂
、
つ
。
談
。
て
の
ち
、
吉
層
を
忠
覆
禁
設
立
。
。
れ
た
．
復
々
讐
地
霊
を
。
．
，
ガ
。
に
、
八
股
文
…

へ　

ﾌ
評
選
機
関
と
し
て
全
圓
的
な
組
織
を
も
ち
、
復
古
孟
義
を
嶺
時
の
一
の
時
代
思
潮
た
ら
し
め
る
う
え
に
大
ぎ
い
役
割
を
果
し
た
。
し
か
も
復
社
は
そ
の
全

一
　
騰
組
織
を
背
景
に
内
官
派
に
対
抗
す
る
大
き
い
政
治
力
を
も
ち
、
崇
顧
末
に
は
、
｝
賭
、
妥
協
的
な
形
で
あ
る
が
、
寒
林
派
内
閣
を
成
立
さ
せ
て
、
そ
の
政

…
馨
鎌
俳
糠
雛
配
搬
総
鱗
熊
鍵
擁
灘
離
繍
卵
難
繍
籍
難
羅
w

謁
織
宅
ま
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
が
復
社
の
政
治
連
動
で
あ
る
。
復
旧
は
「
古
学
復
興
」
を
ス
ロ

　
　
　
　
　
ま
　
じ
　
め
　
こ

　
天
啓
初
年
、
三
案
を
め
ぐ
る
は
げ
し
い
政
治
的
論
戦
の
の
ち
、
東

林
党
は
狂
暴
化
し
た
魏
忠
賢
一
派
の
弾
雁
に
多
く
の
播
導
者
を
失
い
、

書
院
も
閉
鎖
さ
れ
て
、
一
時
完
全
な
壊
滅
状
態
に
陥
入
れ
ら
れ
た
。

し
か
し
東
林
の
政
治
運
動
は
こ
れ
に
よ
っ
て
完
全
に
敗
北
し
た
の
で

は
な
く
、
つ
ぎ
の
世
代
へ
あ
ら
た
な
か
た
ち
で
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
。

…
ガ
ソ
に
八
股
文
の
評
選
機
関
と
し
て
全
悶
的
に
青
年
士
大
夫
拶
を

組
織
し
て
い
た
。
明
末
溝
初
の
す
ぐ
れ
た
患
想
塚
顧
炎
武
・
黄
宗

義
・
王
薬
漬
・
方
寸
智
ら
は
い
ず
れ
も
大
な
り
小
な
り
復
社
に
関
係

を
も
つ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
彼
等
の
実
学
的
精
神
が
は
ぐ
く
ま
れ

た
環
境
と
し
て
、
復
社
の
復
古
主
義
と
そ
の
実
践
運
動
の
も
っ
た
社

会
的
雰
闘
気
を
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
し
て
復
社
の
復
古
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主
義
が
そ
れ
自
体
と
し
て
は
極
め
て
未
成
熟
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら

も
、
　
当
時
の
一
の
時
代
思
潮
と
し
て
、
　
明
代
の
所
謂
「
講
学
的
学

問
」
か
ら
溝
代
の
「
事
実
的
学
問
」
す
な
わ
ち
考
証
学
べ
の
転
換
過

程
に
お
い
て
も
っ
た
思
想
史
上
の
意
義
に
も
無
視
し
得
な
い
も
の
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
も
そ
れ
は
た
ん
な
る
文
学
的
結
社
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
は
な

か
っ
た
。
御
社
は
そ
の
全
国
的
な
組
織
力
を
背
面
に
、
寅
官
派
に
対

す
る
大
き
な
政
治
力
を
も
ち
、
一
時
妥
協
的
な
か
た
ち
に
お
い
て
で

は
あ
る
が
東
林
派
内
閣
を
成
立
さ
せ
、
都
分
的
に
そ
の
政
治
主
張
を

実
現
さ
せ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
支
配
体
制
そ
の
も
の
の
根
太
・
的
な

変
革
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
当
時
の
深
刻
な

危
機
感
か
ら
出
発
し
て
支
配
体
制
の
都
分
的
な
改
革
を
指
向
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
運
動
は
当
時
の
江
南
先
進
地
帯
に
お
け
る
経
済

約
発
展
を
背
景
に
、
未
熟
な
が
ら
も
中
圏
の
近
代
化
へ
の
ひ
と
つ
の

途
を
指
し
示
す
運
動
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
復
鮭
は
こ
の
よ
う
に
思
想
的
、
政
治
的
に
重
要
な
意
義
を
も
つ
結

赴
で
あ
っ
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
社
が
清
初
に
お
い
て
反
魂
運
動
の

底
流
と
な
っ
た
こ
と
、
復
祉
の
指
導
者
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
周
鍾
が
、

李
自
成
に
勧
進
表
を
奉
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
復
社
に
関
す
る
史
料

屯
清
代
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
曲
り
み
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
溶
末
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

粋
学
報
に
よ
る
人
々
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
整
理
さ
れ
は
じ
め
た
。
こ

う
し
た
こ
と
か
ら
復
調
に
関
す
る
研
究
も
お
く
れ
、
謝
国
槙
氏
「
明

清
之
雲
斗
社
運
動
考
」
（
一
九
三
四
）
と
い
う
す
ぐ
れ
た
業
績
を
の
ぞ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

て
、
ほ
と
ん
ど
研
究
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
す
で
に
の
べ
た

よ
う
な
事
情
か
ら
す
る
史
料
的
制
約
や
、
党
争
に
つ
ね
に
伴
う
史
料

的
な
混
乱
を
も
予
想
し
た
う
え
、
非
常
に
不
十
分
な
か
た
ち
で
は
あ

る
が
、
こ
こ
に
復
社
史
を
ま
と
め
、
明
末
政
治
史
解
明
の
ひ
と
つ
の

素
材
と
し
た
い
と
思
う
。

①
　
現
在
復
社
の
根
本
史
料
と
も
い
う
べ
き
陸
世
儀
「
復
祇
紀
略
」
は
解
髪

　
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
た
も
の
が
、
清
末
国
粋
叢
霧
の
一
冊
と
し
て
は
じ
め

　
て
刊
行
さ
れ
た
。
し
か
し
、
別
本
が
な
く
、
訂
誤
の
方
法
も
な
か
っ
た
た

　
め
、
交
字
の
繰
り
も
多
く
、
且
つ
崇
禎
十
年
ご
ろ
で
お
わ
っ
て
い
る
。
ま

　
た
繭
粋
学
報
に
は
復
数
に
関
す
る
記
事
が
か
な
り
多
い
。

②
　
こ
の
他
三
社
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
容
子
祖
氏
『
述
書
志
』
（
『
明
代

　
思
想
史
』
附
録
）
、
　
大
久
保
英
子
氏
「
明
末
読
嘗
人
結
社
と
郷
村
活
動
偏

　
（
『
近
世
中
国
教
育
史
研
究
』
）
が
あ
り
、
応
祉
に
関
し
て
は
朱
…
子
女
士
「
明

　
季
南
応
祉
考
」
（
『
園
学
季
刊
』
2
／
3
）
、
読
書
祉
に
関
し
て
は
同
女
士

　
杭
「
州
読
書
鮭
憂
，
」
（
一
旦
学
季
刊
翫
2
／
2
）
の
研
究
が
あ
る
。

一
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明末の結社に関する一考察（上）（小野）

　
魏
忠
賢
一
派
の
反
動
攻
勢
が
激
化
し
つ
つ
あ
っ
た
天
啓
四
年
六
月

（一

Z
二
四
　
）
、
東
林
党
の
左
認
都
御
史
揚
漣
は
魏
、
．
思
賢
の
二
十
四
大

罪
を
列
挙
鞍
言
葉
は
げ
し
く
彼
を
弾
劾
し
た
。
し
か
し
こ
れ
に
対

し
て
天
啓
帝
は
何
ら
か
え
珍
み
る
こ
と
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
逆
に

楊
漣
を
懲
戒
処
分
に
附
し
、
魏
忠
賢
を
慰
留
す
る
と
い
う
始
末
で
あ

っ
た
。
憤
激
し
た
大
学
士
葉
向
高
ら
東
区
系
官
僚
は
絹
次
い
で
魏
忠

賢
弾
劾
の
挙
に
出
た
が
、
危
機
を
感
じ
た
魏
忠
賢
は
逆
に
狂
暴
化
し
、

翌
七
月
工
部
侍
郎
万
能
を
杖
殺
し
た
の
を
て
は
じ
め
に
、
陰
謀
を
め

ぐ
ら
せ
て
大
学
士
乱
騰
高
、
吏
部
尚
書
趙
南
星
、
左
都
御
史
高
纂
龍

ら
を
免
職
、
楊
漣
、
愈
都
御
史
左
光
斗
ら
を
削
籍
し
、
東
林
党
追
放

に
成
功
し
て
天
下
の
大
権
を
掌
握
す
る
に
至
っ
た
。

　
若
人
の
前
身
で
あ
る
応
社
が
設
立
さ
れ
た
の
は
、
時
あ
た
か
も
こ

の
年
の
冬
、
楊
漣
が
曾
っ
て
知
県
を
や
っ
た
こ
と
の
あ
る
江
蘇
常
熟

　
①

の
地
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
楊
漣
の
魏
忠
賢
弾
劾
が
、
ど
の
よ

う
に
当
時
の
人
心
に
ア
ッ
ピ
ー
ル
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
手
弄
の

同
人
呉
応
箕
は

南
京
に
楊
漣
の
魏
忠
賢
弾
劾
の
上
奏
が
伝
え
ら
れ
る
や
、
ほ
と
ん
ど
家
ご
と

　
に
製
し
、
戸
ご
と
に
請
す
る
が
ご
と
き
有
様
で
、
忠
義
の
気
が
一
時
に
鼓
暢

す
る
の
を
覚
え
た
。
（
「
留
都
見
聞
録
繍
甲
子
七
月
）

と
そ
の
と
き
の
模
様
を
伝
え
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
揚
漣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
五
年
閣
に
わ
た
る
善
政
の
記
憶
竜
生
女
し
い
常
熟
の
地
に
お
い
て

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
策
林
と
の
関
係
の
ふ
か
か
っ
た
江
南
一
帯
地

方
に
あ
っ
て
も
お
そ
ら
く
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
る
に
こ
の
楊

漣
の
上
奏
が
葬
り
さ
ら
れ
た
ば
か
り
か
、
透
に
東
林
党
が
つ
ぎ
つ
ぎ

に
追
放
さ
れ
て
い
く
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
は
お
そ
ら
く
当
時
の
若
い
人

な
を
激
昂
さ
せ
た
に
ち
が
い
な
い
。
応
祉
の
復
古
の
も
っ
た
実
践
的

な
性
格
か
ら
し
て
も
、
現
実
の
腐
敗
と
混
乱
を
飼
と
か
収
拾
し
な
け

れ
ば
と
い
う
彼
等
の
気
持
が
儒
教
的
な
発
想
か
ら
「
学
術
の
復
興
」

と
い
う
か
た
ち
で
応
社
に
結
集
し
・
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
癒
社
に
は
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
李
自
著
に
勧
進
表
を
奉
っ
た

周
鍾
が
指
導
的
な
立
場
で
参
加
し
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら

応
社
に
関
す
る
史
実
が
潭
減
さ
れ
た
形
跡
が
あ
り
、
そ
の
設
立
の
経

過
竜
そ
れ
ほ
ど
明
ら
か
で
な
い
が
、
朱
弊
尊
は
「
静
志
腸
詩
話
」
巻

二
十
一
楊
廷
枢
の
条
に

先
生
、
応
社
を
呉
中
に
侶
え
、
五
経
文
字
を
評
隅
す
。

と
い
い
、
張
濾
も

志
は
昔
年
に
な
り
て
、
事
は
今
津
に
大
な
り
。
維
斗
（
楊
廷
枢
）
こ
れ
を
は

じ
め
、
十
二
人
こ
れ
を
広
む
（
門
田
録
縫
製
』
巻
三
応
抵
十
三
子
序
）
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と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
朱
騨
尊
は
同
じ
く
楊
郵
の
条
に
上
図
の

二
葉
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

甲
子
（
四
年
）
冬
、
天
如
（
張
灘
）
と
と
も
に
唐
市
を
過
り
、
子
常
（
楊
灘
）

の
贋
、
麟
士
（
顧
夢
麟
）
の
舘
を
訪
う
。
遂
に
応
桂
の
約
を
な
す
。
年
を
叙

し
、
子
常
、
長
に
屡
る
（
『
静
志
熔
詩
話
」
巻
二
十
｝
）

と
い
い
、
さ
ら
に
計
東
の

子
當
・
麟
士
、
社
事
を
経
営
す
る
こ
と
最
も
先
な
り
。

と
い
う
言
葉
を
附
録
し
て
い
る
。
張
博
・
張
采
が
常
熟
に
楊
葬
・
顧

夢
麟
を
た
つ
ね
て
い
っ
た
と
き
、
す
で
に
応
社
の
原
型
と
な
る
べ
き

も
の
が
こ
の
年
す
で
に
豊
熟
の
地
に
設
立
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頸

　
薫
蒸
は
常
熟
の
人
。
経
済
的
に
非
常
に
ゆ
た
か
で
、
交
人
た
ち
と

の
交
際
を
好
ん
だ
。
太
倉
の
顧
夢
麟
は
彼
の
許
に
久
し
く
寄
寓
し
て

い
た
鳥
人
の
一
人
で
あ
る
が
、
彼
は
ま
た
明
の
滅
亡
後
同
じ
常
北
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

汲
宵
閣
毛
氏
に
寄
遇
し
て
い
る
。
彼
の
学
開
に
つ
い
て
は

毛
・
郷
の
学
に
長
じ
、
つ
ね
に
一
道
の
名
を
歓
せ
ず
。
帰
有
光
の
言
を
称
し

て
、
漢
儒
は
無
れ
を
月
経
と
い
う
に
、
近
世
こ
れ
を
一
道
と
い
う
。
能
く
聖

人
の
経
を
明
ら
か
に
し
て
、
斯
這
、
明
ら
か
な
り
．
道
何
ぞ
講
ず
ぺ
け
ん
や

と
い
う
。
　
（
『
復
業
姓
氏
録
い
）

と
い
う
よ
う
に
、
道
そ
の
も
の
を
講
ず
る
の
で
は
な
く
、
経
を
逓
じ

て
道
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
立
場
で
、
と
く
に
漢
儒
の
伝
註
を

高
く
評
価
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
共
鳴
し
た
楊
鯨
と
と
も
に
講

乱
し
て
、
万
暦
以
後
の
空
辣
薮
学
問
的
傾
向
を
打
破
し
、
世
に
楊
・

5
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

顧
の
学
と
称
せ
ら
れ
、
す
で
に
多
く
の
弟
子
を
擁
し
て
い
た
と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
な
五
経
の
復
興
と
い
う
こ
と
は
周
鍾
に
よ
っ
て
も
す
で

に
天
啓
元
・
二
年
ご
ろ
か
ら
提
唱
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
張
博
は
つ

ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

時
文
一
た
び
流
行
す
る
や
、
士
入
の
志
は
、
貯
ご
と
に
荒
下
し
、
諸
子
の
説
、

耳
環
に
近
か
ら
ず
。
未
だ
天
下
に
そ
の
善
あ
る
を
知
ら
ず
、
書
を
作
る
に
そ

の
人
あ
る
を
知
ら
ず
。
況
や
五
経
の
躯
深
を
や
。
周
鍾
は
醗
戊
（
天
啓
元
・

二
年
）
の
文
に
お
い
て
そ
の
説
を
…
個
え
て
よ
り
、
四
方
は
じ
め
て
形
を
改
め
、

慮
を
窺
え
、
古
を
い
う
を
た
の
し
む
。
…
…
之
を
要
す
る
に
、
古
学
、
已
に

立
つ
こ
と
、
子
丑
（
環
・
五
年
）
を
へ
て
田
家
競
い
興
る
（
一
、
七
録
片
上
し

巻
二
勝
稿
蓑
経
序
）

と
い
う
。
つ
ま
り
天
啓
元
・
二
年
ご
ろ
属
鍾
が
八
股
文
の
流
行
が
士

大
夫
の
心
を
腐
敗
せ
し
め
て
い
る
こ
と
を
反
省
し
て
、
経
学
の
復
興

に
志
し
た
が
、
そ
れ
は
応
社
が
設
立
せ
ら
れ
た
天
．
啓
四
・
五
年
ご
ろ

に
か
な
り
支
配
的
な
風
潮
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
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張
醇
還
幸
は
最
初
か
ら
こ
の
よ
う
な
復
古
主
義
者
で
あ
っ
た
の
で
は

な
か
っ
た
。
彼
は
当
時
こ
の
地
に
流
行
し
て
い
た
文
祉
に
も
あ
ま
り

関
心
を
寄
せ
ず
、
張
采
を
館
賓
と
し
て
招
い
て
、
専
ら
、
よ
り
新
し

い
焚
宗
師
、
劉
知
幾
の
文
章
を
学
ん
で
い
た
。
そ
し
て
適
時
卑
俗
に

流
れ
て
い
た
こ
の
地
方
の
文
学
を
大
い
に
振
興
し
よ
う
と
考
え
て
い
．

た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
歳
試
に
失
敗
し
て
は
じ
め
て
金
沙
に
周
鍾

を
た
つ
ね
、
三
人
七
会
っ
て
議
論
す
る
こ
と
一
跳
夜
、
つ
い
に
訂
尊

し
て
別
れ
た
が
、
こ
の
と
き
以
後
、
彼
は
今
ま
で
の
学
問
を
放
棄
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

専
わ
経
の
文
章
に
学
ん
で
歳
試
に
ト
ッ
プ
で
合
格
し
た
と
い
わ
れ
る
。

お
そ
ら
く
周
鍾
の
五
経
復
興
に
大
い
に
共
詳
し
た
二
人
が
、
楊
葬
・

顧
夢
麟
の
も
と
を
た
つ
ね
、
臨
社
の
約
を
な
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
応
祉
は
八
股
文
の
評
選
機
関
と
し
て
設
立
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、

彼
等
は
決
し
て
八
股
文
の
評
選
に
満
足
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

彼
等
は
当
時
科
挙
が
八
股
文
と
い
う
形
式
約
な
文
章
を
要
求
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
士
大
夫
階
級
を
完
全
に
無
思
想
化
し
て
い
る
事
実
を
鋭

く
指
摘
し
て
い
る
。

経
学
の
い
わ
れ
ざ
る
や
、
久
し
。
…
…
今
の
人
の
師
に
う
け
、
読
む
と
い
う

所
の
も
の
は
、
何
庸
の
書
そ
や
。
且
つ
一
経
を
禰
い
て
四
経
を
捨
て
、
遠
図

を
忘
れ
、
粟
酒
を
醸
し
て
亦
磁
む
之
い
う
．
・
…
：
そ
の
変
の
は
じ
ま
る
所
を

求
む
る
に
、
聖
賢
の
路
、
絶
え
て
通
ぜ
ざ
る
は
、
皆
晴
文
の
道
が
こ
れ
を
ふ

さ
ぐ
な
り
。
…
…
経
文
の
効
、
世
に
装
わ
れ
ず
劉
ち
郵
貯
に
荷
め
の
利
を
な

す
の
み
…
…
。
然
れ
ど
も
前
聖
の
学
は
後
人
に
間
っ
て
写
り
を
召
か
ず
、
窟

子
の
志
は
衆
疑
に
よ
っ
て
止
せ
ら
れ
ず
。
六
経
の
法
は
三
士
父
子
の
大
行
な

り
。
…
…
（
「
七
鍛
斎
集
』
二
二
易
交
観
通
序
）

す
な
わ
ち
、
八
股
文
が
世
を
風
靡
し
、
艶
々
は
専
ら
そ
の
受
験
勉
強

を
事
と
し
て
、
　
「
君
臣
父
子
の
大
行
」
た
る
べ
き
「
六
経
の
法
」
が

失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
が
政
治
と
道
徳
の
頽
廃
を
招
い
た
最
大

の
．
原
困
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
六
経
を
復
興
す
る
こ
と
こ
そ
、
こ
の

現
実
を
改
革
す
る
た
め
の
ま
ず
第
一
の
課
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

応
祉
は
そ
の
た
め
に
「
経
を
尊
び
、
古
に
復
す
る
」
こ
と
を
標
榜
し

て
設
立
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
数
人
（
応
赴
の
各
人
）
は
一
日
と
し
て
古
人
を
忘
れ
ず
、
一
文
の
盛
興

を
導
き
、
鍵
教
の
ま
さ
に
絶
え
な
ん
と
す
る
を
慮
り
て
、
各
≧
習
う
所
の
経

を
取
り
、
そ
の
大
義
を
列
し
、
前
者
の
説
を
進
め
て
其
の
是
を
求
め
、
以
て

俗
に
訓
う
。
袴
し
く
も
或
い
は
道
黒
の
遠
く
し
て
質
析
に
難
け
れ
ば
こ
れ
を

舗
義
に
仮
り
て
そ
の
閥
難
を
通
ず
…
…
（
一
．
七
録
斎
集
』
巻
二
詩
経
応
社
序
）

と
張
濾
は
書
い
て
い
る
。
か
く
し
て
応
祉
は
、
そ
の
同
人
十
一
人
が

詩
（
楊
郵
・
顧
夢
攣
、
書
轟
廷
枢
．
閉
口
碍
・
銭
轡
、
春
秋
篤
錠
、
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周
鍾
）
、
礼
（
張
采
、
王
啓
栄
）
、
易
（
張
博
、
朱
腿
）
と
夫
々
専
門
に
し

　
　
　
　
　
　
　
⑧

た
が
っ
て
分
担
し
、
古
人
の
学
説
を
あ
つ
め
て
批
判
・
検
討
し
な
が

ら
、
正
し
く
初
学
者
を
教
え
導
こ
う
と
し
た
。
そ
し
て
遠
方
で
質
疑

応
答
の
困
難
な
場
合
に
は
受
験
指
導
的
な
八
股
文
の
評
選
を
電
併
せ

て
利
用
し
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
の
応
挺
と
い
う
名
の
由
来
に
つ
い
て
は
復
社
の
場
合
ほ
ど

明
ら
か
で
は
な
い
。
張
博
は
糠
働
の
発
展
で
あ
る
広
応
祉
に
序
し
て

応
の
名
た
る
龍
徳
あ
り
。
予
嘗
っ
て
一
た
び
其
説
を
遭
せ
る
も
、
恢
拷
臨
宕
、

究
尽
す
べ
か
ら
ざ
る
の
辞
多
し
。
今
に
及
ん
で
こ
れ
を
視
る
に
益
〉
・
雑
に
し

て
挙
げ
ず
。
来
之
（
呉
混
浴
）
彦
林
（
銭
轡
）
の
こ
の
挙
あ
る
や
、
古
に
応

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ず
。
故
に
和
倉
の
説
を
略
し
て
之
に
告
ぐ
に
声
気
の
正
を
以
て
す
…
…
（
『
七

鍛
斎
集
「
…
　
巻
一
広
応
社
序
）

と
い
っ
て
い
る
。
　
「
議
し
と
い
う
の
は
、
彼
が
専
門
と
し
た
「
易
」

の
用
語
で
あ
る
こ
と
は
う
た
が
い
え
な
い
。
す
な
わ
ち
易
で
は
、
初

と
四
、
一
一
と
五
、
三
と
上
の
上
下
相
対
応
す
る
交
が
一
難
一
陽
な
る
　
、

と
き
を
「
応
」
と
い
っ
て
尊
び
、
就
中
二
と
五
の
相
応
ず
る
も
の
を

尊
ぶ
。
た
と
え
ば
そ
の
一
、
　
〔
同
人
〕
象
伝
に
は

岡
人
は
柔
位
を
得
て
、
乾
に
応
ず
る
を
、
同
人
と
い
う
。
嗣
人
に
田
く
、
同

人
野
に
干
て
す
、
亭
る
、
大
川
を
捗
る
に
利
う
し
と
は
乾
の
行
な
り
。
文
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

に
し
て
健
、
中
疋
に
し
て
応
ず
、
君
子
の
正
な
り
。
唯
書
子
の
み
よ
く
天
下

の
志
を
通
ず
る
こ
と
を
な
す
。

と
い
う
。
ま
た
君
徳
に
つ
い
て
は
や
は
り
易
の
「
乾
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む

九
二
に
譲
く
…
…
子
曰
く
。
龍
徳
あ
軌
て
正
し
く
中
す
る
者
な
り
。
建
言
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
せ

れ
信
に
し
、
庸
行
之
れ
謹
み
、
邪
を
閑
ぎ
て
そ
の
誠
を
存
し
、
世
に
よ
く
し

　
ほ
こ

て
伐
ら
ず
、
徳
博
く
し
て
化
す
。
：
　
…

と
い
わ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
応
鮭
に
お
け
る
経
学
復
興
を
逓
じ

て
、
耀
徳
を
具
え
た
盤
人
霜
子
が
禺
現
し
、
こ
の
現
実
の
腐
敗
と
混

乱
を
収
拾
す
る
こ
と
、
そ
し
て
万
物
が
そ
の
法
則
に
し
た
が
っ
て
正

し
く
運
行
も
得
る
よ
う
な
状
態
（
そ
れ
は
彼
に
お
い
て
は
古
代
に
比
定
さ

れ
る
）
に
復
帰
さ
せ
る
こ
と
を
念
願
し
て
か
く
名
づ
け
ら
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
と
恩
わ
れ
る
。

①
　
　
　
『
瀬
氾
黒
ん
蘇
“
州
府
血
心
漏
露
髄
幽
官
盤
心
に
「
よ
れ
ば
揚
漣
は
万
腰
一
二
轟
ハ
年
か
ら
万

　
暦
四
〇
年
ま
で
五
年
間
在
任
し
た
。

　
②
　
銭
謙
益
・
『
牧
斎
集
』
五
、
都
察
院
左
認
都
御
史
贈
右
都
御
史
加
贈
太

　
志
太
保
識
忠
烈
楊
公
墓
誌
銘

③
査
慎
行
『
人
海
記
』
下

④
朱
僕
女
士
前
掲
論
文
参
照

⑤
闘
、
同
治
蘇
州
府
志
』
楊
顧
両
先
生
伝
、
同
右
所
司

⑥
『
詩
社
紀
略
』
巻
一

⑦
『
七
色
斎
集
憾
巻
…
五
経
徴
文
藻
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⑨
　
詞
右

二

　
応
変
設
立
後
の
二
。
三
年
は
反
動
の
血
な
ま
ぐ
さ
い
嵐
が
吹
き
ま

く
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
天
啓
五
年
（
一
六
二
五
）
魏
忠
賢
一
派
は
移

宮
問
題
に
関
係
し
て
東
林
党
の
楊
漣
・
脚
光
斗
ら
を
逮
捕
し
て
虐
殺

し
、
真
林
書
院
を
閉
鎖
し
た
。
つ
づ
い
て
翌
六
年
（
一
六
二
六
）
『
三

朝
要
典
』
を
編
纂
し
て
東
林
党
人
を
誹
誘
、
さ
ら
に
周
網
元
、
黄
尊

素
ら
を
逮
捕
し
、
高
華
龍
が
自
殺
し
た
ほ
か
、
い
ず
れ
も
詔
獄
に
獄

死
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
魏
忠
賢
一
派
の
弾
圧
に
よ
っ
て

東
林
党
は
そ
の
指
導
者
を
ほ
と
ん
ど
失
う
が
、
こ
の
時
、
東
林
党
人

の
逮
捕
に
反
対
し
て
、
各
地
で
回
読
の
変
と
称
せ
ら
れ
る
民
変
が
翁

こ
さ
れ
た
Q
と
く
に
も
っ
と
も
は
げ
し
い
抵
抗
が
お
こ
さ
れ
た
の
は
、

周
順
愚
逮
捕
の
た
め
に
経
騎
が
蘇
州
に
お
も
む
い
た
と
き
で
あ
っ
た
。

期
せ
ず
し
て
集
っ
た
一
万
余
の
民
衆
は
激
昂
の
あ
ま
り
、
実
力
で
綻

騎
に
お
そ
い
か
か
り
、
つ
い
に
縫
騎
三
四
人
を
死
亡
せ
し
め
て
魏
忠

賢
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
「
開
読
の
変
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

具
体
的
な
状
況
に
つ
い
て
は
す
で
に
田
中
正
俊
氏
が
く
わ
し
く
書
い

て
お
ら
れ
る
の
で
ふ
れ
な
い
が
、
こ
の
「
開
読
の
変
」
に
は
東
林
を

支
持
す
る
諸
生
五
百
余
人
が
彼
等
独
自
の
階
級
的
立
場
で
参
加
し
て

い
た
。
彼
等
は
群
衆
の
実
力
行
動
に
対
し
て
は
批
判
的
で
あ
っ
た
け

れ
ど
竜
、
し
か
し
集
っ
た
万
余
の
民
衆
を
代
弁
し
て
魏
忠
賢
一
派
の

不
法
を
な
じ
り
、
周
年
贔
の
助
命
を
嘆
願
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
諸

生
の
な
か
に
は
応
需
の
関
係
者
や
、
の
ち
に
雄
心
に
組
織
さ
れ
て
い

っ
た
生
員
層
が
多
数
に
参
加
し
て
い
た
。
脚
達
は
こ
の
時
、
自
ら
す

す
ん
で
罪
を
負
っ
て
処
刑
さ
れ
た
顔
偲
流
船
、
馬
傑
ら
五
人
の
勇
気
を

称
揚
し
て
「
五
人
墓
碑
記
」
な
る
も
の
を
書
い
て
い
る
が
、
彼
は
こ

の
な
か
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
予
、
猶
お
記
ゆ
ら
く
。
周
公
の
翻
せ
ら
れ
し
は
丁
卯
（
天
啓
七
P
）
三
月
に

　
あ
り
。
吾
社
の
行
き
て
士
の
先
と
な
る
も
の
、
こ
れ
が
た
め
に
義
を
声
え
、

　
貨
財
を
敏
め
て
以
て
そ
の
行
を
送
る
。
（
門
七
録
斎
集
』
所
収
）

と
か
い
て
い
る
。
つ
ま
り
社
の
関
係
者
が
、
諸
生
の
先
頭
に
立
っ
て

．
耳
順
昌
救
援
の
た
め
の
隙
金
を
う
っ
た
え
、
周
順
路
を
援
助
し
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
応
社
の
同
人
で
あ
っ
た
楊
廷
枢
、
徐
済
の
伝

に
も
彼
等
が
士
民
数
挙
人
を
調
製
し
て
巡
撫
に
面
会
し
、
開
昆
順
助

命
を
訴
え
て
拒
否
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
黄
尊
素
逮
捕
の
一
行
が
蘇
州

に
至
る
や
、
激
昂
し
た
士
民
は
一
行
の
船
に
放
火
し
、
駕
帖
を
破
棄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

し
て
一
時
出
発
を
不
可
能
に
す
る
と
い
う
実
力
行
動
に
訴
え
た
こ
と
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が
か
か
れ
て
い
る
。
こ
の
．
「
開
読
の
変
」
は
自
然
発
生
的
に
お
こ
っ

た
大
衆
運
動
で
あ
っ
て
、
彼
等
の
政
治
行
動
毛
も
ち
ろ
ん
計
画
的
に

行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
せ
よ
こ
の
よ
う
な

運
動
に
彼
等
が
参
加
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
彼
等
が
魏
忠
賢
一
派
の

政
治
的
本
質
を
正
し
く
把
握
す
る
う
兄
で
非
常
に
大
き
な
意
義
を
も

つ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
と
も
に
こ
の
運
動
に
参
加
し
た
生
貴
暦
が

の
ち
に
多
く
復
祉
に
組
織
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
事
実
が
示
す
よ
う

に
、
こ
の
運
動
が
東
林
を
支
持
す
る
難
聴
の
な
か
に
、
反
魏
忠
賢
と

い
う
こ
と
で
急
速
に
連
帯
感
を
も
り
あ
げ
て
い
っ
た
こ
と
が
想
像
さ

れ
る
。
応
社
か
ら
復
社
へ
、
文
学
的
結
祉
か
ら
政
治
的
結
社
へ
の
発

展
過
程
に
お
い
て
こ
の
運
動
の
竜
つ
た
意
義
は
極
め
て
大
き
い
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
　
野
中
蕉
俊
「
民
訴
・
抗
租
奴
変
」
　
（
［
、
世
界
の
歴
史
』
1
1
所
収
）

⑨
　
周
顧
愚
の
逮
捕
さ
れ
た
の
は
七
年
で
は
な
く
丙
寅
す
な
わ
ち
六
年
二
月

　
の
こ
と
。
し
た
が
っ
て
こ
の
年
代
は
誤
り
。

③
　
畷
、
携
蕨
逸
史
」
巻
2

三

　
さ
て
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
応
機
は
そ
の
設
立
当
初
は
十
一
人
、

そ
れ
に
実
務
を
担
当
し
て
い
た
立
席
を
加
え
て
十
二
人
で
発
足
し
た
。

こ
の
応
鮭
を
金
国
約
な
維
織
と
し
て
拡
大
強
化
し
た
い
と
い
う
要
求

が
、
問
人
の
奥
昌
時
、
銭
儲
か
ら
提
出
さ
れ
、
応
祉
は
拡
大
の
意
義

を
こ
め
て
や
が
て
広
感
社
に
発
展
す
る
。
し
か
し
広
応
社
の
も
と
に

お
い
て
も
、
応
祉
と
い
う
名
称
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
張
博
が
崇
顧
二

　
　
　
　
　
　
　
①

年
に
「
詩
経
応
繁
忙
」
を
か
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
想
像
さ
れ
、
必

ら
ず
し
も
公
式
の
名
称
と
し
て
行
わ
れ
た
の
で
な
か
っ
た
ら
し
い
。

　
こ
の
広
凝
議
へ
の
発
展
が
い
つ
行
わ
れ
た
か
は
明
、
ら
か
で
な
い
が
、

の
ち
に
の
べ
る
よ
う
に
朱
灘
尊
は
崇
祓
元
・
二
年
に
成
立
し
た
復
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

と
は
明
ら
か
に
区
別
し
て
い
る
こ
と
か
ら
応
社
の
拡
大
発
展
と
し
て

の
復
牲
の
別
名
で
な
か
っ
た
こ
と
は
明
・
臼
な
事
実
で
あ
っ
て
、
恐
ら

く
天
啓
七
年
ご
ろ
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
こ
の
広
応
祉
へ
の
発
展
に
よ
っ
て
、
西
社
は
ま
ず
江
北
に
か

な
り
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
…
鷺
社
の
呉
応
箕
、
徐
鴨
時
ら
十
三
人
、

万
暦
末
年
か
ら
や
は
り
こ
の
地
方
に
行
わ
れ
て
い
た
純
忠
の
一
応
隆
、

沈
寿
民
、
　
沈
士
柱
、
　
劉
城
ら
の
十
六
人
を
自
ら
の
傘
下
に
統
合
し

①た
。
こ
の
な
か
に
は
呉
応
箕
の
よ
う
に
爾
社
に
と
も
に
参
加
し
て
い

た
も
の
も
あ
る
。
か
く
し
て
応
祉
は

大
江
以
南
、
応
社
を
漏
す
る
も
の
は
張
受
先
（
彊
采
）
、
西
銘
（
張
薄
）
、
介

生
（
周
鍾
）
、
維
斗
（
楊
廷
枢
）
、
大
江
以
北
応
社
を
帰
す
る
も
の
は
万
道
吉
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（
即
応
隆
）
、
劉
伯
祭
（
劉
城
）
、
沈
眉
生
（
沈
士
柱
4
。
婁
東
に
は
応
祉
十

子
あ
り
。
與
郡
に
は
応
社
十
三
子
あ
り
。
又
五
経
応
社
あ
り
。
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
計
東
・
上
呉
祭
酒
書
」
）

と
い
う
形
勢
を
来
し
、
江
南
二
帯
の
文
壇
に
か
な
り
の
勢
力
を
も
つ

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
周
鍾
が
安
徽
地
方
の
読
書
人

に
大
き
な
影
響
力
を
も
つ
た
こ
と
は

介
生
（
周
鍾
）
乃
ち
益
≧
漉
し
て
こ
れ
を
広
ぐ
。
上
江
の
徽
・
寧
・
池
・
太

及
び
…
馬
丁
、
盧
・
鳳
、
越
の
寧
・
紹
・
金
・
猫
の
諸
名
士
、
み
な
文
を
以
て

郵
致
す
二
心
陽
の
宋
氏
、
侯
城
の
方
氏
、
楚
黄
の
梅
氏
も
は
る
か
に
相
応
和

す
。
こ
こ
に
お
い
て
総
隈
の
名
は
天
下
に
き
こ
ゆ
。
八
「
復
社
策
略
』
巻
一
）

と
い
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
陸
雄
藩
の
「
復
社

紀
略
し
は
こ
の
周
忌
を
中
心
に
諸
社
を
の
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
に
広
応
社
は
現
代
の
結
祉
の
よ
う
に
必
ず
し
も
統
一
的
に
整

備
せ
ら
れ
た
組
織
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な
ぐ
、
文
章
を
紐
帯
と
し

て
組
織
さ
れ
た
グ
ル
ー
プ
の
ル
ー
ズ
な
連
合
で
あ
っ
て
、
各
グ
ル
ー

プ
の
周
辺
部
に
評
選
を
希
望
す
る
読
書
人
を
こ
れ
ま
た
ル
；
ズ
に
組

織
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
上
江
の
一
社

が
、
応
社
と
対
立
す
る
　
父
南
英
と
も
か
な
り
融
和
的
で
あ
っ
た
と
い

　
　
⑤

う
事
実
が
示
す
よ
う
に
、
蚤
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
そ
の
文
学
的
主
張

に
お
い
て
も
や
や
ニ
ェ
ア
ソ
ス
の
ち
が
い
を
も
つ
．
こ
と
も
あ
っ
た
わ

け
で
あ
る
。

　
さ
て
応
社
も
し
く
は
類
意
社
の
同
人
に
つ
い
て
は
同
人
の
一
人
朱

隣
に
、
　
「
同
祉
姓
氏
」
な
る
も
の
が
存
在
し
た
と
い
わ
れ
る
が
現
存

せ
ず
、
朱
沸
尊
の
『
静
志
居
詩
謡
』
、
陸
世
話
の
『
復
社
紀
略
』
、
計

東
『
上
呉
偉
業
書
』
な
ど
に
よ
っ
て
断
片
的
に
知
る
こ
と
が
出
来
る

だ
け
で
あ
る
。
朱
民
約
士
は
こ
の
断
片
的
な
史
料
を
整
理
し
て
二
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

八
名
の
名
簿
を
作
成
し
、
夫
々
の
伝
記
を
収
集
し
て
い
る
が
、
恐
ら

く
こ
れ
以
外
に
も
同
入
が
あ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に

応
社
が
広
応
祉
と
し
て
発
展
し
、
か
な
り
喪
い
地
域
的
な
広
が
り
を

も
っ
て
き
た
こ
と
は
、
応
社
が
や
が
て
全
国
的
維
繊
た
る
復
社
と
し

て
改
組
さ
れ
る
条
件
を
具
え
て
き
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

＠＠＠＠＠＠

『
七
二
斎
集
し
巻
二

五
十
頁
参
照

『
復
社
紀
略
偏
巻
一

計
改
亭
集
巻
＋

・
朱
隔
淡
「
二
二
｛
隅
応
筏
考
」

詞
膚

四

（『

?
学
季
刊
』
2
／
3
）
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天
啓
帯
の
死
去
、
崇
顧
帝
の
即
位
と
と
も
に
再
び
策
林
の
時
代
が

お
と
つ
れ
た
。
魏
忠
賢
は
失
脚
し
て
自
殺
を
命
ぜ
ら
れ
、
『
三
朝
要

典
』
は
破
棄
さ
れ
た
。
そ
し
て
翌
二
年
欽
定
逆
案
が
発
表
さ
れ
、
魏

恵
賢
一
派
が
処
分
さ
れ
る
と
と
も
に
、
東
林
派
が
再
び
政
界
に
復
帰
、

さ
ら
に
在
獄
の
諸
官
僚
の
罪
状
の
再
審
，
査
、
軍
隊
派
遣
の
内
官
の
撤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

退
、
蘇
松
無
の
織
造
の
停
止
な
ど
、
曾
っ
て
策
林
』
党
が
要
求
七
て
き

た
よ
う
な
一
連
の
政
策
が
実
現
し
て
、
ま
さ
に
新
政
の
御
代
が
調
歌

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
崇
顧
帝
が
何
故
こ
の
よ
う
な
思
い
切
っ
た
新
政
策
を
と
り
得
た
か
。

そ
れ
に
つ
い
て
は
帝
の
義
姉
に
当
る
天
啓
帝
の
皇
后
張
氏
の
影
響
が

か
な
り
謬
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
張
皇
盾
は
竃
官
の
政
治
介
入
の
も
た

ら
す
悪
弊
に
深
く
心
を
痛
め
て
い
た
よ
う
で
、
天
啓
帝
の
在
位
中
も

し
ば
し
ば
客
氏
及
魏
忠
賢
の
過
失
を
の
べ
て
そ
の
追
放
を
進
　
乱
し
、

魏
忠
賢
一
派
の
恨
み
を
招
い
て
い
た
。
こ
の
た
め
天
啓
三
年
皇
厩
が

妊
娠
し
た
と
き
に
は
、
魏
一
派
の
策
謀
に
よ
っ
て
流
産
の
憂
召
を
み

た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
皇
后
の
父
張
国
財
が
魏
忠
賢
弾
劾
の
デ
マ
を

と
ば
し
た
と
い
う
娠
疑
で
、
疑
獄
が
お
こ
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

皇
后
を
廃
し
よ
う
と
す
る
陰
謀
ま
で
た
く
ら
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
天
啓
七
年
、
天
啓
帝
が
死
去
し
た
と
き
、
皇
位
継
承
を
め
ぐ
っ
て

両
派
の
問
に
は
げ
し
い
暗
闘
が
行
わ
れ
た
。
魏
忠
賢
の
皇
位
纂
奪
の

う
わ
さ
も
流
れ
て
い
た
よ
う
で
㌦
ご
あ
と
き
・
張
皇
后
は
天
啓

帝
の
第
五
番
欝
の
弟
に
当
る
信
王
、
す
な
わ
ち
崇
顧
帝
に
譲
位
す
べ

く
、
非
常
な
努
力
を
重
ね
た
。
か
く
し
て
食
事
帝
即
位
が
実
現
す
る

が
、
帝
は
魏
忠
賢
一
派
の
毒
害
を
お
そ
れ
て
宮
中
の
も
の
は
一
切
口

に
せ
ず
、
外
部
か
ら
食
事
を
は
こ
ば
せ
た
ほ
ど
、
そ
の
陰
謀
を
警
戒

　
　
　
④

し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
と
き
崇
顧
帝
は
十
七
歳
、
年
齢
的
に

も
、
即
位
の
経
過
か
ら
も
、
張
塁
盾
の
政
治
的
影
響
力
は
か
な
り
大

き
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
こ
と
が
崇
顧
帝
白
身
の
…
聖
断
な
性

格
と
も
絹
建
っ
て
、
帝
に
竃
官
政
治
の
排
除
と
い
う
断
乎
た
る
政
策

を
遂
行
せ
し
め
る
に
い
た
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
こ
の
崇
衆
母
の
即
位
と
と
も
に
応
祉
の
同
人
も
多
く
科
挙
に

合
格
し
て
い
っ
た
。
天
啓
七
年
に
は
張
采
、
徐
濟
、
周
無
、
羅
万
藻

ら
が
郷
試
に
合
格
し
、
翌
崇
績
元
年
に
は
張
縛
が
恩
貢
生
と
し
て
国

子
監
学
生
と
な
っ
て
入
京
、
將
頚
縄
は
翰
林
院
編
修
、
徐
研
は
礼
都

主
事
、
周
鎌
は
南
礼
部
主
事
、
張
采
は
江
西
鶴
全
知
銀
を
聖
女
授
け

ら
れ
た
。
玉
笹
は
こ
の
と
き
廷
対
の
成
績
が
優
秀
で
あ
っ
た
た
め
、

学
生
た
ち
は
争
っ
て
彼
の
面
識
を
得
よ
・
一
3
と
し
た
。
張
博
は
そ
こ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

学
生
を
集
め
て
成
均
大
会
を
主
宰
し
た
と
い
う
。
応
社
の
支
都
と
も
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い
う
べ
き
江
北
三
社
が
設
立
さ
れ
た
の
は
こ
の
時
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

彼
は
「
江
北
応
祉
序
し
に
お
い
て

予
と
楊
子
伯
祥
、
京
師
に
あ
る
や
、
時
に
し
た
が
っ
て
あ
そ
ぶ
も
の
数
十
輩
、

皆
北
方
豪
傑
の
士
な
り
。
…
…
既
に
し
て
船
故
城
、
帆
影
、
商
丘
を
含
し
て
一

象
と
な
し
、
か
ね
て
応
社
を
以
て
名
と
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
尻
七
録
斎
集
』
江
北
応
社
序
）

と
か
い
て
い
る
。

　
こ
の
と
き
、
北
京
に
は
の
ち
に
幾
社
、
復
社
に
組
織
さ
れ
る
人
た

が
多
く
在
京
し
て
い
た
。
こ
の
在
京
の
人
士
を
中
心
に
い
わ
ゆ
る
燕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

台
十
子
・
の
盟
が
結
ば
れ
た
。
杜
登
、
春
の
門
社
事
・
始
末
』
に
は

　
是
時
、
婁
東
の
張
実
如
先
生
瀞
、
金
沙
の
周
介
生
先
生
肝
、
戴
び
に
明
経
を

　
以
て
国
学
に
入
る
。
先
孟
子
（
杜
仁
趾
）
は
辛
酉
の
賢
欝
に
の
ぼ
り
、
夏
郵

　
仲
先
生
允
勢
も
ま
た
戊
午
の
郷
薦
を
も
つ
て
僧
に
燕
甫
に
遊
び
闘
交
を
締
ぶ

　
を
獲
た
り
。
醜
類
猫
狂
、
緒
を
絶
ち
、
息
を
衰
め
ん
と
す
る
を
U
撃
し
て
、

　
慨
然
し
て
深
結
し
、
蕎
年
を
…
樹
て
ん
こ
と
を
計
る
。
先
君
子
は
都
門
王
敬
哉

　
先
生
崇
簡
と
燕
台
十
子
の
盟
を
偶
し
、
漸
く
二
十
余
人
に
曲
る
…
…

ど
か
か
れ
て
い
る
。
こ
の
二
十
余
人
と
い
う
の
は
、
既
出
の
五
人
の

ほ
か
に
、
米
寿
都
、
徐
湛
、
芸
無
藻
、
莫
南
英
、
御
世
純
、
朱
健
、

醗
酵
、
張
采
、
宋
存
楠
な
ど
が
参
加
し
て
い
た
へ
、
こ
の
玉
台
十
子
の

盟
は
幾
遍
の
名
士
が
多
く
参
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
般
に
幾
社

の
前
身
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
問
盟
が
魏
忠
賢
一
派
の
絶
減
巴
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
補
①

た
め
の
東
林
学
の
復
興
を
標
榜
し
て
い
る
こ
と
、
及
び
こ
の
同
人
の

う
ち
、
の
ち
に
陳
子
龍
と
は
げ
し
く
論
戦
し
て
応
能
と
対
立
し
た
女

南
英
を
除
い
て
、
殆
ど
が
翌
年
の
復
祉
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
か
与
、

応
社
、
煮
凝
祉
な
ど
各
社
の
合
作
に
よ
っ
て
成
立
し
た
統
一
戦
線
と

し
て
む
し
ろ
復
祉
に
連
続
す
る
面
を
も
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

①
W
三
皇
小
識
し
巻
一

②
　
『
”
明
史
し
一
烈
閥
列
伝

③．

ﾏ
森
艦
明
代
史
し

④
門
崇
禎
朝
紀
事
し
（
『
三
朝
三
三
』
所
収
）
巻
一

⑤
『
復
社
紀
略
』
巻
一

⑥
横
閏
輝
俊
氏
「
幾
挫
の
成
立
に
つ
い
て
し
（
酬
、
支
那
学
研
究
し
1
4
）
は
こ

　
の
燕
台
十
子
の
難
の
年
代
を
天
啓
二
年
に
お
い
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、

　
張
博
が
恩
貢
生
と
し
て
、
太
学
に
入
っ
た
の
は
崇
禎
元
年
の
こ
と
で
あ
っ

　
て
、
　
こ
の
年
代
は
巌
然
患
隙
袴
…
一
去
年
に
お
く
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

五

　
さ
て
、
こ
の
の
ち
闘
も
な
く
、
予
章
社
を
経
鴬
す
る
女
南
英
と
、

応
社
の
間
に
は
げ
し
い
論
戦
が
展
開
さ
れ
る
。
宋
文
を
通
じ
て
古
文

に
か
え
ろ
う
と
す
る
鷹
順
之
、
帰
有
光
ら
の
立
場
を
継
承
し
た
女
南
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英
は
応
仁
の
尊
翁
復
籍
が
読
書
人
縢
に
大
．
き
な
影
響
を
与
え
て
い
く

こ
と
を
こ
こ
ろ
よ
く
思
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
張
博
が
、
臨
川

知
県
と
な
っ
た
張
采
と
と
も
に
帰
郷
し
、
繕
事
を
挙
げ
た
と
聞
く
や
、

旅
行
中
の
山
東
か
ら
た
だ
ち
に
蘇
州
に
赴
き
、
三
世
頁
の
胴
荘
に
お

い
て
両
者
が
梢
見
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き
慈
社
側
か
ら
專

ら
応
戦
に
あ
た
っ
た
の
は
、
当
時
新
進
気
鋭
だ
つ
た
陳
子
額
…
で
あ
る

が
、
こ
の
二
人
の
応
酬
は
か
な
り
感
情
的
な
は
げ
し
い
調
子
の
も
の

　
　
　
　
　
　
①

で
あ
っ
た
ら
し
い
。
支
南
英
は
こ
の
後
も
絹
次
い
で
陳
子
龍
に
手
紙

　
　
⑨

を
送
り
、
応
祉
の
復
古
主
義
を
す
る
ど
く
批
判
し
て
い
る
が
、
そ
の

主
た
る
論
旨
は
つ
ぎ
の
如
く
で
あ
る
。

旧
れ
秦
漢
は
今
を
去
る
こ
と
遠
し
。
そ
の
名
物
・
器
数
・
職
窟
・
地
理
・
方

欝
・
里
俗
は
皆
、
今
と
殊
な
る
。
そ
の
文
を
存
し
て
以
て
晋
文
に
児
す
は
、

ひ
と
り
能
く
そ
の
神
気
を
存
せ
ん
の
み
…
…
、
こ
れ
を
山
に
た
と
え
ん
か
、

秦
・
漢
は
姻
ち
塚
山
絶
島
な
り
。
今
を
去
る
こ
と
す
で
に
遠
し
。
大
海
あ
っ

て
、
之
を
隔
つ
が
ご
と
く
、
刷
ち
、
必
ず
舟
樹
に
借
り
て
後
、
能
く
至
る
。

夫
韓
（
退
之
）
、
欧
（
陽
修
）
は
客
人
の
文
の
由
っ
て
以
て
秦
漢
に
繁
る
断

の
漁
法
な
り
。
不
俵
、
方
に
秦
・
漢
の
神
気
を
得
る
を
以
て
韓
・
欧
を
尊
ぶ
。

足
下
は
秦
・
漢
の
一
字
を
籟
め
る
者
を
以
て
王
（
世
羅
）
、
　
李
（
撃
龍
）
を

尊
ぶ
は
ま
た
想
わ
ざ
る
や
…
…
（
門
天
傭
予
集
』
巻
五
　
答
陳
入
中
郷
交
慨
ご

つ
づ
い
て
莫
繭
英
は
張
海
の
評
撰
し
た
「
函
架
」
を
批
判
し
、
応
祉

の
い
う
聖
経
が
、
尊
経
の
名
の
下
に
経
の
恣
意
的
な
解
釈
を
行
お
う

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
経
の
精
神
を
正
し
く
理
解
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
な
い
と
し
て
、
古
人
の
文
章
を
劇
窃
す
る
盗
賊
に
比
定
し
て
応

祇
を
誹
翻
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
応
祉
側
の
反
論
が
ど
の
よ
う
に
行

わ
れ
た
か
は
具
体
的
な
史
料
は
な
い
。
し
か
し
寒
心
の
復
古
が
、
少

く
と
も
、
彼
ら
の
主
観
的
な
意
図
と
し
て
は
、
か
か
る
女
南
英
の
非

難
す
る
が
ご
と
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
、
つ
い
て
は
の
ち
に
ふ

　
　
　
　
　
④

れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
芙
の
誹
講
に
応
桂
側
は
硬
化
し
、
張
博
お
よ
び
呉
贔
時
は
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ず
れ
も
張
采
に
手
紙
を
送
っ
て
断
乎
た
る
三
三
を
要
望
し
た
。
当
時

女
南
英
は
江
酋
に
お
い
て
臣
事
を
主
宰
し
、
文
壇
に
非
常
な
影
響
力

を
も
っ
て
お
り
、
し
か
も
彼
は
天
啓
四
年
郷
試
の
策
論
に
お
い
て
魏

忠
賢
を
批
判
し
、
主
考
官
と
と
も
に
処
分
さ
れ
て
以
来
、
読
書
人
層

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
非
常
な
支
持
を
得
て
い
た
。
あ
た
か
も
張
采
は
江
爾
の
臨
川
知
堅

に
任
ぜ
ら
れ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
に
紺
す
る
政
治
的

な
配
慮
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
張
采
は
娩
曲
に
か
く
南
英
に
反
省
を

求
め
た
け
れ
ど
も
彼
は
全
然
妥
協
の
色
を
み
せ
ず
、
遂
に
両
者
は
決

定
的
な
決
裂
に
至
っ
た
。
こ
の
　
父
南
英
と
の
論
戦
が
復
祉
設
立
へ
の
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明末の結社に関する一考察（上）　（小野）

大
き
な
刺
激
と
な
っ
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。

①
『
陳
忠
裕
公
集
』
年
譜
巣
禎
尤
年
の
条
。

②
　
交
南
英
が
前
後
四
二
陳
子
龍
に
送
っ
た
手
紙
は
『
天
傭
子
集
』
所
収
。

③
胤
十
四
頁
参
照

④
両
者
の
手
紙
は
『
復
社
紀
略
』
巻
｝
所
収

⑤
『
復
社
紀
略
』
巻
一

占IN

　
き
て
そ
こ
で
い
よ
い
よ
復
社
の
成
立
に
入
る
わ
け
で
あ
る
が
、
応

社
か
ら
復
社
へ
の
発
展
は
し
か
く
順
調
に
行
わ
れ
た
の
で
は
な
か
っ

た
。
復
社
は
最
初
、
応
唱
と
は
一
応
別
個
に
組
織
さ
れ
た
の
で
あ
っ

て
、
し
か
も
設
立
当
初
、
両
赴
は
対
立
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

復
社
の
設
立
者
で
あ
っ
た
零
雨
の
女
婿
に
当
る
計
東
は
、
順
治
年
間
、

『
復
社
運
事
』
の
著
者
呉
偉
業
に
当
て
て
、
彼
の
著
作
が
応
社
に
言

及
し
て
い
な
い
事
実
を
批
判
し
た
手
紙
を
送
っ
て
い
る
が
、
こ
の
な

か
で
彼
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
云
っ
て
い
る
。

始
、
庚
午
（
崇
顧
三
年
）
の
冬
、
魚
山
熊
先
生
、
崇
明
よ
り
我
邑
に
宰
た
り
て

最
も
社
事
を
蕎
ぶ
に
よ
り
、
婦
警
僕
は
乃
ち
我
が
婦
翁
（
呉
汁
）
及
び
縁
石
香

鰹
数
人
と
始
め
て
復
赴
を
は
じ
め
、
頗
る
呉
門
揚
維
斗
先
生
の
不
快
と
す
る

所
と
な
る
。
孟
…
僕
は
常
に
刺
を
懐
に
し
て
楊
先
生
に
謁
せ
ん
と
し
再
び
往
き

て
見
る
を
得
ず
。
之
に
呵
し
て
「
我
社
中
、
未
だ
嘗
っ
て
こ
の
人
あ
る
を
み

ず
偏
と
い
う
。
我
鮭
と
は
応
社
な
り
、
…
…
轟
β
紛
々
た
る
裁
集
、
陶
彦
天

　
　
　
　
　
補
②

下
善
人
交
聚
（
？
）
の
諸
書
の
如
き
は
、
謹
聴
の
圃
表
一
息
、
三
園
、
闘
集

と
頗
る
相
齪
蠕
す
。
た
だ
西
銘
先
生
（
張
薄
）
の
み
一
人
大
公
無
我
に
し
て
、

後
起
を
吸
引
し
、
且
つ
魚
山
先
生
の
復
社
を
主
持
す
る
の
意
を
推
す
。
故
に

よ
く
応
・
復
両
社
の
人
を
合
し
て
前
茅
後
勤
の
勢
を
な
す
。
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
門
上
呉
祭
瀬
催
ど
一
『
計
改
亭
集
繰
巻
十
所
収
）

　
復
社
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
二
六
問
題
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
の

ち
に
の
べ
る
よ
う
に
各
社
の
統
一
組
織
と
し
て
の
復
祉
の
成
立
は
崇

頑
二
年
（
已
配
）
で
あ
り
、
　
孫
淳
ら
の
復
社
の
成
立
は
当
然
そ
れ
以

．
前
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
熊
瀾
元
が
呉
二
郎
県
と
し
て
着
任

し
た
の
は
、
蘇
州
府
志
職
官
に
よ
れ
ば
、
あ
き
ら
か
に
崇
頑
元
年
の

　
こ
と
で
あ
り
、
庚
午
冬
と
い
う
の
は
、
戊
辰
（
崇
禎
元
）
冬
の
誤
り

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
呼
応
奎
は
海
南
随
筆
に
お
い
て
復
社
に
欝
及

し
て
い
る
が
、
や
は
り
こ
の
計
東
の
系
・
紙
に
よ
つ
た
た
め
に
、
同
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
①

誤
り
を
犯
し
て
い
る
。

　
さ
て
復
社
は
こ
の
よ
う
に
、
呉
江
知
県
と
な
っ
た
熊
開
元
の
支
持

を
得
て
、
孫
淳
を
中
心
に
数
人
で
結
成
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
う
ち

姓
名
の
あ
き
ら
か
な
の
は
、
呉
醐
、
呂
五
香
、
呉
允
夏
，
沈
埋
瑞
で
、
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こ
の
な
か
に
は
応
社
の
メ
ソ
バ
！
の
名
前
は
み
・
ら
れ
な
い
。
た
だ
陸

　
　
　
　
　
　
◎

世
儀
、
鼠
ハ
偉
業
に
よ
れ
ば
、
張
樽
は
こ
の
と
き
、
熊
開
元
に
紹
か
れ

て
呉
江
に
あ
り
、
巨
室
呉
氏
沈
段
の
諸
弟
子
は
雲
壌
に
し
た
が
っ
て

遊
学
し
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
豚
犬
が
呉
翻
で
あ
る
こ
と
は
、
計
東

　
　
　
　
　
　
　
　
③

が
指
摘
す
る
ご
と
く
で
、
あ
る
い
は
張
博
は
彼
等
を
通
じ
て
復
社
の

設
立
に
関
係
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
さ
き
の
計
東
の

手
紙
に
み
ら
れ
る
、
復
社
の
設
立
を
め
ぐ
っ
て
の
応
祉
と
復
祉
と
の

感
情
的
な
対
立
は
、
張
博
の
こ
う
し
た
分
裂
行
動
に
対
す
る
楊
廷
枢

の
不
満
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
推
測
も
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
孫
淳
は
応
祉
設
立
以
来
、
応
社
の
実
務
面
を
担
当
し
て
献

身
的
な
活
動
を
つ
づ
け
て
き
た
が
、
彼
は
、
他
の
十
二
名
の
欄
評
選
担

当
者
と
は
別
格
に
、
た
ん
な
る
「
五
経
寄
文
の
人
の
み
」
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

正
、
式
の
メ
ソ
パ
ー
に
も
加
え
ら
れ
て
い
な
い
事
実
か
ら
、
あ
．
る
い
は

孫
淳
の
側
に
多
少
不
満
が
あ
り
、
復
社
設
立
へ
の
契
機
と
な
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
も
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
決
定
的
な

こ
と
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

　
こ
う
し
た
対
立
に
直
面
し
て
張
薄
は
た
だ
ち
に
調
停
に
の
り
出
し
、

応
社
を
復
社
に
合
流
さ
せ
る
と
い
う
か
た
ち
で
両
社
の
統
一
を
実
現

さ
せ
た
。

醐
（
臨
戦
）
は
同
志
孫
淳
と
と
も
に
霞
め
て
復
独
を
な
す
、
…
…
博
は
艶
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

を
挙
げ
て
こ
れ
に
合
併
す
。
　
　
　
　
　
　
（
揚
鳳
衛
『
秋
室
集
』
巻
五
）

と
い
わ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
江
東
の
い
う
ご
と
く
、
国
表
の

四
集
あ
た
り
ま
で
も
そ
の
対
立
が
つ
づ
い
た
と
す
れ
ば
、
旧
応
社
と

復
社
と
の
関
係
は
そ
の
後
も
必
ら
ず
し
も
ス
ム
ー
ズ
に
い
っ
て
い
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
応
射
か
ら
広
応
祉
、
広
応

社
か
ら
寄
騎
へ
の
発
展
過
程
は
非
常
に
複
雑
で
あ
る
が
こ
の
過
程
を

最
も
要
領
よ
く
跡
づ
け
た
信
頼
し
得
る
史
料
と
し
て
ま
ず
丈
短
尊
の

『
静
志
贋
詩
話
無
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
朱
郵
尊
は
つ

ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

文
社
に
至
り
て
は
は
じ
め
天
啓
甲
子
（
四
年
）
、
呉
郡
、
金
沙
、
橋
李
を
合
し

て
僅
か
に
十
三
一
人
…
…
五
経
文
字
の
選
を
三
主
す
。
奔
走
を
効
し
て
阪
事

を
旧
く
る
も
の
は
嘉
興
府
学
生
孫
淳
孟
撲
な
り
。
こ
れ
を
応
軽
と
い
う
。
そ

の
は
じ
め
に
当
り
て
は
三
友
な
お
膿
し
。
来
之
（
呉
晶
時
）
、
彦
林
（
銭
鵬
）
、

こ
れ
を
推
大
し
て
閥
海
に
詑
ら
せ
ん
と
す
。
こ
こ
に
お
い
て
広
三
三
あ
り
。

　
　
　
　
　
さ
か
ん

…
…
声
気
の
重
な
る
こ
と
吟
社
よ
り
は
じ
ま
る
。
崇
禎
の
初
、
三
二
の
熊
開

元
異
江
に
宰
た
り
、
諸
生
に
す
す
め
て
講
芸
す
。
時
に
孟
僕
里
居
し
て
自
民

扶
九
、
呉
允
夏
島
盈
、
沈
応
瑞
聖
符
等
と
結
び
、
丁
銀
を
楽
め
挙
ぐ
。
痔
に

お
い
て
、
雲
聞
に
幾
憾
あ
り
。
…
…
漸
西
に
聞
就
あ
り
。
江
北
に
菊
鼓
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
へ

…
一
顛
、
呉
に
会
し
、
復
祉
に
統
合
さ
る
。
復
祉
は
戊
辰
（
元
年
）
に
は
じ
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明宋の結祉に関する一・湾察（上）　（小饗の

　
い
　
レ
　
　
　
　
ヤ
　
ル
　
　
　
　
ヤ
　
か
　
　
　
　
も
　
モ
　
セ

　
ま
り
、
己
巴
（
二
年
）
に
な
る
。
（
御
、
静
憲
居
志
話
』
巻
二
十
ご
歩
留
の
条
）

　
こ
の
朱
二
尊
の
詩
話
が
、
す
で
に
散
蔑
し
た
隠
江
の
『
復
社
事
実
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
よ
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
道
光
年
間
に
出
来
た
呉
偉
業
の
年
譜
が
、

こ
れ
と
全
く
同
文
の
記
事
を
縄
　
『
静
志
居
詩
話
』
と
あ
き
ら
か
に
区

別
し
な
が
ら
、
楊
葬
の
『
復
社
事
実
』
と
し
て
引
用
し
て
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
推
測
さ
れ
る
。
楊
灘
と
い
う
の
は
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に

応
社
設
立
以
来
の
復
社
の
有
力
な
同
入
で
あ
っ
て
、
そ
の
著
書
は
当

然
復
社
に
関
す
る
基
礎
資
料
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

朱
灘
尊
は
復
讐
成
立
の
さ
い
の
財
政
的
な
支
持
者
で
あ
り
、
且
つ
圓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

人
で
あ
っ
た
呉
醐
と
相
当
近
い
姻
戚
関
係
に
あ
り
、
復
社
の
事
情
に

つ
い
て
も
か
・
な
り
く
わ
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
彼
が
復
社
事

実
を
転
引
し
た
と
す
れ
ば
、
朱
斎
戒
の
こ
の
文
章
の
も
つ
史
料
等
価

値
は
き
わ
め
て
た
か
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
陸
世

儀
の
『
復
社
紀
略
』
の
本
文
は
、
こ
の
復
縫
の
崇
顧
元
～
二
年
成
立

説
を
あ
き
ら
か
に
裏
づ
け
な
が
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

（
元
年
）
呉
江
令
月
開
元
、
文
章
経
術
を
以
て
治
を
な
し
、
舞
人
下
士
、
天
如

の
名
を
慕
い
て
迎
え
て
邑
館
に
至
る
。
画
室
呉
氏
沈
設
請
弟
子
倶
に
こ
れ
に

従
い
て
游
学
す
。
こ
こ
に
お
い
て
墾
山
大
会
を
為
す
…
…
こ
の
と
き
江
北
の

匡
琶
…
…
、
中
涯
の
端
社
各
≧
壇
端
を
分
つ
。
天
爵
（
張
縛
）
乃
ち
諸
社
を

合
し
て
一
と
な
す
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
．
復
抵
紀
略
」
巻
こ

と
こ
ろ
が
、
奇
妙
な
こ
と
に
畔
，
丸
葉
紀
略
』
の
前
に
附
さ
れ
て
い
る

復
社
の
年
表
と
も
い
う
べ
き
復
鮭
総
綱
は
崇
顧
五
年
の
条
に

虎
邸
大
会
。
野
薄
は
盟
主
た
り
。
諸
社
を
合
し
て
一
と
な
し
、
名
を
復
縫
と

定
む

と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
を
根
拠
と
し
て
零
点
五
年
各
社
の
統
合
組
織

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
し
て
の
復
社
が
成
立
し
た
と
す
る
説
も
あ
る
。
し
か
し
こ
の
復
社

紀
略
は
紗
本
と
し
て
清
末
ま
で
は
伝
わ
っ
た
も
の
で
葬
常
に
誤
謬
が

多
い
が
孤
本
で
あ
る
た
め
に
校
定
が
加
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
郡
実
も

後
記
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
復
社
総
綱
は
書
本
と
し
て
伝
わ

る
う
ち
に
何
者
か
に
よ
っ
て
書
加
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
際
、
当
然
二

年
歩
山
大
会
の
下
に
い
く
べ
き
復
社
成
立
を
、
誤
っ
て
五
年
界
面
大

会
の
下
に
挿
入
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
ち
な
み
に
『
復
社
年
表
』
を
著
わ
し
た
程
穆
衡
は
非
常
に
考
証
を

好
ん
だ
人
と
い
わ
れ
る
が
、
復
岩
乗
略
の
本
文
を
採
用
し
て
墾
山
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

会
の
時
に
統
合
が
実
現
し
た
と
い
う
説
を
と
っ
て
い
る
こ
と
も
、
こ

れ
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
『
復
社
年
表
』
は
す
で
に
散
齢

し
て
現
存
し
な
い
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
。

　
さ
て
こ
の
よ
う
に
復
讐
は
、
崇
顧
元
年
一
応
母
親
と
は
別
個
に
成
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冷
し
た
が
、
張
博
の
調
停
に
よ
っ
て
応
社
を
合
併
し
、
後
年
の
復
祉

の
基
礎
を
確
立
し
た
。
そ
し
て
翌
二
年
に
か
け
て
、
江
北
の
直
営
、

中
江
の
端
祉
、
松
江
の
幾
祉
、
莱
陽
の
邑
社
、
漸
…
東
の
超
祉
、
漸
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
荘
社
、
蘇
州
の
質
疑
、
漸
騰
の
聞
社
、
江
北
の
諸
社
、
江
西
の
則

祉
、
歴
漫
罵
、
席
社
、
陰
陽
社
、
鎧
鼠
社
、
奥
門
の
羽
朋
社
、
武
林

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
読
書
祉
、
山
桜
の
大
社
な
ど
、
各
地
の
群
小
の
文
社
を
復
社
に
統

合
し
て
勢
山
大
会
を
開
き
、
こ
こ
に
全
国
的
な
統
一
乱
入
と
し
て
の

復
祉
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
の
時
松
江
の
幾
社
が
復
業
に
統
合
さ
れ
た
か
ど
う
か
に
つ

い
て
は
納
問
題
が
あ
る
。
幾
社
は
し
ば
し
ば
寺
社
と
併
び
称
せ
ら
れ

る
、
明
末
の
文
社
の
う
ち
で
は
比
較
的
有
名
な
結
社
で
あ
る
が
、
こ

の
幾
社
の
領
袖
で
あ
っ
た
杜
麟
徴
の
子
、
杜
登
春
が
、
幾
雛
を
中
心

に
明
記
の
社
事
を
の
べ
た
『
社
事
始
末
』
に
お
い
て

天
如
・
介
生
、
三
社
国
表
の
刻
あ
り
。
復
と
は
絶
学
を
興
復
す
る
の
義
な
り
。

先
君
子
と
郵
仲
（
一
斗
灘
）
、
幾
社
六
扇
悪
事
の
刻
あ
り
。
幾
と
は
、
絶
学
再

興
の
憾
あ
り
。
幾
を
知
る
は
そ
れ
神
の
義
な
り
。
両
被
の
対
還
せ
し
は
皆
己

巳
の
歳
（
二
年
）
よ
り
お
こ
る
。
…
…
先
君
と
会
椿
先
生
の
意
は
二
業
を
主

と
し
、
た
だ
漢
宋
の
禍
苗
、
我
身
を
以
て
こ
れ
に
親
ま
ん
こ
と
を
恐
る
、
故

へ
　
ヘ
　
テ
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
う
　
ヘ
　
へ
　
ゐ
　
へ

に
三
社
と
並
び
称
す
る
を
欲
せ
ず
。
自
ら
一
名
を
立
て
、
取
友
重
文
の
実
事

を
つ
く
す
。
幾
の
義
は
こ
こ
に
お
い
て
寓
す
。

と
い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
復
社
の
幾
社
統
合
に
つ
い
て
疑
問
を
い

　
　
㊥

だ
く
説
が
あ
る
。

　
し
か
し
、
さ
き
に
あ
げ
た
書
冊
尊
の
静
志
矯
詩
話
、
陸
世
羅
の
復

社
紀
略
は
、
そ
の
統
合
し
た
文
祉
の
名
称
に
お
い
て
は
そ
の
取
捨
を

か
な
り
異
に
し
な
が
ら
、
し
か
も
両
者
ζ
も
に
松
江
の
諸
社
を
あ
げ

て
い
る
こ
と
、
し
か
も
前
史
料
の
史
料
価
値
は
か
な
砂
高
い
と
み
ら

れ
る
こ
と
、
幾
社
設
立
の
年
代
は
明
確
で
な
い
が
、
し
か
し
幾
社
設

立
に
参
嘉
し
た
六
人
、
す
な
わ
ち
夏
允
灘
、
周
立
勲
、
徐
孚
遠
、
彰

賓
、
陳
子
耀
、
貫
首
徴
の
六
人
は
全
部
復
路
の
第
一
回
の
ヂ
山
大
会

　
　
　
　
　
　
⑭

に
参
加
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
や
は
り
幾
社
は
一
応
復
祉
に
統

合
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
れ
で
は
な
ぜ
杜
登
春
が
復
社
幾
祉
の
対
立
が
す
で
に
毒
茸
二
年

に
生
じ
て
い
る
と
し
て
階
に
復
赴
の
幾
社
統
合
を
否
定
す
る
よ
う
な

か
き
方
を
し
た
の
か
。
た
し
か
に
幾
社
が
復
社
に
参
加
し
な
が
ら
も
、

そ
の
性
格
は
や
や
閉
鎖
的
・
非
政
治
的
で
、
復
配
か
ら
次
第
に
乖
・
離

し
て
い
っ
た
こ
と
、
幾
社
の
同
人
が
樹
影
の
政
治
活
動
に
薄
し
て
批

判
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
お
り
、
妙
計
春
自
身
の
記
述
も
や
は

り
そ
の
偏
向
を
竜
っ
て
い
る
。
杜
登
春
自
身
が
か
い
て
い
る
よ
う
に
、
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「
復
社
」
が
政
治
団
体
と
し
て
か
な
り
危
険
視
さ
れ
て
い
た
清
朝
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

期
に
あ
っ
て
は
そ
れ
屯
止
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
杜
登
春
は
崇
醸
二
年
生
れ
で
あ
り
、
幾
祉
の
始
末
に
つ
い
て
も
、

竜
ち
う
ん
浩
朝
に
な
っ
て
か
ら
、
本
社
の
同
人
た
ち
の
伝
聞
に
よ
っ

て
、
そ
の
歴
史
を
書
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
総
社
の
女
塾

た
ち
が
復
社
と
の
対
立
を
故
意
に
さ
か
の
ぼ
ら
せ
、
復
社
と
の
無
関

係
を
強
調
し
た
こ
と
も
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
幾
鉦
領

袖
の
子
供
で
あ
っ
た
杜
登
春
が
母
野
の
歴
史
に
関
し
て
無
意
識
に
そ

の
誤
り
を
犯
し
た
こ
と
も
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
党
争
の

場
合
、
関
係
者
の
書
著
わ
し
た
史
料
は
、
必
ず
し
も
そ
の
史
料
的
価

値
を
た
か
く
評
価
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
か
く
し
て
復
社
の
各
社
統
倉
が
実
現
す
る
が
、
そ
の
組
織
形
態
は

ど
の
よ
う
な
か
た
ち
を
と
っ
た
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
謝
国
槙
氏
は
復
祉
を
各
文
社
の
連
合
組
織
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

，
復
祉
に
組
織
せ
ら
れ
た
各
文
社
に
つ
い
て
は
幣
社
、
読
書
社
以
外
ほ

と
ん
ど
そ
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
出
来
ず
、
し
た
が
っ
て
馬
溜
成
立

後
の
各
祉
の
動
向
は
あ
き
ら
か
で
は
な
い
が
、
幾
赴
や
読
書
社
は
そ

の
後
も
独
自
な
活
動
を
つ
づ
け
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
祉
に
対
し
て
復

祉
が
上
部
団
体
と
し
て
そ
れ
ほ
ど
指
導
性
を
も
つ
て
い
た
よ
う
に
竜

思
わ
れ
な
い
。
し
か
も
復
社
廟
社
単
位
の
団
体
加
盟
で
は
な
く
、
　
一

応
形
式
と
し
て
は
個
人
加
盟
の
形
式
を
と
っ
て
お
り
、
各
府
ご
と
に

設
け
．
ら
れ
た
社
長
が
、
社
友
問
の
統
制
、
達
絡
に
当
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
設
立
当
初
の
意
図
と
し
て
は
、
各
車
社

を
こ
れ
に
発
展
的
に
解
消
せ
し
め
て
か
な
り
強
固
な
統
．
一
的
組
織
を

作
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
事
実
上
は
五
経
販
社
の

な
か
で
も
、
揚
郵
・
顧
夢
麟
な
ど
の
や
っ
て
い
た
詩
経
応
社
の
系
統

や
、
幾
祉
、
読
書
社
な
ど
の
系
統
は
、
　
一
応
復
社
に
参
加
し
な
が
ら

も
、
そ
れ
ほ
ど
強
い
拘
束
を
ら
け
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の
独
自
な
活

動
を
の
こ
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

『
梱
南
随
築
』
巻
三

『
復
社
紀
略
」
巻
一
及
び
『
復
社
紀
事
』

L
一
．
コ
、
、
　
　
二
1
ヒ
丈
．
・
奪
卜
、
謡

塁
’
口
芽
　
　
」
広
ア
4
力
津
彗
し

計
東
、
上
呉
祭
酒
警

謝
氏
前
掲
雪
所
引
未
見

纈
師
遊
動
梅
村
先
生
年
譜
（
凋
、
梅
村
家
蔵
、
稿
』
凱
歌
）

穴
十
－
四
【
買
占
加
徴
…

『
ア
ジ
ア
歴
史
事
典
』
復
祉
（
酒
井
忠
夫
氏
担
墨
）

『
晩
明
滴
入
鱗
韻
考
』
巻
論
ハ

程
穆
衡
『
梅
村
編
年
詩
箋
註
』
巻
一
旭
志
紫
雲

以
上
『
復
社
紀
略
』
巻
一
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以
上
『
静
志
屠
詩
話
』
巻
二
十
　
孫
淳
の
条

横
田
輝
俊
氏
前
掲
竪
文

『
復
社
紀
略
』
巻
一
勢
山
大
会
参
加
者
名
簿

太
・
稿
次
号
撚
少
照

鰍
繭
臨
八
晶
腿
掲
澄
口
一
六
一
頁

七

　
復
祉
の
「
復
」
が
易
の
卦
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
孫
淳
ら

の
は
じ
め
た
復
祉
に
つ
い
て

翻
（
呉
醐
）
は
同
志
孫
淳
等
四
人
と
と
も
に
瓶
め
て
復
役
を
な
す
。
義
は
「
剥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

過
り
て
復
」
に
と
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
楊
鳳
葱
『
秋
室
集
』
巻
五
）

と
い
っ
て
い
る
こ
と
に
主
っ
て
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
「
剥
窮
り
て
復
」

と
は
易
の
卦
に
つ
い
て
い
っ
た
竜
の
で
、
つ
ま
り
根
元
に
か
え
る
こ

と
、
古
え
に
復
帰
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
古
え
に
復
帰
す
る
と
は

ど
う
い
う
こ
と
か
。
杜
登
春
は

　
復
と
は
絶
学
を
興
復
す
る
の
義
な
り
（
祉
事
始
末
）

と
し
て
い
る
。
《
経
を
尊
び
、
逢
え
に
復
す
る
》
と
は
応
祉
以
来
の
ス

ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
た
ん
に
文
学
と
し
て
の
経
の

文
章
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
は
な
く
、
ま
し
て
斐
南

英
が
非
難
し
た
よ
う
に
経
の
文
章
を
剰
窃
し
、
経
の
文
章
の
形
式
だ

け
を
ひ
き
う
つ
す
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
張
溝
は
文
章
を
か
く
こ
と
に
お
い
て
肉
ら
辿
っ
た
遍
歴
を
つ
ぎ
の

よ
う
に
書
い
て
い
る
。

文
を
為
る
の
一
端
に
至
り
て
は
、
余
、
凡
て
数
た
び
徒
る
。
受
先
（
張
采
）

弾
毫
の
始
は
、
道
理
を
い
い
、
縄
墨
を
ひ
ぎ
、
全
て
識
を
以
て
獺
長
ず
る
を

　
よ
ろ
こ
ぶ
。
初
め
、
子
を
事
と
し
、
つ
い
で
は
経
を
事
と
す
。
ま
た
つ
い
で

　
は
経
の
大
意
を
事
と
し
、
己
れ
が
本
有
に
と
る
。
受
先
（
張
采
）
は
つ
ね
に

　
余
に
勧
む
に
安
静
に
し
て
題
に
対
し
、
こ
れ
を
人
身
に
準
ず
れ
ば
、
自
然
良

　
心
内
、
生
、
和
し
、
気
、
動
し
、
濃
引
し
て
文
と
成
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝉
七
録
斎
集
』
巻
二
　
張
受
先
稿
序
）

　
つ
ま
り
、
張
濾
は
最
初
諸
子
に
学
び
、
つ
い
で
六
経
に
学
ん
だ
。

そ
し
て
六
経
の
文
章
の
形
式
で
は
な
く
、
六
経
の
大
意
に
学
ん
で
、

己
れ
の
な
か
に
本
来
的
に
も
っ
て
い
る
も
の
を
引
出
し
て
、
自
然
良

心
内
に
わ
き
撮
で
た
も
の
を
文
章
に
表
現
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
彼
臨
身
の
経
験
を
も
と
に
、
彼
は
つ
ぎ
の
よ
う

な
教
育
の
方
法
を
あ
み
出
し
た
。

　
今
日
、
武
健
の
子
あ
り
。
日
ご
と
に
五
経
を
取
り
て
墓
し
て
こ
れ
を
番
か
し

　
む
れ
ば
、
左
右
周
接
す
る
も
の
、
学
人
の
名
、
大
雅
の
字
に
あ
ら
ざ
る
は
な

　
く
、
趨
り
て
善
に
ゆ
く
や
疾
し
。
い
わ
ん
や
、
意
に
相
漸
い
て
、
尤
も
神
明

　
あ
る
者
を
や
。
…
…
初
に
し
て
そ
の
話
言
を
事
と
し
、
こ
れ
を
久
し
く
し
て
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そ
の
行
い
是
な
り
。
ま
た
こ
れ
を
久
し
く
し
て
そ
の
性
情
、
是
に
あ
ら
ざ
る

　
は
な
し
。
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
．
七
録
斎
集
塊
巻
二
　
房
稿
褒
経
序
）

　
最
初
の
う
ち
は
、
も
つ
ば
ら
経
の
文
章
を
ひ
き
う
つ
さ
せ
る
。
こ

れ
を
何
度
か
重
ね
て
い
る
う
ち
に
、
経
の
も
つ
意
味
が
理
解
で
き
る

よ
う
に
な
り
、
行
為
が
正
し
く
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
重
ね

て
い
く
う
ち
に
入
闘
の
性
情
そ
の
も
の
が
正
し
く
な
っ
て
い
こ
う
と

い
う
の
で
あ
る
。
文
章
と
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
人
闘
本
有
の
竜
の
が

〃
生
和
し
、
気
動
い
て
”
自
然
に
流
露
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
彼
は
ま
た

　
奇
を
好
め
ば
期
ち
必
ず
古
え
を
知
る
。
古
え
を
知
れ
ば
鋼
ち
必
ず
経
を
知
る
。

　
経
を
知
れ
ば
則
ち
必
ら
ず
人
た
る
所
以
を
知
る
。
人
た
る
研
以
を
知
る
に
い

　
た
っ
て
、
文
、
已
に
こ
と
ご
と
く
精
な
り
。
ゆ
え
に
駁
に
し
て
不
純
の
文
は

　
予
の
甚
だ
に
く
む
所
な
り
。
才
に
し
て
不
徳
の
士
も
ま
た
予
の
甚
だ
に
く
む

・
所
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
七
録
斎
集
』
巻
二
　
程
製
表
経
序
）

と
も
い
っ
て
い
る
。
経
と
は
ま
さ
に
人
の
“
人
た
る
所
以
”
人
閲
の

．
本
来
あ
る
べ
き
あ
り
方
を
示
し
た
も
の
に
他
な
ら
ぬ
。
こ
の
六
経
の

精
神
を
ぬ
き
に
し
て
文
章
の
形
式
や
方
法
を
考
え
る
こ
と
は
ナ
ン
セ

ン
ス
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
評
論
家
が
必
ず
し
も
最
上
の

小
説
家
で
な
い
の
と
岡
様
、
彼
が
こ
の
よ
う
に
主
張
し
た
と
い
う
こ
∴
“

と
、
あ
る
い
は
こ
の
文
学
的
主
張
に
則
っ
て
文
章
を
評
臥
し
た
と
い

う
こ
と
と
、
彼
の
文
章
が
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
一
応
別
醐

の
こ
と
で
あ
っ
て
、
彼
の
文
章
に
は
、
文
学
に
は
門
外
漢
の
私
で
さ

え
不
自
然
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
独
特
の
調
子
が
あ
っ
て
非
常
に
読

み
づ
ら
い
。
そ
う
い
う
点
で
あ
．
る
い
は
　
父
鵡
英
の
批
判
が
当
っ
て
い

る
点
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
彼
ら
は
六
経
の
精
神
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ

る
べ
き
も
の
と
し
て
の
古
人
の
「
性
情
」
へ
の
復
帰
を
考
え
た
だ
け

で
は
な
か
っ
た
。
六
経
と
い
う
の
は
個
々
の
人
間
の
性
情
の
あ
り
方

に
か
か
わ
る
以
上
に
、
よ
り
大
き
く
政
治
早
馬
の
あ
り
方
に
か
か
わ

る
も
の
で
あ
っ
沁
。
張
采
は
張
博
の
七
録
蟻
集
に
序
文
を
寄
せ
て

経
を
凋
め
れ
ば
王
道
を
明
ら
か
に
し
、
史
に
通
ず
れ
ば
王
事
著
わ
る
。
弓
道

を
明
ら
か
に
す
れ
ぽ
、
与
に
体
を
立
つ
べ
く
、
上
書
を
著
ら
か
に
す
れ
ば
与

「
に
用
に
適
う
べ
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
唱
、
七
録
斎
集
』
続
集
序
）

と
い
っ
て
い
る
。
彼
ら
に
あ
っ
て
は
、
経
と
は
王
道
を
明
ら
か
に
し

て
政
治
の
体
を
た
つ
べ
き
も
の
、
す
な
わ
ち
政
治
の
よ
っ
て
た
つ
べ

き
精
神
、
あ
る
い
は
原
理
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
史
と
は
王
事
を
あ

き
ら
か
に
し
て
網
に
適
う
べ
き
も
の
、
す
な
わ
ち
政
治
の
変
遷
の
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ぬ
　
　
き
　
　
も
　
　
で

と
を
あ
と
づ
け
て
、
政
治
の
方
法
を
具
体
化
す
る
屯
の
と
考
え
ら
れ
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た
の
で
あ
る
。
張
博
の
も
と
に
招
か
れ
た
張
采
は
、
戴
氏
の
学
に
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

わ
し
く
、
夙
に
学
界
に
声
名
を
得
て
い
た
と
い
わ
れ
る
が
、
張
薄
は

そ
の
張
采
の
「
礼
質
」
に
序
文
を
よ
せ
て
、

載
れ
周
礼
・
儀
礼
は
す
で
に
辞
命
の
余
を
以
て
そ
の
深
微
の
意
を
得
が
た
し
。

…
…
曲
礼
、
ま
た
篇
什
の
寡
を
以
て
、
一
経
の
用
を
覆
う
能
わ
ず
。
授
受
更

定
を
欲
し
不
可
な
る
所
あ
れ
ば
、
剣
ち
往
古
回
礼
の
文
に
求
め
て
、
左
右
相

及
び
、
一
身
を
凹
め
、
家
圏
を
理
む
渚
、
こ
れ
が
為
に
表
著
す
…
…
し
か
り

と
い
え
ど
も
前
に
よ
り
て
こ
れ
を
云
え
ば
略
、
後
に
よ
り
て
こ
れ
を
論
ず
れ

ば
詳
、
三
礼
の
書
は
諸
記
の
文
を
包
む
に
及
ば
ず
、
諸
記
の
文
は
常
に
三
礼

の
説
に
癒
ず
る
を
得
。
今
の
礼
記
を
以
て
天
下
に
詔
せ
る
は
、
三
礼
を
廃
す

る
に
あ
ら
ず
。
以
て
竃
礼
を
詳
か
に
せ
ん
と
欲
す
る
な
り
。
浅
末
の
倫
、
安

常
に
観
み
、
遠
議
に
務
め
ず
。
遂
に
一
志
の
言
を
し
て
そ
の
彼
此
を
異
に
し
、

古
人
の
制
を
し
て
蹟
ご
と
に
絶
畷
せ
し
め
る
は
亦
悲
し
か
ら
ず
や
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
幽
，
馬
継
斎
集
』
巻
　
　
支
質
序
）

と
い
い
、
現
存
す
る
油
壷
が
不
完
全
な
鳥
海
に
は
過
虫
の
礼
を
論
じ

た
文
章
を
集
め
て
、
相
互
に
検
討
し
て
、
経
典
そ
の
も
の
に
た
ち
か

え
っ
て
、
　
コ
身
を
整
め
、
家
国
を
理
む
べ
き
」
原
理
と
し
て
の
古

人
の
制
度
を
復
元
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
立
場
を
あ

き
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
し
か
・
も
そ
れ
は
あ
く
ま
で
政
治
の
原
理
で
あ
っ
て
、
政
策
そ
の
も

の
で
は
な
い
。
彼
は
政
治
制
度
の
理
想
型
を
経
典
の
な
か
に
さ
ぐ
る

と
と
も
に
、
こ
の
政
治
制
度
の
変
遷
の
あ
と
を
歴
史
的
に
あ
と
づ
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
に
最
も
適
応
す
る
政
策
を
追
求
し
て
い
こ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。
張
薄
自
身
の
『
史
論
』
二
編
十
巻
を
は
じ
め
、

復
社
の
同
人
た
ち
が
好
ん
で
照
い
た
史
論
と
い
う
形
式
を
通
じ
て
の

政
治
論
議
は
彼
等
に
お
い
て
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
現
実
的
な
意
味
を

も
つ
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
『
皇
明
経
世
文
編
』
五
〇
四
巻
は
…
幾
社

系
の
人
々
、
団
子
耀
、
徐
孚
遠
、
宋
徴
壁
ら
が
編
…
纂
、
徐
光
啓
の
『
農

政
全
書
』
も
ま
た
陳
子
龍
が
整
理
し
て
出
版
に
至
っ
た
も
の
で
、
い

ず
れ
も
張
濾
が
序
文
を
附
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
編
纂
出
版
の
事
業

の
な
か
に
も
、
彼
ら
が
現
実
に
対
し
て
も
っ
た
な
み
な
み
な
ら
ぬ
経

世
的
関
心
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

　
さ
て
、
清
朝
の
学
問
の
基
調
と
な
っ
た
経
学
と
史
学
は
こ
の
よ
う

な
実
践
的
意
慾
に
支
え
ら
れ
て
奥
社
の
な
か
に
復
興
さ
せ
ら
れ
た
の

で
あ
る
が
、
彼
等
の
学
閥
の
方
法
は
す
で
に
張
采
に
よ
せ
た
張
博
の

序
文
が
あ
き
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
た
ん
に
、
経
や
史
を
主
観
的
に

理
解
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
応
社
以
来
、
詩
経
を
握
当

し
て
い
た
楊
熱
　
、
顧
夢
麟
の
学
問
の
方
法
に
つ
い
て
、
張
博
は
次
の

よ
う
に
云
っ
て
い
る
。
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蓋
し
、
嘗
っ
て
昔
人
の
書
を
静
め
て
讐
析
し
て
比
講
す
。
高
き
こ
と
日
月
よ

り
し
て
、
細
は
毛
羽
、
大
に
し
て
は
王
制
、
環
に
し
て
は
衣
冠
に
い
た
る
ま

で
、
そ
の
遽
思
を
よ
せ
、
そ
の
美
拠
を
徴
せ
ざ
る
は
な
し
。
古
の
尺
量
と
今

の
尺
量
何
如
を
量
り
、
古
の
道
里
と
今
の
道
出
動
如
を
は
か
り
、
調
な
れ
ば

難
あ
り
。
直
な
れ
ば
証
あ
り
。
事
の
沿
う
て
反
ら
ざ
る
者
、
条
指
し
て
こ
れ

を
直
し
、
人
の
概
然
と
し
て
以
て
屈
す
る
者
、
反
覆
し
て
以
て
こ
れ
を
翻
す
。

故
に
惑
い
百
世
に
あ
り
て
一
日
に
し
て
以
て
あ
き
ら
か
に
、
千
千
の
夫
、
そ

の
慮
を
異
と
せ
ず
し
て
ひ
と
り
豪
然
と
し
て
以
て
出
づ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
七
録
斎
集
』
巻
一
　
楊
顧
二
子
小
言
序
）

と
そ
の
実
証
的
態
度
を
称
揚
し
て
い
る
。
ま
た
彼
等
の
、
道
を
講
ず

る
の
で
な
く
、
経
を
講
ず
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
経
に
よ
9
近
い
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
と
し
て
漢
儒
の
伝
註
に
依
拠
し
よ
う
と
す
る
漢
学
へ
の
指
向
が
す

で
に
み
ら
れ
た
こ
と
は
す
で
に
の
べ
た
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
、

張
博
庶
身
に
は
、
考
証
的
方
法
を
粥
い
た
著
作
は
存
在
し
な
い
。

　
復
社
に
統
合
さ
れ
た
読
書
社
に
お
け
る
学
問
の
方
法
は
さ
ら
に
一

暦
実
証
的
で
あ
っ
た
。
　
「
読
書
社
」
と
い
う
祉
の
名
称
自
体
が
す
で

に
読
書
博
学
を
き
わ
め
て
重
視
す
る
彼
等
の
学
問
的
立
場
を
あ
き
ら

か
に
し
て
い
る
が
、
こ
の
社
に
お
．
い
て
は
一
ケ
月
に
数
回
つ
つ
会
合

を
ひ
ら
き
、
数
人
が
集
っ
て
一
つ
の
経
典
を
会
読
、
数
日
か
か
つ
て

や
っ
と
一
義
を
検
討
し
お
わ
る
と
い
っ
た
厳
密
な
論
証
が
霊
ね
ら
れ

④た
。
黄
宗
義
は
読
書
社
の
領
袖
で
あ
っ
た
張
下
露
の
学
問
の
方
法
に

つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も

仁
慈
の
読
書
す
る
や
、
繭
糸
鱗
毛
と
い
え
ど
も
、
異
岡
を
訪
価
溶
す
。
余
、
と

き
に
十
三
経
註
疏
を
よ
み
、
意
を
名
物
、
象
数
に
刻
す
。
江
道
闇
は
以
て
不

急
な
り
と
し
て
い
わ
く
。
爾
雅
を
註
す
る
も
の
は
必
ら
ず
轟
落
の
入
に
あ
ら

ず
と
。
ひ
と
り
仁
捲
と
余
と
志
を
陶
じ
う
す
。
余
は
漢
の
地
理
志
を
癒
し
、

仁
篭
も
ま
た
左
氏
地
理
を
溶
す
。
余
、
律
繊
数
義
を
あ
ら
わ
す
や
、
仁
者
、

薄
子
狂
、
三
子
一
と
余
杭
の
竹
管
肉
薄
均
し
き
も
の
を
と
り
、
識
り
て
十
二

雛
及
び
四
満
声
と
し
、
こ
れ
を
吹
き
で
以
て
黄
鐘
を
定
む
。
ま
た
凹
田
の
法

に
倣
い
て
、
こ
れ
を
山
中
に
こ
こ
ろ
む
。
仁
篭
の
好
古
に
あ
つ
き
こ
と
か
く

の
如
し
。
　
　
　
　
　
　
　
（
㍊
．
幣
雷
文
約
』
巻
二
　
張
仁
捲
先
生
墓
誌
銘
）

　
こ
の
よ
う
に
読
書
社
に
お
け
る
学
問
の
な
か
か
ら
、
経
に
対
す
る

事
実
約
関
心
が
う
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
事
実
的
関
心
に
支
え
ら
れ
て
、
読
書
社
に
お
け
る
読
書
は

全
く
精
緻
を
き
わ
め
て
い
た
。
こ
う
し
た
読
書
社
に
お
け
る
学
閥
に

つ
い
て
、
黄
宗
義
は
別
の
個
所
で
、

武
林
の
読
書
社
は
経
学
に
通
ず
る
の
士
多
し
。
興
議
論
た
る
や
、
、
蓬
生
の
学
、

　
口
角
を
熟
欄
す
る
に
す
ぎ
ず
。
盤
経
賢
史
古
今
治
乱
の
端
、
漫
と
し
て
何
物

た
る
や
を
認
り
み
ず
。
　
　
　
　
　
冷
雨
儒
皮
定
」
巻
四
　
高
古
処
府
君
墓
表
）
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と
批
判
も
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
止
血
縫
の
学
問
の
な
か
で
も
、
特

に
礼
の
研
究
が
特
別
な
比
重
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
同
人
の

伝
が
し
ば
し
ば
礼
の
研
究
方
法
に
晋
口
及
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も

知
ら
れ
る
が
、
礼
と
い
う
の
は
学
問
の
た
め
の
学
問
と
し
て
、
所
謂

考
証
学
の
対
象
と
せ
ら
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
舗
度
的
な
関
心
と
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

か
く
つ
な
が
り
あ
う
も
の
で
あ
る
。
読
書
社
に
お
け
る
礼
に
対
す
る

関
心
の
ふ
か
さ
は
、
や
は
り
実
学
実
践
を
き
わ
め
て
璽
ん
じ
た
漸
東

の
学
問
約
な
伝
統
を
ふ
ま
え
た
彼
ら
の
実
践
的
関
心
の
度
合
を
示
す

も
の
と
い
い
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
蟹
隈
六
・
七
年
ご
ろ
、
読
書
祉
の
研
究
に
参
加
し
た
黄
宗
義
は
思

旧
録
の
な
か
で
こ
ん
な
思
い
娼
を
語
っ
て
い
る
。
彼
は
曾
っ
て
読
書

社
の
領
袖
で
あ
る
薦
檬
の
家
に
泊
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
た
ま
た
ま

話
が
楊
漣
・
左
上
斗
の
こ
と
に
及
ん
だ
と
き
、
そ
の
門
人
顧
豹
文
は

彼
等
の
何
人
な
る
や
を
知
ら
ず
、
ど
う
い
う
人
物
か
と
質
問
し
た
。

こ
の
と
き
、
薦
像
は
色
を
正
し
て
「
読
書
す
る
看
は
ま
さ
に
当
代
の

人
物
を
知
る
べ
し
。
も
し
一
向
に
理
会
し
え
ず
し
て
、
読
書
し
て
な
ん

の
用
を
か
な
さ
ん
や
」
と
弟
子
を
叱
り
つ
け
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
逸
話
は
、
も
っ
と
も
考
証
的
と
考
え
ら
れ
る
読
書
祉
の
学
問

さ
え
、
決
し
て
現
実
的
関
心
を
は
な
れ
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
を

曝
し
で
い
る
。
さ
ら
に
の
ち
に
の
べ
る
留
都
防
乱
掲
事
件
に
さ
い
し

て
も
、
読
書
社
の
主
た
る
闘
人
の
ほ
と
ん
ど
全
部
が
こ
れ
に
讐
劃
し

て
い
る
事
実
は
、
彼
ら
の
学
問
が
、
管
理
の
学
問
が
そ
う
で
あ
っ
た

よ
う
に
、
現
実
か
ら
の
逃
避
を
意
味
し
た
の
で
な
か
っ
た
こ
と
を
爽

付
け
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
読
書
社
は
や
が
て
の
ち
に
は
仏
教

の
影
響
を
う
け
、
研
究
組
織
と
し
て
の
性
格
を
失
っ
て
し
ま
う
が
、

こ
の
よ
う
な
学
問
的
方
法
は
康
煕
選
手
の
講
経
会
に
も
う
け
つ
が
れ
、

そ
の
本
来
の
実
践
的
関
心
を
骨
抜
き
に
さ
れ
つ
つ
、
清
朝
の
考
証
学

へ
と
発
展
す
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
准
安
、
太
陽
の
人
張
致
中
は
、
復
社
設
立
と
と
屯
に
同
郡
の

人
女
、
白
煙
操
、
方
能
権
ら
と
と
も
に
、
復
社
に
参
抽
し
た
が
、
彼

は
〃
聖
経
博
古
”
を
標
傍
し
、
家
は
非
常
に
ま
ず
し
か
っ
た
け
れ
ど

も
、
金
石
文
を
多
数
所
蔵
し
、
音
韻
学
に
も
く
わ
し
か
っ
た
と
い
わ

れ
る
。
彼
の
子
、
張
昭
（
足
力
臨
）
は
六
書
に
た
く
み
で
、
各
地
を

旅
行
し
て
は
拓
本
を
と
り
、
考
証
を
行
っ
た
。
顧
炎
武
は
音
学
五
書

の
文
字
を
、
彼
に
刻
し
て
も
ら
う
こ
と
を
願
っ
て
、
そ
れ
を
果
さ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

か
っ
た
こ
と
を
遺
憾
に
思
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
復
祉
に
属
し
た
特
定
の
社
な
り
、
特
定
の
個
人
の
も

つ
で
い
た
考
証
的
学
風
は
、
も
ち
ろ
ん
復
社
の
学
風
そ
の
も
の
で
は
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な
い
，
そ
し
て
こ
の
・
よ
う
な
学
問
屯
、
こ
の
と
き
に
な
っ
て
は
じ
ま

っ
た
も
の
で
は
な
く
、
い
つ
の
時
代
で
も
、
．
一
部
の
地
域
な
り
、
人

々
な
り
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
竜
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
こ
う
し
た
人
々
が
、
　
〃
尊
経
復
古
”
を
標
榜
し
て
い
た
復

社
に
組
織
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
糊
互
に
刺
激
し
あ
い
な
が
ら
、

そ
の
復
古
主
義
の
内
容
を
ゆ
た
か
に
し
て
い
っ
た
こ
と
は
疑
い
得
な

い
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
復
讐
の
復
古
主
義
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は

き
わ
め
て
未
成
熟
な
も
の
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
夫
々

の
地
域
に
行
わ
れ
て
い
た
復
古
主
義
的
な
学
問
を
強
力
な
政
治
力
で

組
織
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ひ
と
つ
の
祉
会
的
な
潮
流
と
し
て

発
展
さ
せ
た
、
そ
の
意
義
は
き
わ
め
て
大
き
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

＠＠＠＠＠＠
勘
当
積
氏
前
掲
露
差
引
　
原
水
は
未
見

『
復
社
紀
略
』
巻
一

四
十
頁
参
照

『
康
熈
銭
塘
県
志
臨
文
苑
伝
物
干
朱
聖
女
士
前
掲
論
文
所
広

島
陥
鹿
次
氏
「
章
姻
麟
に
つ
い
て
扁
　
（
『
思
想
』
四
〇
七
～
四
〇
八
）

『
復
社
姓
氏
伝
略
』

八

　
さ
て
三
社
の
も
っ
て
い
た
こ
の
よ
う
な
思
想
的
立
場
は
、
復
祉
の

綱
領
の
な
か
に
お
い
て
明
確
に
打
出
さ
れ
た
。
そ
の
課
程
に
は
つ
ぎ

の
よ
う
に
い
う
。

世
教
、
衰
え
て
よ
り
、
士
子
は
経
術
に
通
ぜ
ず
。
但
、
耳
を
乏
し
、
臼
を
絵

き
、
幾
ど
、
倖
に
有
司
に
黄
獲
せ
ら
れ
ん
と
す
る
の
み
。
明
堂
に
登
り
て
君

長
に
致
す
あ
た
わ
ず
、
郡
邑
に
長
た
り
て
沢
斑
を
知
ら
ず
。
人
材
、
田
ご
と

に
下
り
、
仁
治
獄
ご
と
に
鍮
ま
る
は
皆
こ
れ
に
よ
る
、
薄
は
徳
を
は
か
ら
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
も
　
　
　
　
　
し
　
　
　
う
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ

カ
を
量
ら
ず
、
四
方
の
多
士
と
と
も
に
古
学
を
興
復
し
、
異
臼
、
つ
と
め
て
轟
4
7

　
カ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヤ

用
を
な
さ
ん
と
し
、
よ
っ
て
名
づ
け
て
復
旧
と
い
う
。
念
復
桂
紀
略
」
巻
　
）

こ
の
よ
う
な
復
祉
の
課
程
の
な
か
に
は
、

三
三
に
官
た
り
て
、
念
．
頭
君
父
の
上
に
あ
ら
ず
。
三
三
に
宮
た
り
て
、
念
頭

首
姓
の
5
え
に
あ
ら
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
（
『
小
心
斎
劉
詑
』
三
十
一
）

と
官
場
の
腐
敗
を
嘆
じ
た
顧
憲
成
の
｝
蕎
葉
が
そ
の
ま
ま
に
生
き
て
い

る
。
張
博
は
、
「
吾
、
以
て
東
林
を
嗣
げ
る
な
り
。
」
と
自
ら
称
し
て

い
た
と
い
わ
れ
る
が
、
復
祉
は
そ
の
設
立
蜜
初
、
応
社
を
改
組
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
東
林
の
伝
統
を
う
け
つ
ぐ
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
意

識
し
つ
つ
、
設
立
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
復
社
が
設
立
さ
れ
た
崇
頑
元
年
か
ら
二
年
に
か
け
て
、
崇
顧
帝
の

即
位
に
よ
っ
て
実
現
し
た
崇
顧
新
政
は
早
く
も
そ
の
太
｛
買
を
暴
露
し

よ
う
と
し
て
い
た
。
元
年
の
末
に
は
奄
党
温
体
仁
一
派
の
策
動
に
よ
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つ
て
銭
謙
益
の
免
職
が
行
わ
れ
、
つ
い
で
二
年
に
は
婁
崇
燥
事
件
、

及
び
そ
れ
に
伴
う
菓
林
系
官
僚
の
連
坐
な
ど
、
ま
さ
に
東
林
、
非
東

林
の
勢
力
関
係
が
逆
転
し
、
崇
顧
期
に
お
け
る
内
官
派
の
主
動
権
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
輔
③

確
立
さ
れ
よ
う
と
す
る
脇
机
で
あ
っ
た
・
。
開
読
の
変
、
顧
垂
謙
弾
劾

な
ど
内
官
派
に
抵
抗
す
る
政
治
運
動
の
経
験
を
も
ち
、
し
か
も
元
年

に
は
北
京
に
お
い
て
社
台
十
子
の
盟
を
結
ん
で
、
内
官
派
に
対
す
る

抵
抗
を
確
認
し
て
い
た
感
祉
の
同
人
た
ち
が
、
あ
た
か
も
こ
の
よ
う

な
時
期
に
各
文
社
の
大
同
団
結
を
実
現
さ
せ
た
こ
と
は
、
復
社
が
か

な
り
明
確
な
政
治
意
識
を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
す

な
わ
ち
、
応
社
か
ら
復
社
へ
の
改
組
が
内
官
派
に
対
抗
す
る
た
め
の

組
織
の
強
化
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

を
想
像
さ
せ
る
。
そ
の
ゆ
え
に
こ
そ
、
こ
の
課
程
の
な
か
に
は
、
い

つ
で
も
救
国
運
動
に
立
上
っ
て
い
こ
う
と
す
る
彼
等
の
姿
勢
が
明
確

に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
復
社
に
加
盟
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
規
約

に
し
た
が
う
こ
と
を
誓
っ
た
σ

匪
葬
に
従
う
な
く
、
聖
書
に
非
ざ
る
を
読
む
な
く
、
老
成
人
に
た
が
う
な
く
、

己
が
長
を
論
る
な
く
、
彼
が
短
を
形
す
な
く
、
巧
言
も
て
政
を
乱
す
な
く
、

干
進
も
て
身
を
黒
し
む
な
し
。
嗣
今
以
往
、
犯
す
者
は
、
小
は
用
っ
て
諌
め
、

大
は
則
ち
帯
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
復
徽
紀
略
し
巻
一
）

と
。
こ
の
よ
う
な
課
程
及
び
規
約
は
、
草
筆
が
た
ん
に
文
章
の
評
選

の
み
を
紐
帯
と
し
た
読
書
人
の
集
合
で
も
な
け
れ
ば
、
所
謂
「
朋
党
」

で
も
な
く
、
特
定
の
醒
的
を
以
て
結
成
さ
れ
た
、
閉
鎖
的
な
一
つ
の

「
組
織
」
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
確
に
も

の
が
た
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
そ
れ
は
近
代
的
な
意
味
の
政
党

の
発
生
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
た
だ
そ
の
「
組
織
性
〕

が
事
実
上
ど
の
程
度
貫
か
れ
た
か
は
問
題
で
あ
る
け
れ
ど
も
。

　
さ
て
復
祉
は
以
上
の
よ
う
な
規
約
に
基
い
て
各
府
ご
と
に
社
長
を

え
ら
び
、
祉
週
間
の
統
制
、
連
絡
な
ど
の
こ
と
に
当
ら
せ
た
。
し
か

し
、
事
実
上
は
既
存
の
文
社
を
利
注
し
つ
つ
、
統
制
が
行
わ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
、
自
ら
す
す
ん
で
組
織
面
の
困
難
な
実
務
を

担
当
し
た
の
が
、
応
社
以
来
、
実
務
を
算
当
し
て
き
た
影
響
で
あ
っ

た
。
張
濾
は
孫
淳
の
活
動
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

三
年
の
間
、
も
し
孟
僕
な
く
ん
ば
、
そ
の
道
、
ほ
と
ん
ど
慶
る
。
：
・
：
．
盃
僕

は
す
で
に
一
社
の
入
文
を
あ
げ
て
顕
欝
し
て
大
い
に
刻
す
。
又
来
渚
の
段
に

広
く
し
て
換
然
と
し
て
麗
る
所
な
き
を
恐
れ
て
、
先
に
そ
の
姓
名
を
定
め
て

以
て
籍
と
な
し
、
予
に
属
し
て
こ
れ
を
存
せ
し
む
。
そ
の
灘
潤
を
渡
り
、
斎

魯
を
渡
り
て
長
安
に
ゆ
く
や
、
天
下
都
会
の
賢
者
遇
わ
ざ
る
な
し
。
筍
く
も
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そ
の
人
に
遇
わ
ば
、
必
ず
一
郷
の
傑
然
た
る
者
を
挙
げ
て
こ
れ
を
掻
に
諾
す
。

ま
た
旧
聞
の
実
な
ら
ざ
る
を
お
そ
る
x
や
、
必
ず
そ
の
生
平
を
断
じ
て
、
後
、

・
進
む
。
あ
x
こ
れ
を
求
む
る
こ
と
、
か
く
の
如
く
そ
れ
亟
か
な
り
。
こ
れ
を

慮
る
こ
と
、
か
く
の
如
く
そ
れ
至
れ
り
。
…
…
す
べ
て
か
の
所
謂
豪
傑
の
士

な
る
者
は
み
な
吾
社
の
人
な
り
。
　
　
（
『
七
録
斎
募
集
熱
巻
一
　
社
籍
序
）

と
の
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
孫
淳
は
候
補
者
名
簿
を
作
成
し
て
は
、

ひ
と
り
ひ
と
り
入
社
を
勧
饗
し
て
社
に
組
織
し
て
い
く
と
い
う
、
足

に
ま
か
せ
て
の
園
難
な
組
織
活
動
を
一
手
に
ひ
き
う
け
た
形
だ
っ
た

ら
し
い
。
し
か
も
そ
れ
は
た
ん
に
文
章
を
集
め
る
と
い
っ
た
も
の
で

は
な
く
、
そ
の
人
物
の
平
生
の
行
動
に
つ
い
て
の
調
査
ま
で
行
っ
た

う
え
で
入
社
さ
せ
た
と
い
わ
れ
る
。
落
文
声
は
入
祉
も
希
望
し
て
拒

　
　
　
　
　
　
①

否
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
こ
と
も
才
蔵
の
組
織
性
の
一
端
を
示

す
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
さ
て
こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
復
社
は
、
崇
顧
二
年
に
は
禁
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

大
会
、
三
年
に
は
金
陵
大
会
、
五
年
に
は
論
難
大
会
と
三
回
の
大
会

を
開
催
し
、
そ
の
と
き
集
っ
た
文
章
を
『
園
表
』
一
・
二
・
三
集
と

し
て
出
版
し
た
。
大
会
は
こ
の
三
回
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
が
、
　
『
国
表
』
は
そ
の
後
も
ひ
き
つ
づ
き
編
纂
さ
れ
、
五
・
六
盗

ま
で
出
版
し
て
い
る
。
こ
の
復
社
の
参
加
者
名
簿
は
　
β
諸
悪
儀
．

復
社
商
略
　
⇔
呉
翻
・
復
社
姓
氏
録
、
国
訴
応
箕
．
復
社
姓
氏
前
後

の
三
種
類
が
現
存
す
る
。
e
は
第
一
回
の
鉱
山
大
会
の
参
加
者
、
⇔

は
第
一
回
、
及
び
第
二
回
金
陵
大
会
の
も
の
と
も
、
或
い
は
第
二
圓

，
及
第
三
回
懲
悪
大
会
の
も
の
と
も
称
せ
ら
れ
、
各
地
域
毎
に
二
部
に

分
れ
る
。
第
一
集
と
称
せ
ら
れ
る
部
分
の
姓
氏
は
、
陸
本
の
姓
氏
と

か
な
り
近
い
が
、
人
数
か
ら
す
れ
ば
陸
棲
の
約
二
倍
を
収
録
し
て
い

る
。
⇔
の
前
巻
と
も
か
な
り
重
複
す
る
が
、
異
同
も
多
い
。
ま
た
⇔

の
二
都
、
㊨
の
後
巻
の
収
録
の
姓
氏
は
全
然
別
系
統
の
も
の
で
、
⇔

と
㊧
の
問
に
は
全
体
と
し
て
約
よ
3
の
姓
幾
の
異
同
が
あ
る
。
⇔

は
呉
応
需
が
直
接
関
係
し
た
第
三
集
～
第
五
集
（
時
期
不
明
）
と
い
わ

れ
、
こ
れ
に
錯
落
箕
の
孫
呉
銘
道
が
、
呉
翻
本
に
よ
っ
て
補
訂
し
た

　
　
　
　
③

補
録
一
巻
が
附
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
⇔
の
第
一
部
、
第
二
部
、
㊨
の

前
巻
、
後
巻
の
各
本
内
の
二
部
分
に
は
原
則
と
し
て
相
互
に
重
複
す

　
る
も
の
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
⇔
の
第
一
部
及
び
　
日
の
前
志
は
第
一

回
も
し
く
は
第
二
圓
の
参
加
者
名
簿
を
基
礎
と
し
て
作
成
さ
れ
、
第

　
二
部
及
び
後
巻
は
、
央
女
そ
の
後
の
参
加
者
の
補
充
名
簿
と
し
て
作

成
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
あ
る
指
間
を
二
部
分
に
分
類
し
た
だ
け
で

あ
る
の
か
、
さ
ら
に
両
本
の
関
係
は
ど
う
な
の
か
に
至
っ
て
は
縁
下

　
の
と
こ
ろ
結
論
づ
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
な
お
⇔
は
崇
客
年
闘
に
・
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一
度
刊
刻
さ
れ
て
器
り
、
こ
の
時
す
で
に
官
途
に
つ
い
て
い
た
者
は

省
か
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
呉
銘
道
が
呉
翻
本
に
よ
っ
て
補
訂
し
た
わ

け
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
補
訂
も
非
常
に
不
完
全
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
い
ず
れ
も
復
社
名
簿
と
し
て
完
全
な
も
の
で
あ
る
と
は
い
い

が
た
い
が
、
復
選
参
加
者
を
脇
骨
記
三
瀬
に
よ
っ
て
各
回
ご
と
に
集
計

し
地
域
的
に
分
類
し
て
み
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
地
域
的
分
布

の
状
態
を
知
る
手
が
か
り
と
な
ろ
う
。

　
さ
て
こ
の
表
が
あ
き
ら
か
に
示
す
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
場
合
に
お

い
て
も
階
疸
お
よ
び
漸
江
が
も
っ
と
も
多
く
、
両
省
で
全
体
の
半
数

以
上
を
占
め
（
衷
1
）
、
し
か
も
そ
の
な
か
で
も
蘇
州
、
松
江
、
杭
州
、

嘉
興
、
湖
州
の
五
府
が
ず
ば
抜
け
て
多
い
（
表
翌
）
。

縣
可
・
。
謝
獅
脚
躍
－
7
魏
解
越
5
8
1
4
ユ
慰

　
　
　
　
2
　
　
　
　
1
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6

　
　
騨

　　

@
扁
樋
綱
認
溢
乳
畷
鰯
醜
咽
直
兜
噸
酬
讐
魁

（
な
お
呉
応
箕
本
の
あ
き
ら
か
に
重
複
し
た
姓
名
は
除
外
し
た
。
）

表

呉応箕本

507

138

122

！6D

112

厩蟹轡本魯
332

！02

1．04

！4e

90

蘇州雇

松江府

杭州府｝

嘉興府i

湖州府i
　　　　ヨ

9／

4！

3

66

87

　
こ
の
五
府
の
う
ち
、
そ
の
東
部
・

「
北
部
に
蚤
る
蘇
州
か
ら
松
江
に
か
け

て
の
丘
陵
地
帯
は
棉
花
栽
培
、
棉
勲

業
の
中
心
と
し
て
、
．
西
部
の
湖
州
、

嘉
興
、
杭
州
一
帯
は
養
蚕
お
よ
び
絹

織
物
業
の
中
心
と
し
て
明
中
期
以
降
、

急
速
に
発
展
し
た
地
域
で
あ
り
、
近

来
資
本
主
義
萌
芽
の
存
在
が
し
ば
し

ば
問
題
に
さ
れ
る
、
ま
さ
に
そ
の
地
域
で
あ
る
。

　
復
祉
の
背
後
に
は
あ
る
い
は
そ
う
し
た
商
工
業
の
発
展
に
競
う
新

た
な
祉
会
勢
力
の
形
成
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
曾
っ
て
指
摘
し

た
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
開
読
の
変
に
は
多
く
の
商
人
層
が
参
．
際
し

　
　
④

て
い
た
こ
と
、
復
社
の
オ
ル
ガ
ナ
イ
ザ
ー
で
あ
っ
た
孫
淳
が
、
明
代

急
速
に
商
工
業
都
市
化
し
て
い
っ
た
野
馬
鎮
の
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
、

復
社
の
中
心
と
な
っ
た
太
倉
で
は
棉
花
な
ど
と
い
う
商
業
的
作
物
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

栽
培
が
広
範
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
な
ど
の
事
実
は
、
こ
れ
を
示

竣
し
て
い
る
。
し
か
し
、
三
社
の
同
人
自
身
が
こ
う
し
た
生
産
に
直

接
的
に
タ
ッ
チ
し
た
と
い
う
例
は
、
少
く
と
も
史
料
の
面
に
は
出
て

、
こ
な
い
。
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明末の績鮭に関する・一考察（上）　（小野）

　
そ
れ
で
は
彼
等
自
身
の
出
身
階
層
は
何
で
あ
っ
た
か
。
ま
ず
晶
群

に
つ
い
て
い
え
ば
、
伯
父
の
輔
…
之
は
南
京
工
部
尚
書
、
父
の
端
之
は

太
学
生
で
太
倉
で
屯
か
な
り
の
地
主
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か

し
兄
弟
十
人
の
う
ち
、
彼
は
碑
を
母
と
し
た
庶
出
子
で
あ
っ
た
た
め
、

一
族
か
ら
軽
蔑
の
癬
で
み
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
と
く
に
伯
父
の
僕
、

陳
鵬
、
過
量
か
ら
さ
え
も
軽
ん
じ
ら
れ
た
。
こ
の
う
ち
陳
鵬
は
「
筆

割
を
よ
く
し
、
主
人
の
章
奏
書
…
順
は
皆
素
手
に
出
づ
」
と
い
わ
れ
、

過
越
は
「
聚
轍
に
長
じ
」
、
「
内
外
の
家
政
は
事
、
大
小
と
な
く
、
必

ら
ず
両
人
に
よ
っ
た
」
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
二
人
は
奴
隷
と
は
い

っ
て
も
主
人
に
代
っ
て
上
奏
文
や
、
手
紙
の
代
筆
を
し
た
り
、
財
産

の
経
営
に
当
っ
た
り
す
る
所
謂
「
紀
綱
の
僕
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ

る
。
こ
の
二
人
は
欝
欝
の
父
が
か
れ
ら
に
主
人
格
で
ふ
る
ま
う
と
い

う
の
で
非
常
に
反
感
を
も
ち
、
詳
覧
の
父
を
傷
つ
け
た
こ
と
が
あ
っ

た
。
張
薄
は
血
書
し
て
報
復
を
誓
っ
た
が
、
二
入
は
庶
出
子
に
何
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

出
来
る
も
の
か
と
あ
ざ
わ
ら
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

　
当
時
こ
の
地
方
で
は
、
こ
の
よ
う
な
奴
僕
を
つ
か
っ
て
、
家
計
管

理
を
行
わ
せ
る
よ
う
な
か
な
り
寄
生
化
し
た
官
事
地
主
が
多
か
っ
た
。

彼
等
は
こ
の
奴
僕
に
、
小
作
料
収
奪
や
、
商
業
・
高
利
貸
経
営
の
資

任
を
負
わ
せ
た
り
、
あ
る
い
は
こ
の
奴
僕
を
脊
吏
と
し
て
支
配
機
講

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
露
盤
に
送
り
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
民
を
支
配
し
て
い
た
。
地

主
権
力
は
具
体
的
に
は
こ
の
奴
僕
を
通
じ
て
農
民
の
上
に
重
く
の
し

か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
張
博
自
身
は
こ
の
よ
う
な
官
等
家
庭
に

出
身
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
母
親
が
奴
碑
で
あ
っ
た
た
め
、
庶
子

と
し
て
奴
僕
か
ら
さ
え
軽
蔑
さ
れ
る
よ
う
な
生
活
環
境
に
育
つ
た
わ

け
で
、
奴
僕
の
横
暴
に
対
し
て
非
常
に
は
げ
し
い
憎
し
み
を
い
だ
い

て
い
た
。
の
ち
彼
は
陳
・
過
の
こ
奴
を
処
刑
し
た
ば
か
り
で
な
く
、

陸
文
献
の
僕
で
、
馬
下
と
し
て
民
衆
を
苦
し
め
て
い
た
董
寅
卿
な
る

者
を
、
按
察
使
と
は
か
つ
て
処
刑
す
る
な
ど
、
地
方
官
が
断
乎
た
る

方
針
を
も
つ
て
の
ぞ
む
よ
う
圧
力
を
か
け
、
こ
の
た
め
に
「
呉
下
の

薄
俗
竺
賦
し
た
」
と
覧
・

　
し
か
竜
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
張
薄
は
奴
隷
身
分
か
ら
解

放
さ
れ
よ
う
と
す
る
奴
僕
に
対
し
て
は
金
、
瀬
的
な
援
助
を
癒
し
ま
な

か
っ
た
。

　
復
祉
の
同
人
の
な
か
に
心
墨
沈
な
る
者
が
い
る
が
、
彼
は
、
王
錫
爵

の
一
族
呉
世
容
の
億
僕
で
あ
っ
た
。
若
く
し
て
復
学
の
趙
自
警
に
学

び
、
復
祉
へ
の
加
入
を
希
望
し
て
い
た
が
、
奥
世
容
は
こ
れ
を
許
さ

ず
、
相
か
わ
ら
ず
、
秘
書
と
し
て
筆
写
な
ど
に
当
ら
せ
た
。
彼
は
こ

れ
を
恥
じ
、
．
漫
筆
の
亀
と
に
の
が
れ
た
が
、
呉
は
彼
の
父
傍
を
拘
留
、
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彼
は
再
び
家
族
を
あ
げ
て
細
編
の
呉
昌
謄
の
も
と
に
投
じ
た
。
張
博
、

張
采
は
膿
金
を
準
備
し
、
李
下
を
通
じ
て
奴
隷
身
分
解
放
の
努
力
を

し
て
や
っ
た
。
呉
は
知
州
の
圧
力
に
屈
し
た
も
の
の
、
内
心
す
こ
ぶ

る
不
満
で
あ
り
、
と
く
に
そ
の
伯
父
で
画
家
と
し
て
有
名
だ
つ
た
王

時
敏
は
憲
章
千
余
人
を
所
有
し
て
い
た
た
め
、
復
社
に
対
し
て
す
こ

ぶ
る
ふ
く
む
所
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　
こ
の
場
合
、
張
箋
の
主
人
、
県
世
容
ら
の
一
族
が
元
来
復
社
と
は

対
立
関
係
に
あ
っ
た
事
情
も
当
然
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

し
か
し
そ
れ
に
も
せ
よ
、
主
人
の
奴
隷
に
対
す
る
人
身
的
支
配
の
抵

抗
に
、
復
社
人
た
ち
が
協
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
量
の
三
面
を

擁
す
る
官
紳
地
主
と
鋭
く
対
立
し
て
い
っ
た
こ
と
は
や
は
り
注
臼
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
の
ち
に
復
社
弾
劾
の
ひ
と
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
端
緒
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
意
識
は
金
沙
の
望
族
で
あ
る
。
祖
父
翠
嵐
は
万
暦
の
進
士
、

伯
父
筆
意
秋
は
天
啓
年
間
の
婦
警
尚
書
で
、
魏
忠
賢
に
附
し
て
僻
案

の
際
処
分
さ
れ
た
が
、
父
新
詩
は
久
し
く
諸
生
に
苦
し
ん
で
い
る
。

応
社
以
来
の
同
人
周
鑛
と
は
従
兄
弟
。
周
鍾
と
伯
父
応
秋
と
の
関
係

　
　
　
　
　
　
　
⑩

は
非
常
に
悪
か
っ
た
。

　
陳
子
龍
は
青
浦
の
人
。
父
所
聞
は
工
部
屯
田
郎
。
祖
父
善
は
島
憲

入
犯
に
際
し
て
髭
奴
二
百
人
を
率
い
て
撃
…
退
し
た
と
い
う
。
そ
の
祖

父
の
死
に
当
っ
て
、
彼
は
億
奴
を
督
励
し
て
喪
礼
を
と
ど
こ
お
り
な

く
行
っ
た
と
い
う
か
ら
、
や
は
り
か
な
夢
の
僅
僕
を
擁
し
た
地
主
で

　
　
　
　
　
⑫

あ
っ
た
ろ
う
か
。

　
応
社
に
参
加
し
、
の
ち
の
復
社
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
人
た
の
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

身
に
つ
い
て
は
、
こ
の
ほ
か
湯
糠
が
経
済
的
に
ゆ
た
か
で
あ
っ
た
と

い
う
ほ
か
、
具
体
的
な
史
料
の
あ
る
も
の
は
少
い
。

　
つ
ぎ
に
復
数
の
設
立
に
参
加
し
、
そ
れ
を
財
政
的
に
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
し
て
い
た
濁
江
の
呉
翻
に
つ
い
て
み
よ
う
。
彼
の
家
は
呉
江
の
巨

室
で
あ
っ
た
と
称
せ
ら
れ
、
復
社
設
立
の
さ
い
に
は
白
金
二
十
鍮

（
四
八
○
殉
）
、
穀
二
百
篇
を
醸
出
し
て
、
そ
の
組
織
活
動
を
援
幼
し

⑭た
。
彼
の
女
婿
に
当
る
計
東
は
、
義
父
が
「
破
産
を
惜
し
ま
ず
し
て

復
社
を
は
じ
め
た
扁
と
ま
で
称
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
か
な
り
の
援

助
を
行
っ
て
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
彼
の
経
済
的
な
基
礎
に
つ

い
て
は
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
彼
の
子
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

齢
は
朱
葬
尊
の
娘
と
結
婚
し
て
お
り
、
朱
氏
は
棄
閣
大
学
士
に
ま
で

な
っ
た
朱
国
槙
の
一
族
に
当
る
。
こ
の
よ
う
な
婚
姻
関
係
か
ら
し
て

や
は
り
こ
の
地
方
の
名
族
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　
ま
た
黒
鉱
の
第
三
岡
大
会
の
と
き
に
は
復
社
の
同
人
で
あ
っ
た
呉
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県
の
許
元
蜷
が
千
余
金
を
醸
出
し
て
い
る
。
許
元
…
憧
の
父
は
太
学
生

で
終
っ
て
い
る
が
、
父
の
残
後
、
機
饅
に
際
し
て
母
は
二
百
石
を
出

し
て
数
百
家
を
賑
貸
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
や
は
り
相
当
の
地
主
で

　
　
　
⑱

あ
う
た
ろ
う
。
の
ち
復
祉
を
誹
労
し
た
反
対
派
が
五
狗
と
潮
け
つ
た

黄
玉
、
曹
某
、
陳
某
、
趙
某
、
陶
某
は
こ
う
し
た
復
社
の
支
持
者
た

ち
か
ら
醇
金
を
募
っ
て
ま
わ
り
、
そ
の
財
政
活
動
を
支
え
て
い
た
・
も

　
　
　
　
⑰

の
で
あ
る
。
し
か
し
復
社
は
必
ら
ず
し
も
こ
の
よ
う
な
千
金
に
だ
け

よ
っ
て
活
動
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
第
一
回
サ
山
大
会
の
と

き
に
集
っ
た
文
章
二
千
五
百
余
首
は
南
…
京
の
書
坊
に
よ
っ
て
出
版
さ

れ
た
が
、
こ
の
な
か
か
ら
多
数
の
合
格
者
を
輩
出
し
た
た
め
、
と
ぶ

よ
う
な
売
行
を
し
め
し
、
書
坊
は
こ
れ
に
よ
っ
て
莫
大
な
富
を
得
た

　
　
　
　
⑱

と
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
選
を
通
じ
て
得
た
利
益
が
、
復
社
の

ひ
と
つ
の
経
済
基
礎
に
な
っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
疑
い
な
い
。

　
復
社
に
加
わ
っ
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
八
蘭
交
の
評
選
を
希

望
す
る
生
員
層
で
あ
る
が
、
彼
等
二
千
乃
至
三
筋
の
出
身
階
層
は
非

常
に
雑
多
で
あ
っ
た
。
反
対
派
は
僧
侶
、
道
士
、
俳
優
、
医
老
、
易

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

者
ま
で
そ
の
傘
下
に
擁
し
て
い
る
と
し
て
非
難
し
て
い
る
が
、
そ
の

主
流
は
や
は
り
科
挙
受
験
を
希
望
す
る
地
主
勝
で
あ
ろ
う
。
そ
の
な

か
に
は
か
な
り
窮
迫
し
た
状
況
の
も
と
に
お
か
れ
た
地
主
画
竜
多
数

参
加
し
て
い
た
こ
と
は
大
久
保
氏
が
吾
々
に
検
出
さ
れ
た
出
身
状
況

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
よ
っ
て
も
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
八
股
文
の
評
選
を
希
望
す

る
以
上
、
な
か
に
は
永
年
科
挙
に
受
験
し
な
が
ら
合
格
し
な
い
万
年

生
魚
も
多
く
ふ
く
ん
で
い
た
こ
と
は
当
然
で
、
こ
う
し
た
人
々
が
や

は
妙
一
種
の
不
平
分
子
と
し
て
、
現
状
否
定
的
な
雰
囲
気
を
つ
く
っ

て
い
た
こ
と
も
想
像
さ
れ
る
。

　
さ
て
こ
の
よ
う
に
千
社
は
全
国
的
な
生
面
の
組
織
と
し
て
成
立
し

な
が
ら
、
や
は
り
そ
の
主
導
権
を
に
ぎ
っ
て
い
た
の
は
、
旧
応
社
を

中
心
と
す
る
蘇
州
一
帯
の
人
々
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
こ
の
地
方
の
官

紳
地
主
の
家
庭
に
出
身
す
る
も
の
が
多
く
且
つ
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
財

政
的
に
支
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
地
主

の
な
か
に
は
、
張
氏
や
陳
氏
の
よ
う
に
「
迂
言
」
を
使
役
し
て
の
や

や
寄
生
化
し
た
地
主
経
営
を
行
う
も
の
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

そ
の
経
営
の
具
体
的
な
内
容
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
と

く
に
彼
等
が
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
急
速
な
商
工
業
発
展
に
ど
の
よ

う
な
か
た
ち
で
関
与
し
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
ほ

と
ん
ど
そ
の
史
料
が
な
い
。
将
来
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
地
主
制
一

般
が
解
明
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、
あ
ら
た
め
て
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。
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さ
て
当
時
こ
の
地
方
に
あ
っ
て
は
農
民
の
階
級
分
解
が
急
速
に
す

す
み
、
全
人
口
の
9
0
％
が
零
細
な
土
地
を
耕
作
す
る
小
作
農
民
で
あ

っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
万
暦
末
以
降
さ
ま
ざ
ま
な
形

で
の
政
治
的
収
奪
の
強
化
は
当
然
地
主
か
ら
農
民
に
転
嫁
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
小
作
農
民
を
一
層
窮
乏
化
せ
し
め
た
で
あ

ろ
う
。
し
か
も
こ
の
地
方
の
商
品
経
済
の
急
速
な
展
瀾
は
、
こ
の
窮

乏
化
を
一
層
促
進
す
る
。
　
太
倉
の
呉
偉
業
の
「
木
棉
吟
」
は
、
　
隆

慶
・
万
暦
書
代
に
は
し
き
り
に
や
っ
て
来
た
商
人
も
訪
れ
ず
、
棉
花

は
粥
年
竜
不
作
つ
づ
き
、
　
し
か
も
価
段
は
土
の
如
く
安
く
、
　
租
を

収
め
る
に
も
足
り
な
い
こ
の
貧
し
い
農
民
の
悲
し
み
を
う
た
っ
て
い

　
⑳る

し
、
の
ち
に
の
べ
る
復
祉
の
周
之
璽
排
斥
運
動
も
、
あ
き
ら
か
に

こ
う
し
た
棉
作
地
帯
に
お
け
る
農
民
の
米
価
騰
貴
に
書
す
る
抵
抗
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
⑳

の
弱
さ
を
問
題
に
し
て
お
こ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
こ
の
先
進
地
帯
に
お
い
て
尖
鋭
化
し
た
矛
盾
は
ま
さ

に
爆
発
寸
前
に
あ
っ
た
。
明
末
・
宗
論
、
こ
の
地
域
を
舞
台
と
し
て

多
く
の
奴
変
や
、
抗
租
運
動
が
発
展
し
て
い
る
が
、
な
か
で
も
太
巻

を
中
心
に
崇
顧
十
七
年
に
お
こ
っ
た
い
わ
ゆ
る
乙
酉
の
乱
は
有
名
で

　
　
⑳

あ
っ
て
復
社
の
運
動
の
背
後
に
こ
う
し
た
立
上
ろ
う
と
す
る
農
民
の

あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
事
実
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
復
社
の
岡
人
た
ち
の
多
く
は
、
「
紀
綱
の
僕
」
や
、
「
億

僕
」
を
役
使
し
て
地
主
経
営
を
行
い
得
る
よ
う
な
地
主
層
で
あ
っ
た

が
、
し
か
し
彼
ら
の
な
か
に
は
、
張
博
の
よ
う
に
個
人
的
に
「
紀
綱

の
…
僕
」
に
は
げ
し
い
憎
し
み
を
も
つ
も
の
も
あ
っ
た
。
し
か
も
彼
ら

は
鼠
坊
に
寄
生
し
落
選
に
よ
っ
て
生
活
す
る
こ
と
も
可
能
だ
つ
た
わ

け
で
、
地
主
に
出
身
し
な
が
ら
も
相
対
的
に
地
主
経
済
か
ら
自
立
し

得
る
側
顧
を
も
も
っ
て
い
る
。

　
あ
た
か
も
農
民
反
乱
が
北
中
国
に
ひ
ろ
が
り
つ
つ
あ
る
と
き
、
こ

の
よ
う
に
地
主
の
な
か
で
も
比
較
的
開
明
的
た
り
得
る
層
が
、
明
王

朝
の
政
治
的
収
奪
に
反
対
す
る
と
と
も
に
、
　
「
紀
綱
の
僕
」
の
横
暴

に
象
徴
さ
れ
る
地
主
の
権
力
支
配
を
も
緩
和
せ
し
め
て
、
当
面
の
政

治
的
危
機
を
の
り
き
っ
て
い
こ
う
と
し
た
の
が
、
こ
の
運
動
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
か
。
し
か
し
、
彼
ら
の
運
動
の
も
っ
た

客
観
的
な
音
ゆ
味
に
つ
い
て
は
、
次
号
に
の
べ
る
復
社
の
政
治
運
動
な

り
、
政
治
綱
領
な
り
の
分
析
を
通
じ
て
さ
ら
に
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

①
『
復
社
紀
略
』
巻
四

②
　
『
復
社
章
略
』
の
本
文
は
虎
邸
大
会
は
癸
薦
春
（
六
年
）
と
明
確
に
寵

　
さ
れ
て
い
る
が
、
前
述
の
総
綱
は
こ
れ
を
五
年
に
し
て
い
る
。
復
縫
年
表
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を
著
わ
し
た
程
穣
衡
も
五
年
説
を
と
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
一
応
程

　
氏
に
し
た
が
っ
て
お
く
が
、
決
定
的
な
史
料
は
な
い
。
（
口
、
梅
村
編
年
詩
箋

　
註
』
巻
一
．
笑
志
術
註
参
照
）

③
⇔
は
道
光
刊
本
。
鞠
は
貴
池
先
哲
遺
書
所
収
。
な
お
こ
の
三
種
の
本
に

　
つ
い
て
は
朱
希
祖
．
「
明
季
史
料
題
賊
」
　
（
一
九
六
一
）
に
く
わ
し
い
。

④
　
拙
稿
「
東
林
派
の
そ
の
政
治
思
想
」
　
（
罰
果
方
学
報
』
二
十
八
）

⑤
陳
去
病
「
五
石
脂
」
『
隔
粋
学
報
』
二
十
一
期

⑥
本
稿
（
下
）
参
照
。

⑦
『
復
社
紀
略
』
巻
二

⑧
佐
伯
有
一
氏
「
明
末
董
氏
の
変
」
i
所
謂
「
奴
変
漏
の
性
格
に
闘
無
し

　
て
i
（
欄
東
洋
史
縦
究
』
十
六
ノ
一
）

⑨
　
　
『
復
社
紀
略
』
巻
二

⑩
岡
　
巻
週

⑳
同
巻
一
及
び
『
南
蕨
逸
史
』
巻
二

⑫
陳
子
薩
年
譜
（
『
陳
忠
裕
公
全
集
』
所
取
）

⑬
四
十
頁
参
照

⑭
　

『
静
志
謄
詩
話
』
巻
二
十
一
呉
羅
の
条

⑮
　
岡
　
右

⑯
　
呉
偉
業
「
許
節
億
翁
太
儒
人
墓
誌
銘
」
（
『
梅
村
家
蔵
稿
』
巻
四
八
所
収
）

⑰
『
復
琶
紀
略
』
巻
二

⑱
同
　
巻
一

⑲
同
　
巻
顯

⑳
大
久
保
英
子
氏
前
掲
論
文

⑳
『
梅
村
家
蔵
稿
』
巻
＋
所
双

⑳
　
次
章
参
照

⑳
　
田
中
正
俊
氏
前
掲
論
文
及
び
謝
国
禎
氏
前
掲
書
附
録
一
「
明
季
奴
変
考
」

　
参
照

補
1
　
繊
田
輝
俊
氏
「
幾
鮭
の
成
立
に
つ
い
て
」
　
（
『
支
那
学
研
究
』
1
4
）

補
2
　
恐
ら
く
社
集
の
名
。

鋪
3
　
隅
復
祇
紀
略
臨
巻
｝
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The　Society　of　Wo－len倭人in　the　Second　and

　　　　　　Third　Celtturies

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kenji　Maki

　　Though漉ゴーchi］p－zuo－t71En一一ch‘tta？・z魏志倭人伝is　a　chaPte「at　the　end

of：ru71g－i－ch‘uan簗夷伝．　i1・Wei－chih篤志，　it　has　been　treated　as　an

iadepende壁article　and　it　has　been　neglected　that　i七was　an　impor－

tant　referencia｝　source　in　relation一　to　the　state　and　society　o£　PYo一

”π倭人，and　that　it　was　included　iR　a　volume　of　PVIt一ω魏一Jnsieoz－pi－titng－

i－ch‘uan鳥丸鮮卑東夷伝．

　　The　wri七er　has　a，lready　decided　that　the　situation　of　yα規α4厩一

hohu邪馬台国was　in　thg　northern絢虜5乃8九州．by　the　new　reading

method　of　the　traveling　artcles；　moreover　about　the　Second　and

七hird　centuries’socie七y　in　Wo－JEn－clt’uan倭人伝anew　theory　shall

be　offered　irom　some　source　materials．

　　This　article，　at　first，　treats　the　nature　of　PVo－Je”・n－ch‘t・ta？t　as　a

ma七erial　of　P殉ヲ6％’s　socie七y；　and　then　it　discusses　the　existence

of　PVo－／e”n’s　society　in　the　late　tribe　period　ju’dging　from　the　steps

of　historical　deve1Gpment；further　more　i七exp］ained　Ko　kuy　z2国邑，

Yit　vakzt鎮魂，　Taiptln大人，　Geho下戸，56βo肱宗族，　Monho門戸，　alユd

fe　X，　but　also　status　iR　common　people，　the　inc　ture　o£　Nuhi　ajZpm

and　Seile6生口，　and　the　positioll　of　women．

AStudy　of　Associations　at　the　End　of　Ming明・　dynasty

　　　　　　　　　　　　　　　　　especially　of　Fie一ε雇復社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kazuko　Ono

　　A七the　e鷺d　of　the　M∫麗8明dynasty，　after毛he　des亡ruc七ion　of七he

Tt．醒8一♂腕東林party　by　suppression，　was　established　Ftt－sゐ9’復社

based　o七七he∫層％8一卿α％生員level，磁一sheh　p玉ayed　an　important

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　320　）



part　in　order　to　make　reactionism　one　of　the　current　ideas　of　the

tims，　having　a　nationwide　organiza七沁n　as　an　eliminatiAg　organi－

za七ien　of　Pα一κz5一曜π八股文with　a　slogan　of　revival　of　ancient　stu．

dies，　and　had　i　great　political　influence　egual　to　the　Nei－Kuan　as

官faction，　suppor七ed　by　its　nationwide　organiza七ion；at七he　end　of

Ch‘辮38－oゐ伽崇禎it　temporarily　realized　i七s　political　idea　with　some

compromise　by　for面ng七he　cabinet　of　Tun．a－lin　faction．

　　This　meaRs　a　political　movement　of　comaratively　civilized　land一

｝ords　in　the　advanced　area　o£　Chiang－nan　II：’FK”一t一　standing　against　the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　苓

ro七七en　administration　o麦the　Nei－1〈2．tan内官faction　to　pass七hrough

the　then　crisis　・・・…　a　national　crisis　of　inside　development　oi　ag－

rariaR　disturbance　and　of　outside　invasion　in　！14anclt2ti’ia　？iltii・e“1．　ln

the　history　of　politics　and　ideas　iR　the　late　Mi，ng　and　early　Ch‘i77，g

rw　fot－she”　has　a　very　bcrreat　importance．

Oldcastl’s　Rebellion　and　its　Significance

by

Michikazu　Matsuura

　　Oldcastle　is　well－hnown　as　Falstaf正ill　Shakespeare’s‘‘Henry　IV．”

To　begin　with，　tracing　his　storiny　career，　we　tried　to　explain　why

he　raised　the　rebellion．　Though　the　so－called　“　Oldcastle’s　Rebellion”

has　in　it　many　complicated　phases，　such　as　Oldcastle’s　personai

fascinations，　the　participation　in　tlie　rebellion　of　the　outsiders，　the

utopian　concept　of　t‘God’s　commonwealth”　to　be　realized，　and　the

organization　for　delivering　the　notice　of　the　project，　it　was　still

fundamentally　a　kind　of　a　heretical　move皿ent．　And　yet　it　could

not　help　carrying　some　political　and　riotious　aspects　with　it，　iuvol－

ving　knights，　gentries，　merchants　and　一。　rtisans　（especially　weavers），

who　wanted　to　do　away　with　the　status　quo，　themselves　being

spurred　by　the　Hussiten　movement　in　Bohemia　and　by　the　influence

of　anti－clerica｝ism　as　was　seen　in　the　confiscatien　of　the　alien　priories．

　　On　account　of　these　aspects　of　the　rebellion，　the　Lollard　move一
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