
い
わ
ゆ
る
竹
林
七
賢
に
つ
い
て

36　（｛14）

丹

羽

党

子

【
要
約
】
　
竹
林
七
賢
な
る
人
々
は
、
清
談
を
楽
し
ん
だ
隠
棲
者
と
し
て
理
郷
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
彼
ら
の
交
友
関
係
と
生
き
方
を
詳
細
に
検
討

し
て
み
る
と
、
彼
ら
一
人
一
人
が
隠
棲
者
た
ら
ん
と
志
し
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
が
容
易
に
理
解
で
き
る
。
い
わ
ゆ
る
竹
林
清
談
は
、
二
四
九
年
の
司
馬

燃
の
ク
ー
デ
タ
…
の
薩
前
か
ら
十
年
ほ
ど
の
問
、
山
番
の
雪
雲
を
中
心
ど
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
魏
晋
交
替
と
い
う
特
殊
な
状
況
の
も

と
で
行
わ
れ
た
こ
の
清
談
に
は
隠
棲
を
図
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
政
治
的
災
難
か
ら
の
保
身
の
た
め
に
政
界
か
ら
一
驚
的
に
退
避
す
る
と
い
う
意
図

を
強
く
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
清
談
は
、
起
源
的
に
は
後
漢
末
よ
り
士
大
夫
の
家
庭
生
活
の
中
で
発
達
し
た
消
遣
的
談
論
で
あ
る
が
、
し
ば
し
ば
人
物
評
論
の
風
潮
と
結
び
つ
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
世
論
を
か
き
た
て
、
曇
る
種
の
社
会
的
勢
力
を
形
成
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
浮
華
」
の
風
潮
の
交
友
の
具
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
、

竹
林
清
談
を
境
と
し
て
そ
の
後
の
清
談
に
お
い
て
は
政
治
世
界
か
ら
の
退
避
を
図
る
翼
翼
的
談
論
と
い
う
性
格
が
強
く
な
っ
て
き
た
。
竹
林
清
談
は
鱈
晦

的
清
談
の
櫨
型
で
あ
り
な
が
ら
も
、
な
お
、
こ
こ
に
は
転
換
期
に
お
け
る
士
大
夫
の
生
き
方
の
種
々
の
側
面
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蜘
入
林
　
　
五
〇
巻
四
口
写
　
　
一
九
占
ハ
七
年
七
月

は
　
し
　
が
　
き

　
温
習
の
交
替
は
、
華
々
し
い
戦
乱
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
た
漢
魏
の

革
命
と
異
な
り
、
も
っ
と
静
か
で
は
あ
る
が
陰
険
な
政
争
の
中
で
実

現
さ
れ
て
い
っ
た
。
魏
晋
村
決
の
中
で
～
種
の
不
安
と
緊
張
に
包
ま

れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
の
時
期
こ
そ
は
、
竹
林
七
賢
の
時
代
に
一

致
す
る
時
代
な
の
で
あ
る
。

　
青
々
と
し
た
竹
林
の
下
で
清
談
に
明
け
暮
れ
た
と
い
う
竹
林
七
賢

は
、
任
誕
の
風
の
さ
き
が
け
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
そ
の
責
任
を
問

わ
れ
も
し
た
が
、
＝
隅
ま
た
俗
塵
を
離
れ
た
隠
棲
者
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
を
も
っ
て
親
し
ま
れ
て
も
き
た
。

陳
留
の
院
籍
、
謙
国
の
橘
康
、
河
内
の
山
溝
、
三
人
年
皆
相
比
ぶ
も
、
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康
、
年
や
》
こ
れ
に
亜
ぐ
。
此
の
契
に
預
る
者
は
滞
国
の
劉
伶
、
陳
留

　
　
の
勢
威
、
河
内
の
実
例
、
鍛
邪
の
王
戎
。
七
人
常
に
竹
林
の
下
に
集
り

　
　
て
転
意
酬
暢
す
。
故
に
世
に
竹
林
七
賢
と
い
う
　
（
『
世
説
瓢
語
陣
任
誕
篇
）
。

　
竹
林
の
清
談
の
事
実
そ
の
も
の
は
、
魏
末
の
一
時
期
河
内
由
陽
の

片
田
愈
で
ひ
そ
や
か
に
行
わ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は

又
、
魏
晋
時
代
士
大
夫
の
独
特
な
生
き
方
の
隠
微
で
あ
る
と
見
ら
れ

る
も
の
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
の
行
っ
た
清
談
こ
そ
、
魏
晋
±

大
夫
の
精
神
生
活
、
社
会
生
活
の
場
を
特
色
づ
け
る
文
化
の
一
形
態

だ
っ
た
と
　
爵
え
る
か
ら
で
あ
る
。
本
論
は
魏
晋
時
代
に
生
き
た
士
大

央
の
一
範
形
と
し
て
、
こ
こ
に
竹
林
七
賢
を
と
り
上
げ
、
彼
ら
の
生

活
と
清
談
の
あ
り
方
を
観
察
す
る
中
で
、
竹
林
清
談
の
性
格
を
考
え

て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
幽
　
魏
晋
清
談
の
性
格
に
つ
い
て

　
ま
ず
清
談
の
性
格
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
　
「
清
談
」
な
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
従
来
と
も
す
れ
ば
、
儒
学
を
軽
蔑
し
た
こ
と
に
対

す
る
非
難
に
加
え
、
晋
が
江
南
へ
濯
い
や
ら
れ
た
責
任
ま
で
問
わ
れ

て
、
清
談
亡
園
論
と
も
い
う
べ
き
汚
名
が
着
せ
ら
れ
て
き
た
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

う
し
た
論
法
を
代
表
す
る
の
が
顧
徳
論
・
趙
翼
の
意
見
で
あ
る
。
そ

の
要
点
は
6
清
談
は
老
荘
の
談
で
あ
り
、
⇔
道
徳
的
堕
落
傾
向
が
あ

り
、
㊨
亡
国
の
要
因
と
な
っ
た
と
い
う
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
わ

ば
伝
統
的
清
談
観
に
濡
し
、
一
個
の
新
し
い
見
解
を
板
野
長
八
賃
が

　
　
　
　
　
　
　
②

か
っ
て
発
表
さ
れ
た
。
氏
に
よ
れ
ば
「
清
談
と
は
文
字
通
り
清
く
正

し
い
談
で
あ
っ
て
、
本
来
儒
教
的
に
正
し
い
論
で
あ
っ
た
が
、
思
想

の
変
化
に
応
じ
て
老
荘
仏
教
思
想
も
含
む
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
。

こ
の
説
は
従
来
の
清
談
”
老
荘
の
談
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
訂
破
る
、

画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
考
え
を
宇
都
宮
津
審
氏
は
う
け
つ

が
れ
、
清
談
は
本
来
、
決
し
て
堕
落
傾
向
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

清
談
亡
国
論
も
根
拠
の
無
い
こ
と
を
説
か
れ
た
。
両
氏
に
よ
っ
て
伝

統
的
な
清
談
観
は
一
新
さ
れ
た
。
し
か
し
、
後
述
の
よ
う
に
清
談
と

い
う
言
葉
の
用
例
に
は
様
友
な
系
譜
に
属
す
る
も
の
が
共
存
し
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
板
野
氏
は
清
談
と
い
う
用
例
を
す
べ
て
岡
一

概
念
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
尚
、
疑
問
の
余

地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。

　
こ
れ
ら
文
化
の
棺
と
し
て
の
研
究
に
対
し
、
清
談
を
歴
史
的
発
展

の
過
程
の
中
で
把
え
、
後
漢
末
の
評
議
の
変
化
と
み
る
学
者
は
宮
崎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

市
定
氏
と
唐
長
儒
民
で
あ
る
。
宮
崎
氏
は
「
九
品
官
人
法
が
制
定
さ

れ
、
選
挙
基
準
が
変
化
し
た
の
に
癒
じ
て
、
悪
説
を
境
に
清
議
か
ら
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分
離
し
た
一
派
が
費
族
化
し
て
清
談
が
生
れ
た
」
と
さ
れ
る
。
貴
族

社
会
の
発
展
の
過
程
と
清
談
の
推
移
と
を
関
連
づ
け
て
説
か
れ
る
宮

崎
氏
の
臣
視
的
視
点
は
論
れ
た
も
の
で
あ
り
、
清
談
の
歴
史
的
意
義

を
考
え
る
時
、
貴
族
社
会
の
発
展
と
い
う
事
実
を
抜
き
に
し
て
は
劉

底
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
清
議
と
い
う
政
治
性
の
強

い
活
動
が
、
清
談
と
い
う
全
く
政
治
色
を
抜
き
に
し
史
議
論
に
、
ど

の
よ
う
に
し
て
変
化
し
た
か
と
い
う
過
程
を
具
体
的
に
知
り
得
な
い

恨
み
を
感
ず
る
。
一
方
唐
氏
は
「
清
談
に
は
常
に
入
物
評
論
と
い
う

要
素
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
後
愚
論
の
清
議
が
選
挙
基
準
の
確

立
を
め
ざ
し
て
行
っ
た
人
物
評
論
の
変
化
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
」

と
さ
れ
る
。
清
談
が
一
貫
し
て
政
治
的
任
務
を
帯
び
て
い
る
と
唐
残

は
考
え
ら
れ
る
。
確
か
に
清
談
と
い
う
言
葉
の
用
例
を
検
討
し
て
み

る
と
、
清
議
と
同
義
の
も
の
、
人
物
論
、
政
治
談
と
い
う
意
味
を
持

つ
用
例
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
圃
時
に
存
在
す

る
政
治
性
を
持
た
な
い
論
理
分
析
の
場
；
i
こ
こ
で
は
荒
尾
を
ふ
り

な
が
ら
清
談
が
行
わ
れ
、
巧
み
な
論
理
分
析
の
技
巧
や
、
音
声
の
美

し
さ
が
競
わ
れ
る
一
の
存
在
を
ど
う
把
握
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

唐
氏
の
研
究
は
清
談
を
歴
史
的
発
展
の
相
の
面
か
ら
理
解
し
よ
う
と

す
る
新
し
い
視
点
で
は
あ
る
が
、
政
治
的
清
談
と
非
政
治
的
清
談
と

の
関
連
に
つ
い
て
の
言
え
方
に
、
私
は
や
や
疑
問
を
感
ぜ
ざ
る
を
得

な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
こ
れ
ら
の
諸
説
に
対
し
て
強
い
反
論
が
岡
村
繁
氏
か
ら
出
さ
れ
た
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
「
清
談
は
後
漢
書
代
よ
り
士
大
夫
の
家
庭
生
活
の
中

で
行
わ
れ
て
い
た
消
遣
的
談
論
が
次
第
に
発
達
し
て
き
た
も
の
で
あ

り
、
厳
し
い
政
治
批
判
を
掲
げ
る
清
議
と
は
別
の
系
譜
に
属
す
る
も

の
で
あ
る
。
従
っ
て
『
清
』
の
概
念
も
、
清
く
正
し
い
と
い
う
よ
り

は
俗
に
対
し
て
清
と
区
点
し
た
に
過
ぎ
な
い
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
説

は
清
談
の
行
わ
れ
る
具
体
的
な
場
所
の
追
求
を
通
じ
て
、
実
態
的
に

そ
の
淵
源
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
費
重
な
指
摘
だ
と
思
う
。
こ
の
方

法
に
よ
っ
て
、
と
も
す
れ
ば
清
談
と
い
う
書
葉
の
共
通
性
や
、
そ
こ

に
参
加
す
る
人
々
の
政
治
的
行
動
と
結
び
つ
け
て
理
解
し
が
ち
で
あ

っ
た
清
談
が
、
意
外
に
も
全
く
政
治
性
を
持
た
な
い
談
論
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
私
は
岡
村
茂
の
と
ら
れ
た
実
態
的
研
究
法

の
中
に
こ
そ
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
残
さ
れ
て
来
た
い
く
つ
か
の

疑
問
に
費
え
る
鍵
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
う
。
従
っ
て
本
論
は
清
談

を
「
本
質
的
に
政
治
性
を
持
た
な
い
消
遣
的
談
論
で
あ
る
」
と
い
う

定
義
に
基
づ
い
て
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
清
談
が
な
ぜ
魏
晋
時
代
に
盛
行
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し
、
清
談
亡
国
の
汚
名
が
与
え
ら
れ
る
程
の
政
治
的
・
桂
会
的
影
響

力
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
答
え
る
た
め

に
は
、
清
談
を
再
び
歴
史
の
推
移
の
中
に
置
き
直
し
、
現
実
の
社
会

の
中
で
い
か
な
る
機
能
を
果
し
て
い
た
か
を
究
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
過
程
で
私
が
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
清
談
に
加
わ
る
人
々
の

交
遊
関
係
及
び
私
生
活
の
あ
り
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
を
設

定
す
る
の
は
、
清
談
と
い
う
文
化
形
態
が
、
人
と
人
と
の
私
的
交
友

生
活
の
中
で
織
り
な
さ
れ
る
人
間
関
係
に
よ
っ
て
生
れ
、
清
談
の
持

つ
社
会
的
機
能
は
そ
の
私
的
交
友
関
係
を
通
し
て
発
揮
さ
れ
る
も
の

だ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

二
　
哲
林
清
談
の
時
期
と
場
所

竹
林
七
賢
に
数
え
ら
れ
る
人
々
の
本
貫
・
最
終
宮
職
・
生
野
年
を

『
晋
書
』
本
伝
に
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

国王pl．i［玩稿旧
弊戎濤籍康名

　
本
貫

礁
圏
鐙

三
口
尉
氏

河
内
三

三
邪
悪
祈

河
内
懐

　
　
最
終
官
職

中
野
大
夫
（
嘉
平
八
年
頃
）

歩
兵
校
尉
（
三
三
）

司
徒
（
太
康
三
年
）

司
徒
（
元
康
七
年
）

散
騎
常
理
（
西
欝
）

生
　
卒

釜
灘
～
ご
盃

三
〇
～
曇
晶

き
五
～
箕
灘

叢
四
～
灘
O
皿

手
写

　
年

四
〇
歳

五
四
歳

七
九
歳

七
二
歳

　
温
麺
　
陳
留
置
氏
　
　
豊
平
太
守
（
威
寧
年
間
）
　
未
詳
　
　
　
以
寿
町

　
劉
伶
演
国
　
　
建
威
三
軍
（
西
輩
　
　
未
詳
泰
始
中
（
二
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
～
毛
四
）
猶
在

こ
れ
ら
の
人
女
の
間
に
、
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
交
友
関
係
が
あ
っ

た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
い
つ
、
ど
こ
に
於
い
て
の
こ
と
で
あ
っ
た

だ
ろ
う
か
。
竹
林
清
談
の
場
所
と
時
期
に
つ
い
て
は
既
に
福
永
光
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

氏
の
秀
れ
た
研
究
が
あ
る
の
で
、
以
下
そ
れ
に
従
っ
て
竹
林
清
談
の

．
行
わ
れ
た
揚
所
と
時
期
を
記
述
し
て
み
よ
う
。

　
械
康
は
、
曹
操
の
孫
の
沸
王
林
の
女
と
結
婚
し
た
と
推
定
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

正
始
八
・
九
年
頃
（
二
四
七
・
八
）
か
ら
間
も
な
く
河
内
の
山
陽
へ
寓

居
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
近
く
に
は
向
秀
と
三
号
が
住
ん
で
お

　
⑧り

、
又
あ
ま
り
遠
く
な
い
河
内
の
懐
に
は
、
正
始
八
年
（
二
四
七
）
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

り
山
濤
が
官
を
棄
て
て
隠
棲
し
て
い
た
。
山
回
と
三
三
と
は
旧
知
の

　
　
　
　
　
　
　
⑩

問
で
あ
っ
た
の
で
、
早
く
て
も
二
四
七
年
頃
よ
り
樒
康
・
向
秀
・
山

濤
及
び
七
賢
に
は
数
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
呂
安
も
含
め
て
、
ま
ず

山
陽
に
交
友
グ
ル
ー
プ
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
院
籍
は
正
始

九
年
（
二
四
八
）
都
の
尚
書
郎
の
官
舎
に
王
渾
を
訪
ね
た
時
、
子
の
王

　
　
　
　
　
　
　
⑪

戎
と
知
り
あ
っ
た
。
そ
の
時
玩
籍
は
四
十
才
、
王
戎
は
十
五
才
に
過

ぎ
な
か
っ
た
。
稚
康
と
阪
籍
と
が
知
り
あ
っ
た
の
は
、
嘉
平
年
問
（
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

四
九
－
二
五
三
）
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
王
戎
と
稽
康
と
は
二
十
年
間
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⑬

の
交
友
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
玩
籍
・
王
戎
も
間
も
な
く
竹
林
の
清

遊
に
加
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
院
威
・
劉
伶
の
場
合

は
史
料
に
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
院
威
は
阪
籍
の
甥
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
熱
源
と
前
後
し
て
加
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
考
え
ら

れ
、
劉
伶
も
少
し
遅
れ
て
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
水
経
輪
』
清
水
の
条
に
は
、
山
陽
の
毬
康
の
旧
居
に
後
人
が
記
念

し
て
七
賢
祠
を
建
て
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
竹
林
清

談
は
稽
康
の
家
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
な
い
で
も
な

い
が
、
必
ず
し
も
一
定
し
て
は
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
メ
ン
バ
ー

に
つ
い
て
も
所
謂
七
賢
だ
け
で
は
な
く
、
毬
康
と
の
談
論
の
記
録
さ

れ
て
い
る
許
与
・
公
孫
崇
・
阪
侃
・
張
逸
・
郭
遽
・
趙
至
な
ど
も
メ

ソ
バ
！
と
し
て
数
え
て
差
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
竹
林
清
談
は
、

こ
れ
以
後
大
体
甘
露
末
年
（
二
五
九
）
ま
で
、
十
年
余
り
続
い
た
と
さ

れ
て
い
る
。

　
中
央
政
界
で
は
、
嘉
平
元
年
（
二
四
九
）
司
馬
熱
が
政
変
を
起
し
、

曹
爽
を
倒
し
て
実
権
を
握
っ
た
が
二
年
後
司
馬
錨
は
死
に
、
司
馬
師
・

司
馬
昭
の
兄
弟
が
地
位
を
継
い
だ
。
司
馬
師
執
政
時
代
（
二
五
一
i

二
註
五
）
に
山
濤
は
官
界
へ
復
帰
し
た
。
稽
康
は
一
時
山
陽
を
離
れ

て
河
東
へ
移
っ
た
。
再
び
山
陽
に
還
っ
た
の
は
蔦
元
元
年
（
二
六
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
あ
る
。
そ
の
二
年
後
、
穂
康
は
呂
安
と
共
に
処
刑
さ
れ
た
。
罹
康

の
死
後
、
向
秀
は
官
界
に
出
仕
し
た
。
こ
れ
は
司
馬
昭
執
政
の
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

（
二
五
五
一
二
六
五
）
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
遅
く
と
も
二
六
五
年
よ

り
前
の
墨
譜
事
で
あ
る
。
王
戎
は
司
馬
昭
の
時
代
に
根
国
橡
と
な
っ

た
。
阪
籍
は
既
に
司
馬
撚
・
司
馬
師
両
方
の
従
事
中
郎
と
な
っ
て
い

る
の
で
、
隠
遁
生
活
を
し
て
い
た
の
は
正
始
末
年
（
二
四
八
）
前
後
の

極
く
短
期
間
に
す
ぎ
な
い
が
、
政
治
の
実
務
に
は
全
く
携
わ
ら
な
い
、

気
ま
ま
な
生
活
を
続
け
て
い
た
。
劉
伶
も
翫
威
も
ほ
と
ん
ど
用
い
ら

れ
な
か
っ
た
。
玩
威
が
政
界
入
り
を
し
た
の
は
、
威
寧
年
間
三
七

五
一
二
七
九
）
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

　
諸
賢
の
動
静
を
総
合
し
て
み
る
と
、
二
五
一
年
か
ら
二
五
五
年
の

間
に
山
陽
グ
ル
ー
プ
か
ら
山
濤
が
去
り
、
王
戎
も
二
五
七
年
に
は
去

っ
た
。
稜
康
も
一
時
河
東
へ
去
っ
た
。
稜
康
の
復
帰
も
束
の
間
、
二

六
二
年
の
砿
康
・
呂
安
の
刑
死
を
も
っ
て
竹
林
清
談
は
完
全
に
終
っ

た
。
向
秀
は
こ
れ
を
機
会
に
宮
界
進
出
を
図
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

司
馬
氏
の
ク
ー
デ
タ
ー
の
前
夜
の
緊
張
し
た
空
気
の
中
で
始
ま
っ
た

竹
林
清
談
は
、
穂
康
の
刑
死
と
山
濤
・
王
戎
ら
の
官
界
復
帰
の
動
き

の
中
で
次
第
に
消
滅
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
福
井
文
雅
氏
は
、
竹
林
七
賢
と
い
う
交
友
グ
ル
ー
プ
の
存
在
に
つ
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いわゆる竹林七賢について（丹羽）

い
て
疑
問
を
持
た
れ
、
　
「
南
渡
後
に
で
き
た
伝
説
で
あ
ろ
う
〕
と
結

　
　
　
⑯

論
さ
れ
た
。
氏
の
説
の
よ
う
に
、
確
か
に
『
魏
志
』
に
は
竹
林
七
賢

と
い
う
言
葉
が
な
く
、
そ
れ
が
具
体
的
記
述
と
し
て
現
わ
れ
は
じ
め

る
の
は
東
晋
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
、
あ
ま
り
に
も
整
い

過
ぎ
た
竹
林
七
賢
像
に
は
伝
説
化
の
き
ら
い
が
な
い
と
は
言
え
な
い
。

し
か
し
、
竹
林
七
賢
と
い
う
書
葉
自
体
は
後
世
の
も
の
だ
と
し
て
も
、

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
山
陽
に
於
け
る
彼
ら
の
相
互
の
交
友
関
係
の

存
在
を
史
料
に
よ
っ
て
確
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

　
そ
し
て
私
が
特
に
「
竹
林
七
賢
」
に
こ
だ
わ
る
理
由
は
、
七
賢
の

生
活
を
迫
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
七
賢
以
外
の
人
々
を
も
含
ん
だ

で
あ
ろ
う
こ
の
グ
ル
ー
プ
全
体
の
性
格
を
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

三
　
竹
林
溝
談
の
時
代
的
背
景

　
竹
林
清
談
の
始
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
直
後
の
嘉
平
元
年
（
二
四
九
）
、

司
馬
酪
は
、
正
始
初
年
（
二
四
〇
）
以
来
十
年
近
く
政
権
を
握
っ
て
い

た
曹
爽
ら
の
一
党
を
悉
く
訣
滅
し
て
政
治
の
実
権
を
掌
中
に
収
め
た
。

こ
れ
よ
り
魏
晋
禅
譲
（
二
六
五
）
に
至
る
ま
で
の
十
数
年
間
は
、
司
馬

氏
に
対
立
す
る
勢
力
が
次
々
に
訣
滅
さ
れ
て
い
く
、
恐
怖
に
満
ち
た

時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
魏
晋
交
替
期
と
い
う
特
殊
な
一
時
期
に
行
わ

れ
た
と
さ
れ
る
竹
林
清
談
の
性
格
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ま
ず
こ
の

時
期
に
お
け
る
政
界
の
動
き
に
、
今
少
し
細
か
く
目
を
向
け
て
み
た

い
。　

竹
林
清
談
の
行
わ
れ
て
い
た
頃
、
魏
勢
力
一
掃
を
め
ざ
す
司
馬
氏

に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
た
り
、
司
馬
氏
に
反
旗
を
翻
え
し
た
り
し
た
事

件
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

e
　
曹
爽
・
何
婁
ら
の
一
党
欝
欝
（
二
四
九
年
一
月
）

⇔
　
大
尉
王
稜
・
充
書
刺
史
令
狐
愚
（
凌
の
外
甥
）
廃
立
を
図
り
、
敗
・

　
　
れ
て
自
殺
（
二
五
一
年
十
一
月
）

　
　
太
常
夏
侯
玄
・
中
書
器
量
豊
・
器
品
芳
の
后
父
張
緯
ら
、
謀
反

　
　
を
図
り
諌
に
伏
す
（
二
五
四
年
二
月
）

　
　
鎮
北
将
軍
許
允
、
罪
を
受
け
死
す
（
二
五
圏
年
秋
）

　
　
斉
王
芳
廃
さ
れ
河
内
に
幽
閉
さ
る
（
二
五
四
年
九
月
）

因
　
平
野
将
軍
母
丘
倹
、
揚
州
刺
史
文
欽
反
す
（
二
五
五
年
正
月
）

　
　
征
棄
将
軍
諸
葛
誕
反
す
（
ご
五
七
年
五
月
）

　
　
高
貴
郷
公
殺
害
さ
る
（
三
四
○
年
五
月
）

　
こ
れ
ら
の
諸
事
件
は
い
わ
ば
魏
晋
対
決
の
接
点
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
そ
れ
故
こ
れ
ら
の
諸
事
件
の
性
格
に
は
こ
の
時
点
に
お
け
る
政
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界
の
動
き
を
知
る
手
が
か
り
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
ず
司
馬
民
の
最
初
の
攻
撃
を
受
け
た
曹
爽
政
権
の
性
格
を
考
え

　
　
　
　
　
　
　
⑦

て
み
よ
う
。
曹
爽
は
魏
建
国
の
際
逆
光
を
助
け
て
活
躍
し
た
曹
真

（
曹
操
の
孟
子
）
の
子
で
あ
る
。
明
帝
に
璽
ん
ぜ
ら
れ
て
崩
御
の
際
に

は
司
馬
酪
と
共
に
遺
詔
を
受
け
、
写
譜
芳
が
即
位
す
る
と
司
馬
酪
を

太
傅
に
祭
り
上
げ
て
霞
ら
政
治
の
実
権
を
掌
握
し
た
。
以
後
司
馬
麟

の
ク
ー
デ
タ
ー
（
二
四
九
）
ま
で
の
約
十
年
間
曹
爽
政
権
が
続
く
。
曹

爽
の
許
で
は
何
曇
を
は
じ
め
、
艶
麗
・
李
勝
・
丁
譲
・
畢
軌
・
桓
範

ら
の
人
々
が
腹
心
に
任
ぜ
ら
れ
て
要
職
を
占
め
て
い
た
。
こ
れ
ら
の

　
　
　
　
　
　
⑱

人
々
の
う
ち
何
婁
は
後
漢
末
の
大
将
軍
何
進
の
孫
に
当
る
が
、
母
が

後
に
曹
操
の
夫
人
に
な
っ
た
た
め
魏
の
宮
廷
内
で
曹
操
の
実
子
の
よ

う
に
愛
さ
れ
て
育
ち
、
雷
撃
の
女
、
金
郷
公
主
を
妻
と
し
た
人
で
あ

　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
。
ま
た
華
華
は
曹
既
と
同
郷
（
雪
国
）
出
身
で
あ
っ
て
、
父
の
丁
斐

は
曹
操
の
起
兵
の
時
か
ら
の
旧
臣
で
個
人
的
に
目
を
か
け
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

誰
と
曹
爽
と
は
昔
な
じ
み
の
間
柄
で
あ
っ
た
。
畢
軌
の
父
も
建
安
年

間
に
典
農
校
尉
を
つ
と
め
た
旧
臣
で
軌
も
曹
爽
と
旧
知
の
間
柄
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

り
，
そ
の
子
は
公
主
に
棄
し
た
。
李
勝
も
曹
爽
の
若
い
頃
か
ら
の
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

り
合
い
で
あ
っ
た
。
ま
た
桓
範
は
曹
爽
か
ら
郷
里
の
「
老
齢
」
　
（
異

国
謙
の
人
、
建
安
末
年
よ
り
歴
仕
）
と
し
て
厚
遇
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ

う
に
曹
爽
政
権
に
加
わ
る
主
要
人
物
の
大
部
分
は
魏
の
帝
室
と
は
姻

戚
関
係
や
親
密
な
縁
故
関
係
を
も
ち
、
曹
爽
と
個
人
的
な
交
友
関
係

を
結
ん
で
い
た
。
こ
の
よ
う
な
人
々
で
構
成
さ
れ
る
曹
爽
政
権
が
曹

氏
一
族
の
利
益
を
守
っ
て
司
馬
氏
と
対
抗
す
る
立
場
に
立
つ
で
あ
ろ

う
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
所
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
人
々
に
は
曹
玩
派
と
い
う
以
外
に
も
う
一
つ
の
共

通
し
た
特
色
が
あ
る
。
即
ち
彼
ら
の
大
部
分
は
既
に
二
半
太
和
四
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

（
壬
二
〇
）
に
「
浮
華
の
徒
」
と
し
て
禁
鋼
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
当

時
彼
ら
は
四
囲
八
達
な
る
交
友
グ
ル
ー
プ
を
作
っ
て
い
た
。

　
　
　
是
の
時
、
当
世
の
俊
士
散
騎
常
侍
夏
侯
玄
」
尚
書
諸
葛
誕
、
郡
鵬
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
徒
、
共
に
梱
題
表
し
、
玄
ら
四
人
を
四
聡
と
な
し
、
誕
ら
八
人
を
八
達

　
　
と
な
す
。
中
書
怠
者
放
の
子
熈
、
孫
資
の
厳
密
、
吏
部
尚
書
衛
篠
の
子

　
　
烈
の
三
人
、
威
な
比
ぶ
る
に
及
ば
ざ
る
も
、
父
勢
位
に
厨
る
を
も
っ
て
、

　
　
こ
れ
を
容
れ
て
三
予
と
な
す
。
凡
そ
十
五
入
。
帝
、
浮
華
を
構
長
ず
る

　
　
を
も
っ
て
皆
官
を
免
じ
廃
写
す
（
『
三
田
』
二
八
諸
葛
誕
伝
志
野
世
語
）
。

　
明
帝
の
こ
の
禁
止
令
で
斥
け
ら
れ
た
者
に
は
、
羊
脂
玄
・
諸
葛
誕
・

郡
麗
・
劉
熈
・
孫
密
・
衛
烈
の
他
に
、
何
業
∴
李
勝
・
丁
譲
・
里
馬

　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
「
浮
華
の
徒
」
で
構
成
さ
れ
た
曹
爽

政
権
は
恐
ら
く
「
浮
華
」
的
性
格
を
備
え
て
い
た
に
違
い
な
い
。
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いわゆる4な刷｝セヒ賢について　σ「｝Σ潤）

　
曹
爽
打
倒
に
始
ま
る
前
掲
の
諸
事
件
の
関
係
者
が
多
く
魏
帝
室
と

密
接
な
関
係
を
も
ち
、
絹
互
の
間
に
親
密
な
交
友
関
係
や
姻
戚
関
係

が
あ
る
こ
と
を
福
永
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
交
友
関
係
の

中
核
を
な
す
の
が
ま
た
浮
華
の
徒
で
あ
っ
た
こ
と
を
看
過
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
前
掲
諸
事
件
の
う
ち
㈲
及
び
鶴
は
魏
帝
室
に
対
す
る

直
接
の
干
渉
で
あ
る
か
ら
そ
の
性
格
は
自
か
ら
明
ら
か
と
思
わ
れ
る

の
で
考
慮
の
外
に
置
く
と
し
て
、
今
⇔
国
㈱
㈹
㈹
の
事
件
の
関
係
者

に
つ
い
て
、
そ
の
関
係
を
表
示
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

⇔㈲cts）
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⊥
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（
経
は
友
善
、
μ
口
姻
戚
関
係
、
□
は

浮
野
・
の
凡
手
、
…
一
　
　
　
…
は
魏
帝
室
と
の
姻
戚

関
係
を
蓑
わ
す
）

　
こ
れ
ら
の
人
々
の
う
ち
夏
侯
玄
は
魏
の
宗
室
に
準
ず
る
夏
侯
幾
の

夏
侯
尚
の
子
で
津
蟹
の
単
子
に
濁
る
。
張
緯
の
女
は
斉
王
芳
の
皇
后

で
あ
り
、
李
豊
の
子
は
公
主
を
妻
と
し
て
い
る
。
ま
た
王
凌
、
母
丘

険
の
父
興
は
曹
操
時
代
か
ら
の
照
臣
、
文
欽
は
曹
爽
と
同
醗
で
あ
る

な
ど
、
こ
の
人
女
の
交
友
関
係
が
曹
疵
に
同
清
を
寄
せ
る
立
場
に
立

っ
て
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
諸
事
件
の
関
係
者
が
す
べ

て
「
浮
華
の
徒
し
又
は
そ
れ
と
親
密
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、

単
な
る
偶
然
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
司
馬
氏
の
鉾
先
は
曹
氏
の
勢
力

に
向
け
ら
れ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
　
「
浮
華
」
勢
力
に
も
向
け
ら
れ

て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
で
は
司
馬
揺
か
ら
執
拗
に
追

求
さ
れ
た
「
浮
華
勢
力
」
と
は
い
か
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
浮
華
」
に
つ
い
て
の
最
も
簡
明
な
解
説
は
、
先
に
述
べ
た
浮
華

禁
止
の
詔
の
発
せ
ら
れ
る
動
機
と
な
っ
た
司
徒
輩
昭
の
上
疏
で
あ
ろ

う
。
輩
紹
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
繕
か
に
当
今
の
年
少
を
見
る
に
、
復
た
学
問
を
も
つ
て
三
三
と
な
さ

ず
、
更
に
交
遊
を
も
つ
て
業
と
な
す
。
国
士
は
孝
悌
渚
修
を
も
つ
て
酋

と
な
さ
ず
、
乃
ち
勢
に
趨
り
利
に
遊
ぶ
を
も
っ
て
先
と
な
し
、
党
を
合

し
塁
を
連
ね
、
互
に
相
褒
歎
し
、
穀
蟹
を
も
つ
て
罰
獄
と
な
し
、
党
雛
を

も
つ
て
爵
賞
と
な
し
、
己
に
付
す
る
者
は
こ
れ
を
歎
む
る
に
言
を
盈
た
、
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し
、
付
さ
ざ
る
者
は
購
ち
為
め
に
磯
簸
を
落
す
（
『
魏
志
』
十
四
董
昭
伝
）
、

こ
の
上
疏
よ
り
浮
か
び
あ
が
る
「
浮
華
の
徒
」
の
生
き
方
の
特
色
は

　
8
．
交
友
を
盛
ん
に
行
い
、

　
⇔
　
勢
力
・
利
益
を
め
ざ
し
て
党
派
を
結
成
し
、

　
㊨
　
人
物
評
論
を
行
う

も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
学
問
を
修
め
、
孝
悌
の
実
践
を
通
じ
て
生

き
方
を
見
出
す
伝
統
的
な
士
大
夫
の
生
活
意
見
と
は
正
反
対
の
も
の

で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
四
聰
八
達
な
る
グ
ル
ー
ヅ
は
実
は
こ
の
よ
う

な
交
友
活
動
の
中
で
行
わ
れ
る
人
物
評
論
を
通
じ
て
生
れ
た
党
派
で

あ
っ
て
、
そ
こ
で
与
え
ら
れ
る
評
価
に
は
何
ら
か
の
意
味
で
「
監
置
」

「
爵
賞
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
得
る
権
威
が
あ
っ
た
と
み
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
浮
華
の
徒
の
一
人
、
夏
侯
玄
と
親
し
く
、
彼
と
運
命
を
共
に
し
た

李
豊
の
活
動
な
ど
は
正
し
く
「
浮
華
」
行
為
の
一
例
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
李
豊
…
…
一
十
七
八
、
郷
下
に
在
り
て
名
清
白
た
り
。
人
物
を
識
別

　
　
す
れ
ば
、
海
内
翁
然
と
し
て
注
意
せ
ざ
る
な
し
（
『
魏
志
』
九
夏
鼠
戸
伝
注

　
　
引
奪
略
）
。

魏
略
は
尚
、
李
豊
の
名
声
が
呉
に
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
を
記
し
て

い
る
。
こ
の
事
実
か
ら
「
浮
華
」
グ
ル
ー
プ
の
権
威
は
魏
と
い
う
国

家
の
枠
を
超
え
た
全
中
国
的
な
ひ
ろ
が
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
ま
た
心
血
に
つ
い
て

　
　
　
郡
臨
字
玄
茂
、
郡
禺
の
後
也
。
少
く
し
て
画
名
を
京
師
に
得
た
り

　
　
（
『
魏
憲
』
九
曹
爽
伝
注
引
込
略
）
。

と
あ
る
よ
う
に
交
友
社
交
界
か
ら
与
え
ら
れ
る
評
価
は
、
名
士
と
し

て
の
地
位
を
保
証
す
る
「
士
名
」
と
い
う
権
威
を
も
っ
て
い
た
。
こ

の
よ
う
な
人
物
評
論
の
評
価
基
準
は
伝
統
的
な
道
徳
を
重
視
す
る
士

大
夫
の
あ
り
方
と
は
異
り
、
才
能
の
重
ん
ぜ
ら
れ
る
傾
向
が
強
い
。

　
　
　
丁
認
、
少
き
よ
り
肯
え
て
交
遊
せ
ず
。
倶
、
博
く
書
伝
を
観
る
。
人

　
　
と
為
り
沈
毅
に
し
て
頗
る
才
略
あ
り
（
『
魏
憲
』
九
曹
貧
富
注
引
魏
略
）
。

　
　
　
畢
軸
、
才
能
を
も
つ
て
少
き
よ
り
声
名
あ
り
（
岡
前
）
。

　
　
　
李
勝
、
少
く
し
て
京
師
に
遊
ぶ
。
雅
よ
り
才
智
あ
り
（
岡
前
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
是
の
時
、
何
業
才
撫
…
を
も
っ
て
嬉
野
の
間
に
顕
わ
れ
、
民
器
交
通
を

　
　
好
み
、
徒
党
を
合
し
、
名
を
閻
閣
に
霞
ぎ
、
夏
侯
玄
貴
阻
の
子
な
る
を

　
　
も
っ
て
少
き
よ
り
同
名
あ
り
（
『
世
説
漸
語
』
識
難
篇
注
引
傅
子
）
。

　
こ
こ
で
は
才
能
主
義
を
重
ん
ず
る
「
浮
華
」
的
世
論
を
形
成
す
る

の
は
「
貴
戚
」
、
換
言
す
れ
ば
当
時
の
貴
族
社
交
界
で
あ
っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
事
実
、
何
婁
・
夏
侯
玄
・
曹
爽
は
い
ず
れ
も
魏
に
お
い

て
貴
戚
の
名
に
価
す
る
家
柄
で
あ
っ
た
し
、
蜀
の
諸
葛
亮
、
呉
の
諸
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いわゆる竹林七賢について（丹羽）

葛
礎
を
従
兄
に
も
つ
諸
葛
誕
、
子
が
公
主
に
射
し
た
李
豊
、
畢
軌
も

加
え
た
「
浮
華
」
グ
ル
ー
プ
こ
そ
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
貴
族
交
友

社
交
界
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
浮
華
」
グ
ル
ー
プ
の
底

辺
を
支
え
る
場
と
し
て
避
役
の
子
弟
で
学
生
数
が
急
に
増
加
し
た
太

学
が
あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
当
時
太
学
で
は
学

生
の
学
力
が
低
下
し
、
　
「
浮
虚
を
求
め
る
者
各
々
競
黒
し
」
　
「
浮
華

交
遊
」
の
風
潮
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。

　
交
友
活
動
と
人
物
評
論
の
盛
行
を
伴
う
「
浮
華
」
の
風
潮
は
決
し

て
太
和
年
間
に
突
然
始
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
既
に
後
漢
か
ら
の

一
般
的
風
潮
で
も
あ
っ
た
。
増
淵
龍
夫
残
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
党

鋼
事
件
こ
そ
「
浮
華
」
の
風
潮
に
対
す
る
弾
圧
の
一
つ
の
場
合
で
あ

っ
た
の
だ
。
清
楚
及
び
後
漢
の
人
物
評
論
の
盛
行
と
「
浮
華
」
の
風

潮
の
関
係
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
が
、
倶
、

魏
の
太
祖
釣
篭
が
交
友
栓
交
界
で
の
評
価
を
繊
世
の
季
が
か
り
と
し

　
　
　
　
⑳

て
利
用
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
風
潮
と
魏
の
伝
統
が
密
接
な

つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
「
浮
華
」
の
徒
の
人
物
評
論
が
才
能
を
重
ん
ず
る
傾
向
に
あ
る
こ

と
は
既
に
指
摘
し
た
。
ま
た
福
永
氏
は
艶
艶
の
思
想
に
賢
才
主
義
が

あ
る
こ
と
を
嘗
っ
て
指
摘
さ
れ
た
が
、
賢
才
主
義
は
門
閥
主
義
に
対

立
す
る
理
念
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
た
、
曹
操
以
来
の
魏
の
伝
統
的
な

政
策
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
。

　
「
浮
華
の
徒
」
が
い
か
な
る
政
治
理
念
を
持
っ
て
い
た
か
を
知
る

に
足
る
史
料
と
し
て
、
　
『
魏
志
』
に
夏
侯
玄
が
司
馬
蝋
に
答
え
た
中

正
舗
…
度
を
め
ぐ
る
議
論
が
み
え
て
い
る
。
こ
の
中
で
夏
下
平
は
、
権

門
が
勢
力
を
得
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
理
由
に
、
中
正
制
度
に
反
対

す
る
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
司
馬
赫
は
嘉
平
元
年
（
二
四
九
）
の
政
変

の
前
後
に
州
大
中
正
の
豪
球
を
施
行
し
て
い
る
が
、
宮
崎
市
定
氏
に

よ
れ
ば
、
こ
れ
は
九
贔
宮
人
法
の
門
閥
化
を
促
進
す
る
制
度
で
あ
っ

た
。
こ
れ
よ
り
夏
賦
課
－
反
門
閥
主
義
、
司
馬
熱
－
門
閥
主
義
と
い

う
両
者
の
争
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら

考
え
る
と
、
浮
華
の
徒
の
立
場
は
装
弾
以
来
の
賢
才
主
義
、
反
門
閥

主
義
の
伝
統
を
守
る
立
場
で
あ
り
、
司
馬
磯
の
貴
族
主
義
を
志
向
す

る
立
場
と
は
根
本
的
に
相
容
れ
な
い
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
竹
林
清
談
の
時
代
は
司
馬
氏
に
と
っ
て
曹
幾
に
対
決
す
る
と
同
時

に
、
　
「
浮
華
」
勢
力
と
の
対
決
の
時
期
で
あ
っ
た
。
　
「
浮
華
」
的
風

潮
は
、
本
来
権
力
と
は
無
関
係
な
民
聞
的
風
潮
で
あ
る
が
、
こ
の
風

潮
は
魏
の
伝
統
の
中
に
生
き
、
魏
の
貴
族
栓
会
に
り
ー
ド
さ
れ
て
来

45 （523）



た
た
め
、
魏
の
滅
亡
と
離
れ
難
く
結
び
つ
い
て
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

四
　
竹
林
七
賢
の
交
友
関
係
と
そ
の
生
活

　
清
談
で
結
ば
れ
た
竹
林
諸
賢
の
交
遊
グ
ル
ー
プ
は
、
な
ぜ
魏
末
の

一
心
期
に
存
在
し
た
の
か
。
多
く
の
面
で
あ
ま
り
に
も
違
い
す
ぎ
る

諸
賢
た
ち
の
間
に
、
ど
う
し
て
厚
い
友
情
と
信
頼
が
生
ま
れ
得
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
疑
問
を
解
く
た
め
に
は
諸
賢
の
交
友
関
係
、

立
場
、
生
活
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
、
彼

ら
の
生
涯
の
中
で
竹
林
清
談
の
占
め
る
意
義
を
検
討
し
て
み
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

稽
康
字
叔
夜

　
祖
先
は
会
稽
の
出
身
。
早
く
父
を
失
う
。
博
学
で
あ
る
が
特
に
老

荘
を
好
む
。
琴
が
巧
み
で
、
養
生
術
を
儒
じ
て
実
行
し
て
い
た
。
そ

の
性
格
は
極
め
て
卑
し
み
深
く
、
王
戎
は
二
十
年
間
の
交
際
中
一
度

も
彼
が
怒
っ
た
と
こ
ろ
を
見
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
。
魏
曹
操
の
孫

の
沸
詩
嚢
の
女
と
結
婚
、
中
墨
大
夫
に
拝
せ
ら
れ
た
。
そ
の
後
山
陽

に
移
り
竹
林
清
談
を
行
っ
た
が
、
刑
死
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
前
述

の
通
り
で
あ
る
。

　
三
熱
の
生
活
条
件
の
中
で
先
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
曹
玩
と
姻
戚

関
係
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
魏
晋
交
替
と
い
う
厳
し
い
現
実

の
中
で
、
司
馬
氏
に
対
す
る
批
判
の
気
持
を
強
め
る
要
素
と
し
て
働

い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
彼
の
司
馬
氏
に
反
機
す
る
立
場
は
、
そ
の
交

友
関
係
を
考
え
る
と
一
層
明
ら
か
と
な
る
。
先
に
掲
げ
た
諸
事
件
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

う
ち
四
の
許
允
の
妻
は
毬
康
と
親
交
の
あ
っ
た
玩
侃
の
女
で
あ
っ
た
。

ま
た
㈹
事
件
の
母
丘
倹
の
反
乱
の
時
、
毬
康
は
兵
を
挙
げ
て
こ
れ
に

応
じ
よ
う
と
し
た
。

　
　
　
母
丘
倹
反
す
る
や
、
康
、
力
あ
り
。
且
に
丘
ハ
を
起
し
て
之
に
応
ぜ
ん

　
　
と
欲
し
、
以
っ
て
由
溝
に
問
う
。
濤
臼
く
「
不
可
」
と
。
倹
亦
た
已
に

　
　
敗
る
（
『
魏
志
臨
二
一
王
簗
伝
注
引
世
語
）
。

母
丘
倹
反
乱
が
「
浮
華
勢
力
漏
の
反
抗
運
動
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は

既
に
述
べ
た
が
、
こ
の
乱
に
さ
い
し
、
穂
康
が
積
極
的
に
参
加
す
る

意
図
を
示
し
た
こ
と
は
、
彼
と
母
丘
倹
と
の
交
友
の
深
さ
、
ひ
い
て

は
「
浮
華
」
グ
ル
ー
プ
と
の
つ
な
が
り
を
も
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
ま
た
こ
の
史
料
は
、
何
ら
か
の
形
で
稜
康
が
武
力
を
動
員
で
き

る
実
力
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
も
暗
示
し
て
い
る
。
　
『
世
説
新
語
』

に
は
、
稽
康
が
刑
場
に
お
も
む
く
時
太
学
生
三
千
人
が
助
命
を
嘆
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

し
、
彼
を
師
と
す
る
こ
と
を
請
う
た
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
そ
の
注

に
は
王
隠
『
墨
書
』
を
引
い
て
、
　
「
康
の
獄
に
下
る
や
、
太
学
生
数
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いわゆる竹林七賢について（屑・羽）

、
千
人
之
を
請
う
。
時
に
翠
玉
皆
康
に
撃
っ
て
獄
に
入
」
つ
た
と
い
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
稜
康
が
太
学
生
の
絶
大
な
支
持
を
得
て
い
た
こ

と
、
当
時
の
名
士
（
雄
俊
）
た
ち
と
強
い
絆
で
結
ば
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

　
　
『
魏
志
』
は
稽
康
の
人
と
な
り
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
時
に
又
下
郡
の
山
雪
あ
り
。
文
辞
壮
麗
、
老
荘
を
言
う
を
好
み
、
任

　
　
侠
を
尚
奇
す
。
景
元
中
に
至
り
、
事
に
坐
し
て
謙
さ
る
（
『
魏
憲
隠
一
＝

　
　
王
薬
伝
）
。

陳
寿
の
書
い
た
こ
の
短
い
伝
記
は
、
文
人
・
老
荘
家
と
し
て
の
面
の

み
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
以
前
の
無
筆
像
を
伝
え
た
も
の
と
し

て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
任
侠
を
尚
伸
す
」
と
あ
る
の
が

注
目
さ
れ
る
。
刑
死
の
際
、
助
命
を
請
う
た
三
千
人
の
太
学
生
の
存

在
、
彼
と
強
い
絆
で
結
ば
れ
て
い
た
豪
雄
の
存
在
、
ま
た
彼
が
武
力

ざ
え
動
員
し
得
る
勢
力
を
備
え
て
い
た
こ
と
を
併
せ
考
え
る
と
き
、

そ
こ
に
は
樒
康
を
中
心
に
し
て
強
い
精
神
的
紐
帯
で
結
ば
れ
た
、
陰

然
た
る
勢
力
を
持
つ
人
間
集
団
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

こ
そ
司
馬
氏
に
と
っ
て
攻
撃
に
算
す
る
「
浮
華
」
勢
力
に
他
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
増
淵
龍
夫
氏
は
、
任
挾
と
は
民
間
秩
序

を
構
成
す
る
原
理
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
任
侠
と
い
う
言
葉
が
こ
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

う
な
意
味
を
持
つ
と
す
れ
ば
、
陳
寿
が
任
侠
と
褒
現
し
た
も
の
は
稜

康
の
こ
の
側
面
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
。

　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
　
「
浮
華
勢
力
」
は
反
司
馬
の
立
場
を
と
る

も
，
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
稽
康
の
持
つ
こ
の
よ
う
な
勢
力
は
、
司
馬

氏
に
と
っ
て
は
脅
威
と
映
っ
た
に
違
い
な
い
。
鍾
会
が
樒
康
を
除
く

こ
と
を
進
言
し
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
の
も
、
決
し
て
誇
張
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
稽
康
は
臥
龍
な
り
。
起
す
べ
か
ら
ず
。
公
（
司
罵
昭
）
天
下
を
振
う
る

　
　
勿
れ
。
顧
っ
て
康
を
以
っ
て
慮
と
な
さ
ん
の
み
（
『
普
書
』
四
九
猫
謬
伝
）
。

　
何
曇
に
次
い
で
夏
遷
幸
・
李
豊
な
ど
の
「
浮
華
」
勢
力
に
早
し
て
、

司
馬
氏
の
手
が
次
々
と
伸
び
て
く
る
の
を
見
る
と
き
、
穂
康
は
強
い

不
安
と
恐
れ
を
懐
く
よ
う
に
な
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
葭
分
に
と
っ

て
不
利
に
展
開
し
つ
つ
あ
る
政
治
惰
勢
の
中
で
、
隠
棲
生
活
に
徹
す

る
こ
と
を
願
い
な
が
ら
も
、
樒
康
は
最
後
の
試
み
を
せ
ず
に
は
い
ら

れ
な
か
っ
た
。
竹
林
時
代
に
も
、
あ
る
時
は
卦
算
倹
の
乱
を
め
ぐ
っ

て
動
き
、
ま
た
あ
る
時
は
敵
の
追
求
を
逃
れ
る
た
め
に
河
東
へ
移
住

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

せ
ざ
る
を
得
な
い
破
目
に
追
い
こ
ま
れ
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
彼

が
何
ら
か
の
形
で
行
っ
た
反
抗
運
動
の
結
果
と
み
ら
れ
よ
う
。
遂
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

は
政
治
的
野
心
を
捨
て
、
　
「
山
径
源
に
与
え
る
絶
交
書
」
に
託
し
て
、
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官
界
と
の
訣
別
を
宜
催
し
た
の
は
刑
死
に
遇
う
前
年
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
こ
の
中
に
は
「
湯
・
武
を
非
と
し
、
周
・
孔
を
薄
し
と
す
」
と

い
う
激
し
い
書
葉
さ
え
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
官
界
に
対
し
て
放
っ

た
悪
罵
の
問
に
、
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
自
己
の
宿
命
的
な
立
場
を
貫

こ
う
と
す
る
最
後
の
抵
抗
の
響
き
が
読
み
と
れ
よ
う
。

　
穂
康
は
こ
の
よ
う
な
激
し
い
言
動
を
表
明
す
る
反
面
、
そ
の
性
格

は
慎
し
み
深
く
、
喜
怒
哀
楽
を
表
わ
す
ご
乏
は
な
か
っ
た
。
し
か
し

稜
康
の
家
風
λ
『
稻
康
集
』
）
を
読
む
と
、
そ
の
慎
み
深
さ
は
生
来
の

も
の
と
い
う
よ
り
は
、
細
心
の
努
力
で
築
き
上
げ
た
性
格
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
友
人
と
の
交
際
の
仕
方
、
上
官
に
対

す
る
接
し
方
、
酒
宴
で
の
エ
チ
ケ
ッ
ト
に
至
る
ま
で
、
決
し
て
人
に

恨
ま
れ
た
り
争
い
に
ま
き
こ
ま
れ
た
り
し
な
い
よ
う
戒
め
る
言
葉
で

あ
ふ
れ
て
い
る
。
蓋
し
穂
康
が
常
に
身
に
迫
ま
る
危
険
の
中
で
守
っ

た
座
右
の
銘
で
あ
ろ
う
。
稽
康
の
山
陽
で
の
隠
棲
生
活
は
、
い
つ
身

に
ふ
り
か
か
る
か
判
ら
な
い
災
難
を
逃
れ
る
た
め
の
手
段
で
も
あ
っ

た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
稽
康
は
群
れ
た
理
論
家
で
あ
っ
て
、
多
く
の
論
を
残
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

中
で
も
「
声
言
哀
楽
論
」
、
「
養
生
論
」
な
ど
は
後
に
清
談
の
論
題
と

　
　
　
　
　
　
　
⑬

し
て
重
ん
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
竹
林
清
談
の
指
導
者
と
し
て
ば

か
り
で
は
な
く
、
清
談
の
発
達
に
稜
康
の
果
し
た
役
割
は
大
き
い
。

稽
康
に
お
け
る
清
談
は
決
し
て
世
俗
と
の
絆
を
断
っ
た
生
活
の
中
で

行
わ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
清
談
は
、
　
憲
章
の
政
治
的
立

場
に
直
接
に
は
か
か
わ
り
な
い
文
人
と
し
て
の
創
作
活
動
の
一
端
な

の
で
あ
る
。

院
籍
寧
嗣
宗

　
父
の
亀
有
は
建
安
七
子
の
一
人
。
籍
の
性
格
は
傲
然
不
．
覇
だ
が
喜

怒
の
表
情
を
現
わ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
酒
を
愛
し
、
老
荘
を
好
む
。

曹
爽
執
政
時
代
（
二
四
〇
1
二
四
九
）
の
末
に
そ
の
汽
艇
を
断
っ
て
田

里
に
退
い
た
。
司
馬
氏
が
勢
力
を
得
る
と
、
大
司
馬
従
事
中
郎
、
散

騎
常
世
を
歴
任
し
、
後
、
歩
兵
校
尉
の
倉
に
酒
が
あ
る
と
聞
い
て
歩

兵
校
尉
に
し
て
も
ら
っ
た
が
、
常
に
泥
酔
し
て
い
て
政
務
に
携
わ
ら

な
か
っ
た
。

　
防
籍
の
生
き
方
を
最
も
印
象
づ
け
て
い
る
の
は
彼
の
任
誕
行
為
で

あ
る
。
喪
に
服
し
な
が
ら
平
然
と
酒
肉
を
食
ら
う
な
ど
と
い
う
大
胆

な
行
為
を
敢
え
て
行
い
、
あ
ら
ゆ
る
道
徳
基
準
を
破
壊
し
よ
う
と
し

て
い
る
か
に
見
え
る
任
誕
行
為
に
も
、
し
か
し
な
が
ら
　
つ
の
明
確

な
規
律
が
あ
る
。
・
任
誕
行
為
に
は
決
し
て
現
実
社
会
に
対
す
る
活
動

も
批
判
も
見
ら
れ
な
い
。
玩
籍
の
生
涯
に
は
こ
の
よ
う
な
政
治
世
界

48　（526）



いわゆる竹層く一ヒ賢について（丹羽）

か
ら
の
退
避
と
い
う
原
則
が
一
貫
し
て
い
る
。

　
　
　
艶
文
王
（
司
馬
昭
）
称
す
ら
く
、
「
阪
嗣
宗
は
釜
慎
な
り
。
之
と
言
う

　
　
毎
に
、
言
は
皆
玄
義
に
し
て
、
未
だ
嘗
っ
て
人
物
を
繊
話
せ
ず
」
と

　
　
　
（
『
世
説
瓶
語
隠
徳
行
篇
）
。

　
玄
遠
と
は
超
俗
の
談
で
あ
っ
て
、
政
治
世
界
と
か
か
わ
り
を
持
つ

発
雷
の
拒
否
を
意
味
す
る
。
ま
た
人
物
麟
否
と
は
、
既
に
見
た
よ
う

に
秀
れ
て
政
治
的
活
動
を
伴
う
「
浮
華
」
活
動
の
一
端
で
あ
っ
た
。

即
ち
阪
籍
の
燃
し
み
深
さ
は
徹
底
し
た
「
政
治
世
界
か
ら
の
退
避
」

と
換
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
な
生
き
方
を
貫
い
た
翫
籍
も
、
元
女
政
治
的
野
心
を
も

っ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
　
籍
、
本
よ
り
済
世
の
志
あ
る
も
、
属
ま
魏
晋
の
際
、
天
下
多
古
に
し

　
　
て
、
名
土
の
全
き
を
三
つ
者
少
し
。
籍
、
こ
れ
よ
り
世
事
に
与
ら
ず
、

　
　
遂
に
酎
飲
を
常
と
な
す
（
『
習
書
隔
四
九
鼠
舞
伝
）
。

父
の
院
璃
が
建
安
七
子
の
一
入
と
し
て
曹
操
・
曹
丞
父
子
と
親
し
く

交
っ
て
い
た
こ
と
は
、
院
籍
の
心
に
魏
に
罪
す
る
信
頼
の
気
持
を
抱

か
せ
た
で
あ
ろ
う
。
　
「
済
世
の
志
」
と
は
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
院
籍
は
そ
の
よ
う
な
問
題

に
全
く
触
れ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
勾
玉
の
政
治
無
視
の
態
度
は
、

実
は
「
済
世
の
志
」
を
諦
め
た
彼
が
意
志
の
力
で
築
き
上
げ
た
生
き

方
で
あ
っ
た
。
次
に
掲
げ
る
逸
話
は
、
院
籍
の
生
き
方
が
意
志
的
に

構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
阻
渾
（
既
籍
の
子
）
畏
成
し
、
風
気
韻
度
父
に
似
、
亦
達
を
作
さ
ん
と

　
　
欲
す
。
歩
兵
（
二
野
）
曰
く
「
仲
容
（
翫
威
）
已
に
之
に
預
る
。
卿
復
た

　
　
し
か

　
　
爾
る
を
得
ず
（
『
世
説
藏
語
転
任
誕
篇
）
。

　
注
に
引
用
さ
れ
た
戴
逡
の
「
竹
林
七
賢
論
」
は
こ
の
事
に
つ
い
て

「
籍
の
渾
を
抑
え
る
は
、
蓋
し
渾
の
末
だ
己
の
達
を
為
す
所
以
を
識

ら
ざ
れ
ば
な
り
」
と
解
説
し
て
い
る
の
は
正
論
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

同
時
に
、
自
分
の
人
生
を
振
返
り
な
が
ら
、
任
達
行
為
は
強
い
意
志

の
力
で
統
制
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
無
意
味
な
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
に
過

ぎ
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
を
戒
め
る
言
葉
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
阪
籍
と
切
り
離
せ
な
い
イ
メ
ー
ジ
を
成
し
て
い
る
過
度
の
飲
酒
も
、

し
ば
し
ば
政
治
世
界
か
ら
の
退
避
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
鍾

会
が
あ
わ
よ
く
ば
翫
籍
を
罪
に
陥
れ
よ
う
と
し
て
時
事
問
題
を
尋
ね

た
時
、
泥
酔
し
て
い
て
、
そ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
危
険

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

を
招
く
こ
と
を
免
れ
た
。
肥
馬
昭
が
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
こ
と
を
望
ん

だ
時
、
玩
籍
は
ぬ
ハ
十
購
闇
隅
酔
い
鶴
画
け
て
嚇
逐
に
昌
…
済
い
隠
す
機
ム
調
あ
山
野
・
え

な
か
っ
た
。
彼
は
泥
酔
し
て
い
て
も
決
し
て
理
性
を
失
う
こ
と
は
な
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い
。
司
馬
昭
に
与
え
る
勧
進
文
を
書
く
よ
う
に
依
頼
さ
れ
た
時
、
二

碍
酔
で
あ
っ
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
忽
ち
書
き
上
げ
、
素
晴
ら
し
い
出

　
　
　
　
　
　
⑯

来
映
え
で
あ
っ
た
。
翫
籍
に
と
っ
て
飲
酒
は
、
避
け
難
い
政
治
世
界

と
の
対
決
を
は
ぐ
ら
か
す
手
段
で
あ
っ
た
の
だ
。

　
政
治
世
界
と
の
断
絶
を
願
う
阻
籍
も
、
一
旦
官
職
が
与
え
ら
れ
れ

ば
敢
え
て
損
も
う
と
し
な
か
っ
た
し
、
司
馬
氏
父
子
と
は
三
代
に
亙

っ
て
親
し
い
交
友
関
係
を
結
ん
で
い
た
。
但
、
官
職
の
実
務
に
携
わ

ら
ず
、
政
治
の
話
題
に
一
切
関
与
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
政
治
世
界

と
の
実
質
的
な
断
絶
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
阪
籍
の
生
き
方
は
あ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も

ま
で
も
政
治
世
界
へ
の
批
判
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
の
退
避
で
あ
っ

た
。
こ
こ
に
、
　
「
山
霊
源
に
与
え
る
絶
交
書
砿
を
書
き
、
或
い
は
兵

を
起
し
て
司
馬
氏
と
対
決
し
よ
う
と
さ
え
し
た
稜
康
と
亡
く
対
照
的

な
生
き
方
が
見
ら
れ
る
。

　
政
治
世
界
に
対
す
る
時
の
卑
屈
な
ま
で
の
窪
し
み
深
さ
に
反
し
、

任
誕
行
為
を
行
う
総
轄
に
は
打
っ
て
変
っ
た
大
胆
さ
が
あ
る
。
彼
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

著
し
た
「
大
人
先
生
伝
」
で
は
、
礼
俗
に
従
う
君
子
を
揮
に
巣
食
う

轟
に
讐
え
た
り
、
礼
俗
の
士
を
白
眼
で
見
、
方
外
の
士
を
青
眼
で
見

る
な
鞠
・
任
誕
行
為
の
鉾
先
は
既
成
の
俗
的
秩
序
に
向
け
ら
れ
て
い

る
。
古
来
か
ら
犯
す
こ
と
の
許
さ
れ
な
か
っ
た
葬
礼
さ
え
批
判
の
対

象
と
な
っ
た
。

　
　
　
防
歩
兵
（
籍
）
母
を
云
う
。
裟
毒
薬
（
楷
）
往
き
て
之
を
嘉
す
。
院
、

　
　
方
に
酔
い
て
散
髪
し
て
豚
に
坐
し
、
箕
織
し
て
笑
さ
ず
。
装
触
り
、
席

　
　
を
下
っ
て
地
に
巽
す
。
弔
膨
畢
り
て
便
ち
盛
る
。
儲
る
人
裟
に
問
う

　
　
「
凡
そ
弔
す
る
は
、
主
人
書
し
て
客
乃
ち
礼
を
為
す
。
防
既
に
奨
さ
ざ

　
　
る
に
、
轡
何
す
れ
ぞ
奨
を
為
す
。
」
男
臼
く
「
陵
は
方
外
の
人
、
故
に
礼

　
　
制
を
崇
ば
ず
。
我
鷺
は
熱
中
の
人
、
故
に
儀
献
を
起
っ
て
自
ら
居
る
」
、

　
　
と
。
隣
人
歎
じ
て
両
つ
な
が
ら
其
の
中
を
得
た
り
と
な
す
（
『
世
説
新
語
』

　
　
任
誕
篇
）
。

　
斐
楷
の
、
礼
の
作
法
を
通
じ
て
哀
悼
の
意
を
示
す
生
活
の
仕
方
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
伝
統
的
な
礼
教
主
義
を
代
表
す
る
立
場
で
あ
る
。

こ
の
俗
中
の
世
界
に
対
置
さ
れ
る
方
外
の
世
界
は
、
孔
子
的
立
場
に

紺
立
す
る
荘
子
の
思
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
立
場
は
宇

都
宮
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
本
質
的
に
非
政
治
的
性
格
を
持

つ
も
の
で
あ
っ
た
。
盛
夏
行
為
は
、
確
か
に
現
実
の
秩
序
を
批
属
す

る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
対
象
は
道
徳
の
世
界
に
限
ら
れ
、
決
し

て
政
治
批
判
と
い
う
形
を
と
ら
な
い
。
こ
こ
に
阻
籍
の
任
誕
行
為
の

ル
ー
ル
が
あ
る
。

　
方
外
の
世
界
1
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
実
在
世
界
の
外
、
人
關
の
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精
神
の
中
に
設
定
さ
れ
た
道
徳
世
界
に
過
ぎ
ず
、
方
外
の
世
界
と
俗

中
の
世
界
と
の
間
に
は
現
実
に
は
何
の
利
害
関
係
も
生
じ
な
い
。
従

っ
て
そ
の
関
係
は
一
方
が
他
方
に
節
を
曲
げ
て
お
も
ね
る
と
い
う
陰

微
な
形
で
は
な
く
「
両
つ
な
が
ら
中
を
得
た
り
」
と
い
う
健
康
な
関

係
な
の
で
あ
っ
た
。
短
籍
に
と
っ
て
方
外
の
世
界
こ
そ
は
、
俗
を
超

越
し
た
、
よ
り
高
い
次
元
に
属
す
る
誇
り
得
る
世
界
で
あ
っ
た
。

　
竹
林
清
談
の
政
治
世
界
か
ら
一
時
的
に
で
も
隔
離
さ
れ
た
状
況
は
、

こ
の
よ
う
な
生
き
方
を
選
ん
だ
群
籍
に
は
理
想
的
な
方
外
的
生
活
の

実
現
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

山
鷹
字
毎
源

　
早
く
父
を
失
い
貧
し
か
っ
た
。
老
荘
思
想
を
妊
み
、
後
∩
翫
籍
・

稜
康
ら
と
竹
林
清
談
を
行
っ
た
。
官
界
に
入
っ
た
の
は
遅
く
、
四
十

才
の
時
孝
廉
に
挙
げ
ら
れ
て
か
ら
で
あ
る
が
、
曹
爽
の
謙
さ
れ
る
二

年
三
論
に
危
険
を
感
じ
て
身
を
隠
し
た
。
司
馬
錨
の
妻
は
由
氏
畠
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
’

女
性
を
母
と
し
て
い
て
、
山
門
と
は
親
類
関
係
に
あ
る
の
で
、
山
濤

は
幼
い
頃
よ
り
司
馬
鎌
に
知
ら
れ
て
そ
の
才
能
を
認
め
ら
れ
て
い
た
。

こ
う
い
う
縁
故
を
頼
っ
て
司
馬
師
輔
時
代
に
は
秀
才
に
挙
げ
ら
れ
て

仕
官
し
た
。
黒
髭
禅
譲
の
際
に
は
魏
の
陳
留
王
（
魏
最
後
の
皇
帝
）
を

護
送
す
る
役
を
つ
と
め
、
爵
を
新
沓
脱
に
進
め
ら
れ
た
。
酉
晋
の
誉

め
、
権
臣
の
怒
り
を
か
っ
て
一
時
翼
州
刺
史
に
繊
さ
れ
る
が
、
再
び

中
央
に
帰
っ
て
侍
中
（
二
七
一
）
、
尚
書
僕
射
（
二
七
六
）
を
歴
任
し
、

選
挙
の
職
に
十
余
年
あ
っ
た
後
、
司
徒
（
二
八
二
）
と
な
っ
た
が
そ
の

翌
年
没
し
た
。

　
山
偏
が
竹
林
時
代
の
中
断
期
を
経
て
政
界
に
復
帰
し
た
の
は
、
潔

く
て
も
四
十
五
才
以
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
司
馬
氏
と
は
姻
戚
関
係

に
あ
っ
た
の
で
山
溝
の
そ
の
後
の
出
世
は
急
テ
ン
ポ
で
あ
っ
た
。
山

氏
は
決
し
て
大
族
で
は
な
い
。
司
馬
鎌
は
青
年
時
代
の
山
瀞
の
才
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

下
め
、
そ
の
宗
人
に
「
卿
が
小
君
那
ん
ぞ
此
の
婦
人
を
得
る
や
」
と

戯
れ
た
と
い
う
。
司
馬
氏
と
姻
戚
関
係
を
持
つ
山
民
は
文
字
通
り
の

小
族
で
は
な
い
と
し
て
も
、
決
し
て
大
族
で
は
な
い
。
河
内
の
地
方

豪
族
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

　
山
濤
は
論
考
政
権
の
末
期
に
危
険
を
感
じ
て
官
を
捨
て
て
お
り
、

曹
氏
に
は
む
し
ろ
批
判
的
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
司

馬
鉱
と
は
旧
知
の
間
柄
で
も
あ
っ
た
の
で
、
新
興
の
司
馬
氏
に
よ
り

大
き
な
期
待
を
か
け
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
政
界
が
落
ち
着
き
を

取
り
戻
す
や
、
い
ち
早
く
司
馬
氏
の
側
に
つ
い
て
禅
譲
の
際
そ
の
手

足
と
な
っ
て
活
躍
し
た
の
も
、
山
濤
に
と
っ
て
は
、
一
族
の
縁
者
を

盛
り
立
て
る
と
い
う
霞
然
な
気
持
か
ら
出
た
行
為
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

51 （529）



う
。

、
山
濤
は
、
優
れ
た
政
治
的
才
能
を
持
っ
て
お
り
、
禅
譲
を
め
ぐ
る

緊
張
の
中
で
充
分
に
そ
の
任
務
を
果
し
た
し
、
指
事
刺
史
時
代
に
も

大
い
に
治
績
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
一
旦
中
央
政
界
へ

戻
っ
て
か
ら
は
、
極
力
自
己
の
意
志
を
明
確
に
し
な
い
で
皇
帝
の
意

に
従
い
、
遺
漏
…
の
な
い
よ
う
に
心
が
け
る
と
い
う
用
心
深
さ
を
示
し

た
。
魏
末
、
機
会
と
嚢
楷
と
が
権
を
争
っ
て
い
る
時
も
、
由
濤
は
爾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

者
と
親
し
く
し
て
い
な
が
ら
も
常
に
中
立
を
保
っ
て
い
た
。
ま
た
世

間
一
般
の
好
ま
し
く
な
い
風
潮
に
対
し
て
も
決
し
て
正
面
か
ら
対
決

す
る
態
度
を
と
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　
初
め
、
総
懸
の
褻
毅
…
…
公
卿
に
賂
遺
し
、
五
っ
て
虚
無
を
求
む
。

　
　
亦
濤
に
締
百
斤
を
遺
る
。
濾
、
蒔
に
異
る
を
欲
せ
ず
、
受
け
て
玉
上
に

　
　
蔵
す
。
後
、
毅
の
事
直
れ
、
櫃
車
も
て
廷
尉
に
送
ら
る
。
凡
そ
愛
く
る

　
　
と
こ
ろ
の
賂
、
皆
推
検
せ
ら
る
。
藩
、
乃
ち
緯
を
取
り
て
吏
に
付
す
。

　
　
積
年
の
塵
埃
に
も
封
印
初
の
如
し
（
『
普
書
』
四
二
由
溝
伝
）
。

　
こ
の
逸
話
は
山
濤
が
「
時
に
異
る
を
欲
せ
ず
」
一
1
世
間
の
風
潮

に
は
逆
ら
い
た
く
な
い
一
と
同
時
に
、
受
け
取
っ
た
賂
に
手
を
つ

け
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
申
し
開
き
の
余
地
を
残
す
消
極
的
方
法
で

正
義
を
貫
こ
う
と
す
る
、
彼
独
特
の
生
き
方
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

七
十
五
才
の
高
齢
に
釜
る
永
い
官
人
生
活
を
成
功
裏
に
終
え
る
こ
と
　
鋤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
c
5

が
で
き
た
の
は
、
時
に
は
機
敏
に
政
治
力
を
揮
い
、
隠
に
は
注
意
深

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
2

く
慮
己
の
主
張
を
隠
す
と
い
う
、
時
分
に
応
じ
た
そ
の
使
い
分
け
の

、
巧
み
さ
に
負
う
所
が
大
き
い
。

　
小
族
の
出
身
で
曹
氏
時
代
に
は
不
遇
で
あ
っ
た
南
勢
に
は
、
所
謂

名
士
と
の
交
友
は
な
く
、
魏
晋
交
替
の
波
に
も
ま
れ
て
苦
し
ん
だ
穣

康
・
翫
籍
と
は
政
治
的
立
場
も
自
ら
別
の
も
の
が
あ
る
。
山
濤
の
生

涯
に
於
い
て
竹
林
時
代
は
、
転
覆
し
そ
う
な
危
機
を
孕
ん
だ
曹
爽
政

権
を
離
れ
、
司
馬
氏
の
政
権
の
安
定
す
る
の
を
待
つ
時
期
で
あ
っ
た
。

司
馬
氏
の
政
権
下
で
宮
人
と
し
て
の
将
来
が
約
束
さ
れ
て
い
る
山
麓

に
と
っ
て
、
溝
談
三
昧
に
ふ
け
る
竹
林
時
代
は
決
し
て
陰
麗
な
毎
β

で
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
竹
林
清
談
は
厭
世
的
隠
遁

で
は
な
く
、
政
治
の
世
界
か
ら
一
定
の
販
離
を
お
い
て
官
界
復
帰
を

待
つ
聞
の
、
一
時
的
な
退
避
生
活
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ

う
に
考
え
る
と
、
西
晋
蒔
代
に
入
っ
て
か
ら
の
山
灘
の
政
治
家
と
し

て
の
不
即
不
離
な
態
度
も
、
官
界
と
の
間
に
常
に
多
少
の
距
離
を
お
．

く
こ
と
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
、
竹
林
蒔
代
の
一
丁
的
退
避
と
本
質
的

に
異
ら
な
い
も
の
を
掌
篇
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
西
晋
時
代
の
清
談
界
は
、
王
・
装
二
家
の
サ
ロ
ン
を
中
心
に
行
わ
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⑭

れ
た
。
王
衛
・
楽
広
ら
が
談
宗
と
し
て
活
躍
す
る
時
期
で
あ
る
。
山

溝
も
清
談
の
先
輩
と
し
て
清
談
界
へ
出
入
り
し
て
い
た
。
そ
も
そ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

王
衡
の
才
能
を
最
初
に
発
見
し
た
の
が
廊
廟
で
あ
っ
た
。
爾
晋
の
清

談
界
で
は
山
濾
の
口
か
ら
竹
林
時
代
の
思
い
出
話
が
語
ら
れ
た
で
あ

ろ
う
。
就
中
門
声
無
哀
楽
論
し
な
ど
数
女
の
優
れ
た
論
を
残
し
な
が

ら
、
不
幸
な
最
後
を
遂
げ
た
穂
康
の
事
な
ど
が
話
題
に
上
る
こ
と
が

多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
山
陽
の
片
田
舎
で
行
わ
れ
た
竹
林
溝
談
が
、

非
常
に
伝
説
化
さ
れ
た
形
で
称
揚
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
誰
か

そ
の
宣
伝
者
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
七
賢
の
う
ち
、
西
晋
の
清
談

界
で
活
躍
し
た
山
門
と
王
戎
の
二
人
が
そ
の
宣
伝
者
で
あ
る
と
私
は

考
え
る
。
山
濤
は
、
稿
康
の
孤
児
を
後
ち
に
晋
武
帝
に
推
挙
し
た
り
、

政
治
的
に
は
無
能
な
院
威
を
推
薦
す
る
な
ど
、
竹
林
時
代
の
仲
間
に

対
す
る
深
い
思
い
や
り
を
し
ば
し
ば
見
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
竹
林
時

代
へ
の
嗣
顧
で
も
あ
り
、
そ
れ
を
称
揚
し
よ
う
と
す
る
心
の
現
わ
れ

で
も
あ
ろ
う
。

王
戎
寧
濾
沖

　
皇
運
の
王
氏
に
属
す
る
王
戎
は
才
能
豊
か
な
貴
公
子
と
し
て
名
高

く
、
幼
い
頃
か
ら
明
晦
な
頭
脳
を
持
つ
神
童
ぶ
り
を
伝
え
る
逸
話
が

多
い
。
十
五
才
の
時
、
院
籍
と
意
気
投
合
し
て
竹
林
清
談
に
加
わ
っ

た
が
、
若
い
野
鼠
に
は
俗
清
を
抜
き
ま
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。

　
　
　
稜
・
翫
・
山
・
劉
、
竹
林
に
あ
り
て
酬
飲
す
。
王
戒
後
れ
て
往
く
。

　
　
歩
兵
（
阪
籍
）
罠
く
「
俗
物
已
に
復
た
来
り
て
人
の
意
を
敗
る
」
と
。

　
　
董
笑
い
て
田
く
「
卿
鷺
の
意
、
亦
復
た
敗
る
べ
き
や
」
と
（
『
世
説
懸
撒
盟

　
　
排
調
篇
）
。

　
こ
の
逸
話
は
和
や
か
な
機
智
に
富
ん
だ
応
酬
の
中
に
も
竹
林
清
談

が
俗
情
の
排
除
、
即
ち
超
俗
（
方
外
）
世
界
の
設
定
を
前
提
と
し
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
た
め
ら
う
こ
と
な
く
皆
勤
進

娼
を
図
っ
た
雪
避
の
そ
の
後
の
行
動
か
ら
考
え
て
、
竹
林
清
談
の
時

期
が
彼
に
と
っ
て
政
治
世
界
へ
進
出
す
る
た
め
の
、
形
勢
待
ち
と
い

う
機
能
を
果
し
て
い
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。

　
瑛
邪
王
氏
に
属
す
る
王
妃
に
は
輝
か
し
い
暑
湿
コ
ー
ス
が
約
束
さ

れ
さ
れ
て
お
り
、
七
十
二
才
で
没
す
る
迄
、
順
調
な
宮
人
生
活
を
続

け
得
た
。
王
戎
は
、
特
翔
の
取
柄
は
な
い
が
一
応
の
務
め
だ
け
は
果

す
と
い
う
タ
イ
プ
で
、
官
人
と
し
て
の
モ
ラ
ル
に
欠
け
て
い
る
よ
う

に
さ
え
見
え
る
。
弾
劾
さ
れ
れ
ば
権
勢
者
に
頼
っ
て
免
か
れ
、
身
に

危
険
が
せ
ま
れ
ば
趣
か
ら
で
も
逃
げ
出
し
て
禍
を
避
け
た
。
特
に
諸

王
の
動
き
が
渚
淡
化
し
、
習
室
が
乱
れ
始
め
る
と
「
蓮
白
玉
の
人
と

な
り
を
慕
い
、
時
と
興
に
箭
巻
す
る
」
の
み
で
あ
っ
て
、
選
職
に
あ
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っ
て
は
未
だ
か
つ
て
「
寒
素
を
進
め
虚
名
を
邊
け
る
こ
と
な
く
、
戸

調
門
選
す
る
の
み
」
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
王
民
の
態
度
は
し
ば
し

　
　
　
　
　
㊥

ば
「
識
詐
多
端
」
と
評
さ
れ
も
し
た
が
、
戴
蓬
は
次
の
よ
う
に
評
価

し
た
。

　
　
　
賦
与
は
危
言
の
際
に
晦
黙
し
、
憂
禍
を
免
る
る
を
獲
た
り
。
既
に
明

　
　
に
し
て
且
つ
哲
、
是
に
於
い
て
あ
る
也
（
『
世
説
漸
語
隔
倹
箇
篇
注
引
戴
逡

　
　
七
賢
論
）
。

　
一
見
官
人
と
し
て
無
節
操
に
み
え
る
王
戎
の
行
動
は
、
常
に
明
哲

保
身
と
い
う
一
貫
し
た
方
針
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
た
。

　
王
戎
の
性
格
の
も
う
一
つ
の
特
色
は
徹
底
し
た
吝
薇
で
あ
る
。
彼

の
所
有
す
る
邸
宅
や
僅
牧
、
膏
田
、
水
碓
の
類
は
、
洛
陽
近
辺
で
は

誰
よ
り
も
多
く
、
証
文
や
書
類
の
整
理
に
忙
し
い
の
で
、
彼
は
毎
晩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

妻
と
共
に
燈
下
で
そ
ろ
ば
ん
を
は
じ
い
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
荘
園

経
営
の
様
子
は
、
当
時
の
貴
族
の
経
済
活
動
を
知
る
手
掛
り
と
な
り

興
味
深
い
。
王
臣
は
経
済
人
と
し
て
徹
底
し
た
計
算
高
さ
を
持
っ
て

い
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
経
営
上
の
利
害
に
関
し
て
の
み
で
あ

っ
て
、
金
銭
そ
の
も
の
に
執
着
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
　
蓋
戎
の
父
渾
、
令
名
あ
り
。
夜
涼
州
刺
史
に
至
る
。
渾
箆
ず
る
や
、

　
　
歴
す
る
所
の
九
郡
の
義
故
、
其
の
徳
恵
を
懐
い
、
相
率
い
て
騨
を
致
す

こ
と
数
百
万
な
る
も
、
戎
悉
く
受
け
ず
（
『
世
説
新
譲
臨
徳
行
篇
）
。

　
こ
の
逸
話
の
中
に
王
様
の
高
い
徳
性
と
清
廉
な
入
柄
と
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
彼
は
政
治
人
と
し
て
は
時
流
に
附
か
ず
離
れ
ず
の
態

度
で
撮
身
を
図
り
、
経
済
人
と
し
て
は
微
底
し
た
営
利
主
義
を
貫
徹

す
る
と
い
う
人
聞
で
あ
っ
た
が
、
人
柄
の
醐
で
は
、
常
に
厚
い
誠
心

と
高
い
徳
性
を
備
え
た
土
大
夫
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
人
柄
の
王

戎
に
と
っ
て
、
竹
林
時
代
は
官
界
進
出
を
図
る
情
勢
待
ち
の
時
期
で

あ
り
な
が
ら
も
、
思
想
を
同
じ
く
す
る
者
同
志
の
語
ら
い
の
場
と
し

て
、
精
神
的
に
は
満
ち
足
り
た
時
期
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
と
想

像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
王
戎
は
、
西
蔵
時
代
の
清
談
界
の
旗
頭
で
あ
る
王
術
の
従
兄
で
あ

る
の
で
、
王
氏
の
サ
ロ
ン
に
先
輩
と
し
て
賜
著
し
、
見
事
な
清
談
を

披
露
し
て
い
た
。

　
　
　
諸
名
士
共
に
洛
水
に
至
り
て
寝
る
。
還
り
て
楽
毛
（
楽
広
）
王
夷
甫

　
　
に
問
い
て
曰
く
「
今
日
の
戯
、
楽
し
か
り
し
か
」
と
。
王
日
く
「
蓑
僕

　
　
躬
（
無
二
）
善
く
名
理
を
談
じ
、
混
混
と
し
て
雅
致
あ
り
。
張
巡
回
（
張

　
　
華
）
史
漢
を
論
じ
、
島
隠
と
し
て
聴
く
重
し
。
我
、
薫
安
豊
（
王
座
）
と

　
　
延
陵
、
子
房
を
説
く
。
亦
超
超
と
し
て
玄
著
な
り
漏
と
（
『
世
説
新
馬
隔

　
　
言
語
篇
）
。
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こ
う
い
う
下
襲
が
西
晋
清
談
界
の
黛
常
の
風
景
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
が
、
こ
う
し
た
談
論
の
中
で
、
主
戎
も
ま
た
竹
林
時
代
を
懐
し

み
、
思
い
出
話
を
名
士
達
に
聞
か
せ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

向
秀
字
子
期

　
向
秀
は
回
書
と
岡
郷
出
身
で
あ
っ
て
、
若
い
頃
よ
り
そ
の
名
を
山

濤
に
知
ら
れ
て
い
た
。
『
械
康
集
』
に
は
橘
康
と
交
し
た
「
養
生
論
」

を
め
ぐ
る
論
争
が
載
っ
て
お
り
、
穂
康
と
共
に
清
談
の
り
ー
ダ
ー
格

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
世
情
が
落
ち
着
き
を
取
り
戻
す
や
、
隠

棲
生
活
を
あ
っ
さ
り
捨
て
て
上
洛
し
た
。

　
　
　
稽
、
中
散
（
稲
康
）
既
に
謙
せ
ら
れ
る
や
、
向
子
期
（
向
秀
）
郡
計
に
挙

　
　
げ
ら
れ
入
洛
す
。
文
王
（
司
馬
昭
）
引
話
し
て
問
い
て
田
く
「
慰
箕
山

　
　
の
志
を
有
つ
と
聞
く
。
何
を
も
っ
て
此
に
あ
る
や
扁
と
。
対
え
て
置
く

　
　
「
巣
・
許
は
獺
介
の
士
、
多
く
慕
う
に
足
ら
ず
扁
と
。
王
大
い
に
春
墜

　
　
す
（
『
世
説
新
語
』
言
語
篇
）
。

　
仁
心
の
機
智
か
ら
嵐
た
答
え
と
は
い
え
、
竹
林
清
談
は
、
外
界
の

情
勢
が
変
化
す
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
獺
介
の
士
の
た
わ
ご
と
と
き
め
つ

け
ら
れ
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
向
秀
に
あ
っ
て
は
官
界
に
入
る

こ
と
に
何
ら
の
抵
抗
も
感
じ
て
は
い
な
い
。
竹
林
清
談
は
詩
論
・
許

由
の
場
合
の
よ
う
な
、
社
会
体
制
に
対
す
る
反
抗
運
動
の
表
現
と
し

て
の
隠
遁
生
活
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
竹
林
清
談
と
い
う
隠
遁

的
形
態
を
と
る
こ
と
の
便
宜
的
性
格
を
よ
く
示
す
逸
話
で
あ
る
。

　
西
普
時
代
、
官
人
生
活
に
入
っ
て
か
ら
の
向
秀
は
「
朝
に
あ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊦

職
に
任
ぜ
ず
、
容
迩
す
る
の
み
で
あ
っ
た
」
。
山
濾
や
王
戎
が
そ
う

で
あ
っ
た
よ
う
に
。
自
分
黒
身
は
宮
腹
に
あ
り
な
が
ら
も
、
常
に
少

し
痛
撃
を
お
い
た
保
身
の
態
度
を
取
り
続
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
に
こ
の
蒔
代
独
特
の
無
人
と
し
て
の
モ
ラ
ル
を
う
か
が
う
こ
と

が
で
き
る
。

翫
域
寧
傭
容

　
阪
威
は
防
露
と
同
じ
く
任
誕
行
為
を
行
っ
た
が
、
両
者
の
態
度
に

は
大
き
な
違
い
が
み
ら
れ
る
。
院
籍
の
行
為
に
は
反
礼
教
と
い
う
主

義
の
実
行
を
通
じ
て
、
真
の
礼
法
を
示
そ
う
と
し
た
理
想
が
感
じ
ら

れ
る
。
即
ち
喪
中
に
酒
肉
を
食
っ
て
も
、
そ
れ
は
よ
り
真
心
の
こ
も

っ
た
喪
礼
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
た
。
し
か
し
防
成
の
行
為
に
は
、
伝

統
的
秩
序
に
対
す
る
挑
戦
は
み
ら
れ
ず
、
人
の
意
表
を
故
意
に
つ
こ

う
と
す
る
形
式
だ
け
の
模
倣
が
多
い
。
時
に
は
逸
脱
し
て
社
会
の
排

撃
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

　
　
　
歯
並
に
碑
を
追
い
、
是
に
お
い
て
世
議
紛
然
た
り
。
魏
末
よ
り
閣
巷

　
　
に
沈
論
し
、
晋
威
寧
中
に
逮
び
始
め
て
王
途
に
登
る
（
『
世
説
新
語
馳
任
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誕
訪
露
引
竹
林
七
賢
論
）
。

　
任
誕
行
為
は
伝
統
的
礼
法
に
対
す
る
攻
撃
で
は
あ
（
、
て
も
、
本
来

そ
こ
に
は
、
そ
れ
に
代
わ
る
新
し
い
意
味
の
礼
法
の
確
立
が
無
く
て

は
な
ら
な
い
。
し
か
し
概
に
翫
威
に
お
い
て
、
本
来
の
姿
を
失
い
つ

つ
あ
る
模
倣
者
の
姿
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
酉
晋
時
代
に
な
る

と
こ
の
種
の
人
物
が
多
く
現
わ
れ
る
に
至
っ
た
。
留
年
・
謝
鰻
な
ど

の
貴
遊
子
弟
の
ま
わ
り
に
集
っ
た
グ
ル
ー
プ
が
酒
に
耽
り
、
裸
で
走

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

り
ま
わ
る
状
況
が
出
て
来
る
が
、
翫
威
は
こ
う
い
う
タ
イ
プ
の
魁
と

み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

劉
伶
字
粕
倫

　
性
情
が
ほ
し
い
ま
ま
で
、
宇
宙
を
狭
し
と
し
、
常
に
酒
に
酔
い
し

れ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
奇
抜
な
言
動
に
よ
っ
て
衆
目
を
ひ
く
所
謂

任
達
巻
軸
に
す
ぎ
な
い
。

五
　
竹
林
溝
談
の
性
格

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
様
々
な
立
場
を
持
つ
竹
林
七
賢
達
の

生
き
方
を
見
る
時
、
そ
こ
に
彼
ら
を
結
び
つ
け
る
共
通
な
場
を
見
出

す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
稽
康
は
「
山
巨
源
に
与
え
る
絶
交
天
一
の

中
で
山
濤
の
性
格
に
つ
い
て
「
堪
え
ざ
る
所
無
く
、
外
に
は
俗
に
殊

な
ら
ず
、
内
に
は
正
し
ぎ
を
失
わ
ず
、
一
世
と
其
の
割
書
を
与
に
し

て
悔
平
生
ぜ
ざ
る
の
み
」
と
述
べ
、
自
ら
の
性
格
と
対
照
し
な
が
ら

「
足
下
傍
通
、
可
多
く
し
て
怪
し
む
こ
と
少
し
、
馬
装
性
身
中
に
し

て
堪
え
ざ
る
駈
多
し
、
偶
タ
足
下
と
相
知
る
の
み
」
と
藷
っ
て
い
る
。

ま
た
阪
籍
に
つ
い
て
は
「
阪
嗣
宗
、
口
に
人
の
過
を
論
ぜ
ず
。
吾
、

毎
に
之
を
師
と
す
る
も
未
だ
能
く
及
ぶ
能
わ
ず
。
至
性
は
人
に
過
ぎ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ば

物
と
傷
る
な
く
、
唯
飲
酒
過
差
な
る
の
み
、
礼
法
の
士
に
縄
ら
る
る

に
至
り
て
、
之
を
疾
む
こ
と
傑
の
如
き
も
、
幸
に
大
将
軍
　
（
司
馬

昭
）
に
頼
り
て
之
を
保
持
す
る
の
み
、
吾
、
嗣
宗
の
賢
に
如
か
ざ
る

な
り
。
」
と
述
べ
て
は
い
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
自
分
の
生
き
方

が
、
山
濤
と
も
翫
籍
と
も
根
本
的
に
異
っ
て
い
る
こ
と
を
言
お
う
と

す
る
の
に
他
な
ら
な
い
。
王
戎
・
向
秀
の
生
き
方
を
由
濾
的
と
考
え
、

院
威
・
劉
伶
を
翫
籍
型
の
変
形
と
す
れ
ば
、
稿
康
が
鮮
か
に
描
き
出

し
た
一
二
つ
の
生
き
方
が
竹
林
清
談
の
実
際
の
姿
で
あ
っ
た
と
雷
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。
山
溝
に
対
し
て
言
っ
た
「
偶
玄
足
下
と
相
知
る
の

み
」
1
偶
然
知
り
合
い
に
な
っ
た
に
す
ぎ
ま
せ
ん
！
と
い
う
言

葉
は
、
七
賢
の
す
べ
て
の
交
友
に
通
ず
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
し
か
し
な
が
ら
彼
等
の
生
涯
の
中
で
占
め
る
竹
林
時
代
の
役
割
に

は
一
つ
の
共
通
し
た
働
き
が
あ
る
。
そ
れ
は
各
人
が
こ
の
時
期
に
魏
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晋
交
替
の
際
の
政
治
上
の
混
乱
か
ら
一
時
的
に
逃
れ
る
た
め
、
政
界

か
ら
退
避
を
図
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
山
濤
・
王
土
・
向

秀
は
、
時
期
が
到
来
す
れ
ば
政
界
進
出
を
し
ょ
う
と
す
る
野
心
を
棄

て
は
し
な
か
っ
た
し
、
平
更
は
竹
林
時
代
に
も
積
極
的
に
政
治
震
動

を
行
っ
て
い
た
。
玩
籍
ら
の
任
聖
者
達
も
消
極
的
な
形
を
と
り
な
が

ら
も
官
職
を
拒
み
は
し
な
か
っ
た
。
竹
林
清
談
は
形
態
は
隠
遁
的
で

あ
っ
て
も
、
こ
の
時
期
は
政
界
か
ら
の
退
避
の
時
期
で
あ
っ
て
、
政

治
世
界
と
の
つ
な
が
り
を
拒
否
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

こ
こ
に
竹
林
清
談
の
独
特
な
政
治
世
界
と
の
つ
な
が
り
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
グ
ル
ー
プ
は
諸
賢
個
々
の
便
宜
に
従
っ
て
む
し
ろ
窟
ず
と
形
成

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
祉
会
が
安
定
し
、
個
た
の
進
む
べ
き
道

が
は
っ
き
り
す
る
に
つ
れ
、
次
第
に
分
散
消
滅
し
て
い
か
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。
但
、
こ
こ
で
便
宜
と
い
う
言
葉
を
使
う
の
は
、
こ
の
グ

ル
ー
プ
の
成
立
の
野
禽
的
条
件
に
関
し
て
で
あ
っ
て
清
談
の
内
容
そ

の
も
の
ま
で
便
宜
的
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。

　
清
談
は
本
来
政
治
性
を
持
た
な
い
消
遣
的
談
論
で
あ
り
、
こ
の
場

に
お
い
て
は
、
い
か
に
政
治
的
見
解
が
違
っ
て
も
、
立
場
を
超
え
た

精
神
的
絆
を
結
ぶ
可
能
性
が
存
在
す
る
。
七
賢
の
關
に
伝
え
ら
れ
て

い
る
よ
う
な
厚
い
友
情
と
儒
頼
が
生
れ
得
た
の
は
、
清
談
の
も
っ
こ

の
非
政
治
的
性
格
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
政
治
世
界
か
ら
一
時

的
に
も
せ
よ
離
れ
て
い
る
竹
林
時
代
の
状
況
は
、
一
層
純
粋
に
清
談

を
楽
し
む
心
境
を
準
備
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
政
治
世
界
か
ら
の
退
避
と
い
う
状
況
の
中
で
彼
ら
の
心
を
捉
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

た
思
想
は
老
荘
に
基
づ
く
方
外
思
想
で
あ
っ
た
。
超
俗
の
境
地
を
主

張
す
る
方
外
思
想
は
彼
等
の
概
か
れ
て
い
る
状
態
を
表
現
す
る
の
に

真
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
い
え
よ
う
。
方
外
思
想
で
結
ば
れ
た
竹
林

清
談
は
決
し
て
妥
協
的
な
談
論
で
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。

　
清
談
の
場
の
あ
り
方
に
は
、
竹
林
清
談
の
よ
う
に
政
治
世
界
か
ら

の
退
避
を
図
る
場
合
と
、
正
に
そ
れ
と
反
対
の
交
友
赴
交
脳
内
で
の

人
物
評
論
を
通
じ
て
社
会
的
勢
力
を
形
成
し
て
行
く
場
合
と
が
あ
る
。

侮
婁
を
主
宰
者
と
し
て
、
浮
華
の
徒
が
中
心
と
な
っ
た
「
正
始
の
音
」

が
そ
の
代
表
的
な
例
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
清
談
の
内
容
霞
体
は
後

世
の
範
と
さ
れ
る
に
足
る
水
準
の
高
い
論
理
分
析
で
あ
っ
た
が
、
そ

こ
で
は
同
時
に
人
物
評
論
が
行
わ
れ
、
こ
こ
で
得
た
名
声
は
士
大
夫

に
と
っ
て
有
効
な
政
界
進
出
の
手
が
か
り
と
な
っ
た
。
か
く
し
て
清

談
の
場
は
単
な
る
談
論
の
場
を
越
え
た
政
治
的
機
能
を
帯
び
て
く
る
。

こ
の
よ
う
に
清
談
が
人
物
評
論
と
結
び
つ
い
て
、
政
治
勢
力
形
成
の

一
端
を
荷
う
働
き
を
清
談
の
「
浮
華
性
し
と
定
義
し
て
み
よ
う
。
こ
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れ
と
は
紺
照
を
な
し
て
、
人
物
評
論
を
は
じ
め
一
切
の
政
治
的
発
言

を
排
し
、
政
治
世
界
か
ら
の
退
避
を
國
る
あ
り
方
、
こ
の
性
格
を
清

談
の
「
鞘
晦
性
」
と
定
義
し
て
み
よ
う
。
同
じ
清
談
の
場
で
あ
り
な

が
ら
、
　
門
浮
華
性
」
が
積
極
的
に
政
治
世
界
に
働
き
か
け
よ
う
と
す

る
の
に
対
し
、
鞘
無
性
は
政
治
世
界
か
ら
の
退
避
を
図
り
な
が
ら
、

消
極
的
に
政
治
活
動
を
受
容
す
る
方
向
を
持
ち
、
保
身
の
態
度
に
つ
、

な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
清
談
界
の
推
移
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
漢
薬
か
ら
魏
の
「
正
始
の

音
」
に
至
る
期
問
は
、
清
談
と
人
倫
戯
否
と
が
結
び
つ
い
た
浮
華
性

の
強
調
さ
れ
た
場
合
が
多
く
見
ら
れ
、
魏
二
交
替
の
過
程
で
、
魏
と

多
く
の
関
係
を
持
つ
「
浮
華
」
勢
力
が
徹
底
的
に
排
除
さ
れ
る
や
、

聡
晦
性
の
典
型
と
も
い
う
べ
き
竹
林
清
談
が
現
わ
れ
た
。
西
風
に
入

る
と
再
び
浮
華
的
清
談
が
活
澄
と
な
っ
た
。
王
術
の
サ
ロ
ン
で
は
盛

ん
に
清
談
が
行
わ
れ
「
朝
野
轟
然
と
し
て
之
を
一
世
の
龍
門
と
謂
う
。

…
…
後
進
の
士
、
景
慕
放
数
せ
ざ
る
な
く
、
選
挙
・
登
朝
皆
以
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

称
首
と
な
し
、
滋
藤
浮
立
遂
に
風
俗
と
な
る
」
と
い
う
有
様
で
あ
っ

た
。
こ
の
状
況
は
盛
衰
は
あ
っ
て
も
、
ほ
ぼ
欝
朝
の
末
ま
で
続
い
た

と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
同
じ
く
「
浮
華
」
的
様
相
を
墨
し
て
い
て

も
、
竹
林
清
談
の
以
前
と
以
後
と
を
比
べ
て
見
る
時
、
　
「
浮
華
」
の

あ
り
方
に
大
き
な
粗
異
が
見
ら
れ
る
。
所
謂
「
浮
華
」
の
徒
に
見
ら

れ
た
政
治
へ
の
強
い
関
心
は
西
晋
の
清
談
界
に
は
求
め
る
べ
く
も
な

い
。
⊃
世
の
龍
門
」
と
仰
が
れ
た
王
術
で
さ
え
「
宰
輔
の
重
き
に
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

る
と
雛
も
、
経
国
を
以
っ
て
念
と
為
さ
ず
し
て
自
全
の
計
を
思
い
。
」

石
勒
に
捕
え
ら
れ
た
時
も
言
い
訳
を
し
て
罪
を
逃
れ
る
こ
と
ば
か
り

考
え
て
い
た
。
王
衛
に
お
い
て
は
政
治
的
関
心
に
代
っ
て
強
い
保
身

へ
の
執
念
が
う
か
が
え
る
。
　
一
流
貴
族
の
サ
ロ
ン
で
行
わ
れ
る
談
論

で
は
、
も
は
や
賢
才
主
義
は
行
い
得
な
く
な
っ
た
。
こ
う
し
て
清
談

が
人
格
の
高
下
・
賢
愚
を
識
別
す
る
機
能
を
失
っ
た
時
、
そ
れ
は
急

速
に
遊
戯
化
し
て
い
っ
た
。
阪
籍
に
あ
っ
て
は
特
異
な
生
命
力
を
持

っ
て
い
た
任
誕
行
為
も
、
政
治
的
無
関
心
を
装
う
好
個
の
形
式
と
し

て
、
奇
を
て
ら
う
愚
行
と
な
っ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
政
治

的
関
心
を
全
く
失
い
、
賢
才
主
義
の
働
き
を
失
い
、
保
身
の
機
能
が

強
調
さ
れ
た
函
普
以
後
の
清
談
に
は
「
韓
藍
性
」
が
色
濃
く
な
っ
て

い
る
。

　
清
談
に
お
い
て
、
人
物
評
論
と
結
び
つ
い
た
「
浮
華
性
」
の
強
調

さ
れ
た
場
禽
、
そ
こ
で
の
厳
峻
は
広
汎
な
拡
が
り
を
持
つ
或
る
種
の

権
威
を
伴
っ
た
社
会
的
世
論
を
形
成
し
た
。
特
定
な
人
物
を
中
心
と

し
て
形
成
さ
れ
る
た
め
、
党
派
的
傾
向
を
持
ち
易
い
こ
の
世
論
が
ト
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いわゆる竹林七賢について（丹羽）

い
わ
ゆ
る
「
清
潔
臨
な
る
も
の
の
重
要
な
構
成
要
素
を
成
す
も
の
と

思
う
。
こ
の
場
合
、
清
談
と
清
議
と
は
い
わ
ば
表
裏
の
関
係
に
あ
る
。

245
i

暦
250255260265

　
関
係
年
表
　
　
　
　
　
　
　
し
か
し
清
談
の
場
が

　
主
峯
　
　
　
斑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
物
評
論
の
機
能
を

二
三
　
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
失
う
過
程
で
、
門
閥

　
　
7

　　

ﾍ
　
　
　
　
↓
社
会
の
家
格
の
雫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
権
威
を
現
わ
す
に

翠
元
｛
磯
婚
灘
、
伏
工

囲
｛
麟
麟
輔
動
態
側
難
掴

　　

�
@
　
　
弱
れ
て
い
っ
た
と
斐

・
元
元
盤
麹
慰
撫
即
位
ら
れ
る
・
珍
妙
L

　　

Q
璽
四
這
鷹
姻
震
　
か
ら
「
身
性
」
へ

甘
露
　
元

　
　
2
　
諸
葛
誕
反
す
　
　
　
　
　
　
　
の
変
化
は
ま
た
門
閥

　
　
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
化
の
過
程
と
一
致
す

　
　
4

愚
元
元
　
高
貴
牛
込
廃
さ
れ
・
陳
二
王
即
位
　
る
も
の
で
あ
，
つ
た
。

　　

h
罐
刑
死
　
　
↑
竹
林
清
談
整
に

　
　
4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
転
換
期
の
姿
で
、

威
照
元
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
っ
た
と
み
る
こ
と

泰
始
　
元
　
　
司
罵
昭
没
、
晋
武
事
受
禅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
で
き
る
。
「
浮
華
」

勢
力
と
の
交
友
と
竹
林
清
談
と
の
間
を
俳
労
し
た
野
曝
の
生
き
方
に

は
「
輔
晦
性
」
に
徹
し
き
れ
な
い
浮
華
の
徒
の
悩
み
抜
く
姿
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
し
、
方
外
世
界
の
設
定
に
成
功
し
た
翫
籍
は
、
巧
み

に
転
換
に
成
功
し
た
先
駆
者
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
政
界
に
あ
り
な

が
ら
、
不
即
不
離
な
態
度
を
守
り
続
け
た
山
濤
・
王
戎
・
向
秀
に
は

保
身
に
徹
し
た
土
大
夫
の
新
し
い
生
き
方
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
二

成
・
劉
伶
の
任
誕
行
為
に
は
、
後
の
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
達
の
生
れ
る
蔚

芽
が
既
に
存
し
て
い
る
。
竹
林
濤
談
は
こ
の
よ
う
に
過
渡
期
の
要
素

を
含
み
な
が
ら
も
、
轄
晦
的
清
談
の
純
粋
な
祖
型
と
な
っ
た
。
こ
こ

に
後
の
伝
説
化
を
生
む
要
因
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

①
顯
炎
武
『
日
知
録
賄
十
三
「
正
始
風
俗
」
、
趙
楼
門
廿
二
史
遠
山
』
八
ニ
ハ
朝

　
清
談
之
習
」
。

②
坂
野
長
八
氏
「
清
談
の
一
解
釈
扁
（
『
奥
学
雑
認
臨
五
〇
…
三
）
。

③
掌
都
宮
清
吉
氏
「
世
相
新
語
の
時
代
㎏
（
『
蛮
方
学
報
』
京
蔀
　
○
！
二
、
『
漢

　
代
社
会
経
済
史
研
究
』
所
牧
）
。

④
需
崎
衛
定
氏
「
清
談
」
（
『
史
林
』
三
〇
一
一
、
『
ア
ジ
ア
史
研
究
第
三
』
所
敗
）
。

　
唐
長
揺
氏
門
清
談
輿
清
議
」
（
『
玉
上
南
北
朝
史
論
叢
』
所
敢
）
。

⑤
羽
村
繁
繁
「
示
談
の
系
譜
と
そ
の
意
義
篇
（
呪
環
本
中
国
学
会
報
臨
第
十
戴
集
）
。

⑥
編
永
光
羽
重
「
毬
康
に
お
け
る
自
我
の
聞
題
」
（
『
東
方
学
報
覧
エ
；
。

⑦
『
稜
康
集
』
「
与
山
鰹
源
絶
交
書
」
に
「
女
十
三
、
粥
児
八
才
」
と
あ
る
こ
と
か

　
ら
逆
算
。
禰
永
氏
前
掲
論
文
参
照
。

⑧
『
文
選
』
十
六
向
子
期
（
向
秀
）
置
旧
賦
序
に
門
余
与
職
笹
杢
安
、
贋
止
接
近
」
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と
あ
る
。

⑨
『
著
書
隔
璽
工
山
繭
伝
。

⑩
　
『
普
警
臨
四
九
向
秀
伝
。

⑪
『
嵐
説
新
語
隔
徳
行
篇
注
引
晋
賜
秋
、
及
び
『
金
梅
隔
瞬
三
王
桟
鍬
。

⑫
　

『
世
説
新
語
隔
に
よ
れ
ば
、
穣
康
が
阪
籍
と
知
り
合
っ
た
の
は
、
籍
の
華
中
の

　
こ
と
で
あ
っ
て
（
簡
傲
縞
注
引
晋
書
套
官
名
）
、
そ
れ
は
何
曾
の
罷
徒
在
職
中
）
嘉

　
平
年
悶
）
の
こ
と
で
あ
る
（
任
誕
篇
）
。

⑫
　
　
『
世
説
新
語
』
徳
行
篇
。

⑭
『
普
書
臨
毬
三
二
。

⑮
　
『
世
説
新
語
陶
熟
語
篇
。

⑯
福
井
文
雅
氏
房
林
七
賢
に
つ
い
て
の
一
試
論
」
（
『
フ
イ
・
ソ
フ
，
ア
』
三
七
）
。

⑰
⑱
　
『
魏
憲
臨
九
曹
爽
俵
及
び
岡
注
引
魏
畷
に
よ
る
。

⑲
⑳
⑳
⑳
⑱
　
い
ず
れ
も
『
魏
志
隔
警
爽
筆
洗
引
魏
略
に
よ
る
。

⑳
　
『
魏
志
』
・
三
明
帝
紀
長
和
四
年
春
二
見
「
其
浮
華
不
鵬
道
本
蛮
、
皆
罷
進
之
し
。

⑳
　
こ
の
部
分
の
原
文
は
「
重
唱
匹
入
舞
賜
聴
、
誕
備
八
人
為
八
達
」
と
あ
る
が
、

　
「
醸
偏
「
備
」
の
意
味
が
不
明
な
た
め
、
　
糧
資
治
通
鑑
』
に
従
っ
て
罰
読
し
た
。

⑱
　
　
『
魏
志
騙
九
曹
爽
伝
及
び
岡
注
引
魏
略
、
　
『
魏
志
』
．
工
八
諸
葛
誕
焦
及
び
嗣
混

　
引
世
語
に
よ
る
。

⑳
　
福
永
光
司
民
前
掲
論
文
。
下
文
の
表
は
注
四
に
よ
り
作
製
。

　
　
彼
ら
の
交
友
関
係
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
何
等
と
夏
侯
玄
（
『
魏
志
』
九
曹
爽

　
伝
注
引
魏
志
春
秋
）
。
郡
鵬
と
諸
蔦
誕
（
『
魏
志
二
八
諸
蔦
誕
伝
）
。
植
範
と
許
允

　
　
（
『
世
説
新
語
』
賢
媛
艦
）
。
李
豊
と
翼
侯
玄
・
張
羅
（
魏
志
臨
九
夏
侯
爵
伝
）
。

　
夏
侯
玄
と
琢
丘
倹
・
諸
蔦
誕
・
李
盤
・
許
允
（
『
魏
憲
』
九
夏
侯
玄
伝
及
び
二
八
諸

　
葛
誕
伝
）
。
許
允
と
李
豊
・
夏
侯
玄
（
魏
志
』
九
夏
侯
玄
伝
）
桓
範
（
笹
説
新

　
戴
開
臨
瞥
媛
篇
…
）
。
偉
丘
倫
眠
と
軍
へ
傑
ハ
章
｛
・
箪
懸
∵
七
輪
（
鴨
農
芸
飾
隔
二
八
母
丘
倹
訟
）
。

　
諸
葛
誕
と
蓑
僕
玄
・
郵
躍
ら
（
魏
志
臨
二
八
諸
豪
誕
伝
）
が
あ
る
。

　
　
姻
戚
闘
係
と
し
て
は
、
王
淡
は
令
狐
愚
の
霧
（
『
魏
志
鋤
二
八
王
難
伝
）
。
日
豊

　
の
子
は
公
左
に
尚
す
（
『
魏
士
盆
九
夏
侯
玄
飯
）
。
畢
軌
の
子
、
公
主
に
尚
す
（
『
魏

　
志
』
九
響
爽
伝
洗
引
魏
略
）
。
張
糾
の
女
は
斉
王
の
妃
（
『
醜
語
脇
照
斉
王
紀
〉
。
諸

　
葛
誕
の
女
は
王
凌
の
子
の
妻
（
『
世
説
新
語
恥
賢
媛
篇
）
な
ど
が
あ
る
。

㊧
　
　
『
魏
忠
輪
九
夏
侯
玄
伝
漆
引
当
略

　
…
－
初
明
豊
粍
菓
宮
、
薙
在
文
学
中
、
及
即
尊
位
、
得
呉
降
人
、
問
江
束
聞
中
圏

　
名
士
為
諜
。
降
人
云
開
鞠
有
三
叉
麟
（
寄
島
の
字
）
蒋
是
脳
。
時
豊
為
黄
門
郎
、

　
朔
帯
賜
左
右
安
圏
所
在
、
左
右
以
難
対
。
膏
田
『
蟄
名
評
被
於
呉
越
邪
』
。

⑱
　
『
魏
志
』
十
三
王
粛
伝
注
引
魏
略
儒
寒
伝
序
及
び
『
魏
志
働
十
五
劉
醸
伝
所
載

　
の
劉
婚
馴
の
上
薩
に
よ
れ
ば
、
太
和
・
青
龍
年
闘
（
ニ
ニ
七
－
一
一
　
二
六
）
に
は
月
役

　
を
慰
的
と
し
て
太
学
に
集
ま
る
子
弟
が
多
く
、
敷
齢
の
質
は
低
下
し
、
学
生
の
学

　
力
は
落
ち
、
学
生
の
間
で
は
門
浮
立
を
求
め
る
無
各
々
競
逐
し
し
　
（
儒
宗
旨
序
）

　
「
浮
華
交
遊
」
（
劉
靖
上
疏
）
の
風
潮
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。

⑳
増
淵
龍
央
氏
「
後
漢
党
鋼
事
件
の
史
評
に
つ
い
て
」
（
『
　
橋
論
叢
強
四
…
六
）
。

⑪
w
　
『
紬
織
志
隔
一
武
帝
紀
（
所
噌
引
窓
・
語
）
に
次
の
逸
話
が
あ
る
。
門
二
二
謂
太
祖
（
宙
削

　
操
）
聞
『
鴛
豪
有
名
、
可
交
許
子
将
（
石
器
）
』
。
太
組
乃
造
子
将
、
子
将
納
焉
、

　
由
是
知
名
」
。
橋
玄
は
歪
軸
「
知
人
」
と
し
て
名
高
か
っ
た
。
許
勘
…
は
有
名
な
汝

　
南
月
旦
評
の
主
宰
者
で
あ
る
。

⑫
　
福
永
光
司
氏
「
何
髪
の
立
場
…
そ
の
学
問
と
政
治
理
念
－
偏
翁
愛
知
学
芸
大
学

　
研
究
報
告
隔
入
文
科
学
七
〉
。

㊧
啓
操
は
建
安
十
二
年
春
、
十
五
年
春
、
十
九
年
十
二
月
の
三
度
に
百
ぢ
て
賢
才

　
を
求
め
る
令
を
出
し
て
い
る
。
薯
操
の
賢
才
主
義
は
、
一
山
が
秀
れ
て
い
れ
ば
人

　
絡
に
欠
点
が
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
と
い
う
徹
眠
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

⑭
　
　
『
魏
志
』
九
夏
侯
玄
伝
。

⑳
　
宮
崎
市
定
氏
『
九
晶
官
人
法
の
研
究
貼
一
翼
八
頁
以
下
。

磁
・
囁
　
『
強
聴
一
斑
幅
に
「
与
阪
徳
如
（
院
侃
）
短
詩
及
び
侃
の
編
し
た
　
「
宅
無
害
凶
摂

　
礁
肱
鯛
」
　
が
あ
り
、
　
竹
林
濱
鞭
試
の
参
加
齋
回
レ
焔
み
・
り
れ
る
、
㌦
と
は
第
一
叢
単
に
述
べ
た
。

⑳
　
『
泄
説
薦
挙
盟
雅
離
婁
。
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いわゆる揺な講こ一ヒ賢について（丹羽）

⑮
．
糧
世
説
新
語
駈
書
藷
驚
注
引
麟
紹
趙
至
叙
に
、

　
（
趙
至
）
年
十
四
入
太
学
観
、
時
先
慰
（
織
康
）
在
学
写
石
経
古
文
云
々
。

　
と
い
う
記
宴
が
あ
る
。
稚
康
の
子
紹
の
著
わ
し
た
こ
の
史
料
の
儒
愚
性
は
高
い
と

　
思
わ
れ
る
。
稲
康
が
太
学
に
出
入
り
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

壌
　
増
淵
龍
夫
筑
「
漢
代
に
お
け
る
畏
間
秩
序
の
構
造
と
任
侠
的
轡
俗
」
（
『
一
橋
論

　
叢
』
二
六
一
五
、
『
中
國
古
代
の
甜
碁
会
と
綱
家
』
所
牧
）
。

⑳
　

『
魏
志
』
二
一
王
藥
徴
注
引
魏
ハ
氏
春
秋
は
こ
の
輿
婿
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

　
る

　
康
既
有
絶
世
之
醤
、
又
従
子
不
善
、
避
之
河
葉
。

　
と
。
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
事
実
を
指
す
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
何
ら
か
の
理

　
由
で
敵
を
避
け
る
理
由
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

＠
　
　
『
文
選
隔
四
三
　
書
下
。

⑫
　
　
「
声
無
哀
楽
論
」
　
「
謎
生
論
」
は
い
ず
れ
も
暴
拙
康
催
蓋
に
載
せ
ら
れ
て
い
る

　
外
、
後
者
は
『
文
選
臨
五
三
　
論
三
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
。

愈
　
『
世
説
新
語
』
文
学
篇
に

　
瞬
云
、
毘
丞
紹
（
王
導
）
過
江
左
、
書
道
『
藁
葺
哀
楽
』
　
『
養
生
阯
　
『
雪
裏
意
』

　
　
（
欧
陽
建
の
論
）
三
景
葦
葺
、
然
宛
転
義
生
、
無
所
不
入
。

　
と
あ
っ
て
、
爽
晋
時
代
に
稚
康
の
こ
の
二
論
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
ま
た
王
僧
震
の
識
子
書
　
（
開
南
斉
露
臨
王
僧
書
伝
）
　
の
中
に
葦
戸
無
哀
楽
論
扁
が

　
「
欝
蒙
の
欝
実
漏
一
清
談
家
の
肖
ぐ
せ
一
に
な
っ
て
い
る
と
あ
り
、
斉
代
に
も
行

　
わ
れ
て
い
た
。

⑭
⑮
　
　
飛
晋
書
瞳
匹
九
阪
籍
伝
。

　
　
『
世
説
漸
語
脳
文
学
篇
。

⑳　
　
欄
普
書
臨
四
九
翫
籍
伝
。

⑰　
　
『
世
説
薪
語
』
簡
野
盗
注
引
習
業
官
名
。

⑳⑲
　
方
外
と
い
う
書
葉
は
『
荘
子
駈
大
宗
師
の
、
孟
子
反
、
子
張
響
な
る
入
が
友
人

　
の
葬
儀
の
庸
で
歌
を
嘱
っ
て
い
た
行
為
を
孔
子
が
評
し
て
「
彼
遊
方
廓
外
脅
也
。

　
爾
丘
遊
方
之
内
芋
蔓
。
寮
内
不
棺
及
。
」
と
欝
つ
た
故
事
に
よ
る
。

⑳
　
宇
都
富
清
吉
氏
前
掲
論
文
。

⑪
　
　
『
普
書
隔
三
一
后
妃
伝
上
。

　
　
『
世
説
新
語
』
政
事
驚
注
引
言
預
普
書
。

⑬
　
　
鴨
晋
書
』
四
三
山
瀞
鱈
。

　
　
霊
口
霞
駈
四
ヨ
楽
広
徴
に

　
（
楽
）
広
与
箋
術
倶
宅
心
戸
外
、
名
重
於
時
、
故
馬
下
欝
繊
流
者
、
謂
楽
薫
為
称

　
着
焉
。

　
と
あ
る
。

　
　
『
普
欝
醗
四
三
王
術
伝
に

　
王
徳
…
…
賦
姿
詳
雅
総
角
轡
造
山
讐
、
簿
曝
歎
良
久
、
既
去
、
羅
送
之
田
簡
．
何
物

　
老
麺
生
寧
繋
児
隔
・
：
…
。

　
と
あ
る
。

　
　
い
ず
れ
も
『
器
機
隔
四
三
王
戒
伝
に
よ
る
。

⑰
　
『
世
説
新
語
』
倹
鷹
篇

　
　
『
普
書
隔
四
九
向
秀
伝
。

　
　
門
碑
を
追
う
」
と
は
『
世
説
新
藷
㎏
蕪
誕
篇
の
次
の
逸
話
を
指
す
。

　
阪
仲
容
（
威
）
先
瀬
妓
家
鮮
卑
碑
、
及
騰
善
書
、
婚
当
遠
移
、
骨
面
当
量
癬
、
既

　
発
定
将
去
、
仲
容
隣
客
丸
箸
震
服
、
自
追
慕
。

⑳
　
『
世
説
新
譜
』
徳
行
二
二
引
王
隠
至
宝
に

　
魏
宋
院
籍
嗜
酒
荒
放
、
露
頭
散
髪
、
撫
祖
箕
躍
。
其
後
貴
遊
子
弟
三
冠
・
王
澄
・

　
謝
鰻
・
胡
偉
輔
之
之
徒
、
皆
樵
述
於
籍
、
謂
得
大
道
之
本
、
故
去
巾
績
脱
衣
服
、

　
露
醜
悪
同
禽
獣
。
甚
看
名
之
為
通
、
次
讃
塩
為
違
也
。

　
と
あ
る
。
　
　
　
　
　
．

⑪
繍
康
・
院
籍
・
山
漁
∵
向
秀
は
い
ず
れ
も
老
荘
を
愛
好
し
た
　
（
『
晋
瀞
鰍
本
伝

　
に
よ
る
）
。
玩
戒
・
劉
伶
・
王
戒
の
場
合
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
　
い
ず
れ
も

　
佳
誕
行
為
を
行
っ
て
お
り
、
老
荘
方
外
思
想
家
と
断
じ
て
よ
い
。

働
萄
　
　
『
晋
嶺
臨
閥
三
王
衛
伝
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
名
古
臓
大
学
大
学
院
研
究
生
）
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Development　ef　the　Great　Landboldings　in　the

　　　　　　　　　　　　　一一especially　abdut　forest　and　field

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

9th　Century

Yukihiko　Maruyama

　　In　the　years　of　Enryaku延暦，　when　the　reconstruction　of　the　Ritsu－

ryo　7＄’A”　System　trembling　at　the　development　of　great　landkoldings

was　to　be　executed，　the　rulers　obtained　the　cu！tivated　lands　as　a　forin

of　Minyoch量民要地and　made　use　of　the　regulating　power　of　peasants’

community　about　the　other　forest　and　field　to　stop　the　further　develop－

ment　of　great　landholding＄，　which　appeared　in　the　intention　of　Dajo－

kanpu太致宮符in　De6ember，　the！7th　year　of　Enryaku．　In　fact，　in　the

8th　and　9th　centuries　the　regulation　of　peasaRts’　cemmunity　rernained

in　tke　peasantry　and　great　landholdings　could　on！y’ ?ｘｉｓｔ　under　its

regulation；　and　at　the　end　of　9th　century　the　dissolution　of　the　com－

munity　was　decisive　in　the　tendency　of　the・incyeasing　power　of　upper

peasants．　As　a　result，出e　gOverning　system　on　the　basis　of　Mi町ochi

came　to　a　deadlocl〈．　A　series　of　Dajokanpu　in　Apx“il，　the　4tk　year

of　Kanpyo寛至shows　the　powerlessness　of　the　old　system　and　the

establishment　of　the　fundamental　power　by　creating　Shishi　eq5　which

was　to・develop　in　earRest　after　the　leth　century．

The　So－cal至ed　C舳一lin－ch‘i－hsien竹林七賢

　　　　by

Tail〈o　Niwa

　　Chu－lin－ch‘i－hsien竹林七賢are　understood　as　hermits　enjoying　C碗㎎一

t‘an溝談，「but　considering　their　friendship　and　their　ways　of　iife　ill

detail，　it　is　easy　to　understand　that　’each　of　them　did　not　inteRd　to　be

ahermit．　The　so－called　Chu－lin－ch‘勿g一∫‘an竹林清談is　held　around　C痂一

k‘ごz㎎械康at　Shanづ；ang　山薩易　for　about　iO　years　just　before　the　coup

．d’6tat　of　S2dr－ma・i司馬蜷in　249　A。D．．　In　th量s　C薦㎎一t‘an，　under　the

Special　situation　of　the　altemation　of　dynasties，　Wei魏and　Ch‘in晋，　we

caR　find　the　intention　of　temporary　retirement　from　the　political　world

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（63e）



foy　their　self－protection　against　the　political　disaster　rather　than　that

of　simple　seclusion．

　　Chiing－t‘an　was　originally　a　leisured　argument　which　had　developed　in

the　Shih－tai－fu’s土大夫family　Iife　since　the　latter　yea士s　of　Hou－han後

｝ft．，　which　infiuenced　the　publlc　oplnioR　by　combining　often　with　the

fashion　of　personal　criticism　and　formed　some　social　power，　that　is，　the

so－called“Fu－hua”「浮華」：on　the　contrary，　C薦㎎一’‘an　after　Chu－lin一．

ch‘ing－t‘an　had　lncreased　a　characeer　of　discus＄ion　omitting　political

affairs　for　the　politlcal　refuge．　Chec－lin－ch‘i”g－tfan　was　a　prototype　of

Ch‘ing－t‘an　omitting　polltical　affairs，　and　it　contained　also　various　aspects

of　the　Shih－tai－fa’s　life　ln　the　transition　period．

A　Study　of　Researching　History　of　Machiavelli

by

Eilchi　Sibayama

　　We　cannot　refrain　from　recognizing　tha乞the　distance　of　the　way宅o

the　study　of　Machiavell量is　far　greater　and　remains　a　sort　of　puzzle　and

we　are　anxious　to　accelerate　gradually　a　rlch　synthesis　hereaf宅er　as　a

basiS　of　serious　stud．ies　　　each　is　the　great　problem　for　the　research

of　Machiavelli　from　all　．angles　especia！ly　for　about　20　years　of　late．

　　Recen晦anew　tendency　to　grasp　Machiavelli　from　the　standpoint　of

social　and　economic　history　like　Gramsci　is　cons量dered　as　an　epoch．

making　one　in　a　certo圭n　meaning　of　the　studY　of　Machiave玉li．　On　the

other　hand．，圭ts　present　active　stud量es　and　reexaminations　from　the　stand－

Points　of　idea，　culture，　philosophy，　histor童ans’　history，　lkerature，　phi玉。一

品ogy，　eth圭cs　and　so　on　look　like　the　gr農nd’entrance　of　so－called　cross－

examiners　on　Machiavelli’s　research　lust　as　the　idealistic　d量spute　of

Renaissance．

　　On　the　present　standpoint　of　this　Machiavell量’s　researching　circle　we

are　to　study　by　ourselves　and　critically　his　po韮itical　idea　w圭th　our
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も
comparison　and　cr圭ticism　of　each　student　during　the　past　20　years，、

add｝ng　our　future　outlook　to　do　ou！”poor　bes℃・
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