
供

養

と

宿

衞

︱
︱
あ
る
い
は
外
戚
當
權
な
る
事
象
が
漢
代
に
お
い
て
頻
出
す
る
�
因
の
一
斑
に
つ
い
て
︱
︱

下

倉

涉

は
じ
め
に

第
一
違

供
養

第
二
違

宿
衞

第
三
違

少
府
と
郞
中
令

第
四
違

郞
官
と
光
祿
勳

第
五
違

�
屬

第
六
違

廬

第
七
違

黃
門
の
官

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

違
和
二
年

(八
八
)
三
	
庚
戌

(一
八
日
)
︑
皇
太
后
竇
氏
は
以
下
の
如
き
詔
を
發
し
た

(﹃
後
漢
書
﹄
卷
四
・
和


紀
)
︒

侍
中
[竇
]
憲
︑
�
の
元
兄
に
し
て
︑
行
能

�
ね
備
え
︑
忠
孝

尤
も
篤
し
︒
先


の
器
と
す
る
�
に
し
て
︑
親
ら
�
詔
を
�
け
た
れ
ば
︑

當
に
舊
典
を
以
て
斯
の
職
を
輔
す
べ
き
も
︑
憲

固
く
�
讓
を
執
り
︑
�

奪
う
べ
か
ら
ず
︒
今

兩
宮
を
供
養
し
︑
左
右
に
宿
衞
す
る

(供
養
兩
宮
︑
宿
衞
左
右
)
に
︑
厥
の
事

已
に
重
け
れ
ば
︑
亦
た
復
た
勞
す
る
に
政
事
を
以
て
す
べ
か
ら
ず
︒
故
の
太
尉
鄧
彪
︑
⁝
⁝
︑
其

れ
彪
を
以
て
太
傅
と
爲
し
︑
�
關
內
侯
を
賜
い
︑
尙
書
の
事
を
錄
せ
ば
︑
百
官

己
を
總
べ
て
以
て
聽
か
ん
︒
�

內
位
に
專
心
す
る
を
得

る
に
庶
�
か
ら
ん
︒

こ
れ
に
先
立
つ
こ
と
十
八
日
�
︑
二
	
壬
辰

(三
〇
日
)
に
違


が
 
去
し
︑
代
わ
っ
て
和


が
卽
位
し
た
︒
怨


は
當
時
十
歲
︒
そ
れ
ゆ
え
︑

違


皇
后
の
竇
氏
が
臨
�
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
こ
れ
が
後
漢
代
�
初
の
母
后
臨
�
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
當
代
初
の
外
戚
政
權
︱
︱
竇
氏
政

權
も
︑
こ
こ
に
始
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒

上
揭
の
詔
は
︑
ま
さ
に
こ
う
し
た
時
!
の
具
體
"
な
狀
況
を
傳
え
る
も
の
と
し
て
︑
特
に
政
治
$
・
官
制
$
の
方
面
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
し

ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
︒
し
か
し
如
上
の
詔
書
の
%
料
"
價
値
は
︑
な
お
も
語
り
盡
く
さ
れ
て
い
な
い
︒
&
目
す
べ
き
は
﹁
今
﹂
以
下

の
記
載
で
あ
る
︒﹁
供
養
兩
宮
︑
宿
衞
左
右
﹂
が
重
責
で
あ
る
と
い
う
言
說
は
︑
侍
中
の
職
に
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
兄
竇
憲
の
(
に
沿
っ
て
︑

竇
太
后
が
そ
の
責
務
を
作
爲
"
に
誇
張
し
た
結
果
の
言
說
︑
で
は
な
い
︒﹁
供
養
﹂
と
﹁
宿
衞
﹂
は
︑
確
か
に
漢
王
�
に
お
い
て
忽
せ
に
で
き

な
い
甚
だ
重
�
な
職
務
で
あ
っ
た
︒
以
下
本
稿
で
は
︑
こ
の
こ
と
を
確
*
し
た
い
︒

供
養
・
宿
衞
の
用
例
を
い
ま
少
し
紹
介
し
て
お
こ
う
︒
後
漢
順


の
卽
位
當
初
︑
當
時
司
徒
で
あ
っ
た
朱
倀(1

)
が
,
揭
の
如
き
上
奏
�
を
奉
っ

た
︑
と
﹃
風
俗
-
義
﹄
卷
五
・
十
反
に
は
見
え
る
︒

周
公
の
將
に
沒
せ
ん
と
す
る
や
︑
成
王
を
戒
む
る
に
左
右
の
常
伯
・
常
任
・
準
人
・
綴
衣
・
虎
賁
を
以
て
す
︒
言
う
こ
こ
ろ
は
︑
此
の
五
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官
︑
存
0
の
機
な
れ
ば
︑
謹
ま
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
︒
臣

願
わ
く
は
︑
陛
下

周
旦
の
言
を
思
い
て
︑
左
右
淸
禁
の
內
を
詳
ら
か
に
し
︑

供
養
の
官
を
謹
み
て
︑
宿
衞
の
身
を
嚴
に
し
︑
申
敕
し
て
屢
々
省
し
て
︑
務
め
て
戒
愼
を
知
り
︑
以
て
未
3
を
4
く
れ
ば
︑
此
を
以
て
無

疆
な
ら
ん
︒

｢供
養
の
官
﹂﹁
宿
衞
の
身
﹂
と
い
う
表
現
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
︑
こ
う
し
た
職
務
を
擔
う
專
門
の
部
門
が
當
時
の
官
制
體
系
の
中
に
は
設
け
ら

れ
て
い
た
︒
關
聯
し
て
﹁
居
6
怨
鯵
﹂
の
王
厭
鯵

に
も
,
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

臣
秩
を
7
に
す
る
に
︑
郞
從
官
8
び
中
人
は
各
々
一
等
︑
其
の
奉
じ
て
常
樂
宮
に
共

(供
)
養
宿
衞
す
る
者
は
︑
印
た
一
等
を
加
う
︒
(E
.

P
.F
22
:
63A
の
一
部
)

こ
れ
は
王
厭
が
下
し
た
詔
の
一
部
で
︑﹁
常
樂
宮
﹂
と
は
�
漢
元


皇
后
王
氏
を
指
す
︒
供
養
・
宿
衞
の
職
に
從
事
す
る
C
秩
の
﹁
臣
﹂
の
存

在
は
︑
傳
世
�
獻
だ
け
で
な
く
︑
出
土
$
料
か
ら
も
知
り
え
る
の
で
あ
る
︒

續
く
本
論
で
は
︑
ま
ず
供
養
・
宿
衞
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
漢
代
官
制
の
特
質
に
つ
い
て
考
え
る
︒
そ
の
上
で
︑
副
題
に
揭
げ
た
問
題
點
︑

卽
ち
こ
の
當
時
な
ぜ
外
戚
當
權
な
る
事
象
が
頻
出
し
た
の
か
︑
そ
の
理
由
の
一
斑
に
關
し
て
私
見
を
営
べ
た
い
︒
以
下
の
�
論
に
關
聯
す
る
先

D
の
硏
究
成
果
は
甚
だ
多
い
の
だ
が
︑
紙
幅
の
關
係
上
︑
そ
の
ご
く
一
部
し
か
揭
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
本
論
に
先
立
っ
て
︑
F
に
非

禮
を
謝
す
る
と
と
も
に
︑
伏
し
て
諸
賢
の
叱
正
を
乞
う
︒

第
一
違

供
養

上
引
の
王
厭
鯵
で
は
﹁
供
養
﹂
を
﹁
共
養
﹂
に
作
る
︒
こ
の
表
記
は
﹃
漢
書
﹄
と
共
-
し
て
お
り
︑
同
書
中
で
は
-
常
﹁
共
養
﹂
の
語
が
用

い
ら
れ
︑
そ
こ
に
顏
師
古
は
﹁﹃
共
﹄
は
讀
み
て
﹃
供
﹄
と
曰
い
︑
H
は
居
用
の
反
﹂
と
&
を
附
す
︒
こ
れ
に
對
し
て
﹃
$
記
﹄
の
場
合
は
ほ

と
ん
ど
が
﹁
供
養
﹂
で
︑﹃
後
漢
書
﹄
に
は
一
語
も
﹁
共
養
﹂
は
I
用
さ
れ
て
い
な
い
︒
以
下
で
は
﹁
供
養
﹂
に
表
記
を
瓜
一
す
る
︒

そ
の
(
味
は
︑
日
本
の
漢
和
辭
典

(た
と
え
ば
﹃
怨
字
源
﹄
な
ど
)
で
あ
る
と
︑﹁
飮
食
の
世
話
を
し
て
︑
父
母
を
養
う
﹂
と
解
說
さ
れ
て
い
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る
︒
漢
代
で
も
當
然
こ
う
し
た
用
例
は
多
い
が
︑
一
方
そ
れ
と
は
別
の
用
法
も
頻
見
す
る
︒
一
例
の
み
示
し
て
お
く
と
︑﹃
漢
書
﹄
卷
七
・
昭



紀
に
よ
れ
ば
︑
武


の
死
歿
後
︑
昭


が
八
歲
で
卽
位
す
る
と
︑
姉
の
鄂
邑
公
J
が
﹁
長
公
J
と
爲
り
て
︑
省
中
に
共
養
﹂
し
た
︑
と
い
う
︒

本
稿
冒
頭
に
引
い
た
﹃
後
漢
書
﹄
の
﹁
兩
宮
を
供
養
す
﹂
も
︑
ま
さ
に
同
一
の
事
例
で
︑﹁
兩
宮
﹂
と
は
皇


と
皇
太
后
を
指
す
︒
つ
ま
り
︑

こ
の
語
は
﹁
飮
食
の
世
話
を
し
て
養
う
﹂
の
(
に
他
な
ら
な
い
の
だ
が
︑
漢
代
の
場
合
は
親
だ
け
で
な
く
︑
至
K

(母
后
を
含
め
て
)
を
も
對

象
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
後
代
な
ら
ば
﹁
供
奉
﹂
の
語
で
あ
ら
わ
す
內
容
を
︑
當
時
は
﹁
供
養
﹂
で
表
現
し
て
い
た
と
い
え
よ

う
︒た

だ
し
︑
だ
か
ら
と
い
っ
て
漢
代
の
﹁
供
養
の
官
﹂
を
後
世
の
﹁
供
奉
官
﹂
と
同
一
視
す
る
の
は
正
し
く
な
い
︒
た
と
え
ば
M
代
で
は
︑
そ

の
�
!
︑
中
書
令
・
侍
中
を
ト
ッ
プ
と
し
た
中
書
・
門
下
兩
省
の
�
屬
官
を
﹁
供
奉
官
﹂
と
稱
し
︑
ま
た
︑
後
!
で
は
皇


の
側
N
く
で
そ
れ

に
奉
仕
す
る
宦
官
の
一
群
を
こ
の
よ
う
に
總
稱
し
た(2

)
︒
こ
れ
と
漢
の
供
養
の
官
は
O
ら
か
に
衣
な
る
︒

&
目
す
べ
き
は
︑
,
の
﹃
漢
書
﹄
卷
一
九
上
・
百
官
公
卿
表
上

(以
下
﹁
百
官
公
卿
表
﹂
と
略
記
)
の
記
載
で
あ
る
︒

少
府
︑
秦
官
な
り
︒
山
海
・
池
澤
の
稅
を
掌
り
︑
以
て
共
養
に
給
す
︒

ま
た
︑
�
後
漢
を
-
じ
て
少
府
の
屬
官
で
あ
っ
た
太
醫
令
・
太
官
令
に
關
し
て
︑
以
下
の
よ
う
な
記
営
を
確
*
で
き
る
︒

円
光
中

(一
二
一
～
一
二
二
)
︑
尙
書
陳
忠

以
爲
え
ら
く
﹁
⁝
⁝
︑
太
醫
令
は
方
藥
の
供
養
を
奉
じ
︑
⁝
⁝
︑
太
官
令
は
供
養
を
以
て
之

を
言
え
ば
︑
�
も
親
N
爲
り
て
︑
職
事
を
以
て
之
を
言
え
ば
︑
�
も
煩
多
爲
り
︑
⁝
⁝
︒﹂
(﹃
續
漢
書
﹄
輿
S
志
下
・﹁
T
賢
冠
﹂
條
の
&
に
引

く
﹁
荀
綽
晉
百
官
表
&
﹂)

太
官
令
︑
兩
梁
冠
︑
秩
千
石
︒
丞
は
四
人
︑
郡
の
孝
廉
の
年
五
十
に
し
て
淸
修
聰
O
な
る
者
も
て
︑
光
祿

名
を
上
り
て
乃
ち
召
拜
す
︒

皆
な
秩
四
百
石
︒
三
歲
に
し
て
令
と
爲
す
に
︑
供
養
の
勞
苦
を
以
て
�
す
︒
(﹃
太
F
御
覽
﹄
卷
二
二
九
・
太
官
令
に
引
く
應
劭
﹃
漢
官
儀
﹄)

以
上
の
事
例
に
基
づ
け
ば
︑
少
府
お
よ
び
そ
れ
に
�
屬
す
る
諸
官
V
を
こ
そ
﹁
供
養
の
官
﹂
と
見
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
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第
二
違

宿
衞

宿
衞
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
﹁
宿
直
し
て
警
護
に
あ
た
る
﹂
の
(
で
あ
る
︒
漢
代
に
お
い
て
こ
れ
を
擔
當
し
た
官
職
は
複
數
擧
げ
ら
れ
︑
衞

宏
﹃
漢
官
舊
儀
﹄
卷
上

(紀
昀
等
輯
)
に
は

宦
者
署
・
尙
書
は
皆
な
少
府
に
屬
す
︒
殿
中
の
諸
署
・
五
郞
將
は
光
祿
勳
に
屬
す
︒
宮
司
馬
・
諸
Y
都
候
の
盜
[
を
領
督
す
る
は
︐
執
金

吾
に
屬
す
︒
司
馬
掖
門
・
殿
門
の
屯
す
る
衞
士
は
︑
皆
な
衞
尉
に
屬
す
︒
右
の
中
二
千
石
・
二
千
石
の
四
官
は
︑
宿
衞
を
奉
ず
︒
各
々
其

の
屬
を
領
し
︑
其
の
獄
を
斷
ず
︒

と
あ
る
︒
こ
こ
に
見
え
る
光
祿
勳
お
よ
び
そ
の
�
屬
官

(五
官
・
左
・
右
・
虎
賁
・
羽
林
の
五
中
郞
將
と
郞
官
)
︑
衞
尉
︑
執
金
吾
の
他
に
︑
後
漢

の
五
校
尉

(屯
騎
・
越
騎
・
步
兵
・
長
水
・
射
聲
)
も
﹁
宿
衞
の
兵
を
掌
﹂
っ
て
い
た(3

)
︒
な
お
﹃
漢
官
舊
儀
﹄
の
冒
頭
に
﹁
少
府
﹂
と
あ
る
點
に

つ
い
て
は
︑
後
違
で
あ
ら
た
め
て
取
り
上
げ
た
い
︒

衞
宏
の
說
O
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
擔
當
區
域
が
衣
な
っ
て
い
た
こ
と
を
强
`
し
た
も
の
で
︑
か
か
る
空
閒
"
な
基
準
か
ら
の
解
說
は
︑
現
代
の

硏
究
者
に
も
多
大
な
影
b
を
與
え
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑︹
廖
一
九
八
六
︺
は
︑
�
漢
長
安
の
未
央
宮
警
護
體
制
を
﹁
外
・
中
・
內
﹂
の
三
層

に
分
け
て
︑
外
層
の
衞
尉
が
﹁
未
央
宮
外
圍
牆
8
其
門
戶
之
守
衞
﹂
を
︑
中
層
の
光
祿
勳
が
﹁
未
央
宮
圍
牆
之
內
﹂
の
﹁
宮
殿
之
守
衞
﹂
を
擔

當
し
て
い
た
と
整
理
す
る
︒

た
だ
し
︑
こ
こ
で
&
(
す
べ
き
は
衞
尉
の
管
e
範
圍
で
︑
百
官
公
卿
表
・
衞
尉
條
の
顏
師
古
&
に

『漢
舊
儀
﹄
に
云
わ
く
﹁
衞
尉
寺

宮
內
に
在
り
︒﹂
胡
廣

云
わ
く
﹁
宮
闕
の
門
內
を
J
り
︑
衞
士
は
周
垣
下
に
お
い
て
區
廬
を
爲
す
︒﹂

と
あ
り
︑
ま
た
﹃
續
漢
書
﹄
百
官
志
二
・
衞
尉
條

(以
下
百
官
志
か
ら
引
用
す
る
場
合
は
﹃
續
漢
書
﹄
の
表
記
を
省
略
す
る
)
に

本
&
に
曰
わ
く
︑
宮
門
の
衞
士
︑
宮
中
の
徼
循
の
事
を
掌
る
︒

と
見
え
る
︒
こ
の
記
載
に
基
づ
け
ば
︑
衞
尉
は
未
央
宮
內
に
オ
フ
ィ
ス
を
も
ち
︑
外
牆
周
邊

(お
そ
ら
く
そ
の
內
側
)
に
當
直
す
る
衞
士
を
監
督
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し
て
︑
宮
內
の
徼
循

(g
囘
警
護
)
を
擔
當
し
て
い
た
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒︹
廖
一
九
八
六
︺
は
︑
宮
內
の
見
囘
り
に
つ
い
て
﹁
在

宮
牆
之
上
g
邏
守
h
﹂
と
営
べ
る
が
︑
何
と
も
苦
し
い
說
O
と
い
え
よ
う
︒

一
口
に
宿
衞
と
い
っ
て
も
︑
そ
の
擔
っ
て
い
た
役
割
は
必
ず
し
も
一
樣
で
な
か
っ
た
︒
衞
尉
に
つ
い
て
︑
百
官
公
卿
表
に
は

長
樂
・
円
違
・
甘
泉
衞
尉
︑
皆
な
其
の
宮
を
掌
る
︒
職
は
略
ぼ
[衞
尉
に
]同
じ
︒
常
に
は
置
か
ず
︒

と
も
あ
る
︒
未
央
宮
以
外
の
諸
宮
に
も
そ
れ
は
置
か
れ
た
の
で
あ
り
︑
顏
師
古
が
﹁
各
々
掌
る
�
の
宮
に
隨
い
て
以
て
官
に
名
す
﹂
と
&
記
す

る
と
お
り
︑
そ
の
場
合
︑
宮
名
を
冠
し
て
呼
ば
れ
た
︒﹁
未
央
衞
尉
﹂
と
い
う
呼
稱
す
ら
$
書
中
に
は
確
*
で
き
る
の
で
あ
る(4

)
︒
か
か
る
事
實

に
基
づ
け
ば
︑
衞
尉
の
�
管
は
各
宮
を
單
位
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
︑
警
邏
の
對
象
は
宮
內
j
體
の
空
閒
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る(5

)
︒
つ
ま
り
︑

そ
の
宿
衞
の
目
"
と
は
︑
當
直
し
て
い
る
“
場
”
を
守
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

他
の
宿
衞
擔
當
官
の
中
で
︑“
場
”
を
對
象
と
し
て
い
た
と
い
う
點
で
は
︑
執
金
吾

(都
城
)
も
五
校
尉

(宮
城
の
外
周(6
)

)
も
同
じ
で
あ
っ
た
︒

些
か
衣
な
る
の
が
光
祿
勳
で
あ
る
︒

光
祿
勳

(�
漢
武


以
�
は
郞
中
令
)
自
體
に
つ
い
て
は
︑
百
官
公
卿
表
に
﹁
宮
殿
の
掖
門
戶
を
掌
る
﹂
と
あ
り
︑
ま
た
後
漢
時
代
に
關
し
て

﹁
宮
省
に
宿
衞
す(7

)
﹂
と
も
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
︑
そ
れ
が
宮
城
內
の
一
角
で
あ
る
﹁
宮
省
﹂
(そ
こ
に
出
入
り
す
る
た
め
の
門
戶
)
を
管
e
對
象
と

し
て
い
た
こ
と
は
閒
n
い
な
い
︒
問
題
は
�
下
の
諸
官
で
あ
る
︒
そ
の
代
表
で
あ
る
郞
官
に
關
し
て
︑
周
知
の
如
く
︑
百
官
公
卿
表
・
郞
中
令

條
に

郞
は
門
戶
を
守
る
を
掌
り
︑
出
づ
れ
ば
車
騎
に
閏
つ
︒

と
あ
り
︑
ま
た
百
官
志
二
・
光
祿
勳
條
も

凡
そ
郞
官
は
皆
な
o
直
し
て
戟
を
執
り
︑
諸
殿
門
を
宿
衞
す
る
を
J
り
︑
出
づ
れ
ば
車
騎
に
閏
つ
︒

と
記
す
︒
見
p
し
て
な
ら
な
い
の
は
﹁
出
づ
れ
ば
車
騎
に
閏
つ
﹂
の
一
句
で
︑
郞
官
は
本
來
︑
皇


が
出
御
し
た
際
に
は
そ
れ
に
隨
從
す
る
こ

と
を
職
責
と
し
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑
彼
ら
は
皇


に
常
時
附
き
隨
う
べ
き
存
在
で
あ
っ
て
︑﹃
齊
職
儀(8

)
﹄
が
﹁
殿
中
に
在
り
て
侍
衞
す
﹂
と
說

― 36 ―

616



O
す
る
よ
う
に
︑
宮
省
に
お
い
て
も
常
に
侍
從
し
て
直
接
皇


の
身
を
守
る
身
邊
警
護
の
部
Y
な
の
で
あ
っ
た
︒

こ
う
し
た
性
格
は
他
の
光
祿
勳
�
屬
官
に
も
共
-
し
て
い
て
︑
郞
官
の
上
司
で
あ
る
中
郞
將
も
乘
輿
に
﹁
參
乘
﹂
し
て
い
る
し(9

)
︑
虎
賁
郞
・

羽
林
郞
に
つ
い
て
百
官
志
は
﹁
宿
衞
し
侍
從
す
る
を
掌
る
﹂
と
O
記
し
て
い
る
︒
か
か
る
諸
官
が
宿
衞
の
對
象
と
し
て
い
た
の
は
︑
そ
れ
を

“
場
”
で
示
す
と
﹁
門
戶
﹂﹁
殿
門
﹂
と
な
ろ
う
が
︑
よ
り
嚴
密
に
い
う
と
︑
皇


個
人
の
生
命
で
あ
っ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る(10

)
︒
そ
も
そ
も

衞
尉
ら
の
q
い
て
い
た
の
が
一
般
の
兵
卒
で
あ
っ
た
の
に
對
し
て
︑
郞
官
は
あ
く
ま
で
も
C
秩
の
官
員
で
あ
り
︑
�
者
が
警
邏
を
J
と
す
る
警

察
Y
と
す
れ
ば
︑
後
者
は
�
人
用
の
護
衞
官
集
團
と
た
と
え
ら
れ
よ
う(11

)
︒

か
の
竇
憲
が
擔
っ
た
﹁
宿
衞
﹂
と
は
︑
彼
が
侍
中
で
あ
っ
た

︱
︱
そ
の
職
責
に
つ
い
て
百
官
志
三
・
少
府
條
は
﹁
法
駕

出
づ
れ
ば
︑
則

ち
多
識
な
る
者
一
人

參
乘
し
︑
餘
は
皆
な
騎
し
て
乘
輿
車
の
後
に
在
り
﹂
と
記
す
︱
︱

以
上
︑
そ
れ
は
“
光
祿
勳
の
宿
衞
”
に
他
な
ら
な

い
︒

第
三
違

少
府
と
郞
中
令

少
府
と
光
祿
勳

(郞
中
令
)
と
い
っ
た
場
合
︑︹
大
庭
一
九
八
二
︺
(第
一
r
第
二
違
第
三
�
︑
な
お
以
下
特
記
し
な
い
か
ぎ
り
當
書
の
見
解
は
同
�

參
照
)
が
つ
と
に
指
摘
す
る
と
お
り
︑
こ
の
兩
者
は
い
ず
れ
も
九
卿
中
で
皇


の
家
政
機
關
と
い
う
性
格
を
�
も
强
く
帶
び
た
官
廳
で
あ
っ
た
︒

﹁
郞
中
令
は
皇


の
身
邊
を
警
護
す
る
こ
と
と
︑
公
"
な
面
で
の
皇


の
生
活
に
奉
仕
す
る
郞
官
を
瓜
q
し
て
お
り
︑
少
府
は
私
"
な
面
で
皇



の
生
活
に
奉
仕
し
て
﹂
い
た
と
︑
氏
は
兩
官
の
性
格
を
�
s
す
る
︒
皇


個
人
に
奉
仕
す
る
こ
と
が
そ
の
職
務
で
あ
っ
た
と
す
る
指
摘
は
︑

ま
さ
に
正
�
を
射
た
見
解
に
他
な
ら
な
い
の
だ
が
︑
郞
官
と
少
府
を
區
別
し
て
“
公
"
”“
私
"
”
と
O
瞭
に
二
分
し
て
し
ま
う
こ
と
に
は
︑

些
か
の
n
和
感
を
お
ぼ
え
る
︒

少
府
と
郞
中
令
の
各
�
屬
官
に
つ
い
て
︑
そ
の
關
係
性
を
形
容
す
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
“
對
照
"
”“
二
元
"
”
と
い
う
よ
り
も
“
協
同
"
”

“
補
完
"
”
と
表
現
し
た
方
が
正
し
い
︒
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ま
ず
は
�
違
�
引
の
衞
宏
﹃
漢
官
舊
儀
﹄
を
再
度
見
ら
れ
た
い
︒
冒
頭
に
﹁
宦
者
署
・
尙
書
は
皆
な
少
府
に
屬
す
﹂
と
あ
り
︑
少
府
が
宿
衞

擔
當
官
と
し
て
擧
げ
ら
れ
て
い
る
︒
實
例
に
あ
た
る
と
︑﹃
後
漢
書
﹄
に
よ
れ
ば
︑
順


卽
位
直
�
の
混
亂
時
に
尙
書
の
郭
鎭
が
﹁
直
宿
の
羽

林
[郞
]﹂
を
q
い
て
戰
っ
て
い
る
し(12

)
︑
ま
た
桓


が
梁
冀
を
討
伐
し
よ
う
と
し
た
際
︑
宮
中
の
防
備
を
固
め
る
べ
く
尙
書
令
の
尹
勳
に
﹁
省

閣
﹂
を
守
ら
し
め
て
い
る(13

)
︒
o
に
︑
和


卽
位

(八
八
)
以
後
か
ら
中
常
侍
の
任
に
あ
り
續
け
た
蔡
倫
に
對
し
て
︑
元
初
元
年

(一
一
四
)
鄧

太
后
は
﹁
倫
の
久
し
く
宿
衞
す
る
を
以
て
﹂
龍
亭
侯
に
封
じ
て
い
る(14

)
︒
蔡
倫
の
中
常
侍

(少
府
�
屬
)
在
任
が
こ
こ
で
は
﹁
宿
衞
﹂
と
言
い
奄

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

そ
も
そ
も
少
府
�
屬
の
宦
官
官
廳
の
中
に
は
︑
ま
さ
に
宿
衞
を
職
務
と
す
る
部
門
が
設
け
ら
れ
て
い
た
︒
百
官
志
・
少
府
條
に
以
下
の
如
く

見
え
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
︒

中
黃
門
宂
從
僕
射
︑
一
人
︑
六
百
石
︒
本
&
に
曰
わ
く
﹁
宦
者
な
り
︒
中
黃
門
の
宂
從
を
J
る
︒
居
れ
ば
則
ち
宿
衞
し
︑
直
し
て
門
戶
を

守
り
︑
出
づ
れ
ば
則
ち
騎
從
し
︑
乘
輿
車
を
夾
す
︒﹂

｢居
れ
ば
則
ち
﹂
以
下
は
﹁
中
黃
門
の
宂
從
﹂
(以
後
﹁
中
黃
門
﹂
と
略
稱(15
)

)
の
職
責
に
關
す
る
記
載
で
あ
る
︒
一
6
す
れ
ば
直
ち
に
氣
づ
く
よ
う

に
︑
こ
の
說
O
は
郞
官
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
︒

中
黃
門
に
つ
い
て
は
︑﹃
漢
書
﹄
卷
四
五
・
江
閏
傳
に
も

貴
戚
・
N
臣

多
く
奢
僭
な
る
に
︑
[直
指
繡
衣
I
者
江
]
閏

皆
な
舉
云
し
て
︑
奏
u
す
ら
く
︑
車
馬
を
沒
入
し
︑
身
ら
北
軍
に
待
し
て
匈

奴
を
擊
た
し
め
ん
こ
と
を
︒
奏
可
せ
ら
る
︒
閏

卽
ち
光
祿
勳
・
中
黃
門
に
移
書
し
て
︑
N
臣
侍
中
の
諸
々
の
當
に
北
軍
に
詣
る
べ
き
者

を
w
名
し
︑
門
衞
に
移
云
し
て
︑
禁
止
し
て
宮
殿
を
出
入
す
る
を
得
し
む
る
こ
と
無
し
︒

と
あ
る
︒
光
祿
勳

(實
際
は
郞
官
)
と
と
も
に
︑
宮
內
で
の
警
察
業
務
を
そ
の
職
分
と
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
ま
た
︑
同
書
卷
九
九
上
・

王
厭
傳
に
は

厭
の
京
師
に
x
る
こ
と
歲
餘
に
し
て
︑
哀



y
ず
︒
子
無
く
︑
而
も
傅
太
后
・
丁
太
后

皆
な
先
に
薨
ず
︒
太
皇
太
后

卽
日
駕
し
て
未

― 38 ―

618



央
宮
に
之
き
璽
綬
を
收
取
し
て
︑
I
者
を
z
し
て
馳
せ
て
厭
を
召
さ
し
む
︒
尙
書
に
詔
し
︑
諸
々
の
發
兵
の
符
�
︑
百
官
の
奏
事
︑
中
黃

門
・
!
門
兵
も
て
皆
な
厭
に
屬
せ
し
む
︒

と
見
え
る
︒
哀


歿
後
に
權
力
の
奪
x
を
目
指
し
て
︑
王
太
皇
太
后
は
王
厭
に
﹁
發
兵
の
符
�
﹂﹁
百
官
の
奏
事
﹂﹁
中
黃
門
・
!
門
兵
﹂
の
管

理
を
託
し
た
と
い
う
︒
實
權
の
掌
握
に
あ
た
っ
て
︑
こ
の
三
點
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
お
く
こ
と
が
�
重
�
で
あ
る
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
︒
中

黃
門
は
!
門
兵

(光
祿
勳
�
下(16
)

)
と
竝
ぶ
宮
內
�
强
の
物
理
"
强
制
力
と
目
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
︑
光
祿
勳
屬
官
に
{
敵
す
る
宿
衞
で
あ
っ

た
と
理
解
し
て
大
|
あ
る
ま
い
︒

片
や
︑
郞
官
に
つ
い
て
は
︑
旣
に
紹
介
し
た
よ
う
に
︑
そ
れ
が
宿
衞
と
同
時
に
皇


の
生
活
に
奉
仕
す
る
官
で
も
あ
っ
た
と
︑︹
大
庭
一
九

八
二
︺
は
指
摘
し
て
い
る
︒
氏
が
こ
の
よ
う
に
営
べ
る
に
あ
た
っ
て
依
據
し
て
い
る
の
が
︹
增
淵
一
九
五
五
︺
の
見
解
で
あ
っ
た
︒
本
論
稿
で

郞
官
は
﹁
侍
從
左
右
の
宮
官
﹂
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
論
據
は
當
官
が
﹁
宮
中
の
諸
署
に
多
く
給
事
﹂
し
て
い
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
て

い
る
︒
こ
の
點
に
關
し
て
は
︹
嚴
一
九
五
一
︺
が
詳
営
す
る
と
お
り
で
︑
�
漢
時
代
︑
郞
官
は
他
の
九
卿
諸
署
に
�
z
さ
れ
︑
出
向
先
で
の
職

務
に
﹁
給
事
﹂
す
る
者
が
多
く
い
た
︒
中
で
も
少
府
關
係
の
諸
署
に
お
い
て
そ
の
事
例
は
顯
著
で
︑
郞
官
と
な
っ
て
﹁
尙
書
に
給
事
す
﹂︑
あ

る
い
は
﹁
黃
門
に
給
事
す
﹂
と
い
っ
た
記
載
は
j
て
こ
れ
に
該
當
し
た
︒

し
か
し
︑
こ
う
し
た
﹁
給
事
關
係
﹂
は
﹁
宮
官
た
る
郞
が
︑
そ
の
職
掌
未
分
�
の
狀
態
に
お
い
て
﹂
生
じ
た
現
象
で
あ
り
︑
そ
れ
は
や
が
て

後
漢
に
な
る
と
解
�
さ
れ
て
い
く
︒
卽
ち
︑
郞
官
が
﹁
給
事
﹂
し
て
擔
っ
て
い
た
職
務
は
實
職
�
・
定
職
�
し
︑﹁
諸
署
�
e
の
定
ま
っ
た
官

職
と
な
っ
て
獨
立
し
て
﹂
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
少
府
�
屬
の
尙
書
郞
・
給
事
黃
門
侍
郞
・
尙
符
璽
郞
中
な
ど
が
そ
の
實
例
で
︑
他
官

廳
に
お
い
て
も
名
稱
に
﹁
郞
﹂
を
�
う
官
は
︑
同
じ
く
﹁
光
祿
勳
の
領
下
の
郞
か
ら
分
�
﹂
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
︑︹
增
淵
一
九
五
五
︺
は

論
じ
る
︒

で
は
︑
後
漢
代
に
至
る
と
︑
光
祿
勳
と
少
府
の
閒
の
人
事
上
に
お
け
る
關
係
は
完
j
に
�
滅
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
お
そ
ら
く
︑
そ

う
で
は
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
尙
書
郞
へ
の
�
官
に
つ
い
て
︑
百
官
志
・
少
府
條
の
&
に
引
く
蔡
質
﹃
漢
儀
﹄
に
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尙
書
郞
は
初
め
三
署
[郞
]よ
り
[尙
書
]臺
に
詣
り
て
試
す
︒
初
め
て
上
臺
す
れ
ば
守
尙
書
郞
中
を
稱
し
︑
歲
滿
つ
れ
ば
尙
書
郞
を
稱
し
︑

三
年
な
れ
ば
侍
郞
を
稱
す
︒

と
あ
る
︒
如
上
の
記
載
は
︹
增
淵
一
九
五
五
︺
も
引
用
す
る
と
こ
ろ
で
︑
そ
の
內
容
に
よ
れ
ば
︑
尙
書
郞
へ
の
人
材
供
給
は
﹁
三
署
郞
﹂
︱
︱

光
祿
勳
�
下
の
郞
官
︱
︱

の
中
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
は
︑
�
漢
代
の
﹁
給
事
關
係
﹂
が
尙
書
郞
實
職
�
後
の
リ
ク
ル
ー

ト
體
制
に
そ
の
ま
ま
引
き
繼
が
れ
て
い
た
事
實
を
傳
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒
同
じ
規
定
が
他
の
﹁
某
郞
﹂
官
に
も
設
け
ら
れ
て
い
た
か
は
︑

$
料
上
に
O
證
を
え
な
い
け
れ
ど
も
︑
そ
の
可
能
性
は
十
分
に
あ
り
え
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
︒

少
な
く
と
も
︑
少
府
�
下
の
諸
官
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
同
樣
の
�
任
規
定
は
確
か
に
他
官
に
お
い
て
も
存
在
し
た
︒
第
一
違
に
引
用
し
た
應

劭
﹃
漢
官
儀
﹄
の
太
官
令
に
關
す
る
記
載
を
見
ら
れ
た
い
︒﹁
郡
の
孝
廉
の
年
五
十
に
し
て
淸
修
聰
O
な
る
者
﹂
の
中
か
ら
太
官
丞
を
�
び
︑

三
年
後
︑
そ
の
人
物
を
太
官
令
に
昇
T
さ
せ
る
︑
と
當
時
定
め
ら
れ
て
い
た
︒
孝
廉
に
�
擧
さ
れ
た
者
は
郞
と
な
る
の
が
定
例
で
あ
っ
た
の
だ

か
ら
︑
太
官
の
長
官
・
副
官
は
い
ず
れ
も
郞
官
の
內
よ
り
�
出
さ
れ
て
い
た
と
い
い
う
る
︒
こ
れ
以
外
に
も
郞
官
を
人
材
の
供
給
源
と
す
る
少

府
�
屬
官
は
案
外
に
多
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

光
祿
勳
と
少
府
の
關
係
に
つ
い
て
︑
o
に
別
の
角
度
か
ら
考
え
て
み
よ
う
︒
吳
楚
七
國
の
亂
F
定
後
︑
景


は
王
國
の
御
$
大
夫
・
廷
尉
・

少
府
・
宗
正
・
�
士
の
官
を
廢
止
し
た
︒
こ
の
時
の
こ
と
に
つ
い
て
︑
百
官
志
五
・
王
國
條
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
載
が
見
え
る
︒

郞
中
令

一
人
︑
僕

一
人
︑
皆
な
千
石
︒
本
&
に
曰
わ
く
﹁
郞
中
令
は
王
大
夫
・
郞
中
の
宿
衞
す
る
を
掌
る
︒
官
は
光
祿
勳
の
如
し
︒
少

府
を
省
き
て
よ
り
︑
職
は
皆
な
焉
に
幷
す
︒

反
亂
勃
發
以
�
︑
漢
廷
と
諸
王
下
の
官
制
は
機
�
も
職
名
も
同
じ
で
あ
っ
た
︒
そ
の
�
息
以
影
︑
郞
中
令
の
組
織
に
少
府
の
そ
れ
が
�
合
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
は
︑
以
後
宿
衞
擔
當
の
郞
官
た
ち
が
少
府
の
職
務
︑
卽
ち
王
の
供
養
を
も
擔
う

︱
︱
宿
衞
と
供
養
の
職
が
郞
官
の
一
體
系
の

中
だ
け
で
ま
か
な
わ
れ
る
︱
︱

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

お
そ
ら
く
︑
こ
う
し
た
�
務
體
制
は
當
時
M
突
に
案
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
︒
こ
れ
よ
り
以
�
︑
宿
衞
の
官
が
常
態
と
し
て
供
養
の
職
を
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�
擔

(同
時
�
行
)
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒
こ
の
王
官
�
省
を
可
能
と
す
る
制
度
上
の
仕
組
み
は
も
と
よ
り
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
し

て
︑
か
よ
う
な
郞
中
令
と
少
府
と
の
閒
の
關
係
は
︑
ひ
と
り
王
國
の
機
�
の
み
で
な
く
︑
そ
の
原
型
で
あ
っ
た
漢
廷
の
中
央
官
制
に
お
い
て
も

同
じ
で
あ
っ
た
に
n
い
な
い
︒

o
に
推
論
を
重
ね
よ
う
︒
吳
楚
七
國
の
亂
か
ら
は
る
か
後
︑
こ
の
時
の
�
職
と
似
-
っ
た
事
態
が
漢
廷
に
も
生
じ
た
︒
後
漢
末
!
︑
洛
陽
に

乘
り
�
ん
だ
董
卓
は
獻


を
擁
立
す
る
と
す
ぐ
さ
ま
︑
,
の
よ
う
な
措
置
を
�
じ
た
と
い
う
︒

公
卿
よ
り
以
下
︑
黃
門
侍
郞
に
至
る
ま
で
︑
賜
い
て
家
ご
と
に
一
人
を
郞
と
爲
し
︑
以
て
宦
官
の
領
せ
し
�
の
諸
署
に
補
し
︑
殿
上
に
侍

ら
し
む
︒
(﹃
後
漢
書
﹄
卷
九
・
獻


紀
)

こ
の
直
�
︑
袁
紹
ら
に
よ
っ
て
宮
中
の
宦
官
は
大
�
殺
さ
れ
て
お
り
︑
如
上
の
補
任
は
そ
の
對
應
策
に
他
な
ら
な
い
︒
&
目
す
べ
き
は
︑
人
員

を
缺
い
た
宦
官
官
署
に
對
し
て
郞
官
を
あ
て
が
っ
て
い
る
點
で
あ
る
︒
供
養
の
職
を
擔
っ
て
い
た
一
團
が
�
滅
し
て
し
ま
っ
た
た
め
︑
そ
れ
を

�
代
わ
り
す
る
擔
當
者
と
し
て
郞
官
の
增
員
が
は
か
ら
れ
た
の
で
あ
る(17

)
︒

こ
の
よ
う
な
對
策
が
と
ら
れ
た
こ
と
に
も
︑
當
然
�
提
と
な
る
歷
$
"
背
景
が
あ
っ
た
は
ず
で
︑
こ
れ
よ
り
以
�
︑
宦
官
の
職
分
と
郞
官
の

役
割
と
の
閒
に
は
や
は
り
密
接
な
關
聯
性
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
後
漢
後
!
︑
皇


が
宦
官
に
j
面
"
に
依
存
す
る
よ
う
に
な
る
と
︑

供
養
の
職
は
そ
れ
が
獨
占
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
︑
か
か
る
狀
況
に
至
る
ま
で
は
︑
郞
官
も
そ
の
役
割
の
一
端
を
擔
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
︒
も
し
以
上
の
如
く
推
測
し
て
大
|
な
い
な
ら
ば
︑
上
営
し
た
漢
初
以
來
の
傳
瓜

︱
︱
郞
官
が
常
態
と
し
て
供
養
の
職
を
�
擔

(同
時

�
行
)
し
て
い
た
︱
︱

は
︑
後
漢
代
に
あ
っ
て
も
基
本
"
に
は
維
持
・
繼
承
さ
れ
て
い
た
と
結
論
で
き
る
の
で
あ
る
︒

第
四
違

郞
官
と
光
祿
勳

〔增
淵
一
九
五
五
︺
は
郞
官
の
歷
$
"
變
�
に
つ
い
て
︑
上
営
し
た
﹁
給
事
關
係
﹂
の
他
に
︑
,
の
よ
う
な
變
�
が
あ
っ
た
と
論
じ
る
︒﹁
宿

衞
と
い
う
郞
本
來
の
職
掌
も
︑
武


以
後
に
な
る
と
そ
こ
か
ら
分
�
し
て
︑
ま
た
羽
林
・
!
門
の
禁
衞
軍
の
奪
う
と
こ
ろ
と
な
り
︑
郞
は
,
第
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に
給
事
よ
り
冗
散
へ
と
轉
�
し
︑
實
質
"
に
は
專
ら
官
V
候
補
者
の
プ
ー
ル
に
轉
�
し
て
﹂
い
っ
た
︒
卽
ち
︑
羽
林
・
!
門

(虎
賁
)
の
怨
設

な
ど
に
よ
っ
て
︑
郞
官
は
や
が
て
﹁
冗
散
﹂
�
し
て
單
な
る
﹁
貯
才
の
地
﹂
に
變
わ
っ
て
し
ま
っ
た
︑
と
氏
は
い
う
︒
で
は
︑
武


!
以
影
︑

﹁
本
來
の
職
掌
﹂
で
あ
っ
た
宿
衞
の
任
に
す
ら
郞
官
は
從
事
し
な
く
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
當
然
そ
う
で
は
な
い
︒
以
下
︑
こ
の
點
に

つ
い
て
︑
後
漢
の
事
例
を
中
心
に
あ
え
て
確
*
し
て
お
こ
う
︒

た
と
え
ば
︑﹃
後
漢
書
﹄
列
傳
六
・
鄧
禹
傳
附
鄧
訓
傳
に
は
﹁
顯
宗
の
卽
位
す
る
や
︑
初
め
て
以
て
郞
中
と
爲
す
﹂
と
あ
り
︑
そ
の
直
後
の

&
で
は
以
下
の
よ
う
な
﹁
東
觀
漢
記
﹂
の
記
載
が
引
か
れ
て
い
る
︒

太
醫
皮
g

上
林
に
獵
す
る
に
從
い
て
x
る
に
︑
暮
に
殿
門
の
下
に
宿
し
︑
�
疝
の
病

發
す
︒
時
に
訓

直
事
す
︒
g
の
聲
を
聞
き
︑
�

ち
�
き
て
之
に
問
う
に
︑
g

曰
わ
く
﹁
冀
わ
く
は
火
を
得
て
以
て
背
を
熨
せ
ん
︒﹂
訓

身
ら
太
官
の
門
に
至
り
て
爲
に
火
を
求
む
る
も
︑

得
ず
︒
乃
ち
口
を
以
て
其
の
背
に
噓
し
︑
復
た
同
廬
の
郞
を
呼
び
共
に
o
も
噓
す
る
に
︑
�
に
至
り
て
�
に
¯
ゆ
る
な
り
︒

郞
中
で
あ
っ
た
鄧
訓
は
O
ら
か
に
︑
同
僚
の
郞
た
ち
と
も
に
殿
內
に
お
い
て
﹁
直
事
﹂
(宿
衞
)
し
て
い
る
︒
當
直
の
宿
舍
が
﹁
廬
﹂
と
呼
ば

れ
て
い
る
點(18

)
に
も
留
(
さ
れ
た
い
︒

ま
た
﹃
蔡
中
郞
集
﹄
卷
五
・﹁
陳
留
太
守
胡
公
碑
﹂
に
は
︑
,
の
如
く
見
え
る
︒

君

諱
は
碩
︑
字
は
季
叡
︑
�
阯
都
尉
[胡
貢
]の
孫
︑
太
傅
安
樂
侯
[胡
廣
]の
子
な
り
︒
⁝
⁝
︒
初
め

公
の
司
徒
に
在
る
を
以
て(19

)
︑
郞
中

に
除
せ
ら
れ
︑
宿
衞
す
る
こ
と
十
年
︑
叔
父
の
憂
に
�
い
︑
疾
を
以
て
自
免
す
︒
⁝
⁝
︒

郞
中
と
な
り
十
年
閒
︑
宿
衞
を
務
め
た
と
O
記
さ
れ
て
い
る
︒

o
に
︑
石
刻
$
料
の
中
に
も
,
揭
の
よ
う
な
諸
例
が
確
*
さ
れ
る(20

)
︒﹁
鮮
于
璜
碑
﹂
の
碑
陽
に
は
︑
鮮
于
璜

(安


の
6
光
四
年

(一
二
五
)
に

死
歿
)
の
官
歷
に
つ
い
て

升
り
て
上
聞
す
る
に
︑
上
郡
の
王
府
君

孝
に
察
し
て
︑
郞
中
に
除
せ
ら
る
︒
度
遼
右
部
司
馬
に
�
り
︑
朔
狄
を
慰
綏
し
て
︑
邊
宇
は
艾

安
す
︒
贛
榆
令
に
�
り
︑
國
を
經
め
下
を
帥
い
︑
政
は
禮
を
以
て
成
る
︒
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と
記
す
︒
そ
し
て
︑
碑
陰
で
は
こ
の
經
歷
を
以
下
の
よ
う
に
言
い
奄
え
る
︒

郡
[將
]察
上
し
て
︑
宿
衞
報
關
す
︒
出
で
て
は
邊
戎
を
典
め
︑
民

用
て
永
く
安
ず
︒
�
に
宰
國
に
�
り
︑
五
敎

仁
に
在
り
︒

｢宿
衞
報
關
す
﹂
が
郞
中
除
任
に
該
當
す
る
こ
と
︑
贅
言
を
�
す
ま
い
︒

｢孔
彪
碑
﹂
に
も

孝
廉
に
舉
げ
ら
れ
︐
郞
中
・
�
昌
長
に
除
せ
ら
る
る
も
︑
疾
病
あ
り
て
宿
□
に
留
ま
る
︒
⁝
⁝
︒
年
卌
九
に
し
て
︑
円
寧
四
年

(一
七

一
)
七
	
辛
未
卒
す
︒

と
見
え
る
︒﹁
宿
﹂
字
の
下
の
缺
字
は
︑︹
永
田
¡
一
九
九
四
︺
(一
八
六
頁
)
が
推
定
す
る
と
お
り
﹁
衞
﹂
字
で
あ
ろ
う
︒
�
昌
長
に
赴
任
す
べ

き
と
こ
ろ
を
病
の
た
め
﹁
宿
衞
﹂︑
卽
ち
郞
中
に
と
ど
ま
っ
た
と
︑
こ
こ
に
は
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る(21

)
︒

い
ま
一
例
揭
げ
て
お
こ
う
︒﹁
西
狹
頌
¢
崖
﹂
(
円
寧
四
年

(一
七
一
)
に
刻
石
)
に
は

漢
武
都
太
守
漢
陽
阿
陽
の
李
君
︑
諱
は
翕
︑
字
は
伯
都
︒
⁝
⁝
︒
祿
を
膺
く
る
こ
と
美
厚
に
し
て
︑
繼
世
の
郞
V
た
り
︒
幼
く
し
て
宿
衞

し
︑
£
冠
に
し
て
典
城
た
り
︒

と
あ
る
︒
漢
陽
阿
陽
の
李
氏
は
︑
代
々
郞
官
を
輩
出
し
て
お
り
︑
李
翕
も
ま
た
幼
く
し
て
そ
れ
と
な
っ
て
宿
衞
の
責
務
を
擔
っ
た
︑
と
刻
ま
れ

て
い
る
︒
李
翕
の
よ
う
に
幼
年
で
郞
に
任
ぜ
ら
れ
る
の
は
︑
當
時
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
︑
�
漢
の
事
例
で
は
あ
る
が
︑﹃
鹽

鐵
論
﹄
卷
四
・
貧
富
の
﹁
大
夫
曰
﹂
に
も

余

結
髮
束
脩
し
て
︑
年
十
三
に
し
て
幸
い
に
も
宿
衞
す
る
を
得
︑
輦
轂
の
下
に
給
事
し
︑
以
て
卿
大
夫
の
位
に
至
る
︒
祿
を
獲
︑
賜
を

�
く
る
こ
と
︑
六
十
C
餘
年
︒

と
見
え
る
︒
上
揭
の
胡
碩
も
︑
三
公
の
子
で
あ
っ
た

(�
謂
任
子
)
の
で
︑
幼
く
し
て
郞
中
を
拜
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か(22

)
︒

以
上
︑
些
か
冗
長
な
考
證
と
な
っ
た
が
︑
後
漢
代
に
お
い
て
も
郞
官
は
O
ら
か
に
宿
衞
の
職
を
擔
っ
て
い
た
︒
こ
の
點
を
ふ
ま
え
て
︑
,
に

︹
嚴
一
九
五
一
︺
の
�
說
を
見
て
み
よ
う
︒
氏
は
漢
代
に
お
け
る
郞
官
の
變
�
を
宮
官

(家
臣
)
か
ら
府
官

(�
臣
)
へ
の
轉
�
と
と
ら
え
る
︒
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か
よ
う
な
變
�
は
�
漢
末
か
ら
後
漢
に
か
け
て
T
行
し
た
と
し
︑
そ
う
¤
斷
し
う
る
根
據
と
し
て
︑
�
違
で
論
じ
た
﹁
給
事
關
係
﹂
の
�
滅
︑

お
よ
び
上
営
の
宿
衞
に
關
す
る
﹁
變
移
﹂
な
ど
の
他
に
︑﹁
郞
署
位
置
之
外
移
﹂
と
﹁
郞
中
令
・
中
郞
將
之
由
親
而
駅
﹂
の
二
點
を
擧
げ
る
︒

ま
ず
は
�
者
に
つ
い
て
確
*
す
る
と
︑
氏
は
百
官
志
二
・
光
祿
勳
條
の
&
に
ば
ら
ば
ら
に
引
か
れ
て
い
る
蔡
質
﹃
漢
儀
﹄
(﹃
漢
官
典
儀
﹄)
の

記
載
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
︑
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
︒

五
官
中
郞
の
解
は
太
學
に
對
し
︑
左
中
郞
の
解
は
五
官
に
,
ぎ
︑
虎
賁
中
郞
の
解
は
右
將
府
に
,
ぎ
︑
羽
林
郞
の
府
は
虎
賁
府
に
,
ぐ
︒

後
漢
で
郞
官
は
五
官
中
郞
將
︑
左
・
右
中
郞
將
に
�
屬
さ
れ
︑
五
官
署
・
左
署
・
右
署
の
三
部
Y
に
分
け
ら
れ
て
い
た
︒
ゆ
え
に
總
稱
し
て
三

署
郞
と
い
い
︑
o
に
虎
賁
・
羽
林
の
兩
中
郞
將
が
そ
れ
ぞ
れ
虎
賁
郞
・
羽
林
郞
を
q
い
て
い
た
︒
蔡
質
に
よ
れ
ば
︑
郞
署

(郞
官
の
オ
フ
ィ
ス
)

は
太
學
の
附
N
︑
卽
ち
宮
外
の
地
に
移
轉
さ
れ
た
の
で
あ
り
︑
こ
れ
は
そ
の
侍
從
と
し
て
の
性
格
が
大
き
く
減
4
し
た
こ
と
を
(
味
す
る
と
︑

︹
嚴
一
九
五
一
︺
は
論
じ
る
︒

こ
の
�
說
に
つ
い
て
は
︑﹃
大
M
六
典
﹄
卷
一
・
尙
書
都
省
・
J
事
に
引
く
﹃
漢
官(23

)
﹄
が
反
證
と
な
る
︒

光
祿
勳
に
南
北
廬
J
事
・
三
署
J
事
C
り
︒
諸
郞
の
中
に
於
い
て
茂
才
に
察
せ
ら
る
る
こ
と
高
第
な
る
者
も
て
之
と
爲
す
︒
秩
は
四
百
石
︒

,
は
尙
書
郞
に
補
し
︑
出
だ
し
て
百
里
に
宰
た
ら
し
む
︒

後
漢
代
︑
殿
內
に
お
け
る
郞
官
の
詰
め
�
が
﹁
廬
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
は
︑
旣
に
確
*
し
た
と
お
り
︒
當
時
の
洛
陽
宮
城
內
に
は
南
北

の
二
宮
が
設
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
︑
右
に
見
え
る
﹁
南
北
廬
﹂
と
は
﹁
南
北
宮
內
に
設
置
さ
れ
て
い
た
郞
官
の
宿
舍
﹂
を
指
し
て
い
る
に
n
い

な
い
︒
J
事
に
關
し
て
は
︑
�
漢
時
代
の
例
で
は
あ
る
が
︑﹃
漢
書
﹄
卷
五
九
・
張
湯
傳
附
張
安
世
傳
に

光
祿
勳
と
爲
る
に
︐
郞
に
醉
い
て
殿
上
に
小
7
す
る
も
の
C
り
︑
J
事

白
し
て
法
を
行
な
わ
ん
と
す
る
に
︑
安
世

曰
わ
く

(後
略
)

と
見
え
る
︒
こ
の
J
事
が
未
央
宮
內
で
宿
衞
す
る
郞
官
を
管
理
す
る
た
め
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
O
白
で
あ
ろ
う
︒
後
漢
で
は
︑
そ
れ
が
宮

外
の
三
署
の
他
︑
南
北
宮
に
そ
れ
ぞ
れ
設
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
當
代
に
お
い
て
も
郞
官
は
︑
�
漢
時
代
と
同
樣
殿
內
で
宿
衞
の
任
に
あ

た
っ
て
い
た
と
見
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
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た
だ
し
︑
�
後
漢
で
は
若
干
の
n
い
が
あ
っ
た
よ
う
で
︑
第
二
違
で
揭
げ
た
百
官
公
卿
表
・
百
官
志
の
記
載
と
比
�
す
る
と
︑
後
漢
で
は
�

漢
と
衣
な
り
︑
郞
官
は
﹁
o
直
﹂
し
て
﹁
宿
衞
﹂
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
�
漢
時
代
の
場
合
︑
郞
官
j
員
が
基
本
"
に
は
常
時

殿
內
の
宿
舍
に
い
て
︑
宿
衞
の
職
を
擔
當
し
て
い
た
︒
こ
れ
に
對
し
て
︑
後
漢
に
な
る
と
︑
郞
官
は
輪
番
で
﹁
南
北
廬
﹂
に
宿
直
し
︑
非
番
の

者
は
﹁
三
署
﹂
で
�
居
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
︒
な
お
︑
¥
解
な
き
よ
う
附
言
し
て
お
く
と
︑
こ
の
よ
う
な
輪
番
體
制
は
虎
賁

郞
・
羽
林
郞
に
も
¦
用
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
も
し
そ
う
で
な
か
っ
た
の
な
ら
ば
︑
殿
內
の
宿
衞
で
あ
っ
た
兩
郞
の
た
め
に
︑
な
ぜ
三
署

の
N
く
に
そ
れ
專
用
の
﹁
解
﹂﹁
府
﹂
が
設
け
ら
れ
た
の
か
︑
說
O
で
き
な
い
︒
三
署
・
虎
賁
・
羽
林
の
五
部
Y
に
は
制
度
上
同
一
の
勤
務
態

勢
が
し
か
れ
て
い
た
の
で
あ
り
︑
宿
衞
に
携
わ
る
同
種
の
官
と
し
て
等
し
く
五・

官・

中
郞
將
に
瓜
括
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
o
に
そ
の
上
官
と
し
て
光
祿
勳
が
置
か
れ
て
い
た
わ
け
だ
が
︑
當
官
の
制
度
"
變
�
に
つ
い
て
︑﹃
宋
書
﹄
卷
三
九
・
百
官
志
上
・

光
祿
勳
條
は
,
の
如
く
說
O
し
て
い
る
︒

秦
は
郞
中
令
と
曰
い
︑
漢

之
に
因
る
︒
漢
武
の
太
初
元
年
︑
名
を
光
祿
勳
に
o
む
︒
三
署
郞
を
掌
り
︑
郞
は
戟
を
執
り
て
宮
殿
の
門
戶

を
衞
る
︒
光
祿
勳
は
禁
中
に
居
る
こ
と
御
$
の
如
く
︑
獄
C
り
て
殿
門
の
外
に
在
り
︐
之
を
光
祿
外
部
と
謂
う(24

)
︒
⁝
⁝
︒
魏
・
晉
以
來
︑

光
祿
勳
は
復
た
禁
中
に
居
ら
ず
︑
印
た
復
た
三
署
郞
無
き
も
︑
⁝
⁝
︑
宮
殿
の
門
戶
は
︑
今
に
至
る
ま
で
©
お
屬
す
︒

後
漢
の
光
祿
勳
が
﹁
禁
中
に
居
﹂
っ
た
の
は
︑﹃
後
漢
書
﹄
列
傳
一
七
・
杜
林
傳
に
そ
の
職
責
が
﹁
內・

は・

宿・

衞・

を・

奉・

じ・

︑
外
は
三
署
を
總
ぶ
﹂

と
�
言
さ
れ
て
い
る
と
お
り(25

)
︑
こ
の
官
が
依
然
と
し
て
宿
衞
の
大
任
を
擔
っ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
︒
大
轉
奄
が
�
こ
っ
た
の
は
︑﹁
禁

中
に
居
ら
ず
︑
印
た
復
た
三
署
郞
無
き
﹂
狀
態
と
な
っ
た
魏
晉
!
以
影
で
あ
る
︒︹
嚴
一
九
五
一
︺
は
�
漢
末
・
後
漢
に
﹁
郞
中
令
・
中
郞
將

之
由
親
而
駅
﹂
な
る
變
�
を
想
定
し
︑
そ
の
論
據
を
樣
々
提
示
し
て
い
る
け
れ
ど
も
︑
如
上
の
﹃
宋
書
﹄
の
記
載
一
つ
を
引
く
だ
け
で
︑﹁
由

親
而
駅
﹂
と
ª
し
う
る
ほ
ど
の
劇
"
な
變
轉
を
︑
後
漢
時
代
の
制
度
に
見
い
だ
す
こ
と
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
と
反
論
し
え
よ
う
︒
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第
五
違

�
屬

こ
こ
で
︑
漢
代
に
お
け
る
官
制
j
體
の
特
¬
に
つ
い
て
先
學
の
理
解
を
ま
と
め
て
お
こ
う
︒︹
增
淵
一
九
五
五
︺
が
推
定
し
︑
そ
れ
を
�
け

て
︹
大
庭
一
九
八
二
︺
が
正
し
く
整
理
す
る
よ
う
に
︑﹁
九
卿
と
呼
ば
れ
る
漢
の

︱
︱
そ
し
て
秦
の
︱
︱

中
央
政
府
の
官
寺
は
︑
そ
の
多
く

が
皇


個
人
に
奉
仕
す
る
任
務
を
帶
び
て
﹂
い
て
︑
�
漢
の
官
制
に
は
﹁
皇


の
家
政
機
關
と
い
う
性
格
が
强
く
殘
っ
て
﹂
い
た
︒
こ
れ
に
類

似
し
た
見
解
は
中
國
人
硏
究
者
か
ら
も
提
示
さ
れ
て
お
り
︑
つ
と
に
︹
錢
一
九
四
〇
︺
は
九
卿
の
性
格
を
﹁
均
N
於
爲
王
室
之
家
務
官
﹂
と
ª

し
て
い
る
︒
o
に
氏
は
︑
丞
相
な
ど
の
宰
相
も
元
來
は
﹁


王
私
臣
﹂
で
あ
っ
て
︑
秦
・
漢
初
の
中
央
政
府
は
そ
の
j
體
が
﹁
家
庭
規
模
﹂
の

擴
大
し
た
も
の
に
|
ぎ
な
か
っ
た
と
論
じ
る

(以
上
は
同
�
書
第
三
¡
九
違
五
�(26
)

)
︒

そ
し
て
︑
こ
う
し
た
漢
初
官
制
の
特
性
は
徐
々
に
減
4
し
て
い
っ
た
と
諸
家
一
樣
に
指
摘
す
る
︒
そ
れ
は
閒
n
い
な
い
︒
問
題
は
そ
の
具
體

"
な
軌
跡
で
あ
る
︒

こ
の
點
に
つ
い
て
︹
增
淵
一
九
五
五
︺
は
︑
郞
官
の
給
事
し
て
い
た
業
務
が
獨
立
の
官
職
に
切
り
替
え
ら
れ
て
い
っ
た
現
象
に
着
目
し
て
︑

こ
れ
を
家
臣
で
あ
る
宮
官
か
ら
-
常
の
行
政
官
が
“
演
�
”
(T
�
)
し
て
い
っ
た
|
®
と
と
ら
え
︑
そ
の
實
例
と
し
て
後
漢
代
に
尙
書
郞
や

黃
門
侍
郞
が
實
職
�
し
た
こ
と
を
擧
げ
る
︒
ま
た
︑
後
漢
に
な
る
と
︑
少
府
に
も
大
き
な
變
�
が
見
ら
れ
︑
�
も
家
政
機
關
"
な
性
格
を
帶
び

て
い
た
當
官
に
未
分
�
な
ま
ま
�
屬
さ
れ
て
い
た
多
種
多
樣
な
官
署
は
︑
光
武


に
よ
る
行
政
改
革
の
結
果
︑﹁
少
府
か
ら
演
�
し
て
當
然
の

官
署
﹂
に
移
管
・
整
理
さ
れ
た
︑
と
︹
大
庭
一
九
八
二
︺
は
論
じ
る
︒

第
三
違
で
営
べ
た
よ
う
に
增
淵
氏
の
�
說
に
は
些
か
問
題
が
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
︑
兩
漢
の
�
に
一
つ
の
劃
!
が
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と

に
は
衣
論
な
い
︒︹
加
¯
一
九
一
八
～
一
九
一
九
︺
も
︑
光
武


の
財
政
制
度
改
革
に
よ
り
少
府
は
﹁
單
に
宮
廷
の
雜
務
を
掌
る
官
廳
﹂
に
縮

小
し
た
と
說
く
︒
事
實
︑
そ
の
直
屬
下
に
置
か
れ
た
官
は
太
醫
令
・
太
官
令
・
守
宮
令(27

)
・
上
林
苑
令
の
四
署
に
減
ぜ
ら
れ
︑
少
府
自
體
の
職
掌

も
﹁
中
に
て
S
御
せ
る
諸
物
︑
衣
S
・
寶
貨
・
珍
膳
の
屬
を
掌
る
﹂
(百
官
志
)
こ
と
に
°
り
�
ま
れ
て
い
る
︒
か
か
る
推
移
を
本
稿
の
視
點
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か
ら
言
い
奄
え
れ
ば
︑
こ
の
時
!
少
府
の
性
格
は
“
供
養
の
官
”
に
純
�
さ
れ
た
と
�
言
で
き
よ
う
︒

そ
し
て
︑
同
樣
の
變
�
は
光
祿
勳
に
も
看
取
さ
れ
る
︒
後
漢
の
光
祿
勳
に
本
屬
し
て
い
た
官
は
︑
五
官
・
左
・
右
・
虎
賁
・
羽
林
の
五
中
郞

將
と
そ
の
�
下
の
郞
官
︑
お
よ
び
羽
林
左
監
・
右
監
の
二
官
署
で
あ
っ
た(28

)
︒
こ
れ
ら
は
j
て
“
郞
官
關
係
”
の
官
と
一
括
し
え
よ
う
︒
�
漢
時

代
に
は
そ
の
瓜
e
下
に
議
郞
や
諸
大
夫
︑
謁
者
系
諸
官
も
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
﹁
�
屬
﹂
(官
²
上
の
名
目
"
な
�
屬
關
係
)
の
官

に
變
o
さ
れ
た
︒
&
目
す
べ
き
は
議
郞
で
︑
當
該
官
は
本
來
�
高
³
の
郞
官
と
し
て
�
漢
代
に
設
立
さ
れ
︑
そ
れ
ゆ
え
百
官
公
卿
表
で
は
﹁
議

郞
・
中
郞
・
侍
郞
・
郞
中
﹂
と
四
官
を
如
上
の
順
で
列
記
す
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
百
官
志
・
光
祿
勳
條
で
は
︑
郞
官
に
關
す
る
記
載
の
�
後
で

﹁
唯
だ
議
郞
の
み
直
中
に
在
ら
ず
﹂
と
そ
の
特
殊
性
を
强
`
し
︑
し
か
も
そ
こ
で
は
當
官
の
詳
細
に
ふ
れ
ず
︑
後
�
の
大
夫

(光
祿
大
夫
・
太
中

大
夫
・
中
散
大
夫
・
諫
議
大
夫
の
四
官
)
の
說
O
の
直
後
で
そ
の
秩
石
等
の
´
報
を
�
記
す
る
︒
議
郞
は
郞
官
か
ら
區
別
さ
れ
︑
諸
大
夫
の
系
瓜

に
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
記
営
に
基
づ
く
と
︑
光
祿
勳
の
�
屬
官
は
後
漢
の
時
﹁
直
中

(宿
衞
)
﹂
で
あ
る
か
否

か
を
基
準
に
整
理
さ
れ
︑
そ
れ
に
該
當
し
な
か
っ
た
議
郞
は
︑
同
じ
く
﹁
議
論
の
官
﹂
で
あ
っ
た
諸
大
夫
に
合
同
さ
れ
た
と
推
斷
さ
れ
よ
う
︒

o
に
,
の
百
官
志
四
・
執
金
吾
條
の
記
載
も
參
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

本
&
に
曰
わ
く
︑
本
は
式
µ
・
左
右
中
候
三
人
C
り
︑
六
百
石
︒
車
駕

出
づ
れ
ば
︑
�
に
在
り
て
µ
を
淸
む
る
を
掌
り
︑
x
れ
ば
︑
麾

を
持
し
て
宮
門
に
至
り
︐
宮
門

乃
ち
開
く
︒
中
興

但
だ
一
人
の
み
に
し
て
︑
印
た
常
に
は
置
か
ず
︑
出
づ
る
每
に
︑
郞
を
以
て
式
µ
候

を
�
ね
し
め
︑
事

已
め
ば
罷
む
︒
復
た
執
金
吾
に
屬
せ
ず
︒

こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
式
µ
候
等
の
職
掌
で
あ
っ
た
先
拂
い
の
業
務
が
中
興
の
際
に
執
金
吾
か
ら
光
祿
勳

(郞
官
)
に
移
管
さ
れ
た
と
い
う
︒
こ
こ

で
い
う
出
御
と
は
︑
宮
外
の
都
城
周
邊
に
お
け
る
そ
れ
で
︑
散
策
®
度
の
ち
ょ
っ
と
し
た
お
出
ま
し
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒
そ
の
た
め
�

漢
代
で
は
首
都
の
警
備
に
あ
た
っ
て
い
た
執
金
吾
が
こ
の
任
務
を
管
e
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
︒
そ
れ
が
後
漢
代
に
郞
官
の
�
務
へ
と
切
り

替
え
ら
れ
た
の
は
︑
執
金
吾
の
q
い
る
部
Y
が


都
防
備
軍
に
“
演
�
”
し
た
か
ら
で
あ
り
︑
ま
た
光
祿
勳

(お
よ
び
そ
の
�
屬
官
)
の
本
來
"

な
屬
性

︱
︱
供
囘
り
"
な
位
置
づ
け
︱
︱

が
︑
こ
の
時
一
段
と
强
�
さ
れ
た
こ
と
を
(
味
し
よ
う(29

)
︒
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つ
ま
り
︑
少
府
と
光
祿
勳
の
兩
官
は
︑
後
漢
に
至
る
と
供
養
と
宿
衞
を
專
ら
掌
る
機
關
へ
と
大
幅
に
組
織
替
え
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ

う
な
“
純
�
”
現
象
は
︑
執
金
吾
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
︑
他
の
九
卿
が
�
謂
行
政
官
廳
へ
脫
皮
し
て
い
っ
た
こ
と
と
表
裏
を
な
す
事
象
で

あ
っ
た
に
相
n
な
か
ろ
う
︒
漢
初

(あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
以
�
か
ら
)
の
官
制
が
︑
基
本
"
に
は
皇


個
人
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
目
"
と
し
た
機

�
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
︑
兩
漢
の
�
に
そ
の
歷
$
"
轉
機
を
想
定
し
え
よ
う
︒

た
だ
し
︑
こ
の
時
の
變
�
は
決
し
て
拔
本
"
な
大
轉
奄
で
は
な
か
っ
た
︒
留
(
す
べ
き
は
︑
上
営
の
﹁
�
屬
﹂
官
で
あ
る
︒︹
山
田
一
九
七

七
︺
が
&
(
を
喚
�
す
る
と
お
り
︑﹁
�
屬
﹂
な
る
制
度
の
歷
$
"
(
義
は
大
き
い
︒
そ
れ
は
光
祿
勳
の
み
な
ら
ず
︑
少
府
の
官
廳
に
お
い
て

も
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
り
︑
家
政
機
關

(供
養
・
宿
衞
の
擔
當
官
)
と
し
て
の
性
格
を
强
め
︑
そ
れ
に
職
掌
を
收
斂
し
て
い
っ
た
兩
官
に
︑
奇
し

く
も
一
致
し
て
︑
か
よ
う
な
極
め
て
特
¬
"
な
シ
ス
テ
ム
が
後
漢
代
に
附
加
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
︒

と
り
わ
け
重
�
な
の
は
少
府
の
﹁
�
屬
﹂
官
で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
尙
書
諸
官
︑
侍
中
・
黃
門
侍
郞
︑
御
$
臺
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
た(30

)
︒
こ
う

し
た
官
職
群
が
當
時
皇


の
獨
裁
"
な
權
力
行
I
を
荏
え
て
い
た
こ
と
は
︑
諸
家
が
衣
口
同
H
に
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
で
は
︑
な
ぜ
當

該
の
官
が
少
府
の
も
と
に
ま
と
め
ら
れ
た
の
か
と
い
う
と
︑
そ
れ
は
皇


を
頂
點
と
す
る
政
治
體
制
の
怨﹅

た﹅

な﹅

枠
組
み
が
摸
索
さ
れ
た
結
果
の

故
で
は
︑
決
し
て
な
い
︒
�
代
よ
り
の
傳
瓜
"
な
仕
組
み
の
6
長
線
上
に
︑
こ
の
﹁
�
屬
﹂
と
い
う
制
度
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

た
と
え
ば
尙
書
を
例
に
と
れ
ば
︑
そ
の
擔
っ
て
い
た
職
は
な
お
も
“
供
養
”
の
一
部
と
位
置
づ
け
ら
れ
︑
か
か
る
*
識
の
下
で
シ
ス
テ
ム
が
再

�
築
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
後
漢
光
武


に
よ
っ
て
皇


の
獨
裁
體
制
が
確
立
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
供
養
と
宿
衞

︱
︱
皇


個
人

へ
の
奉
仕
︱
︱

の
た
め
の
組
織
を
�
も
J
�
な
軸
と
し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
︑
官
制
j
體
が
秦
・
漢
初
以
來
の
家
政
機
關
"

な
性
格
を
依
然
と
し
て
强
く
保
持
し
て
い
た
段
階
の
產
物
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

さ
て
︑
こ
こ
で
關
聯
し
て
&
目
し
た
い
の
が
當
時
の
都
城
で
あ
る
︒
卽
ち
�
漢
の
長
安
城
︑
後
漢
の
洛
陽
城
は
︑
い
ず
れ
も
そ
れ
j
體
に
占

め
る
宮
城
の
割
合
が
極
め
て
大
き
か
っ
た
︒
こ
の
點
を
︹
張
二
〇
一
五
︺
は
古
代
"
都
城
の
特
¬
と
見
な
し
て
﹁
多
宮
制
﹂
と
稱
す
る
︒
ま
た
︑

︹
飯
島
二
〇
一
五
︺
は
�
漢
長
安
城
を
﹁
中
央
集
權
國
家
の
權
力
の
頂
點
に
座
っ
た
皇


の
た
め
に
»
營
さ
れ
た
都
城
﹂
(一
〇
〇
頁
)
と
ª
し
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た
︒
同
樣
の
指
摘
は
後
漢
洛
陽
城
に
も
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う(31

)
︒
官
制
と
い
う
�
»
物
が
供
養
と
宿
衞
を
J
¼
と
し
て
い
た

︱
︱
皇


個
人

の
日
常
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
機
�
j
體
の
至
上
目
"
と
な
し
て
い
た
︱
︱

の
な
ら
ば
︑
そ
れ
が
築
か
れ
て
い
た
土
臺

(都
城
)
も
ま
た
“
皇



の
生
活
の
た
め
の
都
”
で
あ
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
︒
あ
た
か
も
円
築
物
の
よ
う
に
︑
下
部
の
基
礎
は
上
部
の
�
»
で
決
め
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
っ
た(32

)
︒

第
六
違

廬

漢
代
に
お
け
る
供
養
と
宿
衞
の
重
�
性
に
つ
い
て
︑
o
に
確
*
し
て
い
こ
う
︒
ま
ず
は
,
の
﹃
漢
書
﹄
卷
八
一
・
孔
光
傳
の
記
載
に
&
目
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

[王
]
厭

太
后
に
白
す
ら
く
﹁



幼
少
な
れ
ば
︑
宜
し
く
師
傅
を
置
く
べ
し
︒﹂
光
を
徙
し
て


の
太
傅
と
爲
し
︑
四
輔
に
位
せ
し
む
︒

中
に
給
事
し
て
︑
宿
衞
・
供
養
を
領
し
︑
內
署
・
門
戶
を
行
し
て(33

)
︑
S
御
・
食
物
を
省
す
︒
O
年
︑
徙
し
て
太
師
と
爲
し
︑
而
し
て
厭
も

て
太
傅
と
爲
す
︒

當
時
大
司
徒
で
あ
っ
た
孔
光
は
︑
F


卽
位
と
同
日
の
元
壽
二
年

(�
一
)
九
	
辛
酉

(一
日
)
に
太
傅
に
任
ぜ
ら
れ
た
︒
太
傅
は
︑
呂
后
當

權
時
代
に
短
!
閒
置
か
れ
︑
以
後
廢
さ
れ
て
い
た(34

)
︒
漢
初
の
當
官
に
つ
い
て
は
不
O
だ
が
︑
�
漢
末
の
そ
れ
は
供
養
と
宿
衞
を
二
つ
な
が
ら
領

し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
a
か
九
歲
で
卽
位
し
た
幼


を
宮
中
で
養
育
す
る
こ
と
が
そ
の
設
置
の
目
"
で
あ
っ
た
に
n
い
な
い
︒

重
�
な
の
は
以
後
の
人
事
で
あ
る
︒
右
に
あ
る
よ
う
に
︑
繼
い
で
就
任
し
た
の
が
王
厭
そ
の
人
で
あ
っ
た
︒
幼


卽
位
の
½
年
︑
元
始
元
年

(一
)
二
	
丙
辰

(二
八
日
)
に
太
師
・
太
傅
・
太
保
・
少
傅
か
ら
な
る
四
輔
制
が
創
設
さ
れ
︑
そ
の
筆
頭
で
あ
る
太
師
に
孔
光
が
昇
格
し
た
︒

代
わ
っ
て
王
厭
が
太
傅
の
職
に
就
い
た
の
で
あ
る
︒
孔
光
は
︑
孔
子
十
四
世
の
孫
で
人
h
厚
い
人
物
︒
F


登
極
の
當
時
は
六
十
五
歲
で
あ
っ

た
︒
そ
の
彼
を
ま
ず
太
傅
に
任
じ
︑
し
か
も
ほ
ん
の
¾
年
で
衣
動
さ
せ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
任
官
は
︑
あ
く
ま
で
も
政
治
"
な
ポ
ー
ズ
で
︑
太

傅
へ
の
王
厭
自
身
の
就
任
は
當
初
か
ら
計
劃
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒
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後
に
王
厭
は
宰
衡
の
官
を
帶
び
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
︑
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
經
雲
に
つ
い
て
︑
本
人
は
囘
¿
し
て
以
下
の
よ
う
に
営
べ
て

い
る

(﹃
漢
書
﹄
卷
九
九
上
・
本
傳
)
︒

臣

元
壽
二
年
六
	
戊
午

(二
六
日
)
倉
卒
の
夜
を
以
て
︑
怨
都
侯
を
以
て
引
さ
れ
未
央
宮
に
入
る
︒
庚
申

(二
八
日
)
︑
拜
し
て
大
司
馬

と
爲
り
︑
三
公
の
位
に
閏
て
ら
る
︒
元
始
元
年
二
	

(原
�
は
﹁
正
	
﹂
に
作
る
)
丙
辰

(二
八
日
)
︑
拜
し
て
太
傅
と
爲
り
︑
號

安
漢
公

を
賜
わ
り
︑
四
輔
の
官
に
備
わ
る
︒
今
年
四
	
甲
子

(二
五
日
)
︑
復
た
拜
し
て
宰
衡
と
爲
り
︑
上
公
に
位
す
︒
臣
厭

伏
し
て
自
ら
惟
え

ら
く
︑
�
は
怨
都
侯
爲
り
︑
號
は
安
漢
公
爲
り
︑
官
は
宰
衡
・
太
傅
・
大
司
馬
爲
り
︒
�

貴
く
︑
號

K
く
︑
官

重
し
︒
一
身
に
大
寵

を
蒙
る
者
五
︑
À
に
鄙
臣
の
能
く
堪
う
る
�
に
非
ず
︒
⁝
⁝
︒
臣
愚

以
爲
え
ら
く
︑
宰
衡
の
官
は
百
僚
を
正
し
海
內
を
F
ぐ
る
を
以
て

職
と
爲
す
も
︑
而
れ
ど
も
印
信
無
け
れ
ば
︑
名
實

副
わ
ず
︒
臣
厭

�
官
の
材
無
く
︑
今

Á
�

旣
に
|
¥
し
て
之
を
用
う
る
に
︑
臣

u
う
ら
く
は
︑
御
$
の
宰
衡
の
印
違
を
刻
し
て
﹁
宰
衡
太
傅
大
司
馬
印
﹂
と
曰
い
︑
成
れ
ば
︑
臣
厭
に
Â
け
ら
れ
ん
こ
と
を
︒
太
傅
と
大

司
馬
の
印
を
上
ら
ん
︒

哀


が
歿
し
て
二
日
後
︑
王
厭
は
ま
ず
大
司
馬
と
な
る
︒
こ
の
時
の
大
司
馬
は
三
公
の
筆
頭
で
︑
同
書
卷
一
二
・
F


紀
に
は
﹁
大
司
馬
厭

政
を
秉
り
︑
百
官

己
を
總
べ
て
︑
以
て
厭
に
聽
く
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
官
人

(外
�
)
j
體
の
瓜
e
權
を
王
厭
は
手
中
に
し
た
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
八
箇
	
後
︑
安
漢
公
の
稱
號
を
賜
る
と
同
時
に
太
傅
と
な
っ
た
︒
こ
れ
に
よ
り
皇


周
邊

(內
�
)
も
そ
の
管
理
下
に
加
わ
っ
た
と
い

い
う
る
︒
そ
こ
か
ら
三
年
閒
︑
太
傅
・
大
司
馬
で
あ
り
續
け
た
王
厭
に
や
が
て
宰
衡
の
官
號
が
Ã
加
さ
れ
た
︒
怨
都
侯
の
�
位
と
あ
わ
せ
て
五

つ
の
�
書
き
を
�
ね
る
こ
と
に
︑﹁
鄙
臣
の
能
く
堪
う
る
�
に
非
ず
﹂
と
�
}
し
て
み
せ
る
の
は
︑
う
わ
べ
だ
け
︒
そ
れ
ら
を
一
つ
も
手
放
さ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
太
傅
と
大
司
馬
の
印
綬
は
確
か
に
Ä
x
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
︑
怨
»
の
宰
衡
の
印
に
二
官
の
名
が
合
刻
さ
れ

た
の
だ
か
ら
︑
以
後
兩
印
の
單
獨
で
の
I
用

(各
官
へ
の
別
人
の
任
用
)
は
封
印
さ
れ
た
に
等
し
い
︒
そ
も
そ
も
兩
官
を
他
者
に
奪
わ
れ
な
い
よ

う
に
す
る
こ
と
が
︑
怨
規
»
印
の
目
"
で
あ
っ
た
に
相
n
な
か
ろ
う
︒
元
始
五
年
五
	
の
紀
年
を
も
つ
敦
煌
懸
泉
置
出
土
の
﹁
	
令
詔
條
﹂
に

は
﹁
安
漢
公
・
宰
衡
・
太
傅
・
大
司
馬
厭
﹂
と
¤
讀
で
き
る
部
分
が
あ
り
︑
王
厭
が
宰
衡
就
任
以
影
も
太
傅
・
大
司
馬
を
�
官
し
て
い
た
こ
と
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は
確
實
で
あ
る
︒

宰
衡
と
は
﹁
百
僚
を
正
し
海
內
を
F
ぐ
る
﹂
職
で
︑
ま
さ
に
至
上
の
官
號
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
そ
の
職
掌
は
些
か
抽
象
"
で
︑
當
官
の
帶
領

だ
け
で
は
︑
自
身
の
權
力
を
盤
石
に
す
る
の
に
不
十
分
で
あ
る
と
︑
王
厭
は
感
じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒
大
司
馬
と
太
傅
の
擔
っ
て
い
た
實
職
を

是
が
非
で
も
︑
そ
れ
も
二
つ
な
が
ら
一
緖
に
掌
握
し
て
お
く
こ
と
が
絕
對
に
不
可
缺
で
あ
る
と
︑
彼
は
考
え
た
に
n
い
あ
る
ま
い
︒
奄
言
す
れ

ば
︑
漢
と
い
う
王
�
は
︑
百
官
に
よ
っ
て
�
成
さ
れ
る
“
外
�
”
の
組
織
︑
竝
び
に
供
養
・
宿
衞
の
職
を
擔
う
“
內
�
”
の
そ
れ
に
機
�
上
の

形
式
で
は
分
か
れ
て
い
た
が
︑
こ
れ
ら
を
同
時
に
か
つ
確
實
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
う
る
立
場
に
い
る
の
が
何
よ
り
肝
�
で
あ
る
と
︑
こ
の
簒
奪

者
は
得
心
し
て
い
た
に
他
な
ら
な
い
︒

で
は
︑﹁
宿
衞
・
供
養
を
領
す
﹂
と
は
︑
具
體
"
に
ど
の
よ
う
に
し
て
實
行
さ
れ
て
い
た
の
か
︒
こ
の
點
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
︑
ま
ず

王
厭
傳
上
の
居
攝
元
年
十
二
	
條
に
見
え
る
,
の
記
載
に
&
目
す
べ
き
で
あ
る
︒

羣
臣

奏
u
す
ら
く
﹁
⁝
⁝
︒
安
漢
公
の
廬
も
て
攝
省
と
爲
し
︑
府
も
て
攝
殿
と
爲
し
︑
第
も
て
攝
宮
と
爲
さ
れ
ん
こ
と
を
︒﹂
奏
可
せ
ら

る
︒

第

(攝
宮
)
と
は
私
第
︑
府

(攝
殿
)
は
公
府
を
指
す
︒
重
�
な
の
は
廬

(攝
省
)
で
あ
っ
て
︑
こ
れ
が
宮
內
に
設
け
ら
れ
た
郞
官
の
宿
舍
と
同

名
で
あ
る
こ
と
は
︑
實
態
に
お
い
て
も
兩
者
が
同
一
で
あ
っ
た
可
能
性
を
窺
わ
せ
る
︒

こ
の
�
年
︑
元
始
五
年

(五
)
十
二
	
に
F


が
歿
し
て
︑
王
厭
は
﹁
攝
皇


﹂
と
な
っ
た
︒
そ
れ
か
ら
二
箇
	
餘
り
後
の
居
攝
元
年
三
	

己
丑

(一
日
)
︑
劉
嬰

(當
時
二
歲
)
を
皇
太
子
に
立
て
た
際
︑
從
弟
の
王
舜
を
﹁
太
傅
・
左
輔
﹂
に
任
じ
て
い
る

(同
傳
上
)
︒
自
身
の
�
書
き

か
ら
太
傅

(大
司
馬
も
)
は
な
く
な
っ
た
も
の
の
︑
そ
の
後
も
王
厭
が
依
然
と
し
て
幼
J
に
“
傅
い
て
い
た
”
こ
と
は
︑
自
ら
が
﹁
臣
厭

夙
夜

に
養
育
し
て
孺
子
を
隆
就
し
︑
周
の
成
王
と
比
德
せ
し
め
︑
⁝
⁝
︑
孺
子
の
元
S
を
加
え
た
れ
ば
︑
子
に
O
辟
を
復
す
る
こ
と
︑
周
公
の
故
事

の
如
し
﹂
(同
傳
上
・
居
攝
三
年
十
一
	
甲
子
條
)
と
営
べ
る
と
お
り
で
あ
ろ
う
︒
居
攝
二
年
九
	
に
は
東
郡
太
守
の
翟
義
が
反
旗
を
Ê
し
︑
そ
の

時
王
厭
は
﹁
惶
懼
し
て
食
す
る
能
わ
ず
︑
晝
夜
孺
子
を
Ë
き
郊
�
に
吿
禱
す
﹂
(同
傳
)
と
恐
慌
狀
態
に
陷
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
四
歲
の
幼
兒
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を
懷
中
に
Ë
き
續
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
︑
そ
れ
は
ま
さ
に
未
央
宮
內
に
彼
專
用
の
﹁
省
﹂
が
設
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
て
︑
そ
こ
に

隨
時
出
入
し
︑
F
時
同
�
に
と
ど
ま
っ
て
︑
元
S
ま
で
の
﹁
養
育
﹂
を
円
�
に
︑
絕
え
ず
供
養
と
宿
衞
の
任
に
あ
た
り
え
て
い
た
れ
ば
こ
そ
︑

そ
れ
は
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

で
あ
る
な
ら
ば
︑
そ
の
﹁
廬
﹂
が
﹁
攝
省
﹂
と
改
め
ら
れ
る
以
�
︑
卽
ち
王
厭
が
太
傅
で
あ
っ
た
時
も
︑
同
じ
く
そ
こ
に
常
居
し
て
﹁
宿

衞
・
供
養
を
領
す
る
﹂
職
に
從
事
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
か
か
る
職
責
に
關
與
す
る
た
め
に
宮
內
に
﹁
廬
﹂
を
え
た
こ
と
が
︑
そ

の
權
力
の
源
泉
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
漢
代
に
お
け
る
同
樣
の
權
臣
は
王
厭
一
人
に
と
ど
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
︒

ま
ず
は
︑﹃
漢
書
﹄
卷
九
七
上
・
外
戚
傳
上
・
孝
宣
許
皇
后
傳
に

孝
宣
許
皇
后
︑
元


の
母
な
り
︒
父

廣
漢
︑
昌
邑
の
人
な
り
︒
⁝
⁝
︒
後
に
宦
者
丞
と
爲
る
︒
上
官
桀
の
謀
反
せ
し
時
︑
廣
漢

部
索
す

る
に
︑
其
の
殿
中
の
廬
に
索
の
長
さ
數
尺
に
し
て
以
て
人
を
Í
る
べ
き
者
數
千
�
C
り
︑
一
篋
に
滿
ち
て
緘
封
せ
り
︒
廣
漢

索
し
て
得

ず
︑
它
V

�
き
て
之
を
得
︒

と
あ
る
︒
武


の
歿
後
︑
上
官
桀
は
左
將
軍
と
な
り
︑
大
司
馬
・
大
將
軍
の
霍
光
︑
車
騎
將
軍
の
金
日
磾
と
と
も
に
﹁
尙
書
の
事
を
領
﹂
し
た

(同
書
卷
七
・
昭


紀
)
︒
そ
の
上
官
桀
に
も
﹁
殿
中
の
廬
﹂
が
與
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
金
日
磾
に
つ
い
て
は
︑
武


生
�
の
頃
か
ら
旣
に

﹁
日
磾

小
し
く
疾
み
て
廬
に
臥
す
﹂
(同
書
卷
六
八
・
金
日
磾
傳(35
)

)
と
︑
自
身
の
﹁
廬
﹂
で
�
居
し
て
い
た
こ
と
が
確
*
さ
れ
る
︒
霍
光
に
關
し

て
は
O
證
を
え
な
い
け
れ
ど
も
︑
上
揭
の
兩
名
に
同
じ
と
考
え
て
問
題
な
か
ろ
う(36

)
︒

,
に
後
漢
時
代
の
例
を
揭
げ
る
と
︑﹃
後
漢
書
﹄
列
傳
五
九
・
竇
武
傳
に

[尙
書
令
尹
]勳
・
[黃
門
令
山
]冰

卽
ち
奏
し
て
[中
常
侍
曹
]�
等
を
收
め
し
め
ん
と
し
︑
[侍
中
]劉
瑜
を
し
て
內
奏
せ
し
む
︒
時
に
[大

將
軍
竇
]武

宿
よ
り
出
で
て
府
に
歸
る
に
︑
中
書
を
典
す
る
者

先
ず
以
て
長
樂
五
官
$
朱
瑀
に
吿
ぐ
︒
瑀

盜
み
て
武
の
奏
を
發
き
︑
罵

り
て
曰
わ
く
﹁
中
官
の
放
縱
せ
る
者
︑
自
ら
誅
す
べ
き
の
み
︒
我
が
曹

何
の
罪
あ
り
て
︑
當
に
盡
く
族
滅
せ
ら
る
べ
き
︒﹂
因
り
て
大
呼

し
て
曰
わ
く
﹁
陳
蕃
・
竇
武

奏
し
て
太
后
に
白
し
て


を
廢
せ
ん
と
す
︒
大
Î
と
爲
す
︒﹂
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と
見
え
る
︒
竇
武
は
桓


皇
后
の
父
で
︑
永
康
元
年

(一
六
七
)
十
二
	
に
桓


が
y
じ
て
娘
が
皇
太
后
に
な
る
と
︑
½
円
寧
元
年

(一
六
八
)

正
	
に
大
將
軍
と
な
り
︑
以
後
禁
中
に
﹁
常
居
﹂
す
る
よ
う
に
な
っ
た

(同
傳
)
︒
如
上
の
記
載
は
同
年
九
	
の
出
來
事
で
あ
る
︒
こ
こ
に

﹁
宿
よ
り
出
で
て
府
に
歸
る
﹂
と
あ
る
の
は
︑
宿
直
し
て
い
た
宮
內
の
﹁
廬
﹂
か
ら
宮
外
の
大
將
軍
府
へ
戾
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
︒

こ
の
後
︑
竇
武
は
Ð
友
の
陳
蕃
と
擧
兵
し
殺
Ñ
さ
れ
る
の
だ
が
︑
同
書
列
傳
五
六
・
陳
蕃
傳
に
も

靈


の
卽
位
す
る
や
︑
竇
太
后

復
た
蕃
に
優
詔
し
て
曰
わ
く
﹁
⁝
⁝
︒
太
傅
陳
蕃
︑
先


を
輔
弼
し
︑
出
內
す
る
こ
と
纍
年
︒
⁝
⁝
︒

今
︑
蕃
を
高
陽
Ó
侯
に
封
じ
︑
食
邑
は
三
百
戶
︒﹂
蕃

上
駅
し
讓
り
て
曰
わ
く
﹁
I
者

臣
が
廬
に
卽
き
て
︐
高
陽
Ó
侯
の
印
綬
を
Â
く
︒

臣

À
に
心
に
悼
み
︐
裁
す
る
�
を
知
ら
ず
︒
(後
略
)
﹂

と
記
さ
れ
て
い
る
︒
陳
蕃
が
太
后
の
詔
書
を
拜
�
し
た
﹁
廬
﹂
も
ま
た
︑
そ
の
當
直
し
て
い
た
宮
內
の
そ
れ
に
n
い
な
い
︒
竇
武
・
陳
蕃
は
と

も
に
︑
卽
位
閒
も
な
い
幼
J
靈


を
荏
え
た
宰
臣
で
あ
り
︑
こ
の
二
人
が
い
ず
れ
も
宮
中
に
常
Ô
の
處
を
え
て
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
時
陳
蕃
は
太
傅
で
︑
百
官
志
一
は
後
漢
の
當
官
に
つ
い
て
﹁


の
初
め
て
卽
位
す
る
每
に
︑
輒
ち
太
傅
を
置
き
尙
書
の
事
を
錄
せ
し
め
︑

薨
ず
れ
ば
︑
輒
ち
省
く
﹂
と
說
O
す
る
︒
事
實
︑
第
二
代
O


以
影
は
︑
若
干
の
例
外
を
除
い
て
︑
怨


登
極
の
時
に
太
傅
一
名
が
任
命
さ
れ

て
い
る(37

)
︒
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
張
禹

(殤


卽
位
時
に
就
官
)
に
關
し
て
︑﹃
後
漢
書
﹄
列
傳
三
四
・
本
傳
に
は
,
の
如
く
見
え
る
︒

6
F
元
年

(一
〇
六
)
︑
�
り
て
太
傅
と
爲
り
︑
尙
書
の
事
を
錄
す
︒
鄧
太
后

殤


の
初
め
て
育
ま
れ
し
を
以
て
︑
重
臣
を
し
て
禁
內
に

居
ら
し
め
ん
と
欲
し
︑
乃
ち
禹
に
詔
し
て
宮
中
に
舍
ら
し
め
︑
帷
帳
・
牀
褥
を
給
し
︑
太
官
よ
り
�
夕
に
食
を
T
め
︑
五
日
に
一
た
び
府

に
歸
ら
し
む
︒

擁
立
時
の
殤


は
生
後
百
日
餘
り
の
赤
子
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
母
后
鄧
氏
は
太
傅
の
張
禹
に
禁
中
常
居
を
命
じ
た
と
い
う
︒
宮
中
に

﹁
廬
﹂
を
賜
っ
た
に
n
い
な
い
︒
た
だ
し
右
の
記
載
に
基
づ
け
ば
︑
そ
れ
は
鄧
太
后
の
詔
命
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

つ
ま
り
︑
張
禹
の
宮
中
當
直
は
特
別
の
措
置
で
あ
っ
て
︑
後
漢
時
代
太
傅
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
だ
け
で
自
動
"
に
そ
れ
專
用
の
﹁
廬
﹂
が
設

け
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
︑
と
理
解
す
る
の
が
穩
當
で
あ
ろ
う
︒
陳
蕃
の
宮
中
常
在
も
特
例
で
あ
っ
て
︑
そ
こ
に
は
外
戚
竇
武
の
(
向
が
强
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く
働
い
て
い
た
に
相
n
あ
る
ま
い
︒

い
ず
れ
に
せ
よ
︑
以
上
確
*
し
た
よ
う
に
︑
�
漢
の
霍
光
か
ら
王
厭
︑
後
漢
後
!
の
竇
武
ま
で
︑
こ
れ
ら
の
權
臣
た
ち
は
j
て
宮
內
に
宿
舍

を
與
え
ら
れ
︑
-
常
は
そ
こ
に
詰
め
て
い
た
の
で
あ
る
︒
彼
ら
が
宮
中
の
﹁
廬
﹂
に
常
Ô
し
た
の
は
︑
皇


の
そ
ば
N
く
に
い
て
供
養
と
宿
衞

の
任
を
j
う
す
る
た
め
で
あ
り
︑
そ
し
て
こ
の
職
を
二
つ
な
が
ら
掌
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
彼
ら
は
己
が
權
力
を
維
持
し
え
た
の
で
あ
る
︒

本
違
で
詳
営
し
た
王
厭
︑
ま
た
︑
本
稿
の
冒
頭
に
揭
げ
た
侍
中
の
竇
憲
は
︑
ま
さ
し
く
こ
の
好
例
に
他
な
ら
な
い
︒
o
に
い
え
ば
︑
當
時
の
官

制
機
�
の
特
質

︱
︱
皇


個
人
の
日
常
に
奉
仕
す
る
こ
と
が
組
織
j
體
に
お
け
る
至
上
の
責
務
で
あ
っ
た
︱
︱

を
ふ
ま
え
る
と
︑
漢
代
に

お
け
る
權
臣

︱
︱
古
く
は
�
漢
の
呂
氏
一
族
・
武


!
初
め
の
田
蚡
兄
弟
か
ら
︑
影
っ
て
は
後
漢
末
の
董
卓
に
8
ぶ
ま
で
︱
︱

は
︑
一
樣

に
宮
內
に
あ
っ
て
﹁
宿
衞
・
供
養
を
領
す
る
﹂
存
在
で
あ
っ
た
と
了
解
し
う
る
の
で
あ
る
︒

第
七
違

黃
門
の
官

こ
こ
に
至
っ
て
や
っ
と
︑
本
稿
の
副
題
に
揭
げ
た
問
題
點
の
解
決
に
T
む
こ
と
が
で
き
る
︒

後
漢
殤


の
卽
位
時
︑
上
営
し
た
張
禹
の
他
に
︑
鄧
太
后
の
兄
弟
た
ち
も
禁
中
に
常
居
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
の
こ
と
を
﹃
後
漢
書
﹄
列

傳
六
・
鄧
禹
傳
附
鄧
騭
傳
は

和


の
y
ぜ
し
よ
り
後
︑
騭
の
兄
弟

常
に
禁
中
に
居
る
︒
騭

�
}
し
て
久
し
く
內
に
在
る
を
欲
せ
ず
︑
連
り
に
第
に
x
ら
ん
こ
と
を
求

む
︒
歲
餘
︑
太
后

乃
ち
之
を
許
す
︒

と
記
す
︒
一
年
餘
を
經
|
し
て
長
兄
の
鄧
騭
は
歸
第
し
た
が
︑
そ
の
後
も
弟
た
ち
は
禁
中
に
と
ど
ま
り
續
け
た
と
︑
右
の
記
事
か
ら
は
讀
み
取

れ
る
︒

以
後
︑
後
漢
で
は
幼


の
卽
位
と
母
后
の
臨
�
が
繰
り
Ä
さ
れ
︑
ま
た
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
皇
太
后
一
族
の
禁
中
常
在
が
-
例
と
な
る
︒
そ

の
際
彼
ら
は
︑
大
將
軍
以
下
の
從
公
將
軍
︑
衞
尉
・
五
校
尉
な
ど
の
宮
城
警
備
官
︑
そ
し
て
光
祿
勳
�
下
の
諸
官
︑
お
よ
び
侍
中
・
黃
門
侍
郞
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な
ど
の
少
府
﹁
�
屬
﹂
官
に
多
く
任
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た(38

)
︒
卽
ち
宿
衞
と
供
養
の
職
を
帶
び
︑
そ
の
�
行
の
た
め
に
宮
中
の
﹁
廬
﹂
な
ど
に

日
夜
當
直
し
て
い
た
と
推
斷
さ
れ
る
︒

本
來
︑
供
養
と
宿
衞
に
携
わ
る
者
は
皇


の
信
任
を
え
て
い
る
こ
と
が
絕
對
"
な
條
件
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
以
外
の
�
件
は
副
,
"
な
も
の
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑﹁
外
國
人
﹂
で
あ
っ
た
金
日
磾
で
す
ら
こ
れ
を
擔
い
え
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
皇


が
幼
く
皇
太
后

が
そ
の
代
理
を
務
め
る
よ
う
に
な
る
と
︑
後
漢
の
和


母
后
竇
氏
が
ま
さ
に
い
う
如
く
﹁
厥
の
事

已
に
重
け
れ
ば
﹂︑
そ
の
重
責
を
託
さ
れ
た

者
は
自
ず
と
太
后
の
信
賴
す
る
人
物
に
Ø
っ
て
い
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
外
戚
專
權
と
い
う
事
象
は
こ
う
し
た
人
事
上
の
Ø
向
の
歸
結
に
他
な
ら

な
い
の
で
あ
っ
た(39

)
︒

外
戚
の
國
政
參
與
に
つ
い
て
は
︑
o
に
當
代
の
親
族
觀
も
深
く
關
わ
っ
て
い
た
︒
か
つ
て
拙
稿(40

)
で
論
じ
た
よ
う
に
︑
漢
代
に
お
い
て
舅
で
あ

る
外
戚
は
甥
で
あ
る
皇


を
守
護
す
る
存
在
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
︑
か
よ
う
な
觀
念
が
外
戚
の
當
權
を
下
荏
え
す
る
政
治
上
の

原
理
と
し
て
强
く
作
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
ゆ
え
に
︑
そ
の
專
橫
を
批
¤
す
る
士
人
た
ち
で
あ
っ
て
も
︑
外
戚
が
皇


の
日
常
を
荏
Ú
す
る

こ
と
︱
︱
宿
衞
と
供
養
の
任
に
携
わ
る
こ
と
を
j
面
"
に
は
否
定
し
え
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
順


の
陽
嘉
二
年

(一
三
三
)
の
こ
と
︑

こ
の
年
奉
っ
た
對
策
の
中
で
李
固
は
,
の
よ
う
に
営
べ
て
い
る

(﹃
後
漢
書
﹄
列
傳
五
三
・
本
傳
)
︒

宜
し
く
步
兵
校
尉
[梁
]冀
8
び
諸
侍
中
を
し
て
x
り
て
黃
門
の
官
に
居
ら
し
め
︑
權
を
し
て
外
戚
よ
り
去
り
︑
政
を
し
て
國
家
に
歸
さ
し

む
べ
し
︒

こ
こ
で
李
固
が
い
う
﹁
黃
門
の
官
﹂
と
は
︑
�
中
に
あ
ら
わ
れ
る
侍
中
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
︑
同
系
瓜
の
黃
門
侍
郞
な
ど
と
い
っ
た
類
い
の
官

で
は
︑
お
そ
ら
く
な
い
︒
そ
れ
は
﹁
黃
門
﹂︑
卽
ち
禁
中
で
皇


の
日
常
に
供
す
る
供
養
擔
當
の
小
官
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
表
現
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
︒
外
戚
の
本
分
と
い
う
も
の
は
皇


を
守
り
︑
そ
れ
に
奉
仕
す
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
か
ら
︑
そ
の
本
來
の
役
目
に
﹁
x
り
て
居
ら
し
む
﹂

べ
き
だ
と
︑
李
固
は
J
張
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
︒
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お
わ
り
に

漢
初
の
官
制
は
︑
あ
た
か
も
皇


の
家
政
機
關
の
如
き
で
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
原
初
の
性
格
は
︑
徐
々
に
減
4
し
て
い
っ
た
に
相
n
な
い
の

だ
け
れ
ど
も
︑
か
か
る
本
質
は
�
後
漢
を
-
じ
て
基
本
"
に
は
變
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
�
漢
末
の
王
厭
當
權
!
を
例
に
と
れ
ば
︑
上
は

太
傅
か
ら
下
は
郞
官
に
8
ぶ
ま
で
︑
供
養
と
宿
衞
の
責
務
を
果
た
す
べ
く
︑
宮
中
の
﹁
廬
﹂
(宿
舍
)
に
彼
ら
は
晝
夜
詰
め
て
い
た
︒
當
時
の

權
臣
は
︑
ま
さ
に
王
厭
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
︑
こ
の
一
員
に
加
わ
り
當
該
の
官
職
群
を
瓜
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
基
盤
を
確
た
る
も

の
に
し
え
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
皇


個
人
に
奉
仕
す
る
者
た
ち
に
は
︑
當
然
そ
の
信
賴
す
る
人
物
が
任
ぜ
ら
れ
た
︒
外
戚
も
そ
う
し
た

�
員
の
一
該
當
者
と
し
て
如
上
の
職
に
携
わ
っ
て
い
た
わ
け
だ
が
︑
幼


が
卽
位
し
母
后
の
臨
�
が
始
ま
る
と
︑
信
任
の
對
象

︱
︱
供
養
と

宿
衞
の
擔
當
者
︱
︱

は
皇
太
后
の
一
族
に
Ø
重
し
て
い
っ
た
︒
こ
こ
に
當
時
の
親
族
觀
念
が
相
ま
っ
て
︑
外
戚
の
政
權
掌
握
と
い
う
事
態
が

生
じ
た
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
外
戚
當
權
な
る
事
象
が
漢
代
に
お
い
て
頻
出
し
た
�
因
の
一
斑
は
︑
當
代
官
制
の
機
�
"
な
特
質

︱
︱
皇



個
人
へ
の
奉
仕
が
當
時
一
貫
し
て
組
織
上
に
お
け
る
究
極
の
I
命
で
あ
っ
た
こ
と
︱
︱

に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
以
上
が
本
稿
の
結
論
に

他
な
ら
な
い
︒

�
後
に
そ
の
後
の
見
-
し
を
営
べ
て
︑
拙
�
の
閲
め
く
く
り
と
し
た
い
︒

お
そ
ら
く
︑
こ
の
よ
う
な
漢
�
の
樣
相
に
︑
目
に
見
え
る
大
き
な
變
�
を
ま
ず
�
初
に
も
た
ら
し
た
の
は
曹
操
で
あ
っ
た
︒︹
張
二
〇
一
五
︺

は
︑
中
世
に
お
け
る
都
城
內
部
の
特
¬
と
し
て
︑
宮
城
が
そ
の
中
軸
線
の
北
端
に
位
置
し
︑
か
つ
單
一
と
な
っ
た
點
を
擧
げ
る
︒
そ
し
て
そ
れ

に
該
當
す
る
�
初
!
の
事
例
が
曹
魏
鄴
城
で
あ
り
︑
以
後
こ
の
﹁
鄴
城
模
式
﹂
が
中
世
都
城
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
な
っ
た
と
営
べ
る
︒
鄴
城
の

經
營
に
あ
た
っ
て
︑
曹
操
の
腦
裏
に
は
漢
代
の
多
宮
制
を
繼
承
す
る
�
擇
肢
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
彼
に
と
っ
て
︑“
皇


の
生
活
の
た
め

の
都
”
を
具
現
�
し
た
�
代
の
都
城
�
成
は
刷
怨
す
べ
き
對
象
で
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
基
礎

(都
城
)
の
見
直
し
は
︑
そ
の
上
に
載
っ
て
い
た

�
»
物

(官
制
機
�
)
の
拔
本
"
な
軸
組
の
變
o
を
見
据
え
て
の
決
斷
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
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た
だ
し
一
方
で
曹
操
は
︑
從
來
の
“
円
築
物
”
を
C
效
利
用
す
る
こ
と
も
忘
れ
な
か
っ
た
︒
円
安
一
六
年

(二
一
一
)
︑
後
嗣
の
曹
丕
を
五

官
中
郞
將
と
な
し
︑
副
丞
相
の
地
位
に
就
け
た
の
で
あ
る

(﹃
魏
志
﹄
卷
一
・
武


紀
)
︒
政
界
の
ナ
ン
バ
ー
ツ
ー
が
五
官
中
郞
將
で
あ
る
い
う
の

は
︑
從
來
の
漢
代
の
人
事
か
ら
す
れ
ば
︑
些
か
突
飛
な
印
象
を
�
け
る
︒
し
か
し
︑
本
稿
の
考
察
を
ふ
ま
え
る
と
︑
こ
れ
は
極
め
て
合
理
"
な

任
官
で
あ
っ
た
と
Û
得
で
き
よ
う
︒
五
官
中
郞
將
は
三
署
郞

(宿
衞
の
官
)
を
直
接
q
い
る
�
高
位
の
官
職
で
︑
か
つ
當
時
郞
官
は
宦
官
誅
滅

後
︑
そ
の
擔
っ
て
い
た
職

(供
養
の
任
)
に
も
從
事
し
て
い
た
︒
つ
ま
り
宿
衞
と
供
養
に
携
わ
り
︑
皇


の
N
邊
に
絕
え
ず
侍
し
て
い
た
官
を
︑

五
官
中
郞
將
に
任
ぜ
ら
れ
た
者
は
直
接
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
え
た
の
で
あ
る
︒
當
官
は
漢


を
監
視
・
掣
肘
す
る
の
に
�
¦
の
ポ
ス
ト
で
あ
り
︑

副
丞
相
と
し
て
こ
れ
に
世
子
を
あ
て
た
の
は
︑
あ
る
種
當
然
の
“
�
官
”
と
ª
し
え
よ
う
︒

そ
し
て
そ
の
曹
丕
が
父
曹
操
の
後
を
繼
ぐ
︒
第
四
違
に
引
い
た
﹃
宋
書
﹄
が
傳
え
る
よ
う
に
︑
曹
魏
時
代
に
至
っ
て
︑
三
署
郞
は
廢
止
さ
れ

た
︒
こ
れ
は
﹁
郞
官
の
廢
絕
﹂
で
は
な
く
︑﹁
郞
�
の
停
止
﹂
を
(
圖
し
た
措
置
で
︑
郞
官
の
人
材
プ
ー
ル
と
し
て
の
機
能
が
大
き
く
減
4
し

た
こ
と
を
(
味
す
る
︒
か
か
る
制
度
變
o
が
い
つ
行
わ
れ
た
か
は
定
か
で
な
い
が
︑
事
柄
の
性
格
か
ら
推
測
す
る
と
︑
そ
れ
は
九
品
官
人
法
の

制
定
と
密
接
な
關
わ
り
を
持
っ
て
い
た
に
相
n
あ
る
ま
い
︒
か
つ
︑﹃
宋
書
﹄
に
よ
れ
ば
︑
光
祿
勳
の
オ
フ
ィ
ス
も
こ
の
時
!
に
宮
外
へ
完
j

移
轉
さ
れ
た
と
い
う
︒
こ
れ
ら
は
j
て
一
聯
の
變
�
で
あ
っ
て
︑
郞
�
に
代
わ
る
怨
た
な
官
V
登
用
制
度
の
創
設
に
と
も
な
っ
て
︑
漢
代
に
お

け
る
郞
官
の
體
系
は
大
幅
に
變
o
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
︒
あ
る
い
は
︑
郞
官
を
束
ね
て
い
た
曹
丕
が
︑
怨
王
�
の
創
業
に
あ
た
っ
て
︑
舊
體
制

︱
︱
漢
代
官
制
の
核
を
な
し
て
い
た
郞
官

(郞
�
)
制
度
︱
︱

の
根
本
"
な
改
»
を
目
指
し
た
結
果
︑
九
品
官
人
法
の
制
定
に
至
っ
た
︑
と

見
な
す
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い(41

)
︒

漢
代
の
光
祿
勳
・
少
府
は
︑
續
く
魏
晉
南
北
�
の
閒
︑
兩
官
と
も
に
廢
置
等
々
の
紆
餘
曲
折
を
經
︑
や
が
て
M
代
の
三
省
六
部
體
制
の
も
と

で
︑
食
膳
關
係
の
光
祿
卿
︑
御
物
S
Ü
を
掌
る
少
府
監
と
な
っ
た
︒
か
つ
て
﹁
宿
衞
﹂
と
﹁
供
養
﹂
を
擔
っ
た
重
�
官
府
は
︑
そ
の
性
格
を
一

層
純
�
さ
せ
な
が
ら
︑
つ
い
に
は
宮
中
の
雜
務
を
Ý
う
小
官
へ
と
收
縮
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
官
制
の
變
�
と
い
う
觀
點
か
ら
漢
M
閒
の
歷

$
を
-
覽
し
た
時
︑
そ
こ
に
大
き
な
轉
奄
點
を
想
定
す
る
と
な
れ
ば
︑
そ
れ
は
漢
魏
の
�
を
お
い
て
他
に
な
い
︑
と
私
は
確
信
し
て
や
ま
な
い
︒

― 57 ―

637




(1
)

『後
漢
書
﹄
卷
六
・
順


紀
に
よ
れ
ば
︑
朱
倀
は
順


卽
位
の
½

年
で
あ
る
永
円
元
年
(一
二
六
)二
	
に
司
徒
と
な
り
︑
½
二
年
七
	

に
罷
免
さ
れ
た
︒

(2
)

M
代
お
よ
び
五
代
・
宋
の
供
奉
官
に
つ
い
て
は
︑︹
友
永
二
〇
〇

八
)
な
ど
に
詳
し
い
︒

(3
)

『續
漢
書
﹄
百
官
志
四
︒

(4
)

た
と
え
ば
﹃
$
記
﹄
卷
一
〇
九
・
李
將
軍
列
傳
に
そ
の
事
例
が
見

え
る
︒
な
お
︑︹
安
・
熊
一
九
八
四
︺
は
﹁
諸
宮
均
置
衞
尉
︑
各
隨

�
掌
之
宮
以
名
官
︐
也
許
是
從
武


時
開
始
"
﹂
(一
三
四
頁
)
と

說
O
す
る
が
︑﹃
$
記
﹄
卷
九
・
呂
太
后
本
紀
の
呂
氏
誅
滅
に
關
す

る
記
載
の
中
に
﹁
斬
長
樂
衞
尉
呂
o
始
﹂
と
見
え
る
か
ら
︑
宮
名
を

冠
し
た
衞
尉
の
初
出
は
漢
初
に
さ
か
の
ぼ
る
︒

(5
)

『漢
書
﹄
卷
三
・
高
后
紀
に
よ
れ
ば
︑
呂
氏
誅
滅
の
際
に
周
勃
は

衞
尉
に
命
じ
て
﹁
殿
門
﹂
を
守
備
さ
せ
て
い
る
︒
後
営
す
る
よ
う
に

﹁
殿
門
﹂
の
守
衞
は
郞
中
令

(光
祿
勳
)
の
管
e
で
あ
っ
た
が
︑
そ

も
そ
も
衞
尉
は
未
央
宮
j
體
の
警
備
を
擔
當
と
し
て
い
た
の
だ
か
ら
︑

そ
の
內
部
に
あ
っ
た
﹁
殿
門
﹂
を
そ
れ
が
守
護
し
た
と
し
て
も
︑
制

度
上
何
ら
問
題
は
な
か
っ
た
と
い
い
う
る
︒

(6
)

執
金
吾
と
五
校
尉
の
詳
細
に
關
し
て
は
︹
濱
口
一
九
六
六
︺
を
參

照
︒
後
漢
の
五
校
尉
に
つ
い
て
︑
一
例
の
み
示
し
て
お
く
と
︑﹃
北

堂
書
鈔
﹄
卷
六
一
・﹁
五
校
尉
﹂
の
﹁
宿
衞
兩
宮
﹂
に
引
く
﹃
東
觀

漢
記
﹄
に
﹁
馬
光
︑
字
叔
山
︑
監
越
騎
校
尉
︒
時
五
校
尉
令
在
北
軍

營
中
︑
光
以
爲
五
校
尉
︑
�
以
宿
衞
兩
宮
︑
不
宜
在
一
處
︒﹂
と
あ

る
︒﹁
兩
宮
﹂
と
は
洛
陽
の
南
北
宮
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
︑
五
校
尉

は
宮
城
の
守
備
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

(7
)

『北
堂
書
鈔
﹄
卷
五
三
・﹁
光
祿
勳
﹂
の
﹁
衞
宮
省
﹂
に
引
く
﹃
東

觀
漢
記
﹄︒

(8
)

『初
學
記
﹄
卷
一
二
・﹁
光
祿
卿
﹂
の
﹁
敍
事
﹂︒

(9
)

た
と
え
ば
︑
�
漢
�
¾
の
事
例
と
し
て
﹃
$
記
﹄
卷
一
〇
三
・
萬

石
張
叔
列
傳
に
﹁
円
陵
侯
衞
綰
者
︑
代
大
陵
人
也
︒
綰
以
戲
車
爲
郞
︑

事
�


︑
功
,
�
爲
中
郞
將
︑
⁝
⁝
︑
景


幸
上
林
︑
詔
中
郞
將
參

乘
︑
x
而
問
曰
﹃
君
知
�
以
得
參
乘
乎
︒﹄
綰
曰
﹃
臣
從
車
士
幸
得

以
功
,
�
爲
中
郞
將
︑
不
自
知
也
︒﹄﹂
と
あ
る
︒

(10
)

郞
中
令
の
職
務
も
本
來
は
︑
郞
官
と
同
じ
で
あ
っ
た
に
n
い
な
い
︒

﹃
$
記
﹄
萬
石
張
叔
列
傳
に
は
﹁
郞
中
令
周
�
者
︑
名
仁
︑
其
先
故

任
城
人
也
︒
⁝
⁝
︒
景


初
卽
位
︑
拜
仁
爲
郞
中
令
︒
仁
爲
人
陰
重

不
泄
︑
常
衣
敝
補
衣
溺
袴
︑
!
爲
不
絜
淸
︑
以
是
得
幸
︒
景


入
臥

內
︑
於
後
宮
祕
戲
︑
仁
常
在
旁
︒﹂
と
あ
る
︒
ボ
ロ
を
纏
い
︑
後
宮

に
お
い
て
も
N
侍
し
て
い
た
と
い
う
郞
中
令
・
周
仁
は
︑
ま
さ
に

﹁
�
高
³
の
郞
官
﹂
と
例
え
ら
れ
よ
う
︒

(11
)

〔大
庭
一
九
八
二
︺
(三
九
三
頁
)
も
﹁
皇


の
身
邊
警
護
に
任
ず

る
光
祿
勳
︑
未
央
宮
の
警
備
長
官
で
あ
る
衞
尉
﹂
と
兩
官
を
對
比
す

る
︒

(12
)

列
傳
六
八
・
宦
者
列
傳
・
孫
®
傳
︒

(13
)

列
傳
二
四
・
梁
瓜
傳
附
梁
冀
傳
︒

(14
)

列
傳
六
八
・
宦
者
列
傳
・
蔡
倫
傳
︒

(15
)

本
�
�
引
の
記
載
に
續
い
て
百
官
志
は
﹁
中
黃
門
︐
比
百
石
︒
本

&
曰
﹃
宦
者
︐
無
員
︒
後
增
比
三
百
石
︒
掌
給
事
禁
中
︒﹄﹂
と
記
す
︒
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こ
の
兩
記
事
を
總
合
す
れ
ば
︑﹁
中
黃
門
の
宂
從
﹂
と
は
禁
中
に
給

事
す
る
中
黃
門
の
中
か
ら
�
ば
れ
た
﹁
宂
從
﹂
擔
當
者
と
い
う
こ
と

に
な
る
︒
こ
こ
で
の
﹁
宂
﹂
は
︑
決
し
て
﹁
ひ
ま
﹂﹁
む
だ
﹂
の
(

味
で
は
な
い
︒︹
白
川
一
九
九
六
︺
が
﹁
宂
﹂
の
項
目
で
說
く
よ
う

に
﹁
宿
直
者
﹂
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
﹁
宂
從
﹂
と
は
﹁
居
れ

ば
則
ち
宿
衞
し
︑
出
づ
れ
ば
則
ち
騎
從
す
﹂
の
(
に
他
な
ら
な
い
︒

な
お
︑
$
書
中
に
は
郞
官
を
指
し
て
﹁
宂
官
﹂﹁
宂
職
﹂
と
稱
す
る

ケ
ー
ス
が
確
*
で
き
る
が
︑
こ
の
﹁
宂
﹂
も
﹁
ひ
ま
﹂﹁
む
だ
﹂
と

解
し
て
は
な
ら
な
い
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
は
後
日
あ
ら
た
め
て
詳
営

す
る
豫
定
で
あ
る
︒

(16
)

!
門
兵
は
F


の
元
始
元
年

(一
)
に
﹁
虎
賁
郞
﹂
と
改
名
さ
れ

(百
官
公
卿
表
・
郞
中
令
條
)︑
後
漢
代
で
は
光
祿
勳
�
下
の
宿
衞
の

中
で
そ
の
中
核
を
な
し
て
い
た

(百
官
志
・
光
祿
勳
條
)︒
虎
賁
郞

の
こ
う
し
た
地
位
は
︑
�
漢
末
の
!
門
兵
に
お
い
て
旣
に
確
立
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

(17
)

上
引
の
獻


の
記
事
に
︑
李
賢
は
﹁
靈


熹
F
四
年
︑
改
F
準
爲

中
準
︑
I
宦
者
爲
令
︒
自
是
諸
內
署
令
・
丞
悉
以
閹
人
爲
之
︑
故
今

竝
令
士
人
代
領
之
︒﹂
と
&
記
す
る
︒
こ
こ
で
の
指
摘
の
と
お
り
︑

少
府
�
屬
の
諸
官
の
中
に
は
後
漢
後
!
に
宦
官
の
專
任
と
改
め
ら
れ

た
も
の
が
あ
っ
た
が
︑
獻


紀
の
記
載
か
ら
﹁
宦
官
の
領
せ
し
�
の

諸
署
﹂
が
そ
れ
の
み
を
指
し
示
し
て
い
る
と
は
些
か
見
な
し
が
た
い
︒

﹃
-
典
﹄
卷
二
七
・
職
官
典
・
諸
卿
下
・
內
侍
省
條
に
も
﹁
8
袁
紹

大
誅
宦
者
之
後
︑
永
�
・
掖
庭
復
用
士
人
︒﹂
と
見
え
る
か
ら
︑
そ

の
對
象
は
宦
官
官
署
j
體
に
8
ん
だ
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
︒

(18
)

こ
れ
は
�
漢
で
も
同
じ
で
あ
っ
た
︒︹
佐
原
二
〇
〇
二
︺
(第
二

違
)
參
照
︒

(19
)

胡
碩
の
父
の
胡
廣
は
︑
順


の
漢
安
元
年

(一
四
二
)
か
ら
質



が
歿
す
る
本
初
元
年
(一
四
六
)
ま
で
司
徒
で
あ
っ
た

(﹃
後
漢
書
﹄

列
傳
三
四
・
胡
廣
傳
)︒
こ
の
一
句
は
そ
の
時
の
こ
と
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
な
お
︑
當
碑
の
後
�
に
は
﹁
円
寧
元

年

(一
六
八
)︑
召
拜
議
郞
﹂
と
あ
る
か
ら
︑
胡
碩
の
郞
中
就
任
は

こ
れ
よ
り
以
�
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

(20
)

以
下
︑
石
刻
の
釋
�
は
︹
永
田
¡
一
九
九
四
︺
に
從
っ
た
︒

(21
)

歿
年
か
ら
計
算
す
る
と
︑
孔
彪
が
生
ま
れ
た
の
は
安


の
6
光
二

年

(一
二
三
)︒
郞
中
と
な
っ
た
の
は
順


治
世

(一
二
五
～
一
四

四
)
の
後
¾
で
あ
ろ
う
か
︒

(22
)

郞
官
に
任
命
さ
れ
た
者
の
中
に
は
こ
の
よ
う
な
幼
少
者
が
一
定
®

度
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
︑

漢
代
の
郞
官
に
は
我
が
國
の
“
小
姓
衆
”
に
N
似
し
た
側
面
が
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
︒

(23
)

ち
な
み
に
︑
孫
星
衍
は
以
下
の
記
載
を
應
劭
﹃
漢
官
儀
﹄
の
逸
�

と
し
て
ß
錄
す
る
︒

(24
)

『-
典
﹄
卷
二
五
・
職
官
典
七
・
光
祿
卿
條
で
は
﹁
三
署
郞
を
典

り
﹂
か
ら
こ
こ
ま
で
を
後
漢
時
代
の
こ
と
と
し
て
整
理
す
る
︒

(25
)

百
官
志
・
光
祿
勳
條
の
﹁
本
&
曰
﹂
に
は
﹁
掌
宿
衞
宮
殿
門
戶
︑

典
謁
署
郞
o
直
執
戟
︑
宿
衞
門
戶
︑
考
其
德
行
而
T
4
之
︒﹂
と
あ

る
︒﹁
考
其
德
行
﹂
以
下
の
句
が
︑
杜
林
傳
の
﹁
外
は
三
署
を
總
ぶ
﹂

に
あ
た
り
︑
こ
れ
よ
り
�
が
﹁
內
は
宿
衞
を
奉
ず
﹂
に
該
當
す
る
と

整
理
し
え
よ
う
︒

(26
)

ち
な
み
に
﹃
$
記
﹄
卷
九
・
呂
太
后
本
紀
・
惠


元
年
條
に
は
︑
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漢
初
の
丞
相
に
關
す
る
興
味
深
い
記
載
が
見
え
る
︒﹁
迺
以
左
丞
相

[陳
]F
爲
右
丞
相
︑
以
辟
陽
侯
審
食
其
爲
左
丞
相
︒
左
丞
相
不
治
事
︑

令
監
宮
中
︑
如
郞
中
令
﹂︒﹁
事
を
治
め
ず
︑
宮
中
を
監
せ
し
む
﹂
と

い
う
說
O
は
︑
同
時
!
の
郞
中
令
の
性
格
を
考
え
る
上
で
も
重
�
な

記
営
と
い
え
よ
う
︒

(27
)

當
官
に
つ
い
て
百
官
志
・
少
府
條
に
は
﹁
本
&
曰
︑
J
御
紙
筆
墨
︑

8
尙
書
財
用
諸
物
8
封
泥
︒﹂
と
あ
る
︒
皇


御
用
の
�
具
に
あ
わ

せ
て
︑
尙
書
の
諸
用
品
を
も
擔
當
し
て
い
た
點
は
極
め
て
興
味
深
い
︒

(28
)

百
官
志
・
光
祿
勳
條
で
羽
林
左
監
の
&
に
引
か
れ
る
﹁
漢
官
﹂
に

は
﹁
孝
廉
郞
作
︑
J
羽
林
九
百
人
︒
二
監
官
屬
$
V
︑
皆
自
出
羽
林

中
︑
C
材
者
作
︒﹂
と
あ
る
︒
こ
の
兩
監
の
�
屬
官
は
郞
官

(孝
廉

郞
卽
ち
三
署
郞
︑
お
よ
び
羽
林
郞
)
か
ら
�
出
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
︒

(29
)

百
官
志
・
光
祿
勳
條
に
よ
れ
ば
︑
�
漢
代
の
當
官
�
下
に
は
﹁
u

室
令
﹂
な
る
官
職
が
置
か
れ
て
い
た
︒
そ
の
職
掌
は
式
µ
候
に
似

-
っ
て
い
た
が
︑
百
官
志
に
﹁
C
u
室
令
︑
車
駕
出
︑
在
�
u
�
幸
︑

徼
車
á
白
︑
示
重
愼
︒﹂
と
あ
る
か
ら
︑
そ
れ
は
皇


出
御
の
際
の

﹁
先
觸
れ
﹂
を
擔
當
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
續
け
て
﹁
中
興
但

以
郞
�
︑
事
訖
罷
︒﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
當
官
も
後
漢
代
で

は
郞
官
の
�
職
で
あ
っ
た
︒
な
お
︑︹
嚴
一
九
五
一
︺
は
︑
u
室

令
・
式
µ
候
の
他
に
當
時
﹁
郡
邸
﹂
(都
に
設
け
ら
れ
た
郡
の
施
設
)

の
管
理
も
﹁
三
署
郞
﹂
が
擔
當
し
て
い
た
と
営
べ
る
が
︑
こ
の
指
摘

は
甚
だ
怪
し
い
︒
百
官
志
二
・
大
鴻
臚
條
に
は
確
か
に
﹁
中
興
省
驛

官
・
別
火
二
令
・
丞
︑
8
郡
邸
長
・
丞
︑
但
令
郞
治
郡
邸
︒﹂
と
あ

る
け
れ
ど
も
︑
こ
の
�
段
に
﹁
大
行
令
一
人
︑
六
百
石
︒
本
&
曰
︑

J
諸
郞
︒
丞
一
人
︒
治
禮
郞
四
十
七
人
︒﹂
と
見
え
る
以
上
は
︑﹁
令

郞
治
郡
邸
﹂
の
郞
と
は
大
行
令
�
下
の
そ
れ
と
解
釋
す
る
の
が
穩
當

で
あ
ろ
う
︒

(30
)

後
漢
で
は
宦
官
官
署
も
少
府
の
﹁
�
屬
﹂
と
な
さ
れ
︑
�
漢
時
代

の
よ
う
な
直
屬

(こ
れ
を
當
時
﹁
職
屬
﹂
と
い
っ
た
)
の
官
で
は
な

く
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
が
供
養
と
宿
衞
の
職
を
二
つ
な
が
ら

擔
っ
て
い
た
︑
家
政
機
關
の
�
た
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
本
稿

で
屢
営
し
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
︒
o
に
$
料
を
補
え
ば
︑﹃
後
漢

書
﹄
列
傳
五
九
・
竇
武
傳
に
は
小
黃
門
・
中
常
侍
の
職
掌
に
つ
い
て

﹁
故
事
︑
黃
門
・
常
侍
但
當
給
事
省
內
︑
典
門
戶
︑
J
N
署
財
物

耳
︒﹂
と
い
う
記
営
が
見
え
る
︒﹁
典
門
戶
﹂
は
光
祿
勳

(お
よ
び
郞

官
)︑﹁
J
N
署
財
物
﹂
は
後
漢
代
の
少
府
の
職
責
と
j
く
同
一
で
あ

る
︒
つ
ま
り
︑
宦
官
官
廳
は
後
漢
代
少
府
の
﹁
職
屬
﹂
で
は
な
か
っ

た
け
れ
ど
も
︑
そ
の
職
掌
は
少
府
の
擔
っ
て
い
た
そ
れ
そ
の
も
の
で

あ
り
︑
�
漢
時
代
と
同
樣
︑
當
該
官
署
は
あ
く
ま
で
も
少
府
の
重
�

な
�
成
�
素
で
あ
り
續
け
た
︒
こ
の
よ
う
に
見
な
し
て
大
|
な
か
ろ

う
︒﹁
�
屬
﹂
と
さ
れ
た
の
は
︑﹁
職
﹂
で
は
な
く
﹁
人
﹂
(任
官
者

が
士
人
で
な
い
)
の
問
題
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

(31
)

〔小
澤
等
一
九
九
九
︺
も
﹁
後
漢
時
代
の
洛
陽
城
も
︑
漢
長
安
城

同
樣
︑
城
內
の
か
な
り
の
部
分
は
宮
殿
で
占
め
ら
れ
て
い
た
﹂
(二

八
八
頁
)
と
想
定
す
る
︒

(32
)

〔佐
原
二
〇
〇
二
︺
(第
三
違
)
は
︑
�
漢
武


!
を
境
に
長
安
城

は
﹁
漢
家
の
都
﹂
か
ら
儒
家
"
な
﹁
天
子
の
都
﹂
へ
と
變
�
し
︑
こ

う
し
た
趨
勢
は
後
漢
洛
陽
城
の
»
營
に
も
影
b
を
8
ぼ
し
て
い
た
と

論
じ
る
︒
そ
の
周
邊
域
も
含
め
た
﹁
都
城
圈
﹂
と
い
う
廣
が
り
に
つ

― 60 ―

640



い
て
い
え
ば
︑
氏
が
い
わ
れ
る
と
お
り
の
整
備
作
業
が
T
め
ら
れ
た

と
見
な
し
う
る
︒
し
か
し
︑
都
城
內
の
狀
況
に
限
る
と
︑
�
後
漢
を

-
じ
て
大
き
な
變
�
は
な
か
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
︒

(33
)

｢內
署
・
門
戶
を
行
し
て
﹂
の
原
�
は
﹁
行
內
署
門
戶
﹂
で
︑
こ

こ
に
顏
師
古
は
﹁
行
內
︑
行
在
�
之
內
中
︑
©
言
﹃
禁
中
﹄
也
︒﹂

と
&
記
す
る
が
︑
胡
三
省
が
﹁
余
謂
﹃
行
內
署
門
戶
﹄︑
當
爲
一
句
︑

此
宿
衞
事
也
︒﹃
省
S
御
食
物
﹄︑
則
供
養
事
也
︑
�
理
甚
O
︒
師
古

¥
斷
其
句
︑
因
曲
爲
之
說
耳
︒﹂
(﹃
%
治
-
鑑
﹄
卷
三
五
・
漢
紀
二

七
・
孝
哀
皇


下
・
元
壽
二
年
九
	
條
&
)
と
指
摘
す
る
と
お
り
で

あ
ろ
う
︒
胡
&
に
從
う
べ
き
で
あ
る
︒

(34
)

百
官
公
卿
表
に
は
﹁
太
傅
︑
古
官
︑
高
后
元
年
初
置
︑
金
印
紫
綬
︒

後
省
︑
八
年
復
置
︒
後
省
︑
哀


元
壽
二
年
復
置
︒
位
在
三
公
上
︒﹂

と
記
さ
れ
て
い
る
︒

(35
)

こ
の
時
の
金
日
磾
の
�
書
き
を
﹃
%
治
-
鑑
﹄
卷
二
二
・
漢
紀
一

四
・
後
元
元
年
六
	
條
は
﹁
侍
中
・
駙
馬
都
尉
﹂
と
す
る
︒

(36
)

『漢
書
﹄
卷
六
八
・
霍
光
傳
に
も
武


代
の
こ
と
と
し
て
﹁
[兄

霍
]
去
病
死
後
︑
光
爲
奉
車
都
尉
・
光
祿
大
夫
︑
出
則
奉
車
︑
入
侍

左
右
︑
出
入
禁
闥
二
十
餘
年
︑
小
心
謹
愼
︑
未
嘗
C
|
︑
甚
見
親

信
︒﹂
と
あ
る
か
ら
︑
霍
光
も
金
日
磾
同
樣
︑
武


生
�
に
宮
內
の

﹁
廬
﹂
で
�
居
し
て
い
た
こ
と
は
確
實
で
あ
ろ
う
︒

(37
)

桓


の
卽
位
時
に
は
︑
太
傅
は
置
か
れ
な
か
っ
た
︒
お
そ
ら
く
梁

冀
が
そ
の
設
置
を
阻
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
︒

(38
)

後
漢
時
代
に
外
戚
が
任
ぜ
ら
れ
た
官
に
つ
い
て
は
︹
上
田
一
九
七

〇
︺
參
照
︒

(39
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which was merely a supervisory post within the commandery. The limited

authority of the Jianyushi, however, is to be expected given the Qin empireʼs local

governing bodies were a complex of offices with various powers.

ON GONGYANG 供養 AND SUWEI 宿衞 : A STUDY OF WHY

THE EMPRESS DOWAGERʼS FAMILY WAS ABLE TO

MONOPOLIZE POWER IN THE HAN DYNASTY

SHIMOKURA Wataru

In the bureaucracy of the Han dynasty, the duties called gongyang and suwei were

particularly important. Gongyang meant taking personal care of emperor on a daily

basis, and suwei escorting the emperor day and night. The Han dynasty

bureaucracy developed out of institutions dealing with emperorʼs household affairs,

and although these original qualities gradually diminished, this essence did not

disappear throughout the Han dynasty. In the Han dynasty bureaucracy, the

subordinates known as Shaofu 少府 and Guangluxun 光祿勳 were responsible for

aiding the emperor in his daily life. The Shaofu were in charge of the gongyang, and

Guangluxun were in charge of the suwei.

During the Han dynasty, a facility called the Lu 廬 was set up within the area

where the palace buildings were arrayed. Among the subordinates of the

Guangluxun, were officials collectively called Langguan 郞官 who performed their

duties while residing at the Lu. Wang Mang 王厭 is an example of a person who

lived in the Lu of the imperial court and became the most powerful political figure

by seizing power as the supervisor of the bureaucrats dealing with the emperorʼs

miscellaneous affairs.

At that time, the area reserved for palace buildings occupied most of the site of

the imperial capital, which was designed for the emperorʼs comfort. In common with

the bureaucracy, the spatial composition of the imperial capital was also organized

to support the daily life of the emperor. Just as in the composition of a building, the

lower foundation and the upper structure were inseparable.

Many of the bureaucrats who served the emperorʼs daily needs were appointed

from among those trusted most by the emperor. Eventually, in the era of the

Eastern Han dynasty when infant emperors frequently took the throne, and the

empress dowager would become his guardian. Members of the empress dowagerʼs

family would then be appointed preferentially as bureaucrats to manage the
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emperorʼs household, and they began to stay in the palace day and night under the

pretext of engaging in the care of the infant emperor. The empress dowagerʼs

family was thus able to monopolize power during this period because the Han

dynastyʼs bureaucracy was essentially the organization charged with the emperorʼs

household affairs.

THE ROLE OF THE INTERPRETERS (KAKŌ TSŪJI) IN

THE NINETEENTH CENTURY SINO-RYUKYUAN RELATIONS :

FOCUSING ON THE PETITION CAMPAIGN TO EXPEL

WESTERN MISSIONARIES

ZHANG Zikang

After the Opium War, Western countries, mainly Britain and France, frequently

came into contact with the Ryukyu kingdom, and from 1844 French and British

missionaries began long-term stays in the Ryukyus. The presence of Western

missionaries was an unprecedented situation in the Ryukyus, and it was perceived

by the Ryukyuans as a threat to their traditional foreign relations. In order to have

the missionaries expelled, the Ryukyu kingdom decided to rely on the Qing

Dynasty, and repeatedly launched “petition campaigns” to the Qing dynasty from

the 1840s to the 1850s, which was also accorded with Satsumaʼs wishes. This

petition campaign, which was a core issue for the Ryukyuans was also influenced by

the intentions of the West, Qing, and Satsuma, is thus a perfect topic for examining

the position of the Ryukyu kingdom in East Asia during this period. Indeed, many

researchers have already discussed this topic. However, while the general

significance of the petition campaign has been discussed in previous studies, the

specific process of negotiations in Fuzhou by the Ryukyuan envoys has not been

fully clarified.

This paper tries to make up for this lack in previous studies by using the “Shō

Family Documents” 尙家�書, the documents of the ruling house, a historical source

recently opened to the public. First, this paper illustrates the specific negotiation

process of the petition campaign conducted by the Ryukyuan envoys, which has

been overlooked by previous studies. Sections one to three focus on the dispatch of

envoys in 1844, 1846, and 1852, respectively, which were particularly important to

the petition campaign, and describe the negotiations that took place between the

Ryukyuan envoys and the Qing authorities in Fuzhou and Beijing. Secondly, this
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