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党人 て、に

れそを 達はし

に
お
け
る
外
戚
と
直
官
の
政
権
争
い
と
そ
の
地
方
社
会
へ
の
波
及
と
に
よ
っ
て

は
じ
め
に

政
治
的
・
社
会
的
に
不
安
定
な
状
況
が
続
く
。
こ
れ
に
対
し
て
、
有
意
の
官
僚
は

後
漢
時
代
は
、

か
つ
て
増
淵
龍
夫
氏
が
「
章
帝
以
降
の
内
朝
の
歴
史
は
、
実
際

批
判
を
加
え
た
。
特
に
延
烹
二
年
(
一
五
九
)

の
梁
糞
詠
殺
以
後
、
政
治
の
実
権

の
政
権
の
掌
握
を
め
ぐ
っ
て
の
外
戚
と
直
官
と
の
は
げ
し
い
争
い
の
歴
史
で
あ
る

と
い
っ
て
よ
い
」
と
指
摘
し
た
よ
う
に
、
和
帝
の
即
位
(
八
八
年
)
以
後
、
朝
廷

を
置
官
が
握
る
と
、
官
僚
の
み
な
ら
ず
官
僚
候
補
者
の
太
学
生
を
は
じ
め
と
す
る

幅
広
い
知
識
人
が
政
府
を
批
判
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
が
頂
点
に
達
し
た
時
、
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批
判
勢
力
た
る
い
わ
ゆ
る
清
流
派
に
対
し
て
弾
圧
が
加
え
ら
れ
る
。
延
烹
九
年

の
二
度
に
わ
た
っ
て
起
こ
っ
た
、
い
わ
ゆ

る
党
鋼
事
件
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
、
批
判
勢
力
の
多
く
は
「
党
人
」
と
し
て
政
界

(
一
六
六
)
と
建
寧
二
年
(
一
六
九
)

か
ら
排
除
さ
れ
た
。
党
鋼
は
光
和
七
年
(
一
八
四
)

の
黄
巾
の
乱
発
生
に
よ
っ
て

解
除
さ
れ
る
も
の
の
、
こ
の
時
後
漢
政
府
の
政
権
担
当
能
力
は
極
端
に
低
下
し
、

や
が
て
曹
操
ら
の
軍
閥
割
拠
の
時
期
を
迎
え
て
、
後
漢
は
延
康
元
年
(
二
二

O
)

の
滅
亡
へ
と
向
か
っ
て
い
く
。

本
稿
の
主
人
公
・
胡
広
(
字
・
伯
始
)
は
、
『
後
漢
書
』
伝
三
四
の
本
伝
(
以

下
、
本
伝
と
の
み
記
す
)
に
よ
る
と
、
南
郡
華
容
の
人
で
、
建
寧
五
年
(
一
七
二
)

三
月
に
八
二
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
か
ら
、
永
光
三
年
(
九
一
)

に
生
ま
れ
た
こ

と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
披
の
人
生
は
、
和
帝
期
か
ら
霊
帝
期
と
い
う
後
漢
政
治
の

下
降
期
に
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
中
で
彼
は
、
安
帝
期
に
官
僚
と
し
て

仕
え
る
よ
う
に
な
り
、
順
帝
期
後
半
か
ら
は
、
不
安
定
な
中
央
政
界
に
あ
っ
て
失

脚
・
復
活
を
繰
り
返
し
な
が
ら
三
公
・
太
停
を
歴
任
す
る
。

胡
広
に
対
す
る
後
世
の
評
価
は
極
め
て
悪
い
。
例
え
ば
壬
鳴
盛
は
『
十
七
出
入
商

権
』
巻
三
六
で
「
西
京
の
張
百
円
・
孔
光
、
東
都
の
胡
広
は
皆
な
文
学
を
以
て
著
わ
れ
、

皆
な
小
人
の
至
り
な
り
、
恥
無
く
し
て
大
福
を
享
く
る
者
な
り
」
と
い
う
。
ま
た

活
嘩
も
本
伝
の
賛
で
「
胡
公
、
庸
庸
と
し
て
、
情
を
飾
り
貌
を
恭
し
う
す
」
と
、

あ
ま
り
良
い
評
価
は
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
胡
広
が
悪
く
評
価
さ
れ
る
原
因

は
、
彼
が
外
戚
・
直
官
と
関
係
を
持
ち
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
特
に
桓
帝
擁
立

に
か
か
わ
っ
て
李
固
を
裏
切
っ
て
梁
実
に
与
し
た
よ
う
に
見
え
る
胡
広
の
態
度
で

あ
ろ
う
。
壬
鳴
盛
は
、
こ
の
事
件
を
は
じ
め
と
し
て
胡
広
の
事
跡
を
ほ
と
ん
ど
否

定
的
に
と
ら
え
、
彼
を
口
汚
く
罵
る
よ
う
な
評
価
を
す
る
。
こ
の
よ
う
な
評
価
に

影
響
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
最
近
で
も
胡
広
は
保
身
派
官
僚
や
権
道
派
官
僚
の

典
型
と
し
て
、
い
わ
ば
負
の
面
が
強
調
さ
れ
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
胡
広
に
対
す
る
評
価
は
、
外
戚
・
直
官
を
「
悪
L
H
「濁

そ
れ
に
抵
抗
し
た
者
を
「
善
L
H
「
清
流
」
と
し
て
と
ら
え
た
上
で
、
そ
の

流」、
中
を
揺
れ
動
い
た
存
在
と
し
て
彼
を
位
置
付
け
た
も
の
で
あ
り
、
胡
広
を
中
心
に

据
え
て
下
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
後
漢
後
半
期
の
政
治
更
を

単
に
清
流
|
濁
流
の
二
極
に
分
け
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
か
と
い
う
疑
問
も
あ
る
。

特
に
い
わ
ゆ
る
清
流
派
・
党
人
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
を
「
正
義
」
の
士
と
の
み
評

価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
胡
広
の
生
き
方

を
中
心
に
し
て
彼
の
後
漢
政
治
史
に
お
け
る
立
場
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
こ
の

作
業
を
通
じ
て
、
こ
れ
ま
で
の
理
解
と
は
違
っ
た
角
度
か
ら
党
掴
事
件
を
考
え
る

糸
口
を
見
つ
け
た
い
と
考
え
る
。

生
い
立
ち

本
伝
に
よ
れ
ば
、
胡
広
の
祖
先
は
六
世
祖
の
胡
剛
ま
で
遡
れ
る
。
胡
剛
は
、
前

漢
平
帝
の
時
に
大
司
徒
馬
宮
に
酔
召
さ
れ
て
属
更
と
な
っ
た
が
、

王
葬
の
政
権
築

奪
に
よ
っ
て
馬
宮
の
も
と
を
去
っ
た
。
そ
の
後
の
家
系
は
父
の
胡
貢
ま
で
わ
か
ら

ず
、
そ
の
胡
貢
も
交
陛
都
尉
と
な
っ
た
こ
と
以
外
の
経
歴
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
胡
広
の
家
は
代
々
官
僚
を
輩
出
す
る
家
柄
で
は
な
く
、
ま
た
六
世
祖
の
胡

剛
は
公
府
の
属
更
、
父
は
都
尉
と
い
う
よ
う
に
大
物
の
官
僚
は
出
な
か
っ
た
。
本

伝
に
よ
る
限
り
胡
広
の
家
族
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
外
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
。

し
か
し
彼
の
門
生
で
あ
っ
た
察
邑
の
『
禁
中
郎
集
』
に
、
胡
広
本
人
お
よ
び
彼
の

家
族
に
つ
い
て
の
碑
文
が
多
く
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
か
な
り
の
事
実
が
判



明
す
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
の
碑
文
を
手
が
か
り
と
し
て
胡
広
の
家
族
関
係
を

考
え
て
み
よ
う
。

胡
広
の
家
系
に
つ
い
て
は
、
「
胡
広
碑
し
お
よ
び
胡
広
の
子
・
胡
碩
の
「
陳
留

太
守
胡
公
碑
」
に
、
家
系
が
春
秋
期
に
ま
で
遡
れ
て
「
踊
姓
し
あ
る
い
は
「
楚
と

同
姓
」
で
、
胡
に
封
ぜ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
胡
氏
と
名
乗
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
胡
氏
が
春
秋
期
に
ま
で
遡
れ
る
か
否
か
は
別
に
し
て
、
こ
の
よ
う
な
伝

説
が
あ
る
こ
と
は
、
被
の
家
が
当
時
あ
る
程
度
の
社
会
的
地
位
を
持
っ
て
い
た
こ

と
を
表
す
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
胡
氏
の
婚
姻
関
係
か
ら
も
推
測
で
き
る
。

『
票
中
郎
集
』
に
は
、
胡
広
の
継
母
・
黄
氏
に
関
す
る
「
漢
交
世
都
尉
胡
府
君
夫

人
責
氏
神
話
し
(
以
下
「
黄
氏
神
話
」
と
す
る
)
お
よ
び
胡
広
の
妻
・
章
氏
の
「
太

待
安
楽
侯
胡
公
夫
人
霊
表
」
(
以
下
「
夫
人
霊
表
」
と
す
る
)
と
い
う
こ
つ
の
碑

文
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
「
黄
氏
神
話
」
か
ら
見
て
み
よ
う
。

継
母
の
黄
氏
に
つ
い
て
は
、
本
伝
注
所
引
の
『
裏
陽
番
旧
記
』
に
胡
広
の
実
母

が
早
く
亡
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
迎
え
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
本
伝
に
胡
広
が
八

O
歳

を
超
え
て
も
な
お
健
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
責
氏
に
つ
い
て

「
黄
氏
神
話
」
に
は
「
夫
人
、
江
陵
の
黄
氏
の
季
女
、
実
を
列
菰
と
日
う
L

と
あ

り
、
そ
の
祖
先
は
伯
轄
と
さ
れ
る
。
こ
の
黄
氏
の
本
貫
・
江
陵
は
胡
氏
と
同
じ
南

郡
に
属
す
る
県
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
胡
氏
と
同
様
に
伝
説
の
時
代
に
ま
で
遡
る
系

譜
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
責
氏
も
後
漢
時
代
の
南
郡
で
あ
る
程
度
の
社
会
的
地
位
が

あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
直
接
の
祖
先
に
つ
い
て
は
「
高
祖
父
は
汝
南

太
守
、
曾
祖
父
は
延
城
大
弄
、
祖
父
は
番
問
令
た
り
。
父
は
主
簿
を
以
て
嘗
て
太

守
の
事
を
証
ら
か
に
し
、
明
君
に
命
ぜ
ら
れ
て
以
て
臣
節
を
立
つ
」
と
あ
る
よ
う

に
、
高
祖
父
の
時
か
ら
判
明
し
て
前
漢
後
半
期
か
ら
代
々
郡
県
の
長
官
を
輩
出
し

文
学
部
論
集

第
八
十
三
号
(
一
九
九
八
年
コ
一
月
)

て
お
り
、
官
僚
の
輩
出
と
い
う
点
で
は
、
胡
広
の
家
柄
と
比
べ
る
と
や
や
勝
っ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

次
に
妻
の
章
氏
に
つ
い
て
「
夫
人
霊
表
」
に
は
、
「
夫
人
、
編
県
の
旧
族
、
章

氏
の
長
女
な
り
。
実
を
顕
章
と
日
う
」
と
あ
る
。
編
県
は
や
は
り
南
郡
に
属
す
る

県
で
あ
る
。
章
氏
は
そ
こ
の
「
旧
族
」
で
あ
り
、
伝
説
的
な
事
柄
や
祖
先
の
官
歴

は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
在
地
に
お
い
て
は
あ
る
程
度
の
社
会
的
地
位
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
胡
広
の
家
柄
と
比
べ
れ
ば
、
官
僚
輩
出
の
記
事
が
な
い
こ
と
か

ら
や
や
劣
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
胡
氏
の
婚
姻
範
囲
は
南
郡
内
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
胡
氏
・

黄
氏
・
章
氏
の
三
氏
は
い
ず
れ
も
南
郡
内
に
お
い
で
あ
る
程
度
の
社
会
的
地
位
を

持
っ
て
お
り
、
従
来
の
評
価
で
い
え
ば
「
豪
族
」
と
い
う
位
置
付
け
が
で
き
よ
う
。

ま
た
官
僚
輩
出
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、
代
々
官
僚
を
出
し
た
黄
氏
で
も
地
方
長

い
ず
れ
の
家
も
三
公
九
卿
と
い
う
中
央
官
僚
を
出
し
て
い
な

い
。
中
央
官
僚
が
出
る
の
は
胡
広
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
そ
の
後
も
大

物
官
僚
は
出
な
か
っ
た
。

官
ど
ま
り
で
あ
り
、

さ
て
胡
広
は
前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
幼
く
し
て
実
母
に
亡
く
な
ら
れ
て
弟
と

と
も
に
継
母
に
育
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
(
「
黄
氏
神
話
」
)
。
そ
の
後
今
度
は

父
の
胡
貢
が
亡
く
な
り
、
胡
広
が
一
家
の
家
計
を
支
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
様

子
は
「
太
侍
安
楽
郷
文
恭
侯
胡
公
碑
」
(
以
下
「
太
縛
碑
」
と
す
る
)

に
「
家
の

不
造
に
遭
い
て
童
に
し
て
夙
に
弧
た
り
。
上
は
継
親
を
奉
じ
て
下
は
弱
弟
を
慈
し

み
、
崎
幅
と
し
て
倹
約
の
中
あ
り
て
以
て
孝
友
の
道
を
尽
く
す
。
学
に
入
り
て
訓

え
に
従
う
に
及
び
、
古
今
を
歴
観
し
、
自
生
し
て
之
れ
を
知
り
、

一
を
聞
き
て
十

を
視
る
。
是
こ
を
以
て
六
経
を
周
覧
し
て
輩
議
を
博
総
し
、
憲
法
を
芳
貫
し
て
国
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典
に
通
識
す
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
倹
約
し
な
が
ら
も
学
校
に
入
っ
て
勉
学
し
た
と

あ
る
こ
と
は
、
彼
が
一
族
か
ら
あ
る
程
度
の
経
済
的
援
助
を
受
け
て
い
た
こ
と
を

推
測
さ
せ
る
。
さ
ら
に
彼
の
学
問
の
幅
広
さ
は
、
本
伝
注
所
引
の
『
謝
承
書
』
に

も
「
広
、
雅
才
有
り
、
学
は
五
経
を
究
め
、
古
今
の
術
品
は
皆
畢
く
之
れ
を
見
る
L

と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
決
し
て
碑
文
の
誇
張
で
は
な
い
。

こ
の
胡
広
の
よ
う
な
儒
家
経
典
ば
か
り
で
な
く
多
く
の
学
聞
を
学
ぶ
学
習
態
度

は
、
後
漢
時
代
で
は
一
般
化
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
経
学
に
お
い
て
前
漢
の
一
経

専
修
か
ら
数
家
兼
修
へ
と
学
習
形
態
が
変
化
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
儒
家
以
外
の
学

問
も
学
ん
で
、
そ
の
統
合
化
を
は
か
る
「
博
学
」
や
「
通
儒
の
学
」
と
呼
ば
れ
る

も
の
が
重
要
性
を
増
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
胡
広
の
学
習
成
果
も
、

博
学
あ
る
い
は
通
儒
と
評
価
で
き
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
胡
広
は
、

彼
の
幅
広
い
学
問
の
中
で
も
右
の
「
太
停
碑
」
に
「
憲
法
を
芳
貫
し
て
国
典
に
通

識
す
」
と
称
さ
れ
、

ま
た
本
伝
に
も
「
事
体
に
達
練
し
、
朝
章
に
明
解
す
」
と
い

わ
れ
る
よ
う
に
、
国
家
の
典
章
制
度
に
通
じ
て
い
た
。
そ
の
成
果
は
、
後
に
胡
広

自
身
が
『
漢
官
解
詰
』
と
し
て
残
し
、
さ
ら
に
彼
の
弟
子
で
あ
る
禁
邑
の
『
独
断
』

『
十
意
』
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
。

少
年
時
代
か
ら
「
太
縛
碑
」
に
記
さ
れ
る
よ
う
な
生
活
を
送
っ
た
胡
広
は
や
が

て
郡
の
属
吏
に
な
り
、
一
元
初
四
年
(
一

一
七
)

に
二
七
歳
で
南
郡
太
守
の
法
雄
に

よ
っ
て
孝
廉
に
察
挙
さ
れ
る
。
そ
の
時
試
さ
れ
た
「
章
奏
」
が
安
帝
か
ら
「
天
下

第
ご
と
判
定
さ
れ
て
、
彼
は
尚
書
郎
に
就
官
す
る
(
本
伝
)
。
こ
こ
に
、

年
に
わ
た
る
胡
広
の
官
僚
生
活
が
始
ま
っ
た
。

四
五

と
こ
ろ
で
胡
広
が
試
さ
れ
た
「
章
奏
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
腸
奏
し
と
も
い

い
上
奏
文
の
形
式
の
一
種
で
あ
る
。
次
に
見
る
左
雄
の
孝
廉
科
改
革
に
よ
る
と
、

四

章
奏
は
文
吏
に
課
さ
れ
る
試
験
で
あ
り
、
ま
た
諸
生
に
は
家
法
(
章
句
)
が
課
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
文
吏
は
、
諸
生
に
対
す
る
概
念
と
し
て
設

定
さ
れ
、
諸
生
儒
家
、
文
吏
法
家
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
「
五
経
を
究

め
」
た
と
い
わ
れ
る
胡
広
の
例
か
ら
考
え
る
と
、
文
吏
法
家
と
考
え
る
よ
り

も
、
儒
家
的
知
識
の
み
な
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
学
問
に
通
じ
て
い
た
者
を
文
吏
と
呼
ん

だ
と
考
え
る
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
何
故
な
ら
、
上
奏
文
は
経
書
の

文
言
を
引
用
し
て
議
論
が
展
開
さ
れ
、
儒
家
的
知
識
が
必
須
の
前
提
と
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
従
っ
て
少
な
く
と
も
後
漢
時
代
に
は
、
そ
の
人
物
が
儒
家
的
か
法
家
的

か
と
い
う
判
断
は
、

ほ
と
ん
ど
意
味
を
持
た
な
い
と
考
え
る
。
章
奏
の
成
績
が

「
天
下
第
一
」
と
判
定
さ
れ
た
胡
広
は
恐
ら
く
、
上
奏
文
を
は
じ
め
と
す
る
公
文

書
作
成
と
い
う
実
務
能
力
に
優
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

官
僚
生
活
三
公
就
任
以
前

さ
て
胡
広
は
尚
書
郎
に
就
官
し
た
後
、
本
伝
に
「
広
、
機
事
を
典
る
こ
と
十

年
、
出
で
て
済
陰
太
守
と
為
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
済
陰
太
守
に
転
出
す
る
ま
で

の
十
数
年
間
に
尚
書
系
の
官
を
歴
任
す
る
。
こ
の
間
の
陽
嘉
元
年
(
一
三
二
)
、

彼
は
尚
書
僕
射
の
官
に
あ
り
、
梁
皇
后
の
冊
立
と
孝
廉
科
改
革
と
い
う
こ
つ
の
出

来
事
と
か
か
わ
り
を
持
つ
。

ま
ず
前
者
に
つ
い
て
は
、
永
建
四
年
(
一
二
九
)

に
元
服
し
た
順
帝
が
皇
后
を

冊
立
す
る
に
当
た
っ
て
、
当
時
順
帝
が
寵
愛
し
て
い
た
梁
氏
を
含
む
四
人
の
貴
人

か
ら
誰
を
選
ぶ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
選
択
に
迷
っ
た
順
帝
は
占
い
に

よ
っ
て
決
め
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
胡
広
は
尚
書
の
郭
度
・
史
倣
と
上
疏

し
て
、
占
い
に
よ
る
決
定
は
今
ま
で
な
か
っ
た
こ
と
で
、
ま
た
必
ず
し
も
賢
者
を



選
べ
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
「
宜
し
く
良
家
を
参
じ
て
、
簡
ら
ぶ
に
徳
有
る
を
求

め
、
徳
同
じ
う
す
れ
ば
年
を
以
て
し
、
年
均
し
け
れ
ば
貌
を
以
て
し
、
之
れ
を
典

経
に
稽
え
、
之
れ
を
聖
膚
に
断
ず
ベ
し
」
と
諌
言
し
た
。
そ
こ
で
順
帝
は
こ
の
言

葉
に
従
い
、
梁
氏
が
「
良
家
子
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
陽
嘉
一
冗
年
正
月
に
彼
女

を
皇
后
に
冊
立
し
た
。
こ
の
一
件
は
、
胡
広
が
梁
氏
と
の
関
係
を
持
っ
き
っ
か
け

と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
の
当
時
は
ま
だ
梁
商
が
大
将
軍
の
地
位
に
あ

り
、
後
に
胡
広
が
梁
実
に
迎
合
す
る
よ
う
な
態
度
を
取
っ
た
の
と
直
接
関
係
す
る

か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。

次
に
孝
廉
科
改
革
と
の
関
係
を
見
ょ
う
。
こ
れ
は
当
時
尚
書
令
だ
っ
た
左
雄
の

提
案
に
従
っ
て
、
陽
嘉
元
年
一

一
月
に
実
施
に
移
さ
れ
た
。
『
後
漢
書
』
伝
五
一

左
雄
伝
(
以
下
『
後
漢
書
』
を
引
く
場
合
は
書
名
を
省
略
す
る
)

に
よ
る
と
そ
の

内
容
は
、
察
挙
年
齢
を
四

O
歳
以
上
と
し

(
限
年
制
)
、
察
挙
さ
れ
た
者
は
公
府

に
お
い
て
、
諸
生
に
は
章
旬
、
文
吏
に
は
臆
奏
の
試
験
が
そ
れ
ぞ
れ
課
さ
れ
る

(
課
試
制
)
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
和
帝
期
に
丁
鴻
ら
の
提
案
に
よ

っ
て
実
施
さ
れ
た
孝
廉
察
挙
の
定
員
制
(
伝
二
七
丁
鴻
伝
)
と
と
も
に
、
孝
廉
科

の
画
期
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。

胡
広
は
、
こ
の
孝
廉
科
改
革
に
反
対
し
た
。
し
か
し
こ
れ
に
反
対
し
た
の
は
、

胡
広
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
ま
ず
そ
の
意
見
を
見
て
お
く
と
、
張
衡
は
、
試
験

の
成
績
よ
り
も
孝
廉
科
の
根
本
で
あ
る
孝
行
者
を
優
先
さ
せ
る
べ
き
こ
と
を
唱
え

た
(
『
後
漢
紀
』
巻
一
八
順
帝
紀
上
)
。
ま
た
黄
現
は
、
諸
生
・
文
吏
の
み
で
は
孝

廉
科
の
内
容
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
(
「
猶
有
所
遺
」
)
か
ら
、
「
孝
悌
」
と
「
能

従
政
者
」
を
孝
廉
科
の
範
暗
に
加
え
る
べ
き
だ
と
し
た
(
伝
五
一
黄
喧
伝
)
。
張

衡
と
黄
墳
は
、
左
雄
の
改
革
案
で
「
孝
」
の
基
準
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
問

文
学
部
論
集

第
八
十
三
号
(
一
九
九
八
年
三
月
)

題
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
胡
広
は
、
尚
書
の
郭
度
・
史
倣
と
と
も
に
「
蓋
し
選
挙
は
才
に

困
り
、
定
制
に
拘
る
無
か
れ
」
と
し
て
、
限
年
制
・
課
試
制
そ
の
も
の
を
否
定
し

た
。
そ
の
論
理
と
し
て
は
「
漢
は
周
・
秦
を
承
け
て
、
兼
ね
て
股
・
夏
を
覧
、
徳

を
祖
と
し
経
を
師
と
し
て
覇
軌
を
参
雑
し
、
聖
主
・
賢
臣
、
世
よ
以
て
致
理
す
。

貢
挙
の
制
、
回
革
或
る
莫
れ
」
(
本
伝
)
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
言
葉
は

李
賢
注
も
引
く
よ
う
に
、
前
漢
の
宣
帝
が
皇
太
子
時
代
の
元
帝
の
言
動
に
対
し
て

「
漢
家
自
ず
か
ら
制
度
有
り
、
本
と
覇
王
の
道
を
以
て
之
れ
を
雑
う
。
奈
何
ぞ
純

ら
徳
教
に
任
じ
、
周
制
を
用
い
ん
か
」
(
『
漢
書
』
巻
九
元
帝
紀
)
と
い
っ
た
の
を

思
い
出
さ
せ
る
。
こ
れ
は
胡
広
が
宣
帝
と
同
様
に
、
政
治
に
は
儒
家
的
な
理
念
の

み
で
は
な
く
、
そ
れ
を
実
際
政
治
に
適
用
す
る
能
力
を
持
つ
者
を
重
視
し
た
こ
と

の
表
れ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
能
力
を
持
つ
人
材
は
年
齢
や
試
験
の
結

果
に
よ
ら
ず
に
採
用
す
べ
き
だ
、
と
い
う
の
が
胡
広
の
考
え
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ

こ
に
は
、
彼
自
身
の
よ
う
な
人
材
を
察
挙
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
と
い

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
問
題
は
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
胡
広
は
「
今
、

一
臣
の
言

を
以
て
旧
章
を
剣
一
戻
す
」
と
か
「
台
司
に
訪
わ
ず
、
卿
土
に
謀
ら
ず
」
と
し
て
、

東
晋
次
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
改
革
が
左
雄
の
独
断
専
行
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た

こ
と
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
胡
広
は
「
百
官
に
宣
下
し
て
其
の

異
同
を
参
り
、
然
る
後
に
勝
う
や
否
や
を
覧
択
し
て
、
詳
ら
か
に
販
の
衷
を
採
る

可
し
」
と
し
て
再
審
議
を
要
求
し
た
。

し
か
し
順
帝
は
、

そ
れ
に
従
わ
な
か
っ

た
。
順
帝
自
身
が
一
旦
認
め
た
も
の
を
覆
せ
る
は
ず
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
漢
代
の
政
策
決
定
が
会
議
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
胡
広
の

五



胡
広
伝
覚
書

西
川
利
文
)

批
判
に
も
一
理
あ
る
。
特
に
同
じ
尚
書
系
の
官
僚
に
も
諮
ら
ず
順
帝
の
承
認
を
得

た
だ
け
で
改
革
を
実
行
し
た
こ
と
に
、
胡
広
は
納
得
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

ぅ
。
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
し
て
胡
広
は
済
陰
太
守
に
転
出
す
る
。
こ
の
事
情
に
は

恐
ら
く
、
孝
廉
科
改
革
に
関
し
て
左
雄
と
の
確
執
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
胡
広

と
と
も
に
こ
の
改
革
に
反
対
し
た
尚
書
の
史
倣
が
、

た
ま
た
ま
欠
員
と
な
っ
た
陳

留
太
守
に
胡
広
を
推
薦
し
て
い
る
こ
と
(
本
伝
)
は
、
両
者
の
確
執
の
結
果
だ
と

も
考
え
ら
れ
る
。

済
陰
太
守
に
就
任
し
て
間
も
な
く
胡
広
は
「
挙
吏
不
実
」
に
よ
っ
て
太
守
を
免

ぜ
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
は
孝
廉
科
改
革
が
尾
を
引
い
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な

ぃ
。
こ
の
事
情
を
伝
五
一
左
雄
伝
に
よ
り
な
が
ら
見
て
お
こ
う
。
左
雄
は
、
改
革

が
実
施
さ
れ
た
翌
年
の
陽
嘉
二
年
に
察
挙
さ
れ
て
く
る
孝
廉
に
対
し
て
、
改
革
の

実
効
性
を
高
め
る
た
め
に
厳
格
な
対
応
を
行
う
。
そ
の
槍
玉
に
挙
げ
ら
れ
た
の

が
、
広
陵
郡
の
徐
淑
で
あ
る
。
彼
は
年
齢
、
が
四

O
歳
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
が
、

詔
に
「
顔
回
・
子
奇
の
如
き
も
の
有
れ
ば
年
歯
に
拘
ら
ず
」
と
あ
る
の
を
盾
に
と

っ
て
自
ら
の
正
当
性
を
訴
え
た
。
そ
れ
に
対
し
て
左
雄
は
「
昔
、
顔
回
は
一
を
聞

い
て
十
を
知
る
。
孝
廉
は
一
を
聞
い
て
幾
つ
を
知
る
や
」
と
詰
問
し
、
そ
れ
に
答

え
ら
れ
な
か
っ
た
徐
淑
を
広
陵
郡
に
送
り
返
し
た
。
そ
し
て
同
様
に
基
準
に
達
し

な
い
孝
廉
を
察
挙
し
た
胡
広
を
は
じ
め
と
す
る
十
余
人
の
太
守
を
罷
免
し
、
察
挙

さ
れ
た
孝
廉
の
中
で
は
汝
南
郡
の
陳
蕃
を
は
じ
め
三
十
余
人
の
者
だ
け
が
郎
中
に

拝
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
こ
に
罷
免
さ
れ
た
太
守
と
し
て
胡
広
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
象
徴
的
で
あ
る
。
恐
ら
く
胡
広
は
、
前
の
経
緯
か
ら
徐
淑
の
よ
う
な
若
年

者
を
孝
廉
と
し
て
察
挙
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
身
を
も
っ
て
孝
廉
科
改
革
に
反
対

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
自
ら
の
意
見
を
堅
持
す
る
胡

」ー

ノ、

広
の
姿
勢
が
見
え
て
く
る
。

さ
て
胡
広
が
済
陰
太
守
で
あ
っ
た
の
は
わ
ず
か
な
期
間
だ
と
思
わ
れ
る
が
、

『
禁
中
郎
集
』
に
収
録
さ
れ
る
彼
に
関
す
る
碑
文
か
ら
、
彼
が
済
陰
郡
の
人
々
か

ら
慕
わ
れ
た
様
子
が
伺
え
る
。
そ
れ
は
碑
文
の
内
容
で
は
な
く
、
そ
の
建
立
者
に

現
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
太
停
碑
」
の
建
立
者
は
「
故
吏
済
陰
池
喜
」
で
あ
り
、

ま
た
「
黄
氏
神
話
L

の
場
合
は
「
済
陽
〔
陰
〕
故
吏
旧
民
中
常
侍
勾
陽
子
粛
等
二
十

三
人
」
で
あ
る
よ
う
に
、
胡
広
関
連
の
碑
文
建
立
に
済
陰
郡
の
人
々
が
か
か
わ
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
胡
広
が
地
方
長
官
と
し
て
、
悪
政
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
だ

け
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
尚
書
官
お
よ
び
太
守
時

代
の
胡
広
は
、
決
し
て
無
能
な
官
僚
で
は
な
く
、
自
ら
の
信
念
に
基
づ
い
て
政
治

を
行
っ
た
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
「
黄
氏
神
諮
問
」
に
名
前
の
挙
が
っ
て
い
る
「
中
常
侍
勾
陽
子
粛
」
は
、

本
伝
に
「
又
た
中
常
侍
の
丁
粛
と
婚
姻
た
り
。
此
れ
を
以
て
時
に
議
虫
せ
ら
る
」

と
あ
る
丁
粛
で
あ
る
。
た
だ
丁
粛
は
伝
六
八
宣
者
列
伝
・
目
強
伝
に
「
時
に
直
者

の
済
陰
丁
粛
・
下
部
徐
桁
・
南
陽
郭
耽
・
汝
陽
李
巡
・
北
海
超
祐
等
五
人
、
称
し

て
清
忠
と
為
し
、
皆
な
里
巷
に
在
り
て
威
権
を
争
わ
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
当
時

に
あ
っ
て
は
決
し
て
批
判
さ
れ
る
よ
う
な
直
官
で
は
な
か
っ
た
。
本
伝
に
見
え
る

胡
広
に
対
す
る
批
判
が
い
つ
ご
ろ
の
も
の
で
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
が
、
直
官
の
家

と
婚
姻
を
結
ん
だ
と
い
う
こ
と
だ
け
を
も
っ
て
胡
広
を
批
判
し
た
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
当
時
の
輿
論
が
一
面
的
な
見
方
し
か
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

も
っ
と
も
胡
広
は
、
ま
っ
た
く
宣
官
に
迎
合
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
例
え
ば

伝
二
八
膝
撫
伝
に
、
順
帝
末
期
に
国
内
各
地
で
起
こ
っ
た
反
乱
の
鎮
圧
に
功
績
の

あ
っ
た
牒
撫
の
論
功
行
賞
に
当
た
っ
て
、
当
時
太
尉
に
就
任
し
て
い
た
胡
広
は
直



官
の
意
を
承
け
て
、
逆
に
膝
撫
を
降
格
処
分
に
す
る
と
い
う
行
動
を
と
り
「
天
下

は
之
れ
を
怨
」
ん
だ
と
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
三
公
時
代
の
胡
広
の
立
場

と
の
関
連
で
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ニ
公
時
代
前
半

T梁
糞
諒
殺
ま
で
|

済
陰
太
守
免
官
後
に
汝
南
太
守
を
勤
め
た
胡
広
は
、
大
司
農
と
し
て
中
央
に
戻

り
、
漢
安
元
年
三
四
二
)

一
月
に
司
徒
に
就
任
し
た
。
こ
れ
以
降
胡
広
は

本
伝
に
「
公
台
に
在
り
て
自
り
三
十
余
年
、
六
帝
に
歴
事
し
、
礼
任
甚
だ
優
な

り
。
毎
に
位
を
遜
り
病
を
辞
し
田
里
に
免
退
す
る
に
及
び
、
未
だ
嘗
て
歳
に
満
た

ず
し
て
瓢
ち
復
た
升
進
す
。
凡
そ
一
た
び
司
空
を
贋
み
、
再
び
司
徒
と
作
り
、

た
び
太
尉
に
登
り
、
又
た
太
停
と
為
る
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
、
失
脚
し
て
も
す

ぐ
に
復
活
し
な
が
ら
順
帝
期
か
ら
霊
帝
期
ま
で
の
二
二
年
間
、
二
丁
ハ
ム
・
太
停
に
就

く
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
延
烹
二
年
(
一
五
九
)
の
梁
糞
諒
殺
ま
で
の

彼
の
足
跡
を
追
っ
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
区
切
る
の
は
、
胡
広
に
対
す
る
悪
評
の
一

因
と
な
る
梁
糞
お
よ
び
李
固
と
胡
広
と
の
関
係
を
再
確
認
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。

伝
三
四
梁
葉
伝
に
よ
る
と
、
胡
広
が
司
徒
に
就
任
し
た
時
す
で
に
梁
実
は
、
前

年
に
亡
く
な
っ
た
父
の
梁
商
の
跡
を
継
い
で
大
将
軍
に
就
任
し
て
い
た
。
そ
し
て

建
康
元
年
(
一
四
四
)

に
順
帝
が
亡
く
な
り
沖
帝
が
二
歳
で
即
位
す
る
と
、
梁
太

后
の
臨
朝
称
制
の
も
と
で
、
梁
糞
は
太
停
趨
峻
・
太
尉
李
固
と
と
も
に
録
尚
書
事

と
な
っ
た
。
こ
の
頃
か
ら
粗
暴
な
行
動
が
目
立
ち
は
じ
め
て
い
た
梁
実
は
、
翌
年

に
沖
帝
が
亡
く
な
る
と
質
帝
を
擁
立
し
た
が
、
そ
の
質
帝
が
梁
糞
の
専
横
ぶ
り
を

見
て
彼
を
「
骸
雇
将
軍
」
と
呼
ん
だ
こ
と
か
ら
、
本
初
一
元
年
(
一
四
六
)

に
梁
葉

は
質
帝
を
毒
殺
し
た
。
そ
し
て
梁
実
は
、
当
時
自
分
の
妹
を
要
ろ
う
と
し
て
い
た

文
学
部
論
集

第
八
十
二
号
(
一
九
九
八
年
三
月
)

品
開
吾
侯
志
を
皇
帝
に
立
て
た
。
桓
帝
で
あ
る
。

さ
て
桓
帝
擁
立
に
際
し
て
胡
広
は
当
初
、
李
固
ら
と
と
も
に
別
の
人
物
を
皇
帝

候
補
と
し
て
推
薦
し
た
。
し
か
し
本
伝
に
「
李
固
と
共
に
策
を
定
む
る
に
、
大
義

全
う
せ
ず
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
胡
広
は
後
に
意
見
を
翻
し
て
、
梁
糞
の
主
張

す
る
桓
帝
擁
立
に
同
調
し
た
。
い
わ
ば
李
固
を
裏
切
っ
て
梁
葉
の
側
に
寝
返
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
胡
広
が
「
小
人
の
至
り
」
と
酷
評
さ
れ
る
一
因
が
あ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
三
公
就
任
以
前
の
胡
広
か
ら
は
想
像
で
き
な
い
。

そ
こ
で
伝
五
三
李
固
伝
に
よ
り
な
が
ら
、
彼
が
意
見
を
翻
し
た
経
緯
を
確
認
し
ょ

う

一一

桓
帝
擁
立
に
際
し
て
最
初
に
皇
帝
候
補
に
挙
が
っ
た
の
は
、
清
河
王
蒜
で
あ

る
。
こ
の
清
河
王
蒜
擁
立
に
は
、
太
尉
の
李
固
が
積
極
的
に
動
い
た
。
後
継
皇
帝

の
選
定
に
際
し
て
李
固
は
、
胡
広
お
よ
び
司
空
の
趨
戒
と
と
も
に
、
あ
ら
か
じ
め

梁
実
に
「
国
の
輿
衰
、
此
の
一
挙
に
在
り
」
と
す
る
書
を
送
り
、
公
卿
・
列
侯
を

招
集
し
た
会
議
で
「
明
徳
著
聞
、
又
た
属
の
最
も
尊
親
た
り
、
宜
し
く
立
て
て
嗣

と
為
す
ベ
し
」
と
の
結
論
に
達
し
、

一
旦
清
河
主
蒜
擁
立
が
決
定
し
た
。
と
こ
ろ

が
そ
の
決
定
に
不
満
だ
っ
た
梁
実
は
「
清
河
王
蒜
は
厳
明
な
り
、
若
し
果
た
し
て

立
て
れ
ば
、
則
ち
将
軍
の
禍
を
受
く
る
こ
と
久
し
か
ら
ず
。
議
吾
侯
を
立
て
て
富

貴
の
長
ら
く
保
つ
可
き
に
如
か
ず
」
と
す
る
中
常
侍
曹
騰
ら
の
意
見
を
入
れ
、
強

引
に
桓
帝
を
立
て
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
清
河
王
蒜
擁
立
を
支
持
し
た
は
ず
の

胡
広
お
よ
び
趨
戒
は
「
惟
だ
大
将
軍
の
令
の
み
な
ら
ん
」
と
し
て
、
梁
葉
の
意
見

に
同
調
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
最
後
ま
で
桓
帝
擁
立
に
反
対
し
た
李
固
は

太
尉
を
罷
免
さ
れ
、
さ
ら
に
建
和
元
年
(
一
四
七
)

一
一
月
に
起
こ
っ
た
清
河
王

蒜
を
天
子
に
擁
立
し
よ
う
と
す
る
清
河
甘
陵
人
の
劉
文
ら
に
よ
る
謀
反
に
関
係
し

七



胡
広
伝
覚
書

(
西
川
利
文
)

た
と
し
て
獄
に
下
さ
れ
て
、

つ
い
に
は
諒
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
死
に

臨
ん
で
李
固
は
胡
広
と
趨
戒
に
対
し
て
、
彼
ら
が
梁
実
に
「
曲
従
」
し
て
「
大
事

(
幻
)

を
傾
覆
し
」
た
こ
と
を
叱
責
す
る
遺
書
を
残
し
た
。

こ
こ
ま
で
見
た
限
り
で
は
、
確
か
に
胡
広
は
前
議
を
翻
し
て
李
固
を
裏
切
っ
た

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
李
固
伝
の
記
述
を
も
う
少
し
詳
し
く
見
る
と
、
胡
広
が
こ

の
よ
う
な
態
度
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
情
が
見
え
て
く
る
。
そ
れ
に
よ
る

と
、
曹
騰
の
意
見
に
よ
っ
て
桓
帝
擁
立
を
決
め
た
後
の
公
卿
会
議
で
の
梁
実
の
様

子
は
「
意
気
凶
凶
と
し
て
、
言
辞
激
切
」
で
あ
り
、
「
胡
広
・
越
戒
自
り
以
下
、

之
れ
を
居
期
俸
せ
ざ
る
莫
し
。

と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
李
固
・
杜
喬
以
外
の
公
卿
は
、
梁
糞
の
迫
力
に
圧
倒
さ
れ

而
し
て
園
、
独
り
杜
喬
と
本
議
を
堅
守
し
し
た

て
前
議
を
翻
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
(
「
莫
不
憧
偉
之
」
)
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事

は
、
胡
広
・
趨
戒
を
は
じ
め
と
す
る
公
卿
が
、
積
極
的
に
梁
葉
へ
迎
合
し
た
の
で

は
な
い
こ
と
を
物
語
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
彼
ら
は
、
命
の
危
険
を

犯
し
て
ま
で
反
対
す
る
理
由
が
な
く
、
当
時
権
勢
を
檀
に
し
て
い
た
梁
実
に
従
わ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
逆
に
筆
者
に
は
、
李
固

の
清
河
王
蒜
擁
立
へ
の
異
常
な
執
着
の
姿
が
見
え
て
く
る
。

清
河
王
蒜
は
、
前
に
質
帝
擁
立
の
際
に
も
後
継
皇
帝
に
名
前
が
挙
が
っ
て
い

た
。
そ
し
て
こ
の
時
も
、
李
固
が
彼
を
「
年
長
有
徳
」
だ
と
し
て
推
薦
し
た
が
、

や
は
り
梁
糞
に
却
下
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
。
恐
ら
く
李
固
は
、
今
度
こ
そ
は
清
河

主
蒜
を
皇
帝
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
用
意
周

到
に
胡
広
ら
を
引
き
入
れ
て
、
あ
ら
か
じ
め
梁
実
に
皇
帝
選
定
に
万
全
を
期
す
ベ

き
旨
の
書
を
送
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
桓
帝
擁
立
が
決
定
し
て
か
ら
も
、

李
固
は
「
猶
お
衆
心
の
立
つ
可
き
を
望
み
、
復
た
書
を
以
て
糞
に
勧
む
」
と
、
清

/¥ 

河
王
蒜
擁
立
を
あ
き
ら
め
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
に
李
固
は
、
梁
葉
の
怒
り
を
か
っ

て
太
尉
を
罷
免
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
李
固
と
と
も
に
「
本
議
を
堅
守
」
し

て
桓
帝
擁
立
に
反
対
し
た
は
ず
の
杜
喬
は
、
李
固
の
よ
う
に
罷
免
さ
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。

伝
五
三
社
喬
伝
に
よ
る
と
杜
喬
は
、
桓
帝
が
即
位
す
る
と
大
鴻
瞳
か
ら
光
禄
勲

に
遷
り
、
さ
ら
に
建
和
元
年
(
一
四
七
)
六
月
に
は
太
尉
に
就
任
す
る
の
で
あ
る
。

確
か
に
そ
の
後
彼
は
、
桓
帝
擁
立
の
際
に
李
固
と
と
も
に
反
対
し
た
こ
と
を
理
由

に
太
尉
を
罷
免
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
梁
糞
の
請
託
を
断
っ
た

こ
と
に
対
し
て
、
梁
糞
が
杜
喬
排
除
の
口
実
に
使
っ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
杜
喬

は
、
桓
帝
擁
立
問
題
よ
り
以
前
か
ら
梁
翼
に
反
発
す
る
態
度
を
と
っ
て
い
た
。
そ

れ
故
に
、
梁
糞
の
主
導
す
る
桓
帝
擁
立
に
も
反
対
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
桓

帝
が
即
位
す
る
と
杜
喬
は
、
最
終
的
に
は
そ
れ
を
容
認
し
た
。
あ
る
い
は
容
認
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
が
罷
免
さ
れ
る
こ
と
な
く
昇
進
を

続
け
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
こ
の
点
で
杜
喬
の
態
度
は
、
李
固
と
は
決
定
的
に
異

な
っ
て
い
た
。

こ
こ
で
少
し
時
期
は
降
る
が
、
伝
五
一
黄
唆
伝
に
あ
る
元
嘉
元
年
(
一
五
一
)

の
出
来
事
を
見
て
お
こ
う
。
こ
の
年
梁
糞
に
対
す
る
礼
遇
問
題
に
つ
い
て
、
桓
帝

か
ら
二
千
石
以
上
の
中
央
官
僚
に
下
聞
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
特
進
の
地
位
に
あ
っ

た
胡
広
は
、
太
常
羊
十
薄
・
司
隷
校
尉
祝
悟
・
太
中
大
夫
辺
部
ら
と
と
も
に
、
梁
糞

を
周
公
と
同
等
に
処
遇
す
べ
き
こ
と
を
提
案
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
黄
漫
は
、
周

の
時
代
と
漢
の
世
と
で
は
制
度
が
異
な
る
こ
と
を
理
由
に
、
梁
糞
を
後
漢
建
国
の

功
臣
た
る
部
局
と
前
漢
の
功
臣
た
る
粛
何
・
重
光
と
同
等
と
す
べ
き
だ
と
し
た
。

そ
し
て
朝
廷
お
け
る
会
議
の
結
果
、
黄
現
の
意
見
が
通
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
不



満
を
抱
く
梁
糞
は
、

た
ま
た
ま
起
こ
っ
た
地
震
を
口
実
に
黄
車
を
罷
免
し
た
。
こ

の
記
事
を
一
見
す
る
と
、
梁
糞
に
迎
合
し
た
胡
広
ら
に
対
し
て
黄
現
は
梁
葉
の
権

力
を
弱
め
よ
う
と
し
た
、
と
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
黄
現
は
、
後
に

「
梁
葉
の
前
後
に
僻
召
を
請
託
す
る
所
は
一
も
用
う
る
所
無
し
。
善
人
有
る
と
難

も
、
糞
の
飾
挙
す
る
所
の
者
は
亦
た
命
を
加
え
ず
」
と
い
う
行
動
を
取
っ
た
硬
骨

漢
で
あ
る
。
そ
の
彼
さ
え
も
、
権
力
者
た
る
梁
糞
を
ま
っ
た
く
無
視
で
き
ず
、
梁

棄
を
両
漢
の
功
臣
に
比
定
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
梁
糞
に
批
判
的
な
杜
喬
や
黄
現
の
よ
う
な
官
僚
で
も
、
当
時
絶
大

な
権
力
を
握
っ
て
い
た
梁
葉
に
対
し
て
は
徹
底
的
に
は
抵
抗
で
き
ず
、
あ
る
時
点

で
妥
協
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
妥
協
す
る
時
点
の
問
題
は
あ
る
が
、

「
憧
偉
せ
ざ
る
莫
し
」
と
い
う
胡
広
ら
の
態
度
も
、
単
に
梁
葉
へ
の
迎
合
あ
る
い

は
自
ら
の
保
身
と
い
う
こ
と
だ
け
で
語
れ
な
い
面
が
あ
る
。
こ
の
当
時
の
多
く
の

官
僚
は
、
梁
葉
の
専
権
に
反
発
し
つ
つ
も
、

治
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
当
時
の
官
僚
は
ほ
と
ん
ど
が
権
道
派

一
方
で
は
梁
葉
と
妥
協
し
な
が
ら
政

で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
こ
の
評
価
は
、
李
固
を
基
準
と
し
た
も
の
で

あ
る
。
前
に
見
た
よ
う
な
事
情
か
ら
李
固
が
桓
帝
擁
立
に
反
対
し
た
と
し
た
ら
、

決
し
て
李
固
の
立
場
を
「
美
化
」
し
て
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ

李
回
以
外
の
官
僚
の
態
度
が
一
般
的
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
胡
広
は
、
漢
安
一
冗
年
(
一
四
二
)
の
司
徒
就
任
か
ら
延
烹
二
年
(
一
五
九
)

の
太
尉
罷
免
ま
で
の
一
七
年
間
の
内
、
通
算
で
一

一
年
近
く
も
二
一
公
の
地
位
に
あ

り
、
さ
ら
に
三
公
以
外
の
官
も
入
れ
る
と
ほ
と
ん
ど
全
期
間
を
中
央
官
僚
と
し
て

過
ご
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
期
聞
は
梁
葉
の
専
権
時
期
と
重
な
る
か
ら
、
胡
広

は
一
貫
し
て
梁
葉
と
と
も
に
政
権
中
枢
に
在
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
間
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の
胡
広
と
梁
葉
の
関
係
は
、
右
に
示
し
た
二
例
を
除
く
と
次
に
示
す
梁
葉
諒
殺
に

伴
う
胡
広
の
罷
免
記
事
し
か
な
い
。
伝
五
一
黄
理
伝
に
は
「
(
延
烹
二
年
)
梁
葉

謙
せ
ら
れ
、
太
尉
胡
広
・
司
徒
韓
縞
・
司
空
孫
朗
、
皆
な
阿
附
す
る
に
坐
し
て
免

廃
せ
ら
れ
、
復
た
唆
を
拝
し
て
太
尉
と
為
す
」
と
あ
っ
て
、
胡
広
が
梁
実
に
迎
合

し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
ま
た
確
か
に
韓
績
(
韓
演
)
に
は
梁
実
に
「
阿

附
」
し
た
記
事
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
本
伝
に
は
「
延
烹
二
年
、
梁
糞
諒
せ
ら
れ
、

広
、
司
徒
韓
縞
・
司
空
孫
朗
と
官
を
衛
ら
ざ
る
に
坐
し
、
皆
な
死
一
等
を
減
じ
、

爵
士
を
奪
い
免
ぜ
ら
れ
て
庶
人
と
為
る
」
と
あ
っ
て
、
宮
中
の
護
衛
を
怠
っ
た
こ

と
を
理
由
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
三
公
が
そ
ろ
っ
て
罷
免
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
そ
れ
は
梁
糞
へ
の
「
阿
附
」
が
原
因
な
の
で
は
な
く
、

梁
葉
訣
殺
と
い
う
「
凶
事
」
に
関
連
し
て
三
公
が
責
任
を
と
ら
さ
れ
た
と
い
う
の

が
実
情
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
次
に
改
め
て
見
る
よ
う
に
、
胡
広
は

庶
人
と
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
間
も
な
く
官
僚
と
し
て
復
帰
し
て
い
る
こ
と
に

現
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
な
お
梁
葉
諒
殺
後
の
朝
廷
の
様
子
は
、
伝
三
四
梁
実

伝
に
「
其
の
官
の
連
及
す
る
所
の
公
卿
・
列
侯
・
刺
史
・
二
千
石
の
死
す
者
数
十

人
、
故
吏
・
賓
客
の
免
馳
せ
ら
る
者
三
百
余
人
、
朝
廷
、
空
と
為
り
、
唯
だ
ヰ
ア
勲

-
衰
肝
及
び
廷
尉
田
郡
義
の
み
在
り
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
状
態
で
あ
れ
ば
、
当
時
の
中
央
官
僚
の
ほ
と
ん
ど
が
梁
糞
と
何
ら
か
の
関

係
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

四

三
公
時
代
後
半

T
先
錨
事
件
と
の
関
係
|

梁
実
謙
殺
後
の
朝
廷
で
は
、
功
労
者
で
あ
る
単
超
ら
「
五
侯
」
と
称
さ
れ
る
宣

官
が
権
力
を
握
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
官
僚
を
は
じ
め
と
す
る
有
意
の
知
識
人

九



胡
広
伝
覚
書

(
西
川
利
文
)

は
批
判
を
繰
り
広
げ
、

つ
い
に
党
鋼
事
件
へ
と
発
展
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
混

迷
す
る
政
情
の
中
で
の
胡
広
の
三
公
復
帰
は
、
第
一
次
党
鋼
事
件
直
前
の
延
烹
九

年
(
一
六
六
)
五
月
の
可
徒
就
任
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
延
烹
二
年
(
一
五

九
)
の
太
尉
罷
免
か
ら
数
え
る
と
、
実
に
七
年
ぶ
り
の
三
公
就
任
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
間
、
彼
は
官
界
か
ら
追
放
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
本
伝
に
は
太
尉
罷

免
後
に
「
太
中
大
夫
・
太
常
を
拝
し
し
た
と
あ
り
、
ま
た
『
禁
中
郎
集
』
収
録
の

「
太
侍
碑
」
お
よ
び
「
胡
公
碑
」
に
は
本
伝
よ
り
も
詳
し
く
、
太
中
大
夫
・
尚
書

令
・
太
僕
・
太
常
を
歴
任
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
て
、
彼
の
官
僚
へ
の
復
帰
は

案
外
早
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
、
伝
四
三
徐
稗

伝
に
「
延
烹
三
年
、
尚
書
令
陳
蕃
・
僕
射
胡
広
等
上
疏
し
て
稗
等
を
薦
め
て
日

」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
胡
広
の
太
尉
罷
免
直
後
の
記
事
と

くし
か
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
免
官
後
す
ぐ
に
官
僚
に
復
帰
し
て
司
徒
に
返

り
咲
い
た
胡
広
は
、
桓
帝
が
崩
じ
て
霊
帝
が
即
位
す
る
と
、
建
寧
一
死
年
(
一
六
八
)

正
月
に
寅
武
・
陳
蕃
と
と
も
に
録
尚
書
事
に
な
り
、
再
び
安
楽
郷
侯
に
封
ぜ
ら
れ

7こ
さ
て
胡
広
が
梁
実
訣
殺
後
す
ぐ
に
官
僚
に
復
帰
し
、
さ
ら
に
政
権
中
枢
に
返
り

咲
け
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

一
つ
の
理
由
は
、
彼
の
官
僚
と
し
て
の
存
在
価

値
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
最
後
に
も
う
一
度
考
え
る
こ
と
に
し
た
い

が
、
こ
こ
で
次
の
点
だ
け
は
確
認
し
て
お
こ
う
。
胡
広
は
梁
糞
と
の
関
係
は
ど
う

で
あ
れ
、
梁
背
異
議
殺
に
か
ら
ん
で
責
任
を
問
わ
れ
て
死
罪
に
相
当
す
る
と
さ
れ
、

減
刑
処
分
の
結
果
、
爵
位
と
封
邑
剥
奪
の
う
え
庶
人
と
さ
れ
た
。
そ
の
彼
が
、
わ

ず
か
の
期
聞
を
お
い
て
官
僚
に
復
帰
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
前
に
置
官
と

の
関
係
で
、
胡
広
が
「
時
に
議
聾
せ
ら
る
」
(
本
伝
)
と
か
「
天
下
之
れ
を
怨
む
」

O 

(
際
撫
伝
)
と
し
て
社
会
的
批
判
を
受
け
た
こ
と
も
、
官
僚
復
帰
に
は
問
題
に
な

ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
少
な
く
と
も
後
漢
時
代
の
政
界
に
あ
っ
て

は
、
個
人
の
前
歴
が
ど
う
で
あ
れ
、
そ
の
人
物
に
官
僚
と
し
て
の
存
在
価
値
が
あ

れ
ば
再
度
登
用
す
る
と
い
う
土
壌
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
何
も

当
時
の
政
権
を
室
官
が
握
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
。
胡
広
の
場
合
は
、
故
更
を

中
心
と
し
た
人
間
関
係
の
広
さ
が
有
利
に
働
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
伝
に
よ
れ
ば
、
胡
広
の
葬
儀
に
際
し
て
「
故
吏
の
公
卿
・
大
夫
・
博
土
・
議

郎
自
り
以
下
数
百
人
、
皆
な
噴
位
に
捜
経
し
、
終
自
り
葬
に
及
ぶ
ま
で
、
漢
輿
り

て
よ
り
以
来
、
人
臣
の
盛
ん
な
る
こ
と
未
だ
嘗
て
有
ら
ざ
る
な
り
」
と
い
わ
れ
る

ほ
ど
、
胡
広
に
は
多
く
の
故
吏
が
存
在
し
た
。
こ
の
葬
儀
は
、
二
度
に
わ
た
る
党

鋼
事
件
後
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
当
然
そ
れ
に
関
連
し
て
諒
殺
さ
れ
た
者
は
含
ま

れ
な
い
。
し
か
し
本
伝
に
「
其
の
僻
命
す
る
所
は
皆
な
天
下
の
名
士
な
り
。
故
吏

の
陳
蕃
・
李
成
と
並
び
に
三
司
と
為
り
、
蕃
等
、
朝
会
毎
に
航
ち
疾
と
称
し
て
広

を
避
く
し
と
あ
る
よ
う
に
、
陳
蕃
の
よ
う
な
党
鋼
事
件
に
関
連
し
た
官
僚
も
彼
の

故
更
と
し
て
存
在
し
た
。
い
ま
伝
五
七
党
鋼
列
伝
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
ゴ
一
二
若
」

以
下
の
ラ
ン
キ
ン
グ
に
名
の
あ
る
者
か
ら
、
陳
蕃
以
外
の
胡
広
の
故
吏
を
挙
げ
れ

ば
李
膚
・
杜
密
が
い
る
。
陳
蕃
が
胡
広
の
故
吏
と
な
っ
た
時
期
は
わ
か
ら
な
い

鋼が
列
伝李
中庸
の・
各社
伝密
ては

時与
間れ

官主
いば
つが
」口l

坦従
μ入司〉

杏時
取に

初僻
に召
司さ
徒れ
にて
就い
任る
しカミ
たら
漢 (
安党

一
克
年
(
一
四
三
)
か
ら
本
初
一
克
年
(
一
四
六
)
に
故
吏
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
胡
広
の
察
挙
を
拒
否
し
て
い
る
も
の
の
、
彼
か
ら
有
道
ま
た
は
方
正
に
察

(
お
)

挙
さ
れ
た
超
典
が
い
る
(
伝
一
七
超
典
伝
注
所
引
『
謝
承
書
』
)
。
も
ち
ろ
ん
政

界
で
生
き
抜
く
た
め
に
は
、
故
吏
ば
か
り
で
な
く
多
く
の
他
の
官
僚
と
の
関
係
も



重
要
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
多
く
の
故
更
を
持
ち
、
そ
の
少
な
か
ら
ざ
る

故
更
が
党
鋼
事
件
当
時
活
躍
し
て
い
た
こ
と
が
、
胡
広
に
と
っ
て
重
要
な
要
因
と

な
っ
た
に
違
い
な
い
。
事
実
胡
広
は
、
陳
蕃
や
寅
武
か
ら
重
視
さ
れ
て
い
た
。

陳
蕃
は
、
延
烹
八
年
(
一
六
五
)
に
楊
乗
に
代
わ
っ
て
太
尉
に
就
任
し
た
が
、

そ
れ
を
一
且
固
辞
し
た
時
の
理
由
と
し
て
、
「
怒
ら
ず
忘
れ
ず
、
旧
章
に
率
由
す

る
こ
と
、
臣
、
太
常
胡
広
に
如
か
ず
。
七
政
を
斉
え
、
五
典
を
訓
う
る
こ
と
、

臣
、
議
郎
王
暢
に
如
か
ず
。
聡
明
亮
達
、
文
武
兼
姿
な
る
こ
と
、
臣
、
弛
刑
徒
の

李
膚
に
如
か
ず
」
(
伝
五
六
陳
蕃
伝
)
と
い
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
に
は
、
党
人
と

し
て
有
名
な
李
膚
・
王
暢
と
と
も
に
拐
広
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
陳
蕃

が
胡
広
の
故
更
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
陳
蕃
は
胡
広
に
対
し
て
、
あ
る

種
の
期
待
あ
る
い
は
自
分
へ
の
同
調
者
と
し
て
の
意
識
を
持
っ
て
い
た
現
わ
れ
だ

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
賓
武
は
、
第
一
次
党
鋼
事
件
が
起
こ
っ
た
翌
年

に
、
李
膚
ら
の
赦
免
を
願
う
と
と
も
に
臣
官
が
政
治
の

実
権
を
握
っ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
、
「
今
の
肇
間
近
臣
、
尚
書
令
陳
蕃
、
僕

の
永
康
元
年
(
一
六
七
)

射
胡
広
、
尚
書
朱
寓
・
萄
組
・
劉
祐
・
親
朗
・
劉
矩
・
弄
勲
等
は
、
皆
な
国
の
貞

士
、
朝
の
良
佐
な
り
。
尚
書
郎
張
陵
・
掲
借
・
苑
康
・
楊
喬
・
辺
部
・
戴
核
等

は
、
文
質
彬
彬
に
し
て
、
国
典
に
明
達
す
。
内
外
の
職
、
喜
一
才
並
び
列
す
」
と
い

ぃ
、
彼
ら
忠
良
の
土
を
用
い
て
政
治
を
改
革
す
べ
き
こ
と
を
上
奏
し
た

(
伝
五
九

寅
武
伝
)
。

一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に

」
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
多
く
は
党
掴

事
件
に
関
連
し
た
人
物
で
あ
り
、
胡
広
も
そ
の
中
に
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た

だ
永
康
一
瓦
年
時
点
で
、
尚
書
系
の
官
僚
が
こ
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
た
と
は

考
え
ら
れ
ず
、
こ
の
記
事
に
は
問
題
も
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、

胡
広
が
「
国
之
貞
士
、
朝
之
良
佐
」
と
し
て
、

い
わ
ゆ
る
清
流
派
と
同
列
に
扱
わ
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れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
胡
広
が
当
時
の
い
わ
ゆ
る
清
流
派
官
僚
か

ら
、
と
も
に
政
治
の
改
革
を
目
指
す
同
士
山
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
霊
帝
即
位
後
に
胡
広
は
、
寅
武
・
陳
蕃
と
と
も
に
録
尚

書
事
に
加
わ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
三
例
か
ら
党
掴
事
件
前
後
の
胡
広
は
、
い
わ
ゆ
る
清
流
派
官
僚
(
少
な

く
と
も
そ
の
一
部
)
か
ら
は
、
そ
の
才
能
を
期
待
さ
れ
て
い
た
様
子
が
伺
え
る
。

そ
こ
で
は
、
以
前
の
梁
実
や
臣
官
と
の
関
係
は
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
。
あ
る
い
は
、

い
わ
ゆ
る
清
流
派
が
官
僚
の
前
歴
を
問
題
に
し
た
の
な
ら
ば
、

逆
に
胡
広
は
梁
葉
や
直
官
と
そ
れ
ほ
ど
密
接
な
関
係
を
持
た
な
か
っ
た
と
も
い
え

る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
見
れ
ば
、
胡
広
を
保
身
派
と
か
権
道
派
と
簡
単
に
断
定

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
少
な
く
と
も
当
時
の
い
わ
ゆ
る
清
流
派
官
僚
(
少
な
く

と
も
そ
の
一
部
)
か
ら
は
、
胡
広
は
そ
の
よ
う
な
目
で
は
見
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
だ
け
は
確
か
で
で
あ
る
。

さ
て
霊
帝
即
位
後
に
胡
広
が
録
尚
書
事
と
な
っ
た
時
、
「
(
貨
)
后
朝
に
臨
む
に

及
び
、
故
に
蕃
に
委
用
す
。
蕃
、
后
の
父
大
将
軍
賓
武
と
同
心
尽
力
し
、
名
賢
を

徴
用
し
て
共
に
政
事
に
参
ぜ
し
む
」
(
伝
五
六
陳
蕃
伝
)
と
あ
る
よ
う
に
、
政
治

の
主
導
権
は
賓
武
・
陳
蕃
が
握
り
、
朝
廷
内
を
白
派
の
官
僚
で
固
め
て
い
っ
た
。

こ
の
過
程
で
胡
広
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
、
が
、
建

寧
元
年
九
月
に
直
官
設
殺
計
画
が
発
覚
し
て
寅
武
・
陳
蕃
が
諒
殺
さ
れ
る
と
、
胡

広
は
陳
蕃
に
代
わ
っ
て
太
侍
録
尚
書
事
に
就
き
、
そ
の
地
位
の
ま
ま
建
寧
五
年

(
一
七
二
)

三
月
に
天
寿
を
全
う
す
る
。

と
こ
ろ
で
賓
武
・
陳
蕃
詠
殺
事
件
は

一
連
の
党
鋼
事
件
を
め
ぐ
る
過
程
の
中

で
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
現
在
、
こ
れ
は
一
連
の
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党
鋼
事
件
と
は
直
接
関
係
の
な
い
、
権
力
を
め
ぐ
る
宮
中
ク
ー
デ
タ
だ
と
考
え
て

い
る
。
何
故
な
ら
こ
の
事
件
は
、
賓
武
・
陳
蕃
及
び
一
部
の
官
僚
が
加
わ
っ
た
だ

け
で
あ
り
、
李
膚
な
ど
第
二
次
党
鋼
事
件
で
諒
殺
さ
れ
た
人
物
は
か
か
わ
っ
た
形

跡
、
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
も
李
膚
ら
が
こ
の
事
件
に
積
極
的
に
か
か
わ
っ
て

い
た
と
し
た
ら
第
二
次
党
鋼
事
件
は
、
こ
の
事
件
か
ら
一
年
も
た
つ
た
建
寧
二
年

(
一
六
九
)
九
月
で
は
な
く
、
も
っ
と
早
い
段
階
で
起
こ
っ
て
い
て
も
不
思
議
で

は
な
い
。
そ
の
意
味
で
賓
武
・
陳
蕃
諒
殺
事
件
は
、
直
官
が
い
わ
ゆ
る
清
流
派
に

対
す
る
危
機
意
識
を
強
め
る
要
因
に
は
な
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
第
二
次
党
鋼
事
件

に
直
接
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
く
、
宮
中
ク
ー
デ
タ
だ
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い

の
で
あ
る
。

最
後
に
、

い
わ
ゆ
る
清
流
派
あ
る
い
は
党
人
と
呼
ば
れ
る
人
々
の
性
格
に
つ
い

て
、
こ
こ
で
改
め
て
考
え
て
お
こ
う
。
従
来
の
研
究
で
は
彼
ら
の
歴
史
的
意
義
に

つ
い
て
様
々
な
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
川
勝
義
雄
氏
の
一
連
の
研
究
以
来
、

彼
ら
は
腐
敗
の
度
を
強
め
る
後
漢
国
家
に
対
し
て
儒
家
的
理
念
に
基
づ
く
国
家
の

再
建
を
目
指
し
た
と
い
う
点
が
、
共
通
認
識
と
し
て
存
在
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の
共
通
認
識
は
あ
ま
り
に
も
抽
象
的
で
あ
り
、
極
端
に
い
え
ば

「
儒
家
的
理
念
に
基
づ
く
国
家
」
の
建
設
は
、
当
時
の
官
僚
(
あ
る
い
は
知
識
人
)

で
あ
れ
ば
誰
で
も
考
え
る
共
通
目
標
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で

は
、
い
わ
ゆ
る
清
流
派
・
党
人
と
呼
ば
れ
る
人
々
と
他
の
一
般
的
な
官
僚
(
あ
る

一
体
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は

現
在
、
そ
の
行
動
が
過
激
で
あ
っ
た
か
否
か
に
求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
。
そ
の
意

味
で
は
、
か
つ
て
川
勝
氏
が
逸
民
的
人
土
を
も
清
流
派
に
加
え
た
の
は
、
再
考
の

い
は
知
識
人
)
と
の
差
は
、

余
地
が
あ
る
と
考
え
る
。

さ
ら
に
従
来
は
、

い
わ
ゆ
る
清
流
派
・
党
人
の
み
を
無
批
判
に
「
正
義
」
の
士

と
考
え
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
で
い
け
ば
、
第
二

次
党
掴
事
件
後
は
も
は
や
「
正
義
」
の
士
は
朝
廷
か
ら
消
え
去
る
こ
と
に
な
る
。

(
お
)

し
か
し
実
際
は
、
そ
の
よ
う
に
単
純
で
は
な
い
。
ま
た
従
来
、
い
わ
ゆ
る
清
流
派

-
党
人
が
一
つ
の
紐
帯
で
結
び
つ
い
て
い
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
彼

ら
の
党
鋼
事
件
へ
の
対
処
の
仕
方
は
さ
ま
ざ
ま
で
一
様
に
語
れ
な
い
も
の
が
あ

り
、
本
当
に
集
団
と
し
て
ま
と
ま
り
を
持
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
で
は
不
安
が

残
る
。
さ
ら
に
彼
ら
の
形
成
し
た
と
さ
れ
る
「
清
議
」
に
つ
い
て
も
、
首
尾
一
貫

し
て
い
た
か
と
い
え
ば
必
ず
し
も
そ
う
と
は
い
え
ず
、
場
当
た
り
的
に
過
激
な
論

を
主
張
し
た
よ
う
に
も
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
こ
こ
で
は
詳
述
で
き
な
い
の

で
、
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

お

わ

り

に

本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
保
身
派
あ
る
い
は
権
道
派
の
代
表
的
存
在
と
し
て
評
価

さ
れ
て
き
た
胡
広
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
再
評
価
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
三
公

就
任
以
前
に
は
政
治
的
信
念
を
持
っ
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
、
桓
帝
擁
立
問
題
で

の
披
の
態
度
は
当
時
の
一
般
的
官
僚
の
そ
れ
と
同
一
で
あ
り
決
し
て
保
身
の
た
め

と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
割
り
切
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
党
鋼
事
件
前
後
に
は
い
わ
ゆ

る
清
流
派
官
僚
か
ら
も
あ
る
種
の
共
感
を
も
っ
て
待
遇
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
な
ど

を
指
摘
し
た
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
従
来
の
評
価
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
面
を
胡
広

が
持
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
点
に
こ
そ
、
彼
が
長
年
に
わ
た
っ
て
三

八
ム
・
太
停
を
勤
め
得
た
理
由
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
前
に
保
留

し
て
お
い
た
胡
広
の
官
僚
と
し
て
の
存
在
価
値
と
い
う
点
を
考
え
て
お
こ
う
。
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と
、
温
厚
で
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
優
柔
不
断
の
性
格
で
あ
っ
た
と
さ
れ

る
。
そ
れ
故
に
「
審
直
の
風
無
し
」
と
も
評
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
続
い
て
「
屡

し
ば
補
嗣
の
益
有
り
」
と
い
わ
れ
る
点
に
注
目
し
た
い
。
「
補
闘
の
益
」
と
は
、

彼
の
生
い
立
ち
の
と
こ
ろ
で
見
た
よ
う
に
、
胡
広
が
経
学
ば
か
り
で
は
な
く
あ
ら

ゆ
る
典
章
制
度
に
通
じ
て
い
た
こ
と
を
指
す
。
そ
の
結
果
、
彼
は
「
万
事
理
め
ざ

れ
ば
、
伯
始
に
問
え
。
天
下
の
中
庸
に
胡
公
有
り
」
と
諺
に
称
さ
れ
る
ほ
ど
、
朝

廷
で
重
き
を
な
す
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
胡
広
は
、
自
ら
の
幅
広
い
学
聞
を
武

器
と
し
て
、
混
迷
す
る
政
界
に
あ
っ
て
政
治
向
き
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
適
切
に
処

理
す
る
実
務
派
官
僚
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
左
右
に
大
き
く
揺
れ
る
官
界
の
輿
論
を

「
中
庸
」
に
ま
と
め
る
こ
と
こ
そ
が
、

三
公
と
し
て
の
彼
の
最
大
の
役
割
だ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
清
流
派
・
党
人
が
形
成
し
た
と
さ
れ
る
「
清
議
L

は
、
政
界
の
輿
論
と
は
別
次
元
の
私
議
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
胡
広
が
「
中

党
鋼
事
件
当
時
、

庸
」
を
模
索
し
た
輿
論
は
、
政
界
を
代
表
す
る
公
議
で
あ
っ
た
。
こ
の
両
者
の
目

指
し
た
も
の
は
、
と
も
に
国
家
の
立
て
直
し
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、
賓
武

-
陳
蕃
が
官
僚
と
し
て
存
在
し
て
い
る
聞
は
互
い
に
共
感
を
持
っ
て
協
力
で
き
た
。

霊
帝
即
位
後
に
胡
広
が
録
尚
書
事
に
加
わ
っ
た
の
は
、
こ
の
関
係
を
表
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
寅
武
・
陳
蕃
が
諒
殺
さ
れ
る
と
、
も
は
や
両
者
に
協
力

関
係
は
な
く
な
り
、
胡
広
は
依
然
と
し
て
「
中
庸
L

の
立
場
か
ら
公
議
を
代
表
し

た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、

い
わ
ゆ
る
清
流
派
・
党
人
と
胡
広
と
の
立
場
の
違
い
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
『
後
漢
紀
』
巻
二
三
霊
帝
紀
に
「
此
の
時
の
公

文
学
部
論
集

第
八
十
三
号
(
一
九
九
八
年
三
月
)

輔
者
、
或
い
は
私
恩
を
樹
て
て
子
孫
の
計
を
為
し
、
其
の
後
累
世
、
公
卿
に
致

る
。
而
る
に
広
の
子
孫
は
三
千
石
を
過
ぐ
る
者
無
し
」
と
あ
る
記
事
で
あ
る
。
こ

こ
に
は
、
胡
広
が
「
私
恩
L

に
す
が
ら
な
か
っ
た
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
も
っ
と

も
胡
広
の
子
孫
が
大
官
に
昇
進
し
な
か
っ
た
の
は
、
彼
の
子
孫
の
多
く
が
夫
折
し

(
拘
)

た
こ
と
に
一
因
が
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
公
卿
の
多
く
が

「
私
恩
」
に
よ
っ
て
子
孫
の
栄
達
を
図
っ
た
と
記
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
構

造
は
、
い
わ
ゆ
る
清
流
派
・
党
人
に
対
し
て
浴
び
せ
ら
れ
る
批
判
に
通
ず
る
も
の

が
あ
る
。
す
な
わ
ち
胡
広
は
多
く
の
故
更
を
持
っ
た
が
、
彼
ら
の
「
私
恩
」
を
通

じ
て
自
ら
の
子
孫
の
栄
達
ま
で
図
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
胡
広
は
最
後
ま
で
、

官
僚
と
し
て
公
人
の
立
場
を
貫
い
た
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
胡
広
の
弁
護
に
終
始
し
た
感
が
あ
る
。
し
か
し
本
来
の
目
的
は
、
胡

広
の
生
き
方
を
通
し
て
従
来
の
研
究
の
視
点
を
聞
い
直
す
こ
と
に
あ
る
。
従
来
か

ら
外
戚
・
宣
官
を
一
方
的
に
「
悪
」
と
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
一
方
で
は
、
い
わ
ゆ
る
清
流
派
・
党
人
も
必
ず
し
も
「
善
」
と
し

て
規
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
次
の
課
題
は
、

い
わ
ゆ
る
清
流
派
・

党
人
の
性
格
を
根
本
的
に
聞
い
直
す
こ
と
に
あ
る
。

注
(
l
)
増
淵
龍
夫
「
後
漢
党
銅
事
件
の
史
評
に
つ
い
て
」
(
向
『
新
版
中
国
古
代
の

社
会
と
国
家
』
第
二
篇
第
三
章
、
岩
波
書
応
、
一
九
九
七
年
。
一
九
六
O
年
初
出
)

三
一
四
頁
。

(
2
)
こ
こ
で
括
弧
を
つ
け
て
「
党
人
」
と
し
た
の
は
、
こ
れ
が
史
料
用
語
で
あ
る
こ

と
を
一
不
す
。
た
だ
こ
の
中
に
は
、
例
え
ば
郷
玄
の
よ
う
に
直
接
党
鋼
事
件
に
関
係

し
な
か
っ
た
者
も
含
ま
れ
る
。
従
っ
て
党
鋼
事
件
の
性
格
を
考
え
る
際
に
は
当
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四

然
、
こ
の
よ
う
な
人
物
は
一
日
一
分
析
の
外
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

る
。
と
こ
ろ
が
渡
遁
義
浩
氏
は
「
党
鋼
」
(
同
『
後
漢
国
家
の
支
配
と
儒
教
』
第

七
章
、
雄
山
閣
、
一
九
九
五
年
。
一
九
九
一
年
初
出
)
で
、
「
党
人
」
と
さ
れ
る

者
す
べ
て
を
含
め
て
党
鋼
事
件
を
分
析
す
る
党
人
概
念
を
提
出
す
る
。
し
か
し
こ

れ
は
、
氏
が
批
判
す
る
川
勝
義
雄
氏
ら
の
清
流
派
概
念
と
同
様
の
不
正
確
さ
を
も

た
ら
す
原
因
と
な
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
渡
漫
氏
が
提
出
し
た
党
人

概
念
お
よ
び
従
来
の
清
流
派
概
念
は
、
少
々
煩
雑
で
は
あ
る
が
す
べ
て
「
い
わ
ゆ

る
し
と
い
う
語
を
付
し
て
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

(
3
)
本
伝
で
は
卒
年
を
「
烹
平
一
冗
年
」
と
し
て
い
る
が
、
建
寧
か
ら
烹
平
へ
の
改
元

は
胡
広
の
死
後
の
五
月
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
『
禁
中
郎
集
』
の
胡
広
関
係

の
碑
文
に
従
っ
て
、
卒
年
を
「
建
寧
五
年
L

と
す
る
。

(
4
)
胡
広
を
保
身
派
と
す
る
の
は
矢
野
主
税
「
後
漢
官
僚
の
処
世
の
術
に
つ
い
て
」

(
同
『
門
閥
社
会
成
立
史
』
第
四
章
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
六
年
)
で
あ
り
、

ま
た
権
道
派
と
す
る
の
は
注

(
2
)
渡
遺
前
掲
論
文
で
あ
る
。

(
5
)
胡
広
と
禁
邑
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
丹
羽
免
子
「
禁
出
色
伝
お
ぼ
え
が
き
し
(
『
名

古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
』
五
六
(
史
学
一
九
)
、
一
九
七
二
年
)
、
同
「
文
人

の
原
形
禁
単
|
」
(
『
書
論
』
三
、
一
九
七
三
年
)
、
岡
村
繁
「
奈
単
を
め
ぐ
る

後
漢
末
期
の
文
学
の
趨
勢
L

(

『
日
本
中
国
学
会
報
』
三
八
、
一
九
七
六
年
)
、
福

井
重
雅
「
奈
邑
と
『
独
断
』
」
(
『
史
観
』
一

O
七
、
一
九
八
二
年
)
、
福
井
佳
夫
「
「
碑
」

の
文
体
に
つ
い
て
禁
色
の
作
品
を
中
心
に
」
(
『
中
京
大
学
文
学
部
紀
要
』
一
一

二
i

二
、
一
九
八
七
年
)
、
池
田
秀
二
一
「
察
邑
|
乱
世
に
生
き
た
儒
家
的
文
人
|
」

(
日
原
利
国
編
『
中
国
思
想
史
』
上
、
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
七
年
)
、
後
藤
秋

正
「
察
凶
巴
「
童
幼
胡
根
の
碑
銘
」
と
哀
辞
禁
碑
の
も
た
作
り
し
た
も
の
」
(
『
中

国
文
化
!
研
究
と
教
育
(
漢
文
学
会
会
報
)
』
五
一
一
、
一
九
九
四
年
)
を
参
照
。

(
6
)
注
?
と
後
藤
前
掲
論
文
は
、
『
禁
中
郎
集
』
所
収
の
碑
文
か
ら
正
史
に
は
見

え
な
い
多
く
の
事
実
が
判
明
す
る
こ
と
、
奈
出
色
が
す
べ
て
の
人
物
を
同
様
の
筆
致

で
描
写
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
、
そ
し
て
奈
邑
が
虚
植
に
対
し
て
「
五
ロ
為
碑
銘
多

突
、
皆
有
慰
徳
、
唯
郭
有
道
無
憐
色
耳
」
(
伝
五
八
郭
太
伝
)
と
い
う
の
も
、
自

分
の
碑
文
を
恥
じ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
謙
遜
の
中
に
自
負
を
こ
め
て
い

る
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
す
る
。
本
稿
で
は
こ
の
後
藤
氏
の
指
摘
に
従
っ
て
、
胡
広

関
係
碑
文
に
も
多
く
の
事
実
が
残
さ
れ
て
お
り
、
史
料
的
価
値
が
十
分
あ
る
も
の

と
し
て
使
用
す
る
。

(
7
)
も
っ
と
も
こ
の
碑
文
は
胡
広
の
夫
人
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
祖

先
の
官
歴
が
記
さ
れ
な
い
こ
と
を
も
っ
て
、
章
氏
一
族
に
官
僚
が
出
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

(
8
)
豪
族
の
慨
念
に
つ
い
て
は
問
題
が
多
い
。
こ
こ
で
は
、
一
定
の
族
的
結
合
を
持

ち
社
会
的
に
影
響
力
を
持
つ
勢
力
と
し
て
考
え
て
お
き
た
い
。
ま
た
官
僚
を
輩
出

す
る
こ
と
の
み
を
も
っ
て
、
豪
族
と
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。

(
9
)
胡
広
の
子
供
で
は
、
末
子
の
胡
碩
が
虎
責
中
郎
将
(
比
二
千
石
)
・
陳
留
太
守

(
二
千
石
)
に
就
い
た
の
が
最
高
で
あ
る
(
「
陳
留
太
守
胡
公
碑
」
お
よ
び
「
夫

人
霊
表
」
)
。

(ω)狩
野
直
喜
「
両
漢
文
学
考
」
(
同
『
両
漢
学
術
考
』
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
四
年
)
、

加
賀
栄
治
「
『
古
注
』
の
完
成
に
示
さ
れ
た
通
儒
の
学
の
確
立
」
(
同
『
中
国
古
典

解
釈
更
貌
晋
篇
』
第
一
章
第
三
節
一
、
動
草
書
一
房
、
一
九
六
四
年
)
、
お
よ
び

拙
稿
「
漢
代
明
経
考
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
五
四
回
、
一
九
九
六
年
)
を
参
照
。

(
日
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
注

(
5
)
福
井
重
雅
前
掲
論
文
を
参
照
。

(
ロ
)
本
伝
注
所
引
の
『
漢
雑
事
』
に
「
凡
霊
臣
之
書
通
於
天
子
者
四
日
間
。
一
日
章
、

二
日
奏
、
三
回
表
、
四
日
駁
議
L

と
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
福
井
重
雅
「
孝

廉
に
よ
る
察
挙
の
諸
相
」
(
同
『
漢
代
官
吏
登
用
制
度
の
研
究
』
第
一
章
第
三
節
、

創
文
社
、
一
九
八
八
年
)
を
参
照
。

(
日
)
文
吏
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
注
(
ロ
)
福
井
前
掲
論
文
お
よ
び
江
幡
真
一
郎
「
漢

代
の
文
吏
に
つ
い
て
」
(
『
閏
村
博
士
頒
寿
東
洋
史
論
叢
』
、
田
村
博
士
退
官
記
念

事
業
会
、
一
九
六
八
年
)
を
参
照
。

(
U
)
例
え
ば
『
後
漢
紀
』
巻
一
八
順
帝
紀
上
に
引
く
張
衡
の
上
奏
文
に
「
白
初
挙
孝

廉
迄
今
二
百
歳
笑
、
皆
先
孝
行
、
行
有
余
力
、
始
及
文
法
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
孝

廉
科
改
革
に
反
対
し
た
張
衡
の
言
葉
で
あ
る
が
、
当
時
、
儒
家
的
価
値
観
(
「
孝

行
」
)
が
備
わ
っ
て
は
じ
め
て
行
政
的
実
務
(
「
文
法
」
)
を
学
ぶ
よ
う
に
な
る
と

も
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。



(
日
)
胡
広
は
二
二
二
年
に
尚
書
僕
射
で
あ
っ
た
か
ら
、
一
一
七
年
に
尚
書
郎
に
就
官

し
て
か
ら
数
え
る
と
、
少
な
く
と
も
一
五
年
間
は
尚
書
系
の
官
に
就
い
て
い
た
こ

と
に
な
る
。
あ
る
い
は
「
典
機
事
十
年
」
と
い
う
の
は
、
尚
書
僕
射
と
し
て
一

0

年
間
過
ご
し
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
本
伝
に
は
「
五
遷
尚
書
僕
射
」

と
あ
る
の
み
で
あ
る
が
、
「
太
待
碑
」
に
「
除
〔
郎
〕
中
、
尚
書
侍
郎
・
尚
書
左
丞

・
尚
書
僕
射
」
と
あ
り
、
ま
た
「
胡
広
碑
」
に
も
同
様
の
官
歴
が
記
さ
れ
て
お
り
、

尚
書
僕
射
に
就
任
す
る
ま
で
の
官
歴
が
具
体
的
に
わ
か
る
。

(
日
)
梁
皇
后
冊
立
に
つ
い
て
は
胡
広
ら
の
意
見
と
は
別
に
、
紀
一

O
皇
后
紀
下
順
烈

梁
皇
后
紀
に
「
陽
嘉
一
元
年
春
、
有
司
奏
立
長
秋
宮
、
以
乗
氏
侯
梁
商
先
帝
外
戚
、

春
秋
之
義
、
安
先
大
園
、
梁
小
貴
人
宜
配
天
枠
、
正
位
坤
極
。
帝
従
之
、
乃
於
寿

安
殿
立
貴
人
為
皇
后
L

と
い
う
の
が
あ
る
。

(
U
)
東
晋
次
「
順
帝
の
即
位
と
直
官
・
儒
家
官
僚
」
(
向
『
後
漢
時
代
の
政
治
と
社

会
』
第
四
章
第
三
節
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
)
二
二
五
頁
。
な
お

孝
廉
科
改
革
が
左
雄
と
順
帝
の
み
で
決
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
胡
広
の
上
奏
文
に

「
明
詔
既
許
、
復
令
臣
等
得
与
栢
参
し
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
判
明
す
る
。

(
日
目
)
永
田
英
正
「
漢
代
の
集
議
に
つ
い
て
」
(
『
東
方
学
報
』
京
都
四
五
、
一
九
七
二

年
)
、
渡
辺
信
一
郎
『
天
空
の
玉
座
l
中
国
古
代
帝
国
の
朝
政
と
儀
礼
』
(
柏
書

房
、
一
九
九
六
年
)
を
参
照
。

(
印
)
「
太
侍
碑
」
に
「
禁
不
用
刑
、
不
用
賞
」
、
「
胡
広
碑
」
に
「
鞭
朴
息
於
官
曹
、

刑
毅
廃
於
朝
市
」
と
あ
っ
て
、
二
つ
の
碑
文
が
共
通
し
て
胡
広
が
刑
罰
を
用
い
な

つ
か
た
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
彼
は
決
し
て
法
家
的
な
官
僚
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

(
初
)
梁
糞
お
よ
び
李
固
に
つ
い
て
は
、
注
(
げ
)
東
前
掲
論
文
、
お
よ
び
狩
野
直
禎

「
季
固
と
清
流
派
の
進
出
」
(
同
『
後
漢
政
治
史
の
研
究
』
第
五
章
第
二
節
、
同

朋
舎
、
一
九
九
三
年
。
一
九
六
八
年
初
出
)
を
参
照
。

(
幻
)
清
河
王
蒜
に
つ
い
て
は
、
伝
四
五
章
帝
人
王
伝
に
「
沖
帝
崩
、
懲
蒜
詣
京
師
、

将
議
為
嗣
。
会
大
将
軍
梁
葉
与
梁
太
后
立
質
帝
、
罷
帰
国
。
蒜
為
人
厳
重
、
動
止

有
度
、
朝
臣
太
尉
李
固
等
莫
不
帰
心
鳶
。
初
、
中
常
侍
曹
騰
謁
蒜
、
蒜
不
為
礼
、

直
者
由
此
悪
之
。
及
帝
崩
、
公
卿
皆
正
義
立
蒜
、
而
曹
騰
説
、
梁
葉
不
聴
、
遂
立
桓

帝
。
語
在
李
回
伝
。
蒜
由
此
得
罪
。
建
和
一
冗
年
、
甘
陵
人
劉
文
与
南
郡
妖
賊
劉
鮪

交
通
、
誰
言
清
河
王
当
統
天
下
、
欲
共
立
蒜
。
事
発
覚
、
文
等
遂
劫
清
河
相
謝

意
、
将
至
王
宮
司
馬
門
日
、
当
立
王
為
天
子
、
園
高
為
公
。
園
高
不
聴
、
罵
之
、
文
困
刺

殺
意
。
於
是
捕
文
・
鮪
諒
之
。
有
司
因
劾
奏
蒜
、
坐
舵
爵
為
尉
氏
侯
、
徒
桂
陽
、

自
殺
」
と
あ
る
。

(
辺
)
ち
な
み
に
志
二
三
・
五
行
志
一
に
は
、
順
帝
末
に
「
直
如
弦
、
死
道
辺
。
曲
如

鈎
、
反
封
侯
」
と
い
う
童
謡
が
洛
陽
で
は
や
っ
た
こ
と
が
一
記
さ
れ
て
お
り
、
前
者

は
李
固
・
社
喬
、
後
者
は
梁
葉
・
胡
広
を
指
す
と
い
わ
れ
る
。
串
田
久
治
「
桓
帝

期
「
童
謡
」
の
社
会
史
的
考
察
」
(
『
中
国
研
究
集
刊
』
辰
号
、
一
九
九
三
年
)
は
、

こ
の
童
謡
が
胡
広
を
個
人
攻
撃
し
た
も
の
だ
と
す
る
。
し
か
し
後
に
述
べ
る
よ
う

に
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的
批
判
が
当
時
の
官
界
(
い
わ
ゆ
る
清
流
派
官
僚
も
含
む
)

に
あ
っ
て
は
、
批
判
を
受
け
た
個
人
の
評
価
を
変
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

(
幻
)
当
時
の
官
僚
が
外
戚
・
匡
官
と
決
定
的
に
対
立
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
注

(
2
)
渡
澄
前
掲
書
第
五
章
「
外
戚
」
(
一
九
九

O
年
初
出
)
、
第
六
章
「
宣
官
」

(
一
九
八
九
年
初
出
)
、
お
よ
び
斎
藤
英
敏
「
党
鋼
前
史
梁
糞
専
権
と
そ
の
時

代
」
(
『
中
央
大
学
ア
ジ
ア
史
研
究
』
一
九
、
一
九
九
五
年
)
な
ど
に
よ
っ
て
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

(
M
)
胡
広
の
梁
糞
諒
殺
ま
で
の
三
公
と
し
て
の
経
歴
は
、
一
四
三
年
一
一
月
1
一
四

六
年
閏
六
月
に
司
徒
、
一
四
六
年
間
六
月
1
一
四
七
年
六
月
に
太
尉
(
な
お
一
四

七
年
四
月
に
安
楽
郷
侯
に
封
ぜ
ら
れ
る
)
、
一
四
七
年
九
月

1
一
五
一
年
一

O
月

に
司
空
、
一
五
三
年
一

O
月
1
一
五
四
年
九
月
お
よ
び
一
五
八
年
七
月

1
一
五
九

年
八
月
に
太
尉
で
あ
る
。

(
お
)
伝
三
五
種
稜
伝
附
捧
演
伝
に
「
大
将
軍
梁
実
被
誌
、
演
坐
阿
党
抵
罪
、
以
減
死

論
、
遺
帰
本
郡
」
、
ま
た
そ
の
注
に
引
く
『
華
橋
書
』
に
「
梁
皇
后
崩
、
梁
貴
人

大
幸
将
立
、
大
将
軍
梁
糞
欲
分
其
寵
、
謀
閏
目
姓
為
貴
人
父
、
演
陰
許
諾
、
及
葉
謙

事
発
、
演
坐
抵
罪
」
と
あ
る
。

(
お
)
徐
梶
伝
に
胡
広
の
官
位
を
尚
書
僕
射
と
す
る
の
は
、
本
文
に
引
い
た
碑
文
に
も

こ
の
時
期
に
尚
書
僕
射
に
就
い
た
形
跡
は
な
い
の
で
若
干
問
題
も
あ
る
。
し
か
し

こ
の
記
事
を
無
視
し
て
も
、
胡
広
が
か
な
り
早
い
段
階
で
官
僚
に
復
帰
し
た
こ
と

文
学
部
論
集

第
八
十
二
号
(
一
九
九
八
年
三
月
)

一
五



胡
広
伝
覚
書

(
西
川
利
文
)

」ー

ノ、

に
は
間
違
い
な
い
。

(
幻
)
胡
広
の
故
吏
の
多
さ
は
、
「
胡
公
碑
」
に
も
「
公
、
自
二
郡
及
登
相
位
、
凡
所

降
用
、
遂
至
大
位
者
、
故
司
徒
中
山
祝
括
〔
括
〕
、
其
余
登
堂
閣
、
拠
賦
政
、
策
勲

樹
功
流
化
者
、
蓋
不
可
勝
載
」
と
記
さ
れ
る
。
な
お
こ
の
碑
は
「
嫁
太
原
玉
允
・

雁
門
畢
整
、
属
扶
風
魯
宙
・
頴
川
敷
歴
等
」
の
故
更
が
建
立
者
で
あ
り
、
ま
た
「
胡

広
碑
」
の
建
立
者
と
し
て
「
故
吏
司
徒
許
朝
刊
〔
掬
〕
」
が
い
る
。
「
後
漢
書
』
で
は

党
銅
事
件
に
関
連
し
た
者
以
外
に
、
劉
矩
(
伝
六
六
循
吏
伝
)
・
李
成
(
伝
三
四

胡
広
伝
引
『
謝
承
書
』
)
な
ど
が
故
吏
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

(
お
)
そ
の
他
に
党
鋼
事
件
に
関
連
し
た
胡
広
の
故
更
と
し
て
、
越
岐
(
伝
五
四
)
が

い
る
。

(
m
U
)

注
(
M
m
)

で
述
べ
た
と
お
り
、
こ
の
時
期
に
胡
広
が
尚
喜
僕
射
に
就
任
し
た
こ

と
は
現
存
の
史
料
か
ら
は
確
か
め
ら
れ
ず
、
ま
た
永
康
元
年
に
は
胡
広
は
司
徒
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
陳
蕃
は
太
尉
を
罷
免
さ
れ
て
、
永
康
一
克
年
時
点
で
は
無
官
で
あ

っ
た
。
ま
た
陳
蕃
伝
に
は
、
陳
蕃
の
太
縛
録
尚
書
事
就
任
後
の
尚
書
系
の
官
僚
の

動
向
を
「
時
新
遭
大
喪
、
国
嗣
未
立
、
諸
尚
書
畏
催
権
官
、
託
病
不
朝
」
と
記
し

て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
当
時
の
尚
書
系
の
官
僚
が
賓
武
伝
に
見
え
る
よ
う

な
構
成
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
な
お
『
後
漢
紀
』
巻
三
三
栢
一
帝

紀
下
・
延
烹
九
年
の
条
に
あ
る
宙
開
武
の
上
奏
に
は
、
本
文
に
引
い
た
記
事
は
引
か

れ
て
い
な
い
。

(ω)
具
体
的
に
は
伝
五
九
寅
武
伝
に
「
武
於
是
引
同
志
手
勲
為
尚
書
令
、
劉
議
為
侍

中
、
鴻
述
為
屯
騎
校
尉
。
又
徴
天
下
名
士
廃
開
者
前
司
隷
本
十
膚
・
宗
正
劉
猛
・
太

僕
杜
密
・
虚
江
太
守
朱
高
、
列
於
朝
廷
。
請
前
越
筒
太
守
萄
翌
為
従
事
中
郎
、
時
肝

穎
川
陳
寒
為
属
、
共
定
計
策
L

と
あ
る
。

(
訂
)
胡
広
の
動
静
を
推
測
で
き
る
も
の
と
し
て
、
伝
四
七
謝
弼
伝
に
「
今
之
四
八
ム
、

唯
可
内
工
劉
寵
断
断
守
善
、
余
皆
素
餐
致
憲
之
人
、
必
有
折
足
覆
練
之
凶
。
可
因
災

異
、
並
加
罷
鰍
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
は
謝
弼
が
寅
武
・
陳
蕃
諒
殺
直
後

に
書
い
た
上
奏
文
の
一
部
で
、
「
四
公
」
の
一
人
に
当
然
胡
広
が
含
ま
れ
る
。
こ

こ
で
彼
は
「
素
餐
致
憲
之
人
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
胡
広
を
直
接
批
判
す

る
も
の
で
は
な
く
李
膚
・
王
暢
ら
を
推
薦
す
る
文
で
あ
る
。

(
泣
)
紀
八
霊
帝
紀
・
建
寧
元
年
の
条
に
は
「
九
月
辛
亥
、
中
常
侍
曹
節
矯
詔
謙
太
縛

陳
蕃
・
大
将
軍
寅
武
及
尚
書
令
ヰ
ア
勲
・
侍
中
劉
議
・
屯
騎
校
尉
涛
述
、
皆
夷
其

族
」
と
記
さ
れ
る
。
な
お
東
E

目
次
「
党
銅
の
経
過
と
政
治
史
的
背
景
」
(
注
(
げ
)

東
前
掲
書
、
第
六
章
第
一
節
)
は
、
寅
武
・
陳
蕃
諒
殺
事
件
を
も
っ
て
「
清
流
派

と
目
さ
れ
る
人
々
は
ほ
と
ん
ど
官
界
を
追
わ
れ
」
て
、
後
漢
国
家
は
宣
官
政
府
と

な
り
、
「
第
二
次
党
鋼
は
中
央
か
ら
地
方
清
流
党
へ
の
弾
圧
の
拡
大
で
あ
る
と
い

え
よ
う
」
と
す
る
(
二
一

O
一
頁
)
。
確
か
に
李
膚
の
よ
う
に
寅
武
・
陳
蕃
訣
殺
事

件
に
連
座
し
て
免
官
さ
れ
た
者
も
い
た
が
、
彼
ら
に
本
格
的
弾
圧
が
加
え
ら
れ
る

の
は
第
三
次
党
鋼
で
あ
り
、
賓
武
・
陳
蕃
訣
殺
事
件
に
積
極
的
に
加
わ
っ
た
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。

(
お
)
川
勝
義
雄
『
六
朝
貴
族
制
社
会
の
研
究
』
(
岩
波
書
応
、
一
九
八
二
年
)
第
I

部
第
一
章
「
貴
族
政
治
の
成
立
」
(
一
九
五

O
年
初
出
)
、
同
第
二
章
「
漢
末
の
レ

ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
」
(
一
九
六
七
年
初
出
)
、
同
第
四
章
「
貴
族
制
社
会
の
成
立
」

(
一
九
七

O
年
初
出
)
。

(M)
注
(
お
)
川
勝
前
掲
論
文
中
の
「
漢
末
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
」
。

(
お
)
例
え
ば
橋
玄
の
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
伝
四
一
橋
玄
伝
に
よ
る
と
、
彼
は
建
寧

四
年
に
司
徒
に
就
任
す
る
と
「
以
国
家
方
弱
、
自
度
力
無
所
用
L

と
し
て
一
旦
司

徒
を
辞
任
し
た
が
、
そ
の
後
再
び
官
僚
に
復
帰
し
て
政
治
の
正
常
化
に
努
め
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
存
在
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
が
問
題
で
あ
る
。

(
お
)
例
え
ば
党
鋼
列
伝
だ
け
を
と
っ
て
み
て
も
、
李
膚
の
よ
う
に
積
極
的
に
か
か
わ

っ
た
者
か
ら
、
檀
敷
の
よ
う
に
党
鋼
事
件
と
の
か
か
わ
り
が
不
明
な
者
ま
で
い

る
。
こ
の
よ
う
に
彼
ら
は
、
清
流
派
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
党
人
と
し

て
も
一
様
に
括
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

(
幻
)
そ
の
典
型
的
な
例
と
し
て
、
成
者
の
場
合
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
陳
蕃
伝
で
は
、

直
官
の
恨
み
を
買
っ
て
奔
市
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
成
増
を
、
陳
蕃
が
必
至
に
弁
護

し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
党
銅
列
伝
で
は
、
郡
の
行
政
を
功
曹
の
山
今
陛
に
委
ね

た
こ
と
を
も
っ
て
「
南
陽
大
守
山
今
公
孝
、
弘
農
成
塔
但
坐
噺
」
と
し
て
、
成
車
恒
が

郷
捻
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
後
漢
時
代
に
は
、
郡
太
守
が
功
曹
な
ど
の
属

吏
に
行
政
を
委
ね
る
こ
と
は
一
般
的
な
姿
で
あ
っ
た
。



(
犯
)
例
え
ば
「
夫
人
霊
表
」
に
は
、
胡
広
の
五
人
の
子
供
が
全
て
早
く
亡
く
な
っ
た

こ
と
を
記
す
。

(
m
m
)

例
え
ば
注

(
2
)
渡
遺
前
掲
論
文
に
引
く
、
徐
幹
『
中
論
』
語
交
の
徐
幹
の
言
、

お
よ
び
『
意
林
』
巻
五
所
引
『
典
論
』
の
曹
亙
の
言
に
表
れ
て
い
る
。

(ω)
注
(
幻
)
前
掲
諸
論
文
を
参
照
。

に
し
か
わ
と
し
ふ
み

史
学
科
)

一
九
九
七
年
一

O
月
一
六
日
受
理

文
学
部
論
集

第
八
十
二
号
(
一
九
九
八
年
三
月
)
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