
は
じ
め
に

　
中
唐
期（
１
）に

、
に
わ
か
に
「
伝
奇
」
と
呼
ば
れ
る
作
品
群
が
大
量
に
書
か
れ
た

こ
と
は
、
中
国
文
学
史
上
周
知
に
属
す
る
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
こ
の

時
期
に
こ
の
よ
う
な
作
品
群
が
盛
ん
に
書
か
れ
た
の
か
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
ど

の
よ
う
な
意
図
で
一
連
の
奇
抜
な
現
象
を
描
く
物
語
が
創
作
さ
れ
て
行
っ
た
の

か
、
と
い
う
本
質
的
な
問
題
に
対
し
て
は
、
す
で
に
先
行
研
究
で
多
く
考
察
さ

れ
て
い
る
も
の
の
、
決
定
的
な
究
明
に
は
ま
だ
及
ん
で
い
な
い
こ
と
も
否
め
な

い
。
中
唐
は
、
唐
王
朝
の
歴
史
を
二
分
す
る
こ
と
に
な
っ
た
大
乱
、
安
史
の
乱

（
七
五
五
～
七
六
三
）
直
後
の
時
代
で
あ
り
、
前
半
の
律
令
制
を
骨
子
と
す
る

唐
王
朝
の
根
幹
が
崩
れ
、
社
会
制
度
が
大
き
く
変
化
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
唐

王
朝
前
半
の
宮
廷
を
牛
耳
っ
て
い
た
門
閥
貴
族
に
対
抗
す
べ
く
、
新
興
の
科
挙

合
格
者
ら
が
中
心
と
な
る
官
僚
勢
力
が
拡
大
し
て
宮
廷
内
の
権
力
闘
争
が
激
化

し
た
。
そ
し
て
、
不
安
定
に
な
っ
た
経
済
的
基
盤
を
立
て
直
す
べ
く
、
税
の
現

物
納
入
を
貨
幣
で
の
納
税
制
度
へ
と
税
制
の
仕
組
み
も
変
化
す
る
と
い
っ
た
具

合
に
、
社
会
経
済
面
で
は
大
変
革
を
迎
え
て
い
た
。
こ
う
し
た
社
会
の
転
換
期

に
、
そ
の
時
代
風
景
を
活
写
す
る
伝
奇
が
流
行
し
た
と
い
う
意
味
は
大
き
い
。

　
そ
も
そ
も
中
唐
に
書
か
れ
た
物
語
の
作
品
群
が
「
伝
奇
」
と
い
う
名
称
の
も

と
分
類
さ
れ
た
の
も
当
時
の
見
解
で
は
な
く
、
晩
唐
か
ら
宋
代
に
か
け
て
の
目

録
学
的
な
見
識
で
便
宜
的
に
な
さ
れ
た
も
の（
２
）で

、
当
時
の
作
者
た
ち
が
い
か
な

る
視
点
か
ら
そ
の
物
語
を
創
作
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
再
検
討
す
る
余
地
も

残
っ
て
い
る
と
思
う
。

　
伝
奇
の
先
蹤
を
な
す
と
言
わ
れ
て
い
る
六
朝
志
怪
も
、
当
時
の
意
識
で
は
文

防
医
大
進
学
紀
要
　
第
四
十
六
号
　
一
─
十
六
　
二
〇
二
三

　史
家
沈
既
済
の
夢

―
中
唐
期
に
お
け
る
伝
奇
と
史
学
の
交
錯
―

	

宮
岸

　雄
介

 

（
国
語
国
文
学
〈
中
国
語
〉
学
科
目
）

（
令
和
四
年
十
二
月
二
十
六
日
受
理
）
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代
に
発
展
し
た
史
学
思
想
が
伝
奇
を
通
じ
て
い
か
に
発
揮
さ
れ
て
い
っ
た
か
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

一
、
沈
既
済
の
史
論

　
唐
代
は
六
朝
以
来
の
名
門
貴
族
中
心
の
宮
廷
政
治
が
崩
壊
し
、
新
興
の
科
挙

合
格
者
で
あ
る
官
僚
た
ち
が
政
治
社
会
に
進
出
し
て
い
く
過
程
の
時
代
で
あ
っ

た
。
唐
初
か
ら
圧
倒
的
勢
力
を
誇
っ
て
き
た
貴
族
た
ち
に
対
抗
し
て
、
中
唐
以

降
に
な
る
と
新
興
の
官
僚
た
ち
は
徒
党
を
組
み
、
両
者
の
権
力
闘
争
は
激
化
し

て
、
両
者
が
真
っ
向
か
ら
対
立
し
た
の
が
牛
李
の
党
争
（
八
〇
八
～
八
四
九
）

で
あ
る
。
図
ら
ず
も
新
興
官
僚
側
の
領
袖
で
あ
っ
た
牛
僧
孺
（
七
七
九
～

八
四
七
）
は
、
伝
奇
を
集
め
た
『
玄
怪
録
』
の
編
者
で
あ
っ
た
こ
と
で
も
知
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
伝
奇
は
新
た
に
台
頭
し
て
き
た
官
僚
た
ち
に
よ
っ
て
書
か

れ
た
文
学
で
あ
っ
た
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
た
め
、
伝
奇
の

主
人
公
は
、
科
挙
の
受
験
生
、
そ
の
合
格
者
、
不
合
格
者
と
な
る
こ
と
が
多
く
、

伝
奇
は
新
興
官
僚
た
ち
の
目
を
通
し
て
描
か
れ
た
物
語
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
当
時
、
行
巻
と
い
う
受
験
生
の
文
才
を
予
め
試
験
官
に
お
目
通
し
い
た
だ
く

と
い
う
風
習
が
あ
っ
た
。
試
験
科
目
で
も
あ
っ
た
詩
が
そ
の
対
象
で
あ
っ
た
こ

と
は
す
で
に
論
証
さ
れ
て
い
る
が
、
実
は
伝
奇
も
行
巻
の
た
め
に
書
か
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
説
が
あ
る
。
論
拠
と
し
て
は
、
史
才
、
作
詩
、
議
論
の
三

能
力
が
求
め
ら
れ
る
科
挙（
５
）に

、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
要
素
を
含
む
こ
と
が
で
き
る

伝
奇
は
利
用
し
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
現
存
す

る
伝
奇
は
す
べ
て
が
三
技
能
の
内
容
を
含
む
も
の
で
は
な
く
、
試
験
準
備
の
た

め
の
作
品
で
あ
っ
た
と
断
定
す
る
に
は
証
拠
と
し
て
不
十
分
と
さ
れ（
６
）、
行
巻
と

伝
奇
の
関
係
に
つ
い
て
は
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
試
験
対
策
と
し
て
三
要
素
な
い
し
は
そ
の
う
ち
の
数
要
素
が
備

わ
っ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
形
式
的
に
は
史
書
の
そ
れ
を
踏
襲
し
、
作
品
に

よ
っ
て
は
物
語
の
展
開
時
に
効
果
的
に
詩
を
引
用
し
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た

り
、
自
説
を
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
見
事
に
自
分
の
思
想
を
論
証
す
る
議
論
の
文
が

備
わ
っ
て
い
る
こ
と
自
体
が
伝
奇
の
特
色
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
中
唐
以

降
の
伝
奇
は
お
お
む
ね
所
謂
古
文
で
書
か
れ
て
お
り
、
唐
初
の
小
説
が
四
六
駢

儷
体
で
書
か
れ
て
い
た
こ
と
と
は
対
象
的
で
興
味
深
い（
７
）。

こ
れ
は
完
全
に
小
説

の
書
き
手
が
、
所
謂
門
閥
貴
族
の
作
者
か
ら
新
興
の
官
僚
勢
力
の
文
人
た
ち
へ

と
移
り
変
わ
っ
て
来
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
行
巻
と
伝
奇
の
関
わ
り
は
論
断

で
き
ず
、
古
文
の
宣
伝
の
た
め
に
伝
奇
が
書
か
れ
た
と
い
う
説
が
否
定
さ
れ
て

も
、
当
時
の
科
挙
が
求
め
る
よ
う
な
内
容
、
文
学
が
新
た
に
創
始
し
よ
う
と
し

て
い
る
文
体
を
兼
ね
備
え
て
い
る
の
が
伝
奇
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
よ
う
な
伝
奇
の
作
家
で
あ
っ
た
沈
既
済
の
史
家
と
し
て
の
主
張
を
見
て

い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
沈
既
済
は
『
旧
唐
書
』
巻
一
四
九
、『
新
唐
書
』
巻

一
三
二
と
も
に
伝
記
が
見
え
る
。
そ
れ
ぞ
れ
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
伝
え
る
が
、
と

も
に
歴
史
家
が
分
類
さ
れ
て
い
る
巻
に
立
伝
さ
れ
て
お
り
、
正
史
の
史
家
か
ら

沈
既
済
は
唐
代
の
代
表
的
史
家
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い

る
。『
新
唐
書
』は
沈
既
済
自
身
の
独
立
し
た
伝
記
が
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、『
旧

唐
書
』
は
息
子
傅
師
伝
の
中
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

学
作
品
と
し
て
で
は
な
く
、
史
書
に
は
載
せ
ら
れ
な
い
奇
怪
な
る
事
実
を
記
録

し
た
史
書
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
編
ま
れ
て
い
た
こ
と
も
常
識
で
あ
る
よ
う

に
、
史
学
と
志
怪
、
伝
奇
と
は
密
接
な
関
係
が
あ
る（
３
）。

奇
怪
な
る
も
の
を
伝
え

る
と
い
う
「
伝
奇
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
名
に
「
～
伝
」
と
つ
け
ら
れ
る
こ

と
が
多
い
よ
う
に
、
史
伝
の
書
法
に
則
っ
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
も
非
常
に
示

唆
的
で
あ
る
。
ま
た
、
伝
奇
の
多
く
の
作
者
は
史
才
の
あ
る
者
、
あ
る
い
は
当

時
の
史
書
を
編
纂
す
る
史
官
で
あ
る
場
合
も
認
め
ら
れ
、
史
学
と
伝
奇
の
深
い

関
わ
り
を
暗
示
し
て
い
る
。
た
だ
、
伝
奇
は
奇
怪
な
る
事
象
を
題
材
と
す
る
六

朝
志
怪
以
来
の
伝
統
、す
な
わ
ち
人
智
で
は
計
り
知
れ
な
い
事
件
を
扱
っ
て
も
、

主
題
は
あ
く
ま
で
も
人
間
社
会
や
人
間
性
の
問
題
が
メ
イ
ン
で
描
か
れ
、
単
な

る
事
実
の
羅
列
で
は
終
わ
っ
て
い
な
い
。
単
に
事
実
を
記
録
し
た
記
事
の
様
相

を
呈
す
る
志
怪
に
比
べ
て
、
伝
奇
は
作
者
の
創
意
と
主
張
が
明
確
に
示
さ
れ
た

一
つ
の
作
品
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。

　
通
説
で
は
、
歴
史
学
の
産
物
で
あ
る
志
怪
が
虚
構
の
物
語
を
創
作
す
る
伝
奇

へ
と
展
開
し
、
こ
こ
に
所
謂
小
説
の
誕
生
を
認
め
る
よ
う
に
み
な
さ
れ
て
き
て

い
る（
４
）。
伝
奇
の
物
語
の
中
に
は
、
志
怪
で
使
わ
れ
た
題
材
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し

た
も
の
も
散
見
す
る
。
そ
れ
ら
を
比
較
す
る
と
、
伝
奇
は
志
怪
よ
り
も
描
写
を

詳
述
し
、
伏
線
を
も
た
せ
た
見
事
な
構
成
か
ら
な
る
も
の
に
昇
華
さ
せ
、
分
量

的
に
も
何
十
倍
に
も
膨
ら
ま
せ
た
も
の
に
仕
上
が
っ
て
お
り
、
通
説
は
明
ら
か

に
十
分
首
肯
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
確
か
に
作

者
の
文
学
者
と
し
て
の
才
能
の
開
陳
が
見
え
る
も
の
の
、
上
述
の
通
り
、
伝
奇

は
志
怪
以
上
に
史
書
の
形
式
を
模
し
て
い
る
点
、
さ
ら
に
は
史
書
と
関
わ
る
著

者
が
史
書
で
は
語
り
得
な
か
っ
た
思
想
な
ど
が
直
接
的
に
描
い
て
い
る
場
合
が

多
く
、
伝
奇
と
い
う
新
し
い
表
現
手
段
に
よ
っ
て
史
家
が
め
ざ
し
た
本
音
の
主

張
を
窺
う
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
伝
奇
の
作
者
を
史
家
と
し

て
捉
え
て
眺
め
て
み
る
と
、
作
者
が
目
指
し
た
伝
奇
の
創
作
意
図
が
よ
り
明
確

に
な
っ
て
い
く
よ
う
に
思
う
。

　
唐
代
は
史
学
が
経
学
か
ら
独
立
し
た
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
は
唐
初
に
編
纂
さ

れ
た
『
隋
書
』
経
籍
志
の
図
書
分
類
、
す
な
わ
ち
「
経
・
史
・
子
・
集
」
の
一

つ
と
し
て
「
史
書
」
の
た
め
に
独
立
し
た
部
立
て
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
明

確
で
あ
る
が
、
単
に
六
朝
隋
唐
を
経
て
史
書
の
編
纂
数
が
増
え
た
と
い
う
現
象

だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
背
後
に
独
立
し
た
学
術
と
し
て
の
史
学
の
思
想
が
確
立

し
た
と
い
う
本
質
的
な
原
因
も
具
体
的
に
分
析
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
経
学
か
ら
独
立
し
た
史
学
は
、
表
現
方
法
を
文
学
の
そ
れ
に
求
め
て
い
っ

た
と
考
え
る
と
、
史
家
で
あ
っ
た
著
者
が
文
学
作
品
で
あ
る
伝
奇
の
創
作
に
熱

中
し
た
こ
と
に
は
重
要
な
意
義
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
中
唐
に
に

わ
か
に
流
行
を
見
た
伝
奇
が
史
書
の
書
法
に
依
拠
し
、
さ
ら
に
は
史
才
が
あ
る

文
人
あ
る
い
は
史
官
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
が
書
か
れ
た
、
そ
の
動
機
を
考
え
て
い

く
こ
と
は
、
独
立
し
た
史
学
の
精
神
の
一
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
つ
な

が
っ
て
い
く
問
題
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
伝
奇
を
代
表
す
る
「
枕
中
記
」
や
「
任
氏
伝
」
な
ど
の
著
者
と
さ
れ
る
沈
既

済
も
正
史
の
本
伝
が
伝
え
る
よ
う
に
、『
建
中
実
録
』
と
い
う
史
書
を
書
い
た

当
時
を
代
表
す
る
史
家
で
あ
っ
た
。
本
論
で
は
沈
既
済
（
七
五
〇
～
八
〇
〇
）

の
史
論
と
伝
奇
作
品
の
主
題
を
検
討
し
、
中
唐
に
伝
奇
が
流
行
し
た
背
景
、
唐
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代
に
発
展
し
た
史
学
思
想
が
伝
奇
を
通
じ
て
い
か
に
発
揮
さ
れ
て
い
っ
た
か
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

一
、
沈
既
済
の
史
論

　
唐
代
は
六
朝
以
来
の
名
門
貴
族
中
心
の
宮
廷
政
治
が
崩
壊
し
、
新
興
の
科
挙

合
格
者
で
あ
る
官
僚
た
ち
が
政
治
社
会
に
進
出
し
て
い
く
過
程
の
時
代
で
あ
っ

た
。
唐
初
か
ら
圧
倒
的
勢
力
を
誇
っ
て
き
た
貴
族
た
ち
に
対
抗
し
て
、
中
唐
以

降
に
な
る
と
新
興
の
官
僚
た
ち
は
徒
党
を
組
み
、
両
者
の
権
力
闘
争
は
激
化
し

て
、
両
者
が
真
っ
向
か
ら
対
立
し
た
の
が
牛
李
の
党
争
（
八
〇
八
～
八
四
九
）

で
あ
る
。
図
ら
ず
も
新
興
官
僚
側
の
領
袖
で
あ
っ
た
牛
僧
孺
（
七
七
九
～

八
四
七
）
は
、
伝
奇
を
集
め
た
『
玄
怪
録
』
の
編
者
で
あ
っ
た
こ
と
で
も
知
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
伝
奇
は
新
た
に
台
頭
し
て
き
た
官
僚
た
ち
に
よ
っ
て
書
か

れ
た
文
学
で
あ
っ
た
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
た
め
、
伝
奇
の

主
人
公
は
、
科
挙
の
受
験
生
、
そ
の
合
格
者
、
不
合
格
者
と
な
る
こ
と
が
多
く
、

伝
奇
は
新
興
官
僚
た
ち
の
目
を
通
し
て
描
か
れ
た
物
語
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
当
時
、
行
巻
と
い
う
受
験
生
の
文
才
を
予
め
試
験
官
に
お
目
通
し
い
た
だ
く

と
い
う
風
習
が
あ
っ
た
。
試
験
科
目
で
も
あ
っ
た
詩
が
そ
の
対
象
で
あ
っ
た
こ

と
は
す
で
に
論
証
さ
れ
て
い
る
が
、
実
は
伝
奇
も
行
巻
の
た
め
に
書
か
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
説
が
あ
る
。
論
拠
と
し
て
は
、
史
才
、
作
詩
、
議
論
の
三

能
力
が
求
め
ら
れ
る
科
挙（
５
）に

、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
要
素
を
含
む
こ
と
が
で
き
る

伝
奇
は
利
用
し
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
現
存
す

る
伝
奇
は
す
べ
て
が
三
技
能
の
内
容
を
含
む
も
の
で
は
な
く
、
試
験
準
備
の
た

め
の
作
品
で
あ
っ
た
と
断
定
す
る
に
は
証
拠
と
し
て
不
十
分
と
さ
れ（
６
）、

行
巻
と

伝
奇
の
関
係
に
つ
い
て
は
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
試
験
対
策
と
し
て
三
要
素
な
い
し
は
そ
の
う
ち
の
数
要
素
が
備

わ
っ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
形
式
的
に
は
史
書
の
そ
れ
を
踏
襲
し
、
作
品
に

よ
っ
て
は
物
語
の
展
開
時
に
効
果
的
に
詩
を
引
用
し
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た

り
、
自
説
を
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
見
事
に
自
分
の
思
想
を
論
証
す
る
議
論
の
文
が

備
わ
っ
て
い
る
こ
と
自
体
が
伝
奇
の
特
色
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
中
唐
以

降
の
伝
奇
は
お
お
む
ね
所
謂
古
文
で
書
か
れ
て
お
り
、
唐
初
の
小
説
が
四
六
駢

儷
体
で
書
か
れ
て
い
た
こ
と
と
は
対
象
的
で
興
味
深
い（
７
）。

こ
れ
は
完
全
に
小
説

の
書
き
手
が
、
所
謂
門
閥
貴
族
の
作
者
か
ら
新
興
の
官
僚
勢
力
の
文
人
た
ち
へ

と
移
り
変
わ
っ
て
来
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
行
巻
と
伝
奇
の
関
わ
り
は
論
断

で
き
ず
、
古
文
の
宣
伝
の
た
め
に
伝
奇
が
書
か
れ
た
と
い
う
説
が
否
定
さ
れ
て

も
、
当
時
の
科
挙
が
求
め
る
よ
う
な
内
容
、
文
学
が
新
た
に
創
始
し
よ
う
と
し

て
い
る
文
体
を
兼
ね
備
え
て
い
る
の
が
伝
奇
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
よ
う
な
伝
奇
の
作
家
で
あ
っ
た
沈
既
済
の
史
家
と
し
て
の
主
張
を
見
て

い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
沈
既
済
は
『
旧
唐
書
』
巻
一
四
九
、『
新
唐
書
』
巻

一
三
二
と
も
に
伝
記
が
見
え
る
。
そ
れ
ぞ
れ
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
伝
え
る
が
、
と

も
に
歴
史
家
が
分
類
さ
れ
て
い
る
巻
に
立
伝
さ
れ
て
お
り
、
正
史
の
史
家
か
ら

沈
既
済
は
唐
代
の
代
表
的
史
家
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い

る
。『
新
唐
書
』は
沈
既
済
自
身
の
独
立
し
た
伝
記
が
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、『
旧

唐
書
』
は
息
子
傅
師
伝
の
中
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
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沈
傳
師
、
字
子
言
、
吳
人
。
父
既
濟
、
博
通
群
籍
、
史
筆
尤
工
、
吏
部
侍

郎
楊
炎
見
而
稱
之
。
建
中
初
、
炎
為
宰
相
、
薦
既
濟
才
堪
史
任
、
召
拜
左

拾
遺
、
史
館
修
撰
。
既
濟
以
吳
兢
撰
『
國
史
』、
以
則
天
事
立
本
紀
、
奏

議
非
之
曰
、（『
旧
唐
書
』
巻
一
四
九
）

沈
傅
師
の
父
既
済
は
多
く
の
書
籍
に
広
く
通
じ
て
、
史
書
を
書
く
こ
と
に

長
じ
て
い
た
こ
と
が
、
楊
炎
（
七
二
九
～
七
八
一
）
に
認
め
ら
れ
た
。
建

中
（
七
八
〇
～
七
八
三
）
の
初
め
に
、
炎
が
宰
相
と
な
り
、
沈
既
済
を
歴

史
編
纂
の
仕
事
に
推
薦
し
、
左
拾
遺
、
史
館
修
撰
に
就
い
た
と
あ
る
。
沈

既
済
は
呉
競
の
『
国
史
』
が
武
則
天
の
た
め
に
本
紀
を
立
て
た
こ
と
を
批

判
し
て
奏
上
し
た
と
い
う
。

　
こ
こ
に
出
て
く
る
楊
炎
と
い
う
人
物
は
、
均
田
制
に
代
わ
る
か
の
両
税
法
と

い
う
新
し
い
税
法
を
実
施
し
た
、
当
時
の
や
り
手
政
治
家
で
、
新
興
の
官
僚
グ

ル
ー
プ
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
。
そ
の
人
物
に
見
い
だ
さ
れ
て
史
家
と
し
て
活

躍
し
始
め
た
こ
と
は
、
沈
既
済
が
新
興
官
僚
と
し
て
中
央
政
界
で
の
活
躍
が
約

束
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
楊
炎
の
失
脚
は
そ
の
ま
ま
沈
既

済
の
左
遷
を
も
意
味
し
、
実
際
に
沈
既
済
も
中
央
政
界
か
ら
追
わ
れ
る
経
験
を

持
っ
て
い
た
。
彼
の
代
表
作
「
枕
中
記
」
は
、
科
挙
不
合
格
の
盧
生
が
夢
の
中

で
、
科
挙
合
格
を
皮
切
り
に
中
央
政
界
で
立
身
出
世
を
果
た
し
、
そ
の
後
何
度

も
浮
沈
す
る
官
僚
の
生
涯
を
短
時
間
に
概
観
す
る
物
語
で
あ
る
。
こ
う
し
た
物

語
の
着
想
は
、
実
際
に
中
央
政
界
で
活
躍
し
左
遷
さ
れ
た
、
沈
既
済
の
実
体
験

と
そ
の
感
慨
が
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
初
め
て
創
作
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言

え
よ
う
。

　
沈
既
済
の
史
家
と
し
て
の
活
躍
の
ト
ピ
ッ
ク
は
、
唐
初
に
編
ま
れ
た
史
書
批

判
で
あ
る
。
先
の
引
用
文
に
続
く
沈
既
済
の
史
論
を
要
約
す
る
と
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
。

　
沈
既
済
は
史
学
の
伝
統
的
な
目
的
と
し
て
『
春
秋
』
の
義
に
則
り
、
社
会
の

あ
る
べ
き
秩
序
を
示
す
こ
と
で
あ
る
と
い
う
議
論
か
ら
説
き
起
こ
し
、
皇
帝
が

存
在
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
自
ら
帝
位
に
就
き
政
治
を
行
っ
た
則
天
武
后
は
皇

帝
と
呼
ぶ
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
く
、
本
紀
か
ら
外
す
べ
き
だ
と
意
見
し
た
の
で

あ
っ
た
。
論
証
の
中
で
、
き
ち
ん
と
し
た
呼
称
を
用
い
る
と
い
う
儒
家
の
「
正

名
」
を
史
書
も
実
践
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。

　
史
学
は
儒
学
の
精
神
を
史
実
か
ら
汲
み
取
り
、
そ
れ
を
正
確
に
記
録
す
べ
き

も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、
沈
既
済
も
こ
う
し
た
史
家
と
し
て
の
正
統
な
見

解
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
意
見
は
結
局

は
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
、
両
唐
書
は
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
結
ん
で
い
る

よ
う
に
、
新
興
勢
力
で
あ
っ
た
官
僚
グ
ル
ー
プ
に
そ
の
時
代
は
順
風
が
吹
い
て

い
な
か
っ
た
こ
と
も
暗
に
示
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
沈
既
済
は
皇
帝
の
正
統
性
を
遵
守
す
る
と
い
う
儒
学
の
思
想
か
ら
則

天
武
后
の
呼
称
と
本
紀
立
伝
に
つ
い
て
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
彼
が
直

接
批
判
の
対
象
と
し
た
『
国
史
』
は
、
唐
初
を
代
表
す
る
史
家
た
ち
の
共
同
編

纂
で
、
そ
の
中
に
劉
知
幾
の
名
前
も
見
え
る（
８
）。

劉
知
幾
は
上
述
の
よ
う
な
史
家

の
精
神
を
闡
明
に
し
た
史
論
書
『
史
通
』
の
著
者
で
あ
り
、
呉
競
の
み
な
ら
ず

唐
初
の
史
家
た
ち
が
す
べ
て
沈
既
済
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目

す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。沈
既
済
は
則
天
武
后
立
伝
の
前
例
を
次
の
よ
う
に
示
す
。

或
曰
、
班
、
馬
良
史
也
、
編
述
漢
事
、
立
高
後
以
續
帝
載
、
豈
有
非
之
者

乎
。
答
曰
、
昔
高
後
稱
制
、
因
其
曠
嗣
、
獨
有
分
王
諸
呂
、
負
於
漢
約
、

無
遷
鼎
革
命
之
甚
。
況
其
時
孝
惠
已
歿
、
孝
文
在
下
、
宮
中
二
子
、
非
劉

氏
種
、
不
紀
呂
後
、
將
紀
誰
焉
。
雖
雲
其
然
、
議
者
猶
為
不
可
、
況
遷
鼎

革
命
者
乎
。（『
旧
唐
書
』
本
伝
）

あ
る
人
が
尋
ね
る
に
、
司
馬
遷
や
班
固
は
良
史
の
誉
れ
高
い
が
、
漢
王
朝

を
記
録
し
た
際
、
呂
后
を
本
紀
に
載
せ
て
皇
帝
を
後
に
続
け
て
い
る
が
こ

れ
は
間
違
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。
沈
既
済
は
答
え
て
い
う
。
昔

呂
后
が
政
治
を
行
い
、
呂
一
族
を
王
と
し
て
、
天
下
を
我
が
も
の
と
し
た

が
天
命
が
変
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
時
恵
帝
が
亡
く
な
り
宮
中

に
い
た
二
人
は
劉
氏
の
血
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
は
な
く
、
呂
后
を
王
朝
の

中
心
に
据
え
な
い
で
誰
を
据
え
よ
う
と
い
う
の
か
。
議
論
す
る
者
は
こ
の

判
断
を
不
可
と
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
事
実
上
正
統
な
も
の
が
空
位
に

な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
呂
の
場
合
は
仕
方
が
な
い
。
唐
の
中
宗
の
場
合

は
状
況
が
違
い
、
天
命
が
改
ま
っ
て
即
位
し
て
い
る
の
だ
。
則
天
武
后
で

は
な
く
中
宗
を
基
準
に
史
書
を
書
く
べ
き
で
あ
る
。

と
主
張
し
て
い
る
。
沈
既
済
は
女
帝
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
と
い
う
の
で
は
な

く
、
歴
史
の
時
間
軸
と
し
て
や
む
を
得
な
い
場
合
は
女
帝
の
本
紀
も
認
め
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
図
ら
ず
も
劉
知
幾
も
沈
既
済
と
同
じ
よ

う
に
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
同
じ
く
呂
后
本
紀
立
伝
を
題
材
と
し
て
以
下
の

よ
う
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

劉
軌
思
商
榷
漢
史
、
雅
重
班
才
、
惟
譏
其
本
紀
不
列
少
帝
、
而
輒
編
高
后
。

案
弘
非
劉
氏
、
而
竊
養
漢
宮
。
時
天
下
無
主
。
呂
宗
稱
制
、
故
借
其
歲
月
、

寄
以
編
年
。
而
野
雞
行
事
、
自
具
『
外
戚
』。
譬
夫
成
周
成
王
。
為
孺
子
、

史
刊
攝
政
之
年
、
厲
亡
流
彘
、
歷
紀
共
和
之
日
。
而
周
、
召
二
公
、
各
世

家
有
傳
。
句
必
有
誤
、
詳
此
句
當
云
「
各
有
世
家
」。
班
氏
式
遵
曩
例
、

殊
合
事
宜
、
豈
謂
雖
浚
發
于
巧
心
、
反
受
嗤
于
拙
目
也
。（『
史
通
』
巻
九

鑑
識
篇
）

と
い
う
よ
う
に
、
呂
后
本
紀
立
伝
に
反
対
す
る
北
斉
の
劉
軌
思
の
説
を
反
駁
し

つ
つ
、
皇
帝
不
在
の
折
に
実
際
の
政
治
は
呂
后
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た

の
だ
か
ら
、
そ
の
時
間
帯
の
本
紀
に
呂
后
を
据
え
る
こ
と
は
正
し
い
と
し
て
い

る
。
呂
后
の
事
績
は
外
戚
列
伝
に
述
べ
て
い
る
の
で
問
題
は
な
い
。
そ
し
て
、

そ
の
時
代
の
時
間
軸
と
し
て
呂
后
の
年
月
で
歴
史
を
ま
と
め
る
こ
と
は
、
周
の

成
王
が
幼
少
の
折
に
周
公
の
年
月
で
記
録
し
た
前
例
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
い

る
、
と
し
て
班
固
の
判
断
を
的
確
な
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
劉
知
幾
が
女
帝
が
在
位
し
て
い
る
こ
と
よ
り
も
、
正
確
に
時
代

の
時
間
軸
を
据
え
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
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唐
初
の
史
家
た
ち
が
す
べ
て
沈
既
済
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目

す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。沈
既
済
は
則
天
武
后
立
伝
の
前
例
を
次
の
よ
う
に
示
す
。

或
曰
、
班
、
馬
良
史
也
、
編
述
漢
事
、
立
高
後
以
續
帝
載
、
豈
有
非
之
者

乎
。
答
曰
、
昔
高
後
稱
制
、
因
其
曠
嗣
、
獨
有
分
王
諸
呂
、
負
於
漢
約
、

無
遷
鼎
革
命
之
甚
。
況
其
時
孝
惠
已
歿
、
孝
文
在
下
、
宮
中
二
子
、
非
劉

氏
種
、
不
紀
呂
後
、
將
紀
誰
焉
。
雖
雲
其
然
、
議
者
猶
為
不
可
、
況
遷
鼎

革
命
者
乎
。（『
旧
唐
書
』
本
伝
）

あ
る
人
が
尋
ね
る
に
、
司
馬
遷
や
班
固
は
良
史
の
誉
れ
高
い
が
、
漢
王
朝

を
記
録
し
た
際
、
呂
后
を
本
紀
に
載
せ
て
皇
帝
を
後
に
続
け
て
い
る
が
こ

れ
は
間
違
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。
沈
既
済
は
答
え
て
い
う
。
昔

呂
后
が
政
治
を
行
い
、
呂
一
族
を
王
と
し
て
、
天
下
を
我
が
も
の
と
し
た

が
天
命
が
変
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
時
恵
帝
が
亡
く
な
り
宮
中

に
い
た
二
人
は
劉
氏
の
血
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
は
な
く
、
呂
后
を
王
朝
の

中
心
に
据
え
な
い
で
誰
を
据
え
よ
う
と
い
う
の
か
。
議
論
す
る
者
は
こ
の

判
断
を
不
可
と
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
事
実
上
正
統
な
も
の
が
空
位
に

な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
呂
の
場
合
は
仕
方
が
な
い
。
唐
の
中
宗
の
場
合

は
状
況
が
違
い
、
天
命
が
改
ま
っ
て
即
位
し
て
い
る
の
だ
。
則
天
武
后
で

は
な
く
中
宗
を
基
準
に
史
書
を
書
く
べ
き
で
あ
る
。

と
主
張
し
て
い
る
。
沈
既
済
は
女
帝
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
と
い
う
の
で
は
な

く
、
歴
史
の
時
間
軸
と
し
て
や
む
を
得
な
い
場
合
は
女
帝
の
本
紀
も
認
め
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
図
ら
ず
も
劉
知
幾
も
沈
既
済
と
同
じ
よ

う
に
持
っ
て
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た
。
そ
し
て
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じ
く
呂
后
本
紀
立
伝
を
題
材
と
し
て
以
下
の

よ
う
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

劉
軌
思
商
榷
漢
史
、
雅
重
班
才
、
惟
譏
其
本
紀
不
列
少
帝
、
而
輒
編
高
后
。

案
弘
非
劉
氏
、
而
竊
養
漢
宮
。
時
天
下
無
主
。
呂
宗
稱
制
、
故
借
其
歲
月
、

寄
以
編
年
。
而
野
雞
行
事
、
自
具
『
外
戚
』。
譬
夫
成
周
成
王
。
為
孺
子
、

史
刊
攝
政
之
年
、
厲
亡
流
彘
、
歷
紀
共
和
之
日
。
而
周
、
召
二
公
、
各
世

家
有
傳
。
句
必
有
誤
、
詳
此
句
當
云
「
各
有
世
家
」。
班
氏
式
遵
曩
例
、

殊
合
事
宜
、
豈
謂
雖
浚
發
于
巧
心
、
反
受
嗤
于
拙
目
也
。（『
史
通
』
巻
九

鑑
識
篇
）

と
い
う
よ
う
に
、
呂
后
本
紀
立
伝
に
反
対
す
る
北
斉
の
劉
軌
思
の
説
を
反
駁
し

つ
つ
、
皇
帝
不
在
の
折
に
実
際
の
政
治
は
呂
后
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た

の
だ
か
ら
、
そ
の
時
間
帯
の
本
紀
に
呂
后
を
据
え
る
こ
と
は
正
し
い
と
し
て
い

る
。
呂
后
の
事
績
は
外
戚
列
伝
に
述
べ
て
い
る
の
で
問
題
は
な
い
。
そ
し
て
、

そ
の
時
代
の
時
間
軸
と
し
て
呂
后
の
年
月
で
歴
史
を
ま
と
め
る
こ
と
は
、
周
の

成
王
が
幼
少
の
折
に
周
公
の
年
月
で
記
録
し
た
前
例
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
い

る
、
と
し
て
班
固
の
判
断
を
的
確
な
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
劉
知
幾
が
女
帝
が
在
位
し
て
い
る
こ
と
よ
り
も
、
正
確
に
時
代

の
時
間
軸
を
据
え
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

68(5)



　
実
は
、
六
朝
時
代
に
は
北
斉
の
劉
軌
思
ば
か
り
で
は
な
く
、
女
帝
そ
の
も
の

を
否
定
す
る
と
い
う
考
え
方
が
根
強
か
っ
た
。
梁
の
劉
勰
も
「
雌
鳥
に
時
を
告

げ
さ
せ
ぬ
」
と
女
帝
の
存
在
そ
の
も
の
を
否
定
し
、
司
馬
遷
や
班
固
が
呂
后
の

た
め
に
本
紀
を
設
け
て
い
る
こ
と
を
経
書
の
精
神
に
背
い
た
も
の
で
あ
る
と
し

て
い
る（
９
）。

儒
学
の
精
神
を
示
す
べ
き
史
学
で
は
、
こ
う
し
た
考
え
方
が
主
流
で

あ
っ
た
中
、
唐
代
に
至
り
そ
の
意
識
は
微
妙
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
す
な
わ

ち
沈
既
済
が
、
劉
知
幾
の
史
学
精
神
を
し
っ
か
り
受
け
継
ぎ
で
い
る
よ
う
に
、

紀
伝
体
の
本
紀
は
、
そ
の
時
代
の
時
間
軸
で
あ
り
、
歴
史
の
基
準
と
し
て
そ
れ

は
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
史
実
の
正
確
な
把
握
と
そ
の
叙
述
方

法
が
確
立
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
沈
既
済

の
最
後
の
結
論
が
則
天
武
后
立
伝
批
判
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
事

実
で
あ
る
。こ
れ
は
、沈
既
済
に
と
っ
て
則
天
武
后
は
遠
い
過
去
の
時
代
に
な
っ

て
い
る
た
め
、
あ
る
程
度
、
本
質
的
な
批
判
が
許
さ
れ
る
時
代
に
な
っ
て
き
て

い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
と
容
易
に
想
像
で
き
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
沈
既
済
は

こ
こ
で
儒
学
の
発
想
に
よ
り
近
づ
き
、
遷
鼎
革
命
と
い
う
正
統
な
手
続
き
を
踏

ん
で
い
な
い
則
天
武
后
の
実
情
を
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
唐
代
に
お
い
て

史
学
は
儒
学
か
ら
独
立
す
べ
く
、
よ
り
合
理
的
な
法
家
な
ど
儒
家
以
外
の
思
想

へ
傾
く
よ
う
に
も
な
っ
て
い
る
中
、
沈
既
済
の
史
学
は
よ
り
保
守
的
に
儒
学
思

想
を
厳
守
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
ま
た
、
女

帝
の
存
在
よ
り
も
紀
伝
体
は
本
紀
で
そ
の
時
代
の
時
間
軸
を
き
ち
ん
と
定
め
な

け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
、
劉
知
幾
が
明
確
に
し
た
史
学
と
し
て
の
方
法
論
が

引
き
継
が
れ
て
い
る
事
実
も
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。
沈
既
済
の
伝
奇
の

代
表
作
「
任
氏
伝
」
は
異
類
婚
姻
譚
の
名
作
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
人
間
の
婦

人
で
も
な
し
得
な
い
儒
家
に
お
け
る
女
性
の
美
徳
が
描
か
れ
て
い
る
。
則
天
武

后
に
対
す
る
批
判
に
は
、
こ
う
し
た
価
値
観
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

も
言
え
そ
う
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
沈
既
済
は
則
天
武
后
の
時
代
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

礼
部
員
外
郎
沈
既
濟
曰
、「
初
、
國
家
自
顯
慶
以
來
、
高
宗
聖
躬
多
不
康
、

而
武
太
后
任
事
、
參
決
大
政
、
與
天
子
並
。
太
后
頗
涉
文
史
、
好
彫
蟲
之

藝
、
永
隆
中
始
以
文
章
選
士
。
及
永
淳
之
後
、
太
后
君
臨
天
下
二
十
餘
年
、

當
時
公
卿
百
辟
無
不
以
文
章
達
、
因
循
遐
久
、
寖
以
成
風
。（『
通
典
』
巻

八
選
挙
典
歴
代
制
下
）

沈
既
済
が
言
う
に
は
、
国
家
は
顕
慶
年
間
以
来
、
高
宗
の
健
康
が
及
ば
な

く
な
り
、
武
太
后
が
政
治
を
行
い
天
子
と
並
ぶ
よ
う
に
な
る
と
、
則
天
武

后
自
身
も
文
史
の
学
問
を
渉
猟
し
、
美
麗
な
文
章
を
作
る
こ
と
を
好
み
、

永
隆
年
間
に
は
文
才
で
官
僚
を
登
用
す
る
事
に
な
っ
た
と
し
、
永
淳
年
間

の
後
に
は
、
則
天
武
后
は
す
で
に
天
下
に
二
十
年
あ
ま
り
君
臨
し
、
当
時

の
宮
廷
の
役
人
で
文
章
力
の
な
い
者
は
い
な
く
な
り
、
そ
の
風
は
今
に
続

い
て
い
る
。

六
朝
門
閥
貴
族
た
ち
の
ス
テ
ー
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
っ
た
、
こ
う
し
た
美
文

（
10
）
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（
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）

を
重
ん
じ
る
風
潮
に
つ
い
て
、
新
興
官
僚
た
ち
は
常
に
批
判
的
で
、
そ
れ
が
中

唐
に
は
古
文
復
興
の
思
想
へ
と
結
実
し
て
い
く
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

次
に
、
沈
既
済
の
こ
う
し
た
風
潮
に
対
す
る
見
解
の
背
景
を
検
討
す
べ
く
、
中

唐
期
に
見
え
る
新
興
官
僚
の
科
挙
を
め
ぐ
る
議
論
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ

う
。

二
、
中
唐
期
に
お
け
る
新
興
官
僚
の
科
挙
論

　
沈
既
済
は
、
則
天
武
后
か
ら
本
格
的
に
始
ま
っ
た
科
挙
に
よ
る
官
僚
の
登
用

が
玄
宗
の
開
元
年
間
に
な
る
と
い
よ
い
よ
盛
ん
に
な
り
、
以
下
の
よ
う
な
様
相

を
呈
し
て
き
た
と
い
う
。
先
程
の
指
摘
に
続
け
て
、

故
忠
賢
雋
彥
韞
才
毓
行
者
、
咸
出
於
是
、
而
桀
姦
無
良
者
或
有
焉
。
故
是

非
相
陵
、
毀
稱
相
騰
、
或
扇
結
鉤
黨
、
私
為
盟
歃
、
以
取
科
第
、
而
聲
名

動
天
下
、
或
鉤
摭
隱
匿
、
嘲
為
篇
詠
、
以
列
於
道
路
、
迭
相
談
訾
、
無
所

不
至
焉
。（『
通
典
』
巻
八
選
挙
典
歴
代
制
下
）

文
章
に
よ
る
選
抜
で
、
確
か
に
優
れ
た
人
材
を
輩
出
し
て
い
る
が
、
一
方

で
は
品
行
方
正
で
は
な
い
無
能
な
者
も
出
て
き
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の

た
め
互
い
に
軋
轢
が
生
じ
た
り
批
判
し
合
い
、
あ
る
い
は
グ
ル
ー
プ
を

作
っ
て
密
か
に
通
じ
合
っ
て
、
合
格
を
勝
ち
取
る
こ
と
で
名
声
を
天
下
に

轟
か
し
た
り
、
秘
密
を
引
き
出
し
て
人
を
貶
め
る
文
を
書
き
、
同
じ
考
え

方
に
沿
っ
て
お
互
い
に
仲
間
の
誓
い
を
立
て
た
り
と
い
う
悪
習
が
あ
ち
こ

ち
で
生
じ
て
い
た
。

唐
代
か
ら
宋
代
に
か
け
て
、
門
閥
貴
族
が
解
体
し
、
新
興
の
官
僚
集
団
が
台
頭

し
て
く
る
が
、
そ
の
勢
力
図
は
貴
族
対
官
僚
と
い
う
よ
う
に
単
純
に
色
分
け
で

き
る
簡
単
な
構
造
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
後
世
か
ら
の
視

点
に
立
つ
と
、
新
興
官
僚
側
に
と
っ
て
は
、
自
分
た
ち
の
勢
力
拡
大
の
き
っ
か

け
と
な
っ
た
則
天
武
后
の
時
代
は
評
価
す
べ
き
画
期
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
が
ち

で
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
逆
に
文
才
重
視
の
人
材
登
用
が
政
治
を
堕
落
さ
せ
る

き
っ
か
け
を
作
っ
た
悪
政
時
代
だ
っ
た
、
と
い
う
評
価
が
中
唐
の
新
興
官
僚
よ

り
多
く
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
六
朝
貴
族
時
代
を
象
徴
す
る
文

飾
の
風
潮
は
、
唐
代
に
新
た
に
台
頭
す
る
新
興
の
勢
力
、
す
な
わ
ち
科
挙
の
合

格
者
た
ち
が
批
判
し
そ
れ
を
超
克
し
て
い
く
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る

が
、
実
は
科
挙
受
験
者
の
中
に
は
、
唐
代
に
は
没
落
し
て
い
た
貴
族
の
子
弟
も

参
加
し
て
お
り
、
貴
族
勢
力
と
官
僚
勢
力
と
は
必
ず
し
も
き
れ
い
に
白
黒
つ
け

ら
れ
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
則
天
武
后
の
側
か
ら
す
る
と
、
自
分
に
従
わ
な

い
旧
来
の
貴
族
層
は
邪
魔
な
存
在
で
、
科
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
て
く
る
新
興
の

官
僚
た
ち
の
方
が
忠
実
な
部
下
に
な
り
う
る
の
で
、
余
計
に
科
挙
優
遇
、
そ
の

科
目
で
あ
る
文
芸
を
よ
り
重
視
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
代
の

新
興
官
僚
た
ち
か
ら
は
、
六
朝
以
来
の
学
術
や
文
芸
を
試
験
範
囲
と
す
る
科
挙

そ
の
も
の
の
性
質
は
歓
迎
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
構
造
に
な
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
矛
盾
を
抱
え
な
が
ら
、
政
界
で
は
、
地
方
で
権
力
や
武
力
を
持
っ
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た
節
度
使
や
科
挙
合
格
に
よ
っ
て
新
た
に
政
界
に
進
出
し
て
き
た
新
興
官
僚
た

ち
（
没
落
貴
族
ら
も
含
む
）
に
よ
っ
て
、
中
央
の
貴
族
層
中
心
の
勢
力
を
駆
逐

す
べ
く
大
き
な
衝
突
を
起
こ
し
た
。
こ
れ
が
安
史
の
乱
な
ど
に
結
実
し
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。
一
方
で
は
、
混
乱
し
た
国
内
に
あ
っ
て
、
逃
亡
す
る
農
民
が
急

増
し
、
均
田
制
に
よ
る
税
収
で
国
政
が
賄
え
な
い
大
き
な
経
済
問
題
も
生
じ
て

い
た
。
官
僚
た
ち
は
こ
う
し
た
問
題
の
解
決
も
迫
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の

経
済
問
題
に
関
し
て
は
ま
た
後
ほ
ど
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
隋
代
か
ら
始
ま
っ
た
科
挙
は
、名
望
貴
族
の
血
統
を
必
ず
し
も
必
要
と
せ
ず
、

江
湖
に
有
能
な
人
材
を
求
め
る
資
格
試
験
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
科
目

の
内
容
は
、
六
朝
以
来
貴
族
が
作
り
上
げ
て
き
た
文
化
遺
産
の
習
得
度
を
た
め

す
も
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
唐
代
中
頃
ま
で
の
文
化
創
造
の
中
心
は
門
閥

貴
族
た
ち
で
あ
り
、
新
興
の
官
僚
た
ち
に
は
そ
れ
に
代
わ
る
思
想
や
文
学
と
い

う
も
の
を
ま
だ
持
ち
得
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
古
文
と
い
う
文
体
、
新
し
い

春
秋
学
、
天
人
非
相
関
説
と
い
う
形
で
、
新
興
官
僚
の
中
か
ら
胎
動
し
始
め
て

き
た
の
が
ま
さ
に
中
唐
と
い
う
時
代
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
具
体
的

に
中
唐
の
新
興
官
僚
た
ち
は
科
挙
に
つ
い
て
い
か
な
る
見
解
を
抱
い
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。次
に
沈
既
済
と
同
時
代
に
生
き
た
学
者
の
意
見
を
見
て
み
よ
う
。

　
春
秋
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
趙
匡
は
、
科
挙
制
度
の
十
の
弊
害
を
列
挙
し
て

い
る
。
こ
の
中
で
、
科
挙
に
出
題
さ
れ
て
い
る
内
容
に
関
す
る
意
見
を
見
て
い

こ
う
。
科
挙
の
中
で
一
番
重
視
さ
れ
た
進
士
科
の
試
験
の
実
情
に
つ
い
て
以
下

の
よ
う
に
言
う
。

夫
才
智
因
習
就
、
固
然
之
理
。
進
士
者
時
共
貴
之
、
主
司
褒
貶
、
實
在
詩

賦
、
務
求
巧
麗
、
以
此
為
賢
、
不
唯
無
益
於
用
、
實
亦
妨
其
正
習
、
不
唯

撓
其
淳
和
、
實
又
長
其
佻
思
。
自
非
識
度
超
然
、
時
或
孤
秀
、
其
餘
溺
於

所
習
、
悉
昧
本
源
。
欲
以

導
性
靈
、
獎
成
後
進
、
斯
亦
難
矣
。
故
士
林

鮮
體
國
之
論
、
其
弊
一
也
。（『
通
典
』
巻
十
七
選
挙
典
雑
議
論
中
）

も
と
も
と
人
の
才
智
と
い
う
も
の
は
学
習
に
よ
っ
て
身
に
つ
け
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。
進
士
な
る
者
も
こ
の
こ
と
を
貴
ん
で
い
る
が
、
試
験
官
の
方

は
詩
賦
の
表
現
に
優
れ
た
者
を
選
抜
し
て
い
て
い
る
。
こ
れ
は
役
に
立
た

な
い
こ
と
で
あ
る
ば
か
り
か
学
習
そ
の
も
の
を
阻
害
す
る
し
、
淳
和
な
心

情
を
乱
す
だ
け
で
は
な
く
軽
薄
さ
を
冗
長
し
て
い
る
。
有
能
な
人
材
も
一

定
数
選
ぶ
こ
と
が
で
き
て
も
、
学
習
す
る
こ
と
自
体
が
混
乱
し
て
い
て
本

源
を
見
失
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
性
霊
を
啓
発
し
て
後
進
を
育
て
る
こ

と
は
難
し
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
宮
廷
の
役
人
た
ち
は
国
家
政
治

を
論
じ
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
こ
れ
が
一
つ
目
の
弊

害
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
科
挙
で
一
番
重
要
視
さ
れ
て
い
る
進
士
科
の
試
験
は
、
六
朝
以

来
の
美
麗
な
文
学
を
巧
み
に
作
る
能
力
の
み
が
問
わ
れ
て
、
人
間
と
し
て
大
切

な
淳
和
な
心
は
問
わ
れ
ず
、
性
霊
を
養
い
育
て
る
こ
と
に
な
っ
て
い
な
い
と
い

う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
人
間
の
内
面
、
思
想
を
試
す
科
目
に
つ
い
て
、
科

挙
の
実
情
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
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唐
代
統
治
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
た
経
学
が
試
験
科
目
で
あ

る
明
経
科
に
つ
い
て
、
趙
匡
は
第
三
の
弊
害
と
し
て
、

疏
以
釋
經
、
蓋
筌
蹄
耳
。
明
經
讀
書
、
勤
苦
已
甚
、
其
口
問
義
、
又
誦
疏

文
、
徒
竭
其
精
華
、
習
不
急
之
業
。
而
當
代
礼
法
、
無
不
面
牆
、
及
臨
人

決
事
、
取
辦
胥
吏
之
口
而
已
。
所
謂
所
習
非
所
用
、
所
用
非
所
習
者
也
。

故
當
官
少
稱
職
之
吏
、
其
弊
三
也
。（『
通
典
』巻
十
七
選
挙
典
雑
議
論
中
）

疏
は
経
文
を
解
釈
す
る
案
内
に
過
ぎ
な
い
。
受
験
生
た
ち
は
経
義
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
読
書
し
、
苦
労
し
て
勉
強
し
て
、
経
義
の
意
味
を
問
う

た
め
、
注
釈
で
あ
る
疏
の
文
を
暗
記
し
、
ひ
た
す
ら
そ
の
精
魂
を
出
し

切
っ
て
差
し
迫
っ
て
い
な
い
学
問
を
習
う
。
そ
う
し
て
同
時
代
の
礼
法
に

は
疎
く
、
事
柄
を
決
断
す
る
こ
と
に
臨
ん
で
は
胥
吏
に
代
弁
し
て
も
ら
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
ん
だ
こ
と
は
役
に
立
た
ず
、
役
に
立
て
る
こ
と

は
学
ん
で
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
。そ
の
た
め
、官
僚
と
し
て
職
に
か
な
っ

て
い
る
役
人
が
少
な
い
の
が
三
つ
目
の
弊
害
で
あ
る
。

　
唐
代
は
太
宗
が
制
定
し
た
『
五
経
正
義
』
の
解
釈
を
統
治
の
理
念
と
し
、
官

僚
は
そ
こ
で
な
さ
れ
た
解
釈
、
す
な
わ
ち
注
疏
を
学
ぶ
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

た
。
そ
の
た
め
、
経
典
本
文
そ
の
も
の
に
直
接
向
か
い
合
う
の
で
は
な
く
、
注

疏
の
解
釈
が
大
事
で
あ
る
と
い
う
本
末
転
倒
の
学
習
が
強
要
さ
れ
て
き
た
。
新

興
官
僚
た
ち
は
、
六
朝
以
来
の
義
疏
学
を
集
大
成
し
た
唐
代
の
訓
詁
学
に
思
想

が
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
反
発
を
抱
い
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
動
機
か

ら
、
注
疏
に
囚
わ
れ
ず
本
文
そ
の
も
の
か
ら
経
典
を
解
釈
し
よ
う
と
い
う
新
し

い
経
典
観
が
生
ま
れ
、
そ
の
成
果
と
な
っ
た
の
が
中
唐
期
に
世
に
出
た
啖
助
、

趙
匡
、
陸
淳
ら
の
春
秋
学
で
あ
っ
た
。
趙
匡
の
こ
こ
で
の
意
見
は
、
彼
が
創
始

し
た
学
術
の
主
旨
を
も
明
確
に
示
し
た
も
の
で
、
注
疏
の
漢
魏
時
代
よ
り
さ
か

の
ぼ
り
先
秦
の
文
そ
の
も
の
に
回
帰
し
よ
う
と
い
う
発
想
は
、
ま
さ
に
古
文
復

興
の
思
想
と
も
主
旨
は
一
致
し
、
中
唐
の
新
興
官
僚
た
ち
の
共
通
の
認
識
に

な
っ
て
い
た
と
思
う
。
こ
こ
で
の
趙
匡
の
論
点
を
ま
と
め
る
と
、

①  

人
の
才
能
や
知
恵
は
後
天
的
な
学
習
に
よ
っ
て
身
に
つ
け
ら
れ
て
い

く
も
の
で
あ
る
。

②  

学
問
は
六
朝
以
来
の
美
辞
麗
句
を
並
べ
る
内
容
空
疎
な
文
芸
を
廃
し
、

人
間
の
本
質
的
な
性
霊
を
涵
養
し
て
い
く
思
想
を
学
ぶ
も
の
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
。

③  

経
学
は
注
釈
ば
か
り
に
拘
泥
せ
ず
、
本
文
そ
の
も
の
と
向
か
い
合
っ

て
そ
の
真
意
を
理
解
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

④  

実
際
に
運
営
さ
れ
て
い
る
唐
代
の
礼
法
の
意
義
を
理
解
し
、
経
学
も

机
上
の
空
疎
な
内
容
で
は
な
く
実
地
の
政
治
運
営
に
役
立
つ
内
容
と

し
て
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
特
に
①
は
、
唐
代
の
新
興
官
僚
た
ち
の
信
念
の
強
い
支

え
と
な
っ
て
い
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
続
く
宋
代
の
官
僚
た
ち
に
も
受
け
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、
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、
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精
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、
習
不
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無
不
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所
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し

切
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て
い
な
い
学
問
を
習
う
。
そ
う
し
て
同
時
代
の
礼
法
に

は
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く
、
事
柄
を
決
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す
る
こ
と
に
臨
ん
で
は
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に
代
弁
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も
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わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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学
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だ
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は
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に
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、
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と

は
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な
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の
で
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の
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に
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る
役
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が
少
な
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の
が
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の
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は
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五
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の
解
釈
を
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の
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し
、
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僚
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こ
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た
解
釈
、
す
な
わ
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注
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と
が
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の
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の
共
通
の
認
識
に

な
っ
て
い
た
と
思
う
。
こ
こ
で
の
趙
匡
の
論
点
を
ま
と
め
る
と
、

①  

人
の
才
能
や
知
恵
は
後
天
的
な
学
習
に
よ
っ
て
身
に
つ
け
ら
れ
て
い

く
も
の
で
あ
る
。

②  

学
問
は
六
朝
以
来
の
美
辞
麗
句
を
並
べ
る
内
容
空
疎
な
文
芸
を
廃
し
、

人
間
の
本
質
的
な
性
霊
を
涵
養
し
て
い
く
思
想
を
学
ぶ
も
の
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
。

③  

経
学
は
注
釈
ば
か
り
に
拘
泥
せ
ず
、
本
文
そ
の
も
の
と
向
か
い
合
っ

て
そ
の
真
意
を
理
解
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

④  

実
際
に
運
営
さ
れ
て
い
る
唐
代
の
礼
法
の
意
義
を
理
解
し
、
経
学
も

机
上
の
空
疎
な
内
容
で
は
な
く
実
地
の
政
治
運
営
に
役
立
つ
内
容
と

し
て
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
特
に
①
は
、
唐
代
の
新
興
官
僚
た
ち
の
信
念
の
強
い
支

え
と
な
っ
て
い
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
続
く
宋
代
の
官
僚
た
ち
に
も
受
け
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継
が
れ
る
意
識
に
な
る
。
そ
も
そ
も
、
人
間
の
「
性
」
を
上
・
中
・
下
の
三
品

格
に
分
け
、
中
品
は
努
力
次
第
で
上
品
に
も
な
れ
る
し
、
怠
け
て
い
れ
ば
下
品

に
な
る
と
い
う
、
孔
子
以
来
の
儒
学
の
人
間
観
に
基
づ
く
考
え
方
で
あ
る
。
そ

し
て
、
韓
愈
が
書
い
た
「
原
性
」
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
唐
代
の
人

間
観
と
な
っ
て
い
っ
た
。
特
に
、
中
品
の
人
々
を
教
育
し
才
智
を
身
に
つ
け
さ

せ
る
と
い
う
発
想
は
、
礼
楽
に
よ
る
教
化
を
主
張
し
た
荀
子
の
思
想
に
近
い
も

の
で
、
難
関
の
科
挙
受
験
を
乗
り
越
え
て
い
く
た
め
に
は
、
受
験
生
は
必
ず
持

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
続
け
た
と
思
う
。

　
②
と
③
は
六
朝
貴
族
文
化
に
対
す
る
否
定
で
、
こ
れ
ら
は
文
化
の
問
題
と
し

て
は
古
文
や
春
秋
学
な
ど
の
新
し
い
学
術
を
作
り
出
し
て
い
く
こ
と
、
ま
た
社

会
的
問
題
と
し
て
は
政
界
か
ら
貴
族
階
級
の
官
吏
を
追
い
出
す
と
い
う
権
力
争

い
に
通
じ
る
考
え
方
に
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
新
興
官
僚
の
意
識
と
し
て
何

よ
り
重
要
な
の
が
、
④
の
学
問
を
実
際
の
政
治
に
役
立
て
て
い
く
と
い
う
思
想

で
あ
る
。
実
は
、
こ
れ
ま
で
の
引
用
の
出
典
と
な
っ
て
い
る
『
通
典
』
の
編
者

杜
佑
は
、
歴
史
学
を
実
際
の
政
治
に
役
立
て
る
学
問
で
あ
る
と
位
置
づ
け
、『
通

典
』
で
紹
介
し
た
古
今
の
制
度
史
を
政
治
に
資
す
る
よ
う
企
て
て
い
た
。
杜
佑

も
沈
既
済
、
趙
匡
と
同
時
代
人
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
も
杜
佑
の
説
の
傍

証
と
し
て
、
新
興
官
僚
の
当
時
の
見
解
と
し
て
ま
と
め
て
記
録
し
て
い
る
の
で

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
杜
佑
の
科
挙
に
関
す
る
意
見
も
趙
匡
や
沈
既
済
と
ほ
ぼ

同
じ
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
。『
通
典
』
選
挙
典
に
引
用
さ
れ
た
趙
匡
の

意
見
で
は
、
上
の
意
見
を
述
べ
た
後
、
実
用
の
学
問
と
し
て
、
具
体
的
に
ど
の

典
籍
を
選
び
い
か
に
読
ん
で
い
く
か
を
詳
し
く
解
説
し
て
い
る
。
一
方
、
沈
既

済
の
意
見
は
、
中
唐
期
の
実
際
の
政
治
経
済
問
題
に
議
論
を
発
展
さ
せ
て
、
科

挙
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。
次
に
、
沈
既
済
の
科
挙
論
に
つ
い
て
概
観
し
て
い

く
こ
と
に
し
よ
う
。

三
、
沈
既
済
の
科
挙
論

　
官
僚
と
し
て
の
沈
既
済
の
活
躍
と
し
て
、
新
旧
両
『
唐
書
』
本
伝
は
、
宮
廷

内
の
財
政
に
関
す
る
意
見
を
載
せ
て
い
る
。
特
に
官
吏
へ
の
俸
給
の
多
さ
が
、

国
の
財
政
を
圧
迫
す
る
原
因
と
し
て
大
き
い
と
す
る
が
、
杜
佑
の
『
通
典
』
巻

十
八
選
挙
典
雑
議
論
下
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

礼
部
員
外
郎
沈
既
濟
議
曰
、
計
近
代
以
來
、
爵

失
之
者
久
矣
、
其
失
非

他
、
在
四
太
而
已
。
何
者
。
入
仕
之
門
太
多
、
代
冑
之
家
太
優
、

利
之

資
太
厚
、
督
責
之
令
太
薄
。
請
徵
古
制
以
明
之
。

唐
代
以
降
、
爵
位
や
俸
給
を
失
う
も
の
が
多
い
と
い
う
が
、
そ
れ
は
四
つ

の
「
太
（
は
な
は
だ
し
い
も
の
）」
に
原
因
が
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、

①
入
仕
之
門
太
多
（
出
仕
す
る
も
の
が
甚
だ
多
い
こ
と
）、
②
代
冑
之
家

太
優
（
世
襲
貴
族
に
甚
だ
優
し
い
こ
と
）、
③

利
之
資
太
厚
（
官
吏
の

給
料
が
甚
だ
多
い
こ
と
）、
④
督
責
之
令
太
薄
（
監
査
機
能
が
甚
だ
弱
い

こ
と
）
の
四
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
古
来
の
制
度
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い

き
た
い
。

（
12
）

と
い
う
よ
う
に
、
沈
既
済
は
、
こ
の
文
に
続
け
て
四
つ
の
観
点
か
ら
官
吏
の
あ

り
方
に
つ
い
て
論
じ
る
の
で
あ
る
が
、
常
に
意
識
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
農

工
従
事
者
、
す
な
わ
ち
国
を
支
え
る
人
民
た
ち
の
生
活
で
あ
っ
た
。

　
①
「
入
仕
之
門
太
多
」
で
は
、

管
子
曰
、「
夫
利
出
一
孔
者
、
其
國
無
敵
、
出
二
孔
者
、
其
兵
不
屈
、
出

三
孔
者
、
不
可
以
加
兵
、
出
四
孔
者
、
其
國
必
亡
。
先
王
知
其
然
、
故
塞

人
之
養
、
隘
其
利
途
。」
使
人
無
游
事
而
一
其
業
也
。
而
近
代
以
來
、

利
所
出
數
十
百
孔
、
故
人
多
歧
心
、
疏
瀉
漏
失
而
不
可
轄
也
。
夫
入
仕
者

4

4

4

4

多4

、
4

則
農
工
益
少

4

4

4

4

4

、
4

農
工
少
則
物
不
足

4

4

4

4

4

4

4

、
4

物
不
足
則
國
貧

4

4

4

4

4

4

。
是
以
言
入
仕

之
門
太
多
。（
傍
点
筆
者
）

と
『
管
子
』
国
蓄
篇
の
文
を
引
用
し
、
国
家
の
利
権
を
お
さ
め
る
べ
き
人
が
歴

史
を
経
る
に
従
っ
て
、
増
え
て
い
く
論
を
展
開
す
る
。
す
な
わ
ち
、
古
代
は「
一

孔
（
幣
）」（
王
が
国
家
の
利
権
を
独
り
占
め
し
て
い
た
）
で
あ
っ
た
の
が
、
次

第
に
「
二
孔
」（
王
と
宰
相
）、
以
下
利
権
は
多
く
の
人
に
分
割
さ
れ
て
い
き
、

そ
れ
と
と
も
に
国
力
は
下
が
っ
て
行
っ
た
と
い
う
の
が
管
子
の
説
で
あ
る
。
こ

れ
を
戒
め
と
し
て
、
利
権
掌
握
者
の
数
を
減
ら
し
て
き
た
の
に
、
唐
代
に
な
る

と
国
家
の
財
政
は
十
、百
と
分
割
さ
れ
て
皇
帝
の
み
な
ら
ず
多
く
の
家
臣
へ
行

き
渡
り
、
国
家
財
政
と
し
て
は
逼
迫
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
出
仕
す

る
人
が
増
え
、
そ
の
分
農
業
工
業
従
事
者
が
減
少
し
て
、
生
産
物
が
不
足
し
て

国
を
貧
し
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
対
応
策
と
し
て
、
沈
既
済
は
、
官
僚
は
本
当
に
的
確
な
人
材
に
限
り
、

政
治
に
向
か
な
い
人
は
農
業
や
工
業
に
従
事
す
る
よ
う
に
政
策
を
考
え
る
べ
き

で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
②
「
代
冑
之
家
太
優
」
で
は
、

礼
曰
、「
天
子
之
元
子
、
士
也
。
天
下
無
生
而
貴
者
。」
則
雖
儲
貳
之
尊
、

與
士
伍
同
。
故
漢
王
良
以
大
司
徒
免
歸
蘭
陵
、
後
光
武
巡
幸
、
始
復
其
子

孫
邑
中

役
、
丞
相
之
子
不
得
蠲
戶
課
。
而
近
代
以
來
、
九
品
之
家
皆
不

征
、
其
高
蔭
子
弟
、
重
承
恩
獎
、
皆
端
居
役
物
、
坐
食
百
姓

4

4

4

4

、
4其
何
以
堪

4

4

4

4

之4

。
是
以
言
代
冑
之
家
太
優
。（
傍
点
筆
者
）

『
礼
記
』
効
特
牲
篇
に
あ
る
「
天
子
の
元
子
も
士
な
り
、
天
下
に
生
ま
れ

な
が
ら
に
し
て
貴
き
者
無
し
」
と
い
う
文
を
引
用
し
て
、
す
で
に
備
わ
っ

て
い
る
尊
敬
す
べ
き
存
在
も
実
は
臣
下
と
同
じ
で
あ
る
。
清
廉
潔
白
で

あ
っ
た
後
漢
の
王
良
で
さ
え
も
最
初
か
ら
優
遇
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
誤
解
に
よ
り
囚
わ
れ
、
そ
れ
が
解
け
許
さ
れ
て
蘭
陵
に
帰
り
、
そ
の

後
光
武
帝
が
そ
の
故
郷
に
御
幸
し
て
初
め
て
そ
の
子
孫
の
徭
役
が
免
除
さ

れ
た
よ
う
に
、
丞
相
の
子
ど
も
で
も
特
別
扱
い
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
近
代
以
降
は
九
品
の
貴
族
は
特
権
を
思
い
の

ま
ま
行
使
し
て
、
何
も
し
な
い
の
に
生
活
で
き
て
い
る
。
そ
れ
は
百
姓
の

犠
牲
の
上
に
あ
る
こ
と
で
、
百
姓
た
ち
が
こ
れ
を
耐
え
る
こ
と
が
で
き
よ

（
13
）
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と
い
う
よ
う
に
、
沈
既
済
は
、
こ
の
文
に
続
け
て
四
つ
の
観
点
か
ら
官
吏
の
あ

り
方
に
つ
い
て
論
じ
る
の
で
あ
る
が
、
常
に
意
識
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
農

工
従
事
者
、
す
な
わ
ち
国
を
支
え
る
人
民
た
ち
の
生
活
で
あ
っ
た
。

　
①
「
入
仕
之
門
太
多
」
で
は
、

管
子
曰
、「
夫
利
出
一
孔
者
、
其
國
無
敵
、
出
二
孔
者
、
其
兵
不
屈
、
出

三
孔
者
、
不
可
以
加
兵
、
出
四
孔
者
、
其
國
必
亡
。
先
王
知
其
然
、
故
塞

人
之
養
、
隘
其
利
途
。」
使
人
無
游
事
而
一
其
業
也
。
而
近
代
以
來
、

利
所
出
數
十
百
孔
、
故
人
多
歧
心
、
疏
瀉
漏
失
而
不
可
轄
也
。
夫
入
仕
者

4

4

4

4

多4

、
4

則
農
工
益
少

4

4

4

4

4

、
4

農
工
少
則
物
不
足

4

4

4

4

4

4

4

、
4

物
不
足
則
國
貧

4

4

4

4

4

4

。
是
以
言
入
仕

之
門
太
多
。（
傍
点
筆
者
）

と
『
管
子
』
国
蓄
篇
の
文
を
引
用
し
、
国
家
の
利
権
を
お
さ
め
る
べ
き
人
が
歴

史
を
経
る
に
従
っ
て
、
増
え
て
い
く
論
を
展
開
す
る
。
す
な
わ
ち
、
古
代
は「
一

孔
（
幣
）」（
王
が
国
家
の
利
権
を
独
り
占
め
し
て
い
た
）
で
あ
っ
た
の
が
、
次

第
に
「
二
孔
」（
王
と
宰
相
）、
以
下
利
権
は
多
く
の
人
に
分
割
さ
れ
て
い
き
、

そ
れ
と
と
も
に
国
力
は
下
が
っ
て
行
っ
た
と
い
う
の
が
管
子
の
説
で
あ
る
。
こ

れ
を
戒
め
と
し
て
、
利
権
掌
握
者
の
数
を
減
ら
し
て
き
た
の
に
、
唐
代
に
な
る

と
国
家
の
財
政
は
十
、百
と
分
割
さ
れ
て
皇
帝
の
み
な
ら
ず
多
く
の
家
臣
へ
行

き
渡
り
、
国
家
財
政
と
し
て
は
逼
迫
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
出
仕
す

る
人
が
増
え
、
そ
の
分
農
業
工
業
従
事
者
が
減
少
し
て
、
生
産
物
が
不
足
し
て

国
を
貧
し
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
対
応
策
と
し
て
、
沈
既
済
は
、
官
僚
は
本
当
に
的
確
な
人
材
に
限
り
、

政
治
に
向
か
な
い
人
は
農
業
や
工
業
に
従
事
す
る
よ
う
に
政
策
を
考
え
る
べ
き

で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
②
「
代
冑
之
家
太
優
」
で
は
、

礼
曰
、「
天
子
之
元
子
、
士
也
。
天
下
無
生
而
貴
者
。」
則
雖
儲
貳
之
尊
、

與
士
伍
同
。
故
漢
王
良
以
大
司
徒
免
歸
蘭
陵
、
後
光
武
巡
幸
、
始
復
其
子

孫
邑
中

役
、
丞
相
之
子
不
得
蠲
戶
課
。
而
近
代
以
來
、
九
品
之
家
皆
不

征
、
其
高
蔭
子
弟
、
重
承
恩
獎
、
皆
端
居
役
物
、
坐
食
百
姓

4

4

4

4

、
4其
何
以
堪

4

4

4

4

之4

。
是
以
言
代
冑
之
家
太
優
。（
傍
点
筆
者
）

『
礼
記
』
効
特
牲
篇
に
あ
る
「
天
子
の
元
子
も
士
な
り
、
天
下
に
生
ま
れ

な
が
ら
に
し
て
貴
き
者
無
し
」
と
い
う
文
を
引
用
し
て
、
す
で
に
備
わ
っ

て
い
る
尊
敬
す
べ
き
存
在
も
実
は
臣
下
と
同
じ
で
あ
る
。
清
廉
潔
白
で

あ
っ
た
後
漢
の
王
良
で
さ
え
も
最
初
か
ら
優
遇
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
誤
解
に
よ
り
囚
わ
れ
、
そ
れ
が
解
け
許
さ
れ
て
蘭
陵
に
帰
り
、
そ
の

後
光
武
帝
が
そ
の
故
郷
に
御
幸
し
て
初
め
て
そ
の
子
孫
の
徭
役
が
免
除
さ

れ
た
よ
う
に
、
丞
相
の
子
ど
も
で
も
特
別
扱
い
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
近
代
以
降
は
九
品
の
貴
族
は
特
権
を
思
い
の

ま
ま
行
使
し
て
、
何
も
し
な
い
の
に
生
活
で
き
て
い
る
。
そ
れ
は
百
姓
の

犠
牲
の
上
に
あ
る
こ
と
で
、
百
姓
た
ち
が
こ
れ
を
耐
え
る
こ
と
が
で
き
よ

（
13
）
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う
か
。

　
古
代
の
歴
史
を
紐
解
く
と
、
清
廉
な
官
僚
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
優
遇
な

ど
さ
れ
て
お
ら
ず
、
自
分
で
信
頼
を
勝
ち
得
て
初
め
て
特
別
な
権
益
を
得
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
六
朝
以
来
一
部
の
特
権
階
級
が
何
の
苦
労

も
な
く
農
民
か
ら
搾
取
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
沈

既
済
は
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
能
力
差
は
な
い
と
し
て
、
誰
で
も
努
力
に

よ
っ
て
貴
人
に
な
れ
る
と
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
を
引
く
。
こ
う
し
た
人
間
観

も
新
興
官
僚
を
支
え
る
意
識
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
③
「

利
之
資
太
厚
」
で
は
、

先
王
制
士
、
所
以
理
物
也
、
置

、
所
以
代
耕
也
。
農
工
商
有
經
營
作
役

4

4

4

4

4

4

4

4

之
勞

4

4

、
而
士
有
勤
人
致
理
之
憂
。
雖
風
猷
道
義
、
士
伍
為
貴
、
其
苦
樂
利

害
、
與
農
工
商

4

4

4

等
不
甚
相
遠
也
。
後
代
之
士
、
乃
撞
鐘
鼓
、
樹
臺
榭
、
以

極
其
歡
、
而
農
工
鞭
臀
背
、
役
筋
力
、
以
奉
其
養
。
得
仕
者
如
昇
仙
、
不

仕
者
如
沈
泉
。
歡
娛
憂
苦
、
若
天
地
之
相
遠
也
。
夫
上
之
奉
養
也
厚
、
則

下
之
徵
斂
也
重
。
養
厚
則
上
覬
其
欲
、斂
重
則
下
無
其
聊
。
故
非
類
之
人
、

或
沒
死
以
趣
上
、
構
姦
以
入
官
、
非
唯
求
利
、
亦
以
避
害
也
。
是
以
言

利
之
資
太
厚
。（
傍
点
筆
者
）

先
王
が
官
吏
を
設
け
た
の
は
、
も
の
を
治
め
る
た
め
で
、
俸
給
を
与
え
る

の
も
耕
作
す
る
代
わ
り
に
働
く
か
ら
で
あ
っ
た
。
農
工
商
を
運
営
し
て
い

く
の
は
大
変
で
、官
吏
が
政
治
を
行
う
こ
と
も
憂
い
が
あ
る
。「
風
猷
道
義
」

と
い
う
大
義
が
あ
っ
て
官
吏
が
尊
い
存
在
で
あ
る
と
し
て
も
、
農
工
商
と

本
質
的
に
違
う
存
在
で
は
な
い
。
そ
れ
な
の
に
後
世
の
人
々
は
農
工
商
業

従
事
者
を
無
理
や
り
辛
く
働
か
せ
て
、
従
う
も
の
は
優
遇
し
て
そ
う
で
な

い
も
の
は
貶
め
た
。
そ
う
し
て
両
者
の
懸
隔
は
天
と
地
ほ
ど
の
も
の
に

な
っ
て
し
ま
い
、
官
吏
の
俸
給
は
高
く
、
下
の
農
工
商
従
事
者
た
ち
は
重

い
税
金
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
現
状
か
ら
今
や
不
正
を
行
っ
て
官

界
に
入
ろ
う
と
す
る
者
が
出
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
も
た
だ
利
益
を
求

め
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
生
活
の
苦
難
か
ら
抜
け
出
す
た
め
な
の
で

あ
る
。

　
や
は
り
こ
こ
で
も
官
吏
が
特
別
な
も
の
で
は
な
い
と
定
義
し
て
い
る
。
世
間

が
特
別
な
も
の
と
あ
ま
り
に
宣
伝
す
る
か
ら
、
誰
も
が
官
吏
登
用
試
験
を
受
け

る
よ
う
に
な
り
、
脱
農
者
が
増
え
国
の
生
産
力
が
低
く
な
る
。
官
吏
だ
け
が
偉

い
の
で
は
な
く
、
生
産
者
も
同
様
に
尊
敬
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
再
認

識
す
る
必
要
が
あ
る
と
沈
既
済
は
促
し
て
い
る
。
こ
の
思
想
は
、
彼
の
伝
奇
の

代
表
作
「
枕
中
記
」
の
主
人
公
盧
生
に
立
身
出
世
よ
り
も
今
の
充
実
し
た
生
活

が
素
晴
ら
し
い
と
呂
翁
が
示
し
て
い
る
こ
と
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

　
④ 「
督
責
之
令
太
薄
」
で
は
、

語
曰
、「
陳
力
就
列
、
不
能
者
止
。」昔
李
膺
、
周
舉
為
刺
史
、
守
令
畏
憚
、

睹
風
投
印
綬
者
四
十
餘
城
。
夫
豈
不
懷

而
安
榮
哉
。
顧
漢
法
之
不
可
偷

也
。
自
隋
變
選
法
、
則
雖
甚
愚
之
人
、
蠕
蠕
然
、
第
能
乘
一
勞
、
結
一
課
、

獲
入
選
敘
、
則
循
資
授
職
、
族
行
之
官
、
隨
列
拜
揖
、
藏
俸
積
祿
、
四
周

而
罷
、（
中
略
）
為
官
如
此
易
、
享

如
此
厚
、
上
法
如
此
寬
、
下
斂
如

4

4

4

此
重

4

4

、則
人
孰
不
違
其
害
以
就
其
利
者
乎
。
是
以
言
督
責
之
令
太
薄
。（
傍

点
筆
者
）

『
論
語
』
季
氏
篇
に
「
力
の
限
り
任
務
を
尽
く
し
て
、
で
き
な
け
れ
ば
辞

退
す
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
後
漢
の
李
膺
が
濁
流
の
宦
官
政
治
に

敢
然
と
立
ち
向
か
っ
た
と
い
う
漢
代
の
や
り
方
を
お
ろ
そ
か
に
す
べ
き
で

は
な
い
。
隋
代
に
な
り
科
挙
が
制
定
さ
れ
て
以
来
、
で
き
の
悪
い
人
物
で

も
及
第
し
、
ひ
と
つ
の
科
目
で
合
格
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
質

に
よ
っ
て
職
を
授
か
り
、
一
族
の
官
が
役
人
の
列
に
並
ぶ
よ
う
に
な
り
、

財
産
を
蓄
え
て
、
役
職
一
巡
し
て
終
わ
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
官
に
な

る
の
が
こ
ん
な
に
簡
単
で
俸
給
を
も
ら
う
の
が
こ
ん
な
に
多
く
、
支
配
階

級
に
は
緩
く
、
人
民
た
ち
は
重
い
税
金
に
苦
し
む
。
こ
う
し
た
矛
盾
を
前

に
、
誰
が
そ
の
害
を
間
違
わ
ず
に
そ
の
利
益
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う

か
。

　
こ
れ
は
当
時
の
役
人
の
腐
敗
を
告
発
し
て
い
る
。
一
旦
官
僚
に
な
っ
て
し
ま

え
ば
、
何
も
せ
ず
に
俸
禄
を
得
て
財
を
貪
っ
て
死
ぬ
ま
で
生
活
で
き
る
。
生
産

者
た
ち
の
重
税
の
上
に
こ
の
よ
う
な
生
活
が
で
き
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
、
の

う
の
う
と
暮
ら
す
役
人
を
改
善
す
べ
き
で
あ
る
と
沈
既
済
は
現
王
朝
の
役
人
の

腐
敗
に
怒
り
を
顕
に
し
て
い
る
。

　
以
上
の
沈
既
済
の
科
挙
制
度
に
対
す
る
問
題
提
起
を
概
観
し
て
み
る
と
、
社

会
に
は
い
わ
れ
な
き
身
分
制
度
が
あ
り
、
一
部
の
労
働
を
し
な
い
貴
族
を
た
だ

で
養
っ
て
い
る
こ
と
を
糾
弾
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、そ
の
反
面
、

国
家
を
支
え
得
る
農
工
商
を
担
う
人
民
が
重
い
税
金
で
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
現

実
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
沈
既
済
は
学
問
を
机
上
の
論
理
遊
び
で

終
わ
ら
せ
ず
、
実
際
の
政
治
に
応
用
し
て
活
用
し
て
い
こ
う
と
い
う
姿
勢
が
強

い
。
議
論
の
中
で
引
用
さ
れ
る
古
典
も
、
注
釈
の
た
め
の
解
釈
で
は
な
く
、
現

実
の
政
治
を
読
み
解
く
一
つ
の
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
杜
佑
の
『
通

典
』
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
史
学
を
実
際
の
政
治
運
営
に
直
接
役
立
て
よ

う
と
い
う
志
向
は
、
以
上
の
選
挙
論
に
濃
厚
に
現
れ
て
い
た
。

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
沈
既
済
の
則
天
武
后
に
関
す
る
論
、
そ
れ
か
ら
財
政
改

革
に
関
す
る
論
、
本
伝
が
伝
え
る
二
つ
の
沈
既
済
の
上
奏
文
は
と
も
に
採
用
さ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
楊
炎
が
両
税
法
成
立
を
め
ぐ
る
政

争
の
中
で
失
脚
し
て
し
ま
う
と
、
沈
既
済
も
左
遷
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
本
伝
は

伝
え
る
。

む
す
び
に
か
え
て

　
建
中
二
年（
七
八
一
）、
沈
既
済
は
、
志
を
と
も
に
し
た
仲
間
と
南
へ
向
か
っ

て
い
た
。
楊
炎
の
失
脚
に
連
座
し
て
、
左
遷
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
道
中
に
、
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

61(12)



也
。
自
隋
變
選
法
、
則
雖
甚
愚
之
人
、
蠕
蠕
然
、
第
能
乘
一
勞
、
結
一
課
、

獲
入
選
敘
、
則
循
資
授
職
、
族
行
之
官
、
隨
列
拜
揖
、
藏
俸
積
祿
、
四
周

而
罷
、（
中
略
）
為
官
如
此
易
、
享

如
此
厚
、
上
法
如
此
寬
、
下
斂
如

4

4

4

此
重

4

4

、則
人
孰
不
違
其
害
以
就
其
利
者
乎
。
是
以
言
督
責
之
令
太
薄
。（
傍

点
筆
者
）

『
論
語
』
季
氏
篇
に
「
力
の
限
り
任
務
を
尽
く
し
て
、
で
き
な
け
れ
ば
辞

退
す
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
後
漢
の
李
膺
が
濁
流
の
宦
官
政
治
に

敢
然
と
立
ち
向
か
っ
た
と
い
う
漢
代
の
や
り
方
を
お
ろ
そ
か
に
す
べ
き
で

は
な
い
。
隋
代
に
な
り
科
挙
が
制
定
さ
れ
て
以
来
、
で
き
の
悪
い
人
物
で

も
及
第
し
、
ひ
と
つ
の
科
目
で
合
格
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
質

に
よ
っ
て
職
を
授
か
り
、
一
族
の
官
が
役
人
の
列
に
並
ぶ
よ
う
に
な
り
、

財
産
を
蓄
え
て
、
役
職
一
巡
し
て
終
わ
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
官
に
な

る
の
が
こ
ん
な
に
簡
単
で
俸
給
を
も
ら
う
の
が
こ
ん
な
に
多
く
、
支
配
階

級
に
は
緩
く
、
人
民
た
ち
は
重
い
税
金
に
苦
し
む
。
こ
う
し
た
矛
盾
を
前

に
、
誰
が
そ
の
害
を
間
違
わ
ず
に
そ
の
利
益
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う

か
。

　
こ
れ
は
当
時
の
役
人
の
腐
敗
を
告
発
し
て
い
る
。
一
旦
官
僚
に
な
っ
て
し
ま

え
ば
、
何
も
せ
ず
に
俸
禄
を
得
て
財
を
貪
っ
て
死
ぬ
ま
で
生
活
で
き
る
。
生
産

者
た
ち
の
重
税
の
上
に
こ
の
よ
う
な
生
活
が
で
き
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
、
の

う
の
う
と
暮
ら
す
役
人
を
改
善
す
べ
き
で
あ
る
と
沈
既
済
は
現
王
朝
の
役
人
の

腐
敗
に
怒
り
を
顕
に
し
て
い
る
。

　
以
上
の
沈
既
済
の
科
挙
制
度
に
対
す
る
問
題
提
起
を
概
観
し
て
み
る
と
、
社

会
に
は
い
わ
れ
な
き
身
分
制
度
が
あ
り
、
一
部
の
労
働
を
し
な
い
貴
族
を
た
だ

で
養
っ
て
い
る
こ
と
を
糾
弾
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、そ
の
反
面
、

国
家
を
支
え
得
る
農
工
商
を
担
う
人
民
が
重
い
税
金
で
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
現

実
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
沈
既
済
は
学
問
を
机
上
の
論
理
遊
び
で

終
わ
ら
せ
ず
、
実
際
の
政
治
に
応
用
し
て
活
用
し
て
い
こ
う
と
い
う
姿
勢
が
強

い
。
議
論
の
中
で
引
用
さ
れ
る
古
典
も
、
注
釈
の
た
め
の
解
釈
で
は
な
く
、
現

実
の
政
治
を
読
み
解
く
一
つ
の
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
杜
佑
の
『
通

典
』
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
史
学
を
実
際
の
政
治
運
営
に
直
接
役
立
て
よ

う
と
い
う
志
向
は
、
以
上
の
選
挙
論
に
濃
厚
に
現
れ
て
い
た
。

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
沈
既
済
の
則
天
武
后
に
関
す
る
論
、
そ
れ
か
ら
財
政
改

革
に
関
す
る
論
、
本
伝
が
伝
え
る
二
つ
の
沈
既
済
の
上
奏
文
は
と
も
に
採
用
さ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
楊
炎
が
両
税
法
成
立
を
め
ぐ
る
政

争
の
中
で
失
脚
し
て
し
ま
う
と
、
沈
既
済
も
左
遷
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
本
伝
は

伝
え
る
。

む
す
び
に
か
え
て

　
建
中
二
年（
七
八
一
）、
沈
既
済
は
、
志
を
と
も
に
し
た
仲
間
と
南
へ
向
か
っ

て
い
た
。
楊
炎
の
失
脚
に
連
座
し
て
、
左
遷
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
道
中
に
、
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
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建
中
二
年
、
既
濟
自
左
拾
遺
於
金
吳
。
將
軍
裴
冀
、
京
兆
少
尹
孫
成
、
戶

部
郎
中
崔
需
、
右
拾
遺
陸
淳
皆
適
居
東
南
、
自
秦
徂
吳
、
水
陸
同
道
。
時

前
拾
遺
朱
放
因
旅
遊
而
隨
焉
。
浮
穎
涉
淮
、
方
舟
沿
流
、
晝
宴
夜
話
、
各

征
其
異
說
。
眾
君
子
聞
任
氏
之
事
、
共
深
歎
駭
、
因
請
既
濟
傳
之
、
以
志

異
雲
。
沈
既
濟
撰
。

こ
れ
は
異
類
婚
姻
譚
の
名
作
と
さ
れ
る
「
任
氏
伝
」
の
最
後
で
あ
る
。
史
書
の

形
式
に
模
し
た
と
言
わ
れ
る
伝
奇
で
、
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
史
書
の
論
賛
に
当
た

る
箇
所
に
な
る
。
こ
こ
で
物
語
が
で
き
た
経
緯
を
紹
介
し
て
い
る
の
が
つ
と
に

注
目
を
引
く
。
左
遷
さ
れ
る
地
に
つ
く
ま
で
の
水
路
陸
路
の
旅
で
、
沈
既
済
は

夜
物
語
を
し
あ
い
、
実
際
に
自
分
が
登
場
人
物
か
ら
聞
い
た
と
い
う
狐
が
嫁
に

な
っ
た
話
を
し
た
。
一
場
に
い
た
仲
間
た
ち
（
裴
冀
、
孫
成
、
崔
需
、
陸
淳
）

は
こ
の
物
語
に
と
て
も
感
動
し
、
作
品
と
し
て
書
く
こ
と
を
勧
め
て
く
れ
た
。

そ
こ
で
こ
れ
を
書
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
そ
の
場
の
人
々
は
何
に
感
動
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
物
語
展
開
の
妙
、
伏

線
が
し
っ
か
り
描
か
れ
る
構
成
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
主
人
公
任
氏
の
人
間
に

も
な
い
純
粋
な
婦
人
の
美
徳
を
体
現
し
て
い
る
こ
と
に
心
打
た
れ
た
の
で
は
な

い
か
。
愛
す
る
鄭
六
の
た
め
に
最
後
ま
で
尽
く
す
任
氏
の
姿
は
、
儒
学
が
描
く

理
想
の
女
性
像
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
沈
既
済
は
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
も
見
た

と
お
り
、
儒
学
の
本
質
を
社
会
で
実
現
し
よ
う
と
し
て
、
庶
民
の
生
活
に
対
し

て
も
温
か
い
眼
差
し
を
持
っ
て
み
て
い
た
。
史
官
で
も
あ
っ
た
彼
の
そ
う
し
た

視
点
で
、
庶
民
の
生
活
を
描
く
と
、
そ
こ
に
は
儒
学
の
あ
る
べ
き
理
想
と
そ
れ

を
妨
げ
る
現
実
の
社
会
が
葛
藤
し
て
い
く
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
史
論

で
は
則
天
武
后
の
本
紀
立
伝
反
対
の
意
見
が
今
に
伝
わ
る
が
、
任
氏
の
姿
は
、

沈
既
済
が
思
い
描
く
理
想
の
女
性
像
で
あ
り
、
そ
れ
を
基
準
に
考
え
る
と
、
女

性
の
立
場
を
弁
え
ず
に
暴
走
し
、
無
能
な
文
弱
官
僚
を
増
や
す
き
っ
か
け
に
も

な
っ
て
い
た
則
天
武
后
時
代
に
対
し
て
は
批
判
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
伝
奇
が
試
験
対
策
用
の
作
文
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
っ
た
が
、
左
遷
地
へ
赴

く
夜
な
夜
な
仲
間
と
語
り
合
っ
た
物
語
か
ら
生
ま
れ
た
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
読

む
と
、
伝
奇
と
は
、
新
興
の
官
僚
た
ち
が
自
分
た
ち
の
気
持
ち
や
考
え
を
そ
の

ま
ま
吐
露
し
た
筆
の
楽
し
み
と
し
て
、
皆
で
語
ら
い
合
い
、
お
互
い
に
読
み
な

が
ら
、
そ
の
内
容
が
洗
練
さ
れ
て
い
く
、
純
粋
な
文
学
活
動
の
営
み
で
あ
っ
た

よ
う
に
も
思
わ
れ
て
く
る
。

　
邯
鄲
の
夢
と
し
て
知
ら
れ
る
「
枕
中
記
」
は
中
央
政
界
で
活
躍
し
左
遷
の
経

験
が
あ
る
沈
既
済
の
生
涯
を
見
る
と
、
こ
れ
は
実
体
験
か
ら
出
て
き
た
感
慨
が

込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
作
中
、
主
人
公
の
盧
生
は

科
挙
不
合
格
者
と
い
う
設
定
だ
が
、
彼
は
道
士
呂
翁
の
与
え
た
枕
で
寝
て
し
ま

う
と
、
体
は
小
さ
く
な
り
異
次
元
空
間
に
お
い
て
高
速
回
転
で
自
分
の
理
想
と

考
え
る
一
生
を
見
通
し
て
し
ま
う
。
そ
の
中
で
、
科
挙
は
合
格
、
官
僚
と
し
て

は
最
高
位
の
宰
相
に
二
回
も
な
る
と
い
う
、
浮
き
沈
み
の
激
し
い
官
僚
人
生
を

歩
む
。
出
世
す
る
と
周
り
か
ら
妬
ま
れ
て
失
脚
と
い
う
描
写
が
二
回
出
て
く
る

が
、
こ
れ
は
実
際
に
沈
既
済
が
見
聞
し
た
リ
ア
ル
な
経
験
な
の
で
あ
ろ
う
。
左

遷
さ
れ
失
意
の
盧
生
は
自
殺
さ
え
試
み
る
が
、
こ
う
し
た
官
界
で
の
苦
悩
は
単

な
る
空
想
で
は
な
く
現
実
の
政
治
社
会
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
夢
の
中
で
盧
生

は
自
分
が
欲
し
い
全
て
を
得
る
の
で
あ
る
が
、
目
が
覚
め
て
み
る
と
、
現
状
の

農
村
で
働
く
生
活
に
「
適
」
な
る
も
の
を
感
じ
て
、
呂
翁
に
感
謝
し
つ
つ
い
つ

も
の
生
活
に
戻
っ
て
い
く
。

　
現
実
世
界
で
、
沈
既
済
は
上
述
の
よ
う
な
正
論
を
述
べ
て
そ
れ
が
ほ
ぼ
採
用

さ
れ
な
い
官
僚
生
活
を
送
っ
て
き
た
。
沈
既
済
が
自
分
の
思
想
を
自
由
に
語
れ

る
の
は
、
政
治
的
立
場
や
し
が
ら
み
か
ら
放
た
れ
た
、
こ
の
伝
奇
の
世
界
で
、

そ
こ
で
史
家
と
し
て
眺
め
て
き
た
史
観
を
遺
憾
な
く
書
き
綴
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

註（
１
）
唐
代
文
学
史
の
歴
史
区
分
は
、
南
宋
の
厳
羽
の
『
滄
浪
詩
話
』
で
示
さ
れ
た
、
詩
風

の
変
化
か
ら
四
つ
に
分
け
る
四
変
説
（
初
唐
・
盛
唐
・
中
唐
・
晩
唐
）
と
、
宋
の
欧
陽
脩

ら
に
よ
る
『
新
唐
書
』
芸
文
志
で
な
さ
れ
た
文
章
の
変
遷
か
ら
三
つ
に
分
け
る
も
の
と
が

あ
る
。
本
稿
の
取
り
扱
う
時
代
の
呼
称
と
し
て
、
政
治
史
の
流
れ
と
関
連
す
る
四
変
説
が

便
利
な
の
で
、
本
論
で
は
そ
の
区
分
で
あ
る
中
唐
（
七
六
六
年
か
ら
八
三
五
年
）
を
使
用

し
た
。

（
２
）
今
日
伝
わ
る
所
謂
伝
奇
は
晩
唐
の
陳
翰
の
『
異
聞
集
』
十
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、

ほ
ぼ
同
時
代
に
伝
奇
を
収
録
し
た
裴
鉶
の
『
伝
奇
』
も
あ
る
。
伝
奇
の
呼
び
名
は
こ
れ
に

基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
る
。
宋
代
に
図
書
分
類
が
さ
れ
た
際
に
、
今
日
所
謂

伝
奇
と
理
解
さ
れ
て
い
る
、
恋
愛
物
語
、
武
侠
物
語
、
神
仙
・
怪
異
物
語
な
ど
を
広
く
含

む
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
。

（
３
）
唐
初
に
編
ま
れ
た
『
隋
書
』
経
籍
志
で
は
、
志
怪
の
多
く
は
歴
史
書
と
し
て
分
類
さ

れ
て
い
た
。
隋
志
で
は
諸
子
の
一
と
し
て
小
説
家
と
い
う
分
類
も
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
志

人
小
説
、
笑
い
話
な
ど
雑
多
な
読
み
物
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
宋
代
編
纂
の
『
新
唐
書
』

芸
文
志
の
分
類
で
は
、
子
部
（
諸
子
の
書
物
）
の
小
説
家
は
隋
志
に
比
べ
て
ほ
ぼ
四
倍
増

え
て
い
る
（
三
十
二
部
か
ら
百
二
十
三
部
）。
こ
れ
は
、
歴
史
書
と
見
な
さ
れ
て
い
た
志
怪

が
こ
ち
ら
に
移
さ
れ
た
た
め
で
、
こ
の
変
化
は
そ
の
ま
ま
唐
代
の
小
説
観
の
変
化
を
示
し

て
い
る
。
六
朝
時
代
の
作
家
は
志
怪
を
怪
異
の
話
も
実
際
に
起
っ
た
事
実
と
し
て
記
録
す

る
も
の
と
考
え
て
い
た
が
、
唐
代
を
経
て
宋
代
に
な
る
と
、
そ
れ
ら
も
唐
代
伝
奇
と
同
じ

よ
う
に
作
者
が
物
語
を
創
造
し
て
書
い
た
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。

（
４
）
明
の
胡
応
麟
（
一
五
五
一
〜
一
六
〇
三
）
は
、「
凡
變
異
之
談
、
盛
於
六
朝
、
然
多

是
傳
録
舛
訛
、
未
必
盡
幻
設
語
、
至
唐
人
乃
作
意
好
竒
、
假
小
說
以
寄
筆
端
、
如
毛
穎
南

柯
之
類
」（『
少
室
山
房
筆
叢
』
巻
三
十
六
）
と
、
唐
代
伝
奇
に
新
た
に
加
わ
っ
た
要
素
と

し
て
、「
幻
説
」（
架
空
性
）
や
「
作
意
」（
創
作
意
図
）
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
筆
頭

に
韓
愈
の
「
毛
穎
伝
」、
李
公
佐
の
「
南
柯
太
守
伝
」
を
挙
げ
て
い
る
。

（
５
）
趙
彦
衛
『
雲
麓
漫
鈔
』
巻
八
参
照
。

（
６
）
于
天
地
「
唐
代
小
説
的
発
展
与
行
巻
無
干
渉
」（『
文
学
遺
産
』
一
九
八
七
・
五
）
で

は
そ
の
関
係
性
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。

（
７
）
陳
寅
恪
は
所
謂
古
文
運
動
と
伝
奇
の
関
係
性
を
述
べ
、
そ
れ
を
受
け
て
伝
奇
が
古
文

を
広
め
る
手
段
と
す
る
説
も
出
て
き
て
い
る
が
、
王
運
煕
は
そ
の
関
係
性
を
否
定
し
て
い

る
（「
試
論
唐
代
伝
奇
与
古
文
運
動
的
関
係
」（『
漢
魏
六
朝
唐
代
文
学
論
叢
』
一
九
八
〇
所

収
））。

59(14)



な
る
空
想
で
は
な
く
現
実
の
政
治
社
会
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
夢
の
中
で
盧
生

は
自
分
が
欲
し
い
全
て
を
得
る
の
で
あ
る
が
、
目
が
覚
め
て
み
る
と
、
現
状
の

農
村
で
働
く
生
活
に
「
適
」
な
る
も
の
を
感
じ
て
、
呂
翁
に
感
謝
し
つ
つ
い
つ

も
の
生
活
に
戻
っ
て
い
く
。

　
現
実
世
界
で
、
沈
既
済
は
上
述
の
よ
う
な
正
論
を
述
べ
て
そ
れ
が
ほ
ぼ
採
用

さ
れ
な
い
官
僚
生
活
を
送
っ
て
き
た
。
沈
既
済
が
自
分
の
思
想
を
自
由
に
語
れ

る
の
は
、
政
治
的
立
場
や
し
が
ら
み
か
ら
放
た
れ
た
、
こ
の
伝
奇
の
世
界
で
、

そ
こ
で
史
家
と
し
て
眺
め
て
き
た
史
観
を
遺
憾
な
く
書
き
綴
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

註（
１
）
唐
代
文
学
史
の
歴
史
区
分
は
、
南
宋
の
厳
羽
の
『
滄
浪
詩
話
』
で
示
さ
れ
た
、
詩
風

の
変
化
か
ら
四
つ
に
分
け
る
四
変
説
（
初
唐
・
盛
唐
・
中
唐
・
晩
唐
）
と
、
宋
の
欧
陽
脩

ら
に
よ
る
『
新
唐
書
』
芸
文
志
で
な
さ
れ
た
文
章
の
変
遷
か
ら
三
つ
に
分
け
る
も
の
と
が

あ
る
。
本
稿
の
取
り
扱
う
時
代
の
呼
称
と
し
て
、
政
治
史
の
流
れ
と
関
連
す
る
四
変
説
が

便
利
な
の
で
、
本
論
で
は
そ
の
区
分
で
あ
る
中
唐
（
七
六
六
年
か
ら
八
三
五
年
）
を
使
用

し
た
。

（
２
）
今
日
伝
わ
る
所
謂
伝
奇
は
晩
唐
の
陳
翰
の
『
異
聞
集
』
十
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、

ほ
ぼ
同
時
代
に
伝
奇
を
収
録
し
た
裴
鉶
の
『
伝
奇
』
も
あ
る
。
伝
奇
の
呼
び
名
は
こ
れ
に

基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
る
。
宋
代
に
図
書
分
類
が
さ
れ
た
際
に
、
今
日
所
謂

伝
奇
と
理
解
さ
れ
て
い
る
、
恋
愛
物
語
、
武
侠
物
語
、
神
仙
・
怪
異
物
語
な
ど
を
広
く
含

む
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
。

（
３
）
唐
初
に
編
ま
れ
た
『
隋
書
』
経
籍
志
で
は
、
志
怪
の
多
く
は
歴
史
書
と
し
て
分
類
さ

れ
て
い
た
。
隋
志
で
は
諸
子
の
一
と
し
て
小
説
家
と
い
う
分
類
も
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
志

人
小
説
、
笑
い
話
な
ど
雑
多
な
読
み
物
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
宋
代
編
纂
の
『
新
唐
書
』

芸
文
志
の
分
類
で
は
、
子
部
（
諸
子
の
書
物
）
の
小
説
家
は
隋
志
に
比
べ
て
ほ
ぼ
四
倍
増

え
て
い
る
（
三
十
二
部
か
ら
百
二
十
三
部
）。
こ
れ
は
、
歴
史
書
と
見
な
さ
れ
て
い
た
志
怪

が
こ
ち
ら
に
移
さ
れ
た
た
め
で
、
こ
の
変
化
は
そ
の
ま
ま
唐
代
の
小
説
観
の
変
化
を
示
し

て
い
る
。
六
朝
時
代
の
作
家
は
志
怪
を
怪
異
の
話
も
実
際
に
起
っ
た
事
実
と
し
て
記
録
す

る
も
の
と
考
え
て
い
た
が
、
唐
代
を
経
て
宋
代
に
な
る
と
、
そ
れ
ら
も
唐
代
伝
奇
と
同
じ

よ
う
に
作
者
が
物
語
を
創
造
し
て
書
い
た
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。

（
４
）
明
の
胡
応
麟
（
一
五
五
一
〜
一
六
〇
三
）
は
、「
凡
變
異
之
談
、
盛
於
六
朝
、
然
多

是
傳
録
舛
訛
、
未
必
盡
幻
設
語
、
至
唐
人
乃
作
意
好
竒
、
假
小
說
以
寄
筆
端
、
如
毛
穎
南

柯
之
類
」（『
少
室
山
房
筆
叢
』
巻
三
十
六
）
と
、
唐
代
伝
奇
に
新
た
に
加
わ
っ
た
要
素
と

し
て
、「
幻
説
」（
架
空
性
）
や
「
作
意
」（
創
作
意
図
）
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
筆
頭

に
韓
愈
の
「
毛
穎
伝
」、
李
公
佐
の
「
南
柯
太
守
伝
」
を
挙
げ
て
い
る
。

（
５
）
趙
彦
衛
『
雲
麓
漫
鈔
』
巻
八
参
照
。

（
６
）
于
天
地
「
唐
代
小
説
的
発
展
与
行
巻
無
干
渉
」（『
文
学
遺
産
』
一
九
八
七
・
五
）
で

は
そ
の
関
係
性
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。

（
７
）
陳
寅
恪
は
所
謂
古
文
運
動
と
伝
奇
の
関
係
性
を
述
べ
、
そ
れ
を
受
け
て
伝
奇
が
古
文

を
広
め
る
手
段
と
す
る
説
も
出
て
き
て
い
る
が
、
王
運
煕
は
そ
の
関
係
性
を
否
定
し
て
い

る
（「
試
論
唐
代
伝
奇
与
古
文
運
動
的
関
係
」（『
漢
魏
六
朝
唐
代
文
学
論
叢
』
一
九
八
〇
所

収
））。
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（
８
）『
史
通
』
巻
十
一
　
外
篇
古
今
正
史
篇
に
「
長
安
中
、
餘
與
正
諫
大
夫
朱
敬
則
、
司

劫
郎
中
徐
堅
、
左
拾
遺
吳
兢
、
奉
詔
更
撰『
唐
書
』、
勒
成
八
十
卷
。
神
龍
中
宗
元
。
元
年
、

又
與
堅
、
兢
等
重
修
『
則
天
實
錄
』、
編
為
三
十
卷
」
と
あ
る
。

（
９
）『
文
心
雕
龍
』
史
伝
篇
に
「
及
孝
惠
委
機
、
呂
后
攝
政
、
班
史
立
紀
、
違
經
失
實
、

何
則
。
庖
犧
以
來
、
未
聞
女
帝
者
也
。
漢
運
所

、
難
為
後
法
。
牝
雞
無
晨
、
武
王
首
誓
、

婦
無
與
國
、
齊
桓
著
盟
、
宣
后
亂
秦
、
呂
氏
危
漢
、
豈
唯
政
事
難
假
、
亦
名
號
宜
慎
矣
。

張
衡
司
史
、
而
惑
同
遷
固
、
元
平
二
后
、
欲
為
立
紀
、
謬
亦
甚
矣
。
尋
子
弘
雖
偽
、
要
當

孝
惠
之
嗣
、
孺
子
誠
微
、
實
繼
平
帝
之
體
、
二
子
可
紀
、
何
有
於
二
后
哉
」
と
あ
る
。

（
10
）
本
文
に
引
用
し
た
沈
既
済
の
科
挙
論
と
し
て
、
そ
の
冒
頭
に
「
史
氏
之
作
、
本
乎
懲

勸
、
以
正
君
臣
、
以
維
家
邦
。
前
端
千
古
、
後
法
萬
代
、
使
其
生
不
敢
差
、
死
不
妄
懼
。

緯
人
倫
而
經
世
道
、
為
百
王
準
的
、
不
止
屬
辭
比
事
、
以
日
系
月
而
已
。
故
善
惡
之
道
、

在
乎
勸
誡
、
勸
誡
之
柄
、
存
乎
褒
貶
。
是
以『
春
秋
』之
義
、
尊
卑
輕
重
升
降
、
幾
微
仿
佛
、

雖
一
字
二
字
、
必
有
微
旨
存
焉
。
況
鴻
名
大
統
、
其
可
以
貸
乎
」（『
通
典
』
巻
十
八
選
挙

典
雑
議
論
下
）
と
あ
る
。

（
11
）
杜
佑
の
『
通
典
』
食
貨
典
で
は
、
唐
代
に
起
こ
っ
て
い
る
経
済
問
題
を
解
決
す
べ
く
、

『
管
子
』
軽
重
篇
の
思
想
に
よ
り
、
農
村
問
題
の
解
決
方
法
が
模
索
さ
れ
て
い
る
。『
管
子
』

と
『
通
典
』
の
思
想
の
関
係
に
つ
い
て
は
拙
稿
「『
非
古
是
今
』
史
観
と
唐
代
諸
子
学
の
周

辺
」（『
カ
ル
チ
ュ
ー
ル
』
十
七
巻
第
一
号
二
〇
二
三
）
参
照
。

（
12
）『
論
語
』
陽
貨
篇
に
「
子
曰
、『
唯
上
知
與
下
愚
不
移
。』」
と
あ
り
、
こ
の
発
想
か
ら

人
の
本
性
を
上
中
下
の
三
ラ
ン
ク
に
分
類
す
る
思
想
が
生
ま
れ
た
。
韓
愈
が
「
原
性
」
で

規
定
し
た
性
三
品
説
は
そ
の
ひ
と
つ
の
結
実
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
中
材
の
人
た
ち
は

教
育
次
第
で
上
知
に
も
下
愚
に
も
な
り
う
る
と
し
、
努
力
を
す
る
根
拠
を
与
え
る
考
え
方

に
な
り
、
新
興
官
僚
た
ち
の
勉
学
を
支
え
る
認
識
と
な
っ
て
い
た
。

（
13
）
沈
既
済
は
そ
の
対
策
と
し
て
、「
既
濟
以
為
當
輕
其
祿
利
、重
其
督
責
、使
不
才
之
人
、

雖
虛
座
設
位
、
置
印
綬
於
旁
、
揖
讓
而
進
授
之
、
不
敢
受
。
寬
其
征
徭
、
安
其
田
里
、
使

農
商
百
工
各
樂
其
業
、
雖
以
官
誘
之
、
而
莫
肯
易
。
如
此
、
則
規
求
之
志
不
禁
而
息
、
多

士
之
門
不
扃
而
閉
。
若
上
不
急
其
令
、
下
不
寬
其
徭
、
而
欲
以
法
術
遮
列
、
禁
人
姦
冒
、

此
猶
坯
土
以
壅
橫
流
也
、
勢
必
不
止
」（『
通
典
』
巻
十
八
選
挙
典
雑
議
論
下
）
と
官
吏
の

俸
給
を
減
ら
し
任
務
に
対
す
る
督
責
を
重
く
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
う
す
る
こ

と
に
よ
り
、
不
才
の
人
は
宮
中
か
ら
い
な
く
な
り
、
農
工
商
従
事
者
の
税
も
軽
く
な
り
、

人
民
は
仕
官
に
興
味
を
失
い
自
分
た
ち
の
専
業
の
仕
事
を
楽
し
む
よ
う
に
な
る
は
ず
だ
と

す
る
。
こ
れ
も
「
枕
中
伝
」
に
見
え
る
「
適
」
の
境
地
に
近
い
心
境
を
述
べ
て
い
る
。

　
　は
じ
め
に

　
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
序
、
朱
楽
舘
主
人
（
朱
楽
菅
江
）
作
の
『
雑
文
穿

袋
』
に
注
釈
を
施
す
。
紙
幅
の
都
合
か
ら
上
・
中
・
下
の
三
回
に
分
け
る
。

　
底
本
は
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本
（
ヘ13 03633 0015

）。
小
本
一
冊
。
水

色
表
紙（
退
色
し
灰
色
。
一
六
・
二
×
一
一
・
三
㎝
）。
題
簽
は
左
肩
、子
持
枠
「
雑

文
穿
袋
　
完
」（
九
・
〇
×
二
・
〇
㎝
）。
匡
郭
、
口
絵
一
二
・
八
×
九
・
〇
㎝
、
本

文
一
二
・
七
×
九
・
〇
㎝
。
漢
文
序
は
半
丁
五
行
、
他
は
七
行
罫
入
。
構
成
は
、

見
返
し
（
黄
色
地
に
朱
刷
「
似
山
先
生
著
　
雑
文
穿
袋
　
東
都
書
林
霊
山
堂
」

文
章
星
印
あ
り
）、
口
絵
半
丁
（「
似
山
先
生
像
・
北
尾
重
政
画
）、「
雑
文
穿
袋

序
」（
漢
文
序
）
二
丁
、「
雑
も
ん
せ
ん
袋
序
」（
和
文
序
）
一
丁
半
、
自
叙
一

丁
半
、
本
文
三
十
一
丁
、
跋
一
丁
。
奥
付
半
丁
。
全
三
十
八
丁
半
。
丁
付
は
一

～
二
十
、
廿
一
、
廿
二
、二
十
三
～
三
十
八
。
奥
付
「
牛
込
細
工
町
　
駿
河
屋

藤
助
蔵
版
　
彫
工
　
濱
村
錦
治
」。

　
底
本
の
閲
覧
・
使
用
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
感
謝
い

た
し
ま
す
。
未
だ
至
ら
ぬ
点
も
多
い
の
で
大
方
の
ご
批
正
を
乞
う
。

　
翻
刻
凡
例

一
、
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
可
能
な
限
り
底
本
通
り
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。

誤
脱
と
思
わ
れ
る
箇
所
も
底
本
通
り
に
残
し
、
語
釈
に
お
い
て
指
摘
し
た
。

一
、
丁
移
り
は
そ
の
丁
の
表
及
び
裏
の
末
尾
に
、
表
で
あ
れ
ば（
壱
オ
）（
八
オ
）、

裏
で
あ
れ
ば
（
壱
ウ
）（
八
ウ
）
な
ど
と
、
底
本
の
丁
付
通
り
の
漢
数
字
と

表
裏
の
略
記
を
組
み
合
わ
せ
て
示
し
た
。
な
お
丁
付
を
欠
く
場
合
は
（
丁
付

防
医
大
進
学
紀
要
　
第
四
十
六
号
　
十
七
─
二
十
七
　
二
〇
二
三

　『雑
文
穿
袋
』
注
釈
稿
（
上
）

	

伴
野

　英
一

 

（
国
語
・
国
文
学
）

（
令
和
四
年
十
二
月
二
十
六
日
受
理
）
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