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北
宋
初
期
に
お
け
る
古
文
家
と
行
巻

｜
｜
科
拳
の
事
前
運
動
よ
り
見
た
古
文
復
興
の
展
開
に
つ
い
て
！
｜

は
じ
め
に

唐
宋
の
所
謂
「
古
文
運
動
」
は
、
一
般
に
は
唐
の
韓
愈
や
柳
宗
元
、
宋
の
欧
陽

僑
ら
が
推
進
し
た
文
皐
運
動
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
古
文
運
動
の

貫
態
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
古
文
運
動
と
は
如
何
な
る
形
態
を
持
っ
た
運
動
瞳

で
、
ど
の
よ
う
に
社
曾
に
働
き
か
け
た
の
か
、
と
い
う
親
熱
か
ら
考
え
て
み
る
と

暖
味
で
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
た
と
え

ば
、
従
来
の
宋
代
の
古
文
運
動
の
研
究
は
、
古
文
家
の
理
念
の
探
求
や
古
文
家
が

如
何
な
る
見
識
・
見
解
を
持
っ
て
い
た
か
の
分
析
、
ま
た
古
文
の
復
興
を
主
張
し

た
文
人
達
を
時
代
順
に
並
べ
、
古
文
運
動
史
の
構
築
を
試
み
る
こ
と
が
中
心
で

あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
あ
く
ま
で
も
古
文
の
主
張
の
分
析
や
古
文
を
主
張
し
た
文

人
達
の
流
れ
の
指
摘
で
あ
り
、
そ
れ
を
も
っ
て
嘗
時
の
枇
舎
に
ど
の
よ
う
に
影
響

を
輿
え
た
の
か
と
い
う
運
動
腫
と
し
て
の
考
察
、
分
析
と
は
見
倣
す
こ
と
は
で
き

な
しそ

こ
で
先
ず
、
古
文
復
興
の
過
程
を
分
析
す
る
に
嘗
た
っ
て
、
今
一
度
「
古
文

運
動
」
と
い
う
語
句
自
瞳
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
必
要
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。

「
古
文
運
動
」
と
い
う
語
句
は
、
貫
は
一
九
二
八
年
に
胡
遁
の
『
白
話
文
皐
史
』

の
中
で
始
め
て
用
い
ら
れ
た
、
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
胡
雲
翼
や
鄭
振
鐸
の
著
書

北
宋
初
期
に
お
け
る
古
文
家
と
行
巻

東

英

喜一吋

に
使
用
さ
れ
る
に
及
び
、
中
園
文
皐
史
の
中
で
定
着
し
た
言
葉
と
な
っ
た
。
嘗
時

胡
遁
は
『
新
青
年
』
創
刊
に
始
ま
る
「
白
話
運
動
」
を
推
進
し
賓
践
し
て
い
た
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
胡
遁
が
中
園
文
皐
史
を
振
り
返
り
、
所
謂
「
古
文
運
動
」
と
い

う
語
旬
、
概
念
を
始
め
て
提
出
し
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
我
々
が
中
園
文
皐

史
を
把
握
す
る
際
に
、
し
ば
し
ば
鷹
賭
な
く
用
い
る
文
事
史
上
の
タ

l
ム
で
あ
る

「
古
文
運
動
」
と
い
う
語
句
は
、
胡
遁
が
提
出
し
た
現
代
語
な
の
で
あ
る
。
そ
れ

を
無
批
剣
に
用
い
て
千
年
以
上
前
の
文
皐
情
勢
に
嘗
て
は
め
た
が
故
に
、
そ
の
賓

態
の
解
明
が
暖
味
な
ま
ま
、
言
葉
だ
け
が
濁
り
歩
き
し
て
い
る
感
が
あ
っ
た
。
形

式
に
堕
し
た
耕
文
を
排
斥
し
、
宋
代
に
お
い
て
古
文
の
復
興
を
完
成
さ
せ
た
と
さ

れ
る
欧
陽
備
や
蘇
戟
の
文
集
に
、
移
し
い
耕
文
作
品
が
残
っ
て
い
る
事
貫
は
、
古

文
が
復
興
し
た
後
も
決
し
て
耕
文
は
消
滅
し
な
か
っ
た
こ
と
を
一
意
味
し
、
そ
れ
は

車
純
な
古
文
劉
耕
文
の
封
立
の
圃
式
だ
け
で
は
嘗
時
の
古
文
復
興
の
貫
態
を
把
握

で
き
な
い
こ
と
を
明
瞭
に
物
語
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
北
宋
の
古
文
復
興
は
、
官
吏
登
用
試
験
で
あ
る
科
奉
と
密
接
な
関

係
が
あ
る
。
た
と
え
ば
嘉
紘
二
年
（
一

O
五
七
）
の
科
皐
試
験
は
、
宋
代
の
古
文

復
興
史
の
大
き
な
事
件
だ
と
言
わ
れ
る
。
『
宋
史
』
巻
三
百
十
九
欧
陽
俺
停
に
言
う
。

嘉
祐
二
年
の
貢
翠
を
知
す
。
時
に
土
子
、
険
怪
奇
溢
の
文
を
鋳
る
を
向
び
、

太
皐
躍
と
競
す
。
惰
痛
く
之
れ
を
排
抑
し
、
凡
そ
是
の
如
き
者
は
親
ち
開
く
。

四
七
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日
本
中
園
皐
曾
報

第
五
十
一
集

こ
の
科
翠
で
、
権
知
貢
皐
欧
陽
備
は
嘗
時
流
行
の
険
怪
奇
溢
の
特
色
を
持
つ
太

皐
瞳
を
排
斥
し
、
明
快
達
一
意
の
古
文
で
書
か
れ
た
答
案
を
採
用
し
た
。
そ
の
結

果
、
嘗
時
科
翠
の
諜
備
校
と
化
し
て
い
た
太
皐
の
出
身
者
が
こ
と
ご
と
く
不
合
格

と
な
り
、
世
間
で
は
無
名
の
存
在
で
あ
っ
た
蘇
戟
・
蘇
轍
兄
弟
や
曾
輩
ら
、
後
の

古
文
の
大
家
と
な
る
士
人
達
が
及
第
し
た
。
確
か
に
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
受
験

生
達
の
志
向
す
る
文
瞳
が
以
後
大
き
く
襲
わ
る
と
い
う
、
世
曾
へ
の
影
響
を
輿
え

た
。
科
撃
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
と
し
て
古
文
が
復
興
し
た
の
で
あ

り
、
科
奉
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
一
例
で
あ
る
。
他
に

も
科
翠
と
文
韓
の
闘
係
に
つ
い
て
無
親
で
き
な
い
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
前
述
し

た
欧
陽
備
は
科
皐
及
第
を
目
指
し
て
、
韓
愈
の
古
文
を
ひ
と
ま
ず
措
い
て
西
昆
振

の
美
文
を
皐
ん
で
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
奉
げ
ら
れ
る
。
欧
陽
備
の
「
記
奮
本
韓

文
後
」
に
言
う
。

是
の
時
、
天
下
の
皐
ぶ
者
、
楊
劉
の
作
、
競
し
て
時
文
と
矯
す
。
能
く
す
る

者
は
科
第
を
取
り
、
名
聾
を
撞
に
し
て
以
て
柴
を
嘗
世
に
誇
る
。
未
だ
嘗
て

韓
文
を
道
ふ
者
有
ら
ず
。
予
も
亦
た
方
に
進
士
に
翠
げ
ら
れ
、
趨
部
の
詩
賦

を
以
て
事
と
篤
す
。

こ
の
よ
う
に
嘗
時
は
、
科
撃
に
採
用
さ
れ
た
文
瞳
の
傾
向
が
受
験
生
達
の
習
得

し
よ
う
と
す
る
文
轄
に
大
き
く
影
響
を
輿
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
古
文
が
虞
ま
る

に
嘗
た
っ
て
は
他
に
も
様
々
な
要
因
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
一
つ
に

嘉
祐
二
年
の
科
翠
を
含
め
て
明
ら
か
に
科
翠
を
介
し
た
働
き
が
存
在
し
て
い
た
こ

と
は
先
ず
間
違
い
な
い
。
従
っ
て
、
古
文
の
復
興
過
程
を
考
察
す
る
際
に
科
皐
に

着
目
す
る
こ
と
は
十
分
に
意
義
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
特
に
耕
文
重
視
で
あ
っ
た

嘗
時
の
科
翠
を
古
文
家
が
如
何
に
し
て
突
破
し
、
官
僚
と
な
っ
た
の
か
と
い
う
問

題
は
、
従
来
全
く
考
慮
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
誠
に
興
味
深
い
事
柄
で
あ

る
。
そ
し
て
、
賓
は
こ
こ
に
嘗
時
行
わ
れ
て
い
た
「
行
巻
」
と
い
う
風
習
が
大
き

四
八

く
関
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
北
宋
の
古
文
復
興
の
展
開
を
科
皐
、

就
中
こ
の
行
巻
と
の
関
連
を
通
し
て
、
従
来
と
は
異
な
っ
た
角
度
か
ら
考
察
し
、

あ
わ
せ
て
北
宋
時
代
に
お
け
る
古
文
復
興
の
貫
践
形
態
の
一
端
を
能
う
限
り
明
ら

か
に
し
た
い
。

行
巻
と
は

宋
代
は
科
奉
制
度
が
整
備
さ
れ
完
成
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
後
代
に

受
け
継
が
れ
た
制
度
も
多
い
。
こ
う
し
た
宋
代
の
科
奉
制
度
は
、
決
し
て
一
気
に

完
成
し
た
の
で
は
な
く
、
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
お
お
よ
そ
紳
宗
朝

（

一

O
六
七

i
一

O
八
五
）
の
頃
ま
で
に
確
立
し
た
と
言
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
宋
建

園
か
ら
一
脚
宗
朝
に
至
る
百
有
徐
年
は
、
科
奉
制
度
の
不
備
な
黙
に
様
々
な
改
革
・

改
善
が
加
え
ら
れ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。
科
奉
と
古
文
家
の
闘
連
を
考
察
す
る

際
に
注
目
し
た
い
の
は
、
科
奉
制
度
が
未
だ
完
全
に
は
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

段
階
で
行
わ
れ
て
い
た
行
巻
と
い
う
風
習
で
あ
る
。
程
千
帆
氏
は
行
巻
に
つ
い
て

『
唐
代
進
士
行
巻
輿
文
皐
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

所
謂
行
巻
と
は
、
科
皐
の
受
験
者
が
自
分
の
文
皐
作
品
を
編
集
し
て
、
巻
軸

に
仕
立
て
て
、
試
験
に
先
立
っ
て
そ
れ
を
そ
の
時
の
社
合
目
的
、
政
治
的
ま
た

文
壇
上
の
有
力
者
に
贈
呈
し
、
試
験
官
す
な
わ
ち
試
験
を
主
宰
す
る
躍
部
侍

郎
に
推
薦
し
て
も
ら
う
こ
と
を
求
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
の
合
格
の
可
能

性
を
高
め
る
一
つ
の
手
段
で
あ
っ
た
。

行
巻
と
は
、
科
皐
の
受
験
者
が
試
験
前
に
科
奉
の
合
格
を
左
右
で
き
る
よ
う
な

有
力
者
に
劉
し
、
私
的
に
自
分
の
作
品
を
献
呈
し
、
自
己
を
貰
り
込
む
と
い
う
事

前
運
動
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
前
運
動
は
、
試
験
の
公
平
さ
を
阻
害
す
る
と
し

て
、
後
に
完
成
し
た
宋
代
の
科
皐
制
度
か
ら
は
排
除
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

後
述
す
る
よ
う
に
少
な
く
と
も
宋
建
園
後
約
五
十
年
間
は
、
か
か
る
事
前
運
動
が
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存
在
し
、
賞
力
本
位
で
あ
る
べ
き
科
皐
本
来
の
姿
と
は
か
な
り
隔
た
っ
た
も
の
と

な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
行
巻
は
様
々
な
制
約
を
持
つ
正
式
な
制
度
と
は
異
な

り
、
事
前
の
運
動
と
い
う
、
い
わ
ば
裏
舞
蓋
、
裏
事
情
的
側
面
を
持
つ
も
の
で
あ

り
、
嘗
時
の
科
皐
受
験
生
の
賓
態
を
表
と
は
異
な
っ
た
角
度
か
ら
窺
い
知
る
こ
と

が
で
き
る
恰
好
の
材
料
な
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
行
巻
と
し
て
献
呈
し
た
作

品
や
そ
れ
に
劃
す
る
返
書
中
に
し
ば
し
ば
古
文
家
達
が
自
己
の
古
文
の
代
表
的
見

解
を
披
濯
し
て
い
る
貼
か
ら
も
、
古
文
復
興
と
科
翠
の
関
係
を
把
握
す
る
上
で
、

行
巻
は
決
し
て
等
閑
覗
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
有
力
者
に
作

品
を
献
呈
す
る
行
局
は
、
嘗
然
な
が
ら
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
た
だ
、
一
般

的
な
作
品
献
呈
行
震
と
行
巻
と
の
遠
い
は
、
そ
の
献
呈
し
た
作
品
が
科
皐
の
進
士

科
の
試
験
に
直
接
的
に
役
立
つ
か
ど
う
か
と
い
う
黙
に
あ
る
。
前
掲
の
程
千
帆
氏

に
よ
れ
ば
、
行
巻
は
密
接
に
進
士
科
試
験
と
関
連
し
て
い
る
の
で
、
通
常
迭
ら
れ

る
作
品
と
匝
別
す
る
た
め
に
「
行
巻
」
と
い
う
固
有
の
名
稽
が
生
ま
れ
た
と
言

う
。
行
巻
は
進
士
科
受
験
生
に
と
っ
て
試
験
前
の
事
前
運
動
と
し
て
大
い
に
役

立
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
昔
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
有
力
者
へ
の

一
般
の
作
品
献
呈
と
は
載
然
と
匡
別
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
行
巻
に
着
目
し
て
唐
代
に
お
け
る
韓
愈
や
柳
宗
元
の
古
文
復

興
を
分
析
し
た
も
の
に
、
前
掲
の
程
千
帆
氏
『
唐
代
進
士
行
巻
輿
文
皐
』
が
あ

る
。
た
だ
、
程
千
帆
氏
の
著
書
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
分
明
な
如
く
あ
く
ま
で
唐

代
に
限
つ
て
の
考
察
で
あ
り
、
宋
代
に
つ
い
て
は
そ
の
初
期
に
行
巻
の
風
習
が
消

滅
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
詳
し
く
は
論
及
し
て
い
な
い
。
更
に
、
北
宋
の
古
文
復

興
過
程
を
行
巻
と
の
関
連
か
ら
分
析
し
た
他
の
研
究
者
は
管
見
の
及
ぶ
限
り
未
だ

見
嘗
ら
な
い
。
し
か
し
、
宋
代
に
お
い
て
も
建
園
後
約
五
十
年
間
程
は
、
次
一
章
で

確
認
す
る
よ
う
に
、
行
巻
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
賓
な
の
で
、
行
巻
を
軸
に

し
て
古
文
復
興
の
過
程
を
考
察
す
る
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

北
宋
初
期
に
お
け
る
古
文
家
と
行
巻

宋
代
の
行
巻

事
前
運
動
と
し
て
の
行
巻
が
有
効
に
働
く
た
め
に
は
、
試
験
官
が
受
験
生
を
特

定
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
受
験
生
の
匠
名
性
を
確
保
す
る
た
め
に

科
奉
の
試
験
に
導
入
さ
れ
た
糊
名
法
（
封
嘱
法
と
も
言
う
）
・
謄
録
法
が
、
行
巻
の

存
康
と
大
い
に
関
連
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
宋
代
に
お
け
る
糊
名
法
・
謄

録
法
の
創
設
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
答
案
の
は
じ
め
に
書
く
姓
名
、
貫

籍
、
三
代
の
名
詳
等
を
糊
づ
け
す
る
糊
名
法
が
宋
代
で
最
初
に
採
用
さ
れ
た
の

は
、
淳
化
三
年
（
九
九
二
）
の
殿
試
で
、
景
徳
四
年
（
一

O
O
七
）
に
は
省
試
に

導
入
さ
れ
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
糊
名
の
専
官
を
置
き
、
諸
州
解
試
で
は
明
道
二

年
（
一

O
三
三
）
に
導
入
さ
れ
た
。
一
方
、
答
案
を
全
て
寓
し
取
る
謄
録
法
は
、

大
中
群
符
八
年
（
一

O
一
五
）
に
省
試
で
創
始
さ
れ
、
景
祐
四
年
（
一

O
三
七
）
に

諸
州
解
試
で
採
用
さ
れ
て
い
る
。
行
巻
と
い
う
事
前
運
動
に
と
り
わ
け
大
き
く
影

響
を
輿
え
る
の
は
答
案
の
始
め
を
糊
づ
け
す
る
糊
名
法
で
あ
ろ
う
。
試
験
官
は
糊

名
法
に
よ
っ
て
答
案
が
誰
の
も
の
か
剣
断
で
き
な
く
な
り
、
そ
の
結
果
事
前
の
運

動
や
評
剣
が
採
黙
に
は
全
く
反
映
さ
れ
ず
、
効
力
を
失
う
に
至
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
一
方
、
行
巻
を
効
果
的
に
行
い
、
事
前
に
有
力
者
間
で
の
評
判
列
を
高
め
、
そ

れ
を
贋
く
、
浸
透
さ
せ
る
に
は
、
有
力
者
の
集
中
し
て
い
る
都
・
開
封
が
最
も
逼
し

て
い
た
。
従
っ
て
、
事
前
運
動
で
あ
る
行
各
の
衰
退
は
、
景
徳
四
年
（
一

O
O
七）

に
都
に
お
け
る
省
試
で
糊
名
法
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
が
大
き
な
契
機
と
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
翌
年
の
受
験
生
の
反
響
に
つ
い
て
、
『
績
資
治
通
鑑
長
編
』

巻
六
十
八
で
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

上
の
王
旦
等
に
謂
ひ
て
日
く
、
今
葱
の
皐
人
、
頗
る
糊
名
の
考
較
を
以
て
擢

れ
と
矯
す
。
然
れ
ど
も
材
妻
有
る
者
は
、
皆
壷
く
公
な
る
を
喜
ぶ
。

糊
名
法
の
採
用
に
よ
り
事
前
の
評
剣
が
影
響
を
輿
え
な
く
な
っ
た
の
で
、
凡
庸

四
九
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日
本
中
園
皐
曾
報

第
五
十
一
集

な
受
験
生
は
恐
れ
を
な
し
た
の
で
あ
っ
た
。
逆
に
言
え
ば
、
北
宋
建
園
後
景
徳
四

年
頃
ま
で
の
約
五
十
年
間
は
、
行
巻
と
い
う
事
前
運
動
が
科
撃
の
及
第
に
影
響
し

て
い
た
こ
と
を
如
買
に
物
語
っ
て
い
る
。
更
に
、
宋
代
に
確
賓
に
行
巻
が
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
は
、
南
宋
の
王
騎
之
の
『
濁
水
燕
談
録
』
巻
九
の
次
の
記
述
か
ら
も

窺
え
る
。園

初
、
唐
末
の
士
風
を
襲
ふ
。
奉
子
の
先
達
に
見
ゆ
る
に
、
先
づ
牒
刺
を
通

ず
。
之
れ
を
請
見
と
謂
ふ
。
既
に
之
れ
と
見
え
、
他
日
再
び
啓
事
を
投
ず
。

之
れ
を
謝
見
と
謂
ふ
。
叉
た
数
日
に
し
て
、
再
び
啓
事
を
投
ず
。
之
れ
を
温

巻
と
謂
ふ
。
或
い
は
先
達
書
を
以
て
謝
し
、
或
い
は
稽
血
管
有
れ
ば
、
即
ち
別

に
啓
事
を
裁
し
、
委
曲
絞
謝
し
、
更
に
一
見
を
求
む
。
嘗
時
奉
子
の
先
達
に

於
け
る
は
、
其
の
躍
此
の
如
く
之
れ
恭
な
り
。
近
歳
、
奉
子
復
た
此
の
躍
を

行
は
ず
。
而
し
て
亦
た
上
官
の
後
進
を
延
審
す
る
者
有
る
こ
と
鮮
し
。

こ
の
記
述
は
、
奉
子
、
す
な
わ
ち
省
試
受
験
者
が
時
の
有
力
者
で
あ
る
先
達
に

面
曾
す
る
作
法
を
詳
し
く
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
王
闘
之
に
よ
れ
ば
、
奉
子
が
有

力
者
に
初
め
に
名
刺
を
迭
り
、
そ
し
て
書
簡
を
迭
る
こ
と
を
「
請
見
」
と
言
い
、

そ
の
後
面
曾
し
再
び
書
簡
を
迭
る
こ
と
を
「
謝
見
」
と
言
い
、
そ
し
て
そ
の
敷
日

後
に
書
簡
を
迭
る
こ
と
を
「
温
巻
」
と
言
う
。
温
巻
と
は
、
行
巻
を
受
け
取
っ
た

有
力
者
に
濁
し
て
自
分
の
作
品
を
譲
み
過
ご
さ
な
い
よ
う
に
と
注
意
を
促
す
手
紙

で
あ
る
。
従
っ
て
、
温
巻
を
迭
る
前
の
謝
見
の
際
に
行
巻
と
し
て
自
己
の
作
品
を

献
呈
す
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
行
巻
を
受
け
取
っ
た
有
力
者
は
、
奉
子
に
返
書
を

迭
っ
た
り
、
再
度
面
曾
し
た
り
し
て
、
見
込
み
の
あ
る
受
験
生
を
「
延
血
管
」
す

る
。
「
延
審
」
と
は
、
行
巻
を
受
け
取
っ
た
有
力
者
が
、
他
の
有
力
者
に
奉
子
を

宣
惇
し
、
ア
ピ
ー
ル
す
る
行
潟
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
有
力
者
間
で
の
評
剣
が
高
ま

り
、
科
翠
受
験
の
際
に
有
利
に
な
る
。
奉
子
は
延
血
管
し
て
も
ら
う
た
め
に
行
巻
を

献
呈
す
る
の
で
あ
る
。

五。

と
こ
ろ
で
、
北
宋
初
期
の
科
翠
の
競
争
率
を
見
て
み
る
と
、
成
平
五
年
（
一

O

O
二
）
の
六
十
六
倍
を
は
じ
め
と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
が
十
倍
以
上
に
な
っ
て
い

る
。
か
く
の
如
く
競
争
率
の
激
し
い
試
験
に
合
格
し
、
官
僚
と
な
る
こ
と
を
目
指

し
て
い
た
嘗
時
の
受
験
生
達
に
と
っ
て
、
そ
こ
に
事
前
運
動
の
道
が
あ
る
な
ら

ば
、
そ
れ
を
う
ま
く
利
用
し
て
何
と
か
合
格
を
果
た
し
た
い
と
考
え
る
の
は
嘗
然

で
あ
ろ
う
。
嘗
時
行
各
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
所
以
で
あ
る
。

四

行
巻
を
利
用
し
た
王
再
備
の

古
文
復
興
の
貫
践

さ
て
、
本
章
で
は
科
翠
の
事
前
運
動
で
あ
る
行
巻
が
確
貫
に
行
わ
れ
て
い
た
景

祐
四
年
（
一

O
O
七
）
頃
ま
で
の
中
で
、
王
百
円
借
を
手
が
か
り
と
し
て
行
巻
と
古

文
復
興
と
の
繋
が
り
を
考
え
た
い
。
こ
こ
で
王
馬
偏
を
取
り
上
げ
る
理
由
は
、
一

つ
に
は
嘗
時
の
他
の
古
文
家
達
と
遣
い
、
彼
は
知
制
詰
を
経
て
翰
林
皐
士
に
任
命

さ
れ
る
な
ど
政
治
的
に
高
い
地
位
に
つ
い
て
お
り
、
一
位
曾
に
輿
え
る
影
響
が
大
き

い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
今
一
つ
に
は
、
王
百
阿
倍
は
積
極
的
に
後
進
を
誘
披

し
て
お
り
、
従
っ
て
彼
を
手
が
か
り
と
し
て
嘗
時
の
古
文
家
の
人
脈
・
繋
が
り
が

明
ら
か
に
な
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

王
馬
俗
、
字
は
元
之
（
九
五
四
i
一
O
O
一
）
は
、
「
叉
た
句
の
道
ひ
難
き
を
欲

す
る
や
。
叉
た
義
の
暁
り
難
き
を
欲
す
る
や
。
必
ず
然
ら
ず
。
」
（
「
答
張
扶
書
」
）

と
し
て
、
嘗
時
の
難
解
な
文
章
に
反
封
し
、
文
一
章
は
平
易
で
わ
か
り
や
す
く
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
わ
か
り
や
す
い
古
文
を
主
張
し
た
北
宋
初
期
の
古
文
家

の
一
人
で
あ
る
。

さ
て
、
王
百
円
借
の
も
と
に
は
、
彼
に
文
章
を
献
呈
し
て
見
て
も
ら
お
う
と
い
う

古
文
家
達
、
が
敷
多
く
集
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
中
で
傑
出
し
た
存
在
と
言
え

る
の
が
、
孫
何
（
九
六
一

i
一
O
O
四
）
及
び
丁
謂
（
九
六
六
1
一
O
三
七
）
の
二
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人
で
あ
る
。

『
宋
史
』
巻
二
百
八
十
三
、
丁
謂
停
は
、
王
百
円
儒
と
孫
何
・
丁
謂
の
闘
係
を
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。

少
く
し
て
孫
何
と
友
善
に
し
て
、
同
に
文
を
袖
し
王
馬
偏
に
謁
す
。
再
倍
大

い
に
驚
き
之
れ
を
重
ん
じ
、
以
魚
ら
く
、
唐
の
韓
愈
・
柳
宗
元
よ
り
後
、
二

百
年
始
め
て
此
の
作
有
り
と
。
世
に
之
れ
を
孫
・
丁
と
謂
ふ
。

王
再
係
は
、
孫
何
・
丁
謂
の
二
人
を
韓
愈
・
柳
宗
元
に
匹
敵
す
る
と
し
て
高
く

評
債
し
た
。
残
念
な
が
ら
、
孫
何
・
丁
謂
の
作
品
は
今
日
ま
で
僅
か
に
し
か
惇

わ
っ
て
お
ら
ず
、
彼
ら
の
作
品
か
ら
そ
の
特
色
や
見
解
を
直
接
窺
い
知
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
、
以
下
王
再
僑
側
の
資
料
に
よ
っ
て
王
再
僑
と
孫
何
・
丁
謂
の
闘

連
を
跡
づ
け
た
い
。
ま
ず
丁
謂
に
つ
い
て
言
え
ば
、
淳
化
二
年
（
九
九
一
）
に
作

ら
れ
た
王
百
円
借
の
「
迭
丁
謂
序
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
言
う
。

今
春
、
生
果
た
し
て
来
た
り
。
盆
す
に
新
文
二
編
を
以
て
し
、
書
を
矯
り
以

て
我
に
投
ず
。
其
の
間
に
律
詩
、
今
瞳
の
賦
文
有
り
。
向
の
進
士
と
競
す
る

所
の
者
の
能
く
及
ぶ
に
非
ざ
る
な
り
。
其
の
詩
は
杜
子
美
に
倣
ひ
、
深
く
其

の
間
に
入
る
。
其
の
文
敷
一
章
は
、
皆
意
常
な
ら
ず
し
て
語
俗
な
ら
ず
、
若
し

韓
柳
の
集
中
に
雑
ふ
れ
ば
、
能
文
の
士
を
し
て
之
れ
を
讃
ま
し
む
る
も
、
之

れ
を
耕
、
ぜ
ざ
ら
ん
。

了
謂
は
、
淳
化
元
年
（
九
九
O
）
冬
に
、
ま
ず
王
馬
僑
に
自
己
の
作
品
を
献
呈

し
、
更
に
こ
こ
で
言
う
よ
う
に
翌
淳
化
二
年
春
に
新
し
い
作
品
を
加
え
て
書
簡
と

と
も
に
王
馬
橋
に
献
呈
し
た
。
こ
の
時
丁
謂
は
ま
だ
進
士
科
に
及
第
し
て
お
ら

ず
、
科
皐
受
験
生
の
一
人
で
あ
っ
た
。
一
方
、
作
品
を
受
け
取
っ
た
王
再
僑
は
、

丁
謂
の
作
品
の
水
準
が
進
士
合
格
者
も
及
ば
な
い
程
だ
と
見
倣
し
、
明
ら
か
に
進

士
科
の
試
験
を
意
識
し
て
作
品
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
丁
謂
が
こ
の
時

王
福
岡
儒
に
迭
っ
た
作
品
は
、
進
士
科
及
第
を
目
的
と
す
る
も
の
で
、
行
巻
と
考
え

北
宋
初
期
に
お
け
る
古
文
家
と
行
巻

て
先
ず
間
違
い
な
い
。
行
巻
を
受
け
取
っ
た
王
再
僑
は
、
特
に
韓
愈
・
柳
宗
元
に

も
匹
敵
す
る
古
文
の
力
量
に
注
目
し
、
そ
の
文
章
は
韓
愈
や
柳
宗
元
の
文
集
に
混

入
さ
せ
て
も
匝
別
が
つ
か
な
い
程
の
水
準
を
持
つ
古
文
だ
と
し
て
高
く
評
債
し

た
。
一
方
、
丁
謂
と
と
も
に
韓
愈
・
柳
宗
元
に
匹
敵
す
る
と
見
倣
さ
れ
た
孫
何
も

王
福
岡
信
に
自
己
の
作
品
を
行
巻
と
し
て
献
呈
し
て
い
る
。
王
百
円
僑
の
「
迭
孫
何

序
」
に
言
う
。

今
年
の
冬
、
生
再
び
関
下
に
到
り
、
始
め
て
吾
が
門
を
過
る
。
我
を
博
む
る

に
文
を
新
た
に
し
、
且
つ
先
づ
特
に
書
を
以
て
せ
ん
と
す
。
猶
ほ
尋
常
の
貢

皐
人
の
若
く
、
陶
陶
然
と
し
て
先
後
の
瞳
を
執
る
。
何
ぞ
其
の
我
を
待
す
る

こ
と
の
薄
か
ら
ん
や
。

今
年
の
冬
と
は
淳
化
元
年
（
九
九
O
）
の
冬
で
、
孫
何
が
科
翠
に
合
格
す
る
こ

年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
孫
何
が
作
品
の
献
呈
に
先
ん
じ
て
書
簡
を
王
百
阿
倍
に
迭
っ

て
い
る
こ
と
、
ま
た
王

J

申
阿
倍
も
孫
何
が
通
常
の
科
翠
受
験
生
の
如
く
決
め
ら
れ
た

躍
を
蓋
く
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
孫
何
が
王
馬
借
に
献
呈
し
た

作
品
は
行
巻
の
風
習
に
則
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
王
再
僑
は

孫
何
の
文
章
に
つ
い
て
「
迭
孫
何
序
」
の
中
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

凡
そ
敷
十
篇
、
皆
六
経
を
師
載
し
、
百
氏
を
排
斥
す
。
落
落
然
と
し
て
異
に

韓
・
柳
の
徒
な
り
。

王
再
儒
は
、
孫
何
の
古
文
は
六
経
に
基
づ
き
、
そ
の
文
章
の
風
格
は
、
韓
愈
・

柳
宗
元
に
匹
敵
す
る
と
見
倣
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
孫
何
は
淳
化
元
年
冬
に
、
丁

謂
は
淳
化
二
年
春
に
そ
れ
ぞ
れ
王
百
円
借
に
自
己
の
作
品
を
行
巻
と
し
て
献
呈
し

た。
で
は
、
行
巻
を
受
け
取
っ
た
王
馬
偏
は
具
瞳
的
に
如
何
な
る
態
度
を
と
っ
た
の

か
。
王
百
円
借
の
「
答
鄭
褒
書
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
言
う
。

天
下
の
翠
人
、
日
々
文
を
以
て
吾
が
門
に
湊
る
。
其
の
中
、
群
牽
に
傑
出
す

五
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日
本
中
園
皐
曾
報

第
五
十
一
集

る
者
は
、
富
春
の
孫
何
、
済
陽
の
丁
謂
を
得
る
の
み
。
吾
嘗
て
其
の
文
を
以

て
宰
執
公
卿
の
間
に
誇
大
す
。

省
試
及
第
を
目
指
す
皐
人
達
の
行
巻
の
中
か
ら
、
韓
愈
・
柳
宗
元
に
匹
敵
す
る

古
文
家
と
し
て
孫
何
・
丁
謂
を
見
出
し
た
王
再
偶
は
、
彼
ら
の
文
章
の
素
晴
ら
し

さ
を
宰
相
を
は
じ
め
と
す
る
高
位
高
官
の
有
力
者
達
に
積
極
的
に
推
馨
し
、
ア

ピ
ー
ル
し
て
い
た
の
が
わ
か
る
。
行
巻
を
受
け
取
っ
た
側
が
有
力
者
に
推
皐
す
る

行
動
は
、
前
述
し
た
如
く
「
延
血
管
」
と
言
わ
れ
て
い
た
。
王
再
僑
が
孫
何
・
丁
謂

の
二
人
を
推
撃
し
た
行
動
を
『
石
林
燕
語
』
巻
十
で
は
、

王
元
之
、
素
よ
り
棒
氏
を
喜
ば
ず
。
始
め
知
制
話
局
り
し
と
き
、
名
、
一
時

に
振
る
ふ
。
丁
音
公
・
孫
何
、
皆
門
下
に
瀞
ぶ
。
元
之
も
亦
た
力
を
極
め
て

延
春
す
。
是
に
由
り
て
衆
多
側
目
す
。

と
、
行
巻
に
劃
し
て
行
う
「
延
春
」
と
い
う
語
句
を
使
っ
て
は
っ
き
り
と
説
明
す

る
。
王
再
僑
の
力
を
極
め
た
延
春
行
動
は
、
多
く
の
人
の
妬
み
を
買
う
ほ
ど
で

あ
っ
た
が
、
孫
何
・
丁
謂
の
二
人
は
、
王
百
円
借
の
延
血
管
を
受
け
た
後
に
は
じ
め
て

行
わ
れ
た
淳
化
三
年
の
省
試
で
ま
さ
し
く
及
第
を
果
た
し
て
い
る
。
し
て
み
れ

ば
、
政
治
的
社
曾
的
に
影
響
力
の
あ
っ
た
王
再
開
情
の
延
審
は
、
孫
何
・
丁
謂
の
二

人
の
進
士
科
及
第
に
有
効
に
働
い
た
と
言
え
よ
う
。

孫
何
や
丁
謂
と
同
じ
よ
う
に
、
嘗
時
王
百
円
借
を
頼
り
、
彼
の
も
と
へ
作
品
を
献

呈
し
た
古
文
家
達
は
多
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
『
宋
史
』
巻
四
百
三
十
二
、
高
嬬

停
に
は
次
の
如
く
述
べ
る
。

又
た
古
文
を
柳
開
に
皐
び
、
張
景
と
名
を
費
し
う
す
。
至
道
中
、
文
を
以
て

王
馬
偏
に
謁
し
、

J

両
信
之
れ
を
奇
と
す
。
進
士
に
翠
げ
ら
れ
、
侍
御
史
を
累

官
す
。

高
癖
は
、
宋
初
の
古
文
家
と
し
て
名
高
い
柳
聞
に
つ
き
古
文
を
皐
ん
だ
。
王
再

帰
が
孫
何
や
丁
謂
に
劃
し
て
強
力
な
延
審
を
行
な
い
、
貫
際
に
孫
何
や
丁
謂
が
進

五

土
科
に
及
第
し
た
の
は
淳
化
年
間
（
九
九
0
1
九
九
四
）
で
、
こ
れ
は
そ
う
し
た

噂
を
聞
い
た
多
く
の
古
文
家
達
を
奮
い
立
た
せ
、
彼
ら
に
古
文
家
で
政
治
的
に
力

の
あ
る
王
馬
借
と
何
と
か
繋
が
り
を
持
ち
た
い
と
考
え
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
。
高
捧

が
自
己
の
文
章
を
王
再
僑
に
献
呈
し
て
知
遇
を
求
め
た
の
は
至
道
年
間
（
九
九
五

i
九
九
七
）
で
、
そ
れ
は
孫
何
や
丁
謂
の
及
第
が
知
れ
渡
っ
た
後
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
従
っ
て
、
行
巻
と
し
て
献
呈
し
た
作
品
は
、
高
嬬
の
得
意
の
作
で
あ
り
、
孫

何
や
丁
謂
に
倣
っ
て
古
文
の
文
慢
を
用
い
て
い
た
と
考
え
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。

こ
の
『
宋
史
』
の
文
脈
か
ら
考
え
る
と
、
王
百
阿
倍
が
高
世
間
の
才
能
を
見
出
し
評
債

し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
見
事
に
科
翠
及
第
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
の
が
わ

か
る
。他

に
も
、
た
と
え
ば
威
卒
元
年
（
九
九
八
）
の
進
士
で
あ
る
鄭
褒
は
、
そ
れ
以

前
に
王
再
儒
に
行
巻
を
献
呈
し
て
い
た
。
そ
の
返
書
（
「
答
鄭
褒
書
」
）
の
中
で
王

百
円
係
は
次
の
如
く
述
べ
る
。

下
車
以
来
、
進
士
皆
接
す
る
有
り
。
：
：
：
退
き
て
其
の
文
句
を
閲
す
る
に
、

僻
甚
だ
簡
に
し
て
、
理
甚
だ
正
し
。
敷
千
百
言
と
難
も
、
一
字
の
冗
長
無

く
、
員
に
古
人
の
述
作
の
旨
を
得
る
の
み
。
：
：
：
是
れ
生
の
道
、
孫
・
丁
と

同
じ
。
而
れ
ど
も
命
未
だ
遇
せ
ず
。
：
：
：
生
の
書
は
首
め
に
孫
・
丁
の
事
を

引
く
。
故
に
吾
其
の
始
末
を
述
べ
て
、
文
の
繁
な
る
を
費
え
ず
。

鄭
褒
も
孫
何
・
丁
謂
の
及
第
を
踏
ま
え
、
王
再
僑
に
作
品
を
献
呈
し
知
遇
を
求

め
た
。
彼
の
作
品
を
貫
く
道
は
孫
何
・
丁
謂
と
同
じ
で
あ
り
、
作
品
に
見
ら
れ
る

表
現
の
簡
潔
さ
、
古
人
の
述
作
に
倣
っ
た
態
度
を
王
再
僑
は
高
く
評
債
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
鄭
褒
の
行
巻
に
は
古
文
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

更
に
王
再
僑
の
「
答
張
扶
書
」
で
は
、
張
扶
が
王
再
僑
に
古
文
の
作
品
を
迭

り
、
数
示
を
乞
う
て
い
た
こ
と
が
明
確
に
窺
え
る
。

子
叉
た
文
を
携
へ
書
を
致
し
、
道
を
我
に
問
ふ
。
：
：
：
夫
れ
文
は
道
を
停
へ
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て
心
を
明
ら
か
に
す
る
な
り
。
古
の
聖
人
己
む
を
得
ず
し
て
之
れ
を
震
る
な

り
。
且
つ
人
能
く
心
を
一
に
し
、
道
に
至
り
、
身
を
修
む
れ
ば
則
ち
答
無

く
、
君
に
事
ふ
れ
ば
則
ち
立
つ
有
り
。
其
の
位
無
き
に
及
ん
で
や
、
心
の
有

す
る
所
を
外
に
明
ら
か
に
す
る
を
得
、
ず
、
道
の
蓄
す
る
所
を
後
に
停
ふ
る
を

得
、
ざ
る
を
健
れ
、
是
に
子
て
か
言
有
り
。
叉
た
言
の
浪
び
易
き
を
懐
れ
て

や
、
是
に
子
て
か
文
有
り
。
信
な
る
か
な
、
己
む
を
得
ず
し
て
之
れ
を
震
る

な
り
。
既
に
己
む
を
得
、
ず
し
て
之
れ
を
震
れ
ば
、
叉
た
句
の
道
ひ
難
き
を
欲

す
る
や
。
叉
た
義
の
暁
り
難
き
を
欲
す
る
や
。
必
ず
然
ら
ず
。
：
：
：
姑
く
能

く
遠
く
は
六
経
を
師
と
し
、
近
く
は
吏
部
を
師
と
し
、
句
の
道
ひ
易
く
、
義

の
暁
り
易
か
ら
し
む
。

こ
こ
か
ら
、
張
扶
が
書
簡
と
と
も
に
自
己
の
作
品
を
王
馬
借
に
献
呈
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
に
封
す
る
こ
の
返
書
の
中
で
、
王
再
備
は
遠
く
は
六
経
、

近
く
は
韓
愈
を
師
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
自
己
の
古
文
に
濁
す
る
基
本
的
な
見

解
を
披
、
涯
し
た
。
「
答
張
扶
書
」
は
、
こ
れ
ま
で
王
再
僑
の
古
文
に
劃
す
る
代
表

的
主
張
が
表
出
し
た
も
の
と
し
て
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
際
、

従
来
は
全
く
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
こ
の
「
答
張
扶
書
」
は
、
賓
は

張
扶
の
行
巻
に
劃
す
る
王
百
阿
倍
の
返
書
な
の
で
あ
る
。
張
扶
の
王
百
円
借
へ
の
作
品

献
呈
が
行
巻
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
王

J

申
阿
倍
が
張
扶
へ
績
け
て
迭
っ
た
返
書
（
「
再

答
張
扶
書
」
）
の
中
で
、
「
今
、
子
進
士
に
皐
、
げ
ら
れ
ん
と
欲
す
る
も
・
：
」
と
進
士

及
第
を
念
頭
に
置
い
て
論
述
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に

行
巻
へ
の
返
書
で
、
古
文
家
の
見
解
が
表
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
首
時
の
古
文
復

興
の
賓
態
を
考
え
る
上
で
、
行
巻
が
無
視
で
き
な
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
容
易

に
推
察
さ
せ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
唐
代
の
韓
愈
や
柳
宗
元
の
古
文
に
劃
す
る
代
表

的
見
解
が
し
ば
し
ば
行
巻
を
送
っ
た
受
験
生
へ
の
返
書
に
表
れ
て
い
た
こ
と
と
全

く
同
様
の
朕
況
を
呈
し
て
い
る
。
な
ぜ
、
科
奉
受
験
生
の
行
巻
へ
の
返
書
の
中
で

北
宋
初
期
に
お
け
る
古
文
家
と
行
巻

そ
の
古
文
家
の
代
表
的
見
解
が
表
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
先
ず
受
験
生
が
古
文
に

よ
る
行
巻
を
行
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
更
に
そ
の
受
験
生
の
将
来
性
が
あ
っ
た

の
で
、
返
書
の
中
で
自
己
の
基
本
的
見
解
を
は
っ
き
り
と
打
ち
出
し
指
導
し
よ
う

と
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
王
再
儒
の
文
と
道
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え
方

は
、
道
を
修
め
れ
ば
そ
れ
を
表
現
し
た
文
章
は
向
上
す
る
と
い
う
も
の
で
、
文
章

と
は
道
を
停
え
る
手
段
な
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
科
撃
と
は
文
一
章
に
よ
っ
て
士
を

取
る
、
取
士
活
動
で
あ
る
。
文
一
章
を
通
し
て
官
僚
を
取
る
以
上
、
文
章
に
よ
る
人

物
評
債
と
い
う
側
面
を
有
し
て
お
り
、
受
験
生
は
自
ら
を
磨
き
高
め
る
必
要
が
あ

る
。
従
っ
て
、
王
再
儒
は
科
翠
及
第
を
目
指
す
張
扶
に
封
し
て
先
ず
道
を
修
め
る

こ
と
が
重
要
で
、
そ
れ
を
文
章
に
表
わ
せ
ば
、
結
果
と
し
て
優
れ
た
文
一
章
と
な
る

こ
と
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
有
力
な
古
文
家
が
、
行
巻
を
迭
っ
て
き
た
若

き
古
文
家
を
指
導
し
育
て
よ
う
と
す
る
人
材
養
成
の
プ
ロ
セ
ス
が
窺
え
る
。
従
っ

て
、
嘗
時
の
古
文
復
興
の
展
開
を
考
え
る
上
で
、
行
巻
に
謝
す
る
古
文
家
の
返
書

は
見
逃
せ
な
い
も
の
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
嘗
時
の
科
翠
試
験
で
重
視
さ
れ
た
文
瞳
に
つ
い
て
、
成
卒
五
年

（一

O
O
二
）
に
張
知
白
が
上
奏
し
た
「
上
員
宗
論
時
政
」
に
次
の
如
く
述
べ
る
。

今
の
進
士
の
科
、
大
い
に
時
の
進
用
す
る
所
と
震
る
。
：
：
：
然
る
後
、
策
論

を
先
に
し
、
詩
賦
を
後
に
し
、
治
道
の
大
瞳
を
責
め
、
聾
病
の
小
庇
を
捨

つ
。
此
の
如
け
れ
ば
、
則
ち
夫
の
進
士
の
流
を
し
て
、
其
の
習
ふ
所
の
書
、

簡
に
し
て
限
有
る
を
知
り
、
其
の
皐
ぶ
所
の
文
、
正
に
し
て
要
有
る
を
知
ら

し
む
。

張
知
白
は
、
科
皐
の
試
験
に
お
い
て
表
現
上
の
技
巧
を
重
ん
じ
る
の
で
は
な

く
、
道
を
重
視
す
べ
き
こ
と
を
力
説
す
る
。
こ
れ
は
、
内
容
を
重
視
す
る
古
文
に

よ
っ
て
受
験
生
を
採
用
す
る
よ
う
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し

た
建
議
が
上
奏
さ
れ
る
こ
と
自
韓
、
嘗
時
の
科
皐
の
賞
態
が
内
容
よ
り
も
表
現
技

五
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日
本
中
園
皐
曾
報

第
五
十
一
集

巧
を
重
ん
じ
、
二
疋
の
制
約
を
満
た
し
た
文
章
、
す
な
わ
ち
耕
文
や
詩
賦
に
よ
っ

て
合
否
を
決
定
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
行
巻
に
耕
文
を
用

い
、
そ
の
技
量
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
受
験
生
は
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
耕
文
の
巧
拙
は
科
皐
試
験
の
合
否
に
直
結
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
耕
文
の

技
量
を
事
前
に
直
接
的
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
は
有
効
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
、
か
か
る
情
勢
の
も
と
、
王
馬
儒
に
古
文
の
行
巻
が
届
け
ら
れ
た
理
由
は
、
受

験
生
達
に
先
ず
嘗
時
政
治
的
、
祉
曾
的
に
力
の
あ
っ
た
古
文
家
・
王
再
儒
に
認
め

ら
れ
延
審
を
う
け
た
い
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

更
に
、
行
巻
は
事
前
に
自
己
の
能
力
を
責
り
込
む
と
い
う
性
格
を
持
つ
が
、
自
己

の
能
力
、
特
に
士
大
夫
と
し
て
の
政
策
能
力
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
作
品
に
は
、
耕
文

の
よ
う
な
表
現
上
の
制
約
が
な
く
、
文
一
章
に
自
分
の
意
見
や
見
解
を
出
し
や
す
い

古
文
が
逼
し
て
い
た
と
い
う
側
面
も
あ
ろ
う
。
ま
た
事
前
運
動
で
あ
る
行
巻
は
、

科
奉
の
試
験
の
よ
う
に
テ
！
マ
や
時
間
な
ど
に
制
約
さ
れ
ず
、
自
ら
の
見
解
を
思

い
切
っ
て
表
明
し
や
す
い
の
で
、
自
ず
と
内
容
に
重
き
を
置
く
古
文
と
い
う
文
瞳

が
逼
し
て
い
た
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。

孫
何
や
丁
謂
を
は
じ
め
と
し
て
、
王
百
円
借
を
頼
っ
て
き
た
古
文
家
達
は
、
耕
文

重
視
の
科
皐
の
合
格
を
目
指
す
士
人
な
の
で
あ
っ
た
。
一
見
す
る
と
、
こ
こ
に
は

耕
文
相
到
古
文
の
封
立
関
係
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
買
は
行
巻
に
着
目

す
る
と
そ
の
二
つ
が
劉
立
す
る
も
の
で
は
な
く
な
り
、
却
っ
て
有
機
的
連
闘
を
持

つ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
古
文
家
達
は
、
古
文
の
文
轄
を
用
い
た
行

巻
に
よ
っ
て
、
有
力
者
に
事
前
運
動
を
行
う
。
行
巻
を
受
け
た
古
文
に
理
解
あ
る

有
力
者
は
、
自
ら
の
交
際
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
使
い
他
の
有
力
者
に
そ
の
古
文
家

を
延
審
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
古
文
家
の
事
前
の
評
剣
を
高
め
て
お
く
。
科
墓
場

は
取
士
活
動
な
る
が
故
、
こ
う
し
た
事
前
の
評
債
は
影
響
を
輿
え
、
そ
の
古
文
家

は
耕
文
を
用
い
て
科
皐
を
受
験
し
、
延
審
に
よ
る
事
前
の
名
撃
の
高
ま
り
も
相

五
四

侯
っ
て
合
格
を
果
た
す
の
で
あ
る
。

か
か
る
プ
ロ
セ
ス
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
今
一
度
王
馬
借
と
彼
に
行
巻
を
献
呈

し
た
古
文
家
達
の
繋
が
り
に
つ
い
て
、
特
に
行
巻
を
受
け
取
っ
た
側
で
あ
る
王
福
岡

僑
が
ど
の
よ
う
な
封
麿
・
行
動
を
し
た
か
に
重
黙
を
置
い
て
考
察
し
て
み
る
。
王

再
僑
は
「
迭
丁
謂
序
」
の
中
で
次
の
如
く
述
べ
る
。

既
に
歳
満
ち
、
西
披
に
入
り
て
詰
を
掌
る
こ
と
、
且
に
二
年
な
ら
ん
と
す
。

是
れ
に
由
り
て
、
今
の
進
士
に
奉
、
げ
ら
る
る
者
、
文
を
以
て
相
筈
る
に
、
歳

に
敷
百
人
を
下
ら
ず
。
朝
請
の
絵
、
歴
費
し
て
怠
る
を
忘
る
。
然
れ
ど
も
其

の
命
題
を
覗
て
罷
む
る
者
有
り
。
敷
句
を
讃
み
て
倦
く
者
有
り
。
一
篇
を
終

へ
て
止
る
者
有
り
。
或
い
は
詩
は
采
る
べ
き
も
、
其
の
賦
は
則
ち
有
る
無
き

な
り
。
或
い
は
賦
は
稽
す
べ
き
も
、
其
の
文
は
則
ち
有
る
無
き
な
り
。
能
く

之
れ
を
全
く
す
る
者
は
、
百
に
四
五
な
ら
ず
。

王
百
円
借
が
こ
こ
で
言
及
し
て
い
る
「
皐
進
士
」
と
は
、
解
試
合
格
者
で
次
に
省

試
及
第
を
目
指
し
て
い
る
受
験
生
の
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
一
年
に
数
百
人

を
下
ら
な
い
翠
進
士
達
が
、
省
試
受
験
以
前
に
有
力
者
王
百
阿
倍
の
も
と
へ
進
士
科

及
第
を
目
指
し
自
分
の
作
品
を
献
呈
し
て
き
た
わ
け
で
、
そ
れ
ら
の
作
品
は
行
巻

と
考
え
て
間
違
い
な
い
。
王
百
円
儒
は
そ
の
中
か
ら
丁
謂
や
孫
何
の
よ
う
な
古
文
家

を
見
出
し
た
こ
と
に
な
る
。
王
百
円
借
は
多
く
の
行
巻
を
朝
請
後
に
目
を
通
し
、
そ

の
結
果
多
く
の
場
合
は
題
名
、
或
い
は
冒
頭
の
敷
旬
、
ま
た
は
最
初
の
一
篇
を
見

て
残
り
の
作
品
を
謹
む
気
が
し
な
く
な
る
と
言
う
。
た
ま
に
良
い
作
品
に
出
曾
っ

て
も
、
詩
は
良
い
け
れ
ど
も
賦
の
力
、
が
な
く
、
賦
は
良
い
け
れ
ど
も
文
一
章
力
が
な

い
等
、
な
か
な
か
素
晴
ら
し
い
素
質
を
持
っ
た
受
験
生
に
巡
り
曾
わ
な
い
と
述
べ

る
。
こ
こ
に
、
行
巻
を
受
け
取
っ
た
側
の
嘆
き
が
端
的
に
表
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
注
目
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
な
ぜ
か
く
も
多
く

の
受
験
生
が
王
再
儒
の
も
と
に
行
巻
を
殺
到
さ
せ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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そ
れ
は
、
こ
の
「
迭
丁
謂
序
」
の
文
脈
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
首
時
王
百
円
儒
が

西
披
、
す
な
わ
ち
中
書
省
に
入
り
、
知
制
詰
を
務
め
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
周
知

の
よ
う
に
、
知
制
詰
は
制
詰
を
起
草
す
る
任
務
を
司
り
、
文
鮮
に
練
達
し
て
い
る

こ
と
が
要
求
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
知
制
詰
の
任
に
は
名
文
家
が
就
く
こ
と
が
多
く

隼
崇
を
集
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
知
制
詰
を
、
王
百
阿
倍
は
三
た
び
経
験
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
最
初
は
端
扶
二
年
（
九
八
九
）
三
月
か
ら
淳
化
二
年
（
九
九
一
）

九
月
、
次
は
淳
化
五
年
（
九
九
四
）
五
月
か
ら
至
道
元
年
（
九
九
五
）
五
月
、
最

後
は
至
道
三
年
（
九
九
七
）
六
月
よ
り
威
卒
元
年
（
九
九
八
）
十
一
月
ま
で
で
あ

る
。
そ
の
問
、
至
道
元
年
に
は
、
科
馨
の
試
験
官
に
起
用
さ
れ
る
可
能
性
の
高
い

翰
林
皐
士
の
任
も
歴
任
し
て
お
り
、
王
百
岡
崎
情
は
官
界
の
有
力
者
で
あ
っ
た
。
了
謂

や
孫
何
が
王
再
僑
に
行
巻
を
献
呈
し
た
の
は
、
淳
化
元
年
と
二
年
で
ま
さ
に
最
初

の
知
制
詰
の
任
期
中
で
あ
り
、
王
百
円
借
が
祉
曾
に
大
き
な
影
響
を
持
ち
始
め
た
頃

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
か
く
の
如
く
、
王
再
僑
が
高
位
の
官
職
に
就
い
て
い
た
こ

と
が
彼
の
も
と
に
多
く
の
受
験
生
達
が
馳
せ
参
じ
た
大
き
な
理
由
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
な
が
ら
、
官
職
の
み
に
よ
っ
て
、
受
験
生
が
行
巻
を
迭
る
人
物
を
決
定
し
た

の
な
ら
ば
、
他
の
高
位
高
官
の
有
力
者
に
も
同
様
に
行
巻
が
殺
到
し
た
は
ず
で
あ

る
。
に
も
拘
ら
ず
、
王
百
円
借
の
も
と
に
一
年
に
敷
百
人
を
下
ら
な
い
受
験
生
の
行

巻
が
集
中
し
た
理
由
は
、
彼
が
高
官
で
あ
っ
た
と
と
も
に
、
『
宋
史
』
巻
二
百
八

十
三
、
王
馬
僑
停
に
「
後
進
に
詞
塞
有
る
者
、
意
を
極
め
て
之
れ
を
稽
揚
す
」
と

記
載
さ
れ
る
よ
う
に
平
生
か
ら
後
進
を
積
極
的
に
誘
披
し
、
啓
設
す
る
こ
と
を
惜

し
ま
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
王
再
儒
が
後
進
の
面
倒
を
見
る
の
に
長
け
て
い

た
た
め
、
彼
の
も
と
に
は
多
く
の
行
巻
、
が
届
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
行
巻
は
、

王
百
阿
倍
が
中
央
の
官
職
を
馳
附
し
た
後
に
も
績
き
、
彼
の
影
響
力
を
頼
っ
て
、
多
く

の
受
験
生
が
知
遇
を
求
め
に
や
っ
て
き
た
こ
と
を
、
「
答
鄭
褒
書
」
で
は
次
の
如

く
言
う
。

北
宋
初
期
に
お
け
る
古
文
家
と
行
巻

進
士
林
介
な
る
者
有
り
。
吾
が
家
に
食
す
る
こ
と
七
年
な
り
。
私
か
に
吾
に

み
こ
と
の
り

謂
ひ
て
日
く
、
今
葱
、
召
し
て
貢
翠
を
罷
め
、
而
し
て
足
下
郡
に
出
づ
。
進

士
皆
総
上
に
疾
走
し
、
文
を
以
て
知
を
求
め
ん
と
欲
す
と
。
吾
、
介
に
謂
ひ

て
日
く
、
五
日
が
矯
め
に
諸
公
に
謝
し
、
慎
ん
で
総
上
に
来
た
る
な
か
ら
し
め

よ
。
吾
、
復
び
は
進
士
の
戚
否
を
議
し
、
以
て
誘
り
を
買
は
ず
。
．

王
百
円
借
が
至
道
元
年
（
九
九
五
）
に
翰
林
皐
士
を
辞
め
、
知
総
州
と
し
て
地
方

へ
轄
出
す
る
に
嘗
た
っ
て
も
、
多
く
の
士
大
夫
達
が
彼
を
頼
り
に
し
、
な
お
も
延

血
管
を
求
め
よ
う
と
し
た
。
そ
の
際
、
王
百
円
借
は
受
験
生
の
戚
否
を
議
論
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
再
び
人
々
の
誘
り
を
買
い
た
く
な
い
と
自
己
の
胸
臆
を
率
直
に
吐
露

し
た
。
こ
れ
は
逆
に
言
え
ば
、
こ
れ
ま
で
王
再
儒
が
自
己
の
見
解
と
近
い
受
験
生

達
を
行
巻
に
よ
っ
て
見
つ
け
だ
し
、
積
極
的
に
あ
る
い
は
強
引
に
延
馨
し
、
そ
の

た
め
時
に
は
反
封
勢
力
に
妬
ま
れ
、
反
感
を
買
い
、
政
治
的
調
立
が
生
ま
れ
て
い

た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
し
か
し
、
孫
何
や
丁
謂
を
は
じ
め
と
し
て
、
行
巻
を
利

用
し
自
分
と
見
解
の
近
い
古
文
家
を
見
出
し
、
積
極
的
に
延
饗
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
官
界
に
進
出
さ
せ
、
官
界
に
お
い
て
古
文
の
理
解
者
を
増
加
さ
せ
て
い
く
や
り

方
こ
そ
、
ま
さ
し
く
王
再
儒
が
古
文
を
復
興
さ
せ
る
具
鶴
的
な
賓
践
の
姿
な
の
で

あ
っ
た
。

玉

古
文
家
柳
開
と
行
巻

王
昌
信
よ
り
活
躍
時
代
は
遡
る
が
、
北
宋
初
期
の
古
文
家
と
し
て
名
高
い
柳
開

（
九
四
八
i
一
O
O
一
）
に
つ
い
て
、
本
一
章
で
は
行
巻
の
献
呈
者
と
し
て
の
側
面
に

注
目
し
考
察
し
た
い
。
彼
は
古
文
の
創
作
に
は
優
れ
て
い
た
が
、
耕
文
や
詩
賦
等

の
表
現
技
巧
を
重
視
す
る
作
品
の
技
量
は
全
く
な
か
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
た
め
科

皐
の
試
験
で
は
力
を
護
揮
で
き
ず
、
な
か
な
か
及
第
出
来
な
か
っ
た
。
『
石
林
燕

（お）

一
語
』
巻
八
に
そ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
言
う
。

五
五
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日
本
中
園
皐
曾
報

第
五
十
一
集

柳
開
少
く
し
て
古
文
を
学
び
、
盛
名
有
り
。
市
れ
ど
も
詞
賦
を
震
る
に
工
み

な
ら
ず
し
て
、
皐
を
累
ね
て
第
せ
ず
。

表
現
技
巧
を
重
ん
じ
る
詞
賦
に
巧
み
で
な
い
柳
聞
に
と
っ
て
、
科
皐
及
第
を
果

た
す
た
め
に
は
事
前
運
動
を
行
い
、
有
力
者
に
延
期
菅
し
て
も
ら
い
聾
望
を
高
め
る

こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
彼
は
し
ば
し
ば
有
力
者
に
行
巻
を
献
呈
し
て

い
る
。
北
宋
初
期
の
古
文
家
と
し
て
『
宋
史
』
巻
四
百
三
十
九
、
文
苑
停
に
、
高

錫
、
泡
果
、
柳
開
と
と
も
に
「
高
、
梁
、
柳
、
活
」
と
稽
さ
れ
て
い
た
古
文
家
・

梁
周
翰
に
、
柳
聞
は
行
巻
を
迭
っ
て
い
る
。
「
答
梁
拾
遺
改
名
書
」
に
言
う
。

四
月
十
五
日
、
郷
貢
進
士
柳
開
再
奔
す
。
：
：
：
去
秋
八
月
己
来
、
遂
に
仕
進

の
心
有
り
て
、
以
て
世
に
干
む
。
故
に
今
著
は
す
所
の
文
を
以
て
知
を
門
下

に
投
ず
る
を
得
れ
ば
、
賓
に
之
れ
が
震
に
進
士
に
翠
、
げ
ら
れ
ん
。
窃
に
公
に

翼
ふ
は
、
公
の
言
を
以
て
之
れ
を
春
め
、
公
の
力
を
以
て
之
れ
を
振
は
さ
ん

こ
と
な
り
。

翠
進
士
で
あ
る
柳
聞
は
進
士
科
及
第
を
目
的
と
し
て
梁
周
翰
に
行
巻
を
献
呈

し
、
更
に
自
分
の
こ
と
を
多
く
の
有
力
者
に
宣
停
し
て
く
れ
る
よ
う
に
要
望
し

た
。
こ
こ
ま
で
は
っ
き
り
と
、
作
品
を
献
呈
し
た
有
力
者
に
自
己
の
宣
停
、
す
な

わ
ち
「
血
管
之
」
（
延
春
）
を
求
め
て
い
る
の
は
、
柳
開
の
大
謄
な
性
格
と
と
も
に
、

梁
周
翰
は
後
に
翰
林
皐
士
に
ま
で
昇
る
程
の
有
力
者
で
、
か
つ
嘗
時
の
名
高
い
古

文
家
で
古
文
に
理
解
が
あ
る
た
め
で
、
同
じ
く
古
文
が
得
一
意
な
柳
聞
は
期
待
す
る

と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
古
文
家
が
古
文
に
理
解
の
あ
る
有
力
者
に

行
巻
と
い
う
事
前
運
動
を
行
い
、
出
世
し
よ
う
と
す
る
過
程
が
窺
え
、
こ
こ
に
古

文
家
同
士
の
行
巻
に
よ
る
繋
が
り
が
明
ら
か
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
梁
周
翰
は
進
士

科
の
試
験
で
は
詩
を
重
現
し
よ
う
と
し
た
。
『
績
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
六
十
七
に

号
ヲ
フ
。

給
事
中
梁
周
翰
嘗
て
特
に
進
士
を
試
せ
ん
と
す
る
に
、
先
づ
詩
二
十
首
を
試

五
六

し
、
採
る
べ
き
者
を
取
り
て
再
び
試
せ
ん
こ
と
を
請
ふ
。
上
回
く
、
此
の
如

け
れ
ば
、
則
ち
詩
に
工
み
な
る
者
は
乃
ち
能
く
選
に
中
り
、
文
に
長
ず
る
者

は
以
て
自
ら
見
は
る
る
こ
と
無
し
と
。

言
う
ま
で
も
な
く
科
皐
は
あ
く
ま
で
取
士
活
動
で
あ
り
、
取
士
の
方
法
や
そ
の

重
黙
の
置
き
方
に
も
色
々
あ
る
の
で
、
古
文
家
で
あ
る
梁
周
翰
が
、
科
皐
試
験
に

お
い
て
詩
を
評
債
し
よ
う
と
し
て
も
そ
れ
は
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
彼
は
作
詩
能
力
が
人
物
を
評
債
す
る
基
準
に
な
る
と
し
て
、
詩
に
よ
っ
て
士

を
取
る
こ
と
に
債
値
を
見
出
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
柳
開
の
古
文
に

よ
る
梁
周
翰
へ
の
行
巻
は
効
を
奏
さ
な
か
っ
た
。
柳
闘
が
進
士
及
第
を
賜
る
の
は

開
賓
六
年
（
九
七
三
一
）
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
二
年
前
、
開
賓
四
年
春
の
樺
知
貢

奉
を
勤
め
た
ば
か
り
の
鹿
多
遜
に
柳
聞
は
行
巻
を
迭
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
柳

開
の
「
上
車
問
子
士
書
」
に
詳
し
い
。

郷
貢
進
士
柳
開
再
奔
し
て
、
書
を
執
事
に
奉
ず
。
：
：
：
故
夏
の
初
、
先
容
を

求
め
て
以
て
執
事
の
門
に
登
り
、
直
に
悪
文
を
以
て
左
右
に
干
む
。
：
：
：
凡

そ
近
年
進
士
に
翠
げ
ら
る
る
者
は
、
唯
だ
開
封
解
の
み
盛
と
篤
す
。
躍
部
は

升
り
て
中
第
す
る
者
、
十
に
其
の
五
に
居
す
。
所
以
に
天
下
の
士
は
群
来
し

て
薦
を
求
め
、
先
を
争
ひ
て
上
ら
ん
こ
と
を
翼
へ
り
。

解
試
に
お
い
て
開
封
で
の
合
格
率
が
高
い
こ
と
か
ら
、
開
封
で
の
受
験
を
す
べ

き
か
ど
う
か
を
柳
聞
は
車
多
遜
へ
尋
ね
て
い
る
。
ま
た
柳
聞
は
そ
れ
以
前
に
虚
多

遜
へ
作
品
を
献
呈
し
て
い
る
こ
と
も
わ
か
り
、
こ
う
し
た
一
連
の
柳
聞
の
行
動
か

ら
、
車
多
遜
へ
の
作
品
献
呈
が
科
皐
合
格
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
し
て
、
開
賓
六
年
嘗
時
翰
林
皐
士
に
な
っ
て
い
た
虚
多
遜
の
推
薦
に
よ

り
、
柳
聞
は
進
士
及
第
を
賜
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
事
情
に
つ
い
て
『
石
林
燕

語
』
巻
八
に
次
の
如
く
言
う
。

開
賓
六
年
、
李
文
正
肪
奉
を
知
し
、
鮪
せ
ら
れ
て
下
第
す
。
徐
士
廉
撃
鼓
し
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て
自
列
す
。
屋
多
遜
に
詔
し
て
、
講
武
殿
に
即
き
て
覆
試
せ
し
め
、
是
に
於

い
て
再
び
宋
準
よ
り
し
て
下
二
十
六
人
を
取
る
。
是
れ
よ
り
、
惑
に
故
事
と
信
用

る
。
再
試
は
此
よ
り
始
ま
る
。
然
る
に
時
に
聞
は
復
た
預
ら
ず
。
多
遜
震
に

言
ふ
、
開
は
英
雄
の
士
に
し
て
、
築
刻
に
工
な
ら
ず
、
故
に
考
校
及
ば
ず

と
。
太
粗
削
ち
召
劃
し
て
大
い
に
悦
び
、
遂
に
特
に
及
第
を
賜
ふ
。

柳
聞
は
行
巻
で
車
多
遜
に
目
を
か
け
ら
れ
て
い
た
お
か
げ
で
、
こ
こ
に
至
っ
て

よ
う
や
く
官
界
へ
と
歩
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
注
目
す

べ
き
は
、
柳
聞
が
評
債
さ
れ
た
の
は
「
英
雄
の
士
」
と
し
て
で
あ
っ
た
と
い
う
黙

で
あ
る
。
柳
聞
が
詩
賦
耕
文
の
技
量
に
劣
っ
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
進
士
及
第
を

賜
っ
た
の
は
、
事
前
の
運
動
に
よ
り
そ
の
人
物
が
評
債
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
科
皐
が
文
撃
的
能
力
の
み
を
見
る
手
段
で
あ
っ
た
な
ら
ば
詩
賦
耕
文
に
劣
る

柳
聞
は
到
底
採
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
開
賓
六
年
の
省
試
で
は
、
権
知
貢
皐
の
李
防
が
同
郷
の
武
掛

川
な
る
人
物
を
皐
力
が
劣
る
に
も
拘
ら
ず
及
第
さ
せ
た
こ
と
が
原
因
で
、
太
租
が

再
試
を
試
み
た
。
そ
れ
が
前
掲
の
記
事
で
、
こ
の
再
試
は
殿
試
の
成
立
過
程
で
看

過
で
き
な
い
事
件
で
も
あ
っ
た
。
柳
聞
は
、
賓
は
こ
の
時
の
樺
知
貢
翠
・
李
防

に
、
次
に
翠
げ
る
「
上
主
司
李
皐
士
書
」
を
迭
り
、
自
ら
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い

た
。
こ
の
書
簡
は
、
省
試
終
了
後
、
三
月
の
合
格
設
表
前
の
期
間
に
迭
ら
れ
て
お

り
、
自
己
の
献
呈
し
て
い
た
行
巻
を
讃
み
過
ご
さ
な
い
よ
う
に
と
確
認
を
し
た
書

簡
で
あ
り
、
所
謂
温
巻
に
嘗
た
る
。
こ
の
時
期
は
李
防
ら
の
答
案
採
賠
期
間
中

で
、
従
っ
て
柳
聞
は
合
格
者
決
定
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
目
論
ん
で
お

り
、
な
り
ふ
り
構
わ
ぬ
必
死
の
事
前
運
動
で
あ
っ
た
。
更
に
注
目
す
べ
き
は
、
こ

の
書
簡
か
ら
柳
聞
が
行
各
と
し
て
献
呈
し
て
い
た
作
品
が
は
っ
き
り
と
分
か
る
こ

と
で
あ
る
。

一
一
月
日
、
郷
貢
進
士
柳
開
再
奔
し
て
、
書
を
執
事
に
献
、
ず
。
：
：
：
去
年
の
秋

北
宋
初
期
に
お
け
る
古
文
家
と
行
巻

よ
り
、
撃
に
臨
応
じ
て
京
師
の
聞
に
在
り
て
、
士
大
夫
或
い
は
悪
文
を
以
て
審

せ
ら
る
る
者
多
し
。
度
る
に
、
明
公
の
亦
た
甚
だ
知
る
所
な
り
。
是
を
以
て

小
子
、
事
を
行
ふ
の
問
、
復
た
此
の
書
に
列
せ
ざ
る
は
、
開
の
納
む
る
所
の

文
中
に
、
東
郊
野
夫
及
び
補
亡
先
生
二
停
の
以
て
観
て
之
れ
を
審
か
に
す
べ

き
こ
と
有
る
を
以
て
な
り
。

「
東
郊
野
夫
停
」
、
「
補
亡
先
生
停
」
は
、
今
日
い
ず
れ
も
柳
開
の
古
文
の
代
表

的
主
張
が
表
れ
、
彼
得
意
の
古
文
を
用
い
た
作
品
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
が
ど
ち
ら
も
柳
開
の
権
知
貢
奉
・
李
防
へ
の
行
巻
で
あ
る
こ
と
は
、
嘗
時
の
古

文
の
復
興
を
考
察
す
る
上
で
、
や
は
り
行
巻
と
い
う
風
習
が
無
視
で
き
な
い
こ
と

を
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
「
東
郊
野
夫
停
」
で
は
「
野
夫
深
く
其
の

韓
文
の
要
妙
を
得
、
筆
を
下
す
に
絡
に
其
の
文
を
篤
る
を
塵

4

ば
ん
と
す
」
と
し

て
、
韓
愈
や
柳
宗
元
の
古
道
を
受
け
継
ぐ
こ
と
を
自
認
し
、
「
補
亡
先
生
停
」
で

は
、
自
ら
を
補
亡
先
生
と
名
付
け
た
理
由
、
「
庫
川
幾
ふ
に
、
吾
は
孔
子
に
達
せ
ん

と
欲
す
る
者
な
り
」
と
い
う
自
己
の
進
む
べ
き
方
向
性
、
更
に
は
こ
れ
ま
で
の
諸

家
の
経
書
に
闘
す
る
注
樺
が
義
理
に
到
達
し
て
い
な
い
と
見
倣
し
て
、
自
ら
の
経

書
に
劃
す
る
見
解
を
種
々
の
作
品
中
に
披
涯
し
た
こ
と
を
述
べ
、
最
後
に
「
後
、

世
に
仕
ふ
る
に
従
ひ
て
、
其
の
道
を
行
ふ
」
と
締
め
く
く
る
。
行
巻
と
し
て
献
呈

し
た
こ
れ
ら
の
作
品
の
中
で
表
明
し
た
自
身
の
見
解
や
理
念
を
、
官
僚
と
な
っ
た

後
に
賓
践
す
る
と
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
事
前
運
動
で
あ
る
行

巻
が
官
僚
と
な
っ
た
後
の
所
信
を
表
明
す
る
役
割
を
捲
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
省

試
の
試
験
場
で
は
、
二
疋
の
形
式
に
従
う
な
ど
様
々
な
制
約
が
あ
り
、
受
験
生
は

答
案
を
と
も
す
れ
ば
そ
の
場
し
の
ぎ
に
作
成
す
る
と
い
う
感
が
否
め
な
い
。
し
か

も
、
柳
開
の
よ
う
に
表
現
技
巧
が
不
得
意
な
受
験
生
は
制
約
が
多
け
れ
ば
な
お
さ

ら
そ
の
突
破
は
難
し
い
。
と
こ
ろ
が
一
方
、
行
巻
で
は
題
材
や
主
題
を
自
由
に
選

び
、
構
想
を
時
間
を
か
け
て
練
る
こ
と
が
で
き
、
自
ら
の
理
念
、
才
能
、
風
格
を

五
七
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日
本
中
園
事
曾
報

第
五
十
一
集

存
分
に
表
現
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
、
柳
聞
は
自
ら
の
得
意
と
す
る

古
文
を
用
い
、
自
己
の
主
張
を
整
理
し
、
「
東
郊
野
夫
停
」
、
「
補
亡
先
生
停
」
等

に
ま
と
め
、
行
巻
と
し
て
李
防
に
迭
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
首
時
行
巻
の
成
否

が
科
翠
の
及
第
に
結
び
つ
く
可
能
性
が
あ
る
以
上
、
柳
聞
の
よ
う
に
科
翠
の
試
験

で
試
さ
れ
る
詩
賦
や
耕
文
が
苦
手
な
受
験
生
は
、
行
巻
と
し
て
献
呈
す
る
作
品
の

作
成
に
精
力
を
注
い
だ
の
は
間
違
い
な
い
。
今
日
柳
開
の
古
文
の
代
表
作
と
言
わ

れ
て
い
る
も
の
が
貫
は
行
巻
と
し
て
献
呈
し
た
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ

る
現
象
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
北
宋
の
古
文
復
興
を
考
察
す
る
際
に
、
古
文
家
の
行

巻
が
極
め
て
重
要
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

自 4ー
ノ＼

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
北
宋
の
古
文
復
興
の
分
析
に
お
い
て
、
科
皐
、
就
中
行
各
と
の
闘
連

は
全
く
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
結
果
と
し
て
古
文
が
庫
県
ま
り
復
興

す
る
過
程
に
お
い
て
は
、
欧
陽
備
が
主
宰
し
た
嘉
祐
二
年
の
科
奉
を
は
じ
め
と
し

て
、
明
ら
か
に
科
奉
を
介
し
た
働
き
が
存
在
し
て
い
た
。
し
か
も
、
既
に
見
て
き

た
よ
う
に
、
科
奉
及
第
を
目
指
す
べ
く
行
巻
と
し
て
献
呈
し
た
作
品
や
行
巻
へ
の

返
書
の
中
で
、
そ
の
古
文
家
の
古
文
に
劃
す
る
代
表
的
見
解
が
し
ば
し
ば
表
出
さ

れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
行
巻
が
北
宋
初
期
の
古
文
の
復
興
と
密
接
に
関
連
し
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
科
撃
と
は
取
士
活
動
、
文
章
に
よ
る
人
物
評
債
で
あ
る
。
か

か
る
情
勢
の
も
と
、
科
翠
の
事
前
運
動
で
あ
る
行
巻
に
古
文
を
用
い
た
の
は
、
自

分
の
能
力
、
才
能
、
風
格
を
誇
示
し
、
官
僚
と
な
っ
た
後
の
抱
負
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
に
表
現
上
の
制
約
の
な
い
古
文
の
文
腫
が
逼
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
ま

た
王
再
帰
の
よ
う
に
古
文
に
理
解
の
あ
る
有
力
者
が
い
て
、
古
文
家
を
積
極
的
に

延
馨
し
官
界
に
押
し
上
げ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
る
。
こ
れ
を
孫
何
・
丁
謂
や
柳
開

五
八

の
よ
う
な
受
験
生
の
側
か
ら
言
え
ば
、
後
進
の
面
倒
見
の
良
い
古
文
家
に
古
文
の

行
巻
を
迭
り
延
自
害
し
て
貰
い
、
一
方
、
科
皐
の
試
験
に
は
表
現
技
巧
を
重
ん
ず
る

耕
文
や
詩
賦
で
臨
み
、
競
争
率
が
高
く
難
関
で
あ
る
も
の
の
、
事
前
の
延
血
管
の
お

か
げ
も
あ
っ
て
及
第
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
柳
開
の
場
合
は
科
皐
試
験
に
合
格

で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
行
巻
に
よ
り
人
物
が
評
債
さ
れ
て
い
た
の
で
及
第
を

賜
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
古
文
に
理
解
の
あ
る
士
人
達
が
官
界
へ
と
進
出

す
る
こ
と
に
よ
り
、
官
界
で
の
古
文
復
興
の
潮
流
は
次
第
に
大
き
く
な
っ
て
い
く

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
行
巻
を
介
し
て
古
文
が
康
ま
り
、
結
果
と
し
て
古
文
の
復

興
す
る
動
き
が
間
違
い
な
く
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
古
文
運
動
と
い
う
語
旬
、
概
念
は
、
宋
代
嘗
時
に
は

存
在
せ
ず
、
そ
れ
は
胡
遁
に
よ
っ
て
始
め
て
提
唱
さ
れ
た
現
代
語
で
あ
っ
た
。
に

も
拘
ら
ず
、
あ
た
か
も
宋
代
嘗
時
に
文
壇
が
あ
っ
て
そ
こ
で
文
撃
運
動
と
し
て
の

古
文
運
動
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
な
錯
費
を
抱
い
て
し
ま
い
、
従
っ
て
そ
の
賓
態

や
運
動
と
し
て
の
展
開
過
程
の
分
析
が
疎
か
と
な
り
暖
昧
な
ま
ま
で
あ
っ
た
。
本

稿
で
行
巻
に
着
目
し
た
こ
と
で
、
北
宋
初
期
に
お
け
る
古
文
復
興
の
具
瞳
的
な
展

開
の
一
端
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
嘗
時
の
古
文
復
興
過
程
の

僅
か
に
一
側
面
を
描
出
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
古
文
の
復
興
が
政
治

と
全
く
闘
係
の
な
い
文
瞳
改
革
の
運
動
と
し
て
の
み
で
捉
え
き
れ
な
い
こ
と
を
提

示
で
き
た
と
思
う
。
更
に
、
嘗
時
の
古
文
家
が
古
文
作
成
で
生
計
を
立
て
る
と
い

う
職
業
作
家
な
ど
で
は
な
く
、
官
を
以
て
業
と
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る

と
、
そ
れ
は
科
皐
と
い
う
取
士
活
動
、
行
巻
と
い
う
就
職
運
動
や
政
治
的
出
世
を

目
指
す
動
き
と
連
動
す
る
側
面
を
持
つ
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
文
皐
運
動
と
し

て
の
み
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
護
擦
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
王
再
儒
か
ら
韓

愈
や
柳
宗
元
の
古
文
に
匹
敵
す
る
と
絶
賛
さ
れ
た
丁
謂
は
、
科
奉
及
第
後
、
王
再

構
と
は
決
別
し
、
今
日
で
は
古
文
と
は
反
射
の
極
に
位
置
す
る
『
西
昆
酬
唱
集
』
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に
作
品
を
残
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
奉
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
丁
謂
の
古
文
に

よ
る
行
巻
献
呈
は
、
王
百
円
借
に
延
血
管
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
虎
梼
に
名
を
連
ね
官

界
に
進
出
す
る
こ
と
の
み
を
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
行
巻
を

介
し
た
古
文
復
興
の
試
み
の
限
界
を
示
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
古
文
の
復
興
を
濁

立
し
た
文
腫
改
革
の
問
題
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
と
、
こ
う
し
た
貫
情
は
完

全
に
歓
落
し
て
し
ま
い
、
そ
の
賓
態
を
見
失
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

主（l
）
胡
遁
『
白
話
文
皐
史
』
上
巻
に
「
韓
愈
提
信
古
文
、
反
封
六
朝
以
来
的
耕
偶
浮

華
的
文
瞳
。
這
一
個
古
文
運
動
、
下
編
男
有
専
一
章
、
我
在
此
且
不
討
論
」
と
あ
る
。

（2
）
羅
聯
添
氏
は
「
論
唐
代
古
文
運
動
」
（
蓋
轡
皐
生
書
局
『
唐
代
文
皐
論
集
』
所
枚
、

一
九
八
八
年
）
の
な
か
で
、
胡
逼
が
『
白
話
文
皐
史
』
で
古
文
運
動
と
い
う
語
句

を
始
め
て
使
用
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
後
に
、
「
到
民
園
二
十
年
（
一
九
三
一
年
）

胡
雲
翼
「
中
園
文
事
史
」
第
十
一
章
標
題
是
「
唐
代
的
文
皐
運
動
」
、
稽
「
古
文
運

動
有
韓
柳
二
氏
的
努
力
而
達
於
最
高
的
設
展
」
。
到
民
園
二
十
一
年
（
一
九
三
二
年
）

鄭
振
鐸
「
中
園
文
皐
史
」
第
二
十
八
章
以
「
古
文
運
動
」
潟
題
：
：
：
此
後
「
古
文

運
動
」
成
魚
一
個
普
遁
使
用
的
名
稿
。
」
と
論
じ
る
。

（3
）
知
嘉
祐
二
年
貢
事
。
時
土
子
、
向
魚
険
怪
奇
世
之
文
、
競
太
皐
瞳
。
惰
痛
排
抑

之
、
凡
如
是
者
親
離
。

（4
）
欧
陽
惰
が
太
皐
轄
を
排
斥
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
太
皐
腫
考
ー
そ
の

北
宋
古
文
運
動
に
於
け
る
一
考
察
」
（
日
本
中
園
皐
曾
報
第
四
十
集
、
一
九
八
八
年
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（5
）
是
時
、
天
下
皐
者
、
楊
劉
之
作
、
競
魚
時
文
。
能
者
取
科
第
、
撞
名
聾
以
誇
柴

嘗
世
。
未
嘗
有
道
韓
文
者
。
予
亦
方
皐
進
士
、
以
躍
部
詩
賦
魚
事
。

（6
）
宋
代
の
重
要
な
科
事
改
革
、
及
び
そ
れ
が
行
わ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
荒
木

敏
一
『
宋
代
科
皐
制
度
研
究
』
（
東
洋
史
研
究
曾
、
一
九
六
九
年
）
の
ま
え
が
き
部

分
に
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
科
皐
制
度
に
つ
い
て
は
、
荒
木
氏
の

北
宋
初
期
に
お
け
る
古
文
家
と
行
巻

著
書
以
外
に
梅
原
郁
『
宋
代
官
僚
制
度
研
究
』
（
同
朋
社
、
一
九
八
五
年
）
、
村
上

哲
見
『
科
皐
の
話
』
（
講
談
社
、
一
九
八

O
年
）
等
を
参
考
に
し
た
。

（7
）
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八

O
年
、
三
頁
の
記
述
。
原
文
は
以
下
の
通
り
。
「
所

謂
行
巻
、
就
是
謄
試
的
皐
子
持
自
己
的
文
皐
創
作
加
以
編
輯
、
寓
成
巻
軸
、
在
考

試
以
前
迭
皇
賞
時
在
社
曾
上
、
政
治
上
和
文
壇
上
有
地
位
的
人
、
請
求
他
例
向
主

司
郎
主
持
考
試
的
瞳
部
侍
郎
推
薦
、
従
市
増
加
自
己
及
第
的
希
望
的
一
種
手
段
」
。

な
お
、
該
書
の
唐
代
古
文
運
動
と
行
巻
の
分
析
箇
所
は
本
稿
を
な
す
上
で
大
い
に

参
考
と
な
っ
た
。

（8
）
嘗
時
の
科
事
の
事
前
運
動
と
し
て
は
、
行
巻
以
外
に
公
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た

「
公
巻
」
と
い
う
事
前
運
動
が
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、
試
験
官
が
大
量
に
受
験

生
の
作
品
を
讃
む
こ
と
に
な
り
、
事
買
上
事
前
運
動
と
し
て
は
機
能
し
な
く
な
っ

て
い
た
。
な
お
公
巻
は
、
慶
暦
元
年
（
一

O
四
一
）
に
廃
止
さ
れ
た
。

（9
）
筆
者
が
初
め
て
北
宋
の
古
文
復
興
と
行
巻
の
関
係
に
着
目
し
た
の
は
、
拙
稿
「
西

昆
波
文
人
丁
謂
に
つ
い
て
i
玉
再
構
の
古
文
運
動
と
関
連
し
て
｜
」
（
鹿
児
島
大
皐

文
科
報
告
二
十
七
｜
一
、
一
九
九
一
年
）
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
後
拙
稿
「
行

巻
よ
り
見
た
北
宋
古
文
運
動
に
つ
い
て
｜
王
再
儒
を
手
が
か
り
と
し
て
l
」
（
中
園

文
事
論
集
第
二
十
二
競
、
一
九
九
三
年
）
で
王
百
円
借
に
着
目
し
て
考
察
を
し
た
。
本

稿
は
、
そ
れ
ら
を
更
に
諜
展
さ
せ
北
宋
初
期
の
古
文
家
と
行
巻
の
繋
が
り
を
今
一

度
整
理
し
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
行
論
の
関
係
上
、
前

稿
と
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
こ
と
を
了
承
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
な
お
、
こ
れ
ら

を
除
い
て
、
北
宋
の
古
文
復
興
を
行
巻
に
着
目
し
て
考
察
し
た
論
考
は
管
見
の
及

ぶ
限
り
見
嘗
た
ら
な
い
。

（
叩
）
糊
名
法
、
謄
録
法
の
導
入
に
つ
い
て
は
前
掲
荒
木
敏
一
『
宋
代
科
皐
制
度
研
究
』

第
二
章
第
七
節
参
照
。

（
日
）
上
謂
王
旦
等
日
、
今
蕊
皐
人
、
頗
以
糊
名
考
較
魚
擢
。
然
有
材
事
者
、
皆
喜
於

童
公
。

（
ロ
）
園
初
、
襲
唐
末
士
風
。
奉
子
見
先
達
、
先
通
牒
刺
。
謂
之
請
見
。
既
輿
之
見
、
他

五
九
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日
本
中
園
皐
曾
報

第
五
十
一
集

日
再
投
啓
事
。
謂
之
謝
見
。
又
敷
日
、
再
投
啓
事
。
調
之
温
巻
。
或
先
達
以
書
謝
、

或
有
稿
春
、
即
別
裁
啓
事
、
委
曲
紋
謝
、
更
求
一
見
。
嘗
時
事
子
之
於
先
達
者
、
其

躍
如
此
之
恭
。
近
歳
、
奉
子
不
復
行
此
種
。
市
亦
鮮
有
上
官
延
血
管
後
進
者
。

（
日
）
前
掲
荒
木
敏
一
『
宋
代
科
奉
制
度
研
究
』
二
二
四
、
二
二
五
頁
参
照
。

（U
）
少
輿
孫
何
友
善
、
同
袖
文
謁
王
再
儒
。
福
岡
儒
大
驚
重
之
、
以
矯
自
唐
韓
愈
J

柳

宗
元
後
、
二
百
年
始
有
此
作
。
世
謂
之
孫
・
丁
。

（
日
）
以
下
、
王
再
開
情
の
作
品
は
、
『
王
黄
州
小
畜
集
』
、
『
王
黄
州
小
畜
外
集
』
（
い
ず

れ
も
四
部
叢
刊
所
牧
）
に
基
づ
き
、
遁
宜
他
本
を
参
照
し
た
。
原
文
は
以
下
の
通

り
。
「
今
春
生
果
来
。
盆
以
新
文
二
編
、
震
書
以
投
我
。
其
間
有
律
詩
、
今
睦
賦
文
。

非
向
所
競
進
士
者
能
及
也
。
其
詩
倣
杜
子
美
、
深
入
其
問
。
其
文
敷
章
、
皆
意
不

常
而
語
不
俗
、
若
雑
子
韓
柳
集
中
、
使
能
文
之
士
讃
之
、
不
之
排
也
。
」

（
日
）
今
年
冬
、
生
再
到
闘
下
、
始
過
吾
門
。
博
我
新
文
、
且
先
持
以
書
。
猶
若
尋
常

貢
皐
人
、
陶
陶
然
執
先
後
薦
。
何
其
待
我
之
薄
也
。

（
口
）
凡
敷
十
篇
、
皆
師
載
六
経
、
排
斥
百
氏
。
落
落
然
員
韓
・
柳
徒
也
。

（
日
）
天
下
皐
人
、
日
以
文
湊
吾
門
。
其
中
、
傑
出
群
奉
者
、
得
富
春
孫
何
、
酒
陽
丁

謂
而
己
。
吾
嘗
以
其
文
誇
大
子
宰
執
公
卿
問
。

（
日
）
王
元
之
素
不
喜
樺
氏
。
始
矯
知
制
詰
、
名
振
一
時
。
丁
音
公
・
孫
何
皆
瀞
門
下
。

元
之
亦
極
力
延
血
管
。
由
是
衆
多
側
目
。

（
却
）
文
事
古
文
子
柳
開
、
輿
張
景
費
名
。
至
道
中
、
以
文
謁
王
馬
倍
、
再
構
奇
之
。
皐

進
士
、
累
官
侍
御
史
。

（
幻
）
前
掲
程
千
帆
氏
の
著
書
の
第
七
章
で
は
唐
代
の
古
文
家
が
行
巻
を
す
る
場
合
、
自

己
の
得
意
の
作
で
あ
る
古
文
を
意
識
的
に
用
い
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
也

足
以
讃
明
嘗
時
古
文
作
家
是
以
他
例
所
檀
長
井
且
有
意
識
地
在
加
以
提
信
的
這
種

文
瞳
来
行
巻
的
。
」
高
耕
も
、
唐
代
の
古
文
家
と
同
じ
く
自
己
の
得
意
の
作
で
あ
る

古
文
を
意
識
的
に
行
巻
に
用
い
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
辺
）
下
車
以
来
、
有
進
士
皆
接
駕
。
：
：
：
退
問
閲
其
文
句
、
僻
甚
簡
、
理
甚
正
。
難

数
千
百
言
、
無
一
字
冗
長
、
員
得
古
人
述
作
之
旨
耳
。
：
：
：
是
生
之
道
輿
孫
・
丁

六
O

向
。
市
命
未
遇
実
。
：
：
：
生
之
書
首
引
孫
・
丁
之
事
。
故
吾
述
其
始
末
、
文
不
魔
繁
。

（
お
）
子
文
携
文
致
書
、
問
道
子
我
。
：
：
：
夫
文
、
博
道
而
明
心
也
。
古
聖
人
不
得
己

市
震
之
也
。
且
人
能
一
乎
心
、
至
乎
道
、
修
身
則
無
処
旬
、
事
君
則
有
立
。
及
其
無

位
也
、
健
乎
心
之
所
有
不
得
明
乎
外
、
道
之
所
蓄
不
得
停
乎
後
、
子
是
乎
有
言
駕
。

又
曜
乎
言
之
易
浪
也
、
子
是
乎
有
文
罵
。
信
哉
、
不
得
己
市
矯
之
也
。
既
不
得
己

市
篤
之
、
文
欲
乎
句
之
難
道
邪
。
文
欲
乎
義
之
難
暁
邪
。
必
不
然
失
。
：
：
：
姑
能

遠
師
六
経
、
近
師
吏
部
、
使
句
之
易
道
、
義
之
易
暁
。

（M
）
前
掲
程
千
帆
氏
の
著
書
の
第
七
一
章
に
「
中
唐
古
文
家
留
下
了
不
少
護
表
自
己
文

皐
見
解
的
書
信
。
這
些
文
皐
史
和
文
皐
批
評
史
上
極
可
珍
覗
的
材
料
、
在
嘗
時
却

往
往
是
魚
了
回
答
向
他
例
行
巻
的
奉
子
市
寓
的
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

（
お
）
原
文
は
『
績
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
五
十
二
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
全
宋

文
』
（
巴
萄
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）
巻
百
八
十
九
に
は
「
上
員
宗
論
時
政
」
と
し

て
牧
録
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
は
そ
の
表
題
に
従
っ
た
。
原
文
は
以
下
の
通
り
。
「
今

進
士
之
科
、
大
震
時
所
進
用
。
：
・
：
・
然
後
、
先
策
論
、
後
詩
賦
、
責
治
道
之
大
瞳
、

捨
聾
病
之
小
庇
。
如
此
、
則
使
夫
進
士
之
流
、
知
其
所
習
之
書
、
簡
而
有
限
、
知

其
所
皐
之
文
、
正
市
有
要
。
」

（
お
）
既
歳
満
、
入
西
披
掌
詰
、
且
二
年
実
。
由
是
今
之
奉
進
士
者
、
以
文
相
佳
口
、
歳

不
下
敷
百
人
。
朝
請
之
齢
、
歴
賢
忘
怠
。
然
有
硯
其
命
題
市
罷
者
。
有
讃
敷
句
而

倦
者
。
有
終
一
篇
市
止
者
。
或
詩
可
采
、
其
賦
則
無
有
也
。
或
賦
可
稿
、
其
文
則

無
有
也
。
能
全
之
者
、
百
不
四
五
。

（
幻
）
有
進
士
林
介
者
。
食
子
吾
家
七
年
実
。
私
謂
吾
目
、
今
議
召
罷
貢
奉
、
雨
足
下

出
郡
。
進
士
皆
欲
疾
走
総
上
、
以
文
求
知
。
吾
謂
介
目
、
局
吾
謝
諸
公
、
慎
勿
来

総
上
。
吾
不
復
議
進
士
之
戚
否
、
以
買
誘
失
。
：
：
：

（
お
）
柳
開
少
皐
古
文
、
有
盛
名
。
而
不
工
信
用
詞
賦
、
累
皐
不
第
。

（
却
）
以
下
、
柳
開
の
作
品
は
『
河
東
先
生
集
』
（
四
部
叢
刊
所
牧
）
に
基
づ
き
、
遁
宜

他
本
を
参
照
に
し
た
。
原
文
は
以
下
の
通
り
。
「
四
月
十
五
日
、
郷
貢
進
士
柳
開
再

拝
。
：
：
：
去
秋
八
月
己
来
、
途
有
仕
進
之
心
、
以
干
子
世
。
故
得
今
以
所
著
文
投
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知
子
門
下
、
買
震
之
事
進
士
失
。
窃
糞
子
公
者
、
公
以
言
血
管
之
、
公
以
力
振
之
。
」

な
お
、
高
津
孝
「
宋
初
行
巻
考
」
（
鹿
児
島
大
皐
法
文
皐
部
紀
要
、
人
文
単
科
論
集

第
三
十
六
時
抗
、
一
九
九
二
年
）
で
は
、
柳
開
の
行
っ
た
様
々
な
行
巻
に
つ
い
て
の

考
察
が
あ
る
の
で
、
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（
叩
）
給
事
中
梁
周
翰
嘗
請
賂
試
進
士
、
先
試
詩
二
十
首
、
取
可
採
者
再
試
。
上
回
、
如

此
、
則
工
詩
者
乃
能
中
選
、
長
於
文
者
無
以
自
見
失
。

（
出
）
郷
貢
進
士
柳
開
再
奔
、
奉
書
子
執
事
。
：
：
：
故
夏
初
、
求
先
容
以
登
子
執
事
之

門
、
直
以
悪
文
千
子
左
右
。
：
：
：
凡
近
年
皐
進
士
者
、
唯
開
封
解
矯
盛
。
躍
部
升

而
中
第
者
、
十
居
其
五
。
所
以
天
下
之
士
群
来
市
求
薦
罵
、
手
先
而
翼
上
駕
。

（
ロ
）
開
賓
六
年
、
李
文
正
防
知
皐
、
被
瓢
下
第
。
徐
士
廉
撃
鼓
白
列
。
詔
車
多
遜
即

講
武
殿
覆
試
、
於
是
再
取
宋
準
市
下
二
十
六
人
。
自
是
途
篤
故
事
。
再
試
自
此
始
。

然
時
開
復
不
預
。
多
遜
矯
言
、
開
英
雄
之
士
、
不
工
築
刻
、
故
考
校
不
及
。
太
祖

師
召
封
、
大
慌
、
、
途
特
賜
及
第
。

（
幻
）
こ
の
年
の
合
格
護
表
が
三
月
に
行
わ
れ
た
こ
と
は
『
績
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
十

四
、
三
月
の
僚
に
「
辛
酉
、
新
及
第
進
士
羅
郎
宋
準
等
十
人
、
諸
科
二
十
八
人
詣

講
武
殿
謝
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
ま
た
、
柳
開
の
書
簡
が
主

司
す
な
わ
ち
試
験
官
で
あ
る
李
防
宛
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
更
に
柳
開
の
書
簡
の

日
付
が
二
月
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
柳
開
は
省
試
の
終
了
後
、

三
月
の
合
格
設
表
前
に
樺
知
貢
皐
・
李
防
に
書
簡
を
逸
っ
て
事
前
運
動
を
し
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
前
掲
高
津
論
文
で
は
「
試
験
が
終
っ
て
か
ら
合
格
護
表

の
あ
る
ま
で
の
聞
に
、
知
貢
皐
（
試
験
委
員
長
）
に
劃
し
て
行
巻
を
献
ず
る
こ
と

は
ル

l
ル
違
反
で
は
な
か
っ
た
。
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

（M
）
二
月
日
、
郷
貢
進
士
柳
開
再
拝
、
献
書
子
執
事
。
：
：
：
自
去
年
秋
、
謄
皐
在
京

師
問
、
士
大
夫
或
以
悪
文
見
審
者
多
失
。
度
明
公
之
所
亦
甚
知
也
。
是
以
小
子
行

事
之
問
、
不
復
列
子
此
書
者
、
以
開
所
納
文
中
、
有
東
郊
野
夫
及
補
亡
先
生
二
惇

可
以
観
而
審
之
。

（
お
）
王
再
構
と
丁
謂
が
決
裂
し
た
経
緯
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
至
道
元
年
（
九
九
五
）

北
宋
初
期
に
お
け
る
古
文
家
と
行
巻

に
王
再
開
情
は
、
開
賓
皇
后
の
葬
儀
に
劃
し
て
意
義
を
唱
え
た
た
め
、
太
宗
の
不
興

を
か
い
知
総
州
軍
州
事
へ
と
左
遷
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
丁
謂
は

王
再
僧
の
態
度
を
ご
口
同
充
剛
直
」
と
言
い
切
り
、
更
に
は
そ
の
政
治
姿
勢
も
名
節

を
求
め
る
こ
と
に
躍
慨
し
て
い
る
と
痛
烈
に
批
剣
し
た
。
自
己
の
官
界
進
出
過
程

で
多
大
な
思
恵
を
興
え
て
く
れ
た
王
再
帰
を
、
官
僚
と
な
っ
た
僅
か
敷
年
後
に
激

し
く
批
剣
し
、
簡
車
に
裏
切
る
と
い
う
こ
と
は
、
丁
謂
が
買
は
嘗
時
の
政
治
上
の

勢
力
闘
係
の
中
で
、
自
身
の
立
場
を
襲
化
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
丁

謂
に
と
っ
て
、
古
文
は
自
己
の
信
奉
す
る
文
瞳
な
ど
で
は
な
く
、
自
分
の
利
盆
・
出

世
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
詳
し
く
は
拙
稿
「
西

昆
波
文
人
丁
謂
に
つ
い
て
｜
王
再
構
の
古
文
運
動
と
関
連
し
て
｜
」
（
鹿
児
島
大
串

文
科
報
告
二
十
七
l
一
、
一
九
九
一
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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