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行
巻
よ
り
み
た
北
宋
初
期
古
文
運
動

に
つ
い
て

王
禺
俘
を
手
が

か
り
と
し

て
ー

は
じ
め
に

東

英

寿

北
宋
の
欧
陽
脩
や
蘇
載

・
王
安
石
な
ど
の
古
文
家
の
文
集
に
は
、
少
な
か
ら
ぬ
駐
文
の
作
品
が
残
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
作
品
を
見
る

と
彼
ら
古
文
家
は
駐
文
作
成
に
巧
み
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
古
文
と
駐
文
と
の
関
係
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は

一
見
不
思
議
な
感
じ

を
抱

か
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
当
時
の
古
文
家
達
が
皆
官
僚
で
あ

っ
た
と
い
う
事
実
を
考
え
合
わ
せ
る
と

そ
れ
は
当
然
の
こ

と
と
言
え
る
。

ま
ず
、
官
僚
に
な
る
た
め
の
関
門
で
あ
る
科
挙
試
験
に
及
第
す
る
た
め
に
は
、
形
式
の
決
ま

っ
た
文
章
、
す
な
わ
ち

一
定
以
上
の
駐

文
の
技
量
が
必
要
で
あ
る
し
、
官
僚
と
な

っ
て
活
躍
す
る
に
は
、
駐
文
作
成
が
必
須
の
条
件

で
あ

っ
た
。
た
と
え
ば
、
官
僚
の
花
形

で

あ
る
翰
林
学
士
や
知
制
諮
は
、
駐
文
制
作
が
巧
み
で
な
け
れ
ば

つ
と
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。

宋
代
は
、
従
前
の
貴
族
社
会
と
は
異
な
り
、
自
己
の
実
力
に
よ

つ
て
出
世
が
で
き
る
士
大
夫
の
社
会
で
あ
る
。
こ
う
し
た
階
級
社
会

に
お

い
て
は
、
文
人
達
も

一
定
の
地
位
を
占
め
る
た
め
に
、
様

々
な
社
会
的
条
件
や
制
約
を
ク
リ
ア
す
る
必
要
が
あ

る
。
所
謂
古
文
家

と
い
う
文
人
達
も
科
挙
及
第
と
い
う
関
門
を
突
破
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
は
看
過

で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
従
来
古
文
運
動

に
つ
い
て
論
及
す
る
場
合
、
古
文
家
が
駐
文
を
創
作
し
て
い
た
と
い
う
事
実
に
は
注
目
せ
ず
、
古
文
家
の
理
念
の
探
求
や
そ
の
思
想

の

源
流
を
そ
れ
以
前
の
作
家

に
求
め
る
こ
と
に
主
眼
を
置
き
、
古
文
家
が
駐
文
重
視
と
い
う
制
約

の
あ
る
科
挙

の
試
験
を
如
何
に
突
破
し

官
僚
と
な

っ
た
の
か
と
い
う
側
面
は
全
く
着
目
さ
れ
な
か
つ
た
と
言
え
る
。

行
巻
よ
り
み
た
北
宋
初
期
古
文
運
動
に
つ
い
て

(東
)
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中
国
文
学
論
集

第
二
十
二
号

本
稿
で
は
、
か
か
る
側
面
に
着
目
し
、
北
宋
初
期

に
お
け
る
古
文
運
動
を
科
挙
試
験
と
の
関
連
を
機
軸

に
し
て
考
察
し
、
科
挙
と
い

う
社
会
的
条
件
を
ク
リ
ア
し
、
官
僚
と
な

っ
て
い
く
古
文
家
達
の
実
態
を
能
う
限
り
明
き
ら
か
に
し
、
従
来
と
は
違

っ
た
角
度
か
ら
古

文
運
動
を
捉
え
直
し
た
い
と
思
う
。

ま
ず
、
本
章

で
は
宋
代
の
科
挙
制
度
の
整
備
状
況
を
糊
名
法

・
謄
録
法
を
中
心
に
確
認
し
て
お
く
。

荒

木
敏

一

『宋
代
科
挙
制
度
研
究
』
に
よ
れ
ば
、
宋
代

に
創
設
さ
れ
、
明

・
清
に
も
受
け
継
が
れ
た
重
要
な
科
挙
制
度
は
次
の
九

つ

で
あ
る
と
言
う
。

↓
、
殿
試
の
創
設

(太
祖
朝
)

二
、
登
第
即
繹
褐

の
創
始

(
太
祖
朝
)

三
、
別
頭
試
の
設
置

(太
宗
朝
)

四
、
糊
名
法
及
び

謄
録
法

の
設
定

(太
宗
～
仁
宗
朝
)

五
、
三
歳

=
貝
の
制
の
制
定

(英
宗
朝
)

六
、
殿
試
に
お
け
る
策
問

の
採
用

(神
宗
朝
)

七
、
明
経
諸
科

の
廃
止
、
進
士
科

↓
本
槍
の
確
立

(神
宗
朝
)

八
、
殿
試
に
於
け
る
馳
落
制
の
撤
廃

(仁
宗
朝
)

九
、
進
士

科
に
於
け
る
詩
賦

の
廃
止
、
経
義

・
論

・
策

の
採
用

(神
宗
朝
)

こ
う
し
た
制
度
は
、
お
お
む
ね
神
宗
朝
頃
ま
で
に
創
設
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
ら
に
よ

っ
て
所
謂
科
挙
制
度
の
近
代
化
は
達
成
さ
れ
た

と
言

え
る
。

こ
れ
は
、
逆
に
言
え
ば
、
宋
狸
国
後
神
宗
朝
に
至
る
百
年
余
は
、
科
挙
制
度
が
未
整
備
で
様

々
な
弊
害

が
あ

っ
た
事
を
意

味
す

る
.

こ
れ
ら
の
弊
害
を
改
め
る
べ
く
、
制
度
上
に
様
々
な
改
革
を
試
み
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
て
い
た
の
が
北
宋
初
期
の
状
況
で

あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ま
で
は
と
も
す
れ
ば
完
成
さ
れ
た
宋
代
の
科
挙
制
度
を
も

つ
て
、
宋
代
全
体
を
考
え
る
こ
と
が
多
く
、
従

つ

て
そ
れ
は
北
宋
初
期
に
つ
い
て
言
え
ば
全
く
実
態
に
即
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
特
に
、
北
宋
初
期
に
は
殿
試
の
創
設
と
並
ん
で
重

大
な
改
革
と
言
え
る
糊
名
法

.
謄
録
法
が
未
整
備
で
あ

っ
た
た
め
、
科
挙
に
お
け
る
事
前
の
運
動

・
請
託
が
ま
か
り
通
り
、
実
力
本
位

で
あ
る
べ
き
科
挙

の
試
験

の
本
来
の
姿
を
大
き
く
変
質
さ
せ
て
い
た
。

こ

こ
で
、
糊
名
法

.
謄
録
法

の
創
設
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
く
と
、
答
案
の
は
じ
め
に
書
く
姓
名
、
貫
籍
、
三
代

の
名
誹
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
○
○
七
)
に
は
省
試
に
創
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設
さ
れ
、
そ
れ
に
と
も
な

つ
て
糊
名
の
専
官
を
置
ぎ
、
諸
州
解
試
で
は
明
道

二
年

(
一
〇
三
二
)
に
創
始
さ
れ
た
。

一
方
、
答
案
を
全

て
写
し
取
る
謄
録
法
は
、
大
中
祥
符

八
年

(
一
○

一
五
)
に
省
試
に
創
始
さ
れ
、
景
祐
四
年

二

〇
三
七
)
に
諸
州
解
試
で
採
用
さ
れ

て
い
る
。
と
り
わ
け
景
徳
四
年

二

○
○
七
)
の
省
試
に
お
け
る
糊
名
法
の
創
設
が
科
挙
の
事
前
運
動

の
消
滅
に
大
き
な
契
機
を
も
た

ら
す

こ
と
と
な

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
試
験
官
は
答
案
が
誰
の
も
の
か
判
断
で
き
な
く
な
り
、
従

っ
て
事
前
に
運
動
を
展
開
し
て
い
て
も
、

採
点

に
は
全
く
反
映
さ
れ
ず
、
そ
の
効
力
を
失

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

と

こ
ろ
で
、
当
時
の
科
挙

の
競
争
率
を
み
て
み
る
と
、
威
平
五
年

(
一
○
○

二
)
の
六
十
六
倍
を
は
じ
め
と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
十
倍

以
上
に
な

っ
て
い
る
。
か
く

の
如
く
競
争
率
の
高
い
試
験
に
合
格
し
、
官
僚
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
当
時
の
文
人
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
当
然
で
あ
ろ
う
。

そ

こ
で
、
当
時
の
事
前
運
動
に
は
ど
の
様
な
も
の
が
あ

っ
た
か
と
言
え
ば
、

「公
薦
」
、

「
省
巻
」
(
公
巻
)、

「
行
巻
」

の
三
種
類

が
考

え
ら
れ
る
。

公
薦
と
は
、
台
閣
の
近
臣
が
優
秀
な
挙
人
を
直
接
知
挙
官
に
推
挙
す
る
制
度
で
あ

っ
た
が
、
宋
代
初
め
の
乾
徳
元
年

(九
六
三
)
に

太
祖
が
こ
れ
を
禁
止
し
た
た
め
、
以
後
行
わ
れ
な
く
な

っ
た
。

省

巻

(公
巻
)
は
、
解
試
ま
た
は
省
試
に
先
だ

っ
て
、
科
挙
受
験
生
が
直
接
貢
院
に
詩
文
を
納
め
る
公
的
制
度
で
あ
る
。
た
だ
、

こ

の
制
度

に
は
当
時
既
に
種

々
の
弊
害
が
生
ま
れ
て
い
た
。

『
宋
會
要
輯
稿
』
選
挙
三
に
よ
れ
ば
、
挙
人
が
他
人
の
文
章
を
借
用
し
、
自

分
の
省
巻
と
し
た
り
、
古
い
省
巻
を
用
い
た
り
、
あ
る
い
は
書
き
手
を
雇

い
入
れ
た
り
す
る
な
ど
、
様

々
な
弊
害
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら

の
弊
害
に
よ

っ
て
、
省
巻
は
も
は
や
試
験
前
に
受
験
生
の
優
劣
を
判
断
す
る
拠
り
所
と
は
な
ら
ず
、
形
骸
化
し
て
い
た
こ
と
は

否
め

な
い
。

そ
れ

で
は
、
当
時
十
分
に
機
能
し
て
い
た
科
挙
の
事
前
運
動
は
と
言
え
ば
、
そ
れ
は

「
行
巻
」
と
い
う
制
度

で
あ
る
。
行
巻
と
は
、

科
挙

の
試
験
前
に
試
験
官
や
有
力
者

に
私
的
に
自
分
の
作
品
を
献
呈
し
、
自
分
を
売
り
込
む
手
段

で
あ
る
。
唐
代
に
お
け
る
行
巻
と
文

学
の
関
係
を
取
り
あ
つ
か

っ
た
程
千
帆

『
唐
代
進
士
行
巻
与
文
学
』
で
は
、
行
巻
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

い
わ
ゆ
る
行
巻
と
は
、
科
挙

の
受
験
者
が
自
分
の
文
学
作
品
に
手
を
加
え
、
清
書
し
て

一
巻
に
し
た
う
え
、
試
験
前
に
そ
れ
を
当

時

の
政
治

.
社
会

.
文
壇
に
お

い
て
高
い
地
位
を
占
め

て
い
た
人
た
ち
に
送

つ
た
も
の
で
、
彼
ら
か
ら
主
司
、

す
な
わ
ち
試
験
を

行
巻
よ
り
み
た
北
宋
初
期
古
文
運
動
に
つ
い
て

(東
)
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中
国
文
学
論
集

第
二
十
二
号

主
宰
す
る
礼
部
侍
郎
に
推
薦
し
て
も
ら
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
合
格
の
可
能
性
を
い

っ
そ
う
高
め
る

一
つ
の
手
段

で
あ

っ
た
。

と

こ
ろ
が
、

こ
の
程
千
帆
や
羅
聯
添

『唐
代
文
学
論
集
』

で
は
、
所
謂
近
代
化
さ
れ
た
宋
代
科
挙
制
度
を
念
頭
に
宋
代
全
体
を
考
え

て
し
ま
い
、
従

っ
て
宋
代
初
期
に
つ
い
て
は
科
挙
制
度
が
未
整
備
で
あ

っ
た
こ
と
を
見
逃
し
、
宋
代

で
は
全
く
行
巻
が
行
わ
れ
て
い
な

か

つ
た
と
す
る
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
宋
代
初
期
、
す
な
わ
ち
糊
名
法

・
謄
録
法
が
創
設
さ
れ
る
以
前
に
は
、
科
挙

の
事
前
運

動
と
し
て
の
行
巻
が
確
実

に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、

こ
の
よ
う
に
有
力
者
に
作
品
を
献
呈
す
る
と
い
う
行
為
は
、
何
も
宋
代
に
始
ま

っ
た
の
で
は
な
く
、
宋
以
前
に
も
当
然
行
な

わ
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
宋
以
前
は
基
本
的
に
は
貴
族
社
会

で
家
柄
が
重
ん
じ
ら
れ
て
お
り
、
貴
族
と
し
て
良
い
家
柄
に
生
ま
れ
な
け

れ
ば
、
た
と
え
有
力
者

に
作
品
を
献
呈
し
た
と

こ
ろ
で
、
大
部
分
は
そ
の
効
果
が
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
唐
代

で
は
、
科
挙
制
度
が
次
第

に
定
着
し
、
進
士
科
合
格
は
官
界

で
の
キ
ャ
リ
ア
コ
ー

ス
と
な

つ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
任
官
す
る
た
め
に
は
更
に
吏
部
の
任
用
試
験

に
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
こ
に
六
朝
以
来

の
家
格
や
門
地
の
意
識
が
濃
厚
に
も
ち

こ
ま
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
宋
代
は
完
全

に
門
閥
貴
族
の
枠
組
み
が
取
り
払
わ
れ
た
士
大
夫
の
社
会
で
あ
り
、
科
挙
に
合
格
す
れ
ば
家
柄
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
出
世
で
き
る
実

力
本
位

の
社
会
と
な

っ
た
。
こ
の
社
会
を
支
え
る
シ
ス
テ
ム
が
宋
代
科
挙
制
度
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
科
挙
制
度
が
宋
初
に
は
未
整
備

で
あ

つ
た
た
め
、
事
前
運
動
と
し
て
の
行
巻
が
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
中
に
は

つ
き
り
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。
貴
族
社
会

で
は
、
有
力
者

へ

の
作

品
の
献
呈
が
出
世
の
た
め
の
事
前
運
動

の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
は
確
立
し
て
い
な

い
の
で
、
作
品
の
や
り
と
り
が
あ

っ
た
場
合
、
漠

然
と
し
て
い
て
個

々
の
状
況
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
こ
そ
が
貴
族
社
会
時
代

の
作
品
献
呈
と
北

宋
初

期
の
行
巻
と
の
大
き
な
違

い
で
あ
る
。

で
は
、
行
巻
を
受
け
取

っ
た
有
力
者
は
ど
の
様
な
行
動
を
取
る
の
か
。
彼
ら
が
取
る
行
動
は

「延
誉
」
と
言
わ
れ
る
。
延
誉
と
は
本

来
後

進
の
為
に
そ
の
名
誉
を
広
め
る
事
で
あ
る
が
、
行
巻
制
度
に
お
い
て
は
、
科
挙
及
第
を
保
証
す
る
意
味
を
持

つ
。

つ
ま
り
、
当
時

は
作
品
の
送
り
手
が
行
巻
を
し
、
そ
の
受
け
手
が
延
誉
を
す
る
と

い
う
シ
ス
テ
ム
が
社
会
の
中

で
は

つ
き
り
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
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二

 

さ

て
、
本
稿

で
は
科
挙
の
事
前
運
動
で
あ
る
行
巻
の
制
度
が
、
省
試
以
前
に
確
実
に
行
わ
れ
て
い
た
景
祐
四
年

二

○
〇
七
)
頃
ま

で
を
北
宋
初
期
段
階
と
考
え
、
そ
の
当
時
の
古
文
運
動
の

一
端
を
王
禺
僻
を
手
が
か
り
と
し
て
考
え
た
い
。
こ
こ
で
王
禺
儒
に
着
目
し

た
理
由
は
、

一
つ
に
は
当
時

の
他
の
古
文
家
達
と
違
い
、
彼
は
知
制
詰
を
経
て
翰
林
学
士
に
任
命
さ
れ
る
な
ど
社
会

的
に
高

い
地
位
に

つ
い
て
お
り
、
文
壇
に
与
え
る
影
響
が
大
き
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
今

一
つ
に
は
、
王
禺
偶
は
積
極
的
に
後
進

を
誘
液
し
て
お
り
、

従

っ
て
彼
を
手
が
か
り
と
し
て
当
時
の
古
文
家
の
人
脈

・
繋
り
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
た
か
ら

で
あ
る
。

王
禺
構
は
、

五
代
の
後
周
の
顕
徳
元
年

(九
五
四
)
に
生
ま
れ
、
北
宋
の
威
平
四
年

二

○
○

こ

に
四
十
八
才

で
没
し
て
い
る
。

五
代
時
代
に
生
ま
れ
た
と
は
言
え
、
そ
の
活
躍
し
た
時
代
は
、
ま
さ
に
北
宋
初
期

で
あ
る
。
彼
は
、
文
章
は
平
易

で
有
ら
ね
ば
な
ら
な

い
事

を
主
張
し
た
。
特
に
当
時

の
古
文
に
は
、
難
解
で
あ
る
と
い
う
欠
点
が
表
れ
つ
つ
あ

っ
た
の
で
、
王
禺
億
は
そ

の
弊
害
を
痛
感
し
、

平
易

で
分
か
り
や
す
い
こ
と
が
古
文
作
成
の
関
鍵
だ
と
考
え
た
。
こ
の
所
謂
わ
か
り
や
す
い
古
文

の
重
視
は
、
実
は
欧
陽
脩
が
嘉
祐

二

年

二

○
五
七
)
の
科
挙
を
主
宰
し
た
際
に
、
難
解
で
わ
か
り
に
く
い
険
怪
奇
渋

の

「
太
学
体
」

の
古
文
を
全

て
排
斥
し
、
分
か
り
や

す

い
古
文
を
採
用
し
た
こ
と
と
軌
を

一
に
し
て
い
る
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
王
禺
俘
は
後
に
北
宋

の
文
壇

で
行
な
わ
れ
た
欧
陽
脩
の

文
体

改
革
の
道
筋
を
切
り
開

い
た
人
物
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。

さ

て
、
王
禺
俗
の
も
と
に
集
ま

つ
た
古
文
家
達
の
中

で
傑
出
し
た
存
在
と
言
え
る
の
が
、
孫
何

(九
六

」
1

一
○
○
四
)
及
び
丁
謂

(九

六
六
ー

一
○
三
七
)
の
二
人
で
あ
る
。

『
宋
史
』
巻

二
八
三
、
丁
謂
伝
に
王
禺
俘
と
孫
何
、
丁
謂
の
関
連
を
次

の
如
く
言
う
。

少
く
し
て
孫
何
と
友
善
に
し
て
、
同
に
文
を
袖
し
王
禺
僻
に
謁
す
。
禺
僧
大

い
に
驚
き
之
れ
を
重
ん
じ
、
以
爲
ら
く
、
唐
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
禺
儒
は
、
孫
何

・
丁
謂
の
二
人
の
文
章
を
見
て
す
ぐ
に
そ
の
優
れ
た
才
能

・
素
養
を
見
い
だ
し
、
高
く
評
価
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

そ

こ
で
、

丁
謂

・
孫
何
と
王
禺
俗
の
繋
り
を
具
体
的
に
見
て
み
る
と
、
ま
ず
丁
謂
に
つ
い
て
言
え
ば
、
淳
化

二
年

(
九
九

一
)
に
作

ら
れ
た
王
禺
億
の

「送
丁
謂
序
」
の
中

で
次
の
よ
う
に
言
う
。

行
巻
よ
り
み
た
北
宋
初
期
古
文
運
動
に
つ
い
て

(東
)
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今
春
、
生
果
し
て
來
り
、
盆
す
に
新
文
二
篇
を
以
て
し
、
書
を
爲
し
以
て
我
に
投
ず
。
其
の
間
に
律
詩
、
今
膿

賦
文
有
り
。
向
の

進
士
と
號
す
る
所
の
者

の
能
く
及
ぶ
に
非
ざ
る
な
り
。
其
の
詩
は
杜
子
美

に
敷
ひ
、
深
く
其
の
間
に
入
る
。
其

の
文
数
章
は
、
皆

な
意
常
な
ら
ず
し
て
語
俗
な
ら
ず
。
若
し
韓

・
柳
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
辮
ぜ

ざ
る
な
り
。
是
れ
由
り
雨
制
の
間
、
威
其
の
面
を
識
り
て
其

の
心
を
交
ふ
る
を
願
ふ
。
翰
林
頁
公
、
尤
も
歎
服

を
加
ふ
。

丁
謂
は
、
王
禺
構
に
自
己
の
作
品
を
献
呈
し
た
。

一
方
作
品
を
受
け
取

っ
た
王
禺
構
は
、
と
く
に
韓
愈

・
柳
宗
元
に
も
匹
敵
す
る
古

文
の
力
量
に
着
目
し
、
そ
の
文
章
は
韓
愈
や
柳
宗
元
の
文
集
に
混
入
さ
せ
て
も
区
別
が

つ
か
な
い
程
素
晴
ら
し
い
古
文
だ
と
し
て
高
く

評
価

す
る
。

こ
の
王
禺
儒

へ
の
作
品
の
献
呈
を
き

つ
か
け
と
し
て
、
丁
謂
は
翰
林
学
士
頁
黄
中
を
は
じ
め
と
す
る
当
時
の
高
級
官
僚
達

と
面

識
を
持

つ
よ
う
に
な
る
。

い
ま
だ
科
挙
に
及
第
し

て
い
な
い
丁
謂
が
、
こ
の
様

に
有
力
者
達
と
交
流
で
き
た
の
は
、
当
時
自
か
ら

も
知
制
詰
と
い
う
要
職
に
あ

っ
た
王
禺
僻
の
働
き
か
け
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
孫
何
も
王
禺
傳

へ
自
己
の
作
品
を
献
呈
し
て
い
る
。

今
年
の
冬
、
生
再
び
闘
下
に
到
り
、
始
め
て
吾
が
門
を
過
る
。
我
に
新
文
を
博
め
、
且
つ
先
ず
將
に
書
を
以
て
す
。
猶
ほ
尋
常
の

貢
學
人
の
若
く
、
悔
悔
然
と
し
て
先
後
の
禮
を
執
る
。

(
「
送
孫
何
序
」
)

今
年
の
冬
と
は
淳
化
元
年

(
九
九
○
)
の
冬
の
こ
と
で
、
孫
何
が
科
挙
に
合
格
す
る
二
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
王
禺
構
は

「
送
孫
何

序
」

の
中

で
続
け
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

會

,
生
の
集
を
編
む
を
以
て
余
に
恵
む
者
有
り
。
凡
そ
数
十
篇
、
皆
六
経
を
師
載
し
、
百
氏
を
排
斥
す
。
落
落
然
と
し
て
真
に
韓

・

柳
の
徒
な
り
。

王
禺
傅
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
な
す
。

こ
の
様
に
、
王
禺

俘

に
高
く
評
価
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
世
間
に
そ
の
名
を
轟
か
せ
た
孫
何
や
丁
謂
は
、
王
禺
俘
に
作
品
を
献

呈
し
た
後
に
は
じ

め
て
挙
行
さ
れ
た
科
挙
に
二
人
揃

つ
て
見
事
に
及
第
を
果
た
す
の
で
あ

つ
た
。

孫

何
や
丁
謂
と
同
じ
よ
う
に
、
王
禺
構
を
頼

つ
て
集
ま

っ
た
古
文
家
達
に
、
た
乏
え
ば
黄
宗
旦
や
鄭
褒
、
高
弁
な
ど
が
い
る
。
黄
宗

旦
は
、
至
道
元
年

(九
九
五
)
に
王
禺
億
が
左
遷
さ
れ
た
後
に
、
彼

の
と
こ
ろ

へ
や

っ
て
来

て
作
品
を
献
呈
し
、
知
遇
を
求
め
た
。
王

禺
傅

は
黄
宗
旦
の
文
章
に
つ
い
て
、

「今
、
足
下
の
文
は
、
二
子
の
文
な
り
。
天
下
将
に
之
れ
を
知
ら
ん
と
す
。
山豆
に
某

の

一
人
に
止
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ま
ら
ん
や
。」
(答
黄
宗
旦
第

一
書
)
と
述
べ
る
。
王
禺
僻
に
と

つ
て
、
孫
何

・
丁
謂
の
二
人
は
最
も
高
く
評
価
し
て
い
た
弟
子
で
あ
り
、

黄
宗
旦
の
文
章
を
そ
の
二
人
の
文
章
に
相
当
す
る
と
認
め
た
こ
と
は
、
他
で
も
な
く
黄
宗
旦
も
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

と
す
れ
ば
、
黄
宗
旦
が
王
禺
儒
に
献
呈
し
指
導
を
仰
こ
う
と
し
た
文
章
は
、
孫
何

・
丁
謂
に
優
る
と
も
劣
ら
な
い
古
文

で
あ

っ
た
と
言

え
よ
う
。

ま
た
、
王
禺
俗
は
自
分
に
作
品
を
献
呈
し
て
き
た
鄭
褒
の
文
章
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

退
き
て
、
其
の
文
句
を
閲
す
る
に
、
僻
甚
だ
簡
に
し
て
、
理
甚
だ
正
し
。
数
千
百
言
と
錐
も
、

一
字
の
冗
長
無
く
、
真
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
。

(
答
鄭
褒
書
)

こ
こ
で
も
王
禺
傳
は
、
孫
何

・
丁
謂
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
鄭
褒
の
作
品
に
貫
か
れ

て
い
る
道
は
、
彼
ら
二
人

に
比
べ
て
も
少
し

の
遜
色
も
な
い
と
し
て
高
く
評
価
す
る
。
よ

っ
て
、
鄭
褒
が
王
禺
億
に
献
呈
し
た
作
品
は
、
古
文
を
中
心
と
し
た
も

の
で
あ

っ
た
と
言

え
よ
う
。

以
上

の
考
察
か
ら
、
北
宋
初
期
に
は
古
文
家
王
禺
傅
の
も
と
に
多
く
の
文
人
達
が
集
ま
り
、
彼
ら
は
古
文
の
作
品
を
献
呈
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
王
禺
俘
に
知
遇
を
求
め
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
.

つ
ま
り
、
当
時
の
文
壇

で
は
、
確
実
に
王
禺
俗

を
核
と
し
た
古
文

家
達

の
集
団
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
グ

ル
ー
プ
に
は
、
孫
何
の
弟
孫
僅
や
次
に
挙
げ
る
高
弁
が

い
た
。

弱
冠
に
し
て
、
徒
歩
に
し
て
科
放
に
従
ひ
終
南
山
に
學
ぶ
。
又
た
古
文
を
柳
開
に
學
び
、
張
景
と
名
を
齊
し
う

す
。
至
道
中
、
文

を
以
て
王
禺
構
に
謁
し
、
禺
儒
之
れ
を
奇
と
す
。
進
士
に
學
げ
ら
れ
、
侍
御
史
を
累
官
す
。

(
『宋
史
』
巻
四
三
二
、
高
弁
伝
)

こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
古
文
家
高
弁
は
王
禺
偶
の
知
遇
を
得
た
結
果
、
見
事
進
士
及
第
を
果
た
し
、
官
界

へ
進
ん
だ

の
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
、
当
時
の
科
挙
試
験
の
状
況
は
ど
う
だ

っ
た
の
か
。
す
な
わ
ち
古
文
を
習
得
す
る
こ
と
は
、
科
挙
試
験

に
有
利
だ

っ
た
の

だ
ろ
う

か
。
科
挙
で
重
視
さ
れ
た
文
体
に
つ
い
て
、
威
平
五
年

二

○
○

二
)
に
書
か
れ
た
張
知
白
の
上
奏
文
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
な
る
。
其

の
選

や
殊
に
し
て
、
其
の
待
や
厚
き
な
り
。
…
…
…
然
る
後
、
策
論
を

先

に
し
、
詩
賦
を
後

に
し
、
治
道

の
大
膣
を
責
あ
、
聲
病
の
小
疵
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
ら
し
め
、
其
の
学
ぶ
所
の
文
、
正
に
し
て
要
有
る
を
知
ら
し
む
。

(
『績
資
治
通
鑑

長
編
』
巻
五
三
)

行
巻
よ
り
み
た
北
宋
初
期
古
文
運
動
に
つ
い
て

(東
)
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張

知
白
の
主
張
は
簡
潔
に
言
え
ば
、
科
挙

の
進
士
科
の
試
験
で
表
現
上
の
技
巧
を
重
ん
じ
る
の
で
は
な
く
、
内
容
を
重
視
す
べ
き
だ

と
言
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
彼
は
古
文
に
よ

つ
て
受
験
生
を
採
用
す
る
よ
う
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、

当
時

の
科
挙
の
実
態
が
内
容
よ
り
も
表
現
技
巧
を
重
ん
じ
、

一
定
の
制
約
を
満
た
し
た
文
章
、
す
な
わ
ち
餅
文

の
出
来
ば
え
に
よ

っ
て

合
否
を
決
定
し
て
い
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。

当
時
の
社
会
状
況
か
ら
み
る
と
、
古
文
作
成
だ
け
で
は
生
計
を
た
て
ら
れ
な
い
以
上
、
古
文
家
と
い
わ
れ
る
文
人
達
も
、
他
の
文
人

達
と
同
様
に
官
僚
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
日
夜
知
的
修
練
を
積
ん
で
い
た
。
王
禺
俘
を
中
心
と
し
た
古
文
家
達
も
古
文

の
み
を
墨
守

し
て
科
挙

で
重
視
さ
れ
た
駐
文
作
成

の
技
量
を
磨
か
な
け
れ
ば
、
科
挙
及
第
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
古

文
家
達
は
、
表
面
的
に
み
る
と
、
自
己
の
信
奉
す
る
古
文
と
科
挙

で
重
視
さ
れ
た
駐
文
と
い
う
、
相
反
す
る
文
体
を
同
時
に
習
得
し

て

使
い
こ
な
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
二
つ
の
文
体
作
成
の
有
機
的
連
関
を
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
か
。

三
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そ
れ
を
考
え
る
手
が
か
り
と
し
て
、
本
稿
で
は
既
に
み
て
き
た
科
挙
の
事
前
運
動
で
あ
る
行
巻
に
着
目
し
た
い
。

ま
ず
、
唐
代
古
文

運
動

に
お
け
る
駐
文
と
古
文
の
関
連

に
つ
い
て
、
程
千
帆
は

『
唐
代
進
士
行
巻
与
文
学
』

の
中
で
次
の
よ
う
に
言
う
。

韓
愈
達
は
仕
官
す
る
と
、
文
壇
に
お
い
て
古
文
の
旗
印
を
高
く
か
か
げ
た
ば
か
り
で
な
く
、
後
進
を
推
挙
す
る
た
め
の
力
を
も
ち
、

し
か
も
積
極
的
に
推
挙
し
た
の
で
、
多
く
の
後
進
は
す
す
ん
で
そ
の
文
学
上
の
主
張
を
う
け
入
れ
、

こ
う
し
た
主
張
に
合
致
す
る

作
品
を
積
極
的
に
書
き
、
彼
ら
に
献
呈
し
て
、
自
分
を
知

っ
て
も
ら
お
う
と
し
た
.
そ
こ
で
韓
愈
達
は
、
後
進

と
接
触
す
る
こ
う

し
た
機
会
を
利
用
し
て
、
大
い
に
古
文
を
宣
伝
し
推
進
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
す
ぐ
さ
ま
連
鎖
反
応
を
引
き
起
こ
し
、
そ

の
反
応
は
当
時
新
し
く
興

っ
た
ば
か
り
の
こ
の
文
学
運
動
を
促
進
す
る
上
で
い

っ
そ
う
有
利
に
働

い
た
の
で
あ
る
。

韓
愈
ら
中
唐
古
文
運
動
の
リ
ー
ダ
ー
や
そ
の
賛
同
者
達
は
、
い
ず
れ
も
進
士
科
出
身

で
あ
り
、
決
し
て
科
挙
試
験
を
無
視

.
排
斥
し

て
い
な
い
。
彼
ら
古
文
家
達
は
、
古
文
の
文
体
を
用
い
た
行
巻
に
よ

つ
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
、
他
の
有
力
者
に
古
文
家
を
推
薦
し
、
そ
れ
に
よ

つ
て
そ
の
古
文
家

の
世
間
で
の
名
声
は
次
第
に
高
ま

っ
て
い
く
。



こ
う
し
た
有
利
な
条
件
の
も
と
、
そ
の
古
文
家
は
駐
文
を
駆
使
し
て
科
挙
を
受
験
し
、
事
前
の
名
声
の
高
ま
り
も
相
侯

つ
て
、
合
格
を

か
ち
取
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
科
挙

で
重
視
さ
れ
た
駐
文
と
古
文
は
、
全
く
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
な
る
。
む
し

ろ
、
韓
愈
ら
古
文

家
達

は
、
積
極
的
に
こ
の
行
巻
を
利
用
し
、
古
文
運
動
を
推
し
進
め
た
の
で
あ

っ
た
。
た
だ
、
残
念
な
が
ら
、
前
述

し
た
如
く
程
千
帆

に
は
、
宋
初

に
お
け
る
行
巻
を
利
用
し
た
古
文
運
動

へ
の
論
及
は
な
い
。

し

か
し
な
が
ら
、
既
に
み
て
き
た
如
く
科
挙
制
度
が
未
整
備

で
あ

っ
た
宋
代
初
期
に
は
、
明
ら
か
に
行
巻

の
制
度

が
残

っ
て
い
た
。

そ
こ
で
、

こ
の
行
巻
に
着
目
し
て
、
前
述

の
王
禺
儒
と
古
文
家
達

の
繋
り
を
と
ら
え
直
し
て
み
る
。
王
禺
億
は
、

「送
丁
謂
序
」
の
中

で
次

の
如
く
述
べ
る
。

既
に
歳
浦
ち
、
西
扱
に
入
り
諾
を
掌
り
、
且
に
二
年
に
な
ら
ん
と
す
。
是
れ
由
り
今

の
學
進
士
な
る
者
、
文
を

以
て
相
笛
る
に
歳

に
数
百
人
を
下
ら
ず
。
朝
請
の
絵
、
歴
覧
し
て
怠
る
こ
と
忘
し
。
然
れ
ど
も
其
の
命
題
を
視
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
ひ
は
詩
は
采
る
べ
き
も
、
其
の
賦
は
則
ち
有
る
無
き
な
り
。
或

ひ
は
賦
は
稻
る

べ
き
も
其
の
文
は
則
ち
有
る
無
き
な
り
。
能
く
之
れ
を
全
ふ
す
る
者
は
、
百
に
四
五
な
ら
ず
。

「
挙
進
士
」
と
は
、
解
試
合
格
者

で
次
に
省
試
及
第
を
目
指
す
受
験
生

で
あ
る
。

一
年
に
数
百
人
を
下
ら
な
い
挙
進
士
た
ち
が
、
省

試
受
験
以
前
に
文
壇
の
有
力
者
王
禺
僻

の
も
と

へ
自
分
の
作
品
を
献
呈
し
て
き
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
の
作
品
は
行
巻
と
考
え
て
間
違

い
な

い
。

こ
の
様
な
多
く
の
行
巻
を
、
王
禺
構
は
朝
請
後
に
目
を
通
し
、
そ
の
結
果
多
く
の
場
合
は
題
名
、
あ
る
い
は
冒
頭
の
数
句
、

ま
た
は
最
初

の

一
篇
を
見
て
残
り
の
作
品
を
読
む
気
が
し
な
く
な
る
と
言
う
。
た
ま
に
良

い
作
品
に
出
会

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
章
力
が
な
い
等
、
な
か
な
か
素
晴
ら
し
い
素
質
を
持

つ
た
受
験
生
に
巡

り
会
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
、
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
禺
僻
の
も
と
に
行
巻
を
殺

到
さ
せ
た
の
か
と

言
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
当
時
王
禺
俘
が
西
腋
、
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
様

に
、
知
制
誰
は
制
詰
を
起
草
す
る
任
務
を
司
ど
り
、
文
辞
に
練
達
し
て
い
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
よ

っ
て
、
知
制
詰

の
任
に
は
名
文

家
が

つ
く
こ
と
が
多
く
文
壇
で
尊
崇
を
集
め
る
。

こ
の
知
制
詰
を
、
王
禺
構
は
三
た
び
経
験
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
送
丁
謂
序
」
が

書
か
れ
た
の
は
、
淳
化
二
年

(
九
九

一
)
で
ま
さ
に
最
初
の
知
制
誰
の
任
期
中
で
あ
り
、
王
禺
俘
が
文
壇
に
大
き
な
影
響
を
も
ち
始
め

行
巻
よ
り
み
た
北
宋
初
期
古
文
運
動
に
つ
い
て

(東
)
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た
頃

で
あ
る
。
か
く
の
如
く
、
王
禺
俘
が
高
位
の
官
職

に
就
い
て
い
た
こ
と
が
彼

の
も
と
に
多
く
の
文
人
達
が
馳
せ
参
じ
た
大
き
な
理

由
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
官
職
の
み
に
よ

っ
て
、
受
験
生
が
行
巻
を
送
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
か
か
わ
ら
ず
、
王
禺
傅
の
も
と
に

一
年
に
数
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

つ
た
と
と
も
に
、
今

一
つ
は
彼
自
身
が

「後
進
に
詞
藝
有
る
者
、
意
を
極
め
て
之
れ
を
称
揚
す
。
」

(
『
宋
史
』
巻

二
八
三
、
王
禺
俘
伝
)
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
後
進
を
積
極
的
に
誘
扱
し
、
啓
発
す
る
こ
と
を
惜
し
ま
な
か

つ
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。

行
巻
を
受
け
取

つ
た
王
禺
俘
は
、
如
何
な
る
態
度
を
と

つ
た
の
か
。
た
と
え
ば
、
王
禺
構
の
弟
子
の
な
か
で
最
も
傑
出
し
た
存
在
で

あ
う
た
古
文
家
孫
何
と
丁
謂
に
つ
い
て
王
禺
僻
は
次

の
よ
う
に
言
う
。

天
下
の
畢
人
、
日
ヒ
文
を
以
て
我
が
門
に
湊
る
。
…
…
…
其
の
中
、
郡
葦
に
傑
出
す
る
者
は
、
富
春
の
孫
何
、

濟
陽
の
丁
謂
を
得

る
の
み
。
吾
嘗

て
其
の
文
を
以
て
宰
執
公
卿
間
に
誇
大
す
。

(答
鄭
褒
書
)

王
禺
溝
が
孫
何

・
丁
謂
の
二
人
を
積
極
的
に
官
界
の
有
力
者
に
推
挙
し
、
世
間
に
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
挙
す
る
、

こ
う
し
た
行
動
は
、
前
述
し
た
如
く

「
延
誉
」
と
言
わ
れ
て
い
た
.
王
禺
儒
が

二
人
を
推
挙
し
た

行
動

を

『
石
林
燕
語
』
巻

一
○

で
は
、

王
元
之

(
王
禺
構
の
字
)
素
よ
り
繹
氏
を
喜
ば
ず
。
始
め
知
制
詰
爲
り
し
と
き
、
名
、

一
時
に
振
ふ
。
丁
巫日
公

・
孫
何
、
皆
門
下

に
游
ぶ
。
元
之
も
亦
た
力
を
極
め
て
延
誉
す
。
是
れ
由
り
衆
多
側
目
す
。

と
、
延
誉
と
い
う
語
句
を
使

っ
て
は

っ
き
り
と
説
明
す
る
。
王
禺
俘
の
力
を
窮
め
た
延
誉
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
、
誠
に
王
禺
僻
の
延
誉
を
受
け
た
後
に
は
じ
め
て
行
わ
れ
た
科
挙
で
及
第
を
果

た
し
て
い
る
。

ま
た
、
王
禺
僻
が
中
央
の
官
職
を
辞
し
た
際
に
も
、
彼
の
文
壇
に
お
け
る
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
。

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
謂
ひ
て
曰
く
、
今
薮
、
召
し
て
貢
畢
を
罷
め
、
而
し

て
足
下
郡
に
出
づ
。
進
士
皆
溝
上
に
疾
走
し
、
文
を
以
て
知
を
求
め
ん
と
欲
す
と
。
吾
、
介
に
謂
ひ
て
曰
く
、
吾
が
爲

に
諸
公
に

謝
し
、
慎
ん
で
溝
上
に
来
た
る
勿
か
れ
。
吾
、
復
び
は
進
士

の
減
否
を
議
し
、
以
て
諺
り
を
賞
は
ず
。
…
…
…
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王
禺
俘
が
至
道
元
年

(
九
九
五
)
に
翰
林
学
士
を
や
め
、
知
溝
州
と
し
て
地
方

へ
転
出
す
る
に
当
た

っ
て
、
多
く

の
文
人
達
が
彼
を

頼
り

に
し
、
延
誉
を
求
め
よ
う
と
し
た
。
そ
の
際
、
王
禺
俘
は
受
験
生
の
減
否
を
議
論
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
再
び
人

々
の
そ
し
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
、
王
禺
俘
が
自
己
の
文
学
上
の
見
解
と
近
い
文
人
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
誉
し
、
そ
の
た
め
時
に
は
妬
ま
れ
、
反
感
を
買

っ
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
い
だ
し
、
積

極
的
に
延
誉
す
る

こ
と

に
よ

っ
て
官
界
に
進
出
さ
せ
、
文
壇

で
の
古
文
復
興
の
潮
流
を
リ
ー
ド
し
大
き
く
し
て
い
く
や
り
方
こ
そ
、
ま
さ
し
く
王
禺
儒
の

古
文
運
動
の
実
践

で
あ

っ
た
。

さ

て
、
行
巻
を
受
け
取

つ
た
王
禺
俘
は
、
た
だ
単
に
延
誉
だ
け
を
行
う

の
で
は
な
く
、
見
込
み
の
あ
り
そ
う
な
文

人
に
対
し
て
は
、

古
文
作
成
の
指
導
も
行

っ
て
い
る
。
行
巻
を
献
呈
し
て
き
た
張
扶
に
対
し
て
王
禺
構
の
と

っ
た
態
度
は
、

「再
答
張
扶
書
」
に
み
え
る
。

今
、
子
進
士
に
畢
げ
ら
れ
ん
と
欲
す
る
も
、
文
を
以
て
太
玄
に
比
す
。
僕
未
だ
之
れ
を
聞
か
ざ
る
な
り
。
子
又
た
謂
ら
く
六
経

の

文
、
語
難
に
し
て
義
奥
な
る
者
十
に
二
一二
、
道

ひ
易
く
し
て
曉
り
易
き
者
十
に
七
八
、
其
の
難
奥
な
る
者
、
故

に
爲
す
の
語
に
非

ず
し
て
、
當
に
然
る
べ
し
と
。
今
、
子
の
文
は
則
ち
然
ら
ず
。
凡
そ
三
十
篇
、
語
皆
な
迂
に
し
て
難
な
り
。
義
皆
な
昧
に
し
て
奥

な
り
。
山豆
に
子
の
文
や
六
籍
に
過
ぎ
ん
や
。

王
禺
俗
は
、
張
扶
が
揚
雄
の

『
太
玄
経
』
に
な
ら

っ
て
、
古
文
を
創
作
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
文
章
が
難
解

で
あ

る
欠
点
を
も

つ
こ

と
を
は

っ
き
り
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
王
禺
僻
は
、
張
扶

へ
の
返
書

の
な
か
で
分
か
り
や
す
い
古
文
を
作
る
よ
う
に
指
導
し
、
あ
わ
せ

て
進

士
科
の
受
験
生
が

『
太
玄
経
』
を
手
本
と
し
て
、
文
章
作
成
の
修
練
を
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
聞
い
た
こ
と
が
な
い
と
述

べ
、

張
扶

の
勉
学
姿
勢
を
改
め
さ
せ
る
。

ま
た
、
後
に
宰
相
に
ま
で
昇

つ
た
張
知
白

(?
「

一
○

二
八
)
も
、
科
挙
の
受
験
生

の
頃
、
王
禺
構
に
行
巻
を
送

つ
た
。

辱
け
な
く
も
、
籍

田
賦
、
汗
樽
銘
、
律
賦
、
歌
行
凡
そ
五
章
を
示
さ
れ
、
且

つ
書
を
以
て
先
ん
じ
、
僕
に
質
す

る
所
有
る
者

の
似

し
、
何
ぞ
過
聴
自
損
す
る
こ
と
の
是
の
若
き
や
。
…
…
…
天
下
の
畢
公
、
文
を
以
て
相
筈
る
こ
と
固
よ
り
亦
た
衆
し
。
足
下
の
文

の
如
き
は
、
實
に
亦
た
得
る
こ
と
鮮
し
。

(王
禺
僻

「答
張
知
白
書
」
)

行
巻
に
よ

つ
て
、
張
知
白
の
文
学
的
素
養

・
才
能
を
見
い
だ
し
た
王
禺
僻
は
、
多
く
の
受
験
生
の
な
か
で
あ
な
た

の
よ
う
に
素
晴
ら

行
巻
よ
り
み
た
北
宋
初
期
古
文
運
動
に
つ
い
て

(東
)

一39一



中
国
文
学
論
集

第
二
十
二
号

し
い
才
能
を
も

つ
人
物
に
は
、
殆
ど
巡
り
会
わ
な
い
と
述
べ
、
彼
を
激
励
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
総
合
す
る
と
、
北
宋
初
期
に
お
け
る
王
禺
儒
を
中
心
と
す
る
古
文
家
達
は
、
行
巻
に
よ

つ
て
密
接

に
結
び

つ
い
て
い

る
と

言
え
る
。
王
禺
傳
は
、
古
文
を
用
い
た
作
品
を
行
巻
と
し
て
送

っ
て
き
た
文
人
達
に
対
し
て
、
古
文
作
成
の
方

法
を
具
体
的
に
伝

授
し

た
り
、
そ
の
文
学
的
才
能
を
認
め
、
そ
れ
を
伸
ば
す
よ
う
激
励
し
指
導
す
る
。
ま
た
、
特
に
そ
の
才
能
を
高
く
評
価
し
た
文
人
に

対
し

て
は
、
王
禺
俘
自
身
が
直
接
有
力
者
に
延
誉
し
、
官
界

に
飛
翔
さ
せ
た
。
こ
う
し
て
多
く
の
古
文
に
理
解
の
あ
る
文
人
達
が
官
界

へ
進
出
す
れ
ば
、
そ
れ
に
と
も
な

つ
て
古
文
復
興
の
機
運
が
高
ま
り
、
そ
の
潮
流
が
文
壇
で
大
き
く
な
り
、
文
体

の
改
革
が
進
展
し
て

い
く
。

こ
れ
こ
そ
、
王
禺
俘
の
古
文
を
文
壇
に
復
興
さ
せ
る
方
法
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
受
験
生
側
か
ら
言
え
ば
、

後
進
の
面
倒
み
の

良
い
王
禺
偶
に
古
文
の
行
巻
を
送
り
延
誉
し
て
貰
い
、

一
方
科
挙
の
試
験
に
は
駐
文
で
の
ぞ
み
、
競
争
率
が
高
く
難
関

で
あ
る
も
の
の
、

事
前

の
延
誉
の
お
か
げ
で
及
第
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
王
禺
僻
の
古
文
復
興
運
動
は
、
彼
の
確
乎
不
抜
な
文
体
改
革

へ
の

理
念

と
、
当
時
な
お
存
続
し
て
い
た
行
巻
の
制
度
を
巧
み
に
取
り
入
れ
、
若
き
古
文
家
達
を
育
成
す
る
と
い
う
実
践

に
よ

っ
て
展
開
し

た
の

で
あ
る
○
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四

そ
れ
で
は
、

こ
の
様
に
行
巻
に
よ

っ
て
多
く
の
古
文
家
を
見

い
だ
し
、
官
界

へ
と
引
き
上
げ
た
王
禺
構
自
身
は
、
如
何
に
し
て
官
界

へ
と
進
出
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

王
禺
僻
は
科
挙
に
及
第
す
る
以
前
に
様
々
な
事
前
運
動
を
行

っ
て
い
る
が
、
彼
に
直
接
的
に
最
も
影
響
を
及
ぼ
し

た
人
物
は
宋
白

で

あ

つ
た
。
王
禺
億
が
宋
白

へ
事
前
運
動
を
展
開
し
た
こ
と
が
明
確
に
窺
え
る
作
品
と
し
て
、
王
禺
俘
の

「
投
宋
拾
遺
書
」
が
挙
げ
ら
れ

る
。

某
、
嘗

て
杖
を
策
し
親
を
僻
し
、
行
澄
を
掲
属
し
、
文
を
編
み
書
を
著
し
、
明
公
の
顧
を
求
め
、

一
た
び
威
の
重
き
に
接
す
。
…

今
年

の
春
、
始
め
て
敢

へ
て
琴
を
嚢
み
文
を
笈

ひ
、
來
り
て
螢
穀
に
詣

で
、
明
公
の
門
に
登
り
以

て
誉
を
求
あ
、
明
公
の
道
を
師

と
し
て
以
て
身
を
進
む
。



王
禺
構
は
、
宋
白
に
行
巻
を
し
、
そ
の
見
返
り
と
し
て
は

っ
き
り
と

「
求
誉
」
す
な
わ
ち
延
誉
を
求
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
宋

白
と

い
う
人
物
は
、

『
太
祖
実
録
』
を
編
纂
し
、
ま
た
李
防
と
と
も
に

『
文
苑
英
華
』

一
千
巻
を
編
ん
だ
当
時
の
文
壇
の
実
力
者

で
科

挙
に
直
接
三
回
係
わ

つ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
太
平
興
国
五
年

(
九
八
○
)
に
は
権
同
知
貢
挙
と
し
て
、
八
年

(九

八
三
)
及
び
端
操

元
年

(九
八
八
)
に
は
権
知
貢
挙
と
し
て
科
挙
を
主
宰
し
て
い
る
。
王
禺
溝
は
、
太
平
興
国
八
年
に
宋
白
が
権
知
貢
挙
の
と
き
省
元
で

省
試
及
第
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
宋
白
が
司
ど

っ
た
科
挙
の
試
験
に
つ
い
て
、

『
宋
史
』
巻
四
三
九
、
宋
白
伝
で
は
次
の
よ
う

に
言
う
。

白
、
凡
そ
三
た
び
士
を
貢
む
る
を
掌
り
、
頗
る
機
議
を
致
す
。
然
れ
ど
も
得
る
所
の
士
、
蘇
易
簡
、
王
禺
構
、
胡
宿
、
李
宗
誇
の

輩
の
如
き
は
皆
其

の
人
な
り
。

こ
の
記
述
に
よ
る
と
、
宋
白
が
主
宰
し
た
科
挙
は
、
世
間
で
多
く
の
批
判
が
で
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
は
、
宋
白
が
か
な
り

恣
意
的
に
情
実
に
よ

っ
て
及
第
者
を
決
定
し
て
い
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。
彼
は
、

二
度
も
科
挙
試
験
の
最
高
責
任
者
た
る
権
知
貢

挙
を
務
め
て
お
り
、
従

っ
て
彼
の
意
向
が
合
格
者
決
定
に
反
映

で
き
た
事
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、

『
宋
史
』
宋
白
伝
で
は
、
後

に
宋
白
を
念
頭
に
置

い
て
、
こ
う
し
た
合
格
者
決
定
法
を
防
ぐ
た
め
に
科
挙
制
度
の
改
革
が
行
わ
れ
た
と
言
う
ほ
ど

で
あ
る
。
前
述
し

た
よ

う
に
、
王
禺
俘
が
宋
白
に
事
前
運
動
を
行

い
強
く
延
誉
を
求
め
て
い
た
こ
と
、
更
に
情
実
採
用
に
よ

っ
て
批
判

を
招
い
た
宋
白
の

主
宰

し
た
科
挙
に
お
い
て
王
禺
俘
が
及
第
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
王
禺
傅
が
宋
白

へ
献
呈
し
た
行
巻

は
有
効
に
働

い
た

と
言
え
よ
う
。

北
宋
初
期
は
科
挙
制
度
が
整
備
さ
れ
る
途
上
で
あ

っ
た
の
で
、
本
来
実
力
本
位
で
あ
る
べ
き
科
挙
試
験
に
事
前
運

動
の
入
り
込
む
余

地
が
あ

つ
た
。
王
禺
傅
は
自
分
自
身
も
事
前
運
動
を
実
践
し
て
官
界

へ
と
進
出
し
て
い
た
の
で
、
事
前
運
動
の
有
効

性
を
身
を
も

つ
て

体
験

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
次
第
に
社
会
的
地
位

の
高
ま

っ
て
い
っ
た
王
禺
構
は
、
今
度
は
行
巻
を
受
け
る
側
に
な
り
、
自

ら
経
験
し
て
い
た
事
も
あ
り
、
積
極
的
に
後
進
を
延
誉
す
る
行
動
を
と

っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
彼
に
は
行
巻
を
抵
抗
な
く
受
け
入

れ
る
素
地
が
あ

っ
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。

と

こ
ろ
で
、
行
巻
に
古
文
の
文
体
を
用
い
る
場
合
、
そ
の
文
体
の
も
つ
性
質
上
自
己
の
見
解
や
意
見
を
直
接
的
に
表
出
さ
せ
や
す
い

と
言
え
る
。
宋
初
の
古
文
家
柳
開
が
時
の
翰
林
学
士
李
肪
に
献
呈
し
た
行
巻

「補
亡
先
生
伝
」

で
は
、
彼
自
身

の
政
治
的

.
文
学
的
見

行
巻
よ
り
み
た
北
宋
初
期
古
文
運
動
に
つ
い
て

(東
)
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解
を
表
出
さ
せ
て
最
後
に
次
ぎ
の
如
く
締
め
く
く
る
。

後
、
世
に
仕
ふ
る
に
従
ひ
て
、
其
の
道
を
行
ふ
。

こ
こ
で
、
柳
開
が
後
に
仕
官
し
て
か
ら
、
こ
の
行
巻
で
表
明
し
た
自
己
の
見
解

・
理
念
を
実
践
す
る
と
述
べ
て
い
る
の
は
極
め
て
注

目
す

べ
き
で
あ
る
。

科

挙
の
試
験
は
、
形
式
、
テ
ー
マ
、
時
間
な
ど
全
て
に
制
約
が
あ
り
、
必
ず
し
も
自
己
の
意
見
を
十
分
に
表
出

で
き
な
い
と
言
う
う

ら
み
が
あ
り
、
し
か
も
科
挙
で
重
視
さ
れ
た
駐
文
と
い
う
文
体
自
体
に
も
表
現
上
多
く
の
制
約
が
あ

っ
た
。

一
方
、
行
巻

で
は
、
時
間
、

形
式
、

テ
ー
マ
な
ど
の
制
約
が
な
く
、
し
か
も
本
来
古
文
と
い
う
文
体
は
、
内
容
を
重
視
す
る
が
故
に
、
駐
文
の
よ
う
に
形
式
に
と
ら

わ
れ

る
必
要
が
な
い
。

つ
ま
り
、
自
ら
の
理
念
を
自
由
に
且

つ
十
分
に
表
明
で
き
た
の
で
あ
る
。
従

つ
て
、
官
僚
と

な

っ
て
か
ら
の
自

己
の
進
む
べ
き
政
治
の
方
向
性
を
有
力
者

に
強
く

ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
に
適
し
て
い
た
の
が
、
他

で
も
な
く
古
文
の
文
体

で
あ
る
。
い

わ
ば
自
己
の
施
政
方
針
を
訴
え
る
の
に
適
し
て
い
た
の
が
古
文
で
あ
り
、

こ
こ
に
古
文
と
い
う
文
体
を
用
い
た
行
巻

の
利
点

の

一
つ
が

あ

つ
た
と
言
え
よ
う
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
王
禺
俗
を
中
心
と
し
た
古
文
運
動
は
、
行
巻
と
い
う
制
度
を
巧
み
に
利
用
し
た
も
の
で
あ

つ
た
。
も
ち
ろ

ん
、

こ
の
よ
う
な
あ
り
か
た
が
古
文
運
動
の
全
て
の
形
態
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
従
来

の
古
文
運
動

の
研
究
で
は
そ
の
理

念
の
探
求
は
行
わ
れ
て
も
、
い
か
な
る
過
程
を
経
て
古
文
家
が
駐
文
重
視
の
科
挙
を
突
破
し
、
官
僚
と
な

っ
て
い

つ
た
の
か
。
更
に
は
、

官
僚
と
な
る
過
程
に
お
い
て
古
文
運
動
の
中
に
古
文
家
を
如
何
に
吸
収
し
て
、
そ
の
運
動
は
ど
う
具
体
的
に
展
開
し
た
の
か
と
言
う
側

面
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿

で
の
考
察
に
よ

っ
て
、
北
宋
初
期
当
時

の
古
文
運
動
の

一
形
態
と
し
て
行
巻
制
度
が
巧
み
に
利

用
さ
れ
て
い
た
の
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
当
時

の
官
を
も

っ
て
業
と
し
た
古
文
家
達
の
最
大
の
目
標

で
あ
る
科
挙
及

第
に
直
結
し
て
有
効
に
機
能
し
て
お
り
、
運
動
形
態
と
し
て
十
分
に
成
り
立

つ
も
の
だ
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
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五

さ

て
、
本
章

で
は
、
行
巻
の
基
本
的
性
格
に
着
目
し
て
考
察
を
今
少
し
進
め
て
み
た
い
。



言
う
ま

で
も
な
く
、
科
挙
の
事
前
運
動
で
あ
る
行
巻
が
、
全
て
古
文
の
文
体
を
用
い
て
作
成
さ
れ

て
い
た
と
考
え
る

の
は
当
時
の
状

況
か
ら

み
て
無
理
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
行
巻
は
科
挙
試
験
前
に
、
自
己
の
技
量

・
才
能
を
有
力
者
に
知
ら
し
め
る
手
段
で
あ
る
が

故
に
、

当
然
科
挙
に
直
結
し
た
文
体
、
す
な
わ
ち
駐
文
の
力
量
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
文
人
が
多
数
存
在
し
て
い
た
は
ず

で
あ
る
。
よ

つ
て
、

当
時
の
行
巻
制
度
が
全

て
古
文
運
動
の
た
め
に
利
用
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
更
に
何
と
言

っ
て
も
、

行
巻
の
基
本
的
性
格
が
官
僚
に
な
る
た
め
の
事
前
運
動
と
い
う
点
に
あ
り
、
従

っ
て
そ
れ
は
当
時
の
政
治
勢
力
の
状
況
と
密
接
に
関
連

す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
王
禺
俘
を
手
が
か
り
に
、
彼
が
行
巻
を
献
呈
し
た
宋
白
、
彼
に
行
巻
を
送

っ
た
丁
謂
を
取

り
上
げ
、
行
巻
を
媒
介
と
し
た
政
治
的
繋
り
に
着
目
し
て
以
下
考
え
た
い
。

宋
白

が
権
知
貢
挙
と
し
て
主
宰
し
た
科
挙
に
お
い
て
、
自
己
の
権
限
を
利
用
し
て
、
合
格
者
を
強
引
に
決
定
し
て
き
た
こ
と
は
既
に

述
べ
た
通
り
だ
が
、
そ
の
た
め
宋
白
に
気
に
入
ら
れ
な
か
つ
た
陳
彰
年
は
、
才
能
が
あ
り
な
が
ら
、
な
か
な
か
科
挙
に
及
第
で
き
な
か
っ

た
。
そ
の
こ
と
を

『宋
史
』
巻
四
三
九
、
宋
白
伝

で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

陳
彰
年
進
士
に
畢
挙
げ
ら
れ
、
軽
俊
に
し
て
嘲
諺
を
喜
ぶ
。
白
、
其
の
人
と
為
り
を
悪
み
、
之
れ
を
瀦
落
す
。

こ
こ
で
は
、
宋
白
が
単
に
陳
彰
年
を
気
に
入
ら
な
か
っ
た
と
言
う
記
述

に
な

っ
て
い
る
が
、
実
は
こ
の
裏
に
は
北
宋
初
期
段
階

の
政

治
状
況
、
す
な
わ
ち
北
人
官
僚
と
南
人
官
僚
と

の
抜
き
差
し
な
ら
な
い
政
治
的
対
立
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
華
北

の
地

に
建
国
し
た
宋

王
朝
は
、
建
国
当
初
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
行
政
最
高
府
は
北
方
出
身

の
官
僚
に
よ

っ
て
独
占
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ

が
、
天
下
の
安

定
と
と

も
に
南
方
の
土
地
と
人
と
に
基
盤
を
置
く
南
方
出
身

の
官
僚
が
北
人
万
能

の
官
僚
群

へ
進
出
し
て
き
た
。
宋
代

に
お
け
る
北
人

官
僚
と
南
人
官
僚
の
比
重
に
就
い
て
、
青
山
定
雄
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
宋
初
の
官
僚

の
う
ち
、
華
北
出
身
者
は
、
七
十

六
人
、
華
南
は

一
人
で
圧
倒
的
に
北
人
有
利
で
あ

っ
た
が
、

こ
れ
が
建
国
後

四
十
年
近
く
た

っ
た
真
宗
朝
に
な
る
と
、
華
北
百
八
十

八
人
、
華
南
二
十

人
と
南

方
系
の
官
僚
が
進
出
し
始
め
、
仁
宗
朝

で
は

二
百
十

一
人
と
百
十
八
人
と
な
り
、
百
年
余
り
た

つ
た
神
宗
朝
以
降
に
な
る
と
百

三
十
八
人
と
百

二
十
九
人
で
ほ
ぼ
拮
抗
す
る
よ
う
に
な
る
。

封
建
社
会
に
お

い
て
は
、
人
々
は
郷
土

の
人
と
土
地
に
頼
り
、
同
じ
利
害
に
た
つ
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
人
々
と
徒
党
を
組
ん
で
事

に
当
た

つ
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
北
人
官
僚
と
南
人
官
僚
の
対
立
が
顕
在
化
し
、
政
治
的
駆
け
引
き
も
生
じ
て
い
た
。
そ
し
て
南

人
官
僚

の
進
出
時
期
と
、
行
巻
が
行
わ
れ

て
い
た
北
宋
初
期
は
、
ま
さ
に
時
期
的
に
重
な
り
あ
う
。
官
僚
に
な
る
た

め
に
は
、
科
挙
に

行
巻
よ
り
み
た
北
宋
初
期
古
文
運
動
に
つ
い
て

(東
)
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及
第
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
当
時
科
挙
制
度
が
未
整
備

で
あ

っ
た
の
で
、

こ
こ
に
北
人
官
僚
と
南
人
官
僚
の
対
立
が
露
骨
に
持
ち
込

ま
れ
た

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

『
績
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
八
四
に
お

い
て
、
北
人
官
僚
冠
準
は
、

知

福
密
院
冠
準

又
言
ふ

「
南
方
下
國

の
人
、
宜
し
く
多
士
を
冠
と
す
べ
か
ら
ず
」
と
。
齊
、
遂
に
第

一
に
居
す
。

…
…
準
は
性
自

衿
、
尤
も
南
人
の
輕
巧
を
悪
む
。
既

に
出
で
て
、
同
列
に
謂
ひ
て
曰
く

「
又
、
中
原
の
與
に

一
状
元
を
奪

い
得
た
り
」
と
。
齊
、

膠
水
の
人
な
り
。

と
述
べ
、
科
挙
に
南
方
出
身
者
が
及
第
す
る
こ
と
を
極
端
に
嫌
い
、
南
人
を

「
軽
巧
」
と
し
て
軽
蔑
す
る
。
実
は
、

こ
れ
は
当
時
の
北

方
人
の
南
人
に
対
す
る
共
通
し
た
見
方
で
、
た
と
え
ば
、
南
人
銭
易
は
、
や
は
り
科
挙
に
臨
ん
だ
際

「
軽
俊
」
と
し

て
退
け
ら
れ
て
い

る
。

こ
こ
で
、
北
人
宋
白
が
南
人
陳
彰
年
を

「軽
俊
」
と
諺

っ
て
い
た
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
。

こ
の

「
軽
巧
」
、

「軽
俊
」
な
ど
の

評
語
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
当
時
の
北
方
官
僚
は
南
方
人
を
軽
挑
浮
薄

で
あ
る
と
批
判
し
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。
と
す
れ
ば
、
宋
白
が

単
に
陳

彰
年
個
人
を
嫌

つ
て
い
た
と
言
う
よ
り
も
、
陳
彰
年
が
南
人

で
あ

つ
た
が
故
に
退
け
よ
う
と
し
た
の
が
わ
か
る
。
陳
彰
年
は
ま

た
、
後

に
北
人
官
僚
王
旦
に
よ

っ
て
南
人

の
忌
む
べ
き
陰
険
な
文
人

「
五
鬼
」
の

一
人
と
し
て
も
軽
蔑
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

当
時
南

方
系

の
官
僚
は
、
官
界
に
お
け
る
既
得
権
を
侵
害
す
る
存
在
と
し
て
北
方
系

の
官
僚
よ
り
徹
底
的
に
嫌
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

後
に
、
宋
白
が
科
挙

の
主
宰
を
退

い
て
や

つ
と
及
第

で
き
た
陳
彰
年
は
、
科
挙
改
革

の
必
要
性
を
訴
え
、
宋
白

の
事
例
を
念
頭
に

「請
託
を
杜
絶
」
し
よ
う
と
し
た
と
言
う
。

つ
ま
り
、
宋
白
が
科
挙
の
事
前
運
動
に
よ

っ
て
請
託
を
受
げ
、
当
時
の
政
治
状
況
に
鑑
み

て
科
挙
及
第
者
を
決
定
し
て
い
た
こ
と
を
陳
彰
年
は
強
烈
に
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
と
、
宋
白
は
決
し
て
古
文

家

で
は
な
く
、
し
か
も
彼
が
採
用
し
た
代
表
的
文
人
の
な
か
に
は
、
古
文
派
と
は
お
お
よ
そ
か
け
離
れ
た
西
昆
派

の
文
人
李
宗
誇
ら
が

い
る
。

つ
ま
り
、
宋
白
は
事
前
運
動

(請
託
)
を
利
用
し
て
、
古
文
家
を
採
用
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
北
人
官
僚
の
勢
力
の
拡
大

と
い
う
点
を
念
頭
に
文
人
達
を
採
用
し
た
と
言
え
る
。

一
方
、
王
禺
構
に
行
巻
を
送
り
、
そ
れ
が
韓
愈

・
柳
宗
元
に
匹
敵
す
る
古
文
と
し
て
評
価
さ
れ
、
そ
の
結
果
科
挙
及
第
を
果
た
し
た

丁
謂
は
、
科
挙
及
第
後
、
今
度
は
、
い
わ
ば
恩
師
と
も
言
え
る
王
禺
俘
を
痛
烈
に
批
判
し
、
そ
し
て
今
日
で
は

『
西
昆
酬
唱
集
』

に
作

品
を
収
め
る
西
昆
派
の
作
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
西
昆
派
文
人
丁
謂
に
つ
い
て
」
の
中

で
論
及

し
た
が
、
今

一
度
簡
潔
に
ま
と
め
て
お
く
。
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韓
愈

・
柳
宗
元
に
匹
敵
す
る
古
文
の
力
量
を
も
つ
と
し
て
激
賞
さ
れ
た
丁
謂
が
、
そ
の
後
古
文
派
と
は
対
極
に
位
置
す
る
西
昆
派
に

与
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
文
学
史
の
み
で
考
え
る
と
、
こ
の
間
に
大
き
な
変
節
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
見
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、

一
人

の
文
人
が
生
涯
古
文
だ
け
し
か
創
作
し
な
か

っ
た
と
い
う
よ
う
に

一
面
的
に
考
え
る
事
の
方
が
無
理
が
あ
る
。
狡
猪
な
人
柄
で
あ

っ

た
と

言
わ
れ
る
丁
謂
は
、
後
進

の
面
倒
見

の
良
い
文
壇
の
有
力
者
王
禺
傅
の
心
を

つ
か
み
、
科
挙
に
及
第
し
て
官
僚
と
な
る
手
段
と
し

て
の
み
の
目
的
で
古
文
の
文
体
を
用
い
た
行
巻
を
送

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
陳
彰
年
ら
と
と
も

に

「
五
鬼
」
と
称

さ
れ
た
丁
謂
は
南
方
出
身

で
あ
り
、
そ
の
た
め
北
人
官
僚
か
ら
は

一
様

に
冷
た
い
目
で
み
ら
れ
、
官
界
に
進
出
す
る
た
め
に
は
多
く
の

困
難
が
待
ち
受
け
て
い
た
。
そ
う
し
た
状
況
下
で
南
人
北
人
を
分
か
た
ず
有
能
な
古
文
家
を
高
く
評
価
す
る
王
禺
構

に
丁
謂
が
何
と
か

し
て
取
り
入
ろ
う
と
し
た
こ
と
は
至
極
当
然
の
事
と
考
え
ら
れ
る
。
従

つ
て
、
古
文
作
成
の
意
図
が
あ
く
ま

で
官
界
出
世

の
手
段
で
あ

り
、

古
文
が
自
己
の
信
奉
す
る
文
体
で
な
か

っ
た
か
ら

こ
そ
、
彼
は
官
僚
と
な

つ
て
か
ら
、
今
度
は
官
界
を
出
世
し

て
い
く
為

に
有
利

と
な
る
西
昆
派
の
文
人
達
と
交
流
し
、
西
昆
派
と
し
て
の
姿
を
街

い
も
な
く
我

々
に
見
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
大
き
な
文
学
的
変

節
や
転
機
な
ど
の
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
き

っ
か
け
を
考
え
る
必
要
は
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
丁
謂
の
官
僚
を
目
指
し

て

一
途
に
事
前

運
動

を
展
開
し
て
い
る
姿
で
あ
り
、
官
僚
と
な

っ
て
か
ら
は
出
世
を
最
高
の
価
値
と
す
る
冷
め
た
眼
で
あ
る
。

こ
う
し
た
丁
謂
の
態
度

に
つ
い
て
は
、
彼
の
真

の
姿
を
見
誤

っ
て
い
た
王
禺
偶
が
、
後

に

「
世
と
浮
沈

せ
ん
と
欲
し
、
自
ら
名
節
よ
り
堕
す
。
羅
か
に
謂
之

(
丁
謂

の
字
)
の
為
め
に
取
ら
ざ
る
な
り
。」
(答
丁
謂
書
)
と
し
て
痛
切
に
批
判
し
た
。
ま
た
、

『宋
史
』
巻
二
八
三
、
丁
謂
伝
に
は
、

謂
、
機
敏
に
し
て
智
謀
有
り
。
倹
狡
た
る
こ
と
人
に
過
ぐ
。

と
述

べ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
古
文
を
使

い
王
禺
僧
の
延
誉
を
得
て
出
世
を
果
た
し
た
丁
謂
の
狡
猜
な
人
と
な
り
を
明
確

に
示
す
も
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
も
、
あ
れ
程
ま
で
に
古
文
を
激
賞
さ
れ
た
丁
謂
が
今
日
に

一
篇
た
り
と
も
古
文
家
と
し
て
の
旗
識
を
鮮

明
に
し
た
作
品
を

残
し

て
い
な
い
事
も
、
彼
が
あ
く
ま

で
政
治
的
出
世
の
為
だ
け
に
古
文
の
行
巻
を
王
禺
構
に
送

っ
た
こ
と
を
示
唆
し

て
い
よ
う
。

以
上
、
宋
白
ー
王
禺
俘
1
丁
謂
と

い
う
行
巻
を
媒
介
と
し
た
繋
り
を
考
察
し
て
き
た
。
行
巻
は
、
官
僚
に
な
る
た
め
の
事
前
運
動
と

い
う
性
格
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
時

の
政
治
状
況
と
密
接
に
結
び

つ
く
.
た
と
え
ば
、
王
禺
俘
は
自
ら
と
文
学
的

主
張
が

.
致
す
る

古
文
家
を
行
巻
で
見

つ
け
だ
し
て
延
誉
し
、
彼
ら
が
科
挙
合
格
を
果
た
し
、
官
僚
と
な
る
こ
と
で
結
局
自
身
の
政
治
的

・
文
学
的
勢
力

の
拡

大
を
は
か
っ
た
○

こ
の
点
に
お
い
て
、
王
禺
傅
の
政
治
勢
力

の
拡
大
は
、
古
文
運
動
の
展
開
と

一
致
し
て
い
た
。

一
方
、
宋
白
は
、

行
巻
よ
り
み
た
北
宋
初
期
古
文
運
動
に
つ
い
て

(東
)
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当
時

の
北
人
官
僚
対
南
人
官
僚
と

い
う
政
治
的
対
立
の
な
か
で
、
行
巻
に
よ

っ
て
自
己
に
有
利
な
北
人
派
の
勢
力
拡

大
を
は
か

っ
た
。

そ
の
過
程
で
、
古
文
家
王
禺
傅
や
田
錫
な
ど
北
人
が
官
界

へ
進
出
し
た
け
れ
ど
も
、
陳
彰
年
を
は
じ
め
と
す
る
南
人
は
結
局
進
出
を
阻

ま
れ

た
。
ま
た
、
韓
愈

・
柳
宗
元
に
匹
敵
す
る
古
文
の
作
家
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
た
丁
謂
は
、
古
文
家
を
積
極
的

に
延
誉
し
た
王
禺

侮
の
勢
力
拡
大
の
流
れ
に
乗

つ
て
官
界

へ
と
進
出
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
彼
は
官
界

へ
の
進
出
を
果
た
し
た
途
端
、
古

文
に
見
向
も
し
な

く
な

っ
た
こ
と
か
ら
明
白
な
よ
う
に
、
古
文
を
自
己
の
信
奉
す
る
文
体
と
は
決
し
て
考
え
て
い
な
か

っ
た
。

そ
の
た
め
、
科
挙
及
第
後

政
治
的
出
世
の
た
め
に
、
今
度
は
容
易
に
西
昆
派

へ
と
向
か

っ
て
行

っ
た
の
で
あ
る
。
従
来
、
古
文
運
動
は
、
文
学
運
動
と
い
う
前
提

の
み

に
基
づ
い
て
考
察
が
な
さ
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
宋
白
-
王
禺
僻
-
丁
謂
の
僅
か
三
人
の
繋
り
を
考
え
た
だ
け

で
も
、
そ
こ
に
は

当
時

の
政
治
状
況
、
官
僚
と
し
て
の
処
世
態
度
な
ど
が
複
雑
に
関
わ
り
合

つ
て
い
た
の
が
わ
か
る
。

つ
ま
り
、
古
文
運
動
を
考
え
る
フ
ァ

ク
タ
ー
は
文
学
史
と
い
う
土
俵
の
中
だ
け
で
は
決
し
て
収
ま
り
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

古
文
家
は
官
僚
も
し
く
は
そ
れ
を
目
指
す
存
在

で
あ
り
、
駐
文
作
成
の
技
量
は
必
須
の
条
件
な
の
で
あ
る
。
古
文
家
が
職
業
作
家

で

は
な
く
、
古
文

の
作
成
に
よ

つ
て
生
計
を
た
て
る
事
が
で
き
な
い
以
上
、
科
挙
に
及
第
し
て
官
僚
と
な

つ
て
い
く
と

い
う
側
面
は
決
し

て
無
視
で
き
な
い
。
北
宋
初
期
当
時
は
科
挙
制
度
が
未
整
備
な
る
が
故
、
本
来
実
力
本
位
で
あ
る
科
挙
に
様

々
な
情
実
が
入
り
込
む
余

地
が
あ

っ
た
。
そ
こ
に
政
治
勢
力
と
の
関
連
が
生
ま
れ
、
官
僚
に
な
れ
ば
必
然
的
に
当
時
の
政
治
潮
流
の
渦
の
中
に
放
り
込
ま
れ
る
こ

と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
古
文
運
動
を
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
純
粋
な
文
学
運
動
と
し
て
の
み
の
観
点
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ

の
実
態
を
見
失
う
恐
れ
が
あ
る
。
む
し
ろ
当
時
の
大
き
な
政
治
潮
流
の
な
か
で
、
古
文
運
動
を
考
え
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
稿

で
は
、

そ
の
試
み
と
し
て
古
文
家
が
官
僚
と
な
る
プ

ロ
セ
ス
に
着
目
し
、
行
巻
と
い
う
制
度
を
媒
介
と
し
た
古
文
運
動

の
実
践
と
政
治
状
況
と

の
つ
な
が
り
を
考
え
て
み
た
。

こ
れ
は
、
当
時

の
古
文
運
動
の

一
形
態
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
な
が
ら
本
稿
の
考
察

に
よ

つ

て
、
古
文
家
の
闘
争
対
象
が
駐
文
で
あ
る
と

の
み
強
調
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
く
、
ま
た
古
文
運
動
を
純
粋
な
文
学
運
動
と
し
て
の
み

で
把
握
す
る
の
も
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

つ
た
と
考
え
る
。
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※
本
稿
は
、
平
成
四
年
度
九
州
中
国
学
会

(
平
成
四
年

五
月

二
十
四
日

於
長
崎
大
学
)
で
の
発
表
原
稿
に
基
づ
き

加
筆
修
正
を
加
え

た
も

の
で
あ
る
。
尚
、
論
旨

の
関
係
上
、
拙
稿

「
西
昆
派
文
人
丁
謂
に
つ
い
て
1
王
禺
俘
の
古
文
運
動
と
関
連
し

て
ー
」
(
鹿
児
島
大

学
文
科
報
告
第

二
十
七
号
第

一
分
冊
、
平
成
三
年
九
月
)
と

一
部
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
の
で
合
わ
せ
て
参
照
さ
れ

た
い
。

注

東
洋
史
研
究
会
、

一
九
六
九
年
三
月
発
行
。

前
掲

『
宋
代
科
挙
制
度
研
究
』

二
二
四
、

二
二
五
頁
参
照
。

『
績
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
四
参
照
。

上
海
古
籍
出
版
社
、

一
九
八
〇
年
。

三
頁
の
記
述
。
尚
、
該
書
に
は
松
岡
栄
志
、
町
田
隆
吉
氏
の
日
本
語
訳
が
あ
り
、

『
唐

代
の
科
挙
と
文
学
』
と
し
て
凱
風
社
よ
り

一
九
八
六
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
こ
の
程
千
帆
氏

の
著
書
を
引
用
す
る

際
に
は
松
岡
、
町
田
両
氏
の
日
本
語
訳
を
引
用
さ
せ
て
頂
く
。

『
唐
代
文
学
論
集
』
上

・
下

(中
華
書
局
、

一
九
八
九
年
)。

高
津
孝

「
宋
初
行
巻
考
」
(鹿
児
島
大
学
法
文
学
部
紀
要

『
人
文
学
科
論
集
』
第
三
六
号
、
平
成
四
年
十
月
)
に
お
い
て
、

行
巻
を
受
け
た
者
が
と
る
延
誉
に
つ
い
て
の
詳
し
い
説
明
が
あ
る
。

拙
稿

「
「
太
学
体
」
考
1
そ
の
北
宋
古
文
運
動
に
於
け
る

一
考
察
ー
」
(
『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
四
十
集
、
昭
和
六
十
三

年
十
月
)
参
照
。

七
〇
頁
の
記
述
。

最
初
は
、
端
洪

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
平
元
年

(
九
九
八
)
十

一
月
ま
で
で
あ
る
。

柳
開
の

「上
主
司
李
学
士
書
」

の
中
に

「
以
開
所
納
文
中
、
有
東
郊
野
夫
及
補
亡
先
生
二
伝
以
観
而
審
之
」
と
あ
り
、

「補

行
巻
よ
り
み
た
北
宋
初
期
古
文
運
動
に
つ
い
て

(東
)
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中
国
文
学
論
集

第
二
十
二
号

亡
先
生
伝
」
は
柳
開
が
李
防
に
送

っ
た
行
巻
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

青
山
定
雄

「
五
代
宋
に
於
け
る
江
西
の
新
興
官
僚
」
(
『和
田
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
』、
昭
和

二
十
六
年
)
参
照
。

『
宋
史
』
巻
三

一
七
、
銭
易
伝
。

『
宋
史
』
巻

二
八
七
、
陳
彰
年
伝
。

『
鹿
児
島
大
学
文
科
報
告
』
第

二
十
七
号
第

一
分
冊

(平
成
三
年
九
月
)。
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