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一
、
は
じ
め
に

　

五
年
に
わ
た
る
江
西
時
代
の
苦
境
に
耐
え
抜
き
、
王
陽
明
（
一
四
七
二
〜
一

五
二
九
）
は
帰
郷
の
願
い
が
認
め
ら
れ
、
正
徳
十
六
年
（
一
五
二
一
）
の
秋
に

よ
う
や
く
紹
興
の
家
に
帰
っ
た
。
そ
れ
か
ら
六
年
間
、
陽
明
は
郷
里
で
過
ご
し
、

父
親
や
妻
に
先
立
た
れ
る
な
ど
の
憂
き
目
に
は
遭
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
終
身
の

志
で
あ
る
講
学
に
思
う
が
ま
ま
に
没
頭
す
る
こ
と
が
で
き
、
満
足
し
た
気
分
で

暮
ら
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
日
々
が
続
く
な
か
、
朝
廷
か
ら
の

辞
令
が
再
び
陽
明
の
も
と
に
舞
い
込
ん
だ
。

　

広
西
の
少
数
民
族
反
乱
が
激
し
く
な
っ
た
た
め
、
陽
明
を
両
広
総
督
）
1
（

に
任
命

し
て
そ
の
解
決
に
出
向
か
せ
た
の
で
あ
る
。
任
命
を
伝
え
る
朝
廷
の
使
者
が
来

た
の
は
、
嘉
靖
六
年
（
一
五
二
七
）
六
月
で
あ
り
、
陽
明
は
一
度
辞
退
し
よ
う

と
し
た
が
許
さ
れ
ず
、
仕
方
な
く
こ
の
年
の
九
月
に
家
を
出
発
し
た
が
、
翌
年

十
一
月
の
帰
途
中
に
早
く
も
病
没
し
て
し
ま
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
両
広
総
督

を
務
め
た
こ
の
一
年
余
り
は
陽
明
の
人
生
に
お
け
る
最
後
の
時
で
あ
り
、
両
広

の
地
方
政
治
が
彼
の
最
後
の
仕
事
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
最
後
の
一
時

期
に
お
い
て
、
陽
明
は
何
事
に
意
を
用
い
て
、
ま
た
ど
こ
に
そ
の
残
り
わ
ず
か

な
力
を
使
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
の
江
西
時
代
に
お
い
て
は
、
肉
親
へ
の
想

い
や
講
学
の
志
が
現
実
に
ぶ
つ
か
っ
て
心
の
葛
藤
と
な
っ
て
い
た
が
）
2
（

、
そ
れ
ら

が
あ
る
程
度
満
た
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
今
、
陽
明
は
ま
た
世
間
に
対
し
て
ど

の
よ
う
な
姿
勢
を
見
せ
て
い
く
の
か
。
人
生
最
後
の
時
に
お
け
る
、
陽
明
の
意

を
用
い
る
と
こ
ろ
及
び
そ
の
用
い
方
を
、
も
し
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
そ
の
学
問
と
人
生
の
根
底
に
あ
る
も
の
や
、
思
想
の
成
り
立
つ
基
盤
な
ど

の
解
明
に
も
つ
な
が
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
論
は
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、

陽
明
の
最
晩
年
に
見
ら
れ
る
傾
向
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
最
晩
年
の
政
治
志
向

　

最
晩
年
の
両
広
期
で
は
な
い
が
、
郷
里
に
帰
っ
た
晩
年
の
傾
向
に
つ
い
て
は
、

最
晩
年
の
王
陽
明
に
見
ら
れ
る
政
治
志
向
に
つ
い
て

劉
　
　
　
　
　
珉
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先
行
研
究
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
陳
来
氏
は
『
伝
習
録
』
中
巻

の
「
答
聶
文
蔚
」
を
分
析
し
、
良
知
説
が
そ
こ
で
は
平
天
下
の
政
治
的
効
果
を

持
た
さ
れ
、
ふ
つ
う
は
内
面
的
と
思
わ
れ
る
陽
明
が
、
晩
年
に
は
「
内
聖
外
王
」

の
境
地
に
ま
で
な
っ
た
と
す
る
）
3
（

。
ま
た
、
近
藤
康
信
氏
は
陽
明
の
学
問
を
現
実

か
ら
遊
離
し
た
観
念
的
な
も
の
と
論
証
す
る
な
か
で
、
や
は
り
「
答
聶
文
蔚
」

や
「
重
修
山
陰
県
学
記
」（『
文
録
』
四
）
な
ど
に
政
治
的
要
素
が
あ
る
こ
と
を

発
見
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
陽
明
が
晩
年
儒
家
の
治
人
の
面
に
力
を
入
れ
、
社

会
や
政
治
に
つ
い
て
説
く
や
う
に
な
つ
た
」
と
指
摘
す
る
）
4
（

。
こ
の
よ
う
に
陽
明

は
晩
年
に
政
治
志
向
を
現
わ
し
、
そ
れ
が
彼
の
思
想
言
説
に
反
映
さ
れ
た
の
で

あ
る
が
、
そ
の
傾
向
は
最
晩
年
に
実
際
の
政
治
的
場
面
に
引
き
ず
り
出
さ
れ
る

段
階
と
な
る
と
、
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

か
つ
て
余
英
時
氏
が
、
陽
明
に
お
い
て
「
得
君
行
道
」
か
ら
「
覚
民
行
道
」

へ
と
中
国
思
想
史
の
一
大
転
回
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
論
証
す
る
な
か
で
、
龍

場
以
降
の
陽
明
が
現
実
の
政
治
に
消
極
的
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
そ
の

上
奏
文
が
事
務
的
な
報
告
の
み
で
あ
り
、
友
人
へ
の
書
簡
も
学
問
の
議
論
ば
か

り
で
時
事
に
は
口
を
出
さ
な
い
こ
と
を
根
拠
に
挙
げ
て
い
る
が
）
5
（

、
そ
れ
は
少
な

く
と
も
最
晩
年
の
陽
明
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
後
に
述
べ
る

よ
う
に
、
両
広
期
の
陽
明
は
上
奏
文
で
他
の
臣
下
へ
の
批
判
を
激
し
く
展
開
し

て
お
り
、
ま
た
友
人
の
中
央
進
出
に
と
も
な
っ
て
、
書
簡
の
中
で
は
中
央
政
治

へ
の
憂
い
や
友
人
の
役
割
へ
の
期
待
も
多
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
陽
明
は
み
ず
か
ら
出
て
政
治
に
携
わ
る
こ
と
を
望
ま
な
い
に
し
て
も
、

朝
廷
の
政
治
動
向
に
は
か
な
り
の
関
心
を
持
ち
、
間
接
的
な
仕
方
で
は
影
響
も

及
ぼ
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
み
ず
か
ら
担
当
す
る
地
方
政
治
に
お

い
て
も
、
陽
明
は
「
憂
患
地
方
、
欲
為
建
立
久
安
長
治
一
念
、
真
切
自
不
能
已
」

（「
綏
柔
流
賊
」、『
別
録
』
十
）
と
語
る
ほ
ど
、
地
方
安
定
の
た
め
に
最
後
の
気

力
を
振
り
絞
っ
て
腐
心
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
最
晩
年
の
陽
明
に
は
、
政
治

志
向
が
非
常
に
強
く
現
れ
て
お
り
、
恐
ら
く
彼
の
人
生
を
通
観
し
て
も
こ
れ
ほ

ど
政
治
志
向
を
顕
わ
に
し
た
時
期
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
で
は
、
こ

れ
ほ
ど
の
政
治
志
向
を
持
つ
陽
明
が
、
実
際
の
政
治
的
場
面
に
関
わ
っ
て
い
く

と
、
ど
の
よ
う
な
様
相
を
現
わ
し
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

最
初
に
朝
廷
か
ら
の
辞
令
が
届
い
た
と
き
、
陽
明
は
辞
退
し
よ
う
と
し
て
上

奏
文
を
奉
っ
た
が
、
そ
の
中
に
辞
退
の
理
由
と
代
わ
り
に
な
る
候
補
者
を
挙
げ

た
あ
と
、
唐
突
に
も
次
の
言
葉
を
付
け
加
え
た
。

夫
朝
廷
用
人
、
不
貴
其
有
過
人
之
才
、
而
貴
其
有
事
君
之
忠
。
苟
無
事
君

之
忠
、
而
徒
有
過
人
之
才
、
則
其
所
謂
才
者
、
僅
足
以
済
其
一
己
之
功
利
、

全
軀
保
妻
子
而
已
耳
。 

（「
辞
免
重
任
乞
恩
養
病
疏
」、『
別
録
』
六
）

前
後
の
文
章
は
も
っ
ぱ
ら
今
回
の
辞
退
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
に
、
こ
こ
だ

け
が
人
材
登
用
の
一
般
論
と
な
り
、
し
か
も
そ
こ
で
皇
帝
に
警
戒
す
る
こ
と
を

勧
め
て
い
る
「
無
事
君
之
忠
」
の
人
は
誰
を
指
す
か
、
前
後
の
文
脈
か
ら
は
全

く
読
み
取
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
前
後
か
ら
浮
い
た
一
文
な
の
で
あ
り
、
何
か
言

外
の
意
味
を
も
匂
わ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
こ

か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
先
に
言
っ
た
他
の
臣
下
へ
の
批
判
、
と
く
に
才
能
は

あ
っ
て
も
事
君
の
忠
に
は
欠
け
る
よ
う
な
臣
下
へ
の
批
判
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

そ
の
批
判
が
、
後
の
上
奏
文
に
は
よ
り
明
白
に
現
れ
て
く
る
。
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広
西
に
赴
任
し
た
陽
明
は
、
反
乱
の
処
置
を
め
ぐ
っ
て
一
部
の
士
大
夫
と
対

立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
争
点
は
主
に
二
つ
の
点
に
絞
ら
れ
る
。
一
つ
は
田

州
・
思
恩
に
立
て
籠
も
る
廬
蘇
・
王
受
が
率
い
る
少
数
民
族
の
反
乱
軍
を
征
伐

す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
慰
撫
し
て
帰
順
さ
せ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

も
う
一
つ
は
善
後
処
置
と
し
て
、
少
数
民
族
の
意
向
に
従
っ
て
彼
ら
の
自
治
政

府
で
あ
る
土
司
・
土
官
を
立
て
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
強
行
し
て
中
国
本
土
の

制
度
を
敷
き
、
流
官
で
治
め
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
任
の
姚
鏌
は

反
乱
軍
を
攻
め
滅
ぼ
し
て
流
官
を
置
く
と
い
う
立
場
で
あ
り
、
そ
の
意
見
が
朝

廷
の
許
可
を
得
て
支
持
層
も
厚
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
陽
明
は
そ
れ
に
反
対

で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
上
奏
文
で
流
官
の
害
を
述
べ
た
あ
と
、
次
の
よ
う
に
言
っ

た
。

但
論
者
皆
以
為
既
設
流
官
而
復
去
之
、
則
有
更
改
之
嫌
、
恐
啓
人
言
而
招

物
議
。
是
以
寧
使
一
方
之
民
久
罹
塗
炭
、
而
不
敢
明
為
朝
廷
一
言
、
寧
負

朝
廷
、
而
不
敢
犯
衆
議
。
甚
哉
、
人
臣
之
不
忠
也
。
苟
利
於
国
而
庇
於
民
、

死
且
為
之
矣
、
而
何
人
言
物
議
之
足
計
乎
。

 

（「
赴
任
謝
恩
遂
陳
膚
見
疏
」、『
別
録
』
六
）

従
来
の
意
見
は
士
大
夫
に
お
け
る
支
持
層
が
厚
い
か
ら
、
そ
れ
に
逆
ら
う
と
多

く
の
批
判
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
憚
っ
て
本
当
に
国
家
の
た
め
に
な
る

正
し
い
意
見
を
主
張
で
き
な
い
人
を
、
陽
明
は
「
甚
哉
、
人
臣
之
不
忠
也
」
と

ま
で
言
っ
て
厳
し
く
糾
弾
す
る
。

　

こ
の
と
き
、
陽
明
は
赴
任
し
た
ば
か
り
で
あ
り
、
ま
だ
実
際
の
処
置
に
取
り

か
か
っ
て
い
な
い
が
、
翌
年
、
自
分
の
考
え
通
り
に
事
件
を
解
決
し
た
あ
と
、

善
後
策
を
請
願
す
る
上
奏
文
の
な
か
で
、
ま
た
反
対
意
見
の
人
々
を
批
判
し
た
。

是
皆
虞
目
前
之
毀
誉
、
避
日
後
之
形
跡
、
苟
為
周
身
之
慮
、
而
不
為
国
家

思
久
長
之
図
者
也
。 

（「
處
置
平
復
地
方
以
圖
久
安
疏
」、
同
）

士
大
夫
社
会
に
お
け
る
評
価
ば
か
り
気
に
し
て
、
そ
れ
に
取
り
入
る
よ
う
に
行

動
す
る
人
は
、
一
身
の
利
益
だ
け
を
は
か
り
、
国
家
の
た
め
に
考
え
て
は
い
な

い
。
自
分
の
地
方
措
置
に
反
対
し
て
く
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
人
ば
か
り
で
あ

る
と
陽
明
は
見
て
い
る
。
そ
し
て
、
善
後
策
を
具
体
的
に
開
陳
す
る
前
に
、
彼

は
皇
帝
に
対
し
て
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
断
っ
て
い
た
。

然
猶
反
覆
其
辞
而
更
互
其
説
者
、
非
敢
有
虞
於
陛
下
不
能
亮
臣
之
愚
、
良

以
今
之
士
人
、
率
多
執
己
見
而
倡
臆
説
、
亦
足
以
揺
衆
心
而
僨
成
事
。
故

臣
不
避
頬
舌
之
騰
者
、
亦
欲
因
是
以
暁
之
也
。 

（
同
）

つ
ま
り
、
善
後
策
を
く
ど
い
ほ
ど
述
べ
る
の
は
、
陛
下
が
自
分
を
信
じ
て
く
れ

な
い
と
思
う
か
ら
で
は
な
く
、
今
の
士
大
夫
が
い
つ
も
で
た
ら
め
な
意
見
に
固

執
し
て
、
成
功
す
る
は
ず
の
事
も
覆
し
て
し
ま
う
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら

を
諭
し
て
や
り
た
い
か
ら
で
あ
る
、
と
陽
明
は
言
う
。
珍
し
く
傲
慢
な
言
葉
の

よ
う
に
も
見
え
る
が
、
当
時
の
士
大
夫
に
対
す
る
強
い
反
感
が
、
そ
れ
ほ
ど
彼

の
中
に
溜
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

昔
の
江
西
時
代
な
ど
に
、
陽
明
は
や
は
り
多
く
の
上
奏
文
を
書
い
た
が
、
そ

こ
に
使
っ
て
い
た
言
葉
は
概
し
て
穏
や
か
で
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
、

士
大
夫
に
対
す
る
強
い
批
判
や
反
感
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
政
治
志

向
を
顕
わ
に
し
た
最
晩
年
に
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
出
て
く
る
の
は
な
ぜ
で
あ

ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
う
し
た
批
判
は
中
央
の
官
僚
に
向
け
ら
れ
た
だ
け
で
は
な
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く
、
自
分
の
も
と
で
働
い
て
い
る
両
広
の
地
方
官
に
対
し
て
も
、
や
は
り
か
な

り
の
不
満
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

田
州
・
思
恩
の
乱
が
収
ま
り
、
帰
順
し
た
廬
蘇
・
王
受
の
軍
隊
を
利
用
し
、

ま
た
湖
広
の
少
数
民
族
軍
が
帰
る
の
に
便
乗
し
て
、
陽
明
は
さ
ら
に
昔
か
ら
広

西
の
災
い
と
な
っ
て
い
た
八
寨
・
断
藤
峡
の
二
箇
所
の
盗
賊
を
掃
蕩
し
た
。
こ

う
し
て
両
広
総
督
と
し
て
の
仕
事
は
一
段
落
し
た
が
、
そ
の
直
後
、
陽
明
は
広

西
の
役
人
に
使
い
物
に
な
る
人
が
少
な
い
と
い
う
問
題
を
奏
上
し
た
（「
辺
方

缺
官
薦
才
賛
理
疏
」、『
別
録
』
七
）。
そ
こ
で
は
、
広
西
の
役
人
を
次
の
よ
う

に
評
し
て
い
る
。

不
得
已
、
就
其
見
在
者
而
使
之
、
則
皆
庸
劣
陋
下
、
素
不
可
歯
於
士
類
者
。

然
無
可
奈
何
、
則
略
其
全
体
之
悪
、
而
用
其
一
肢
之
能
、
既
其
終
事
、
所

就
不
能
以
尺
寸
、
而
破
壊
則
尋
丈
矣
。
用
是
観
之
、
亦
何
怪
乎
斯
土
之
民

愈
困
、
乱
愈
積
、
而
禍
日
以
深
也
哉
。
是
固
相
沿
積
習
之
弊
、
不
及
今
一

洗
而
改
革
之
、
辺
患
未
見
其
能
有
瘳
也
。

つ
ま
り
、
み
な
士
大
夫
層
に
身
を
置
く
に
足
り
な
い
よ
う
な
陋
劣
な
者
ば
か
り

で
、
仕
方
な
く
そ
れ
を
使
っ
て
み
た
ら
、「
所
就
不
能
以
尺
寸
、
而
破
壊
則
尋

丈
矣
」
と
成
し
遂
げ
た
功
績
よ
り
、
そ
の
も
た
ら
す
害
の
ほ
う
が
大
き
い
、
と

か
な
り
悪
く
批
評
し
て
い
る
。
し
か
も
、
最
後
に
「
是
固
相
沿
積
習
之
弊
、
不

及
今
一
洗
而
改
革
之
、
辺
患
未
見
其
能
有
瘳
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ

う
な
役
人
の
質
の
悪
さ
が
広
西
の
地
方
政
治
の
根
本
問
題
と
も
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
で
は
、
こ
の
問
題
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
陽
明
は
ど
の
よ

う
な
対
策
を
講
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

同
じ
上
奏
文
で
は
、
続
い
て
あ
る
案
が
提
示
さ
れ
て
い
た
。
明
代
で
は
地
方

政
府
の
責
任
者
（
い
わ
ゆ
る
「
掌
印
官
」）
が
、
三
年
に
一
度
上
京
し
て
勤
務

評
定
で
あ
る
「
考
察
」
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
考
察
で
評
定
が

悪
く
、
職
を
や
め
さ
せ
ら
れ
た
場
合
、
そ
の
人
は
も
う
一
生
起
用
さ
れ
な
い
決

ま
り
で
あ
る
）
6
（

。
と
こ
ろ
で
、
考
察
を
司
る
官
僚
が
必
ず
し
も
公
平
な
見
地
か
ら

評
定
を
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
個
人
的
な
感
情
な
ど
を
交
え
る
場
合
も
多
い
。

そ
こ
で
、
忠
義
で
有
能
な
人
物
も
時
に
退
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
人
の
た

め
に
、
陽
明
は
二
度
か
三
度
の
考
察
後
つ
ま
り
七
年
か
十
年
ご
と
に
、
退
け
ら

れ
た
人
に
つ
い
て
、
大
臣
た
ち
に
も
う
一
度
審
議
さ
せ
、
も
し
一
致
し
て
用
い

る
べ
き
と
判
断
す
る
人
物
が
い
れ
ば
、
決
ま
り
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
登
用
す
る
よ

う
に
と
提
案
し
た
。
そ
し
て
、
提
案
に
関
連
づ
け
て
陽
明
は
広
西
政
治
の
問
題

点
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

今
辺
方
絶
域
無
可
用
之
人
、
至
取
其
庸
劣
陋
下
者
而
使
之
、
以
滋
益
地
方

之
苦
弊
。
其
豪
傑
可
用
之
才
、
乃
為
時
例
所
拘
、
棄
置
而
不
用
。
…
…
陛

下
何
忍
一
方
之
禍
患
日
深
月
積
、
乃
惜
破
例
而
用
一
人
以
救
之
乎
。

傍
線
部
の
「
時
例
」
と
は
、
す
な
わ
ち
先
に
述
べ
た
考
察
の
決
ま
り
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
地
方
の
政
治
と
中
央
の
人
事
措
置
が
対
比
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

一
方
は
用
い
る
べ
き
人
材
が
な
く
、
広
西
の
片
田
舎
が
日
に
日
に
苦
み
を
増
し

て
い
く
状
況
で
、
そ
し
て
も
う
一
方
は
不
当
な
人
事
で
用
い
る
べ
き
人
材
が
排

斥
さ
れ
、
再
び
起
用
す
る
こ
と
も
な
い
ま
ま
埋
も
れ
て
し
ま
う
状
況
で
あ
る
。

そ
れ
は
い
か
に
も
惜
し
い
が
、
も
し
「
時
例
」
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
不
当
に
退
け

ら
れ
た
人
材
を
も
う
一
度
登
用
し
て
広
西
で
使
え
ば
、
人
材
を
無
駄
に
す
る
こ
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と
も
な
く
、
地
方
の
苦
し
み
も
救
わ
れ
る
、
と
陽
明
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

同
じ
時
期
に
陽
明
は
帰
郷
の
奏
請
も
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
両
広
期
は
こ
こ

に
お
い
て
い
よ
い
よ
最
終
段
階
に
さ
し
か
か
る
（「
乞
恩
暫
容
回
籍
就
医
養
病

疏
」、『
別
録
』
七
）
7
（

）。
両
広
期
の
上
奏
文
を
通
観
し
て
み
て
、
そ
の
大
き
な
特

徴
と
言
え
る
の
は
、
中
央
か
地
方
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
治
を
行
な
っ
て
い
る

士
大
夫
た
ち
を
激
し
く
批
判
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
人
材
登
用
に
陽
明

が
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
読
み
取
れ
る
。
最
晩
年
の
政
治
志
向
が
ど
の
よ

う
な
形
で
現
れ
て
く
る
か
を
、
ま
ず
上
奏
文
を
通
し
て
以
上
の
よ
う
に
確
認
し

た
。
次
に
中
央
と
地
方
の
二
つ
の
政
治
的
場
面
に
お
い
て
、
陽
明
が
そ
れ
ぞ
れ

ど
う
関
わ
っ
て
い
た
か
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

三
、
中
央
政
治
と
の
関
わ
り

　
『
年
譜
』
五
十
六
歳
十
一
月
の
条
に
「
初
総
督
命
下
、
具
疏
辞
免
、
及
予
言

処
分
思
田
機
宜
、
凡
当
路
相
知
者
、
皆
寓
書
致
意
」
と
あ
る
よ
う
に
、
両
広
期

の
陽
明
は
中
央
へ
上
奏
文
を
送
る
と
き
、
よ
く
中
央
に
い
る
友
人
に
も
書
簡
を

書
い
て
上
奏
文
と
一
緒
に
使
者
に
托
し
て
い
た
。
そ
し
て
、『
年
譜
』
に
は
楊

一
清
・
黄
綰
・
方
献
夫
の
三
人
の
書
簡
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
数
は

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

　

最
初
に
任
命
を
辞
退
す
る
と
き
、
陽
明
は
少
な
く
と
も
同
時
に
楊
一
清
・
張

璁
・
桂
萼
・
方
献
夫
・
霍
韜
・
黄
綰
の
六
人
に
書
簡
を
送
っ
た
）
8
（

。
そ
の
う
ち
、

張
璁
へ
の
書
簡
で
は
、
末
尾
に
「
時
事
方
亟
、
惟
竭
誠
尽
道
、
以
膺
天
眷
」
と

書
い
て
あ
る
。
こ
こ
に
言
及
さ
れ
る
「
時
事
は
ま
さ
に
急
迫
し
て
い
る
」
こ
と

や
「
天
眷
」
と
い
う
言
葉
は
、
何
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
方
献
夫
と
霍

韜
へ
の
書
簡
で
は
、
陽
明
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
言
う
。

﹇
方
献
夫
﹈

今
日
所
急
、
惟
在
培
養
君
徳
、
端
其
志
向
。
於
此
有
立
、
政
不
足
間
、
人

不
足
謫
、
是
謂
「
一
正
君
而
国
定
」。
然
此
非
有
忠
君
報
国
之
誠
、
其
心

断
断
休
休
者
、
亦
只
好
議
論
粉
飾
於
其
外
而
已
矣
。

﹇
霍
韜
﹈

今
日
急
務
、
惟
在
扶
養
元
気
、
諸
公
必
有
回
陽
奪
化
之
妙
矣
。
僕
衰
病
陋

劣
、
何
足
以
與
於
斯
耶
。

傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
同
時
に
送
っ
た
こ
の
二
通
の
書
簡
に
は
、「
今
日
所

急
（
急
務
）、
惟
在
…
…
」
と
同
じ
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
や
は
り
同

じ
時
に
送
っ
た
張
璁
へ
の
書
簡
に
も
、「
時
事
方
亟
」
と
書
い
て
あ
る
の
と
合

わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
何
か
容
易
な
ら
ぬ
事
態
が
中
央
で
起
こ
っ
て
お
り
、
そ
し

て
陽
明
が
何
か
の
期
待
を
彼
ら
に
寄
せ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

嘉
靖
初
年
の
中
央
政
治
で
起
こ
っ
た
大
事
件
と
い
え
ば
、
何
と
言
っ
て
も

「
大
礼
の
議
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
興
献

王
の
子
で
あ
っ
た
嘉
靖
帝
が
、
崩
じ
た
正
徳
帝
に
跡
継
ぎ
が
な
い
た
め
に
呼
ば

れ
て
即
位
し
た
が
、
先
代
の
皇
帝
と
実
の
親
と
を
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
遇
す
べ
き
か

を
め
ぐ
っ
て
、
ま
だ
十
五
歳
の
嘉
靖
帝
と
内
閣
首
輔
の
楊
廷
和
を
は
じ
め
と
す

る
廷
臣
と
が
対
立
す
る
こ
と
に
な
り
、
し
か
も
そ
れ
が
ま
す
ま
す
激
し
く
な
っ

て
政
争
に
ま
で
発
展
し
た
。
廷
臣
側
は
最
初
か
ら
ほ
と
ん
ど
の
臣
下
の
支
持
を
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得
て
い
た
の
に
対
し
、
嘉
靖
帝
は
当
初
、
支
持
者
が
ほ
と
ん
ど
お
ら
ず
孤
立
し

て
い
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
進
士
に
な
り
た
て
の
張
璁
が
い
ち
早
く
嘉
靖
帝
を

支
持
す
る
上
奏
文
を
奉
り
、
次
い
で
霍
韜
も
そ
れ
に
追
随
し
た
。
さ
ら
に
、
方

献
夫
と
席
書
も
同
様
に
上
奏
文
を
奉
っ
た
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
わ
け
か
嘉
靖

帝
に
は
届
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
二
人
の
上
奏
文
は
士
大
夫
の
間
に
広

ま
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
、
嘉
靖
二
年
の
末
に
、
桂
萼
が
そ
れ
ら
を
添
え
て
も
う

一
度
支
持
を
送
る
と
、
嘉
靖
帝
も
い
よ
い
よ
決
心
し
て
自
分
の
考
え
を
押
し
通

す
こ
と
に
し
た
。
嘉
靖
帝
が
強
硬
に
な
る
の
に
対
し
て
、
廷
臣
側
も
激
し
く
抵

抗
し
た
。
嘉
靖
三
年
の
七
月
に
は
、
二
百
人
余
り
が
左
順
門
に
伏
し
た
り
泣
き

わ
め
い
た
り
し
て
抗
議
し
た
が
、
嘉
靖
帝
は
廷
杖
な
ど
の
暴
力
で
彼
ら
を
抑
え

込
ん
だ
。
こ
の
左
順
門
事
件
を
境
と
し
て
、
嘉
靖
帝
が
反
対
派
を
圧
倒
す
る
よ

う
に
な
っ
た
と
ふ
つ
う
言
わ
れ
て
い
る
。

　

幼
い
嘉
靖
帝
を
助
け
て
反
対
派
を
敗
っ
た
の
は
、
こ
こ
ま
で
名
前
を
挙
げ
て

き
た
張
璁
・
霍
韜
・
方
献
夫
・
席
書
・
桂
萼
の
五
人
で
あ
る
。
そ
の
功
績
に
よ
っ

て
、
彼
ら
は
中
央
の
要
職
に
抜
擢
さ
れ
て
出
世
し
た
が
、
そ
の
よ
う
に
「
大
礼

の
議
」
で
嘉
靖
帝
に
加
担
す
る
こ
と
で
出
世
し
た
人
々
は
ふ
つ
う
「
議
礼
派
」

と
呼
ば
れ
、
彼
ら
五
人
が
す
な
わ
ち
議
礼
派
の
中
心
人
物
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

こ
の
五
人
の
顔
ぶ
れ
は
一
目
で
分
か
る
よ
う
に
、
先
の
陽
明
が
書
簡
を
送
っ
た

相
手
と
か
な
り
重
な
っ
て
い
る
。
唯
一
の
例
外
で
あ
る
席
書
も
、
周
知
の
よ
う

に
陽
明
が
龍
場
に
流
さ
れ
た
時
か
ら
の
長
年
の
親
友
で
あ
り
、
そ
の
年
の
三
月

に
亡
く
な
っ
た
た
め
に
、
書
簡
を
寄
せ
よ
う
に
も
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
陽
明
は
実
は
議
礼
派
と
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
コ
ン
タ
ク
ト
を

取
っ
て
政
治
的
期
待
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

　

胡
吉
勛
氏
に
よ
れ
ば
、「
大
礼
の
議
」
を
め
ぐ
る
政
争
は
左
順
門
事
件
の
後

も
継
続
し
、
嘉
靖
五
年
の
末
に
は
、
嘉
靖
帝
が
こ
の
論
争
の
顛
末
を
記
す
『
明

倫
大
典
』
と
い
う
書
物
の
編
纂
を
議
礼
派
に
命
じ
た
が
、
そ
の
編
纂
が
行
な
わ

れ
る
六
年
一
月
か
ら
翌
年
六
月
ま
で
の
間
は
、
嘉
靖
帝
が
そ
こ
に
記
さ
れ
る
群

臣
の
功
罪
に
よ
っ
て
、
反
対
派
の
人
々
を
朝
廷
か
ら
追
い
出
し
、
自
分
に
有
利

な
人
事
配
置
を
行
な
っ
た
期
間
で
も
あ
る
と
い
う
）
9
（

。
そ
う
す
る
と
、
陽
明
の
両

広
期
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
政
治
的
粛
清
の
期
間
と
ほ
ぼ
重
な
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
胡
氏
も
含
め
て
、
後
世
の
史
書
や
現
代
の
研
究
に
お
け
る
反
対
派
へ

の
評
価
は
、
押
し
並
べ
て
高
い
。
議
礼
派
の
よ
う
に
皇
帝
に
媚
び
へ
つ
ら
う
こ

と
を
せ
ず
、
皇
権
に
屈
せ
ず
し
て
士
大
夫
の
節
操
や
朝
廷
の
伝
統
を
よ
く
守
っ

た
と
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
陽
明
は
こ
れ
ら
の
見
方
と
は
違
っ
た

立
場
を
取
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
実
は
『
伝
習
録
』
下
巻
に
見
ら
れ
る
晩
年

の
陽
明
の
「
天
下
謗
議
益
衆
」
と
い
う
嘆
き
に
は
、
反
対
派
が
深
く
関
わ
っ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

江
西
時
代
が
終
わ
る
と
、
絶
大
な
功
績
を
挙
げ
た
陽
明
の
政
治
的
才
能
が
天

下
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
彼
を
中
央
に
呼
ん
で
内
閣
に
入
れ
よ
う
と
い

う
要
望
が
、
嘉
靖
帝
即
位
の
当
初
か
ら
あ
っ
た
。
し
か
し
、
内
閣
首
輔
の
楊
廷

和
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
適
当
な
理
由
を
付
け
て
陽
明
の
上
京
を
阻
み
、

南
京
の
職
を
与
え
た
。
こ
の
こ
と
は
各
種
の
史
料
に
記
さ
れ
、
楊
一
清
も
嘉
靖

帝
へ
の
密
奏
で
「
楊
廷
和
忌
其
功
高
名
高
、
不
令
入
朝
、
乃
陞
南
京
兵
部
尚
書
」
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）
と
言
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、

陽
明
に
封
爵
を
与
え
は
し
た
が
、
形
式
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
に

よ
っ
て
陽
明
の
も
と
で
戦
っ
て
い
た
江
西
の
諸
臣
や
将
士
た
ち
の
功
績
を
抑
え

る
こ
と
に
な
っ
た
。
自
分
の
た
め
に
部
下
の
功
績
が
認
め
ら
れ
な
い
の
が
心
苦

し
く
感
じ
ら
れ
た
陽
明
は
、
し
き
り
に
封
爵
を
辞
退
し
よ
う
と
し
た
が
（「
辞

封
爵
普
恩
賞
以
彰
国
典
疏
」「
再
辞
封
爵
普
恩
賞
以
彰
国
典
疏
」、『
別
録
』
五
）、

結
局
、
こ
の
問
題
は
彼
の
両
広
期
ま
で
持
ち
越
さ
れ
た
。
任
命
を
辞
退
す
る
時

の
書
簡
の
う
ち
黄
綰
あ
て
の
も
の
に
、
陽
明
は

況
讒
搆
未
息
、
而
往
年
江
西
従
義
将
士
、
至
今
査
勘
未
已
、
往
往
廃
業
傾

家
、
身
死
牢
獄
。
言
之
実
為
痛
心
、
又
何
面
目
見
之
。

 

（「
与
黄
宗
賢
」
一
、『
外
集
』
三
）

と
言
い
、
さ
ら
に
一
ヶ
月
後
の
書
簡
で
は
、

江
西
功
次
、
固
不
足
道
、
但
已
八
年
余
矣
、
尚
爾
査
勘
未
息
。
致
使
効
忠

赴
義
之
士
、
廃
産
失
業
、
身
死
道
途
。
縦
使
江
西
之
功
尽
出
冒
濫
、
獨
不

可
比
於
留
都
湖
浙
之
賞
乎
。 

（「
与
黄
宗
賢
」
二
、
同
）

と
訴
え
た
。
南
京
と
湖
広
・
浙
江
の
論
功
行
賞
が
す
べ
て
終
わ
っ
て
い
る
の
に
、

江
西
の
功
績
だ
け
は
、
八
年
経
っ
て
も
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
で

あ
ろ
う
か
。
同
じ
時
期
の
書
簡
に
「
賞
罰
、
国
之
大
典
、
今
乃
用
之
以
快
恩
仇
」

（「
答
潘
直
卿
」、
同
）
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
国
政
を
運
営
す
る
人
が
、
賞

罰
を
個
人
的
な
恩
怨
の
た
め
に
使
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
陽
明
は
見
て
い
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
悩
み
を
陽
明
か
ら
聞
い
た
黄
綰
が
、
上
奏
文
を
奉
っ

て
江
西
諸
臣
の
た
め
に
不
平
を
唱
え
る
と
、
陽
明
は
非
常
に
喜
び
、

嗟
乎
。
今
求
朝
廷
之
上
、
信
其
有
事
君
之
忠
・
憂
世
之
切
・
当
事
之
勇
・

用
心
之
公
若
諸
公
者
、
復
何
人
哉
。
若
之
何
而
不
足
悲
也
。

 

（「
与
黄
宗
賢
」
三
、
同
）

と
、
黄
綰
を
ま
こ
と
に
事
君
の
忠
の
あ
る
人
と
し
て
賞
賛
し
た
。
江
西
諸
臣
の

功
績
が
抑
え
ら
れ
た
こ
と
は
八
年
も
続
い
た
の
で
、
そ
の
間
に
反
対
派
が
ど
こ

ま
で
関
与
し
て
い
た
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
霍
韜
が
「
当
時
大
学

士
楊
廷
和
・
尚
書
喬
宇
、
亦
忌
守
仁
之
功
、
遂
不
与
辯
白
而
黜
伍
希
儒
・
謝
源
、

俾
落
仕
籍
」（「
地
方
疏
」、『
世
徳
紀
』
附
録
）
と
証
言
す
る
よ
う
に
、
当
初
、

陽
明
の
功
績
へ
の
妬
み
か
ら
、
彼
の
も
と
で
大
活
躍
し
た
伍
希
儒
と
謝
源
を
排

斥
し
た
の
は
、
楊
廷
和
と
吏
部
尚
書
の
喬
宇
と
い
う
二
人
の
反
対
派
領
袖
で
あ

る
。

　

反
対
派
が
陽
明
を
排
撃
し
た
事
例
は
、
ほ
か
に
も
多
く
挙
げ
ら
れ
る
。
嘉
靖

元
年
に
陽
明
の
父
の
王
華
が
逝
去
し
た
が
、
浙
江
の
地
方
官
が
陽
明
の
た
め
に

そ
の
こ
と
を
奏
上
し
、
諡
号
な
ど
の
恩
典
を
賜
わ
ん
こ
と
を
請
う
た
。
と
こ
ろ

が
、
礼
部
は
王
華
が
昔
蒙
っ
た
無
実
な
謗
り
を
取
り
上
げ
て
そ
れ
を
断
っ
た
。

時
の
礼
部
尚
書
は
毛
澄
で
あ
り
、
礼
を
司
る
職
掌
と
し
て
楊
廷
和
と
同
じ
く
反

対
派
の
領
袖
で
あ
る
。
そ
の
仕
打
ち
に
対
し
て
、
陽
明
は
非
常
に
憤
慨
し
、
父

親
の
名
誉
を
回
復
す
る
こ
と
を
嘉
靖
帝
に
願
い
出
た
ほ
か
（「
乞
恩
表
揚
先
徳

疏
」、『
続
編
』
三
）、
毛
澄
に
も
書
簡
を
寄
せ
て
「
主
辱
臣
死
、
親
猶
君
也
。

執
事
辱
先
君
至
此
、
守
仁
可
以
死
矣
」
と
ま
で
言
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
（
徐
学

謨
『
世
廟
識
余
録
』
巻
一
、
黄
景
昉
『
国
史
唯
疑
』
巻
六
）。
ま
た
こ
の
年
の

八
月
頃
に
、
江
西
の
巡
按
御
史
で
あ
る
程
啓
充
が
、
陽
明
は
も
と
も
と
宸
濠
と
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通
じ
て
い
た
と
謗
り
、
そ
の
封
爵
を
奪
っ
て
訊
問
す
る
こ
と
を
奏
請
し
た
。
給

事
中
の
毛
玉
な
ど
も
参
戦
し
て
陽
明
を
弾
劾
し
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
弟
子
の

陸
澄
や
同
郷
の
汪
應
軫
が
陽
明
の
た
め
に
弁
護
し
た
）
11
（

。
こ
れ
ら
の
弾
劾
は
『
年

譜
』
に
「
承
宰
輔
意
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
宰
相
の
地
位
に
い
る
内
閣
首
輔
の

楊
廷
和
の
意
向
を
受
け
た
も
の
と
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
程
啓
充
は
陽
明
に
対
し
て
こ
の
政
治
的
誹
謗
を
行
な
っ
た
だ
け

で
な
く
、
同
時
に
学
問
的
に
も
謗
っ
て
い
た
。
同
じ
頃
に
行
わ
れ
た
科
挙
の
江

西
郷
試
で
、
巡
按
御
史
の
程
啓
充
が
総
裁
に
あ
た
る
監
臨
官
を
務
め
た
が
、
試

験
の
第
三
場
の
策
問
第
二
題
に
「
近
有
指
格
致
之
説
為
非
是
、
以
正
訓
格
、
以

存
心
論
致
知
者
、
抑
果
有
所
受
乎
）
12
（

」
と
、
明
ら
か
に
陽
明
を
槍
玉
に
挙
げ
る
問

題
が
出
さ
れ
た
。
問
題
自
体
は
、
程
啓
充
が
作
成
し
た
も
の
で
は
な
い
か
も
し

れ
な
い
が
、
総
裁
と
し
て
の
彼
の
意
向
に
沿
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
確
か
で

あ
ろ
う
。
科
挙
の
問
題
で
陽
明
を
謗
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ふ
つ
う
言
及
さ
れ
る

の
は
、
嘉
靖
二
年
春
の
会
試
で
あ
る
。
そ
こ
で
も
、
同
じ
策
問
で
似
た
よ
う
な

批
判
的
問
題
が
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
出
題
者
は
蒋
冕
で
あ
っ
た
。
蒋
冕
と
い
え

ば
、
楊
廷
和
に
次
い
で
内
閣
の
二
番
目
の
地
位
に
い
た
者
で
、
楊
廷
和
・
毛
澄

と
と
も
に
、「
大
礼
の
議
」
の
当
初
か
ら
嘉
靖
帝
に
激
し
く
反
対
し
た
人
で
あ
る
。

彼
が
ど
う
し
て
陽
明
を
批
判
す
る
問
題
を
出
し
た
か
と
い
う
と
、
従
来
の
研
究

は
主
に
そ
の
理
由
を
、
朱
子
学
者
の
丘
濬
の
学
統
を
継
ぐ
蒋
冕
の
思
想
的
立
場

に
求
め
て
い
る
）
13
（

。
し
か
し
、
そ
の
説
明
は
半
年
前
の
類
似
事
件
で
あ
る
程
啓
充

の
場
合
に
は
通
用
し
な
い
。
彼
は
思
想
的
に
何
ら
か
の
鮮
明
な
立
場
を
持
っ
て

い
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
楊
廷
和
の
子
供
と
親
し
い
間
柄
に
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
楊
廷
和
の
機
嫌
を
取
る
た
め
に
こ
の
よ
う
な
批
判
を
し
た
可
能
性
の
ほ

う
が
大
き
い
。
と
も
か
く
、
程
啓
充
が
陽
明
に
対
し
て
政
治
と
思
想
の
両
方
の

謗
り
を
同
時
に
発
し
て
い
る
こ
と
は
、
従
来
思
想
的
な
問
題
と
さ
れ
て
き
た

「
天
下
謗
議
益
衆
」
と
い
う
陽
明
の
嘆
き
に
は
、
政
治
的
な
要
素
が
思
っ
た
よ

り
ず
っ
と
大
き
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
）
14
（

。
欧
陽
琛
氏
は
、
楊
廷
和
ら
が
陽
明

を
排
撃
し
た
の
は
そ
の
功
績
を
妬
む
も
の
で
あ
る
が
、
排
撃
の
武
器
に
使
っ
た

の
は
、
学
問
の
問
題
で
あ
る
と
指
摘
し
た
）
15
（

。
こ
れ
は
恐
ら
く
肯
綮
に
当
っ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。

　

嘉
靖
帝
が
自
分
に
有
利
な
人
事
配
置
を
行
な
う
ま
で
、
官
界
で
指
導
的
立
場

に
い
た
の
は
、
反
対
派
で
あ
っ
た
。
そ
の
反
対
派
の
指
導
部
に
は
、
陽
明
を
排

撃
す
る
人
が
多
く
、
程
啓
充
や
毛
玉
な
ど
弾
劾
を
司
る
「
科
道
官
」
の
人
も
、

と
も
す
れ
ば
上
の
意
向
に
迎
合
し
が
ち
に
な
る
た
め
、
中
央
官
界
全
体
の
陽
明

に
対
す
る
風
当
た
り
は
強
か
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
嘉
靖
六
年
、
嘉
靖
帝
が

『
明
倫
大
典
』
の
編
纂
を
始
め
、
議
礼
派
の
人
を
中
央
に
集
め
て
政
権
の
中
心

部
に
入
れ
よ
う
と
し
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
従
来
の
政
治
へ
の
不
満
や
官
界
の

強
い
風
当
た
り
、
さ
ら
に
は
嘉
靖
帝
が
始
め
た
新
し
い
動
き
が
、
陽
明
が
議
礼

派
あ
て
の
書
簡
に
述
べ
た
「
時
事
方
亟
」「
今
日
所
急
」
と
い
っ
た
言
葉
の
背

景
な
の
で
あ
る
。

　

最
初
に
任
命
を
辞
退
し
て
お
よ
そ
一
ヶ
月
後
、
朝
廷
か
ら
の
使
者
を
再
び
帰

ら
せ
た
と
き
、
陽
明
は
ま
た
三
通
の
書
簡
を
托
し
た
。
今
度
は
張
璁
・
桂
萼
・

黄
綰
あ
て
の
も
の
で
あ
る
。
書
簡
の
中
で
、
陽
明
は
時
勢
へ
の
憂
い
や
彼
ら
へ

の
期
待
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。



最
晩
年
の
王
陽
明
に
見
ら
れ
る
政
治
志
向
に
つ
い
て
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﹇
張
璁
﹈

東
南
小
蠢
、
特
皮
膚
瘡
疥
之
疾
。
若
朝
廷
之
上
、
人
各
有
心
、
無
忠
君
愛

国
之
誠
、
讒
嫉
険
伺
、
黨
比
不
已
、
此
則
心
腹
之
病
、
大
為
可
憂
者
耳
。

諸
公
方
有
湯
薬
之
任
、
蓋
天
下
莫
不
聞
、
不
及
今
図
所
以
療
治
之
、
異
時

能
辞
其
責
乎
。 

（「
与
張
羅
峰
閣
老
」
二
、
閭
東
本
『
外
集
』
五
）

﹇
桂
萼
﹈

東
南
小
夷
、
…
…
但
廟
堂
之
上
、
至
今
未
有
同
寅
協
恭
之
風
、
此
則
殊
為

可
憂
者
耳
、
不
知
諸
公
竟
何
以
感
化
而
斡
旋
之
。
大
抵
讒
邪
不
遠
、
則
賢

士
君
子
断
不
能
安
其
位
以
有
為
於
時
。
自
昔
当
事
諸
公
、
亦
豈
尽
不
知
進

賢
而
去
不
肖
之
為
美
。
顧
其
平
日
本
無
忠
君
愛
国
之
誠
、
不
免
阿
時
附
俗

以
苟
目
前
之
誉
、
卒
之
悦
諛
信
讒
、
終
於
蔽
賢
病
国
而
已
矣
。

 

（「
答
見
山
冢
宰
」、『
外
集
』
三
）

﹇
黄
綰
﹈

東
南
小
蠢
、
特
瘡
疥
之
疾
。
群
僚
百
司
、
各
懐
讒
嫉
黨
比
之
心
、
此
則
腹

心
之
禍
、
大
為
可
憂
者
。
近
見
二
三
士
夫
之
論
、
始
知
前
此
諸
公
之
心
尚

未
平
貼
、
姑
待
釁
耳
。
一
二
当
事
之
老
、
亦
未
見
有
同
寅
協
恭
之
誠
、
間

聞
有
口
従
面
諛
者
、
退
省
其
私
、
多
若
讐
仇
。
病
廃
之
人
、
愛
莫
為
助
、

窃
為
諸
公
危
之
、
不
知
若
何
而
可
以
善
其
後
、
此
亦
不
可
不
早
慮
也
。

 

（「
与
黄
宗
賢
」
二
、
同
）

傍
線
部
は
時
勢
へ
の
憂
い
で
あ
り
、
波
線
部
は
彼
ら
へ
の
期
待
で
あ
る
。
三
人

の
う
ち
黄
綰
は
陽
明
の
弟
子
で
長
年
の
友
人
で
も
あ
り
、
最
も
親
し
い
関
係
に

あ
る
か
ら
、
ほ
か
の
人
に
は
言
え
な
い
愚
痴
も
、
彼
に
は
多
く
漏
ら
し
て
い
る
。

一
方
、
張
璁
と
桂
萼
に
対
し
て
は
、
少
し
距
離
を
置
い
て
は
い
る
が
、
体
面
上

の
言
葉
は
一
切
な
く
、
逆
に
政
治
上
の
期
待
や
心
得
を
丁
寧
に
述
べ
て
い
る
か

ら
、
親
し
い
友
人
で
は
な
い
に
し
て
も
、
陽
明
の
同
志
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

三
人
へ
の
言
葉
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
の
は
、
中
央
の
政
治
情
勢
へ
の
憂
い
で

あ
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
、
①
群
臣
は
忠
君
愛
国
の
誠
が
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
企

み
を
持
っ
て
党
派
を
作
り
、
互
い
に
排
撃
し
合
っ
て
い
る
こ
と
、
②
「
一
二
当

事
之
老
」
つ
ま
り
指
導
部
の
何
人
か
も
、「
同
寅
協
恭
」（『
書
経
』
虞
書
・
皐

陶
謨
の
語
）
の
誠
が
な
く
、
面
と
向
か
っ
て
は
相
手
に
追
従
す
る
が
、
陰
で
は

か
な
り
の
怨
み
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
の
二
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
波
線
部
の

「
湯
薬
之
任
」「
感
化
而
斡
旋
之
」
つ
ま
り
何
と
か
こ
の
よ
う
な
状
況
を
正
す
こ

と
が
、
張
璁
と
桂
萼
へ
の
期
待
で
あ
る
。
ま
た
、
桂
萼
へ
の
書
簡
の
後
半
に
「
進

賢
而
去
不
肖
」
が
勧
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
讒
邪

が
遠
ざ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
、
賢
士
君
子
も
そ
の
位
に
安
ん
ず
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
述
べ
ら
れ
、
ま
た
、
今
ま
で
の
大
臣
は
、
も
と
も
と
忠
君
愛
国
の
誠
が
な

い
た
め
に
時
俗
に
迎
合
し
、
そ
こ
で
阿
諛
を
喜
び
讒
言
を
信
ず
る
よ
う
に
な
り
、

し
ま
い
に
は
賢
者
を
覆
い
隠
し
て
国
を
病
ま
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
そ
の

堕
落
の
経
緯
も
説
か
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
桂
萼
が
嘉
靖
帝
の
新
し
い

政
治
的
動
き
の
も
と
で
、
そ
の
よ
う
な
讒
邪
を
去
っ
て
本
当
の
賢
者
を
登
用
す

る
こ
と
を
、
陽
明
は
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
数
ヶ
月
後
、
広
西
に
赴
任
し
た
陽
明
が
反
乱
処
置
の
意
見
を
奏
上
す

る
と
き
、
ま
た
三
通
の
書
簡
を
中
央
に
送
っ
た
。
今
度
は
方
献
夫
・
霍
韜
・
黄

綰
あ
て
の
も
の
で
あ
る
。
方
献
夫
へ
の
書
簡
で
は
、
ま
ず
次
の
よ
う
に
書
き
出
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さ
れ
る
。

昨
見
邸
報
、
知
西
樵
（
方
献
夫
）
兀
崖
（
霍
韜
）
皆
有
挙
賢
之
疏
。
此
誠

士
君
子
立
朝
之
盛
節
、
若
干
年
無
此
事
矣
、
深
用
嘆
服
。
但
与
名
其
間
、

却
有
一
二
未
暁
者
、
此
恐
鄙
人
浅
陋
、
未
能
知
人
之
故
。
然
此
乃
天
下
治

乱
盛
衰
所
繋
、
君
子
小
人
進
退
存
亡
之
機
、
不
可
以
不
慎
也
。
此
事
譬
之

養
蚕
、
但
雑
一
爛
蚕
於
其
中
、
則
一
筐
好
蚕
尽
為
所
壊
矣
。

 

（「
答
方
叔
賢
」
二
、『
外
集
』
三
）

邸
報
を
見
た
陽
明
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
方
献
夫
と
霍
韜
が
中
央
で
賢
者
を
推
薦

し
た
こ
と
を
知
っ
た
。『
実
録
』
を
見
れ
ば
、嘉
靖
六
年
九
月
戊
戌
（
二
十
四
日
）

の
条
に
、
方
献
夫
が
二
十
五
人
の
地
方
官
を
両
京
の
京
官
ま
た
は
各
地
の
巡
撫

に
推
薦
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
接
し
た
陽
明
は
、

そ
の
顔
ぶ
れ
の
中
に
い
か
が
わ
し
い
者
が
混
ざ
っ
て
い
た
と
言
い
、
そ
れ
に
つ

い
て
方
献
夫
に
注
意
を
促
し
た
。
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
陽
明
に
と
っ
て
人

材
の
登
用
は
、
治
乱
盛
衰
に
関
わ
り
君
子
と
小
人
の
進
退
存
亡
の
要
と
さ
れ
る

ほ
ど
、
極
め
て
大
事
な
問
題
で
あ
る
。
ま
た
波
線
部
に
は
人
材
登
用
を
養
蚕
に

譬
え
て
い
る
が
、
蚕
は
だ
め
な
も
の
が
一
匹
で
も
混
じ
っ
て
い
た
ら
、
一
籠
の

蚕
が
み
な
だ
め
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
、
朝
廷
の
臣
下
も
小
人
が
一
人
で
も

混
じ
っ
て
い
た
ら
全
員
が
う
ま
く
い
か
な
く
な
る
と
い
う
。
後
文
に
「
僕
非
不

楽
二
公
有
此
盛
挙
」
と
あ
る
よ
う
に
、
方
献
夫
が
人
材
を
薦
め
る
こ
と
自
体
に

は
、
陽
明
は
喜
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
た
だ
人
材
登
用
を
重
ん
じ
て
い
れ
ば
こ
そ
、

そ
の
よ
う
に
慎
重
な
姿
勢
を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

霍
韜
へ
の
書
簡
は
短
い
も
の
で
あ
り
、
賞
賛
の
言
葉
と
少
し
の
心
得
を
述
べ

る
ほ
か
、「
西
樵
書
中
、
亦
致
芹
曝
之
献
、倘
覧
及
之
、幸
有
一
言
示
其
可
否
也
」

と
、
人
材
登
用
の
こ
と
に
つ
い
て
方
献
夫
あ
て
の
書
簡
を
参
照
す
る
こ
と
を
求

め
て
い
る
（「
與
霍
兀
厓
宮
端
」
二
、
閭
東
本
『
外
集
』
五
）。
黄
綰
へ
の
書
簡

は
先
に
も
引
用
し
た
が
、
江
西
諸
臣
の
不
平
を
唱
え
て
く
れ
た
こ
と
へ
の
感
謝

と
賞
賛
な
ど
を
述
べ
た
あ
と
、
中
央
の
政
治
に
関
し
て
、

京
師
近
来
事
体
如
何
。
君
子
道
長
、
則
小
人
道
消
。
疾
病
既
除
、
則
元
気

亦
当
自
復
。
但
欲
除
疾
病
而
攻
治
太
厲
、
則
亦
足
以
耗
其
元
気
。
薬
石
之

施
、
亦
不
可
不
以
漸
也
。 

（「
与
黄
宗
賢
」
三
、『
外
集
』
三
）

と
言
っ
て
い
る
。「
君
子
道
長
」
と
「
小
人
道
消
」
は
『
易
経
』
泰
卦
・
彖
伝

に
あ
る
語
で
あ
り
、
そ
れ
を
陽
明
は
中
央
の
政
治
情
勢
の
譬
え
に
使
っ
た
。
前

回
の
書
簡
以
後
、
中
央
で
起
こ
っ
た
「
君
子
道
長
」
に
当
て
は
ま
る
よ
う
な
事

と
い
え
ば
、
九
月
に
方
献
夫
が
吏
部
侍
郎
と
な
り
、
桂
萼
が
侍
郎
よ
り
上
の
礼

部
尚
書
に
抜
擢
さ
れ
、
さ
ら
に
十
月
に
張
璁
が
い
よ
い
よ
内
閣
入
り
を
果
た
し

た
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
希
望
を
托
し
た
「
君
子
」
が
中
央
で
の
地
位
を

固
め
、
そ
れ
に
応
じ
て
従
来
政
治
を
ご
ま
か
し
て
き
た
「
小
人
」
も
退
く
は
ず

で
、
そ
の
よ
う
に
政
治
の
「
疾
病
」
が
取
り
除
か
れ
た
ら
、
朝
廷
全
体
の
「
元

気
」
も
回
復
す
る
、
と
い
う
の
が
陽
明
が
傍
線
部
の
言
葉
で
語
っ
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
こ
こ
に
「
元
気
」
や
「
薬
石
」
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
は
張
璁
に
期
待
し
た
「
湯
薬
之
任
」、
霍
韜
に
述
べ
た
「
今
日
急
務
、
惟
在

扶
養
元
気
」
と
ほ
ぼ
同
じ
言
葉
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
に
対
し
て
陽
明
が
一
貫
し

て
期
待
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

　

嘉
靖
六
年
の
始
め
頃
、『
明
倫
大
典
』
編
纂
の
た
め
に
中
央
に
呼
ば
れ
た
黄
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綰
に
対
し
、
陽
明
は
「
断
断
無
他
技
、
休
休
如
有
容
」（『
大
学
』
に
引
く
『
書

経
』
秦
誓
の
語
）
の
よ
う
な
古
の
大
臣
に
な
る
こ
と
を
説
き
、
さ
ら
に

今
天
下
事
勢
、
如
沈
痾
積
痿
、
所
望
以
起
死
回
生
者
、
実
有
在
於
諸
君
子
。

 

（「
与
黄
宗
賢
」、『
文
録
』
三
）

と
時
勢
へ
の
憂
い
と
希
望
を
托
し
た
。
一
年
余
り
の
時
間
が
経
ち
、『
明
倫
大

典
』
が
頒
布
さ
れ
中
央
政
権
の
顔
ぶ
れ
も
一
新
し
た
こ
ろ
、
同
じ
黄
綰
に
対
し

て
陽
明
は

聖
天
子
在
上
、
賢
公
卿
在
朝
、
真
所
謂
明
良
相
遇
、
千
載
一
時
。

 
（「
与
黄
宗
賢
」
四
、『
外
集
』
三
）

と
全
く
正
反
対
の
感
想
を
述
べ
た
。
そ
れ
に
続
い
て
、
政
権
の
中
心
と
な
っ
た

議
礼
派
の
人
た
ち
に
、
陽
明
は
老
婆
心
と
で
も
言
う
べ
き
細
か
な
注
意
を
与
え

た
。

諸
公
既
当
事
、
且
須
持
之
以
鎮
定
久
遠
。
今
一
旦
名
位
倶
極
、
固
非
諸
公

之
得
已
、
是
廼
聖
天
子
崇
徳
任
賢
・
更
化
善
治
、
非
常
之
挙
。
諸
公
当
之
、

亦
誠
無
愧
。
但
貴
不
期
驕
、
満
不
期
溢
、
賢
者
充
養
有
素
、
何
俟
人
言
。

更
須
警
惕
朝
夕
、
謙
虚
自
若
、
其
所
以
感
恩
報
徳
者
、
不
必
務
速
効
・
求

近
功
、
要
在
誠
心
実
意
、
為
久
遠
之
図
、
庶
不
負
聖
天
子
今
日
之
挙
、
而

亦
不
負
諸
公
今
日
之
出
矣
。 

（
同
）

要
は
誠
心
実
意
に
し
て
、
長
久
の
計
を
は
か
る
こ
と
で
あ
る
が
、
似
た
よ
う
な

こ
と
を
何
度
も
繰
り
返
し
て
、
明
快
さ
を
欠
い
た
く
ど
い
言
葉
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
く
ど
さ
か
ら
こ
そ
、
最
晩
年
の
陽
明
の
細
や
か
な
感
情

が
伝
わ
り
、
中
央
政
治
の
動
向
に
ど
れ
だ
け
意
を
用
い
て
い
た
か
が
透
け
て
見

え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　

陽
明
の
没
後
、
桂
萼
が
追
い
打
ち
を
か
け
て
陽
明
の
封
爵
の
世
襲
を
奪
っ
た

と
ふ
つ
う
は
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
、
陽
明
の
存

命
中
、
桂
萼
と
陽
明
は
む
し
ろ
中
央
政
治
を
一
新
す
る
と
い
う
点
で
一
致
す
る

同
志
の
関
係
で
あ
る
。
現
に
、
陽
明
の
封
爵
を
奪
っ
た
の
は
桂
萼
で
は
な
く
、

も
と
よ
り
陽
明
に
懐
疑
的
で
あ
っ
た
嘉
靖
帝
で
あ
り
、
む
し
ろ
桂
萼
ら
の
斡
旋

に
よ
っ
て
、
陽
明
本
人
の
封
爵
を
奪
お
う
と
し
て
い
た
の
が
、
そ
の
世
襲
を
奪

う
こ
と
だ
け
で
済
ん
だ
、
と
す
る
指
摘
も
あ
る
）
16
（

。
ま
た
、
楊
廷
和
を
は
じ
め
と

す
る
反
対
派
に
対
す
る
史
書
な
ど
の
評
価
は
高
い
が
、
し
か
し
、
陽
明
か
ら
す

れ
ば
、
彼
ら
こ
そ
嘉
靖
初
年
の
中
央
政
治
の
病
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
恐

ら
く
陽
明
が
批
判
で
よ
く
使
う
「
無
事
君
之
忠
」「
無
忠
君
愛
国
之
誠
」
と
い

う
言
葉
の
よ
う
に
、
彼
ら
は
士
大
夫
社
会
一
般
に
は
受
け
が
よ
か
っ
た
が
、
皇

帝
に
尽
く
す
と
い
う
意
志
に
は
欠
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。だ
か
ら
こ
そ
、『
明

倫
大
典
』
が
完
成
し
て
楊
廷
和
の
罪
を
定
め
た
と
き
、
嘉
靖
帝
は
「
定
策
国
老

以
自
居
、
門
生
天
子
而
視
朕
」（『
実
録
』
嘉
靖
七
年
六
月
癸
卯
の
条
）
と
鬱
憤

の
言
葉
を
吐
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

と
も
か
く
、
病
が
た
ま
っ
て
い
た
中
央
政
治
に
対
し
、
最
晩
年
の
陽
明
は
そ

れ
を
正
し
て
い
く
こ
と
を
、
新
た
に
中
央
進
出
し
た
議
礼
派
に
期
待
し
、
そ
の

動
向
を
注
意
深
く
見
守
っ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
際
、
政
治
を
正
す
具
体
的
な

方
策
と
し
て
、
陽
明
は
や
は
り
賢
者
を
進
め
て
小
人
を
去
る
と
い
う
人
材
登
用

を
重
ん
じ
た
の
で
あ
る
。
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四
、
地
方
政
治
の
措
置

（
１
）
賊
と
民
と
の
間

　

陽
明
が
生
涯
立
て
た
功
績
の
な
か
で
、
劉
瑾
に
逆
ら
っ
た
こ
と
や
寧
王
宸
濠

の
乱
を
平
定
し
た
こ
と
な
ど
は
、
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
比
べ

て
、
最
晩
年
の
両
広
で
行
な
っ
た
こ
と
は
、
後
世
に
お
け
る
評
価
が
そ
れ
ほ
ど

高
く
な
い
。
と
り
わ
け
、
反
乱
を
起
し
た
廬
蘇
・
王
受
な
ど
の
賊
に
対
す
る
処

置
に
関
し
て
で
あ
る
。

　

前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
前
任
の
姚
鏌
を
は
じ
め
当
時
の
士
大
夫
に
お
け
る

主
流
の
意
見
は
、
廬
蘇
・
王
受
ら
を
討
滅
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
陽

明
は
そ
の
よ
う
な
意
見
を
持
つ
人
々
を
非
難
し
て
、
自
分
の
方
針
で
彼
ら
を
慰

撫
し
て
帰
順
さ
せ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
事
件
の
解
決
を
報
告
す
る
上
奏
文
で
は
、

生
き
残
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
廬
蘇
ら
が
、
使
者
を
立
て
て
帰
順
を

願
い
出
て
き
た
た
め
、
陽
明
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
と
い
う
ふ
う
に
描
か
れ
て

い
る
が
、
実
際
は
ど
う
も
逆
の
よ
う
で
あ
る
。
陽
明
は
本
拠
地
の
南
寧
に
到
着

す
る
前
か
ら
早
く
も
使
者
を
立
て
、
田
州
・
思
恩
に
い
た
廬
蘇
・
王
受
の
も
と

に
一
通
の
牌
諭
を
届
け
さ
せ
た
（「
牌
差
千
戸
梅
元
輔
省
諭
田
州
思
恩
」、
閭
東

本
『
別
録
』
十
三
）。
そ
の
と
き
、「
交
付
牌
諭
訖
、
当
時
即
回
、
毋
得
在
彼
遅

留
、
生
事
擾
人
」
と
牌
諭
を
渡
し
た
ら
即
刻
に
戻
る
こ
と
を
命
じ
、
戻
る
刻
限

に
遅
れ
た
ら
斬
首
す
る
と
ま
で
決
め
て
い
た
か
ら
、
当
時
の
差
し
迫
っ
た
雰
囲

気
を
窺
わ
せ
る
。
ま
た
、
陽
明
の
幕
下
に
岑
伯
高
と
い
う
儒
士
が
い
て
、
そ
の

人
の
「
深
謀
秘
計
」
の
工
作
に
よ
っ
て
こ
そ
、
廬
蘇
ら
が
速
や
か
に
帰
順
し
て

き
た
と
い
う
こ
と
も
、
陽
明
の
ほ
ぼ
最
後
の
公
文
書
に
書
か
れ
て
い
る
（「
犒

奨
儒
士
岑
伯
高
」、『
別
録
』
十
）。
さ
ら
に
、
帰
順
す
る
廬
蘇
ら
の
軍
隊
が
南

寧
近
く
ま
で
来
る
と
、
陽
明
は
人
を
遣
わ
し
て
迷
わ
ず
に
早
く
来
る
よ
う
に
伝

え
、
道
中
の
民
に
も
「
毋
得
記
悪
、
因
而
有
所
侵
侮
」（「
牌
行
通
判
陳
志
敬
約

束
帰
順
目
民
」、
閭
東
本
『
別
録
』
十
三
）
と
過
去
の
怨
み
を
ひ
と
ま
ず
捨
て

る
こ
と
を
求
め
、
事
を
起
そ
う
も
の
な
ら
軍
法
で
罰
す
る
と
決
め
て
い
た
。
こ

こ
か
ら
、
そ
の
帰
順
を
成
功
さ
せ
る
の
に
陽
明
が
い
か
に
慎
重
に
意
を
用
い
た

か
が
読
み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
実
際
に
は
廬
蘇
・
王
受
ら
が
み
ず
か

ら
帰
順
し
て
く
る
の
を
陽
明
が
受
け
入
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
陽
明
の

ほ
う
か
ら
働
き
か
け
て
そ
の
帰
順
で
き
る
環
境
を
整
え
、
そ
れ
を
成
功
さ
せ
た

の
で
あ
る
が
、
反
乱
を
起
し
た
賊
に
対
し
て
、
陽
明
は
ど
う
し
て
そ
こ
ま
で
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

　

そ
の
よ
う
に
廬
蘇
ら
を
細
や
か
に
支
え
る
姿
勢
は
、
そ
の
後
も
続
い
て
い
っ

た
。
田
州
・
思
恩
の
乱
は
こ
う
し
て
終
息
し
た
が
、
し
ば
ら
く
後
、
長
年
広
西

の
民
を
脅
か
し
て
き
た
八
寨
の
盗
賊
を
除
く
た
め
に
、
ま
た
廬
蘇
ら
に
も
手
柄

を
立
て
て
罪
を
償
う
機
会
を
与
え
る
た
め
に
、
陽
明
は
彼
ら
に
命
じ
て
八
寨
へ

の
討
伐
を
さ
せ
た
。
最
初
の
攻
撃
は
順
調
で
あ
っ
た
が
、
陽
明
か
ら
す
れ
ば
、

ま
だ
本
当
の
賊
首
を
討
ち
取
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
恐
ら
く
廬
蘇
ら
が

ひ
そ
か
に
見
逃
し
て
や
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
陽
明
は
監
督
役
で
あ
る
副
総

兵
の
張
祐
に
彼
ら
を
次
の
よ
う
に
諭
さ
せ
た
。

倶
要
協
力
斉
心
、
竭
忠
報
効
、
務
図
剿
滅
、
以
絶
禍
根
、
庶
可
以
表
明
各
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目
尽
忠
図
報
之
真
心
。
若
是
少
有
縦
容
、
復
留
遺
孽
、
亦
是
徒
労
一
場
、

不
足
為
功
、
適
足
為
罪
。
非
惟
不
能
仰
報
朝
廷
再
生
之
恩
、
其
於
本
院
（
本

院
は
都
察
院
の
官
僚
と
し
て
の
陽
明
の
自
称
、
以
下
同
）
所
以
勤
勤
懇
懇
、

不
顧
利
害
是
非
、
務
要
委
曲
成
就
爾
等
之
意
、
亦
辜
負
矣
。

 

（「
戒
諭
土
目
」、『
別
録
』
十
）

賊
を
討
つ
な
ら
、
根
こ
そ
ぎ
滅
ぼ
す
べ
き
で
あ
る
。
少
し
で
も
見
逃
し
た
ら
、

将
来
息
を
吹
き
返
し
て
す
べ
て
が
徒
労
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
は
朝
廷

の
恩
に
報
い
ら
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
自
分
が
利
害
是
非
を
も
顧
み
ず
、
ど

う
に
か
君
た
ち
を
成
就
さ
せ
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
も
背
い
て
し
ま
う
の
だ
、

と
陽
明
は
懇
懇
と
し
て
諭
し
て
い
る
。
後
文
に
ま
た
「
亦
為
爾
等
建
子
孫
久
長

之
業
、
尽
此
一
番
辛
苦
、
便
可
一
労
永
逸
矣
」
と
あ
る
よ
う
に
、
陽
明
は
彼
ら

が
こ
の
機
会
に
よ
っ
て
今
ま
で
の
罪
を
す
す
ぎ
、
以
後
、
子
孫
代
代
ま
と
も
な

道
を
歩
ん
で
ゆ
け
る
よ
う
に
さ
せ
た
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
陽
明
の
苦
心
は
な
か
な
か
伝
わ
ら
な
か
っ
た
。
賊
巣
を
破
っ
て
四

散
す
る
残
党
を
捜
す
段
階
に
な
る
と
、
半
月
経
っ
て
も
成
果
が
上
が
ら
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
陽
明
は
、
き
っ
と
将
士
が
賊
巣
か
ら
得
た
婦
女
や
財
貨
を
匿
い
、

そ
れ
に
心
を
奪
わ
れ
て
必
死
で
働
こ
う
と
し
な
い
か
ら
に
違
い
な
い
と
見
て
、

ま
た
人
に
命
じ
て
事
態
を
厳
し
く
取
り
締
ま
る
と
と
も
に
廬
蘇
ら
を
諭
さ
せ
た
。

今
度
遣
わ
さ
れ
た
の
は
、
も
と
も
と
中
央
の
官
僚
で
あ
り
な
が
ら
、「
大
礼
の

議
」
に
よ
っ
て
左
遷
さ
れ
て
き
た
二
人
、
林
應
驄
と
陽
明
の
弟
子
の
季
本
で
あ

る
。そ
の
う
ち
林
應
驄
を
廬
蘇
、季
本
を
王
受
の
軍
隊
に
赴
か
せ
、軍
中
に
匿
っ

て
い
る
婦
女
や
財
貨
を
す
べ
て
捜
し
出
し
て
ひ
と
ま
ず
没
収
し
、
そ
れ
を
匿
っ

た
将
士
を
残
党
の
捜
索
に
駆
り
出
す
こ
と
に
し
た
。
も
し
捜
索
が
進
み
、
す
ぐ

に
掃
討
が
終
わ
れ
ば
、
婦
女
や
財
貨
は
そ
の
ま
ま
返
す
が
、
そ
れ
で
も
進
ま
な

か
っ
た
ら
、
間
も
な
く
陽
明
自
身
が
来
て
、
ま
ず
監
督
役
の
官
僚
を
軍
法
に
付

し
、
そ
れ
か
ら
必
死
に
働
こ
う
と
し
な
い
将
士
を
す
べ
て
斬
首
す
る
、
と
い
う

極
め
て
厳
重
な
対
処
で
あ
っ
た
（
林
應
驄
へ
の
指
示
は
「
牌
行
委
官
林
應
驄
督

諭
土
目
」『
別
録
』
十
、
季
本
は
「
牌
仰
委
官
季
本
」
閭
東
本
『
別
録
』
十
四
）。

　

先
ほ
ど
の
温
か
い
対
応
か
ら
、
い
き
な
り
峻
厳
な
態
度
に
変
わ
っ
た
の
は
な

ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
陽
明
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

蓋
前
日
之
招
撫
、
専
以
慈
愛
惻
怛
為
念
者
、
乃
是
本
院
憐
憫
両
府
之
民
無

罪
而
就
死
地
、
乃
是
父
母
愛
子
之
心
、
惟
恐
一
民
不
遂
其
生
也
。
至
於
今

日
用
兵
、
却
須
号
令
厳
明
、
有
功
必
賞
、
有
罪
必
戮
者
、
乃
是
本
院
欲
安

両
府
之
民
、
使
之
立
功
贖
罪
以
定
其
身
家
、
而
因
以
除
去
地
方
之
患
、
是

乃
帥
師
行
軍
之
道
、
不
如
此
不
足
以
取
勝
而
成
功
也
。

つ
ま
り
、
先
日
の
温
か
さ
は
廬
蘇
ら
の
境
遇
を
憐
れ
み
、
父
母
が
子
供
を
愛
す

る
よ
う
な
心
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
今
日
の
厳
し
さ
は
彼
ら
を
安
定
さ
せ
る

た
め
で
あ
り
、
地
方
の
た
め
に
災
い
を
取
り
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
罪
を
償
っ
て

身
を
立
て
さ
せ
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
軍
隊
を
動
か
す
こ
と

は
そ
れ
な
り
の
原
則
も
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
つ

ま
り
、
廬
蘇
ら
に
対
し
て
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
身
の
上
を
気
遣
い
、
人
生
の

出
直
し
を
支
え
る
と
い
う
姿
勢
が
一
貫
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

廬
蘇
は
陽
明
の
亡
く
な
っ
た
数
年
後
に
、
ま
た
反
乱
と
見
ら
れ
る
よ
う
な
事

件
を
起
し
た
。
そ
の
よ
う
な
悪
者
を
陽
明
は
ど
う
し
て
そ
こ
ま
で
庇
っ
た
の
か
。
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む
し
ろ
前
任
の
姚
鏌
の
よ
う
に
、
彼
ら
を
滅
ぼ
し
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
疑
問
が
、
陽
明
の
没
後
に
す
ぐ
起
こ
り
、
そ
の
両
広
措

置
に
対
す
る
不
評
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
姚
鏌
は
上
奏
文
で
廬
蘇
ら
を
「
賊
」

と
し
て
口
を
極
め
て
そ
の
罪
を
言
う
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
陽
明
は
こ
こ
に
彼

ら
を
「
両
府
之
民
」
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
に
、
彼
に
と
っ
て
廬
蘇
・
王
受
ら
は

「
賊
」
で
は
な
く
、「
民
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
陽
明
に
と
っ
て
滅
ぼ
す
べ
き
「
賊
」
は
誰
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
長

年
広
西
の
民
を
脅
か
し
て
き
た
八
寨
や
断
藤
峡
の
盗
賊
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

賊
に
対
し
て
、
陽
明
は
赴
任
す
る
途
中
か
ら
早
く
も
討
滅
の
案
を
練
っ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
）
17
（

。
断
藤
峡
は
主
要
地
域
が
潯
州
府
に
あ
り
、
八
寨
の
討
伐
よ
り
ほ

ぼ
一
ヶ
月
前
、
陽
明
は
湖
広
の
軍
隊
が
帰
る
の
に
便
乗
し
て
そ
こ
を
襲
撃
さ
せ

た
。
賊
巣
を
す
べ
て
破
っ
た
あ
と
、
潯
州
府
の
知
府
や
こ
の
一
帯
を
管
轄
す
る

左
江
道
の
官
僚
が
、
広
西
各
地
か
ら
軍
隊
を
徴
発
し
て
湖
広
の
軍
隊
も
一
部
を

留
め
、
そ
こ
に
駐
屯
さ
せ
て
将
来
の
盗
賊
防
止
と
す
る
こ
と
を
提
言
し
た
。
そ

れ
に
接
し
た
陽
明
は
非
常
に
不
満
を
覚
え
、
一
連
の
指
示
を
出
し
て
そ
れ
ら
の

役
人
を
細
々
と
諭
し
た
（「
綏
柔
流
賊
」「
告
諭
村
寨
」『
別
録
』
十
、「
行
潯
州

府
撫
恤
新
民
牌
」『
続
編
』
五
）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
軍
隊
は
故
郷
を
遠
く
離
れ

た
と
こ
ろ
に
長
く
駐
屯
す
る
こ
と
を
嫌
う
も
の
で
あ
り
、
無
理
に
さ
せ
て
も
怨

み
を
生
じ
、
現
地
の
民
と
の
間
に
も
摩
擦
が
起
こ
り
や
す
く
、
そ
の
弊
害
は
大

き
い
。
盗
賊
の
再
発
防
止
を
す
る
に
は
、
そ
の
よ
う
に
兵
力
で
防
ぐ
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
民
間
に
お
け
る
善
の
基
盤
を
固
め
て
悪
を
孤
立
さ
せ
る
こ
と
が
重

要
な
の
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
剿
撫
並
行
・
勧
善
懲
悪
と
い
う
よ
う
に
、

悪
を
積
み
重
ね
た
盗
賊
を
破
っ
て
「
懲
悪
」
を
行
な
っ
た
後
は
、
盗
賊
に
従
わ

な
か
っ
た
善
良
な
村
々
を
賞
し
て
「
勧
善
」
を
行
な
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
す

れ
ば
善
を
行
な
う
人
は
報
わ
れ
て
ま
す
ま
す
善
に
励
み
、
悪
を
企
む
人
も
ま
す

ま
す
孤
立
す
る
か
ら
、
そ
こ
で
盗
賊
問
題
は
初
め
て
解
決
で
き
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
陽
明
は
「
使
良
善
各
巣
伝
道
引
諭
、
使
各
賊
咸
有
回
心
向
化
之
機
」

な
ど
と
言
う
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
善
良
な
村
々
に
伝
言
を
し
て
も
ら
い
、
盗
賊

の
残
党
に
も
改
心
し
て
更
生
す
る
機
会
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

若
各
賊
果
能
改
悪
遷
善
、
実
心
向
化
、
今
日
来
投
、
今
日
即
待
以
良
善
、

即
開
其
自
新
之
路
、
決
不
追
既
往
之
悪
。 

（「
綏
柔
流
賊
」）

と
言
う
よ
う
に
、
本
当
に
改
心
し
て
帰
順
し
た
い
人
が
い
れ
ば
、
そ
れ
を
受
け

入
れ
て
即
日
「
良
善
」
つ
ま
り
善
良
な
民
と
見
な
し
、
過
去
の
罪
は
一
切
不
問

に
付
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
単
に
受
け
入
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、「
為
之

経
紀
生
業
」
と
生
業
を
立
て
さ
せ
、「
禁
約
良
民
、
毋
使
乗
機
報
復
以
激
其
変
」

と
怨
み
を
持
つ
良
民
に
も
復
讐
し
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
な
ど
、
そ
の
生
活
が

つ
つ
が
な
く
送
れ
る
よ
う
に
様
々
な
支
援
を
す
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
善
の
基

盤
を
固
め
た
う
え
で
、
さ
ら
に
拡
大
し
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
悪
を
積
み

重
ね
た
盗
賊
の
残
党
ま
で
懇
切
に
支
え
よ
う
と
す
る
そ
の
姿
勢
は
、
先
ほ
ど
の

廬
蘇
・
王
受
へ
の
姿
勢
と
一
致
す
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
陽
明
か
ら
す
れ
ば
、

八
寨
・
断
藤
峡
の
盗
賊
で
さ
え
す
べ
て
が
「
賊
」
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
そ

の
人
に
改
心
し
て
帰
順
し
た
い
思
い
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
「
民
」
と
し
て
温
か

く
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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だ
が
、
陽
明
の
そ
の
よ
う
な
考
え
は
、
部
下
に
は
な
か
な
か
伝
わ
ら
な
か
っ

た
。
そ
の
後
、
帰
順
し
た
民
を
一
部
の
奸
民
の
言
い
分
に
よ
っ
て
捕
ら
え
る
事

件
が
起
こ
っ
た
し
（「
撫
恤
来
降
」、『
別
録
』
十
）、
兵
力
を
恃
ん
で
盗
賊
を
防

ぐ
よ
う
な
意
見
も
ま
た
出
て
い
た
（「
批
嶺
東
道
額
編
民
壮
呈
」、
同
）。
第
二

節
に
述
べ
た
よ
う
に
、
陽
明
は
両
広
の
地
方
官
に
非
常
に
不
満
だ
っ
た
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
恐
ら
く
こ
れ
ら
一
連
の
地
方
措
置
に
お
い
て
感
じ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

（
２
）
士
大
夫
へ
の
見
方

　

先
ほ
ど
の
左
江
道
の
提
言
に
対
し
て
、
陽
明
は
返
答
の
公
文
書
で
そ
の
考
え

方
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
た
。

古
之
人
能
以
天
地
万
物
為
一
体
、
故
能
通
天
下
之
志
。
凡
挙
大
事
、
必
順

其
情
而
使
之
、
因
其
勢
而
導
之
、
乗
其
機
而
動
之
、
及
其
時
而
興
之
、
是

以
為
之
但
見
其
易
、
而
成
之
不
見
其
難
。
此
天
下
之
民
所
以
陰
受
其
庇
、

而
莫
知
其
功
之
所
自
也
。
今
皆
反
之
、
豈
所
見
若
是
其
相
遠
乎
、
亦
由
無

忠
誠
惻
怛
之
心
以
愛
其
民
、
不
肯
身
任
地
方
利
害
為
久
遠
之
図
。
凡
所
施

為
、
不
本
於
精
神
心
術
、
而
惟
事
補
輳
掇
拾
、
支
吾
粉
飾
於
其
外
、
以
苟

幸
吾
身
之
無
事
、
此
盖
今
時
之
通
弊
也
。

（ 「（
牌
行
左
江
道
）
綏
柔
流
賊
」、
括
弧
内
は

閭
東
本
『
別
録
』
十
四
に
よ
っ
て
補
う
）

珍
し
く
万
物
一
体
論
を
公
文
書
に
持
ち
込
ん
だ
例
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

古
の
政
治
を
行
な
う
人
は
天
地
万
物
と
一
体
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
向
か
お
う

と
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
よ
く
把
握
し
て
い
た
の
で
、
そ
れ
を
う
ま
く
利
用
し
て

政
治
を
自
然
の
う
ち
に
順
調
に
動
か
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
今
の
役
人

が
難
し
く
て
あ
ま
り
効
果
も
な
い
政
策
ば
か
り
に
頼
っ
て
い
る
の
は
、
民
を
愛

す
る
忠
誠
惻
怛
の
心
が
な
く
、
地
方
の
政
治
に
責
任
を
持
ち
た
く
な
い
か
ら
で

あ
る
と
い
う
。
こ
の
件
を
め
ぐ
っ
て
陽
明
は
左
江
道
の
ほ
か
に
、
潯
州
府
に
も

公
文
書
を
出
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
「
各
官
務
要
誠
愛
惻
怛
、
視
下
民
如
己
子
、

処
民
事
如
家
事
」（「
行
潯
州
府
撫
恤
新
民
牌
」）
と
役
人
た
ち
を
諭
し
て
い
る
。

比
べ
て
み
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
の
「
誠
愛
惻
怛
、
視
下
民
如
己
子
、
処

民
事
如
家
事
」
は
、
先
ほ
ど
の
「
無
忠
誠
惻
怛
之
心
以
愛
其
民
、
不
肯
身
任
地

方
利
害
為
久
遠
之
図
」
と
ち
ょ
う
ど
重
な
り
合
う
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

よ
う
な
戒
め
が
、
こ
こ
に
お
い
て
万
物
一
体
な
る
境
地
の
為
政
者
と
対
比
し
て

発
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
万
物
一
体
観
の
、
政
治
的
場
面
と
く
に
地
方
政
治
に
お

け
る
現
実
的
な
姿
を
窺
わ
せ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
地
方
政
治
の

場
面
で
万
物
一
体
の
境
地
に
近
づ
こ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
手
立
て
は
民
を
我
が

子
の
よ
う
に
思
い
、
民
の
事
を
我
が
家
の
事
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
で
あ
り
、
逆

に
そ
の
よ
う
に
全
身
全
霊
で
民
に
対
処
す
る
こ
と
は
、
陽
明
に
お
い
て
万
物
一

体
の
思
想
的
意
味
も
付
与
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
視
下
民
如
己
子
、
処
民
事
如
家
事
」
と
い
う
戒
め
は
、
最
晩
年
の
陽
明
が

言
い
方
を
変
え
て
繰
り
返
し
部
下
に
説
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。例
え
ば
、「
噫
、

果
有
愛
民
之
誠
心
、
処
官
事
如
家
事
者
、
其
忍
言
者
之
諄
諄
、
而
聴
之
乃
爾
其

藐
藐
耶
」（「
批
嶺
東
道
額
編
民
壮
呈
」、『
別
録
』
十
）
や
「
各
官
視
官
事
、
須

如
家
事
、
刻
刻
尽
心
」（「
批
右
江
道
移
置
鳳
化
県
南
丹
衛
事
宜
」、『
続
編
』
五
）

な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
戒
め
は
決
し
て
陽
明
が
考
案
し
た



1233（112）

も
の
で
は
な
く
、
当
時
よ
く
読
ま
れ
た
官
箴
書
で
あ
る
元
・
張
養
浩
の
『
三
事

忠
告
』
に
「
治
官
如
治
家
、
古
人
嘗
有
是
訓
矣
」（『
牧
民
忠
告
』
上
）
と
古
の

言
葉
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
昔
か
ら
言
い
伝
え
ら
れ
て
き
た
役
人
の

心
得
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
従
来
の
役
人
心
得
が
、
陽
明
に
お

い
て
は
万
物
一
体
観
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、
最
晩
年
の
陽
明
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
、
士
大

夫
批
判
を
強
め
た
こ
と
が
あ
る
。
最
晩
年
の
彼
が
「
天
下
之
不
治
、
由
於
士
風

之
衰
薄
」（「
送
別
省
吾
林
都
憲
序
」、『
外
集
』
四
）
と
言
う
よ
う
に
、
士
大
夫

の
在
り
方
の
問
題
に
こ
そ
、
天
下
の
治
ま
ら
な
い
原
因
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
彼
が
「
天
下
之
不
治
、
皆
由
有
司
之
失
職
」（「
禁
革
軽
委
職
官
」、『
別
録
』

十
）
と
言
う
よ
う
に
、
天
下
の
治
ま
ら
な
い
原
因
は
、
役
人
が
そ
の
責
任
を
よ

く
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
と
も
さ
れ
る
。
元
来
、
士
大
夫
は
す
な
わ
ち

役
人
、
ま
た
は
潜
在
的
な
役
人
で
あ
る
か
ら
、
士
大
夫
の
在
り
方
の
問
題
は
、

そ
の
ま
ま
役
人
の
問
題
で
も
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
地
方
政
治
を
通
し
て
役
人

の
実
際
の
姿
を
直
視
し
た
こ
と
は
、
陽
明
に
士
大
夫
の
在
り
方
を
正
す
必
要
性

を
い
っ
そ
う
痛
感
さ
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
「
士
風
之
衰
薄
、
由

於
学
術
之
不
明
」（「
送
別
省
吾
林
都
憲
序
」）
と
い
う
よ
う
に
、
そ
こ
に
こ
そ

陽
明
の
学
問
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

五
、
お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
政
治
志
向
を
顕
わ
に
し
た
最
晩
年
の
陽
明
が
、

中
央
か
地
方
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
の
政
治
的
場
面
に
当
た
っ
て
一
貫
し
て

見
せ
た
の
は
、
現
実
の
士
大
夫
へ
の
不
満
と
そ
れ
を
正
そ
う
と
す
る
意
欲
で
あ

る
。
そ
れ
が
最
晩
年
の
陽
明
の
意
を
用
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
陽
明
の
学

問
の
成
り
立
つ
基
盤
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
冒
頭
に
も
取
り
上
げ
た
近
藤

氏
の
論
考
は
、
陽
明
に
は
「
学
問
の
原
理
」
と
「
行
動
の
原
理
」
と
い
う
二
つ

の
原
理
が
独
立
し
て
並
存
し
、
そ
の
学
問
と
現
実
の
行
動
と
は
無
関
係
の
も
の

で
あ
る
と
し
て
い
る
）
18
（

。
こ
の
よ
う
に
陽
明
に
つ
い
て
学
問
と
行
動
を
切
り
分
け

る
発
想
は
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
も
っ
ぱ
ら
注

目
さ
れ
て
き
た
学
問
と
は
別
の
、
行
動
の
世
界
が
開
け
て
く
る
が
、
先
ほ
ど
の

地
方
官
の
心
得
も
、
そ
の
行
動
の
世
界
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
原
理
の
一
つ
な

の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
原
理
が
陽
明
に
お
い
て
万
物
一
体
観
と
如
上
の
よ
う

な
形
で
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
最
晩
年
に
彼
が
意
を
用
い
た

「
士
風
」、
士
大
夫
の
在
り
方
と
い
う
点
で
は
、
学
問
と
行
動
が
結
局
一
体
と

な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

両
広
期
の
陽
明
が
最
も
信
頼
し
て
い
た
部
下
で
あ
り
、
二
十
年
前
に
と
も
に

牢
獄
で
易
を
論
じ
合
っ
た
友
人
で
も
あ
る
林
富
が
昇
進
で
去
っ
て
い
く
と
き
、

陽
明
が
彼
に
托
し
た
の
は
「
明
学
術
、
変
士
風
、
以
成
天
下
治
」（「
送
別
省
吾

林
都
憲
序
」）
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
恐
ら
く
最
晩
年
の
陽
明
の
希

望
を
最
も
よ
く
表
わ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

注

（
1
）　
「
両
広
総
督
」
と
は
、
こ
の
職
の
通
称
で
あ
る
。
正
徳
末
年
に
正
徳
帝
自
身
が
「
総
督
」
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を
名
乗
る
た
め
、
こ
の
職
名
は
幾
度
か
変
更
さ
れ
た
（『
実
録
』
正
徳
十
四
年
六
月
丙

子
の
条
）。
陽
明
の
職
も
正
式
に
は
、
勅
諭
に
あ
る
「
提
督
両
広
及
江
西
湖
広
等
処
地

方
軍
務
」（「
欽
奉
勅
諭
通
行
」、『
別
録
』
十
）
で
あ
り
、
そ
の
後
、
さ
ら
に
「
兼
理
巡

撫
両
広
」
が
付
け
加
え
ら
れ
た
（「
辞
巡
撫
兼
任
挙
能
自
代
疏
」『
別
録
』
六
、『
実
録
』

嘉
靖
七
年
三
月
己
卯
の
条
）。

（
2
）　

拙
稿
「
王
陽
明
の
江
西
時
代
に
お
け
る
「
思
帰
」
を
め
ぐ
っ
て
」（『
東
洋
の
思
想
と

宗
教
』
三
四
、
二
〇
一
七
）。

（
3
）　
「
陳
来
：
王
陽
明
哲
学
的
円
融
境
界
」（『
社
会
科
学
報
』
二
〇
〇
九
年
十
一
月
十
二

日
第
５
版
）。

（
4
）　

近
藤
康
信
「
王
陽
明
の
学
問
と
事
功
の
両
行
に
つ
い
て
」（『
宇
野
哲
人
先
生
白
寿
祝

賀
記
念
東
洋
学
論
叢
』、
一
九
七
四
、
四
八
三
〜
四
八
四
頁
）。

（
5
）　
「
陽
明
頓
悟
之
後
対
於
朝
政
大
体
出
之
於
緘
黙
、
再
也
没
有
流
露
出
在
政
治
上
「
以

身
任
天
下
」
的
意
向
。
他
的
奏
疏
都
是
有
関
軍
事
与
地
方
情
況
的
業
務
報
告
、
他
与
友

生
的
函
札
則
是
清
一
色
的
論
学
文
字
、
不
渉
及
時
事
。」（
余
英
時
『
宋
明
理
学
与
政
治

文
化
』
允
晨
文
化
、
二
〇
〇
四
、
二
九
二
頁
）。

（
6
）　

こ
の
決
ま
り
の
運
用
例
は
、『
実
録
』
な
ど
当
時
の
史
料
に
よ
く
見
ら
れ
る
。
決
ま

り
自
体
と
し
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
『
明
史
』
選
挙
三
に
「
計
（
考
察
の
こ
と
）
処
者
、

不
復
叙
用
、
定
為
永
制
」
と
あ
る
の
を
挙
げ
て
お
く
。

（
7
）　
『
全
書
』
で
は
、
こ
の
上
奏
文
を
嘉
靖
七
年
十
月
十
日
の
作
と
す
る
が
、
誤
り
で
あ
る
。

理
由
は
文
中
に
「
今
已
輿
至
南
寧
」
と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
の
陽
明
は
ま
だ
南
寧
に
い

た
か
ら
で
あ
る
。
大
西
晴
隆
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
上
奏
文
は
「
七
月
の
始
め

ご
ろ
」
の
も
の
で
あ
る
（
大
西
晴
隆
『
王
陽
明
』
人
類
の
知
的
遺
産
25
、
講
談
社
、
一

九
七
九
、
二
三
九
頁
）。

（
8
）　

楊
一
清
に
は
「
寄
𨗉
庵
閣
老
」
四
、
方
献
夫
に
は
「
答
方
叔
賢
」
一
、
霍
韜
に
は
「
與

霍
兀
厓
宮
端
」、
黄
綰
に
は
「
與
黄
宗
賢
」
一
（
以
上
は
と
も
に
『
外
集
』
三
）、
張
璁

に
は
「
與
張
羅
峰
閣
老
」
一
（
閭
東
本
『
外
集
』
五
）。
桂
萼
に
宛
て
た
も
の
は
現
存

し
な
い
が
、
次
の
書
簡
に
「
向
齎
本
人
去
、
曽
奉
短
札
」（「
答
見
山
冢
宰
」、
同
）
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
彼
に
も
送
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
9
）　

胡
吉
勛
『
大
礼
議
与
明
廷
人
事
変
局
』（
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
〇
七
）。

（
10
）　

唐
景
紳
・
謝
玉
傑
点
校
『
楊
一
清
集
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
一
）。

（
11
）　
『
実
録
』
嘉
靖
元
年
九
月
丙
午
の
条
。

（
12
）　
『
嘉
靖
元
年
江
西
郷
試
録
』（
天
一
閣
蔵
明
代
科
挙
録
選
刊
・
郷
試
録
、
寧
波
出
版
社
、

二
〇
一
〇
）。

（
13
）　

鶴
成
久
章
「
嘉
靖
二
年
会
試
の
策
題
に
お
け
る
陽
明
学
批
判
に
つ
い
て
」（『
九
州
中

国
学
会
報
』
四
五
、
二
〇
〇
七
）。

（
14
）　

江
西
郷
試
の
試
験
問
題
は
陽
明
も
見
て
お
り
、
そ
の
時
の
感
想
を
「
近
得
江
西
策
問
、

深
用
警
惕
。
然
自
反
而
縮
、
固
有
挙
世
非
之
而
不
顧
者
矣
。
其
敢
因
是
遂
靡
然
自
馳
耶
」

（「
与
顧
惟
賢
」
八
、『
続
編
』
二
）
と
語
っ
て
い
る
。

（
15
）　
「
廷
和
等
之
扼
守
仁
、主
要
雖
由
忌
功
、然
用
以
攻
撃
守
仁
之
武
器
、厥
為
学
術
不
正
」

（
欧
陽
琛
「
王
守
仁
与
大
礼
議
」『
新
中
華
』
第
十
二
巻
第
七
期
、
一
九
四
九
、
三
〇
頁
）。

（
16
）　

王
宇
「
合
作
、
分
岐
、
挽
救
：
王
陽
明
与
議
礼
派
的
関
係
史
」（『
中
山
大
学
学
報
（
社

会
科
学
版
）』
二
〇
〇
九
年
第
六
期
）。

（
17
）　

嘉
靖
六
年
十
月
十
八
日
付
の
公
文
書
「
湖
兵
進
止
事
宜
」（『
別
録
』
十
、
日
付
は
閭

東
本
）
に
、
陽
明
は
「
及
照
各
処
流
賊
、
素
為
民
患
、
非
止
一
巣
、
若
用
声
東
撃
西
之

術
、
則
湖
兵
之
来
、
未
為
徒
行
」
と
言
っ
て
い
る
。

（
18
）　

注（
4
）所
引
論
文
の
ほ
か
、
同
「
王
陽
明
に
お
け
る
学
問
と
現
実
」（『
椙
山
女
学
園

大
学
研
究
論
集
』
第
四
号
、
一
九
七
三
）
参
照
。


