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一
、
は
じ
め
に―

―

江
西
時
代
の
位
置
づ
け

王
陽
明
（
一
四
七
二
～
一
五
二
九
）
の
思
想
と
言
え
ば
、
ま
ず
「
心
卽

理
」
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
晩
年
に
唱
え
ら
れ
た

「
致
良
知
」
說
な
ど
も
有
名
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
結
局
、「
心
卽
理
」

の
時
點
で
用
意
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、「
心
卽
理
」
こ
そ
が
「
陽

明
學
の
眞
髓

（
１
）」

で
あ
る
と
す
る
傾
向
が
今
も
强
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
だ
註
意
す
べ
き
は
、
龍
場
の
大
悟
で
「
心
卽
理
」
を
悟
っ
た
と
き
、

陽
明
は
ま
だ
三
十
七
歲
で
あ
り
、
そ
の
後
の
人
生
に
二
十
年
も
の
歲
月

が
殘
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
圣
人
を
目
指
し
て
一
生
努
力
し
續
け

る
な
ら
ば
、
二
十
年
の
閒
に
、
思
想
の
骨
格
は
變
化
し
な
い
ま
で
も
、

そ
の
骨
格
に
肉
付
け
が
な
さ
れ
、
思
想
的
成
熟
が
促
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
龍
場
以
降
の
陽
明
の
思
想
的
成
熟

を
問
題
に
す
る
と
き
、
我
々
は
ま
ず
、
そ
の
學
說
の
決
定
版
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
「
致
良
知
」
說
と
、
そ
れ
が
形
成
さ
れ
た
陽
明
の
江
西
時
代

（
四
十
六
～
五
十
歲
）
に
目
を
向
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

陽
明
の
江
西
時
代
は
、
正
德
十
二
年
（
一
五
一
七
。
な
お
本
論
の
敍
述

は
正
德
末
期
の
數
年
閒
に
集
中
す
る
た
め
、
以
下
年
號
と
西
曆
は
な
る
べ
く
省

略
す
る
。）
一
月
に
、
都
察
院
の
左
僉
都
御
史
と
し
て
、
江
西
の
贛
州
に

赴
任
し
、
南
贛
巡
撫
と
い
う
職
に
就
い
た
こ
と
に
始
ま
る
。
宸
濠
の
亂

以
後
は
、
江
西
巡
撫
を

ね
た
た
め
に
、
赴
任
先
が
省
城
の
南
昌
に
移

っ
た
が
、
最
終
的
に
江
西
を
離
れ
る
十
六
年
六
月
ま
で
の
計
四
年
半
、

地
方
の
最
高
長
官
で
あ
る
巡
撫
（
ま
た
は
提
督
）
と
し
て
江
西
に
滯
在
し

た
。
陽
明
が
「
事
上
磨
練
」
を
說
く
こ
と
は
よ
く
言
わ
れ
る
が
、
實
は
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そ
の
陽
明
で
も
、こ
の
時
に
な
っ
て
初
め
て
巡
撫
の
よ
う
な
重
大
な「
事

上
磨
練
」の
場
を
得
た
の
で
あ
る
。江
西
時
代
に
お
い
て
、陽
明
は
軍
事
、

民
政
に
わ
た
っ
て
數
々
の
功
績
を
擧
げ
た
が
、
同
時
に
政
治
的
に
は
危

險
な
立
場
に
追
い
込
ま
れ
、
辛
酸
を
な
め
盡
く
し
た
。
陽
明
が
軍
事
に

つ
い
て
、「
因
兵
事
紛
擾
、
賤
軀
怯
弱
、
以
此
益
見
得
工
夫
有
得
力
處
」

（「
與
薛
尙
謙
」
三
、『
文
錄
』
一
）
と
言
う
よ
う
に
、
戰
爭
を
は
じ
め
と
す

る
こ
の
時
期
の
「
事
上
磨
練
」
が
、
彼
の
「
工
夫
」（
修
養
の
た
め
の
努

力
）
を
問
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
ま
さ
に
そ
う
問
わ
れ
た
結
果
、

江
西
時
代
の
終
わ
り
頃
に

（
２
）、

か
の
「
致
良
知
」
說
も
形
成
さ
れ
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。
本
論
は
す
な
わ
ち
、「
致
良
知
」形
成
の
背
後
に
あ
る
、

江
西
時
代
に
お
け
る
陽
明
の
事
上
磨
練
の
工
夫
と
、
そ
の
工
夫
に
よ
っ

て
促
さ
れ
た
思
想
的
成
熟
を
問
題
に
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
江
西
時
代
を
從
來
の
硏
究
は
ど
う
見
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
主
に
二
つ
の
見
方
が
擧
げ
ら
れ
る
。
一
つ
は
「
致
良
知
」

の
形
成
に
關
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
弟
子
の
錢
德
洪

が
編
纂
し
た
陽
明
の
『
年
譜
』
に
「
自
經
宸
濠
忠
泰
之
變
、
益
信
良
知

眞
足
以
忘
患
難
出
生
死
」（
五
十
歲
）
と
あ
る
た
め
、
從
來
の
硏
究
も
ほ

と
ん
ど
そ
れ
を
踏
襲
し
、
致
良
知
が
形
成
さ
れ
た
の
は
宸
濠
の
亂
と
そ

れ
に
續
く
張
忠
・
許
泰
の
變
を
經
驗
し
た
か
ら
で
あ
る
と
說
明
す
る

（
３
）。

た
だ
問
題
は
、
致
良
知
と
い
う
新
し
い
行
動
原
理
が
形
成
さ
れ
る
說
明

と
し
て
、
單
に
患
難
を
經
驗
し
た
だ
け
で
は
ま
だ
不
十
分
な
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
患
難
に
ど
う
對
處
し
た
か
と
い
う
主
體
的
對
應
ま
で
含
め
て

初
め
て
十
分
な
說
明
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
う
一
つ
は
、
陽
明
の

目
覺
ま
し
い
功
績
に
對
す
る
註
目
で
あ
る
。『
明
史
』
列
傳
が
一
卷
す

べ
て
を
陽
明
の
靖
亂
の
敍
述
に
費
や
し
、
ま
た
『
王
陽
明
先
生
出
身
靖

亂
錄
』
と
い
う
小
說
も
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
事
績
は
早
く
か
ら
人
口
に

膾
炙
し
て
い
た
。
現
代
の
傳
記
硏
究
も
そ
れ
と
同
じ
く
、
い
つ
も
大
幅

な
紙
數
を
割
い
て
陽
明
の
戰
爭
指
揮
を
敍
述
し
て
い
る
が
、
た
だ
そ
の

よ
う
な
見
方
は
、
實
は
陽
明
の
成
し
遂
げ
た
こ
と
の
い
わ
ば
外
側
を
捉

え
た
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
て
、
陽
明
が
ど
の
よ
う
な
內
面
的
努
力
を
通

し
て
そ
れ
を
成
し
遂
げ
た
か
に
關
し
て
は
立
ち
入
っ
て
い
な
い
。
そ
う

す
る
よ
り
も
、
江
西
期
に
お
け
る
陽
明
の
工
夫
と
思
想
的
成
熟
を
見
る

に
は
、
や
は
り
陽
明
自
身
の
視
線
に
沿
っ
て
、
彼
が
ど
の
よ
う
な
問
題

に
直
面
し
、
そ
れ
に
ど
う
對
處
し
て
い
た
か
を
見
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
陽
明
自
身
の
視
線
に
沿
っ
て
江
西
時
代
を
見
れ
ば
、
何

が
見
え
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
恐
ら
く
、
こ
の
時
期
を
一
貫

す
る
陽
明
の
主
觀
的
特
徵
、「
思
歸
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
四
年

半
に
お
い
て
、
陽
明
は
八
囘
以
上
も
上
奏
文
を
奉
り
、
歸
鄕
（
致
仕
ま

た
は
一
時
の
歸
省
）
に
つ
い
て
皇
帝
の
許
可
を
願
い
出
て
い
た
。
そ
れ
と

同
時
に
、
中
央
で
の
人
脉
を
利
用
し
て
朝
廷
の
重
臣
や
自
分
の
友
人
に
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も
多
く
の
書

を
寄
せ
、
歸
鄕
の
許
可
に
つ
い
て
協
力
を
要
請
し
て
い

た
。
そ
れ
で
も
な
お
歸
鄕
の
許
可
が
下
り
な
い
な
か
、
陽
明
は
職
を
投

げ
出
し
て
迯
げ
歸
る
思
い
す
ら
た
び
た
び
起
こ
し
て
い
た
と
い
う
。
で

は
、
陽
明
は
な
ぜ
そ
こ
ま
で
故
鄕
に
歸
り
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た

の
か
。
せ
っ
か
く
國
家
の
た
め
に
忠
を
盡
く
し
、
民
に
も
直
接
福
祉
を

も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
巡
撫
と
い
う
地
位
に
就
い
た
の
に
、
な
ぜ
そ

の
地
位
を
あ
え
て
放
棄
し
て
歸
ろ
う
と
し
た
の
か
。
ま
た
、
結
局
は
次

の
嘉
靖
帝
が
卽
位
す
る
ま
で
歸
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
歸
り

た
く
て
も
歸
れ
な
い
狀
況
の
な
か
、
陽
明
は
物
事
に
ど
う
對
處
し
て
い

た
の
か
。
さ
ら
に
、
そ
れ
が
「
致
良
知
」
の
形
成
と
ど
う
關
連
し
て
い

た
の
か
。
要
す
る
に
、本
論
は
陽
明
の
江
西
時
代
に
お
け
る
强
烈
な「
思

歸
」
を
手
が
か
り
と
し
て
、
そ
の
工
夫
と
思
想
的
成
熟
を
考
察
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
、「
思
歸
」
と
そ
れ
を
募
ら
せ
る
事
情

そ
も
そ
も
思
歸
と
い
う
の
は
、陽
明
一
人
に
限
っ
た
感
情
で
は
な
く
、

出
身
地
に
だ
け
は
赴
任
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
中
國
士
大
夫
に
、
あ
る

程
度
共
通
す
る
心
情
で
あ
る

（
４
）。

ま
た
、
陽
明
の
思
歸
も
江
西
時
代
に
始

ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
龍
場
以
後
か
ら
抱
き
續
け
て
き
た
も
の
の
よ

う
で
あ
る
。
た
だ
、
江
西
時
代
は
陽
明
の
生
涯
を
通
じ
て
思
歸
が
最
も

激
し
か
っ
た
時
期
と
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
は
そ
れ
な
り
の
事

情
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

今
ま
で
陽
明
の
思
歸
に
註
目
し
た
硏
究
は
非
常
に
少
な
い
。
管
見

の
限
り
、
左
東
岭
氏
の
論
文
「
王
陽
明
歸
隱
意
識
所
體
現
的
人
生
存

在
論
價
値
」（
錢
明
・
葉
樹
望
編
『
王
陽
明
的
世
界
』
浙
江
古
籍
出
版
社
、

二
〇
〇
八
）
が
擧
げ
ら
れ
る
く
ら
い
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
陽
明
の
思

歸
の
理
由
を
、
消
極
的
に
は
仕
官
に
對
す
る
畏
怖
や
嫌
惡
を
持
っ
て
い

た
か
ら
で
あ
り
、
積
極
的
に
は
仕
官
し
な
く
と
も
、
彼
に
は
天
下
を
救

う
別
の
、し
か
も
よ
り
效
果
的
な
方
法
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。

そ
の
方
法
は
何
か
と
い
う
と
、
す
な
わ
ち
弟
子
と
講
學
し
て
衟
を
明
ら

か
に
し
、人
々
の
良
知
を
呼
び
覺
ま
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
論
證
で
は
、

重
要
な
根
據
と
さ
れ
た
「
思
歸
軒
賦
」
な
ど
が
『
全
書
』
の
誤
っ
た
書

年
代
に
從
っ
た
た
め
に
、
一
部
通
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
全
體

の
論
旨
に
は
筆
者
も
贊
同
す
る
。
ま
た
、
同
樣
の
論
旨
は
、
實
は
余
英

時
氏
も
明
代
政
治
文
化
に
關
す
る
論
考
で
別
の
角
度
か
ら
指
摘
し
て
い

る（
５
）。

余
氏
は
、
明
代
の
士
大
夫
が
置
か
れ
た
政
治
環
境
が
險
惡
な
も
の

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
龍
場
以
降
の
陽
明
に
つ
い
て
、
や

は
り
ひ
た
す
ら
官
界
か
ら
退
こ
う
と
す
る
消
極
的
な
面
と
、
直
接
各
個

人
に
訴
え
か
け
て
人
々
の
良
知
を
呼
び
覺
ま
す
こ
と
で
天
下
を
治
め
よ

う
と
す
る
積
極
的
な
面
を
摘
出
し
た
。
こ
の
二
面
は
陽
明
の
思
歸
に
確
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か
に
存
在
す
る
が
、
た
だ
思
歸
の
事
情
は
、
そ
れ
よ
り
も
っ
と
複
雜
な

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
１
）
病
と
思
歸

陽
明
の
思
歸
に
は
、
ま
ず
次
第
に
惡
化
す
る
病
の
た
め
に
、
職
務
の

壓
力
か
ら
解
放
さ
れ
て
療
養
に
努
め
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
陽
明
に
は
持
病
が
あ
り
、
生
涯
そ
れ
に
苛
ま
れ
て
い
た
こ

と
は
、
週
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
病
が
特
に
進
行
し
た
の
が
江
西

時
代
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
、「
賤
軀
患
咳
、原
自
南
贛
蒸
暑
中
得
來
」（「
與
黃
宗
賢
」
三
、『
外

集
』
三
）
と
南
贛
の
氣
候
で
咳
を
患
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
で
客
と
會

談
す
る
と
き
に
、「
忍
咳
與
談
、
談
劇
復
咳
、
咳
止
復
談
」（「

歐
陽
南

野
崇
一
」、『
東
廓
鄒
先
生
文
集
』
五
）
と
咳
き
込
む
樣
子
も
傳
え
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、山
奧
に
巢
く
う
山
賊
を
討
伐
す
る
と
き
、「
因
賊
巢
瘴
毒
、

患
瘡
癘
諸
疾

（
６
）」

と
山
閒
の
瘴
癘
に
冐
さ
れ
て
全
身
に
腫
れ
物
が
で
き
、

し
か
も
「
風
毒
大
作
、壅
腫
坐
臥
、恐
自
此
遂
成
廢
人
」（「
與
顧
惟
賢
」
三
、

『
續
編
』
二
）
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
腫
れ
物
は
相
當
な
疾
患
で
あ

っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
正
德
十
五
年
に
な
る
と
、
陽
明
は
自

分
を
巡
撫
に
拔
擢
し
て
く
れ
た
兵
部
尙
書
の
王
瓊
に
、

日
來
嘔
血
、
飮
⻝
頓
減
、
潮
熱
夜
作
、
自
計
決
非
久
於
人
世
者
。

（「
與
王
晉
溪
司
馬
」
十
三
、『
續
編
』
二
）

と
述
べ
、
病
が
す
で
に
喀
血
す
る
ま
で
進
行
し
、
恐
ら
く
餘
命
が
長
く

な
い
と
い
う
自
覺
も
あ
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
健
康
狀
態
の
も
と
、
職
務
の
遂
行
も
日
頃
の
修
養
も
、

格
段
と
難
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
後
年
、
こ
の
よ
う

な
病
中
の
工
夫
に
關
し
て
、
陽
明
は
次
の
よ
う
に
振
り
返
っ
て
い
る
。

爲
學
功
夫
最
難
處
、
惟
疾
病
患
難
。
患
難
中
意
氣
感
發
、
尙
自
振

勵
。
小
痾
薄
瘥
、
犹
可
支
持
。
若
病
勢
稍
重
、
精
神
昏
憊
、
又
處

羈
旅
、
卽
意
思
惝
怳
無
聊
、
鮮
不
弛
然
就
縻
者
。
此
皆
區
區
嘗
所

經
歷
、
不
識
賢
者
却
如
何
耳

（
７
）。

工
夫
が
最
も
難
し
い
の
は
、
た
だ
病
と
患
難
の
時
で
あ
っ
た
。
そ
の
う

ち
患
難
と
輕
い
病
は
ま
だ
何
と
か
頑
張
れ
る
が
、
重
い
病
を
患
い
し
か

も
異
鄕
の
地
に
身
を
置
く
と
な
る
と
、
工
夫
は
な
か
な
か
維
持
し
難
い

も
の
で
あ
る
と
陽
明
は
言
う
。
最
後
に
「
此
皆
區
區
嘗
所
經
歷
」
と
あ

り
、
み
な
自
分
が
經
驗
し
た
こ
と
と
し
て
い
る
の
で
、
恐
ら
く
江
西
と

い
う
異
鄕
の
地
に
身
を
置
い
て
い
た
時
の
こ
と
を
言
う
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
要
す
る
に
、
江
西
時
代
に
お
け
る
陽
明
の
重
い
病
は
、
そ
の
職

務
の
遂
行
や
自
身
の
工
夫
に
と
っ
て
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
い
た
の
で

あ
り
、
こ
の
時
期
の
陽
明
の
判
斷
や
行
動
に
は
、
す
べ
て
こ
の
前
提
條

件
が
橫
た
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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（
２
）
肉

と
思
歸

次
に
、
陽
明
の
思
歸
の
中
核
を
な
す
の
は
、
や
は
り
肉

つ
ま
り
祖

母
と
父

に
對
す
る
想
い
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
陽
明
に
と
っ
て

祖
母
と
父

が
い
か
に
大
事
な
存
在
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
若
い

頃
に
、
佛
敎
や
衟
敎
へ
の
耽
溺
か
ら
目
覺
め
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
そ
れ
を

よ
く
示
し
て
い
る
。『
年
譜
』
三
十
一
歲
の
條
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

已
而
靜
久
、
思
離
世
遠
去
、
惟
祖
母
岑
與
龍
山
公
在
念
、
因
循
未

決
。
久
之
、
又
忽
悟
曰
、「
此
念
生
於
孩
提
、
此
念
可
去
、
是
斷

滅
種
性
矣
」。
明
年
、
遂
移
疾
錢
塘
西
湖
、
復
思
用
世
。

す
べ
て
を
斷
ち
切
っ
て
世
を
離
れ
よ
う
と
し
て
い
た
ら
、
祖
母
と
父

へ
の
想
い
だ
け
は
ど
う
し
て
も
斷
ち
切
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
發
想

を
逆
轉
さ
せ
、
こ
の
想
い
は
生
ま
れ
つ
き
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
斷

ち
切
っ
て
は
な
ら
な
い
と
肯
定
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
も
と
に
し
て
世
閒

に
も
身
を
投
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
祖
母
と

父

は
陽
明
の
こ
の
世
に
對
す
る
最
後
の
未
練
で
あ
る
と
と
も
に
、
陽

明
が
世
の
中
で
働
い
て
い
く
原
動
力
に
も
な
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

陽
明
は
十
代
に
母

を
亡
く
し
た
が
、
そ
の
代
わ
り
祖
母
に
よ
っ
て

可
愛
が
ら
れ
て
き
た
。
江
西
へ
赴
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
き
、
そ
の

祖
母
は
す
で
に
九
十
七
歲
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
陽
明
は
祖
母
を
最

後
ま
で
見
守
り
た
か
っ
た
が
、
や
む
を
得
ず
江
西
へ
の
衟
に
就
く
と
、

早
く
仕
事
を
終
わ
ら
せ
て
歸
ろ
う
と
い
う
思
い
に
な
っ
た
。
正
德
十
三

年
三
月
、
山
賊
討
伐
の
任
務
が
一
通
り
終
わ
る
と
、
陽
明
は
立
て
續
け

に
辭
職
の
上
奏
文
を
奉
り
、
何
と
か
ま
た
祖
母
に
會
え
る
よ
う
に
努
力

し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
願
い
は
と
う
と
う
叶
わ
ず
、
こ
の
年
の

十
月
に
祖
母
は
亡
く
な
り
、
翌
年
の
一
月
二
日
に
陽
明
の
も
と
に
訃
報

が
屆
い
た
の
で
あ
っ
た
（「
寄
希
淵
」
四
、『
文
錄
』
一
）。

祖
母
が
逝
去
す
る
と
、
今
度
は
父

が
辛
い
目
に
遭
う
こ
と
に
な
っ

た
。
と
い
う
の
は
、
父

も
す
で
に
七
十
代
で
あ
り
、
そ
の
年
齡
で

を
亡
く
す
痛
み
を
受
け
る
と
、
命
さ
え
危
ぶ
ま
れ
る
も
の
だ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
、『
禮
記
』曲
禮
で
は
七
十
代
の
服
喪
に
つ
い
て
、

「
七
十
唯
衰
蔴
在
身
、
飮
酒
⻝
肉
處
於
內
」
と
墓
の
側
に
住
む
必
要
は

な
く
飮
⻝
も
普
段
と
同
じ
通
り
で
、
た
だ
喪
服
を
身
に
付
け
て
い
れ
ば

よ
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
陽
明
の
父

は
禮
の
規
定
を

破
っ
て
ま
で
服
喪
を
强
行
し
、墓
の
側
に
住
む
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
、

そ
れ
が
後
に
陽
明
の
心
配
の
種
と
な
り
、
叔
父
に
對
す
る
書

で
は
、

陽
明
も
『
禮
記
』
の
こ
の
規
定
を
引
き
、
何
と
か
說
得
し
て
父

を
家

の
中
に
住
ま
わ
せ
て
ほ
し
い
と
懇
切
に
賴
ん
だ
（「
又
與
克
彰
大
叔
」
三
、

『
續
編
』
一
）。

祖
母
の
逝
去
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
陽
明
は
贛
州
の
役
所
で
改
修
工
事

を
行
い
、
そ
の
中
で
故
鄕
の
山
麓
を
彷
彿
と
さ
せ
る
一
角
に
部
屋
を
設
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け
、「
思
歸
軒
」
と
名
付
け
た

（
８
）。

十
四
年
三
月
、
陽
明
は
そ
の
思
歸
軒

を
記
念
す
る
文
章
「
思
歸
軒
賦
」
を
作
っ
た

（
９
）。

そ
の
中
で
、
弟
子
の
意

見
と
い
う
形
で
三
つ
の
歸
鄕
理
由
が
擧
げ
ら
れ
た
が
、
陽
明
は
そ
れ
ら

を
す
べ
て
否
定
し
て
、
た
だ
「
吾

老
矣
、
而
暇
以
他
爲
乎
」
と
、

が
年
老
い
た
以
上
、ほ
か
に
何
事
も
す
る
暇
の
な
い
こ
と
を
强
調
す
る
。

そ
の
末
尾
に
、
陽
明
は

歌
曰
、「
歸
兮
歸
兮
、
又
奚
疑
兮
。
吾
行
日
非
兮
、
吾

日
衰
兮
。

胡
不
然
兮
、
日
思
予
旋
兮
、
後
悔
可
遷
兮
。
歸
兮
歸
兮
、
二
三
子

之
言
兮
。」

と
詠
い
、
日
增
し
に
衰
え
て
い
く
父

が
自
分
の
歸
り
を
待
っ
て
い
る

の
に
、
な
お
歸
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
ま
し
さ
を
表
わ
し
て
い
る
。

す
る
と
、
ま
も
な
く
明
一
代
の
大
事
件
で
あ
っ
た
甯
王
宸
濠
の
亂
が

起
こ
り
、
陽
明
も
そ
れ
に
卷
き
込
ま
れ
た
が
、
息
子
が
國
難
に
卷
き
込

ま
れ
た
知
ら
せ
が
父

の
も
と
に
屆
き
、
服
喪
中
の
父

を
い
っ
そ
う

苦
し
ま
せ
た
。
そ
し
て
、
心
配
で
病
に
も
な
っ
た
と
い
う
。
亂
が
收
ま

り
、
年
來
の
思
歸
と
父

に
對
す
る
心
配
を
胸
に
抱
き
、
陽
明
は
兵
部

尙
書
の
王
瓊
に
歸
鄕
の
許
可
を
次
の
よ
う
に
懇
願
し
て
い
る
。

生
（
陽
明
）
始
懇
疏
乞
歸
、
誠
以
祖
母
掬
育
之
恩
、
思
一
面
爲
訣
。

後
竟
牽
滯
兵
戈
、
不
乁
一
見
、
卒
抱
終
天
之
痛
。
今
老
父
衰
疾
又

復
日
亟
、
而
地
方
已
幸
無
事
、
且
蒙
朝
廷
曾
有
賊
平
來
說
之
旨
。

若
再
拘
縛
、
使
不
獲
一
申
其
情
、
後
雖
萬
死
、
無
以
贖
其
痛
恨
矣
。

老
先
生
（
王
瓊
）
亦
何
惜
一
擧
手
投
足
之
勞
、而
不
以
曲
全
之
乎
。

今
生
已
移
疾
舟
次
、
若
復
候
命
不
至
、
斷
亦
迯
歸
、
死
無
所
憾
。

老
先
生
亦
何
惜
一
擧
手
投
足
之
勞
、
而
必
欲
置
之
有
罪
之
地
乎
。

（「
上
晉
溪
司
馬
」
二
、『
外
集
』
三
）

と
う
と
う
祖
母
に
會
う
こ
と
が
で
き
ず
、「
終
天
の
痛
」
を
抱
く
こ
と

に
な
っ
た
陽
明
は
、
今
度
は
父

も
祖
母
の
場
合
の
よ
う
に
、
取
り
返

し
の
つ
か
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
そ
の
た
め
、
點
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
老
先
生
は
ど
う
し
て

一
擧
手
一
投
足
の
勞
を
惜
し
ん
で
自
分
を
追
い
詰
め
る
の
か
、
と
繰
り

返
し
て
王
瓊
に
懇
願
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
朝
廷
の
重
臣
へ
の
懇
願
に
は
、
ど
の
よ
う

な
返
事
が
來
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
王
瓊
で
は
な
い
が
、
王
瓊
よ
り
地
位

が
上
で
あ
る
內
閣
員
の
毛
紀
か
ら
の
返
書
が
殘
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は

次
の
よ
う
に
言
う
。

地
方
大
變
、
旋
就
底
平
、
可
謂
一
代
之
殊
勳
矣
。
…
…
執
事
雅
德

撝
謙
、
乃
置
而
不
居
、
顧
以
私
爲
請
、
恐
非
所
宜
也
、
亦
非
天
下

之
所
望
於
執
事
者
也
。（「
答
王
陽
明
書
」、『
鼇
峰
類
稿
』
十
八
）

傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
陽
明
の
懇
願
を
「
私
」
と
決
め
つ
け
て
拒
否

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
書

は
內
容
か
ら
し
て
十
五
年
前
半
の
も
の
と
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思
わ
れ
る
が
、
そ
の
年
の
閏
八
月
に
奉
っ
た
歸
鄕
の
上
奏
文
で
は
、
陽

明
は
あ
た
か
も
こ
の
返
書
を
意
識
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、

臣
之
歸
省
父
疾
、
在
朝
廷
視
之
、
則
一
人
之
私
情
、
自
臣
身
言
之
、

則
一
生
之
大
節
。（「
四
乞
省
葬
疏
」、『
別
錄
』
五
）

と
、
朝
廷
か
ら
見
れ
ば
、
自
分
の
願
い
は
一
人
の
「
私
情
」
で
あ
ろ
う

が
、
自
分
か
ら
す
れ
ば
、
一
生
の
「
大
節
」
で
す
ら
あ
る
と
主
張
す
る
。

こ
こ
で
は
、
人
か
ら
「
私
」
と
さ
れ
る
も
の
が
、
陽
明
に
よ
っ
て
「
節
」

と
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
。「
私
」
と
「
節
」
の
境
界
線
は
ど
こ
に
あ

る
の
か
。
恐
ら
く
「
私
」
に
な
く
て
「
節
」
に
あ
る
も
の
は
、
全
う
さ

れ
る
べ
き
倫
理
的
價
値
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も
、
そ
れ
が
「
一
生

の
大
節
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
陽
明
の
人
生
全
體
に
か
か
わ
る
ほ

ど
重
い
倫
理
的
價
値
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
陽
明
の
思
歸
も
、
そ

の
よ
う
な
重
い
倫
理
的
價
値
が
全
う
さ
れ
ず
に
缺
如
し
た
狀
態
を
囘
復

し
よ
う
と
す
る
衝
動
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。

（
３
）
仕
官
と
思
歸

さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
思
歸
に
は
、
陽
明
が
置
か
れ
た
官
界
で
の
難

局
も
絡
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
特
に
問
題
と
な
る
の
は
、や
は
り「
致

良
知
」形
成
の
契
⺇
と
言
わ
れ
て
き
た
張
忠
・
許
泰
の
變
で
あ
る
。た
だ
、

こ
の
事
件
に
關
し
て
は
、
實
は
現
在
の
と
こ
ろ
、
そ
の
詳
細
を
示
す
一

次
資
料
が
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
從
來
の
硏
究
で
は
、『
年
譜
』
や
『
明

史
』
な
ど
後
の
編0

纂0

資0

料0

に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
だ
け
で

は
、
信
憑
性
ば
か
り
で
な
く
、
具
體
性
に
も
お
の
ず
と
限
界
が
あ
る
。

こ
こ
で
筆
者
も
新
し
い
資
料
を
提
示
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
陽
明

自
身
の
從
來
看
過
さ
れ
て
き
た
文
章
を
一
つ
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
恐
ら
く
事
件
の
生
々
し
い
一
面
が
浮
か
ん
で
く
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
。

『
王
文
成
公
全
書
』卷
三
十
一
に「
行
江
西
按
察
司
審
問
通
賊
罪
犯
牌
」

と
い
う
公
文
書
が
あ
る
。
日
付
は
六
月
十
五
日
で
あ
り
、
そ
の
閭
東
本

に
お
け
る
配
列
な
ど
か
ら
す
る
と
、
恐
ら
く
十
六
年
の
六
月
十
五
日
、

つ
ま
り
陽
明
が
江
西
を
去
る
直
前
の
文
章
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
次
の
よ

う
に
言
う
。

照
得
本
院
（
陽
明
）
於
正
德
十
四
年
六
月
內
、
因
甯
王
謀
反
、
起

兵
征
剿
、
具
本
奏
聞
。
當
差
贛
州
衞
舍
人
王
鼐
齎
奏
、
却
乃
設
計

詐
病
、
推
托
不
前
、
顯
有
通
賊
情
弊
。
乁
至
擒
獲
逆
賊
、
差
齎
緊

關
題
本
赴
京
奏
報
、
却
又
迂
衟
私
赴
太
監
張
忠
處
、
捏
報
軍
中
事

情
、
⺇
至
釀
成
大
變
、
乁
將
原
領
題
本
通
同
邀
截
囘
還
。
所
據
本

犯
、
罪
難
輕
貸
。
…
…

王
鼐
と
い
う
人
が
、
宸
濠
の
亂
の
時
、
陽
明
か
ら
謀
反
の
報
吿
を
北

京
に
屆
け
る
よ
う
に
托
さ
れ
た
が
、
言
い
譯
を
し
て
そ
れ
を
拒
ん
だ
。
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そ
し
て
、
反
亂
の
平
定
後
、
ま
た
緊
要
な
上
奏
文
を
屆
け
る
よ
う
に

托
さ
れ
た
が
、
今
度
は
宦
官
の
張
忠
の
と
こ
ろ
に
寄
り
、
陽
明
の
こ
と

を
で
っ
ち
上
げ
て
讒
言
し
た
。
し
か
も
、
そ
れ
が
も
と
で
大
き
な
災
難

が
降
り
か
か
っ
て
く
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
陽
明
の

配
下
に
い
る
者
が
、
張
忠
の
前
で
陽
明
を
陷
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
い
つ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
鍵
と
な
る
の
は
、
陽
明
が
王

鼐
に
托
し
た
「
緊
關
題
本
」
で
あ
る
が
、『
全
書
』
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、

彼
に
托
し
た
と
明
記
さ
れ
た
上
奏
文
は
た
だ
一
つ
、
原
文
は
現
存
し
な

い
が
引
用
と
し
て
殘
っ
て
い
る
「
三
乞
省
葬
疏
」（
假
題
）
で
あ
る
。
そ

れ
を
大
幅
に
引
用
し
た
「
四
乞
省
葬
疏
」（『
別
錄
』
五
）
に
よ
れ
ば
、

こ
の
上
奏
文
は
正
德
十
五
年
三
月
二
十
五
日
に
王
鼐
に
托
し
た
も
の
で

あ
り
、
宸
濠
の
亂
以
來
、
歸
鄕
を
願
う
三
囘
目
の
上
奏
文
で
あ
る
。
た

だ
、
こ
の
上
奏
文
は
自
身
の
歸
鄕
に
つ
い
て
の
請
願
で
あ
り
、
公
務
用

の
「
題
本
」
で
は
な
い
可
能
性
も
あ
る
が
、
實
は
、
そ
の
日
に
王
鼐
に

托
し
た
上
奏
文
が
も
う
一
通
あ
る
よ
う
で
、
そ
れ
は
同
じ
日
付
を
持
つ

「
乞
寬
免
稅
糧
急
救
民
困
以
弭
災
變
疏
」（
同
上
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
民

の
た
め
に
租
稅
の
免
除
を
願
っ
た
も
の
で
あ
り
、「
題
本
」
に
違
い
な

い
か
ら
、
陽
明
の
言
う
「
緊
關
題
本
」
も
こ
の
上
奏
文
の
こ
と
と
思
わ

れ
る
。
と
す
れ
ば
、
十
五
年
の
三
月
下
旬
、
陽
明
が
當
時
の
重
要
事
で

あ
っ
た
自
身
の
歸
鄕
と
民
の
租
稅
に
關
す
る
二
つ
の
上
奏
文
を
配
下
の

王
鼐
に
托
し
て
北
京
に
屆
け
さ
せ
た
が
、
し
か
し
王
鼐
が
南
京
に
い
た

張
忠
の
と
こ
ろ
に
寄
っ
て
陽
明
を
讒
言
し
、
そ
れ
で
災
い
が
陽
明
の
身

に
乁
ん
で
き
そ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
こ
の
資
料
か
ら
窺
え
よ

う
。
三
月
下
旬
の
時
點
で
、
陽
明
の
配
下
に
こ
の
よ
う
な
裏
切
者
が
い

た
こ
と
、
そ
し
て
裏
切
者
の
讒
言
を
利
用
し
て
張
忠
が
災
難
を
も
た
ら

し
そ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
が
當
時
の
陽
明
が
置
か
れ
た
狀
況
の

危
う
さ
を
示
し
て
い
よ
う
。

さ
て
、
張
忠
ら
が
も
た
ら
し
そ
う
に
な
っ
た
災
難
と
は
、
具
體
的
に

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
弟
子
の

王
畿
が
傳
え
た
陽
明
の
言
葉
に
、「
吾
所
遭
謗
、
搆
以
黨
逆
無
將
之
惡

名
、
蒙
以
滅
族
無
辜
之
隱
禍
」（「
先
師
畫
像
記
後
語
」、『
龍
溪
王
先
生
全
集
』

十
五
）
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
陽
明
が
宸
濠
の
亂
を
平
定
し
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、逆
に
宸
濠
の
謀
反
に
荷
擔
し
た
な
ど
と
い
う
讒
言
を
蒙
っ
て
、

甚
だ
し
く
は
大
逆
の
罪
で
一
族
が
こ
ぞ
っ
て
處
刑
さ
れ
る
と
い
う
危
險

に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
自
分
だ
け
で
な
く
父

の
命
ま
で
脅
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
自
分
が
無
實
の
罪
で
捕
ら
え

ら
れ
る
な
ら
、
父

を
悲
し
ま
せ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
父

ま
で
卷
き

込
む
な
ら
、
子
と
し
て
の
罪
は
な
お
重
い
。
も
と
も
と
父

の
病
に
も

歸
れ
な
い
た
め
に
、
陽
明
の
重
ん
ず
る
倫
理
的
價
値
は
缺
如
し
て
い
た

が
、
今
度
は
官
界
で
の
危
險
も
加
わ
り
、
そ
の
倫
理
的
價
値
が
脅
か
さ
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れ
る
狀
態
に
さ
え
な
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
官
界
か
ら
離
れ
て
歸
鄕

す
る
こ
と
は
、
そ
の
脅
か
さ
れ
た
倫
理
的
價
値
を
囘
復
す
る
意
味
を
も

持
つ
。
そ
の
意
味
で
も
陽
明
は
歸
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

十
五
年
の
前
半
は
正
德
帝
が
南
京
に
滯
在
し
て
い
た
。
一
月
末
頃
、

側
近
の
張
忠
ら
に
煽
ら
れ
、
正
德
帝
は
陽
明
に
謀
反
の
意
志
が
あ
る
か

ど
う
か
を
試
す
た
め
に
、
彼
を
南
京
ま
で
呼
ん
だ
。
結
局
、
陽
明
は
南

京
の
外
で
阻
ま
れ
て
正
德
帝
に
ま
み
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、

そ
の
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
『
年
譜
』
に
以
下
の
よ
う
に
傳
え
ら
れ
て
い

る
。

先
生
赴
召
至
上
新
河
、
爲
諸
幸
讒
阻
不
得
見
。
中
夜
默
坐
、
見
水

波
拍
岸
、
汨
汨
有
聲
。
思
曰
、「
以
一
身
蒙
謗
、
死
卽
死
耳
、
如

老

何
。」
謂
門
人
曰
、「
此
時
若
有
一
孔
可
以
竊
父
而
迯
、
吾
亦

終
身
長
徃
不
悔
矣
。」（
四
十
九
歲
一
月
）

讒
言
を
一
身
に
浴
び
て
危
⺇
に
あ
っ
た
陽
明
は
、
自
分
は
死
ね
ば
死
ぬ

ま
で
の
こ
と
で
あ
る
が
、
た
だ
父

に
災
い
を
乁
ぼ
す
こ
と
だ
け
は
、

ど
う
し
て
も
納
得
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
も
し
穴
で
も
一
つ
あ
る

と
し
た
ら
、『
孟
子
』
盡
心
上
に
あ
る
舜
が
罪
を
犯
し
た
父

を
背
負

っ
て
迯
げ
る
話
の
よ
う
に
、父

を
と
も
な
っ
て
一
生
世
を
迯
れ
た
い
、

と
い
う
思
い
も
浮
か
ん
で
き
た
と
い
う
。

南
京
か
ら
江
西
に
戾
る
際
、
陽
明
は
途
中
の
山
々
に
登
り
、
こ
の
危

⺇
に
お
け
る
鬱
屈
し
た
心
情
を
詩
作
に
托
し
て
い
る
。
銅
陵
で
仙
人
が

殘
し
た
と
い
わ
れ
る
鐵
船
を
見
た
時
、
陽
明
は
「
由
來
風
波
平
地
惡
、

縱
有
鐵
船
還
未
牢
」
と
世
閒
は
平
地
で
も
波
風
が
荒
い
こ
と
を
嘆
き
、

「
我
欲
乘
之
訪
蓬
島
、
雷
師
鼓
舵
虹
爲
繅
」（「
舟
過
銅
陵
（
中
略
）
因
題

石
上）

（（
（

」、『
外
集
』
二
）
と
衟
敎
の
仙
境
に
迯
れ
た
い
思
い
を
語
る
。
九
華

山
に
滯
在
し
た
時
に
は
、「
莫
謂
中
丞
喜
忘
世
、
前
途
風
浪
苦
難
行
」

（「
重
游
化
城
寺
二
首
」、
同
上
）
と
、
行
く
手
に
待
ち
構
え
て
い
る
波
風
が

本
當
に
辛
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
心
情
も
表
わ
し
て
い
る
。

江
西
に
戾
っ
た
の
は
、
三
月
下
旬
に
差
し
か
か
る
頃
で
あ
る
が
、
そ

れ
か
ら
陽
明
は
先
の
王
鼐
に
托
し
た
二
つ
の
上
奏
文
を
奉
り
、
そ
れ
と

と
も
に
中
央
の
重
臣
や
友
人
に
も
書

を
寄
せ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
弟

子
の
朱
節
へ
の
書

で
、
陽
明
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

欲
投
劾
徃
去
、
慮
且
禍
出
不
測
、
益
重
老
父
之
憂
。
不
去
、
卽
心

事
已
亂
、不
復
可
强
留
。
神
志
恍
恍
、終
日
如
夢
寐
中
。
省
葬
之
乞
、

去
秋
嘗
已
得
旨
、「
賊
平
來
說
」。
乁
鼕
底
復
請
、
而
吏
部
至
今
不

爲
一
覆
、
豈
必
欲
置
人
於
死
地
、
然
後
已
耶
。
僕
之
困
苦
危
疑
、

當
衟
計
亦
聞
之
、
略
不
爲
一
動
心
、
何
也
。
望
守
忠
與
諸
公
相
見
、

爲
我
備
言
此
情
、
得
早
一
日
歸
、
卽
如
早
出
一
日
火
坑
、
卽
受
諸

公
更
生
之
賜
矣
。
至
禱
至
禱）

（（
（

。

一
家
の
命
が
危
險
に
さ
ら
さ
れ
、
倫
理
的
價
値
も
脅
か
さ
れ
て
い
る
な
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か
、
陽
明
が
何
よ
り
も
望
ん
だ
の
は
、
や
は
り
歸
鄕
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
こ
こ
で
、
吏
部
が
自
分
の
要
求
を
無
視
し
そ
の
苦
境
に
無
理
解
で

あ
っ
た
こ
と
に
對
し
て
、
自
分
を
「
死
地
」
に
追
い
込
む
こ
と
と
し
て

憤
慨
し
、
ま
た
今
の
狀
況
は
「
火
坑
」（
火
の
燃
え
盛
る
穴
）
の
よ
う
な

も
の
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
一
日
も
早
く
脫
出
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
朝

廷
の
重
臣
へ
の
說
得
を
朱
節
に
賴
ん
で
い
た
。
こ
れ
ら
の
激
し
い
言
葉

か
ら
、
我
々
は
陽
明
が
こ
の
危
⺇
に
壓
倒
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
姿
さ
え

讀
み
取
れ
る
。
そ
の
狀
態
な
ら
、
倫
理
的
價
値
を
囘
復
す
る
よ
り
も
、

單
に
危
難
を
避
け
て
安
全
を
確
保
し
た
い
と
い
う
思
い
も
思
歸
の
理
由

に
な
り
う
る
。
要
す
る
に
、
も
と
も
と
あ
っ
た
陽
明
の
思
歸
が
、
官
界

に
お
け
る
危
⺇
的
狀
況
に
と
も
な
い
、
倫
理
的
價
値
を
囘
復
す
る
面
か

ら
も
、
自
身
の
安
全
を
確
保
す
る
面
か
ら
も
增
幅
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う

に
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
同
時
に
、
巡
撫
と
し
て
の
陽
明
の

職
務
も
大
き
な
難
局
を
迎
え
て
い
た
。

當
時
、
十
四
年
か
ら
十
五
年
に
か
け
て
江
西
で
は
旱
魃
、
反
亂
、

征
軍
の
橫
行
、
さ
ら
に
大
洪
水
に
相
次
い
で
見
舞
わ
れ
た
た
め
、
民
は

困
窮
を
極
め
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
陽
明
は
か
ね
て
民
に
租
稅
の
免
除

を
約
束
し
奏
請
も
し
て
い
た
が
、
返
事
は
い
っ
こ
う
に
な
か
っ
た
。
幸

い
、
江
西
の
事
情
を
察
し
た
南
京
の
官
僚
が
申
請
し
て
許
可
を
得
た
の

で
、
十
五
年
の
三
月
末
に
待
望
の
租
稅
免
除
許
可
が
下
り
た
。
と
こ
ろ

が
、
許
可
が
下
り
て
も
、
戶
部
な
ど
朝
廷
の
⺇
構
は
な
お
租
稅
の
徵
收

を
止
め
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
徵
收
命
令
の
嚴
し
さ
は
日
に
日
に
增
し

て
い
っ
た
。
困
窮
し
て
租
稅
を
納
め
る
餘
力
の
な
い
民
と
、
許
可
に
反

し
て
徵
收
し
よ
う
と
す
る
朝
廷
と
の
閒
に
挾
ま
れ
て
、
地
方
の
最
高
長

官
と
し
て
の
陽
明
は
ど
う
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
か
。

部
下
か
ら
意
見
を
聞
か
れ
た
陽
明
は
、そ
の
返
答
の
公
文
書
の
中
で
、

嗚
呼
。
目
擊
貧
民
之
疾
苦
而
不
能
救
、
坐
視
徵
求
之
急
迫
而
不
能

止
、
徒
切
痛
楚
之
懷
、
曾
無
拯
援
之
術
、
傷
心
慘
目
、
汗
背
赧
顏
、

此
皆
本
院
之
罪
、其
亦
將
誰
歸
咎
。（「
批
追
徵
錢
糧
抂
」、『
別
錄
』
九
）

と
痛
烈
に
叫
ん
だ
。
民
の
悲
慘
な
あ
り
さ
ま
を
目
の
當
た
り
に
し
つ
つ

も
、
國
家
の
理
不
盡
な
取
り
立
て
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の

後
ろ
め
た
さ
か
ら
、
陽
明
は
ま
ず
自
分
の
俸
給
を
止
め
る
こ
と
に
し
て

（「
再
批
追
徵
錢
糧
抂
」、
同
上
）、
そ
れ
か
ら
自
分
を
彈
劾
す
る
上
奏
文
を

奉
っ
た
（「
水
災
自
劾
疏
」、『
別
錄
』
五
）。
ほ
か
に
租
稅
の
免
除
あ
る
い

は
代
替
策
な
ど
も
奏
請
し
た
が
、
や
は
り
返
事
は
な
か
っ
た
。
一
方
、

部
下
に
對
す
る
指
示
と
し
て
は
、
あ
く
ま
で
民
を
思
い
や
り
な
が
ら
次

第
に
徵
收
す
る
こ
と
に
し
、
最
終
的
に
は
「
務
使
窮
民
不
致
重
傷
、
而

國
用
終
亦
無
損
」（「
批
南
昌
府
追
徵
錢
糧
抂
」、『
別
錄
』
九
）
と
、
民
を
深

く
傷
つ
け
な
い
よ
う
に
國
家
の
命
令
を
全
う
す
る
と
い
う
解
決
を
目
指

し
た
。
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こ
の
解
決
策
は
、
民
と
國
家
の
兩
方
を
全
う
す
る
調
停
策
と
言
え
る

が
、
見
方
を
變
え
れ
ば
、
そ
れ
は
兩
方
を
滿
足
さ
せ
な
い
こ
と
で
も
あ

る
。
巡
撫
と
し
て
は
、
治
下
の
民
が
困
窮
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
を
救
濟

す
る
の
が
當
然
の
責
任
で
あ
る
が
、
陽
明
は
救
濟
す
る
ど
こ
ろ
か
、
結

局
民
か
ら
さ
ら
に
取
り
立
て
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
方
の
國
家
で
も
、

徵
收
が
遲
れ
た
こ
と
に
對
し
て
、
徵
收
に
當
た
っ
た
役
人
を
罰
し
よ
う

と
す
る
動
き
が
出
て
い
た
。
自
分
を
罰
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
指

示
で
實
際
の
徵
收
に
當
た
っ
た
部
下
た
ち
を
罰
す
る
わ
け
で
あ
る
か

ら
、
陽
明
は
心
苦
し
く
思
い
、
す
べ
て
を
一
身
に
引
き
受
け
て
免
職
さ

れ
る
こ
と
を
願
い
出
た
（「
徵
收
秋
糧
稽
遲
待
罪
疏
」、『
別
錄
』
五
）。
こ
う

し
て
見
る
と
、
官
界
の
危
⺇
と
同
時
期
に
、
職
務
上
の
難
局
に
對
し
て

も
、陽
明
は
「
地
方
事
決
知
無
能
爲
、已
閉
門
息
念
、袖
手
待
盡
矣
」（「
與

王
晉
溪
司
馬
」
十
一
、『
續
編
』
二
）
と
言
う
よ
う
に
、
一
種
の
無
力
感
を

抱
い
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
無
力
感
も
ま
た
陽
明

の
思
歸
を
增
幅
さ
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
４
）
志
と
思
歸

最
後
に
、
本
節
冐
頭
に
述
べ
た
兩
氏
の
論
考
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

弟
子
と
講
學
し
て
衟
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
志
も
、
陽
明
の
思
歸
に

込
め
ら
れ
て
い
た
。宸
濠
の
亂
が
起
こ
る
以
前
の
十
三
年
の
末
頃
、日
々

の
職
務
に
追
わ
れ
て
講
學
に
專
念
で
き
な
い
自
分
に
つ
い
て
、
陽
明
は

次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

此
閒
朋
友
亦
集
、
亦
頗
有
奮
起
者
。
但
惟
鄙
人
冗
疾
相
仍
、
精
氣

日
耗
、

之
淹
滯
風
塵
中
、
未
遂
脫
屣
林
下
、
相
與
專
心
講
習
。

正
如
俳
優
場
中
奏
雅
、縱
復
音
調
盡
協
、終
不
免
於
劇
戲
耳
。（「
與

顧
惟
賢
」
六
、『
續
編
』
二
）

傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
日
々
の
職
務
を
こ
な
し
て
い
る
自
分
を
役
者

に
た
と
え
、
い
く
ら
う
ま
く
演
奏
し
て
い
て
も
、
結
局
は
演
技
に
す
ぎ

な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
演
技
」
と
い
う
も
の
の
特
徵
は
ど
こ

に
あ
る
の
か
。
恐
ら
く
演
じ
て
い
る
こ
と
と
役
者
自
身
と
の
乖
離
に
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
陽
明
は
日
々
そ
の
場
そ
の
場
の
必
要

性
に
合
わ
せ
て
職
務
を
こ
な
し
て
い
る
が
、
そ
れ
も
結
局
は
、
そ
の
場

の
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
陽
明
自
身
の
希
望
と
は
何
の

關
わ
り
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
必
要
性
に
應
じ
て
物
事
に

對
處
す
る
こ
と
自
體
に
、
あ
る
種
の
價
値
も
認
め
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、

そ
れ
は
そ
の
場
限
り
の
價
値
で
あ
り
、
陽
明
が
本
來
追
求
し
よ
う
と
考

え
て
い
た
價
値
で
は
な
い
。
し
か
も
、
日
常
に
追
わ
れ
て
い
る
自
分
を

「
役
者
」
と
捉
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
本
來
考
え
て
い
た
價
値
を
追
求

で
き
な
い
現
狀
に
對
す
る
一
種
の
物
足
り
な
さ
や
焦
燥
感
を
持
っ
て
い

た
こ
と
も
讀
み
取
れ
よ
う
。
そ
こ
で
、
陽
明
は
「
脫
屣
林
下
、
相
與
專
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心
講
習
」
す
な
わ
ち
職
務
か
ら
解
放
さ
れ
て
故
鄕
の
山
に
歸
り
、
弟
子

と
の
講
學
に
專
念
す
る
こ
と
を
限
り
な
く
望
ん
だ
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
の
檢
討
を
通
し
て
、
江
西
時
代
に
お
け
る
陽
明
の
强
烈
な

思
歸
に
は
、
樣
々
な
要
素
が
確
認
で
き
た
。
ま
ず
自
己
の
面
で
は
、
次

第
に
惡
化
す
る
病
、官
界
の
危
⺇
に
際
し
て
安
全
を
確
保
し
た
い
欲
求
、

職
務
の
難
局
に
對
す
る
無
力
さ
や
後
ろ
め
た
さ
な
ど
が
あ
る
。
次
に
倫

理
の
面
で
は
、
病
に
伏
し
て
い
る
父

の
た
め
に
歸
っ
て
看
病
し
た
い

と
い
う
思
い
や
、
危
⺇
に
際
し
て
災
い
を
遠
ざ
け
て
父

を
安
心
さ
せ

た
い
と
い
う
思
い
な
ど
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
陽
明
が

重
ん
ず
る
倫
理
的
價
値
が
缺
如
し
、
さ
ら
に
脅
か
さ
れ
も
す
る
狀
態
を

囘
復
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
以
上
の
ほ
か
に
、
陽
明
が
自
分

の
使
命
の
よ
う
に
し
て
い
た
講
學
の
志
も
、
思
歸
の
中
に
込
め
ら
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
種
々
の
要
素
が
合
わ
さ
っ
て
陽
明

の
强
烈
な
思
歸
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
結
局
、
次
の
嘉

靖
帝
が
卽
位
す
る
ま
で
、
歸
鄕
の
許
可
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
う
し

た
な
か
、
歸
鄕
へ
の
渴
望
を
胸
に
抱
き
な
が
ら
、
陽
明
は
普
段
の
物
事

へ
の
對
處
を
ど
う
行
え
ば
よ
か
っ
た
の
か
。
ま
た
、そ
れ
が
「
致
良
知
」

の
形
成
と
ど
う
關
連
し
た
の
か
。
次
に
そ
れ
ら
に
つ
い
て
檢
討
し
て
み

た
い
。

三
、
歸
れ
な
い
中
で
の
陽
明
の
對
處

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
自
分
は
役
者
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
い
る
と

言
っ
た
陽
明
は
、
具
體
的
に
ど
う
振
る
舞
っ
て
い
た
の
か
。
例
え
ば
、

山
賊
討
伐
の
最
後
の
一
戰
で
あ
る
浰
頭
の
戰
い
に
際
し
、
陽
明
は
早
く

切
り
上
げ
て
歸
鄕
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
結
局
、
そ
れ

を
遲
ら
せ
て
二
ヶ
月
も
前
線
に
駐
留
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
わ
け

を
陽
明
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

故
今
三
省
連
累
之
賊
、
非
殺
之
爲
難
、
而
處
之
爲
難
、
非
處
之
爲

難
、
而
處
之
者
能
久
於
其
衟
之
爲
難
也
。
賤
軀
以
多
病
之
故
、
日

夜
冀
了
此
塞
責
而
去
、
不
欲
復
以
其
罪
累
後
來
之
人
、
故
犹
不
免

於
意
必
之
私
、未
忍
一
日
舍
置
。
嗟
乎
、「
我
躬
不
閱
、遑
恤
我
後
」。

盡
其
力
之
所
能
爲
、
今
大
勢
亦
幸
底
定
、
如
其
禮
樂
、
以
俟
君
子

而
已
。（「
與
顧
惟
賢
」
三
、『
續
編
』
二
）

つ
ま
り
、
戰
爭
後
の
長
い
安
定
を
は
か
り
、
後
任
に
災
い
の
種
を
殘
さ

な
い
た
め
に
、
あ
え
て
長
く
駐
留
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
な
目
の
前
の
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
取
っ
た
行

動
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
對
處
に
は
「
長
い
安
定
を
は
か
る
」
と
い
う

價
値
も
含
ま
れ
て
い
よ
う
が
、
そ
れ
は
陽
明
が
山
賊
討
伐
と
い
う
事
に

當
た
っ
て
初
め
て
生
じ
た
價
値
で
あ
り
、
も
と
か
ら
陽
明
の
心
に
あ
っ
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た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
も
と
か
ら
あ
っ
た
講
學
な
ど
の
價
値

と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、
先
ほ
ど
見
た
「
役
者
」
の
よ
う
な
感
覺

が
起
こ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
講
學
だ
け
で
は
な
く
、
祖
母
や
父

へ

の
孝
養
な
い
し
は
巡
撫
と
し
て
の
責
任
な
ど
も
、
陽
明
が
江
西
に
來
る

前
か
ら
觀
念
の
中
に
持
っ
て
い
た
價
値
で
あ
り
、
そ
れ
が
江
西
時
代
と

い
う
現
實
に
お
い
て
陽
明
と
切
り
離
さ
れ
る
と
、
演
じ
て
い
る
こ
と
が

自
分
自
身
の
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
役
者
感
覺
を
陽
明
に
起
こ
さ
せ
た

の
で
あ
る
。

十
四
年
六
月
、
宸
濠
の
亂
が
起
こ
り
、
陽
明
は
福
建
へ
赴
任
す
る
途

中
で
そ
れ
に
遭
遇
し
た
。
も
と
も
と
陽
明
は
、
福
建
で
の
臨
時
の
仕
事

が
終
わ
っ
た
ら
、
そ
こ
か
ら
直
接
故
鄕
に
歸
ろ
う
と
考
え
て
い
た
が
、

反
亂
に
遭
遇
す
る
と
、
毅
然
と
し
て
義
兵
を
擧
げ
て
そ
れ
に
立
ち
向
か

う
こ
と
に
し
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
陽
明
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

本
非
生
（
陽
明
）
之
責
任
、
但
闔
省
無
一
官
見
在
、
人
情
渙
散
、

洶
洶
震
搖
。
使
無
一
人
牽
制
其
閒
、
彼
得
安
意
順
流
而
下
、
萬
一

南
都
無
備
、將
必
失
守
。
…
…
彼
之
奸
計
漸
成
、破
之
難
矣
。（「
與

當
衟
書
」、『
續
編
』
二
）

つ
ま
り
、
省
級
の
官
僚
が
こ
と
ご
と
く
宸
濠
に
捕
ら
え
ら
れ
ま
た
は
殺

さ
れ
て
い
た
な
か
、
ど
う
し
て
も
誰
か
一
人
が
宸
濠
を
牽
制
し
、
そ
の

襲
擊
を
遲
ら
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
當
時
南
贛
提
督
で
あ
っ
た
陽

明
が
、
あ
え
て
殘
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
判
斷
し
た
陽
明
が

父

に
送
っ
た
書

が
あ
り
、
そ
こ
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

男（
陽
明
）之
欲
歸
已
非
一
日
、急
急
圖
此
已
兩
年
、今
竟
陷
身
於
難
。

人
臣
之
義
至
此
、
豈
復
容
苟
迯
幸
脫
。
惟
俟
命
師
之
至
、
然
後
敢

申
前
懇
、
俟
事
勢
稍
定
、
然
後
敢
決
意
馳
歸
爾
。
伏
望
大
人
陪
萬

保
愛
、
諸
弟
必
能
勉
盡
孝
養
、
旦
暮
切
勿
以
不
孝
男
爲
念
。
天
苟

憫
男
一
念
血
誠
、
得
全
首
領
歸
拜
膝
下
、
當
必
有
日
矣
。（「
三
上

海
翁
書
」、『
續
編
』
一
）

二
年
も
汲
汲
と
し
て
歸
鄕
を
求
め
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
え
っ

て
國
難
に
陷
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
な
っ
た
以
上
、
人
臣
の
義
と
し
て

こ
こ
を
迯
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
た
め
、
從
來
求
め
て
い
た

歸
鄕
は
國
難
の
後
に
囘
し
、
天
が
も
し
自
分
の
誠
を
認
め
て
く
れ
る
な

ら
、
生
き
て
歸
る
日
は
必
ず
訪
れ
る
、
と
そ
の
成
就
を
天
に
任
せ
る
し

か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
國
難
に
立
ち
向
か
う

に
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
感
情
を
抑
え
る
必
要
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
次
の
資
料
が
そ
の
一
端
を
示
し
て
い
る
。

老
父
因
聞
變
驚
憂
成
疾
、
妻
奴
皆
坐
此
病
留
吉
安
、
至
今
生
死
未

定
。
始
以
國
難
、
不
暇
顧
此
。
今
事
勢
稍
靖
、
念
之
百
憂
煎
集
、

恨
不
能
卽
時
迯
去
。
奈
何
奈
何）

（（
（

。

國
難
が
過
ぎ
た
あ
と
、
抑
え
て
い
た
父

や
妻
子
に
對
す
る
想
い
が
一
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氣
に
溢
れ
出
て
、
陽
明
の
心
を
責
め
苛
み
、
迯
げ
歸
る
思
い
を
も
起
こ

さ
せ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
目
の
前
に
國
難
と
い
う
事
が
差
し
迫
る
と
、
陽
明
は

二
年
も
汲
汲
と
し
て
求
め
て
き
た
歸
鄕
を
わ
き
に
置
き
、
さ
ら
に
多
大

な
感
情
を
抑
え
込
ん
で
そ
の
事
に
對
處
し
よ
う
と
し
た
。
と
い
う
こ
と

は
、
そ
の
時
に
限
っ
て
は
こ
の
事
へ
の
對
處
に
、
歸
鄕
に
含
ま
れ
た
倫

理
的
價
値
よ
り
も
重
い
價
値
が
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か

し
、
そ
の
よ
う
な
は
ず
は
な
い
。
價
値
の
重
さ
で
は
、

へ
の
一
日
の

孝
養
は
ほ
か
の
何
物
に
も
代
え
難
い
最
高
の
價
値
で
あ
り
、
そ
の
認
識

こ
そ
「
內
外
輕
重
」
の
違
い
を
わ
き
ま
え
る
と
陽
明
は
言
う
（「
送
德
聲

叔
父
歸
姚
」
序
、『
外
集
』
二
）。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
現
𧰼

が
起
こ
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
恐
ら
く
、
現
實
に
お
い
て
價
値
の
選

擇
を
す
る
時
に
は
、
そ
の
重
さ
だ
け
で
な
く
、
そ
の
距
離
を
も
考
慮
に

入
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
歸
鄕
に
含
ま
れ
た
倫

理
的
價
値
は
、
歸
鄕
し
て
初
め
て
全
う
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
す

る
に
は
皇
帝
に
申
請
し
て
許
可
さ
れ
、
さ
ら
に
は
實
際
に
歸
る
こ
と
を

含
め
、
最
低
で
も
數
ヶ
月
は
か
か
る
。
そ
の
た
め
、
よ
り
遠
い
價
値
と

言
え
る
。
そ
れ
に
對
し
て
、
國
難
に
對
處
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
體
臣

下
に
と
っ
て
相
當
に
重
い
價
値
で
あ
る
う
え
に
、
目
の
前
の
必
要
性
に

迫
ら
れ
て
目
の
前
で
實
行
で
き
る
身
近
な
價
値
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
、

重
さ
と
距
離
の
兩
方
を
考
え
合
わ
せ
た
結
果
、
國
難
へ
の
對
處
の
重
要

性
が
、
歸
鄕
の
倫
理
的
價
値
を
超
え
て
い
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ

う
す
れ
ば
、
原
理
的
に
重
い
價
値
の
ほ
か
に
、
現
實
的
に
身
近
な
價
値

も
陽
明
に
と
っ
て
相
當
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
國
難
は
一
種
の
非
常
事
態
で
あ
る
が
、
普
段
の
場
合
で
は
、
こ
の

原
理
的
に
重
い
價
値
と
現
實
的
に
身
近
な
價
値
と
の
相
剋
を
、
陽
明
は

ど
う
判
斷
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
述
の
よ
う
に
、
宸
濠
の
亂
以
後
、
陽
明
は
官
界
で
危
⺇
に
遭
い
、

特
に
十
五
年
の
三
月
頃
は
非
常
に
危
險
な
狀
況
に
置
か
れ
て
い
た
。
そ

う
し
た
な
か
、
脅
か
さ
れ
た
倫
理
的
價
値
を
囘
復
す
る
た
め
に
も
、
自

身
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
も
、
陽
明
は
限
り
な
く
歸
鄕
を
望
む
よ

う
に
な
る
が
、
實
は
當
時
の
政
治
的
混
亂
の
も
と
、
歸
鄕
を
望
ん
だ
の

は
陽
明
だ
け
で
な
く
、
そ
の
部
下
に
も
苦
し
さ
に
堪
え
き
れ
ず
辭
表
を

提
出
す
る
人
が
相
次
い
で
い
た
。
四
月
、
宸
濠
に
對
す
る
戰
爭
で
先
頭

に
立
っ
た
按
察
使
の
伍
文
定
が
病
を
理
由
に
辭
職
し
、
七
月
、
撫
州
府

の
同
知
（
次
官
）
で
あ
る
汪
嵩
や
、
江
西
全
省
の
敎
育
を
管
理
す
る
提

學
官
の
邵
銳
も
辭
職
を
申
し
出
た
が
、
自
分
と
同
じ
願
い
を
持
つ
彼
ら

に
對
し
て
、
陽
明
は
そ
の
立
場
を
思
い
や
り
つ
つ
、
な
る
べ
く
引
き
止

め
よ
う
と
し
た（「
批
按
察
使
伍
文
定
患
病
抂
」「
批
撫
州
府
同
知
汪
嵩
乞
休
抂
」

「
批
提
學
僉
事
邵
銳
乞
休
抂
」、『
別
錄
』
九
、
日
付
は
閭
東
本
）。
そ
の
う
ち
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邵
銳
に
對
し
て
、
陽
明
は
特
に
感
情
の
こ
も
っ
た
返
答
を
し
て
い
る
。

況
本
院
（
陽
明
）
自
欲
求
退
而
未
能
、
安
可
沮
人
之
求
退
。
仰
該

司
（
按
察
司
）
備
行
本
官
（
邵
銳
）
再
加
酌
量
、
於
去
就
之
閒
、
務

求
盡
合
於
天
理
之
至
。
必
欲
全
身
遠
害
、
則
掛
冠
東
門
、
亦
遂
聽

行
所
志
。
若
犹
眷
顧
宗
國
、
未
忍
割
情
獨
徃
、
且
可
見
危
受
命
、

同
舟
共
艱
、
稍
須
弘
濟
、
却
遂
初
心
、
則
臨
難
之
義
、
既
無
苟
免

於
搶
攘
之
日
、
而
恬
退
之
節
、
自
可
求
伸
於
事
定
之
餘
。
興
言
乁

此
、
中
心
愴
切
。

邵
銳
と
は
、『
年
譜
』
に
「
守
舊
學
相
疑
」（
四
十
九
歲
九
月
）
と
あ
る
よ

う
に
、
後
に
學
問
に
關
し
て
從
來
の
立
場
を
堅
持
し
、
陽
明
を
疑
っ
た

人
で
あ
る
。
そ
の
彼
に
對
し
て
も
、
陽
明
は
結
局
、
自
分
で
「
天
理
の

至
り
」
を
求
め
る
よ
う
に
促
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。「
天
理
の
至
り
」

を
求
め
た
う
え
で
な
お
歸
り
た
い
な
ら
そ
れ
も
認
め
る
が
、
も
し
國
の

こ
と
が
氣
が
か
り
で
あ
っ
て
一
人
で
迯
げ
る
に
忍
び
な
い
な
ら
、
今
一

つ
踏
ん
張
る
こ
と
で
「
臨
難
の
義
」
は
果
た
せ
る
し
、
事
が
收
ま
っ
た

後
に
「
恬
退
の
節
」
も
お
の
ず
と
全
う
で
き
る
、
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
の
「
興
言
乁
此
、
中
心
愴
切
」
か
ら
は
、
こ
こ
ま
で
說
得

し
て
き
た
陽
明
の
言
葉
が
、
陽
明
自
身
に
も
響
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る

が
、
と
い
う
こ
と
は
、
彼
は
邵
銳
と
同
じ
く
あ
る
い
は
邵
銳
以
上
に
歸

る
べ
き
事
情
を
抱
え
て
い
な
が
ら
、そ
れ
以
上
に
目
の
前
の
情
勢
か
ら
、

も
う
し
ば
ら
く
止
ま
っ
て
お
く
必
要
性
を
感
じ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。

苦
し
い
な
が
ら
も
、
陽
明
は
も
う
し
ば
ら
く
止
ま
る
こ
と
を
選
び
、

歸
ろ
う
と
す
る
部
下
に
對
し
て
も
說
得
し
て
思
い
止
ま
ら
せ
た
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
最
も
重
い
倫
理
的
價
値
が
全
う
さ
れ
ず
、
脅
か
さ
れ
も

す
る
狀
況
を
一
方
に
抱
え
な
が
ら
、
そ
れ
と
は
逆
の
目
の
前
の
身
近
な

價
値
を
選
ん
だ
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
原
理
的
に
重
い
價
値
と

現
實
的
に
身
近
な
價
値
と
の
相
剋
に
對
し
て
、
陽
明
は
身
近
な
價
値
を

優
先
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
身
近
な
價
値
を
優
先
す
る
こ
と
は
、
陽
明

の
工
夫
論
か
ら
す
れ
ば
當
然
の
歸
結
か
も
し
れ
な
い
が
、
た
だ
先
ほ
ど

講
學
な
ど
の
從
來
の
價
値
を
放
置
し
て
目
の
前
の
事
に
追
わ
れ
る
自
分

を
「
役
者
」
と
捉
え
て
い
る
の
と
比
べ
れ
ば
、
そ
の
閒
に
大
き
な
姿
勢

の
變
化
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
や
む
を
得
ず

0

0

0

0

0

原
理
的

に
重
い
價
値
を
放
置
し
て
身
近
な
價
値
を
全
う
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
物

足
り
な
さ
を
感
じ
る
狀
態
か
ら
、
み
ず
か
ら

0

0

0

0

進0

ん
で

0

0

身
近
な
價
値
を
取

っ
て
そ
れ
に
專
念
す
る
こ
と
に
變
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ

の
よ
う
な
姿
勢
の
變
化
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

邵
銳
に
返
答
を
出
す
の
は
七
月
下
旬
の
こ
と
で
あ
る
が
、
實
は
先
の

六
月
か
ら
、
陽
明
は
南
昌
か
ら
贛
州
に
來
て
い
た
。
な
ぜ
來
た
か
と
い

う
と
、
明
確
な
資
料
的
根
據
は
な
い
が
、
當
時
の
狀
況
か
ら
し
て
、
正
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茅
茨
歲
晩
饒
風
景
、
雲
滿
淸
溪
雪
滿
岑
。（「

用
韻
答
伍
汝
眞
」、
同
上
）

「
孤
腸
自
信
終
如
鐵
」
な
ど
の
傍
線
部
は
、
い
か
に
讒
言
を
浴
び
て
い

よ
う
と
、
自
分
の
精
神
は
そ
れ
に
搖
る
が
さ
れ
な
い
と
い
う
自
信
を
示

し
、
ま
た
「
靑
天
白
日
是
知
心
」
は
、
自
分
の
心
は
ま
る
で
靑
天
白
日

の
よ
う
な
も
の
だ
と
、
自
己
の
心
の
狀
態
に
對
す
る
自
信
を
語
っ
て
い

る
。
こ
の
い
わ
ば
外
界
と
自
己
の
心
の
兩
方
に
對
す
る
滿
ち
溢
れ
た
自

信
は
、
三
月
頃
の
「
豈
必
欲
置
人
於
死
地
、
然
後
已
耶
」「
得
早
一
日

歸
、
卽
如
早
出
一
日
火
坑
」
と
對
比
す
れ
ば
、
そ
の
大
き
な
差
に
氣
付

く
。
當
初
は
官
界
で
の
危
⺇
に
壓
倒
さ
れ
そ
う
な
樣
子
さ
え
見
せ
た
陽

明
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
心
境
の
大
き
な
變
化
を
實
現
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
六
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
の
贛
州
滯
在
期
に
、
實

は
「
致
良
知
」
說
も
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の

心
境
の
變
化
は
「
致
良
知
」
の
形
成
に
も
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

後
年
、
讒
言
の
危
⺇
に
對
處
し
た
經
驗
に
つ
い
て
、
陽
明
は
次
の
よ

う
に
言
乁
し
て
い
る
。

昔
人
有
言「
何
以
止
謗
。
曰
、無
辯
。」人
之
是
非
毀
譽
、如
水
之
濕
、

如
火
之
熱
、
久
之
必
見
、
豈
能
終
掩
其
實
者
。
…
…
故
二
君
今
日

之
事
、
惟
宜
安
靜
自
處
、
以
聽
其
來
、
順
受
之
而
已
。
…
…
二
君

德
帝
を
惑
わ
し
て
い
た
江
彬
の
簒
奪
に
備
え
る
た
め
で
あ
っ
た
可
能
性

が
最
も
大
き
い
。
當
時
、
正
德
帝
は
側
近
の
佞
倖
た
ち
に
惑
わ
さ
れ
、

南
京
で
游
び
明
け
暮
れ
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
特
に
江
彬
が
正
德
帝
の

寵
愛
を
得
て
權
勢
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
、
陰
で
簒
奪
の
企
て
も
持
っ
て

い
た
と
い
う）

（（
（

。
そ
う
し
た
な
か
、
陽
明
が
か
つ
て
の
本
據
地
で
あ
る
贛

州
に
行
き
、
そ
こ
で
軍
備
を
整
え
て
い
れ
ば
、
江
彬
へ
の
牽
制
に
も
な

る
し
、
萬
一
江
彬
が
謀
反
を
起
こ
し
て
も
、
す
ぐ
に
驅
け
つ
け
て
抑
え

る
こ
と
も
で
き
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
行
動
に
出
る
こ
と
は
、
い
わ

ば
國
家
の
惡
勢
力
に
眞
っ
向
か
ら
對
立
す
る
こ
と
に
な
り
、
從
來
考
え

て
い
た
よ
う
に
歸
鄕
し
て
災
い
を
遠
ざ
け
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
み
ず

か
ら
災
い
の
中
に
飛
び
込
ん
で
い
く
よ
う
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
姿
勢
を
取
る
と
と
も
に
、
贛
州
に
來
て
か

ら
の
陽
明
は
有
名
な
「
啾
啾
吟
」（『
外
集
』
二
）
を
作
っ
た
。
そ
こ
で
「
丈

夫
落
落
掀
天
地
、
豈
顧
束
縛
如
窮
囚
」、「
人
生
逹
命
自
灑
落
、
憂
讒
避

毀
徒
啾
啾
」
な
ど
と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
い
か
な
る
境
遇
を
も
恐

れ
な
い
逹
觀
し
た
心
境
を
表
わ
し
て
い
る
。
ま
た
、「
啾
啾
吟
」
と
似

た
心
境
を
表
わ
す
も
の
に
、
次
の
詩
作
も
あ
る
。

莫
怪
鄕
思
日
夜
深
、
干
戈
衰
病
兩
相
侵
。

孤
腸
自
信
終
如
鐵
、
衆
口
從
敎
盡
鑠
金
。

碧
水
丹
山
曾
舊
約
、
靑
天
白
日
是
知
心
。
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但
看
數
年
來
、
區
區
所
以
自
處
者
如
何
。
當
時
若
不
自
修
自
耐
、

但
一
開
口
與
人
辯
、
則
其
擠
排
戮
辱
之
禍
、
將
必
四
面
而
立
至
、

甯
獨
數
倍
於
今
日
而
已
乎
。（「
答
伍
汝
眞
僉
憲
」、閭
東
本『
文
錄
』三
）

書

の
相
手
は
伍
希
儒
、
文
中
の
「
二
君
」
は
彼
と
謝
源
で
あ
る
が
、

二
人
と
も
宸
濠
に
對
す
る
戰
爭
で
御
史
と
し
て
陽
明
を
助
け
、
後
に
第

一
等
功
の
筆
頭
に
擧
げ
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
（「
咨
整
理
兵
馬
糧
草
兵
部

左
侍
郞
王
査
報
功
次
」、
閭
東
本
『
別
錄
』
十
一
）。
と
こ
ろ
が
、
二
人
の
功

績
は
朝
廷
に
認
め
ら
れ
ず
、
か
え
っ
て
理
由
を
付
け
て
左
遷
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
陽
明
は
、
王
通
『
中
說
』（
卷
五
問
易
篇
）
に
あ
る
「
何
以

止
謗
。
曰
、
無
辯
。」
と
い
う
語
を
引
き
、
人
か
ら
何
を
さ
れ
て
も
そ

れ
に
反
撥
せ
ず
、
そ
の
來
る
が
ま
ま
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
勸
め
た
。

ま
た
、
自
分
の
經
驗
と
し
て
、
た
だ
「
自
修
自
耐
」
す
な
わ
ち
ひ
た
す

ら
耐
え
な
が
ら
自
分
を
修
め
る
こ
と
で
「
當
時
」
を
乘
り
越
え
た
こ
と

を
言
っ
て
い
る
。
後
文
の
「
當
時
諸
君
從
傍
靜
觀
其
勢
」
か
ら
し
て
、

こ
の
「
當
時
」
は
「
二
君
」
と
一
緖
に
過
ご
し
た
と
き
で
あ
る
か
ら
、

宸
濠
の
亂
以
後
の
嚴
し
い
時
期
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
當
時

の
危
⺇
に
際
し
て
も
、
陽
明
は
決
し
て
反
撥
せ
ず
、
人
か
ら
何
を
さ
れ

て
も
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
、
そ
の
中
で
耐
え
な
が
ら
自
分
を
修

め
て
い
く
こ
と
で
乘
り
越
え
て
き
た
の
で
あ
る
。

人
か
ら
何
を
さ
れ
て
も
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
、
ひ
た
す
ら
耐
え
る
と

い
う
態
度
は
、
あ
る
意
味
で
極
め
て
受
動
的
と
言
え
る
。
し
か
し
、
陽

明
か
ら
す
れ
ば
、

或
問
客
氣
。
師
曰
、「
客
與
主
對
。
讓
盡
所
對
之
賓
、
而
安
心
居

於
卑
末
、
又
能
盡
心
盡
力
供
養
諸
賓
、
賓
有
失
錯
又
能
麭
容
、
此

主
氣
也
。
惟
恐
人
加
於
吾
之
上
、
惟
恐
人
怠
慢
我
、
此
是
客
氣
。」

（『
稽
山
承
語
』
29
條
）

と
い
う
よ
う
に
、そ
の
一
見
受
動
的
な
態
度
こ
そ
が
「
主
氣
」
で
あ
り
、

否
定
す
べ
き
「
客
氣
」
と
對
照
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。「
客
氣
」
に
つ

い
て
は
、陽
明
は
し
ば
し
ば
そ
の
弊
害
を
言
う
。
例
え
ば
「
私
欲
客
氣
、

一
病
兩
痛
、
非
二
物
也
」（「
答
陸
原
靜
書
」
二
、『
傳
習
錄
』
中
）
と
、
客

氣
と
私
欲
は
一
物
の
兩
面
で
あ
る
こ
と
を
言
い
、「
只
恐
客
氣
爲
患
、

不
肯
實
致
其
良
知
耳
」（「
與
楊
仕
鳴
」
二
、『
文
錄
』
二
）
と
、
客
氣
が
致

良
知
の
工
夫
を
妨
げ
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
用
例
か
ら
、
必
ず
し
も
客
氣
の
一
貫
し
た
定
義
が
讀
み
取
れ
る
わ
け

で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
主
人
と
客
人
の
關
係

で
說
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
主
氣
と
は
、
主
人
が
客
人
を
も
て
な
す
よ
う
に
、
自
分

を
低
く
し
て
客
人
の
一
切
を
受
け
入
れ
、
そ
の
う
え
で
客
人
を
で
き
る

だ
け
よ
く
も
て
な
そ
う
と
す
る
心
持
ち
で
あ
る
。
そ
れ
に
對
し
て
客
氣

と
は
、
客
人
の
よ
う
に
よ
く
も
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
、
よ
く
さ
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れ
な
い
こ
と
を
怖
が
る
心
持
ち
で
あ
る
。
比
喩
的
な
話
で
あ
る
が
、
言

い
換
え
れ
ば
、
主
氣
は
人
か
ら
何
を
さ
れ
よ
う
と
、
そ
の
人
の
一
切
を

受
け
入
れ
、
そ
の
う
え
で
人
に
よ
く
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ

れ
に
對
し
て
客
氣
は
自
分
が
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
よ
く
さ
れ
る
こ
と

を
期
待
し
、
人
に
よ
く
さ
れ
な
い
の
を
嫌
が
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
客

氣
の
も
と
に
、
い
っ
た
ん
人
に
よ
く
さ
れ
な
か
っ
た
ら
、
不
滿
を
抱
い

て
反
撥
や
迯
避
な
ど
し
た
く
な
る
こ
と
も
、
當
然
豫
想
さ
れ
よ
う
。

伍
希
儒
と
謝
源
の
例
で
言
え
ば
、
理
不
盡
な
仕
打
ち
を
さ
れ
て
そ
れ

に
反
撥
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
陽
明
か
ら
す
れ
ば
、
ま
さ
に
客
氣
な

の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
陽
明
は
そ
の
來
る
が
ま
ま
を
受
け
入
れ
る
と

い
う
主
氣
に
徹
す
る
こ
と
を
勸
め
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
陽
明
自
身
が

危
⺇
に
際
し
て
世
閒
か
ら
迯
れ
よ
う
と
し
た
り
、
自
分
の
要
求
を
握
り

潰
す
吏
部
を
批
判
し
た
り
し
た
の
も
、
實
は
客
氣
な
の
で
あ
ろ
う
が
、

彼
は
や
は
り
、
そ
の
仕
打
ち
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
た
う
え
で
人
々
に

よ
く
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
主
氣
に
徹
す
る
」
こ
と
で
危

⺇
を
乘
り
越
え
、
か
つ
心
境
に
も
大
き
な
變
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
人
か
ら
何
を
さ
れ
る
か
心
配
す
る
よ
り
も
、
む

し
ろ
何
を
さ
れ
て
も
そ
れ
を
受
け
入
れ
、
そ
の
う
え
で
人
に
よ
く
し
よ

う
と
す
る
こ
と
。
そ
う
切
り
替
え
る
こ
と
で
、
何
事
が
あ
っ
て
も
素
直

に
受
け
入
れ
る
、
ゆ
っ
た
り
し
た
心
構
え
も
自
然
に
生
じ
て
く
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
の
心
構
え
の
も
と
に
、
先
に
見
た
原
理
的
に
重
い
價

値
の
缺
如
に
對
す
る
焦
燥
感
や
、
身
近
な
價
値
し
か
全
う
で
き
な
い
こ

と
に
對
す
る
物
足
り
な
さ
が
消
え
、
目
の
前
に
何
事
が
來
て
も
そ
れ
を

受
け
入
れ
、
融
通
無
碍
に
對
處
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
先
の

價
値
の
相
剋
が
自
然
に
解
消
さ
れ
、
物
事
に
對
す
る
姿
勢
も
大
き
な
變

化
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。「
致
良
知
」
が
形
成
さ
れ
る
背
後
に
は
、
ま

さ
に
こ
の
よ
う
に
主
氣
に
徹
す
る
こ
と
で
生
じ
た
、
自
己
の
心
境
と
物

事
へ
の
姿
勢
に
わ
た
る
一
連
の
變
化
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。八

月
、
陽
明
は
弟
子
を
訪
ね
に
贛
州
近
く
の
山
に
出
か
け
た
。
そ
こ

で
次
の
詩
作
を
殘
し
た
。

靑
山
隨
地
佳
、
豈
必
故
園
好
。
但
得
此
身
閑
、
塵
寰
亦
蓬
島）

（（
（

。

ま
だ
歸
鄕
は
叶
わ
ず
、
俗
世
か
ら
離
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
が
、
そ
れ

は
も
う
素
直
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
ゆ
っ
た
り
し
た
心
境
に
な
っ
た
よ
う

で
あ
る
。四

、
む
す
び

龍
場
の
大
悟
は
、
外
界
に
對
す
る
倫
理
的
意
識
に
專
念
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
生
死
の
難
關
を
乘
り
越
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る）

（（
（

。
そ

れ
に
對
し
、
江
西
時
代
で
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
生
死
だ
け
で
な
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く
、
生
死
よ
り
重
い
價
値
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
、
倫
理
的
意
識
に

專
念
す
る
と
い
っ
て
も
、
も
と
か
ら
重
ん
じ
て
い
た
倫
理
的
價
値
を
囘

復
す
る
か
、
目
の
前
の
身
近
な
價
値
に
集
中
す
る
か
、
衟
が
二
つ
に
分

か
れ
て
い
る
。
倫
理
的
價
値
を
囘
復
す
る
こ
と
は
、現
實
的
に
難
し
い
。

か
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
あ
き
ら
め
て
身
近
な
價
値
に
集
中
す
る
な
ら
、

陽
明
の
價
値
觀
と
し
て
は
許
さ
れ
な
い
。
陽
明
は
兩
者
の
拮
抗
に
惱
ま

さ
れ
た
が
、
最
終
的
に
は
官
界
で
危
⺇
に
遭
い
、
そ
こ
で
主
氣
に
徹
す

る
と
い
う
處
し
方
を
取
り
、
何
も
か
も
素
直
に
受
け
入
れ
る
ゆ
っ
た
り

し
た
心
構
え
を
身
に
付
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
を
見
た
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
陽
明
は
目
の
前
の
身
近
な
價
値
を
優
先
す
る
こ
と
に
納
得

し
た
が
、
そ
の
こ
と
が
陽
明
の
工
夫
で
あ
る
一
方
、
み
ず
か
ら
を
そ
う

納
得
さ
せ
た
陽
明
の
心
境
の
變
化
が
、
す
な
わ
ち
江
西
時
代
に
お
け
る

陽
明
の
思
想
的
成
熟
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

註（
１
）　

安
田
二
郞
「
陽
明
學
の
性
格
」（『
中
國
近
世
思
想
硏
究
』
弘
文
堂
、

一
九
四
八
、
一
八
六
頁
）。

（
２
）　
「
致
良
知
」
の
形
成
時
期
に
つ
い
て
は
、
ふ
つ
う
正
德
十
五
年
の
秋

に
贛
州
で
唱
え
始
め
た
と
さ
れ
る
。
山
下
龍
二
「
王
陽
明
の
思
想
の
變

遷
に
つ
い
て
」（『
日
本
中
國
學
會
報
』
第
十
集
、
一
九
五
八
）、陳
來
『
有

無
之
境―

王
陽
明
哲
學
的
精
神
』（
人
民
出
版
社
、
一
九
九
一
）
第
七

章
第
一
節
「
致
良
知
說
的
提
出
」。

（
３
）　

例
え
ば
、
岡
田
武
彥
『
王
陽
明
大
傳
』
五
（『
岡
田
武
彥
全
集
』
５
、

明
德
出
版
社
、
二
〇
〇
五
、
十
一
頁
）
は
、
こ
の
見
方
を
示
し
て
い
る
。

（
４
）　

例
を
擧
げ
れ
ば
、
陽
明
が
尊
敬
す
る
景
泰
朝
の
英
雄
で
あ
る
于
謙
も
、

山
西
巡
撫
の
任
に
あ
っ
た
と
き
、「
銜
命
年
年
巡
塞
北
、
思

夜
夜
夢

江
南
」（「
示
冕
」、『
忠
肅
集
』
十
一
）
と
每
晩
江
南
を
夢
見
る
ほ
ど
故

鄕
が
戀
し
か
っ
た
と
い
う
。
于
謙
の
出
身
は
浙
江
の
杭
州
で
あ
る
。

（
５
）　

余
英
時『
宋
明
理
學
與
政
治
文
化
』（
吉
林
出
版
集
團
有
限
責
任
公
司
、

二
〇
〇
八
）
第
六
章
「
明
代
理
學
與
政
治
文
化
發
微
」。

（
６
）　

計
文
淵
編
『
王
陽
明
法
書
集
』（
西
泠
印
社
、
一
九
九
六
）
所
收
の

圖
版
「
二
六　

寓
贛
州
上
海
日
翁
手
札
」。
な
お
、
本
論
は
書
跡
を
引

用
す
る
に
當
た
っ
て
は
、
圖
版
か
ら
直
接
引
く
こ
と
を
原
則
と
し
た
た

め
、
文
字
や
句
讀
は
圖
版
に
付
さ
れ
た
釋
文
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な

い
。

（
７
）　

註
（
６
）
所
引
書
「
六
〇　

與
薛
尙
謙
手
札
」。

（
８
）　

役
所
の
見
取
り
圖
は
嘉
靖
『
贛
州
府
志
』
の
圖
版
「
提
督
都
察
院
圖
」

に
、
沿
革
な
ど
は
卷
六
公
署
「
提
督
都
察
院
」
に
見
ら
れ
る
。

（
９
）　

こ
の
文
章
の
拓
本
に
、「
正
德
己
卯
（
十
四
年
）
三
月
既
望
」
の
日

付
が
あ
る
と
い
う（「
王
陽
明『
思
歸
軒
賦
』書
迹
歸
鄕
記
」『
甯
波
日
報
』

二
〇
一
二
年
三
月
二
十
日
）。『
全
書
』
で
は
こ
の
文
章
を
庚
辰
（
十
五

年
）
の
作
と
す
る
が
、
誤
り
で
あ
る
。

（
10
）　

こ
の
詩
の
書
跡
は
何
海
林
編
『
王
陽
明
書
銅
陵
觀
鐵
船
錄
寄
』（
上



東
洋
の
思
想
と
宗
敎　

第
三
十
四
號

（ 94 ）

海
辭
書
出
版
社
、
二
〇
一
〇
）。
そ
こ
に
は
「
正
德
庚
辰
春
分
（
十
五

年
二
月
二
十
四
日
）」
の
日
付
が
あ
る
。

（
11
）　

註
（
６
）
所
引
書
「
三
三　

與
朱
守
忠
手
札
三
通
」
三
。

（
12
）　

註
（
６
）
所
引
書
「
三
三　

與
朱
守
忠
手
札
三
通
」
一
。

（
13
）　

江
彬
は
嘉
靖
帝
の
卽
位
後
、
凌
遲
で
處
刑
さ
れ
た
。
當
時
の
刑
部
に

よ
る
審
問
の
記
錄
が
、
謝
蕡
『
後
鑑
錄
』（『
明
史
資
料
叢
刋
』
第
一
輯
、

江
蘇
人
民
出
版
社
、
一
九
八
一
）
に
殘
っ
て
い
る
。

（
14
）　

註
（
６
）
所
引
書
「
四
〇　

忘
歸
巖
題
壁
」
に
「
正
德
庚
辰
（
十
五
年
）

八
月
八
日
」
の
日
付
が
あ
る
。

（
15
）　

大
場
一
央「
王
陽
明
の
思
想
形
成
に
お
け
る
龍
場
大
悟
の
位
置
」（『
早

稻
田
大
學
文
學
硏
究
科
紀
要
』
五
二
、
第
一
分
册
、
二
〇
〇
六
）。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
王
陽
明
、
望
鄕
、
江
西
、
致
良
知
、
出
處
進
退




