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辛
棄
疾
（
字
は
幼
安
、
号
は
稼
軒
）
は
南
宋
の
詞
人
と
し
て
文
学
史
に
大
名
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
の
生
涯
は
二
十
三
歳
の
時
に
任
官

し
て
か
ら
六
十
八
歳
で
卒
す
る
ま
で
、
一
貫
し
て
官
僚
と
し
て
の
一
生
で
あ
っ
た
。
職
を
免
ぜ
ら
れ
て
家
居
す
る
時
期
も
多
か
っ
た

が
、
官
僚
と
し
て
の
身
分
を
離
れ
た
こ
と
は
な
い
。
そ
の
点
は
ほ
ぼ
同
時
代
を
生
き
た
著
名
な
詩
人
陸
游
に
似
る
。
こ
の
二
人
は
と

も
に
官
僚
に
し
て
文
事
に
優
れ
、
い
わ
ゆ
る
官
僚
文
人
と
い
う
中
国
特
有
の
人
間
類
型
に
属
す
る
。
筆
者
は
前
稿
「
南
宋
詞
綜
論
」

（
『
風
絮
』
創
刊
号
、
二
〇
〇
五
・
三
）

に
お
い
て
、
南
宋
の
詞
に
は
か
な
り
性
質
を
異
に
す
る
二
様
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
一
を
「
現

実
派
、
士
大
夫
の
詞
」
と
名
づ
け
、
一
を
「
典
雅
派
、
文
人
の
詞
」
と
名
づ
け
た
。
辛
棄
疾
は
右
の
前
者
「
現
実
派
、
士
大
夫
の
詞
」

を
代
表
す
る
詞
人
で
あ
り
、
官
僚
文
人
と
し
て
の
現
実
の
生
活
を
創
作
の
基
盤
と
す
る
所
に
特
色
が
あ
る
の
で
、
そ
の
生
涯
の
文
学

活
動
の
軌
跡
を
考
察
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
必
然
的
に
官
僚
と
し
て
の
経
歴
に
目
を
向
け
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
作
品
の
す
べ
て
は
、

官
僚
文
人
と
し
て
の
生
活
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。 

 

辛
棄
疾
の
生
涯
に
つ
い
て
は
鄧
広
銘
教
授
の
永
年
に
わ
た
る
博
捜
と
精
密
な
考
究
の
結
実
と
し
て
、
詳
細
な
年
譜
が
あ
る
こ
と
は
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よ
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
（
一
九
四
七
年
初
版
本
は
筆
者
未
見
、
一
九
五
七
年
修
訂
本
、
一
九
九
七
年
増
訂
本
）①

。
早
い
時
期
に
梁
啓
超
、
ま
た
陳

思
な
ど
の
編
す
る
年
譜
が
公
刊
さ
れ
て
い
た
が②

、
そ
れ
ら
は
も
は
や
歴
史
的
な
意
義
し
か
な
い
。
従
っ
て
辛
棄
疾
の
経
歴
を
知
る
に

は
、
鄧
氏
の
年
譜
を
た
ど
る
ほ
か
は
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
が
、
そ
こ
に
し
る
さ
れ
た
事
象
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
、
ど
の
よ

う
な
意
義
を
認
め
る
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
と
事
は
簡
単
で
な
い
。
辛
棄
疾
に
関
す
る
多
く
の
文
章
に
お
い
て
、
こ
う
し
た

点
に
つ
い
て
問
題
を
含
む
も
の
が
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
辛
棄
疾
の
初
任
の
官
職
で
あ
る
が
、
紹
興
三
十
二
年

（
一
一
六
二
）
二
十
三
歳
の
時
に
右
承
務
郎
を
授
け
ら
れ
、
つ
い
で
江
陰
軍
簽
判
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
動
か
せ
な
い
事
実
で

あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
多
く
の
評
伝
の
類
は
、
辛
棄
疾
の
大
功
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
授
け
ら
れ
た
の
は
地
方
の
小
官
に

過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
風
に
し
る
し
て
い
る
。
し
か
し
後
に
詳
説
す
る
よ
う
に
、
こ
の
任
官
の
意
義
は
決
し
て
そ
の
よ
う
に
単
純
な

こ
と
で
は
な
い
。
以
下
は
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
つ
つ
、
辛
棄
疾
の
官
歴
を
た
ど
る
こ
と
に
す
る
。 

 

辛
棄
疾
は
紹
興
十
年
（
一
一
四
〇
）
に
歴
城
、
今
の
山
東
省
済
南
で
生
ま
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
靖
康
の
変
、
女
真
族
の
金
が
南
進
し
て

北
宋
の
都
開
封
を
占
領
し
た
事
件
（
一
一
二
六
）
か
ら
十
四
年
後
の
こ
と
、
華
北
一
帯
は
金
の
支
配
下
に
あ
り
、
宋
と
金
と
の
間
の
戦

争
状
態
は
な
お
続
い
て
い
た
。
辛
棄
疾
生
誕
の
翌
年
（
一
一
四
一
）
、
秦
檜
の
画
策
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
「
紹
興
の
和
議
」
が
成
立
し
、

以
後
お
よ
そ
二
十
年
は
淮
河
を
境
界
と
し
て
比
較
的
平
穏
な
状
態
が
続
く
が
、
辛
棄
疾
が
金
の
支
配
下
に
在
る
歴
城
に
お
い
て
幼
少

年
時
代
を
過
し
て
成
人
に
達
す
る
の
は
そ
の
時
期
に
当
る
。
紹
興
三
十
一
年
（
一
一
六
一
）
、
辛
棄
疾
が
二
十
二
歳
の
時
、
金
主
完
顔

亮
（
海
陵
王
）
が
南
進
を
開
始
し
て
長
江
北
岸
に
迫
り
、
宋
金
の
間
は
ふ
た
た
び
戦
争
状
態
と
な
っ
た
。
海
陵
王
は
部
将
に
殺
さ
れ
る

が
戦
争
状
態
は
続
き
、
そ
の
間
に
華
北
の
各
地
で
は
金
に
抵
抗
す
る
武
装
蜂
起
が
相
継
い
だ
。
棄
疾
も
二
千
の
衆
を
集
め
て
蹶
起
し

た
が
、
や
が
て
こ
の
山
東
一
帯
で
大
き
な
勢
力
と
な
っ
た
耿
京
の
軍
に
合
流
し
、
掌
書
記
と
な
っ
た
。
翌
年
、
耿
京
の
使
者
と
し
て

建
康
、
今
の
南
京
に
在
っ
た
高
宗
の
許
に
赴
い
た
。
高
宗
は
大
い
に
喜
び
、
耿
京
を
天
平
軍
節
度
使
に
任
じ
て
そ
の
軍
を
認
知
す
る
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と
と
も
に
、
棄
疾
に
は
「
右
承
務
郎
」
と
い
う
官
位
を
授
け
た
。
つ
い
で
南
宋
政
府
と
の
連
繫
に
成
功
し
た
こ
と
を
復
命
す
べ
く
北

上
す
る
途
中
、
耿
京
が
部
将
の
裏
切
り
に
遭
っ
て
殺
さ
れ
、
そ
の
軍
は
崩
壊
し
た
と
の
し
ら
せ
を
受
け
た
。
そ
の
叛
将
が
金
の
陣
営

に
在
る
こ
と
を
知
っ
た
棄
疾
は
、
手
勢
を
率
い
て
奇
襲
を
決
行
、
叛
将
を
捕
縛
し
て
脱
出
し
、
ふ
た
た
び
南
下
し
て
建
康
に
戻
り
、

こ
れ
を
処
刑
し
た
。
か
く
て
棄
疾
は
南
宋
に
仕
え
る
こ
と
に
な
り
、
「
江
陰
軍
簽
判
」
に
任
ぜ
ら
れ
る
。
紹
興
三
十
二
年
（
一
一
六
二
）
、

二
十
三
歳
の
時
の
こ
と
で
あ
る
。
棄
疾
の
任
官
は
こ
の
よ
う
に
異
常
な
事
態
の
中
で
の
特
別
な
功
績
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

宋
代
官
僚
の
中
で
唯
一
と
い
っ
て
も
よ
い
極
め
て
特
異
な
事
例
で
あ
る
。 

 

そ
こ
で
右
の
「
右
承
務
郎
、
江
陰
軍
簽
判
」
と
い
う
の
が
辛
棄
疾
の
官
途
の
第
一
歩
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
従
来
の
評
伝
の

類
の
記
述
の
仕
方
は
、
次
に
示
す
二
三
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
概
ね
軌
を
一
に
し
て
い
る
。 

○
歎
か
わ
し
い
の
は
、
稼
軒
は
こ
の
英
勇
な
る
戦
闘
行
為
を
以
て
、
反
金
の
大
旗
を
掲
げ
、
危
険
を
冒
し
て
祖
国
に
南
帰
し
た

の
だ
が
、
祖
国
は
人
才
を
起
用
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
彼
を
江
陰
簽
判
な
る
小
官
と
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
〔
可
歎
息
的
、
是

稼
軒
以
此
英
勇
戦
闘
行
為
、
挙
起
反
金
大
旗
、
冒
険
南
帰
祖
国
、
祖
国
却
不
知
道
起
用
人
才
、
只
給
他
当
了
一
個
江
陰
簽
判
的

小
官
。
〕
（
劉
天
中
『
辛
棄
疾
詞
及
其
平
生
思
想
』
、
一
九
六
九
） 

○
朝
廷
は
僅
か
に
彼
を
配
置
し
て
江
陰
簽
判
に
任
じ
、
知
事
を
補
佐
し
て
地
方
政
務
を
処
理
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
だ
け
で
あ
っ

た
。
〔
朝
廷
僅
僅
安
排
他
担
任
江
陰
簽
判
、
協
助
知
軍
処
理
地
方
政
務
。
〕
（
常
国
武
『
辛
棄
疾
』
、
一
九
八
一
） 

○
宋
朝
政
府
は
決
し
て
辛
棄
疾
を
重
く
用
い
よ
う
と
は
せ
ず
、
た
だ
江
陰
に
派
遣
し
て
低
級
な
文
官
で
あ
る
簽
判
に
任
じ
た
だ

け
で
あ
っ
た
。
〔
宋
朝
政
府
并
没
有
重
用
辛
棄
疾
、
只
不
過
派
他
到
江
陰
担
任
一
個
低
級
的
文
職
簽
判
官
。
〕
（
鍾
銘
鈞
『
辛
棄

疾
詞
伝
』
、
一
九
八
五
） 

 

こ
れ
ら
の
記
述
は
み
な
右
の
官
職
が
宋
代
官
制
の
中
で
ど
う
い
う
位
置
に
在
る
の
か
、
そ
し
て
こ
の
任
命
が
ど
う
い
う
意
味
を
持
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つ
の
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
の
配
慮
が
全
く
欠
落
し
て
い
る
。
ま
ず
こ
の
官
職
の
位
置
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
「
承
務
郎
」

は
階
官
で
従
九
品
、
最
下
位
で
は
あ
る
が
れ
っ
き
と
し
た
京
官
と
呼
ば
れ
る
ラ
ン
ク
に
属
し
、
そ
の
下
に
は
承
直
郎
以
下
七
段
階
の

選
人
と
呼
ば
れ
る
無
品
の
官
が
あ
り
、
通
常
は
そ
れ
ら
を
経
て
か
ら
京
官
に
達
す
る
。
「
右
」
は
「
無
出
身
」
、
科
挙
を
経
て
い
な

い
こ
と
を
示
す
が
、
官
位
と
し
て
は
「
有
出
身
」
を
示
す
「
左
」
と
同
等
で
あ
る
。
次
に
「
簽
判
」
と
は
「
簽
書
判
官
庁
公
事
」
の

略
称
、
「
江
陰
」
は
現
在
の
江
蘇
省
江
陰
、
「
軍
」
は
地
方
行
政
単
位
と
し
て
県
の
上
位
に
在
っ
て
州
と
並
ぶ
が
規
模
は
小
さ
く
、

属
県
は
一
ま
た
は
二
、
江
陰
軍
の
属
県
は
江
陰
一
県
だ
け
、
江
陰
県
は
隣
の
常
州
に
属
し
て
い
た
時
期
も
あ
る
が
、
こ
の
こ
ろ
は
独

立
し
て
軍
と
な
っ
て
い
た
。
地
方
行
政
の
基
本
単
位
で
あ
る
府
州
軍
に
は
知
事
（
知
府
・
知
州
・
知
軍
）
の
下
に
通
判
・
判
官
が
置
か
れ

る
が
、
小
さ
な
州
軍
で
は
通
判
を
置
か
ず
、
判
官
が
そ
の
職
務
を
兼
ね
る
。
こ
れ
が
「
簽
書
判
官
庁
公
事
」
、
通
称
「
簽
判
」
で
、

当
然
一
般
の
判
官
よ
り
格
が
高
く
、
通
判
に
準
ず
る
地
位
で
あ
る③

。 

 

官
途
の
第
一
歩
と
し
て
直
ち
に
京
官
を
得
、
差
遣
の
職
と
し
て
簽
判
の
地
位
を
与
え
ら
れ
た
と
い
う
の
は
、
破
格
の
特
別
待
遇
な

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
科
挙
合
格
者
た
ち
の
任
官
の
様
態
と
比
較
す
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
官
僚
組
織
の
整
備
を
急
い
だ
北

宋
初
期
は
別
と
し
て
、
北
宋
半
ば
以
後
は
限
ら
れ
た
官
僚
の
地
位
に
対
し
て
志
望
者
は
増
加
す
る
一
方
で
あ
っ
た
か
ら
、
科
挙
は
激

烈
な
競
争
と
な
り
、
更
に
た
と
え
合
格
し
て
も
多
く
は
選
人
に
と
ど
ま
り
、
直
ち
に
京
官
を
得
る
の
は
限
ら
れ
た
上
位
及
第
者
だ
け

に
な
る
。
南
宋
に
な
る
と
国
土
は
半
減
す
る
け
れ
ど
も
科
挙
志
望
者
が
減
ず
る
こ
と
は
な
く
、
政
府
は
冗
官
に
悩
ま
さ
れ
る
が
、
合

格
者
数
を
縮
小
す
る
こ
と
は
知
識
階
級
の
信
望
を
失
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
、
三
年
ご
と
の
試
験
に
三
～
五
百
名
合
格
と
い

う
水
準
は
宋
末
ま
で
維
持
さ
れ
る④

。
そ
こ
で
南
宋
で
は
合
格
後
直
ち
に
京
官
を
授
け
ら
れ
る
の
は
多
い
年
で
上
位
三
名
、
首
席
及
第

す
な
わ
ち
状
元
だ
け
と
い
う
年
の
方
が
む
し
ろ
多
い
。
そ
し
て
選
人
の
資
格
で
も
地
方
の
下
級
官
僚
（
州
の
参
軍
な
ど
）
に
は
な
れ
る
が⑤

、

下
位
合
格
だ
と
そ
れ
す
ら
も
順
番
待
ち
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。 
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次
に
留
意
す
べ
き
は
、
直
ち
に
京
官
を
得
た
上
位
及
第
者
が
最
初
に
授
け
ら
れ
る
差
遣
の
職
は
簽
判
と
い
う
の
が
恒
例
に
な
っ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
『
宋
会
要
（
輯
稿
）

』
（
選
挙
二
）

に
よ
っ
て
辛
棄
疾
が
任
官
し
た
紹
興
三
十
二
年
の
前
後
五
次
の

状
元
及
第
者
の
初
任
を
み
る
と
、
紹
興
二
十
四
年
の
張
孝
祥
、
二
十
七
年
の
王
十
朋
、
三
十
年
の
梁
克
家
、
隆
興
元
年
の
木
待
問
、

乾
道
二
年
の
蕭
国
樑
は
み
な
官
は
「
左
承
事
郎
（
正
八
品
）
」
、
そ
し
て
職
は
す
べ
て
「
簽
書
判
官
庁
公
事
」
と
な
っ
て
い
る
。
時
に

第
二
人
、
第
三
人
に
京
官
、
簽
判
が
与
え
ら
れ
て
い
る
例
も
あ
る
が
（
注
㉕
参
照
）

、
第
四
人
以
下
に
そ
の
例
は
皆
無
、
す
べ
て
選
人

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。 

 

そ
れ
ら
の
例
に
比
べ
る
と
、
辛
棄
疾
の
「
右
承
務
郎
」
は
状
元
の
「
左
承
事
郎
」
に
は
及
ば
な
い
し
、
無
出
身
を
示
す
「
右
」
が

冠
せ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
選
人
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
多
く
の
合
格
者
よ
り
は
遥
か
に
上
位
に
在
る
し
、
差
遣
の
「
簽
判
」
は
状
元
及

第
者
に
匹
敵
す
る
。
つ
ま
り
辛
棄
疾
が
こ
の
時
に
受
け
た
処
遇
は
、
状
元
に
は
及
ば
な
い
ま
で
も
一
般
の
合
格
者
よ
り
は
か
な
り
優

遇
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
ろ
の
科
挙
合
格
の
平
均
年
齢
と
い
う
よ
う
な
統
計
が
あ
る
は
ず
は
な
い
が
、
著
名

人
の
伝
記
な
ど
、
種
々
の
事
例
を
み
た
印
象
と
し
て
は
、
の
ち
に
相
当
に
栄
達
し
た
人
で
も
二
十
代
後
半
か
ら
三
十
歳
前
後
が
多
い

よ
う
で
（
注
⑤
参
照
）
、
二
十
三
歳
に
し
て
無
出
身
で
あ
り
な
が
ら
状
元
及
第
に
次
ぐ
よ
う
な
待
遇
を
得
た
の
は
稀
有
の
こ
と
に
違
い

な
い
。
決
し
て
「
只
不
過
派
他
到
江
陰
担
任
一
個
低
級
的
文
職
簽
判
官
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。 

 

海
陵
王
の
南
進
を
契
機
と
す
る
戦
争
状
態
の
中
で
、
宋
金
両
軍
は
概
ね
淮
河
流
域
で
対
峙
し
て
い
た
。
そ
の
状
況
に
お
い
て
、
金

の
支
配
下
に
在
る
華
北
地
域
の
武
装
蜂
起
は
、
金
軍
の
背
後
を
脅
か
す
も
の
と
し
て
期
待
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
記
録
と
し
て
は
辛

棄
疾
が
南
帰
し
た
翌
年
（
隆
興
元
年
）
の
こ
と
に
な
る
が
、
華
北
の
豪
族
た
ち
に
対
し
蠟
で
丸
め
た
檄
文
を
密
使
に
運
ば
せ
、
蜂
起
を

う
な
が
し
た
と
い
う
事
実
が
あ
る⑥

。
（
そ
の
檄
文
を
起
草
し
た
の
は
陸
游
で
あ
っ
た⑦

）
。
耿
京
に
対
し
天
平
軍
節
度
使
と
い
う
た
い
そ
う
な

肩
書
き
を
直
ち
に
与
え
た
の
も
そ
う
し
た
期
待
か
ら
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
に
対
す
る
裏
切
り
者
を
た
ち
ま
ち
処
断
し
た
辛
棄
疾
の
果
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敢
な
行
動
は
、
士
気
を
鼓
舞
す
る
も
の
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
、
右
の
処
遇
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
る
。 

 
次
に
、
科
挙
の
上
位
及
第
者
の
場
合
は
当
初
の
地
方
勤
務
を
終
え
る
と
多
く
は
秘
書
省
の
文
書
担
当
、
す
な
わ
ち
秘
書
正
字
や
校

書
郎
な
ど
に
任
ぜ
ら
れ
、
い
わ
ば
高
級
官
僚
候
補
生
と
し
て
研
修
の
よ
う
な
勤
務
に
な
る
が
、
一
種
の
「
武
功
」
に
よ
っ
て
特
別
任

用
と
な
っ
た
辛
棄
疾
は
、
当
初
の
待
遇
は
科
挙
上
位
及
第
者
に
近
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
後
右
の
よ
う
な
コ
ー
ス
に
組
み
入
れ

ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
地
方
勤
務
が
続
く
こ
と
に
な
る
。
但
し
一
歩
一
歩
昇
格
し
て
い
る
の
で
、
決
し
て
冷
遇
と
い
う
の
で
は
な
い
。

江
陰
簽
判
の
任
期
満
了
の
あ
と
は
広
徳
軍
通
判
に
昇
任
、
そ
の
在
任
中
乾
道
元
年
（
一
一
六
五
）⑧

に
は
特
別
に
意
見
を
求
め
ら
れ
、
「
美

芹
十
論
」
を
奏
進
し
た
。
前
年
の
十
一
月
に
い
わ
ゆ
る
「
隆
興
の
和
議
」
が
成
立
し
、
戦
争
状
態
が
解
消
し
て
間
も
な
く
の
時
期
、

今
後
の
国
家
経
営
の
方
策
を
大
所
高
所
か
ら
論
じ
た
十
編
か
ら
成
る
論
文
で
、
『
歴
代
名
臣
奏
議
』
（
楊
士
奇
編
）
に
全
文
が
録
さ
れ

て
お
り
、
辛
棄
疾
が
若
く
し
て
広
い
視
野
と
優
れ
た
見
識
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
い
で
一
一
六
七
年
、
二
十
八

歳
の
時
に
建
康
府
通
判
と
な
っ
た
。
建
康
府
は
数
多
く
の
府
州
の
な
か
で
も
特
別
に
格
が
高
く
、
同
じ
く
通
判
と
称
し
て
も
軍
の
通

判
と
は
段
違
い
で
、
二
十
八
歳
と
い
う
年
齢
を
考
え
る
と⑨

や
は
り
特
別
待
遇
と
い
え
る
。
し
か
も
こ
の
建
康
は
江
南
の
重
要
拠
点
で

あ
っ
て
、
府
の
衙
門
の
他
に
さ
ま
ざ
ま
な
政
府
機
関
が
置
か
れ
て
お
り
、
有
能
な
官
僚
た
ち
が
集
ま
っ
て
い
た
が
、
辛
棄
疾
は
そ
れ

ら
の
官
僚
た
ち
の
知
遇
を
も
得
、
そ
の
こ
と
は
そ
の
後
の
官
途
、
交
遊
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
（
た
と
え
ば
葉
衡
、
趙
彦
端
、
韓
元

吉
な
ど
、
葉
衡
は
後
出
）

。 

 

建
康
府
通
判
の
任
期
を
終
え
て
か
ら
は
い
っ
た
ん
中
央
政
府
の
司
農
寺
主
簿
を
経
て
知
州
の
資
序
を
得
、
滁
州
に
赴
任
す
る
。
乾

道
八
年
（
一
一
七
二
）
三
十
三
歳
で
あ
っ
た
。
滁
州
は
い
ま
安
徽
省
、
建
康
と
江
を
隔
て
た
西
北
に
位
置
し
、
か
つ
て
海
陵
王
が
建
康

を
め
ざ
し
て
押
し
寄
せ
た
時
に
主
戦
場
と
な
っ
た
地
域
に
在
る
。
そ
れ
か
ら
ほ
ぼ
十
年
が
経
っ
て
い
る
が
、
な
お
疲
弊
し
た
ま
ま
で

あ
っ
た
ら
し
い
。
棄
疾
は
着
任
す
る
や
直
ち
に
賦
税
の
軽
減
、
商
旅
の
優
待
な
ど
、
今
日
で
い
う
地
域
振
興
に
努
め
、
相
当
の
成
果
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辛
棄
疾
の
官
歴
に
つ
い
て 

を
収
め
た
こ
と
が
各
種
の
記
載
に
み
え
て
い
る
。
特
に
江
北
の
東
西
南
北
の
街
道
の
交
点
に
当
た
る
と
い
う
地
理
的
条
件
に
着
目
し
、

商
旅
の
為
の
宿
所
を
設
け
て
往
来
を
盛
に
し
た
こ
と
は
お
お
い
に
効
果
を
挙
げ
た
ら
し
い⑩

。
彼
は
官
僚
と
し
て
も
有
為
か
つ
有
能
で

あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。 

 

つ
い
で
江
東
安
撫
使
参
議
官
に
転
ず
る
が
、
こ
れ
は
安
撫
使
葉
衡
に
招
か
れ
た
の
で
あ
る
。
江
東
安
撫
使
の
治
所
は
建
康
で
、
知

建
康
府
・
行
都
留
守
を
兼
ね
る
重
職
で
あ
る
。
葉
衡
は
か
つ
て
総
領
淮
西
江
東
軍
馬
銭
糧
と
し
て
こ
の
地
に
駐
在
し
、
通
判
で
あ
っ

た
辛
棄
疾
を
識
っ
た
。
そ
の
人
物
が
気
に
入
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
ふ
た
た
び
安
撫
使
と
し
て
こ
の
地
に
来
任
し
、
棄
疾
を
招
い
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
間
も
な
く
葉
衡
は
宰
相
に
就
任
し
、
棄
疾
を
推
薦
し
て
倉
部
郎
中
に
任
じ
た
。
従
六
品
相
当
の
職
で
あ
る
。
こ
こ

ま
で
は
官
僚
と
し
て
ま
ず
ま
ず
順
調
な
、
そ
し
て
平
穏
な
コ
ー
ス
を
歩
ん
だ
と
い
え
る
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
又
も
異
常
な
事
態
の
中

で
格
別
の
活
躍
を
す
る
こ
と
に
な
る
。 

 

宋
の
政
府
は
北
宋
以
来
茶
と
塩
の
専
売
利
益
を
重
要
な
財
源
と
し
て
来
た
。
政
府
の
収
入
を
確
保
す
る
為
に
生
活
必
需
品
で
あ
る

茶
と
塩
を
高
額
で
庶
民
に
買
わ
せ
た
の
で
、
政
府
の
専
売
ル
ー
ト
を
通
さ
ず
ひ
そ
か
に
茶
塩
を
商
う
者
が
絶
え
な
い
。
こ
の
い
わ
ゆ

る
私
塩
私
茶
が
横
行
す
る
と
政
府
収
入
が
減
る
の
で
厳
重
に
取
り
締
る
が
、
そ
う
な
る
と
密
売
が
組
織
化
さ
れ
、
つ
い
に
は
武
装
し

て
官
憲
の
取
り
締
り
に
抵
抗
す
る
よ
う
に
な
る
。
も
と
も
と
庶
民
は
高
価
な
茶
塩
を
買
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
、
相
対
的
に
安
価
な
私

塩
私
茶
を
歓
迎
し
、
そ
の
組
織
を
支
持
す
る
傾
向
す
ら
あ
る
の
で
、
取
り
締
り
は
容
易
で
な
い
。
辛
棄
疾
の
こ
ろ
長
く
政
府
の
中
枢

に
在
っ
た
周
必
大
の
奏
議
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。 

○
姦
氓 

賊
の
得
る
所
を
利
と
し
、
反
て
官
軍
の
動
静
を
以
て
賊
に
告
ぐ
。
故
に
彼 

伏
を
設
く
る
に
我
は
知
ら
ず
。
我 

伏

を
設
く
れ
ば
則
ち
彼
は
引
き
て
避
く
。
〔
姦
氓
利
賊
所
得
、
反
以
官
軍
動
静
告
賊
、
故
彼
設
伏
而
我
不
知
、
我
説
伏
則
彼
引
避
、
〕

（
「
論
平
茶
賊
利
害
」
、
『
周
益
国
文
忠
公
集
』
「
奏
議
」
） 
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右
に
「
姦
氓
」
と
い
う
の
は
政
府
側
か
ら
み
て
け
し
か
ら
ぬ
や
つ
ら
で
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
一
般
庶
民
が
ゲ
リ
ラ
を
支
持
す
る
よ

う
な
状
況
が
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
南
宋
に
な
る
と
戦
争
状
態
に
な
い
時
は
金
の
支
配
す
る
華
北
地
方
と
も
交
易
が
あ
っ
た

の
で
、
事
態
は
い
っ
そ
う
複
雑
に
な
る
。
華
北
で
は
茶
を
産
し
な
い
の
で
、
も
っ
ぱ
ら
南
か
ら
の
輸
入
に
頼
る
ほ
か
は
な
く
、
南
宋

政
府
は
境
界
線
に
榷
場
（
榷
は
専
売
の
意
）

を
設
け
て
一
手
に
管
理
し
よ
う
と
す
る
が
、
当
然
密
貿
易
が
あ
と
を
絶
た
な
い
。
『
建
炎

以
来
朝
野
雑
記
』
に
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。 

○
今
東
南
の
茶
は
皆
な
榷
場
よ
り
北
界
に
転
入
す
。
亦
た
私
か
に
淮
を
渡
る
者
有
り
。
厳
に
稽
禁
を
為
す
と
雖
も
、
終
に
透
漏

を
免
れ
ず
。
〔
今
東
南
茶
皆
自
榷
場
転
入
北
界
、
亦
有
私
渡
淮
者
、
雖
厳
為
稽
禁
、
而
終
不
免
透
漏
焉
、
〕 

 

か
く
て
淳
熙
年
間
に
入
り
、
頼
文
政
な
る
者
の
率
い
る
茶
商
の
密
売
組
織
が
、
ま
ず
湖
北
に
お
い
て
異
常
に
肥
大
化
し
て
騒
乱
を

起
し
、
湖
南
か
ら
江
西
に
及
び
、
政
府
軍
は
た
び
た
び
敗
北
を
喫
し
て
収
拾
が
つ
か
な
い
状
況
と
な
っ
た
。
『
宋
史
』
「
孝
宗
本
紀
」

に
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

○
（
淳
熙
二
年
）
夏
四
月
、
…
…
茶
冦
頼
文
政 

湖
北
に
起
り
、
転
じ
て
湖
南
・
江
西
に
入
り
、
官
軍

数
し
ば
し
ば

敗
る
所
と
為
る
。
江

州
の
都
統
皇
甫
倜
に
命
じ
て
之
を
招
か
し
む
。
〔
茶
冦
頼
文
政
起
湖
北
、
転
入
湖
南
江
西
、
官
軍
数
為
所
敗
、
命
江
州
都
統
皇

甫
倜
招
之
、
〕 

○
五
月
、
…
…
鄂
州
都
統
李
川
に
命
じ
兵
を
調
し
て
茶
冦
を
捕
え
し
む
。
〔
命
鄂
州
都
統
李
川
調
兵
捕
茶
冦
、
〕 

 

そ
し
て
次
の
六
月
に
は
、
こ
の
地
方
の
提
刑
、
い
わ
ば
法
務
長
官
に
任
命
さ
れ
た
官
僚
が
、
賊
を
恐
れ
て
赴
任
し
よ
う
と
せ
ず
発

令
を
取
り
消
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
る
。
『
宋
会
要
』
に
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

○
淳
熙
二
年
六
月
十
一
日
、
新
江
西
路
提
刑
方
師
尹
に
別
に
差
遣
を
与
う
。
老
耄
に
し
て
畏
怯
、
江
西
に
茶
賊
窃
か
に
発
す
る

を
聞
き
、
畏
避
遷
延
し
て
、
敢
て
官
に
之ゆ

か
ざ
る
に
坐
す
る
が
故
な
り
。
〔
淳
熙
二
年
六
月
十
一
日
、
新
江
西
路
提
刑
方
師
尹



 

－63－ 

辛
棄
疾
の
官
歴
に
つ
い
て 

別
与
差
遣
、
坐
老
耄
畏
怯
、
聞
江
西
茶
賊
窃
発
、
畏
避
遷
延
、
不
敢
之
官
故
也
、
〕 

 
そ
し
て
右
の
こ
と
が
あ
っ
た
直
後
に
そ
の
江
西
提
刑
に
任
命
さ
れ
た
の
が
辛
棄
疾
で
あ
っ
た
。 

○
淳
熙
二
年
六
月
辛
酉
（
十
二
日
）
、
倉
部
郎
中
辛
棄
疾
を
以
て
江
西
提
刑
と
為
し
、
諸
軍
を
節
制
し
て
、
茶
冦
を
討
捕
せ
し
む
。

〔
淳
熙
二
年
六
月
辛
酉
、
以
倉
部
郎
中
辛
棄
疾
為
江
西
提
刑
、
節
制
諸
軍
、
討
捕
茶
冦
、
〕
（
『
宋
史
』
「
孝
宗
本
紀
」
） 

 

右
の
「
江
西
提
刑
」
の
「
提
刑
」
と
は
「
提
点
刑
獄
公
事
」
の
略
称
、
『
宋
史
』
「
職
官
志
」
に
「
所
部
の
獄
訟
を
察
し
て
其
の

曲
直
を
平
ら
か
に
す
る
を
掌
る
（
掌
察
所
部
之
獄
訟
而
平
其
曲
直
）

」
と
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
路
官
（
監
司
）
の
一
種
、
一
地
方
（
路
）

、
こ

の
場
合
は
江
南
西
路
（
江
西
）
の
府
州
を
刑
獄
の
こ
と
に
つ
い
て
監
督
す
る
地
位
で
あ
る
。
た
だ
し
通
常
の
任
命
で
は
な
く
、
「
節
制

諸
軍
、
討
捕
茶
冦
」
と
い
う
特
別
任
務
が
附
さ
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
そ
の
方
が
主
で
、
そ
の
為
に
こ
の
地
位
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
騒
乱
の
処
理
に
苦
し
ん
だ
政
府
中
枢
が
、
か
つ
て
紹
興
末
の
宋
金
戦
争
に
お
け
る
辛
棄
疾
の
活
躍
を
想
起
し
て
、
い
わ
ゆ
る

「
白
羽
の
矢
」
を
立
て
た
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
棄
疾
は
み
ご
と
に
そ
の
期
待
に
応
え
た
。
『
宋
史
』
「
孝
宗
紀
」
に
は
、 

○
淳
熙
二
年
閏
九
月
、
辛
棄
疾 

頼
文
政
を

誘
い
ざ
な

い
て
之
を
殺
し
、
茶
冦
平
ら
ぐ
。
〔
辛
棄
疾
誘
頼
文
政
殺
之
、
茶
冦
平
、
〕 

と
簡
潔
に
し
る
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ろ
い
ろ
な
文
献
に
こ
の
件
に
関
す
る
記
載
が
あ
り
、
『
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
』
の
記
述
が
最
も

要
領
を
得
て
い
る
。 

○
江
南
の
茶
を
産
す
る
こ
と
既
に
盛
な
り
し
よ
り
、
民
に
盗
販
す
る
も
の
多
し
。
数
百
も
て
群
を
為
し
、
稍
も
詰と

が

む
れ
ば
則
ち

起
ち
て
盗
と
為
る
。
淳
熙
二
年
、
茶
冦
頼
文
政
湖
北
に
反
し
、
転
じ
て
湖
南
江
西
に
入
り
、
広
東
を
侵
犯
し
、
官
軍

数
し
ば
し
ば

敗
る

所
と
為
る
。
辛
棄
疾
幼
安
時
に
江
西
提
刑
と
為
り
、
諸
軍
を
督
し
て
討
捕
す
。
属
吏
黄
倬
、
銭
之
望
に
命
じ
て
誘
致
し
、
既
に

し
て
之
を
殺
す
。
江
州
都
統
制
皇
甫
倜 

因
り
て
其
の
党
を
招
降
し
て
軍
に
隸
せ
し
む
。
〔
自
江
南
産
茶
既
盛
、
民
多
盗
販
、

数
百
為
群
、
稍
詰
起
而
為
盗
、
淳
熙
二
年
茶
冦
頼
文
政
反
於
湖
北
、
転
入
湖
南
江
西
、
侵
犯
広
東
、
官
軍
数
為
所
敗
、
辛
棄
疾
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幼
安
時
為
江
西
提
刑
、
督
諸
軍
討
捕
、
命
属
吏
黄
倬
、
銭
之
望
誘
致
、
既
而
殺
之
、
江
州
都
統
制
皇
甫
倜
因
招
降
其
党
隸
軍
、
〕 

 
更
に
羅
大
経
『
鶴
林
玉
露
』
に
は
こ
の
時
の
経
緯
に
つ
い
て
興
味
深
い
挿
話
が
し
る
さ
れ
て
い
る
。
賊
軍
は
首
領
頼
文
政
の
首
を

差
し
出
し
て
降
伏
し
た
の
だ
が
、
実
は
そ
れ
は
身
代
り
、
い
わ
ゆ
る
影
武
者
の
首
で
あ
っ
て
、
頼
文
政
は
落
ち
の
び
て
い
た
と
い
う

の
で
あ
る
。 

○
淳
熙
の
間
、
江
湖
の
茶
商
相
挺
し
て
盗
と
為
り
、
荊
南
の
茶
駔
（
仲
買
人
）
頼
文
政
を
推
し
て
首
と
為
す
。
文
政
智
多
く
、
年

已
に
六
十
な
り
。
従
わ
ず
し
て
曰
く
、
天
子
徳
を
失
う
無
く
、
天
下
に
他
の
釁
無
し
、
将は

た
以
て
何
を
か
為
さ
ん
、
と
。
群
兇

聴
か
ず
、
刃
を
以
て
之
を
脅
し
、
黽
勉
し
て
従
わ
し
む
。
文
政
事
の
必
ず
済と

げ
ざ
る
を
知
り
、
陰ひ

そ

か
に
貌
の
己
に
類
す
る
者
一

人
、
劉
四
と
曰
い
、
油
糍
を
煎
す
る
を
以
て
業
と
為
す
を
求
め
、
左
右
に
執
役
せ
し
む
。
辛
幼
安
江
西
の
憲
（
提
刑
）
と
為
り
、

親
み
ず
か

か
ら
死
士
を
提
し
て
之
と

角
た
た
か

う
。
困
屈
し
て
降
を
請
い
、
文
政
先
ず
渠
魁
数
人
と
来
た
り
見ま

み

え
、
日
を
約
し
て
兵
を
束お

さ

む
。

既
に
し
て
退
き
て
其
の
徒
に
謂
い
て
曰
く
、
辛
提
刑
は
瞻
視
す
る
に
常
な
ら
ず
、
必
ず
将
に
我
を
殺
さ
ん
と
す
、
遁
れ
去
ら
ん

と
欲
す
、
と
。
其
の
徒
可き

か
ず
。
則
ち
曰
く
、
寧む

し

ろ
吾
が
首
を
断
ち
て
以
て
降
れ
、
死
す
る
の
先
後
は
数
日
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
、

と
。
其
の
徒
又
た
忍
び
ず
。
乃
ち
劉
四
の
首
を
斬
り
、
偽
り
て
己
が
首
と
為
し
て
以
て
出
で
し
む
。
而
し
て
文
政
竟
に
遁
れ
去

る
。
官
軍

迄
い
ま
な
お

其
の
首
級
の
偽
な
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
〔
淳
熙
間
、
江
湖
茶
商
相
挺
為
盗
、
推
荊
南
茶
駔
頼
文
政
為
首
、
文

政
多
智
、
年
已
六
十
、
不
従
曰
、
天
子
無
失
徳
、
天
下
無
他
釁
、
将
以
何
為
、
群
兇
不
聴
、
以
刃
脅
之
、
黽
勉
而
従
、
文
政
知

事
必
不
済
、
陰
求
貌
類
己
者
一
人
、
曰
劉
四
、
以
煎
油
糍
為
業
、
使
執
役
左
右
、
辛
幼
安
為
江
西
憲
、
親
提
死
士
与
之
角
、
困

屈
請
降
、
文
政
先
与
渠
魁
数
人
来
見
、
約
日
束
兵
、
既
退
謂
其
徒
曰
、
辛
提
刑
瞻
視
不
常
、
必
将
殺
我
、
欲
遁
去
、
其
徒
不
可
、

則
曰
、
寧
断
吾
首
以
降
、
死
先
後
不
過
数
日
耳
、
其
徒
又
不
忍
、
乃
斬
劉
四
之
首
、
使
偽
為
己
首
以
出
、
而
文
政
竟
遁
去
、
官

軍
迄
不
知
其
首
級
之
偽
也
、
〕 
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辛
棄
疾
の
官
歴
に
つ
い
て 

 

こ
こ
に
し
る
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
事
実
か
ど
う
か
は
確
か
め
よ
う
も
な
い
が
、
当
時
庶
民
の
間
に
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を

記
録
し
た
も
の
に
は
違
い
な
く
、
そ
れ
だ
け
で
も
相
当
の
意
味
が
あ
る
と
思
う
。
ま
ず
頼
文
政
が
死
ん
で
は
い
な
い
と
い
う
の
は
、

庶
民
た
ち
の
期
待
、
願
望
を
示
す
も
の
で
、
こ
の
人
物
が
そ
れ
だ
け
人
気
が
あ
り
、
英
雄
視
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

官
軍
が
な
か
な
か
鎮
定
で
き
な
か
っ
た
の
も
、
そ
の
こ
と
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
辛
棄
疾
に
つ
い
て
い
え
ば
、

そ
の
頼
文
政
が
一
度
会
っ
た
だ
け
で
自
分
は
も
う
終
り
だ
と
観
念
し
た
と
い
う
、
そ
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
世
間
に
伝
え
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。 

 

と
も
あ
れ
、
も
し
右
の
説
話
が
事
実
で
頼
文
政
が
生
き
の
び
て
い
た
と
し
て
も
、
再
起
す
る
こ
と
は
も
は
や
な
か
っ
た
の
で
あ
る

か
ら
、
棄
疾
の
騒
乱
鎮
定
の
功
績
に
変
り
は
な
い
。
そ
の
功
に
よ
っ
て
「
秘
閣
修
撰
」
を
授
け
ら
れ
る
が
、
官
途
に
お
い
て
そ
の
意

味
す
る
と
こ
ろ
は
小
さ
く
な
い
。
こ
れ
は
天
子
の
信
任
を
得
た
エ
リ
ー
ト
官
僚
で
あ
る
こ
と
を
示
す
称
号
、
い
わ
ゆ
る
館
職
の
一
種

で
、
階
官
、
差
遣
の
他
に
館
職
を
有
す
る
こ
と
を
「
貼
職
」
ま
た
は
「
帯
職
」
と
い
う
が
、
棄
疾
も
そ
の
列
に
加
っ
た
の
で
あ
る
。

南
宋
で
は
や
や
濫
発
気
味
と
な
っ
て
、
北
宋
に
お
け
る
ほ
ど
の
重
み
は
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
貼
職
か
否
か
は
や
は
り
官
僚
社
会

に
お
い
て
種
々
の
差
を
生
ず
る
。
更
に
注
目
す
べ
き
は
、
直
ち
に
修
撰
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
で
、
館
職
に
も
ラ
ン
ク
が
あ
っ
て
、
修

撰
の
下
に
は
直
閣
と
呼
ば
れ
る
一
群
が
あ
り
、
直
秘
閣
か
ら
直
竜
図
閣
に
至
る
段
階
が
あ
る
。
秘
閣
修
撰
は
『
宋
史
』
「
職
官
志
」

に
「
仍な

お
多
く
直
竜
図
閣
よ
り
遷
る
（
仍
多
由
直
竜
図
閣
遷
焉
）
」
と
あ
っ
て
、
通
常
は
ま
ず
直
閣
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
最
高
で
あ
る
直

竜
図
閣
を
経
て
秘
閣
修
撰
に
昇
格
す
る
。
梅
原
郁
氏
の
『
宋
代
官
僚
制
度
研
究
』
（
第
四
章
、
宋
代
の
館
職
）
に
よ
れ
ば
、
「
よ
く
み
ら

れ
る
パ
タ
ー
ン
に
、
転
運
使
や
知
州
の
差
遣
と
連
動
し
て
い
る
貼
職
が
あ
る
」
と
の
こ
と
で
、
外
任
に
出
る
際
に
貼
職
を
得
る
例
が

い
く
つ
か
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が⑪

、
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
例
は
す
べ
て
直
閣
で
、
そ
の
後
次
第
に
昇
格
し
て
修
撰
に
達
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
例
を
み
る
と
、
棄
疾
が
提
刑
に
転
出
し
て
貼
職
を
得
た
こ
と
は
珍
し
く
は
な
い
ら
し
い
が
、
最
初
か
ら
修
撰
を
与
え
ら
れ
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た
の
は
や
は
り
特
別
待
遇
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
直
秘
閣
は
正
八
品
、
直
竜
図
閣
は
正
七
品
相
当
、
こ
れ
に
対
し
秘

閣
修
撰
は
従
六
品
相
当
で
あ
る
。
あ
る
い
は
前
任
の
倉
部
郎
中
が
従
六
品
相
当
の
職
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
合

班
之
制
」
す
な
わ
ち
宮
中
序
列
は
秘
閣
修
撰
の
方
が
上
位
に
あ
る
（
『
宋
史
』
「
職
官
志
」
）

。
時
に
辛
棄
疾
は
三
十
六
歳
で
あ
っ
た
。 

 

そ
の
後
は
大
理
少
卿
と
し
て
中
央
政
府
に
勤
務
し
た
一
時
期
を
除
き
、
転
運
副
使
、
安
撫
使
な
ど
各
地
方
の
監
司
を
歴
任
し
治
績

を
挙
げ
た
。
後
に
詳
説
す
る
よ
う
に
湖
南
安
撫
使
の
時
の
飛
虎
軍
創
置
や
、
江
西
安
撫
使
の
時
の
飢
饉
対
策
な
ど
、
地
方
行
政
の
責

任
者
と
し
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
業
績
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
淳
熙
八
年
（
一
一
八
一
）
、
江
西
安
撫
使
か
ら
浙
西
提
刑
へ
の
転

任
が
発
令
さ
れ
た
の
を
取
り
消
さ
れ
て
「
落
職
」
、
館
職
を
剥
奪
さ
れ
、
自
宅
で
閑
居
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
年
、
ま
る
で
こ
の

こ
と
有
る
を
期
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
江
西
の
信
州
上
饒
に
宏
壮
な
邸
宅⑫

を
営
み
、
完
成
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
大
き
な
府
州

の
知
事
を
い
く
つ
も
経
験
し
て
お
り
（
安
撫
使
は
み
な
そ
の
路
の
中
心
と
な
る
府
州
の
知
事
を
兼
ね
る
）
、
決
し
て
貧
し
く
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
稼
軒
と
号
し
た
の
は
こ
の
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

こ
こ
で
こ
の
時
の
「
落
職
罷
新
任
」
の
理
由
を
検
討
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
多
く
の
評
伝
の
類
に
は
棄
疾
が
対
金
強
硬
策
を
主
張
し

た
た
め
に
失
脚
し
た
か
の
よ
う
に
し
る
す
も
の
が
少
な
く
な
い
が
、
そ
も
そ
も
華
北
の
失
地
を
回
復
す
る
こ
と
は
南
宋
の
国
是
で
あ

り
、
悲
願
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
主
張
す
る
こ
と
が
処
分
の
対
象
に
な
る
は
ず
は
な
い
。
実
際
に
は
現
状
維
持
の
安
逸
を
ね
が
う
官
僚

が
む
し
ろ
多
数
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
表
立
っ
て
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
時
点
に
お
け
る
辛
棄
疾
の
地
位
を
み
る
と
、
階
官
は
奉
議
郎
、
館
職
は
右
文
殿
修
撰
に
昇
格
し
て
い
た
。
そ
し
て
知
隆
興
府

兼
江
南
西
路
安
撫
使
か
ら
両
浙
西
路
提
点
刑
獄
に
改
除
さ
れ
よ
う
と
し
て
、
「
落
職
罷
新
任
」
、
新
た
な
任
命
を
取
り
消
さ
れ
、
館

職
を
も
剥
奪
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
の
地
位
を
奪
う
に
は
、
相
当
の
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
宋
会
要
』
「
職
官
」

に
は
「
淳
熙
八
年
十
二
月
二
日
、
右
文
殿
修
撰
新
任
両
浙
西
路
提
点
刑
獄
公
事
辛
棄
疾
、
落
職
罷
新
任
、
」
と
し
る
し
た
あ
と
に
そ
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辛
棄
疾
の
官
歴
に
つ
い
て 

の
理
由
と
し
て
は
、 

○
棄
疾
は
姦
貪
凶
暴
、
湖
南
に
帥
た
り
し
日
、
田
里
を
虐
害
す
る
を
以
て
、
是
に
至
り
て
言
者
論
列
し
、
故
に
是
の
命
有
り
。

〔
以
棄
疾
姦
貪
凶
暴
、
帥
湖
南
日
虐
害
田
里
、
至
是
言
者
論
列
、
故
有
是
命
、
〕 

と
続
け
て
い
る
。
こ
の
時
棄
疾
を
弾
劾
し
た
「
言
者
」
は
監
察
御
史
の
王
藺
で
、
『
宋
史
』
の
辛
棄
疾
伝
に
は
次
の
よ
う
に
し
る
さ

れ
て
い
る⑬

。 

○
台
臣
王
藺 
其
の
銭
を
用
い
る
こ
と
泥
沙
の
如
く
、
人
を
殺
す
こ
と
草
芥
の
如
し
、
と
劾
す
。
〔
台
臣
王
藺
劾
其
用
銭
如
泥

沙
、
殺
人
如
草
芥
、
〕 

そ
し
て
そ
の
時
の
制
の
文
も
知
制
誥
で
あ
っ
た
崔
敦
詩
の
文
集
（
『
西
垣
類
稿
』
）
に
み
え
て
お
り
、 

○
厥そ

の
貪
求
を

肆
ほ
し
い
ま
ま

に
し
、
公
財
を
指
し
て
囊
槖
と
為
し
、
誅
艾
を
敢
て
し
、
赤
子
を
視
る
こ
と
猶
お
草
菅
の
ご
と
し
。
〔
肆

厥
貪
求
、
指
公
財
為
囊
槖
、
敢
於
誅
艾
、
視
赤
子
猶
草
菅
、
〕
（
「
辛
棄
疾
落
職
罷
新
任
制
」
） 

と
述
べ
て
い
る
。 

 

右
の
諸
文
の
挙
げ
る
理
由
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、
要
す
る
に
貪
欲
で
公
財
を
私
物
化
し
、
人
民
に
対
し
て
残
酷
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
棄
疾
が
そ
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
浙
西
提
刑
と
い
う
重
職
を
解
任

し
、
館
職
を
も
剥
奪
す
る
に
つ
い
て
、
根
も
葉
も
な
い
誹
謗
中
傷
が
通
用
す
る
と
も
思
え
な
い
。
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。 

 

淳
熙
二
年
に
江
西
提
刑
と
な
っ
て
以
後
、
同
八
年
に
免
職
家
居
と
な
る
ま
で
の
六
年
間
、
棄
疾
は
概
ね
監
司
を
歴
任
し
、
知
府
知

州
を
兼
ね
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
官
僚
と
い
え
ば
、
で
き
る
だ
け
余
計
な
こ
と
を
せ
ず
、
無
難
に
任
期
を
終
え
て
次
の
ス
テ
ッ
プ
に

上
る
こ
と
を
め
ざ
す
の
が
通
常
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
棄
疾
は
さ
き
に
滁
州
の
知
事
と
し
て
治
績
を
挙
げ
た
こ
と
を
紹
介
し
た
が
、



－68－ 

そ
の
後
も
地
方
行
政
の
責
任
者
と
し
て
行
く
先
々
で
そ
の
土
地
、
そ
の
時
の
課
題
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
こ
の
前
後
六
年

間
に
お
け
る
顕
著
な
事
績
と
し
て
『
宋
史
』
の
本
伝
で
は
二
つ
の
こ
と
が
特
記
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
当
時
大
き
な
話
題
と
な
っ

た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。 

 

ひ
と
つ
は
湖
南
安
撫
使
の
時
に
「
飛
虎
軍
」
と
称
す
る
精
強
な
軍
隊
を
新
設
し
た
こ
と
、
こ
の
地
方
は
「
風
俗
頑
悍
」
、
し
か
も

「
蛮
獠
」
、
今
で
い
う
少
数
民
族
の
住
む
広
東
・
広
西
と
隣
接
し
て
治
安
が
悪
か
っ
た
の
で
、
特
に
申
請
し
て
軍
隊
を
新
設
し
た
の

で
あ
る
。
十
数
年
後
に
こ
の
湖
南
安
撫
と
な
っ
た
朱
熹
な
ど
は
「
一
路
之
に
頼よ

り
て
以
て
安
し
」
と
ひ
た
す
ら
に
賞
賛
し
て
い
る
が

（
「
飛
虎
軍
を
撥
し
て
湖
南
安
撫
司
に
隸
せ
し
め
ん
こ
と
を
乞
う
箚
子
」⑭

）

、
『
宋
史
』
で
は
評
価
の
語
と
と
も
に
当
初
か
ら
反
対
や
批
判
が

あ
っ
た
こ
と
を
も
伝
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
砦
柵
を
起
蓋
」
、
軍
事
拠
点
を
設
け
、
歩
軍
二
千
人
、
馬
軍
五
百
人
を
募
集
し
、｢

戦

馬
鉄
甲
皆
な
備
わ
る｣

も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
方｢

時
に
枢
府
に
楽
し
ま
ざ
る
者
有
り⑮

、

数
し
ば
し
ば

之
を
沮
繞
す
る
も
、
棄
疾
行
い
て

愈
い
よ
い
よ

力つ
と

め
、
卒つ

い

に
奪
う
こ
と
能
わ
ず｣

と
あ
り
、
中
央
で
反
対
が
あ
っ
た
の
を
押
し
切
っ
て
の
設
置
で
あ
っ
た
。
精
強
な
軍
隊
を
編
成
す

る
の
は
よ
い
と
し
て
、
問
題
は
そ
の
費
用
で
、
『
宋
史
』
で
は
右
に
続
け
て
「
経
度
鉅
万
計
を
費
す
も
、
棄
疾
善
く
之
を
斡
旋
し
、

事
皆
な
立
ち
ど
こ
ろ
に
辦
ず
」
と
述
べ
、
更
に
「
議
者
聚
斂
を
以
て
聞
し
，
御
前
金
字
牌
を
降
し
て
，
日
下
に
住と

ど

め
罷や

め
し
む
」
と

し
る
す
。
「
御
前
金
字
牌
」
は
未
詳
だ
が
、
お
そ
ら
く
勅
命
で
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
棄
疾
は
「
受

け
て
之
を
蔵
す
」
、
そ
れ
を
秘
し
て
工
事
を
進
め
、
完
成
し
て
か
ら
釈
明
し
た
。
け
っ
き
ょ
く
「
上
遂
に
釈
然
た
り
」
、
孝
宗
が
納

得
し
て
こ
の
時
点
で
は
事
無
き
を
得
た
の
で
あ
っ
た⑯

。
こ
の
一
段
の
結
び
に
は
「
軍
成
り
て
一
方
に
雄
鎮
し
、
江
上
諸
軍
の
冠
た
り
」

と
述
べ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
強
引
と
も
い
え
る
や
り
方
は
し
こ
り
を
残
し
た
に
違
い
な
い
。 

 

も
う
ひ
と
つ
は
、
知
隆
興
府
兼
江
西
安
撫
使
在
任
中
に
大
飢
饉
が
こ
の
地
方
を
襲
っ
た
が
、
方
策
を
講
じ
て
米
価
の
安
定
を
は
か

り
、
餓
死
者
を
出
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
特
記
さ
れ
て
い
る
。
赴
任
早
々
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
ま
ず
八
字
の
布
告
を
出
し
て
混
乱
を



 

－69－ 

辛
棄
疾
の
官
歴
に
つ
い
て 

未
然
に
防
い
だ
こ
と
が
評
判
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
「

糶
ち
ょ
う

を
閉
ず
る
者
は
配
、
糴て

き

を
彊し

う
る
者
は
斬
（
閉
糶
者
配
、
彊
糴
者
斬
）
」
の
八

字
（
『
朱
子
語
類
』
で
は
「
劫
禾
者
斬
、
閉
糶
者
配
」
と
な
っ
て
い
る
）

、
凶
作
の
際
の
混
乱
の
も
と
は
、
米
価
の
釣
り
上
げ
を
意
図
す
る
米

商
人
の
売
り
惜
し
み
と
、
そ
れ
に
対
す
る
群
衆
の
暴
発
で
あ
る
。
右
の
布
告
は
そ
の
双
方
に
断
乎
た
る
態
度
で
の
ぞ
む
こ
と
を
周
知

さ
せ
た
の
で
、
朱
熹
は
「
こ
れ
こ
そ
は
彼
の
才
有
る
を
示
す
も
の
で
、
こ
の
八
字
を
切
り
離
す
と
で
た
ら
め
に
な
る
」
と
褒
め
て
い

る
（
『
朱
子
語
類
』⑰

）
。
た
だ
こ
の
布
告
は
当
面
の
混
乱
を
防
ぐ
も
の
で
、
『
宋
史
』
で
は
こ
れ
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
し
る
す
。 

○
次
い
で
尽
く
公
家
の
官
銭
銀
器
を
出
さ
し
め
、
官
吏
・
儒
生
・
商
賈
・
市
民
の

各
お
の
お
の

挙
に
幹
実
有
る
者
を
召
し
、
銭
物
を
量

借
し
、
其
の
運
糴
を
責
領
せ
し
む
る
に
逮お

よ

ん
で
、
子
銭
を
取
ら
ず
、
終
月
を
期
し
て
城
下
に
至
り
て
発
糶
す
。
是
に
於
て
檣
を

連
ね
て
至
り
、
其
の

直
あ
た
い

自
ら
減
じ
、
民
頼よ

り
て
以
て
済す

く

わ
る
。
〔
次
令
尽
出
公
家
官
銭
銀
器
、
召
官
吏
儒
生
商
賈
市
民
各
挙

有
幹
実
者
、
量
借
銭
物
、
逮
其
責
領
運
糴
、
不
取
子
銭
、
期
終
月
至
城
下
発
糶
、
於
是
連
檣
而
至
、
其
直
自
減
、
民
頼
以
済
、
〕 

 

役
所
の
「
官
銭
銀
器
」
を
残
ら
ず
出
し
、
身
分
を
問
わ
ず
信
頼
で
き
る
人
々
を
集
め
、
無
利
子
で
借
し
つ
け
て
周
辺
か
ら
米
を
集

め
さ
せ
た
、
そ
こ
で
米
を
積
ん
だ
舟
が
続
々
と
集
ま
り
、
米
価
は
お
の
ず
か
ら
安
定
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
後
に

は
、
隣
接
す
る
信
州
の
知
事
が
援
助
を
求
め
て
来
た
の
を
部
下
た
ち
は
断
わ
ろ
う
と
し
た
が
、
辛
棄
疾
は
「
均
し
く
赤
子
為
り
、
皆

な
王
民
な
り
（
均
為
赤
子
、
皆
王
民
也
）
」
、
み
な
同
じ
天
子
の
民
だ
と
い
っ
て
「
米
舟
十
之
三
」
を
与
え
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。 

 

右
の
挿
話
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
辛
棄
疾
の
地
方
行
政
官
僚
と
し
て
の
業
績
の
根
底
に
は
、
庶
民
た
ち
に
対
す
る
暖
か
い

思
い
や
り
、
優
し
さ
が
あ
る
。
彼
は
豪
毅
果
断
の
人
と
し
て
知
ら
れ
、
茶
商
の
乱
の
平
定
や
飛
虎
軍
の
創
設
な
ど
、
治
安
の
維
持
に

格
別
な
功
績
を
挙
げ
て
い
る
が
、
決
し
て
叛
乱
を
圧
殺
す
る
こ
と
に
使
命
感
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
孝
宗
か

ら
治
安
に
つ
い
て
の
意
見
を
求
め
ら
れ
て
奏
進
し
た
「
盗
賊
を
論
ず
る
箚
子⑱

」
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
官
府
聚
斂
之

弊
」
や
「
豪
民
大
戸
」
の
「
残
民
害
物
之
罪
」
が
縷
々
と
し
て
述
べ
ら
れ
、
「
去
り
て
盗
と
為
ら
ず
ん
ば
、
将は

た
安い

ず

く
に
か
之ゆ

か
ん
」
、
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民
は
追
い
つ
め
ら
れ
て
盗
と
な
る
の
で
、
「
陛
下
深
く
盗
を
致
す
の
由
を
思
い
、
盗
を
弭と

ど

む
る
の
術
を
講
求
し
、
其
の
盗
を
平
ぐ
る

の
兵
を
恃
む
こ
と
無
か
れ
」
、
民
を
盗
に
赴
か
せ
な
い
方
策
を
考
え
る
べ
き
で
、
盗
賊
を
平
ら
げ
る
軍
隊
を
頼
り
に
す
る
べ
き
で
は

な
い
、
と
天
子
に
向
か
っ
て
堂
堂
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
文
章
が
「
淳
熙
己
亥
（
六
年
）
」
、
つ
ま
り
湖
南
飛
虎
軍
創
置
の
前
年
に
奏

進
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
さ
き
に
紹
介
し
た
よ
う
に
辛
棄
疾
は
中
央
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
ま
で
強
力
な
治
安
維
持
の
軍

隊
を
編
成
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
現
状
を
良
く
す
る
応
急
の
措
置
で
あ
っ
て
、
本
道
で
は
な
い
こ
と
を
充
分
に
承
知
し
て
い
た

の
で
あ
る
。 

 

辛
棄
疾
の
右
の
よ
う
な
地
方
長
官
と
し
て
の
業
績
を
み
る
と
、
治
安
維
持
や
飢
饉
救
済
に
大
き
な
成
果
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
は
疑

い
な
い
が
、
同
時
に
そ
の
過
程
を
悪
意
を
も
っ
て
み
れ
ば
、
諸
処
に
問
題
を
指
摘
す
る
こ
と
は
可
能
で
、
さ
き
の
弾
劾
も
全
く
根
拠

が
な
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
飛
虎
軍
創
置
の
為
の
巨
額
な
費
用
に
つ
い
て
、
「
善
斡
旋
之
、
事
皆
立
辦
」
と
い
う
そ
の

内
容
は
不
明
だ
が
、
何
か
特
別
な
方
策
を
講
じ
た
に
違
い
な
い
し
、
ま
た
「
金
字
牌
」
な
る
も
の
を
蔵
し
て
工
事
を
完
成
さ
せ
た
の

も
通
常
の
官
僚
か
ら
み
れ
ば
常
軌
を
逸
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
江
西
に
お
い
て
も
救
荒
に
成
功
し
た
と
は
い
え
、
「
令
尽
出

公
家
官
銭
銀
器
」
の
措
置
は
「
指
公
財
為
囊
槖
」
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
治
安
維
持
の
為
に
は
無
法
者
に
対
し
て
厳
格
に
対

応
す
る
の
は
当
然
で
、
江
西
お
よ
び
湖
南
に
お
い
て
地
方
の
平
穏
を
回
復
し
た
こ
と
は
大
き
く
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
過
程
に

お
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
棄
疾
が
「
盗
を
弭
む
る
の
術
」
を
講
求
す
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
一
方
で
現

実
に
法
を
犯
す
者
に
対
し
て
極
め
て
厳
し
か
っ
た
こ
と
は
、
い
く
つ
も
の
挿
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る⑲

。
そ
れ
ら
を
「
殺
人
如
草
芥
」
、

「
敢
於
誅
艾
、
視
赤
子
猶
草
菅
」
と
批
判
す
る
こ
と
は
た
や
す
い
。 

 

さ
き
に
辛
棄
疾
を
「
官
僚
と
し
て
有
為
に
し
て
有
能
」
と
評
し
た
が
、
事
に
当
っ
て
は
臨
機
応
変
、
通
常
の
官
僚
の
常
識
を
超
え

て
、
目
的
を
達
成
す
る
為
に
は
多
少
常
規
を
逸
脱
す
る
こ
と
を
も
辞
さ
な
い
所
が
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
成
果
が
評
価
さ
れ
る
一
方
で
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辛
棄
疾
の
官
歴
に
つ
い
て 

批
判
を
受
け
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
特
に
事
な
か
れ
主
義
の
、
無
為
無
能
の
官
僚
か
ら
み
れ
ば
、
棄
疾
の
業
績
が
突
出

す
る
ほ
ど
目
ざ
わ
り
に
感
じ
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
彼
に
対
す
る
弾
劾
は
、
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
官
僚
た
ち
の
意
向
が
背
景
と
な
っ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
、
表
に
は
出
な
い
背
景
も
し
く
は
底
辺
と
し
て
考
慮
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
辛
棄
疾
が
「
無
出
身
」
、

科
挙
を
経
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
有
出
身
」
、
科
挙
合
格
の
経
歴
を
も
つ
官
僚
に
伍
し
て
、
と
い
う
よ
り
は
平
均
的
な
「
有

出
身
」
の
官
僚
以
上
に
活
躍
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
棄
疾
は
二
十
三
歳
に
し
て
科
挙
の
上
位
及
第
者
に
準
ず
る
よ
う
な
待
遇
で
任

官
し
、
さ
ら
に
三
十
六
歳
に
し
て
館
職
を
帯
し
て
監
司
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
い
ず
れ
も
特
別
な
功
績
に
よ
る
特
別
待
遇
だ
っ
た

の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
異
例
の
昇
進
を
快
く
思
わ
な
い
人
々
が
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
特
に
激
烈
な
試
験

競
争
を
や
っ
と
勝
ち
抜
い
て
任
官
し
、
エ
リ
ー
ト
た
る
こ
と
を
自
任
す
る
よ
う
な
人
々
に
と
っ
て
、
無
関
心
で
い
ら
れ
る
こ
と
で
は

あ
る
ま
い
。
も
と
よ
り
「
有
出
身
」
で
あ
っ
て
も
、
葉
衡
の
よ
う
に
格
別
に
目
を
か
け
て
く
れ
た
前
輩
や
、
韓
元
吉
の
よ
う
に
終
生

親
交
を
結
ん
だ
よ
う
な
人
も
い
る
が
、
「
無
出
身
」
の
者
が
頭
角
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
違
和
感
を
覚
え
る
人
も
少
な
く
な
か
っ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。
棄
疾
は
こ
の
後
も
復
帰
し
て
は
失
脚
す
る
こ
と
を
く
り
返
す
が
、
そ
の
底
辺
に
は
右
の
よ
う
な
事
情
が
ひ
そ
ん
で
い

る
と
思
う
。 

 

ち
な
み
に
こ
の
年
（
淳
熙
八
年
）
に
は
陸
游
も
淮
南
東
路
提
挙
常
平
の
任
命
を
取
り
消
さ
れ
て
家
居
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
陸
游
は
秦
檜
の
妨
害
に
よ
っ
て
科
挙
不
合
格
と
な
り
、
の
ち
孝
宗
の
特
旨
に
よ
っ
て
進
士
出
身
の
資
格

を
授
け
ら
れ
た
と
い
う
経
歴
を
有
す
る
。
こ
の
時
の
罷
任
の
理
由
は
「
自
ら
検
飭
せ
ず
、
為
す
所
多
く
規
矩
を
越
え
、
屢
々
物
議
に

遇
う⑳

」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
陸
游
が
放
翁
と
号
し
た
の
は
こ
の
五
年
前
、
「
頽
放
」
の
故
を
以
て
知
嘉
州
の
任
命
を
取

り
消
さ
れ
た
の
を
機
と
し
て
で
あ
っ
た㉑

。
「
規
矩
」
を
厳
守
し
て
無
難
に
任
期
を
全
う
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
通
常
の
官
僚
た
ち
か
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ら
み
れ
ば
、
辛
棄
疾
も
陸
游
も
同
様
に
目
ざ
わ
り
な
存
在
だ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
も
に
官
僚
と
し
て
は
型
破
り
で
あ
り
、
ま
た

科
挙
を
経
な
い
で
官
途
に
就
い
た
点
も
共
通
す
る
。
こ
の
二
人
が
同
じ
年
に
新
任
を
取
り
消
さ
れ
て
家
居
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、

必
ず
し
も
偶
然
と
は
い
え
ま
い
。 

 

と
も
あ
れ
辛
棄
疾
は
淳
熙
八
年
に
解
職
さ
れ
る
が
、
刑
罰
を
課
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
「
自
便
家
居
」
、
自
宅
で
自
由
に
し
て
よ

い
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
は
気
楽
な
境
遇
と
な
っ
た
。
大
き
な
府
州
の
知
事
を
歴
任
す
れ
ば
相
当
の
貯
わ
え
が
あ
っ
た
に
違
い
な
く
、

上
饒
に
新
築
し
た
邸
は
宏
壮
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
「
罷
任
落
職
」
さ
れ
た
が
寄
禄
官
の
奉
議
郎
は
そ
の
ま

ま
で
あ
る
し
、
更
に
淳
熙
十
四
年
に
は
家
居
の
ま
ま
祠
禄
（
主
管
沖
佑
観
）
を
与
え
ら
れ
た
。
閑
居
の
生
活
に
お
い
て
詞
作
は
い
よ
い

よ
盛
で
、
ふ
た
た
び
起
用
さ
れ
る
ま
で
家
居
十
年
間
の
作
は
二
百
首
を
越
え
る㉒

。
留
意
す
べ
き
は
こ
の
間
に
お
け
る
作
に
境
遇
に
対

す
る
慨
歎
と
か
憤
懣
と
い
っ
た
感
情
を
ほ
と
ん
ど
窺
う
こ
と
が
で
き
な
い
点
で
、
む
し
ろ
人
一
倍
活
動
し
た
あ
と
の
休
養
期
間
を
楽

し
ん
で
い
る
か
の
よ
う
で
す
ら
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
兼
済
独
善
」
で
あ
ろ
う
か
。 

 

紹
熙
二
年
（
一
一
九
一
）
、
辛
棄
疾
は
ふ
た
た
び
起
用
さ
れ
て
福
建
路
提
刑
に
任
ぜ
ら
れ
る
（
赴
任
は
翌
三
年
春
）

。
な
ぜ
こ
の
時
に

起
用
さ
れ
た
か
、
事
情
は
不
明
で
あ
る
が
、
前
々
年
に
孝
宗
が
光
宗
に
譲
位
し
て
政
府
中
枢
に
異
動
が
あ
り
（
た
と
え
ば
辛
棄
疾
が
免
職

と
な
っ
た
当
時
参
知
政
事
で
あ
っ
た
周
必
大
は
左
丞
相
ま
で
進
ん
で
い
た
が
光
宗
即
位
後
引
退
、
監
察
御
史
と
し
て
棄
疾
を
弾
劾
し
た
王
藺
も
枢
密
使
ま
で

栄
進
し
て
い
た
が
紹
熙
元
年
に
退
任
し
た
）
、
徐
々
に
波
及
し
て
来
た
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
辛
棄
疾
は
紹
熙
四
年
、
太
府
卿
を
経
て
知

福
州
兼
福
建
路
安
撫
使
と
な
る
。
階
官
は
朝
散
大
夫
、
館
職
は
集
英
殿
修
撰
に
昇
進
し
て
い
た
。
し
か
し
翌
五
年
（
一
一
九
四
）

に
光

宗
が
寧
宗
に
譲
位
す
る
の
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
ふ
た
た
び
弾
劾
さ
れ
て
解
任
さ
れ
、
祠
禄
を
受
け
て
家
居
す
る
こ
と
に
な
る
。

館
職
は
当
初
は
秘
閣
修
撰
に
降
格
で
あ
っ
た
が
間
も
な
く
剥
奪
さ
れ
る
。
僅
か
三
年
ほ
ど
の
出
仕
で
あ
っ
た
。
な
お
淳
熙
八
年
以
来

上
饒
に
家
し
、
こ
の
時
も
当
初
は
上
饒
に
帰
居
し
た
が
、
二
年
後
、
慶
元
二
年
（
一
一
九
六
）
に
同
じ
信
州
の
鉛
山
に
移
り
、
こ
こ
が
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辛
棄
疾
の
官
歴
に
つ
い
て 

終
焉
の
地
と
な
っ
た
。 

 
こ
の
寧
宗
即
位
の
当
初
は
趙
汝
愚
と
韓
侂
冑
の
間
で
熾
烈
な
権
力
争
い
が
あ
っ
た
。
寧
宗
の
即
位
に
つ
い
て
功
績
が
あ
っ
た
趙
汝

愚
は
、
即
位
と
同
時
に
丞
相
に
就
任
す
る
が
、
翌
慶
元
元
年
に
は
韓
侂
冑
が
そ
の
追
放
に
成
功
し
、
趙
汝
愚
は
永
州
（
湖
南
省
）
に
流

謫
と
な
っ
て
そ
の
途
中
で
卒
す
る
。
こ
の
前
後
の
高
級
官
僚
の
人
事
は
概
ね
こ
の
権
力
闘
争
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
朱
熹
な
ど
は

趙
汝
愚
に
重
ん
じ
ら
れ
、
そ
の
丞
相
就
任
と
と
も
に
煥
章
閣
待
制
・
侍
講
学
士
に
任
ぜ
ら
れ
る
が
、
汝
愚
が
失
脚
す
る
と
た
ち
ま
ち

免
職
と
な
っ
た
ば
か
り
か
、
そ
の
学
問
は
「
偽
学
」
と
し
て
禁
止
さ
れ
る
（
い
わ
ゆ
る
「
慶
元
偽
学
之
禁
」
）
。
辛
棄
疾
は
こ
れ
に
先
ん

じ
て
免
職
閑
居
と
な
っ
て
い
た
が
、
朱
熹
と
親
し
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と㉓

、
韓
侂
冑
が
権
力
の
座
に
い
る
限
り
復
職
の
可
能
性
は

な
い
は
ず
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
や
が
て
韓
侂
冑
は
態
度
を
豹
変
さ
せ
る
。
対
金
開
戦
を
考
え
は
じ
め
、
か
ね
て
か
ら
対
金
強
硬
論

を
唱
え
て
来
た
官
僚
を
優
遇
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
理
由
が
あ
る
。
韓
氏
は
北
宋
以
来
の
名
家
で
、
皇
室
と
は
姻
戚
関

係
、
い
わ
ゆ
る
外
戚
の
一
族
で
あ
り㉔

、
侂
冑
は
恩
蔭
に
よ
っ
て
任
官
し
た
の
で
科
挙
を
経
て
い
な
い
と
い
う
負
い
目
が
あ
っ
た
。
ち

な
み
に
彼
の
政
敵
趙
汝
愚
は
宗
室
の
出
身
で
あ
り
な
が
ら
科
挙
の
高
第
者
で
あ
っ
た㉕

。
彼
は
実
質
的
に
権
力
を
握
っ
た
後
も
宰
執
の

地
位
に
は
な
か
な
か
就
こ
う
と
し
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
も
そ
の
コ
ン
プ
レ
ク
ス
の
故
か
と
思
わ
れ
る
（
の
ち
に
平
章
軍
国
事
と
い
う
特
別

な
地
位
を
設
け
て
就
任
す
る
）
。
折
し
も
金
は
次
第
に
国
力
衰
頽
し
、
し
か
も
北
方
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
。
そ
こ
で
韓
侂
冑
は
、
官
僚
た
ち
を
心
服
さ
せ
る
た
め
に
金
を
攻
め
て
大
功
を
挙
げ
る
こ
と
を
企
図
し
た
の
だ
と
い
う
。 

 

か
く
て
辛
棄
疾
は
、
慶
元
四
年
（
一
一
九
八
）

に
は
家
居
の
ま
ま
館
職
（
集
英
殿
修
撰
）

を
復
さ
れ
、
か
つ
祠
禄
を
授
け
ら
れ
た
が
、

更
に
嘉
泰
三
年
（
一
二
〇
三
）
に
至
り
知
紹
興
府
兼
浙
東
安
撫
使
に
起
用
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
や
は
り
対
金
強
硬
論
者
と
し
て
知
ら
れ

る
陸
游
も
、
淳
熙
十
六
年
（
一
一
八
九
）
以
後
ず
っ
と
閑
居
し
、
慶
元
五
年
（
一
一
九
九
）

に
は
い
っ
た
ん
致
仕
し
て
い
た
が
、
辛
棄
疾

復
職
の
前
年
（
嘉
泰
二
年
）
、
そ
の
高
齢
（
七
十
八
歳
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
再
起
用
さ
れ
、
実
録
院
修
撰
つ
い
で
秘
書
監
に
任
ぜ
ら
れ
て
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い
る
。 

 
し
か
し
今
回
の
出
仕
も
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
翌
嘉
泰
四
年
に
は
鎮
江
府
の
知
事
に
転
じ
、
更
に
そ
の
翌
開
禧
元
年
（
一
二
〇
五
）

隆
興
府
の
知
事
に
転
じ
よ
う
と
し
て
取
り
消
さ
れ
、
祠
禄
を
与
え
ら
れ
て
帰
郷
す
る
。
や
は
り
そ
の
抬
頭
を
快
く
思
わ
な
い
官
僚
た

ち
の
策
動
が
有
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
韓
侂
冑
も
本
気
で
辛
棄
疾
を
重
用
す
る
気
な
ど
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

辛
棄
疾
の
官
僚
と
し
て
の
活
動
は
知
鎮
江
府
を
以
て
終
る
。
そ
の
後
対
金
戦
争
が
始
ま
る
と
た
び
た
び
出
仕
を
促
さ
れ
る
が
辞
退

し
続
け
、
開
禧
三
年
（
一
二
〇
七
）
鉛
山
の
邸
で
没
し
た
。 

 

鎮
江
は
長
江
に
の
ぞ
み
、
江
南
運
河
の
起
点
と
な
る
所
、
対
岸
に
は
大
運
河
の
南
端
に
当
る
揚
州
が
あ
り
、
そ
の
背
後
に
は
江
北

淮
南
の
平
野
が
広
が
る
。
宋
金
が
戦
争
状
態
と
な
れ
ば
常
に
主
戦
場
と
な
っ
た
地
域
で
あ
る
。
つ
ま
り
江
南
地
方
の
北
端
に
位
置
し

て
江
北
を
見
渡
す
重
要
拠
点
で
あ
る
。
時
に
政
府
中
枢
で
は
韓
侂
冑
が
権
力
を
握
っ
て
戦
争
準
備
を
進
め
つ
つ
あ
っ
た
。
二
十
代
の

こ
ろ
か
ら
対
金
戦
略
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
意
見
を
具
申
し
、
近
く
は
こ
の
前
年
、
浙
東
安
撫
使
の
時
に
天
子
か
ら
意
見
を
求
め
ら
れ
、

金
の
崩
壊
が
近
い
こ
と
、
応
変
の
計
を
立
て
る
べ
き
こ
と
を
進
言
し
て
い
る㉖

。
こ
の
肝
要
の
地
の
知
事
と
な
っ
て
手
を
こ
ま
ね
い
て

い
る
は
ず
は
な
い
。
さ
き
に
湖
南
飛
虎
軍
創
置
の
経
験
も
あ
り
、
こ
の
地
で
も
精
強
な
軍
隊
を
編
成
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
金
の
支

配
地
域
に
た
び
た
び
間
諜
を
派
遣
し
て
軍
備
の
状
況
な
ど
を
詳
細
に
察
知
し
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
そ
う
し
た
苦
心
も
空
し
く
棄

疾
は
転
勤
を
命
ぜ
ら
れ
、
つ
い
で
免
職
と
な
っ
て
帰
郷
す
る
。
翌
開
禧
二
年
（
一
二
〇
六
）

韓
侂
冑
は
出
兵
を
命
じ
戦
端
が
開
か
れ
る

が
、
宋
軍
は
た
ち
ま
ち
壊
滅
的
な
敗
北
を
喫
す
る
。
そ
れ
は
辛
棄
疾
の
危
惧
し
た
所
で
あ
っ
た
。
棄
疾
は
知
鎮
江
府
在
任
中
に
、
そ

の
敵
状
を
詳
細
に
把
握
し
て
い
る
こ
と
を
図
面
を
示
し
な
が
ら
友
人
に
語
り
、
「
虜
の
士
馬
は
尚な

お
是か

く

の
若ご

と

し
、
其
れ

易
た
や
す

か
る
べ

け
ん
や
、
（
虜
士
馬
尚
若
是
、
其
可
易
乎
、
）
」
と
述
べ
た
と
い
う㉗

。
こ
の
こ
と
を
伝
え
る
程
珌
は
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。 

○
明
年
乙
丑
（
嘉
泰
五
年
）
棄
疾
免
ぜ
ら
れ
て
帰
る
。
又
た
明
年
丙
寅
、
始
め
て
師
を
出
す
。
一
た
び
出
ず
る
や
地
に
塗
れ
て
収
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辛
棄
疾
の
官
歴
に
つ
い
て 

拾
す
る
べ
か
ら
ず
。
…
…
鄧
友
竜
敗
れ
、
朝
廷
丘
輔
を
以
て
之
に
代
う
。
臣
丘
輔
に
従
っ
て
淮
甸
に
至
り
、
横
潰
せ
る
を
目
擊

し
、
之
が
為
に
其
の
由
を
推
し
て
尋
ぬ
る
に
、
一
と
し
て
棄
疾
の
二
年
の
先
に
預
言
せ
し
者
に
非
ざ
る
は
無
し
。
〔
明
年
乙
丑

棄
疾
免
帰
、
又
明
年
丙
寅
始
出
師
、
一
出
塗
地
不
可
収
拾
、
…
…
鄧
友
竜
敗
、
朝
廷
以
丘
輔
代
之
、
臣
従
丘
輔
至
於
淮
甸
、
目

擊
横
潰
、
為
之
推
尋
其
由
、
無
一
而
非
棄
疾
預
言
於
二
年
之
先
者
、
〕
（
程
珌
「
丙
子
論
対
箚
子
二
」
） 

 

お
そ
ら
く
功
名
に
は
や
る
韓
侂
冑
に
対
し
て
、
も
は
や
直
言
す
る
者
は
な
く
、
阿
諛
迎
合
の
徒
の
み
が
集
ま
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
、

か
く
て
軽
々
し
く
出
兵
し
て
大
敗
を
招
い
た
の
で
あ
っ
た
。
事
前
に
は
無
視
さ
れ
、
破
綻
を
来
し
て
か
ら
協
力
を
求
め
ら
れ
て
も
辞

退
す
る
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。
出
仕
を
求
め
ら
れ
る
た
び
に
地
位
は
上
り
、
階
官
は
朝
議
大
夫
（
正
六
品
）
、
館
職
は
竜
図
閣
待
制
（
従

四
品
）
を
授
け
ら
れ
、
終
に
は
「
試
兵
部
侍
郎
」
、
つ
ま
り
位
階
を
越
え
て
兵
部
侍
郎
（
従
三
品
相
当
）
に
任
じ
ら
れ
よ
う
と
し
た
が
、

こ
れ
も
固
辞
し
た
。
開
禧
三
年
（
一
二
〇
七
）
に
「
在
京
宮
観
」
、
通
常
の
自
宅
に
閑
居
す
る
祠
禄
で
は
な
く
、
臨
安
に
滞
在
し
て
祠

禄
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
や
が
て
病
を
得
て
帰
郷
し
、
九
月
に
逝
去
し
た
。
六
十
八
歳
の
生
涯
で
あ
っ
た
。
戦
況
不
利
の
さ
な

か
、
さ
ぞ
心
残
り
だ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
痛
恨
の
お
も
い
は
察
す
る
に
余
り
が
あ
る
。
ち
な
み
に
そ
の
二
ヵ
月
後
、
史
弥
遠
が
韓

侂
冑
を
謀
殺
し
て
政
権
を
握
り
、
侂
冑
の
首
を
差
し
出
し
て
宋
金
の
三
度
目
の
和
議
が
成
立
し
た
。
又
も
屈
辱
の
和
議
で
あ
っ
た
。 

  

注 ① 

鄧
氏
に
は
こ
の
年
譜
と
並
ん
で
辛
棄
疾
の
現
存
す
る
す
べ
て
の
詞
お
よ
び
詩
文
を
編
年
に
排
列
し
て
注
を
加
え
た
次
の
二
書
が
あ
る
。 

 
 

○
『
稼
軒
詞
編
年
箋
注
』
（
一
九
五
七
初
版
、
一
九
七
八
新
版
、
一
九
九
三
増
訂
本
） 

 
 

○
『
辛
稼
軒
詩
文
箋
注
』
（
鄧
広
銘
輯
校
審
訂
、
辛
更
儒
箋
注
、
一
九
九
五
）
、
な
お
鄧
氏
に
は
こ
れ
に
先
ん
じ
て
『
辛
稼
軒
詩
文
鈔
存
』
（
一
九
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五
七
）
が
あ
る
。 

② 
○
梁
啓
超
『
辛
稼
軒
先
生
年
譜
』
、
『
飲
氷
室
合
集
、
専
集
第
二
十
二
冊
』
所
収
。 

 
 

○
陳
思
『
稼
軒
先
生
年
譜
』
、
『
遼
海
叢
書
、
第
六
集
』
所
収
。 

③ 

「
通
判
、
…
…
職
掌
倅
弐
郡
政
、
凡
兵
民
銭
穀
戸
口
賦
役
獄
訟
聴
断
之
事
、
可
否
裁
決
、
与
守
臣
通
簽
書
施
行
、
」
（
『
宋
史
』
「
職
官
志
七
」
）
。 

 
 

「
簽
書
判
官
庁
公
事
、
…
…
凡
諸
州
減
罷
通
判
処
、
則
升
判
官
為
簽
判
兼
之
、
」
（
同
前
）
。 

④ 

荒
木
敏
一
『
宋
代
科
挙
制
度
研
究
』
（
一
九
六
九
）
の
「
附
篇
、
宋
代
科
挙
登
第
者
数
及
び
状
元
名
表
」
参
照
。 

⑤ 

た
と
え
ば
范
成
大
、
楊
万
里
は
と
も
に
紹
興
二
十
四
年
に
合
格
し
て
い
る
が
（
范
二
十
九
歳
、
楊
二
十
八
歳
）
、
初
任
は
范
は
徽
州
司
戸
参
軍
、
楊

は
贛
州
司
戸
参
軍
で
あ
っ
た
。
官
位
は
不
明
だ
が
選
人
ク
ラ
ス
、
お
そ
ら
く
は
最
下
位
の
将
仕
郎
で
あ
っ
た
（
宮
崎
市
定
「
宋
代
官
制
序
説
」
の
「
選

人
一
覧
表
」
参
照
、
『
宋
史
職
官
志
索
引
』
附
録
、
ま
た
『
全
集
』
一
〇
）
。 

⑥ 

「
隆
興
元
年
二
月
壬
戌
朔
、
用
史
浩
策
、
以
布
衣
李
信
甫
為
兵
部
員
外
郎
、
齎
蠟
書
間
道
往
中
原
、
招
豪
傑
之
拠
有
州
郡
者
、
許
以
封
王
世
襲
、
」

（
『
宋
史
』
「
孝
宗
紀
」
）
。 

⑦ 

陸
游
「
蠟
丸
省
札
、
癸
未
（
隆
興
元
年
）
二
月
、
二
府
請
至
都
堂
撰
、
」
（
『
渭
南
文
集
』
巻
三
）
。 

⑧ 

献
上
の
時
期
に
つ
い
て
『
宋
史
』
本
伝
は
乾
道
六
年
と
す
る
な
ど
の
異
説
が
あ
る
が
、
鄧
氏
『
年
譜
』
の
考
証
に
従
う
。 

⑨ 

建
康
府
通
判
の
同
僚
で
あ
っ
た
厳
煥
は
、
年
齢
未
詳
だ
が
紹
興
十
二
年
、
つ
ま
り
辛
棄
疾
が
三
歳
の
時
に
科
挙
に
合
格
し
て
お
り
、
相
当
な
年
配
で

あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。 

⑩ 

「
…
…
即
館
之
旁
、
築
逆
旅
之
邸
、
宿
息
屏
蔽
、
罔
不
畢
備
、
納
車
聚
疼
、
各
有
其
所
、
四
方
之
至
者
、
不
求
皆
予
之
以
帰
、
自
是
流
逋
四
来
、
商

旅
畢
集
、
人
情
愉
愉
、
上
下
綏
泰
、
楽
生
興
事
、
民
用
富
庶
、
既
又
掲
楼
於
邸
之
上
、
名
之
曰
奠
枕
、
使
其
民
登
臨
而
歌
舞
之
、
面
城
邑
之
清
明
、
俯

閭
閻
之
繁
夥
、
荒
陋
之
気
一
洗
而
空
矣
、
」
（
崔
敦
礼
「
代
厳
子
文
滁
州
奠
枕
楼
記
」
、
『
宮
教
集
六
』
）
。 

⑪ 

梅
原
氏
の
挙
げ
ら
れ
て
い
る
例
の
一
部
を
示
す
。 
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辛
棄
疾
の
官
歴
に
つ
い
て 

 
 

○
李
謨 

燕
山
府
路
知
州
、
直
徽
猷
閣
。
の
ち
知
臨
安
府
、
直
宝
文
閣
。 

 
 

○
蔣
璨 

淮
南
路
転
運
判
官
、
直
秘
閣
。
の
ち
知
臨
安
府
、
直
竜
図
閣
。
更
に
の
ち
知
平
江
府
、
集
英
殿
修
撰
。 

 
 

○
趙
士
玳 

知
臨
安
府
、
直
秘
閣
。
つ
い
で
知
紹
興
府
、
直
敷
文
閣
。 

⑫ 

友
人
の
洪
邁
（
『
夷
堅
志
』
、
『
容
斎
随
筆
』
な
ど
の
著
述
で
知
ら
れ
る
）
が
「
稼
軒
記
」
を
書
い
て
お
り
（
『
洪
文
敏
公
集
』
）
、
邸
宅
の
さ
ま

を
伝
え
て
い
る
。 

⑬ 

『
宋
史
』
の
本
伝
は
こ
の
王
藺
の
弾
劾
を
紹
熙
二
年
の
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
年
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
、
鄧
氏
『
年
譜
』
に
考
証
が
あ
る
。 

⑭ 

こ
の
箚
子
は
飛
虎
軍
が
荊
鄂
副
都
統
の
指
揮
下
に
移
さ
れ
て
い
た
の
を
元
通
り
湖
南
安
撫
使
の
下
に
戻
す
よ
う
に
求
め
た
意
見
書
（
箚
子
）
で
あ
る

が
、
そ
の
冒
頭
に
こ
の
軍
の
由
来
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

「
熹
窃
見
荊
湖
南
安
撫
司
飛
虎
軍
、
原
係
帥
臣
辛
棄
疾
創
置
、
所
費
財
力
以
鉅
万
計
、
選
募
既
精
、
器
械
亦
備
、
経
営
緝
理
、
用
力
至
多
、
数
年
以
来
、

盗
賊
不
起
、
蛮
猺
帖
息
、
一
路
頼
之
以
安
、
」 

⑮ 

「
不
楽
者
」
が
誰
を
指
す
か
は
詳
ら
か
で
な
い
が
、
『
宋
史
』
「
宰
輔
表
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
点
（
淳
熙
七
年
）
で
の
枢
密
使
は
王
淮
、
簽
書
枢

密
院
事
は
謝
郭
然
で
あ
っ
た
。 

⑯ 

「
詔
委
以
規
画
、
乃
度
馬
殷
営
塁
故
基
、
起
蓋
砦
柵
、
招
歩
軍
二
千
人
、
馬
軍
五
百
人
、
傔
人
在
外
、
戦
馬
鉄
甲
皆
備
、
…
…
時
枢
府
有
不
楽
之
者
、

数
沮
撓
之
、
棄
疾
行
愈
力
、
卒
不
能
奪
、
経
度
費
鉅
万
計
、
棄
疾
善
斡
旋
、
事
皆
立
辦
、
議
者
以
聚
斂
聞
、
降
御
前
金
字
牌
、
俾
日
下
住
罷
、
棄
疾
受

而
蔵
之
、
出
責
監
辦
者
、
期
一
月
飛
虎
営
柵
成
、
違
坐
軍
制
、
如
期
落
成
、
開
陳
本
末
、
絵
図
繳
進
、
上
遂
釈
然
、
」
（
『
宋
史
』
辛
棄
疾
伝
）
。 

⑰ 

「
直
卿
言
、
辛
幼
安
帥
湖
南
、
賑
済
榜
文
、
只
用
八
字
曰
、
劫
禾
者
斬
、
閉
糶
者
配
、
先
生
曰
、
這
便
見
得
他
有
才
、
此
八
字
若
做
両
榜
、
便
乱
道
、
」

（
『
朱
子
語
類
一
〇
一
』
論
民
財
、
文
中
の
「
湖
南
」
は
「
江
西
」
の
誤
伝
で
あ
ろ
う
）
。 

⑱ 

「
臣
姑
以
湖
南
一
路
言
之
、
自
臣
到
任
之
初
、
見
百
姓
遮
道
、
自
言
嗷
嗷
困
苦
之
状
、
臣
以
謂
斯
民
無
所
愬
、
不
去
為
盗
、
将
安
之
乎
、
…
…
陛
下

不
許
多
取
百
姓
斗
面
米
、
今
有
一
歳
所
取
反
数
倍
於
前
者
、
…
…
其
他
暴
征
苛
斂
、
不
可
勝
数
、
然
此
特
官
府
聚
斂
之
弊
尓
、
流
弊
之
極
、
又
有
甚
者
、
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…
…
故
田
野
之
民
、
郡
以
聚
斂
害
之
、
県
以
科
率
害
之
、
吏
以
取
乞
害
之
、
豪
民
大
姓
以
兼
并
害
之
、
而
又
盗
賊
以
剽
殺
攘
奪
害
之
、
臣
以
謂
不
去
為

盗
、
将
安
之
乎
、
正
謂
是
耳
、
…
…
民
者
国
之
根
本
、
而
貪
濁
之
吏
迫
使
為
盗
、
今
年
刪
除
、
明
年
掃
蕩
、
譬
如
木
焉
、
日
刻
月
削
、
不
損
則
折
、
臣

不
勝
憂
国
之
心
、
実
有
私
憂
過
計
者
、
欲
望
陛
下
深
思
致
盗
之
由
、
講
求
弭
盗
之
術
、
無
恃
其
有
平
盗
之
兵
也
、
」
（
「
淳
熙
己
亥
論
盗
賊
箚
子
」
、

『
歴
代
名
臣
奏
議
』
）
。 

⑲ 

一
例
を
挙
げ
て
お
く
。
「
姚
憲
…
…
知
江
陵
府
卒
、
年
六
十
三
、
其
在
江
陵
、
前
帥
頗
属
威
厳
、
治
盗
不
少
貸
、
憲
継
其
後
、
嘗
語
客
曰
、
故
帥
得

賊
輙
殺
、
不
復
窺
究
、
姦
盗
屏
跡
、
云
云
」
（
鄧
氏
『
年
譜
』
引
『
嘉
泰
会
稽
志
』
云
、
姚
憲
…
…
正
為
稼
軒
之
後
任
、
則
姚
氏
所
称
之
故
帥
必
即
稼

軒
無
疑
也
、
）
。 

⑳ 

「
（
淳
熙
八
年
）
提
挙
淮
南
東
路
常
平
茶
塩
公
事
陸
游
罷
新
任
、
以
臣
僚
論
游
不
自
検
飭
、
所
為
多
越
于
規
矩
、
屢
遭
物
議
故
也
、
」
（
『
宋
会
要

（
輯
稿
）
』
）
。 

㉑ 

「
（
淳
熙
三
年
）
新
知
嘉
州
陸
游
罷
新
命
、
以
臣
僚
言
、
陸
摂
嘉
州
、
燕
飲
頽
放
故
也
、
」
（
同
前
）
。 

㉒ 

鄧
広
銘
『
稼
軒
詞
編
年
箋
注
（
増
訂
本
）
』
に
よ
れ
ば
、
隆
興
元
年
（
一
一
六
三
）
よ
り
淳
熙
八
年
（
一
一
八
一
）
ま
で
、
在
職
十
八
年
間
の
作
（
巻

一
、
江
淮
両
湖
之
什
）
は
八
十
八
首
、
こ
れ
に
対
し
淳
熙
九
年
（
一
一
八
二
）
よ
り
紹
熙
三
年
（
一
一
九
二
）
ま
で
、
家
居
十
年
間
の
作
（
巻
二
、
帯

湖
之
什
）
は
二
百
二
十
八
首
に
達
す
る
。 

㉓ 

朱
熹
が
慶
元
六
年
（
一
二
〇
〇
）
に
卒
し
た
時
、
韓
侂
冑
を
憚
っ
て
会
葬
す
る
者
が
無
か
っ
た
が
、
辛
棄
疾
は
祭
文
を
携
え
て
弔
問
に
赴
い
た
と
い

う
。 

 
 

○
「
熹
歿
、
偽
学
禁
方
厳
、
門
生
故
旧
至
無
送
葬
者
、
棄
疾
為
文
往
哭
之
、
」
（
『
宋
史
』
辛
棄
疾
伝
） 

㉔ 

韓
侂
冑
は
北
宋
の
名
宰
相
韓
琦
の
曽
孫
に
当
り
、
そ
の
母
と
妻
は
高
宗
の
后
の
姉
妹
と
侄
女

め

い

（
呉
氏
）
、
か
つ
兄
弟
の
孫
女
が
寧
宗
の
后
と
な
っ
た
。 

㉕ 

趙
汝
愚
は
乾
道
二
年
（
一
一
六
六
）
の
科
挙
で
第
一
位
と
な
っ
た
が
、
す
で
に
恩
蔭
に
よ
っ
て
官
位
を
授
け
ら
れ
て
い
た
の
で
、
慣
例
に
よ
り
状
元

は
与
え
ら
れ
ず
第
二
人
と
な
っ
た
。
し
か
し
任
官
に
際
し
て
は
状
元
の
蕭
国
樑
と
同
等
の
待
遇
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。 
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辛
棄
疾
の
官
歴
に
つ
い
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㉖ 

「
嘉
泰
三
年
冬
、
…
…
会
辛
殿
撰
棄
疾
除
紹
興
府
、
過
闕
入
見
、
言
金
国
必
乱
必
亡
、
願
付
之
元
老
大
臣
、
務
為
倉
猝
可
以
応
変
之
計
、
」
（
『
建

炎
以
来
朝
野
雑
記
』
）
。 

㉗ 

「
甲
子
（
嘉
泰
四
年
）
之
夏
、
辛
棄
疾
嘗
為
臣
言
、
…
…
於
是
出
方
尺
之
錦
以
示
臣
、
其
上
皆
虜
人
兵
騎
之
数
、
屯
戌
之
地
、
与
夫
将
帥
之
姓
名
、

…
…
又
言
、
棄
疾
之
遣
諜
也
、
必
鈎
之
以
旁
証
、
便
不
得
而
欺
、
…
…
北
方
之
地
、
皆
棄
疾
少
年
所
経
行
者
、
彼
皆
不
得
而
欺
也
、
又
指
其
錦
而
言
曰
、

虜
之
士
馬
尚
若
是
、
其
可
易
乎
、
蓋
方
是
時
朝
廷
有
其
意
而
未
有
其
事
也
、
明
年
乙
丑
、
棄
疾
免
帰
、
」
（
程
珌
「
丙
子
論
対
箚
子
二
」
、
鄧
広
銘
『
年

譜
』
引
嘉
靖
本
『
洛
水
集
』
、
云
、
四
庫
本
未
録
、
）
。 

 

           


