
太
祖
（
在
位
一
三
六
八
～
九
八
）
が
、
在
位
中
に
度
々
疑
獄
事
件
を
起
し

た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
檀
上
寛
氏
は
、
こ
れ
ら
の
疑
獄
を
単
な
る

政
治
的
な
事
件
と
し
て
で
は
な
く
、
政
権
確
立
過
程
の
全
体
の
中
に
位
置
づ

（
１
）

け
て
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
。
又
、
川
越
泰
博
氏
は
、
藍
玉
の
獄
に
焦（
２
）

点
を
当
て
、
『
逆
臣
録
』
を
素
材
に
し
て
事
件
の
詳
細
な
実
態
を
解
明
し
た
。

こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
、
一
連
の
疑
獄
事
件
の
犠
牲
者
の
中
に
多
く
の
武

臣
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
成
柤
朝
（
’
四
○
二
～
二

四
）
に
な
る
と
、
一
転
し
て
武
臣
の
処
罰
例
は
極
端
に
少
な
く
な
る
。
こ
れ

は
何
故
な
の
か
。
ま
た
、
武
臣
に
よ
る
犯
罪
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
太
祖

朝
に
関
し
て
は
『
大
詰
武
臣
」
等
の
史
料
が
残
さ
れ
て
お
り
、
あ
る
程
度
窺

う
こ
と
が
で
き
る
が
、
成
祖
朝
以
後
は
、
か
え
っ
て
そ
の
実
情
も
明
ら
か
で

な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
筆
者
は
成
柤
朝
の
武
臣
の
処
罰
例
に
分
析
を
加

は
じ
め
に 明
・
宣
徳
朝
に
お
け
る
武
臣
の
「
自
陣
」

え
、
成
祖
の
拠
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
が
、
軍
と
り
わ
け
奉
天
征
討
の
軍
と
武
臣

だ
っ
た
た
め
、
武
臣
の
処
罰
に
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な

（
３
）

い
か
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
宣
宗
朝
（
一
四
一
一
六
～
一
二
五
）
は

ど
う
な
の
か
。
宣
宗
朝
は
、
中
後
期
に
繋
が
る
動
き
が
様
々
な
面
で
み
ら
れ

る
時
代
で
あ
る
。
筆
者
は
、
現
在
、
宣
宗
朝
の
軍
事
体
制
や
、
軍
が
内
部
に

抱
え
て
い
た
種
々
の
問
題
点
の
検
討
を
通
じ
、
宣
宗
政
権
の
性
格
を
考
え
る

べ
く
作
業
を
進
め
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
成
柤
・
宣
宗
朝
に
常
設
化

さ
れ
、
中
後
期
の
南
北
辺
防
体
制
の
中
核
に
な
っ
た
鎮
守
総
兵
官
に
つ
い
て

（
４
）

考
察
し
た
。
こ
れ
と
並
行
し
て
、
武
臣
に
よ
る
犯
罪
の
実
態
と
、
そ
れ
に
対

す
る
朝
廷
の
対
応
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
。
『
宣
宗
実
録
』
に
は
、
武
臣
が
様
々

な
不
正
を
告
発
さ
れ
た
事
例
が
二
五
七
件
、
一
件
で
複
数
の
罪
状
を
含
む
も

の
が
あ
る
の
で
罪
状
ご
と
に
数
え
れ
ば
三
五
○
件
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
は
実
録
に
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
何
ら
か
の
意
味
で
朝
廷
が
重
視
し

た
事
件
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
件
は
、
当
時
の
明
軍
内
部
の
問
題
点
や
矛

奥
山
憲
夫
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盾
を
示
す
と
と
も
に
、
社
会
・
経
済
面
の
反
映
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
朝
廷
は

こ
れ
ら
の
武
臣
の
犯
罪
に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
。

か
か
る
考
察
の
一
環
と
し
て
、
本
稿
で
は
武
臣
の
「
自
陳
」
に
つ
い
て
と

り
あ
げ
た
い
。
自
陣
の
語
そ
の
も
の
は
、
自
分
で
陳
述
す
る
、
弁
解
す
る
等

の
意
味
で
あ
る
。
阪
倉
篤
秀
氏
は
、
吏
部
の
権
限
・
職
掌
を
分
析
す
る
中
で

考
満
と
考
察
に
つ
い
て
言
及
し
、

考
察
に
は
ま
た
京
官
を
対
象
と
す
る
京
察
と
外
官
を
対
象
と
す
る
外
察

が
あ
っ
た
。
京
察
の
周
期
は
、
当
初
は
一
定
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
弘

治
以
後
は
六
年
に
一
度
行
わ
れ
、
四
品
以
上
は
口
頭
に
よ
る
「
自
陣
」
、

五
品
以
下
は
「
具
冊
奏
請
」
と
書
面
に
よ
る
な
ど
、
そ
の
方
法
に
異
な

り
は
あ
る
も
の
の
、
あ
く
ま
で
自
己
申
請
に
よ
っ
た
。

（
５
）

と
述
べ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
文
臣
官
僚
に
は
人
事
考
課
の
シ
ス
テ
ム
と

し
て
自
陳
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
世
襲
を
原
則
と
す
る
武
臣
に
は
、
少
な
く
と

（
６
）

も
明
初
に
は
、
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
は
な
い
。
た
だ
、
恒
常
的
な
も
の
で

は
な
い
が
、
宣
宗
朝
に
も
武
臣
が
命
ぜ
ら
れ
て
自
陳
を
行
っ
た
例
は
あ
る
。

そ
れ
で
は
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
ど
ん
な
武
官
が
、
ど
ん
な
罪
状
に

つ
い
て
、
誰
の
命
令
で
、
処
罰
決
定
ま
で
の
ど
の
段
階
で
行
わ
れ
た
の
か
。

そ
し
て
自
陣
の
結
果
は
ど
う
な
っ
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
点
に
検
討
を
加
え
、

当
時
の
明
軍
内
部
の
犯
罪
や
、
こ
れ
に
対
す
る
朝
廷
の
対
応
の
一
端
を
考
え

る
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
自
陣
の
事
例
を
幾
つ
か
示
す
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

①
「
宣
宗
実
録
」
洪
煕
元
年
閏
七
月
戊
午
の
条
に

行
在
都
察
院
左
命
都
御
史
劉
観
等
奏
す
ら
く
、
掌
険
西
都
司
事
・
右
軍

都
督
余
事
胡
原
は
、
前
に
六
罪
を
犯
す
も
、
聖
恩
も
て
之
を
宥
し
、
之

を
し
て
改
過
せ
し
め
ん
と
す
。
今
、
険
西
按
察
司
、
又
奏
す
ら
く
、
原

は
指
揮
余
事
劉
定
の
金
帯
・
珠
環
を
索
取
し
、
名
籍
無
き
人
を
隠
占
し

て
家
奴
と
為
し
、
喪
礼
・
齋
宿
の
時
に
飲
酒
・
吉
服
す
。
教
場
を
占
め

て
廉
穀
を
種
芸
し
、
民
田
の
禾
稼
を
劃
刈
し
て
築
き
て
教
場
と
為
す
。

官
倉
を
折
段
し
て
、
材
料
も
て
演
武
亭
を
造
り
、
軍
士
五
十
余
人
を
家

に
私
役
す
。
又
、
檀
に
屯
種
の
軍
士
を
役
し
て
、
其
の
農
業
を
廃
せ
し

た
だ

む
。
悪
を
累
ね
て
俊
め
ず
。
請
う
ら
く
は
其
の
罪
を
治
き
れ
ん
こ
と
を

と
。
上
、
原
に
命
じ
て
京
に
赴
き
自
陣
せ
し
む
。

と
あ
る
。
胡
原
は
正
二
品
の
都
督
余
事
で
、
要
衝
の
陳
西
都
司
を
管
理
し
て

い
る
高
官
だ
が
、
険
西
按
察
司
か
ら
七
項
目
に
亙
る
不
法
を
告
発
さ
れ
た
、

配
下
の
武
臣
か
ら
の
金
品
搾
取
、
礼
法
違
反
、
土
地
占
奪
、
官
物
損
壊
、
軍

士
の
私
役
等
、
武
臣
に
多
く
み
ら
れ
る
不
法
行
為
の
殆
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。

文
中
の
前
の
六
罪
と
い
う
の
は
、
前
月
に
、
秦
王
府
に
対
す
る
不
敬
や
私
茶

の
売
買
等
を
弾
劾
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
の
と
き
は
「
旧
臣
な
る
を
念
う
」
と

（
７
）

い
う
理
由
で
宥
さ
れ
て
い
る
。
胡
原
は
北
京
に
召
還
さ
れ
て
自
陣
を
〈
叩
ぜ
ら

１
．
罪
状
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れ
、
告
発
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
釈
明
し
た
と
み
ら
れ
る
が
、
自
陳
の
内
容

は
明
ら
か
で
な
い
。
た
だ
、
’
二
月
に
至
っ
て
、
都
察
院
は
、
改
め
て
胡
原

が
寧
夏
衛
鎮
撫
の
女
を
妾
と
し
、
そ
の
父
親
に
騎
士
五
八
人
を
随
従
さ
せ
た

こ
と
、
指
揮
余
事
劉
定
の
金
品
を
奪
っ
た
こ
と
を
告
発
し
、
徒
罪
に
当
た
る

と
求
刑
し
た
。
都
察
院
が
劾
奏
し
た
罪
状
は
、
閏
七
月
の
七
項
目
の
う
ち
の

二
つ
で
あ
る
。
他
は
自
陣
に
よ
る
釈
明
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
胡
原

が
告
発
さ
れ
た
罪
状
は
広
い
範
囲
に
及
ぶ
が
、
そ
こ
に
軍
務
遂
行
に
関
わ
る

罪
は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

②
『
宣
宗
実
録
』
洪
煕
元
年
九
月
丁
已
の
条
に

こ
の
ご
ろ

行
在
都
察
院
奏
す
ら
く
、
比
者
、
広
西
故
都
指
揮
同
知
葛
森
の
妾
許
氏

．
つ
っ
た

生
ｐ
え
る
に
、
総
兵
官
・
鎮
遠
侯
顧
興
柤
は
、
色
に
耽
り
財
を
貧
り
、
官

軍
を
腔
削
し
、
大
い
に
第
宅
を
修
め
、
広
く
因
池
を
拓
き
、
故
夫
の
旧

居
を
逼
取
し
、
故
夫
の
次
妾
を
抑
求
す
。
寡
弱
を
欺
凌
す
る
こ
と
、
情

と
し
て
実
に
堪
え
難
し
と
。
請
う
ら
く
は
之
を
逮
治
せ
ら
れ
ん
こ
と
を

し
ず

と
。
上
曰
わ
く
、
大
臣
兵
を
総
べ
て
外
に
在
る
は
、
其
の
冠
を
靖
め
民

を
安
ん
ぜ
ん
と
欲
す
れ
ば
な
り
。
若
し
果
し
て
為
す
所
此
く
の
如
く
ん

ゆ
る

ば
、
法
と
し
て
亦
た
容
し
難
し
。
但
だ
朝
廷
は
当
に
大
体
を
存
す
べ
し
。

あ
え

豈
に
肯
て
轍
ち
一
婦
人
の
一
一
口
を
信
じ
て
辺
将
を
罪
せ
ん
や
。
姑
く
其
の

実
を
自
陣
せ
し
め
よ
と
。

と
あ
る
。
顧
興
祖
の
件
は
、
宣
宗
朝
に
お
け
る
武
臣
の
不
正
の
代
表
例
の
一

つ
だ
が
、
こ
れ
が
そ
の
発
端
で
あ
る
。
こ
の
記
事
で
は
抽
象
的
な
言
い
方
で

内
容
が
は
っ
き
り
し
な
い
項
目
も
あ
る
が
、
許
氏
の
訴
え
の
主
眼
は
、
顧
興

祖
が
も
と
の
配
下
で
あ
る
亡
夫
の
葛
森
の
旧
宅
を
奪
い
、
次
妾
を
自
分
の
妾

に
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
都
察
院
は
顧
興
祖
の
逮
捕
処
罰
を

奏
請
し
た
が
、
宣
宗
は
訴
え
が
事
実
な
ら
ば
許
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
な

が
ら
も
、
｜
婦
人
の
一
一
一
一
口
の
み
で
大
臣
た
る
広
西
総
兵
官
を
罰
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
述
べ
、
当
面
、
実
否
を
自
陳
さ
せ
る
よ
う
命
じ
た
。
こ
の
件
に
つ

い
て
の
自
陳
の
記
事
は
見
当
た
ら
ず
、
顧
興
祖
が
そ
の
後
も
広
西
総
兵
官
の

地
位
に
在
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
宣
徳
二
年
四
月
戊
寅
の
条
に

巡
按
広
西
監
察
御
史
汪
景
明
、
総
兵
官
・
鎮
遠
侯
顧
興
祖
及
び
指
揮
張

垳
等
の
實
虐
十
五
事
を
劾
奏
す
。
上
、
以
っ
て
都
御
史
劉
観
に
示
す
に
、

た
だ

其
の
罪
を
治
き
れ
ん
こ
と
を
請
う
。
上
曰
わ
く
、
興
柤
は
一
方
を
総
鎮

す
。
姑
く
虚
墓
を
自
陣
せ
し
め
よ
。
余
人
は
皆
之
を
逮
治
し
、
果
し
て

か
か
わ

事
興
祖
に
千
れ
ば
、
奏
を
具
え
て
之
を
処
せ
。

と
あ
り
、
今
度
は
巡
按
御
史
に
弾
劾
さ
れ
た
。
實
虐
一
五
事
の
内
容
は
こ
こ

で
は
わ
か
ら
な
い
。
都
御
史
劉
観
は
処
罰
を
要
請
し
た
が
、
宣
宗
は
．
方

を
総
鎮
」
す
る
と
い
う
理
由
で
自
陣
さ
せ
、
張
垳
ら
は
逮
捕
し
て
取
り
調
べ
、

顧
興
祖
に
関
係
す
る
事
実
が
判
明
し
た
ら
報
告
せ
よ
と
命
じ
た
。
こ
の
段
階

で
再
び
顧
興
祖
に
自
陣
を
命
じ
た
わ
け
で
あ
る
。
二
ヶ
月
後
の
六
月
戊
寅
の

条
に

総
兵
官
・
鎮
遠
侯
顧
興
祖
の
罪
を
肴
す
。
是
に
先
だ
ち
、
広
西
故
都
指

揮
葛
森
の
妾
許
氏
、
興
祖
は
其
の
居
宅
を
奪
わ
ん
と
欲
し
、
又
、
森
の
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次
妾
哀
氏
を
逼
取
し
、
軍
を
私
役
し
て
第
宅
を
造
り
し
こ
と
、
及
び
貧

マ
マ

虐
不
法
不
五
事
を
訴
う
。
詔
し
て
興
柤
を
し
て
自
陳
せ
し
む
。
是
に
至

も
う

り
、
実
な
る
を
首
す
。
上
、
都
御
史
劉
観
等
に
語
り
て
曰
わ
く
、
既
に

し
て
実
を
隠
さ
ず
。
姑
く
之
を
宥
し
て
改
過
せ
し
め
よ
。
如
し
改
め
ざ

れ
ば
側
り
て
宥
さ
ざ
る
な
り
と
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
洪
煕
元
年
九
月
の
条
に
記
さ
れ
た
よ

う
に
、
許
氏
が
訴
え
た
罪
状
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
宣
徳
二
年
四
月
に
巡
按
御

史
汪
景
明
が
劾
奏
し
た
「
貧
虐
一
五
事
」
の
中
に
許
氏
の
訴
え
も
含
ま
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
顧
興
祖
は
、
洪
煕
元
年
九
月
に
宣
宗
か
ら

自
陳
を
命
ぜ
ら
れ
な
が
ら
、
｜
年
半
以
上
も
放
置
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
「
是
に
至
り
て
」
と
あ
る
か
ら
、
同
じ
罪
状
を
再
度
巡
按
御
史
に
弾
劾

さ
れ
、
宣
宗
に
重
ね
て
自
陣
を
命
ぜ
ら
れ
て
、
よ
う
や
く
自
陣
し
て
事
実
を

認
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
宣
宗
は
「
既
に
し
て
実
を
隠
さ
ず
」

と
の
理
由
で
、
そ
の
罪
を
宥
し
処
罰
し
な
か
っ
た
。
勲
臣
た
る
顧
興
祖
の
傲

慢
さ
、
宣
宗
の
高
位
の
武
臣
の
処
罰
に
対
す
る
慎
重
さ
を
窺
う
こ
と
が
で
き

る
。
又
、
こ
こ
ま
で
告
発
さ
れ
た
顧
興
祖
の
罪
状
は
、
主
に
個
人
的
な
不
法
、

或
い
は
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
で
あ
り
、
軍
務
上
の
罪
は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
に

注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
顧
興
祖
が
翌
月
に
逮
捕
・
解
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
年
七
月

己
亥
の
条
に

詔
し
て
鎮
遠
侯
顧
興
祖
を
逮
え
し
む
。
時
に
交
阯
の
叛
冠
、
臘
留
等
の

関
を
破
り
丘
温
を
攻
囲
す
。
興
祖
は
兵
を
南
寧
・
太
平
に
擁
す
る
に
援

け
ず
。
冠
、
城
を
陥
す
に
致
る
。
又
、
興
柤
、
先
に
已
に
賊
首
章
万
黄

を
獲
え
、
鳧
首
し
て
衆
に
示
せ
り
と
奏
せ
し
に
、
而
し
て
万
黄
の
出
没

劫
椋
す
る
こ
と
故
の
如
し
。
興
祖
は
又
指
揮
張
垳
等
を
遣
わ
し
、
仮
り

る
に
軍
務
を
以
っ
て
、
士
官
人
等
よ
り
金
・
銀
二
千
五
百
余
両
・
馬
百

余
匹
を
逼
取
せ
し
む
。
又
、
張
の
民
居
を
奪
い
、
女
婦
を
挟
嬰
せ
し
等

の
事
、
巡
按
御
史
の
劾
奏
す
る
と
こ
ろ
と
為
る
。
上
、
其
の
稔
悪
俊
め

ざ
る
を
以
っ
て
、
行
在
都
察
院
に
命
じ
て
逮
問
せ
し
む
。
価
り
て
公
侯

大
臣
に
命
じ
て
、
別
に
良
将
を
挙
げ
て
之
に
代
ら
し
む
。

と
あ
る
。
顧
興
祖
逮
捕
の
理
由
は
、
一
つ
に
は
、
交
阯
の
黎
利
軍
が
陵
留
関

を
突
破
し
て
丘
温
を
包
囲
し
た
際
、
軍
を
擁
し
て
附
近
に
在
り
な
が
ら
赴
援

せ
ず
、
丘
温
の
陥
落
を
坐
視
し
た
こ
と
、
二
つ
に
は
、
章
万
黄
な
る
賊
首
の

捕
獲
処
刑
に
つ
い
て
偽
り
の
報
告
を
し
た
こ
と
、
三
つ
に
は
、
顧
興
祖
が
派

遣
し
た
指
揮
使
張
垳
が
、
士
官
か
ら
金
品
を
搾
取
す
る
な
ど
、
種
々
の
不
法

を
は
た
ら
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
張
垳
の
こ
と
は
、
四
月
の
汪
景
明
の
劾
奏

で
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
宣
宗
は
、
顧
興
祖
が
連
行
さ
れ
て
く
る
の
を
待
た

ず
に
後
任
者
の
選
定
を
命
じ
て
お
り
、
罪
状
の
認
否
以
前
に
解
任
を
決
意
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
今
回
は
自
陣
の
措
置
は
全
く
考
慮
さ
れ
て
お
ら
ず
、

こ
こ
か
ら
軍
務
遂
行
に
関
わ
る
罪
は
自
陣
の
対
象
に
な
ら
な
い
こ
と
が
看
取

さ
れ
る
。
こ
の
後
、
’
二
月
戊
午
の
条
に

逮
え
ら
れ
し
鎮
遠
侯
顧
興
祖
至
る
。
行
在
十
四
道
監
察
史
呉
啓
先
等
．
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六
科
給
事
中
買
諒
等
劾
奏
す
ら
く
、
興
柤
は
広
西
に
鎮
守
し
て
よ
り
以

来
、
暴
虐
貧
埜
に
し
て
、
怠
慢
に
し
て
事
を
廃
せ
り
。
交
阯
を
援
け
ず
、

失
地
喪
師
、
盗
賊
椙
獄
す
る
に
致
る
。
又
、
従
賊
の
首
を
斬
り
、
誰
り

て
首
賊
と
奏
し
、
賊
属
を
隠
匿
し
て
、
彼
は
逃
散
せ
り
と
謂
う
。
上
は

朝
廷
を
欺
き
、
下
は
辺
人
の
心
を
失
う
。
国
法
を
正
さ
れ
ん
こ
と
を
請

う
と
。
上
、
命
じ
て
執
え
、
午
門
外
に
於
い
て
三
法
司
に
公
・
侯
・
伯
・

都
督
と
同
に
之
を
訊
せ
し
む
る
に
、
興
柤
承
伏
す
。
還
奏
す
る
に
、
上
、

王
通
等
の
至
る
を
俟
ち
、
其
の
罪
を
通
論
せ
ん
こ
と
を
命
ず
。

と
あ
り
、
逮
捕
さ
れ
た
顧
興
祖
が
北
京
に
到
着
す
る
と
、
科
道
官
が
そ
の
罪

を
劾
奏
し
た
。
広
西
総
兵
官
に
就
任
以
来
と
い
う
か
ら
、
一
旦
許
さ
れ
た
許

氏
に
よ
る
告
発
の
内
容
も
併
せ
て
弾
劾
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
主
た
る
罪
状
は

丘
温
の
失
落
を
坐
視
し
た
こ
と
、
賊
首
章
万
黄
の
捕
殺
に
つ
い
て
虚
偽
の
報

告
を
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
午
門
外
で
の
三
法
司
・
勲
臣
・
都
督
合
同
の
取

り
調
べ
の
結
果
、
顧
興
祖
は
罪
を
認
め
、
宣
宗
は
交
阯
よ
り
撤
退
し
て
く
る

成
山
侯
王
通
の
到
着
を
ま
っ
て
罰
を
決
め
る
よ
う
に
命
じ
た
。
こ
こ
で
は
、

顧
興
祖
の
罪
は
、
交
阯
で
の
敗
北
と
連
動
し
た
か
た
ち
で
論
ぜ
ら
れ
て
お
り
、

逮
捕
の
主
た
る
理
由
が
軍
務
上
の
過
失
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
三
年
閏
四

月
、
交
阯
総
兵
官
・
成
山
侯
王
通
ら
が
北
京
に
到
着
し
、
都
督
馬
瑛
・
為
事

官
陳
智
・
李
安
・
方
政
・
布
政
使
戈
謙
・
内
臣
山
寿
・
馬
騏
ら
と
と
も
に
「
命

（
８
）

に
運
い
て
檀
に
賊
と
和
し
、
城
を
棄
て
て
旋
師
」
し
た
罪
を
弾
劾
さ
れ
、
同

（
９
）

年
中
に
錦
衣
衛
の
獄
に
下
さ
れ
家
は
籍
没
さ
れ
た
。
こ
れ
と
同
日
の
閏
四
月

庚
戌
の
条
に

鎮
遠
侯
顧
興
祖
を
行
在
錦
衣
衛
の
獄
に
下
す
。
初
め
、
監
察
御
史
、
興

柤
の
貧
財
好
色
・
失
地
喪
師
等
の
罪
を
劾
奏
す
。
上
、
命
じ
て
逮
え
て

至
ら
し
め
、
法
司
に
公
・
侯
・
伯
等
と
同
に
之
を
訊
せ
し
め
る
に
、
興

祖
引
伏
す
。
命
じ
て
王
通
等
の
還
る
を
俟
ち
て
其
の
罪
を
論
ぜ
し
む
。

是
に
至
り
て
通
還
り
、
左
都
御
史
劉
観
、
併
せ
て
之
を
罪
せ
ん
こ
と
を

請
う
。
遂
に
錦
衣
衛
の
獄
に
下
さ
る
。

と
あ
り
、
王
通
ら
交
阯
派
遣
軍
の
首
脳
が
帰
京
し
て
審
問
を
受
け
獄
に
下
さ

（
、
）

れ
る
と
、
顧
興
祖
も
下
獄
し
た
。

③
次
に
都
督
同
知
陳
懐
の
場
合
を
み
て
み
よ
う
。
「
宣
宗
実
録
』
宣
徳
元
年
四

月
壬
午
の
条
に

ひ
そ

参
将
・
都
督
同
知
陳
懐
、
私
か
に
騎
士
一
一
十
余
人
を
遣
わ
し
て
出
境
せ

し
め
ん
と
す
る
に
、
守
備
の
指
揮
張
善
の
止
め
る
所
と
為
る
。
懐
、
善

等
を
憾
み
て
之
を
杖
す
。
保
定
伯
梁
銘
以
っ
て
聞
す
。
左
都
御
史
劉
観
、

た
だ

陳
懐
の
罪
を
治
さ
ん
一
」
と
を
請
う
。
上
曰
わ
く
、
懐
は
大
臣
な
り
。
姑

く
其
の
実
を
自
陳
せ
し
め
よ
と
。

と
あ
る
。
こ
の
頃
、
寧
夏
に
は
総
兵
官
は
置
か
れ
て
お
ら
ず
、
陳
懐
と
梁
銘

が
参
将
と
し
て
駐
罰
し
て
い
た
。
陳
懐
が
勝
手
に
騎
士
二
○
余
人
を
出
境
さ

せ
よ
う
と
し
た
の
を
、
配
下
の
指
揮
使
張
善
に
制
止
さ
れ
、
こ
れ
を
怨
ん
だ

陳
懐
が
張
善
に
杖
を
加
え
た
こ
と
を
梁
銘
に
告
発
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
或
は

張
善
が
梁
銘
に
訴
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
陳
懐
が
な
ぜ
騎
士
を
出
境
さ
せ
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よ
》
７
と
し
た
の
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
当
時
、
辺
将
が
狩
猟
や
採
木
の
為

に
軍
士
を
出
境
さ
せ
た
記
事
が
屡
々
み
ら
れ
る
の
で
、
或
は
こ
の
場
合
も
こ

の
よ
う
な
目
的
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
都
御
史
劉
観
が
処
罰
を
要
請
し

た
が
、
宣
宗
は
「
懐
は
大
臣
な
り
」
と
述
べ
て
実
否
を
自
陳
さ
せ
る
よ
う
命

じ
た
。
こ
の
例
は
、
上
官
に
よ
る
軍
士
の
私
役
、
配
下
の
武
臣
の
私
刑
と
い

う
こ
と
に
な
る
が
、
や
は
り
軍
事
行
動
上
の
罪
で
は
な
い
。
又
、
こ
れ
ま
で

示
し
た
例
で
も
そ
う
だ
が
、
自
陣
は
、
犯
罪
の
告
発
↓
法
司
に
よ
る
論
告
求

刑
↓
帝
の
決
裁
と
い
う
過
程
の
最
終
段
階
で
、
帝
の
直
接
命
令
に
よ
っ
て
と

ら
れ
る
措
置
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
の
例
で
も
、
高
位
の
武
臣

の
処
罰
に
極
め
て
慎
重
な
宣
宗
の
姿
勢
が
窺
え
る
。
陳
懐
の
自
陳
の
内
容
は

わ
か
ら
な
い
が
、
翌
年
に
は
四
川
総
兵
官
に
就
任
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
事

件
が
陞
進
の
支
障
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
四
川
総
兵
官
と
し
て
在

任
中
の
宣
徳
六
年
四
月
丁
未
の
条
に

総
兵
官
・
左
都
督
陳
懐
の
罪
を
宥
す
。
是
に
先
だ
ち
、
御
史
王
礼
劾
奏

は
な

す
ら
く
、
懐
は
賊
い
を
受
け
て
罪
人
を
庇
い
、
家
人
を
縦
ち
て
官
軍
の

屯
田
二
百
四
十
余
城
を
奪
い
、
軍
を
し
て
子
粒
を
虚
納
せ
し
む
。
軍
の

妻
を
奪
い
甥
に
与
え
て
妾
と
為
す
。
毎
旦
、
官
員
入
見
す
る
に
、
叩
頭

も
う

の
礼
を
行
わ
し
め
、
一
一
一
司
の
幕
官
及
び
府
・
県
等
の
官
は
、
事
を
白
す

お
わ

に
前
に
鮠
き
て
文
書
を
読
み
、
読
み
一
見
れ
ば
聴
受
発
落
す
る
こ
と
奏
事

や
や

の
状
の
如
し
。
’
二
司
の
堂
上
官
も
、
一
一
一
一
口
う
所
梢
意
に
合
わ
ざ
れ
ば
瓢
ち

之
を
叱
譽
す
。
余
事
柴
震
等
は
成
な
答
辱
を
受
く
。
懐
等
の
罪
を
治
さ

れ
ん
こ
と
を
請
う
と
。
上
、
行
在
都
察
院
の
臣
に
命
じ
て
、
御
史
の
章

し
る

を
封
じ
て
懐
に
示
し
、
事
の
有
無
は
悉
く
懐
を
し
て
実
を
疏
し
て
以
っ

も
う

て
聞
せ
し
む
。
是
に
至
り
、
懐
悉
く
実
な
る
を
首
し
、
且
つ
過
ち
を
謝

す
。
上
、
行
在
都
察
院
の
臣
に
諭
し
て
曰
わ
く
、
懐
は
武
人
に
し
て
不

学
の
過
ち
な
り
。
姑
く
之
を
宥
せ
と
。
已
に
し
て
侍
臣
を
顧
み
て
曰
わ

く
、
朕
、
嘗
て
皇
祖
の
言
を
聞
く
に
、
中
山
王
は
国
家
の
元
勲
な
る
に
、

や
や

旦
暮
に
梢
暇
あ
れ
ば
、
瓢
ち
儒
生
に
親
し
み
、
礼
義
を
講
説
せ
し
む
。

ゆ
ず

い
よ
い
よ

而
し
て
己
を
謙
り
賢
に
下
る
こ
と
、
老
い
て
弥
篤
し
。
是
を
以
っ
て

栄
名
も
て
令
終
す
。
今
、
懐
の
輩
は
坐
し
て
儒
者
に
親
し
ま
ず
、
善
言

を
聞
か
ず
。
安
ん
ぞ
過
ち
無
き
を
得
ん
や
と
。

と
あ
る
。
四
川
総
兵
官
陳
懐
が
、
御
史
王
礼
に
四
ケ
条
の
罪
を
告
発
さ
れ
た
が
、

こ
れ
を
受
け
た
宣
宗
は
、
本
人
に
王
礼
の
奏
章
を
封
示
さ
せ
、
事
実
の
有
無

を
自
陣
さ
せ
た
。
陳
懐
の
自
陳
の
内
容
を
示
す
記
事
は
見
当
た
ら
な
い
が
、

陳
懐
は
全
て
事
実
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
謝
罪
し
た
。
宣
宗
は
、
中
山
王
徐

達
を
例
に
出
し
て
嘆
き
つ
つ
も
、
陳
懐
に
つ
い
て
は
武
人
の
不
学
ゆ
え
の
過

ち
で
あ
る
と
し
て
宥
し
た
。
宣
宗
の
現
実
的
な
対
武
臣
観
が
窺
え
て
興
味
深

い
が
、
同
時
に
、
こ
の
事
例
で
も
高
位
の
武
臣
の
処
罰
に
非
常
に
慎
重
な
態

度
も
看
取
さ
れ
る
。
陳
懐
の
場
合
も
、
告
発
さ
れ
た
罪
は
、
賄
賂
を
受
け
て

罪
人
を
庇
っ
た
こ
と
、
軍
屯
を
占
奪
し
た
こ
と
、
軍
士
の
妻
を
奪
っ
て
甥
の

妾
と
し
た
こ
と
、
民
事
不
関
与
の
禁
例
を
破
っ
て
三
司
の
官
を
圧
服
し
よ
う

（
、
）

と
し
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
軍
務
に
関
わ
る
罪
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
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④
次
に
『
宣
宗
実
録
」
宣
徳
二
年
六
月
己
未
の
条
に

広
東
都
指
揮
趙
成
・
李
竜
の
罪
を
宥
す
。
初
め
、
海
南
の
盗
、
民
の
財

か
す

物
を
劫
め
る
も
、
既
に
し
て
捕
獲
せ
ら
れ
、
劫
め
る
所
の
財
を
追
し
、

解
り
て
都
司
に
至
る
も
、
成
等
、
之
を
匿
し
て
以
っ
て
民
に
還
さ
ず
。

巡
按
監
察
御
史
連
均
之
を
劾
奏
し
、
上
、
自
陳
せ
し
む
。
是
に
至
り
、

も
う

皆
実
な
る
を
首
す
。
命
じ
て
姑
く
之
を
宥
し
、
財
を
以
っ
て
民
に
還
き

し
む
。

と
あ
る
。
海
南
の
賊
が
捕
え
ら
れ
、
民
か
ら
劫
掠
し
た
財
物
を
取
り
戻
し
た
。

こ
れ
ら
の
財
物
は
都
司
に
送
ら
れ
た
が
、
同
都
司
の
都
指
揮
趙
成
と
李
竜
は
、

被
害
者
に
返
還
せ
ず
に
着
服
し
た
と
し
て
、
巡
按
御
史
に
劾
奏
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
宣
宗
が
二
人
に
自
陣
を
命
じ
た
と
こ
ろ
、
事
実
で
あ
る
こ
と
を
認
め

た
が
、
帝
は
処
罰
せ
ず
、
財
物
を
民
に
返
す
よ
う
命
じ
た
だ
け
で
宥
し
た
。

こ
の
事
件
は
軍
に
よ
る
捕
盗
で
、
軍
務
に
関
わ
る
ケ
ー
ス
だ
が
、
趙
成
・
李

竜
は
盗
賊
の
捕
獲
に
携
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
都
司
に
送
ら
れ
て
き
た
財

物
を
隠
匿
し
て
横
領
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
軍
事
行
動
上
の
過
誤
を
答

め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

⑤
は
宣
宗
朝
に
お
け
る
代
表
的
な
不
正
事
件
の
一
つ
で
あ
る
。
『
宣
宗
実
録
』

宣
徳
六
年
二
月
壬
子
の
条
に

寧
夏
左
屯
衛
指
揮
使
張
泰
奏
す
ら
く
、
寧
陽
侯
陳
懸
は
私
か
に
軍
士
二

百
余
人
を
遣
わ
し
、
舟
三
十
四
余
艘
を
操
り
て
出
境
せ
し
め
、
魚
を
捕

え
木
を
採
ら
し
め
る
に
、
虜
の
執
え
る
所
と
為
る
者
十
余
人
な
り
。
又
、

軍
士
二
十
人
を
遣
わ
し
て
、
入
ご
と
に
二
馬
を
給
し
、
銀
を
齋
し
て
杭

も
と

州
に
往
き
貨
物
を
市
め
し
む
。
又
、
寧
夏
の
各
衛
倉
は
逓
年
に
根
を
收

つ
か
き
ど

め
る
に
、
慾
は
文
書
を
治
る
者
を
し
て
実
数
を
作
さ
し
め
ず
、
侵
盗
し

う
っ
た

て
入
己
す
と
。
軍
士
に
慾
を
生
口
え
し
も
の
有
り
。
宣
徳
一
一
年
よ
り
五
年

に
至
る
ま
で
、
都
指
揮
閻
俊
等
と
倉
根
一
万
九
千
余
石
を
盗
売
す
。
又
、

延
慶
等
の
府
の
通
関
の
計
粗
二
十
四
万
余
石
を
虚
売
し
て
入
己
す
。
又
、

軍
を
私
役
し
て
三
千
余
頃
に
種
田
せ
し
め
、
民
の
水
利
を
奪
い
、
歳
收

の
粟
は
、
商
買
を
召
き
て
收
耀
し
て
塩
に
中
て
し
む
。
又
、
閻
俊
等
と

軍
を
遣
わ
し
て
車
九
百
余
輌
を
軌
き
、
大
塩
池
の
塩
を
載
せ
、
往
き
て

西
安
・
平
涼
等
の
府
に
お
い
て
売
ら
し
む
と
。

と
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
帝
は

上
、
侍
臣
に
謂
い
て
曰
わ
く
、
慾
の
過
ち
此
く
の
如
け
れ
ば
辺
を
禦
る

し
た
が

べ
け
ん
や
。
然
れ
ど
も
未
だ
邉
か
に
一
人
の
み
の
一
一
一
一
口
に
聴
う
べ
か
ら
ず
。

姑
く
奏
せ
ら
れ
し
所
を
録
し
て
之
に
示
し
、
有
無
を
し
て
自
陳
せ
し
め
、

然
る
後
に
処
置
せ
よ
と
。

と
述
べ
た
。
衛
所
官
で
あ
る
指
揮
使
が
、
上
官
の
寧
夏
総
兵
官
・
寧
陽
侯
陳

懸
の
不
正
を
告
発
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
罪
状
の
全
て
が
事

実
か
否
か
確
認
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
告
発
さ
れ
た
内
容
に
は
、
中
後
期
に

顕
著
に
な
る
高
位
の
武
臣
に
よ
る
軍
士
の
私
役
・
土
地
占
奪
・
軍
糧
の
横
領
・

商
業
行
為
等
の
殆
ど
全
て
が
含
ま
れ
て
い
る
。
一
部
に
軍
士
か
ら
の
訴
え
も

含
む
も
の
の
、
－
衛
を
預
か
っ
て
い
る
正
三
品
の
指
揮
使
に
よ
る
劾
奏
で
あ
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る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
宣
宗
は
「
遼
か
に
一
人
の
み
の
言
に
聴
う
か
ら
ず
」
と

述
べ
、
奏
章
の
内
容
を
陳
懸
に
示
し
て
、
事
実
の
有
無
を
自
陳
さ
せ
る
よ
う

命
じ
た
。
こ
の
自
陣
の
内
容
を
示
す
記
事
は
見
当
た
ら
な
い
が
。
結
局
、
御

史
凌
輝
が
現
地
に
派
遣
ざ
れ
調
査
に
当
た
る
こ
と
に
な
っ
た
。
宣
徳
七
年

一
○
月
に
、
凌
輝
は
容
疑
の
中
の
三
項
目
を
事
実
と
認
め
る
報
告
を
行
い
、

宣
宗
は
そ
の
奏
章
を
陳
懲
に
封
示
さ
せ
る
と
と
も
に
、
本
人
を
北
京
に
召
還

し
た
。
陳
懸
は
、
北
京
到
着
後
、
改
め
て
御
史
程
富
・
給
事
中
年
富
ら
の
弾

劾
を
受
け
た
が
、
宣
宗
は
「
上
曰
わ
く
、
慾
の
罪
は
固
よ
り
重
き
も
、
特
に

其
の
勲
戚
大
臣
な
る
を
念
い
、
姑
く
曲
げ
て
之
を
宥
す
。
其
の
子
昭
も
亦
た

釈
し
て
問
わ
ざ
れ
。
盗
む
所
の
銭
糧
・
臓
物
は
、
行
在
都
察
院
に
命
じ
て
悉

く
之
を
追
せ
し
め
よ
。
」
と
述
べ
、
侵
盗
し
た
物
品
の
追
徴
を
命
じ
た
の
み
で

（
皿
）

宥
し
た
。
更
に
翌
年
に
は
、
陳
懸
か
ら
の
全
額
の
返
納
は
困
難
と
の
訴
豈
え
を

（
皿
）

受
け
い
れ
る
か
た
ち
で
、
追
徴
も
一
部
免
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
告
発

さ
れ
た
陳
懲
の
不
正
は
大
規
模
か
つ
広
範
な
も
の
だ
っ
た
が
、
こ
の
中
に
軍

事
行
動
に
関
わ
る
罪
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
例

（
Ⅲ
）

と
同
じ
で
あ
る
。

以
上
、
自
陳
を
命
ぜ
ら
れ
た
武
臣
の
罪
状
を
み
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
、
大

規
模
で
広
範
な
不
正
の
例
も
あ
る
が
、
そ
こ
に
軍
務
上
の
罪
は
含
ま
れ
て
い

な
い
こ
と
、
宣
宗
が
高
位
の
武
臣
の
処
罰
に
非
常
に
慎
重
だ
っ
た
こ
と
等
が

確
認
で
き
た
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
み
た
②
広
西
総
兵
官
顧
興
祖
、
③
四
川
総

も
う

丘
〈
官
陳
懐
、
④
広
東
都
指
揮
趙
成
・
李
竜
ら
の
例
で
は
「
実
な
る
を
首
す
」

⑥
「
宣
宗
実
録
」
宣
徳
八
年
閏
八
月
壬
子
の
条
に

初
め
、
掌
南
京
右
軍
都
督
府
事
・
都
督
陳
政
は
、
嘗
て
人
を
遣
わ
し
て

貴
州
都
司
を
督
事
せ
し
め
る
に
勘
合
無
し
。
貴
州
按
察
司
以
っ
て
聞
す
。

上
、
政
を
し
て
自
陳
せ
し
む
。
是
に
至
り
、
政
等
一
一
一
一
口
え
ら
く
、
素
よ
り

請
練
な
ら
ず
。
錯
誤
有
る
に
致
る
。
罪
に
伏
せ
ん
こ
と
を
請
う
と
。
上

曰
わ
く
、
勘
合
は
以
っ
て
姦
弊
を
防
ぐ
な
り
。
錯
誤
を
容
す
ぺ
け
ん
や
。

姑
く
之
を
宥
す
も
、
再
犯
す
れ
ば
宥
き
ず
と
。

と
あ
る
。
掌
南
京
右
府
事
の
都
督
陳
政
が
、
貴
州
都
司
に
要
務
の
為
に
人
を

派
遣
し
た
際
に
勘
合
を
持
参
さ
せ
ず
、
こ
れ
を
貴
州
按
察
司
か
ら
告
発
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
宣
宗
は
陳
政
に
自
陣
を
命
じ
た
が
、
陳
政
は
、
事
務
仕
事

に
疎
い
の
で
、
つ
い
う
っ
か
り
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
旨
の
自
陣
を
し
、
過

ち
を
認
め
て
罪
を
待
つ
姿
勢
を
と
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
宣
宗
は
、
間
違
い

を
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
注
意
し
た
う
え
で
宥
し
た
。
や
は
り
こ
の
案
件
も
軍

務
上
の
罪
で
は
な
い
。

⑦
「
宣
宗
実
録
』
宣
徳
九
年
二
月
癸
酉
の
条
に
記
さ
れ
た
案
件
は
、
別
稿
で

詳
述
す
る
が
、
総
兵
官
と
都
司
の
統
属
関
係
を
め
ぐ
る
紛
争
が
表
面
化
し
た

と
あ
っ
て
、
自
陳
で
罪
状
を
認
め
た
こ
と
は
わ
か
る
が
、
そ
の
内
容
は
明
ら

か
で
な
い
。
次
に
自
陳
の
内
容
が
わ
か
る
例
を
示
し
て
更
に
考
え
て
み
よ
う
。

２
．
自
陳
の
内
容
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も
の
で
あ
る
。
九
年
二
月
に
、
鎮
守
大
同
総
兵
官
・
武
安
侯
鄭
亨
が
在
職
の

ま
ま
没
す
る
と
、
す
ぐ
に
は
後
任
が
発
令
さ
れ
ず
、
参
将
の
都
指
揮
曹
倹
が
、

征
西
前
将
軍
の
印
信
を
預
か
り
、
総
兵
官
の
任
務
を
代
行
し
た
。
こ
れ
に
都

司
側
が
反
発
し
た
の
で
あ
る
。

山
西
行
都
司
都
指
揮
呂
整
奏
す
ら
く
、
鎮
守
大
同
参
将
曹
倹
は
、
壮
士

六
百
余
人
を
選
び
て
家
に
私
役
し
、
応
州
等
の
処
の
荘
地
一
百
五
十
余

頃
を
占
め
、
又
、
大
同
諸
衛
の
軍
百
余
人
を
私
役
し
て
耕
種
せ
し
め
、
又
、

私
か
に
盗
甲
・
弓
箭
を
以
っ
て
阿
魯
台
の
使
臣
に
与
え
て
酪
駝
と
易
え
、

又
、
雲
川
衛
の
罪
無
き
軍
を
極
死
せ
し
む
と
。
倹
も
亦
た
、
整
の
強
を

し
た
が

特
み
て
私
を
暹
し
く
し
て
節
制
に
聴
わ
ず
、
馬
を
領
し
根
を
護
り
て
開

平
に
往
く
に
、
官
軍
の
財
物
を
科
敞
せ
し
等
の
事
を
奏
す
。
上
、
行
在

兵
部
の
臣
に
諭
し
て
曰
わ
く
、
二
人
は
互
相
に
計
る
。
姑
く
未
だ
処
置

せ
ず
、
各
々
作
す
所
の
過
ち
を
録
し
て
之
に
示
し
、
虚
実
を
自
陣
せ
し

め
よ
と
。

と
あ
る
。
ま
ず
、
山
西
行
都
司
の
責
任
者
で
あ
る
都
指
揮
呂
整
が
、
参
将
・

都
指
揮
曹
倹
の
不
法
四
ケ
条
を
告
発
し
、
曹
倹
も
ま
た
反
発
し
て
呂
整
の
二

項
目
の
不
法
を
劾
奏
し
た
。
曹
倹
が
、
呂
整
は
威
勢
を
侍
ん
で
、
総
兵
官
代

行
た
る
自
分
の
節
制
を
受
け
よ
う
と
し
な
い
と
述
べ
て
い
る
所
に
こ
の
問
題

の
根
本
が
あ
る
。
二
人
の
上
奏
を
受
け
た
宣
宗
が
諭
し
た
相
手
が
法
司
で
は

な
く
、
兵
部
の
臣
だ
っ
た
こ
と
に
こ
の
問
題
の
性
質
が
示
さ
れ
て
い
る
。
宣

宗
が
、
曹
倹
と
呂
整
の
相
互
の
許
奏
が
単
な
る
武
臣
の
不
正
事
件
で
は
な
く
、

背
後
に
総
兵
官
と
都
司
の
統
属
関
係
を
め
ぐ
る
紛
争
が
あ
る
と
認
識
し
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
為
、
宣
宗
の
態
度
は
極
め
て
慎
重
で
、
曹
倹
と
呂
整
に

対
し
、
互
い
に
告
発
さ
れ
た
罪
状
に
つ
い
て
自
陳
さ
せ
て
様
子
を
み
る
よ
う

命
じ
た
。
他
の
例
と
は
や
や
異
な
り
、
ま
ず
双
方
の
言
い
分
を
聞
い
て
み
よ

う
と
い
う
感
じ
の
自
陣
の
命
令
で
あ
る
。
続
い
て
九
年
二
月
丁
丑
の
条
に

六
科
給
事
中
、
鎮
守
大
同
参
将
曹
倹
の
違
法
・
専
攪
等
の
罪
を
劾
奏
す
。

上
曰
わ
く
、
巳
に
倹
を
し
て
実
を
具
え
て
自
陣
せ
し
む
。
未
だ
処
置
に

便
な
ら
ず
と
。
行
在
兵
部
に
命
じ
、
給
事
中
の
奏
章
を
併
封
し
て
之
に

示
さ
し
む
。

と
あ
る
。
六
科
給
事
中
が
曹
倹
を
劾
奏
し
た
が
、
宣
宗
は
、
既
に
曹
倹
に
自

陳
を
命
じ
て
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
待
っ
て
処
置
す
る
と
の
方
針
を
示
し
、
給

事
中
の
奏
章
を
曹
倹
の
も
と
に
送
り
、
本
人
に
み
せ
る
よ
う
命
じ
た
。
「
併
封
」

と
あ
る
の
で
、
六
科
給
事
中
が
連
名
で
一
本
を
上
奏
し
た
の
で
は
な
く
、
各
々

が
起
草
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
前
の
記
事
の
日
付
と
の
間
隔
が
四
日
間

し
か
な
い
の
で
、
給
事
中
た
ち
は
独
持
に
事
実
関
係
を
調
査
し
た
う
え
で
の

劾
奏
で
は
な
か
ろ
う
。
又
、
曹
倹
が
告
発
し
た
呂
整
の
不
正
に
は
言
及
が
な
い
。

「
違
法
・
専
檀
」
の
罪
と
い
っ
て
い
る
か
ら
、
給
事
中
は
、
総
兵
官
の
権
限
を

楯
に
と
っ
て
都
司
を
節
制
し
よ
う
と
す
る
曹
倹
の
言
い
分
よ
り
も
、
都
司
側

の
反
発
を
支
持
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
六
科
給
事
中

の
中
に
、
総
兵
官
の
職
務
や
権
限
に
、
そ
の
自
立
化
の
危
険
性
を
警
戒
す
る

雰
囲
気
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
宣
宗
の
慎
重
な
態
度
に
も
こ
の
案
件
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の
微
妙
さ
が
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
為
か
、
九
年
三
月
壬
午

の
条
に
曹
倹
の
自
陳
の
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は

さ
き
ご
ろ

大
同
参
将
・
都
指
揮
使
曹
倹
奏
す
ら
く
、
昨
、
都
指
揮
呂
整
奏
す
ら
く
、

臣
は
壮
士
六
百
人
を
家
に
私
役
す
と
。
又
、
諸
軍
を
役
し
て
私
田
を
耕

種
せ
し
め
、
兵
器
を
以
っ
て
私
か
に
虜
使
の
酪
駝
と
易
え
、
無
罪
の
軍

た
だ

士
を
極
死
せ
し
む
と
。
伏
し
て
聖
恩
の
寛
容
な
る
を
蒙
り
、
即
ち
に
は

誹
裁
せ
ず
、
臣
を
し
て
実
を
具
え
て
以
っ
て
対
え
し
む
。
臣
は
恭
備
の

将
領
な
る
に
縁
り
て
、
曇
に
運
粗
・
修
城
・
焼
荒
・
巡
辺
に
因
り
、
大

同
諸
衛
の
官
軍
は
倶
て
調
遣
す
ろ
を
聴
さ
る
。
間
、
間
暇
あ
る
に
因
り

て
、
暫
く
三
・
五
人
、
或
は
十
数
人
を
留
め
て
、
以
っ
て
使
令
に
備
う
。

応
州
・
白
堂
等
の
処
、
所
種
の
田
荘
あ
る
も
、
歳
ご
と
に
例
の
如
く
税

根
を
輸
納
し
、
実
に
人
力
を
備
え
て
耕
種
せ
し
む
。
往
年
、
虜
使
阿
都

赤
の
北
に
帰
る
を
送
る
に
、
彼
に
駝
の
病
み
て
前
む
能
わ
ざ
る
も
の
有

り
。
因
り
て
衣
服
を
以
っ
て
之
に
易
う
。
軍
人
吉
僧
住
な
る
も
の
あ
り
、

神
銃
を
習
用
し
、
嘗
て
辺
に
備
え
し
む
る
に
、
銃
を
棄
て
て
逃
帰
し
、
又
、

う
っ
た

所
管
の
千
戸
を
辱
罵
せ
り
。
千
戸
執
え
て
以
っ
て
臣
に
止
口
う
。
臣
、
総

兵
官
・
武
安
侯
鄭
亨
と
同
に
審
訊
し
て
責
決
し
、
断
事
司
に
送
る
に
、

半
月
を
越
え
て
死
せ
り
。
皆
臣
実
に
犯
す
。
敢
え
て
情
を
隠
さ
ず
。
伏

し
て
乞
う
ら
く
は
、
愚
昧
を
誇
宥
さ
れ
、
ま
さ
に
改
過
を
図
ら
し
め
らむち
う

れ
ん
こ
と
を
と
。
上
、
法
司
の
官
に
諭
し
て
曰
わ
く
、
倹
の
逃
卒
を
答

つ
は
過
ち
と
為
ざ
ざ
る
も
、
其
の
他
は
未
だ
飾
詞
た
る
を
免
れ
ず
。
今
、

は
じ

方
め
て
任
ず
る
に
辺
事
を
以
っ
て
せ
ん
と
す
。
窮
究
す
う
Ｃ
を
欲
せ
ず
。

姑
く
之
を
容
し
、
後
效
を
図
ら
し
め
よ
と
。

と
あ
る
。
曹
倹
は
、
呂
整
に
告
発
さ
れ
た
四
ケ
条
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
釈

明
し
た
。
自
宅
で
壮
士
六
○
○
人
を
私
役
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、

自
分
は
諸
任
務
に
大
同
諸
衛
の
軍
を
動
員
・
指
揮
す
る
こ
と
を
聴
さ
れ
た
が
、

任
務
の
間
暇
に
数
人
か
ら
多
く
て
も
十
数
人
を
手
元
に
お
い
て
使
っ
た
だ
け

で
あ
る
。
私
田
の
耕
作
に
軍
士
を
私
役
し
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
確

か
に
応
州
や
白
道
に
田
士
を
所
有
し
て
い
る
が
、
毎
年
規
定
の
税
糧
を
納
め

て
い
る
し
、
耕
作
に
は
人
力
を
当
て
て
い
る
。
曹
倹
が
人
力
と
い
っ
て
い
る

の
は
奴
僕
か
佃
戸
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
。
武
器
と
虜
使
の
酪
駝
を
交
換
し
た

こ
と
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
虜
使
阿
都
赤
の
帰
国
を
送
っ
た
際
、
彼
の
酪
駝

の
中
に
病
気
で
進
め
な
く
な
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
の
で
、
阿
都
赤
に
衣
服
を

与
え
て
こ
れ
を
引
き
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。
無
罪
の
軍
士
を
極
死
さ
せ
た
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
神
銃
を
扱
う
軍
士
に
吉
憎
住
と
い
う
者
が
あ
り
、

前
線
に
配
置
し
た
と
こ
ろ
、
銃
を
遺
棄
し
て
逃
げ
帰
り
、
更
に
上
官
の
千
戸

を
侮
辱
し
た
の
で
、
そ
の
千
戸
は
吉
僧
住
を
執
え
て
自
分
の
と
こ
ろ
に
突
き

出
し
て
き
た
。
そ
こ
で
自
分
は
、
当
時
、
総
兵
官
だ
っ
た
武
安
侯
鄭
亨
と
と

も
に
取
り
調
べ
た
う
え
、
都
司
の
断
事
司
に
送
附
し
た
と
こ
ろ
、
半
月
後
に

死
亡
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
宣
宗
は
、
逃
亡

軍
士
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
過
失
は
な
い
が
、
他
の
事
柄
に
関
し
て
は
粉

飾
と
い
わ
ざ
る
を
得
ぬ
と
し
な
が
ら
、
敢
え
て
こ
れ
以
上
深
く
糾
明
し
な
い
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と
述
べ
宥
し
た
。
こ
の
記
事
の
九
日
後
の
三
月
辛
卯
の
条
に

大
同
参
将
・
都
指
揮
曹
倹
に
勅
し
て
曰
わ
く
、
爾
言
え
ら
く
、
呂
整
の

。
つ
っ
た

生
口
え
し
所
は
、
事
多
く
支
吾
に
し
て
実
な
ら
ず
と
。
只
、
胡
人
と
交
易

せ
し
如
き
は
、
旧
禁
令
に
違
い
罪
已
に
死
に
当
た
る
。
但
だ
爾
は
先
朝

の
旧
臣
に
し
て
、
辺
を
守
る
こ
と
有
年
な
る
を
念
い
、
姑
く
爾
の
罪
を

お
さ

記
す
の
み
と
す
。
自
今
、
宜
し
く
心
を
革
め
慮
を
易
め
、
己
を
潔
く
し

て
法
を
守
る
べ
し
。
軍
民
を
換
輯
し
、
辺
備
を
謹
筋
せ
ば
、
以
っ
て
前

ち
か

し
か
ら

の
葱
ち
を
蓋
う
に
庶
幾
か
ら
ん
。
否
ざ
れ
ば
則
ち
自
ら
爾
の
禍
を
飴
し
、

悔
い
る
と
雌
も
及
ぶ
無
し
と
。

と
あ
り
、
宣
宗
は
、
曹
倹
に
勅
を
下
し
、
胡
人
と
の
交
易
だ
け
で
も
死
罪
に

該
当
す
る
こ
と
だ
と
叱
責
し
、
今
回
は
罪
を
記
録
に
留
め
る
だ
け
と
す
る
が
、

今
後
は
身
を
謹
ん
で
辺
防
に
務
め
る
よ
う
命
じ
た
。
宣
宗
は
、
、
明
示
し
て
は

い
な
い
が
、
総
兵
官
と
都
司
の
間
の
紛
争
に
つ
い
て
、
総
兵
官
側
の
立
場
を

認
め
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
六
科
給
事
中
の
反
発
に
も
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
微

妙
な
問
題
の
中
で
み
ら
れ
た
自
陳
の
例
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
こ
の
例
で
も
、

曹
倹
が
告
発
さ
れ
た
罪
状
の
中
に
軍
事
行
動
上
の
罪
は
な
い
。

③
「
宣
宗
実
録
」
宣
徳
九
年
四
月
丙
子
の
条
に

し
ら

広
東
都
指
揮
花
英
奏
す
ら
く
、
臣
、
初
め
恵
州
衛
に
至
り
軍
を
簡
く
る

に
、
白
金
一
百
八
十
両
を
受
醜
せ
り
。
巡
按
御
史
丁
寧
奏
し
て
臣
の
罪

を
劾
す
。
旨
を
奉
ず
る
に
、
臣
を
し
て
実
を
具
え
以
っ
て
聞
せ
し
む
。

臣
実
に
之
を
受
く
。
敢
え
て
罪
を
逃
れ
ず
と
。
上
曰
わ
く
、
英
は
軍
を

簡
ぺ
て
醜
を
受
く
。
豈
に
復
た
公
道
有
ら
ん
や
。
但
だ
実
を
隠
さ
ず
。
姑

く
之
を
記
し
、
都
察
院
に
命
じ
て
、
移
文
し
て
戒
筋
し
、
改
行
せ
し
め
よ

と
。

と
あ
る
。
広
東
都
司
の
都
指
揮
花
英
は
、
管
下
の
恵
州
衛
に
赴
い
て
軍
の
点
検
・

選
抜
に
当
た
っ
た
が
、
そ
の
際
、
不
備
を
見
逃
し
て
も
ら
う
べ
く
、
衛
所
官
が

差
し
出
し
た
銀
を
受
け
取
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
巡
按
御
史
に
弾
劾

さ
れ
、
宣
宗
に
自
陳
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
花
英
は
告
発
さ
れ
た
こ
と
を
事
実
と
認

め
「
敢
え
て
罪
を
逃
れ
ず
」
と
述
べ
た
。
宣
宗
は
、
花
英
を
有
罪
と
し
な
が
ら
も
、

潔
く
罪
を
認
め
た
と
い
う
理
由
で
、
罪
状
を
記
録
す
る
と
と
も
に
、
都
察
院
を

通
じ
て
戒
筋
さ
せ
る
に
止
め
た
。
こ
こ
で
も
、
自
陳
が
帝
の
直
接
命
令
で
行
わ

れ
る
措
置
で
あ
り
、
対
象
が
高
位
の
武
臣
で
あ
る
こ
と
、
軍
事
上
の
罪
で
な
い

こ
と
、
結
果
的
に
処
罰
せ
ず
に
宥
す
こ
と
等
、
他
の
例
と
同
様
で
あ
る
。

⑨
「
宣
宗
実
録
」
宣
徳
九
年
一
○
月
辛
未
の
条
に

こ
の
ご
ろ
う
っ
た

険
西
行
都
司
・
都
指
揮
余
事
紀
勝
奏
す
ら
く
、
此
、
臣
を
』
ロ
え
し
も
の
有

り
。
先
に
通
州
右
衛
指
揮
に
任
ぜ
ら
れ
し
時
、
知
州
王
魂
を
殴
り
て
傷
つ

け
、
及
び
賂
い
を
受
醜
し
て
軍
人
を
縦
放
せ
り
と
。
旨
を
奉
ず
る
に
、
臣

を
し
て
其
の
実
を
自
陳
せ
し
め
ら
る
。
臣
勝
は
王
碗
と
公
事
を
争
論
し
、

と
も

語
相
に
激
し
て
推
す
に
、
碗
は
地
に
什
れ
た
る
も
、
実
は
傷
無
し
。
軍
人

を
縦
放
し
て
賂
遺
を
受
く
る
は
、
臣
実
に
之
有
り
。
請
う
ら
く
は
罪
を
受

け
ん
こ
と
を
と
。
上
、
右
都
御
史
顧
佐
等
に
請
い
て
曰
わ
く
、
勝
は
武
人

に
し
て
語
は
直
な
り
。
既
に
罪
に
服
せ
ん
と
す
。
之
を
宥
せ
と
。
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自
陣
を
命
ぜ
ら
れ
た
事
件
の
地
域
に
注
目
す
る
と
、
北
辺
が
四
件
（
大
同
・

寧
夏
各
一
件
・
険
西
二
件
）
、
南
辺
が
四
件
（
四
川
・
広
西
各
一
件
・
広
東

二
件
）
で
、
殆
ど
が
南
北
辺
で
の
事
例
で
あ
り
、
外
に
は
南
京
の
一
件
が
あ

る
だ
け
で
あ
る
。
当
時
、
北
辺
に
は
臨
戦
体
制
で
大
兵
力
が
配
置
さ
れ
て
お

り
、
南
辺
で
は
少
数
民
族
と
の
間
に
激
し
い
戦
闘
が
連
続
的
に
起
っ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
罪
を
犯
し
た
武
臣
を
機
械
的
に
処
罰
す
る
と
、
防
衛
態
勢
に
支
障

を
き
た
す
恐
れ
の
あ
る
地
域
だ
っ
た
と
い
え
る
。
又
、
自
陳
を
命
ぜ
ら
れ
た

武
臣
を
み
る
と
、
掌
険
西
都
司
事
・
都
督
余
事
胡
原
、
広
西
総
兵
官
・
鎮
遠

と
あ
る
。
険
西
行
都
司
の
都
指
揮
余
事
紀
勝
は
、
以
前
に
通
州
右
衛
の
指
揮

使
だ
っ
た
と
き
に
、
通
州
知
州
王
碗
を
殴
っ
て
負
傷
さ
せ
た
こ
と
、
軍
士
を

売
放
し
た
こ
と
を
告
発
さ
れ
、
宣
宗
に
自
陳
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
紀
勝
は
、
壬

碗
と
裁
判
に
関
す
る
こ
と
で
争
論
し
、
互
い
に
興
奮
し
て
、
紀
勝
が
王
琉
を

押
し
た
と
こ
ろ
、
王
魂
は
地
に
倒
れ
た
が
怪
我
は
な
か
っ
た
と
釈
明
し
、
売

放
に
つ
い
て
は
事
実
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
。
こ
の
自
陣
を
受
け
て
、
宣
宗
は
、

紀
勝
は
武
人
だ
か
ら
言
葉
を
飾
れ
な
い
の
は
仕
方
が
な
い
と
し
て
宥
し
た
。

こ
の
例
も
軍
事
上
の
罪
で
は
な
い
等
、
他
の
例
と
同
じ
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。

以
上
、
例
数
が
少
な
い
が
、
宣
宗
朝
に
お
け
る
武
臣
の
自
陣
に
つ
い
て
み

て
き
た
。
そ
こ
に
共
通
し
て
み
ら
れ
た
特
徴
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
で
あ

る
。

お
わ
り
に

侯
顧
興
祖
、
寧
夏
参
将
つ
い
で
四
川
総
兵
官
・
都
督
同
知
陳
懐
、
広
東
都
司

都
指
揮
趙
成
・
李
竜
、
寧
夏
総
兵
官
・
寧
陽
侯
陳
懸
、
掌
南
京
右
軍
都
督
府

事
・
都
督
陳
政
、
大
同
総
兵
官
代
行
の
参
将
・
都
指
揮
曹
倹
、
広
東
都
司
指

揮
花
英
、
険
西
行
都
司
都
指
揮
余
事
紀
勝
で
あ
る
。
勲
臣
二
人
、
都
督
ク
ラ

ス
（
都
督
・
都
督
同
知
・
都
督
余
事
）
三
人
、
都
指
揮
ク
ラ
ス
（
都
指
揮
・

都
指
揮
同
知
・
都
指
揮
余
事
）
五
人
と
な
る
。
い
ず
れ
も
軍
事
的
要
衝
に
配

置
さ
れ
た
高
官
で
あ
る
。

告
発
さ
れ
た
罪
状
は
、
配
下
の
酷
虐
や
金
品
の
搾
取
、
軍
士
の
私
役
、
軍

士
か
ら
の
受
賄
売
放
、
倉
糧
や
官
物
の
侵
盗
、
士
地
占
奪
、
茶
や
塩
の
違
法

交
易
、
不
法
な
民
事
関
与
等
か
ら
、
個
人
的
な
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
、
礼
法
違
反

ま
で
広
い
範
囲
に
及
ぶ
。
し
か
し
、
自
陳
を
命
じ
ら
れ
た
案
件
の
中
に
は
、

例
え
ば
「
失
誤
軍
事
」
や
「
主
将
不
固
守
」
な
ど
の
軍
務
上
の
罪
は
含
ま
れ

て
い
な
い
。
従
来
、
様
々
な
罪
を
宥
さ
れ
て
き
た
②
の
顧
興
祖
が
、
軍
事
的

な
過
誤
を
犯
し
た
途
端
に
、
す
ぐ
逮
捕
下
獄
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
よ

う
に
、
自
陳
は
軍
務
以
外
の
罪
を
対
象
に
し
て
と
ら
れ
た
措
置
だ
っ
た
と
い

え
る
。
又
、
武
臣
が
罪
を
犯
す
と
、
告
発
↓
法
司
に
よ
る
論
告
求
刑
↓
帝
の

決
裁
と
い
う
手
順
が
踏
ま
れ
る
が
、
自
陣
が
命
じ
ら
れ
る
の
は
最
終
的
な
帝

に
よ
る
決
裁
の
段
階
で
あ
る
。
全
て
の
事
例
に
、
自
陳
が
宣
宗
の
直
接
の
命

令
に
よ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
帝
に
よ
る
特
別
な
措
置
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。

宣
宗
が
自
陣
を
命
じ
た
理
由
を
み
る
と
、
②
顧
興
祖
は
、
｜
婦
人
の
言
に
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よ
っ
て
辺
将
を
処
罰
で
き
な
い
か
ら
、
又
、
一
地
方
を
総
鎮
す
る
立
場
だ
か
ら

と
い
う
も
の
で
あ
り
、
③
陳
懐
は
、
大
臣
だ
か
ら
、
⑤
陳
懲
は
、
一
人
の
言
で

は
邊
か
に
処
罰
で
き
な
い
か
ら
、
⑦
曹
倹
・
呂
整
は
、
互
い
に
許
奏
し
あ
っ
て

事
情
が
不
明
確
だ
か
ら
等
で
あ
る
。
自
陳
の
内
容
で
は
、
②
顧
興
祖
、
③
陳
懐
、

④
趙
成
・
李
竜
、
⑥
陳
政
、
③
花
英
は
、
告
発
さ
れ
た
罪
状
を
全
て
認
め
た
。

⑦
曹
倹
は
告
発
の
事
実
無
根
で
あ
る
こ
と
を
釈
明
し
、
⑨
紀
勝
は
一
部
を
認
め

一
部
を
否
定
し
た
。
こ
の
自
陳
の
結
果
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
①
胡
原
が
致
仕

を
命
じ
ら
れ
た
が
、
こ
れ
も
特
に
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ほ
か
は
全

て
「
之
を
宥
す
」
、
「
姑
く
曲
げ
て
之
を
宥
す
」
と
さ
れ
、
職
も
そ
の
ま
ま
で
処

罰
さ
れ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
告
発
↓
論
告
求
刑
↓
帝
に
よ
る
自
陳
の
命
令
↓

之
を
宥
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
之
を
宥
す
」
理
由
を
み
る
と
、
②
当
初
の

顧
興
祖
に
つ
い
て
は
「
既
に
し
て
実
を
隠
さ
ず
」
と
あ
り
、
⑧
花
英
は
「
但
だ

実
を
隠
さ
ず
」
、
⑨
紀
勝
は
「
勝
は
武
人
に
し
て
語
直
な
り
」
等
の
宣
宗
の
言

葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。
③
陳
懐
に
関
し
て
は
「
懐
は
武
人
に
し
て
不
学
の
過
ち

な
り
」
と
あ
る
。
武
臣
の
朴
強
さ
、
潔
さ
を
好
む
宣
宗
の
武
臣
観
も
窺
え
る
。

こ
の
よ
う
に
整
理
し
て
み
る
と
、
武
臣
の
自
陣
は
、
南
北
辺
の
軍
事
的
要
衝

に
配
置
さ
れ
て
い
る
高
位
の
武
臣
を
対
象
と
し
、
軍
務
以
外
の
不
正
に
対
し
、

帝
の
直
接
の
命
令
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
、
本
人
に
釈
明
の
機
会
を
与
え
、

或
は
反
省
を
求
め
る
為
の
措
置
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
自
陳
で
罪
を
認
め
る
か

釈
明
す
る
か
に
拘
わ
ら
ず
、
実
質
的
に
は
処
罰
を
加
え
ら
れ
な
い
で
宥
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
た
背
景
に
は
、
『
大
明
律
』
の

規
定
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
的
決
に
処
せ
ば
、
要
衝
の
武
臣
を
欠
き
、
辺

防
に
混
乱
を
招
き
か
ね
な
い
と
い
う
現
実
的
な
要
請
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

又
、
武
臣
の
軍
事
能
力
が
低
下
し
て
お
り
、
『
大
明
律
」
の
規
定
を
そ
の
ま

ま
適
用
で
き
な
い
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ

け
で
は
な
く
、
高
位
の
武
臣
の
処
罰
に
非
常
に
慎
重
で
、
そ
の
地
位
を
保
全

し
よ
う
と
す
る
宣
宗
の
姿
勢
も
看
取
で
き
る
。
恐
ら
く
こ
れ
は
宣
宗
政
権
の

性
格
に
関
わ
る
こ
と
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
更
な
る
考
察
を
期
し
た
い
。

武
臣
の
罪
の
告
発
者
を
み
る
と
、
広
西
総
兵
官
顧
興
祖
を
訴
え
た
、
も
と

配
下
の
妾
許
氏
は
や
や
特
異
な
例
と
し
て
、
巡
按
御
史
が
三
件
、
按
察
司
が

二
件
あ
り
、
武
臣
は
文
臣
官
僚
に
よ
っ
て
、
そ
の
動
向
を
厳
し
く
監
視
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
機
能
が
、
中
後
期
に
監
察
系
の
文
臣

が
軍
事
的
権
限
を
帯
び
て
い
く
一
つ
の
要
因
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

ほ
か
に
同
僚
や
配
下
の
武
臣
に
よ
る
告
発
も
三
件
あ
り
、
当
時
の
明
軍
内
部

に
お
け
る
相
互
の
紐
帯
の
希
薄
さ
も
窺
え
る
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
「
自
陣
」

の
ほ
か
に
も
、
罪
状
を
記
録
に
留
め
る
「
記
罪
」
や
、
弾
劾
の
奏
章
を
本
人

に
示
し
て
反
省
を
求
め
る
「
封
示
」
等
の
様
々
な
行
政
処
分
と
も
い
う
べ
き

措
置
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
述
べ
る
。

（
１
）
檀
上
寛
氏
「
明
朝
専
制
支
配
の
史
的
構
造
」
（
汲
古
書
院
二
九
九
五
）
第

註
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一
部
・
第
一
・
二
章
、
第
二
部
・
第
二
章
。

（
２
）
川
越
泰
博
氏
「
明
代
中
国
の
疑
獄
事
件
」
（
風
響
社
・
二
○
○
二
）

（
３
）
拙
稿
「
永
楽
朝
の
武
臣
処
罰
（
｜
）
」
（
「
明
清
史
研
究
』
二
・
一
一
○
○
六
）
、

同
（
二
）
（
「
国
士
館
東
洋
史
学
」
一
・
二
○
○
七
。
）

成
祖
即
位
後
に
、
奉
天
征
討
に
従
軍
し
た
武
臣
に
優
遇
措
置
が
と
ら
れ
た

こ
と
に
つ
い
て
は
、
川
越
泰
博
氏
「
明
代
中
国
の
軍
制
と
政
治
」
（
国
書
刊

行
会
・
二
○
○
二
第
二
部
・
第
五
章
に
詳
し
い
。

（
４
）
拙
稿
「
明
・
宣
徳
朝
の
総
兵
官
（
一
）
」
（
「
史
朋
」
四
五
・
二
○
一
一
一
、
（
一
一
）
・

（
三
）
は
同
誌
四
六
・
四
七
号
に
掲
載
予
定
。
）

（
５
）
阪
倉
篤
秀
氏
「
明
王
朝
中
央
統
治
機
構
の
研
究
」
（
汲
古
書
院
・
二
○
○
○
）
・

本
編
・
第
五
章
・
一
三
○
頁
。

（
６
）
万
暦
「
大
明
会
典
」
’
’
九
・
錘
選
二
・
考
選
に

軍
政
考
選
、
与
文
職
考
察
同
。
成
化
二
年
、
令
軍
政
官
、
五
年
一
次
、

通
以
見
任
掌
印
・
帯
俸
・
差
操
及
新
襲
職
官
、
一
体
考
選
。

と
あ
り
、
こ
れ
を
受
け
た
「
明
史
」
七
一
・
志
四
七
・
選
挙
三
に
も
殆
ど
同

文
の
記
載
が
あ
る
。
武
臣
数
が
激
増
し
た
成
化
以
後
に
は
、
武
臣
に
対
し
て

も
一
種
の
資
格
審
査
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
７
）
「
宣
宗
実
録
」
洪
煕
元
年
七
月
壬
辰
の
条
。

（
８
）
「
宣
宗
実
録
」
宣
徳
三
年
閏
四
月
戊
申
の
条
・

（
９
）
「
宣
宗
実
録
」
宣
徳
三
年
閏
四
月
庚
戌
の
条
。

（
、
）
顧
興
祖
に
つ
い
て
は
「
明
史
」
一
四
四
、
「
明
史
列
伝
」
一
三
、
「
国
朝
献
徴

録
」
七
等
に
伝
が
あ
る
が
、
太
祖
・
成
祖
朝
に
軍
功
の
あ
っ
た
顧
成
の
孫
で

あ
る
。
「
明
史
」
に
は
こ
の
後
の
顧
興
祖
の
行
状
を

蹄
年
得
釈
。
正
統
末
、
従
北
征
、
自
土
木
脱
帰
、
論
死
。
也
先
逼
都
城
、

復
冠
帯
、
充
副
総
兵
、
禦
敵
於
城
外
。
授
都
督
同
知
、
守
備
紫
荊
関
。

景
泰
三
年
、
坐
受
賄
、
復
下
獄
、
尋
釈
。
以
立
東
宮
恩
、
予
伯
爵
。
天

順
初
、
復
侯
、
守
備
南
京
、
卒
。

と
記
し
て
い
る
。
こ
の
後
も
波
乱
の
多
い
生
涯
を
送
っ
た
。

（
Ⅱ
）
四
川
総
兵
官
陳
懐
が
弾
劾
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
時
が
始
め
て
で
は
な
い
。
そ

の
詳
し
い
事
情
と
背
景
に
つ
い
て
は
別
稿
で
述
べ
る
が
、
「
宣
宗
実
録
」
宣

徳
五
年
五
月
癸
丑
・
入
年
八
月
壬
辰
・
九
年
二
月
辛
未
の
条
に
よ
れ
ば
、
次

の
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
た
。
宣
徳
五
年
五
月
に
、
各
道
監
察
御
史
が
、
陳
懐

は
民
事
に
関
与
し
、
布
・
按
二
司
の
官
に
対
し
て
も
凌
辱
を
加
え
て
い
る
と

弾
劾
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
宣
宗
は
「
以
懐
出
干
行
伍
、
姑
宥
不
問
。
」
と

述
べ
、
御
史
の
奏
章
を
本
人
に
示
さ
せ
る
と
と
も
に
、
勅
を
下
し
て
叱
責
し

た
。
二
回
目
が
、
本
稿
で
示
し
た
六
年
四
月
の
御
史
王
礼
に
よ
る
弾
劾
で
あ

る
が
、
こ
の
時
も
再
び
宥
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
後
も
陳
懐
の
行
状
は

改
ま
ら
ず
、
八
年
八
月
、
つ
い
に
北
京
に
召
還
さ
れ
、
成
国
公
朱
勇
ら
文
武

大
臣
に
よ
る
取
り
調
べ
を
受
け
た
結
果
、
斬
刑
に
当
た
る
と
諭
告
さ
れ
、
都

察
院
の
獄
に
下
さ
れ
た
。
し
か
し
、
九
年
二
月
に
至
っ
て
、
宣
宗
は
「
念
其

先
朝
旧
臣
、
姑
屈
法
宥
之
、
令
罷
職
間
居
。
」
と
い
う
措
置
を
と
っ
た
。
結
局
、

陳
懐
は
四
川
総
兵
官
の
職
は
免
ぜ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
以
外
に
は
処
罰
は
受
け

て
い
な
い
。
陳
懐
に
つ
い
て
は
「
明
史
」
一
五
五
・
「
明
史
列
伝
」
一
三
な

ど
に
伝
が
あ
る
が
、
「
明
史
」
に
は
、
こ
の
後
の
陳
懐
に
つ
い
て

正
統
二
年
、
以
原
官
鎮
大
同
。
時
、
北
人
来
貢
者
、
日
給
廩
歳
、
為
軍

民
累
。
懐
言
於
朝
、
得
減
省
。
居
二
年
、
以
老
召
還
、
命
理
中
府
事
。

九
年
春
、
与
中
官
但
住
出
古
北
口
、
征
兀
良
暗
。
還
与
馬
亮
等
同
封
、

而
懐
得
平
郷
伯
。
十
四
年
、
雇
駕
北
征
、
死
土
木
。
贈
侯
、
誼
忠
毅
。

と
あ
り
、
正
統
中
に
は
平
郷
伯
に
ま
で
陞
っ
た
が
、
土
木
の
変
で
戦
死
し
た
。

（
ｕ
）
「
宣
宗
実
録
』
宣
徳
七
年
一
○
月
癸
丑
の
条
。

（
田
）
「
宣
宗
実
録
」
宣
徳
八
年
二
月
辛
卯
の
条
。

（
Ⅲ
）
陳
懲
に
つ
い
て
は
「
明
史
」
一
四
五
、
「
明
史
列
伝
」
二
一
、
「
吾
学
編
」
’
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九
等
に
伝
が
あ
る
が
、
こ
の
後
の
行
状
を
、
「
明
史
」
は

英
宗
即
位
、
命
偕
張
輔
参
議
朝
政
、
出
為
平
完
将
軍
、
鎖
甘
粛
。
其
冬
、

冠
掠
鎮
番
、
懸
遣
兵
援
之
、
解
去
、
以
斬
獲
聞
。
参
賛
侍
郎
柴
車
劾
愁
失

律
致
冠
、
又
、
取
所
遺
老
弱
、
冒
為
都
指
揮
馬
亮
等
功
、
受
陞
賞
、
論
斬
。

詔
免
死
、
奪
禄
。
久
之
還
禄
、
奉
朝
請
。
十
三
年
、
福
建
賊
都
茂
七
反
。

都
御
史
張
槽
討
之
無
功
、
及
詔
懸
侃
征
南
将
軍
印
、
充
総
兵
官
、
帥
京
営
・

江
・
漸
兵
往
討
。
至
漸
江
、
有
欲
分
兵
拒
海
口
者
、
懲
曰
、
是
使
賊
致
死

於
我
也
。
明
年
抵
建
寧
、
茂
七
已
死
、
余
賊
聚
尤
漢
・
沙
県
。
諸
将
欲
屠
之
、

慾
曰
、
是
堅
賊
心
也
。
及
下
令
招
撫
、
賊
党
多
降
。
分
道
逐
捕
、
悉
平
之
。

已
而
沙
県
賊
復
熾
、
久
不
定
。
会
英
宗
北
狩
、
景
帝
立
、
遂
詔
班
師
。
言

官
劾
之
、
以
賊
平
不
問
。
佃
加
太
保
、
掌
中
府
、
兼
領
宗
人
府
事
。
英
宗

復
位
、
益
禄
二
百
石
。
天
順
七
年
卒
、
年
八
十
四
。
贈
溶
国
公
、
誼
武
靖
。

…
惟
慾
久
享
禄
位
、
数
廃
数
起
、
卒
以
功
名
終
。

と
記
し
て
い
る
。
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