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氏
の
子
孫
で
水
宮
の
長
の
昧
に
は
じ
ま
っ
て
沈
約
自
身
に
蕊
で
お
よ
ぶ
呉
興
都
武
康
県
の
法
氏
の
系
譜
が
大
部
分
を
占
め
、

成
時
点
(
即
日
八
八
)
で
の
上
表
文
を
含
め
て
も
、
沈
約
畠
身
に
関
す
る
記
述
は
き
わ
め
て
わ
ず
か

沈
約
が
も
っ
と
も
紙
数
晶
化
費
や
し
て
議
議
す
る
の
は
、
祖
父
林
子
の
生
涯
で
る
り
、

つ
い
で

始
父
亮
(
撲
の
児
だ
が
林
子
の
兄



可
申
木
議

F
沈
約
闘
停
に
つ
い
て

の
設
を
継
ぐ
〉
、

の
順
に
な
っ
て
い
る
。
米
王
朝
創
業
者
割
裕
と
主
従
関
捺
を
結
び
、

て
住
命
の
功
臣
に
ま
で
な
っ
た
林
子

と
、
米
主
朝
第
三
代
文
帝
の

の
も
と
、
地
方
行
政
に
手
親
を
発
揮
し
、
北
端
拙
筆
高
進
〈
路
五

0
1四
五
ご

の
際
に
は
野

胎
太
守
と
し
て
訪
衛
戦
に
文
字
遇
り
の
大
活
躍
を
譲
じ
な
が
ら
、
皇
太
子
識
と
第
一

よ

ら
第
三
皇
子
駿

帝
)
の
部
俊

人
の
生
謹
を
轄
に
、

の
力
点
が
置
か
れ
る
の
は
、
①
宋
阜

の
関
わ
り
、

φ
劉
絡
の
北
設
や
北
説
中
期
構
進
な
ど
対
北
方
関
係
、
争
地
方
行
致
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
舎
と
告
と
は
「
史

お
け
る
沈
約
の
史
論
と
も
共
通
の
損
点
で
あ
る
が
、
舎
は
自
序
の
み
に
み
ら
れ
る
叙
述
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

(
四
五
一
一
一
)

で、

に
加
担
し
た
と
い
う
嫌
疑
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
嘆
と
、

来
一
土
拙
戦
前
半
ま
で
の
法
氏
の
動
向
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
か
で

庄
日
L

父
嘆
の
名
誉
閥
的
穫
と
も
関
係
し
て
喜
序
に
お
け
る
も
っ
と
も
重
要
な
論
点
を
形
成
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、

2-

に
記
載
さ
れ
る
こ
の
衆
議
窓
翻
氏
と
沈
民
と
的
関
わ
り
を
と
り
あ
げ

こ
の
点
を
詳
述
し
た
沈
約
の
意
図
を
明
ら
か
に
す
る
と
と

も
に
、
当
時
の
主
従
君
盟
関
係
の
あ
り
方
全
較
に

し
、
繭
朝
の
国
家
社
会

が
か
り
と
し
た
い
。

第

劉
諮
と
沈
林
子

の
人
桂
子
恭
は
欄
織
に
通
じ
道
摘
が
あ
り
、

の
関
わ
り
は
、
沈
林
子
が
轍
裕
と
主
従
関
係
を
結
ん
だ
時
に
は
じ
ま
る
。
そ

そ
し
て
祖
父
ら
が
反
乱
側
の
一
味
と
し
て
処
刑
さ
れ
た

自
序
か
ら
の
引
用
の
場
合
出
典
を
省
略
〉
。

の
豪
家
や
都
の
繋
諒
一
は
、
み
な
払
弘
子
恭
に
仕
え
て
弟
子
と
な
り
、
弟
子
と
し
て

に
は
孫
思
の
乱
の
鞍
に
、

捺
患
の
教
聞
と
関
わ
り
の
あ
っ
た
林
子
の
父
、

っ
た
。

こ
ろ
は
次
の
よ
う
で
あ
る

(
以
下



の
礼
を
つ
く
し
た
。
(
林
子
の
祖
父
)
警
は
代
々
道
教
を
信
奉
し
て
い
た
の
で
、
や
は
り
社
子
恭
に
仕
え
た
。
杜
子
恭
が
死
ぬ
と
、
門

徒
の
孫
泰
・
泰
の
弟
の
子
の
思
が
宗
門
を
受
け
継
ぎ
、
警
は
引
き
続
き
こ
れ
に
仕
え
た
。
隆
安
三
年
(
二
一
九
九
)
、
孫
思
が
会
稽
で
乱

を
お
こ
し
、
自
ら
征
東
将
軍
を
称
す
る
と
、
三
呉
地
方
は
み
な
呼
応
し
た
。
(
林
子
の
父
)
穆
夫
は
当
時
会
稽
に
い
た
の
で
、
孫
恩
は

前
部
参
軍
・
振
武
将
軍
・
余
桃
令
に
任
命
し
た
。
そ
の
年
十
二
月
二
八
日
、
孫
思
は
劉
牢
之
に
破
ら
れ
、
輔
国
将
軍
高
素
が
山
陰
県

の
回
腫
壊
で
穆
夫
及
び
孫
恩
任
命
の
呉
郡
太
守
陸
壊
之
・
呉
興
太
守
丘
厄
を
と
ら
え
、
彼
ら
は
と
も
に
殺
害
さ
れ
、
箱
詰
め
に
さ
れ

た
首
が
都
に
送
ら
れ
た
。
こ
の
事
は
『
隆
安
故
事
』
に
見
え
る
。
こ
れ
以
前
、

一
族
の
沈
預
は
も
と
も
と
士
大
夫
に
ふ
さ
わ
し
い
行

い
が
無
く
、
警
に
憎
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
時
警
は
穆
夫
が
乱
に
関
与
し
た
こ
と
を
聞
き
、
逃
げ
隠
れ
て
官
憲
の
追
究
を
免
れ
よ
う
と

し
た
が
、
沈
預
は
官
憲
に
告
発
し
、
警
と
穆
夫
、

そ
れ
に
弟
の
仲
夫
・
任
夫
・
預
夫
・
楓
夫
が
殺
害
さ
れ
、
穆
夫
の
子
の
淵
子
・
雲

子
・
因
子
・
林
子
・
慶
子
だ
け
が
免
れ
た
。

こ
の
事
件
の
後
も
、
林
子
ら
が
官
憲
の
追
究
を
受
け
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
く
、

そ
の
苦
境
の
も
と
で
沈
預
に
対
す
る

-3-

復
讐
の
念
は
い
よ
い
よ
高
ま
る
。

一
門
は
孫
恩
の
一
味
と
い
う
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
、
林
子
兄
弟
も
諒
殺
さ
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
の
で
、
草
原
や
湿
地
帯
に
逃
げ
隠
れ
し

て
、
常
に
諒
殺
を
恐
れ
て
い
た
。

一
方
、
沈
預
の
家
は
強
富
を
ほ
こ
っ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
を
滅
ぼ
す
こ
と
を
心
に
誓
っ
た
。
林
子

は
兄
た
ち
と
昼
は
潜
伏
し
夜
に
外
出
し
、
居
宅
を
売
っ
て
、
墓
地
を
造
営
し
、
父
・
祖
父
・
叔
父
た
ち
六
人
を
葬
り
、
倹
約
で
は
あ
っ

た
が
礼
を
つ
く
し
た
。
時
に
一
家
の
生
業
は
な
く
な
り
、
老
人
や
子
供
が
多
く
、
江
東
地
方
は
飢
謹
に
み
ま
わ
れ
、
子
供
を
と
り
か

え
て
食
う
よ
う
な
状
況
と
な
り
、
外
に
は
官
憲
の
追
究
が
迫
り
、
内
に
は
強
力
な
仇
を
恐
れ
、
山
野
に
潜
伏
し
て
、
身
の
お
き
ど
こ

ろ
も
な
か
っ
た
。

北
大
文
学
部
紀
要



『
宋
室
閏
』
沈
約
自
序
に
つ
い
て

こ
の
よ
う
な
一
門
の
危
機
の
中
で
、
林
子
ら
は
劉
裕
と
の
主
従
関
係
に
活
路
を
み
い
だ
す
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

当
時
、
孫
思
が
し
ば
し
ば
会
稽
に
出
撃
し
て
お
り
、
東
晋
政
府
の
諸
将
の
江
東
へ
討
伐
に
来
る
者
が
あ
い
つ
い
だ
。
劉
牢
之
・
高
素

ら
は
そ
の
部
下
を
放
任
し
て
、
略
奪
と
乱
暴
の
限
り
を
つ
く
し
た
が
劉
裕
の
み
は
軍
政
厳
明
で
、
侵
犯
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
林

子
は
そ
こ
で
自
ら
劉
裕
に
帰
順
し
て
い
っ
た
。
寸
孫
恩
が
反
乱
し
て
、
私
の
一
門
は
み
な
無
理
に
従
わ
さ
れ
、
父
・
祖
父
・
叔
父
た
ち

は
み
な
災
難
に
あ
っ
た
と
い
う
の
に
、

ま
だ
こ
の
世
に
お
め
お
め
と
生
き
て
お
り
ま
す
の
は
、
復
讐
を
と
げ
て
お
ら
ず
、
年
寄
が
み

よ
り
が
な
い
た
め
で
す
。
今
日
将
軍
が
悪
を
討
ち
善
を
表
彰
し
て
、
規
律
あ
る
軍
隊
で
あ
り
ま
す
の
を
見
て
、
老
人
子
供
を
つ
れ
て

帰
順
し
、
助
命
を
お
願
い
す
る
次
第
で
す
。
」
と
。
よ
っ
て
涙
を
流
し
む
せ
び
泣
き
、
全
軍
こ
れ
が
た
め
に
感
動
し
た
。
劉
裕
は
林
子

れ
ば
、
安
全
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
い
い
、
別
の
船
に
の
せ
た
。
林
子
は
、

つ
い
に
一
家
を
あ
げ
て
京
口
に
移
住
し
、
劉
裕

4 

を
非
常
に
す
ぐ
れ
た
人
物
と
認
め
、
「
君
は
国
家
の
罪
人
で
あ
る
う
え
、
手
強
い
仇
も
郷
里
に
い
る
。
自
分
に
し
た
が
っ
て
京
口
に
く

は
こ
れ
に
住
宅
を
給
付
し
た
。

「
国
家
の
罪
人
」
と
い
う
境
遇
に
あ
っ
た
林
子
は
、
孫
思
討
伐
の
諸
将
の
中
で
も
、

と
く
に
す
ぐ
れ
た
人
物
と
自
ら
判
断
し
た
劉
裕
の
も

と
に
身
を
投
じ
、
劉
裕
に
認
め
ら
れ
た
上
で
主
従
の
関
係
を
結
び
、
劉
裕
の
軍
団
の
根
拠
地
で
あ
る
京
口
に
住
宅
を
給
付
さ
れ
る
。
主
君

劉
裕
の
グ
御
思
々
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
林
子
は
こ
の
か
御
恩
。
に
報
い
る
べ
く
、
京
口
に
お
け
る
劉
裕
の
桓
玄
打
倒

ク
ー
デ
タ
ー
に
参
加
し
、
建
康
平
定
戦
に
も
加
わ
っ
た

(四

O
四
)
。
な
お
、
こ
の
戦
争
に
は
、
林
子
の
兄
、
淵
子
と
田
子
も
従
軍
し
た
。

こ
の
戦
争
の
あ
と
、
林
子
と
因
子
と
は
復
讐
の
た
め
に
帰
郷
す
る
。

沈
預
は
林
子
に
殺
害
さ
れ
る
の
を
心
配
し
て
、
常
に
よ
ろ
い
を
着
用
し
、

ほ
こ
を
た
ず
さ
え
た
。
こ
の
時
に
至
っ
て
、
林
子
は
兄
の

田
子
と
呉
興
に
帰
っ
て
復
讐
す
る
こ
と
に
し
た
。
五
月
の
夏
祭
り
の
日
が
く
る
と
、
沈
預
は
盛
大
に
宴
会
を
催
し
、
子
弟
が
ホ

l
ル



に
満
ち
あ
ふ
れ
た
。
林
子
兄
弟
は
そ
の
真
っ
只
中
に
飛
び
込
み
、
預
の
首
を
斬
り
、
男
女
と
も
長
幼
の
区
別
な
く
こ
と
ご
と
く
殺
害

す
る
と
、
預
の
首
を
父
祖
の
墓
に
供
え
た
。
こ
の
復
讐
を
と
げ
た
こ
と
に
よ
っ
て
呉
興
郡
か
ら
酔
召
を
受
け
、
劉
毅
も
板
授
に
よ
っ

て
冠
軍
参
軍
に
ま
ね
こ
う
と
し
た
が
、
す
べ
て
辞
退
し
た
。
林
子
は
一
家
が
悲
惨
な
目
に
あ
っ
た
の
で
、
仕
官
の
意
志
は
な
く
、
劉

裕
が
丁
重
に
要
請
し
て
も
、
長
年
に
わ
た
っ
て
出
仕
し
な
か
っ
た
。
劉
裕
が
揚
州
刺
史
と
な
る
と
(
四

O
八
)
、
林
子
を
辞
否
し
て
従

事
に
任
じ
よ
う
と
し
て
、
「
お
ま
え
は
ど
う
し
て
い
つ
ま
で
も
仕
え
な
い
で
い
ら
れ
ょ
う
か
。
こ
の
ご
ろ
お
ま
え
に
要
請
し
て
い
る
の

は
、
万
人
に
お
ま
え
の
こ
の
心
を
見
せ
た
い
と
思
う
か
ら
な
の
だ
。
」
と
。
固
辞
し
た
が
断
り
き
れ
な
く
な
っ
て
、
就
職
す
る
こ
と
と

な
り
、
建
照
令
を
領
職
し
、
資
中
県
五
等
侯
の
爵
位
を
授
与
さ
れ
た
。

兄
の
田
子
と
と
も
に
復
讐
を
と
げ
た
林
子
は
、

そ
の
後
仕
官
の
意
志
が
な
か
っ
た
が
、

四
O
八
年
、
揚
州
刺
史
と
な
っ
た
劉
裕
の
要
請
を

受
け
て
、
揚
州
従
事
・
領
建
照
令
に
就
任
し
た
。
因
子
も
劉
裕
の
鎮
軍
将
軍
府
の
参
軍
と
な
り
、
営
道
県
五
等
侯
の
爵
位
を
授
与
さ
れ
て

い
る
。
淵
子
に
つ
い
て
は
、
復
讐
の
た
め
に
帰
郷
し
た
か
ど
う
か
一
切
記
述
が
な
く
、

お
そ
ら
く
復
讐
に
は
参
加
せ
ず
、

田
子
・
林
子
よ

-5-

り
も
先
に
鎮
軍
将
軍
府
の
参
軍
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
繁
時
県
五
等
侯
の
爵
位
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
林
子
は
、
劉
裕
の
中
軍
将
軍
府
行
参
軍
と
し
て
南
燕
国
討
伐
に
従
軍
す
る
(
四

O
九
)
。
こ
の
討
伐
軍
中
に
は
一
族
の
沈
叔
長

も
参
加
し
て
い
た
。
こ
の
沈
叔
長
と
か
か
わ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
事
件
が
従
軍
中
に
お
こ
っ
て
い
る
。

孫
思
の
後
継
者
で
あ
る
慮
循
が
根
拠
地
の
広
州
か
ら
建
康
目
指
し
て
進
軍
を
開
始
し
た
時
、
南
燕
の
首
都
広
固
は
ま
だ
陥
落
し
て
お

ら
ず
、
麗
循
は
使
者
を
派
遣
し
て
林
子
や
寸
宗
人
L

沈
叔
長
と
結
ぼ
う
と
し
た
。
林
子
は
た
だ
ち
に
劉
裕
に
こ
の
こ
と
を
密
告
し
た

が
、
叔
長
は
報
告
せ
ず
、

か
え
っ
て
慮
循
の
意
向
を
伝
え
て
林
子
に
誘
い
を
か
け
た
。
叔
長
は
元
来
勇
敢
で
あ
り
、
劉
裕
は
南
燕
が

ま
だ
平
定
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
こ
と
を
隠
し
て
お
き
、
広
固
に
帰
還
す
る
や
叔
長
を
諒
殺
し
た
。

北
大
文
学
部
紀
要



『
宋
室
田
』
沈
約
自
序
に
つ
い
て

討
伐
軍
に
は
因
子
も
参
加
し
て
い
た
が
、
こ
の
事
件
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
の
記
述
は
み
ら
れ
な
い
。
南
燕
討
伐
軍
に
は
、

因
子
・
林

子
兄
弟
に
加
え
て
、
「
宗
人
」
沈
叔
長
も
従
軍
し
て
い
た
が
、
三
人
が
行
動
を
共
に
し
て
い
た
形
跡
は
皆
無
で
あ
り
、
彼
ら
は
沈
氏
と
し
て

ま
と
ま
っ
て
従
軍
し
た
の
で
は
な
く
て
個
々
の
武
将
と
し
て
従
軍
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、
個
々
の
武
将
と
し

て
従
軍
し
て
い
て
も
、
同
宗
意
識
で
結
合
す
る
場
合
も
あ
り
え
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
沈
叔
長
は
林
子
に
さ
そ
い
を
か
け

て
き
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
父
や
祖
父
が
信
奉
し
て
い
た
天
師
道
教
団
と
の
つ
な
が
り
か
ら
い
っ
て
も
、
叔
長
と
の
同
宗
意
識

を
選
択
し
た
場
合
と
同
じ
結
果
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
慮
循
側
に
立
つ
と
い
う
選
択
肢
も
十
分
に
あ
り
え
た
の
で
あ
る
が
、
林
子
は
叔
長

と
の
同
宗
意
識
や
天
師
道
教
団
と
の
つ
な
が
り
を
捨
て
て
、
劉
裕
と
の
主
従
関
係
を
選
択
し
た
の
で
あ
っ
た
。

南
燕
討
伐
軍
は
、
建
康
に
帰
還
す
る
や
、
車
循
軍
と
の
戦
闘
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
危
機
的
状
況
に
際
し
て
、
孟
一
組
・

諸
葛
長
民
ら
首
脳
部
は
遷
都
を
主
張
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
林
子
は
か
え
っ
て
家
族
を
建
康
へ
移
住
さ
せ
る
こ
と
を
願
い
出
て
、
劉
裕

に
激
賞
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
直
後
の
建
康
防
衛
戦
に
お
い
て
も
殊
勲
を
あ
げ
た
林
子
は
行
参
軍
か
ら
参
軍
へ
の
昇
格
を
果
た
し
た
の
で
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あ
っ
た
。

参
軍
と
し
て
の
林
子
は
、

劉
裕
の
征
討
の
た
び
に
、
先
鋒
を
つ
と
め
て
前
に
居
り
、
自
分
の
指
揮
下
の
部
隊
を
持
つ
て
は
い
た
が
、
夜
に
な
る
と
、
劉
裕
の
命

令
に
よ
っ
て
劉
裕
の
身
辺
を
警
護
す
べ
く
呼
び
戻
さ
れ
た
。

と
あ
る
よ
う
に
、
劉
裕
側
近
の
武
将
と
し
て
最
精
鋭
部
隊
の
ひ
と
つ
を
率
い
て
い
た
。
も
と
よ
り
、
こ
の
記
載
に
は
相
当
の
誇
張
が
ふ
く

ま
れ
て
い
よ
う
が
、
林
子
と
劉
裕
と
の
主
従
関
係
強
化
は
、

義
照
十
一
年
(
四
一
五
)
、
高
祖
(
劉
裕
)
が
館
を
建
康
都
亭
里
の
運
巷
に
下
さ
っ
た
。



と
い
う
記
載
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
義
照
十
二
年
、
後
秦
討
伐
戦
に
着
手
し
た
劉
裕
は
、
林
子
を
太
尉
府
・
征
西
将
軍
府
・
平

北
将
軍
府
の
三
府
の
中
兵
参
軍
に
任
命
し
て
い
る
。
こ
の
中
兵
参
軍
こ
そ
は
、
軍
府
の
兵
力
を
統
轄
し
、
府
主
の
腹
心
と
も
い
う
べ
き
立

場
に
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
劉
裕
と
林
子
と
の
関
係
を
客
観
的
に
示
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
劉
裕
の
腹

心
と
も
い
う
べ
き
林
子
の
立
場
は
、
後
秦
討
伐
後
の
次
の
逸
話
に
も
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。

林
子
が
帰
還
す
る
と
、
朝
議
は
林
子
を
一
州
八
郡
の
長
官
に
任
命
し
よ
う
と
し
た
け
れ
ど
も
、
劉
裕
は
林
子
の
才
智
を
重
ん
じ
て
、

地
方
官
に
出
さ
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
林
子
は
出
仕
以
来
、
軍
事
上
の
要
職
を
つ
か
さ
ど
り
、
戦
争
の
行
わ
れ
て
い
る

地
点
で
な
い
限
り
は
、
地
方
官
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
後
に
劉
義
隆
(
劉
裕
の
三
男
、
文
帝
)
が
荊
州
の
長
宮
に
任
ぜ
ら
れ
、

林
子
と
謝
晦
と
を
府
佐
に
任
命
し
よ
う
と
い
う
議
が
あ
っ
た
時
、
劉
裕
は
「
わ
し
は
急
に
二
人
に
い
な
く
な
ら
れ
る
の
は
こ
ま
る
。

林
子
が
行
く
な
ら
、
謝
晦
は
出
て
は
な
ら
ぬ
。
L

と
い
っ
た
。
そ
こ
で
林
子
を
義
隆
の
西
中
郎
将
府
の
中
兵
参
軍
に
任
命
し
新
興
太
守

を
領
職
さ
せ
た
。
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林
子
は
謝
晦
と
と
も
に
劉
裕
の
腹
心
で
あ
っ
た
が
、
劉
義
隆
の
荊
州
出
鎮
に
と
も
な
い
林
子
は
義
隆
の
府
佐
と
し
て
割
愛
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
い
っ
た
ん
劉
裕
の
も
と
を
離
れ
た
林
子
で
あ
っ
た
が
、
劉
裕
即
位
後
(
四
二

O
)
、
府
主
の
劉
義
隆
が
入
朝
し
た
の
に
随
行
し

て
、
都
へ
や
っ
て
く
る
。
そ
の
滞
在
期
間
中
に
母
が
死
去
し
た
が
、
三
年
の
喪
に
服
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
輔
国
将
軍
と
し
て
領
軍
将

軍
謝
晦
を
助
け
て
軍
国
の
大
事
に
つ
い
て
の
諮
問
を
受
け
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
林
子
は
、
四
二
二
年
、
劉
裕
よ
り
や
や
早
く
病
死
す

る
。
林
子
の
病
状
を
案
じ
る
病
身
の
劉
裕
に
対
し
て
林
子
の
死
は
結
局
知
ら
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
記
述
に
も
誇
張
が
な

い
と
は
い
え
な
い
が
、
両
者
の
聞
に
主
従
の
情
誼
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
と
思
わ
れ
、
と
り
わ
け
林
子
と
そ
の
子
孫
に
と
っ
て
劉

北
大
文
学
部
紀
要



『
宋
書
』
沈
約
自
序
に
つ
い
て

裕
と
の
主
従
関
係
は
特
別
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。
劉
裕
|
|
沈
林
子
双
方
の
死
に
よ
っ
て
、
こ
の
主

従
関
係
が
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
た
ど
っ
た
か
は
、
章
を
改
め
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
二
章
、

宋
の
文
帝
と
沈
氏

四
二
四
年
に
、
劉
義
隆
は
宋
王
朝
第
三
代
皇
帝
に
即
位
し
た
(
文
帝
)
。
劉
義
隆
の
荊
州
長
官
時
代
に
沈
林
子
が
そ
の
軍
府
に
は
い
っ
た

こ
と
は
前
に
み
た
が
、
こ
の
関
係
は
「
旧
思
L

と
し
て
、
文
帝
と
林
子
の
諸
子
と
双
方
に
認
識
さ
れ
た
。
林
子
の
長
子
部
に
関
し
て
は
次

文
帝
は
林
子
と
の
「
旧
恩
L

に
よ
っ
て
部
を
宮
中
に
召
し
た
。
部
は
宮
中
に
入
り
拝
謁
す
る
と
涙
を
流
し
、
文
帝
も
悲
し
み
に
た
え
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の
よ
う
に
み
え
る
。

ら
れ
な
か
っ
た
。

ま
た
、
林
子
の
末
子
嘆
の
場
合
に
も
、
嘆
が
南
平
王
国
左
常
侍
に
任
命
さ
れ
た
際
に
、
文
帝
が
面
接
し
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

わ
し
は
昔
幼
く
し
て
州
鎮
長
官
と
な
っ
た
と
き
、

お
ま
え
の
家
は
親
要
の
地
位
に
あ
っ
て
わ
し
を
補
佐
し
て
く
れ
た
。

こ
こ
に
は
、
「
旧
思
L

と
い
う
こ
と
ば
こ
そ
み
え
な
い
け
れ
ど
も
、

ま
さ
し
く
「
旧
思
」

の
内
実
そ
の
も
の
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

林
子
の
第
二
子
で
、
林
子
の
兄
の
田
子
を
継
い
で
い
た
亮
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

文
帝
は
揚
州
に
命
じ
て
部
の
弟
亮
を
酔
百
さ
せ
た
が
、
部
は
従
弟
の
正
が
早
く
に
父
を
な
く
し
て
い
た
の
で
、

こ
と
を
願
い
、
文
帝
は
褒
め
て
こ
れ
を
許
可
し
た
。

そ
の
思
を
正
に
移
す

こ
れ
に
よ
れ
ば
、

「
旧
思
」
は
亮
に
も
及
ぶ
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
部
の
申
し
出
に
よ
っ
て
淵
子
の
子
、
正
に
移
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
「
旧



は
、
本
来
、

人
の
男
子
す
べ
て
に
及
ぶ
は
ず
の
も
の

っ
た
の
で
あ
る
。

べ
き
患
を
移
し
て
も
ら
っ
た
正

は
、
二
十
歳
で
議
郊
の
話
事
に
酔
召
さ
れ
、
そ
の
後
、

の
で
、
以
下
で
は
、
蔀
と
竣
と
に
つ
い
て
、
文
帝
と
の
関
係
そ
詳
し
く
み
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

て
い
る
が
、
特
に
文
帝
と
の
関
係
を
示
す
記
述
は
な
い

川

w沈
部

沈
部
は
、
林
子

て
、
父

〈
模
索
県
佑
)
を
つ
ぎ
、
臨
制
諮
蔀
尉
・

っ
た
。
そ
の
際
、

べ
た
よ
う
に

文
帝
か
ら
宮
中
に
召
し
だ
さ
れ
た
後
、

ち
ょ
う
ど
強
寄
持
軍
に
欠
員
が
あ
っ
た
の
で
、
文
帝
は
録
尚
骨
一
一
百
事
劉
義
康
に
諮
し

「
沈
蔀
は
入
構
は
思
く
な
い
し
、
わ
し
は
林
子

と
非
常
に
親
密
で
あ
っ
た
こ
と
で
も
あ
る
の

欠
員
に
議
充
し
て
ほ
し
い
J

と
い
っ
た
門

こ
の
事
は
宋
の
文
帝
の
中
詔

に
み
え
る
可
そ
れ
で
接
続
時
蒋
軍
を
拝
命
す
る
こ
と
と
な
っ

と
あ
る
よ
う
に
、

の
希
望
で
強
努
将
箪
(
五
品
、

に
任
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
記
事
に
は

の
文
帝
の
中
謡
が
説

-9 

記
さ
れ
る
が
、

ほ
か
に

に
か
か
わ

に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
注
記
が
頻
呈
す
る
。
こ
の
注
記
は
、

詑
約
の
家
の
記
録
の
み
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
客
観
的
な
裏
付
け

は
そ
の
後
、
南
…
允
州
管
市
内
、
鍾
離
郡
の
太
守
と
し
て
六
年
在
任
し
て
治
績
を
あ
げ
た
。

高
一
党
組
川
制
約
史
劉
義
恭
は
文
帝
に
上
勝
し
て
、
っ
野
給
太
守
劉
顕
棄
が
解
任
を
願
い
出
で
れ
お
り
ま
す
。
沈
部
は
き
さ
に
赴
任
し

ヲ

h
v
v
」
》
」

の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
沈
部

し
て
、

あ
り
、
民
衆
の
評
判
も
よ
い
の

も
し
鍾
離
太
守
か
ら
続
け
て
好
飴
太
守
の
任
を
お
援
け
に
な
れ
ば
、
立
派
な
太
守
と
な
る

文
帝
は
許
大
旬
、
ず
¥
吋
沈
惑
は
両
年
も
中
央
に
も
ど
る
こ
と
を
願
っ
て
お
る
の
に
、
ま
た
か
か
る
コ
流
選
』

こ
の
事
は
宋
の
文
市
の
や
謡
に
み
え
る
〕
。

と
い
っ
た
[

分
で
し
ょ
う
J
と
い
っ

を
行
っ
た
り
し
た
ら
、
き
っ
と
大
い
に
不
満
で
あ
る
に
結
濯
な
い



町
市
水
幾
』
沈
約
向
閃
序
に
つ
い
て

と
あ
る
。
有
能
な
地
方
議
官
と
し
て
管
下
の
郡
マ
引
き
続
い
て
の
活
際
安
望
む
懇
義
恭
に
対
し

べ
き
で
あ
る
旨
、

文
帝
は
本
人

の
希
望
を

い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
部
は
、
都
に
留
ま
つ

-
南
体
協
川
川
刺
史
を
つ
と
め
て
い
た

の
中
兵
参
軍
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
文
帝
の
寵
愛
す
る
第
一

品
。
ら
に
中
央
致
持
の
通
斑
散
騎
持
態
(
五
品
)
と
な
り
、
文
帝
の
側
近
と
し
て
勤
務
す
る
こ
と
と
な
る
。

こ
と
が
多
く
、
締
り
は
夜
間
に
か
か
る
と
と
も
あ
っ
た
の
で
、
加
聞
は
よ
啓
し
て
意
見
後
述
ぺ
、

後
将
軍
時
間
の
や
兵

参
軍
に
転
じ
、

当
時
、

そ
れ
で
文

帝
は
外
出
を
ひ
か
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
ほ
か
に
も
政
治
上
重
要
な
案
件
に
つ
き
ひ
そ
か

べ、

み
な
聞
き

入
れ
、
諜
く
寵
愛
を
も
っ

一
日
中
側
近
に
あ
っ

外
出
の
擦
に
、
文
帝
と
同
乗
を
命
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ

が
荷
郊

っ
た
誇
に
は
、
特
に
部
に
詔
し

品
)
を
兼
ね
て

え

か
わ
っ
て
持
乗
す
る
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よ
う
に
命
じ
た
。

と
あ
る
捺
く
で
、
誇
張
そ
ふ
く
な
に
せ
よ
、
文
帝
の
般
頼
す
る
鶴
近
の
一
人

顎

り
予
章
に
出
鎖

っ
た
こ
主
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、

の
配
流
)
し
て
い
た
皇
弟
劉
義
療
の
大
将
軍
府
中
兵
参
震
と
し
て
予
章
域
の
防
備

十
年

農
の
監
視
)
を
ま
か
さ
れ
、
二
十
二

義
白
紙
が
大
将
同
慰
安
解
比
比
さ
れ
読
人
k

て
安
成
都
に
配
流
さ
れ
て
か
ら
も
、
引
き
続

き
安
成
相
と
し
て
義
康
の
駿
援
を
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
法
部
は

こ
の
安
成
の
地
で
死
去
し
て
い
る
。

沈
穫
は
、

十
議
を
す
ぎ
て
か
ら
品
輿
撃
の
主
簿
に
蹄
程
容
れ
て
い
た
が
、

そ
の
後
、
南
平
玉
頭
の
在
常
侍
に
任
命
さ
れ
た
。
そ
の
際

む
状
況
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

文
帝
が
面
接
し
て
、
「
わ
し
は
昔
幼
く
し

な
っ

お
ま
え
の
家
は
親
饗
の
地
位
に
あ
っ
て
わ
し
そ
補
佐
し
て
く



れ
た
。
今
路

お
ま
え
を
軽
ん
じ
て
の
こ
と
で
は
な
い
の
だ
。
高
平
王

劉
鐸
〉

切
お

ま
え
に
ま
か
せ
る
か
ら
、

の
饗
は
清
官
の
コ

i
ス
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
不
溝
を
い
だ
い
た
り
し
て
は
い
け
な

し》

と
い
っ
た
。

い
わ
ゆ
る
次
開
欝
の
起
家
官
と
し
て
知
ら
れ
、
文
帝
の
こ
と
ば
に
も
あ
る
よ
う
に
、
文
帝
と
幹
子
と
の

を
考
え
れ

ば
、
一
小
室
と
う
け
と
め
ら
れ
か
ね
な
い
ポ
ス
ト

っ
た
。
文
帝
の
こ
と
ば
は
い
い
わ
ザ
で
は
あ
る
が
、
皇
子

か
せ
る
と

い
っ
て
い
る
点
は
投
目
さ
れ
よ
う
。
こ
の
後
、
元
嘉
十
七
年
、

文
帝
の
寵
愛
な
あ
つ
め
て
後
将
軍
・
欄
儲
州
材
料
史
m
円
安
職
に
任
命
さ

れ
た
第

も
と
で
揚
州
、
五
簿
(
揚
州
刺
史
の
襲
撃
長
)

に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
揚
剤
、
米
簿
時
代
む
逸
話
が
次
の
よ
う
に

伝
え
ら
れ
て
い
る
。

当
時
額
額
出
身
の
滞
醸
が
後
持
軍
府
…
制
限
史
と
し
て
、
揚
州
刊
の
事
そ
代
行
(
行
事
)
し
て
い

蔀
嘩
は
か
な
り
粗
忽
な
鷺
轄
で
あ
っ

-1ト時

た
の
で
、
文
痛
は
瑛
を
吾
し
て
、
「
神
畿
で
あ
る
議
粥
の
政
治
は
容
易
で
な
い
こ
と
に
加
え
、
海
は
幼
年
で
長
智
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ

に
つ
い
て
は
、
特
別
慎
重
に
考
遺
す
ぺ
品
円
切
で
あ
る
。
活
嘩
は
粗
認
な
の

て
、
万
人
が
一
行
く
末
を
波
観
し
て
い
る
か
ら
、

で
き
っ
と
同
意
で
き
な
い
点
が
多
い
に
癌
違
な
い
。
お
ま
え
こ
そ
腹
心
と
し
て
一
信
頼
す
る
と
こ
ろ
な
の
だ
か
ら
、
ひ
そ
か
に
心
が
け

る
よ
う
に
す
べ
診
で
あ
る
。
彼
は
長
官
代
行
で
は
あ
る
が
、
お
ま
え
に
委
任
す
る
の
だ
。
」
と
い
っ
た
。
瑛
は
議
要
な
任
務
持

遇
を
与
え
ら

の
で
、
ヨ
夜
お
こ

意
見
が
あ
る
と
、

ひ
そ
か

の
段
階
で
は
、
必
ず
文
帝
か

出
し
て
も
ら
っ
た
。
高
嘩
は
文
帝
が
揚
州
の
政
治
に
懇
意
し
観
察
し
て
い
る
の
だ
と
患
っ
て
、

い
っ
そ
う
恭
鎮
護
重
に
ふ
る
ま
っ
た

が
、
沈
嘆
と
文
帝
と
の
関
係
に
は
気
付
か
な
か
っ

揚
州
主
簿
に
窓
磯
ず
る
こ
と
八
年
、
議
州
は
大
い
に
治
ま
り
、
民
衆
に
非
難

の
声
が
あ
が
ら
な
か
っ
た
の
は
、
議

る
。
一
元
嘉
一

苦
難
は
謀
反
事
件
を
お
こ
し
て
諒
殺
さ
れ
、
欝
議
が
自
ら
政

北
大
文
学
部
判
明
知



『
宋
書
』
沈
約
自
序
に
つ
い
て

務
を
と
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
、
州
の
事
は
一
切
嘆
に
ま
か
せ
て
い
た
。
文
帝
は
く
つ
ろ
い
で
劉
溶
に
い
っ
た
。
「
沈
嘆
は
政
務
に

お
い
て
は
少
し
の
あ
や
ま
ち
も
な
く
、
家
に
あ
っ
て
は
孝
友
の
評
判
が
あ
り
、
学
聞
は
優
秀
で
才
能
も
十
分
で
あ
り
、
文
章
も
す
ば

ら
し
い
と
い
う
の
に
、
落
ち
着
い
て
静
か
に
し
て
い
て
、
名
誉
を
求
め
よ
う
と
し
な
い
の
は
、
非
常
に
佳
い
。

お
ま
え
は
ひ
た
す
ら

沈
嘆
に
政
務
を
委
ね
て
お
れ
ば
よ
い
の
で
、
彼
と
面
談
を
欠
か
さ
ぬ
よ
う
に
。
」
と
。
劉
溶
は
も
と
も
と
嘆
を
評
価
し
て
い
た
が
、

C々

ら
に
文
帝
の
こ
の
意
向
に
も
従
っ
た
。

嘆
が
元
嘉
十
七
年
よ
り
八
年
間
も
揚
州
主
簿
に
在
任
し
た
の
は
、
何
よ
り
も
皇
子
劉
溶
を
気
遣
う
文
帝
の
意
向
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

直
接
の
主
君
で
あ
る
劉
溶
自
身
と
の
聞
に
も
情
誼
関
係
が
生
じ
た
。
前
引
の
記
事
に
つ
づ
い
て
、
文
学
的
創
作
を
通
じ
て
の
劉
溶
と
嘆
と

の
親
密
な
交
際
に
関
す
る
逸
話
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

元
嘉
二
四
年
、
劉
溶
が
成
長
し
た
の
で
、
嘆
は
揚
州
主
簿
の
職
を
辞
し
、
文
帝
は
こ
れ
を
許
可
し
た
も
の
の
、

た
い
そ
う
不
満
で
、
嘆
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を
劉
溶
の
始
興
国
大
農
に
転
任
さ
せ
、
ま
も
な
く
株
陵
令
に
任
命
し
た
、
と
い
う
。
王
国
大
農
の
よ
う
な
濁
官
に
転
任
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
、

文
帝
の
怒
り
が
現
わ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
よ
う
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
劉
溶
の
も
と
に
置
い
て
お
き
た
い
と
い
う
意
図
と
も
解
釈
し
得
る
。

抹
陵
令
に
し
て
も
揚
州
管
下
、
都
近
く
の
県
令
で
あ
っ
て
、
劉
溶
と
の
関
係
が
ま
っ
た
く
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
事
実
、
嘆

が
病
気
で
株
陵
令
を
退
職
し
た
後
、
二
六
年
に
劉
溶
が
征
北
将
軍
・
南
徐
一
党
二
州
刺
史
に
転
任
し
た
際
、
次
の
よ
う
な
い
き
さ
つ
で
嘆
は

劉
溶
の
軍
府
の
幕
僚
と
な
っ
て
い
る
。

劉
溶
は
嘆
に
「
わ
し
は
南
徐
州
に
出
る
の
で
、

し
て
、
「
沈
瑛
は
長
年
主
簿
を
務
め
、

お
ま
え
は
寝
た
ま
ま
で
わ
し
を
補
佐
し
て
ほ
し
い
。
L

と
い
っ
た
。
文
帝
は
劉
濯
に
詔

ま
た
閏
卿
(
大
農
)
も
経
験
し
て
お
り
、
軍
府
の
行
参
軍
に
な
っ
た
こ
と
は
な
い
が
、
今
回
は

も
と
よ
り
正
参
軍
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
正
参
軍
と
し
て
中
兵
以
外
の
部
局
に
任
命
し
て
お
い
て
、
中
兵



の
こ
と
を
兼
託
忽
せ
れ
ば
よ
い
し
、
そ
う
明
、
な
け
れ
、
は
、

て
中
兵
担
当
に
佼
命
ず
れ
ば
選
挙
の
体
樹
向
上
機
過
し
す
ぎ
と

こ
の
事
は
宋
の
文
帝
の
中
部
に
み
え
る
〕
。
そ
こ
で
正
参
軍
に
任
ぜ
ら
れ

い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

と
い
っ
た
〔

た。

}r
」
}
7

」

れ
る
の
は
、
こ
の
人
事
は
廃
主
た
る
劉
溶
の
意
向
に
出
た
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
文
帝
の
意
向
、
も
反
柏
戦
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
撲
は
充
来
文
帝
の
意
向
に
よ
っ
て
、
皇
子
〈
は
じ
め
錯
、

の
ち
に
漆
)

し
て
社
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
以
後
、

の
臣
下
、

っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、

そ
の
選
官
に
際
し
て
は
た
え
ず
文
帝
の
意
向
が
介
在
し
て
お

か
っ
た
の
で
あ
る
。

朋
党
形
成
に
対
す
る
警
捜
と
い
う
面
か
ら
も
説
明
が
可
能
で
あ
針
。
が
、
こ
の
艶
溶
と
穫
と
の
ケ
i
ス
に
つ
い
て
は
、
も
つ
ば
ら
文
帝
の

り

と
っ
て

こ
の
よ

へ
の
介
入
は
、

よ
び
嘆
に
対
す
る
議
情
の
酉
が
強
4

議
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

の
も
と
に
欝
秀
な
人
材
を
記
寵
す
る
と
い
う
捲
童
、

さ

ら
に
そ
れ
以
上

の
世
代
に
ま
で
ひ
き
つ
ぐ
た
め

て
の
意
味
が
、
自
第
の
文
脈
上
照
明
示
会

-13 

れ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

の
の
ち
ま
も
な
く
、
嘆
は
宣
威
将
位
思
・
貯
飴
太
守
に
転
任
し
た
。
鶴
溶
が
刺
史
を
務
め
る
際
究
州
の
管
下
で
は
あ
る
が
、
劉

を
離
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
北
伐
作
戦
の
遂
行
を
に
ら
ん
で
の
人
事
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
貯

胎
郡
域
を
め
ぐ
っ
て
北
韓
軍
と
の
詞
に
激
戦
が
展
開
問
さ
れ
、
璃
は
域
を
守
り
通
し
、
そ

に
も
議
挙
さ
れ
た

明

、網"

よ
っ
て
捜
索
太
守
に
転
在
し
た
。

部
(
五
口
問
)

か
っ
た
と
い

し
た
が
っ
て
、
磯
は
准
泰
太
守
に
荘
任
し
続
け
た
の
で
あ
る
が
、

子
劉
効
が
文
帝
を
殺
害
し
て
即
位
す
る
と
い
う
事
件
が
お
こ
っ
た
。
旧
君
で
あ
る
劉
溶
は
盟
蔀
の
お
腕
と
も
い
う
べ

し
て

お
り
、
撲
は
大
き
な
饗
撃
を
う
け
た
。



『
南
市
議
』
沈
約
鳥
山
際
に
つ
い
て

き
わ
め
て
人
格
的
な
主
設
関
経
が
広
く
晃
ら

に
封
建
社
会
へ
の
慨
斜
後
見
い
だ
し
た
の

こ
と
に
注
目
し
、
こ
の
よ
う
な
弘
前
結
合
関
係
の
重
麗
す
る
社
会
と
し

っ
た
。
出
勝
氏
は
、
「
公
的
な
国
家
機
構
の
内
部
に
お
い
て
、
先
ず
護
衛
と
勅
在
の

隷
晋
南
朝

官
僚
お

の
聞
に
一
つ
の
結
合
関
係
が
あ
り
、
こ
の
官
僚
持
軍
震
と
そ

の
関
に
そ
れ
ぞ
れ
翻
有
の
結
合
間
部
が
成
立

ー

ν、
与

C
ルり

れ
に
締
約
す
る
下
級
将
吏
や
客
・
門
生
な
ど
と
の
鍔
に
ま
た
別

に
は
も
っ
と
譲
鑑
な
楢
閣
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、

あ
っ
た
と
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
「
そ
れ
ぞ
れ
の
私
的
結
合
体
は
主
従

お
お
お
の
悶
有
の
排
他
的
、
封
鎖
的
な
題
結
を
作
っ
て
い
た
」
と
指
摘
し
た
。
相
川
勝
氏
に
お
い

の
「
排
地
約
、
封
鎖
的
な
間
結
L

が
重
視
さ
れ
、
そ
こ
に
封
建
釣
性
格
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

の
強
誌
を
盤
視
す
る
越
智
重
明
氏
の
場
合
も
、
側
頭
長
官
と
部
…
?
と
の
関
係
に
関
す
る
際
り
、
川
勝
氏
と
方

向
そ
同
じ
く
し
て
お
り
、
「
東
習
南
朝
の
州
鎮
の
管
課
機
構
は
自
律
的
・
独
立
的
傾
向
を
容
す
る
が
、
ぞ
れ
は
鮒
誇
と
部
下
と
の
亘
書
と

く
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
:
:
:
一
向
者
の
私
的
結
合
関
係
が
、
天
子
と
州
特
の
部
下
と
の
聞
の
理
念
的
・
公
的

の
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
患
義
関
係
に
よ
っ

て
は
、南

朝
に
お
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と

と
の
関
係

な
支
配
H
服
従
関
揺
を
こ
え
た
、
絶
対
的
な
も
の
と
な
る
可
能
性
が
十
分
に
あ
る
が
、

述
べ
て
い
る
。

に
そ

こ
と
も
多
か
っ

と

々
。
ら
に
、
燕
鎮
長
官
と
部
下
と
の
間
関
係
を
よ
り
奥
体
的
に
検
証
し
た
石
井
仁
氏
も
、
「
も
と
よ
り
、
六
朝
に
お
け
る
方
鎮
は
理
念
的
に
は

ぞ
れ
を
構
成
す
る
家
府
の
長
官
と
属
佳
も
一
大
中
J

に
連
結
さ
れ
、

れ
、
観
念
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

中
央
政
臨
む
山
山
先
機
関
で
あ
り
、

維
持
す
ぺ

は
方
鎮
は
事
実
上
地
方
に
割
認
す
る
独
点
悶

の
繰
轄
を
呈
し
、

お
け
る
長
富
と
議
性
の
関
係
も
、
そ
れ
に
対
応
し
て
事
実
上
の

の
掛
鎮
は
ム
ハ
酬
明
社
会
の
『
封
建
制
へ
の
織
斜
』
状
況
を
も
っ
と
も
壊
的
に
顕
現
さ
せ
て
い
た
も
の
と
い

に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ

と
、
同
臨
樹
氏



の
理
解
を
支
持
す
る
結
論
を
導
い
た
。

従
来
の
諸
研
究
が
一
致
し
て
指
摘
す
る
よ
う
に
、
直
接
の
主
君
と
部
下
と
の
結
び
つ
き
は
当
時
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た

こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
沈
嘆
が
直
接
の
主
君
と
し
て
長
く
仕
え
て
き
た
劉
渚
と
の
関
係
を
疑
わ
れ
て
処
刑
さ
れ
た
の
も
、
顔
竣
の
謹
言

そ
の
議
言
が
説
得
力
を
も
つ
だ
け
の
背
景
は
十
分
に
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
で
は
、
自
序
が
主
張

に
よ
る
と
は
い
え
、

ま
ず
第
一
に
沈
林
子
以
来
の
皇
室
と
の
関
係
と
い
う
こ
の
家
特

有
の
事
情
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
特
殊
な
関
係
を
も
ち
え
ず
、
直
接
の
府
主
と
だ
け
し
か
私
的
情
誼
を
も
ち
え
な
い
寒

す
る
ご
と
き
文
帝
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
。
こ
れ
は
、

門
・
寒
人
層
の
存
在
か
ら
い
っ
て
、
こ
の
一
家
の
場
合
は
直
接
に
文
帝
の
面
接
を
受
け
る
な
ど
、
皇
室
と
特
別
の
関
係
に
あ
っ
た
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
を
当
時
一
般
の
状
況
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
第
二
に
、
沈
嘆
の
場
合
は
、
皇
帝
の
委
嘱
に
よ
っ
て
皇

子
に
仕
え
て
い
た
の
で
、
通
常
矛
盾
は
生
じ
な
い
の
だ
が
、
皇
帝
と
皇
子
と
の
聞
に
対
立
を
生
じ
た
場
合
に
ど
ち
ら
の
側
に
立
っ
か
、
選
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択
を
迫
ら
れ
る
局
面
に
た
ち
い
た
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
も
特
異
な
ケ

l
ス
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

が
し
か
し
、
右
の
第
二
の
点
の
選
択
と
い
う
局
面
に
つ
い
て
い
う
と
、
皇
帝
と
の
直
接
的
関
係
を
も
た
な
い
寒
門
・
寒
人
の
場
合
に
お

い
て
も
、
複
数
の
府
主
の
属
官
を
経
歴
し
た
場
合
に
は
、

も
と
の
主
君
と
現
在
の
主
君
と
の
聞
で
選
択
を
迫
ら
れ
る
局
面
が
お
こ
り
え
た

こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
信
一
郎
氏
が
「
皇
帝
|
|
命
官
の
第
一
次
的
君
臣
関
係
は
皇
帝
に
収
触
す

る
一
元
的
関
係
で
あ
る
が
、
官
長
|
|
属
吏
の
第
二
次
的
君
臣
関
係
は
官
府
組
織
に
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
官
長
の
転
任
な
ど
に
よ
っ

て
複
数
の
君
臣
関
係
が
結
ぼ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
複
数
・
多
元
的
で
あ
る
。
複
数
・
多
元
的
な
第
二
次
的
君
臣
関
係
の
な
か
で
、
ど
れ
を

よ
り
重
要
な
関
係
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
個
人
が
選
択
的
に
決
定
で
き
た
L

と
明
確
に
指
摘
し
て
い
話
。
こ
の
よ
う
に
、
複
数
・
多
元

的
な
君
臣
関
係
が
存
在
し
、

そ
の
関
係
の
中
か
ら
ど
れ
を
優
先
す
る
か
は
個
人
の
選
択
に
委
ね
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
が
沈
約
自
序

北
大
文
学
部
紀
要



『
宋
室
回
』
沈
約
自
序
に
つ
い
て

の
叙
述
す
る
林
子
一
家
と
皇
室
と
の
主
従
君
臣
関
係
の
叙
述
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。

こ
の
時
期
の
人
と
人
と
が
取
り
結
ぶ
関
係
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、
官
僚
(
よ
り
広
く
は
士
大
夫
)
相
互
の
交
友
関
係
も
と
り
あ
げ
ね

ば
な
ら
な
い
。
顔
竣
が
沈
瑛
を
謹
言
し
た
の
も
、
嘆
に
交
際
を
申
し
込
ん
で
断
ら
れ
た
の
が
原
因
で
あ
る
と
自
序
が
主
張
す
る
よ
う
に
、

こ
の
種
の
交
友
関
係
も
重
要
で
あ
っ
た
。
実
際
、
自
序
に
は
、
沈
嘆
が
北
規
軍
の
猛
攻
か
ら
肝
胎
郡
城
を
守
り
ぬ
い
た
後
に
、
安
否
を
気

遣
う
手
紙
が
宣
城
太
守
王
僧
達
(
現
邪
の
王
氏
)
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
お
り
、
主
従
君
臣
と
い
う
タ
テ
の
関
係
の
ほ
か

に
、
ヨ
コ
の
交
友
関
係
も
結
ん
で
い
た
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
林
子
の
父
と
祖
父
と
は
天
師
道
教
団
に
も
深
く
か
か
わ
っ
て
お
り
、
林
子
自

身
に
も
慮
循
か
ら
の
は
た
ら
き
か
げ
が
あ
っ
た
。
当
時
の
官
僚
社
会
に
生
き
る
人
間
は
、
主
従
関
係
が
多
元
的
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な

く
、
そ
れ
以
外
に
も
多
様
な
人
間
関
係
を
取
り
結
ん
で
生
き
て
い
た
の
で
あ
り
、

そ
の
状
況
の
一
端
を
沈
約
自
序
か
ら
垣
間
見
る
こ
と
が
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で
き
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

『
宋
室
閏
』
沈
約
自
序
に
つ
い
て
、
宋
皇
室
劉
氏
と
沈
氏
と
の
主
従
関
係
を
中
心
に
み
て
き
た
。
沈
約
が
沈
林
子
一
家
と
宋
皇
室
と
の
関
係

を
、
時
に
宋
文
帝
の
中
詔
を
引
用
し
つ
つ
詳
述
し
た
の
は
、
劉
漕
個
人
と
の
特
別
な
関
係
を
議
言
さ
れ
て
非
業
の
死
を
と
げ
た
父
沈
嘆
の

寛
罪
を
晴
ら
す
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
が
、
そ
の
よ
う
な
謹
言
が
行
わ
れ
た
こ
と
自
体
、
当
時
に
お
い
て
特
定
の
官
長

と
属
吏
と
の
聞
に
主
従
関
係
が
成
立
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
で
も
あ
る
。
し
か
し
一
方
、
そ
の
よ
う
な
主
従
関
係
の
寸
排

他
的
、
封
鎖
的
」
性
格
は
限
定
的
に
と
ら
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
確
か
な
の
で
あ
る
。
「
排
他
的
、
封
鎖
的
」
な
関
係
が
成
立
す
る
た
め



?
」
ふ
J
F

、

;
;
 

、8F

声、
A

カー
ζ

し

(
柏
山
〕

た
る
弘
的
結
合
体
」
の
中
か
ら
各
人
が
ど

の
属
吏
を
つ
と
め
た
と
い
う
こ
と
が
開
劉
鴻
の
朋
党
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
沈
約
は
劉
議

の
段
階
を
ふ
む
必
獲
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
合
意
味
で
は
、

の
父
で
あ
り
主
君
で
も
あ

ら
の
委
嘱
を
強
難
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
沈
撲
の
場
合
は
毅
漆
個
人
と
の
関
係
で
は
な
く
、

の
関
鎮
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

む
し
ろ

林
子
の
代
か
ら

注

〈1
〉
川
合
出
版
一
…
一
『
中
患
の
自
伝
父
学
い
(
創
文
柱
、
九
九
六
年
)
二
八
頁
を
参
照
。
々
お
、
本
自
序
の
訳
注
は
、
総
綴
「
訳
注
『
宋
議
官
』
沈
約
自
序
〈
…
)
」

(
吋
北
海
滋
大
学
文
学
部
紀
要
』
問
中
ハ
!
っ
一
九
九
七
年
)
、

η
符
(
二
)
」
(
『
隠
』
間
六
!
二
、
一
九
九
八
年
)
を
ぬ
秒
間
制
。

(
2
)

②
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
沈
約
吋
祭
漆
』
の
翠
爽
意
識
」
(
可
東
北
中
〈
伊
東
洋
史
議
集
』
六
、
一
九
九
五
年
十
〉
、
舎
に
つ
い
て
は
、
総
務
「
沈
約
の
仙
明
治
政
治

改
革
論
L
q中
悶
中
世
い
史
研
究
続
一
線
品
、
一
九
九
況
年
)
で
と
り
あ
げ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
「
史
臣
臼
」
の
粂
等
を
中
心
に
し
た
分
析
マ
あ
り
、
自
序
の
論
点
と

の
関
連
に
は
一
言
及
し
て
い
な
い
。

〈3
〉
如
何
勝
義
雄
「
劉
栄
政
権
の
成
立
と
寒
円
武
人
L

ミ
ム
ハ
削
制
策
族
制
社
会
の
研
究
恥
務
波
縫
扇
、
一
九
八
二
年
一
附
収
〉
一
…
一
一
九

1
一二二

O
演
の
見
解
を
参
照
。

議
持
綿
腕
開
〈
パ
「
淵
草
木
革
命
と
江
荷
役
人
公
」
(
河
出
人
件
符
』
ム
ハ
一
一
一

1
二
、
一
九
八

C
年
)
は
、
林
ツ
ナ
と
ぷ
本
人
L

沈
叔
長
が
一
緒
織
に
従
軍
し
て
い
る
例
も
…
ぶ
し
て
、
「
彼

等
は
劉
俗
放
機
内
払
領
々
の
寒
門
武
人
と
し
て
で
は
念
く
、
在
地
に
お
け
る
勢
力
を
背
景
と
し
て
参
加
し
た
と
考
え
ら
れ
る
」
〈
五
一
一
頁
)
と
述
べ
る
。
「
劉
総
数

権
」
と
い
う
表
お
か
ら
考
え
る
と
軍
図
的
へ
の
多
加
形
態
に
つ
い
て
述
べ
た
文
滋
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
林
子
が
「
系
人
二
沈
毅
E

誌
を
率
い
る
形
で
の

参
加
で
は
な
く
、
林
一
ず
と
沈
叔
長
と
が
個
々
に
従
慾
し
て
い
る
の
で
、
と
れ
や
ゆ
桝
依
拠
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
「
街
地
に
お
け
る
勢
力
を
蛸
将
棋
京
と
し
て
」
と
い
う
こ

と
を
導
き
だ
す
こ
k
は
然
務
明
、
や
め
る
と
考
え
る
。
な
れ
品
、
一
段
森
氏
は
ほ
か
の
綴
綴
と
し
て
、
林
子
が
鑓
裕
に
投
降
し
た
時
に
「
老
弱
」
そ
引
議
つ
れ
て
い
た
と

と
も
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
林
子
兄
弟
と
祖
母
や
品
掃
の
こ
と
明
、
あ
っ
て
在
地
に
お
け
る
勢
力
と
は
い
い
が
た
い
し
、
の
ち
に
沈
因
子
が
後
漆
渓
昨
誌
に
参
加
し

た
終
に
緩
い
れ
ん
「
江
東
の
爽
土
L

に
し
て
も
、
沈
氏
の
勢
力
下
な
い
し
は
影
響
下
に
あ
っ
た
兵
ム
ム
と
限
定
す
べ
き
根
拠
は
な
い
の
で
あ
る
。

(
4
)

天
部
道
教
閉
め
総
惜
純
一
一
般
に
つ
い
て
は
、
夜
川
忠
夫
(
部
文
社
、
九
九
八
年
)
九
密

i
九
六
一
氏
お
よ
び
小
林
正
美
『
中
閣
の
滋

教
』
(
創
文
社
、
…
九
九
八
年
)
一

O
二
一
災
以
下
受
診
照
。

北
大
文
学
部
紀
要
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J
木
室
閏
』
沈
約
自
序
に
つ
い
て

(
5
)

先
に
劉
裕
に
投
降
し
た
際
に
も
、
「
老
弱
L

を
つ
れ
て
い
っ
た
の
は
林
子
で
あ
っ
た
と
い
う
点
と
あ
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
家
長
の
地
位
に
あ
っ
た
の
は
林
子

で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
家
族
つ
ま
り
林
子
の
祖
母
(
た
だ
し
こ
の
時
点
ま
で
生
存
し
て
い
た
か
不
明
)
・
母
ら
は
、
先
に
林
子
が
呉
興
へ
帰
っ
た
際
に
同
伴
し
、

そ
の
ま
ま
呉
興
に
残
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
際
の
家
族
に
兄
の
淵
子
や
因
子
は
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
家
を
継
承
し
た
の
は
、
林
子
と

い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
当
時
の
貴
族
の
家
の
家
長
に
つ
い
て
は
、
吉
川
忠
夫
「
梁
の
徐
勉
の
『
誠
子
書
』
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
五
四
1
三
、
一
九
九
五
年
)

が
参
考
に
な
る
が
、
徐
勉
の
場
合
は
、
長
子
に
家
長
を
つ
が
せ
て
い
る
。
林
子
の
よ
う
に
兄
た
ち
を
さ
し
お
い
て
家
長
と
な
る
と
い
う
の
は
、
何
ら
か
の
理
由

に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
不
詳
で
あ
る
。

(
6
)

中
兵
参
軍
に
つ
い
て
は
、
越
智
重
明
「
州
将
粛
街
の
挙
兵
を
め
ぐ
っ
て
L

(

『
軍
事
史
学
』
九
、
一
九
六
七
年
)
二
八

1
一
二
一
一
頁
を
参
照
。

(
7
)

『
宋
書
』
巻
四
四
謝
晦
伝
に
よ
れ
ば
、
謝
晦
は
、
孟
誕
の
建
威
府
中
兵
参
軍
に
起
家
し
た
が
、
孟
剰
の
死
去
に
よ
り
、
劉
裕
の
太
尉
府
に
入
っ
て
参
軍
と
な

り
、
一
度
予
州
治
中
従
事
に
出
た
あ
と
、
太
尉
主
簿
と
な
り
、
太
尉
従
事
中
郎
に
転
じ
、
宋
王
国
の
右
衛
将
軍
と
な
り
、
つ
い
で
侍
中
を
加
え
ら
れ
て
い
る
。

秘
書
長
と
も
い
う
べ
き
主
簿
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
謝
晦
も
ま
た
劉
裕
の
腹
心
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
劉
義
隆
の
府
佐
に
は
、

林
子
の
ほ
か
に
司
馬
・
領
南
郡
相
(
府
事
代
行
)
の
張
部
、
長
史
の
王
曇
首
、
主
簿
の
王
華
ら
が
お
り
(
『
資
治
通
鑑
』
巻
一
一
八
義
照
十
四
年
正
月
の
条
)
、

幼
い
義
隆
の
た
め
に
林
子
が
特
別
に
割
愛
さ
れ
た
と
す
る
自
序
の
記
述
に
は
明
ら
か
に
誇
張
が
あ
る
。
謝
晦
と
同
等
で
あ
る
か
の
よ
う
な
記
述
も
、
そ
の
後
の

謝
晦
の
栄
達
と
の
差
を
み
れ
ば
、
同
様
に
誇
張
で
あ
ろ
う
。
だ
が
し
か
し
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
劉
裕
の
腹
心
と
し
て
い
つ
も
身
辺
に
侍
っ
て
い
た
こ
と
は
事
実

で
あ
り
、
こ
の
時
点
で
劉
裕
の
も
と
を
は
な
れ
て
義
隆
の
も
と
へ
移
さ
れ
た
こ
と
も
事
実
な
の
で
あ
る
。
義
隆
の
府
へ
の
割
愛
は
、
張
部
ら
の
よ
う
な
補
佐
役

と
し
て
で
は
な
く
、
自
分
に
対
す
る
の
と
同
様
の
忠
勤
を
期
待
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

(8)

樹
馬
都
尉
と
い
え
ば
、
公
主
に
尚
し
た
者
が
直
ち
に
拝
せ
ら
れ
る
六
品
官
(
『
宮
崎
市
定
全
集
6
九
品
官
人
法
』
岩
波
書
底
、
一
九
九
二
年
、
三
五
頁
)
を

連
想
す
る
が
、
『
宋
室
閏
』
巻
四

O
百
官
志
下
寸
奉
朝
請
し
に
、

永
初
己
来
、
以
奉
朝
請
選
雑
、
其
尚
主
者
唯
拝
尉
馬
都
尉
。

と
あ
り
、
永
初
年
間
(
四
二

0
1四
一
一
一
一
)
以
降
、
尉
馬
都
尉
・
奉
朝
請
で
あ
る
者
は
、
公
主
に
尚
し
た
者
で
は
な
く
、
従
っ
て
そ
の
待
遇
も
一
段
と
下
が
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
晋
宋
革
命
に
際
し
て
功
労
の
あ
っ
た
沈
林
子
の
よ
う
な
家
が
多
数
出
現
し
て
、
そ
の
家
の
後
継
者
に
与
え
る
ポ
ス
ト
し
て
鮒
馬
都
尉
・

奉
朝
請
が
乱
発
さ
れ
て
価
値
が
下
落
し
、
そ
の
よ
う
な
状
況
へ
の
対
応
と
し
て
真
に
特
別
の
待
遇
を
与
え
る
べ
き
公
主
の
配
偶
者
に
は
、
鮒
馬
都
尉
の
み
が
授

与
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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中
詔
に
つ
い
て
は
、
自
序
の
別
の
箇
所
の
原
注
に
、

凡
中
詔
今
悉
在
台
、
猶
法
書
典
書
也
。

と
あ
っ
て
、
朝
廷
(
尚
書
省
)
に
保
管
さ
れ
て
い
た
詔
勅
集
で
あ
ろ
う
。
『
惰
書
』
巻
三
五
経
籍
志
四
に
は
、
南
斉
の
『
武
帝
中
詔
』
十
巻
が
梁
に
存
在
し
て

い
た
こ
と
が
注
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
宋
の
『
永
初
己
来
中
書
雑
詔
』
二
十
巻
も
梁
に
存
在
し
て
い
た
と
注
記
す
る
。
中
詔
と
は
、
中
書
が
作
成
し
た
詔
で

あ
ろ
う
。
越
智
重
明
司
貌
晋
南
朝
の
貴
族
制
』
(
研
文
出
版
、
一
九
八
二
年
)
も
中
詔
は
「
中
書
省
で
つ
く
る
」
(
三
七
三
頁
)
と
す
る
。
尚
書
省
の
案
奏
を
天

子
が
裁
可
し
て
詔
と
し
た
も
の
な
ど
と
は
異
な
っ
て
、
天
子
の
意
思
が
よ
り
直
接
的
に
表
明
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
く
、
本
文
の
事
例
は
ま
さ
し
く
文
帝
個

人
の
意
思
表
明
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

(
印
)
劉
義
康
が
宰
相
と
し
て
実
権
を
ふ
る
う
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
兄
の
文
帝
と
対
立
し
て
失
脚
し
、
そ
の
後
も
義
康
擁
立
の
動
き
が
み
ら
れ
た
こ
と
な
ど
に

つ
い
て
は
、
安
田
二
郎
コ
元
嘉
時
代
史
へ
の
一
つ
の
試
み
|
|
劉
義
康
と
劉
勧
の
事
件
を
手
が
か
り
に
|
|
」
(
『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
二
、
一

九
七
三
年
)
を
参
照
。

(
日
)
拙
稿
「
訳
注
『
宋
書
』
沈
約
自
序
(
三
)
」
(
前
掲
)
五
九

1
六
O
頁。

(
ロ
)
安
田
二
郎
「
元
嘉
時
代
史
へ
の
一
つ
の
試
み
L

(

前
掲
)
八
六
頁
。
文
帝
が
皇
子
の
も
と
に
朋
党
が
形
成
さ
れ
る
の
を
警
戒
し
て
い
た
と
い
う
記
述
は
、
『
宋

書
』
巻
七
五
顔
竣
伝
に
み
ら
れ
る
。

(
竣
)
出
為
世
祖
撫
軍
主
簿
、
甚
被
愛
遇
、
竣
亦
尽
心
補
益
。
元
嘉
中
、
上
不
欲
諸
王
各
立
朋
党
、
将
召
竣
補
尚
書
郎
、
吏
部
尚
書
江
湛
以
為
竣
在
府
有
称
、

不
宜
回
改
、
上
乃
止
。
遂
随
府
転
安
北
・
鎮
軍
・
北
中
郎
府
主
簿
。

第
三
一
皇
子
駿
(
世
祖
)
の
撫
軍
将
軍
府
の
主
簿
で
あ
っ
た
顔
竣
を
、
文
帝
が
中
央
に
召
還
し
て
尚
書
郎
に
任
命
し
よ
う
と
し
た
が
思
い
止
ま
り
、
顔
竣
は
府
主

の
昇
進
に
し
た
が
っ
て
安
北
・
鎮
軍
・
北
中
郎
府
主
簿
に
転
任
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
同
書
巻
七
七
顔
師
伯
伝
に
も
、
文
帝
が
駿
の
府
佐
の
人
事
に
介
入
し

た
例
が
み
え
る
。

世
祖
鎮
尋
陽
、
啓
太
祖
請
為
南
中
郎
府
主
簿
。
太
祖
不
許
、
謂
典
畿
日
、
「
中
郎
府
主
簿
那
得
用
顔
師
伯
。
」
世
祖
啓
為
長
流
正
佐
、
太
祖
又
回
、
「
朝
廷
不

能
除
之
、
郎
可
自
板
、
亦
不
宜
署
長
流
。
」
世
祖
乃
板
為
参
軍
事
、
署
刑
獄
。

こ
の
場
合
は
、
駿
が
顔
師
伯
を
南
中
郎
府
の
主
簿
に
す
る
こ
と
を
上
啓
し
て
許
さ
れ
ず
、
長
流
参
軍
に
変
更
し
て
も
許
さ
れ
や
す
、
結
局
、
府
主
の
裁
量
に
よ
る

板
授
に
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
長
流
か
ら
刑
獄
に
格
下
げ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
介
入
の
理
由
に
つ
い
て
は
明
記
さ
れ
な
い
が
、
そ
れ
ま
で
州
主
簿

9 
北
大
文
学
部
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『
宋
室
閏
』
沈
約
自
序
に
つ
い
て

や
行
参
軍
を
歴
任
し
て
き
た
顔
師
伯
を
府
主
簿
や
長
流
参
軍
に
す
る
の
は
破
格
に
す
ぎ
る
か
ら
板
授
の
刑
獄
参
軍
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
顔
竣
を
中

央
に
召
還
し
よ
う
と
し
た
場
合
と
は
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
文
帝
に
寵
愛
さ
れ
ず
、
し
き
り
に
外
藩
に
出
て
、
都
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
L

(

同

書
巻
七
一
徐
湛
之
伝
)
と
い
う
駿
の
場
合
に
は
、
と
り
わ
け
そ
の
府
佐
が
朋
党
化
し
な
い
よ
う
に
と
の
配
慮
が
働
い
た
こ
と
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

駿
に
限
ら
ず
皇
子
の
府
佐
以
下
の
人
事
ま
で
文
帝
が
詳
細
に
把
握
し
、
自
ら
の
意
向
を
そ
こ
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
同
書
巻
九
九
二
凶
伝
の

次
の
記
事
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
記
事
は
、
皇
太
子
劉
効
と
劉
溶
に
よ
る
文
帝
呪
殺
の
陰
謀
に
か
ら
ん
だ
複
雑
な
内
容
で
あ
る
の
で
、
東
陽

公
主
の
奴
で
あ
っ
た
陳
天
興
を
劉
訪
の
東
宮
府
の
隊
主
に
任
命
し
た
こ
と
を
文
帝
が
詰
問
し
た
件
の
み
を
抽
出
し
て
み
る
。
な
お
、
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
上
記

陰
謀
は
文
帝
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
は
い
な
い
。

文
帝
は
陳
天
興
が
隊
主
に
な
っ
た
こ
と
を
知
り
、
宣
官
を
勧
の
も
と
に
派
遣
し
て
き
で
、
隊
主
に
奴
を
抜
擢
し
た
こ
と
に
関
し
て
詰
問
し
た
。
劫
は
寸
東

陽
公
主
の
奴
で
あ
っ
た
陳
天
興
が
、
兵
隊
を
ひ
き
い
て
み
た
い
と
い
っ
て
き
た
の
で
、
自
分
は
『
部
隊
を
ま
か
せ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
。
も
し
賊
を
撃
つ

こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
隊
に
は
い
る
よ
う
に
。
』
と
答
え
、
そ
の
際
に
は
冗
談
と
思
っ
た
の
で
、
ま
っ
た
く
忘
れ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
後
天
興
が
道
で
隊

主
の
地
位
を
求
め
て
き
た
の
で
、
過
去
の
言
動
を
思
い
出
し
、
食
言
す
る
に
し
の
び
ず
、
彼
を
呼
ん
で
面
接
し
て
、
体
格
が
頑
健
で
、
戦
闘
に
た
え
る
と

判
断
し
ま
し
た
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
監
礼
兼
隊
副
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
ご
ろ
隊
、
王
ク
ラ
ス
に
は
勤
務
年
限
の
多
い
者
を

採
用
し
て
お
り
ま
す
が
、
意
欲
や
才
能
あ
る
者
も
あ
わ
せ
て
採
用
し
て
お
り
ま
す
。
人
名
の
リ
ス
ト
を
提
出
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
L

と
答
え
た
。

文
帝
が
東
宮
の
隊
、
王
ク
ラ
ス
の
人
事
に
ま
で
関
心
を
示
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
文
帝
の
専
制
志
向
を
こ
乙
に
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ

と
同
時
に
皇
子
を
補
佐
す
る
人
材
に
つ
い
て
の
細
や
か
な
配
慮
で
も
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
日
)
こ
の
記
述
に
も
「
こ
の
事
は
宋
の
文
帝
の
中
詔
に
み
え
る
」
と
い
う
原
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。
前
に
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
約
の
父
や
伯
父
に
と
っ
て
非

常
に
名
誉
あ
る
人
事
が
行
わ
れ
た
場
合
、
そ
の
信
窓
性
を
客
観
的
に
示
す
と
い
う
意
味
が
こ
の
原
注
に
は
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(M)

『
宋
書
』
巻
七
五
顔
竣
伝
に
と
く
に
皇
族
諸
王
の
朋
党
に
関
す
る
記
述
が
み
ら
れ
る
(
注
ロ
)
の
も
顔
竣
こ
そ
が
劉
駿
の
朋
党
な
の
で
あ
っ
て
、
環
と
劉
溶

と
の
場
合
と
は
異
な
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
日
)
寸
門
生
故
吏
関
係
」
(
前
掲
『
六
朝
貴
族
制
社
会
の
研
究
』
所
収
)
一
一
九
一

1
二
九
二
頁
。

(
団
)
「
南
朝
の
国
家
と
社
会
」
(
岩
波
講
座
『
世
界
歴
史
』
五
、
一
九
七

O
年
所
収
)
一
九
一

1
一
九
二
頁
。

(
げ
)
「
梁
の
元
帝
政
権
と
荊
州
政
権

!
i
『
随
府
府
佐
』
再
論
|
|
」
(
『
集
刊
東
洋
学
』
五
六
、
一
九
八
六
年
)
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〈
お
〉
『
中
国
古
代
溜
家
の
防
相
惣
構
造
i
i
一
等
制
悶
蜘
黙
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
(
校
食
品
後
援
、
一
九
九
四
年
)
一
一
一
約
五
資
。
な
お
、
越
智
透
明
ぷ
紫
綬
南
朝
の
貴
族
制
料
品

(
蕊
掲
)
に
は
、
ぷ
γ
設
と
問
者
と
の
対
比
に
お
い
て
は
今
君
の
方
が
議
ん
ぜ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
明
、
は
か
つ
て
侶
君
と
の
関
に
努
在
し
て
い
た
恩
恵
・

報
怒
の
関
係
は
自
ら
務
く
な
る
。
少
く
と
も
今
世
相
と
出
君
と
が
相
反
す
る
行
動
を
と
っ
た
と
き
、
限
設
と
の
閲
の
窓
葱
・
線
開
胤
の
関
係
そ
の
も
の
が
通
常
機
能

し
な
く
な
る
」
(
三
七
頁
)
と
い
う
務
摘
が
あ
り
、
た
し
か
に
今
殺
と
の
関
係
を
優
先
す
る
務
例
が
多
い
と
考
え
る
が
、
そ
れ
は
各
人
の
選
択
の
結
楽
な
の
で
あ

り
、
渡
辺
氏
の
よ
う
に
と
ら
え
る
の
が
的
確
で
あ
ろ
う
。
そ
の
方
が
、
越
智
氏
自
身
の
「
問
一
人
物
が
、
そ
の
制
制
度
に
大
ざ
い
差
は
あ
る
に
し
て
も
、
間
民
吋
に

綴
数
の
震
の
痘
と
な
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
渓
六
綴
に
あ
っ
て
も
多
数
見
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
こ
と
は
、
我
が
閣
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
タ
テ
校
会
で
は
出
現

し
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
よ
尽
に
関
し
で
は
、
命
線
千
枝
氏
の
説
か
れ
る
、
中
国
が
ヨ
コ
社
会
マ
あ
っ
た
と
い
う
点
が
毅
緩
和
協
議
旅
そ
も
っ
て
い
る
L

(
三
八
頁
)
と
い
う
論
点
と
も
整
合
す
る
と
考
え
る
。

(
ぬ
)
拙
稿
「
訳
、
奴
『
采
霊
園
』
沈
約
自
序
〈
ご
)
」
(
前
掲
)
ム
ハ
…
一
一
〈
、
ふ
八
仰
向
一
爽
。

(
お
)
川
勝
幾
雄
「
門
生
数
変
関
係
」
(
前
線
)
二
九
ご
頁
。

(
れ
〉
沈
約
が
宋
斉
革
命
の
擦
に
市
京
王
朝
に
殉
じ
た
品
夜
祭
の
湖
町
備
に
重
大
な
関
心
を
後
せ
た
こ
と
も
、
宋
霊
祭
と
約
の
父
祖
と
の
間
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と

が
可
能
で
あ
ろ
う
。
出
品
開
ご
郎

J
南
朝
貴
族
制
役
会
の
変
議
と
道
徳
・
倫
潔

i
i
ふ
夜
祭
・
楕
淵
評
を
中
心
に

!
i
L
t
東
北
大
学
文
学
部
研
究
年
報
L
一二問、

一
九
八
五
年
)
に
よ
れ
ば
、
沈
約
の
評
価
は
、
級
世
拭
胴
長
の
立
場
か
ら
材
中
命
令
推
遂
し
た
椿
淵
と
米
豆
一
級
に
殉
じ
た
蓑
招
端
、
と
を
選
本
的
に
問
等
に
評
綴
し
つ
つ

も
格
淵
の
万
に
綴
斜
、
を
示
し
て
お
り
、
「
内
務
的
に
緩
め
て
複
線
で
ア
ン
ピ
ヴ
ア
レ
ン
ト
役
様
相
会
強
く
お
び
て
し
(
一
一
一
凶
一
氏
〉
い
る
。
沈
約
の
祖
父
・
父
が
武

帝
・
文
殺
の
骨
骨
開
患
に
浴
し
つ
つ
も
、
父
mw
非
業
の
死
に
終
わ
っ
た
こ
と
が
、
君
臣
出
向
の
モ
ラ
ル
に
つ
い
て
の
怒
怒
的
営
為
の
主
た
る
動
機
で
あ
っ
た
こ
と
は
確

笑
明
、
み
る
。
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