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『
長
城
と
北
京
の
朝
政

政
治
の
展
開
と
変
容
』

明
代
内
閣

-回同

橋

官
?

本
書
は
、
明
代
政
治
史
研
究
を
専
門
と
し
て
活
践
す
る
城
地
孝
氏

が
博
士
論
文
に
修
訂
を
加
え
著
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
読
す
れ
ば
了

解
で
き
る
よ
う
に
、
筆
者
の
研
究
手
法
の
特
徴
は
、
政
策
決
定
に
関

与
し
た
内
閣
大
皐
士
な
ど
「
諸
ア
ク
タ
ー
」
の
動
向
を
焦
点
と
し
、

個
別
の
事
件
の
経
過
を
可
能
な
限
り
詳
細
に
復
元
す
る
点
に
あ
る
。

筆
者
は
、
そ
こ
か
ら
当
時
の
「
政
治
状
況
」
の
特
質
を
導
き
出
し
て

い
く
。
こ
れ
ま
で
明
代
後
半
期
|
|
特
に
嘉
靖
以
降
|
|
の
内
閣

に
つ
い
て
は
、
そ
の
権
力
の
強
化
が
自
明
の
如
く
語
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
内
閲
の
権
力
が
な
ぜ
そ
の
時
期
に
強
化
さ
れ
た
の
か
、
内

閣
は
如
何
に
し
て
当
時
の
政
局
に
影
響
力
を
行
使
で
き
た
の
か
、
と

い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
十
分
な
検
討
が
為
さ
れ
て
き
た

と
は
言
い
難
い
。
右
に
述
べ
た
よ
う
な
研
究
手
法
に
基
づ
き
展
開
さ

れ
る
筆
者
の
所
論
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
具
体
的
な
解
答

を
示
す
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
明
代
政
治
史
研
究
を
志
す
者
に
と
っ

て
、
氏
の
研
究
成
果
は
常
に
参
考
す
べ
き
一
つ
の
到
達
点
と
な
る
。

本
書
評
で
は
、
は
じ
め
に
各
章
の
要
約
を
提
示
し
な
が
ら
、
全
体
的

な
行
論
の
流
れ
を
概
観
し
て
い
く
。
そ
の
上
で
、
評
者
が
抱
い
た
若

干
の
疑
問
を
提
示
し
た
い
。
ま
ず
は
、
左
に
本
書
の
目
次
を
掲
げ
て

お
く
。

序
章

第
一
章

皇
帝
「
親
裁
」
に
翻
弄
さ
れ
た
オ
ル
ド
ス
回
復
計
画

|
|
総
督
曾
銑
の
「
復
套
」
を
め
ぐ
っ
て

朝
貢
の
理
念
と
現
実
|
|
嘉
靖
馬
市
を
め
ぐ
る
政
治
過

程「
顧
問
団
」
か
ら
「
行
政
府
」
へ
|
|
対
モ
ン
ゴ
ル
問
題

へ
の
対
応
に
み
る
隆
慶
時
代
の
内
閣
政
治
の
展
開

付
章
『
少
保
鑑
川
王
公
督
府
奏
議
』
と
『
兵
部
奏
疏
』

第
四
章
「
行
政
府
」
型
内
閣
の
光
と
影
(
一
)
|
1
ア
ル
タ
ン
封

貢
を
め
ぐ
る
政
治
過
程

「
行
政
府
」
型
内
閣
の
光
と
影
(
一
一
)
|
|
陳
西
に
お
け

る
互
市
実
施
を
め
ぐ
る
政
治
過
程

朝
政
の
舞
台
裏
1
1
l
丹
陽
布
衣
郁
芳
伝

第

章

第
三
章

第
五
章

第
六
車



第
七
章

終
章

引
用
文
献
一
覧
/
引
用
史
料
一
覧
/
あ
と
が
き
/
索
引
/
中
文
摘
要

明
代
廷
議
に
お
け
る
意
見
集
約
を
め
ぐ
っ
て

そ
れ
で
は
、
目
次
に
し
た
が
っ
て
各
章
の
要
約
を
進
め
て
い
こ
う
。

序
章
で
は
、
ま
ず
本
書
で
考
察
の
対
象
と
な
る
十
六
世
紀
後
半
の

中
国
を
取
り
巻
い
て
い
た
情
勢
に
つ
い
て
、
先
学
が
提
示
し
た
知
見

に
拠
り
つ
つ
素
描
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
「
北
虜
南
倭
」
と
い
う
言

葉
に
代
表
さ
れ
る
外
圧
が
迫
る
中
、
「
そ
う
し
た
問
題
に
対
し
て
、

と
き
の
明
朝
は
ど
の
よ
う
に
立
ち
向
か
お
う
と
し
た
の
か
。
そ
こ
で

は
い
か
な
る
方
策
が
模
索
さ
れ
、
そ
の
過
程
で
明
朝
政
治
が
み
ず
か

ら
の
あ
り
ょ
う
を
ど
の
よ
う
に
変
え
て
い
っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
そ

う
し
た
動
き
の
な
か
か
ら
、
明
朝
ひ
い
て
は
伝
統
中
国
に
固
有
の
型

の
よ
う
な
も
の
を
み
い
だ
せ
は
し
な
い
か
。
」
と
、
筆
者
の
問
題
意

識
が
提
示
さ
れ
る
〔
1

以
下
、
本
書
頁
数
〕
。
同
様
の
言
辞
は
お

頁
に
も
見
え
、
こ
れ
が
筆
者
が
堅
持
す
る
問
題
意
識
の
一
方
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
序
章
で
は
、
嘉
靖
か
ら
隆
慶
に
か
け
て
の
明
朝
の
対
モ
ン
ゴ

ル
政
策
の
展
開
に
つ
い
て
概
括
し
、
嘉
靖
期
を
「
対
外
強
硬
路
線
の

維
持
」
さ
れ
た
時
代
、
隆
慶
期
を
「
通
交
・
交
易
の
開
放
」
さ
れ
た

幻
時
代
と
位
置
づ
け
、
そ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
政
治
状
況
を
特

書

評

徴
づ
け
た
と
い
う
。
筆
者
は
そ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
、
当
時
の
意

思
決
定
過
程
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
〔
8
〕。

き
て
、
筆
者
は
こ
の
序
章
の
中
で
、
嘉
靖
以
降
の
政
治
史
の
特
徴

と
し
て
、
「
内
閣
権
力
の
強
化
」
と
い
う
現
象
が
挙
げ
ら
れ
て
き
た

こ
と
に
つ
い
て
=
一
度
に
わ
た
っ
て
言
及
す
る
〔
9
・

u
・
円
以
〕
。
中

で
も
日
頁
で
は
、
対
モ
ン
ゴ
ル
政
策
の
策
定
に
あ
た
っ
て
、
内
閣
が

示
し
た
動
向
判
断
、
そ
れ
が
政
局
に
与
え
た
影
響
な
ど
に
つ
い
て
、

「
内
閣
の
権
力
強
化
」
と
い
わ
れ
て
き
た
史
実
を
具
体
的
に
描
き
出

し
、
実
証
的
な
検
証
を
な
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
見
解
が
表
明
さ

れ
る
。
つ
ま
り
、
当
時
の
政
策
決
定
過
程
の
分
析
を
通
し
て
、
内
閣

権
力
の
実
態
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
、
い
ま
一
方
の
筆
者
の
主

要
な
関
心
事
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
関
心
の
も
と
、
当
時
の
政
策
決
定
過
程
を
分
析
す

る
に
当
た
っ
て
、
筆
者
が
採
る
手
法
が
、
「
諸
ア
ク
タ
ー
」
が
と
っ

た
行
動
と
そ
の
思
惑
に
つ
い
て
の
分
析
な
の
で
あ
る
〔
8
〕。

序
章
に
表
明
さ
れ
て
い
る
筆
者
の
問
題
関
心
及
び
研
究
手
法
を
整

理
す
る
と
、
右
の
よ
う
に
な
る
。
以
下
で
は
筆
者
が
序
章
で
示
し
た

問
題
意
識
に
そ
い
な
が
ら
各
章
の
骨
子
を
確
認
し
て
い
く
。

第
一
章
で
は
、
陳
西
=
一
辺
総
督
曾
銑
の
建
議
を
き
っ
か
け
と
し

て
、
嘉
靖
二
十
五
年
か
ら
三
十
七
年
に
か
け
て
推
移
し
た
「
復
套
」
(
オ

ル
ド
ス
回
復
計
画
)
を
め
ぐ
る
政
策
決
定
過
程
が
分
析
の
対
象
と
な



。。ロ
る
。
ま
ず
筆
者
は
、
皐
帝
世
宗
の
政
治
姿
勢
が
、
官
僚
た
ち
に
よ
っ

て
行
な
わ
れ
る
政
策
審
議
・
政
務
遂
行
の
プ
ロ
セ
ス
に
与
え
た
影
響

に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
く
。
筆
致
か
ら
推
せ
ば
、

そ
れ
こ
そ
が
「
嘉
靖
政
治
の
特
徴
と
も
い
う
べ
き
重
要
な
側
面
」

〔
勾
〕
で
あ
る
、
と
筆
者
は
見
な
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
曾
銑
は
、

二
十
五
年
十
月
に
、
オ
ル
ド
ス
へ
の
出
兵
と
当
該
地
域
の
回
復
計
画

に
つ
い
て
上
奏
し
て
お
り
、
復
套
計
画
は
二
十
六
年
末
に
か
け
て
そ

の
具
体
性
を
増
す
。
こ
の
間
の
経
過
に
つ
い
て
、
筆
者
は
各
種
史
料

の
内
容
を
検
討
し
そ
の
経
過
を
仔
細
に
跡
づ
け
る
。
加
え
て
、
宣
大

総
督
翁
高
遠
の
書
簡
を
分
析
し
、
内
閣
に
在
っ
た
夏
言
が
復
套
計
画

を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
く
た
め
、
辺
境
に
配
置
さ
れ
た
臣
僚
に
対

し
て
圧
力
を
か
け
て
い
た
様
が
指
摘
さ
れ
る
〔

mjω
〕。

こ
の
復
套
計
画
は
、
二
十
七
年
正
月
に
到
り
突
然
情
況
が
反
転
し

中
止
に
向
か
う
。
き
っ
か
け
は
二
十
六
年
七
月
に
侠
西
で
起
こ
っ
た

地
震
に
つ
い
て
上
奏
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。
行
論
の
結
果
、

筆
者
は
「
災
異
」
に
よ
っ
て
態
度
を
翻
し
た
世
宗
の
姿
勢
を
重
視
し
、

「
官
僚
た
ち
に
よ
る
政
策
審
議
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
要
因
に
よ
っ

て
動
く
世
宗
の
案
件
決
裁
の
あ
り
ょ
う
」
を
強
調
す
る
〔
見
〕
。

第
二
章
で
は
、
嘉
靖
三
十
年
コ
一
月
に
開
設
が
決
定
さ
れ
、
=
一
十
一

年
九
月
に
禁
絶
さ
れ
た
「
嘉
靖
馬
市
」
を
め
ぐ
る
政
策
決
定
過
程
が

分
析
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
嘉
靖
馬
市
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
を
「
個
々

の
政
策
の
根
底
で
嘉
靖
政
治
の
動
向
を
規
定
し
て
い
た
要
因
な
い
し

そ
の
展
開
パ
タ
ー
ン
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
糸
口
」
と
見
な
し
〔
沌
〕
、

「
権
力
強
化
が
す
す
ん
だ
と
さ
れ
る
嘉
靖
以
降
の
内
閣
政
治
の
展
開
」

に
つ
い
て
考
察
が
加
え
ら
れ
る
〔
乃
〕

本
章
で
は
、
ま
ず
二
十
九
年
人
月
に
発
生
し
た
庚
成
の
変
の
後
に
、

世
宗
・
内
閣
大
皐
士
徐
階
・
大
同
総
兵
{
目
仇
鷲
が
示
し
た
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
に
つ
い
て
説
く
。
中
で
も
、
世
宗
は
「
朝
貢
の
札
制
上
の
意

義
に
固
執
し
」
、
ア
ル
タ
ン
征
伐
を
強
硬
に
主
張
し
て
い
た
と
い
う

〔
お
〕
。
そ
の
上
で
、
最
簡
の
上
奏
・
徐
階
が
遺
し
た
書
簡
な
と
か
ら
、

臣
僚
た
ち
が
世
宗
の
強
硬
姿
勢
を
抑
え
こ
む
た
め
に
説
得
を
行
な
っ

て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
筆
者
は
、
世
宗
の
強
硬
姿
勢
が
も
た
ら

す
事
態
を
回
避
す
る
た
め
に
、
モ
ン
ゴ
ル
側
と
交
易
を
行
な
う
馬
市

実
施
の
構
想
が
浮
上
し
た
と
見
る
。
そ
し
て
、
馬
市
に
反
対
す
る
意

見
は
抑
え
ら
れ
馬
市
が
聞
か
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
の
、
モ
ン
ゴ
ル

側
の
要
求
は
拡
大
し
北
辺
で
の
略
奪
行
為
も
増
し
、
結
局
馬
市
が
禁

絶
さ
れ
る
に
到
る
顛
末
が
述
べ
ら
れ
る
。

以
上
、
第
二
章
の
分
析
か
ら
、
筆
者
は
嘉
靖
時
代
を
特
徴
づ
け
る

明
朝
の
対
外
強
硬
路
線
の
背
景
と
し
て
、
「
中
国
」
皇
帝
と
し
て
の

立
場
に
こ
だ
わ
る
世
宗
の
「
理
想
主
義
的
・
原
理
主
義
的
」
な
姿
勢

が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
〔

m
l
m〕
。
そ
し
て
、
こ
の
世
宗
の

姿
勢
と
、
そ
れ
で
は
対
処
し
よ
う
の
な
い
現
実
に
折
り
合
い
を
つ
け
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る
た
め
に
、
内
閣
首
輔
以
下
の
官
僚
た
ち
が
事
態
の
軟
着
陸
を
は
か

る
と
い
う
構
図
が
、
嘉
靖
期
に
於
け
る
政
治
過
程
の
パ
タ
ー
ン
で

あ
っ
た
と
述
べ
る
〔
問
〕
。

第
三
章
で
は
、
ま
ず
隆
慶
五
年
三
月
に
ア
ル
タ
ン
を
順
義
王
に
封

じ
朝
貢
と
互
市
を
認
め
た
「
隆
慶
和
議
」
実
現
に
際
し
て
、
強
力
な

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
内
閣
が
出
現
し
た
要
因
に
つ
い
て
考

察
す
る
。
加
え
て
、
寓
暦
期
の
内
閣
首
輔
張
居
正
の
台
頭
を
視
野
に

い
れ
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
も
本
章
の
ね
ら
い
で
あ
る
と
い
う
[
邸
〕
。

本
章
で
筆
者
が
ま
ず
注
目
す
る
の
は
、
皇
帝
穆
宗
の
政
治
姿
勢
で

あ
る
。
筆
者
に
拠
れ
ば
、
穆
宗
は
「
一
貫
し
て
大
挙
士
を
信
任
し
、

実
質
的
な
可
否
判
断
を
ほ
と
ん
ど
大
皐
士
に
ゆ
だ
ね
て
」
い
た
と
い

う
〔
郎
〕
。
ま
た
、
筆
者
は
当
該
時
期
に
内
閣
が
そ
の
性
質
を
変
じ
「
行

政
府
」
と
な
っ
て
い
っ
た
と
見
な
す
。
そ
の
要
因
と
し
て
と
り
わ
け

重
視
し
て
い
る
の
は
、
隆
慶
年
間
に
内
閣
に
在
っ
た
徐
階
越
貞
吉
・

李
春
芳
・
張
居
正
・
高
供
が
抱
い
て
い
た
「
内
閣
あ
る
い
は
首
輔
と

い
う
存
在
を
ど
の
よ
う
な
役
割
を
に
な
う
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
た

の
か
」
と
い
う
意
識
で
あ
る
〔
凶
〕
。
ま
ず
徐
階
に
つ
い
て
は
、
そ

の
上
奏
文
の
内
容
か
ら
、
嘉
靖
期
に
夏
言
・
殿
嵩
の
登
場
に
よ
っ
て

顕
著
に
な
っ
た
「
首
輔
専
権
」
と
い
う
情
況
を
改
め
よ
う
と
す
る
方

針
が
あ
り
、
「
す
こ
し
で
も
お
お
く
の
意
見
・
主
張
を
反
映
さ
せ
つ

つ
政
治
を
す
す
め
て
い
く
」
と
い
う
「
公
論
重
視
」
の
姿
勢
を
打
ち

書

評

出
し
て
い
た
と
見
な
す
〔
問
〕
。

徐
階
は
隆
慶
二
年
七
月
に
内
閣
を
去
る
が
、
そ
の
後
は
隆
慶
時
代

を
特
徴
付
け
る
閣
内
抗
争
が
激
し
さ
を
増
す
。
そ
の
背
景
と
し
て
、

や
は
り
筆
者
は
大
皐
士
た
ち
の
政
治
姿
勢
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て

い
く
。
筆
者
に
拠
れ
ば
、
組
貞
吉
は
「
内
閑
大
挙
士
た
る
み
ず
か
ら

を
政
務
推
進
の
主
体
」
と
見
な
し
て
い
た
と
い
う
〔
服
〕
。
さ
ら
に
、

高
扶
に
つ
い
て
は
そ
の
伝
記
史
料
を
引
き
、
内
閣
を
「
政
本
」
「
政

治
の
枢
要
」
と
認
識
し
て
い
た
と
述
べ
、
そ
こ
に
嘉
靖
期
と
は
異
な

り
「
皇
帝
が
案
件
の
可
否
判
断
を
大
学
士
に
ゆ
だ
ね
、
内
閣
が
政
治

運
営
の
主
体
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
る
隆
慶
朝
」
の
特
徴
を
見

出
そ
う
と
す
る
〔
問
〕
。
張
居
正
に
つ
い
て
は
、
前
遼
総
督
語
論
に

あ
て
た
書
簡
を
引
き
、
彼
が
こ
の
時
期
か
ら
「
政
務
推
進
に
際
し
て

す
く
な
か
ら
ぬ
影
響
力
を
発
揮
し
て
い
た
」
と
述
べ
る
〔
邸
〕
。
趨

貞
吉
・
高
供
張
居
正
が
内
閣
を
政
務
推
進
の
主
体
と
認
識
し
た
た

め
に
、
彼
ら
が
主
張
す
る
施
政
方
針
・
個
々
の
事
案
へ
の
対
応
は
、

よ
り
具
体
的
な
レ
ベ
ル
に
踏
み
込
む
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
〔
邸
〕
。

そ
の
典
型
例
と
し
て
、
本
章
第
四
節
で
は
、
隆
慶
三
年
九
月
に
モ
ン

ゴ
ル
軍
が
大
同
方
面
に
進
行
し
た
後
、
督
撫
以
下
の
処
分
を
め
ぐ
っ

て
高
扶
・
趨
貞
士
ロ
聞
に
惹
起
し
た
意
見
対
立
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

以
上
の
考
察
の
結
果
、
筆
者
は
「
自
身
の
政
治
理
念
の
具
体
化
を

め
ざ
し
た
高
挟
の
首
輪
就
任
に
よ
っ
て
」
内
閣
の
性
格
が
決
定
的
に
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u
変
化
し
た
と
見
な
す
〔
胤
〕
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
意
識
が
端
的

に
表
れ
た
史
料
と
し
て
高
扶
『
本
語
』
を
引
き
、
内
閣
大
事
土
を
輩

出
し
て
い
た
翰
林
院
の
宮
僚
に
実
務
経
験
を
積
ま
せ
る
構
想
を
高
扶

が
有
し
て
い
た
こ
と
に
言
及
す
る
。
そ
し
て
、
高
扶
の
首
輔
就
任
を

機
と
し
て
、
内
閣
の
性
格
は
「
皇
帝
の
顧
問
と
し
て
票
擬
・
代
一
言
に

徹
す
る
「
顧
問
団
」
か
ら
、
政
務
推
進
の
主
体
と
し
て
の
「
行
政
府
」

へ
と
変
化
し
た
」
と
い
う
理
解
が
示
さ
れ
る
〔
附
〕
。

こ
の
第
三
章
で
筆
者
が
一
言
、
っ
内
閑
の
「
行
政
府
」
化
は
、
第
四
章
・

第
五
章
の
行
論
の
前
提
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
三
章
は
本
書
中

盤
の
要
と
も
い
う
べ
き
部
分
で
あ
る
。

付
章
で
は
、
第
四
・
五
章
の
随
所
で
引
用
さ
れ
る
、
北
京
大
学
図

書
館
所
蔵
の
王
崇
古
『
少
保
鑑
川
王
公
督
府
奏
議
』
(
以
下
、
『
督
府

奏
議
』
)
及
び
中
国
国
家
図
書
館
所
蔵
の
『
兵
部
奏
疏
」
に
つ
い
て
、

そ
の
概
要
・
書
誌
が
解
説
さ
れ
る
。

第
四
章
で
は
、
は
じ
め
に
隆
慶
和
議
実
現
の
契
機
と
な
る
、
ア
ル

タ
ン
の
孫
パ
ハ
ン
ナ
ギ
の
投
降
が
隆
慶
四
年
四
月
に
起
こ
っ
た
際

に
、
対
応
を
め
ぐ
り
内
閣
が
ど
の
よ
う
に
政
局
に
影
響
力
を
行
使
し

た
の
か
述
べ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
宣
大
総
督
王
崇
古
と
、
内
閣
大
挙
士

宮
同
扶
・
張
居
正
が
書
簡
を
用
い
て
意
見
を
交
わ
し
て
い
た
こ
と
に
論

究
す
る
。
ま
た
、
内
閣
に
在
っ
た
越
貞
吉
の
主
導
に
よ
っ
て
、
票
擬

の
内
容
が
書
き
改
め
ら
れ
、
パ
ハ
ン
ナ
ギ
に
対
し
て
明
朝
の
官
職
を

授
与
す
る
諭
旨
が
下
さ
れ
た
と
述
べ
る
。
こ
の
間
、
付
章
で
紹
介
し

た
史
料
も
駆
使
し
、
兵
部
が
王
阜
市
古
の
報
告
に
つ
い
て
行
な
っ
た
覆

議
が
し
り
ぞ
け
ら
れ
て
い
く
過
程
が
示
さ
れ
る
。
最
終
的
に
パ
ハ
ン

ナ
ギ
の
送
還
と
、
明
側
か
ら
逃
亡
し
モ
ン
ゴ
ル
に
身
を
投
じ
て
い
た

板
升
と
呼
ば
れ
る
人
間
た
ち
を
明
へ
引
き
渡
す
こ
と
で
、
パ
ハ
ン
ナ

ギ
事
件
は
落
着
し
た
。
こ
れ
ら
の
事
実
を
論
じ
つ
つ
、
筆
者
は
「
六

部
の
あ
た
ま
ご
し
に
内
閣
が
皇
帝
に
直
接
は
た
ら
き
か
け
て
決
定
を

あ
と
お
し
」
し
て
い
く
、
内
閣
の
立
場
が
如
実
に
現
れ
て
き
た
と
い

う
〔
制
〕
。

最
終
的
に
隆
慶
五
年
三
月
に
互
市
の
実
施
が
正
式
決
定
さ
れ
る
に

到
る
経
過
を
分
析
し
た
結
果
、
あ
ら
た
め
て
以
下
の
こ
と
が
強
調
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
策
決
定
に
到
る
「
各
段
階
で
の
意
見
集
約
・

合
意
形
成
を
重
要
視
す
る
兵
部
の
姿
勢
」
〔
郷
〕
は
、
現
地
情
勢
に

対
す
る
即
応
を
も
と
め
る
玉
崇
古
な
ど
地
方
官
の
期
待
に
沿
う
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
情
況
下
で
政
策
決
定
に
つ

い
て
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
占
め
た
の
が
内
閣
で
あ
り
、
大
事
士
と
地
方
官

の
問
で
書
簡
を
用
い
て
政
策
内
容
が
協
議
さ
れ
、
そ
こ
で
か
た
ま
っ

た
方
針
に
そ
ぐ
わ
な
い
兵
部
の
覆
談
が
退
け
ら
れ
る
と
い
う
状
況
が

出
来
し
て
い
た
と
い
う
〔
却
〕
。
な
お
、
内
閑
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

を
発
揮
で
き
た
背
景
と
し
て
、
第
三
章
で
も
言
及
さ
れ
て
い
た
穆
宗

の
政
治
姿
勢
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
言
及
さ
れ
る
〔
仰
〕
。



つ
づ
く
第
五
章
で
は
、
オ
ル
ド
ス
の
モ
ン
ゴ
ル
諸
侯
に
対
す
る
封

賞
・
互
市
を
め
ぐ
る
動
向
を
分
析
の
対
象
と
す
る
。
第
四
章
で
述
べ

ら
れ
た
よ
う
に
、
宣
大
総
督
王
崇
古
は
、
内
閣
大
事
土
高
扶
・
張
居

正
の
後
押
し
を
受
け
て
、
当
初
よ
り
オ
ル
ド
ス
を
も
含
め
た
和
議
の

実
現
に
向
け
て
動
い
て
い
た
。
し
か
し
、
王
之
詩
・
戴
才
と
い
っ
た

陳
西
方
面
の
督
撫
た
ち
は
、
一
貫
し
て
こ
れ
に
反
対
し
た
。
こ
の
主

張
に
対
し
て
内
閣
を
は
じ
め
と
す
る
中
央
の
和
議
推
進
派
が
い
か
な

る
動
き
を
見
せ
た
の
か
、
本
章
で
考
察
さ
れ
る
。
ま
ず
筆
者
は
、
内

閣
に
在
っ
た
張
四
維
が
書
簡
を
用
い
、
王
崇
古
に
対
し
て
ノ
ヤ
ン
ダ

ラ
を
中
心
と
し
た
オ
ル
ド
ス
諸
侯
を
も
和
議
に
参
加
さ
せ
る
意
向
を

示
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
王
崇
古
は
、
「
封
貢

人
議
」
を
上
呈
し
、
オ
ル
ド
ス
諸
侯
の
封
貢
と
険
西
で
の
互
市
実
施

を
視
野
に
入
れ
た
建
議
を
行
な
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
陳
西
三
辺
総

督
主
之
詩
な
ど
際
西
方
面
の
督
権
が
、
モ
ン
ゴ
ル
側
の
辺
境
侵
犯
を

禁
絶
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
除
菌
の
財
政
情
況
が
互
市
実

施
に
よ
る
支
出
に
堪
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
理
由
に
消
極
的
な
姿
勢
を

示
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

し
か
し
、
和
議
の
推
進
を
は
か
る
張
四
維
は
王
崇
古
に
書
簡
を
あ

て
て
、
ノ
ヤ
ン
ダ
ラ
の
入
貢
ル

l
ト
・
侠
西
で
の
互
市
実
施
に
つ
い

て
題
奏
を
行
な
う
よ
う
指
示
し
た
と
い
う
。
さ
ら
に
張
居
正
も
、
和

引
議
推
進
と
い
う
方
針
に
そ
っ
た
建
設
を
上
呈
す
る
よ
う
、
士
一
辺
総
督

I

書

評

戴
才
に
書
簡
を
送
り
直
接
的
な
は
た
ら
き
か
け
を
行
な
う
。
そ
し
て
、

最
終
的
に
は
中
央
の
圧
力
に
よ
っ
て
、
現
地
の
督
撫
の
意
見
は
退
け

ら
れ
、
五
年
八
月
に
陳
西
で
の
互
市
実
施
に
つ
い
て
裁
可
が
く
だ
さ

れ
た
と
い
う
。
以
上
に
考
察
し
て
き
た
隆
慶
和
議
実
現
に
到
る
政
策

決
定
過
程
を
踏
ま
え
、
本
章
最
後
で
も
、
中
央
か
ら
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
を
発
揮
し
政
策
を
推
進
す
る
「
行
政
府
」
型
内
閣
の
存
在
が
強
調

さ
れ
る
〔
御
〕
。

第
四
・
五
章
で
は
、
付
章
で
紹
介
し
た
史
料
を
大
い
に
活
用
し
た

こ
と
で
、
個
別
の
事
件
史
を
詳
細
に
描
き
出
す
こ
と
を
得
意
と
す
る

筆
者
の
本
領
が
存
分
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
特
に
和
議
を
推
進
し
た

王
崇
古
・
張
四
維
が
山
西
商
人
の
家
に
出
身
し
、
張
居
正
と
結
び
つ

き
を
強
め
て
い
た
こ
と
は
、
小
野
和
子
『
明
季
党
社
考
|
|
東
林

党
と
復
社
』
第
二
章
第
一
節
「
張
居
正
と
山
西
商
人
|
|
隆
慶
和

議
を
中
心
に

l
l
L」
(
同
朋
社
呂
志
年
以
下
、
小
野
著
作
)
で

つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
小
野
氏
が
指
摘
し
た
人
脈
に
つ
ら
な
る

人
間
た
ち
が
、
知
何
な
る
手
段
を
用
い
て
実
際
の
政
策
決
定
過
程
を

主
導
し
た
の
か
、
そ
の
実
態
を
把
握
す
る
上
で
こ
の
二
つ
の
章
は
有

益
な
示
唆
を
与
え
る
。

第
六
章
で
は
、
隆
慶
三
年
十
二
月
に
高
扶
が
政
界
復
帰
す
る
際
に

暗
躍
し
そ
の
幕
客
と
し
て
は
た
ら
い
た
、
銭
江
府
丹
陽
燃
の
布
衣
の

士
、
部
芳
な
る
人
物
の
活
動
が
紹
介
さ
れ
る
。
本
章
で
は
、
筆
者
が
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上
海
図
書
館
で
閲
覧
し
た
丹
陽
部
氏
の
族
譜
『
部
氏
宗
譜
』
に
収
め

ら
れ
る
部
芳
の
伝
記
「
養
庵
公
伝
」
が
大
い
に
活
用
さ
れ
る
。
筆
者

は
、
部
芳
が
親
交
を
結
ん
で
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
人
物
の
中
に
尚
書
・

大
事
土
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
部
芳
が
中
央
政
界
に
つ

い
て
詳
細
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
背
景
に
、
そ
の
よ
う
な
人

脈
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
布
衣
の
土
が
官
界
に
人

脈
を
広
げ
て
政
治
に
関
与
す
る
と
い
う
現
象
に
、
「
あ
る
種
の
開
放

性
を
も
っ
た
政
治
世
界
の
あ
り
ょ
う
」
を
見
出
す
〔
如
〕
。

こ
の
郁
芳
の
事
蹟
を
踏
ま
え
、
「
官
の
身
分
を
も
た
な
い
布
衣
の

身
な
が
ら
政
治
の
世
界
で
活
躍
し
、
と
き
に
政
治
を
お
お
き
く
動
か

す
力
を
発
揮
し
た
人
士
の
例
」
は
、
同
時
代
の
史
料
に
少
な
か
ら
ず

確
認
で
き
る
と
い
う
〔
抑
〕
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
、
高
扶
失
脚
を
画

策
し
た
斯
江
崇
徳
燃
の
呂
光
、
殿
嵩
失
脚
に
一
枚
か
み
張
居
正
を
失

脚
さ
せ
る
と
瞬
い
た
何
心
隠
を
例
示
す
る
。
そ
の
上
で
、
本
章
の
最

後
で
は
、
あ
ら
た
め
て
「
布
衣
の
士
」
で
あ
っ
て
も
有
力
な
ア
ク
タ
ー

と
し
て
政
治
に
関
与
で
き
た
「
あ
る
穫
の
開
放
性
を
も
っ
た
政
治
世

界
」
が
、
明
代
後
期
を
通
じ
て
存
在
し
て
い
た
と
強
調
す
る
〔
抑
〕
。

第
七
章
で
は
、
明
代
の
廷
議
に
於
け
る
意
見
集
約
の
有
り
様
に
つ

い
て
考
察
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
の
考
察
の
背
景
に
あ
る
の
は
「
国
家

の
意
思
決
定
に
際
し
て
官
僚
聞
の
合
議
・
合
意
を
重
視
す
る
認
識
は
、

皇
帝
の
み
が
最
終
決
定
の
権
を
に
ぎ
る
明
朝
の
意
思
決
定
シ
ス
テ
ム

に
あ
っ
て
、
い
か
な
る
論
理
に
よ
っ
て
き
さ
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
」
と
い
う
問
題
意
識
で
あ
る
〔
抑
〕
。

筆
者
は
、
ま
ず
景
泰
三
年
の
「
易
儲
」
(
景
泰
帝
が
英
宗
の
子
を

廃
し
自
子
を
皐
太
子
に
立
て
た
事
件
)
の
際
に
行
な
わ
れ
た
廷
議
に

論
及
す
る
。
筆
者
は
こ
の
廷
議
に
於
い
て
、
司
種
監
太
監
興
安
が
述

べ
た
「
此
事
今
不
可
己
。
不
肯
者
、
不
要
余
名
。
」
と
い
う
言
辞
を

取
り
上
げ
、
明
代
の
廷
議
に
は
「
反
対
者
に
署
名
さ
せ
ず
、
賛
成
者

の
署
名
の
み
で
も
決
議
と
し
て
な
り
た
つ
と
い
う
考
え
方
が
存
在
」

し
て
い
た
と
述
べ
る
〔
紡
〕
。

こ
の
前
提
を
導
き
出
し
た
上
で
、
筆
者
は
嘉
靖
以
降
に
行
な
わ
れ

た
廷
談
の
経
過
に
つ
い
て
具
体
例
を
取
り
上
げ
検
討
す
る
。
一
つ
は
、

隆
慶
か
ら
寓
暦
に
か
け
て
幾
度
か
廷
議
の
組
上
に
上
が
っ
た
玉
守
仁

の
文
廟
従
把
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。
ま
ず
、
高
暦
十
二
年
に
行
わ

れ
た
廷
議
の
結
果
に
つ
い
て
、
雄
部
尚
書
沈
鯉
が
行
な
っ
た
覆
疏
(
会

議
の
結
果
報
告
)
に
「
而
衆
言
余
問
、
人
品
自
定
」
と
い
う
一
節
が

あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
「
異
論
な
き
状
態
を
も
っ
て
議
論
が
ま
と
ま
っ

た
状
態
と
み
な
し
、
そ
う
し
た
状
態
に
至
る
の
を
ま
っ
て
は
じ
め
て

決
定
に
ふ
み
き
る
ベ
し
」
と
い
う
考
え
方
が
、
当
時
の
官
界
に
か
な

り
浸
透
し
て
い
た
と
い
う
見
方
が
示
さ
れ
る
〔
揃
〕
。
さ
ら
に
、
第

四
章
で
言
及
し
た
ア
ル
タ
ン
封
貢
の
際
に
行
な
わ
れ
た
廷
議
を
取
り

上
げ
、
隆
慶
五
年
三
月
に
行
な
わ
れ
た
廷
議
の
結
果
を
兵
部
尚
書
郭



乾
が
覆
疏
し
た
文
一
吉
田
に
「
未
見
曾
同
銀
巡
詞
謀
余
同
之
慮
。
」
と

あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
そ
の
上
で
、
賛
否
が
分
か
れ
る
情
況
で
、

郭
乾
は
議
論
を
一
つ
に
集
約
し
異
論
が
出
な
い
よ
う
な
覆
議
に
ま
と

め
よ
う
と
腐
心
し
て
い
た
と
見
る
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
政
策
決

定
に
於
い
て
は
「
決
定
に
際
し
て
多
数
意
見
が
か
な
ら
ず
し
も
絶
対

的
な
要
件
」
で
は
な
く
「
異
論
が
出
な
い
状
態
に
至
る
と
い
う
こ
と
」

が
相
応
の
重
み
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
理
解
が
一
万
さ
れ
る
〔
抑
〕
。

具
体
的
事
例
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
右
の
見
解
を
踏
ま
え
、
筆
者
は

さ
ら
に
「
廷
議
の
実
態
」
を
把
握
す
る
た
め
に
、
沈
鯉
・
郭
乾
の
覆

疏
に
見
え
、
『
書
経
』
「
大
爵
諜
」
を
出
典
と
す
る
「
余
同
」
の
語
に

象
徴
さ
れ
る
意
見
集
約
目
合
意
形
成
の
要
件
が
い
か
な
る
方
法
を
通

じ
て
満
た
さ
れ
て
い
た
か
検
討
す
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
〔
初
〕
。

筆
者
に
拠
れ
ば
、
『
兵
部
奏
疏
』
の
記
事
よ
り
、
隆
慶
期
に
は
廷
議

に
於
け
る
意
見
聴
取
さ
え
も
文
書
提
出
の
か
た
ち
で
行
な
わ
れ
て
い

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
と
い
う
。
加
え
て
、
高
暦
三
十
一
年
に
楚
王

府
で
起
き
た
内
証
に
端
を
発
し
た
「
楚
獄
」
目
高
暦
二
十
四
年
の
豊

臣
秀
吉
の
冊
封
問
題
を
取
り
上
げ
ら
れ
る
〔
揃
j

m
〕
。
結
果
と
し
て
、

そ
れ
ら
の
際
に
行
な
わ
れ
た
廷
議
で
は
、
廷
議
に
参
加
す
る
官
員
が

事
前
に
提
出
し
て
い
た
文
書
を
と
り
ま
と
め
て
覆
琉
が
作
製
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
が
生
じ
た
の
は
、
時
間

お
的
技
術
的
な
制
約
の
中
で
、
「
余
同
」
の
語
に
象
徴
さ
れ
る
異
論

l

書

評

が
な
い
か
た
ち
に
覆
議
を
ま
と
め
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
、

と
筆
者
は
述
べ
る
〔
羽
〕
。

以
上
の
考
察
か
ら
推
し
て
、
「
異
論
な
き
状
態
を
も
っ
て
決
定
に

ふ
み
き
る
と
い
う
意
見
集
約
・
意
志
決
定
の
あ
り
方
こ
そ
あ
る
べ
き

す
が
た
だ
と
の
認
識
」
か
ら
見
れ
ば
、
第
四
・
五
章
で
見
た
内
閣
主

導
の
政
治
運
営
は
よ
り
き
わ
だ
っ
て
み
え
た
と
い
う
。
こ
こ
で
、
筆

者
は
東
林
派
に
よ
っ
て
は
げ
し
い
内
閣
批
判
が
行
な
わ
れ
た
史
実
に

触
れ
〔
抑
〕
、
本
章
に
於
け
る
考
察
が
、
高
暦
以
降
の
政
治
史
研
究

を
も
視
野
に
い
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

初
頁
か
ら
始
ま
る
終
章
で
は
、
ま
ず
各
章
の
考
察
に
よ
っ
て
得
ら

れ
た
見
解
が
ま
と
め
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
、
四
項
目
に
わ
た
る
今
後

の
研
究
上
の
焦
点
を
述
べ
る
。
一
つ
目
に
「
皇
帝
の
政
治
姿
勢
」
と

い
う
要
素
が
政
局
の
動
向
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
留
意
す
べ
き
こ
と
が

述
べ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
意
志
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
は
「
皇
帝
独
裁

の
原
則
」
が
貫
か
れ
て
い
た
以
上
、
実
際
に
皐
帝
が
何
を
考
え
、
い

か
な
る
政
治
方
針
を
有
し
て
い
た
の
か
問
い
直
す
こ
と
で
、
政
治
史

の
展
開
に
よ
り
説
得
力
を
有
し
た
説
明
が
で
き
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、

主
に
第
一
章
か
ら
第
三
章
で
、
世
宗
穆
宗
の
政
治
ス
タ
ン
ス
が
、

内
閣
大
挙
士
の
政
治
的
地
位
を
如
何
に
規
定
し
て
い
た
の
か
考
察
し

た
結
果
得
ら
れ
た
見
解
で
あ
ろ
う
。
一
一
つ
目
は
「
内
閣
の
性
格
」
に

つ
い
て
で
あ
る
。
筆
者
は
、
高
暦
の
党
争
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
当
っ
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て
は
、
内
閣
批
判
を
展
開
し
た
党
社
派
人
士
の
「
内
閣
は
い
か
な
る

役
割
を
に
な
う
べ
き
か
と
い
う
認
識
」
を
問
う
こ
と
で
、
新
た
な
研

究
上
の
糸
口
を
見
出
せ
る
と
説
く
。
そ
の
上
で
「
張
居
正
内
閣
に
お

い
て
典
型
的
に
体
現
さ
れ
た
ご
と
き
、
内
閣
こ
そ
政
治
の
主
導
者
た

る
べ
し
と
の
認
識
は
、
ポ
ス
ト
張
居
正
期
の
停
滞
・
混
乱
し
た
政
局

を
打
開
す
る
す
べ
を
も
ち
え
な
か
っ
た
内
閣
に
対
す
る
東
林
派
の
批

判
の
な
か
に
こ
そ
、
む
し
ろ
根
づ
よ
く
息
づ
い
て
い
た
の
で
は
な
い

か
」
と
い
う
〔
似
〕
。
こ
の
よ
う
な
主
張
の
土
台
を
な
す
の
は
、
第

三
章
か
ら
第
五
章
に
か
け
て
語
ら
れ
た
、
「
行
政
府
」
と
成
っ
た
と

さ
れ
る
内
閣
の
姿
で
あ
る
。
=
一
つ
目
の
「
合
意
形
成
の
あ
り
方
」
で

は
、
第
七
章
で
得
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
き
、
「
余
同
」
と
い
う
合
意

形
成
の
あ
り
方
が
求
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
実
際
に
そ
れ
を
実
現
す
る

こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
と
指
摘
す
る
。
そ
の
よ
う
な
現
実
の
下

で
、
実
際
の
政
治
史
の
展
開
を
見
た
場
合
、
「
天
下
の
公
」
を
標
携

し
た
束
林
派
で
す
ら
、
異
論
な
き
「
余
同
」
の
状
態
を
達
成
で
き
な

け
れ
ば
「
私
」
の
一
つ
に
し
か
な
り
得
な
か
っ
た
。
結
果
的
に
、
「
天

下
の
公
」
を
実
現
す
る
に
は
、
一
定
の
強
権
が
必
要
だ
っ
た
現
実
が

存
し
て
い
た
、
と
述
べ
る
。
そ
の
延
長
線
上
に
、
筆
者
は
寓
暦
末
年

以
降
の
張
居
正
再
評
価
の
動
き
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
。
以
上
の

見
通
し
を
支
え
る
の
は
、
第
七
章
で
述
べ
ら
れ
た
、
異
論
な
き
状
態

に
到
っ
て
政
治
決
定
に
踏
み
切
る
べ
き
と
い
う
意
識
が
相
当
浸
透
し

て
い
た
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
四
つ
目
の
「
官
僚
以
外
の
ア
ク
タ
ー
」

と
い
う
項
目
で
は
、
第
六
章
の
所
論
を
踏
ま
え
、
皇
帝
士
大
夫
に

限
定
せ
ず
に
「
ア
ク
タ
ー
」
の
動
向
を
追
う
こ
と
で
、
中
国
社
会
に

於
い
て
政
治
な
る
も
の
が
伝
統
的
に
い
か
な
る
位
置
を
占
め
て
き
た

の
か
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
も
、
一
定
の
解
答
を
得
ら
れ
る
こ
と
を

示
唆
す
る
。

以
上
、
終
章
を
見
れ
ば
了
解
で
き
る
よ
う
に
、
各
章
で
示
さ
れ
た

成
果
は
、
現
在
筆
者
が
構
想
し
て
い
る
寓
暦
以
降
の
政
治
史
を
描
く

た
め
の
土
台
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
書
で
示
さ
れ
た
見
解
の
妥

当
性
は
、
筆
者
の
今
後
の
研
究
活
動
の
成
否
を
う
ら
な
う
上
で
重
要

と
な
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
終
章
で
提
示
さ
れ
た
問
題
意
識
に
即

し
な
が
ら
、
評
者
が
感
じ
た
印
象
を
提
示
し
て
い
く
。

は
じ
め
に
、
皇
帝
の
政
治
姿
勢
に
注
目
す
る
筆
者
の
視
座
を
支
え

る
第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
の
行
論
に
つ
い
て
述
べ
る
が
、
さ
し
あ

た
っ
て
第
三
章
か
ら
見
て
い
く
。
と
い
、
つ
の
は
、
第
三
章
の
行
論
か

ら
受
け
る
印
象
は
、
本
書
全
体
に
通
底
す
る
か
ら
で
あ
る
。

第
三
章
で
は
、
穆
宗
の
政
治
姿
勢
に
つ
い
て
、
大
皐
士
を
信
任
し

実
質
的
な
政
治
判
断
が
彼
ら
に
ゆ
だ
ね
て
い
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

〔
邸
〕
。
筆
致
か
ら
、
そ
れ
が
隆
慶
期
に
於
い
て
内
閣
大
皐
士
の
政
治

活
動
を
活
発
化
さ
せ
た
要
因
で
あ
っ
た
と
筆
者
が
と
ら
え
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
、
第
三
章
で
は
特
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い



が
、
同
様
の
見
解
は
引
用
文
献
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
桜
井
俊
郎
「
隆

慶
後
期
に
見
る
専
制
要
求
」
(
『
大
阪
府
立
大
学
人
文
学
論
集
」

n

N
D
宏
年
)
で
己
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
君
主
の
政
治
姿
勢

が
政
局
に
影
響
を
与
え
た
と
い
う
史
実
そ
れ
自
体
は
、
特
設
中
国
明

代
後
期
の
み
を
特
徴
付
け
る
現
象
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
筆
者

は
、
皐
帝
が
最
終
決
定
権
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
明
代
の
政
治
体
制

の
特
質
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
述
べ
て
も
い
る
〔
幻
・
仰
な
ど
〕
。

と
は
言
え
、
こ
の
よ
う
な
体
制
も
、
明
代
の
み
な
ら
ず
基
本
的
に
は

帝
政
中
国
に
共
通
し
て
い
た
こ
と
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
終
章
に
到

る
と
、
明
の
政
治
体
制
に
つ
い
て
は
皇
帝
の
「
独
裁
」
「
専
制
」
の

言
葉
を
ぬ
き
に
し
て
は
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
総
括
が
示
さ

れ
る
〔
側
〕
。
か
つ
て
、
宋
代
に
「
皇
帝
独
裁
制
」
が
現
れ
、
明
代

に
そ
の
趨
勢
が
強
ま
っ
た
と
説
い
た
の
は
内
藤
湖
南
で
あ
っ
た
。
た

だ
、
こ
の
よ
う
な
認
識
を
含
む
内
藤
の
「
宋
代
以
降
近
世
説
」
に
つ

い
て
は
、
渡
辺
信
一
郎
「
時
代
区
分
論
の
可
能
性
|
|
唐
宋
変
革

期
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
(
「
古
代
文
化
』
必
1
2
5
8
年
)
な
ど
に

見
え
る
よ
う
に
、
す
で
に
そ
の
見
直
し
が
提
唱
さ
れ
て
久
し
い
。
ま

た
、
内
藤
の
学
説
を
よ
り
精
級
化
し
た
宮
崎
市
定
が
著
し
た
概
説
書

『
中
国
史
』
で
は
、
明
代
の
政
治
制
度
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
で
、
「
独

裁
」
と
「
専
制
」
の
概
念
が
明
ら
か
に
区
別
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

お
か
つ
て
の
碩
学
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
時
代
観
が
提
示
さ
れ
て
い
る

I

書

評

以
上
、
「
独
裁
」
「
専
制
」
と
い
う
用
語
を
何
ら
の
定
義
づ
け
も
示
さ

ず
に
持
ち
出
す
の
は
、
や
や
無
造
作
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
明

代
後
期
と
い
う
特
定
の
時
代
の
政
治
史
研
究
に
於
い
て
、
敢
え
て
君

主
の
政
治
姿
勢
を
分
析
す
る
こ
と
の
有
効
性
を
前
面
に
押
し
出
す
の

で
あ
れ
ば
、
ま
ず
は
先
学
の
視
点
も
検
討
し
た
上
で
当
該
時
期
に
於

け
る
皇
帝
政
治
の
性
質
を
如
何
に
理
解
す
べ
き
な
の
か
、
よ
り
踏
み

込
ん
だ
見
解
を
示
す
作
業
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
第
三
章
で
は
、
隆
慶
期
に
内
閣
の
性
質
を
変
質

さ
せ
た
要
因
と
し
て
、
専
ら
大
挙
土
た
ち
の
政
治
姿
勢
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
皇
帝
の
政
治
姿
勢
を
重
視
す
る
見
解
と
同
様
、
「
ア
ク
タ
ー
」

の
個
人
的
姿
勢
を
重
視
す
る
の
は
筆
者
の
一
貫
し
た
ス
タ
ン
ス
で
あ

る
。
た
だ
、
皇
帝
に
し
ろ
臣
僚
に
し
ろ
、
単
に
そ
の
時
代
を
生
き
た

個
人
の
姿
勢
・
信
念
を
切
り
口
と
し
て
歴
史
を
論
じ
る
こ
と
は
、
時

代
・
地
域
を
問
わ
ず
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
切
り
口

が
こ
と
さ
ら
強
調
さ
れ
た
こ
と
で
、
皇
帝
そ
し
て
大
皐
士
の
政
治
的

行
動
が
、
序
章
で
素
描
さ
れ
た
明
代
後
半
期
と
い
う
特
殊
な
時
代
相

の
下
で
如
何
な
る
特
質
を
有
し
た
と
理
解
す
べ
き
な
の
か
、
第
三
一
章

の
み
な
ら
ず
本
書
全
体
で
見
え
に
く
く
な
っ
た
感
が
あ
る
。
結
呆
的

に
、
筆
者
の
研
究
成
果
を
以
っ
て
、
明
代
後
期
政
局
を
中
国
史
全
体

の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
理
解
す
べ
き
な
の
か
、
い
さ
さ
か
評

価
し
難
い
印
象
が
残
る
。
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あ
ら
た
め
て
第
一
・
ご
章
の
内
容
を
検
討
す
る
。
第
一
章
で
拙
か

れ
た
の
は
、
当
初
復
套
に
積
極
的
な
姿
一
勢
を
見
せ
な
が
ら
も
、
災
異

の
報
告
に
よ
っ
て
そ
の
強
硬
姿
勢
を
翻
す
世
宗
の
姿
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
確
固
と
し
た
姿
勢
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
皇
帝
の
姿
は
見
出
せ

な
い
。
実
際
に
、
第
一
章
で
描
か
れ
た
復
套
に
関
わ
る
世
宗
の
政
治

姿
勢
に
つ
い
て
は
、
本
書
に
引
用
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
留
意
す
べ

き
史
料
が
存
す
る
。
ま
ず
『
明
世
宗
寅
録
』
巻
三
四
一
嘉
靖

二
十
七
年
十
月
発
卯
僚
に
収
め
ら
れ
た
夏
言
の
附
俸
に
は
「
及
一
言
因

復
河
奈
事
失
上
意
、
嵩
遂
振
暴
言
短
一
言
「
曾
銑
関
遜
雰
、
皆
言
主
之
。
」

・
」
と
あ
る
。
ま
た
、
子
慣
行
『
穀
山
筆
塵
』
巻
四
に
「
曾
督
府

曾
公
銑
建
議
請
復
河
陸
、
夏
公
喜
事
、
従
中
主
之
。
然
上
意
頗
倒
、

不
欲
、
矯
文
宜
(
殿
嵩
)
窺
知
之
、
因
以
此
中
夏
。
」
と
見
え
る
。

こ
れ
ら
の
史
料
を
踏
ま
え
れ
ば
、
世
宗
は
復
套
が
建
議
さ
れ
た
当
初

か
ら
そ
の
成
否
に
つ
い
て
懐
疑
的
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
世
宗
が
常
に
強
硬
姿
勢
を
貫
い
て
い
た
と
見
な
す
こ
と

に
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

た
だ
、
第
二
章
に
な
る
と
、
筆
者
は
専
ら
小
鳥
毅
氏
な
ど
先
学
の

成
果
に
拠
り
つ
つ
、
世
宗
の
政
治
姿
勢
の
背
景
に
は
「
理
想
的
・
原

則
的
な
あ
る
べ
き
す
が
た
を
回
復
さ
せ
る
名
君
た
ら
ん
と
す
る
志

向
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
〔
お
て
そ
れ
が
対
モ
ン
ゴ
ル
強
硬

路
線
を
堅
持
し
て
い
た
世
宗
の
一
貫
し
た
態
度
で
あ
っ
た
か
の
よ
う

に
説
く
。
結
果
的
に
、
第
一
章
と
第
二
章
と
で
描
き
出
さ
れ
た
世
宗

像
に
懸
隔
が
生
じ
て
い
る
。
世
宗
の
人
物
像
に
迫
り
、
そ
の
政
治
姿

勢
に
つ
い
て
よ
り
深
い
理
解
を
提
示
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
異

な
る
イ
メ
ー
ジ
を
包
括
で
き
る
説
明
を
示
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。

次
に
内
閣
の
性
質
に
関
す
る
行
論
に
及
ぶ
。
要
約
に
示
し
た
よ
う

に
、
筆
者
は
隆
慶
期
を
経
て
内
閣
が
「
行
政
府
」
へ
変
じ
た
と
と
ら

え
る
。
そ
し
て
、
内
閣
が
「
行
政
府
」
と
し
て
は
た
ら
い
た
具
体
例

と
し
て
、
隆
慶
和
議
に
到
る
政
治
過
程
を
第
四
五
章
で
論
じ
る
。

何
よ
り
本
書
副
題
に
「
明
代
内
閣
政
治
の
展
開
と
変
容
」
と
あ
る
以

上
、
内
閣
に
よ
る
政
治
主
導
が
如
何
に
「
変
容
」
し
た
の
か
論
証
す

る
こ
と
が
、
本
書
の
重
要
な
論
点
と
な
る
。
ま
ず
、
筆
者
が
「
行
政

府
」
へ
と
変
じ
た
と
見
な
し
て
い
る
以
前
の
内
閣
の
性
質
に
つ
い
て

は
、
第
二
章
の
行
論
を
踏
ま
え
一
定
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ

こ
に
は
「
・
彼
ら
の
意
向
を
皇
帝
の
決
裁
に
反
映
さ
せ
う
る
存
在

と
し
て
内
閣
に
期
待
が
あ
っ
ま
っ
た
だ
ろ
う
し
、
内
閣
も
ま
た
、
般

嵩
が
あ
の
手
こ
の
手
で
世
宗
を
説
得
し
な
が
ら
馬
市
実
現
へ
と
こ
ぎ

つ
げ
た
よ
う
に
、
そ
う
し
た
期
待
を
背
に
世
宗
と
の
あ
い
だ
を
と
り

も
っ
と
い
う
形
で
政
策
決
定
に
大
き
な
影
響
力
を
お
よ
ほ
し
え
た
と

い
え
よ
う
」
〔
山
〕
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
地
と
中
央
の
意
見
の
調

整
役
と
し
て
内
閣
の
は
た
ら
き
に
期
待
が
集
ま
っ
た
と
結
論
づ
け
ら



れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
結
論
で
は
、
果
た
し
て
期
待
が
集
ま
っ
た
対

象
が
、
内
閣
と
い
う
機
構
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
特
に
世
宗
の
信

任
を
得
て
い
た
般
嵩
と
い
う
個
人
だ
っ
た
の
か
、
必
ず
し
も
明
確
で

は
な
い
。
そ
も
そ
も
筆
者
の
引
く
史
料
を
見
る
限
り
、
そ
れ
を
峻
別

す
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
二
章
の

行
論
の
結
果
か
ら
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
内
閣
の
影
響
力
が
伸
張
し
た
と

い
う
見
解
を
導
き
出
す
こ
と
に
は
よ
り
慎
重
に
な
る
べ
き
で
は
な

か
っ
た
か
。

続
く
第
三
章
で
は
、
高
扶
「
本
語
」
に
見
え
る
人
材
育
成
策
の
改

革
に
関
す
る
構
想
に
言
及
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
庶
吉
士
そ
し
て
そ

こ
か
ら
選
任
さ
れ
る
翰
林
官
に
実
務
的
な
訓
練
を
積
ま
せ
る
構
想
が

語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
取
り
上
げ
、
内
閣
が
「
部
腕
の
上
に
立
っ
て

政
務
全
般
を
統
括
・
推
進
し
て
い
く
「
行
政
府
」
と
し
て
の
機
能
を

は
た
す
べ
き
だ
と
い
う
主
張
を
具
体
化
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な

い
」
〔
瑚
〕
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
高
扶
の
構
想
を
以
っ
て
、
当
該

時
期
に
内
閣
が
「
行
政
府
」
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
の
傍
証
と

す
る
。
た
だ
、
庶
吉
士
よ
り
出
身
し
た
人
材
に
つ
い
て
、
将
来
国
政

に
参
画
す
る
立
場
に
あ
る
か
ら
、
そ
の
育
成
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る

と
い
っ
た
言
辞
は
、
隆
慶
以
前
に
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。
有
名
な
と

こ
ろ
で
は
、
弘
治
六
年
の
内
閣
大
皐
士
徐
樽
に
よ
る
庶
吉
士
教
習
制

幻
度
の
改
革
案
の
提
出
が
あ
る
。
こ
の
史
実
に
つ
い
て
は
阪
倉
篤
秀
『
明

l

書

評

王
朝
中
央
統
治
機
構
の
研
究
』
付
編
第
二
章
第
二
節
「
徐
滞
の
庶
吉

士
制
改
革
案
」
(
汲
古
書
院

NDg年
)
に
詳
し
い
。
こ
の
よ
う
な

前
史
が
あ
る
以
上
、
高
扶
の
言
説
を
以
っ
て
、
敢
え
て
内
閣
が
「
行

政
府
」
化
し
た
時
代
に
特
有
の
問
題
意
識
の
表
出
と
位
置
づ
け
る
た

め
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
人
材
育
成
制
度
に
関
す
る
言
説
を
明
代

通
じ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

次
い
で
、
第
四
・
五
章
を
見
る
と
、
「
行
政
府
」
化
し
た
と
さ
れ
る

内
閣
の
大
皐
士
が
実
際
に
行
っ
て
い
る
の
は
、
書
簡
を
用
い
た
現
地

の
官
僚
と
の
意
見
調
整
で
あ
り
、
反
対
者
に
対
す
る
お
ど
し
す
か
し

で
あ
る
。
ま
ず
評
者
が
疑
問
に
感
じ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
手
法
を

用
い
て
政
策
決
定
を
誘
導
す
る
存
在
を
「
行
政
府
」
と
呼
ぶ
こ
と
の

妥
当
性
で
あ
る
。
た
だ
、
「
行
政
府
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
筆

者
な
り
の
定
義
も
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
、
ひ
と
ま
ず
措
く
。
と
は
(
号
一
一
回
え
、

書
簡
を
介
し
て
現
地
の
官
僚
に
圧
力
を
か
け
る
、
あ
る
い
は
現
地
の

意
見
を
受
け
る
と
い
う
あ
り
方
は
、
第
一
・
ご
章
で
論
究
さ
れ
た
嘉

靖
期
に
内
閣
に
在
っ
た
人
物
も
行
な
っ
て
お
り
〔
お
・
似
て
彼
ら

と
隆
慶
期
の
大
事
土
が
用
い
た
政
治
手
法
の
聞
に
如
何
な
る
「
変
容
」

が
生
じ
て
い
た
の
か
、
い
さ
さ
か
明
確
で
は
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、

第
四
章
で
は
、
各
所
で
兵
部
の
あ
た
ま
ご
し
に
政
策
決
定
を
進
め
て

い
く
内
閣
の
姿
が
強
調
さ
れ
る
。
た
だ
、
例
え
ば
初
頁
で
提
示
さ
れ

て
い
る
張
居
正
の
書
簡
を
見
る
と
、
王
崇
古
に
対
し
て
、
関
係
地
方



。。日
官
の
意
見
を
と
り
ま
と
め
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

史
料
を
見
る
限
り
、
関
係
官
僚
の
意
見
の
一
致
を
期
す
る
兵
部
の
姿

勢
を
内
閣
と
い
え
ど
も
全
く
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
陵
慶
和
議
の
推
進
に
於
い
て
も
、
内

閣
は
依
然
と
し
て
地
方
と
中
央
の
調
停
役
と
し
て
は
た
ら
い
て
い
た

側
面
を
等
閑
に
付
す
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、

最
終
的
な
政
策
決
定
に
つ
な
が
る
段
階
で
大
挙
土
が
行
な
っ
た
の

は
、
百
計
擬
権
の
行
使
で
あ
り
〔
似
て
日
講
の
場
で
の
皇
帝
へ
の
は

た
ら
き
か
け
で
あ
っ
た
〔
郷
〕
。
票
擬
日
諮
と
も
に
、
正
統
年
間

ま
で
に
は
内
閣
の
職
責
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
見
て

も
、
そ
れ
以
前
の
内
閣
が
行
い
得
た
こ
と
と
、
筆
者
が
「
行
政
府
」

と
成
っ
た
と
断
じ
る
内
閣
が
為
し
て
い
た
こ
と
の
問
で
は
、
何
が
変

わ
っ
た
の
か
、
や
は
り
明
確
な
説
明
を
欠
い
て
い
る
印
象
が
の
こ
る
。

以
上
、
第
二
章
か
ら
第
五
章
で
は
隆
慶
以
降
に
内
閣
の
性
質
が
変

化
し
た
と
い
う
大
前
提
に
行
論
が
す
り
よ
っ
て
い
る
感
が
い
な
め
な

、。し
続
い
て
、
筆
者
が
当
時
の
政
策
決
定
の
底
流
に
あ
っ
た
と
見
な
し

て
い
る
、
意
見
集
約
・
合
意
形
成
の
あ
り
方
に
つ
い
て
で
あ
る
。
要

約
で
示
し
た
よ
う
に
、
筆
者
は
第
七
章
で
い
く
つ
か
の
廷
議
の
実
例

を
引
く
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
見
え
る
「
余
同
」
と
い
う
言
葉
に
注
目

し
て
、
異
論
の
な
い
状
況
を
目
指
し
決
定
に
踏
み
切
る
と
い
う
認
識

が
当
時
浸
透
し
て
い
た
、
と
述
べ
る
。
た
だ
、
筆
者
が
提
示
す
る
主

守
仁
従
杷
問
題
と
ア
ル
タ
ン
封
貢
問
題
に
関
す
る
史
料
で
は
〔
組
-

m〕
、
「
余
同
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
た
文
脈
が
異
な
っ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
王
守
仁
従
杷
は
あ
く
ま
で
も
国
家
の
儀
礼
に
関
わ

る
問
題
で
あ
り
、
ア
ル
タ
ン
封
貢
の
よ
う
に
可
及
的
速
や
か
に
結
論

を
提
示
す
べ
き
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
・
・
而
衆

言
余
問
、
人
品
自
定
」
と
い
う
理
屈
で
、
結
論
が
先
送
り
さ
れ
た
に

過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
一
方
、
ア
ル
タ
ン
封
貢
に
関
わ
る
史
料

に
つ
い
て
は
、
初
頁
に
兵
部
尚
書
郭
乾
の
覆
奏
を
引
用
し
て
い
る
。

そ
こ
に
は
、
「
余
同
」
の
語
が
見
え
る
一
節
し
か
引
か
れ
て
い
な
い
が
、

加
頁
に
は
引
用
史
料
の
前
部
も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
拠
れ
ば
、

兵
部
が
奉
じ
た
要
旨
に
、
そ
も
そ
も
「
着
綿
督
・
鋲
巡
官
詳
談
、

停
骨
菌
兵
奏
。
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
郭
乾
が
言
う
「
未
見
曾
同
銀
・
巡

詞
謀
余
同
之
慮
。
」
と
い
う
文
言
は
、
聖
旨
の
文
言
を
受
け
て
調
査

し
た
結
果
を
報
告
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
同
じ
言
葉
が
用
い
ら
れ

て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
個
別
具
体
的
な
文
脈
を
顧
慮
せ
ず
、
当
時

の
政
界
に
通
底
し
て
い
た
理
念
を
窺
う
議
論
へ
と
-
挙
に
展
開
さ
せ

る
こ
と
は
行
論
と
し
て
や
や
危
う
い
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
筆
者
は
「
余
同
」
の
解
釈
か
ら
導
き
出
し
た
「
た
だ
ひ
と

つ
の
選
択
肢
し
か
存
在
し
な
い
状
態
に
至
ら
し
め
る
こ
と
で
、
.

そ
れ
に
よ
っ
て
決
定
の
妥
当
さ
を
確
保
」
し
て
い
た
〔
抑
〕
と
い
う



見
方
を
補
強
す
る
た
め
に
、
景
泰
年
間
の
易
儲
に
論
及
す
る
。
た
だ
、

易
儲
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
史
料
が
存
す
る
。
す
な
わ
ち
李
賢
「
雑

録
」
(
「
古
穣
集
』
巻
三
十
)
に
「
景
泰
欲
易
太
子
、
恐
文
武
大
臣
不

従
、
先
峻
其
左
右
、
於
閣
下
諸
問
晶
子
士
各
賜
金
五
十
雨
、
銀
倍
之
。
陳

循
謹
惟
知
感
恵
、
遂
以
太
子
潟
可
易
。
」
と
あ
り
、
こ
の
後
に
実
施

さ
れ
た
廷
議
の
顛
末
が
語
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
事
前
に
内
閣
に

在
っ
た
陳
循
ら
に
対
し
て
金
銀
が
下
賜
さ
れ
、
景
泰
帝
の
子
を
皇
太

子
に
か
え
る
よ
う
根
回
し
が
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
実
際
に
「
明
英

宗
賞
録
』
巻
二
一
五
、
廷
識
に
先
立
つ
景
泰
三
年
四
月
甲
子
の
僚
に

は
、
内
閣
に
在
っ
た
隙
循
・
高
穀
に
白
金
一
百
両
を
、
江
淵
王
一

寧
・
新
鋭
・
商
絡
に
は
白
金
五
十
両
を
賜
っ
た
、
と
い
う
記
事
が
存

す
る
。
さ
ら
に
易
儲
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
史
料
も
存
す
る
。
賀

稔
胃
袋
椀
歳
紗
』
巻
五
「
易
儲
詔
」
の
「
時
上
皇
長
子
在
東
宮
、
(
黄
)

球
遺
人
赴
京
、
先
賂
用
事
者
、
乃
奏
請
易
儲
、
命
稽
部
曾
多
官
談
。

内
閣
陳
循
等
将
覆
奏
、
署
名
、
少
博
王
文
端
公
直
有
難
色
、
循
持
筆

作
半
始
、
直
不
得
己
亦
署
。
」
と
い
う
一
節
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

情
況
を
経
て
、
筆
者
自
身
が
制
頁
に
引
く
『
貫
録
』
に
見
え
る
よ
う

に
「
於
是
、
無
一
人
敢
違
者
、
其
議
遂
定
。
」
と
い
う
結
果
に
到
っ

た
の
だ
ろ
う
。
筆
者
も
認
め
て
い
る
が
〔
似
て
こ
こ
に
示
し
た
史

料
か
ら
窺
が
え
る
よ
う
に
、
易
儲
で
は
皐
帝
の
意
向
が
は
じ
め
か
ら

刊
日
明
白
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
『
盤
根
歳
紗
』
の
記
事
よ
り
、
「
反
対
者

1
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に
署
名
さ
せ
な
い
と
い
う
措
置
は
、
あ
く
ま
で
も
は
じ
め
か
ら
反
対

意
見
が
存
在
し
な
い
と
い
う
形
式
を
と
と
の
え
る
た
め
の
も
の
で

あ
っ
て
、
表
明
さ
れ
た
反
対
の
建
議
を
し
り
ぞ
け
る
と
い
う
も
の
で

は
な
か
っ
た
」
〔
釦
〕
と
い
う
筆
者
の
見
解
と
組
断
を
来
た
す
史
実

が
あ
っ
た
可
能
性
が
窺
え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
易
儲
の
廷
議

の
経
過
か
ら
、
明
代
の
一
般
的
な
意
見
集
約
の
あ
り
方
に
通
じ
る
意

識
を
窺
が
う
の
は
難
し
い
だ
ろ
う
。

な
お
、
終
章
を
見
れ
ば
了
解
で
き
る
よ
う
に
、
こ
の
合
意
形
成
の

あ
り
方
に
つ
い
て
筆
者
が
導
き
出
し
た
見
解
は
、
そ
の
ま
ま
筆
者
の

明
末
政
治
史
観
に
連
結
す
る
。
一
読
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
こ
で

は
小
野
著
作
第
三
章
「
東
林
党
の
形
成
過
程
」
で
提
起
さ
れ
た
見
解

を
強
く
意
識
し
た
行
論
が
為
さ
れ
る
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
東
林
派
が

「
天
下
の
公
」
を
体
現
し
て
い
る
と
主
張
す
る
た
め
に
は
、
異
↓
論
な

き
「
余
同
」
の
状
態
を
達
成
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
主
旨
の
見

解
を
示
す
〔
似
〕
。
た
だ
、
「
余
同
」
と
い
う
言
葉
は
、
筆
者
が
引
く

膨
大
な
史
料
の
中
で
も
沈
鯉
・
郭
乾
の
覆
疏
に
し
か
見
え
な
い
。
そ

の
た
め
、
東
林
派
が
行
な
っ
た
主
張
の
理
解
に
ま
で
援
用
で
き
る
ほ

ど
、
明
代
後
期
に
於
い
て
重
視
さ
れ
た
理
念
だ
っ
た
の
か
い
さ
さ
か

疑
問
が
残
る
。
加
え
て
似
頁
で
は
、
東
林
派
の
主
張
を
説
明
す
る
文

脈
の
中
で
、
第
三
章
で
言
及
し
た
徐
階
の
重
視
す
る
「
公
」
に
言
及

す
る
。
た
だ
、
筆
者
の
引
く
史
料
を
見
る
限
り
、
徐
階
の
言
う
「
公
」

書
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と
は
、
「
お
お
く
の
意
見
・
主
張
を
反
映
さ
せ
つ
つ
政
治
を
す
す
め

て
い
く
」
〔
別
〕
と
い
っ
た
程
度
の
意
味
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

か
つ
て
小
野
氏
に
よ
っ
て
君
主
の
「
私
」
と
対
置
す
る
概
念
と
し
て

説
明
さ
れ
た
「
天
下
の
公
」
と
、
徐
階
の
「
公
」
を
同
列
に
論
じ
て

し
ま
う
の
は
強
引
で
あ
ろ
う
。

以
上
は
行
論
に
関
わ
る
印
象
で
あ
る
。
他
に
頑
末
な
こ
と
だ
が
筆

者
の
史
料
解
釈
・
制
度
理
解
に
疑
問
を
抱
い
た
箇
所
を
指
摘
し
て
お

く
。
第
二
章
四
頁
で
は
、
注
況
に
引
く
『
寅
録
』
嘉
靖
二
十
年
七
月

丁
酉
僚
に
依
拠
し
「
史
道
は
、
・
・
ア
ル
タ
ン
封
貢
の
許
可
を
奏
請
」

し
て
い
た
と
説
く
。
原
史
料
を
見
る
に
、
封
貢
を
提
起
し
た
一
言
辞
は

巡
按
御
史
語
撃
の
も
の
で
は
な
い
か
。
第
七
章
で
は
、
明
代
は
じ
め

に
は
皇
帝
の
御
前
で
「
面
議
」
が
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
や
が
て
英

宗
の
時
代
に
廷
議
と
い
う
形
式
へ
と
変
じ
た
、
と
述
べ
ら
れ
る

〔
制
・
羽
〕
。
し
か
し
、
明
代
に
「
面
識
」
と
言
え
ば
、
早
朝
の
朝
儀

の
後
、
「
午
朝
」
「
晩
朝
」
な
ど
の
場
で
一
部
の
臣
下
が
皐
帝
と
接
見

し
政
策
審
議
を
行
う
こ
と
を
指
し
、
{
日
貝
が
集
ま
っ
て
会
議
を
行
な

う
廷
議
と
は
全
く
別
個
の
制
度
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
廷
議
が
行

な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
前
提
と
し
て
論
及
さ
れ
る
べ
き
制
度
で
は
な

い
。
面
議
に
つ
い
て
は
、
筆
者
も
当
該
箇
所
で
引
用
す
る
概
井
俊
郎

「
明
代
題
奏
本
制
度
の
成
立
と
そ
の
饗
容
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
日
1
2

巴
お
年
)
を
よ
く
読
め
ば
了
解
で
き
る
。
ま
た
、
第
三
一
章
注
紛
で

は
高
挟
「
本
証
巴
が
注
記
さ
れ
「
翰
林
之
官
、
皆
出
諸
首
甲
典
。
夫

庶
士
ロ
士
之
選
留
者
、
」
と
あ
る
が
〔
問
〕
、
こ
れ
は
「
翰
林
の
官
は
、

こ

れ

か

皆
諸
を
首
甲
と
夫
の
庶
吉
士
の
選
留
せ
ら
る
る
者
よ
り
出
だ
す
」
と

読
む
べ
き
で
あ
る
。
翰
林
院
の
官
僚
が
、
第
一
甲
進
士
と
庶
士
ロ
土
か

ら
選
抜
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
基
礎
的
な
知
識
で
あ
る
。

最
後
に
、
史
料
の
引
用
注
記
に
つ
い
て
気
に
な
っ
た
こ
と
を
述

べ
る
。
第
四
章

m頁
に
は
、
王
崇
古
そ
し
て
張
居
正
・
高
扶
が
、
ア

ル
タ
ン
の
進
軍
を
牽
制
す
る
た
め
に
も
パ
ハ
ン
ナ
ギ
へ
の
漢
官
授
与

が
必
須
と
見
な
し
て
い
た
、
と
い
う
主
旨
の
文
章
が
あ
る
。
し
か
し
、

加
頁
に
引
か
れ
る
張
居
正
の
書
簡
や
測
頁
注
5
に
示
さ
れ
た
張
居

正
・
高
扶
の
書
簡
か
ら
は
、
そ
こ
ま
で
は
読
み
取
れ
な
い
。
た
だ
、

注
5
に
引
か
れ
た
史
料
の
全
文
を
確
認
す
る
と
確
か
に
筆
者
が
言
う

よ
う
な
内
容
を
窺
が
え
る
。
紙
幅
の
都
合
で
全
て
は
指
摘
で
き
な
い

が
、
同
様
の
筒
所
は
こ
こ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
史
料
を
読
者
に

提
示
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
行
論
の
根
拠
と
な
る
部
分
を
よ
く
把
握
し

た
上
で
引
用
・
注
記
し
て
ほ
し
か
っ
た
。

以
上
で
書
評
の
筆
を
措
く
。
評
者
は
筆
者
の
後
進
で
あ
り
、
借
越

に
わ
た
る
箇
所
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
御
寛
恕
を
い
た
だ
け
る

よ
う
請
い
た
い
。




