
は
じ
め
に

に
っ
ち
ゅ
う

日

中
ぶ

ん

か

文
化

し
ん
こ
う

振
興

じ
ぎ
ょ
う
だ
ん

事
業
団
の
代
表
理
事
の

こ胡
き
ん金
て
い定

先
生
（
甲
南
大
学
教
授
）
か
ら
お
声
か
け
を
い
た
だ
き
、

四
年
間
に
わ
た
り
、
梅
田
第
二
ビ
ル

し
ょ
う
が
い

生

涯
き
ょ
う
い
く

教

育
セ
ン
タ
ー
で
「

さ
ん
ご
く
し

三
国
志
講
座
」
を
お
こ
な
っ
て
ま
い
り
ま

し
た
。
途
中
、
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
時
に
休
講
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
三
年
間
に
わ
た
る
正
史
『
三
国

志
』
の
講
座
を
無
事
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
後
は
、
引
き
続
き
『

さ
ん
ご
く
し
え
ん
ぎ

三
国
志
演
義
』
を
と

い
う
こ
と
で
、
現
在
ま
で
「
三
国
志
演
義
名
場
面
」
と
題
し
て
講
座
を
続
け
て
き
ま
し
た
。

三
国
志
関
連
の
書
物
は
、
ネ
ッ
ト
で
『
三
国
志
』
と
検
索
し
た
だ
け
で
も
膨
大
な
数
に
の
ぼ
り
ま
す
。
『
三

国
志
』
は
一
つ
で
は
な
く
、
書
く
人
の
数
だ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
託
し
た
『
三
国
志
』
が
あ
る
、
と
い

っ
た
状
況
を
呈
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
表
現
の
形
を
変
え
な
が
ら
、
語
り
書
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
で

し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
時
代
や
社
会
を
超
え
て
、
読
む
人
の
心
に
と
ど
ま
る
永
遠
な
る
も
の
が
、
『
三
国
志
』

に
は
あ
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

私
が
『
三
国
志
演
義
』
を
初
め
て
手
に
し
た
は
高
校
生
の
時
で
、
そ
れ
は
平
凡
社
か
ら
で
て
い
た

「
か
ん完
や
く訳
よ
ん四
だ
い大
き

し

ょ

奇
書
」
シ
リ
ー
ズ
の
『
三
国
志
演
義
』
（

た

つ

ま

立
間

し
ょ
う

祥
す
け介

氏
訳
）
で
し
た
。
文
体
は

ぶ
ん文
ご
ち
ょ
う

語
調
で
初

め
は
少
し
と
っ
つ
き
に
く
い
の
で
す
が
、
読
み
進
め
る
と
そ
の
言
い
回
し
の
独
特
の
リ
ズ
ム
に
魅
せ
ら
れ
、



時
を
経
つ
の
も
忘
れ
て
読
み
ふ
け
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
中
国
の
歴
史
を
学
ぶ
き
っ
か
け
と
な
っ
た
、
若
き

日
の
思
い
出
に
残
る
貴
重
な
一
書
に
な
っ
て
い
ま
す
。

い
ま
私
の
手
元
に
あ
る
『
三
国
志
演
義
』
の
翻
訳
本
は
、
こ
の
立
間
祥
介
氏
訳
（
平
凡
社
）
と

い

な

み

井
波

り

つ

こ

律
子

氏
訳
（
講
談
社
学
術
文
庫
）
、

お

が

わ

小
川

た
ま環
き樹

・
た

け

べ

武
部

と

し

お

利
男
氏
編
訳
（
岩
波
少
年
文
庫
）
の
三
冊
で
す
。

全
訳
本
は
か
な
り
分
量
が
多
く
、
読
み
通
す
に
は
少
々
時
間
を
要
し
ま
す
。
ま
た
、
抄
訳
本
も
そ
れ
は
そ

れ
で
面
白
く
読
め
ま
す
が
、
『
三
国
志
演
義
』
の
魅
力
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
登
場
人
物
が
名
場
面
で
発
す

る
言
葉
の

み
ょ
う
み

妙
味
に
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
細
部
が
簡
略
化
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
ど
こ
か
物
足
り

な
く
感
じ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
講
座
で
は
、
『
三
国
志
演
義
』
の
代
表
的
な
名
場
面
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
で
は
登
場
人
物
の
や

り
と
り
を
本
文
の
訳
で
紹
介
し
、
そ
し
て
そ
の
間
は
、
解
説
や
あ
ら
す
じ
で
つ
な
い
で
い
く
よ
う
に
し
ま
し

た
。
時
間
が
か
か
り
過
ぎ
な
い
よ
う
配
慮
し
、
そ
れ
で
い
て
『
三
国
志
演
義
』
全
体
を

も

う

ら

網
羅
で
き
る
よ
う
心

が
け
た
つ
も
り
で
す
。

私
も
、
あ
ま
た
あ
る
『
三
国
志
』
と
い
う
大
河
の

い
っ
て
き

一
滴
に
加
わ
り
、
そ
の
魅
力
と
面
白
さ
を
自
分
な
り
に

お
伝
え
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。



一
『
三
国
志
演
義
』
の
成
立

歴
史
書
で
あ
る

ち
ん
じ
ゅ

陳
寿
の
『
三
国
志
』
（
正
史
）
は
、
３
世
紀
末
、

せ
い
し
ん

西
晋
の
時
代
に
で
き
あ
が
り
ま
す
。
そ

し
て
、
一
四
世
紀
中
ご
ろ
の

み
ん明

の
時
代
に
、

ら羅
か
ん貫
ち
ゅ
う

中

（
せ
い
ぼ
つ
ね
ん

生
没
年
な
ど
詳
細
は

ふ
し
ょ
う

不
詳
）
が
長
編
小
説
『
三
国

志
演
義
』
を
書
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
は
じ
め
は
手
書
き
に
よ
っ
て
つ
た
え
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
後
、

も
く
は
ん

木
版
印
刷
で
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
、
私
た
ち
が
手
に
し
て
い
る
『
三
国
志
演
義
』
（

も
う毛
そ
う宗
こ
う崗
ぼ
ん本

）

は
、
十
七
世
紀
後
半
の

し
ん清

の
時
代
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
す
。

『
三
国
志
』
の
成
立
か
ら
『
三
国
志
演
義
』
が
書
か
れ
る
ま
で
の
間
、
い
わ
ゆ
る
「
三
国
志
も
の
」
の
人

気
は
た
い
へ
ん
な
も
の
で
、
民
衆
の
間
に
広
く
支
持
を
う
け
て
い
ま
し
た
。

唐
の
時
代
の
有
名
な
詩
人
の
子
ど
も
が
、
来
客
が
帰
っ
た
あ
と
、
さ
っ
き
の
お
じ
さ
ん
の
ひ
げ
づ
ら
は
張

飛
の
よ
う
だ
っ
た
、
ま
た

と
う
が
い

鄧
艾
み
た
い
に
ど
も
っ
て
い
た
よ
、
と
言
っ
て
笑
っ
た
（

り李
し
ょ
う

商
い
ん隠

「
き
ょ
う

驕
じ児
し詩

」
）

と
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
北
宋
の

そ
し
ょ
く

蘇
軾
は
そ
の
エ
ッ
セ
イ
で
、
子
ど
も
た
ち
が
や
か
ま
し
く
て
家
で
持
て
あ
ま
す
と
、
小
遣

い
を
渡
し
て
『
三
国
志
』
が
た
り
を
聴
き
に
い
か
せ
る
。
彼
ら
は
劉
備
が
負
け
る
場
面
で
は
泣
き
出
す
者
も

い
て
、
ま
た
反
対
に

そ
う
そ
う

曹
操
が
敗
れ
る
と
こ
ろ
で
は

か
っ
さ
い

喝
采
す
る
、
と

し
る記

し
て
い
ま
す
。

水
滸
伝
で
は
、

こ
く黒
せ
ん
ぷ
う

旋
風
の

り李
き逵

が
宋
の
都

か
い
ほ
う

開
封
の
盛
り
場
の

よ

せ

寄
席
に
入
り
、
関
羽
が
左
の

ひ
じ肘

に
当
た
っ
た



矢
の
毒
を
名
医

か

だ

華
佗
が
骨
を
削
っ
て
取
り
除
く
場
面
で
、

あ
ら
り
ょ
う
じ

荒
療
治
に
も
か
か
わ
ら
ず
関
羽
は
客
と

ご碁
を
打
ち

な
が
ら
平
然
と
し
て
い
る
姿
に
、
李
逵
は
お
も
わ
ず
大
声
で
「
こ
れ
ぞ

か
い
だ
ん
じ

快
男
児
」
と
大
騒
ぎ
し
ま
す
（
第
百

十
回
）
。

こ
の
よ
う
に
、
「
三
国
志
も
の
」
は
民
衆
の
間
に
根
を
下
ろ
し
、
民
衆
の
人
気
に
支
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
し
て
そ
の
役
回
り
は
、
劉
備
は
善
人
で
い
わ
ゆ
る
ベ
ビ
ー
フ
ェ
イ
ス
、
一
方
、
曹
操
は
悪
人
で
ヒ
ー
ル
役

と
い
う
形
で
定
着
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
明
代
に
な
っ
て
書
か
れ
た
長
編
小
説
『
三
国
志
演
義
』
は
、

こ
の
よ
う
な

も
ん紋
き切

り
が
た型

の
役
回
り
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
曹
操
の

さ
っ
そ
う

颯
爽
と
し
た
英
雄
ぶ
り
も

ず
い
し
ょ

随
所

に
書
き
入
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
人
物
像
に

い
ん
え
い

陰
影
あ
る

ち
ょ
う
た
く

彫

琢
が
ほ
ど
こ
さ
れ
、
単
な
る

か
ん
ぜ
ん
ち
ょ
う
あ
く

勧
善
懲
悪
も
の

に
と
ど
ま
ら
な
い
『
三
国
志
演
義
』
が
誕
生
し
た
の
で
す
。
そ
こ
も
『
三
国
志
演
義
』
の
魅
力
の
一
つ
に
な

っ
て
い
ま
す
。

２

日
本
で
の
『
三
国
志
』

私
た
ち
世
代
の
日
本
人
の
多
く
が
ま
ず
目
に
し
た
の
は
、

よ
し
か
わ

吉
川

え

い

じ

英
治
の
『
三
国
志
』
で
し
た
。

そ
の
冒
頭
は
、
一
年

ゆ
う有
よ余

働
い
て
貯
め
た
お
金
で
、
母
親
の
た
め
に
茶
を
買
い
求
め
る
親
孝
行
な
劉
備
が

登
場
し
ま
す
。



書
き
出
し
は
、
以
下
の
通
り
で
す
。

「
一
人
の
旅
人
が
あ
っ
た
。

腰
に
、
一
剣
を
佩
（
は
）
い
て
い
る
ほ
か
、
身
な
り
は
い
た
っ
て
見
す
ぼ
ら
し
い
が
、
眉
（
ま
ゆ
）
は
秀

（
ひ
）
い
で
、
唇
（
く
ち
）
は
紅
（
あ
か
）
く
、
と
り
わ
け
聡
明
（
そ
う
め
い
）
そ
う
な
眸
（
ひ
と
み
）
や
、

豊
（
ゆ
た
か
）
な
頬
（
ほ
お
）
を
し
て
い
て
、
つ
ね
に
ど
こ
か
に
微
笑
を
ふ
く
み
、
総
じ
て
賤
（
い
や
し
）

げ
な
容
子
（
よ
う
す
）
が
な
か
っ
た
。
年
の
頃
は
二
十
四
、
五
。

草
む
ら
の
中
に
、
ぽ
つ
ね
ん
と
坐
っ
て
、
膝
を
か
か
え
こ
ん
で
い
た
。

悠
久
ゆ
う
き
ゅ
う
と
水
は
行
く
―

―
微
風
は
爽
さ
わ
や
か
に
鬢
（
び
ん
）
を
な
で
る
。
」

そ
の
後
、
黄
巾
軍
に
追
わ
れ
た
劉
備
の
危
難
を
張
飛
が
救
い
、
張
飛
が

け
い兄
じ事

し
た
関
羽
を
劉
備
に
紹
介
し
、

三
人
が
義
兄
弟
の

ち
ぎ契

り
を
結
ぶ
と
い
う
設
定
で
す
。

こ
れ
が
、
私
た
ち
世
代
の
多
く
が
、
ま
ず
目
に
し
た
劉
備
像
で
し
た
。
そ
れ
は
そ
の
後
の
作
品
に
も
受
け

継
が
れ
て
い
き
ま
す
。

よ
こ
や
ま

横
山

み
つ
て
る

光
輝
氏
の
漫
画
『
三
国
志
』
も
、
冒
頭
は
こ
の
場
面
か
ら
は
じ
ま
り
ま
す
。

一
九
八
二
年
～
一
九
八
四
年
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
放
送
さ
れ
た
人
形
劇
『
三
国
志
』
は
、
冒
頭
は
原
作
の
『
三
国



志
演
義
』
に
近
い
で
す
が
、
劉
備
の
危
難
を
救
う
関
羽
、
劉
備
と
太
平
道
の
張
角
と
の
対
話
、
劉
備
と
曹
操

の
出
会
い
な
ど
、
『
三
国
志
演
義
』
を
ベ
ー
ス
に
し
な
が
ら
も
、
い
ろ
い
ろ
新
し
い
設
定
が
さ
れ
て
い
ま
す
。

『
三
国
志
演
義
』
全
編
を
映
像
化
し
た
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
は
二
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
一
九
九
四
年
完
成
の

『
三
国
志
演
義
』
。
こ
れ
は
『
三
国
志
演
義
』
を
初
め
て
完
全
映
像
化
し
た
も
の
で
す
。
ほ
ぼ
原
作
通
り
に

描
か
か
れ
て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
は
二
〇
一
〇
年
完
成
の
『
三
国
志

T
h
re

e
K
i
ng

d
om

s

』
。
こ
ち
ら
は
、
現
代
的
な
解
釈
を
盛

り
込
ん
で
、
原
作
を
ベ
ー
ス
に
し
な
が
ら
も

ず
い
し
ょ

随
所
に
か
な
り
の
改
変
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
表
現

す
る
形
を
さ
ま
ざ
ま
に
変
え
な
が
ら
、
現
代
に
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
も
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
で
見
る
こ
と
が
で
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
視
聴
く
だ
さ
い
。

３

三
国
時
代
ま
で
の
王
朝
の
移
り
変
わ
り

中
国
の
王
朝
は
約
四
千
年
前
の

か夏
王
朝
に
は
じ
ま
り

い
ん殷

・し
ゅ
う

周

と
つ
づ
き
、
周
は
前
半
が

せ
い
し
ゅ
う

西

周
と

と
う東
し
ゅ
う

周

に

わ
か
れ
、
後
半
の
東
周
は
そ
れ
ぞ
れ

し
ゅ
ん
じ
ゅ
う

春
秋

時
代
と

せ
ん
ご
く

戦
国
時
代
に
わ
か
れ
ま
す
。

夏
・
殷
・
周
は

こ
う
が

黄
河
流
域
を
中
心
に
発
展
し
ま
す
が
、
春
秋
時
代
に
は
そ
の
舞
台
は

ち
ょ
う
こ
う

長
江

流
域
に
広
が

り
、
「
春
秋
の

ご五
は覇

」
に
は
江
南
の

ご呉
王

ふ

さ

夫
差
と

え
つ越

王
こ
う
せ
ん

句
践
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。



戦
国
時
代
に
は
小
国
は
大
国
の
支
配
下
に
は
い
り
、
い
わ
ゆ
る
「
戦
国
の

し
ち七
ゆ
う雄

」
の
強
国
が

か
っ
き
ょ

割
拠
す
る
時

代
に
は
い
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
分
裂
の
時
代
を
は
じ
め
て
統
一
し
、
そ
の
領
域
を
大
き
く
拡
大
し
た
の

が
し
ん秦

の
し
こ
う
て
い

始
皇
帝
で
す
。
紀
元
前
二
二
一
年
の
こ
と
で
す
。

秦
は

ほ
う
か

法
家
の
学
説
を
採
用
し
、
全
国
を
三
十
六
の

ぐ
ん郡

に
分
け
、
中
央
か
ら

か
ん
り

官
吏
を
派
遣
し
て
直
接
統
治
を

お
こ
な
い
（

ぐ
ん
け
ん
せ
い

郡
県
制
）
、
厳
格
な
法
を
適
用
し
て
統
治
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
始
皇
帝
は
、

ば
ん
り

万
里
の

ち
ょ
う
じ
ょ
う

長
城

や
あ阿
ぼ
う房
き
ゅ
う

宮

の
大
土
木
工
事
、
ま
た

へ
い
ば
よ
う

兵
馬
俑
の
発
見
な
ど
で
有
名
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
秦
よ
る
統
一
も
わ

ず
か
十
五
年
で
崩
壊
し
ま
す
。

秦
末
の
混
乱
の
中
か
ら
勝
ち
残
っ
て
き
た
の
が
、

か
ん漢

の
り
ゅ
う
ほ
う

劉
邦

と
そ楚

の
こ
う
う

項
羽
で
す
。
は
じ
め
は
項
羽
が
優

勢
で
し
た
が
、
西
に
追
い
や
ら
れ
た
劉
邦
が
反
撃
に
で
て
、
し
だ
い
に
項
羽
を
圧
迫
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し

て
最
後
は
「

が

い

か

垓
下
の
戦
い
」
で
項
羽
を
破
り
、
再
び
中
国
を
統
一
し
ま
す
。

漢
の
劉
邦
は
、
秦
の

か
こ
く

苛
酷
な

ほ
う
ち

法
治
の
失
敗
を
み
て

ゆ
る緩

や
か
な
統
治
を
こ
こ
ろ
が
け
ま
す
。
「

ほ
う法
さ
ん三
し
ょ
う

章

」

の
こ
じ

故
事
が
有
名
で
す
が
、
も
ち
ろ
ん
三
つ
の
法
だ
け
で
統
治
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
あ
く
ま
で
の
そ
の
よ
う

な
考
え
に
も
と
づ
い
て
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
の
無
理
を
し
な
い
と
い
う
や
り
か
た
は
功
を
奏
し
、
漢
王
朝

は
二
百
年
間
も
つ
づ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
（

ぜ
ん
か
ん

前
漢
）
。
そ
し
て
、
七
代
目
の

ぶ
て
い

武
帝
の
時
に
は
モ
ン
ゴ
ル
高
原

の
き
ょ
う
ど

匈
奴
を
圧
倒
し
、

ち
ょ
う
け
ん

張

騫
を
中
央
ア
ジ
ア
（

さ
い
い
き

西
域
）
に
派
遣
し
て
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
ひ
ら
く
な
ど
、
漢
の



全
盛
期
を
迎
え
ま
す
。

し
か
し
そ
の
後
し
だ
い
に
衰
え
、か

ん
が
ん

宦
官
や

が
い
せ
き

外
戚
の
抗
争
が
は
じ
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
、
最
後
は
外
戚
の

お
う
も
う

王
莽

が
帝
位
を
奪
い
、

し
ん新

と
い
う
王
朝
を
つ
く
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
新
は
は
じ
め
か
ら
政
治
が
混
乱
し
て
、

各
地
に
反
乱
が
ひ
ろ
が
り
ま
し
た
。
そ
の
中
か
ら
勝
ち
上
が
っ
て
き
た
の
が
、
漢
の
流
れ
を
く
む

な
ん
よ
う

南
陽
の
豪

族
出
身
の

り
ゅ
う
し
ゅ
う

劉

秀
（

こ
う
ぶ
て
い

光
武
帝
）
で
し
た
。
そ
し
て
劉
秀
が
漢
王
朝
を
ふ
た
た
び
つ
く
り
あ
げ
ま
す
。
前
の
漢

と
区
別
し
て
こ
ち
ら
は

ご
か
ん

後
漢
と
い
い
ま
す
。

こ
の
後
漢
も
、

か
ん
だ
い

寛
大
な
統
治
を
こ
こ
ろ
が
け
て
二
百
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
続
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
こ
の
後
漢
も
時
代
が
さ
が
る
と
と
も
に
、
し
だ
い
し
だ
い
に
皇
帝
の
即
位
年
齢
が
若
く
な
り
、
や

が
て
幼
少
で
皇
帝
に
な
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
き
ま
す
。
そ
う
な
れ
ば
、
幼
少
の
皇
帝
に
か
わ
っ
て
誰
が
政
治

を
と執

り
行
う
か
と
い
う
と
、
皇
帝
の
母
（

こ
う
た
い
ご
う

皇
太
后
）
が
お
こ
な
い
ま
す
。
し
か
し
、

お
ん
な
で

女
手
一
つ
で
政
治
を
執

り
行
う
の
は
大
変
な
こ
と
で
す
の
で
、
誰
を
頼
り
に
相
談
す
る
か
と
い
う
と
、
身
近
な
自
分
の
父
や
兄
弟
な

ど
の
外
戚
に
な
り
ま
す
。

こ
う
し
て
、
外
戚
が
政
治
の
実
権
を
握
る
道
が
ひ
ら
か
れ
ま
す
。
外
戚
は
皇
太
后
の
一
族
と
い
う
だ
け
で

政
治
の
実
権
を
握
り
ま
す
。
か
れ
ら
は
、
高
い
教
養
を
身
に
つ
け
て

ま
わ周

り
か
ら
尊
敬
さ
れ
た
り
、
大
き
な
功

績
を
あ
げ
て
出
世
を
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。



い
っ
ぽ
う
幼
少
の
皇
帝
も
次
第
に
大
き
く
な
っ
て
く
る
と
、
外
戚
が
お
も
う
が
ま
ま
に
権
力
を
ふ
る
っ
て

い
る
現
状
を
み
て
面
白
く
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
後
漢
の

し
つ質
て
い帝

と
い
う
皇
帝
は
、
外
戚
の

り
ょ
う

梁
き冀

の
こ

と
を
「

ば

っ

こ

跋
扈
将
軍
（
お
も
い
の
ま
ま
に
ふ
る
ま
う
将
軍
）
」
と
い
っ
た
た
め
、
梁
冀
に
よ
っ
て
毒
殺
さ
れ
て

し
ま
い
ま
す
。
外
戚
が
、
皇
帝
で
も
自
分
に
都
合
が
悪
け
れ
ば
殺
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
大
変
な
事
態
で
す

ね
。皇

帝
に
は
自
分
の
身
の
回
り
の
世
話
を
す
る
宦
官
が
い
ま
し
た
。
皇
帝
が
外
戚
を
な
ん
と
か

し
ま
つ

始
末
せ
ね
ば

と
思
う
よ
う
に
な
る
と
、

ち
ょ
う
て
い

朝
廷

の
役
人
に
相
談
す
れ
ば
事
が

は
っ
か
く

発
覚
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ど
う
し

て
も

み
じ
か

身
近
な
宦
官
た
ち
の
協
力
を
仰
ぎ
ま
す
。

宦
官
の
存
在
は
、
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
除
い
て
、
広
く
ア
ジ
ア
全
体
の

せ
ん
せ
い

専
制

こ
っ
か

国
家
に
広
ま
っ
て
い
ま
し

た
。
で
す
か
ら
日
本
の
歴
史
は
宦
官
と
は
無
縁
で
し
た
が
、
中
国
で
は

し
ん清

王
朝
の
終
わ
り
の
二
十
世
紀
初
め

ま
で
存
在
し
、
中
国
の
歴
史
上
そ
の

へ
い
が
い

弊
害
は
大
き
く
、
特
に
後
漢
、

と
う唐

、
み
ん明

の
時
代
は
最
も
は
な
は
だ
し
か

っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

し
つ質
て
い帝

の
次
の
皇
帝
で
あ
る

か
ん
て
い

桓
帝
は
、
こ
の
宦
官
の
協
力
を
得
て
、
権
勢
を
ふ
る
っ
た

が
い
せ
き

外
戚
の

り
ょ
う

梁
き冀

と
そ

の
一
族
を
殺
し
ま
す
。

し
か
し
、
桓
帝
が
み
ず
か
ら
政
治
を
始
め
る
よ
う
に
な
る
と
、
今
度
は
宦
官
た
ち
が
外
戚
に
か
わ
っ
て
政



治
を

ぎ
ゅ
う
じ

牛
耳
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
い
も
の
で
す
。
桓
帝
の
時
に
権
勢
を
誇
っ
た
宦

官
に
は
、
曹
操
の
祖
父
の

そ
う
と
う

曹
騰
も
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
状
態
は
桓
帝
の
次
の

れ
い
て
い

霊
帝
に
ひ
き
つ
が
れ
ま

す
。こ

の
よ
う
な
後
漢
末
の
政
治
状
況
の
な
か
で
、
『
三
国
志
演
義
』
の
舞
台
が
幕
開
け
し
ま
す
。

前
置
き
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
は
「
三
国
志
演
義
名
場
面
」
の
は
じ
ま
り
で
す
。
ど
う
ぞ
お
楽

し
み
く
だ
さ
い
。


