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漠
代
に
お
け
る
功
次
暮こ
よ
る
昇
進
に
つ
い
て

大

庭

漠
代
の
官
史
の
登
用

･
韓
任
は
'
孝
廉
料

･
賢
艮
方
正
科

･
博
士

弟
子
料
等
の
選
拳
や
'
高
官
の
子
弟
が
'
父
兄
の
任
に
よ
っ
て
郎
官

に
推
薦
さ
れ
る
佳
子
法
等
に
よ
っ
た
事
は
'
欧
に
明
ら
か
に
さ
れ
て

Jrnu

い
ち
0

孝
廉
料
及
び
資
長
方
正
科
は
'
他
の
拳
茂
材
'
畢
賢
能
'
拳
高
齢
'

∫

拳
璽

百
等
と
同
じ
様
に
'
官
位
を
有
す
る
､人
の
自
額
的
な
'
或
い
は

皇
帝
よ
り
の
要
求
に
慮
す
る

｢
義
務
L

と
し
て
の
人
物
推
薦
に
よ
っ

て
官
史
に
登
用
せ
ら
れ
る
.

V

畢
孝
廉
の
場
合
は
'
被
畢
者
は
地
方
官
廉
の
下
級
官
史
'
叉
は
在

野
無
官
の
人
で
'
郎
官
に
任
ぜ
ら
れ
て
材
能
の
試
み
を
受
け
た
｡
そ

れ
に
封
し
て
'
察
旋
又
は
畢
廉
と
い
う
選
拳
は
'
廉
吏
を
奉
げ
る
の

が
原
則
で
あ
っ
て
'
被
聾
者
は
吏
に
限
り
'
現
在
の
地
位
よ
り
抜
擢

.

.｢■り

さ
れ
昇
進
し
魁
｡
拳
賢
艮
'
拳
方
正
､
畢
茂
材
も
'
大
略
畢
廉
Jに
類

し
て
い
る
｡
そ
れ
に
封
し
て
博
士
弟
子
料
は
'
純
然
た
る
官
吏
養
成

の
機
関
や
あ
る
と
見
て
よ
い
｡

此
れ
等
の
人
物
推
薦
に
あ
た
つ
て
は
､
同
時
に
推
薦
に
つ
5
て
の

責
任
を
附
さ
れ
て
い
て
'
推
薦
し
た
人
物
の
行
能
が
よ
ろ
し
-
な
S,

場
合
に
は
'
遵
奉
不
賓
を
以
て
懲
罰
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ

.1rmu
i
!noそ

れ
と
共
に
'
避
聾
者
と
被
単
著
の
間
に
は
'
嘉

互
が
知
友
関
係

で
あ
る
が
故
に
行
わ
れ
た
皇

道
に
選
車
に
よ

っ
て
私
義
を
結
ぶ
と

の

〆

い
う
様
な
事
賓
も
あ
っ
た
｡

し
か
し
乍
ら
'
此
の
選
拳
の
各
汝
に
よ
っ
て
被
拳
せ
ら
れ
る
人
物

は
'
材
能
顧
著
な
人
物
で
あ
る
が
'

1
大
官
僚
国
家
で
あ
る
漠
に
潜

い
て
は
'
そ
の
官
吏
の
数
も
莫
大
で
あ
り
'
嘗
然
彼
等
の
全
部
が
能

吏
で
あ
ろ
う
筈
は
な
い
｡
し
か
も
そ
れ
等
の
官
吏
が
､
中
央

･
地
方

- 14-
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の
官
界
に
お
い
て
無
事
に
勤
務
し
た
場
合
､
や
は
-
昇
進
せ
し
む
べ

き
法
が
あ
っ
た
の
せ
は
な
い
か
と
S
う
事
は
想
像
し
得
る
｡

し
か
ら
ば
そ
の
法
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
｡
小
稀
は

こ
れ
を
問
題
に
し
て
み
た
い
O

‥

孝
簾
科
や
博
士
弟
子
科
等
の
設
置
は
武
帝
に
始
る
が
'
武
帝
を
し

て
か
1

る
選
挙
法
を
新
し
-
設
け
し
め
る
の
に
力
が
あ
っ
た
の
は
'

.｢■り

周
知
の
如
-
董
仲
野
の
封
熟
で
あ
っ
た
O

彼
の
封
策
に
1
貫
す
る
主
張
は
'
官
吏
に
人
材
を
得
よ
t
と
い
う

事
で
あ
る
が
'
そ
の
為
に
は
尭
づ

｢
太
撃
を
興
し
'
明
師
を
置
い
て

天
下
之
士
を
養
い
t
L英
俊
を
国
家
の
手
で
養
成
す
べ
き
事
を
言
っ
て

い
る
｡
博
士
弟
子
科
は
此
の
考
え
の
制
度
化
さ
れ
た
も
の
と
み
て
よ

い
O
そ
の
次
に
は
'｢諸
列
侯

･
郡
守

･
二
千
石
に
命
じ
て
'
其
の
吏

民
の
賢
な
る
者
を
毎
歳
二
人
選
ん
､で
中
央
に
貫
L
t
推
薦
さ
れ
た
人

物
が
賢
明
で
あ
れ
ば
推
薦
者
を
賞
L
t
不
常
で
あ
れ
ば
逆
に
罰
す
る

様
に
す
れ
ば
'
諸
侯
も
吏
二
千
石
も
'
賞
罰
我
が
身
に
及
ぶ
事
だ
か

ら
'
虞
劇
に
な
っ
て
人
物
を
求
め
る
で
あ
ら
う
｡
か
-
す
れ
ば
天
下

に
慣
れ
た
人
材
を
得
る
事
が
出
乗
る
｡
｣

と
い
う
｡
之
に
よ
っ
て
考

廉
科
等
が
設
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

だ
が
'
私
は
'
彼
が
述
べ
て
い
る
所
の
'
何
故
此
の
様
な
政
策
が

必
要
か
と
い
う
理
由
に
注
目
し
た
い
｡
.

｢政
治
が
人
民
に
湊
透
し
な
い
の
は
'
長
更
が
不
明
な
る
に
よ
る
が
'

そ
の
長
束
は
多
く
吏
二
千
石
の
子
弟
が
'
父
兄
の
任
に
よ
っ

て
'
或

Eid6

い
は

1
殻
の
宮
人
が
'
富
昔
に
よ
っ
て
'
郎
申

･
申
郎
と
な
り
'
そ

の
中
か
ら
選
ば
れ
て
長
束
と
な
っ
た
の
で
､
必
ず
し
も
賢
者
が
な
っ

て
い
る
と
比
限
ら
な
S
.
｣

何
故
に
不
賢

･
不
能
の
人
物
が
舎
位
に

居
る
か
と
い
え
ば
'

｢苗
に
は
'
功
あ
る
者
が
官
職
に
任
ぜ
ら
れ
る
場
合
に
は
'
能
力
に

よ
っ
て
差
等
が
有
り
'
そ
の
功
は
た
だ
官
に
居
る
日
数
を
積
み
か
さ

ね
て
久
し
き
に
わ
た
つ
た
と
い
う
様
な
事
で
は
な
か
っ
た
.
だ
か
ら

小
材

(材
能
乏
し
き
者
)
は
如
何
観
官
に
長
-
居
よ
う
と
も
'
小
官

ノヽ

を
離
れ
る
事
は
出
来
な
S
L
､
資
材
は
官
塵
短
く
と
も
'
不
軌
な
れ
ノ

ぼ
補
佐
と
な
っ
た
｡
従
っ
て
官
に
つ
け
ば
皆
'
自
分
の
材
力
知
能
を

毒
し
て
そ
の
任
務
を
勤
め
'
功
を
あ
げ
た
の
で
あ
る
｡
今
日
は
そ
う

で
は
な
S
.

『
日
を
累
ね
さ
え
す
れ
ば
貴
位
を
取
り
'
久
し
-
勤
め

て
居
れ
ば
以
て
上
級
の
官
を
致
す
｡』

故
に
廉
束
も
食
夷
も
'
資
者

も
不
常
者
も
揮
冷
し
て
官
に
居
り
'
い
づ
れ
が
能
吏
で
あ
る
か
わ
か

15
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ら
な
い
｡｣

彼
は
此
の
様
に
詮
明
し
1
人
材
推
拳
の
筒
を
述
べ
た
上
で
t

r.
『
日
月
を
以
て
功
と
壊
す
』
こ
と
な
-
'
賓
際
に
賢
能
を
試
み
た

上
で
官
位
を
定
め
る
の
が
､
廉
恥

･
賀
不
常
を
わ
か
つ
事
に
な
る
｡｣

と
結
ん
で
い
る
｡

此
れ
に
つ
け
て
息
S
出
さ
れ
る
の
は
'
董
仲
野
と
同
時
代
人
で
あ

る
司
馬
遷
が
'
任
安
に
輿
え
た
書
の
中
で
､
人
材
を
論
じ
て
､

0
0
0
0

0
0
0

0
0

｢能
力
の
無
い
者
が
､
日

を

累

ね

'
努

を

積

ん

で

'
卑
官

･
厚
線
を

】L､-也

取
り
'
以
て
宗
族
と
な
つ
て
い
聖

｣

と
い
っ
て
い
る
こ
と
で
払
る
｡

か
-
て
私
は
'
藻
代
打
お
い
て
も
'
官
に
永
年
勤
務
し
て
い
る
だ

け
で
'
必
ず
し
も
能
力
が
な
-
と
も
'
高
官
に
昇
進
す
る
制
度
が
あ

っ
海
事
を
指
摘
し
得
る
｡
･･

そ
れ
で
こ
そ
色
々
な
遵
奉
が
必
要
で
あ
っ
た
の
だ
が
'
し
か
ら
ば

果
し
て
'
董
仲
骨
や
司
馬
遷
が
論
難
す
る
様
な
人
物
を
'
列
倖
中
に

求
妙
得
る
だ
ろ
う
か
｡

三

景
帝
の
末
年
か
ら
武
帝
の
初
年
に
重
る
聞
'

-
即
ち
'
董
仲
骨

や
司
馬
遷
の
批
判
の
直
積
封
象
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
期
間
I

に
､

丞
相
'
或
い
は
御
史
大
夫
等
の
要
職
に
在
っ
た
衛
棺

･
直
不
磨

･
強

敵

･
石
慶
等
の
侍
が
'
史
記
巻
育
三
､
漠
書
巻
四
十
六
に
出
て
い
る
.

こ
れ
等
の
人
々
は
､
皆
ひ
と
と
な
り
恭
謹
無
類
で
'
所
謂
長
者
と

青
う
べ
き
人
物
ば
か
り
で
あ
っ
た
｡

一
例
を
石
慶
に
つ
S
て
見
よ
う
.

石
慶
は
高
石
君
石
奮
の
少
子
で
'
元
狩
元
年
立
太
子
に
際
し
て
'

柿
守
よ
り
撰
ば
れ
て
太
子
太
侍
と
な
か
'
元
鼎
二
年
重
湯
に
代
っ
て

御
史
大
夫
に
遵
わ
'
元
鼎
五
年
'
超
周
に
代
っ
て
丞
相
と
な
少
'
後

九
年
間
府
に
あ
っ
た
｡
そ
の
間
'
蘭
越

･
朝
鮮

･
旬
奴

･
大
宛
へ
の

出
兵
相
重
り
'
国
家
は
誠
に
多
事
な
時
で
'
桑
私
学

･
王
温
静
､
兄

寛
等
の
少
社
の
能
吏
が
事
に
あ
た
っ
て
い
た
が
'
石
慶
は
'｢丞
相
は

Fu9

醇
謹
の
み
で
'
九
年
間
能
-
巨
富
す
る
所
有
る
無
し
.L

と
S
う
有

様
で
あ
っ
た
｡

元
封
四
年
､
関
東
の
流
属
二
百
寓
口
'
名
数
無
き
者
四
十
嵩
と
い

う
重
大
事
態
が
聾
生
す
る
に
及
び
'
そ
の
封
策
と
し
て
政
府
は
'
流

民
を
連
郡
に
適
し
よ
う
と
考
え
'
烏
に
合
議
を
閲
S
た
が
'
武
帝
は

慶
が
既
に
年
老
い
'
其
の
議
に
輿
か
る
事
が
出
奔
な
い
だ
ろ
㌢
と
し

て
'
彼
に
休
暇
を
輿
え
'
御
史
大
乗
以
下
で
討
議
し
た
｡
慶
は
職
に

任
え
ぬ
凌
怒
ぢ
て
上
音
し
､
印
忠
を
上
り
'
粟
を
入
れ
て
自
ら
の
罪

- 16



を
噂
S
､
庶
人
と
な
ら
ん
事
を
乞
う
た
O
-

申
暑

-
慶
が
丞
相

と
な
っ
た
時
､
藷
子
孫
で
小
吏
と
な
-
'
二
千
石

に至
っ
た
者
十
三

人
に
及
ん
だ
と
S
5
9

石
慶
と
侍
を
同
じ
く
す
る
入
物
は
皆
.
こ
の
類
で
あ
っ
て
'
司
馬

】■nuO1

蓮
を
し
て
言
わ
し
め
る
な
ら
ば
'｢篤
行
の
君
子
L
で
あ
り
'
膏
は
ゞ

循
束
の
雄
た
る
者
で
あ
ろ
う
が
'
そ
の
無
能
な
事
も
'
叉
子
孫
が
多

-
高
官
に
及
ん
で
い
る
事
も
'

一
々
董
仲
野
の
封
寛
に
奉
げ
P,

司
馬

連
が
輿
任
安
書
に
述
べ
た
語
に
該
嘗
す
る
で
は
な
S
か
O

さ
て
､
こ
臥
高
石
衛
直
周
張
列
侍
に
は
'

一
つ
の
特
色
が
有
る
｡

そ
れ
は
軌
ち
'

0
0
0

0
石
膏
馬
中
洞
愛
書
謁
'
横
功
努
孝
支
障
骨
董
太
申
大
夫
o

O
o

O
衛
緒
以
戯
軍
馬
郎
-｡
功
爽
連
中
郎
絡
o

0
0

O
周
仁
景
帝
馬
太
子
時
馬
舎
人
.
積
功
遷
至
太
中
大
夫
Q

の
如
-
､
積
功
労

･
積
功

･
功
次
と
S
う
語
が
出
て
い
る
事
で
あ
る
｡

●

こ
れ
は
､
中
洞

･
郎

･
太
子
舎
人
と
い
う
最
初
の
微
官
か
も
､
申
部

将

･
太
申
大
夫
と
い
う
比
二
千
石
の
高
官
に
至
る
迄
の
韓
任
を
省
略

し
､
且
つ
そ
の
間
塵
任
し
た
官
は
'
骨
'
功
攻

･
積
功
(餐
)
に
よ
る

昇
進
で
あ
っ
た
事
を
示
し
て
い
る
と
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
.
こ
の
語

淵

は
'
選
拳
や
,
考
課
の
判
定
で
な
い
事
は
明
ら
か
で
,
こ
れ
こ
そ
童

仲
野
の
所
謂

｢
累
日
以
原
資
'
穣
久
以
致
官
｡
｣

司
馬
遷
の

1
累
日

積
弊
取
脅
官
｡
｣

を
別
の
言
葉
で
膚
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

患
わ
れ
る
｡
そ
こ
で
'
他
の
列
侍
の
中
に
例
を
求
め
て
み
る
と
'
爽

の
如
き
も
の
を
得
る
｡

｢

功
爽

ノヽ

o
o

ユ

o
晃
寛
以
射
策
碍
畢
故
O
功
次
補
整
尉
文
革
卒
史
胡

0
0

0
碍
挙
世
以
良
家
予
選
残
部
｡
昭
帝
時
以
功
次
神
武
安
長
｡

0
0

O
鵜
野
王
少
故
父
任
馬
太
子
中
庶
子
.
以
功
次
補
常
陽
長
.

ノヽ

o
o

2

o
碍
辞
太
常
拳
孝
簾
篤
郎
.
功
攻
補
天
水
司
母

o
o

叩

○
平
常
少
馬
大
行
漁
鰻
丞
.
功
爽
番
犬
鴻
櫨
文
撃
.ヽノ

o
o

14

0
田
旗
明
以
郎
薦
天
水
司
馬
｡
功
爽
遷
河
南
都
尉
｡

ご 17

O
馬
選
太
常
察
孝
簾
篤
郎
｡
補
講
者
.
建
昭
中
避
雷
復
土
校
尉
｡

0
0

光
線
勧
手
放
拳
茂
材
篤
実
陽
令
O
功
爽
蓮
長
輿
屯
衛
周
馬
O
清

EiiZ描

河
都
尉
.

瀧
西
太
守
｡

-二
'
積
功
労
Q
積
功
｡
横
潜
o

ノヽ

o
o
o

16

C
)丙
膏
治
律
令
馬
魯
獄
吏
｡
積
功
労
梢
遷
杢
廷
尉
名
鑑
｡

FJ

Q
O
O

17

Io
社
難
敵
父
及
父
O
積
功
労
簡
室
郡
守
了

o
Q

8

〇
五
所
以
郡
願
束
.
積
功
精
海
馬
被
陽
亀

○
選
南
以
佐
史
補
中
都
宮
｡
用
廉
馬
食
見
事
太
尉
周
正
夫
｡
亜
犬
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O
O

環
丞
相
｡
高
馬
丞
相
史
-
-
･武
帝
陣
馬
以
刀
筆
吏
｡
積
弊
蓮
璃

Tru9

御
免
.

右
の
諸
例
の
中
'
見
寛
よ
-
田
贋
明
に
至
る
六
例
は
'
膏
官
と
新

宮
と
の
間
に
尊
卑
の
差
少
-
'
兄
寛
に
例
を
と
れ
ば
'
文
畢
掌
故
よ

り
麿
尉
文
畢
卒
史
へ
の
韓
任
理
由
が
功
次
に
よ
る
も
の
で
敵
っ
た
の

で
あ
ろ
う
｡

特
に
兄
寛
よ
り
平
常
迄
の
五
例
は
'
｢功
爽
禰
｣
と
い
う

書
式
も

7
致
し
て
い
て
'
常
時
の
用
文
法
が
し
の
ば
れ
る
｡

鳴
蓬
の
例
は
'
建
昭
申
復
土
校
尉
に
な
っ
た
選
が
'
光
線
大
夫
干

I

永
に
よ
っ
て
茂
材
に
奉
げ
ら
れ
て
乗
陽
令
と
な
ゎ
'
-

即
ち
選
挙

に
よ
っ
て
緬
任
し
'
莫
陽
令
か
ら
瀧
西
太
守
迄
は
'
功
攻
に
よ
っ
て

順
次
柴
挿
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
て
'
杜
細
の
組
父
及
び
父
も
亦
'･

こ
れ
と
同
様
な
官
塵
を
持
っ
て
い
た
と
思
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
｡0

攻
に
'
丙
吉

･
主
訴
の
例
性
､
｢
梢
蓮
｣
と
あ
る
が
'
此
の
稗
の
字

の
示
す
時
間
的
推
移
は
'

○
直
不
疑
馬
郎
事
文
帝
｡
･･

○
王
温
静
遷
馬
御
史
｡
梢
藩
至
庶
平ヽ
ノ
都 中

砂 )完 ｡)

22

0
夢
帝
以
刀
筆
吏
.
稽
遵
室
御
史
｡

叫

○
春
光
篤
郎
｡

梢
遷
諸
曹
侍
中
O

)▲一2

〇
王
立早
少
以
支
出学
薦
官
｡
梢
嶺
他室
諌
大
夫
.

′ヽ
#
,
列
偉
軌
に
見
え
る
例
と
同
じ
く
･
亘

の
間
i
く
ぼ
く
か
の
官
を

慶
任
し
た
事
を
意
味
し
て
い
る
｡
そ
し
て
'
右
の
例
の
中
で
夢
帝
は
'

超
高
と
同
じ
-
酷
吏
博
に
名
を
連
ね
'
官
塵
も
相
類
す
る
入
物
で
あ

る
か
ら
､
｢
刀
筆
の
吏
を
以
て
精
適
り
御
史
に
至
る
｣
と
い
う
事
は
､

｢
刀
筆
の
束
を
以
て
'
努
を
積
ん
で
御
史
と
寄
る
｣
と
同
じ
僚
件
を
示

し
て
い
る
と
み
て
大
過
な
い
と
思
う
.
従
っ
て
'
列
俸
中
に
･
｢
梢
藩

}

(至
)
L
と
書
か
れ
て
い
る
時
は
'
積
功
労
に
よ
る
庫
任
と
i
.て
よ
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

こ
の
様
に
例
を
集
め
て
み
る
と
'
兄
寛
･
王
温
静
･
超
高

･
夢
帝
･

審
光
等
の
能
吏
も
'
功
東

リ
積
功
(弊
)
に
よ
る
樽
任
を
蒙
っ
て
S
るY

が
t
も
.と
よ
り
彼
等
が
｣
石
奮

･
衛
緒

･
周
仁

･
直
不
疑
等
の
如
き

長
者
的
人
物
で
は
な
い
か
ら
'
こ
の
樽
任
は
'
誰
に
で
も
適
用
せ
ら

れ
る
制
度
で
あ
っ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
だ
か
ら
こ
そ
董
仲

静
が
､
｢
賢
不
宮
津
赦
し
て
未
だ
其
の
虞
を
得
ず
L
と
許
し
た
の
で
あ

ろ
う
｡

し
か
し
'
功
次
を
以
て
樽
移
し
た
人
物
と
'
拳
茂
材
の
遵
奉
に
よ

っ
て
逢
っ
た
人
増

し
の
能
功
を
比
較
す
れ
ば
'
や
は
り
差
が
有
っ
た

62

ら
し
-
､
啓
宜
侍
に
伐
て
い
る
次
の
挿
話
は
'
そ
れ
を
鼻
音
し
て
い

か
｡
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辞
量
が
左
蒔
財
の
給
に
つ
い
て
い
た
時
の
事
で
あ
る
8
彼
の
滑

下
の
頻
陽
願
は
'
北
が
上
郡

･
西
河
等
数
部
の
境
の
栢
湊
し
て
い

も
る
所
で
盗
賊
が
多
-
'
難
治
の
場
所
で
あ
っ
た
｡
し
か
る
に
そ
の

願
令
平
陵
の
辞
恭
は
'
孝
を
奉
げ
ら
れ
て
官
を
得
'
｢
功
次
精
蓮
｣

に
て
命
に
な
っ
た
人
物
で
'
治
民
の
職
に
は
慣
れ
て
い
な
か
っ
た
｡

た
ま
-

同
じ
治
下
の
粟
邑
解
は
'
山
中
の
小
麻
で
'
民
の
気
風

nrH一
7

も
謹
横
で
治
め
易
く
,
し
か
も
そ
の
令
'
鉦
鹿
の
夢
箕
は
'2
部
吏

.よ
り

｢察
廉
｣
に
よ
り
榛
煩
麻
の
長
と
な
り
'
｢拳
茂
材
｣
に
よ
っ

て
粟
邑
願
の
命

へ
樽
じ
て
来
た
人
物
で
遜
っ
た
｡
そ
こ
で
辞
意
は
'

こ
の
二
人
の
.任
地
を
交
替
せ
し
め
た
所
'
教
月
で
南
方
と
も
よ
-

治
つ
た
と
い
う
｡

ノヽF?.

.

′

叉
'
孔
光
侍
の
中
に
は
t

､

成
帝
の
時
'
博
士
の
官
よ
り
の
輯
蓮
に
は
三
種
が
有
っ
て
'
能

力
の
高
い
者
は
庸
書

に
な
-
'
次
は
刺
史
に
縛
じ
'最
下
等
'政
事

に
通
じ
な
い
者
は
'
｢
久
次
を
似
て
L
諸
侯
の
太
侍
に
補
せ
ら
れ
た
.

と
い
う
事
が
出
て
い
る
.
久
次
を
以
て
と
い
う
の
は
'
月
日
を
晃
ね

た
だ
按
で
と
い
.う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
'
や
は
り
最
も
劣
る
こ
と
に

な
る
｡,

･こ
:i
で
'言
功
免
を
以
て
と
い
う
事
に
つ
い
て
､
考
え
て
み
た
い
.

優
漢
音
の
葺
彪
侍
に
よ
る
と
､

.
章
帝
の
建
初
二
年
'
事
を
陳
ぶ
る
者
が
'
多
-

｢部
園
が
行
う
.

一

所
の
真
率
は
'
率
ね
功
衆
を
以
て
し
な
い
の
で
､

(選
に
洩
れ
た

者
は
'
精
勤
に
勤
務
し
て
も
'
そ
れ
の
み
で
は
披
群
の
昇
進
が
期

待
出
来
な
S
か
ら
')
職
を
守
る
者
は
勝
り
'
吏
事
も
よ
い
か
げ
ん

に
な
り
'
し
か
も
そ
の
各
は
常
州
郡
に
負
わ
せ
ら
れ
る
.

(従
っ

て
'
地
方
の
束
が
'
夷
事
に
精
勤
す
る
棟
に
'
功
次
に
よ
る
真
峯

を
行
っ
て
欲
し
い
｡)
と
上
音
し
乗
っ
た
の
で
'
公
卿
朝
臣
の
間
で
,

論
議
さ
れ
た
事
が
有
っ
た
｡
時
に
犬
鴻
嘘
で
あ
っ
た
葦
彪
は
'
｢
選

.
拳
に
は
人
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
人
材
は
孝
行
を
以
て
首
と
な

す
べ
-
､
士
を
得
る
に
は
才
行
を
以
て
先
と
せ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
.
も

-

つ
ば
ら
閥
閲
の
.み
に
よ
っ
て
人
物
を
推
拳
し
て
は
い
け
な
い
｡
人

物
を
得
る
馬
の
要
鮎
は
､
二
千
石
を
選
ぶ
事
に
あ
り
二

手

石
が

賢
材
な
ら
ば
葺
拳
は
皆
そ
の
人
を
得
る
む
の
だ
.｣

と
述
べ
て
'

功
次
に
よ
る
貫
層
を
非
と
し
た
と
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
'
葦
彪
の
云
う
所
の
閥
閲
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
｡｢
不
可

輔
以
開
聞
｣
Ⅰ

も
っ
ぱ
ら
開
聞
の
み
に
よ
っ
て
は
い
け
な
い
-
トー･

と
い
う
言
葉
は
'
｢
部
室

見
拳
率
非
功
吹
L
I
郡
軌
の
貢
拳
は
'
率

ね
功
次
に
よ
っ
て
は
い
な
い

十
と
い
う
陳
事
者
の
上
音
を
否
定
す
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TrJO)2

る
も
の
で
あ
る
事
は
'
同
債
を
見
れ
ば
直
ち
に
納
得
が
ゆ
-
こ
と
で

あ
る
O

∫

章
懐
太
子
は
'
史
記
を
引
い
て

明
英
等
日
閥
｡
積
功
日
開
｡

と
証
し
七
い
る
が
'
と
れ
は
'
史
記
高
阻
功
臣
年
表
の
胃
頭
の
句
で

あ
る
｡
即
ち

太
史
公
日
.
古
着
人
臣
功
有
五
品
.
正

徳
立
宗
麟
定
敢
鰻
日
動
.

以
音
日
算
｡
用
力
日
功
｡
明
共
等
日
伐
｡
積
日
日
閲
｡

T

と
い
う
内
の
最
後
の
二
旬
で
'閥
が
伐
､･積
功
が
横
目
と
な
っ
て
い
る
.

ノヽ0

閥
閲
の
語
は
'
漢
書
朱
博
俄
の
中
に
'

博
復
移
書
目
'
-
-
棟
到
蘭
伐
開
詣
府
-
-

(棟
が
諸
部
署
に
到
っ
た
な
ら
ば
'
伐
開
を
持
っ
て
太
守
府

へ

や
っ
て
こ
い
O)

と
あ
っ
て
'
瀕
師
盲
は
'

伐
は
功
努
な
り
'
閲
は
経
る
澗
^
Q
塵
な
鳥

.

l一

と
証
し
て
S
る
0
叉
'
革
千
秋
の
俄
に
は

千
秋
無
他
材
能
術
撃
｡
叉
無
伐
開
功
労
｡

(
千
秋
は
-

高
寝
郎
と
な
-
'
衛
太
子
の
寛
罪
を
上
音
し
た

事
が
武
帝
の
意
に
か
な
っ
て
立
ち
ど
こ
ろ
に
大
鴻
櫨
む
辞
し
'

敬
月
で
劉
屈
駕
に
代
っ
て
丞
相
と
な
っ
た
が
､

‥
･他
に
何
の

材
能
も
､
術
拳
も
な
二

又
特
に
伐
開
功
労
も
な
い
O)

と
S
う
様
に
出
て
居
り
'
師
苗
は
'

伐
は
積
功
な
り
'
閲
は
経
歴
な
ゎ
.

と
'
同
じ
様
に
註
し
て
い
る
｡

伐
は
'
訣
文
に
よ
れ
ば
'
撃
で
あ
ゎ
1

7
に
故
で
あ
る
と
い
う
が
'

段
氏
の
証
で
は
'
人
を
伐
て
ば
功
に
な
る
が
故
に
'
左
侍
に
も
大
夫

の
功
あ
る
も
の
を
伐
と
解
し
､
更
に
引
い
て
自
功
を
伐
と
い
う
よ
う

に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
.

叉
'
閲
は
'
訣
文
に
よ
れ
ば
'
数
を
門
中
に
具
す
る
事
で
歯
る
と

し
'
段
氏
は
'
周
鰻
大
開
の
誌
に
'
｢簡
軍
晋

LI

軍
中
で
用
い
る

津
具
を
鮎
検
す
る

I
t
左
氏
春
秋
大
開
の
侍
に

｢簡
軍
馬
L

I

軍
馬
の
数
を
鮎
槍
す
る
-

と
あ
る
意
味
か
ら
'
引
い
て
閲
歴
の
意

味
も
出
る
と
L
t
叉
共
の
功
を
積
む
を
閲
と
S
う
棟
に
も
な
る
と
説

い
て
S
る
O

以
上
の
解
樺
を
綜
合
し
て
み
る
と
'
伐
は
閥
に
通
す
る
か
ら
'
開

聞
を
以
て

｢
功
労
を
著
し
た
経
歴
L

と
大
ぎ
つ
ば
に
意
味
づ
け
る
事

が
的
来
よ
う
O
L
か
L
t
私
は
､
更
に
'
閥
は
横
功
と
み
'
閲
は
'

I史
記
に
従
っ
て
'
横
目
と
解
し
て
み
た
い
｡
そ
の
理
由
は
し
ば
ら
く
'
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次
項
に
ゆ
づ
る
と
し
て
'
い
づ
れ
に
し
て
も
'
開
閉
を
見
れ
ば
そ
の

本
人
の
経
歴
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
､
官
に
お
S
て
補
任

者
を
詮
考
す
る
時
に
は
'
常
然
開
聞
が
必
要
で
あ
る
｡

ノヽウ一

漢
書
零
方
進
取

町
成
帝
の
時
[
御
免
大
夫
の
釈
任
を
補
う
べ
き

候
補
者
が
'
賓
方
進
の
他
に
'
陳
成
'
逢
信
の
二
人
が
あ
抄

'
両
者

は
'

＼

官
簿
皆
方
進
の
右
に
在
り
｡

と
著
さ
れ
て
い
る
.
そ
し
て
教
師
盲
は
t
r
簿
は
伐
開
の
事
で
あ
る
｣

と
証
し
て
S
る
.
居
珪
藻
簡
の
中
に
'

ロ
ロ
ロ
ロ
口
達
備
甲
渠
令
史
伐
開
薄

ま
八
･二

_

が
有
る
の
も
'
尭
引
朱
博
備
に
あ
る
棟
に
'
太
守
府
そ
の
他
に
提
出

せ
ら
れ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
｡

と
も
あ
れ
'
開
聞
の
内
容
が
'
積
功

･
横
目
に
よ
を
経
歴
を
著
し

･た
も
の
で
あ
り
'
そ
れ
に
よ
る
官
吏
の
補
任
が

｢
功
次
を
以
て
〕
に

あ
た
る
と
す
れ
ば
'
積
功
(弊
)
に
よ
る
韓
任
が
'
以
功
攻
の
韓
任
と

同
じ
事
茸
を
意
味
し
て
い
る
事
は
'
疑
う
事
が
出
釆
な
い
.
先
に
累

日
積
弊
と
い
1

㌧
勤
務
年
数
に
よ
る
漠
代
官
吏
の
韓
任
が
存
す
る
と

考
え
た
私
は
'
そ
れ
が

1
殻
に
'
功
次
に
よ
る
と
辞
さ
れ
'観
功
労
･

積
功

･
積
弊
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
事
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

ノ

そ
こ
で
節
を
改
め
て
'
功
と
努
と
は
果
し
て
阿
.)
の
も
の
か
と
い
う

問
題
を
考
え
た
い
｡三

本
節
で
問
題
に
す
る
の
は
'
主
と
し
て
漠
代
の
木
簡
文
書
で
参
る
.
∫

私
故
事
に
し
て
'
弊
斡
氏
の

『
居
延
漠
簡
考
樺
』
中
に
'
功
努
に
関

す
る
多
-
の
記
載
例
を
見
た
｡
こ
れ
は
連
邦
の
も
の
で
あ
る
か
ら
'

＼

-
や
や
特
殊
性
を
持
つ
事
は
ま
ぬ
が
れ
な
S
が
t
.や
は
り
薬
代
の
事
情

を
知
る
に
は
妖
-
事
が
出
来
な
い
.

先
づ
次
の
様
な
同
類
の
文
書
が
有
る
｡

l
眉
水
候
官
執
胡
無
長
公
大
夫
果
路
八
.
中
努
三
歳

一
月
.
能
書

合
計
.
冶
官
月
額
知
律
令
文
｡
年
価
七
歳
｡
長
七
尺
五
寸
.
底

'

池
宜
薬
里
.
家
去
官
六
百
五
十
里
.
蓋

･,四

2
屑
水
候
官
並
山
幣
長
公
乗
司
馬
成
.
中
努
二
歳
八
月
十
四
日
｡

能
書
合
計
｡
冶
官
民
焼
知
律
令
文
｡
年
升
二
歳
｡
長
七
尺
五
寸
｡

練
得
威
漠
果
｡
去
官
六
首
里
.
事
由

3
回
和
候
長
公
乗
蓬
士
長
官
.
中
努
三
歳
六
万
五
日
｡
能
書
合
計
｡

叫

治
官
民
頗
知
律
令
文
｡
年
価
七
｡
長
七
尺
六
寸
｡
美
子
孟

4
張
按
居
延
甲
塞
有
秩
士
吏
公
乗
段
尊
.
中
夢

1
歳
八
月
廿
日
O
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能
書
合
計
｡
治
官
民
頗
知
律
令
文
招
｡
宝
･火

5
屑
水
候
官
始
安
望

許
宗

糊
針
空

目
能
書
合
計
.
治
,tn
民
既

知
律
令
文
｡
J年
升
六
｡
長
七
尺
二
寸
.
磯
得
千
秋
里
o
家
去
官

六
百
里
｡
蓋
･孟

6
候
官
罷
虜
黙
長
替
毒
草
玄
｡
.申
功
五
弊
三
月
.
能
書
合
計
.
袷

官
民
頗
知
律
令
文
｡
年
升
歳
｡
長
七
尺
五
寸
｡
藤
令
居
延
中
宮

里
｡
家
去
官
七
十
五
里
｡
屠
居
延
部
｡
八九
･望

こ
れ
等
は
'
官
名

･
帝
位

･
姓
名
を
書
き
'
績
い
て
功
券

(或
い

は
穿
の
み
)
を
書
き
'
｢能
書
合
計
｡
治
官
民
燐
知
律
令
文
｣
と
い
う

1
定
の
女
旬
が
有
り
'
年
令

･
身
長
を
観
け
'
最
後
に
そ
の
居
豪
の

願
異
名
と
'
官
よ
り
の
距
離
と
齢
著
し
て
あ
る
.

･
｢能
書
合
計
.
治
官
民
既
知
律
令
文
｡
｣
は
､

1
定
の
褒
め
た
言
葉

で
あ
る
か
ら
'
こ

の
文
書
は
褒
状
'
叉
は
表
彰
状
の
様
な
も
の
で
あ

る
と
み
ら
れ
る
｡

元
来
漠
の
官
吏
は
'
自
家
か
ら
通
勤
し
た
の
で
は
な
か
つ
た
様
で

L｢■u4一r)

あ
る
.
勿
論
右
の
文
書
中
の
人
物
は
'
候
長

･
士
吏

･
然
長
等
で
'

連
郡
の
第

一
線
の
軍
人
で
あ
る
か
ら
'
特
に
自
家
か
ら
通
勤
す
る
事

は
有
り
得
な
い
｡
し
か
し
'

1
般
内
部
の
官
吏
で
も
'
冬
至

･
夏
至

卿

叫

等
の
休
日
や
'
何
日
に

一
度
か
の
】
定
の
休
暇
以
外
は
'
官
舎
を
去

つ
て
日
豪

へ
静
る
事
は
出
来
な
か
っ
た
棟
で
あ
る
｡
従
っ
て
'
想
像

を
め
ぐ
ら
す
事
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
'
こ
の
文
書
中
に
'
居
家
の
輝

異
名
と
官
よ
-
の
距
離
が
著
さ
れ
て
い
る
事
は
'
表
彰
を
横
合
に
t

FJ73

休
暇
を
得
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
蘇
る
の
で
あ
る
｡

そ
れ
は
と
も
か
-
'
こ
の
記
載
法
に
よ
っ
て
'
功
は

1
つ
二
つ
と
ー

数
え
｣
努
は
何
歳
何
月
何
日
と
数
え
る
も
の
で
あ
る
事
が
明
か
と
な

.つ
兜
o

而
し
て
'
努
は

一
定
の
勤
務
日
教
を
釈
-
事
な
-
勤
め
た
場
合
に

は
'
定
め
ら
れ
た
比
率
を
以
て
割
増
せ
ら
れ
る
事
が
あ
る
｡
即
ち
'

衆
の
文
書
は
そ
の
澄
壊
と
な
る
｡

7
五
鳳
三
年
十
月
甲
辰
朔
甲
辰
｡
居
延
都
尉
徳
延
轟
敢
言
之
｡
甲

薬
候
長
漠
彊
層
言
｡
候
長
費
目
述
積
三
百
廿

一
日
｡
以
令
賜
賢

弊
百
六
十
日
寧
日
｡
謹
移
賜
穿
名
籍

一
編
敢
言
之
｡
l芋

一四

こ
れ
政
'
･居
延
都
尉
の
徳
延
毒
が
'
甲
渠
候
長
の
漠
韓
の
報
官
署

に
も
と
づ
き
､
候
長
貿
な
る
人
物
の
三
百
廿

1
日
の
勤
務
嘗
旗
に
封

､

L
t
法
令
に
よ
っ
て
'
二
封

一
の
割
合
で
努
を
輿
え
る
事
を
認
め
今

様
'
恐
ら
-
は
太
守
府
の
功
菅
に
封
し
て
申
請
し
た
文
書
で
あ
る
｡
.

こ
の
種
の
申
請
に
封
し
て
承
認
が
輿
え
ら
れ
'
努
が
増
さ
れ
る
趣

を
し
る
し
た
玉
葬
時
代
の
文
書
が
､
敦
塩
的
土
の
木
簡
文
書
の
中
把

･-22 ･-
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あ
る
0

8
敦
徳
歩
贋
尉
曲
平
望
塞
有
秩
候
長
｡
敦
徳
串
間
田
東
武
里
五
士

王
参
｡
秩
庶
士
｡
新
始
建
国
地
畠
上
戊
元
年
十
月
乙
未
｡
迩
壷

二
年
九
月
晦
｡
積
三
百
六
十
日
｡
除
月
小
五
日
｡
定
三
百
五
十

五
｡
以
令
二
日
嘗
三
日
｡
埠
穿
百
七
十
七
日
寧
日
｡
薦
五
月
二

十
七
日
年
目
｡
流
沙
墜
簡
浄
書
軍
ユ

右
の
文
書
中
に
'
｢
以
命
二
日
嘗
三
日
L
と
い
う
令
文
は
'
北
連
繋

令
第
四
と
い
う
名
の
も
と
に
'
居
延
筒
の
中
に
見
出
さ
れ
る
｡

9
北
連
繋
令
第
四
｡
候
長
候
夏
日
迩
及
将
軍
吏
努
｡
二
日
常
嘗
三

日
｡
7O
･天

10北
遵
奉
命
第
四
｡
北
連
候
長
候
史
速
｡
二
日
嘗
三
日
｡
毒
三

九

こ
れ
に
よ
れ
ば
'
増
勢
の
制
は
'
明
か
に
連
境
地
帯
の
特
例
で
t

Jruお

漢
書
異
食
宗
侍
中
の
如
淳
の
証
に
t

.
連
吏
三
歳

一
吏

と
あ
る
制
度
等
と
同
じ
-
'
連
境
地
画
の
官
吏
に
封
す
る
優
遇
政
策

の

1
つ
で
あ
ろ
う
.
と
い
う
事
は
､
内
部
の
吏
は
'
増
潜
の
制
が
な

か
つ
た
か
'
若
し
く
は
二
封

一
以
下
の
加
算
で
あ
っ
た
と
い
う
事
に

な
る
｡

そ
の
外
に
努
が
輿
え
ら
れ
る
時
が
あ
る
.
も
れ
は
秋
射
の
際
で
あ

つ
て
'

11
功
令
弟
冊
五
.
候
長
士
吏
省
試
射
.

埠
幣
努
力
如
襲
撃
.
費
十

二
央
中
常
夫
六
薦
程
｡
過
六
夫
｡
賜
努
十
五
日
｡
望
･童

12
功
令
第
冊
五
.
士
吏
候
長
蕉
陳
長
.
常
以
令
歌
試
射
.
以
六
薦

メ

程
O
過
六
.
賜
努
央
十
五
日
｡
天
予
言

13
燃
長
｡
常
以
命
秋
射
費
央
迩
以
六
馬
程
｡
過
六
｡
腸
弊
央
十
五

日
.
蓋
0･童

の
如
-
規
定
せ
ら
れ
'
五
割
以
上
の
命
中
率
を
あ
げ
た
者
に
封
し
て
t

.1ru9

静
十
五
日
が
輿
え
ら
れ
fS
.

14
回
鳳
二
年
秋
｡
以
令
射
.
襲
十
二
欠
｡
中
背
六
嘗
8
0
710]]･1(

15
甘
琴
九
年
秋
｡
以
令
射
｡
聾
十
二
｡
中
腎
失
十
｡
孟
三

等
は
そ
の
命
中
率
の
記
録
で
あ
る
｡

吏
の
勤
務
状
況
は
'
々
の
上
司
が
監
督
L
t
九
月
末
を
以
.三

年

TrHJ釦

間
の
紙
計
を
締
切
る
｡
そ
の
際
秋

射

の

記
録
を
あ
わ
せ
'
更
に
上
の

･一32LJ

官
廉
に
報
告
せ
ら
れ
る
｡メ

様
で
あ
る
｡

16五
鳳
二
年
九
月
庚
辰
朔
己
酉
｡
甲
渠
候
長
彊
敢
言
之
｡
府
昔
日
｡

候
真
土
吏
黄
熱
長
.
以
令
款
射
O
署
功
労
.
長
吏
雑
読
合
口
封

移
都
尉
府
.
荘
移
第
四
黙
長
奴
記
秋
射
愛
書

一
編
敢
貫
之
.
六
･言
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17
四
月
庚
成
朔
己
卯
.
甲
菜
部
候
誼
敢
言
之
.
府
書
同
寺
然
長
秋

政
令
尉
□
及
解
読
某
｡

田
口
尉
府
謹
都
旅
長
儒
如
牒
謁
o
以
令
賜
儒
穿
十
五
日
敢
言
之
.

天
･
一五

18
建
昭
元
年
十
月
且
｡
日
迩
壷
二
年
九
月
晦
日
｡
積
□
三
月
八
十

ノヽHU4

二
(下
暑
)

此
の
16
か
ら
18
迄
の
三
簡
収
'
九
月
末
の
関
係
文
書
と
み
て
よ
S
｡

先
に
ひ
い
た
7
の
簡
は
十
月
甲
辰
朔
甲
辰
で
十
月

1
日
付
を
以
て

行
わ
れ
た
上
申
で
あ
る
｡
此
の
上
申
が
都
尉
か
ら
行
わ
れ
る
馬
の
材

料
を
求
め
た
都
尉
府
の
府
書
が
'
16

･17
に出
て
い
る
｡
16
の
府
書
･

17
の
牒
謁
が
そ
れ
で
あ
る
.
そ
し
て
'
こ
の
府
書
の
答
軒
で
あ
る
l

の
文
書
は
'
九
月
庚
辰
朔
己
酉
'
即
ち
九
月
三
十
日
付
で
あ
る
か
ら
'

17
の
四
月
庚
戊
朔
己
卯
鴇
'
九
月
庚
戊
朔
己
卯
で
'
九
月
三
十
日
と

み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

8
･
18
の
簡
か
ら
察
し
ら
れ
る
様
に
'

1
殻
に
十
月
か
ら
九
月
迄

を
以
て

1
ヶ
年
と
み
て
居
り
'
綬
漢
書
百
官
志
の
郡
図
の
俵
'｢歳
壷

遺
吏
上
計
｣

の
鼓
に
'

巌
植
薩
注
目
.
計
断
九
月
'
因
秦
以
十
月
璃
正
故
O

と
あ
-
'
周
薩
秋
宮
中
行
人
'
鄭
玄
注
の

著
今
計
文
書
断
於
九
月

と
群
す
る
後
漠
の
制
が
'
繭
藻
に
も
行
わ
れ
て
い
た
事
を
不
す
も
の

で
あ
る
｡

居
延
漠
簡
に
は
'
こ
の
外
に
功
労
に
閲
す
る
も
の
と
し
て
'

19
田
六
月
廿
七
日

西
河
北
部
都
尉
童
永
野
二
歳
五
月
三
田
.望

･
70

の
如
-
に
'
官
名

･
氏
名

･
功
嬰
を
書
を
連
ね
た
各
簿
の
様
な
も
の

が
有
る
が
'
右
の
西
河
北
部
都
尉
が
最
高
の
官
で
'
そ
の
他
は
大
体

六
百
石
以
下
の
官
が
多
-
'
長
信
少
府
丞
王
渉

･
倍
都
長
史
輿
口

･

薬
液
属
国
司
馬
適
薬

･
□
都
尉
丞
何
望

･
北
地
候
社
且
等
の
功
労
が

断
片
の
中
に
見
ら
れ
る
が
'
此
れ
だ
け
を
見
て
も
'
功
労
が
問
題
に

ノヽ2▲一

さ
れ
る
官
は
'
中
央
政
府
の
束
で
あ
る
長
信
少
府
丞
を
始
め
'
非
常

に
廉
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
る
事
が
想
像
さ
れ
る
む
で
あ
る
.

猶
'
努
は
'
輿
え
る
の
み
の
も
の
で
は
な
-
て
'
逆
に
奪
わ
れ
る

≠

場
合
が
あ
る
｡
即
ち
'
漢
書
碍
唐
侍
の
如
淳
の
証
に
'

漠
軍
法
nÎ.
吏
卒
斬
首
以
尺
籍
書
下
願
移
郡
.
令
人
故
行
不
行
｡

娼

奪
弊
二
歳

｡

と
い
う
事
が
出
て
い
る
の
で
知
る
事
が
で
き
る
O

以
上
の
考
察
に
よ
り
､
券
は
勤
務
日
数
を
主
と
す
る
も
の
で
'
そ

24
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の
状
況
に
よ
っ
て
は
増
減
も
行
わ
れ
'
そ
の
多
少
は
官
吏
の
成
績
を

あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
事
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
｡
そ
れ
に
封

し
て
功
は
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
に
'
努
の
如
-
明
確
に
考
琵
し

得
る
材
料
が
な
S
が
'
例
え
ば
'
戦
陣
で
敵
の
首
を
取
る
と
か
'
平

時
に
盗
賊
を
捕
え
る
と
か
の
如
-
'
他
の
人
に
は
な
-
て
'
そ
の
人

Lru坐

の
み
が
有
す
る
特
別
な
て
が
ら
と
し
て
よ
S
の
で
は
な
い
か
o
故
に

そ
れ
は
'

7
つ
二
つ
と
数
え
る
事
が
出
来
る
具
体
的
な
も
の
で
'
5
･

6
の
簡
の
棟
に
功

7
･
功
五
と
い
う
表
現
が
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
.

特
に
6
の
簡
は
'
努
が
三
月
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
'
他
の
努

7
歳
八

月
余
な
い
し
三
歳
年
余
の
人
と
同
様
の
表
彰
を
受
け
て
い
る
の
は
'

功
五
の
多
き
を
数
え
て
い
る
馬
な
の
か
も
知
れ
な
い
.
功
が
そ
の
様

に
特
殊
的
な
も
の
で
あ
る
が
故
に
'
あ
ら
か
じ
め
法
令
で
規
定
し
て

置
-
事
が
困
難
な
こ
と
と
な
り
'
戦
陣
で
多
数
の
首
を
あ
げ
た
と
か
'

地
方
官
が
'
そ
の
治
下
の
部
に
盗
賊
を
絶
滅
し
た
と
か
'
或
い
は
歴

代
の
地
方
官
が
鎖
塵
で
き
な
か
っ
た
大
旗
を
抑
歴
し
た
と
か
い
う
事

に
な
れ
ば
'
能
治
劇
と
解
せ
ら
れ
て
選
拳
せ
ら
れ
､
界
は
課
最
に
あ

た
っ
て
昇
進
'
埠
鉄
を
得
る
の
で
あ
る
｡

か
-
の
如
-
功
i
J努
と
に
直
別
を
考
え
る
が
故
に
私
は
'
司
馬
遷

､
の
鼎
日
積
弊
の
語
が
極
め
て
具
体
的
な
常
時
の
事
情
を
述
べ
て
居
り
'

閥
閲
の
閲
は
積
弊
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
と
息
ケ
の
で
あ
る
.
そ

i

し
て
'
童
仲
野
の

｢
以
日
月
薦
功
し

と
い
う
譜
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
'

努
は
言
わ
ば
最
低
の
功
と
な
る
で
あ
ろ
㌢

と
も
あ
れ
'
中
央
政
府
に
お
い
て
'
毎
歳
地
方
長
官
等
の
殿
最
が

課
せ
ら
れ
る
の
と
同
じ
様
に
'
地
方
の
太
守
府
に
お
い
て
も
'｢吏
の

ノヽ

)

娼

胡

功
労
が
案

｣
ぜ
ら
れ
'
｢
某
年
の
功
労

案

L

が
提
出
せ
ら
れ
'
｢
功
吹

り

.
4

.4l

を
以
て
遷
る
L

者
が
有
る
の
で
あ
る
｡

漠
代
の
選
車
は
'
胃
頭
に
述
べ
た
棟
に
'
孝
廉
科
を
始
め
と
し
て

稜
々
の
制
度
が
あ
っ
た
.
正
史
の
列
俺
に
名
を
列
ぬ
る
人
々
は
'
多

-
は
こ
れ
等
の
選
挙
を
経
て
昇
進
し
た
優
れ
た
人
物
で
'
文
字
通
り

名
を
竹
島
に
垂
れ
'
二
千
年
後
の
今
日
で
も
'
そ
の
年
代
の
差
を
超

え
て
我
々
に
親
し
い
存
在
で
あ
る
｡

し
か
し
'
吏
員

･
佐
史
よ
り
丞
相
に
至
る
迄
'
十
lこ
高
二
百
八
十

.1ru曲
五

人
と
言
わ
れ
海
藻
代
官
吏
の
大
牢
は
'
今
は
無
名
の
人
で
あ
ゎ
'
′

官
歴
は
も
と
よ
り
'
名
を
求
心
る
事
す
ら
永
久
に
不
可
能
で
あ
る
.

彼
等
は
'
右
の
選
馨
に
あ
づ
か
る
事
も
な
か
っ
た
平
凡
な
人
達
で

あ
る
が
故
に
'
列
偉
上
の
人
物
と
は
別
の
意
味
で
我
々
に
親
し
い
存

在
だ
と
い
え
る
O
そ
の
人
連
の
昇
進
は
'
本
稿
で
考
辞
し
た
功
次
に

よ
る
も
の
で
あ
っ
た
9
そ
し
て
薬
代
官
吏
の
昇
進
は
'
功
次
積
弊
に
.

･.25._
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よ
る
も
の
こ

そ
最
も
多
-
'
む
し
ろ

7
番
大
切
潜
も
の
.で
は
な
か
つ
1

た
ろ
う
か
.
諸
賢
の
御
批
判
を
得
れ
ば
幸
甚
で
か
る
.

③ ③ ① 註⑥ ⑨

江
暗
涙

丁
郎
氏

｢
西
漠
の
官
僚
階
級
｣
東
洋
史
研
究
十
｣
巻
五

･
大
鏡
｡

演
口
重
観
氏

｢
薬
代
の
孝
廉
と
廉
吏
｣
史
畢
雑
誌
五
十
三
拳
七
壊
'
第

四
十
三
回
史
拳
骨
大
倉
報
骨
｡

1
例
を
あ
げ
れ
ば
､
漠
書
巻
七
十
陳
湯
博
に
'

元
帝
の
時
､
冨
卒
侯
張
勢
が
､
列
侯
の
資
格
で
茂
材
を
挙
げ
､
陣
容
を

推
挙
し
溝
が
､
港
は
父
の
死
に
際
し
て
喪
に
蘇
ら
な
い
と
い
う
理
由
で

司
隷
の
敦
奏
を
う
け
た
｡
そ
の
た
め
'
推
薦
者
た
る
張
動
は
戸
二
首
を

削
ら
れ
､
死
す
る
や
鯵
公
と
い
う
不
名
著
な
課
を
う
け
た
O
と
あ
る
.

知
友
関
係
を
以
て
選
挙
す
る
場
合
の
例
は
枚
挙
に
職
が
な
い
.
鼓
③

の

鍍
勃

･
陣
場
の
関
係
も
そ
の
例
で
あ
る
｡
漠
書
巻
五
十
九
張
安
世
侍
に

｢
嘗
っ
て
安
世
が
推
薦
し
た
人
物
が
謝
周
に
乗
っ
た
の
を
､
安
世
は
大

い
に
恨
み
'
公
の
選
挙
に
私
謝
す
る
事
が
有
ろ
う
か
と
い
う
の
で
.'
そ

の
人
と
絶
交
し
た
.｣

静
が
あ
る
が
'
常
時
の
風
習
の

7
靖
が
う
か
51

え
る
｡

漢
番
巻
五
十
大
童
仲
静
偉
｡

富
柴
に
よ
っ
て
官
を
得
る
事
に
つ
い
て
は
'
江
幡
氏

｢
西
湊
の
官
僚
階

級
｣
･
西
田
保
氏

｢
湊
Q
中
家
の
産
に
就
い
て
｣
『
加
藤
博
士
還
暦
記
念

東
洋
史
集
説
』
参
照
｡

居
娃
藻
簡

二
品
･蓋
｡

○

四
年
廿
入

官
及
有
鞍
燭
弓
帝
願
軽
蔑
俵
史

は
'
或
い
は
そ
の
意
味
か
も
知
れ
な
い
｡

⑦

漢
書
空

事

九
蘭
何
樽
に

｢
以
文
母
等
｡
焦
準

玉
東
汝
｡｣
と
あ
り
,
顔

藤
吉
の
証
に
ょ
れ
ば
'
｢
害
傷
也
｡
無
人
髄
傷
害
之
者
oL
と
す
る
｡
他

に
求
湯
侍
､
起
鵡
侍
､
成
宣
停
等
に
無
筈
と
し
て
み
え
る
｡
居
延
漠
衛

.

二
〇
二
711に

0
0
0

尉
史
張
等

文
母
等
可
禰
田

⑳ ㊥ ㊨ ⑳ ⑳ ⑱ ⑳ ⑳ ⑳ ㊥ ⑳ ⑳ ⑪ ⑲ ⑨ ⑧

と
あ
る
.
陳
棄
民

｢
漠
晋
逮
簡
偶
逮
｣
及
岡
緯
栴
(『
図
立
中
央
研
究
除

歴
史
語
青
研
究
所
集
刊
』
葬
十
六
本
及
第
二
十
三
本
)
に
'
文
母
青
に
つ

い
て
の
考
稗
が
あ
る
｡

湊
書
巻
六
十
二
司
馬
遷
偉
｡

同
僚
｡

史
記
同
博
大
史
公
費
｡

藻
書
巻
五
十
八
鬼
蒐
樽
｡

裾
奉
世

･
裾
野
三

･
確
苛
共
に
漠
音
容
七
十
九
喝
奉
世
偉
｡

葵
書
巻
七
十

一
卒
嘗
侍
｡

26.-

同同同同同同同国同
者

巻
九
十
酷
吏
侍
｡

巻
七
十
九
噂
挙
世
侍
｡

巻
七
十
四
丙
吉
樽
｡

巻
八
十
五
杜
鄭
偉
｡
す

巻
六
十
大
王
静
侍
｡･

巻
九
十
酷
吏
侍
｡

巻
四
十
六
直
不
発
樽
｡

巻
九
十
幣
束
侍
｡

同

巻
六
十
八
電
光
偉
｡
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⑳ ⑳㊧ ⑳ ㊨ ⑳ ㊥ ⑳ ㊨ ㊨

同

巻
七
十
六
玉
章
侍
｡

張
赦

･
確
立

･
朱
博

･
楊
倣

･
脅
威
等
の
侍
に
あ
る
｡

1

浜
書
巻
八
十
三
｡

声
質
は
､
酷
吏
俸
中
に
そ
の
名
が
見
え
'
筏
江
夏
太
守
'
宥
輔
都
尉
'

執
金
吾
に
至
っ
た
｡

湊
音
容
八
十

一
｡

後
漠
書
巻
五
十
八
｡

藻
書
巻
八
十
三
｡

同

番
六
十
六
｡

同

巻
八
十
四
｡

0

此
の
2
と
3
と
の
南
筒
は
'
考
稗
の
樺
文
灯
は
､
頗
知
律
令
武
.
と
な

0

っ
て
い
る
.
共
に
4
3
9
貫
に
出
て
居
る
が
'
他
は
す
べ
て
律
令
文
と
な

0

0

っ
て
居
る
の
で
'
武
は
文
に
修
正
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

0

0

0

な
お
'
樺
文
に
は
'
2
の
債
得
成
湊
男
を
蛍
に
'
5
の
頗
知
律
令
文
を

0院
と
す
る
が
'
共
に
明
白
な
過
で
あ
る
か
ら
'
他
の
例
に
な
ら
つ
て
修

正
し
た
｡

⑳

湊
の
官
塵
の
度
合
と
自
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
'
稿
を
改
め
て
考
え

た
い
が
'
註
⑳
⑳
に
引
用
し
た
資
料
で
も
'
そ
の

7
班
を
知
り
得
る
｡

⑳

漠
書
巻
八
十
三
辞
宣
停

及
日
重
体
史
｡
賊
曹
操
張
扶
O
鞠
不
骨
休
O
坐
曹
冶
事
｡
(辞
)
宣
出
数

日
｡
蓋
絶
景
和
人
道
備
通
｡
日
登
吏
以
合
体
｡
所
解
凍
久
｡
曹
推
有
公

′

職
事
.
家
亦
望
私
愚
意
｡
･壊
宜
後
衆
帝
｡
封
妻
子
設
酒
肴
｡
爵
郷
里
豊

美
相
乗
｡
斯
亦
可
奥
｡
扶
怒
塊
｡
骨
層
善
之
｡
師
昔
日
｡
冬
夏
至
之
日
｡

不
省
官
尊
｡
政
体
史
｡

⑳

鄭
常
時
停

･
石
慶
侍
等
Li
よ
れ
ば
'
太
子
舎
人
や
郎
官
は
五
日
ti
]
慶

休
職
が
有
っ
た
｡
又
'
湊
背
高
帝
栂
の

｢
骨
｣
の
証
に
'
李
輩
日
｡
休

講
之
名
｡
吉
日
骨
｡
凶
日
率
｡
と
あ
-
r
率
の
例
は
'
居
延
漠
筒
に
'

0
0
0
0

□
甲
巣
候
長
潮
以

令

取

寧

O
即
日
遺
書
到
目
鼻
遭
卿
律
令
｡
TK
0
･
完

0
0
0

第
竹
入
懲
長
諦
O
母
死
｡
詣
官
寧
三
月
ロ
.
完
･完

等
と
み
え
て
い
る
が
'
骨
に
あ
た
る
例
は
な
い
よ
う
に
思
う
｡

⑳
＼
高
帝
紀
の
孟
康
の
証
に
'

O
O
O

一

漠
律
｡
吏
二
千
石
｡
有
予
骨
｡
有
賜
億
｡
予
告
者
｡
在
官
有
功
最
｡

0
0
0
0
0

･

法

新

嘗

得

也

O

云
々

と
あ
る
｡
吏
二
千
石
に
つ
い
て
の
裁
定
で
あ
る
が
へ
下
級
官
吏
に
も
同

株
の
法
が
有
っ
た
ろ
う
と
推
測
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
｡

⑳

藻
書
巻
七
十
.
穀
倉
完
は
西
域
都
辞
と
な
り
'
西
域
其
の
威
信
を
敬
し

0
0

た
が
'
｢
三
歳
更

轟

き
て
遣
る
｣
と
あ
り
'
如
淳
は
之
に
註
し
て
い
る
9

⑳

私
は
'
拙
稿
丁

材
官
故
｣
(
龍
谷
史
壇
第
三
十
六
哲

の
中
で
(
夢
を
慰

労
休
職
と
解
し
た
が
'
此
の
横
倉
に
訂
正
し
た
い
｡
陳
衆
氏

｢藻
晋
遭

簡
道
連
｣
に
は
'
夏
作
銘
氏
の
詮
と
し

て'
大
夫
を
過
ぎ
れ
ば
､
央
ご

と
に
十
五
日
脅
す
と
い
う
解
稗
を
出
し
て
い
る
｡

⑲

秋
射
は
､
漠
官
儀
に
よ
れ
ば
八
月
'
藻
青
笹
方
遵
侍
に
よ
れ
ば
九
月
で

あ
る
｡

⑳

co.18
の
簡
は
無
鱗
で
あ
る
｡
居
延
漠
簡
考
樺
五

H

貢
に
あ
る
.I

㊨

長
層
少
好
は
t.
も
と
長
信
食
事
と
い
ゝ
'
皇
太
后
腎
を
掌
る
官
で
'
妄

帝
中
大
卒
名
を
長
信
少
府
と
あ
ら
た
め
'
卒
帝
元
始
四
年
'
更
に
長
柴

少
府
と
あ
ら
た
め
た
｡

0

⑳

史
由

の
裾
唐
列
侍
の
索
篠
に
よ
れ
ば
'
寺
穿

7歳
に
な
っ
て
い
る
｡

172二
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･L

㊧

湊
書
巻
四
十
九
愛
盤
樽
に
､
愛
盤
が
丞
相
中
庸
寡
の
非
薩
を
費
め
た
首

㊥㊨ ㊨､

葉
に
'｢
君
廼
感
材
官
軟
張
へ
塵
魚
除
帥
'
帯
功
至
准
陽
守
'
非
有
奇
計

攻
城
野
戦
之
功
｣
と
あ
る
｡

居
廷
漠
簡
.
謹
案
吏
功
労

云

U二
一

■

居
延
甲
巣
侯
官
第
廿
七
懐
長
士
伍
李
宵

建
昭
四
年
功
労
案

7毒
･九

回
以
功
次
遷
魚
層
水
鏡
供
官
O
以
三
月
辛
未
到
宮
口
｡

空
･票

Eg
利
以
功
衆
道

莞
八
･
二

中
功

1
穿
三
月

7
月
牛
日

食
居
種
甲
渠
使
命
史
｡
代
段
利
.
完
八
･云

⑳

漢
書
宵
宮
公
卿
表
.

-
1
九
五
二
･
十
二
･
十

1
稿
7
-

な
お
､
湊
背
儀
に
よ
れ
ば

｢
論
者
快
'
遷
都
中
食
美
顔
大
昔
者
以
補
之
｡

0
0
0
0

功
永
常
遜
､
欲
留
噂
秩
者
｡
許
之
｣
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
｡

附

配

撃

令

に

つ
い

て

拙
稿
中
の
居
卦

簡
(L
S
,･一7.1dT
R
I)
に
･
北
針

令
(
叉
は
署

)

第
四
と
い
う
簡
が
あ
る
｡
こ
の
牽
令
は
'
内
藤
虎
次
郎
博
士
が
か
の

｢三
井
寺
所
蔵
の
唐
退
所
に
つ
い
て
｣

の
中
で
'
シ
ャ
バ
ン
ヌ
の
整

理
番
第
4
8
8
の

『
龍
勤
罵
大
鴻
過
牽
令

津
閲
』
と
い
う
簡
を
説
明

す
べ
-
'
訣
文

｢
組
｣
字
の
促
の
段
注
に
よ
-
例
を
あ
げ
て
居
ら
れ

る
.
詮
文

｢
紙
｣
字
の
本
文
に
は
'
｢
柴
浪
牽
令
紙
叔
糸
叔
式
L

と
あ

っ
て
'
楽
浪
牽
令
に
は
織
の
字
を
組
に
作
っ
て
い
る
事
が
知
ら
れ
る

と
共

に
､
楽
浪
牽
令
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
る
が
､
段
注
で
は
'
他
に

漢
書
張
湯
傍
の
廷
尉
牽
令
'
(史
記
は
'
発
令
に
作
り
､
居
延
簡
の
場

合
と
同
じ
-
南
棟
相
通
す
る
｡)漢
書
燕
刺
王
且
侍
の
顔
師
苗
注
に
引

く
光
線
尊
命
の
存
在
を
指
摘
し
'
馨
は
葵
で
'
後
漢
書
鷹
取
侍
に
｢

廷
尉
板
令
と
あ
る
所
か
ら
板
に
劃
し
た
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
い

る
｡
師
苗
注
は
'
且
侍
の
､
郎
及
射
林
の
都
武
を
著
し
た
個
所
に
附

さ
れ
'｢諸
富
読
者
不
禽
都
所
免
乏
し
と
あ
る
.
郎

･
調
林
部
は
'
郎

中
令
の
管
轄
下
に
有
り
'
武
帝
太
初
元
年
に
'
郎
中
食
を
光
線
動
と

改
名
し
て
い
る
.
こ
の
光
線
撃
令
は
,
光
線
動
か
ら
配
下
の
郎

･
射

林
を
封
象
に
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
'･
張
湯
侍
に
よ
れ
ば
'
張

湯
は
'
律
文
を
罪
状
に
嘗
て
る
時
に
'

7
々
天
子
の
意
を
仰
ぎ
､
こ

れ
に
従
っ
て
廷
尉
尊
命
と
し
た
と
い
う
か
ら
'
こ
の
場
合
も
廷
尉
の

管
轄
で
あ
る
廷
尉
監
以
下
の
治
獄
吏
に
封
し
て
聾
せ
ら
れ
た
と
い
え

る
｡
居
延
簡
の
北
連
尊
命
も
'
北
連
の
軍
束
に
封
す
る
特
例
で
あ
る

か
ら
'
お
よ
そ
肇
命
と
は
'
板
劃
さ
れ
た
か
否
か
は
別
と
し
て
'
廷

尉

･
光
線

･
大
滝
櫨
の
様
な
中
央
'
楽
浪

･
北
連
の
如
き
地
方
の
所

轄
長
官
か
ら
'
所
管
内
に
出
さ
れ
た
令
で
'
律
令
の
如
-
原
則
的

･

1
殻
的
な
も
の
で
は
な
い
と
思
う
｡
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