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唐
代
政
治
制
度
の
研
究

築

山

治

三

郎

著

昭
和
四
十
二
年
三
月

創

元

社

A
5
列

五
八
四
頁

索
引

1
八
頁

本
書
は
著
者
自
身
が
あ
と
が
き
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
'
･昭
和
二
十
七

年
か
ら
四
十
年
ま
で
の
問
に
董
表
さ
れ
た
研
究
論
文
'
お
よ
び
若
干
の
新
稿
が

加
え
ら
れ
'
匪
登
表
の
論
文
に
関
し
て
は
若
干
の
修
正
を
加
え
ら
れ
て
'
本
書

に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
従
来
'
唐
代
史
研
究
は
多
-
の
方
面
か
ら
な

さ
れ
て
い
る
が
､
各
分
野
に
お
い
て
唐

一
代
の
全
健
的
な
著
書
は
多
-
な
い
｡

そ
の
意
味
か
ら
も
､
本
書
の
よ
う
に
虞
-
唐
代
政
治
制
度
を
通
貫
的
に
論
Ji)
ら

れ
た
著
作
が
童
刊
さ
れ
た
こ
と
は
'
唐
代
史
研
究
者
に
と
っ
て
喜
ば
し
い
こ
と

で
あ
る
｡
自
序
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

｢牡
骨
も
経
済
も
文
化
も
皆
そ
の
根
本
は

政
治
制
度
と
こ
れ
を
運
用
す
る
官
僚
そ
の
人
の
良
否
に
よ
る
｣
と
い
う
著
者
の

立
場
は
そ
の
研
究
方
法
に
も
反
映
し
て
'
人
物
評
債
に
ま
ず
そ
の
出
自
経
歴
か

ら
ア
プ
ロ
ー
チ
さ
れ
る
態
度
が
本
書
全
鰭
を
通
じ
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡
以

下
､
章
を
迫
っ
て
本
書
の
内
容
を
紹
介
'
批
評
し
て
み
る
｡

ま
ず
第

一
章

｢中
央
官
僚
と
宰
相
｣
｡
唐
代
の
宰
相
に
つ
い
て
､
そ
の
家
系
'

出
自
'
経
歴
お
よ
び
膚
朝
と
の
関
係
な
ど
の
鮎
か
ら
'
そ
の
性
格
'
特
徴
を
論

及
さ
れ
て
い
る
｡
唐
初
'
す
な
わ
ち
高
髄
'
太
宗
朝
で
の
宰
相
'
そ
れ
に
高
級

官
僚
の
ほ
と
ん
ど
が
北
朝
系
の
貴
族
で
あ
り
､
特
に
膚
朝
創
業
期
の
高
租
朝
に

あ
っ
て
は
'
彼
等
の
多
く
が
居
室
と
外
戚
ま
た
は
婚
戚
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が

唐
王
朝
創
業
の
基
礎
を
確
立
す
る
の
に
都
合
が
よ
か
っ
た
と
さ
れ
る
｡
隔
末
の
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動
乱
期
に
群
雄
の
一
と
し
て
挙
兵
し
た
李
淵
集
圏
が
統

一
へ
の
過
程
で
雑
多
な

異
分
子
を
吸
収
し
な
が
ら
'
統

一
事
業
を
完
成
す
る
の
で
あ
る
が
'
確
か
に
膚

朝
創
業
期
の
高
級
官
僚
に
は
婚
戚
関
係
を
有
す
る
人
物
が
多
-
見
ら
れ
る
こ
と

が
指
摘
で
き
る
｡

一
方
'
南
朝
系
貴
族
に
封
す
る
虞
遇
は
ど
う
か
と
い
う
と
'
著
者
の
言
を
借

り
る
な
ら
ば
'

｢宰
相
'
功
臣
'
率
土
等
の
官
僚
の
ほ
と
ん
ど
が
北
朝
系
官
僚

で
あ
り
'
そ
の
う
ち
少
数
の
南
朝
系
官
僚
が
含
ま
れ
て
い
て
'
そ
れ
が
唐
帝
国

創
業
を
容
易
な
ら
し
め
'
基
礎
を
築
い
た
｣
(五
七
頁
)
の
で
あ
る
と
｡
宰
相
､

そ
れ
に
所
謂
二
十
四
功
臣
が
堅
倒
的
に
北
朝
系
で
占
め
ら
れ
七
ノい
る
の
に
封

L
t
所
謂
十
八
学
士
の
う
ち
六
人
が
南
朝
系
で
あ
り
､
他
に
比
し
て
か
な
り
多

い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
'
太
宗
の
南
北
文
化
の
融
合
政
策
の
現
わ
れ
と
し
て

｢少

数
で
あ
っ
た
が
､
南
朝
系
官
僚
が
入
っ
た
こ
と
は
官
界
'
政
界
に
南
方
の
新
風

を
吹
き
込
む
こ
と
と
な
り
'
か
え
っ
て
刺
激
に
な
っ
た
｣

(四
二
頁
)
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
｡
高
観
か
ら
太
宗
の
初
期
に
か
け
て
の
創
業
期
に
は
ま
ず
な
に
よ

り
も
軍
事
力
に
よ
る
制
壁
が
最
も
急
務
で
あ
り
､
そ
の
意
味
で
武
官
に
し
て
文

官
を
兼
ね
た
北
朝
系
貴
族
が
重
用
さ
れ
る
の
ほ
嘗
然
で
あ
る
が
'
南
朝
系
貴
族

が
学
士
中
に
比
較
的
多
い
と
い
う
鮎
に
つ
い
て
文
化
政
策
の
面
を
強
調
さ
れ
'

官
界
､
政
界
に
南
方
の
新
風
を
吹
き
込
む
こ
と
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
'
こ

れ
は
具
鰻
的
に
な
に
を
意
味
す
る
の
か
'
明
確
で
な
い
｡
文
学
館
の
学
士
十
八

名
の
任
命
は
武
徳
四
年
の
太
宗
が
薬
玉
た
り
し
時
で
あ
り
'
天
下
は
完
全
に
唐

朝
に
蹄
附
す
る
に
は
い
ま
だ
至
っ
て
い
な
い
が
'
軍
事
的
成
功
を
背
景
に
統

一

へ
の
展
望
が
開
け
た
年
で
あ
る
.
こ
の
時
鮎
に
お
い
て
'
南
朝
系
貴
族
が

1
躍

政
治
的
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
政
治
の
表
面
に
出
て
く
る
の
は
､
膚
朝
の
統
治
方
針

の
あ
る
種
の
碑
換
'
す
な
わ
ち
'

一
鷹
の
軍
事
的
制
壁
に
つ
い
で
'
長
期
安
定

政
権
へ
の
志
向
に
基
づ
い
て
'
北
朝
系
貴
族
は
も
と
よ
り
､
南
朝
系
貴
族
を
も

唐
王
朝
の
下
に
組
み
込
ま
ん
が
た
め
に
'
な
ん
ら
か
の
妥
協

-
筆
者
は
こ
れ
を

大
土
地
私
有
の
安
堵
と
い
う
鮎
に
求
め
る
の
で
あ
る
が
I
が
な
さ
れ
'
こ
う
い

っ
た
政
策
の
具
照
的
な
あ
ら
わ
れ
の
1
つ
が
'
南
朝
系
貴
族
の
中
央
官
界
で
の

進
出
な
の
で
は
な
い
か
｡
例
え
ば
著
者
が
唐
初
の
南
朝
系
貴
族
出
身
の
宰
相
と

し
て
､
そ
の
特
異
な
存
在
を
注
目
さ
れ
て
い
る
蔚
璃
で
す
ら
'
義
挙
冗
年
の
唐

へ
の
締
附
に
際
し
て
は
'
そ
の
関
内
の
産
業

(
い
う
ま
で
も
な
-
私
有
地
で
あ

ろ
う
)
は
官
捜
さ
れ
て
､
･動
人
に
賜
給
さ
れ
'
武
徳
五
年
に
そ
れ
が
返
還
さ
れ

て
い
る
事
貰

(雨
唐
書
籍
璃
侍
)
は
時
期
的
に
も
筆
者
の
推
定
す
る
こ
の
政
策

縛
換
と
期
を
ほ
ぼ

一
に
L
t
傍
詔
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
南
北
統

一
へ
の
序
曲
的

存
在
で
あ
る
北
周
へ
そ
れ
を
遭
い
で
南
北
統

1
を
完
成
し
た
晴
を
経
て
唐
が
成

立
す
る
の
で
あ
り
'
唐
成
立
以
前
に
特
に
所
謂
南
朝
系
貴
族
の
北
朝
系
統

一
国

家
へ
の
従
属
的
関
係
ほ
ど
の
程
度
進
展
し
て
い
た
の
か
'
-｣
ぅ
い
っ
た
鮎
か
ら

も
南
朝
系
貴
族
と
膚
朝
と
の
関
係
は
複
雑
な
種
々
の
問
題
鮎
を
含
み
'
と
に
か

-
'
単
な
る
文
化
的
融
合
政
策
と
し
て
と
ら
え
る
の
み
で
は
理
解
す
る
こ
と
は

困
難
だ
と
思
わ
れ
る
｡

次
に
高
宗
朝
か
ら
玄
宗
朝
に
お
け
る
宰
相
に
つ
い
て
'
武
周
革
命
期
を
新
興

の
科
撃
官
僚
層
の
進
出
期
で
あ
る
と
す
る
税
鮎
か
ら
t

H

硯

･
父
が
官
僚
で
あ
っ
た
着

日

科
撃
出
身
者

の
二
つ
に
分
難
さ
れ
て
詳
細
に
考
讃
さ
れ
て
い
る
が
'
こ
の
分
瓶
に
そ
れ
ぞ
れ

∫

含
ま
せ
て
お
ら
れ
る
人
物
に
つ
い
て
'
や
や
正
確
さ
を
軟
い
て
い
る
｡
例
え
ば

張
行
成
は
制
撃
を
経
て
い
る
か
ら
日
で
な
-

臼に
入
れ
る
べ
き
で
あ
り
'
同
じ

く
李
義
攻
も
進
士
出
身
で
あ
る
か
ら

臼に
入
れ
る
べ
き
で
'
さ
ら
に
李
義
淡
に

関
し
て
は
組
が
刺
史
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
'
こ
れ
は
族
租
の
誤
り
で
あ

る
｡
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つ
い
で
吏
部
官
僚
'
翰
林
学
士
と
宰
相
と
の
関
係
に
言
及
さ
れ
､
こ
こ
で
も

科
挙
出
身
官
僚
の
増
加
と
吏
部
官
僚
の
奨
質
を
問
題
に
さ
れ
'
膏
乗
の
貴
族
の

牙
城
で
あ
っ
た
吏
部
が
次
第
に
科
挙
出
身
の
新
興
勢
力
で
占
め
ら
れ
て
い
く

が
'
や
は
り
家
柄
の
低
い
者
は
吏
部
官
僚
に
は
な
り
え
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
｡

ま
た
'
膏
門
閥
貴
族
も
科
拳
に
慮
じ
て
官
界
入
り
す
る
も
の
が
増
加
す
る
傾
向

に
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
か
ら
'
所
謂
新
興
の
科
挙
出
身
官
僚
な
る
も

の
を
よ
り
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
所
謂
新
興
官
僚

層
が
武
后
の
政
治
方
針
に
合
致
す
る
が
故
に
出
現
す
る
と
い
う
見
解
に
よ
り
論

を
進
め
て
お
ら
れ
る
が
'
こ
れ
ら
新
興
官
僚
層
の
形
成
の
基
盤
と
な
っ
た
も
の

が
な
ん
で
あ
れ
､
番
乗
の
門
閥
貴
族
の
封
抗
勢
力
と
し
て
の
一
つ
の
暦
と
し
て

考
え
る
と
き
'
彼
等
の
配
合
経
済
的
な
共
通
の
特
質
を
も
明
確
に
し
て
お
-
こ

と
が
必
要
で
あ
る
｡

吏
部
を
中
心
と
す
る
吏
部
官
僚
門
閥
が
形
成
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
示
唆
さ

れ
'
吏
部
選
挙
の
弊
害
と
関
係
附
け
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
他
方
に
お
い
て
は

こ
の
吏
部
選
挙
に
お
い
て
公
平
を
構
せ
ら
れ
た
人
々
を
も
列
挙
さ
れ
て
い
る
｡

地
方
官
が
そ
の
政
治
の
公
卒
を
稲
せ
ら
れ
'
良
吏

(循
吏
)
な
ど
と
呼
ば
れ
る

場
合
と
異
な
り
､
こ
の
場
合
す
な
わ
ち
吏
都
選
挙
塘
富
者
に
封
し
て
そ
の
公
卒

と
群
す
る
の
が
い
か
な
る
紅
禽
階
層
の
人
々
で
あ
る
か
が
問
題
で
あ
り
'
そ
れ

に
よ
っ
て
著
者
の
い
わ
れ
る
吏
部
官
僚
門
閥
が
い
か
な
る
社
食
階
層
を
背
景
に

し
て
い
る
か
を
解
-

一
端
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
｡
著
者
の
ご
と
-
官
僚
個
人

の
良
否
に
よ
っ
て
云
々
さ
れ
る
の
は
少
な
か
ら
ず
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
う
が

ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡
第

一
章
最
後
の
節

｢尚
書
と
官
僚
｣
で
は
唐
代
の
官
僚
制

度
に
お
け
る
極
力
比
重
の
襲
透
が
克
明
に
述
べ
ら
れ
て
い
て
'
本
書
中
､
最
も

興
味
あ
る
部
分
の
一
つ
で
あ
る
と
思
う
｡
蘭
書
六
部
の
う
ち
へ
庸
初
に
お
い
て

ほ
吏
部
が
貴
族
の
牙
城
と
し
て
最
も
強
い
質
権
を
有
し
､
そ
れ
に
つ
い
で
兵
部

が
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
た
｡
そ
れ
は
文
官
'武
官
の
選
任
櫓
を
そ
れ
ぞ
れ
が
有
し
て

い
た
こ
と
に
よ
る
と
さ
れ
る
｡
南
朝
で
の
門
閥
貴
族
に
よ
る
吏
部
官
僚
の
猫
占

は
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､
北
朝
系
統

一
王
朝
で
あ
る
晴
が
中

央
集
権
化
-
皇
帝
権
力
強
化
へ
の
志
向
の
も
と
に
科
挙
制
度
を
採
用
し
'
唐
も

こ
れ
を
踏
襲
し
た
こ
と
も

一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
｡
著
者
は
唐
代
前
半
期
に

お
け
る
吏
部
尊
重
の
事
賞
を
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
､
南
北
朝
か
ら
隔
唐
へ
の
歴

史
的
襲
蓮
の
な
か
で
'
特
に
著
者
の
強
調
さ
れ
る
庸
初
に
'
歴
倒
的
多
数
を
占

め
る
北
朝
系
貴
族
官
僚
が
存
在
し
た
こ
と
と
南
朝
的
政
治
特
質
で
あ
る
吏
部
尊

重
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
い
う
風
潮
を
考
え
あ
わ
す
な
ら
ば
'
唐
前
学
期
に
お

い
て
吏
部
等
重
の
事
賓
を
例
語
す
る
こ
と
と
共
に
'
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
こ
の

事
賓
が
唐
代
に
存
在
し
得
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
鮎
が
問
題
で
あ
ろ
う
｡
開
元

二
十
四
年
に
吏
部
の
樺
を
分
ち
'
貫
肇
の
権
限
は
稽
部
に
移
り
'
安
史
の
乳
以

後
に
は
吏
部
の
鎗
選
の
樺
ま
で
も
節
度
使
の
辞
召
な
ど
の
た
め
半
ば
奪
わ
れ
'

特
に
地
方
官
僚
任
命
に
つ
い
て
は
資
質
的
形
骸
化
が
促
進
さ
れ
た
｡

一
方
'
唐

初
'
吏
部
尚
書
で
宰
相
を
兼
ね
る
者
が
多
-
､
そ
の
結
果
'
吏
部
の
欝
際
上
の

槽
は
侍
郎
に
移
行
せ
ざ
る
を
え
ず
'
同
じ
現
象
は
穏
部
以
下
の
尚
書
各
部
で
も

生
じ
'
兵
部
に
お
い
て
ほ
武
官
鎗
選
'
軍
政
等
の
槽
が
官
官
の
禁
軍
中
尉
'
あ

る
い
は
節
度
使
に
奪
わ
れ
'
戸
部
で
は
国
家
財
政
の
危
機
を
腕
す
る
た
め
に
設

け
ら
れ
た
度
支
､
観
戦
韓
遅
使
が
そ
の
質
権
を
分
轄
し
て
し
ま
い
､
戸
部
尚
書

は
有
名
無
賓
化
し
た
.
こ
の
よ
う
な
六
部
尚
書
の
弱
腔
化
と
と
も
に
'
特
に
中

書
侍
郎
を
経
て
宰
相
に
至
る
も
の
が
増
加
す
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
こ

の
事
害
は
翰
林
学
士
の
設
置
と
と
も
に
唐
中
期
以
後
の
中
央
官
制
が
皇
帝
権
力

強
化
へ
の
方
向
を
よ
り

一
層
め
ざ
し
て

い
た
こ
と
と
併
せ
考
え
て
'
興
味
深

ヽ
O

_
V

以
上
の
よ
う
に
著
者
は
安
史
の
乳
を

1
つ
の
契
機
と
し
て
官
制
の
奨
葦
を
詳
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論
さ
れ
て
い
る
が
'
吏
部
を
も
含
め
て
玄
宗
朝
に
至
る
ま
で
尚
書
た
り
う
る
の

は
門
閥
貴
族
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
さ
れ
'
前
敗
節
で
し
ば
し
ば
言
及

さ
れ
て
い
る
武
周
期
に
お
け
る
所
謂
新
興
の
科
挙
出
身
の
官
僚
層
形
成
に
つ
い

て
は
全
-
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
ほ
ど
う
し
た
こ
と
か
｡
政
治
史
に
お
い
て
は

武
周
期
は
一
つ
の
時
期
で
あ
る
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
り
'
著
者
白
身
も
前
で

は
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
こ
こ
で
は
唐
初
か
ら
玄
宗
朝
ま
で
を

政
治
史
的
に
一
つ
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
は
讃
者
に
少
な
か
ら
ず
と

ま
ど
い
を
覚
え
さ
せ
は
し
ま
い
か
｡

第
二
章

｢科
撃
と
官
僚
｣
で
は
'
唐
代
の
科
挙
試
験
の
槽
隈
の
吏
部
か
ら
関

都
へ
の
移
行
'
秀
才

･
明
経

･
進
士

･
制
翠
等
の
科
目
に
封
す
る
慣
値
観
の
麹

化
､
科
挙
に
伴
う
弊
害
に
封
す
る
改
革
論
'
山
東
門
閥
貴
族
､
特
に
操
氏
'
虎

氏

1
族
と
科
挙
官
僚
と
の
関
係
'
官
吏
登
用
法
と
し
て
の
肝
召
制
の
出
現
'
肝

召
者
と
被
辞
召
者
と
の
結
合
過
程
､
及
び
こ
れ
と
関
連
さ
せ
て
牛
李
の
朋
案
に

つ
い
て
な
ど
を
論
述
さ
れ
て
い
る
｡
隔
末
唐
初
の
混
乱
期
を
経
て
も
'
依
然
と

し
て
そ
の
種
所
的
世
俗
的
勢
力
を
温
存
し
て
い
た
門
閥
貴
族
は

｢門
閥
が
門
閥

と
し
て
生
き
ん
が
た
め
に
官
位
を
得
な
く
て
は
な
ら
ず
'
門
閥
の
官
僚
貴
族
と

し
て
軽
質
す
る
こ
と
｣

(
一
七
五
頁
)
を
除
儀
な
く
さ
れ
'
科
挙
に
癒
試
し
て

登
第
す
る
者
の
多
-
は
門
閥
貴
族
で
あ
り
'
あ
る
い
は

｢新
興
地
主
階
級
｣
で

あ

っ
て
､
鰻
微
寒
庶
の
も
の
は
庶
試
困
難
で
あ

っ
た
と
さ
れ
る
O

と
こ
ろ
で

0
0
0
0
o
O

｢新
興
地
主
階
級
｣

(傍
鮎
筆
者
)
な
る
も
の
は
武
周
期
以
後
に
形
成
さ
れ
る

O
rJ
(J
[.J

所
謂
寒
庶
出
身

(傍
鮎
筆
者
)
の
新
興
科
撃
官
僚
層
を
意
味
さ
れ
て
い
る
の
で

0
0

あ
ろ
う
が
'

｢寒
庶
｣
と
い
う
語
が
軍
な
る
レ
-
リ
ッ
ク
で
あ
る
と
し
て
も
'

新
興
の
地
主
階
級
な
る
も
の
と
い
き
な
り
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
論
理
の

飛
躍
が
あ
る
よ
う
に
思
う
｡
か
り
に
唐
中
期
の
頃
ま
で
に
新
た
に
地
主
階
級
な

る
も
の
が
形
成
さ
れ
た
と
し
て
も
'
そ
の
賢
鰭
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
上
で
議
論
を
進
め
な
い
と
説
得
力
の
乏
し
い
も
の
に
な
り
は

し
な
い
か
｡
つ
い
で
吏
部
鉾
選
の
弊
害
及
び
そ
の
改
革
論
に
言
及
さ
れ
'
こ
れ

ら
の
改
革
論
が
い
ず
れ
も
演
代
の
騨
召
制
の
長
所
を
讃
美
し
て
い
る
鮎
に
注
目

さ
れ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
玄
宗
朝
ま
で
の
改
革
論
が
具
鰭
的
な
対
策
を
示
し
て

い
な
い
の
に
封
し
､
安
史
の
乱
を
経
た
大
暦
十
四
年
の
沈
既
済
の
改
革
案

｢其

0
0
0
0
〇

六
品
以
下
戎
僚
佐
之
嵐
'
許
州
府
騨
用
｣

(傍
鮎
筆
者
)
と
い
う
躍
召
論
を
童

期
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
｡

沈
既
済
の
改
革
論
が
漢
代
鮮
召
制
へ
の
志
向
を
含
み
な
が
ら
も
'
彼
以
前
の

諸
改
革
論
の
懐
古
的
傾
向
の
み
に
止
ま
ら
ず
､
現
賓
社
骨
に
お
い
て
'
諸
道
節

度

･
圃
練

･
観
察

･
租
膚
等
俊
の
群
召
が
効
果
を
上
げ
て
い
る
鮎
を
ふ
ま
え
て

辞
召
制
の
採
用
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
､
そ
の
現
賓
的
な
改
革

論
は
襲
革
期
に
お
け
る
新
た
な
展
望
を
含
ん
で
い
る
と
見
る
こ
と
が

で
き
よ

う
｡
こ
の
改
革
論
も
結
局
納
れ
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な
か
っ
た
が
'
唐
代
中
期
以

後
に
お
い
て
は
'
科
撃
登
第
着
で
最
初
は
諸
俊
に
蹄
召
さ
れ
て
､
そ
の
後
中
央

官
界
に
入
り
'
高
位
に
至
る
者
の
多
か
っ
た
こ
と
を
多
-
の
引
用
例
か
ら
述
べ

ら
れ
て
い
る
｡
こ
こ
で
文
献
通
考
巻
39
選
挙
考

･
蹄
撃
の
候
の
記
事

J

有
既
馬
王
官
而
被
蹄
者
'
若
張
建
封
之
蹄
許
孟
容
'
李
徳
裕
之
鮮
郵
政
'

目
敏
中
之
騨
王
鐸
'
是
也
｡

を
引
用
さ
れ
'
褒
膚
書
の
侍
に
壕

っ
て
郵
政
､
王
鍔
は
最
初
蹄
召
さ
れ
て
'
そ

の
後
'

王
官
に
な
っ
た
と
し
て
'
文
献
通
考
の
記
載
を
誤
り
と
さ
れ
て
い
る

が
'
新
府
書
の
侍
に
壊
れ
は
馬
氏
の
い
う
と
お
り
で
あ
り
'
新
府
書
の
侍
の
記

事
を
否
定
す
る
材
料
が
な
け
れ
ば
'
通
考
の
前
掲
の
記
事
を
譲
り
と
す
る
の
は

危
険
で
あ
る
｡
ま
た
､
著
者
が
こ
こ
で
通
考
を
否
定
す
る
た
め
に
引
用
さ
れ
て

い
る
替
唐
書
郵
政
樽
の
引
用
部
分
は
郵
政
に
関
す
る
も
の
で
な
-
'
彼
の
父
鄭

重
に
関
す
る
記
載
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
-
0
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第
三
草
は

｢官
僚
監
察
と
刑
罰
｣
と
越
さ
れ
て
'
監
察
制
度
に
つ
い
て
唐
代

全
般
に
わ
た
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
貞
観
初
め
に
御
史
墓
の
長
官
で
あ
る
御

史
大
夫
の
杜
掩
'
蒲
璃
が
宰
相
を
兼
ね
る
に
及
ん
で
'
そ
の
職
務
上
の
質
権
は

御
史
大
夫
よ
り
御
史
中
丞
に
移
行
す
る
傾
向
に
あ
り
'
し
か
も
'
そ
れ
以
下
の

侍
御
史
'
監
察
御
史
は
賓
際
に
官
僚
監
察
の
任
に
あ
た
る
た
め
'
官
品
が
低
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
'
そ
の
権
限
は
非
常
に
強
く
'
中
央
集
権
化
を
意
固
す
る
唐
..メ

朝
に
と
っ
て
は
'
そ
の
官
僚
制
度
を
統
制
維
持
す
る
た
め
に
特
に
監
察
官
僚
任

用
に
は
意
が
用
い
ら
れ
'
進
士
出
身
の
優
秀
な
る
者
で
'

地
方
官
'
特
に
京

駆
'
畿
願
の
尉
等
を
経
た
者
が
監
察
御
史
に
抜
擢
任
用
さ
れ
'
つ
い
で
殿
中
侍舶

御
史
'
侍
御
史
に
至
る
の
が
'
監
察
官
僚
昇
進
の
一
般
的
傾
向
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
｡
そ
し
て
'
侍
御
史
よ
り
御
史
中
丞
を
裡
て
御
史
大
夫
に
進
む
者
は
む

し
ろ
ま
れ
で
'
監
察
官
僚
以
外
の
'
三
省
､
六
部
の
官
僚
に
な
る
こ
と
が
多
-

見
ら
れ
る
と
さ
れ
る
｡
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
か
な
ち
ず
L
も
そ
う
は
言
え
ぬ
と

思
わ
れ
る
｡
新
居
書
巻

1
三
〇
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
人
物
な
ど
は
'
そ
の
ほ
と

ん
ど
が
御
史
藁
の
下
級
か
ら
中
丞
'
大
夫
に
直
接
至
っ
て
い
る
し
､
そ
の
他
こ

れ
に
頬
し
た
こ
と
は
雨
唐
書
樽
内
に
少
な
か
ら
ず
見
え
て
い
る
｡
/AJ
の
よ
う
な

監
察
朋
係
の
官
僚
､
と
り
わ
け
監
察
御
史
の
任
用
が
重
視
さ
れ
る
結
果
'

｢科

挙
登
第
が
仕
官
の
登
龍
門
と
す
る
と
'
監
察
御
史
任
用
と
い
う
こ
と
は
官
僚
と

し
て
婿
衆
を
約
束
さ
れ
る
第
二
の
関
門
と
い
う
べ
き
地
位
に
あ
っ
た
｣

(二
七

八
頁
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
'
監
察
御
史
が
八
品
の
椅
資
官
で
あ
り
'
官
僚

内
部
に
お
け
る
清
濁
の
露
別
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
と
併
せ
論
ぜ
ら
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
｡

監
察
御
史
の
う
ち
'
少
し
-
こ
の
節
時
か
ら
は
ず
れ
る
の
が
所
謂
酷
更
で
あ

る
｡
著
者
は
こ
の
酷
更
に
つ
い
て
漢
'
晴
代
の
そ
れ
と
の
比
較
'
そ
し
て
唐
代

酷
更
の
最
多
期
で
あ
る
武
周
期
と
そ
れ
以
外
の
時
期
と
の
性
格
の
差
異
に
つ
い

て
述
べ
ら
れ
て
い
る
O
漠
代
の
酷
吏
は
地
方
豪
強
抑
塵
の
た
め
法
治
主
義
を
徹

底
施
行
し
た
地
方
官
僚
で
あ
り
'

こ
れ
は
著
者
が
第
四
章

｢
地
方
官
僚
と
政

治
｣
の
項
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
唐
代
の
良
更
の
1
つ
の
タ
イ
プ
に
む
し
ろ
近
い

も
の
で
あ
る
｡
晴
代
の
そ
れ
も
漠
代
に
似
る
が
出
自
が
ほ
と
ん
ど
門
閥
貴
族
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
｡
こ
れ
に
封
し
て
唐
代
の
酢
更
は
卑
賎
出
身
が
大
部
分
で
､

特
に
武
后
期
の
酷
更
は
召
見
に
よ
っ
て
の
み
中
央
で
任
用
さ
れ
'
監
察
御
史
と

し
て
武
后
の
政
治
目
的
達
成
の
た
め
活
用
せ
ら
れ
た
｡

一
方
玄
宗
､
粛
宗
時
代

の
そ
れ
は
権
力
掌
握
を
意
闘
す
る
李
林
南
に
附
し
た
者
と
安
穏
山
坂
乳
軍
に
障

0
0
0

っ
て
慣
宰
相
な
ど
に
な
っ
た
者
を
諌
さ
ん
と
し
た
者
と
に
分
類
さ
れ
､
行
動
面

の
違
い
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
'
武
后
期
の
酷
更

と李
林
甫

1
裳
の
酷

0
0
0

更
と
は
樺
力
闘
率
の
手
段
で
あ
っ
た
鮎
は
行
動
面
に
関
し
て
い
え
ば
'
む
し
ろ

相
似
的
性
格
が
覇
者
で
あ
る
｡
安
史
の
乱
の
後
に
お
い
て
は
節
度
使
が
御
史
室

の
長
官
を
兼
ね
'
自
藩
の
判
官
に
現
任
の
御
史
を
充
て
て
管
内
監
察
の
槽
を
掌

握
す
る
傾
向
が
強
-
な
り
'
中
央
政
府
の
地
方
官
僚
監
察
の
機
隈
が
弱
化
の
一

途
を
た
ど
っ
た
経
過
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

第
四
章

｢
地
方
官
僚
と
政
治
｣
で
は
京
兆
府
の
状
態
'
特
に
豪
強
抑
壁
に
つ

い
て
述
べ
ら
れ
､
つ
い
で
推
西
蒲
鉾

(彰
義

･
准
棄
節
度
使
)
河
南
蒲
鉾

(潤

青

･
卒
虚
節
度
使
)
の
憲
宗
朝
に
よ
る
鎮
定
ま
で
の
濁
立
的
政
権
で
あ
り
え
た

原
因
を
そ
れ
ぞ
れ
の
薄
帥
の
出
自
が
異
民
族
､
あ
る
い
は
そ
れ
と
浜
人
と
の
混

血
人
達
で
あ
る
こ
と
'
根
接
地
域
の
地
理
的
'
経
済
的
好
候
件
な
ど
の
面
か
ら

考
察
さ
れ
て
い
る
.
特
に
河
南
蒲
鉾
の
酎
利
'
絹
な
ど
に
よ
る
収
入
は
莫
大
な

教
に
の
ぼ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
'

｢観
利
を
専
ら
に
す
｣
と
い
う
資
料

だ
け
で
な
く

よ
り
具
健
的
な
/史
料
提
示
が
な
い
と
説
得
力
を
敏
-
で
あ
ろ

う
｡
こ
れ
ら
薄
鋲
の
藩
帥
及
び
そ
の
支
配
暦
が
異
民
族
的
性
格
が
強
-
'
管
下

の
人
民
を
徹
底
的
に
制
堕
し
､
収
奪
を
窓
に
し
た
と
さ
れ
る
が
'
地
方
の
下
級
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官
僚
層
､
さ
ら
に
は
土
着
の
豪
民
層
と
の
朋
係
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
な
け
れ

ば
'
徹
底
的
収
奪
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
叢
す
る
に
は
困
難
で
あ
ろ
う
｡

次
に
江
推
地
方
を
唐
朝
の
側
か
ら
運
河
流
域
地
方
の
確
保
の
た
め
の
動
向
に
つ

い
て
准
南
節
度
使
の
歴
代
中
央
任
命
を
中
心
に
代
宗
よ
り
文
宗
の
頃
ま
で
述
べ

ら
れ
て
い
る
｡
こ
こ
で
'
牛
恰
掃
'
李
徳
裕
が
相
次
い
で
推
南
節
度
使
と
な
っ

た
こ
と
か
ら
'
朋
賞
の
経
済
的
基
礎
を
こ
の
時
期
に
得
た
の
で
は
な
い
か
と
推

定
さ
れ
て
い
る
が
､
史
料
は
示
さ
れ
て
い
な
い
｡
つ
い
で
'
こ
の
章
で
は
唐
代

の
良
吏

(循
吏
)
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
萄
唐
書
の
良
吏
侍
'
新
府
書

の
循
吏
侍
に
記
載
さ
れ
て
い
る
人
物
及
び
そ
れ
に
類
似
す
る
と
思
わ
れ
る
人
物

を
あ
げ
て
考
察
を
加
え
ら
れ
､
大
き
-
二
つ
の
タ
イ
プ
に
分
罵
さ
れ
る
.

1
つ

は
監
察
御
史
等
の
監
察
下
級
官
僚
を
経
た
も
の
で
'
地
方
豪
強
の
抑
壁
､
法
魔

主
義
の
徹
底
的
施
行
に
よ
り
t.
地
方
民
生
の
安
定
を
困
っ
た
タ
イ
プ
で
あ
り
'

他
の
一
つ
は
監
察
御
史
等
を
経
な
い
も
の
で
'
そ
の
地
方
政
治
に
お
け
る
特
徴

は
殖
産
興
業
へ
水
利
濯
概
に
封
す
る
努
力
'
さ
ら
に
は
民
衆
教
化
を
も
行
う
鮎

に
あ
っ
た
｡

前
者
の
艮
更
の
タ
イ
プ
に
は
漠
代
の
酷
吏
と
む
し
ろ
同

一
的
性
格
を
見
る
こ

と
が
容
易
で
あ
り
'
著
者
も
そ
の
鮎
に
鰯
れ
ら
れ
て
い
る
｡
漠
'
唐
に
お
い
て

性
格
の
罵
似
す
る
も
の
が
'
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
相
反
す
る
呼
稲
を
輿
え
ら
れ
て

い
る
の
か
｡
史
記
に
お
け
る
酷
更
と
は
法
家
思
想
に
基
づ
-
政
治
家
'
循
更
と

は
儒
家
思
想
を
賓
践
す
る
政
治
家
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
'
唐
代
の

良
吏
あ
る
い
は
循
吏
の
二
つ
の
タ
イ
プ
は
､

1
万
は
法
家
的
'
他
方
は
儒
家
的

政
治
家
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
さ
ら
に
良
吏
ほ
皇
帝
権
力
に
よ
る
評
債

よ
り
む
し
ろ
そ
の
官
吏
の
被
治
者
に
よ
る
評
債
に
比
重
が
置
か
れ
て
の
呼
稀
で

あ
り
'
又
酷
吏
ほ
皇
帝
権
力
に
と
っ
て
ほ
む
し
ろ
艮
更
的
存
在
で
あ
る
｡
と
こ

ろ
が
'
唐
代
に
お
い
て
は
良
更
の
う
ち
に
儒
家
的
政
治
家
と
と
も
に
法
家
的
政

治
家
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
'
良
更
に
封
す
る
下
か
ら
の
評
贋
が
後
退
L
t

皇
帝
樺
力
側
か
ら
の
評
債
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
鮎
に
膚
の
皇
帝
樺
力
の
漠
に
比
し
て
大
き
-
伸
張
し
て
い
る
こ
と
を
見

る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
か
｡
著
者
の
唐
代
艮
吏
二
分
類
が
現
象
面
の
比

較
に
終
っ
て
い
る
こ
と
に
少
な
か
ら
ず
不
満
を
覚
え
る
の
で
あ
る
｡
本
章
最
後

の
節
は
背
更
に
つ
い
て
麿

一
代
に
わ
た
っ
て
､
流
外
鎗
選
'
流
外
官
の
流
入
'

中
央
及
び
地
方
で
の
腎
吏
の
政
治
的
活
動
な
ど
の
鮎
か
ら
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

こ
こ
で
流
外
官
の
流
入
の
道
が
全
-
閉
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
と
し
て
'
こ

れ
が

｢庸
王
朝
が
門
閥
貴
族
を
中
央
集
櫓
下
の
統
制
の
下
に
置
く
と
と
も
に
'

庶
姓
寒
人
を
擢
用
せ
ん
と
し
た
も
の
に
は
か
な
ら
な
い
｣

(四
四
五
頁
)
と
さ

れ
､
背
吏
な
い
し
流
外
官
か
ら
身
を
起
し
て
高
位
の
官
僚
に
至
っ
た
人
物
の
例

を
引
か
れ
て
い
る
｡
こ
の
種
の
官
僚
が
著
者
の
い
わ
れ
る
よ
う
な
門
閥
既
成
官

僚
膚
に
封
抗
さ
せ
よ
う
と
す
る
皇
帝
槽
力
側
の
意
樹
に
よ
る
も
の
な
ら
は
､
武

周
期
前
後
に
形
成
さ
れ
る
新
興
科
挙
官
僚
層
と
重
層
の
関
係
に
あ
る
の
か
否

か
､
あ
る
い
は
恩
侍
的
存
在
で
あ
っ
て
暦
を
形
成
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
の

か
な
ど
唐
代
政
治
制
度
'
と
り
わ
け
そ
の
官
僚
制
に
注
目
す
る
と
き
無
税
で
き

な
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
う
の
だ
が
｡
ま
た
唐
代
後
半
の
滞
鏡
抜
屈

期
に
お
け
る
背
吏
の
政
治
的
役
割
'
そ
の
地
方
土
着
性
'
地
方
郷
村
に
お
け
る

背
更
の
配
合
的
地
位
な
ど
史
料
の
面
で
非
常
に
困
難
な
制
約
を
含
ん
で
は
い
る

が
'
今
後
の
研
究
に
期
待
し
た
い
｡
中
央
､
地
方
を
問
わ
ず
'
背
更
の
不
正
姦

事
を
そ
れ
ら
背
更
の
上
郡
官
僚
の
良
否
に
園
せ
ら
れ
て
い
る
が
'

｢敢
令
も
経

済
も
文
化
も
皆
そ
の
根
本
は
政
治
制
度
と
こ
れ
を
運
用
す
る
官
僚
そ
の
人
の
良

否
に
ょ
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
｣
と

｢自
序
｣
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
著
者

の
立
場
か
ら
す
れ
ば
'
必
然
的
な
締
結
で
あ
る
｡
し
か
し
､
良
更
の
範
噂
に
す

ら
法
家
的
要
素
､
い
う
な
ら
ば
複
債
値
的
な
政
治
理
念
の
見
ら
れ
る
唐
代
を
'

1 3 1
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全
髄
的
視
野
か
ら
見
る
場
合
'
個
人
的
な
良
否
と
こ
の
よ
う
に
直
接
的
に
結
び

つ
け
て
よ
い
も
の
か
'
若
干
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

第
五
章

｢官
僚
の
選
授
'
考
課
'
俸
碩
｣
に
つ
い
て
.は

｢唐
代
官
僚
の
仕
官

と
選
授
｣

｢
地
方
官
僚
の
遷
碑
と
考
課
｣

｢官
僚
の
俸
線
と
生
活
｣
の
三
節
に

分
け
て
論
考
さ
れ
て
い
る
が
'
紙
面
の
都
合
上
'
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
-
0

以
上
'
本
書
の
紹
介
を
兼
ね
て
思
い
つ
き
に
す
ぎ
ぬ
よ
う
な
意
見
を
述
べ
た

が
'
筆
者
の
不
十
分
な
知
識
の
た
め
に
書
評
の
責
を
ほ
た
せ
た
か
'
は
な
は
だ

疑
問
に
思
う
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
最
後
に
引
用
史
料
に
お
い
て
脱
字
'
誤
字
'
誤

植
'
術
字
､
あ
る
い
は
引
用
の
錯
誤
が
か
な
り
目
に
つ
-
｡
こ
の
鮎
は
再
版
の

機
禽
に
で
も
ぜ
ひ
と
も
正
し
て
い
た
だ
き
た
い
｡
そ
れ
に
史
料
テ
キ
ス
ト

例

え
ば
雨
唐
書
に
つ
い
て
い
え
ば
'
恐
ら
-
殿
版
系
の
も
の
を
お
使
い
に
な
っ
て

い
る
と
推
測
す
る
が
'
引
用
史
料
の
う
ち
に
は
盲
納
本
に
よ
っ
て
考
訂
さ
れ
た

方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
せ
て
い
た
だ
く
｡
例
え
ば

0

四
六
三
頁
に
引
用
さ
れ
て
い
る
薯
唐
書
巻

一
三
五
李
賓
樽
の

｢
背
吏
或
犯
者
即

按
之
｣
砂
部
分
は
こ
の
ま
ま
で
は
前
後
と
意
味
が
通
じ
な
い
の
で
あ

っ
て
､
百

納
本
に
従

っ
て

｢或
｣
を

｢無
｣
に
校
訂
す
べ
き
も
の
で
あ
り
'
こ
の
こ
と
は

新
膚
書
巻

1
六
七
の
同
樽
及
び
冊
府
元
包
容
六
九
七
'
牧
守
部
酢
膚
の
候
を
参

照
す
れ
ば
t
よ
り

1
暦
明
白
と
な
る
.
し
た
が
っ
て
'
こ
の
史
料
は
洩
租
を
免

ず
る
詔
に
叛
し
て
李
賓
が
徴
収
を
強
行
L
t
彼
の
命
に
従
わ
な
い
常
吏
を
虐

待
'
さ
ら
に
は
死
に
至
ら
し
め
た
と
い
う
そ
の
暴
政
ぶ
り
に
つ
い
て
の
記
載
で

あ

っ
て
'
背
吏
の
姦
恵
な
行
馬
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
の
箇
所
に
引
用

さ
れ
て
い
る
の
は
不
適
笛
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
｡
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宕

元
)
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