
書

需

Tz=ロ

梅
原

郁
著

『
宋
代
司
法
制
度
研
究
」

近

藤

成
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「
童
日
許
論
文
」
と
い
う
用
語
は
日
本
で
熟
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、

東
洋
史
撃
の
場
合
は
従
来
か
ら
「
書
評
」
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
単
な
る
新
刊

紹
介
な
ど
で
は
な
く
賓
質
的
に
「
書
評
論
文
」
を
意
味
し
て
き
た
と
い
え
る
。

と
す
る
な
ら
針
象
の
書
が
論
争
的
課
題
を
含
ん
で
い
れ
ば
、
許
者
は
そ
れ
に

つ
い
て
濁
自
の
観
貼
か
ら
論
評
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
中
園
法
制
史

上
の
諸
問
題
に
多
く
関
わ
る
こ
の
大
著
の
評
者
に
、
法
制
史
に
暗
い
私
が
適

し
て
い
る
と
は
到
底
思
え
な
い
。
し
か
も
本
書
は
、
京
都
卒
採
の
後
継
者
と

し
て
、
ま
た
戦
後
の
日
本
宋
代
史
皐
界
が
生
ん
だ
名
著
の
一
冊
と
私
の
考
え

る
『
宋
代
官
僚
制
度
研
究
』
を
著
し
、
区
一
倒
的
な
漢
籍
讃
破
量
を
土
蓋
に

次
々
と
大
部
な
詳
注
童
H

を
公
刊
し
て
き
た
著
者
浮
身
の
大
作
で
あ
る
。
論
評

を
試
み
よ
う
と
蛤
蜘
の
斧
を
ふ
り
か
ざ
し
て
も
、
返
り
討
ち
ど
こ
ろ
か
会
吹
き

で
飛
ば
さ
れ
る
の
が
落
ち
で
あ
ろ
う
。

今
、
法
制
史
と
書
い
た
が
、
本
書
は
法
制
史
研
究
で
あ
る
以
上
に
歴
史
研

究
の
書
で
あ
る
。
一
言
で
言
え
ば
、
八

O
年
以
上
に
わ
た
り
京
都
準
振
が
提

唱
し
護
展
さ
せ
て
き
た
「
唐
宋
同
浅
草
」
論
を
、
司
法
と
い
う
観
貼
か
ら
九
世

紀
よ
り
一
一
一
世
紀
ま
で
の
四

0
0年
間
の
中
園
史
を
詳
細
に
通
時
的
に
描
き

出
す
こ
と
で
、
深
化
・
展
開
さ
せ
た
書
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
著
者
も
い

わ
れ
る
よ
う
に
制
度
史
は
一
見
取
り
付
き
ゃ
す
い
。
し
か
し
制
度
を
静
態
的

平
面
的
に
復
元
す
る
だ
け
に
終
わ
る
か
、
歴
史
の
流
れ
の
中
で
そ
れ
が
生
み

出
さ
れ
る
過
程
や
必
然
性
に
踏
み
込
み
、
さ
ら
に
現
賓
の
祉
舎
の
な
か
で
そ

の
制
度
が
ど
う
機
能
し
た
か
ま
で
見
逼
す
動
態
的
研
究
か
で
は
、
同
じ
制
度

史
研
究
と
い
っ
て
も
天
と
地
の
聞
き
が
あ
る
。
宮
崎
市
定
「
宋
代
官
制
序
説

|
|
宋
史
職
官
士
山
を
知
何
に
讃
む
べ
き
か
」
は
、
そ
の
動
態
研
究
の
解
説
で

あ
り
見
本
で
も
あ
る
が
、
讃
者
は
本
書
に
そ
の
壮
大
な
典
型
的
具
隈
例
を
見

出
す
ヲ
」
と
が
で
き
よ
う
。

著
者
は
冒
頭
で
「
司
法
官
制
、
法
制
制
度
を
通
じ
て
宋
代
三
百
年
に
お
け

る
そ
の
全
健
像
を
、
で
き
る
だ
け
詳
し
く
、
現
存
史
料
に
即
し
て
描
き
出
」

す
こ
と
と
、
「
唐
代
の
所
謂
律
令
制
度
が
、
宋
代
に
入
り
、
ど
の
よ
う
に
継

承
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
」
(
三
頁
)
す
る
こ
と
の
二
つ
が
本
書
の
根

底
に
あ
る
と
述
べ
、
そ
の
全
一
二
章
が
著
者
の
「
唐
宋
の
饗
革
」
問
題
へ
の

兵
健
的
研
究
報
告
の
一
部
で
あ
る
と
す
る
。
問
題
が
唐
宋
繁
革
論
に
関
わ
る

の
で
あ
れ
ば
、
私
に
も
多
少
「
論
評
」
す
る
徐
地
も
で
て
く
る
か
と
思
う
。

前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
先
に
進
も
う
。
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本
書
は
本
文
だ
け
で
八
五

O
頁
近
く
に
な
る
大
加
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
序

論
に
あ
た
る
詳
言
と
第
一
部
「
宋
代
の
司
法
制
度
」
全
七
章
が
全
隈
の
三
分

の
二
近
く
を
I
U
め
、
こ
れ
は
本
書
で
初
め
て
公
刊
さ
れ
る
部
分
で
あ
る
と
い

う
。
こ
れ
に
最
終
章
の
雄
編
「
唐
宋
時
代
の
法
典
編
纂
」
を
含
む
、
銃
刊
の
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諸
論
考
を
選
揮
・
修
訂
し
て
収
録
し
た
第
二
部
「
宋
代
法
制
の
諸
問
題
」
全

五
章
が
績
く
。
こ
こ
で
は
内
容
の
ご
く
一
部
し
か
紹
介
で
き
な
い
の
で
目
次

を
全
部
再
録
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
紙
面
の
都
合
上
そ
れ
も
で
き
な
い
。

た
だ
本
書
の
考
察
封
象
の
庚
さ
を
一
不
す
た
め
に
も
、
書
き
下
ろ
し
の
第
一
部

だ
け
は
節
と
小
項
目
ま
で
再
録
し
、
第
二
部
は
章
の
み
一
泌
す
。
な
お
第
一
節

は
車
に
一
と
し
て
表
記
し
、
以
下
同
じ
。
小
項
目
は

l
、
2
、
と
し
た
。
ゴ

チ
ッ
ク
は
単
に
讃
み
や
す
く
す
る
た
め
で
あ
る
。

柏
市
言

第
一
部
宋
代
の
司
法
制
度
第
一
章
地
方
の
司
法
行
政
(
ご
豚
一

牒
尉
の
諸
問
題

1

宋
代
将
尉
の
性
格
2
際
尉
に
誰
が
な
る
の
か

3
捕
盗
官
と
国
主
貝
4
武
臣
豚
尉
を
め
ぐ
っ
て
5
宋
代
豚
尉
雑
記

二
弓
手
|
|
豚
尉
の
部
卜
た
ち

1

軍
事
目
的
と
弓
手
|
|
北
宋
2

保
甲
法
と
弓
手
3
南
宋
の
弓
手

4

役
法
と
弓
手
三
豚
に
お
け

る
司
法
問
題

l

豚
知
事
の
役
割
2
豚
獄
の
膏
吏
に
つ
い
て
四

獄
と
そ
の
周
逢

1

「
獄
」
の
意
味
2
「
獄
」
の
管
理
第
二
章

地
方
の
司
法
行
政
(
三
府
州
一
そ
の
沿
革
二
司
冠
参
軍
か
ら
司

理

参

軍

へ

三

録

事

参

軍

と

州

院

四

宋

代

の

司

法

参

軍

五

地

方

州
牒
と
民
事
告
訴
|
|
『
清
明
集
』
を
中
心
に
六
越
訴
七
健
訟
を

め
ぐ
っ
て
第
三
章
地
方
の
司
法
行
政
(
三
)
路
一
路
に
つ
い
て

二
提
黙
刑
獄
司
と
司
法
三
奏
裁
案
と
そ
の
周
透
四
提
黙
刑
獄
の

職
階
五
提
刑
の
職
務
範
園
|
|
捕
殺
そ
の
他
六
結
び
に
か
え
て

第
四
章
園
都
開
封
府
の
司
法
問
題
一
北
宋
開
封
府
の
司
法
官
制
二

軍
巡
院
の
周
透
三
開
封
府
の
司
法
責
任
者

1

知
開
封
府

2

開

封

府

判

官

と

推

官

四

開

封

の

廟

制

五

糾

察

在

京

刑

獄

司

六

結

ぴ
に
か
え
て
|
|
北
宋
開
封
の
司
法
案
件
第
五
章
中
央
政
府
の
司
法
制

度
(
一
)
刑
部
と
大
理
寺
一
大
理
寺
の
沿
革
二
陪
唐
時
代
の
大
理

寺

三

五

代

か

ら

宋

初

の

大

理

寺

四

刑

部

の

沿

革

五

北

宋

前

小

の
中
火
法
司
|
|
審
刑
院
と
大
理
寺
六
刑
部
と
大
昨
七
結
び
に
か

え
て
|
|
元
嬰
改
革
以
後
の
中
央
法
司
第
六
章
中
央
政
府
の
司
法
制
度

合
一
)
御
史
蓋
と
司
法
問
題
一
宋
代
の
御
史
蓋
二
御
史
吉
室
の
獄

1

中
央
御
史
蓋
の
獄

2

鞄
獄
の
構
成
3
地
方
に
お
け
る
制
勘

三

監

司

の

推

勘

四

詔

獄

の

諸

問

題

五

御

史

蓋

の

愛

貌

第

七

章

宋
代
の
法
官
と
試
法
一
宋
代
の
法
官
二
法
官
採
用
の
諸
問
題

1

明
法
科
を
め
ぐ
っ
て
2
新
科
明
法
を
め
ぐ
っ
て
三
宋
代
の
「
試

法
」
ー
そ
の
あ
ら
ま
し
2
北
宋
「
試
刑
法
」
の
繁
逗
3
王
山
女

石
の
試
刑
法
官
と
そ
の
後
四
鈴
選
と
試
法

1

宋
代
鐙
選
と
試
刈

2
王
安
石
の
鐙
試
改
革
と
南
宋
の
鐙
試
五
宋
代
法
官
の
群
像
-

五
代
か
ら
北
宋
初
の
法
官
2
王
安
石
新
法
時
代
の
法
官
の
性
格
3

南
宋
の
法
官
た
ち

第
二
部
宋
代
法
制
の
諸
問
題
第
一
章
宋
代
官
員
の
庭
罰
|
|
刑
は
大

夫
に
上
ら
ず
第
二
章
罰
俸
制
度
の
展
開
|
|
奮
中
岡
に
お
け
る
懲
戒

第
三
章
宋
代
の
蹟
銅
と
罰
銅
|
|
官
員
懲
戒
の
ひ
と
こ
ま
第
四
章
公

山
非
・
私
罪
の
一
考
察
|
|
宋
代
の
事
例
を
中
心
と
し
て
第
五
章
唐
宋
時

代
の
法
典
編
纂
|
|
律
令
格
式
と
救
令
格
式

あ
と
が
き
索
引
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皇
帝
を
頂
貼
と
す
る
宋
代
官
制
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ

l
を
眺
め
る
と
、
そ
の
姿

は
遠
く
か
ら
仰
ぐ
霊
峰
富
士
を
努
霧
さ
せ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
見
事
な
固
錐
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形
は
山
頂
に
近
い
ほ
ど
く
っ
き
り
と
見
え
る
の
だ
が
、
下
に
降
る
と
霞
ん
で

き
て
、
慶
大
な
山
麓
と
大
地
の
接
黙
の
透
り
は
霧
に
で
も
覆
わ
れ
た
の
か
ま

っ
た
く
姿
を
み
せ
な
い
と
い
う
富
士
山
で
あ
る
。
目
次
に
あ
る
通
り
、
第
一

部
の
一
章
と
二
章
、
と
く
に
一
章
は
官
制
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
!
の
底
透
を
問
題
に

す
る
。
官
と
民
の
接
黙
に
位
置
す
る
際
の
司
法
活
動
を
、
捕
盗
を
職
青
(
と
す

る
豚
尉
、
そ
の
部
下
の
弓
手
、
審
訊
鞠
獄
の
主
簿
・
燃
の
知
事
な
ど
に
分
け

て
考
察
す
る
が
、
本
書
令
-
樫
を
貫
く
著
者
濁
白
の
手
法
が
こ
こ
で
も
遺
憾
な

く
後
揮
さ
れ
、
山
麓
と
大
地
の
接
黙
を
覆
う
霧
を
掛
っ
て
そ
の
姿
の
一
端
を

垣
間
見
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
手
法
と
は
、
第
今
に
、
取
り
上
げ
ら

れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
官
織
の
説
明
が
、
そ
の
職
掌
・
職
責
に
と
ど
ま
ら
ず
常
に

宋
代
官
制
令
一
健
と
の
関
わ
り
か
た
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
な
さ
れ
る
こ
と
、

第
二
に
そ
の
官
職
に
任
ぜ
ら
れ
た
人
物
な
ど
の
具
桂
例
を
、
そ
れ
も
網
羅
的

に
牧
集
し
た
大
量
の
事
例
の
な
か
か
ら
自
在
に
抽
出
す
る
か
の
如
く
提
示
し

説
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
上
で
第
三
に
、
必
要
が
あ
れ
ば
そ
の

官
職
に
つ
い
て
遠
く
秦
漠
か
ら
由
来
を
説
き
、
明
清
ま
で
の
行
方
を
見
通
す

な
か
で
、
す
な
わ
ち
中
園
歴
代
王
朝
の
中
で
の
位
置
付
け
を
行
い
そ
の
歴
史

的
特
色
が
一
不
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
重
貼
は
あ
く
ま
で
著
者
の
言
う
と

こ
ろ
の
八
世
紀
後
半
か
ら
一
一
世
紀
末
ま
で
、
唐
宋
饗
革
期
の
繁
遷
に
あ
る
。

従
来
か
ら
豚
官
ゃ
、
官
で
は
な
い
吏
人
・
公
人
・
役
人
な
ど
官
と
民
の
接

結
に
関
わ
る
膏
吏
・
戦
役
に
つ
い
て
の
検
討
・
解
説
は
な
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
そ
れ
ら
は
恰
も
静
止
重
像
を
み
る
よ
う
で
、
詳
細
で
は
あ
る
が
兵
慎
的

な
イ
メ
ー
ジ
が
つ
か
み
に
く
い
も
の
で
あ
っ
た
。
本
書
の
説
明
は
一
穂
、
そ

の
歴
史
的
背
長
が
語
ら
れ
、
役
一
場
人
物
が
動
き
出
し
、
動
量
を
み
る
よ
う
な

ア
ク
チ
ユ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
も
っ
て
著
者
の
考
察
が
一
不
さ
れ
る
。
第
一
章
の
豚

に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
を
少
し
具
際
的
に
紹
介
し
よ
う
。

著
者
は
し
ば
し
ば
「
裁
判
」
と
か
「
獄
」
と
か
、
今
で
も
使
わ
れ
る
用
語

に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
脳
裏
に
描
く
現
代
の
イ
メ
ー
ジ
を
そ
の
ま
ま
奮
中
園

に
嘗
て
は
め
る
こ
と
の
危
険
性
を
喚
起
す
る
。
例
え
ば
私
は
講
義
な
ど
で
先

行
研
究
に
従
い
牒
尉
を
牒
の
警
察
署
長
の
よ
う
に
説
明
す
る
が
、
警
察
と
い

う
組
織
自
健
が
存
在
し
な
い
嘗
時
に
こ
の
言
葉
を
使
用
す
る
こ
と
は
不
治
切

だ
と
す
る
。
確
か
に
牒
尉
は
捕
盗
と
い
う
治
安
を
維
持
す
る
職
責
を
捨
う
と

の
説
明
は
誤
り
で
は
な
い
が
、
本
主
目
を
讃
め
ば
こ
れ
だ
け
で
は
何
も
語
っ
て

い
な
い
に
等
し
い
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

ま
ず
豚
を
含
め
た
唐
の
地
方
官
制
が
形
式
的
に
せ
よ
中
央
六
部
を
模
し
た

形
で
構
成
さ
れ
る
の
に
針
し
、
宋
は
か
な
り
異
な
る
、
と
述
べ
る
。
牒
に
は

長
官
で
あ
る
知
将
(
知
事
の
官
位
が
低
け
れ
ば
豚
令
、
さ
ら
に
知
豚
事
の
名

稽
と
な
る
)
、
そ
の
補
佐
で
あ
る
牒
丞
、
帳
簿
管
碑
責
任
者
の
主
簿
、
そ
し

て
捕
盗
の
膝
尉
が
置
か
れ
る
が
、
牒
の
大
小
に
よ
っ
て
回
青
か
れ
る
将
官
に
差

が
あ
る
こ
と
は
『
宋
史
』
職
官
志
の
記
載
に
み
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
ま
た

以
上
の
職
掌
分
擦
も
、
賓
際
の
際
官
の
活
動
で
は
万
い
に
重
な
り
合
う
部
分

が
多
く
、
司
法
の
場
合
、
刑
事
・
民
事
案
件
の
被
告
や
原
告
・
詮
人
を
拘

留
・
訊
問
す
る
知
牒
が
最
も
深
く
闘
わ
り
、
そ
の
調
書
に
基
づ
き
主
簿
が
作

成
し
た
擬
案
を
検
討
し
て
最
終
的
な
判
決
を
下
す
原
別
で
あ
る
が
、
際
政
全

般
に
関
わ
る
知
牒
が
忠
賓
に
そ
れ
を
賓
行
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
す
る
。
ま

た
牒
尉
は
宋
の
早
い
段
階
か
ら
取
調
べ
な
ど
の
鞠
獄
に
関
係
す
る
こ
と
は
禁

じ
ら
れ
て
い
た
が
、
史
料
上
に
は
豚
尉
の
獄
や
訊
問
が
散
見
す
る
。
こ
こ
か

ら
現
代
の
用
語
で
昔
時
を
理
解
す
る
危
険
性
の
み
な
ら
ず
、
職
責
を
説
明
す

る
首
時
の
文
献
資
料
を
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
も
、
ま
た
(
貫
情
か
ら
か
け
離
れ

た
結
論
に
な
り
や
す
い
こ
と
が
一
不
さ
れ
る
。

先
述
し
た
本
書
手
法
の
特
色
の
第
一
、
宋
代
官
制
全
館
と
の
閥
わ
り
か
ら
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の
豚
尉
に
つ
い
て
著
者
は
「
諒
一
言
」
で
簡
潔
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
豚

尉
は
宋
代
の
賓
職
(
差
遣
)
の
中
で
は
十
暦
に
位
置
す
る
が
、
唐
代
ま
で
と

遣
い
、
官
僚
制
度
の
枠
が
掻
大
し
、
構
造
的
に
も
精
密
に
整
備
さ
れ
て
く
る

と
、
そ
の
ポ
ス
ト
は
重
要
な
前
車
の
一
つ
と
し
て
も
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。

具
健
的
に
語
、
っ
と
、
科
間
一
争
・
恩
蔭
・
育
吏
な
ど
の
出
身
、
あ
る
い
は
文
階
・

武
階
が
組
み
合
わ
さ
れ
、
牒
尉
候
補
者
は
、
複
雑
に
ラ
ン
ク
付
け
ら
れ
て
各

地
方
の
牒
に
就
任
す
る
。
こ
の
た
め
、
将
来
の
高
級
官
僚
の
最
初
の
ポ
ス
ト

か
ら
、
一
生
涯
あ
ち
こ
ち
の
豚
を
渡
り
歩
く
高
年
際
尉
ま
で
、
そ
の
携
い
手

の
中
身
は
千
差
寓
別
と
な
る
」
(
一
一
一
頁
)
o

牒
尉
に
つ
い
て
本
書
か
ら
得
た

評
者
の
印
象
は
、
捨
い
手
の
中
身
は
千
差
寓
別
で
あ
る
が
、
か
れ
ら
の
主
た

る
閥
心
は
職
務
遂
行
と
い
う
よ
り
、
自
分
の
置
か
れ
た
地
位
を
い
か
に
白
分

に
有
利
に
利
用
す
る
か
に
お
い
て
千
篇
一
律
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

も
っ
と
も
こ
れ
は
牒
尉
だ
け
で
は
な
く
大
方
の
官
僚
に
共
通
す
る
姿
で
あ
る

が
、
そ
の
自
己
の
利
爺
の
内
容
が
置
か
れ
た
地
位
に
よ
っ
て
異
な
り
、
岡
林
尉

の
振
る
舞
い
も
千
差
蔦
別
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

著
者
が
前
著
で
詳
述
し
た
よ
う
に
、
宋
代
の
文
官
制
度
は
、
官
品
を
有
す

る
京
朝
官
以
上
の
下
に
そ
の
橡
備
軍
と
し
て
の
官
品
を
も
た
な
い
選
人
身
分

を
設
け
た
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
文
官
は
ご
く
一
部
の
進
士
上
位
合
格
者

を
除
い
て
、
出
身
は
異
な
っ
て
も
七
つ
の
段
階
に
分
け
ら
れ
た
選
人
か
ら
官

僚
生
活
を
始
め
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
そ
の
選
人
最
下
級
の
位
置
に
あ
る

「
判
司
簿
尉
」
の
尉
が
際
尉
に
あ
た
る
。
「
原
則
的
取
り
決
め
で
は
、
際
尉

に
は
明
経
・
諸
科
の
出
身
者
が
上
級
の
豚
で
採
則
さ
れ
る
他
は
、
多
く
の
牒

で
は
思
蔭
を
中
心
と
し
た
雑
途
出
身
者
が
そ
の
任
に
つ
」
き
(
四
一
頁
)
、

ま
た
一
概
に
は
言
え
な
い
と
し
な
が
ら
も
「
多
数
の
墓
誌
銘
そ
の
他
具
懐
例

を
検
討
し
た
結
果
」
と
し
て
、
進
士
の
初
任
官
は
「
判
司
簿
尉
」
の
司
理
参

軍
、
司
戸
参
軍
そ
し
て
主
簿
が
医
倒
的
に
多
く
、
豚
尉
は
「
相
針
的
に
少
な

い
」
と
昔
、
態
も
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。

一
計
者
は
以
前
、
蘇
献
兄
弟
の
磨
拳
の
経
緯
を
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
。
仁

宗
嘉
祐
二
年
の
登
第
直
後
、
は
の
喪
に
服
し
、
明
け
て
京
師
に
戻
っ
た
の
が

同
五
年
、
そ
こ
で
兄
弟
に
降
さ
れ
た
辞
令
は
、
軟
に
河
南
府
一
帽
昌
勝
主
簿
、

轍
に
は
油
池
豚
主
簿
で
あ
っ
た
。
解
試
、
省
試
を
二
番
で
通
過
し
た
献
で
あ

る
が
、
そ
の
才
は
殿
試
考
官
に
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
ら
し
く
成
績
は
乙
科
と

振
る
わ
な
か
っ
た
た
め
、
初
任
官
と
し
て
州
の
属
官
で
は
な
く
際
主
簿
を
提

示
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
冗
官
問
題
が
恒
常
的
に
な
る
仁
{
一
市
朝
後
半
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
兄
弟
は
恐
ら
く
父
淘
の
指
示
で
任
官
を
辞
退
し
、
翌
年
、
制
科

に
磨
募
・
合
格
し
て
、
戦
は
一
気
に
大
理
許
事
鳳
朔
し
い
府
築
刻
と
い
う
九
日
間
官

と
進
士
第
一
か
ら
一
一
一
相
嘗
の
官
職
を
入
手
し
た
。
因
み
に
こ
の
時
の
科
翠
の

第
一
は
将
作
監
浜
、
第
二
、
三
が
大
理
評
事
で
い
ず
れ
も
諸
州
逼
刻
、
同
四

年
の
科
挙
で
は
第
一
が
大
理
一
計
事
後
書
河
中
府
観
察
剣
官
で
あ
っ
た
。
こ
う

し
た
主
簿
任
官
を
め
ぐ
る
兄
弟
の
駆
け
引
き
を
、
評
者
は
エ
リ
ー
ト
コ

l
ス

に
乗
る
た
め
の
蘇
家
の
戦
略
と
考
え
た
が
、
宋
代
官
制
全
耀
か
ら
み
れ
ば
進

士
科
出
身
初
任
主
簿
が
肢
に
エ
リ
ー
ト
コ

l
ス
で
あ
り
、
本
書
で
描
か
れ
る

豚
尉
の
世
界
と
比
べ
れ
ば
、
そ
れ
は
超
エ
リ
ー
ト
へ
の
挑
戦
で
あ
っ
た
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
書
は
、
北
宋
司
法
官
制
・
行
政
の
展
開
を
四
つ
の
時
期
に
匡
分
す
る
。

そ
れ
は
司
法
に
と
ど
ま
ら
ず
官
制
全
健
に
も
治
用
で
き
る
匡
分
で
あ
り
、
許

者
の
理
解
で
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
第
一
は
太
租
・
太
宗
の
創

業
時
代
を
へ
て
第
三
代
巽
宗
の
澄
淵
の
盟
ま
で
で
、
唐
末
五
代
の
藩
鎮
政
庖

の
分
裂
時
代
に
終
止
符
を
打
つ
べ
く
統
一
事
業
を
進
め
、
同
時
に
文
官
統
治

健
制
の
確
立
に
力
が
注
が
れ
た
時
期
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
特
色
は
、
新
時
代
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に
適
合
す
る
新
た
な
官
職
が
整
備
さ
れ
る
が
、
一
方
で
現
賓
に
封
隠
し
な
く

な
っ
た
陪
唐
律
令
シ
ス
テ
ム
も
破
棄
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
一
粧
の
護
み
替
え

に
よ
っ
て
宋
代
官
制
内
に
組
み
込
ま
れ
て
、
著
者
の
い
う
中
園
史
上
最
も
複

雑
難
解
な
、
し
か
し
現
賓
封
庭
と
い
う
黙
で
は
合
理
的
な
宋
代
官
制
が
形
成

さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。

第
二
は
澄
淵
の
盟
以
降
の
質
、
宗
朝
か
ら
仁
宗
朝
ま
で
で
あ
る
。
軌
道
に
乗

っ
た
宋
朝
統
治
の
矛
盾
が
早
く
も
各
方
面
で
噴
出
し
た
時
期
と
な
り
、
官
制

に
お
い
て
も
問
題
が
多
々
起
り
改
革
が
試
み
ら
れ
た
が
解
決
に
は
至
ら
な
か

っ
た
。
こ
う
し
て
第
三
の
神
宗
刺
の
王
安
石
新
法
時
代
を
迎
え
る
。
著
者
は
、

新
法
が
中
園
枇
舎
に
浸
透
し
新
し
い
未
来
へ
と
直
接
繋
が
る
も
の
に
な
っ
た

と
は
考
え
な
い
が
、
五
代
宋
初
以
降
の
新
・
奮
時
代
の
要
素
が
混
在
し
せ
め

ぎ
合
う
結
末
と
し
て
位
置
づ
け
、
時
代
の
劃
期
と
し
て
の
新
法
の
重
要
性
を

強
調
す
る
。
官
制
で
言
え
ば
、
そ
れ
と
連
動
す
る
科
奉
や
鐙
選
の
改
革
が
こ

の
時
期
に
あ
り
、
安
石
下
野
後
、
元
豊
三
年
に
始
ま
る
官
制
改
革
は
「
占
い

皮
袋
に
新
し
い
、
細
を
入
れ
る
」
試
み
の
終
着
貼
で
あ
っ
た
と
す
る
。
評
者
は

本
書
の
記
述
か
ら
、
安
石
以
降
の
神
宗
、
折
口
宗
朝
の
新
奮
雨
黛
に
よ
る
権
力

闘
争
の
時
期
は
、
い
わ
ば
新
法
政
策
の
徐
震
の
期
間
で
あ
り
、
新
奮
黛
泳
が

政
権
を
握
る
た
び
に
政
策
饗
更
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
は
表
面
上
の
こ
と
で
、

新
法
の
山
現
を
必
要
と
し
、
同
時
に
そ
れ
を
失
敗
に
終
わ
ら
せ
た
同
じ
枇
舎

が
、
中
国
近
世
枇
合
と
し
て
定
着
し
て
行
く
過
程
で
あ
っ
た
と
理
解
し
た
。

最
後
の
徽
宗
・
察
京
の
時
代
は
、
農
村
の
犠
牲
の
上
に
成
り
立
つ
都
市
の

繁
栄
を
枇
舎
の
基
本
構
固
と
す
る
。
権
力
者
の
欲
望
追
及
の
前
に
改
革
の
政

治
理
念
は
お
題
日
と
な
り
、
法
規
す
ら
賓
質
的
致
呆
が
殆
ど
期
待
で
き
な
い

政
治
的
・
文
化
的
澗
熟
時
代
で
あ
る
。
中
岡
史
卜
、
こ
う
し
た
政
治
献
況
を

打
ち
壊
す
役
割
は
北
か
ら
の
非
漢
族
が
受
け
持
つ
が
、
金
・
元
は
ま
さ
に
そ

の
役
を
演
じ
た
と
す
る
。
南
宋
一
代
は
、
い
わ
ば
第
四
の
時
代
の
惰
性
に
過

ぎ
ず
、
司
法
の
上
で
も
、
そ
こ
に
は
何
の
注
目
す
べ
き
動
き
は
見
ら
れ
な
い

と
結
論
し
て
い
る
。
確
か
に
、
賓
祐
四
年
(
一
二
五
六
)
四
四
歳
、
四
甲
一

O
五
人
で
進
士
に
合
格
し
守
選
を
へ
て
三
年
後
に
蘇
州
呉
際
尉
に
就
い
た
黄

震
が
、
疏
決
に
際
し
、
ま
ず
は
地
域
有
力
者
と
通
じ
た
前
任
豚
尉
の
、
農
村

下
郷
の
禁
を
犯
し
、
こ
れ
も
違
法
な
私
租
徴
収
を
代
行
す
る
た
め
佃
戸
を
弓

手
の
「
獄
」
に
獄
禁
、
次
に
「
生
き
て
は
婦
れ
ぬ
鬼
門
闘
」
と
恐
れ
ら
れ
た

豚
獄
に
移
し
、
三
名
中
二
名
を
獄
死
さ
せ
た
案
件
の
庭
理
か
ら
仕
事
を
始
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
み
る
と
、
南
宋
末
は
惰
性
が
行
き
着

く
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
た
枇
舎
で
あ
っ
た
と
い
う
著
者
の
言
に
は
納
得
さ
せ
ら

れ
る
。

四
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州
牒
の
司
法
問
題
に
つ
い
て
著
者
の
見
解
を
も
う
少
し
聞
こ
う
。
豚
尉
が

率
い
る
弓
手
に
つ
い
て
の
考
察
も
刷
到
で
あ
る
。
差
役
法
に
よ
っ
て
郷
村
主

戸
か
ら
輪
番
に
請
け
負
わ
さ
れ
た
本
来
の
形
か
ら
募
役
法
へ
の
愛
化
、
活
動

範
聞
が
豚
城
と
周
透
に
限
ら
れ
る
弓
千
と
農
村
内
部
の
治
安
維
持
に
あ
た
る

職
役
や
保
甲
法
と
の
関
連
、
弓
手
と
い
う
名
稽
は
つ
く
が
異
な
る
組
織
原
理

に
よ
る
縁
遠
農
村
の
義
勇
と
の
関
係
、
さ
ら
に
は
宋
代
地
方
志
の
地
固
か
ら

「
弓
手
管
」
を
探
し
出
し
任
期
問
題
を
含
め
な
が
ら
そ
の
賓
態
を
推
測
す
る

な
ど
行
論
に
絵
蓮
な
い
。

こ
れ
が
際
官
ト
ッ
プ
の
知
事
と
な
る
と
、
よ
り
複
雑
な
事
情
が
絡
み
合
い

全
睡
状
況
を
情
服
す
る
の
に
苦
労
す
る
が
、
本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
問
題

を
み
る
と
、
ま
ず
一
見
司
法
と
は
直
接
繋
が
ら
な
い
選
人
か
ら
京
官
へ
の
改

官
規
定
へ
の
針
麿
が
司
法
問
題
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
が
理
解
で
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き
る
。
そ
れ
は
、
と
も
す
れ
ば
牒
令
の
三
分
の
二
を
占
め
る
恩
蔭
出
身
知
事

の
改
官
が
、
特
別
の
縁
故
で
も
な
い
限
り
、
進
士
間
身
者
に
比
べ
て
格
段
に

難
し
く
、
そ
れ
故
、
か
れ
ら
に
と
っ
て
逮
捕
期
限
や
盗
賊
人
数
な
ど
会
定
の

係
件
を
充
た
せ
ば
改
官
が
輿
え
ら
れ
る
捕
盗
の
恩
賞
が
、
勝
尉
の
場
合
と
と

も
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ば
恩
賞
を
得
る
た
め

に
事
賓
認
定
な
ど
は
二
の
次
で
、
捕
盗
、
鞠
獄
、
判
決
を
自
己
目
的
化
し
、

勤
務
許
定
の
た
め
の
賓
績
作
り
に
励
む
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
際
官
の
下

で
の
鞄
獄
を
事
賓
上
主
導
す
る
の
は
、
司
法
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
通
暁
し
た
獄
吏

や
膏
吏
で
あ
る
。
官
と
尽
の
雨
方
に
寄
生
す
る
か
れ
ら
に
と
っ
て
、
獄
案
は

生
計
を
立
て
る
這
で
あ
り
、
手
っ
取
り
早
い
蓄
財
の
手
段
で
あ
っ
た
か
ら
、

こ
こ
で
も
獄
案
闘
係
者
の
行
方
は
か
れ
ら
の
都
合
に
左
右
さ
れ
る
。

さ
ら
に
目
を
豚
下
に
韓
ず
る
と
、
こ
れ
ら
獄
吏
・
膏
吏
と
通
じ
た
地
域
ボ

ス
(
豪
民
、
古
家
横
)
が
、
訴
訟
を
一
つ
の
挺
子
と
し
て
郷
村
を
龍
王
断
す
る
様

子
が
見
え
て
く
る
。
こ
の
と
き
雨
者
の
聞
で
暗
躍
す
る
の
が
健
訟
と
か
詩
徒

の
名
で
現
れ
る
「
訴
訟
ゴ
ロ
」
す
な
わ
ち
明
清
で
は
訟
師
と
呼
ば
れ
る
三
百

代
言
で
あ
る
。
か
れ
ら
に
は
膏
吏
の
子
弟
や
「
科
翠
受
験
者
、
園
風
ナ
生
、
勢

家
の
子
弟
、
不
良
宗
室
、
罷
売
さ
れ
た
膏
吏
あ
る
い
は
破
落
戸
(
ご
ろ
つ

き
)
」
(
九
三
頁
)
な
ど
が
な
り
、
史
料
上
で
は
北
宋
の
半
ば
に
は
姿
を
現
し
、

南
宋
に
入
る
と
そ
の
活
動
の
様
子
が
あ
る
程
度
詳
し
く
分
か
る
よ
う
に
な
る

と
し
て
、
一
、
二
章
で
多
く
の
事
例
を
挙
げ
な
が
ら
考
察
を
加
え
て
い
る
。

加
え
て
、
容
疑
者
、
被
疑
者
の
み
な
ら
ず
原
告
や
詮
人
な
ど
関
係
者
す
べ
て

を
牧
監
す
る
前
近
代
中
園
の
獄
の
在
り
方
、
民
事
訴
訟
の
判
決
を
遵
守
さ
せ

る
法
的
拘
束
力
の
弱
さ
な
ど
に
よ
り
延
々
と
繰
り
返
さ
れ
る
訴
訟
、
こ
う
し

た
事
態
に
牧
民
官
と
し
て
の
白
覚
を
殆
ど
も
た
な
い
豚
官
の
存
在
が
、
江
西

や
一
帽
建
の
健
訟
の
地
の
み
な
ら
ず
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
宋
代
地
域
枇
合
の

構
造
的
問
題
を
醸
成
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
う
し
た
構
造
は
、

高
橋
芳
郎
氏
が
明
版
『
清
明
集
」
を

H
本
に
将
来
し
て
以
来
、
著
者
を
始
め

多
く
の
研
究
者
に
よ
る
そ
の
誇
注
作
業
や
関
係
諸
論
考
が
共
通
し
て
示
す
と

こ
ろ
で
あ
り
、
本
書
は
、
そ
れ
を
宋
代
官
制
会
健
の
枠
組
み
の
な
か
に
位
置

づ
け
、
ハ
呂
と
民
の
接
黙
の
歴
史
の
現
賓
を
大
き
な
蹴
野
か
ら
よ
り
具
髄
的
に

描
い
た
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
ろ
う
。

次
の
州
府
は
、
王
朝
の
地
方
統
治
の
要
と
な
る
行
政
車
位
で
あ
り
、
専
門

の
司
法
官
が
置
か
れ
、
多
く
の
官
吏
が
司
法
業
務
に
関
係
し
た
こ
と
は
際
と

異
な
る
。
夙
に
宵
崎
市
定
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
宋
の
司
法
官
職

は
、
唐
宋
同
町
長
革
の
痕
跡
を
明
瞭
に
残
し
、
ま
た
「
巡
捕
」
「
推
鞠
」
「
検
法
」

の
三
者
が
匝
分
さ
れ
、
州
に
お
い
て
は
後
二
者
の
分
離
が
明
確
で
あ
っ
た
。

本
書
は
こ
う
し
た
宮
崎
氏
の
見
解
を
継
承
・
設
展
さ
せ
、
宋
司
法
官
職
の
起

源
と
展
開
の
跡
を
漠
代
の
州
郡
制
に
遡
り
検
唯
一
一
目
し
て
い
る
。
な
か
で
も
節
度

使
官
膳
l
使
院
の
系
譜
に
あ
る
州
獄
捨
首
の
司
理
参
軍
の
出
来
に
つ
い
て
は
、

五
代
か
ら
宋
初
、
州
院
の
獄
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
い
た
軍
事
法
廷
日
馬
歩
院

を
文
官
鰹
制
の
な
か
に
取
り
込
ん
で
行
く
過
程
を
追
い
、
最
終
的
に
府
州
の

行
政
が
総
務
の
録
事
参
軍
の
下
、
戸
籍
・
税
賦
な
ど
を
扱
う
戸
曹
参
山
阜
、
適

用
法
規
を
検
討
す
る
司
法
参
山
阜
、
訟
獄
・
勘
鞄
の
司
理
参
軍
と
い
う
四
参
軍

と
し
て
定
着
す
る
ま
で
が
詳
述
さ
れ
る
。

本
書
は
、
徽
宗
の
政
和
年
間
に
行
わ
れ
た
「
分
曹
建
抜
」
に
つ
い
て
や
や

詳
し
く
述
べ
る
。
府
州
の
四
参
軍
な
ど
雑
多
に
並
ぶ
幕
職
州
豚
官
を
、
唐
制

の
中
央
六
部
に
釘
ぃ
除
す
る
六
苗
日
参
軍
の
よ
う
に
六
の
数
字
に
合
わ
せ
て
組
み

換
え
る
新
制
で
あ
っ
た
が
、
北
宋
滅
亡
と
と
も
に
政
和
年
間
以
前
に
戻
っ
て

し
ま
っ
た
た
め
、
通
常
は
殆
ど
鰯
れ
ら
れ
る
こ
と
の
無
い
官
制
で
あ
る
。
先

遁
の
よ
う
に
著
者
は
、
一
五
豊
官
制
改
革
を
官
制
上
の
唐
宋
婆
革
の
匡
切
り
と
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考
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
中
央
に
止
ま
り
、
地
方
官
制
や
「
選
人
」
「
武

階
」
と
い
う
唐
代
と
は
全
く
遣
う
僚
件
の
も
と
で
作
り
上
げ
ら
れ
た
部
分
の

改
革
は
手
附
か
ず
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
徽
宗
朝
に
よ
う
や
く
賓
現
し
、
「
唐

宋
の
嬰
革
」
に
終
止
符
を
打
つ
べ
き
改
革
と
し
て
位
置
づ
け
る
が
故
に
、
敢

え
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
も
本
書
の
狙
い
が
端
的
に
一
不

さ
れ
て
い
る
。

著
者
は
、
中
関
前
近
代
耐
舎
の
現
賓
を
暗
潅
た
る
不
候
理
の
世
界
と
し
て

繰
り
返
し
絞
遮
す
る
。
司
法
を
通
し
て
見
る
以
卜
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
常
然

で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
そ
の
現
賓
に
封
し
曜
の
世
界
、
徳
化
・
教
化
や
宋
撃

の
展
開
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
で
あ
ろ
う
。
歴
史
的
位
置
づ
け
と
い
う
ほ

ど
大
袈
裟
に
構
え
な
く
と
も
、
そ
う
し
た
手
段
を
選
ば
ぬ
欲
望
の
追
求
、
強

者
が
弱
者
を
凌
ぐ
現
賓
を
前
に
理
念
ヤ
止
義
の
主
張
は
全
く
無
力
な
お
題
目

に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
現
賓
で
あ
る
か

ら
こ
そ
穫
の
世
界
が
必
要
と
さ
れ
た
の
か
、
一
見
似
た
よ
う
な
立
場
で
あ
る

が
、
軸
足
を
ど
ち
ら
に
置
く
か
に
よ
っ
て
と
常
時
の
現
賓
世
界
の
理
解
に
少

な
か
ら
ざ
る
遣
い
が
生
じ
て
く
る
よ
う
に
思
え
る
。

五
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紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
以
下
の
路
や
中
央
官
制
に
つ
い
て
は
簡
単
な
コ
メ

ン
ト
に
と
ど
め
る
。
府
州
の
上
位
匝
重
で
あ
る
路
に
置
か
れ
た
提
貼
刑
獄
は
、

そ
の
名
稽
通
り
司
法
が
職
務
の
中
心
で
あ
る
が
、
皇
帝
の
耳
目
と
し
て
多
く

の
職
責
を
捨
っ
て
い
た
と
し
て
、
特
蓮
司
な
ど
他
の
監
司
と
比
較
し
な
が
ら

の
官
制
上
の
位
置
づ
け
か
ら
始
ま
り
、
任
命
人
事
、
こ
れ
に
関
連
す
る
資
序

の
問
題
、
そ
れ
ら
の
規
定
と
運
用
賓
態
、
さ
ら
に
は
北
宋
初
め
か
ら
宇
ば
ま

で
の
勘
農
使
粂
任
や
常
平
倉
・
慶
恵
倉
の
監
督
、
南
宋
の
一
経
線
制
銭
の
取
り

扱
い
な
ど
が
多
く
の
頁
敷
を
割
い
て
説
明
さ
れ
る
。
本
務
の
州
勝
司
法
の
監

督
に
つ
い
て
も
、
職
掌
は
「
凶
禁
の
察
覗
」
と
「
案
臆
の
審
詳
」
と
簡
潔
に

ま
と
め
ら
れ
る
が
、
滞
獄
解
消
の
建
前
と
本
音
、
属
僚
の
少
な
い
な
か
で
の

業
務
の
賓
際
と
な
る
と
筒
車
に
は
ま
と
め
ら
れ
な
い
。
州
府
が
獄
案
の
最
柊

判
断
を
皇
帝
に
求
め
る
奏
案
に
提
刑
は
係
わ
っ
た
か
否
か
、
雨
者
の
史
料
を

時
代
順
に
語
み
解
く
作
業
、
そ
も
そ
も
奏
案
が
爆
後
的
に
増
加
す
る
背
景
は

何
か
、
そ
の
会
つ
で
あ
る
判
決
が
軽
す
ぎ
る
失
出
よ
り
失
入
が
重
く
罰
せ
ら

れ
る
た
め
の
州
段
階
で
の
死
刑
判
決
忌
避
の
風
潮
と
そ
れ
に
便
乗
す
る
被
疑

者
の
翻
意
、
例
に
よ
っ
て
の
育
吏
の
暗
躍
な
ど
な
ど
が
八
五
頁
に
わ
た
り
詳

述
さ
れ
る
。
こ
れ
は
他
の
章
に
も
共
通
す
る
の
で
あ
る
が
、
各
行
政
レ
ベ
ル

で
の
司
法
の
賓
態
の
検
討
は
、
宣
明
が
り
と
深
さ
の
雨
方
向
に
お
い
て
複
雑
多

岐
の
考
詮
と
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
讃
み
手
は
迷
路
に
入
っ
た
よ
う
な
戸
惑
い

を
目
覚
え
る
。
著
者
は
、
常
に
職
掌
の
賓
際
を
念
頭
に
疑
問
を
提
起
し
、
そ
れ

へ
の
同
答
を
次
々
に
述
べ
て
ゆ
く
。
論
の
展
開
に
惹
き
つ
け
ら
れ
一
章
を
一

息
に
護
み
通
す
が
、
議
了
後
、
で
は
提
刑
司
と
は
何
か
と
自
問
し
て
も
な
か

な
か
焦
黙
を
結
ば
な
い
。
そ
の
原
因
は
恐
ら
く
著
者
に
な
く
、
唐
宋
問
問
先
革
の

性
質
、
す
な
わ
ち
中
国
史
の
特
質
そ
の
も
の
に
求
め
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。

本
書
は
、
首
都
開
封
の
知
事
を
中
央
官
躍
の
長
官
と
同
等
に
位
置
づ
け
る
。

唐
ま
で
の
首
都
と
立
地
環
境
や
都
市
構
造
を
大
い
に
異
に
す
る
開
封
は
唐
宋

饗
革
の
象
徴
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
が
、
府
司
と
左
右
軍
巡
院
の
三
獄
制
は

州
院
と
左
右
司
理
院
と
い
う
一
般
州
府
の
獄
の
構
成
と
嬰
わ
ら
な
い
。
し
か

し
居
住
民
で
あ
る
宗
室
や
高
級
官
僚
、
古
家
民
な
ど
特
権
階
級
が
織
り
成
す
多

様
な
犯
罪
は
、
審
刑
院
や
大
理
寺
、
御
史
蓋
と
の
連
携
な
し
に
は
封
慮
で
き

な
か
っ
た
し
、
犯
罪
の
取
り
締
ま
り
と
撲
滅
が
最
大
の
目
標
で
あ
っ
た
知
開

封
府
の
地
位
は
大
臣
と
な
ら
ぴ
、
宰
相
へ
の
至
近
距
離
に
あ
っ
た
と
す
る
。
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こ
う
し
た
係
件
を
念
頭
に
、
題
名
記
に
時
四
る
北
宋
延
べ
会
八
三
人
の
知
事
の

略
歴
や
判
官
・
推
官
六
、
七

O
人
の
分
析
な
ど
悉
皆
調
査
の
手
法
に
よ
っ
て

様
々
な
角
度
か
ら
開
封
の
司
法
問
題
が
詳
達
さ
れ
る
。

中
火
官
制
で
は
、
ま
ず
大
理
土
寸
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
先
秦
の
「
理
」
字

の
検
討
か
ら
始
ま
り
、
一
昨
代
主
刺
の
獄
官
・
獄
吏
の
制
度
を
な
ぞ
り
、
宋
代

司
法
と
の
比
較
の
た
め
と
く
に
陪
唐
の
大
理
寺
は
丹
念
に
考
察
さ
れ
る
。
こ

こ
で
も
律
令
官
制
上
の
規
定
に
針
す
る
司
法
の
賓
態
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か

と
い
う
問
題
意
識
が
慰
著
で
あ
る
。
績
い
て
唐
末
五
代
の
苛
酷
な
軍
事
裁
判

制
と
も
い
え
る
時
代
を
描
寓
し
、
そ
の
な
か
に
宋
代
司
法
の
芽
と
な
る
法
律

専
門
の
文
官
の
活
動
が
あ
っ
た
こ
と
を
い
う
。
一
方
、
刑
部
は
、
秦
漢
の
廷

尉
、
九
卿
の
系
譜
に
津
?
な
る
大
理
守
に
比
べ
る
と
、
北
周
に
そ
の
名
が
現
れ

陪
で
六
部
の
一
つ
と
な
っ
た
比
較
的
新
し
い
司
法
官
職
で
、
官
員
の
専
門
性

も
低
い
と
す
る
。
唐
前
牛
、
律
令
の
完
成
時
に
岐
に
制
度
は
現
賓
と
合
わ
な

く
な
っ
て
い
た
が
、
宋
初
に
は
「
大
理
詳
断
、
刑
部
詳
覆
」
の
原
則
が
唱
え

ら
れ
る
も
の
の
、
大
理
寺
に
獄
は
置
か
れ
ず
、
そ
の
官
職
名
の
寄
録
官
化
が

進
み
、
結
局
、
太
宗
朝
末
期
に
中
央
司
法
行
政
を
統
括
す
る
、
頂
黙
と
し
て

の
審
刑
院
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
著
者
は
、
財
政
の
三
司
、

人
事
の
審
官
院
、
流
内
鐙
な
ど
と
並
ん
で
、
貴
族
政
治
を
ふ
ま
え
た
三
省
六

部
健
制
に
代
わ
る
、
皇
帝
直
属
の
新
し
い
健
制
へ
の
切
り
替
わ
り
と
位
置
づ

け
る
。
し
か
し
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
大
理
寺
、
刑
部
は
官
服
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
元
幽
一
一
旦
官
制
改
革
で
名
賓
と
も
に
中
央
の
司
法
官
藤
と
し
て
再
編
成
さ
れ

る
ま
で
、
細
々
と
で
は
あ
る
が
死
刑
案
件
の
書
類
上
の
チ
ェ
ッ
ク
や
庭
罰
官

員
の
事
後
庭
理
な
ど
限
定
さ
れ
た
職
務
を
割
り
振
ら
れ
存
績
し
た
こ
と
は
、

中
岡
史
上
の
印
刷
究
革
の
意
味
を
考
え
る
上
で
示
唆
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
、

北
宋
前
半
期
の
審
刑
院
、
刑
部
、
大
理
寺
の
関
係
や
職
務
に
つ
い
て
頁
を
剖

き
且
ハ
鐙
的
に
考
察
し
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
全
岡
の
大
昨
の
刑
部
へ
の
報

告
と
い
う
一
件
些
細
で
筒
車
に
み
え
る
規
定
が
、
そ
の
た
め
の
方
法
や
手
績

き
が
整
い
恒
常
的
に
賓
施
さ
れ
る
ま
で
に
一

0
0年
近
く
を
要
し
た
こ
と
の

考
首
は
、
歴
史
の
現
賓
を
考
え
る
上
で
の
大
事
な
作
業
で
あ
ろ
う
。

中
央
司
法
官
制
の
最
後
に
御
史
塞
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
宋
代
で
は
「
塁

諌
」
と
い
わ
れ
諌
官
と
と
も
に
園
政
に
溌
言
す
る
三
門
事
御
史
の
機
能
が
政
治

史
で
よ
く
論
じ
ら
れ
る
が
、
本
来
日
は
皇
帝
直
胃
腸
の
監
察
機
関
と
し
て
の
詔
救

に
慕
づ
く
「
詔
獄
」
を
中
心
に
論
が
展
開
さ
れ
る
。
詔
獄
に
は
、
開
封
の
束

西
雨
獄
で
行
わ
れ
る
中
央
御
史
墓
の
獄
と
地
方
に
御
史
を
汲
遣
し
て
行
う
特

別
法
廷
と
が
あ
る
と
し
て
、
賓
例
を
引
き
つ
つ
そ
れ
ら
の
人
事
構
成
、
内
容

や
特
色
、
時
代
に
よ
る
推
移
、
及
び
官
制
改
革
後
の
大
理
寺
の
獄
復
活
に
と

も
な
う
鞠
獄
の
賓
情
な
ど
が
検
討
さ
れ
る
。
御
史
を
白
分
の
息
が
か
か
っ
た

人
物
で
固
め
、
詔
獄
を
利
用
し
て
政
敵
や
競
争
者
を
葬
り
去
る
王
安
石
の
手

法
の
会
例
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
澗
無
揮
事
件
は
、
首
時
の
政
界
の
内
情
を

生
々
し
く
惇
え
て
い
よ
う
。

第
一
部
の
最
終
章
は
、
法
律
の
…
専
門
家
で
あ
る
法
官
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を

扱
う
。
こ
こ
で
も
法
官
の
定
義
か
ら
始
ま
り
議
論
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
章

題
に
あ
る
試
法
H
法
律
試
験
の
問
題
に
多
く
の
頁
が
割
か
れ
て
い
る
。
著
者

の
行
論
に
依
れ
ば
、
北
宋
に
あ
っ
て
法
律
試
験
は
大
き
く
二
つ
に
分
類
で
き

る
。
一
つ
は
一
般
か
ら
の
法
律
専
門
官
採
用
の
た
め
の
試
験
で
、
従
来
の
科

奉
の
科
目
で
あ
る
明
法
科
や
王
安
石
の
科
奉
改
革
に
よ
る
そ
の
'
陵
止
を
補
う

も
の
と
し
て
設
け
ら
れ
た
新
科
明
法
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
か
ら
の
法
官
任

用
は
う
ま
く
行
か
な
か
っ
た
と
評
慣
す
る
。
も
う
一
つ
は
」
既
存
の
官
僚
を
針

象
に
し
た
法
律
試
験
で
あ
り
、
こ
れ
が
複
雑
で
更
に
二
つ
に
分
類
さ
れ
る
。

会
つ
は
「
試
刑
法
」
「
試
刑
法
官
」
と
呼
ば
れ
る
選
人
・
京
劇
官
を
針
象
と

円
U



し
た
本
来
の
法
官
採
用
試
験
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
鐙
選
に
組
み
入
れ
ら
れ

た
試
法
で
あ
る
。
後
者
は
唐
代
の
試
到
の
系
譜
に
属
す
と
考
え
て
よ
さ
そ
う

で
あ
る
が
、
任
期
満
了
で
次
の
ポ
ス
ト
を
希
望
一
す
る
選
人
の
中
で
も
規
定
数

の
奉
主
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
者
が
受
験
す
る
。
従
っ
て
こ
れ
は
法
官
希
望
者

の
た
め
の
試
法
で
は
な
く
、
昇
進
を
有
利
に
し
た
い
選
人
の
た
め
の
試
験
で

あ
っ
た
。
ま
た
よ
り
大
き
な
問
題
と
し
て
恩
蔭
出
身
者
が
賓
際
の
職
務
を
希

望
す
る
と
き
に
行
わ
れ
る
試
験
と
し
て
の
試
法
も
こ
の
範
障
に
入
れ
ら
れ
る
。

賓
際
に
は
王
安
石
の
「
試
刑
法
」
が
鐙
選
改
革
後
の
「
試
法
(
試
出
官

法
)
」
と
近
似
す
る
部
分
が
あ
っ
た
り
、
同
じ
安
石
の
上
位
三
名
以
下
の
進

士
に
律
令
大
義
・
断
案
の
試
験
を
課
す
、
こ
れ
ら
の
分
類
で
は
括
れ
な
い
試

法
が
あ
り
一
筋
縄
で
は
行
か
な
い
。
そ
の
玄
味
で
五
二
九
・
三

O
頁
の
表
は

頭
を
整
理
す
る
の
に
役
に
立
つ
が
、
本
文
が
一
不
す
現
賓
は
更
に
複
雑
で
あ
る

こ
と
を
念
頭
に
表
を
護
み
取
る
必
要
が
あ
る
。

著
者
は
こ
の
試
法
の
場
面
で
も
、
王
安
石
の
改
革
を
唐
宋
総
長
草
の
指
標
と

し
て
重
覗
す
る
が
、
そ
の
改
革
の
中
身
そ
の
も
の
に
針
し
で
は
、
現
賓
に
ど

れ
だ
け
の
影
響
を
輿
え
た
か
懐
疑
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
試
法
の
先
行
研
究

で
あ
る
平
岡
茂
樹
氏
の
「
試
刑
法
」
閥
係
論
考
と
の
論
議
を
あ
ま
り
建
設
的

で
は
な
い
と
す
る
著
者
の
理
由
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
確
か
に
著
者
の
「
現

賓
」
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
強
烈
な
志
向
は
、
本
書
の
内
容
を
特
徴

づ
け
る
も
っ
と
も
大
き
な
動
因
と
な
っ
て
い
る
。

...L.. 
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第
二
部
は
、
日
次
に
上
げ
た
よ
う
に
宋
代
官
員
の
庭
分
・
慮
罰
に
閲
す
る

論
考
が
多
く
を
占
め
る
。
肢
に
公
刊
さ
れ
た
諸
篇
で
あ
り
一
部
は
論
評
も
さ

れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
内
容
の
紹
介
は
省
略
し
、
検
討
さ
れ
て
い
る
事

項
を
列
翠
す
る
に
と
ど
め
る
。
い
ず
れ
も
現
在
参
照
で
き
る
用
語
辞
典
な
ど

の
解
説
だ
け
で
は
著
者
が
不
十
分
と
考
え
る
、
そ
れ
故
、
簡
潔
に
定
義
す
る

こ
と
の
困
難
な
事
項
ば
か
り
で
あ
る
。

ま
ず
一
章
で
は
唐
律
の
除
名
・
克
官
・
兎
所
居
官
お
よ
び
ハ
呈
富
が
宋
代
で

は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
に
相
常
す
る
庭
分
が
な
さ
れ

て
い
た
の
か
を
、
除
名
・
動
停
・
迫
官
・
降
官
・
衝
替
・
差
替
・
編
管
・
責

授
安
置
・
分
司
居
住
な
ど
に
つ
い
て
『
慶
元
係
法
事
類
』
や
多
く
の
適
用
事

例
を
検
設
し
考
察
し
て
い
る
。
二
章
は
「
懲
戒
庭
分
」
と
理
解
す
る
罰
俸
・

罰
直
を
、
三
章
は
蹟
銅
・
罰
銅
を
扱
う
。
四
章
で
は
覗
貼
を
饗
え
唐
律
で
明

確
に
匝
分
さ
れ
重
要
な
範
鴎
と
な
る
公
罪
・
私
罪
に
つ
い
て
、
こ
れ
も
宋
代

の
現
賓
に
生
起
す
る
官
員
の
多
様
な
違
法
行
筋
を
分
別
す
る
の
に
、
唐
律
の

定
義
だ
け
で
は
こ
と
が
済
ま
な
い
賓
情
を
ふ
ま
え
、
公
事
士
連
座
・
臓
罪
・
考

課
あ
る
い
は
恩
蔭
・
湾
同
吏
な
ど
と
の
閥
連
か
ら
そ
の
諸
相
を
考
究
し
て
い
る
。

「
貴
族
・
世
襲
・
武
な
ど
を
基
盤
と
す
る
唐
の
官
僚
制
が
、
士
大
夫
・
賓

力
・
文
の
宋
代
官
僚
制
に
幾
わ
る
と
、
官
員
の
違
法
や
庭
罰
も
嘗
然
そ
れ
と

運
動
す
る
」
(
七
四
七
頁
)
を
念
頭
に
、
司
法
制
度
の
総
長
選
か
ら
唐
宋
同
町
長
革

の
具
樫
相
を
検
詮
す
る
本
書
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
謹
み
替
え
」
で
あ
ろ
う
。

史
料
L
L
、
一
川
幽
一
一
旦
官
制
改
革
以
前
の
寄
録
階
と
官
品
の
釘
磨
が
今
ひ
と
つ
判
然

と
し
な
い
こ
と
は
、
こ
の
唐
律
「
讃
み
替
え
」
の
賓
態
究
明
を
い
さ
さ
か
困

難
に
す
る
と
の
印
象
を
評
者
は
も
っ
。
ま
た
二
部
諸
編
へ
の
過
去
の
論
評
の

な
か
で
「
讃
み
替
え
」
の
安
嘗
性
に
賓
諮
レ
ベ
ル
で
疑
問
を
呈
す
る
意
見
も

み
か
け
る
。
そ
の
賞
否
を
こ
こ
で
論
ず
る
徐
裕
は
な
い
が
、
し
か
し
一
計
者
は
、

「
讃
み
替
え
」
概
念
は
唐
宋
愛
革
の
み
な
ら
ず
中
岡
史
上
の
愛
革
・
愛
通
を

理
解
す
る
鍵
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
中
園
の
歴
史
が
、
自
ら
の
歴
史
を
車

に
継
承
す
る
の
で
は
な
く
、
絶
え
ず
内
に
取
り
込
む
作
業
を
行
い
な
が
ら
展
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関
す
る
と
い
う
、
そ
の
重
層
構
造
を
特
質
と
す
る
よ
う
に
考
え
る
か
ら
で
あ

る
。
近
年
の
中
岡
が
い
う
「
枇
合
主
義
市
場
経
済
」
の
よ
う
な
形
容
矛
盾
の

語
句
も
、
こ
う
し
た
特
質
に
通
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

第
五
章
「
唐
宋
時
代
の
法
典
編
纂
」
は
、
こ
れ
ま
で
ム
部
、
二
部
を
通
し

て
論
じ
て
き
た
諸
問
題
の
総
論
的
位
置
に
あ
る
。
こ
の
論
考
が
最
初
に
公
刊

さ
れ
た
後
、
滋
賀
秀
三
氏
の
「
法
典
編
纂
の
歴
史
」
(
「
中
園
法
制
史
論
集
』

創
文
社
二

O
O
三
)
が
出
た
た
め
、
著
者
は
「
(
滋
賀
論
考
は
)
私
が
扱
っ

た
問
題
を
詳
細
に
論
じ
ら
れ
:
・
・
屋
上
屋
を
重
ね
る
愚
は
承
知
の
上
で

:
:
」
「
唐
宋
饗
革
」
の
中
で
宋
の
法
典
を
考
え
る
た
め
敢
え
て
書
き
残
し

た
と
書
き
加
え
て
い
る
(
八
四
二
頁
注
(

1

)

)

0

滋
賀
論
考
に
は
冒
頭
「
技

術
的
な
次
元
に
お
い
て
具
樫
的
事
物
を
論
ず
る
こ
と
は
と
か
く
煩
頂
に
な
り

や
す
い
。
人
の
理
解
力
は
煩
演
な
事
物
の
締
り
の
な
い
羅
列
に
は
耐
え
ら
れ

な
い
」
と
の
記
述
が
あ
る
(
一
六
白
ハ
)
o

こ
れ
は
該
書
の
「
通
代
的
な
観
察

枠
組
み
」
を
立
て
る
必
要
性
を
言
、
つ
た
め
の
言
葉
で
あ
り
、
本
書
が
「
締
り

の
な
い
羅
列
」
で
な
い
こ
と
は
言
、
つ
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
評
者

自
身
が
果
た
し
て
詳
細
を
極
め
る
(
「
煩
績
な
」
)
本
書
の
理
解
に
耐
え
ら
れ

た
か
否
か
覚
束
な
い
。
し
か
し
従
来
の
唐
宋
愛
革
論
を
牛
歩
進
め
る
た
め
に

は
、
本
書
の
採
る
徹
底
的
な
蹄
納
法
的
手
法
に
依
ら
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
た

め
に
は
護
者
に
強
靭
な
岨
噛
力
と
旺
盛
な
消
化
・
吸
牧
力
が
求
め
ら
れ
る
こ

と
は
十
分
理
解
で
き
る
。

大
部
な
本
主
目
に
誤
記
・
誤
植
の
背
任
…
は
無
理
な
注
文
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の

指
摘
は
書
評
者
の
青
一
務
で
あ
ろ
う
が
、
も
は
や
輿
え
ら
れ
た
紙
面
も
室
き
た
。

一
つ
だ
け
翠
げ
て
責
を
塞
ぎ
た
い
。
第
五
章
、
編
救
の
且
ハ
刷
版
例
と
し
て
蘇
載

の
針
高
麗
政
策
の
上
奏
中
に
引
用
さ
れ
る
慶
暦
、
嘉
一
防
、
元
祐
編
救
に
燭
れ

る
解
説
が
あ
る
。
そ
の
七
九
六
頁
に
引
か
れ
る
元
祐
五
年
一
一
月
二
九
日
の

刑
部
の
上
言
は
、
同
五
年
八
月
一
五

H
の
蘇
載
の
高
麗
へ
の
渡
航
禁
止
の
上

奏
を
受
け
た
刑
部
の
到
磨
で
あ
り
、
渡
航
の
再
度
の
禁
止
を
示
す
(
紹
聖
元

年
再
度
解
禁
)

0

従
っ
て
言
わ
れ
る
よ
う
に
「
本
来
は
③
(
渡
航
を
許
し
た

元
祐
二
年
の
編
救
)
に
も
あ
り
」
で
は
な
く
、
「
東
披
が
、
見
て
い
た
は
ず

の
文
章
」
で
も
な
い
。
因
み
に
八
三
九
頁
の
蘇
献
は
杭
州
通
利
で
は
な
く
知

州
で
あ
る
。
但
し
、
こ
れ
ら
は
編
救
を
論
ず
る
本
章
の
論
旨
に
影
響
す
る
こ

と
は
な
い
。

一
九
八

0
年
代
以
降
「
唐
宋
繁
革
」
論
は
、
世
界
の
向
晶
子
界
で
論
議
さ
れ
、

雨
宋
交
替
同
町
長
革
論
、
元
を
劃
期
と
す
る
宋
元
明
総
長
選
論
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら

へ
の
批
判
と
む
し
ろ
園
外
で
活
溌
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
、
「
貴
族
制
」
か

ら
「
君
主
担
制
裁
制
(
担
制
裁
君
主
制
で
は
な
い
)
」
へ
と
い
う
「
唐
宋
婆
革
」

論
の
原
知
に
も
ど
っ
て
の
議
論
を
展
開
す
る
本
書
は
、
静
一
一
百
に
お
け
る
近
年

の
急
速
に
展
開
す
る
史
料
デ
ジ
タ
ル
化
へ
の
問
題
提
起
と
と
も
に
、
次
代
の

研
究
者
へ
の
、
そ
の
力
量
を
測
る
新
た
な
問
い
か
け
と
理
解
し
た
い
。

編
集
委
員
舎
か
ら
書
評
の
依
頼
を
受
け
た
と
き
、
長
年
に
わ
た
り
多
大
の

皐
恩
を
受
け
て
き
た
と
自
認
す
る
評
者
に
断
り
得
る
選
揮
肢
は
な
か
っ
た
。

専
家
か
ら
の
本
格
的
な
書
評
を
期
待
し
、
ま
た
著
者
の
更
な
る
活
躍
を
祈
念

し
拙
い
紹
介
を
終
わ
る
。

つム

二
O
O
六
年
一
一
一
月

A
五
利
八
五
一
一
良

東
京
創
文
利

一
六
八

0
0国
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