
公
刊
さ
れ
る
務
定
で
あ
っ
た
が
、
種
々
の
事
情
で
一
省
に
ま
と
め
ら
た
と
い
う

事
で
あ
る
。
も
し
最
切
の
預
定
の
如
く
、
五
容
が
公
刊
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
こ

に
の
ベ
た
私
の
言
は
或
は
不
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
(
米
国
賢
次
郎
)

唐
宋
時
代
の
交
通
と
地
誌
地
圃
の
研
究膏

定

雄

著

山

昭
和
三
十
八
年
三
月
吉
川
弘
文
館

A
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画
版
八
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こ
の
た
び
青
山
定
雄
教
授
が
「
唐
宋
時
代
の
交
通
と
地
誌
地
閣
の
研
究
」
を

出
版
さ
れ
た
。
以
前
か
ら
同
教
授
の
従
来
の
研
究
論
文
に
啓
設
さ
れ
、
東
洋
史

の
分
野
で
歴
史
地
理
事
と
呼
ば
れ
て
い
る
事
問
に
関
心
を
持
っ
て
き
た
者
に
と

っ
て
は
、
こ
の
出
版
は
大
き
な
ま
と
ま
っ
た
知
識
の
牧
獲
で
あ
る
ば
か
り
で
な

く
、
由
学
界
に
と
り
ま
こ
と
に
慶
賀
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
近
来
い
わ
ゆ

る
枇
曾
経
済
史
壌
の
盛
行
の
影
に
か
く
れ
て
し
ま
っ
た
醐
慨
を
呈
し
て
い
た
東
洋

歴
史
地
理
事
界
に
漸
く
活
気
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
先
年
刊
行
の
松
田
薄
男
博
士

箸
「
古
代
天
山
の
歴
史
地
理
率
的
研
究
」
と
併
せ
考
え
る
と
、
こ
の
爾
快
奉
を

中
心
に
歴
史
地
理
閥
係
の
論
考
が
従
来
よ
り
や
や
多
く
褒
表
せ
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

本
書
は
二
編
か
ら
成
る
a

第
一
編
は
「
唐
宋
時
代
の
交
通
L

第
二
編
は
「
唐

宋
時
代
の
地
誌
地
図
」
で
、
最
初
に
序
文
が
見
え
る
。
こ
の
序
文
に
は
、
ま
ず

北
ツ
ナ
に
興
っ
た
中
国
民
族
が
南
方
に
向
い
護
展
し
、
清
の
専
制
的
中
央
集
権

園
家
が
で
き
る
ま
で
の
歴
史
を
き
わ
め
て
筒
軍
に
述
べ
、
交
通
の
褒
遠
の
観
鮎

に
立
っ
て
著
者
一
流
の
中
国
史
観
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
唐
宋
時
代
に

お
け
る
官
用
交
通
の
護
連
と
地
誌
地
圃
の
編
成
の
歴
史
を
究
明
す
る
こ
と
は
、

そ
の
時
代
の
官
僚
政
治
ひ
い
て
は
統
一
国
家
の
機
能
と
限
界
と
を
窺
う
上
に
も

重
要
な
意
味
を
も
っ
と
思
わ
れ
る
」
と
言
い
、
「
本
書
に
お
い
て
特
に
官
用
交

通
を
と
り
上
げ
た
の
も
そ
の
た
め
」
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

「
讃
史
方
興

紀
要
索
引
支
那
歴
代
地
名
要
覧
」
は
徐
り
に
も
有
名
な
魅
力
作
で
あ
る
が
、
著
者

は
人
も
知
る
通
り
若
き
頃
か
ら
東
方
文
化
事
院
東
京
研
究
所
に
お
い
て
歴
史
地

理
を
増
加
暗
闘
さ
れ
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
数
多
く
の
論
文
を
褒
表
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
方
面
の
碩
撃
で
あ
る
。

第
一
編
の
第
一
第
二
は
前
に
論
考
し
た
も
の
を
さ
ら
に
検
討
を
加
え
て
詳
述

し
た
も
の
で
、
第
九
は
そ
の
一
部
を
前
に
重
鮎
的
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
を

全
般
に
わ
た
り
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
大
僅
本
書
は
か
つ
て
著
者
が
護
表
し
た

論
文
の
内
容
か
ら
成
る
が
こ
の
第
一
と
第
二
と
は
、
ま
だ
三
十
才
前
後
の
頃
の

若
き
著
者
が
世
界
歴
史
大
系
に
書
い
た
唐
宋
時
代
の
交
通
に
関
す
る
研
究
を
あ

ら
た
め
て
補
訂
し
、
主
要
交
通
路
に
つ
い
て
そ
の
位
置
、
利
用
と
費
遷
、
道
路

工
事
等
を
述
べ
て
い
る
。
第
一
「
唐
代
の
陸
路
」
は
五
つ
の
地
域
に
分
け
て
考

察
し
ま
ず
河
南
山
東
方
面
に
向
う
交
通
路
か
ら
筆
を
お
こ
し
、
長
安
よ
り
澄
閥
、

洛
陽
、
休
州
等
の
東
方
に
通
じ
る
路
を
重
要
路
と
指
摘
し
、
嘗
時
中
闘
を
東
西
に

貫
く
路
の
中
で
も
も
っ
と
も
重
要
な
大
路
で
あ
っ
た
と
強
調
し
て
い
る
。
さ
ら

に
休
州
か
ら
休
河
に
そ
い
酒
州
に
行
き
、
南
し
て
揚
州
を
経
て
一
一
職
州
方
面
に
の

び
る
交
通
路
に
鏑
れ
る
。
長
安
か
ら
河
北
山
首
方
面
に
向
う
も
の
は
洛
陽
で
前

記
作
河
ぞ
い
交
通
路
と
分
か
れ
東
北
行
し
、
孟
津
に
お
い
て
黄
河
を
渡
り
衛
州

(
汲
豚
)
を
経
て
幽
州
に
達
す
る
路
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
中
唐
以
後
藩
銀

の
濁
立
化
に
と
も
な
い
こ
の
路
が
重
要
と
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
同
州

蒲
津
闘
を
経
て
太
原
に
通
じ
る
路
に
も
注
目
し
て
、
都
か
ら
山
西
に
達
す
る
要

路
と
説
く
。
三
「
湖
北
・
湖
南
・
江
西
及
げ
慶
東
・
艇
西
方
面
」
、
で
は
長
安

東
の
湖
か
ら
藍
田
・
商
州
・
袈
州
・
荊
州
を
経
て
慶
州
に
達
す
る
路
を
唐
朝
の
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南
方
に
通
じ
る
大
路
で
あ
り
、
嘗
時
長
安
荊
州
聞
の
路
は
長
安
休
州
問
の
路
に

次
い
で
大
路
で
あ
っ
た
と
断
じ
て
い
る
。
そ
し
て
岳
州
以
南
の
路
に
つ
い
て
舟

路
や
緑
地
に
つ
い
て
も
幽
れ
詳
述
し
て
い
る
タ
こ
の
路
は
安
藤
山
の
南
北
連
絡

の
運
河
路
が
断
た
れ
る
と
揚
子
江
下
流
域
の
人
々
さ
え
荊
州
と
商
州
と
を
経
て

都
と
往
来
し
た
の
で
重
要
路
と
な
っ
た
も
の
で
、
特
に
商
州
は
著
者
が
注
意
し

て
い
る
よ
う
に
人
馬
の
往
来
頻
繁
を
き
わ
め
た
。
こ
の
項
で
は
秦
嶺
悪
路
の
改

修
、
上
津
経
由
の
山
路
の
開
拓
に
も
紛
れ
て
い
る
。
四
「
漢
中
四
川
方
市
」
で

は
長
安
よ
り
洋
州
を
経
て
凹
川
に
達
す
る
路
を
あ
げ
、
次
い
で
長
安
よ
り
漢
中

に
入
る
五
路
を
一
示
し
、
庫
谷
路
・
子
午
路
・
路
谷
路
・
創
刊
谷
路
・
大
散
閥
路
を

詳
細
に
検
討
し
、
闘
の
等
級
、
五
路
利
用
の
幾
遜
を
説
く
が
、
こ
こ
ら
あ
た
り

著
書
ら
し
い
着
賞
な
考
詮
、
詳
細
精
確
な
論
断
が
識
者
を
慈
き
つ
け
る
。

五
「
甘
鮪
・
侠
西
北
部
方
一
回
」
で
は
長
安
よ
り
西
行
し
て
成
陽
・
武
功
・
鳳

淘
府
を
経
て
隣
闘
を
経
て
西
行
す
る
路
、
ま
た
奉
天
・
刷
出
州
を
経
て
西
行
す
る

路
を
示
し
、
と
れ
を
西
域
に
赴
く
二
大
路
と
し
て
い
る
@
と
の
項
で
著
者
は
曾

寧
闘
を
経
由
し
て
黄
河
を
越
え
商
行
し
て
涼
州
に
逮
す
る
路
を
、
蘭
州
を
経
、

今
の
荘
決
河
谷
ぞ
い
に
北
上
し
て
涼
州
に
達
す
る
路
と
同
様
に
西
域
へ
の
重
要

な
路
と
目
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
曾
寧
関
経
由
路
は
迄
か
に
意
味

が
軽
く
、
交
通
上
の
意
義
で
は
む
し
ろ
盤
州
経
由
、
賀
蘭
山
越
え
、
白
亭
河
ぞ

い
に
涼
州
に
達
す
る
路
の
ほ
う
を
注
調
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
曾
寧
関
経
由
路
に
つ
い
て
、
数
年
前
、
著
者
の
見
解
を
示
し
て
い
た
だ
い

た
と
と
が
あ
る
が
、
ど
う
も
私
は
そ
の
変
通
路
の
存
在
は
認
め
る
が
歴
史
的
意

義
は
そ
れ
ほ
ど
認
め
ら
れ
な
い
と
思
う
。
本
項
の
最
後
に
延
州
、
郵
州
を
経
、

夏
州
に
由
り
オ
ル
ド
ス
沙
漠
を
渡
り
北
行
す
る
要
路
を
述
べ
て
い
る
。
唐
代
の

主
要
交
通
路
は
官
路
と
稽
さ
れ
、
そ
の
中
の
重
要
路
は
大
路
と
呼
ば
れ
、
長
安

か
ら
放
射
線
般
に
議
し
て
い
た
。
も
っ
と
も
重
要
な
幹
線
道
路
は
七
つ
あ
っ

た
。
著
者
は
よ
く
こ
れ
を
全
般
に
わ
た
り
公
正
に
泊
確
に
把
ら
え
て
、
要
黙
を

詳
述
し
て
い
る
。

第
二
「
宋
代
の
陸
路
」
に
お
い
て
は
ま
ず
開
封
府
休
京
を
中
心
に
主
要
な
入

路
が
放
射
線
吠
に
毅
し
て

い
た
と
し
、
こ
れ
も
三
つ
の
地
域
に
分
け
て
詳
論
し

て
い
る
。
一
「
山
東

・
河
北
・
山
西
方
面
L

で
は
休
京
か
ら
山
東
半
島
の
登
州

に
達
す
る
路
、
河
北
方
面
へ
の
路
と
し
て
滑
州
を
通
っ
て
北
上
し
た
路
、
河
東

方
面
へ
の
路
と
し
て
同
州
よ
り
賛
河
を
越
え
て
河
中
府
、
治
州
を
経
て
太
原
に

達
す
る
路
を
あ
げ
て

い
る
。
ニ
「
南
方
揚
子
江
流
域
以
南
方
面
」
で
は
休
河
に

そ
い
東
南
下
し
宿
州
に
お
い
て

二
路
に
分
か
れ
、
臨
安
、
鋲
江
方
面
に
向
う

路
、
さ
ら
に
信
州
、
一一繭
建
方
面
に
向
う
路
に
嗣
刷
れ
て
い
る
。
そ
し
て
南
京
時
代

に
は
南
方
か
ら
臨
安
に
来
る
に
は
信
州
経
由
路
が
主
要
と
な
っ
て
い
た
と
言

う
。
著
者
は
旋
州
か
ら
北
上
し
て
休
京
に
淫
す
る
交
通
に
は
湖
南
路
よ
り
も
江

西
路
の
ほ
う
が
利
用
さ
れ
た
と
し
て
、
香
契
な
ど
の
流
通
も
と
の
交
通
路
に
由

る
と
述
べ
て
い
る
。一
ニ
「
侠
西

・
甘
粛
・
四
川
方
面
」
で
は
蘭
州
・
河
州
を
経

て
西
行
す
る
路
、
麟
府
二
州
が
河
東
方
面
に
通
じ
る
要
地
で
あ
っ
た
こ
と
、
四

川
に
達
す
る
に
は
所
謂
四
川
大
勝
路
が
第
一
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
、
成
都
方

面
に
淫
す
る
各
路
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。
唐
代
、
宋
代
と
も
に
著
者

は
闘
版
を
挿
入
し
て
讃
者
が
照
合
し
な
が
ら
理
解
で
き
る
よ
う
配
慮
し
て
く
れ

て
あ
る
の
は
有
難
い
。

第
三
「
唐
代
の
欝
と

郵
及
び
進
奏
院
」
は
前
に
坂
本
太
郎
博
士
が
そ
の
著

「
上
代
騨
制
の
研
究
」
に
述
べ
ら
れ
た
こ
と
、
陳
況
渡
氏
「
唐
代
畷
制
考
」
に

述
べ
て
い
る
こ
と
に
不
充
分
な
駄
が
あ
る
の
で、

こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

勝
馬
と
停
馬
と
の
使
用
上
の
庖
別
、
玄
宗
時
代
の
騨
制
改
革
後
、
そ
れ
が
唆
化

弛
廃
す
る
一
方
次
第
に
郵
が
配
置
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
内
容
は
一
「
騨
制
の
愛
逮
」
二
「
襲
制
の
幾
化
」
三
「
騨
制
の
弛
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廃
L

四
「
郵
と
そ
の
内
容
」
五
「
朝
集
使
と
進
奏
院
」
に
分
か
た
れ
、
五
は
さ

ら
に

1
「
朝
集
使
」

2
「
進
奏
院
と
進
奏
官
」
に
分
け
て
い
る
。
結
局
、
唐
代

に
中
央
集
権
園
家
が
形
成
さ
れ
た
た
め
騨
制
が
褒
達
し
騨
使
騨
馬
が
多
か
っ
た

が
、
安
史
の
飢
以
後
は
朝
集
使
の
制
が
す
た
れ
進
奏
院
が
置
か
れ
、
騨
夫
の
脚

力
に
よ
る
遜
迭
が
多
く
な
り
、
宋
代
に
歩
還
、
馬
遮
・
急
脚
遜
と
な
っ
た
、
と

結
ぶ
。
従
来
不
明
確
な
駄
を
明
確
に
し
て
論
じ
た
好
論
文
で
あ
る
。

第
四
「
唐
五
代
の
閥
、津
と
商
税
」
は
交
通
の
取
締
方
面
と
し
て
古
来
軍
事
的

性
格
を
縛
び
て
中
固
に
行
わ
れ
て
い
た
閥
津
の
考
察
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
唐

中
期
以
後
、
開
津
は
従
前
に
婚
し
て
財
政
的
意
義
を
深
め
て
く
る
の
に
注
目

し
、
五
代
宋
代
に
は
通
過
税
を
含
め
て
商
税
が
成
立
、
明
清
に
承
け
絡
が
れ
て

い
く
と
い
う
観
黙
に
立
っ
て
嘗
時
の
閥
津
と
商
税
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

闘
と
は
険
所
に
置
き
邪
暴
を
防
ぐ
た
め
に
設
け
た
も
の
で
通
行
人
の
所
持
品
を

検
し
軍
事
警
察
的
役
目
を
帯
び
て
い
た
。
津
と
は
渡
船
場
、
橋
梁
等
に
設
け
ら

れ
、
闘
も
津
も
令
丞
以
下
の
役
人
が
直
か
れ
て
い
た
。
著
者
は
一
「
閥
津
の
制

度
」
で
こ
の
制
度
を
概
述
し
、
二
「
闘
の
分
布
と
婚
減
」
で
唐
代
に
は
前
代
に

比
し
関
数
は
牟
減
し
て
い
る
が
、
そ
の
約
半
数
は
長
安
の
周
聞
に
存
し
て
い
た

事
質
を
指
摘
し
、
安
史
の
飢
後
再
び
閥
数
が
増
加
、
宋
代
に
入
る
と
ま
た
減
じ

て
い
る
と
述
べ
る
。
三

「
商
税
」
で
は
古
の
閥
市
の
賦
の
系
統
を
ひ
く
も
の
と

言
い
唐
末
に
成
立
し
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
時
期
を
逐
う
て
商
税
に
嬰
化
が

あ
っ
た
こ
と
と
商
税
と
通
行
税
と
の
差
異
黙
を
あ
げ
、
通
過
税
自
趨
に
も
燭
れ

て
い
る

6

安
史
の
飢
後
、
閥
津
の
財
政
的
意
義
が
大
き
く
な
っ
た
こ
と
を
張
調

し
闘
名
一
覧
表
を
示
し
て
い
る
ι

第
五
「
宋
代
に
お
け
る
遁
舗
の
護
達
」
は
、

曾
我
部
静
雄
教
援
の
か
つ
て
の
論
に
は
騨
と
舗
と
の
匿
別
が
明
ら
か
で
な
く
遮

舗
も
分
明
で
な
い
の
で
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
意
図
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ

る
。
(
曾
我
部
静
雄
「
宋
代
の
騨
停
郵
舗
」
桑
原
樽
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論

叢
〉
一
「
遜
舗
の
種
類
と
管
理
・
組
織
」
一
一
「
遜
舗
の
所
在
」
一
ニ
「
遮
舗
の
任

務
」
四
「
金
字
牌
と
北
宋
末
週
舗
の
弛
腹
」
五
「
騨
と
遁
舗
と
の
関
係
」
六

「
斥
候
舗
と
揮
舗
」
に
項
を
分
っ
て
論
じ
る
@
遜
舗
と
い
う
の
は
唐
の
後
宇
期

に
入
り
騨
制
が
弛
ん
だ
頃
か
ら
置
か
れ
は
じ
め
、
宋
代
に
い
た
り
愛
達
し
た
制

度
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
急
脚
遁
舗
、
馬
遜
舗
、
急
脚
馬
遁
舗
等
の
種
類
が
あ
っ

た
が
、
馬
や
人
に
よ
っ
て
遜
迭
す
る
方
法
に
相
違
が
あ
っ
た
か
ら
生
じ
た
扇
別

で
あ
る
。
斥
遜
舗
と
は
北
宋
末
に
渇
舗
が
弛
ん
だ
時
か
ら
緊
急
の
軍
機
要
務
に

充
て
ん
が
た
め
順
次
各
地
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
、
機
舗
と
は
掃
布
、
つ
ま
り

陳
列
す
る
の
意
で
間
隔
は
十
里
毎
に
斥
旗
舗
兵
中
の
優
秀
な
者
を
選
ん
で
配
置

し
た
。
南
宋
の
は
じ
め
頃
准
西
か
ら
江
南
東
路
方
面
ま
で
透
報
を
侍
迭
す
る
た

め
に
置
か
れ
た
も
の
が
多
い
。

第
六
「
唐
宋
の
休
河
」
は
ま
だ
若
か
っ
た
頃
の
著
者
の
論
文
で
「
唐
宋
休
河

考
L

(

東
方
畢
報
東
京
二
)
が
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
問
販
「
惰
唐
宋

三
代
作
河
河
道
園
」
を
添
え
休
河
に
そ
う
交
通
路
が
解
り
易
く
し
て
あ
る
。
著

者
は
従
来
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
煽
帝
の
開
い
た
遁
済
渠
と
唐
代
の
休

河
の
相
還
を
明
確
に
論
じ
、
作
河
に
そ
う
路
の
設
備
に
飾
れ
る
。
史
料
使
用
上

一
「
宋
代
の
持
仲
間
門
」
を
論
じ
、

1
「
宋
代
の
沖
河
に
関
す
る
資
料
」

2
「
宋
代

休
河
の
位
置
」
を
述
べ
、
次
い
で
二
「
宋
以
前
に
於
け
る
休
河
」
を
述
べ

1

「
唐
代
休
河
の
位
置
」

2
「
古
休
河
に
就
い
て
」

3
「
惰
代
休
河
の
位
置
」

4

「
休
河
河
道
に
関
す
る
大
村
、
谷
森
雨
氏
の
考
誌
に
就
い
て
」
を
あ
げ
、
持
作
河

河
道
を
詳
細
に
論
考
し
て
い
る
。
菅
南
渡
以
来
い
よ
い
よ
揚
子
江
流
域
と
黄
河

流
域
を
結
び
つ
け
る
河
川
に
よ
る
交
通
路
は
重
要
と
な
る
が
、
著
者
の
こ
の
研

究
は
今
後
と
も
大
き
い
意
味
を
失
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
三
「
運
河
の
構
造
に

つ
い
て
L

は
休
河
の
構
造
を
述
べ
た
も
の
で
、
-
「
運
河
と
し
て
の
休
河
の
設

備」

2
「
運
河
の
閉
及
び
濯
に
就
い
て
」
を
あ
げ
る
。
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第
七
「
唐
代
の
水
路
工
事
」
は
唐
中
期
以
後
揚
子
江
中
下
流
域
か
ら
洛
陽
や

長
安
方
面
へ
の
遡
運
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
に
注
目
し
、
一
「
関
東
江
准
方
面

よ
り
都
長
安
に
至
る
遭
運
路
」
に
は
水
路
と
し
て
南
北
連
絡
上
も
っ
と
も
重
要

な
運
河
、
お
よ
び
こ
れ
を
通
じ
長
安
に
い
た
る
道
運
路
の
工
事
に
つ
い
て
の
大

皿
躍
を
述
べ
、
ニ
「
北
ジ
ナ
の
水
路
」
三
「
南
シ
ナ
特
に
揚
子
江
以
南
の
水
路
」

は
そ
れ
ぞ
れ
北
シ
ナ
お
よ
び
南
シ
ナ
の
水
路
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
四
「
南

北
連
絡
の
運
河
と
都
市
L

は
唐
代
に
南
北
交
通
が
盛
行
し
、
特
に
玄
宗
時
代
に

江
准
方
面
か
ら
長
安
方
面
へ
盛
ん
に
財
物
か
輪
迭
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
潤

州
・
底
陵
郡
・
休
州
・
宿
州
等
交
通
上
主
要
都
市
に
つ
い
て
簡
箪
に
鰯
れ
て
い

る
。
第
八
「
唐
宋
時
代
の
鱒
運
使
及
び
護
運
使
」
は
一
「
唐
代
の
鴎
運
使
」
二

「
五
代
宋
の
柏
崎
運
使
」

=
一「
唐
末
五
代
及
び
宋
初
の
護
運
使
」
に
つ
い
て
述
べ

た
も
の
。
側
運
使
と
は
玄
宗
以
後
遡
遂
を
司
る
専
官
と
し
て
配
置
さ
れ
た
官

で
、
安
史
の
飢
後
南
方
か
ら
黄
河
河
陰
に
遭
淫
さ
れ
る
米
安
量
が
莫
大
と
な

り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
専
官
の
新
設
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
宋
代
に
入
る
と

唐
末
に
起
源
す
る
護
運
使
が
代
っ
て
登
場
す
る
貼
に
注
目
し
て
い
る
。

第
九
「
宋
代
に
お
け
る
週
連
の
愛
達
」
は
一
「
宋
代
遡
遂
の
歴
史
的
意
義
」

二
「
税
物
の
運
輸
と
河
北
・
河
東

・
快
西
三
路
'
二
ニ
「
庇
済
河
・
惑
民
河

・
黄

河
の
三
河
に
よ
る
遁
運
」
四
「
休
河
に
よ
る
六
路
米
穀
遭
淫
」

1
「
宋
初
縛
運

法
前
期
の
遡
巡
」

a
「
褒
運
使
の
設
置
と
漕
米
額
の
制
定
」

b
「
鱒
般
法
と
そ
の

輪
迭
組
織
L
2「
宋
の
中
期
以
後
縛
般
法
後
期
の
遁
運
」

a
「
護
運
司
の
権
力
強

化
と
漕
米
額
」

b
「
鞠
般
法
の
内
容
及
び
組
織
の
礎
化
」

3
「
宋
末
直
逮
法
採

用
以
後
の
漕
運
」

a
「
護
運
司
の
機
カ
縮
少
と
漕
米
額
」

b
「
直
遼
・
鱒
般
雨

法
の
置
腹
と
そ
の
組
織
」

4
「
綱
船
と
附
載
貨
物
」
五
「
南
方
か
ら
の
銭
鳥
類

の
潜
運
」
か
ら
成
り
最
後
に
結
論
を
述
べ
て
い
る
。
本
書
の
各
章
の
中
で
も
っ

と
も
紙
数
を
多
く
充
て
た
力
作
で
「
漕
還
の
青
山
」
と
稽
さ
れ
た
著
者
の
面
目

躍
如
た
る
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
結
局
著
者
は
宋
代
の
漕
運
盆
は
唐
代
よ
り
増

加
し
、
揚
子
江
中
下
流
の
六
路
か
ら
休
河
を
経
て
黄
河
に
運
ば
れ
る
も
の
は
景

徳
四
年
に
六
百
高
石
を
定
額
と
さ
れ
、
時
に
は
七
、
入
百
高
石
に
も
逮
し
庸
時

の
三
倍
の
額
に
相
首
す
る
盛
況
で
あ
っ
た
と
言
い
、
都
の
休
京
に
は
底
務
河
、

休
河
、

惑
民
河
、
黄
河
の
四
河
に
よ
り
漕
還
が
行
な
わ
れ
た
と
し、

そ
の
漕
運

方
法
、
設
備
な
ど
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
て

い
る
の
で
あ
る
。
著
者
の
旺
盛
な

活
動
期
の
作
品
だ
け
に
全
種
に
迫
力
を
覚
え
る
。

第
二
回
酬
は
「
唐
宋
時
代
の
地
誌
地
図
」
で
あ
る
。
第
一
編
所
枚
の
論
考
は
ほ

と
ん
ど
今
ま
で
設
表
さ
れ
た
論
文
を
も
と
に
し
補
訂
を
加
え
た
も
の
で
、
唐
宋

時
代
の
交
通
の
主
要
材
料
を
封
象
に
し
て
研
究
さ
れ
て
は
い
る
が
、
各
章
節
が

そ
れ
ぞ
れ
濁
立
す
る
論
文
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
第
二
編
は
全
鐙
と
し
て
ま

と
め
、

唐
宋
時
代
の
地
誌
と
地
闘
と
に
つ
い
て
史
家
に
詳
細
に
わ
た
り
参
考
資

料
を
概
述
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

第

一
「
唐
宋
時
代
の
綿
誌
及
び
地
方
誌
」

は
一
「
唐
代
の
総
誌
」

に
は
括
地

志
、
十
道
四
蕃士
山
、
古
今
郡
園
豚
道
四
夷
述
、
元
和
郡
勝
闘
志
等
の
唐
代
の
綿

誌
を
述
へ
特
に
十
道
四
蕃
志
、
古
今
郡
関
豚
道
四
夷
逃
が
外
域
ま
で
含
ん
で
い

る
貼
を
注
意
し
て
い
る
。
二

「
唐
代
の
地
方
誌
」
は

1
「
某
州
記
、
莱
記
等
と

風
土
記
の
類
」
を
掲
げ
・
南
朝
時
代
盛
行
し
た
と
の
類
の
地
理
書
が
唐
代
に
も

行
わ
れ
て
い
た
と
述
べ
、
や
は
り
南
方
や
四
川
に
関
す
る
書
が
多
く
、
官
僚
の

手
に
な
る
こ
と
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
、
雨
京
新
記
、
褒
汚
記
、
成
都
記
、
鏡
川

記
、
呉
奥
地
記
、
呉
地
記
等
を
説
明
、
風
俗
記
の
類
も
簡
単
に
鯛
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
類
は
主
流
で
な
く
、
主
流
と
な
っ
た
の
は
北
朝
系
統
の
聞
経
だ

と
言
い
、

2
「
園
経
の
作
成
」

3
「
園
経
の
髄
裁
内
容
並
び
に
作
製
の
理
由
」

宝
示
す
の
で
あ
る
。
著
者
は
長
安
十
遊
園
、
開
元
十
遁
園
、
沙
州
伊
州
地
誌
残

各
そ
の
他
の
園
経
類
を
あ
げ
、
唐
代
の
線
誌
は
こ
れ
ら
地
方
の
聞
経
が
資
料
と
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な
っ
て
い
る
と
述
べ
、
次
い
で
こ
れ
ら
の
園
経
の
内
容
を
具
盤
的
に
詳
細
に
説

明
し
、
担
問
革
、
古
蹟
等
を
記
載
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
む
し
ろ
一
般
的

な
地
理
現
状
に
重
黙
が
置
か
れ
て
い
た
と
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
主
と
し
て
直

接
政
治
に
参
考
資
料
と
し
て
役
立
つ
目
的
を
以
っ
て
編
纂
さ
れ
た
鮎
を
強
調
し

て
い
る
。
こ
れ
は
か
つ
て
米
倉
二
郎
教
授
が
東
直
地
政
皐
序
説
で
述
べ
た
よ
う

に
歴
代
中
園
の
官
選
地
理
奮
の
一
大
特
色
で
あ
っ
て
、
ま
こ
と
に
中
園
に
お
け

る
地
理
事
護
遼
史
上
注
目
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
三
「
五
代
の
線
誌

と
地
方
誌
」
は
五
代
に
お
け
る
園
経
作
成
の
規
定
が
方
輿
記
に
つ
い
て
述
べ
て

あ
る
。
四
「
宋
代
の
線
誌
」
は
宋
代
に
入
り
ま
す
ま
す
中
央
集
権
的
官
僚
政
治

が
強
化
さ
れ
官
用
交
通
が
設
展
し
た
こ
と
と
併
行
し
て
線
誌
の
編
纂
さ
れ
た
ャ
』

と
を
述
べ
た
も
の
で
1
「
北
宋
の
線
誌
」
で
は
総
誌
に
大
規
模
な
編
纂
が
行
わ

れ
、
太
卒
蜜
字
記
、
諸
道
(
路
)
園
経
、
九
域
園
、
禅
符
諸
路
園
経
等
の
ほ
か
、

職
方
機
要
、
輿
地
慶
記
等
を
あ
げ
て
い
る
。

2
「
南
宋
の
総
誌
」
で
は
金
に
准

水
以
北
を
占
有
さ
れ
た
南
宋
で
は
つ
い
に
官
撰
の
線
誌
が
編
纂
さ
れ
な
か
っ
た

と
言
い
、
著
者
は
北
宋
の
編
纂
と
事
情
が
大
い
に
異
る
と
力
説
し
て
い
る
の
は

同
感
で
あ
る
。
そ
し
て
南
宋
で
は
私
撲
の
地
理
書
が
多
く
、
特
に
孝
宗
以
後
多

く
な
る
が
歴
代
挺
域
志
、
九
郎
線
要
、
皇
朝
郡
豚
士
山
、
輿
地
紀
勝
、
方
輿
勝

由
晶
、
聖
武
記
等
に
つ
き
そ
の
成
立
事
情
、
内
容
を
述
べ
て
い
る
。
五
「
宋
代
の

地
方
誌
」
は
1
「
某
州
記
某
記
と
風
土
記
の
類
」
に
は
そ
の
書
名
著
者
名
一
覧

表
を
示
し
て
概
要
を
論
じ
、

2
「
園
経
作
成
の
規
定
と
園
経
、
園
志
、
志
等
の

編
纂
紋
況
」

3
「
園
経
、
闘
士
山
、
志
等
の
編
纂
の
理
由
目
的
並
び
に
そ
の
方
法
」

4
「
園
経
、
園
志
、
志
等
の
纏
裁
と
内
容
L

に
お
い
て
、
宋
代
に
お
け
る
地
方

園
経
作
成
に
つ
い
て
の
規
定
、
南
宋
時
代
の
地
方
誌
一
覧
表
、
そ
れ
ら
の
内
容

な
ど
に
つ
い
て
述
べ
、
宋
代
に
地
方
誌
編
纂
事
業
が
盛
行
し
た
の
は
、
て
中

央
集
権
的
官
僚
政
治
の
参
考
の
た
め
、
二
、
事
関
文
化
が
進
歩
後
遺
し
た
た
め

で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
か
つ
て
一
九
三
五
年
「
支
那
に
於
け
る
歴
史
地
理
研

究
の
獲
遜
」
を
愛
表
し
た
著
者
に
封
し
、
民
園
の
貌
建
猷
が
百
同
貢
宇
月
刊
五

一
O
に
許
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
南
北
朝
、
宋
代
、
清
代
を
劃
期
と
す
る
著

者
の
考
え
が
一
貫
し
て
こ
こ
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。

第
二
「
唐
宋
時
代
の
地
圃
」
は
一
「
唐
代
の
地
圃
」
一
一
「
宋
代
の
地
圃
」
か

ら
成
る
。
唐
代
に
は
尚
書
省
兵
部
職
方
郎
中
管
掌
下
に
各
州
郡
ご
と
三
年
一
団

地
園
を
作
ら
せ
た
こ
と
か
ら
筆
を
お
こ
し
、
長
安
、
開
元
、
一
冗
和
の
十
道
園
、

漕
運
圏
、
草
辛
夷
圃
の
よ
う
な
特
殊
岡
、
回
開
域
か
ら
隊
ぜ
ら
れ
た
封
域
固
に
燭
れ
、

特
に
国
民
耽
の
海
内
華
夷
簡
に
つ
い
て
詳
し
い
。
「
宋
代
の
地
闘
」
は

1
「
地
方

圏
作
成
の
規
定
と
全
国
園
世
界
圏
」

2
「
外
域
聞
と
遜
防
圃
」

3
「
特
殊
な
山

川
、
治
河
、
水
利
、
交
通
、
都
曾
宮
関
等
圃
」
に
項
を
分
け
て
述
べ
て
い
る
。

ー
は
全
国
画
作
成
の
基
と
な
る
地
方
聞
に
つ
い
て
述
へ
た
も
の
で
、
宋
初
に
は

閏
年
一
回
地
方
圃
を
作
製
せ
し
め
た
が
呉
宗
威
卒
四
年
五
年
一
一
回
と
さ
れ
た
こ

と
、
十
年
一
回
の
割
合
で
全
閣
圃
が
作
ら
れ
た
こ
と
、
十
道
岡
、
九
域
圏
、
諸

路
園
経
に
も
鍋
れ
、
特
に
一
冗
堕
九
域
志
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
ま
た
長
安
の

碑
林
に
あ
る
有
名
な
石
刻
華
夷
圏
、
爵
跡
圏
、
栗
練
庵
所
蔵
輿
地
周
等
を
す
ぐ

れ
た
南
宋
時
代
の
輿
地
闘
で
北
宋
時
代
の
作
品
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
説
い

て
い
る
。
2
に
お
い
て
は
、
外
域
閣
に
つ
い
て
は
沈
括
の
守
令
園
以
外
に
す
ぐ

れ
た
も
の
が
な
い
こ
と
、
南
海
貿
易
等
関
係
地
闘
に
も
大
し
た
も
の
が
作
ら
れ

て
い
な
い
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
代
り
職
貢
周
類
が
多
く
作
ら
れ
た
こ
と
を
指

摘
、
異
民
族
と
の
関
係
か
ら
北
界
園
、
封
境
問
、
接
境
圃
等
が
多
く
で
き
た
の

も
こ
の
時
代
の
特
色
と
L
て
い
る
。

3
は
中
で
も
山
川
園
と
治
河
圃
に
つ
い
て

重
駄
を
置
い
て
述
べ
て
い
る
。

第
一
二
「
阜
昌
の
石
刻
華
夷
圏
、
百
円
跡
圃
及
び
淳
一
応
の
石
刻
地
理
園
」
は
ま
ず

一
「
華
夷
圃
と
百
円
跡
聞
の
作
製
と
そ
の
由
来
」
を
あ
げ
、
シ
ヤ
パ

γ
ヌ
博
士
が
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か
つ
て
石
刻
華
夷
園
、
再
跡
圃
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
た
結
果
を
紹
介
し
、
博
士

が
華
夷
闘
を
契
丹
人
の
作
で
な
い
か
と
疑
っ
た
の
を
批
判
刊
し
、
宋
人
の
作
と
考

定
し
、
そ
の
年
代
に
つ
い
て
は
シ
ヤ
パ
ン
ヌ
博
士
が
賓
元
以
後
慶
暦
八
年
以
前
・

と
考
え
た
の
に
封
し
著
者
は
紳
宗
の
頃
と
考
え
て
い
る
。
同
跡
聞
製
作
年
代
に

つ
い
て
も
ジ
ャ
パ
ン
ヌ
博
士
と
呉
り
一
肺
宗
|
哲
宗
の
頃
と
考
え
て
い
る
。
二

.
「
華
夷
固
と
扇
跡
闘
の
内
容
」
で
は
海
岸
線
、
河
道
、
外
域
方
面
に
つ
い
て
華

夷
圃
と
扇
跡
倒
と
を
比
較
し
な
が
ら
そ
の
内
容
を
述
べ
て
い
る
。
三
「
地
闘
の

作
製
と
そ
の
由
来
」
は
淳
茄
年
間
の
石
刻
地
理
闘
に
つ
い
て
前
に
小
川
、
箭
内

雨
博
士
が
研
究
さ
れ
て
い
る
が
分
明
し
な
い
貼
が
あ
り
詳
細
で
な
い
の
で
、
著

者
は
市
村
績
次
郎
博
士
か
ら
借
用
し
た
拓
本
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
し
た
も
の

で
あ
る
。
四
「
地
理
闘
の
内
容
」
は
三
に
述
べ
た
石
刻
地
理
闘
を
華
夷
園
や
高

跡
圃
と
比
較
し
な
が
ら
外
部
圏
内
に
分
け
述
べ
た
も
の
ω

こ
れ
は
紳
宗
の
頃
、

唐
代
の
地
闘
を
参
考
に
し
て
契
丹
闘
を
も
併
せ
て
作
成
し
た
も
の
を
原
固
と

し
、
南
宋
の
光
宗
時
代
に
い
た
っ
て
賀
裳
が
北
宋
末
地
名
を
改
め
、
何
人
か
の

手
に
よ
り
四
川
の
地
名
の
み
理
宗
資
慶
年
間
改
制
の
地
名
に
よ
っ
て
改
め
て
で

き
た
も
の
で
あ
る
と
断
じ
て
い
る
。
そ
し
て
金
の
侵
略
を
認
め
ま
い
と
し
て
北

宋
末
の
行
政
直
劃
の
改
正
だ
け
を
記
入
し
て
以
後
の
そ
れ
を
記
入
し
な
い
こ
と

は
、
南
宋
に
つ
い
に
官
撰
の
総
誌
が
出
現
し
な
か
っ
た
事
賞
と
と
も
に
中
園
の

民
族
意
識
を
強
く
感
じ
る
と
一
言
う
。
著
者
の
意
見
に
全
く
同
感
で
あ
る
。

第
四
は
「
栗
糠
庵
所
蔵
の
興
地
国
」
で
あ
る

υ

著
者
が
東
方
文
化
事
院
東
京

研
究
所
に
居
た
頃
、
東
繭
寺
塔
頭
栗
林
庵
所
蔵
の
輿
地
圃
を
調
査
し
た
結
果
、

分
明
し
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
一
「
輿
地
図
の
作
製
と
そ
の
由
来
」
二

「
輿
地
闘
の
内
容
」

1
「
内
地
」

2
「
外
域
」
か
ら
成
る
。
結
局
、
こ
の
地
聞

は
南
宋
光
宗
寧
宗
頃
の
入
賞
裳
の
作
っ
た
木
刻
地
理
掴
を
基
に
し
て
、
南
宋
末

主
要
な
地
名
の
改
正
に
手
を
加
え
て
で
き
上
っ
た
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
し
て

本
書
の
裏
表
紙
内
側
に
本
圃
の
園
阪
を
折
り
た
た
ん
で
入
れ
て
あ
る
の
で
、
讃

者
は
こ
れ
を
見
な
が
ら
讃
め
ば
理
解
し
易
い
。

著
者
多
年
の
研
究
は
諸
方
面
に
わ
た
り
、
歴
史
地
理
以
外
の
論
文
も
多
く
褒

表
さ
れ
て
い
る
が
、
歴
代
の
地
理
書
や
地
園
の
研
究
に
つ
い
て
の
業
績
は
著
者

が
本
邦
の
最
高
で
あ
ろ
う
。
既
設
表
論
文
が
ほ
と
ん
ど
で
、
奮
作
を
補
-
訂
し
て

事
者
的
良
心
が
渉
、
じ
み
出
て
い
る
。
私
は
こ
の
よ
う
な
時
期
ご
と
に
編
纂
さ

れ
た
地
理
書
地
聞
や
、
交
通
制
度
に
つ
い
て
の
分
厚
い
大
著
の
紹
介
は
内
容
を

具
僅
的
に
そ
の
ま
ま
紹
介
す
る
の
が
も
っ
と
も
よ
い
と
考
え
、
内
容
に
し
た
が

っ
て
あ
ら
ま
し
を
述
べ
、
間
々
、
卑
見
を
加
え
た
。
本
書
中
に
述
べ
ら
れ
て
あ

る
内
容
は
唐
宋
時
代
の
歴
史
地
理
事
者
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
、
他
の
部
門
の

史
家
に
と
っ
て
も
基
礎
的
知
識
と
し
て
の
研
究
の
工
具
と
し
て
利
用
債
値
が
大

き
い
。
た
だ
、
折
角
奮
作
を
補
訂
さ
れ
る
な
ら
ば
同
時
に
「
於
け
る
」
「
お
け

る
」
の
混
同
使
用
が
あ
り
、
叙
述
形
式
に
も
各
章
節
に
嘗
る
見
出
し
に
序
言
、

結
論
の
雨
方
あ
る
も
の
、
歓
く
も
の
、
片
方
だ
け
あ
る
も
の
な
ど
一
定
し
な
い

の
は
、
細
い
こ
と
な
が
ら
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
私
は
著
者
の
輝
か
し
い
研
究
業
績
の
集
積
を
熟
知
し
て
い
る
者
だ
け

に
、
今
後
の
東
洋
歴
史
地
理
事
と
い
う
事
聞
は
こ
の
よ
う
な
研
究
結
果
を
ふ
ん

ま
え
て
、
地
理
事
に
密
接
し
つ
つ
方
法
論
的
に
も
褒
展
を
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と

思
う
。
そ
れ
が
皐
恩
に
報
い
て
い
く
後
事
の
私
た
ち
の
態
度
で
あ
ろ
う
。
考
謹

さ
れ
賞
註
さ
れ
た
歴
史
地
理
皐
の
基
本
的
事
項
が
多
く
本
書
中
に
集
積
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
唐
宋
時
代
歴
史
地
理
研
究
の
工
具
を
一
揃
い
著
者
は
提
供
し

て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
い
か
に
こ
れ
を
生
か
す
か
は
今
後
の
斯
畢
に
残
さ
れ
た

課
題
で
あ
ろ
う
。一

九
六
三
年
九
月
二
十
六
日
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武
蔵
野
野
火
止
寓
居
に
て

(
前
田
正
名
)


