
必
不

mwet(
局
、
先

第
三
披

昭
和
五
十
九
年
十
二
月
発
行

第
四
三
巻

漢
代
賢
良
方
正
科
考

福

井

ま

え

が

き

一
賢
良
方
正
科
に
よ
る
察
奉
の
性
格

付
「
公
卿
」
に
よ
る
推
拳

同
「
土
」
と
し
て
の
指
名

日
「
大
夫
」
と
し
て
の
登
用

伺
「
公
卿
」
に
よ
る
「
士
大
夫
」
の
察
孝

二
賢
良
方
正
科
に
よ
る
察
奉
の
形
成

ハ
円
周
代
的
遺
制
ー
ー
そ
の
一

口
周
代
的
遺
制
ー
ー
ー
そ
の
一
一

回
漢
代
的
要
素
ー
ー
そ
の
一

伺
漢
代
的
要
素
ー
ー
そ
の
一
一

あ

と

が

き

433 

重

雅
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ま

、.

スー

カミ

き

漢-初
、
詔
し
て
賢
良
方
正
を
摩
げ
、
州
郡
、
孝
廉
、
秀
才
を
察
す
。
斯
れ
亦
た
士
を
貢
ぐ
の
方
な
り
。
中
興
以
後
、
復
た
敦
朴
、
有
道
、

賢
能
、
直
言
、
濁
行
、

高
節
、
質
直
、
清
白
、
敦
厚
の
属
を
増
す
。
柴
路
既
に
贋
く
、
触
墓
裁
き
難
し
。

右
の
文
章
は
後
漢
書
巻
六

(
列
停
五
一
)
左
周
黄
停
に
附
記
さ
れ
る
論
の
一
節
で
あ
る
。
こ
の
短
文
の
中
に
い
み
じ
く
も
示
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
漢
代
は
ま
さ
し
く
賢
良
方
正
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
の
「
士
を
貢
ぐ
(
の
)
方
」
法
が
創
設
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
「
中
興
以
後
」
も
ま

す
ま
す
護
展
し
て
、
「
飲
墓
裁
き
難
」
い
・ほ
ど
の
隆
盛
を
き
わ
め
た
時
代
で
あ
っ
た
。
後
世
の
著
名
な
九
品
中
正
や
科
撃
の
先
駆
を
な
す
制
度

と
し
て
設
足
し
定
着
し
た
の
が
、
こ
の
漢
代
の
郷
摩
里
選
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

筆
者
は
近
年
こ
の
官
吏
登
用
制
度
の
う
ち
で
と
く
に
賢
良
方
正
な
ど
の
制
閥
単
の
問
題
を
取
上
げ
、
主
と
し
て
そ
の
運
営
の
質
際
や
昇
進
の
規

〈

1
〉

準
を
め
ぐ
っ
て
い
く
つ
か
の
考
察
を
試
み
て
き
た
。
そ
の
結
果
多
少
な
り
と
も
闘
明
に
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
貼
は
、
ま
ず
第
一
に
、
そ
の
察
穆

- 2 ー

の
有
資
格
者
は
原
則
と
し
て
秩
高
石
の
丞
相
な
ど
か
ら
二
千
石
の
郡
闘
の
守
相
(
以
下
こ
れ
ら
を
最
高
官
僚
厨
と
傾
稀
)
な
ど
ま
で
に
限
定
さ
れ
、

〈

2
)

他
方
そ
の
被
察
奉
者
に
は
ひ
ろ
く
秩
四
百
石
以
下
百
石
前
後
の
官
吏
(
下
級
官
僚
層
と
偲
稀
)
が
包
含
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
第
二
に
、
賢

良
方
正
を
中
心
と
す
る
選
場
制
度
は
、
右
の
よ
う
な
前
者
の
察
翠
の
主
瞳
が
、
同
じ
く
後
者
の
客
瞳
を
秩
千
石
以
下
比
六
百
石
以
上
の
官
吏

(

3

)

 

(
上
級
官
僚
府
と
仮
稽
〉
に
抜
擢
し
、
昇
進
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
制
度
で
あ
っ
た
こ
と
、
な
ど
の
二
貼
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
漢
初
の
草
創

松
田
時
に
は
二
三
の
例
外
が
散
見
さ
れ
な
く
も
な
い
が
、
賢
良
方
正
を
主
睦
と
す
る
漢
代
の
郷
翠
里
遺
の
大
略
は
、
ほ
ぼ
以
上
の
よ
う
に
要
約
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
察
翠
制
度
は
、
漢
代
の
政
治
や
祉
舎
に
お
い
て
、
具
睦
的
に
ど
の
よ
う
な
性
格
や
要
素
を
内
包
し
、
賀
質
的
に
い
か

な
る
一
意
圃
や
目
的
を
も
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
漢
代
の
官
吏
登
用
制
度
は
た
だ
車
に
右
の
よ
う
な
賢
良
方
正
な
ど
の
制
撃
だ
け

で
は
な
く
、
孝
廉
・
茂
才
な
ど
の
常
奉
や
酔
召
の
よ
う
な
人
材
招
致
の
方
法
を
併
存
さ
せ
て
い
た
か
ら
、
少
な
く
と
も
そ
の
制
度
の
寅
睦
を
究



現
す
る
ば
あ
い
に
は
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
含
め
た
全
盤
的
な
展
望
や
考
察
が
不
可
後
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
紙
幅
の
関
係

か
ら
小
稿
で
は
後
二
者
を
め
ぐ
る
問
題
は
言
外
に
配
慮
す
る
こ
と
に
し
て
、
以
下
賢
良
方
正
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
制
拳
の
問
題
を
中
心
に
、

漢
代
に
お
け
る
選
奉
制
度
の
一
端
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

賢
良
方
正
科
に
よ
る
察
翠
の
性
格

「
公
卿
」
に
よ
る
推
穆

賢
良
方
正
に
よ
る
漢
代
の
選
場
制
度
を
封
象
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
察
師
事
の
有
資
格
者
と
被
察
奉
者
と
の
聞
の
関
係
を
吟
味
し
て
み
る
と
、

←) 

前
者
が
し
ば
し
ば
「
公
卿
」
と
い
う
汎
稽
で
一
括
さ
れ
、
そ
れ
に
劃
し
て
後
者
が
「
大
夫
」
や
「
士
」
と
い
う
別
稽
で
命
名
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
注
意
さ
れ
る
。

- 3一

ま
ず
最
初
に
「
公
卿
」
の
稿
謂
か
ら
検
討
す
る
と
、
史
記
巻
一

O
一
一
歯
錯
俸
に
、
「
建
元
中
、
上
、
賢
良
を
招
く
。
公
卿
、
都
公
を
言
う
」

お
そ
ら
く
そ
の
用
例
の
初
見
で
あ
ろ
う
。
こ
の
短
文
は
漢
代
に
お
け
る
制
奉
の
開
始
を
告
げ
る
嘗
初
の
記
事
と
し
て
も
重

云
々
と
あ
る
の
が
、

現
さ
れ
る
が
、
漢
書
巻
六
武
一帝
一
紀
の
建
元
元
年
(
前
一
四
O
)
十
月
の
僚
を
見
る
と
、
こ
の
記
事
に
劃
醸
し
て
、

丞
相
、
御
史
、
列
侯
、
中
二
千
石
、
二
千
石
、
諸
侯
相
に
詔
し
て
、
賢
良
方
正
直
言
極
諌
の
土
を
翠
げ
し
む
。
丞
相
(
衛
)
紹
奏
す
、

摩

げ
し
所
の
賢
良
に
、
申
(
不
害
〉
、
一
商
(
鞍
〉
、
韓
非
、
蘇
秦
、
張
儀
の
言
を
治
め
て
、
園
政
を
凱
す
も
の
あ
り
。
皆
罷
め
ん
こ
と
を
請

ぅ
、
と
。
奏
し
て
可
な
り
。

と
あ
る
か
ら
、
右
の
電
錯
俸
に
い
う
「
公
卿
」
が
賓
は
具
鐙
的
に
は
丞
相
か
ら
諸
侯
相
ま
で
を
指
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
様
に
同
巻
一

O
成
一
帝
一
紀
の
建
始
三
年
(
前
三

O
)
十
二
月
の
僚
を
見
る
と
、

乃
し
戊
申
、
日
蝕
し
地
震
う
。
朕
甚
だ
こ
れ
を
悟
る
。
公
卿
其
れ
各
お
の
肢
の
過
失
を
思
い
、
明
白
に
こ
れ
を
陳
べ
よ
。
女
ら
面
従
し
、
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退
い
て
後
言
す
る
こ
と
有
る
無
か
れ
。
丞
相
、
御
史
は
、
将
軍
、
列
侯
、
中
二
千
石
及
び
内
郡
園
と
と
も
に
、
賢
良
方
正
に
し
て
能
く
直
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言
極
諌
す
る
の
土
を
挙
げ
よ
。
公
車
に
詣
ら
ば
、
朕
絡
に
覧
ん
と
す
。

と
あ
る
が
、
こ
こ
に
い
う
最
初
の
「
公
卿
」
も
ま
た
そ
れ
に
つ
づ
く
文
言
に
よ
る
と
、

買
質
的
に
は
丞
相
か
ら
内
郡
園
の
守
相
ま
で
を
含
ん
で

い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
同
巻
九
元
一帝
紀
の
永
光
二
年

(前
回
二
)
一
二
月
の
僚
や
同
巻
一
一

墓
帝
紀
の
元
案
元
年
(
前
二
)

一
月
の
僚
に

見
え
る
「
公
卿
」
の
二
字
な
ど
も
、
右
と
ほ
ぼ
同
様
の
用
例
の
中
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
推
摩
の
主
鐙
を
「
公
卿
」
と
拙
稿
す
る
用
語
は
、
後
漢
に
な
る
と
ま
す
ま
す
頻
繁
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
後

漢
に
お
い
て
最
初
に
行
な
わ
れ
た
制
穆
は
、
後
漢
靖
国
巻
一
下
光
武
一帝
紀
の
建
武
六
年
(
三
O
)
十
月
の
僚
に
見
出
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
、

詔
し
て
日
く
、
五
ロ
れ
徳
薄
く
不
明
な
り
。
冠
賊
害
を
震
し
、
彊
弱
相
陵
し
て
、
元
元
所
を
失
う
。
詩
に
云
う
、
日
月
凶
を
告
ぐ
れ
ば
、
其

の
行
を
用
い
ず
、
と
。
永
く
阪
の
径
を
釘
い
て
、
内
に
心
に
ル
む
。
其
れ
公
卿
に
赦
し
て
、
賢
良
方
正
各
お
の

一
人
を
摩
げ
し
め
よ
。

と
あ
っ
て
、

祭
撃
の
有
資
格
者
が
単
に
「
公
卿
」
の
名
に
よ
っ
て

一
括
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
最
初
の
賢
良
の
濯
撃
に
指
名
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る

- 4 ー

被
祭
聞事
者
の
一
人
は
催
築
で
あ
る
が
、
同
巻
五
二
健
闘
俸
を
見
る
と
、

建
武
の
初
め
、
朝
廷
に
こ
れ
を
薦
言
す
る
者
多
し
。
幽
州
刺
史
も
叉
(
山
佳
〉
蒙
を
賢
良
に
穆
ぐ。

家
自
ら
宗
門
の
(
王
)
葬
の
偽
寵
を
受

け
た
る
を
以
て
、
漢
朝
に
暫
惜
し、

遂
に
僻
闘
し
て
仕
え
ず
。
策
陽
に
客
居
し
、
門
を
閉
じ
て
潜
思
す
。

お
そ
ら
く
後
漢
初
期
の
一
時
的
な
措
置
で
あ
ろ
う
が
、
右
の

「
公
卿
」
の
中
に
秩
二
千
石
の
刺
史
が
含
ま
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
同
巻
八
二
上
方
術
停
の
奨
英
俸
に
、

「
州
郡
前
後
し
て
躍
請
す
る
も
薩
ぜ
ず
。
公
卿
、
賢
良
方
正
有
道
に
摩
ぐ
る
も

皆
行
か
ず
」
と
あ
る
が
、
こ
の
記
事
は
同
巻
四
和
一帝
紀
の
永
元
六
年
(
九
四
〉
三
月
の
僚
に
よ
る
と
、
「
三
公
、
中
二
千
石
、
二
千
石
、
内
郡
守

と
明
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

相
」
と
し
て
裏
附
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
右
の
「
公
卿
」
と
は
質
際
に
は
こ
の
よ
う
な
範
圏
内
に
あ
る
察
撃
の
有
資
格
者
を
指
稿
し
て
い

(
4
)
 

た
と
い
う
こ
と
が
判
明
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
記
事
は
、
そ
こ
に
い
う
「
公
卿
」
と
い
う
表
現
が
た
だ
畢
に
漠
然
と
し
た
中
央
の
高
官
の
線
稿
や
三
公
・
九
卿

の
略
稽
で
あ
る
の
で
は
な
く
、

買
は
ひ
ろ
く
郡
園
の
守
相
や
と
き
に
は
刺
史
ま
で
を
も
含
め
て
、

一
定
の
察
翠
の
有
資
格
者
を
呼
稽
す
る
用
語



で
あ
っ
た
と
い
う
事
貫
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
上
掲
の
後
漢
書
光
武
帝
紀
に
、
「
其
れ
公
卿
に
敷
し
て
、
賢
良
方
正
各
お
の
一
人
を
拳
げ
し

め
よ
」
と
い
う
記
事
を
は
じ
め
と
し
て
、
京
宏
の
後
漢
紀
巻
二
五
霊
一
帝
紀
の
中
卒
三
年
(
一
八
六
)
五
月
の
僚
に
、
「
壬
辰
晦
、
日
こ
れ
を
蝕
す

る
有
り
、
公
卿
に
詔
し
て
、
直
言
を
拳
げ
し
む
」
と
い
う
記
事
に
い
た
る
ま
で
、
後
漢
の
史
書
に
は
終
始
そ
の
察
奉
の
有
資
格
者
を
こ
の
よ
う

に
皐
な
る
「
公
卿
」
と
い
う
名
稿
で
一
括
し
て
表
現
し
て
い
る
記
載
が
数
多
く
散
見
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
具
盤
的
に
は
右
の
よ
う
な
最
高
官
僚

層
を
稿
謂
す
る
用
語
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

に)

「
土
」
と
し
て
の
指
名

こ
の
よ
う
に
察
奉
の
有
資
格
者
が
し
ば
し
ば
一
括
し
て
「
公
卿
」
と
純
稿
さ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
逆
に
彼
ら
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た

被
察
奉
者
た
ち
は
、
多
く
の
ば
あ
い
「
賢
良
方
正
の
士
」
や
「
直
言
極
諌
の
士
」
な
ど
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
士
」
た
る
表
現
を
も
っ
て
よ

ば
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
漢
書
巻
五
一
貫
山
俸
を
見
る
と
、
制
翠
の
創
設
さ
れ
た
文
一
帝
の
時
代
に
、
買
山
は
左
の

- 5ー

よ
う
に
上
言
し
て
い
る
。

と
。
天
下
に
未
だ
嘗
て
士
亡
き
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
然
り
而
し
て
文
王
の

み
濁
り
以
て
寧
ん
ず
と
言
わ
る
る
者
は
何
ぞ
や
。
文
王
仁
を
好
め
ば
則
ち
仁
輿
り
、
士
を
得
て
こ
れ
を
敬
え
ば
則
ち
土
用
い
ら
る
。
.

今
陛
下
、
:
:
:
天
下
を
し
て
賢
良
方
正
の
土
を
奉
げ
し
む
。
天
下
皆
一
前
一
前
鷲
と
し
て
日
う
、
賂
に
莞
舜
の
道
、
三
王
の
功
を
輿
さ
ん
と

す
、
と
。
天
下
の
士
、
精
自
に
し
て
以
て
休
徳
を
承
け
ざ
る
は
莫
し
。
今
方
正
の
士
、
皆
朝
廷
に
在
り
。
云
々
。

こ
こ
で
は
「
賢
良
方
正
の
士
」
を
聞
挙
げ
る
こ
と
が
、
詩
経
大
雅
に
い
う
有
名
な
周
の
文
王
の
「
済
済
た
る
多
士
」
と
い
う
文
言
に
導
引
さ
れ

(
詩
に
)
又
た
日
く
、
済
済
た
る
多
士
、
文
王
以
て
寧
ん
ず
、

て
、
そ
の
登
用
が
矯
政
者
の
賓
施
す
べ
き
第
一
義
の
責
務
で
あ
る
と
観
念
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
「
土
」
と
は
た
だ
漠
然
と
一
般
吏

(
5〉

民
を
指
す
用
語
の
よ
う
に
も
解
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
は
従
来
必
ず
し
も
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
身
分
層
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
漢
代
の
制
奉
に
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お
け
る
用
法
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
「
土
」
と
は
官
吏
も
し
く
は
そ
れ
に
準
ず
る
者
を
線
稿
す
る
用
語
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
一



438 

切
の
論
誼
は
省
略
す
る
、か
、
そ
の
理
由
は
、
ま
ず
第

一
に、

宣一帝
の
地
節
三
年

(
前
六
七
)
と
紳
爵
四
年
(
前
五
人
)
の
制
穆
に
お
い
て
、

そ
れ

ぞ
れ
の
詔
放
に、

「
賢
良

(
方
正
)
に
し
て
、

民
に
親
し
む
べ
き
者
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
土
」
と

「民
」
と
が
劉
比
的
に
併
稽
さ

お
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
漢
書
巻
二
二
穫
祭
志
に
、

「
民
人
本
に
掃
し
:
:
:
牧
む
る
に
賢
良
を
以
て
す
」
と
述
べ
ら
れ
、
ま
た
同
巻
二
四
上
食

貨
志
に
、

「宣一
帝
即
位
す
る
や
、
吏
を
用
い
て
多
く
賢
良
を
選
ぶ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
も
、
「
賢
良
方
正
の
士
」

が
文
字
通
り

「
土
」
た
る
身

(
6
)
 

分
府
の
官
僚
を
主
な
針
象
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
第
二
に
、
す
で
に
筆
者
が
考
察
し
た
よ
う
に
、

首
時
そ
れ
ら
の
制
翠
に

推
薦
さ
れ
た
者
た
ち
は
、
針
策
す
る
さ
い
に
必
ず
「
臣
聞
く
に
」
云
々
の
文
一
章
で
は
じ
ま
る
書
式
に
よ
っ
て
起
筆
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
被
祭
場
者
が
上
奏
の
さ
い
に
い
わ
ゆ
る

「稿
臣
」
の
形
式
を
と
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
ら
が
ま
さ
し
く
官
僚
の
一
員
と
し
て

(
7
)
 

君
臣
闘
係
の
中
に
包
括
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
第
三
に
、
前
漢
と
後
漢
に
お
い
て
賢
良
方
正
な
ど
に
指
名
さ

れ
た
人
物
を
す
べ
て
列
怒
し
、
そ
の
祭
事
直
前
の
略
歴
を
個
別
に
貼
検
し
て
み
る
と
、
彼
ら
は
そ
の
時
黙
に
お
い
て
い
ず
れ
も
官
吏
も
し
く
は

(
8
)
 

そ
れ
に
準
ず
る
者
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
漢
代
の
「
土
」
の
概
念
に
は
他
に
も
さ
ま
ざ
ま
の
含
一意

- 6 ー

が
内
在
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
祭
場
制
度
に
閲
し
て
用
い
ら
れ
る
「
士
」
と
は
、
同
食
貨
志
に
、
「
士
農
工
商
、
四
民
業
有
り
。
皐

び
て
以
て
位
に
居
る
を
土
と
臼
う
」
と
い
う
定
義
が、

ほ
ぼ
そ
れ
に
一該
賞
す
る
も
の
で
あ
る
と
規
定
し
て
お
く
こ
と
に

し
た
い
。

こ
の
よ
う
に
「
土
」
と
「
民
」
と
が
区
別
さ
れ
、
「
士
」
と
「
臣
」
と
が
等
置
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
制
摩
に
お
け
る
被
察
翠
者
は
、
そ

の
指
名
さ
れ
る
時
瓢
に
お
い
て
お
の
ず
か
ら
「
士
」
た
る
資
格
が
要
求
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
浮
彫
り
に
さ
れ
る
。

事
賀
漢
書
成
一帝
紀
の
鴻
嘉

二
年

(前

一
九
〉
三
月
の
僚
を
見
る
と
、

詔
し
て
日
く
、
古
の
賢
を
選
ぶ
や
、
停
納
す
る
に
言
を
以
て
し、

明
試
す
る
に
功
を
以
て
す
。
故
に
官
に
鹿
事
無
く
、
下
に
逸
民
無
し
。

み

ら

ぴ

お

も

こ

の

:
:
:
朕
既
に
以
て
率
い
道
く
こ
と
な
く
、

一帝
王
の
道
日
に
以
て
陵
夷
す
。

一意
う
に
遁
ご
ろ
賢
を
招
き
、
士
を
選
ぶ
の
路
の
欝
滞
し
て
通
じ

ざ
る
か
、
将
場
ぐ
ら
る
る
者
の
未
だ
其
の
人
を
得
ざ
る
や
。
其
れ
敦
厚
に
し
て
行
義
有
り
て
直
言
を
能
く
す
る
者
を
穆
げ
よ
。

と
あ
っ
て
、
敦
厚
な
ど
の
人
材
を
察
穆
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
「
賢
を
招
き
、
士
を
選
ぶ
」
こ
と
と
向
一
に
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な

「
士
」
を
拳
げ
る
と
い
う
理
念
は
、
観
念
的
に
は
右
の
文
中
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
往
古
の
傍
統
的
な
貢
土

制
度
と
結
び
附
け
ら
れ
て
い
た
。
漢
書
武
帝
紀
の
元
朔
元
年
(
前
一
一
一
八
)
十
一
月
の
僚
に
、
「
古
は
諸
侯
の
土
を
貢
ぐ
こ
と
査
た
び
遁
な
ら
ば
、

こ
れ
を
好
徳
と
謂
う
」
云
々
と
い
う
奏
文
な
ど
は
、
そ
の
好
例
と
し
て
奉
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
同
巻
六
七
梅
一
噛
俸
を
見
る
と
、
「
土

は
園
の
重
器
な
り
。
士
を
得
れ
ば
則
ち
重
く
、
土
を
失
え
ば
則
ち
軽
し
。
詩
に
云
う
、
済
済
た
る
多
士
、
文
王
以
て
寧
ん
ず
、
と
」
と
い
う
一

文
に
つ
づ
い
て
、
「
天
下
の
士
の
至
ら
ざ
る
所
以
」
を
述
べ
、
「
今
天
下
の
土
を
致
さ
ん
と
欲
す
」
と
い
う
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

「
天
下
の
士
の
憤
憩
を
渡
し
、
忠
言
を
吐
く
」
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
と
り
も
な
お
さ
ず
そ
れ
が
結
局
は
コ
ニ
代
の
選
挙
の
法
を
以
て
、
嘗
世
の

土
を
取
る
」
主
旨
に
か
な
う
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
理
念
は
後
漢
に
入
る
と
さ
ら
に
頻
繁
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
小
稿
の
冒
頭
に
掲
げ
た
後
漢
書
左
周
黄
俸
の
論
の

前
牢
に
、

-7-

け

ず

の

ぼ

古
は
諸
侯
歳
ご
と
に
土
を
貢
ぐ
。
賢
を
準
む
れ
ば
上
賞
を
受
け
、
賢
に
非
ざ
れ
ば
霞
土
を
毘
ら
る
。
こ
れ
を
司
馬
に
升
し
て
、
其
の
才
を

掛
川
論
す
。
論
定
ま
り
て
然
る
後
に
こ
れ
を
官
に
し
、
官
に
任
じ
て
然
る
後
に
こ
れ
に
様
す
。
云
々
。

と
あ
る
よ
う
に
、
賢
良
方
正
な
ど
を
察
摩
す
る
こ
と
が
往
古
の

「土
を
貢
ぐ
」
方
法
と
し
て
観
念
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
同
様
に
同
巻
六

O
下
茶

畠
俸
に
、
「
臣
聞
く
に
、

古
は
士
を
取
る
に
必
ず
諸
侯
を
し
て
歳
ご
と
に
貢
が
し
む
」
と
述
べ
ら
れ
、
さ
ら
に
後
漢
紀
巻
二
ハ
安
一帝
一
紀
と
同
巻

さ
い
わ
い

一
八
順
一帝
紀
に
見
え
る
魯
亙
の
封
策
と
左
雄
の
上
言
に
、
そ
れ
ぞ
れ
「
古
は
士
を
貢
ぐ
や
、
其
の
人
を
得
る
者
に
慶
有
り
」
と
さ
れ
、
ま
た

「
郡
園
の
孝
廉
は
古
の
貢
土
な
り
」
と
さ
れ
て
い
る
の
も
、
そ
の
よ
う
な
嘗
時
の
一
般
的
な
選
参
観
を
代
鼎
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
周
躍
天
官

家
宰
の
宰
夫
の
僚
を
見
る
と
、
「
其
の
能
者
と
其
の
良
者
と
を
書
し
て
以
て
上
に
告
ぐ
」
と
あ
る
が
、
後
漢
の
鄭
玄
は
こ
れ
に
注
し
て
、
「
今
時

孝
廉
、
賢
良
方
正
、
茂
才
、
異
等
を
奉
ぐ
る
が
若
し
」
と
述
べ
て
い
る
の
も
、
同
様
な
傾
向
を
物
語
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が

っ
て
漢
代
の
史
料
の
中
に
は
、
賢
良
方
正
を
は
じ
め
と
し
て
「
士
」
の
一
字
を
附
さ
れ
た
選
翠
の
科
名
が
数
多
く
見
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は

439 

た
だ
皐
に
漠
然
と
一
般
庶
民
を
指
す
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
察
拳
の
具
鐙
的
な
封
象
を
貧
際
に
「
士
」
に
一
該
賞
す
る
者
に
限
定
し
て
い
た
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と
い
う
こ
と
を
間
接
的
に
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

日

「
大
夫
」
と
し
て
の
登
用

さ
ら
に
興
味
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
「
士
」
た
る
資
格
で
指
名
さ
れ
た
者
が
皇
帝
一
の
親
策
を
受
け
る
ば
あ
い
に
、
あ
ら
た
め
て
「
大

失
」
と
よ
ば
れ
た
と
い
う
事
買
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
漢
書
巻
四
九
電
錆
俸
を
見
る
と
、
制
撃
を
創
設
し
た
さ
い
の
詔
策
の
中
で
、
文
一帝一
は
自
ら

の
不
徳
を
顧
み
て
、
「
此
れ
大
夫
の
著
聞
す
る
所
な
り
」
と
い
う
謙
僻
を
述
べ
、
さ
ら
に
賢
良
方
正
な
ど
を
撃
げ
る
意
固
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
開

陳
し
て
い
る
。

み

r

さ
と

二
三
の
大
夫
の
行
な
い
は
、
此
の
三
道
に
首
た
れ
り
。

朕
甚
だ
こ
れ
を
嘉
す
。
故
に
大
夫
を
朝
に
登
し
、
親
か
ら
朕
の
志
を
識
さ
ん
。
大

たて
ま
っ

・・

た
す

・

夫
、
其
れ
三
道
の
要
を
上
れ
。
・
:
:
朕
親
か
ら
こ
れ
を
覧
て
、
大
夫
の
朕
を
佐
く
る
に
、
至
る
と
至
ら
ざ
る
所
以
を
観
ん
。
・
:
:
・大
夫
、

ま

ぐ

あ

あ

・・

した
が

其
れ
正
論
し
て
、
執
事
に
柾
ら
る
る
こ
と
な
か
れ
。
烏
摩
、
こ
れ
を
戒
め
よ
。
二
三
の
大
夫
、
其
れ
志
に
帥
い
て
怠
る
こ
と
な
か
れ
。

右
の
文
中
に
は
「
一
二
ニ
の
大
夫
」
を
筆
頭
に
「
大
夫
」
と
い
う
呼
稿
が
前
後
六
回
に
わ
た
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
賢
良
た

- 8 ー

ち
は
推
製
さ
れ
て
針
策
す
る
さ
い
に
、
「
大
夫
」
と
い
う
身
分
に
よ
っ
て
虚
遇
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
漢
書
巻
五
六
董
仲
野
俸

に
見
え
る
武
一帝
の
第
一

策
に
は
、
「
今
子
大
夫
、
褒
然
と
し
て
撃
首
と
漏
れ
り
。
朕
甚
だ
こ
れ
を
嘉
す
。
子
大
夫
、
其
れ
心
を
精
し
、
思
い
を

致
せ
」
云
々
と
あ
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
「
子
大
夫
」
と
い
う
表
現
が
お
よ
そ
六
回
に
わ
た
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
同
様
に
同
巻
五
八
公

孫
弘
停
に
引
か
れ
る
武
一
帝
の
制
策
に
も
、
「
子
大
夫
は
先
聖
の
術
を
修
め
」
、
「
子
大
夫
に
問
う
」
、
「
子
大
夫
は
こ
れ
を
習
え
り
」
と
い
う
三
例

が
見
出
さ
れ
、
さ
ら
に
同
巻
六
三
武
五
子
俸
の
燕
刺
王
博
に
も
、
「
子
大
夫
」
と
い
う
稿
呼
が
三
度
に
わ
た
っ
て
使
用
さ
れ
た
の
ち
に
、
そ
の

(
9
)
 

救
書
は
「
子
大
夫
、
其
れ
各
お
の
心
を
悉
し
て
以
て
封
え
よ
」
と
い
う
文
言
に
よ

っ
て
結
ぼ
れ
て
い
る
。

後
漢
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て、

後
漢
書
巻
三
一
章
一
帯一
紀
の
建
初
五
年
(
八
O
〉
五
月
の
僚
を
見
る
と
、

d
J

ニ

け

は

詔
し
て
日
く
、

朕
直
士
を
思
い
思
い
て
、
異
聞
に
側
席
す
。
其
れ
先
に
至
れ
る
者
は
、
各
お
の
以
て
憤
り
を
設
し、

酷
う
る
を
吐
け
。
略



子
大
夫
の
志
を
聞
か
ん
。

と
あ
る
の
が
、
そ
の
用
法
の
一
例
で
あ
る
。
右
の
女
中
に
見
え
る
「
直
士
」
と
は
、
そ
の
同
年
二
月
に
察
摩
す
る
こ
と
を
命
じ
た
「
直
言
極
諌

に
し
て
能
く
朕
の
過
失
を
指
す
者
」
の
略
稀
で
あ
る
ら
し
く
、

，ま
た
李
賢
の
注
に
よ
る
と
、
「
側
席
と
は
坐
を
正
さ
ざ
る
を
謂
う
。
賢
良
を
待

つ
所
以
な
り
」
と
解
四
拝
さ
れ
て
い
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
一
文
は
文
字
通
り
「
士
」
た
る
「
直
士
」
の
翠
庭
を
期
待
し
、
彼
ら
の
設
言
を

「
大
夫
」
た
る
「
子
大
夫
の
志
」
と
し
て
聴
聞
し
よ
う
と
い
う
こ
と
を
一
意
味
し
て
い
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
察
奉
す
る
時
貼
に
お
い
て
「
土
」
た

る
人
材
を
求
め
、
そ
れ
ら
を
「
大
夫
」
と
し
て
慮
遇
す
る
と
い
う
賢
良
方
正
の
選
奉
の
性
格
が
端
的
に
表
明
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。
こ
の
こ
と
は
同
巻
六
三
李
固
俸
を
見
る
と
、
賢
人
登
用
を
進
言
し
た
そ
の
上
書
の
中
に
、
「
陛
下
凱
を
撮
め
て
龍
飛
し
、
初
め
て
大
位

に
登
る
や
、
南
陽
の
奨
英
、
江
夏
の
美
重
、
慶
漢
の
楊
厚
、
舎
稽
の
賀
純
を
聴
す
。
策
書
瑳
歎
し
て
、
待
つ
に
大
夫
の
位
を
以
て
す
」
と
し

て
、
そ
れ
ら
の
人
材
を
「
大
夫
」
の
身
分
で
待
遇
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
附
け
ら
れ
る
事
貫
な
の
で
あ
る
。

漢
代
の
制
拳
の
史
料

(
山
山
〉

と
き
に
「
待
つ
に
不
次
(
の
位
〉
を
以
て
す
」
と
い
う
表
現
が
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を
通
覧
す
る
と
き
、
賢
良
方
正
な
ど
の
人
材
を
招
致
す
る
さ
い
の
詔
敷
類
に
、

用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
が
、
こ
の
文
言
を
右
の
「
待
つ
に
大
夫
の
位
を
以
て
す
」
と
い
う
上
奏
文
と
等
置
し
て
み
る
と
き
、
漢

代
の
察
奉
制
度
に
お
け
る
人
材
登
用
の
目
的
が
、
ま
さ
し
く
「
土
」
を
拳
げ
て
、
そ
れ
ら
を
「
大
夫
」
に
昇
絞
さ
せ
る
貼
に
あ

っ
た
と
い
う
事

賓
が
あ
ら
た
め
て
浮
彫
り
に
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
こ
に
い
う
「
大
夫
」
の
概
念
や
貧
鐙
に
つ
い
て
も
、
「
土
」
の
ば
あ
い
と
同
様
に
、
そ
れ
自
桂
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
の
問
題
を
内
在
さ
せ
て

い
る
。
し
か
し
少
な
く
と
も
郷
奉
里
選
の
範
圏
内
で
こ
の
「
大
夫
」
の
身
分
に
つ
い
て
再
吟
味
し
よ
う
と
す
る
と
き
、

最
も
貴
重
な
示
唆
を
あ

た
え
て
く
れ
る
史
料
は
、
漢
書
各
八
宜
一帝
紀
の
責
龍
元
年
(
前
四
九
)
四
月
の
僚
に
見
え
る
つ
ぎ
の
一
節
で
あ
る
。

詔
し
て
日
く
、
廉
吏
を
奉
ぐ
る
は
、
誠
に
其
の
員
を
得
ん
こ
と
を
欲
す
る
な
り
c

吏
六
百
石
は
、
位
は
大
夫
に
し
て
、
罪
有
ら
ば
先
に
請

た
て
ま

つ

ぃ
、
秩
様
上
通
し
て
、
以
て
其
の
賢
材
を
数
る
に
足
る
。
今
よ
り
以
来
、
得
て
奉
ぐ
る
こ
と
な
か
れ
。
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こ
の
一
文
は
そ
こ
に
引
か
れ
る
章
昭
の
注
に
、
「
吏
六
百
石
な
る
者
は
、
復
び
奉
げ
ら
れ
て
廉
吏
と
鋳
る
を
得
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
秩
六
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百
石
以
上
の
上
級
官
吏
を
廉
吏
と
し
て
推
摩
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
救
令
で
あ
っ
て
、

賢
良
方
正
制
度
そ
れ
自
瞳
に
つ
い
て
直
接
言
及
し
た
文

言
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
を
禁
止
す
る
理
由
と
し
て
、

秩
六
百
石
の
官
吏
は
「
大
夫
」
の
身
分
に
相
賞
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
注

一意
し
た

い。

す
な
わ
ち
彼
ら
は
「
大
夫
」

で
あ
る
か
ら
、

罪
を
犯
し
た
ば
あ
い
に
も
特
別
な
上
申
が
許
さ
れ
、

そ
の
秩
縁
は
上
位
の
そ
れ
と
逼

用
す
る
か
ら
、
す
で
に
十
分
に
賢
才
を
推
翠
し
得
る
地
位
に
置
か
れ
て
い
る
と
評
債
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
史
料
は
漢
代
の
察
摩
制
度
に
つ
い
て
考
え
る
さ
い
に
、
少
な
く
と
も
つ
ぎ
の
二
貼
に
つ
い
て
注
意
を
喚
起
す
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
一

は、

最
初
に
略
述
し
た
よ
う
に
、

賢
良
方
正
な
ど
を
推
壊
す
る
主
要
な
目
的
や
規
準
は
、
秩
四
百
石
以
下
の
下
級
官
僚
層
を
比
六
百
石
以
上
の

上
級
官
僚
層
に
抜
擢
す
る
と
い
う
貼
に
求
め
ら
れ
る
が
、
右
の
文
中
に
「
吏
六
百
石
は
、
位
は
大
夫
」
云

々
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
は
ま

さ
し
く
彼
ら
を
「
大
夫
」
の
身
分
に
昇
格
さ
せ
る
意
園
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
一
意
味
す
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
は、

漢
書
巻
九
七
外
戚
惇

な
ぞ
ら

の
序
文
に
、
皇
帝
の
側
室
の
一
人
で
あ
る
「
長
使
は
六
百
石
に
覗
え
、
五
大
夫
に
比
す
ι
と
記
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

そ
の
秩
六
百
石
の
官

- 10ー

僚
は
い
わ
ゆ
る
二
十
等
爵
の
第
九
級
に
あ
た
る
「
五
大
夫
」
に
相
場
回
し
、
ま
た
そ
の
「
大
夫
」
の
特
権
は
「
五
大
夫
」
の
そ
れ
と
貫
質
的
に
全

〈
日
)

く

一
致
す
る
と
い
う
貼
で
あ
る
。
こ
の
事
'貨
も
ま
た
被
祭
奉
者
を
文
字
通
り

「
大
夫
」
と
し
て
庭
遁
し
、
そ
の
身
分
秩
序
の
中
に
擬
制
化
し
ょ

う
と
し
て
い
た
こ
と
を
一
一表
附
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
皇
帝
一
が
「
土
」
の
科
名
に
よ
っ
て
人
材
を
求
め
、
そ
の
結
果
推
翠
さ
れ

た
針
策
者
に
向
か
っ
て
し
ば
し
ば
「
大
夫
」
の
呼
稽
を
用
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

た
だ
躍
に
修
僻
上
の
問
題
で
は
な
く
、
彼
ら
の
賀
質
的

な
身
分
を
直
裁
に
線
稽
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

同

「公
卿
」
に
よ
る
「
土
大
夫
」
の
察
穆

以
上
の
よ
う
な
理
解
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

漢
代
の
制
拳
に
お
い
て
は
、

そ
れ
に
察
翠
さ
れ
る
人
物
は
い
ず
れ
も
賢
良
方
正
な
ど

に
指
名
さ
れ
る
時
貼
に
お
い
て
、
「
土
」
の
資
絡
が
求
め
ら
れ
、

さ
ら
に
皇
帝
の
親
策
を
受
け
る
段
階
に
お
い
て
、
「
大
夫
」
の
身
分
に
偲
託
し

て
庭
遇
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

し
か
も
既
述
の
よ
う
に
、
右
の
よ
う
な
「
士
」
を
察
参
す
る
資
格
を
も
っ
秩
比
二
千
石
以



上
の
最
高
官
僚
層
は
、

し
ば
し
ば
「
公
卿
」
と
い
う
稽
謂
に
よ
っ
て
一
括
覗
さ
れ
て
い
た
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
注
目
さ
れ

る
問
題
は
、
漢
代
の
制
翠
の
一
面
に
は
、
基
本
的
に
は
「
公
卿
」
が

「土
大
夫
」
を
推
薦
す
る
と
い
う
性
格
が
潜
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
推
奉
す
る
側
と
さ
れ
る
側
と
の
関
係
が
、

「
公
卿
」
H
「
大
夫

・
士
」
と
い
う
身
分
的
な
秩
序
に
よ
っ
て
擬
制
化
さ
れ
て

い
た
と
い
う
事
賓
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
推
察
の
方
式
や
性
格
は
た
だ
単
に
表
現
上
の
類
似
性
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
漢
代
に
お
け
る
官
吏
の
階
層

(ロ)

一
面
に
お
い
て
各
位
の
官
僚
の
所
持
し
得
る
印
綬
の
規
定
に
よ
っ
て
特
色
づ
け
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
漢
書
巻
一
九
上
百
官
公

秩
序
は
、

卿
表
を
見
る
と
、
「
相
圏
、
丞
相
は
皆
秦
官
。
金
印
紫
綬
」
と
し
て
ま
ず
三
公
な
ど
の
印
授
が
規
定
さ
れ
、

さ
ら
に
そ
の
末
尾
に
、

九
そ
吏
の
秩
比
二
千
石
以
上
は
皆
銀
印
青
綬
。
光
縁
大
夫
は
無
し
。
秩
比
六
百
石
以
上
は
皆
銅
印
黒
授
。
大
夫
、
博
士
、
御
史
、
謁
者
、

郎
は
無
し
。
其
れ
僕
射
、
御
史
治
書
、
向
符
璽
者
に
は
印
綬
有
り
。
比
二
百
石
以
上
は
皆
銅
印
黄
綬
。
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と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
三
公
以
下
の
官
僚
は
秩
比
二
千
石
以
上
・
比
六
百
石
以
上
・
比
二
百
石
以
上
の
三
階
層
に
分
類
さ

れ
、
し
か
も
そ
れ
ら
に
封
躍
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
所
持
し
得
る
印
綬
は
、
「
銀
印
青
鰻
」
・
「
銅
印
黒
綬
」
・
「
銅
印
賞
授
」
の
三
種
類
に
匡
分
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
績
漢
書
巻
一
二

O
下
輿
服
志
も
こ
れ
を
踏
襲
し
て
、
「
公
、
侯
、
将
軍
は
紫
授
、
:
:
:
九
卿
、
中
二
千
石
、

二
千
石
は
青
綬
、
:
:
:
千
石
、
六
百
石
は
黒
綬
、
:
:
:
四
百
石
、
三
百
石
、
二
百
石
は
黄
綬
」
云
々
と
規
定
し
、
後
漢
に
お
い
て
も
前
漢
と
ほ

ぼ
同
一
の
匿
分
法
を
明
文
化
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
く
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
漢
書
宣
一
帝
紀
の
黄
龍
元
年
四
月
の
候
所
引
の
王
啓
原

の
考
誼
に
よ
る
と
、
右
に
い
う
「
紫
綬
」
は
古
代
の
「
公
」
に
、
「
青
綬
」
は
「
卿
」
に
、
「
墨
(
黒
〉
綬
」
は
「
大
夫
」
に
、
「
資
綬
」
は
「
士
」

(日
)

(

U

〉

に
、
そ
れ
ぞ
れ
比
定
さ
れ
得
る
身
分
で
あ
る
と
解
律
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
は
別
の
考
誼
に
よ
る
と
、
右
の
「
紫
授
」
と

「
青
綬
」
は
と
も
に
天
子
か
ら
直
接
任
命
さ
れ
る
親
任
官
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
「
黒
綬
」
は
天
子
の
内
府
に
あ
た
る
倫
書
か
ら
補
任
さ
れ
る
敷

任
官
、
「
黄
綬
」
は
丞
相
か
ら
選
任
さ
れ
る
奏
任
官
、
残
る
百
石
以
下
は
そ
の
直
属
の
官
聴
か
ら
指
名
さ
れ
る
剣
任
官
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
該
嘗
す
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る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
や
や
煩
雑
な
各
官
秩
と
印
綬
な
ど
の
関
係
を
制
度
的
に
要
約
す
る
と
、

お
そ
ら
く
次
頁
の
よ
う
に
園
示
す
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官

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

上
の
園
表
を

一
瞥
し
て
た
だ
ち
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
秩
省
内
石
か

ら
比
二
千
石
ま
で
の
最
高
官
僚
層
は、

ま
さ
し
く
「
金
印
紫
綬」

と

「
銀
印
青
綬
」
を
慨
用
す
る
「
公
」
と
「
卿
」
と
に
相
首
し

と
も

に
親
任
官
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
再
三
述
べ
た
よ

う
に
、

察
懇
の
有
資
格
者
は
こ
の
範
囲
内
に
の
み
限
定
さ
れ
て
い
た

か
ら
、

そ
れ
は
文
字
通
り
「
公
卿
」
の
身
分
に
比
定
さ
れ
得
る
こ
と

に
な
る
。

一
方
察
穆
の
客
睦
と
さ
れ
る
階
層
は
秩
千
石
以
下
の
官
吏

で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
「
大
夫
」
や
「
土
」
と
い
う
身

- 12ー

分
に
よ

っ
て
指
稿
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
右
の
表
に
よ
っ
て
一

一層
明
瞭
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
も
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
漢
代
の
賢
良
方
正
科
に
お
け
る
察
摩
の
規
準
は
、
秩
四
百
石
以
下
の
下
級
官
僚
層
を
そ
れ
よ
り
一
段
階
上

そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
「
土
」
を

の
比
六
百
石
以
上
の
上
紐
官
僚
層
に
抜
擢
し
、
昇
紋
さ
せ
る
こ
と
を
主
眼
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、

そ
れ
は
具
睦
的
に
は
「
金
印
紫
綬
」
と
「
銀
印
章円
綬
」

「
大
夫
」
に
改
編
す
る
意
闘
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
約
言
す
れ
ば
、

の
親
任
官
が
、
「
銅
印
黄
綬
」
以
下
の
奏
任
官
や
剣
任
官
を
「
銅
印
黒
綬
」
の
放
任
官
の
中
に
昇
進
さ
せ
る
制
度
で
あ
っ
た
と
考
え
る

こ
と
も

可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
要
約
し
て
み
る
と
、

漢
代
の
賢
良
方
正
制
度
の
特
色
で
あ
る
「
公
卿
」
に
よ
る
「
士
大
夫
」
の
推
摩
と
い
う

準
則
は
、

た
だ
間半
に
修
僻
上
の
偶
合
的
な
名
稿
の
一
致
と
し
て
見
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ

一
面
で
は
き
わ
め
て
周
代
の
身
分

的
な
秩
序
理
念
を
背
景
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
寅
に
あ
ら
た
め
て
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
推
懇
の
形
式
や
特
色
が
周
制
に
針
庭
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

漢
代
に
創
設
さ
れ
た
官
吏
登
用
制
度
そ
れ
自
鐙
が
、

直
接
関
援
に
周
代
の
貢
士
制
度
と
関
聯
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
さ
き
に
そ
の
一
端
を
概
観
し
た
よ
う
に
、
事
買
賢
良
方



正
な
ど
を
中
心
と
す
る
察
奉
制
度
は
、

具
鐙
化
さ
れ
、
法
則
化
さ
れ
た
制
度
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
そ
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
察
事
制
度
が
前
漢

一
面
に
お
い
て
は
周
代
の
惇
承
的
な
人
材
登
用
の
理
念
を
現
買
に
再
現
し
よ
う
と
い
う
護
想
の
下
に
、

に
お
い
て
開
設
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、

一
瞳
い
か
な
る
政
治
情
況
や
時
代
背
景
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
と
く
に
皇

一
帝
支
配
の
確
立
に
よ
る
中
央
集
権
の
政
治
鐙
制
の
形
成
と
、
貫
際
に
ど
の
よ
う
な
関
聯
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
端
を
摸
索
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

漢
代
の
賢
良
方
正
制
度
の
も
つ
二
三
の
歴
史
的
な
要
素
や
特
質
に
つ
い
て
、
一
孟一草をあ
ら
た
め
て
再
検
討
を

つ
ぎ
に
こ
れ
ら
の
問
題
の

試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

賢
良
方
正
科
に
よ
る
察
翠
の
形
成

周
代
的
遺
制
ー
ー
そ
の
一

- 13ー

漢
代
に
お
け
る
察
暴
制
度
の
形
成
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
よ
う
と
す
る
ば
あ
い
、

ま
ず
最
初
に
注
目
さ
れ
る
史
料
は
、
漢
書
巻
一
下
高
一
帝
一
紀

の
高
租
十
一

年
(
前
一
九
六
)
二
月
の
僚
に
見
え
る
左
の
詔
放
で
あ
る
。

蓋
し
聞
く
、
王
者
は
周
文
よ
り
高
き
は
莫
く
、
伯
者
は
宵
桓
よ
り
高
き
は
莫
し
。
皆
賢
人
を
待
ち
て
名
を
成
す
。
今
天
下
に
賢
者
智
能
あ

た

だ

わ

ざ

わ

・

い
ず
く
ん

り
、
量
特
に
古
の
人
の
み
な
ら
ん
や
。
患
い
は
人
主
の
交
わ
ら
ざ
る
が
故
に
在
る
な
り
。
士
柔
ぞ
由
り
て
準
ま
ん
や
。
今
吾
れ
天
の
霊

を
以
て
、
賢
士
大
夫
と
天
下
を
定
有
し
、
以
て
一
家
と
帰
せ
り
。
:
:
:
賢
土
大
夫
の
我
れ
に
従
い
て
瀞
ぶ
を
肯
ん
ず
る
者
有
ら
ば
、
吾
れ

能
く
こ
れ
を
象
額
せ
ん
。
天
下
に
布
告
し
て
、
明
ら
か
に
朕
の
意
を
知
ら
し
め
よ
。
御
史
大
夫
昌
は
、
相
園
に
下
せ
。
云
々
。

右
の
救
文
は
漢
代
ば
か
り
で
は
な
く
中
園
に
お
け
る
官
吏
登
用
制
度
の
開
始
を
告
げ
る
最
-初
の
史
料
と
し
て
重
視
さ
れ
る
が
、
す
で
に
筆
者

(
日
)

が
別
の
論
文
の
中
で
略
述
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
第
一
に
、
園
家
の
安
寧
と
設
展
と
は
「
賢
人
」
や
「
賢
者
」
の
登
用
を

も
っ
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
皇
帝
自
身
が
詔
救
の
形
式
を
も
っ
て
そ
の
姿
勢
を
「
天
下
に
布
告
」
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
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と
で
あ
り
、

第
二
に
、
そ
れ
を
具
鐙
的
に
寅
現
さ
せ
る
た
め
に
、
御
史
大
夫
以
下
郡
守
に
い
た
る
関
係
官
吏
を
督
即
し
て
、

そ
の
制
度
化
を
進
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捗
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
第
三
に
、

そ
こ
に
は
「
土
薬
ぞ
由
り
て
準
ま
ん
や
」
と
記
さ
れ
、
二
度
に
わ
た
っ
て
「
賢
士
大

夫
」
の
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
す
で
に
察
摩
の
針
象
が
「
士
」
や
「
大
夫
」
と
い
う
身
分
に
よ
っ
て
性
格

づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
意
味
か
ら
、
右
の
詔
教
は
後
年
の
賢
良
方
正
な
ど
の
制
奉
に
お
け
る
察
拳
の
方
法
や
特
色
を
端
的
に

一
示
す
も
の
と
し
て
、
漢
代
に
お
け
る
官
吏
登
用
制
度
の
原
形
を
集
約
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
賢
良
方
正
な
ど
の
制
拳
は
文
一
帝
の
時
代
に
、
ま
た
孝
廉

・
茂
才
な
ど
の
常
拳
は
武
帝
と
宣
一
帝一
の
時
代
に
、
そ
れ
ぞ
れ
創
設

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
人
材
選
抜
の
制
度
は
買
は
右
の
よ
う
な
高
組
の
賢
人
登
用
の
理
念
を
は
じ
め
て
現
質
化
し
、
そ
れ
を
制
度
化
し

た
と
こ
ろ
に
一意
義
が
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
漢
代
に
お
け
る
察
翠
制
度
の
形
成
と

一
面
で
は
漠
初
以
来
の
政
治
や
祉
曾
の
推
移
嬰
遷
と
い
う
観
貼
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
考
察
を
試
み
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
示
唆

す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

い
う
問
題
は
、

う
事
寅
は
、

一
世
い
か
な
る
政
治
睦
制
の
反
映
と
し
て
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
間
題
は
た
だ
撃
に
察
奉
制
度
の
側
面
の
み
か
ら
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そ
れ
で
は
前
漢
に
お
い
て
高
租
が
周
代
の
貢
士
制
度
の
観
念
を
標
模
し
て
以
来
、
多
く
の
皇
帝
が
そ
れ
を
襲
用
し
て
察
奉
を
行
な
っ
た
と
い

は
明
ら
か
に
し
が
た
い
複
雑
な
要
素
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
お
そ
ら
く
つ
ぎ
の
三
貼
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
第
一
は
周
制
を
規
範
と
す
る
漢
-初
の
復
古
的
な
時
代
思
潮
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
思
潮
は
い
わ
ゆ
る
夏
殿
周
の
惇
説
的

な
聖
天
子
が
い
ず
れ
も
賢
人
の
登
用
に
壷
力
し
た
こ
と
を
強
調
し
、

と
く
に
そ
の
模
範
的
な
例
を
三
代
の
各
王
に
求
め
る
と
い
う
考
え
方
で
あ

る
。
そ
の
代
表
的
な
存
在
が
い
う
ま
で
も
な
く
周
の
文
王
で
あ
り
、
そ
れ
は
史
記
巻
四
周
本
紀
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

わ
か

い
っ
く

西
伯
を
文
王
と
白
う
。
后
稜
、
公
劉
の
業
に
遣
い
、
古
公
、
公
季
の
法
に
則
り
、
仁
を
篤
く
し
、
老
い
た
る
を
敬
い
、
少
き
を
慈
し
む
。

日
中
ま
で
食
す
る
に
暇
あ
ら
ず
、
以
て
土
を
待
つ
。
土
こ
れ
を
以
て
多
く
こ
れ
に
蹄
せ
り
。
・
:
・
辛
甲
大
夫
の
徒
、
皆

賢
者
に
雄
下
し
、

往
き
て
こ
れ
に
蹄
せ
り
。

こ
こ
に
も
ま
た
「
土
を
待
つ
」
こ
と
に
よ
っ
て
「
大
夫
の
徒
」
が
出
仕
し
た
と
い
う
観
念
が
披
置
さ
れ
て
い
る
が
、
前
掲
の
漢
書
買
山
傍



に
、
「
文
王
の
み
濁
り
以
て
寧
ん
ず
と
言
わ
る
る
者
は
何
ぞ
や
、
:
:
:
士
を
得
て
こ
れ
を
敬
え
ば
則
ち
土
用
い
ら
る
」
と
し
て
、
文
王
の
向
賢

(
日
)

の
姿
勢
が
賛
美
さ
れ
て
い
る
の
も
、
右
の
よ
う
な
漢
初
の
時
代
思
潮
の
一
端
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

既
述
の
よ
う
に
、
賢
良
方
正
制
度
が
創
設
さ
れ
た
の
は
文
帝
の
二
年
(
前
一
七
人
〉
十
一
月
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
前
月
の
篠
に
は
、「
朕

聞
く
に
、
古
は
諸
侯
の
園
を
建
つ
る
こ
と
千
蝕
」
云
々
で
は
じ
ま
る
列
侯
の
領
圏
在
任
を
命
ず
る
救
文
が
見
ら
れ
、

ま
た
そ
の
正
月
の
僚
に

は
、
「
夫
れ
農
は
天
下
の
本
な
り
」
云
々
で
は
じ
ま
る
藷
回
復
活
の
詔
令
が
つ
づ
く
。
さ
ら
に
こ
の
制
拳
は
武
一
帝
即
位
の
建
元
元
年
十
月
に
一
丹

関
さ
れ
る
が
、
そ
の
直
後
に

「民
に
霞
一
級
を
賜
う
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
よ
う
に
、
民
震
の
授
興
と
と
も
に
高
齢
者
に
射
す
る
特
別
の
復
除

が
施
行
さ
れ
、
同
四
月
に
は
「
古
の
教
え
を
立
つ
る
や
」
云
々
で
起
筆
さ
れ
る
郷
黛
の
養
老
政
策
に
閲
す
る
詔
放
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
概
観
し
て
く
る
と
、
前
漢
に
お
い
て
賢
良
方
正
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
察
拳
制
度
が
創
設
さ
れ
た
の
は
、
ま
ず
第
一
に
、
こ
の
よ
う
な
一
連

の
復
古
的
な
諸
政
策
の
一
環
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
。
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1司

周
代
的
達
制
ー
ー
そ
の
ニ

第
二
の
理
由
と
し
て
、
こ
の
周
制
に
範
を
置
く
向
賢
思
想
と
と
も
に
、
戦
園
以
来
の
俸
統
的
な
劉
人
聞
の
結
合
関
係
の
存
在
も
見
遁
す
こ
と

は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
孟
嘗
君
ら
の
い
わ
ゆ
る
戦
園
の
四
公
子
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
の
人
物
を
そ
の
配
下
に
擁
す
る

(
げ
〉

こ
と
が
長
者
と
し
て
畏
敬
さ
れ
る
と
い
う
先
秦
時
代
の
遺
風
は
、
漢
初
に
お
い
て
も
な
お
強
固
な
習
俗
と
し
て
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
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交
客
の
気
風
も
ま
た
漢
代
に
お
け
る
人
材
招
致
の
制
度
の
形
成
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
事
貫
史
記
巻
五
八
梁
孝
王
世
家
を
見
る

と
、
貸
太
后
の
少
子
で
景
一帝
の
弟
に
あ
た
る
梁
の
孝
王
武
は
、
「
天
子
に
擬
し
、
・
:
・
四
方
の
豪
傑
を
招
延
し
て
、
山
よ
り
以
東
の
酵
読
の
士
、

ζ

と
ど
と

畢
く
至
ら
ざ
る
は
な
し
」
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
が
、
他
に
同
様
の
例
は
呉
王
携
を
は
じ
め
と
し
て
、
准
南
属
王
長
・
准
南
王
安
・
衡

山
王
賜
・
河
開
献
王
徳
・
江
都
易
王
非
な
ど
の
諸
侯
王
の
ば
あ
い
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

漢
書
巻
五

一
郷
陽
俸
を
見
る
と
、

な
主
客
の
傾
向
は
、

こ
の
よ
う
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漢
興
る
や
、
諸
侯
王
は
皆
自
ら
民
を
治
め
、
賢
を
聴
く
。
呉
王
焼
、

倶
に
果
に
仕
え
、
皆
文
揮
を
以
て
名
を
著
わ
す
ο

四
方
の
滋
士
を
招
致
す
る
や
、
(郷
)
陽
は
呉
の
巌
忌
、
枚
乗
ら

と

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
す
で
に
「
漠
輿
」
の
嘗
初
か
ら
諸
侯
王
は

「
皆
自
ら
」
有
力
な
人
材
を
招
轄
し
て
、
自
己
の
勢
力
下
に
置
い
て
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
第
一
の
向
古
的
な
側
面
と
同
時
に、

と
く
に
周
末
か
ら
は
じ
ま
る
こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
養
士
の
気
風
も
、
後
述
す
る

よ
う
に
、

漢
代
に
お
け
る
選
穆
制
度
の
設
生
に
有
形
無
形
の
影
響
を
あ
た
え
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
賢
良
方
正
制
度
の
中
に
か
い
ま
見
ら
れ
る
こ

の
よ
う
な
周
制
的
な
遺
影
は
、
た
だ
単
に
復
古
的
な
思
潮
や
俸
統
的
な
習
俗
に
よ
る
残

照
と
し
て
の
み
見
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
第
三
の
理
由
と
し
て
指
摘
し
得
る
こ
と
は
、
皇
帝
一
が
被
察
奉
者
に
劃
し
て
周
制
を

典
擦
と
す
る
「
士
大
夫
」
の
稿
調
を
も
っ
て
垂
閉
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
春
秋
戦
闘
時
代
の

「
土
大
夫
」
の
末
育
を
自
認
す
る
人
物
た
ち
が
、

嘗
時
現
一貫
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
一
暗
示
さ
せ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
漢
書
巻
一
八
外
戚
恩
津
侯
表
の
序
文
を
見
る
と
、
左
の
よ
う
な

記
事
が
寓
目
さ
れ
る
。

高
一帝
乱
を
緩
め
暴
を
諒
し
、
庶
事
草
創
に
し
て
、
日
に
給
す
る
に
暇
あ
ら
ず
。

然
る
に
猶
六
園
を
修
め
把
り
、
四
時
を
求
め
聴
く
。
競
を

よ

あ
が

ゆ

過
ぎ
れ
ば
則
ち
無
忌
の
墓
を
寵
め
、
越
に
適
け
ば
則
ち
祭
毅
の
後
を
封
ず
。
其
の
賞
を
行
な
い
、
位
を
授
く
る
に
及
ぶ
や
、

爵
は
功
を
以

も
つ

お

の

れ

つ
つ

し

て
先
後
と
魚
し、

官
は
能
を
用
て
次
序
と
帰
す
。
後
嗣
は
己
を
共
み
て
業
に
遭
い
、
醤
臣
は
腫
を
総
ぎ
て
位
に
居
る
。
孝
武
に
至
り
て
、

元
功
宿
将
略
表
く
。
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右
の

一
文
は
高
租
が
滅
亡
し
た
六
園
の
子
孫
に
劃
し
て
「
賞
を
行
な
い
、
位
を
授
」
け
た
事
情
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
首
時
戦
闘
の
土

大
夫
同胞
の
「
後
嗣
」
や

「普
臣
」
が

い
か
に
数
多
く
残
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
、

」
れ
に
よ
っ
て
努
索
と
さ
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
事
質
史
記
各
五
五
留
侯
世
家
に
、
「
家
は
世
々
韓
に
相
た
り
」
と
述
べ
ら
れ
る
張
良
を
は
じ
め
と
し
て
、
史
記
・

漢
書
の
各
停
に

散
見

す
る
調
豹

・
韓
信

・
図
像

・
伍
被
・買
山
・
汲
賠
な
ど
は
、

い
ず
れ
も
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
、
「
士
大
夫
」
に
相
品
回
国
す
る
身
分
の
子
孫
た
ち

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
史
記
巻
八
三
郷
陽
俸
に
、



今
夫
れ
天
下
の
布
衣
窮
居
の
土
は
、
身
は
貧
賎
に
在
れ
ば
、
莞
舜
の
術
を
骨
ね
、
伊
(
弔
ア
)
管
(
仲
)
の
癖
を
挟
み
、
龍
逢
、
比
干
の
意

を
懐
き
、
忠
を
嘗
世
の
君
に
霊
く
さ
ん
と
欲
す
と
難
も
、
而
る
に
素
よ
り
根
祇
の
容
無
し
。
精
思
を
喝
し
、
忠
信
を
聞
き
て
、
人
主
の
治

を
輔
け
ん
と
欲
す
と
離
も
、
則
ち
人
主
は
必
ず
餌
を
按
じ
て
、
相
聞
み
る
の
跡
あ
り
。
是
れ
布
衣
を
し
て
枯
木
朽
株
の
資
と
震
る
を
得
ざ

ら
し
む
る
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、

そ
れ
ら
「
士
大
夫
」
の
子
孫
た
ち
は
嘗
時
「
布
衣
窮
居
の
士
」
と
し
て
、
多
く
の
ば
あ
い
不
遇
の
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
と
き
あ
た
か
も
秦
末
漢
初
の
混
凱
を
牧
拾
し
た
直
後
の
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
漢
は
そ
の
よ
う
な
時
代
を
背
景
と
し
て
、
贋
大
な
領

土
に
お
よ
ぶ
膨
大
な
行
政
事
務
を
か
か
え
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
ら
を
新
た
に
分
掌
さ
せ
る
に
足
る
大
量
の
官
吏
を
必
要
と
し
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
嘗
時
不
遇
な
地
位
に
置
か
れ
て
い
た
潜
在
的
な
知
識
人
の
不
満
を
解
消
し
、
彼
ら
の
も
つ
翠
聞
や
才
能
を
活
用
す
る
意

味
か
ら
い
っ
て
も
、
右
の
よ
う
な
出
自
の
人
材
を
中
央
に
招
致
す
る
こ
と
が
、
漢
に
と
っ
て
急
務
で
あ
り
、

ま
た
得
策
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
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い
う
こ
と
は
十
分
に
想
像
さ
れ
得
る
こ
と
で
あ
る
。
事
賞
賢
良
方
正
な
ど
に
推
拳
さ
れ
た
人
材
の
中
に
は
、
史
記
巻
一

O
二
祷
唐
俸
に
「
臣
の

父
は
故
代
の
相
た
り
」
と
文
一
帝
に
答
え
た
祷
唐
を
は
じ
め
と
し
て
、
漢
初
に
は
先
秦
以
衆
の
「
士
大
夫
」
の
家
系
を
自
負
す
る
者
が
少
な
く
な

か
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
よ
う
に
眺
め
て
く
る
と
、
漢
代
に
お
け
る
賢
良
方
正
な
ど
の
選
穆
は
、
貫
は
郷
奉
里
遺
の
名
を
借
り
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
れ
ら
「
士
大
夫
」
の
子
孫
を
新
た
に
官
僚
層
の
中
に
吸
牧
し
、
再
編
成
す
る
目
的
を
も
っ
て
設
置
さ
れ
た
制
度
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

(
時
)

が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
一
章
一
の
冒
頭
に
掲
げ
た
高
組
の
詔
教
に
、
「
蓋
し
聞
く
、
王
者
は
周
文
よ
り
高
き
は
莫
く
、
伯

者
は
斉
桓
よ
り
高
き
は
莫
し
、
:
:
:
賢
士
大
夫
の
我
れ
に
従
い
て
酔
ぶ
を
肯
ん
ず
る
者
有
ら
ば
、
吾
れ
能
く
こ
れ
を
傘
顧
せ
ん
」
云
々
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
一
節
で
あ
る
。
以
上
に
奉
げ
た
三
つ
の
理
由
を
顧
み
る
と
き
、
第
一
の
周
制
を
規
範
と
す
る
復
古
的
な
思
潮
は
「
周
(
の
)
文

(
王
〉
」
に
、

ま
た
第
二
の
周
末
以
降
の
停
統
的
な
人
的
関
係
は
「
賓
(
の
)
桓
(
公
)
」
に
、
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青
を
登
用
し
て
再
編
成
す
る
と
い
う
現
貫
的
な
政
策
は
「
賢
士
大
夫
」
以
下
の
文
一
章
に
、

そ
し
て
第
三
の
周
代
以
降
の
「
士
大
夫
」
の
後

そ
れ
ぞ
れ
端
的
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
い
い
得
る
の
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で
は
な
か
ろ
う
か
。
文
一帝
と
武
一
帝
の
時
代
に
創
始
さ
れ
た
察
摩
制
度
の
中
に
周
代
の
遺
制
が
色
濃
く
投
影
し
て
い
る
と
い
う
理
由
は
、

お
そ
ら

く
以
上
の
よ
う
な
漢
初
の
政
治
情
況
や
時
代
背
景
に
針
躍
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

日

漢
代
的
要
素
ー
ー
そ
の一

た
だ
単
に
右
の
よ
う
な
い
わ
ば
封
建
的
残
浮
と
の
妥
協
と
い
う
側
面
か
ら
の

み
理
解
す
る
な
ら
ば
、
必
ず
し
も
十
分
な
把
極
と
は
な
り
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
制
摩
と
常
翠
と
を
含
め
て
、
官
吏
登
用
制
度
全
般
が
設
立
さ

し
か
し
漢
代
に
お
け
る
賢
良
方
正
科
の
成
立
と
い
う
問
題
は
、

れ
た
文
一帝
と
武
一帝
の
時
代
は
、

一
方
で
は
園
家
の
再
建
や
安
寧
に
専
心
す
る
時
代
で
あ
っ
た
が
、

ま
た
そ
れ
と
同
時
に
他
方
で
は
皇
一
帝
に
よ
る

中
央
集
機
的
な
紹
針
権
力
が
確
立
し
、

そ
れ
に
と
も
な
っ
て
封
建
的
な
官
僚
制
度
が
大
幅
に
改
編
さ
れ
た
過
渡
期
に
相
首
す
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
も
秦
漢
一
一
帝
闘
に
お
け
る
官
僚
制
度
は
、
元
来
そ
う
し
た
周
代
の
族
制
的
な
身
分
秩
序
を
克
服
し
、
そ
れ
ま
で
「
土
大
夫
」
の
み
に
許
容
さ

(
ゆ
)

れ
て
い
た
特
権
性
を
否
定
し
て
出
現
し
て
き
た
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
方
で
は
皇
帝
に
よ
る
専
制
権
力
が
頂
貼
に
達
す
る
時
代
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を
迎
え
な
が
ら
、
他
方
で
は
い
か
に
形
式
的
に
せ
よ
周
制
に
偲
託
し
て
そ
れ
を
擬
制
化
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
嘗
時
の
矯
政
者
た
ち
は
そ

の
聞
に
生
ず
る
は
ず
の
阻
舶
や
矛
盾
に
ど
の
よ
う
に
封
慮
し
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
漢
代
の
賢
良
方
正
制
度
が
一
元
的
な
官
僚
制
度

そ
れ
は
嘗
来
の
停
統
的
な
秩
序
理
念
と
相
違
し
て
、
何
ら
か
の
よ
り
新
し
い
支
配
鎧

制
に
即
昨
服
す
る
一
意一
周
や
要
素
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

の
形
成
と
撲
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
よ
う
な
翻
貼
か
ら
再
び
周
代
的
な
遺
制
と
し
て
列
撃
し
た
上
記
の
三
黙
を
検
討
し
て
み
る
と
、

そ
れ
ら
が
質
は
皇
帝
支
配
に
よ
る
中
央

集
権
位
制
の
確
立
と
表
裏
一
睡
の
闘
聯
性
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
第

一
の
理
由
と
し
て
穆
げ
た
周
の
文
王
を
理
想
と
す
る
賢
人
登
用
の
主
旨
は
、
前
掲
の
漢
書
高
一
帝
紀
の
赦
文
の
中
に
も
示
さ
れ
て

い
る
よ
う
に

一
見
し
て
ひ
ろ
く

一
般
に
官
途
を
開
放
し
、
無
名
の
人
材
を
一
意
欲
的
に
琵
掘
し
よ
う
と
い
う
聖
天
子
の
護
言
の
よ
う
に
受
取
る

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
貼
は
、

そ
の
末
尾
を
見
る
と
、

そ
れ
に
適
切
な
一該
嘗
者
が
「
有
れ
ど
も
言
わ
ず
し
て



(
護
)
費
」
し
た
ば
あ
い
に
は
、
そ
の
責
任
者
で
あ
る
郡
守
は
「
菟
」
官
さ
れ
る
と
い
う
昆
罰
規
定
が
準
備
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
漢
書
武
一
帝
紀
の
元
朔
元
年
十
一
月
の
僚
の
詔
敷
を
見
る
と
、
孝
廉
と
廉
吏
に
言
及
し
た
文
章
で
あ
る
が
、

す
べ
て

今
或
い
は
闘
の
郡
に
至
り
て
一
人
も
薦
め
ざ
る
あ
り
。
:
:
:
二
千
石
の
官
長
は
人
倫
を
紀
綱
す
る
に
、
賂
何
を
以
て
朕
を
佐
け
て
幽
隠
を

て
ら

み
ち

び

は

げ

ま

燭
し
、
元
元
を
動
き
て
蒸
庶
を
属
し
、
郷
黛
の
訓
を
崇
め
ん
や
。
且
つ
賢
を
進
む
れ
ば
上
賞
を
受
け
、
賢
を
蔽
す
れ
ば
額
裁
を
蒙
る
は
古

の
遁
な
り
。
其
れ
中
二
千
石
、
躍
官
と
博
士
と
と
も
に
、
挙
げ
ざ
る
者
の
罪
を
議
せ
よ
。

と
あ
っ
て
、

そ
の
結
果
、
「
孝
を
奉
げ
ざ
る
は
詔
を
奉
ぜ
ざ
る
な
り
、
嘗
に
不
敬
を
以
て
論
ず
ベ
し
。
廉
を
祭
せ
ざ
る
は
任
に
勝
え
ざ
る
な
り
、

嘗
に
兎
ず
ベ
し
」
と
い
う
苛
酷
な
罰
則
が
奏
可
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
察
拳
の
責
任
の
主
瞳
を
明
確
に
し
、
そ
の
賞
罰
規
定
を
法
文
化
し

て
い
る
こ
と
か
ら
推
測
す
る
と
、
賢
人
登
用
の
一
つ
の
意
園
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
貧
質
的
に
捨
嘗
官
吏
の
行
政
能
力
な
ど
で
剣
断
し
、
評
債
す

(
却
)

る
一
種
の
規
準
と
見
な
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
剣
然
と
す
る
は
ず
で
あ
る
。
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他
方
さ
ら
に
別
の
一
つ
の
理
由
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
中
央
や
地
方
の
長
官
を
鞭
轄
し
て
ま
で
人
材
の
護
掘
に
壷
庫
し
て
い
る
目
的
は
、

お

そ
ら
く
言
論
の
統
制
と
い
う
黙
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
漢
書
巻
二
ニ
異
姓
諸
侯
王
表
の
序
文
や
後
漢
書
巻
五
三
申

屠
婚
停
を
見
る
と
、
周
の
波
落
や
秦
に
よ
る
焚
書
院
儒
を
惹
起
し
た
原
因
の
一
つ
は
、
春
秋
戦
園
以
来
の
「
庭
士
横
議
」
の
結
果
で
あ
る
と
結

論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
た
だ
皐
に
過
去
の
歴
史
を
回
顧
し
た
も
の
で
は
な
く
、
買
は
そ
れ
に
偲
託
し
て
暗
に
漢
代
一
般
の
考
え
方

そ
の
よ
う
な
底
土
が
各
地
に
散
在
す
れ
ば
、
彼
ら
の
言
動
が

を
代
縛
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

し
た
が
っ
て
賢
人
登
用
の
目
的
の
一
つ
は
、

必
ず
政
治
権
力
に
射
す
る
批
判
に
直
結
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
警
戒
し
て
、

そ
れ
ら
を
事
前
に
園
家
瞳
制
の
中
に
吸
牧
し
て
し
ま
お
う

と
い
う
貼
に
あ
っ
た
。
前
掲
の
漢
書
武
一
帝
紀
を
見
る
と
、
建
元
元
年
に
行
な
わ
れ
た
賢
良
方
正
な
ど
の
選
翠
に
お
い
て
、
衛
組
は
「
奉
げ
し
所

の
賢
良
に
、
申
(
不
害
〉
;
:
:
ら
の
言
を
治
め
て
、
園
政
を
凱
す
も
の
あ
り
。
皆
罷
め
ん
こ
と
を
請
う
」
と
上
言
し
て
、
「
奏
可
」

の
敷
許
を
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得
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
察
拳
制
度
が
明
ら
か
に
言
論
の
統
制
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
ま
た
盟
鍛
論
の
中
に
は
賢
良
た
ち
の
思
想

を
批
判
す
る
文
章一
が
随
虚
に
散
見
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
批
判
も
ま
た
さ
ま
ざ
ま
の
機
舎
を
口
買
に
賢
人
を
招
致
し
よ
う
と
し
た
姿
勢
が、
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買
は
園
政
に
と
っ
て
有
害
と
な
る
言
論
の
統
制
を
一意
園
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
さ
せ
る。

そ
れ
に
加
え
て
賢
良
方
正
な
ど
を
推
摩
し
て
封
策
さ
せ
る
と
レ
う
こ
と
自
艦
が
、

そ
も
そ
も
園
家
機
関
に
よ
る
一

種
の
思
想
調
査
で
あ
っ

た

と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
上
記
の
量
錯
は
文
一
帝
に
よ
っ
て
「
唯
錯
の
み
高
第
と
帰
す
」
と
判
定
さ
れ
、
ま
た
漢
書
巻
六
四
上

の
巌
助
は
武
一帝
に
よ
っ

て
「
助
の
射
を
善
し
」
と
評
債
さ
れ
て
、
と
も
に
賢
良
か
ら
中
大
夫
に
昇
進
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
針
策
の
結
果

高
第
や
第

一
と
い
う
成
績
が
下
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
は
そ
の
主
張
や
抱
負
が
園
家
に
と
っ
て
好
ま
し
い
も
の
と
認
め
ら
れ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
し
か
も
及
第
す
れ
ば
ひ
き
つ
づ
き
皇
帝
の
諮
問
機
関
の
一
員
と
し
て
、

一
意
見
を
具
申
す
る
大
夫
や
議
郎
な
ど
の
官
職
に
任
命
さ
れ
る

の
が
原
則
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
ら
は
結
果
的
に
は
魚
政
者
側
に
傾
斜
し
た
御
用
理
論
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
針
策
の
結
果
下
第
の
評

債
を
下
さ
れ
て
も
、

一
た
ん
賢
良
方
正
な
ど
に
事
げ
ら
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
科
名
は
嘗
一該
人
物
に
あ
た
え
ら
れ
た
一

種
の
稽
銃
と
し
て
終
生
保

(
幻
〉

持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
嘗
然
そ
れ
以
後
の
彼
ら
の
言
動
も
有
形
無
形
に
政
治
権
力
に
よ
る
規
制
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
は

れ
る
と
い
う
貼
に
お
い
て
は
、

い
ず
れ
の
ば
あ
い
も
何
ら
饗
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
る
。
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ず
で
あ
る
。
要
す
る
に
針
策
の
結
果
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
賢
良
方
正
な
ど
の
被
察
奉
者
が
い
わ
ば
園
家
に
よ
る
飼
い
殺
し
の
運
命
に
置
か

皇
帝一
支
配
の
出
現
に
割
腹
し
て
制
定
さ
れ
た
賢
良
方
正
な
ど
の
察
翠
制
度
は
、
以
上
の
よ
う
に
一
見
し
て
在
野
民
聞
の
震
言
を
虚
心
に
聴
聞

し
よ
う
と
す
る
周
代
の
聖
天
子
の
理
想
像
を
標
携
し
な
が
ら
、
貫
際
に
は
そ
れ
は
自
由
な
言
論
思
想
の
設
展
を
園
家
の
一意一圃
す
る
方
向
に
埋
浪

さ
せ
よ
う
と
す
る
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

同

漢
代
的
要
素
ー
ー
そ
の
二

第
二
の
理
由
で
あ
る
周
末
以
降
の
人
的
結
合
関
係
と
い
う
問
題
は
、
具
瞳
的
に
斉
の
桓
公
を
指
標
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う

に
、
い
わ
ゆ
る
母
賢
使
能
の
精
神
を
漢
代
に
お
い
て
制
度
化
し
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
古
来
の
向
賢
思
想
は
漢
代

に
お
け
る
察
翠
制
度
の
出
現
と
一
盟
ど
の
よ
う
な
関
聯
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、

さ
き
に
翠
げ
た
漢
書
郷
陽
停



に
、
「
漢
興
る
や
、
諸
侯
王
は
皆
自
ら
民
を
治
め
、
賢
を
鴨
く
」
と
あ
る
よ
う
に
、
先
奏
時
代
の
い
わ
ゆ
る
交
客
養
士
の
影
響
を
受
け
て
、
漢

代
の
初
期
に
は
諸
侯
王
が
自
己
の
勢
力
下
に
多
数
の
人
材
を
誘
致
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
現
象
は
た
だ
皐
に
諸
侯

王
ば
か
り
で
は
な
く
、

ま
た
列
侯
の
ば
あ
い
に
も
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
史
記
巻
九
三
韓
壬
信
慮
紹
列
俸
の
附
俸
を
見
る
と
、
高
祖
が
「
封
じ

て
列
侯
と
震
」
し
た
陳
稀
は
、
「
賓
客
の
こ
れ
に
従
う
者
千
徐
乗
」
に
し
て
、
「
稀
の
賓
客
の
盛
ん
な
る
こ
と
甚
し
」
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
っ

た
と
停
え
ら
る
。

ま
た
武
一
帝
時
代
の
初
期
の
有
力
な
外
戚
高
官
で
あ
っ
た
貌
其
侯
貧
嬰
や
武
安
侯
田
扮
な
ど
も
、
こ
れ
と
全
く
同
様
な
朕
態
に

あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

一
元
的
な
支
配
の
貫
徹
を
志
向
す
る
皇
帝
権
力
の
側
か
ら
す
る
な
ら

し
か
し
こ
の
よ
う
な
私
的
な
勢
力
集
園
が
各
地
に
散
在
す
る
こ
と
は
、し

か
も
果
楚
七
園
の
凱
が
如
貫
に
示
す
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
や
や
も
す
れ

ば
、
き
わ
め
て
越
権
的
な
行
震
の
よ
う
に
映
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

ば
中
央
集
権
政
治
を
お
び
や
か
す
危
険
な
存
在
と
も
な
り
か
ね
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
興
味
あ
る
こ
と
は
、
史
記
巻
一
一
一
衛
将
軍
醸
騎
列

俸
を
見
る
と
、
震
去
病
の
「
人
と
漏
り
」
を
述
べ
て
、
「
貴
く
し
て
土
を
省
み
」
る
こ
と
な
く
、
ま
た
衛
青
も
同
様
な
態
度
で
あ
っ
た
た
め
に
、
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「
天
下
未
だ
稿
す
る
も
の
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
末
尾
の
太

史
公
の
文
中
に
、
衛
青
が
人
士
を
優
遇
し
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
貼
で
あ
る
。

蘇
建
、
余
に
語
っ
て
日
く
、
吾
れ
嘗
て
大
将
軍
を
責
む
ら
く
、
(
大
時
前
軍
は
)
至
っ
て
傘
重
な
れ
ど
も
、
天
下
の
賢
大
夫
、
稿
す
る
も
の
な

し
。
願
わ
く
ば
将
軍
、
古
の
名
将
の
招
選
せ
し
所
を
観
て
、
賢
者
を
揮
び
、
こ
れ
に
勉
め
よ
、
と
。
大
将
軍
謝
し
て
日
く
、
瑚
腕
其
、
武
安

し
り
ぞ

の
賓
客
を
厚
く
せ
し
よ
り
、
天
子
常
に
切
歯
す
。
彼
の
土
大
夫
を
親
附
し
、
賢
を
招
き
不
宵
を
紬
く
る
は
、
人
主
の
柄
な
り
。
人
臣
は
法

あ
ず
か

を
奉
じ
て
、
職
に
遭
う
の
み
。
何
ぞ
士
を
招
く
に
輿
ら
ん
や
、
と
。
腰
騎
も
亦
此
の
一
意
に
放
う
。

す
な
わ
ち
か
つ
て
蘇
建
が
衛
青
に
劃
し
て
賢
人
を
推
奉
し
な
い
こ
と
を
面
詰
し
た
と
こ
ろ
、
衛
車
円
は
貌
其
侯
饗
嬰
や
武
安
侯
田
崎
が
「
賓

客
を
厚
く
」
し
て
自
己
の
名
撃
を
高
め
よ
う
と
し
て
い
た
態
度
が
、
賓
は
若
年
の
武
一
帝
を
し
て
内
心
「
切
歯
」
さ
せ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
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か
ら
、
自
分
は
あ
え
て
そ
れ
を
遠
慮
し
た
ま
で
で
あ
る
と
答
え
て
い
る
。
そ
し
て
塞
去
病
の
劉
人
観
も
そ
れ
を
模
倣
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
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人
主
の
柄
な
り
」
と
附
言
さ
れ
、
「
人
臣
は

(
辺
)

法
を
奉
じ
て
、

職
に
遁
う
の
み
。
何
ぞ
土
を
招
く
に
興
ら
ん
や
」
と
観
念
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

て
い
る
。
こ
こ
で
と
く
に
重
要
な
こ
と
は
、
「
士
大
夫
を
親
附
し、

賢
を
招
き
不
宵
を
細
く
る
は
、

右
の
描
話
か
ら
お
の
.
す
か
ら
明
ら
か

に
さ
れ
る
こ
と
は
、
賢
人
を
招
致
し
た
り
登
用
す
る
こ
と
は
、
本
来
ひ
と
り
皇
帝
の
み
が
行
使
し
得
る

権
「
柄
」
な
の
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
臣
下
が
そ
れ
を
行
な
う
こ
と
自
鎧
が
、
皇
帝
権
力
に
劃
す
る
借
擬
で
あ
り
、
越
権
行
震
で
あ
っ
た
と

い
う
観
念
で
あ
る
。

し
た
が
っ

て
武
一帝
が
制
禦
を
再
開
し
、

常
撃
を
新
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、

察
奉
制
度
の
基
礎
を
確
立
し
た
と
い
う
こ
と

は
、
首
時
有
力
な
「
公
卿
」
が
戦
闘
以
降
の
俸
統
的
な
養
士
の
気
風
を
継
承
し
、
私
的
に

「
士
大
夫
」
を
招
致
し
て
い
た
風
潮
に
射
し
て
、
あ

ら
た
め
て
着
手
し
た
強
権
的
な
介
入
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
武
一帝に
よ
る
頻
繁
な
人
材
登
用
の
護
令
は
、
い
わ

ば
私
門
を
排
除
し
て
、

園
家
的
な
規
模
の
も
と
に
、
賢
人
の
誘
致
を
一
元
化
す
る
一一意固
を
も
つ
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
漢
代
の
賢
良
方

正
な
ど
の
選
穆
は
、
貴
族
や
高
官
に
よ
る
有
能
な
人
材
の
私
擁
を
摘
設
し
、
各
地
に
散
在
す
る
分
権
的
な
人
的
結
合
の
紐
帯
を
一
掃
し
た
結

果
、
そ
れ
ら
を
皇
帝
一
個
人
に
直
属
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
央
集
権
に
よ
る
支
配
佳
制
の
強
化
を
は
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ

(
お
)

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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最
後
に
摩
げ
た
「
士
大
夫
」
の
子
孫
に
射
す
る
現
質
的
な
封
庭
策
と
い
う
第
三
の
理
由
も
、
右
の
よ
う
な
皇
帝
支
配
に
よ
る
絶
封
権
力
の
確

立
と
い
う
問
題
と
決
し
て
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
漢
書
外
戚
恩
深
侯
表
の
序
文
を
見
る
と
、
そ
の
冒
頭
に

「
古
よ
り
受
命
及
び
中
興
の
君

す

た

か

〈

は
、
必
ず
滅
び
し
を
輿
し
、
紐
与
え
た
る
を
継
ぎ
、
鹿
れ
し
を
修
め
、
逸
る
る
を
翠
ぐ
。
然
る
後
に
天
下
仁
に
蹄
し
、
四
方
の
政
行
わ
る
」
云

々

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
す
で
に
一

瞥
し
た
よ
う
に
、
古
向
租
は
聖
人
君
主
の
理
想
を
再
現
し
よ
う
と
し
て
、

前
代
の
貴
頴
の
後
育
た
ち
を
護
掘

し
、
彼
ら
に
就
官
の
道
を
あ
た
え
て
い
る
。
そ
の
結
果
文
一帝
や
武
一帝
の
時
代
に
な
る
と
、
そ
う
し
た
戦
園
末

の
「
士
大
夫
」

の
後
継
者
た
ち

が
、
「
後
嗣
は
己
を
共
し
み
て
業
に
遁
い
、
奮
臣
は
腫
を
継
ぎ
て
位
に
居
る
」
と
い
う
紋
態
が
現
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
す

(
M〉

で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

高
組
か
ら
武
一帝一
即
位
に
い
た
る
前
漢
初
期
の
聞
に
、

漢
室
創
業
に
動
功
の
あ

っ
た
武
人
官
僚
の
子
孫
た
ち
が

政
局
か
ら
一

掃
さ
れ
て
、
新
た
に
こ
れ
ら
先
秦
時
代
の
士
大
夫
層
の
家
門
が
進
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
や
が
て
こ
れ



ら
の
名
門
勢
力
が
増
大
し
、
彼
ら
に
よ
っ
て
特
権
的
な
官
職
が
濁
占
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、

つ
い
に
そ
れ
ら
が
固
定
化
す
る
様
相
が
額

著
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
も
事
貨
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
後
漢
書
記
官
二
二
朱
一
府
等
俸
の
末
尾
に
附
載
さ
れ
る
「
中
興
二
十
八
時
論
」
に
よ
る

と
、
そ
の
聞
の
経
緯
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

降
り
て
秦
漢
自
り
世
戦
力
に
責
り
、
王
運
を
翼
扶
す
る
に
至
り
て
、
皆
武
人
屈
起
す
。
:
:
:
或
い
は
崇
ぶ
に
連
城
の
賞
を
以
て
し
、
或
い

は
任
ず
る
に
阿
衡
の
地
を
以
て
す

P

放
に
執
疑
わ
る
れ
ば
則
ち
隙
生
じ
、
カ
伴
し
け
れ
ば
則
ち
観
起
る
。
粛
〈
何
)
奨
(
暗
唱
〉
も
且
つ
猶

繰
維
せ
ら
れ
、
(
韓
〉

信
ハ
彰
)
越
も
絡
に
殖
毅
せ
ら
る
。
其
れ
然
ら
ざ
ら
ん
や
。
蕊
よ
り
以
降
孝
武
ま
で
、
宰
輔
は
五
世
に
わ
た
っ
て

公
侯
に
非
ざ
る
は
莫
し
。
迭
に
鯖
紳
を
し
て
遁
塞
ぎ
、
賢
能
を
し
て
蔽
翠
せ
し
む
。
朝
に
は
世
及
の
私
有
り
、
下
に
は
抱
開
の
怨
多
し
。

其
れ
道
を
懐
き
て
聞
す
る
無
く
、
身
を
草
奔
に
委
ぬ
る
者
、
亦
何
ぞ
勝
げ
て
一
言
う
可
け
ん
や
。

こ
の
一
文
に
よ
る
と
、
右
の
よ
う
な
周
代
以
来
の
名
門
の
末
高
闘
が
奮
来
の
勢
力
に
代
わ
っ
て
政
界
に
進
出
し
て
き
た
た
め
に
、
武
一
一
帝
の
時
代
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ま
で
に
、
「
宰
輔
は
五
世
に
わ
た
っ
て
公
侯
に
非
ざ
る
は
莫
し
」
と
い
う
賦
態
が
現
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
文
中
に

見
え
る

「世
及
の
私
」
と
は
、
李
賢
の
注
に
よ
る
と
、「
父
子
相
継
ぐ
を
調
う
な
り
」
と
解
得
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
世
襲
的
な
傾
向

は
有
力
な
人
材
が
官
界
に
進
出
す
る
「
道
(
を
)
塞
ぎ
」
、

一
部
の
貴
族
的
な
官
僚
た
ち
の
み
を
内
外
の
重
要
な
役
職
に
就
任
さ
せ
る
事
態
を

生
み
出
す
に
い
た
っ
た
ら
し
い
。
そ
う
し
た
政
治
上
の
極
要
な
地
位
が
す
べ
て
貴
戚
に
よ
っ
て
濁
占
さ
れ
、
そ
の
新
勢
力
を
背
景
に
三
公
や
九

卿
が
政
局
を
謹
断
す
る
貴
族
政
治
が
撞
頭
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
皇
一
帝
個
人
の
濁
裁
権
力
の
行
使
に
と
っ
て
、
こ
れ
ま
た
重
大
な

支
障
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

賢
良
方
正
を
は
じ
め
と
す
る
漢
代
の
察
事
制
度
は
、

一
方
で
は
先
秦
以
来
の
士
大
夫
層
の
子
孫
を
新
た
な
政
治
瞳
制
の
中
に
再
編
成
す
る
と

い
う
現
質
的
な
針
臆
策
の
側
面
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
が
ま
た
そ
れ
は
同
時
に
こ
の
よ
う
な
政
府
内
部
に
お
け
る
官
僚
の
貴
族
化
を
打
破

し
、
解
鐙
さ
せ
る
た
め
に
創
設
さ
れ
た
制
度
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
改
革
に
ま
ず
最
初
に
試
行
的
に
着
手
し
た
の
が
文
脅
で
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あ
り
、

そ
れ
を
本
格
的
に
寅
施
し
た
の
が
武
一
帝
で
あ
っ
た
。
そ
の
文
一
帝
に
よ
っ
て
賢
良
に
登
用
さ
れ
た
量
錯
は
、
史
記
同
停
に
「
頴
川
の
人
」
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と
記
さ
れ
る
の
み
で
、

そ
の
生
地
以
外
は
不
明
の
人
物
で
あ
り
、

ま
た
武
帝
に
よ
っ
て
同
じ
く
賢
良
に
指
名
さ
れ
た
公
孫
弘
は
、
史
記
同
俸
に

よ
る
と
元
来
「
醇
の
獄
吏
」
と
い
う
微
賎
な
小
吏
の
出
身
で
あ
っ
た
か
ら
、
彼
ら
が
と
も
に
有
力
な
家
系
や
勢
族
を
背
景
に
登
場
し
た
の
で
は

な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
文
一
帝
の
つ
ぎ
の
景
一帝
は
晶
錯
に
封
し
て
、
そ
の
「
事
を
言
え
ば
輔
ち
聴
き
、
(
寵
)
幸
は
九
卿
を
傾
く
」
ほ
ど

の
寵
愛
を
示
し
、
つ
い
に
御
史
大
夫
に
ま
で
昇
進
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
武
一
帝
は
公
孫
弘
に
射
し
て
、
「
愈
々
盆
ま
す
こ
れ
を
厚
く
し
、
卒
に
弘

を
以
て
丞
相
と
魚
し
、
平
洋
侯
に
封
ず
」
る
と
い
う
破
格
の
抜
擢
を
行
な
っ
て
い
る
。
漢
書
巻
六
六
車
千
秋
俸
を
見
る
と
、
武
一
帝
は
た
だ
「
伐

閲
功
務
」
の
な
い
と
い
う
理
由
の
み
で
、
「
他
に
材
能
術
撃
の
無
」
い
草
千
秋
を
丞
相
に
登
用
し
、
「
世
に
未
だ
嘗
て
有
ら
ざ
る
」
ほ
ど
の
異
例

の
待
遇
を
あ
た
え
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
右
の
竜
錯
や
公
孫
弘
の
ば
あ
い
と
同
様
に
、

一
部
の
貴
族
的
な
官
僚
層
の
干
渉
を
排

除
し
て
、
自
ら
濁
断
幕
行
に
よ
る
政
治
の
徹
底
化
を
は
か
っ
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
観
察
し
て
く
る
と
、
漢
代
の
賢
良
方
正
制
度
は
周
制
に
立
脚
し
た
「
士
大
夫
」
の
呼
稽
を
媒
介
と
し
て
、
賞
際
に
春
秋
戦
闘
以

来
の
「
士
大
夫
」
の
子
孫
を
設
掘
し
任
官
さ
せ
る
こ
と
を
一
意
固
し
た
選
穆
で
あ
っ
た
が
、

ま
た
同
時
に
そ
れ
は
そ
の
子
孫
の
も
た
ら
し
つ
つ
あ
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っ
た
特
権
化
に
劃
し
て
新
し
く
と
ら
れ
た
人
材
の
採
用
法
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
漢
代
の
官
吏
登
用

制
度
は
そ
の
設
立
の
嘗
初
か
ら
さ
ま
ざ
ま
の
問
題
を
帯
同
し
つ
つ
、
牌
召
を
創
置
し
た
宣
一
帝
の
時
代
を
へ
て
、
新
た
に
後
漢
時
代
を
迎
え
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

あ

と

カl

、M
ぎ

以
上
小
稿
は
賢
良
方
正
を
中
心
と
す
る
漢
代
の
察
挙
制
度
を
考
察
の
割
象
と
し
て
、
ま
ず
最
初
に
察
撃
の
有
資
格
者
が
し
ば
し
ば
「
公
卿
」

の
別
稿
で
よ
ば
れ
、
他
方
そ
れ
に
謝
し
て
被
祭
場
者
が
「
士
大
夫
」
の
異
稿
で
よ
ば
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
、
両
者
の
関
係
に
つ

レ
て
一
一
一
ニ

の
論
誼
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
首
時
の
選
翠
制
度
は
た
だ
単
に
呼
稀
上
の
近
似
性
ば
か
り
で
は
な
く
、

賞
際
に
「
公
卿
」
が
「
士
大
夫
」
を
選

抜
す
る
制
度
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。
そ
し
て

こ
の
結
論
を
基
礎
と
し
て
漢
代
の
官
吏
登
用
制
度
の
中



に
窺
わ
れ
る
封
建
的
な
遺
制
を
分
析
し
て
、
そ
れ
ら
は
文
字
通
り
周
制
に
範
を
置
い
た
漢
初
の
俸
統
主
義
な
ど
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た

が
、
ま
た
同
時
に
そ
れ
ら
は
皇
帝
支
配
に
よ
る
一
元
的
な
政
治
憧
制
と
も
表
裏
一
射
を
な
す
現
質
的
な
施
策
で
あ
る
こ
と
を
究
明
し
よ
う
と
し

た
。
も
し
以
上
の
所
論
に
あ
や
ま
り
が
な
け
れ
ば
、
漢
代
の
察
挙
制
度
は
一
面
で
は
周
代
の
貢
士
制
度
や
向
賢
思
想
を
理
念
的
な
背
景
と
し
、

他
面
で
は
皇
帝
を
中
心
と
す
る
中
央
集
権
的
な
政
治
機
構
の
確
立
を
目
的
と
し
て
、
新
た
に
創
設
さ
れ
た
即
時
代
的
な
制
度
で
あ
っ
た
と
考
え

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
新
嘗
両
者
の
側
面
を
微
妙
な
均
衡
と
巧
妙
な
操
作
に
よ
っ
て
保
ち
得
た
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
が
制
度
と

し
て
定
着
し
、
護
展
す
る
こ
と
の
で
き
た
最
大
の
原
因
が
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
以
上
の
考
察
の
中
に
は
残
さ
れ
た
問
題
が
決
し
て
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
こ
こ
で
は
専
ら
皇
帝
支
配
や
中
央
集
権
の
観
貼
か
ら
人

材
登
用
の
目
的
や
性
格
を
検
討
し
よ
う
と
し
て
き
た
が
、
逆
に
下
級
官
僚
や
一
般
庶
民
な
ど
の
郷
黛
の
側
面
か
ら
眺
め
た
ば
あ
い
に
、
そ
の
よ

う
な
官
吏
登
用
制
度
が
一
世
ど
の
よ
う
な
意
義
や
利
黙
を
も
っ
て
い
た
か
と
い
う
問
題
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
と
く
に
そ
れ
は
皇
一
帯
一
権
力
が
相

い
わ
ゆ
る
士
大
夫
層
が
名
賓
と
も
に
定
着
し
て
、
そ
の
存
在
意
義
を
護
揮
す
る
よ
う
に
な
る
後
漢
時
代
に
お
い
て
、
右
の
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劉
的
に
弱
睦
化
し
、

よ
う
な
察
牽
制
度
が
い
か
な
る
役
割
を
演
じ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
聞
い
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
な
り
重
要
な
問
題
で
あ
ろ

ぅ
。
さ
ら
に
察
奉
制
度
そ
れ
自
鐙
が
本
来
中
央
政
治
や
地
方
自
治
の
勢
力
の
消
長
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
、

さ
ま
ざ
ま
の
複
雑
な
政
治
祉
舎
の

饗
質
に
よ
っ
て
微
妙
に
左
右
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
問
題
は
一
選
拳
法
の
制
度
史
的
な
解
明
に
よ
っ
て
重
き
る
も
の

で
は
な
い
。
す
べ
て
の
考
察
が
こ
の
時
熱
か
ら
出
設
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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註(1
〉
そ
の
詳
細
に

つ
い
て
は
、
小
稿
「
漢
代
察
牽
制
度
の
研
究
1|
と
く

に
制
奉
に
お
け
る
昇
進
の
規
準
を
め
ぐ
っ
て
」
(
東
京
大
察
『
東
洋
文
化

研
究
所
紀
要
』
九
三
、
一
九
八
三
年
)
お
よ
び
そ
の
後
注
3
を
参
照
。

〈

2
〉
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
小
稿
「
漢
代
の
制
科
に
お
け
る
察
奉
の
間

題
」
(
早
稲
田
大
祭
大
皐
院
『
文
翠
研
究
科
紀
要
』
二
四
、
一
九
七
八
年
〉

お
よ
び
「
漢
代
の
官
僚
制
度
と
秩
六
百
石
の
上
下
」
(
『
史
観
』
一

O
二、

一
九
八

O
年
)
を
参
照
。

(
3
〉
右
注
(
1

)

に
引
く
小
稿
を
参
照
。

(4
〉
同
様
な
例
と
し
て
、
他
に
後
漢
書
桓
一
帝
紀

・
馬
融
停
・
李
固
俸

・同
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所
引
繍
漢
書

・
後
漢
紀
順
一
帝
紀
・
三
園
志
萄
書
劉
二
牧
博
所
引
盆
部
#
古
田
欝

陣
な
ど
を
列
壊
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
5
)

漠
代
の

「
土
大
夫
」
に
つ
い
て
は
、
有
高
級

「
漢
代
の
士
大
夫
階

級
」
(
『
歴
史
教
育
』
九
|
一

O
、

一
九
三
五
年
)
な
ど
を
参
照
。
と
く
に

「
士
」
や
「
庶
人
」
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
宮
崎
市
定
氏
や
宮
川
向
志

氏
な
ど
の
諸
腕
究
の
ほ
か
に
、
大
庭
倫

「材
官
放
1
1

漢
代
の
兵
制
の
一

班
に
つ
い
て

」
(
『
龍
谷
史
壇
』

一二六
二
九
五
二
年
〉
、
米
国
賢
次
郎

「漢

代
循
役
日
数
に
閥
す
る
一
試
論
|

|
特
に
『
三
十
倍
於
古
』
に
つ
い
て
」

(『東
方
皐
報
』
京
都
二
七、

一
九
五
七
年〉
、
西
村
元
佑
「
漠
代
の
騎
士

|

|
土

・
卒
の
問
題
に
関
聯
し
て
」
(
『
龍
谷
史
壇』

四
四
、
一
九
五

八

年〉
、
片
倉
穣

「漠
代
の
士
伍
」
(
『
東
方
皐
』
一
三
ハ
、

一
九
六
八
年
〉
、
好

並
隆
司
「
漢
代
下
層
庶
人
の
存
在
形
態
」
(
同
氏
『
秦
漢
一
帝
図
史
研
究
』

所
枚
、
未
来
社
、

一
九
七
八
年
〉
、
越
智
重
明

「漠
時
代
の
賎
民
、
賎
人
、

土
伍、

一商一
人
」
(九
州
大
祭

『東
洋
史
論
集
』

七、

一
九
七
九
年
)
、
梁
玩

筋
「
爵
を
通
じ
て
見
た
漢
代
の
庶
人
考
|

|
笛

・
商
貨
を
中
心
と
し
て

」

(
『
立
命
館
文
皐
』
四
一
八
|
四
二一

、
一
九
八

O
年
)
、
冨
谷
至

「
秦
漢
に

お
け
る
庶
人
と
士
伍
・

魔
書
」、

東
E
目
次

「後
漢
知
識
階
層
の
形
成
に
関

す
る
究
室
百
」
(
と
も
に

『中
闘
士
大
夫
階
級
と
地
域
社
曾
と
の
閥
係
に
つ
い

て
の
総
合
的
研
究
』
所
載
、

一
九
八
三
年
〉
な
ど
が
あ
る
。

(6
〉
小
稿

「漢
代
に
お
け
る
針
策
の
書
式
|
|
制
度
史
に
よ
る
思
想
史
研

究
へ
の一

視
角
」
(
木
村
英
一
博
士
煩
誇
記
念

『中
園
哲
皐
史
の
展
望
-
と

模
索
』
所
載
、
創
文
社
、

一
九
七
六
年
)
を
参
照
。

(7
〉
尾
形
勢

「
自
得
形
式
よ
り
見
た
る
君
臣
関
係
」
お
よ
び
「
『
臣
茶
』

の

意
義
と
君
臣
関
係
」
(
同
氏

『
中
園
古
代
の

「
家
」
と
図
家
』
所
牧
、
岩
波

書
広
、

一
九
七
九
年
〉
の
指
摘
に
よ
る。

(
8
〉
右
注
(2
〉に
引
く
前
者
の
論
文
は
、
漢
書
と
後
漢
章
一日
を
中
心
に
、
制

撃
に
登
用
さ
れ
た
人
物
を
拾
集
し
た
結
果
、
前
漢
の
被
宏
一
小
奉
者
三
四
例
と

後
漢
の
そ
れ
ら
八
五
例
を
整
理
し
、
彼
ら
の
前
歴
な
ど
を
そ
の
末
尾
に
一

覧
表
と
し
て
附
放
し
て
い
る
。

(9
〉

こ

こ
に
い
う

「
子
大
夫
」
の

「
子
」
と
は
、
漢
書
武
一一
帝
紀
所
引
の
顔

師
古
の
注
お
よ
び
同
賀
誼
俸
と
同
董
仲
野
市
博
所
引
の
服
度
の
注
に
よ
る

と
、
「
大
夫
」
の
位
に
あ
る
男
子
に
封
す
る
「
嘉
稽
」
や

「美
競
」
の

一
種

と
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
春
秋
公
羊
惇
各
一
六
宣
公
六
年
(
前
六

O

一
一
一
〉
の
僚
に
見
え
る
何
休
の
解
詰
に
、
「
古
は
士
大
夫
は
通
じ

て
子
と
白

う
」
と
あ
り
、
ま
た
詩
経
陳
風
宛
丘
に
見
え
る
鄭
玄
の
待費
に
、
「
子
と

は

大
夫
な
り
」
と
あ
る
の
も
、
こ
の
ば
あ
い
一
つ
の
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

(ω
)
こ
の
一
節
は
「
待
つ
に
」
で
は
な
く
、「
館
す
る
に
」
云
々
と
讃
む

の
が
正
し
い
訓
讃
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
萄
子
王
制
に
「
賢
能
は
次

を
待
た
ず
し
て
奉
ぐ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
類
推
し
て
、
こ
こ
で
は

「待
つ

」

と
讃
ん
で
お
く
。

〈
日
〉

西

嶋
定
生

「
二
十
等
爵
制
の
構
造
」
(
同
氏
『
中
闘
古
代
一
帝
閣
の
形

成
と
構
造
』
所
牧
、
東
京
大
皐
出
版
合
、

一
九
六
一
年
)
を
参
照
。

(ロ
)

栗
原
朋
信

「
文
献
に
あ
ら
わ
れ
た
る
秦
漠
璽
印
の
研
究
」
(同
氏
『
秦

漠
史
の
研
究
』
所
牧
、
吉
川
弘
文
館
、
三
版
、
一
九
六
九
年
)
を
参
照
。

(日
〉

孫
諮一一被

『
周
薩
正
義
』
に
も

「弘
庚
林
云
う
」
と
い
う
一
文
が
引
か

れ
て
、
ほ
ぼ
こ
れ
と
同
様
の
解
穣
が
示
さ
れ
て
い
る
。

(M
〉

卒
中
苓
次

「
漠
代
の
官
吏
の
家
族
の
復
除
と
『
箪
賦
』
の
負
搭
」
(同

氏
『
中
園
古
代
の
田
制
と
税
法
』
所
牧
、
東
洋
史
研
究
舎
、
一
九
六
七
年
)

を
参
照
。

(江川)

小
稿
「
漠
代
の
選
撃
と
制
科
の
形
成
」
〈「早
稲
田
大
皐
『
社
禽
科
皐
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討
究
』
五
二
、
一
九
七
三
年
)
を
参
照
。

(
同
山
)
ち
な
み
に
こ
の
文
王
と
逆
の
人
物
と
し
て
奉
げ
ら
れ
る
存
在
は
、
奏

の
始
皇
一
帝
と
楚
の
項
期
初
で
あ
る
。
前
者
に
射
す
る
批
判
門
に
つ
い
て
は
、
史

記
秦
始
皇
本
紀
所
引
責
誼
過
秦
論
・
同
買
山
列
傍
や
漢
書
路
温
野
俸
な

ど
、
後
者
に
関
す
る
非
難
に
つ
い
て
は
、
史
記
高
組
本
紀
・
同
陳
丞
相
世

家
・
准
陰
侯
列
停
や
漢
書
郡
食
其
俸
な
ど
に
散
見
さ
れ
る
。

(
げ
)
増
淵
龍
夫
「
漢
代
に
お
け
る
民
間
秩
序
の
構
造
と
任
侠
的
習
俗
」
(
同

氏
『
中
園
古
代
の
社
舎
と
園
家
』
所
牧
、
弘
文
堂
、
一
九
六

O
年
)
を
参

照。
(
凶
〉
以
上
漢
初
の
政
治
と
選
奉
制
度
と
の
関
聯
に
つ
い
て
は
、
森
一
一
一
樹
一
一
一

郎
「
漢
初
の
選
奉
」
(
『
支
那
皐
』
一
一
一
1
1
三
・
四
、
一
九
四
六
年
)
、
江

幡
良
一
郎
「
西
漢
の
官
僚
階
級
|
|
官
吏
の
登
用
法
と
官
吏
の
出
自
に
つ

い
て
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
一
一
ー
ー
五
・
六
、
一
九
五
二
年
〉
な
ど
の
研
究

が
あ
る
。
小
稿
の
論
旨
の
一
一
部
は
こ
れ
ら
の
論
文
に
負
う
と
こ
ろ
が
少
な

く
な
し
。

(ω)
西
嶋
定
生
「
中
園
古
代
統
一
園
家
の
特
質
|
|
皇
帝
支
配
の
出
現
」

(
同
氏
『
中
園
古
代
園
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』
所
枚
、
東
京
大
翠
出
版
舎
、

一
九
八
三
年
)
な
ど
を
参
照
。

〈
却
〉
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
小
稿
「
漢
代
郷
奉
呈
濯
の
一
性
格
」
〈
『
社

舎
文
化
史
摩
』
一
五
、
一
九
七
二
年
〉
を
参
照
。

(
幻
)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
小
稿
「
後
漢
の
選
翠
に
お
け
る
推
参
の
僻

退
」
(
『
東
方
開
学
』
五
七
、
一
九
七
八
年
〉
を
参
照
。

(n)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
小
稿
「
漢
代
の
制
科
に
つ
い
て
」
|
|
第

六
九
回
史
息
一'
舎
東
洋
史
部
曾
研
究
開
抗
表
要
旨
(
『
史
皐
雑
誌
』
入

O
l
一

二
、
一
九
七
一
年
〉
に
お
い
て
略
述
し
た
。

(
お
)
紙
屋
正
和
「
前
漢
時
代
の
郡
、
園
の
守
、
相
の
支
配
権
の
強
化
に
つ

い
て

」
(
『
東
洋
史
研
究
』
四
一
|
二
、
一
九
八
二
年
)
に
よ
れ
ば
、
武
一
帝一

時
代
以
降
、
選
牽
制
度
の
整
備
を
媒
介
と
し
て
、
郡
園
の
守
相
に
到
す
る

支
配
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

(
鈍
)
右
注
(
刊
日
)
に
引
く
森
氏
の
論
文
を
参
照
。

〔
付
記
〕
こ
の
論
文
は
昭
和
五
六
年
度
東
洋
史
研
究
舎
大
舎
に
お
け
る
研
究

設
表
「
漢
代
賢
良
方
正
科
考
」
(
要
旨
『
東
洋
史
研
究
』
四

O
l三
、
一
九

八
一
年
)
の
一
部
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
こ
の
論
文
を
東
洋

史
研
究
舎
編
集
委
員
舎
に
投
稿
す
る
さ
い
に
、
さ
ま
.
さ
ま
の
示
数
を
頂
戴
し

た
の
は
、
京
都
大
準
人
文
科
皐
研
究
所
の
川
勝
義
雄
教
授
で
あ
っ
た
。
し
か

し
残
念
な
が
ら
、
そ
の
後
ま
も
な
く
同
氏
は
入
院
加
療
の
す
え
に
つ
い
に
不

信
師
の
人
と
な
ら
れ
た
。
こ
こ
に
生
前
の
文
字
通
り
の
友
誼
や
厚
情
に
深
謝

し
、
こ
の
拙
な
い
一
篇
を
同
氏
の
御
霊
前
に
捧
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
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ON THE HAN DYNASTY DEGREE OF

　

ＸＩＡＮＬＴＡＮＧＦＡＮＧＺＨＥＮＧ賢良方正

FUKUI Shigemasa

　　

Centering around the degree ｏ£χia？ぷａれｆｆｆａｎｇｚｈｅｎｇ,　tViiｓａｔtide

deals with the system of officials゛ appointment of the Han Dynasty. First

one must pay attention to the fact that all those eligible capable of reco"

mmending persons for appointment as officials for official ｅχamination were

called “nobles”（ｇｏｎｇｑi？Ｉｇ公卿), whereas those who had taken the ｅχ-

amination were named ･‘ｏ伍cials”(shidafif士大夫), and try to understand

the difference between these two groups properly. As ａ result we may

state that the examination system of the Han was structured according to

income:those

　

above 2,000 slii 石■were the “nobles”， those below to 400

shi were mere“gentlemen”（j居士"), and those between equivalent t0 600

and 1，000 shi ■were “officers”（'ｄａｆｕ大夫). Its　aim was to promote

people from the position of the　gentlemen　to that of ｏ伍cers.　Looking

therefore at the Han Dynasty system of official selection from this angle,

the

　

Zhou

　

hierarchy

　

of

　

nobles, o伍cers, and　gentlemen　is　strongly

noticeable. However, if ･we scrutinize the historical data very carefully,

we realize that one must not overlook the existence of ａ particular Han

element arising as a reaction to the imperial despotic government. That

is, the ｅχamination system can on the one hand be seen on the ideological

background of the Zhou system, on the other hand, one must consider

the possibility that it developed in the ■wake of ａ centralized administra-

tion ■which began at that time. and as such represents ａ new method

of recruiting men of talent. Holding the two elements of tradition and

realism

　

in

　

ａ

　

subtle

　

balance

　

and

　

preserving them　through　ingenious

managing, the selection ｏＩχｉａｎｌｉａｎｇｆａれｇｚｈｅｎｇunder the Han
djmasty

grew gradually into a fiχated examination system. This, I think, was the

most important cause for the examination system.

－１


