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t主

じ

め

漢
代
の
選
奉
は
、
九
品
官
人
法
、
科
奉
と
並
ん
で
郷
奉
里
遺
と
呼
ば
れ
、
郷
里
の
評
判
を
も
と
に
地
方
官
が
地
方
の
人
材
を
中
央
に
推
薦
す

る
と
い
う
黙
に
特
色
を
も
っ
。
従
来
の
漢
代
選
奉
に
闘
す
る
研
究
は
、
孝
廉
そ
の
他
の
科
目
へ
の
選
任
、
郎
吏
制
度
、
府
召
や
中
央
で
の
昇
進

コ
ー
ス
な
ど
に
主
眼
が
お
か
れ
、
郷
由
事
里
遺
の
出
護
貼
た
る
郷
里
、
郡
鯨
レ
ベ
ル
の
選
奉
に
閲
わ
る
事
柄
に
つ
い
て
は
、
制
度
的
に
は
巌
耕
望

氏
の
研
究
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
社
曾
史
的
観
酷
か
ら
の
究
明
は
未
だ
充
分
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
献
況
に
あ
る
。

後
漢
代
の
郷
奉
里
濯
に
つ
い
て
従
来
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
前
漢
代
の
諸
科
目
が
ほ
ぼ
孝
廉
科
に
統

一
さ
れ
て
き
た
こ
と
、

孝
廉
嘗

選
者
に
は
郡
功
曹
な
ど
の
右
職
経
験
者
が
多
い
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
右
職
就
任
者
達
は
そ
の
地
域
の
豪
族
出
身
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
傾
向
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が
増
大
し
、
中
央
官
界
進
出
の
ル

l
ト
が
豪
族
に
よ
っ
て
濁
占
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
、
そ
の
結
果
、
官
僚
化
し
た
豪
族
に
よ
っ
て
郷
黛
の
輿
論
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が
支
配
さ
れ
、
門
閥
化

・
濯
場
の
形
骸
化
が
は
じ
ま
る
こ
と
、
そ
れ
と
孝
廉
制
の
制
度
的
歓
陥
か
ら
「
拳
孝
廉
」
が
官
界
進
出
の
十
分
僚
件
と

(

1

)

 

は
な
ら
な
く
な
り
、
府
召
が
盛
行
し
て
く
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
か
か
る
指
摘
は
そ
れ
自
鐙
否
定
で
き
な
い
事
賞
で
あ
っ
て
、
後
漢
代
の
選

問
事
を
考
え
る
場
合
嘗
然
ふ
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
前
提
で
は
あ
る
。

右
の
指
摘
か
ら
は

し
か
し
な
が
ら、

郷
事
里
遺
制
の
展
開
を
門
閥

化
、
形
骸
化
と
い
う
よ
う
に
否
定
的
に
翻
る
見
方
が
固
定
化
さ
れ
て
く
る
懐
れ
が
生
ま
れ
る
。

豪
族
居
が
儒
皐
を
修
得
し
て
知
識
階
層
を
次
第
に
形
成
し
、
官
僚
化
を
促
進
し
て
い
く
と
い
う
後
漢
代
の

一
般
的
趨
勢
に
よ
っ
て
、
郷
翠
里

選
制
も
同
変
容
し
て
い
く
の
は
嘗
然
な
結
果
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
中
央
政
府
の
統
治
に
と
っ
て
必
要
な
有
能
な
人
材
を
郷
里
か
ら
抽
き
出
す
、
と

い
う
郷
奉
里
選
制
度
制
定
嘗
初
の
ね
ら
い
か
ら
見
れ
ば
、
門
閥
化
、
形
骸
化
と
映
る
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
そ
う
し
た
理
解
も
一
面
で
は
安
嘗
な

し
か
し
、
中
央
と
地
方
の
相
互
関
係
に
よ
っ
て
生
ず
る
郷
里
枇
舎
の
麗
容
が
郷
田
学
里
遺
制
を
麗
質
さ

捉
え
方
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。

せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
郷
里
枇
舎
が
主
践
的
に
自
ら
の
代
表
者
を
中
央
に
、
途
り
出
す
パ
イ
プ
の
役
割
を
果
た
す
も
の
と
し
て
郷
奉
里
遺
制
が
機
能

し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
制
度
の
成
熟
と
み
な
す
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
捉
え
て
み
て
始
め
て
、
次
の
時
代
の
九

- 34ー

品
官
人
法
へ
の
制
度
的
設
展
と
し
て
、
郷
事
里
遺
制
の
展
開
を
歴
史
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
郷
奉
里
遺
制

の
展
開
を
、
中
央
政
府
の
側
に
覗
黙
を
置
い
て
否
定
的
な
方
向
で
の
み
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
地
方
祉
舎
の
側
か
ら
震
展
的
な
相
に
お
い
て
理

解
す
る
覗
角
が
設
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
選
奉
制
度
に
限
ら
ず
、
漢
代
に
お
い
て
地
方
社
舎
が
園
家
の
統

と
い
う
問
題
視
角
の
設
定
と

治
、
支
配
に
よ
っ
て
如
何
に
嬰
容
し
、
そ
の
嬰
容
し
た
地
方
社
舎
が
園
家
を
ど
の
よ
う
に
嬰
質
さ
せ
て
い
く
か
、

そ
れ
に
よ
る
漢
代
史
の
展
開
過
程
の
究
明
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
後
漢
地
方
枇
舎
に
お
け
る
現
賓
の
社
禽
的
諸
関
係
と
選
拳
の
賓
態
と
の
関
連
が
ま
ず
具
睦
的
に
明
ら
か
に
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
小
論
は
以
上
の
問
題
闘
心
に
よ
っ
て
、
郡
豚
レ
ベ
ル
の
郡
牒
吏
任
用
や
孝
廉
選
な
ど
の
貫
態
と
豪
族
居
と
の
関
わ

り
に
つ
い
て

一
考
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。



問

題

の

所

在

(

2

)

 

郡
鯨
レ
ベ
ル
の
選
奉
を
め
ぐ
る
問
題
を
摘
出
す
る
た
め
に
、
ま
ず
『
後
漢
書
』
列
俸
臼
陳
寒
俸
の
以
下
の
一
節
を
検
討
す
る
。

家
貧
に
し
て
復
た
郡
の
西
門
亭
長
と
震
る
。
尋
い
で
功
曹
に
轄
ず
。
時
に
中
常
侍
侯
覚
、
太
守
高
倫
に
託
し
て
吏
を
用
い
せ
し
む
。
倫
数

も
て
署
し
て
文
皐
擦
と
鴬
す
。
寒
其
の
人
に
非
ざ
る
を
知
り
、
搬
を
懐
に
し
て
見
え
ん
こ
と
を
請
い
、
言
い
て
日
く
、
此
の
人
よ
ろ
し
く

け
が

用
う
べ
か
ら
ず
、
而
れ
ど
も
侯
常
侍
も
違
う
べ
か
ら
ず
。
寒
乞
う
、
外
よ
り
署
せ
ん
こ
と
を
。
以
っ
て
明
徳
を
塵
す
に
足
ら
ず
、
と
。
倫

之
に
従
う
。
是
に
於
て
郷
論
其
の
非
暴
を
怪
し
む
も
、
寒
終
に
言
う
所
な
し
。
倫
の
ち
徴
せ
ら
れ
て
向
書
と
震
る
。
郡
中
士
大
夫
、途
り
て

輪
氏
の
停
舎
に
至
る
。
倫
衆
人
に
謂
い
て
言
い
て
日
く
、
吾
れ
前
に
侯
常
侍
の
震
に
吏
を
用
う
。
陳
君
密
か
に
数
を
持
し
て
還
り
、
而
し

そ
し

て
外
よ
り
白
し
て
署
す
。
比
り
に
聞
く
、
議
者
の
此
を
以
っ
て
之
を
少
る
を
。
此
の
答
は
故
人
の
強
禦
を
畏
俸
す
る
に
由
る
。
陳
君
は
、

善
な
れ
ば
君
を
稿
し
、
過
あ
れ
ば
己
を
稿
う
者
と
謂
う
べ
き
也
。
寒
固
よ
り
自
ら
引
窓
す
む
聞
く
者
方
め
て
歎
息
す
c

是
に
由
り
天
下
其

の
徳
に
服
す
e
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で
あ
る
。

さ
て
こ
こ
で
問
題
に
す
べ
き
第
一
黙
は
、
太
守
高
倫
が
見
迭
り
に
き
た
「
郡
中
士
大
夫
」
に
劃
し
て
自
ら
を
「
故
人
」
と
稿
し
て
い
る
こ
と

「
故
人
」
と
は
こ
の
場
合
、
『
資
治
逼
鑑
』
巻
臼
桓
一
帝
建
和
三
年
傑
胡
三
省
注
に
、

「
故
人
と
は
倫
自
ら
の
謂
な
り
。
漢
人
は
門
生

故
吏
の
前
に
於
て
は
率
ね
故
人
を
自
稽
す
。
揚
震
の
王
密
に
謂
い
て
、
故
人
君
を
知
る
、
君
は
故
人
を
知
ら
ず
、
と
日
う
は
是
れ
な
り
。
」
と
あ

「
郡
中
土
大
夫
」
を
門
生
故
吏
と
見
な
し
た
太
守
高
倫
の
自
稿
で
あ
る
。
後
漢
代
で
は
地
方
官
が
任
地
の
郡
園
祭
や
豚
校
に
て
儒

(
3
〉

皐
を
数
授
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
か
ら
、
こ
れ
ら
頴
川
郡
土
大
夫
の
う
ち
高
倫
に
数
え
を
受
け
た
門
生
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る

る
よ
う
に
、

が
、
か
つ
て
太
守
高
倫
の
府
の
擦
史
に
任
じ
た
人
々
や
現
に
そ
の
職
に
在
る
人
々
が
大
部
分
で
あ
っ
た
ろ
う
。
と
す
る
と
、
太
守
と
「
郡
中
土

大
夫
」
の
閲
係
は
一
面
で
は
故
人
と
故
更
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
故
吏
た
る
人
々
が
「
郡
中
士
大
夫
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
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意
味
が
問
題
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
郡
府
に
出
仕
す
る
こ
と
が
可
能
な
人
々
を
「
郡
中
士
大
夫
」
と
稽
す
る
と
す
れ
ば
、

「
郡
中
土
大
夫
」
と
は
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郡
鯨
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
た
人
々
を
指
し
て
い
た
か
、
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
嘗
然
頴
川
郡
内
の
豪
族
居

と
の
閥
わ
り
に
お
い
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
頴
川
郡
に
と
ど
ま
ら
ず
他
の
地
域
に
も
同
様
な
寅
情
が
存
し
た
筈
で
あ
る
か
ら
、
康
く

後
漢
地
方
位
曾
全
践
に
も
覗
野
を
虞
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
太
守
の
郡
吏
任
用
に
つ
い
て
。
陳
寒
停
か
ら
、

太
守
の
「
数
署
」
と
功
曹
の
「
従
外
署
」
(
「
於
外
白
署
」
)
の
二
通
り
の
任
用
方
法
が

存
し
た
よ
う
に
語
み
と
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
後
者
の
場
合
で
も
最
終
的
に
は
太
守
の
承
認
を
必
要
と
し
た
で
あ
ろ
う
が
。
巌
耕
望
『
中
園
地
方
行

政
制
度
史
上
篇

「
有
屡
吏
、
郡
守
自
辞
之
功
曹
・
督
郵

・
主
簿
及
列
曹
等
是
也
」
(
七
七
頁
)
と
太
守
の
郡
府
属
吏
の
任
用
権
限

巻
上
』
は

を
述
べ

さ
ら
に
「
蓋
郡
吏
之
任
克
賞
罰
尤
魚
其
主
要
職
掌
耳
」
(一一一

O
頁
〉
と
郡
功
曹
の
職
掌
に
郡
吏
の
任
菟
権
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
言
す

「
こ
れ
ら
土
豪
の

一
族
の
も
の
を
郡
鯨
の
擦
史
に
任
用
す
る
の
は
、
制
度
上
は
郡
の
大
守
で
あ

る
。
増
淵
龍
夫
氏
も
巌
氏
の
研
究
を
ふ
ま
え
、

る
が
、
貫
際
に
そ
の
任
命
権
を
に
ぎ
っ
て
い
る
の
は
、
郡
の
嫁
史
中
最
高
の
職
穫
を
も
っ
功
曹
で
あ
る
」
と
敷
街
す
る
。
そ
し
て
、

は
土
着
の
土
豪
の
有
力
な
も
の
が
任
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
文
献
中
に
も
明
誼
が
あ
る
」
と
展
開
し
て
、
郡
鯨
の
統
治
機
構
を
動
か
し
て
い
る
土
豪

そ
の
自
律
的
秩
序
の
構
造
を
よ
り
具
鐙
的
に
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
課
題
を
提
起
し
て
い

「
功
曹
に

- 36-

層
の
維
持
す
る
自
律
的
秩
序
の
存
在
を
指
摘
し
、

(

4

)

 

る
。
増
淵
氏
が
郡
と
腕
怖
を
合
わ
せ
て
、
郡
鯨
の
嫁
史
任
用
を
太
守
や
郡
功
曹
が
行
な
っ
た
よ
う
に
言
う
の
は
正
確
さ
を
依
く
が
、
そ
れ
は
と
も

か
く
、
功
曹
が
有
力
土
豪
か
ら
任
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
郡
腕
更
の
任
用
も
功
曹
が
「
於
外
白
署
」
の
形
式
つ
ま
り
功
盲
目
の
責
任

H
権
限
に
よ
っ
て
土
豪
出
身
者
中
心
に
行
な
わ
れ
易
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

め
、
ほ
と
ん
ど
後
漢
末
の
そ
れ
で
あ
る
。
増
淵
氏
の
指
摘
が
後
漢
末
の
郡
勝
吏
任
用
の
貫
態
を
捉
え
て
い
る
こ
と
は
ほ
ぼ
認
め
ら
れ
る
の
だ

し
か
し
増
淵
氏
の
擦
っ
た
史
料
は
陳
寒
俸
の
一
節
を
も
含

が
、
後
漢
一
代
を
通
じ
て
そ
う
で
あ
っ
た
か
、
守
令
が
「
数
署
」
に
よ
る
人
事
の
主
導
擢
を
握
っ
て
い
た
時
期
か
ら
、
功
曹
が
賓
権
を
掌
握
し

た
時
期
へ
と
饗
化
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
な
ど
は
、
地
方
祉
曾
に
お
け
る
増
淵
氏
の
所
謂
「
土
豪
層
」
の
勢
力
伸
長
と
も
開
わ
る
事
柄

で
あ
る
だ
け
に
、
地
域
的
差
異
も
含
め
て
よ
り
貫
誼
的
に
確
か
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
も
し
功
曹
が
有
力
な
土
豪
か
ら
任
ぜ

ら
れ
、
郡
照
吏
の
任
菟
擢
を
貫
質
的
に
掌
握
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
有
力
土
豪
と
非
有
力
土
豪
と
の
聞
に
郡
勝
吏
任
用
に
閲
し
て
差
等
が



生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
議
測
さ
れ
る
が
、
そ
の
珠
測
の
検
査
と
共
に
、
陳
寒
の
よ
う
な
「
恩
微
」
な
人
土
で
さ
え
郡
功
曹
に
就
い
て
い
る

事
賓
を
ど
う
説
明
す
る
の
か
も
検
討
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
三
艶
目
と
し
て
、
陳
寒
の
非
暴
を
怪
し
ん
だ
と
い
う
「
郷
論
」
の
問
題
が
あ
る
。
こ
の
時
期
の
郷
論
に
つ
い
て
は
、
増
淵
氏
が
前
掲
論
文

で
、
功
盲
目
の
擦
史
任
用
の
基
準
と
し
て
郷
里
の
輿
論
が
あ
り
、
そ
れ
は
郷
里
の
自
律
的
秩
序
の
中
か
ら
生
ま
れ
る
共
同
践
的
規
制
力
を
も
っ

が
、
自
律
的
秩
序
の
維
持
者
す
な
わ
ち
父
老
的
土
豪
層
に
よ
っ
て
直
接
的
に
は
形
成
さ
れ
る
、

と
し
た
。

こ
れ
に
射
し
川
勝
義
雄
氏
は
、
郷
論
形
成
の
主
鐙
・
郷
論
の
示
す
方
向
性
如
何
を
問
い
、
「
嘗
時
の
郷
論
は
、
確
か
に
郷
邑
に
規
制
カ
を
ふ

る
う
豪
族
に
よ
っ
て
操
縦
さ
れ
や
す
い
面
を
も
ち
な
が
ら
も
、
基
本
的
に
は
、
郷
人
が
賢
者
・
有
徳
者
と
考
え
る
人
物
を
支
持
す
る
方
向
、
つ

ま
り
郷
邑
に
お
け
る
共
同
位
的
秩
序
を
維
持
再
建
す
る
方
向
へ
と
志
向
す
る
も
の
」
と
答
え
て
、
増
淵
氏
と
は
や
や
異
な
っ
た
理
解
を
示
し
て

い
る
。
雨
氏
の
郷
論
理
解
の
相
違
は
、

「
郷
口
巴
の
秩
序
が
土
豪
層
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
」
か
否
か
の
雨
氏
の
理
解
の
劃
立
か
ら
も
生
ず

る
の
で
あ
る
が
、
川
勝
氏
は
さ
ら
に
、
郷
・
鯨
段
階
の
郷
論
を
第
一
次
郷
論
、
郡
程
度
の
贋
が
り
を
も
っ
そ
れ
を
第
二
次
郷
論
、

そ
し
て
第
二
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次
郷
論
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
「
士
」
が
中
央
に
進
出
し
て
第
三
次
郷
論
を
形
成
し
、
直
接
的
に
は
第
三
次
郷
論
の
場
か
ら
特
定
の
貴
族
階
層

こ
の
よ
う
な
構
造
を
「
郷
論
環
簡
の
重
層
構
造
」
と
呼
び
、
九
口
問
中
正
制
度
を
「
民
間
で
形
成
さ
れ
た
郷
論
の

が
生
み
出
さ
れ
る
、

と
し
て
、

重
層
構
造
の
上
に
な
り
た
つ
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
前
提
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
」
と
位
置
づ
け
る
。
こ
の
よ
う
に
川
勝
氏
に
お
い
て
は
、

六
朝
貴
族
制
祉
舎
の
制
度
的
基
盤
と
し
て
の
九
品
中
正
制
度
の
基
礎
と
し
て
郷
論
を
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
郷
論
は
、

「
漢
代
を

通
じ
て
各
地
方
に
お
い
て
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
、
そ
れ
が
飛
躍
的
な
盛
り
上
り
を
示
す
の
は
、
二
世
紀
後
牢
の
い
わ
ゆ
る
『
清

議
』
の
運
動
を
通
し
て
で
あ
っ
た
」
し
、
む
し
ろ
、

(
5〉

述
べ
て
、
郷
論
の
本
格
的
成
立
を
後
漢
末
期
に
求
め
て
い
る
如
く
で
あ
る
。

「
清
議
」
の
運
動
に
よ
っ
て
郷
論
が
自
質
的
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
面
が
強
か
っ
た
、

と

一
方
、
堀
敏
一
氏
は
、
九
品
中
正
制
度
に
お
け
る
郷
品
は
、

郷
里
で
の
人
物
の
等
級
づ
け
を
お
こ
な
う
俸
統
に
由
来
す
る
が
、
直
接
的
に
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は
、
後
漢
末
に
出
現
す
る
清
議
に
よ
る
人
物
評
債
に
つ
な
が
る
と
し
、
そ
の
清
議
に
よ
る
人
物
評
債
権
は
地
方
の
「
上
流
豪
族
H
士
大
夫
層
」



268 

に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
、
衣
第
に
そ
れ
が
郷
論
の
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
、

と
述
べ
て
、
漢
代
の
郷
論
と
は
異
な
る
、
上
流
豪
族
H
土
大

(

6

)

 

士
大
夫
社
舎
の
形
成
を
想
定
し
て
い
る
。

以
上
の
三
氏
の
郷
論
に
闘
す
る
見
解
を
み
る
と
、
川
勝
氏
と
堀
氏
の
理
解
は
、
後
漢
末
の
清
議
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
相
似
す
る
が
、
後

夫
層
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
清
議
の
出
現
の
背
景
に
、

漢
末
ま
で
の
郷
論
と
清
議
と
の
関
連
の
貼
で
や
や
異
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
堀
氏
は
漢
代
の
郷
論
と
清
議
を
一
腰
切
断
し
て
考
え
よ
う
と
す

る
が
、
川
勝
氏
は
そ
こ
に
連
績
性
を
認
め
よ
う
と
す
る
如
く
で
、
そ
の
こ
と
は
、
川
勝
氏
が
郷
論
形
成
主
鐙
を
郷
里
の
民
衆
に
求
め
よ
う
と
す

る
こ
と
と
関
連
し
て
く
る
。
郷
論
形
成
主
践
に
つ
い
て
は
、
増
淵
氏
の
「
父
老
的
土
豪
層
」
と
堀
氏
の
「
上
流
豪
族
H
土
大
夫
屠
」
と
の
相
違

や
姻
氏
の
い
う
上
流
豪
族
の
「
上
流
」
の
意
味
が
や
白
時
の
社
禽
階
層
の
貫
態
に
即
し
て
具
践
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

要
す
る
に
、
後
漢
時
代
の
郷
里
の
輿
論
と
、
後
漢
末
か
ら
説
菅
に
か
け
て
の
清
議
を
基
盤
と
し
た
郷
論
と
の
関
連
如
何
、

そ
こ
に
は
連
績
性
や

相
互
浸
透
が
な
か
っ
た
か
否
か
、
そ
し
て
雨
種
の
郷
論
の
主
鐙
は
ど
の
祉
舎
層
に
求
め
ら
れ
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
陳
寒
俸
の
「
議
者
」
と
は

一
曲
目
ど
の
よ
う
な
人
々
で
あ
っ
た
か
、
後
漢
時
代
に
お
け
る
郷
里
の
輿
論
の
様
態
や
そ
の
政
治
的
社
舎
的
機
能
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
、
な

- 38-

ど
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

豪
族
社
舎
の
階
層
性

前
漢
代
の
頴
川
郡
に
は
、
原
・
祷
・
蒔
・
趨
・
李
と
い
う
豪
族
(
い
ず
れ
も
陽
翠
豚
)
が
存
し
た
こ
と
は
『
史
記
』
、
『
漢
書
』
に
記
さ
れ
て
い

(

7

)

 

る
。
と
こ
ろ
が
『
後
漢
書
』
の
列
俸
に
よ
る
限
り
で
は
、
陽
程
豚
の
中
央
官
僚
を
出
す
名
族
は
郭
氏
側
で
あ
り
、
頴
川
郡
全
睡
で
は
、
鴻
的

・

蹴
刷

・
銚
帥
・
王
帥
・
察
帥
・
丁
制
の
諸
氏
が
検
出
で
き
る

(υ内
数
字
は
『
後
漢
書
』
列
俸
巻
数
。
以
下
も
同
じ
)
。
中
期
以
降
の
頴
川
の
名
族
と

し
て
は
、
萄
悶
・
韓
倒
・
鍾
闘
や
清
流
の
リ
ー
ダ
ー
李
暦
を
出
し
た
襲
城
の
李
氏
側
等
が
あ
る
が
、
先
の
五
姓
で
郡
の
大
更
や
中
央
官
僚
を
出

(

8

)

 

し
た
も
の
は
管
見
の
限
り
見
嘗
ら
な
い
。
こ
れ
ら
前
漢
代
の
五
姓
は
後
漢
に
入
っ
て
浸
落
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
郡
の
名

族
と
し
て
後
漢
代
に
顕
わ
れ
な
い
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
陳
寒
と
同
時
期
の
頴
川
郡
に
は
陽
翠
懸
の
責
氏
と
顕
陰
懸
の
劉
氏



の
二
豪
族
が
存
在
し
、
劉
氏
が
郡
功
曹
と
し
て
民
生
の
安
定
に
意
を
用
い
て
い
る
の
に
劉
し
、
黄
氏
は
霊
一
帝
の
寵
愛
す
る
程
夫
人
の
威
勢
を
頼

(

9

)
 

り
に
山
津
の
利
を
濁
占
し
で
も
っ
ぱ
ら
大
土
地
経
営
の
抜
大
を
園
ろ
う
と
す
る
様
子
が
劉
胡
停
刊
に
記
さ
れ
て
い
る
。
資
氏
に
つ
い
て
は
頴
川

郡
の
名
族
で
あ
っ
た
形
跡
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
先
の
前
漢
代
の
五
姓
の
う
ち
後
漢
代
に
も
豪
族
と
し
て
存
績
し
た
と
す
る
と
、
そ

れ
ら
は
こ
の
賀
氏
の
よ
う
な
も
つ
ば
ら
大
土
地
経
営
に
専
念
す
る
土
着
的
な
豪
族
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

以
上
の
こ
と
か
ら
次
の
懐
定
が
導
か
れ
な
い
か
。
つ
ま
り
郡
鯨
内
の
諸
豪
族
聞
に
は
社
曾
的
政
治
的
に
序
列
が
存
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
雨
漢
交
替
期
の
例
で
は
あ
る
が
、
列
停
泊
鴻
紡
俸
に
、

四
方
潰
畔
す
。
紡
乃
ち
賓
客
を
褒
め
豪
傑
を
招
き
、
管
盟
会
』
作
り
以
っ
て
関
す
る
所
を
待
つ
。
是
の
時
湖
陽
の

大
姓
虞
都
尉
城
に
反
し
兵
を
稽
す
。
先
に
同
豚
の
申
屠
季
と
仇
あ
り
、
而
し
て
其
の
兄
を
殺
し
、
季
の
族
を
滅
ぼ
さ
ん
こ
と
を
謀
る
。
季

亡
げ
て
紡
に
闘
す
。
紡
季
を
持
い
て
其
の
替
に
還
ら
ん
と
す
。
道
に
都
尉
の
従
弟
長
卿
の
来
り
て
季
を
執
ら
え
ん
と
す
る
に
逢
う
。
紡
長

士
の
窮
ま
り
て
相
い
蹄
せ
ば
、
嘗
に
死
を
以
っ
て
之
に
任
ず
べ
き
を
要
す
。
卿
何
の

郡
族
姓
た
り
。
王
葬
末
、
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卿
を
叱
し
て
日
く
、
我
れ
季
と
素
故
な
し
と
難
も
、

言
を
か
震
さ
ん
と
す
る
か
、
と
。
迭
に
興
に
倶
に
掃
る
。
:
:
:
筋
是
れ
よ
り
鯨
邑
の
敬
信
す
る
所
と
な
る
。
故
に
能
く
管
に
撮
り
て
自
国

す。

と
あ
る
。
南
陽
郡
湖
陽
牒
に
は
少
く
と
も
濡
・
虞
・
申
屠
の
豪
族
が
存
在
し
て
い
た
が
、

鴻
氏
は
「
郡
族
姓
」
と
さ
れ
て
い
る
の
に
封
し
、

虞

・
申
屠
南
氏
は
豚
の

「
大
姓
」
の
位
置
し
か
輿
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
解
せ
ら
れ
る
。
但
し
、
こ
の
段
階
で
は
漏
氏
も
鯨
大
姓
に
す
ぎ
な

か
っ
た
の
が
、
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
牒
巴
か
ら
敬
信
を
受
け
、
そ
れ
以
降
光
武
脅
の
下
で
活
躍
し
て
大
官
に
至
り
、
子
孫
も
中
央
官
を
歴
任
す

『
後
漢
書
』
の
後
代
か
ら
の
評
債
的
記
述
と
讃
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
話
か
ら
は
、
虞
・
申
屠
南
氏
が
鴻
氏
に
一
目
置
い
て
い
た
様
子
が
誼
み
と
れ
る
し
、
申
屠
氏
が
鴻
氏
に
庇
護
を
求
め
た
こ
と
は
湖

陽
鯨
内
に
お
け
る
鴻
氏
の
優
位
性
を
示
し
て
い
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
豪
族
聞
の
鯨
内
に
お
け
る
社
舎
的
政
治
的
序
列
が
後
漢
後
期
に
お
い
て
一

る
よ
う
に
な
っ
て
始
め
て
郡
族
姓
の
位
置
を
獲
得
し
た
と
考
え
て
、
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屠
願
在
化
し
た
こ
と
は
充
分
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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酸議令劉熊碑陰所載嫁史等姓氏一覧表

ーよケ|李i山l仇|顔仲|左|馬|張|そ の 他

華 県高 長 1 戴
自E 中 言午
1'/'1 従 事 2 

守令・丞・尉 4 1 1 1 1 焚 誠
五 P白""" 嫁 1 

督 郵 2 1 1 1 1 
郡 曹 史 l 1 2 1 1 1 

郡 チIJ 嫁 1 

郡 文 題~ 1 

河堤従事

ナ|↑ 書 佐

線、 功 曹 3 4 1 1 2 2 l 2 部三毛皮般常国

主 簿 1 術

従 嫁 位 2 1 1 2 1 2 景宋陳童手 j尋

鹿 土 4 5 3 1 1 6 1 3 2 股紀桃(4董曹)許焚屈(2)部杜(雀2)雄宋 韓焦

好 皐 8 1 l 3 江韓稽(2魯許)焦程閣(2)誠衡宋(憲痔2)越雄翠(2毛) 

と
こ
ろ
で
、

『
隷
律
』
巻
十
「
一
重
子
逢
盛
碑
」
の
碑
陰

「
懸
中
士
大
夫
」
と
し
て
、

五
官
擦
、
督
郵
の
肩
書

を
も
っ
人
々
が
七
名
(
六
姓
)
刻
さ
れ
て
い
る
。
巌
耕
望

(
叩
山
〉

氏
に
よ
る
と
、
五
官
擦
は
鯨
の
廷
擦
の
異
稿
と
解
さ
れ
る

場
合
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
督
郵
の
上
位
に
記
さ
れ
て

い
る
こ
の
碑
陰
で
は
郡
の
五
官
擦
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ

う

「
鯨
中
土
大
夫
」
と
し
て
郡
府
に
出
仕
す
る
者
が
い

た
こ
と
が
こ
こ
か
ら
註
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

と
す
る

と
、
陳
寒
俸
の
「
郡
中
土
大
夫
」
と
は
、
頴
川
郡
内
の
諸

40 

鯨
か
ら
見
迭
り
に
集
ま
っ
た
、
郡
府
に
出
仕
し
た
こ
と
の

あ
る
或
い
は
現
に
出
仕
し
て
い
る
「
鯨
中
士
大
夫
」
達
を

線
稿
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
「
牒
中
士
大
夫
」

と
い
わ
れ
る
人
々
は
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
な
人
々
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

い
ま
こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
陳
留

郡
を
と
り
上
げ
て
み
よ
う
。

『
隷
樟
』
巻
五
「
酸
葉
令
劉

熊
碑
」
の
碑
陰
に
刻
さ
れ
た
人
々
は
一
八

O
名
(
姓
の
剣

明
す
る
者
一
五
六
名
)
に
上
る
。

そ
れ
ら
の
人
々
の
官
職
、

肩
書
と
姓
と
を

一
寛
に
す
る
と
上
表
の
よ
う
に
な
る
。

こ
の
表
に
載
せ
ら
れ
た
中
央
官
僚
や
州
郡
府
・
照
廷
に



出
仕
し
た
人
々
の
か
な
り
が
「
鯨
中
士
大
夫
」

と
呼
ば
れ
得
る
人
々
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
(
庭
土
の
中
に
そ
う
し
た
人
々
が
い
た
こ
と
も

世
間
然
考
え
ら
れ
る
)
。

も
し
そ
れ
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、

こ
の
表
か
ら
、
酸
藁
豚
の
「
勝
中
士
大
夫
」
の
う
ち
州
郡
府
に
出
仕
す
る
こ
と
の
で
き
る

姓
と
、
豚
廷
で
と
ど
ま
っ
て
い
る
姓
と
が
か
な
り
劃
然
と
分
か
れ
て
い
た
こ
と
が
讃
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
李
・
蘇
・
王
・
仇
の
四
氏
が
州
郡

(

日

)

「
地
方
官
」
に
も
就
い
て
い
る
。
そ
れ
ら
よ
り
も
数
が
少
な
く
な
る
が
、
顔
・
楊
・
苦
ノ
・
左
の
諸
氏
も
州
郡
吏

府
に
多
く
出
仕
し
て
い
る
し
、

を
出
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
鯨
廷
に
お
い
て
有
力
と
思
わ
れ
る
馬
・
張
南
氏
は
そ
の
他
の
牒
功
曹
を
出
し
て
い
る
七
姓
と
同
様
州
郡
府
へ
出

仕
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
事
責
は
、
こ
の
碑
が
立
て
ら
れ
た
時
期
と
酸
藁
鯨
と
い
う
地
域
と
の
偶
然
に
よ
る
も
の
で
、
他
の
地
域
に
お

い
て
も
州
郡
と
鯨
へ
の
出
仕
の
匡
別
が
恒
常
的
に
存
在
し
、
諸
姓
聞
の
豚
内
に
お
け
る
格
差
を
生
み
出
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
と
い
う
解
揮

も
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
れ
を
慢
に
認
め
た
と
し
て
も
、
少
く
と
も
李
と
蘇
の
南
氏
が
酸
藁
鯨
の
有
力
な
族
で
、
州
郡
吏
を
数
多
く
出
し

(

ロ

〉

て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
け
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

か
つ
て
増
淵
氏
が
と
り
上
げ
た
「
巴
郡
太
守
張
納
碑
」

(
日
)

の
各
豚
か
ら
十
二

J
四
姓
位
の
聞
の
郡
吏
を
出
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
(
一
姓
し
か
出
し
て
い
な
い
か
、
郡
吏
を
全
く
出
し
て
い
な
い
豚
も
存
在
す

い
ま
こ
の
分
析
を
も
と
に
、

(
『
隷
鐸
』
巻
五
〉
の
碑
陰
を
見
直
し
て
み
る
と
、

巴
郡
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こ
れ
を
陳
留
郡
酸
葉
豚
の
事
例
に
照
ら
し
て
考
え
る
と
、
巴
郡
の
郡
府
に
出
仕
す
る
人
々
は
、
巴
郡
所
麗
諸
豚
の
「
鯨
中
土
大
夫
」
と

呼
ば
れ
得
る
人
達
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
各
豚
内
に
は
酸
藁
牒
と
同
様
、
郡
吏
を
出
さ
ず
専
ら
鯨
廷
に
し
か
出
仕
で
き
な
い
「
鯨
中
士
大
夫
」
も

い
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
各
鯨
の
「
鯨
中
土
大
夫
」
の
う
ち
巴
郡
の
郡
府
に
出
仕
す
る
一
族
か
ら
は
、
牒
の
功
曹
な
ど
の
右

る)。
職
に
就
く
人
士
も
数
多
く
出
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
酸
藁
鯨
と
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
如
く
、
嘗
時
の
地
方
祉
舎
に
は
「
鯨
中
士
大
夫
」
と
稿
さ
れ
る
人
々
が
お
り
、
こ
の
中
に
豚
廷
は
も
と
よ
り
州
郡
の
更
と
な
る
人
々

が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
れ
ら
「
鯨
中
土
大
夫
」
と
帯
さ
れ
る
人
々
の
多
く
が
嘗
地
の
豪
族
出
身
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
増
淵

氏
が
「
巴
郡
太
守
張
納
碑
」
の
碑
陰
の
姓
と
、
『
華
陽
園
志
』
の
大
姓
と
の
比
較
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
こ
と
か
ら
も
充
分
推
定
で
き
る

し
、
特
に
郡
の
上
層
嫁
の
殆
ん
ど
が
そ
う
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
と
す
る
と
、
酸
藁
豚
の
「
牒
中
土
大
夫
」
と
さ
れ
る

271 



272 

人
々
の
多
く
が
豪
族
出
身
者
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
う
ち
李
と
蘇
の
雨
氏
が
酸
薬
師
開
の
と
り
わ
け
有
力
な
豪
族
、

つ
ま
り
陳
留
郡
府
の
上
層
擦
に

任
じ
得
る
豪
族
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

以
上
の
考
察
を
ふ
ま
え
て
、
後
期
地
方
祉
舎
に
お
け
る
豪
族
社
禽
の
階
層
性
を
う
か
が
わ
せ
る
い
ま
一
つ
の
史
料
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
そ

れ
は
、
列
侍
訂
黛
鋼
列
停
序
の
、
第
二
次
黛
鋼
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
山
陽
郡
高
卒
豚
の
朱
並
な
る
人
物
が
同
郷
の
張
倹
ら
の
黛
人
グ
ル
ー
プ

を
告
瑳
し
た
事
件
の
記
述
で
あ
る
。

張
倹
の
郷
人
朱
並
、

倹
同
郷
の
二
十
四
人
と
別
に
相
い
署
読
し

共
に
部
窯
を
矯

中
常
侍
侯
賢
の
意
旨
を
承
望
し
、

上
書
し
て
告
す
。

り
、
社
稜
を
危
う
く
せ
ん
こ
と
を
閏
る
。
倹
及
び
檀
彬
・
椿
鳳
・
張
粛
・
蒔
蘭
・
鴻
稽
・
貌
玄
・
徐
乾
を
以
っ
て
八
俊
と
震
し
、
田
林
・

張
隠

・
劉
表
・

蒔
郁

・
王
訪
・
劉
抵

・
宣
靖

・
公
緒
恭
を
八
顧
と
篤
し
、
朱
楢
・
困
撲
・
疏
耽
・
醇
敦
・
宋
布
・
唐
龍
・
高
容
・
宣
褒
を

八
及
と
矯
す
e

石
に
刻
ん
で
揮
を
立
て
、
共
に
部
黛
を
魚
り
て
俊
之
が
魁
と
な
る
、
と
。
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一
九
七
三
年
河
南
省
僅
師
勝
で
護
見
さ
れ
た
後
漢
初
期
の
里
の
父
老
就
任
議
定
者
層
の
拘
束

(
U〉

を
刻
し
た
石
券
の
示
す
組
織
(
寧
可
氏
に
よ
っ
て
「
父
老
偲
」
と
呼
ば
れ
る
)
と
同
種
の
も
の
で
、
恐
ら
く
来
た
る
べ
き
富
官
勢
力
と
の
激
烈
な
政

治
抗
争
に
と
っ
て
必
要
な
同
志
的
結
束
、
相
互
援
助
を
石
に
刻
ん
で
盟
約
し
た
政
治
的
結
社
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
以
下
こ
れ
を
「
黛

「
石
に
刻
ん
で
揮
を
立
て
」
の
「
埠
」
と
は

人
埼
」
と
呼
ん
で
お
く
が
、
こ
こ
に
記
さ
れ
た
二
十
四
名
は
張
倹
と
同
郷
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
列
停
訂
張
倹
俸
に
は
、

性
倭
邪
、
震
倹
所
棄
、
並
懐
怨
意
、
途
上
書
告
俄
輿
同
郡
二
十
四
人
魚
黛
」
と
あ
っ
て
、
同
郡
と
し
て
お
り
、
『
三
園
志
』
親
書
巻
六
劉
表
停

「
表
興
同
郡
人
張
隠
蒔
郁
王
訪
宣
靖
公
緒
恭
劉
幅
田
林
魚
八
交
、
或
謂
之
八
顧
」
と
あ
っ
て
、
業
鋼
列
俸
序
と
は

「
郷
人
朱
並
素

注
引
『
張
藩
漢
紀
』
に
は

人
名
配
列
の
順
序
も
異
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
同
郡
と
し
て
い
る
。
張
俊
、
劉
表
の
二
人
は
本
停
に
よ
っ
て
高
卒
鯨
出
身
で
あ
る
こ
と
が

判
る
が
、
他
の
人
々
の
出
身
鯨
は
検
し
得
な
い
。
二
十
四
名
の
姓
の
内
-諜
は
、
張
・
醇
各
三
名
、
劉
・
田
・
宣
各
二
名
で
、
他
の
十
二
名
は
一

姓
ず
つ
で
あ
る
。
張
氏
と
劉
氏
が
高
卒
鯨
の
著
姓
で
あ
る
こ
と
は
、

張
倹
は
郡
督
郵
に
就
き
、

劉
表
は
大
将
軍
府
に
降
召
さ
れ
て
い
る
こ
と

ゃ
、
南
名
と
も
中
央
清
流
ラ
ン
キ
ン
グ
の
八
及
に
番
附
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
他
の
姓
に
つ
い
て
み
る
と
、
宮
川
向
志



〈

日

〉

氏
に
よ
れ
ば
、
檀
・
徐
・
田
の
三
氏
も
高
卒
豚
の
豪
族
で
あ
っ
た
こ
と
が
三
園
以
後
の
史
籍
か
ら
推
定
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
他
に
王
氏
も
高

卒
鯨
の
名
族
で
あ
る
こ
と
は
王
襲
・
暢
父
子
の
俸
制
に
明
ら
か
で
あ
る
。
問
題
は
醇
氏
で
あ
る
が
、
列
停
印
下
禁
鍾
]
傍
注
引
『
謝
承
後
漢
書
』

に
陳
留
郡
考
城
鯨
の
史
氏
と
山
陽
郡
鉦
野
豚
の
醇
氏
と
の
逼
婚
関
係
の
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
醇
氏
は
鑑
野
腕
の
豪
族
で
あ
っ
た
と

推
定
さ
れ
る
。
こ
の
黛
入
場
が
高
卒
豚
出
身
者
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
醇
氏
は
高
卒
鯨
に
も
分
布
し
て
い
た
と
考
え
ね
ば
な

ら
な
い
。
以
上
の
如
く
、
山
陽
郡
全
瞳
に
ま
た
が
る
か
そ
れ
と
も
高
卒
鯨
出
身
者
の
み
に
よ
る
も
の
か
確
定
し
が
た
い
の
で
あ
る
が
、
二
十
四

(

日

)

名
の
中
に
は
高
卒
鯨
の
豪
族
出
身
者
が
多
い
し
、
山
陽
郡
の
他
の
鯨
の
豪
族
と
費
し
き
司
馬
・
世
間
・
活
・
李
の
諸
氏
が
そ
の
中
に
見
出
せ
な
い

こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
を
高
卒
蘇
出
身
者
に
よ
る
埠
組
織
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
す
る
と
、

こ
の
二
十
四
名
は
高
卒
豚
の
「
鯨
中
士
大

夫
」
と
呼
ば
れ
た
人
々
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
う
ち
張
・
醇
・
劉
・
田
・
宣
の
諸
氏
ら
が
懸
内
の
有
力
士
大
夫
つ
ま
り
「
郡
中
土
大
夫
」
に
数
え

ら
れ
る
族
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
但
し
高
卒
牒
に
は
「
世
信
用
豪
族
L

(
列
俸
必
王
襲
停
)
と
さ
れ
る
王
氏
が
お
り
、
黛
人
埠
に
も
一
名
加
わ
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っ
て
い
る
が
、
そ
の
出
身
王
暢
は
中
央
の
名
士
番
附
の
八
俊
の
一
人
に
奉
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
王
氏
は
山
陽
郡
中
士
大
夫
の
筆
頭
に
位
置
す

る
一
族
で
あ
っ
た
ろ
う
。
逆
に
、
富
官
と
結
び
つ
い
て
黛
人
埠
を
密
告
し
た
朱
並
な
る
人
物
は
、
高
卒
鯨
に
お
い
て
「
豚
中
土
大
夫
」
に
歯
せ

(

げ

〉

ら
れ
な
か
っ
た
階
層
に
属
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
考
察
し
た
こ
と
は
要
す
る
に
、
豪
族
が
郡
鯨
統
治
機
構
を
牛
耳
っ
て
い
た
と
す
る
増
淵
氏
の
把
揮
は
正
し
い
の
だ
が
、

し
か
し
よ

り
詳
細
に
見
て
み
る
と
、
諸
豪
族
聞
に
は
序
列
が
存
し
、
郡
吏
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
豪
族
と
鯨
廷
で
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
そ
れ
と
の
相

(
国
〉

達
が
後
漢
も
後
期
に
な
る
と
か
な
り
明
確
化
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
捉
え
て
み
て
-
初
め
て
、

世
魚
郡
吏
」

「
其
先
三

(
列
俸
侃
孟
嘗
惇
)
と
か

「
世
仕
州
郡
鶏
冠
蓋
」

(
列
停
白
山
王
允
俸
)
と
い
う
表
現
も
そ
の
一
族
の
政
治
的
社
禽
的
地
位
を
あ
ら
わ

す
も
の
と
し
て
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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以
上
の
こ
と
か
ら
、
儒
撃
を
修
得
し
た
儒
生
H
士
大
夫
を
多
数
擁
し
、
中
央
官
僚
や
州
郡
吏
を
数
多
く
叉
縫
績
的
に
出
す
豪
族
を

4

士
大
夫

豪
族
夕
、

士
大
夫
を
擁
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
ほ
ぼ
鯨
廷
に
と
ど
ま
る
も
の
を

。非
士
大
夫
豪
族
。
と
い
う
よ
う
に
、
豪
族
の
官
吏
化
の
程
度
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か
ら
み
た
二
類
型
を
慣
に
設
定
し
て
以
下
の
論
述
を
行
う
こ
と
に
し
た
い
。
酸
裏
鯨
の
例
で
い
え
ば
、
李
と
蘇
雨
氏
が
明
ら
か
に
土
大
夫
豪
族

で
、
王

・
仇
・

顔

・
楊

・
晋ノ

・
左
の
諸
氏
は
一

躍
士
大
夫
豪
族
、
馬
・
張
以
下
そ
の
他
の
諸
氏
が
非
土
大
夫
豪
族
で
あ
り
、
先
述
の
頴
川
郡
の

場
合
で
は
、
萄
・
韓
・
鍾
・
李
の
諸
氏
が
土
大
夫
豪
族
で
あ
り
、
劉
切
の
属
す
る
の
が
土
大
夫
豪
族
、
寅
綱
は
非
土
大
夫
豪
族
の
一
員
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う。

さ
て
、
先
の
「
巴
郡
太
守
張
納
碑
」
碑
陰
の
巴
郡
擦
史
の
う
ち
、
安
漢
鯨
か
ら
八
姓
出
て
レ
る
が
、
他
の
七
姓
は
す
べ
て
一
名
で
あ
る
の
に

(
ω
)
 

射
し
、
陳
氏
は
三
名
で
あ
る
。
安
漢
豚
の
陳
氏
は
後
漢
中
期
の
貴
戚
郵
賂
に
昨
召
さ
れ
た
陳
蹄
の
一
族
で
、
陳
縄
自
身
も
巴
郡
の
功
曹
に
任
じ

た
こ
と
が
あ
る
。
安
漢
鯨
の
陳
氏
は
巴
郡
内
の
士
大
夫
豪
族
で
あ
っ
た
こ
と
は
こ
こ
か
ら
も
誼
さ
れ
る
。
同
様
に
郡
吏
を
二
名
以
上
出
し
て
い

(

初

)

る
江
州
鯨
の
然
氏
、
宕
渠
廊
の
李
氏
・
王
氏
も
中
央
官
僚
を
出
す
土
大
夫
豪
族
で
あ
っ
た
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
江
州
豚
の
上
官
氏
の
如
く
、
郡

吏
を
二
名
も
出
す
士
大
夫
豪
族
で
あ
り
な
が
ら
、
中
央
官
僚
を
出
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
郡
府
に
出
仕
す
る
土
大
夫
豪
族
で
も
郡
府
嫁

史
に
と
ど
ま
っ
た
族
も
巴
郡
に
限
ら
ず
多
く
存
在
し
た
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。
先
述
の
酸
葉
鯨
の
土
大
夫
豪
族
、
李
と
蘇
の
雨
氏
も
、
或
い
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は
列
惇
九
に
列
せ
ら
れ
て
い
る
李
充
が
そ
う
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

『
後
漢
書
』
に
は
そ
の
名
が
顛
わ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
土

大
夫
豪
族
聞
の
中
央
官
界
進
出
の
面
に
お
け
る
相
違
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
は
、
鯨
段
階
で
の
士
大
夫
・
非

士
大
夫
豪
族
の
序
列
化
の
要
因
と
も
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

後
漢
代
で
は
、
郡
豚
の
吏
か
ら
中
央
官
僚
に
立
身
す
る
途
と
し
て
、
郡
太
守
に
よ
っ
て
孝
廉
に
翠
げ
ら
れ
、
郎
官
を
経
て
次
第
に
官
位
を
昇

遷
す
る
と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
公
府
に
よ
る
畔
召
や
天
子
の
僻
召
た
る
徴
召
に
よ
っ
て
孝
廉
選
よ
り
も
速
や
か
に
昇
進

す
る
ケ
l
ス
が
後
漢
も
中
期
以
降
多
く
な
っ
て
く
る
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、

」
う
し
た
選
翠
に
嘗
る
た
め
に
は
ま
ず
何
よ
り
も
儒
皐
の
修
得
が

必
須
で
あ
っ
た
。
後
漢
代
に
諸
生
遊
皐
の
盛
行
を
み
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
選
翠
に
お
け
る
儒
皐
修
得
の
必
須
化
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
豪
族
は
も
ち
ろ
ん
族
内
の
優
秀
な
若
者
を
諸
生
と
し
て
遊
撃
さ
せ
た
。
豪
族
ば
か
り
で
は
な
く
少
し
ば
か
り
の
飴
裕
の

(

幻

)

か
つ
て
論
じ
た
よ
う
に
、
彼
ら
諸
生
は
種
々
の
段
階
で
儒
皐

あ
る
小
農
民
の
家
か
ら
も
諸
生
が
遊
皐
の
放
に
出
る
こ
と
も
稀
で
は
な
か
っ
た
。



的
教
養
・
能
力
を
試
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
各
々
の
地
位
に
就
い
た
が
、
中
央
官
僚
へ
の
任
用
は
も
と
よ
り
、
中
央
官
界
へ
の
足
が
か
り
と
な

る
郡
府
出
仕
に
は
相
躍
の
儒
生
と
し
て
の
数
養
・
能
力
が
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
同
じ
豪
族
で
は
あ
っ
て
も
、

儒
皐
的
教
養
・
能
力
の
差
に
よ
っ
て
、
同
開
廷
、
郡
府
、
中
央
政
府
各
レ
ベ
ル
へ
の
出
仕
可
能
性
の
有
無
の
相
違
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
代
を
重
ね

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
央
官
僚
や
州
郡
吏
を
縫
績
的
に
輩
出
す
る
単
一
或
い
は
複
数
の
家
が
一
族
内
に
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
家
を
含

む
一
族
が
孝
廉
選
や
郡
鯨
吏
任
用
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
家
を
含
ま
な
い
一
族
よ
り
も
罷
位
に
立
つ
事
態
が
生
じ
、
そ
れ
が
豪
族
聞
の
社
曾

的

政

治

的

序

列

を

形

成

し

て

い

っ

た

、

と

考

え

ら

れ

る

。

所

有

国

土

面

積

、

が
、
特
に
豚
段
階
で
は
そ
の
序
列
の
形
成
に
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
儒
家
的
債
値
観
が
強
固
に

も
ち
ろ
ん
経
済
的
な
力
、

族
員
の
多
寡
、

憧
隷
賓
客
の
敢
な
ど

作
用
し
た
後
漢
社
舎
で
は
、
郡
や
中
央
レ
ベ
ル
で
の
人
物
や
家
格
の
許
債
は
あ
く
ま
で
も
儒
準
的
数
養
や
能
力
の
程
度
と
州
郡
更
や
中
央
官
僚

を
ど
の
程
度
、
代
々
出
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

郡
鯨
吏
任
用
の
賓
態

- 45ー

前
節
に
お
い
て
、

土
大
夫
豪
族
と
非
土
大
夫
豪
族
の
匡
別
と
郡
蘇
に
お
け
る
序
列
化
、

そ
し
て
そ
の
序
列
化
を
生
む
要
因
は
儒
家
的
債
値
観

に
よ
る
孝
廉
を
も
含
む
中
央
政
府
の
選
奉
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
木
簡
で
は
、
そ
れ
を
確
か
め
る
た
め
に
も
、
郡
鯨
府
廷
の
嫁
史
任

用
や
孝
廉
濯
な
ど
の
賓
態
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

列
俸
江
王
覇
妻
の
俸
に
、

王
覇
が
、
そ
の
友
人
で
楚
相
た
る
令
狐
子
伯
の
子
が
郡
功
曹
と
し
て
父
の
書
を
奉
じ
て
訪
問
し
た
際
、
自
分
の
子

と
友
人
子
伯
の
子
と
の
態
度
や
形
姿
の
懸
隔
に
博
然
と
し
て
隠
逸
の
志
を
曲
げ
か
か
っ
た
が
、
妻
に
諌
め
ら
れ
て
素
志
を
全
う
し
た
、
と
い
う

話
が
あ
る
。
王
覇
は
太
原
贋
武
の
人
で
、
逸
民
俸
に
も
列
せ
ら
れ
て
い
る
光
武
一
帝
一
期
の
著
名
な
隠
逸
者
で
、
太
原
王
氏
の
一
員
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
。
友
人
の
令
狐
氏
も
太
原
や
上
黛
に
分
布
す
る
戦
園
以
来
の
豪
族
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
地
方
豪
族
の
子
弟
で
功
曹
な
ど
郡
の
右
職
に

275 

相
嘗
若
く
し
て
任
用
さ
れ
、
孝
廉
、
昨
召
に
よ
っ
て
中
央
官
界
に
立
身
す
る
こ
と
は
後
漢
時
代
通
常
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
桓
一
帝
期
の
人
朱
穆
は
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二
十
歳
で
南
陽
郡
の
督
郵
と
な
り
、
新
太
守
を
迎
え
た
際
、
太
守
が
「
君
年
少
に
し
て
督
郵
と
な
れ
る
は
、
族
執
に
因
る
か
、
令
徳
あ
る
が
震

か
」
(
列
博
お
朱
穆
惇
注
引
『
謝
承
後
漢
書
』
)
と
問
う
た
と
い
う
話
は
、
太
守
の
口
を
通
し
て
暗
々
裏
に
、
後
漢
時
代
の
地
方
豪
族
勢
力
の
選
翠
に

及
ぼ
す
影
響
力
の
大
き
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
示
し
た
太
原
の
令
狐
氏
や
南
陽
の
朱
氏
の
如
き
士
大
夫
豪
族
か
ら
出
身
し
、
諸
生
と
し

て
儒
皐
を
修
得
し
て
儒
生
と
な
り
郡
牒
の
右
職
に
任
ぜ
ら
れ
る
人
々
、
こ
れ
が
陳
寒
俸
の
「
郡
中
士
大
夫
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
で
あ
っ
た
。

『
後
漢
書
』
に
は
こ
の
よ
う
な
例
が
枚
奉
に
い
と
ま
な
い
ほ
ど
み
ら
れ
る
。
上
谷
昌
卒
の
冠
怖
は
「
世
三
者
姓
漏
り
、
情
初
め
郡
功
曹
と
震
」

川
明
り
、
貌
郡
繁
陽
の
名
族
出
身
の
鴻
勤
は
「
初
め
太
守
銚
期
の
功
曹
と
震
」
帥
っ
た
し
、
後
漢
中
期
で
は
、
扶
風
廊
の
法
雄
は
、
「
世
々
二
千
石

た
り
、
雄
初
め
郡
に
仕
え
て
功
曹
、
太
停
張
馬
府
に
僻
」
僻
さ
れ
、
頴
川
舞
陽
の
士
大
夫
豪
族
韓
稜
は
「
-
初
め
郡
の
功
曹
と
震
」
伺
っ
て
、
の

「少
く
し
て
勝
功
曹
と
震
」
帥
っ
て
孝
康

ち
徴
砕
を
被
っ
て
い
る
。
後
期
に
お
い
て
は
、
祖
父
・
父
が
太
守
と
な
っ
た
梁
園
の
橋
玄
が
お
り
、

に
奉
げ
ら
れ
て
い
る
し
、
向
蓄
や
郡
守
を
歴
任
し
た
父
を
も
っ
陳
留
考
城
の
史
弼
の
俸
制
の
注
に
引
く
『
謝
承
後
漢
書
』
に
は
「
弼
は
年
二
十
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に
し
て
郡
功
曹
と
震
る
」
と
記
し

の
ち
公
府
に
野
召
さ
れ
て
い
る
。

「
-初篤
郡
功
曹
」
と
い
う
定
型
的
な
表
現
は
必
ら
ず
し
も
初
任
主
意
味

(

幻
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す
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
郡
府
に
お
い
て
は
、
列
曹
様
、
主
簿
、
督
郵
、
五
官
縁
、
功
曹
と
昇
進
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
か
ら
、
朱
穆
や

史
弼
の
如
く
弱
冠
に
し
て
右
職
に
就
く
の
は
族
的
勢
力
や
家
柄
に
よ
ら
な
け
れ
ば
不
可
能
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
有
力
豪
族
出
身
で
、
「
志
行

(

お

)

修
整
」
で
さ
え
あ
れ
ば
嘗
然
功
曹
に
就
任
し
得
る
筈
だ
と
い
う
後
漢
初
期
南
陽
郡
に
お
け
る
常
識
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

士
大
夫
豪
族
出
身
で
は
な
い
が
、
郡
の
功
曹
と
な
っ
た
例
が
あ
る
。
列
博
お
祭
佼
俸
に
、

京
兆
長
陵
の
人
な
り
。
父
の
親
は
鯨
吏
た
り
。

-
・
・
依
長
じ
て
経
皐
を
好
み
、

博
士
焦
永
に
事
う
:
:
・
:
:
遂
に
篤
志
し
て
名
儒
と
震

る
0

・:
:
:
:
後
、
本
郡
に
仕
え
て
吏
た
り
。
太
守
法
に
坐
し
訣
せ
ら
る
。
故
人
の
敢
え
て
往
く
も
の
莫
し
。
依
濁
り
奔
喪
行
服
し
、
坐
し

て
以
っ
て
罪
に
抵
る
。
開
り
て
復
た
功
曹
と
震
る
。
選
奉
は
阿
せ
ず
、
請
託
も
容
れ
る
所
な
し
。
同
郡
の
楊
政
動
し
ば
衆
と
恢
を
蹴
る
。

後
、
政
の
子
を
事
げ
て
孝
廉
と
篤
す
。
是
に
由
り
郷
里
之
に
掃
す
。
司
空
牟
融
府
に
府
さ
る
。

と
あ
る
。

築
依
は
、

父
が
鯨
更
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と、

士
大
夫
豪
族
出
身
者
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

と
い
う
の



は
、
注
に
引
く
『
東
観
漢
記
』
で
は
、
諸
生
生
活
を
終
え
た
後
、
戸
曹
史
と
し
て
郡
に
仕
え
た
、
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
儒
生
と
し
て

(
M〉

名
が
知
ら
れ
て
郷
里
に
諦
っ
た
場
合
、
土
大
夫
豪
族
出
身
で
あ
れ
ば
即
ち
に
郡
功
曹
な
ど
右
職
に
就
く
の
が
普
通
で
あ
っ
た
か
ら
、
戸
曹
史
に

し
か
な
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
祭
侠
が
士
大
夫
豪
族
出
身
で
は
な
か
っ
た
謹
と
な
ろ
う
。
恐
ら
く
京
兆
予
士
大
夫
豪
族
聞
で
は
繁
侠
の
功

曹
就
任
に
つ
い
て
何
か
と
取
沙
汰
し
て
い
た
し
、
選
奉
に
つ
い
て
も
土
大
夫
豪
族
層
の
意
向
を
祭
依
に
押
し
つ
け
る
よ
う
な
こ
と
も
多
か
っ
た

で
あ
ろ
う
こ
と
が
前
掲
史
料
の
記
述
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
代
表
が
、
章
一
帝
期
左
中
郎
賂
に
至
り
、
儒
林
俸
に
列
せ
ら
れ
る
ほ
ど
の
易
の

大
家
で
、
京
兆
予
士
大
夫
豪
族
の
指
導
者
の
一
人
と
目
さ
れ
る
楊
政
で
あ
る
。
そ
の
楊
政
に
よ
る
「
敷
衆
鼓
佼
」
の
「
衆
」
が
問
題
で
あ
る
。
こ

れ
は
次
簡
に
て
検
討
す
る
が
、
楽
依
が
土
大
夫
豪
族
の
一
員
で
は
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
郡
功
曹
に
就
き
得
た
の
は
、
彼
の
儒
皐
的
能
力
や

選
翠
不
阿
の
態
度
に
示
さ
れ
る
清
簡
な
人
柄
を
太
守
が
許
債
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
も
し
祭
侠
に
儒
皐
的
名
聾
が
な
く
、
太
守
の
許
債
も

得
ら
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
せ
い
ぜ
い
豚
廷
の
吏
で
移
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
祭
依
と
同
様
に
太
守
に
よ
っ
て
評
債
、
抜
擢
さ
れ
て
郡
功

曹
と
な
っ
た
者
で
他
に
宵
園
臨
簡
の
臭
良
が
い
る
。
議
曹
擦
臭
良
は
、
正
月
元
E
の
擦
史
が
集
ま
っ
た
朝
賀
の
席
上
、
太
守
に
諮
っ
て
太
守
の

功
徳
を
稽
讃
し
た
門
下
擦
王
星
を
糾
弾
し
て
太
守
に
鰐
を
受
け
な
い
よ
う
進
言
し
た
。
太
守
は
そ
れ
に
よ
っ
て
果
良
を
功
曹
に
抜
擢
し
た
(
列

俸
げ
呉
良
惇
〉
。
こ
の
話
は
、
郡
府
人
事
に
射
す
る
太
守
の
自
主
性
、
権
限
の
強
さ
を
示
し
て
い
よ
う
。
叉
、
外
戚
小
侯
で
南
陽
新
野
の
名
族
出

身
の
懸
功
曹
郵
街
を
、
明
一
帝
一
が
詔
令
を
も
っ
て
南
陽
郡
功
曹
と
自
稽
さ
せ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
南
陽
太
守
虞
延
は
、
「
容
儀
あ
り
と
雄
も
、

市
る
に
貫
行
な
し
」
と
し
て
躍
を
加
え
な
か
っ
た
、
つ
ま
り
結
局
は
南
陽
郡
功
曹
乃
至
右
職
に
任
用
し
な
か
っ
た
こ
と
が
虞
延
俸
制
に
見
え

る
。
こ
れ
も
、
皇
帝
・
外
戚
の
意
思
、
南
陽
士
大
夫
豪
族
の
暗
黙
の
藍
力
を
梯
い
の
け
た
後
漢
初
期
の
太
守
の
郡
府
人
事
に
闘
す
る
自
主
性
を

- 47ー

物
語
っ
て
い
る
。

か
か
る
太
守
の
郡
府
人
事
に
閲
す
る
自
主
性
は
、
そ
れ
で
は
後
漢
一
代
を
通
じ
て
一
般
的
に
見
ら
れ
た
か
と
い
う
と
、
否
で
あ
る
。
築
依
・

呉
良
・
虞
延
は
す
べ
て
後
漢
初
期
の
人
々
で
あ
る
。
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
士
大
夫
豪
族
層
の
郡
府
人
事
に
劃
す
る
護
言
力
が
増
し
、
非
土

大
夫
豪
族
出
身
者
や
皐
寒
人
土
は
郡
府
に
お
い
て
右
職
に
就
き
得
る
機
舎
は
よ
ほ
ど
の
聾
塁
か
偉
倖
が
な
け
れ
ば
恐
ら
く
得
ら
れ
な
か
っ
た
に

2:77 
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い
ま
後
漢
後
期
に
お
け
る
箪
寒
人
士
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。

ま
ず
第
一
簡
に
掲
げ
た
陳
寒
そ
の
人
に
つ
い
て
。
頴
川
の
陳
氏
は
陳
寒
に
輿
り
、
そ
の
子
紀
、
認
に
至
り
陳
氏
の
名
を
天
下
に
知
ら
し
め
、

貌
の
司
空
陳
翠
が
出
て
士
大
夫
社
舎
の
指
導
的
位
置
を
占
め
る
名
族
と
は
な
っ
た
。
し
か
し
陳
宴
は
本
俸
に
よ
れ
ば
、

「
皐
微
よ
り
出
ず
」
と

「
サ
パ
し
て
鯨
吏
と
な
り
、
常
に
斯
役
に
給
事
」
し
、
や
っ
と
都
亭
佐
と
な
る
よ
う
な
家
の
出
身
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

を
好
む
、
坐
立
に
諦
讃
す
」
る
態
度
が
許
懸
の
令
都
郡
の
自
に
と
ま
り
、
太
向
島
ナ
に
業
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
卒
業
後
し
ば
ら
く
し
て
督
郵

か
ら
郡
西
門
亭
長
に
遁

っ
た
後
、
陳
宴
を
郡
功
曹
に
と
い
う
話
が
も
ち
上
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
列
停
臼
鍾
陪
停
に
、

さ
れ

「
志
あ
り
皐

同
郡
陳
寒
年
は
暗
に
及
ば
ず
、
倍
引
き
て
輿
に
友
と
矯
る
。
倍
郡
功
曹
と
震
り
、
曾
た
ま
司
徒
府
に
辞
さ
る
。
勉
附
す
る
に
臨
み
、
太
守
問

う
な
ら
く
、
誰
か
卿
に
代
る
べ
き
者
あ
ら
ん
か
、
と
。
倍
日
く
、
明
府
必
ら
ず
其
の
人
を
得
ん
と
欲
す
れ
ば
、
西
門
亭
長
陳
寒
可
な
り
、

ご
と

と
。
寒
之
を
聞
い
て
日
く
、
鍾
君
は
人
を
察
せ
ざ
る
が
似
し
。
知
ら
ず
、
何
ぞ
濁
り
我
を
識
る
の
み
な
ら
ん
や
を
、
と
。
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と
あ
り
、
頴
川
長
祉
の
士
大
夫
豪
族
鍾
酷
の
推
薦
に
よ
っ
て
郡
功
曹
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
亭
長
か
ら
功
曹
へ
と
い
う
の
は
頴
川
郡
内
の
土

大
夫
豪
族
に
と
っ
て
一
意
外
の
人
事
で
あ
っ
た
ろ
う
。
後
段
の
陳
寒
の
述
懐
に
は
、
陳
寒
の
如
き
皐
微
な
人
士
が
功
曹
に
就
く
こ
と
の
波
紋
の
大

き
さ
を
預
測
し
、
戸
惑
っ
て
い
る
気
持
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
し
か
し
陳
寒
は
功
曹
と
な
り
、
先
述
の
選
奉
事
件
を
経
て
そ

の
名
が
全
園
的
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
陳
寒
の
、
車
微
か
ら
天
下
士
大
夫
の
仰
慕
の
封
象
へ
の
饗
轄
は
買
に
、
頴
川
士
大
夫
豪
族
鍾
飴

(

お

)

の
推
税
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
陳
寒
と
は
異
な
り
、

土
大
夫
豪
族
の
容
れ
る
所
と
は
な
ら
ず
、
結
局
鯨
吏
と
し
て
生
を
終
え
た
著
名
な
人
士
が
同
時
代
に
存
在

し
た
。
陳
留
考
城
の
仇
賢
側
で
あ
る
。
仇
賢
の
経
歴
は
陳
寒
の
そ
れ
に
類
似
す
る
。
四
十
歳
で
鯨
吏
、
亭
長
を
へ
て
考
城
令
王
失
に
よ
っ
て
廓

主
簿
に
署
さ
れ
、

の
ち
太
皐
に
至
り
、
符
融
、
郭
泰
の
稿
春
を
受
け
て
中
央
に
も
そ
の
名
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
段
階
で
は
じ
め
て

州
都
の
召
き
を
受
け
る
が
、
仇
買
は
雁
じ
な
か
っ
た
。
但
し
仇
覧
は
「
少
く
し
て
書
生
と
漏
る
」
と
さ
れ
、
叉
、
本
俸
末
尾
の
記
述
に
仇
買
の

家
に
は
堂
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
か
ら
、

陳
寒
の
如
く
「
車
微
」
、
「
家
貧
」
で
は
な
く
、
或
い
は
先
越
の
陳
留
郡
酸
葉
鯨
の
土
大
夫
豪
族
仇
氏
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の
一
員
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
鈷
や
や
問
題
は
残
る
が
、
考
域
間
肺
と
酸
藁
鯨
は
郡
内
で
は
離
れ
て
位
置
し
て
い
る
か
ら
、
仇
氏

の
本
擦
は
酸
藁
鯨
で
、
考
城
豚
の
仇
氏
は
仇
質
の
経
歴
か
ら
考
え
て
、
慣
に
貧
な
る
単
家
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
非
土
大
夫
豪
族
に
と
ど

ま
っ
た
可
能
性
が
強
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
述
の
考
城
鯨
の
士
大
夫
豪
族
出
身
史
弼
が
二
十
歳
の
若
さ
で
郡
功
曹
と
な
っ
た
こ
と

と
比
較
す
れ
ば
、
仇
覧
の
人
物
の
ほ
ど
と
合
わ
せ
考
え
て
も
充
分
う
な
ず
け
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
士
大
夫
豪
族
と
非
土
大
夫
豪
族
の
郡
鯨
吏
任
用
や
孝
廉
濯
に
お
け
る
差
異
、
非
豪
族
出
身
人
土
の
冷
遇
に
つ
い
て
述
べ
た
。
こ
の
よ

う
な
事
態
は
、
郡
牒
の
右
職
に
は
太
守
・
牒
令
が
嘗
地
の
士
大
夫
豪
族
を
任
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
し
、
そ
の
右
職
と
り
わ
け
郡
鯨
功
曹
の

(

お

)

も
っ
た
「
於
外
自
署
」
の
擢
限
に
よ
っ
て
郡
勝
吏
の
任
兎
が
士
大
夫
豪
族
の
裁
量
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
結
果
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
選
拳
に
お
け
る
差
別
は
、
後
漢
も
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
，
次
第
に
恒
常
化
し
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
地
方
郡
勝
の
土
大
夫
豪
族
の
中
か

と
い
う
序
列
が
形
成
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

ら
「
世
二
千
石
」
や
「
累
代
三
公
・
帯
師
」
の
家
が
中
期
頃
か
ら
析
出
し
始
め
、
小
農
民
、
非
土
大
夫
豪
族
、
士
大
夫
豪
族
、
中
央
官
僚
の
家

か
か
る
朕
況
の
中
で
、
既
召
、
徴
召
が
孝
廉
選
に
代
る
昇
進
の
捷
径
と
し
て
盛
行
す
る
が
、
そ
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士
大
夫
豪
族
居
に
よ
っ
て
郡
勝
の
右
職
や
孝
廉
蓮
が
濁
占
さ
れ
つ
つ
あ
る
事
態
に
射
し
、
虚
士
な
ど
の
在
野
の
人
材
を
中
央
政
府
が
確

保
し
よ
う
と
す
る
動
き
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
そ
れ
も
土
大
夫
豪
族
層
の
昇
進
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
前
掲
永
田
英

れ
は
、

正
論
文
の
論
述
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

四

郷

論

と

風

謡

『
後
漢
書
』
に
は
「
議
者
」
と
類
似
し
た
郷
論
の
主
瞳
を
示
す
も
の
と
し
て
、

「
論
者
」
と
か
「
時
人
」
の
語
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
そ

れ
で
は
ど
う
い
う
人
々
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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郡
邸
を
貰
却
し
、
侯
覧
に
賄
賂
を
迭
っ
て
史
弼
の
死
罪
一
等
を
減
ず
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
れ
に
封
し
、

卒
原
太
守
史
弼
が
富
官
侯
覧
に
謹
さ
れ
て
棄
市
に
鹿
せ
ら
れ
よ
う
と
し
た
時
、
史
弼
に
よ
っ
て
孝
廉
に
奉
げ
ら
れ
た
貌
劫
が
郡
人
と
謀
っ
て

「
時
人
或
い
は
議
り
て
日
く
、
卒
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原
は
貨
を
行
り
て
君
を
兎
か
れ
し
む
。
乃
ち
蛍
う
こ
と
無
け
ん
か
、

と
。
陶
丘
洪
日
く
、
昔
文
王
岡
崎
里
に
あ
り
、
閤
〈
天
)
・
散
(
宜
生
)
金
を

懐
に
す
。
史
弼
患
に
遭
い
、
義
夫
賓
を
献
ず
。
亦
た
何
ぞ
疑
わ
ん
や
、
と
。
是
に
於
て
議
者
乃
ち
息
す
」
と
い
う
い
き
さ
つ
の
あ
っ
た
こ
と
が

史
弼
の
俸
制
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
「
時
人
」
と
「
議
者
」
は
同
一
主
位
で
あ
り
、
列
惇
臼
延
篤
俸
の
「
時
人
或
い
は
仁
孝
前
後
の

「
時
人
」
と
は
仁
孝
論
の
如
き
問

誼
を
疑
う
。
篤
乃
ち
之
を
論
じ
て
臼
く
:
:
:
」
と
あ
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
延
篤
が
「
論
者
」
で
あ
り
、

「
時
人
」
と
は
普
通
同
時
代
人
ほ
ど
の
一
意
で
あ
り
、
漠
然
と
嘗
時
の
人
々
、

題
を
提
起
し
得
る
よ
う
な
人
々
を
指
し
て
い
る
。

し
か
し
「
時
人
」
の
用
例
を
通
覧
す
る
と
、

と
い
う
一
意
味
を

上
述
の
如
き
何
ら
か
皐
識
の
あ
る
人
々
つ
ま
り
土
大
夫
が
主
鐙
と
な
っ
て

も
つ
語
で
は
あ
ろ
う
。

い
る
と
思
わ
れ
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。

「
時
人
」
の
元
来
の
意
は
そ
う
し
た
特
定
の
杜
舎
層
を
指
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
後
漢
後
期
に

な
る
と
そ
の
時
代
的
含
意
と
し
て
士
大
夫
層
が
そ
の
中
心
主
鐙
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
時
人
」
の
用
例
の
う
ち
次
の
よ
う
な
場
合
が
あ
る
。章一帝一

・
和
帝
期
の
人
鴻
豹
の
俸
併
に
、

年
十
二
に
し
て
、
母
、
父
の
出
だ
す
所
と
な
る
。
後
母
之
を
悪
み
、
嘗
っ
て
豹
の
夜
媒
る
に
因
り
て
、
毒
害
を
行
わ
ん
と
す
。
豹
逃
走
し

し
か
し
な
が
ら
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て
克
が
る
を
得
た
り
。
敬
事
し
て
愈
い
よ
謹
、
而
る
に
母
之
を
疾
む
こ
と
盆
ま
す
深
し
。
時
人
其
の
孝
を
稽
す
c

長
じ
て
儒
皐
を
好
み
、

詩

・
春
秋
を
以
っ
て
麗
山
の
下
に
敬
う
。
郷
里
之
が
語
を
魚
り
て
日
く
、
道
徳
彬
彬
た
り
鴻
仲
文
、

と
。
孝
康
に
翠
げ
ら
る
。

と
あ
り
、
こ
の
「
時
人
」
と
「
郷
里
」
は
ほ
ぼ
重
な
る
と
共
に
、
郷
里
の
輿
論
が
鴻
豹
を
孝
廉
選
に
嘗
ら
せ
る
に
大
き
な
力
と
な
っ
て
い
る
こ

と
も
う
か
が
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
後
漢
前
期
に
お
い
て
は
、
郷
里
の
-
評
慣
が
郡
鯨
吏
任
用
や
孝
廉
選
に
と
っ
て
も
つ
意
味
は
小

さ
く
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

」
の
一
句
は
「
数
し

以
上
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
前
節
に
残
し
置
い
た
繁
恢
俸
の
一
句
「
数
衆
致
恢
」
の
解
穫
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

ば
衆
と
依
を
阪
駅
る
」
と
讃
め
る
が
、
こ
の
「
衆
」
が
ど
う
い
う
人
々
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
祭
恢
俸
の
引
用
部
分
の
最
後
の
句
「
郷
里
街

之
」
の
「
郷
里
」
と
の
関
連
で
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

『
太
卒
御
賢
』
巻
二
六
四
所
引
『
東
翻
漢
記
』
に

超
勤
南
陽
の
人
。
太
守
桓
虞
召
し
て
功
曹
と
魚
し
、
委
ね
る
に
郡
事
を
以
っ
て
す
。
嘗
っ
て
重
客
の
過
ぎ
る
有
り
。

一
士
を
託
し
て
曹
吏



と
篤
き
し
め
ん
と
欲
す
。
虞
日
く
、
我
に
賢
功
曹
越
動
あ
り
、
嘗
に
輿
に
之
を
議
す
ベ
し
。
内
中
に
潜
み
て
聴
け
、
と
。
虞
乃
ち
勤
に
問

う
。
勤
針
え
て
日
く
、
恐
る
ら
く
は
未
だ
衆
に
合
わ
ず
、
と
。
客
日
く
、
止
め
ん
止
め
ん
、
復
た
道
う
勿
れ
、
と
。

お

と

乙

み

な

と
あ
る
。
超
勤
は
光
武
一
帯
の
族
兄
た
る
劉
賜
の
姉
の
子
で
、
南
陽
土
大
夫
豪
族
の
一
員
で
あ
る
。
超
勤
は
「
そ
の
土
の
曹
吏
任
用
に
つ
い
て
衆

の
合
意
は
得
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
い
た
し
ま
す
」
と
言
っ
て
そ
の
人
事
に
難
色
を
示
し
た
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
の
「
衆
」
は

恐
ら
く
南
陽
郡
府
内
の
橡
史
た
ち
で
あ
ろ
う
。
列
停
四
郵
悔
俸
に
、

太
守
欧
陽
教
請
う
て
功
曹
と
篤
す
。
汝
南
の
嘗
俗
に
十
月
享
曾
あ
り
。
百
皇
内
の
鯨
皆
な
牛
酒
を
賞
ら
し
府
に
到
り
て
諜
飲
す
。
時
に
享

躍
の
詑
り
に
臨
み
、
数
数
し
て
日
く
、
西
部
督
郵
鉱
延
、
天
資
は
忠
貞
に
し
て
、
一
粟
性
は
公
方
な
り
。
姦
凶
を
擢
破
し
、
巌
な
ら
ず
し
て

理
ま
る
。
今
、
衆
儒
と
共
に
延
の
功
を
論
じ
、
之
を
朝
に
顛
わ
さ
ん
。
太
守
敬
ん
で
厭
の
休
を
嘉
す
。
牛
酒
も
て
徳
を
養
な
え
、
と
。
主

簿
室
一
一
回
〉
教
を
誼
み
、
戸
曹
延
を
引
き
て
賜
を
受
け
し
む
。
.

と
あ
る
。
こ
れ
は
郡
府
に
お
け
る
孝
廉
選
奉
の
様
子
を
示
し
た
興
味
あ
る
史
料
で
あ
る
が
、

丞
・
尉
や
功
曹
な
ど
の
右
職
者
と
、
郡
府
の
太
守
・
丞
は
も
と
よ
り
、
功
曹
以
下
の
右
職
者
と
列
曹
擦
で
あ
ろ
う
。
太
守
が
「
衆
儒
」
と
呼
び

汝
南
郡
の
府
に
集
ま
っ
た
人
々
は

鯨
の
令

ー 51ー

か
け
て
い
る
の
は
、

か
か
る
郡
内
の
士
大
夫
豪
族
出
身
者
達
と
み
て
よ
い
か
と
思
う
。
繁
恢
博
や
『
東
観
漢
記
』
の
「
衆
」
の
解
穫
を
直
接
的

に
誼
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
汝
南
郡
府
の
「
衆
儒
」
と
先
の
「
衆
」
と
は
賓
態
的
に
重
な
っ
て
い
る
と
見
て
大
過
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
こ
の
推
測
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
超
勤
の
言
っ
た
「
衆
」
と
は
も
う
少
し
贋
く
郡
内
士
大
夫
豪
族
連
を
指
し
て
い
る
と
讃
み
と
る
こ
と
も
可

能
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
三
輔
、
南
陽
、
汝
南
の
よ
う
な
先
進
地
域
で
は
士
大
夫
豪
族
屠
に
よ
る
郡
府
を
中
心
と
し
た
人
物
評
債
H
郷
論
が
前

期
に
お
い
て
す
で
に
成
立
し
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
、
祭
恢
が
公
卒
な
選
嗣
事
態
度
に
よ
っ
て
「
郷
里
蹄
之
」
と
さ
れ
た

よ
う
に
、
そ
こ
に
は
郷
里
社
禽
全
鐙
の
暗
歎
の
批
評
が
郡
牒
吏
の
在
り
方
に
封
し
て
な
お
規
制
力
を
も
っ
て
い
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
の
で

あ
る
。
た
だ
、
こ
の
場
合
の
「
郷
里
」
が
郷
里
の
民
衆
そ
の
も
の
を
指
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、

や
は
り
そ
の
中
心
に
士
大
夫
豪
族
居
が
存
在
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し
て
い
た
と
す
る
理
解
を
全
く
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
衣
の
例
は
そ
の
一
意
一
味
で
興
味
が
あ
る
。
列
停
臼
超
岐
俸
に
、
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是
れ
よ
り
先
、
中
常
侍
唐
衡
の
兄
の
法
京
兆
虎
牙
都
尉
と
漏
る
。
郡
人
珪
の
準
む
に
徳
に
由
ら
ざ
る
を
以
っ
て
、
皆
な
之
を
軽
侮
す
。
岐

及
び
従
兄
の
襲
も
叉
数
し
ば
毘
議
を
篤
す
。
珪
深
く
毒
恨
む
。

と
あ
り
、
そ
の
後
桓
一
帝
一
延
烹
元
年
、
京
兆
号
ノ
と
な
っ
た
唐
珪
に
よ
っ
て
越
岐
の
家
属
・
宗
族
が
量
殺
さ
れ
、
越
岐
の
亡
命
生
活
が
始
ま
る
の
で

あ
る
が
、
こ
の
官
官
系
地
方
官
に
謝
す
る
郡
人
の
議
議
H
郷
論
は
京
兆
者
ノの
土
大
夫
豪
族
越
氏
が
少
く
と
も
そ
の
醸
成
に
深
く
か
か
わ
っ
た
こ

と
が
う
か
が
わ
れ
、
第
二
簡
で
み
た
山
陽
郡
高
卒
豚
に
お
け
る
篤
人
館
の
如
き
京
兆
予
士
大
夫
豪
族
サ
ー
ク
ル
内
に
お
い
て
越
氏
な
ど
が
中
心

と
な
っ
て
形
成
さ
れ
た
議
議
が
京
兆
予
内
に
康
ま
っ
た
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、

「
論
者
」
、

「
議
者
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
者
の
貫
態
は
土
大
夫
豪
族
そ
の
も
の
を
指
し
、

「
時
人
」
、

「郷

里
」
、
「
郡
人
」
等
の
識
議
や
評
判
も
、
後
漢
後
期
に
な
る
と
、

土
大
夫
豪
族
が
中
心
と
な
っ
て
形
成
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、

郷
論
と
は
庚
く
民
衆

に
も
そ
の
喧
停
の
役
割
を
求
め
る
場
合
の
多
か
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、

そ
の
内
容
や
形
成
の
端
緒
は
士
大
夫
豪
族
居
に
よ
っ
て
規
制

さ
れ
携
わ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。
漢
陽
太
守
橋
玄
が
撃
名
あ
る
虚
土
萎
岐
を
強
引
に
請
召
し
よ
う
と
し
た
際
、

夫
亦
た
競
い
て
往
き
て
諌
む
。
玄
乃
ち
止
む
。
時
に
頗
る
以
っ
て
識
を
震
す
」
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「
郡
内
土
大

(
列
惇
H
U

橋
玄
俸
)
事
態
を
招
き
、

「
後
謝
病
菟
」
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
の
は
、
郡
内
士
大
夫
豪
族
層
が
形
成
し
た
郷
論
に
由
る
で
あ
ろ
う
。

郷
論
と
は
上
述
の
如
く
後
期
地
方
社
舎
に
お
い
て
は
士
大
夫
豪
族
層
が
中
心
と
な
っ
た
政
治
的
社
舎
的
規
制
力
を
伴
う
人
物
評
債
中
心
の
論

し
か
し
な
が
ら
、

郷
論
の
問
題
は
そ
の
形
成
主
瞳
の
詮
索
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
郷
論
が
土
大
夫
豪
族
層
に
よ
っ
て

措
わ
れ
、
そ
の
批
判
や
賞
讃
が
彼
ら
の
政
治
的
吐
曾
的
地
位
の
低
落
や
保
全
に
作
用
し
た
と
し
て
も
、
し
か
し
な
ぜ
「
郷
里
の
輿
論
」
と
い
う

議
で
は
あ
っ
た
。

形
で
の
非
難
や
稽
春
が
政
治
的
吐
曾
的
な
意
味
や
力
を
持
ち
得
た
の
だ
ろ
う
か
。

列
博
包
羊
綴
俸
に
、

中
卒
三
年
、
江
夏
の
兵
越
慈
反
叛
し
、
南
陽
太
守
秦
韻
を
殺
し
、
六
回
肺
を
攻
設
す
。
績
を
奔
し
て
南
陽
太
守
と
篤
す
。
郡
界
に
入
る
に
嘗

り
、
乃
ち
一
概
服
し
て
開
行
す
。

童
子
一
人
を
侍
し
、

豚
邑
を
観
歴
し
、

風
謡
を
採
問
し
て
、

然
る
後
に
乃
ち
準
む
。
其
の
令
・
長
の
貧



葉
、
吏
民
の
良
猪
、
悉
く
其
の
肢
を
逆
知
す
。
郡
内
驚
嫁
し
、
震
儲
せ
ざ
る
な
し
。

と
あ
り
、
郡
内
の
賞
態
を
知
る
手
段
と
し
て
風
謡
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
「
採
間
風
謡
」
は
後
漢
時

(
幻
)

代
全
般
に
わ
た
り
中
央
政
府
で
も
行
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
執
政
者
に
は
見
え
に
く
い
政
治
世
界
の
隠
れ
た
部
分
を
明
る
み
に
出
す
た
め

『
後
漢
書
』

か
ら
は
「
吏
民
」
、

等
が
主
鐙
と
な
っ
た
「
語
」
と
か
「
謡
」
が
数
多
く
検
出
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
す
べ
て
を
こ
こ
で
取
り
上
げ
て
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

の
、
風
諮
は
古
く
か
ら
重
要
な
政
治
的
機
能
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

「
百
姓
」
、

「一重」--e--

J
I
J
j
 

先
の
問
題
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
風
謡
に
は
郷
里
祉
舎
に
生
き
て
働
く
民
衆
の
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
に
、
そ
れ
が
暗
黙
の
政
治
的
社

舎
的
規
制
力
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。

た
と
え
風
謡
の
形
で
史
料
に
残
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、

「
郷
曲
の
棄
つ
る
所
と
な
る
」
と
か

「
郷
里
の
容
れ
る
所
と
は
な
ら
ず
」
と
い
っ
た
表
現
は
、
民
衆
の
暗
黙
の
批
判
力
の
存
在
を
物
語
っ
て
い
る
。
嘗
然
、
地
方
枇
舎
の
主
宰
者
た

う る
士
大
夫
豪
族
に
と
っ
て
如
何
に
し
て
民
衆
か
ら
の
批
判
が
風
謡
な
ど
の
形
で
表
明
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
か
は
重
大
な
関
心
事
で
あ
っ
た
ろ

〈
叩

ω
)

辞
召
の
判
定
材
料
に
関
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

な
ん
と
な
れ
ば
、

そ
れ
は
必
然
的
に
郡
勝
吏
任
用
や
孝
廉
選
、

と
り
わ
け
後
漢
末
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期
、
富
官
と
清
流
人
土
と
の
針
立
が
織
烈
に
な
っ
て
く
る
と
、
地
方
位
舎
に
お
い
て
も
濁
流
系
の
地
方
官
や
濁
流
と
結
ん
だ
郷
里
の
非
豪
族

・

(

m

m

)

 

非
士
大
夫
豪
族
と
、
士
大
夫
豪
族
と
の
聞
に
特
に
選
摩
を
め
ぐ
る
封
立
が
顕
在
化
し
た
。
濁
流
系
人
士
は
民
衆
匡
迫
を
事
と
し
て
い
た
か
ら
、

民
衆
の
濁
流
批
判
が
風
諮
の
形
で
表
明
さ
れ
る
。
士
大
夫
豪
族
と
し
て
は
こ
の
風
謡
や
郷
評
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
自
ら
の
サ
ー
ク
ル
を
主
睦
と

し
た
郷
論
の
形
成
に
よ
っ
て
濁
流
に
封
抗
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
い
う
の
は
、

土
大
夫
豪
族
の
も
つ
儒
家
思
想
は
民
の
世
界
の
安
寧
を
理
念
し

て
い
た
か
ら
、
風
諸
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
郷
里
の
輿
論
を
ふ
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
が
存
し
た
か
ら
で
あ
る
。
け
だ
し
、
後
漢
後

期
に
お
い
て
は
、
前
漢
以
来
存
在
し
つ
づ
け
た
民
衆
の
政
治
批
判
・
人
物
評
債
H
風
諮
的
郷
一評
を
基
底
に
お
き
な
が
ら
、
そ
の
上
に
土
大
夫
豪

族
層
に
よ
る
郷
論
H
清
議
が
形
成
さ
れ
た
、
と
い
う
の
が
質
態
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
川
勝
氏
の
第
一
次
郷
論
、
第
二
次

郷
論
の
存
在
が
具
鐙
的
に
捉
え
ら
れ
る
と
共
に
、
第
二
次
郷
論
に
劃
す
る
第
一

次
郷
論
の
規
定
力
も
否
定
し
難
く
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ざ
る
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を
得
な
い
の
で
あ
る
。
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お

わ

り

以
上
陳
宴
俸
の
一
節
に
含
ま
れ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

以
下
で
は
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
ふ
ま
え
、
後
漢
後
期
の
士
大
夫
豪
族
が
主

宰
す
る
地
方
杜
舎
に
お
け
る
選
翠
鐙
制
、
豪
族
層
の
政
治
的
祉
舎
的
関
係
や
清
流
運
動
の
杜
禽
的
基
盤
等
に
つ
い
て
敷
街
的
に
言
及
し
て
小
論

を
終
り
た
い
。

地
域
的
差
異
を
仲
い
な
が
ら
も
、
後
漢
時
代
の
地
方
社
舎
に
は
、

儒
皐
を
修
得
し
た
士
大
夫
と
呼
ば
れ
る
知
識
人
の
階
層
が
徐
々
に
形
成
さ

れ
、
そ
れ
ら
士
大
夫
か
ら
中
央
官
僚
や
州
郡
吏
が
任
用
さ
れ
る
傾
向
が
一
段
と
強
ま
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
趨
勢
の
下
、
郷
里
祉
舎
に
は
官
吏
化

土
大
夫
豪
族
l
li非
士
大
夫
豪
族
|
|
小
農
民
の
階
層
的
序
列
が
同
時
に
成
立
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
官

の
程
度
と
い
う
黙
か
ら
み
た
、

僚
制
的
身
分
か
ら
言
え
ば
、
中
央
官
僚

・
州
郡
吏
|

l豚
・
郷
吏
|
|
庶
人
の
序
列
に
針
麿
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
地
方
位
舎
に
お
い

て
は
経
済
的
優
位
者
と
し
て
の
豪
族
の
祉
舎
的
規
制
力
に
は
強
固
な
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
階
層
序
列
が
地
方
杜
舎
の
社
合
同
的
政
治
的
力
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関
係
を
全
面
的
に
あ
ら
わ
す
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
後
漢
時
代
、

士
大
夫
と
呼
ば
れ
得
る
人
々
の
多
く
は
豪
族
の
出
身
者
で
あ

っ
た
か
ら
、

先
の
階
層
序
列
は
地
方
杜
曾
の
現
質
的
力
関
係
を
充
分
反
映
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
叉
、
こ
の
階
層
序
列
構
造
は
豪
族
と
い
う
一
宗
族
内
に

(

ぬ

)

も
み
ら
れ
た
。
上
田
早
苗
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、

一
族
内
に
は
、
官
僚
、
嫁
史
、
皐
者
、
農
民
、

一
商
人
と
い
っ
た
雑
多
な
職
業
の
族
員
、
か
包
含

さ
れ
て
お
り
、

そ
の
大
部
分
が
農
業
に
従
事
す
る
が
、
そ
こ
に
は
貧
富
の
差
が
あ
っ
て
族
員
聞
の
複
雑
な
関
係
が
結
ば
れ
て
い
た
と
い
う
。

こ

」
か
ら

一
族
内
に
お
い
て
も
、

士
大
夫
を
出
す
家
、
大
土
地
経
営
に
任
ず
る
家
、
偲
作
者
を
も
含
む
小
農
民
の
家
と
い
う
序
列
が
成
立
し
て

い
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
構
造
は
、

す
で
に
前
漢
後
半
期
に
お
い
て
そ
の
形
成
の
端
緒
を
も
ち
、

後
漢
の
初
期
に
お
レ
て
す
で
に
い
く
つ
か
の
地
域
に
お

い
て
成
立
し
つ
つ
あ
っ
た
。
三
輔
、
河
南
、
頴
川
、
汝
南
、
南
陽
な
ど
後
漢
-
初

・
中
期
に
多
く
の
官
僚
を
輩
出
し
た
地
域
が
そ
れ
で
あ
る
。
中

期
に
至
る
と
、

巴
萄

・
関
東
(
特
に
黄
河
下
流
右
岸
)
・
江
准
の
諸
地
域
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
構
造
が
生
み
出
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
後
漢
末
に
お



い
て
ほ
ぼ
全
園
的
に
成
立
し
つ
つ
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。

と
こ
ろ
で
、

士
大
夫
豪
族
と
非
士
大
夫
豪
族
と
の
聞
に
は
そ
の
連
合
的
側
面
と
共
に
或
る
矛
盾
閥
係
が
存
し
た
と
思
わ
れ
る
。
連
合
的
側
面

と
は
、
中
央
か
ら
赴
任
す
る
太
守
の
、
地
方
豪
族
層
に
劃
す
る
抑
墜
と
豪
族
層
が
感
ず
る
統
治
の
あ
り
方
に
射
し
て
は
、
士
大
夫
豪
族
層
か
ら

(

出

)

出
た
郡
功
曹
が
太
守
を
諌
止
し
、
太
守
も
そ
の
意
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
事
賓
の
示
す
面
で
あ
り
、
功
曹
は
こ
の
場
合
土
大
夫
、

非
士
大
夫
を
問
わ
ず
豪
族
層
の
代
縛
者
と
な
っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
矛
盾
の
面
は
濯
事
に
あ
ら
わ
れ
る
。
郡
吏
任
兎
、
孝
廉
濯
の
賓
権
は
郡

功
曹
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
て
い
た
。
郡
功
曹
に
は
ほ
ぼ
士
大
夫
豪
族
出
身
者
が
就
任
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
し
、
解
廷
に
お
い
て
も
士
大
夫

豪
族
が
牒
の
功
曹
職
に
就
い
て
鯨
吏
任
兎
の
賓
穫
を
掌
握
し
た
。
非
士
大
夫
豪
族
屠
に
と
っ
て
郡
牒
府
廷
特
に
郡
府
へ
の
出
佐
は
な
か
な
か
突

破
で
き
な
い
壁
と
な
っ
て
い
た
。
非
士
大
夫
豪
族
屠
が
貴
戚
や
官
官
に
射
し
、
郡
吏
任
用
、
孝
廉
選
、
辞
召
の
権
限
を
も
っ
中
央

・
地
方
の
官

僚
へ
の
請
託
を
依
頼
す
る
必
然
性
は
こ
こ
か
ら
生
ず
る
。
叉
、

土
大
夫
豪
族
の
奉
ず
る
儒
家
理
念
が
、
彼
ら
を
民
衆
の
望
た
ら
し
め
る
内
設
的

(

認

〉

士
大
夫
豪
族
と
し
て
は
非
土
大
夫
豪
族
の
も
つ
民
衆
侵
奪
的
側
面
を
抑
止
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
彼
ら
は
民
衆
が
作

り
出
す
風
諮
に
相
嘗
の
政
治
的
社
曾
的
規
制
力
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
自
費
し
て
い
た
か
ら
、
儒
皐
的
教
養
や
能
力
の
修
得
、
徳
行
の
質
践
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な
力
を
生
み
出
し
た
か
ら
、

に
精
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
、
非
士
大
夫
豪
族
と
民
衆
と
の
避
け
ら
れ
ざ
る
針
立
に
劃
し
て
後
者
の
側
に
興
す
る
傾
向
を
士
大

夫
豪
族
層
に
興
え
た
。
と
い
っ
て
も
、
郷
論
が
一
面
で
は
豪
族
社
舎
内
の
評
判
、
ラ
ン
ク
づ
け
の
性
格
を
も
っ
以
上
、
土
大
夫
豪
族
は
豪
族
祉

舎
の
一
員
と
し
て
の
立
場
に
拘
束
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
制
約
を
も
負
っ
て
い
た
。

か
よ
う
に
、

土
大
夫
豪
族
は
そ
の
内
部
に
ジ
レ
ン
マ
を
抱
え

た
階
層
で
は
あ
っ
た
。
叉
、
彼
ら
は
同
族
内
に
存
在
す
る
土
大
夫
の
家

l
!大
土
地
経
営
の
家
ー
ー
ー
小
農
民
の
家
、
の
構
成
に
お
い
て
も
、
士

(
お
)

大
夫
の
家
と
大
土
地
経
営
の
そ
れ
と
の
矛
盾
、
葛
藤
を
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
川
勝
氏
が
清
流
豪
族
の
自
己
矛
盾
的
性
格
と
し

(

川

品

)

た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
士
大
夫
豪
族
の
社
曾
的
位
置
か
ら
生
ず
る
内
面
的
朕
況
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、

士
大
夫
豪
族
屠
は
後
期
地
方
位
舎
の
階
層
序
列
構
造
の
形
成
に
よ
っ
て
そ
の
頂
貼
に
立
ち
、
中
央
官
界
進
出
へ
の
足
場
を
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築
い
た
。
と
い
う
よ
り
も
、
中
央
政
府
に
よ
る
察
挙
、
僻
召
、
父
任
な
ど
の
選
奉
こ
そ
が
士
大
夫
豪
族
居
そ
の
も
の
を
形
成
さ
せ
、

土
大
夫
豪
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族
層
を
し
て
官
僚
の
家
と
し
て
の
賓
績
を
積
ま
し
め
、
階
層
序
列
構
造
の
主
宰
者
の
地
位
を
獲
得
さ
せ
た
と
考
え
た
方
が
寅
情
に
却
し
て
い
よ

ぅ
。
彼
ら
は
地
方
に
お
い
て
土
大
夫
サ
ー
ク
ル
を
形
成
し
、
郡
腕
肺
嫁
史
と
り
わ
け
そ
の
右
職
を
占
め
て
郷
論
を
統
制
し
、
選
奉
権
を
寅
質
上
掌

握
し
て
中
央
官
界
準
出
へ
の
ル
l
ト
を
濁
占
し
た
。
こ
れ
を
。
宏
盃
争
睦
制
。
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

こ
の
察
翠
瞳
制
の
主
宰
者
た
る
土
大
夫
豪
族
層
に
と
っ
て
の
課
題
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
士
大
夫
豪
族
l
l非
士
大
夫
豪
族
l
|小
農
民
の

階
層
構
造
の
安
定
化
、
そ
し
て
そ
の
安
定
化
の
前
提
た
る
中
央
政
府
の
小
農
民
保
護
政
策
の
推
進
、
そ
の
推
進
主
鐙
た
る
清
節
あ
る
中
央
・
地

方
官
僚
の
任
用
H
H
選
奉
の
儒
家
的
債
値
基
準
に
も
と
づ
く
正
常
な
運
営
、

つ
ま
り
後
漢
末
清
流
が
主
張
し
た
儒
家
的
園
家
理
念
の
寅
現
そ
の
も

の
に
他
な
ら
な
い
。
察
翠
鐙
制
の
主
宰
者
た
る
土
大
夫
豪
族
が
こ
の
儒
家
理
念
の
寅
現
を
に
な
う
主
陸
と
し
て
自
ら
を
任
じ
た
時
、
彼
ら
の
敵

劃
勢
力
を
、
こ
の
察
奉
鐙
制
を
破
壊
し
よ
う
と
す
る
者
、
即
ち
中
央
の
貴
戚
や
官
官
と
、
そ
れ
に
結
託
し
た
、
士
大
夫
豪
族
層
と
は
或
る
面
で

は
敵
潤
関
係
に
あ
る
非
土
大
夫
豪
族
層
つ
ま
り
濁
流
、
と
認
定
し
た
の
は
必
然
で
あ
っ
た
。
士
大
夫
豪
族
層
を
中
一
核
と
す
る
清
流
勢
力
は
、
そ

(

お

~

(

お

)

れ
ぞ
れ
の
地
域
に
結
社
H
黛
を
結
成
し
士
大
夫
豪
族
聞
の
郡
を
越
え
た
通
婚
関
係
、
儒
皐
を
媒
介
に
し
て
の
全
園
的
師
弟
・

交
友
関
係
を
背

(

幻

)

景
に
、
各
黛
聞
に
全
園
的
な
連
絡
を
め
ぐ
ら
し
な
が
ら
、
濁
流
に
劉
抗
す
る
に
至
る
。
こ
の
清
流
サ
ー
ク
ル
結
成
の
過
程
で
、
土
大
夫
豪
族
居

(
お
〉

は
、
非
士
大
夫
豪
族
出
身
人
士
或
い
は
非
豪
族
畢
寒
人
士
に
射
し
て
も
盛
ん
に
昨
召
し
た
り
交
友
関
係
を
結
ぼ
う
と
努
め
て
い
る
。
そ
れ
で
は

こ
の
よ
う
な
事
態
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
黛
鋼
事
件
の
全
面
的
な
考
察
に
よ
っ
て
答
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な

- 56ー

ら
な
い
が

一
腰
の
考
え
を
述
べ
れ
ば
、

士
大
夫
豪
族
が
奉
ず
る
儒
家
的
園
家
理
念
は
、
周
代
以
来
の
古
代
知
識
人
の
理
想
的
園
家
鰻
制
へ
の

模
索
の
一
大
開
結
と
な
っ
た
政
治
思
想
な
の
で
あ
り
、
皐
な
る
察
奉
睦
制
維
持
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
と
ど
ま
ら
な
い
普
遍
性
を
も
つ
も
の
で
あ

る
。
儒
皐
的
教
養
を
有
す
る
人
々
に
と
っ
て
そ
れ
は
嘗
然
受
け
入
れ
ら
れ
る
べ
き
政
治
理
念
で
あ
っ
た
。

士
大
夫
豪
族
層
に
と
っ
て
そ
の
政
治

理
念
の
貫
践
と
し
て
も
、
社
禽
階
層
の
如
何
を
問
わ
な
い
賢
者
た
る
者
と
の
交
友
、
辞
召
関
係
へ
の
参
入
は
、

士
大
夫
豪
族
層
の
嘗
然
な
す
べ

き
行
震
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
儒
家
理
念
に
お
い
て
は
、
社
曾
的
な
序
列
や
位
置
に
閲
わ
り
な
く
、
そ
の
人
の
賢
者
で
あ

る
か
否
か
の
判
定
に
従
っ
て
皇
帝
の
補
佐
H
官
僚
と
な
る
べ
き
か
否
か
が
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。



士
大
夫
豪
族
層
を
中
接
と
す
る
清
流
勢
力
は
、
彼
ら
の
主
宰
す
る
察
奉
瞳
制
を
生
み
出
し
た
嘗
の
王
朝
国
家
、
そ
の
中
一
咳
た
る
皇

帝
擢
そ
の
も
の
に
察
奉
盟
制
の
存
績
、
維
持
を
期
待
し
、
叉
、
官
界
に
て
彼
ら
の
結
束
を
固
め
て
士
大
夫
豪
族
層
に
よ
る
連
合
園
家
建
設
の
運

〈

叩

抑

)

動
を
展
開
し
た
。
し
か
し
そ
の
期
待
は
濁
流
が
操
縦
す
る
皇
帝一
の
怒
一
意
性
に
よ
っ
て
裏
切
ら
れ
、
彼
ら
の
連
合
園
家
建
設
の
運
動
は
現
貫
政
治

の
場
で
は
結
局
敗
北
し
た
。
彼
ら
は
郷
里
に
逼
塞
し
な
が
ら
濁
流
の
跳
梁
を
忍
び
つ
つ
郷
里
の
民
衆
と
共
に
生
き
、
責
巾
の
大
凱
、
軍
閥
割
援

の
混
凱
か
ら
生
ま
れ
る
苦
難
に
堪
え
な
が
ら
地
方
祉
舎
に
お
け
る
士
大
夫
豪
族
1
1

非
士
大
夫
豪
族
|
|
小
農
民
の
階
層
構
造
を
依
然
と
し
て

し
か
し
、

維
持
し
つ
づ
け
た
と
思
わ
れ
る
。
貌
の
黄
初
元
年
(
二
二

O
)、
陳
寒
の
孫
陳
筆
に
よ
っ
て
建
議
さ
れ
た
九
品
官
人
法
の
制
定
は
、
歴
史
的
に
は

彼
ら
の
勝
利
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
敢
え
て
言
え
ば
、
階
級
開
係
と
官
僚
制
的
身
分
関
係
と
の
複
合
に
よ
っ
て
成
る
、
士
大
夫
官
僚
|
|
大

土
地
所
有
者
|
|
小
農
民
と
い
う
そ
の
後
の
王
朝
園
家

・
祉
舎
に
お
け
る
階
層
序
列
構
造
の
原
型
が
後
漢
末
地
方
祉
舎
に
形
成
さ
れ
、
そ
の
構

造
の
頂
黙
に
立
つ
士
大
夫
豪
族
居
に
よ
っ
て
奉
じ
ら
れ
た
儒
家
的
国
家
理
念
の
普
遍
性
が
、
以
後
の
王
朝
園
家
建
設
の
理
念
の
中
に
脈
々
と
流

れ
て
い
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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註(

1

)

以
上
は
主
と
し
て
、
永
田
英
正
「
漢
代
の
選
患
と
官
僚
階
級
」
(
『
東

方
同
学
報
』
京
都
四
一
、
一
九
七
O
年
〉
に
接
っ
た
。
な
お
近
年
に
お
い

て
、
福
井
重
雅
氏
の
、
漢
代
選
撃
の
制
度
に
重
黙
を
置
い
た
一
連
の
精

綴
な
研
究
が
あ
る
。

〈

2
〉
以
下
の
論
述
に
お
け
る
『
後
漢
書』

か
ら
の
引
用
等
に
際
し
て
は
、

列
停
巻
数
の
み
を
記
す
こ
と
に
す
る
。

(

3

)

拙
稿
「
漢
代
の
諸
生
」
(
『
愛
媛
大
皐
数
育
皐
部
紀
要
人
文
社
曾
科

皐
』
第
一
六
巻
、
一
九
八
四
年
)
に
指
摘
し
て
お
い
た
。

(

4

)

増
淵
龍
夫
「
所
謂
東
洋
的
専
制
主
義
と
共
同
鐙
」
(
『
一
橋
論
叢
』

- 57ー

第
四
七
径
三
抗
、

一九
六
二
年
〉
。

(

5

)

以
上
の
川
勝
義
雄
氏
の
見
解
は
、
同
氏
著
『
六
朝
貴
族
制
杜
舎
の
研

究
』
(
岩
波
書
底
、

一九
八
二
年
)
第
I
部
第
三
章
に
よ
る
。

(
6
〉
堀
敏

一
「
九
口
問
中
正
制
度
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
1
1
1
軸
翌
日
の
貴
族
制

社
合
同
に
か
ん
す
る

一考
察
|
|
」
(
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』

四五、

一
九
六
八
年
)
。

(

7

)

原
氏
と
裕
氏
は
『
漢
書
』
巻
七
六
越
庚
漢
停
、
醇
氏
は
『
史
記
』
巻

一
二
四
遊
侠
列
停
、
越
氏
と
李
氏
は
『
漢
書
』
巻
七
七
何
並
俸
に
そ
れ

ぞ
れ
見
え
る
。
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(

8

)

『
三
園
志
』
貌
書
巻
二
三
に
列
せ
ら
れ
て
い
る
趨
僚
は
頴
川
陽
程
出

身
で
あ
る
が
、
戟
縦
期
で
も
あ
り
頴
川
郡
内
で
の
地
位
を
詳
に
で
き
な

(

9

)

原
文
は
以
下
の
通
り
。

劉
頭
字
子
相
、
頴
川
頴
陰
人
也
。
家
世
盟
産
、
常
能
周
施
、
而
不
有

其
惑

0

・
・
:
:
河
南
科
梯
臨
郡
、
引
震
功
曹
。
均
以
悌
名
公
之
子
、

乃
魚
起
駕
。
梯
以
其
揮
時
而
仕
、
甚
敬
任
之
。
陽
程
賞
綱
博
程
夫
人

権
力
、
求
占
山
津
以
自
営
植
。
梯
召
均
問
目
、
程
氏
貴
盛
、
在
帯一
左

右
、
不
穏
則
恐
見
怨
、
輿
之
則
奪
民
利
、
信
用
之
奈
何
。
均
目
、
名
山

大
津
不
以
封
、
蓋
信
用
民
也
。
明
府
聴
之
、
則
被
倭
倖
之
名
実
。
若
以

此
獲
綱
、
貴
子
申
甫
則
自
以
不
孤
也
。
梯
従
矧
言
、
途
不
興
之
。
乃

穆
均
潟
孝
康
、
不
就
。
後
黄
巾
賊
起
、
郡
豚
飢
荒
。
均
救
給
乏
紹
、

資
其
食
者
数
百
人
。
郷
族
貧
者
死
亡
、
則
震
具
瀦
葬
、
後
濁
則
助
営

妻
姿
。

(

ω

)

前
掲
殴
耕
望
氏
著
書
二
二
五
二
二
六
頁
。

(
日
〉
こ
の
場
合
の
地
方
官
と
は
、
中
央
か
ら
波
遇
さ
れ
る
太
守
・
令
長
等

を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
潰
口
重
園
「
漢
碑
に
見
え
た
る
守
令
・

守
長
・
守
丞
・
内
寸
前
等
の
官
に
就
い
て
」
(
同
氏
著
『
秦
漢
惰
唐
史
の

研

究

下

巻
』
東
京
大
皐
出
版
舎
、
一
九
六
六
年
、
所
枚
)
に
言
う
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
成
の
徳
望
家
、
有
力
者
、
有
識
者
、
敏
腕
家
が
太
守
に

よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
俣
の
豚
令
長
・
丞

・
尉
を
意
味
し
て
い
る
。

(
ロ
)
増
淵
氏
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
こ
の
「
酸
一
策
令
劉
熊
碑
」
の
碑
陰
に

も
言
及
し
、
蘇
と
李
の
有
力
な
二
氏
か
ら
多
く
の
郡
豚
の
吏
を
出
し
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
「
郡
豚
の
嫁
史
は
、
土
着
の
土
豪
・
豪
族
に

よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
同
一
の
豪
姓
か
ら
多
く
の

嫁
史
を
出
し
て
い
る
関
係
も
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
」
と
い
う
氏
の
主

張
の
根
援
に
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
豪
姓
聞
の
豚
内
に
お
け
る
政
治
的

社
合
的
地
位
関
係
に
ま
で
分
析
は
及
ぼ
さ
ず
、
「
土
豪

・
豪
族
」
の
す

べ
て
を
ひ
と
し
な
み
に
豪
姓
と
し
て
一
括
し
て
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
に

小
論
と
の
相
違
黙
が
あ
る
。

(
日
〉
「
巴
郡
太
守
張
納
碑
」
の
碑
陰
に
刻
さ
れ
た
巴
郡
嫁
史
の
姓
を
出
身

豚
別
に
一
覧
に
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
(
本
は
『
華
陽
園
志
』
巴

志
に
摩
げ
ら
れ
た
諸
豚
の
大
姓
。
(
)
は
碑
陰
に
記
さ
れ
て
い
な
い

が
、
『
筆
陽
園
士
官
に
大
姓
と
さ
れ
て
い
る
姓
。
け
内
数
字
は
碑
陰
に

複
数
あ
ら
わ
れ
る
同
姓
の
数
。
な
お
豚
に
つ
い
て
は
「
績
漢
志
」
に
従

っ
た
)
。

〔
江
州
〕

〔
宕
渠
〕

〔
胸
忍
〕

〔
関
中
〕

〔
魚
復
〕

〔
臨
江
〕

〔棋〕
〔
法
陵
〕

〔
塾
江
〕

〔
安
漢
〕

〔
卒
都
〕

〔
充
園
〕

馬黄*扶*李了然ホ
(5) (2) 

蒲駁*，....__ 謁
先王上*

任楊 (2) ，....__官
)徐波 (2)

周)鴻
謝白*

沈
↑蓋王

戚楊董

曲
程 場*

予

楊(
厳

員
甘

張
文

章*
楊

牟*
杜

李)

李張陳*襲
(3) 

膏(宋
殿越*

楊回
呂王

何夏*
察活*

議*'-/ ，....__ 
曹察

張

王

杜
)

郭

楊

王

越*
(
連
)

(侯〉

恒

金~*

- 58ー

張

張
。
.

(一二
狐

五

知
(
閤
)
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〔
宣
漢
〕

〔
漢
昌
〕
(
勾
〉

〈
リ
凶
)
寧
可
「
関
子
《
漢
侍
廷
里
父
老
偉
貿
田
約
束
石
券
》
」
(
『
文
物
』
一

九
八
二
年
十
二
期
)
。
本
邦
に
お
け
る
こ
の
石
券
に
つ
い
て
の
専
論
と

し
て
、
籾
山
明
「
漢
代
結
伺
習
俗
考
|
|
石
刻
史
料
と
郷
里
の
秩
序

ω

|
1
1
」
(
『
島
根
大
筆
法
文
皐
部
紀
要
文
同
学
科
編
』
第
九
競
|
一
、

一

九
八
六
年
〉
が
あ
る
。

(
お
)
宮
川
向
士
山
『
六
朝
史
研
究
政
治
・
枇
曾
篇
』
(
皐
術
振
興
舎
、
一

九
五
六
年
〉
一
九
七
|
一
九
八
頁
。

〈
凶
)
〔
司
馬
氏
〕
『
後
漢
書
』
「
安
脅
紀
」
元
初
元
年
僚
に
「
大
司
農
山

陽
司
馬
萄
震
太
尉
」
と
あ
り
、
注
に
引
く
『
謝
承
後
漢
書
』
は
東
績
の

人
と
す
る
。
〔
瀬
氏
〕
『
一
一
一
園
志
』
融
調
書
巻
二
六
満
寵
俸
に
、
山
陽
昌

ロ
巴
出
身
で
、
「
年
十
八
魚
郡
督
郵
」
と
あ
る
。
〔
沼
氏
〕
列
惇
九
沼
式

停
に
金
郷
の
人
と
あ
り
、
そ
の
豪
族
で
あ
る
こ
と
は
本
偉
か
ら
推
測
さ

れ
る
。
〔
李
氏
〕
『
三
圏
中
心
』
貌
書
巻
一
八
李
典
俸
に
山
陽
鐙
野
の
人

で
、
「
従
部
曲
宗
族
高
三
千
除
口
居
鄭
」
と
あ
る
。

(
げ
)
た
だ
し
黛
入
場
二
四
名
の
中
に
朱
借
な
る
人
物
が
お
り
、
こ
の
朱
並

と
同
族
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
。
同
族
内
に
お
け
る
士
大
夫

・
非
士

大
夫
の
家
の
並
存
は
、
川
勝
義
雄
氏
前
掲
書
一
一
一
六
頁
以
下
に
分
析
さ
れ

て
い
る
陳
留
圏
豚
の
高
氏
・
察
氏
の
例
か
ら
も
註
さ
れ
る
。
山
陽
高
卒

の
朱
氏
の
場
合
も
同
様
に
考
え
ら
れ
る
。

(
日
)
宮
崎
市
定
『
九
品
官
人
法
の
研
究
』

(
同
朋
合
、
一
九
五
六
年
〉
五

三
八
頁
に
、
四
海
の
大
姓
、
郡
姓
、
州
姓
、
豚
姓
の
別
に
つ
い
て
の
指

摘
が
あ
る
。
北
貌
時
代
の
漢
人
の
姓
族
の
序
列
を
あ
ら
わ
す
も
の
の
よ

う
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
四
姓
の
序
列
化
は
す
で
に
後
漢
後
期
に
匪
胎

し
つ
つ
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
川
口
)
安
漢
の
陳
氏
に
つ
い
て
の
専
論
に
、
上
回
早
苗
「
巴
萄
の
豪
族
と
閣

家
権
力

l
l陳
蕎
と
そ
の
租
先
た
ち
を
中
心
に
|
|
」
(
『
東
洋
史
研

究
』
第
二
五
巻
四
説
、
一
九
六
七
年
〉
が
あ
る
。

(
却
)
『
華
陽
園
志
』
巻

一
一
一
「
金
梁
寧
三
州
先
漢
以
来
土
女
目
録
」
に
よ

れ
ば
、
江
州
豚
の
然
、
氏
、
宕
渠
豚
の
李
氏
雌
見
方
桂
陽
太
守
(
然
温

・
李

温
)
を
出
し
て
い
る
。
宕
渠
の
王
氏
に
つ
い
て
は
、
『
三
園
士
山
』
局
書

巻
四
三
に
立
侍
さ
れ
て
い
る
王
卒
(
鎮
北
大
終
軍
)
を
出
し
て
い
る
。

(
幻
)
前
掲
拙
稿
「
漢
代
の
諸
生
」
。

(
担
〉
駿
耕
望
氏
前
掲
室
田
三
三
二
頁
。

(
お
〉
列
惇
ロ
馬
武
惇
参
照
。

(
川
此
)
列
惇
日
魯
歪
博
、
同
幻
虞
延
停
、
向
お
苗
日
褒
停
、
同
町
出
活
溌
捕
時
な
ど

を
参
照
。

(
お
)
列
俸
臼
朱
儒
俸
に
、
「
少
孤
、
母
嘗
販
緒
信
用
業
」
よ
う
な
家
の
出
身

朱
備
が
、
豚
長
に
よ
っ
て
豚
門
下
書
佐
か
ら
太
守
へ
推
薦
さ
れ
て
郡
職

を
歴
任
し
、
の
ち
家
康
に
翠
げ
ら
れ
た
例
が
あ
る
。

(

M

m

)

こ
の
よ
う
な
朕
況
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
し
て
、
列
惇
お
愛
延
惇

の
、
陳
留
外
資
豚
令
牛
逃
が
功
苗
日以
下
に
政
事
を
委
ね
た
話
や
、
列
問
時

貯
黛
鋼
列
停
序
の
、

汝
南

・
南
陽
雨
太
守
と
功
曹
と
の
関
係
に
つ
い
て

の
記
述
が
あ
る
。

(
幻
)
列
停
師
循
吏
停
序
に
、
「
(
光
武
帯
)
数
引
公
卿
郎
賂
列
子
禁
坐
、

廉
求
民
療
、
観
納
風
諮
」
と
あ
り
、
列
停

η
上
李
部
俸
に
、
「
和
一
一
帝
即

位
、
分
遣
使
者
、
皆
微
服
車
行
、
各
至
州
豚
、
観
採
風
謡
」
と
あ
り
.

叉
、
列
停
閉
山
沼
務
停
に
、

「復
箆
太
尉
賞
理
所
降
。
後
詔
三
府
嫁
腐
翠

謡
言
、
務
奏
刺
史
二
千
石
権
豪
之
黛
二
十
銭
人
」
と
あ
る
。

凸
w
d

に
d
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(
お
〉
列
停
幻
沼
務
停
に
、
「
(
汝
南
)
太
守
宗
資
先
関
其
名
、
請
署
功
曹
、

委
任
政
事
。
・
:
:
:
務
外
甥
西
卒
李
頭
公
族
子
孫
、
而
震
郷
曲
所
棄
。

中
常
侍
唐
衡
以
頒
請
資
、
資
用
篤
吏
。
務
以
非
其
人
、
寝
而
不
召
・
:
・

:
・
」
と
あ
る
の
は
一
例
で
あ
る
。

(

m

U

)

江
幡
員
一
郎
「
後
漢
末
の
農
村
の
樹
援
と
宣
官
の
害
民
に
つ
い
て
」

(
『
集
刊
東
洋
皐
』
一
一
一

、

一
九
六
九
年
)
参
照
。

(
ぬ
〉
上
回
早
苗
「
後
漢
末
期
の
裏
陽
の
豪
族
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
第
二
八

巻
四
鋭
、
一
九
七

O
年)。

(
幻
)
列
俸
必
王
暢
俸
に
あ
る
、
南
陽
太
守
王
暢
が
豪
族
潮
岬
墜
を
敢
行
し
た

所
、
郡
功
曹
張
倣
に
よ
っ
て
諌
め
ら
れ
寛
政
に
改
め
た
と
い
う
話
。

(
幻
〉
注
仰
に
引
用
し
た
劉
均
俸
の
一
節
が
そ
の
適
切
な
歪
で
あ
る
。

(
お
)
列
俸
お
蓑
闘
停
や
列
市
昨
日
許
勧
俸
に
、
同
一
士
大
夫
豪
族
内
の
士
大

夫
を
出
す
家
系
が
互
い
に
反
目
し
合
う
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
黙
も
含
め
て
、
複
数
の
家
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
土
大
夫
豪
族

の
よ
り
精
細
な
構
、
造
と
内
情
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

(
鎚
)
川
勝
義
雄
氏
前
掲
書
三
六
頁
。

(
お
)
列
停
臼
史
弼
俸
に
、
「
育
州
六
郡
、
其
五
有
議
、
近
圏
甘
陵
亦
考
南

北
部
、
卒
原
何
理
而
得
濁
無
」
と
あ
る
。

(
お
)
矢
野
主
税
『
門
閥
祉
舎
成
立
史
』
(
図
書
刊
行
曾
、
一
九
七
六
年
)

第
二
草
参
照
。

(
幻
)
一
例
と
し
て
、
列
侍
幻
第
五
種
俸
に
、
第
五
種
が
宣
官
軍
超
に
陥
れ

ら
れ
て
朔
方
に
流
さ
れ
よ
う
と
し
た
際
、
術
園
の
孫
斌
が
同
燃
の
間
子

直
、
北
海
高
密
の
郵
子
然
と
相
談
し
て
、
第
五
種
を
逃
亡
さ
せ
匿
っ
た

話
が
あ
る
。

(
お
)
先
述
の
陳
寒
と
鍾
踏
を
は
じ
め
、
列
俸
円
相
英
憲
俸
の
黄
憲
に
削
到
す
る

汝
南
士
大
夫
、
叉
、
同
円
相
徐
穣
俸
に
お
け
る
徐
穣
と
陳
蕃
の
関
係
な
ど

が
翠
げ
ら
れ
る
。

(
ぬ
〉
後
漢
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
政
治
過
程
に
お
け
る
士
大
夫
豪
族

出
身
官
僚
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
後
漢
中
期
政
治
史
試
論
|
|

郵
氏
専
権
を
中
心
に
|
|
」
(
『
愛
媛
大
皐
教
育
風
宇
部
紀
要
人
文
社
曾

科
皐
』
第

一
七
答、

一
九
八
五
年
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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MILITARY ORGANIZATION IN THE WARRING

　　　　　

STATES AND QIN PERIODS

FUTITA Katsuhisa

　　

This essay ｅχamines military organization under the prefectural sys-

tern in the ぺA'^arringStates and Qin periods. It is an attempt to clarify

one aspect of the mechanism of local control in ancient China｡

　　

It can be considered that the standing army of the Warring States

and Qin was formed by conscripting male agricultural workers into units

based on the prefectures from the time that Lord Shang Yang （商鋏）

systematized the prefectures. Since it is believed that　the　terracotta

warriors at the tomb of Qin Shi Huang show the military forces of the

capital, it can be surmised that such ａ standing army was composed of

both o伍cials with caps and soldiers without caps｡

　　

Furthermore, there was ａ provision for granting ｏ伍cial titlesto male

agricultural workers for outstanding military service, and this system was

important until the end of the Warring States period. This was perhaps

the very system of military organization of agricultural workers （ｇｅｎｇ

ｚｈａｎｚhi ｓhi耕戦之士) that characterized the Qin state and that tried to

combine soldiers from ａ standing army with farmers that returned to

their fields using the provision of granting titles for military service.

LOCAL SOCIETY AND THE SELECTION OF

　

OFFICIALS IN THE LATER HAN PERIOD

HiGASHI Shinji

　　

Previous research on the Han selection process has been done from

the point of view of the central government. This essay attempts to

research the system of “Local Recommendation and Selection”（Ｘｉａｎｇｉｕ･

Ｈこ心僻l郷皐里選) that took place in the local communities of the Later

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－1－



Han in relation to the structure of the aristocratic class whose power

was expanding at that time｡

　　

In short, the conclusion is that the group of people who can be called

“literati”(shidaifu士大夫），i. ｅ. those who had ａ Confucian education

and who came mainly from the aristocratic class, came into ｅχistence

centered on the counties (jun郡) developing first in the more advanced

areas at the beginning of the Later Han and later in the less developed

areas by the end of the Han. It is clear that this stratum of literati･ari-

stocrats became the constituents of the local opinion that determined the

character evaluation which was the criterion for selection. Moreover, this

promoted the formation of a division within the aristocratic class between

those who were “literati”and those who were ｎｏt｡

　　

From this, one can more clearly ｅχplain the dispute between the

“Pure Faction” （９加が＆清流) and the “Muddy Faction” （ｚhiLoliｕ濁流）

that appeared in the Proscribed Party Incident （£）のｉｇｇｕ　ｓ明知ｌ策鋼事

件）ａt the end of the Later Han. That is, one can understand the

political antagonism of the literati o伍cials versus the eunuchs and the

non-literati local aristocrats who relied on the eunuchs.

CONCERNING THE STYLE OF WRITING OF THE TANG

　　　　　

ORDINANCES OF THE DEPARTMENT OF

　　　　　　

WATERWAYS FOUND AT DUNHUANG

Okano Makoto

　　

Among the documents in the Bibliotheque Nationale in Paris that

Pelliotbrought back from Dunhuang, there is one, P. 2507, thatis famous

as a fragment ofａ book of ordinances of the Department of Waterways

from the 25th year of Kaiyuan in the Tang dynasty (A. D. 737).　Much

work has been published　on this document by scholars all　over　the

world.

　　

However, in recent years, doubts and criticisms of the popular view

of this document have been　raised from　two directions.　The　first

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－2－


