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が
、
ど
の
よ
う
な
基
準
に
よ
っ
て
、
報
摘
態
試
し
て
官
僚
・
士
人
へ

の
道
を
た

ど
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
汚
賎
」
な
者
と
見
な
さ
れ
た
の
か
。
そ
の
基
準
は
必

ず
し
も
明
快
に
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
各
事
例
に
お
け
る
論
議
の

筋
道
を
た
ど
る
な
か
で
、
晶
画
時
の
人
々
に
共
有
さ
れ
た
良
賎
匿
分
の
論
理
を
さ

ぐ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

本
報
告
で
は
、
第
一
に
、
地
方
に
お
け
る
冒
指
冒
考
紛
争
が
ど
の
よ
う
に
し

て
『
皐
政
全
書
』
や

『
大
清
曾
奥
』
の
規
定
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
の
か
、
そ

の
兵
種
的
な
過
程
を
検
討
す
る
。
第
二
に
、
「
賎
」
の
観
念
を
め
ぐ
る
地
方
祉

曾
と
中
央
政
府
の
ず
れ
も
含
め
、
蛍
時
に
お
け
る
「
賎
」
観
念
の
核
心
と
幅
に

つ
い
て
考
察
す
る
。
さ
ら
に
、
中
園
の
良
唆
制
度
の
歴
史
の
な
か
で
、
こ
の
よ

う
な
清
代
中
期
の
事
態
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
べ
き
か
、
若
干
の
見
、通
し

を
示
し
て
み
た
い
。

戦
園
時
代
の
尖
足
布
・
方
足
布
の
性
格
に
つ
い
て

江

樹

キす

治

尖
足
布
、
方
足
布
と
呼
ば
れ
る
形
式
の
青
銅
貨
幣
は
、
中
園
の
戟
園
時
代
、

三
菅
地
域
を
中
心
に
流
通
し
た
と
考
え
ら
れ
る
貨
幣
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
貨
幣

に
は
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
地
名
が
鋳
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
地
名
の
種
類
も

多
数
に
の
ぼ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
地
名
は
文
献
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
三
耳
目

地
域
の
都
市
名
と
一
致
す
る
も
の
が
か
な
り
見
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
貨
幣
と
都
市

と
の
関
係
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
貨
幣
は
、
三
菅
地
域
の
都
市
の
性
格
を

考
え
る
上
で
貴
重
な
材
料
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
貨
幣
と
都
市
と
の
関
係
を
考
え
る
場
合
、
ま
ず
第
一

に
、
貨
幣
が

は
た
し
て
地
名
が
鋳
込
ま
れ
た
都
市
で
鋳
造
、
夜
行
さ
れ
た
も
の
な
の
か
を
確

認
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
上
で
、

夜
行
主
睦
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か

を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
既
存
の
文
献
史
料
に
は
三耳目
地
域

に
係
わ
る
貨
幣
の
記
述
は
見
ら
れ
ず
、

も
ち
ろ
ん
尖
足
布
、
方
足
布
の
存
在
や

流
通
を
示
す
記
載
も
一
切
見
あ
ら
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
こ
れ
ら
の
貨
幣
の
夜

行
主
霞
や
都
市
と
の
関
係
を
考
え
る
に
は
、
尖
足
布
、
方
足
布
と
い
う
質
物
資

料
そ
の
も
の
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
、
食
物
資

料
を
用
い
て
衣
の
四
つ

の
側
面
か
ら
、
以
上
の
問
題
を
解
明
す
る
た
め
の
初
歩

的
検
討
を
加
え
た
い。

て

貨

幣
に
鋳
込
ま
れ
た
地
名
と
文
献
史
料
の
地
名
、

そ
れ
に
封
態
す
る
都

市
遺
跡
と
の
関
係
の
検
討
。

二、

貨
幣
の
出
土
地
と
貨
幣
の
地
名
と
の
関
係
の
検
討
。

三
、
同

一
地
名
の
貨
幣
の
文
字
と
形
態
の
検
討
。

四
、
貨
幣
の
鋳
型
の
出
土
地
の
検
討
。
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一
九
七
九
年
の
奮
ソ
連
軍
の
侵
攻
と
と
も
に
始
ま
っ
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン

の

内
戦
は
現
在
に
至
っ

て
も
終
わ
ら
な
い
。
内
戦
は
多
く
の
ア
フ
ガ
ン
難
民
を
流

出
さ
せ
た
ば
か
り
で
な
く
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
貴
重
な
世
界
的
文
化
財
を
破

壊
し
つ
つ
あ
る
。

二
O
O
一
年
三
月
の
パ
l
ミ
ア
l
ン
大
仰
の
爆
破
は
世
界
を



驚
樗
さ
せ
た
。
そ
れ
を
報
道
し
た
日
本
の
新
聞
各
紙
は
パ
l
ミ
ア
1
ン
大
併
の

創
建
を
七
世
紀
と
か
五
世
紀
と
か
俸
え
、
一
定
し
な
い
。
い
っ
た
い
パ
l
ミ
ア

1
ン
大
併
は
北
貌
の
雲
岡
石
窟
よ
り
新
し
い
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
よ

り
古
く
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
大
併
建
立
の
先
駆
と
な
っ
た
歴
史
的
遺
産
な
の

ふ

μ
七
世
紀
創
建
と
い
う
遅
い
年
代
の
最
近
の
提
唱
者
は
ア
フ
ガ
ン
人
考
古
皐
者

Z
・
タ
ル
ジ
l
博
士
で
あ
る
。
博
士
は
パ

l
ミ
ア
l
ン
石
窟
装
飾
意
匠
の
詳
細

な
研
究
を
設
表
し
(
一
九
七
七
年
〉
、
五
五

m
大
傍
足
下
の
石
窟
を
飾
る
渦
巻

形
唐
草
文
を
ア
ジ
ャ
ン
タ
石
窟
や
フ
ォ
ド
キ
ス
タ
ン
寺
院
祉
の
も
の
と
比
較
し

て
七
世
紀
と
い
う
年
代
を
得
た
。
そ
れ
に
つ
ら
れ
て
三
八

m
大
仰
の
天
井
壁
査

の
キ
ダ
l
ラ
・
ク
シ
ャ
ン
式
王
冠
を
つ
け
た
寄
進
者
列
像
を
も
七
世
紀
の
エ
フ

タ
ル
や
ト
ル
コ
人
を
描
い
た
も
の
と
剣
定
し
た
。
私
は
大
仰
創
建
蛍
時
の
唐
草

文
を
五
五
皿
大
傍
自
身
の
天
井
壁
査
に
見
い
出
し
た
。
そ
れ
は
ガ
ン
ダ
l
ラ
彫

刻
の
俸
統
を
ひ
く
宇
パ
ル
メ
ッ
ト
波
伏
文
で
あ
り
、
塑
造
の
渦
巻
形
唐
草
文
は

後
補
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

最
近
タ
ル
ジ
l
博
士
の
結
論
に
追
随
す
る
研
究
者
が
多
い
が
、
七
世
紀
と
い

う
年
代
で
は
パ

l
ミ
ア
l
ン
壁
査
に
表
現
さ
れ
る
熱
烈
な
粛
勧
信
仰
と
二
大
石

併
の
正
し
い
意
味
を
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
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