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書

評

丸
橋
充
拓
著

唐
代
北
遺
財
政
の
研
究

高

i頼

奈
津
子

本
書
は
、
唐
代
後
半
期
に
軍
事
的
前
線
地
帯
と
な
っ
た
「
北
漫
」
、
す
な

わ
ち
関
内
道
お
よ
び
河
東
道
の
北
中
部
を
主
な
分
析
封
象
と
し
、
軍
糧
の
調

達
・
分
配
過
程
、
{
貰
務
を
捨
っ
た
度
上
又
の
組
織
編
成
、
輸
送
業
務
と
い
っ
た

財
政
運
航
宵
の
面
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
防
衛
健
制
が
構
築
さ
れ
て
い
た
か
を
解

明
し
た
も
の
で
あ
る
。
唐
朝
は
立
宗
期
に
府
兵
制
か
ら
募
兵
制
に
轄
換
し
た

と
き
か
ら
、
膨
大
な
軍
隊
を
扶
養
し
つ
つ
、
財
政
を
園
滑
に
運
営
す
る
こ
と

に
腐
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
岡
税
法
・
関
や
茶
の

専
責
・
漕
運
な
ど
の
諸
制
度
と
、
そ
れ
ら
を
携
骨
面
す
る
財
政
使
職
を
生
み
出

し
た
の
で
あ
る
。
本
書
が
考
察
の
封
象
と
し
て
い
る
北
港
は
、
唐
朝
が
扶
養

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
数
十
寓
も
の
部
隊
が
駐
屯
し
て
い
た
地
域
で
あ
り
、

従
来
の
財
政
史
研
究
で
は
、
屯
田
や
和
籍
制
度
を
除
き
、
ほ
と
ん
ど
本
格
的

な
研
究
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
地
域
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
著
者
は
一
貫

し
て
北
遠
の
軍
糧
政
策
に
焦
貼
を
嘗
て
績
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
唐
後
半
期

の
財
政
運
替
に
つ
い
て
濁
自
の
見
通
し
を
提
示
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

(
1
)
 

な
お
、
評
者
は
す
で
に
別
の
と
こ
ろ
で
本
書
の
紹
介
を
行
っ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
あ
ら
た
め
て
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
た
上
で
、
本
書
の
特
色
や
意

義
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

ま
ず
本
書
の
構
成
を
示
す
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

序

章

第
一
部
軍
糧
の
調
達
と
分
配

第
一
章
軍
糧
政
策

第
二
章
闘
中
和
雑
政
策
と
雨
税
法

第
二
部
北
遺
防
衛
の
組
織
髄
制

第
三
章
北
迭
に
お
け
る
度
文
系
諮
司
の
整
備

第
四
章
度
支
・
官
官
・
朔
方
軍

第
三
部
輪
、
会
館
制
と
そ
の
一
計
債

第
五
章
軍
糧
輪
迭
と
「
財
政
的
物
流
」

士

口

五

日

立

小

三

口

64 

各
章
の
内
容
を
評
者
な
り
に
ま
と
め
て
い
け
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

序
章
で
は
、
著
者
の
問
題
意
識
や
本
書
の
研
究
嗣
角
が
提
示
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
本
書
が
考
察
の
針
象
と
し
て
い
る
北
透
地
域
に
は
数
十
寓
も
の
部

隊
が
駐
屯
し
て
い
た
が
、
そ
れ
を
支
え
る
た
め
に
江
准
か
ら
漕
淫
に
よ
る
補

給
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
従
来
の
研
究
で
は
「
江
准
に
釘
す
る

華
北
の
経
済
的
依
存
」
と
い
う
園
式
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
著
者

は
「
か
り
そ
め
に
も
王
朝
の
擦
貼
を
置
く
地
域
が
、
た
だ
ひ
た
す
ら
豊
一
様
な

他
地
域
に
寄
り
か
か
っ
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
事
態
は
果
た
し
て
あ
り
得
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る
の
だ
ろ
う
か
」
(
一
頁
)
と
疑
問
を
呈
し
、
こ
こ
か
ら
、
「
唐
代
後
半
の
北

漫
に
お
い
て
軍
隊
の
扶
養
樫
制
が
い
か
に
組
織
さ
れ
て
き
た
の
か
を
解
明
す

る
こ
と
」
(
五
頁
)
を
テ
l
マ
に
選
揮
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
本
書
の

テ
ー
マ
に
関
連
す
る
財
政
史
研
究
に
釘
し
て
、
一
九
八

0
年
代
ま
で
は
賦
役

制
度
史
の
研
究
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
一
九
八

0
年
代
後
半
か
ら
財
政
の
調

達
か
ら
分
配
ま
で
の
過
程
を
ト
ー
タ
ル
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
研
究
が
あ
ら

わ
れ
た
と
す
る
。
な
か
で
も
、
中
国
史
研
究
合
の
宮
津
知
之
氏
や
足
立
啓
二

氏
は
、
専
制
園
家
が
経
済
的
中
心
地
か
ら
軍
事
的
要
地
へ
南
北
に
貫
く
財
貨

の
戸
大
な
物
流
を
組
織
し
た
と
述
べ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
た
物
流
を

「
財
政
的
物
流
」
な
い
し
「
岡
家
的
物
流
」
と
名
づ
け
、
こ
れ
が
専
制
園
家

の
枇
合
統
合
に
寄
興
し
て
い
た
と
主
張
し
た
。
著
者
は
本
書
を
雨
氏
の
研
究

の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
た
だ
、
財
政
史
研
究
は
依
然
と
し
て
個

別
の
制
度
面
で
の
解
明
が
主
で
あ
り
、
諸
制
度
が
結
び
つ
い
て
金
程
的
に
ど

の
よ
う
に
動
い
て
い
た
の
か
と
い
う
研
究
は
手
薄
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
ま

た
、
財
政
史
も
軍
事
史
も
共
通
し
て
「
遠
境
王
都
」
聞
を
結
ぶ
研
究
は
v

一八エ

白
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
本
書
は
か
か
る
問
題
関
心
か
ら
、
「
唐
代
後
半

の
「
漫
境
王
都
」
聞
に
着
目
し
て
賓
詮
研
究
を
積
み
重
ね
、
今
日
ま
で
に

解
明
さ
れ
て
い
る
唐
代
前
竿
と
北
宋
以
降
の
聞
に
補
助
線
を
引
く
こ
と
」

(
九
頁
)
を
謀
題
と
す
る
と
さ
れ
る
。

第
一
じ
草
「
軍
糧
政
策
」
で
は
、
北
透
地
域
へ
の
軍
糧
の
制
達
と
支
出
、
分

配
に
つ
い
て
考
察
し
、
北
透
に
お
け
る
軍
糧
の
流
れ
を
解
明
す
る
。
は
じ
め

に
軍
糧
の
調
達
手
段
を
大
き
く
現
地
自
給
と
中
央
か
ら
の
補
給
の
二
つ
に
分

け
、
現
地
自
給
と
し
て
租
・
地
税
・
雨
税
制
肘
斗
、
屯
田
、
就
軍
和
濯
、
中
央

か
ら
の
補
給
に
は
京
兆
府
と
代
北
に
お
け
る
和
薙
と
上
供
、
折
濯
が
血
争
げ
ら

れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
相
瓦
に
補
完
し
ム
口
い
な
が
ら
、
北
透
へ
の
軍
糧
を
ま
か
な

っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
現
地
に
お
け
る
租
・

地
税
・
雨
税
と
屯
田
で
軍
糧
の
相
首
量
を
確
保
し
、
豊
作
に
恵
ま
れ
た
場
合

に
は
就
軍
和
濯
を
行
っ
て
備
蓄
を
園
る
。
し
か
し
租
・
地
税
・
雨
税
に
は
諜

戸
の
把
握
、
屯
田
に
は
前
線
地
帯
に
お
け
る
州
労
働
力
の
供
給
と
い
う
問
題
が

あ
っ
た
た
め
、
不
足
す
る
分
を
中
央
か
ら
の
補
給
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

中
央
か
ら
の
補
給
の
う
ち
、
和
薙
は
相
封
的
に
経
費
が
か
か
ら
な
い
も
の
の
、

捨
嘗
官
ら
の
不
正
な
ど
の
弊
害
が
附
き
ま
と
い
、
上
供
も
安
定
供
給
が
可
能

で
あ
る
が
、
漕
逗
費
が
莫
大
で
あ
っ
た
。
ま
た
折
薙
は
徴
牧
量
に
制
限
が
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
ど
の
補
給
手
段
に
も
一
長
一
短
が
あ
る
た
め
、
こ
れ
ら

を
相
互
に
補
完
し
て
い
た
と
述
べ
る
。

次
に
分
配
で
あ
る
が
、
調
達
源
ご
と
に
分
配
を
捨
常
す
る
官
署
と
供
給
先

と
の
釘
磨
閥
係
を
分
析
す
る
。
ま
ず
、
現
地
自
給
で
は
、
雨
税
制
肘
斗
は
節
度

使
や
刺
史
の
指
揮
の
も
と
で
這
州
兵
に
も
た
ら
さ
れ
、
屯
同
の
う
ち
、
代
北

屯
田
は
度
支
に
直
属
す
る
代
北
水
運
使
の
も
と
で
遁
州
兵
に
支
給
さ
れ
、
禁

軍
所
轄
の
屯
田
で
は
禁
軍
が
濁
自
に
運
航
宮
し
、
就
軍
和
翠
は
度
支
の
出
先
機

関
で
あ
る
巡
院
が
各
地
方
官
と
協
力
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
の
兵
員
に
も
支
給

さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
中
央
か
ら
前
線
へ
補
給
さ
れ
る
軍
糧
で
あ
る
が
、
中

央
で
の
取
り
ま
と
め
は
度
支
の
統
轄
の
も
と
、
和
雑
・
折
薙
は
携
常
の
州
府

に
よ
っ
て
、
上
供
は
轄
運
使
に
よ
っ
て
屑
け
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
先
の
輪
迭
は

受
け
取
る
側
の
、
選
境
各
道
が
捨
賞
し
て
い
た
と
い
う
。
以
上
か
ら
北
、
選
へ
の

軍
糧
の
全
髄
的
な
流
れ
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
北
遣
で
の
雨
税
制
肘
斗
や
屯
田

に
よ
り
現
地
で
自
給
し
、
足
り
な
い
分
を
闘
中
地
域
で
の
和
薙
・
折
薙
で
補

給
す
る
、
そ
れ
に
よ
る
不
足
分
を
江
准
か
ら
の
上
供
で
補
う
と
い
う
流
れ
が

浮
か
び
上
が
る
。
著
者
は
そ
れ
を
「
玉
突
き
型
」
の
構
造
と
し
、
こ
と
軍
糧

に
関
し
て
は
江
准
へ
の
依
存
度
は
さ
ほ
ど
高
く
な
い
こ
と
を
最
後
に
あ
ら
た

65 
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め
て
強
調
す
る
。

第
二
章
「
閥
中
和
薙
政
策
と
雨
税
法
」
は
、
北
透
へ
の
軍
程
調
達
手
段
の

う
ち
、
「
中
火
か
ら
の
補
給
」
の
一
つ
で
あ
る
闘
中
地
域
の
和
雑
政
策
を
取

り
上
げ
、
唐
朝
財
政
の
収
支
と
の
関
わ
り
か
ら
、
和
初
椎
政
策
の
意
義
を
考
察

し
て
い
る
。
は
じ
め
に
、
唐
代
後
竿
期
の
闘
中
に
お
け
る
和
薙
閥
遠
の
記
事

を
調
べ
た
上
で
、
開
中
で
は
賓
施
記
事
の
な
い
「
空
白
時
期
」
に
も
和
纏
が

賓
施
さ
れ
て
い
た
と
推
測
す
る
。
特
に
、
建
前
ト
い
は
豊
作
の
時
に
限
定
し
て

賓
施
さ
れ
る
べ
き
和
薙
が
、
京
兆
府
と
代
北
で
は
毎
年
賓
施
さ
れ
て
い
た
と

さ
れ
、
そ
の
「
経
常
性
」
こ
そ
が
、
闘
中
和
濯
政
策
と
物
債
の
調
整
を
目
的

と
す
る
常
平
と
の
最
も
異
な
る
貼
で
あ
る
と
遮
べ
る
。
開
元
二
五
年
(
七
一
一
一

七
)
以
降
の
闘
中
に
お
け
る
和
纏
政
策
で
は
、
収
薙
額
が
そ
の
年
の
幽
一
一
旦
凶
に

左
右
さ
れ
つ
つ
も
毎
年
の
財
政
計
書
一
に
も
り
こ
ま
れ
、
首
該
年
の
一
般
経
費

に
支
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
濁
白
性
が
あ
る
と
評
慣
す
る
。

和
薙
が
経
常
的
に
賓
施
さ
れ
る
た
め
に
は
、
穀
物
を
確
保
す
る
た
め
の
視
聴

本
の
供
給
と
鈴
剰
穀
物
の
流
通
と
い
う
、
二
つ
の
要
件
が
満
た
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
著
者
は
、
視
聴
本
か
ら
和
議
政
策
の
展
開
を
、
庸
制
物

と
税
銭
に
よ
っ
て
経
常
的
に
支
出
さ
れ
た
玄
宗
時
代
、
次
い
で
薙
本
が
得
ら

れ
ず
に
模
索
が
績
い
た
霜
宗
か
ら
徳
宗
の
建
中
・
興
元
年
閉
ま
で
の
時
期
、

戸
部
別
庫
銭
と
い
う
財
源
が
確
保
で
き
た
貞
元
以
降
、
と
い
う
三
つ
の
時
期

に
分
け
る
。
そ
し
て
、
閥
中
和
翠
政
策
を
再
び
軌
道
に
乗
せ
る
上
で
大
き
な

役
割
を
果
た
し
た
、
貞
元
四
年
(
七
八
八
)
二
月
の
宰
相
李
泌
に
よ
る
戸
部

別
庫
銭
施
行
の
い
き
さ
つ
を
論
じ
る
。
著
者
は
そ
の
創
設
の
動
機
と
し
て
、

首
時
の
折
薙
採
用
と
い
う
爾
税
法
の
改
饗
に
件
、
つ
銅
銭
牧
入
の
縮
小
を
指
摘

し
、
戸
部
別
庫
銭
が
、
薙
本
と
俸
料
銭
の
不
足
と
い
う
二
つ
の
問
題
を
一
奉

に
解
決
す
る
切
り
札
と
し
て
ゑ
場
し
た
と
す
る
。
次
に
絵
剰
穀
物
の
流
通
に

つ
い
て
は
、
こ
の
飴
剰
穀
物
が
雨
税
銭
を
得
る
た
め
に
農
民
が
貰
り
挽
っ
た

穀
物
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
さ
ら
に
こ
こ
か
ら
著
者
は
、
闘
中
和
薙
政

策
が
、
雨
税
法
と
い
う
直
接
税
控
系
の
饗
化
に
到
摩
し
て
唐
朝
が
徴
税
以
外

に
食
料
を
調
達
す
る
便
法
と
し
て
創
設
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
る
。
第
一
章

の
軍
糧
政
策
の
場
合
と
同
じ
く
、
こ
こ
で
も
唐
朝
が
雨
税
法
と
和
籍
、
戸
部

銭
を
補
完
さ
せ
な
が
ら
、
財
政
運
航
宮
を
し
て
い
た
構
園
が
浮
か
び
上
が
る
の

で
あ
る
。

第
三
章
「
北
迭
に
お
け
る
度
文
系
諸
司
の
整
備
」
で
は
、
北
遺
地
域
に
お

け
る
穀
物
の
現
地
自
給
健
制
を
動
か
す
度
支
管
下
の
財
政
諸
司
の
整
備
過
程

を
明
ら
か
に
す
る
。
安
史
の
乱
前
に
お
い
て
北
漫
全
域
の
物
資
供
給
を
扱
う

官
職
と
し
て
最
初
に
朔
方
道
水
陸
運
使
が
置
か
れ
、
開
一
川
二
五
年
(
七
三

七
)
前
後
に
六
城
水
運
使
が
設
け
ら
れ
、
北
遣
で
の
漕
運
業
務
を
捨
っ
て
い

た
。
だ
が
、
安
史
の
乱
の
勃
設
に
よ
り
六
城
水
運
使
は
そ
の
昔
、
質
を
失
い
、

代
わ
り
に
設
け
ら
れ
た
の
が
糧
料
使
で
あ
っ
た
。
糧
料
使
は
度
支
か
ら
支
給

さ
れ
る
物
資
の
配
分
を
捨
首
し
た
が
、
そ
れ
で
も
度
支
と
糧
料
使
に
統
属
闘

係
は
な
か
っ
た
。

度
支
の
組
織
網
が
本
格
的
に
整
備
さ
れ
た
の
は
、
吐
蕃
の
侵
入
が
再
び
激

化
し
た
貞
一
万
以
降
と
さ
れ
る
。
ま
ず
度
支
の
地
方
出
先
機
関
と
し
て
度
文
巡

院
が
、
和
雑
賓
施
の
た
め
の
珠
備
調
査
、
和
薙
穀
物
の
授
受
、
和
経
費
施
の

際
に
起
こ
る
不
正
監
察
と
、
和
視
聴
業
務
の
全
過
程
を
あ
つ
か
っ
た
。
つ
手
つ
い

て
貞
元
一

O
年
(
七
九
四
)
頃
に
代
北
水
一
連
使
が
雁
門
に
置
か
れ
、
河
東
で

和
視
聴
し
た
穀
物
の
黄
河
流
域
各
地
へ
の
運
搬
を
捨
骨
回
し
た
。
こ
れ
ら
以
外
に

も
、
以
前
か
ら
の
供
軍
使
(
糧
料
使
の
異
稽
)
も
存
績
し
、
ほ
か
に
も
和
雑

使
・
比
呂
田
使
と
い
っ
た
度
支
系
諸
司
も
置
か
れ
、
北
遺
へ
の
物
資
供
給
に
は

五
つ
の
官
職
が
並
立
し
て
い
た
が
、
長
慶
初
め
ま
で
に
は
度
支
巡
院
・
代
北
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水
運
使
・
供
軍
使
の
三
官
に
再
編
成
さ
れ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
三
つ
の
官

職
が
職
掌
匡
分
の
不
明
の
ま
ま
重
複
し
て
並
立
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
そ
の

理
由
と
し
て
著
者
は
政
治
的
要
因
を
翠
げ
る
。
す
な
わ
ち
、
職
掌
分
携
に
よ

る
住
み
分
け
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
諸
司
の
闘
係
を
明
確
に
し
な
い
ま

ま
既
成
事
賓
と
し
て
解
決
が
先
送
り
さ
れ
た
状
態
と
理
解
す
べ
き
、
と
述
べ

る
。
そ
の
後
、
和
纏
業
務
が
戸
部
へ
移
さ
れ
る
と
、
中
央
で
は
戸
部
和
経
巡

官
が
和
薙
を
統
括
し
、
地
方
で
は
一
部
の
巡
院
が
戸
部
へ
移
さ
れ
た
。
し
か

し
、
大
中
年
聞
を
境
に
地
方
官
に
よ
っ
て
北
漫
財
務
諮
司
が
粂
任
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
北
遣
の
財
務
運
管
が
次
第
に
中
山
人
の
統
制
か
ら
離
れ
て
い
き
、

最
終
的
に
は
沙
陀
族
の
割
擦
に
よ
っ
て
北
透
財
政
運
管
も
崩
壊
し
た
。
最
後

に
著
者
は
、
度
支
系
諸
司
の
う
ち
代
北
水
運
使
が
宋
代
の
各
路
特
運
伎
に
、

糧
料
使
が
宋
代
の
随
筆
持
運
使
に
継
承
さ
れ
た
と
し
、
唐
代
後
竿
期
の
行
政

組
織
が
北
宋
以
後
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
を
説
く
。

以
上
の
第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
は
、
唐
代
後
宇
期
の
北
透
に
お
け
る
軍

糧
補
給
政
策
と
度
支
系
諸
司
の
整
備
過
程
を
分
析
し
、
そ
の
地
域
を
統
括
す

る
度
支
に
よ
る
地
方
財
務
運
営
の
状
況
が
制
度
史
的
に
解
明
さ
れ
て
き
た
。

こ
れ
に
釘
し
て
、
次
の
第
四
章
「
度
支
・
宜
官
・
朔
方
軍
」
は
、
安
史
の
乱

以
降
の
北
透
財
政
が
貞
元
年
聞
に
再
び
侍
立
さ
れ
て
い
く
過
程
を
首
時
の
政

治
動
向
と
関
連
づ
け
て
論
じ
た
、
政
治
史
的
な
内
容
の
論
考
で
あ
る
。
唐
朝

は
朔
方
軍
を
な
ん
と
か
解
樫
さ
せ
、
そ
の
軍
事
力
を
弱
健
化
さ
せ
た
も
の
の
、

吐
蕃
の
侵
入
激
化
に
よ
り
北
遺
防
衛
の
再
強
化
に
取
り
組
ま
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
た
。
財
政
面
で
は
、
北
逢
の
軍
糧
政
策
に
つ
い
て
貞
元
二
年
(
七
八

六
)
秋
か
ら
二
年
飴
り
の
聞
に
改
革
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
時
の
改
革
の
立

役
者
が
韓
混
と
李
泌
で
あ
り
、
韓
混
と
そ
の
グ
ル
ー
プ
が
漕
運
復
興
と
折
薙

創
設
を
、
李
泌
が
戸
部
銭
設
置
に
よ
る
京
兆
府
和
薙
の
確
立
と
屯
田
の
復
興

を
進
め
た
。
彼
ら
を
始
め
貞
元
前
期
の
矯
政
者
た
ち
は
、
北
透
諸
道
に
封
し

て
現
朕
容
認
の
態
度
を
と
り
、
黛
振
に
関
わ
ら
ず
北
透
の
賓
情
を
踏
ま
え
て

復
興
政
策
を
賓
施
し
た
と
述
べ
る
。

復
興
政
策
を
ふ
ま
え
て
、
貞
元
後
期
か
ら
元
和
前
期
に
か
け
て
度
支
と
(
臣

官
に
よ
る
北
漫
防
衛
健
制
が
整
備
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
宣
官
の
動
向
を
中

心
に
論
が
展
開
さ
れ
る
。
{
臣
官
が
卒
い
る
一
理
策
外
鎖
は
、
濁
自
の
組
織
系
統

を
持
っ
て
各
道
の
恒
域
内
に
入
り
込
む
形
で
配
置
さ
れ
て
い
た
。
特
に
北
透

各
道
へ
の
有
数
な
統
制
王
子
段
と
し
て
、
著
者
は
人
事
権
を
翠
げ
る
。
こ
う
し

た
人
事
権
を
用
い
た
影
響
力
の
行
使
は
度
支
に
封
し
で
も
向
け
ら
れ
、
そ
れ

に
件
、
つ
雨
者
の
釘
立
も
見
ら
れ
る
が
、
北
透
財
政
に
関
し
て
は
、
長
慶
年
間

以
降
に
な
る
と
大
き
な
衝
突
は
な
く
な
り
、
次
第
に
相
補
的
な
闘
係
が
築
か

れ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

最
後
の
第
五
章
「
軍
糧
輪
迭
と
『
財
政
的
物
流
』
」
は
、
北
透
へ
の
輪
会
一

業
務
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
か
を
論
じ
、
長
安
・
太
原
で
は
経
常
和

濯
が
行
わ
れ
、
商
人
に
よ
る
市
場
的
流
通
と
の
連
携
が
模
索
さ
れ
て
い
た
が
、

そ
こ
か
ら
先
の
北
透
へ
の
輪
、
透
過
程
で
は
官
運
が
維
持
さ
れ
、
市
場
的
流
通

は
北
透
の
軍
隊
扶
養
に
ほ
と
ん
ど
闘
奥
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
唐
代
後
竿
期
の
長
安
周
遺
お
よ
び
北
漫
に
つ
い
て
は
、
ど
ち

ら
も
財
政
主
導
の
も
と
で
主
穀
が
供
給
さ
れ
る
財
政
的
物
流
が
展
開
さ
れ
て

お
り
、
市
場
的
流
通
と
財
政
的
物
流
と
の
連
携
が
「
長
安
北
遺
」
の
聞
で

は
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
遮
べ
る
。

結
請
に
つ
い
て
は
、
第
会
ヰ
早
か
ら
第
五
ヰ
早
の
内
容
を
簡
潔
に
ま
と
め
た
も

の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
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本
書
は
、
安
史
の
乱
後
の
北
透
防
衛
健
制
に
つ
い
て
、
軍
糧
の
調
達
・
分

配
過
程
、
賓
務
を
捨
っ
た
度
支
の
組
織
編
成
、
総
迭
業
務
と
い
っ
た
財
政
運

営
の
面
か
ら
跡
付
け
た
労
作
で
あ
る
。
全
日
目
胞
を
通
し
て
う
か
が
え
る
こ
と
は
、

募
兵
制
の
施
行
後
、
北
透
に
お
け
る
膨
大
な
駐
屯
部
隊
を
扶
養
す
る
た
め
に
、

唐
朝
が
い
か
に
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
新
た
な
財
政
シ
ス
テ
ム
を
作
り
上
げ
て

い
っ
た
の
か
と
い
う
黙
で
あ
る
。
と
く
に
第
一
章
と
第
二
章
で
は
、
唐
刺
が

さ
ま
ざ
ま
な
政
策
を
補
完
さ
せ
っ
て
財
政
を
運
営
し
て
い
る
様
子
が
詳
細

に
分
析
さ
れ
る
。
安
史
の
乱
後
の
め
ま
ぐ
る
し
く
政
治
欣
況
が
繁
化
す
る
な

か
で
、
唐
朝
が
そ
れ
に
封
廃
し
て
次
々
と
千
を
打
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

態
に
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
だ
が
、
最
も
大
き
な
要
因
は
、
第
二
章
の
和
雑
政

策
で
著
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
租
庸
調
制
か
ら
雨
税
法
へ
と
直
接
税

の
髄
系
が
愛
わ
り
、
収
取
の
シ
ス
テ
ム
も
ま
た
根
本
か
ら
愛
わ
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
に
あ
る
。
そ
う
し
た
賦
況
に
あ
っ
て
、
唐
朝
が
次
々
と
財
政
政
策
を

施
行
し
、
北
遣
の
穀
物
自
給
健
制
を
整
備
し
て
い
く
過
程
を
、
著
者
は
分
か

り
ゃ
す
く
論
じ
て
お
り
、
十
円
同
く
評
債
し
た
い
。

本
書
の
研
究
史
上
の
意
義
と
し
て
は
以
下
の
黙
が
奉
げ
ら
れ
る
。

第
一
に
、
著
者
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
着
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
北
透

地
域
」
の
財
政
を
取
り
上
げ
、
度
支
の
組
織
や
業
務
内
容
の
賓
態
を
解
明
し

た
。
従
来
、
江
准
な
ど
東
南
部
の
財
政
を
統
轄
す
る
閑
銭
轄
運
使
に
つ
い
て

は
、
戦
前
の
鞠
清
遠
氏
や
青
山
定
雄
氏
、
金
井
之
忠
氏
以
来
の
膨
大
な
研
究

が
積
み
重
ね
ら
れ
、
そ
の
組
織
や
業
務
内
容
が
か
な
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。
一
方
、
曲
北
部
の
度
支
に
つ
い
て
は
、
多
少
の
一
言
及
は
あ
る
も
の
の
、

こ
れ
を
正
面
か
ら
検
討
し
た
も
の
は
無
か
っ
た
。
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、

会
九
九
六
年
初
山
の
本
書
第
三
章
は
度
支
を
主
な
考
察
釘
象
と
し
た
最
初
の

論
考
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
引
き
績
い
て
出
さ
れ
た
の
が
、
本
書
第
一
挙
と
第

(
2
)
 

二
章
や
李
錦
繍
氏
の
大
著
『
唐
代
財
政
史
稿
(
下
巻
)
』
で
あ
る
。
そ
の
結

果
、
度
支
の
組
織
や
あ
っ
か
う
業
務
の
賓
態
が
盤
銭
縛
一
連
使
の
そ
れ
ら
と
い

さ
さ
か
異
な
る
と
い
う
こ
と
が
、
よ
り
目
ハ
髄
的
な
姿
で
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

第
二
に
、
先
述
し
た
よ
う
な
先
行
研
究
の
傾
向
か
ら
、
唐
後
半
期
の
財
政

に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
江
南
経
済
へ
の
依
存
が
高
い
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
本
主
自
の
第
一
章
と
第
二
章
で
西
北
部
の
経
済
の
賓
態
が
解
明
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
唐
朝
が
開
中
地
域
の
経
済
振
興
を
可
能
な
限
り
模
索
し
、
王
朝

の
足
場
を
固
め
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
な
お
強
く
、
そ
の
た
め
に
江
南
へ

の
経
済
依
存
が
相
封
的
に
小
さ
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
序
論
で
示

さ
れ
た
疑
問
に
針
す
る
答
え
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
書
の
成

果
に
よ
り
、
よ
う
や
く
に
し
て
唐
後
半
期
の
財
政
に
つ
い
て
東
南
部
と
西
を

ト
ー
タ
ル
に
見
る
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
唐
代
後
竿
期
の
財
政
の

東
西
分
掌
制
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
あ
ら
た
め
て
考
え
直
す
必
要
が

出
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
著
者
が
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
閣
中

地
域
に
お
け
る
穀
物
の
現
地
自
給
樫
制
が
整
備
さ
れ
、
江
准
へ
の
経
済
的
依

存
度
が
さ
ほ
ど
大
き
く
な
い
と
す
れ
ば
、
今
後
は
東
南
部
の
経
済
の
位
置
づ

け
や
役
割
を
見
直
さ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
本
書
は
、
唐

代
後
半
期
の
財
政
・
経
済
に
関
す
る
従
来
の
見
解
に
再
考
を
、
つ
な
が
す
も
の

と
許
債
で
き
る
。

こ
う
し
た
本
書
の
成
果
を
確
か
な
も
の
に
し
て
い
る
の
は
、
著
者
の
綿
密

で
詳
細
な
史
料
分
析
で
あ
る
。
西
北
部
の
財
政
に
闘
し
て
、
雨
『
唐
童
H

』
や

『
本
百
九
治
通
鑑
』
な
ど
編
纂
史
料
に
は
、
通
史
的
あ
る
い
は
分
野
別
に
ま
と
ま
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っ
た
記
述
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
断
片
的
な
も
の
が
ほ
と
ん
ど
と

い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
従
来
の
研
究
が
な
か
な
か
西
北
部
を
考
察
針
象
と
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
要
因
に
は
、
そ
う
し
た
史
料
上
の
問
題
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
著
者
は
編
纂
史
料
だ
け
で
な
く
上
奏
文
や
墓
誌
な

ど
も
丹
念
に
讃
み
解
き
、
そ
れ
ら
の
内
容
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
で
、
北

漫
財
政
の
賓
態
を
呈
不
し
て
み
せ
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
章
と
第
二
章
で
は
、

陸
賛
の
「
請
減
京
束
水
運
牧
脚
債
於
沿
遠
州
鎖
儲
蓄
軍
糧
事
宜
状
」
を
手
が

か
り
に
、
北
透
地
域
の
経
済
を
支
え
る
屯

H
や
和
薙
の
賓
態
や
そ
れ
ぞ
れ
の

役
割
を
明
ら
か
に
し
、
第
三
章
で
は
、
錯
綜
す
る
記
録
の
中
か
ら
お
も
に
墓

誌
を
活
用
し
て
、
度
支
管
卜
の
組
織
を
さ
ぐ
り
出
し
て
い
る
。
一
方
、
第
二

章
の
和
薙
の
史
料
に
つ
い
て
、
著
者
は
文
献
に
残
さ
れ
る
よ
う
な
記
録
と
は

ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
疑
問
を
一
不
し
、
そ
こ
か
ら
「
麿
、
く
周
透
の
史
料
に

も
目
配
り
を
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
」
(
五
三
頁
)
と
述
べ
、
和
雑
停
止
の

命
令
、
和
薙
未
納
の
放
克
、
官
俸
の
一
部
の
纏
本
供
出
、
度
支
に
よ
る
纏
本

未
梯
の
補
墳
な
ど
の
記
事
か
ら
、
史
料
の
な
い
「
空
白
時
期
」
に
も
記
録
に

残
ら
な
い
少
額
の
和
視
聴
が
賓
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
濯
の

史
料
の
さ
ば
き
方
は
賓
に
見
事
と
い
う
ほ
か
な
い
。
著
者
は
こ
う
し
た
史
料

語
解
と
分
析
の
上
に
、
北
漫
に
お
け
る
財
政
運
営
の
賓
態
を
あ
ざ
や
か
に
描

き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
玄
義
や
特
色
を
持
つ
本
書
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
許
者
が
い

く
つ
か
気
に
な
っ
た
黙
を
以
下
に
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
書
評
の
任
を
果

た
し
た
い
と
思
う
。

ま
ず
、
著
者
は
、
北
透
の
穀
物
向
給
樫
制
と
度
支
の
下
部
組
織
の
整
備
を

「
度
支
の
北
透
統
治
を
支
え
る
二
つ
の
車
輪
」
(
九
五
頁
)
と
位
置
づ
け
て

い
る
。
本
書
で
は
、
前
者
が
第
一
章
、
後
者
が
第
三
章
に
あ
た
る
。
と
こ
ろ

が
、
第
一
章
と
第
三
章
の
内
容
は
ほ
と
ん
ど
リ
ン
ク
し
て
い
な
い
。
雨
者
が

車
の
雨
輸
な
ら
ば
、
相
互
が
ど
う
い
っ
た
釘
麿
闘
係
に
あ
る
の
か
を
整
理
し

て
提
示
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
第
三
章
は
度
支
管
下
の
組
織
が
北
透

で
整
備
さ
れ
た
過
程
を
追
っ
た
内
谷
だ
が
、
諸
司
の
職
務
分
捨
に
つ
い
て
遮

べ
た
部
分
ロ
一
七
頁
l
会
一
八
頁
)
で
、
そ
う
し
た
整
理
を
や
っ
た
ほ
う

が
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
も
、
著
者
は
巡
院
・
代
北
水
運

使
・
供
軍
使
の
職
務
が
重
複
し
て
お
り
、
そ
の
原
因
と
し
て
、
ポ
ス
ト
を
統

廃
合
す
る
こ
と
の
困
難
さ
と
い
う
政
治
的
な
要
因
を
拳
げ
て
い
る
が
、
や
や

説
得
力
に
歓
け
る
。
こ
こ
で
、
諸
司
の
職
務
内
容
を
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る

と
次
の
よ
う
に
な
る
。

巡
院
:
・
現
地
に
お
け
る
和
濯
の
債
格
珠
備
調
査
、
就
山
阜
和
濯
の
買
上
業
務
、

不
正
監
査

代
北
水
運
使
(
帥
宮
田
使
を
粂
任
)
:
・
河
東
・
河
北
の
和
視
聴
買
上
業
務
、
上

供
穀
物
の
代
北
へ
の
淫
搬
、
北
透
に
お
け
る
屯
出
業
務
、
不
正
監
査

供
軍
使
・
:
出
動
部
隊
へ
の
物
資
補
給
(
食
山
川
界
糧
)
、
不
正
常
査

こ
れ
を
見
る
と
、
た
だ
ち
に
職
務
が
重
複
し
そ
う
な
の
は
巡
院
と
代
北
水
運

使
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、
雨
者
の
職
務
内
容
が
果
た
し
て
重
複
す

る
も
の
な
の
か
、
む
し
ろ
京
西
北
と
代
北
で
捨
蛍
匡
域
の
住
み
分
け
が
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
推
測
も
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か

に
、
第
一
章
を
見
れ
ば
、
現
地
で
軍
糧
の
自
給
・
調
達
を
行
う
の
は
各
道
州

で
あ
り
、
巡
院
と
代
北
水
運
使
、
供
軍
使
い
ず
れ
も
が
各
道
州
と
協
力
し
な

け
れ
ば
、
北
遣
の
穀
物
自
給
髄
制
が
維
持
で
き
な
い
の
は
お
の
ず
と
明
ら
か

と
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
第
四
章
で
夏
綬
節
度
使
韓
全
義
の
「
恨
み
を
買
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っ
た
だ
け
」
の
代
北
水
運
使
装
掘
が
左
遷
さ
れ
る
の
も
、
た
ん
に
背
後
に
有

力
宜
官
が
い
る
と
い
う
「
陪
一
階
ー
の
相
手
が
悪
か
っ
た
」
だ
け
で
な
く
、
北
漁
港

財
政
の
園
滑
な
運
営
に
組
簡
を
き
た
す
と
い
う
要
因
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
の
各
章
で
度
支
に
よ
る
財
政
制
度
の
運
航
宣
貫

態
が
か
な
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
四
章
に
は
そ
れ
が
反

映
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
問
題
の
背
景
を
追
求
し
き
れ
て
い
な
い

箇
所
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
第
四
章
に
つ
い
て
は
、
貞
元
年
間
の
財
政
政
策
の
と
ら
え
方
に
も

疑
問
を
感
じ
た
。
許
者
も
含
め
て
従
来
の
研
究
で
は
、
あ
ま
り
徳
宗
期
の
貞

元
年
聞
の
財
政
政
策
に
つ
い
て
正
面
か
ら
取
り
上
げ
て
こ
な
か
っ
た
と
の
思

い
が
あ
る
。
そ
の
貼
、
本
書
で
は
、
北
遅
防
衛
龍
制
の
基
礎
が
形
作
ら
れ
た

時
期
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
か
な
り
貞
元
年
間
前
宇
の
政
策
と
そ
れ
に
関
わ

っ
た
韓
混
・
李
泌
・
陸
賛
ら
政
治
家
を
重
秘
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
貞
元

二
年
(
七
八
六
)
に
江
南
か
ら
食
糧
を
運
搬
し
、
藩
鎖
反
乱
の
影
響
で
途
絶

し
が
ち
だ
っ
た
漕
還
の
復
興
を
成
功
さ
せ
た
韓
混
を
高
く
評
債
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
貞
元
二
年
後
半
に
附
さ
れ
た
財
政
政
策
が
何
も
か
も
韓
混

の
影
響
力
の
も
と
で
施
行
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、
や
や
行
き
過
ぎ
の
感
が
あ

る
。
少
な
く
と
も
、
二
二
五
頁
の
①
貞
元
二
年
十
月
の
折
纏
に
闘
す
る
史
料

に
出
て
く
る
度
支
は
、
判
度
支
の
吉
中
字
で
あ
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

あ
る
い
は
元
防
だ
っ
た
吋
能
性
も
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
『
奮
唐
書
』
巻
一

二
九
・
韓
混
停
に
、
貞
元
二
年
十
二
月
に
韓
混
に
よ
っ
て
元
珠
の
需
州
司
戸

参
軍
へ
の
失
脚
と
い
う
庭
分
が
下
さ
れ
た
時
に
、
向
主
目
左
丞
董
瓦
日
は
「
去
年

開
輔
用
兵
し
、
時
方
に
蝉
白
干
な
る
も
、
〔
元
〕
誘
は
凶
計
を
総
べ
、
夙
夜
憂

勤
し
、
師
放
に
贈
給
す
る
に
、
一
賦
を
増
さ
ざ
る
を
以
て
、
軍
園
皆
済
わ
る
。

斯
れ
之
を
労
臣
と
謂
う
べ
き
な
り
」
と
元
誘
を
高
く
許
債
し
、
そ
の
庭
分
に

抗
議
し
た
。
こ
の
中
の
「
師
放
に
謄
給
す
る
に
、
一
賦
を
増
さ
ざ
る
を
以
て
、

軍
園
骨
済
わ
る
」
と
い
う
部
分
が
、
折
薙
の
記
事
に
相
賞
す
る
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
二
二
六
頁
の
②
と
③
が
韓
混
の
影
響
下
に
よ

る
政
策
と
見
る
の
は
、
評
者
も
同
音
山
見
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
、
韓
混
・
李
泌
ら
と
屋
造
・
元
誘
ら
と
の
黛
汲
的
針
立
を
一
不
す

史
料
と
し
て
、
『
由
利
侯
家
惇
』
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
用
い
る
の
は
ど
う
か
と
思

う
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
『
害
唐
書
』
巻
一
一
一
九
・
韓
混
停
に
よ
れ
ば
、
元

琢
の
雷
州
司
戸
参
軍
へ
の
失
脚
に
は
韓
混
の
力
が
大
き
く
預
か
っ
て
お
り
、

首
時
の
朝
廷
内
で
も
そ
の
こ
と
へ
の
批
判
が
高
ま
っ
て
い
た
。
前
出
の
董
耳
目

の
ほ
か
に
、
給
事
中
の
哀
高
も
徳
宗
に
元
坊
の
無
事
貝
を
訴
え
た
が
、
韓
混
が

朋
黛
の
罪
で
謹
告
し
た
た
め
、
く
つ
が
え
ら
・
な
か
っ
た
と
い
う
。
著
者
が
本

書
の
中
で
引
用
し
た
『
郭
侯
家
惇
」
の
元
誘
に
よ
る
税
物
横
流
し
の
記
事
は
、

韓
混
が
こ
の
時
に
一
誠
告
し
た
内
容
を
、
韓
混
と
彼
の
後
見
役
た
る
李
泌
の
グ

ル
ー
プ
が
白
ら
の
立
場
を
静
護
す
る
た
め
に
記
録
し
た
叶
能
性
も
あ
る
。
司

馬
光
が
『
資
治
一
連
鑑
」
に
こ
の
史
料
を
採
用
し
な
か
っ
た
の
も
、
そ
う
し
た

考
え
か
ら
で
は
な
い
か
。

だ
と
し
て
も
、
韓
混
・
李
泌
と
屋
造
・
元
誘
ら
と
の
封
立
の
構
園
は
愛
わ

ら
な
い
。
で
は
、
彼
ら
の
針
立
結
は
何
か
。
著
者
は
韓
混
・
李
泌
と
の
封
立

者
と
し
て
、
崖
造
の
ほ
か
に
楊
炎
と
慮
杷
を
翠
げ
、
こ
の
う
ち
楊
炎
と
桂
迭

の
施
政
方
針
と
し
て
二
つ
の
特
色
を
示
す
。
第
一
に
、
唐
中
期
よ
り
次
々
に

設
置
さ
れ
た
令
外
の
官
た
る
使
職
を
一
台
定
し
、
律
令
官
制
へ
の
回
蹄
を
目
指

し
た
こ
と
、
第
二
に
、
北
漫
諸
道
に
封
し
て
強
硬
姿
勢
で
臨
み
、
こ
れ
ら
を

中
央
の
統
制
下
に
置
こ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
第
一
の
特
色
は

嘗
て
は
ま
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
宰
相
だ
っ
た
崖
造
は
、
貞
元
二
年

正
月
に
六
人
の
宰
相
に
よ
っ
て
使
職
の
職
務
を
分
捨
さ
せ
た
が
、
そ
こ
に
は
、
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財
政
使
職
お
よ
び
そ
の
業
務
を
宰
相
統
率
下
の
律
令
官
僚
機
構
に
置
こ
う
と

す
る
傾
向
が
み
ら
れ
、
こ
れ
は
建
中
一
司
坪
(
七
八

O
)
に
財
政
使
職
の
廃
止

を
断
行
し
た
楊
炎
と
同
一
の
方
針
で
あ
る
。
一
方
の
韓
混
は
ど
う
か
と
言
え

ば
、
財
政
使
職
を
律
令
官
制
に
属
さ
せ
ず
、
皇
帝
直
轄
の
機
関
と
し
て
宰
相

の
製
肘
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
濁
自
に
業
務
を
捨
蛍
し
よ
う
と
い
う
立
場
で

あ
ろ
う
。
で
は
第
二
の
特
色
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
賓
は
、
先
述
し
た
貞
元

二
年
十
月
の
折
薙
導
入
の
記
事
に
封
す
る
評
者
の
見
方
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、

こ
と
北
、
選
諸
遁
に
封
す
る
政
策
に
つ
い
て
は
、
崖
造
・
元
珠
ら
も
韓
混
・
李

泌
ら
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
方
針
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
折

薙
・
和
薙
・
屯
出
な
ど
の
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
北
透
へ
の
軍
糧
政
策

は
で
き
る
限
り
現
地
の
北
透
と
そ
の
後
方
地
域
で
あ
る
開
中
地
域
で
確
保
し
、

江
准
か
ら
の
上
供
へ
の
依
存
を
少
な
く
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
な
る

と
、
貞
元
年
間
前
宇
で
は
、
崖
造
・
元
琢
も
含
め
て
黛
振
の
違
い
に
関
わ
ら

ず
、
北
、
還
の
復
興
に
着
手
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
著
者
は
、
序
章
の
中
で
北
遣
の
軍
事
防
衛
懐
制
が
ど
の
よ
う

に
構
築
さ
れ
た
か
を
、
財
政
史
と
軍
事
史
か
ら
検
討
す
る
と
述
べ
、
本
書
の

中
で
も
「
北
透
防
衛
健
制
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
本
書
の
研
究
は
財
政
史
と
政
治
史
で
あ
っ
て
、
軍
事
史
的
研
究
の
側
面

は
稀
薄
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
第
四
章
で
朔
方
軍
と
紳
策
軍
を
考

察
し
た
部
分
が
、
軍
事
史
に
近
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
著
者
は
朔
方

軍
と
神
策
軍
の
愛
還
を
も
っ
ぱ
ら
人
事
面
か
ら
論
述
し
、
軍
事
的
な
側
面
か

ら
検
討
し
て
い
な
い
。
本
書
一
四
七
頁
に
あ
る
関
内
遁
内
の
紳
策
軍
の
分
怖

園
を
見
れ
ば
、
神
策
一
車
が
長
安
周
透
に
多
く
設
置
さ
れ
る
と
同
時
に
、
透
境

地
域
へ
も
周
到
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
こ
れ
に
遣
軍
の

設
置
場
所
や
輸
送
ル

l
ト
な
ど
を
重
ね
合
わ
せ
れ
ば
、
神
策
軍
の
軍
事
戦
略

上
の
役
割
も
も
う
少
し
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

以
上
、
本
書
に
つ
い
て
気
付
い
た
黙
を
奉
げ
て
き
た
。
専
ら
評
者
の
閥
心

に
甘
宍
つ
い
て
述
べ
た
た
め
、
論
じ
残
し
た
問
題
も
少
な
く
な
か
ろ
う
。
ま
た
、

丸
橋
氏
の
玄
園
を
十
分
に
理
解
せ
ず
、
誤
讃
し
た
箇
所
も
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
恐
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
黙
が
あ
れ
ば
、
著
者
な
ら
び
に
讃
者
の
ご

海
容
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

+
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拙
稿
「
書
評
・
新
刊
紹
介
丸
橋
充
拓
著
『
唐
代
北
遺
財
政
の
研

究
』
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(
『
唐
代
史
研
究
』
第
一

O
披

二

O
O七
年
)

0

(
2
)

李
錦
繍
『
唐
代
財
政
史
稿
(
下
巻
)
』
(
北
京
北
京
大
亭
山
版
枇

二
O
O
一
年
)

0

(
3
)

財
政
使
職
と
宰
相
と
の
闘
係
に
つ
い
て
は
、
李
氏
前
掲
書
、
お
よ

ぴ
拙
稿
「
安
史
の
乱
後
の
財
政
樫
制
と
中
央
集
権
に
つ
い
て
|
建
中

元
年
の
財
政
使
職
駿
止
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
史
的
学
雑
誌
』
二

O
編

十

一

競

二

0
0
一
年
)
、
同
「
元
和
年
間
に
お
け
る
財
政
の
地
方

分
掌
制
の
再
編
」
(
『
比
較
文
化
論
叢
』
十
四
競
二

O
O四
年
)
な

ど
を
参
照
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