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一
九
五
六
年
三
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東
洋
史
研
究
叢
刊
之
一

　

東
洋
史
研
究
合

　
　
　
　
　
　

本
文
五
八
一
頁

　

圖
表
四
二

　

制
度
史
用
語
索
引
二
八
頁

　

千
百
圓

　
　
　

一
昨
年
秋
、
京
大
の
東
洋
史
談
話
會
大
會
で
「
九
品
官
人
法
に
つ
い
て
」
と

　
　

い
う
顎
表
を
行
い
、
聴
く
者
を
驚
倒
さ
せ
た
宮
崎
博
士
は
、
こ
の
度
そ
の
論
の

　
　

詳
細
を
頭
記
の
大
珊
に
纏
め
て
、
學
界
の
待
望
に
庖
え
ら
れ
た
。
さ
き
の
博
士

　
　

の
研
究
顎
表
の
際
、
そ
の
あ
ま
り
に
も
明
快
な
論
旨
の
展
開
に
、
私
は
一
種

　
　

の
疑
虞
を
さ
え
曼
え
た
の
で
あ
っ
た
か
、
一
讃
を
終
え
た
い
ま
、
そ
の
疑
念
は

　
　

あ
と
か
た
も
な
く
悄
え
去
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
大
麦
な
笏
作
で
あ
る
。
一
時
の

　
　

思
い
つ
き
や
、
公
式
の
借
用
か
ら
生
れ
た
作
品
で
は
断
じ
て
な
い
。
私
は
讃
歎

　
　

の
念
の
わ
き
起
る
の
を
抑
え
切
れ
ぬ
ま
ｔ

　
　

て
、
紹
介
の
筆
を
と
っ
た
。
ま
す
、
本
書
を
篇
を
追
う
て
、
そ
の
要
旨
を
紹
介

　
　

し
て
ゆ
き
た
い
。
紙
幅
の
都
合
も
あ
っ
て
、
一
々
の
考
里
の
細
部
匹
旦
る
こ
と

　
　

は
で
き
な
い
か
、
本
書
の
瞳
系
だ
け
は
な
る
べ
く
詳
し
く
取
次
い
で
ゆ
き
た
い

　
　

と
思
う
。

　
　
　

第
一
編
い
緒
論
－
漢
よ
り
唐
ヘ
ー
。
著
者
は
本
書
に
お
い
て
、
三
國
魏
以
後
、

　
　

隋
代
に
至
る
ま
で
中
國
に
行
わ
れ
た
九
品
官
人
法
な
る
貴
族
的
選
學
制
度
を
紹

　
　

介
し
、
同
時
に
こ
の
制
度
を
通
じ
て
営
時
の
此
會
を
見
、
ま
た
営
時
の
此
會
か

　
　

ら
こ
の
制
度
を
見
直
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
、
九
品
官
人
法
の
出
現
は
漢
代

　
　

の
秀
才
孝
廉
制
の
中
に
ひ
そ
む
選
畢
の
門
閥
化
傾
向
よ
り
説
く
べ
き
で
あ
り
、
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こ
の
法
の
完
全
な
終
末
は
唐
代
官
僚
制
の
中
に
菌
貴
族
制
の
長
所
か
全
く
吸
収

さ
れ
た
と
き
に
あ
る
と
い
う
考
え
方
か
ら
、
對
象
と
ナ
る
時
代
を
漢
－
唐
の
間

に
披
げ
て
い
る
。
第
一
編
は
漢
唐
の
間
の
歴
史
・
吐
會
・
文
化
の
推
移
－
に
圓

す
る
通
史
で
あ
る
か
、
そ
の
中
に
は
後
段
の
本
論
の
要
勁
が
ほ
と
ん
ど
網
羅
さ

れ
て
お
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
編
は
本
書
の
緒
論
で
あ
る
と
同
時
に
結
論
で
も

あ
る
と
も
い
え
る
。

　

第
二
編
、
本
論
。
第
一
章
、
漢
代
制
度
一
斑
。
漢
の
官
制
は
中
央
は
三
公
・

九
卿
を
官
長
と
し
、
地
方
は
郡
太
守
を
官
長
と
し
て
、
官
長
の
絶
對
権
力
の
下

に
政
治
か
行
わ
れ
た
。
官
長
の
個
人
的
行
動
か
極
め
て
自
由
で
、
上
下
統
属
の

形
か
肢
達
し
て
い
な
い
鮎
は
官
僚
制
の
未
成
熟
さ
を
示
し
て
い
た
。
漢
代
の
仕

官
の
道
に
は
一
種
の
特
権
階
級
の
優
位
か
認
め
ら
れ
て
い
た
。
良
家
の
子
・
父

兄
の
任
・
入
質
・
學
間
等
の
條
件
に
よ
っ
て
、
。
初
め
か
ら
三
百
石
の
郎
と
な
る

こ
と
で
あ
る
。
郎
に
は
文
・
武
の
別
が
あ
る
か
、
文
官
郎
（
ｓ
.
わ
ゆ
る
三
署
郎
）

は
官
僚
後
備
員
と
し
て
、
蘇
令
等
の
将
来
が
約
束
さ
れ
て
い
た
。
富
人
階
級
か

い
わ
ぱ
士
の
階
級
で
郎
と
し
て
出
仕
す
る
の
に
對
し
て
、
庶
民
は
少
吏
よ
り
登

り
、
た
か
だ
か
二
百
石
の
尚
書
令
史
ま
で
し
か
進
め
な
い
。
士
庶
の
断
層
は
早

く
も
漢
制
に
看
取
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
後
漢
に
な
る
と
、
文
官
郎
（
三
署
郎
）

は
郡
國
の
太
守
の
推
學
に
係
る
孝
廉
と
な
っ
て
補
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
。

こ
れ
は
一
見
公
不
な
人
事
の
よ
う
で
あ
る
か
、
寅
は
孝
直
と
さ
れ
る
人
は
、
郡

太
守
か
自
ら
召
し
た
橡
史
・
參
佐
と
稀
せ
ら
れ
る
属
僚
で
、
概
ね
郡
蒜
の
豪
家

の
出
身
で
あ
っ
た
。
代
々
郡
の
橡
史
を
占
め
る
右
族
は
冠
蓋
・
冠
菟
と
よ
ば
れ
、

地
方
に
は
そ
の
番
付
さ
え
で
き
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
著
者
は
漢
代
官
僚
制
に

内
在
す
る
貴
族
制
の
要
素
を
か
く
の
如
く
剔
挾
し
て
、
常
面
の
九
品
官
人
法
問

題
に
進
む
の
で
あ
る
。

　

第
二
章
、
魏
晋
の
九
品
官
人
法
。
魏
の
延
興
元
年
、
伺
書
陳
群
の
建
議
に
よ

っ
て
九
品
中
正
制
度
か
設
け
ら
れ
、
地
方
郡
國
の
中
正
の
つ
け
た
郷
品
に
よ
っ
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て
、
政
府
が
官
を
任
命
す
る
に
い
た
っ
た
こ
と
は
岡
崎
・
宮
川
諸
氏
の
す
ぐ
れ

　
　

た
研
究
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
る
。
し
か
る
に
著
者
は
敢
え
て
九
品
中
正
の
語
を

　
　

避
け
て
「
九
品
官
人
法
」
の
語
を
用
い
た
。
こ
れ
は
陳
群
傅
や
通
典
の
原
文
に

　
　

戻
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
な
く
、
む
し
ろ
郷
品
九
品
と
、
魏
に
始
ま
る
官
品

　
　

九
品
と
の
間
に
不
可
分
の
開
係
が
あ
る
と
す
る
著
者
の
確
信
に
屯
と
づ
く
も
の

　
　

に
外
な
ら
な
い
。

　
　
　

さ
て
本
章
に
お
け
る
著
者
の
見
解
を
、
九
品
官
人
法
の
成
立
・
そ
の
内
容
・

　
　

及
び
そ
の
法
の
受
化
と
い
う
三
つ
の
部
分
に
分
け
て
紹
介
し
よ
う
。
著
者
は
こ

　
　

の
法
の
成
立
に
闘
し
て
は
次
の
よ
う
な
損
得
の
考
え
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ

　
　

ち
後
漢
の
末
、
曹
魏
の
政
権
は
後
漢
王
室
と
並
ん
で
損
自
の
小
朝
廷
を
も
っ
て

　
　

い
た
。
そ
し
て
後
漢
の
官
僚
を
自
分
の
方
に
吸
収
す
る
必
要
か
ら
魏
の
尺
度
で

　
　

資
格
審
査
を
行
っ
た
。
そ
の
審
査
の
た
め
に
郡
國
の
木
地
人
よ
り
中
正
を
か
い

　
　

た
・
こ
の
時
、
そ
の
任
を
郡
太
守
に
授
け
な
か
っ
た
の
は
、
太
守
自
身
も
審
査

　
　

の
對
象
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
。

　
　
　

さ
て
魏
晋
の
郡
國
中
正
は
郡
國
の
推
薦
の
下
に
司
徒
か
ら
任
命
さ
れ
る
。
中

　
　

正
に
は
中
央
官
の
領
帚
か
多
か
っ
た
か
、
専
官
も
ま
た
存
し
、
清
定
・
訪
問
を

　
　

使
っ
て
任
官
者
・
未
官
者
の
評
判
を
さ
ぐ
る
。
か
く
て
決
定
さ
れ
た
郷
品
が
品

　
　

第
を
受
け
た
人
の
初
任
官
（
起
家
官
）
の
品
級
を
決
定
す
る
。
著
者
は
Ｉ
〇
七

　
　

－
一
一
〇
頁
に
お
い
て
、
郷
品
と
起
家
官
と
の
對
比
を
試
み
、
「
要
す
る
に
郷

　
　

品
よ
り
も
起
家
の
官
は
四
等
宛
を
下
げ
て
い
る
の
で
、
起
家
の
官
よ
り
四
等
昇

　
　

進
し
た
時
に
ぞ
の
官
品
と
郷
品
と
の
ナ
ソ
。
ハ
ー
が
一
致
す
る
よ
う
に
原
則
が
定

　
　

め
ら
れ
て
」
（
一
一
〇
頁
）
あ
る
こ
と
を
扱
見
し
、
逆
に
「
あ
る
人
の
傅
記
に
つ

　
　

い
て
、
そ
の
起
家
の
官
品
を
知
れ
ば
、
今
度
は
そ
の
郷
品
の
等
級
を
も
あ
る
程

　
　

度
推
測
す
る
こ
と
か
で
き
る
筈
で
あ
る
」
（
同
）
と
い
う
結
論
に
到
達
し
て
い
る
。

　
　

ま
こ
と
に
前
人
の
思
い
も
及
ぼ
な
か
っ
た
卓
説
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
九
品
官
人
法
の
下
で
、
従
来
の
秀
孝
制
度
は
ど
う
な
っ
た
ろ
う
か
。

著
者
は
そ
の
鮎
に
つ
い
て
周
到
な
解
答
を
用
意
し
て
い
る
。
ナ
な
わ
ち
秀
才
は

州
か
ら
皐
げ
ら
れ
、
中
央
で
策
問
さ
れ
、
三
等
の
成
績
を
呉
え
ら
れ
、
そ
の
成

績
に
よ
っ
て
夫
々
二
・
三
・
四
品
を
呉
え
ら
れ
る
。
し
か
し
賞
際
は
郷
品
四
品

（
八
品
起
家
）
が
大
半
で
あ
っ
た
。
次
に
孝
廉
は
郡
か
ら
學
げ
ら
れ
中
央
で
経
義

を
間
わ
れ
た
の
ち
、
三
等
の
郷
品
を
呉
え
ら
れ
た
が
大
半
は
八
品
起
家
で
あ
っ

た
。
秀
孝
の
外
に
臨
時
に
人
才
を
求
め
る
制
科
も
あ
り
、
賢
良
・
方
正
・
直
言

等
の
科
か
あ
っ
た
。
賢
良
の
起
家
は
六
・
七
・
八
品
で
あ
っ
た
。
そ
の
外
に
寒

素
科
と
い
う
I
＃
の
か
あ
っ
て
こ
れ
は
郷
品
二
品
に
限
ら
れ
、
太
學
の
學
生
に
對

ナ
る
試
経
の
制
も
あ
っ
て
こ
れ
は
最
低
郷
品
四
品
で
あ
っ
た
。
秀
孝
の
推
畢
者

は
む
ろ
ん
州
郡
の
刺
史
太
守
で
あ
る
が
中
正
は
そ
の
顧
問
と
な
っ
た
。
要
す
る

に
漢
以
来
の
秀
孝
や
制
科
の
制
は
、
九
品
官
人
法
の
し
く
み
の
中
に
編
入
さ
れ

た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
問
題
は
こ
れ
ら
賢
才
登
用
の
制
度
か
、
次
第
に

衰
退
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
著
者
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
哨
高
い
郷
品

を
受
け
う
る
勢
家
の
子
弟
か
、
試
験
を
受
け
て
却
っ
て
低
い
郷
品
を
呉
え
ら
れ

る
と
い
う
危
瞼
を
さ
け
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
、
㈲
秀
才
の
如
き
採
毘
の
相
場

が
い
つ
し
か
郷
品
四
品
に
固
定
し
、
試
験
の
存
在
か
無
意
味
に
な
っ
た
こ
と
、

㈲
魏
に
お
い
て
は
中
央
に
頭
貴
な
地
位
を
占
め
た
者
が
中
央
に
居
坐
っ
て
地
方

か
ら
の
賢
才
の
進
出
を
阻
も
う
と
し
た
こ
と
'
　
３
:
州
中
正
の
成
立
が
、
い
よ
い

よ
中
央
官
僚
の
優
位
を
保
燈
し
た
こ
と
か
、
そ
の
主
な
る
原
因
で
あ
る
と
い
う
。

　

九
品
官
人
法
は
も
と
人
才
本
位
の
も
の
で
あ
っ
た
か
、
い
ざ
穴
施
し
て
み
る

と
、
そ
れ
は
営
初
の
目
的
と
は
異
る
方
向
に
愛
化
し
て
い
っ
た
。
著
者
は
そ
の

受
貌
を
叡
條
に
亘
っ

典
巻
一
四
爽
注
に
よ

い
る
。
こ
れ
に
對
し

は
州
中
正
の
成
立
問
題
で
あ
る
。
通

に
大
小
中
正
を
お
い
た
と
書
か
れ
て

出
現
は
北
朝
以
後
に
あ
り
と
し
て
こ
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れ
を
否
定
す
る
か
、
州
中
正
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
か
魏
の
末
期
に
設
け
ら
れ
た

　
　
　

こ
と
を
認
め
、
そ
の
事
賓
の
中
に
、
中
正
の
性
格
の
本
質
的
愛
化
を
指
摘
し
て

　
　
　

い
る
。
い
つ
た
い
州
は
地
方
行
政
上
の
区
劃
で
は
な
く
、
州
の
刺
史
は
臨
時
の

　
　
　

督
察
官
で
あ
る
。
し
か
る
に
後
漢
頃
か
ら
州
が
行
政
単
位
と
化
し
、
刺
史
か
常

　
　
　

置
の
長
官
と
化
す
傾
向
が
著
し
く
な
っ
た
。
州
大
中
正
（
州
都
・
州
の
都
大
中

　
　
　

正
）
の
設
置
は
こ
の
事
宜
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
州
本
来
の
性
格
か
ら

　
　
　

み
て
州
大
中
正
は
輿
論
の
總
合
よ
り
、
郡
中
正
監
督
者
た
る
立
場
を
奄
ち
易
い
。

　
　
　

州
中
正
の
任
命
も
、
州
人
の
推
乖
を
侠
た
す
、
中
央
大
官
の
間
で
こ
れ
を
決
す

　
　
　

る
。
か
く
て
州
中
正
は
中
央
の
意
を
代
辨
し
て
州
中
正
の
任
免
に
ま
で
干
渉
し
、

　
　
　

こ
れ
が
郡
國
に
反
映
し
て
、
郡
火
中
正
が
小
中
正
の
身
分
を
も
決
定
し
始
め
た
。

　
　
　

か
く
て
郡
中
正
は
い
つ
し
か
「
司
徒
―
州
大
中
正
―
郡
大
中
正
－
郡
小
中
正
」

　
　
　

と
い
う
統
腐
関
係
の
中
の
一
環
と
な
り
果
て
、
そ
の
郷
品
に
営
っ
て
屯
本
来
の

　
　
　

賢
才
主
義
を
離
れ
て
中
央
高
官
の
意
を
迎
え
、
官
資
を
計
っ
て
品
を
定
め
る
に

　
　
　

い
た
っ
た
と
い
う
。
第
二
は
司
徒
系
統
の
中
正
か
吏
部
尚
書
に
歴
倒
さ
れ
た
こ

　
　
　

と
で
あ
る
。
中
正
は
官
吏
の
起
家
官
と
窮
極
の
官
の
幅
を
決
定
す
る
か
、
官
吏

　
　
　

の
考
課
を
可
る
の
は
伺
書
で
あ
っ
た
の
で
、
次
第
に
尚
書
か
ら
邪
魔
物
扱
い
さ

　
　
　

れ
る
に
い
た
っ
た
。
晋
代
に
封
建
制
か
採
用
さ
れ
て
、
國
封
あ
る
者
の
特
別
起

　
　
　

家
の
制
が
出
来
る
と
、
中
正
の
無
力
化
は
一
層
著
し
く
な
る
。
有
爵
者
の
子
孫

　
　
　

に
對
し
て
の
中
正
の
郷
品
は
極
め
て
甘
く
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
第
三
に

　
　
　

著
者
は
、
九
品
官
品
制
の
内
部
に
清
官
・
寒
官
（
濁
官
）
の
考
え
か
生
れ
た
こ

　
　
　

と
を
指
摘
す
る
。
同
じ
六
品
官
に
例
を
と
っ
て
考
え
た
場
合
、
そ
の
六
品
官
の

　
　
　

中
に
も
、
郷
品
二
品
の
人
が
起
家
の
官
と
し
て
就
く
も
の
と
。
郷
品
九
品
の
人

　
　
　

が
昇
進
の
結
果
辿
り
つ
く
官
と
か
あ
る
。
そ
れ
と
共
に
時
の
政
府
の
政
策
の
い

　
　
　

か
ん
に
よ
っ
て
は
要
職
と
閑
職
と
の
区
別
奄
成
立
つ
。
こ
の
よ
う
な
事
情
が
重

-
Ｃ
Ｍ
"
＾
つ
て
、
清
官
・
濁
官
の
匝
別
が
出
来
、
人
々
は
官
品
の
高
さ
を
競
う
外
に
、

清
官
を
求
め
て
競
い
合
う
よ
う
に
な
っ
た
。
官
の
清
濁
を
論
す
る
こ
と
は
、
や

が
て
貴
族
主
義
に
韓
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　

第
三
章
、
南
朝
に
お
け
る
流
品
の
顎
達
。
著
者
は
こ
の
章
で
東
晋
の
南
方
政

権
樹
立
か
ら
宋
斉
時
代
に
か
け
て
の
諸
問
題
を
取
扱
う
。
著
者
の
見
解
に
よ
れ

ば
、
九
品
官
人
法
な
る
制
度
は
ま
す
魏
に
お
い
て
一
つ
の
頂
鮎
に
達
し
、
次
い

で
梁
の
武
帝
時
代
に
い
た
っ
て
制
度
上
の
大
愛
革
を
示
し
た
。
こ
の
章
に
お
け

る
著
者
の
筆
は
、
魏
晋
か
ら
梁
に
か
け
て
の
こ
の
制
度
の
動
態
を
描
寫
す
る
こ

と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
動
態
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
一
つ
は
前
代
以
来
の

清
濁
官
の
匝
別
と
い
う
問
題
で
あ
・
る
。
魏
晋
以
降
、
尚
書
系
統
の
人
事
権
掌
握

が
強
く
な
る
と
、
特
定
の
官
所
も
な
く
、
官
人
の
履
歴
書
の
持
ち
合
せ
も
な
い

中
正
の
権
力
は
後
退
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
中
正
は
中
央
政
府
人
事
へ
の
介
入
権

を
奪
わ
れ
、
や
が
て
州
郡
の
屑
僚
化
し
て
、
州
郡
属
僚
編
成
の
顧
問
格
と
な
り
、

貴
族
の
地
方
僚
属
狽
占
を
推
進
さ
せ
る
役
割
に
廻
っ
た
。
ま
た
門
閥
の
登
建
は
、

・
中
正
本
末
の
才
徳
主
義
を
押
し
や
っ
て
、
郷
品
の
イ
ソ
フ
レ
ー
シ
ョ
ソ
を
起
さ

せ
た
。
東
晋
以
降
、
門
閥
の
郷
品
と
い
え
ぽ
殆
ん
と
一
律
に
二
品
と
き
ま
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
、
貴
族
は
■
＃
ｉ
＜
や
郷
品
の
高
下
を
問
わ
す
、
む
七
ろ
い
か
な
る

清
官
か
ら
起
家
し
、
い
か
な
る
清
要
官
を
か
ち
え
て
ゆ
く
か
を
競
う
に
い
た
っ

た
。
起
家
官
と
し
て
は
秘
書
郎
・
著
作
佐
郎
か
特
に
マ
ー
ク
さ
れ
た
。
西
魏
末

劉
頌
の
設
け
た
九
班
制
は
、
清
濁
官
翌
生
後
の
遷
韓
の
し
か
た
を
彊
系
づ
け
た

も
の
と
見
な
さ
れ
、
梁
武
十
八
班
制
の
末
源
を
な
し
た
。
人
々
の
要
求
す
る
清

要
官
は
自
然
そ
の
官
の
品
位
も
高
･
)
≪
S
＼
、
官
位
の
上
に
多
少
の
愛
改
が
必
要
と

さ
れ
て
く
る
。
ま
た
一
人
で
も
多
く
の
貴
族
を
清
要
官
に
就
け
る
た
め
に
或
い

は
冗
散
官
か
設
け
ら
れ
た
か
、
ま
た
一
方
官
吏
の
韓
任
が
頻
繁
と
な
り
、
そ
こ

に
責
際
の
仕
事
の
負
撥
者
と
し
て
の
令
史
等
の
下
級
官
吏
の
擾
頭
も
見
ら
れ
た
。

こ
の
時
代
の
動
態
の
二
つ
は
、
士
庶
別
の
起
り
で
あ
る
。
著
者
は
こ
の
時
代
の
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官
人
を
士
・
寒
土
・
勲
位
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
截
然
と
区
分
し
た
。
士
と
は

２

　

郷
品
二
品
の
人
々
で
、
こ
の
家
の
人
々
は
非
類
（
庶
人
）
と
は
婚
姻
を
通
せ
す
、

　
　

教
育
上
・
役
制
上
・
仕
官
上
の
特
権
を
享
受
し
た
。
こ
の
特
権
階
級
に
對
し
て

　
　

郷
品
三
－
五
品
を
え
た
者
は
、
法
制
上
、
寒
士
・
宗
門
と
い
う
階
級
を
占
め

　
　

た
。
か
れ
ら
は
公
府
舎
人
等
よ
り
起
家
し
、
理
論
的
に
は
郷
品
三
品
な
ら
三
品

　
　

官
ま
で
進
み
う
る
筈
で
あ
る
の
に
、
事
宦
は
郷
品
二
品
の
人
々
に
官
位
を
菖
食

　
　

さ
れ
て
、
た
か
だ
か
六
品
に
し
か
進
め
な
く
な
っ
た
。
次
に
郷
品
六
品
以
下
で

　
　

あ
る
か
、
こ
れ
は
郷
品
五
品
と
の
間
に
強
い
両
層
線
が
あ
っ
た
。
中
正
が
郷
品

　
　

六
品
以
下
を
査
定
す
る
の
は
、
一
般
庶
民
が
各
衛
門
の
職
史
・
散
史
等
を
長
く

　
　

や
っ
て
、
漸
く
最
後
に
下
級
の
品
官
を
か
ち
え
よ
う
と
す
る
と
き
か
、
こ
れ
ま

　
　

で
士
の
位
に
あ
っ
た
郷
品
五
品
以
上
の
者
が
、
何
ら
か
の
事
情
で
土
庶
別
線
の

　
　

下
に
陥
落
す
る
時
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
さ
て
南
朝
宋
代
に
お
い
て
貴
族
制
が
辰

　
　

建
し
た
結
果
、
い
わ
ゆ
る
流
外
官
を
長
く
や
っ
て
漸
く
品
官
に
辿
り
つ
い
た
人

　
　

の
就
く
べ
き
官
位
が
固
定
し
、
六
品
以
下
の
片
隅
に
特
種
匝
域
を
形
成
す
る
。

　
　

こ
れ
が
勲
位
・
勲
品
（
二
等
－
六
等
）
で
あ
る
が
、
勲
位
は
や
が
て
世
襲
的
傾

　
　

向
を
生
み
、
い
わ
ゆ
る
吏
姓
・
吏
門
の
成
立
を
促
し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
こ
れ
が

　
　

の
ち
の
青
吏
に
迪
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　

動
態
の
三
つ
は
軍
府
の
成
立
で
あ
る
。
初
め
同
晋
の
州
刺
史
が
都
督
を
娠
ね

　
　

て
か
ら
、
軍
治
・
民
治
の
混
同
が
起
っ
た
が
、
東
晋
後
、
州
の
上
に
都
督
府
が

　
　

成
立
し
、
地
方
に
は
一
人
を
以
て
暦
軍
府
・
都
督
府
並
に
刺
史
と
し
て
の
僚
船

　
　

を
率
い
る
ｎ
大
な
勢
力
者
か
婦
披
し
初
め
た
、
都
督
府
僚
佐
（
長
史
・
司
馬
・

　
　

參
軍
）
等
の
地
位
も
時
と
共
に
向
上
し
、
ま
た
従
来
は
品
官
で
な
か
っ
た
州
刺

　
　

史
の
濁
僚
が
、
軍
府
官
と
の
人
事
交
流
の
必
要
上
、
一
定
の
官
品
を
屯
つ
よ
う

　
　

に
な
っ
た
。
初
め
州
の
属
僚
に
跡
さ
れ
る
こ
と
は
起
家
と
は
い
わ
な
か
っ
た
が
、

　
　

の
ち
に
は
そ
れ
も
起
家
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
な
ま
じ
の
公
府
橡
眉

に
な
る
位
な
ら
有
力
な
府
の
厨
官
に
な
ろ
う
と
い
う
人
も
出
て
爽
た
。
本
篇
の

最
後
に
著
書
は
重
ね
て
こ
の
時
代
の
寒
官
の
我
達
に
言
及
し
、
中
央
官
衝
こ
と

に
尚
書
省
の
令
史
・
天
子
側
近
の
中
書
舎
人
・
地
方
府
州
の
典
籤
等
が
貴
族
主

義
の
裏
づ
け
と
し
て
晟
建
し
た
こ
と
を
強
調
し
、
天
子
ト
舎
人
省
－
尚
書
－
府

州
を
貫
く
一
連
の
政
治
膿
制
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
著
者
が
こ
れ

を
強
調
す
る
所
以
は
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
官
僚
制
の
整
備
を
の
べ
る
た
め
で

・
は
な
く
、
む
し
ろ
天
子
の
私
人
に
よ
る
一
部
的
な
政
権
の
成
立
が
い
か
に
危
瞼

を
は
ら
む
も
の
で
あ
る
か
を
の
べ
て
、
次
章
の
伏
線
と
す
る
に
外
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
な
お
著
者
が
、
こ
の
頃
の
将
軍
彼
の
濫
翌
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
黙

毛
、
後
世
の
武
散
官
の
起
原
と
し
て
注
目
さ
れ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
。

　

第
四
章
、
梁
陳
時
代
の
新
傾
向
。
梁
の
武
帝
は
天
監
二
年
及
び
七
年
に
お
い

て
官
制
の
改
革
を
行
っ
た
。
著
者
は
こ
の
章
に
お
い
て
、
主
と
し
て
天
監
七
年

の
改
革
を
詳
説
す
る
。
す
な
わ
ち
架
武
の
改
革
に
お
い
て
は
第
一
に
従
来
の
郷

品
二
品
（
六
品
）
以
上
の
流
内
官
が
九
品
（
夫
々
正
従
あ
り
）
に
再
分
割
さ
れ
、

そ
の
正
一
品
を
十
八
班
と
し
、
従
九
品
を
一
班
と
す
る
十
八
班
の
官
位
序
列
か

定
め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
か
の
西
晋
の
劉
頌
の
九
班
制
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
梁
武
十
八
班
制
に
お
い
て
は
、
伺
書
系
統
の
昇
格
か
著
し
く
、
前
官
を
以

て
各
班
の
筆
頭
と
す
る
こ
と
か
注
目
さ
れ
る
。
次
に
「
位
不
登
二
品
者
」
七
班
（
流

外
七
班
）
の
制
が
設
け
ら
れ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
寥
士
起
家
官
の
制
で
あ
り

こ
こ
に
厠
す
る
の
は
大
半
が
府
の
屈
摩
で
あ
っ
た
。
七
班
の
別
は
お
そ
ら
く
斉

の
七
職
に
源
を
翌
す
る
。
も
っ
と
も
宗
室
将
軍
王
府
の
肩
僚
や
、
諸
王
國
國
官

の
昇
進
の
穴
例
に
徴
す
る
と
、
流
内
・
流
外
の
別
は
絶
對
的
な
線
で
は
な
か
っ

た
。
最
後
に
流
外
七
班
と
並
行
的
に
三
品
統
位
こ
一
品
勲
位
が
設
け
ら
れ
た
。

こ
れ
は
庶
人
が
士
人
と
別
に
辿
る
べ
き
コ
ー
ス
に
外
な
ら
な
い
。
梁
武
に
は
右

と
全
く
別
に
将
軍
琥
に
お
け
る
流
内
十
品
二
十
四
班
百
二
十
五
琥
・
流
外
八
班
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十
四
貌
を
定
め
た
か
。
こ
れ
亦
、
前
代
の
蒋
軍
貌
濫
登
の
結
果
を
制
度
化
し
た

に
ち
か
い
な
い
。

　

武
帝
の
改
革
は
、
宋
声
以
来
の
流
品
思
想
を
そ
の
ま
ゝ
受
容
し
た
も
の
で
、

南
朝
貴
族
主
義
を
制
度
的
に
膿
系
づ
け
た
も
の
に
外
な
ら
ぬ
。
こ
の
制
度
は
殆

ん
と
そ
の
ま
ゝ
次
の
陳
に
屯
受
け
つ
が
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
れ
は
単

に
こ
れ
ま
で
の
貴
族
主
義
の
集
積
に
終
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
こ
の
鮎
に

つ
い
て
著
者
は
巧
み
に
梁
陳
時
代
に
お
け
る
官
僚
主
義
の
新
傾
向
を
我
見
し
て

　
　
　

い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
架
武
は
、
門
地
低
き
者
屯
貴
族
的
教
養
さ
え
あ
れ
ば
登

　
　
　

用
す
る
と
い
う
態
度
を
示
し
た
と
い
う
鮎
に
お
い
て
、
新
た
な
る
貴
族
主
義
の

　
　
　

提
唱
者
で
あ
っ
た
。
甲
族
・
寒
門
一
律
三
十
歳
起
家
の
制
。
（
の
ち
間
奄
な
く
二

　
　
　

十
五
歳
と
な
っ
た
が
）
の
採
用
屯
、
梁
武
が
貴
族
優
位
の
無
條
件
的
な
保
護
者

　
　
　

で
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
梁
武
の
學
校
制
度
に
は
、
寒
門
の
子
弟
の
た
め

　
　
　

の
五
館
と
、
貴
族
の
子
弟
の
た
め
の
國
子
學
が
あ
っ
て
、
前
者
に
は
定
期
試
験

　
　
　

の
制
度
が
な
く
、
後
者
に
は
試
験
採
鮎
に
お
け
る
家
格
差
重
硯
と
い
う
髭
で
、

　
　
　

貴
族
優
位
の
傾
向
は
蔽
う
べ
く
も
な
か
っ
た
か
、
し
か
し
そ
の
反
面
、
梁
武
か

　
　
　

試
験
制
度
を
通
じ
て
、
と
も
か
く
も
寒
門
に
對
し
て
は
起
家
の
チ
ャ
ン
ス
を
呉

　
　
　

え
、
貴
族
の
子
弟
に
對
し
て
は
起
家
の
年
齢
を
引
下
げ
る
こ
と
を
條
件
と
し
て

　
　
　

か
れ
ら
を
試
験
制
度
の
方
向
に
導
い
て
い
っ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
論

　
　
　

は
、
著
者
か
、
次
の
陳
代
に
お
け
る
任
千
制
度
の
摘
大
と
確
認
の
事
官
に
對
し

　
　
　

て
、
こ
れ
は
成
上
り
者
で
あ
る
高
官
の
複
利
を
確
保
す
る
奄
の
で
あ
っ
て
、
明

　
　
　

か
に
貴
族
制
度
と
は
矛
盾
す
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
と
並
べ
て
、
そ
の
ダ
イ
ナ

　
　
　

ミ
ッ
ク
な
歴
史
把
握
の
態
度
を
遺
憾
な
く
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　

第
五
章
、
北
朝
の
官
制
と
選
畢
制
度
。
本
章
の
内
容
は
、
こ
れ
を
北
魏
時
代

　
　
　

に
お
け
る
貴
族
制
度
形
成
・
北
斉
北
周
時
代
に
お
け
る
貴
族
制
度
の
愛
貌
・
隋

一
一
一

　

代
に
お
け
る
貴
族
制
度
の
崩
壊
と
い
う
三
つ
の
部
分
に
分
廿
て
紹
介
す
る
り
が

営
を
得
て
い
る
と
思
う
。

　

ま
す
北
魏
時
代
で
あ
る
か
、
そ
こ
で
は
道
武
帝
の
部
族
解
職
以
後
、
天
子
・

北
族
・
漢
人
が
夫
々
に
希
求
す
る
と
こ
ろ
の
官
僚
制
・
封
建
制
・
貴
族
制
の
Ξ

つ
か
、
ど
う
成
熟
し
て
い
っ
た
か
、
そ
し
て
こ
の
三
つ
の
制
度
が
互
い
に
ど
う

か
ら
み
合
っ
て
行
っ
た
か
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
北
魏
官
制
狸
達
史
上
、
最

奄
注
目
す
べ
き
も
の
は
か
の
孝
文
帝
の
太
和
十
七
年
・
十
九
年
・
二
十
三
年
の

三
次
匹
旦
る
官
制
改
革
で
あ
っ
た
。
著
者
は
こ
の
前
・
中
・
後
の
三
令
（
中
令

と
後
令
の
内
容
は
相
近
い
か
）
が
年
代
的
に
は
互
い
に
距
る
こ
と
遠
く
な
い
に

奄
拘
ら
す
、
内
容
的
に
は
非
常
に
大
斉
な
差
異
か
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
北
魏
の
官
制
も
貴
族
制
度
の
形
成
に
向
っ
て
動
い
て
い
る
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
。
す
な
わ
ち
前
令
に
ぶ
い
て
は
殆
ん
と
魏
晋
の
九
品
制
が
採
用
さ

れ
て
い
た
か
、
そ
の
後
、
宋
文
帝
の
子
劉
昶
や
斉
の
王
鴬
の
到
来
に
よ
っ
て
、

北
魏
の
官
制
に
亀
）
南
朝
の
士
人
九
品
制
並
に
流
外
七
等
の
制
か
移
入
さ
れ
た
。

特
に
流
外
七
等
の
制
は
斉
の
七
職
よ
り
考
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ

ん
南
朝
の
よ
う
な
流
外
の
中
に
更
に
勲
品
を
設
け
て
、
寒
士
寒
人
を
匝
別
す
る

よ
う
な
細
か
い
操
作
は
行
わ
れ
て
な
か
っ
た
し
、
流
外
官
と
雖
も
、
長
期
の
仕

官
や
勲
功
・
入
粟
等
の
理
由
で
流
内
に
進
む
道
も
開
け
て
は
い
た
か
、
し
か
し

流
外
職
人
か
清
官
に
就
く
こ
と
は
不
可
能
と
さ
れ
、
官
制
の
中
に
清
濁
の
匿
別

か
立
て
ら
れ
て
い
た
鮎
で
、
貴
族
化
の
方
向
を
辿
っ
て
い
た
こ
と
は
疑
・
い
な
か

っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
官
品
制
に
對
感
し
て
、
注
目
さ
れ
る
の
は
孝
文
帝
太
和
二
十
年

に
お
け
る
家
格
差
の
決
定
、
す
な
わ
ち
姓
族
詳
定
で
あ
る
。
孝
文
帝
は
こ
の
時

を
期
し
て
漢
人
四
姓
の
特
権
的
地
位
を
承
認
す
る
と
共
に
、
北
人
名
族
を
こ
れ

ら
四
姓
に
對
比
せ
し
め
、
北
人
此
會
に
姓
族
な
る
士
族
階
級
を
設
定
し
た
。
こ

の
姓
族
詳
定
か
直
ち
に
選
學
格
と
な
っ
た
の
で
あ
る
か
、
孝
文
帝
の
時
に
は
姓

¬67-
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族
詳
定
の
必
要
か
ら
中
正
か
重
ん
せ
ら
れ
て
い
る
。
中
正
は
有
力
者
の
推
薦
を

　
　

経
て
司
徒
が
こ
れ
を
任
す
る
が
、
か
れ
ら
は
中
央
官
の
人
事
や
地
方
僚
腸
の
編

　
　

成
に
献
言
し
、
管
内
官
吏
の
起
家
よ
り
、
そ
の
官
吏
の
謐
胱
の
決
定
ま
で
、
身

　
　

許
保
鐙
人
の
役
割
を
果
し
績
け
た
。
北
魏
の
官
品
・
中
正
制
は
一
言
で
い
え
ぽ

　
　

貴
族
化
の
傾
向
を
示
す
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
反
面
、
後
代
の
貴
族

　
　

制
否
定
の
動
き
に
辿
る
要
素
を
含
ん
で
い
た
こ
と
も
事
宦
で
あ
る
。
著
者
は
そ

　
　

の
鮎
に
つ
い
て
注
意
を
促
す
こ
と
を
忘
れ
て
い
な
い
。
文
武
散
官
の
名
稀
か
前

　
　

後
令
の
中
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
毘
、
地
方
都
督
府
僚
屑
の
中
央
瓜
遣
を
反
映
し

　
　

て
、
そ
の
官
品
か
令
の
中
に
記
入
さ
れ
た
鮎
、
及
び
中
正
官
に
門
地
低
き
高
官

　
　

が
進
出
し
始
め
た
鮎
な
と
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
　
　

次
に
封
建
制
の
殷
逢
と
し
て
は
官
品
表
の
中
に
爵
が
列
せ
ら
れ
た
鮎
、
封
爵

　
　
　

に
よ
る
起
家
制
を
玲
げ
る
こ
と
か
で
き
た
。
爵
の
制
度
は
主
と
し
て
北
族
の
優

　
　
　

位
を
保
誕
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
、
一
面
、
北
朝
貴
族
制
の
完
成
を
さ
ま

　
　
　

た
げ
る
要
因
と
も
な
っ
た
。
貴
族
制
か
完
成
し
切
れ
な
か
っ
た
他
の
要
因
と
し

　
　
　

て
は
、
北
魏
王
朝
の
秀
孝
制
度
重
脱
（
尤
も
貧
士
の
進
む
孝
廉
か
、
門
閥
の
進

　
　
　

む
秀
才
の
下
位
に
立
つ
弊
は
多
分
に
あ
っ
た
か
）
・
御
史
射
策
の
如
き
特
定
官

　
　
　

吏
採
用
試
験
の
創
始
・
官
吏
の
考
課
励
行
・
貴
族
の
官
位
求
奔
忌
避
に
鑑
み
て

　
　
　

人
材
登
用
の
方
法
と
し
て
官
吏
採
用
時
に
試
験
制
度
を
利
用
し
始
め
た
こ
と
な

　
　
　

と
か
あ
げ
ら
れ
る
。

　
　
　
　

さ
て
北
魏
官
制
の
貴
族
化
の
結
果
、
高
位
の
官
は
王
室
・
北
方
貴
族
の
孤
占

　
　
　

に
婦
し
、
中
下
の
官
は
漢
人
の
進
出
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
が
、
こ
こ
に
北
族

　
　
　

寒
人
の
不
満
か
集
積
し
始
め
た
。
特
に
代
都
か
ら
洛
陽
に
移
っ
た
代
湿
人
は
漢

　
　
　

人
と
任
官
楷
を
め
ぐ
っ
て
は
げ
し
い
争
い
を
引
起
し
、
こ
れ
は
支
部
尚
書
崔
亮

　
　
　

の
案
出
し
た
停
年
格
な
る
登
用
法
－
長
く
待
っ
た
者
か
ら
登
用
す
る
法
－
の
採

　
　
　

用
に
よ
っ
て
辛
う
じ
て
解
決
し
た
も
の
の
、
オ
ハ
に
は
北
遍
に
置
去
り
に
さ
れ
て

官
界
進
出
の
機
を
失
っ
た
北
族
並
に
漢
人
の
府
戸
の
不
満
か
爆
登
し
て
、
北
魏

は
分
裂
し
、
や
が
て
そ
の
分
裂
の
中
か
ら
北
斉
・
北
周
が
起
っ
た
。

　

北
斉
・
北
周
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
對
立
し
た
性
格
を
も
っ
て
い
る
か
、
ま
す

北
斉
は
貴
族
制
を
推
進
さ
せ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
官
品
制
度
も
北
魏
の
そ
れ
に

近
か
っ
た
か
流
外
勲
品
は
九
品
あ
っ
た
。
家
格
決
定
者
と
し
て
の
中
正
の
地
位

は
重
く
、
中
正
の
職
は
厭
々
争
奪
の
的
と
な
っ
た
。
家
格
決
定
の
動
き
が
下
部

ま
で
席
透
し
た
結
果
、
こ
の
時
代
に
胚
中
正
が
出
来
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ

い
。
郡
腿
の
家
格
決
定
の
具
瞼
例
と
し
て
、
こ
の
時
代
に
郡
士
望
・
腿
族
望
・

民
望
と
穏
せ
ら
れ
る
家
が
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
著
者
は
北
斉
時
代
に
も
反
貴
族
主
義
的
傾
向
か
存
し
た
と
い
う
。

一
つ
は
秀
孝
制
度
の
眠
格
化
で
あ
り
、
秀
才
試
験
か
む
つ
か
し
く
な
っ
た
の
で
、

州
刺
史
か
責
任
問
題
の
起
る
の
を
お
そ
れ
て
僅
備
試
験
を
行
う
と
い
う
こ
と
か

始
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
は
、
中
書
門
下
二
省
に
お
け
る
試
験
制
度
賞
施

の
事
責
で
あ
る
。
共
に
隋
唐
科
畢
制
の
先
馳
を
な
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
が
、

第
三
に
著
者
は
ン
グ
ド
商
人
の
活
動
に
件
な
う
東
ロ
ー
マ
と
の
絹
貿
易
の
酸
展

に
言
及
し
、
商
人
の
蓄
積
の
噌
大
と
商
人
の
官
界
進
出
か
著
し
く
な
っ
た
こ
と

を
畢
げ
、
そ
の
面
か
ら
の
曹
土
地
貴
族
の
没
落
の
必
然
性
を
説
い
て
い
る
。

　

北
斉
と
は
對
話
的
に
北
周
で
は
貴
族
主
義
の
否
定
の
傾
向
か
強
か
っ
た
。
北

周
の
反
動
主
義
と
、
あ
く
ま
で
貴
族
主
義
を
貫
こ
う
と
す
る
漢
人
の
對
立
と
が
、

最
後
に
到
達
し
た
の
か
周
代
六
官
制
の
採
用
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
流
内
九
命

・
流
外
九
秩
か
制
定
さ
れ
た
か
、
上
を
九
命
・
下
を
一
命
と
す
る
敷
久
方
は
従

来
の
官
品
制
と
の
絶
縁
を
意
味
し
、
官
の
清
濁
の
匿
別
も
そ
こ
に
は
も
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
。
こ
の
時
代
に
は
武
将
の
官
位
占
有
が
著
し
く
、
柱
國
・
大
将
軍

等
軍
閥
の
子
弟
の
特
椎
が
漸
く
認
め
ら
れ
た
。
次
の
隋
代
政
椎
は
か
ゝ
る
軍
閥

政
権
に
外
な
ち
な
い
。
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隋
は
そ
の
官
品
制
に
お
い
て
は
北
斉
の
流
内
九
品
・
流
外
勲
品
制
を
採
用
し

た
が
、
官
の
清
濁
は
認
め
な
か
っ
た
。
こ
の
時
代
に
は
武
人
の
功
笏
を
賞
す
る

た
め
の
散
官
の
設
置
か
著
し
く
、
ま
た
北
周
の
制
を
承
け
て
散
宦
官
（
戒
秩
と

い
う
系
列
）
と
い
う
･
＃
の
か
、
恰
も
勲
章
の
制
度
の
如
く
設
け
ら
れ
、
こ
れ
が

唐
の
勲
官
に
連
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
隋
朝
の
軍
閥
的
性
格
を
論
す
る
こ
と
よ
り

屯
大
切
な
の
は
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
、
九
品
官
人
法
に
終
止
符
を
打
つ
所
以

と
な
っ
た
と
こ
ろ
の
地
方
制
度
の
大
改
革
で
あ
る
。
著
者
は
演
口
博
士
の
論
文

を
援
用
し
つ
≒
こ
の
大
問
題
を
解
説
し
て
ゆ
く
。
隋
の
文
帝
は
北
周
末
、
州

二
百
除
、
郡
五
百
除
、
絲
千
百
節
で
あ
る
と
い
う
賓
情
に
鑑
み
、
郡
を
麿
し
て
、

州
を
以
て
蘇
を
統
べ
し
め
た
。
こ
れ
は
草
な
る
冗
官
度
止
と
い
う
だ
け
に
は
止

ま
ら
ぬ
。
文
帝
は
州
劈
上
層
の
品
官
の
地
位
に
あ
る
僚
屑
を
中
央
か
ら
派
遣
す

る
こ
と
を
定
め
る
一
方
、
奮
来
、
州
等
長
官
か
砕
召
し
て
い
た
僚
属
に
對
し
て

郷
官
の
名
を
典
え
、
前
官
待
遇
を
認
め
て
そ
の
特
出
の
途
を
講
せ
し
め
た
の
ち
、

開
皇
十
五
年
に
い
た
っ
て
、
そ
の
郷
官
を
全
度
し
た
。

　

州
郡
僚
属
の
地
位
は
六
朝
貴
族
の
牙
城
で
あ
っ
た
。
こ
の
砕
召
制
を
奪
っ
た

こ
と
は
貴
族
制
を
根
底
か
ら
拓
か
す
も
の
で
あ
っ
た
。
隋
で
は
新
た
に
差
遣
し

た
地
方
長
官
並
に
參
佐
属
僚
の
任
期
を
限
定
し
、
考
課
を
敲
に
し
て
、
地
方
勢

力
と
の
む
す
び
つ
き
を
防
い
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
二
つ
の
重
大
な
結
果

を
も
た
ら
し
た
。
一
つ
は
中
央
差
遣
の
異
郷
人
た
る
吏
と
、
僅
か
に
地
方
の
選

任
に
委
ね
ら
れ
た
本
地
人
た
る
下
級
僚
属
と
の
身
分
の
差
別
を
明
白
に
し
、
品

官
と
膏
吏
と
の
別
を
剣
然
と
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
二
つ
は
、
貧
家
の

中
正
を
し
て
、
そ
の
中
央
官
僚
の
身
許
保
厭
人
た
る
資
格
並
に
地
方
属
僚
編
成

の
顧
問
格
た
る
資
格
を
拘
失
せ
し
め
た
こ
と
で
あ
る
。
曹
魏
以
爽
、
三
百
六
十

鈴
年
に
亘
る
中
正
の
命
脈
は
か
く
し
て
失
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

地
方
僚
属
の
中
央
差
遣
は
、
秀
孝
制
度
の
我
達
を
促
さ
す
に
は
お
か
な
か
っ

た
。
何
と
な
れ
ぼ
中
央
は
多
く
の
官
吏
像
備
員
を
用
意
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
首
床
の
州
秀
才
・
郡
孝
廉
の
名
柄
は
一
律
に
州
貢
の
名
に
切

換
え
ら
れ
、
秀
才
・
明
終
・
進
士
の
科
目
も
成
立
し
て
来
る
。
著
者
は
こ
れ
ら

課
科
目
の
成
立
時
期
を
綿
密
に
考
澄
し
て
、
そ
の
時
期
を
開
皇
中
に
求
め
て
然

る
べ
き
こ
と
を
認
め
、
そ
の
意
味
か
ら
科
畢
が
隋
代
に
始
ま
る
と
い
う
通
説
は

妥
常
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

　

第
三
編
、
除
論
－
再
び
漢
よ
り
唐
へ
Ｉ
。
こ
の
篇
は
‐
官
僚
制
と
貴
族
制
口

貴
族
と
豪
族
目
士
人
と
青
吏
㈱
南
朝
と
北
朝
固
中
正
と
科
畢
の
五
章
に
分
た
れ

る
。
著
者
が
本
論
に
詳
述
し
た
と
こ
ろ
を
問
題
史
的
に
整
理
し
、
ま
た
本
論
に

屑
れ
え
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
を
補
足
的
に
叙
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

著
者
は
‐
に
お
い
て
は
貴
族
制
か
君
主
槌
に
抑
制
さ
れ
た
結
果
、
三
國
－
唐
の

牡
會
が
封
建
制
度
ま
で
移
行
し
な
か
っ
た
反
面
、
君
主
椎
も
ま
た
貴
族
制
の
屋

　

一

力
に
よ
っ
て
、
そ
の
椎
力
を
制
約
さ
れ
て
い
た
と
し
、
そ
の
立
場
か
ら
九
品
官

　

8
9

人
法
の
沿
革
を
再
整
理
し
、
隋
唐
官
僚
制
は
自
ら
鼓
展
し
、
貴
族
制
の
長
所
を

　

一

そ
の
中
に
取
入
れ
た
と
き
、
初
め
て
首
貴
族
制
を
打
倒
し
え
た
と
説
い
て
い
る
。

口
に
お
い
て
は
、
後
漢
以
来
の
豪
族
と
政
椎
の
む
す
び
つ
き
よ
り
説
き
起
し
て
、

郡
の
右
姓
の
成
立
に
及
び
、
あ
る
地
方
の
名
家
を
四
つ
教
え
る
風
習
か
ら
、
北

魏
の
四
姓
の
成
立
す
る
過
程
を
の
べ
て
い
る
。
そ
し
て
同
じ
貴
族
の
中
に
も
北

魏
の
四
海
大
姓
の
如
き
は
豪
族
的
性
格
か
薄
く
。
椎
力
に
寄
生
す
る
形
が
著
し

い
か
、
英
中
の
貴
族
の
如
き
は
豪
族
的
性
格
が
強
く
、
ま
た
北
朝
貴
族
は
王
朝

の
歴
力
に
よ
っ
て
完
全
な
貴
族
化
を
な
し
と
げ
え
な
か
っ
た
と
の
べ
て
、
六
朝

貴
族
の
種
々
相
を
紹
介
し
て
い
る
。
目
に
お
い
て
は
「
士
」
と
い
う
も
の
の
愛

遷
を
論
す
る
。
先
秦
時
代
の
士
は
支
配
者
階
級
の
壮
丁
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
、

漢
代
に
な
る
と
士
の
中
に
は
特
椎
階
級
の
官
人
と
し
て
の
出
鼓
鮎
た
る
郎
と
、

庶
民
階
級
の
官
人
と
し
て
の
終
鮎
た
る
令
史
の
両
者
を
含
む
よ
う
に
な
っ
た
。



5
9

　

士
は
大
夫
の
下
位
に
在
る
も
の
と
し
て
、
刑
を
宛
て
る
對
象
と
な
っ
た
か
、
六

　
　

朝
に
入
っ
て
門
地
二
品
の
家
か
成
立
す
る
と
、
六
品
の
下
の
線
を
は
さ
ん
で
、

　
　

そ
の
上
を
士
族
・
土
類
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
。
尤
も
こ
の
線
の
下
に
も
土
に

　
　

準
す
る
寒
士
が
あ
る
が
、
要
す
る
に
こ
の
線
を
は
さ
ん
で
士
庶
の
別
が
明
確
に

　
　

な
っ
た
。
こ
の
後
、
品
官
は
士
人
と
し
て
の
特
稀
を
享
受
し
、
賢
刑
も
受
け
ぬ

　
　

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
間
に
あ
っ
て
、
漢
代
の
郎
は
大
夫
並
に
刑
及
ば
ざ
る
身

　
　

分
に
昇
格
し
た
か
、
令
史
の
方
は
士
か
ら
陥
落
し
て
勲
位
と
な
る
。
そ
し
て
令

　
　

史
以
下
の
呼
栢
と
し
て
青
吏
の
名
が
出
て
き
た
と
い
う
の
か
著
者
の
考
え
で
あ

　
　

る
。
品
官
と
流
外
の
匹
別
、
土
と
脊
史
の
匝
別
の
成
立
に
つ
い
て
の
こ
の
論
は
、

　
　

ま
さ
に
著
者
會
心
の
論
た
る
の
観
が
あ
る
。
四
に
お
い
て
は
本
論
中
に
書
漏
し

　
　

た
南
北
對
立
の
問
題
を
、
南
北
人
相
互
の
搦
呼
・
文
學
・
政
治
等
の
面
か
ら
説

　
　

い
て
い
る
。
最
後
に
㈲
に
お
い
て
は
再
び
中
正
制
度
よ
り
科
畢
制
度
へ
の
移
行

　
　

を
論
じ
て
い
る
が
、
著
者
は
、
同
じ
秀
孝
制
度
か
漢
代
に
お
い
て
は
選
珊
門
閥

　
　

化
の
前
奏
曲
で
あ
り
、
唐
代
に
お
い
て
は
そ
の
葬
喪
曲
を
な
し
た
所
以
を
明
快

　
　

に
説
い
て
い
る
。

　
　
　

以
上
、
著
者
の
原
意
を
誤
ま
り
傅
え
る
こ
と
な
き
や
を
催
れ
乍
ら
も
、
一
諾
、

　
　

本
書
の
大
筋
に
ふ
れ
た
心
算
で
あ
る
。
科
尽
の
制
度
か
千
除
年
に
亘
っ
て
行
わ

　
　

れ
た
結
果
、
中
國
の
吐
會
・
文
化
に
大
き
な
影
響
の
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事

　
　

賓
で
あ
る
か
、
科
學
の
制
度
の
末
源
は
深
く
ま
た
遠
い
。
宮
崎
博
士
か
前
者

　
　

「
科
刑
」
を
追
う
て
本
書
を
刊
行
し
、
科
琳
制
度
の
全
貌
を
私
共
に
示
し
て
下
さ

　
　

っ
た
こ
と
は
何
よ
り
の
喜
び
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
書
は
単
な
る
選
皐
制
度
史

　
　

に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
選
刑
と
い
う
面
を
手
が
か
り
と
し
て
見
た
す
ぐ
れ

　
　

た
「
中
國
官
制
登
達
史
」
で
あ
る
こ
と
は
、
私
の
拙
い
紹
介
に
よ
っ
て
も
明
か

　
　

な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

本
書
に
は
幾
多
孤
創
的
な
見
解
か
示
さ
れ
て
い
る
か
、
中
で
も
著
者
が
郷
品

と
官
品
と
に
嗣
連
あ
り
と
断
せ
る
か
如
き
、
清
濁
官
の
別
の
我
生
を
指
摘
せ
ろ

が
如
き
、
寒
士
・
家
人
を
法
制
上
の
呼
積
と
脱
け
る
か
如
き
、
北
魏
太
和
前
後

令
の
比
較
を
通
じ
て
貴
族
制
の
進
展
を
確
認
せ
る
か
如
き
、
そ
の
着
想
の
卓
抜

さ
は
あ
た
か
も
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
定
理
に
お
け
る
一
本
の
補
助
線
の
我
見
に
も
比

す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
い
い
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
着
想
も
決
し
て
偶

然
の
産
物
で
は
な
い
。
‘
六
朝
の
正
史
の
中
に
深
く
沈
潜
し
て
、
一
人
一
人
の
起

家
・
昇
進
の
具
膿
例
を
あ
と
づ
け
た
者
に
し
て
初
め
て
到
達
し
う
べ
き
着
想
な

の
で
あ
る
。
前
々
か
ら
、
こ
う
し
た
基
礎
的
な
作
業
の
必
要
を
痛
感
し
な
が
ら
、

モ
の
大
儀
さ
に
恐
れ
を
な
し
て
そ
れ
を
怠
っ
て
い
た
私
な
ど
は
、
こ
の
學
界
の

大
先
達
の
不
僥
の
精
進
の
前
に
た
だ
恥
入
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　

制
度
に
闘
す
る
記
述
が
多
い
に
も
拘
ら
ず
、
本
書
は
決
し
て
砂
を
か
む
よ
う

な
文
章
で
は
な
い
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
著
者
の
脱
野
が
制
度
の
背
景
を
な
す
政

治
・
祀
會
・
文
化
の
諸
般
に
亘
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
か
、
技
術
的
に
も
深
い

配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
た
と
え
ば
本
書
に
は
原
文

史
料
の
す
ぐ
あ
と
に
そ
の
譚
文
か
添
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
詳
文
た

る
や
、
翠
な
る
書
き
流
し
で
は
な
い
。
難
解
の
語
句
は
こ
れ
を
解
脱
し
、
官
名

の
略
穏
・
通
搦
は
で
き
る
だ
け
正
し
い
名
祷
に
還
元
し
、
ま
た
適
営
な
字
句
を

補
っ
て
讃
者
の
理
解
に
資
し
て
あ
る
。
私
は
そ
の
課
文
に
補
わ
れ
て
い
る
短
い

字
句
の
中
に
、
著
者
の
深
い
洞
察
力
を
見
て
驚
く
こ
と
一
再
で
な
か
っ
た
。

　

本
書
に
は
四
十
二
の
圖
表
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
か
、
い
づ
れ
も
簡
明
適
切
な

も
の
で
、
特
に
一
二
五
こ
一
七
七
・
三
四
三
頁
等
の
官
僚
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
構
造
岡

の
如
き
、
「
快
刀
、
飢
廣
を
噺
つ
」
と
は
ま
さ
に
こ
の
著
者
の
た
め
に
存
す
る
語

か
と
さ
え
思
わ
せ
ら
れ
た
。
し
か
も
著
者
は
印
刷
の
困
難
か
ら
、
な
お
附
表
廿

五
種
を
割
愛
し
た
そ
う
で
あ
る
。
従
来
、
私
ど
も
は
歴
代
官
名
や
命
品
に
つ
い

て
は
、
僅
か
に
那
珂
博
士
の
支
那
通
史
の
附
表
等
に
よ
っ
て
渇
を
癒
し
て
？
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の
で
あ
る
か
、
屯
し
附
表
の
中
に
、
そ
の
よ
う
な
も
の
か
含
ま
れ
て
い
る
な
ら

ば
、
今
後
是
非
そ
れ
を
襲
表
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

　

六
朝
史
に
は
多
く
の
難
解
の
語
彙
が
あ
る
。
灼
然
・
起
家
・
職
人
・
四
姓
・

等
々
、
我
々
は
絶
え
ず
こ
う
し
た
言
葉
に
苦
し
め
ら
れ
て
来
た
。
本
書
に
は
随

所
に
そ
う
し
た
語
彙
の
解
脱
か
あ
る
。
こ
の
一
語
一
語
に
つ
い
て
、
博
士
か
ど

れ
ほ
ど
苦
心
を
さ
れ
た
か
、
想
像
に
除
る
も
の
が
あ
る
。
本
書
巻
末
の
制
度
史

用
語
索
引
は
、
今
後
、
六
朝
史
を
讃
む
人
に
と
っ
て
の
最
良
の
手
引
を
な
す
で

あ
ろ
う
。

　

本
書
の
通
撹
と
紹
介
の
た
め
に
私
に
典
久
ら
れ
た
時
間
は
僅
か
だ
っ
た
の
で
、

一
々
原
典
に
富
っ
て
意
見
を
の
べ
る
こ
と
か
で
き
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
か
、

思
い
つ
き
程
度
の
こ
と
を
言
え
ば
、
た
と
え
ば
、
九
品
官
人
法
の
起
源
な
ど
、

地
方
に
お
け
る
人
口
移
動
が
は
げ
し
く
、
地
方
官
か
最
良
の
人
材
を
推
珊
し
が

た
く
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
屯
考
え
る
鈴
地
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
宋
の

勲
品
を
脱
く
に
常
っ
て
、
こ
の
勲
品
の
名
が
何
に
由
来
す
る
の
か
と
い
う
こ
と

な
ど
も
詳
説
し
て
ほ
し
か
っ
た
と
思
う
。
ま
た
北
魏
の
姓
族
詳
定
に
関
し
て
、

著
者
は
柳
芳
の
論
に
「
郡
姓
者
、
以
1
1
中
國
士
人
｛
差
‘
一
第
閥
閲
｛
哀
一
之
制
一
…
…

１
　
梁
：
命
翠
：
甲
姓
…
乙
姓
…
丙
姓
…
丁
姓
・
…
凡
得
‘
入
者
、
謂
乏
四
姓
一
｝
と

あ
る
の
を
引
い
て
、
柳
芳
が
甲
乙
丙
丁
の
四
階
級
を
四
姓
と
考
え
て
い
た
と
言

わ
れ
る
が
、
唐
會
要
巻
三
六
氏
族
の
條
を
見
る
と
、
過
江
の
僑
姓
・
東
南
の
臭

姓
・
山
東
の
郡
姓
・
開
中
の
郡
姓
・
代
北
の
虜
姓
の
夫
々
に
つ
き
名
族
叡
家
を

列
車
し
た
あ
と
に
「
各
於
一
其
地
一
自
別
一
其
姓
‘
耕
一
四
姓
一
」
と
あ
っ
て
、
四
姓
と
甲

　
　

乙
丙
丁
等
と
は
全
く
對
庖
さ
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
鮎
、
四
姓
の
解
憚
に
屯
な

　
　

お
検
討
の
除
地
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
し
か
七
「
私
か
も
ち
出
し
た
結
論
は
そ

　
　

れ
を
撞
き
崩
す
の
は
い
と
易
い
の
で
あ
る
。
併
し
そ
の
あ
と
に
新
し
い
別
の
健

ｗ
一

　

系
を
立
て
る
こ
と
は
恐
ら
く
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
著
者

の
自
良
の
前
に
は
こ
の
よ
う
な
部
分
的
な
疑
問
の
羅
列
は
大
し
た
意
味
を
も
た

な
い
か
■
＃
知
れ
ぬ
。
だ
か
博
士
の
全
睦
系
を
批
判
し
、
あ
る
い
は
別
の
啓
系
を

提
出
す
る
力
は
、
い
ま
の
私
に
は
全
く
な
い
こ
と
を
卒
直
に
告
白
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
思
う
に
博
士
の
奪
敬
す
べ
き
啓
系
は
、
一
に
郷
品
と
起
家
官
と
を
結
ぶ
と

こ
ろ
か
ら
生
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
着
想
の
ヒ
ン
ト
と
な
っ
た
の
は
、
洪
飴

孫
の
「
三
國
職
官
表
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
博
士
は
そ
の
こ
と
を
は
し
が
き
の

中
に
述
べ
て
、
「
史
料
の
整
理
と
史
官
の
考
証
は
結
局
誰
か
か
や
ら
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
た
。
私
は
い
ま
、
こ
の
書
に
對
す
る
本
営
の

批
判
か
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
洪
氏
や
宮
崎
博
士
の
辿
ら
れ
た
道
を
撒
虚

に
追
っ
。
て
ゆ
く
こ
と
を
心
に
期
す
る
の
み
で
あ
る
。

　
　

「
せ
っ
か
く
の
名
著
に
誤
植
の
や
ゝ
多
い
の
は
惜
し
ま
れ
る
。
一
一
四
頁
表

　

の
魏
志
巻
廿
Ｊ
は
廿
一
Ｊ
に
ヽ
一
」
五
頁
表
1
3
の
影
書
は
１
０
書
に
ヽ
一
一
八
表

　

９
の
郁
悟
・
祁
蓉
は
共
に
祁
姓
に
、
二
〇
八
頁
表
の
祁
曇
晋
書
巻
六
八
は
櫛

　

曇
晋
書
巻
六
七
に
、
四
五
七
頁
表
１
の
裴
延
儒
は
恥
延
儒
に
、
四
五
八
頁
表

　

３
の
李
興
業
は
李
業
興
に
、
五
〇
〇
頁
表
桂
國
大
肩
軍
は
柱
國
大
前
軍
に
改

　

む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
一
七
〇
頁
八
行
晋
書
巻
州
八
は
州
七
に
、
三
二
三

　

頁
七
行
の
流
内
七
班
は
流
外
七
班
に
作
る
べ
き
か
と
思
う
。
そ
の
他
の
細
か

　

い
誤
植
と
共
に
、
再
版
の
際
の
訂
正
を
希
望
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
五
六
・
九
・
八
（
守
屋
美
都
雄
）

李

　

贅
―
十
六
世
紀
中
國
反
封
建
思
想
的
先
駆
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

朱

　
　

謙

　

之

　
　

著

一
九
五
六
年
一
月

　

湖
北
人
民
出
版
社

Ｂ
６
版
九
〇
頁

　

二
角
八
分

本
書
は
最
近
中
國
に
績
出
す
る
歴
史
人
物
紹
介
の
小
針
子
の
一
で
あ
っ
て
、
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