
全
乃
夫
局
、
。
ル

漢

代

考

明

経

は

め

に

一
明
経
の
語
の
出
現
と
そ
の
一
意
義

二
詔
よ
り
見
た
明
経
科

三

明

経

科

の

諸

相

(
一
)
「
翠
明
経
」
の
寅
態

つ
一
)
卒
一
帝
期
と
光
武
帝
期
の
明
経

(
三
〉
成
一
帝
期
の
明
経

四
明
経
科
の
成
立
と
そ
の
性
格

お

わ

り

に

じ
tま

じ

め
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漢
代
関
連
の
史
料
に
お
い
て
、

明
経
(
経
明
〉
の
語
は
盛
ん
に
用
い
ら
れ
、

第
五
十
四
巻

第
四
競

西

卒
成
八
年
三
月
護
行

I
 

l
 

'
l
j
 

末日

文
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さ
ら
に
は
「
好
事
明
経
」
「
経
明
行
惰
(
経
明
行
修
ど
と
い
う
定
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型
句
が
散
見
さ
れ
る
。

こ
の
明
経
(
以
下
、

「好
拳
明
経
」
な
ど
の
定
型
句
も
含
む
)
と
は
、

文
字
通
り
「
経
に
明
ら
か
」
な
こ
と
で
あ
り
、
個
入

が
経
書
・
経
撃
に
通
暁
し
て
い
る
こ
と
を
表
わ
す
語
で
あ
る
と
と
も
に
、

〈

1
)

も
合
わ
せ
持
つ
こ
と
を
も
意
味
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
経
書

・
経
事
の
知
識
を
貫
際
の
政
治
に
臆
用
で
き
る
能
力
を

す
な
わ
ち
、

個
人
が
儒
撃
に
優
れ
た
能
力
を
有
す
る
こ
と
を
評
債
す
る
語
な
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
内
容
を
持
つ
明
経
の
語
は
、
政
治
へ
の
儒
撃
の
重
要
度
の
高
ま
り
と
と
も
に
、
官
僚
を
登
用
す
る
際
の
基
準
と
も
な
丹

て
い
く
。
例
え
ば
科
奉
の
科
目
に
明
経
科
が
存
在
す
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
し
、

(

2

)

 

わ
れ
て
い
る
。
そ
の
起
源
は
、
本
稿
で
取
り
扱
う
漢
代
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
貌
沼
田
南
北
朝
時
代
に
も
明
経
に
よ
る
察
翠
が
行

そ
れ
で
は
、
漢
代
に
お
い
て
明
経
科
と
い
う
察
暴
科
目
は
い
つ
成
立
し
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
性
格
だ

っ
た
の
か
。

こ
れ
に

つ
い
て
は
、
従

(

3

)

 

来
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
出
さ
れ
、
定
設
を
見
て
い
な
い
吠
態
で
あ
る
。
そ
の
最
大
の
原
因
は
、
い
ず
れ
の
研
究
も
明
経
科
に
つ
い
て
十
分
に
考

察
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
の
背
景
に
は
、
史
料
的
な
限
界
が
あ
る
こ
と
も
否
め
な
い
。
ま
た
、
明
経
の
語
を
い
か
に
判
断

す
る
か
に
も
問
題
が
あ
る
。
評
債
の
語
と
し
て
の
明
経
も
、
本
稿
で
述
べ
る
よ
う
に
官
僚
の
登
用
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
史
料
に
出
て
く
る
明
経
に
つ
い
て
、
ど
れ
を
察
翠
科
目
と
判
断
す
る
か
に
よ
っ
て
、
明
経
科
の
評
債
が
大
き
く
別
れ
る
こ
と
に
な
る。

一2一

こ
の
よ
う
な
現
朕
に
あ
っ
て
、

明
経
科
を
含
む
漢
代
の
明
経
一
般
に
つ
い
て
最
も
具
瞳
的
に
考
察
し
た
の
は
卒
井
正
土
氏
で
あ
ろ
う
。

氏

は
、
史
料
に
お
け
る
「
経
に
明
ら
か
な
る
を
以
て
(
官
名
〉
と
魚
る
〔
以
明
鰹
魚
:
:
:
〕
」
と

「
明
超
に
奉
げ
ら
る

〔
奉
明
経
〕
」
占
の
記
載
の

遣
い
に
注
目
し
て
、
前
者
を
評
債
と
し
て
の
明
経
、
後
者
を
察
暴
科
目
の
明
鰹
科
と
考
え
、
最
初
は
評
債
の
語
と
し
て
存
在
し
た
も
の
が、

前

(
4〉

漢
成
一
帝一
期
前
後
に
察
翠
科
目
と
し
て
確
立
し
た
と
す
る
。

た
だ
氏
の
主
眼
は
、
明
経
科
に
つ
い
て
で
は
な
く
教
育
制
度
の
襲
遁
に
あ
る
。
そ
こ

で
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
氏
の
明
経
科
に
つ
い
て
の
考
察
に
は
不
十
分
な
面
も
あ
る
が
、
こ
の
指
摘
は
甚
だ
示
唆
に
富
む
。
本
稿
で
も
嘗
面
、

卒
井
氏
の
設
定
し
た
こ
の
基
準
に
従
っ
て
、
明
経
を
評
債
の
語
と
察
奉
科
目
の
語
と
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
察
奉
科
目
と
し
て
成
立
す
る
以
前
に
明
経
が
評
債
の
語
と
し
て
存
在
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
つ
ご
ろ
出
現
す
る
の
だ
ろ
う

か
。
貫
は
こ
の
貼
に
つ
い
て
も
従
来
、
十
分
に
考
察
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
は
こ
の
黙
を
考
察
し
、
そ
の
上
で
察
奉
科
目
と
し
て



の
明
経
科
の
問
題
に
入
る
こ
と
に
し
よ
う
。

明
経
の
語
の
出
現
と
そ
の
意
義

明
経
の
語
が
史
料
の
中
で
時
期
的
に
最
も
早
く
使
わ
れ
る
の
は
い
つ
か
を
探
し
て
み
る
と
、

に、

管
見
の
及
ぶ
限
り
『
漢
書
』
巻
八
九
循
吏
俸

め
ぐ

叡

お

と

と

の

と

も

(
文
翁
)
出
で
て
牒
を
行
る
毎
に
、
盆
く
察
官
諸
生
の
経
に
明
る
く
行
に
筋
う
者
〔
明
経
節
行
者
〕
を
従
え
輿
倶
に
し
、
教
令
を
停
え
、

閏
閣
に
出
入
せ
し
む
。

と
あ
る
文
翁
俸
の
記
事
が
最
初
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
翁
が
萄
郡
守
に
な
っ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
景
一
帝
の
末
に
あ
た
る
。
こ
れ
に
衣
ぐ
も

の
と
し
て
は
、
や
は
り
『
漢
書
』
に
「
経
に
明
ら
か
な
る
を
以
て
、

大
将
軍
莫
府
に
給
事
」
し
た
奈
義
の
例
(
容
六
六
)
が
あ
り
、

一
帝
期
で
あ
る
。
正
史
以
外
の
史
料
で
も
、
こ
れ
よ
り
早
い
明
経
の
記
事
は
見
出
せ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
明
経
の
語
の
出
現
は
そ
れ
ほ
ど
古
く
な

く
、
武
一
帝
一
の
即
位
前
後
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
武

- 3一

し
か
し
こ
の
事
責
か
ら
直
ち
に
、
明
粧
の
語
の
出
現
を
こ
の
時
期
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

何
故
な
ら
、

そ
の
出
現
と
同
時
代
の
史
料

で
あ
る
『
史
記
』
に
、
明
経
の
語
が
見
出
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
『
史
記
』
を
註
意
し
て
見
る
と
、
巻
=
二
儒
林
俸
序
に
、

む
か

今
土
(
武
脅
〉
位
に
聞
く
に
及
び
、
越
棺
・
王
戚
の
層
、
儒
撃
に
明
ら
か
に
し
て

〔明
儒
開
学
〕
、
上
も
亦
た
之
に
郷
い
、
是
に
於
い
て
方
正

賢
良
文
事
の
士
を
招
く
。

と
あ
り
、
同
じ
く
儒
林
俸
の
董
仲
野
俸
に
、

漢
奥
り
て
五
世
の
聞
に
至
り
、
唯
だ
董
仲
野
の
み
名
づ
け
て
春
秋
に
明
ら
か

〔
明
於
春
秋
〕
と
篤
し
、

其
の
公
羊
氏
を
俸
う
る
な
り
。

と
記
す
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
「
明
」
の
あ
と
に
「
儒
事
」
や
経
書
名
が
あ
っ
て
、
質
質
的
に
明
経
と
同
義
語
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

特
に
後
者
の
場
合
、
明
経
に
限
り
な
く
近
い
。
そ
し
て
こ
の
二
例
は
い
ず
れ
も
、
前
の
文
翁
の
記
事
と
同
様
に
、
景
一
帝
期
か
ら
武
一
帝
期
に
か
け

585 
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て
の
時
期
に
闘
す
る
記
事
で
あ
り

(
5〉

る
。
す
な
わ
ち
、

『
史
記
』
で
は
こ
の
「
明
」
の
用
法
が
、
こ
れ
よ
り
前
の
時
期
の
記
事
に
は
見
え
な
い
こ
と
は
注
目
さ
れ

『
史
記
』
に
は
明
経
の
語
は
見
え
な
い
が
、

そ
れ
と
同
様
の
内
容
を
持
つ
「
明
」
の
用
法
が
、

『
漢
書
』
で
明
樫
が
最
初
に

使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
時
期
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
少
し
覗
黙
を
嬰
え
て
、
明
経
あ
る
い
は
「
明
」
以
外
に
、
何
ら
か
の
撃
聞
に
通
暁
し
て
い
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
な
語
で
表
わ
し
て
い

た
の
か
を
考
え
て
み
よ
う
。
そ
の
恰
好
の
例
は
少
し
時
代
は
下
る
が
、

『
後
漢
書
』
停
一
四
馬
巌
俸
に
あ
る
彼
の
子
の
馬
績
に
闘
す
る
記
事
で

あ
る
。
そ
こ
に
は
、

七
歳
に
し
て
能
く
論
語
に
通
じ
、
十
三
に
し
て
向
書
に
明
ら
か
に
し
て
、
十
六
に
し
て
詩
を
治
め
、
博
く
霊
籍
を
観
、
九
章
算
術
を
善
く

す。

と
あ
る
。
こ
こ
で
「
明
」
と
と
も
に
使
わ
れ
て
い
る
「
逼
」

「治」

「
普
」
の
語
は
い
ず
れ
も
、
何
ら
か
の
事
聞
に
通
暁
し
て
い
る
こ
と
を
表

- 4 ー

い
ま
こ
れ
ら
の
語
の
用
例
を
『
史
記
』
か
ら
探
し
て
み
る
と
、
例
え
ば
巻
四
七
孔
子
世
家
に
は
「
孔
子
、
詩
書
躍

撲
を
以
て
教
え
、
弟
子
、
蓋
し
三
千
人
、
身
六
事
に
通
ず
る
者
七
十
有
二
人
」
と
あ
り
、
ま
た
儒
林
俸
の
伏
生
俸
に
は
「
孝
文
一
帝
の
時
、
能
く

山
問
書
を
治
む
者
を
求
め
ん
と
欲
し
、
天
下
有
る
無
く
、
乃
ち
伏
生
の
能
く
治
む
を
聞
き
、
之
を
召
さ
ん
と
欲
す
」
と
あ
る
な
ど
、
「
明
」
が
使

(

6

)
 

『
漢
書
』
で
も
同
様
で
あ
る
。
さ
ら
に

わ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

わ
れ
る
よ
り
も
早
い
時
期
の
記
事
に
射
し
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
傾
向
は
、

『
後
漢
書
』
の
記
事
か
ら
も
わ
か
る
逼
り
、
こ
れ
ら
の
語
は
「
明
」
が
使
わ
れ
は
じ
め
て
か
ら
も
、
消
滅
す
る
こ
と
な
く
存
在
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
他
に
同
様
の
意
味
を
表
わ
す
語
が
す
で
に
存
在
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
に
加
え
て
武
一
帝
の
即
位
前
後
か
ら
新
た
に
「
明
」
が

使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

」
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、

「
明
」
以
外
の
「
通
」

「治」

「
善
」
な
ど
の
語
が
、
明
経
の
よ
う
に
「
経
」
と
直
接
結
び
付
く
こ
と
が
ほ
と
ん

「
通
経
書
」
な
ど
明
経
に
比
較
的
近
い
用
法
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
他
の
語
に
は

ど
な
い
こ
と
で
あ
る
。

「
通
」
に
は
「
逼
鰹
」

「
逼
鰹
術
」

こ
の
よ
う
な
表
現
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た

「逼
」
の
場
合
も
、

こ
れ
ら
の
用
法
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
く
、
中
で
も
明
経
と
全
く
同
一
だ
と
考
え



(

7

)

 

ら
れ
る
「
通
経
」
は
後
漢
中
期
以
降
に
見
ら
れ
る
だ
け
で
、
明
鰹
ほ
ど
一
般
的
な
表
現
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
遅
れ
て
現

わ
れ
た
「
明
」
の
み
が
出
現
時
か
ら

「鰹
」
と
結
び
付
き
、

「
明
経
」
と
い
う
定
型
句
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、

「明
」
は
明

経
の
語
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、

『
史
記
』
に
は
明
鰹
の
語
は
見
え
な
い
が
「
明
」
の
語
が
あ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
司
馬
蓮
の
嘗
時
に
明
経
の
語
が
存
在
し
た
こ
と
が
譲
想
さ
れ
る
。
そ
れ
が
前
に
掲
げ
た
文
翁
俸
の
記
事
と
し
て

『
漢
書
』

に

残
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

そ
れ
で
は
何
故
、
明
経
が
武
一
帝
の
聞
位
前
後
か
ら
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
か
。
そ
の
事
情
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

明
経
と
は
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
な
意
味
内
容
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
語
自
瞳
は
極
め
て
抽
象
的
な
言
葉
で
あ
る
。
例
え

ば
、
王
吉
は
「
五
経
に
兼
通
」
し
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
少
く
し
て
撃
を
好
み
経
に
明
ら
か
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
(
『
漢
書
』
巻
七
二
〉
。

こ
れ

に
劃
し
て
睦
弘
は
「
長
じ
て
乃
ち
節
を
努
じ
、
一
蹴
公
に
従
い
春
秋
を
受
け
、
経
に
明
ら
か
な
る
を
以
て
議
郎
と
鋳
る
」
(
『
漢
書
』
巻
七
五
)
と
あ

る
よ
う
に
、

『
春
秋
』
に
通
暁
し
た
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
明
経
と
評
債
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
明
経
と
は
、

ど
の
経
書
を
事
ぶ
か
に
関
係
な

- 5ー

く
何
ら
か
の
経
書
に
通
暁
し
て
い
れ
ば
、
全
て
包
掻
で
き
る
概
念
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
抽
象
的
な
概
念
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
明
経
は
個

人
の
能
力
に
劃
す
る
評
債
の
語
と
し
て
定
着
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
明
鰹
は
、
車
な
る
評
債
の
語
と
し
て
存
在
し
た
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
右
に
引
い
た
睦
弘
や
王
土
ロ
は
、
明
経
の
評
慣
に
よ

っ
て
官
僚

(
8〉

や
属
吏
に
採
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
明
鰹
の
最
初
の
例
と
し
て
奉
げ
た
文
翁
俸
の
記
事
か
ら
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
そ
れ
に

よ
る
と
、
文
翁
が
管
轄
下
に
あ
る
局
郡
の
鯨
の
視
察
に
事
官
弟
子
の
明
経
筋
行
者
を
伴

っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
般
市
民
ば
か
り
で
な
く
、
富

豪
た
ち
は
金
銭
を
出
し
て
ま
で
事
官
弟
子
に
な
ろ
う
と
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、
そ
の
前
の
記
事
と
合
わ
せ
る
と
、
事
官
弟
子
と
な
れ
ば
郡
勝

(

9

)

 

さ
ら
に
官
僚
へ
の
道
が
聞
け
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
明
経
は
出
現
嘗
初
か
ら
政
治
的
色
彩
が
極
め
て
濃
い
も

の
属
吏
に
任
用
さ
れ
、

の
で
あ
り
、
明
経
の
評
債
を
受
け
る
こ
と
は
、
官
僚
・
属
吏
と
し
て
官
僚
機
構
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
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で
あ
る
。
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鎌
田
重
雄
氏
に
よ
れ
ば
、
官
僚
を
登
用
す
る
際
に
明
組
な
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
の
は
、
昭
一
帝
期
に
霊
光
が
政
権
を
掌
握
し
、

〈
日

山

)

術
主
義
を
政
治
の
根
本
方
針
と
し
て
か
ら
以
後
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
確
か
に
こ
の
前
後
に
は
、
郡
師
怖
の
属
吏
に
明
経
な
る
者
が
採
用
さ
れ

(

江

〉

る
よ
う
に
な
る
。
ま
た

「土
は
経
術
に
明
ら
か
な
ら
ざ
る
を
病
む
、
経
術
荷
も
明
ら
か
な
れ
ば
、
其
の
車
円
紫
を
取
る
こ
と
役
し
て
地
芥
を
拾
う

い
わ
ゆ
る
経

が
如
き
の
み
、
経
を
事
び
て
明
ら
か
な
ら
ざ
れ
ば
、
開
り
て
耕
す
に
如
か
ず
」

通
暁
し
明
経
な
る
評
債
を
受
け
れ
ば
、
官
僚
と
な
る
こ
と
(
取
青
紫
〉
は
地
に
落
ち
て
い
る
ご
み
を
拾
う
が
如
く
容
易
に
な
る
と
い
わ
れ
る
よ

(
『
漢
書
』
巻
七
五
夏
侯
勝
停
)
と
い
う
よ
う
に
、
経
書

・
経
撃
に

う
に
な
る
。
し
か
し
、
明
鰹
の
持
つ
意
味
が
昭
一
帝
期
を
境
に
し
て
嬰
わ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
右
に
見
た
よ
う
に
こ
の
語
は
出
現
の
嘗
初

か
ら
官
僚

・
麗
吏
の
採
用
と
密
接
に
結
び
付
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
武
一一
帝
期
前
後
に
現
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、

(

ロ

)

こ
に
は
嘗
然
、
儒
事
の
官
事
化
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

そ

周
知
の
通
り
、
武
一
帝
の
即
位
前
後
か
ら
儒
周
干
の
官
事
化
へ
向
け
て
の
動
き
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
そ
の
貫
教
性
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
疑
問
視

(
日
)

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
官
翠
化
の
動
き
の
中
で
、
そ
の
貫
施
を
否
定
で
き
な
い
の
は
博
士
弟
子
制
度
で
あ
る
。
こ

の
制
度
は
、
国
家
自
ら
が
儒
家
的
知
識
を
持
っ
た
官
僚
・
麗
吏
を
養
成
し
、
そ
の
波
及
数
果
と
し
て
地
方
に
お
け
る
儒
家
的
知
識
人
の
輩
出
を

(
H
)
 

も
ね
ら
司
た
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
園
家
自
ら
が
特
定
の
事
聞
を
身
に
付
け
た
者
を
養
成
し
よ
う
と
し
た
こ
と
自
韓
、
そ

- 6 一

た
だ
し
、
こ
れ
に
よ

っ
て

(お〉

直
ち
に
官
僚
機
構
が
儒
享
一
色
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
儒
家
官
僚
が
大
勢
を
占
め
る
た
め
に
は
か
な
り
の
時
聞
を
要
し
た
。
こ
の
こ
と
が
、

の
事
聞
を
官
撃
と
し
て
位
置
付
け
、
そ
れ
を
身
に
付
け
た
者
を
官
僚
と
す
る
こ
と
を
保
護
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

武
一
帝
期
に
お
け
る
儒
撃
の
官
事
化
を
疑
問
視
さ
せ
る
原
因
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
武
一
帝
期
に
儒
撃
を
官
事
と
し
て
位
置
付
け
、

儒
家

官
僚
の
登
用
を
保
詮
し
な
け
れ
ば
、
後
の
儒
家
官
僚
一
色
の
時
代
も
到
来
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
儒
撃
の
官
事
化
が
儒
家
官
僚
の
登
用
を
前
提
と
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
明
経
も
こ
の
動
き
の
中
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で

政
府
自
ら
が
博
士
弟
子
制
度
に
よ
っ
て
官
吏
候
補
者
の
養
成
に
乗
り
出
し
、
儒
事
の
官
事
化
を
推
進
し
て
い
く
の
に
先

立
っ
て
、
儒
撃
の
政
治
的
重
要
度
の
高
ま
り
に
伴
い
、
贋
く
儒
撃
に
、
通
暁
し
て
い
る
者
を
官
僚
機
構
に
吸
牧
で
き
る
基
準
と
し
て
、
新
た
に
明

き
る
。
す
な
わ
ち
、



経
と
い
う
概
念
が
生
ま
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

詔
よ
り
見
た
明
鰹
科

い
ま
ま
で
の
考
察
で
、
明
経
の
語
は
武
帝一
の
即
位
前
後
に
成
立
し
、
儒
撃
の
官
事
化
の
動
き
に
連
動
し
て
官
僚
機
構
に
儒
事
通
暁
者
を
吸
放

す
る
た
め
の
評
債
の
語
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
明
経
の
語
は
、
成
立
嘗
初
か
ら
察
奉
科
目
と
し
て
確
立
す
る
可
能
性
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
嘗
初
は
察
奉
科
目
と
し
て
存
在
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
卒
井
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

「
以
閉
経
震

:
:
:
い
と
い
う
表
現
は
、

た
だ
一
方
で
は
明
経
科
の
場
合
、
「
奉
明

そ
れ
を
直
ち
に
明
経
科
に
よ
る
察
奉
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
黙
が
あ
る
。
そ
れ
は
後
で
見
る
よ
う

「
奉
明
経
」
の
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
前
漢
後
半
期
に
明
経
察
奉
を
命
ず
る
詔
が
存
在
せ
ず
、

後
漢
時
代
に
至
つ
て
は
じ
め
だ
そ
の

詔
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
被
察
掌
例
と
詔
の
初
見
と
の
時
間
的
ず
れ
を
い
か
に
解
揮
す
る
か
と
い
う
貼
が
、
明
経
科
を
考
え
る
際
の

明
経
科
と
い
う
察
奉
科
目
に
よ
る
察
奉
と
は
み
な
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

経
」
と
あ
る
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
、

-7-

最
も
大
き
な
問
題
な
の
で
あ
る
。

周
知
の
遁
り
、
漢
代
(
少
な
く
と
も
武
帯
期
以
後
〉
の
登
用
法
は
、

任
子
な
ど
特
殊
な
も
の
を
除
く
と
、

(

時

〉

推
薦
H
察
奉
に
よ
っ
て
二
百
石
以
上
の
官
僚
を
登
用
す
る
制
度
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
定
期
的
に
行
わ
れ
る
常
科
と
不
定
期
に
皇
帝
の
詔
に
よ
っ

て
行
わ
れ
る
制
科
の
こ
う
に
大
き
く
分
か
れ
る
。
常
科
・
制
科
に
は
そ
れ
ぞ
れ
い
く
つ
か
の
察
奉
科
目
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
が

一
つ
の
登
用
法

瞳
系
を
形
成
し
て
い
た
。
そ
し
て
例
え
ば
孝
廉
科
な
ら
ば
、
察
奉
者
が
太
守
、
被
察
奉
者
の
初
任
官
が
比
三
百
石
の
郎
官
と
い
う
よ
う
に
、
各

(

げ

〉

察
拳
科
目
は
そ
れ
ぞ
れ
、
察
奉
者
の
範
囲
、
被
察
奉
者
の
初
任
官
が
ほ
ぼ
一
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
貼
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、
個
々
の
被

察
翠
例
を
分
析
す
る
こ
と
が
嘗
然
重
要
で
あ
る
。
明
経
科
に
つ
い
て
は
、
卒
井
氏
が
こ
れ
を
あ
る
程
度
行
っ
て
い
る
。

原
則
と
し
て
各
官
鹿
の
長
官
に
よ
る

589 

し
か
し
、
個
々
の
事
例
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
、
察
翠
を
命
ず
る
詔
の
分
析
が
必
要
な
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
察
奉
の
詔
は
、
常
科

な
ら
ば
特
別
の
制
度
の
襲
更
が
な
い
か
ぎ
り
一
度
だ
け
で
あ
る
し
、
制
科
の
場
合
は
必
要
に
雁
じ
て
出
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ー
そ
の
察
掌
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科
目
が
開
始
さ
れ
た
時
期
と
、

そ
れ
が
常
科
で
あ
る
か
制
科
で
あ
る
か
の
剣
断
が
で
き
る
。
ま
た
詔
に
は
察
患
者
の
範
園
が
一
ホ
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
察
暴
科
目
の
性
格
の
概
要
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
明
経
科

す
な
わ
ち
、
察
奉
の
詔
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

に
つ
い
て
は
、
詔
を
十
分
に
分
析
し
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
結
果
、
明
経
科
を
常
科
と
見
る
も
の
と
制
科
と
見
る
も
の
に
大
き
く
分

(
問

)

(

川

口

)

か
れ
、
そ
の
初
任
官
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
設
が
見
ら
れ
る
。
特
に
そ
の
察
暴
開
始
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
前
漢
武
一帝
期
と
見
る
も
の
か
ら
後
漢
章

(
却
)

一
帝
期
と
見
る
も
の
ま
で
、
貧
に
一

O
O年
以
上
の
聞
き
が
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
賦
況
で
は
、
被
察
翠
例
と
考
え
ら
れ
る
「
翠
明
経
」

の
例
を
い
く
ら
検
討
し
て
も
、
明
経
科
の
性
格
を
正
確
に
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
、

明
経
察
翠
の
詔
が
い
つ
ど
の
よ
う
な

形
で
出
さ
れ
た
の
か
を
確
認
し
、
そ
こ
か
ら
明
経
科
の
性
格
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

明
経
察
奉
を
命
ず
る
詔
が
最
初
に
確
認
さ
れ
る
の
は
、

『
後
漢
書
』
紀
三
章一
一
帝
紀
に
、

郡
園
を
し
て
明
経
な
る
者
を
上
ら
し
む
こ
と
、

口
十
寓
以
上
は
五
人
、
十
高
に
満
た
ざ
れ
ば
三
人
。

と
あ
る
元
和
二
年
(
八
五
)
五
月
の
詔
で
あ
る
。

こ
れ
で
は
、

そ
れ
以
前
に
存
在
す
る
「
傘
明
経
」
の
例
が
本
嘗
に
明
経
科
に
よ
る
察
翠
だ
っ

- 8 ー

た
の
か
ど
う
か
、
疑
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
明
鰹
察
拳
を
命
ず
る
詔
は
、
後
漢
時
代
に
も
う
一
度
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

『
後
漢
書
』
紀
六
質
一
帝
紀
の
本
初一
元
年
(
一
四
六
)
夏
四
月
の
僚
に
、

(

れ

)

郡
園
を
し
て
明
経
を
奉
げ
し
む
。

と
あ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
同
じ
内
容
の
察
奉
の
命
令
が
二
度
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

明
経
科
が
制
科
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
を

物
語
る
。
さ
ら
に
い
ず
れ
も
郡
園
に
射
し
て
察
翠
の
命
令
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
察
奉
者
が
郡
園
の
守
相
だ
っ
た
こ
と
が
剣
明
す
る
。

な
お
明
経
科
が
制
科
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
元
和
二
年
の
詔
の
前
半
部
分
か
ら
も
判
明
す
る
。
そ
こ
に
は
、
こ
の
嘗
時
七
郡
に
鳳
皇

・
黄

龍
・
驚
鳥
が
集
ま
り
、
白
鳥

・
神
雀
・
甘
露
が
し
ば
し
ば
諜
っ
た
と
い
う
瑞
群
が
あ
り
、
こ
れ
に
劃
し
て
爵
の
賜
興
な
ど
の
恩
施
が
行
わ
れ
た

(

幻

)

こ
と
が
記
さ
れ
、
明
経
の
察
翠
も
こ
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
制
科
は
、
日
食
や
災
害
の
際
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
の

(

幻

〉

よ
う
な
瑞
鮮
の
場
合
に
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
詔
か
ら
見
る
か
ぎ
り
明
経
科
は
、
郡
園
の
守
相
を
察
奉
者
と
す
る
制
科
と
し
て



行
わ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
元
和
二
年
の
詔
で
は
十
寓
で
線
を
引
い
て
各
郡
園
の
人
口
敷
に
よ

っ
て
明
経
の
察
奉
敷
を
規
定
し
て

い
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
こ
の
時
の
明
経
察
翠
に
射
し
て
の
み
有
数
な
の
で
あ
っ
て
、
孝
廉
科
の
よ
う
に
、
察
奉
敷
が
郡
園
の
人
口
敏
に
よ

(
斜
〉

っ
て
決
め
ら
れ
、
そ
の
後
恒
常
的
に
そ
の
割
合
に
よ
っ
て
察
奉
し
た
の
と
は
、
性
格
を
異
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
右
の
二
つ
の
詔
か
ら
は
、
被
察
奉
者
の
初
任
官
は
剣
明
し
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
を
類
推
し
、
さ
ら
に
明
経
科
の
性
格
を
教
え
て

(

お

〉

『
逼
典
』
各
一
三
選
奉
一
に
残
る
衣
の
史
料
で
あ
る
。
こ
れ
を
手
が
か
り
に
、
も
う
少
し
踏
み
込
ん
で

く
れ
る
史
料
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、

考
察
し
て
み
よ
う
。

桓
一
帝
の
建
和
(
一
四
七
J
一
四
九
〉
の
初
め
詔
し
て
、

(

お

)

ら
し
む
。
高
第
十
五
人
・
上
第
十
六
人
を
郎
と
矯
し
、
中
第
十
七
人
を
太
子
舎
人
と
震
し
、
下
第
十
七
人
を
王
家
郎
と
帰
す
。

な
ぞ
ら

諸
事
生
の
年
十
六
以
上
の
も
の
を
郡
園
の
明
経
に
比
え
て
試
し
、
女
第
し
て
名
を
上

こ
れ
は
直
接
明
経
科
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、

園
の
明
経
」
と
は
、
前
の
考
察
か
ら
明
鰹
科
に
よ
る
察
奉
と
見
て
間
違
い
な
く
、
恐
ら
く
こ
の
直
前
に
察
暴
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る。

そ

(
幻
〉

う
す
る
と
こ
こ
の
意
味
は
、
郡
園
か
ら
察
嗣
草
さ
れ
た
明
経
と
同
様
の
試
験
を
諸
撃
生
に
劃
し
て
行
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
試
験

こ
こ
に
「
郡
園
の
明
経
に
比
え
て
試
す
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
--， 

郡

- 9ー

が
明
経
科
と
同
様
の
も
の
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
試
験
の
結
果
に
よ
っ
て
興
え
ら
れ
る
官
も
、
明
経
科
の
初
任
官
と
同
じ
だ
っ
た
こ
と
に
な

る
。
す
な
わ
ち
右
の
詔
か
ら
、
明
経
科
に
察
事
さ
れ
た
者
は
ま
ず
試
験
が
課
さ
れ
、
そ
の
結
果
に
よ
っ
て
比
三
百
石
の
郎
官
お
よ
び
二
百
石
の

太
子
舎
人
・
王
家
郎
の
官
が
初
任
官
と
し
て
輿
え
ら
れ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

な
お
試
験
の
結
果
に
よ
っ
て
官
僚
を
登
用
す
る
場
合
、

『
通
典
』
の
記
事
に
見
え
る
よ
う
に
、
試
験
の
成
績
に
よ
っ
て
上
下
の
差
を
付
け
、

そ
の
差
を
反
映
し
て
初
任
官
の
官
秩
に
も
差
が
あ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
前
漢
卒
一
帝
一
期
に
お
け
る
博
士
弟
子
制
度
の
射
策
で
は、

甲
科
|
郎
官
(
四
O
人

)

、

丙

科

|

文

拳

掌

故

(

二

O
人
、
百
石
)
で
あ
る
(
『
漢
書』

各
八
八
儒
林
停
)
。
ま
た
前
に

乙
科
l
太
子
会
人
(
二
O
人〉、

591 

掲
げ
た
質
一
一
帝
紀
の
本
初
元
年
の
記
事
に
は
積
い
て
、
大
将
軍
以
下
六
百
石
に
至
る
ま
で
の
官
僚
の
子
弟
を
太
撃
で
勉
皐
さ
せ
る
こ
と
が
命
ぜ
ら

ハ
お
)

一
年
後
の
試
験
の
結
果
に
よ

っ
て
輿
え
ら
れ
る
官
は
高
第
|
郎
官
(
五
人
)
、
次
|
太
子
舎
人
(
五
人
)
だ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

れ
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こ
の
よ
う
に
試
験
の
成
績
は
二
な
い
し
三
段
階
に
わ
け
ら
れ
る
が
、
注
目
す
べ
き
こ
と
が
三
貼
ほ
ど
あ
る
。
ま
ず
第

一に、

い
ず
れ
の
場
合
に

も
最
上
位
の
者
(
高
第
・
上
第

・
甲
科
)
は
郎
官
、

そ
れ
に
次
ぐ
者
(
中
第
・
乙
科

・
次
〉
は
太
子
舎
人
と
、
輿
え
ら
れ
る
官
が
一
定
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
第
こ
に
は
、
三
段
階
自
の
者
(
下
第

・
丙
科
)
の
場
合
、

こ
の
評
慣
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
し
、

ま
た
行
わ
れ
て
も
興
え
ら

れ
る
官
(
こ
こ
で
は
二
百
石
の
王
家
郎
と
百
石
の
文
祭
掌
故
)
に
幅
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
第
三
に
は
、

い
ず
れ
の
場
合
に
も
そ
れ
ぞ
れ

の
成
績
の
評
慣
に
は
定
員
(
右
の
括
弧
内
の
数
字
)
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
以
上
の
受
験
者
が
あ
っ
た
場
合
に
は
不
合
格
者
が
出
た
と
考
え

ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
射
策
科
・
明
経
科
を
は
じ
め
と
す
る
試
験
に
よ
る
登
用
の
場
合
、
基
本
的
に
初
任
官
と
し
て
郎
官
と

一
段

階
官
秩
の
低
い
太
子
舎
人
と
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
よ
り
低
い
評
債
の
者
も
採
用
す
る
時
に
は
太
子
舎
人
と
同
等
か
よ
り
低
い
官
秩
の
官

(
却
〉

が
興
え
ら
れ
た
が
、
全
て
が
登
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
不
合
格
者
も
出
た
と
い
え
る
。

以
上
の
考
察
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、

『
後
漢
童
一
同
』
紀
六
順
一帝
紀
の
陽
嘉
元
年
〈
二
二
二
)
秋
七
月
の
傑
に
、

丙
辰
、
太
事
新
た
に
成
る
を
以
て
、
明
鰹
を
試
し
、

下
第
の
者
は
弟
子
に
補
す
〔
試
明
組
、
下
第
者
補
弟
子〕
。

(

m
山

)

こ
と
各
お
の
十
人
。
郡
園
の
番
儒
九
十
人
を
除
し
て
郎
・
舎
人
に
補
す
。

甲
乙
の
科
の
員
を
増
す

- 10ー

と
あ
る
の
も
、
明
経
察
事
の
記
事
と
考
え
ら
れ
る
。
確
か
に
、
こ
こ
に
は
「
明
経
を
試
す
」
と
だ
け
で
あ
り
、

な
範
囲
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
選
ば
れ
た
の
か
は
わ
か
ら
ず
、
ま
た
下
第
者
が
(
博
土
)
弟
子
に
補
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
普
通
の
察
奉
で
は

」
の
明
鰹
な
る
者
が
ど
の
よ
う

考
え
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
直
ち
に
明
鰹
察
奉
の
記
事
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
こ
こ
に
掲
げ
た
全
瞳
の
内
容
か
ら
そ
れ

(

況

)

ま
ず
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
記
事
が
太
皐
復
興
に
閲
す
る
一
連
の
記
事
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
明

経
の
試
験
、
射
策
科
の
合
格
定
員
増
、
郡
園
番
儒
の
登
用
は
、

一
定
の
関
連
性
を
持
つ
の
で
あ
る
。
そ
の
関
連
性
と
は
第

一
に
、
い
う
ま
で
も

な
く
官
製
と
し
て
の
儒
撃
の
復
興
を
目
指
す
も
の
だ
?
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

に
関
連
す
る
記
事
だ
と
い
う
貼
で
あ
る
。
郡
園
番
儒
の
登
用
に
つ
い
て
は
、

し
か
し
本
稿
と
の
関
連
で
注
目
す
べ
き
は
、

い
ず
れ
も
試
験

試
験
を
行
っ
た
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

除
さ
れ
る
官
が
郎



官
・
舎
人
だ
司
た
こ
と
は
、
前
の
考
察
か
ら
試
験
を
前
提
に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る。

こ
れ
を
補
強
す
る
の
は
、
右
の
記
事
と
同

一
の
内
容

(
M
M
〉

を
記
す
『
後
漢
書
」
停
五
一
左
雄
俸
に
、

番
儒
が
除
さ
れ
た
官
と
し
て
さ
ら
に
「
諸
王
園
郎
」
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
諸
王
園
郎
と

は
『
逼
典
』
の
王
家
郎
に
嘗
た
り
、
番
儒
が
試
験
の
成
績
に
よ

っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
官
に
配
賞
さ
れ
た
必
然
性
が
高
く
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

明
経
も
者
儒
と
同
時
に
郡
園
か
ら
推
薦
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
こ
の
時
の
明
経
も
、
太
事
復
興
と
い
う
慶
事
に
劃
し
て
行
わ
れ

た
制
科
に
よ
る
察
奉
だ
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
香
儒
と
明
経
の
蓮
い
は
何
だ
司
た
の
か
。
そ
の

一
つ
は
、
封
象
と
す
る
年
齢
の
相
違
が
奉
げ
ら
れ
る
。

香
儒
と
は
老
儒
者
の
こ

と
で
、
明
経
の
中
で
も
老
人
と
み
な
さ
れ
る
者
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
年
齢
は
左
雄
俸
に
よ
る
と
六

O
歳
以
上
で
あ
り
、
こ
の
時
は
こ
れ
を
境
界

(
お
)

線
と
し
て
明
鰹
と
香
儒
と
に
分
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
分
け
た
の
は
、
全
て
の
者
が
合
格
す
る
か
否
か
の
差
だ

っ
た
と
考
え

る
。
太
事
復
興
の
記
事
は
、
順
帝
紀
・
左
雄
停
以
外
に
『
後
漢
書
』

停
六
九
上
儒
林
停
序
に
も
見
え
、
そ
こ
に
は

「郡
園
の
番
儒
を
除
し
て
皆

郎
・
舎
人
に
補
す
」
と
あ
り
、
者
儒
は
全
て
官
僚
に
登
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
明
経
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
不
合
格
と
な
っ

た
者
も
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
、
香
儒
と
明
経
と
に
分
け
る
大
き
な
理
由
だ

司
た
の
で
あ
る
。

-11ー

と
こ
ろ
で
、
普
遁
で
は
考
え
ら
れ
な
い
下
第
の
明
経
を
博
子
弟
子
に
補
す
と
い
う
こ
と
を
、
何
故
行
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
、
太
皐
復

興
と
い
う
こ
と
と
深
く
関
連
す
る
と
考
え
る
o

i

前
に
見
た
よ
う
に
、
試
験
に
よ
る
登
用
の
場
合
、
基
本
的
に
郎
官

会
問
問
第
)
・
太
子
舎
人
(
中
第
)

の
官
は
用
意
さ
れ
て
い
た
が
、
三
段
階
目
の
評
債
H
下
第
は
行
わ
れ
な
い
こ
と
も
あ
司
た
。
こ
の
よ
う
な
朕
況
の
も
と
で
、
こ
こ
で
は
下
第
者

一
般
的
な
郎
官
・
太
子
舎
人
へ
の
登
用
を
行
う
と
と
も
に
、
こ
こ
で
は
特
別

措
置
と
し
て
下
第
を
設
け
て
博
士
弟
子

へ
の
採
用
を
加
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
何
故
な
ら
こ
の
時
の
差
し
迫
っ
た
問
題
と
し
て
、

太
撃
の

の
み
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
恐
ら
く
、

復
興
後
に
お
け
る
早
期
の
充
賓
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
太
撃
の
充
賓
と
は
、
周
子
生
敷
の
増
加
も
あ
る
が
、
優
秀
な
人
材
を
確

593 

保
し
官
僚
を
輩
出
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
貼
、
他
の
者
と
比
較
す
れ
ば
多
少
能
力
は
劣
る
が
、
一

旦
は
明
経
と
評
債
さ
れ
た
者
を

博
士
弟
子
と
し
て
採
用
す
る
の
は
有
利
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
彼
ら
を
下
第
と
許
債
し
て
博
士
弟
子
に
採
用
し
、
さ
ら
に
射
策
科
の
合
格
定
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(
担
)

員
を
も
増
加
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

多
少
廻
り
道
を
し
た
が
、
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
陽
嘉
元
年
の
記
事
も
明
経
察
奉
の
記
事
と
み
な
せ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
よ

っ
て
少
な
く

と
も
後
漢
時
代
に
は
、
章
一
帝
一
の
元
和
二
年
(
八
五
)
・
順
一
帝
の
陽
嘉
元
年
(
二
ニ
ニ
〉
・
質
一帝
の
本
初
元
年
(
一

E
0
・
桓
一
一
帝
の
建
和
年
間
(
一
四

七
l
一
四
九
〉
と
四
度
の
明
経
察
奉
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
、

郡
園
を
劃
象
と
し
た
制
科
と
し
て
行
わ
れ
、

察
奉
よ
り
も

む
し
ろ
察
奉
後
の
試
験
に
重
き
が
置
か
れ
て
お
り
、
試
験
の
結
果
に
よ
っ
て
就
官
す
る
官
は
主
に
郎
官

・
太
子
会
人
で
あ
る
が
、
時
に
は
そ
れ

以
下
の
ポ

ス
ト
の
場
合
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
考
察
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
明
経
科
の
性
格
と
し
て
は
、
福
井
重
雅
氏
が
明
ら
か
に
し
た

(

お

)

至
孝
科
や
有
道
科
と
似
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

明
経
科
の
諸
相

r、

、-'

「奉
明
経
」
の
質
態

- 12ー

こ
こ
で
は
、
卒
井
氏
が
明
経
科
に
察
摩
さ
れ
た
と
判
断
し
た
「
牽
明
経
」
の
例
を
取
り
上
げ
、
右
に
詔
を
逼
し
て
検
討
し
た
明
経
科
と
ど
の

よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
を
考
え
て
み
よ
う
。
次
に
分
析
の
手
が
か
り
と
し
て
、

「翠
明
経
」
と
記
さ
れ
る
者
を
閥
連
史
料
と
と
も
に
、
時
期

的
に
早
い
も
の
か
ら
掲
げ
て
お
く
。

a 

翠
方
進
||
経
博
士
受
春
秋
。

:
:
以
射
策
甲
科
篤
郎。

二
三
歳
、
奉
明
経
遜
議
郎
。
:
:
:
河
卒
中
、
方
準
轄
震
博
士
。

(『
漢
書
』
巻
八
四
本
俸
)

b 

金

欽
|
|
(金
〉
渉
従
父
弟
欽
、
奉
明
経
魚
太
子
門
大
夫。

京
一
帝
即
位
、

震
太
中
大
夫
給
事
中
。

〈
『
漢
書
』
巻
六
八
金
日
碍
停
)

c 

蓑

良
ー
ー
習
孟
氏
易
。
卒
一
帝
時
、
奉
明
経
、
震
太
子
会
人
。

(
『
後
漢
書
』
惇
三
五
案
安
惇
)

d 

董

鈎
ー
ー
習
慶
氏
曜
、
事
大
鴻
瞳
王
臨
。
元
始
中
、
奉
明
経
、

逼
康
犠
令
。
病
去
官
。
建
武
中
、
奉
孝
廉
、
酔
司
徒
府
。



〈
『
後
漢
書
』
俸
六
九
儒
林
停
下

・
本
俸〉

e 

李

業
'|

|
少
有
志
操
、
介
特
。
習
魯
詩
、
師
博
士
許
晃
。
元
始
中
、
奪
明
経
、
除
震
郎
。

玄

l
l河
内
河
陽
人
也
。
少
習
顔
氏
春
秋
、
乗
遁
敷
家
法
。
建
武
初
、
血
争
明
経
、
補
弘
農
文
事
、

官
。
奉
孝
康
、
除
篤
郎
。

麿
|
|
任
城
人
也
。
少
好
事
。
建
武
初
、
詣
博
士
受
業
、

(
『
後
漢
書
』
俸
七
一
濁
行
停

・
本
俸〉

f 

張

蓬
陳
倉
牒
丞
。

-・
・後
玄
去

(『後
漢
書
』
俸
六
九
儒
林
俸
下

・
本
俸
)

g 

貌

習
魯
詩
。

:
・
:
後
開
潟
郡
吏
。

奉
明
鰹
、

除
梼
陰
王
文
事
。
以
疾
克

戴

官
O
i
-
-
-
永
卒
初
、
震
博
士
。

愚
|
|
習
京
氏
易
。
年
十
六
、
郡
奉
明
経
、
徴
試
博
士
、
奔
郎
中
。

築
|
|
粛
宗
時
、
奉
明
経
、
辞
司
徒
蓑
安
府
。

(
『
後
漢
書
』
停
六
九
僑
林
俸
下

・
本
俸
)

h 

(
『
後
漢
書
』
停
六
九
儒
林
停
上
・

本
俸
)

E 

周

(
『
後
漢
書
』
停
三
五
本
俸
〉

以
上
の
九
例
は
い
ず
れ
も
、
す
で
に
卒
井
氏
が
取
り
上
げ
て
分
析
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
以
外
に
雨
漢
を
通
じ
て
「
孝
明
鰹
」
の
例

は
な
い
。
ま
ず
彼
ら
が
明
鰹
に
察
奉
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
時
期
を
確
認
す
る
と
、
翠
方
進

(
a
〉
と
金
欽
(

b

)

は
成
帝
期
、
実
良
(
C
〉
・
董

鈎

(
d
〉
・
李
業
(

e

)

は
卒
一
帝
一
期
、
張
玄

(
f
〉
・
貌
鷹
〈
g
〉
・
戴
愚

(
h
〉
は
光
武
一
一帝
期
、
周
柴
?且)
は
章一
帝
期
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
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周
築
を
除
く
入
名
は

い
ず
れ
も
史
料
で
明
鰹
察
奉
の
詔
が
最
初
に
確
認
さ
れ
る
章
帯
期
よ
り
も
以
前
に
察
奉
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

で
は
、
周
築
は
章
一
帝
一
の
元
和
二
年
に
察
事
さ
れ
た
と
は
い
え
る
が
、
そ
れ
以
外
の
「
奉
明
経
」
を
い
か
に
解
揮
す
れ
ば
よ
い
か
問
題
と
な
る
。

し
か
し
右
の
九
例
を
よ
く
見
る
と
、
成
一
一
帝
期
(
二
名

γ
卒
帯
期
(
三
名

γ
光
武
一
帝
期
(
三
名
)
・
章
一
帝
一
期
(
一名
〉
と
、
前
漢
末
か
ら
後
漢
初
期

の
、
し
か
も
あ
る
皇
一
一
帝
の
時
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
よ
う
な
一
定
の
時
期
へ
の
事
例
の
集
中
は
、
そ
れ
が
制
科
と
し
て
行

わ
れ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
ま
た
一
部
の
者
を
除
く
と
、
詔
か
ら
見
た
明
経
科
と
同
様
の
内
容
を
持

っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る。

こ

れ
ら
の
こ
と
は
、
史
料
に
明
確
に
明
鰹
察
掌
を
命
ず
る
詔
が
残
っ
て
い
な
く
て
も
、
制
科
と
し
て
の
明
経
科
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
議
測
さ
せ

る
。
そ
こ
で
次
に
、
こ
の
九
例
を
具
瞳
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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最
初
に
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
彼
ら
が
誰
か
ら
察
奉
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
官
に
就
い
た
の
か
で
あ
る
。
卒
井
氏
に
よ
る
と
、
察
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事
者
は
郡
太
守
で
あ
り
、
初
任
官
は
郎
官
・
太
子
合
人
・
郡
園
文
皐
だ
っ
た
と
い
う。

こ
れ
を
確
認
す
る
と
、
女
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
察
翠

者
に
つ
い
て
は

戴
愚
(

h

)

が
郡
か
ら
察
奉
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
貌
鷹
(
g
〉
も
郡
更
で
あ
っ
た
時
に
明
経
に
察
奉
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

恐

ら
く
彼
も
郡
か
ら
察
翠
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
周
柴

?A)
も
元
和
二
年
の
察
奉
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
察
奉
者
は
郡
園
の
守
相
で
あ

る
。
女
に
初
任
官
に
つ
い
て
は
、

李
業
(

e

)

・
戴
愚
(

h

)

が
郎
官
に
就
官
し
、

蓑
良
(

C

)

が
太
子
舎
人
、

張
玄
(

f

)

と
貌
麿

(

g

)

が
郡

園
文
事
に
そ
れ
ぞ
れ
就
官
し
て
い
る
。
さ
ら
に
戴
愚
ハ
h
)
は

「徴
さ
れ
て
博
士
に
試
さ
れ
」
て
い
る
か
ら
、
就
官
ま
で
の
手
緩
き
が
明
経
科

と
一
致
し
て
い
る
。
な
お
初
任
官
の
中
で
郡
園
文
撃
に
つ
い
て
は
、
少
々
説
明
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
百
石
の
層
更
で
あ
り
、
普
通
の
察
掌

し
か
し
彼
ら
は
出
身
の
郡
園
と
は
異
な
る
郡
園
の
文
撃
に
就
い
て

い
る
か
ら
、
郡
園
の
守
相
に
よ

(

お

)

る
一
般
的
な
層
吏
の
酔
召
で
は
な
く
、
中
央
政
府
が
行
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
、
射
策
科
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
前
の
詔

の
分
析
か
ら
、
明
経
科
の
場
合
に
は
下
第
に
配
賞
さ
れ
る
官
に
幅
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
郡
園
文
撃
も
そ
の
範
圏
内
と

で
は
就
く
地
位
と
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、

「
奉
明
経
」

と
記
さ
れ
て
い
る
者
の
多
く
は、
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み
な
せ
る
。

詔
か
ら
分
析
し
た
明
経
科
の
性
格
と
一
致
す
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

と
こ
ろ
が
一
方
で
は
、
明
経
に
察
翠
さ
れ
て
郎
官
か
ら
議
郎

(比
六
百
石
〉
に
昇
進
し
た
翠
方
準
(
丘
、

太
子
門
大
夫
(
六
百
石
)
に
な
っ

た
金

欽

(
b
〉
と
い
う
成
一
帝
期
の
二
名
、
お
よ
び
卒
帯
期
に
康
犠
令
(
六
百
石
〉
と
な
?
た
董
鈎

(
d
〉
の
よ
う
に
、

詔
の
分
析
か
ら
は
考
え
ら
れ
な

い
高
い
官
秩
の
官
に
就
い
て
い
る
者
も
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
三
名
を
い
か
に
解
調停
す
る
か
が
問
題
と
な
る
が
、
そ
の
中
の
董
鈎

(
d

)

に
つ
い
て
は
史
料
が
一
部
歓
落
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
明
経
に
察
摩
さ
れ
「
康
犠
令
に
遁
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
黙
で

あ
る
。
普
通
「
遜
」
の
字
が
使
わ
れ
る
の
は
、
前
任
の
官
か
ら
新
た
な
官
へ
の
異
動
の
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
、
察
参
さ
れ
る
以
前
に
官

(
幻
)

職
に
就
い
て
い
た
形
跡
は
な
い
。
ま
た
彼
は
、
農
犠
令
在
職
中
に
病
気
を
理
由
に
官
を
去
り
、
そ
の
後
、

後
漢
に
入
司
た
建
武
年
聞
に
孝
廉
科

に
察
奉
さ
れ
て
い
る
。
普
通
、
六
百
石
の
初
任
官
を
持
つ
察
奉
科
目
に
よ
っ
て
就
官
し
た
場
合
、
そ
の
後
に
初
任
官
の
官
秩
の
低
い
孝
廉
科

(
お
)

(比
三
百
石
の
郎
官
)
に
再
び
察
摩
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
彼
の
場
合
、

「
奉
明
鰹
」
と
「
濯
宙
開
犠
令
」
の
聞
に
、
明
経
察
奉
後



の
初
任
官
に
関
す
る
記
事
が
飲
落
し
て
い
る
と
剣
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
初
任
官
と
は
、
郎
官
以
下
の
官
秩
の
官
で
あ
っ
た
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
成
帯
期
の
翠
方
準
〈
a
〉
・
金
欽

(
b
〉
を
除
く
七
名
の
者
が
詔
の
分
析
と
一
致
す
る
こ
と
に
な
り
、
逆

に
こ
の
二
名
が
例
外
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

♂

以
上
の
よ
う
に
、
察
奉
を
命
ず
る
詔
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
明
経
科
と
共
通
す
る
内
容
が
「
奉
明
経
」
の
例
に
見
え
る
と
す
れ
ば
、
逆
に

そ
の
時
に
明
鰹
科
に
よ
る
察
奉
が
行
わ
れ
た
と
剣
断
さ
れ
る
。
い
ま
例
外
に
属
す
る
成
一帝
期
の
例
を
し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
、
次
に
明
確
な
詔

の
な
い
卒
一
帝
一
期
と
光
武
一
帝
期
に
つ
い
て
、
そ
の
離
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

(一一)

卒
一
一
帝
期
と
光
武
一
帝
期
の
明
経

ま
ず
注
目
す
べ
き
は
卒
一
帝
期
の
三
例
で
あ
る
。
賓
は
、
そ
の
中
の
董
鈎

(
d
〉
の
俸
に
李
賢
が
「
前
書
(『
漢
書
』
)
に
、
卒
一帝一
の
元
始
五
年
、
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明
経
を
暴
ぐ
」
と
注
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
れ
は
、
元
始
五
年
(
後
五
〉
に
明
経
の
察
奉
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

明
確
な
詔
が
な
い
中
で
、
李
賢
が
何
故
こ
の
よ
う
に
判
断
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
根
擦
を
『
漢
書
』
に
求
め
て
み
る
と
、
巻

一
二
卒
一帝一
紀

の
元
始
五
年
の
僚
に
、

天
下
の
逸
経
・
古
記
・
天
文
・
暦
算
・
鍾
律
・
小
事
・
史
篇
・
方
術
・
本
草
に
通
知
し
、
及
び
五
経
・
論
語
・
孝
経
・
爾
雅
を
以
て
教
授

す
る
者
を
徴
し
、
在
所
震
に
一
封
の
紹
車
に
駕
し
、
遣
わ
し
て
京
師
に
詣
ら
し
む
。

と
い
う
記
事
が
あ
る
。
さ
ら
に
巻
九
九
王
葬
俸
上
の
元
始
四
年
(
後
四
〉
の
僚
に
も
、

天
下
の
一
審
に
通
じ
十
一
人
以
上
に
教
授
し
、
及
び
逸
躍
・
古
書
・
毛
詩
・
周
官

-
爾
雅
・
天
文
・
固
識
・
鍾
律
・
月
令
・
兵
法
・
史
篇

文
字
有
り
、
そ
の
意
に
通
知
す
る
者
を
徴
し
、
皆
公
車
に
詣
ら
し
む
。

と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
記
事
は
、
護
布
の
歳
が
一
年
ず
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
指
定
さ
れ
て
い
る
書
籍
名
に
も
多
少
の
異
聞
が
あ
る

が
、
恐
ら
く
同
一
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
李
賢
が
い
う
よ
う
に
卒
一
帝
期
に
明
経
察
奉
が
行
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
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こ
の
二
つ
の
記
事
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を
お
い
て
他
に
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
傍
黙
を
付
し
た
部
分
に
一
該
賞
す
る
者
は
、

ま
さ
に
明
鰹
と
形
容
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
こ
で
は
全
園
の
者
が
封
象
と
さ
れ
て
い
る
〈
「徴
天
下
;
:
:
者
」
)
か
ら
、

る
。
こ
の
こ
と
が
い
え
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
時
に
傍
貼
に一該
嘗
す
る
者
が
郡
園
の
守
相
か
ら

「
明
経
」
と
し
て
察
奉
さ
れ
、

そ
の
推
薦
主
瞳
は
郡
圏
の
守
相
で
あ
っ
た
こ
と
が
議
想
さ
れ

「
奉
明
経
」
と
記

録
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
恐
ら
く
李
賢
も
こ
の
よ
う
に
解
穫
し
、
彼
は
卒
一
一
帯
紀
の
記
事
に
よ
っ
て
元
始
五
年
に
明
経
の
察
皐
が
行
わ
れ
た

と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
卒
一
帝
一
の
在
位
期
聞
は
五
年
と
短
く
、
ま
た
そ
の
年
続
は
元
始
の
み
で
あ
る
か
ら
、
元
始
中
に
明
経

に
察
懇
噂さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
董
鈎

(
d

)

・
李
業
(
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

卒
一
帝
の
時
に
察
摩
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
衰
良

(

C

)

も
、
元
始
四
年
か
五
年
に
察
奉
さ
れ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
は
明
経
の
語
は
見
え
な
い
が、

こ
の
時
も
制
科
と
し
て
の

明
経
察
摩
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
明
確
に
明
経
察
奉
を
命
じ
て
い
な
く
て
も
、

そ
の
内
容
が
明
経
と
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
場
合
、

察
掌
さ
れ
た
者
は
「
翠
明
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経
」
と
記
録
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
詔
か
ら
分
析
し
た
明
経
科
と
同
様
の
傾
向
を
示
す
光
武
一帝
期
の
場
合
も
、
こ
の
可
能
性
を
検
討
し
て
み
る
必

つ
か
ら
な
い。

ま
た
明
経
に
察
奉
さ
れ
た
時
期
も
、

張
玄

(
f
〉
が
建
武
の
初
め
に
察
奉
さ
れ
て

い
る
の
に
劃
し
て
、

そ
し
て
戴
愚
(
h

)

も
光
武
一帝一
期
と
い
え
る
だ
け
で
詳
し
い
こ
と

こ
の
よ
う
な
事
態
を
い
か
に
解
揮
す
べ
き
な
の
だ

ろ
う

そ
こ
に
は
卒
一帝
期
の
よ
う
な
間
接
的
に
明
経
察
奉
を
命
ず
る
詔
も
み

説
麿
(

g

)

は
そ
の
頃

要
が
あ
る
。
し
か
し
光
武
一
帝
一
期
の
場
合
、
関
係
史
料
を
調
べ
て
み
て
も
、

太
撃
に
お
り

そ
の
後
一
旦
郡
に
蹄

っ
て
か
ら
明
鰹
に
察
奉
さ
れ
て
い
る
。

は
わ
か
ら
ず

こ
の
三
名
は
同
じ
光
武
一帝
期
と
い
っ
て
も
時
間
的
に
聞
き
が
あ
る
。

か
そ
こ
で
考
え
る
べ
き
は
、
制
科
が
行
わ
れ
る
場
合
、

そ
れ
を
行
う
べ
き
嘗
時
の
政
治
的
要
求
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
明
経
科
の
場

合
、
そ
れ
は
儒
撃
と
の
関
連
だ
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
前
に
見
た
順
一
帝
期
の
察
奉
の
場
合
、
太
事
の
復
興
と
の
関
連
で
行
わ
れ
た
こ
と
に
最
も

端
的
に
表
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
卒
一帝一期
の
場
合
も
、
主
葬
俸
の
記
事
か
ら
経
書
に
お
け
る
異
読
の
統
一

と
の
関
連
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
剣
明
す

〈

拘

)
る
。
そ
し
て
章
一
帝
期
の
場
合
は
、
瑞
群
に
劃
す
る
恩
施
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
儒
撃
と
の
関
連
は
明
確
で
は
な
い
が
、
こ
の
時
太
摩
在
夢



中
の
者
に
布
が
支
給
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

と
、
建
武
五
年
公
一
九
)
の
太
阜
の
再
興
と
、
中
元
元
年
(
五
六〉

の
明
堂
・
霊
蓋

・
辞
務
の
建
設
が
翠
げ
ら
れ
る
(『
後
漢
書』

紀
一
光
武
帯
紀、

儒
事
振
興
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

そ
こ
で
光
武
一帝一
期
に
そ
の
可
能
性
を
探
る

停
六
九
上
儒
林
俸
序
)
。
こ
こ
で
明
鰹
察
患
が
行
わ
れ
る
必
然
性
は
、

極
め
て
高
い
。

し
か
し
、

こ
れ
ら
は
可
能
性
で
あ
っ
て
、
そ
の
察
奉
を
命

ず
る
詔
が
見
出
さ
れ
な
い
以
上
、
現
時
黙
で
は
保
留
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

〈
一
二
)

成
一
帝
期
の
明
組

き
て
、
残
る
成
一帝一
期
の
翠
方
準

(
a
〉
・
金
欽
〈
b
〉
の
二
名
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
期
に
察
奉
を
命
ず
る
詔
が
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
察
奉

後
に
就
く
官
位
に
も
、
そ
の
他
の
時
期
の
者
と
の
聞
に
大
き
な
聞
き
が
あ
る
。
特
に
翠
方
準
は
、
郎
官
で
あ

っ
た
時
に
明
鰹
に
察
奉
さ
れ
議
郎

〈

品

切

)

に
昇
進
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
制
科
〈
特
に
前
漢
)
の
場
合
、

二
百
石
以
上
の
現
任
官
僚
が
察
奉
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
同
じ
制
科
と
い

っ

て
も
明
経
科
で
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
恐
ら
く
こ
の
南
名
の
「
奉
明
経
」
は
、
別
の
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
官
僚
あ
る
い
は
廃
吏

へ
の
採
用
を
前
提
と
し
て
い
た
。
そ
の
中
で
屡
吏
へ
の
任
用
の
場
合
は
と
も
か
く
と
し
て
、
官
僚
へ
の
登
用
・
昇
進
の
際
に
明
経
が
理
由
と
し

そ
の
別
の
意
味
と
は
、
評
債
の
語
と
し
て
の
明
経
だ
司
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
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て
使
わ
れ
る
場
合
、

そ
の
結
果
と
し
て
比
較
的
高
い
官
秩
の
官
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
前
に
奉
げ
た
睦
弘
は

明
経
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
在
野
か
ら
博
士
に
登
用
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
掌
玄
成
は
、
郎
官
か
ら
「
経
に
明
ら
か
な
る
を
以
て
擢
か
れ
て
諌
大
夫
と
震
る
」

ハ『漢
書』

品
位
七
三
)
と
い
う
よ
う
に
昇
進
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
例
と
、
成
一
帝
期
の
「
孝
明
経」

と
記
さ
れ
る
例
は
近
い
。

ま
た
「
奉
」
と
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
察
奉
を
一
意
味
し
な
い
場
合
も
あ
る
。
後
漢
の
例
で
は
あ
る
が
、

『
後
漢
書
』
停
四
四
楊
震
俸
に
彼
が

太
常
に
な
っ
た
時
の
こ
と
と
し
て
、

是
よ
り
先
、
博
士
の
蓮
奉
の
多
く
寅
を
以
て
せ
ず
。

(
楊
)
震
、
明
経
の
名
土
楊
倫
等
を
奉
薦
す
。
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と
記
す
。

こ
こ
に
い
う
「
博
士
の
選
奉
」
と
は
、

太
常
の
職
掌
の
一
つ
で
あ
る
「
博
士
を
選
試
す
る
毎
に
、

其
の
能
否
を
奏
す
」
ハ
『後
漢
書
』
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志
二
五
百
官
志
一
一
)
を
指
し
、
博
士
に
依
員
が
生
じ
た
場
合
に
太
常
が
臨
時
に
行
う
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る。

楊
震
は
、
こ
れ
が
正
常
に

機
能
し
て
い
な
か
ア
た
の
で
、
改
善
す
る
た
め
に
明
経
の
名
士
を
奉
薦
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
奉
薦
」
と
は
太
常
が
「
能
否
を
奏
」
す

る
こ
と
に
嘗
た
る
に
相
違
な
い
。
そ
の
内
容
は
、
楊
震
俸
の
注
に
引
く
『
謝
承
書
』
に

「楊
仲
桓
等
五
人
を
薦
め
、
各
お
の
家
に
従
い
博
士
に

奔
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
太
常
が
博
士
に
相
嘗
す
る
者
を
皇
帝
に
推
薦
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
楊
震
に
奉
薦
さ
れ
た
楊
倫
が

「博
士
に

特
徴
」
さ
れ
た
(
『後
漢
書
』
停
六
九
儒
林
停
上
〉
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

翠
薦
さ
れ
た
者
は
最
終
的
に
は
皇
一帝一
の
徴
召
を
待
た
な
け
れ
ば
な

一
般
に
い
う
察
奉
と
は
内
容
を
異
に
し
、
皇
帝
へ
の
随
時
の
推
薦
を

意
味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

察
奉
を
意
味
す
る
「
奉
」
と
い
う
表
現
が
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
そ
れ
を
あ
る
察
暴
科
目
に
よ

っ
て
察

ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
い
う
「
選
奉
」
や
「
翠
薦
」
と
は
、

摩
噂
さ
れ
た
と
み
な
さ
な
く
て
も
よ
い
場
合
も
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、

「
奉
明
経
」
の
中
で
も
例
外
に
属
す
翠
方
準
・
金
欽
の
例
は
、
必
ず
し
も
明
経
科
に
よ

っ
て
察
奉
唱
さ
れ
た
と
み
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な
さ
な
く
て
も
、
明
経
な
る
評
債
に
よ

っ
て
推
薦
さ
れ
た
と
み
な
し
て
も
よ
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

四

明
経
科
の
成
立
と
そ
の
性
格

こ
こ
ま
で
、

ま
ず
詔
の
分
析
を
通
し
て
明
経
科
の
概
要
を
検
討
し
、
次
い
で
そ
の
内
容
を
個
々
の
「
奉
明
経」

の
例
と
照
合
し
た。

そ
の
結

「
孝
明
鰹
」
と
記
さ
れ
る
者
の
多
く
は
、
詔
か
ら
得
ら
れ
た
分
析
結
果
と
共
通
性
を
持
っ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
「
孝
明
経
」
と
記
さ
れ
る

果

ほ
ぼ
明
経
科
と
い
う
察
翠
科
目
に
よ
っ
て
察
翠
さ
れ
た
と
判
断
し
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
一
部
の
例
は
、
そ
れ
と
大
き
く

懸
け
離
れ
て
お
り
、
卒
井
氏
の
よ
う
に
、
全
て
の
「
奉
明
経
」

を
明
経
科
に
よ
る
察
奉
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る。

場
合
は
、

そ
れ
で
は
、
こ
の
察
奉
科
目
は
い
つ
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
聞
に
答
え
る
の
は
、
非
常
に
難
し
い
。
何
故
な
ら
、
最
初
の
察
奉
例

と
考
え
ら
れ
る
時
期
に
、
明
確
に
「
明
経
を
察
奉
せ
よ
」
と
命
じ
た
詔
が
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

察
奉
科
目
の
成
立
と
い
え
ば
、
例
え
ば
「
元
光
元
年
(
前
一
一
一
一四
〉
多
十
一
月
、
初
め
て
郡
園
を
し
て
孝
廉
を
奉
げ
し
む
こ
と
各
お
の
一
人」



(
『
漢
書
』
巻
六
武
脅
紀
〉
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
察
奉
が
開
始
あ
る
い
は
行
わ
れ
る
時
に
察
奪
科
目
名
が
明
示
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
明
経
科
の
場
合
、
本
稿
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
卒
一
帝
期
に
間
接
的
に
そ
の
察
翠
が
行
わ
れ
た
と
い
え
る
が、

そ
こ
に
は
「
明
経
」
の
文
字

は
見
え
な
い
。
そ
し
て
光
武
一
一
帝
期
に
至
っ
て
は
、
そ
の
察
奉
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
間
接
的
に
で
も
伺
え
る
よ
う
な
史
料
も
存
在
せ
ず
、
は
じ
め

て
「
明
経
」
の
文
字
が
見
え
る
の
が
、

章
一帝
の
元
和
二
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
被
察
奉
例
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
に
封
庭
す
る
察
翠
科
目
名
が
確
認
で
き
な
い
朕
況
で
は
、
そ
の
察
奉
の
開
始
時
期

を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
の
開
始
時
期
は
卒
一帝
期
か
ら
章
一
帝
期
に
至
る
時
期
の
い
つ
か
、
と
い
う
ほ
か
な
い
。
し
か
し
そ

れ
を
あ
え
て
推
測
す
る
と
、
光
武
帝
期
の
可
能
性
が
最
も
高
い
と
考
え
る
。

何
故
な
ら
、
こ
の
時
期
に
は
卒
一帝
期
と
並
ん
で
多
く
の
者
が
察
拳

さ
れ
て
お
り
、
ま
た
明
経
科
の
察
奉
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
察
奉
を
命
ず
る
詔
が
見
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
察
奉
を
命
ず
る
詔
が
史
料
か
ら
H

蹴
落
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
明
経
科
は
、
卒
一
帝
期
に
そ
の
先
騒
け

と
な
る
察
奉
が
行
わ
れ
、
光
武
一
帝
期
に
確
立
し
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
郡
園
の
守
相
を
察
奉
者
と
す
る
制
科
と
し
て
行
わ
れ
、
被
察

奉
者
は
ま
ず
試
験
を
受
け
て
、
そ
の
成
績
に
よ
っ
て
こ
な
い
し
一
一
一
ラ
ン
ク
に
分
け
ら
れ
、
最
優
秀
者
は
郎
官
、
そ
れ
に
次
ぐ
者
は
太
子
会
人
、
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そ
し
て
三
段
階
自
の
評
債
が
行
わ
れ
る
場
合
は
太
子
舎
人
と
同
等
か
そ
れ
以
下
の
官
秩
の
官
に
就
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
全
て
の
者
が
就
官
す

不
合
格
者
も
出
た
の
で
あ
る
。

る
の
で
は
な
く
、

と
こ
ろ
で
、
前
に
間
接
的
に
鏑
れ
た
よ
う
に
、
試
験
の
結
果
に
よ
っ
て
初
任
官
が
興
え
ら
れ
る
黙
と
そ
の
初
任
官
の
黙
で
明
経
科
は
、
博
士

弟
子
制
度
の
も
と
で
行
わ
れ
る
常
科
の
射
策
科
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
察
奉
科
目
が
何
故
、
新
た
に
登
場
し
、
し
か
も
制
科
と
し

て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
か
。
こ
こ
で
、
明
経
科
の
存
在
意
義
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
前
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
射
策
科
は
、
元
一
一
帝
期
に
お
け
る
博
士
弟
子
定
員
の
念
増
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
意
義
を
簿
れ
さ
せ
、
前
漢
末

に
は
そ
の
機
能
を
ほ
ぼ
停
止
さ
せ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
太
撃
の
官
吏
養
成
機
関
と
し
て
の
機
能
も
慶
賀
す
る
。
そ
し
て
一
方
で
は
、
博
士
弟

(

4

)

 

子
制
度
の
成
功
に
よ

っ
て
、
地
方
一
枇
舎
に
は
多
く
の
明
経
者
が
存
在
し
て
い
た
。
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こ
の
よ
う
な
時
期
に
、

明
経
科
は
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
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る
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、
明
経
科
は
射
策
科
を
補
完
す
る
察
奉
科
目
で
は
な
か

っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
機
能
し
な

く
な
っ
た
射
策
科
に
代
っ
て
、
出
現
質
傾
向
に
あ
る
太
撃
に
限
ら
ず
に
全
園
の
明
経
者
を
封
象
に
行
わ
れ
た
の
が
、
明
経
科
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

(
必
)

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
明
経
科
に
よ
る
察
奉
が
多
く
の
場
合
、
太
拳
あ
る
い
は
儒
撃
の
振
興
と
の
関
連
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
表
わ
れ

て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
明
経
科
は
察
傘
科
目
と
し
て
、

そ
れ
ほ
ど
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
。
明
経
科
の
初
任
官
は
前
に
見
た
よ
う
に
、
比
三
百
石
の
郎
官

孝
廉
科
の
初
任
官
と
同
等
か
そ
れ
以
下
で
あ

り
、
代
表
的
な
制
科
で
あ
る
賢
良
・
方
正
科
の
初
任
官
が
六
百
石
ク
ラ
ス
で
あ
っ
た
こ
と
に
比
べ
れ
ば
は
る
か
に
低
い
。
そ
の
結
果
、
明
経
科

に
察
奉
さ
れ
た
者
の
中
に
は
董
鈎
(

d

)

や
競
麿

(
g
)

の
よ
う
に
、

か
そ
れ
以
下
の
官
秩
の
官
で
あ
り
、

郡
園
の
属
吏
に
就
け
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。

」
れ
は
、

後
に
孝
康
科
に
も
う

一
度
察
奉
さ
れ
る
例
も
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
明
経
科
は
、
制
科
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
常
科
の
孝
廉
科
よ
り
も
一
段
低
い
察
奉
科
目
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で

こ
の
よ
う
な
察
器
科
目
と
し
て
の
地
位
の
低
さ
は
、
明
経
科
が
試
験
制
を
と

っ
た
結
果
、
郎
官
を
最
高
に
、
そ
の
成
績
に
鷹
じ
て
段
階
的
に
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ホ
γ

。。
官
秩
の
低
い
官
を
用
-
意
し
た
と
い
う
粘
'に
求
め
ら
れ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
、
被
察
奉
者
の
そ
の
後
の
昇
進
に
も
影
響
を
興
え
る
だ
ろ
う
し
、
ひ

い
て
は
そ
の
察
傘
科
目
そ
の
も
の
の
存
在
意
義
を
失
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
章
一帝
期
以
後
何
度
か
明
経
察
奉
が
行

わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

章
一
帝
期
の
周
築
(

i

)

を
最
後
に
被
察
奉
者
が
見
ら
れ
な
く
な
る
貼
に
、

」
れ
が
如
買
に
表
わ
れ
て
い
る
。

」
の
よ
う
な
傾
向
は
、

射
策
科
の
た
ど
っ
た
運
命
と
同
じ
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

察
奉
数
に
劃
す
る
官
僚
ポ
ス
ト
の
不
足
で
あ
る
。

(

目

白

)

そ
の
機
能
を
停
止
さ
せ
た
。
明
経
科
も
前
に
見
た
よ
う

射
策
科

今
i
h

、
に
、
試
験
結
果
に
よ
っ
て
配
嘗
さ
れ
る
官
に
定
員
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
察
奉
さ
れ
た
者
全
て
が
就
官
す
る
と
は
限
ら
な
か
司
た
の
で
あ
る
。

博
士
弟
子
数
に
見
合
う
だ
け
の
ポ
ス
ト
を
用
意
し
な
か

っ
た

こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
結
果
、

た
と
え
察
翠
さ
れ
た
者
が
い
た
と
し
て
も
、
記
録
に
そ
れ
が
残
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る。



お

わ

り

明
経
は
最
初
、
評
債
の
語
と
し
て
存
在
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
車
な
る
許
債
の
語
と
し
て
で
は
な
く
、
嘗
初
か
ら
官
僚
・

属
吏
へ
の
採
用
と

深
く
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
や
が
て
明
経
科
と
い
う
察
奉
科
目
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
察
暴
科
目

と
し
て
成
立
し
た
明
経
科
は
、
漢
代
登
用
法
瞳
系
の
中
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
重
視
さ
れ
た
察
奉
科
目
で
は
な
か

っ
た
。

明
経
科
が
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
な
察
奉
科
目
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
よ
う
に
な

っ
た
背
景
に
は
、

る
。
そ
れ
は
、
明
経
科
を
生
み
出
す
母
瞳
と
な
っ
'
た
評
債
の
語
と
し
て
の
明
経
が
、

相
掛
的
に
そ
の
重
要
度
を
低
め
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
で
あ
る
。
最
後
に
、
こ
の
貼
を
考
察
し
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、

よ
り
根
本
的
な
問
題
が
あ

評
債
の
語
と
し
て
の
明
経
は
、
前
漢
時
代
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
使
わ
れ
、
前
に
見
た
よ
う
に
六
百
石
ク
ラ
ス
以
上
の
官
僚
へ
の
登
用
・

停
六
六
循
吏
俸
・
劉
寵
惇
)
と
あ
る
よ
う
に
察
奉
理
由
と
な
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

(

必

)

た
る
人
物
評
債
の
語
と
し
て
一
般
的
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
明
経
者
の
普
遍
的
な
存
在
が
あ
る
と
考
え
る。

明
経
な
る
こ
と
は
、
確
か
に
南
漢
を
通
じ
て
重
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
儒
撃
が
普
及
し
て
明
経
者
が
増
加
す
れ
ば
、
そ
の
稀
少
債
値
と
し

て
の
存
在
意
義
は
低
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
官
僚
機
構
で
は
、
前
漢
元
一
一
帝
期
以
後
、

主
要
ポ
ス
ト
に
儒
家
官
僚
が
大
勢
を
占
め
る
よ
う
に
な

(

必

〉
る
。
一
方
思
想
界
で
は
周
知
の
逼
り
、
前
漢
末
か
ら
後
漢
に
か
け
て
識
緯
読
の
出
現
や
古
文
事
の
撞
頭
な
ど
儒
事
研
究
の
深
化

・
多
様
化
の
傾

(
必
)

向
が
見
ら
れ
、
こ
れ
に
伴
っ
て
前
漢
の

一
経
専
修
か
ら
後
漢
の
敷
家
兼
修
へ
と
、

経
撃
の
事
習
形
態
も
襲
化
し
て
い
く
。

こ
の
よ
う
な
献
況
の

中
か
ら
、
従
来
の
い
わ
ゆ
る
「
章
句
の
閉ざ

を
止
揚
し
て
、

事
問
の
統
合
化
を
は
か
る

「
博
事
」
あ
る
い
は

「通
儒
の
事
」
と
呼
ば
れ
る
も
の

〈

門

出

)

が
重
要
性
を
増
し
て
く
る
。
こ
の
官
僚
屠
に
お
け
る
儒
家
思
想
の
普
及
と
皐
問
内
容
の
高
度
化
は
、
明
経
の
許
債
を
相
封
的
に
低
く
す
る
に
違

い
な
い
。
す
な
わ
ち
明
経
は
、
前
漢
時
代
に
は
官
僚
に
な
る
た
め
の
十
分
保
件
で
あ

っ
た
が
、
後
漢
時
代
に
は
必
要
候
件
に
な

っ
た
と
考
え
ら

前
漢
の
よ
う
な
献
況
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
り
、
純
然

- 21ー

昇
進
の
理
由
と
も
な
っ
た
。
し
か
し
後
漢
時
代
に
入
る
と
、

「
経
に
明
ら
か
な
る
を
以
て
孝
廉
に
摩
げ
ら
れ
、
東
陵
令
に
除
さ
る
」
(『後
漢
書
』

603 
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れ
る
。
後
漢
時
代
に
は
、
も
は
や
前
漢
時
代
の
よ
う
に

「
経
術
有
も
明
ら
か
な
れ
ば
、
其
の
青
紫
を
取
る
こ
と
役
し
て
地
芥
を
拾
う
が
如
し
」

(

必

)

と
は
い
え
な
く
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る。

こ
の
よ
う
な
趨
勢
の
も
と
で
成
立
し
た
明
経
科
は
、
嘗
然
そ
の
制
約
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
嘗
時
、
察
牽
科
目
と
し
て
は
す
で
に
常

科
に
孝
廉
科
、
制
科
に
賢
良
・
方
正
科
と
い
う
代
表
的
な
も
の
が
定
着
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
察
奉
さ
れ
る
者
は
、
右
の
劉
寵
の
例
で
も
わ
か

あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
中
で
成
立
し
た
明
経
科
は
、

る
通
り
、
蛍
然
明
経
な
る
こ
と
が
前
提
で
あ
司
た
。

そ
こ
に
屋
上
屋
を
架
す
よ
う
な
明
経
科
を
設
け
る
こ
と
は、

ほ
と
ん
ど
無
意
味
に
近
い
で

ほ
と
ん
ど
機
能
し
な
く
な
っ
て
い
た
射
策
科
を
補
完
す
る
察
奉
科
目
と
し
て
存
在
し
、
射

策
科
と
運
命
を
と
も
に
す
る
こ
と
に
な

?
た
の
で
あ
る
。

注(

1

)

江
村
治
樹
「
西
漢
官
僚
に
お
け
る

『賢
』
と
『
能
』
」

(
『
名
古
屋
大

間四干東
洋
史
研
究
報
告
』

四
、
一
九
七
六
年
)
四
七
J
四
八
頁
参
照
。

(

2

)

宮
崎
市
定
『
九
品
宮
人
法
の
研
究

|
|
科
穆
前
史
|
|』

(東
洋
史

研
究
舎
、
一
九
五
六
年
。
の
ち
『
宮
崎
市
定
全
集
』
六
、
岩
波
書
庖、

一
九
九
二
年
)
参
照
。

(

3

)

本
稿
で
参
照
し
た
の
は
、
次
の
五
氏
の
研
究
で
あ
る
。
ぃ
.
す
れ
の
研

究
も
、
そ
の
一
部
で
し
か
言
及
し
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
箇
所
も
あ
わ

せ
て
示
し
て
お
く
。

永
田
英
正
「
漢
代
の
選
翠
と
官
僚
階
級
」

(
『
東
方
息
子
報
』
京
都
四

一
、
一
九
七

O
年
)
、
二
ハ
八

l
一
六
九
頁。

卒
井
正
土
「
漢
代
の
間
母
校
制
度
考
察
上
の
二
一
ニ
の
問
題
」

(『杏
林

大
皐
皆
同
学
部
数
養
課
程
研
究
報
告
』
四
、
一
九
七
七
年
)
、
一

O
三
J

一
O
七
頁
。

(
西
北
大
皐
出
版
社
、

- 22ー

責
留
珠
『
秦
漢
仕
進
制
度
』

一
九
0
1
一
九
一
一
良。

福
井
重
雅
『
漢
代
官
吏
登
用
制
度
の
研
究
」

年
〉、

二一

・
二
八
頁
。

劉
虹

『中
園
選
士
制
度
史
』

(
湖
南
数
育
出
版
社
、

四
O
J四
一
頁。

そ
の
他
、
明
経
科
に
言
及
し
た
研
究
は
多
数
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
右

の
五
研
究
、
特
に
貰
氏
の
見
解
と
大
差
は
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は、

責
著
書
を一

般
的
見
解
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
に
す
る。

(

4

)

注
(
3
〉
卒
井
前
掲
論
文
。

(
5
〉

そ
の
他

「史
記
』
に
は
、

猪
少
孫
の
補
筆
に
か
か
る
部
分
に
も
同
様

の
例
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
(
奪
玄
成
)
其
人
少
時
好
讃
書
、
明
於

詩
・
論
語」

と
「
(
匡
衡
)
其
経
以
不
中
科
、
故
明
習
」
と
い
う、

い

一
九
八
五
年
)
、

(創
文
社
、

一
九
八
八

一
九
九
二
年
)
、
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ず
れ
も
巻
九
六
張
丞
相
俸
に
あ
る
二
例
で
あ
る
。

(
6
〉
一
例
を
暴
げ
れ
ば
、
『
漢
書
』
巻
四
八
買
誼
俸
に
「
廷
尉
乃
言
誼
年

少
頗
遁
諸
家
之
書
。
文
帯
召
以
震
博
士
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
文
帯
期
の

記
事
で
あ
る
。
ま
た
『
漢
書
』
で
も
、
明
経
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
れ

と
同
様
の
「
明
」
の
用
法
も
武
-
帝
期
以
前
の
記
事
に
は
見
え
な
い
。

(

7

)

そ
れ
は
、

『後
漢
書
』
俸
五
一
左
雄
俸
の
「
汝
南
謝
廉
・
河
南
越
建

年
十
二
、
各
能
通
網
師
、
(
左
)
雄
並
奏
奔
童
子
郎
」
と
、
『
三
園
志
』

巻
二
二
王
朗
俸
の
「
(
主
朗
)
以
逼
経
奔
郎
中
」
の
二
例
で
あ
り
、
前

者
は
順
脅
期
、
後
者
は
璽
帝
期
の
記
事
で
あ
る
。

(
8
)

王
土
口
に
つ
い
て
は
、
注
(
日
)
を
参
照
。

(
9
〉
『
漢
書
』
循
吏
俸
・
文
翁
俸

〈
文
翁
〉
乃
選
郡
勝
小
吏
開
敏
有
材
者
張
叔
等
十
徐
人
親
白
筋

属
、
遺
詣
京
師
、
受
業
博
士
、
或
皐
律
令
。
減
省
少
府
用
度
、
国貝

万
布
萄
物
、
資
計
吏
以
遺
博
士
。
数
歳
、
局
生
皆
成
就
還
銅
、

文

翁
以
鴛
右
職
、
用
次
察
翠
、
官
有
至
郡
守
刺
史
者
。
叉
修
起
皐
官

於
成
都
市
中
、
招
下
勝
子
弟
以
篤
拳
官
弟
子
、
信
用
除
更
部
師
、
高
者

以
補
郡
勝
吏
、
衣
信
用
孝
弟
力
回
。

常
選
皐
官
債
子
、
使
在
使
坐
受

事
。
毎
出
行
師
師
、
金
従
皐
官
諸
生
明
経
働
行
者
輿
倶
、
使
停
数

令
、
出
入
閏
問
。
豚
邑
吏
民
見
而
築
之
、
数
年
、
手
欲
信
用息
一官
弟

子
、
宮
人
至
出
銭
以
求
之
。

こ
の
文
全
鎧
を
通
し
て
、
文
翁
が
皐
聞
を
重
親
し
、
そ
の
優
秀
な
者

を
麗
吏
と
し
て
採
用
し
、
さ
ら
に
官
僚
と
し
て
察
翠
し
た
こ
と
が
判
明

す
る
。

(
叩
〉
鎌
田
重
雄
「
漢
朝
の
儒
術
と
経
術
」
〈
『秦
漢
政
治
制
度
の
研
究
』
第

三
篇
第
一
章
所
枚
、
日
本
皐
術
振
興
曾
、
一
九
六
二
年
)
。

(
日
〉
昭
一帝
期
で
は
、
「
少
好
皐
明
経
、
以
郡
吏
皐
孝
康
篤
郎
」
と
あ
る
王

吉

(『漢
書
』
巻
七
二
)
が
い
る
。
そ
し
て
塞
帝
一
期
で
は
蓋
寛
鏡

(同

巻
七
七
〉
・
張
馬
(
巻
八
一
〉
、
元
帯
期
で
は
諸
葛
墜
(品
位
七
七
〉

な
ど

が
い
る
。

(
刊
以
)
儒
拳
の
官
準
化
に
つ
い
て
は
、

富
谷
至
「
『
儒
数
の
園
数
化
』
と

『
僑
島
一ゐ
官
皐
化
』
」
(『
東
洋
史
研
究
』

三
七
|
四
、

一
九
七
九
年
)

を
参
照
。

(
臼
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
注
(
ロ
〉
冨
谷
前
掲
論
文
に
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
。
な
お
最
近
、
一
隅
井
重
雅
氏
は
「
六
経
・
六
裂
と
五
経
|

|
漢
代
に

お
け
る
五
経
の
成
立
|
|
」
(『
中
園
史
皐
』
四
、

一
九
九
四
年
)
、
お

よ
び
「
秦
漢
時
代
に
お
け
る
博
士
制
度
の
展
開
|
|
五
経
博
士
の
設
置

を
め
ぐ
る
疑
義
再
論
|
|
」
ハ
『
東
洋
史
研
究
』
五
回
|

一
、

一
九
九

五
年
〉
に
お
い
て
、
前
漢
武
-
帝
期
に
お
け
る
五
経
博
士
の
設
置
を
疑
う

自
設
を
補
強
し
て
い
る
。

(

M

)

拙
稿

「
漢
代
博
士
弟
子
制
度
に
つ
い
て
|
|
公
孫
弘
の
上
奏
文
解
律

を
中
心
と
し
て
|
|
」
〈
『
鷹
陵
史
皐
』
一
六
、
一
九
九

O
年
)
参
照。

(
日
)
拙
稿

「
漢
代
博
士
弟
子
制
度
の
展
開
」

(『
鷹
陵
史
皐
』

一
七
、
一

九
九

一
年
〉
参
照
。

(
日
山
)
注
(

2

)

宮
崎
前
掲
書
、
大
庭
傭
「
漢
代
官
吏
の
辞
令
に
つ
い
て」

(
『
関
西
大
皐
文
息
子
論
集
』
一

O
l
て

一

九

六

O
年〉
、
、氷田
英
正

「後
漢
の
一
一
一
公
に
み
ら
れ

る
起
家
と
出
自
に
つ
い
て
」

(
「東
洋
史
研

究
』
二

四
1

三
、
一
九
六
五
年
〉
、
注
(

3

)

永
田
前
掲
論
文
、
拙
稿

「
漢
代
田
叶
召
制
の
確
立
」
(『鷹
陵
史
皐
』
一
五
、

一
九
八
九
年
)
な

ど
を
参
照
。

(
ロ
〉
特
に
注
ハ
3
〉
福
井
前
掲
書
は
全
慢
を
通
し
て
、
賢
良
・
方
正
科
を
は

- 23ー
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じ
め
と
す
る
制
科
を
中
心
に
、
こ
の
貼
を
考
察
し
て
い
る
。

(
刊
山
)
常
科
と
見
る
の
は
福
井
氏
(
た
だ
し
後
漢
に
限
定
)
、
制
科
(
一
般

特
科
〉
と
見
る
の
は
寅
・
劉
の
雨
氏
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
卒
井
氏
は

「
制
度
化
さ
れ
た
一
つ
の
選
翠
」

(一

O
六
頁
)
と
指
摘
す
る
の
に
と

ど
ま
り
、
常
科
か
制
科
か
の
剣
断
は
し
て
い
な
い
。
(
い
ず
れ
も
、
注

(

3

)

に
掲
げ
た
研
究
の
該
首
都
分
を
参
照
。
注
(
悶
〉
(
初
)
も
同
じ
。
〉

〈
川
口
〉
永
田
氏
が
「
爾
漢
を
通
じ
て
議
郎
と
か
郎
中
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
郎
官

に
任
ぜ
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
」
と
す
る
の
に
謝
し
て
、
卒
井

氏
は
、
本
文
で
も
取
り
上
げ
る
よ
う
に
、
郎
官
の
他
、
そ
れ
よ
り
も
官

秩
の
低
い
太
子
会
人

・
郡
園
文
皐
な
ど
も
あ
っ
た
と
す
る
。

(
初
)
前
漢
武
帝
期
と
見
る
の
は
永
田
氏
、
時
期
は
限
定
し
な
い
が
武
帝一
期

以
後
と
す
る
の
が
賀
氏
、
成
喬
一
期
と
す
る
の
が
卒
井
氏
、
後
漢
章
帯一
期

と
す
る
の
が
劉
氏
で
あ
る
。

(
幻
)
こ
の
記
事
は
普
通
「
令
郡
園
事
明
経
年
五
十
以
上
七
十
以
下
詣
太

皐
」
を
一
文
と
し
て
扱
い
、
察
穆
す
る
明
経
に
年
齢
制
限
を
加
え
た
も

の
と
し
て
解
穆
さ
れ
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
「
明
経
」
と
「
年
五
十

以
上
」
と
の
閲
で
区
切
り
、
「
郡
園
を
し
て
明
経
を
寧
げ
し
め
、
年
五

十
以
上
七
十
以
下
の
も
の
を
太
撃
に
詣
ら
し
む
」
と
讃
ん
で
、

後
者
を

い
わ
ゆ
る
「
番
儒
」
と
解
醐
押
す
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
注
(
お
)

を
参
照
。

(
詑
)
『
後
漢
書
』

紀
三
章
一
帝
紀

五
月
戊
申
、
詔
目
、
乃
者
、
鳳
皇

・
貰
龍
・
臨
時
鳥
比
集
七
郡
、
或

一
郡
再
見
、
及
白
鳥
・
紳
雀

・
甘
露
屡
豪
。
祖
宗
奮
事
、
或
班
恩

施
。
其
賜
天
下
吏
爵
、

人
=
一級
。
:
;
:
賜
博
士
弟
子
見
在
太
皐
者

布
、
人
三
匹
。
令
都
圏
上
明
綬
者
、
ロ
十
首
円
以
上
五
人
、
不
満
十

蔦
三
人
。

〈
お
)
福
井
重
雅
「
漢
代
の
選
翠
と
制
科
の
形
成
」
ハ
『祉
倉
科
翠
討
究
』

五
二
、

一
九
七
三
年
。
の
ち
注
(
3
〉
福
井
前
掲
書
、
第
二
章
第
一
節
所

収
)
を
参
照
。

(
M
〉
周
知
の
よ
う
に
、
和
一帝
期
に
丁
鴻
ら
の
提
案
に
よ
っ
て
、
孝
康
科
は

郡
閣
の

口
数
二

O
寓
に
つ
き
一
人
を
察
翠
す
る
こ
と
に
な
っ
た
(
『
後

漢
書
』

俸
二
七
丁
鴻
停
)
。

多
く
の
研
究
は
、
こ
の
孝
康
科
と
同
様
に
明
経
科
も
、
章
一
帝
の
元
和

二
年
の
記
事
を
定
員
制
を
設
け
た
も
の
と
し
て
解
穆
し
て
い
る。

明
経

科
を
常
科
と
見
る
立
場
か
ら
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
か
も
し
れ

な
い
が
(
注
ハ
3
〉
福
井
前
掲
書
、
二
八
頁
)
、
明
経
創
刊
を
制
科
と
見
る

と
、
こ
の
記
事
を
恒
常
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
よ
う
な
定

員
制
の
採
用
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
制
科
な
ら
ば
、
そ
の
察
撃
の

詔
が
出
さ
れ
る
つ
ど
に
、
そ
の
察
彦
教
が
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
劉
氏
は
「
従
此
、
明
経
一
科
従
原
博
士
弟
子
射
策
経
皐
及
賢

良
策
試
経
義
中
分
離
出
来
、
且
一
度
廃
裁
翠
之
列
」
と
し
て
、
こ
の
時

黙
で
明
経
科
が
制
科
か
ら
常
科
に
第
わ
っ
た
と
す
る
(
注
(

3

)

劉
前
掲

書
、
四
一
頁
〉
。

〈
お
〉
こ
の
記
事
は
、
『
通
典
』
よ
り
成
立
の
早
い
後
漢
関
連
史
料
に
は
見

え
な
い
。

し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
『
七
家
後
漢
書
』
と
い
う
多
く
の
後
漢

関
連
史
料
が
存
在
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
大
部
分
が
散
伏

し
て
し
ま
っ
て
い
る
現
扶
か
ら
す
る
と
、
『
通
典
』
の
記
事
も
信
頼
が

お
け
る
と
考
え
る
。

(
お
)
『
通
典
』
は
「
中
郎
」
(
比
六
百
石
〉
と
す
る
が
、
こ
の

記
事
は

『
文
献
逼
考
』

ι包
囲

O
拳
校
一
に
も
引
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は

「
郎
」
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(
比
三
百
石
〉
と
し
て
い
る
。
「
中
郎
」
で
は
、
こ
こ
に
掲
げ
ら
れ
て

い
る
他
の
官
と
官
秩
の
聞
き
が
大
き
い
の
で
、
こ
こ
で
は
『
文
献
通

考
』
の
記
事
を
と
っ
た
。

(
幻
)
こ
こ
で
い
う
試
験
と
は
、
制
科
の
際
に
一
般
に
行
わ
れ
る
「
針
策
」

を
い
う
の
で
は
な
く
、
博
士
弟
子
制
度
の
も
と
で
行
わ
れ
る
「
射
策
」

と
同
様
の
い
わ
ば
皐
カ
試
験
で
あ
る
。

(
お
)
『
後
漢
書
』

紀
六
質
帯
紀

自
大
将
軍
至
六
百
石
皆
遺
子
受
業
、
歳
満
課
試
、
以
官
同
第
五
人
補

郎
中
、
次
五
人
太
子
舎
人
。

(
却
)
『
遁
典
』
の
合
格
者
を
合
計
す
る
と
六
五
名
に
な
る
。
こ
れ
を
章
帯

の
時
に
察
翠
さ
れ
た
者
の
数
(
人
口
一

O
蔦
以
上
の
郡
園
は
五
人
ず

っ
、
そ
れ
以
下
は
三
人
ず
つ
)
と
比
較
す
る
と
、
大
量
の
不
合
格
者
が

議
想
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
後
漢
時
代
の
郡
園
数
は
一

O
Oを
超
え
、

各
郡
園
か
ら
一
人
ず
つ
察
摩
し
た
と
し
て
も
四

O
名
前
後
の
者
が
不
合

格
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

(
却
)
順
帯
紀
と
同
じ
内
容
の
記
事
は
、
停
五
一
左
雄
俸
・
俸
六
九
上
儒
林

俸
序
に
も
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
聞
に
若
干
の
文
字
の
異
同
が
あ
る
。

左
雄
停
|
|
陽
嘉
元
年
、
太
息
一
'
新
成
、
詔
試
明
経
者
補
弟
子
、
増
甲

乙
之
科
員
各
十
人
、
除
京
師
及
郡
園
香
儒
年
六
十
以
上

信
用
郎
・
舎
人
・
諸
王
園
郎
者
百
三
十
八
人
。

儒
林
俸
|
|
試
明
経
、
下
第
補
弟
子
、
増
甲
乙
之
科
員
各
十
人
、
除

郡
園
警
儒
皆
補
郎
・

舎
人
。

左
雄
俸
の
記
事
に
は
、
「
明
綬
者
」
と
あ
っ
て
「
下
第
」
の
二
文
字

が
な
い
が
、
こ
れ
は
「
下
第
」
が
紋
落
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
本
文
で
は
、
明
経
と
下
第
者
の
聞
で
切
っ
て
讃
ん
だ
が
、
そ
こ
で
切

ら
ず
に
「
明
経
の
下
第
者
を
試
し
」
と
讃
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
讃
む
と
、
一
亘
明
経
科
の
試
験
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
、
下
第

者
に
封
し
て
も
う

一
度
試
験
を
行
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
本

稿
の
考
え
方
で
は
、
こ
の
直
前
に
明
経
察
撃
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る

が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
本
稿
の
論
旨
に
抵
燭
す
る
こ
と
は
な
い
。

(

M

U

〉
周
知
の
通
り
、
太
摩
復
興
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
『
後
漢
書
』
俸
六

九
上
儒
林
停
序
に
「
自
安
帯
寛
政
、
薄
於
義
文
、
博
士
僑
席
不
講
、
朋

徒
相
親
怠
散
、
皐
舎
類
徹
、
鞠
篤
園
競
、
牧
鬼
莞
霊
、

至
於
薪
刈
其

下
。
順
帯
感
翠
爾
之
言
、
乃
更
僑
餐
字
」
と
記
す
。

(
M
M
)

注
(
鉛
〉
に
掲
け
た
左
雄
俸
の
記
事
参
照。

(
お
)
同
右
。
な
お
、
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
注
(
幻
)
に
示
し
た
質
一帯紀

の
記
事
も
、
「
明
経
」
と
「
年
五
十
以
上
」
以
下
と
を
分
け
て
考
え、

後
者
を
こ
こ
で
い
う

「
番
儒
」
と
見
る
の
が
安
嘗
だ
と
考
え
る
。

(

M

)

し
か
し
こ
の
嘗
時
す
で
に
、
射
策
科
が
機
能
し
て
い
な
か

っ
た
こ
と

は
、
注
(
日
)
の
拙
稿
で
述
べ
た
。

な
お
、
明
経
下
第
者
が
博
士
弟
子
に
補
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
劉

氏
は
「
卸
針
子
考
試
不
合
格
的
、

需
進
太
筆
中
補
震
弟
子
、
以
便
深
研

橋
術
。
明
経
下
第
者
補
太
皐
弟
子
以
期
官
目
覚
業
再
赴
祭
事
之
信
用
、
溝

逼
了
察
翠
輿
皐
絞
間
的
聯
系
、
震
後
世
科
事
時
代

。
科
奉
必
由
皐
校
。

之
濫
鱒
」
と
述
べ
る
〈
注
(

3

)

劉
前
掲
書
、
四
一
頁
)
。

(お〉

一隅
井
氏
は

「
至
孝
と
有
道
を
媒
介
と
す
る
選
掌
形
式
は
、
賢
良
・
方

正
な
ど
の
制
科
と
孝
廉
な
ど
の
常
奉
と
の
中
間
に
介
在
し
、

そ
れ
ら
を

折
衷
し
て
成
立
し
た
、
濁
特
の
人
材
登
用
制
度
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

も
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
述
べ
る
(
同
氏
「
後
漢
の
選
患
科
目

『
至
孝
』
『
有
道
』
」
〈
『
史
観
』

一
一
一
、
一
九
八

四
年
〉
。
の
ち
注
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(

3

)

福
井
前
掲
書
、
第
三
章
第
五
節
所
枚
、
三
七

O
頁
)
。
制
科
と
し

て
行
わ
れ
、
初
任
官
が
郎
官
以
下
で
あ
っ
た
と
い
う
黙
で
、
明
経
科
も

至
孝
科

・
有
道
科
と
類
似
す
る
。

(
お
)
注
(
M
X
日
〉
前
掲
拙
稿
参
照
。

(
幻
)
卒
井
氏
は
「
習
慶
氏
腹
、
事
大
鴻
脂
王
臨
」
の
部
分
を
、
大
鴻
胞
の

王
臨
の
属
吏
と
な
っ
た
と
解
穫
す
る
(
注
(

3

)

卒
井
前
掲
論
文
、

一
O

六
頁
)
が
、
こ
の
部
分
は
廃
氏
撞
を
玉
臨
に
師
事
し
て
間
半
ん
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

(
叩
品
)
拙
稿
「
後
漢
の
官
吏
登
用
法
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題
」
(
『
俳
教
大

準
大
同
時
十
院
研
究
紀
要
』
一
五
、
一
九
八
七
年
)
参
照
。

去
官
後
に
孝
康
科
に
察
穆
さ
れ
た
例
を
象
げ
る
と
、
ま
ず
本
文
で
取

り
上
げ
た
張
玄

(
f
〉
が
、
明
経
に
察
周
草
さ
れ
て
弘
農
文
撃
と
な
り
、

陳
倉
豚
丞
に
遜
っ
た
後
に
官
を
去
っ
て
孝
康
科
に
察
摩
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
他
に
、
周
磁
が
任
子
に
よ
っ
て
郎
官
と
な
っ
て
か
ら
官
を
去
り
孝

康
科
に
察
摩
さ
れ
(
『
後
世間
諮
問』

侍
五

一
)
、
ま
た
王
朗
が
通
経
に
よ
っ

て
郎
中
と
な
り
苔
丘
長
で
官
を
去
っ
た
後
に
孝
康
科
に
察
奉
さ
れ
た

(
「
三
園
志
』
巻
二
二
)
例
が
あ
る
(
た
だ
し
こ
の
雨
名
は
孝
康
科
に

よ
る
察
患
を
拒
否
し
て
い
る
)
。
こ
の
三
例
を
一
見
す
る
と
わ
か
る
よ

う
に
、
そ
の
初
任
官
は
い
ず
れ
も
孝
廉
科
の
そ
れ
と
同
等
の
郎
官
か
、

ま
た
は
そ
れ
以
下
の
官
秩
の
官
で
あ
り
、
董
鈎
を
除
く
と
、
初
任
官
が

六
百
石
以
上
の
官
で
あ
っ
た
者
が
去
官
後
に
孝
燦
科
に
察
翠
さ
れ
た
例

は
見
蛍
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
董
鈎
も
明
経
に
察
奉
さ
れ
た
後
、

ま
ず
郎
官
か
そ
れ
以
下
の
官
に
就
官
し
、
そ
の
後
に
康
犠
令
に
遜
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
董
鈎
の
場
合
、
去
官
直
前
の
官
が
六

百
石
で
あ
っ
た
こ
と
が
気
に
な
る
。
そ
こ
で
上
の
三
例
の
去
官
直
前
の

官
を
調
べ
て
み
る
と
、
董
鈎
ほ
ど
高
く
は
な
い
も
の
の
四
百
石
か
ら
三

百
石
の
豚
長
で
あ
っ
た
王
朗
の
例
が
あ
る
か
ら
、
去
官
後
に
再
び
登
用

さ
れ
る
場
合
、
去
官
直
前
の
官
秩
で
は
な
く
、
以
前
に
ど
の
よ
う
な
察

傘
科
目
に
よ
っ
て
就
官
し
た
の
か
が
重
視
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

(
ぬ
〉
『
漢
書
』
王
奔
俸
上
に
は
、
本
文
に
引
い
た
史
料
の
前
後
に
次
の
よ

う
な
記
事
が
あ
る
。

此
歳
(
元
始
四
年
〉
、
葬
奏
起
明
堂

・
隊
薙

・
鐙
菱
、
居
跡
聞筆
者
築

品
門首門医
、
作
市

・
常
瀬
倉
、
制
度
甚
盛
。
立
繁
経
、
金
博
士
員
、

経
各
五
人
。
(
本
文
引
用
史
料
〉
。
網
羅
天
下
異
能
之
士
、
至
者

前
後
千
数
、
皆
令
記
設
廷
中
、
終
令
正
飛
謬
、
萱
異
設
云
。

(
州
叫
)
福
井
章
一雅
「
漢
代
の
制
科
に
お
け
る
察
患
の
問
題
」
(『
早
稲
田
大

準
大
壁
院
文
皐
研
究
科
紀
要
』
二
四
、
一
九
七
八
年
。
の
ち
注
(

3

)

福

井
前
掲
書
、
第
二
章
第
二
節
所
収
〉
参
照
。

(

4

)

注
(
江
川
)
前
掲
拙
稿
参
照
。

(

m

M

)

卒
井
氏
は
、
明
経
科
の
察
暴
科
目
と
し
て
の
成
立
は
、

停
滞
傾
向
に

あ
る
博
士
弟
子
制
度
に
劃
し
て
在
野
の
明
綬
者
が
増
大
し
た
結
果
だ
と

す
る
。
外
見
上
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
氏
は
、

射
策
が
明
経
者
に
も
開
放
さ
れ
た
と
す
る
(
注
(
3
〉
卒
井
前
掲
論
文
、

お
よ
び
同
氏
「
公
孫
弘
上
奏
の
功
令
に
つ
い
て
」
(
『杏
林
大
拳
瞥
拳

部
進
皐
課
程
研
究
報
告
』
て
一

九
七
四
年
)
を
参
照
〉
。
し
か
し、

射
策
が
明
経
者
に
開
放
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
(
注
(
お
)前
掲
拙

稿
、
六
四
J
六
五
頁
)
の
で
、
氏
の
設
に
は
に
わ
か
に
従
え
な
い
。

(
円
相
)
注
(
向
山
)
前
掲
拙
稿
参
照
。

(

μ

H

)

前
漢
時
代
に
、
本
文
で
取
り
上
げ
た
者
以
外
に
、
明
経
な
る
理
由
に

よ
っ
て
官
僚
と
な
っ
た
者
の
名
を
『
漢
書
』
か
ら
列
撃
す
る
と
、
劉
向
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(
各
三
六
〉
・
醇
康
徳
・
卒
蛍
・
影
宣
(
以
上
、
巻
七
一
)
・
主
駿
・
貢

馬
(
以
上
、
巻
七
二
〉
・
孫
賓
(
品
位
七
七
)
・
粛
釜
之
(
各
七
八
)
・
房

鳳
(
巻
八
八
〉
・
襲
途
(
巻
八
九
)
な
ど
が
い
る
〈
そ
の
他
、
雨
漢
交

替
期
に
若
干
存
在
す
る
)
。
一
方
後
漢
時
代
に
入
る
と
、
劉
寵
以
外
で

は
「
粛
宗
集
諸
儒
於
白
虎
観
、
(
魯
)
恭
特
以
明
経
得
召
、
輿
其
議
」

と
あ
る
魯
恭
(
『
後
漢
書
』
停
一
五
〉
、
「
永
卒
初
、
辞
司
空
府
、
以
明

経
給
事
中
、
再
遷
越
騎
司
馬
」
と
あ
る
鄭
衆
(
同
俸
二
六
)
、
「
少
以

三
公
子
経
明
行
備
事
孝
廉
、
不
就
」
と
あ
る
張
綱
(コ
ニ
図
士
山
』
を
四

五
注
引
『
績
漢
書
』
〉
な
ど
を
教
え
る
に
過
ぎ
な
く
な
り
、
逆
に
「
少

明
経
講
授
、
以
腫
譲
化
郷
里
」
(『
後
漢
書
』
俸
五
七
)
と
あ
る
奈
街

な
ど
の
よ
う
に
、
直
接
官
僚
へ
の
登
用
と
結
び
付
か
な
い
純
然
た
る
評

債
の
場
合
が
多
く
な
る
。

(
日
目
〉
卒
井
正
土
「
漢
代
に
於
け
る
儒
家
官
僚
の
公
卿
居
へ
の
浸
潤
」
(『歴

史
に
お
け
る
民
衆
と
文
化
|
|
酒
井
忠
夫
先
生
古
稀
祝
賀
記
念
論
集

|
|
』
所
枚
、
図
書
刊
行
曾
、
一
九
八
二
年
)
参
照
。

(
必
〉
狩
野
直
喜
「
雨
漢
文
皐
考
」
ハ
同
氏
『
雨
漢
星
術
考
』
所
枚
、
筑
摩

書
房
、
一
九
六
四
年
)
参
照
。

(
円
引
)
加
賀
祭
治
『
中
園
古
典
解
稗
史
貌
育
篇
』
(
勤
草
書
房
、
一
九
六

四
年
〉
第
一

章
第
三
節
て
「
『
古
注
』
の
完
成
に
示
さ
れ
た
通
僑
の

皐
の
確
立
」
参
照
。
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(
必
)

『
通
血
〈
』
巻
二
七
職
官
九

・
園
子
博
士
の
僚
の
注
に

「其
督
郵
板
状

日
『
生
事
愛
敬
、
喪
波
如
躍
。
理
易

・
向
書

・
孝
経

・
論
語
、
兼
山Em
載

籍
、
窮
微
閣
奥
、
師
事
某
官
、
経
明
受
謝
。
見
授
門
徒
向
五
十
人
以

上
、
正
席
謝
生
、

三
郡
三
人
、
隠
居
柴
道
、
不
求
関
連
。
身
無
金
癌

疾、

三
十
六
属
不
興
妖
悪
交
通
王
侯
賞
賜
。
行
態
四
科
、
経
任
博
士
』

下
言
莱
官
莱
甲
保
奉
」
と
記
す
一
文
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
博
士
候
補
者

を
推
薦
す
る
時
の
一
種
の
マ
ユ
ュ
ア
ル
で
あ
る
。
ま
た
「
師
事
莱
官
、

経
明
受
謝
:
:
・
三
郡
三
人
」
の
部
分
が
紋
け
る
も
の
の
、

『
漢
官
儀
』

〈『後
漢
書
』
俸
二
三
朱
浮
停
注
引
〉
に
も
同
文
が
あ
り
、
こ
の
督
郵

板
状
は
後
漢
時
代
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
博
士
の
推
薦
文
で
あ
る
か

ら
、
営
然
明
経
な
る
こ
と
が
前
提
と
は
な
る
が
、
こ
の
よ
う
に

一
定
の

形
式
の
文
書
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
も
、
掛
田
時
の
明
経
の
普
遍
性
が
讃

み
取
れ
る
と
考
え
る
。

- 27-

〔
附
記
〕

1

本
稿
は
、
東
洋
史
研
究
倉
一
九
九
四
年
度
大
舎
で
報
告
し
た
内
容
を
骨

子
と
し
、
そ
れ
に
大
幅
に
補
訂

・
加
筆
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

2

本
稿
は
、
例
数
大
祭
よ
り
交
付
さ
れ
た
卒
成
六
年
度
特
別
研
究
助
成
費

に
基
づ
く
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。



Ａ STUDY OF THE MING･JING 明経IN THE HAN DYNASTY

NiSHIKAWA Toshifumi

　　

Previous studies of the Classicist of a recommendation category 明経科

have been inadequate. This paper ｅχamines not only the Classicist, but

also the specifics of the general term “Ming-Jing” 明経, meaning to be

well-versed in the classics. The conclusions are as follows:

　　

（1）Ｔｈｅ term “Ming-Jing” appeared around the time of the enthro-

nement of Emperor Wu 武帝of the Former Han dynasty, and its appea-

ranee was closely connected with the officialrecognition of Confucianism.

As ａ result, from its very inception the term was employed in connection

with the appointment of governmental ０伍cials and clerks. Thus it was

established as ａ recommendation category｡

　　

（2）Ｔｈｅ position of Classicist was conferred as a special recommenda-

tion by decree, the nominators being the Commandery governor and the

Counselor-delegate. The nominees were ｅχamined, and on the basis of the

results of this were accorded the ranks of Gentleman 郎官（300 bushels),

Secretary to the Heir Apparent 太子舎人（200 bushels), etc.　Not all the

nominees, however, passed　the　ｅχaminations, and　those　who　were　not

successful were disqualified｡

　　

（3）Ｔｈｅ position of classicist that comprised these features was estab-

lished in the period from the end of the Former Han dynasty to the

beginning of the Latter Han dynasty.　At that time there existed many

ｏ伍cials who held the title of “Ming-Jing”, and other recommendation

categories presupposed the holding of this title. 工ｎview of these facts, the

position of Classicist can be held to be of little account.
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