
梁
時
代
、

士
人
の
家
格
一
意
識
を
め
ぐ
っ
て

野

俊

昭

田

八七六五四三二一

梁
の
天
監
の
改
革
と
い
わ
ゆ
る
賢
才
主
義
的
理
念

中
室
田
舎
人
の
任
用
と
賢
才
主
義

東
宮
諸
官
の
「
革
選
」
と
賢
才
主
義

散
騎
常
侍
の
任
用
を
め
ぐ
っ
て

い
わ
ゆ
る
「
南
奔
」
の
意
味
に
つ
い
て

尚
書
都
令
史
の
任
用
と
賢
才
主
義

王
位
均
と
賢
才
主
義
的
理
念

梁
時
代
の
賢
才
主
義
と
門
閥
貴
族
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梁
の
天
監
の
改
革
と
い
わ
ゆ
る
賢
才
主
義
的
理
念

梁
の
武
一
帝
に
よ
っ
て
断
行
さ
れ
た
天
監
七
年
(
五

O
八
)
を
頂
黙
と
す
る
一
聯
の
官
制
改
革
(
以
下
こ
れ
を
「
改
革
」
と
い
う
)
の
背
景
に
い
わ

(
1〉

ゆ
る
賢
才
主
義
的
理
念
が
あ
?
た
こ
と
に
つ
い
て
は
諸
家
の
こ
ぞ
っ
て
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
を
よ
く
示
す
も
の
と
し
て
し
ば
し
ば

取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
衣
の
著
名
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
で
あ
る
c

奮
時
に
東
宮
の
官
屡
、

『、梁
書
』
巻
四
九
庚
於
陵
俸
に
、

(
太
子
〉
洗
馬
は
文
翰
を
掌
る
。

族
の
才
望
有
る
を
取
る
。
時
に
(
庚
)
於
陵
と
周
捨
と
、
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通
じ
て
清
選
と
魚
す
。

尤
も
清
な
る
者
な
り
。

近
世
人
を
用
う
る
に
、

皆
甲

並
び
に
擢
で
て
職
に
充
て
ら
る
。

高
祖
(
梁
武
一
帝
)
日
く
「
官
は
人
を
以
て
清



68 

し
、
量
限
る
に
甲
族
を
以
て
せ
ん
や
」
と
。
時
論
、
以
て
美
と
信
用
す
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
官
へ
の
任
用
は
そ
の
官
の
被
任
用
者
の
家
格
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
官
に
ふ
さ
わ
し

い
「
才
能
」
の
持
ち
主
で
あ
れ
ば
、

た
と
え
そ
の
も
の
が
第
二
流
の
家
格
の
も
の
で
あ
っ
て
も
登
用
す
べ
し
と
し
て
、
奮
来
第
一
流
の
家
格
の

も
の
が
そ
れ
と
し
て
も
っ
ぱ
ら
つ
く
べ
き
と
さ
れ
て
い
た
清
官
(
後
述
参
照
)
太
子
洗
馬
に
、
第
二
流
の
家
格
の
持
ち
主
で
あ
る
庚
於
陵
と
周
捨

と
を
抜
擢
、
登
用
し
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
抜
擢
、
登
用
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
く
於
陵
、
捨
と
も
に
「
才
能
」
に
あ
ふ
れ
る
人
物
で

(
2〉

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
方
針
は
、

結
局
よ
り
贋
い
範
囲
か
ら
よ
り

「
才
能
」

あ
る
人
材
を
任
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
が
、
こ
う
し

た
賢
才
主
義
的
人
事
政
策
は
、
嘗
然
右
と
は
逆
の
方
向
性
を
も
っ
人
事
政
策
|
|
蓄
来
第
二
流
の
家
格
の
も
の
が
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
と
し
て
つ
く

れ
ば
、

べ
き
と
さ
れ
て
い
た
官
(
後
述
参
照
)
に
第

一
流
の
家
格
の
も
の
を
も
任
用
す
る
と
い
う
方
向
ー
ー
に
も
向
か
う
は
ず
で
あ
る
。

「
改
革
」
に
嘗

っ
て
武
一
帝
一
が
打
ち
出
し
た
賢
才
主
義
的
人
事
政
策
は
十
全
な
も
の
と
は
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
武
一
帝
は
果
た
し
て
い

そ
う
で
な
け

右
の
人
事
政
策
は
そ
の
施
行
と
と
も
に
賓
放
を
も
ち
え
た
場
合
と
、
そ
れ
が
貫
放
を
示
す
よ
う
に
な
る
の
に
い
く
ら
か
の
時
聞
を
必
要
と
し

た
場
合
と
が
あ
る
。
小
論
は
貫
教
に
至
る
ま
で
の
こ
う
し
た
時
間
的
差
異
の
存
在
な
ど
に
注
目
し
、
上
述
の
人
事
政
策
に
封
し
第
一
流
の
家
格
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く
つ
か
の
官
に
つ
い
て
こ
う
し
た
人
事
政
策
を
適
用
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

の
も
の
、
換
言
す
れ
ば
上
流
門
閥
貴
族
が
ど
の
よ
う
に
劃
躍
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
し
、
以
て
首
時
の
彼
ら
の
も
つ
家
格
意
識
を
考
え

ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
た
、
南
北
朝
の
後
期
に
歩
を
同
じ
く
し
て
表
出
し
て
き
た
と
さ
れ
る
賢
才
主
義
的
理
念
が
南
朝
後
宇

期
の
政
治

・
祉
舎
に
射
し
ど
の
程
度
の
浸
透
力
を
示
し
て
い
た
か
を
考
え
る
う
え
で
の
ひ
と
つ
の
目
安
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

中
書
舎
人
の
任
用
と
賢
才
主
義

ま
ず
、
以
下
の
論
速
に
直
接
関
聯
す
る
範
園
で
家
格
と
官
職
と
の
劉
麿
・
閲
聯
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
。

周
知
の
よ
う
に
九
品
官
人
法
下
に
お
け
る
官
人
た
る
べ
き
も
の
の
も
つ
家
格
と
、
彼
ら
が
つ
く
べ
き
官
と
の
劃
膳

・
関
聯
を
す
ぐ
れ
た
具
瞳



性
を
も
っ
て
絞
述
し
た
の
は
宮
崎
市
定
氏
の
大
著
『
九
品
官
人
法
の
研
究
|
|
科
拳
前
史
|
|
』
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
貌
菅
南
北
朝
期
の

貴
族
官
制
研
究
の
基
礎
が
確
立
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
の
ち
越
智
重
明
氏
は
右
の
宮
崎
氏
の
研
究
を
受
け
て
、
家
格
と
官
職
と
の
封

雁
・
関
聯
を
よ
り
巌
密
な
、
そ
し
て
よ
り
詳
細
な
も
の
に
整
理
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
氏
の
提
唱
す
る
い
わ
ゆ
る
族
門
制
論
の
な
か
に
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
小
論
と
直
接
関
聯
す
る
範
園
で
「
族
門
制
」
に
つ
い
て
要
約
す
る
と
、
大
要
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

「
族
門
制
」
と
は
、
貌
末
に
お
け
る
州
大
中
正
の
制
の
創
設
を
契
機
と
し
て
、
そ
の
運
営
の
聞
に
ほ
ぼ
西
晋
の
末
頃
ま
で
に
か
た
ち
を
整
え

た
も
の
で
、
甲
族
を
頂
黙
と
し
て
、
以
下
次
門
、
後
門
、
三
五
門
と
つ
づ
く
家
格
の
制
度
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
こ
と
で
あ
る
。

梁
初
ま
で
の
も
の
に
つ
い
て
や
や
園
式
的
に
い
う
と
、
甲
族
は
郷
品
一
・
二
品
を
も
ち
員
外
散
騎
侍
郎
、
秘
書
郎
、
著
作
佐
郎
、
公
府
の
擦

属
な
ど
に
起
家
し
、
衣
門
は
郷
品
三

・
四
・
五
品
を
も
ち
奉
朝
請
、

太
拳
博
士、

王
園
(
左
・
右
〉
常
侍
、

王
園
侍
郎
な
ど
に
起
家
し
、

後
門

は
郷
品
六
・
七
・
入
・
九
品
を
も
ち
流
外
の
「
官
」
に
起
家
す
る
。
三
五
門
は
原
則
と
し
て
官
界
と
は
無
縁
の
存
在
で
あ
る
。
官
人
た
る
べ
き

資
格
を
有
す
る
甲
族
、
決
門
、
後
門
の
聞
に
は
起
家
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以
降
に
歩
む
官
途
に
つ
い
て
も
差
異
が
存
在
し
た
。
甲
族
は
(
起
家

一
聯
の
清
官
と
目
さ
れ
る
官
に
つ
く
べ
き
で
あ
り
、

の
官
も
含
め
て
)

次
門
以
下
は
(
起
家
の
官
も
含
め
て
)
清
官
以
外
の
官
(
以
下
こ
れ
を
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濁
官
と
い
う
)
に
つ
く
べ
き
で
あ
っ
た
。

衣
門
以
下
に
つ
い
て
は
そ
の
官
達
の
う
え
で
も
止
法
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

品
官
を
そ
の
極
官
と
す
べ
き
で
あ
り
、
後
門
は
二
品
動
位
と
稿
さ
れ
る
も
の
を
そ
の
極
官
と
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、

次
門
は
第
五

(
二
口
問
動
位
は
蓄
の
第
七
品

官
に
相
嘗
す
る
。
)

「改
革
」
以
降
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
様
相
を
や
や
異
に
す
る
。
こ
れ
以
降
官
人
た
る
べ
き
も
の
は
甲
族
と
次
門
と
に
限
ら
れ
る
こ
と
と
な

司

官
に
は
や
は
り
衣
門
が
つ
く
べ
き
で
あ
っ
た
し
、

た
。
た
だ
し
、
官
に
清
濁
の
別
の
あ
る
こ
と
、
衣
門
に
は
依
然
と
し
て
そ
の
官
達
の
う
え
で
止
法
が
存
在
し
た
こ
と
に
獲
化
は
な
か
っ
た
。
濁

衣
門
は
(
「
改
革
」
時
以
降
に
施
行
さ
れ
た
流
内

一
八
班
制
に
お
い
て
、
そ
の
)
流
内
一

一
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班
に
位
置
す
る
官
を
そ
の
極
官
と
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
甲
族
は
上
紐
土
人
に
、
衣
門
は
下
級
士
人
に
ほ
ぼ
相
場
回
す
る
。
後
門
以
下
は
庶
民
で
あ

(
3
)
 

マ
心
。
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先
に
見
た
清
官
太
子
洗
馬
に
抜
擢
、
任
用
さ
れ
た
庚
於
陵
、
周
捨
は
そ
の
家
格
を

「
族
門
制
」
に
引
き
つ
け
て
い
う
と
、
何
れ
も
決
門
と
い

(

4

)

 

う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
こ
の
於
陵
と
捨
を
太
子
洗
馬
に
登
用
す
る
と
い
う
人
事
は
、
奮
来
甲
族
の
出
身
者
が
も
っ
ぱ
ら
つ
く
べ
き
と
さ
れ
て

い
た
清
官
に
「
才
能
」

あ
る
衣
門
を
抜
擢
、
登
用
す
る
と
い
う
人
事
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
右
の
人
事
と
逆
の
方
向
性
を
も
っ
人
事
、

「
族
門
制
」
に
引
き
つ
け
て
い
う
と
、
甲
族
(
む
ろ
ん
「
才
能
」
豊
か
な
)
を
、
蓄
来
も

つ
ば
ら
次
門
が
そ
れ
と
し
て
つ
く
べ
き
と
さ
れ
て
い
た
濁
官
に
任
用
す
る
と
い
う
人
事
は
、
こ
れ
を
中
書
舎
人
を
め
ぐ
る
人
事
に
つ
い
て
み
る

(
5〉

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
す
で
に
榎
本
あ
ゆ
ち
氏
に
指
摘
が
あ
る
。
い
ま
そ
れ
に
つ
い
て
、
氏
の
論
考
を
参
照
し
な
が
ら
み
て
い

っ
て
み
よ
う
。

宋
斉
時
代
、

周
知
の
よ
う
に
中
書
舎
人
は
歴
代
の
天
子
の
専
制
指
向
と
の
か
ら
み
で
、
後
門
以
下
、

つ
ま
り
庶
民
出
身
者
が
任
用
さ
れ
る
こ

(
6〉

し
か
し
、
本
来
的
に
い
え
ば
依
然
と
し
て
次
門
の
出
身
者
の
つ
く
べ
き
官
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
梁
代
に
入

『
情
書
』
巻
二
六
百
官
志
上
に
、
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と
が
多
か
っ
た
。

る
と
そ
の
用
人
に
饗
化
が
み
ら
れ
る
。

(
中
書
)
通
事
舎
人
、
蓄
よ
り
閣
内
に
入
直
す
。
梁
、
人
を
用
い
る
こ
と
殊
に
重
し
。
筒
ぶ
に
才
能
を
以
て
し
、
資
地
を
限
ら
ず
。
多
く

他
官
を
以
て
兼
領
す
。

(
7
)
 

と
あ
る
の
が
そ
の
こ
と
を
示
す
。
梁
時
代
に
な
る
と
奮
来
と
は
異
な
り
中
書
舎
人
の
任
用
に
嘗
た
り
、
被
任
用
者
の
「
才
能
」
を
第
一
と
し
、

そ
こ
で
は
「
責
地
」
す
な
わ
ち
家
格
の
如
何
を
問
わ
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

榎
本
あ
ゆ
ち
氏
は
右
の
中
書
舎
人
を
め
ぐ
る
人
事
政
策
を
梁
時
代
に
お
け
る
賢
才
主
義
的
理
念
の
具
韓
的
な
反
映
と
と
ら
え
、

そ
の
施
行
情

況
を
詳
細
に
追
求
し
て
い
る
。
氏
は
ま
ず
、
梁
時
代
に
中
書
舎
人
に
任
用
さ
れ
た
も
の
の
多
く
が
文
事
、
櫨
撃
の
才
に
秀
で
た
人
物
で
あ
っ
た

」
と
か
ら

『
惰
書
』
百
官
志
に
示
さ
れ
た
中
書
舎
人
へ
の
任
用
に
首
っ
て
重
視
さ
れ
た
「
才
能
」
の
内
容
が
具
瞳
的
に
は
文
事
、
躍
皐
の

才
、
就
中
櫨
撃
の
才
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

つ
い
で
、
決
門
以
外
に
小
論
で
い
う
甲
族
の
任
用
も
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

(

8

)

 

る
。
天
監
年
聞
の
①
諸
球
、
②
劉
孫
、
普
通
年
間
以
降
の
③
張
絢
、
④
劉
孝
威
、
⑤
謝
徴
、
@
賊
盾
、
⑦
減
阪
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
宗
室
開



係
と
し
て
粛
泰
、
粛
簡
も
中
書
舎
人
に
つ
い
て
い
る
。

(
9〉

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
梁
時
代
に
あ
っ
て
は
、
後
門
は
原
則
的
に
官
人
た
り
う
る
資
格
を
喪
失
し
て
い
た
か
ら
、
百
官
志
に
い
う
「
資
地
を

限
ら
ず
」
と
い
う
の
は
具
瞳
的
に
は
中
書
舎
人
の
任
用
に
嘗
り
甲
族
、
次
門
の
家
格
差
を
考
慮
し
な
い
と
い
っ
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
な
ろ

ぅ
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
中
書
舎
人
を
め
ぐ
る
用
人
の
改
饗
策
は
そ
の
任
用
情
況
か
ら
み
て
そ
れ
な
り
の
貫
放
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

さ
て
榎
本
あ
ゆ
ち
氏
は
、
こ
う
し
た
そ
の
任
用
に
際
し
て
家
格
差
を
反
映
さ
せ
な
い
と
す
る
中
書
舎
人
を
め
ぐ
る
用
人
の
改
饗
策
が
一
定
の

貫
教
を
も
ち
え
た
の
は
、
そ
の
任
用
が
本
官
と
し
て
で
は
な
く
兼
官
、
領
官
と
し
て
現
れ
た
が
故
で
あ
る
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
本
官
と
し
て
の
任
用
程
に
は
兼
官
、
領
官
と
し
て
任
用
さ
れ
る
際
に
は
家
格
に
よ
る
規
制
が
及
ば
な
か
っ
た
た
め
、
中
書
舎
人
の
用
人
改

出
現
策
、
が
一
定
の
賓
殺
を
牧
め
え
た
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
意
を
以
て
推
せ
ば
、
本
官
に
つ
い
て
の
任
用
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
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に
な
お
家
格
に
よ
る
規
制
が
依
然
と
し
て
強
力
に
存
在
し
た
と
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。
な
お
、
中
書
舎
人
の
任
用
に
嘗
り
採
用
さ
れ
た
賢
才
主

義
的
理
念
に
裏
打
ち
き
れ
た
人
事
政
策
は
、
そ
の
施
行
情
況
か
ら
み
て
こ
れ
は
陳
時
代
に
あ
っ
て
も
継
承
さ
れ
た
と
す
る
榎
本
氏
の
指
摘
は
首

(

m

)

 

肯
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
上
述
の
中
書
舎
人
の
任
用
策
と
同
様
に
、
奮
来
濁
官
と
さ
れ
て
い
た
官
に
新
た
に
甲
族
の
出
身
者
を
も
任
用
す
る
と
い
う
人
事

政
策
は
、
中
書
舎
人
以
外
の
い
く
つ
か
の
官
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
際
は
本
官
と
し
て
の
人
事
に
お
い
て

で
あ
る
。

東
宮
諸
官
の
「
革
選
」
と
賢
才
主
義

(

江

)

梁
の
武
帝
は
天
監
六
年
に
東
宮
関
聯
の
三
官
|
|
太
子
家
令
、
太
子
卒
更
令
、
太
子
僕
|
|
の
「
選
を
革
め
」
て
い
る
。
太
子
家
令
に
つ
い

て
で
あ
る
が
、
太
子
家
令
も
中
書
舎
人
と
同
じ
よ
う
に
宋
費
時
代
、
濁
官
で
あ
っ
た
。

『
遁
典
』
巻
三

O
職
官
一
二
太
子
家
令
の
項
に
、
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(
太
子
家
令
)
:
:
:
宋
稿
用
よ
り
以
来
、
清
流
の
者
之
と
焦
ら
ず
。

と
あ
り
、
そ
の
注
に
「
沈
約
、

(

ロ

)

ぃ
。
し
た
が

っ
て、

費
文
恵
太
子
の
家
令
と
震
る
」
と
あ
る
。

」
こ
に
「
清
流
」
と
あ
る
の
は
甲
族
の
こ
と
と
し
て
差
し
支
え
な

「
清
流
」
以
外
の
も
の
と
は
自
ず
か
ら
衣
門
以
下
の
こ
と
と
な
る
が
、
こ
の
際
は
衣
門
の
こ
と
と
考
え
て
よ
い
。
例
と
し

(
日
)

て
注
記
さ
れ
て
い
る
沈
約
は
、
宋
時
代
に
奉
朝
請
に
起
家
し
、
南
賓
の
初
め
に
文
恵
太
子
の
太
子
家
令
に
つ
い
て
い
る
。
奉
靭
請
は
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
次
門
の
起
家
官
の
典
型
的
な
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
こ
の
官
に
起
家
し
た
こ
と
は
、
約
が
次
門
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
た
も
の

に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
か
ら
太
子
家
令
が
宋
斉
時
代
に
あ
っ
て
は
濁
官
と
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

さ
て
、
梁
の
武
一
帝
は
天
監
六
年
に
太
子
家
令
の
「
選
を
革
め
」
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
際
も
中
書
舎
人
の
任
用
と
同
様
に
、
よ
り
贋

い
範
圏
か
ら
よ
り
「
才
能
」
あ
る
人
材
を
登
用
し
よ
う
と
す
る
賢
才
主
義
の
理
念
に
出
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
は
、
太

子
家
令
の
任
用
に
嘗
た
り
甲
族
、
次
門
と
い
司
た
家
格
の
差
異
は
考
慮
さ
れ
ず
、
も
つ
ば
ら
「
才
能
」
に
よ
る
任
用
策
が
貫
施
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
以
下
こ
う
し
た
貌
貼
か
ら
梁
時
代
に
お
け
る
太
子
家
令
の
任
用
情
況
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

太
子
家
令
の
任
用
情
況
を
、
判
梁
時
代
の
前
牟
(
天
監
・
普
通
年
開
〉
と

ω梁
時
代
の
後
牟
(
大
通
年
開
以
降
)
と
に
分
か
っ
て
み
て
い
く
こ
と

に
し
た
い
。
ま
ず
糾
の
時
期
に
つ
い
て
み
る
と
、
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判
ー
①
謝
奉
が
天
監
七
年
か
ら
一
一
年
に
か
け
て
の
何
れ
か
の
時
期
に
任
用
さ
れ
て
い
る
。
仲
l
②
江
南
が
天
監
七
年
頃
に
任
用
さ
れ
て
い

る
。
判
l
③
陸
向
山
が
お
そ
ら
く
天
監
六
年
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
時
期
に
任
用
さ
れ
て
い
る
。

ω!④
段
鈎
が
細
か
い
時
期
に
つ
い
て
は
確
定
で

き
な
い
が
夫
監
年
聞
の
何
れ
か
の
時
期
に
任
用
さ
れ
て
い
る。

判
ー
⑤
劉
請
が
天
監
一
二
年
以
前
の
何
れ
か
の
時
期
に
任
用
さ
れ
て
い
る
。
川
w

|
⑥
王
錆
が
天
監
二
二
年
か
ら
一
八
年
の
聞
の
何
れ
か
の
時
期
に
任
用
さ
れ
て
い
る
。
付
ー
⑦
到
治
が
天
監
一
四
年
に
任
用
さ
れ
て
い
る
。
川
w

ー
③
許
怒
が
天
監
一

O
年
に
任
用
さ
れ
て
い
る
。
付
1

⑨
張
率
と
糾
|
⑪
陸
嚢
が
何
れ
も
普
通
中
(
五
二

O
J五
二
七
)
に
任
用
さ
れ
て
い
る
。

次
に

ωの
時
期
に
お
け
る
太
子
家
令
へ
の
任
用
情
況
に
つ
い
て
み
る
。

ω!①
徐
摺
が
大
通
の
初
め
(
大
通
元
年
は
五
二
七
年
)
に
任
用
さ
れ

て
い
る
。

ωー
②
驚
憧
が
大
同
三
年
(
五
三
七
)
か
ら
太
清
三
年
(
五
四
九
〉
ま
で
の
何
れ
か
の
時
期
に
任
用
さ
れ
て
い
る
。

制
l
③
王
質
が
侯



(
M〉

つ
ま
り
太
清
中
(
五
四
七
J
五
四
九
〉
に
つ
い
て
い
た
。

ωー
④
斎
序
が
太
清
中
の
何
れ
か
の
時
期
に
任
用
さ
れ
て
い
る
。

ωー
⑤

粛
乾
が
太
清
三
年
以
降
の
何
れ
か
の
時
期
に
任
用
さ
れ
て
い
る
。

景
の
範
中
、

い
ま
、
以
上
の
太
子
家
令
に
任
用
さ
れ
た
人
々
の
家
格
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
判
l
⑦
到
治
、
例
|
⑥
許
慾
、

ωー
①
徐
揖
の
三
人
以

〈

日

〉

外
の
人
々
は
何
れ
も
甲
族
の
出
身
で
あ
る
と
し
て
差
し
支
え
な
い
。
三
人
は
次
門
の
出
身
で
あ
る
。
以
上
よ
り
、
「
濯
を
革
め
」
ら
れ
て
よ
り

以
降
の
梁
時
代
に
あ
っ
て
は
、
ほ
ぼ
全
て
の
時
期
に
渡
っ
て
高
遁
な
く
甲
族
が
太
子
家
令
に
任
用
さ
れ
た
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
太
子
家
令
の
任
用
に
嘗
っ
て
も
「
才
能
」
が
重
視
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
際
の
「
才
能
」
は
特
に
文
撃
に
つ
い
て
の
才
が
重
視

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
衣
門
の
み
な
ら
ず
も
ち
ろ
ん
甲
族
に
も
求
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
そ
の
黙
に
つ
い
て
や
や
詳
し
く
み

て
い
く
。

ま
ず
甲
族
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
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的
ー
①
謝
暴
(
主
に
本
俸
に
よ
る
。
以
下
同
じ
〉

一
四
歳
の
時
に
嘗
時
の
文
壇
の
大
御
所
と
も
い
う
べ
き
沈
約
に
五
言
詩
を
贈
り
、
大
い
に
約
の

賞
賛
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
世
の
人
々
は
「
王
氏
に
養
、
厄
あ
り
、
謝
氏
に
覧
、
奉
あ
り
」
と
噂
し
あ
っ
た
と
い
う
。
養
は
王
錆
の
こ
と
、

(

日

〉

症
は
王
泰
の
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
奉
は
文
撃
の
才
に
秀
で
て
い
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
儒
撃
に
つ
い
て
も
深
い
造
詣
を
有
し
て
い
た
。

幼
く
し
て
撃
を
好
み
、
清
言
を
能
く
し
た
。

付
ー
②
江
古
情

幼
く
し
て
聴
警
、
書
を
一
見
す
れ
ば
た
だ
ち
に
調
講
し
え
た
。
文
集
一
五
巻
が
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
文
事
の
才
に
秀
で
た
人
物
で
あ
っ
た

と
考
え
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
稽
は
ま
た
朝
儀
の
故
事
に
も
詳
し
か
っ
た
。

付
ー
③
陸
照

本
俸
に
は
「
拳
渉
り
て
思
理
有
り
」
と
あ
る
。

未
就
で
は
あ
っ
た
が
墨
田
書
』
を
撰
ば
ん
と
し
た
。

ま
た
、

『
陸
史
』
、

『
陸
氏
麗
志
』
な

73 

ど
の
著
述
が
有
っ
た
。
こ
れ
ら
か
ら
、
向
山が
文
史
の
才
に
優
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
と
考
え
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
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判
ー
④
股
鈎

本
俸
に
は
、
右
に
み
た
陸
照
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
様
の
表
現
、

「
撃
を
好
み
て
思
理
有
り
」
と
み
え
る
の
み
で
あ
り
、

そ
の
事
問
傾
向
に
闘
す

る
記
述
に
乏
し
い
。
し
か
し
、
梁
の
昭
明
太
子
の
主
催
す
る
文
拳
サ
ロ
ン
に
は
嘗
時
の
代
表
的
な
文
人
、
王
第
、
劉
孝
縛
、
陸
僅
な
ど
が
出
入

り
し
て
い
た
が
、
鈎
も
彼
ら
と
と
も
に
そ
れ
へ
の
出
入
り
を
許
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
、
鈎
が
文
阜
の
才
に
秀
で
た
人
物
で
あ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
。

付
ー
⑤
劉
帯

請
は
少
く
し
て
文
章
を
好
み
、
文
を
帰
す
こ
と
敏
速
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
武
一
帝
の
主
催
す
る
宴
舎
に
お
い
て
詩
を
賦
す
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た

が
、
こ
の
時
は
張
率
と
と
も
に
泥
酔
し
た
た
め
、
詩
を
成
し
え
な
か
っ
た
が
、
武
一
帝
は
こ
れ
を
か
ら
か
っ
て
、
「
張
率
は
東
南
の
美
、
劉
一
緒
は

錐
陽
の
才
な
り
。
筆
を
踊
れ
ば
便
ち
成
る
に
、
何
事
す
れ
ぞ
遅
回
す
」
と
い
っ
た
。

錆
が
文
撃
の
才
に
優
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
謝
拳
に
つ
い
て
引
用
し
た
記
事
の
な
か
で
ふ
れ
た
が
、
錆
の
自
ら
も
っ
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判
ー
⑤
王
笥

文
事
の
才
に
封
す
る
自
負
は
そ
の
「
諸
見
に
興
う
る
霊
園
」
の
な
か
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
な
か
に
浪
邪
の
王
氏
が
代
々
停
承
し
て
き
た

輝
か
し
い
文
撃
の
才
の
纏
承
者
と
し
て
の
自
負
を
う
か
、
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

判
ー
⑨
張
率

率
に
つ
い
て
は
さ
き
に
み
た
劉
請
に
つ
い
て
引
用
し
た
記
事
の
な
か
に
、

そ
の
も
つ
丈
撃
の
才
が
豊
か
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
十
分
に
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

判
ー
⑮
陸
裏

文
撃
の
才
の
有
無
に
つ
い
て
判
断
す
る
に
足
る
記
述
を
み
い
だ
し
が
た
い
。

ωー
②
粛
憧



本
俸
に
は
「
(
粛
〉
憧
、
才
皐
血
管
望
一
有
り
。

時
論
以
て
其
の
父
に
方
う
」
と
あ
る
。
憧
の
父
子
頴
は
周
知
の
よ
う
に
『
南
湾
書
』
の
撰
者
で

あ
り
、
沈
約
に
よ
り
そ
の
文
史
の
才
を
賞
賛
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
憧
自
身
も
太
宗
〈
筒
文
脅
)
か
ら
先
に
み
た
王
錆
の
文
撃
的
後
継
者
た

る
べ

し
と
す
る
評
債
を
興
え
ら
れ
て
い
る
。
憧
が
文
撃
の
才
に
秀
で
た
人
物
で
あ
っ
た
と
し
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。

ωー
③
王
質

本
俸
に
は

「少
く
し
て
懐
慨
、
室
田
史
を
渉
猶
す
」
と
あ
る
の
み
で
あ
り
、
こ
の
短
い
記
載
か
ら
文
撃
の
才
の
有
無
に
つ
い
て
云
々
で
き
な
い

が
、
文
史
に
大
い
に
関
心
を
寄
せ
る
人
物
像
を
想
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ωー
④
粛
序

そ
の
俸
簡
略
に
す
ぎ
、
文
撃
の
才
の
有
無
を
剣
断
す
る
に
足
る
記
述
を
み
い
だ
し
が
た
い
。

ωー
⑤
粛
乾

こ
れ
に
つ
い
て
も
そ
の
停
簡
略
に
す
ぎ
、
文
撃
の
才
の
有
無
を
剣
断
す
る
に
足
る
記
述
を
み
い
だ
し
が
た
い
。
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決
に
衣
門
に
つ
い
て
み
る
。

糾
|
⑦
到
治

少
く
し
て
そ
の
名
を
知
ら
れ
、
才
事
土
行
と
も
に
優
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
そ
の
兄
で
あ
る
沼
、
紙
、
従
弟
抗
と
と
も
に
武
帝
に
援
用
さ
れ

た
が
、
評
債
が
最
も
高
か
司
た
の
は
治
で
あ
っ
た
。
武
一
帝
は
任
防
に
「
諸
到
、
才
子
と
謂
う
可
し
」
と
い
ア
た
が
、
防
は

「臣
、
常
に
痛
に
議

(
口
)

す
ら
く
、
宋
は
其
の
武
を
得
、
梁
は
其
の
文
を
得
」
と
答
え
た
と
い
う
エ
ピ

ソ
ー
ド
も
存
在
す
る
。

川

W1
⑤
許
搬
出

文
集

一
五
巻
が
あ
り
、
文
撃
の
才
に
秀
で
た
人
物
で
あ

っ
た
こ
と
を
察
せ
し
め
る
が
、
慾
は
ま
た
「
経
史
笥
」
と
も
稽
さ
れ
、
儒
事
、
史
撃

75 

に
も
優
れ
、
さ
ら
に
は
朝
廷
の
儀
瞳

・
故
事
に
も
詳
し
か

ア
た
。

ωー
①
徐
摺



76 

幼
く
し
て
翠
を
好
み
、
長
ず
る
に
及
ん
で
遍
く
経
史
を
覧
、

文
章
を
成
す
に
好
ん
で
新
饗
を
震
し
た
。

梁
の
E

目
安
王
が
石
頭
城
に
成
し
た

際
、
王
の
侍
讃
に
任
じ
て
お
り
、

王
が
太
清
の
-
一
初
め
に
北
伐
し
た
際
、

そ
の
数
命
、
軍
書
は
こ
と
ご
と
く
揖
に
出
た
と
い
う
。
文
撃
の
み
な
ら

ず
経
、
史
に
優
れ
た
人
物
で
も
あ
っ
た
。

以
上
み
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、

「
才
能
」
t
|
|
こ
の
際
は
主
と
し
て
文
事
の
才
|
|
豊
か
な
甲
族
の
出
身
者
が
、
同
じ
く

「
才
能
」
豊
か
な

次
門
の
出
身
者
と
並
ん
で
、

「
選
を
革
め
」
ら
れ
て
以
降
の
梁
代
の
ほ
ぼ
全
時
代
に
わ
た
り
、

ほ
ぼ
高
遍
な
く
太
子
家
令
に
任
用
さ
れ
た
こ
と

が
理
解
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
武
一
帝
に
よ
り
貫
施
さ
れ
た
、
よ
り
庚
い
範
囲
か
ら
よ
り
「
才
能
」
あ
る
人
材
を
登
用
し
よ
う
と
い
う
賢
才
主
義
的

理
念
に
支
え
ら
れ
た
中
書
舎
人
に
射
す
る
任
用
策
が
、
同
様
に
太
子
家
令
の
任
用
に
つ
い
て
も
採
用
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
な
ろ
う
。

た
だ
し
、
こ
の
際
は
兼
官
、
領
官
と
し
て
で
は
な
く
本
官
に
つ
い
て
の
人
事
に
お
い
て
で
あ
る
。

そ
の
貫
施
に
嘗
り
「
才
能
」
を
優
先
し
、
家
格
差
を
考
慮
し
な
い
と
い
う
、
賢
才
主
義
的
理
念
を
そ
の
背
景
に

も
つ
武
一
帝
の
打
ち
出
し
た
人
事
政
策
は
少
な
く
と
も

「
才
能
」

あ
る
甲
族
に
と
っ
て
も
、
必
ず
し
も
恵
む
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
、

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、

と
す
る
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想
定
が
可
能
と
な
ろ
う
。

な
お
、

そ
れ
ぞ
れ
の
本
俸
か
ら
は
そ
の
文
撃
の
才
の
有
無
を
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
な
か
司
た
糾
l
⑮
陸
裏
、

ωー
④
粛
序
、

ωー
⑤
斎
乾

ち
な
み
に
、
こ
の
太
子
家
令
に
つ
い
て
の
こ
の
人
事

な
ど
に
つ
い
て
も
、
そ
の
文
撃
の
才
を
議
想
し
て
差
し
支
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(

叩

出

)

政
策
は
陳
時
代
に
も
纏
承
さ
れ
た
と
し
て
よ
い
。

(

四

)

な
お
論
述
は
割
愛
す
る
が
、
太
子
卒
更
令
、
太
子
僕
に
つ
い
て
も
太
子
家
令
と
同
様
の
こ
と
を
想
定
し
う
る
。

さ
て
、
こ
の
他
に
同
様
に
賢
才
主
義
的
理
念
に
裏
打
ち
さ
れ
た
人
事
政
策
が
適
用
さ
れ
た
東
宮
関
聯
の
官
と
し
て
太
子
庶
子
が
あ
る
。

『通

典
』
巻
三

O
職
官
一
二
太
子
庶
子
の
項
に
、

〈
初
〉

と
あ
る
。
こ
こ
に
「
卑
雑
」
と
あ
る
の
は
、
具
瞳
的
に
は
衣
門
の
こ
と
を
指
す
と
し
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
天
監
七
年
に
至
っ
て
そ
う
し
た

旗
開
に
至
り
、
其
れ
、

(
太
子
)
庶
子
の
用
人
卑
雑
。
夫
監
七
年
、
詔
し
て
、
選
を
革
む
。



用
人
を
革
め
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
際
も
中
書
舎
人
、
太
子
家
令
な
ど
の
場
合
と
同
様
に
、
家
格
に
よ
ら
ず
「
才
能
」
を
基
準
と
し
た
任
用

を
行
な
お
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

右
の
改
選
以
降
の
梁
時
代
に
太
子
庶
子
に
任
用
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
①
王
泰
が
天
監

一
O
年
以
前
に
任
用
さ
れ
、

②
陸
僅
が
天
監

一
七
年

任
用
さ
れ
、

以
前
に
任
用
さ
れ
、
③
謝
奉
が
太
子
家
令
に
任
用
さ
れ
る
以
前
、
す
な
わ
ち
天
監
一
一
年
以
前
に
任
用
さ
れ
、
④
劉
孝
威
が
大
同
九
年
以
前
に

⑦
王
沖
が
大
同
三
年
以
前
に
任
用
さ

こ
れ
ら
の
う
ち
⑨
司

⑤
王
質
が
太
清
元
年
以
前
に
任
用
さ
れ
、

⑥
粛
幾
が
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
任
用
さ
れ
、

れ
、
@
妻
君
正
が
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
任
用
さ
れ
、
⑨
司
馬
意
が
承
聖
中
(
五
五
二
J
五
五
四
)
に
任
用
さ
れ
て
い
る
。

(

幻

〉

馬
嵩
の
み
が
衣
円
で
あ
り
、
他
は
す
べ
て
甲
族
で
あ
る
。
こ
の
太
子
庶
子
の
任
用
に
際
し
て
も
、
太
子
家
令
な
ど
の
場
合
と
同
様
に
文
撃
の
才

の
有
無
と
い
う
こ
と
が
そ
の
任
用
の
基
準
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

①
王
泰
が
文
撃
に
寵
れ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
②
陸
佳
に
つ
い
て
は
、

(
陸
)
佳
、
少
く
し
て
撃
に
勤
め
、
普
く
文
を
属
る
。
:
:
:
橿
、
集
安
の
任
防
と
友
と
し
善
し
。
感
知
己
賦
を
魚
り
て
以
て
贈
る
。

と
あ

っ
て
、
文
撃
の
才
に
秀
で
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
し
め
る
が
、
梁
の
武
一帝
に
よ
っ
て
も
そ
の
文
事
、
文
章
の
才
を
大
い
に
賞
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賛
さ
れ
て
い
る
。
③
謝
奉
が
文
撃
の
才
に
秀
で
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
、
太
子
家
令
に
も
任
用
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
ふ
れ
た
。
④

劉
孝
威
も
、
大
同
九
年
に
白
雀
が
東
宮
に
集
ま
っ
た
時
、
頚
を
上
っ
た
が
、

そ
の
酔
甚
だ
美
で
あ
っ
た
。
文
撃
の
才
に
秀
で
た
人
物
で
あ
っ
た

と
し
て
よ
い
。
⑤
王
質
に
つ
い
て
も
、
文
撃
に
秀
で
た
人
物
と
考
え
て
よ
い
こ
と
、
太
子
家
令
に
も
つ
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
み
た
。

@
粛
幾
も
、
年
十
歳
に
し
て
、
能
く
文
を
廃
り
、
隷
書
に
も
巧
み
で
あ
っ
た
。
十
五
の
時
に
父
の
故
吏
で
あ
っ
た
楊
公
則
の
た
め
に
訣
し
た

が
、
沈
約
に
大
い
に
賞
賛
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
も
と
よ
り
文
率
、
文
章
の
才
に
優
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
。

⑦
王
沖
、
③
妻
君
正
に
つ
い
て
は
何
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
文
撃
の
才
を
う
か
が
わ
せ
る
記
述
に
乏
し
く
、
そ
の
才
の
有
無
に
つ
い
て
の
剣
断
は

困
難
で
あ
る
。
⑤
司
馬
震
は
孝
行
停
に
そ
の
名
を
聯
ね
て
は
い
る
が
、
文
集
一

O
巻
が
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
そ
れ
な
り
に
文
事
の
才
に
恵
ま

れ
た
人
物
で
あ
っ
た
と
し
て
大
き
く
外
れ
る
こ
と
は
な
か
ろ
う
(
以
上
、
主
に
本
俸
に
よ
る
)
。
な
お
、
こ
の
太
子
庶
子
に
射
す
る
こ
う
し
た
人
事

77 
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(

幻

)

政
策
は
陳
時
代
に
も
縫
承
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る。

ち
な
み
に
中
書
舎
人
、
太
子
家
令
、
太
子
卒
更
令
、
太
子
僕
、
太
子
庶
子
に
そ
れ
ぞ
れ
共
通
に
任
用
さ
れ
た
も
の
が
幾
人
か
み
え
る
が
、
こ

れ
は
こ
れ
ら
の
官
が
共
通
の

「才
能
」
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
ひ
い
て
は
蛍
時
の
官
人
に
求
め
ら
れ
る

「
才
能
」

(
の
ひ
と
つ
)

が
文
事
の
そ
れ
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

(

お

)

梁
の
武
一
帝
は
、
前
代
の
歴
史
に
鑑
み
て
皇
子
の
教
育
に
大
い
に
意
を
用
い
て
い
る
。
そ
の
際
、
先
に
奉
げ
た
徐
摺
の
事
例
や
宋
時
代
の
皇
子

教
育
の
難
黙
を
指
摘
す
る
斐
子
野
の
見
解
な
ど
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
皇
子
教
育
が
成
果
を
も
ち
う
る
た
め
に
は
優
秀
な
取
り
巻
き
が
必
要
で
あ

(
M
A
〉

る
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
太
子
家
令
を
始
め
と
す
る
一
聯
の
東
宮
関
聯
の
官
に
「
才
能
」
が
牧
集
さ
れ
た
の
は
、
嘗
然
こ
う
し
た
武
一
帝
の
意
園

す
る
と
こ
ろ
と
関
聯
す
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。

(

お

)

ほ
ぼ
東
宮
の
管
記
を
掌
る
こ
と
が
慣
例
化
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
管
記
を
掌
る
と
い
う
こ

(
M
m
〉

と
は
そ
の
も
つ
文
事
、
文
章
の
才
を
瑳
揮
す
る
に
格
好
の
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
も
「
才
能
」
あ
る
人
材
を
こ
れ
ら
の
官
に
牧
集
し
え

ま
た
、
上
述
の
東
宮
諸
官
に
つ
い
た
際
、
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た
要
因
と
さ
れ
よ
う
。

四

散
騎
常
侍
の
任
用
を
め
ぐ
っ
て

前
節
ま
で
に
一
聯
の
東
宮
官
、
特
に
太
子
家
令
、
太
子
庶
子
な
ど
に
つ
い
て
、
梁
時
代
に
入
る
と
賢
才
主
義
的
理
念
に
裏
打
ち
さ
れ
た
人
事

政
策
が
適
用
さ
れ
、

し
か
も
相
嘗
程
度
貫
数
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
司
た
こ
と
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
見
方
を
否
定
す

る
か
の
ご
と
き
事
例
が
存
在
す
る
。

し
た
が

っ
て
本
節
以
下
で
は
、

そ
う
し
た
事
例
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

周
知
の
よ
う
に
西
菅
時
代
、
散
騎
常
侍
は
黄
門
侍
郎
と
と
も
に
「
黄
散
」
と
稽
さ
れ
、
清
官
の
代
表
的
な
も
の
と
目
さ
れ
て
い
た
が
、
黄
門

侍
郎
が
以
降
一
貫
し
て
清
官
た
る
の
寅
を
失
う
こ
と
が
な
か
っ
た
の
に
謝
し
て
、
散
騎
常
侍
の
方
は
東
菅
の
後
期
か
ら
宋
初
に
か
け
る
聞
に
濁



(

幻

〉

官
と
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
ア
た
。
こ
れ
は
甲
族
が
散
騎
常
侍
に
つ
く
こ
と
を
忌
避
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
宋
の
孝
武
脅
の
時
に
、

お
そ
ら
く
側
近
官
の
重
視
策
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
、
散
騎
常
侍
に
改
め
て
甲
族
を
任
用
す
る
と
い
う

『
宋
書
』
巻
八
四
孔
銅
俸
に
、

改
革
が
断
行
さ
れ
て
い
る
。

初
め
、
菅
の
世
、
散
騎
常
侍
の
濯
甚
だ
重
し
。
侍
中
と
異
な
ら
ず
。
其
の
後
、
職
任
閑
散
に
し
て
、
人
を
用
う
る
こ
と
漸
く
軽
し
。
孝
建

「
散
騎
の
職
は
近
侍
篤
り
。
事
規
納
に
居
る
。
買
に

三
年
(
四
五
六
)
、
世
租
〈
孝
武
帯
〉
、
其
の
選
を
重
く
せ
ん
と
欲
す
。
詔
し
て
日
く
、

惟
れ
親
要
な
り
。
署
任
の
本
な
り
。
市
る
に
頃
ろ
常
侍
を
選
ぶ
こ
と
陵
遅
し
て
未
だ
允
わ
ず
。
宜
し
く
時
良
を
簡
授
し
、
永
く
清
轍
に
置

く
べ
し
」
と
。
是
に
お
い
て
吏
部
向
書
顔
竣
奏
し
て
日
く
、
「
常
侍
は
華
選
に
し
て
、
職
任
才
を
挨
つ
。
新
除
臨
海
太
守
孔
観
、
意
業
閑

素
な
り
。
司
徒
左
長
史
王
接
、
懐
向
清
理
な
り
。
並
に
散
騎
常
侍
帰
る
に
任
え
た
り
」
と
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
改
選
に
よ
っ
て
散
騎
常
侍
に
任
用
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
任
用
さ
れ
よ
う
と
し
た
孔
顕
は
、
そ
の
起
家
官
か
ら

そ
の
家
格
を
剣
断
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
官
序
の
過
程
で
王
友
(
建
卒
王
)
や
秘
書
丞
な
ど
の
清
官
を
歴
任
し
て
お
り
、
甲

(

お

)

族
で
あ
っ
た
と
し
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
秘
書
丞
は
「
天
下
の
清
官
」
と
さ
れ
、
清
官
中
の
清
官
と
目
さ
れ
て
い
た
の
は
周
知
の
と
こ
ろ
で

(

州

出

)

あ
る
。
主
惑
(
景
文
)
に
つ
い
て
も
そ
の
起
家
官
か
ら
家
格
を
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

(

日

山

)

い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
甲
族
で
あ
っ
た
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

- 79ー

し
か
し
、

惑
は
そ
の
妹
が
明
一
帝
一
の
皇
后
に
な
っ
て

し
か
し
、
こ
の
孝
武
一
帝
の
新
人
事
政
策
は
結
局
甲
族
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
孔
観
俸
の
後
文
に
、
散
騎
常
侍
の
改
選
策
と
同
時
に
寅

施
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
吏
部
向
書
の
併
置
策
に
闘
す
る
禁
興
宗
の
見
解
を
載
せ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
、

侍
中
葉
興
宗
、
人
に
謂
い
て
日
く
、
「
選
曹
は
重
要
に
し
て
、
常
侍
は
閑
淡
な
り
。
之
を
改
む
る
に
名
を
以
て
す
と
雄
も
、
人
心
量
嬰
ず

可
け
ん
や
」
と
。
既
に
し
て
常
侍
の
選
復
た
卑
し
く
、
選
部
の
貴
き
こ
と
異
な
ら
ず
。

79 

こ
の
散
騎
常
侍
を
め
ぐ
る
改
築
策
の
失
敗
は
、

合
、
天
子
の
支
配
様
力
を
も
っ
て
し
て
も
如
何
と
も
し
が
た
か
司
た
こ
と
、
さ
ら
に
い
え
ば
天
子
の
支
配
権
力
を
も
っ
て
し
て
も
、
甲
族
の
意

そ
れ
が
甲
族
の
意
に
染
ま
な
い
も
の
で
あ
司
た
場

と
あ
る
の
が
、
そ
う
し
た
こ
と
を
示
す
。
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向
を
繁
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
丹
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
任
用
改
幾
策
の
成
否
が
、

つ
ま
る
と

こ
ろ
天
子
の
側
の
意
園
の
如
何
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
土
人
〈
こ
の
際
は
甲
族
)
の
側
の
意
向
の
如
何
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
も

の
と
な
る
。
甲
族
は
新
た
に
就
官
を
求
め
ら
れ
た
(
濁
〉
官
に

つ
い
て
、
そ
れ
が
自
ら
の
意
に
染
ま
な
い
も
の
で
あ
っ
た
際
、
就
官
を
痘
否
す

る
と
い
う
手
段
を
遁
じ
て
自
ら
の
意
志
を
示
し
う
る
情
況
に
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
、
痘
否
権
を
保
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
散
騎
侍
常
に
つ
い
て
も
、
梁
の
武
一
帝
は
「
才
能
」
あ
る
甲
族
を
任
用
す
る
と
い
う
人
事
政
策
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
『
梁
室
田
』
巻

(

況

〉

二
一
江
荷
停
に
普
通
四
年
(
五
二
三
)
か
ら
太
逼
三
年
(
五
三
一
)
の
聞
の
何
れ
か
の
時
期
の
こ
と
と
し
て
、

〈向
童
百
〉
僕
射
徐
勉
、
擢
重
を
以
て
自
ら
遇
す
。
在
位
の
者
並
び
に
宿
士
、
之
を
敬
す
。
惟
帯
及
び
王
規
の
み
輿
に
抗
躍
し
、
之
が
震
に

屈
せ
ず
。
稽
の
門
客
擢
景
に
因
り
て
、
第
七
見
造
の
た
め
に
稽
の
女
と
の
婚
を
求
む
る
も
、
積
、
答
え
ず
。
景
、
再
び
之
を
言
う
。
乃
ち

弟
葺
及
び
王
泰
の
女
を
求
む
れ
ど
も
、

景
を
杖
す
る
こ
と
四
十
。
此
に
由
り
て
勉
と
件
う
こ
と
あ
り
。
散
騎
常
侍
に
除
き
る
る
も
拝
さ
ず
。
是
の
時
、
勉
ま
た
子
の
た
め
に
荷
の

二
人
並
び
に
之
を
担
む
。
葺
、
吏
部
郎
と
帰
る
。

曹
中
の
幹
を
杖
す
る
に
坐
し
、

克
官
さ
る
。
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泰
、
疾
を
以
て
宅
に
仮
出
し
お
れ
ど
も
、

乃
ち
散
騎
常
侍
に
遜
さ
る
。
皆
勉
の
一意
な
り
。
初
め
天
監
六
年
、
詔
し
て
、
侍
中
・
散
騎
常
騎

は
並
び
に
帳
慢
に
侍
す
る
を
以
て
、
門
下
の
二
局
を
分
か
ち
て
集
蓄
に
入
れ
、
其
の
官
品
は
侍
中
に
覗
う
。
而
れ
ど
も
華
胃
の
慌
ぶ
所
に

非
ず
。
故
に
勉
、
泰
を
斥
け
て
之
と
魚
す
。

と
あ
る
。

傍
線
部
が
武
一
帝
が
散
騎
常
侍
の
用
人
に
つ
い
て
改
襲
を
加
え
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
文
中
に
「
華
胃
」
と
あ
る
の

(

m

M

)

 

は
甲
族
の
う
ち
で
も
代
々
そ
の
家
格
を
纏
承
し
て
き
た
よ
う
な
第
一
流
の
甲
族
を
指
す
。

さ
て
、
武
一
帝一
に
よ
る
こ
の
散
騎
常
侍
に
つ
い
て
の
任
用
改
襲
策
は
そ
の
嘗
初
成
功
し
た
ら
し
い
。
こ
の
政
策
が
打
ち
出
さ
れ
た
天
監
六
年
に

つ
い
で
八
年
に
は
柳
悦
が
そ
れ
ぞ
れ
散
騎
常
侍
に
つ
い
て

い
る
。
か
れ
ら
は
何
れ
も
甲
族
と
し
て
差
し
支
え
な
い
。
た
だ
し
い
わ
ゆ
る

(

お

)

新
出
の
門
戸
に
属
し
、
「
華
宵
」
に
比
す
と
家
格
的
に
は
若
干
お
ち
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
際
も
そ
の
任
用
の
基
準
と
さ

れ
た
「
才
能
」
は
文
事
の
才
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
柳
惇
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
『
、梁
室
田
』
巻
一
一
一
柳
偉
俸
に
、

柳
僚
、



貴
公
子
を
以
て
早
に
令
名
有
り
。
少
く
し
で
篇
什
に
工
な
り
。
始
め
て
詩
を
震
り
て
日
く
、
:
:
:
浪
邪
の
王
元
長
、
見
て
瑳
質
し
、
因
て

是
に
至
り
て
曲
宴
に
預
か
れ
ば
必
ず
詔
を
被
り
て
詩
を
賦
さ
し
め
ら
る
。

費
壁
に
室
田
す
。

:
・
深
く
高
祖
(
梁
武
喬
)
の
美
と
す
る
所
と

な
る
。

と
あ
っ
白で
、
丈
拳
の
才
に
秀
で
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
柳
伐
に
つ
い
て
も
、

仁
政
俸
及
び
諸
詩
賦
を
著
し
、
粗
ぼ
辞
義
有

po
m

と
あ
っ
て
、
文
史
の
才
に
悪
ま
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
し
か
し
貫
例
に
よ
る
限
り
で
は
、
柳
悦
以
降
、
粛
治
が
普
通
二

(

山

内

)

年
に
散
騎
常
侍
に
つ
く
ま
で
甲
族
の
散
騎
常
侍
へ
の
就
官
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
散
騎
常
侍
に
つ
い
て
は
そ
の
用
人
の
改
饗
策
が
嘗
初
は
と

『
梁
書
』
巻
一
二
柳
悦
俸
に
、

も
か
く
‘
甲
族
に
す
み
や
か
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
孝
武
一
帝
の
時
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
様
の
経
過
を
た
ど
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
も
の

ほ
と
ん
ど
の
甲
族
に
と
っ
て
散
騎
常
侍
は
依
然
と
し
て

就
官
す
る
に
は
意
に
染
ま
な
い
官
と
み
な
さ
れ
て
い
た
が
た
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
江
荷
停
に
「
華
由
円
の
悦
ぶ
所
に
非
ず
」
と
あ
る
の
は

ん
}
さ
れ
よ
う
。
少
な
く
と
も
徐
勉
と
江
稽
ら
と
の
聞
に
確
執
が
生
じ
た
時
貼
ま
で
は
、

そ
の
聞
の
事
情
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
蓄
来
と
同
様
に
甲
族
が
散
騎
常
侍
に
擬
官
さ
れ
た
と
し
て
も
就
官
を
担
む
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ

た
た
め
と
す
べ
き
で
あ
る
。

ζ

の
こ
と
は
、
荷
が
散
騎
常
侍
へ
の
任
用
に
劃
し
て
「
不
奔
」
と
い
う
手
段
で
劉
抗
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
察
せ

ら
れ
る
。
な
に
よ
り
も
甲
族
の
数
騎
常
侍
刊
の
就
官
が
日
常
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
情
況
下
に
あ
っ
て
は
、
勉
の
報
復
人
事
そ
の
も
の
が
意
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味
を
な
す
ま
い
。
ま
た
、

王
泰
を
散
騎
常
侍
に
濯
す
と
い
う
人
事
も
、
泰
の
病
気
に
よ
る
休
暇
中
を
狙
っ
て
強
行
さ
れ
た
と
い
う
感
が
し
、
空

き
巣
働
、
ぎ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
や
や
異
常
で
あ
る
。

(

お

〉

な
い
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
梁
代
に
あ
っ
て
も
奮
来
と
同
様
に
、
甲
族
が
か
ら
ん
だ
存
在
す
る
人
事
慣
行
の
改
獲
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

泰
も

「
不
奔
」
と
い
う
手
段
に
よ
り
こ
の
人
事
に
劃
抗
し
た
可
能
性
が
皆
無
で
は

が
成
功
す
る
か
否
か
は
依
然
と
し
て
甲
族
の
意
向
如
何
に
か
か
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
甲
族
は
依
然
担
否
擢
を
保
持
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
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そ
う
す
る
と
、
梁
の
武
一
帝
の
断
行
し
た
散
騎
常
侍
の
用
人
の
改
襲
策
が
順
調
に
貫
教
を
一
示
し
え
な
か
っ
た
の
は
、
蓄
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
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う
に
、
甲
族
の
家
格
意
識
に
禍
さ
れ
た
が
ゆ
え
で
あ
る
と
考
え
さ
る
を
得
な
く
な
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
乗
官
、
領
官
と
し
て
現
わ
れ
る

中
書
舎
人
の
場
合
は
し
ば
ら
く
お
く
と
し
て
も
、
す
で
に
太
子
家
令
や
太
子
庶
子
の
事
例
に
み
た
よ
う
に
、
武
帝
の
賢
才
主
義
的
理
念
を
背
景

と
し
た
用
人
改
襲
策
は
少
な
く
と
も
「
才
能
」
あ
る
甲
族
に
は
受
容
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
貼
を
重
視
す
る
と
、
散
騎
常
侍

を
め
ぐ
る
用
人
改
幾
策
の
不
調
を
一
律
に
甲
族
の
も
つ
家
格
意
識
に
掃
す
こ
と
に
は
障
踏
を
費
え
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
甲
族

が
痘
否
権
を
震
動
す
る
際
、
家
格
意
識
と
は
別
の
契
機
に
出
る
場
合
も
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
散
騎
常
侍
へ

の
就
官
を
桓
否
し
た
江
稽
は
太
子
家
令
に
は
就
官
し
て
い
る
し
、

王
泰
は
太
子
庶
子
に
は
就
官
し
て
い
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
何
れ
も
徐
勉
に

よ
っ
て
散
騎
常
侍
に
擬
官
さ
れ
る
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
貫
は
、
少
な
く
と
も
「
才
能
」
あ
る
甲
族
、
す
な
わ
ち
帯
、
泰
な
ど
に

よ
る
散
騎
常
侍
に
射
す
る
忌
避
に
つ
い
て
は
、

そ
の
も
つ
家
格
意
識
に
出
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
想
定
を
可
能
と
す
る
。

も
と
も
と
甲
族
出
身
者
に
よ
っ
て
散
騎
常
侍
へ
の
就
官
が
思
避
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

さ
き
の
察
興
宗
の
文
言
な
ど
か
ら
も
う
か
が
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え
る
よ
う
に
、
そ
の
職
務
内
容
が
問
題
と
さ
れ
た
が
た
め
で
あ
ろ
う
。

の
賢
才
主
義
的
理
念
に
支
え
ら
れ
た
用
人
に
つ
い
て
、
す
で
に
甲
族
の
家
格
意
識
が
障
害
と
な
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
際
、
散
騎
常
侍
の
場

つ
ま
り
官
種
が
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
梁
の
武
一
帝

合
そ
の
障
害
と
な
司
た
の
は
な
お
官
種
で
あ
?
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。

五

い
わ
ゆ
る
「
南
奔
」
の
意
味
に
つ
い
て

(
部
〉

梁
の
武
一
帝
が
御
史
関
係
の
官
に
強
く
意
を
用
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
-
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
こ
と
の
一
環
で
あ
ろ
う
、
武
一
帝

は
治
書
侍
御
史
に
重
み
を
も
た
せ
る
慮
置
を
と

っ
て
い
る
。

『
梁
霊
園
』
巻
五

O
何
思
澄
俸
に
、

(
何
思
澄
、
〉
治
書
侍
御
史
に
遜
る
。
宋
費
以
来
、
此
の
職
梢
々
軽
し
。

り
三
勝
を
給
し
、
印
を
盛
り
し
青
嚢
を
執
せ
し
む
。
蓄
事
に
糾
弾
の
官
、
印
綬
前
に
在
ら
し
む
る
故
な
り
。

し
か
し
、
『
梁
書
』
巻
五

O
謝
幾
卿
俸
に
、

天
監
初
、
始
め
て
其
の
選
を
重
ん
ず
。

車
前
、
向
書
二
丞
に
依

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。



(
謝
幾
卿
)
:
:
:
天
監
初
、
:
:
:
向
書
三
公
郎
に
除
せ
ら
る
。
尋
で
治
書
侍
御
史
と
震
る
。
奮
と
郎
官
の
蒋
じ
て
此
の
職
と
震
る
者
、
世

々
南
奔
と
謂
う
。
幾
卿
、
頗
る
志
を
失
い
、
多
く
疾
と
陳
て
、
蓋
事
略
か
に
し
て
復
た
理
め
ず
。

と
あ
る
。
謝
幾
卿
の
治
書
侍
御
史
へ
の
任
用
が
、

こ
の
官
が
重
み
を
も
た
さ
れ
て
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

依
然
就
官
を
敬
遠
さ
れ
が
ち
で
あ
ア
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
な
る
。

そ
の
も
つ
家
格
意
識
が
障
害
と
な
っ
て
治
書
侍
御
史
へ
の
就
官
に
不
満
を
も
っ
た
も
の
と
も
と
れ
そ
う
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
記
事
は
そ
う
し
た
観
貼
か
ら
解
揮
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

そ
う
す
る
と
こ
の
場
合
も
、

吏
部
郎
以
外
(
後
述
参
照
〉
の
向
書
郎
〈
以
下
こ
れ
を
「
向
書

郎
」
と
い
う
じ
か
ら
治
書
侍
御
史
へ
と
遜
る
人
事
が
家
格
云
々
と
は
直
接
関
り
な
く
、

純
粋
に
選
序
の
う
え
で
幾
卿
に
と
っ
て
好
ま
し
い
も
の

で
は
な
か
っ
た
が
ゆ
え
こ
の
人
事
に
不
満
を
持
っ
た
も
の
と
考
え
る
べ
、
き
で
あ
る
。
以
下
そ
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
理
由
に
つ
い
て
述
べ
る
。

ま
ず
、
謝
幾
卿
の
家
格
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
本
停
に
よ
れ
ば
、
幾
卿
は
南
費
時
代
に
議
章
王
園
常
侍
(
左
右
は
不
明
〉
に
起
家
し
て
お
り
、

次
に
宋
旗
開
時
代
、

- 83一

衣
門
の
出
身
で
あ
る
。

思
わ
れ
る
。

「
向
書
郎
」
か
ら
治
書
侍
御
史
に
逗
る
の
は
、
次
門
の
出
身
者
が
歩
む
べ
き
官
序
の
う
ち
の
ひ
と
つ
を
構
成
し
て
い
た
と

つ
ま
り
、
「
向
書
郎
」
の
衣
に
つ
く
べ
き
官
に
は
い
く
つ
か
の
も
の
が
あ
る
が
、
治
書
侍
御
史
も
そ
う
し
た
官
の
う
ち
の
ひ
と
つ

(
日
出
〉

で
あ
ア
た
の
で
あ
る
。
「
南
奔
」
は
衣
門
の
出
身
者
の
官
序
の
ひ
と
つ
を
構
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
官
序
は
治
書
侍
御
史
が
糾
弾

と
い
う
こ
と
を
そ
の
職
務
と
し
て
い
た
か
ら
左
遷
的
色
彩
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
南
奔
」
は
決
門
の
官
序
を
構
成
す
る
も
の
と
は
い
い
篠
、
左
遜
的
色
彩
の
濃
い
も
の
と
目
さ
れ
た
た
め
、

梁
時
代
に
入
っ
て
、
治
書
侍
御
史
の
選
に
重
み
が
つ
け
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
次
円
で
あ
る
謝
幾
卿
が
依
然
と
し
て
こ
の
人
事
に
奮
来
の

(

お

)

感
費
か
ら
不
満
を
も
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、

要
す
る
に
、
謝
幾
卿
の
不
満
は
家
格
云
々
と
は
直
接
関
聯
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
謝
幾
卿
俸
の
記
事
を
以
て
甲
族
の

83 

家
格
意
識
を
云
々
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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ノ、

向
書
都
令
史
の
任
用
と
賢
才
主
義

梁
の
武
一
帝
一
は
、
奮
来
後
門
が
そ
れ
と
し
て
も
っ
ぱ
ら
つ
く
べ
き
と
さ
れ
て
い
た
官
に
つ
い
て
も
、

そ
の
濯
を
改
め
、
女
門
の
出
身
者
を
任
用

す
る
と
い
う
慮
置
を
講
じ
て
い
る
。
そ
う
し
た
官
に
向
書
都
令
史
が
あ
る
。

(
却
)

宋
旗
門
時
代
、
向
書
都
令
史
は
後
門
が
そ
れ
と
し
て
つ
く
べ
き
官
の
典
型
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
武
一
帝
の
向
書
省
の
再
建
強
化
策
の

一
環
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
、
向
書
省
運
営
の
要
と
も
な
る
俗
書
都
令
史
の
用
人
を
改
め
て
決
門
の
つ
く
べ
き
官
と
し
た
。

『
惰
書
』
巻
二
六

百
官
志
上
に
、

(
前
略
)
又
五
都
令
史
有
り
。
左
右
(
尚
書
)
丞
と
司
る
所
を
共
知
す
。

都
の
職
は
政
要
に
参
ず
。
但
だ
衆
局
を
綿
領
す
る
の
み
に
非
ず
。
亦
乃
ち
二
丞
に
方
軌
す
。
頃
ろ
才
を
求
む
る
と
雄
ど
も
、
未
だ
妙
筒
諜

ら
ず
。
革
め
て
士
流
を
用
い
、
毎
に
時
彦
を
壷
く
す
可
し
」
と
。
:
:
:
是
に
於
い
て
都
令
史
は
奉
朝
請
に
硯
う
。

(

川

町

)

と
あ
る
の
が
そ
の
こ
と
を
示
す
。
こ
の
際
の
「
士
流
」
は
具
瞳
的
に
は
次
門
の
こ
と
を
指
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
劉
調
、
劉

頼
、
孔
慶
孫
、
競
毅
、
王
偶
が
向
書
都
令
史
に
任
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
劉
額
以
外
は
専
俸
が
な
く
、
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
か
明

(

但

)

ら
か
に
し
難
い
が
、
劉
顛
は
文
、
史
、
儒
に
優
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
。

奮
と
用
人
常
に
軽
し
。

天
監
九
年
、
詔
し
て
日
く
、

「
向
書
五
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し
か
し
、
こ
の
尚
書
都
令
史
の
任
用
改
襲
策
は
、
こ
れ
以
降
向
書
都
令
史
へ
の
就
官
者
を
質
例
に
つ
い
て
確
か
め
え
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、

(

必

)

宮
崎
市
定
氏
が
推
定
し
て
い
る
よ
う
に
そ
の
嘗
初
は
と
も
か
く
と
し
て
、
貫
殺
が
伴
わ
な
か
っ
た
可
能
性
が
大
き
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す

そ
の
要
因
を
次
門
の
も
つ
家
格
意
識
に
求
め
る
の
か
、
そ
れ
と
も
向
書
都
令
史
と
い
う
官
の
官
種
が
次
門
の
一
意
に
染
ま
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
に
求
め
る
の
か
、
何
れ
と
も
俄
に
判
断
し
が
た
い
。
し
か
し
、
首
時
の
土
人
の
も
つ
土
庶
匿
別
意
識
の
苛
烈
さ
を
思
う
と
、
こ
の
際

(

必

〉
は
家
格
意
識
が
契
機
と
な
っ
て
、
こ
の
政
策
が
寅
款
を
持
ち
え
な
か
っ
た
可
能
性
を
捨
て
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
れ
に
し
ろ
、
こ
の
政
策

が
寅
款
を
あ
げ
え
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
女
門
が
「
不
奔
」
と
い
う
手
段
を
逼
じ
て
針
抗
し
た
た
め
で
あ
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。

る
な
ら
、



推
論
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
う
え
に
、
さ
ら
に
推
論
に
頼
る
部
分
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
甲
族
の
み

な
ら
ず
次
門
に
つ
い
て
も
、
そ
こ
に
自
ら
が
か
ら
ん
だ
奮
来
の
人
事
慣
行
を
改
饗
す
る
虚
置
が
と
ら
れ
た
際
、
そ
れ
が
自
ら
の
意
に
染
ま
な
い

そ
の
政
策
に
劃
し
て
桓
否
権
を
震
動
し
う
る
情
況
下
に
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

も
の
で
あ
っ
た
場
合
、

七

王
錆
と
賢
才
主
義
的
理
念

甲
族
が
か
ら
む
存
在
す
る
人
事
慣
行
の
改
獲
が
貫
殺
を
持
ち
う
る
か
否
か
は
、
梁
時
代
に
あ
っ
て
も
、
天
子
の
側
の
思
惑
に
あ
る
の
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
も
甲
族
の
側
の
意
向
の
如
何
に
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
梁
時
代
、
太
子
家
令
な
ど
に
つ
い
て
、
こ
う
し
た
改
襲
策
が
一
定
程

度
の
寅
款
を
示
し
え
た
の
は
、
武
一
一帝
の
打
ち
出
し
た
賢
才
主
義
的
理
念
の
賞
践
を
、
甲
族
が
受
動
的
な
か
た
ち
で
は
な
く
、
相
嘗
程
度
の
主
憧

性
を
も
っ
て
受
容
し
た
が
た
め
で
あ
る
と
い
う
想
定
が
可
能
と
な
る
。

い
ま
こ
の
想
定
を
、
賢
才
主
義
的
人
事
策
に
射
す
る
先
に
も
と
り
あ
げ
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た
甲
族
王
錫
の
封
臆
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
よ
り
確
か
な
も
の
に
し
た
い
。

さ
て
、
先
に
み
た
一
聯
の
東
宮
関
聯
の
官
と
同
じ
様
に
そ
の
任
用
に
嘗
り
、
文
撃
の
才
の
有
無
と
い
う
こ
と
が
重
視
さ
れ
た
官
に
向
書
の
殿

中
郎
が
あ
る
。
こ
れ
も
梁
の
武
一
帯
の
推
進
し
た
街
書
省
の
再
建
強
化
策
の

一
環
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
、
武

一一帝
は
向
書
肢
中
郎
の
任
用
に
つ
い

て
も
強
く
意
を
用
い
て
い
る
。
そ
の
際
(
も
と
も
と
そ
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
)
、
と
り
わ
け
文
撃
の
才
の
有
無
が
重
視
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

『
梁
書
』
各
三
四
張
緬
俸
に
、

向
書
殴
中
郎
依
す
。
高
祖
(
梁
武
一
帝
〉
、
徐
勉
に
謂
て
日
く
、

「
此
の
曹
、
奮
と
文
撃
を
用
い
、

且
つ
鶴
行
之
首
に
居
る
。
宜
し
く
其
の
人

を
詳
揮
す
ベ
し
」
と
。

と
あ
る
の
が
そ
の
こ
と
を
示
す
。
こ
の
結
果
、
張
緬
が
備
蓄
股
中
郎
に
任
用
さ
れ
て
い
る
が
、
緬
は
梁
の
初
め
に
秘
書
郎
に
起
家
し
て
お
り
、

そ
の
も
つ
家
格
は
も
と
よ
り
甲
族
の
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
緬
は
も
ち
ろ
ん
文
史
の
才
に
秀
で
た
人
物
で
あ
っ
た
。
な
お
、
緬
が
尚
書
殿
中
郎

(

川

岨

)

に
任
用
さ
れ
た
の
は
、
徐
勉
が
吏
部
山
問
書
で
あ
っ
た
天
監
六
年
か
ら
同
九
年
の
聞
の
何
れ
か
の
時
期
の
こ
と
と
さ
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
を

85 
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知
っ
た
う
え
で
、
梁
代
に
向
書
殴
中
郎
に
任
用
さ
れ
た
顔
ぶ
れ
を
眺
め
て
み
る
と
、
武
一
帝
一
の
意
向
が
よ
く
反
映
さ
れ
て
お
り
、
何
れ
も
文
拳
の

才
に
秀
で
た
人
物
が
甲
族
、
次
門
を
問
わ
ず
任
用
さ
れ
て
い
る
。
甲
族
と
し
て
は
①
粛
務
、
②
何
敬
容
、
③
到
輩
、
④
椿
向
、
⑤
劉
潜
、
⑥
粛

(

何

日

)

幾
、
⑦
劉
帯
、
③
江
聴
、
⑨
蓑
憲
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
向
に
つ
い
て
は
そ
の
傍
簡
略
に
過
ぎ
、
そ
の
文
皐
の
才
の
有
無
を
判
断
す

る
情
報
に
乏
し
い
。
ま
た
敬
容
に
つ
い
て
は
周
知
の
よ
う
に
文
事
云
々
と
は
程
遠
い
人
物
で
あ
る
。
こ
の
敬
容
の
任
用
は
例
外
的
な
も
の
と
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
名
以
外
は
何
れ
も
文
撃
に
優
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
。
ま
た
、
緬
、
敬
容
、

向
、
憲
は
起
家
官
と
し
て
は

ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
で
あ
る
秘
書
郎
に
起
家
し
て
い
る
。
衣
門
で
向
書
殿
中
郎
に
任
用
さ
れ
た
も
の
と
し
て
⑬
到
治
、
⑪
到
淑
な
ど
が
あ
げ
ら
れ

(
必
)

る
。
治
が
文
阜
の
才
に
秀
で
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
み
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
殺
に
つ
い
て
も
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
文

撃
の
才
に
秀
で
た
人
物
で
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
。

と
こ
ろ
で
、

(
東
菅
〉
宋
費
時
代
、

い
ま
ま
で
に
み
て
き
た
中
書
舎
人
や
太
子
家
令
な
ど
の
任
用
を
め
ぐ
っ
て
み
ら
れ
た
よ
う
な
甲
族
、
決

門
と
い
っ

た
家
格
の
差
異
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
が

一
口
に
甲
族
と
い
っ
て
も
そ
の
な
か
に
微
妙
な
家
格
差
が
存
在
し
て
い
て
、

そ
の
よ
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う
な
微
妙
な
家
格
差
を
踏
ま
え
た
か
た
ち
で
成
立
し
て
い
た
人
事
慣
行
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
太
卒
御
覧
』
巻
一
二
五
に
引

く
「
菅
中
興
書
」
に
、

王
坦
之
、
字
は
文
度
。
選
曹
絡
に
擬
し
て
向
書
郎
に
信
用
さ
ん
と
す
。
坦
之
、
之
を
聞
き
て
日
く
、

「
江
を
過
り
て
自
り
、
向
書
郎
は
正
に

書
郎
に
除
す
。
園
賓
以
焦
ら
く
、

第
二
の
人
を
用
う
。
何
す
れ
ぞ
此
を
以
て
擬
せ
ら
る
る
を
得
ん
や
」
と
。
其
の
子
園
賓
、
傾
側
を
好
む
。
婦
の
父
謝
安
、
之
を
悪
み
、
向

「
中
興
膏
映
の
族
、
唯
吏
部
郎
に
の
み
作
る
。
徐
の
曹
郎
に
は
作
ら
じ
」
と
。
之
を
怨
み
て
、
酔
し
て

奔
さ
ず
。

と
あ
り

『
宋
霊
園
』
巻
五
九
江
智
淵
俸
に
、
江
智
淵
に
つ
い
て

元
嘉
末
(
四
五
三
)
、
尚
書
庫
部
郎
に
除
さ
る
。
時
に
高
流
の
官
序
、
蓋
郎
と
焦
ら
ず
。
智
淵
、
門
孤
に
し
て
援
寡
な
く
、
濁
り
此
の
選
有

り
。
意
甚
だ
読
ば
ず
。
固
く
僻
し
て
敢
え
て
奔
さ
ず
。



と
あ
る
。

右
に
み
え
る
「
中
輿
膏
映
の
族
」
、

智
淵
、
が
著
作
佐
郎
に
起
家
し
た
甲
族
で
あ
っ
た
こ
と
を

一
般
的
に
い

っ
た
際
、

甲
族
の
こ
と
を
指
し
た
も
の
と
な
る
。
そ
う
す
る
と
(
東
菅
)
宋
費
時
代、

「
高
流
の
官
序
〈
の
人
)
」
な
ど
は
、

あ
わ
せ
考
え
る
と
、

「
向
書
郎
」
に
つ
く

し
か
し
、
寅
際
に
「
街
書
郎
」
に
つ
い
た
顔
ぶ
れ
を
み
て
み
る
と
、
甲
族
で
あ
っ
て
も

「
向
書
郎
」
に
つ
く
も
の
も
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
甲
族
と
い
っ
て
も
い
わ
ゆ
る
「
南
人
」
が
多
く
、
江
智
淵
停
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に

(
U〉

「
北
人
」
で
あ
っ
て
も
父
、
祖
父
な
ど
が
高
官
に
至
る
こ
と
が
な
か
?
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
秘
書
郎
に
起
家
し
た
よ

(
川
崎
〉

う
な
人
物
は
「
尚
書
郎
」
に
擬
官
さ
れ
た
際
ほ
と
ん
ど
就
官
を
担
否
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
と
、

べ
き
も
の
は
衣
門
以
下
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

『
梁
書
』
巻
三
三
王
錆
俸
に
、

王
筒
、
字
は
薩
元
、
ニ
子
は
徳
柔
、
破
邪
臨
祈
の
人
な
り
。
:
:
:
向
書
殿
中
郎
に
除
せ
ら
る
。
王
氏
、
江
を
過
り
て
よ
り
以
来
、
未
だ
郎

署
に
居
る
者
有
ら
ず
。

と
あ
る
こ
と
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
少
な
く
と
も
南
朝
最
高
の
名
家
と
さ
れ
る
浪
邪
の
王
氏
(
の
う
ち
の
甲
族
に
麗
す
る
家
の
も
の
)
は
、
宋

(

川

目

)

費
時
代
に
は
「
向
書
郎
」
に
つ
か
な
い
、
も
し
く
は
擬
官
き
れ
な
い
と
す
る
人
事
慣
行
が
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
梁
の
武
一
帝
は
太
子
家
令

な
ど
に
劃
す
る
任
用
策
と
同
様
に
、

よ
り
贋
い
範
圏
か
ら
よ
り
「
才
能
」
|
|
こ
の
際
も
文
撃
の
才
ー
ー
に
秀
で
た
人
材
を
任
用
す
る
、
と
す
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る
賢
才
主
義
的
理
念
に
裏
打
ち
き
れ
た
人
事
政
策
を
断
行
す
べ
く
、

そ
れ
を
制
限
す
る
人
事
慣
行
の
撤
騒
を
目
指
し
て
、
甲
族
た
る
浪
邪
の
王

氏
の
一
員
で
あ
る
王
錫
に
「
向
書
郎
」
、
こ
の
際
は
向
書
殿
中
郎
へ
の
就
官
を
求
め
た
、

と
い
う
こ
と
が
想
定
で
き
る
。

第
は
こ
の
求
め
に
麿

じ
て
い
る
。
な
お
、
錫
が
文
事
の
才
に
秀
で
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
ふ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

の
王
氏
に
属
す
る
。

こ
の
王
錫
の
向
霊
園
殿
中
郎
へ
の
就
官
を
鴨
矢
と
し
て
、
以
降
王
余
、
王
質
が
尚
書
腫
中
郎
に
つ
い
て
い
る
。
念
、
質
と
も
に
も
と
よ
り
浪
邪

質
が
第
一
流
の
甲
族
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
み
た
が
、
ム
双
も
も
と
よ
り
第
一
流
(
秘
書
郎
起
家
)
の
甲
族
で

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

主
余
に
つ
い
て
は
『
梁
書
』
巻
一
二
王
余
俸
に
、

87 

(
前
略
)
召
さ
れ
て
園
子
生
に
補
さ
る
。

(
園
子
)
祭
酒
重
昂
、

稽
し
て
通
理
と
震
す
。

策
せ
ら
れ
て
高
第
た
り
。
:
:
:
呉
郡
の
陸
裏
と
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東
宮
の
管
記
を
針
掌
す
。
:
:
・
太
子
中
庶
子
に
遜
り
、
東
宮
の
管
記
を
掌
る
。

と
あ
る
。
二
度
に
わ
た
り
東
宮
の
管
記
を
掌
る
ほ
ど
で
あ
り
、
文
-章
の
才
、

ひ
い
て
は
文
撃
の
才
に
優
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
と
し
て
差
し
支
え

な
か
ろ
う
。

王
質
が
文
撃
に
優
れ
た
人
物
と
考
え
て
よ
い
こ
と
に
つ
い
て
も
す
で
に
ふ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
み
た
『
太
卒
御
覧
』
に
ひ
く
「
菅
中
興
書
」
や
江
智
淵
俸
の
記
事
か
ら
、

「
向
書
郎
」
に
つ
い
て
も
、
存
在
す
る
人
事
慣

行
に
抵
燭
す
る
よ
う
な
人
事
が
貫
行
さ
れ
よ
う
と
し
た
場
合
、

そ
の
針
象
と
な
丹
、
た
も
の
が
「
不
奔
」
と
い
う
手
段
で
こ
れ
に
封
抗
し
た
こ
と

が
理
解
で
き
よ
う
。

さ
て
、

王
筒
が
向
書
殿
中
郎
に
任
用
さ
れ
よ
う
と
し
た
時
の
こ
と
と
し
て
、

向
書
股
中
郎
に
除
せ
ら
る
。

日
く
「
陸
卒
原
は
東
南
の
秀
、

王
氏
、
江
を
遁
り
て
よ
り
以
来
、
未
だ
郎
署
に
居
る
者
有
ら
ず
。
或
る
人
遼
巡
し
て
就
か
ざ
る
を
動
む
。
錫

王
文
度
は
江
東
に
濁
歩
た
り
。
吾
、
昔
人
に
比
離
す
る
を
得
。
何
ぞ
多
く
恨
む
所
や
」
と
。
乃
ち
欣
然
と

と
あ
る
。
笥
が
向
書
殴
中
郎
に
任
官
し
た
の
は
太
子
家
令
に
任
官
す
る
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。

王
文
度
は
先
の
「
菅
中
興
書
」
に
み
え
る
よ
う
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し
て
職
に
就
く
。

に
王
坦
之
の
こ
と
、
陸
卒
原
は
い
う
ま
で
も
な
く
陸
機
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

「或
る
人
」
が
錆
に
こ
の
人
事
を
担
否
す
る
よ
う
に
勧

め
て
い
る
。
ま
司
、
た
く
不
可
能
な
こ
と
を
「
或
る
人
」
が
勧
め
た
と
は
考
え
難
い
。
先
に
み
た
散
騎
常
侍
の
事
例
な
ど
も
あ
わ
せ
考
え
た
際
、

こ
れ
は
筒
が
こ
の
人
事
を
担
否
し
よ
う
と
思
え
ば
痘
否
し
う
る
情
況
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
錆
は
自

ら
の
文
翠
の
先
達
と
も
い
う
べ
き
王
坦
之
、
陸
機
に
そ
の
才
を
比
脱
さ
れ
た
こ
と
を
慌
び
、
「
欣
然
」
と
し
て
「
向
書
郎
」
に
就
官
し
た
わ
け

(

印

)

で
あ
る
。
こ
こ
に
、
錆
が
相
官
程
度
の
自
主
性
を
保
持
し
つ
つ
賢
才
主
義
的
人
事
政
策
に
参
重
し
た
と
い
う
こ
と
が
看
取
で
き
よ
う
。
す
で
に

み
た
よ
う
に
錫
は
つ
づ
い
て
太
子
家
令
に
も
就
官
し
て
い
る
。

し
、
太
子
家
令
な
ど
の
事
例
を
勘
案
し
た
際
、

な
お
、
こ
う
し
た
尚
書
殿
中
郎
に
適
用
さ
れ
た
人
事
政
策
は
、
陳
時
代
に
も
こ
れ
が
纏
承
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
俄
に
剣
断
し
が
た
い
。
し
か

こ
れ
を
務
想
し
て
も
大
き
く
誤
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
改
選
」
さ
れ
て
以
降
の



東
宮
諸
官
に
任
用
さ
れ
た
も
の
の
幾
人
か
が
向
書
殴
中
郎
に
も
任
用
さ
れ
て
い
る
の
は
み
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。

八

梁
時
代
の
賢
才
主
義
と
門
閥
貴
族

梁
の
武
一
帝
一
が
断
行
し
た
「
改
革
」
に
い
わ
ゆ
る
賢
才
主
義
的
理
念
が
刻
印
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
諸
家
の
こ
ぞ
っ
て
指
摘
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
小
論
で
は
そ
う
し
た
賢
才
主
義
的
理
念
の
賓
践
に
劃
し
て
上
流
門
閥
貴
族
|
|
小
論
に
い
う
甲
族
に
ほ
ぼ
相
嘗
す
る
ー
ー
が
ど

の
よ
う
に
封
臆
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
武
一
帝
の
打
ち
出
し
た
新
し
い
人
事
政
策
の
成
否
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
み
て
き
た
。

上
流
門
閥
貴
族
が
か
ら
む
、
存
在
す
る
人
事
慣
行
の
改
襲
が
賓
殺
を
も
ち
う
る
か
否
か
は
、
梁
時
代
に
あ
っ
て
も
、
蓄
来
と
同
様
に
天
子
の

側
の
思
惑
如
何
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
上
流
門
閥
貴
族
の
側
の
意
向
の
如
何
に
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
梁
時
代
、
太
子
家
令
な
ど

の
一
聯
の
東
宮
諸
官
の
場
合
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
改
蟹
策
が
一
定
程
度
の
貫
教
を
示
し
え
た
の
は
、
武
一
帝
の
打
ち
出
し
た
賢
才
主

義
的
人
事
政
策
を
、
少
な
く
と
も
「
才
能
」
あ
る
上
流
門
閥
貴
族
は
受
動
的
な
か
た
ち
で
は
な
く
、

め
で
あ
る
と
い
う
想
定
が
可
能
と
な
る
。
そ
こ
で
は
、

一
定
の
主
瞳
性
を
も
っ
て
受
容
し
た
が
た

「
才
能
」
を
家
格
に
優
先
さ
せ
る
こ
と
を
時
代
の
使
命
と
す
る
彼
ら
の
委
を
垣
間
見
る
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こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
上
流
門
閥
貴
族
の
も
つ
家
格
意
識
に
繁
化
が
生
じ
つ
つ
あ
っ
た
情
況
を
看
取
し
う
る
の
で
あ
る
。

武
一
帝
一
の
示
し
た
賢
才
主
義
的
理
念
は
決
し
て
皇
帝
、
驚
桁
に
の
み
固
有
の
も
の
で
は
な
く
、
「
才
能
」
あ
る
上
流
門
閥
貴
族
と
も
こ
れ
を
共

有
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
上
流
門
閥
貴
族
の
な
か
に
穿
生
え
た
家
格
意
識
の
襲
化
に
、
賢
才
主
義
的
理
念
が
南
朝
後
宇

期
に
あ
っ
て
も
、
時
代
の
確
か
な
趨
勢
と
な
り
つ
つ
あ
る
情
況
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

な
お
、
こ
の
賢
才
主
義
的
人
事
政
策
が
陳
時
代
に
も
縫
承
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
折
に
燭
れ
て
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ

る。
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周
知
の
よ
う
に
、
梁
の
武
一
帝
は
潅
州
州
鎮
の
長
官
と
し
て
の
寅
力
を
基
盤
と
し
て
梁
王
朝
を
創
設
し
た
。
そ
の
際
、
協
力
者
の
ほ
と
ん
ど
が

下
流
門
閥
貴
族
ー
ー
ー
小
論
で
い
う
次
門
に
ほ
ぼ
相
賞
す
る
ー
ー
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
「
改
革
」
を
推
進
し
た
主
睡
も
そ
の
多
く
が
下
流
の



(
日
)

「
改
革
」
に
彼
ら
の
意
向
が
大
き
く
反
映
し
て
い
た
と
す
る
指
摘
は
十
分
に
納
得
し
う
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
な

「
改
革
」
が
上
流
門
閥
貴
族
の
意
向
を
も
温
み
取
ア
た
も
の
、
換
言
す
れ
ば
、
「
改
革
」
に
お
い
て
上
流
門
閥
貴
族
を
脇
役
一

(

臼

)

般
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
主
役
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
と
と
ら
え
る
べ
し
と
す
る
注
目
す
べ
き
見
解
も
あ
る
。
こ
の
見
解
に
つ
い
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門
閥
貴
族
で
あ
り

か
に
あ
っ
て

て
は
小
論
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
そ
れ
な
り
に
説
得
力
を
も
つ
も
の
と
さ
れ
よ
う
。

「
或
る
人
」
に
よ
る

「
不
奔
」
の
す
す
め
を
桓
否
し
、

そ
の
「
才
能
」
を
評
債
さ
れ
た
こ
と
を
悦
び
「
欣
然
と
し
て
」
鷹
じ
、

ち
な
み
に
、
武
一
帝
の
打
ち
出
し
た
向
書
殿
中
郎
任
用
を
め
ぐ
る
人
事
政
策
に
劃
し
、

現
在
知
り
う
る
限
り
で

さ
ら
に
太
子
家
令
に
も
就
官
し
た
王
錫
は
、

は
、
門
閥
貴
族
の
門
地
一
遁
倒
の
あ
り
か
た
か
ら
、
そ
の
門
地
に
ふ
さ
わ
し
い
才
撃
を
酒
養
す
べ
き
こ
と
を
宣
言
し
た
最
初
の
上
流
門
閥
貴
族

(

臼

)

で
あ
る
破
邪
の
王
借
慶
の
孫
に
嘗
る
人
物
で
も
あ
る
。
借
慶
か
ら
一
一
一
代
、
そ
こ
に
は
さ
ら
に
自
己
獲
革
を
遂
げ
た
上
流
門
閥
貴
族
の
姿
を
み
た

と
し
て
も
、

あ
な
が
ち
牽
強
附
曾
の
設
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

詰
(

1

)

宮
崎
市
定
「
梁
武
帝
の
貴
族
主
義
」
・
「
皐
館
と
試
経
制
度
」
・「梁

代
の
秀
孝
及
び
中
正
制
度
」
(
『
九
品
官
人
法
の
研
究

l
l科
翠
前
史

|

|
』
第
二
編
第
四
一軍
七
・
八

・
九
一
九
五
六
年
東
洋
史
研
究

曾
)
、
安
田
二
郎
「
南
朝
の
皇
帝
と
貴
族
と
豪
族
・
土
豪
|
l梁
武
一
帝

の
革
命
を
手
が
か
り
に

l
l」
(
『
中
圏
中
世
史
研
究
』
一
九
七

O
年

東
海
大
祭
出
版
曾
)
、
榎
本
あ
ゆ
ち
「
梁
の
中
書
舎
人
と
南
朝
賢
才
主

義
」

(
『
名
古
屋
大
祭
東
洋
史
研
究
報
告
』
一

O
)
な
ど
参
照
。
な
お
、

い
わ
ゆ
る
賢
才
主
義
的
理
念
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
谷
川
道
雄
「
北
裂

の
統
一
過
程
と
そ
の
構
造
」
・
「
北
貌
官
界
に
お
け
る
門
関
主
義
と
賢
才

主
義
」
(
『
惰
唐
-
帝
図
形
成
史
論
』
第
H
篇
第
I
章

・
第
E
章

一

九

七
一
年
筑
摩
書
房
〉
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

「
才
能
」
と
は
文
挙
の
そ
れ
で
あ
る
。
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(

2

)

何
れ
も
文
皐
に
優
れ
て
い
た
。
周
捻
は
文
皐
の
み
な
ら
ず
儀
雄
、
法

律
、
儒
祭
な
ど
お
よ
そ
通
じ
な
い
皐
聞
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
な
お
雨

人
の
家
格
に
つ
い
て
は
註
(

4

)

参
照
。

(

3

)

越
智
重
明
氏
の
「
族
門
制
」
論
を
知
る
の
に
も
っ
と
も
便
利
な
も
の

と
し
て
「
制
度
的
身
分
H
族
門
制
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
貌
菅
南
朝
の
貴

族
制
』
第
五
章
一
九
八
二
年
研
文
出
版
)
が
あ
る
。

(
4
〉
庚
於
陵
起
家
官
か
ら
家
格
を
特
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

し
か

し
、
弟
の
肩
吾
が
王
園
常
侍
(
園
名
、
左
右
は
不
明
)
に
起
家
(
『梁

書
』
巻
四
九
本
体
〉
。
通
常
弟
の
ほ
う
が
後
に
起
家
す
る
か
ら
、
於
陵
も

次
門
と
す
べ
き
で
あ
る
。
周
捨
太
皐
博
士
起
家
(
『
梁
書
』
巻
二
五

本
俸
)
。
以
下
、
家
格
の
特
定
は
そ
の
起
家
官
を
中
心
に
行
な
う
が
、
そ
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れ
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
も
の
の
婚
姻
関
係
、
官
歴
な
ど
を
総

合
的
に
勘
案
し
て
特
定
す
る
。
婚
姻
関
係
と
家
格
と
の
関
聯
に
つ
い
て

は
、
差
し
蛍
り
中
村
圭
爾

「
婚
姻
関
係
か
ら
み
た
階
層
と
官
僚
身
分
」

(
『
六
朝
貴
族
制
研
究
』
第
三
篇
第
三
章
一
九
八
九
年
風
間
書
房
)
、

拙
稿
「
南
朝
に
お
け
る
吏
部
の
人
事
行
政
と
家
格
」
〈
『
名
古
屋
大
皐

東
洋
史
研
究
報
告
』
一
八
〉
な
ど
を
参
照
。
家
格
と
官
歴
と
の
関
聯
に

つ
い
て
は
、
越
智
重
明
「
南
朝
の
清
宮
と
濁
官
」

(
『
史
淵
』
九
八
)
、

中
村
圭
爾
「
九
品
官
制
に
お
け
る
官
歴
」
・
「
清
官
と
濁
官
」
(
前
掲
書

第
二
篇
第
二
章
・
第
三
篇
第
二
重
〉
、
周
一
良
「
南
斉
書
丘
鐙
鞠
停
試

簿
衆
論
南
朝
文
武
位
及
清
濁
」
(
『
軸
窪
田
南
北
朝
史
論
集
』
一
九
六
二

年
北
京
)
、
拙
稿
「
南
朝
の
官
位
を
め
ぐ
る
一
考
察
」
・
「
宋
斉
時
代

の
参
軍
起
家
と
梁
陳
時
代
の
蔭
制
」
(
『
九
州
大
暴
東
洋
史
論
集
』
一

五
・
二
五
)
な
ど
を
参
照
。

(
5
〉
前
掲
「
梁
の
中
書
合
人
と
南
朝
賢
才
主
義
」
参
照
。

(
6
〉
前
掲
「
南
朝
に
お
け
る
吏
部
の
人
事
行
政
と
家
格
」
参
照
。

(

7

)

中
書
合
人
が
正
式
な
官
名
と
な
っ
た
の
は
梁
の
中
期
以
降
で
、
そ
れ

ま
で
は
中
書
通
事
会
人
と
い
っ
た
。
小
論
で
は
記
述
の
統
一
を
は
か
る

意
味
か
ら
以
下
全
て
中
書
舎
人
と
表
記
す
る
。

(

8

)

①
格
球
婚
姻
関
係
な
ど
か
ら
甲
族
と
し
て
よ
い
(
『
梁
書
』
巻
四

一
本
俸
)
。
②
劉
議
そ
の
官
歴
か
ら
甲
族
と
し
て
よ
い
〈
『
梁
書
』

巻
四
一
本
俸
〉
。
@
張
絢
秘
書
郎
起
家
〈
『
梁
室
田
』
巻
三
四
張
結
俸
)
。

④
劉
孝
威
「
改
革
」
以
降
に
皇
弟
皇
子
府
参
軍
起
家
(
『
梁
書
』
巻
四

一
本
俸
)
。
「
改
革
」
以
降
こ
の
参
軍
に
起
家
す
る
の
は
甲
族
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
越
智
重
明
「
梁
陳
時
代
の
甲
族
居
起
家
の
官
を
め

ぐ
っ
て
」
(
『
史
淵
』
九
七
)
参
照
。
⑤
謝
徴
「
改
革
」
以
降
に
皇

弟
皇
子
府
参
軍
起
家
(
『
梁
書
』
径
五

O
V
⑤
戚
盾
父
末
郵
が
三
口
間

以
上
の
官
を
経
た
の
ち
に
起
家
し
て
い
る
(
『
宋
書
』
径
五
五
戒
蕪
俸
・

『
梁
書
』
各
四
二
本
俸
)
。
こ
れ
か
ら
盾
は
甲
族
と
し
て
よ
い
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
中
村
圭
爾
「
九
口
問
官
制
に
お
け
る
起
家
」
(
前
掲
書
第

二
篇
第
一
章
)
参
照
。
⑦
滅
蕨
盾
の
弟
で
あ
る
〈
『
梁
書
』
巻
四
二

本
俸
〉
。

(
9
〉
た
だ
し
、
後
門
以
下
が
官
人
と
な
る
道
が
皆
無
で
あ
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
五
館
生
と
な
り
策
試
に
臨
応
じ
る
こ
と
、
軍
齢
制
を
翠
げ
る
こ
と
の

ふ
た
つ
の
方
法
に
よ
り
、
官
人
と
な
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
越
智
重
明

「E
日
南
朝
の
秀
才
・
孝
廉
」
〈
『
史
淵
』

一

二
ハ
〉
参
照
。

(m〉
考
詮
は
省
略
す
る
が
、
孔
失
(『
陳
書
』
各
一
二
本
俸
)
、
隆
理
(『陳

重

E
巻
三

O
本
俸
〉
、
顔
晃
(
『
陳
書
』
巻
三
四
本
俸
〉
、
江
徳
藻
〈
『
陳

書
』
各
三
四
本
俸
〉
、
陸
説
明
(
『
陳
書
』
径
三
四
本
俸
)
な
ど
は
甲
族
で

あ
る
。

(
日
〉
『
惰
室
田
』
巻
二
六
百
官
志
上
に
、

天
監
六
年
、
帯
以
三
卿
陵
替
、
乃
詔
革
選
、
(
太
子
)
家
令
観
遁

直
(
散
騎
)
常
侍
、
〈
太
子
)
卒
更
令
、
(
太
子
〉
僕
観
賞
門

(
侍
郎
)
三
等
、
皆
置
丞
、

と
あ
る
。

〈
臼
〉
前
掲
「
南
朝
の
清
官
と
濁
官
」
参
照
。

(
日
)
『
梁
書』

各
一
一
一
一
沈
約
停
、
鈴
木
虎
雄
「
沈
休
文
年
譜
」
(
『
業
開

録
』
一

九
二
八
年
)
参
照
。

(
日
比
〉
王
質
が
太
子
家
令
に
つ
い
た
こ
と
は
、
そ
の
本
俸
に
み
え
ず

『梁

書
』
各
五
六
侯
景
停
に
み
え
る
。
こ
の
侯
景
俸
の
主
質
を
別
人
と
す
る
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こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
本
俸
(
『
陳
書
』
径

一
八
)
と
あ
わ
せ
考

え
る
と
、
同
一
人
物
と
す
べ
き
で
あ
る
(
と
も
に
兵
を
率
い
て
江
を
渡

ら
ん
と
す
る
侯
景
を
迎
え
撃
っ
て
い
る
)
。

(
日
)
③
の
時
期
。
①
謝
暴
秘
書
郎
起
家
(
『梁
霊
園
』
胞
を
三
七
本
俸
)
。
②

江
稽
秘
書
郎
起
家
(
『梁
書
』
巻
一
一
一
本
俸
)
。
①
陸
照
斉
代
に
軍

府
参
軍
に
起
家
し
、
つ
い
で
太
子
合
人
に
遜
る
(
『
梁
書
』
巻
二
六
本

博
〉
。
軍
府
参
軍
起
家
↓
太
子
会
人
と
い
う
官
序
は
甲
族
の
官
序
で
あ

る
(
前
掲
「
宋
済
時
代
の
血
栓
軍
起
家
と
梁
陳
時
代
の
蔭
制
」
)
。
④
股
鈎

秘
書
郎
起
家
(
『
梁
量
E
径
二
七
本
体
)
。
⑤
劉
摘
す
で
に
み
た
。
⑤

王
錆
湾
代
に
軍
府
参
軍
起
家
↓
太
子
合
人
と
い
う
官
序
を
と
る
(『
梁

書
』
巻
三
三
本
停
)
。
⑨
張
率
著
作
佐
郎
起
家
(
『
梁
書
』
単
位
三
三
木

博
)
。
⑮
陸
褒
著
作
佐
郎
起
家
〈
『
梁
書
』
巻
二
七
本
俸
)
。
⑦
到
沿

湾
代
に
王
図
(
菅
安
王
園
)
左
常
侍
起
家

(
た
だ
し
不
奔
〉
(
『
梁
書』

径
二
七
〉
。
⑤
許
怒
湾
の
太
同
学
生
出
身
(
『梁
書
』
各
四

O
本
停
〉
。

太
同
学
生
に
な
る
の
は
次
門
以
下
の
出
身
で
あ
る
(
前
掲
「
E

日
南
朝
の

秀
才
・
孝
際
」
)
。

刷
の
時
期
。
②
新
世
秘
書
郎
起
家
〈
『
梁
書
』
興
住
三
五
本
俸
)
。
@

王
質
秘
書
郎
起
家
(
『陳
書
』
各
一
八
本
俸
)
。
④
粛
序

②
粛
慢
の

兄

(
『梁
書
』
巻
三
五
mm子
顕
俸
)
。
父
子
顕
は
甲
族
と
し
て
差
し
支
え

な
い
か
ら
、
序
の
家
格
も
そ
れ
と
さ
れ
る
。
⑤
一
驚
乾
「
改
革
」
以
降

に
皇
弟
皇
子
府
参
軍
起
家
〈
『
陳
書
』
巻
二一

本
侍
)。
①
徐
協
同
太
皐

博
士
起
家
(
『
梁
書
』
単
位
三

O
本
停
)
。

(
叩
山
)
謝
覧
も
文
皐
の
才
に
秀
で
た
人
物
で
あ
る
(
『
梁
書
』
径
一
五
本
傍
)
。

(
げ
〉
諸
到
の
興
隆
の
契
機
と
な
っ
た
宋
時
代
に
お
け
る
到
彦
之
の
軍
事
的

活
躍
を
い
う。

(叩凶)

陳
時
代
に
任
用
さ
れ
た
文
皐
の
才
堕
か
な
甲
族
に
隆
理
が
い
る
。

(
悶
)
「
革
選
」
以
前
に
太
子
卒
更
令
に
任
用
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、

待
隆

(『
宋
書
』
各
五
五
本
俸
)
、
何
承
天
(
『宋
書
』
巻
六
四
本
博
)
、
孔
透

(『南
斉
書
』

巻
三
四
本
俸
)
、
伏
受
容
(
『
梁
書
』
巻
五

O
本
俸
)
な

ど
が
確
認
さ
れ
る
が
、
何
れ
も
次
門
と
し
て
差
し
支
え
な
い
。
以
降
に

甲
族
劉
孝
威
が
任
用
さ
れ
て
い
る
。
太
子
僕
で
は
、
「
革
選
」
以
前
に

萄
伯
子
(
『
宋
書
』
径
六

O
本
俸
)
、
孫
輿
舎

(
『
南
史』

を
七
五
漁
夫

俸
〉
、
周
額
(
『
南
斉
書
』
巻
四
一
本
俸
)
が
確
認
さ
れ
る
。
輿
舎
に
つ

い
て
は
専
俸
が
な
く
そ
の
家
格
を
特
定
し
が
た
い
。
以
外
は
何
れ
も
次

門
で
あ
る
。
以
降
で
は
甲
族
の
被
任
用
者
と
し
て
、
意
稜
(
『
梁
書
』

各

一
一
一
本
俸
)
、
張
卒
、
劉
孝
縛
(
『
梁
書
』
各
三
三
本
俸
)
、
掌
梁
(
『
梁

書
』
径
四
三
本
俸
〉

が
確
認
さ
れ
る
。
な
お
、
陳
時
代
、
甲
族
補
絹
が

太
子
卒
更
令
に
任
用
さ
れ
て
い
る
(
『
南
史
』
径
六
一
本
俸
〉
。

(
初
〉
「
卑
云
々
」
と
あ
る
際
、
次
門
以
下
を
指
す
。
後
引
の
『
宋
霊園
』
を

八
四
孔
鋲
停
及
び

『
宋
書
』
各
九
四
恩
倖
停
序
な
ど
を
参
照
。

(幻〉

①
王

泰

秘

書
郎
起
家
(
『梁
書
』
巻
二
一
木
停
)
。
泰
が
任
用
さ
れ

た
の
は
、
南
康
王
が
天
監
十
年
に
使
持
節
都
督
南
徐
州
諸
軍
事
南
徐
州

刺
史
仁
威
将
軍
に
つ
く
前
で
あ
る
(
『
梁
書
』
径
二
九
南
康
衡
王
績

停〉。

②
陸
佳
佳
の
家
は
累
代
に
渡
り
清
官
侍
中
を
出
し
て
お
り
、

甲
族
と
し
て
よ
い
(
『梁
書
』
巻
二
七
本
俸

・
『宋
霊
園
』
各
五
三
張
茂
度

傍〉
。
径
の
任
用
は
E

日
安
玉
、
後
の
簡
文
喬
が
雲
麿
将
軍
江
州
刺
史
に

つ
く
前
、
天
監
一
七
年
以
前
で
あ
る
(
『
梁
書
』
各
四
筒
文
脅
紀
)
。
③

謝
奉
す
で
に
み
た
。
翠
の
任
用
は
太
子
家
令
に
つ
く
斗
別
で
あ
る
。
@

劉
孝
威
す
で
に
み
た
。
⑤
王
質
す
で

に
み
た
。
⑥
粛
抽
出
著
作
佐

郎
起
家
(
『
梁
書
』
記
包
囲

一
本
停
)
。
⑦
王

沖

秘

書
郎
起
家

(『
陳
書
』
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巻
一
七
本
俸
〉
。
@
裳
君
正
甲
族
愛
昂
の
子
(
『
南
史
』
巻
二
六
本

俸
)
。
⑨
司
馬
嵩
太
皐
博
士
起
家
(
『
陳
霊
園
』
巻
三
二
本
俸
〉
。

(

n

)

粛
允
(
『
陳
書
』
巻
一

一一

本
俸
)
、
玉
湯
ハ
『
陳
霊
園
』
袋
二
三
本
俸
)
、

陸
現
な
ど
の
文
撃
に
優
れ
た
甲
族
が
陳
時
代
、
任
用
さ
れ
て
い
る
。

(
お
〉
徐
摘
は
容
貌
が
劣
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
文
筆
の
才
を
以
て

皇
子
の
取
り
各
き
に
任
用
さ
れ
て
い
る
。

(
担
)
海
野
洋
卒
「
梁
武
帯
の
皇
子
数
育
」
〈
『
集
刊
東
洋
間
宇
』
七
五
)
参

照。

(
お
〉
太
子
家
令
、
太
子
卒
更
令
、
太
子
僕
の
就
官
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
停
車
世

照
。

(
M
m

〉
『
南
史
』
各
四
八
陸
新
停
に
、
「
(
折
〉
弘
雅
有
識
度
、
好
皐
能
属

文
、
後
主
在
東
宮
、
徴
魚
管
記
、
」
と
あ
る
も
の
な
ど
。

(
幻
〉
前
掲
「
梁
武
一
慣
の
貴
族
主
義
」
参
照
。

〈
お
)
『
宋
書
』
・
本
俸
参
照
。

(mg
宮
崎
市
定
「
清
要
官
の
愛
逮
」
(
前
掲
霊園
第
二
編
第
三
章
四
)
参

照。

(

ω

)

『
宋
室
田
』
巻
八
五
本
俸
参
照
。

(

M

U

)

徐
勉
が
向
書
僕
射
で
あ
っ
た
の
は
普
通
四
年
か
ら
太
逼
三
年
ま
で
で

あ
る
(
「
梁
賂
相
大
臣
年
表
」
『
二
十
五
史
補
編
』
所
牧
)
参
照
。

(
泣
)
前
掲
「
南
朝
の
清
官
と
濁
官
」
参
照
。

(
幻
)
柳
惇
、
柳
伐
の
父
世
隆
は
も
と
も
と
次
門
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
軍
鶏

に
よ
る
官
遂
に
慮
じ
て
家
格
を
甲
族
の
そ
れ
へ
と
上
昇
さ
せ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
宋
斉
時
代
の
参
軍
起
家
と
梁
陳

時
代
の
蔭
制
」
参
照
。

(
川
品
)
帯
用
沿
著
作
佐
郎
起
家
(
『
梁
室
田
』
各
四
一
本
俸
)
。
な
お
こ
の
際
、

散
騎
常
侍
の
ほ
か
に
他
官
を
あ
わ
せ
も
つ
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な

い
。
家
格
と
の
関
聯
で
問
題
に
な
る
の
は
、
車
濁
で
散
騎
常
侍
に
就
官

す
る
場
合
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
南
舜
書
丘
鍵
鞠
俸
試

穣
策
論
南
朝
文
武
位
及
清
濁
」
、
拙
稿
「
梁
武
帯
に
よ
る
官
位
改
獲
策

を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
九
州
大
皐
東
洋
史
論
集
』
二
ニ
)
参
照
。

(
お
)
省
略
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
紹
無
で
は
な
い
が
、
王
泰
俸
に
は
泰
が

単
濁
で
散
騎
常
侍
に
つ
い
た
と
す
る
記
述
は
な
い
。

(
町
四
)
川
合
安
「
南
朝
の
御
史
蔓
に
つ
い
て
」
(
『
集
刊
東
洋
皐
』
六

O
〉

参
照
。

(
幻
)
「
尚
書
郎
」
の
次
に
治
書
侍
御
史
に
濯
っ
た
も
の
に
明
山
賓
(
『
梁

設百
』
巻
二
七
本
俸
)
、
王
借
孫
〈
『
梁
書
』
各
三
三
本
俸
)
が
あ
る
。
山

宮
田
奉
靭
請
起
家
。
償
請
王
図
左
常
侍
(
園
名
不
明
)
起
家
。

(
お
)
山
間
書
三
公
郎
は
術
書
三
公
侍
郎
と
作
る
版
本
も
あ
る
。
中
華
書
局
版

の
校
勘
記
は
『
南
史
』
に
よ
り
「
侍
」
字
を
街
と
し
て
い
る
が
、
街
字

と
剣
断
し
た
根
擦
に
つ
い
て
は
一
示
さ
れ
て
い
な
い
。
小
論
は
一
腹
こ
れ

に
よ
る
が
、
こ
れ
を
街
字
と
し
な
い
場
合
、
「
侍
郎
」
は
「
向
書
郎
」

在
職
者
の
な
か
か
ら
優
秀
な
も
の
を
任
用
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
か

ら
(
『
梁
書
』
巻
四
九
到
洗
停
)
、
そ
れ
か
ら
治
書
侍
御
史
に
遜
る
と
い

う
人
事
は
さ
ら
に
左
遷
的
色
彩
の
濃
い
も
の
と
な
ろ
う
。

(
m
m
〉
宮
崎
市
定
「
動
位
の
成
立
」
(
前
掲
書
第
二
編
第
三
章
九
)
参
照
。

(

ω

)

拙
稿
「
東
耳
目
南
朝
に
お
け
る
天
子
の
支
配
権
力
と
向
書
省
」
(
『
九

州
大
皐
東
洋
史
論
集
』
五
〉
参
照
。

(

H

U

)

『
梁
書
』
巻
四

O
本
俸
参
照
。

(

m

U

)

前
掲
「
梁
武
-
帝
の
貴
族
主
義
」
参
照
。

(
必
)
「
改
革
」
に
土
庶
鉾
別
の
意
識
が
強
く
現
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
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は
、
越
智
重
明
「
梁
の
天
監
の
改
革
と
次
門
屠
」
(
『
史
筆
研
究
』
九

七
)
参
照
。
ま
た
、
土
人
に
も
そ
う
し
た
一
意
識
に
強
烈
な
も
の
が
あ
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
吉
川
忠
夫
「
沈
約
の
思
想
」

(
『
六
朝
精
紳
史

研
究
』
第
田
部
第
八
章
一
九
八
四
年
向
朋
合
出
版
)
な
ど
参
照
。

(
“
)

『
梁
書
』
巻
二
五
徐
勉
侮
・
前
掲
「
梁
賂
相
大
臣
年
表
」
参
照
。

(
必
〉
①
事
刑
務
父
子
範
が
甲
族
(
『
梁
書
』
巻
三
五
粛
子
範
惇
)
。

②
何
敬

容
秘
書
郎
起
家
(
『
梁
宝
田
』
各
三
七
本
停
)
。
③
到
蓋
著
作
佐
郎
起

家
(
『
梁
書
』
巻
四

O
本
停
)
。
④
楕
向
秘
書
郎
起
家
(
『
梁
書
』
巻

四
一
橋
朔
停
)
。

⑤
劉
潜
甲
族
劉
孝
紳
の
弟
(
『
梁
室
田
』
巻
四
一
本

俸
)
。
⑤
粛
幾
す
で
に
み
た
。

⑦
劉
請
す
で
に
み
た
。
③
江
総

「
改
革
」
後
、
皇
弟
皇
子
府
参
軍
起
家
(
『陳
書
』
各
二
七
本
体
)
。
⑤

亥
態
秘
書
郎
起
家
(
『
陳
書
』
各
二
四
本
俸
)
。

(
必
)
⑫
到
治
す
で
に
み
た
。
⑪
到
瓶
王
図
左
常
侍
(
園
名
不
明
)
起

家
(
『
梁
醤
』
径
四

O
本
俸
)
。

(
円
引
)
宋
斉
時
代
、
甲
族
で
「
向
書
郎
」
に
任
用
さ
れ
た
も
の
は
以
下
の
人

々
で
あ
る
。

O
印
は
「
南
人
」
で
あ
る
。

O
張
茂
度
、

O
張
、
氷
(
以
上

『
宋
書
』
各
五
三
の
そ
れ
ぞ
れ
の
本
俸
)
。

O
孔
淵
之
(
『
朱
書
』
各
五

四
本
俸
〉
。

O
張
暢
(
『
宋
書
』
巻
五
九
本
俸
)
。

O
張
敷
(
『
宋
書
』
巻

六
二
)
。

O
沈
勃
(
『
宋
書
』
巻
六
三
本
俸
〉
。
劉
湛
、
沼
際
(
『
宋
室
田
』

径
六
九
の
そ
れ
ぞ
れ
の
本
博
)
。
亥
額
(
『
宋
書
』
巻
八
四
本
俸
〉
。
粛

恵
開
(
『
宋
書
』
巻
八
七
本
俸
)
。

O
張
岱
(『
南
斉
書
』
各
三
二
本
市
博
)
。

O
張
緒
(
『
南
斉
書
』
巻
三
一
一
一
本
体
)
。

O
張
融
(
『
南
湾
書
』
巻
四

一

本
俸
)
。
何
畠
寓
(
『
南
融
門
書
』
巻
四
三
木
市
博
)
。

O
陵
慈
瞬
、
新
惑
基

(『南
棺門
書
』

各
四
六
の
そ
れ
ぞ
れ
の
本
俸
)
。
謝
眺
(
『
南
斉
書
』
巻

四
七
本
俸
。
た
だ
し
、
乗
官
)
。

O
孔
稚
桂
(
『
南
斉
書
』
巻
四
八
本

惇)。

O
張
沖
(
『
南
斉
室
田
』
巻
四
九
本
俸
)
。
柳
伐
(
『
梁
書
』
径
一
一

一

本
侍
)
。

O
張
充
(
『
梁
室
田
』
巻
二
一
本
俸
)
。
O
陸
果
(
『
梁
書
』
巻
二

六
本
侍
)
。

O
張
率
(
『
梁
書
』
巻
三
三
本
俸
)
。
靖
則
豚
素

(『梁
書
』
巻

五
二
本
体
)
。
庚
華

(『
梁
書
』

巻
五
三
本市博
)。

(
川
崎
)
庚
煩
之
(
『
宋
書
』
巻
五
三
本
俸
)
、
何
胤
(
『
梁
書
』
巻
五

一
本
停
)
、

粛
葱
関
が
秘
書
郎
に
起
家
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
尚
書
郎
」
に
任
用

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
照
之
、
胤
は
「
不
奔
」
で
あ
る
。
恵
聞
は
就

官
し
て
い
る
が
、
恵
開
の
家
は
父
思
話
の
軍
事
的
活
躍
と
宋
室
と
の
婚

姻
関
係
を
挺
子
と
し
て
蓋
頭
し
た
も
の
で
あ
り
、
家
格
的
に
は
若
干
落

ち
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
(
恵
開
、
)
初
魚
秘
書
郎
、
著
作
並
名
家

年
少
、
:
:
:
外
租
右
光
藤
大
夫
劉
成
戒
之
目
、
汝
恩
成
家
子
、
嘗
臨
応
酬
柑

迎
時
俗
、
外
内
之
動
、
如
汝
自
業
、
終
無
小
傷
多
異
、
以
取
天
下
之
疾

患
邪
、
」
と
あ
る
の
は
、
そ
う
し
た
想
定
を
補
強
す
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ

久
ノ
。

(
刊
叩
)
浪
邪
の
王
氏
で
あ
っ
て
も
、
次
門
の
も
の
は
「
術
書
郎
」
に
就
宮
す

る
。
王
准
之
東
菅
末
に
浪
邪
王
園
右
常
侍
に
起
家
(
『
宋
室
E
各
六

O
本
俸
)
。
王
現
奉
朝
請
起
家
(
『
南
斉
昔
一
目
』
巻
三
二
本
俸
)
。
王
韻

之
と
そ
の
子
障
(
『
宋
書
』
巻
六

O
本
俸
)
及
び
王
思
遠
(
『
南
斉
書
』

巻
四
三
本
俸
)
も
「
倫
書
郎
」
に
つ
い
て
い
る
が
、
そ
の
家
格
を
特
定

で
き
な
い
。
し
か
し
、
本
文
に
述
べ
る
と
こ
ろ
か
ら
何
れ
も
次
門
と
し

て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
、
王
延
之
が
向
書
外
兵
郎
に
つ
い
た
と
す
る
記
載

が
あ
る
が
、
こ
れ
は
術
文
と
す
べ
き
で
あ
る
(
中
華
書
局
版
『
南
湾

書
』
巻
三
二
本
市
博
及
び
校
勘
記
〉
。
な
お
、
延
之
は
甲
族
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

(
切
)
陸
機
が
文
民
一
ナ
に
優
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
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(『
E

日
書
』
品
位
五
四
本
俸
)
。
王
坦
之
も
文
皐
に
秀
で
た
人
物
で
あ
っ

た
。
な
お
、
担
之
は
就
一
官
を
担
否
し
て
い
る
(
墨
田
書
』
巻
七
五
本

俸)。

(
日
〉
前
掲
「
梁
の
夫
監
の
改
革
と
次
門
麿
」
参
照
。

(
臼
)
前
掲
「
南
朝
の
皇
帝
と
貴
族
と
豪
族
・
土
豪
|
|
梁
武
一
帝
の
革
命
を

手
が
か
り
に
|
|
」
参
照
。

(
回
)
安
田
二
郎
「
E
百
安
王
子
勤
の
叛
飢
に
つ
い
て
|
|
南
朝
門
間
貴
族
鐙

95 

制
と
豪
族
土
豪
|
|
」

(『東
洋
史
研
究
』
二
五

1
四
〉
参
照
。

〔
付
記
〕
小
論
は
拙
稿
「
梁
武
需
に
よ
る
官
位
改
出
演
策
を
め
ぐ
っ
て
」
を

自
己
批
剣
し
た
も
の
で
も
あ
る
。

そ
う
す
る
と
「
清
議
」
の
解
穆

が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
な
お
時
聞
を
必
要
と
す
る
。

差
し
蛍
た
り
拙
稿
「
南
朝
に
お
け
る
吏
部
の
人
事
行
政
と
家
格」

を
参
照
。
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Because of the shortage of localｅχpenses,the men in village service 郷役

were subject to heavy burdens of local ｅχpensesin the Southern Song｡

　　

The local administration expenses closely connected with the local

service were always provided and used on the basis of local autonomy.

From this point of view, there is some resemblance between the system of

financialadministration under the Song dynasty and that under the Tang

dynasty.

STATUS CONSCIOUSNESS AMONG THE

　　

ARISTOCRACY IN LIANG CHINA

NODA Toshiaki.

　　

It has been generally accepted that the bureaucratic reform implemented

by Xiao Yan 蕭行，tｈｅ Emperor Wu-di of Liang China 梁武帚was

consistent with his philosophy of the “wise and talented” 賢才主義. This

paper

　

attempts

　

to

　

explore

　

the

　

status

　

consciousness of the　upper-class

aristocracy at that time by studying their response to the emperor's policy.

Besides, the author examines the ｅχtent to which the “wise and talented”

philosophy that developed in the latter half of the Northern and Southern

dynasties南北朝actually penetrated the government and society in the

latter half of the Southern dynasties.　The conclusion can be briefly

summarized as follows:

　　

1. The“wise　and talented”personnel　policy　of the　emperor　was

　　

primarily designed to stress the appointment of the talented upper-class

　　

aristocracy to administrative positions formerly filledby the lower-class

　　

aristocracy. Its implementation was not merely the will of the emperor.

　　

Indeed, the great aristocracy was also interested in these positions.

　　

2. The “wise and talented” philosophy was not peculiar to the emperor,

　　　

but was widely shared by the upper-class aristocracy.

　　

3. The　facts　above　indicate　that　there　was　ａ change　in　status

　　　

consciousness among the upper-class aristocracy in the latter half of the

　　　

Southern dynasties.

　　　

In short, when the “wise and talented” philosophy took shape in the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

― 33 ―



latter half of the Southern dynasties, it represented the trends of that time.

Ａ STUDY ON CIRCULATION OF THE

　　　

ＴＡＮＧＨＵＩ-YAO r唐會要』

　　　　　

FURUHATA Toru

　　

This report is ａ study on the circulation of the Υang hutうlao, through

introduction of some recent studies on this work in China and ｅχamination

of its fragments quoted in other works. The main points clarified by this

report are as follows:

　

1. Siχ old manuscripts of the Ｔａｎｇ ｈtふ{Ｖａｏ　ａｘｅｅχtant in China: three

　　

are kept at the Beijing　Library, another　three　at　the　Shanghai

　　

Library. Five of the manuscripts and the following old manuscripts:

　　

the one possessed by the Seikado Bｕｎｋｏ静嘉堂文庫in Tokyo and the

　　

two kept at the National Central Library in Taibei, are ｅχactly the

　　

same version. The original tｅχts on which these eight copies were

　　

based include the one made in the reign of the Emperor Gao-zong 高

　　

宗of the Southern Song, and those circulated in the Ming and early

　　

Qing dynasties.

　　

2. In the Northern Song, there were at least two diffe「ent versions of

　　　

the Taれｇ ｈｔふｙａｏ.One was copied from the author's manuscript.

　　　

The manuscript was kept in the Shi-guan史館, and was quoted directly

　　　

by the ７㎡一戸ing yu-Ｉａｎ『太平御覧』, 　Ｔａｔ一帥ｌｇｇｕａｎｇ-iiΓ太平廣記』

　　　

and Ｚｆ一ｚhitｏｎｇ-ｉｉａｎｋａｏ-が『資治通鑑考異』, which were compiled in

　　　

the Northern Song. It seems very probable that the Ｓｈｉ-ＶＤＵＪｔ-yuan

　　　

『事物紀原j compiled in the Northern Song quoted from this version.

　　　

The manuscript made in the reign of the Emperor Gao-zong of the

　　　

Southern Song, and the quotations in the Yu-ｈａt『玉海J as well as

　　　

the Ｙｏｎｓ-ｌｅｄａ･ｄｉａｎ『永楽大典J which were compiled in the Southern

　　　

Song and the year of 1408 respectively, are also estimated to have

　　　

come from this version.　This version had been ｅχtant in good con-

　　　

dition up until the early Ming, but from then onward to the end of the

　　　

Ming considerable pages and words w^ere lost｡
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