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護

【
要
約
】
謎
解
の
文
人
た
ち
の
手
に
な
る
制
誰
と
壁
記
を
使
っ
て
温
習
の
官
制
・
官
職
に
つ
い
て
考
察
す
る
最
初
の
試
み
と
し
て
、
県
の
尉
を
対
象
に
選

ん
だ
。
艶
麗
と
は
、
個
々
の
宮
僚
の
人
事
異
動
の
際
に
中
書
舎
人
な
い
し
知
制
詰
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
辞
令
書
で
あ
り
、
壁
記
と
は
、
官
庁
の
壁
に
、

そ
の
官
庁
・
官
職
に
関
し
て
書
か
れ
た
文
章
で
あ
る
。
こ
れ
ら
特
定
の
個
人
や
官
職
を
対
象
と
し
た
制
誰
と
庁
書
記
は
、
大
麿
六
典
な
ど
の
政
典
類
に
比

べ
て
、
客
観
的
か
つ
具
体
的
な
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
に
お
い
て
、
地
方
制
度
の
う
ち
、
州
段
階
の
制
度
に
つ
い
て
は
か
な
り

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
県
の
機
構
に
つ
い
て
は
殆
ん
ど
手
が
つ
け
ら
れ
て
い
ず
、
と
く
に
塁
砦
の
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
各
研
究
者
が
抱
く
イ
メ
ー
ジ
は

多
様
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
、
県
尉
庁
壁
記
と
、
県
尉
に
任
命
す
る
際
の
制
禦
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
唐
代
に
お
け
る
県
警
の
職
務
分
担
の
実
状
、

官
僚
昇
進
ロ
ー
ス
に
お
け
る
童
謡
の
位
澱
を
跡
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
じ
県
尉
と
い
う
名
称
の
官
職
で
あ
っ
て
も
、
晴
の
無
識
の
治
世
か
ら

唐
代
に
い
た
る
県
尉
と
、
そ
の
前
後
の
時
代
の
県
尉
と
で
は
、
職
責
な
ら
び
に
官
界
に
お
け
る
地
位
が
全
く
異
な
る
こ
と
を
述
べ
た
。
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唐代の県尉（礪波）

は
　
じ
　
め
　
に

さ
き
に
「
公
選
使
院
の
甲
佐
と
辟
予
示
」
　
（
神
戸
大
学
文
学
部
紀
要
第
二
号
、
一
九
七
三
年
）
と
題
す
る
小
論
を
発
表
し
、
僚
佐
の
待
遇
面

に
関
心
を
払
い
つ
つ
、
節
度
使
と
観
察
使
の
使
院
に
お
け
る
僚
佐
の
構
成
と
辞
召
制
の
実
際
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。
そ
れ
は
、
唐
代
後
半

期
か
ら
宋
初
に
か
け
て
の
官
僚
機
構
の
大
幅
な
変
貌
の
さ
ま
を
跡
づ
け
る
年
来
の
作
業
の
一
環
と
し
て
、
写
真
讃
や
石
刻
碑
文
の
碑
陰
題
名
な

ど
の
具
体
的
な
史
料
に
即
し
て
叙
述
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
今
回
は
、
唐
代
の
文
人
の
手
に
な
る
制
諾
と
壁
記
を
手
が
か
り
と
し
て
、
唐
代
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後
半
期
に
お
け
る
官
制
・
官
職
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
み
た
い
。

　
唐
代
に
お
い
て
、
個
々
の
窟
吏
の
人
事
異
動
の
際
に
、
中
書
舎
人
な
い
し
知
舗
誰
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
辞
令
書
は
中
書
堀
江
と
よ
ば
れ
、

文
苑
英
華
で
は
四
十
巻
分
を
占
め
て
い
る
。
翰
林
学
士
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
翰
林
制
詔
は
、
同
じ
く
五
十
三
巻
を
占
め
る
。
唐
人
や
華
人
の

個
女
の
文
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
調
誰
・
制
詔
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
集
に
お
い
て
か
な
り
の
割
合
に
及
ん
で
い
る
。
唐
宋
時
代
に
お
け
る
中
書

舗
譜
と
翰
林
糊
詔
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
が
、
本
稿
で
取
上
げ
る
の
は
す
べ
て
中
書
欄
誰
、
略
し
て
制
誰
に

限
ら
れ
る
。
つ
ぎ
に
壁
記
と
は
、
宮
庁
の
壁
に
、
そ
の
官
庁
・
官
職
に
関
し
て
か
か
れ
た
文
章
で
あ
る
。
文
苑
英
華
に
は
十
三
巻
分
が
収
録
さ

れ
て
い
る
。

　
大
唐
六
典
を
は
じ
め
、
正
史
や
政
書
の
類
に
あ
ら
わ
れ
た
詔
勅
や
欄
度
が
宮
職
に
つ
い
て
の
一
般
通
則
を
示
し
、
新
し
い
官
職
に
就
か
ん
と

出
発
す
る
友
人
に
与
え
た
饒
送
の
序
や
書
が
余
り
に
も
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
性
格
を
も
つ
の
に
対
し
、
特
定
の
個
人
や
官
職
を
対
象
と
し
た
思
詰

と
庁
壁
心
は
、
そ
の
中
間
の
性
格
を
有
し
、
客
観
的
か
つ
具
体
的
な
史
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
最
初
の
試
み
と
し
て
、
唐

代
の
地
方
制
度
で
あ
る
州
県
制
の
末
端
、
県
に
お
け
る
品
窟
の
最
下
位
の
官
職
た
る
尉
を
対
象
と
し
て
取
上
げ
た
い
。

　
壁
記
と
制
誰
を
材
料
に
し
た
考
察
の
最
初
の
対
象
と
し
て
、
な
ぜ
県
尉
を
選
ん
だ
の
か
、
そ
の
理
由
を
端
的
に
い
え
ば
、
唐
代
の
県
尉
の
ポ

ス
ト
に
つ
い
て
各
研
究
者
が
も
つ
イ
メ
ー
ジ
が
余
り
に
も
か
け
離
れ
て
い
る
の
で
、
壁
記
と
女
子
を
材
料
に
し
て
具
体
像
を
提
示
し
て
お
き
た

い
、
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
階
唐
の
律
令
制
を
継
受
し
た
日
本
の
律
令
官
欄
下
の
各
官
庁
は
、
す
べ
て
、
　
「
か
み
、
す
け
、
じ
ょ
う
、
さ
か

ん
」
の
四
等
官
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
唐
の
律
令
官
制
で
は
、
　
「
長
富
、
通
判
官
1
1
次
官
、
判
官
、
主
典
」
の
四
等
官
組
織
に
よ
り
各
自

の
責
任
区
分
が
定
め
ら
れ
、
そ
れ
以
外
に
検
勾
官
が
お
か
れ
て
文
書
類
の
点
検
を
行
な
っ
た
。
中
央
宮
庁
に
お
け
る
四
等
官
の
名
称
は
、
各

置
屋
の
沿
革
の
多
様
さ
に
と
も
な
っ
て
複
雑
に
な
っ
て
い
る
が
、
全
国
で
お
よ
そ
三
五
〇
州
、
一
五
五
〇
県
あ
っ
た
地
方
官
庁
の
場
合
は
簡
単

明
瞭
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
州
に
お
い
て
は
、
刺
史
が
長
官
、
豊
漁
・
長
史
・
司
馬
の
三
者
が
通
判
官
、
司
功
・
舟
倉
・
誌
面
・
司
兵
・
司

法
・
司
士
の
六
参
軍
事
が
判
官
で
、
検
勾
官
た
る
録
事
参
軍
事
が
判
官
の
上
位
に
位
置
し
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
流
内
官
で
あ
っ
た
。
そ
の
下
に
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唐代の累尉（礪波）

主
典
た
る
佐
と
史
が
い
た
が
、
か
れ
ら
は
官
に
あ
ら
ざ
る
吏
で
あ
っ
た
。
州
の
下
に
あ
る
県
の
場
合
に
は
、
令
が
長
官
、
丞
が
通
判
宮
、
主
簿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

が
千
三
窟
、
尉
が
判
宮
で
あ
り
、
主
典
は
州
と
同
じ
く
佐
・
史
と
よ
ば
れ
る
吏
が
担
当
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
大
唐
六
典
・
巻
三
十
の
州

県
官
吏
の
条
か
ら
も
何
ら
疑
問
が
な
く
、
照
尉
は
、
州
の
諸
曹
参
軍
事
に
対
応
す
る
わ
け
で
、
通
典
・
巻
三
三
・
職
官
・
総
論
県
佐
の
条
に
は
、

「
尉
背
理
諸
曹
」
と
書
い
た
上
に
、
「
如
州
判
司
」
と
い
う
原
注
を
施
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
県
尉
は
諸
曹
の
こ
と
を
分
判
ず
る
判
官
で
あ
り
、

州
の
司
功
な
ど
の
六
参
軍
事
は
六
司
の
こ
と
を
分
判
ず
る
の
で
判
司
と
い
う
が
、
尉
は
そ
れ
と
同
様
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

唐
の
県
尉
に
つ
い
て
、
調
度
史
に
間
る
い
研
究
者
は
、
お
お
む
ね
六
典
や
通
典
の
所
説
に
依
拠
し
、
こ
の
見
解
を
と
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ

れ
以
上
の
詳
細
に
は
ふ
れ
ら
れ
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
漢
文
・
唐
詩
・
宋
調
・
論
鋒
と
称
さ
れ
る
ご
と
く
、
唐
代
を
代
表
す
る
文
学
は
詩
で
あ
り
、
唐
詩
の
訳
解
書
や
毒
忌
の
詩
人
た

ち
の
伝
記
が
、
数
多
く
出
版
さ
れ
て
い
る
。
唐
朝
の
詩
人
や
文
人
た
ち
は
、
お
お
む
ね
唐
朝
の
官
僚
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
か
な
り
の
人
た
ち

は
、
か
れ
ら
自
身
あ
る
い
は
そ
の
友
人
が
、
最
初
に
あ
る
い
は
二
番
爵
に
つ
く
官
職
と
し
て
、
県
の
尉
を
経
歴
す
る
事
例
が
多
か
っ
た
。
そ
し

て
、
中
国
文
学
の
奪
門
家
の
方
々
の
手
に
な
る
唐
詩
の
解
釈
や
詩
人
の
伝
記
に
お
い
て
、
県
尉
を
「
警
察
署
長
」
あ
る
い
は
「
刑
獄
中
」
と
訳

さ
れ
る
の
が
通
常
の
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
、
故
高
橋
和
巳
氏
の
遺
稿
『
詩
人
の
運
命
－
魚
商
隠
詩
論
一
』
（
高
橋
和
瞠
作
品
集
・
別
巻
・

河
出
書
房
漸
社
、
一
九
七
二
年
）
で
は
、
質
商
隠
が
秘
書
腰
提
書
誤
か
ら
長
安
と
洛
陽
の
中
間
地
点
に
あ
る
號
州
弘
農
県
の
尉
に
う
つ
っ
た
こ
と

に
つ
き
、
　
「
開
成
四
年
、
李
商
機
二
十
八
歳
の
と
き
彼
は
い
っ
た
ん
は
団
平
元
の
推
韓
に
よ
っ
て
秘
護
省
校
書
郎
と
な
り
な
が
ら
も
、
そ
の
同

じ
年
、
直
接
的
な
証
拠
文
献
は
な
い
な
が
ら
、
充
分
推
察
で
き
る
官
僚
社
会
の
陰
湿
な
排
斥
の
結
果
、
弘
農
の
尉
に
左
遷
さ
れ
た
。
…
…
そ
こ

の
尉
は
、
現
在
で
い
え
ば
警
察
官
と
典
獄
を
か
ね
た
俗
官
で
あ
る
。
」
（
一
一
八
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
唐
書
の
列

伝
を
検
す
れ
ば
明
ら
か
な
ご
と
く
、
壁
代
の
高
級
官
僚
た
ち
が
、
の
ち
に
は
宰
相
に
な
る
よ
う
な
人
物
で
も
、
為
券
の
ポ
ス
ト
を
経
歴
す
る
の

は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
左
遷
さ
れ
た
と
み
る
の
は
い
き
す
ぎ
で
あ
ろ
う
。
白
居
易
も
秘
書
省
筆
書
郎
の
つ
ぎ
に
就
い
た
ポ
ス
ト
は
整
廃
県

の
尉
な
の
で
あ
っ
た
。
李
商
隠
自
身
も
、
友
人
の
陶
進
士
に
あ
て
た
手
紙
の
中
で
、
「
尋
い
で
復
た
曹
玉
に
啓
し
て
、
尉
を
號
に
求
む
。
」
と
書
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い
て
い
る
（
高
橋
前
掲
書
・
一
〇
五
頁
）
。
で
は
、
高
橋
氏
の
見
解
を
根
拠
薄
弱
と
し
て
斥
け
て
お
け
ば
い
い
の
か
、
と
な
る
と
、
慰
事
せ
ざ
る
を

え
な
い
。
当
時
の
詩
文
に
な
れ
し
た
し
ん
で
お
ら
れ
る
文
学
専
攻
の
方
女
に
も
、
納
得
し
て
も
ら
え
る
だ
け
の
説
明
が
、
歴
史
家
の
側
か
ら
こ

れ
ま
で
十
分
に
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
、
否
め
な
い
事
実
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
唐
の
文
人
た
ち
の
手
に
な
る
壁
越
や
制
諮
を
使

っ
て
、
県
尉
の
職
掌
や
、
そ
の
ポ
ス
ト
が
履
歴
の
上
で
も
つ
位
置
を
確
か
め
て
お
こ
う
と
す
る
理
由
な
の
で
あ
る
。

　
①
池
田
温
「
律
令
官
制
の
形
成
」
（
岩
波
講
座
世
界
歴
史
5
、
一
九
七
四
年
第
二
　
　
版
）
の
三
　
二
頁
に
掲
げ
ら
れ
た
〃
主
要
宮
府
諸
等
官
略
表
”
参
照
。
・
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剛
、
庁
壁
記
か
ら
み
た
唐
代
の
県
尉

　
庁
前
記
あ
る
い
は
壁
記
は
、
事
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
書
き
し
る
す
文
体
で
あ
る
〃
記
”
の
一
種
で
あ
っ
て
、
八
○
○
年
頃
に
か
か
れ
た
唐
の

封
演
撰
の
封
民
聞
見
記
・
巻
五
・
壁
記
の
条
に
、

　
朝
廷
百
司
の
諸
庁
、
み
な
壁
記
あ
り
、
官
秩
の
創
置
お
よ
び
遷
授
の
始
末
を
叙
す
。
…
…
難
氏
の
両
面
記
に
云
う
、
任
官
さ
か
ん
に
壁
記
を

　
写
し
、
も
っ
て
当
庁
前
後
の
遷
除
出
入
を
し
る
し
、
よ
う
や
く
も
っ
て
俗
を
な
す
、
と
。
然
れ
ば
則
わ
ち
壁
記
の
由
は
、
ま
さ
に
こ
れ
国
朝

　
よ
り
以
来
に
し
て
、
潮
型
よ
り
始
ま
り
、
遂
に
郡
邑
に
流
れ
し
の
み
。
　
（
朝
廷
百
司
諸
鐙
皆
有
壁
記
。
叙
官
秩
創
置
及
遷
化
始
末
。
…
…
章

　
疑
両
雑
記
云
。
郎
富
盛
写
素
膚
以
前
当
庁
前
後
遷
除
出
入
。
寝
以
成
歯
。
然
則
壁
記
之
由
。
当
富
国
朝
以
来
。
始
自
台
省
。
遂
流
郡
邑
耳
。
）

と
い
う
よ
う
に
、
唐
朝
に
な
っ
て
か
ら
盛
ん
に
執
筆
さ
れ
、
庁
舎
の
壁
に
掲
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
難
述
の
両
京
新
記
は
、
完
本
は
現
存

し
な
い
が
、
開
元
十
年
（
七
二
二
）
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
壁
記
は
、
唐
代
の
詩
文
を
集
め
た
文
苑
英
華
や
唐
文
粋
に
は
収
録

さ
れ
て
い
る
が
、
南
朝
の
詩
文
を
集
め
た
梁
の
昭
明
太
子
撰
の
文
選
に
は
一
篇
も
含
ま
れ
て
い
な
い
。

　
唐
会
要
・
巻
六
六
・
大
理
寺
の
条
、
大
中
四
年
七
月
の
大
理
寺
郷
劉
濠
の
奏
に
ひ
く
文
明
元
年
（
六
八
四
）
四
月
の
勅
に
、

　
律
令
格
式
は
、
政
を
為
す
の
先
に
し
て
、
準
縄
に
類
す
る
あ
り
、
乖
越
す
べ
か
ら
ず
。
聞
く
が
如
く
ん
ば
、
内
外
官
寮
は
、
多
く
律
に
平
せ

　
ず
。
退
食
の
暇
に
、
お
の
お
の
宜
し
く
尋
覧
す
べ
し
。
な
お
、
当
面
の
格
式
を
も
っ
て
、
庁
の
壁
に
書
し
、
傭
仰
観
侵
し
、
遺
忘
せ
し
む
る
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を
免
れ
よ
。
　
（
律
令
格
式
。
為
政
之
先
。
土
類
準
縄
。
不
可
乖
越
。
如
聞
内
外
蜜
寮
。
多
不
習
律
。
退
路
三
葉
。
各
宜
尋
覧
、
紅
霞
当
司
格

　
式
。
書
干
庁
之
壁
。
傭
仰
観
謄
。
免
使
遺
忘
。
）

　
　
　
　
　
①

と
あ
る
よ
う
に
、
当
該
官
庁
に
関
係
の
あ
る
格
令
あ
る
い
は
格
式
を
庁
壁
に
掲
示
し
て
、
行
政
事
務
の
徹
底
が
は
か
ら
れ
る
と
と
も
に
、
著
名

な
文
人
た
ち
の
手
に
な
る
庁
壁
の
記
が
掲
げ
ら
れ
て
、
そ
こ
に
勤
務
す
る
官
吏
た
ち
に
走
書
の
激
励
を
与
え
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
　
「
題
集
賢

閣
」
（
劉
賓
客
外
集
・
巻
一
）
と
い
う
詩
で
、
樽
詰
錫
は
、
「
曾
っ
て
こ
れ
先
賢
の
翔
集
せ
し
地
、
壁
記
を
看
る
ご
と
に
～
た
び
競
顔
す
」
と
う
た

つ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
唐
人
の
手
に
な
る
祭
尉
の
庁
壁
の
記
は
四
篇
現
存
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
、
八
世
紀
末
の
文
人
、
欧
陽
国
命
の
「
豊
州
亡
霊
県
西
尉
四
壁

記
」
は
、
妾
時
の
五
心
の
位
遣
に
つ
い
て
も
っ
と
も
詳
細
な
急
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
こ
の
塗
壁
の
記
は
、
か
れ
の
文
集
た
る
欧
陽
行
雲
文

集
・
巻
五
の
ほ
か
、
文
苑
英
華
・
巻
八
〇
六
、
唐
文
粋
・
巻
七
三
に
も
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
か
ら
、
貞
元
十
五
年
目
七
九
九
）
十
月
十

五
B
に
書
か
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
字
句
の
異
岡
が
か
な
り
見
ら
れ
る
が
、
ほ
ぼ
欧
陽
翻
心
文
集
に
よ
り
、
他
の
テ
キ

ス
ト
で
改
め
た
個
所
も
あ
る
が
、
注
記
は
し
な
い
こ
と
に
ず
る
。
欧
陽
態
は
、
混
血
の
冒
頭
で
太
尉
や
軍
尉
と
い
っ
た
よ
う
な
尉
と
い
う
名
を

つ
け
た
官
職
の
変
遷
を
ス
ケ
ッ
チ
し
た
あ
と
、
　
「
漢
に
お
よ
び
則
わ
ち
診
た
県
の
縁
を
命
じ
て
尉
と
い
う
。
こ
れ
よ
り
名
を
も
っ
て
我
が
唐
に

至
り
、
か
わ
る
こ
と
あ
る
な
し
。
命
ず
る
と
こ
ろ
善
な
れ
ば
な
り
」
と
い
う
。
唐
朝
で
は
、
県
が
七
等
級
、
す
な
わ
ち
赤
県
・
畿
県
・
望
県
・

緊
県
・
上
県
・
中
蒔
・
下
県
、
に
分
れ
る
。
二
十
ち
か
く
あ
る
赤
県
の
な
か
で
は
万
年
衆
が
最
で
あ
り
、
百
ち
か
い
畿
県
の
な
か
で
は
詰
論
県

が
、
百
ち
か
い
望
県
の
な
か
で
は
鄭
県
が
、
建
ち
か
い
緊
県
の
な
か
で
は
夏
陽
県
が
、
三
百
ち
か
い
上
県
の
な
か
で
は
韓
城
県
が
、
そ
れ
ぞ
れ

最
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
県
の
等
級
に
お
い
て
、
最
の
県
は
と
り
わ
け
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
　
「
最
の
県
の
余
の
県
に
長
た
る
こ
と
、
麟

鳳
亡
霊
の
群
霊
に
長
た
る
が
如
き
な
り
。
長
を
数
え
て
類
を
数
え
ず
、
則
わ
ち
墨
壷
の
称
は
、
万
年
・
沼
爾
・
郵
県
・
夏
陽
と
並
ぶ
」
こ
と
に

な
る
。
こ
こ
韓
城
県
は
か
よ
う
に
重
要
な
県
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
上
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
続
け
る
。

　
緊
よ
り
し
て
上
は
、
簿
と
夢
み
な
再
命
・
台
命
已
往
に
し
て
授
け
ら
る
。
資
歴
こ
れ
を
き
わ
め
て
き
わ
ま
る
な
り
。
上
県
よ
り
し
て
下
は
、
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則
わ
ち
解
禍
よ
り
授
け
ら
る
。
韓
施
す
で
に
上
県
の
里
な
れ
ば
、
簿
と
尉
、
解
褐
の
貴
な
る
者
は
た
だ
三
員
の
み
。
そ
の
閾
を
伺
が
う
に
、

　
年
年
こ
れ
有
る
に
あ
ら
ず
。
あ
る
い
は
一
員
の
間
あ
ら
ば
、
天
下
み
な
こ
れ
を
知
る
。
授
け
ら
る
る
の
日
ま
た
み
な
こ
れ
を
知
り
、
曰
く
、

　
証
人
、
韓
城
尉
を
授
け
ら
る
、
と
。
拠
れ
其
の
人
な
れ
ば
則
わ
ち
乱
し
、
其
の
人
に
あ
ら
ざ
れ
ば
則
わ
ち
誹
す
。
一
命
の
官
な
り
と
錐
ど
も
、

　
其
の
人
の
た
め
に
尚
ば
れ
る
や
か
く
の
如
し
。
則
わ
ち
主
司
は
慎
ん
で
才
と
地
の
精
美
な
る
を
択
ぶ
。
県
に
も
亦
た
機
長
あ
り
。
尉
は
二
人
。

　
一
は
功
・
戸
・
倉
を
固
し
、
其
の
署
を
東
庁
と
日
う
。
一
は
兵
・
法
・
士
を
号
し
、
其
の
署
を
西
庁
と
日
う
。
こ
の
庁
は
兵
法
士
の
庁
な
り
。

　
こ
れ
を
州
に
ね
ざ
せ
ば
、
則
わ
ち
踏
肥
・
司
法
・
司
士
こ
と
ご
と
く
在
り
。
こ
れ
を
国
に
か
た
ど
れ
ば
、
即
わ
ち
兵
部
・
刑
部
・
工
部
こ
と

　
ご
と
く
在
り
。
兵
は
武
を
つ
か
さ
ど
り
、
法
は
刑
を
つ
か
さ
ど
り
、
士
は
工
を
つ
か
さ
ど
る
。
い
ま
、
武
い
ま
だ
大
い
に
威
あ
ら
ざ
る
に
、

　
務
な
お
繁
く
、
刑
い
ま
だ
大
い
に
措
か
ざ
る
に
、
訟
な
お
生
じ
、
工
は
人
と
と
も
に
興
り
て
、
時
と
し
て
休
む
な
し
。
州
は
或
い
は
隻
曹
六

　
人
そ
の
職
を
分
ち
、
国
は
則
わ
ち
部
属
寮
八
九
十
人
そ
の
職
を
分
つ
。
一
人
お
さ
む
る
と
、
六
人
・
八
九
十
人
の
お
さ
む
る
と
、
大
小
こ
と

　
な
る
あ
り
と
難
ど
も
、
而
も
難
語
は
殊
な
ら
ず
。
云
云
。
　
（
自
緊
而
上
。
簿
尉
皆
再
命
三
命
已
往
而
授
。
弊
誌
至
之
而
歪
也
。
上
県
而
下
。

　
習
弊
皆
具
授
。
韓
誠
既
上
県
之
最
。
簿
雪
解
褐
之
貴
者
唯
三
員
。
織
留
闘
黒
黒
年
之
有
。
或
一
員
之
闘
。
天
下
皆
知
之
。
授
之
日
亦
皆
知
之
。

　
日
即
言
悪
言
課
業
。
是
其
人
則
頚
。
非
其
人
則
誹
。
錐
一
命
之
官
。
其
為
人
尚
也
如
此
。
測
主
司
慎
択
錦
地
精
美
。
県
亦
有
六
曹
。
尉
二
人
。

　
一
曲
功
戸
倉
。
其
署
日
東
庁
。
一
義
兵
法
士
。
其
署
日
西
庁
。
藪
庁
兵
法
士
皆
皆
也
。
根
之
州
。
則
司
兵
司
法
選
士
尽
在
。
形
暴
君
。
即
兵

　
部
刑
部
工
部
尽
在
。
兵
霊
武
。
法
主
刑
。
聖
主
工
。
今
川
未
大
威
。
務
尚
繁
。
刑
未
大
半
。
訟
尚
生
。
工
与
人
影
。
誰
時
休
。
州
烈
烈
曹
六

　
人
分
其
職
。
国
則
部
属
寮
八
九
十
人
分
其
辺
。
一
人
理
六
人
八
九
十
人
之
理
。
錐
大
小
有
異
。
骨
導
緒
不
殊
。
云
云
。
）

　
こ
れ
に
続
く
最
後
の
部
分
に
は
、
欧
陽
麿
が
何
故
こ
の
壁
記
を
執
筆
す
る
に
い
た
っ
た
か
、
そ
の
由
縁
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

明
経
科
に
登
第
し
て
い
た
友
人
の
榮
陽
の
鄭
伯
義
が
貞
元
十
五
年
の
春
に
韓
城
県
の
西
館
の
任
に
就
い
た
の
で
、
五
月
に
そ
こ
を
訪
れ
、
十
且

に
も
う
一
度
や
っ
て
き
た
が
、
東
霞
の
庁
に
は
壁
記
が
す
で
に
あ
る
の
に
、
三
尉
の
庁
に
は
ま
だ
な
か
っ
た
の
で
、
請
わ
れ
る
ま
ま
に
壁
記
を

書
く
次
第
に
な
っ
た
、
と
い
う
。
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「
韓
誠
県
の
西
尉
の
設
営
の
記
」
に
よ
れ
ば
、
七
つ
に
分
れ
る
県
の
等
級
の
う
ち
、
上
県
以
下
の
尉
は
初
任
官
の
ポ
ス
ト
で
あ
っ
た
が
、
緊

県
以
上
の
尉
は
初
任
官
に
は
望
み
が
た
く
、
二
度
目
以
上
に
な
っ
て
就
け
る
ポ
ス
ト
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
遠
鳴
盛
・
十
七
史
商

樒
・
巻
七
九
・
赤
畿
望
緊
上
中
下
着
雄
の
条
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
同
じ
欧
陽
磨
撰
の
「
送
常
熟
許
少
府
酵
素
序
」
（
欧
陽
行
周
文
集
．
巻
九
）
に

は
、
　
（
少
府
は
照
尉
の
別
名
で
あ
る
。
）

　
始
め
て
入
嘉
し
、
一
た
び
県
尉
あ
ら
ば
、
或
い
は
中
、
或
い
は
上
、
或
い
は
緊
な
り
。
云
云
。
　
（
始
入
仕
。
一
有
二
尉
。
或
中
或
上
或
緊
。

　
云
云
。
）

と
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
緊
県
の
尉
は
、
初
任
官
の
ポ
ス
ト
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
が
分
る
。
し
か
し
、
畿
県
の
尉
な
ど
が
初
任
官
の

ポ
ス
ト
に
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
八
○
○
年
頃
の
上
県
の
一
た
る
韓
城
県
に
お
い
て
は
、
六
曹
が
お
か
れ
、
尉
は
二
人
い
て
、
そ
の
う
ち
の
一
人
が
功
・
戸
・
倉
の
三
曹
の
職

務
を
分
担
し
て
州
の
司
功
・
司
戸
・
司
倉
各
参
軍
事
の
役
割
を
は
た
し
、
も
う
一
入
が
兵
・
法
・
士
の
三
曹
の
職
務
を
分
担
し
て
州
の
司
兵
・

司
法
・
司
士
各
参
軍
事
の
役
割
を
は
た
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
県
レ
ベ
ル
に
お
け
る
論
難
官
文
書
の
処
理
に
つ
い
て
画
期
的
な
業
績
を
あ
げ
、
そ
れ
以
後
、
唐
代
研
究
者
の
指
南
書
と
な
っ
て

い
る
の
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
内
藤
乾
吉
氏
の
「
酉
域
発
見
唐
代
官
文
書
の
研
究
」
（
『
西
域
文
化
研
究
第
三
、
敦
爆
三
夏
番
社
会
経
済
資
料
下
ヒ
九

六
〇
年
、
法
蔵
館
、
に
掲
載
さ
れ
、
の
ち
同
疵
の
論
文
集
中
中
国
法
制
史
考
証
』
一
九
六
三
年
、
有
斐
閣
、
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
の
引
用
頁
は
後
者

に
よ
る
。
）
で
あ
る
が
、
こ
の
論
文
で
内
藤
氏
は
、
唐
六
典
・
巻
三
〇
の
記
載
に
よ
っ
て
県
の
富
吏
の
員
数
と
官
階
を
表
に
さ
れ
た
上
で
、
県
の

尉
に
つ
き
、

　
録
事
司
は
鋼
と
し
て
司
功
以
下
の
六
司
の
備
わ
っ
て
い
る
の
は
京
県
だ
け
で
、
畿
県
は
属
兵
を
欠
い
て
五
司
で
あ
り
、
上
県
・
中
県
・
中
下

　
県
・
下
梨
で
は
、
司
功
・
司
倉
・
司
兵
・
司
士
は
な
く
て
、
司
戸
・
司
法
の
二
司
を
置
く
の
み
で
あ
る
。
尉
の
数
は
京
県
で
は
六
人
で
あ
る

　
か
ら
六
司
の
数
と
相
応
じ
、
一
人
が
一
司
を
分
担
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
畿
県
で
は
二
人
が
五
司
の
こ
と
を
分
指
し
、
上
県
で
は
二
人
が
二
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司
の
こ
と
を
分
判
ず
る
が
、
中
主
で
は
一
人
が
荘
司
の
こ
と
を
判
ず
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
唐
六
典
巻
三
〇
の
州
の
職
員
の
条
に
、
下
州
の

　
如
く
司
功
・
司
兵
・
司
士
を
欠
く
場
合
に
は
、
鯛
飯
が
司
功
の
こ
と
を
兼
ね
、
切
戸
が
司
兵
の
こ
と
を
、
司
法
が
切
回
の
こ
と
を
兼
ね
る
こ

　
と
を
記
し
て
い
る
が
、
県
の
場
合
も
職
務
の
合
併
の
仕
方
は
恐
ら
く
こ
れ
と
同
様
で
あ
ろ
う
。
上
県
以
下
で
は
司
倉
を
も
欠
く
が
、
司
倉
の

　
こ
と
は
司
戸
が
兼
ね
る
の
で
あ
ろ
う
。

と
述
べ
ら
れ
（
一
一
三
一
頁
）
、
そ
の
見
解
に
し
た
が
っ
て
、
個
六
の
文
書
の
解
説
を
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
雪
煙
県
の
処
理
し
た

文
書
群
の
な
か
の
、
司
兵
に
付
す
こ
と
を
指
示
し
た
文
書
に
関
し
て
、
　
「
と
こ
ろ
で
、
前
掲
の
県
職
官
表
に
よ
る
と
、
司
兵
の
あ
る
の
は
京
県

だ
け
で
あ
っ
て
、
敦
煙
梁
に
司
兵
が
あ
る
こ
と
は
職
官
表
と
は
一
致
し
な
い
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
軍
の
置
か
れ
て
い
る
県
に
は
司
兵
を
置
く
と

い
う
よ
う
な
特
例
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
或
は
ま
た
一
兵
と
い
う
司
は
な
く
と
も
、
兵
事
を
兼
掌
す
る
司
（
司
戸
で
あ
ろ
う
）
の
司
宰
係
を

司
兵
と
呼
ん
だ
と
考
え
ら
れ
ぬ
で
も
な
い
。
」
（
二
四
三
頁
）
と
書
か
れ
、
高
昌
県
の
処
理
し
た
文
書
に
関
し
て
、
「
佐
と
史
の
陰
敬
は
司
兵
が
あ

れ
ば
総
兵
の
そ
れ
で
あ
る
が
、
然
ら
ず
ん
ば
司
兵
の
事
務
を
担
当
す
る
と
思
わ
れ
る
司
戸
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
」
（
三
三
八
頁
）
と
さ
れ
た
。
県

に
お
け
る
職
務
の
合
併
に
つ
い
て
、
内
藤
氏
は
、
唐
六
典
に
み
え
る
下
上
の
例
か
ら
類
推
さ
れ
、
た
と
え
ば
司
兵
は
司
芦
に
よ
っ
て
兼
ね
ら
れ

た
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
韓
城
県
西
尉
庁
壁
記
に
み
え
る
功
・
戸
・
倉
と
兵
・
法
・
士
と
に
分
れ
る
職
務
の
分

担
の
仕
方
と
大
い
に
異
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
県
の
尉
に
よ
る
職
務
分
担
を
、
他
の
三
つ
の
壁
記
で
は
ど
う
伝
え
て
い
る
か
、
つ
ぎ
に
検
討

し
て
み
よ
う
。
念
の
た
め
に
申
し
添
え
る
と
、
庁
壁
記
の
作
者
は
、
必
ら
ず
し
も
そ
の
庁
に
勤
務
し
て
い
た
人
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
何
ら
か

の
縁
故
で
依
頼
さ
れ
て
筆
を
執
る
場
合
が
普
通
で
あ
っ
た
。

　
ま
ず
標
題
に
明
記
す
る
も
の
と
し
て
、
杜
牧
（
八
〇
三
～
五
二
）
撰
の
「
同
州
皇
城
長
戸
工
倉
尉
庁
壁
記
」
が
奨
川
文
集
・
巻
十
に
収
録
さ
れ
、

全
唐
文
・
巻
七
五
三
に
も
そ
の
標
題
で
収
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
　
〃
戸
工
倉
”
の
三
字
は
、
焚
川
文
集
の
巻
首
に
載
せ
る
下
溝
で
は
〃
功

倉
戸
”
と
な
っ
て
い
て
、
文
苑
英
華
・
巻
八
〇
五
も
「
同
州
澄
城
県
功
倉
戸
尉
庁
壁
記
」
と
題
し
て
い
る
。
壁
記
の
書
き
出
し
が
、

　
県
の
重
ん
ず
る
と
こ
ろ
、
其
れ
秀
を
挙
げ
賢
を
貢
す
る
な
り
。
今
の
外
諸
候
の
儒
者
と
い
え
ど
も
、
鵬
と
し
て
一
人
を
も
号
す
能
わ
ず
。
況
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唐代の県尉（礪波）

　
ん
や
尉
を
や
。
次
は
乃
わ
ち
戸
税
な
る
の
み
。
　
（
県
之
所
重
。
其
重
責
質
賢
也
。
今
宮
自
外
諸
侯
之
儒
者
。
鑛
不
能
升
一
人
。
況
尉
乎
。
次

　
乃
芦
税
而
已
。
）

と
あ
れ
ば
、
こ
の
尉
庁
は
功
倉
戸
尉
庁
と
み
て
大
過
な
か
ろ
う
。
（
中
土
戸
尉
庁
で
あ
る
可
能
性
も
絶
無
で
は
な
い
が
。
）
そ
う
す
る
と
、
下
県

で
あ
っ
た
ろ
う
澄
城
県
の
尉
は
、
同
じ
州
の
韓
城
県
の
尉
の
場
合
と
ま
っ
た
く
同
じ
職
務
分
担
を
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
③

　
つ
ぎ
は
夢
合
（
七
五
三
～
九
三
）
撰
の
「
鄭
県
尉
庁
壁
記
」
（
文
苑
英
華
・
無
言
〇
六
）
で
あ
る
が
、
蘭
陵
の
薫
製
が
鄭
県
尉
に
赴
任
し
た
こ
と
に
つ
き
、

　
貞
敏
絡
慎
な
る
を
以
て
、
再
費
し
て
尉
と
為
し
、
倉
曹
出
納
と
工
徳
脩
飾
と
の
事
を
掌
ど
ら
し
む
。
事
あ
が
り
職
お
さ
ま
り
、
雌
う
し
て
令

　
名
こ
れ
に
随
が
う
。
　
（
以
貞
敏
胆
力
。
再
命
為
尉
。
掌
倉
曹
出
納
与
工
徳
衛
飾
之
事
。
事
挙
重
心
。
而
令
名
随
之
。
）

と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
で
み
る
と
、
欧
陽
磨
が
望
県
の
筆
頭
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
鄭
県
の
こ
の
尉
は
、
再
命
の
官
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
り

う
る
一
方
、
職
務
内
容
が
〃
倉
曹
出
納
”
と
〃
工
徳
修
飾
”
で
あ
る
と
い
え
ば
、
倉
曹
と
士
曹
の
職
務
を
分
担
し
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
当
時
の
劇
暑
で
は
、
残
り
の
功
・
戸
と
兵
・
法
の
罪
質
が
一
人
物
尉
に
よ
っ
て
担
当
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
結
論
を
だ
す
前
に
、
最
後
に
残
さ
れ
た
壁
記
を
み
て
お
こ
う
。

　
元
和
十
年
（
八
一
五
）
に
進
士
に
登
科
し
、
長
慶
元
年
（
八
二
一
）
に
賢
良
方
正
能
直
言
極
諌
科
に
登
科
し
た
沈
亜
之
の
季
に
な
る
「
櫟
陽
兵
法

尉
庁
記
」
（
沈
下
賢
文
集
・
巻
六
）
は
、

　
尉
の
曹
、
兵
法
は
末
に
居
る
。
兵
法
の
任
、
天
下
の
郡
に
在
り
て
、
首
長
の
臣
す
ら
、
か
つ
其
の
お
さ
む
る
を
難
し
と
す
。
し
か
る
に
況
ん

　
や
畿
の
尉
に
在
り
て
を
や
。
　
（
尉
之
曹
。
兵
法
居
末
。
兵
法
重
任
。
在
天
下
郡
。
首
長
之
臣
。
無
難
其
理
。
而
癖
馬
之
在
尉
乎
。
）

と
い
う
文
で
始
ま
っ
て
い
る
。
九
世
紀
前
半
の
理
説
の
一
た
る
腎
癌
県
で
は
、
兵
法
尉
と
い
う
尉
が
存
在
し
、
そ
れ
は
尉
の
な
か
で
は
末
、
す

な
わ
ち
下
位
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
さ
き
の
鄭
黒
の
場
合
に
も
、
も
し
兵
曹
が
お
か
れ
て
い
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
は
法
曹

を
担
当
し
た
尉
に
よ
っ
て
兼
愛
さ
れ
て
い
た
、
と
考
え
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
功
曹
と
戸
曹
は
別
の
三
人
目
の
尉
に
よ
っ
て
担
当
さ

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
規
定
で
は
二
人
の
筈
の
尉
が
三
人
以
上
お
か
れ
る
こ
と
は
珍
し
く
な
く
、
李
白
撰
の
「
漂
陽
瀬
水
貞
義
女
碑
銘
」
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（
李
太
白
文
集
・
巻
三
〇
、
文
苑
英
華
・
巻
八
七
八
、
唐
文
粋
・
巻
五
五
上
）
に
、

　
主
簿
、
暴
風
の
餐
嘉
賓
、
県
尉
、
広
平
の
宋
隣
・
丹
陽
の
李
済
・
爾
郡
の
陳
然
・
清
河
の
張
昭
、
み
な
画
才
呈
露
あ
り
、
事
を
同
じ
く
し
て

　
糖
協
え
り
。
　
（
主
簿
扶
風
動
嘉
賓
。
県
尉
広
平
宋
防
・
丹
陽
動
済
・
南
郡
陳
然
・
清
河
美
田
。
皆
有
卿
才
覇
略
。
同
量
絹
協
。
）

と
あ
り
、
同
じ
く
「
虞
城
県
令
李
公
去
思
頸
碑
井
序
」
（
李
太
白
集
・
巻
三
〇
）
に
、

　
乃
わ
ち
群
寮
に
盗
り
て
細
思
の
順
を
興
す
。
県
丞
の
王
感
激
、
員
外
丞
の
魏
防
、
主
簿
の
二
恩
、
県
尉
の
歯
向
・
趙
済
・
盛
栄
ら
、
云
云
。

　
（
乃
盗
群
寮
。
興
去
思
立
頒
。
県
丞
王
露
霜
。
員
外
画
譜
防
。
主
簿
李
読
。
県
尉
李
向
・
嫁
鑑
・
盧
栄
等
。
云
云
。
）

と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
県
尉
は
緊
県
で
あ
る
漂
陽
県
に
四
人
、
上
県
で
あ
る
虞
城
県
に
三
人
い
た
こ
と
に
な
る
。
宋
の
趙
七
時
は
、
李
白

の
二
業
を
引
用
し
た
上
で
、
「
こ
の
二
碑
を
以
て
こ
れ
を
推
せ
ば
、
劉
わ
ち
上
県
の
両
尉
に
止
ま
ら
ざ
る
こ
と
明
ら
け
し
」
（
賓
退
録
・
堅
剛
）
と

述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
霊
代
の
四
つ
の
壁
記
の
検
討
を
通
し
て
知
り
う
る
こ
と
は
、
畿
県
以
下
、
上
県
に
い
た
る
、
尉
の
定
員
が
二
人
の
県
で
は
、
功
・

戸
・
倉
の
職
務
が
一
人
の
尉
に
よ
っ
て
担
当
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
兵
・
法
が
も
う
一
人
の
尉
に
よ
っ
て
担
当
さ
れ
、
士
曹
は
兵
・
法
と
同

じ
尉
に
よ
っ
て
担
当
さ
れ
る
場
合
と
、
倉
曹
を
担
当
す
る
尉
に
よ
っ
て
兼
掌
さ
れ
る
場
合
の
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
内
藤
乾

吉
氏
が
、
下
州
の
事
例
か
ら
類
推
さ
れ
た
、
上
兵
の
事
務
を
兼
面
す
る
の
は
司
戸
担
当
の
尉
で
あ
ろ
う
と
す
る
見
解
の
成
立
す
る
余
地
は
少
な

く
、
司
兵
の
事
務
を
兼
掌
し
た
の
は
司
法
担
当
の
尉
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
　
　
O

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
、
　
、

①
　
原
文
に
は
、
こ
れ
に
続
け
て
、
　
「
今
以
年
代
遽
蟹
。
累
累
改
移
。
文
字
不
衛
。

　
学
資
無
所
。
就
中
大
理
餌
壷
断
之
司
。
尤
為
〆
切
。
臣
已
予
本
寺
論
罪
壁
。
重
写

　
律
令
格
式
。
勅
旨
。
尚
書
省
器
官
。
亦
委
都
省
検
勘
。
依
旧
抄
撮
要
。
即
写
於
庁

　
壁
。
」
と
い
う
興
味
あ
る
文
章
が
あ
る
。
こ
の
唐
綴
要
・
巻
六
六
の
記
窺
は
、
玉

　
海
・
巻
一
一
五
・
科
挙
・
山
福
建
法
の
条
に
、
　
「
文
明
元
年
四
月
。
敷
内
外
官
一
。
以

　
当
司
格
式
。
憲
子
影
壁
。
会
畠
四
年
七
月
。
大
理
解
劉
濠
王
寺
量
器
籔
。
重
写
令

　
式
風
格
後
議
。
」
と
要
約
し
て
引
摺
さ
れ
て
い
る
。
会
愚
は
大
中
の
誤
り
で
あ
る

力
　
文
明
元
年
の
勅
で
、
当
馬
の
絡
式
を
庁
壁
に
書
く
よ
う
命
じ
て
い
る
点
で
は

異
同
が
な
い
。
ち
な
み
に
、
劉
濠
は
財
政
家
と
し
て
著
名
な
劉
曇
の
子
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
唐
会
要
・
巻
三
九
・
定
格
令
の
条
に
は
、
　
「
文
明
元
年
四
月
十
四
日

勅
。
律
令
格
式
。
為
政
之
本
。
内
外
官
人
。
退
食
之
暇
。
各
寛
轡
覧
。
働
以
当
司

格
令
。
書
子
庁
事
之
壁
。
傭
仰
並
置
。
罷
免
遣
忘
。
」
と
い
う
文
章
が
あ
り
、
こ

の
記
事
は
、
玉
無
・
巻
六
六
・
律
令
・
唐
垂
換
格
式
の
条
に
、
「
文
開
元
年
四
月

十
四
鷹
。
勅
内
外
官
。
以
当
出
格
令
。
書
庁
事
理
壁
。
」
と
要
約
し
て
引
用
さ
れ
、
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ま
た
唐
事
要
・
巻
三
九
・
貞
観
（
元
の
誤
り
）
二
年
七
月
二
十
三
日
の
刑
部
侍
郎

　
韓
洞
の
上
奏
文
中
に
も
、
「
又
文
明
勅
。
当
笹
下
令
。
並
書
子
庁
窮
之
壁
。
」
と
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
リ
、
い
ず
れ
も
、
当
司
の
格
令
に
な
っ
て
い
る
。
勅
文
の
本
来
の
姿
は
、
本
文
に

　
引
用
し
た
唐
会
要
・
巻
六
六
の
も
の
に
近
い
と
考
え
る
が
、
格
式
と
格
令
の
何
れ

　
が
是
で
あ
る
か
、
断
定
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
て
お
く
。
通
典
・
巻
＝
ハ
五
に
は
、

　
唐
会
要
・
巻
三
九
の
と
ほ
ぼ
同
じ
記
審
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

②
　
欧
陽
麓
の
生
卒
を
、
姜
亮
夫
纂
定
・
陶
秋
英
校
『
歴
代
人
物
年
婁
碑
伝
綜
表
』

　
で
は
、
貞
元
十
四
年
（
七
九
八
）
生
れ
で
四
十
余
歳
で
卒
し
た
と
す
る
。
し
か
し
、

　
欧
陽
窟
は
姦
元
八
年
（
七
九
二
）
に
韓
愈
や
李
緯
と
～
績
に
壁
心
科
に
登
科
し
て

　
お
り
、
こ
こ
に
引
く
壁
記
が
貞
元
十
五
年
十
月
十
五
臼
の
作
で
あ
る
こ
と
か
ら
み

　
て
、
八
世
紀
宋
の
文
人
と
し
て
お
く
。

③
梁
粛
に
つ
い
て
は
、
神
田
喜
～
郎
「
梁
粛
年
譜
」
（
『
東
方
学
会
創
立
二
十
五
周

　
年
記
念
東
方
学
論
集
』
　
九
七
二
年
、
東
方
学
会
、
所
収
）
を
参
照
。

二
、
唐
代
県
尉
の
分
掌

唐代の県尉（礪波）

　
唐
六
典
に
よ
れ
ば
、
上
県
で
は
二
人
の
判
官
た
る
尉
の
も
と
に
、
主
典
た
る
司
戸
佐
・
司
戸
史
と
司
法
佐
・
司
法
史
が
お
か
れ
、
中
県
以
下

で
は
一
人
の
尉
の
も
と
に
同
じ
く
司
戸
佐
・
司
戸
史
と
司
法
佐
・
司
法
史
が
お
か
れ
て
い
た
。
か
れ
ら
は
七
司
佐
（
史
）
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と

　
　
　
①

も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
前
節
で
の
検
討
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
司
戸
は
司
倉
な
ど
の
職
務
を
、
司
法
は
司
兵
な
ど
の
職
務
を
合
掌
し
て
い
た
こ
と

に
な
る
。
地
方
行
政
の
最
末
端
、
百
戸
を
お
さ
め
る
里
正
の
職
務
は
、
ω
戸
口
の
正
比
・
㈱
非
違
の
検
察
・
の
農
桑
の
課
植
・
◎
賦
役
の
催
駆
、

　
　
　
　
　
　
　
②

の
四
つ
で
あ
っ
た
が
、
④
の
◎
が
県
の
下
戸
佐
史
、
㈲
が
県
の
司
法
歴
史
の
職
務
に
対
応
す
る
こ
と
は
、
更
め
て
述
べ
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
と
こ
ろ
で
、
中
県
以
下
の
県
尉
に
任
命
さ
れ
た
者
は
、
一
人
で
県
政
の
あ
ら
ゆ
る
職
務
を
判
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
選
択
の
余
地

は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
上
県
以
上
の
律
義
に
任
命
さ
れ
た
文
人
た
ち
の
場
合
に
は
、
戸
口
の
按
比
・
賦
役
の
催
駆
と
い
っ
た
民
生
の
仕
事
を

担
当
す
る
罪
質
担
当
の
尉
と
、
刑
獄
、
す
な
わ
ち
警
察
・
裁
判
の
事
務
に
従
事
す
る
司
法
担
当
の
尉
と
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
官
品

は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
人
に
よ
っ
て
は
、
精
神
的
な
圧
迫
感
の
違
い
は
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。
県
に
よ
っ
て
は
、

兵
法
担
当
の
尉
が
苦
し
い
立
場
に
お
か
れ
て
い
っ
た
次
第
は
、
　
「
尉
の
曹
、
兵
法
は
末
に
居
る
」
と
い
う
書
き
だ
し
で
始
ま
る
、
前
掲
の
沈
亜

之
「
櫟
陽
兵
法
尉
庁
記
」
に
詳
細
な
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
〃
は
じ
め
に
”
で
言
及
し
た
白
居
易
と
李
商
隠
の
農
舎
に
つ
い
て
い
え
ば
、
初
任
官
で
あ
る
秘
書
省
校
書
郎
は
両
者
に
共
通
す
る
が
、
そ
の
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つ
ぎ
に
赴
任
し
た
県
尉
の
ポ
ス
ト
は
、
白
居
易
の
整
屋
尉
（
畿
県
）
が
司
芦
担
当
の
尉
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
李
商
隠
の
任
ぜ
ら
れ
た
弘
農

尉
（
緊
密
）
は
司
法
担
当
の
尉
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
白
居
易
は
「
論
違
憲
状
」
（
白
上
文
集
・
巻
四
一
）
で
、
往
年
の
自
己
の
体
験

を
、　

颪
、
久
し
く
村
閻
に
処
り
、
曾
っ
て
霊
鑑
の
戸
と
な
り
、
親
し
く
歴
迫
を
温
む
り
、
実
に
命
に
堪
え
ざ
り
き
。
臣
、
近
ご
ろ
畿
尉
と
な
り
、

　
曾
っ
て
和
羅
の
司
を
領
し
、
親
し
く
自
ず
か
ら
鞭
燵
し
、
観
る
に
忍
び
ざ
る
所
あ
り
。
　
（
臣
久
処
村
閻
。
曾
為
和
羅
黒
戸
。
親
被
蓬
迫
。
実

　
不
堪
命
。
臣
近
為
畿
尉
。
曾
領
和
羅
之
司
。
親
自
鞭
燵
。
所
不
忍
観
。
）

と
記
し
て
い
る
が
、
　
こ
の
文
章
か
ら
、
白
居
易
は
倉
曹
な
ど
を
担
当
す
る
風
戸
尉
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
一
方
、
李
商
品
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
な

「
陶
進
士
に
意
う
る
書
」
に
お
い
て
、
「
始
め
て
官
に
至
る
も
、
活
獄
、
人
の
意
に
合
わ
ざ
る
を
以
て
、
輯
わ
ち
退
き
て
去
る
。
」
（
高
橋
和
巳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
と
ぷ

前
掲
聖
篭
〇
五
頁
）
と
述
べ
、
　
「
弘
農
の
尉
に
任
ぜ
ら
れ
し
も
、
州
の
刺
史
に
献
じ
て
仮
乞
い
し
て
京
に
帰
る
」
と
題
す
る
詩
に
お
い
て
「
黄

昏
に
印
を
封
じ
て
刑
徒
を
点
ず
、
憶
じ
て
荊
山
に
負
き
て
座
隅
に
入
る
」
（
岡
・
一
二
二
頁
）
と
う
た
つ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
　
司
法
担
当
の

尉
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
も
し
、
李
商
隠
の
任
命
さ
れ
た
弘
農
県
の
尉
が
、
司
法
担
当
の
尉
で
は
な
く
て
司
戸
担
当
の
尉
で
あ
っ
た

な
ら
ば
、
詩
人
の
運
命
は
ま
っ
た
く
別
の
道
を
た
ど
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
周
知
の
ご
と
く
、
わ
が
円
仁
の
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
に
は
、
唐
代
の
社
会
・
宗
教
・
交
通
な
ど
に
関
す
る
貴
重
な
根
本
史
料
が

含
ま
れ
て
い
る
が
、
唐
代
の
馬
齢
に
つ
い
て
も
素
晴
ら
し
い
資
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
そ
の
巻
一
・
開
成
四
年
目
八
三
九
）
四
月
八
日
の
条
に
、

　
早
朝
、
粥
を
く
ら
い
た
る
後
、
押
衙
は
県
に
入
り
、
し
ば
ら
く
に
し
て
帰
り
来
り
ぬ
。
県
令
の
通
直
郎
・
守
護
・
李
夷
甫
、
県
丞
の
登
仕

　
郎
・
前
試
太
常
寺
山
礼
郎
・
摂
丞
・
崔
全
盤
、
主
簿
の
将
二
郎
・
守
主
簿
・
季
登
、
県
尉
の
文
林
郎
・
尉
・
羅
紗
、
捕
賊
官
・
文
林
郎
・

　
尉
・
陸
僚
ら
、
押
衙
に
相
随
が
い
来
り
て
ま
み
え
、
僧
ら
と
共
に
語
話
す
。
主
人
は
県
令
ら
の
た
め
酒
食
を
設
く
。
飯
を
く
ら
い
し
の
ち
す

　
な
わ
ち
帰
り
ぬ
。
　
（
早
翰
。
喫
粥
之
後
。
押
衙
入
県
。
少
時
帰
来
。
県
令
通
直
郎
守
母
樹
夷
甫
。
県
丞
登
仕
郎
前
与
太
常
寺
愚
智
素
論
丞
崔

　
鴛
原
。
主
簿
将
仕
郎
守
主
簿
李
登
。
県
尉
文
林
郎
磯
花
達
。
捕
賊
官
文
林
郎
尉
陸
餌
等
。
相
随
慰
労
来
看
。
共
僧
等
語
話
。
主
人
与
県
令
等
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唐代の県尉（礪波）

　
設
酒
食
。
喫
飯
即
帰
。
）

と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
県
は
、
海
州
東
海
県
の
こ
と
で
、
県
の
等
級
は
上
県
で
あ
る
。
上
県
の
尉
の
品
階
は
従
九
縫
上
、
文
林
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

も
従
九
品
上
の
文
散
窟
な
の
で
、
行
あ
る
い
は
守
の
字
を
冠
す
る
必
要
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
の
県
尉
は
花
達
と
陸
僚
の
二
人
な
の
で
あ

る
が
、
後
者
の
陸
島
は
捕
扶
桑
の
肩
書
き
を
も
帯
び
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
花
達
が
司
戸
担
当
の
尉
で
上
位
に
お
か
れ
、
陸
僚
が
捕
賊
官

を
兼
ね
る
司
法
担
当
の
尉
で
下
位
に
お
か
れ
た
こ
と
を
知
り
う
る
。
小
野
勝
年
茂
が
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
の
研
究
　
第
一
巻
』
（
鈴
木
学
術
財

団
、
一
九
六
四
年
）
で
詳
歪
な
訳
注
を
施
さ
れ
た
際
、
こ
こ
の
尉
の
字
を
姓
と
解
さ
れ
、
　
「
な
お
尉
陸
僚
は
尉
花
達
と
同
姓
（
尉
氏
）
で
あ
っ
て
、

ラ
〔
イ
シ
ャ
ワ
ー
〕
氏
が
こ
の
尉
を
県
尉
と
解
し
、
陸
士
心
霊
と
よ
み
、
陸
花
の
二
姓
と
解
し
て
い
る
の
は
し
た
が
い
が
た
い
」
（
五
〇
八
頁
）

と
注
さ
れ
た
の
は
、
余
り
に
も
強
引
な
解
釈
で
あ
る
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
海
州
東
海
梁
の
官
僚
構
成
に
つ
い
て
は
、
円
仁
が
伝
え
た
時

期
よ
り
丁
度
一
二
〇
年
古
い
石
刻
史
料
が
伝
え
ら
れ
て
い
て
、
参
考
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
八
璽
室
金
石
補
正
・
巻
五
一
に
収
め

ら
れ
て
い
る
「
灘
林
観
東
巌
壁
紀
」
で
あ
っ
て
、
開
元
七
年
（
七
一
九
）
正
月
に
海
州
雲
台
山
の
磨
崖
に
刻
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
末
尾
の
題
名

に
、
　
「
朝
議
露
盤
海
州
司
馬
嶺
惟
美
言
姦
直
　
　
朝
議
郎
行
東
海
県
令
元
陵
字
直
明
　
　
丞
閻
魔
賓
　
主
簿
露
座
友
　
尉
筍
抱
簡
　
尉
上
官
崇

素
　
心
奥
毒
気
」
と
み
え
る
。
二
人
の
県
尉
の
う
ち
、
先
に
か
か
れ
た
筍
抱
癖
が
司
戸
担
当
、
あ
と
の
上
官
崇
素
が
司
法
担
当
で
あ
っ
た
と
み

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
謬
林
観
東
巌
風
紀
を
参
照
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
唐
代
の
県
尉
に
関
す
る
石
刻
史
料
と
し
て
見
逃
し
え
な
い
も
の
に
、
同
じ
八
項
室
金
石
補

正
・
巻
五
四
に
収
録
さ
れ
た
、
長
沙
の
「
麓
山
寺
器
量
陰
」
の
題
名
が
あ
る
。
李
禽
の
撰
な
ら
び
に
書
に
か
か
る
こ
の
碑
の
碑
陽
は
金
石
薫

編
・
巻
七
八
に
収
め
ら
れ
た
が
、
碑
陰
は
省
か
れ
て
い
た
。
こ
の
碑
は
、
開
元
十
八
年
（
七
三
〇
）
九
月
に
建
て
ら
れ
、
そ
の
碑
陰
の
第
二
段
済

に
は
、
長
沙
梨
の
官
の
う
ち
に
「
□
尉
営
農
醤
　
　
尉
上
騰
国
劉
懐
靖
　
　
尉
盧
元
庭
　
　
尉
員
外
同
日
皇
甫
臼
　
　
尉
員
外
同
正
劉
鍔
広
」

の
名
が
み
え
、
醗
陵
県
の
官
の
う
ち
に
「
□
員
外
尉
李
霊
　
　
□
幕
張
黒
円
　
尉
□
元
□
」
、
衡
山
県
の
官
の
う
ち
に
、
　
「
尉
口
之
□
　
尉
劉

口
　
　
員
外
尉
王
光
大
　
尉
周
待
徴
」
の
名
が
み
ら
れ
る
。
新
霊
書
地
理
志
に
よ
れ
ば
、
長
沙
は
望
県
、
醗
陵
は
中
卒
で
と
も
に
潭
州
に
属
し
、
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男
山
は
衡
州
に
属
す
る
上
県
で
あ
る
。
県
尉
の
定
員
は
、
望
県
・
上
県
が
二
人
で
、
中
鷺
は
一
人
（
四
千
戸
以
上
の
場
合
は
二
人
）
の
筈
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
碑
陰
に
み
る
か
ぎ
り
、
い
ず
れ
も
定
員
を
超
過
し
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
そ
の
上
に
、
員
外
尉
や
尉
員
外
同
趣
と
い
う
者
さ
え

存
在
し
て
い
た
。
員
外
至
正
は
員
外
同
正
員
の
略
称
で
あ
っ
て
、
通
典
・
巻
一
九
・
職
官
総
論
の
員
外
に
関
す
る
原
註
に
、
　
「
其
の
同
正
員
を

加
え
し
者
は
、
た
だ
蟹
田
を
給
さ
ざ
る
の
み
。
其
の
禄
と
俸
と
賜
は
、
正
官
と
同
じ
。
単
に
員
外
と
言
う
者
は
、
則
わ
ち
俸
と
禄
、
五
官
の

半
ば
を
献
ず
。
」
と
い
う
よ
う
な
待
遇
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
定
員
外
の
存
在
で
あ
る
か
れ
ら
員
外
尉
や
尉
員
外
同
正
に
任
ぜ
ら
れ
た
者
の
職

務
の
分
担
が
い
か
に
行
な
わ
れ
た
か
、
詳
細
に
つ
い
て
は
何
も
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
が
伝
え
る
捕
警
官
・
文
林
郎
・
尉
・
陸
僚
と
い
う
記
事
に
よ
っ
て
、
愚
子
官
を
兼
ね
る
県
尉
が
存
在
し
、
か
れ
が
司
法

担
当
の
尉
で
あ
る
蓋
然
性
の
強
い
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
れ
と
直
接
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
わ
が
大
谷
探
検
隊
将
来
古
文
書
の
な
か
に
、

「
捕
食
官
尉
」
と
い
う
文
字
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
こ
の
機
会
に
、
私
見
を
挾
ん
で
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
二
三
七
七
号
文
書
で

あ
っ
て
、
逃
走
兵
に
関
す
る
内
容
を
も
ち
、
ト
ル
フ
ァ
ン
高
教
梁
で
処
理
さ
れ
た
、
小
舎
二
年
（
七
四
三
）
七
月
の
も
の
と
み
ら
れ
る
官
文
書
で

あ
る
。
文
書
の
全
文
は
、
内
藤
乾
吉
玩
の
「
西
域
発
見
唐
代
官
文
書
の
研
究
」
に
、
強
暴
県
の
処
理
し
た
文
書
の
⑭
と
し
て
移
録
さ
れ
（
三
二

七
頁
）
、
そ
の
写
真
は
、
『
西
域
文
化
研
究
第
三
、
敦
燵
吐
魯
番
社
会
経
済
資
料
下
』
に
図
版
第
九
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
、
坊

正
康
小
奴
・
坊
正
匡
孝
通
・
坊
正
劉
機
甲
と
並
ん
で
、
　
「
落
胆
寓
目
趙
［
ロ
ロ
」
の
名
が
み
ら
れ
る
。
内
藤
氏
は
一
群
の
他
の
文
書
断
片
を
精
細

に
検
討
さ
れ
た
結
果
、
当
時
の
高
曇
県
に
は
急
物
と
い
う
名
の
尉
が
い
た
こ
と
を
論
証
さ
れ
た
。
し
か
る
に
、
実
に
不
思
議
な
こ
と
に
、
こ
の

二
三
七
七
号
文
書
に
つ
い
て
の
解
説
は
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
文
書
を
実
見
し
て
い
な
い
の
で
、
確
書
は
差
し
控
え
る
が
、
三
十

宮
尉
五
三
□
の
名
が
全
業
、
す
な
わ
ち
思
量
業
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
こ
の
二
三
七
七
号
文
書
は
、
同
三
三
七
九
号

文
書
と
密
接
な
関
係
を
有
し
、
両
者
に
対
す
る
一
応
の
解
説
は
、
小
笠
原
宣
秀
・
西
村
元
佑
「
唐
代
役
糊
関
係
文
書
考
」
（
同
上
『
西
域
文
化
研

究
第
三
』
所
収
）
一
五
六
頁
に
な
さ
れ
て
い
る
。

　
磨
代
に
お
い
て
、
県
の
夕
汐
が
主
と
し
て
司
戸
尉
と
も
い
う
べ
き
者
と
、
司
法
尉
と
も
い
う
べ
き
者
と
に
よ
っ
て
分
掌
さ
れ
た
実
際
を
、
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種
女
の
角
度
か
ら
眺
め
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
分
掌
が
何
時
頃
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
を
、
つ
ぎ
に
検
討
し
て
お
こ
う
。

　
県
の
佐
嘗
と
し
て
の
尉
は
、
古
く
泰
代
に
設
け
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
が
、
漢
代
に
な
る
と
、
盗
賊
を
取
締
る
の
を
職
務
と
し
た
尉
が
は
っ
き

り
と
史
上
に
現
れ
る
。
そ
れ
以
後
、
魏
瞥
南
北
朝
時
代
を
通
じ
て
存
在
し
、
そ
の
職
掌
は
、
唐
六
典
の
言
葉
を
使
う
と
、
盗
賊
を
追
捕
し
、
姦

非
を
伺
察
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
詳
細
に
つ
い
て
は
厳
耕
望
撰
『
中
国
地
方
行
政
難
度
史
・
上
編
巻
上
・
秦
漢
地
方
行
政
三
度
』
（
一
九
六
一
年
）

三
八
～
三
頁
・
岡
じ
く
暮
宇
禦
晶
北
朝
地
方
叢
十
三
（
一
九
六
三
年
）
三
三
五
～
三
養
に
譲
り
た
胴
し
か
し
整
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、
実
は
南
朝
に
入
る
と
、
県
尉
の
ポ
ス
ト
は
次
第
に
軽
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
く
、
太
平
御
覧
・
巻
二
六
九
・
職
官
部
・

県
尉
の
条
の
末
に
ひ
く
公
武
帝
の
詔
に
は
、
　
「
百
里
の
任
は
、
偬
て
官
長
に
帰
す
。
県
尉
は
実
効
は
な
は
だ
微
に
し
て
、
其
の
費
す
く
な
か
ら

ず
。
二
晶
（
？
。
）
県
は
一
尉
を
置
く
べ
き
の
み
。
余
は
こ
と
ご
と
く
停
忘
せ
よ
。
」
と
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
南
朝
末
、
梁
・
陳
時
代
の
県

尉
に
つ
い
て
は
、
具
体
例
を
史
籍
の
上
に
求
め
る
こ
と
は
全
く
不
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
晴
の
皇
帝
・
趨
勢
三
年
（
五
八
三
）
の
官
贔
令
に
よ

れ
ば
、
上
県
尉
の
二
品
は
従
九
品
上
、
中
県
令
が
従
九
品
下
で
あ
っ
た
。
か
の
顔
師
古
が
、
文
章
の
末
年
、
仁
寿
年
間
（
六
〇
一
～
〇
四
）
に
、

熱
型
の
推
薦
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
墨
太
安
養
漿
の
尉
は
、
し
た
が
っ
て
、
盗
賊
取
締
り
を
職
務
と
す
る
ポ
ス
ト
な
の
で
あ
っ
た
。
さ
れ
ば
こ

そ
、
そ
の
任
命
に
当
っ
て
楊
素
が
危
惧
の
念
を
抱
い
た
の
で
あ
る
。
旧
記
書
・
巻
七
三
の
顔
師
古
伝
に
は
、

、
階
の
仁
寿
中
、
尚
書
左
丞
李
綱
の
薦
む
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
安
養
の
尉
を
授
け
ら
る
。
尚
書
三
献
射
の
楊
素
、
濫
悪
の
年
わ
か
く
貌
や
せ
た

　
る
を
見
、
因
り
て
謂
い
て
曰
く
、
安
養
は
劇
県
な
り
、
何
を
以
て
男
妾
す
る
や
、
と
。
師
古
曰
く
、
難
を
割
く
に
い
ず
く
ん
ぞ
牛
刀
を
用
い

　
ん
、
と
。
素
、
其
の
こ
た
え
を
奇
と
す
。
官
に
到
る
に
、
果
し
て
幹
理
を
以
て
聞
こ
ゆ
。
　
（
晴
仁
寿
中
。
為
尚
書
左
丞
李
綱
所
薦
。
授
安
養

　
尉
。
尚
書
左
僕
射
楊
素
。
見
師
古
年
弱
貌
巖
。
因
頃
日
。
安
養
劇
県
。
何
尊
爵
当
。
師
古
日
。
割
難
焉
用
牛
刀
。
素
露
華
対
。
到
官
果
以
幹

　
理
聞
。
）

と
い
う
、
興
味
あ
ふ
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
漢
以
来
ひ
き
つ
が
れ
て
き
た
県
尉
の
職
掌
に
大
変
化
が
起
っ
た
の
は
、
晴
の
腸
帝
の
治
世
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
蝪
帝
は
、
大
業
三
年
（
六
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〇
七
）
に
新
し
い
律
令
を
頒
布
し
て
以
後
、
し
ば
し
ば
官
制
の
改
革
を
行
な
っ
た
が
、
県
尉
に
つ
い
て
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
階
書
・
巻
二

八
・
百
官
志
に
、

　
州
を
罷
め
て
郡
を
置
き
、
…
…
県
尉
を
県
正
と
な
し
、
扇
い
で
正
を
改
め
て
戸
曹
・
法
曹
と
な
し
、
司
を
分
ち
て
以
て
郡
の
六
塵
を
承
け
し

　
む
。
河
南
・
洛
陽
・
長
安
・
大
興
は
、
翔
わ
ち
功
曹
を
差
置
し
、
而
う
し
て
三
司
と
な
す
。
司
ご
と
に
お
の
お
の
二
人
な
り
。
　
（
罷
州
置
郡
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
…
…
県
芝
繋
県
正
。
尋
改
正
為
二
曹
・
法
曹
。
分
司
以
下
郡
細
工
司
。
河
南
・
洛
陽
・
長
安
・
大
興
。
則
加
勲
功
曹
。
而
為
三
司
。
司
各
二

　
人
。
）

と
あ
り
、
通
典
・
巻
三
三
・
職
官
・
総
論
県
佐
の
条
も
、
同
じ
内
容
を
伝
え
て
い
る
。
従
来
の
県
尉
は
、
こ
こ
に
井
戸
曹
と
県
法
曹
と
い
う
名

称
の
も
と
に
再
出
発
し
、
郡
（
つ
ま
り
州
）
の
六
司
と
同
様
の
職
務
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
職
務
内
容
と
し
て
は
、
従

来
の
県
尉
の
職
務
は
新
た
な
県
法
曹
に
ひ
き
つ
が
れ
、
県
戸
曹
の
方
は
、
新
設
の
ポ
ス
ト
の
心
象
を
古
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
晴
末
に
県
戸
曹
の
職
に
就
い
た
人
物
と
し
て
張
玄
素
の
名
を
、
県
法
曹
の
職
に
あ
っ
た
人
物
と
し
て
孫
伏
伽
の
名
を
、
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
両
者
は
、
と
も
に
雲
霞
書
・
巻
七
五
、
新
五
霞
・
巻
一
〇
三
に
立
頭
さ
れ
て
い
る
。
張
面
素
は
晴
末
に
景
域
二
戸
曹
の
任
に
あ

っ
た
が
、
唐
に
入
っ
て
諌
言
で
知
ら
れ
、
太
宗
の
貞
観
十
四
年
（
六
四
〇
）
の
時
点
で
太
子
左
庶
子
（
圧
四
品
上
）
の
高
位
に
ま
で
昇
進
し
た
。

孫
伏
伽
は
、
階
末
に
大
理
寺
史
か
ら
万
年
県
法
曹
の
職
に
移
り
、
武
徳
元
年
（
六
一
八
）
六
月
、
受
禅
直
後
の
高
祖
に
上
表
し
た
こ
と
で
よ
く
知

ら
れ
、
貞
観
十
四
年
に
は
大
理
卿
（
従
三
晶
）
に
抜
擢
さ
れ
る
に
至
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
資
治
立
面
・
巻
一
九
五
・
貞
観
十
四

年
十
二
月
の
条
に
、

　
〔
張
〕
玄
素
、
わ
か
か
り
し
と
き
刑
部
の
令
史
た
り
。
上
か
つ
て
朝
臣
に
対
し
、
こ
れ
に
問
う
て
曰
く
、
卿
は
晴
に
在
り
て
何
の
官
な
り
し

　
か
、
と
。
対
え
て
曰
く
、
県
尉
な
り
き
、
と
。
ま
た
問
う
、
い
ま
だ
尉
な
ら
ざ
り
し
時
は
何
の
官
な
り
し
か
、
と
。
対
え
て
旧
く
、
流
外
な

　
り
き
、
と
。
ま
た
閥
う
、
何
の
曹
な
り
し
か
、
と
。
玄
素
こ
れ
を
恥
じ
、
閣
を
出
ず
る
も
殆
ん
ど
歩
く
能
わ
ず
、
色
は
死
灰
の
如
し
。
…
…

　
孫
伏
伽
は
玄
素
と
と
も
に
、
階
に
在
り
て
み
な
勝
義
た
り
。
伏
伽
は
或
い
は
逆
意
に
着
て
自
ら
往
事
を
陳
べ
、
一
も
隠
す
と
こ
ろ
な
し
。
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唐代の県尉（礪波）

　
（
玄
素
少
恩
刑
部
令
史
。
上
嘗
対
朝
臣
。
問
之
浦
里
在
階
靴
箆
。
対
日
県
尉
。
又
問
暴
言
即
時
無
官
。
対
日
流
外
。
磯
間
何
地
。
色
素
恥
之
。

　
出
閣
殆
不
能
歩
。
色
如
死
灰
。
…
…
孫
伏
伽
与
溝
橋
在
晴
皆
為
令
史
。
伏
伽
或
並
等
坐
自
陳
往
事
。
一
無
所
隠
。
）

と
い
う
よ
う
に
、
両
人
は
と
も
に
芳
意
、
す
な
わ
ち
脊
吏
か
ら
苦
労
を
重
ね
て
昇
進
し
て
き
た
人
物
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ

で
張
玄
素
が
、
晴
に
あ
っ
て
は
県
尉
で
あ
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
貞
観
時
代
の
官
職
名
で
い
え
ば
県
尉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
当
時

は
県
戸
数
の
職
に
就
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
階
に
あ
っ
て
は
、
県
戸
曹
・
県
法
曹
と
い
う
名
称
の
も
と
に
職
務
分
担
が
行
な
わ
れ
て
出
発
し

た
が
、
前
途
有
望
な
新
人
た
ち
の
初
任
官
あ
る
い
は
再
任
官
と
し
て
よ
り
も
、
令
史
出
身
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
ポ
ス
ト

と
考
え
ら
れ
る
。

　
晴
の
燭
帝
の
と
き
か
ら
始
ま
っ
た
県
の
判
官
と
し
て
の
野
掛
曹
・
県
法
曹
の
職
が
、
唐
に
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
、
い
っ
た
ん
県
警
と
改
称
さ

れ
た
の
ち
、
武
徳
七
年
（
六
二
四
）
三
月
に
は
、
新
し
い
令
の
頒
布
に
と
も
な
っ
て
、
県
尉
の
旧
称
に
か
え
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
名
称
は
漢

以
来
の
旧
に
復
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
職
務
の
内
容
は
、
単
に
盗
賊
を
取
締
り
翠
霞
を
伺
察
す
る
旧
来
の
察
尉
と
は
全
く
異
な
り
、
階
の
揚
帝

の
と
き
か
ら
始
ま
っ
た
戸
曹
・
法
曹
の
鰯
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
て
、
中
起
以
下
で
は
一
人
の
尉
が
県
政
全
般
を
担
当
し
、
上
県

以
上
で
は
ほ
ぼ
二
人
の
尉
が
県
政
を
分
担
す
る
唐
代
の
県
尉
の
制
が
誕
生
し
、
次
第
に
県
尉
に
対
す
る
官
界
で
の
評
価
が
高
く
な
っ
て
い
く
の

で
あ
る
。

①
　
船
越
泰
次
「
麿
…
代
均
田
脚
下
に
お
け
る
佐
史
・
里
正
」
（
文
化
・
三
一
巻
三
号
、

　
一
九
六
八
年
）
参
照
。

②
　
宮
川
尚
志
「
麿
五
代
の
村
落
生
活
」
　
（
甲
山
大
学
法
文
学
部
学
術
紀
要
・
五
、

　
一
九
五
六
年
）
参
昭
｛
。

③
上
県
尉
の
官
品
は
、
大
唐
六
典
で
は
従
九
愚
下
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
旧

　
追
書
職
官
志
で
は
従
九
品
上
と
す
る
。
こ
の
健
所
に
行
・
守
の
字
を
冠
し
て
い
な

　
い
こ
と
が
、
大
唐
六
典
の
誤
り
を
証
明
し
て
い
る
。

④
申
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
専
刊
之
四
十
五
と
し
て
出
版
さ
れ
た
木
書
は
、

　
上
編
巻
下
と
し
て
「
画
所
五
代
地
方
行
政
制
度
」
が
予
告
さ
れ
て
い
た
。
巻
中
が

　
刊
行
さ
れ
て
か
ら
既
に
十
年
た
っ
た
が
、
未
だ
出
版
さ
れ
て
い
な
い
。
厳
氏
の
論

　
文
集
『
唐
史
研
究
業
平
』
　
（
新
亜
研
究
所
、
一
九
六
九
年
）
に
は
「
唐
代
府
州
僚

　
佐
考
漏
　
「
唐
代
方
鎮
使
府
僚
佐
考
」
の
雄
篇
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
県
尉
を
含

　
む
と
こ
ろ
の
心
落
の
県
の
僚
佐
に
つ
い
て
の
論
考
は
な
い
。

⑤
「
承
」
の
字
は
、
墨
書
の
本
文
は
「
丞
」
で
あ
ウ
、
意
味
は
同
じ
で
あ
ろ
う
。

　
　
九
七
三
年
・
中
華
書
局
刊
の
標
点
本
が
、
通
典
・
巻
三
三
の
文
に
拠
っ
て
、
本

　
文
を
「
承
」
に
改
め
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
従
っ
て
お
く
。
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三
、
昇
進
罰
ー
ス
に
お
け
る
唐
代
の
県
尉

96　（722）

　
壁
記
な
ど
を
資
料
と
し
て
唐
代
に
お
け
る
県
尉
の
職
務
分
担
の
実
状
を
さ
ぐ
り
、
ま
た
そ
の
制
の
起
原
が
晴
の
蝪
帝
の
治
世
に
あ
る
こ
と
を

述
べ
て
き
た
。
つ
ぎ
に
、
制
諮
な
ど
に
依
拠
し
つ
つ
、
譜
代
官
界
に
お
け
る
買
置
の
位
置
、
つ
ま
り
官
僚
昇
進
コ
ー
ス
に
お
け
る
県
尉
の
ポ
ス

ト
を
吟
味
し
て
み
よ
う
。

　
唐
代
に
お
け
る
官
爵
除
授
の
制
は
、
官
爵
の
高
下
に
よ
っ
て
冊
授
・
制
授
・
勅
授
・
工
商
・
判
補
の
五
段
階
に
分
れ
、
五
言
以
上
が
直
門
で

六
晶
以
下
が
奏
授
、
流
外
が
判
補
、
敬
官
は
六
品
以
下
で
は
あ
る
が
特
別
の
理
由
に
よ
っ
て
奏
授
の
う
ち
に
含
ま
れ
な
い
も
の
を
勅
授
と
い
っ

た
。
中
書
制
講
は
、
簡
単
に
い
え
ば
、
こ
の
う
ち
の
制
授
・
勅
授
に
際
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
官
僚
た
ち
に
給
さ
れ
る
辞
令
書
は
告

①身
と
よ
ば
れ
る
が
、
そ
の
告
身
中
に
含
ま
れ
る
制
詞
・
言
詞
の
部
分
が
面
諭
で
あ
り
、
中
書
舎
人
な
い
し
知
綱
諾
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
の
で
、

中
書
制
誰
と
よ
ば
れ
る
。
執
筆
者
は
、
任
命
し
よ
う
と
す
る
官
職
が
現
時
点
に
も
つ
意
味
を
述
べ
、
被
任
命
老
の
入
物
・
履
歴
・
能
力
を
述
べ
、

そ
の
後
に
こ
の
任
用
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
る
効
果
を
述
べ
る
の
が
、
通
常
で
あ
る
。
唐
の
あ
る
時
期
に
お
け
る
中
央
政
府
の
あ
る
官
職
、
た
と

え
ば
濡
事
中
や
中
書
舎
人
、
の
占
め
て
い
た
位
置
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
際
に
は
、
有
力
な
史
料
と
な
る
。
勅
授
の
範
囲
は
、
開
元
四
年
（
七
一

六
）
以
後
、
員
外
郎
・
御
史
・
供
奉
官
（
起
居
・
試
製
・
拾
遺
の
類
）
に
ま
で
拡
大
さ
れ
、
安
史
の
乱
以
後
に
な
る
と
、
五
品
以
上
に
も
及
ん

で
い
く
と
と
も
に
、
六
品
以
下
に
も
し
だ
い
に
拡
大
し
て
い
っ
た
。
六
品
以
下
の
官
職
を
も
と
き
に
勅
授
の
形
式
で
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
要

す
る
に
、
授
官
に
関
す
る
中
書
門
下
の
実
権
が
拡
張
し
て
、
吏
部
・
兵
部
の
権
限
が
侵
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
取
上
げ
る
県
尉
に
つ
い
て
い
え
ば
、
地
方
官
と
し
て
品
官
の
最
下
位
に
位
置
す
る
童
画
が
勅
授
さ
れ
る
こ
と
は
、
ご
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

特
殊
な
例
外
な
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
勅
授
に
際
し
て
作
成
さ
れ
た
中
書
定
論
が
後
世
に
伝
わ
る
可
能
性
は
極
め
て
少
な
い
筈
で
あ
る
。

し
か
し
、
幸
い
に
も
、
苗
代
に
県
尉
を
任
命
す
る
に
際
し
て
作
ら
れ
た
綱
諮
の
数
篇
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
検
討
し
て
み
よ
う
。

中
央
政
府
の
高
官
を
任
命
す
る
際
の
よ
う
な
詳
細
な
も
の
は
な
く
、
数
人
分
を
一
括
し
て
簡
単
に
書
か
れ
る
事
例
が
多
い
の
は
、
当
然
で
あ
ろ



唐代の県尉（礪波）

、
つ
。

　
大
尉
任
命
の
七
島
は
、
文
苑
英
華
・
巻
四
一
五
・
中
書
制
誰
・
県
尉
の
条
に
五
篇
が
ま
と
め
て
収
録
さ
れ
、
そ
の
ほ
か
に
も
、
白
熱
文
集
・

巻
三
五
や
高
歯
文
集
・
巻
一
九
な
ど
に
散
見
す
る
。
ま
ず
、
白
居
易
撰
の
「
日
試
瓦
器
三
田
夷
吾
曹
懸
等
授
魏
州
無
量
県
政
制
」
（
白
虹
文
集
．

巻
三
五
、
文
苑
英
華
・
巻
四
｝
五
）
の
全
文
を
か
か
げ
る
。

　
崩
す
。
さ
き
ご
ろ
魏
・
発
の
二
帥
、
田
手
綱
・
曹
瑠
よ
く
文
を
つ
づ
る
を
以
て
、
貢
し
て
閾
下
に
置
け
り
。
有
司
の
津
島
す
ら
く
、
明
試
す

　
る
に
詩
五
言
百
篇
を
以
て
し
、
終
日
に
し
て
畢
り
、
藻
思
は
な
は
だ
敏
に
し
て
、
文
理
ひ
ろ
く
通
ず
、
と
。
賢
侯
、
薦
延
す
、
宜
し
く
升
奨

　
あ
る
べ
し
。
其
の
貢
す
る
と
こ
ろ
の
郡
県
に
因
り
、
お
の
お
の
命
ず
る
に
官
を
以
て
せ
よ
。
而
し
て
馬
に
筒
り
て
こ
こ
に
来
り
、
錦
を
衣
て

　
帰
り
去
る
。
文
を
以
て
禄
を
得
る
は
、
ま
た
栄
と
為
す
に
足
ら
ん
。
前
件
に
依
る
べ
し
。
　
（
勅
。
乃
魚
燈
無
二
帥
以
田
夷
吾
曹
瑠
善
属
文
。

　
貢
置
閾
下
。
有
司
奏
報
明
試
草
草
五
言
百
篇
。
終
日
而
畢
。
藻
思
寝
敏
。
文
理
多
量
。
賢
愚
皇
基
。
宜
有
升
奨
。
因
其
所
二
上
蜷
。
各
命
以

　
官
。
蒲
椅
馬
髪
来
。
衣
錦
帰
表
。
以
文
得
禄
。
亦
足
為
栄
。
可
依
請
件
。
）

筒
馬
と
い
う
の
は
、
馬
前
で
た
ち
ど
こ
ろ
に
長
文
を
草
し
た
瞥
の
嚢
虎
の
故
事
を
典
拠
に
も
つ
書
葉
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
五
番
詩
百
篇
を
一
日

の
う
ち
に
作
っ
た
卓
絶
せ
る
文
才
が
評
価
さ
れ
、
文
を
以
て
禄
を
得
た
結
果
、
魏
州
と
本
州
の
県
尉
に
そ
れ
ぞ
れ
任
命
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
同
じ
く
白
居
易
撰
の
「
梁
遜
等
六
人
除
苑
陽
管
内
州
判
司
県
尉
制
」
（
白
氏
文
集
・
巻
三
五
）
の
全
文
は
、

　
勅
す
。
漫
録
軍
節
度
要
籍
の
導
管
等
。
み
な
幹
能
を
以
て
、
つ
と
に
早
使
を
う
け
、
お
の
お
の
軍
要
に
参
し
、
と
も
に
戎
功
を
な
せ
り
。
わ

　
れ
恭
勤
な
る
を
念
う
に
、
宜
し
く
優
奨
を
闘
う
べ
し
。
郡
の
橡
と
饅
の
佐
と
、
分
ち
て
こ
れ
に
命
じ
、
な
お
一
管
を
兼
ね
て
、
勉
め
て
来
効

　
を
申
ね
し
む
。
前
件
に
依
る
べ
し
。
　
（
勅
。
盧
龍
軍
節
度
要
籍
謙
遜
等
。
威
以
幹
能
。
早
力
任
使
。
各
参
軍
要
。
同
済
戎
功
。
言
中
潮
勤
。

　
宜
加
優
奨
。
郡
橡
畠
佐
。
分
而
命
之
。
伍
兼
旧
職
。
回
申
来
効
。
可
融
前
件
。
）

で
あ
っ
て
、
か
な
り
短
文
で
あ
る
。
前
の
制
に
も
み
え
る
「
可
依
前
件
」
の
四
字
は
、
多
人
数
岡
時
に
授
官
す
る
と
き
の
書
式
で
あ
る
。
こ
の

制
は
、
無
闇
下
龍
軍
書
度
使
院
の
要
籍
の
職
に
あ
っ
た
梁
遜
ら
を
管
内
の
郡
橡
と
磁
界
、
つ
ま
り
州
の
糊
司
1
1
連
騰
参
軍
事
と
県
の
尉
に
任
命
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し
、
旧
来
の
使
院
の
職
務
の
方
は
そ
の
ま
ま
継
続
す
る
こ
と
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
州
の
参
軍
事
と
県
の
尉
と
が
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

す
る
同
類
の
ポ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
梁
瑳
ら
六
人
の
使
院
に
お
け
る
職
務
内
容
は
不
開
で
あ
る
が
、
代
表
格
の
梁
遜
の
占
め
た

節
度
要
籍
は
、
厳
耕
望
「
譜
代
華
墨
使
府
僚
佐
野
」
（
『
唐
車
研
究
蕪
稿
』
断
収
）
に
よ
る
と
、
財
務
担
当
の
重
要
ポ
ス
ト
で
あ
っ
た
か
ら
、
か
れ

は
州
の
司
倉
参
軍
事
に
で
も
任
命
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
県
尉
に
対
す
る
制
諮
の
な
か
で
目
に
つ
く
の
は
、
単
に
上
里
に
任
命
す
る
も
の
よ
り
も
、
あ
る
県
の
尉
に
任
命
す
る
と
と
も
に
史
脈
修
撰
や

集
生
鮮
理
に
充
て
る
制
誰
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
常
褒
撰
「
授
筍
尚
史
館
修
撰
制
」
（
制
禦
集
・
巻
一
〇
、
文
苑
英
華
・
巻
四
〇
〇
）
は
、
処
士
の

葡
尚
を
雲
州
下
郵
県
尉
に
任
命
し
、
同
時
に
史
館
修
撰
に
充
て
た
も
の
。
下
郵
県
の
等
級
は
望
県
で
あ
る
。
杜
牧
の
奨
川
文
集
・
巻
一
九
に
は
、

号
令
を
経
〔
浬
〕
陽
尉
に
し
て
集
蓬
蓬
理
に
充
て
、
崔
酒
を
櫟
選
士
に
し
て
集
賢
校
理
に
充
て
、
島
廻
望
を
美
原
尉
に
し
て
直
弘
文
藝
に
す
る

調
識
が
王
篇
収
録
さ
れ
て
い
る
。
脛
陽
・
櫟
陽
・
美
原
は
、
い
ず
れ
も
畿
県
で
あ
る
。
史
館
修
撰
や
点
燈
校
理
・
直
弘
文
館
は
、
い
ず
れ
も
名

誉
あ
る
ポ
ス
ト
で
は
あ
る
が
、
品
階
を
と
も
な
わ
な
い
単
な
る
加
官
な
の
で
、
国
都
の
近
辺
の
、
と
く
に
購
買
の
尉
に
任
命
し
て
、
そ
れ
ら
加

官
を
与
え
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
例
か
ら
も
、
首
都
近
辺
の
県
、
と
く
に
畿
県
の
尉
は
、
羨
望
の
念
で
み
ら
れ
る
官
職
で
あ
っ
た
一
端

が
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
。
定
員
二
人
の
、
あ
る
畿
県
の
尉
の
職
に
同
時
に
勤
務
し
た
二
人
が
、
後
年
、
と
も
に
中
央
政
府
の
要
職
で
活
躍
す

る
と
い
っ
た
状
況
も
生
れ
た
。
権
徳
俵
撰
の
「
罷
衛
二
公
等
任
潤
南
衆
尉
日
豊
天
長
寺
上
方
唱
和
詩
序
」
（
文
苑
英
華
・
巻
七
一
六
、
唐
文
粋
．
巻

九
五
）
は
、
貞
元
年
間
（
七
八
五
～
八
〇
五
）
の
初
め
、
即
興
が
お
そ
ら
く
秘
書
省
校
書
郎
か
ら
、
衛
次
公
が
崇
文
革
校
書
面
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
下

命
の
ポ
ス
ト
と
し
て
潤
南
県
の
尉
に
う
つ
り
、
二
人
で
唱
和
詩
を
つ
く
り
莫
逆
の
友
人
と
し
て
青
年
期
を
過
し
た
が
、
そ
の
後
、
と
も
に
エ
リ

ー
ト
・
コ
ー
ス
を
へ
た
上
で
、
元
和
三
年
（
八
○
八
）
に
は
羅
邪
が
吏
部
侍
郎
、
衛
次
公
が
兵
部
侍
郎
と
い
う
重
職
に
就
い
て
い
た
こ
と
を
伝
え

る
。　

末
は
宰
相
を
め
ざ
す
窟
僚
た
ち
に
と
っ
て
は
、
い
か
に
し
て
清
要
官
に
就
任
す
る
か
が
最
大
の
関
心
事
で
あ
り
、
自
然
と
衆
目
の
一
致
す
る

エ
リ
ー
ト
・
コ
ー
ス
が
定
着
し
て
く
る
。
　
封
早
耳
の
封
氏
毒
見
記
・
巻
三
は
、
宰
相
に
い
た
る
八
三
の
径
路
を
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。
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唐代の際尉（礪波）

（
A
が
八
儒
、
B
は
そ
れ
に
次
ぐ
）

　
A
　
1
進
士
　
　
2
校
書
（
秘
書
省
正
九
品
上
）
　
　
3
畿
尉
（
正
九
品
下
）
　
　
4
監
察
御
史
（
正
八
品
上
）
　
　
5
拾
遺
（
従
八
品
上
）

　
　
6
員
外
郎
（
従
六
晶
上
）
　
　
7
中
書
舎
人
（
正
五
品
上
）
　
　
8
中
書
侍
郎
（
正
四
直
上
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
B
　
1
糊
策
　
　
2
正
字
（
秘
書
省
正
九
品
下
）
　
　
3
畿
丞
（
正
八
霊
威
）
　
　
4
殿
中
侍
御
史
（
従
七
品
上
）
　
　
5
補
閾
（
従
七
贔

　
　
上
）
　
　
6
郎
中
（
従
五
晶
上
）
　
　
7
給
事
中
（
正
五
二
上
）
　
　
8
中
書
令
（
正
三
品
）

　
こ
れ
か
ら
も
判
る
よ
う
に
、
畿
県
の
尉
は
、
進
士
科
に
合
格
し
秘
書
省
校
書
置
を
へ
た
の
ち
に
つ
く
再
命
の
官
と
し
て
は
最
高
の
ポ
ス
ト
と

目
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
き
に
引
用
し
た
、
忌
門
之
「
面
様
兵
法
尉
難
治
」
に
は
、

　
永
貞
の
前
、
諸
畿
、
進
士
よ
り
し
て
尉
を
得
、
而
う
し
て
班
に
昇
る
者
は
十
に
六
七
、
他
入
の
尉
に
し
て
昇
る
者
は
百
に
一
こ
な
り
。
　
（
永

　
貞
前
。
諸
畿
自
進
士
而
得
尉
而
昇
班
老
十
六
七
。
他
入
之
尉
而
昇
者
衝
一
二
。
）

と
い
い
、
永
貞
（
八
〇
五
）
以
前
と
い
う
限
定
は
つ
い
て
は
い
る
が
、
進
士
合
格
者
に
し
て
畿
県
の
職
に
就
い
た
者
は
、
六
・
七
割
が
、
中
央
政

府
の
高
官
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
、
唐
語
林
・
巻
五
に
は
、

　
議
煮
た
わ
む
れ
に
云
う
、
畿
尉
に
六
道
あ
り
、
御
史
に
入
る
を
仏
道
と
な
し
、
評
事
に
入
る
を
仙
道
と
な
し
、
京
尉
に
入
る
を
人
道
と
な
し
、

　
畿
丞
に
入
る
を
苦
海
道
と
な
し
、
県
令
に
入
る
を
畜
生
道
と
な
し
、
判
司
に
入
る
を
餓
鬼
道
と
な
す
、
と
。
　
（
議
者
戯
云
。
畿
尉
有
六
道
。

　
入
御
史
為
仏
道
。
入
評
無
為
仙
道
。
入
溝
零
墨
人
道
。
入
畿
潜
窟
苦
海
道
。
入
察
令
為
畜
生
道
。
入
判
司
為
餓
鬼
道
。
）

と
い
う
興
味
津
々
の
風
評
を
伝
え
て
い
る
。
御
史
と
は
監
察
御
史
、
評
事
と
は
大
理
博
事
、
京
野
選
、
畿
県
丞
、
県
令
に
つ
づ
く
判
司
と
は
州

の
諸
曹
参
軍
事
の
こ
と
で
あ
る
。
池
田
温
感
が
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
諸
等
の
高
低
の
み
が
好
悪
の
基
準
と
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
当

否
が
低
く
同
時
に
相
対
的
に
責
任
の
軽
い
ポ
ス
ト
が
よ
り
高
く
評
価
さ
れ
た
。
累
の
場
合
に
は
、
す
で
に
判
官
の
畿
県
尉
の
ポ
ス
ト
に
あ
る
者

に
と
っ
て
さ
え
、
長
官
・
次
官
の
県
令
や
畿
県
側
よ
り
同
格
で
あ
る
判
官
の
芳
意
尉
の
方
が
望
ま
し
い
ポ
ス
ト
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
封
貰
聞
見
記
・
蕃
語
林
の
所
説
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
畿
県
の
尉
の
職
に
い
る
者
が
待
望
し
た
の
は
、
監
察
御
史
と
し
て
中
央
政
府
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に
帰
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
政
府
の
側
か
ら
い
え
ば
、
県
尉
の
よ
う
な
最
も
民
生
に
接
す
る
地
方
官
の
経
験
者
こ
そ
、
是
非
と
も
必
要
な
人
材
な

の
で
あ
っ
た
。
通
典
・
巻
二
四
・
職
官
・
監
察
侍
御
史
の
条
に
「
職
務
繁
雑
に
し
て
、
百
司
畏
催
す
。
其
の
選
拝
は
多
く
京
・
畿
の
県
尉
よ
り

す
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
監
察
御
史
は
、
京
県
尉
と
畿
二
尉
の
な
か
か
ら
選
ば
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
韓
休
撰
「
授

皇
叢
濃
等
監
察
御
史
制
」
（
文
苑
英
華
・
二
三
九
五
）
は
、
河
南
一
尉
の
皇
甫
翼
、
長
安
県
尉
の
羅
紹
、
酪
寒
露
尉
の
湯
翻
璃
を
同
時
に
監
察
御

史
に
昇
格
さ
せ
た
制
誰
で
あ
る
。

　
秘
笈
新
書
に
引
用
す
る
毒
述
の
両
京
新
記
に
は
、
赤
県
尉
と
大
理
評
事
と
拾
遺
の
三
つ
の
宮
職
を
経
歴
す
る
者
が
、
み
な
か
ら
光
栄
と
さ
れ

た
、
と
い
う
が
、
畿
察
の
尉
と
黒
蝿
の
尉
か
ら
は
、
大
理
窟
事
や
監
察
御
史
を
と
び
こ
し
て
、
そ
の
上
の
拾
遺
に
抜
擢
さ
れ
る
者
さ
え
珍
し
く

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
文
苑
英
華
・
早
馬
八
三
に
収
録
さ
れ
た
左
右
拾
遺
へ
の
中
書
制
講
に
照
ら
し
て
も
、
明
ら
か
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

白
居
易
撰
の
「
除
拾
遺
監
察
等
綱
」
（
白
氏
文
集
・
巻
三
七
、
全
唐
文
・
巻
六
六
〇
）
に
、

　
潤
南
県
尉
の
庚
敬
休
ら
は
、
み
な
文
行
清
茂
に
し
て
士
の
秀
な
る
者
な
り
。
宜
し
く
重
弁
よ
り
、
擢
ん
で
て
朝
行
に
在
ら
し
む
べ
し
。
お
の

　
お
の
才
に
随
い
て
用
い
、
分
ち
命
ず
る
に
職
を
以
て
す
。
司
諌
と
執
憲
と
、
称
う
べ
き
あ
る
を
ま
た
ん
。
　
（
潤
南
県
画
風
敬
休
等
。
威
文
行

　
清
茂
。
士
之
秀
者
。
宜
従
吏
列
。
擢
在
朝
行
。
各
論
農
用
。
単
純
以
職
。
司
諌
執
憲
。
停
有
可
塑
。
）

と
い
う
の
は
、
澗
南
県
単
の
灰
墨
休
を
司
諌
た
る
拾
遺
に
抜
擢
し
た
際
の
制
誰
で
あ
る
。
旧
墨
書
・
巻
一
八
七
下
の
本
伝
に
よ
れ
ば
、
秘
書
下

校
書
聖
を
つ
と
め
た
あ
と
、
い
っ
た
ん
宣
州
の
幕
府
に
従
事
し
、
つ
い
で
潤
南
尉
・
集
賢
聯
珠
か
ら
右
拾
遺
・
集
賢
学
士
に
遷
っ
た
と
あ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ら
、
集
賢
学
士
に
言
及
し
な
い
こ
の
白
氏
文
集
所
載
の
文
章
は
、
或
い
は
白
居
易
に
よ
る
欄
諾
の
習
作
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
文
苑
英

華
が
こ
の
制
酸
の
題
を
「
授
庚
界
層
監
察
御
史
等
欄
」
と
改
め
、
善
玉
九
五
の
監
察
御
史
の
条
に
入
れ
た
の
は
、
央
態
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

文
苑
英
華
の
体
例
に
改
め
る
と
す
れ
ば
、
　
「
授
陳
旦
暮
右
拾
遺
等
制
」
と
題
し
て
、
巻
三
八
三
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

　
唐
紙
に
お
い
て
、
進
士
科
や
明
経
科
の
登
第
者
た
ち
の
い
か
に
多
く
が
県
尉
の
ポ
ス
ト
に
就
い
た
か
の
実
状
は
、
羅
継
祖
「
登
科
記
考
補
」

（
東
方
学
報
。
京
都
．
士
二
の
四
）
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
登
科
思
考
の
撰
者
・
同
趣
が
見
る
機
会
を
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え
な
か
っ
た
石
刻
墓
誌
銘
に
主
と
し
て
依
拠
し
た
労
作
で
あ
っ
て
、
科
挙
合
格
者
た
ち
の
初
任
官
を
も
丁
寧
に
収
め
て
あ
る
か
ら
、
有
益
な
わ

け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
科
挙
合
格
者
と
県
尉
の
ポ
ス
ト
と
の
関
連
か
ら
み
て
逸
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
史
料
に
、
通
典
・
巻
～
七
に
載
せ
る

洋
州
刺
史
溶
血
の
「
薫
製
議
」
に
附
さ
れ
た
「
挙
人
条
例
」
が
あ
る
（
全
唐
文
・
二
三
五
五
に
も
再
録
さ
れ
て
い
る
。
文
苑
英
華
・
巻
七
六
五
と
文
献
通

覧
・
巻
二
九
は
、
挙
選
議
の
み
を
載
せ
、
挙
人
条
例
を
省
略
し
て
い
る
。
）
。
趙
匿
は
瀟
穎
士
と
啖
助
と
に
師
事
し
た
春
秋
学
者
で
あ
り
、
黒
氏
は
左
丘

明
に
非
ず
の
説
を
唱
え
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
こ
の
挙
人
条
例
、
し
た
が
っ
て
挙
選
議
が
い
つ
作
成
さ
れ
た
も
の
か
、
年
月
を
確
定
で
き
な
い

が
、
挙
人
条
例
と
並
べ
ら
れ
た
選
人
条
例
の
文
中
に
「
兵
興
以
来
。
士
人
多
欲
郷
土
。
」
の
語
句
が
見
え
る
か
ら
、
安
禄
山
の
反
乱
勃
発
（
七
五

五
年
）
後
ま
も
な
く
の
時
期
に
書
か
れ
た
と
み
な
し
て
よ
か
ろ
う
。
趙
匡
の
議
論
は
、
春
秋
学
老
と
し
て
は
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
要

す
る
に
、
科
挙
制
を
礼
を
重
ん
じ
る
方
向
に
改
善
し
、
明
経
科
を
進
士
科
よ
り
も
重
視
し
、
明
経
合
格
者
の
初
任
官
を
こ
れ
ま
で
よ
り
優
遇
す

べ
し
、
と
い
う
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
明
経
科
の
う
ち
、
一
経
及
第
者
に
は
、
中
県
尉
の
類
を
授
け
、
そ
の
う
ち
で
も
特
に
優
秀
な
成
績
を
収

め
た
判
入
第
蹉
等
と
恩
徳
の
高
い
者
に
は
上
県
尉
の
類
を
授
け
る
こ
と
。
身
柱
出
身
者
に
は
、
上
県
尉
の
類
を
授
け
、
そ
の
う
ち
で
も
導
入
第

三
等
と
恩
蔭
の
高
い
潜
に
は
緊
県
尉
の
類
を
授
け
る
こ
と
。
恩
蔭
を
考
慮
す
る
の
は
こ
こ
ま
で
で
と
ど
め
、
そ
れ
以
上
は
本
人
の
才
能
だ
け
に

依
拠
す
る
こ
と
。
四
望
出
身
者
に
は
緊
県
尉
の
類
を
授
け
、
そ
の
う
ち
で
判
入
第
三
等
の
ば
あ
い
は
望
導
管
を
授
け
る
こ
と
。
五
経
の
者
に
は

望
県
尉
の
類
を
授
け
、
そ
の
う
ち
で
出
入
第
ヨ
等
の
ば
あ
い
は
畿
県
尉
の
類
を
授
け
る
こ
と
。
明
法
出
身
者
は
両
経
の
ば
あ
い
と
資
格
を
同
じ

く
し
、
進
士
と
三
礼
挙
・
春
秋
挙
は
四
経
の
ば
あ
い
と
資
格
を
同
じ
く
し
、
茂
才
と
秀
才
と
に
は
畿
県
尉
を
授
け
る
こ
と
。
上
士
は
こ
の
よ
う

な
提
案
を
な
し
た
の
で
あ
る
。
進
士
合
格
者
は
明
経
の
う
ち
の
四
竃
及
第
者
と
同
等
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
緊
県
尉
を
初
任
官
と
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
明
経
合
格
者
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
入
流
者
た
ち
の
就
く
べ
き
官
職
の
基
準
を
、
県
尉
の
等
級
で
代
表
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
、
こ

れ
に
よ
っ
て
、
愚
説
官
界
に
お
け
る
県
尉
の
お
か
れ
た
位
置
を
ほ
ぼ
察
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
挙
人
条
例
は
議
論
以
上
の
何
物
で
も
な

く
、
こ
の
試
案
が
政
府
当
局
者
に
受
入
れ
ら
れ
た
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
が
、
県
尉
の
ポ
ス
ト
の
う
ち
、
初
任
官
の
就
け
る
の
は
上
県

以
下
の
尉
で
あ
っ
た
と
い
う
現
実
を
伝
え
た
欧
陽
窟
の
壁
記
の
記
事
と
比
較
す
る
場
合
に
も
、
興
味
あ
る
資
料
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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①
　
内
藤
乾
士
m
「
敦
煙
禺
土
の
鷹
騎
都
醐
秦
元
結
身
徽
　
（
『
中
国
法
制
史
考
証
』
所

　
収
）
・
大
庭
脩
「
唐
告
身
あ
古
文
書
学
的
研
究
扁
　
（
『
敦
燵
吐
魯
【
番
社
会
経
済
撮
買
料

　
下
』
灰
収
）
参
照
。

②
　
県
尉
が
勅
授
さ
れ
た
早
い
例
と
し
て
、
轟
換
照
年
（
六
八
八
）
に
蟄
州
河
内
県

　
尉
に
任
命
さ
れ
た
陳
該
が
い
る
。
陳
子
易
撰
「
周
故
内
供
奉
学
士
懐
州
河
内
県
尉

　
陳
君
碩
人
墓
誌
銘
」
　
（
陳
子
昂
集
・
巻
六
）
に
よ
る
と
、
茂
重
石
泉
県
主
簿
・
隆

　
州
蒼
漢
県
主
簿
に
勅
授
さ
れ
た
後
、
河
内
県
尉
に
勅
授
さ
れ
て
い
る
。

③
　
祉
牧
は
「
冬
歪
瞬
、
垂
下
阿
宜
に
寄
す
る
詩
」
で
、
塵
埃
に
ま
み
れ
な
が
ら
い

　
つ
も
気
ぜ
わ
し
く
お
び
え
て
い
ね
ば
な
ら
な
い
下
級
官
僚
の
例
と
し
て
「
参
軍
与

　
叢
濃
」
を
挙
げ
て
い
る
。
荒
井
健
『
杜
牧
』
　
（
中
国
詩
文
選
1
8
・
筑
摩
書
房
・
一

　
九
七
臨
年
）
　
一
照
野
冊
頁
参
昭
｛
。

⑧
　
こ
の
表
は
、
池
田
温
「
律
令
宮
制
の
形
成
」
一
　
九
九
頁
を
参
考
に
し
て
、
多
少

　
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
の
〃
畿
丞
〃
の
二
字
の
部
分
は
本
文
に
脱
字
が

　
あ
り
、
池
田
氏
は
〃
京
尉
”
と
さ
れ
た
。
試
み
に
畿
丞
に
し
て
お
く
。

⑤
平
閾
武
夫
「
杜
佑
致
仕
側
札
記
」
（
『
鈴
木
縛
士
古
稀
記
念
東
洋
学
論
叢
』
一
九

　
七
二
年
、
所
収
）
参
照
。

⑥
全
唐
文
は
、
巻
六
六
〇
の
外
に
、
巻
六
五
七
で
は
文
苑
英
華
に
も
と
づ
き
「
授

　
庚
敬
休
監
察
御
史
等
溜
」
を
も
収
め
て
し
ま
っ
て
い
る
。
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四
、
宋
代
の
県
尉
i
結
び
に
代
え
て

　
誤
記
と
総
締
を
素
材
に
し
て
唐
荏
の
県
尉
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
し
た
当
初
の
意
図
は
、
史
料
の
性
格
上
、
宮
代
後
半
期
の
県
南
に
重
点

が
お
か
れ
る
こ
と
に
な
り
は
し
た
が
、
以
上
で
ほ
ぼ
果
た
し
た
。
本
稿
を
お
え
る
に
当
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
唐
行
の
変
革
後
の
宋
代
の
紅
血
に
つ

い
て
も
、
本
稿
で
と
っ
た
手
法
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
、
代
表
的
な
壁
面
と
荷
崩
を
一
例
つ
つ
取
上
げ
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
壁
記
で
あ
る
が
（
張
景
撰
「
河
南
県
尉
庁
壁
記
」
（
宋
文
金
・
巻
七
七
）
に
は
、

　
県
の
尉
は
能
く
盗
を
禦
ぐ
も
、
し
か
も
民
を
し
て
盗
を
為
さ
ざ
ら
し
む
る
こ
と
能
わ
ず
。
盗
賊
の
や
む
は
、
尉
の
能
な
る
に
あ
ら
ず
、
盗
賊

　
の
繁
き
は
、
過
ち
尉
に
在
ら
ず
。
上
そ
の
平
を
失
な
い
、
下
そ
の
情
に
苦
し
み
、
弱
き
も
の
困
死
し
、
強
き
も
の
倫
生
す
る
は
、
盗
の
常
な

　
り
。
量
に
楽
し
み
て
盗
を
為
さ
ん
や
。
民
力
を
蜴
す
な
く
ん
ば
、
民
心
安
逸
な
り
、
軸
物
を
尽
す
な
く
ん
ば
、
民
利
豊
実
な
り
、
郷
に
居
り

　
族
を
富
め
ば
、
良
あ
り
睦
あ
り
、
弄
い
つ
わ
り
跡
い
つ
わ
れ
ば
、
責
あ
り
憶
あ
る
は
、
民
の
常
な
り
。
た
れ
か
肯
え
て
盗
を
為
さ
ん
や
。
故

　
に
、
能
な
る
と
過
ち
と
、
尉
に
在
ら
ず
し
て
時
政
の
得
失
に
在
り
と
日
う
の
み
。
も
し
そ
れ
春
夏
を
た
い
ら
に
し
、
兇
狡
を
お
ど
し
、
た
だ

　
盗
の
み
こ
れ
禦
ぐ
者
は
、
尉
の
職
な
り
。
い
や
し
く
も
其
の
人
を
失
な
わ
ば
、
剛
わ
ち
貧
残
護
柱
に
し
て
、
民
の
弊
に
た
え
ざ
る
こ
と
、
反
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っ
て
盗
よ
り
甚
し
。
　
（
県
豊
能
禦
盗
。
而
不
能
使
民
不
為
盗
。
盗
賊
息
。
非
尉
之
能
。
盗
賊
繁
。
過
不
在
乎
尉
夷
。
上
失
其
平
。
下
苦
其
情
。

　
弱
草
蔭
死
。
彊
老
倫
生
。
盗
之
常
也
。
量
営
為
盗
哉
。
悪
夢
富
力
。
民
心
安
逸
。
無
尽
薫
物
。
民
利
豊
実
。
居
郷
聚
族
。
選
良
有
睦
。
履
詐

　
跡
偽
。
有
責
有
塊
。
民
之
常
也
。
敦
描
写
盗
哉
。
故
日
。
能
重
過
、
不
在
二
尉
。
在
時
政
之
得
失
爾
。
若
夫
平
繍
訟
。
蔓
草
狡
。
惟
盗
是
禦

　
者
。
尉
之
職
也
。
荷
失
其
人
。
則
貧
残
謳
柾
。
民
不
勝
弊
。
反
甚
於
盗
鷲
。
）

と
あ
る
。
　
「
民
を
し
て
盗
を
為
さ
ざ
ら
し
む
る
」
は
老
子
の
言
葉
。
宋
郡
撰
「
大
理
早
事
張
公
墓
誌
銘
」
（
景
文
集
・
巻
五
九
）
に
よ
れ
ば
、
張

景
、
あ
ざ
な
可
算
は
、
真
宗
の
天
禧
二
年
に
四
十
九
歳
で
卒
し
た
と
い
う
か
ら
、
九
七
〇
～
一
〇
一
八
年
の
人
物
で
あ
る
こ
と
が
分
る
。
こ
の

壁
記
は
、
全
唐
文
・
二
三
九
七
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
同
姓
同
名
に
ひ
き
ず
ら
れ
て
誤
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
県
県
庁
壁
記
を
一
読
す

曇
れ
ば
、
善
導
の
二
尉
の
職
掌
は
、
唐
代
の
県
尉
と
は
ま
っ
た
く
雷
撃
を
異
に
し
て
、
群
盗
の
官
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
つ
ぎ
に
、
県
尉
に
関
連
し
た
脇
詰
と
し
て
、
欧
陽
修
撰
「
播
州
鄭
県
尉
程
炎
灘
酒
州
録
事
参
軍
下
野
府
興
平
県
尉
呂
定
可
鳳
翔
府
左
司
理
参

軍
糊
」
（
欧
陽
文
忠
公
集
・
外
制
集
・
巻
一
）
を
み
る
と
、

　
賞
す
。
兵
の
興
り
し
ょ
り
以
来
、
盗
賊
す
こ
ぶ
る
慨
し
。
し
ば
し
ば
信
賞
を
明
ら
か
に
し
、
以
て
能
を
勧
め
ん
こ
と
を
思
え
り
。
具
官
程
炎

　
ら
、
お
の
お
の
母
材
を
以
て
、
一
尉
に
試
み
ら
る
。
い
ま
有
司
な
ん
じ
ら
の
獲
し
と
こ
ろ
を
上
り
て
、
賞
格
に
応
ぜ
し
む
。
い
さ
さ
か
こ
こ

　
に
甑
録
し
、
以
て
勤
労
を
嘉
み
す
。
云
云
。
　
（
勅
。
自
兵
興
以
来
。
盗
賊
頗
衆
。
屡
明
信
賞
。
思
以
勧
能
。
具
官
女
炎
等
。
各
以
敏
材
。
試

　
干
一
尉
。
今
有
司
上
爾
所
獲
。
応
干
賞
格
。
柳
藪
藪
録
。
以
嘉
勤
労
。
云
云
。
）

と
い
い
、
同
じ
く
「
平
陽
県
尉
林
術
可
試
秘
校
知
永
州
祁
陽
嘉
事
制
」
（
岡
・
巻
三
）
の
な
か
に
は
、
　
「
な
ん
じ
嘗
て
甲
を
被
り
矢
を
操
り
て
之

を
逐
え
り
。
」
の
句
が
み
え
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
宋
磁
の
県
評
は
、
明
ら
か
に
階
の
文
質
以
前
の
県
域
と
お
な
じ
姿
を
冠
し
て
い
る
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
。

　
唐
末
黄
巣
の
乱
以
後
、
五
代
の
動
乱
期
に
な
る
と
、
地
方
の
州
県
で
は
鎮
将
が
勢
力
を
拡
張
し
、
単
に
兵
権
の
み
な
ら
ず
、
兵
権
と
密
接
な

関
係
を
も
つ
捕
盗
警
察
の
権
、
潮
懸
の
権
、
さ
ら
に
は
税
率
催
徴
の
権
さ
え
も
手
中
に
し
、
県
の
行
政
を
有
名
無
実
化
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
そ
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の
結
果
、
五
代
の
県
で
は
主
簿
や
尉
を
欠
く
の
が
普
通
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
五
代
に
お
け
る
軍
将
の
活
躍
に
つ
い
て
は
、
臼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

野
開
三
郎
氏
と
周
藤
青
之
氏
の
研
究
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。

　
宋
朝
は
、
建
国
ま
も
な
い
建
隆
三
年
（
九
六
二
）
十
二
月
に
県
尉
を
復
活
さ
せ
た
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
復
活
し
た
県
単
は
、
弓
手
を
し
た
が

え
、
盗
賊
を
と
ら
え
、
瞬
訟
を
つ
か
さ
ど
る
官
職
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
漢
か
ら
階
の
文
帝
に
い
た
る
時
代
の
県
営
の
職
掌
と
同
一
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
宋
代
に
お
け
る
県
単
の
復
活
と
そ
の
職
務
に
つ
い
て
は
、
曾
我
部
静
雄
氏
の
労
作
「
宋
代
の
巡
検
・
県
尉
と
招
安
政
策
」
（
東

北
大
学
文
学
部
研
究
年
報
・
十
四
、
一
九
六
三
年
）
が
詳
細
に
説
い
て
お
ら
れ
る
の
で
、
本
稿
と
併
せ
参
面
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
し
て
お
き
た
い
。

曾
我
部
氏
も
引
用
さ
れ
た
文
献
通
考
・
巻
六
三
・
職
官
の
条
に
は
、
県
尉
が
隔
壁
五
代
時
代
に
い
か
に
変
遷
し
た
か
に
つ
き
、

　
晴
は
改
め
て
正
と
な
し
、
後
に
尉
を
置
く
。
ま
た
分
ち
て
戸
曹
・
法
曹
と
な
す
。
唐
は
初
め
晴
の
制
に
因
り
、
…
…
諸
司
の
事
を
謄
躍
す
。

　
高
峰
の
時
、
品
官
と
な
し
、
吏
部
よ
り
選
管
す
。
五
代
ひ
さ
し
く
廃
す
。
而
し
て
盗
賊
翻
遷
す
れ
ば
、
則
わ
ち
鎮
将
に
属
す
。
　
（
階
改
為
正
。

　
後
置
尉
。
又
分
量
三
曹
法
曹
。
唐
初
因
晴
制
。
…
…
分
署
諸
司
事
。
高
宗
時
為
品
官
。
吏
部
選
授
。
五
代
久
廃
。
而
盗
賊
圖
競
。
則
属
鎮

　
将
。
）

。
と
伝
え
て
い
る
。
唐
の
部
分
で
、
　
「
高
宗
時
為
軍
官
。
脚
部
選
授
。
」
と
あ
る
文
句
は
、
実
は
大
唐
六
典
・
巻
三
〇
・
京
県
の
主
簿
の
条
の
注

を
誤
っ
て
挿
入
し
た
も
の
で
、
県
尉
と
は
全
く
無
関
係
の
記
事
で
あ
る
こ
と
だ
け
を
注
意
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。
唐
代
で
は
県
尉
を
経

歴
し
て
か
ら
中
央
政
府
の
官
に
う
つ
る
の
が
普
遍
的
で
あ
っ
た
が
、
町
代
で
は
地
方
の
県
警
の
ポ
ス
ト
に
就
い
た
人
物
が
中
央
政
府
の
要
職
に

つ
く
事
例
は
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
宋
政
府
の
方
針
と
し
て
、
官
僚
は
す
べ
て
外
任
に
つ
い
て
地
方
政
務
の
実
情
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
も
の
と
し
、
京
官
に
な
る
た
め
に
は
県
の
長
官
た
る
県
令
は
必
ら
ず
一
度
は
経
過
す
べ
き
関
門
と
し
て
、
こ
れ
を
須
入
と
称
し
た
、
と
い
う
。

唐
代
で
は
、
県
尉
は
望
ま
し
い
官
で
あ
っ
た
が
、
県
令
は
好
ま
れ
な
い
ポ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
雷
撃
の
官
と
し
て
復
活
し
た
留
意
の
県

尉
は
、
士
人
か
ら
は
見
向
き
も
さ
れ
ず
、
い
ま
や
照
令
の
ポ
ス
ト
に
就
い
て
い
い
成
績
を
修
め
よ
う
と
励
む
時
代
へ
変
貌
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
制
誌
と
銘
記
の
類
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
な
お
閣
瞭
で
な
か
っ
た
諸
点
を
明
ら
か
に
し
え
た
と
信
ず
る
が
、
最
後
に
考
慮
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し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
集
部
所
収
の
蒲
魚
・
壁
記
の
類
に
、
文
人
た
ち
に
よ
る
習
作
が
含
ま
れ
て
い
る
蓋
然
性
が
か
な
り
あ
る
と
い
う

点
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
あ
る
程
度
の
注
意
さ
え
払
え
ば
、
客
観
性
を
さ
ほ
ど
失
な
わ
せ
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
虚
構

の
な
か
か
ら
如
何
に
史
実
を
ひ
き
だ
す
か
、
こ
れ
は
史
学
専
攻
者
が
つ
ね
に
心
掛
け
る
べ
き
課
題
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
①
　
日
野
闘
三
郎
「
五
代
鎮
将
考
」
　
（
東
洋
学
報
・
三
五
の
二
、
一
九
三
八
年
）
・
　
　
　
　
九
五
三
年
置
　
『
ア
ジ
ア
史
研
究
第
四
』
京
大
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
六
四
年
、
に

　
　
周
藤
吉
之
「
五
代
節
度
使
の
支
配
体
制
」
　
（
史
学
雑
誌
・
六
一
の
四
・
六
、
…
九
　
　
　
　
　
再
録
）
参
照
。

　
　
五
二
年
。
　
『
藤
代
経
済
史
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
穴
二
年
、
に
再
録
。
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
神
戸
大
学
文
学
蔀
助
教
授
・
大
阪
府

　
②
　
宮
崎
市
定
「
宋
代
州
県
制
度
の
由
来
と
そ
の
特
色
」
　
（
史
林
・
三
六
の
こ
、
一

唐代の県購（礪波）
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Revolution　”　is　typically　iR　the　process，　of　which　we　study　some　aspects

of　the　change　accompanying　witk　it．　．　．Espe．　cially，　by　placing　the　“　Green

Revolution”　in　’ 狽?ｅ　evolving　procegs　of　tlie　village，　we　stress　that　the

“Green　Revolution”　did　not　come’．about　suddenly　from　the　introduc－

tion　of　high　yielding　variety　．　seeds，　but　occurred　with　the　continuous

evolving　process　of　tl？e　village．

As　a．　field　of　research，　mTe　choose　the　Village　Ga．ggqgb！iana，　Amritsar

pi・t「i・t・Pun」・b　St・事・・三・．lpdia．，．R・．1・t圭・g　it・f・・r一吊呼．・マ・1・i・g　P・・ce・・

ses　i鱗Qdem．・g・・W・．emph碓・茸・e　the皿ea・i・9・fl・．＝i1ゆ・t‘・n　t・the

commercial　production　of　t．ood　grainS　’and　．　a　di＄aPpearan¢e　bf　’the　land

fragmentation　viTh．ich　er．tiT．ie’　abg．qt　p．yiog　to　a　diffitsion　of　the　“Green

RevolLition．”．

．A　Study　6f．跳紐z一ω窃県尉・in　the　Tang．　Period唐1代

　　　　　　by　・・

Mamoru　Tonami

　　This　article　iRvestigates　some　aspects　of　hsien－wei　othces　throttgh　the

analysis　of　chih一んαo制誰and　pi－cJzi壁記written　by　literati　in　the　Tang

Period．　The　ehih－kao　is　a　warrant　of　／appolntment　issued　on　the　per－

sonnel　．　changes，・and　the　pi－chi　is　’ ＝@document　which　was　written　on　the

wall　of　oMcial　building　concerning　office．　T，he　purpose　of　this　article

is　to　mal〈e　it　clear　that．in　the．ゐsゴ伽．！累which　had　tw◎weis尉as　the

regular　staff，　ene　we’i　took　charge　of　the　finance　and　the　civil　service

as　ssu－hu　di　r．　and　the　other　the　police　and　the　jurisdiction　such　as

ssu－fa司法．

Some　Backgrounds　of　the　Kansas－Nebraska　Bill

　　　　　　　　by

Fusashi　Yamaguchi

　　The・Kansas－Nebraska　Act　of　1854　created　two　new　territories　in　the

center　of　the　United　States．　But　the　Act　did　more　than　create　two

additional　territories，　showing　how’it　was　interrelated　with　the　Pacific

RailvLTay　issuei　the　slavery　question，　the　lndian　policy　and　other　great

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（773）




