
唐
　
代

の

文
　
官
　
人
　
事

一
吏
部
に
よ
る
選
授
権
限
の
変
遷
を
中
心
に
一

松

浦

血
ノ、

弘

【
要
約
】
　
豊
代
の
文
官
の
注
擬
に
関
し
て
は
主
に
尚
書
省
の
吏
部
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
八
世
紀
半
ば
以
降
の
富
制
変
革

の
中
で
尚
書
省
の
機
能
は
低
下
し
、
ま
た
亡
弟
選
自
体
が
問
魎
を
含
ん
で
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
中
央
で
は
主
に
中
書
、
地
方
で
は
藩
鎮
に
人
事
権
が
移

り
つ
つ
あ
っ
た
。
奏
薦
的
な
減
車
の
形
態
が
盛
行
し
、
吏
部
が
注
擬
を
行
う
範
囲
は
回
復
へ
の
試
み
が
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
狭
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
こ
う
し
て
革
命
の
機
能
は
大
幅
に
低
下
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
人
事
に
全
く
関
わ
ら
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
唐
代
後
半
期
の
重
患
は
書
類
の

取
扱
や
審
査
を
主
た
る
職
掌
と
す
る
官
司
へ
と
変
質
を
遂
げ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
奏
薦
の
場
合
も
含
め
、
唐
事
に
翻
る
ま
で
人
事
に
関
わ
っ
て
い
く
の
で

あ
り
、
唐
末
五
代
の
混
乱
を
経
て
、
宋
代
初
期
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
形
式
的
な
書
類
手
続
き
の
み
の
官
司
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
唐
代
後
半
期
の
吏
部
の

機
能
を
、
五
代
や
聖
代
初
期
の
史
料
を
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
一
連
の
宮
制
変
革
と
の
関
わ
り
か
ら
解
明
す
る
の
が
本
稿
の
ね
ら
い
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
八
O
巻
二
号
　
醐
九
九
七
年
三
月

唐代の文官人事（松浦）

は
　
じ
　
め
　
に

　
天
々
一
四
載
（
七
五
五
）
に
勃
発
し
た
安
史
の
乱
前
後
を
境
に
令
外
の
官
た
る
使
職
の
発
生
な
ど
一
大
変
革
を
被
っ
た
唐
音
の
官
制
に
つ
い
て

は
、
中
国
官
制
史
上
の
一
大
画
期
を
な
す
も
の
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
も
婬
女
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
個
々
の
官
司
の
職
掌
の
内
容
に
関

し
て
は
、
変
革
前
の
誤
写
前
半
期
の
制
度
が
、
『
大
唐
六
典
』
を
は
じ
め
と
す
る
諸
史
料
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
も
と
に
検
討
が
進
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め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
千
度
の
静
的
側
面
を
取
り
扱
っ
た
も
の
が
多
く
、
実
際
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
て
き
た
の
か
、
ま
　
8
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た
唐
代
後
半
期
に
か
け
て
ど
の
よ
う
に
変
化
も
て
い
っ
た
の
か
に
関
し
て
は
未
だ
解
明
し
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
特
に
官
僚
制
度

を
総
合
的
に
理
解
し
て
い
く
上
で
不
可
欠
で
あ
る
官
僚
の
人
事
に
関
わ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
の
具
体
像
は
未
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

点
が
多
い
。
近
年
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
中
国
で
い
く
つ
か
の
成
果
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
実
態
や
変
化
の
様
相
に
つ
い
て
は
あ
ま
り

深
く
踏
み
込
ま
れ
て
お
ら
ず
、
今
後
能
代
に
至
る
ま
で
の
流
れ
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
検
討
し
て
い
く
作
業
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

　
本
稿
で
は
人
事
の
問
題
に
対
す
る
検
討
の
一
環
と
し
て
唐
馬
に
お
け
る
客
部
の
機
能
の
変
遷
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
南
北
朝
時
代
以

来
、
尚
書
省
は
三
省
の
中
で
も
高
い
地
位
を
得
て
き
た
。
と
り
わ
け
吏
部
は
欝
欝
の
司
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
て
お
り
、
唐
代
に

お
い
て
も
尚
書
省
六
部
の
他
の
五
部
よ
り
一
段
上
位
の
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
主
要
な
職
掌
は
六
品
以
下
の
文
官
の
注
擬
に
当
た

る
こ
と
で
あ
り
、
人
事
の
大
部
分
を
握
っ
て
お
り
、
吏
部
の
官
は
需
要
と
さ
れ
大
き
な
権
限
を
持
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
一
連
の
変
革
の
中
で
、

中
央
政
府
に
お
け
る
尚
書
省
の
地
位
は
没
落
し
、
宰
相
府
た
る
中
書
門
下
が
よ
り
大
き
な
権
限
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
隻
部
の
言
霊
に
対
す
る

権
限
に
関
し
て
も
、
や
は
り
中
書
門
下
に
部
分
的
に
移
行
し
た
。
ま
た
警
部
試
で
は
な
く
高
官
の
推
薦
に
よ
っ
て
官
に
就
く
奏
薦
的
な
注
擬
の

形
態
が
多
く
な
り
、
中
央
の
官
に
お
け
る
萸
部
の
注
擬
の
範
囲
は
狭
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
藩
鎮
の
出
現
に
よ
り
地
方
官
司
の
様
相
も
一
変
し
た
。
従
来
か
ら
の
令
制
下
で
の
州
県
官
に
加
え
、
使
府
の
下
で
僚
属
と
し
て
令
外

の
官
た
る
幕
職
官
が
出
現
し
、
そ
の
任
用
は
長
官
に
よ
る
辟
召
の
形
を
採
っ
て
行
わ
れ
た
。
加
え
て
管
下
の
州
照
の
刺
史
や
県
令
を
は
じ
め
と

す
る
令
制
内
に
お
け
る
官
職
の
任
用
に
も
使
府
の
長
官
が
強
く
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
応
し
て
、
吏
部
の
注
擬
に
対
す
る
権

限
も
奪
わ
れ
て
い
き
、
吏
部
本
来
の
機
能
に
変
質
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
萸
部
の
機
能
の
低
下
に
関
し
て
は
従
来
か
ら
強
調
し
て
述
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
唐
代
後
半
期
の
照
臨
が
ど
の
よ
う
に
変

化
し
五
代
・
宋
初
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
か
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
権
限
を
縮
小
し
、
か
つ
変
質

さ
せ
な
が
ら
も
、
唐
末
に
至
る
ま
で
吏
部
は
人
事
の
上
で
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
唐
心
五
代
に
は
吏
部
権
限
は
決
定
的
に
失
墜

す
る
が
、
五
代
を
通
じ
て
幕
電
が
変
質
し
な
が
ら
も
機
能
し
て
い
た
例
は
見
ら
れ
る
。
そ
の
後
使
府
か
ら
徐
々
に
人
事
権
が
回
収
さ
れ
、
艦
首
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唐代の文官人事（松浦）

に
は
中
央
政
府
が
人
事
を
ほ
ぼ
掌
握
し
た
。
藩
鎮
が
そ
の
人
事
を
握
っ
て
い
た
華
車
・
州
県
官
は
、
官
員
有
資
格
者
に
中
央
政
府
の
蝉
茸
を
与

え
る
前
の
段
階
（
選
人
）
に
就
か
せ
る
官
職
へ
と
変
質
す
る
。
中
央
政
府
の
掌
握
す
る
官
職
も
増
加
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
中
書
が
強
い
権
限
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

持
っ
て
お
り
、
ま
た
下
級
の
文
官
の
注
擬
を
行
う
官
司
と
し
て
は
新
た
に
流
内
耳
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
背
景
も
あ
っ
て
、
吏
部
は
主
に

書
類
の
管
理
や
審
査
に
当
た
る
官
司
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
唐
代
後
半
期
か
ら
の
吏
部
の
機
能
は
馬
下
の
発
生
・
奏
薦
の
盛
行
を
は
じ
め
と
す
る
状
況
に
対
応
し
て
変
化
し
た
も
の
で
あ
り
、

官
制
の
変
革
の
一
端
を
反
映
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
予
選
に
お
い
て
大
き
な
権
限
を
行
使
し
て
い
た
玉
代
前
半
期
の
学
部
に
つ
い
て

概
観
し
た
上
で
、
藩
鎮
に
よ
る
辞
召
の
盛
行
な
ど
の
中
で
吏
部
の
権
限
は
如
何
に
縮
小
し
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
中
で
ど
の

よ
う
な
機
能
を
果
た
し
続
け
て
い
っ
た
の
か
に
関
し
て
考
察
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
五
代
や
宋
の
史
料
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
重
代
後
半
期
の

吏
部
機
能
の
実
態
に
つ
い
て
解
明
す
る
こ
と
を
本
稿
の
臼
標
と
し
た
い
。

　
①
　
劉
海
峰
『
唐
代
教
育
与
選
挙
制
度
』
文
津
出
版
被
　
一
九
九
｝
、
寧
欣
『
唐
代
　
　
　
　
　
（
佐
伯
寓
編
『
宋
史
職
官
志
索
引
』
東
洋
史
研
究
会
　
一
九
六
三
）
の
ち
『
宮
崎

　
　
無
官
研
究
』
滑
津
出
版
社
　
一
九
九
五
　
な
ど
が
近
年
の
中
国
に
お
け
る
代
表
的
　
　
　
　
　
市
定
全
集
』
第
一
〇
巻
　
宋
　
岩
波
書
店
　
一
九
九
二
所
収
、
及
び
梅
原
郁
『
宋

　
　
成
果
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
宮
僚
制
度
研
究
』
同
朋
舎
　
｝
九
八
三
参
照
。

　
②
　
宮
崎
市
定
「
宋
代
官
制
序
説
－
宋
史
職
官
志
を
如
何
に
読
む
べ
き
か
一
」

萸
部
に
よ
る
任
宮
の
原
則
一
唐
代
前
半
期
の
潮
来
1

　
唐
山
の
文
官
人
事
に
つ
い
て
は
整
備
が
な
さ
れ
官
制
が
体
系
づ
け
ら
れ
た
時
期
即
ち
八
世
紀
前
半
期
の
制
度
に
つ
い
て
、
開
元
二
七
年
（
七

三
九
）
編
纂
の
『
大
唐
六
典
』
墨
黒
・
吏
部
の
項
に
そ
の
大
枠
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
吏
部
機
能
の
変
遷
を
考
え
る
前
提
と
し
て
本
章
で
は
唐

代
前
半
期
の
人
事
制
度
の
概
要
を
示
し
て
お
き
た
い
。

、
『
大
唐
六
典
』
に
よ
る
と
、
吏
部
は
毎
年
十
月
に
任
官
候
補
者
を
集
め
吏
部
試
を
行
う
。
そ
の
合
格
者
で
六
品
以
下
の
者
に
関
し
て
注
擬
を

行
う
が
、
こ
れ
を
旨
授
と
い
う
。
こ
れ
は
吏
部
職
掌
の
中
で
も
っ
と
も
主
要
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
五
品
以
上
の
者
に
関
し
て
は
中
書
門
下
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に
送
り
愚
意
、
六
品
以
下
の
者
で
も
常
参
官
で
拾
遺
・
補
血
・
監
察
御
史
に
任
命
す
る
の
が
適
当
と
思
わ
れ
る
者
に
関
し
て
は
や
は
り
中
書
門

下
に
送
り
勅
授
の
形
を
採
っ
て
任
命
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
旨
授
に
よ
る
注
擬
は
尚
書
鐙
・
中
鐙
・
東
亜
の
三
池
に
分
け
て
行
わ
れ
、
三
錠
の
注

擬
が
終
わ
っ
た
段
階
で
左
右
丞
相
・
尚
書
・
門
下
を
経
、
始
め
て
聞
奏
の
上
で
任
官
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
し
門
下
省
な
ど
が
そ
の
人
物
を

官
に
就
け
る
の
に
不
適
と
見
な
し
た
場
合
は
そ
こ
で
差
し
戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
原
則
と
し
て
は
六
品
以
下
の
官
の
人
事

は
吏
部
が
握
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
尚
書
吏
部
は
吏
部
・
司
勲
・
司
封
・
童
戯
の
四
曹
か
ら
成
る
が
、
そ
の
う
ち
島
島
に
お
け
る
人
選
す
な
わ
ち
吏
部
選
に
関
わ
る
の
は
吏

部
曹
で
あ
る
。
三
部
曹
は
尚
書
一
人
を
長
官
、
侍
郎
二
人
を
通
判
官
と
し
、
官
吏
の
選
挙
や
叙
任
を
は
じ
め
吏
部
豊
漁
の
業
務
一
般
を
総
覧
し

た
。
そ
し
て
任
官
に
際
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
尚
書
錠
・
中
錠
・
東
灘
即
ち
三
鐙
を
分
掌
し
た
。
さ
ら
に
判
官
と
し
て
郎
中
二
人
・
員
外
郎
二
人

が
い
た
。
意
中
の
う
ち
一
人
は
文
官
の
班
秩
品
命
を
担
当
し
品
官
の
人
事
に
於
い
て
実
務
的
な
部
分
の
多
く
を
管
轄
す
る
。
今
一
人
は
京
師
に

お
け
る
流
外
官
（
行
署
）
の
人
事
を
担
当
し
こ
れ
を
小
錠
と
い
う
。
員
外
郎
の
う
ち
一
人
は
選
院
即
ち
南
曹
を
管
轄
す
る
。
南
曹
は
官
僚
予
備
群

と
で
も
い
う
べ
き
選
人
の
解
状
・
密
書
・
資
歴
．
考
課
に
関
し
て
検
察
を
行
い
、
三
錠
に
対
し
て
そ
れ
を
提
出
し
て
人
事
の
資
料
と
す
る
と
い

う
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
こ
の
南
面
に
関
し
て
は
唐
代
後
半
や
五
代
期
の
史
料
に
頻
出
し
人
事
の
上
で
重
要
な
位
置
に
あ
っ

た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
今
一
人
は
吏
部
曹
の
曹
務
一
般
に
つ
い
て
郎
中
と
分
掌
す
る
と
あ
り
、
具
体
的
な
職
掌
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
広
範
に
諸

々
の
職
務
を
扱
っ
て
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
『
通
典
』
巻
二
三
や
『
三
会
要
』
巻
五
八
の
吏
部
員
外
郎
条
に
よ
る
と
、
前
者
を
「
南

南
曹
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
を
「
判
廃
置
」
と
表
現
し
て
い
る
。
廃
置
と
は
官
人
の
叙
任
を
表
し
て
い
る
語
で
あ
る
が
、
唐
代
後

半
の
史
料
に
は
廃
置
吏
・
廃
置
詳
断
夕
影
と
い
う
語
が
あ
り
、
南
曹
同
様
一
部
局
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

第
四
章
で
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
な
お
、
本
稿
で
は
考
察
の
対
象
か
ら
外
し
た
が
、
武
官
に
関
し
て
は
兵
部
が
同
様
の
構
造
で
機
能
し
て
お
り
、
『
大
唐
六
典
』
巻
五
．
兵
部

に
よ
る
と
、
尚
書
・
侍
郎
に
よ
る
三
鐙
や
員
外
郎
管
轄
の
南
曹
が
存
在
す
る
。
文
選
と
武
選
と
で
は
様
相
を
異
に
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
武
官
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軽
視
の
風
潮
も
あ
っ
て
武
官
の
選
に
対
す
る
記
事
は
少
な
く
不
明
な
点
は
多
い
。
実
際
文
官
に
関
す
る
吏
部
の
機
能
が
低
下
す
る
以
上
に
武
官

に
対
す
る
兵
部
の
機
能
は
名
目
化
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
吏
部
に
よ
る
鎗
選
は
果
た
し
て
ど
の
程
度
有
効
に
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
般
に
『
大
唐
六
典
』
所
掲
の
諸

制
度
は
あ
く
ま
で
も
開
元
期
の
時
点
の
静
的
な
も
の
で
あ
り
断
面
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
編
纂
当
時
に
お
い
て
で
す
ら
現
実
と
乖
離

し
て
い
た
部
分
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
安
史
の
乱
を
境
に
唐
朝
の
諸
欄
度
は
大
き
な
変
革
を
被
る
こ
と
に
な
る
が
、
人
事
に
関
す
る
問
題
も

例
外
で
は
な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
て
、
『
大
唐
六
典
』
編
纂
前
後
の
時
期
に
至
る
ま
で
の
人
事
に
つ
い
て
総
括
し
て

お
き
た
い
。

　
『
幽
霊
元
亀
』
（
以
下
『
冊
府
』
と
略
称
）
鐙
選
部
な
ど
制
度
の
変
遷
を
追
っ
て
い
る
史
料
を
見
る
限
り
で
は
、
武
徳
・
良
観
と
い
っ
た
王
朝
初

期
に
あ
っ
て
は
未
だ
官
僚
制
度
の
整
備
も
進
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
鐙
選
に
関
し
て
も
先
に
述
べ
た
よ
う
な
整
然
と
し
た
機
構
で

機
能
し
て
い
た
も
の
で
は
な
い
。

　
高
倉
朝
に
入
っ
て
徐
女
に
二
度
の
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
く
。
例
え
ば
、
先
に
触
れ
た
南
砂
に
関
し
て
は
総
章
二
年
（
六
六
九
）
に
成
立
し
て

　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
る
。
ま
た
、
俗
智
倹
に
よ
る
錠
法
が
実
施
さ
れ
た
の
も
同
年
の
こ
と
で
そ
の
後
に
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
『
資
治
門
鑑
』
で
こ
の

条
に
「
唐
之
選
法
」
と
し
て
『
大
唐
六
典
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
制
度
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
時
期
に
後
の
鐙
選
の
モ
デ
ル

に
も
な
る
よ
う
な
一
大
エ
ポ
ッ
ク
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
象
徴
し
て
い
よ
う
。
た
だ
、
人
事
と
い
っ
た
問
題
に
お
い
て
は
、
時
の
政
治
状
況

が
大
き
く
影
響
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
こ
の
後
、
質
草
政
権
下
で
は
斜
放
官
に
代
表
さ
れ
る
濫
官
政
策
に
よ
っ
て
鎗
選
に
混
乱
が
生
じ

③た
。
た
だ
大
筋
に
お
い
て
高
贈
呈
か
ら
玄
宗
朝
に
か
け
て
は
『
大
唐
六
典
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
き
、
ほ
ぼ
施
行
さ
れ

て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
な
お
開
元
一
八
年
（
七
三
〇
）
、
建
部
尚
書
斐
光
庭
の
提
議
に
よ
り
循
資
格
制
度
が
施
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
年
功
序
列
を
重
視
す
る
制
度
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

り
、
そ
の
後
の
財
部
に
よ
る
錠
選
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
こ
の
制
度
に
関
し
て
は
施
行
間
も
な
い
頃
か
ら
批
判
が
な
さ
れ
、
有
能
な
人
材
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を
登
用
す
る
の
に
適
し
た
方
法
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
唐
一
代
を
通
じ
て
こ
の
原
則
は
大
き
く
改
め
ら
れ
る
ご
と
は
な
く
、

批
判
が
多
く
あ
っ
た
と
は
い
え
宋
代
に
も
概
ね
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

③
　
『
唐
会
要
』
巻
五
八
・
満
都
員
外
郎
。

②
　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
〇
一
・
総
包
二
年
「
蒔
承
平
既
久
、
選
人
益
多
、
是
歳
、

　
司
最
少
常
伯
裟
行
嚢
始
与
員
外
郎
張
仁
造
設
長
名
姓
歴
膀
、
引
錠
注
之
法
。
又
定

　
州
県
升
降
・
官
資
高
下
。
其
後
遂
為
永
制
、
無
能
革
之
者
。
」
と
あ
り
、
こ
れ
に

　
続
け
て
「
大
略
唐
之
選
法
」
と
し
て
『
大
唐
六
典
』
所
掲
の
選
法
を
簡
潔
に
載
せ

　
る
。

③
『
唐
会
要
』
巻
六
七
・
斜
封
官
。

④
裟
光
庭
の
循
資
格
制
度
に
関
し
て
は
、
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
三
・
開
元
一
八

　
年
四
月
毒
悪
条
な
ど
。
鳥
谷
弘
昭
「
斐
光
庭
の
循
資
格
に
つ
い
て
」
（
『
立
正
史
学
騙

　
第
四
七
号
　
一
九
七
三
）
参
照
。
ま
た
槻
木
正
「
博
学
題
詞
科
・
魯
判
抜
轍
鮒
の

　
実
施
に
つ
い
て
一
「
循
資
格
」
を
手
懸
か
り
と
し
て
一
」
（
『
関
西
大
学
法
学

　
論
集
』
第
一
二
七
巻
第
四
号
　
一
九
八
七
）
も
循
資
格
の
運
用
に
触
れ
て
お
り
参
考

　
に
な
る
。
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二
　
吏
部
権
限
の
縮
小
一
i
奏
薦
を
め
ぐ
っ
て
i

　
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
開
元
期
に
一
応
の
完
成
を
見
た
唐
代
の
人
事
糊
度
は
、
安
史
の
乱
を
経
て
至
徳
年
間
に
は
大
幅
に
崩
れ
出
す
こ
と
に

な
る
。
豊
肥
の
醜
婦
に
よ
り
中
央
政
府
の
地
方
へ
の
影
響
力
は
大
幅
に
減
退
し
た
。
ま
た
、
中
央
政
府
内
部
で
も
尚
書
省
の
機
能
は
中
書
門
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

両
省
に
比
べ
相
対
的
に
低
下
し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
吏
部
の
持
つ
人
事
権
は
縮
小
の
途
を
た
ど
っ
て
い
っ
た
。
開
元
期
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

、
い
て
す
ら
、
六
品
以
下
の
官
の
一
部
に
関
す
る
注
擬
は
唱
名
勅
授
と
い
う
形
で
中
書
門
下
に
移
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
吏

部
の
人
事
に
対
す
る
権
限
を
維
持
す
る
試
み
も
行
わ
れ
、
吏
部
は
あ
る
一
定
の
役
割
を
唐
代
を
通
じ
て
維
持
し
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
吏
部
の
変
質
に
つ
い
て
は
三
章
以
下
で
述
べ
る
が
、
本
章
で
は
吏
部
の
権
能
の
低
下
の
一
例
と
し
て
重
鎮
の
使
職
に
よ
る
僚
佐
の
辟
召

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

を
は
じ
め
、
律
令
官
制
に
ま
で
及
ん
で
い
た
奏
薦
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
さ
て
、
従
来
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る
よ
う
に
、
人
事
権
の
拡
散
の
最
た
る
も
の
と
い
え
ば
、
年
魚
に
よ
る
幕
職
官
の
僻
召
で
あ
る
。
こ
れ

は
節
度
使
な
ど
の
藩
帥
が
自
ら
の
僚
属
を
辟
召
す
る
制
度
で
、
郷
試
に
は
合
格
し
礼
部
試
に
送
ら
れ
た
が
未
だ
合
格
し
て
い
な
い
郷
貢
進
士
．

郷
貫
明
経
、
礼
部
試
に
合
格
し
た
が
未
だ
ポ
ス
ト
の
な
い
選
人
や
、
以
前
に
は
ポ
ス
ト
に
就
い
て
い
た
が
そ
の
時
点
で
は
ポ
ス
ト
待
ち
の
状
況
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④

に
あ
る
前
公
人
等
か
ら
採
用
し
た
。
こ
う
し
た
実
例
は
新
旧
『
唐
書
』
な
ど
に
数
多
く
あ
り
、
一
般
的
な
官
途
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か

る
。
こ
の
場
合
、
幕
職
官
は
元
々
は
律
令
規
定
の
枠
組
み
の
中
に
存
在
し
な
い
官
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
藩
帥
は
奏
薦
し
尚
書
六
部
や
御
史
台
な

ど
の
官
を
寄
禄
官
と
し
て
名
目
的
に
授
与
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
唐
後
半
期
は
ポ
ス
ト
に
比
べ
ポ
ス
ト
待
ち
の
人
員
が
多
く
、
幕

職
官
は
そ
の
よ
う
な
人
員
を
吸
収
す
る
方
向
で
有
効
に
作
用
し
た
。
要
す
る
に
藩
鎮
に
と
っ
て
は
有
能
な
人
材
を
幕
職
官
に
確
保
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
一
方
の
選
人
の
側
で
は
当
面
の
職
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
お
い
て
有
利
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
中
央
政
府
も
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し
て
何
ら
か
の
制
限
を

加
え
る
べ
く
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
央
政
府
に
と
っ
て
も
ポ
ス
ト
不
足
が
如
何
と
も
し
が
た
い
状
況
下
で
は
、
辟

召
に
よ
っ
て
上
述
し
た
よ
う
な
人
材
が
吸
収
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
不
利
益
な
こ
と
で
は
な
く
、
寧
ろ
一
定
の
制
限
を
持
っ
て
容
認
し
て
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

た
方
が
好
都
合
で
あ
っ
た
。

　
安
史
の
乱
以
後
拡
張
を
続
け
て
い
た
辞
召
は
徳
宗
・
憲
繋
属
に
は
諸
規
定
が
出
さ
れ
、
一
定
の
制
限
を
以
て
施
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
例
え
ば
、
『
旧
唐
書
』
巻
一
五
・
憲
宗
本
紀
下
・
元
和
七
年
（
八
一
二
）
八
月
・
戊
申
制
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
諸
黒
黒
の
参
差
の
検
校
官
は
、
元
と
官
を
寒
く
る
の
月
日
よ
り
計
り
、
如
し
是
れ
五
品
已
上
の
富
及
び
台
省
官
な
ら
ば
、
三
十
箇
月
を
経
る
の
外
、
転
改

　
　
　
を
貰
う
る
を
任
し
、
余
官
は
三
十
六
箇
月
を
経
れ
ば
、
転
改
を
奏
せ
。
如
し
未
だ
考
を
経
ず
便
ち
事
有
り
及
び
停
替
せ
る
宕
な
ら
ば
、
雲
斗
の
外
、
更
に

　
　
　
十
箇
月
を
加
え
、
即
ち
申
奏
を
任
せ
。

こ
こ
で
は
誓
書
の
属
僚
で
あ
る
参
差
が
検
校
官
の
形
を
と
っ
て
授
け
ら
れ
て
い
る
寄
禄
官
に
関
し
て
、
そ
の
官
が
五
品
以
上
の
官
も
し
く
は
三

省
に
属
す
る
宮
の
場
合
、
三
十
ヵ
月
で
転
任
す
る
こ
と
を
許
し
、
そ
れ
以
外
の
官
で
あ
れ
ば
三
十
六
ヵ
月
で
転
任
す
べ
く
上
奏
す
る
こ
と
に
す

る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
も
し
考
を
経
な
い
う
ち
に
何
か
理
由
が
あ
っ
た
り
停
止
さ
れ
た
り
し
た
官
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
さ
ら
に
十
ヵ
月

期
限
を
延
長
し
て
奏
薦
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
寄
身
官
と
し
て
与
え
ら
れ
る
官
と
そ
れ
に
よ
る
任
期
や
昇
進
過
程
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に

細
か
く
規
制
し
た
の
で
あ
る
。
長
野
三
年
三
月
に
も
勅
が
出
さ
れ
、
諸
道
の
軍
勢
の
大
将
が
寄
禄
官
と
し
て
監
察
御
史
以
上
の
官
を
帯
領
し
て
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⑥

い
る
場
合
、
三
年
で
転
任
す
る
こ
と
を
許
す
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
ほ
か
に
も
幕
職
官
の
辟
召
に
対
す
る
規
定
は
唐
末
に
至
る
ま
で
出
さ
れ
て
お
り
、
地
域
差
等
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
も
多
い
が
、

い
ず
れ
も
、
任
期
や
寄
禄
官
を
授
け
る
際
の
条
件
等
を
詳
細
に
定
め
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
吏
部
選
は
年
功
序
列
に
拘
り
形
式
に
走
り
す

ぎ
る
と
批
判
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
奏
薦
が
盛
行
し
た
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
や
は
り
無
制
限
に
奏
薦
を
認
め
る
こ
と
は
結

局
混
乱
を
招
く
と
し
て
、
吏
二
選
同
様
に
年
功
に
関
わ
る
資
や
考
を
基
準
と
す
る
こ
の
よ
う
な
規
定
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
幕
職
官
な
ど
落
籍
の
僚
属
は
い
わ
ゆ
る
律
令
的
官
制
の
枠
組
み
の
外
に
あ
る
も
の
で
、
隻
部
な
ど
の
人
事
権
が
及
ば
な
い
の
は
あ
る
意

味
で
当
然
と
も
言
え
る
が
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
辞
召
と
は
多
少
様
相
を
異
に
す
る
の
だ
が
、
律
令
体
制
下
の
地
方
官
に
関
し
て
も
諸
道
の
使
府

の
影
響
力
が
及
ん
で
い
る
。
六
品
以
下
の
吏
部
注
擬
の
官
の
中
で
は
、
特
に
県
令
や
録
事
懸
軍
と
い
っ
た
ポ
ス
ト
に
関
し
て
そ
の
傾
向
が
顕
著

で
あ
り
、
開
元
・
天
宝
期
に
は
既
に
そ
の
兆
し
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
奏
薦
が
盛
行
し
た
原
因
は
、
そ
の
ポ
ス
ト
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
を
鈴
衡
す
る
の
に
よ
り
適
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
、
当
時
の
官
界

に
お
い
て
は
積
極
的
に
認
め
て
い
こ
う
と
い
う
意
見
も
多
か
っ
た
。
こ
れ
は
吏
部
に
よ
る
注
意
に
問
題
点
が
多
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
部
分
が
大

き
い
。
こ
の
よ
う
な
意
見
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
と
も
に
八
世
紀
末
野
宗
室
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
大
暦
末
の
沈
既
済
や
貞
元
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

間
の
陸
蟄
の
も
の
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
『
通
典
』
巻
一
八
・
選
挙
典
・
雑
議
論
所
掲
の
沈
既
済
の
選
挙
論
は
当
時
の
選
訳
の
間
題
点
を

克
明
に
指
摘
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
ど
の
よ
う
に
選
挙
を
行
う
べ
き
で
あ
る
の
か
、
そ
の
規
定
の
私
案
を
詳
細
な
形
で
提
示
し
て
い
る
。
こ
の

提
案
が
な
さ
れ
た
の
は
大
漁
一
四
年
（
七
七
九
）
八
月
で
、
安
史
の
乱
に
よ
る
混
乱
で
崩
壊
し
た
諸
制
度
が
ま
さ
に
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
時
期
で

　
　
⑧

あ
っ
た
。
そ
の
論
点
を
参
照
し
な
が
ら
以
下
吏
部
鐙
の
問
題
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
沈
既
済
の
論
の
中
で
し
ば
し
ば
吏
部
鎗
の
欠
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
雪
夜
」
と
「
書
判
」
で
あ
る
。
例
え
ば
七
条
に
渉
っ
て

辟
召
や
奏
薦
的
な
形
態
へ
の
批
判
に
答
え
る
形
で
自
ら
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
選
挙
雑
議
の
中
で
、
第
三
条
で
は
、
「
人
材
鎗
衡
の
際
に
は
、

書
判
を
調
べ
る
だ
け
で
、
官
へ
の
補
授
に
当
た
っ
て
は
、
雨
落
を
比
較
す
る
だ
け
で
あ
る
が
、
書
判
で
優
れ
て
い
る
者
に
官
萸
と
し
て
の
才
能
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⑨

が
あ
る
と
は
限
ら
な
い
し
、
資
歴
が
勝
っ
て
い
る
者
で
あ
れ
ば
清
廉
潔
白
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
第
四
条
で
は
、
患

部
選
で
選
ば
れ
た
官
に
不
適
任
者
が
い
た
場
合
に
、
「
刺
史
の
責
任
を
問
え
ば
、
吏
部
の
命
に
従
っ
た
ま
で
だ
と
言
い
、
吏
部
侍
郎
の
貴
任
を

問
え
ば
、
書
判
や
燈
心
を
量
っ
て
授
官
し
た
ま
で
で
そ
れ
以
上
の
責
任
は
負
え
な
い
と
言
い
、
吏
部
の
令
史
の
責
任
を
問
え
ば
、
書
類
を
調
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

そ
れ
を
送
る
だ
け
だ
と
言
う
。
」
と
し
て
、
機
械
的
な
審
査
の
た
め
結
局
人
事
が
無
責
任
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
。

　
ま
ず
資
や
考
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
昇
進
過
程
の
単
位
で
あ
る
。
雷
光
庭
に
よ
っ
て
実
行
に
移
さ
れ
た
循
資
の
制
は
、
そ

の
後
の
吏
部
に
よ
る
鈴
選
に
お
い
て
は
一
大
原
則
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
た
め
年
功
序
列
が
優
先
さ
れ
結
局
は
斜
材
如
何
は
後
回
し
に
さ
れ

る
と
い
う
弊
害
を
生
じ
て
い
た
。
特
に
県
令
を
は
じ
め
と
す
る
地
方
官
に
関
し
て
は
諸
道
が
そ
の
人
物
を
選
ぶ
方
が
要
を
得
る
と
い
う
論
調
が

あ
り
、
奏
薦
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
方
向
へ
と
動
い
て
い
っ
た
。
会
昌
六
年
（
八
四
六
）
に
は
、

　
　
　
県
令
員
数
至
り
て
広
く
、
朝
廷
悉
く
は
譜
諾
し
難
し
、
吏
部
三
鈴
は
た
だ
資
・
考
に
飾
る
の
み
に
し
て
、
近
日
に
訪
ぬ
る
に
、
多
く
は
人
を
得
ず
。
観
察

　
　
　
使
に
委
ね
、
前
資
・
前
官
の
内
よ
り
精
し
く
選
択
を
加
え
、
当
に
具
に
薦
論
す
べ
し
。
如
し
後
に
賊
を
犯
さ
ば
、
挙
ぐ
る
所
の
人
及
び
判
官
を
連
坐
し
、

　
　
　
雷
謀
く
徴
齢
貝
’
ぜ
加
・
え
よ
。
　
（
『
冊
府
』
巻
六
皿
二
二
）

と
の
制
が
出
さ
れ
て
い
る
。
従
来
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
鼻
許
賊
塵
に
よ
る
中
央
政
府
の
掌
握
力
低
下
と
い
う
こ
と
が
地
方
官
奏
薦
の
大

き
な
一
因
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
加
え
「
資
」
に
拠
ら
ず
人
材
を
得
る
と
い
う
積
極
的
動
機
か
ら
奏

薦
が
認
め
ら
れ
て
い
く
と
い
う
流
れ
が
あ
っ
た
。
当
時
全
国
の
県
は
お
よ
そ
千
五
百
で
、
中
央
政
府
と
し
て
は
そ
の
全
て
の
人
事
に
熟
知
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
も
し
鞍
部
に
よ
っ
て
県
令
の
任
命
を
一
元
化
し
て
し
ま
え
ぼ
、
そ
の
人
慕
は
自
ず
と
形
式
化
し
て
し
ま
う
こ
と
は
避
け

が
た
い
。
そ
の
欠
点
を
補
う
上
で
は
観
察
使
に
人
事
権
を
委
ね
て
し
ま
う
方
が
有
利
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
今
一
つ
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
書
判
は
吏
部
試
の
科
目
で
あ
る
。
離
塁
以
下
の
官
は
吏
部
に
集
め
ら
れ
た
後
、
注
擬
に
先
立
つ

第
一
段
階
と
し
て
、
書
体
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
書
と
文
体
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
判
の
試
験
に
よ
っ
て
ま
ず
ふ
る
い
落
と
さ
れ
た
。
特
に
判

の
能
力
は
吏
部
試
の
中
で
最
も
重
視
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
受
験
者
は
そ
の
修
練
に
力
を
注
い
だ
わ
け
で
『
文
苑
英
華
』
な
ど
に
多
数
の
譲
文
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⑪

が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
能
力
は
統
治
の
実
務
と
は
お
お
よ
そ
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
。
判
に
関
し
て
は
一
応
政
治
上
の
案
件
に
対
す
る

判
決
文
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
は
い
た
が
、
多
分
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
さ
れ
て
お
り
受
験
者
の
官
と
し
て
の
能
力
を
判
断
で
き
る
よ
う
な
材
料
と

は
言
い
難
か
っ
た
。
実
際
『
文
献
通
考
』
巻
三
七
・
選
挙
考
・
挙
官
の
中
で
馬
端
臨
は
唐
の
判
は
礼
部
試
の
科
目
で
あ
る
詩
賦
と
異
な
る
と
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

う
が
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
実
態
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
文
学
的
な
才
能
を
試
み
る
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

の
た
め
吏
部
に
よ
る
注
擬
が
人
材
を
得
が
た
い
と
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
改
善
が
要
さ
れ
た
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
大
和
七
年
（
八
三
三
）

の
中
書
門
下
の
奏
を
挙
げ
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
奏
で
は
京
兆
・
河
南
弄
及
び
全
国
の
刺
史
に
管
轄
内
の
常
色
人
中
よ
り
県
令
・
司
録
・
録
事

参
宿
と
な
る
の
に
適
当
な
も
の
を
挙
げ
、
そ
の
成
績
・
才
能
を
具
し
て
奏
薦
さ
せ
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
そ
の
書
類
に
関
し
て
は
観
察
使

が
検
査
し
た
後
、

　
　
　
申
送
し
て
吏
部
に
至
る
。
選
集
の
日
に
至
る
も
、
選
揚
に
就
き
更
に
書
判
を
試
み
る
を
要
め
ず
。
吏
部
尚
書
・
侍
郎
は
引
き
て
鈴
啓
に
至
り
、
時
務
状
一

　
　
　
道
を
試
み
、
訪
ぬ
る
に
理
人
の
術
を
以
て
し
、
及
び
歴
任
以
来
の
課
績
を
自
陳
せ
し
め
ん
。
（
『
脱
藩
』
巻
六
三
一
）

と
あ
る
よ
う
に
、
書
．
判
で
は
な
く
政
治
に
対
す
る
意
見
を
述
べ
る
時
務
策
を
試
験
し
、
更
に
本
人
の
統
治
に
対
す
る
能
力
を
調
べ
、
過
去
の

官
歴
に
お
け
る
成
績
を
参
考
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ポ
ス
ト
適
任
者
を
選
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
奏
薦
の
盛
行
に
は
藩
鎮
の
重
富
や
尚
書
省
の
権
限
の
縮
小
に
よ
る
吏
部
の
百
重
機
能
の
低
下
に
加
え
、
上
述
の
よ
う
な
吏
部
選
自
体
の
欠
を

補
う
と
い
う
意
味
も
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
奏
薦
は
全
く
藩
論
な
ど
の
独
断
で
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
中
央
政
府
よ
り
規
制
が
な
さ
れ

て
お
り
、
奏
薦
を
行
う
べ
き
官
の
種
類
や
人
数
に
関
し
て
は
し
ぼ
し
ぼ
細
か
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
幕
職
官
の
身
心
に
際
し
で
寄
禄
官

を
奏
薦
す
る
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

　
例
え
ば
文
宗
の
大
和
元
年
（
八
二
七
）
九
月
に
中
書
門
下
よ
り
出
さ
れ
た
奏
で
は
、

　
　
　
唯
だ
山
南
・
三
川
・
挾
内
及
び
諸
道
の
比
愚
な
る
は
、
毒
煙
の
注
擬
す
と
難
も
情
と
し
て
任
に
赴
く
を
願
わ
ざ
る
者
、
及
び
元
よ
り
注
擬
せ
ざ
る
者
な
り
。

　
　
　
其
れ
県
令
・
二
軍
は
、
長
吏
の
椅
頼
に
し
て
義
と
し
て
私
す
る
を
容
さ
ず
、
如
し
馬
術
優
長
に
し
て
仮
摂
行
効
有
ら
ば
、
特
に
前
壷
・
見
任
及
び
有
出
身
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入
中
よ
り
奏
請
す
る
を
許
さ
ん
。
道
ご
と
に
三
五
人
を
過
ぐ
る
を
得
ざ
れ
。
（
『
冊
府
』
巻
六
三
「
）

と
い
う
規
定
を
出
さ
ん
こ
と
を
求
め
て
お
り
そ
れ
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
奏
薦
を
容
認
し
た
上
で
、
地
域
や
被
奏
薦
者
の
身
分
、

人
数
を
規
制
す
る
内
容
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
も
吏
部
に
よ
る
注
擬
が
原
則
と
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
、
吏
部
が
注
擬
し
て
も
さ
れ

た
老
の
方
が
赴
任
を
願
わ
な
か
っ
た
り
、
或
い
は
元
々
萸
部
が
注
擬
し
な
か
っ
た
地
域
に
つ
い
て
例
外
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
に
過
ぎ
な

か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
原
期
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
州
県
官
の
奏
薦
の
風
潮
は
抑
え
が
た
い
も
の
で
あ
り
、
大
和
四
年
（
八
三
〇
）
五
月
に

は
こ
の
奏
を
受
け
て
出
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
勅
が
守
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
を
受
け
、
再
び
中
書
門
下
よ
り
上
奏
が
な
さ
れ
て
い
る
。
建

て
前
と
し
て
は
吏
部
長
擬
の
原
剛
を
守
ろ
う
と
し
て
い
た
が
、
結
局
は
条
件
を
加
え
た
上
で
奏
薦
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
地
方
官
と
し
て
奏
薦
す
べ
き
対
象
を
限
定
す
る
規
定
も
出
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
元
和
三
年
（
八
○
八
）
の
詔
で
は
、
観
察
使
や
刺
史
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

県
令
を
奏
薦
す
る
場
合
、
管
轄
す
る
州
府
の
県
令
と
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
お
り
、
開
成
三
年
（
八
三
八
）
の
詔
で
は
、
諸
道
が
管
内
の
州
県
で
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

将
を
奏
薦
し
て
潮
繋
・
長
史
等
を
兼
任
さ
せ
る
こ
と
を
文
官
の
就
く
べ
き
員
閾
の
不
足
を
理
由
に
禁
止
し
て
い
る
。
限
定
の
対
象
は
そ
の
時
に

よ
っ
て
違
う
が
こ
の
よ
う
な
形
で
の
制
限
が
し
ば
し
ば
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
奏
薦
関
係
の
規
定
が
ど
の
程
度
実
効
性
を
持

っ
て
い
た
か
は
地
域
的
な
差
異
も
あ
る
の
で
一
概
に
は
書
え
な
い
。
例
え
ば
先
に
見
た
大
和
元
年
の
中
書
門
下
奏
の
よ
う
に
、
同
じ
内
容
の
規

定
が
繰
り
返
し
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
遵
守
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
部
分
も
多
可
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
元
和
一
四
年
（
八

一
九
）
に
山
南
東
道
節
度
使
の
孟
簡
が
管
轄
内
の
均
州
鄭
恩
恵
鎮
遇
使
趙
潔
を
同
県
の
県
令
に
奏
薦
し
た
と
こ
ろ
、
刑
典
に
違
う
と
し
て
弾
奏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

さ
れ
、
結
局
一
月
の
罰
俸
に
処
せ
ら
れ
た
ケ
ー
ス
な
ど
は
、
先
の
元
和
三
年
中
詔
の
規
定
に
違
反
し
た
た
め
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
規
定

は
全
面
的
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
実
効
性
を
持
っ
て
施
行
さ
れ
て
い
た
部
分
も
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
被
薦
挙
者
の
治
績
に
対
す
る
挙
主
の
責
任
を
問
い
、
規
制
を
加
え
て
い
る
例
も
あ
る
。
先
の
大
和
七
年
の
中
書
門
下
奏
で
は
築
三
の

規
定
に
続
け
て
、
挙
主
の
責
任
を
問
う
規
定
も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
も
し
推
挙
し
た
県
令
や
録
事
参
軍
に
百
貫
以
下
の
隊
罪
が

あ
れ
ば
刺
史
は
階
秩
を
削
ら
れ
、
百
貫
以
上
に
な
る
と
僻
遠
の
小
郡
へ
左
遷
さ
れ
た
。
ま
た
審
査
に
当
た
っ
た
責
任
と
し
て
観
察
使
も
上
奏
の
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⑯

上
処
分
を
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
一
方
逆
に
推
挙
し
た
者
が
治
績
を
上
げ
た
場
合
は
挙
主
は
褒
賞
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

奏
薦
や
辟
召
の
抱
え
る
問
題
点
と
し
て
往
女
に
し
て
情
笑
や
縁
故
に
流
さ
れ
が
ち
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
る
が
、
賞
罰
規
定
を
設
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
「
言
挙
」
を
防
い
だ
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
完
全
に
弊
誌
や
刺
史
な
ど
に
人
事
権
が
移
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
実
際
奏
薦
に
よ
る
注
擬
に
せ
よ
、
そ
の
後
の
審
査
に
は
吏
部
が
関
わ
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
大
中
三
年
（
八
四
九
）
の
勅
で
は
、

　
　
　
諸
道
の
挙
ぐ
る
所
の
県
令
、
事
跡
を
直
言
し
妄
り
に
品
詞
を
飾
る
べ
か
ら
ず
。
二
部
に
委
ね
精
し
く
簸
実
を
加
え
し
め
、
当
に
懲
殿
有
る
べ
し
。
（
『
唐
会

　
　
　
要
』
巻
六
九
）

と
あ
り
、
も
し
推
挙
さ
れ
た
人
物
の
事
跡
に
偽
り
が
あ
っ
た
場
合
の
審
査
は
驚
喜
が
行
い
、
そ
れ
に
対
す
る
処
分
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
も
っ
と
も
推
挙
さ
れ
た
人
員
の
審
査
を
す
る
の
み
で
あ
る
か
ら
人
選
の
大
部
分
は
地
方
長
官
が
握
っ
て
い
る
わ
け
で
吏
部
が
そ
れ
ほ
ど

大
き
な
権
限
を
持
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
入
材
を
錠
麗
し
注
擬
す
る
と
い
う
吏
道
の
元
か
ら
の
職
権
か
ら
い
う
と
大
き
な
後

退
と
言
え
る
。
こ
れ
は
吏
部
が
書
類
を
審
査
す
る
こ
と
を
主
と
す
る
機
関
に
変
質
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
に
関
係
し
、
審
査
の
た
め
の
機
関
と
し

て
の
南
曹
が
重
要
度
を
増
す
こ
と
に
な
る
。
沈
既
済
の
選
挙
論
に
は
董
条
よ
り
成
る
禁
約
雑
慮
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
挙
主
の
責
任
を
明
確
に

し
て
い
る
。
そ
の
第
二
条
は
被
挙
者
の
不
行
状
に
対
す
る
挙
主
へ
の
処
分
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
だ
が
、
そ
の
内
容
は
奪
禄
か
ら
除
名
に
至

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

っ
て
お
り
、
実
際
に
そ
う
し
た
規
定
が
後
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
実
状
を
反
映
し
た
現
実
的
な
提
案
で
あ
っ
た
。

　
三
部
の
影
響
力
の
相
対
的
低
下
に
よ
り
従
来
旨
授
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
地
方
官
の
人
事
権
は
藩
鎮
に
奪
わ
れ
て
い
く
方
向
に
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
全
く
藩
鎮
の
独
断
専
行
で
人
事
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
な
く
、
一
方
で
は
諸
々
の
規
制
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
制
限
を
し
て
い

た
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
規
制
は
貞
元
年
間
か
ら
元
和
年
間
に
か
け
て
お
お
よ
そ
の
形
が
で
き
、
大
和
年
間
に
な
っ
て
も
さ
ら
に
改
定
が
行

わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
挙
主
に
対
し
て
責
任
を
持
た
せ
、
さ
ら
に
規
制
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
奏
薦
が
吏
部
鐙
の
欠
を
補
い
有
能
な
人
材
を
登
用
す

る
こ
と
に
資
す
る
部
分
も
大
き
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
奏
薦
は
積
極
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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で
は
吏
部
の
役
割
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
。
沈
既
済
の
「
請
改
革
選
挙
事
状
」
で
は
、
海
部
の
権
限
に
関
し
て
は
該
当
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

司
の
長
官
が
あ
げ
た
人
物
を
承
認
し
て
手
続
き
す
る
の
み
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
既
済
が
学
部
選
の
弊
害
を
憂
い
奏
薦
を
認
め
る
立
場
か
ら

為
さ
れ
て
い
る
要
望
で
あ
る
か
ら
差
し
引
い
て
考
え
る
必
要
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
近
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
事
実
と
見
て
よ
い
。
全
体

的
に
見
て
既
済
の
案
は
そ
の
ま
ま
採
用
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
、
後
世
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
お
り
実
状
を
踏
ま
え
た
も
の
で

あ
っ
た
。
吏
部
の
注
擬
に
対
す
る
実
質
的
機
能
は
縮
小
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、
審
査
等
の
面
で
は
依
然
と
し
て
機
能
し
続
け
て
い
た
。

　
以
上
本
章
で
は
奏
薦
を
中
心
に
轡
型
の
人
事
権
の
低
下
を
見
て
き
た
。
奏
薦
の
盛
行
は
吏
部
の
権
限
を
削
減
す
る
方
向
で
は
た
ら
い
た
が
、

そ
の
背
景
に
は
吏
部
選
の
欠
陥
を
補
う
と
い
う
面
も
あ
っ
た
。
た
だ
奏
薦
に
お
い
て
も
任
官
候
補
者
の
審
査
な
ど
で
黒
部
は
極
め
て
小
さ
い
も

の
と
は
い
え
、
機
能
を
果
た
し
て
い
た
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
全
体
と
し
て
注
擬
に
対
す
る
音
部
の
権
限
が
低
下
し
た
が
、
審
査
等
の
役

割
を
果
た
し
続
け
て
い
た
。
こ
れ
は
、
吏
部
組
織
の
変
遷
に
つ
な
が
っ
て
く
る
。
こ
う
し
て
審
査
な
ど
の
形
で
制
限
を
加
え
る
こ
と
で
、
中
央

政
府
は
奏
薦
・
辞
召
を
積
極
的
に
利
用
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
な
お
本
章
で
は
主
に
地
方
官
の
奏
薦
を
取
り
扱
っ
た
が
、
中
央
官
に
関
し
て
も
宇
部
錠
が
不
十
分
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
場
舎
は
あ
る
。

そ
の
た
め
も
あ
っ
て
宰
相
や
諸
司
の
長
官
に
よ
っ
て
奏
薦
が
行
わ
れ
て
い
る
例
は
枚
挙
に
暇
無
く
、
藩
帥
時
代
の
僚
属
を
奏
薦
し
て
い
る
よ
う

な
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
る
。
中
央
官
レ
ベ
ル
で
も
奏
薦
は
主
要
な
官
途
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

①
　
こ
の
点
に
つ
い
て
概
括
的
に
説
明
し
た
も
の
と
し
て
は
、
馬
耕
望
「
論
更
代
尚

　
書
省
之
職
権
与
地
位
」
（
『
唐
史
研
究
叢
稿
』
新
亜
研
究
所
出
版
　
一
九
穴
九
所

収
）
が
あ
る
。

②
第
一
章
で
も
触
れ
た
供
奉
冨
の
人
薯
が
勅
授
へ
と
変
更
さ
れ
た
の
は
、
一
応
は

　
開
元
四
年
の
こ
と
で
あ
る
。
　
『
冊
府
』
巻
六
三
〇
・
鐙
選
部
・
条
制
門
・
開
元
四

　
年
四
月
条
「
勅
六
品
以
下
官
、
令
諸
司
貞
潔
、
極
量
外
郎
・
御
史
井
余
供
奉
、
宜

　
進
名
勅
授
。
」
こ
れ
ら
官
の
勅
授
へ
の
変
更
に
つ
い
て
は
武
盾
期
に
行
わ
れ
た
と

　
す
る
論
も
あ
る
が
、
詳
縮
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
開
元
四
年
以
後
勅
授
に
変
わ
っ

　
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ま
た
『
大
唐
新
語
』
巻
一
〇
・
螢
革
に
は
「
階
制
、
員

　
外
郎
・
監
察
御
史
亦
吏
部
注
、
諮
詞
即
尚
書
・
侍
郎
為
与
之
。
自
貞
観
已
後
、
員

　
外
郎
尽
制
授
。
劉
天
朝
、
御
史
始
制
授
。
露
宗
於
霊
武
即
大
位
、
以
強
冠
在
郊
、

　
始
令
中
書
直
垂
妄
言
官
、
非
假
制
也
。
」
と
あ
り
、
中
書
へ
の
人
事
の
移
行
が
窺

　
わ
れ
る
。

③
　
唐
代
に
お
い
て
奏
薦
と
は
、
長
官
な
ど
が
あ
る
ポ
ス
ト
へ
適
当
な
人
材
を
推
薦

　
し
就
け
さ
せ
る
帯
留
の
形
態
で
あ
る
。
そ
の
呼
称
は
薦
挙
・
挙
薦
と
称
さ
れ
る
揚

　
合
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
『
唐
会
要
』
巻
七
八
・
七
九
の
諸
使
雑
録
に
奏
薦
と
あ
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る
の
に
従
っ
て
奏
薦
で
統
一
す
る
こ
と
に
し
た
。

④
　
藩
鎮
に
よ
る
僚
属
の
激
雷
に
つ
い
て
は
、
礪
波
護
「
中
世
貴
族
制
の
崩
壊
と
辟

　
弼
制
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
第
二
一
巻
第
三
号
　
一
九
六
二
）
「
唐
代
使
院
の
翌
日

　
と
辞
至
適
」
（
『
神
戸
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
二
号
　
一
九
七
三
）
、
共
に
『
唐
代

　
政
治
社
会
史
研
究
』
同
朋
舎
　
一
九
八
八
所
収
、
及
び
愛
宕
元
「
唐
代
の
郷
貢
進

　
土
と
郷
貢
明
経
1
「
十
代
後
半
期
に
お
け
る
社
会
変
質
の
一
考
察
」
補
遺
1
」

　
（
『
東
方
学
報
』
京
都
第
四
五
冊
　
一
九
七
三
）
参
照
。

⑥
二
面
俊
「
無
代
の
観
察
処
置
使
に
つ
い
て
－
日
置
雪
国
の
一
考
察
i
」

　
（
『
史
林
』
第
七
七
巻
第
五
号
　
一
九
九
閥
）
は
、
州
県
体
制
の
崩
壊
に
よ
り
道

　
の
権
限
が
強
ま
っ
た
こ
と
、
憲
宗
朝
以
後
そ
れ
を
積
極
的
に
利
用
す
る
政
策
へ
と

　
転
じ
た
こ
と
が
、
奏
薦
の
盛
行
に
つ
な
が
っ
た
と
す
る
。

⑥
『
唐
会
要
』
巻
混
入
・
諸
使
雑
録
「
勅
、
諸
道
覇
府
大
将
、
帯
監
察
已
上
官
財
、

　
童
周
年
与
奪
転
。
」

⑦
陸
蟄
の
論
に
つ
い
て
は
、
『
陸
宣
公
翰
苑
集
』
巻
一
七
「
請
舞
台
省
長
官
挙
薦

　
属
吏
状
」
。
奏
蔦
の
挙
主
の
側
の
推
薦
状
の
例
と
し
て
は
李
糊
の
『
戯
文
公
集
』

　
巻
七
「
二
士
於
中
書
舎
人
書
」
等
が
あ
る
。

⑧
沈
既
済
の
上
奏
が
行
わ
れ
た
年
月
日
は
、
『
資
治
通
韻
』
巻
二
二
六
に
よ
る
。

　
『
通
典
』
で
は
既
済
を
礼
部
員
外
郎
と
す
る
が
、
こ
れ
は
既
済
の
最
終
的
な
官
を

　
記
し
た
も
の
で
、
実
際
は
『
資
治
通
鑑
』
に
あ
る
よ
う
に
協
爆
圧
で
あ
っ
た
当
時

　
の
上
奏
で
あ
ろ
う
。
『
縣
唐
書
』
巻
四
五
選
挙
志
下
も
参
照
。

⑨
「
凡
種
類
衡
、
唯
徴
書
判
、
至
於
補
授
、
祇
園
冨
資
、
善
書
判
者
何
単
眼
能
、

　
美
資
歴
老
寧
妨
貧
戻
。
」

⑩
「
楽
日
、
吏
部
門
濫
、
止
由
一
門
、
州
郡
有
濫
、
日
嗣
多
夷
。
若
齢
為
濫
、
畳

　
若
杜
上
編
而
帰
一
門
乎
。
啓
団
、
州
郡
有
濫
、
難
多
門
易
改
選
、
吏
部
有
濫
、
錐

　
一
門
不
可
改
善
。
何
者
。
凡
今
選
法
、
皆
択
才
於
吏
都
、
述
職
於
州
郡
。
若
小
職

　
不
称
、
棄
乱
無
任
、
責
於
刺
史
、
悪
日
、
官
命
出
於
吏
曹
、
不
敢
廃
也
。
野
飼
侍

　
郎
、
禽
獣
、
量
轡
判
無
考
而
授
之
、
不
保
母
講
掛
。
資
於
令
嗣
、
悪
日
、
鎌
止
歴

　
娼
入
葡
行
之
、
不
知
其
他
也
。
黎
庶
従
軍
、
誰
任
其
沓
。
若
牧
守
自
用
、
則
罪
将

　
焉
逃
。
必
州
郡
之
濫
、
独
換
　
刺
史
則
革
也
、
如
吏
部
之
濫
、
難
案
出
侍
郎
、
無

　
益
也
。
」

⑪
　
唐
楓
の
判
に
つ
い
て
は
、
布
原
亨
吉
「
粗
代
の
判
に
つ
い
て
」
（
『
東
方
学
報
』

　
京
都
三
三
罎
　
一
九
六
三
）
、
大
野
仁
「
唐
子
の
白
文
」
（
滋
賀
秀
三
編
『
中
国
法

　
制
史
i
基
本
資
料
の
研
究
…
1
』
爽
大
出
版
会
　
一
九
九
三
）
等
参
照
。

⑫
『
文
献
通
考
』
巻
三
七
・
選
挙
考
・
挙
宮
・
馬
鍬
愚
姉
語
「
吏
部
再
試
以
政
事
、

　
故
塁
身
、
日
輪
、
日
書
、
日
凋
。
然
吏
部
所
試
慰
者
之
中
、
則
判
為
腰
切
、
蓋
臨

　
政
治
畏
、
此
面
第
　
義
、
必
通
暁
総
状
、
譜
練
法
律
、
明
弁
是
非
、
発
摘
隠
伏
、

　
皆
可
以
此
硯
之
。
今
田
司
之
命
題
、
則
取
諸
僻
霞
曲
学
、
故
心
象
不
知
而
臨
其
所

　
不
備
、
選
人
之
試
判
、
則
務
為
事
四
聖
六
、
引
越
必
故
事
、
而
叛
軍
皆
填
詞
。
然

　
則
所
得
者
、
不
燃
学
問
精
通
・
文
章
美
麗
之
士
耳
。
蓋
難
名
之
臼
判
、
而
与
礼
都

　
所
試
詩
賦
雑
文
無
以
異
殊
、
不
切
於
従
政
、
而
吏
部
所
試
為
贅
蝦
夷
。
」

⑬
　
　
『
柵
府
』
巻
線
三
一
「
其
観
察
・
刺
史
所
挙
、
不
得
授
以
本
州
府
県
令
。
」

⑭
『
耳
食
』
巻
六
ゴ
コ
「
応
諸
道
奏
請
軍
将
兼
巡
内
士
別
駕
・
長
史
・
判
司
等
、

　
近
日
諸
色
入
流
人
多
、
官
途
隙
窄
、
諸
道
軍
将
自
有
衣
糧
婦
中
之
処
、
価
兼
月
俸
。

　
若
更
占
州
県
員
閾
、
則
文
吏
無
凹
田
身
、
須
有
申
明
人
知
分
限
。
起
今
已
後
、
諸

　
道
節
度
・
団
練
・
防
禦
凝
望
、
不
得
更
奏
大
将
、
充
郭
内
上
佐
等
宮
、
今
日
已
前

　
見
任
者
、
且
任
墓
前
守
官
。
」

⑯
　
　
『
旧
唐
露
』
巻
一
穴
三
・
エ
血
簡
列
伝
「
是
歳
（
一
講
和
コ
ニ
年
）
、
出
製
州
下
中
↑

　
山
南
東
道
籔
度
使
。
…
…
（
岡
一
四
年
）
簡
奏
請
均
州
鄭
郷
県
鎮
遍
使
趙
潔
充
本

　
県
令
。
台
司
奏
有
脇
刑
典
、
罰
一
月
俸
。
」

⑯
『
欄
府
』
巻
六
ゴ
コ
「
如
懸
章
県
令
・
録
事
参
軍
犯
繊
一
百
貫
已
下
者
、
剃
史

　
量
懸
鼻
秩
、
一
鞭
貫
醤
蝦
者
、
移
守
僻
遠
小
郡
、
観
察
使
隠
州
中
皿
門
下
拝
聴
進

　
止
。
…
…
所
挙
人
中
、
如
車
両
入
善
政
∴
人
繊
犯
、
又
得
賦
免
。
如
立
田
長
吏

　
切
於
調
理
、
須
自
択
才
、
上
田
朝
章
、
必
無
濫
挙
。
」

⑰
禁
約
雑
条
の
内
の
一
条
「
所
極
官
更
重
任
日
、
有
繋
迩
乖
謬
、
不
如
挙
状
及
犯
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罪
至
徒
以
上
者
、
請
売
坐
挙
主
、
一
人
奪
禄
「
年
、
二
人
奪
賜
、
三
人
蘇
階
及
爵
、

　
四
人
解
現
任
三
重
官
、
五
人
艇
窟
、
六
人
除
名
。
有
義
自
重
群
動
以
上
者
、
争
論

　
之
。
若
挙
用
後
、
続
知
過
謬
、
呉
状
申
述
及
自
按
劾
者
、
請
勿
論
。
〔
割
注
省

　
略
〕
」

⑱
請
改
革
選
挙
山
雨
「
京
官
六
品
以
下
（
〔
割
注
〕
応
A
口
上
司
玉
薬
者
。
）
右
蒲
各

　
委
本
司
長
官
自
選
用
、
初
等
下
金
、
然
穏
婆
更
部
・
兵
部
、
吏
部
・
兵
部
奏
成
、

　
及
下
勅
牒
、
井
符
告
於
本
司
、
是
認
謀
計
。
考
従
奏
成
日
計
。
凡
摂
官
、
俸
禄
各

　
給
半
。
」
当
暗
藩
鎮
が
辟
召
し
た
瞭
属
は
、
寄
禄
官
的
に
中
央
の
職
事
官
を
解
官

　
な
ど
の
形
を
採
っ
て
授
与
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
実
状
を

　
援
用
す
る
形
で
各
官
司
の
長
官
に
属
官
を
選
用
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
が
こ
の
案
で

　
あ
る
。
吏
部
は
諸
司
か
ら
の
案
に
対
し
て
書
類
上
の
手
続
き
を
す
る
の
み
に
な
つ

　
て
い
る
。

⑲
例
え
ば
大
理
寺
の
官
属
の
注
擬
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。
『
唐
大

　
詔
令
集
』
巻
七
〇
・
宝
暦
元
年
正
月
南
商
品
「
刑
罰
不
清
、
不
足
以
数
理
、
命
官

　
不
重
、
不
足
以
単
動
、
閉
出
入
請
文
、
東
上
下
之
手
、
必
資
留
置
庶
叶
詳
論
。
大

　
理
寺
宮
属
、
比
来
謬
論
所
授
、
多
非
其
才
、
宜
令
精
選
有
志
行
文
学
兼
詳
明
法
律

　
者
、
注
擬
。
」

三
　
吏
部
錠
衡
回
復
の
試
み

唐代の文官人事（松浦）

　
前
章
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
唐
代
後
半
期
に
は
藩
鎮
勢
力
の
賊
塁
、
尚
書
省
の
地
位
の
相
対
的
低
下
に
加
え
、
吏
部
に
よ
る
鎗
選
自
体
が

人
材
登
用
に
当
た
っ
て
種
女
の
問
題
を
抱
え
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
黒
部
の
地
位
は
低
下
し
つ
つ
あ
っ
た
。
安
史
の
乱
撃
、
至
徳
年
間
あ
た
り

か
ら
そ
の
傾
向
は
顕
著
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
吏
部
が
人
事
問
題
に
関
し
て
一
定
の
役
割
を
唐
末
ま
で
果
た
し
続
け
て
い
た
こ
と
は
事

実
で
あ
る
。
本
章
及
び
次
章
で
は
、
吏
部
の
変
質
と
そ
の
機
能
を
中
心
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
ま
ず
前
章
と
重
な
る
部
分
も
あ
る
が
、
萸
部
に
よ
る
受
認
権
の
回
復
へ
の
試
み
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
宝
暦
二
年
（
八
三
六
）
の
吏
部
の
奏

に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
伏
し
て
以
え
ら
く
、
四
部
は
毎
年
人
を
集
め
、
及
び
留
放
を
定
め
、
注
擬
に
至
り
て
、
皆
閾
員
を
約
す
。
近
ご
ろ
入
仕
歳
ご
と
に
増
え
、
由
〔
員
の
誤
ま

　
　
　
り
か
〕
閾
日
々
少
な
し
。
実
に
諸
道
州
府
の
奏
す
る
所
悉
く
行
わ
れ
、
選
測
試
子
を
し
て
囲
無
か
ら
し
む
る
を
致
す
に
由
る
。
貧
弱
な
る
者
凍
餓
呪
い
よ

　
　
　
甚
だ
し
く
、
留
滞
す
る
者
は
門
訴
益
々
繁
し
。
選
を
待
つ
こ
と
十
余
年
、
裏
糧
千
丁
里
有
る
に
至
る
。
累
駁
の
後
、
方
に
敢
え
て
官
を
望
む
も
、
注
擬
の

　
　
　
時
、
刷
に
勅
授
に
遇
い
、
私
恵
外
蓋
に
行
わ
れ
、
怨
誘
有
司
に
帰
す
。
特
に
望
む
ら
く
は
明
ら
か
に
忍
石
令
を
立
て
、
今
自
り
已
後
、
諸
司
諸
使
天
下
州

　
　
　
府
選
限
内
、
六
品
以
下
の
官
を
奏
す
る
を
得
ざ
ら
し
め
ん
、
と
。
（
『
空
情
』
巻
六
三
一
）
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前
章
で
見
た
奏
薦
が
吏
部
の
人
事
に
関
す
る
権
限
を
侵
食
し
て
い
た
こ
と
が
よ
く
分
か
る
例
で
あ
る
。
錠
選
の
司
と
し
て
の
吏
部
の
権
限
は
大

い
に
低
下
し
、
却
っ
て
奏
薦
の
形
を
取
る
方
が
仕
官
し
や
す
く
、
そ
の
た
め
益
々
奏
薦
が
横
行
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
勅

旨
に
よ
っ
て
奏
に
従
う
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
の
後
も
し
ぼ
し
ぼ
患
部
に
よ
る
錠
選
の
権
限
を
確
認
し
そ
れ
を
守
ら
ん
が
た
め
の
規
定
が
出
さ

れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
先
に
も
見
た
大
和
元
年
（
八
二
七
）
の
中
書
門
下
奏
で
は
、
中
京
や
諸
道
の
州
府
が
六
品
以
下
の
官
を
奏
薦
す
る
に
当
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

っ
て
は
初
授
を
除
い
て
は
吏
部
が
注
擬
す
る
の
が
原
翔
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
お
り
、
ま
た
開
成
元
年
（
八
三
六
）
の
制
か
ら
も
そ
の
こ
と
は

　
　
　
　
②

確
認
で
き
る
。
要
す
る
に
再
三
に
渡
っ
て
六
品
以
下
の
吏
静
注
擬
の
原
刻
は
確
認
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
逆
に
言
え
ば
そ
れ
だ
け
実
効
性
に

乏
し
か
っ
た
と
も
言
え
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
吏
部
は
ど
の
よ
う
に
変
質
し
て
き
た
の
か
、
ま
た
国
家
は
ど
の
よ
う
に
し
て
吏
部
の
機
能
を
維
持
し
よ
う
と
試
み

て
き
た
の
か
。
人
事
に
関
す
る
規
定
の
整
備
や
吏
部
下
の
組
織
を
検
討
し
な
が
ら
考
察
し
て
み
た
い
。

　
人
事
に
関
わ
る
法
典
整
備
や
、
ど
の
よ
う
な
官
司
が
人
事
に
深
く
関
わ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
簡
潔
に
示
し
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
五

代
・
後
穂
の
も
の
で
あ
る
が
次
に
掲
げ
る
史
料
が
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
後
唐
建
国
後
間
も
な
い
海
魚
二
年
（
九
二
四
）
八
月
の
中
書
門
下
奏

に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
三
部
三
錐
・
門
下
省
・
南
蕾
・
廃
置
・
甲
線
・
格
式
・
流
外
鐙
等
の
司
、
公
事
並
び
に
長
定
格
・
循
資
格
・
回
道
図
等
に
繋
ぐ
。
（
『
冊
府
』
三
六
三
二
）

こ
の
条
文
は
鎗
選
に
関
わ
る
格
文
の
整
備
に
関
し
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
鐙
選
に
関
わ
る
官
司
の
業
務
に
関
し
て
は
長
定
格
・
循
資
格
・

十
道
図
等
と
い
っ
た
法
令
に
全
て
掲
載
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
あ
る
。
長
定
格
は
選
序
の
方
法
な
ど
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
、
『
冊
府
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

所
収
の
い
く
つ
か
の
例
か
ら
も
そ
の
内
容
が
窺
わ
れ
る
。
循
資
格
に
つ
い
て
は
嚢
光
庭
の
制
度
が
下
敷
き
に
な
っ
て
お
り
年
功
に
よ
る
昇
進
過

程
を
記
し
た
法
令
で
あ
る
。
十
企
図
に
関
し
て
は
、
州
県
の
等
級
な
ど
を
表
し
た
も
の
で
地
方
官
の
選
任
に
際
し
て
参
考
資
料
と
な
っ
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

で
あ
る
た
め
こ
こ
で
の
法
令
整
備
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
五
代
の
制
度
は
唐
を
継
承
す
る
も
の
が
多
い
が
、
こ
う
し
た
法
典
は
か
な
り
の
蓄

積
を
経
て
編
纂
さ
れ
た
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
つ
ま
り
唐
代
後
半
期
以
後
徐
々
に
整
備
が
加
え
ら
れ
て
い
た
も
の
を
、
よ
り
ま
と
ま
っ
た
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形
に
編
纂
し
直
し
、
施
行
の
便
に
供
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
唐
代
の
人
事
の
大
枠
は
や
は
り
『
大
唐
六
典
』
に
あ
る
よ
う
な
形
で
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
既
に
述
べ
て
い
る
よ
う
な
諸
般
の

状
況
か
ら
到
底
そ
の
通
り
に
実
施
す
る
の
は
困
難
な
状
況
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
選
格
の
改
定
に
よ
っ
て
時
勢
に
対
応
す
る
よ
う
な
試
み
が

為
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
開
成
二
年
（
八
三
七
）
の
中
書
門
下
奏
は
旧
格
の
不
便
さ
を
解
消
す
べ
く
新
格
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
提
案

に
関
し
て
は
、
翌
年
吏
部
の
方
か
ら
不
便
で
あ
る
の
で
旧
格
の
方
を
復
活
さ
せ
た
い
と
の
上
奏
が
為
さ
れ
た
た
め
、
結
局
撤
回
さ
れ
た
の
で
あ

　
⑤

る
が
、
選
格
改
定
の
試
み
は
他
に
も
し
ば
し
ば
為
さ
れ
て
い
る
。
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
当
時
吏
部
人
事
は
人
材
を
登
用
す
る
手
段
と
し
て
機

能
し
き
っ
て
い
な
か
っ
た
部
分
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
改
善
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
吏
部
に
よ
る
鎗
選
の
建
て
直
し
を
図
っ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
ほ
か
に
も
先
に
見
た
奏
薦
に
対
す
る
調
限
や
容
認
の
規
定
も
選
格
の
形
で
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
吏
部
の
人
事
に
関
す
る
権

限
を
維
持
す
る
方
向
で
出
さ
れ
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
が
、
実
状
を
鑑
み
た
上
で
鐙
選
が
整
然
と
運
営
さ
れ
る
よ
う
努
力
が
な
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

　
①
　
　
『
冊
府
』
第
六
三
一
「
両
京
及
諸
道
州
府
六
品
巳
下
官
、
除
初
授
外
、
並
合
是
　
　
　
　
　
即
ち
ポ
ス
ト
待
ち
の
期
間
を
五
年
間
延
ば
す
と
い
う
処
分
を
定
め
た
も
の
で
あ

　
　
吏
部
注
擬
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。

　
②
『
国
府
』
巻
六
三
…
「
両
畿
及
両
京
奏
六
品
巴
下
宮
、
除
勅
授
外
、
堺
市
部
注
　
　
④
十
界
図
の
内
容
は
『
大
唐
六
典
』
巻
三
・
戸
部
尚
書
（
『
通
志
』
巻
四
〇
・
地

　
　
擬
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
理
略
｝
に
も
所
収
）
所
掲
の
關
元
十
道
図
が
参
考
に
な
る
。
各
道
に
属
す
る
州
名

　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
例
え
ば
、

　
長
定
格
に
関
し
て
は
、
　
　
　
　
『
旧
唐
書
』
巻
一
七
下
・
文
墨
本
紀
下
・
開

成
二
年
六
月
庚
子
条
に
「
吏
部
奏
長
定
選
格
、
諮
加
置
南
洋
郎
中
一
人
、
別
置
印

一
面
、
以
薪
置
南
曹
之
印
為
文
、
従
之
。
」
と
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
野
選
に
関
わ

る
官
司
、
直
轄
の
方
法
な
ど
が
長
定
格
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

内
容
の
一
例
と
し
て
は
、
　
『
軍
門
』
巻
六
一
　
一
一
一
・
鐙
善
部
・
条
制
門
・
後
置
・
天

成
二
年
一
二
月
中
書
門
下
条
に
「
塾
長
定
格
、
選
人
中
有
隠
憂
者
、
殿
五
選
。
」

と
あ
る
。
こ
れ
は
選
人
が
掲
出
し
た
書
類
中
に
隠
欺
が
あ
っ
た
難
論
、
「
殿
五
選
」

　
・
地
理
・
巷
塵
等
が
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
州
県
官
の
人
ぶ
を
決
め
る
際
の
参
考
に

　
供
さ
れ
た
。
宋
代
の
も
の
で
あ
る
が
、
『
宋
会
要
事
稿
』
職
官
二
・
吏
部
格
式

　
司
。
大
中
幅
件
卵
付
六
年
｝
○
月
条
に
「
権
判
愚
図
鐙
慎
従
士
口
善
岡
｝
格
式
司
．
m
用
十
貼
遣
図
、

　
較
郡
県
上
下
緊
望
、
以
定
俸
給
、
而
戸
口
歳
有
登
耗
、
未
嘗
刊
修
、
頗
誤
程
品
。

　
乞
差
官
校
定
新
本
、
付
本
司
行
用
。
従
之
。
」
と
あ
る
の
が
参
考
に
な
る
。

⑤
　
　
『
冊
府
』
巻
⊥
隅
一
面
一
　
「
論
史
部
奏
、
虫
賞
品
所
修
長
定
選
格
、
或
乖
自
制
、
頗
不
便

　
人
、
不
可
久
施
、
請
乱
用
旧
格
。
従
之
。
」
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四
　
唐
後
半
期
の
吏
部
下
の
組
織

　
さ
て
次
に
吏
部
下
の
組
織
に
つ
い
て
そ
の
万
代
後
半
期
の
状
況
を
考
察
す
る
。
こ
れ
に
関
し
て
も
前
章
で
取
り
上
げ
た
後
毛
・
同
光
二
年
の

中
書
門
下
奏
を
参
照
し
て
み
た
い
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
人
事
に
関
わ
っ
た
の
は
吏
部
三
錠
・
門
下
省
・
南
曹
・
廃
置
・
甲
庫
・
格
式
・
下
面
鈴

等
と
い
っ
た
機
関
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な
機
関
の
名
は
唐
代
後
半
期
の
史
料
に
も
し
ぼ
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
該
当
時
期

の
文
官
人
事
に
関
わ
っ
た
部
署
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
う
ち
ま
ず
三
鈴
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
章
で
も
見
た
よ
う
に
尚
書
一
人
と
侍
郎
二
人
で
分
掌
さ
れ
た
わ
け
で
、
唐
金
五
代
に
至
る

ま
で
こ
の
構
造
は
大
き
く
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
た
だ
事
宜
に
即
し
て
の
若
干
の
改
革
は
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
例
え
ば
大
和
三
年
（
八
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

九
）
の
吏
部
奏
で
は
尚
書
三
錠
と
そ
の
序
列
に
関
し
て
変
更
が
な
さ
れ
た
。

　
甲
庫
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
人
事
に
関
す
る
諸
々
の
資
料
を
集
積
し
た
庫
で
、
そ
れ
を
管
理
す
る
宮
が
置
か
れ
て
い
た
。

　
さ
ら
に
門
下
を
除
く
南
曹
・
廃
置
・
格
式
・
流
外
宮
と
い
っ
た
組
織
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
郎
中
二
貝
外
郎
が
分
掌
し
た
こ
と
を
、

『
唐
国
史
補
』
巻
下
の
次
の
史
料
が
簡
潔
な
形
で
示
し
て
い
る
。

　
　
　
郎
官
の
故
事
は
、
吏
部
郎
中
は
二
丁
、
小
悪
を
先
と
し
、
格
式
を
次
と
す
。
員
外
郎
は
二
庁
、
南
曹
を
先
と
し
、
廃
置
を
次
と
す
。

『
唐
国
史
蹟
』
の
記
事
は
開
元
年
間
か
ら
長
慶
年
間
に
か
け
て
の
も
の
で
あ
り
、
郎
中
の
席
次
で
曝
露
の
方
が
上
位
と
な
っ
て
い
る
点
は
『
大

唐
六
典
』
と
異
な
る
こ
と
か
ら
、
開
元
年
間
か
ら
は
遠
ざ
か
っ
た
時
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
分
掌
に
関
し
て
は
、
『
大
唐
六
典
』
で

は
南
曹
・
小
錠
（
流
言
鐙
）
の
名
称
は
見
ら
れ
る
が
、
格
式
．
廃
置
の
名
称
は
見
ら
れ
な
い
。
『
旧
血
書
』
職
官
志
は
『
大
唐
六
典
』
と
同
様
で

あ
る
。
ま
た
『
丹
心
書
』
百
官
志
で
は
員
外
郎
の
内
の
一
入
が
南
瓦
を
管
轄
す
る
こ
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
今
一
人
に
つ
い
て
は
全
く
触

れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
南
曹
の
重
要
性
が
高
く
な
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
官
司
が
『
大
唐
六
典
』
蓄
電
の
も
の
に
ど
の
程
度
対
応

し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
そ
の
職
掌
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
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唐代の文官人＄（松浦）

　
（
喘
）
南
曹
と
廃
置

　
吏
部
下
の
組
織
の
中
で
も
、
唐
代
後
半
期
か
ら
五
代
に
か
け
て
鐙
選
関
係
の
史
料
中
に
し
ば
し
ば
表
れ
て
く
る
の
が
善
部
南
郷
で
あ
る
。
こ

れ
に
関
し
て
は
鳥
谷
弘
昭
氏
が
そ
の
「
濾
過
装
置
的
」
な
役
割
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
お
り
、
氏
の
論
考
と
重
な
る
部
分
も
あ
る
が
以
下
南
曹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
沿
革
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。
既
に
第
一
章
で
見
た
よ
う
に
総
章
年
間
に
は
成
立
し
て
お
り
、
任
官
候
補
者
に
関
す
る
様
々
な
資
料

の
管
理
や
審
査
に
与
り
、
員
外
郎
の
内
の
一
人
が
そ
の
任
に
当
た
っ
た
。
今
一
度
『
大
唐
六
典
』
規
定
に
よ
り
そ
の
職
掌
を
確
か
め
て
お
く
。

　
　
　
員
外
郎
一
人
、
選
士
を
掌
り
、
之
を
点
燈
と
謂
う
。
（
〔
註
〕
其
の
曹
は
選
曹
の
南
に
在
り
、
故
に
之
を
南
曹
と
謂
う
。
）
毎
歳
、
選
人
に
解
状
・
簿
書
・

　
　
資
歴
・
考
課
有
り
、
必
ず
之
に
由
り
以
て
そ
の
実
を
嬉
し
、
三
鐙
に
上
す
。
其
れ
三
軍
甲
に
進
ま
ば
期
ち
署
す
。

こ
の
よ
う
に
三
錠
に
よ
る
注
擬
も
あ
く
ま
で
癌
性
の
チ
ェ
ッ
ク
を
経
た
資
料
に
依
っ
て
い
た
わ
け
で
、
そ
れ
だ
け
南
曹
が
工
部
錠
に
よ
る
人
材

登
用
に
は
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
お
り
そ
の
重
要
度
も
高
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
『
画
会
要
』
に
は
簡
単
な
沿
革
が
掲
載
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

れ
て
い
る
が
、
ご
く
一
時
期
を
除
い
て
通
例
は
判
南
曹
は
一
名
で
あ
り
、
判
廃
置
の
員
外
郎
と
互
い
に
転
美
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
員
外
郎
の
も
と
で
煩
雑
な
書
類
の
整
理
な
ど
を
行
っ
た
の
は
、
流
外
官
で
あ
る
令
史
な
ど
で
あ
る
。
『
大
唐
六
典
』
に
よ
る
と
吏
部
管
轄
下

の
四
曹
の
う
ち
吏
部
曹
の
令
史
は
三
十
人
で
あ
っ
た
。
天
宝
元
年
（
七
四
二
）
に
建
て
ら
れ
た
と
い
う
吏
部
南
曹
石
車
の
願
に
付
せ
ら
れ
た
序
文

で
は
、
人
材
を
選
び
そ
の
能
力
を
見
極
め
ポ
ス
ト
に
就
け
る
こ
と
の
重
要
さ
や
困
難
さ
を
述
べ
、
そ
れ
ゆ
え
三
十
人
の
優
良
な
吏
を
お
い
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
三
十
人
と
い
う
の
は
吏
部
曹
の
令
史
全
体
の
数
で
あ
る
が
、
南
叩
石
嘘
が
作
ら
れ
そ
こ
に
吏
部
曹
の
樹
蔭
に
関

し
て
記
し
た
点
に
南
曹
の
果
た
し
て
い
た
機
能
の
重
要
性
が
窺
わ
れ
る
。
墨
型
の
役
割
が
重
視
さ
れ
、
聖
女
の
規
定
な
ど
で
そ
れ
に
対
し
て
言

及
さ
れ
る
の
は
、
主
に
八
世
紀
貞
元
・
元
和
期
以
降
で
あ
る
が
、
『
大
唐
六
典
』
が
編
纂
さ
れ
て
間
も
な
い
時
期
に
も
既
に
人
材
鐙
衡
の
上
で

南
曹
の
持
つ
機
能
に
期
待
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
大
和
三
年
の
吏
部
奏
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
吏
今
上
す
ら
く
、
三
錠
正
令
史
は
、
夕
蝉
元
七
人
を
置
く
。
今
請
う
ら
く
は
、
大
智
7
5
年
園
外
鐙
起
講
に
依
り
、
五
人
を
置
き
、
二
人
を
減
下
せ
ん
。
南
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二
言
史
は
一
十
五
人
、
今
請
う
ら
く
は
、
大
和
元
年
流
外
鰐
趨
章
節
文
に
依
り
、
三
人
を
減
下
せ
ん
、
と
。
勅
を
奉
じ
た
る
に
宜
し
く
依
る
べ
し
。
（
『
冊

　
　
府
』
巻
六
＝
一
一
）

こ
こ
で
は
吏
部
管
下
の
令
史
の
定
数
に
関
し
て
流
外
鈴
の
求
め
に
応
じ
て
削
減
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
の
状
況
と

し
て
は
三
錠
古
史
が
七
人
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
南
曹
令
史
は
倍
以
上
の
十
五
人
も
い
た
。
も
し
『
大
唐
六
典
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
開
元
期

と
令
息
総
数
に
大
差
が
な
い
と
す
れ
ば
、
半
数
が
南
曹
の
令
史
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
上
奏
の
結
果
、
三
指
豊
島
は
五
人
、
南
曹
令

史
は
十
二
人
に
削
減
さ
れ
た
の
だ
が
、
依
然
と
し
て
南
鳥
海
史
の
割
合
は
大
き
く
三
鈴
令
史
の
倍
以
上
い
た
わ
け
で
あ
る
。
慰
顔
の
職
務
の
性

質
上
、
多
数
の
得
吏
を
要
し
た
と
い
う
こ
と
は
理
解
で
き
る
が
、
そ
の
機
能
、
即
ち
そ
こ
で
行
わ
れ
る
諸
々
の
検
査
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と

の
現
れ
と
見
て
よ
い
。
も
っ
と
も
こ
う
し
た
得
吏
が
不
正
を
働
き
人
事
を
乱
す
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
、
そ
の
存
在
が
弊
害
を
生
み
出
し
て
い
る

　
　
　
　
　
⑤

側
面
も
あ
っ
た
。

　
南
曹
の
人
事
に
お
け
る
重
要
性
を
示
す
も
の
と
し
て
は
、
『
旧
唐
書
』
巻
一
四
九
・
令
狐
幅
伝
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

　
　
　
初
め
大
暦
中
、
霜
曇
吏
部
尚
書
と
為
り
、
楊
炎
心
部
侍
郎
と
為
り
、
曇
は
順
を
用
い
て
軍
部
南
曹
の
事
を
判
ぜ
し
む
。
題
は
婁
の
挙
を
荷
い
、
分
闘
毎
に

　
　
　
必
ず
其
の
善
な
る
者
を
択
び
曇
へ
送
り
、
不
善
な
る
者
を
炎
に
送
る
。
炎
心
に
之
を
不
平
と
す
。

劉
曇
が
尚
書
で
楊
炎
が
侍
郎
で
あ
っ
た
時
期
は
大
恩
九
年
（
七
七
四
）
末
か
ら
一
二
年
（
七
七
七
）
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
る
。
尚
書
．
侍
郎
は
壷

錐
を
分
掌
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
先
に
見
た
よ
う
に
選
人
に
関
し
て
諸
々
の
検
察
を
行
い
そ
れ
を
三
錠
に
送
る
の
は
南
面
の
職
務
で
あ
り
、
あ

る
意
味
で
尚
書
・
侍
郎
以
上
に
人
事
に
対
す
る
直
接
の
影
響
力
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
も
事
実
上
の
人
事
の
鎗
衡
権
を
掌
握
し
て
い

た
の
は
吏
部
南
曹
の
担
当
者
で
あ
っ
た
令
狐
恒
で
あ
っ
た
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
見
れ
ば
、
最
終
的
に
注
擬
に
当
た
る
の
は
東
部
三
錠
で
あ
り
即
ち

尚
書
や
侍
郎
だ
が
、
実
質
的
な
審
査
は
南
曹
で
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
三
皇
の
段
階
へ
は
進
め
な
い
の
で
あ

る
。
尚
書
で
あ
る
劉
婁
や
侍
郎
で
あ
る
楊
炎
が
裁
量
で
き
る
人
事
も
結
局
は
南
曹
の
送
っ
て
く
る
範
囲
に
限
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
ケ
ー

ス
は
党
争
の
中
で
南
曹
の
人
事
を
押
さ
え
る
こ
と
が
各
派
に
と
っ
て
非
常
に
有
効
に
作
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
一
例
で
あ
る
。
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唐代の文官人事（松浦）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
ま
た
長
慶
年
間
に
三
部
尚
書
と
な
っ
た
李
緯
が
郎
宮
十
人
を
置
い
て
、
南
曹
業
務
を
分
損
し
て
担
当
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
や
、
開
成
年
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

に
南
曹
郎
中
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
は
そ
の
後
も
南
曹
の
業
務
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
五
代
に
な
っ
て
も
南
曹
は
依
然
と
し
て
審
査
機
関
と
し
て
機
能
し
続
け
た
。
南
曹
が
選
人
の
審
査
に
当
た
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
五
代
を

通
じ
て
存
在
す
る
。
五
代
で
も
中
央
集
権
が
回
復
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
末
期
の
例
を
一
つ
挙
げ
て
お
く
と
、
後
周
・
広
順
元
年
（
九
五
　
）
の
吏
部

三
鐙
奏
で
は
、

　
　
　
去
年
の
冬
、
南
勢
判
成
る
の
選
人
三
百
八
十
一
人
、
十
一
月
二
十
二
日
の
兵
火
を
経
、
磨
勘
了
り
た
る
歴
任
の
文
書
を
散
失
し
、
或
い
は
送
平
せ
る
文
書

　
　
　
未
だ
紗
さ
ざ
る
あ
り
て
、
南
外
の
失
墜
せ
る
公
愚
を
取
糊
す
る
に
及
ぶ
。
鐙
司
若
し
格
に
依
り
磨
勘
せ
ば
、
恐
ら
く
は
選
人
古
論
す
。
多
量
だ
南
幸
の
給

　
　
　
到
せ
る
失
墜
の
公
愚
に
拠
り
便
ち
施
行
を
与
え
ん
。
（
『
冊
府
』
巻
六
三
四
）

と
あ
り
、
南
西
が
選
人
た
ち
の
歴
任
の
文
書
に
関
し
て
検
査
を
し
た
上
で
「
公
愚
」
を
作
り
三
囲
に
送
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
南
曹

の
検
査
を
通
過
し
三
鎗
に
送
ら
れ
た
選
人
が
三
百
八
十
一
人
も
い
た
こ
と
は
、
審
査
の
部
分
で
は
吏
部
鎗
が
機
能
し
て
い
た
証
左
と
見
て
よ
か

ろ
う
。

　
さ
て
、
南
曹
と
並
ん
で
員
外
郎
が
管
轄
し
て
い
た
の
が
廃
置
で
あ
る
。
先
に
も
見
た
よ
う
に
『
大
唐
六
典
』
に
は
廃
置
と
い
う
形
で
の
記
載

は
な
い
が
、
『
通
典
』
の
記
載
か
ら
は
、
既
に
南
曹
が
総
章
二
年
に
成
立
し
た
時
点
で
廃
置
も
成
立
し
て
お
り
、
員
外
部
二
名
の
内
の
南
隠
逸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

当
者
で
な
い
者
が
廃
置
の
方
を
担
当
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
で
は
廃
置
は
ど
の
よ
う
な
機
能
を
渠
た
し
て
い
た
の
か
。

　
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
開
成
年
問
左
武
衛
大
将
軍
で
あ
っ
た
張
克
勤
は
、
赦
文
に
よ
っ
て
一
子
に
官
を
与
え
る
と
い
う
恩

典
が
認
め
ら
れ
た
と
き
、
子
が
幼
少
で
あ
る
の
で
代
わ
り
に
外
甥
に
授
与
さ
れ
ん
こ
と
を
請
う
て
い
る
。
こ
の
状
は
中
書
か
ら
吏
部
員
外
郎
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

廃
置
の
青
髭
直
に
回
さ
れ
、
そ
こ
で
不
許
可
の
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
見
て
こ
う
し
た
官
職
の
除
授
、
罷
免
等
の
最
終
手
続
き

及
び
審
査
に
与
る
こ
と
が
廃
置
の
職
務
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
員
外
郎
管
轄
と
し
て
南
曹
と
廃
置
が
併
置
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
職
掌
に
お
い
て
類
似
す
る
部
分
も
あ
る
わ
け
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だ
が
、
両
者
の
関
係
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
関
し
て
端
的
な
形
で
示
し
て
い
る
の
は
、
『
唐
会
費
』
巻
七
四
・
論
選
事
の
「
其

錠
綜
也
、
南
曹
綜
藪
之
、
廃
置
与
奪
之
、
鐙
曹
注
擬
之
。
」
と
い
う
詑
述
で
、
錠
曹
（
三
囲
）
で
の
注
擬
に
先
立
っ
て
の
手
続
き
を
行
う
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

　
そ
の
内
容
が
も
う
少
し
具
体
的
に
分
か
る
記
事
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
例
え
ば
大
和
五
年
（
八
三
一
）
六
月
の
勅
で
は
、

　
　
　
応
ゆ
る
選
人
未
だ
試
み
ざ
る
よ
り
已
前
、
南
鳥
獣
放
の
後
、
廃
醗
詳
断
を
経
、
及
び
堂
判
に
准
じ
却
督
せ
よ
。
（
『
黒
髭
』
巻
六
三
」
）

と
あ
る
。
南
曹
押
放
と
い
う
の
は
南
曹
に
お
い
て
審
査
の
結
果
不
適
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
次
の
段
階
に
進
め
な
い
わ
け
で
あ
る
。
た

だ
し
、
さ
ら
に
廃
置
で
の
審
査
を
経
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
後
縁
人
は
三
鐙
に
送
ら
れ
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
詳
断
と
は
最
終
的
な
器
官
に
当

た
っ
て
の
チ
ェ
ヅ
ク
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
両
者
の
職
務
内
容
を
簡
略
に
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
「
南
曹
検
勘
・
廃
置
詳
断
」

と
併
称
さ
れ
て
い
る
ケ
：
ス
は
い
く
つ
か
あ
る
。

　
同
年
同
月
の
別
の
詔
で
は
、

　
　
　
南
曹
検
勘
・
廃
置
詳
断
、
選
人
燃
し
屈
事
有
ら
ば
、
以
て
往
覆
辮
明
す
る
に
足
る
。
近
年
よ
り
已
来
、
有
理
・
無
理
を
岡
わ
ず
、
多
く
中
書
門
下
を
経
て

　
　
　
接
帯
し
、
有
司
を
し
て
職
を
失
い
守
る
所
を
知
る
こ
と
莫
か
ら
し
む
る
を
致
す
。
選
人
分
を
瞼
え
、
唯
だ
歯
答
を
望
む
。
若
し
条
約
無
く
ん
ば
、
恐
ら
く

　
　
　
は
更
に
青
い
よ
甚
だ
し
か
ら
ん
。
今
を
起
ち
て
よ
り
已
後
、
其
れ
駁
せ
ら
れ
し
選
人
、
若
し
已
に
期
限
に
依
り
廃
置
の
詳
断
を
経
る
も
成
ら
ず
、
自
ら
屈

　
　
　
有
る
を
謂
わ
ぱ
、
中
書
門
下
を
経
て
陳
状
す
る
を
任
せ
。
状
刑
部
に
至
り
て
よ
り
後
、
鐙
薯
及
び
廃
置
、
更
に
詳
断
を
為
し
、
其
の
事
理
を
審
ら
か
に
し
、

　
　
　
収
む
る
べ
き
は
即
ち
収
め
よ
。
一
（
以
下
略
）
1
（
『
冊
府
』
巻
六
三
一
）

と
あ
る
。
こ
の
勅
で
は
選
人
が
頭
部
で
の
錠
衡
の
結
果
に
不
満
が
あ
っ
た
揚
合
の
手
続
き
を
記
し
て
い
る
の
だ
が
、
弊
害
と
し
て
直
接
即
時
に

中
書
門
下
へ
訴
え
て
い
く
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
中
書
門
下
の
権
限
強
化
と
尚
書
吏
部
の
権
能
の
低
下
を
暗
示
し
て
い
る
。
吏
部
の
中
で

は
南
曹
と
廃
置
が
選
人
が
官
途
に
就
く
に
当
た
っ
て
首
部
三
鎗
と
並
ん
で
主
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
南
曹
が
ま
ず
審
査
を
し
、
廃
置
が
そ

れ
に
対
し
て
さ
ら
に
審
査
を
行
い
最
終
的
に
三
鐙
へ
送
る
選
人
を
決
定
す
る
。
つ
ま
り
工
震
の
資
格
審
査
を
行
っ
て
い
た
わ
け
で
、
爾
曹
で
「
駁
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放
」
さ
れ
た
選
人
も
廃
置
で
さ
ら
に
「
弾
発
」
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
こ
の
よ
う
な
二
重
体
制
は
あ
る
面
で
煩
雑
さ
を
生
み
出
す
こ

と
に
も
な
る
か
ら
、
結
局
選
人
の
資
格
審
査
は
主
に
南
無
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
南
無
審
査
↓
三
鐙
帯
鋸
と
い
う
構
図
が
出
て
く
る
の
で
あ

⑩
る
。　

南
曹
や
廃
置
で
の
審
査
の
対
象
は
主
に
選
人
で
あ
っ
た
が
、
二
章
で
見
た
よ
う
な
被
群
召
者
や
被
奏
薦
者
（
選
人
が
含
ま
れ
る
場
合
も
あ
る
）
の

審
査
を
吏
部
で
行
っ
て
い
た
場
合
も
、
南
曹
で
行
っ
て
い
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
先
に
見
た
よ
う
に
早
言
の
よ
う
な
場
合
で
も
「
考
」
の
よ

う
な
年
功
を
基
準
に
し
て
規
制
し
て
い
る
場
合
も
多
い
た
め
、
そ
の
審
査
に
は
宇
部
が
関
わ
る
の
で
あ
る
。
六
部
試
か
ら
注
擬
す
る
場
合
、
被

辟
誉
者
・
被
奏
薦
者
に
対
す
る
場
合
と
、
影
響
の
大
小
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
任
官
候
補
者
の
審
査
に
関
し
て
広
く
関
わ
っ
て
い
た
わ
け
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
こ
の
よ
う
な
南
曹
の
機
能
は
壁
代
に
も
引
き
継
が
れ
、
任
官
候
補
者
に
対
す
る
審
査
機
関
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
続
け
た
。
一
方
廃
澄
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

方
も
五
代
・
宋
を
通
し
て
そ
の
存
在
は
確
認
さ
れ
、
一
応
の
役
割
は
果
た
し
て
い
た
よ
う
で
は
あ
る
が
、
注
置
に
比
べ
そ
の
重
要
性
は
小
さ
か

っ
た
。
熈
寧
五
年
頃
一
〇
七
二
）
、
見
当
は
廃
止
さ
れ
心
内
錠
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
背
吏
の
不
正
が
目
立
つ
こ
と
が
理
・
田
の
一
つ
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
煩
雑
を
避
け
統
廃
合
さ
れ
た
と
い
う
側
面
も
強
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
一
方
の
廃
置
に
つ
い
て
は
、
南
曹
廃
止
よ
り
早

い
時
期
に
実
を
失
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

唐代の文官人事（松浦）

　
（
二
）
　
小
　
　
　
錠

　
次
に
郎
中
二
人
が
分
掌
し
た
格
式
と
小
包
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。
ま
ず
壷
鐙
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
流
外
官
の
錠
選
を
掌
っ
た
。
こ
の
こ

と
に
関
し
て
は
『
大
唐
六
典
』
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
が
、
実
態
は
と
も
か
く
も
唐
末
ま
で
表
面
上
そ
の
職
掌
は
さ
ほ
ど
大
き
な

変
化
も
な
く
推
移
し
て
い
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
先
に
見
た
南
曹
や
厳
錠
の
令
史
の
定
数
に
関
し
て
も
流
外
錠
の
要
望
に
添
う
形
で
認

め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
職
掌
の
一
端
が
窺
わ
れ
る
。
た
だ
『
六
典
』
を
見
る
限
り
で
も
流
外
官
の
数
は
相
当
な
も
の
で
あ
る
か
ら
そ
の
人
事
や
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二
流
に
関
し
て
は
煩
雑
を
き
わ
め
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
任
用
な
ど
に
関
し
て
は
権
限
の
大
部
分
が
各
官
司
に
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が

妥
当
で
あ
る
。

　
『
唐
会
要
』
巻
六
十
六
・
大
理
寺
・
大
和
元
年
（
八
二
七
）
十
月
の
大
理
寺
の
上
奏
で
は
、

　
　
　
吏
部
の
起
請
に
よ
り
、
当
司
の
府
史
二
十
員
、
三
人
を
減
下
し
、
又
勒
し
て
電
卓
せ
し
め
ん
。
請
う
ら
く
は
勅
に
准
じ
、
附
甲
し
及
び
減
員
せ
ざ
ら
ん
、

　
　
　
と
。

と
あ
り
、
墨
黒
に
よ
っ
て
大
理
寺
の
流
外
宮
で
あ
る
府
史
の
定
員
減
が
求
め
ら
れ
た
が
、
結
局
は
大
理
寺
側
の
要
望
に
添
う
形
で
吏
部
の
意
向

は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
な
お
こ
れ
に
先
立
っ
て
元
和
一
五
年
（
八
二
〇
）
に
は
や
は
り
大
理
寺
か
ら
府
史
の
入
流
の
条
件
に
関
す
る
上
奏
が
出

さ
れ
・
そ
れ
が
認
め
ら
れ
て
お
り
こ
こ
で
も
吏
部
の
権
限
は
及
ん
で
い
な
晦
・
こ
の
よ
う
な
例
は
他
の
寓
に
つ
い
て
も
見
ら
れ
・
多
か
れ
少

な
か
れ
似
た
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
も
大
和
四
年
（
八
三
〇
）
に
は
東
宮
官
に
つ
い
て
吏
部
が
流
外
官
を
注
擬
す
る
こ
と
を
認
め
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

い
と
す
る
規
定
も
出
さ
れ
て
い
る
。
結
局
吏
部
の
小
考
は
注
擬
そ
の
も
の
よ
り
形
式
的
な
手
続
き
を
す
る
の
み
の
機
関
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
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（
三
）
格
式
司

　
一
方
格
式
司
で
あ
る
が
、
そ
の
職
掌
に
関
し
て
は
従
来
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
『
唐
国
史
補
』
に
よ
る
と
郎
中
の
内
の
一
人
が
格
式

担
当
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
格
式
司
の
名
が
史
料
中
に
現
れ
る
例
は
出
代
に
お
い
て
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
『
発
会
要
』
巻
八
二
・

甲
庫
・
大
和
九
年
（
八
三
五
）
十
二
月
勅
は
中
書
．
門
下
．
吏
部
の
甲
庫
に
関
し
て
規
定
し
た
も
の
だ
が
、

　
　
　
今
を
起
ち
て
よ
り
巳
後
、
諸
司
・
諸
他
・
諸
道
応
に
奏
す
べ
き
六
贔
以
下
の
諸
色
の
人
に
し
て
、
旧
と
官
及
び
出
身
有
る
を
称
し
、
改
転
を
請
い
丼
び
に

　
　
　
授
官
を
早
い
、
商
量
を
与
う
べ
き
者
、
進
士
登
科
し
衆
の
聞
知
す
る
聖
な
る
を
除
く
の
外
、
宜
し
く
先
に
端
部
・
中
書
・
門
下
三
韓
に
下
さ
し
め
、
給
事

　
　
　
中
・
中
書
舎
人
・
吏
部
格
式
郎
中
に
委
ね
、
各
々
本
甲
庫
官
と
同
に
検
戯
し
、
有
無
を
具
し
中
書
門
下
に
週
報
し
、
審
び
ら
か
に
し
て
異
同
無
く
ん
ば
、



唐代の文官人躰（松浦）

　
　
然
る
後
資
に
依
り
進
擬
せ
ん
。

と
あ
る
。
即
ち
格
式
担
当
の
黒
部
郎
中
は
、
門
下
に
お
け
る
給
事
中
、
中
書
に
お
け
る
舎
人
と
並
ん
で
、
諸
色
出
身
者
に
関
す
る
資
料
を
集
積

　
　
　
　
　
⑯

し
て
い
る
甲
庫
を
そ
の
管
轄
の
官
と
調
査
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
尚
書
吏
部
に
お
い
て
門
下
に
お
け
る
給
車
中
や
中
書
に
お

け
る
中
書
舎
人
と
同
じ
様
な
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
給
山
中
の
職
掌
に
関
し
て
は
、
「
凡
そ
文
武
六
品
以
下
の
職
を
着
く
る
は
、

所
司
奏
擬
せ
ば
、
則
ち
其
の
仕
歴
の
深
浅
・
功
状
の
殿
最
を
校
し
、
其
の
徳
行
を
訪
ね
、
其
の
才
芸
を
量
り
、
若
し
霊
長
の
人
に
非
ず
、
理
其

の
事
を
央
わ
ば
、
則
ち
侍
中
に
申
し
退
量
す
。
」
（
『
大
唐
穴
典
』
巻
八
）
と
あ
り
、
制
勅
の
宣
行
を
掌
る
と
い
う
職
務
と
も
関
連
し
て
人
事
決
定

の
最
終
段
階
で
の
審
査
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
。
ま
た
中
書
舎
人
に
つ
い
て
は
そ
の
職
掌
の
中
に
考
課
の
最
終
決
定
に
与
る
と
い
う
こ
と
が
あ

　
　
⑰

る
か
ら
、
や
は
り
人
事
問
題
に
密
接
に
関
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
格
式
と
い
う
語
か
ら
は
或
い
は
法
の
形
態
で
あ
る
格
や
式
が
連
想
さ
れ
る
。
実
際
し
ば
し
ば
長
定
格
・
循
資
格
と
い
っ
た
選
格
の
改
定
が
行

わ
れ
た
形
跡
が
あ
る
た
め
、
元
も
と
は
錐
選
関
係
の
制
度
の
整
備
に
当
た
っ
た
部
局
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
格
式
司
と
い
う
名
称
が

い
つ
頃
か
ら
現
れ
る
の
か
、
唐
言
に
お
い
て
格
式
司
が
史
料
中
に
現
れ
る
例
は
き
わ
め
て
少
な
い
た
め
如
何
と
も
判
じ
が
た
い
。
『
大
唐
六
典
』

規
定
で
は
小
鐙
担
当
で
な
い
郎
中
の
職
務
に
関
し
て
は
叙
階
等
に
関
し
て
取
り
扱
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
『
聖
典
』
で
は
文
官
の
名

簿
や
告
身
の
こ
と
を
取
り
扱
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
特
に
『
通
典
』
の
職
掌
か
ら
見
れ
ば
、
給
気
中
や
中
書
倉
人
と
並
べ
ら
れ
る
こ
と
は
あ

り
得
る
こ
と
で
、
甲
殻
と
の
関
わ
り
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
密
接
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
従
っ
て
、
こ
の
史
料
か
ら
見
る
限
り
格
式
司
の
職
掌
は

小
鐙
担
当
で
な
い
郎
中
の
職
掌
と
あ
る
部
分
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
五
代
に
な
る
と
い
く
ら
か
具
体
的
に
格
式
司
の
職
掌
を
示
唆
す
る
史
料
が
出
て
く
る
。
後
唐
・
清
泰
二
年
目
九
三
五
）
の
工
部
尚
書
浮
揚
部
尚

書
鐙
崔
居
倹
の
奏
で
は
、

　
　
　
今
年
の
選
人
の
内
八
十
三
人
は
閾
の
注
擬
す
る
無
く
、
詞
詳
論
紙
た
り
。
蓋
し
近
勅
に
因
り
て
選
を
減
ず
れ
ば
感
得
す
る
者
の
門
多
し
。
区
分
す
べ
し
と

　
　
　
錐
も
、
皇
土
を
抑
え
難
し
。
講
う
ら
く
は
、
格
式
に
下
し
て
、
四
月
の
後
に
合
に
用
う
る
べ
き
員
園
を
取
り
発
遣
す
べ
し
。
（
『
冊
府
』
巻
軸
三
三
）
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と
あ
り
、
同
じ
案
件
に
関
す
る
中
書
門
下
奏
は
、

　
　
　
先
に
鐙
曹
の
員
糊
を
論
ず
る
を
以
て
、
遂
に
却
っ
て
戸
橡
一
員
、
諸
州
一
百
五
十
員
を
置
く
。
格
式
の
元
送
り
し
閣
簿
は
六
百
四
十
置
処
、
後
に
又
資
序

　
　
　
を
超
折
す
る
を
許
す
…
…
。
（
同
）

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
つ
ま
り
選
人
を
注
擬
す
べ
き
員
閾
の
割
り
振
り
に
つ
い
て
は
格
式
司
が
担
当
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
唐
代
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

半
期
か
ら
格
式
司
が
こ
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
選
人
の
注
擬
の
際
に
は
そ
れ
に
見
合
う
よ
う
な
ポ
ス
ト
に
就

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
先
に
見
た
よ
う
な
甲
庫
の
資
料
を
調
査
す
る
と
い
う
よ
う
な
任
務
も
必
要
と
な
る
。

　
ま
た
後
晋
・
天
福
八
年
（
九
四
三
）
六
月
の
兵
部
侍
郎
呂
埼
の
奏
で
は
、

　
　
　
臣
窃
に
見
る
に
、
四
百
の
選
人
の
三
鐙
闘
を
待
ち
停
滞
せ
る
は
、
已
に
数
百
に
及
び
、
笹
森
困
を
累
年
に
列
ぬ
。
南
曹
の
繋
日
、
鐙
に
申
す
は
、
常
に
三

　
　
　
十
、
二
十
有
り
、
格
式
の
毎
月
闘
を
送
る
は
、
五
員
七
曲
を
過
ぎ
ず
。
（
『
冊
府
』
巻
六
三
四
）

と
あ
り
、
南
曹
で
選
人
の
審
査
を
行
い
、
そ
の
合
格
老
の
名
を
送
る
と
三
鐙
が
そ
れ
を
適
当
な
ポ
ス
ト
へ
就
け
る
と
い
う
構
図
が
読
み
取
れ
、

そ
の
注
擬
す
べ
き
ポ
ス
ト
は
格
式
司
が
提
示
し
て
く
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
五
代
を
通
じ
て
格
式
司
関
係
の
史
料
は
見
ら
れ
る
が
、

概
ね
選
人
に
割
り
振
る
ポ
ス
ト
に
関
し
て
取
り
扱
っ
て
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
格
式
司
に
よ
っ
て
割
り
振
ら
れ
る
選
人
向
け
の
ポ
ス
ト
は
、
州
県
官
の
場
合
が
多
い
。
実
際
、
唐
以
来
、
州
県
の
ラ
ン
ク
の
升
降

が
往
々
に
し
て
叛
心
の
上
奏
に
沿
う
形
で
進
め
ら
れ
て
い
る
。
州
県
官
の
任
命
に
際
し
て
は
そ
の
州
県
の
ラ
ン
ク
と
い
う
も
の
が
持
つ
意
味
は

大
き
い
か
ら
、
人
事
を
扱
う
吏
部
が
関
わ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
ポ
ス
ト
の
割
り
振
り
に
当
た
っ
た
格
式
司
の
関
与
す

る
部
分
が
大
き
か
っ
た
こ
と
は
、
宋
代
の
例
か
ら
も
察
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
法
難
に
入
っ
て
も
吏
部
格
式
司
の
存
在
は
認
め
ら
れ
る
。
『
職
官
分
紀
』
巻
九
・
格
式
司
の
規
定
に
よ
る
と
「
幕
職
漁
県
官
の
格
式
・
閾
簿
・

辞
謝
を
掌
る
」
と
あ
り
、
要
す
る
に
労
音
州
県
官
の
任
命
な
ど
に
関
す
る
事
項
を
主
に
取
り
扱
う
官
司
で
あ
っ
た
。
『
宋
会
費
輯
稿
』
な
ど
に

見
ら
れ
る
例
で
も
、
幕
職
州
県
官
に
関
し
て
取
り
扱
う
部
局
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
州
県
の
芦
口
に
よ
る
等
級
付
け
や
州
県
官
の
俸
給
な
ど
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⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
関
係
し
て
い
る
。
『
宋
史
』
選
挙
志
で
は
宋
初
に
お
い
て
吏
部
の
権
限
が
及
ぶ
の
は
汚
職
州
県
官
の
み
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
そ
の
状
況

か
ら
考
え
る
と
、
ポ
ス
ト
に
関
す
る
割
当
等
を
担
当
す
る
と
い
う
格
式
司
の
職
掌
は
さ
ほ
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。
た
だ
唐
末
・
五
代
期
を
経
て

吏
部
機
能
が
低
下
す
る
と
と
も
に
対
象
と
す
る
範
囲
も
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
吏
部
権
限
が
決
定

的
に
失
墜
し
た
の
は
唐
末
か
ら
五
代
の
軍
閥
政
権
の
下
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
五
代
末
か
ら
宋
初
徐
々
に
中
央
集
権
が
進
め
ら
れ
た
の
に
伴
い
、

使
府
よ
り
幕
職
官
の
人
事
権
を
回
収
し
た
結
果
、
格
式
司
も
『
職
官
分
紀
』
に
記
さ
れ
る
よ
う
な
職
掌
に
な
っ
た
。
格
式
司
は
そ
の
後
勘
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

俸
給
に
関
し
て
取
り
扱
う
の
み
の
機
関
と
な
っ
て
し
ま
い
、
結
局
熈
寧
五
年
に
南
曹
と
同
時
期
に
廃
止
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

唐代の文官人事（松浦）

　
さ
て
員
外
郎
管
轄
の
南
勢
・
廃
置
、
褥
中
管
轄
の
格
式
司
を
中
心
に
壁
代
後
半
期
に
お
け
る
吏
部
の
機
能
を
見
て
き
た
が
、
そ
の
役
割
を
整

理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
任
官
候
補
老
で
あ
る
選
人
は
南
曹
で
の
書
類
審
査
の
あ
と
、
廃
置
で
さ
ら
に
詳
し
い
審
査
を
受
け
最
終
的
な

合
否
が
決
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
合
格
者
は
三
鐙
へ
送
ら
れ
、
格
式
司
の
提
示
し
て
く
る
員
閾
即
ち
ポ
ス
ト
に
就
け
ら
れ
る
と
い
う
流
れ
が
あ
っ

　
　
　
　
　
附
図
　
吏
部
機
構
の
変
遷

尚
書
吏
部

吏
部
曹
　
　
尚
書

　
　
　
　
待
郎

　
　
　
　
侍
郎

　
　
　
　
　
郎
中

　
　
　
　
　
郎
中

　
　
　
　
　
　
員
外
郎

　
　
　
　
　
　
員
外
郎

1
司
勲
曹

一
司
封
曹

・
1
考
功
曹

賭
鈴
■
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尚
識
錠
三
鈴
…
流
麗
官
栄
擬
－
鎌
首
錠
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
旺
三
鈴

蓋
」
　
　
　
　
　
璽
L

　
流
内
官
の
名
簿
・
影
身
・
禄
賜
・
朝
集
一
壷
格
式
司
…
選
人
ポ
ス
ト
の
割
り
掘
り

小
錠
（
流
外
鐙
）
…
流
外
官
人
事

南
曹
…
任
宮
候
補
者
審
査

廃
置
…
任
官
候
補
者
最
終
審
査
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た
の
で
あ
る
。
特
に
員
外
部
の
管
轄
す
る
南
曹
は
選
人
の
経
歴
や
考
課
な
ど
に
関
す
る
資
料
を
チ
ェ
ヅ
ク
し
た
わ
け
で
そ
の
役
割
は
重
視
さ
れ
、

煩
雑
な
業
務
を
掌
っ
て
い
た
。
奏
薦
の
盛
行
に
よ
り
吏
部
の
人
事
に
対
す
る
権
限
は
侵
食
さ
れ
て
き
た
が
、
一
方
で
は
吏
部
の
機
能
を
保
持
す

る
よ
う
な
試
み
も
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
結
果
的
に
は
吏
部
の
権
限
は
弱
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
わ
け
で
、
『
新
点
書
』
選
挙
志
で
は
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

曹
の
機
能
の
上
昇
と
吏
部
の
権
限
の
低
下
を
結
び
つ
け
る
よ
う
な
形
で
捉
え
て
い
る
。
つ
ま
り
南
曹
の
役
割
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
吏
部
が
書
類
の
処
理
や
審
査
の
よ
う
な
き
わ
め
て
形
式
的
な
手
続
き
を
す
る
た
め
の
機
関
へ
と
変
質
し
て
い
た
っ
た
た
め
で
あ
る
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
時
代
が
下
る
に
つ
れ
益
々
顕
著
に
な
っ
た
わ
け
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

①
『
冊
府
』
巻
町
三
一
・
大
和
四
年
七
月
条
「
話
語
奏
、
妾
司
両
鎗
侍
郎
庁
、
伏

　
黙
認
都
居
文
昌
主
曹
、
侍
郎
尚
書
二
職
、
音
量
所
宜
順
序
、
空
事
闘
有
等
差
、
旧

　
以
尚
書
庁
之
、
次
郎
中
錠
、
其
次
為
暑
湿
。
自
認
元
中
、
侍
郎
崔
器
以
当
時
休
餐

　
為
書
、
奏
改
中
朝
為
西
錠
、
久
次
侍
郎
叢
叢
、
以
新
除
侍
郎
居
右
、
因
循
倒
置
、

　
議
者
非
之
。
伏
詩
、
今
以
後
、
以
久
次
侍
郎
居
西
鐙
、
以
新
町
侍
郎
居
三
二
。
勅

　
旨
依
奏
。
」

②
　
鳥
谷
弘
昭
「
唐
代
の
二
部
南
曹
に
つ
い
て
」
（
『
立
正
史
学
』
第
六
五
号
　
一
九

　
八
九
）

③
『
唐
会
要
』
巻
五
八
・
吏
部
員
外
郎
参
照
。

④
　
『
金
石
葦
編
』
巻
六
穴
・
乙
部
南
磁
石
瞳
頚
軍
需
。
「
天
官
設
野
芝
素
材
、
選

　
任
諸
職
、
（
七
宇
欠
）
也
。
求
而
聚
之
、
謂
之
臨
写
、
鎗
以
審
其
能
、
曹
以
覆
其

　
実
、
而
後
（
二
字
欠
）
窪
難
油
玉
、
所
以
躍
滑
人
、
皆
蒔
秀
幹
理
者
得
之
。
至
於

　
人
吏
殺
湊
、
考
課
繁
績
、
則
分
掌
而
決
此
身
。
」
と
あ
り
、
以
下
に
数
名
の
脊
吏

　
の
名
を
載
す
が
、
こ
れ
ら
は
吏
都
邑
史
三
十
名
の
内
の
一
部
で
あ
る
。

⑤
　
写
実
の
得
分
の
不
正
に
つ
い
て
は
鳥
谷
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
偽
の
省
身
を

　
発
給
し
て
売
り
冒
す
よ
う
な
行
為
が
主
な
も
の
で
あ
っ
た
（
『
旧
唐
霞
』
巻
一
七

　
六
∴
楊
虞
卿
列
伝
）
。
任
宮
候
補
者
の
審
査
等
に
当
た
る
と
い
う
南
曹
の
職
掌
か

宋
代
走
寧
年
間
ま
で
の
冗
多
の
状
況
は
ま
さ
に
そ

　
ら
す
れ
ば
そ
の
よ
う
な
不
正
の
入
り
込
む
余
地
は
大
い
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
『
権
載
貨
文
集
』
巻
三
一
・
吏
部
員
外
郎
南
扇
樹
齢
記
等
参
照
。
又
『
旧
唐
馬
』

　
巻
一
四
八
季
藩
伝
に
は
「
千
尋
改
吏
部
員
外
郎
。
元
和
初
、
群
吏
部
郎
中
、
掌
曹

　
事
、
為
吏
所
属
、
濫
用
官
闊
、
轍
為
著
作
郎
。
」
と
あ
り
、
南
曹
の
語
史
と
は
限

　
定
で
き
な
い
が
、
吏
の
不
正
が
人
窺
を
乱
す
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

⑥
　
『
唐
国
史
補
』
巻
下
「
長
慶
初
、
李
尚
書
緯
、
議
置
郎
官
十
人
、
門
並
南
曹
、

　
二
人
不
便
。
旬
目
繊
為
東
都
留
守
、
自
是
選
最
奥
状
、
常
亦
速
幽
幽
。
」
商
学
と

　
あ
る
が
、
吏
部
の
郎
官
の
み
で
は
十
人
に
は
達
し
な
い
の
で
、
他
の
五
部
の
郎
官

　
か
ら
も
判
南
曹
と
い
う
形
で
南
山
の
任
に
嶺
た
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
職
漁
官
が
寄

　
禄
宮
化
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
唐
代
後
半
期
に
お
い
て
は
、
「
判
」
宇
を
曹
名
に
冠

　
し
て
他
の
曹
の
曹
務
を
掌
る
例
は
往
々
に
し
て
存
在
す
る
。
な
お
李
緯
が
吏
部
尚

　
書
で
あ
っ
た
の
は
、
長
慶
元
年
の
七
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
り
、
こ

　
の
案
は
大
し
て
実
行
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
撤
回
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

⑦
南
曹
郎
中
の
設
慨
に
つ
い
て
は
前
掲
三
章
注
③
参
照
。

⑧
　
重
曹
に
対
し
て
北
面
と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
た
官
司
も
存
在
し
た
の
で
あ
る

　
が
、
こ
れ
は
廃
置
を
指
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
例
え
ば
、
『
五
代
叢
濃
』

　
巻
一
七
・
監
察
御
史
・
後
唐
・
同
光
二
年
五
月
の
御
史
台
の
奏
で
は
、
　
「
准
本
朝
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故
薬
、
六
芸
合
行
職
事
如
後
、
吏
察
、
応
幣
北
響
贋
勘
選
人
、
三
具
駁
放
判
成
人

　
名
街
、
牒
報
分
察
使
、
争
鳴
鎗
応
鎖
鐙
注
官
後
、
具
前
表
名
、
擬
報
懸
果
使
点

　
検
。
…
…
」
と
あ
る
。
南
北
曹
の
職
務
は
選
人
の
誓
事
で
あ
り
、
ほ
ぼ
南
曹
と
廃

　
置
の
職
務
に
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
共
に
員
外
郎
管
轄
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

　
南
曹
に
対
し
て
廃
置
を
二
曹
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

⑨
こ
の
一
件
に
つ
い
て
は
、
『
旧
唐
書
』
巻
一
四
｝
／
『
新
唐
書
』
巻
一
四
八
の

　
張
孝
忠
伝
附
茂
昭
伝
、
『
下
府
』
巻
六
三
一
、
『
唐
会
要
』
巻
五
八
・
吏
部
員
外
郎

　
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
繋
年
に
ず
れ
が
あ
り
『
旧
唐
書
』
『
唐
会
要
』
は
長
慶

　
年
間
、
『
新
唐
書
』
『
冊
府
』
は
開
成
年
間
と
す
る
。
『
唐
大
詔
帯
鋸
』
巻
五
・
改

　
元
開
成
赦
に
は
、
「
河
朔
節
将
以
州
県
帰
国
者
、
張
茂
昭
・
田
弘
正
・
程
郡
上
与

　
一
子
官
、
子
弟
堪
任
使
者
、
委
中
書
門
下
量
加
引
用
。
」
と
あ
り
、
お
そ
ら
く
こ

　
れ
が
該
当
す
る
赦
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
開
成
年
間
に
繋
害
す
る
の
が
正
し

　
い
。
こ
こ
で
は
『
冊
府
』
よ
り
引
用
す
る
。
「
全
部
奏
、
謹
選
、
請
叙
一
子
官
、

　
張
茂
昭
男
左
武
衛
大
将
軍
克
勤
進
状
、
称
男
小
量
堪
授
任
、
請
週
与
外
甥
。
凸
起

　
請
節
文
、
只
許
廻
与
周
親
。
克
勤
又
奏
、
承
前
諸
家
請
週
授
外
甥
、
要
垣
允
許
。

　
中
書
省
牒
吏
部
華
華
、
左
司
員
外
郎
権
判
二
部
廃
置
斐
夷
直
断
一
子
官
、
恩
在
報

　
功
、
貴
延
賞
典
。
若
無
己
子
、
許
及
周
親
。
今
張
克
勤
自
爆
息
男
、
妄
以
外
甥
奏

　
請
、
掌
裏
蟹
族
、
知
是
何
人
、
難
渉
売
官
、
実
装
乱
法
。
…
…
」

⑩
主
に
南
辻
が
審
査
の
た
め
の
機
関
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
は
先
に
見
た
得

　
難
論
の
問
題
か
ら
も
窺
え
よ
う
。
ま
た
官
庁
の
諸
々
の
用
務
に
使
用
す
る
目
的
で

　
設
け
ら
れ
て
い
る
厨
料
に
闘
し
て
も
南
曹
は
独
立
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
。
　
『
冊

　
府
…
』
聖
駕
〇
穴
・
集
計
部
∵
俸
禄
門
・
貞
元
一
二
年
の
御
史
中
丞
王
顔
の
奏
に
よ

　
る
と
、
厨
料
に
つ
い
て
簡
勘
し
た
と
こ
ろ
、
吏
部
尚
書
鐙
は
三
千
百
八
十
二
貫
二

　
十
文
、
東
鐙
は
二
千
瞬
百
四
十
五
貫
三
百
一
十
文
、
西
錠
は
二
千
四
百
三
十
三
貫

　
六
測
量
十
一
文
、
爾
曹
は
五
百
八
十
貫
文
、
出
庫
は
二
百
八
十
四
貫
六
十
五
文
、

　
功
状
院
は
二
千
五
百
貫
文
、
流
麗
鎗
は
三
百
貫
文
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

⑪
　
朱
座
に
お
け
る
南
本
の
例
と
し
て
は
、
例
え
ば
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
一
八

　
・
太
平
興
國
二
年
正
月
壬
申
条
に
、
　
「
先
是
、
諸
州
橡
廻
腸
県
令
・
簿
・
尉
皆
吏

　
部
南
曹
給
印
紙
思
子
外
、
或
巌
巌
公
拠
。
」
と
あ
る
よ
う
に
地
方
官
に
関
す
る
審

　
査
を
行
い
そ
の
関
係
の
書
類
を
発
給
す
る
と
い
う
役
割
を
見
て
取
れ
る
。
ま
た

　
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
九
・
乾
徳
六
年
八
月
辛
酉
条
に
「
令
合
格
選
人
到
懸
者
、

　
即
赴
集
、
不
必
定
四
時
、
及
成
甲
次
、
三
曹
・
錠
司
・
門
下
省
三
去
勢
勘
注
擬
、

　
井
点
検
謝
辞
等
、
無
給
一
月
限
、
南
曹
八
日
、
鐙
司
十
五
日
、
門
下
省
七
日
、
著

　
為
定
式
。
」
と
あ
る
よ
う
に
喧
騒
（
流
内
曇
）
・
門
下
省
と
並
ん
で
選
人
に
対
す
る

　
審
査
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
唐
代
に
お
い
て
は
選
人
は
礼
部
試
に
合
格

　
し
吏
部
試
に
未
だ
合
格
し
て
い
な
い
者
を
さ
す
が
、
席
代
に
お
い
て
は
文
階
の
最

　
下
級
に
あ
る
者
で
あ
る
。
梅
原
前
掲
書
第
叢
羅
第
二
節
参
照
。

⑫
宋
代
に
お
け
る
廃
醗
の
事
例
と
し
て
は
、
『
宋
会
遇
輯
稿
』
職
官
＝
・
甲
庫

　
・
大
中
祥
符
七
年
一
一
月
条
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
　
「
詔
、
今
後
廃
置
司
、
買
収

　
早
事
赦
、
合
廃
置
選
入
警
告
文
字
、
並
画
蒔
当
庁
批
繋
、
牒
送
刑
都
殿
抹
。
」

⑬
　
南
曹
の
廃
止
に
つ
い
て
は
『
続
資
治
通
経
長
編
』
巻
二
三
五
・
笹
蟹
五
年
閾
七

　
月
翌
月
条
に
詳
し
い
。

⑭
　
　
『
山
庸
ム
学
士
』
巻
｛
ハ
六
・
大
理
田
鰻
・
一
越
和
「
五
年
「
大
理
寺
奏
、
霊
牌
．
府
史
、
離
計

　
七
考
入
流
。
勅
旨
依
奏
。
」

⑱
『
唐
会
要
』
巻
六
七
・
左
春
坊
・
大
和
四
年
二
月
「
左
記
子
孫
革
奏
、
…
…

　
伏
請
自
今
以
後
、
吏
部
不
得
更
注
擬
流
外
人
、
其
見
任
官
中
有
営
外
者
、
許
臣
具

　
名
目
牒
吏
部
、
至
無
官
日
楽
器
。
勅
旨
、
宜
依
。
二
見
任
官
是
流
燈
出
身
授
者
、

　
待
終
考
秩
。
自
今
以
後
、
吏
部
更
不
得
注
解
。
」

⑯
甲
庫
に
関
し
て
は
『
句
会
要
瞼
巻
八
二
・
甲
庫
に
ま
と
ま
っ
た
記
述
が
あ
る
。

　
甲
二
十
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
開
元
一
九
下
五
月
一
…
日
の
勅
に
、
　
「
尚
書
省
内

　
請
制
三
里
、
及
兵
部
・
吏
都
・
考
功
・
刑
部
簿
書
函
跡
磁
土
庫
、
毎
司
定
員
外
郎

　
主
事
各
　
人
、
中
書
門
下
制
勅
出
庫
、
各
定
主
星
・
録
事
以
下
各
　
人
露
里
、
周

　
年
一
替
、
中
間
不
得
改
移
。
」
と
あ
る
の
が
参
考
に
な
ろ
う
。

⑰
　
『
大
唐
六
典
』
巻
九
・
申
書
舎
人
「
凡
有
志
奏
議
、
文
武
考
課
、
嫉
妬
裁
焉
。
」
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⑱
　
唐
山
の
も
の
で
あ
る
が
、
　
『
唐
会
要
』
巻
七
二
・
選
軸
上
・
隻
齋
条
例
・
天
祐

　
三
年
四
月
一
九
日
条
に
は
、
「
吏
謹
奏
、
今
後
選
人
、
如
格
式
申
送
員
闊
、
任
其

　
穏
便
止
処
豆
殻
、
不
得
妄
指
斜
諸
道
、
…
…
」
と
あ
り
、
五
代
期
の
格
式
司
と
同

　
様
の
職
務
を
遂
行
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

⑲
　
例
∵
λ
ぱ
、
　
『
宋
△
A
要
輯
稿
』
職
官
二
　
｝
。
ぬ
史
部
絡
良
主
・
大
山
丁
榔
件
心
付
六
年
｝
○

　
月
条
に
、
「
権
監
吏
部
錠
慎
従
吉
言
、
格
式
占
用
十
道
々
、
較
郡
県
上
下
緊
望
、

　
以
定
俸
給
、
而
戸
口
歳
有
登
耗
、
未
嘗
刊
修
、
頗
誤
程
品
、
乞
差
官
校
定
新
本
、

　
付
本
司
行
用
。
従
之
。
」
と
あ
り
、
格
式
司
の
職
掌
の
具
体
的
内
容
が
分
か
る
。

⑳
　
　
『
宋
史
』
巻
一
五
八
・
選
挙
志
四
・
鐙
法
上
に
よ
る
と
「
軍
部
錠
惟
注
擬
州
県

　
官
・
幕
職
、
両
京
諸
覇
六
品
以
下
官
皆
無
選
、
文
臣
最
奥
・
監
以
上
葛
鰹
主
之
、

　
京
朝
官
劉
審
官
院
主
之
、
武
臣
刺
史
・
副
率
以
上
内
職
、
枢
密
院
主
之
、
使
距
則

　
三
班
院
主
之
。
」
と
い
う
の
が
、
宋
初
の
状
況
で
あ
っ
た
。
ま
た
『
文
献
通
考
』

　
巻
三
八
・
選
挙
考
・
鷲
宮
で
は
、
宋
朝
の
制
と
し
て
「
耳
蝉
鐙
唯
注
擬
州
県
官
、

　
斜
鼻
幕
陥
職
皆
使
府
…
下
翼
、
国
朝
但
雷
又
写
擬
授
。
｛
承
甜
茄
司
六
口
残
心
下
官
、
皆
無
選
、
中

　
書
特
授
。
」
と
あ
る
。

⑳
　
『
細
螺
治
通
鑑
長
編
襟
巻
一
一
三
五
・
暴
漢
五
年
閏
七
月
雨
月
条
に
は
、
王
安
石

　
の
言
葉
と
し
て
「
如
格
式
司
、
但
野
選
人
料
銭
等
、
今
既
増
俸
、
即
格
式
自
暴
復

　
可
存
型
幅
。
」
と
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
時
南
曹
は
廃
さ
れ
た
の
で
あ

　
る
が
、
格
式
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
こ
の
後
格

　
二
歩
の
存
在
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
、
格
式
司
の
機
能
が
か
な
り
狭
ま
り
閑
司
と

　
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
一
連
の
改
革
の
中
で
こ
の
時
期
に
廃
止
さ
れ

　
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑫
　
『
新
唐
書
』
巻
四
五
・
選
挙
志
下
「
語
群
員
外
郎
・
御
史
諸
供
奉
官
、
皆
進
名

　
勅
授
、
而
兵
・
軍
部
各
員
外
郎
一
人
判
南
面
、
由
是
鐙
司
革
質
軽
　
。
」
画
名
勅

　
授
の
施
行
と
併
せ
て
南
曹
の
設
置
も
吏
部
や
兵
部
の
権
限
が
軽
く
な
っ
た
原
因
の

　
一
つ
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

⑳
　
元
郷
よ
り
以
前
に
錠
選
に
当
た
っ
た
官
司
と
し
て
は
、
文
官
に
つ
い
て
は
審
官

　
東
院
と
流
罪
錠
、
武
官
に
つ
い
て
は
審
官
議
院
と
三
班
院
が
分
掌
し
た
。
そ
し
て

　
元
豊
年
間
に
い
た
っ
て
吏
部
四
選
の
法
が
立
て
ら
れ
、
建
前
上
は
全
て
の
人
事
は

　
吏
都
に
帰
す
る
こ
と
に
な
る
。
宮
崎
前
掲
論
文
、
及
び
梅
原
前
掲
轡
参
照
。
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結
び
に
か
え
て

　
本
稿
で
は
、
唐
風
の
文
官
人
事
に
つ
い
て
主
に
吏
部
の
人
事
に
対
す
る
権
限
及
び
そ
の
機
能
を
中
心
に
し
て
考
察
を
加
え
て
み
た
。
吏
部
は

本
来
六
品
以
下
の
官
の
人
事
即
ち
旨
授
を
掌
り
、
尚
書
六
部
の
中
で
も
一
段
と
重
視
さ
れ
て
い
た
が
、
無
代
後
半
期
に
な
る
と
そ
の
権
限
は
縮

小
す
る
。
従
来
、
重
代
後
半
期
に
は
吏
部
の
機
能
は
失
墜
す
る
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
奏
薦
の
盛
行
な
ど
そ
の
権
限
に
お
い

て
大
き
な
後
退
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
う
る
し
、
吏
部
本
来
の
人
事
権
の
及
ぶ
範
囲
か
ら
す
れ
ぽ
か
な
り
縮
小
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

既
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
人
材
の
鐙
衡
の
上
で
吏
部
南
下
の
諸
官
司
が
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
を
果
た
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
特
に
任
官
候
補
者
に

対
す
る
審
査
を
行
う
南
曹
の
機
能
は
重
視
さ
れ
て
お
り
、
奏
薦
な
ど
の
形
で
の
地
方
官
司
に
お
け
る
人
事
に
も
審
査
と
い
う
形
で
関
わ
っ
て
い
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た
。
ま
た
地
方
官
を
中
心
と
す
る
ポ
ス
ト
に
対
す
る
格
式
司
の
関
与
も
注
意
す
べ
き
点
で
あ
る
。
中
央
に
お
け
る
尚
書
省
の
地
位
の
低
下
、
地

方
に
お
け
る
藩
鎮
に
よ
る
人
事
へ
の
関
与
と
い
う
状
況
の
下
で
、
萸
部
の
機
能
が
部
分
的
に
保
全
さ
れ
た
の
は
官
告
等
の
書
類
処
理
関
係
と
人

材
の
審
査
と
い
う
側
面
に
期
待
が
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
資
や
考
が
吏
部
試
の
欠
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
と
し
て
も
、
年
功
を
叙
任

の
際
の
一
つ
の
基
準
と
す
る
の
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
使
府
下
の
幕
職
官
に
つ
い
て
す
ら
年
功
に
よ
る
規
制
を
加
え
た
の
も
そ
の
現
れ
で
あ

る
。
唐
代
後
半
期
に
も
吏
部
選
に
合
格
す
る
こ
と
が
栄
誉
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
も
、
あ
る
程
度
は
人
材
を
鐙
処
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
年
功
の
体
系
が
改
変
を
加
え
ら
れ
つ
つ
後
世
へ
受
け
継
が
れ
て
い
く
の
だ
が
、
唐
琴
後
半
期

に
は
書
類
処
理
や
審
査
に
当
た
っ
た
基
部
が
こ
こ
に
関
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
腱
召
・
奏
薦
に
よ
る
任
官
が
中
央
官
も
含
め
た
官
途
の
一
つ

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
以
上
は
、
そ
う
し
た
形
で
の
豊
幌
の
関
与
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
九
世
紀
前
半
頃
は
本
稿
で

述
べ
て
き
た
よ
う
な
吏
部
の
機
能
が
比
較
的
有
効
に
作
用
し
て
い
た
。

　
さ
て
こ
の
よ
う
な
吏
部
で
の
職
務
に
当
た
っ
た
官
人
で
あ
る
が
、
樋
代
後
半
期
に
は
『
大
唐
六
典
』
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
面
部
尚
書
・

侍
郎
．
郎
中
・
員
外
郎
と
い
っ
た
本
来
の
ポ
ス
ト
以
外
に
、
他
の
ポ
ス
ト
を
寄
禄
官
的
に
有
し
「
判
黒
部
選
」
「
判
妙
齢
」
と
い
っ
た
形
で
興

部
で
の
職
務
に
当
た
る
ケ
ー
ス
も
多
か
っ
た
。
何
れ
の
場
合
も
そ
れ
な
り
に
権
力
を
持
っ
た
者
が
吏
部
で
の
権
限
を
握
っ
て
お
り
、
職
権
の
範

囲
を
狭
め
つ
つ
も
吏
部
官
は
重
要
な
ポ
ス
ト
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
主
に
吏
部
機
能
の
変
遷
に
璽
点
を
お
い
た
た
め
、
個
女
の
官
人
の
昇
進
過
程
や
考
課
制
度
の
実
態
に
つ
い
て
は
触
れ
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
政
治
状
況
な
ど
と
も
関
連
す
る
こ
と
か
ら
困
難
な
部
分
が
多
く
、
未
だ
そ
の
具
体
像
は
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
な
い
。
制
度
の
変
遷
を
追
っ
た
上
で
個
別
例
を
検
討
し
直
し
て
い
く
作
業
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題

で
あ
る
。
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The　Urban　Spatial　Structure　of　Medieval　Kamakura

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

YAMAMuRA　Aki

　　Medieval　Kamakura　was　situated　in　a　stn’a！1　valley．　Claims　that　the

city　was　developed　on　a　grid　pattern，　reminiscent　of　Heian－kyo，　are

groundless．　Prlor　to　the　establishment　of　the　Kamakura　government，

dwellings　were　located　along　the　east－west　road　and　at　the　foot　of　sur－

rounding　hills　（‘yatsu’）．　Minamoto　Yoritomo，　in　1180，　built　oMcial

structures　along　the　eas．t－west　road　and　in　addition，　constructed　a　north－

south　street　in　the　center　of　the’ 魔≠撃奄?ｙ，　which　did　not，　however，　function

for　a　few　decades．　As　the　po！itical　situation　evolved，　most　government

buildiBgs　concentrated　on　the　north－south　street，　which　become　the　main

axis　of　Katnakura．　Once　this　road　was　developed，　and　urbanization

progressed．　narrow　paths　connected　these　major　streets　（‘　zushi’）．　Many

of　these　paths　ulti皿ately　became　lined　with　houses．

Tang　Bureaucratic　Appointments　and　the　Board

　　　　　　of　Civil　Affaits’s　Shifting　Function

by

MATsuuRA　Norihiro

　　During　the　Tang　dynasty，　the　appointment　of　civil　servants　was　cont－

rolled　by　the　Board　of　Civ圭1　Affairs（吏部）．　．From　the　latter　eighth

century，　however，　the　administrative　prerogatives　of　the　Board　of　Civil

Affairs　shifted　to　the　Secretariat－Chancellory（中書門下）for　central

national　appointments，　and　to　the　provincial　government（藩鎮）for　loca玉

appointments．　Nevertheless，　when　analyzing　the　role　of　the　Board　of

Civil　Affairs　in　the　late　Tang，　the　Five　Dynasties　and　the　Song　periods，

it　is　ciear　that　the　board　continued　to　function　as　both　an　archive　and

aR　investigative　agency　of　civil　servant　candidates　throughoue　the　Tang

dynasty．
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