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第
四
章
要
職
に
開
す
る
悪
趣
城
政
學
、
第
職
章
海
洋
作
職
に
号
す
る
三
哲
地

政
學
、
第
七
章
室
職
に
卜
す
る
國
素
地
筑
紫
を
考
究
せ
ら
れ
、
第
六
章
は
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ナ

｛果

乱
E
争
の
地
政
劇
的
意
義
を
述
べ
て
、
亜
細
…
距
大
陸
と
太
第
洋
と
の
「
蒸

難
」
た
る
B
木
の
使
命
を
朋
か
に
せ
ら
れ
て
る
る
。
之
等
の
鼠
輩
か
ら
堂
々

に
し
て
興
味
あ
る
洞
察
を
見
出
す
辮
は
黒
む
者
の
薯
び
で
あ
る
。
慾
を
雷
へ

ば
そ
の
緻
多
い
圃
版
が
、
例
へ
ば
上
海
の
莫
交
雑
誌
「
第
二
十
世
紀
」
か
ら
の

韓
載
で
あ
っ
た
り
し
て
、
猫
自
性
に
乏
し
い
事
は
内
容
を
そ
れ
か
ら
推
し
計

ら
れ
る
危
瞼
が
あ
る
が
故
に
惜
し
ま
れ
る
。
然
し
乍
ら
そ
の
圃
版
の
墜
窟
さ

と
在
來
の
地
政
學
者
の
混
迷
せ
る
文
章
を
耕
し
て
の
李
明
な
記
述
は
喜
ば
し

い
事
で
あ
る
。

　
以
上
、
地
政
學
と
戦
略
學
と
を
…
稠
聯
づ
け
た
最
初
の
纒
つ
た
本
と
し
て
紹

介
の
拙
榮
を
走
ら
せ
た
次
第
で
あ
る
。
　
（
昭
瀦
十
八
年
六
甥
、
燈
影
書
院
獲

行
、
A
5
版
、
四
二
蹴
頁
、
巾
買
績
弧
闘
）
（
村
上
次
…
…
7
3
）

　
　
漢
三
國
エ
ハ
遡
平
底
隼
鱗
幽
腐
緊
説

　　

@　

w
羅
総
微
幽
藁
篁
紛
梅
原
豪
治
馨

　
支
邦
古
鏡
鑑
が
、
そ
の
勝
れ
た
、
叉
特
異
な
箭
形
性
の
故
に
人
々
の
注
意

を
揺
ぎ
、
殊
に
又
、
そ
れ
が
我
顯
上
代
の
考
古
墨
描
研
究
に
取
っ
て
は
特
殊

な
嗣
係
に
立
つ
事
が
本
邦
學
者
の
特
に
強
い
焔
心
を
よ
び
起
し
て
、
こ
」
に

…
観
賞
を
越
え
た
科
學
的
な
研
究
が
我
國
學
藩
の
手
に
よ
つ
て
お
こ
さ
れ
詣
っ

た
事
は
、
こ
㌧
に
敢
め
て
蓮
ぶ
る
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。
而
し
て

域
は
美
術
工
藝
贔
と
し
て
矯
ら
さ
れ
、
或
は
我
古
墳
よ
り
護
翻
し
出
さ
れ
た

予
々
の
鏡
の
内
に
あ
っ
て
そ
の
薇
究
に
最
も
確
實
な
る
基
礎
を
與
へ
る
も
の

　
は
茸
ふ
ま
で
も
な
く
遺
癌
自
燈
に
年
記
を
持
つ
紀
年
鏡
に
外
な
ら
な
い
が
、

　
そ
れ
は
又
壌
に
鏡
鑑
の
歴
奥
を
考
へ
る
上
に
於
い
て
根
本
資
料
た
る
に
と
贈

　
ま
ら
ず
、
鏡
を
め
ぐ
る
す
べ
て
の
悶
題
の
老
究
が
、
そ
こ
に
根
本
酌
な
足
場

　
を
も
つ
で
あ
ら
う
Q
從
っ
て
紀
年
鏡
の
集
鋲
が
柴
す
べ
き
役
側
は
甚
だ
大
き

　
い
も
の
が
あ
る
と
言
ふ
べ
き
で
あ
る
。

　
　
編
者
は
先
に
か
㌧
る
意
㈱
に
も
と
づ
い
て
「
漢
ミ
國
六
朝
紀
年
論
集
鋲
」
な

　
る
一
襲
を
公
に
さ
れ
た
が
、
共
後
志
々
加
ほ
る
新
資
料
は
六
十
面
を
超
え
、

　
そ
の
総
数
は
籍
三
十
漸
以
上
に
も
評
し
た
の
で
、
こ
」
に
す
べ
て
こ
れ
ら
を

　
集
録
し
て
新
に
圃
読
を
編
み
、
研
究
に
基
礎
資
料
を
提
供
さ
れ
た
の
が
本
懲

　
で
あ
る
。

　
　
さ
て
、
本
誌
は
、
序
説
、
各
読
、
後
編
及
び
附
説
よ
り
な
る
が
、
各
説

　
に
は
漢
、
魏
、
莫
、
六
朝
の
各
期
の
も
の
そ
れ
ぐ
三
八
・
八
・
六
凱
・
二

　
閥
醸
を
あ
げ
て
翻
版
を
勤
照
酌
に
解
説
が
湘
へ
ら
れ
て
る
る
。
も
と
よ
り
鋸

　
鏡
に
つ
い
て
は
最
も
伽
見
の
難
か
な
編
者
が
、
そ
の
多
年
の
纏
験
に
も
と
つ

　
い
て
各
鏡
に
わ
た
り
國
像
的
な
特
色
や
鏡
膿
の
構
浩
、
殊
に
口
立
つ
た
差
違

　
鰍
な
ど
を
指
摘
さ
れ
る
行
丈
の
閲
に
我
々
ほ
自
然
に
我
々
自
身
の
槻
察
眼
が

　
教
導
さ
れ
て
行
く
の
を
箆
え
る
。
そ
し
て
、
鏡
銘
の
解
護
に
は
常
に
新
な
橡

　
出
題
が
加
へ
ら
れ
て
、
黙
考
や
鵬
a
文
に
改
贈
訂
を
茄
へ
ら
れ
た
鮎
も
多
い
が
、
こ

　
の
場
ム
ロ
、
藪
資
料
多
数
の
加
は
っ
た
今
日
の
知
見
に
塞
い
て
、
絹
似
た
時
代

　
の
も
の
に
蓮
じ
た
聴
性
を
十
分
確
説
に
把
握
す
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
鏡

　
作
の
全
膿
に
於
け
る
動
向
の
見
逓
し
を
多
引
例
の
内
か
ら
確
實
に
導
く
事
に

　
よ
っ
て
再
瞼
討
が
絶
え
ず
行
は
れ
て
る
る
。
從
っ
て
鏡
式
獲
展
に
つ
い
て
の

・
見
解
乃
至
そ
の
再
吟
味
が
各
署
綱
解
説
の
内
に
あ
っ
て
も
強
く
盛
ら
れ
て
ゐ
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る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
威
霊
は
後
設
に
於
い
て
極
め
て
明
快
に
要
を
謎
さ
れ

て
屠
り
、
從
っ
て
又
我
々
は
本
害
が
集
録
で
あ
り
、
陶
設
で
あ
る
と
共
に
、
叉

そ
れ
は
最
も
確
實
な
史
料
に
基
い
た
参
審
史
で
あ
る
と
鷲
ふ
事
が
繊
捻
る
。

（
尤
・
も
紀
年
通
例
を
持
た
な
か
っ
た
鏡
式
に
あ
っ
て
は
當
然
こ
x
に
論
及
さ

れ
な
か
っ
た
が
故
に
、
そ
の
紬
、
十
分
注
意
の
梯
は
る
べ
き
事
は
編
岩
の
指

摘
し
て
み
る
之
こ
ろ
で
あ
る
。
）

　
な
ほ
、
．
こ
の
外
、
同
範
鋪
．
出
に
か
」
る
ご
一
三
の
馨
し
い
毒
實
や
麟
鍮
品

に
封
ず
る
考
慮
等
教
へ
ら
る
」
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
就
ゆ
最
も
我
々
の
注
意

を
ひ
く
の
は
附
設
た
る
紀
年
鏡
贋
作
に
つ
い
て
の
一
項
で
あ
る
Q
即
ち
、
こ

こ
で
は
贋
作
技
巧
の
各
種
の
も
の
に
つ
い
て
、
夫
々
に
そ
の
識
別
顯
を
論
ぜ

ら
れ
て
る
る
が
、
研
究
の
蓮
む
に
つ
れ
て
贋
作
も
又
い
よ
く
巧
妙
に
、
且

つ
合
理
的
に
な
り
來
つ
た
事
を
知
る
蒔
、
我
々
は
如
何
に
『
目
』
を
養
ふ
事
が

必
要
で
あ
る
か
を
痛
感
す
る
次
第
で
あ
る
Q
そ
し
て
叉
編
者
が
警
皆
さ
る
』

如
く
、
之
か
く
研
究
法
に
は
一
つ
の
型
が
出
來
上
り
易
い
も
の
で
あ
っ
て
、

…
例
へ
ば
紀
年
鏡
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
欝
ふ
事
に
な
れ
ば
機
絨
酌
に
型
通

り
に
た
堕
鏡
例
を
求
め
る
一
方
と
云
っ
た
無
批
凋
な
方
法
が
取
ら
れ
易
い
危

瞼
ハ
殊
に
支
那
考
古
畢
の
負
っ
て
み
る
難
点
を
併
せ
患
ふ
時
、
我
々
は
こ
の

危
瞼
を
一
説
身
近
か
に
感
ず
る
の
で
あ
る
。

　
な
ほ
編
者
は
巻
頭
に
於
い
て
從
來
、
土
掘
調
寮
に
よ
る
資
料
の
重
要
性
の

み
が
公
式
的
に
取
り
あ
げ
ら
れ
、
他
は
そ
れ
が
游
離
し
た
る
遺
物
で
あ
る
と

憲
ふ
見
地
に
こ
だ
は
っ
て
、
黒
く
閑
却
さ
れ
勝
ち
な
る
弊
を
詣
糊
し
、
好
毒

家
的
な
る
蒐
集
な
ら
ば
之
に
か
く
、
是
等
遺
贔
の
最
も
確
實
な
る
も
の
を
、

蒲
も
多
歎
鋼
を
求
め
る
蜘
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
確
實
な
結
果
を
簸
い
て
行
く

事
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
獲
掘
に
よ
る
根
本
資
料
の
敷
果
を
屯
、
よ
わ

充
分
獲
揮
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
事
を
強
調
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
三
つ
の
黙

は
…
単
に
鑑
鏡
め
事
に
限
る
こ
と
な
く
叉
考
古
畢
一
般
に
つ
い
て
の
重
要
な
警

笛
で
あ
る
事
を
特
に
漆
意
し
た
い
と
思
ふ
。
（
桑
名
文
星
黛
刊
、
　
定
儂
武
拾

圓
）
、
（
岡
顕
芳
ご
…
郎
〉
．

大
和
唐
古
彌
生
言
過
跡
の
研
究

i
京
都
帯
國
大
畢
交
墨
部
考
古
累

　
　
研
究
報
告
第
＋
穴
班
ー
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
末
　
尿
　
雅
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
林
　
行
　
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
醐
謙
一
身
鄭

二
親

，
大
職
李
野
の
ほ
い
申
央
に
位
置
す
る
磯
城
郡
川
東
村
の
唐
古
池
を
中
心
と

す
る
彌
生
式
場
跡
ほ
、
今
か
ら
四
十
年
賄
に
高
橋
健
自
徳
悉
に
よ
っ
て
購
界

に
紹
介
さ
れ
、
夙
に
そ
の
出
土
鍛
物
に
よ
っ
て
畢
者
の
淀
意
を
惹
い
て
み
た

も
の
で
あ
る
。
た
ま
く
昭
和
十
一
年
十
二
月
に
、
遺
跡
の
中
心
を
な
す
唐

古
池
が
書
道
第
十
五
路
線
敷
設
工
事
の
爲
に
採
土
場
に
選
ば
れ
、
北
ハ
の
結

果
、
魑
し
い
蓮
物
が
獲
見
さ
れ
る
に
及
び
、
京
都
磯
松
大
落
考
古
墨
教
窒
は
、

奈
良
縣
常
器
と
協
力
し
、
前
後
ヨ
ケ
月
に
亙
る
現
地
調
査
に
よ
っ
て
重
要
且
・

つ
多
量
な
る
嵩
土
品
を
採
取
七
得
た
の
で
あ
っ
た
。
爾
來
、
緻
年
…
醐
、
末
永
、

小
林
、
藤
岡
の
三
氏
は
、
昏
ミ
分
議
し
て
既
の
難
澁
な
整
理
に
當
た
ら
れ
、

途
に
今
図
、
彪
然
た
る
本
報
告
を
完
威
さ
れ
た
こ
と
は
、
漁
…
に
斯
界
の
慶
癖

で
あ
っ
て
、
碧
勲
等
が
戴
ま
で
蓮
ば
れ
た
勢
著
の
大
な
る
を
多
と
す
べ
き
で
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