
南
�
に
お
け
る
貴
族
制
と
皇
�
權
力
再
考

︱
︱
｢
二
品
才
堪
﹂
と
﹁
門
地
二
品
﹂
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱

李

濟

滄

は
じ
め
に

一
︑
貴
族
制
か
︑
皇
�
權
力
か

二
︑﹁
門
地
二
品
﹂
と
﹁
二
品
才
堪
﹂

三
︑﹁
二
品
才
堪
﹂
と
�
品
二
品

(一
)
徐
羨
之
の
例
に
つ
い
て

(二
)
蘇
寶
生
の
例
に
つ
い
て

(三
)
朱
幼
の
例
に
つ
い
て

四
︑﹁
二
品
才
堪
﹂
か
ら
見
た
南
�
貴
族
制
の
本
質

お
わ
り
に

は

じ

め

に

紀
元
三

−

六
世
紀
の
魏
晉
南
北
�
あ
る
い
は
六
�
と
呼
ば
れ
る
時
代
展
開
の
背
後
に
は
︑
例
え
ば
皇
�
權
力
の
不
振
・
衣
民
族
の
擡
頭
・
宗

敎
の
勃
興
・
莊
園
制
の
盛
行
・
怨
し
い
�
學
形
式
の
	
生
な
ど
︑
他
の
時
代
に
比
べ
て
︑
極
め
て
獨
特
な
現
象
が


め
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
︑
一

部
の
硏
究
者
は
そ
れ
ら
の
現
象
を
︑
こ
の
時
代
を
特

づ
け
る
貴
族
階
�
の
活
�
と
リ
ン
ク
さ
せ
︑
貴
族
制
社
會
と
定
義
づ
け
て
︑
中
國
の
中
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世
と
い
う
時
代
宴
を
描
こ
う
と
し
た(1

)
︒

六
�
時
代
の
貴
族
宴
に
つ
い
て
︑
渡
邉
義
浩
氏
は
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
硏
究
を
總
括
し
︑
�
の
五
つ
の
特

を
擧
げ
て
い
る
︒
(一
)
荏
�

者
階
�
と
し
て
︑
直
接
�
・
閒
接
�
に
農
民
を
荏
�
す
る
︑
(二
)
代
々
に
わ
た
り
國
家
の
高
官
を
世
襲
す
る
︑
(三
)﹁
庶
﹂
に
對
す
る
︑

﹁
士
﹂
と
い
う
身
分
�
優
位
者
で
あ
る
︑
(四
)
一
般
庶
民
が
關
與
し
え
な
い
�
�
を
擔
う
と
い
う
�
�
�
優
位
者
と
し
て
の
側
面
を
持
つ
︑

(五
)
皇
�
權
力
に
對
し
て
自
律
性
を
保
持
す
る
と
い
う
側
面
を
屬
性
と
し
て
�
す
る
︑
と
い
う
五
つ
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
う
ち
︑
例
え
ば

(一
)
は
漢
代
の
豪
族
か
ら
淸
代
の
�
紳
ま
で
の
荏
�
層
に
共
�
し
て
見
ら
れ
る
性
質
で
あ
り
︑
(二
)
(三
)
は
周
代
の
卿
・
大
夫
・
士
に
︑

(四
)
は
宋
代
以
影
の
士
大
夫
階
�
に
も
共
�
す
る
性
質
で
あ
る
の
に
對
し
て
︑
(五
)
皇
�
權
力
に
對
す
る
自
律
性
は
六
�
貴
族
を
特

づ
け

る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
︒
こ
こ
で
言
う
自
律
性
と
は
︑
家
系
を
重
ん
じ
る
名
族
�
義
や
閉
�
�
な
�
婚
圈
を
形
成
す
る
人
�
結
合
︑
貴
族

で
あ
る
者
と
他
者
と
を
峻
別
す
る
仲
閒
 
識
な
ど
を
指
す
と
す
る(2

)
︒

日
本
を
�
と
し
た
海
外
の
六
�
貴
族
制
硏
究
に
對
し
て
︑
皇
�
權
力
へ
の
視
野
が
缺
落
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
問
を
#
し
た
の
が
田

餘
慶
氏
で
あ
る
︒
氏
に
よ
れ
ば
︑
海
外
の
六
�
貴
族
政
治
に
つ
い
て
の
硏
究
は
︑
中
國
$
を
西
歐
の
歷
$
の
枠
組
み
に
は
め
&
も
う
と
し
た
も

の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
中
國
で
は
︑
制
度
を
一
元
�
し
た
大
規
模
な
國
家
が
形
成
さ
れ
た
と
き
︑
政
治
�
混
亂
を
さ
け
る
た
め
︑
ど
う
し
て
も

專
制
�
皇
�
權
力
が
必
'
と
な
る
︒
皇
�
を
頂
點
と
し
た
專
制
�
な
制
度
は
中
國
の
歷
$
を
推
(
し
た
軸
で
あ
る
︒
皇
�
權
力
が
一
時
�
に
)

ま
っ
た
り
︑
あ
る
い
は
一
時
�
に
權
力
を
な
く
し
た
り
し
て
も
︑
そ
の
存
在
は
い
つ
ま
で
も
な
く
な
ら
な
い
︒
皇
�
權
力
の
存
在
を
疎
か
に
し

て
︑
た
だ
い
く
つ
か
の
門
閥
・
何
人
か
の
政
治
家
の
活
�
を
重
視
し
︑
彼
ら
と
皇
�
權
力
と
の
相
互
關
係
や
︑
あ
る
い
は
彼
ら
が
皇
�
權
力
を

借
り
て
威
勢
を
振
る
っ
た
事
實
を
無
視
し
た
結
果
︑
西
歐
の
そ
れ
と
區
別
の
な
い
貴
族
政
治
論
が
*
築
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る(3

)
︒

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
︑
六
�
貴
族
の
自
律
性
と
皇
�
權
力
と
の
關
係
は
︑
六
�
$
硏
究
の
重
'
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
︒
+
に
言
え
ば
︑

貴
族
の
自
律
性
を
論
ず
る
時
︑
皇
�
權
力
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
︑
ま
た
皇
�
權
力
を
强
-
す
る
場
合
︑
他
の
時
代
に
見
ら
れ
な
い
六
�
貴
族

の
も
つ
自
律
�
性
質
を
い
か
に


識
す
ベ
き
か
は
︑
六
�
時
代
の
特
質
を
把
握
す
る
た
め
の
�
で
あ
ろ
う(4

)
︒
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本
稿
で
は
︑
以
上
の
よ
う
な
問
題
關
心
か
ら
︑
六
�
と
り
わ
け
南
�
に
お
け
る
貴
族
制
と
皇
�
權
力
の
實
相
に
.
り
た
い
︒
ま
ず
︑
貴
族
制

と
皇
�
權
力
に
關
す
る
先
行
硏
究
の
到
/
點
や
問
題
點
を
整
理
す
る
︒
�
に
皇
�
權
力
を
重
視
す
る
際
︑
�
力
な
論
據
と
な
っ
て
い
る
﹁
二
品

才
堪
﹂
と
﹁
門
地
二
品
﹂
と
い
う
用
語
に
關
聯
す
る
$
料
を
吟
味
・
檢
討
す
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
南
�
に
お
け
る
皇
�
權
力
と
貴
族
制
と
の
關

係
に
つ
い
て
私
見
を
営
べ
る
こ
と
に
す
る
︒

一
︑
貴
族
制
か
︑
皇
�
權
力
か

周
知
の
よ
う
に
︑
0
宋
時
代
以
影
で
は
官
僚
と
な
る
た
め
に
1
格
が
'
る
︒
科
擧
試
驗
に
合
格
す
る
こ
と
が
2
提
と
な
り
︑
科
擧
社
會
と

言
っ
て
も
3
言
で
は
な
い
︒
そ
の
2
の
六
�
隋
0
時
代
は
︑
一
般
に
門
閥
社
會
あ
る
い
は
貴
族
制
社
會
と


知
さ
れ
て
い
る
が
︑
家
柄
や
血
緣

關
係
を
政
界
入
り
の
保
障
と
し
た
と
い
う
一
部
の
見
方
は
︑
や
や
皮
相
�
で
は
な
か
ろ
う
か(5

)
︒

貴
族
を
貴
族
た
ら
し
め
る
根
源
を
探
り
︑
そ
こ
か
ら
時
代
の
特
質
︑
ひ
い
て
は
時
代
區
分
論
に
寄
與
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
は
︑
5
代
歷
$

學
�
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
︒
い
ち
早
く
こ
の
よ
う
な
見
地
に
立
っ
て
︑
六
�
貴
族
の
歷
$
�
 
味
を
唱
え
た
の
が
內
7
湖
南
で
あ
る(6

)
︒

こ
の
時
代
の
荏
8
の
貴
族
は
︑
制
度
と
し
て
天
子
か
ら
領
土
人
民
を
與
へ
ら
れ
た
と
い
ふ
の
で
は
な
く
︑
そ
の
家
柄
が
自
然
に
地
方
の
名

8
家
と
し
て
永
續
し
た
關
係
か
ら
生
じ
た
も
の
で
︑
勿
論
こ
れ
は
元
來
9
代
も
官
:
を
出
し
た
の
に
基
因
す
る(7

)
︒

貴
族
に
よ
る
高
位
高
官
の
獨
占
や
排
他
�
婚
姻
關
係
を
重
視
し
た
從
來
の
硏
究
に
對
し
て
︑
內
7
は
︑
そ
の
名
8
家
�
特

に
;
目
し
た
︒

何
代
に
も
わ
た
っ
て
︑
地
方
社
會
か
ら
の
荏
持
や
名
8
を
<
ち
得
る
こ
と
は
︑
六
�
貴
族
が
そ
の
權
威
を
獲
得
し
た
礎
で
あ
る
︒
確
か
に
官
僚

と
し
て
の
側
面
を
保
持
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
が
家
柄
と
地
方
社
會
か
ら
得
た
地
位
と
名
8
に
他
な
ら
な
い(8

)
︒
そ
の
 
味
で
は
︑

六
�
の
貴
族
は
決
し
て
皇
�
權
力
の
手
足
あ
る
い
は
附
屬
品
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る(9

)
︒

宮
崎
市
定
氏
は
六
�
貴
族
制
と
深
く
關
聯
し
た
九
品
官
人
法
を
硏
究
し
︑
劃
=
�
な
成
果
を
擧
げ
て
い
る
︒
�
廷
か
ら
州
や
郡
に
>
?
さ
れ

た
中
正
が
︑
官
僚
候
補
者
に
�
品
を
與
え
る
に
際
し
て
は
︑
地
方
社
會
で
形
成
さ
れ
た
�
論
か
ら
大
き
く
影
@
を
A
け
る
︒
�
品
は
︑
そ
の
人
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が
�
初
に
就
く
官
職
の
官
品
︑
つ
ま
り
B
家
官
品
を
決
定
す
る
︒
�
品
と
官
品
は
と
も
に
九
品
が
あ
り
︑
緊
密
に
聯
動
し
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑

�
品
二
品
の
も
の
は
B
家
し
て
︑
初
任
官
は
お
お
む
ね
六
品
と
な
り
︑
二
者
の
閒
に
は
四
品
の
差
が
あ
る
︒
そ
の
後
年
功
を
積
み
︑
勞
績
を



め
ら
れ
れ
ば
︑
C
�
昇
(
し
て
二
品
官
ま
で
/
し
得
る
と
指
摘
す
る(10

)
︒

宮
崎
氏
に
よ
っ
て
D
ら
か
に
さ
れ
た
�
品
と
官
品
と
の
對
應
關
係
に
つ
い
て
︑
谷
川
E
雄
氏
は
︑
そ
れ
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
︑
貴
族
の
身
分
を

決
定
す
る
'
因
が
王
�
の
外
側
に
あ
り
︑
皇
�
權
力
に
相
對
す
る
自
律
�
性
質
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
說
く
︒

官
品
が
�
品
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
事
實
は
︑
貴
族
の
身
分
・
地
位
が
い
く
ら
王
�
權
力
に
よ
っ
て
付
與
さ
れ
て
い
る
か
に
見
え

て
も
︑
本
源
�
に
は
そ
の
�
黨
社
會
に
お
け
る
地
位
・
權
威
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
王
�
は
そ
れ
の
承


機
關
︱
︱
尤

も
こ
の
承


は
大
き
な
役
割
を
占
め
る
の
で
あ
る
が
︱
︱
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
端
�
に
い
え
ば
︑
貴

族
を
貴
族
た
ら
し
め
る
も
の
は
︑
本
源
�
に
は
王
�
內
部
に
は
な
く
て
︑
そ
の
外
側
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
の
承


手
續
き
こ

そ
が
︑
つ
ま
り
九
品
官
人
法
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る(11

)
︒

�
品
は
︑
貴
族
が
政
界
入
り
す
る
際
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
い
う
べ
き
B
家
の
官
品
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
�
品
が
中
正
に
よ
っ
て
下

さ
れ
る
時
に
︑
�
も
影
@
を
A
け
て
い
た
の
が
�
論
で
あ
る
︒
か
か
る
九
品
官
人
法
の
*
H
に
;
目
し
た
谷
川
氏
は
︑
貴
族
の
官
僚
世
界
に
入

る
1
格
︑
も
し
く
は
そ
の
身
分
を
決
め
る
根
本
�
な
'
素
が
︑
皇
�
權
力
の
外
側
に
あ
る
地
方
の
�
黨
社
會
に
あ
る
と
�
張
し
て
い
る
︒

以
上
の
如
き
展
開
を
見
る
と
︑
內
7
・
宮
崎
・
谷
川
諸
氏
の
硏
究
が
︑
六
�
貴
族
の
持
つ
社
會
�
性
質
を
重
視
し
た
こ
と
が
分
か
る(12

)
︒
地
方

社
會
と
そ
こ
に
生
ま
れ
た
�
論
の
荏
持
で
官
僚
と
な
る
こ
と
は
︑
科
擧
に
合
格
し
て
皇
�
の
承


を
得
て
か
ら
官
僚
と
な
っ
た
0
宋
以
影
の
時

代
と
は
J
く
衣
質
な
も
の
と
い
え
よ
う
︒
六
�
時
代
の
特
質
は
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
貴
族
制
度
か
ら
K
究
す
べ
き
で
あ
ろ
う
し
︑
谷
川
氏
が

提
唱
し
た
﹁
非
封
円
�
中
世
﹂
論
も
︑
か
か
る


識
に
基
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る(13

)
︒

と
は
い
え
︑
自
律
性
を
も
つ
貴
族
が
官
僚
と
な
っ
て
︑
皇
�
權
力
と
一
緖
に
國
家
權
力
を
*
成
し
て
い
る
こ
と
も
事
實
で
あ
る
︒
二
者
の
關

係
は
一
體
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒
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日
本
の
六
�
貴
族
制
硏
究
の
枠
を
ほ
ぼ
固
め
た
內
7
湖
南
は
︑﹁
君
�
は
貴
族
階
�
の
共
�
物
で
︑
そ
の
政
治
は
貴
族
の
特
權
を


め
た
上

に
實
行
し
得
る
の
で
あ
っ
て
︑
一
人
で
絕
對
の
權
力
を
�
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
﹂
と
営
べ
︑
皇
�
權
力
と
貴
族
政
治
と
の
關
係
を
示
唆
し
て

い
る(

14
)

︒
內
7
$
學
を
繼
承
し
た
宮
崎
氏
は
︑
九
品
官
人
法
の
硏
究
を
�
し
て
︑
一
面
で
は
�
品
が
官
品
を
決
定
す
る
と
い
う
貴
族
�
人
事
を
分
析
し

た
の
で
あ
る
が
︑
他
面
で
は
皇
�
權
力
と
貴
族
と
の
對
決
に
も
言
N
し
て
い
る
︒

三
國
か
ら
0
に
至
る
中
國
の
社
會
は
︑
大
體
に
お
い
て
貴
族
制
度
の
時
代
と
名
附
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒
さ
れ
ば
と
言
っ
て
凡
て
の
事
象

が
貴
族
制
度
だ
け
で
割
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
︒
一
方
に
は
之
に
對
立
す
る
君
�
權
が
嚴
存
し
て
︑
絕
え
ず
貴
族
制
を
切
O
し
て
之
を
純

粹
な
官
僚
制
に
變
形
せ
し
め
よ
う
と
努
力
し
て
い
た
の
で
あ
る(15

)
︒

皇
�
權
力
が
依
然
と
し
て
機
能
し
︑
さ
ら
に
貴
族
制
度
を
突
破
し
て
︑
皇
�
を
中
心
と
し
た
官
僚
制
を
再
円
し
よ
う
と
い
う
考
え
が
示
さ
れ
た

の
で
あ
る
︒

六
�
貴
族
の
も
つ
官
僚
�
色
Q
や
︑
皇
�
權
力
の
2
に
從
屬
す
る
側
面
に
;
目
し
た
﹁
寄
生
官
僚
論
﹂
と
い
う
說
も
︑
夙
に
日
本
の
學
界
に

あ
っ
た
︒
そ
の
�
な
論
據
は
︑
貴
族
が
�
廷
か
ら
與
え
ら
れ
た
俸
祿
に
依
據
し
て
生
活
し
て
︑
中
に
は
﹁
貧
﹂
と
言
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る(16

)
︒
ま
た
︑
皇
�
に
よ
る
一
元
�
荏
�
は
時
代
の
�
液
で
あ
り
︑
確
か
に
貴
族
に
は
世
襲
性
の
强
い
側
面
が
あ
り
︑
そ
れ
に
よ
っ

て
現
れ
た
自
律
�
な
特

も
あ
る
も
の
の
︑
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
皇
�
權
力
の
承


と
利
用
の
も
と
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
�
張

も
あ
る(

17
)

︒

谷
川
氏
は
一
九
九
〇
年
代
の
初
め
︑
日
本
の
六
�
貴
族
制
硏
究
の
現
狀
を
�
の
よ
う
に
槪
括
し
た
︒
す
な
わ
ち
︑
硏
究
者
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
が
あ
る
が
︑
當
該
時
代
を
官
僚
制
社
會
と
し
て


識
す
る
點
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
六
�
貴
族
の
地
位
は
︑
は
た
し
て
皇

�
權
力
の
一
T
と
し
て
得
ら
れ
た
の
か
︑
そ
れ
と
も
皇
�
權
力
以
外
の
自
律
性
か
ら
得
た
も
の
な
の
か
︑
そ
の
點
に
お
い
て
は
根
本
�
に
衣

な
っ
て
い
る
︑
と(18

)
︒
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一
方
︑
中
國
の
學
界
に
目
を
轉
じ
る
と
︑
皇
�
權
力
と
貴
族
政
治
と
の
關
係
を
探
究
す
る
硏
究
が
少
な
く
な
い
が
︑
そ
の
中
で
も
特
筆
す
べ

き
は
田
餘
慶
氏
の
硏
究
で
あ
る
︒

『東
晉
門
閥
政
治
﹄
に
代
表
さ
れ
る
田
氏
の
東
晉
南
�
$
硏
究
で
は
︑
ほ
ぼ
以
下
の
よ
う
に
說
か
れ
て
い
る
︒
東
晉
時
代
に
お
い
て
︑
政
治

�
・
軍
事
�
な
權
力
の
大
V
を
握
る
い
く
つ
か
の
門
閥
貴
族
が
皇
�
權
力
を
凌
駕
し
た
が
︑
東
晉
末
か
ら
南
�
に
至
る
と
︑
皇
�
權
力
が
側
5

政
治
を
行
い
︑
さ
ら
に
︑
宗
室
の
人
々
を
地
方
の
重
'
な
州
郡
に
軍
事
長
官
と
し
て
�
置
し
た
︒
皇
�
と
し
て
の
發
言
權
が
擴
大
す
る
に
と
も

な
い
︑
い
わ
ゆ
る
皇
�
權
力
の
囘
復
と
い
う
時
代
の
展
開
が
見
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
︑
東
晉
時
代
の
門
閥
政
治
は
あ
く
ま
で
も
一
時

�
な
も
の
で
︑
皇
權
政
治
の
變
形
で
あ
り
︑
六
�
政
治
の
�
液
は
�
W
�
に
皇
權
政
治
に
復
歸
す
る
の
で
あ
る
︒﹁
門
閥
と
皇
權
と
の
共
治
﹂

を
特

と
し
た
東
晉
の
門
閥
政
治
は
﹁
皇
權
政
治
の
變
形
﹂
に
す
ぎ
ず
︑
皇
權
政
治
に
よ
っ
て
立
つ
も
の
で
あ
る
︑
と(19

)
︒

皇
權
政
治
を
中
國
の
歷
$
の
常
態
と
見
た
田
氏
の
硏
究
は
政
治
$
に
重
點
を
置
い
て
い
る
が
︑
門
下
生
の
閻
步
克
・
胡
寶
國
二
氏
は
政
治
制

度
︑
と
り
わ
け
九
品
官
人
法
の
面
か
ら
六
�
貴
族
制
の
衰
)
や
皇
權
の
囘
復
を
實
證
・
補
强
し
た
︒
た
と
え
ば
︑
�
論
や
中
正
の
役
割
の
形
骸

�
や
︑
�
品
Y
與
の
中
央
�
傾
向
︑
ま
た
出
身
の
低
い
Z
人
階
層
の
�
品
二
品
の
獲
得
と
言
っ
た
論
點
な
ど
が
擧
げ
ら
れ
る(20

)
︒

現
在
こ
れ
ら
諸
先
學
の
見
解
を
振
り
[
っ
て
見
る
に
︑
$
料
の
解
釋
如
何
に
よ
っ
て
$
論
の
展
開
が
左
右
さ
れ
て
き
た
側
面
が
あ
る
と
い
う

こ
と
を
︑
ま
ず
指
摘
し
た
い
︒
そ
し
て
よ
り
重
大
な
問
題
は
︑
貴
族
の
自
律
性
を
語
る
場
合
︑
�
論
と
い
う
社
會
�
屬
性
か
ら
切
り
&
ん
で
い

る
の
で
あ
る
が
︑
官
僚
と
し
て
の
側
面
も
持
つ
貴
族
に
つ
い
て
︑
皇
�
權
力
と
の
關
係
に
お
い
て
こ
の
自
律
性
を
い
か
に


識
す
べ
き
か
︑
と

い
う
議
論
が
皆
無
と
言
っ
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
�
5
の
川
合
安
氏
の
南
�
貴
族
制
硏
究
で
も
︑
從
來
の
皇
�
・
恩
倖
Z
人
對
門
閥

貴
族
と
い
う
對
立
*
圖
を
否
定
し
︑
舊
門
閥
貴
族
︑
Z
門
・
Z
人
な
ど
各
階
層
出
身
者
か
ら
な
る
官
僚
層
は
皇
�
權
力
と
大
局
�
に
は
一
體
で

あ
る
と
︑
こ
れ
ま
で
の
硏
究
と
衣
な
る
考
え
を
提
示
し
た
が
︑
そ
の
考
え
は
︑
皇
�
權
力
の
外
側
に
本
源
を
持
つ
六
�
貴
族
の
歷
$
�
 
義
を

減
殺
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る(21

)
︒

六
�
貴
族
の
自
律
性
を
社
會
と
政
治
と
の
兩
側
面
か
ら
D
ら
か
に
す
る
た
め
に
︑
筆
者
は
こ
れ
ま
で
九
品
官
人
法
に
お
け
る
�
論
・
�
品
・
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官
品
の
相
互
關
係
︑
ま
た
は
東
晉
貴
族
政
治
の
實
施
と
い
っ
た
政
治
面
の
問
題
を
具
體
�
に
檢
證
し
て
き
た(22

)
︒
た
と
え
ば
︑﹁
放
/
﹂
と
い
う

の
は
皇
�
權
力
側
に
强
く
拒
否
さ
れ
た
行
動
で
あ
る
が
︑
+
に
そ
れ
を
體
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
�
里
社
會
の
荏
持
を
得
る
貴
族
も
お
り
︑
そ

う
し
た
中
で
中
正
か
ら
�
品
二
品
を
Y
與
さ
れ
︑
B
家
し
た
例
も


め
ら
れ
る(23

)
︒
魏
晉
社
會
で
は
�
論
が
皇
�
權
力
と
一
定
の
]
離
を
置
い
た

こ
と
が
D
白
で
あ
る
︒
ま
た
︑
�
品
の
定
義
づ
け
︑
官
職
昇
(
の
際
に
�
品
の
果
た
し
た
役
割
な
ど
の
問
題
を
檢
討
す
る
と
︑
貴
族
制
の
^
城

と
も
言
う
べ
き
九
品
官
人
法
に
︑
皇
�
權
力
の
限
界
が
確


さ
れ
る
︒
江
南
社
會
に
�
っ
た
後
︑
貴
族
た
ち
は
﹁
淸
﹂
と
稱
さ
れ
た
倫
理
精
神

を
發
揚
し
︑
𠛬
法
�
義
や
中
央
集
權
を
志
向
し
た
皇
�
權
力
側
の
動
向
と
b
い
︑﹁
淸
靜
﹂﹁
c
和
﹂﹁
和
靖
﹂
と
い
っ
た
政
治
や
政
策
を
e
行

し
た
︒
江
南
で
絕
大
な
影
@
を
持
つ
豪
族
や
民
衆
の
荏
持
を
<
ち
得
た
點
に
お
い
て
︑
貴
族
政
治
と
皇
�
權
力
と
の
決
定
�
な
b
い
が
見
ら
れ

る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
六
�
貴
族
は
華
北
の
�
里
社
會
で
も
衣
�
の
江
南
地
方
社
會
で
も
�
論
の
荏
持
を
A
け
な
が
ら
︑
政
治
�
・
社
會
�
地
位

と
權
威
を
高
め
た
の
で
あ
る(24

)
︒

こ
こ
ま
で
社
會
�
側
面
や
制
度
︑
政
策
の
面
か
ら
︑
魏
晉
時
代
に
お
け
る
皇
�
權
力
の
限
界
を
指
摘
し
て
き
た
が
︑
こ
の
限
界
と
は
ど
の
よ

う
な
歷
$
�
 
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
南
�
貴
族
制
の
本
質
を
垣
閒
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
豫

想
さ
れ
る
︒
本
稿
で
は
︑
か
か
る
課
題
を
解
D
す
る
た
め
に
︑
九
品
官
人
法
に
關
わ
る
﹁
門
地
二
品
﹂
や
﹁
二
品
才
堪
﹂
を
考
察
の
對
象
に
取

り
上
げ
る
︒
先
學
の
硏
究
に
依
據
し
つ
つ
も
︑
南
�
時
代
に
お
け
る
皇
�
權
力
と
貴
族
制
と
の
關
係
を
捉
え
直
し
て
み
た
い
︒

二
︑
﹁
門
地
二
品
﹂
と
﹁
二
品
才
堪
﹂

二
つ
の
言
葉
は
︑﹃
宋
書
﹄
卷
六
〇
范
泰
傳
に
見
え
る
︒
劉
裕
卽
位
の
g
年

(永
初
二
年
︑
四
二
一
)
︑
國
子
學
を
円
て
よ
う
と
い
う
 
見
が
出

た
と
き
に
國
子
祭
酒
に
任
命
さ
れ
た
范
泰
は
︑
部
下
の
國
子
助
敎
と
い
う
官
職
に
三
種
類
の
人
材
を
用
い
る
べ
き
だ
と
提
案
し
た
︒

昔

中
�
の
助
敎
は
︑
亦
た
二
品
を
用
う
︒
潁
川
の
陳
載

已
に
太
保
掾
に
辟
せ
ら
る
る
も
︑
國
子
取
り
て
助
敎
と
爲
す
は
︑
卽
ち
太
尉

淮
の
弟
な
れ
ば
な
り
︒
貴
ぶ
i
は
才
を
得
る
に
在
り
︑
定
品
に
繫
る
無
し
︒
敎
學
D
ら
か
な
ら
ざ
れ
ば
︑
獎
厲
著
れ
ず
︒
今
職
の
閑
に
し
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て
學
の
優
る
る
者
�
ら
ば
︑
本
官
を
以
て
之
を
領
せ
し
む
べ
し
︒
門
地
二
品
は
︑
宜
し
く
�
l
を
以
て
助
敎
を
領
せ
し
む
べ
く
︑
旣
に
以

て
其
の
名
品
を
甄
ら
か
に
す
べ
く
︑
斯
に
亦
た
學
の
一
隅
を
敦
く
す
︒
其
れ
二
品
の
才
の
堪
う
る
も
の
は
︑
自
ら
舊
に
依
り
て
事
に
從
わ

し
め
よ
︒

一
つ
は
﹁
職
が
閑
で
學
問
が
優
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
︑
本
官
は
そ
の
ま
ま
に
n
職
さ
せ
る
﹂︑
も
う
一
つ
は
﹁
門
地
二
品
﹂
出
身
者
の
中
で
︑

奉
�
l
で
B
家
し
た
も
の
を
就
任
さ
せ
る
︑
�
後
は
﹁
二
品
才
堪
﹂
た
る
も
の
は
︑
從
來
の
や
り
方
に
從
う
べ
き
で
あ
る
︑
と
︒
引
用
�
の
直

後
に
﹁
時
に
學

悦
に
立
た
ず
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
結
局
こ
の
時
に
國
學
が
円
て
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
︑
從
っ
て
少
な
く
と
も
こ
の
時
點
で

彼
の
上
奏
が
實
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
︑
そ
う
し
た
事
o
に
關
係
な
く
︑﹁
二
品
才
堪
﹂
に
つ
い
て
は
﹁
舊
に
依
り
て
﹂
と
あ
る
こ
と
か

ら
晉
代
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
の
﹁
門
地
二
品
﹂
と
﹁
二
品
才
堪
﹂
を
め
ぐ
る
解
釋
が
︑
從
來
議
論
の
種
と
な
っ
て
き
た
︒

い
ち
早
く
こ
の
$
料
に
;
目
し
た
の
が
宮
崎
市
定
氏
で
あ
る
︒﹁
才
は
二
品
と


め
ら
れ
て
も
︑
も
し
も
門
地
が
な
け
れ
ば
�
品
二
品
は
與

え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
�
品
は
J
く
門
地
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
︑
門
地
二
品
と
い
う
貴
族
階
�
が
嚴
然
と
し
て
成
立
し
て
い
た
の
で
あ

る
﹂
と
說
D
し
て
い
る(25

)
︒

宮
崎
氏
の
硏
究
と
2
後
し
て
︑
0
長
孺
氏
も
こ
の
$
料
を
引
用
し
︑﹁
門
地
二
品
﹂
が
家
柄
に
よ
っ
て
�
品
二
品
と
な
っ
た
も
の
に
對
し
て
︑

﹁
二
品
才
堪
﹂
と
は
︑
家
柄
の
み
な
ら
ず
︑
確
か
な
才
能
の
持
ち
�
で
あ
る
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る(26

)
︒

そ
の
後
︑
�
に
中
國
の
學
者
は
こ
の
$
料
を
p
っ
て
論
を
立
て
た
︒
胡
寶
國
氏
は
︑﹁
門
地
二
品
﹂
と
分
け
て
擧
げ
ら
れ
て
い
る
以
上
︑﹁
二

品
才
堪
﹂
は
家
柄
を
含
め
ず
︑
單
に
才
能
に
よ
っ
て
�
品
二
品
と
な
っ
た
も
の
を
指
す
の
で
は
な
い
か
と
営
べ
︑
さ
ら
に
︑
一
液
の
家
が
合
理

合
法
�
に
家
柄
に
依
據
し
て
�
品
二
品
を
獲
得
す
る
の
に
對
し
て
︑
一
液
の
出
身
で
は
な
い
人
々
も
個
人
の
才
能
に
よ
っ
て
�
品
二
品
に
な
る

こ
と
が
許
さ
れ
る
︑
す
な
わ
ち
︑
一
液
貴
族
が
�
品
二
品
を
獨
占
す
る
こ
と
は
︑
も
は
や
不
可
能
で
あ
っ
た
と
結
論
す
る(27

)
︒

閻
步
克
氏
は
︑
胡
氏
の
見
解
に
同
 
し
た
上
︑
�
の
よ
う
な
考
え
を
開
陳
し
た
︒
南
�
で
は
︑
王
�
は
中
正
二
品

(
�
品
二
品
)
を
﹁
門
地

二
品
﹂
と
﹁
二
品
才
堪
﹂
の
二
種
類
に
分
け
︑
2
者
は
た
だ
家
柄
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
︑
後
者
は
才
學
を
問
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
う
す
る
こ

― 76 ―

626



と
に
よ
っ
て
︑
古
い
家
柄
の
貴
族
と
出
身
の
高
く
な
い
Z
人
怨
(
が
區
別
さ
れ
る
︒
た
だ
︑
二
品
と
い
う
貴
族
�
な
家
柄
を
獲
得
し
て
も
や
は

り
Z
士
︑
Z
人
で
あ
り
︑
依
然
と
し
て
﹁
門
地
二
品
﹂
よ
り
B
家
し
た
正
眞
正
銘
の
貴
族
と
竝
列
で
き
な
い
︑
と
い
う
の
で
あ
る(28

)
︒

硏
究
者
の
閒
に
は
二
つ
の
言
葉
を
め
ぐ
っ
て
︑
衣
な
っ
た
解
釋
が
あ
る
が
︑
總
じ
て
�
の
よ
う
な
こ
と
が
分
か
る
︒
(一
)﹁
門
地
二
品
﹂
よ

り
︑﹁
二
品
才
堪
﹂
を
格
上
と
見
る
の
が
0
氏
で
あ
る
︒
そ
れ
に
對
し
て
︑
宮
崎
・
胡
・
閻
の
三
氏
は
+
の
 
味
合
い
に
取
り
︑﹁
二
品
才
堪
﹂

が
身
分
の
低
い
階
層
を
代
表
し
て
い
る
と
す
る
︒
(二
)
宮
崎
・
胡
・
閻
三
氏
の
閒
に
も
相
b
が
あ
る
︒
す
な
わ
ち
﹁
二
品
才
堪
﹂
た
る
も
の

は
果
た
し
て
�
品
を
獲
得
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
︒
胡
・
閻
二
氏
が
0
氏
と
同
樣
︑
�
品
二
品
が
賦
與
さ
れ
た
と
す
る
の
に

對
し
て
︑
宮
崎
氏
は
家
柄
の
等
�
が
足
り
な
い
た
め
︑
結
局
�
品
二
品
を
獲
得
し
て
い
な
い
と
指
摘
す
る
︒

川
合
安
氏
は
以
上
の
諸
說
を
詳
細
に
檢
討
し
て
︑﹁
二
品
才
堪
﹂
を
﹁
門
地
二
品
﹂
よ
り
上
位
と
み
る
0
氏
の
考
え
を
否
定
し
た
が
︑﹁
二
品

才
堪
﹂
が
�
品
二
品
を
取
っ
て
い
な
い
と
す
る
宮
崎
說
に
も
贊
成
せ
ず
︑
胡
・
閻
二
氏
の
見
解
を
肯
定
す
る
︒﹁
門
地
二
品
﹂
と
﹁
二
品
才
堪
﹂

は
と
も
に
�
品
二
品
で
あ
り
︑
そ
の
中
の
上
下
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る(29

)
︒

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
︑﹁
門
地
二
品
﹂
と
﹁
二
品
才
堪
﹂
は
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
階
層
を
代
表
し
て
い
る
と
さ
れ
る
が
︑
問
題
の
焦
點
は
︑

﹁
門
地
二
品
﹂
よ
り
格
下
と
さ
れ
る
﹁
二
品
才
堪
﹂
が
︑
果
た
し
て
�
品
二
品
を
得
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

こ
の
問
題
は
︑
皇
�
權
力
と
貴
族
制
の
關
係
を
理
解
す
る
う
え
で
大
き
な
 
味
を
持
つ
︒
つ
ま
り
︑﹁
二
品
才
堪
﹂
が
�
品
二
品
を
得
て
い

た
と
す
る
と
︑
も
と
も
と
�
品
二
品
を
得
て
い
な
い
人
︑
い
う
な
れ
ば
貴
族
で
は
な
い
人
た
ち
が
︑
な
ん
ら
か
の
方
法
で
�
品
二
品
を
得
た
こ

と
に
な
る
︒
も
し
こ
の
よ
う
な
理
解
が
成
立
す
る
な
ら
ば
︑﹁
門
地
二
品
﹂
と
は
�
品
二
品
の
中
の
上
層
で
あ
り
︑
�
品
二
品
に
は
こ
れ
以
外

に
門
地
は
な
く
と
も
才
學
に
よ
っ
て
怨
規
參
入
の
E
が
開
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒﹁
二
品
才
堪
﹂
た
る
も
の
は
そ
の
恰
好
の
例
證
と
い
う

こ
と
に
な
る
︒
そ
の
背
景
に
は
︑
た
と
え
ば
任
子
制
を
基
軸
に
し
た
任
官
の
堆
積
の
結
果
と
し
て
︑
任
官
希
8
者
の
父
が
禪
讓
革
命
あ
る
い
は

そ
の
他
の
政
變
に
際
會
し
て
出
世
の
糸
口
を
つ
か
む
こ
と
に
成
功
し
た
場
合
に
は
︑
そ
の
子
孫
が
q
激
な
地
位
上
昇
を
果
た
し
︑
怨
興
貴
族
の

家
門
が
	
生
し
た
と
い
う
點
に
お
い
て
皇
�
權
力
の
問
題
が
關
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る(30

)
︒
こ
の
よ
う
な
*
圖
は
D
晰
で
分
か
り
や
す
い
︒
南
�
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に
お
け
る
貴
族
制
と
皇
�
權
力
と
の
關
係
を
再


識
す
る
際
に
は
極
め
て
重
'
な
論
據
と
な
っ
て
い
る
︒
事
實
︑
川
合
氏
は
﹁
二
品
才
堪
﹂
層

の
出
現
を
︑﹁
家
格
に
よ
っ
て
自
動
�
に
官
職
を
獲
得
し
得
る
よ
う
な
體
制
﹂︑﹁
官
職
の
獨
占
世
襲
﹂
と
い
っ
た
宮
崎
說
に
大
き
く
修
正
を
.

ろ
う
と
し
た
際
の
�
力
な
論
據
と
し
て
い
る
︒

し
か
し
︑﹁
二
品
才
堪
﹂
が
本
當
に
�
品
二
品
を
賦
與
さ
れ
て
い
た
の
か
︑
非
常
に
r
妙
に
思
わ
れ
る
︒
と
い
う
の
は
︑
確
か
に
宮
崎
氏
は

そ
の
說
を
證
D
出
來
る
$
料
を
一
つ
も
出
し
て
い
な
い
が
︑
同
時
に
ま
た
胡
・
閻
兩
氏
も
傍
證
の
形
で
し
か
�
品
二
品
の
取
得
を
說
D
で
き
て

い
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
つ
ま
る
と
こ
ろ
問
題
は
︑
そ
の
際
引
用
さ
れ
た
$
料
の
解
釋
が
正
F
を
射
て
い
る
か
ど
う
か
︑
と
い
う
點
に
あ
る
︒
違

を
改
め
て
︑
詳
し
く
み
て
み
よ
う
︒

三
︑
﹁
二
品
才
堪
﹂
と
�
品
二
品

｢二
品
才
堪
﹂
と
さ
れ
る
人
物
が
�
品
二
品
の
身
分
を
得
て
い
た
か
と
い
う
點
に
お
い
て
︑
宮
崎
氏
と
そ
の
他
の
學
者
に
は
決
定
�
な
b
い

が
見
ら
れ
る
︒
本
違
は
﹁
二
品
才
堪
﹂
を
�
品
二
品
と
し
た
胡
・
閻
二
氏
が
傍
證
と
し
て
p
っ
た
三
つ
の
$
料
を
取
り
上
げ
︑
C
一
檢
討
を
加

え
る
︒

(一
)
徐
羨
之
の
例
に
つ
い
て

『宋
書
﹄
卷
四
三
徐
羨
之
傳
に
�
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
︒

徐
羨
之
︑
字
は
宗
�
︑
東
海
郯
の
人
な
り
︒
祖
は
寧
︑
尙
書
:
部
郞
︑
江
州
刺
$
︑
未
だ
拜
せ
ず
し
て
卒
す
︒
父
は
祚
之
︑
上
w
令
な
り
︒

羨
之
は
少
く
し
て
王
x
の
太
子
少
傅
�
y
︑
劉
牢
之
の
鎭
北
功
曹
︑
尙
書
祠
部
郞
と
爲
る
も
︑
拜
せ
ず
︒
桓
修
の
撫
軍
中
兵
曹
參
軍
と
な

る
︒
高
祖
と
府
を
同
じ
く
し
て
︑
深
く
相
い
親
結
す
︒
⁝
⁝
義
熙
十
一
年
︑
鷹
揚
將
軍
・
琅
{
內
$
に
除
せ
ら
れ
︑
仍
お
大
司
馬
從
事
中

郞
と
爲
り
︑
將
軍
は
故
の
ご
と
し
︒
高
祖
北
伐
す
る
に
︑
太
尉
左
司
馬
に
轉
じ
て
︑
留
任
を
掌
り
︑
以
て
劉
穆
之
を
副
貳
す
︒
初
め
︑
高
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祖
議
し
て
北
伐
せ
ん
と
欲
す
る
に
︑
�
士
は
多
く
諫
む
る
も
︑
唯
だ
羨
之
の
み
默
然
た
り
︒
或
ひ
と
何
ぞ
獨
り
言
わ
ざ
る
か
を
問
う
に
︑

羨
之
曰
く
︑﹁
吾

位
は
二
品
に
至
り
︑
官
は
二
千
石
と
爲
り
︑
志
願
は
久
し
く
閏
て
り
︒
⁝
⁝
﹂
と
︒
劉
穆
之
の
卒
す
る
や
︑
高
祖
命

じ
て
羨
之
を
以
て
:
部
尙
書
・
円
威
將
軍
・
丹
陽
尹
と
爲
し
︑
⁝
⁝
尙
書
僕
射
に
轉
じ
︑
將
軍
・
尹
は
故
の
ご
と
し
︒

胡
寶
國
氏
は
︑
徐
羨
之
が
自
ら
﹁
位
至
二
品
﹂
と
言
っ
て
い
る
の
は
︑
彼
が
こ
の
と
き
す
で
に
�
品
二
品
を
得
て
い
た
こ
と
を
 
味
す
る
も
の

で
あ
る
と
解
し
て
い
る
︒
ま
た
同
じ
徐
羨
之
傳
の
﹁
羨
之

B
く
る
こ
と
布
衣
自よ

り
し
﹂
と
い
う
箇
i
を
引
用
し
て(31

)
︑﹁
布
衣
﹂
と
は
�
品
二

品
を
得
て
い
な
い
と
し
た
う
え
で
︑﹁
布
衣
﹂
出
身
の
徐
羨
之
が
個
人
の
才
能
に
よ
っ
て
�
品
二
品
を
得
て
い
た
こ
と
は
︑﹁
二
品
才
堪
﹂
の
典

型
�
な
事
例
で
あ
る
と
指
摘
し
た
︒

だ
が
︑﹁
布
衣
﹂
と
言
わ
れ
た
徐
羨
之
の
出
身
に
つ
い
て
︑
も
う
少
し
考
え
る
必
'
が
あ
る
︒﹃
南
$
﹄
卷
二
三
王
華
傳
に
よ
れ
ば
︑
一
液
貴

族
の
琅
{
王
氏
に
屬
す
る
王
華
は
徐
羨
之
を
﹁
中
才
Z
士
﹂
と
}
價
し
て
い
る(32

)
︒
南
�
で
﹁
Z
士
﹂
と
稱
さ
れ
た
の
は
︑
ど
の
よ
う
な
人
た
ち

で
あ
ろ
う
か
︒
越
智
重
D
氏
は
こ
の
言
葉
に
;
目
し
て
︑
徐
羨
之
は
自
分
の
位
が
二
品
に
至
る
と
言
っ
た
が
︑
そ
れ
は
六
品
官
の
太
尉
左
司
馬

に
相
當
し
︑﹁
官
爲
二
千
石
﹂
は
五
品
官
の
琅
{
內
$
を
さ
す
の
で
あ
り
︑
し
た
が
っ
て
﹁
Z
士
﹂
と
は
五
品
官
を
極
官
と
す
べ
き
�
門
層
に

あ
た
る
も
の
で
あ
る
と
営
べ
る(33

)
︒
祝
總
斌
氏
も
同
じ
く
︑
徐
羨
之
の
﹁
Z
士
﹂﹁
布
衣
﹂
と
い
う
身
分
は
一
液
貴
族
の
琅
{
王
氏
に
輕
ん
ぜ
ら

れ
た
が
︑
そ
れ
ほ
ど
低
い
わ
け
で
も
な
く
︑﹁
一
般
高
門
﹂
に
屬
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る(34

)
︒

;
目
に
値
す
る
の
は
︑
越
智
・
祝
二
氏
の
言
う
﹁
�
門
﹂
あ
る
い
は
﹁
一
般
高
門
﹂
が
そ
れ
な
り
の
 
味
合
い
を
持
つ
言
葉
だ
と
い
う
點
で

あ
る
︒
越
智
氏
の
﹁
族
門
制
﹂
說
に
よ
れ
ば
︑
制
度
上
の
政
治
身
分
と
し
て
甲
族

(上
�
士
人
層
)
・
�
門

(下
�
士
人
層
)
・
後
門

(
上
�
庶
民

層
)
・
三
五
門

(下
�
庶
民
層
)
の
存
在
が
あ
り
︑
貴
族
に
相
當
す
る
の
が
甲
族
で
あ
り
︑
�
品
は
一
・
二
品
︑
B
家
官
は
五
・
六
品
で
あ
る
︒

�
門
は
�
品
三
・
四
・
五
品
を
も
つ(35

)
︒
祝
氏
か
ら
す
れ
ば
︑
一
液
の
貴
族
と
は
當
時
は
﹁
甲
族
﹂
と
も
稱
さ
れ
︑
一
つ
の
家
族
で
何
代
も
�
品

二
品
を
取
得
し
︑
さ
ら
に
官
品
一
品
か
ら
五
品
ま
で
の
官
職
に
つ
い
た
家
を
指
す
︒﹁
�
門
﹂
は
�
品
三
品
か
ら
九
品
ま
で
の
出
身
で
︑
何
代

か
に
わ
た
っ
て
︑
�
高
で
官
品
六
品
ま
で
登
り
つ
い
た
家
族
を
指
す(36

)
︒
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こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
︑
少
な
く
と
も
越
智
・
祝
二
氏
は
︑
徐
羨
之
の
出
身
は
決
し
て
低
く
な
い
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
︒
た
だ
︑
�
品
二
品

を
得
て
い
た
か
と
い
う
と
︑﹁
�
門
﹂
に
つ
い
て
の
解
釋
か
ら
す
る
と
︑
得
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
︒
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
︒

徐
羨
之
の
身
分
を
め
ぐ
っ
て
︑
三
人
の
學
者
は
と
も
に
﹁
布
衣
﹂﹁
Z
士
﹂
と
い
っ
た
言
葉
に
着
目
し
て
︑
徐
羨
之
が
Z
人
も
し
く
は
�
門

で
あ
る
と
斷
定
し
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
分
析
は
や
や
�
囘
り
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
徐
羨
之
傳
の
�
初
に
﹁
少
く
し
て
王
x
の
太
子
少
傅

�
y
と
爲
り
﹂
と
D
記
さ
れ
て
い
る
箇
i
は
︑
な
ぜ
か
一
樣
に
無
視
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
場
合
は
︑
彼
が
太
子
少
傅
�
y
に
B
家
し
た
と
解

し
て
よ
か
ろ
う
︒
太
子
少
傅
�
y
の
官
品
は
︑﹃
宋
書
﹄
職
官
志
に
は
載
っ
て
い
な
い
が
︑﹃
隋
書
﹄
卷
二
六
百
官
志
上
に
載
せ
る
﹁
梁
十
八
班

表
﹂
で
は
︑
梁
�
十
八
班
官
制
の
中
の
第
三
班
と
な
っ
て
い
る
︒
ま
ぎ
れ
も
な
く
�
品
二
品
の
士
人
が
任
ぜ
ら
れ
る
官
職
で
あ
る
︒
ち
な
み
に
︑

徐
羨
之
の
任
官
を
見
て
み
る
と
︑
�
初
の
太
子
少
傅
�
y
・
鎭
北
功
曹
・
尙
書
祠
部
郞

(三
つ
と
も
就
任
し
な
か
っ
た
)
か
ら
撫
軍
中
兵
曹
參

軍
・
琅
{
內
$
・
大
司
馬
從
事
中
郞
・
太
尉
左
司
馬
な
ど
を
經
て
︑
そ
の
後
の
:
部
尙
書
・
丹
陽
尹
・
尙
書
僕
射
に
至
る
ま
で
︑
す
べ
て
�
品

二
品
の
も
の
し
か
就
け
な
い
官
職
ば
か
り
で
あ
る(37

)
︒

で
は
︑
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
重
'
な
太
子
少
傅
�
y
が
無
視
さ
れ
て
い
た
の
か
︒
推
測
の
域
を
出
な
い
が
︑﹁
布
衣
﹂﹁
Z
士
﹂
と
い
っ
た
身
分
�

な
言
葉
に
と
ら
わ
れ
て
︑
そ
れ
を
軸
に
�
門
か
ら
甲
族
へ
と
い
う
序
列
の
轉
奄
を
說
D
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
︑
B
家
官
に
は
目
が
向
か
な

か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い(38

)
︒
ま
た
︑
胡
寶
國
氏
の
場
合
︑
出
身
の
低
い
﹁
布
衣
﹂
が
�
品
二
品
を
獲
得
す
る
と
い
う
筋
書
き
を
描
き
出
す
こ
と

に
よ
っ
て
︑﹁
二
品
才
堪
﹂
の
實
宴
を
解
D
し
︑
南
�
に
お
け
る
Z
人
の
(
出
︑
ひ
い
て
は
そ
の
背
後
に
あ
る
皇
�
權
力
の
役
割
を
强
-
す
る

狙
い
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

し
か
し
︑
太
子
少
傅
�
y
に
B
家
し
た
徐
羨
之
の
出
身
は
一
液
の
甲
族
に
比
べ
て
劣
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
D
ら
か
に
�
品
二
品
の

獲
得
者
で
あ
り
︑﹁
才
堪
二
品
﹂
で
は
な
か
っ
た
︒
彼
の
言
っ
て
い
る
﹁
吾

位
は
二
品
に
至
り
︑
官
は
二
千
石
と
爲
り
︑
志
願
は
久
し
く
閏

て
り
﹂
と
は
︑
�
品
二
品
の
身
分
で
官
品
四
︑
五
品
の
官
職
に
就
く
こ
と
に
︑
大
變
滿
足
し
て
い
る
と
の
 
思
表
示
に
す
ぎ
な
い(39

)
︒
い
ず
れ
に

し
て
も
︑﹁
位
至
二
品
﹂
が
﹁
二
品
才
堪
﹂
で
は
な
い
こ
と
は
D
ら
か
で
あ
る
︒
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(二
)
蘇
寶
生
の
例
に
つ
い
て

｢二
品
才
堪
﹂
に
當
た
る
例
と
し
て
︑
閻
步
克
氏
は
蘇
寶
生
と
い
う
人
物
の
例
を
擧
げ
て
い
る
︒
彼
の
列
傳
は
︑﹃
宋
書
﹄
卷
九
四
王
僧
/
傳

に
附
せ
ら
れ
て
い
る

(括
弧
は
筆
者
;
︒
以
下
同
)
︒

蘇
寶
な
る
者
︑
名
は
寶
生
︑
本
は
Z
門
︑
�
義
の
美
�
り
︒
元
嘉
中
︑
國
子
學
を
立
つ
る
や
︑﹃
毛
詩
﹄
の
助
敎
と
爲
り
︑
太
祖

(
�
�
)

の
知
る
i
と
爲
る
︒
官
は
南
臺
侍
御
$
︑
江
寧
令
に
至
る
︒

こ
こ
に
見
ら
れ
る
﹁
Z
門
﹂
に
つ
い
て
︑
宮
崎
市
定
氏
は
﹁
士
で
あ
る
が
そ
の
門
地
が
Z
な
る
場
合
︑
つ
ま
り
︑
�
品
三
品
乃
至
五
品
と
い
う

も
の
が
Z
門
に
他
な
ら
な
い
﹂
と
說
D
し
て
い
る(40

)
︒
ま
た
︑﹃
隋
書
﹄
百
官
志
上
に
は
陳
制
に
つ
い
て
�
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
︒

陳
は
梁
を
承
け
︑
皆
な
其
の
制
官
に
循
い
︑
⁝
⁝
印
た
液
外
に
七
班
�
り
︑
此
は
是
れ
Z
r
の
士
人
之
と
爲
る
︒
此
の
班
に
從
う
者
に
し

て
︑
方
め
て
(
み
て
第
一
班
に
登
る
を
得
︒

液
外
官
と
は
︑
Z
r
の
士
人
が
就
く
官
職
で
あ
り
︑
七
つ
の
等
�
が
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
同
じ
﹃
隋
書
﹄
百
官
志
上
に
は
︑
梁
制
と

し
て
﹁
位
の
二
品
に
登
ら
ざ
る
者
は
︑
印
た
七
班
と
爲
す
﹂
と
い
う
�
が
あ
る
か
ら
︑
陳
制
で
言
う
と
こ
ろ
の
﹁
Z
r
﹂
と
は
︑
�
品
三
品
以

下
の
出
身
の
も
の
を
さ
す
こ
と
が
分
か
る
︒
宮
崎
氏
の
指
摘
と
�
せ
て
み
れ
ば
︑
蘇
寶
生
が
�
品
三
品
以
下
の
出
身
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
推

測
さ
れ
よ
う
︒
Z
門
出
身
で
國
子
學
の
助
敎
と
な
っ
た
蘇
寶
生
は
先
の
范
泰
の
上
奏
に
営
べ
る
と
こ
ろ
の
2
二
者
に
は
該
當
せ
ず
︑
從
っ
て
こ

れ
こ
そ
が
﹁
二
品
才
堪
﹂
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
彼
は
果
た
し
て
�
品
二
品
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
こ
に
重
'
な
手
が
か
り
と
な

る
の
が
﹁
南
臺
侍
御
$
﹂
と
い
う
官
職
で
あ
る
︒

『
�
典
﹄
卷
三
七
職
官
一
九
に
よ
れ
ば
︑
劉
宋
時
代
に
お
け
る
侍
御
$
の
官
品
は
第
六
で
あ
り
︑
梁
十
八
班
官
制
で
は
液
內
第
一
班
と
な
る
︒

先
に
も
指
摘
し
た
が
︑
梁
の
武
�
に
よ
る
天
監
年
閒
の
官
制
改
革
は
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
位
の
二
品
に
登
ら
ざ
る
者
は
︑
印
た
七
班
と
爲
す
﹂
に
示

さ
れ
る
よ
う
に
︑
液
內
十
八
班
は
す
べ
て
�
品
二
品
の
獲
得
者
が
就
任
す
る
官
職
と
決
ま
っ
て
い
る
︒
從
っ
て
液
內
第
一
班
の
侍
御
$
就
任
者
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の
�
品
は
二
品
の
は
ず
で
あ
る
︒
閻
氏
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
︑﹁
蘇
寶
生
は
國
子
助
敎
か
ら
南
臺
侍
御
$
に
�
っ
た
︒
こ
の
こ
と
は
二
つ
の
官

職
の
も
つ
中
正
品

(
�
品
)
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
の
證
左
で
あ
る
︒
と
も
に
﹃
二
品
才
堪
﹄
で
あ
り
︑﹃
門
地
二
品
﹄
で
は
な
か
っ
た
﹂
と
営

べ
る(

41
)

︒
す
な
わ
ち
︑
蘇
寶
生
が
Z
門
で
あ
り
︑
�
品
二
品
を
持
た
な
い
も
の
の
︑
や
が
て
�
品
二
品
の
者
の
就
任
が
許
さ
れ
る
助
敎
お
よ
び
南

臺
侍
御
$
に
就
い
た
︒
彼
が
�
品
二
品
を
獲
得
し
た
こ
と
が
こ
こ
に
證
D
で
き
る
し
︑
ま
た
Z
門
か
ら
の
出
身
で
�
品
二
品
を
得
ら
れ
る
こ
と

は
︑
ま
さ
に
﹁
二
品
才
堪
﹂
に
相
當
す
る
と
い
う
論
理
も
成
り
立
つ
と
い
う
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
結
論
を
出
す
2
提
と
な
っ
て
い
る
の
は
︑
蘇
寶
生
が
Z
門
の
出
身
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
�
品
二
品
の
も
の
し
か
就
任
で
き
な
い

國
子
助
敎
と
南
臺
侍
御
$
に
就
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
例
は
ほ
か
で
も
な
く
︑﹁
二
品
才
堪
﹂
た
る
も
の
が
�
品
二
品
を
獲
得
し
た

證
據
で
あ
り
︑
出
身
の
低
い
Z
人
が
貴
族
階
層
に
入
っ
た
證
左
で
も
あ
る
︑
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒

閻
氏
は
國
子
助
敎
と
﹁
二
品
才
堪
﹂
の
關
係
を
論
證
す
る
た
め
に
︑
南
臺
侍
御
$
を
引
き
合
い
に
出
し
た(42

)
︒
し
か
し
︑
南
臺
侍
御
$
に
就
い

た
こ
と
が
�
品
二
品
を
獲
得
し
た
證
據
に
な
る
の
か
︑
一
考
を
'
す
る
︒
確
か
に
︑
南
臺
侍
御
$
と
は
本
來
は
�
品
二
品
の
も
の
が
就
く
べ
き

官
職
で
あ
っ
た
が
︑
南
�
で
は
す
で
に
多
く
の
Z
人
が
そ
の
職
に
就
い
た
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
Z
官
﹂
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
︑
つ
と
に
0
長
孺
氏

の
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
︒
そ
れ
は
﹃
南
$
﹄
卷
七
七
恩
倖
傳
に
登
場
す
る
多
く
の
Z
人
が
こ
の
職
に
就
い
た
こ
と
か
ら
も
D
ら
か
で
あ
る(43

)
︒

こ
こ
に
︑
南
臺
侍
御
$
に
就
い
た
一
人
の
Z
人
の
例
を
見
て
み
た
い
︒
そ
の
際
︑
特
に
彼
が
�
品
二
品
を
獲
得
し
て
い
た
か
ど
う
か
に
;
目

し
よ
う
︒

『南
$
﹄
恩
倖
傳
は
紀
僧
眞
と
い
う
人
の
任
官
の
一
部
を
﹁
後

南
臺
御
$
︑
高
�
の
領
軍
功
曹
に
除
せ
ら
れ
﹂
と
記
し
て
い
る
︒
南
�
貴

族
制
を
語
る
際
︑
こ
の
紀
僧
眞
は
必
ず
擧
げ
ら
れ
る
人
物
の
一
人
で
あ
る
︒﹃
南
$
﹄
卷
三
六
江
斅
傳
に
︑

是
よ
り
先

中
書
舍
人
紀
僧
眞

武
�
に
幸
せ
ら
れ
︑
稍
く
軍
校
を
歷
す
る
も
︑
容
表
に
は
士
風
�
り
︒
�
に
謂
い
て
曰
く
︑﹁
臣
は
小

人
︑
出
づ
る
こ
と
本
縣
の
武
:
よ
り
す
る
も
︑
�
時
に
邀
�
し
︑
階
榮
此
に
至
る
︒
兒
の
爲
に
昏め

と

り
︑
荀
昭
光
の
女
を
得
た
り
︒
卽
ち
時

に
復
た
須
む
る
i
無
し
︑
唯
だ
陛
下
に
就
き
て
士
大
夫
と
作
ら
ん
こ
と
を
乞
う
の
み
﹂
と
︒
�
曰
く
︑﹁
江
斅
・
謝
瀹
に
由
る
︒
我

此
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の
 
を
措
く
を
得
ず
︑
自
ら
之
に
詣
る
べ
し
﹂
と
︒
僧
眞

旨
を
承
け
て
斅
に
詣
り
︑
榻
に
登
り
て
坐
の
定
ま
る
に
︑
斅

�
ち
左
右
に

命
じ
て
曰
く
︑﹁
吾
が
牀
を
移
し
て
客
に
讓
れ
﹂
と
︒
僧
眞

氣
を
喪
い
て
�
き
︑
武
�
に
吿
げ
て
曰
く
︑﹁
士
大
夫
は
故
よ
り
天
子
の
命

ず
る
i
に
非
ず
﹂
と
︒

と
あ
る
︒
南
臺
侍
御
$
や
中
書
舍
人
を
歷
任
し
た
紀
僧
眞
は
︑
南
齊
の
高
�
・
武
�
か
ら
恩
寵
を
A
け
て
い
る
︒
し
か
し
︑
武
:
・
小
人
と

言
っ
た
Z
人
出
身
の
身
分
が
︑
彼
に
と
っ
て
唯
一
の
惱
み
事
で
あ
る
ら
し
い
︒
そ
こ
で
︑
賴
り
と
す
る
天
子
に
助
け
を
求
め
︑﹁
士
大
夫
﹂
に

な
り
た
い
と
い
う
願
い
を
傳
え
た
︒﹁
士
大
夫
﹂
と
は
︑
い
う
ま
で
も
な
く
�
品
二
品
の
獲
得
者
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
一
液
貴
族
で
あ
る
江
斅

の
2
に
怖
氣
づ
い
た
彼
は
︑﹁
士
大
夫
﹂
の
身
分
が
天
子
の
命
に
よ
っ
て
一
�
一
夕
に
獲
得
で
き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
悟
り
︑
結
局
そ
の

願
い
は
諦
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
︑
�
品
二
品
の
も
の
が
就
く
べ
き
官
職
に
實
際
に
就
い
た
か
ら
と
い
っ
て
︑
た
だ
ち
に
�
品
二
品
を
獲
得
し
て
い

る
と
理
解
す
る
の
は
︑
や
や
早
計
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
さ
ら
に
﹃
南
$
﹄
恩
倖
傳
を
繙
け
ば
︑
多
く
の
Z
人
出
身
者
が
南
臺
侍
御
$
や
中
書
舍

人
と
い
っ
た
液
內
官
に
就
任
し
て
い
た
こ
と
に
氣
が
附
く
︒
紀
僧
眞
の
例
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
︑
彼
ら
が
�
品
二
品
を
獲
得
し
て
い
た
と
は
決

し
て
言
え
な
い(44

)
︒

以
上
を
ま
と
め
る
と
︑
Z
門
出
身
の
蘇
寶
生
こ
そ
は
確
か
に
﹁
二
品
才
堪
﹂
と
考
え
ら
れ
︑
彼
は
南
臺
侍
御
$
に
な
っ
た
と
は
い
え
︑
�
品

二
品
を
得
て
い
な
い
蓋
然
性
が
極
め
て
高
い
︒﹁
二
品
才
堪
﹂
と
は
︑
�
品
二
品
に
相
當
す
る
才
能
や
1
質
を
持
っ
て
い
る
が
︑
�
品
二
品
と

い
う
身
分
あ
る
い
は
出
身
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

(三
)
朱
幼
の
例
に
つ
い
て

｢二
品
才
堪
﹂
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
も
う
一
つ
の
$
料
が
あ
る
︒﹃
宋
書
﹄
卷
九
四
恩
倖
・
阮
佃
夫
附
朱
幼
傳
に
︑

幼
︑
泰
始
の
初
に
外
監
と
爲
り
︑
張
永
の
諸
軍
の
征
討
す
る
に
�
せ
ら
る
︒
濟
辦
の
能
�
れ
ば
︑
e
に
官
は
二
品
に
涉
り
︑
奉
�
l
・
南
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高
�
太
守
と
爲
り
︑
安
浦
縣
侯
に
封
ぜ
ら
れ
︑
食
邑
は
二
百
戶
な
り
︒

と
あ
る
︒
胡
寶
國
氏
は
朱
幼
の
出
身
が
Z
r
で
あ
り
︑
宋
の
D
�
の
時
﹁
濟
辦
之
能
﹂
が
あ
る
た
め
︑﹁
e
官
涉
二
品
﹂
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
︑

﹁
二
品
才
堪
﹂
を
�
も
反
映
す
る
證
據
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
︒

朱
幼
が
�
初
に
就
い
た
外
監
と
い
う
官
職
は
︑
當
時
の
制
局
監
と
同
職
衣
名
で
あ
り
︑
領
軍
將
軍
の
i
管
で
あ
り
︑
一
定
の
兵
權
を
�
し
て

い
た(

45
)

︒﹃
南
齊
書
﹄
卷
五
六
倖
臣
傳
に
も
﹁
制
局
監
︑
器
仗
兵
役
を
領
す
︒
亦
た
Z
人
に
し
て
恩
倖
せ
ら
る
る
者
を
用
い
る
﹂
と
そ
の
職
能
や

就
任
者
の
身
分
が
語
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹃
隋
書
﹄
百
官
志
上
に
載
せ
ら
れ
た
梁
十
八
班
の
官
制
を
見
る
と
︑﹁
殿
中
外
監
︑
⁝
⁝
三
品
蘊
位

た
り
﹂
と
記
載
さ
れ
︑﹁
不
登
二
品
﹂
の
Z
門
出
身
の
も
の
が
就
く
べ
き
官
職
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
朱
幼
の
出
身
は
確
か
に
﹁
Z
人
恩
倖
﹂
の
類
で
あ
る
が
︑
そ
の
能
力
に
よ
っ
て
�
品
二
品
の
も
の
が
就
く
べ
き
官
職
︑
卽

ち
奉
�
l
・
南
高
�
太
守
に
就
い
た
︒
も
と
も
と
�
品
二
品
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
も
の
が
︑
の
ち
に
�
品
二
品
の
人
が
就
任
で
き
る
官
職
に

つ
い
た
︒﹁
官
涉
二
品
﹂
と
あ
る
の
は
こ
う
し
た
事
o
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
︑
�
品
二
品
を
獲
得
し
た
と
す
る
胡
寶
國
氏
と
衣
な
り
︑

川
合
安
氏
は
r
妙
で
わ
か
ら
な
い
と
営
べ
︑
愼
重
な
�
勢
を
見
せ
て
い
る(46

)
︒
朱
幼
は
は
た
し
て
�
品
二
品
を
取
得
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

結
論
を
先
に
言
え
ば
︑
お
そ
ら
く
�
品
二
品
を
得
て
い
な
い
︒
理
由
は
二
つ
あ
る
︒
一
つ
は
︑
朱
幼
の
傳
記
は
ご
く
短
い
も
の
で
あ
る
が
︑

恩
倖
傳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
︒
周
知
の
よ
う
に
︑
恩
倖
傳
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
人
物
は
︑
作
者
の
沈
�
に
﹁
身
卑
位
�
﹂
の
人
と


定
さ

れ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
︒﹃
宋
書
﹄
恩
倖
傳
﹁
序
﹂
に
は
︑

歲
�
�
譌
し
︑
斯
の
風
漸
く
篤
し
︒
凡
そ
厥
の
衣
冠
は
︑
二
品
に
非
ざ
る
莫
し
︒
此
れ
よ
り
以
�
︑
e
に
卑
庶
と
成
る
︒
周
・
漢
の
E
は
︑

智
を
以
て
愚
を
役
す
︒
臺
隸
參
差
し
て
︑
用
て
等
�
を
成
す
︒
魏
・
晉
以
來
︑
貴
を
以
て
賤
を
役
す
︒
士
庶
の
科
︑
	
然
と
し
て
辨
つ
�

り
︒

と
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
傳
記
に
記
載
さ
れ
て
い
る
﹁
恩
倖
﹂
と
呼
ば
れ
る
人
々
は
︑
皇
�
權
力
を
後
ろ
盾
に
威
權
を
ふ
る
っ
た
が
︑

そ
の
身
分
は
﹁
二
品
に
非
ざ
る
莫
し
﹂
と
言
わ
れ
る
﹁
衣
冠
﹂
(す
な
わ
ち
貴
族
)
を
基
準
と
し
て
︑
そ
こ
に
含
ま
れ
な
い
﹁
卑
庶(47

)
﹂
で
あ
っ
て
︑
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こ
れ
は
'
す
る
に
�
品
三
品
以
下
の
者
た
ち
な
の
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
︑
朱
幼
も
そ
の
例
に
漏
れ
な
い
︒

今
一
つ
の
理
由
に
つ
い
て
は
︑
同
じ
恩
倖
傳
に
收
錄
さ
れ
る
徐
爰
と
い
う
人
物
を
例
と
し
て
︑
以
下
に
說
D
し
よ
う(48

)
︒

徐
爰
は
東
晉
時
代
の
琅
{
王
大
司
馬
府
中
典
軍
に
B
家
し
て
︑
そ
の
後
劉
宋
時
代
で
は
武
�
か
ら
少
�
︑
さ
ら
に
�
�
・
孝
武
�
ま
で
︑
何

代
に
も
亙
っ
て
皇
�
か
ら
の
信
賴
を
A
け
て
い
た
︒
官
位
も
ま
た
順
-
に
上
り
つ
つ
あ
っ
た
︒
武
�
の
時
︑
殿
中
侍
御
$
・
南
臺
侍
御
$
・
員

外
散
騎
侍
郞
と
い
っ
た
官
職
を
歷
任
し
た
︒
孝
武
�
の
時
︑
爰
が
著
作
郞
を
領
し
て
︑
�
�
以
來
の
大
事
業
で
あ
る
國
$
を
�
修
し
て
�
後
の

總
仕
上
げ
を
し
た
︒
そ
の
後
︑
尙
書
左
丞
・
黃
門
侍
郞
・
太
中
大
夫
な
ど
を
歷
任
し
た
︒
徐
爰
の
B
家
官
で
あ
っ
た
琅
{
王
大
司
馬
府
中
典
軍

は
典
型
�
な
Z
官
で
あ
る(49

)
︒
し
か
し
︑
そ
の
後
の
昇
(
は
︑
先
に
引
用
し
た
﹃
隋
書
﹄
百
官
志
上
の
梁
制
に
よ
る
と
︑
ほ
と
ん
ど
�
品
二
品
の

も
の
が
就
く
べ
き
官
職
ば
か
り
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
著
作
郞
・
黃
門
侍
郞
・
尙
書
左
丞
な
ど
は
そ
の
典
型
で
あ
る
︒
そ
れ
に
も
關
わ
ら
ず
︑
彼

が
依
然
と
し
て
�
品
二
品
と
い
う
重
'
な
1
格
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
︑
�
の
二
つ
の
$
料
か
ら
�
斷
さ
れ
る
︒﹃
南
$
﹄
卷
二
三
王

球
傳
に
︑

時
に
中
書
舍
人
徐
爰

上

(
�
�
)
に
寵
�
り
︒
上

嘗
て

(王
)
球
N
び
殷
景
仁
に
命
じ
て
之
と
相
知
ら
し
む
︒
球

辭
し
て
曰
く
︑

﹁
士
庶
の
區
別
は
國
の
違
な
り
︒
臣

敢
て
詔
を
奉
ぜ
ず
﹂
と
︒
上

容
を
改
め
て
謝
す
︒

と
あ
る
︒
徐
爰
が
中
書
舍
人
と
な
っ
た
こ
と
は
︑
本
傳
で
は
漏
れ
て
い
る
︒
實
は
多
く
の
Z
人
が
こ
の
中
書
舍
人
に
つ
い
て
い
る
こ
と
は
先
學

の
硏
究
に
よ
っ
て
す
で
に
D
ら
か
に
な
っ
て
い
る(50

)
︒
宋
の
�
�
は
寵
愛
し
て
い
る
徐
爰
を
琅
{
王
氏
の
王
球
と
仲
良
く
さ
せ
よ
う
と
し
た
︒
先

の
紀
僧
眞
と
同
じ
く
︑
一
液
の
貴
族
に


知
さ
れ
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
�
品
二
品
の
身
分
を
得
ん
こ
と
を
目
論
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
し
か
し

王
球
は
き
っ
ぱ
り
そ
れ
を
斷
っ
た
︒
た
と
え
皇
�
の
側
5
で
あ
っ
て
も
︑
�
品
二
品
が
な
い
と
︑
庶
で
あ
り
︑
貴
族
と
の
區
別
を
つ
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
王
球
の
論
理
で
あ
る
︒
こ
こ
に
︑
徐
爰
が
�
品
二
品
を
持
た
な
い
Z
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒

�
�
=
は
彼
の
官
界
生
涯
の
2
V
に
當
た
る
が
︑
晚
年
に
お
い
て
も
︑
結
局
高
い
官
職
に
昇
任
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
�
品
二
品
と
い
う

身
分
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
一
つ
の
事
件
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
︒
本
傳
に
よ
れ
ば
︑
D
�
と
の
關
係
が
宜
し
く
な
い
た
め
︑
詔
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に
よ
っ
て
嚴
し
く
叱
責
さ
れ
た
︒
す
な
わ
ち
︑

爰

權
を
秉
り
て
日
久
し
︒
上

昔
藩
に
在
り
し
と
き
︑
素
よ
り
說
ば
ざ
る
i
あ
り
︒
景
和
の
世
に
N
び
︑
屈
辱
せ
ら
れ
て
卑
�
す
る
も
︑

爰

禮
敬
甚
だ
鯵
な
れ
ば
︑
益
ま
す
之
を
銜う

ら

む
︒
泰
始
三
年
︑
詔
し
て
曰
く
︑﹁
夫
れ
君
に
事
え
て
禮
無
き
は
︑
敎
E
容
れ
ず
︒
上
を
訕

り
己
を
衒
う
は
︑
人
倫
の
棄
つ
る
i
な
り
︒
太
中
大
夫
徐
爰

廝
猥
よ
り
拔
跡
せ
ら
れ
︑
饕
�
を
推
斥
し
て
︑
e
に
官
は
時
8
に
參
じ
︑

門
は
豪
族
に
伍
す
︒
位
を
�
り
榮
に
轉
ず
る
は
︑
超
荷
に
非
ざ
る
莫
し
︒
⁝
⁝
﹂
と
︒

と
あ
る
︒
ま
ず
︑﹁
拔
跡
廝
猥
﹂
と
は
徐
爰
の
出
身
が
Z
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
 
味
す
る(51

)
︒
そ
の
後
︑
�
品
二
品
が
就
け
る
官
職
に
任
命
さ
れ

た
が
︑
そ
れ
は
皆
﹁
超
荷
﹂︑
つ
ま
り
彼
の
本
來
の
卑
し
い
出
身
に
見
合
わ
ず
特
別
に
拔
)
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
と
す
れ
ば
︑
黃
門
侍
郞
や

太
中
大
夫
と
い
っ
た
官
職
に
就
任
し
た
と
は
い
え
︑
そ
の
身
分
は
依
然
と
し
て
�
品
二
品
に
N
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
が
�
D
す
る
︒
沈
�
は

彼
を
Z
門
と
み
て
恩
倖
傳
に
收
錄
し
た
が
︑
そ
れ
は
お
そ
ら
く
彼
が
﹁
�
品
二
品
﹂
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
B
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
︒

以
上
︑
や
や
煩
瑣
な
考
察
を
行
っ
た
︒
恩
倖
傳
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
こ
と
︑
徐
爰
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
高
位
の
官
職
に
就
く
こ
と
が
必
ず
し

も
�
品
二
品
の
獲
得
に
直
結
し
な
い
こ
と
か
ら
︑
朱
幼
の
﹁
官
涉
二
品
﹂
と
は
︑
官
職
こ
そ
�
品
二
品
の
も
の
が
就
く
べ
き
官
に
就
い
た
が
︑

身
分
と
し
て
は
�
品
二
品
が
�
後
ま
で
與
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
︒

四
︑
﹁
二
品
才
堪
﹂
か
ら
見
た
南
�
貴
族
制
の
本
質

2
違
で
は
︑﹁
二
品
才
堪
﹂
に
關
す
る
三
つ
の
$
料
を
分
析
し
た
︒
徐
羨
之
の
出
身
は
も
と
も
と
�
品
二
品
で
あ
り
︑﹁
二
品
才
堪
﹂
で
は
な

い
︒
蘇
寶
生
・
朱
幼
は
Z
人
・
Z
門
の
出
身
で
あ
る
︒
2
者
は
范
泰
の
言
う
國
子
助
敎
で
あ
り
︑﹁
二
品
才
堪
﹂
に
あ
た
る
︒
後
者
は
﹁
官
涉

二
品
﹂
と
稱
さ
れ
る
が
︑
と
も
に
�
品
二
品
の
身
分
を
得
て
い
な
い
︒
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
︑﹁
二
品
才
堪
﹂
の
可
能
性
が
あ
る
事
例
が

二
つ
と
も
�
品
二
品
を
得
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
︑﹁
二
品
才
堪
﹂
な
る
も
の
が
�
品
二
品
を
得
て
い
な
い
と
�
張
し
た
宮
崎
市
定
氏
の
考
え

を
荏
持
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
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｢二
品
才
堪
﹂
と
い
う
用
語
を
定
義
づ
け
る
と
︑
才
能
に
よ
っ
て
�
品
二
品
に
見
合
う
官
職
に
つ
い
た
Z
人
を
さ
す
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
︒

す
な
わ
ち
﹁
官
涉
二
品
﹂
と
同
じ
く
︑﹁
涉
﹂﹁
堪
﹂
と
い
う
用
語
は
む
し
ろ
︑
�
品
二
品
で
は
な
い
こ
と
を
+
に
D
證
し
て
い
る
︒

で
は
︑
こ
の
結
論
を
以
て
︑
南
�
に
お
け
る
貴
族
制
と
皇
�
權
力
と
の
關
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
か
︒
私
見
を
営
べ
る
2
に
︑

一
つ
の
$
料
を
先
ず
見
よ
う
︒﹃
南
齊
書
﹄
卷
三
三
張
緖
傳
に
︑

(
緖
)
復
た
中
正
を
領
す
︒
長
沙
王
晃

吳
興
の
聞
人
邕
を
£
用
し
て
州
の
議
曹
と
爲
さ
ん
こ
と
を
屬
す
︒
緖
は
1
籍(

52
)

當
た
ら
ざ
る
を
以

て
︑
執
り
て
許
さ
ず
︒
晃
書
佐
を
?
わ
し
て
固
く
之
を
l
う
︒
緖
色
を
正
し
て
晃
の
信
に
謂
い
て
曰
く
︑﹁
此
は
是
れ
身
家
州
�
の
こ
と

な
り
︑
殿
下
何
ぞ
2
ら
る
る
を
得
ん
や
﹂
と
︒

と
あ
る
︒
南
徐
州
刺
$
の
長
沙
王
蕭
晃
は
︑
吳
興
出
身
の
聞
人
邕
と
い
う
人
物
を
南
徐
州
の
議
曹
に
任
用
し
よ
う
と
し
た
が
︑
揚
州
大
中
正
の

張
緖
が
そ
れ
を
拒
否
し
た
︒
刺
$
に
は
州
官
を
任
命
す
る
權
限
が
あ
る
が
︑
問
題
は
聞
人
邕
が
﹁
1
籍
不
當
﹂
と
︑
本
籍
の
あ
る
揚
州
の
大
中

正
の
張
緖
に
�
斷
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒﹁
1
﹂
と
は
こ
れ
ま
で
の
歷
任
と
實
績
を
記
す
﹁
官
1
﹂
の
こ
と
︑﹁
籍
﹂
と
は
戶
籍
に
記
錄
さ
れ
て

い
る
�
品
や
B
家
官
の
こ
と
を
 
味
す
る(53

)
︒
南
徐
州
の
議
曹
は
後
の
梁
�
で
は
液
內
一
班
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
︑
�
品
二
品
が
就
く
べ
き

官
職
で
あ
る
︒
聞
人
邕
は
そ
れ
を
も
っ
て
い
な
い
た
め
︑
長
官
の
蕭
晃
は
本
籍
の
あ
る
揚
州
大
中
正
の
張
緖
に
�
品
の
昇
格
を
依
賴
し
た
と
こ

ろ
︑
固
く
斷
ら
れ
た
︒
つ
ま
り
︑
Z
門
出
身
と
考
え
ら
れ
る
聞
人
邕
が
�
品
二
品
の
官
職
に
就
こ
う
と
す
る
と
︑
中
正
か
ら
怨
た
に
�
品
二
品

を
Y
與
さ
れ
る
必
'
が
あ
る
の
で
あ
る
︒

張
緖
傳
の
こ
の
記
事
と
﹁
二
品
才
堪
﹂﹁
官
涉
二
品
﹂
の
事
例
を
�
せ
て
み
れ
ば
︑
�
品
變
¤
の
權
限
は
あ
く
ま
で
も
中
正
に
握
ら
れ
︑
た

と
え
皇
�
や
宗
室
で
も
關
與
で
き
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る(54

)
︒
現
實
に
は
出
身
の
低
い
Z
人
を
�
品
二
品
に
見
合
う
官
職
に
任
命
す
る
こ
と

は
し
ば
し
ば
あ
っ
た
が
︑
そ
う
し
た
場
合
に
お
い
て
も
︑
�
も
肝
心
な
�
品
變
¤
の
權
限
は
皇
�
權
力
側
に
は
な
か
っ
た
こ
と
が
D
白
と
な
る
︒

貴
族
制
の
中
核
と
も
言
え
る
�
品
二
品
の
Y
與
や
改
正
が
J
く
で
き
な
い
皇
�
權
力
の
存
在
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
た
ら
よ
い
の
か
︒
九

品
官
人
法
の
仕
組
み
に
今
一
度
立
ち
[
っ
て
み
よ
う
︒
中
正
が
�
里
社
會
の
�
論
に
基
づ
い
て
�
品
を
下
す
︒
�
品
に
よ
っ
て
官
界
に
入
る
︒
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�
品
二
品
の
も
の
は
そ
れ
に
見
合
う
官
職
に
昇
(
す
る
︒
�
品
三
品
以
下
の
も
の
に
も
そ
れ
に
見
合
う
官
職
が
あ
り
︑
原
則
と
し
て
そ
れ
以
上

の
官
職
に
は
つ
け
な
い(55

)
︒
た
だ
し
例
外
�
に
︑
�
品
三
品
以
下
の
も
の
が
�
品
二
品
に
見
合
う
官
職
に
就
く
事
例
も
確
實
に
存
在
す
る
が
︑
そ

の
場
合
に
お
い
て
も
︑
中
正
の


定
が
必
'
不
可
缺
で
あ
る
︒
國
家
權
力
の
一
部
を
*
成
す
る
貴
族
と
そ
れ
を
取
り
卷
く
人
事
制
度
が
皇
�
權

力
を
寄
せ
附
け
ず
︑
そ
の
影
@
を
A
け
な
い
こ
と
は
︑
貴
族
制
の
自
律
�
性
質
を
¥
彫
に
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
言
っ
て
み
れ
ば
︑
皇
�

權
力
か
ら
の
干
涉
や
介
入
が
な
く
︑
貴
族
を
中
心
と
し
た
官
僚
體
制
が
國
家
權
力
の
一
部
と
し
て
機
能
し
て
い
る
︒
一
方
で
は
︑
側
5
と
し
て

拔
)
し
た
Z
人
に
對
し
て
︑
さ
ら
に
高
い
官
職
に
就
く
た
め
の
�
品
二
品
が
Y
與
で
き
な
か
っ
た
南
�
皇
�
權
力
の
限
界
も
見
え
て
く
る
の
で

あ
る
︒

一
般
に
は
︑
�
品
二
品
の
�
無
が
︑
士
庶
と
い
う
社
會
�
身
分
を
區
別
す
る
決
定
�
な
'
素
で
あ
る
と
さ
れ
る(56

)
︒
そ
れ
は
そ
の
�
り
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
�
品
二
品
と
い
う
の
は
︑
官
界
に
お
け
る
官
職
や
昇
(
の
コ
ー
ス
を
決
め
︑
貴
族
�
官
制
を
象

す
る
�
も
重
'
な
'
素
で
も
あ
る(57

)
︒

さ
ら
に
︑
�
品
二
品
の
獲
得
に
皇
�
權
力
が
ま
っ
た
く
關
與
で
き
な
い
以
上
︑
皇
�
權
力
と
貴
族
制
度
も
嚴
格
に
區
別
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
︒
そ
し
て
︑
そ
の
區
別
を
端
�
に
現
し
た
の
が
﹁
二
品
才
堪
﹂
に
他
な
ら
な
い
︒

皇
�
權
力
側
が
︑
才
能
の
あ
る
Z
人
や
Z
門
出
身
の
人
を
︑
高
い
官
職
︑
す
な
わ
ち
�
品
二
品
の
貴
族
が
就
く
官
職
に
就
か
せ
よ
う
と
す
る

場
合
︑
い
く
つ
か
の
方
法
が
§
じ
ら
れ
た
︒
一
つ
は
︑
紀
僧
眞
や
徐
爰
の
例
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
︑
一
液
の
貴
族
に


め
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
︒

も
う
一
つ
は
︑
聞
人
邕
の
例
に
あ
っ
た
よ
う
に
︑
中
正
に
�
品
を
昇
格
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
ら
は
こ
と
ご
と
く
拒
否
さ
れ
た
︒

そ
こ
で
︑
�
品
二
品
の
な
い
ま
ま
︑
�
品
二
品
に
見
合
う
官
職
に
就
け
さ
せ
る
︑﹁
二
品
才
堪
﹂
が
案
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
筆
者

は
︑
士
庶
の
區
別
と
官
僚
制
に
お
け
る
昇
(
の
コ
ー
ス
な
ど
に
現
れ
る
貴
族
制
を
打
破
す
る
と
い
う
よ
り
は
︑
む
し
ろ
そ
れ
を
承


し
て
¨
重

す
る
 
向
を
皇
�
權
力
側
に
見
出
だ
す(58

)
︒

�
品
が
官
品
を
決
定
し
た
こ
と
か
ら
︑
�
論
と
い
う
皇
�
權
力
の
外
側
に
六
�
貴
族
の
B
源
や
そ
の
自
律
性
を
措
定
し
た
谷
川
E
雄
氏
の
考

え
は
︑
今
日
で
も
�
效
な
視
點
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(59

)
︒﹁
二
品
才
堪
﹂
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
︑
貴
族
は
王
�
の
官
僚
と
な
っ
て
も
︑
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な
お
そ
の
自
律
性
を
保
持
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
南
�
の
貴
族
制
と
は
︑
王
�
の
外
側
で
も
王
�
の
內
部
で
も
皇
�
權
力
に
對
し
て
自
律
性
を

維
持
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
王
�
の
©
替
を
超
越
し
な
が
ら
︑
國
家
權
力
を
擔
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
か
か
る
超
越
性
を
南
�
の

皇
�
に
よ
っ
て


め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
記
事
が
︑﹃
梁
書
﹄
卷
五
〇
�
學
下
・
顏
協
傳
に
見
え
る
︒

父
は
見
�
︑
ª
學
に
し
て
志
行
�
り
︒
初
め
︑
齊
の
和
�
の
荊
州
に
鎭
す
る
や
︑
見
�
を
以
て
錄
事
參
軍
と
爲
す
︒
江
陵
に
卽
位
す
る
に

N
び
︑
以
て
治
書
侍
御
$
と
爲
す
︒
俄
に
中
丞
を
n
ぬ
︒
高
祖
A
禪
す
る
や
︑
見
�
乃
ち
食
わ
ず
︑
發
延
し
て
數
日
に
し
て
卒
す
︒
高
祖

之
を
聞
き
て
曰
く
︑﹁
我
自
ら
天
に
應
じ
人
に
從
う
︑
何
ぞ
天
下
の
士
大
夫
の
事
に
預
か
ら
ん
や
︒
而
る
に
顏
見
�
は
乃
ち
此
に
至
れ
り
﹂

と
︒

梁
の
武
�
は
王
�
を
開
い
た
こ
と
が
天
に
應
じ
て
人
に
從
う
行
動
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
が
士
大
夫
︑
す
な
わ
ち
貴
族
の
世
界
と
は
あ

ま
り
關
係
が
な
い
こ
と
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
王
�
內
部
に
お
い
て
も
貴
族
�
な
世
界
が
あ
り
︑
皇
�
權
力
側
が
た
と
え
王
�
の
革
命

や
©
替
を
果
た
し
て
も
︑
貴
族
の
も
つ
自
律
性
を


め
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
は
こ
の
一
言
に
象

さ
れ
て
い
る
︒
地
方
社
會
か
ら
の
荏
持
を
自

律
性
の
本
源
と
し
て
︑
さ
ら
に
九
品
官
人
法
を
�
し
て
獨
自
な
官
僚
シ
ス
テ
ム
を
形
成
し
て
い
っ
た
南
�
貴
族
制
に
對
し
て
︑
や
や
も
す
れ
ば

宗
室
の
內
紛
に
よ
っ
て
滅
ん
で
ゆ
く
脆
)
な
權
力
基
盤
し
か
持
た
な
い
皇
�
權
力
は
︑
む
し
ろ
補
完
�
な
存
在
だ
っ
た
と
い
う
見
方
も
成
り
立

ち
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か(60

)
︒

お

わ

り

に

皇
�
權
力
と
貴
族
制
と
の
關
係
は
六
�
時
代
︑
ひ
い
て
は
中
國
$
の
發
展
の
論
理
を
求
め
て
ゆ
く
う
え
で
«
け
て
は
�
れ
な
い
重
大
な
問
題

で
あ
る
︒
本
稿
は
︑
諸
先
學
に
よ
っ
て
擧
げ
ら
れ
た
﹁
二
品
才
堪
﹂
の
問
題
に
再
檢
討
を
加
え
︑
南
�
に
お
け
る
貴
族
制
と
皇
�
權
力
と
の
關

係
に
怨
し
い
考
え
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
︒

｢二
品
才
堪
﹂
と
稱
さ
れ
る
も
の
が
�
品
二
品
を
獲
得
し
た
と
さ
れ
る
0
・
胡
・
閻
・
川
合
諸
氏
の
中
︑
$
料
を
擧
げ
て
檢
證
し
た
の
が
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胡
・
閻
二
氏
で
あ
る
が
︑
本
稿
で
は
︑
こ
れ
ら
の
$
料
を
再
檢
討
し
︑﹁
二
品
才
堪
﹂
は
�
品
二
品
を
得
て
い
な
い
と
い
う
結
論
を
得
た
︒﹁
二

品
才
堪
﹂
と
は
︑
�
品
二
品
に
見
合
う
官
職
に
つ
い
た
Z
人
や
Z
門
の
出
身
の
人
を
指
す
の
で
あ
り
︑﹁
官
涉
二
品
﹂
と
と
も
に
︑
才
能
な
ど

に
よ
っ
て
�
品
二
品
の
も
の
が
就
任
で
き
る
官
職
に
就
く
た
め
に
で
き
た
名
稱
で
も
あ
る
︒
�
品
二
品
の
も
の
が
就
く
べ
き
官
職
に
つ
い
た
か

ら
と
言
っ
て
︑
實
際
に
�
品
二
品
の
身
分
を
得
た
と
は
限
ら
な
い
︒
實
は
こ
の
﹁
二
品
才
堪
﹂
こ
そ
が
︑
王
�
內
部
に
お
け
る
貴
族
の
自
律
性

を
現
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
︒

秦
漢
に
樹
立
さ
れ
︑
そ
れ
以
影
淸
�
ま
で
强
固
に
續
い
た
一
元
�
・
中
央
集
權
�
皇
�
權
力
の
存
在
を
想
定
す
る
場
合
︑
自
律
性
を
持
つ
貴

族
お
よ
び
貴
族
制
度
を
排
除
さ
れ
る
べ
き
對
象
と
し
て


識
す
る
こ
と
は
︑
あ
る
 
味
で
諒
解
で
き
よ
う(61

)
︒
た
と
え
ば
︑
南
�
に
お
け
る
皇
�

權
力
の
强
�
を
語
る
場
合
︑
¬
々
に
し
て
宗
室
を
重
'
な
州
鎭
に
>
?
し
て
軍
事
權
を
握
ら
せ
る
こ
と
と
︑
Z
門
出
身
の
人
々
を
側
5
と
し
て

拔
)
し
た
と
い
う
二
つ
の
面
か
ら
說
D
さ
れ
る(62

)
︒
宮
崎
氏
が
言
う
︑
皇
�
權
力
が
嚴
と
し
て
存
在
し
︑
絕
え
ず
貴
族
制
を
切
O
す
と
い
う
こ
と

も
︑
こ
れ
に
由
來
す
る
か
も
し
れ
な
い(63

)
︒
し
か
し
︑
六
�
の
貴
族
が
�
廷
の
官
僚
と
な
っ
た
際
︑
皇
�
權
力
か
ら
の
制
�
や
影
@
を
A
け
ず
︑

�
論
か
ら
�
品
︑
さ
ら
に
B
家
官
へ
と
い
う
獨
自
の
任
官
出
世
の
論
理
を
以
て
︑
地
方
社
會
か
ら
政
界
に
入
っ
て
い
く
そ
の
�
は
︑
中
國
$
上

き
わ
め
て
特
衣
な
現
象
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
︒
言
い
奄
え
れ
ば
︑
�
里
社
會
の
�
論
・
淸
議
か
ら
の
荏
持
を
得
て
︑
さ
ら
に
官
僚
體
制
を

�
し
て
自
律
�
性
質
を
不
動
の
も
の
に
し
た
貴
族
と
皇
�
權
力
か
ら
な
る
六
�
の
國
家
權
力
は
︑
秦
漢
あ
る
い
は
宋
元
D
淸
の
時
代
と
衣
な
る

特
質
を
�
し
た
の
で
あ
る
︒

六
�
$
を
槪
觀
す
れ
ば
︑
皇
�
權
力
は
貴
族
制
を
切
り
O
そ
う
と
し
つ
つ
も
︑
現
實
に
は
頑
と
し
て
撥
ね
[
さ
れ
た
こ
と
が
見
ら
れ
る
︒
獨

自
の
存
在
原
理
を
持
つ
貴
族
制
度
に
對
し
て
︑
皇
�
權
力
は
結
局
そ
れ
を


め
て
︑
積
極
�
に
維
持
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒﹁
二
品

才
堪
﹂
な
る
も
の
は
U
般
の

息
を
雄
辯
に
物
語
っ
て
い
る
︒
從
來
の
硏
究
で
は
︑
こ
の
﹁
切
り
O
そ
う
﹂
と
い
う
側
面
の
み
に
;
目
し
て
き

た
き
ら
い
が
あ
る
が
︑
本
稿
で
は
こ
れ
に
對
し
て
︑
結
果
と
し
て
皇
�
權
力
が
貴
族
制
の
論
理
を
K


・
¨
重
し
た

(
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
)

と
い
う
側
面
に
焦
點
を
當
て
た
わ
け
で
あ
る
︒
南
�
で
は
︑
王
�
の
內
外
を
問
わ
ず
︑
社
會
�
政
治
�
自
律
性
を
も
つ
貴
族
制
は
︑
王
�
が
©
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替
し
よ
う
と
も
依
然
と
し
て
聳
え
立
つ
の
で
あ
り
︑
皇
�
權
力
に
對
し
て
も
︑
Z
門
・
Z
人
に
對
し
て
も
排
他
�
で
は
あ
る
が
︑
同
時
に
こ
の

貴
族
制
は
�
論
・
淸
議
︑
中
正
と
い
っ
た
制
�
や
チ
ェ
ッ
ク
を
も
絕
え
ず
A
け
る
こ
と
に
な
る(64

)
︒
そ
の
 
味
で
は
︑
六
�
の
貴
族
體
制
は
決
し

て
閉
�
�
・
固
定
�
な
も
の
で
は
な
い(65

)
︒
南
�
の
歷
$
は
︑
か
か
る
自
律
�
な
貴
族
體
制
を
中
心
に
推
移
し
て
い
き
︑
そ
の
な
か
で
皇
�
權
力

は
︑
た
と
え
ば
九
品
官
人
法
を
�
し
て
獨
自
な
官
僚
シ
ス
テ
ム
を
形
成
し
た
貴
族
制
度
の
®
營
に
對
し
て
︑
あ
る
 
味
に
お
い
て
協
力
も
し
く

は
補
完
と
い
う
役
割
を
果
た
し
た
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
︒

�(1
)

內
7
湖
南
は
中
世
と
い
う
貴
族
時
代
の
�
�
を
�
の
よ
う
に
指
摘

す
る
︒﹁
貴
族
時
代
に
B
っ
た
色
々
の
�
�
�
な
こ
と
︑
經
學
・
�

學
・
藝
¯
な
ど
︑
皆
こ
の
時
代
の
特
色
を
備
え
て
ゐ
る
が
︑
こ
れ
が

荏
8
�
�
の
根
本
と
な
り
︑
今
日
の
荏
8
�
�
も
︑
そ
の
上
に
築
か

れ
て
ゐ
る
︒﹂
(﹃
荏
8
中
古
の
�
�
﹄
弘
�
堂
︑
一
九
四
七
年
︑
の

ち
﹃
內
7
湖
南
J
集
﹄
第
十
卷
︑
筑
°
書
±
︑
一
九
六
九
年
に
再

錄
)︒
ま
た
︑
川
<
義
雄
氏
は
﹁
い
わ
ゆ
る
中
世
を
特
色
づ
け
る
基

本
�
な
'
因
と
し
て
の
﹃
貴
族
政
治
﹄﹂
と
'
�
し
て
︑
氏
の
六
�

貴
族
制
硏
究
を
展
開
す
る
︒
(﹃
六
�
貴
族
制
社
會
の
硏
究
﹄
岩
波
書

店
︑
一
九
八
二
年
︑﹁
は
し
が
き
﹂
)︒

(2
)

渡
邉
義
浩
﹁
i
�
と
�
�

︱
︱
中
國
貴
族
制
硏
究
へ
の
一
視
角

︱
︱
﹂
(﹃
中
國
︱
︱
社
會
と
�
�
﹄
十
八
︑
二
〇
〇
三
年
︑
の
ち

﹃
三
國
政
權
の
*
H
と
﹁
名
士
﹂﹄
²
古
書
院
︑
二
〇
〇
四
年
に
再

錄
)︒

(3
)

鐘
鑫
�
集
﹁
田
餘
慶
談
門
閥
政
治
與
皇
權
﹂
(﹃
東
方
早
報
・
上
海

書
}
﹄
二
〇
一
三
年
一
�
六
日
)︒
´
く
な
ら
れ
る
二
年
2
の
こ
の

發
言
の
後
V
の
部
分
で
︑
田
氏
は
﹁
た
と
え
王
�
が
變
わ
っ
て
も
︑

制
度
の
外
觀
は
衣
な
っ
て
も
︑
ま
た
皇
�
制
度
そ
の
も
の
が
倒
さ
れ

て
も
︑
皇
�
權
力
に
よ
る
荏
�
思
想
や
9
ら
か
の
荏
�
機
能
は
な
お

社
會
體
の
骨
髓
ま
で
保
存
さ
れ
︑
中
國
の
歷
$
を
形
成
し
た
µ
傳
子

で
あ
る
と
い
え
る
﹂
と
興
味
深
い
結
論
を
下
し
て
い
る
︒
一
九
二
四

年
の
生
ま
れ
で
︑
北
京
大
學
歷
$
系
在
籍
中
に
學
生
®
動
に
參
加
し

た
田
氏
は
︑
�
初
は
太
�
天
國
$
と
革
命
$
を
硏
究
の
テ
ー
マ
に
し

た
︒
そ
の
後
︑
秦
漢
$
や
魏
晉
南
北
�
$
の
硏
究
に
從
事
し
︑﹃
東

晉
門
閥
政
治
﹄﹃
秦
漢
魏
晉
$
探
r
﹄﹃
拓
跋
$
探
﹄
な
ど
の
代
表
作

を
著
し
て
︑
中
國
や
日
本
の
學
界
に
多
大
な
影
@
を
與
え
て
い
る
︒

皇
�
權
力
に
つ
い
て
の
田
氏
の
考
え
は
︑
當
然
實
證
硏
究
に
基
づ
い

て
得
た
も
の
で
あ
る
が
︑
九
〇
年
の
生
涯
を
�
じ
て
中
國
の
5
現
代

$
を
目
の
當
た
り
に
し
た
氏
の
體
驗
や
思
い
も
︑
そ
こ
か
ら
讀
み
取

る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
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(4
)

渡
邊
信
一
郞
氏
は
六
�
の
專
制
�
皇
�
權
力
を
論
じ
た
際
︑
貴
族

政
治
お
よ
び
貴
族
�
自
律
性
を
否
定
す
る
見
解
を
示
し
て
い
る
︒

﹁
魏
晉
南
北
�
=
に
は
︑
數
百
名
に
お
よ
ぶ
貴
族
が
�
堂
に
集
結
し

て
 
思
形
成
を
行
っ
た
が
︑
こ
の
集
團
�
 
志
が
皇
�
の
�
W
�
決

裁
を
排
除
し
て
自
ら
の
 
志
を
貫
園
し
た
こ
と
は
皆
無
で
あ
っ
た
と

い
っ
て
よ
い
︒
か
く
し
て
�
議
の
性
格
は
︑
本
質
�
に
は
皇
�
の
諮

問
會
議
で
あ
り
︑
そ
の
®
營
は
皇
�
の
獨
裁
で
あ
り
︑
專
制
で
あ

る
︒﹂
(﹃
天
空
の
玉
座
﹄
柏
書
±
︑
一
九
九
六
年
︑
第
二
違
﹁
元
會

の
*
H

︱
︱
中
國
古
代
�
國
の
�
政
と
禮
儀
︱
︱
﹂︑
一
〇
一
頁
)︒

し
か
し
︑﹁
貴
族
﹂
と
呼
ば
れ
︑
ま
た
﹁
集
團
�
 
志
﹂
と
言
わ
れ

た
以
上
︑
皇
�
權
力
を
一
方
�
に
﹁
獨
裁
﹂﹁
專
制
﹂
と
稱
す
る
こ

と
に
b
和
感
を
覺
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
︒

(5
)

例
え
ば

D
a
v
id
Jo
h
n
so
n
(姜
士
彬
)
の
硏
究
︑
T
h
e
M
ed
iev
a
l

C
h
in
ese
O
lig
a
rch
y
,W
e
stv
ie
w
P
re
ss,B
o
u
ld
e
r,
1
9
7
7
.
は
﹁
中

世
=
の
中
國
は
貴
族
國
家
で
あ
っ
た
の
か
︑
そ
れ
と
も
官
僚
國
家
で

あ
っ
た
の
か
﹂
と
い
う
問
題
に
焦
點
を
當
て
︑
そ
れ
は
兩
者
に
よ
る

獨
特
な
結
合
で
あ
る
と
指
摘
し
た
う
え
で
︑
貴
族
の
權
力
は
︑
政
府

へ
の
奉
職
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
︑
血
瓜
や
家
族
︑
家
柄
に
よ
る
も

の
で
は
な
い
も
の
の
︑
五
世
紀
か
ら
一
〇
世
紀
に
お
い
て
は
︑
官
職

に
つ
く
際
に
は
︑
中
華
�
國
の
い
か
な
る
時
代
よ
り
も
︑
家
柄
か
ら

の
影
@
を
大
き
く
A
け
る
︒
晉
か
ら
0
ま
で
に
︑
お
お
よ
そ
數
百
の

家
族
が
政
治
�
・
社
會
�
に
中
國
を
荏
�
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
こ

そ
寡
頭
政
治
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
結
論
づ
け
た
の
で
あ
る
︒
家
柄
に

よ
っ
て
官
界
に
は
い
る
こ
と
は
事
實
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
そ

れ
は
あ
く
ま
で
も
結
果
で
あ
る
︒
後
ほ
ど
取
り
上
げ
る
�
論
の
役
割

が
も
っ
と
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

(6
)

時
代
區
分
論
お
よ
び
そ
こ
に
附
隨
す
る
論
爭
は
︑
5
代
以
影
日
本

の
中
國
$
や
中
國
思
想
$
の
分
野
に
お
け
る
�
大
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル

と
言
っ
て
も
3
言
で
は
な
い
︒
そ
の
學
¯
$
�
な
整
理
や
總
括
は
多

數
に
上
っ
て
い
る
が
︑
5
年
や
や
後
景
に
�
い
た
感
は
否
め
な
い
︒

そ
の
中
で
︑
伊
東
貴
之
氏
は
六
�
貴
族
制
論
を
含
む
論
爭
の
背
景
と

な
る
5
現
代
中
國
へ
の
}
價
や


識
︑
傳
瓜
中
國
の
王
�
國
家
體
制

や
そ
れ
を
擔
う
知
識
人

(
士
人
)
層
︑
¤
に
は
︑
政
治
理
念
と
し
て

の
儒
敎
へ
の
}
價
や
價
値
�
斷
な
ど
の
側
面
を
取
り
上
げ
て
︑
槪
括

�
に
考
察
・
論
證
を
行
い
︑
中
國
$
の
J
體
宴
の
K
求
に
怨
た
な
一

石
を
投
じ
て
い
る
︒
(﹁
傳
瓜
中
國
を
ど
う
捉
え
る
か
？
硏
究
$
上
の

ポ
レ
ミ
ッ
ク
に
見
る
儒
敎
の
影
﹂︑﹃
現
代
思
想
﹄
二
〇
一
四
年
三
�

號
︹
特
集
：
い
ま
な
ぜ
儒
敎
か
︺
v
o
l.4
2
-
4︑
靑
土
社
)︒

(7
)

內
7
湖
南
﹃
荏
8
5
世
$
﹄
(
弘
�
堂
︑
一
九
四
七
年
︑
の
ち
2

揭
﹃
內
7
湖
南
J
集
﹄
第
十
卷
︑
一
九
六
九
年
に
再
錄
)︒

(8
)

葭
森
永
介
氏
は
︑
湖
南
が
提
示
し
た
貴
族
宴
に
は
地
方
名
8
家
と

官
僚
と
の
兩
側
面
が
あ
る
と
し
た
う
え
で
︑
二
つ
の
側
面
を
そ
れ
ぞ

れ
探
究
す
る
こ
と
が
︑
戰
後
日
本
の
貴
族
制
硏
究
の
基
-
と
な
っ
て

い
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
︒
(﹁
中
國
$
に
お
け
る
貴
族
制
硏
究
に
關

す
る
覺
書
﹂
︑
﹃
名
古
屋
大
學
東
洋
$
硏
究
報
吿
﹄
七
︑
一
九
八
一

年
)
︒

(9
)

六
�
時
代
を
含
む
漢
か
ら
0
代
ま
で
の
國
家
權
力
に
つ
い
て
︑
渡

邊
信
一
郞
氏
は
︑
皇
�
と
皇
�
が
直
接
任
命
し
た
官
僚
と
の
閒
︑
そ

し
て
地
方
長
官
と
そ
の
屬
:
と
の
閒
に
形
成
さ
れ
た
二
重
の
君
臣
關

係
か
ら
な
る
こ
と
と
︑
�
政
の
�
W
�
決
裁
權
が
皇
�
に
握
ら
れ
る
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こ
と
を
特

と
し
て
指
摘
す
る
︒
(
2
揭
﹃
天
空
の
玉
座
﹄
第
二
違

﹁
元
會
の
*
H

︱
︱
中
國
古
代
�
國
の
�
政
と
禮
儀
︱
︱
﹂
)
を
參

照
︒
秦
漢
以
影
の
�
政
時
代
を
專
制
國
家
と
し
て
と
ら
え
た
渡
邊
氏

の
六
�
皇
�
權
力
に
關
す
る
考
え
で
あ
る
が
︑
お
そ
ら
く
六
�
時
代

の
皇
�
權
力
を
强
-
す
る
場
合
︑
一
般
�
な
見
方
で
も
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
︒
し
か
し
︑
�
W
�
決
裁
權
が
果
た
し
て
皇
�
に
握
ら
れ

る
か
ど
う
か
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
︑
高
�
官
僚
で
あ
る
貴
族
の
B
源

を
地
方
社
會
に
求
め
る
視
點
に
立
つ
と
︑
皇
�
が
直
接
任
命
し
た
高

�
官
僚
云
々
な
ど
に
つ
い
て
は
︑
な
お
考
究
の
餘
地
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
︒
渡
邊
氏
の
硏
究
に
つ
い
て
は
︑
都
築
晶
子
﹁
六
�
貴
族

硏
究
の
現
況

︱
︱
豪
族
・
貴
族
・
國
家
︱
︱
﹂
(﹃
名
古
屋
大
學
東

洋
$
硏
究
報
吿
﹄
七
︑
一
九
八
一
年
)
を
參
照
︒

(10
)

宮
崎
市
定
﹃
九
品
官
人
法
の
硏
究

︱
︱
科
擧
2
$

︱
︱
﹄
(東

洋
$
硏
究
會
︑
一
九
五
六
年
︑
の
ち
﹃
宮
崎
市
定
J
集
﹄
六
︑
岩
波

書
店
︑
一
九
九
二
年
に
再
錄
)︒

(11
)

谷
川
E
雄
﹁
六
�
貴
族
制
社
會
の
$
�
性
格
と
律
令
體
制
へ
の
展

開
﹂
(﹃
社
會
經
濟
$
學
﹄
三
一

−

一
～
五
︑
一
九
六
六
年
︑
の
ち

﹃
中
國
中
世
社
會
と
共
同
體
﹄
國
書
刊
行
會
︑
一
九
七
六
年
に
再
錄
︑

一
五
二
頁
)︒

(12
)

宮
崎
氏
は
﹁
中
正
の
}
價
は
︑
�
}
を
反
映
す
べ
き
こ
と
に
な
っ

て
い
る
が
︑
當
時
の
�
}
な
る
も
の
は
︑
一
種
の
豫
言
�
な
性
質
を

も
つ
こ
と
が
多
か
っ
た
⁝
⁝
中
正
が
�
}
に
よ
っ
て
九
品
を
下
し
た

と
す
れ
ば
︑
そ
の
九
品
は
︑
目
下
の
狀
態
で
は
な
く
し
て
︑
�
い
將

來
の
歸
着
點
を
豫
想
し
た
上
で
の
こ
と
で
あ
る
﹂
と
営
べ
︑
�
里
社

會
に
よ
る
�
論
を
貴
族
制
の
原
基
と
し
て
い
る
︒
(
2
揭
﹃
九
品
官

人
法
の
硏
究

︱
︱
科
擧
2
$

︱
︱
﹄
︑
九
八
頁
)︒

(13
)

谷
川
E
雄
﹃
中
國
中
世
の
探
求

︱
︱
歷
$
と
人
閒

︱
︱
﹄
(日

本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
︑
一
九
八
七
年
)︒

(14
)

內
7
湖
南
﹁
槪
括
�
0
宋
時
代
觀
﹂
(初
出
一
九
二
二
年
︑
の
ち

﹃
內
7
湖
南
J
集
﹄
第
八
卷
︑
筑
°
書
±
︑
一
九
六
九
年
に
再
錄
︑

一
一
二
頁
)
︒

(15
)

2
揭
﹃
九
品
官
人
法
の
硏
究

︱
︱
科
擧
2
$

︱
︱
﹄︑
四
三
一

頁
︒

(16
)

矢
野
�
稅
﹃
門
閥
社
會
成
立
$
﹄
國
書
刊
行
會
︑
一
九
七
六
年
︒

(17
)

越
智
重
D
﹃
魏
晉
南
�
の
貴
族
制
﹄
硏
�
出
版
︑
一
九
八
二
年
︒

(18
)

谷
川
E
雄
﹁
魏
晉
南
北
�
隋
0
$
の
基
本
問
題
總
論
﹂
(谷
川
E

雄
・
堀
敏
一
・
池
田
溫
・
菊
池
英
夫
・
佐
竹
靖
彥
�
﹃
魏
晉
南
北
�

隋
0
時
代
$
の
基
本
問
題
﹄
中
國
$
學
の
基
本
問
題
シ
リ
ー
ズ
2
︑

²
古
書
院
︑
一
九
九
七
年
)
︒
な
お
︑
福
原
ê
郞
氏
は
日
本
に
お
け

る
六
�
貴
族
制
硏
究
を
整
理
し
︑﹁
六
�
貴
族
制
に
關
す
る
展
開
の

中
で
︑
內
7
湖
南
の
貴
族
制
論
を
原
點
と
し
︑
川
<
義
雄
の
貴
族
制

論
へ
と
繫
が
る
系


こ
そ
が
�
液
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
︑
今
後
の
�

大
の
問
題
は
︑
川
<
義
雄
の
貴
族
制
論
が
十
J
に
說
D
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
皇
�
權
の
問
題
で
あ
ろ
う
﹂
と
営
べ
︑
貴
族
と
皇
�

權
力
と
の
問
題
が
焦
點
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒

(﹁
日
本
に
お
け
る
六
�
貴
族
制
論
の
展
開
に
つ
い
て
﹂︑
京
都
外
國

語
大
學
﹃
硏
究
論
叢
﹄
七
七
︑
二
〇
一
一
年
)︒

(19
)

田
餘
慶
﹃
東
晉
門
閥
政
治
﹄
(北
京
大
學
出
版
社
︑
一
九
八
九
年
)︒

(20
)

胡
寶
國
﹁
東
晉
南
�
時
代
�
九
品
中
正
制
﹂
(﹃
中
國
$
硏
究
﹄
一

九
八
七
年
第
四
=
)
︑
閻
步
克
﹁
變
態
與
融
合
︱
︱
魏
晉
南
北
�
﹂
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(
吳
宗
國
�
�
﹃
中
國
古
代
官
僚
政
治
制
度
硏
究
﹄
北
京
大
學
出
版

社
︑
二
〇
〇
四
年
)︒
た
だ
し
︑
二
氏
の
考
え
に
對
し
て
︑
張
旭
華

﹁
南
�
九
品
中
正
制
�
發
展
演
變
N
其
作
用
﹂
(﹃
中
國
$
硏
究
﹄
一

九
九
八
年
第
二
=
︑
の
ち
﹃
九
品
中
正
制
略
論
稿
﹄
中
州
古
籍
出
版

社
︑
二
〇
〇
四
年
に
再
錄
)︑
お
よ
び
拙
稿
﹁
九
品
官
人
法
中
�
�

品
稱
謂
考
論
﹂
(﹃
江
海
學
刊
﹄
二
〇
一
二
年
第
六
=
︑
の
ち
﹃
東
晉

貴
族
政
治
$
論
﹄
江
蘇
人
民
出
版
社
︑
二
〇
一
五
年
に
再
錄
)︑
は

そ
れ
ぞ
れ
反
論
を
試
み
て
い
る
︒

(21
)

川
合
安
﹃
南
�
貴
族
制
硏
究
﹄
(
²
古
書
院
︑
二
〇
一
五
年
︑﹁
結

論
﹂︑
三
五
二
︱
三
五
三
頁
)︒
な
お
︑
福
原
ê
郞
﹁
書
}

川
合
安

著
﹃
南
�
貴
族
制
硏
究
﹄﹂
(﹃
六
�
學
¯
學
會
報
﹄
一
七
︑
二
〇
一

六
年
)︑
小
林
聰
﹁
書
}

川
合
安
著
﹃
南
�
貴
族
制
硏
究
﹄﹂
(﹃
0

代
$
硏
究
﹄
一
九
︑
二
〇
一
六
年
)
も
參
照
︒

(22
)

2
揭
拙
著
﹃
東
晉
貴
族
政
治
$
論
﹄︒

(23
)

一
例
を
擧
げ
よ
う
︒﹃
晉
書
﹄
卷
四
九
羊
曼
傳
に
は
︑﹁
時
州
里
稱

陳
留
阮
放
爲
宏
伯
︑
高
�
郗
鑒
爲
方
伯
︑
泰
山
胡
毋
輔
之
爲
/
伯
︑

濟
陰
卞
壼
爲
裁
伯
︑
陳
留
蔡
謨
爲
ì
伯
︑
阮
孚
爲
	
伯
︑
高
�
劉
綏

爲
委
伯
︑
而
曼
爲
濌
伯
︑
凡
八
人
︑
號
兗
州
八
伯
︑
蓋
擬
古
之
八
雋

也
﹂
と
あ
る
︒
八
伯
の
中
の
阮
放
・
胡
毋
輔
之
・
阮
孚
・
羊
曼
は
西

晉
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
放
/
名
士
の
中
心
人
物
で
あ
る
が
︑
彼
ら
に

與
え
ら
れ
た
﹁
宏
﹂・﹁
/
﹂・﹁
	
﹂・﹁
濌
﹂
と
い
っ
た
�
論
の
}
價

は
放
/
行
爲
そ
の
も
の
に
對
す
る
好
 
�
・
肯
定
�
な
も
の
と
見
な

し
て
よ
い
︒
そ
の
後
の
羊
曼
の
經
歷
に
つ
い
て
は
︑
本
傳
に
﹁
少
知

名
︑
本
州
禮
命
︑
太
傅
辟
︑
皆
不
就
︒
«
難
渡
江
︑
元
�
以
爲
鎭
東

參
軍
︑
轉
丞
相
�
y
︑
委
以
機
密
︒
歷
黃
門
侍
郞
・
尙
書
:
部
郞
・

晉
陵
太
守
︑
以
公
事
免
︒
曼
任
/
頹
縱
︑
好
飮
酒
︒
溫
嶠
・
庾
亮
・

阮
放
・
桓
彜
同
志
友
善
︑
竝
爲
中
興
名
士
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

﹁
任
/
頹
縱
に
し
て
︑
飮
酒
を
好
む
﹂
と
は
︑
放
/
の
現
れ
で
あ
ろ

う
︒
;
目
し
た
い
の
が
︑
﹁
太
傅
辟
﹂
で
あ
る
︒﹃
晉
書
﹄
卷
八
六
張

軌
傳
に
﹁
(
軌
)
爲
二
品
之
精
︑
衞
將
軍
楊
珧
辟
爲
掾
﹂
と
あ
り
︑

ま
た
﹃
宋
書
﹄
卷
六
〇
范
泰
傳
に
﹁
昔
中
�
助
敎
︑
亦
用
二
品
︒
潁

川
陳
載
已
辟
太
保
掾
︑
而
國
子
取
爲
助
敎
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
衞
將

軍
や
太
保
の
よ
う
な
公
府
に
辟
せ
ら
れ
る
屬
官
が
�
品
二
品
の
も
の

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
と
す
る
と
︑
太
傅
府
に
辟
せ
ら
れ
た
羊
曼

も
ま
た
︑
�
品
二
品
を
獲
得
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
︑

﹁
濌
伯
﹂
と
し
て
放
/
名
士
の
仲
閒
入
り
を
果
た
し
た
羊
曼
が
�
里

社
會
か
ら
稱
贊
や
肯
定
を
A
け
︑
や
が
て
中
正
に
よ
っ
て
二
品
を
付

與
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
な
お
羊
曼
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
兩
晉

©
替
=
に
お
け
る
放
/
の
氣
風
に
つ
い
て
﹂
(﹃
東
洋
$
苑
﹄
第
五
四

號
︑
一
九
九
九
年
)
を
參
照
︒
放
/
の
風
氣
が
西
晉
に
い
た
り
︑
一

種
の
社
會
風
俗
と
な
る
の
は
︑
後
漢
以
來
の
長
い
時
閒
の
中
で
︑
儒

家
思
想
が
衰
�
の
狀
態
に
陷
り
︑
傳
瓜
�
な
禮
敎
が
人
を
束
ò
す
る

能
力
を
喪
失
し
た
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

(24
)

川
<
義
雄
氏
は
か
つ
て
�
の
よ
う
に
営
べ
た
︒
﹁
東
晉
貴
族
制
の

本
質
と
は
︑
し
た
が
っ
て
私
の
考
え
で
は
︑
�
論
�
義
を
原
理
と
す

る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
荏
�
の
體
制
と
い
う
ほ
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

⁝
⁝
�
論
�
義
は
北
方
か
ら
輸
入
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
︑

外
か
ら
上
か
ら
江
南
社
會
に
押
し
附
け
ら
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
﹂
と
︒﹁
東
晉
貴
族
制
の
確
立
課
ô

︱
︱
軍
事
�
基
礎
の
問

題
と
關
聯
し
て
︱
︱
﹂
(
2
揭
﹃
六
�
貴
族
制
社
會
硏
究
﹄︑
二
五
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〇
頁
)︒
こ
の
指
摘
を
A
け
︑
筆
者
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
︑

2
揭
拙
著
﹃
東
晉
貴
族
政
治
$
論
﹄
に
お
い
て
�
に
北
來
貴
族
に
よ

る
貴
族
�
政
治
・
政
策
の
實
施
と
︑
そ
の
よ
う
な
政
治
・
政
策
に
&

め
ら
れ
る
江
南
社
會
へ
の
�
慮
と
¨
重
︑
ま
た
今
度
は
江
南
社
會

(民
衆
も
含
む
)
か
ら
荏
持
さ
れ
た
こ
と
を
D
ら
か
に
し
た
︒

(25
)

2
揭
宮
崎
市
定
﹃
九
品
官
人
法
の
硏
究

︱
︱
科
擧
2
$

︱
︱
﹄︑

二
〇
六
頁
︒

(26
)

0
長
孺
﹁
九
品
中
正
制
度
試
釋
﹂
(﹃
魏
晉
南
北
�
$
論
叢
﹄
生

活
・
讀
書
・
怨
知
三
聯
書
店
︑
一
九
五
五
年
︑
一
一
四
頁
)︒

(27
)

2
揭
胡
寶
國
﹁
東
晉
南
�
時
代
�
九
品
中
正
制
﹂︒

(28
)

閻
步
克
﹁
中
正
品
與
勳
位
﹂
(﹃
品
位
與
職
位
︱
︱
秦
漢
魏
晉
南

北
�
官
階
制
度
硏
究
﹄
中
華
書
局
︑
二
〇
〇
二
年
︑
三
二
四

−

三
二

五
頁
)︒

(29
)

川
合
安
﹁
門
地
二
品
に
つ
い
て
﹂
(﹃
集
刊
東
洋
學
﹄
九
四
號
︑
二

〇
〇
五
年
︑
の
ち
2
揭
﹃
南
�
貴
族
制
硏
究
﹄
に
再
錄
︑
二
七
八

頁
)︒

(30
)

上
揭
﹁
門
地
二
品
に
つ
い
て
﹂︑
二
九
三
頁
︒
な
お
︑
川
合
氏
は

越
智
重
D
氏
の
硏
究
を
õ
用
し
︑
怨
興
貴
族
の
家
門
に
し
て
舊
來
の

貴
族
家
門
の
一
員
に
加
わ
っ
た
例
と
し
て
︑﹃
南
$
﹄
卷
二
五
に
見

え
る
到
彥
之
と
そ
の
子
孫
を
擧
げ
て
い
る
︒

(31
)

羡
之
B
自
布
衣
︑
印
無
¯
學
︑
直
以
志
力
局
度
︑
一
旦
居
÷
Ú
︑

�
野
推
ø
︑
咸
謂
�
宰
臣
之
8
︒

(32
)

�
�
將
入
奉
大
瓜
︑
以
少
�
見
ù
︑
不
敢
下
︒
華
曰
︑﹁
先
�
�

大
功
於
天
下
︑
四
海
i
ø
︒
雖
嗣
�
不
綱
︑
人
8
未
改
︒
徐
羨
之
中

才
Z
士
︑
傅
亮
布
衣
諸
生
︑
非
�
晉
宣
�
︑
王
大
將
軍
之
心
D
矣
︒

⁝
⁝
﹂

(33
)

2
揭
﹃
魏
晉
南
�
の
貴
族
制
﹄
(
第
五
違
﹁
制
度
�
身
分
＝
族
門

制
を
め
ぐ
っ
て
﹂
第
三
ú
﹁
宋
齊
時
代
の
Z
士
︑
布
衣
︑
Z
素
︑
大

£
︑
小
£
︑
大
官
︑
小
官
︑
淸
官
︑
濁
官
﹂
︑
二
五
〇
頁
)
︒

(34
)

祝
總
斌
﹁
試
論
魏
晉
南
北
�
�
門
閥
制
度
﹂
(﹃
材
不
材
齋
�
集

︱
︱
祝
總
斌
學
¯
硏
究
論
�
集
﹄
下
�
︑
三
秦
出
版
社
︑
二
〇
〇

六
年
︑
二
一
三
頁
)︒

(35
)

2
揭
﹃
魏
晉
南
�
の
貴
族
制
﹄
第
五
違
﹁
制
度
�
身
分
＝
族
門
制

を
め
ぐ
っ
て
﹂
第
一
ú
﹁
族
門
制
﹂
︒

(36
)

2
揭
﹁
試
論
魏
晉
南
北
�
�
門
閥
制
度
﹂︑
一
九
五
頁
︑
一
九
九

頁
︒

(37
)

後
�
に
も
觸
れ
る
が
︑﹃
隋
書
﹄
百
官
志
上
に
﹁
位
の
二
品
に
登

ら
ざ
る
者
は
︑
印
た
七
班
と
爲
す
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
梁
�
の
液
內

十
八
班
と
は
す
べ
て
�
品
二
品
の
獲
得
者
が
就
任
す
る
官
職
と
決

ま
っ
て
い
る
︒
徐
羨
之
が
歷
任
し
た
こ
れ
ら
の
官
職
は
D
ら
か
に
梁

�
の
液
內
官
に
相
當
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
�
品
二
品
で
は
な
い

も
の
の
就
任
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
が
分
か
る
︒

(38
)

例
え
ば
︑
越
智
氏
は
徐
羨
之
の
出
身
に
つ
い
て
︑
�
の
よ
う
に
語

る
︒
﹁
徐
羨
之
が
布
衣
よ
り
B
り
︑
¯
學
が
な
か
っ
た
︑
と
あ
っ
て

(
Z
士
の
)
羨
之
を
布
衣
か
ら
B
っ
た
と
し
て
い
る
︒
羨
之
の
祖
父

寧
は
尙
書
:
部
郞
︑
父
祚
之
は
上
w
令
︑
羨
之
は
少
に
し
て
王
x
太

子
少
傅
�
y
な
ど
と
な
っ
て
い
る
︒
⁝
⁝
こ
れ
ら
か
ら
見
て
︑
(羨

之
)
に
關
し
て
い
う
布
衣
が
官
人
た
る
べ
き
士
人
の
一
つ
︑
具
體
�

に
は
�
門
層
と
し
て
の
Z
士
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒﹂
(
2

揭
﹃
魏
晉
南
�
の
貴
族
制
﹄︑
二
五
一
頁
)
こ
の
よ
う
に
﹁
太
子
少
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傅
�
y
﹂
に
言
N
し
て
は
い
る
も
の
の
︑
そ
れ
を
B
家
官
と
し
て
分

析
し
て
い
な
い
︒

(39
)

野
田
俊
昭
氏
は
南
�
の
﹁
Z
士
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
甲
族
﹂
で
は
な

く
�
門
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
指
摘
す
る
︒
さ
ら
に
﹁
淸
議
﹂﹁
�
論
﹂

の
û
用
と
言
う
觀
點
か
ら
見
て
︑
�
門
の
も
つ
�
品
は
二
品
で
あ
っ

た
は
ず
だ
と
す
る
︒﹁
南
�
の
﹃
Z
士
﹄
︱
︱
そ
の
極
官
と
そ
の
理

解
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
﹂
(﹃
東
方
學
﹄
第
九
十
七
輯
︑
一
九
九
九
年
)︑

お
よ
び
﹁
南
�
の
淸
議
・
�
論
﹂
(久
留
米
大
學
﹃
產
業
經
濟
硏
究
﹄

第
五
〇
卷
第
一
號
︑
二
〇
〇
九
年
)﹂
を
參
照
︒
こ
の
よ
う
に
見
れ

ば
︑﹁
Z
士
﹂
と
言
わ
れ
る
徐
羨
之
も
�
門
で
あ
る
が
︑
�
品
二
品

に
該
當
す
る
の
で
あ
ろ
う
︒

(40
)

2
揭
宮
崎
市
定
﹃
九
品
官
人
法
の
硏
究

︱
︱
科
擧
2
$

︱
︱
﹄︑

二
一
四

−

二
一
五
頁
︒

(41
)

2
揭
閻
步
克
﹁
中
正
品
與
勳
位
﹂
(﹃
品
位
與
職
位
︱
︱
秦
漢
魏

晉
南
北
�
官
階
制
度
硏
究
﹄︑
三
二
五
頁
)︒

(42
)

『
0
六
典
﹄
卷
二
一
に
﹁
晉
武
�
初
立
國
子
學
︑
置
助
敎
一
五
人
︑

官
品
視
南
臺
御
$
︑
ø
同
ª
士
︒
⁝
⁝
宋
齊
竝
同
︒
梁
班
第
二
︑
陳

品
第
八
﹂
と
あ
り
︑
國
子
助
敎
と
南
臺
御
$
が
官
品
同
等
の
官
職
で

あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
︒

(43
)

0
長
孺
﹁
南
�
Z
人
�
興
B
﹂
(﹃
魏
晉
南
北
�
$
論
叢
續
�
﹄︑

生
活
・
讀
書
・
怨
知
三
聯
書
店
︑
一
九
五
九
年
︑
一
〇
〇
頁
︑
;
の

四
)
を
參
照
︒

(44
)

中
村
圭
爾
氏
は
︑
中
書
舍
人
に
就
く
い
わ
ゆ
る
恩
倖
Z
人
に
共
�

す
る
官
歷
と
し
て
︑
南
臺
侍
御
$
↓
員
外
散
騎
侍
郞
↓
中
書
舍
人
↓

給
事
中
↓
校
衞
↓
郡
大
守
を
抽
出
し
た
︒
(﹁
南
�
の
九
品
官
制
に
お

け
る
官
位
と
官
歷

︱
︱
梁
十
八
班
制
成
立
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
﹂︑

﹃
$
學
雜
誌
﹄
八
四

−

四
︑
一
九
七
五
年
︑
の
ち
﹃
六
�
貴
族
制
硏

究
﹄
︑
風
閒
書
±
︑
一
九
八
七
年
に
改
題
再
錄
︑
二
六
八
頁
)︒
恩
倖

Z
人
は
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
當
然
�
品
三
品
以
下
の
も
の
で
あ

ろ
う
︒
と
す
れ
ば
︑
中
村
氏
が
D
ら
か
に
さ
れ
た
か
か
る
官
歷
を
た

ど
っ
た
も
の
も
ま
た
︑
恩
倖
Z
人
で
あ
る
以
上
︑
�
品
の
上
が
る
可

能
性
は
ま
ず
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
︒

(45
)

張
金
龍
﹁
南
�
監
局
N
其
軍
權
問
題
﹂
(﹃
�
$
哲
﹄
二
〇
〇
三
年

第
四
=
)
︒

(46
)

2
揭
﹁
門
地
二
品
に
つ
い
て
﹂︑
二
七
七
頁
︒

(47
)

こ
の
恩
倖
傳
﹁
序
﹂
と
ほ
ぼ
同
�
が
﹃
�
£
﹄
卷
五
十
に
﹁
恩
倖

傳
論
﹂
と
し
て
收
錄
さ
れ
て
お
り
︑﹁
自
此
以
�
︑
e
成
卑
庶
﹂
の

李
善
;
に
は
﹁
衣
冠
以
外
︑
皆
同
下
科
﹂
と
あ
る
︒

(48
)

沈
�
と
徐
爰
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
︑
卞
梁
・
0
燮
軍
﹁
從
徐
爰

︽
宋
書
︾
到
沈
�
“
怨
$
”
�
轉
變
﹂
(﹃
$
學
$
硏
究
﹄
二
〇
一
五

年
第
四
=
)
を
參
照
︒

(49
)

中
典
軍
の
官
品
な
ど
に
つ
い
て
は
︑
現
存
の
$
料
に
は
見
當
た
ら

な
い
︒
わ
ず
か
に
﹃
晉
書
﹄
卷
九
五
戴
洋
傳
に
︑
占
い
師
の
戴
洋
が

東
晉
初
=
に
祖
�
の
中
典
軍
に
な
る
例
が
見
え
る
︒
さ
ら
に
洋
が
そ

の
2
に
丞
相
令
$
に
な
っ
た
こ
と
に
も
;
目
し
た
い
︒﹁
令
$
以
下

小
人
﹂
(﹃
梁
書
﹄
卷
二
一
王
泰
傳
)︑
﹁
自
魏
晉
以
來
︑
令
$
之
任
︑

用
人
常
輕
﹂
(﹃
0
六
典
﹄
卷
一
尙
書
令
$
の
條
)
と
言
わ
れ
る
よ
う

に
︑
令
$
に
就
く
の
は
も
っ
ぱ
ら
小
人
の
ご
と
き
Z
門
・
Z
人
の
出

身
者
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
見
る
と
︑
す
く
な
く
と
も
東
晉
以
影
に

お
け
る
中
典
軍
は
Z
人
が
就
任
す
る
官
職
だ
っ
た
に
b
い
な
い
︒
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(50
)

榎
本
あ
ゆ
ち
﹁
梁
の
中
書
舍
人
と
南
�
賢
才
�
義
﹂
(﹃
名
古
屋
大

學
東
洋
$
硏
究
報
吿
﹄
一
〇
︑
一
九
八
五
年
)︒

(51
)

『顏
氏
家
訓
﹄
雜
藝
�
に
﹁
王
褒
地
冑
淸
華
︑
才
學
優
敏
︑
後
雖

入
關
︑
亦
被
禮
�
︒
�
以
書
工
︑
崎
嶇
碑
碣
之
閒
︑
辛
苦
筆
硯
之
役
︑

嘗
悔
恨
曰
︑﹃
假
p
吾
不
知
書
︑
可
不
至
今
日
{
︒﹄
以
此
觀
之
︑
愼

勿
以
書
自
命
︒
雖
然
︑
廝
猥
之
人
︑
以
能
書
拔
)
者
多
矣
︒
故
E
不

同
不
相
爲
謀
也
﹂
と
あ
り
︑
顏
之
推
は
﹁
廝
猥
之
人
﹂
を
王
褒
の
よ

う
な
﹁
地
冑
淸
華
﹂
と
對
比
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
︒﹁
地
冑
淸
華
﹂

と
は
一
液
の
甲
族
︑
具
體
�
に
い
う
と
︑
琅
{
王
氏
の
こ
と
を
さ
す
︒

し
た
が
っ
て
︑﹁
廝
猥
﹂
と
は
Z
人
・
Z
門
の
出
身
を
示
す
の
で
あ

ろ
う
︒

(52
)

『南
齊
書
﹄
に
は
﹁
1
藉
﹂
と
し
て
い
る
が
︑﹃
南
$
﹄
に
は
﹁
1

籍
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
後
営
す
る
よ
う
に
︑﹁
籍
﹂
は
戶
籍
を
指
す

も
の
と
思
わ
れ
る
た
め
︑﹃
南
$
﹄
の
表
記
に
從
う
︒

(53
)

2
揭
拙
著
﹃
東
晉
貴
族
政
治
$
論
﹄︑
六
五

−

六
七
頁
︒

(54
)

野
田
俊
昭
氏
は
越
智
重
D
氏
の
﹁
族
門
制
﹂
論
を
2
提
に
し
つ
つ

も
︑
南
�
に
お
け
る
低
�
の
家
格
か
ら
中
�
の
そ
れ
へ
の
上
昇
に
關

聯
し
て
は
中
正
の
役
割
に
大
き
な
も
の
が
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
︒
越

智
氏
の
﹁
族
門
制
﹂
論
に
つ
い
て
は
︑
な
お
再
考
の
餘
地
が
あ
る
が
︑

中
正
の
役
割
に
つ
い
て
の
野
田
氏
の
考
え
は
重
'
で
あ
る
︒﹁
南
�

に
お
け
る
家
格
の
變
動
・
再
考
﹂
(﹃
久
留
米
大
學
�
學
部
紀
'
﹄
國

際
�
�
學
科
�
第
一
九
號
︑
二
〇
〇
二
年
)︒

(55
)

0
長
孺
氏
は
�
品
と
官
職
の
關
係
を
�
の
よ
う
に
指
摘
す
る
︒

﹁
卑
品

(
�
品
三
品
以
下
の
も
の
を
指
す
︱
︱
引
用
者
)
か
ら
官
職

が
昇
(
し
た
例
は
あ
る
も
の
の
︑
官
職
の
昇
(
に
�
い
︑
�
品
も
上

げ
る
必
'
が
あ
る
︒
魏
晉
の
閒
︑
Z
門
の
出
身
者
が
上
品

(
�
品
二

品
︱
︱
引
用
者
)
に
上
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
︑
晉
宋
の
閒

で
は
軍
功
を
除
け
ば
︑
殆
ど
例
が
見
ら
れ
な
い
︒﹂
(
2
揭
﹁
九
品
中

正
制
度
試
釋
﹂
︑
一
一
一
頁
)︒

(56
)

南
�
に
お
け
る
士
庶
區
別
に
つ
い
て
︑
い
く
つ
か
の
硏
究
が
擧
げ

ら
れ
る
︒
岡
崎
�
夫
﹁
南
�
に
お
け
る
士
庶
區
別
に
就
て
の
小
硏

究
﹂
(﹃
南
北
�
に
於
け
る
社
會
經
濟
制
度
﹄
弘
�
堂
︑
一
九
三
五

年
)
︑
越
智
重
D
﹁
宋
齊
時
代
に
お
け
る
皇
�
と
士
大
夫
﹂
(﹃
東
方

古
代
硏
究
﹄
一
〇
號
︑
一
九
六
〇
年
)︑
中
村
圭
爾
﹁﹃
士
庶
區
別
﹄

小
論
﹂
(
2
揭
﹃
六
�
貴
族
制
硏
究
﹄
)
︑
野
田
俊
昭
﹁
南
�
の
士
庶

區
別
を
め
ぐ
っ
て
﹂
(﹃
東
方
學
﹄
六
三
輯
︑
一
九
八
二
年
)︑
王
鏗

﹁
論
南
�
宋
齊
時
=
�
︽
士
庶
天
�
︾
﹂
(﹃
北
京
大
學
學
報

(哲
學
社

會
科
學
版
)
﹄
一
九
九
三
年
年
第
二
=
)
︑
川
合
安
﹁
南
�
の
士
庶
區

別
﹂
(﹃
東
洋
$
論
集
﹄
第
一
二
輯
︑
東
北
大
學
︑
二
〇
一
六
年
)︒

特
に
川
合
氏
の
論
�
は
以
上
の
硏
究
を
槪
括
�
に
紹
介
し
て
い
る
︒

(57
)

�
品
と
B
家
官
︑
官
界
に
お
け
る
昇
(
の
コ
ー
ス
︑
家
格
と
の
聯

動
と
い
っ
た
仕
組
み
に
つ
い
て
︑
中
村
圭
爾
氏
は
�
の
よ
う
に
語
っ

て
い
る
︒﹁
た
と
え
ば
︑
�
品
二
品
と
�
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば

六
品
官
B
家
で
あ
り
︑
し
か
も
か
れ
は
そ
の
後
の
昇
(
の
3
ô
で
︑

�
品
が
二
品
で
な
い
も
の
と
は
別
の
官
	
を
た
ど
る
と
い
う
よ
う
な

仕
組
み
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
あ
る
官

僚
が
官
僚
社
會
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
官
位
に
就
任
で
き
︑
ま
た
就

任
で
き
な
い
か
と
い
っ
た
こ
と
は
︑
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
限
り
︑

彼
の
個
人
�
な
1
質
に
左
右
さ
れ
る
の
で
は
な
く
︑
か
れ
の
B
家
官

(す
な
わ
ち
�
品
)
に
よ
っ
て
す
で
に
決
定
さ
れ
て
い
る
と
さ
え
い
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え
る
︒﹂
(﹁
九
品
官
人
法
に
お
け
る
B
家
に
つ
い
て
﹂︑﹃
人
�
硏
究
﹄

二
五

−

一
〇
︑
一
九
七
三
年
︑
の
ち
2
揭
﹃
六
�
貴
族
制
硏
究
﹄
に

改
題
再
錄
)︒

(58
)

中
村
圭
爾
氏
は
︑
皇
�
權
力
と
貴
族
制
と
の
對
置
を
軸
に
し
て
南

�
の
士
庶
區
別
の
歷
$
�
 
義
を
�
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
︒﹁
(貴

族
)
み
ず
か
ら
が
荏
�
層
で
あ
る
社
會
�
階
層
秩
序
を
國
家
の
荏
�

原
理
の
中
樞
に
す
え
︑
よ
っ
て
荏
�
者
�
地
位
を
よ
り
確
固
と
し
た

も
の
に
し
よ
う
と
す
る
一
部
�
力
氏
族
層
の
志
向
と
︑
そ
の
よ
う
な

志
向
を
あ
る
ô
度
是


し
な
が
ら
も
政
治
�
荏
�
體
制
の
枠
組
の
中

で
み
ず
か
ら
の
荏
�
 
志
を
貫
園
し
て
い
る
皇
�
權
力
の
あ
り
か
た

︱
︱
そ
れ
は
恩
倖
・
Z
人
に
よ
っ
て
代
辯
さ
れ
る
︱
︱

が
こ
こ
に

象

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹂
(
2
揭
﹁﹃
士
庶
區
別
﹄
小
論
﹂
)︒

し
か
し
︑
そ
の
恩
倖
・
Z
人
に
�
品
二
品
が
賦
與
さ
れ
ず
︑
貴
族
に

懇
願
し
て
賦
與
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
+
に
拒
否
さ
れ
︑
代
わ
り

に
﹁
二
品
才
堪
﹂
と
い
う
名
稱
を
與
え
た
と
い
う
事
實
は
︑﹁
荏
�

 
志
を
貫
園
し
て
い
る
皇
�
權
力
の
あ
り
か
た
﹂
で
は
な
く
︑
貴
族

體
制
に
對
す
る
是


・
¨
重
を
�
し
て
皇
�
權
力
を
維
持
し
て
い
く

あ
り
か
た
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

(59
)

渡
邉
義
浩
氏
は
2
揭
﹁
i
�
と
�
�

︱
︱
中
國
貴
族
制
硏
究
へ

の
一
視
角
︱
︱
﹂
の
中
で
﹁
日
本
の
貴
族
制
硏
究
に
お
い
て
︑
谷

川
E
雄
の
總
括
が
大
き
な
影
@
を
與
え
て
い
る
こ
と
は
分
か
る
︒
皇

�
權
力
か
︑
�
里
社
會
か
と
い
う
二
分
論
の
中
で
︑
貴
族
制
の
存
立

基
盤
を
い
ず
れ
か
一
方
に
定
め
よ
う
と
す
る
總
括
の
方
法
は
︑
谷
川

の
問
題
 
識
を
鮮
D
に
す
る
た
め
に
は
�
效
で
あ
っ
た
︒
⁝
⁝
谷
川

の
犀
利
な
理
論
が
作
り
上
げ
た
貴
族
制
硏
究
の
隘
路
か
ら
拔
け
出
す

た
め
に
は
︑
貴
族
を
貴
族
た
ら
し
め
る
も
の
を
︑
皇
�
權
力
に
で
も

�
里
社
會
に
で
も
な
く
︑
貴
族
そ
の
も
の
の
內
に
求
め
て
い
く
視
角

が
必
'
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
﹂
と
し
た
う
え
で
︑
先
(
�
な
�
�

を
國
家
に
對
し
て
自
律
�
に
專
�
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
る
卓
越
性
︑

こ
れ
が
九
品
官
人
法
を
媒
介
に
高
官
の
獨
占
︑
あ
る
い
は
高
官
を
貴

族
が
獨
占
す
べ
き
と
い
う
 
識
へ
と
昇
華
し
て
い
く
と
い
う
考
え
を

#
示
し
︑
貴
族
の
存
立
基
盤
に
﹁
�
�
﹂
を
置
く
こ
と
を
�
張
す
る
︒

氏
の
考
え
に
は
傾
聽
す
べ
き
點
が
少
な
く
な
い
︒
た
だ
︑
﹁
先
(
�

な
�
�
﹂
を
自
律
�
に
專
�
す
る
と
さ
れ
る
貴
族
が
い
か
に
地
方
社

會
か
ら
荏
持
を
A
け
︑
い
か
に
王
�
の
內
側
で
皇
�
權
力
か
ら
自
律

性
を
保
っ
て
い
た
の
か
︑
こ
れ
ら
の
問
題
を
制
度
面
か
ら
具
體
�
に

解
D
し
て
ゆ
く
必
'
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
そ
の
解
D
に

よ
っ
て
こ
そ
︑
は
じ
め
て
氏
の
言
う
﹁
�
�
﹂
を
存
立
基
盤
と
す
る

中
國
貴
族
の
あ
り
方
の
持
つ
歷
$
�
 
味
を
K
求
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

(60
)

森
三
樹
三
郞
氏
は
顏
見
�
の
例
を
﹁
士
大
夫
を
中
心
と
す
る
私
�

秩
序
の
發
生
︑
い
い
か
え
れ
ば
士
大
夫
社
會
の
成
立
﹂
と
み
て
い
る
︒

(﹃
六
�
士
大
夫
の
精
神
﹄
同


舍
出
版
︑
一
九
八
六
年
︑
一
三
頁
)︒

中
村
圭
爾
氏
も
こ
の
例
を
取
り
上
げ
︑

�
�
な
力
で
あ
る
皇
�
の

權
威
と
權
力
と
い
え
ど
も
�
用
し
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
︑
士
大
夫
の

世
界
こ
そ
そ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
指
摘
す
る
︒
(﹁
六
�
貴
族
制
と

官
僚
制
﹂︑
2
揭
谷
川
E
雄
・
堀
敏
一
・
池
田
溫
・
菊
池
英
夫
・
佐

竹
靖
彥
�
﹃
魏
晉
南
北
�
隋
0
時
代
$
の
基
本
問
題
﹄︑
一
七
一
頁
)
︒

(61
)

秦
か
ら
淸
ま
で
を
一
貫
し
て
專
制
�
政
治
︑
專
制
�
皇
�
權
力
の

時
代
と
し
て


識
し
て
き
た
の
は
一
九
世
紀
以
來
西
洋
思
想
の
影
@
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を
A
け
た
結
果
で
あ
り
︑
爾
來
中
國
$
硏
究
の
重
'
な
基
點
の
一
つ

と
な
っ
て
い
る
︒
侯
旭
東
﹁
中
國
古
代
專
制
�
義
說
�
知
識
考
古
﹂

(﹃
5
代
$
硏
究
﹄
二
〇
〇
八
年
第
四
=
)
を
參
照
︒
な
お
︑﹁
專
制

論
﹂
が
い
か
に
5
代
中
國
に
お
い
て
形
成
・
定
着
し
て
い
っ
た
の
か

に
つ
い
て
は
︑
佐
7
愼
一
﹃
5
代
中
國
の
知
識
人
と
�
D
﹄
(東
京

大
學
出
版
會
︑
一
九
九
六
年
︑
第
三
違
﹁
5
代
中
國
の
體
制
*
想
﹂
)

を
參
照
︒

(62
)

閻
步
克
﹃
波
峰
與
波
谷
：
秦
漢
魏
晉
南
北
�
�
政
治
�
D
﹄
(北

京
大
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
九
年
︑
第
八
違
﹁
動
蕩
時
代
�
皇
權
與
門

閥
﹂︑
一
四
九
頁
)︒
そ
れ
に
對
し
て
︑
拙
稿
﹁
東
晉
王
�
�
O
潰
與

劉
宋
政
權
�
性
質
︱
︱
從
貴
族
政
治
�
視
角
來
觀
察
﹂
(﹃
南
京
曉

莊
學
院
學
報
﹄
二
〇
一
四
年
第
五
=
︑
の
ち
2
揭
拙
著
﹃
東
晉
貴
族

政
治
$
論
﹄
に
再
錄
)
で
は
反
論
を
試
み
た
︒

(63
)

宮
崎
氏
は
︑
宋
齊
の
天
子
が
裏
口
か
ら
Z
人
・
Z
門
を
拔
)
し
て

制
度
と
し
て
獨
裁
を
行
う
よ
う
に
な
る
こ
と
は
︑
天
子
個
人
に
よ
る

專
制
政
治
と
も
稱
す
べ
く
︑
中
央
集
權
機
*
の
成
長
と
は
言
い
難
い

も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
︑
皇
�
と
Z
人
と
の
關
係
に
;
目
し
た
の
で

あ
る
︒
(
2
揭
﹃
九
品
官
人
法
の
硏
究

︱
︱
科
擧
2
$

︱
︱
﹄
第

二
�
第
三
違
﹁
南
�
に
お
け
る
液
品
の
發
/
﹂︑
二
五
〇

−

二
五
一

頁
)︒

(64
)

2
揭
野
田
俊
昭
﹁
南
�
の
淸
議
・
�
論
﹂︒

(65
)

谷
川
E
雄
氏
に
は
�
の
よ
う
な
發
言
が
あ
る
︒
﹁
門
閥
�
義
の
固

定
性
︑
閉
�
性
は
︑
社
會
の
沈
滯
を
も
た
ら
す
︒
⁝
⁝
﹃
士
庶
の
際

は
實
に
天
よ
り
�
た
る
﹄
と
か
︑
﹃
士
庶
の
區
別
は
卽
ち
國
の
違

(
國
家
の
原
則
)
な
り
﹄
と
い
う
よ
う
な
︑
士
庶
の
絕
對
�
區
別
を

强
-
す
る
言
葉
が
︑
公
然
と
口
に
さ
れ
た
︒
﹂
(
2
揭
﹃
隋
0
世
界
�

國
の
形
成
﹄︑
一
五
七
頁
)
︒
ま
た
吉
川
忠
夫
氏
も
﹁
士
大
夫
社
會
の

輿
論

︱
︱
淸
議
︱
︱
に
よ
っ
て
︑
知
識
と
E
德
の
體
得
者
た
る

こ
と
の
承


を
必
'
と
し
た
⁝
⁝
生
れ
を
存
在
の
原
理
と
す
る
六
�

士
大
夫
は
︑
お
の
ず
か
ら
に
し
て
排
他
�
閉
�
�
な
世
界
を
形
成
し

が
ち
で
あ
っ
た
﹂
と
'
�
し
て
い
る
︒
(﹁
六
�
士
大
夫
の
精
神
生

活
﹂﹃
岩
波
§
座
世
界
歷
$
﹄
五
︑
一
九
七
〇
年
︑
の
ち
﹃
六
�
精

神
$
硏
究
﹄
同


舍
出
版
︑
一
九
八
四
年
に
再
錄
︑
六
頁
)︒
六
�

貴
族
の
も
つ
自
律
�
世
界
を
想
定
す
る
場
合
︑
當
然
そ
こ
に
は
排
他

�
一
面
が
あ
る
が
︑
隨
時
に
輿
論
や
淸
議
か
ら
の
嚴
し
い
チ
ェ
ッ
ク

を
A
け
︑﹁
犯
�
論
﹂﹁
犯
淸
議
﹂
と
さ
れ
る
と
︑
官
職
の
昇
(
が
止

め
ら
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
︒
自
律
性
を
持
つ
貴
族
制
世
界
が

一
種
の
自
淨
機
能
を
帶
び
て
い
る
こ
と
は
︑
そ
れ
が
決
し
て
閉
�
�

固
定
�
で
は
な
い
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
な

お
︑
南
�
に
お
け
る
﹁
犯
�
論
﹂﹁
犯
淸
議
﹂
に
つ
い
て
︑
2
揭
野

田
俊
昭
﹁
南
�
の
淸
議
・
�
論
﹂︑
な
ら
び
に
2
揭
張
旭
華
﹁
南
�

九
品
中
正
制
�
發
展
演
變
N
其
作
用
﹂
を
參
照
︒
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【附
記
︼
本
稿
は
中
國
國
家
社
會
科
學
基
金
﹁
三

−

九
世
紀
中
國
與
東
北
亞
各
國
關
係
硏
究
﹂
(
1
5
B
Z
S
0
3
8
)
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
初
稿
は
︑
二
〇
一

六
年
十
一
�
に
國
際
日
本
�
�
硏
究
セ
ン
タ
ー
・
共
同
硏
究
會
﹁
比
	
の
な
か
の
東
ア
ジ
ア
の
王
權
論
と
秩
序
*
想

︱
︱
王
�
・
�
國
・
國
家
︑
ま
た
は
︑

思
想
・
宗
敎
・
儀
禮
︱
︱
﹂
(代
表
：
伊
東
貴
之
)
と
二
〇
一
七
年
三
�
に
﹁
瀨
戶
內
魏
晉
南
北
�
硏
究
大
會
﹂
に
て
口
頭
發
表
し
た
︒
二
つ
の
硏
究
會
の

席
上
︑
國
際
日
本
�
�
硏
究
セ
ン
タ
ー
伊
東
貴
之
先
生
︑
德
島
大
學
葭
森
永
介
先
生
︑
放
�
大
學
5
7
成
一
先
生
と
︑
龍
谷
大
學
佐
7
智
水
先
生
︑
大
手

2
大
學
山
口
正
晃
先
生
︑
龍
谷
大
學
北
村
一
仁
先
生
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
貴
重
な
御
指
摘
を
頂
い
た
︒
ま
た
︑
執
筆
中
︑
日
本
語
の
表
現
や
訓
讀
な
ど
に
つ
い

て
は
︑
山
口
先
生
か
ら
多
大
な
る
御
助
言
と
御
盡
力
を
得
た
︒
諸
先
生
方
の
御
敎
示
・
御
厚
o
に
衷
心
よ
り
感
謝
を
申
し
あ
げ
る
︒
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A NEW STUDY OF THE ARISTOCRACY AND THE POWER OF

THE EMPEROR IN THE SOUTHERN DYNASTIES,

CONCERNING ERPIN CAIKAN 二品才堪 AND MENDI ERPIN 門地二品

LI Jicang

It goes without saying that the Nine-rank System 九品官人法 characterized

the aristocracy of the Six Dynasties. According to Miyazaki Ichisada, when

zhongzheng 中正were sent to provinces and prefectures by the imperial court and

xiangpin �品 (local ranks) were given to the official candidates, they were usually

influenced by xianglun �論 (local opinion), which was formed in the local society.

The xiangpin determined the original rank of a personʼs official career, in other

words, his initial guanpin 官品 (official rank). Both xiangpin and guanpin had nine

ranks, and their interrelationship was very close. For example, when a person

started his political career with a xiangpin of the second rank, his first official

position would generally be one of the sixth rank, the difference between xiangpin

and guanpin was usually four. After his initial rank, this person could finally be

promoted to the second rank if his achievements and contributions were

recognized. Tanigawa Michio, who paid careful attention to the structure of the

Nine-rank System, explained that the fundamental factor that determined a

personʼs qualifications or status to enter the world of aristocratic officialdom was

local society that was outside the emperorʼs authority. We must now deepen our

study on such problems from two viewpoints. First, there is room for

reinterpretation as the meanings of the pertinent historical sources are still in

dispute. Second, in terms of the autonomy of aristocrats, we must explain it in

relation to the emperorʼs authority because as well as being socially determined by

factors such as xianglun, and the aristocrats also functioned as bureaucratic officials.

This paper considers two technical terms seen in historical sources that are

related to the Nine-rank System : mendi erpin 門地二品 and erpin caikan 二品才堪,

and reexamines the relation between the emperorʼs authority and aristocracy in the

Southern Dynasties in light of previous research. Erpin caikan meant a person of

humble status, or one coming from a humble family, who assumed an official post

that required xiangpin rank two. This concept was established in order to allow a

person to become a high-ranking official due to his abilities and not his background.

Although such a person could assume a position that required xiangpin rank two,

this did not mean he would attain the status of xiangpin rank two. In short, while
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the appearance of the concept of erpin caikan reflects aristocratic autonomy within

the imperial court, we can also see more clearly that the limits of the power of

emperors in the Southern Dynasties, who had difficulty giving xiangpin rank two to

their close secretaries.

SOGDIANS WITH THE CONFERRED IMPERIAL SURNAME DURING

THE LATTER HALF OF THE TANG DYNASTY : THE CASE OF

THE AN 安 CLAN OF LIANGZHOU WUWEI 涼州武威 AND

THEIR CONFERRED IMPERIAL SURNAME

FUKUSHIMA Megumi

Sogdianʼs surnames such as An 安, Kang 康, and Mi 米 are telling clues in

identifying Sogdians in historical sources. In the latter half of the Tang dynasty,

however, we find Sogdians with the conferred imperial surname Li 李 instead of a

Sogdian surname. The loss of Sogdianʼs surnames can be seen as an essential

turning point in the history of the Sogdians who later intermingled with other

Eurasian tribes and were subsumed into them. Thus, in this paper, I focus on

Sogdians with the conferred imperial surname and consider the trends concerning

these names. First, in order to understand the conferred imperial surname in

general during the Tang dynasty, I exhaustively tracked cases in historical sources

and analyzed their patterns and meanings. In historical writings and stone

inscriptions, I found the following five names : Li Baoyu 李"玉, Li Guochen 李國臣,

Li Guozhen 李國珍, Li Yuanzhong 李元忠 and Li Yuanliang 李元諒. Furthermore,

among these Sogdians, I focus especially on Li Baoyu and Li Baozhen 李"眞, who

was a paternal younger cousin and the successor of the former. This concentration

is based on the fact that Li Baoyu and Li Baozhen belonged to the An clan who

controlled and managed the Sogdian colony in Liangzhou Wuwei 涼州武威 for

generations, and would be representative of the Sogdian merchants who emigrated

to China. It is also the result of the fact that Li Baozhen is the rare case of a Sogdian

whose name can be found in three kinds of historical sources, that is, monuments,

epitaphs, and biographies in official histories, and it is thus possible to compare the

accounts in these historical materials. As a result of these considerations, although

the conferred imperial surname of the clan, the transfer of their legal domicile, and

the failure of succession to Jiedushi $度% were all events that symbolized the end
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