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京
都
第
七
二
筋

(
二
〇
〇
〇
)
二
1六
七
--
三
〇
1
貢

高
麗
圃
初
の
虞
評
省
と
内
議
省

は

じ

め

に
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
二
六
七

一

｢
金
将
告
身
｣
の
分
析
･-
-
-
-
≡
-
-
-
-
-
-
二
六
九

二

度
評
省
合
議
と

｢和
白
｣
-
≡
-
-
-

-
-
-
≡
-
二
七
五

は

じ

め

に

矢

木

毅

三

内
議
省
の
成
立
-
-
-
-
-
-
-
≡
-
-
-
-
-
-
三
八
五

四

内
史
門
下
の
成
立
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
二
八
八

お

あ

り

に
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
二
九
四

高
麗
の
官
僚
制
度
は
大
抵
中
国
唐
朝
の
制
度
に
倣

っ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
麿
潮
を
経
受
す
る
以
前
の
高
麗
固
有
の
官
制
が
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
の
か
､
ま
た
そ
の
固
有
の
官
制
が
唐
制
を
聡
受
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
襲
化
し
て
い
く
こ
と
に
な

っ
た
の

か
､
等
々
の
鮎
に
つ
い
て
は
'
史
料
の
不
足
も
あ

っ
て
､
従
来
必
ず
し
も
明
確
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
｡

そ
う
し
た
中
に
あ

っ
て
､

『
三
国
遺
事
』
巻
二
㌧
紀
異
第
二
､
新
羅
'
金
博
大
王
侯
に
移
線
さ
れ
て
い
る
高
麗
囲
小郡
の

｢
筋
荷
父
語
｣
1

い
わ
ゆ
る

｢金
博
告
身
｣
I

は
､
唐
制
を
全
面
的
に
鰹
受
す
る
以
前
の
高
麗
固
有
の
官
制
を
停
え
る
第

一
級
の
史
料
と
し
て
'
つ
と
に
注
目

を
集
め
て
い
る
｡
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新
羅
敬
順
三

･
金
博
は
､
新
羅
園
最
後
の
王
と
し
て
高
麗
太
租
十
八
年

(
九
三
五
)
に
高
麗
園
に
蹄
順
L
t
高
麗
王
室
と
相
互
に
婚
姻
を
結

ぶ
が
'
そ
の
後
'

一
女
を
第
六
代
国
王
景
宗
の
妃

(憲
粛
皇
后
)
と
し
て
約
妃
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
つ
ま
る
と
こ
ろ
金
侍
は
高
麗
国
王
の
外

果
と
な

っ
た
.

こ
の
時
'
景
宗
即
位
年

(
九
七
五
)
十
月
甲
子
に
金
博
を
尊
ん
で

｢荷
父
｣
に
封
じ
た
任
官
節
令

(
告
身
)
の
内
容
を
移
録
し
た
も
の
が
'

『
三
園
通
事
』
の
い
わ
ゆ
る

｢金
博
告
身
｣
に
他
な
ら
な
い
が
'
こ
の

｢金
停
薯
身
｣
に
は

『
高
麗
史
』

『
東
文
選
』
な
ど
に
も
移
録
さ
れ
て

て
い
る
任
官
節
令
の
本
文

(数
詞
)
の
部
分
の
み
な
ら
ず
'
賞
詞
告
身
の
施
行
手
練
き
を
示
す
書
式
の
部
分
ま
で
も
が
完
全
に
移
録
さ
れ
て
お

り
'
こ
の
書
式
の
部
分
か
ら
'
常
時
の
官
僚
機
構
が
告
身
な
い
し
王
命
文
書

1
般
の
登
令
に
際
し
て
'
こ
れ
に
ど
の
よ
う
に
闘
興
し
て
い
た
の

か
を
具
鮭
的
に
解
明
す
る
糸
口
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

も
と
よ
り
高
麗
園
初
の
官
僚
制
度
に
つ
い
て
は
'
こ
れ
ま
で
に
も
遠
大
埜
氏
'
李
泰
鏡
氏
'
李
基
自
民
な
ど
に
よ
っ
て
制
度
史
的
な
分
析
が

3(=E

行
わ
れ
て
お
り
､
ま
た

｢金
侍
告
身
｣
に
つ
い
て
は
木
下
薩
仁
氏
が
'
こ
れ
を
中
国
庸
朝
の
告
身
制
度
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
'
原
文
書

(2
)

の
形
式
を
復
元
す
る
と
い
う
極
め
て
重
要
な
研
究
成
果
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
｡
し
か
し
､
こ
う
し
た
諸
先
学
に
よ
る
図
初
官
制
の
理
解
に
お
い

て
も
､
内
奉
省
を
は
じ
め
と
す
る
個
々
の
官
厩
の
位
置
づ
け
や
'
い
わ
ゆ
る
慶
評
省
合
議
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
再
考
す
べ
き
飴
地
が
少
な

く
は
な
い
の
で
は
な
い
か
｡

｢金
棒
告
身
｣
を
通
し
て
浮
か
び
上
が
る
高
麗
園
初
の
官
制
は
'
そ
れ
自
鰹
'
唐
制
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
'
新
羅

･
泰
封
以
来
の
固
有

の
官
制
を
色
濃
く
残
し
た
高
麗
猪
特
の
構
造
を
示
し
て
い
る
.
本
稿
で
は
そ
う
し
た
囲
初
官
制
の
固
有
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
'
そ
れ
が
唐
制

の
縫
受
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
襲
質
し
て
い
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
し
て
'
高
麗
に
お
け
る
中
国
的
な
専
制
王
権
の
伸
長
の
過

程
を
跡
づ
け
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
と
思
う
｡
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一

｢金
侍
骨
身
｣
の
分
析

『
三
国
連
番
』
巻

二

紀
異
第
二
､
新
羅
'

金
棒
大
王
僕
に
移
錬
さ
れ
て
い
る
高
麗
景
宗
即
位
年

(
北
宋
太
観
閲
賓
八
年
'

九
七
五
)

の

｢
筋
尚
父
許
｣
-

い
わ
ゆ
る

｢
金
博
告
身
｣
-

に
つ
い
て
は
'
す
で
に
木
下
薩
仁
氏
が
そ
の
全
文
に
亙

っ
て
の
諾
注
を
付
す
る
と
と
も
に
'

こ
れ
を
中
国
唐
朝
の

｢
顔
虞
卿
葛
身
｣
と
比
戟
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
､
原
文
書
の
形
式
を
も
復
元
す
る
と
い
う
割
目
す
べ
き
研
究
成
果
を
挙
げ

て
お
ら
れ
る
｡
そ
こ
で
本
稿
も
ま
た
こ
の
木
下
氏
の
手
法
に
倣

っ
て
'
ま
ず
は

｢
顔
虞
卿
告
身
｣
と

｢
金
博
告
身
｣
の
文
書
様
式
を
比
較
し
'

そ
の
異
同
を
通
し
て
囲
初
官
制
の
特
質
を
捉
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
o

史
料

1

｢顔
虞
卿
告
身
｣

回

数
｡
-
-
光
線
大
夫
行
吏
部
尚
書
充
薩
儀
使
上
桂
園
魯
郡
開
国
公
顔
尾
脚
｡
-
･･･可
太
子
少
師
依
前
充
薩
儀
使
散
官
勅
封
如
前

建
中
元
年
八
月
廿
五
日

大
尉
乗
中
書
令
沿
陽
郡
王
臣
使

中
書
侍
郎
開

銀
青
光
緑
大
夫
中
書
舎
人
植
知
砥
部
侍
郎
臣
宇
部
'
宣
奉
行
｡

㈲
奉赦

如
右
｡
牒
到
奉
行
｡

ー
建
中
元
年
八
月
廿
六
日

銀
青
光
緑
大
夫
守
門
下
侍
郎
同
苧
軍
事
上
桂
闘
炎
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(C)
朝
儀
大
夫
守
給
事
中
春

(

月
日
時
都
事

左
司
郎
中

吏
部
尚
書
閲

朝
儀
郎
構
知
吏
部
侍
郎
賜
鮮
魚
袋

正
議
大
夫
吏
部
侍
郎
上
桂
国
典
麻
開
園
公
賜
紫
金
魚
袋

銀
青
光
緑
大
夫
行
尚
書
左
丞

告
光
緑
大
夫
太
子
少
師
充
薩
儀
使
上
桂
囲
魯
郡
開
国
公
顔
虞
卿
.
奉

赦
如
右
｡
符
到
奉
行
｡
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郎
中

書
令
史

一
建
中
元
年
八
月
廿
八
日
下

*
3

:㈲3:の記
親
は
筆
者
が
便
宜
的
に
附
し
た
も
の
｡
数
詞
部
分
は
適
宜
省
略
し
た
O

右
の

｢顔
虞
卿
告
身
｣
は
､
唐
制

｢教
授
告
身
式
｣
と
呼
ば
れ
る
あ
る

1
定
の
文
書
株
式
に
従

っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
告
身

(3
)

に
つ
い
て
は
'
つ
と
に
内
藤
乾
書
氏
や
大
庭
備
氏
な
ど
に
よ

っ
て
的
確
な
考
鐙
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
'
今
更
に
こ
れ
を
検
討
す
る
必
要
も
な

い
が
'
要
す
る
に
右
の
文
書
は
'

回
皇
帝
の
秘
書
機
関
た
る
中
書
省
が
皇
帝
の
旨
を
奉
じ
て
激
の
本
文

(
数
詞
)
を
起
草
し
､
皇
帝
の
裁
可
を
得
た
う
え
で
'
原
本
を
留
め
て



高麗闘初の虞評省と内議省

案
と
爵
す
か
た
わ
ら
､
別
に

一
本
を
書
寓
し
て
こ
れ
を
門
下
省
に
迭
付
す
る
0

㈲門
下
省
で
は
こ
の

｢赦
｣
の
内
容
を
審
議
し
'
問
題
な
し
と
す
れ
ば

｢教
を
奉
ず
る
こ
と
右
の
如
し
､
牒
到
れ
ば
奉
行
せ
よ
｣
と
の
命
令

文
言
を
書
き
加
え
､
原
本
を
留
め
て
案
と
為
す
か
た
わ
ら
'
別
に

一
本
を
書
寓
し
て
こ
れ
を
尚
書
省
に
迭
付
す
る
｡

回門
下
省
の

｢牒
｣
を
受
け
取

っ
た
尚
書
省
は
､

再
び
こ
れ
を
審
議
し
た
う
え
で
'

｢敦
を
奉
ず
る
こ
と
右

の
如
し
'
符
到
れ
ば
奉
行
せ

よ
｣
と
の
命
令
文
言
を
書
き
加
え
'
原
本
を
留
め
て
案
と
為
す
か
た
わ
ら
､
別
に

1
本
を
書
寓
し
て
こ
れ
を
受
命
者
に
襲
給
す
る
｡

と
い
う
三
つ
の
段
階
を
経
て
吏
令
さ
れ
た
文
書
と
し
て
解
樺
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡

膚
制
'
君
主
の
命
令
文
書
は
中
書
'
門
下
､
尚
書
の
三
省
を
経
由
し
て
婆
令
さ
れ
る
原
則
に
な

っ
て
い
た
｡
こ
の
た
め
'
三
省
閲
に
見
解
の

齢
齢
が
生
じ
て
文
書
の
嘉
令
に
遅
滞
を
来
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
'
あ
ら
か
じ
め
三
省
の
長
官

(
中
書
令
'
門
下
停
車
'
尚
書
令
)
が
宰
相
合

議
を
構
成
し
'
こ
れ
ら
の
宰
相
が
君
主
の
旨
を
受
け
て
事
案
を
審
議
し
た
後
'
中
書
､
門
下
､
尚
書
の
三
省
を
経
て
命
令
文
書
が
施
行
さ
れ
る

原
則
に
な

っ
て
い
る
｡

し
か
し
'
後
に
は
尚
書
令
が
鉄
貞
と
な

っ
て
宰
相
合
議
の
構
成
員
か
ら
除
外
さ
れ
'

中
書
'
門
下
の
長
官
そ
の
他
が

｢
中
書
門
下
｣
の
名
稀
の
も
と
に
宰
相
合
議
を
構
成
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
-
の
で
'
中
書
'
門
下
に
封
す
る
尚
書
省
の
地
位
は
相
封
的
に
低

下
し
'
事
箕
上
､
宰
相
合
議
の
成
案
を
奉
じ
て
こ
れ
を
施
行
す
る
執
行
機
関
に
し
か
過
ぎ
な
く
な

っ
て
い
っ
た
｡
以
上
の
諸
鮎
は
'
こ
れ
も
内

藤
乾
吉
民
ら
に
よ
っ
て
つ
と
に
考
詮
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
.

そ
れ
で
は
､
こ
う
し
た
唐
制
令
身
の
基
本
様
式
-

い
わ
ゆ
る

｢救
援
告
身
式
｣
1

を
踏
ま
え
た
う
え
で
'
次
に
問
題
の

｢金
棒
告
身
｣

の
文
書
様
式
を
分
析
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
｡

仮
に
も

｢金
停
告
身
｣
が
唐
制
告
身
の
文
書
様
式
を
経
受
し
て
い
る
と
す
れ
ば
'
そ
れ
は
営
然
'
回
中
書
省
､

㈲門
下
省
､

3:尚書
省
の
三

省
に
よ
っ
て
虞
理
さ
れ
る
三
つ
の
構
成
要
素
に
分
節
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
｡

し
か
し
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
高
麗
園
初
の
官
制

は
､
唐
制
三
省
の
機
能
に
単
純
に
比
定
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
高
麗
猪
特
の
性
格
を
示
し
て
お
り
'
3

:㈲何
'
特
に

㈲3:の区
分
を
ど
こ
に
置
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く
べ
き
か
に
つ
い
て
は
'
に
わ
か
に
は
判
断
を
下
す
こ
と
が
難
し
い
情
勢
に
あ
る
｡
こ
の
た
め

｢金
侍
告
身
｣
の
書
式
分
析
を
最
初
に
試
み
ら

れ
た
木
下
薩
仁
氏
も
'
結
局
は

㈲何の
区
分
に
つ
い
て
明
確
な
判
断
を
下
し
得
ぬ
ま
ま
に
結
論
を
保
留
し
て
お
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
が
'
こ
の

鮎
把
つ
い
て
敢
え
て
私
見
を
提
示
す
る
と
'

｢金
侍
告
身
｣
は
お
お
む
ね
次
の
三
つ
の
要
素
に
分
節
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
.

史
料
二

｢金
停
告
身
｣

回

教
.
-
-
観
光
順
化
衛
図
功
臣
上
桂
園
楽
浪
王
政
丞
食
邑
八
千
戸
金
停
'
･･････可
加
焼
固
父
都
省
令
'
偽
賜
推
忠
順
義
崇
徳
守
節
功
臣
S
'

勅
封
如
故
'
食
邑
通
前
爵

一
高
戸
｡
有
司
揮
日
､
備
薩
筋
命
｡
主
著
施
行
.

開
賓
八
年
十
月

日
大
匡
内
議
令
乗
埴
翰
林
臣
融
'
宜
奉
行
｡

桐
奉赦

如
右
｡
牒
到
奉
行
｡

開
賓
八
年
十
月

日

侍
中
署

伺侍
中
署

内
奉
令
署

軍
部
令
署

軍
部
令
無
署

兵
部
令
無
署

兵
部
令
署
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虞
評
侍
郎
署

虞
許
侍
郎
無
署

内
奉
侍
郎
無
署

内
奉
侍
部
署

軍
部
卿
無
署

軍
部
卿
署

兵
部
卿
無
署

兵
部
卿
署

告
推
忠
憤
義
崇
徳
守
節
功
臣
尚
父
都
省
令
上
桂
囲
楽
浪
郡
王
食
邑

一
高
戸
金
侍
｡
奉

赦
如
右
｡
符
到
奉
行
｡

郎
中
無
名

主
事
無
名

書
令
史
無
名

孔
目
無
名

開
賓
八
年
十
月

日
下

*
回
㈲
何
の
記
親
は
筆
者
が
便
宜
的
に
附
し
た
も
･の
.
数
詞
部
分
は
適
宜
省
略
し
た
.

右
の
い
わ
ゆ
る

｢金
侍
告
身
｣
に
お
い
て
'

ま
ず
3
:
の
段
階
で
は
'

内
議
省
の
長
官

(
内
議
令
)
が
国
王
の
旨
を
奉
じ
て
敦

の
本
文

(赦

詞
)
を
起
草
し
て
お
り
'
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
-
､
唐
制
で
は
中
書
省
の
職
掌
に
普
た

っ
て
い
る
｡
従

っ
て
高
麗
園
初
の
内
議
省
は
'
諸
先

学
も
す
で
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
と
お
り
へ
唐
制
で
い
え
ば
中
書
省
に
相
常
す
る
国
王
の
秘
書
検
閲
と
し
て
位
置
づ
け
て
お
-
こ
と
が
で
き
る
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で
あ
ろ
う
｡

問
題
は
次
の

㈲回の
区
分
を
ど
こ
に
置
く
か
で
あ
る
が
'
私
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
て
'

1
番
目
の

｢停
車
署
｣
と
二
番
目
の

｢侍
中
署
｣

と
の
閲
に
こ
の

㈲3:の区
分
を
置
く
こ
と
に
し
た
｡

ま
ず
'

桐の
段
階
で
は
'
内
議
省

(唐
制
'
中
書
省
)
の
起
草
し
た

｢赦
｣
の
内
容
を

｢侍
中
｣
が
審
議
し
'
問
題
な
し
と
す
れ
ば

｢敦
を

奉
ず
る
こ
と
右
の
如
し
｡
牒
到
れ
ば
奉
行
せ
よ
｣
と
の
命
令
文
言
を
書
き
加
え
て
'

こ
れ
を
贋
評
省

(唐
制
'
尚
書
省
)
に
送
付
す
る
｡
唐

(4
)

制
の
侍
中
は
門
下
省
の
長
官
と
し
て

｢帝
命
を
出
納
｣
す
る
こ
と
を
掌

っ
た
が
､
高
麗
園
初
の
侍
中
も
､
こ
の
唐
制
に
倣

っ
て
国
王
の
命
令
文

書
を
審
議
し
'
こ
れ
を
出
納
す
る
こ
と
を
掌

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
こ
と
は

｢停
車
｣
と
い
う
そ
の
官
職
名
白
燈
か
ら
も
類
推
さ
れ
る

こ
と
で
あ
る
が
､
何
よ
り

㈲3
:
の
区
分
を
上
記
の
よ
う
に
設
定
す
れ
ば
'

｢
王
命
の
出
納
｣
を
掌
る
官
職
と
し
て
の
停
車

の
位
置
づ
け
を
'

｢金
博
告
身
｣
の
構
成
白
燈
に
照
ら
し
て

一
層
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
｡

た
だ
し

『
高
麗
史
』
百
官
志
に
も
記
述
さ
れ
て
い
る
と
お
り
'
高
麗
周
初
の
侍
中
は
官
制
の
上
で
は
唐
制
へ
尚
書
省
に
相
常
す
る
虞
評
省
の

(5
)

長
官
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
'
従

っ
て

因に
お
い
て

｢
王
命
の
出
納
｣
を
掌

っ
た
停
車
は
'
次
に
3
:
の
段
階
に
お
い
て
'
今
度
は
贋
評

省
の
長
官
と
し
て
再
び
こ
の

｢赦
｣
の
審
議
に
参
興
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

そ
も
そ
も
唐
制
の
告
身
で
は
､
こ
の
回
の
部
分
の
冒
頭
に

｢
月
日
時
都
事
'
左
司
郎
中
｣
と
の
記
載
が
あ
り
'
こ
れ
は
門
下
省
か
ら
迭
付
さ

れ
た
文
書
を
尚
書
省
が
接
受
し
､
受
理
し
た
こ
と
を
示
す
記
録
の
部
分
に
常
た
る
が
'

｢
金
博
告
身
｣
に
は
こ
の
部
分
に
相
普
す
べ
き
記
載
が

(6)

な
く
､
こ
の
た
め

㈲3
:
の
区
分
が
暖
昧
と
な

っ
て
い
る
.
木
下
薩
仁
氏
は
つ
と
に
こ
の
鮎
に
つ
い
て
の
疑
問
を
抱
き
'
慎
重
に
も

田河
の
区
分

に
つ
い
て
は
そ
の
結
論
を
保
留
し
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
あ

っ
た
が
､
先
に
も
解
れ
た
と
お
-
'

｢
王
命
の
出
納
｣
を
掌
る
侍
中
は
同
時
に
虞
評

省
の
長
官
と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
'
し
か
も
新
羅
時
代
か
ら
高
麗
時
代
を
通
し
て
侍
中
は
定
員

一
人
の
官
職
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い

(7
)

る
の
で
あ
る
か
ら
'
結
局
'

｢
金
侍
告
身
｣
に
見
え
る
二
つ
の

｢侍
中
署
｣
は
､
そ
れ
ぞ
れ
同

一
人
物
に
よ
る
署
名
-

前
者
は

｢
王
命
の
出
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約
｣
を
掌
る
停
車
と
し
て
の
'
後
者
は
虞
評
省
の
長
官
と
し
て
の
I

と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
.

上
記
の
候
説
に
つ
い
て
は
､

一
番
目
の

｢侍
中
署
｣
と
二
番
目
の

｢侍
中
署
｣
の
署
名
を
判
漬
し
､
そ
の
異
同
を
調
べ
れ
ば
'
立
ち
ど
こ
ろ

に
事
の
普
否
が
判
明
す
る
で
あ
ろ
う
が
､
残
念
な
が
ら

『
三
園
遺
事
』
は
署
名
の
有
無
を
記
録
す
る
だ
け
で
'
そ
の
樺
講
に
つ
い
て
ま
で
は
記

録
を
残
し
て
-
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡

と
も
あ
れ
'

｢侍
中
｣
の
審
議
を
経
た

｢赦
｣
は
'
次
に
慶
評
省

(唐
制
'
尚
書
省
)
に
迭
付
さ
れ
'
そ
こ
で
の
審
議
を
経
た
後
に
､

｢敦

を
奉
ず
る
こ
と
右
の
如
し
O
符
到
れ
ば
奉
行
せ
よ
｣
と
の
命
令
文
言
を
書
き
加
え
て
受
命
老
本
人

(
金
棒
)
竺
父
付
さ
れ
る
｡
こ
の
時
'
唐
制

と
は
遣

っ
て
'
高
麗
囲
初
の
贋
評
省
で
は
'
虞
評
省
の
長
官

(停
車
)
'
副
長
官

(
侍
郎
)
以
外
に
'
内
奉
省
'
軍
部
'
兵
部
の
長
官

(令
)
'

副
長
官

(刺
)
ま
で
も
が
問
題
の
重
義
に
加
わ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
が
'
こ
の
鮎
は
極
め
て
重
要
な
相
違
鮎
で
あ
る
か
ら
'
次
に
節
を
改
め

て
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
｡

な
お
'
文
書
の
末
尾
に
郎
中
'

主
事
'
書
令
史
'

孔
目
の
署
名
が
乗
る
の
は
'
最
終
的
に
こ
の

｢符
｣
の
作
成
を
捨
常
し
た
磨
評
省
の
官

(8
)

員

･
背
更
の
署
名
で
あ
る
｡
吏

･
戸

･
薩

･
兵

･
刑

･
工
の
い
わ
ゆ
る
六
部
の
分
掌
鱒
制
は
'
高
麗
園
初
に
は
い
ま
だ
成
立
し
て
い
な
い
の
で
'

｢符
｣
の
作
成
は
六
部
が
そ
れ
ぞ
れ
に
分
掌
す
る
の
で
は
な
-
'
唐
制
の
都
省
に
あ
た
る
贋
評
省
が
直
接
に
こ
れ
を
捨
嘗
す
る
こ
と
に
な

っ
て

い
た
O
こ
の
鮎
は
そ
れ
ほ
ど
に
重
要
な
問
題
で
は
な
い
が
'
唐
制
と
の
比
較
と
い
う
意
味
で
は
'

一
鷹
の
相
違
鮎
と
し
て
指
摘
し
て
お
-
こ
と

は
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡

二

慶
評
省
合
議
と

｢和
白
｣

前
節
で
は
√｢金
博
告
身
｣
の
書
式
の
分
析
か
ち
.'
高
麗
図
一初
の
内
議
省
が
唐
制
の
中
書
省
に
'
侍
中
が
唐
制
の
門
下
省
に
'
虞
評
省
が
唐
制
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の
蘭
書
省
に
'
そ
れ
ぞ
れ
相
常
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
論
記
し
た
｡
し
か
し
唐
制
の
尚
書
省
が
宰
相
府

(
中
書
門
下
)

の
成
案
を
奉
じ
て
こ
れ
を
施
行
す
る
だ
け
の
単
な
る
執
行
機
関
に
し
か
過
ぎ
な
く
な

っ
て
い
た
と
評
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
封
比
し
て
み
る
と
'

高
麗
園
初
の
贋
評
省
に
は
何
か
し
ら
そ
れ
以
上
の
機
能
-

す
な
わ
ち
､
国
王
の
意
思
決
定
に
参
興
す
る
議
政
検
閲
と
し
て
の
機
能
1

が
認

め
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
｡
そ
れ
と
い
う
の
も
'
唐
制
の
中
書
省
'
門
下
省
に
相
箇
す
べ
き
内
議
省
'
侍
中
の
虚
理
す
る
部

分
が
'

｢金
停
告
身
｣
に
お
い
て
は
極
め
て
簡
略
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
反
面
､
庚
評
省
の
虞
理
す
る
部
分
に
お
い
て
は
'
お
よ
そ
贋
許
省
と

は
直
接
関
係
の
な
い

｢
内
奉
省
｣

｢
軍
部
｣

｢兵
部
｣
の
長
官
'
副
長
官

(令
'
卿
)
ま
で
も
が
皆
該

｢赦
｣
の
審
議
に
参
興
し
'
こ
れ
に
副

署
し
て
い
る
と
い
う
事
賓
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ

っ
て
､
こ
の
場
合
'
国
王
の
意
思
決
定
は
'
そ
れ
が
速
や
か
に
施
行
さ
れ
る
た
め
に
も
'
あ

ら
か
じ
め
虞
評
省
'
内
奉
省
'
軍
部
'
兵
部
の
長
官

･
副
長
官
に
よ
る
協
賛
の
意
思
を
得
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

廉
評
省
の
主
催
の
も
と
に
行
わ
れ
る
庚
評
省
'
内
奉
省
'
軍
部
､
兵
部
の
長
官

･
副
長
官
合
議
は
､
こ
れ
を
膚
制
に
な
ぞ
ら
え
れ
ば
､
蘭
書

都
省
の
主
催
す
る
外
延
百
官
の
集
議
に
準
じ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
お
-
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
唐
制
で
は
あ
る
種
の
特
別
の
議
案

が
生
じ
た
場
合
､
尚
書
都
省
が
中
書
省

･
門
下
省
以
外
の
外
延
百
官
の
合
議
を
主
催
L
t
そ
の
意
見
を
集
約
し
て
皇
帝
に
奏
上
す
る
棟
能
を
果

(9)

た
す
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し
高
麗
図
初
の
官
制
が
'
そ
も
そ
も
は
前
主

･
弓
南
の
建
て
た
泰
封
園
の
官
制
を
胎
受
し
た
も
の
で
あ
り
'
泰
封
園
の
官
制
も
ま
た
'

基
本
的
に
は
新
羅
園
の
官
制
を
撤
受
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
勘
案
す
る
と
'
唐
制
と
の
関
係
を
云
々
す
る
以
前
に
'
我
々
は
こ
の
虞

評
省
合
議
と
き
わ
め
て
類
似
し
た
性
格
を
持
つ
合
議
鮭
が
'
新
羅
固
有
の
政
治
俸
銃
と
し
て
つ
と
に
存
在
し
て
い
た
事
茸
を
想
起
し
な
い
わ
け

に
は
い
か
な

い
｡

『
三
園
遣
事
』
巻

一
㌧
紀
異
第
二
㌧
新
羅
'
虞
徳
王
侯
の
記
録
に
よ
る
と
'
新
羅
に
は
四
つ
の
褒
地
が
あ
り
'
ま
さ
に
大
事
を
議
せ
ん
と
す
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(10
)

れ
ば
'
大
臣
は
必
ず
そ
の
地
に
合
し
て
こ
れ
を
謀

っ
た
｡
そ
う
す
れ
ば
事
は
必
ず
成
就
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
｡

『
新
暦
書
』
新
羅
侍
は
'
こ

(〓
)

の
大
臣
合
議
の
こ
と
を

｢
和
白
｣
と
稀
し
て
い
る
が
'
そ
れ
は
大
臣
た
ち
が
国
王
に
封
し
て

｢
和
し
て
自
す
｣
-

す
な
わ
ち
全
員
の
合
意
の

上
で
国
王
に
進
言
す
る
I

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
名
稀
な
の
で
あ
ろ
う
.

こ
う
し
た
新
羅
以
来
の
和
白
の
停
銃
が
､
贋
評
省
の
主
催
す
る
虞
評
省
'
内
奉
省
､
軍
部
'
兵
部
の
長
官

･
副
長
官
合
議
-

こ
れ
を
仮
に

慶
評
省
合
議
と
名
附
け
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
ー

に
ま
で
引
き
鰹
が
れ
て
い
る
と
す
る
こ
と
は
'

｢
金
停
告
身
｣
の
構
成
に
占
め
る
麗
辞
省

合
議
の
比
重
を
考
え
れ
ば
'
そ
れ
白
燈
'
決
し
て
唐
突
な
推
測
と
は
言
え
ま
い
｡
本
筋
で
は
こ
の
鮎
に
つ
い
て
の
検
鐙
を
行
う
た
め
に
､
贋
許

省
､
内
奉
省
'
軍
部
'
兵
部
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
'
新
羅
以
来
の
職
掌

･
沿
革
､
並
び
に
和
白
合
議
と
の
関
係
に
つ
い
て
､
順
次
検
討
を
加

え
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
｡

河

鹿

許

省

慶
許
省
の
長
官

(
侍
中
)
'
副
長
官

(
侍
郎
)
は
'
そ
れ
ぞ
れ
新
羅

･
執
事
省
の
長
官

･
副
長
官
で
あ
る
中
侍

(
侍
中
)
､
典
大
等

(
侍
郎
)

の
後
身
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡

新
羅
時
代
の
執
事
省
は
､
高
麗
園
初
の
贋
評
省
と
同
じ
く
'
国
政
を
統
轄
す
る
最
高
行
政
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
､
そ
の
長

官
た
る
中
侍

(
侍
中
)
は
'
氏
族
制

(
骨
品
制
)
下
の
新
羅
時
代
に
は
'
大
阿
波
か
ら
伊
波
ま
で
の
位
階
を
も
つ

｢
虞
骨
｣
貴
族
の
み
が
就
任

(12
)

す
る
官
職
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
｡
従

っ
て

｢貞
骨
｣
貴
族
と
し
て
の
中
侍

(
侍
中
)
は
､
い
わ
ゆ
る

｢
和
白
｣
合
議
の
構
成
員
と
し

て
も
'
嘗
然
こ
れ
に
参
輿
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
副
長
官
た
る
典
大
等

(
侍
郎
)
は
'
奈
鹿
か
ら
阿
漁
ま
で
の
位
階
を
持
つ
も
の
が
就
任
す
る
官
職
で
あ
り
､
こ
れ
は
非

｢長
骨
｣
貴

(13
)

族
に
封
し
て
も
就
任
の
道
が
開
か
れ
て
い
る
官
職
で
あ

っ
た
｡
従

っ
て

｢虞
骨
｣
貴
族
以
外
の
侍
郎
は
'
通
常

｢
和
白
｣
合
議
に
は
参
興
す
る
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こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
｡

㈲

内

奉

省

内
奉
省
の
職
掌

･
沿
革
に
つ
い
て
は
､
不
明
の
鮎
が
多
い
｡
な
る
ほ
ど

『
三
園
史
記
』
職
官
志
の
撰
者
は
'
前
主

･
弓
南
時
代
の
内
奉
省
を

(14
)

｢
今
の
都
省
｣
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
が
'

『
高
麗
史
』

百
官
志
の
撰
者
も
既
に
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
'

都
省

(
尚
書
都
省
)
の
前
身

(15
)

は
贋
評
省
で
あ
る
か
ら
'
こ
の

『
三
園
史
記
』
職
官
志
の
比
晃
に
は
俄
か
に
は
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
｡
思
う
に
'
高
麗
図
初
の
内
奉
省
は
新

羅
時
代
の
内
省
の
後
身
で
あ
り
､
こ
れ
は
国
王
の
家
政
を
掌
る

一
種
の
家
政
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
て
お
く
こ
と
が
妥
常
で
あ
ろ
う
｡

『
高
麗
史
』
百
官
志
'
外
官
'
西
京
留
守
官
僚
の
記
録
に
よ
る
と
､
太
租
五
年

(
九
二
二
)
､
西
京
に
は

｢廊
官
侍
中

･
侍
郎
｣
｢
衛
官

〔令
∪

(16
)

具
壇

･
卿
｣

｢
兵
部
令
具
壇

･
卿
｣
そ
の
他
の
官
制
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
､

こ
の
西
京
官
制
の
序
列
は
普
時
の
中
央
官
制
の
序
列
に
倣

っ
た

も
の
で
あ
ろ
-
か
ら
､
西
京
昇

一
の
官
麻
で
あ
る

｢
廊
官
｣
は
中
央
第

1
の
官
廉
で
あ
る
贋
評
省
に
'
西
京
第
二
の
官
爵
で
あ
る

｢
衝
官
｣
は

(17
)

中
央
第
二
の
官
庚
で
あ
る
内
奉
省
に
､
そ
れ
ぞ
れ
封
鷹
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
だ
と
す
れ
ば
'
中
央
に
お
け
る
内
奉

省
の
職
掌
は
'
西
京
に
お
け
る

｢
衛
官
｣
の
職
掌
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
､
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
､
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
｡

『
高
麗
史
』
百
官
志
'
外
官
'
西
京
留
守
官
僚
の
註
に
よ
る
と
'

｢
衝
官
｣
の

｢
衝
｣
と
は
常
時
の
方
言
で

｢蒙
幕
｣
の
意
と
説
明
さ
れ
て

(18
)

い
る
が
､
こ
れ
だ
け
で
は

｢
衝
官
｣
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
今

一
つ
は
っ
き
り
と
し
な
い
｡
し
か
し

『
高
麗
史
』
太
租
世
家
､
十
七
年

(
九
三

四
)
夏
五
月
僕
の
記
述
に
よ
る
と
'
こ
の
時
へ
薩
山
鏡
に
行
幸
し
た
大
敵
の
詔
の

1
節
に
は
'

な

んじ

あ
わ
れ

爾

ら

公
卿
賂
相
'
食
緑
の
人
'
予
の
民
を
愛
す
る
こ
と
子
の
如
き
の
意
を
諒
と
L
t
､爾
ら
が
緑
邑
編
戸
の
現
を

衿

む

べ
し
.
そ
の
家
臣
無

(19
)

知
の
輩
､
緑
邑
に
使
し
て
.'
務
め
て
乗
数
割
剥
す
る
も
'
爾
ら
.ま
た
豊
に
よ
-
こ
れ
を
知
ら
ん
や
｡
-
∵
･
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と
あ

っ
て
､
昔
時
の
有
力
貴
族

(
公
卿
格
相
)
た
ち
が
､
そ
れ
ぞ
れ
に

｢
家
臣
｣
を
遣
わ
し
て
自
ら
の

｢
緑
邑
｣
の
管
理
を
行
わ
せ
て
い
た
事

ヽ
ヽ

(20
)

宴
を
俸
え
て
お
り
､
こ
の

｢
家
臣
無
知
の
輩
｣
の
こ
と
を

『
高
麗
史
節
要
』
で
は

｢
衝
内
無
知
の
輩
｣
と
も
表
記
し
て
い
る
の
で
､
こ
う
し
た

有
力
貴
族
の

｢家
臣
｣
と
し
て
の

｢
街
内
｣
の
存
在
が
､
い
わ
ゆ
る

｢
衛
官
｣
の
性
格
を
考
え
る
う
え
で
極
め
て
重
要
な
手
が
か
り
に
な
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
の
鮎
を

一
層
明
確
に
裏
づ
け
る
史
料
と
し
て
､

『
高
麗
史
』
太
租
世
家
へ
十
八
年

(
九
三
五
)
夏
六
月
債
に
見
え
る
次
の
記
述
を
検
討
し

ょ
う
O

お
り
し
も
長
子
沖
剣
の
乳
を
契
機
に
高
麗
園
に
鮮
順
す
る
こ
と
に
な

っ
た
後
百
済
国
王
の
甑
萱
に
勤
し
､
高
麗
大
敵
は
､

ま
た
萱
を
科
し
て
薗
父
と
為
し
､
館
を
南
官
に
授
け
､
百
官
の
上
に
位
せ
し
め
'
楊
州
を
賜
-
て
食
邑
と
為
し
'
兼
ね
て
金
島
'
奴
婦
各

(21
)

々
四
十
口
､
厩
馬
十
匹
を
賜
い
､
先
に
降
る
の
人
､
信
康
を
以
て
衛
官
と
為
す
｡

と
い
う
厚
遇
を
典
え
て
い
る
O
具
鰹
的
に
言
う
と
､
新
し
く
高
麗
の
有
力
貴
族
と
な

っ
た
甑
萱
に
は
'
楊
州
を
そ
の

｢
食
邑
｣
と
し
て
輿
え
る

と
同
時
に
､
先
に
高
麗
園
に
蹄
順
し
て
い
た
後
百
済
人
の
宿
康
と
い
う
人
物
を
そ
の

｢衝
官
｣
と
し
て
任
命
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
､
こ
の

場
合
'

｢
衝
官
｣
の
職
掌
は
圭
と
し
て
戟
萱
の
食
邑
を
管
理
す
る
こ
と
に
置
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
'

こ
れ
は

｢
公
卿
賂
相
｣

た
ち
の

｢
緑
邑
｣
を
管
理
し
て
い
た

｢
家
臣
｣

｢
衝
内
｣
な
ど
と
全
-
同

一
の
性
格
の
も
の
t

す
な
わ
ち
有
力
貴
族
の
家
政
を
管
理
す
る

一
種
の
家

政
機
関
-

で
あ

っ
た
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
｡

『
高
麗
史
』
百
官
志
に
い
わ
ゆ
る

｢豪
幕
｣
と
は
､
恐
ら
く
は
豪
族

(
有
力
貴
族
)
の
幕
下
の
僚
属
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
'
そ
れ
は
高
麗

園
初
に
お
い
て
は
有
力
貴
族
の
家
政
を
管
理
し
､
具
鰹
的
に
は
そ
の
食
邑
な
心
し
緑
邑
を
管
理
す
る

一
種
の
家
政
機
鰯
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
た
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
｡

い
わ
ゆ
る
衛
官
の
性
格
を
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
把
捉
す
る
と
'
西
京
の
官
制
に
お
い
て
廊
官

(
官
設
)
と
衛
官

(豪
幕
)
と
い
う
二
つ

の
機
関
が
併
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
意
味
も

一
層
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ぅ
に
思
う
.
普
時
'
西
京
に
お
い
て
は
､
太
租
王
姪
の
従
弟
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(22)

で
あ
る
王
式
廉
が
'
そ
の
長
官

(
留
守
)
と
し
て
長
年
に
亙

っ
て
こ
の
地
を
支
配
し
て
い
た
｡
こ
の
王
式
廉
の
も
と
に
は
政
務
統
轄
機
関
と
し

て
の

｢廊
官
｣
と
は
別
に
､
彼
個
人
の
直
接
の
横
力
基
盤
を
管
理
す
る
た
め
に
家
政
機
関
と
し
て
の

｢衝
官
｣
が
併
置
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ

る
が
'
こ
れ
は
中
央
で
い
え
ば
国
王
の
政
務
統
轄
機
関
と
し
て
の
贋
評
省
と
は
別
に
'
国
王
の
直
接
の
権
力
基
盤
を
管
理
す
る
家
政
機
関
と
し

て
の
内
奉
省
が
併
置
さ
れ
て
い
た
事
箕
と
ま
さ
し
-
同

1
の
関
係
に
置
か
れ
て
い
る
.

こ
う
し
た
家
政
機
関
と
し
て
の
内
奉
省
は
､
恐
ら
-
は
新
羅
時
代
の
内
省
の
制
度
を
鰹
受
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

『
三
園
史
記
』
職
官
志
の
記
述
に
よ
る
と
'
新
羅
時
代
の
内
省

(
殿
中
省
)
は
'
も
と
も
と
虞
平
王
七
年

(
五
八
五
)
'
大
官

･
梁
官

･
沙
梁

宮
の
三
宮
に
そ
れ
ぞ
れ

｢
私
臣
｣
を
置
き
'
虞
平
王
四
十
四
年

(
六
二
二
)
に
至

っ
て
､

一
員
を
以
て
こ
の
三
官
の
事
を
乗
掌
す
る
よ
-
に
な

Ⅴ硬
E

っ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま

っ
て
い
る

｡

こ
こ
で
大
官
と
い
う
の
は
国
王
の
本
官
の
こ
と
'
梁
官

･
沙
梁
宵
と
い
う
の
は
'
そ
れ
ぞ
れ
慶
州
六
部
の

ぅ
ち
の
一
つ
で
あ
る
梁
部

･
沙
梁
部
に
ち
な
ん
で
名
づ
け
ら
れ
た
別
官
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
'
要
す
る
に
内
省
と
い
う
の
は
国
王
の

｢私

臣
｣
と
し
て
､
そ
の
家
政
を
掌
る

一
種
の
家
政
機
関
で
あ

っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

1
鰹
'
家
政
機
関
と
い
っ
て
も
､
国
王
や
有
力
貴
族
が
そ
れ
ぞ
れ
に
滞
日
の
経
済
基
盤
を
保
有
し
､
そ
の
経
済
基
盤
に
立
脚
し
て
国
家
の
政

治

･
軍
事
に
参
輿
し
て
い
た
新
羅
時
代
の
よ
う
な
古
代
国
家
に
お
い
て
は
'
こ
の
種
の
家
政
機
関
が
そ
れ
自
性
国
政
機
関
の
一
部
と
し
て
極
め

て
重
要
な
部
分
を
占
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
-
な
い
｡
内
省
所
管
の
本
官

･
沙
官

･
沙
染
官
に
つ
い
て
は
直
接
の
言
及
は
な
い

が
､
同
じ
-
慶
州
六
部
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
本
彼
部
に
ち
な
ん
で
名
づ
け
ら
れ
た
本
彼
官
に
は

｢財
貨

･
田
荘

･
奴
僕
｣
が
多
数
所
属
し
て

(24
)

い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
史
料
が
あ
る
｡
こ
う
し
た
直
接
的
な
経
済
基
盤
の
上
に
立

っ
て
'
は
じ
め
て
新
羅
の
王
権
は

｢虞
骨
｣
貴
族
膚
の
上
に

君
臨
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

っ
て
'
そ
れ
だ
け
に
そ
の
経
済
基
盤
を
管
理
す
る
家
政
散
開
は
'
王
権
の
維
持
そ
の
も
の
に
お
い
て
も
極
め

て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡

ち
な
み
に

『
三
園
史
記
』
職
官
志
の
記
述
に
よ
る
と
'

内
省
の
次
に
記
述
さ
れ
て
い
る
-

従

っ
て
内
省
と
同
じ
-
内
延
に
屠
す
る
1
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｢
内
司
正
典
｣

(建
平
省
)
に
は
'

｢議
決
｣

｢貞
察
｣

｢史
｣
な
ど
､
恐
ら
-
は
司
法

･
監
察
に
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
官
職
が
設
置
さ
れ
て

い
る
が
'
高
麗
図
初
の
内
奉
省
に
も
'
恐
ら
く
は
そ
の
後
身
と
思
わ
れ
る

｢
理
決
｣

｢評
察
｣

｢史
｣
な
ど
の
司
法

･
監
察
関
係
の
官
職
が
存

(2
)

(ES)

在
し
て
い
る
｡

こ
れ
ら
は
基
本
的
に
は
宮
中
に
お
け
る
百
官
の
非
違
を
取
締
ま
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
官
職
で
あ

っ
た
ろ
う
が
'
こ
の
内
司
正

典
の
官
制
が
内
奉
省
の
官
制
に
､
そ
の
一
部
分
と
し
て
鰹
受
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
賓
も
ま
た
､
内
奉
省
の
官
制
が
内
延
に
所
属
す
る

一
種
の

家
政
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
傍
詮
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡

そ
れ
で
は
こ
の
内
奉
省
の
前
身
で
あ
る
内
省
と
､
い
わ
ゆ
る

｢
和
白
｣
合
議
と
の
関
係
は
ど
う
な

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

『
三
園
史
記
』
職
官
志
の
記
述
に
よ
る
と
'
内
省
の
長
官
で
あ
る
私
臣

(
殿
中
令
)
は
'
衿
荷

(大
阿
波
の
次
位
)
か
ら
太
大
角
千
ま
で
の

(27
)

位
階
を
持
つ

｢虞
骨
｣
貴
族
の
み
が
就
任
す
る
官
職
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
｡
従

っ
て
､

｢虞
骨
｣
貴
族
と
し
て
の
内
省
の
私
臣
は
'

執
事
省
の
中
侍

(停
車
)
と
並
ん
で
常
然

｢和
白
｣
合
議
に
も
参
興
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
副
長
官
と
し
て
の

｢卿
｣
は
'
奈
麻
か
ら
阿
波
ま
で
の
位
階
を
持
つ
も
の
が
就
任
す
る
官
職
で
あ
-
'
こ
れ
は
非

｢虞
骨
｣
貴
族
に

(28
)

も
就
任
の
道
が
開
か
れ
て
い
る
官
職
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
｡
従

っ
て

｢虞
骨
｣
貴
族
以
外
の
卿
は
'

｢
和
白
｣
合
議
に
は
参
興
す
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡

何

軍
部

･
兵
部

軍
部

･
兵
部
は
'
前
者
が
軍
除
そ
の
も
の
に
お
け
る
指
揮

･
命
令
'
す
な
わ
ち
軍
令
を
掌
る
機
関
で
あ

っ
た
の
に
勤
し
､
後
者
は
軍
陵
を
編

成

･
維
持
す
る
た
め
の
軍
事
行
政

一
般
､
す
な
わ
ち
軍
政
を
掌
る
機
関
で
あ

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
鮎
に
閲
し
て
は
'
つ
と
に
諸
先

学
も
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
と
お
り
'

『
高
麗
史
』
襲
玄
慶
侍
に
お
け
る
次
の
記
述
が
最
も
重
要
な
参
考
史
料
と
な

っ
て
い
る
｡

太
租
'
育
州
の
人
玄
律
を
以
て
絢
軍
部
中
と
爵
さ
ん
と
す
｡

玄
慶
と
崇
託
と
'
駁
し
て
日
く
'

｢
さ
き
に
林
奉
書
､

狗
軍
の
吏
と
為
る
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つみ

ゃ
'
不
軌
を
薦
さ
ん
と
固
-
､
寄
港
れ
て
華
に
伏
浅

こ
れ
す
な
わ
ち
兵
権
を
典
り
て
本
州
に
侍
む
が
故
な
り
｡
今
ま
た
玄
律
を
以
て
絢

(29
)

軍
部
中
と
為
す
O
臣
等
ひ
そ
か
に
こ
れ
に
惑
え
り
｣
と
.
太
租
こ
れ
を
苦
し
と
L
t
改
め
て
兵
部
郎
中
を
授
く
.

こ
こ
で
若
干
解
説
め
い
た
こ
と
を
附
け
加
え
る
と
､
皆
時
の
青
州

(
清
州
)
は
後
三
園
各
国
抗
争
圏
の
ま
さ
し
く
中
央
に
位
置
し
'
こ
の
青

州
勢
力
の
向
背
が
'
後
三
園
各
国
勢
力
の
消
長
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
位
置
-

い
わ
ば
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ

･
ボ
ー
ト
を
遮
る
位
置
1

に
置
か
れ
て
い
た
｡
そ
の
青
州
勢
力
が
高
麗
園
に
帝
展
す
る
と
'
自
ず
か
ら
高
麗
内
部
に
お
い
て
も
軍
事
的
に
大
き
な
撃

11h力
を
持
つ
こ
と
に

な

っ
た
が
'
反
面
'
い
つ
敵
国
に
背
反
す
る
と
も
わ
か
ら
な
い
青
州
勢
力
は
'
高
麗
内
部
に
お
い
て
最
も
警
戒
を
要
す
る
浮
動
勢
力
と
み
な
さ

れ
て
い
た
こ
と
も
営
然
の
こ
と
で
あ

っ
た
｡
そ
の
育
州
か
ら
出
仕
し
て
い
る
玄
律
が
中
央
政
府
に
お
い
て
狗
軍
部
中
に
任
命
さ
れ
よ
う
と
し
た

と
き
､
狗
軍
部
中
と
し
て
軍
令
権

(
軍
事
命
令
権
)
を
掌
握
し
た
玄
律
が
'
本
州
の
軍
事
力
を
背
景
と
し
て
反
乱
な
い
し
ク
ー
デ
タ
を
惹
き
起

こ
す
こ
と
を
警
戒
し
た
大
臣
た
ち
は
'
こ
れ
を
軍
政
機
関
で
あ
る
兵
部
の
郎
中
に
改
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
､
玄
律
を
軍
隊
の
直
接
の
指
揮

･
命

令
系
統
か
ら
は

一
旦
排
除
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
t
と
い
う
の
で
あ
る
｡

(30
)

『高
麗
史
』
百
官
志
は
こ
の

｢狗
軍
部
｣
の
こ
と
を
'

｢蓋
し
掌
兵
の
官
な
り
｣
と
し
て
説
明
し
て
い
る
が
'
そ
の
推
測
も
恐
ら
く
は
こ
の

斐
玄
慶
侍
の
記
述
内
容
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
に
他
な
る
ま
い
｡

｢金
停
告
身
｣
に
見
え
る
｢
軍
部
｣
と
は
'
す
な
わ
ち
こ
の
太
租
朝
の

｢
狗

(31)

軍
部
｣
が
'
光
宗
十

1
年

(
九
六
〇
)
に
至

っ
て

｢
軍
部
｣
と
改
構
さ
れ
た
も
の
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ

る
.

｢
絢
軍
部
｣
の
官
制
は
新
羅
時
代
に
は
存
在
せ
ず
'
ま
た

『
三
園
史
記
』
職
官
志
に
記
載
す
る
泰
封
園
の
官
制
に
も
存
在
し
な
い
.
さ
ら
に

は
前
述
し
た
西
京
の
官
制
に
お
い
て
も
､

｢廊
官
｣

｢衛
官
｣
の
次
に
位
置
す
る
の
は

｢
兵
部
｣
で
あ

っ
て
､
こ
こ
で
も

｢何
軍
部
｣
に
相
営

す
る
官
制
は
存
在
し
な
い
｡
唯

一
中
央
に
の
み
置
か
れ
た
軍
令
磯
閲
と
し
て
の
狗
軍
部
は
'
恐
ら
く
は
国
王
を
も
含
め
た
常
時
の
有
力
貴
族
た

め
ぐ

ち
が
そ
れ
ぞ
れ
に
掌
握
し
て
い
た
私
兵
的
な
軍
陵
の
閲
を

拘

っ
て
'
そ
れ
ら
を
統

1
的
に
指
揮
す
る
た
め
の
司
令
本
部
と
し
て
設
け
ら
れ
た
官

制
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

282



高麗園初の虞評省と内議省

こ
れ
に
封
し
､
兵
部
の
官
制
は
つ
と
に
新
羅
時
代
か
ら
存
在
す
る
が
'
こ
の
時
代
に
は
狗
軍
部
の
官
制
は
存
在
し
な
い
か
ら
'
軍
政

･
軍
令

が
未
分
化
の
段
階
に
お
け
る
兵
部
は
'
そ
の
両
方
の
事
務
を
掌
る
官
床
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

問
題
は
こ
の
兵
部
と
い
わ
ゆ
る

｢
和
白
｣
合
議
と
の
関
係
で
あ
る
が
'

『
三
園
史
記
』
職
官
志
の
記
述
に
よ
る
と
､
兵
部
の
長
官
で
あ
る
兵

部
令
は
､
大
阿
波
よ
り
太
大
角
千
ま
で
の
位
階
を
持
つ

｢虞
骨
｣
貴
族
の
み
が
就
任
す
る
官
職
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
｡
従

っ
て

｢虞

骨
｣
貴
族
主
し
て
の
兵
部
令
は
､
常
然

｢和
白
｣
合
議
に
も
参
輿
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
兵
部
の
副
長
官
で
あ
る
兵
部
卿
は
'
級
漁
か
ら
阿
波
ま
で
の
位
階
を
持
つ
も
の
が
就
任
す
る
官
職
で
あ
り
'
こ
れ
は
非

｢虞
骨
｣
貴

(32
)

族
に
も
就
任
の
道
が
開
か
れ
て
い
る
官
職
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
｡
従

っ
て
'

｢虞
骨
｣
貴
族
以
外
の
兵
部
卿
は
'
恐
ら
く
は

｢和

白
｣
合
議
に
は
参
輿
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡

以
上
の
検
討
を
通
し
て
見
る
と
'
高
麗
困
却
の
主
要
中
央
官
廉
で
あ
る
贋
評
省
'
内
奉
省
､
軍
部
､
兵
部
の
う
ち
'
軍
部
以
外
の
贋
評
省

･

内
奉
省

･
兵
部
に
つ
い
て
は
､
そ
れ
ぞ
れ
執
事
省

･
内
省

･
兵
部
と
し
て
新
羅
時
代
か
ら
つ
と
に
存
在
す
る
官
制
で
あ

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な

っ
た
.
ま
た
執
事
省

･
内
省

･
兵
部
の
長
官
た
る
中
侍

(侍
中
)
'
私
臣
'
兵
部
令
に
関
し
て
は
'

そ
れ
ぞ
れ

｢尾
骨
｣
貴
族
と
し
て

｢
和

白
｣
合
議
に
も
参
興
し
得
る
位
置
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
｡
そ
の
構
成
員
が
幾
つ
か
の
主
要
な
部
分
に
お
い
て
合
致
し
て

い
る
以
上
､
高
麗
園
初
の
い
わ
ゆ
る
麗
辞
省
合
議
は
､
新
羅
時
代
の

｢和
白
｣
合
議
の
後
身
で
あ
る
と
､

一
旦
は
結
論
づ
け
て
お
い
て
よ
い
で

あ
ろ
う
｡

(33
)

た
だ
し

『
新
居
書
』
新
羅
侍
に
は
､

｢官
に
宰
相
'
侍
中
'
司
農
卿
､
太
府
令
'
凡
そ
十
有
七
等
あ
り
､
第
二
骨
こ
れ
と
為
る
を
得
｣
と
あ

り
､

｢侍
中
｣

よ
り
上
位
の
存
在
と
し
て

｢宰
相
｣
と
呼
ば
れ
る
有
力
貴
族
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
L
t
ま
た
前
述
し
た

『
三

(34
)

園
史
記
』
職
官
志
の
記
述
に
よ
る
と
'
兵
部
令
は

｢宰
相

･
私
臣
｣
を
兼
任
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
'
こ
こ
で
も
兵
部
令
と
は

1
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麿
別
個
の
存
在
と
し
て
'

｢宰
相
｣
と
呼
ば
れ
る
有
力
貴
族
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
｡

思
う
に
､
こ
の

｢宰
相
｣
と
呼
ば
れ
る
新
羅
の
有
力
貴
族
た
ち
は
'
恐
ら
く
は
新
羅
図
の
起
源
を
な
す
慶
州
六
部
の
首
長
暦
に
連
な
る
存
在

で
あ

っ
て
'

｢
和
白
｣
合
議
そ
の
も
の
も
'
本
来
は
慶
州
六
部
の
首
長
合
議
に
そ
の
起
源
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
う
し
た
慶

州
六
部
の
首
長
層
'
な
い
し
は
新
羅
国
の
有
力
貴
族
と
し
て
の

｢宰
相
｣
た
ち
-

そ
の
首
席
を
占
め
る
も
の
は
､

1
般
に

｢
上
大
等
｣
と
呼

ば
れ
て
い
る
I

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る

｢
和
白
｣
の
合
議
に
は
'
い
わ
ゆ
る

｢宰
相
｣
と
は
別
に
'
王
権
の
利
害
を
代
群
す
る
存
在
と
し
て
'

執
事
省
の
中
侍

(侍
中
)
'
内
省
の
私
臣
､
兵
部
令
な
ど
の
主
要
な
官
僚
た
ち
も
こ
れ
に
参
加
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡

こ

(35
)

ぅ
し
た
宰
相
'
及
び
官
僚
層
に
ょ
る

｢
和
白
｣
の
合
意
事
項
は
'

｢
王
命
の
出
納
｣
を
掌
る
中
侍

(停
車
)
を
介
し
て

一
旦
国
王
に
俺
達
さ
れ
'

国
王
の
裁
可
を
得
た
案
件
は
'
再
び
中
侍

(停
車
)
を
介
し
て
執
事
省

へ
と
俸
達
さ
れ
た
後
'
執
事
省
よ
り
中
外
に
施
行
さ
れ
る
構
造
に
な

っ

て
い
た
の
で
あ
ろ
-
0

し
か
し
骨
品
制
度
の
解
燈
し
た
泰
封

二
鳥
麓
の
制
度
に
お
い
て
は
'
も
は
や

｢和
白
｣
合
議
の
主
膿
を
な
す

｢宰
相
｣
そ
の
他
の

｢虞
骨
｣

貴
族
の
勢
力
は
存
在
し
な
い
｡
こ
れ
に
代

っ
て
新
た
に
遵
頭
し
た
地
方
家
族
層
出
身
の
官
僚
勢
力
が
'
贋
評
省

･
内
奉
省

･
軍
部

･
兵
部
な
ど

の
長
官

･
副
長
官
と
し
て
番
茶
の

｢
和
白
｣
合
議
に
相
督
す
る
庚
評
省
合
議
に
進
出
し
､
か
れ
ら
が
国
王
の
意
思
決
定
を
導
い
て
い
く
中
心
的

な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

一
腰
'

｢金
博
告
身
｣
の
構
成
を
分
析
し
て
み
る
と
'
唐
制
､
門
下
省
の
機
能
に
相
皆
す
る
部
分
は
概
し
て
簡
略
に
取
り
扱
わ
れ
て
お
り
'

王
権
の
意
思
は
さ
し
た
る
撃
肘
を
受
け
る
こ
と
も
な
く
直
ち
に
付
外
施
行
さ
れ
て
い
-
よ
う
に
見
え
る
｡
王
権
を
型
肘
す
る
門
下
省
の
不
在
は
'

一
見
'
王
権
の
確
封
化
を
意
味
す
る
よ
-
に
見
え
る
が
'
賓
際
に
は
国
王
の
意
思
決
定
は
､
か
え
っ
て
付
外
さ
れ
た
先
の
贋
評
省
合
議
の
存
在

に
こ
そ
､
最
も
強
く
規
定
さ
れ
る
構
造
に
な

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
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三

内
議
省
の
成
立

高
麗
図
初
に
お
い
て
'
国
王
の
意
思
決
定
を
規
定
す
る
の
は
虞
評
省
合
議
に
代
表
さ
れ
る
外
延
百
官
の
存
在
で
あ

っ
た
｡
し
か
し
そ
の
中
で

も
､
宮
中

(省
中
)
に
出
入
L
t
国
王
に
近
侍
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た

一
部
の
エ
リ
ー
ト
官
僚
た
ち
は
'
王
樺
の
利
害
を
比
較
的
忠
賓
に
代
韓

す
る
傾
向
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
曹
然
で
あ
ろ
う
｡
内
議
省
'
虞
許
省
､
内
奉
省
な
ど
'
宮
中

(省
中
)
に
そ
の
厩
舎
が
置
か

れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら

｢
省
｣
と
い
う
名
稀
を
持
つ
官
床
に
所
属
す
る
官
僚
た
ち
ほ
'
多
か
れ
少
な
か
れ
'
い
ず
れ
も
そ
の
よ
う
な
性
格
を
持

っ
た
官
僚
た
ち
で
あ

っ
た
が
'
な
か
で
も
内
議
省
の
存
在
こ
そ
は
､
国
王
の
秘
書
検
閲
と
し
て
最
も
側
近
に
位
置
す
る
重
要
な
権
力
装
置
で
あ

(36
)

っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
｡
と
こ
ろ
が
事
苦
と
し
て
は
'
内
議
省
の
官
制
は
高
麗
開
国
の
普
初
に
お
い
て
は
未
だ
存
在
せ
ず
'
王
命

文
書
の
起
草
は
'
新
羅

･
泰
封
以
来
の
官
制
で
あ
る
元
鳳
省
が
専
ら
こ
れ
を
捨
普
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

『
三
園
史
記
』
職
官
志
の
記
述
に
よ
る
と
､

元
鳳
省
の
前
身
に
営
た
る
の
は
新
羅
時
代
の
翰
林
重
で
'
翰
林
墓
所
屡
の
学
士

(
翰
林
学
士
)

(37
)

は
も
と
は

｢詳
文
節
｣
と
い
い
'
こ
れ
が
後
に
通
文
博
士
に
改
め
ら
れ
､
さ
ら
に
翰
林
学
士
に
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
前

主

｡
弓
宿
の
泰
封
図
で
は
こ
の
翰
林
重
は
元
鳳
省
と
改
め
ら
れ
'
こ
の
元
鳳
省
の
官
制
が
そ
の
ま
ま
高
麗
園
初
に
引
き
鰹
が
れ
る
こ
と
に
な

っ

た
わ
け
で
あ
る
が
'
こ
こ
に
集
う

｢学
士
｣
た
ち
の
政
治
的
な
位
置
づ
け
は
'
本
来
必
ず
し
も
高
い
も
の
で
は
な
く
'
新
羅
時
代
の
翰
林
学
士

は

｢詳
文
師
｣
と
し
て
の
-

す
な
わ
ち
漢
文
作
成
能
力
に
秀
で
た

1
種
の
嚢
能
者
と
し
て
の
-

位
置
づ
け
を
必
ず
し
も
速
く
離
れ
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
｡
虞
骨
貴
族
が
政
治
的

･
軍
事
的
横
力
を
猪
占
し
て
い
た
新
羅
時
代
に
お
い
て
'
い
わ
ゆ
る
六
頭
品
貴
族
を
中
心
と
す
る
儒
臣

た
ち
に
は
'
政
治
的
な
活
躍
の
舞
童
は
未
だ
充
分
に
は
準
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
o

L
か
し
骨
品
制
度
の
解
燈
し
た
高
麗
時
代
に
入
る
と
､
太
租
は
元
鳳
省
の
儒
臣
を
好
ん
で
登
用
L
t
か
れ
ら
を
単
な
る
蛮
能
者
と
し
て
で
は
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な
く
'
自
ら
の
政
治
顧
問
と
し
て
も
積
極
的
に
登
用
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
く
｡

第

一
に
'
太
組
は
元
鳳
省
に
年
若
い
儒
生
を
召
し
て
'
こ
れ
を
将
来
の
官
僚
候
補
生
と
し
て
育
成
す
る
こ
と
に
勉
め
た
｡
新
羅
時
代
､
翰
林

(38
)

量
に
は

｢所
内
畢
生
｣
を
置
き
'
こ
れ
を
将
来
の

｢翰
林
学
士
｣
と
し
て
育
成
す
る
制
度
が
存
在
し
た
が
'
高
麗

･
太
租
も
ま
た
こ
の
制
度
を

経
受
し
､
中
外
の
豪
族
子
弟
を
召
し
て
こ
れ
を
元
鳳
省
の
畢
生
と
し
て
育
成
す
る
こ
と
に
勉
め
て
い
る
｡
例
え
ば
大
敵
二
十

一
年

(
九
三
八
)
'

年
十
二
に
し
て
太
租
に
召
し
出
さ
れ
'
元
鳳
省
の
畢
生
と
し
て
例
食
二
十
頑
を
賜
る
こ
と
に
な

っ
た
複
承
老
な
ど
は
'
そ
の
代
表
的
な
事
例
で

(39
)

あ
ろ
う
｡
こ
う
し
て
太
租
の
厚
遇
の
も
と
に
招
請

･
育
成
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
儒
臣
た
ち
は
､
今
や
漢
文
作
成
能
力
に
秀
で
た
単
な
る
蛮
能

者
と
し
て
で
は
な
-
､
国
王
の
意
思
決
定
を
輔
弼
す
る

1
種
の
政
治
顧
問
と
し
て
も
活
躍
す
る
よ
-
に
な

っ
て
い
く
の
で
あ
る
.

例
え
ば
高
麗
開
園
直
後
の
太
租
元
年

(
九

一
八
)
六
月
に
起
こ
っ
た
馬
軍
将
軍
桓
宣
告
の
乳
に
際
し
て
の
こ
と
｡
桓
宜
膏
が
兵
士
五
十
飴
人

(40
)

を
率
い
て
内
庭
に
突
入
し
た
時
､
太
組
は
お
り
し
も
内
殿
に
御
し
て

｢学
士
｣
数
人
と

｢
国
政
を
商
略
｣
し
て
い
る
最
中
で
あ

っ
た
が
'
こ
こ

で

｢学
士
｣
と
い
う
の
は
'
他
で
も
な
い
､
圭
と
し
て
元
鳳
省
に
所
属
す
る
儒
臣
た
ち
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
｡

つづ

ま
た

『
高
麗
史
』
摩
凝
侍
の
記
述
に
よ
る
と
'
摩
擬
は
五
経
に
通
じ
て
善
く
文
を

屠

り
'
前
主

･
弓
轟
時
代
に
は
そ
の

｢翰
林
部
｣
と
し
て

か
な

王
命
文
書

(
制
語
)
を
起
草
す
る
こ
と
'
甚
だ
そ
の
意
に
値

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
原
史
料
で
は

｢翰
林
部
｣
と
書
か
れ
て
い
る
が
'
そ
れ

よ

は
恐
ら
く
は
元
鳳
省
の
官
員
の
別
既
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
高
麗
開
園
後
'
裡
擬
は
引
き
績
き
そ
の
奮
職
に
偽

り
'

｢知
元
鳳
省
事
｣
と
し

て
王
命
文
書
の
起
草
に
普
た
っ
て
い
た
が
'
俄
か
に

｢慶
評
郎
中
｣
に
抜
擢
さ
れ
'
そ
の
行
政
能
力
に
も
高
い
評
債
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
｡

そ
の
後
'
崖
擬
は
虞
評
省
合
議
に
参
興
し
得
る

｢内
奉
卿
｣
の
地
位
に
ま
で
昇
進
す
る
か
た
わ
ら
'
引
き
績
き
王
命
文
書
の
起
草
を
も
掌

っ
て

大
観
の
更
願
の
疏
な
ど
を
製
進
し
て
お
り
'
儒
臣
と
し
て
の
崖
凝
は
'
今
や
政
治
的
に
も
重
要
な
地
位
を
占
め
得
る
と
こ
ろ
に
ま
で
成
長
し
て

(41
)

い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
元
鳳
省
の
儒
臣
が
単
な
る
蛮
能
者
と
し
て
の
蕃
套
を
脱
L
t
政
治
的
に
も
重
要
な
活
躍
を
示
す
よ
う
に
な

っ
て
く
る
と
'
嘗
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然
'
こ
の
儒
臣
た
ち
の
新
し
い
性
格
に
鷹
じ
た
新
し
い
官
既
を
創
設
す
る
こ
と
が
必
要
と
な

っ
て
-
る
で
あ
ろ
う
｡

内
議
省
の
官
制
に
つ
い
て
は
､

『
高
麗
史
』
太
絶
世
家
､
十
三
年

(
九
三
〇
)
三
月
戊
辰
健
に
'

(42
)

自
書
省
都
中
行
順

･
英
式
を
以
て
､
並
び
に
内
議
舎
人
と
為
す
.

と
あ
る
の
が
初
見
で
あ
り
､
そ
の
長
官
で
あ
る
内
議
令
に
つ
い
て
は
'

光
宗
十
六
午

(
九
六
五
)
の
碑
文
に

｢
内
議
令
'

太
相
'

皇
甫
□
□

(43)

(
光
謙
?
)
｣
と
あ
る
事
例
や
'

同
じ
く
光
宗
十
六
年
に
王
子
伯

(後
の
景
宗
)
を
筋
立
し
て

｢
王
太
子
'

内
史

(
外
?
)
諸
軍
事
､
内
議

(44
)

(45)

令
'
正
胤
｣
と
為
し
た
事
例
'
さ
ら
に
は
光
宗
十
六
年
に

｢
内
議
令
｣
を
以
て
卒
し
た
徐
猫
の
事
例
な
ど
を
そ
の
.初
出
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
｡
内
議
省
が
何
時
創
設
さ
れ
た
官
廉
で
あ
る
の
か
は
'
結
局
史
料
の
不
足
か
ら
は
っ
き
り
と
は
わ
か
ら
な
い
が
'
遅
く
と
も
こ
の
光
宗

朝
こ
ろ
ま
で
に
は
内
議
省
の
官
制
が

1
鷹
確
立
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
.

こ
の
内
議
省
の
長
官
で
あ
る
内
議
令
は
'
光
宗
朝
こ
ろ
ま
で
に
ほ
す
で
に
宰
相
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
た
｡
た
と
え
ば

『
高
麗
史
』

徐
弼
侍
の
記
述
に
よ
る
と
'
大
匡

･
内
議
令
の
徐
粥
は
宰
臣
王
威
敏
'
皇
甫
光
謙
と
と
も
に
国
王
光
宗
か
ら
金
の
酒
器
を
賜

っ
た
際
､

あ
やま

ヽ
ヽ

みだ
り

お
そ

臣

謬

り

て
宰

輔

に
居
り
'
す
で
に
寵
恩
を

明

に

す
.
ま
た
金
券
を
賜
わ
ら
ば
､
い
よ
い
よ
分
を
除
え
ん
こ
と
を
憤

る

.

(46)

と
い
っ
て
こ
れ
を
辞
退
し
た
と
い
う
か
ら
､

内
議
令
に
就
任
し
た
徐
猫
に
は
､
国
王
の
意
思
決
定
を
輔
弼
す
る
い
わ
ゆ
る

｢宰
相
｣
と
し
て
の

位
置
づ
け
が
'
こ
こ
で
は
は
っ
き
り
と
興
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
｡
同
じ
-

『
高
麗
史
』
景
宗
世
家
'
元
年

(
九
七
六
)
十

一
月
保
の
記
述
に
よ
る
と
'

√ヽ
)

苛
質

･
中
質
を
以
て
左
右
執
政
と
為
し
､
皆
内
史
令
を
兼
ね
し
む
O

と
あ

っ
て
､
い
わ
ゆ
る
宰
相

(左
右
執
政
)
が
内
史
令
の
職
を
兼
ね
て
い
る
が
､
こ
こ
で
い
う
内
史
令
が
編
纂
史
料
に
は
有
り
勝
ち
の
表
記
の

(48
)

混
乱
で
､
本
来
は
内
議
令
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
こ
の
史
料
も
ま
た
内
議
令
就
任
者
が
宰
相
と
し
て
の
位
置
づ
げ
を

興
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
'

一
つ
の
傍
詮
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
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(49
)

問
題
は
こ
う
し
た
内
議
省
の
官
制
が
'
蓉
乗
か
ら
存
在
し
て
い
た
元
鳳
省
-

光
宗
朝
頃
に
は
学
士
院
､
後
に
は
翰
林
院
と
改
構
さ
れ
る

-

の
官
制
と
'

1
鰹
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
'
前
述
の

｢
金
停
告
身
｣
で
は

｢
内
議
令
｣
の
王

(50
)

融
が

｢
兼
碓
翰
林
｣
と
し
て
儒
臣
の
最
高
位
に
立

っ
て
い
る
か
ら
､
逆
に
言
え
ば
宰
相
と
し
て
の
地
位
を
認
め
ら
れ
た
最
高
位
の
儒
臣
に
対
し

て
こ
そ
'
特
に
内
議
省
の
長
官
で
あ
る
内
議
令
の
官
職
が
興
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡
王
融
以
外
の
内
議
令
就
任
者
'
例

(51
)

(52
)

え
ば
雀
知
夢
や
徐
猫
な
ど
に
し
て
も
'
か
れ
ら
が
直
接
に
元
鳳
省
の
出
身
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
､
虞
い
意
味
で
の
儒
臣
に
展

す
る
人
物
で
あ

っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
｡

こ
の
ほ
か
に
も
'
直
接
内
議
省
の
官
員
と
い
う
の
で
は
な
い
が
'

『
高
麗
史
』
意
宗
世
家
'

元
年

(
九
四
四
)
冬
十
二
月
債
の
記
録
に
は

｢翰
林
院
令
､
平
茸
事
崖
彦
鴻
'
卒
す
｣
と
あ
り
'
儒
臣
に
し
て

｢翰
林
院
令
｣
で
あ
る
崖
彦
輪
が
'
同
時
に

｢
平
茸
事
｣
と
し
て
宰
相
の
事

(53
)

に
も
参
興
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
L
t
ま
た
光
宗
二
十
六
年

(
九
七
五
)
の

｢髄
州
高
連
院
元
宗
大
師
慧
虞
塔
碑
｣
に
は

｢光
線
大

夫
､
太
丞
'
翰
林
学
士
'
内
奉
令
､
前
蔭
都
債
'
参
知
政
事
'
監
修
国
史
'
臣
金
廷
彦
'
牽

制
撰
｣
と
あ
-
'
儒
臣
に
し
て
翰
林
学
士
の
金

(54
)

廷
参
が
､
同
じ
く

｢参
知
政
事
｣
と
し
て
宰
相
の
事
に
も
参
興
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
｡

こ
う
し
た
儒
臣
勢
力
の
宰
相
と
し
て
の
成
長
を
背
景
に
'
成
宗
元
年

(
九
八
二
)
に
は
つ
い
に
慶
許
省
合
議
を
解
題
す
る
劃
期
的
な
官
制
改

革
が
断
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡
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四

内
史
門
下
の
成
立

内
議
省
の
成
立
は
､
中
国
的
な
専
制
王
権
の
確
立
を
課
題
と
す
る
高
麗
国
初
の
政
治
状
況
に
お
い
て
'
王
権
に
よ
り
協
調
的
な
思
想
を
抱
-

儒
臣
の
勢
力
が
'

一
定
程
度
に
ま
で
成
長

･
成
熟
を
遂
げ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
｡
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も
と
よ
り
儒
臣
と
い
っ
て
も
'
そ
の
多
く
は
贋
評
省
合
議
の
構
成
員
と
同
様
に
地
方
豪
族
勢
力
の
出
身
で
あ
り
'
か
れ
ら
は
中
央
官
人
に
韓

化
し
た
後
も
'
地
方
州
願
社
食
に
お
い
て
は
依
然
と
し
て
緑
邑
そ
の
他
の
土
豪
的
な
勢
力
基
盤
を
保
持
し
て
い
た
｡
そ
の
鮎
'
い
わ
ゆ
る
儒
臣

と
豪
族
出
身
官
僚
と
の
間
に
は
必
ず
し
も
本
質
的
な
差
異
は
な
か
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
｡

し
か
し
そ
う
し
た
地
方
州
解
敢
合
に
お
け
る
勢
力
基
盤
を
自
ら
の
豪
族
的
な
側
面
を
通
し
て
直
接
的
に
支
配
し
ょ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
'

そ
れ
を
中
央
集
榛
的
な
専
制
王
権
の
下
に
組
織
さ
れ
た
数
率
的
な
地
方
行
政
制
度

(
州
願
制
)
を
通
し
て
間
接
的
に
保
持
し
て
い
こ
う
と
す
る

の
が
儒
臣
た
ち
の
基
本
的
な
政
治
姿
勢
で
あ

っ
て
'
そ
う
し
た
政
治
姿
勢
は
大
勢
と
し
て
は
､
贋
評
省
合
議
に
代
表
さ
れ
る
常
時
の
豪
族
出
身

の
官
僚
層

-

い
わ
ゆ
る
外
延
百
官
-

に
お
い
て
も
庶
-
浸
透
し
っ
つ
あ

っ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
-
.

こ
う
し
た
'
い
わ
ば
地
方
豪
族
勢
力
の
中
央
官
人
化
が
進
展
す
る
に
伴

っ
て
､
は
じ
め
て
高
麗
園
の
官
制
も

一
層
集
権
的
な
､
専
制
的
な
形

態

へ
と
襲
展
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
が
､
そ
の
改
革
の
過
程
に
つ
い
て
は

『
高
麗
史
』
百
官
志
に
極
断
片
的
な
記
述
が
残
さ
れ

て
い
る
に
過
ぎ
な
い
｡
以
下
は
私
な
り
の
推
測
に
よ
っ
て
'
成
宗
元
年

(
九
八
二
)
三
月
に
断
行
さ
れ
た
官
制
改
革
の
内
容
と
､
そ
の
改
革
の

歴
史
的
な
意
義
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
｡

問
題
の
官
制
改
革
に
つ
い
て
は
'

『
高
麗
史
節
要
』
成
宗
元
年

(
九
八
二
)
三
月
の
候
に
'

(55
)

百
官
の
軟
を
改
む
.
内
議
省
を
以
て
内
史
門
下
と
焦
し
'
虞
評
省
を
御
事
都
省
と
為
す
｡

と
の
こ
と
が
簡
略
に
記
録
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
こ
れ
を

『
高
麗
史
』
百
官
志
の
記
述
内
容
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
検
討
し
て
み
る
と
'
そ
こ

で
は
単
に
構
親
を
改
め
た
と
い
う
だ
け
で
は
済
ま
な
い
官
制
上
の
重
要
な
構
造
改
革
が
断
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
｡

ま
ず
'

｢内
議
省
を
以
て
内
史
門
下
と
為
す
｣
と
い
う
の
は
'
正
確
に
は
内
議
省
を
以
て
内
史
省
と
為
す
か
た
わ
ら
'
従
来
は
存
在
し
て
い

(56
)

な
か
っ
た
門
下
省
を
こ
の
と
き
新
た
に
創
設
し
､
こ
の
両
省
の
長
官
そ
の
他
を
以
て
宰
相
府
と
し
て
の

｢
内
史
門
下
｣
を
構
成
す
る
と
い
う
意

味
で
あ

っ
て
'
要
す
る
に
こ
れ
は
唐
制
の
中
書
省

･
門
下
省
'
及
び
中
書
門
下
の
制
度
を
'
基
本
的
に
は
そ
の
ま
ま
に
赦
受
し
た
と
い
う
こ
と
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に

他

な

ら
な

い
｡

こ
の
時
'

番
茶
'
贋
許
省
の
長
官
と
し
て
贋
評
省
合
議
を
主
催
す
る
立
場
に
あ

っ
た
虞
評
侍
中
は
'
新
た
に
門
下
省
の
長
官
で
あ
る
門
下
侍

(57
)

中
と
し
て
そ
の
折
属
官
廉
を
改
め
る
こ
と
に
な

っ
た
が
､
こ
の
こ
と
は
か
つ
て
の
贋
評
省
合
議
を
解
燈
し
'
内
史
門
下
の
宰
相
府
と
し
て
の
権

威
を
確
立
す
る
う
え
で
'
最
も
決
定
的
な
改
革
鮎
の

一
つ
と
し
て
作
用
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

宰
相
府
と
し
て
の
内
史
門
下
は
'
本
来
､
内
史
省
の
長
官
た
る
内
史
令
と
'
門
下
省
の
長
官
た
る
門
下
停
車
と
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
が
'

こ
の
う
ち
内
史
令
は
宗
室
に
輿
え
る
名
馨
的
な
官
職
と
し
て
'
ま
た
は
致
仕
宰
相
に
典
え
る
名
著
的
な
官
職
と
し
て
の
み
用
い
ら
れ
る
の
で
'

賓
質
的
に
は
門
下
停
車
が
首
席
の
宰
相

(
家
宰
)
と
な
り
'

こ
れ
に
加
え
て
門
下
侍
郎
'

内
史
侍
即
が

｢
同
中
書
門
下
平
茸
事
｣
も
し
く

は

｢
苧
軍
事
｣
､

そ
の
他
'

三
品
以
上
の
官
人
が

｢参
知
政
事
｣

｢政
堂
文
学
｣

｢知
門
下
省
事
｣
な
ど
の
職
名
を
帯
び
て
宰
相
の
事
に
参
輿
す

(Er;)

る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
は
大
腰
は
唐
制
に
倣

っ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う

｡

な
お
'
景
宗
朝
か
ら
成
宗
朝
の
初
期
に
か
け
て

は

｢左
右
執
政
｣
と
呼
ば
れ
る
官
職
が
存
在
し
た
が
､
こ
の
官
職
は
ま
も
な
く
麿
止
さ
れ
る
｡
こ
れ
は
恐
ら
く
は
最
高
官
職
で
あ
る
内
議
令
な

い
し
は
内
史
令
に
封
す
る
加
官
と
し
て
用
い
ら
れ
た
稀
暁
で
あ
ろ
う
が
'
後
に
は
内
史
令
の
官
職
が
貴
職
と
し
て
は
任
命
さ
れ
な
く
な

っ
て
い

(59
)

く
に
伴

っ
て
麿
止
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

次
に
'
長
官
職
で
あ
る
停
車
を
失

っ
た
庚
評
省
に
封
し
て
は
'
新
た
に
内
奉
省
か
ら
内
奉
令
が
配
置
香
え
さ
れ
'
こ
れ
が
虞
評
省
改
め
御
事

都
省
の
長
官
で
あ
る
都
省
令
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
o

『
三
園
史
記
』
職
官
志
が
内
奉
省
の
こ
と
を

｢今
の
都
省
｣
で
あ
る

と
い
っ
て
い
る
の
は
､
こ
の
よ
-
に
内
奉
令
が
御
事
都
省
に
配
置
替
え
さ
れ
た
こ
と
に
伴

っ
て
､
御
車
都
省
の
前
身
そ
の
も
の
を
も
内
奉
省
と

(60
)

混
同
し
て
し
ま

っ
た
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た
誤
解
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
｡

御
事
都
省
の
長
官
で
あ
る
都
省
令
は
'
言
う
ま
で
も
な
く
'
唐
制
で
い
え
ば
尚
書
都
省
の
長
官
で
あ
る
尚
書
令
に
相
督
す
る
｡
尚
書
令
は
本

来
'

三
省
の
長
官
と
し
て
宰
相
合
議
に
参
輿
す
べ
き
存
在
で
あ
る
が
'

唐
制
で
は
太
宗
が
か
つ
て
尚
書
令
で
あ

っ
た
と

こ
ろ
か
ら
観
官
と
さ
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れ
t
等
相
合
議
に
は
参
輿
し
な
い
こ
と
に
な

っ
た
｡
高
麗
で
も
都
省
令
は
宗
室
な
ど
に
興
え
る
名
著
的
な
官
職
と
さ
れ
'
宰
相
合
議
に
は
参
興

す
る
こ
と
が
な
い
の
で
'
以
後
'
御
事
都
省
は
宰
相
府

(
内
史
門
下
)
の
成
案
を
奉
じ
て
こ
れ
を
施
行
す
る
だ
け
の
単
な
る
執
行
機
関
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
O

さ
ら
に
'
長
官
職
と
し
て
の
内
奉
令
を
上
記
の
配
置
替
え
に
よ
っ
て
喪
失
し
た
内
奉
省
に
つ
い
て
言
え
ば
'
こ
こ
で
は
副
長
官
と
し
て
の
内

奉
卿
が
'
新
規
に
長
官
職
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
成
宗
元
年

(
九
八
二
)
の
官
制
改
革
に
普
た

っ
て
内
奉
省

が
ど
の
よ
う
に
改
競
さ
れ
た
の
か
は
'
史
料
の
不
足
か
ら
は
っ
き
り
と
は
わ
か
ら
な
い
が
'
そ
の
後
､
成
宗
十
年

(
九
九

一
)
に
は
後
述
す
る

中
枢
院
の
官
制
が
成
立
す
る
か
ら
'
従
来
内
省
が
管
轄
し
て
き
た
宮
中
の
事
務
は
'
そ
の
多
く
が
中
枢
院
に
移
管
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で

あ
ろ
う
｡
そ
う
し
て
事
大
関
係
の
襲
遮
か
ら
'
成
宗
十
四
年

(
九
九
五
)
に
高
麗
が
唐
朝
の
官
鋸
を
全
面
的
に
採
用
し
た
際
に
は
'
例
え
ば
御

(61)

事
都
省
が
尚
書
都
省
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
な
ど
と
同

1
の
筆
法
に
よ
り
'
か
つ
て
の
内
奉
省
は
殿
中
省

へ
と
改
め
ら
れ
'
宮
中
の
庶
務
を
統
轄

(62
)

す
る
宮
内
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
｡

新
羅
以
来
､
国
王
の
家
政
機
関
と
し
て
政
治
的
に
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
内
奉
省
は
'
国
王
の
権
力
基
盤
が
公
的
な
官
僚
組
織
の

上
に
確
立
L
t
家
産
的
な
横
力
基
盤
に
依
存
す
る
度
合
い
が
逓
減
す
る
に
伴

っ
て
そ
の
政
治
的
な
重
要
性
を
失
い
'
単
な
る
宮
中
の
庶
務
統
轄

検
閲
に
ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
官
僚
組
織
に
お
け
る
家
産
的
要
素
の
逓
減
は
'
高
麗
園
の
官
僚
制
国
家

と
し
て
の
成
熟
を
測
る

一
つ
の
目
安
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡

最
後
は
軍
部
と
兵
部
と
で
あ
る
が
､
前
者
は

一
旦
麿
止
さ
れ
た
後
'
そ
の
軍
令
磯
閲
と
し
て
の
機
能
は
後
述
す
る
中
枢
院

へ
と
引
き
渡
さ
れ

て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
.
後
者
は
御
事
都
省
に
属
す
る
六
官
の
1
つ
､
兵
官
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
'
成
宗
十
四
年

(
九
九
五
)
の
官
制
改
革

(63
)

で
は
尚
書
兵
部
と
改
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
'
こ
れ
も
や
は
り
宰
相
府

(
内
史
門
下
)
の
成
案
を
奉
じ
て
こ
れ
を
施
行
に
移
す
た
め
の
一
つ

の
執
行
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
鮎
に
お
い
て
'
贋
許
省
合
議
に
直
接
参
興
し
て
い
た
か
つ
て
の
兵
部
と
は
本
質
的
に
そ
の
位
置
づ
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け
を
異
に
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
｡

以
上
を
要
す
る
に
'
成
宗
元
年

(
九
八
二
)
三
月
の
官
制
改
革
に
お
い
て
ほ
'
そ
れ
ぞ
れ
猪
立
的
な
横
力
基
盤
を
保
有
す
る
豪
族
出
身
の
官

僚
層
に
よ
る
集
議
の
場
と
し
て
機
能
し
て
い
た
虞
評
省
合
議
は

一
旦
解
燈
さ
れ
'
中
国
的
な
専
制
王
権
の
確
立
に
印
鷹
し
た
唐
制
と
ほ
ぼ
同
様

の
宰
相
制
度

二
二
省
制
度
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
｡

成
宗
元
年

(
九
八
二
)
に
確
立
し
た
こ
の
三
省
の
制
度
は
､
そ
の
後
'
文
宗
十
五
年

(
1
〇
六

1
)
に
内
史
省
が
中
書
省
に
改
科
さ
れ
'
こ

(64
)

れ
に
伴

っ
て
内
史
門
下
が
中
書
門
下
に
改
構
さ
れ
る
な
ど
の
襲
化
は
あ

っ
た
が
'
基
本
的
に
は
忠
烈
王
元
年

(
1
二
七
五
)
の
官
制
改
革
1

こ
の
と
き
高
麗
の
三
省
制
度
は
麿
止
さ
れ
る
I

に
至
る
ま
で
'
連
綿
と
し
て
受
け
騰
が
れ
て
い
-
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
三
省
制
度
の
内
容
は

今
や
唐
制
に
完
全
に
準
接
し
た
も
の
で
あ
る
が
､
そ
の
こ
と
の
澄
明
と
し
て
は
､
金

･
貞
柘
四
年

(
高
麗

･
高
宗
三
年
'

1
二

1
六
)
に
襲
行

(65
)

さ
れ
た

｢
恵
湛
大
帝
師
告
身
｣
の
文
書
様
式
を
検
討
す
る
こ
と
が
､
何
よ
り

一
番
の
捷
径
で
あ
ろ
う
｡

史
料
三

｢
恵
註
大
帝
師
告
身
｣

3
:
〔前
歓
〕

-
-
可
特
授
大
帝
師
｡
於
戯
｡
-
-
主
著
施
行
｡

貞
柘
四
年
正
月

日

金
紫
光
線
大
夫
門
下
侍
都
岡
中
書
門
下
平
茸
事
修
文
殿
大
学
士
監
修
国
史
列
兵
部
事
臣
擾

弘
胤

胡
散
大
夫
尚
書
兵
部
侍
郎
充
史
館
修
撰
官
知
制
詰
臣
李

得
根

因門
下
侍
郎
平
茸
事

給
事
中
玄

君
悌

等
言

制
書
如
右
｡
請
奉
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制
'
附
外
施
行
｡
謹
言
｡

貞
拓
四
年
正
月

日

割
可

伺
薩
部
尚
書

砥
部
侍
郎

尚
書
左
丞

告
大
帝
師
｡
奉
被

制
書
如
右
｡
符
到
奉
行
｡

砥
部
郎
中

主
事
朴

令
史
韓

書
令
史
黄

乙
亥
九
月
十
三
日
下

*

3

:㈲
回

の
記
祝
は
筆
者
が
便
宜
的
に
附
し
た
も
の
o

右
の
告
身
様
式
は
唐
制
で
言
え
ば

｢制
授
告
身
式
｣
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
相
嘗
す
る
が
'
そ
こ
で
は
3
:中
書
省
が
制
詞
の
原
案
を
作
成
し
､

㈲門
下
省
が
こ
れ
を
審
議
し
た
の
ち
､
国
王
に
覆
奏
し
て
そ
の
裁
可
を
受
け
'
3
:尚
書
省
が
こ
の
成
案
を
奉
じ
て
こ
れ
を
施
行
に
移
し
て
い
る

こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
幾
つ
か
の
相
違
鮎
I

例
え
ば
門
下
省
か
ら
迭
付
さ
れ
た
文
書
を
尚
書
省
が
接
受
す
る
際
に
､
そ
の
こ
と

の
記
録
と
し
て
記
さ
れ
る

｢
月
日
時
都
事
'
左
司
郎
中
｣
な
ど
の
注
記
は
'

｢金
侍
告
身
｣
が
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
'
こ
の

｢意
謀
大
帝
師
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告
身
｣
に
お
い
て
も
簡
略
化
さ
れ
て
存
在
し
て
い
な
い
-

を
除
け
ば
'
こ
の
告
身
横
式
は
唐
制
の
そ
れ
と
全
く
同

一
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
｡

し
か
も
こ
の
告
身
に
お
い
て
は
'
尚
書
省
の
官
員
は
全
-
署
名
す
る
こ
と
な
-
､
文
書
の
作
成
捺
常
者
で
あ
る
吏
員
の
署
名
の
み
を
以
て
直

ち
に
文
書
が
茸
行
さ
れ
て
い
る
が
'
こ
の
こ
と
か
ら
も
王
命
文
書

(
王
言
)
の
茸
令
過
程
に
お
け
る
尚
書
省
の
位
置
づ
け
が
'
単
な
る
執
行
機

関
と
し
て
如
何
に
形
骸
化
し
っ
つ
あ

っ
た
か
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡

か
つ
て
は
贋
評
省
合
議
を
主
催
し
て
国
王
の
意
思
決
定
を
王
鰻
的
に
導
い
て
い
-
役
割
を
果
た
し
て
い
た
慶
評
省
の
､

こ
れ
が
成
宗
元
年

(
九
八
二
)
の
官
制
改
革
以
後
に
お
け
る
解
鰹
化
さ
れ
た
姿
な
の
で
あ
る
｡

294

お

わ

-

に

成
宗
元
年

(
九
八
二
)
に
お
け
る
官
制
改
革
の
結
果
と
し
て
'
高
麗
図
は
唐
の
三
省
制
度
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
鰹
受
す
る
こ
と
に
な

っ
た
が
'

同
じ
-
成
宗
朝
に
お
け
る
も
う

1
つ
の
重
要
な
官
制
改
革
-

成
宗
十
年

(
九
九

l
)
に
お
け
る
中
枢
院
の
創
設
1

に
つ
い
て
も
'
最
後
に

簡
単
に
解
れ
て
お
こ
う
｡

成
宗
元
年

(
九
八
二
)
に
お
け
る
官
制
改
革
の
結
果
'
従
来
国
王
の
秘
書
機
関
と
し
て
国
王
の
側
近
に
あ

っ
て
機
密
に
参
輿
し
て
い
た
内
議

省
の
官
員
た
ち
が
'
新
た
に
内
史
門
下
の
構
成
員
と
し
て
'
外
延
百
官
を
代
表
す
る
宰
相
の
地
位
に
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
み

る
と
'
宰
相
と
し
て
の
威
厳
を
保
つ
意
味
で
も
内
史
門
下
と
国
王
と
の
閲
に
は
自
ず
か
ら

一
定
の
距
離
が
生
じ
'
近
侍
組
織
と
し
て
の
そ
の
本

来
の
性
格
は
薄
れ
て
し
ま
う
｡
こ
の
た
め
国
王
が
機
密
に
参
興
す
る
近
侍
の
楼
閣
を
'
内
史
門
下
と
は
別
個
に
新
た
に
必
要
と
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
く
の
は
普
然
で
あ

っ
て
'
こ
こ
に
北
宋
の
制
度
に
倣

っ
た
車
幅
院
の
官
制
が
'
新
た
に
創
設
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

(6

6
)

車
幅
院
は
本
来

｢直
宿
員
更
の
職
｣
と
し
て
設
け
ら
れ
た
と
い
う

が

'

こ
れ
は
要
す
る
に
'
宮
中
に
宿
直
し
て
王
命
の
出
約
を
掌
り
､
か
た
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わ
ら
機
密
の
顧
問
に
麿
じ
る
と
い
う
の
が
そ
の
本
来
の
姿
で
あ
ろ
う
｡
前
に
も
述
べ
た
と
お
り
'
国
王
の
命
令
文
書
は
､
原
則
と
し
て
内
兜
門

下
の
宰
相
に
諮
り
､
そ
の
協
賛
を
得
た
う
え
で
'
内
史
省

(
中
書
省
)
が
起
草
L
t
門
下
省
が
審
議
し
'
尚
書
省
が
施
行
す
る
こ
と
に
な

っ
て

い
た
が
､
こ
の
中
枢
院
の
官
制
が
成
立
す
る
と
'
以
後
'
内
史
門
下
の
宰
相
に
諮
る
必
要
の
な
い
宮
中
関
係
の
命
令
事
項
や
'
表
立

っ
て
正
式

な
王
命
を
下
す
に
は
差
し
障
り
の
あ
る
非
正
規
的
な
命
令
事
項
'
さ
ら
に
は
迅
速
か
つ
機
密
な
虞
理
を
要
す
る
軍
事
上
の
命
令
事
項
な
ど
に
つ

い
て
は
'
内
史
門
下
な
い
し
三
省
を
経
由
せ
ず
に
､
中
枢
院
か
ら
直
接
に

｢
宣
｣
と
い
う
形
態
を
と

っ
て
命
令
を
吏
す
る
こ
と
が
'
高
麗
で
も

宋
制
に
倣

っ
て
贋
-
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
-
0

た
と
え
ば
高
麗
の
王
室
は
歴
代
熱
心
な
沸
教
の
崇
拝
者
で
あ

っ
た
が
､
図
師
'
王
師
ク
ラ
ス
の
僧
侶
の
墓

(
併
塔
)
に
立
て
る
塔
碑
の
碑
文

の
撰
述
は
､
成
宗
朝
以
前
に
は
お
お
む
ね

｢奉

御
撰
｣

｢
奉

数
撰
｣
と
さ
れ
て
い
た
の
に
､
中
枢
院
の
成
立
し
た
成
宗
朝
以
後
に
は
大
鰹

ほ
と
ん
ど
の
も
の
は

｢奉

宜
撰
｣
と
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
儒
教
主
義
の
建
前
か
ら
'
僧
侶
の
碑
文
な
ど
は
内
史
門
下
な
い
し
三
省
を
経
由

す
る
正
式
の
王
命
と
し
て
虞
理
す
る
に
は
差
し
障
り
が
生
じ
る
た
め
'
こ
れ
を
中
枢
院
を
経
由
す
る
略
式
の
命
令
形
態
'
す
な
わ
ち

｢
宝
｣
を

以
て
虞
理
し
て
い
る
わ
け
で
あ

っ
て
'
そ
の
他
'
宮
中
に
お
け
る
庶
務

･
雑
務
に
関
し
て
も
'
大
建
は
内
史
門
下
な
い
し
三
省
を
経
由
せ
ず
に
'

(67
)

直
接

｢
宜
｣
の
命
令
形
態
を
以
て
虚
理
し
て
い
-
場
合
が
多
-
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
-
0

成
宗
朝
に
お
け
る
中
国
的
な
専
制
王
権
の
確
立
は
'
国
王
の
秘
書
機
関
で
あ
る
内
議
省
の
地
位
を
引
き
上
げ
'
こ
れ
を
内
史
門
下
と
い
う
新

た
な
議
政
機
関
に
改
編
す
る
と
同
時
に
'
内
議
省
に
代
わ
る
新
た
な
近
侍
組
織
と
し
て
は
'
中
国
北
宋
の
官
制
に
倣

っ
て
中
枢
院
､
後
の
枢
密

院
と
い
う
官
臆
を
新
た
に
設
立
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
｡

内
史
門
下
と
中
枢
院
-

国
王
の
意
思
決
定
を
輔
弼
す
る
こ
の
二
つ
の
議
改
構
閲
の
成
立
を
待

っ
て
､
高
麗
の
官
僚
制
度
は
ひ
と
つ
の
完
成

段
階
に
到
達
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
｡
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T注
LZq

遠
大
饗

｢高
露
時
代
中
央
政
治
機
構
の
行
政
鰻
系
-
博
幸
省
機
構
を
中
心
に
1
｣

(『歴
史
畢
報
』
第
四
十
七
輯
'

1
九
七
〇
年
｡

『高
寓
政
治
制
度
史
研
究
』

所
収
'
1
九
七
1
年
'
ソ
ウ
ル
'
1
潮
閣
)

李
泰
鎮

｢高
麗
宰
府
の
成
立
｣

(『歴
史
畢
報
』
第
五
十
六
韓
､

一
九
七
二
年
､

ソ
ウ
ル
､
歴
史
畢
脅
)

李
基
自

｢貴
族
的
政
治
機
構
の
成
立
｣
(『韓
国
史
』
五
､

1
九
七
五
年
.

『高
荒

貴
族
社
食
の
形
成
』
所
収
､

1
九
九
〇
年
'
ソ
ウ
ル
､

1
潮
閣
)

遠
大
埜

｢高
麗
初
期
の
政
治
制
度
｣

(
『韓
姑
励
博
士
停
年
紀
念
史
畢
論
叢
』
所

収
､
1
九
八
1
年
､
ソ
ウ
ル
､
知
識
産
業
祉
)

(
2
)

『
三
国
遺
事
考
琵
』
中
巻
'
金
博
告
身
に
つ
い
て

(木
下
醒
仁
氏
執
筆
)

(
1
九

七
九
年
､
東
京
､
塙
書
房
)

木
下
穫
仁

｢『
三
国
通
事
』
金
棒
大
王
候
に
み
え
る

｢放
侍
父
詰
｣
に
つ
い
て
の

1
考
察
-
麿
告
身
と
の
関
連
性
に
よ
せ
て
-
｣

(『朝
鮮
畢
報
』
第
九
十
三
韓
t

T
九
七
九
年
､
天
理
､
朝
鮮
畢
脅
)

(
3
)

内
藤
乾
膏

｢唐
の
三
省
｣
(『史
林
』
第
十
五
巻
第
四
親
､
7
九
三
〇
年
｡

『
中
国

法
制
史
考
讃
』
所
収
､
1
九
六
三
年
､
東
京
'
有
斐
閣
)

内
藤
乾
書

｢敦
塩
出
土
の
唐
騎
都
尉
琴
冗
告
身
｣

(『東
方
畢
報
』
京
都
第
三
朋
'

1
九
三
三
年
｡

『中
国
法
制
史
考
澄
』
所
収
'

1
九
六
三
年
､
東
京
､
有
斐

閣
)

大
庭
備

｢唐
菖
身
の
古
文
書
単
的
研
究
｣

(『
西
域
文
化
研
究
』
第
三
､

1
九
六

〇
年
､
京
都
､
西
域
文
化
研
究
脅
)

(
4
)

『
大
層
六
典
』
門
下
省
､
侍
中
僕
｡
侍
中
之
職
､
掌
出
納
存
命
､
緯
願
皇
極
､
紘

典
吏
職
､
質
相
薩
儀
､
以
和
寓
邦
､
以
弼
庶
務
､
所
謂
佐
天
子
而
統
大
政
者
也
｡

(
5
)

『
高
麗
史
』
百
官
志
'
蘭
書
省
俵
｡
備
蓄
省
'
大
敵
偽
春
封
之
制
､
置
鹿
評
省
､

総
領
百
官
｡
有
停
車

･
侍
郎

･
郎
中

･
員
外
郎
｡

(
6
)

後
逸
す
る

｢惑
話
大
滞
師
告
身
｣
に
お
い
て
も
'

｢
月
日
時
都
事
､
左
司
郎
中
｣

と
い
う
こ
の
部
分
は
存
在
し
な
い
｡

(
7

)

『
三
園
史
記
』
職
官
志
へ
執
事
省
'
中
侍
僕
｡
中
侍

1
人
O
虞
徳
三
五
年

(
六
五

1)

管
.
景
徳
王
六
年

(七
四
七
)
､
改
薦
侍
中
､
位
自
大
阿
喰
至
伊
渡
鳥
之
｡

『高
麗
史
』
百
官
志
'
門
下
府
､
侍
中
僕
｡
侍
中
｡
成
宗
置
門
下
停
車
｡
文
宗
定

1
人
､
秩
従

言
叩
｡

(
8

)

園
初
の
官
制
に
お
い
て

｢郎
中
｣
は
康
評
省
以
外
に
も
ー

例
え
ば
兵
部
な
ど
に

も
ー

置
か
れ
て
い
た
｡
従

っ
て

｢金
停
告
身
｣
末
尾
の
都
中
を
必
ず
庚
評
省
所

属
の
郎
中
と
決
め
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
､
や
は
り
常
識
的
に
考
え
れ
ば
虞

許
省
所
属
の
郎
中
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

(
9

)

砺
波
護

｢唐
の
三
省
六
部
｣

(『隔
暦
帝
国
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』

7
九
七
九
年
､

東
京
'
汲
舌
書
院
.

『唐
代
政
治
祉
脅
史
研
究
』
7
九
八
六
年
､
京
都
'
同
朋

舎
)

(
10

)

『
三
国
遣
事
』
饗

1
.
虞
徳
王
侯
｡
王
之
代
､
有
閑
川
公
'
林
宗
公
､
速
宗
公
'

虎
林
公

(慈
蔵
之
父
)
'
廉
長
公
､
庚
信
公
'
脅
干
南
山
予
知
巌
'
議
国
事
O
-
･-

新
羅
有
四
蛮
地
､
格
議
大
事
'
則
大
臣
必
合
其
地
謀
之
'
則
其
事
必
成
o

(
ll
)

『新
府
書
』
新
羅
停
'
官
有
宰
相
､
侍
中
'
司
農
卿
'
大
府
令
､
凡
十
有
七
等
､

第
二
骨
得
為
之
.
事
必
輿
衆
議
､
貌
和
白
､
7
人
異
則
罷
.

(
12

)

『
三
関
史
記
』
職
官
志
'
執
事
省
候
｡
中
侍

1
人
.
虞
徳
王
五
年

(
六
五
1
)

置
｡
景
徳
王
六
年

(
七
四
七
)
､
改
薦
停
車
'
位
自
大
阿
漁
至
伊
渡
鳥
之
.

『
三
園
史
記
』
職
官
志
､
大
輔
候
｡
儒
理
三
九
年

(
二
九
二
)
'
置
十
七
等
｡

1

日
伊
伐
漁
､
-
-
五
日
大
阿
波
｡
徒
此
至
伊
伐
漁
'
唯
虞
骨
受
之
｡
他
宗
則
香
｡

(
13

)

『
三
園
史
記
』
職
官
志
'
執
事
省
俵
｡
典
大
等
二
人
｡
虞
興
三
二
十
六
年

(五
六

五
)
置
.
景
徳
王
六
年

(七
四
七
)
'
改
爵
侍
郎
｡
位
自
奈
麻
至
阿
猿
島
之
.

(
14
)

『
三
園
史
記
』
職
官
志
､
･･････内
奉
省
(今
都
省
)
-
-
O
右
､
弓
宿
所
制
官
貌
O

(
1

)
『高
麗
史
』
百
官
志
'
尚
書
省
俵
｡
尚
書
省
'
太
組
伽
泰
封
之
制
'
置
鹿
評
省
､

絶
領
百
官
｡
有
侍
中

･
侍
郎

･
郎
中

･
員
外
郎

(大
観
時
'
叉
有
内
奉
省
｡

『
三

園
史
』
云
'

｢
内
奉
省
'
即
今
都
省
o｣
沿
革
輿
此
不
同
)
｡
成
宗
元
年

(九
八

二
)
､
改
庚
評
省
､
薦
御
事
都
省
.
十
四
年

(九
九
五
)
､
改
尚
書
都
省
.

(
16

)

『高
麗
史
』
百
官
志
､
外
職
'
西
京
留
守
官
俵
､
太
租
五
年

(九
二
二
)
､
置
廊
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高麗園初の虞評省と内議省

官

(廊
者
官
名
､
方
言
曹
設
)
､
侍
中

1
人
'
侍
郎
二
人
､
郎
中
二
人
､
上
舎

7

人
､
史
十
人
｡
街
官

(街
亦
官
名
'
方
言
豪
幕
)
'

〔令
〕
具
壇

一
人
､
卿
二
人
'

監

1
人
､
薬

7
人
､
理
決

1
人
､
許
察

l
人
､
史

一
人
｡
兵
部
､
令
具
壇

一
人
'

卿

1
人
'
犬
舎

7
人
'
史
二
人
｡
-
･･･

(
17

)

『高
麗
史
』
大
敵
世
家
'
元
年
六
月
丁
巳
僕
｡
詔
日
､
･･････遼
以
韓
柴
金
行
涛
馬

鹿
評
侍
中
｡
韓
棄
斡
剛
馬
内
奉
令
'
韓
柴
林
明
弼
馬
御
軍
部
令
､
波
珍
栗
林
蟻
為

兵
部
令
､
-
-
是
皆
菓
性
端
方
､
盛
事
卒
允
､
成
従
創
業
之
始
､
供
撃
佐
命
之
動

老
也
o
開
粂
林
積
瑛
馬
鹿
評
侍
郎
､
前
守
殉
軍
部
卿
能
駿
､
倉
部
卿
能
権
寛
､
並

寅
内
奉
卿
､
閥
条
金
堂
､
英
俊
､
並
番
兵
部
卿
､
･･･-
是
皆
夙
達
事
務
､
清
護
可

構
､
奉
公
無
怠
､
敏
於
決
断
'
允
倦
衆
心
者
也
｡
-
-

右
の
任
官
記
事
は
､
庚
評
省
'
内
奉
省
'
狗
軍
部

(後
の
軍
部
)､
兵
部
の
序

列
で
記
載
さ
れ
て
い
る
が
､
こ
れ
は

｢金
棒
告
身
｣
に
お
け
る
署
名
の
序
列
と
ま

っ
た
-

1
致
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
'
高
麗
園
初
に
お
い
て
は
､
庚
評
省
'
内
奉

省
､
拘
軍
部

(後
の
軍
部
)
'兵
部
の
順
に
､
中
央
官
廉
の
序
列
が
定
め
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
｡

(
18

)

前
掲
､
注
(
16
)0

(
19

)

『高
麗
史
』
太
観
世
家
､
十
七
年
夏
五
月
乙
巳
候
.
幸
薩
山
鉾
､
詔
日
､

｢
-
･･･

王
親
権
勢
之
家
'
安
知
無
韓
暴
陵
弱
､
困
我
編
慌
乎
｡
予
以

l
身
'
豊
能
家
至
両

目
親
､
小
民
所
以
末
由
控
皆
､
呼
敵
役
蒼
老
也
宜
｡
爾
公
卿
賂
相
｡
食
緑
之
人
､

諒
予
愛
民
知
子
之
意
'
斡
爾
疎
邑
編
戸
之
低
｡
若
以
家
臣
無
知
乏

輩
､
俊
子
緑

邑
､
惟
務
果
敢
､
窓
馬
割
剥
､
爾
亦
山一且能
知
之
｡
雄
或
知
之
､
亦
不
禁
制
､
民
有

論
訴
者
'
官
吏
狗
情
掩
護
｡
怨
蕎
之
興
'
職
競
由
此
｡
-
-

季

『高
麗
史
節
要
』
大
観
十
七
年
夏
五
月
候
｡
幸
薩
山
鏡
､
下
命
日
'
･･････権
勢
之

家
'
叉
従
而
陵
暴
､
予
以

一
身
'
豊
能
家
至
而
日
観
｡
小
民
所
以
無
所
控
告
而
呼

翫
也
宜
O
爾
公
卿
将
相
､
食
疎
之
人
､
諒
予
愛
民
如
子
意
､
斡
爾
緑
邑
､
務
乗
数

刺
創
､
爾
亦
豊
能
知
之
｡
雄
或
知
之
'
亦
不
禁
制
､
-
-
民
有
論
訴
者
､
官
吏
更

相
掩
護
｡
怨
蕎
之
興
､
職
競
由
此
｡
-
-

『高
麗
史
』
太
租
世
家
'
十
八
年
六
月
俵
｡
戟
萱
輿
季
男
能
文
､
女
墓
場
､
嬰
妾

姑
比
等
､
奔
羅
州
､
請
入
朝
.
遣
将
軍
廃
幣
猫
､
大
匡
寓
歳
'
元
甫
香
叉
､
奥

淡
､
能
宜
､
忠
質
等
､
領
軍
船
四
十
除
腹
､
由
海
路
迎
之
.
及
至
､
復
構
萱
為
侍

父
､
授
館
南
官
'
位
百
官
上
､
賜
楊
州
馬
食
邑
､
乗
賜
金
畠
､
奴
婦
各
四
十
ロ
､

厩
馬
十
匹
.
以
先
降
入
信
康
為
衛
官
.

『
高
震
史
』
王
式
廉
侍
､
参
照
｡

『
三
国
史
記
』
職
官
志
､
内
省
僕
O
私
臣

l人
｡
虞
卒
王
七
年

(
五
八
五
)
､L
111

官
各
置
私
臣
｡
大
官
､
和
文
大
阿
漁
｡
染
官
'
首
幹
夫
阿
波
｡
沙
梁
官
､
琴
知
伊

波
｡
至
四
十
四
年

(
六
二
二
)
'
以

一
員
余
輩
三
宮
｡
位
自
衿
荷
至
大
角
干
｡
惟

英
人
則
授
之
.
亦
無
年
限
｡
景
徳
王
､
又
改
馬
殿
中
令
､
後
復
稀
私
臣
O

『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀
､
虞
卒
三
四
十
四
年
'
二
月
債
｡
以
伊
漁
龍
樹
馬
内
省

私
臣
｡
初
､
王
七
年
､
大
官

･
梁
官

･
沙
梁
官
三
所
､
各
置
私
臣
｡
至
是
､
置
内

省
私
臣

一
人
､
束
掌
三
宮
｡

『
三
園
史
記
』
新
羅
本
紀
'
文
武
三
二
年
二
月
債
.
論
功
､
申
分
本
彼
官
財
貨

･

田
荘

･
奴
僕
､
以
賜
原
信

･
仁
問
｡

『
高
麗
史
』
太
観
世
家
､
元
年
六
月
丁
巳
候
.
-
-
前
磨
評
史
侃
言
薦
内
奉
理

決
､
内
奉
史
曲
斡
舎
弟
評
察
O
前
内
奉
史
劉
書
種
馬
狗
軍
郎
中
.
其
鎗
司
省
'
各

置
郎
史
'
用
備
員
数
､
一
無
所
歓
｡
蓋
開
園
之
初
'
妙
簡
貿
材
､
以
譜
庶
務
也
｡

『
三
園
史
記
』
新
羅
本
紀
'
景
徳
王
七
年
八
月
債
O
始
置
貞
察

1
員
､
糾
正
百

官
｡

前
掲
'
注
(
23
)
'
参
照
｡

『
三
国
史
記
』
職
官
志
'
内
省
候
｡
卿
二
人
｡
位
自
奈
麻
至
阿
喰
為
之
O

『
高
l既
史
』
斐
玄
慶
偉
｡
大
敵
以
育
州
人
玄
律
薦
殉
軍
郎
中
｡
玄
慶
輿
崇
詳
'
敬

日
'

｢
往
者
林
春
吉
､
為
絢
軍
吏
'
国
鳥
不
軌
'
事
纏
伏
草
｡
此
乃
典
兵
権
而
侍

本
州
故
也
｡
今
又
以
玄
律
爵
御
軍
郎
中
､
臣
等
属
惑
之
｡｣
大
観
善
之
'
改
援
兵

郡
部
中
｡

(
30

)

『高
麗
史
』
百
官
志
､
兵
曹
保
､
註
O
大
観
元
年

(九

1
八
)
､
有
絢
軍
部
令

･

郎
中
｡
十
六
年

(九
三
三
)
､
有
兵
禁
官
郎
中

･
史
O
光
宗
十

1
年
J(九
六
〇
)
I

改
拘
軍
部
爵
軍
部
｡
其
職
掌
未
詳
O
疑
皆
兵
掌
兵
之
官
｡
後
並
腰
之
｡
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同
右
｡

『
三
国
史
記
』
職
官
志
'
兵
都
債
.
兵
部
令

7
人
.
法
興
王
三
年

(
五
1
六
)
I

始
置
.
虞
興
三
五
年

(
五
四
四
)
､
加

1
人
O
太
宗
王
六
年

(
六
五
九
)
､
又
加

7

人
.
位
自
大
阿
漁
至
大
大
角
干
潟
之
｡
又
得
集
宰
相

･
私
臣
.

『
新
唐
書
』
新
羅
侍
｡
官
有
宰
相
'
停
車
'
司
農
卿
'
大
府
令
'
凡
十
有
七
等
｡

第
二
骨
得
馬
之
.

(
34

)

前
掲
､
注
(
32
)
､
参
照
｡

(
35

)

『
三
園
史
記
』
職
官
志
に
ょ
る
と
､
中
侍

(侍
中
)

の
香
名
は

｢喪
主
｣
で
あ

る
｡
薬
と
は
下
位
の
者
が
上
位
の
者
の
命
令
を
受
け
る
こ
と
､
ま
た
は
下
位
の
も

の
が
上
位
の
者
に
言
上
し
て
そ
の
命
令
を
請
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
､
和
白
合
議
の

合
意
事
項
は
､
こ
の

｢喪
主
｣
を
経
て
国
王
に
言
上
さ
れ
､
国
王
の
裁
可
を
受
け

て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡

(
36

)

園
初
に
お
け
る
主
要
官
虞
を
網
羅
し
た

『高
麗
史
』
太
観
世
家
､
元
年
六
月
丁
巳

俵
の
記
事
に
､
内
議
省
官
人
の
任
命
記
事
が
存
在
し
な
い
の
が
そ
の
琵
接
で
め

る
｡
前
掲
注
(17
)
､
参
照
｡

(
37

)

『
三
園
史
記
』
職
官
志
'
詳
文
師
候
｡
詳
文
師
.
聖
徳
王
十
三
年

(
七
7
四
)
､

改
馬
逸
文
博
士
｡
景
徳
王
又
改
薦
翰
林
.
後
置
畢
士
｡
所
内
畢
生
.
聖
徳
王
二
十

年

(
七
t
l
1
)
､
置
｡

(
38

)

同
右
｡

(
39

)

『
高
麗
史
』
巻
九
十
三
､
僅
承
老
偉
.
雀
承
老
､
慶
州
人
｡
父
殿
舎
､
任
新
羅
､

至
元
甫
､
久
無
嗣
､
商
両
生
承
老
.
性
聴
敏
好
串
､
苦
慮
文
.
年
十
二
'
大
瓶
召

見
､
僕
達
論
語
､
甚
嘉
之
'
賜
頗
盆
､
命
隷
元
鳳
省
畢
生
､
賜
鞍
馬
､
例
食
二
十

頓
.
自
是
委
以
文
柄
O

(

40

)

『高
麗
史
』
巻

1
百
二
十
七
､
反
逆
､
桓
宜
青
侍
.
桓
宣
告
'
輿
弟
香
塞
'
供
事

大
租
､
有
期
戴
功
｡
大
観
弊
宜
青
馬
軍
洛
軍
'
委
以
腹
心
'
常
令
率
精
鏡
'
宿

衝
｡
其
妻
謂
日
'

｢
子
'
才
力
過
人
'
士
卒
服
従
'
又
有
大
功
'
而
政
柄
在
人
､

可
不
快
乎
O｣
宣
善
心
然
之
､
途
陰
結
兵
士
'
欲
伺
隙
蔑
襲
｡
馬
軍
購
卜
智
謙
､

知
之
密
告
｡
大
観
以
跡
宋
形
､
不
納
｡

一
日
､
太
租
坐
殿
'
典
孝
士
数
人
､
商
略

国
政
｡
宣
告
輿
其
徒
五
十
飴
人
'
持
兵
'
白
菜
廟
'
突
入
内
庭
'
直
欲
犯
之
｡
大

敵
策
杖
立
'
属
聾
叱
之
日
へ
｢股
碓
以
汝
輩
之
力
至
此
､
豊
非
天
乎
｡
天
命
己
定
'

汝
敢
爾
耶
｡｣
畳
書
見
太
租
鮮
色
自
若
'
疑
有
伏
甲
､
輿
衆
走
出
｡
衛
士
追
及
奄

庭
'
轟
摘
殺
之
｡
香
塞
後
至
､
知
事
敗
､
亦
亡
｡
追
兵
殺
之
｡

(

4

)

『高
麗
史
』
巻
九
十
二
'
模
擬
侍
.
撞
凝
､
黄
州
土
山
人
.
-
･-
自
幼
力
撃
､
班

長
'
通
五
経
､
善
属
文
､
鷹
番
翰
林
郎
､
革
制
話
'
甚
憶
其
意
｡
喬
日
､

｢所
謂

聖
人
､
得
非
斯
人
耶
.｣
･･･-
及
太
祖
即
位
'
偽
奮
職
､
知
元
鳳
省
事
､
俄
辞
虞

許
郎
中
o
凝
'
有
公
輔
器
'
暁
達
吏
事
'
甚
獲
時
馨
'
遇
知
大
敵
､
夙
夜
勤
格
､

多
所
願
替
､
太
阻
毎
嘉
納
｡
-
-
遷
内
奉
卿
､
未
幾
､
韓
慶
評
侍
郎
｡
凝
節
目
､

｢
臣
之
同
僚
労
連
､
長
於
臣
十
年
o
請
先
授
之
｡｣
大
観
日
'

｢『能
以
薩
蔑
焦
園

乎
'
何
有
』

(『論
語
』
里
仁
)
Q
昔
聞
英
語
O
今
見
英
人
.｣
遮
以
逢
馬
鹿
評
侍

郎
｡
-
-
他
日
'
太
租
謂
凝
日
､

｢昔
'
新
羅
造
九
層
塔
'
速
成

一
統
之
業
｡
今

欲
開
京
建
七
屠
塔
'
西
京
建
九
層
塔
､
巽
借
玄
功
'
除
群
醗
'
合
三
韓
薦

一
家
.

卿
馬
我
作
襲
願
疏
｡｣
凝
途
製
進
.
十
五
年

(九
三
二
)
卒
､
年
三
十
五
｡
-
-

(
也

)

『高
麗
史
』
太
租
世
家
､
十
三
年
三
月
戊
辰
僕
｡
以
白
書
省
郎
中
行
順

･
英
式
､

馬
内
議
舎
人
.

(
43

)

『
韓
国
金
石
全
文
』

1
六
二
､
聞
慶
鳳
巌
寺
静
虞
大
師
圃
悟
塔
砕

(光
宗
十
六

年
)
に
､

｢内
議
令
'
太
相
皇
甫
ロ
ロ
｣
と
あ
る
｡
な
お
'
同
書

二
ハ
六
､
枚
山

t'ヤ

覚
淵
寺
通

1
大
師
静

(推
定
光
宗
朝
)
の
陰
記
に
は

｢内
儀
省
令
匡
辞
｡
内
奉
省

令
俊
弘
｡
侍
中
仁
奉
.
侍
郎
折
琴

平
託
｣
と
あ
る
が
'
こ
の
う
ち
内
議
省
令
の

匡
託
は
､
恐
ら
く
は
後
述
す
る
徐
粥
侍
の
宰
臣

｢皇
甫
光
託
｣
と
同

T
の
人
物
で

あ
ろ
う
｡
だ
と
す
れ
ば
､

こ
の
間
慶
鳳
厳
寺
静
虞
大
師
囲
悟
塔
辞

(光
宗
十
六

年
)
に
見
え
る

｢内
議
令
､
太
相
皇
甫
口
□
｣
も
'
恐
ら
く
は

｢皇
甫
光
託
｣
そ

の
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

(

4

)

『
高
麗
史
』
光
宗
世
家
'
十
六
年
､
春
二
月
債
｡
加
子
他
元
服
'
立
番
王
太
子
I

内
史

(外
?
)
諸
軍
事
､
内
議
令
'
正
胤
｡
宴
群
臣
干
長
生
殿
｡

右
に
は

｢内
史
話
軍
事
｣
と
あ
る
が
､
こ
れ
は

｢内
外
諸
軍
事
｣

(督
内
外
諸

軍
事
､
も
し
く
は
都
督
内
外
諸
軍
事
の
略
)
の
誤
り
で
あ
ろ
う
｡
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(
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)
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『
高
麗
史
』
光
宗
世
家
､
十
六
年
､
秋
七
月
丙
午
候
｡
内
議
令
徐
弼
'
卒
｡

『
高
麗
史
』
徐
粥
偉
｡
徐
弼
'
利
川
人
｡
性
過
敏
､
始
以
刀
筆
進
､
累
官
至
大

匡

･
内
議
令
.
光
宗
賜
宰
臣
王
威
敏
､
皇
甫
光
託
､
及
弼
金
酒
器
.
弼
濁
不
受

日
､

｢
臣
謬
居
宰
輔
'
己
脚
寵
恩
､
又
賜
金
津
､
愈
憾
鎗
分
O
且
服
用
明
等
衰
'

奪
倹
関
理
乱
'
臣
用
金
器
､
君
賂
何
用
.｣
光
宗
日
､
｢卿
能
不
以
賓
為
賛
､
予
嘗

以
卿
言
為
賛
.｣

『
高
麗
史
』
景
宗
世
家
､
元
年
十

7
月
候
｡
以
石
質

･
中
質
為
左
右
執
政
'
皆
乗

内
兜
令
｡

後
述
す
る
と
お
り
､

｢
内
議
令
｣
が

｢
内
史
令
｣
に
改
め
ら
れ
る
の
は
成
宗
元
年

(九
八
二
)
の
こ
と
で
あ
る
｡

『
高
麗
史
』
百
官
志
｡
峯
文
館
'
掌
制
撰
詞
命
.
大
鑑
偽
泰
封
之
制
､
置
元
鳳

省
｡
後
政
孝
士
院
'
有
翰
林
畢
士
｡
顕
宗
改
為
翰
林
院
.

周
藤
書
之

｢
高
麗
初
期
の
翰
林
院
と
語
院
-
宋
の
翰
林
畢
士

･
知
制
詩
と
の
関

連
に
お
い
て
-
｣
(『高
麗
朝
官
僚
制
の
研
究
』
所
収
､

1
九
八
〇
年
'
東
京
､
法

政
大
草
出
版
局
)
｡
右
の
論
文
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
'
園
初
の
史
料
に
は

元
鳳
省

･
翰
林
院
の
稀
祝
が
､
ま
ま
混
同
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
o

景
宗
即
位
年
の

｢金
将
告
身
｣

に
は

｢大
匡

･
内
議
令

･
乗
推
翰
林
'
臣
融
､

五

･
奉

･
行
｣
と
あ
る
が
､
こ
の
融
が
王
融
を
一意
味
す
る
こ
と
は
､

『
韓
国
金
石

全
文
』

7
七

1
､
山
清
智
谷
寺
展
観
醒
師
悟
空
塔
辞

(景
宗
六
年
)
に
､

｢大

匡

･
内
議
令

･
邦
掩
翰
林

･
乗
兵
部
令
'
臣
王
融
､
奉

数
撰
｣
と
あ
る
こ
と
か

ら
明
ら
か
で
あ
る
｡
王
融
は
光
宗
朝
か
ら
成
宗
朝
に
か
け
て
､
十

一
回
に
も
わ
た

っ
て
科
馨
を
壬
催
し
た
昔
時
の
代
表
的
な
儒
臣
で
あ
っ
た
(『高
麗
史
』
選
挙
志
､

科
目
'
凡
選
場
候
､
参
照
)
0

『
高
麗
史
』
僅
知
夢
侍
｡
性
清
倹
慈
和
､
聴
敏
噂
肇
､
畢
於
大
匡
玄

一
､
博
渉
経

史
'
尤
精
於
天
文
卜
蓋
O
…
･･･景
宗
五
年

(九
八
〇

)､
召
還
､
授
大
匡
､
内
議

令
､
東
菜
郡
侯
､
食
邑

1
千
戸
､
任
国
､
賜
銀
器

'
錦
被
祷
帳
､
衣
馬
､
僕
頭
'

犀
帯
｡

前
掲
､
注
(
46
)
､
参
照
｡

(
53

)

『
高
麗
史
』
憲
宗
世
家
､
元
年
十
二
月
僕
｡
翰
林
院
令
､
卒
章
事
雀
彦
損
卒
o

(
54

)

『
韓
国
金
石
全
文
』

一
六
四
､
贋
州
高
遠
院
元
宗
大
師
慧
虞
塔
砕

(光
宗
二
十
六

年
)
に
'
｢
光
疎
大
夫
､
太
丞
､
翰
林
学
士
'
内
奉
令
､
前
薩
部
位
､
参
知
政
事
'

監
修
国
史
､
臣
金
廷
彦
､
奉

制
撰
｣
と
あ
る
｡

(

55

)

『
高
一歴
史
節
要
』
巻
二
､
成
宗
元
年
三
月
僕
'
改
百
官
親
.
以
内
議
省
薦
内
史
門

下
､
庶
評
省
寅
御
事
都
省
｡

(
56

)

高
麗
の
宰
相
府
が

｢内
史
門
下
｣
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
'

『
高
麗

史
』
百
官
志
に
は
直
接
の
記
述
は
な
い
.
し
か
し
次
に
挙
げ
る
史
料
か
ら
高
麗
の

宰
相
府
が

｢
内
史
門
下
｣
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
問
を
差
し
挟
む

飴
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡

『
高
麗
史
』
文
宗
世
家
､
五
年
四
月
庚
子
僕
､
内
史
門
下
奏
､
重
興

･
大
安

･

大
雲
等
寺
'
創
新
補
奮
'
土
木
興
役
'
-
-

『
高
麗
史
』
文
宗
世
家
､
五
年
四
月
丁
未
儀
｡
内
史
門
下
奏
､
制
皇
甫
延
爵
鷹

揚
軍
大
格
軍
､
乗
轟
大
府
卿
､
-
･･･

『
高
麗
史
』
巻
九
十
三
'
崖
抗
侍
｡
内
史
門
下
奏
､
其
父
抗
'
在
聖
考
朝
､
以

清
節
直
道
､
-
-

(

57

)

『
高
麗
史
』
百
官
志
､
筒
害
省
の
候
に
は
､

｢大
観
佃
黍
封
之
制
､
置
虞
評
省
､

掩
領
百
官
｡
有
侍
中

･
侍
郎

･
侍
中

･
員
外
郎
｣
と
し
て
､
図
初
の
侍
中
が
虞
評

省
の
所
属
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
､
同
じ
く
門
下
府
の
俵
に
は

｢成
宗
置
門
下
侍

中
｣
と
し
て
'
侍
中
が
門
下
省
の
所
属
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
｡
こ
の
侍

中
の
配
置
韓
換
は
'
成
宗
元
年
に
門
下
省
が
創
設
さ
れ
た
際
の
措
置
と
考
え
る
の

が
最
も
自
然
で
あ
ろ
う
｡

(

58

)

拙
稿

｢高
麗
容
宗
朝
に
お
け
る
意
思
決
定
の
構
造
｣
(『史
林
』
第
七
十
六
巻
第
二

読
､

1
九
九
三
年
三
月
､
京
都
'
史
畢
研
究
合
)

な
お
へ
｢
同
中
書
門
下
苧
軍
事
｣
と

｢
卒
章
事
｣
は
高
覧
で
は

1
鷹
区
別
さ
れ
'

両
者
の
宰
相
と
し
て
の
権
限
に
は
何
ら
か
の
差
異
が
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
｡
お

そ
ら
-

｢
同
中
書
門
下
年
季
事
｣
は
中
書
省

･
門
下
省
の
南
方

の
職
務
に
参
典

脚

し
､

｢
年
季
事
｣
は
中
書
省

･
門
下
省
の
う
ち

一
方
の
職
務
に
の
み
参
輿
す
る
こ
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(
60

)

(
63

)

と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡

『
高
麗
史
』
僅
知
夢
侍
の
記
述
に
よ
る
と
､
苛
知
夢
は
成
宗
元
年
に

｢左
執
政
'

守
内
史
令
｣
に
任
命
さ
れ
て
い
る
｡

こ
れ
で
見
る
と

｢執
政
｣
と
い
う
官
職
は

｢内
史
令
｣
よ
り
も
上
位
の
官
職
と
し
て
存
在
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
'
そ
の

後
､
撞
知
夢
は
年
七
十
八
に
し
て
三
た
び
上
表
し
て
骸
を
乞
う
も
許
さ
れ
ず
'
朝

参
を
兎
除
し
た
う
え
で
'

｢内
史
房
｣
に
赴
い
て
菅
来
ど
お
り
に
親
事
す
る
こ
と

を
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
､

｢執
政
｣
の
官
職
に
は
そ
れ
自
鰻
と
し
て
の
廃
合
は

存
在
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
.
前
掲
'
注
(
節
)
所
引
'

『高
麗
史
』
景

宗
世
家
､
元
年
十
一
月
侯
の
記
事
に
お
い
て
も
'
左
右
執
政
の
苛
質

･
中
質
は
皆

内
史
令

(内
議
令
?
)
の
職
を
兼
ね
て
い
る
が
'
賓
際
問
題
と
し
て
は
む
し
ろ
､

内
史
令
ま
た
は
内
議
令
就
任
者
に
封
す
る
加
官
と
し
て

｢執
政
｣
の
構
親
が
興
え

ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
方
が
安
皆
で
あ
ろ
う
O

『
高
麗
史
』
崖
知
夢
侍
｡
成
宗
元
年

(九
八
二
)
､
加
左
執
政
､
守
内
史
令
､

上
桂
園
､
賜
弘
文
崇
化
致
理
功
臣
既
､
爵
其
父
母
｡
三
年

(九
八
四
)
､
知
夢
年

七
十
八
､
三
上
表
乞
骸
'
不
允
｡
叉
上
書
固
請
｡
乃
命
除
朝
参
､
赴
内
史
房
､
硯

事
如
香
｡

前
掲
､
注
(14
)及
び
(15
)
､
参
照
｡
な
お
､
景
宗
即
位
年

(九
七
五
)
の

｢金
棒

告
身
｣
で
は
､
成
宗
元
年

(九
八
二
)
に
お
け
る
改
革
以
前
の
段
階
で
'
す
で
に

金
博
に
封
し
て

｢侍
父
･
都
省
令
｣
の
加
硫
が
行
わ
れ
て
い
る
が
､
こ
こ
で
い
う

｢都
省
令
｣
は
昔
時
の
官
制
に
直
接
基
づ
-
も
の
で
は
な
-
'
名
督
官
職
と
し
て

の
磨
制
蘭
書
令
の
形
式
的
な
模
倣
で
あ
ろ
う
｡

『高
麗
史
』
百
官
志
'
蘭
書
省
保
o
成
宗
元
年
'
改
庚
評
省
馬
御
事
都
省
｡
十
四

年
､
改
備
蓄
都
省
｡

『高
麗
史
』
百
官
志
に
は
殿
中
省
の
前
身
に
関
す
る
記
述
は
な
い
が
'
内
奉
省
の

前
身
で
あ
る
新
羅
時
代
の
内
省
の
長
官

(私
臣
)
が
､
一
時
期
'
殿
中
令
と
稀
し

て
い
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
'
そ
の
前
身
は
内
省
お
よ
び
内
奉
省
と
す
る
の

が
最
も
安
常
で
あ
ろ
う

(『
三
国
史
記
』
職
官
志
'
内
省
僕
'
参
照
)0

『高
麗
史
』
百
官
志
'
兵
曹
候
｡
太
組
元
年
'
置
兵
部
令

･
卿

･
郎
中
｡
後
構
兵

官
､
有
御
事

･
侍
郎

･
郎
中

･
員
外
郎
.
-
-
成
宗
十
四
年
､
改
兵
官
爵
何
書
兵

部
｡

(
6

)

『高
麗
史
』
文
宗
世
家
'
十
五
年
六
月
己
卯
僕
｡
以
弟
内
史
令
基
'
改
爵
中
書

令
o
其
徐
嘗
為
内
史
者
'
皆
改
中
書
o

こ
れ
に
伴
っ
て
内
史
門
下
は
中
書
門
下
に
改
め
ら
れ
た
が
'
そ
の
琵
嬢
と
し
て

は
'
例
え
ば
次
の
語
例
が
あ
る
｡

『高
震
史
』
巻
十
六
'
仁
宗
世
家
､
七
年
六
月
庚
成

中
書
門
下
葵
日
'

｢忠
州
人
劉
挺
､
秩
父
.
其
牧
守
及
州
吏
'
不
能
敦
民
､

請
皆
下
更
､
偽
降
州
為
郡
｡｣
王
問
左
右
｡
封
日
'
｢薩
云
'
郵
婁
定
公
時
'

有
拭
父
老
'
殺
英
人
'
壊
其
室
､
跨
其
官
而
止
耳
｡
不
言
共
析
居
州
邑
｡
則

降
州
薦
郡
､
非
古
法
也
｡｣
徒
之
.

『高
麗
史
』
選
馨
志
､
科
目
'
仁
宗
十
四
年
八
月
債
｡
中
書
門
下
葵
､
国
華
請

生
行
蛮
分
数
､
十
四
分
以
上
､
直
赴
第
三
場
'
十
三
分
以
下
'
四
分
以
上
'
赴
詩

賦
場
｡

『高
麗
史
』
選
挙
志
'
科
目
'
仁
宗
十
八
年
閏
六
月
債
｡
中
書
門
下
奏
､
明
法

業
､
但
讃
律
令
'
基
豊
科
甚
易
｡
･-
‥

『高
麗
史
』
選
挙
志
､
科
目
､
凡
崇
奨
之
典
､
明
宗
八
年
六
月
債
｡
御
史
塞

奏
､
嘗
制
､
新
及
第
紅
牌
'
降
使
就
賜
干
家
'
迎
待
煩
費
､
寒
土
不
克
供
群
｡
自

今
'
請
於
廉
前
賜
牌
｡
中
書
門
下
府
駁
奏
'
･･･-

(
こ
の
僕
に
見
え
る
中
書
門
下

府
は
中
書
門
下
の
誤
り
で
あ
ろ
う
)
0

『高
麗
史
』
選
挙
志
､
畢
校
'
仁
宗
九
年
三
月
債
｡
中
書
門
下
奏
､
参
外
交

臣
､
各
定
業
経
､
住
銀
政
案
､
量
差
畢
官
｡
徒
之
｡

『高
麗
史
』
巻
七
十
九
'
食
賃
志
､
科
赦
､
元
宗
元
年
十
月
債

中
書
門
下
奏
､
収
外
官
銀
器
於
新
興
倉
'
以
支
図
用
｡

(
65
)

『
韓
国
上
代
古
文
書
資
料
集
成
』
第
二
版
'
所
収

(李
基
自
編
著
'

1
九
九
三

年
'
ソ
ウ
ル
'
三
心証
)
o
樺
文
は
同
書
に
よ
る
が
､
明
ら
か
な
誤
り
は
同
書
の

困
版
を
参
照
し
て
改
め
た
｡

(
Eg

)

『高
麗
史
』
百
官
志
､
密
直
司
俵
､
密
直
司
､
輩
出
約

･
宿
衛

･
軍
機
之
政
｡
成

300
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宗
十
年

(九
九

l
)
'
兵
官
侍
郎
韓
彦
恭
､
使
宋
'
還
奏
'
｢宋
枢
密
院
､
郎
我
朝

直
宿
員
吏
之
職
｡｣
於
是
､
始
置
車
幅
院
｡

(

67

)

周
藤
吉
之

｢高
麗
初
期
の
車
幅
院
の
成
立
と
そ
の
構
成
-
唐
末

･
五
代

･
宋
初
の

枢
密
院
と
の
関
連
に
於
い
て
-
｣
(『朝
鮮
畢
報
』
第

二

九

二

二
〇
韓
､
1
九

八
六
年
七
月
｡

『宋

･
高
麗
制
度
史
研
究
』
所
収
､
1
九
九
二
年
､
東
京
､
汲
古

書
院
)

拙
稿

｢高
麗
啓
宗
朝
に
お
け
る
意
思
決
定
の
構
造
｣
(『史
林
』
第
七
十
六
巻
第

二
競
､
一
九
九
三
年
三
月
､
京
都
､
史
畢
研
究
合
)

主
要
参
考
文
戯

『唐
代
制
赦
研
究
』
中
村
裕

7
着

(
1
九
九

1
年
､
東
京
､
汲
古
書
院
)

『
韓
国
上
代
古
文
書
資
料
集
成
』
第
二
版
､
李
基
自
編
著

(
一
九
九
三
年
､
ソ
ウ
ル
､

一

志
社
)

*

*

*

内
藤
乾
書

｢唐
の
三
省
｣
(『史
林
』
第
十
五
巻
第
四
競
､

1
九
三
〇
年
o

『中
開
法
制
史

考
讃
』
所
収
､

一
九
六
三
年
､
東
京
､
有
斐
閣
)

内
藤
乾
書

｢敦
塩
出
土
の
唐
騎
都
尉
秦
元
告
身
｣
(『東
方
畢
報
』
京
都
第
三
筋
､
一
九
三

三
年
.

『中
国
法
制
史
考
琵
』
所
収
'
一
九
六
三
年
､
東
京
､
有
斐
閣
)

大
庭
備

｢庸
告
身
の
古
文
書
翠
的
研
究
｣
(『西
域
文
化
研
究
』
第
三
､
一
九
六
〇
年
､
京

都
'
西
域
文
化
研
究
合
)

井
上
秀
雄

｢『
三
園
史
記
』
に
あ
ら
わ
れ
た
新
羅
の
中
央
行
政
官
制
に
つ
い
て
｣

(『朝
鮮

畢
報
』
第
五
十

T
韓
､
1
九
六
九
年
五
月
.

『新
羅
史
基
礎
研
究
』
所
収
'
l
九
七
四

年
､
東
京
､
東
出
版
)

三
池
貿

1
｢新
羅
内
廷
官
制
考
｣
(上

･
下
)

(『朝
鮮
畢
報
』
第
六
十

l
輯
'
第
六
十
二

韓
､

一
九
七
一
年
十
月
'

一
九
七
二
年

一
月
'
天
理
､
朝
鮮
畢
脅
)

木
下
薩
仁

｢金
将
告
身
に
つ
い
て
｣

(『
三
園
遺
事
考
琵
』
中
巻
二

九
七
九
年
'
東
京
'

塙
書
房
)

木
下
薩
仁

｢
『
三
園
遣
事
』
金
博
大
王
侯
に
み
え
る

｢筋
簡
父
語
｣
に
つ
い
て
の

I
考
案

-
唐
告
身
と
の
関
連
性
に
よ
せ
て
ー
｣
(『朝
鮮
畢
報
』
第
九
十
三
韓
､

一
九
七
九
年
'

天
理
､
朝
鮮
畢
脅
)

周
藤
吉
之

｢高
麗
初
期
の
中
枢
院
､
後
の
枢
密
院
の
成
立
と
そ
の
構
成
-
唐
末

･
五
代

･

宋
初
の
枢
密
院
と
の
関
連
に
於
い
て
-
｣
(『朝
鮮
畢
報
』
第

二

九

･
1
二
〇
韓
､

7

九
八
六
年
七
月
｡

『
宋

･
高
麗
制
度
史
研
究
』
所
収
､
1
九
九
二
年
'
東
京
'
汲
古
書

院
)

*

*

*

遠
大
饗

｢高
麗
時
代
中
央
政
治
機
構
の
行
政
鮭
系
-
蘭
書
省
機
構
を
中
心
に
-
｣
(『歴
史

畢
報
』
第
四
十
七
輯
'

1
九
七
〇
年
｡

『
高
麗
政
治
制
度
史
研
究
』
所
収
､
一
九
七
7

年
､
ソ
ウ
ル
､

一
潮
閣
)

李
春
鎮

｢高
麗
宰
府
の
成
立
｣
(『歴
史
畢
報
』
第
五
十
六
韓
､

1
九
七
二
年
'
ソ
ウ
ル
'

歴
史
畢
合
)

李
基
白

｢貴
族
的
政
治
機
構
の
成
立
｣
(『韓
国
史
』
五
､

7
九
七
五
年
.

『高
麗
貴
族
社

食
の
形
成
』
所
収
､

1
九
九
〇
年
'
ソ
ウ
ル
､

1
潮
閣
)

李
基
東

｢羅
末
麗
初
近
侍
塵
橘
と
文
翰
機
構
の
境
張
-
中
世
的
側
近
政
治
の
志
向
I
L

(『歴
史
畢
報
』
第
七
十
七
韓
､

一
九
七
八
年
､
ソ
ウ
ル
､
歴
史
畢
合
｡
『新
羅
骨
品
制

社
食
と
花
郎
徒
』
所
収
､

一
九
八
四
年
､
ソ
ウ
ル
'

一
朝
閣
)

遠
大
埜

｢高
麗
初
期
の
政
治
制
度
｣
(『韓
佑
助
博
士
停
年
紀
念
史
学
論
叢
』
所
収
t

T
九

八

一
年
'
ソ
ウ
ル
､
知
識
産
業
社
)

張
東
巽

｢意
講
の
大
鰐
師
告
身
に
封
す
る
検
討
-
高
麗
借
政
鰻
系
の
理
解
を
中
心
に
-
｣

(『韓
国
史
研
究
』
第
三
十
四
韓
'
1
九
八

1
年
､
ソ
ウ
ル
､
韓
国
史
研
究
禽
)

張
東
巽

｢金
博
の
鮒
伺
父
話
に
封
す
る
1
検
討
｣
(『歴
史
教
育
論
集
』
第
三
韓
､
1
九
八

二
年
十

一
月
､
大
鞘
､
慶
北
大
畢
校
師
範
大
草
歴
史
教
育
科
)
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