
続
・
中
務
省

　
　
　
　
　
　
に
関
す
る
一

－
律
令
官
制
の
研
究
（
二
）
－

考
察

黛

弘
　
　
道

続・中務省に関する一考察（黛）

は
し
が
き

　
前
回
の
考
察
で
は
中
務
省
職
員
の
う
ち
内
舎
人
ま
で
を
と
り
上
げ
た
の
で
、
今
回
は
そ
の
あ
と
を
承
け
て
内
記
以
下
に
つ
い
て
考
察

し
て
み
た
い
。
具
体
的
に
は
内
記
・
監
物
・
主
鈴
・
典
鎗
等
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
四
等
官
の
系
列
か
ら
は
ず
れ
た
官
職
で
、

一
般
に
品
官
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
各
官
職
の
成
立
過
程
を
考
察
し
た
上
で
、
品
官
な
る
も
の
の
性
格
に
つ
い
て
も
一
応
の
見

通
し
を
つ
け
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

一
　
内
記
に
つ
い
て

　
中
務
省
の
内
記
が
、
太
政
官
の
外
記
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
名
称
か
ら
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

掌
や
地
位
か
ら
比
較
す
る
と
、
名
称
の
類
似
と
は
裏
腹
に
、
互
に
か
な
り
異
っ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
ま
ず
、
内
記
の
職
掌
が
職
員
令
に

両
者
を
そ
の
職
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大
内
記
二
人
。
掌
下
造
二
詔
勅
司
凡
御
所
記
録
事
上

　
と
あ
る
の
に
対
し
て
、
大
外
記
は
同
じ
く
職
員
令
に

　
大
外
記
二
人
。
掌
下
勘
二
詔
奏
司
及
読
二
申
公
文
司
勘
二
署
文
案
司
検
申
出
稽
失
上

と
あ
り
、
外
記
の
職
掌
は
「
勘
二
詔
奏
一
」
以
外
は
諸
司
の
主
典
の
職
掌
（
職
員
令
の
神
祇
大
史
の
職
掌
は
「
掌
下
受
レ
事
上
抄
。
勘
二
署
文

案
哺
検
二
出
稽
失
司
読
中
申
公
文
と
）
と
ほ
ぼ
一
致
し
、
外
記
が
太
政
官
（
少
納
言
局
）
の
主
典
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
い
わ

ゆ
る
四
等
官
の
系
列
に
入
る
も
の
で
あ
る
が
、
内
記
の
職
掌
に
は
か
か
る
主
典
的
な
も
の
が
全
く
見
ら
れ
な
い
し
、
し
た
が
っ
て
い
わ

ゆ
る
四
等
官
の
系
列
に
も
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
両
者
の
職
掌
上
の
近
似
点
は
内
記
が
詔
勅
を
造
る
の
に
対
し
て
、
外
記
が
そ
れ
を
勘

正
す
る
と
い
う
点
だ
け
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
と
て
も
、
内
記
が
詔
勅
を
起
草
す
る
と
い
う
重
大
な
任
務
を
帯
び
て
い
る
の
に
対
し
て
、

外
記
は
「
勘
二
正
詔
書
一
」
（
令
義
解
）
す
な
わ
ち
「
詔
書
始
出
者
、
先
至
二
弁
官
司
後
施
行
之
日
、
送
二
外
記
一
勘
二
誤
不
「
而
令
二
捺
印
ご

（
令
集
解
釈
説
）
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
複
雑
な
手
続
き
（
公
式
令
詔
書
式
）
を
経
て
詔
書
が
施
行
さ
れ
る
直
前
の
段
階
で
そ
の
内
容
・

文
字
に
「
誤
不
」
が
あ
る
か
な
い
か
を
勘
え
、
そ
の
上
で
捺
印
す
る
の
が
外
記
の
仕
事
で
あ
る
と
い
う
。
内
記
の
職
と
比
較
し
て
そ
の

軽
重
の
差
は
明
ら
か
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
こ
と
は
ま
た
両
者
の
相
当
官
位
か
ら
も
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
宮
位
令
に
ょ
れ
ば
大
内
記
は
正
六
位
上
、
中
内
記
は
正
七
位
上
、

少
内
記
は
正
八
位
上
相
当
で
あ
る
の
に
対
し
て
大
外
記
は
中
内
記
と
同
じ
く
正
七
位
上
、
少
外
記
は
従
七
位
上
相
当
で
あ
っ
た
。
大
内

記
と
大
外
記
と
に
は
実
に
四
階
の
差
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
た
だ
し
、
大
外
記
は
七
八
三
年
（
延
暦
二
）
改
め
て
正
六
位
上
の
官
、
少

外
記
は
正
七
位
上
の
と
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
別
途
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
が
、
い
ま
は
触
れ
な
い
）
。

　
た
だ
、
こ
こ
で
気
に
な
る
こ
と
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
大
外
記
・
少
外
記
の
補
任
の
実
例
は
続
日
本
紀
・
正
倉
院
文
書
等
に
い
く
ら

も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
て
、
内
記
の
そ
れ
が
き
わ
め
て
少
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
内
記
・
中
内
記
は
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続
紀
に
実
例
が
一
つ
も
な
く
、
わ
ず
か
に
少
内
記
一
例
を
指
摘
し
得
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
続
紀
以
外
の
史
料
に
当
っ
て
み
て
も
、
大

内
記
と
少
内
記
各
一
例
を
正
倉
院
文
書
か
ら
検
出
し
得
る
の
み
で
あ
り
、
と
く
に
中
内
記
に
つ
い
て
は
奈
良
時
代
に
お
け
る
存
在
を
実

証
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
し
か
も
大
外
記
は
和
銅
四
年
（
七
」
一
）
が
初
例
（
伊
吉
連
子
人
、
僧
尼
令
集
解
所
引
同
年
十
月
十
日
口
宣
）
で
、
奈
良
朝
の
初
期

か
ら
存
在
し
た
こ
と
が
実
証
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
大
内
記
は
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
が
唯
一
の
例
（
日
置
造
蓑
麻
呂
。
正
倉
院

文
書
四
－
鵬
、
同
年
四
月
廿
九
日
讐
倉
北
雑
物
出
用
帳
。
な
お
同
五
年
ご
ろ
の
官
人
歴
名
に
も
大
内
記
と
見
え
る
）
で
、
奈
良
朝
初
期

の
実
例
が
見
当
ら
な
い
。
少
内
記
も
天
平
勝
宝
七
年
（
七
五
五
）
が
初
例
（
林
連
広
野
、
正
倉
院
文
書
四
1
6
6
、
同
年
五
月
二
十
七
日

造
東
大
寺
司
牒
そ
の
他
）
で
、
や
は
り
奈
良
朝
初
期
の
例
は
見
当
ら
な
か
っ
た
。

　
す
な
わ
ち
、
内
記
に
つ
い
て
は
実
例
が
僅
少
で
あ
り
、
か
つ
奈
良
朝
の
後
半
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
日
本
後
紀
以
下
の
国
史
に
内
記
の
実
例
が
少
な
く
な
い
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
。
令
集
解
を
見
て
も
内
記
に
関
す
る
註
釈
は
延
暦

年
間
の
成
立
と
推
定
さ
れ
る
令
釈
以
外
に
は
全
く
な
い
。
と
く
に
天
平
の
成
立
で
大
宝
令
の
註
釈
と
さ
れ
る
古
記
が
見
え
な
い
の
も
気

が
か
り
の
種
と
な
る
。

　
令
で
外
記
よ
り
も
要
職
と
さ
れ
る
内
記
の
補
任
例
が
右
に
見
た
よ
う
に
偏
在
し
て
い
る
と
す
る
と
、
果
し
て
奈
良
朝
前
半
に
は
内
記

は
任
命
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
も
し
任
命
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
内
記
に
代
っ
て
詔
勅
を
起
草
し
た
の
は
誰
で
あ
っ
た
か
等
々
、

疑
問
は
は
尽
き
な
い
。
こ
こ
に
記
し
て
後
考
を
侯
つ
こ
と
と
し
た
い
。

　
右
の
よ
う
な
重
大
な
疑
問
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
先
へ
進
む
の
も
気
が
か
り
で
あ
る
が
、
い
ま
は
そ
れ
に
い
つ
ま
で
も
か
か
わ
っ
て
は

い
ら
れ
な
い
の
で
、
次
の
考
察
へ
と
筆
を
進
め
よ
う
。

　
内
記
は
和
名
抄
に
「
宇
知
乃
之
流
須
豆
加
佐
」
と
訓
ま
せ
て
お
り
、
こ
れ
は
外
記
の
「
之
流
須
豆
加
佐
」
に
対
し
て
、
禁
内
の
書
記

一63一



曜

続・中務省に関する一考察（黛）

官
の
意
で
あ
る
。
そ
の
職
掌
は
す
で
に
引
用
し
た
よ
う
に
「
造
二
詔
勅
こ
と
「
凡
御
所
記
録
」
と
の
二
事
で
あ
る
が
、
前
者
は
ひ
ろ
く

詔
勅
・
宣
命
の
起
草
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
後
者
に
つ
い
て
は
唯
一
の
註
釈
で
あ
る
令
釈
が
「
御
所
記
録
者
、
上
（
一
に
止
に
作

る
）
斥
二
至
尊
一
也
。
不
レ
渉
二
三
后
幻
也
」
と
あ
っ
て
、
天
皇
に
関
す
る
記
録
の
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
内
記
の
唐
名
を
起
居
郎
と
か
起
居

舎
人
と
し
た
後
世
の
事
実
か
ら
推
測
す
る
と
、
こ
の
令
釈
の
説
は
当
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
内
記
の
記
し
た
「
御
所

記
録
」
が
逐
次
図
書
寮
に
転
送
さ
れ
、
「
修
コ
撰
国
史
一
」
の
際
の
素
材
の
一
つ
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
和
田
英
松
氏
の
「
官
職
要
解
」
を
見
る
と
内
記
は
「
位
記
を
書
く
職
で
あ
る
」
と
も
い
う
か
ら
、
あ
る
い
は
、
五
位
以
上
を

授
け
る
際
の
勅
授
位
記
な
ど
は
古
く
か
ら
内
記
が
執
筆
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
内
記
式
に
は
見
え
る
が
令
の
条
文
か
ら

は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
次
に
、
内
記
に
付
与
さ
れ
た
唐
名
か
ら
ひ
る
が
え
っ
て
内
記
の
性
格
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
そ
の
第
一
は
「
著
作
郎
」
で
あ
る
。
著
作
郎
と
は
秘
書
省
著
作
局
の
長
官
の
名
称
で
、
「
唐
六
典
＋
」
に
よ
れ
ば
定
員
二
名
で
そ
の

官
品
は
従
五
品
上
、
そ
の
職
掌
は
同
書
に
「
掌
レ
修
二
撰
碑
誌
・
祝
文
・
祭
文
一
」
と
あ
る
。
「
通
典
二
＋
六
」
で
は
こ
れ
を
「
掌
下
修
二
国
史
刷

及
製
二
碑
頬
之
属
↓
分
中
判
局
事
上
」
と
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
見
る
と
著
作
郎
は
定
員
二
名
と
い
う
点
だ
け
内
記
（
大
・
中
・
少
と

も
各
二
名
）
と
同
じ
で
は
あ
る
が
、
そ
の
官
品
、
職
掌
は
か
な
り
異
な
り
、
む
し
ろ
「
修
二
国
史
こ
な
ど
の
職
掌
は
わ
が
図
書
寮
の
そ

れ
に
一
致
す
る
。
図
書
頭
が
「
修
コ
撰
国
史
こ
す
る
に
当
っ
て
、
内
記
の
記
録
が
そ
の
一
素
材
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
先
に
推
測

し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
内
記
自
身
が
国
史
の
修
撰
に
携
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
内
記
の
唐
名
を
著
作
郎
と
し
た
の
は
や
は
り
適
切

を
欠
く
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
も
と
も
と
、
著
作
局
が
属
す
る
と
こ
ろ
の
秘
書
省
そ
の
も
の
が
、
「
掌
二
邦
国
経
籍
図
書
之
事
こ
（
六
典
）
と
こ
ろ
の
官
庁
で
わ
が
図

書
寮
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
中
務
省
に
直
属
し
て
図
書
寮
に
属
さ
な
い
内
記
の
唐
名
を
著
作
郎
と
す
る
こ
と
は
、
こ
の
点
で
も
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妥
当
性
を
欠
く
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
に
内
記
の
唐
名
「
起
居
郎
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
起
居
郎
は
門
下
省
の
属
官
で
、
「
唐
六
典
八
」
に
は
「
起
居
郎
二
入

従
六
品
上
」
「
起
居
郎
掌
下
録
二
天
子
之
動
作
法
度
隔
以
修
申
記
事
之
史
上
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
定
員
・
官
品
と
も
が
わ
が
大
内
記
と
大
差
な

く
、
さ
ら
に
続
い
て
「
凡
記
事
之
制
、
以
レ
事
繋
レ
日
、
以
ノ
日
繋
ノ
月
、
以
レ
月
繋
レ
時
、
以
レ
時
繋
レ
年
。
必
時
書
二
其
朔
日
甲
乙
一
以
紀
二
暦

数
｛
典
礼
文
物
以
考
二
制
度
嚇
遷
拝
族
賞
以
勧
レ
善
、
謙
伐
瓢
免
以
懲
レ
悪
、
季
終
則
授
二
之
干
国
史
一
焉
」
と
あ
る
の
は
、
先
に
推
測
し

た
よ
う
に
、
内
記
の
記
録
が
図
書
寮
に
送
ら
れ
て
国
史
修
撰
の
一
素
材
と
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
事
実
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
が

あ
る
。
起
居
郎
の
職
掌
は
内
記
の
「
御
所
記
録
」
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
も
っ
と
も
、
「
六
典
八
」
「
通
典
二
＋
一
」
と
も
に
後
周
の
時
代
か
ら
起
居
と
著
作
の
任
は
分
化
し
た
と
あ
る
か
ら
、
両
者
は
も
と
】
体

の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
わ
が
内
記
は
右
の
分
化
以
後
の
起
居
に
近
い
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
唐
名
の
第
三
は
「
起
居
舎
人
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
書
省
の
属
官
で
、
「
唐
六
典
九
」
に
は
「
起
居
舎
人
二
人
従
六
品
上
」
「
掌
下
修
二

紀
言
之
史
↓
録
中
天
子
之
制
諾
徳
音
卸
如
二
記
事
之
制
「
以
紀
二
時
政
之
損
益
↓
季
終
則
授
二
之
於
国
史
一
」
と
あ
り
、
そ
の
天
子
の
制
諾
を

録
す
る
と
い
う
部
分
は
わ
が
内
記
の
「
造
二
詔
勅
こ
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
こ
の
起
居
舎
人
は
階
代
に
内
史
舎
人
を

や
め
て
は
じ
め
て
置
か
れ
た
も
の
で
、
唐
朝
も
こ
れ
を
継
承
し
た
が
、
貞
観
二
年
（
六
二
八
）
こ
れ
を
門
下
省
に
移
し
て
起
居
郎
と
し
、

明
慶
年
間
（
六
五
六
～
六
〇
）
ま
た
起
居
舎
人
を
置
き
、
こ
こ
に
は
じ
め
て
門
下
省
の
起
居
郎
と
中
書
省
の
起
居
舎
人
が
左
右
に
分
在

す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
唐
六
典
に
よ
る
）
。

　
こ
う
い
う
歴
史
を
辿
っ
て
み
る
と
起
居
郎
と
起
居
舎
人
が
と
も
に
定
員
二
名
で
、
か
つ
官
品
も
と
も
に
従
六
品
上
で
あ
っ
た
こ
と
も

理
解
で
き
る
の
で
あ
り
、
ま
た
わ
が
内
記
が
、
こ
れ
ら
二
官
を
統
合
し
た
も
の
と
し
て
、
起
居
舎
人
の
「
録
二
天
子
之
制
詰
一
」
の
職
掌

と
、
起
居
郎
の
「
録
二
天
子
之
動
作
二
の
職
掌
を
併
せ
て
「
造
二
詔
勅
↓
凡
御
所
記
録
」
の
こ
と
を
そ
の
職
掌
と
し
た
事
実
も
一
応
解
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明
さ
れ
た
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
な
お
そ
の
際
、
内
記
の
所
属
も
当
然
問
題
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
わ
が
二
官
入
省
制
の
原
理

の
中
で
自
ら
な
る
解
決
を
見
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
唐
の
門
下
省
に
相
当
す
る
機
関
は
わ
が
国
に
は
つ
い
に
設
け
ら
れ
な
か
っ

た
か
ら
、
内
記
は
唐
の
中
書
省
に
と
も
か
く
も
対
比
し
得
る
機
関
と
し
て
の
中
務
省
に
所
属
せ
し
め
る
ほ
か
に
妙
案
が
あ
ろ
う
と
も
思

わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
起
居
郎
は
門
下
省
に
お
い
て
侍
中
（
長
官
）
、
黄
門
侍
郎
（
通
判
官
H
次
官
）
、
給
事
中
（
分
判
官
皿
判
官
）
、
録
事
・
主

事
（
主
典
）
等
の
系
列
外
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
起
居
舎
人
も
ま
た
中
書
省
の
中
書
令
（
長
官
）
、
中
書
侍
郎
（
通
判
官
）
、
中

書
舎
人
（
分
判
官
）
、
主
書
・
主
事
（
主
典
）
の
外
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
配
列
も
門
下
省
で
は
「
左
散
騎
常
侍

二
人
、
諌
議
大
夫
四
人
、
左
補
閾
二
人
、
左
拾
遺
二
人
、
起
居
郎
二
人
」
、
中
書
省
で
は
「
右
散
騎
常
侍
二
人
、
右
補
閾
二
人
、
右
拾
遺

二
人
、
起
居
舎
人
二
人
」
と
な
っ
て
お
り
、
門
下
省
の
諫
議
大
夫
を
例
外
と
し
て
除
け
ば
、
他
は
こ
と
ご
と
く
一
致
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
二
官
を
併
せ
て
一
官
と
し
、
こ
れ
を
わ
が
二
官
八
省
制
の
中
に
繰
り
入
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
中
務
省
に
お
け
る

品
官
と
す
る
の
が
最
も
妥
当
な
途
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
内
記
が
品
官
で
あ
る
こ
と
の
理
由
も
こ
う
し
て
唐
の
官
制
と
の

比
較
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
思
う
。

　
内
記
に
関
す
る
考
察
は
以
上
で
ほ
ぼ
終
え
た
が
、
そ
の
唐
名
に
つ
き
、
な
お
若
干
述
べ
て
お
く
。
内
記
の
唐
名
で
最
も
よ
く
知
ら
れ

る
の
は
、
こ
れ
ま
で
に
挙
げ
た
著
作
郎
・
起
居
郎
・
起
居
舎
人
よ
り
も
む
し
ろ
柱
下
・
柱
下
史
・
柱
下
内
史
な
ど
で
あ
ろ
う
。
柱
下
と

は
殿
柱
の
下
の
意
味
で
、
そ
こ
で
事
務
を
執
る
も
の
を
柱
下
史
・
柱
下
内
史
な
ど
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
柱
下
史
は
さ

ま
ざ
ま
な
官
名
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
周
の
蔵
書
役
。
転
じ
て
老
子
の
別
名
と
も
な
り
、
秦
漢
の
侍
御
史
に
相
当
す
る
周
代
の

古
名
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
柱
下
史
を
わ
が
内
記
の
唐
名
と
し
た
の
は
、
殿
柱
の
も
と
で
事
務
を
執
る
役
人
と
い
う
原
義
に
も

と
つ
い
た
も
の
で
あ
り
、
柱
下
史
が
蔵
書
役
で
あ
り
、
侍
御
史
（
監
察
官
）
で
あ
る
こ
と
と
は
無
関
係
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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と
に
か
く
、
わ
が
国
で
は
内
記
の
唐
名
と
し
て
は
後
世
も
っ
ぱ
ら
「
柱
下
」
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
条
良
基
の
「
百
寮
訓

要
抄
」
の
大
内
記
の
条
に
「
柱
下
類
林
と
て
、
百
巻
ば
か
り
の
文
あ
り
、
是
も
内
記
の
つ
か
さ
ど
る
所
の
詔
勅
宣
命
を
あ
つ
め
た
る
も

の
な
り
」
と
あ
る
の
は
「
柱
下
」
が
内
記
の
唐
名
で
あ
る
一
証
で
あ
る
が
、
「
本
朝
書
籍
目
録
」
に
よ
れ
ば
「
柱
・
下
類
林
三
百
六
十
巻

藤
原
敦
基
撰
」
と
あ
り
、
後
冷
泉
天
皇
よ
り
堀
河
天
皇
に
至
る
四
代
に
仕
え
、
大
内
記
・
文
章
博
士
を
歴
任
し
た
藤
原
敦
基
は
す
で
に

内
記
を
柱
下
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
柱
下
の
用
例
は
院
政
時
代
を
降
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　
内
記
の
唐
名
と
し
て
は
後
漢
の
「
侍
書
」
を
充
て
る
説
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
柱
下
」
ほ
ど
に
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
侍
書
よ
り

は
起
居
郎
・
起
居
舎
人
の
方
が
時
代
も
新
し
く
、
な
じ
み
や
す
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

続・中務省に関する一考察（黛）

二
　
監
物
に
つ
い
て

　
養
老
令
の
官
制
に
よ
れ
ば
、
中
務
省
に
は
前
述
の
内
記
と
並
ぶ
品
官
と
し
て
監
物
が
あ
る
。
令
義
解
に
よ
れ
ば
監
物
に
大
・
中
・
少

の
別
が
あ
り
、
大
監
物
は
定
員
二
人
で
従
五
位
下
相
当
官
、
中
監
物
は
定
員
四
人
で
従
六
位
上
相
当
官
、
少
監
物
は
定
員
四
人
で
正
七

位
下
相
当
官
で
あ
っ
た
。
し
か
も
監
物
の
下
に
は
史
生
四
入
が
配
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
品
官
と
し
て
の
監
物
は
一
司

で
十
四
人
の
定
員
を
擁
す
る
、
か
な
り
規
模
の
大
き
い
役
所
で
あ
っ
た
。
続
紀
宝
亀
元
年
入
月
癸
巳
条
に
「
宮
内
・
大
膳
・
大
炊
・
造

酒
．
筥
陶
・
監
物
等
司
」
と
あ
っ
て
、
品
官
で
あ
る
監
物
が
、
他
の
省
・
職
・
寮
・
司
と
同
列
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
十
四
人
と
い

う
定
員
を
、
諸
司
の
得
考
の
官
人
の
数
と
比
較
す
る
と
、
治
部
省
喪
儀
司
の
正
以
下
九
人
、
兵
部
省
兵
馬
司
の
正
以
下
十
人
、
同
じ
く

主
船
司
の
正
以
下
九
人
、
同
じ
く
主
鷹
司
の
正
以
下
八
人
、
宮
内
省
正
親
司
の
正
以
下
十
四
人
、
同
じ
く
官
奴
司
の
正
以
下
十
三
人
、

同
じ
く
園
池
司
の
正
以
下
九
人
、
同
じ
く
主
油
司
の
正
以
下
九
人
、
同
じ
く
筥
陶
司
の
正
以
下
九
人
、
同
じ
く
内
染
司
の
正
以
下
十
一

人
と
同
数
か
ま
た
は
そ
れ
よ
り
多
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
右
に
挙
げ
た
数
字
は
使
部
・
伴
部
と
い
っ
た
最
下
級
の
官
人
を
含
め
た
数
で

一67一



続・中務省に関する一考察（黛）

あ
り
、
監
物
が
官
位
相
当
官
十
人
を
含
む
の
と
は
内
容
の
面
で
も
大
き
な
相
違
が
あ
る
。
そ
の
上
、
大
監
物
が
従
五
位
下
相
当
官
で
小

寮
の
長
官
（
頭
）
と
同
格
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
前
掲
諸
司
の
長
官
（
正
）
は
正
六
位
上
あ
る
い
は
正
六
位
下
、
ま
た
は
従
六
位
上
相

当
官
で
、
大
監
物
よ
り
卑
位
の
官
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
事
実
は
監
物
の
職
掌
が
重
視
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
監
物
の
職
掌
と
は
令
義
解
に
よ
れ
ば
「
掌
監
察
出
納

請
進
管
鍮
」
で
あ
る
。
こ
の
職
掌
は
一
見
明
瞭
の
よ
う
で
あ
る
が
、
前
半
の
「
監
察
出
納
」
に
つ
い
て
は
二
つ
の
解
釈
が
あ
る
。
そ
の

一
つ
は
こ
れ
を
「
監
察
」
と
「
出
納
」
の
二
事
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
令
集
解
に
引
く
穴
記
に
「
応
ノ
為
二
二
事
司
何
者
、
考
課
令
云
、

監
察
不
レ
怠
。
出
納
明
密
。
字
相
備
為
レ
最
故
、
宜
レ
熟
二
彼
義
一
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
考
課
令
に
規
定
す
る
監
物
の
最
（
監
察
不
怠
、
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

納
明
密
、
為
二
監
物
之
日
聖
）
の
条
文
が
、
監
察
と
出
納
を
切
り
離
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
は
文
章
の
あ
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
ラ
バ

を
無
視
し
た
窮
屈
な
解
釈
で
あ
っ
て
、
い
ま
か
り
に
「
監
二
察
出
納
｛
不
ノ
怠
明
密
」
と
文
字
を
置
き
換
え
て
も
意
味
は
か
わ
ら
な
い
と

思
わ
れ
る
。
他
の
説
は
国
史
大
系
本
令
義
解
の
校
訂
者
の
説
で
あ
る
。
同
書
に
は
「
監
二
察
出
納
こ
と
返
点
が
付
け
て
あ
る
か
ら
、
出

納
を
監
察
す
る
と
一
事
に
解
す
る
よ
う
で
あ
る
。
私
は
こ
の
読
み
方
に
賛
成
し
た
い
。
そ
の
理
由
は
延
喜
太
政
官
式
の
「
凡
応
レ
出
二
納

官
物
H
者
、
本
司
当
日
申
二
弁
官
一
。
弁
官
及
中
務
、
監
物
、
民
部
、
主
計
等
、
与
二
本
司
一
共
検
二
出
納
ご
と
い
う
一
文
で
あ
る
。
こ
こ
に

監
物
の
職
掌
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
検
二
出
納
こ
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
き
は
「
監
察
出
納
」
は
「
出
納
を

監
察
す
」
と
よ
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
後
半
の
「
請
進
管
鍮
」
は
「
管
鍮
を
請
け
進
る
」
と
よ
む
べ
き
こ
と
に
疑
い
は
な
い
が
、
監
物
の
請
進
す
る
管
鍮
に
つ
い
て

は
義
解
・
穴
記
等
い
ず
れ
も
こ
れ
を
庫
蔵
の
管
鎗
と
し
、
宮
城
諸
門
の
管
鍮
は
衛
府
と
閲
司
の
管
轄
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
令
集
解

古
記
は
「
管
鐙
謂
二
宮
門
及
百
官
諸
国
倉
厘
等
錨
一
也
」
と
い
っ
て
、
監
物
の
請
進
す
る
管
鍮
を
き
わ
め
て
広
汎
多
様
な
カ
ギ
と
解
し
て

い
る
が
、
現
実
的
な
説
明
の
多
い
古
記
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
い
は
こ
れ
が
天
平
の
頃
の
実
情
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
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か
し
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
十
四
人
ほ
ど
の
人
員
で
こ
の
よ
う
に
多
種
多
様
な
カ
ギ
を
管
理
し
き
れ
る
は
ず
も
な
く
、
た
と
え
建
前
は
ど

う
あ
っ
た
に
も
せ
よ
、
現
実
に
は
宮
城
内
の
諸
庫
蔵
の
カ
ギ
の
請
進
に
も
っ
ぱ
ら
当
っ
た
も
の
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
次
に
、
史
料
に
よ
っ
て
監
物
の
職
掌
を
た
ず
ね
て
み
よ
う
。
続
日
本
紀
大
宝
元
年
二
月
丁
未
条
に
「
詔
始
任
二
下
物
職
こ
と
あ
る
の

は
監
物
の
起
源
で
あ
り
、
後
世
監
物
を
「
オ
ロ
シ
モ
ノ
、
ツ
カ
サ
」
（
令
義
解
傍
訓
）
と
訓
む
の
は
こ
の
「
下
物
職
」
に
由
来
す
る
。
た

だ
し
、
和
名
抄
に
「
監
物
局
」
の
名
称
を
挙
げ
な
が
ら
和
名
を
示
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
か
な
り
早
く
か
ら
「
ケ
ム
モ
ツ
」

と
も
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
て
は
じ
め
に
下
物
職
と
記
し
、
さ
ら
に
「
オ
ロ
シ
モ
ノ
」
の
訓
が
そ
の
ま
ま
後
世
に
伝
え
ら
れ

た
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
監
物
の
職
掌
の
「
出
納
」
の
う
ち
「
出
」
が
と
く
に
重
視
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
今

日
で
も
預
金
す
る
と
き
は
印
監
な
し
で
も
預
け
入
れ
が
出
来
る
が
、
預
金
を
引
き
出
す
と
き
は
届
出
済
み
の
印
監
を
必
ず
必
要
と
す
る

よ
う
な
も
の
で
、
出
と
納
の
う
ち
と
く
に
出
の
と
き
の
手
続
が
や
か
ま
し
か
っ
た
こ
と
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
「
下
物
」
の

「
下
」
は
後
世
の
「
下
行
」
（
ゲ
ギ
ョ
ウ
）
と
い
う
語
に
相
当
す
る
も
の
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ロ

　
日
本
書
紀
通
釈
が
「
監
物
」
を
説
明
し
て
「
御
前
の
管
鍮
を
申
し
下
す
義
な
り
」
と
か
「
鍵
を
固
む
る
を
オ
ロ
ス
と
云
れ
は
」
と
か

い
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
「
オ
ロ
ス
」
の
訓
は
説
明
で
き
て
も
「
モ
ノ
」
の
義
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。

　
続
紀
天
平
神
護
元
年
閏
十
月
壬
子
条
に
「
先
ノ
是
、
兵
庫
器
侯
者
、
中
務
・
監
物
与
二
本
司
一
相
対
出
納
。
至
ノ
是
、
諸
司
相
コ
知
出
納
ご

と
あ
る
の
は
監
物
の
職
掌
に
つ
い
て
の
具
体
的
史
料
の
一
例
で
あ
り
、
監
物
は
左
右
兵
庫
寮
の
兵
器
・
儀
杖
の
出
納
に
も
関
与
し
た
の

で
あ
る
。
史
料
は
な
い
が
、
内
兵
庫
の
兵
器
・
儀
侯
の
出
納
に
あ
ず
か
っ
た
こ
と
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
推
測
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
日
本
後
紀
大
同
三
年
四
月
甲
子
条
に
は
「
内
舎
人
廿
人
准
二
少
監
物
一
賜
二
馬
料
幻
以
レ
出
コ
納
官
物
一
也
。
」
と
あ
り
、
監
物
が
官
物
の

出
納
に
当
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
史
料
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
は
監
物
の
職
掌
と
し
て
す
で
に
令
文
に
明
記
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
あ
え
て
後
紀
を
引
く
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
、
内
舎
人
が
ま
た
官
物
の
出
納
に
関
与
し
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た
事
実
が
注
意
さ
れ
る
。
内
舎
人
と
い
え
ば
、
前
稿
で
も
触
れ
た
が
帯
劔
の
武
官
で
あ
り
、
上
級
貴
族
の
子
弟
で
あ
る
。
か
か
る
内
舎

人
を
官
物
の
出
納
に
与
ら
し
め
る
に
至
っ
た
の
が
、
い
つ
頃
と
も
知
れ
な
い
が
、
か
か
る
事
実
は
官
物
の
出
納
が
い
か
に
重
視
さ
れ
た

か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
先
に
監
物
の
起
源
を
大
宝
元
年
二
月
丁
未
の
下
物
職
の
設
置
の
と
き
と
い
っ
た
が
、
こ
れ
は
実
は
正
一
し
く
な
い
。
続
紀
に

　
　
む

「
詔
始
任
二
下
物
職
一
」
と
あ
り
、
「
始
」
の
字
を
額
面
通
り
受
け
取
れ
ば
、
こ
れ
が
監
物
の
起
源
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
続
紀
の
「
始
」

が
、
厳
密
な
意
味
で
の
も
の
の
は
じ
め
を
指
す
と
は
限
ら
な
い
。
再
置
の
場
合
で
も
「
始
置
二
…
…
一
」
と
記
す
例
が
少
な
く
な
い
か
ら

で
あ
る
。
監
物
に
つ
い
て
い
え
ば
、
す
で
に
持
統
紀
に
そ
れ
が
見
え
る
の
で
あ
る
。
日
本
書
紀
持
統
七
年
四
月
辛
巳
条
に

　
「
詔
、
内
蔵
寮
允
大
伴
男
人
坐
ソ
臓
。
降
二
位
二
階
鱒
解
二
見
任
官
一
。
典
鍮
置
始
多
久
与
二
菟
野
大
伴
｛
亦
坐
レ
臓
。
降
二
位
一
階
司
解
二

見
任
官
司
監
物
巨
勢
邑
治
、
錐
二
物
不
7
入
二
於
己
司
知
ノ
情
令
レ
盗
之
。
故
降
二
位
二
階
嚇
解
二
見
任
官
叩
然
多
久
、
有
レ
勤
二
労
於
壬
申
年

役
一
之
故
赦
レ
之
。
但
臓
者
依
ノ
律
徴
納
。
」
と
あ
り
、
こ
こ
に
監
物
が
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
監
物
な
る
官
名
は
、
他
の
内
蔵
寮
允
、

典
鍮
な
ど
と
と
も
に
、
後
の
令
制
官
職
名
に
よ
っ
た
も
の
ら
し
く
、
持
統
七
年
当
時
の
官
名
と
は
断
ぜ
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
記
事
が
き

わ
め
て
具
体
的
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、
事
実
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ

こ
に
「
監
物
」
の
名
称
が
見
え
る
こ
と
は
、
文
字
は
と
も
か
く
、
実
体
が
す
で
に
当
時
存
在
し
て
い
た
証
拠
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
浄

御
原
令
制
に
お
い
て
す
で
に
「
監
物
」
の
起
源
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
内
蔵
寮
允
・
典
鍮
・

監
物
等
の
官
人
が
、
坐
臓
罪
、
あ
る
い
は
そ
の
監
督
者
と
し
て
の
監
督
不
行
届
な
ど
の
理
由
で
処
罰
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
官

物
出
納
に
関
し
て
大
宝
．
養
老
令
の
制
と
か
わ
ら
ぬ
制
度
が
浄
御
原
令
制
に
お
い
て
整
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
ま
た
、
位
階

を
降
し
見
任
の
官
を
解
く
な
ど
の
処
分
は
、
大
宝
・
養
老
律
が
官
人
に
瞭
罪
を
認
め
、
実
刑
を
免
除
し
た
制
度
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。

か
く
て
官
物
出
納
の
制
が
定
め
ら
れ
そ
れ
に
関
連
し
て
監
物
（
名
称
は
し
ば
ら
く
措
く
）
が
任
命
さ
れ
た
時
期
は
、
大
宝
元
年
で
は
な
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く
、
少
な
く
と
も
浄
御
原
令
制
定
時
（
持
続
三
年
1
1
六
八
九
）
ま
で
潮
る
の
で
あ
る
。

　
監
物
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
触
れ
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
、
さ
ら
に
史
料
に
拠
っ
て
監
物
の
職
掌
を
具
体
的
に
考
察

し
よ
う
。
三
代
実
録
元
慶
五
年
四
月
廿
八
日
の
条
に
、
次
の
よ
う
な
長
文
の
記
事
が
見
え
る
。

　
「
先
レ
是
、
去
年
四
月
八
日
、
大
膳
史
生
矢
田
部
氏
永
、
新
私
作
二
諸
司
収
文
州
愉
コ
取
淡
路
国
塩
代
米
五
十
斜
余
司
自
レ
此
新
コ
作
備

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

前
．
讃
岐
等
未
収
文
一
之
事
発
露
、
出
納
諸
司
坐
二
此
事
一
下
レ
獄
者
衆
。
而
十
二
月
四
日
大
二
赦
天
下
↓
皆
得
レ
出
ノ
獄
。
少
監
物
従
六
位

下
藤
原
朝
臣
安
養
、
今
年
二
月
十
五
日
左
コ
遷
備
後
権
橡
↓
民
部
大
録
正
六
位
上
国
瀬
十
一
也
、
同
日
左
コ
遷
安
芸
権
橡
司
主
計
大
允
正

六
位
上
水
宿
祢
康
宗
、
三
月
八
日
左
コ
遷
越
中
権
橡
唱
中
務
少
録
従
七
位
下
大
石
林
継
也
、
同
日
左
コ
遷
豊
前
権
大
目
唱
中
務
史
生
従
八

位
下
坂
本
臣
勝
守
為
二
下
総
史
生
司
民
部
史
生
大
初
位
下
船
連
福
雄
為
二
紀
伊
史
生
幻
大
初
位
下
珍
努
県
主
三
津
雄
為
二
参
河
史
生
司
主

計
史
生
従
入
位
上
置
始
連
縄
継
為
二
隠
岐
史
生
司
従
六
位
下
膳
臣
常
道
為
二
伊
豆
史
生
司
皆
是
同
坐
左
降
。
大
膳
史
生
正
八
位
下
矢
田
部

氏
永
、
赦
前
死
二
於
獄
中
司
彼
月
不
レ
書
、
故
追
記
レ
之
。
」

　
こ
こ
に
い
う
「
出
納
諸
司
」
を
整
理
し
て
み
る
と

　
中
務
省
　
少
録
・
史
生
・
少
監
物

　
民
部
省
　
大
録
・
史
生
②

　
　
主
計
寮
　
大
允
・
史
生
②

　
と
な
る
。
大
膳
史
生
矢
田
部
氏
永
が
収
文
・
未
収
文
を
新
作
し
て
物
品
を
詐
取
す
る
場
合
、
多
く
の
出
納
諸
司
を
だ
ま
す
か
、
ま
た

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
こ
れ
と
ぐ
る
に
な
っ
た
わ
け
で
、
官
物
の
出
給
に
関
与
す
る
官
人
が
い
か
に
多
か
っ
た
か
が
、
右
の
記
事
か
ら
推
測
さ
れ
る
。
ま
た

こ
の
場
合
、
大
膳
職
に
出
し
与
え
ら
れ
る
も
の
は
米
・
塩
そ
の
他
食
料
品
を
主
と
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
連
坐
の
官
人
に
大
蔵
省
関
係

の
も
の
が
い
な
い
こ
と
も
首
肯
で
き
る
し
、
い
っ
ぽ
う
民
部
省
関
係
が
い
る
の
も
わ
か
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
し
て
、
い
か
な
る
場
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合
で
も
官
物
出
庫
に
は
監
物
が
立
会
っ
た
こ
と
も
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
先
述
の
如
く
、
少
な
く
と
も
大
同
の
頃
に
は
内
舎
人
も
官
物
の
出
納
に
立
会
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
官
物
出
納
の
制
は
は
な

は
だ
複
雑
で
あ
り
、
ま
た
官
物
と
い
っ
て
も
一
様
で
は
な
い
か
ら
、
官
物
の
種
類
に
よ
り
そ
の
出
納
に
関
与
す
る
官
人
も
そ
の
都
度
異

な
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
い
ず
れ
の
場
合
で
も
監
物
は
必
ず
立
会
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
監
物
の
職
員
に
つ
い
て
述
べ
る
。
令
制
で
は
大
監
物
二
人
・
中
監
物
四
人
・
少
監
物
四
人
・
史
生
四
人
と
定
め
ら
れ
た
こ
と
は

す
で
に
触
れ
た
が
、
そ
の
後
、
い
つ
の
頃
か
監
物
主
典
な
る
令
外
官
が
設
置
さ
れ
た
ら
し
い
。
続
紀
天
平
宝
字
七
年
十
月
丁
酉
条
に

「
前
監
物
主
典
従
七
位
上
高
田
砒
登
足
人
」
と
み
え
る
か
ら
、
七
五
八
年
以
前
に
こ
れ
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
定
員
・

相
当
官
位
な
ど
一
切
不
明
だ
が
、
監
物
の
事
務
の
繁
忙
を
助
け
る
た
め
に
置
か
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
ど
う

し
た
こ
と
か
大
同
三
年
入
月
癸
酉
に
は
廃
止
さ
れ
て
し
ま
う
（
後
紀
）
。
し
か
し
、
翌
年
二
月
己
巳
に
は
中
監
物
二
（
一
力
）
員
、
少
監

物
二
員
を
加
え
置
く
こ
と
と
し
た
の
で
（
後
紀
）
、
監
物
は
結
果
と
し
て
大
幅
に
増
強
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
官
物
出
納

の
監
視
体
制
が
一
段
と
強
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
平
城
朝
の
官
制
の
大
幅
な
改
革
と
方
向
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
考
え

て
よ
か
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
弘
仁
四
年
十
月
甲
辰
、
改
め
ら
れ
て
令
制
に
復
帰
す
る
こ
と
と
な
る
（
類
聚
国
史
）
。
そ
の
理
由

と
し
て
は
平
城
朝
に
対
す
る
嵯
峨
朝
の
反
動
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
先
述
の
通
り
大
同
三
年
内
舎
人
廿
人
が
少
監
物
に
准
じ

て
馬
料
を
給
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
、
そ
の
理
由
が
「
以
レ
出
二
納
官
物
一
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
内
舎
人
は
監
物
と
並
ん
で
官

物
の
出
納
に
当
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
監
物
類
似
の
官
人
が
あ
ま
り
に
も
多
か
っ
た
こ
と
が
、
監
物
の
定
員
削
減
、
令

制
復
帰
の
原
因
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
延
喜
式
部
式
に
馬
料
を
賜
う
官
人
の
定
員
を
挙
げ
て
「
中
務
省
計
二
人
…
…
監
物
従
五
位
官
二
人
、
六
位
官
四
人
、
七
位
官

四
人
、
初
位
官
一
人
」
と
あ
る
。
従
五
位
官
が
大
監
物
、
六
位
官
が
中
監
物
、
七
位
官
が
少
監
物
に
当
る
こ
と
は
、
そ
の
相
当
官
位
、
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定
員
の
二
点
か
ら
み
て
明
ら
か
で
あ
る
（
令
制
で
は
大
監
物
二
人
、
従
五
位
下
、
中
監
物
四
人
、
従
六
位
下
、
少
監
物
四
人
、
正
七
位

下
）
。
で
は
初
位
官
一
人
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
参
照
さ
れ
る
べ
き
は
監
物
式
の
「
監
物
及
主
計
属
各
一
人
」
と
い
う
一
句
で

あ
ろ
う
。
後
者
す
な
わ
ち
主
計
の
属
と
は
令
制
主
計
寮
の
主
典
で
あ
る
大
属
・
少
属
を
さ
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
監
物
の
属
と

い
う
も
の
は
令
制
に
は
な
い
。
し
か
し
属
は
令
制
職
・
寮
の
主
典
の
特
称
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
準
拠
し
て
考
え
れ
ば
、
監
物
の
属
と

は
先
に
大
同
三
年
入
月
癸
酉
に
廃
止
さ
れ
た
監
物
の
主
典
と
同
じ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、
こ
う
考
え
て
よ
け
れ
ば
、
監

物
属
“
監
物
主
典
こ
そ
式
部
式
に
見
え
る
よ
う
に
初
位
相
当
官
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
先
に
監
物
主
典
の
定
員
・
相
当
官
位

な
ど
一
切
不
明
と
し
た
が
、
延
喜
式
制
で
は
定
員
一
人
・
初
位
相
当
官
と
定
め
ら
れ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
監
物
主
典
は
天
平
宝
字

七
年
以
前
に
置
か
れ
、
大
同
三
年
一
旦
廃
せ
ら
れ
た
が
、
の
ち
再
び
置
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
次
に
監
物
の
補
任
情
況
を
眺
め
て
み
よ
う
。
大
監
物
は
五
位
の
官
で
あ
る
か
ら
、
続
紀
以
下
の
国
史
に
補
佐
の
実
例
が
多
数

見
え
る
が
、
中
監
物
は
続
紀
に
見
え
ず
、
後
紀
・
三
代
実
録
等
に
そ
の
存
在
し
た
こ
と
が
見
え
る
。
少
監
物
も
続
紀
に
は
所
見
な
く
、

後
紀
・
三
代
実
録
等
に
官
職
の
存
在
が
示
さ
れ
（
三
代
実
録
に
補
任
一
例
あ
り
）
、
と
も
か
く
、
大
・
中
・
少
の
監
物
が
奈
良
・
平
安

初
期
に
存
在
し
た
こ
と
は
推
定
可
能
で
あ
る
。
た
だ
続
紀
に
中
・
少
監
物
の
存
在
し
た
確
認
が
得
ら
れ
な
い
の
は
、
続
紀
補
任
記
事
の

疎
漏
と
い
う
こ
と
が
主
た
る
理
由
で
あ
ろ
う
。

　
六
国
史
以
後
も
延
喜
式
に
大
・
中
・
少
の
監
物
が
あ
り
、
十
世
紀
に
な
っ
て
も
令
制
の
規
定
は
守
ら
れ
て
い
た
如
く
で
あ
る
が
、
後

に
中
監
物
は
廃
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
い
つ
の
こ
と
か
は
未
詳
で
あ
る
が
、
和
名
抄
五
（
官
名
第
十
一
）
に
「
監
物
局
．

職
員
令
云
、
中
務
省
監
（
物
脱
力
）
堕
大
」
と
あ
っ
て
、
「
有
二
大
中
少
一
」
と
な
い
の
は
、
す
で
に
和
名
抄
の
成
立
し
、
た
頃
、
中
監
物

の
廃
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
次
に
、
例
に
よ
っ
て
監
物
を
そ
の
唐
名
か
ら
考
察
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
監
物
の
唐
名
の
第
一
は
城
門
郎
で
あ
る
。
城
門
郎
と
は
門
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下
省
の
被
管
で
、
「
大
唐
六
典
八
」
に
よ
れ
ば
、
「
城
門
郎
四
人
従
六
品
上
」
「
掌
下
京
城
皇
城
宮
殿
諸
門
開
闊
之
節
奉
二
其
管
鍮
一
而
出
刺
納

之
と
と
あ
る
。
こ
れ
は
「
監
二
察
出
納
↓
請
二
進
管
鍮
一
」
と
い
う
監
物
の
職
掌
と
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
城
門
郎
は
管
鎗
の
出
納
を

掌
る
の
に
対
し
て
、
監
物
は
官
物
の
出
納
を
監
察
し
、
管
鍮
の
請
進
を
掌
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
監
物
の
請
進
す
る
管
鋪
は
、
令
集

解
所
引
古
記
の
説
を
除
け
ば
、
他
は
み
な
諸
司
の
庫
蔵
の
カ
ギ
と
し
、
宮
城
諸
門
の
カ
ギ
は
衛
府
と
關
司
の
管
轄
と
す
る
。
と
す
れ
ば
、

城
門
郎
は
む
し
ろ
衛
門
の
職
掌
に
近
い
の
で
は
な
い
か
。
通
典
に
「
後
周
地
官
府
置
二
宮
門
上
士
一
人
、
下
士
一
人
蝋
掌
二
皇
城
十
二
門

之
禁
令
ご
「
北
斉
衛
尉
寺
統
二
城
門
寺
司
置
二
城
門
校
尉
二
人
司
掌
二
宮
殿
城
門
井
諸
倉
庫
管
鎗
之
事
一
」
と
あ
る
よ
う
に
城
門
郎
の
前
身

城
門
校
尉
、
宮
門
上
下
士
は
も
っ
ぱ
ら
宮
殿
城
門
の
こ
と
に
当
る
の
で
あ
り
（
城
門
校
尉
は
倉
庫
の
管
鍮
も
掌
っ
た
が
）
、
こ
れ
に
よ
っ

て
も
監
物
の
唐
名
に
城
門
郎
を
当
て
る
の
は
適
切
で
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
城
門
郎
を
ま
た
一
方
で
衛
門
督
に
当
て
る
こ
と
が
あ
る

が
、
む
し
ろ
こ
の
方
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

　
監
物
の
唐
名
と
し
て
、
次
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
侍
御
史
・
殿
中
侍
御
史
で
あ
る
。
侍
御
史
は
御
史
台
の
分
判
官
で
、
六
典
に
「
侍

御
史
四
人
従
六
品
下
」
「
掌
下
糾
二
挙
百
僚
扁
推
中
鞠
獄
訟
上
」
と
あ
り
、
殿
中
侍
御
史
は
同
書
に
「
殿
中
侍
御
史
六
人
従
七
品
上
」
「
掌
二
殿

廷
供
奉
之
儀
式
こ
と
あ
り
、
い
ず
れ
も
官
人
の
非
違
の
監
察
に
携
わ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
一
見
し
て
わ
が
監
物
と
は

異
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
（
御
史
台
が
わ
が
弾
正
台
に
相
当
し
、
侍
御
史
は
弾
正
忠
に
当
る
）
、
こ
れ
を
強
い
て
監

物
に
当
て
た
の
は
、
監
物
の
職
掌
の
「
監
察
出
納
」
を
「
出
納
を
監
察
す
」
と
訓
ま
ず
、
「
監
察
」
「
出
納
」
の
二
事
と
考
え
（
令
集
解

穴
記
の
説
）
、
「
監
察
」
を
ひ
ろ
く
「
官
人
の
非
違
の
監
察
」
と
考
え
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
が
、
「
監
察
出
納
」
を
そ
の
よ
う
に

と
る
こ
と
の
不
可
な
る
所
以
は
す
で
に
説
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
侍
御
史
・
殿
中
侍
御
史
を
監
物
の
唐
名
と
す
る
説
は

不
当
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
監
物
に
ふ
さ
わ
し
い
唐
名
は
ど
う
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
監
物
は
唐
制
に
そ
の
範
を
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求
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
わ
が
令
制
独
自
の
官
職
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
想
像
に
わ
れ
わ
れ
を
導
い
て
く
れ
る
。
な
る
ほ
ど
、
北

斉
の
城
門
校
尉
こ
そ
は
「
宮
城
殿
門
井
諸
倉
庫
管
鍮
之
事
」
を
掌
っ
た
が
、
「
諸
倉
庫
管
鋪
之
事
」
は
そ
の
後
に
は
う
け
つ
が
れ
ず
、
以

後
は
皇
城
十
二
門
の
禁
令
を
も
っ
ぱ
ら
掌
る
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
「
諸
倉
庫
管
鎗
之
事
」
は
い
ず
れ
の
官
職
に
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
六
典
や
通
典
を
見
て
も
そ
れ
ら
し
き
も
の
を
未
だ

見
出
し
得
な
い
。
こ
れ
は
筆
者
の
調
査
が
詳
し
く
な
い
た
め
で
、
将
来
は
発
見
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
、
断
定
的
な
こ
と
は
さ
し

ひ
か
え
た
い
が
、
現
段
階
で
一
応
の
ま
と
め
を
つ
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
監
物
も
ま
た
わ
が
国
独
自
の
官
職
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得

な
い
。

　
も
し
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
監
物
が
「
オ
ロ
シ
モ
ノ
、
ツ
カ
サ
」
と
い
う
よ
う
に
、
き
わ
め
て
日
本
的
な

訓
を
も
つ
理
由
も
わ
か
る
よ
う
に
思
う
し
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
日
本
独
自
の
官
職
で
あ
っ
た
が
故
に
、
こ
れ
を
二
官
八
省
の
う
ち
、

と
く
に
中
務
省
を
選
ん
で
こ
れ
に
所
属
せ
し
め
た
理
由
も
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
監
物
が
請
進
す
る
と
こ
ろ
の
管
鍮
に
つ
い
て
延
喜
典
鋪
式
を
参
考
の
た
め
に
引
用
し
て
お
く
。

　
凡
諸
司
蔵
庫
鎗
匙
。
毎
日
与
二
監
物
一
共
旦
請
夕
進
、
〈
図
書
寮
・
民
部
省
・
大
蔵
省
・
掃
部
寮
・
大
膳
職
・
主
殿
寮
・
大
炊
寮
鎗
〉

但
兵
庫
鍮
臨
時
請
進
。

　
監
物
が
い
か
に
重
要
な
官
職
で
あ
っ
た
か
は
右
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
は
諸
門
の
鋪
の
こ
と
は
見
え
ず
、
先
に
引
用
し

た
令
集
解
古
記
の
説
は
延
喜
式
の
制
と
も
合
わ
な
い
の
で
あ
る
。

三
　
主
鈴
に
つ
い
て

令
義
解
に
よ
れ
ば
前
述
の
監
物
の
次
に
主
鈴
と
い
う
品
官
が
あ
る
。
主
鈴
は
大
主
鈴
・
少
主
鈴
各
二
人
か
ら
な
り
、
大
主
鈴
は
正
七
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位
下
相
当
官
（
少
監
物
に
同
じ
）
、
少
主
鈴
は
正
八
位
上
相
当
官
で
あ
る
。
そ
の
職
掌
は
「
掌
下
出
コ
納
鈴
印
伝
符
↓
飛
駅
函
鈴
事
上
」
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
少
納
言
の
職
掌
の
う
ち
の
「
請
ゴ
進
鈴
印
伝
符
哨
進
コ
付
飛
駅
國
鈴
一
」
と
い
う
の
に
酷
似
す
る
。
令
集
解
所
引
古
記
は

こ
の
両
者
の
関
係
を
説
明
し
て
「
少
納
言
率
二
主
鈴
等
一
請
進
也
。
」
と
い
う
。
少
納
言
は
太
政
官
の
職
員
、
主
鈴
は
中
務
省
の
職
員
で

あ
る
か
ら
、
少
納
言
と
主
鈴
と
の
間
に
古
記
に
い
う
よ
う
な
職
務
上
の
上
下
関
係
が
あ
る
の
は
、
一
見
不
可
解
の
よ
う
で
あ
る
が
、
少

納
言
三
人
は
も
と
も
と
中
務
省
の
職
員
た
る
侍
従
八
人
の
中
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
侍
従
の
職
を
介
し
て
少
納
言
と
主
鈴
と
は
近
接

し
た
官
職
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
主
鈴
の
職
掌
に
見
え
る
「
鈴
」
は
駅
鈴
、
「
印
」
は
内
印
の
こ
と
で
あ
る
し
、
「
伝
符
」
は
伝
馬
に
乗
る
と
き
の
証
明
書
で
あ

る
が
、
「
飛
駅
國
鈴
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
令
義
解
・
令
集
解
と
も
に
全
く
口
を
と
ざ
し
て
何
事
を
も
語
ら
な
い

が
、
延
喜
中
務
式
に
「
凡
在
外
官
上
二
飛
駅
画
一
者
、
少
納
言
奏
進
。
若
不
レ
在
者
見
在
丞
巳
上
奏
進
。
其
報
二
下
飛
駅
一
者
。
少
納
言
井

輔
巳
上
一
人
、
内
記
二
人
、
共
入
二
内
裏
一
行
レ
事
。
」
と
あ
り
、
木
工
式
に
「
飛
駅
画
〈
長
一
尺
一
寸
六
分
、
広
三
寸
、
深
二
寸
三
分
〉
」

と
あ
り
、
地
方
か
ら
中
央
へ
、
中
央
か
ら
地
方
へ
飛
駅
を
遣
わ
す
と
き
、
所
持
す
る
細
長
い
画
が
飛
函
駅
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

主
鈴
式
に
よ
る
と
「
凡
飛
駅
井
駅
伝
函
、
…
…
主
鈴
封
〆
之
。
」
と
あ
り
、
中
央
か
ら
地
方
へ
遣
わ
す
飛
團
駅
は
主
鈴
が
封
を
す
る
例
で

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
十
世
紀
の
延
喜
式
の
制
で
あ
る
が
、
潮
っ
て
八
世
紀
の
制
を
推
す
手
が
か
り
と
は
な
ろ
う
。
最
後
の
「
鈴
」
は
当

然
「
飛
駅
鈴
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
「
飛
駅
鈴
」
と
い
う
も
の
は
、
史
料
に
は
全
然
見
え
な
い
。
「
駅
鈴
」
と
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
主
鈴
は
ま
た
中
央
か
ら
飛
駅
を
発
遣
す
る
と
き
、
使
者
が
携
行
す
る
勅
符
を
封
画
す
る
こ
と
を
任
と
し
（
内
記
式
）
、
天
皇
行
幸
の
場

合
に
も
少
納
言
と
と
も
に
内
印
、
駅
鈴
伝
符
を
奉
じ
て
供
奉
し
（
主
鈴
式
）
、
鈴
は
馬
寮
よ
り
充
て
ら
れ
た
馬
に
負
わ
せ
た
（
主
鈴
式
・

内
記
式
）
と
い
う
。
駅
鈴
が
相
当
に
重
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
以
上
に
よ
り
、
主
鈴
が
少
納
言
と
職
務
上
に
お
い
て
密
接
な
関
係
が
あ
り
、
あ
た
か
も
上
下
統
属
の
官
と
み
な
し
得
る
こ
と
は
明
ら
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か
で
あ
る
が
、
主
鈴
は
ま
た
内
記
と
も
深
い
関
係
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
内
記
式
に
「
凡
在
外
官
飛
駅
奏
事
者
、
大
臣
奏
畢
、
即
令
三
内

記
作
二
勅
符
↓
大
臣
自
持
昇
二
殿
上
一
奉
ノ
覧
、
畢
少
納
言
・
中
務
輔
・
内
記
・
主
鈴
等
請
レ
印
、
封
レ
画
発
遣
。
」
と
見
え
、
ま
た
「
凡
封
二

駅
伝
勅
符
一
式
、
少
納
言
・
中
務
輔
・
主
鈴
等
請
レ
印
准
二
飛
駅
式
司
内
記
・
主
鈴
封
レ
國
、
官
史
発
遣
。
」
と
見
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
知

ら
れ
る
。

　
主
鈴
の
職
掌
の
あ
ら
ま
し
は
右
の
通
り
で
あ
る
が
、
次
に
主
鈴
の
唐
名
か
ら
考
察
を
試
み
よ
う
。
主
鈴
の
唐
名
は
諸
書
一
致
し
て

「
符
宝
郎
」
で
あ
る
。
「
六
典
八
」
に
よ
れ
ば
、
門
下
省
の
下
に
「
符
宝
郎
四
人
」
が
お
り
、
そ
の
官
品
は
「
従
六
品
上
」
。
そ
の
職
掌
は

「
掌
二
天
子
之
八
宝
及
国
之
符
節
哨
弁
二
其
所
フ
用
、
有
レ
事
則
請
二
於
内
［
、
既
レ
事
則
奉
而
蔵
レ
之
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
天
子
の
八
宝

と
は
神
宝
・
授
命
宝
・
皇
帝
行
宝
・
皇
帝
之
宝
・
皇
帝
信
宝
・
天
子
行
宝
・
天
子
之
宝
・
天
子
信
宝
の
総
称
で
あ
る
が
、
神
宝
は
「
所
判

以
承
二
百
王
｛
鎮
ゆ
万
国
上
」
の
も
の
、
授
命
宝
は
「
所
刊
以
修
二
封
禅
｛
礼
中
神
祇
上
」
の
も
の
で
、
こ
の
二
者
は
わ
が
公
式
令
の
「
天
子

神
璽
、
　
〈
謂
、
践
詐
之
日
寿
璽
。
宝
而
不
レ
用
〉
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
次
の
皇
帝
行
宝
は
「
答
二
疏
於
王
公
一
則
用
γ
之
」
、
皇
帝

之
宝
は
「
労
二
来
勲
賢
一
則
用
レ
之
」
、
皇
帝
信
宝
は
「
徴
二
召
臣
下
一
則
用
ノ
之
」
、
天
子
行
宝
は
「
答
二
四
夷
H
書
則
用
レ
之
」
、
天
子
之
宝
は

「
慰
二
撫
蛮
夷
一
則
用
ノ
之
」
、
天
子
信
宝
は
「
発
二
蕃
国
兵
噛
則
用
ノ
之
」
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
ら
は
ご
く
大
ざ
っ
ぱ
に
い
っ
て
、
わ
が

内
印
に
当
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
六
典
に
「
車
駕
（
天
子
）
行
幸
、
則
奉
レ
宝
以
従
二
干
黄
鉄
之
内
こ
と
あ
る
の
も
、
先
掲
主
鈴
式

の
規
定
と
同
様
で
あ
る
。

　
次
に
「
国
之
符
節
」
に
つ
い
て
六
典
の
解
説
を
見
よ
う
。
六
典
に
「
凡
国
有
二
大
事
一
則
出
二
納
符
節
嚇
弁
二
其
左
右
之
異
引
蔵
二
其
左
一

而
班
二
其
右
剛
以
合
二
中
外
之
契
門
焉
。
」
と
あ
り
、
符
節
は
こ
れ
を
左
右
に
分
け
、
そ
の
左
を
中
央
に
と
ど
め
そ
の
右
を
班
下
す
る
と
い

う
か
ら
、
後
世
の
勘
合
符
に
似
て
、
左
右
つ
き
合
わ
せ
て
、
真
偽
を
た
し
か
め
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
ま
ず
、
符
で
あ
る
が
、
一

を
銅
魚
符
と
い
い
、
軍
旅
を
起
こ
し
、
守
長
を
易
く
す
る
所
以
の
も
の
で
あ
る
。
二
を
伝
符
と
い
い
、
郵
駅
を
給
い
、
制
命
を
通
ず
る
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所
以
の
も
の
で
あ
る
。
三
を
随
身
魚
符
と
い
い
、
貴
賎
を
明
ら
か
に
し
、
徴
召
す
べ
き
所
以
の
も
の
で
あ
る
。
以
上
は
符
で
あ
る
が
、

次
に
四
を
木
契
と
い
い
、
鎮
守
を
重
ん
じ
、
出
納
を
慎
し
む
所
以
で
あ
る
。
五
を
族
節
と
い
い
、
良
能
に
委
ね
、
賞
罰
を
仮
す
る
所
以

で
あ
る
と
い
う
。
以
上
が
符
節
の
制
で
あ
る
が
、
そ
の
対
象
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
わ
が
主
鈴
の
「
鈴
印
伝
符
、
飛
駅
函
鈴
」
と
は
く
ら

べ
も
の
に
な
ら
な
い
く
ら
い
広
汎
で
あ
り
、
と
く
に
銅
魚
符
、
随
身
符
、
族
節
な
ど
は
わ
が
主
鈴
の
関
与
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

伝
符
（
木
契
）
は
わ
が
令
制
に
も
そ
の
名
が
見
え
る
か
ら
、
こ
れ
ま
た
、
大
ま
か
に
い
っ
て
、
「
国
之
符
節
」
は
主
鈴
の
職
掌
に
ほ
ぼ

相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
に
ょ
り
、
主
鈴
の
唐
名
を
符
宝
郎
と
す
る
こ
と
は
、
当
ら
ず
と
い
え
ど
も
遠
か
ら
ず
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
唐

制
で
、
符
宝
郎
四
人
の
下
に
主
宝
六
人
、
主
符
三
十
人
、
主
節
十
八
人
と
い
う
大
量
の
官
人
が
所
属
し
て
い
た
こ
と
は
、
符
宝
郎
の
職

掌
が
い
か
に
広
汎
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
繁
忙
の
任
で
あ
っ
た
か
を
物
語
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
わ
が
大
・
少
の
主
鈴
計
四
人
と
比
較
す

れ
ば
、
わ
が
主
鈴
が
符
宝
郎
の
職
掌
の
ご
く
一
部
を
そ
の
任
と
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
主
鈴
は
符
宝
郎
の
縮
小
版
と
い
っ
て

よ
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
唐
で
は
符
宝
郎
は
門
下
省
に
属
し
た
の
で
あ
る
が
、
わ
が
令
制
で
は
門
下
省
相
当
官
庁
は
独
立
官
庁

と
し
て
は
設
け
ら
れ
ず
、
門
下
省
の
機
能
は
太
政
官
と
中
務
省
に
分
割
吸
収
せ
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
侍
中
・
黄
門
侍
郎
・
給
事
中
は

大
・
中
・
少
納
言
と
し
て
太
政
官
に
、
散
騎
常
侍
・
補
閾
・
拾
遺
は
侍
従
と
し
て
、
起
居
郎
は
内
記
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
中
務
省
に
配
属

さ
れ
た
如
き
は
、
そ
の
例
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
門
下
省
の
符
宝
郎
に
相
当
す
る
主
鈴
も
、
そ
の
帰
属
が
太
政
官
か
中
務
省
の
い
ず

れ
か
に
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
太
政
官
は
本
来
国
政
総
理
の
機
関
で
あ
る
か
ら
、
天
皇
の
内
印
な
ど
を
掌

り
、
天
皇
の
側
近
に
あ
る
べ
き
主
鈴
は
、
こ
れ
を
当
然
中
務
省
に
所
属
せ
し
む
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
主
鈴
を

も
ま
た
中
務
省
の
品
官
と
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
は
、
内
記
の
場
合
と
よ
く
似
て
い
る
の
で
あ
る
。
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令
義
解
を
み
る
と
中
務
省
の
品
官
で
最
後
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
典
鍮
で
あ
る
。
そ
の
職
掌
は
官
名
の
示
す
と
お
り
で
あ
る
が
、
令
義

解
に
よ
れ
ば
「
掌
レ
出
二
納
管
鋪
こ
と
あ
り
、
「
カ
ギ
」
の
出
納
に
当
る
も
の
で
あ
り
、
「
カ
ギ
」
を
使
っ
て
物
を
出
納
す
る
官
で
は
な

い
よ
う
で
あ
る
。
で
は
「
出
二
納
管
鋪
一
」
と
は
ど
の
よ
う
な
「
カ
ギ
」
を
出
納
す
る
の
か
。
ま
た
「
出
納
」
と
は
具
体
的
に
い
か
な
る

行
為
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
こ
の
二
点
を
考
え
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
先
に
も
触
れ
た
と
お
り
、
同
じ
中
務
省
の
品
官
に
監
物
が
あ
り
、
そ
の
職
掌
は
「
監
ゴ
察
出
納
叩
請
コ
進
管
鋪
一
」
で
あ
る
。
こ
の
監

物
の
職
掌
と
典
鍮
の
職
掌
と
は
ど
う
か
か
わ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
間
の
事
情
を
う
か
が
う
べ
き
史
料
と
し
て
は
、
時
代
は
降
る
が

延
喜
の
監
物
式
、
典
鋪
式
が
あ
る
。

　
監
物
式
に
は

　
凡
請
二
諸
司
管
鍮
一
者
、
毎
旦
監
物
井
典
鋪
等
共
候
二
延
政
門
外
司
近
衛
開
レ
門
。
大
舎
人
就
二
閲
司
一
（
掃
部
寮
設
ノ
座
）
呵
レ
門
二
声

（
其
詞
日
、
美
可
度
能
都
加
佐
）
。
閲
司
問
日
誰
。
大
舎
人
称
二
姓
名
一
日
。
鎗
給
搬
牟
監
物
姓
名
、
典
鍮
姓
名
等
候
レ
門
登
申
。
闊
司
進

就
二
版
位
一
奏
。
其
詞
日
、
鍮
給
搬
牟
監
物
姓
名
、
典
鎗
姓
名
等
明
γ
門
故
ホ
申
。
勅
日
、
令
レ
奏
。
闘
司
称
唯
。
復
二
本
座
一
宣
日
。
令
二
姓

名
等
奏
幻
大
舎
人
共
称
唯
。
即
監
物
引
二
典
鋪
大
舎
人
等
齢
入
共
就
二
版
位
［
（
但
大
舎
人
留
二
左
披
門
一
）
。
監
物
奏
日
、
司
司
乃
賜
物
下
牟

鍮
給
登
申
。
勅
日
。
取
之
。
共
称
唯
退
出
。
典
鎗
更
引
二
大
舎
人
等
一
進
就
二
鍮
櫃
下
一
出
二
管
鋪
旧
授
二
大
舎
人
嚇
退
出
。
転
授
二
監
物
司
夕

時
進
レ
鎗
儀
亦
如
レ
之
。
其
詞
日
。
給
騨
司
司
乃
鎗
進
登
申
。
勅
日
、
収
之
。
即
共
称
唯
退
出
。
（
後
略
）

　
と
あ
る
。
い
さ
さ
か
引
用
が
長
く
な
っ
た
が
、
こ
れ
を
見
る
と
、
監
物
が
毎
旦
鍮
を
請
け
、
且
毎
夕
こ
れ
を
進
る
と
き
典
鎗
が
一
緒

に
行
動
す
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
両
者
の
職
掌
の
差
違
は
監
物
が
鎗
の
請
進
の
こ
と
を
奏
上
す
る
の
に
対
し
て
、
典
鍮
は
勅
許
の
あ
っ
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た
鋪
を
直
接
櫃
か
ら
出
し
た
り
こ
れ
を
納
め
た
り
す
る
点
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
監
物
の
鍮
の
請
進
は
典
鎗
を
媒
介
と
し
て
行
な
わ
れ

る
の
で
あ
っ
て
、
監
物
の
単
独
行
動
は
許
さ
れ
な
い
。
い
っ
ぽ
う
典
鋪
は
櫃
か
ら
出
し
た
鋪
を
監
物
に
転
授
し
、
ま
た
監
物
か
ら
返
納

さ
れ
た
鎗
を
櫃
に
納
め
る
の
で
あ
っ
て
、
鍮
そ
の
も
の
の
使
用
に
は
直
接
か
か
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
請

進
管
鎗
」
と
「
出
納
管
鋪
」
と
の
関
係
は
延
喜
式
で
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
令
制
の
は
じ
め
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を

証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
近
衛
な
ど
令
制
以
後
の
官
人
の
名
も
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
監
物
と
典
鎗
と
が
と
も
に
中
務

省
の
品
官
で
あ
っ
て
、
両
者
の
関
係
が
当
初
よ
り
密
接
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
か
ら
、
延
喜
式
に
見
え
る
両

者
の
関
係
は
そ
の
大
筋
に
お
い
て
令
制
の
は
じ
め
か
ら
存
在
し
た
も
の
と
考
え
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
典
鋪
式
に
「
凡
諸
司
蔵
庫
鍮
匙
、
毎
日
与
二
監
物
一
共
旦
請
夕
進
」
と
あ
る
の
は
、
先
の
監
物
式
に
見
え
る
両
者
の
関
係
を
要
約
し
た

も
の
で
あ
り
、
こ
の
程
度
の
こ
と
は
、
令
制
の
は
じ
め
か
ら
あ
っ
た
も
の
と
認
め
て
よ
か
ろ
う
。

　
さ
て
、
典
鋪
は
右
の
よ
う
に
鍮
の
出
納
を
任
と
す
る
の
で
あ
り
、
監
物
と
共
に
行
動
す
る
の
で
あ
る
が
、
延
喜
式
に
よ
れ
ば
そ
の
独

自
性
は
鎗
の
出
納
に
際
し
て
、
櫃
の
匙
を
用
い
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
典
鋪
式
に
「
凡
納
二
御
鍮
一
辛
櫃
匙
。
納
二

典
鎗
局
ご
と
あ
り
、
鎗
を
お
さ
め
る
辛
（
唐
）
櫃
の
開
閉
に
用
い
る
匙
は
典
鋪
の
管
理
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
「
納
二
御
鋪
一
辛
櫃

匙
」
こ
そ
典
鎗
の
職
権
の
象
徴
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
令
制
の
当
初
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
と
立
証
で
き
る
史
料
は
な

い
が
、
そ
の
可
能
性
は
充
分
あ
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
典
鎗
の
「
出
納
管
鎗
」
の
具
体
的
内
容
は
お
よ
そ
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
そ
の
管
鍮
と
は
ど
の
よ
う
な
「
カ
ギ
」

で
あ
っ
た
か
。
先
に
掲
げ
た
監
物
式
に
「
請
二
諸
司
管
鋪
一
」
「
司
司
乃
賜
物
下
牟
鋪
」
「
司
司
乃
鎗
」
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
延
喜
式
に
よ

れ
ば
、
監
物
・
典
鋪
の
扱
う
「
カ
ギ
」
は
令
制
諸
官
司
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
、
い
ま
少
し
具
体
的
に
示
し
た
の
が
典
鎗
式
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
「
凡
諸
司
蔵
庫
鎗
匙
。
毎
日
与
二
監
物
共
旦
請
夕
進
。
」
と
あ
る
条
文
の
鎗
に
注
し
て
「
図
書
寮
。
民
部
省
。
大
蔵
省
。
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掃
部
寮
。
大
膳
職
。
主
殿
寮
。
大
炊
寮
鎗
」
と
見
え
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
諸
官
司
の
蔵
庫
の
鎗
の
出
納
に
当
る
の

が
典
鎗
の
職
掌
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
令
義
解
に
監
物
の
「
請
二
進
管
鍮
一
」
を
解
説
し
て
「
謂
。
（
中
略
）
是
即
庫
蔵
管
鎗
、
其
諸

門
管
鎗
者
、
闘
司
掌
之
也
。
（
後
略
）
」
と
あ
り
、
令
集
解
に
「
朱
云
。
貞
云
。
門
鐙
者
、
衛
府
請
進
也
。
其
出
納
者
、
閲
司
可
ノ
掌
也
。

不
レ
可
レ
由
二
典
鑑
一
也
。
（
後
略
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
平
安
初
期
以
来
、
法
家
の
通
説
で
も
あ
っ
た
。

　
た
だ
、
大
宝
令
の
注
釈
と
し
て
著
名
な
令
集
解
所
引
古
記
に
は
「
管
鑑
謂
二
宮
門
及
百
官
・
諸
国
倉
厘
等
鐙
一
也
。
（
後
略
）
」
と
あ
っ

て
、
監
物
・
典
鑑
の
掌
る
管
鐙
は
延
喜
式
に
い
う
諸
司
の
み
な
ら
ず
、
宮
門
。
諸
国
の
倉
魔
の
鐙
に
及
ぶ
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

少
な
く
と
も
奈
良
中
期
に
お
け
る
監
物
・
典
鍮
の
職
掌
は
延
喜
式
の
制
よ
り
は
る
か
に
広
範
な
も
の
と
な
る
が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に

監
物
．
典
鋪
等
の
限
ら
れ
た
職
員
（
監
物
の
史
生
を
含
め
て
十
入
名
）
で
百
官
の
み
な
ら
ず
宮
門
か
ら
諸
国
倉
厘
の
鐙
ま
で
も
一
手
に

引
き
受
け
て
扱
う
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
疑
い
な
き
を
得
な
い
。

　
こ
れ
に
関
連
し
て
注
意
さ
れ
る
の
は
後
宮
職
員
令
集
解
闘
司
条
の
「
掌
宮
閤
管
鑑
」
に
つ
い
て
の
古
記
の
説
で
あ
る
。
こ
の
条
に
つ

い
て
は
義
解
・
令
釈
・
穴
記
・
跡
記
等
の
諸
説
が
一
致
し
て
「
宮
城
以
内
諸
門
管
鑑
」
「
宮
内
及
宮
城
門
閤
門
之
鋒
」
、
す
な
わ
ち
宮
城

十
二
門
以
内
の
諸
門
（
宮
城
門
、
宮
内
、
閤
門
）
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
古
記
だ
け
は
「
宮
閤
門
管
鐙
。
即
閤
門
鑑
耳
」
と
苦
し

い
解
釈
を
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
大
宝
令
で
は
「
宮
閤
門
管
鑑
」
と
あ
っ
た
ら
し
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
「
宮
閤
門
」
を
「
閤

門
」
の
こ
と
だ
と
し
て
い
る
の
は
、
先
掲
監
物
条
古
記
の
「
管
鐙
謂
二
宮
門
…
…
鑑
一
也
」
と
い
う
解
釈
と
照
応
す
る
。
監
物
が
宮
門
の

鑑
を
掌
る
と
す
る
古
記
は
、
闘
司
の
「
宮
閤
門
」
を
「
閤
門
」
の
こ
と
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
或
い
は
こ
れ
が
古
記
の
作
ら

れ
た
時
代
の
実
情
を
忠
実
に
反
映
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
が
条
文
の
本
旨
に
惇
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
古
記
の
解
釈
が
時
の
実
情
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
令
制
本
来
の
在
り
方
を
示
す
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い

か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
古
記
の
解
釈
に
拘
泥
す
る
必
要
は
な
い
。
監
物
・
典
鎗
の
掌
る
管
鍮
に
宮
城
以
内
諸
門
の
そ
れ
は
含
ま
れ
な
い
と
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す
る
義
解
等
の
解
釈
が
、
こ
の
場
合
正
当
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
典
鎗
の
唐
名
を
「
門
僕
」
と
す
る
説
は
一
見

し
て
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
し
、
「
宮
閲
局
令
」
と
す
る
の
も
全
然
当
ら
な
い
。

　
こ
の
こ
と
は
監
物
に
適
切
な
唐
名
が
な
か
っ
た
こ
と
と
も
照
応
す
る
の
で
あ
り
、
監
物
が
「
オ
ロ
シ
モ
ノ
ノ
ツ
カ
サ
」
の
訓
を
も
ち
、

わ
が
国
の
伝
統
的
な
制
度
に
も
と
ず
く
官
職
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
典
鋪
も
ま
た
「
カ
ギ
ト
リ
」
と
よ
ば
れ
、
す
で
に
持
統
朝
に
は
そ
の

前
身
が
存
在
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
た
唐
制
に
は
な
い
、
日
本
独
自
の
官
職
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
、
典
錦
が
出
納
す
る
管
錦
は
延
喜
式
に
よ
れ
ば
図
書
寮
・
民
部
省
・
大
蔵
省
・
掃
部
寮
・
大
膳
職
・
主
殿
寮
．
大
炊
寮
の
そ
れ

で
あ
る
が
、
こ
こ
に
内
蔵
寮
の
名
が
見
え
な
い
の
は
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
持
統
七
年
紀
に
よ
れ
ば
内

蔵
寮
の
官
人
の
臓
物
の
罪
に
連
坐
し
た
の
は
監
物
と
典
鋪
で
あ
り
、
内
蔵
寮
の
庫
蔵
の
管
鋪
の
出
納
に
典
鍮
が
当
る
の
は
大
宝
令
以
前

か
ら
の
制
度
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
に
、
延
喜
式
制
で
こ
の
内
蔵
寮
が
脱
落
し
て
い
る
の
は
一
見
不
可
解
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
参
照
さ
れ
る
べ
き
は
令
集
解
所
引
延
暦
十
八
年
四
月
二
十
三
日
の
奏
状
で
あ
る
。

　
置
二
廃
官
員
一
事
。
内
蔵
寮
。
省
二
主
鐙
四
員
嚇
今
加
二
少
属
一
口
塁
右
件
員
少
事
多
。
念
劇
尤
殊
。
而
主
鑑
四
人
、
曾
無
二
一
用
↓
徒

置
二
官
員
↓
還
費
二
俸
禄
｛
省
除
更
加
二
少
属
一
員
↓
綜
コ
済
寮
務
司
（
後
略
）

　
こ
の
奏
状
に
よ
れ
ば
、
内
蔵
寮
の
主
鐙
（
大
・
少
各
二
人
）
は
当
時
全
く
無
用
の
長
物
と
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
主
鐙
廃
止
の
こ

と
は
奏
状
の
末
尾
に
「
聞
」
と
あ
る
の
で
明
ら
で
あ
り
、
、
そ
の
内
容
は
天
皇
に
よ
っ
て
裁
可
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
て
、
内
蔵
寮
の
主
鐙
は
延
暦
十
八
年
四
月
二
十
七
日
廃
止
の
こ
と
が
決
定
し
た
の
で
あ
る
が
（
後
紀
）
、
そ
の
結
果
、
監
物
が

請
進
し
、
典
鋪
が
出
納
す
る
諸
司
の
管
鍮
の
う
ち
内
蔵
寮
の
そ
れ
は
自
動
的
に
か
れ
ら
の
管
掌
か
ら
離
脱
し
た
に
違
い
な
い
。
で
は
、

誰
が
内
蔵
寮
の
管
鎗
を
管
掌
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
右
の
奏
状
か
ら
す
れ
ば
、
増
員
さ
れ
た
内
蔵
寮
の
少
属
を
含
め
た

属
あ
た
り
が
そ
の
任
に
当
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
の
よ
う
な
推
測
が
的
外
れ
で
な
い
こ
と
は
、
延
喜
内
蔵
式
の
次
の
よ
う
な
規
定
か
ら
も
傍
証
さ
れ
る
。
「
凡
蔵
匙
者
、
属
巳
上
一

人
。
先
触
二
左
近
陣
官
哨
率
二
史
生
一
入
二
日
華
門
一
請
納
。
」
こ
こ
で
は
属
巳
上
と
あ
っ
て
属
と
限
定
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
内
蔵
寮
の
四

等
官
の
定
員
は
令
制
の
頭
・
助
・
允
・
大
属
・
少
属
各
一
人
、
計
五
人
の
と
こ
ろ
へ
延
暦
十
八
年
に
少
属
一
人
が
加
え
ら
れ
て
計
六
人

か
く
て
属
は
そ
の
半
数
の
三
人
と
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
寮
務
に
お
け
る
属
の
比
重
は
か
な
り
高
ま
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
典
鎗
式
に
「
内
蔵
寮
」
の
名
が
見
え
な
い
理
由
は
こ
の
よ
う
に
し
て
ほ
ぼ
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
逆
に
、
令
制
で
は
内
蔵
寮
の

庫
蔵
の
鍮
も
典
錦
の
出
納
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
こ
と
を
立
証
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
内
蔵
寮
の
主
鍮
の
こ
と
に
触
れ
た
の
で
、
そ
れ
と
類
似
の
存
在
で
あ
る
大
蔵
省
の
主
鋪
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
こ
う
。
主
鍮
の
職
掌

は
「
掌
ノ
主
コ
当
出
納
己
（
令
義
解
）
の
で
あ
り
、
大
蔵
の
物
の
出
納
を
主
当
す
る
こ
と
を
そ
の
任
と
し
た
が
、
出
納
の
手
続
き
は
監
物
゜

式
に
詳
し
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
3

　
凡
応
レ
出
コ
納
大
蔵
物
一
者
、
少
弁
巳
上
一
人
、
中
務
．
民
部
．
大
蔵
三
省
輔
各
一
入
、
監
物
一
人
、
主
計
助
已
上
一
人
、
同
会
就
二
諸
　
一

司
庁
↓
本
司
録
申
日
、
雑
物
出
納
登
申
。
（
中
略
）
弁
判
命
之
、
録
称
唯
。
主
鋪
申
日
、
給
ノ
鋪
止
申
。
監
物
命
日
。
給
之
。
即
称
唯
受
レ
鎗
。

諸
司
共
赴
コ
立
正
蔵
前
司
主
鋪
引
二
蔵
部
等
一
申
日
。
開
レ
蔵
登
申
。
監
物
命
日
。
開
之
。
即
称
唯
令
二
蔵
部
開
司
諸
司
検
二
校
出
納
↓
了
即

監
物
加
レ
封
。
主
鍮
申
日
。
事
畢
。
（
後
略
）

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
大
蔵
の
主
鍮
は
監
物
よ
り
鋪
を
受
け
、
蔵
部
を
し
て
蔵
庫
を
開
き
、
物
を
出
納
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
「
主
当
」
と
は

す
な
わ
ち
そ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
監
物
式
に
は
、
先
述
し
た
理
由
に
よ
り
内
蔵
寮
の
主
鎗
の
こ
と
は
見
え
な
い
し
、
し
た
が
っ
て
内
蔵
の
雑
物
出
納
の
こ
と
は
、
監
物

と
は
関
係
な
く
、
内
蔵
式
に
別
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
凡
寮
庫
雑
物
者
、
先
種
別
自
二
正
倉
一
移
コ
納
於
別
庫
司
而
後
下
用
。
未
二
下
用
蓋
「
之
前
、
亦
復
移
納
勿
γ
令
二
断
絶
司
開
二
正
倉
一
者
、
助
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以
上
一
人
。
与
二
允
属
扁
開
之
。

　
と
あ
る
の
が
、
そ
れ
だ
が
、
こ
れ
を
前
記
の
監
物
式
の
大
蔵
の
出
納
規
定
と
比
べ
れ
ば
、
内
蔵
の
出
納
が
い
か
に
簡
略
化
さ
れ
て
い

た
か
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
簡
略
化
が
何
故
に
行
な
わ
れ
た
か
は
、
そ
れ
自
体
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
が
、
い
ま
は
主
題
を

い
さ
さ
か
離
れ
る
の
で
、
後
日
を
期
し
た
い
。

　
最
後
に
典
錦
と
後
宮
の
閲
司
と
の
関
係
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
み
た
い
。

　
監
物
・
典
鎗
の
管
鍮
請
進
・
出
納
に
当
っ
て
閾
司
が
重
要
な
役
割
を
分
担
し
た
こ
と
は
先
掲
監
物
式
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
と
こ
ろ

が
闘
司
の
職
掌
と
し
て
令
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
は
既
述
し
た
よ
う
に
「
宮
閤
管
鋪
及
出
納
之
事
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
古
記
を
除
く
集

解
諸
説
は
こ
れ
を
「
宮
城
門
・
宮
門
・
閤
門
の
管
鑑
お
よ
び
そ
れ
ら
諸
門
の
管
錨
の
出
納
の
事
」
と
解
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
解
釈

が
当
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
閲
司
の
本
来
の
職
掌
か
ら
は
先
の
監
物
式
の
よ
う
な
規
定
は
生
ま
れ
難
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
先
の
監
物
式
に
は
続
け
て

　
但
国
忌
、
井
奉
二
伊
勢
大
神
幣
吊
｝
日
、
及
諸
斎
日
、
不
二
挙
〆
聲
奏
幻
只
請
ノ
鋪
状
告
二
於
閾
司
一
申
二
於
内
侍
司
内
侍
微
聲
奏
。
詑
即
闘

司
宣
日
、
直
入
、
即
監
物
典
鍮
等
入
就
二
内
侍
所
一
。
内
侍
宣
日
、
給
之
。
即
監
物
典
鎗
等
微
聲
共
称
唯
退
却
。
就
二
鍮
櫃
前
↓
典
鎗
引
二
大

舎
人
等
↓
開
レ
櫃
出
レ
錨
。
並
如
二
上
儀
司

　
と
あ
り
、
国
忌
、
伊
勢
奉
幣
の
日
、
諸
斎
日
に
お
け
る
管
鍮
請
進
・
出
納
の
規
定
を
詳
細
に
示
す
が
、
そ
こ
で
は
後
宮
の
内
侍
が
重

要
な
一
役
を
買
っ
て
い
る
。
内
侍
の
職
掌
そ
の
も
の
は
「
掌
下
供
コ
奉
常
侍
。
奏
請
。
宣
伝
司
検
二
校
女
儒
引
兼
知
二
内
外
命
婦
朝
参
↓
及

禁
内
礼
式
之
事
上
。
」
で
あ
る
か
ら
、
監
物
式
の
規
定
は
或
は
異
と
す
る
に
足
り
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
關
司
と
い
い
内
侍
と
い
い
、

後
宮
の
女
官
が
諸
司
の
管
鎗
の
請
進
・
出
納
に
深
く
か
か
わ
る
事
実
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
れ
ら
が
令
制
の
は
じ
め
か
ら
の
制
度
で
あ

っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
内
侍
に
つ
い
て
い
え
ば
、
宝
亀
十
年
十
二
月
二
十
三
日
の
格
で
、
そ
の
禄
を
尚
蔵
に
同
じ
と
さ
れ
た
事
実
、
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さ
ら
に
大
同
二
年
十
二
月
十
五
日
の
官
奏
で
従
五
位
相
当
か
ら
従
三
位
相
当
の
官
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
事
実
か
ら
、
奈
良
末
．
平
安
初

期
に
そ
の
地
位
が
急
速
に
上
昇
し
、
重
要
性
を
増
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
閲
司
に
つ
い
て
は
史
料
が
乏
し
い
が
、
大
同
二
年
五
月
三
日
、
關
司
奏
事
を
停
め
て
内
舎
人
を
し
て
奏
せ
し
め
た
が
、
弘
仁
二
年
九

月
十
九
日
復
旧
し
た
と
い
う
。
閲
司
奏
事
と
い
う
こ
と
は
大
同
以
前
か
ら
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
起
源
・
内
容
は
明
ら
か
で
な
い
。

ま
た
、
諸
司
管
鎗
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
も
国
史
・
令
文
か
ら
は
全
く
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
女
官
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い

こ
と
が
多
い
の
で
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
奈
良
未
・
平
安
初
期
が
延
喜
式
制
へ
の
変
化
期
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
以
上
、
典
鋪
に
関
連
し
て
各
方
面
か
ら
考
察
し
て
来
た
が
、
典
鍮
は
監
物
の
も
と
で
、
諸
司
の
管
鍮
の
出
納
に
の
み
預
り
、
大
蔵

省
・
内
蔵
寮
の
主
鍮
の
よ
う
に
庫
蔵
の
出
納
に
直
接
関
与
し
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
点
、
監
物
が
管
鋪
の
請
進
だ
け

で
な
く
庫
蔵
の
開
閉
、
雑
物
の
出
納
に
立
会
っ
た
の
と
も
大
い
に
相
違
す
る
。
典
鎗
の
相
当
位
が
、
主
鍮
や
監
物
と
比
較
し
て
最
も
低

か
っ
た
理
由
も
そ
の
職
掌
内
容
か
ら
理
解
し
得
る
の
で
あ
る
。
（
表
参
照
）
。
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「
カ
ギ
」
関
係
官
職
一
覧
表

中
　
務
　
省

大
　
典
　
鋪

少
　
典
　
錦

掌
レ
出
コ
納
管
鎗
司

掌
同
二
大
典
鍮
司

従
　
七
　
位
　
下

従
　
入
　
位
　
上

内
　
蔵
　
寮

大
　
主
　
鍮

少
　
主
　
鍮

掌
レ
主
コ
当
出
納
一

掌
同
二
大
主
鎗
一

正
　
七
　
位
　
上

正
　
入
　
位
　
上

大
　
蔵
　
省
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典尚

閾閾

掌
二
宮
閤
管
鋪
及
出
納
之
事

掌
同
二
尚
閲
一

徒宝

八七

芭芭

閲

司

少中大

監監監

物物物

掌
下
監
コ
察
出
納
一
請
中
進
管
鋪
上

掌
厨
一
大
監
物
↓

掌
同
二
中
監
物
↓

正従従

七六五

位位位

下上下

中

務

省

（
参
考
）

少大

主主

鋪鋪

（
内
蔵
大
主
鎗
に
同
じ
）

（
内
蔵
少
主
鋪
に
同
じ
）

従従

七六

位位

下下
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