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鄭
玄
の
『
周
礼
』
山
人
職
注
に
こ
　
と

よ
せ
て辺

　
土
　
名

朝

邦

は
　
じ
　
め
　
　
に

　
鄭
玄
（
一
二
七
～
二
〇
〇
）
が
三
礼
、
す
な
わ
ち
『
無
礼
』
『
儀
礼
』
『
礼
記
』
の
注
釈
に
と
り
か
か
っ
た
の
は
、
諸
説
が
あ
る
が
、
霊

帝
の
建
寧
二
年
（
一
六
九
）
か
ら
始
ま
っ
た
第
二
次
逸
事
の
禁
の
期
間
と
考
え
る
の
が
よ
ゆ
妥
当
だ
と
思
う
。
何
よ
り
も
彼
本
人
が
「
党
鋼
に
遭

い
、
難
を
逃
れ
礼
に
注
す
」
（
『
文
苑
英
華
』
七
六
六
、
劉
子
元
引
鄭
康
成
自
序
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
裏
づ
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
『
後
漢
書
』

の
本
伝
（
六
五
）
で
も
、

　
　
党
事
の
起
る
に
及
び
、
乃
ち
同
誌
の
孫
嵩
等
四
十
余
人
と
倶
に
禁
鋼
を
被
り
、
遂
に
隠
れ
て
融
業
を
修
め
、
門
を
滅
し
て
出
で
ず
。

と
記
し
で
．
い
る
こ
と
か
ち
し
て
ま
ず
間
違
い
な
か
ろ
う
。

　
「
子
を
戒
む
る
の
書
」
に
は
「
閣
サ
の
執
を
檀
に
す
る
に
遭
い
、
党
禁
の
鋼
に
坐
す
こ
と
富
有
四
年
に
し
て
赦
令
を
蒙
る
」
と
い
っ
て

い
る
っ
．
・

　
こ
の
第
二
次
の
直
酒
は
獄
死
す
る
者
が
百
余
人
、
言
責
に
坐
し
た
者
が
六
百
と
も
七
百
と
も
数
え
ら
れ
太
学
生
の
逮
捕
者
に
至
っ
て
は

千
余
人
に
も
上
る
と
い
う
、
後
漢
王
朝
に
あ
っ
て
は
未
曽
有
の
儒
学
へ
の
大
弾
圧
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
周
知
の
よ
う
に
『
後
漢
書
』

の
「
党
鋼
列
伝
」
（
五
七
）
に
詳
し
く
、
一
今
こ
こ
に
贅
言
す
る
ま
で
も
な
い
。
と
こ
ろ
で
「
杜
門
不
出
」
著
作
に
専
念
し
た
の
は
、
例
え
ば

何
休
コ
じ
（
一
二
九
～
一
八
二
）
・
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
党
鋼
に
か
か
わ
っ
た
知
識
人
が
共
通
し
て
と
っ
た
一
つ
の
行
動
パ
タ
ー
ン
と
も

考
え
ら
れ
．
・
そ
ヶ
し
た
行
動
の
も
つ
社
会
的
政
治
的
意
味
を
も
は
っ
き
り
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
『
後
漢
書
』
の

本
伝
で
見
る
ど
、
鄭
玄
は
党
鋼
を
人
生
の
転
機
と
し
て
郷
里
に
帰
っ
て
経
書
の
注
釈
、
さ
ら
に
は
弟
子
2
の
養
成
に
全
力
を
つ
く
し
た
の

一
〇
8

　

｝



の
で
あ
る
。
年
齢
的
に
宅
四
十
代
か
ら
五
十
代
の
終
り
に
か
け
て
の
成
熟
期
で
あ
り
、
ま
さ
に
期
は
満
ち
て
い
た
の
で
あ
る
。
三
礼
の
注

釈
な
ハ
そ
の
注
釈
の
鄭
玄
の
著
述
に
占
め
る
位
置
、
ま
た
毛
詩
心
箋
の
文
と
の
関
連
か
ら
見
て
、
ま
た
種
々
の
事
情
を
考
え
て
も
、
恐
ら

ぐ
三
門
十
四
年
間
の
当
初
か
ら
彼
が
と
り
く
ん
だ
仕
事
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
彼
の
師
馬
融
が
第
一
次
党
鋼
の
禁
の
始
ま
っ
た
桓
帝
の
延
烹

九
年
（
一
六
六
）
に
八
十
七
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。
師
の
死
が
弟
子
鄭
玄
に
何
の
影
響
も
与
え
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
三
礼
の

注
釈
，
を
う
な
が
し
た
別
の
契
機
と
し
て
、
こ
こ
で
は
詳
し
く
触
れ
な
い
が
、
馬
脚
の
死
は
意
外
な
か
た
ち
で
作
用
し
て
い
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
・

　
後
漢
末
の
混
乱
し
き
っ
た
社
会
情
勢
の
中
で
党
鋼
を
契
機
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
三
礼
注
は
、
注
釈
と
い
う
本
質
的
な
制
限
は
あ
る
も
の

の
、
そ
の
注
釈
申
に
し
ば
し
ば
苗
代
の
制
度
、
風
俗
習
慣
、
俗
語
を
傍
証
に
引
く
。
そ
こ
か
ら
そ
れ
な
り
に
彼
の
時
世
観
を
探
る
こ
と
が
可

能
な
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
と
関
わ
っ
て
も
三
礼
義
は
下
意
の
思
想
を
考
え
る
上
で
ぜ
ひ
と
も
は
っ
き
り
と
見
究
め
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
第
円
卓
の
資
料
で
あ
る
。
拙
論
は
そ
の
見
究
め
作
業
の
一
環
と
し
て
ま
ず
『
周
礼
』
注
を
と
り
あ
げ
た
い
。
「
礼
造
材
学
」
と
い
わ

れ
る
が
三
礼
の
中
で
も
そ
の
根
幹
を
な
す
の
は
他
な
ら
ぬ
『
周
礼
』
で
あ
る
。
『
周
礼
』
は
「
周
公
居
摂
し
て
六
典
の
職
を
出
し
」
（
家
宰

鄭
注
）
太
平
を
致
す
た
め
の
官
制
を
述
べ
た
、
層
礼
法
の
最
も
備
わ
れ
る
礼
経
と
鄭
玄
が
明
言
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
と
は
い
う
も
の
の
『
周
礼
』
注
の
全
体
に
わ
た
っ
て
細
か
に
突
き
つ
め
て
い
く
こ
と
は
今
到
底
で
き
な
い
の
で
、
問
題
を
ご
べ
限
っ
て
、

地
官
の
調
翼
翼
に
絞
り
た
い
。
周
知
の
よ
う
に
調
襲
職
で
は
独
特
の
復
雌
回
避
の
制
度
が
説
か
れ
て
い
る
。
鄭
玄
が
ど
の
よ
う
な
意
識
で

注
釈
を
下
し
た
か
に
ま
ず
注
目
し
た
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
論
の
運
び
と
し
て
、
は
じ
め
に
既
に
多
く
の
人
び
と
に
論
ぜ
ら
れ
た
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ら
で
あ
る
が
、
有
名
な
『
春
秋
公
羊
伝
』
『
右
記
』
の
復
饒
説
、
さ
ら
に
そ
れ
に
関
わ
る
経
書
や
今
文
学
説
を
前
提
的
確
認
事
項
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
へ

と
り
あ
げ
る
。
そ
う
し
て
か
ら
尋
人
職
の
復
饒
回
避
の
制
度
を
具
体
的
に
み
て
い
き
、
こ
の
同
人
職
の
鄭
注
を
か
な
め
と
し
て
、
『
早
見
』

の
旧
注
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
鄭
玄
が
熱
冷
を
め
ぐ
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
識
を
も
っ
て
い
た
か
層
考
え
る
。
次
に
視
点
を
変
え
て
、
後

漢
κ
お
け
る
実
際
の
報
饒
事
件
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
に
対
す
る
当
時
の
世
風
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
見
て
み
る
。
と
同
時
に
当
時
の
思
想
界

が
そ
う
し
た
世
風
に
ど
の
よ
う
な
批
判
意
識
を
も
っ
て
い
た
か
を
も
概
略
し
、
か
く
て
丸
心
は
な
ぜ
『
周
礼
』
を
重
視
す
る
の
か
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
へ
　
　
　
　
へ

実
に
基
本
的
・
な
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
再
考
す
る
。
そ
れ
に
い
わ
ば
こ
と
よ
せ
る
か
た
ち
で
彼
の
時
代
認
識
と
『
周
礼
．
』
注
と
の
か
か
わ
り

を
素
描
し
て
む
す
び
に
か
え
た
い
。

一
〇
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『
春
秋
公
羊
伝
』
↑
）
を
読
ん
で
ま
ず
感
じ
る
の
は
、
そ
の
あ
く
こ
と
の
な
い
復
路
礼
讃
の
言
辞
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
取
り
あ
げ
て

い
る
二
心
は
通
常
一
般
の
そ
れ
で
は
な
く
、
か
な
り
異
常
な
報
饒
事
件
が
激
越
な
程
称
揚
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
『
春
秋
公
羊
伝
』
の
一

特
色
を
見
出
せ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
。
例
え
ば
伍
子
青
の
事
件
が
そ
う
で
あ
る
．
。
こ
と
が
ら
は
定
公
四
年
の
春
秋
経
文
「
冬
轡
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
さ
い

一
月
、
庚
午
、
票
侯
、
呉
子
を
以
て
素
人
と
伯
菖
に
戦
う
。
楚
師
敗
績
す
」
の
条
で
、
夷
秋
あ
つ
か
い
の
呉
に
子
の
爵
称
を
付
し
て
褒
辞

と
し
て
い
る
の
に
端
を
発
し
て
、
伝
話
で
伍
子
青
の
報
雌
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
と
が
ら
は
あ
ま
り
に
有
名
な
の
で
こ
こ
．
で
詳
し
く
は
述
べ

な
い
が
、
、
か
い
つ
ま
ん
で
話
せ
ば
こ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
鼠
子
胃
（
名
は
員
）
は
豊
国
の
太
傅
の
家
柄
の
臣
下
で
あ
っ
た
が
、
王
位
後

継
者
の
問
題
の
こ
じ
れ
か
ら
、
君
主
平
王
に
よ
っ
て
父
と
兄
を
謀
殺
さ
れ
て
b
ま
っ
た
。
彼
は
重
語
を
去
り
亡
命
し
て
呉
入
閣
閻
の
下
に

身
を
寄
せ
た
。
が
伍
子
得
は
「
君
に
事
う
る
は
猶
父
に
事
う
る
が
ご
と
」
く
あ
る
べ
巷
と
し
、
平
王
に
垂
示
す
る
と
い
う
「
君
の
義
を
計

い
た
」
挙
に
出
る
意
志
を
元
来
は
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
票
の
昭
公
に
対
し
て
盛
人
が
無
道
の
行
為
を
な
し
た
。
つ
ま
り
春

秋
の
義
に
よ
れ
ば
夷
秋
が
中
国
を
辱
め
た
の
で
あ
る
。
定
公
四
年
（
B
・
c
五
〇
六
）
十
一
，
丹
の
庚
午
の
日
、
蒙
は
楚
と
世
語
の
地
で
戦
っ
た
。

伍
子
忌
は
「
中
国
を
謂
う
る
心
」
か
ら
已
む
に
や
ま
れ
ず
呉
軍
を
率
い
て
票
の
救
援
に
か
け
つ
け
、
庚
辰
の
日
に
楚
国
の
都
で
あ
る
郵
に

攻
め
入
り
陥
落
さ
せ
、
か
く
て
積
年
の
怨
雌
を
報
い
る
こ
と
が
で
き
た
。
（
『
史
記
』
の
芸
子
沓
伝
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
す
で
に
平
王
は
死
し
て
お

り
、
子
青
は
「
楚
の
平
王
の
墓
を
掘
い
て
そ
の
　
を
出
し
、
之
を
鞭
う
つ
こ
と
三
百
」
に
及
ん
で
父
の
雌
に
報
い
た
と
い
う
）
　
父
の
雌
と
は
い
え
、
臣

が
君
主
の
国
を
伐
つ
と
い
う
こ
と
は
、
道
義
上
ゆ
ゆ
し
き
問
題
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
『
春
秋
公
羊
伝
』
は
こ
こ
で
、
独
特
の
春
秋
の
義
を
張
る
。
「
父
、
詠
を
受
け
ず
、
子
壷
離
す
る
は
可
な
り
」
つ
ま
り
、
正
当
な
刑
罰

に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
、
加
害
者
が
た
と
い
主
君
で
も
報
識
し
て
よ
い
の
だ
と
し
て
量
子
得
の
行
為
を
肯
定
し
て
い
る
。
忠

と
孝
の
ジ
レ
ン
マ
は
、
他
の
経
書
で
は
問
題
と
し
て
回
避
さ
れ
る
か
ぼ
か
さ
れ
る
か
が
通
常
で
あ
る
が
、
『
春
秋
公
羊
伝
』
は
真
向
う
か

ら
断
案
を
下
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
司
馬
遷
（
B
・
C
一
四
五
～
？
）
も
こ
の
『
公
羊
伝
』
の
考
え
方
の
影
響
を
う
け
て
、
『
史
記
』
伝
賛
で

伍
子
胃
を
称
賛
し
て
や
ま
な
い
。

｝1
0

ユ
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『
春
秋
公
羊
伝
』
の
報
難
是
認
の
激
越
さ
を
さ
ら
に
印
象
づ
け
る
の
は
、
斉
の
裏
公
が
九
代
前
の
遠
祖
の
雌
を
は
ら
す
た
め
紀
国
を
攻

め
滅
ぼ
し
た
事
件
（
荘
公
四
年
）
に
つ
い
て
の
そ
の
考
え
方
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
「
臣
に
し
て
賊
を
討
た
ざ
る
は
臣
に
あ
ら
ず
。
子
に
し
て
花
王
せ
ざ
る
は
子
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
（
隠
公
十
一
年
伝
文
）
と
子
と
し
て
の
父

の
饒
を
義
務
づ
け
る
『
春
秋
公
羊
伝
』
は
、
国
と
国
と
の
仇
饒
関
係
を
最
も
重
大
だ
と
考
え
、
国
君
の
仇
は
挙
世
に
限
ら
ず
「
百
世
と
錐

も
」
復
雌
し
て
可
な
り
と
い
う
。

　
以
上
の
、
か
な
り
異
常
な
事
例
に
端
的
に
表
明
さ
れ
た
『
春
秋
公
掃
地
』
の
銭
儲
観
は
そ
σ
ま
ま
今
文
学
の
復
号
肯
定
の
思
想
の
核
心

を
形
成
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
『
春
秋
空
言
』
で
も
例
え
ば
王
道
篇
で
「
春
秋
の
義
、
臣
に
し
て
賊
を
討
た
ざ
れ
ば
臣
に
あ
ら
ず
。
子

に
し
て
復
難
せ
ぎ
る
は
子
に
あ
ら
ず
。
故
に
趙
盾
々
青
し
、
賊
討
た
ざ
る
者
は
葬
を
書
せ
ず
。
臣
子
の
詠
な
軌
」
と
こ
の
思
想
が
継
承
さ

れ
て
い
る
し
、
章
帝
の
建
初
四
年
目
七
九
）
の
白
虎
観
の
論
議
で
も
、
「
父
不
受
詠
、
子
復
画
趣
」
の
考
え
方
が
支
持
さ
れ
て
い
る
。
（
『
白

虎
通
』
詠
伐
篇
）
。

　
今
文
学
に
お
け
る
こ
う
し
た
漏
精
礼
賛
の
背
景
に
は
ヤ
忠
孝
に
も
と
つ
く
道
徳
的
行
為
へ
の
法
的
規
制
の
適
用
を
除
外
し
よ
う
と
す
る

儒
家
の
心
情
重
視
の
動
き
が
あ
ろ
う
。
と
同
時
に
、
報
饒
と
い
う
行
為
は
そ
の
決
行
に
勇
気
が
伴
い
、
そ
の
意
味
で
も
ま
た
注
目
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
復
雌
礼
讃
は
た
ん
に
今
文
学
の
儒
家
の
み
で
な
く
、
春
秋
末
か
ら
戦
国
秦
漢
初
期
の
尚
武
や
孝
道
奨
励
の

社
会
的
気
風
葱
土
台
と
し
て
広
く
一
般
に
そ
の
礼
讃
の
空
気
が
醸
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
『
史
記
』
の
遊
心
列
伝
、
刺
客
列
伝
、
『
漢

書
』
の
諸
伝
を
読
ん
で
ま
た
確
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
し
て
後
で
述
べ
る
よ
う
に
後
漢
に
至
っ
て
も
、
社
会
的
気
風
と
し
て
依

然
と
し
て
復
旧
を
是
認
す
る
雰
囲
気
が
根
強
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
『
礼
記
』
で
も
復
饒
は
大
い
に
臣
子
の
責
務
と
し
て
そ
の
遂
行
が
奨
励
さ
れ
て
い
る
。
曲
礼
上
に
い
う
。

　
　
父
の
難
は
と
も
に
天
を
戴
か
ず
。
兄
弟
の
難
は
兵
に
反
ら
ず
。
交
遊
の
難
は
国
を
同
じ
く
せ
ず
。

　
ま
た
檀
弓
上
で
も
、
三
夏
が
父
母
の
仇
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
処
置
を
す
べ
き
か
と
の
質
問
に
対
し
て
、
孔
子
は
、

　
　
と
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
て

　
　
苫
に
寝
ね
、
干
を
枕
と
し
て
仕
え
ず
、
天
下
を
共
に
せ
ず
。
こ
れ
に
市
朝
に
遇
え
ば
兵
に
反
ら
ず
し
て
闘
う
。

と
答
え
て
い
る
。
『
礼
記
』
で
は
こ
の
よ
う
に
父
母
や
親
族
の
仇
に
は
断
固
報
復
す
べ
し
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
檀
弓

の
場
合
は
か
な
り
弾
力
的
で
、
例
え
ば
昆
弟
の
仇
に
対
し
て
は
．
「
仕
う
れ
ど
も
国
を
共
に
せ
ず
」
と
い
い
な
が
ら
、
「
君
命
を
街
み
て
使

一1
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か
し
ら

せ
ば
こ
れ
に
遇
う
と
錐
も
闘
わ
ず
」
と
、
但
し
書
を
付
し
て
君
命
の
絶
対
な
る
こ
と
を
注
意
し
、
従
父
昆
弟
の
仇
に
対
し
て
は
、
「
魁
と
為

ら
ず
、
主
人
能
く
せ
ば
、
則
ち
兵
を
執
り
て
そ
の
後
に
陪
す
」
と
血
縁
の
濃
淡
に
よ
っ
て
復
難
の
遂
行
の
責
任
性
が
減
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
方
向
は
『
大
聖
礼
記
』
で
も
ほ
ぼ
同
様
で
曽
子
制
言
篇
に
「
父
母
の
饒
は
と
も
に
生
を
同
じ
く
せ
ず
。
兄
弟
の
離
は
と
も
に
国

を
回
せ
ず
。
朋
友
の
雌
は
と
も
に
郷
を
回
せ
ず
」
と
い
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
『
礼
冠
』
の
復
雌
是
認
の
経
文
を
鄭
玄
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
今
、
彼
の
注
を
見
て
み
る
と
、
檀
弓

下
で
は
わ
ず
か
に
字
句
の
解
釈
が
な
さ
れ
で
い
る
程
度
で
あ
る
。
が
曲
礼
上
の
「
父
之
雌
、
弗
与
共
戴
天
」
の
注
で
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
　
父
は
子
の
天
な
り
。
己
の
天
を
殺
す
も
の
と
与
に
共
に
天
を
戴
く
は
孝
子
に
非
ざ
る
な
り
。
行
き
求
め
て
之
を
殺
し
て
乃
ち
止
む
。

　
ま
た
「
交
遊
之
饒
、
不
同
国
」
で
も
、
「
雌
、
吾
を
避
け
ぎ
れ
ば
則
ち
之
を
殺
す
」
と
注
し
て
い
る
。
経
義
を
祖
述
す
る
と
い
う
解
釈

学
本
来
の
め
ぎ
す
と
こ
ろ
が
ら
し
て
当
然
と
い
え
ば
当
然
な
が
ら
、
鄭
玄
は
復
饒
を
肯
定
す
る
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
注
の
文
勢
は
か
な

り
積
極
的
で
あ
り
、
こ
の
注
文
の
か
ぎ
り
で
は
彼
が
復
饒
を
否
定
し
て
い
た
と
は
到
底
思
え
な
い
の
で
あ
る
。

二
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う
か
が

　
『
周
礼
』
地
官
の
調
人
職
は
「
万
民
の
難
を
司
っ
て
こ
れ
を
譜
和
す
」
る
と
い
う
、
民
間
の
紛
争
の
調
停
を
職
掌
と
し
て
い
る
。
調
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
職
務
が
秋
起
の
諸
官
の
よ
う
に
刑
罰
を
伴
う
、
い
わ
ゆ
る
刑
官
で
は
な
い
と
認
識
さ
れ
て
い
る
点
が
面
白
い
。
地
官
に
つ
い
て
は
、
鄭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

玄
の
コ
ニ
礼
目
録
」
で
も
、
地
の
も
つ
育
成
の
イ
メ
ー
ジ
に
因
ん
で
「
万
民
を
安
擾
す
」
る
と
い
う
、
い
わ
ば
教
化
を
専
ら
と
す
る
官
と

規
定
さ
れ
て
い
て
、
調
人
が
そ
の
意
味
で
秋
官
で
な
く
地
官
に
所
属
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
お
の
ず
と
納
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

調
人
の
主
要
な
職
務
と
し
て
、
復
饒
の
和
解
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
凡
そ
難
を
和
す
る
に
、
父
の
饒
は
こ
れ
を
海
外
に
辟
け
し
め
、
兄
弟
の
饒
は
こ
れ
を
千
里
の
外
に
嫁
け
し
め
、
従
父
兄
弟
の
饒
は
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ぞ
ら

　
を
同
じ
く
せ
ず
。
君
の
饒
は
父
に
眠
い
、
師
長
の
雌
は
兄
弟
に
賑
い
、
主
友
の
難
は
従
兄
弟
に
眠
う
。

す
な
わ
ち
、
加
害
者
を
し
か
る
べ
く
地
に
移
住
さ
せ
て
、
積
極
的
に
復
選
を
回
避
す
る
こ
と
を
在
る
の
で
あ
る
。
こ
の
条
は
一
種
の
良
民

の
制
と
し
て
、
つ
と
に
有
名
で
あ
る
。
後
に
こ
の
条
に
も
と
づ
い
て
唐
代
に
移
郷
の
制
（
姦
盗
律
）
が
現
実
に
律
令
化
さ
れ
、
そ
れ
は
ま



た
わ
が
国
の
律
令
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
こ
ろ
が
ら
見
て
も
、
．
こ
う
し
た
制
度
が
単
な
る
個
人
の
想
像
的
産
物
で
は
な
く
、
そ
れ
な
り

の
事
実
に
根
拠
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
ざ
れ
る
が
、
今
は
そ
れ
を
詳
か
に
し
な
い
。
た
だ
一
言
付
け
加
え
て
お
き
た
い
の
は
、

穂
積
陳
重
£
の
『
受
難
と
法
律
』
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
『
旧
約
聖
書
』
の
「
民
数
記
」
の
三
十
五
章
六
節
か
ら
十
五
節
に
、
あ
や
ま
っ
て
人
を
殺

し
た
者
が
復
雌
者
か
ら
避
難
す
る
場
所
と
し
て
、
モ
ー
セ
は
エ
ホ
バ
に
よ
っ
て
六
つ
の
町
を
指
定
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
避
難

制
度
（
b
。
・
覧
お
。
暮
〉
は
私
力
制
裁
か
ら
公
権
制
裁
へ
と
進
む
法
律
進
化
の
過
程
で
古
代
世
界
に
お
い
て
普
遍
的
に
措
置
せ
ら
れ
た
制
度
で

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
や
ま

　
先
程
の
調
人
の
条
は
、
そ
の
前
条
に
「
凡
そ
過
っ
て
人
を
殺
傷
し
た
る
者
」
と
あ
っ
て
、
国
家
が
そ
の
避
難
を
規
定
し
て
い
る
の
は
過

失
的
加
害
者
に
つ
い
て
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
故
意
に
人
を
殺
傷
し
て
全
く
情
状
酌
量
の
余
地
の
な
い
者
は
勿
論
秋
空
の
司
直
の
手
に

よ
っ
て
捕
え
ら
れ
て
裁
ぎ
が
つ
き
そ
れ
相
当
に
刑
罰
（
多
く
は
死
刑
）
が
加
え
ら
れ
る
。
た
だ
こ
の
者
が
司
直
の
手
を
逃
が
れ
て
い
る
と

き
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
は
、
報
難
を
は
か
る
被
害
者
の
子
弟
等
が
一
定
の
手
続
き
を
へ
て
文
書
を
も
っ
て
、
秋
官
の
朝
士
な

ど
の
司
法
官
に
届
出
饗
す
れ
ば
、
加
害
者
一
身
に
か
ぎ
っ
て
私
報
に
よ
る
制
裁
が
許
さ
れ
て
い
た
（
秋
季
朝
士
「
詳
報
仇
蟻
者
、
書
白
軍
、
相

之
無
罪
」
因
み
に
復
離
届
出
制
も
古
代
世
界
に
お
い
て
普
遍
的
な
制
度
で
あ
る
）
。

　
故
意
に
で
は
あ
る
が
正
当
な
理
由
に
よ
っ
て
人
を
殺
傷
し
た
者
は
、
加
害
者
と
は
み
な
さ
れ
な
い
か
ら
、
被
害
者
の
子
弟
等
と
国
を
別

に
し
て
復
雌
を
回
避
さ
せ
る
。
こ
の
加
害
者
を
追
っ
て
被
害
者
の
子
弟
等
が
報
養
し
た
場
合
は
殺
人
と
み
て
報
餓
者
を
死
刑
に
処
す
（
凡

殺
人
而
義
者
、
不
⑤
同
国
、
令
勿
難
。
饒
之
則
死
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
難
癖
を
企
て
る
者
と
国
を
同
じ
く
さ
せ
な
い
こ
と
で
国
家
が
そ
の
人
身
の
保
護
を
認
め
て
い
る
加
害
者
が
避
難
せ
ず
に
報

三
者
と
国
を
同
び
く
し
て
い
る
と
き
は
ど
う
す
る
の
か
。
調
人
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
場
合
は
、
こ
の
加
害
者
は
国
家
の
法
、
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
べ
ん
け
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ら

い
か
え
れ
ば
王
命
に
そ
む
く
罪
を
犯
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
王
は
耳
玉
に
瑞
節
（
淡
圭
）
を
あ
た
え
、
こ
の
者
を
襲
え
秋
官
に
移
送
し

て
し
か
る
．
べ
ぐ
処
罰
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
弗
（
↓
辟
則
与
之
環
節
而
以
執
之
）
。

　
さ
ら
に
こ
し
で
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
『
周
礼
』
に
は
明
文
は
な
い
も
の
の
、
調
人
職
の
規
定
延
長
線
か
ら
、
報
饒
は
む
ろ
ん
加

害
者
一
人
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
’
加
害
者
の
子
孫
兄
弟
ま
で
殺
傷
が
及
ん
だ
潔
き
報
難
者
濾
ユ
、
転
b
て
殺
人
者
と
さ
れ
司
直
の
裁
き

を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
こ
う
い
う
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
四
号
を
し
ょ
う
と
す
る
者
が
加
害
者
と
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錯
覚
し
て
全
く
別
人
を
あ
や
め
た
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
も
『
周
礼
』
に
明
文
は
な
い
。
が
鄭
玄
は
、
秋
官
司
刺
の
「
三
宥
」
の
一
寸
で
あ
る

「
不
識
」
の
注
で
「
識
と
は
審
な
り
」
と
し
て
「
不
審
と
は
、
今
、
仇
饒
、
当
に
甲
に
報
ず
べ
く
、
乙
を
見
て
誠
に
以
て
甲
と
為
し
て
之

を
殺
す
が
若
き
者
」
と
そ
の
具
体
的
事
例
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
場
合
は
一
種
の
過
失
犯
と
し
て
情
状
酌
量
の
対

象
と
な
り
、
減
刑
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
以
上
、
『
周
礼
』
に
お
け
る
復
雌
の
取
扱
い
を
見
て
き
た
が
、
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
今
文
学
の
考
え
方
と
違
っ
て
、
復
雌
を
法
律
適

用
外
の
道
徳
的
行
為
と
し
て
絶
対
視
し
て
は
い
な
い
。
「
直
謝
」
と
い
う
調
停
制
度
や
届
出
制
度
の
背
後
に
は
、
復
難
を
で
き
る
だ
け
制

限
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
が
控
え
て
い
る
。
そ
の
考
え
方
は
究
寛
、
復
雌
否
認
へ
と
ゆ
き
つ
か
ね
ば
や
ま
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
春

秋
左
氏
伝
』
も
、
後
で
触
れ
る
よ
う
に
、
復
雌
に
対
し
て
消
極
的
な
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
。
古
文
学
で
『
周
面
』
ほ
ど
明
快
に
歯
並
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

を
表
明
し
て
い
る
経
書
は
他
に
な
い
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
肝
心
の
鄭
玄
は
、
こ
の
『
周
礼
』
の
復
奇
観
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
解
釈
を
下
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
酔
人
と
朝
士
の

注
を
み
る
と
、
故
ら
に
気
負
っ
て
異
を
と
な
え
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
経
文
に
沿
う
て
忠
実
に
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
え

る
。
例
え
ば
「
父
之
雌
幽
霊
海
外
」
の
「
海
外
」
を
「
四
海
の
外
」
と
解
釈
し
て
、
四
海
に
つ
い
て
『
幽
雅
』
釈
地
の
文
「
九
夷
・
八
面

・
六
戎
・
五
秋
、
之
を
四
海
と
謂
う
」
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
。
と
な
る
と
鄭
玄
は
宮
窪
に
否
定
的
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
前
に

見
た
曲
礼
の
注
で
、
か
な
り
積
極
的
に
報
難
を
肯
定
し
て
い
た
の
と
食
い
違
っ
て
く
る
。
曲
礼
は
曲
礼
、
周
礼
は
言
為
と
例
の
配
置
・
曲

礼
の
時
間
差
を
導
入
す
る
前
提
で
、
あ
え
て
矛
盾
と
知
り
な
が
ら
周
礼
で
は
青
島
制
限
の
経
文
に
従
っ
た
の
か
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
注
文

で
は
明
確
で
な
い
。
誰
が
見
て
も
そ
こ
に
疑
問
を
感
じ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
彼
の
弟
子
の
言
忌
は
大
略
次
の
よ
う
に
質
問
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
調
人
爵
に
「
父
の
難
は
こ
れ
を
海
外
に
辟
く
」
と
あ
り
、
君
主
に
つ
い
て
も
同
様
に
す
る
と
あ
り
ま
す
。
　
（
先
生
は
）
「
此
れ
を
辟

　
け
て
就
き
て
こ
れ
を
饒
と
す
る
を
得
ざ
ら
し
む
」
と
注
釈
し
て
い
ま
す
。
私
お
も
う
に
、
春
秋
の
義
で
は
「
子
に
し
て
復
々
せ
ざ
る
は

　
子
に
あ
ら
ず
。
臣
に
し
て
賊
を
討
た
ざ
る
は
臣
に
あ
ら
ず
」
で
あ
り
ま
す
。
　
（
さ
れ
ば
）
楚
勝
（
白
埴
、
彼
の
父
は
鄭
人
に
殺
さ
れ
た
）

　
の
徒
輩
で
す
ら
（
父
の
仇
を
討
た
ん
と
す
る
勝
の
意
を
裏
切
っ
て
国
国
忙
味
方
し
た
楚
の
令
魚
子
西
を
指
し
て
）
「
商
人
は
こ
こ
に
い

　
た
ぞ
。
雌
は
近
く
に
い
た
の
だ
」
（
左
伝
建
玉
十
六
年
）
と
言
っ
て
（
子
西
を
）
伐
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
饒
を
見
た
な
ら
討
た
な
い
わ
け

一1
4
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に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
。
臣
は
君
恩
に
感
じ
、
孝
子
は
そ
の
親
を
思
い
、
報
饒
し
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
す
ま
い
。
子
夏
が
父
母
の
仇
は

　
如
何
と
問
う
た
の
に
、
孔
子
は
「
苫
に
寝
ね
干
を
枕
と
し
て
仕
え
ず
、
与
に
天
下
を
共
に
せ
ず
。
こ
れ
に
市
朝
に
遇
え
ば
、
兵
に

　
反
ら
ず
」
と
答
え
て
い
ら
れ
ま
す
。
天
下
で
も
「
兵
に
反
ら
ず
（
い
つ
も
武
器
を
身
に
帯
び
て
い
る
）
」
で
す
。
海
内
に
お
い
て
は
ど

　
う
し
て
「
之
を
和
せ
」
し
む
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ま
う
。
二
礼
（
周
礼
・
礼
記
）
の
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
が
分
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
こ
れ
に
対
し
鄭
玄
は
、
「
海
外
」
が
四
海
の
外
で
あ
．
る
こ
と
に
趙
商
の
注
意
を
喚
起
さ
せ
る
。
つ
ま
り
海
外
と
は
ま
さ
に
「
九
夷
の
東
、
八
事

の
南
、
六
戎
の
西
、
五
狭
の
北
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
雛
は
か
く
も
遠
隔
地
に
難
を
避
け
る
の
だ
か
ら
、

　
　
な
と

　
　
旧
い
至
孝
の
心
有
る
と
も
、
能
く
往
き
て
討
つ
や
否
や
。

と
、
孝
子
に
報
儲
の
意
志
が
あ
っ
て
も
物
理
的
に
不
可
能
な
の
だ
と
答
え
て
い
る
。
深
川
は
実
に
巧
妙
に
孝
子
の
報
難
の
是
非
か
ら
地
の

遠
近
の
問
題
へ
と
視
点
を
す
り
か
え
て
い
る
。
趙
商
が
果
し
て
こ
の
解
答
に
納
得
し
た
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
こ
で

は
っ
き
り
分
る
の
は
、
幽
玄
は
前
の
『
礼
記
』
の
彼
の
注
と
も
照
ら
し
あ
わ
せ
て
、
『
周
礼
』
注
に
お
い
て
も
、
問
題
を
含
み
な
が
ら
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

孝
子
の
報
饒
を
決
し
て
否
定
は
し
て
い
な
い
と
い
う
ご
と
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
　
一
経
の
注
釈
と
い
う
制
約
を
は
な
れ
た
場
で
の
彼
の

発
言
は
、
も
っ
と
大
胆
に
姉
妹
是
認
へ
と
傾
斜
し
て
い
る
。
そ
の
端
的
な
例
が
『
駁
五
経
異
義
』
で
の
伍
子
晋
評
価
で
あ
る
。
質
量
（
三

〇
1
一
〇
一
）
系
統
の
古
文
学
派
に
属
す
る
許
慎
（
三
〇
一
一
二
巴
は
、
伍
緑
青
の
報
雌
に
つ
い
て
、

　
　
凡
そ
、
君
、
理
に
非
ず
し
て
臣
を
殺
す
。
公
羊
説
は
子
復
毒
す
べ
し
と
す
。
故
に
子
青
楚
を
伐
ち
、
春
秋
之
を
賢
と
す
。
左
氏
説
は

　
君
命
は
天
な
り
と
す
。
是
れ
復
難
す
べ
か
ら
ず
。
（
『
礼
記
』
曲
礼
疏
引
）

と
、
た
と
え
『
公
羊
伝
』
の
い
う
「
父
不
受
詠
」
と
き
で
も
君
主
へ
の
報
雌
は
不
可
だ
と
し
た
。
こ
こ
で
依
り
所
と
な
っ
て
い
る
の
が
『
春

秋
左
氏
伝
』
の
鄭
公
辛
の
「
君
、
臣
を
討
つ
。
誰
か
敢
て
之
を
雌
と
せ
ん
。
君
の
命
は
天
な
り
。
若
し
天
命
に
死
せ
ば
、
将
に
誰
を
か
雌

と
せ
ん
」
で
あ
り
、
「
大
義
親
を
滅
す
」
（
隠
公
四
年
）
と
す
る
君
権
絶
対
視
の
主
張
で
あ
る
。
鴬
色
は
こ
れ
に
対
し
『
高
山
』
の
追
思
の

言
を
引
い
て
反
駁
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
と

　
　
子
思
云
う
、
膚
今
の
君
子
、
人
を
退
く
る
と
き
将
に
こ
れ
を
淵
に
隊
さ
ん
と
す
る
が
若
く
す
。
戎
寸
た
る
こ
と
な
く
ん
ば
、
亦
た
善
か

　
ら
ず
や
と
。
（
檀
弓
下
）

　
　
子
得
の
父
兄
の
詠
、
淵
に
隊
す
す
ら
喩
と
す
る
に
足
ち
ず
。
楚
を
伐
つ
に
呉
を
し
て
兵
に
首
た
ら
し
む
。
子
思
の
言
に
合
す
る
な
り
。

【1
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君
主
の
ま
る
で
淵
に
突
落
と
さ
ん
ば
か
り
の
む
ご
い
罷
免
の
仕
方
に
対
す
る
臣
下
の
怨
恨
を
子
思
は
み
と
め
、
そ
の
者
が
侵
攻
軍
の
首
領

と
な
っ
て
せ
め
込
ん
で
こ
な
い
だ
け
で
ま
し
と
思
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
鄭
玄
は
、
楚
の
聖
王
の
悪
子
膏
へ
の
仕
打
ち
は
、
す

な
わ
ち
そ
の
父
兄
謀
殺
の
事
実
は
、
子
思
の
い
う
「
淵
へ
書
す
」
と
い
う
形
容
を
越
え
た
も
っ
と
ひ
ど
い
仕
打
ち
な
の
だ
と
し
、
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
伍
子
晋
が
呉
を
侵
攻
軍
の
首
領
と
し
、
自
ら
は
決
し
て
首
領
と
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
子
思
の
言
に
合
す
る
と
そ
の
行
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

を
高
く
評
価
す
る
。
も
ち
ろ
ん
垂
雪
は
君
へ
の
報
饒
を
ま
と
も
に
是
認
は
し
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
伍
子
青
を
称
揚
す
る
こ
と
で
、
結

果
的
に
は
そ
の
報
饒
は
黙
認
さ
れ
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
鄭
玄
が
左
氏
説
に
加
担
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と

同
時
に
、
公
羊
の
復
饒
説
も
全
面
的
に
支
持
さ
れ
て
．
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
次
の
こ
と
か
ら
裏
づ
け
ら
れ
る
。
前
に
み
た
「
百
世
の

饒
を
復
す
」
と
い
う
公
羊
説
に
つ
い
て
、
許
慎
の
五
経
異
義
で
は
復
雌
は
五
世
に
止
ま
る
べ
し
と
い
う
「
古
周
仮
説
」
を
あ
げ
て
公
羊
説

を
批
判
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
仁
心
礼
説
に
つ
い
て
は
、
鄭
玄
は
全
く
反
駁
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
を
調
人
事
の
賛
公
彦
の
疏

で
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
　
復
雌
の
法
は
異
義
の
古
残
丘
説
に
依
り
て
世
世
の
内
に
尽
く
す
べ
し
。
岡
惚
の
外
は
こ
れ
を
己
れ
に
施
せ
ば
則
ち
義
な
く
、
こ
れ
を

　
彼
に
施
せ
ば
則
ち
罪
な
し
。
復
す
る
所
の
者
は
惟
だ
殺
す
者
の
身
を
謂
う
。
乃
ち
殺
さ
る
る
者
の
子
孫
に
在
り
て
は
五
世
を
尽
く
し
て

　
之
を
復
す
る
を
得
べ
し
。
鄭
之
に
従
う
な
り
。

許
慎
が
し
ば
し
ば
依
り
ど
こ
ろ
と
す
る
「
古
里
礼
説
」
な
る
も
の
が
、
ど
う
い
う
来
歴
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
杜
子
春
か
ら
鄭

興
鄭
衆
父
子
へ
と
連
な
る
古
文
学
派
の
周
礼
説
と
故
ら
対
抗
す
る
質
逡
学
派
の
学
説
を
指
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
ま
た
も
っ
と
淵
源

す
る
劉
散
以
来
の
学
説
な
の
か
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
も
う
一
つ
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
質
公
彦
の
い
う
よ
う
に
、
鄭
玄

は
、
r
公
羊
の
百
世
報
雌
を
可
と
す
る
説
を
た
し
か
に
支
持
し
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
が
ら
を
通
し
て
窺
え
る
こ
と
は
、
ま
ず
方
法
的
な
あ
り
方
と
し
て
鄭
玄
は
要
す
る
に
今
古
文
の
対
立
に
固
執
す
る
こ
と
な

く
、
そ
れ
ら
を
越
え
た
足
場
か
ら
自
由
に
取
捨
選
択
し
て
是
非
の
判
断
を
下
し
、
時
と
し
て
か
な
り
の
修
正
を
加
え
て
そ
の
解
釈
を
組
み

立
て
て
い
る
。
言
い
古
さ
れ
た
感
も
な
い
で
は
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
折
衷
的
な
彼
独
特
の
方
法
が
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、

内
容
的
に
突
込
ん
で
、
鄭
玄
は
結
局
報
雌
説
を
全
体
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
意
識
の
下
で
捉
え
て
い
た
の
か
。
そ
れ
を
も
う
一
度
『
周
礼
』
調

人
職
の
彼
の
注
に
戻
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
調
人
職
の
報
饒
観
は
曲
礼
や
檀
弓
の
そ
れ
と
は
対
立
し
て
い
る
。
経
文
に
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即
し
て
解
釈
す
る
か
ぎ
り
両
者
の
解
釈
は
当
然
な
が
ら
齪
酷
を
き
た
す
。
と
こ
ろ
が
既
に
趙
商
へ
の
回
答
を
通
し
て
み
た
よ
う
に
脳
髄
職

の
注
で
鄭
玄
は
報
雌
に
対
し
て
決
し
て
否
定
的
で
は
な
い
。
そ
う
し
て
こ
の
点
で
は
、
「
曲
礼
」
、
「
壇
弓
」
、
『
鄭
士
嘗
［
駁
五
孟
春
異
義
』
に
お
け
る
彼
の

見
解
は
一
致
し
て
い
る
。
と
同
時
に
、
怪
人
職
の
注
は
全
体
と
し
て
故
ら
に
経
文
に
そ
む
く
と
こ
ろ
は
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う

こ
と
な
の
か
。
結
論
を
い
そ
げ
ば
、
要
す
る
に
朝
煙
は
報
雌
を
み
と
め
な
が
ら
も
、
周
礼
の
報
饒
制
限
（
そ
れ
は
最
終
的
に
は
否
定
へ
と
進
む
）

策
を
支
持
し
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
混
乱
矛
盾
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
鄭
玄
の
意
識
下
で
は
そ
れ
は
何
ら
の
矛
盾
で
は
な
く
、

報
難
と
い
う
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
私
的
制
裁
は
そ
れ
が
す
ぐ
れ
て
道
徳
的
行
為
で
あ
る
と
い
う
点
で
積
極
的
に
肯
定
さ
れ
な
が
ら
も
、
実
は

そ
れ
を
包
含
す
る
公
的
秩
序
（
官
制
と
法
律
）
と
い
う
階
位
が
構
想
さ
れ
て
い
て
、
報
雌
は
こ
の
階
位
に
抵
触
し
な
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
認
容

さ
れ
る
か
た
ち
で
辻
褄
が
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
っ
と
端
的
に
い
え
ば
報
離
は
否
定
さ
れ
な
い
が
実
質
的
に
は
制
限

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

一1
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一

　
こ
こ
で
視
点
を
か
え
て
、
後
漢
社
会
に
お
け
る
復
饒
の
実
態
に
つ
い
て
少
七
く
触
れ
て
お
き
た
い
。
耳
掻
が
な
ぜ
周
礼
を
重
視
す
る

の
か
そ
の
理
由
を
考
え
る
上
で
も
そ
れ
は
ぜ
ひ
と
も
踏
ま
え
て
お
く
べ
き
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
漢
律
で
は
、
高
祖
の
法
三
章
で
「
人
を

殺
す
者
は
死
す
」
と
定
め
て
以
来
、
皆
野
に
つ
い
て
の
格
別
の
規
定
が
明
文
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
原
則
的
に
は
殺
人
者
と
し

て
死
罪
に
処
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
↑
）
。
け
れ
ど
も
、
報
雌
を
礼
讃
す
る
世
風
は
依
然
と
し
て
根
強
く
、
後
漢
に
至
っ
て
も
報
難
の
話
題
に

は
事
欠
か
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
も
、
注
目
す
べ
き
は
、
女
性
に
よ
る
仇
討
ち
が
存
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
う
い
く

　
例
一
、
酒
泉
郡
（
旧
記
省
）
の
鹿
清
の
鞍
鼻
蛾
は
実
父
を
同
県
人
に
殺
さ
れ
た
。
蛾
に
は
男
の
兄
弟
が
三
人
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
病
死

し
て
い
た
。
加
害
者
は
己
れ
に
報
難
ず
る
者
が
い
な
い
と
い
っ
て
喜
ん
で
い
た
。
蛾
は
感
興
し
、
つ
ね
に
刀
を
し
の
ば
せ
て
馬
車
に
幌
を

か
諺
て
隙
を
窺
っ
た
。
十
年
余
り
が
過
ぎ
た
が
封
っ
て
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
後
に
都
亭
（
宿
場
）
で
ば
っ
た
り
雌
に
出
く
わ
し
、
か

ね
て
用
意
し
て
い
た
刀
で
刺
殺
し
、
見
事
本
懐
を
と
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
ち
に
県
の
役
所
に
自
首
し
て
、
「
父
系
已
に
報
ゆ
。
刑
鐵

に
就
か
ん
こ
と
を
請
う
」
と
申
し
出
た
。
県
の
長
官
の
罪
嘉
は
こ
れ
を
義
挙
と
し
、
県
令
の
印
綬
を
解
い
て
倶
に
逃
亡
し
よ
う
と
し
た
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ら
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
だ
め

（
餓
を
死
罪
に
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
と
考
え
て
で
あ
る
）
し
か
し
嬢
は
き
っ
ぱ
り
断
り
「
怨
み
塞
さ
れ
身
死
す
は
、
妾
の
明
か
な
る
分
、

つ
み
び
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
つ
と
め
　
　
ヒ
　
　
　
　
　
　
　
　
い
の
ち
　
　
か
り
そ
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
げ

罪
を
結
び
獄
を
工
む
る
は
君
の
常
理
。
何
ぞ
敢
え
て
生
を
萄
．
に
し
以
て
公
法
を
柾
ん
」
と
い
っ
た
。
後
に
大
赦
に
あ
い
放
免
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
む
ら

州
郡
は
蛾
の
閻
に
表
彰
の
額
を
か
か
げ
た
。
太
常
の
張
奥
は
嘆
賞
し
て
東
吊
を
贈
っ
た
。
（
『
後
漢
書
』
八
四
列
島
伝
）
因
み
に
書
意
（
一
〇
三

～
一
八
一
）
が
太
常
と
な
っ
た
の
は
本
伝
（
『
後
漢
書
』
六
五
）
に
よ
る
と
確
実
に
霊
堂
が
即
位
し
て
二
年
目
の
建
長
二
年
（
一
六
九
）
以
降
で
あ
る

か
ら
、
趙
蛾
の
事
件
は
、
桓
帝
末
年
の
頃
に
起
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
．

　
例
二
　
陳
留
評
言
黄
（
河
南
省
開
封
）
に
維
玉
と
い
う
婦
人
が
い
た
。
実
父
璽
を
殺
し
た
李
下
な
る
者
を
殺
し
て
仇
を
報
じ
た
。
と
こ
ろ

で
こ
の
藩
士
な
る
男
は
玉
の
夫
の
母
方
の
い
と
こ
（
従
母
兄
）
で
あ
っ
た
。
姑
は
玉
を
と
ら
え
役
人
に
引
渡
し
た
。
役
人
は
た
だ
ち
に
外
黄
令
の
梁

配
に
事
・
件
を
報
告
し
た
。
配
は
こ
の
玉
な
る
婦
人
を
死
罪
に
す
べ
し
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
時
、
同
番
の
諸
生
で
あ
っ
た
十
五
歳
の
申
屠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
げ

幡
は
配
に
む
か
っ
て
「
玉
の
節
義
は
、
以
て
無
恥
の
孫
を
感
ぜ
し
め
忍
辱
の
子
を
激
ま
す
に
足
る
。
明
野
に
遭
わ
ず
と
も
尚
お
当
に
鴬
笛

を
表
旋
す
べ
し
。
況
ん
や
清
聴
に
在
り
て
而
も
哀
衿
を
加
え
ざ
る
を
や
」
と
言
っ
て
諌
止
し
た
。
配
は
そ
の
言
に
従
い
、
か
く
て
請
う
て

死
罪
を
減
ず
る
ご
と
が
で
き
た
。
（
『
後
漢
書
』
五
三
、
強
堅
蠕
伝
、
出
来
事
は
申
屠
蝿
の
年
齢
か
ら
考
え
て
3
安
帝
か
ら
順
帝
初
期
に
か
け
て
の
後
漢

中
期
の
こ
と
か
）

　
維
玉
の
場
合
は
男
兄
弟
が
死
ん
だ
の
で
は
な
く
、
そ
の
者
や
そ
の
者
の
子
た
ち
が
様
々
な
事
情
で
報
雌
に
ひ
る
ん
で
い
る
の
を
、
碧
玉

が
女
な
が
ら
も
決
行
し
た
勇
気
を
申
屠
蝿
は
称
揚
し
た
の
で
あ
る
。
次
に
男
性
に
よ
る
報
饒
の
例
を
見
て
み
よ
う
。

　
例
三
　
安
丘
（
山
東
省
）
の
男
母
長
長
な
る
者
が
母
親
と
市
に
出
か
け
た
が
酔
漢
に
あ
い
、
そ
の
酔
漢
は
長
の
母
を
辱
か
し
め
た
。
長
は

こ
の
者
を
殺
し
て
逃
げ
た
が
、
膠
東
で
捕
え
ら
れ
た
。
時
に
膠
東
の
相
で
あ
っ
た
呉
祐
は
長
に
向
っ
て
い
っ
た
。
「
母
親
が
辱
か
し
め
ら

れ
、
子
が
そ
れ
を
恥
と
す
る
の
は
人
情
と
し
て
当
然
だ
。
し
か
し
孝
子
は
『
急
る
に
は
必
ず
後
の
め
ん
ど
う
を
思
い
』
親
を
心
配
さ
せ
ぬ

も
の
だ
。
今
お
ま
え
は
親
に
そ
む
き
怒
り
を
爆
発
ざ
せ
て
、
白
昼
人
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
お
ま
え
を
赦
す
こ
と
は
義
に
は
ず
れ
る
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
か
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
た
く
し

お
ま
え
を
刑
罰
に
処
す
る
こ
と
は
忍
び
な
い
。
ど
う
し
た
も
の
か
な
」
す
る
と
長
は
自
ら
か
せ
を
か
け
て
「
国
家
法
を
制
し
、
囚
身
こ
れ

　
　
　
　
と
の
さ
ま
あ
わ
れ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
え
　
　
す
べ

を
犯
す
。
明
府
哀
粉
を
加
う
と
錐
ど
も
、
恩
施
す
所
な
し
」
ど
ん
な
裁
き
も
覚
悟
の
上
と
申
し
述
べ
る
。
呉
祐
は
長
に
後
継
の
な
い
の
を

あ
わ
れ
に
思
い
、
長
の
妻
を
呼
び
よ
せ
、
獄
中
に
同
宿
せ
し
め
る
。
や
が
て
冬
と
な
り
、
そ
の
年
に
執
行
す
べ
き
処
刑
が
す
べ
て
終
っ
た

頃
、
長
の
妻
は
妊
娠
し
た
。
長
は
呉
祐
の
恩
を
お
も
う
て
母
親
と
も
ど
も
に
感
涙
に
む
せ
ぶ
。
か
く
て
，
み
ず
か
ら
総
死
し
果
て
た
。
（
『
後

【1
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漢
書
』
六
四
）
順
帝
の
即
位
（
一
二
六
）
前
後
に
起
っ
た
出
来
事
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
し
つ
う
ん

　
例
四
　
　
幽
憤
は
汝
南
西
平
（
河
南
省
）
の
人
で
あ
る
。
彼
の
親
友
に
董
子
張
と
い
う
人
物
が
い
た
。
子
張
の
父
と
叔
父
は
同
郷
の
三
訂

に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
。
子
張
は
何
と
か
仇
を
報
い
た
く
思
っ
て
い
た
が
、
重
い
病
に
か
か
り
、
今
日
明
日
を
も
知
れ
ぬ
生
命
で
あ
っ
た
。

悼
が
訪
ね
て
い
く
と
、
子
張
は
彼
を
見
て
突
然
す
す
り
泣
き
を
始
め
た
。
も
う
喋
る
気
力
も
な
か
っ
た
。
偉
は
親
友
の
心
中
を
た
ち
ど
こ

ろ
に
察
し
、
子
張
に
向
．
ワ
て
い
っ
た
、
「
お
ぬ
し
は
、
死
ぬ
と
い
う
こ
と
よ
り
も
父
の
仇
を
討
て
ぬ
こ
と
が
無
念
で
た
ま
ら
ぬ
の
だ
な
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

心
配
す
る
な
、
お
ぬ
し
が
死
ん
で
も
お
れ
が
代
わ
っ
て
殺
る
」
と
。
子
張
は
黙
っ
て
彼
を
み
つ
め
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
悸
は
さ
っ
そ
く
刺

客
を
や
と
い
仇
人
を
は
ば
ん
で
、
そ
の
首
を
切
り
、
病
床
の
子
張
の
と
こ
ろ
へ
持
っ
て
き
た
。
子
張
は
そ
の
首
を
見
て
息
を
ひ
き
と
っ
た
。

か
く
し
て
揮
は
県
庁
に
自
首
し
て
き
た
。
県
令
は
わ
ざ
と
ゆ
っ
く
り
応
対
し
て
悸
の
入
獄
を
引
き
の
ば
そ
う
と
す
る
。
渾
は
い
う
、
「
友

が
た
め
に
饒
に
報
い
る
は
吏
の
私
な
り
。
法
を
奉
じ
て
阿
ら
ぎ
る
は
君
の
義
な
り
。
君
を
塵
い
て
良
く
る
は
臣
の
節
に
非
ざ
る
な
り
」
走

り
出
て
獄
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
。
県
令
は
は
だ
し
で
後
を
追
っ
た
が
及
ば
ず
、
か
く
て
彼
自
ら
獄
に
や
っ
て
き
て
、
獄
中
の
悸
の
眼
前
で

刀
を
抜
き
悸
を
お
ど
し
て
い
っ
た
。
「
お
ぬ
し
が
私
に
従
っ
て
こ
こ
か
ら
出
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
．
い
っ
そ
（
こ
の
刀
で
）
死
ん
で
私
の
本

心
を
示
し
ま
し
ょ
う
」
と
。
悸
は
こ
の
言
葉
を
聞
い
て
や
っ
と
獄
か
ら
出
た
。
建
武
七
年
（
一
一
＝
）
よ
り
少
し
後
の
こ
と
で
あ
る
。
（
『
後
漢

書
』
二
九
）

　
例
五
　
蘇
不
章
の
父
謙
は
過
失
が
も
と
で
旧
怨
を
抱
く
司
隷
校
尉
の
李
蕎
に
拷
問
で
殺
さ
れ
て
し
ま
つ
・
た
。
こ
の
時
不
章
は
十
八
歳
で

あ
っ
た
。
彼
は
洛
陽
か
ら
父
の
屍
体
を
車
に
の
せ
て
郷
里
に
帰
り
、
埋
め
は
し
た
が
葬
式
は
し
な
か
っ
た
。
天
を
仰
い
で
「
弾
子
得
ひ
と

り
何
人
そ
や
」
と
嘆
い
た
。
姓
名
を
変
え
家
財
を
つ
く
し
て
剣
客
を
や
と
い
李
暑
を
た
び
た
び
狙
っ
た
が
討
つ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

嵩
は
や
が
て
大
司
農
に
う
つ
る
。
不
二
は
地
下
に
ト
ン
ネ
ル
を
掘
っ
て
蕎
の
屋
敷
に
潜
入
せ
ん
と
企
る
。
ト
ン
ネ
ル
は
嵩
の
寝
室
に
ま
で

達
し
、
申
に
侵
入
す
る
。
と
こ
ろ
が
骨
は
廊
に
行
き
不
在
。
不
乙
は
そ
こ
に
い
た
妾
や
子
供
た
ち
を
殺
し
、
書
を
と
ど
め
て
立
ち
去
っ
た
。

蕎
は
大
い
に
驚
催
し
、
以
後
身
辺
を
警
戒
し
、
外
出
に
も
護
衛
を
伴
い
討
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
不
章
は
そ
こ
で
た
だ
ち
に
魏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
く
ろ

郡
に
赴
き
景
の
父
の
累
を
発
き
そ
の
頭
を
切
り
と
っ
て
持
ち
去
り
、
京
師
の
市
場
に
懸
け
「
李
君
臨
の
父
の
頭
」
と
標
し
て
は
ず
か
し
め

た
。
量
は
ひ
た
す
ら
沈
黙
し
て
い
た
。
後
、
辞
職
を
願
い
出
、
郷
里
に
帰
り
、
墓
を
修
復
し
て
か
ら
不
章
を
亡
き
者
に
せ
ん
と
求
め
た
が
、
，

何
年
た
っ
て
も
っ
か
ま
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
嵩
は
憤
怒
感
傷
し
て
病
を
発
し
血
を
吐
い
て
死
ん
だ
。
不
章
は
後
に
赦
に
会
い
家
「

一1
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に
帰
る
こ
と
が
で
き
、
よ
う
や
く
父
を
改
葬
し
て
喪
式
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。
（
『
後
漢
書
』
三
一
、
蘇
章
伝
）

　
こ
の
事
件
は
ま
さ
に
鄭
玄
と
同
時
代
に
起
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
は
だ
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
時
の
士
大
夫
の
多
く
は
不
章
が
家
墓
を

発
い
て
死
体
を
は
ず
か
し
め
た
こ
と
を
非
難
し
た
。
が
船
外
は
不
章
を
伍
耳
翼
に
比
し
た
。
さ
ら
に
太
原
の
郭
泰
（
一
二
八
～
一
六
九
）
は
蘇

不
章
の
一
難
は
単
独
で
し
か
も
死
を
賭
し
て
豪
強
に
た
ち
早
っ
た
と
こ
ろ
で
勢
子
背
よ
り
も
勝
る
と
し
て
大
い
に
称
揚
し
た
と
い
う
。

　
以
上
の
実
際
の
紅
玉
事
件
で
興
味
深
い
の
は
、
当
事
者
が
共
通
し
て
、
国
家
の
法
規
と
己
れ
の
至
情
と
に
ジ
レ
ン
マ
を
感
じ
、

刑
死
を
覚
悟
で
仇
討
を
決
行
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
ま
た
道
徳
に
殉
ず
る
自
己
犠
牲
の
精
神
と
勇
気
を
民
衆
は
感
じ
、
喝
釆

し
て
や
ま
な
い
。
司
直
も
他
の
殺
人
者
の
よ
う
に
俊
厳
に
裁
く
こ
と
が
．
と
か
く
た
め
ら
わ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
報
饒
に
は
一
種
の
ヒ
ロ
イ

ズ
ム
の
美
学
す
ら
存
す
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
仇
討
ち
は
容
易
に
や
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
例
え
ば
『
後
漢
書
』
（
八
三
）
逸

民
伝
に
の
せ
る
周
党
の
よ
う
に
『
春
秋
公
羊
伝
』
を
読
ん
で
「
百
世
織
留
」
．
の
義
に
感
奮
し
て
挙
手
と
決
闘
を
し
て
旧
時
に
う
け
た
恥
辱

を
は
ら
そ
う
と
し
た
者
の
よ
う
に
、
本
来
の
報
饒
か
砂
明
ら
か
に
逸
脱
し
た
の
も
発
生
し
て
く
る
。
報
饒
事
件
の
頻
発
は
決
し
て
良
風
美

俗
の
あ
ら
わ
れ
と
は
い
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
こ
に
は
、
お
お
う
べ
く
も
な
い
風
紀
の
素
乱
状
態
が
あ
っ
た
。
さ
れ
ば
こ
そ

桓
諏
（
B
・
C
四
〇
～
A
・
D
三
一
）
は
次
の
よ
う
に
鋭
く
復
難
の
弊
害
を
衝
く
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
え

　
　
今
人
相
い
殺
傷
し
、
已
に
法
に
伏
す
と
錐
ど
も
而
も
私
か
に
怨
難
を
結
び
、
子
孫
相
い
報
じ
、
後
愈
前
よ
り
深
く
、
戸
を
滅
し
業
を

　
ほ
ろ
ほ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
か

　
珍
す
。
而
る
に
俗
は
豪
建
を
称
う
。
故
に
怯
弱
な
る
こ
と
有
り
と
錐
も
猶
勉
め
て
之
を
行
う
。
此
れ
を
人
の
要
理
に
聴
せ
て
復
た
法
禁

　
な
き
者
と
為
す
な
り
。
今
宜
し
く
旧
令
を
多
照
に
す
べ
し
。
若
し
已
に
官
詠
に
伏
し
而
か
も
私
に
旧
い
傷
殺
す
る
者
あ
ら
ば
一
身
逃

　
亡
す
と
錐
ど
も
皆
家
属
を
辺
に
要
し
、
其
の
遵
い
傷
う
者
に
は
常
二
等
を
加
え
雇
山
瞭
罪
す
る
を
得
ざ
ら
し
む
。
此
の
如
く
す
れ
ば
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

　
ぢ
仇
怨
自
ず
か
ら
鮮
く
盗
賊
息
ま
ん
。
　
（
『
後
漢
書
』
二
八
三
諦
伝
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　

　
桓
諌
の
復
雌
否
定
も
ひ
っ
く
る
め
た
そ
の
世
風
批
判
は
、
要
す
る
に
、
社
会
の
素
量
を
救
う
て
だ
て
と
し
て
法
律
の
俊
厳
な
実
施
と
、

特
例
（
績
罪
）
を
許
さ
ぬ
法
の
強
力
な
一
元
的
統
制
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
重
刑
主
義
と
も
称
す
べ
き
考
え
方
が
、
実
は

後
漢
一
代
を
通
じ
て
流
れ
と
し
て
確
か
に
存
す
る
よ
う
で
あ
る
。
『
漢
書
』
刑
法
志
に
見
る
班
固
の
法
律
観
、
ま
た
章
帝
期
か
ら
和
帝
期

に
か
け
て
、
「
軽
侮
法
」
と
い
う
、
特
例
法
規
を
成
文
化
し
て
死
刑
を
軽
減
化
し
よ
う
と
す
る
動
き
に
敢
然
と
反
対
し
た
張
敏
の
考
え
方

な
ど
が
ま
ず
想
起
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
重
刑
思
想
は
特
に
後
漢
末
期
に
顕
著
な
よ
う
で
あ
る
。
霊
帝
期
（
一
六
八
～
一
八
八
）
の
初
め
に
亡
く
な
つ

一2
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た
王
符
（
九
〇
1
一
六
五
）
は
、
，
赦
令
、
腰
罪
が
頻
用
さ
れ
、
官
吏
の
選
挙
が
コ
ネ
に
堕
し
、
刑
罰
が
全
く
無
秩
序
に
乱
用
さ
れ
て
い
る
当

時
の
社
会
を
ま
の
あ
た
り
「
に
し
て
、
も
は
や
徳
治
の
み
で
は
到
底
お
さ
ま
ら
な
い
乱
世
と
断
じ
、
車
の
両
輪
の
ご
と
く
徳
治
と
と
も
に
、

強
制
的
刑
罰
に
よ
る
政
治
の
必
要
を
痛
感
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

　
　
着
意
に
能
く
法
を
援
け
て
時
に
之
を
貸
し
、
．
布
令
し
・
て
必
ず
之
を
行
え
ば
則
ち
群
臣
百
吏
、
敢
え
て
悉
く
己
の
命
に
心
従
せ
ざ
る
莫

　
け
ん
。
己
の
令
違
う
こ
と
無
く
ん
ば
則
ち
法
禁
必
ず
行
わ
れ
ん
。
故
に
政
令
必
ず
行
わ
る
。
憲
禁
必
ず
従
わ
る
。
而
し
て
国
治
ま
ら
ざ

　
る
者
は
未
だ
嘗
て
有
ら
ざ
る
な
り
。
（
『
潜
三
論
』
衰
制
第
二
〇
）

ζ
う
し
た
考
え
は
同
じ
く
幽
幽
の
建
寧
年
間
（
一
六
八
～
一
七
二
〉
に
卒
し
た
崔
建
に
も
見
ら
れ
る
。
崔
建
の
『
政
論
』
で
の
考
え
方
に
よ
れ

ば
徳
教
は
購
と
肉
で
あ
り
、
胤
罰
は
薬
と
石
鑓
で
あ
る
（
⑩
夫
刑
罰
者
、
治
乱
之
薬
石
也
。
徳
行
者
、
興
平
之
梁
肉
也
）
。
つ
ま
り
、
徳
教
は

平
常
の
治
に
有
効
で
あ
り
、
刑
罰
は
衰
乱
の
治
に
有
効
で
あ
る
。
時
世
の
変
化
に
よ
，
っ
て
お
の
ず
か
ら
徳
教
と
刑
罰
は
入
れ
替
っ
て
用
い

ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
現
今
は
い
か
な
る
時
代
か
馬

　
　
方
今
、
百
王
の
徹
を
承
け
、
厄
運
の
会
に
値
う
。
数
世
以
来
、
政
、
恩
貸
多
し
。
（
同
）

ま
さ
に
崔
建
は
当
今
を
乱
世
と
断
じ
、
刑
罰
（
薬
石
）
，
こ
そ
用
い
る
べ
き
だ
と
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
王
符
も
崔
窟
も
観
念
と
し
て
は
徳
教
と

刑
罰
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
価
値
を
等
価
に
認
め
て
い
る
が
、
当
今
の
世
に
火
急
な
の
は
刑
罰
で
あ
る
と
す
る
点
で
、
実
質
的
に
は
刑
罰
重
視

の
立
場
な
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
萄
悦
（
一
四
八
～
一
，
一
〇
九
）
の
中
の
『
申
鑑
』
で
も
は
っ
き
り
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
『
申
鑑
』
で
注

目
す
べ
き
な
の
は
、
刑
罰
重
視
の
考
え
方
と
重
な
る
か
た
ち
で
復
雌
制
限
の
政
策
が
支
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
萄
悦
は
い
う
、

　
　
（
復
饒
に
は
）
縦
す
こ
と
有
り
禁
ず
る
こ
と
有
り
。
生
か
す
こ
と
有
り
殺
す
こ
と
有
り
。
之
を
制
す
る
に
義
を
以
て
し
、
之
を
断
ず
る

　
に
法
を
以
て
す
。
是
を
義
法
並
び
立
つ
と
謂
う
。
（
「
時
事
」
）

葡
悦
は
そ
の
具
体
的
制
度
と
し
て
「
．
古
調
饒
重
科
」
に
よ
っ
て
、
復
雌
避
難
の
制
度
を
説
く
。
、
そ
の
制
度
で
は
君
、
師
、
長
、
主
友
の
雌
．

の
規
定
が
な
く
、
そ
の
辟
難
の
地
の
範
囲
も
違
う
け
れ
ど
も
馬
全
体
の
趣
旨
は
『
周
礼
』
調
人
職
の
規
定
と
ま
っ
た
く
同
一
で
あ
る
。
「
古

復
難
之
科
」
の
用
語
は
ま
た
許
慎
の
例
の
「
古
周
礼
説
」
を
想
起
慰
せ
る
。

一
2
ー

ユ

一



む
す
び
に
か
え
て

　
さ
て
、
鄭
玄
に
も
ど
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
鄭
玄
は
、
経
書
の
注
釈
に
没
頭
し
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
笑
い
話
の
董
仲
野
の
よ
う
に
馬

の
牝
牡
を
忘
れ
る
程
世
事
と
没
交
渉
の
学
者
で
は
な
か
っ
た
。
郷
里
で
の
彼
は
弟
子
を
指
導
す
る
教
育
者
で
あ
り
、
ま
た
子
の
聖
恩
を
戒

め
た
書
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
な
り
の
土
地
を
所
有
す
る
農
園
経
営
者
で
あ
っ
た
。
彼
が
時
世
に
対
し
て
必
ず
し
も
冷
淡
静
観
し
て
い
た
の
で

は
な
い
こ
と
は
、
票
轡
巴
（
一
三
二
～
一
九
二
）
が
亡
く
な
っ
た
の
を
聞
き
六
十
五
歳
の
彼
が
「
漢
世
の
事
、
誰
と
与
に
か
之
を
正
さ
ん
」
と
嘆

じ
た
こ
と
か
ら
も
窺
．
わ
れ
る
。
『
周
礼
』
注
で
も
ま
る
で
控
え
て
い
た
の
が
不
意
を
つ
い
て
噴
出
し
た
か
の
よ
う
に
時
世
を
嘆
ず
る
語
が

発
せ
ら
れ
る
。
例
え
ば
春
官
家
宗
人
の
注
で
あ
る
。
『
国
語
』
（
楚
鼻
下
）
を
引
い
て
、
古
の
巫
蜆
が
よ
く
鬼
神
に
通
暁
し
天
の
法
則
に
の
っ

と
っ
て
居
た
こ
と
を
証
．
明
し
、
そ
れ
を
逆
手
に
今
の
巫
祝
の
堕
落
ぶ
り
を
、

　
　
今
の
巫
祝
は
既
に
其
の
義
に
潔
く
何
の
明
か
之
れ
見
ん
。
何
の
法
か
肖
れ
行
な
わ
れ
ん
。
正
出
は
降
ら
ず
。
或
は
淫
属
に
於
て
萄
も

．
貸
食
を
貧
り
、
遂
に
人
神
を
誕
い
て
此
の
道
を
滅
せ
し
む
。
痛
ま
し
き
か
な
。

と
衝
い
て
い
る
。
さ
ら
に
例
を
あ
げ
よ
う
。
小
司
徒
に
よ
れ
ば
、
土
地
の
分
画
に
際
し
、
肥
饒
の
程
度
に
よ
っ
て
上
中
下
に
区
別
し
、

・
一
家
男
女
七
人
以
上
に
上
地
を
、
六
人
に
は
中
幅
を
、
五
人
以
下
に
は
下
地
を
分
与
す
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
愛
田
の
制
度
で
あ
る
。
実

は
二
代
の
田
へ
の
税
率
も
土
地
を
上
中
下
に
分
け
て
課
税
し
て
い
る
。
許
慎
は
『
五
経
異
義
』
で
、
こ
の
漢
の
翠
玉
を
周
礼
の
と
同
一
だ

と
い
う
。
鄭
玄
は
こ
れ
に
反
駁
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
し
く

　
　
漢
に
誉
田
の
法
な
し
。
富
む
者
は
貴
く
善
に
し
て
且
つ
多
し
。
貧
者
は
賎
薄
に
し
て
且
つ
少
な
し
。
美
薄
の
収
通
せ
ず
し
て
相
倍

　
徒
し
て
上
中
下
す
。

富
め
る
豪
族
は
土
地
兼
併
に
よ
っ
て
い
よ
い
よ
富
み
土
地
を
広
げ
、
貧
し
い
人
民
は
ま
す
ま
す
困
窮
し
、
土
地
を
失
い
流
民
化
す
る
当
時

の
郷
村
の
惨
状
を
彼
は
ま
と
も
に
見
す
え
て
い
る
。
思
え
ば
彼
の
故
里
山
東
は
農
民
一
揆
の
も
っ
と
も
先
鋭
な
地
帯
で
あ
る
。
み
か
け
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

一
致
か
ら
漢
制
と
周
礼
の
税
制
を
同
義
だ
と
み
る
許
慎
の
甘
さ
を

　
　
周
礼
と
同
義
と
云
う
は
、
未
だ
こ
れ
を
思
わ
ざ
る
な
り
。
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と
厳
し
く
非
難
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
柄
を
通
し
て
み
る
と
、
む
し
ろ
右
心
は
当
時
の
衰
乱
の
政
治
社
会
情
況
に
人
一
倍
お
も
う
と

こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
唐
の
杜
祐
の
『
通
典
』
（
巻
一
六
八
、
刑
六
、
肉
刑
議
）
に
「
後
直
孫
帝
の
時
、
天
下
既
に
乱
れ
、
刑
法
以
て
罪
を
懲
す
に
足
ち
ず
。
是
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
な

於
て
名
儒
大
才
、
崔
実
、
鄭
元
、
陳
紀
の
二
面
以
て
宜
し
く
肉
刑
を
復
す
べ
し
と
為
す
」
と
あ
っ
て
、
前
漢
の
文
帝
が
廃
止
し
た
肉
刑
の

復
活
を
提
唱
し
た
人
び
と
の
中
に
鄭
玄
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
雀
実
と
は
密
な
ら
，
ぬ
崔
建
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
記
述
に
関
連
し
て
直
ち

に
想
起
さ
れ
る
の
は
、
『
周
到
』
秋
官
司
刑
の
脚
注
で
あ
る
。
そ
こ
で
七
三
は
肉
刑
の
具
体
的
内
容
、
夏
制
に
お
け
る
肉
刑
の
条
目
を
説

明
し
た
あ
と
、
総
括
的
に
「
所
謂
刑
罰
世
々
軽
く
世
々
重
き
者
な
り
」
と
注
す
る
。
こ
の
文
は
『
尚
書
』
呂
刑
の
文
を
そ
の
ま
ま
引
用
し

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
鄭
玄
は
刑
罰
は
時
代
の
変
化
（
治
乱
）
に
即
応
し
て
そ
の
軽
重
を
按
配
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
う
い
う
主
張
を
支
え
て
い
る
の
は
、
大
司
冠
に
い
う
「
新
国
を
刑
す
る
に
は
軽
典
を
用
い
、
乱
国
を
刑
す
る
に

は
重
典
を
善
う
」
の
刑
罰
観
で
あ
る
。
彼
が
肉
刑
復
活
を
主
張
し
た
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
現
今
の
世
を
乱
世
と
認
識
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
見
て
く
る
と
、
鄭
玄
も
、
王
符
・
誤
載
・
葡
悦
と
同
じ
く
刑
罰
重
視
の
考
え
方
を
確
か
に
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
さ

ら
に
留
意
す
べ
き
な
の
は
、
葡
悦
で
見
た
よ
う
に
、
『
周
礼
』
は
か
か
る
刑
罰
重
視
の
考
え
方
と
最
も
し
っ
く
り
合
う
経
典
で
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
『
周
面
』
を
通
読
し
て
感
ず
る
の
は
、
際
立
っ
て
法
家
的
色
彩
が
色
濃
い
こ
と
で
あ
る
。
も
と
も
と
「
周
官
」
と
呼
ば
れ
大

統
一
国
家
に
お
け
る
強
力
な
中
央
集
権
体
制
を
打
ち
出
す
た
め
に
構
想
さ
れ
た
官
制
で
あ
れ
ば
、
そ
の
礼
制
は
よ
り
広
範
囲
に
法
的
規
範

を
も
お
の
ず
か
ら
含
ん
で
こ
ざ
る
を
得
な
い
。
の
み
な
ら
ず
部
分
的
に
も
法
家
の
影
響
を
感
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
一
例
を
あ
げ
る

と
、
塑
造
大
司
徒
、
尊
属
、
比
長
に
の
べ
ら
れ
る
、
五
家
を
「
比
」
と
す
る
享
保
制
は
、
す
で
に
紅
塵
氏
（
↓
が
述
べ
た
よ
う
に
商
鞍
の
連
坐
法
・

三
蓋
の
網
捕
に
も
と
ず
く
も
の
で
あ
る
。
兵
農
法
の
三
位
一
体
を
説
く
点
で
も
『
管
掌
』
の
一
「
中
匡
」
・
「
小
匡
」
と
通
じ
あ
う
も
の
が
あ
る
。

恐
ら
く
何
休
や
張
禺
ら
の
今
文
学
者
が
「
六
国
陰
謀
の
書
」
と
決
め
つ
け
、
林
二
三
が
「
末
世
濱
乱
不
験
の
書
」
と
し
て
批
判
し
た
の
も
、

『
周
礼
』
の
も
っ
こ
う
し
た
性
格
に
一
因
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
鄭
玄
は
、
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
『
周
礼
』
を
太
平
を
致
す
た
め
の
周
公
制
作
の
書
と
し
て
重
視
す
る
。
も
ち
ろ
ん
『
周
礼
』
は
礼
経

で
あ
り
、
書
聖
が
描
く
太
平
世
界
に
お
け
る
国
家
構
想
も
礼
教
主
義
的
統
一
国
家
の
そ
れ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
実
質
は
と
い
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う
と
、
今
文
家
ば
か
り
で
な
く
、
同
じ
古
文
学
と
も
か
な
め
違
う
、
礼
教
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
官
制
と
法
律
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
・
元

的
統
一
が
支
え
ら
れ
て
い
る
国
家
で
あ
っ
た
。
鄭
玄
が
刑
罰
重
視
の
考
え
方
を
『
周
礼
』
か
ら
導
い
た
の
か
、
逆
に
現
実
的
社
会
か
ち
育

ん
で
い
っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
ど
ち
ら
で
も
あ
る
の
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
劇
毒
に
と
っ
て
『
周
礼
』
は
周
公
の
制
作
で
あ
る
と
い
う
た

だ
そ
れ
だ
け
の
観
念
で
崇
め
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
現
実
的
実
際
次
元
で
、
文
字
通
り
に
太
平
（
秩
序
）
を
致
す
政
典
と
も
考
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
か
ろ
う
と
思
う
。

注

コ
じ
@
「
休
坐
廃
鋼
、
乃
作
春
秋
公
羊
解
詰
、
玉
響
不
草
門
十
有
七
年
」
（
『
後
漢
書
』
七
九
下
儒
林
列
伝
六
九
下
）

・
↑
）
弟
子
の
養
成
に
力
を
注
い
だ
こ
と
は
、
「
会
党
事
起
。
而
康
成
教
授
不
離
。
弟
子
常
数
百
人
」
（
衰
宏
『
後
筆
記
』
）
か
ら
確
認
で
き
る
。

璽
　
『
公
羊
伝
』
の
復
雌
観
に
つ
い
て
は
、
故
日
原
利
国
先
生
の
「
侠
気
と
復
難
」
（
『
春
秋
公
羊
伝
の
研
究
』
露
文
社
昭
和
五
一
年
）
に

　
負
う
と
こ
ろ
が
極
め
て
大
き
い
。

（
↓@
岩
波
文
庫
（
一
、
九
八
二
年
版
）
一
五
〇
ぺ
．
ー
ジ
。

⑤
　
原
文
は
「
不
同
国
、
令
五
絃
」
で
あ
る
が
、
江
永
・
白
重
譲
ら
は
「
不
」
の
字
は
誤
術
と
す
る
。
経
文
の
脈
略
か
ら
は
そ
の
方
が

　
よ
い
が
、
し
か
し
心
延
は
「
使
之
不
同
国
宝
己
」
と
解
釈
し
て
お
り
、
今
は
鄭
玄
を
主
と
す
る
の
で
そ
れ
に
従
う
。

（
↓
　
こ
の
条
の
解
釈
も
全
く
鄭
玄
に
従
っ
て
い
る
。
孫
諮
譲
の
『
周
礼
正
義
』
（
七
巻
二
六
）
に
引
く
江
永
の
解
釈
で
は
曲
人
が
被
害
者

　
の
子
弟
等
の
報
饒
を
は
か
る
者
に
瑞
節
を
与
え
で
加
害
者
を
捕
え
し
め
、
そ
の
後
に
官
府
に
引
渡
し
て
処
罰
す
る
こ
と
と
解
釈
さ
れ

　
て
い
る
。

エ
　
た
だ
、
過
失
に
よ
る
殺
人
に
つ
い
て
は
死
罪
に
問
わ
れ
な
か
っ
た
。
（
周
礼
司
刺
の
鄭
司
農
注
）
ま
た
皇
帝
に
よ
る
大
赦
で
減
刑
に
な

　
る
場
合
も
多
か
っ
た
。
さ
ら
に
章
帝
の
建
初
年
間
（
七
六
～
八
四
）
に
父
親
が
侮
辱
さ
れ
、
そ
の
息
子
が
侮
辱
し
た
者
を
殺
し
た
。
章

　
帝
は
こ
の
息
子
を
憐
れ
み
死
刑
を
減
刑
し
た
。
以
後
、
こ
れ
が
判
例
と
な
っ
て
「
軽
侮
法
」
と
し
て
成
文
化
し
よ
う
と
す
る
動
き
が

　
、
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
尚
書
の
墨
蹟
が
反
対
し
て
と
り
や
め
に
な
っ
た
事
例
が
あ
る
。
（
『
後
漢
書
』
四
四
）
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3
　
李
賢
の
注
に
引
く
『
続
漢
書
』
に
よ
つ
τ
補
訂
す
る
。
但
し
『
続
漢
書
』
が
「
為
従
父
報
仇
」
と
し
て
い
る
の
は
と
ら
な
い
。
こ

　
こ
は
や
は
り
「
実
父
」
と
考
え
た
方
が
人
情
に
近
い
と
思
う
。
「
従
父
」
の
「
従
」
は
下
の
「
従
母
」
に
ひ
か
れ
て
誤
街
し
た
の
で

　
は
な
か
ろ
う
か
。

（
↓

C
本
伝
「
方
之
於
琶
、
以
歯
則
長
」
と
あ
る
。
票
琶
は
順
良
の
陽
嘉
元
年
（
一
三
二
）
の
生
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
試
み
に
推
算

　
し
て
み
た
の
で
あ
る
。

（
包
　
『
全
上
古
三
代
秦
漢
三
国
六
朝
文
』
巻
四
六
に
よ
る
。

⑭
　
「
周
官
著
作
時
代
考
」
五
、
参
照
。
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