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t土

tこ

じ

め

一
一
五
五
簡
(
別
に
残
片
八
O
片
あ
り
)
に
の
ぼ
る
大
量
の
秦
代
竹
簡
が
出

1 

一
九
七
五
年
二
一
月
、
湖
北
省
雲
夢
鯨
睡
虎
地
一
一
競
墓
か
ら
、

土
し
た
。
現
在
、
こ
れ
ら
の
竹
簡
は
そ
の
書
式
と
内
容
か
ら
、
「
編
年
記
」
「
語
書
」
「
秦
律
十
八
種
」
「
数
律
」
「
秦
律
雑
抄
」
「
法
律
答
問
」
「
封

診
式
」
「
魚
吏
之
遁
」
そ
し
て
「
日
書
」
甲
、
乙
種
の
十
種
に
分
類
整
理
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
「
秦
律
十
八
種
」
と
「
放
律
」
は
律
の
候

文
そ
の
も
の
を
集
め
た
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
律
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
秦
律
雑
抄
」
に
も
律
名
が
み
え
る
が
、
こ
れ
は
各
候
文
の
中
か
ら
庭
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罰
事
項
を
中
心
に
抄
録
し
た
も
の
で
あ
り
完
全
な
候
文
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
三
篇
が
秦
律
そ
の
も
の
と
稿
し
て
よ
い
も
の
で
あ
る
が
、
ま
た
、

「
法
律
答
問
」
に
も
非
常
に
断
片
的
で
は
あ
る
が
律
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
出
土
の
竹
簡
が
設
見
嘗
初
よ
り
、
中
園
の
み
な

ら
ず
日
本
に
お
い
て
も
、
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
て
き
た
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
秦
園
の
法
律
で
あ
る
律
そ
の
も
の
が
多
数
含
ま
れ
て
い
た
た
め

で
あ
る
。
そ
の
律
文
の
量
は
、
断
片
的
に
で
は
あ
る
が
あ
る
程
度
知
ら
れ
て
い
た
漢
律
の
量
を
は
る
か
に
凌
駕
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
秦
律
の
出
土
に
よ
り
、
秦
園
の
法
律
制
度
の
み
な
ら
ず
、
社
曾
、
経
済
等
に
か
か
わ
る
、
こ
れ
ま
で
望
む
べ
く
も
な
か
っ
た
レ
ベ
ル
の
、

し
か
も
生
の
新
資
料
が
眼
前
に
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
資
料
が
大
き
な
期
待
を
も
っ
て
皐
界
に
迎
え
ら
れ
た
こ
と
は

嘗
然
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
出
土
秦
律
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
性
格
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
護
見
嘗
初
よ
り
様
々

な
方
向
か
ら
そ
の
性
格
解
明
へ
の
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
最
初
中
園
に
お
い
て
は
、
出
土
律
が
商
鞍
饗
法
以
後
、
始
皇
帝
に
至
る
ま
で

の
4

の
秦
の
律
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
州
、
嘗
時
は
い
わ
ゆ
る

- 2 ー

「
儒
法
闘
争
」

の
最
中
で
あ
り
、

そ
の
影
響
を
受
け
て
そ
れ
を
始
皇
帝
の
天

下
統
一
に
直
結
す
る
秦
園
の
法
家
路
線
に
闘
係

e

つ
け
る
に
念
で
、
そ
の
性
格
を
律
文
自
盟
に
則
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
覗
貼
は
非
常
に
稀

薄
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
四
人
組
が
追
放
さ
れ
る
と
、
史
民
平
界
に
お
い
て
も
「
買
事
求
是
」
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
秦
律
の
理
解
に

闘
し
で
も
、
律
文
の
具
践
的
内
容
か
ら
そ
の
性
格
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
、
黄
盛
湾
、
高
敏
氏
な
ど
の
試
引
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

と
く
に
、
責
盛
埠
氏
は
出
土
秦
律
に
劃
し
て
、
そ
の
年
代
、
性
格
、
淵
源
等
全
面
的
な
検
討
を
加
え
て
い
る
。
氏
は
ま
ず
、
年
代
に
つ
い
て
よ

り
厳
密
に
限
定
し
、
始
皇
帝
へ
の
避
語
の
有
無
や
候
文
自
盟
の
具
鐙
的
内
容
か
ら
、

そ
の
下
限
は
始
皇
帝
二

O
年
以
前
で
始
皇
帝
の
統
一
修

定
し
た
法
律
は
含
ま
な
い
と
し

従
来
の

「
秦
始
皇
の
法
」

と
考
え
る
設
を
し
り
ぞ
け
る
。

そ
の
性
質
に
つ
い
て
は

「
秦
律
」

(
上
記
の

「
秦
律
十
八
種
L

は
官
府
の
管
理
制
度
で
、

う
中
央
、
地
方
(
豚
)
の
下
級
官
更
で
あ
る
と
す
る
が
、
一
方
「
秦
律
説
」

そ
の
淵
源
に
つ
い
て
は
、

刑
律
に
か
か
わ
る
「
秦
律
読
」

「
数
律
」

「
秦
律
雑
抄
」
〉

そ
の
規
定
に
か
か
わ
る
官
吏
は
一
般
的
に
み
な
直
接
制
度
の
執
行
を
行
な

(
「
法
律
答
問
」
〉
の
方
は
刑
律
の
解
説
で
官
府
、
民
間
関
係
と
も
に

含
む
も
の
と
す
る
。

ま
た
、

は
李
慢
の
『
法
経
』

と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、



官
府
の
管
理
制
度
で
あ
る
「
秦
律
」
の
方
は
、

え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
商
鞍
の
法
律
自
鐙
、

「
秦
律
雑
抄
」
に
み
え
る
「
盗
律
」
を
の
ぞ
い
て
『
法
経
』
と
は
別
の
来
源
を
有
す
る
律
と
考

『
法
経
』
を
原
本
と
し
て
他
園
の
法
律
や
秦
閣
の
法
律
を
劃
酌
修
訂
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の

震
展
で
あ
る
出
土
秦
律
も
そ
の
律
文
の
来
源
は
多
方
面
に
わ
た
る
と
考
え
、

の
考
え
も
責
氏
に
近
く
、
出
土
秦
律
は
始
皇
帝
統
一
後
の
も
の
を
含
ま
ず
、

と
く
に
三
菅
、
青
の
法
律
と
の
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
。
高
敏
氏

ま
た
商
鞍
の
秦
律
の
基
礎
の
上
に
し
だ
い
に
累
積
、
撰
寓
さ
れ
て

き
た
も
の
で
あ
り
、
商
鞍
秦
律
と
は
一
定
の
匿
別
が
あ
る
が
、
そ
の
基
本
精
神
と
階
級
的
本
質
は
そ
の
ま
ま
受
縫
い
で
い
る
と
し
て
い
る
。
た

だ
し
、
商
鞍
の
秦
律
と
出
土
秦
律
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
出
土
秦
律
は
そ
の
大
目
の
下
に
増
加
さ
れ
た
細
目
で
、
正
式
の
律
文
の
外
に
あ
る

も
の
と
す
る
。

次
に
日
本
に
お
い
て
は
、
秦
簡
の
樟
文
が
公
表
さ
れ
る
と
す
ぐ
、
大
庭
権
問
氏
が
中
園
よ
り
も
先
ん
じ
て
律
文
自
世
に
却
し
な
が
ら
そ
の
性
格

の
全
面
的
検
討
を
行
な
っ
て
い
到
。
そ
の
成
立
年
代
は
お
そ
ら
く
始
皇
帝
即
位
以
前
で
あ
ろ
う
と
し
、
統
一
後
も
現
行
法
と
し
て
数
カ
を
有
し

て
い
た
と
考
え
る
。
ま
た
、
律
文
自
睦
に
は
、
商
棋
の
定
め
た
律
の
正
文
と
し
て
の
六
律
の
文
は
な
く
、
そ
れ
は
後
に
'
次
第
に
増
加
さ
れ
て
き

た
追
加
法
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
「
回
律
」
以
下
の
諸
律
は
、
行
政
上
の
制
度
規
定
で
あ
り
、
違
犯
し
た
場
合
の
慮
罰
規

定
で
あ
る
俊
文
が
多
い
こ
と
か
ら
、
墨
田
書
』
刑
法
志
に
い
う
漢
の
「
事
律
」
と
性
質
の
通
じ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
堀
毅
氏
も
大
庭
氏
と

- 3 ー

同
様
、
各
律
文
は
李
慢
の
『
法
経
』
六
篇
以
外
の
「
事
律
」
に
相
嘗
す
る
も
の
と
考
え
、
出
土
秦
律
は
、

地
域
的
事
情
、
時
代
的
事
情
に
よ
っ
て
漸
次
増
補
し
た
も
の
と
し
て
い
る
。

『
法
経
』
に
劃
し
て
後
代
の
人
々
が

律
文
自
瞳
に
即
し
た
性
格
の
理
解
は
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、

3 

そ
れ
が
副
葬
さ
れ
た
事
情
か
ら
も
性
格
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
大
庭
惰
氏

は
、
被
葬
者
を
下
級
の
法
技
術
者
と
考
え
、
そ
の
人
物
が
生
前
私
的
に
愛
用
し
た
「
律
の
書
」
と
し
て
お
引
、
永
田
英
正
氏
も
、
被
葬
者
が
司

法
の
吏
と
し
て
秦
律
を
勉
強
し
、
職
務
を
遂
行
し
た
り
す
る
上
で
の
参
考
書
と
考
え
、
必
要
な
部
分
を
抜
き
書
き
し
た
も
の
と
し
て
い
引
。
古

賀
登
氏
も
被
葬
者
が
必
要
と
し
た
と
こ
ろ
を
私
的
に
寓
し
た
も
の
と
す
る
が
、
そ
の
目
的
は
治
獄
の
官
と
し
て
の
必
要
と
い
う
よ
り
も
受
験
の

た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
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以
上
の
理
解
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
付
出
土
秦
律
は
首
時
存
在
し
た
全
秦
律
の
一
部
に
す
ぎ
ず
、
被
葬
者
の
私
的
な
必
要
の
た
め
に
抄
寓
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
。
そ
の
内
容
は
官
府
の
管
理
制
度
で
あ
っ
て
、
日
開
そ
れ
は
商
鞍
の
六
律
と
は
別
に
、
後
に
次
第
に
増
補
さ
れ
て
き
た
も
の

で
あ
る
が
、
始
皇
帝
統
一
後
の
律
は
含
ま
な
い
と
い
う
三
貼
に
な
ろ
う
。
以
上
の
従
来
の
理
解
は
、
性
格
を
考
え
る
上
で
大
枠
と
し
て
は

一
躍

納
得
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
秦
律
の
内
容
自
髄
に
基
づ
い
て
具
鰻
的
に
そ
の
性
格
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
ま
ず
、
ハ
門

に
つ
い
て
、
出
土
秦
律
が
全
秦
律
の

一
部
に
す
ぎ
な
い
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
全
秦
律
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
と
く
に
「
秦
律
十
八
種
」
に
つ
い
て
は
、

被
葬
者
が
そ
の
必
要
の
都
度
、

ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
抄
寓
し
た
も
の
な
の
か
、

そ
れ
と
も
あ
る

目
的
の
た
め
に
一
ま
と
ま
り
の
も
の
と
し
て
抄
寓
し
た
も
の
な
の
か
す
ら
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
口
の
官
府
の
管
理
制
度
に
つ
い

て
も
、
資
盛
藤
氏
は
中
央
、
地
方
(
豚
)
の
下
級
官
吏
を
封
象
と
し
た
も
の
と
す
る
が
、
氏
は
い
ま
だ
そ
の
論
誼
を
行
な
っ
て
お
ら
ず
、
と
く

に
中
央
官
府
を
含
む
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
本
論
で
ふ
れ
る
よ
う
に
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
封
象
の
官
府
が
秦
園
の
官

- 4 ー

制
構
造
の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
も
い
ま
だ
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
同
に
つ
い
て
、
す
べ
て
の
出
土
秦
律
が
商
鞍
鑓
法
後
の

増
補
で
あ
る
か
ど
う
か
も
問
題
で
あ
る
が
(
策
氏
は
上
述
の
よ
う
に
商
鞍
の
法
律
自
盤
、
秦
の
奮
律
を
も
含
め
て
整
理
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
)
、

増
補
の
貼
に
つ
い
て
も
、

そ
の
形
式
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
増
補
の
形
式
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、

出
土
秦
律
白
鎧

の
性
格
を
考
え
る
上
で
嘗
然
必
要
な
基
礎
作
業
で
あ
る
。
以
下
、
本
稿
で
は
以
上
の
よ
う
な
性
格
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
留
意
し
な
が
ら
、
出
土

秦
律
、
と
く
に
律
文
そ
の
も
の
の
集
鋒
で
あ
る
「
秦
律
十
八
種
」
、
「
数
律
」
を
中
心
に
、

そ
の
内
容
に
即
し
て
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
行
き
た

L、。
な
お
、
以
下
律
文
の
引
用
に
は
次
の
略
放
を
用
い
る
。

f
(法
律
答
間
)
、

g
(封
診
式
)
、

h

(篤
吏
之
道
)
。
ま
た
以
上
の
略
競
下
の
数
字
は
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
整
理
小
組
『
睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
』
(
文
物

・
貼
以
下
の
イ
タ
リ
ヅ
ク
鐙
数
字
は
同
『
睡
虎
地
奏
墓
竹
筒
』
(
向
、
一
九
七
八
〉
の
樟
文
所
在
ベ

a
(編
年
紀
〉
、

b

(諸
問
書
)
、

C

(

秦
律
十
八
種
)
、

d

(
数律)、

e

(秦
律
雑
抄
〉
、

出
版
社
、

一
九
七
七
〉

の
潟
員
版
の
簡
番
務
、

ー
ジ
で
あ
る
。



出
土
秦
律
の
律
文
形
式

ま
ず
、
出
土
秦
律
の
律
文
形
式
か
ら
増
補
の
問
題
を
考
え
て
い
き
た
い
。
出
土
秦
律
の
う
ち
篠
文
の
所
属
の
律
名
が
わ
か
り
、
ま
た
各
僚
が
そ

れ
ぞ
れ
完
全
と
思
わ
れ
る
傑
引
を
含
む
篇
は
、
「
秦
律
十
八
種
」
と
「
数
律
」
の
二
篇
で
あ
る
。
前
者
は
各
律
の
俊
文
教
は
ま
ち
ま
ち
で
(
少
な
い

も
の
は
一
燦
し
か
な
い
)
、
ま
た
内
容
的
に
も
ま
と
ま
り
が
な
く
、
と
う
て
い
各
律
を
ま
と
ま
っ
た
一
篇
の
律
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か

し
、
後
者
の
方
は
、
そ
の
一
簡
の
一
面
の
上
端
に
は
「
数
」
の
一
字
が
あ
り
、
そ
の
反
面
に
は
こ
の
篇
の
序
文
と
も
い
え
る
以
下
の
字
句
が
あ
る
。

震
都
官
及
師
開
放
律
、
其
有
蔵
不
備
物
直
之
、
以
其
買
多
者
罪
之
、
勿
一誠
(
d
1
正
・
に
旬
)

こ
の
た
め
、
一
面
の
「
数
」
の
字
は
こ
の
篇
の
標
題
と
考
え
ら
れ
、
豚
と
都
官
の
「
数
」
、

ゆ
J

し
た
一
篇
の
律
文
と
考
え
ら
れ
て
い
か
。
こ
れ
が
秦
の
数
律
そ
の
も
の
で
、

す
な
わ
ち
物
資
の
帳
簿
検
査
に
関
す
る
首
尾
市
備

「
数
」
に
関
す
る
律
文
の
す
べ
て
と
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
が
、
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出
土
の
位
置
、
書
式
と
字
鐙
、
候
文
数
の
多
さ
、
そ
の
内
容
な
ど
か
ら
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
律
文
の
集
録
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り

秦
律
の
律
文
形
式
を
考
え
る
上
で
最
も
適
切
な
材
料
で
あ
る
。

「
数
律
」
も
他
の
竹
簡
と
同
様
、
そ
れ
を
編
綴
し
て
い
た
ヒ
モ
は
す
で
に
朽
ち
て
お
り
、
も
と
の
排
列
順
序
は
も
は
や
う
か
が
う

μと
は
で

ん
H

い

き
な
い
。
し
か
し
、
試
み
に
内
容
か
ら
分
類
整
理
し
て
み
る
と
、
以
下
の
ご
と
く
か
な
り
整
っ
た
構
成
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ω主
管
官
吏
に
劃
す
る
慮
罰
規
定

-
度
量
衡
関
係

(
d
3
1
7

・ご匂
l
!
と
6

2
一
蹴
不
備
関
係

a
数

(
d
8
l
m
-
己
的
)
、
豚
料

(
d
u
m
・
に
臥
)

b
禾
相
針
葉
(

d

n
l
l

叩
?
に
白
l
!
と
δ
、
公
器
(
d
ω

・
足
。
〉
、
甲
放
札
(
d
H
U
-
H
N
S
、
皮
革
(

d

C

・
足
。
)
、
漆
(
d
M
切
必
・
』
U
N
)

5 

3
標
識
関
係
ハ
d
m叫・』
N
G
、
円
相
必
・
足
。
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4
曾
計
関
係

(
d
ω
-
U旬、白川
l
ω
・』
M
M
)

助
主
管
官
吏
に
係
わ
る
連
坐
規
定

(
d
2
・ご
如
、
口
l
u
・ヒ
吋146
~
~

旬
、
日
日
・
む
旬
l
l

む
ろ

ω倉
に
お
け
る
「
放
」
の
手
績

(d
mm
l
お
・と
も
足
。
〉

他
に
委
職
に
関
す
る
候
文
が
一
候

(
d
0
・
足
。
あ
る
が
、
こ
の
僚
だ
け
「
放
」
と
は
関
係
が
な
く
、

あ
る
い
は
誤
っ
て
ま
ぎ
れ
込
ん
だ
可

能
性
が
あ
る
。

以
上
の
う
ち
、

ωと
ωは
密
接
に
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る
。

ωは
主
管
官
吏
自
身
に
劃
す
る
慮
罰
規
定
で
あ
る
が
、

ωは
職
務
上

ωに
か
か

わ
る
官
吏
に
射
す
る
連
坐
規
定
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、

ωの
内
容
も
そ
れ
ぞ
れ
関
連
し
合
っ
て
い
る
。
-
度
量
衡
関
係
の
俊
文
は
、

2
の
一
戚
不

備
を
検
査
す
る
上
で
ま
ず
正
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
前
提
で
あ
り
、

3
の
標
識
、

4
の
曾
計
に
闘
す
る
候
文
も
、

2
の
麗
不
備
の
検
査
に
射
し
て
直
接

問
題
と
な
る
篠
項
で
あ
る
。
こ
れ
ら

ωω
に
含
め
た
候
文
に
閲
し
て
特
に
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
大
部
分
が
主
管
官
吏
を
「
官
音
夫
」
と
記
し

、qJマ

て
い
る
こ
と
で
あ
旬
。
こ
の
「
官
沓
夫
」
は
「
放
律
」
以
外
の
他
の
律
文
に
も
多
く
み
え
、
令
、
丞
の
下
位
の
官
で
、
倉
沓
夫
、
田
沓
夫
な

A
m
v
 

ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
職
を
有
す
る
沓
夫
に
劃
す
る
総
稀
と
み
な
し
て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
到
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の

ωω
の
構
成
上
整
っ
て
い
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る
部
分
は
各
官
府
に
共
通
な
一
般
規
定
と
考
え
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
射
し
て
、

ωの
倉
に
閲
す
る
篠
項
は
、
確
か
に
「
妓
」
に
閲
す
る
規
定
で
は
あ
る
が
、

ωω
に
比
べ
て
主
管
官
吏
に
劃
す
る
呼
稿
や

内

容

な

ど

の

上

で

異

質

で

あ

り

、

こ

の

よ

う

な

異

質

な

候

文

が

な

ぜ

一

般

規

定

の

中

に

存

在

す

る

の

で

あ

ろ

う

一
般
規
定
と
は
い
え
な
い
。「

秦
律
十
八
種
」
中
の
「
倉
律
」
の
俊
文
に
ほ
と
ん
ど
文
章
上
一
致
す
る
部
分
が
あ

か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
上
で
手
が
か
り
と
な
る
の
は

る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
に
雨
律
文
が
一
致
す
る
部
分
を
引
用
す
る
。

〔
致
律
〕
入
禾

O
、
寓
石
一
積
、
而
比
繋
之
震
戸
。
及
籍
之
目
、
其
麿
禾
若
干
石
・
倉
畜
夫
某
・
佐
某
・
史
某
・
真
人
某
。
是
牒
入
之
、

〔
倉
律
〕
入
禾
倉
、
高
石
一
積
、
而
比
繋
之
魚
戸
。

0
0
0
0、

(
市
書
入
禾
増
積
者
之
名
事
邑
里
子
麿
籍
〔
C

お
・
忌
〕〉



照
立
国
夫
若
丞
及
倉
郷
相
雑
以
封
印
之
、

有
書
其
出
者
、

皆
概
出
、

而
遺
倉
沓
夫
及
離
口
巴
倉
佐
主
一
粟
者
各
一
戸
、

而
遺
倉
音
夫
及
離
ロ
巴
倉
佐
主
菓
者
各
一
戸
、

如
入
禾
然

以
気
人
。

〔
其
出
禾
、

〔
自
封
印
、

蝕
之
索
而
更
魚

豚
膏
夫
若
丞
及
倉
郷
相
雑
以

O
印
之
、

以
気

O
。

〕
。
膏
夫
菟
而
数
、
始
以
者

O
見
其

O
封
及
庭
、
以
放
之
、

0
0
0
0
0、
勿
度
廊
、
唯
倉
所
自
封
印
者
是
度
廓

(
d
n
ω
・ロ屯〉

護
戸
〕
。
音
夫
菟

O
O、
殺
者
援
見

O
雑
封
者
、
以
提
数
之
、
而
復
雑
封
之
、
勿
度
牒
、
唯
倉

O
自
封
印
者
是
度
豚
(
c
m
4
1
|
幻
・
紋
|
以
)

(
O印
は
制
剤
師
服
す
る
文
字
が
な
い
こ
と
を
示
す
)

こ
の
雨
候
の
字
句
を
比
較
し
て
み
る
と
、

「
放
律
」
の
方
で
「
倉
律
」
よ
り
多
い
字
句
は
、
「
是
鯨
入
之
」
「
封
」
「
人
」
「
而
放
」
「
其
」
「
所
」

な
ど
で
あ
り
、
文
意
を
逼
じ
や
す
く
す
る
た
め
に
補
っ
た
と
思
わ
れ
る
字
句
が
め
だ
っ
。
と
く
に
「
人
」
「
其
」
「
所
」
な
ど
の
文
字
は
、
こ
の

篠
文
が
「
数
律
」
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
「
始
以
」
の
文
脈
に
則
し
て
揺
入
し
た
文
字
で
は
な
く
、
純
粋
に
候
文
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め

- 7ー

に
補
っ
た
文
字
の
よ
う
で
あ
る
。
逆
に
、

「
倉
律
」
の
方
に
多
い
字
句
は
、
「
倉
」
「
護
」
「
雑
」
「
而
復
雑
封
之
」
な
ど
で
あ
り
、
こ
ち
ら
の
方

に
は
単
に
像
文
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
だ
け
補
っ
た
と
思
わ
れ
る
字
句
は
な
い
。

を
検
査
す
る
律
で
あ
り
、
文
書
が
と
く
に
重
ん
ぜ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
上
に
引
い
た
律
文
の
麿
籍
に
闘
す
る
記
述
が
「
倉
律
」
に
比
べ
よ
り
目
六

睦
的
で
あ
る
こ
と
、
〕
で
く
く
っ
た
雨
律
が
内
容
を
異
に
す
る
部
分
に
お
い
て
も
そ
れ
が
文
書
の
事
を
述
べ
て
い
る
こ
と
で
も
わ
か
る
。

「
数
律
」
は
物
品
が
帳
簿
と
合
っ
て
い
る
か
ど
う
か

r一、

そ
れ
に
射
し
て
、

「
倉
律
」
は
倉
の
管
理
規
定
で
あ
り
、
倉
の
封
印
の
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
、

や
は
り
〔

〕
内
の
部
分
を
み
て
も
明

ら
か
で
あ
る
。

「護」

「
雑
(
封
〉
」

「
市
復
雑
封
之
」
な
ど
は
倉
管
理
の
根
本
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
倉
中
の
禾
の
量
を
問
題
と
す
る

「
数
律
」
に
と
っ
て
は
省
略
し
て
も
こ
と
足
り
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
雨
律
の
重
複
す
る
部
分
は
、
「
倉
律
」
が
「
妓
律
」
の
篠

「
数
律
」
が
「
倉
律
」
を
取
込
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
重
複
部
分
は

文
に
手
を
加
え
て
そ
れ
を
取
込
ん
だ
の
で
は
な
く
、

7 

「
倉
律
」
の
方
が
原
文
で
あ
り
、

そ
の
文
意
を
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
文
字
を
補
な

「
数
律
」
は

「
倉
律
」

の
像
文
に
な
る
べ
く
忠
寅
に
、
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ぃ
、
か
つ
俊
文
全
一践
を

「
数
」
中
心
に
改
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、

る
部
分
が
あ
る
が
、

「
数
律
」
俊
文
に
は
、
他
に
も
部
分
的
に
「
倉
律
」
と
合
致
す

A
司

そ
れ
は
「
倉
律
」
よ
り
も
よ
り
簡
略
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
も
「
倉
律
」

を
節
略
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

要
す
る
に
、

「
致
律
」
の
中
に
倉
に
関
す
る
異
質
な
部
分
が
存
在
す
る
理
由
は
、

そ
れ
が
「
倉
律
」
の
「
数
」
に
か
か
わ
る
部
分
を
な
る
べ

く
原
文
を
保
存
し
な
が
ら
そ
っ
く
り
取
込
ん
だ
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
秦
律
の
形
成
事
情
に
閲
し
て
以
下
の
二
黙
の
こ

と
が
渓
測
さ
れ
よ
う
。
ハ
門
各
律
の
成
立
に
は
先
後
関
係
の
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
白
秦
人
は
律
文
の
保
存
に
射
し
て
非
常
に
厳
格
で
あ
る
こ
と

の
二
貼
で
あ
る
。
ま
ず
付
に
つ
い
て
、
以
上
の
よ
う
に
「
倉
律
」
の
あ
る
部
分
は
「
数
律
」
よ
り
も
古
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
「
致
律
」

の
中
に
は
、
他
に
も
明
ら
か
に
他
の
律
よ
り
取
込
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
次
の
候
文
が
あ
る
。

官
府
戚
皮
革
、
数
楊
風
之
。
有
蜜
突
者
、
貨
官
音
夫
一
甲

(d
m悩
・

』
旬
。
)

こ
の
候
文
と
ほ
と
ん
ど
閉
じ
内
容
の
篠
項
が

「秦
律
雑
抄
」
中
の
「
識
律
」
に

「戚
皮
革
誼
突
、

と
あ
る
。
こ
の
「
誠
律
」
の
候
文
は
、
「
放
律
」
よ
り
も
ず
っ
と
簡
略
で
あ
る
が
、

貸
奮
夫

一
甲、

(em-
出
血
)

令
丞
一
盾
」
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「
秦
律
雑
抄
」
自
睦
が
候
文
の
虚
罰
に
関
す
る
部
分
の
み

を
抄
骨
局
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
を
畢
純
に
「
数
律
」
か
ら
取
込
ま
れ
た
と
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
逆
に
、
こ
の
候
文
は

物
品
と
帳
簿
と
の
開
係
を
中
心
と
す
る

「放
律
」

中
に
お
い
て
、

物
品
の
管
理
自
鐙
に
つ
い
て
規
定
し
て
お
り

「
蔵
律
」

の
中
で
と
く
に

「
数
」
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
そ
の
ま
ま
取
込
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、

「
数
律
」
中
に
他
の
律
文
を
そ
の
ま
ま
取
込
ん
だ
と
思

わ
れ
る
痕
跡
が
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
律
が
あ
る
時
期
に
他
の
律
を
参
照
し
な
が
ら
、
新
た
に

一
篇
と
し
て
追
加
さ
れ
た
律
で
あ
る
こ
と
を
珠
想

さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
に
分
類
整
理
し
た
「
数
律
」
中

ωω
の
部
分
の
官
畜
夫
を
封
象
と
し
た
各
官
府
共
通
規
定
は
、
「
菰
律
」
か
ら
取
込

ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
俊
文
も
あ
る
が
、
大
部
分
は
「
数
律
」
編
纂
時
に
新
た
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
の

僚
項
に
一
つ
の
ま
と
ま
り
が
あ
る
の
も
こ
の
た
め
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
数
律
」
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
、
律
文
中
に
秦
王
政
の

A
回
，

ん
H
い

諒

「
正
」
の
字
を
避
け
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
秦
王
政
即
位
(
前
二
四
六
年
〉
以
前
の
成
立
と
考
え
ら
れ
て
レ
る
。
そ
れ
に
劃
し
て
、
そ

、明
付
，

「
初
行
銭
」
以
降
で
あ
る
こ

の
上
限
は
、
候
文
中
に
銭
に
関
す
る
候
項
が
す
で
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
商
鞍
以
後
の
恵
文
王
二
年
(
前
三
三
六
年
)



と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
聞
に
、
秦
園
に
お
い
て
既
成
の
律
の
み
で
は
「
数
」
の
慮
理
が
で
き
な
く
な
っ
た
か
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
必
要

か
ら
官
府
全
穫
に
わ
た
る
物
品
管
理
上
の
統
制
を
行
な
う
必
要
が
生
じ
た
た
め
、
新
た
に
「
数
」
に
闘
す
る
律
が
濁
立
し
て
編
纂
さ
れ
た
と
み

な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

一方、

「
倉
律
」
の
一
部
は
「
数
律
」
の
成
立
よ
り
も
古
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
い
つ
頃
の
成
立
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
文
章
を
わ
か
り
や
す
く
饗
え
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
時
黙
で
す
で
に
「
倉
律
」

の
文
章
が
か
な
り
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
成
立
は
か
な
り
古
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
上
記
引
用
の

品
開
w
，

候
文
中
の
「
霊
園
夫
」
に
つ
い
て
、
従
来
v

」
れ
を
鯨
の
令
、
長
を
指
す
と
す
る
読
が
あ
る
州
、

「
数
律
」
が
「
倉
律
」
を
取
込
む
と
き
、

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
別
競
が
あ
る
の
か
は
説
明
さ

A

ヨ，

れ
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
、
孝
公
二
一
年
(
前
三
五
O
年
〉
に
厭
に
令
、
丞
を
置
く
以
前
の
稀
で
あ
る
か
も
し
れ
な

W
そ
う
す
る
と
、

「
倉
律
」
は
商
鞍
愛
法
以
前
の
成
立
の
非
常
に
古
い
律
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
倉
律
」
の
嘗
該
俊
文
は
倉
に
劃
す
る
詳
細
な
管
理
規
定
で
あ

-9-

り
、
現
賓
の
管
理
の
必
要
か
ら
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
戦
園
園
家
に
と
っ
て
、
糧
食
の
確
保
が
最
重
要
事
項
の
一
つ
で
あ
り
、
ま
ず
そ
の

巌
密
な
管
理
の
必
要
が
必
然
的
に
生
じ
て
き
た
こ
と
は
嘗
然
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
刑
律
は
さ
て
お
き
、
管
理
規
定
と
し
て
の
律
の

場
合
は
、

抽
象
的
な
一
般
規
定
よ
り
も
具
鐙
的
な
物
品
管
理
に
闘
す
る
規
定
が
ま
ず
形
成
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

ら
の
貼
か
ら
も
「
倉
律
」
の
中
核
と
な
る
部
分
の
成
立
は
非
常
に
古
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
他
の
律
に
つ
い
て
こ
こ
で
検
討
す
る
儀

9 

裕
は
な
い
が
、
以
上
に
よ
っ
て
官
府
の
管
理
制
度
と
し
て
の
秦
律
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
次
の
こ
と
は
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
秦

圏
に
は
古
く
か
ら
、
現
賓
の
物
品
管
理
の
必
要
か
ら
そ
の
都
度
編
纂
さ
れ
て
き
た
種
々
の
律
が
存
在
し
た
が
、
商
鞍
嬰
法
後
の
あ
る
時
期
、
全

官
府
に
射
す
る
物
品
管
理
の
統
制
の
必
要
か
ら
、
よ
り
普
遍
的
な
律
が
新
た
に
編
纂
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
管
理
制
度
と

し
て
の
秦
律
の
形
成
過
程
に
は
少
な
く
と
も
二
段
階
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
「
倉
律
」
の
よ
う
な
個
別
規
定
中
心
の
時
期
と
、
「
数

律
」
の
よ
う
な
各
官
府
共
通
の
律
が
形
成
さ
れ
る
時
期
で
あ
る
。
と
く
に
「
官
沓
夫
」
の
語
を
用
い
て
い
る
僚
は
、
こ
の
第
二
段
階
に
含
ま
れ

る
と
み
な
し
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
南
段
階
の
聞
に
は
、

秦
に
お
い
て
あ
る
い
は
大
が
か
り
な
官
制
上
の
再
編
が
行
な
わ
れ
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た
可
能
性
が
あ
る
が
現
在
文
献
上
か
ら
は
誼
す
る
す
べ
は
な
い
。

次
に
、

ωの
秦
人
の
律
文
の
保
存
に
劃
す
る
態
度
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
。

以
上
の
よ
う
に

新
た
に
律
を
編
纂
す
る
場
合
に
お
い
て
さ

ぇ
、
関
係
す
る
既
存
の
律
を
そ
の
ま
ま
取
込
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
現
行
律
の
保
存
に
関
し
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
の
律
に
お
い
て
候
文
の
増
補
を
加
え
て
い
く
場
合
で
も
、
古
い
律
は
改
訂
を
加
え
ず
そ
の
ま
ま
保
存
し
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
、
古
い
律
の
語
句
は
昔
時
に
お
い
で
す
ら
す
で
に
難
解
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
「
法
律
答
問
」
の
よ
う

伺

な
書
も
必
要
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た

「秦
律
十
八
種
」
中
の
「
倉
律
」
の
倉
管
理
規
定
は
禾
(
ア
ワ
)
中
心
で
あ
り
、

ふ

υゃ

固
有
領
土
で
あ
る
開
中
を
中
心
と
し
た
北
方
地
域
の
み
に
し
か
適
用
で
き
な
い
よ
う
な
規
定
で
あ
る
が
、
同
じ
「
倉
律
」
中
に
は
稲
を
封
象
と

こ
れ
は
秦

し
た
明
ら
か
に
巴
、
萄
等
南
方
地
域
に
劃
す
る
と
思
わ
れ
る
俊
文
も
存
在
す
る

(
C

お
|
お
・
企
、
お
初
・
お
)
。
後
者
は
秦
が
南
方
地
域
を
占

領
し
た
後
に
追
加
さ
れ
た
候
文
で
あ
り
、
そ
れ
に
射
し
て
前
者
は
秦
の
領
土
が
開
中
に
限
ら
れ
て
い
た
古
い
時
黙
に
形
成
さ
れ
た
可
能
性
が
あ

- 10ー

る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
非
常
に
古
い
の
で
は
な
い
か
と
し
た
「
数
」
に
関
す
る
俊
文
が
前
者
に
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
も
誼
す
る
こ
と
が
で
き

伺

る
。
他
に
も
開
中
中
心
と
考
え
ら
れ
る
規
定
は
み
え
、
奏
律
は
も
と
も
と
開
中
地
域
を
劉
象
と
し
て
形
成
さ
れ
、
そ
れ
ら
醤
篠
文
を
そ
の
ま
ま

保
存
し
な
が
ら
増
補
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

出
土
秦
律
の
適
用
範
圏

付

管
理
内
容
と
適
用
官
府

「
秦
律
十
八
種
」
に
含
ま
れ
る
各
篇
の
律
の
俊
文
数
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
多
い
も
の
は
二
六
篠
あ
る
が
、
少
な
い
も
の
は
わ
ず
か
一
僚
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
律
の
規
定
内
容
も
一
定
の
傾
向
性
の
あ
る
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
見
こ
の
「
秦
律
十
八

種
」
は
車
に
無
秩
序
な
候
文
の
ょ
せ
集
め
の
感
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
候
文
は
す
で
に
散
凱
は
し
て
い
た
が
、
被
葬
者
の
身
瞳
の
一
定



そ
の
書
式
も
一
定
し
て
い
て
他
の
部
類
の
竹
簡
と
匿
別
が
で
き
、
ま
た
竹
筒
自
健
に
編
綴
さ
れ
た
ヒ
モ
の
痕

跡
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
は
も
と
も
と
一
巻
の
書
と
し
て
編
綴
さ
れ
て
副
葬
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
何
ら
か
の
目
的
を
も
っ
て

一
巻

部
位
か
ら
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
、

に
ま
と
め
ら
れ
た
書
で
あ
る
こ
と
が
珠
想
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
こ
れ
ら
の
候
文
は
各
律
ご
と
に
考
察
す
る
こ
と
は
意
味
が
な
く
、
そ
の
内
容
か

ら
整
理
し
て
、
そ
れ
が
一
巻
の
書
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
意
園
を
さ
ぐ
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
、
現
在
「
秦
律
十
八
種
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
竹
筒
自
穫
に
は
篇
目
が
立
て
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
痕
跡
は
な
く
、
外
形
的
な
手
が
か

り
は
全
く
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
は
官
府
の
人
的
物
的
両
面
に

b
た
る
管
理
制
度
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
ず
、

そ
れ
ぞ
れ
の

管
理
内
容
か
ら
候
文
を
分
類
整
理
し
、
ど
の
部
分
が
主
要
な
部
分
で
あ
る
か
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
以
下
に
整
理
し
た
も
の
は

一
つ

の
試
案
に
す
.
き
な
い
が
、

「
秦
律
十
八
種
」
の
各
候
文
は
大
盟
七
つ
の
管
理
項
目
に
分
類
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
(
〔

〕
内
は
律
名
、

俊
文
数
、
簡
番
競
を
一が
す。

一
保
文
中
に
二
つ
以
上
の
適
用
封
象
を
含
む
場
合
は
、
そ
の
傑
が
引
用
さ
れ
た
意
圃
を
考
慮
し
て
分
類
し
た
)

0

-11-

ω官
吏
関
係

-
任
兎
〔
置
吏
3
(
c
m
l
m
)、
内
史
雑
5
(
c
m
l
m
〉〕

2
文
書
〔
司
空
1
(
c
m
m
)
、
行
書
2
(
C
似

l
m
)
、
内
史
雑
3
(
c
m
l
m
、
m
l
m
)
、
尉
雑
2
(
c
m
l
m
)
〕

ω労
役
閥
係

-
管
理
〔
倉
l
(
C
臼
|
臼
〉
、
金
布
1
(
C
町内〉、忽
1
(
c
m
l
以
)
、
司
空
6
(
c
m
l
m
)
、
軍
爵
2
(
C
出

l

m
〉〕

2
衣
食
給
輿
〔
倉
8
(
C
必
|
印)、

金
布
2
(
c
m別
|
町
四
)
、
司
空
2
(
c
m
l
m
)
、
属
邦
1
(
c
m
)
〕

ω物
品
関
係

-
管
理
〔
金
布
6
〈

c
m山
|
布
、

m
l
凹
)
、
司
空
4
(
c
m
l
m
)
、
数
2
(
c
m
l
m
)
、
内
史
雑
1
(
c
m
)
〕

2
百
姓
へ
の
貸
輿
〔
厩
苑
1
(
C
5
、
金
布
1
(
C
け

1
3、
工
3
(
c
m
l
問)〕

11 

ω倉
関
係
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-
管
理
〔
田

1
(
c
m
v
倉
4
(
c
a
-
-
u
、
臼
)
、
放
6
(
c
m
l
m
)
、
内
史
雑
2
(
c
m
l
m
〉〕

2
糧
食
給
興
〔
倉
日

(cmω

幻、

4
l
C
、
停
食
3
(
e
m
-
-
m
)
〕

ω銭
布
関
係
〔
金
布
5

(

C

臼
ー|
伺
)
、
関
市
1
(
c
g
〕

ω工
関
係
〔
工

3
(
c
m
m
m
)
、
工
人
程
3
(
c
m

川
)
、
均
工

2
〈

c
m
m
〉〕

肘
農
牧
関
係

-
農
〔
田

4
(
C
1
1
9
、
日
ーl
U
)
、
厩
苑
1
(
c
日
!
日
〉
、
倉
2
(
C
お
|
幼
)
〕

2
牧
〔
厩
苑
1
(
e
m
--
m
)〕

ま
ず
、

ω官
吏
閥
係
で
あ
る
が
、

ω以
下
の
具
値
的
な
人
的
物
的
管
理
を
行
使
す
る
官
吏
一
般
に
劃
す
る
通

則
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
1
任
菟
に
つ
い
て
、
候
文
中
に
そ
の
封
象
を
明
記
し
て
い
る
官
は
、
尉
、
官
畜
夫
(
苑
沓
夫
も
含
む
)
、
佐
、

こ
こ
に
ま
と
め
た
も
の
は

- 12ー

史
、
禁
苑
憲
盗
な
ど
で
あ
り
、
官
畜
夫
以
下
の
下
級
官
吏
が
中
心
で
、
令
、
丞
は
含
ま
な
い
。
「
置
吏
律
」
に
は
、

及
佐
群
官
属
」

(
c
m
-
E
)
と
あ
る
が
、
こ
の
「
吏
」
「
群
官
属
」
も
豚
な
ど
の
任
克
に
か
か
る
も
の
で
あ
り
、
官
畜
夫
以
下
を
指
す
と
考
え

M
W
 

ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
に
よ
っ
て
、

「
鯨
都
官
十
二
郡
菟
除
吏

「
秦
律
十
八
種
」
は
官
畜
夫
以
下
を
封
象
と
す
る
規
定
が
集
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
諜
想
さ
れ
る
。

文
書
の
材
料
で
あ
る
木
簡
の
調
達

(
c
m
l印

-
E
)
、
文
書
の
受
領
と
博
、
途

(C
以

-
-
m
・』
記
包
ら
、

府
の
防
火
規
定

(
c
m山
l
m
・
~
S〉
な
ど
文
書
行
政
上
の
基
本
的
篠
項
を
含
む
。

そ
の
他
、

二
候

(
c
m
i
m
-
』S
ー
に
も
)
は
律
の
あ
っ
か
い
に
閲
す
る
規
定
で
あ
る
。

2
文
書
は
、

文
書
牧
蔵
庫
で
あ
る
書

「
内
史
雑
」

の
一
候

(
c
m
-
E
S
と
「
尉
雑
」

以
上

ー
と
2
は
内
容
的
に
ま
と
ま
り
が
あ
り

と
く
に
2
は
文

書
行
政
に
関
す
る
主
要
な
事
項
が
そ
ろ
っ
て
い
る
感
が
あ
る
。

ω傍
役
関
係
は
、
官
府
に
お
け
る
各
種
の
傍
役
者
、
す
な
わ
ち
城
旦
春
、
鬼
薪
白
察
、
下
吏
な
ど
の
刑
徒
と
隷
臣
妾
を
劉
象
と
し
た
規
定
で

A
4
M7
 

あ
れ
。
1
管
理
の
「
司
空
律
」
の
四
篠

(
c
m
凶

-
E、山
川
1l
m
-
S1
2
)
は
城
旦
春
等
の
努
役
を
監
督
す
る
城
旦
司
冠
に
関
す
る
規
定
で
あ

う
ち

一
僚
は
公
に
射
す
る
債
務
や
刑
罰
を
購
う
た
め
城
旦
春
等
の
傍
役
に
服
す
る
者
に
針
す
る
監
督
に
関
す
る
長
文
の
規
定
で
あ
る
。

り



「
倉
律
」

「
司
空
律
」
の
一
候
〈
c
m
-
h
S
も
、
こ
の
よ
う
な
債
務
、
刑
罰
を
煩
う
た
め
に
傍
役
に
服
す
る
者
に
封

(

e

m

-

-

臼

・

む

〉

、

「

軍

霞

律

」

(

e

m

--
m
-
苫
〉
の
各
一
僚
は
、
隷
臣
妾
、

「
金
布
律
」
の
一
候
(
C
祁

-as、

す
る
規
定
で
あ
る
。

「
司
空
律
」
〈
c
m
i
m
-
uじ

工
隷
臣
の
身
分
を
関
い
一
般
庶
人
と
な
る
た
め
の
僚
件
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
こ
の
項
に
含
め
た
の
は
、

別
の
面
か
ら
み
れ
ば
傍

役
者
の
補
充
に
か
か
わ
る
規
定
で
あ
り
、
一
種
の
傍
役
者
管
理
の
篠
項
と
み
な
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
「
軍
侵
律
」
の
別
の
一
一
傑
(

C
出

-
m
-
h
g
は
、
従
軍
に
よ
っ
て
賜
爵
、
賞
賜
に
あ
た
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
、
た
ま
た
ま
そ
の
後
権
ぎ
が
耐
遷
の
罪
に
あ
た
る
時
、
父
の
爵
、

賜
を
受
纏
ぐ
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
閲
す
る
規
定
で
あ
る
。
前
引
の
「
軍
醤
律
」
に
は
爵
を
蹄
す
こ
と
に
よ
っ
て
賓
の
父
母
で
隷
臣
妾
と

帥

な
っ
て
い
る
者
を
購
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
規
定
し
て
お
り
、
刑
罰
を
慣
う
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
霞
に
関
す
る
保

「
径
律
」
(
c
m
i
m
-
ぷ

1
3
は
鯨
が
刑
徒
を
使
用
し
て
禁
苑
、

伺

垣
や
官
舎
の
建
築
、
修
理
を
行
な
う
場
合
の
規
定
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
以
上
、
労
役
者
の
管
理
に
つ
い
て
、
刑
徒
に
闘
し
て
は
ま
と
ま
っ

た
管
理
監
督
の
規
定
が
あ
る
が
、
隷
臣
妾
に
つ
い
て
は
全
く
み
え
ず
、
そ
の
身
分
を
願
う
こ
と
に
闘
す
る
規
定
の
み
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

も
顧
罪
等
の
関
係
で
こ
の
項
に
含
め
う
る
と
考
え
る
。
な
お
、

牛
馬
苑
の

- 13ー

隷
臣
妾
は
普
通
集
圏
で
作
業
す
る
こ
と
が
な
く
、
監
督
す
る
必
要
が
な
い
た
め
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

2
衣
食
給
興
も
一
種
の
管
理
規
定
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
が
整
理
の
都
合
上
別
項
を
も
う
け
た
。

「
倉
律
」
の
八
篠
(

C

必
|
印
・
お
|
包
)
は

隷
臣
妾
や
城
旦
春
な
ど
に
劃
す
る

そ
れ
ぞ
れ
の
傍
役
に
雁
じ
た
非
常
に
詳
細
な
糧
食
給
興
規
定
で
あ
る
。
の
一
候

(
C
M
l
%
・
ミ
)
は
明
ら
か
に
隷
臣
妾
や
城
旦

春
、
府
隷
に
劃
す
る
衣
服
給
輿
の
規
定
で
あ
る
が
、
他
の
一
篠
(
C

卯
|
幻

-S)
の
衣
が
給
輿
さ
れ
る
封
象
は
明
確
で
は
な
い
。
一
部
、
囚
に

劃
す
る
褐
衣
の
給
輿
篠
項
が
あ
る
た
め
こ
こ
に
含
め
た
。
「
司
空
律
」
の
二
保
(

C
山

M
I
m
-
匂
|
包
〉
は
隷
臣
妾
、
城
旦
春
の
司
窟
か
ら
給
興

し
た
衣
食
の
費
用
を
徴
牧
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
公
食
し
て
い
る
城
旦
春
か
ら
い
く
ら
費
用
を
徴
牧
す
る
か
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

な
お
、
「
属
邦
律
」
(
c
m
・
口
。
〉
は
道
官
が
隷
臣
妾
や
捕
囚
を
轍
迭
す
る
と
き
の
衣
食
給
輿
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。

「
金
布
律
」

13 

ω物
品
関
係
の

1
管
理
に
つ
い
て
、

養
、
車
牛
、
見
牛
者
の
法
定
数
に
闘
す
る
詳
し
い
規
定
で
あ
る
が
、

「
司
空
律
」
三
僚
会
m
i
m
-
E
巴
〉
の
公
車
牛
使
用
規

「
金
布
律
」
の
一
候
ハ
c
η
|
万
・
包
)
は
都
官
の
有
秩
吏
、
離
官
畜
夫
、
佐
、
史
な
ど
が
使
用
で
き
る

こ
の
僚
は
、
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定
と
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
は
官
吏
個
人
の
使
用
物
ロ
聞
に
閲
す
る
規
定
で
あ
る
が
、
官
府
の
物
品
一
般
に
開
し
て
は
、

「
金
布
律
」

の
二
候
〈
C

部
ーー

ω
・訟
l
q
h
)
、

一
候

(
c
m
・
句
。
〉
な
ど
物
口
問
(
停
車
、
大
車
、
版
築
用
資
材
、
鐘
鐙
の
横
木
な
ど
)
の
慶
棄
に
闘
す
る

規
定
が
あ
り
、
う
ち
二
僚
は
豚
、
都
官
の
規
定
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
ま
た
、

「
司
空
律
」

「
内
史
雑
」
一
候

(
c
m
-HCM)
は
と
く
に
内
史
の

二
篠

(
c
m
i
m
-包
じ
は
公
器
登
録
(
標
識
記

都
官
に
お
け
る
物
品
の
帳
簿
上
か
ら
の
抹
消
と
補
充
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

入
)
と
「
数
」
に
関
す
る
慮
罰
規
定
で
あ
る
。
ま
た
「
金
布
律
」
の
二
候
(
C
加

i
邸

-
E
E
)
も
と
も
に
「
数
」
に
関
係
す
る
規
定
を
含
む
。
な

「
金
布
律
」
の
残
り
の
一
候

(
e
m
--
η
・
お
)
は
物
品
の
職
迭
受
領
に
闘
す
る
曾
計
上
の
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
工
の
製
品
稔
迭
に
開

「数
律
」

お係
す
る
保
項
も
含
ま
れ
て
お
り
、
刷
工
関
係
と
の
関
連
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
以
上
、
物
品
管
理
に
関
す
る
候
文
は
、
一
一
降
、
豚
、
都
官

の
物
品
登
録
か
ら
慶
棄
、
そ
し
て
「
数
」
(
備
品
検
査
)
ま
で
の
規
定
が
そ
ろ
っ
て
お
り
、

一
つ
の
ま
と
ま
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

2
百
姓

へ
の
貸
輿
に
含
め
た
僚
も
物
品
管
理
の
一
業
務
と
い
え
る
。

「
工
律
」
の
三
候

(
c
m
l
m山
・
弓
|
芯
)
は
公
器、

公
甲
兵
の
貸
輿
の
規
定
で
あ

- 14-

る
。
う
ち
二
篠
は
そ
れ
ら
の
標
識
上
の
規
則
に
閲
す
る
篠
項
が
候
文
の
最
初
に
あ
る
が
、
貸
興
に
闘
す
る
候
項
の
方
が
詳
細
を
極
め
て
お
り
、

引
用
の
目
的
は
こ
ち
ら
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
飯
苑
律
」
の
一
候

(
c
日・
ω
N
)

は
鍛
器
の
貸
興
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
が
、

そ
の
貸
興

針
象
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
「
金
布
律
」
一
候

(ew--mm
・
8
〉
は
百
姓
、
隷
臣
妾
の
借
用
し
た
公
器
等
に
闘
す
る
賠
償
篠
項
で
あ

り
、
返
済
不
能
の
場
合
の
官
沓
夫
等
の
責
任
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は

ω傍
役
関
係
に
含
め
る
こ
と
も
で
き
る
候
文
で
あ
る
。

川
刊
倉
関
係
の
「
倉
律
」
の
候
文
(
C
汎

l
i
n
-
a
l
S〉
は
、

禾
、
伺
卸
業
な
ど
の
入
倉
か
ら
出
倉
、
増
積
そ
し
て
「
数
」
に
か
か
わ
る
非
常
に

綿
密
な
規
定
で
あ
り

「
田
律
」
の
一
候
〈

c
m
-N白
〉
も
、

こ
の
「
倉
律
」
に
み
え
る
管
理

明
ら
か
に
内
容
に
一
貫
性
が
う
か
が
わ
れ
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
倉
自
瞳
に
か
か
わ
る
管
理
規
定
の
他
に
、

「
倉
律
」
の
一
候
(

C

規
定
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
篠
文
で
あ
る
。

臼

-u
b
や

「
内
史
雑
」

の
一
候

(
c
m
i
m
-』
昆
)
の
よ
う
に
倉
周
遊
の
管
理
規
定
も
み
う
け
ら
れ
倉
管
理
の
入
念
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。

「
秦
律
十
八
種
」

に
み
え
る

「
数
律
」
の
俊
文
は
、
上
述

ω物
品
関
係
の

1
管
理
に
含
め
た
二
候
以
外
、
す
べ
て
倉
に
関
す
る
「
数
」
の
規
定

で
あ
る
。
倉
管
理
に
お
け
る
「
数
」
の
篠
項
は
数
量
の
上
で
も
大
き
な
部
分
を
占
め
、
そ
れ
が
倉
管
理
上
重
要
な
業
務
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か



「
内
史
雑
」
の
他
の
一
保
全
胤
・
包
匂
)
も
「
数
」
に
か
か
わ
る
候
文
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

2
糧
食
給
輿
に
つ

い
て
で
あ
る
が
、
そ
の
給
輿
封
象
と
し
て
は
、
官
吏
、
第
役
者
、
牛
馬
な
ど
が
あ
る
。
う
ち
労
役
者
は

ω傍
役
関
係
の

2
に
含
め
た
が
、
倉
管

理
の
一
環
と
し
て
こ
こ
に
含
め
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
牛
馬
に
つ
い
て
は
、
「
倉
律
」
の
一
候
ハ

c
u
・
臥
刊
)
に
俸
馬
、
麻
馬
に
劃
す
る

禾
の
給
興
の
候
項
が
あ
る
。
ま
た
官
吏
に
つ
い
て
は
、
「
倉
律
」

(
C
U
H
!
日
明
・
念
|
血
可
)
に
は
使
者
や
刑
徒
引
率
者
の
た
め
の
糧
食
給
興
、
貸

輿
規
定
が
あ
り
、
「
俸
食
律
」

(
c
m
i
m
-
~
E
l』
記
)
に
も
使
者
に
劃
す
る
給
輿
規
定
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
臨
時
的
な
も
の
で
あ

り
、
他
の
「
倉
律
」
の
給
興
関
係
篠
項
も
客
に
謝
す
る
給
興
や
委
賜
に
か
か
わ
る
特
別
の
場
合
の
給
輿
規
定
と
み
な
せ
る
も
の
が
多
い
。

律
」
に
は
官
吏
に
劃
す
る
通
常
の
給
輿
規
定
が
完
全
に
抜
け
落
ち
て
お
り
、
特
別
の
給
興
規
定
の
み
引
か
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

る
。
な
お
、

次
に
、

「倉

仙

w銭
布
関
係
の
「
関
市
律
」
ハ

c
w
-
S
)
は
官
府
の
下
請
け
と
な
っ
て
物
を
製
作
し
た
り
商
買
を
す
る
人
々
に
劃
す
る
篠
項
で
あ
り
、
品
物

を
買
っ
た
時
の
受
銭
の
方
法
を
規
定
し
て
い
る
。
「
金
布
律
」
五
篠
(
C

臼ー
l
ω

・九町
M
I
M
-
)

は
官
府
が
受
銭
し
た
際
の
封
印
法
、
え
り
銭
の
禁

止
、
銭
や
布
に
闘
す
る
基
本
規
定
な
ど
を
含
む
。
こ
れ
ら
銭
布
闘
係
の
候
文
全
睦
は
、
「
関
市
律
」
に
規
定
す
る
よ
う
な
官
府
の
下
請
け
手
工

刷

業
者
、
商
人
の
管
理
に
密
接
に
か
か
わ
る
規
定
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
非
常
に
断
片
的
な
引
用
で
あ
る
。

- 15ー

ω工
関
係
に
は
「
工
人
程
」
、
「
均
工
」
の
全
僚
が
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。
「
工
律
」
三
候

(
c
m
m
i
m
-
S
1
3
)
は
、
製
作
器
物
の
規
格
、
帳

簿
作
製
の
基
準
、
度
量
衡
の
校
正
な
ど
の
器
物
製
作
と
そ
の
登
録
に
閲
す
る
一
般
規
定
で
あ
る
。
「
工
人
程
」
と
「
均
工
」
の
一
僚
は
、
隷
臣

妾
や
刑
徒
が
工
の
仕
事
を
行
な
う
場
合
の
規
定
で
あ
り
、

ω傍
役
闘
係
に
含
め
る
べ
き
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
均
工
」
の
二
候
は
工
の
数
育

に
か
か
わ
る
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
ら
工
関
係
に
ま
と
め
た
篠
文
は
、
器
物
製
作
自
睡
に
か
か
わ
る
規
定
が
非
常
に
少
な
く
、
ま
た
各
候
も
内
容

的
に
そ
れ
ぞ
れ
関
係
寺
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
は

ω公
器
関
係
と
関
係
マ
つ
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

15 

州

w農
牧
関
係
に
ふ
れ
て
お
く
。

1
農
に
つ
い
て
「
田
律
」
の
三
候
(
C
1
1
3
・
民
、

8

9

・M
旬
、
日
ー
l
u
-
N
U
1
8
〉
は
、

地
に
劃
す
る
降
雨
や
災
害
に
つ
い
て
の
懸
の
上
報
義
務
、
受
田
頃
数
に
臆
じ
た
揚
棄
の
納
入
、
乗
馬
服
牛
と
大
田
の
恒
籍
な
き
者
へ
の
糧
食
給

興
、
百
姓
の
田
聞
で
の
酒
販
買
禁
止
な
ど
に
闘
す
る
規
定
で
あ
る
。
ま
た
「
腹
苑
律
」

(
c
日
l
u
・
旬
。
)
は
田
牛
に
制
到
す
る
考
課
規
定
で
あ
る
。

最
後
に

田
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以
上
の
候
文
中
に
は
、

同

「
受
田
」
、
「
理
不
猿
」
、
「
大
田
」
な
ど
の
語
が
み
え
、
こ
れ
ら
農
業
関
係
の
規
定
は
照
が
関
係
す
る
開
墾
地
に
関
す
る

そ
う
す
る
と
、

「
倉
律
」
の
二
篠
(
C

お
|
ω

・ミ
ー
ミ
)
の
稲
、
腕
、
禾
、

妻
、
黍
、
苔
、
叔
の
敵
あ
た
り
の

規
定
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

播
種
量
や
豚
に
お
け
る
種
子
用
の
姿
の
貯
識
規
定
も
、
鯨
が
関
係
す
る
開
墾
地
と
関
係
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

「
回
律
」
の
残
り
の

山
林
政
津
と
禁
苑
に
か
か
わ
る
規
定
と
考
え
ら
れ
る
が
、
後
文
内
容
は
そ
れ
に
近
い
所
に
居
住
す
る
百
姓
を
主
と

し
た
針
象
と
し
て
レ
る
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
る
。
増
淵
龍
夫
氏
は
、
戦
園
時
代
に
山
林
薮
淳
の
開
墾
が
大
が
か
り
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
、
漢
代

A
唱
岬，

h
v
v
 

に
は
禁
苑
を
開
放
し
て
民
に
開
墾
さ
せ
る
こ
と
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
候
文
も
開
墾
地
の
百
姓
を
封
象

一
候

(
C
4
1
7
・N
E
)

は
、

と
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
農
業
関
係
の
各
候
文
内
容
は
多
方
面
に
わ
た
る
が
分
散
的
な
規
定
で
あ
り
、
開
墾
地
経
営
管

理
の
規
定
と
し
て
一
貫
性
の
あ
る
ま
と
ま
っ
た
内
容
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
る
い
は
別
に
開
墾
地
を
直
接
管
理
す
る
機
構
が
あ
り
、

帥

臓
が
閥
興
す
る
傑
項
だ
け
が
引
用
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

2
牧
関
係
と
思
わ
れ
る
候
文
は
「
腹
苑
律
」
の

一
候
(

C
日

U
l
m
-包
)
の
み
で
あ

る
。
こ
の
篠
の
適
用
封
象
者
は
、
公
馬
牛
や
朝
廷
の
般
の
馬
牛
放
牧
者
、
公
馬
牛
乗
服
者
、
同
師
、
都
官
の
公
服
牛
管
理
者
で
あ
る
が
、
そ
の
内

容
は
す
べ
て
そ
の
馬
牛
が
死
亡
し
た
場
合
の
慮
置
規
定
で
あ
り
、
ま
た
豚
と
な
ん
ら
か
の
係
り
が
あ
る
。
こ
の
篠
も
鯨
に
か
か
わ
る
も
の
と
し

て
引
用
さ
れ
た
可
能
性
が
強
い
。

- 16ー

以
上
、
管
理
項
目
ご
と
に
そ
の
内
容
を
検
討
し
て
き
た
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
に
お
い
て
、

ま
と
ま
り
と
一
貫
性
の
あ
る
項
目
と
、
そ
れ
に

反
し
て
俊
文
の
ば
ら
ば
ら
な
ょ
せ
あ
つ
め
の
感
の
す
る
項
目
と
が
区
別
で
き
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。
こ
の
「
秦
律
十
八
種
」
を
官
府
の
管
理

制
度
に
閲
す
る
一
つ
の
ま
と
ま

っ
た
書
と
考
え
る
な
ら
ば
、
ま
と
ま
り
と

一
貫
性
の
あ
る
部
分
こ
そ
そ
の
書
が
管
理
の
封
象
と
す
る
主
要
部
分

と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
分
類
項
目
に
即
し
て
み
る
と
、

ω官
吏
関
係
、

ω傍
役
関
係
、

ω物
品
関
係
、
帥
倉
関
係
の
四
項
目
が
管
理
の
主
要

一
つ
の
ま
と
ま
り
が
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
、
川
W
銭
布
関
係
、

ω工
関
係
、
的
農
牧
闘
係
は
そ
れ
ぞ
れ
濁
立

主
要
部
分
に
射
し
て
何
ら
か
の
関
係
で
引
用
さ
れ
た
従
属
部
分
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

部
分
で
あ
る
。
そ
れ
に
劃
し
て
、

し
た
生
産
鰻
の
存
在
が
珠
想
さ
れ
る
か
ら
、

内
容
的
に
ま
と
ま
り
が
あ
る
主
要
部
分
は

一
つ
の
官
府
内
で
完
結
す
る
管
理
業
務
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。



「
秦
律
十
八
種
」
中
の
各
候
文
は
そ
の
直
接
封
象
と
す
る
官
府
を

と
り
わ
け
頻
出
す
る
官
府
は
厭
と
都
官
で
あ
る
。
一
方
明
ら
か
に
郡
を
封
象
と
す
る
僚

は
、
先
引
の
「
置
吏
律
」
一
候
以
外
な
い
。
し
か
も
そ
の
僚
は
「
将
都
官
十
二
郡
」
と
あ
り
、
瞬
、
都
官
に
も
適
用
さ
れ
る
規
定
で
あ
る
。
ま

た
郡
以
外
の
官
府
と
し
て
、
内
史
、
大
倉
、
大
内
、
少
内
な
ど
が
み
え
る
が
、
こ
れ
ら
の
官
府
名
の
出
現
回
数
は
豚
、
都
官
に
比
べ
て
比
較
に

で
は
、
そ
の
官
府
と
し
て
い
か
な
る
官
府
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

明
記
し
て
い
な
い
も
の
が
多
い
。
そ
う
し
た
中
で
、

し
か
も
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
鯨
、
都
官
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
出
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
「
秦
律
十
八
種
」

中
の
分
類
項
目
中
、

ω物
ロ
間
関
係
と

ω倉
関
係
に
直
接
関
係
し
、
ま
た
候
文
の
重
な
る
部
分
す
ら
あ
る
「
数
律
」
自
艦
、
そ
の
序
文
に
お
い
て

適
用
範
園
を
瞬
、
都
官
に
限
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
「
秦
律
十
八
種
」
と
現
在
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
書
も
、
瞬
、
都
官
の
管

理
に
闘
す
る
俊
文
を
ま
と
め
た
も
の
と
み
な
し
て
大
過
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
「
秦
律
十
八
種
」
は
鯨
、
都
官
の
管
理
業
務

を
遂
行
す
る
に
必
要
な
候
項
を
、
各
律
か
ら
抜
き
出
し
て
ま
と
め
た
書
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

な
ら
な
い
く
ら
い
少
な
く
、

- 17ー

た
だ
し
、
こ
こ
に
抜
き
出
さ
れ
た
候
文
が
、
廓
、
都
官
の
管
理
業
務
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
俊
文
か
ど
う
か
は
問
題
が
あ
ろ
う
。
こ
の
貼
を

論
寵
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
思
わ
れ
る
が
、
各
律
か
ら
の
抜
奉
に
も
か
か
わ
ら
ず
あ
る
程
度
の
ま
と
ま
り
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く

と
も
主
要
な
管
理
業
務
は
童
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
と
く
に
、
内
容
上
ま
と
ま
り
の
あ
る

ωJω
の
う
ち
、
官
吏
に
劃
す
る
通

則
と
考
え
ら
れ
る

ωを
除
い
て
、

ωJ川
刊
が
豚
、
都
官
に
お
け
る
主
要
な
管
理
業
務
で
あ
り
、
川

WJ仰
の
ま
と
ま
り
の
な
い
部
分
は
、
別
に
濁

立
し
た
管
理
機
構
が
存
在
し
、
瞬
、
都
官
に
直
接
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
僚
の
み
引
用
さ
れ
た
こ
と
が
預
想
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
豚
、
都

官
は
、
刑
徒
を
中
心
と
し
た
傍
役
者
、
物
品
、
そ
し
て
倉
に
劃
し
て
直
接
一
貫
し
た
管
理
を
行
使
す
る
と
と
も
に
、
下
請
け
の
手
工
業
者
、
商

人
や
ま
た
工
人
、
開
墾
地
の
農
民
、
公
牛
馬
放
牧
者
な
ど
に
謝
し
て
も
間
接
的
な
管
理
を
行
使
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

仁)

遁
用
官
府
の
官
制
位
置

17 

以
上
に
よ
っ
て
、

「
秦
律
十
八
種
」
が
、
鯨
、
都
官
内
部
の
管
理
業
務
と
、
他
の
機
構
に
謝
し
て
そ
れ
が
開
興
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
管
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理
業
務
に
閲
す
る
俊
文
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
で
は
、
こ
の
牒
、
都
官
と
は
秦
園
の
官
制
中
に
ど
の
よ
う
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
出
土
秦
律
の
性
格
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
黙
に
関
し
て
も
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
、

秦
に
関
す
る
文
献
中
に
は
み
え
ず
、
意
見
が
大
き
く
分
れ
て
い
る
都
官
の
官
制
上
の
位
置
づ
け
を
行
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
都

そ
の
官
が
中
央
の
官
か
地
方
の
官
か
と
い
う
根
本
的
な
と
こ
ろ
で
意
見
の
相
違
が
あ
る
。
中
央
の
官
と
す
る
設
は
、

お
お
む
ね
漠
代
の
文
献
に
み
え
る
「
中
都
官
」
と
同
じ
意
味
に
と
り
、
朝
廷
に
直
属
す
る
官
僚
機
構
を
指
す
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
子
豪
亮

官
に
つ
い
て
は
、
現
在
、

氏
は
、
朝
廷
に
直
属
す
る
官
僚
機
構
と
す
る
こ
と
に
は
饗
り
は
な
い
が
、

A
A守

ム
H
V

み
え
る
都
官
を
地
方
に
分
在
す
る
中
央
の
官
と
限
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、

「
中
都
官
」
を
京
師
の
中
央
機
関
と
す
る
に
劃
し
て
、
出
土
秦
律
に

A
tuv
 

h
H
V
 

「
中
都
官
」
の
語
は
「
都
官
」
を
も
含
め
漢
初
に
は
み
え
ず
、
ヲ，

'-

一
方
、
工
藤
元
男
氏
は
こ
の
貼
を
も
考
慮
し
て
、
出
土
秦
律
に
み
え
る
都
官
を

Aa
，
 

'向

V

戦
園
秦
に
お
け
る
郡
牒
制
の
一
環
と
し
て
の
地
方
行
政
機
関
の
一
つ
と
考
え
て
い
る
。
氏
に
よ
る
と
、
都
官
は
根
強
い
力
を
も
っ
宗
室
貴
戚
の

よ
る
邑
に
(
後
に
は
侯
、
君
の
封
邑
に
も
)
、
中
央
政
府
の
支
配
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
に
置
か
れ
た
官
で
あ
る
が
、
六
園
統
一
後
の
一
元
的
郡
勝
制

の
語
が
漢
に
も
そ
の
ま
ま
引
縫
が
れ
た
も
の
か
は
疑
問
が
残
る
。

- 18-

確
立
後
は
底
止
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
漢
代
、
諸
侯
王
の
中
央
諸
官
府
を
そ
の
よ
う
に
稿
す
る
の
は
そ
の
名
残
り
で
あ
り
、
都
が
諸
侯
王
の
園
都

か
ら
京
師
の
意
へ
と
限
定
さ
れ
て
い
く
中
で
、
京
師
の
諸
官
府
も
「
都
官
」
と
稿
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
確
か
に
氏
の
い
う
よ

A
司

'伶
V

う
に
、
都
官
が
豚
と
併
記
さ
れ
て
い
て
地
方
行
政
機
闘
を
思
わ
せ
る
候
文
が
か
な
り
存
在
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
都
官
は
鯨
と
封
等
で
濁

立
し
た
機
関
と
い
う
よ
り
も
、
鯨
の
中
に
所
属
し
て
い
る
官
と
み
な
せ
る
も
の
で
あ
る
。
子
豪
亮
氏
は
、
中
央
の
官
府
で
地
方
に
分
在
し
て
い

制

る
例
が
漢
代
で
も
あ
る
こ
と
を
誼
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
地
方
行
政
機
闘
を
思
わ
せ
る
都
官
は
中
央
官
府
の
出
張
所
と
考
え
る
こ
と
も
で
き

る
。
し
か
し
、
出
土
秦
律
の
都
官
は
必
ず
し
も
す
べ
て
鯨
に
所
属
す
る
中
央
官
府
の
出
張
所
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

出
土
秦
律
に
は
都
官
が
中
央
と
密
接
な
闘
係
が
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
篠
文
が
あ
る
。

亡
数
に
謝
す
る
考
課
を
行
な
う
所
轄
官
府
に
つ
い
て
「
内
史
課
鯨
、
大
倉
課
都
官
及
受
服
者
」

(cm
-包
〉
と
あ
り
、
都
官
は
鯨
と
は
別
に
中

Aμ
リ

A
H
V
 

央
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
大
倉
の
考
課
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
都
官
が
中
央
に
所
在
す
る
た
め
直
接
大
倉
よ
り
牛
の
糧

「
厩
苑
律
」
に
は
、
懸
と
都
官
の
公
服
牛
の
年
間
死



食
を
受
取
っ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
濁
し
て
、
豚
に
は
勝
倉
が
あ
る
た
め
そ
の
糧
食
給
輿
に
闘
し
て
大
倉
と
の
関
係
は
な
く
、
そ
の

直
接
上
級
の
官
府
で
あ
る
内
史
か
ら
考
課
を
受
け
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
金
布
律
」
の
公
器
慶
棄
に
関
す
る
候
文
〈
C

部

-
E〉
に

は
、
鯨
が
猫
自
に
そ
の
鹿
理
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
劃
し
て
、
都
官
は
贋
棄
す
る
公
器
を
大
内
に
職
、迭
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
し

同

て
お
り
、
都
官
が
京
師
の
府
顕
で
あ
る
大
内
に
近
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
倉
律
」
に
は
「
豚
上
食
者
籍
及
他
費
大
倉
、
興
計
借
。

都
官
以
計
時
臨
食
者
籍
」

(
C

幻
・
血
M
)

と
あ
る
よ
う
に
、
鯨
が
食
者
の
帳
簿
と
そ
の
他
の
費
用
に
関
す
る
帳
簿
を
上
計
時
に
大
倉
に
上
呈
す
る

都
官
で
は
そ
の
帳
簿
を
自
ら
検
査
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

の
に
劃
し
て
、

こ
れ
も
、

大
倉
に
近
い
官
府
で
あ
る
都
官
は
そ
こ
よ
り
直
接

糧
食
を
支
給
さ
れ
て
い
る
た
め
嘗
然
計
簿
は
大
倉
に
あ
り
、
自
己
チ
ェ
ッ
ク
す
る
だ
け
で
上
呈
す
る
必
要
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

「
倉
律
」
の
一
候
(
C
M
H

・
念
)
に
は
、
都
官
吏
、
都
官
人
が
富
者
と
併
記
さ
れ
て
い
る
貼
も
都
官
が
中
央
と
か
か
わ
り
が

倒

深
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
出
土
秦
律
の
都
官
は
、
一
概
に
子
氏
の
よ
う
に
地
方
に
分
在
す
る
官
と
も
い
え
な
い

し
、
ま
た
工
藤
氏
の
よ
う
に
牒
と
併
置
さ
れ
た
地
方
行
政
機
関
と
も
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
都
官
は
中
央
京
師
の
諸
官
府
を
指

る
。
そ
し
て
ま
た
、
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す
と
と
も
に
、

そ
の
地
方
出
先
機
関
を
も
指
す
用
語
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
中
央
官
府
を
指
す
都
官
の
語
が
漢
初
に
み
え
な
い
黙
に
つ
い

て
で
あ
る
が

『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
に
は
、
諸
侯
王
の
園
に
つ
い
て

「
有
太
縛
輔
王
、
内
史
治
園
民
、
中
尉
堂一
武
職
、
丞
相
統
衆
官
、

筆

卿
大
夫
都
官
如
漢
朝
」
と
あ
る
。
こ
の
篠
は
漢
初
の
王
園
の
中
央
機
構
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、

朝
の
中
央
官
府
が
都
官
と
呼
ば
れ
て
い
な
か
っ
た
と
は
断
言
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

王
国
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
漢

A
W
 

な
お
、
高
敏
氏
も
都
官
を
地
方
の
官
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
そ
の
根
擦
を
示
し
て
い
な
川
。
ま
た
、

、前
M
，

'臼
円
、

さ
れ
た
す
べ
て
の
官
吏
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
れ
が
鯨
と
併
記
さ
れ
て
い
る
離
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
都
官
は
あ
く
ま
で
豚

フ
ル
ス
ウ
ェ
氏
は
皇
帝
に
任
命

と
劃
置
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

州出「

次
に
、
燃
に
つ
い
て
は
都
官
の
よ
う
な
や
っ
か
い
な
問
題
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
勝
は
一
般
に
、
秦
固
有
の
領
土
を
治
め
る
内
応
や
地

19 

方
の
郡
に
下
属
す
る
地
方
行
政
組
織
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
出
土
秦
律
に
お
レ
て
豚
に
関
係
す
る
内
史
に
つ
い
て
は
若
干
の
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問
題
が
あ
る
の
で
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
上
述
の
よ
う
に

「
秦
律
十
八
種
」
に
は
豚
が
郡
に
関
係
す
る
こ
と
を
明
記
す
る
俊
文
は
皆
無
と
い
っ

d
q
J

，
 

ム
川
円
い

て
よ
い
が
、
鯨
と
内
史
と
の
関
係
を
明
記
す
る
俊
文
が
幾
僚
か
存
在
す
る
。
こ
の
内
史
に
つ
い
て
、
研
究
者
の
聞
で
大
き
く
意
見
が
分
れ
て
い

「
内
史
周
官
、

る
。

と
み
え
る
秦
固
有
の
領
土
を
治
め
る
内
史
と
す
る
読
で
あ

同

帥

り
、
も
う
一
設
は
同
じ
く
百
官
表
に
み
え
る
「
治
莱
内
史
秦
官
、

掌
穀
貨
」
の
治
粟
内
史
と
す
る
読
で
あ
る
。
高
敏
氏
の
読
も
後
者
の
治
粟
内

A
同町，

ん
凶
い

史
と
す
る
読
に
近
い
。
氏
は
、
上
述
の
よ
う
な
内
史
に
か
か
わ
る
俊
文
内
容
か
ら
蹄
納
し
て
、
内
史
を
封
建
固
有
制
経
済
管
理
の
官
と
考
え
、

一
読
は
、

『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
に

秦
因
之
、

掌
治
京
師
」

こ
の
官
は
秦
の
統

一
後
は
治
粟
内
史
と
改
稿
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
出
土
秦
律
は
鯨
、
都
官
に
か
か
わ
る
律
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ

こ
こ
に
内
史
の
職
掌
す
べ
て
が
み
え
て
い
る
と
は
ま
ず
考
え
ら
れ

ず
、
こ
の
よ
う
に
一
概
に
結
論
で
き
な
い
。
な
お
、
工
藤
元
男
氏
の
よ
う
に
出
土
秦
律
の
内
史
を
、
百
官
表
に
み
え
る
内
史
と
治
粟
内
史
の
二

4n，
 

ん

uv

官
の
機
能
を
合
せ
持
つ
官
と
す
る
読
も
あ
る
。
氏
に
よ
る
と
、
内
史
は
そ
の
下
に
太
倉
と
大
内
を
配
し
、
こ
の
二
官
を
通
じ
て
牒
、
都
官
の
糧

革
、
貨
財
を
管
理
す
る
い
わ
ば
財
政
総
裁
官
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
内
史
は
、
秦
の
統
一
と
と
も
に
下
層
の
太
倉
、

大
内
を
切
り
離
し
て
治
粟
内
史
を
形
成
し
、
残
り
の
機
構
は
京
師
掌
治
の
官
と
し
て
再
編
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
氏
の
考
え
方
も
、
出
土
秦
律

の
内
史
に
治
莱
内
史
的
要
素
を
重
視
す
る
考
え
で
あ
り
、
高
氏
の
読
に
劃
す
る
の
と
同
様
の
疑
問
が
残
る
。
な
お
、
出
土
秦
律
か
ら
は
氏
が
言

A
司

A
W
マ

'M
胸
、

う
ほ
ど
、
内
史
と
大
倉
、
大
内
の
閥
係
は
明
確
に
し
が
た
い
。
大
倉
、
大
内
が
治
粟
内
史
に
所
属
す
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
州
、
そ
れ
ら
二

り

内
史
の
た
め
の
律
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
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官
が
内
史
の
属
官
で
あ
っ
た
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
、
秦
の
統
一
後
、
内
史
と
は
別
に
大
倉
、
大
内
等

「
穀
貨
」
掌
治

の
官
を
統
轄
す
る
官
府
と
し
て
新
設
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

出
土
秦
律
の
内
史
は
、
や
は
り
「
掌
治
京
師
」
の
内
史
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
内
史
は
郡
の
鯨
に
劃
す
る
の
と
同
様
、
内
史
の
地
の
全
鯨

を
統
轄
す
る
官
で
あ
る
。
上
記
の
よ
う
な
牒
の
財
政
闘
係
業
務
へ
の
闘
興
も
そ
の
一
環
と
考
え
ら
れ
る
。
出
土
秦
律
の
内
史
は
ま
た
工
師
に
針

帥

同

す
る
監
督
に
も
開
興
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
秦
の
兵
器
を
製
造
す
る
工
師
が
郡
守
に
直
属
し
て
い
る
こ
と
と
封
躍
す
か
。
ま
た
『
史
記
』

に
み
え
る
秦
の
内
史
も
、
軍
を
率
い
て
内
史
の
地
の
外
に
出
征
し
て
お
り
、
こ
の
内
史
も
財
政
に
か
か
わ
る
官
と
い
う
よ
り
は

一
種
の
軍
政
官



と
い
え
る
郡
守
に
近
明
。
内
史
に
工
師
が
直
属
す
る
こ
と
も
内
史
の
軍
政
官
的
性
格
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
上
の
よ
う
に
、

出
土
秦
律
中
に
「
掌
治
京
師
」
の
内
史
と
か
か
わ
る
豚
に
関
す
る
候
文
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
秦
律
の
形
成
事
情
か
ら
も
誼
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
秦
律
は
も
と
も
と
、
秦
固
有
の
領
土
で
あ
る
内
史
の
律
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、

れ
て
い
て
も
け
だ
し
首
然
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
掌
治
京
師
」
の
内
史
が
候
文
に
含
ま

四

む
す
び
に
か
え
て

以
上
、
出
土
秦
律
の
う
ち
、

「
秦
律
十
八
種
」
と
「
数
律
」
を
中
心
に
そ
の
性
格
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
は
と
も
に
鯨

と
都
官
の
管
理
業
務
に
か
か
わ
る
律
の
候
文
を
ま
と
め
た
書
物
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
く
に
「
秦
律
十
八
種
」
は
、
鯨
と
都
官
に
お
け

る
現
賓
の
管
理
業
務
の
主
要
な
部
分
に
か
か
わ
る
像
文
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
一
篇
の
書
と
み
な
し
て
よ
い
。

律
十
八
種
」
の
主
要
部
分
の
一
部
、
す
な
わ
ち
「
数
」
の
部
分
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、

一方、

「放
律
」
の
方
は
「
秦
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「
秦
律
十
八
種
」
の
附
篇
と
み
な
し
て
よ
い
も
の

か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か
く
、
雨
書
は
一
つ
の
セ
ッ
ト
を
な
す
書
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
書一
は
い
か
な
る
目
的
の
た
め
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
出
土
地
は
、
湖
北
省
雲
夢
厭
で
あ
り
、
こ
れ
は

伺

も
と
秦
の
南
郡
の
地
で
あ
る
。
ま
た
、
出
土
秦
簡
中
に
も
南
郡
に
か
か
わ
る
部
分
が
み
え
、
と
く
に
こ
れ
ら
の
書
の
所
有
者
と
考
え
ら
れ
る
被

制

葬
者
喜
は
、
安
陸
口
史
、
安
陸
令
史
、
部
令
史
な
ど
を
歴
任
し
て
お
り
、
貫
際
南
郡
治
下
の
鯨
の
官
更
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
書
は

で
は
、

木
簡
で
は
な
く
竹
簡
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
貫
際
の
必
要
か
ら
現
地
、
す
な
わ
ち
南
郡
の
地
で
寓
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、

こ
れ
ら
の
書
に
含
ま
れ
る
候
文
は
、
南
郡
治
下
の
牒
に
お
い
て
適
用
す
る
た
め
に
寓
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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そ
の
候
文
中
に
中
央
官
府
の
官
で
あ
る
都
官
や
、
明
ら
か
に
「
掌
治
京
師
」
の
内
史
治
下
の
鯨
に
か
か
わ
る
候
文
が
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
都
官
に
つ
い
て
は
、
照
に
所
属
す
る
都
官
の
た
め
に
引
か
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る

し
、
あ
る
い
は
秦
律
の
候
文
自
鐙
が
都
官
と
豚
を
官
制
上
同
ク
ラ
ス
の
官
府
と
し
て
一
括
し
て
規
定
し
て
い
る
た
め
い
っ
し
ょ
に
引
用
さ
れ
た

し
か
し
、
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と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
内
史
に
閲
す
る
篠
は
、
「
掌
治
京
師
」
の
内
史
が
郡
の
治
下
の
臨
ま
で
そ
の
支
配
下
に
置
い
て
い
た
と
は
考
え
ら

れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
俊
文
中
に
開
中
の
み
に
し
か
適
用
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
篠
が
存
在
す
る
こ
と
と
も
あ
わ
せ
て
考
え
る
べ

き
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
秦
律
は
そ
の
増
補
形
式
か
ら
み
て
古
い
律
を
そ
の
ま
ま
保
存
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
書
に
引
用
さ
れ
た

候
文
も
そ
の
ま
ま
南
郡
治
下
の
鯨
に
無
篠
件
に
適
用
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

秦
律
は
地
方
の
郡
に
お
い
て
は
準

用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
郡
が
本
来
、
新
た
に
獲
得
さ
れ
た
領
地
や
園
境
に
置
か
れ
て
他
園
の
侵
略
に
備
え

る
と
い
う
臨
時
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
と
も
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
を
郡
守
の
側
か
ら
み
れ
ば
、

伺

け
る
権
限
が
大
幅
に
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
所
轄
の
郡
に
お

(
本
稿
は
昭
和
弘
年
度
科
聞
学
研
究
費
奨
励
研
究
A

「
形
成
期
に
お
け
る
中
園
官
僚
制
の
吐
舎
史
的
研
究
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
J

註ω
睡
虎
地
秦
古
車
竹
筒
整
理
小
組

『陸
虎
地
秦
墓
竹
筒
』

(
文
物
出
版
社
、

一
九
七
八
)
に
よ
る
。
こ
の
竹
簡
の
篤
名
は
後
見
蛍
初
よ
り
一
定
し
な
い

が
、
後
に
な
っ
て
夜
見
さ
れ
た
篇
名
の
字
跡
に
よ
っ
て
訂
正
し
て
い
る
こ

の
書
の
篇
名
に
よ
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
永
田
英
正
「
中
園
に

お
け
る
雲
夢
秦
倒
研
究
の
現
状
」
(
『
木
簡
研
究
』
二
、
一
九
八

O
)
に
篇

名
刺
到
照
表
が
あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

ω
季
助
「
雲
市
ダ
臨
虎
地
秦
関
紙
述
」
(
『
文
物
』

一
九
七
六
|
五
)
。

ω
資
盛
湾
「
雲
夢
秦
簡
排
正
」
(
『
考
古
皐
報
』
一
九
七
九
|

一
)
、
高
敏

「商
軟

《
秦
律
》
興
雲
夢
出
土

《
秦
律
》
的
区
別
和
聯
系
」
〈
『雲
市グ
秦
閲

初
探
』
文
物
出
版
社
、
一
九
七
九
三

ω
「
雲
夢
出
土
竹
書
秦
律
の
研
究
」
(
『
関
西
大
率

一
、
一
九
七
七
)
。
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文
岡
田
千
論
集
』
二
七
|

ω
「雲
夢
出
土
秦
簡
の
基
礎
的
研
究
」
(
『
史
観
』
九
七
、

例
註
叫
論
文
。

M
W

註

ω論
文。

刷
「
雲
夢
陸
虎
地
某
喜
墓
の
秦
律
等
法
律
文
書
副
葬
事
情
を
め
ぐ
っ
て
」

〈
『
史
観
』
一

O
O、
一
九
七
九
)
。

同
一
僚
が

一
簡
に
お
さ
ま
り
、
わ
ず
か

八
字
の
俊
文
(
C

印
・
む
〉
か

ら
、

「
徳
律
」

(c
m
1
m
・
1al--)
の
よ
う
に
一

O
簡
に
わ
た
る
長

文
の
も
の
ま
で
あ
る
。
短
い
も
の
は
抄
録
で
、
長
い
も
の
は
異
な
る
そ
れ

ぞ
れ
の
俊
文
の
集
成
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
大
陸
長
文
の
も
の
で
も
内
容

的
に
一
際
の
ま
と
ま
り
と
つ
な
が
り
が
あ
り
、
長
い
の
は
そ
の
僚
に
増
補

が
重
ね
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
貼
に
関
し
て
は
な
お
検

討
の
絵
地
は
あ
る
が
、
す
べ
て
僚
分
け
を
明
確
に
し
て
い
る
の
で
、
以
下

一
九
七
七
)
。



23 

そ
れ
ぞ
れ
を
一
つ
の
候
文
と
し
て
教
え
る
。

同

註

ω『
陸
虎
地
秦
墓
竹
筒
』。

ω
ま
ず
、
豚
、
都
官
を
封
象
と
す
る
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
い
る
こ
と
、

「
秦
律
十
八
種
」
の
「
数
」
と
比
較
し
て
傑
項
の
脱
落
が
あ
る
こ
と

(
c

m
・』

S
の
「
至
計
而
上
麿
籍
内
史
」
の
傑
項
が
「
数
律
」
に
は
な
い
〉

な
ど
。

ω
以
下
の
分
類
は
あ
く
ま
で
試
案
で
あ
る
。
一
態
基
本
的
事
項
を
最
初
に

置
き
細
則
、
附
則
と
思
わ
れ
る
も
の
を
後
に
も
っ
て
き
た
。
註
川
『
睡
虎

地
秦
墓
竹
筒
』
も
内
容
か
ら
整
理
分
類
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
「
秦
律
十

八
種
」
の

「
数
」
と
重
な
る
部
分
を
一
ま
と
め
と
し
て
お
り
、
整
理
の
仕

方
に
一
貫
性
が
な
い
。
な
お

ωに
は

ωに
か
か
わ
る
僚
項
も
あ
る
が
、
そ

の
候
文
の
文
脈
上
分
離
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。

MHωω
の
う
ち
、
官
畜
夫
以
外
を
封
象
と
し
て
い
る
候
文
は
、
漆
を
あ
っ

か
う
工

(
d
必
|
川
崎
・
~
N
N
)
、
尉
計
と
尉
官
吏

(
d
臼
・
』
M
A
H
)

、
司
馬
令

史
嫁
〈
d
日
・
足
。
の
三
僚
の
み
で
あ
る
。
後
二
者
は
と
も
に
別
の
律

を
参
考
と
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
お
り
、
一
種
の
附
則
と
も
考
え
ら
れ

る。

工
の
俊
文
は
特
殊
で
あ
り
、
後
述
の
倉
に
関
す
る
俊
文
と
同
様
な
性

質
の
も
の
と
し
て
あ
っ
か
う
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
候
文

で
針
象
と
す
る
官
を
明
記
し
て
い
な
い
僚
が
六
僚
あ
る

(d
u
・
口
、

お
l
m
・
』沼、

ω
・足。、

H
U

・足。、

M
M

・
』
ど
、
日
・
』
N

U
。
こ
れ
ら

は
す
べ
て

「数
」
を
行
な
う
者
自
身
に
か
か
わ
る
俊
文
で
あ
り
、
「
毅
」
の

際
の
文
書
事
務
、
法
律
慮
理
の
方
法
な
ど
を
規
定
し
て
い
る
。
官
沓
夫
や

そ
の
佐
、
史
が
副
知
職
さ
れ
た
時
の
「
殺
」
は
官
直
面
夫
自
身
か
あ
る
い
は
令

が
人
を
波
遺
し
て
行
な

っ
て
お
り

(d
口
l
u
・』口、

m
i
n
-
に旬、

m
l
叩
?
と
&
、
他
の
律
文
に
も
「
数
」
を
専
門
に
行
な
う
と
考
え
ら
れ

る
官
職
は
み
え
な
い
。
以
上
の
官
職
を
特
定
で
き
な
い
俊
文
も
官
沓
夫
を

直
接
劉
象
と
し
た
俊
文
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

川
間
鄭
貧

「揖
回
土
穴
考
|譲
雲
夢
秦
関
札
記
」
(
『
文
物
』

一
九
七
八
|
一
一
〉
、

吉
岡
敏
「
論
《
秦
律
》
中
的
。
畜
夫
。

一
官
」
(
註
ゆ
書
)
。
高
氏
は
、
豚
中

の
各
類
の
事
職
沓
夫
の
線
終
と
考
え
て
い
る
が
、
都
官
も
含
め
る
べ
き
で

あ
る
。

帥

w

d
幻
|
お
・
足
。
と

c
m
lお・
いwml包。

帥

註

ω賀
氏
論
文
。

同
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
、
六
園
年
表
。

同

註

ω『
陸
虎
地
秦
墓
竹
筒
』
。

帥
『
史
記
』
商
君
列
俸
に

「集
小
都
郷
邑
褒
魚
豚
、
置
令
丞
、
凡
三
十
一

勝
」
、
秦
本
紀
に
「
弁
諸
小
郷
琢
採
集
潟
大
鰐
、
豚

一
令
、
四
十一

鯨
」
と

あ
り
、
六
園
年
表
に
も
ほ
ぼ
同
様
の
記
述
が
あ
る
。
商
君
列
俸
に
は
令
、

丞
と
あ
る
が
他
は
令
の
み
で
丞
も
と
も
に
置
か
れ
た
と
す
る
に
は
問
題
が

あ
る
。
出
回
失
は
『
左
停
』
昭
公

一
七
年
所
引
の
『
夏
書
』
に
み
え
、
古
い

官
名
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
丞
が
古
い
官
名
か
ど
う
か
は
明
ら
か
に
し

が
た
い
。
な
お
、

「法
律
答
問
」
に
「
僻
者
不
先
僻
官
長
沓
夫
。
可
(
何〉

謂
官
長
、
可
(
何
)
謂
沓
夫
。
命
都
官
日
長
、
豚
臼
沓
夫
」
(

f

M

山
・
』
沼
)

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
す
で
に
燃
の
長
官
を
沓
夫
と
呼
ば
な
く
な
っ
て
い
た

た
め
に
解
穫
が
加
え
ら
れ
た
と
と
る
こ
と
も
で
き
る
。
た
だ
し
、
尋
問
書
」

に
は
文
頭
部
分
に
「
南
郡
守
騰
謂
豚
道
車
田
夫
」
ハ
d
l
・
』
む
と
あ
る
が
、

後
で
は

「令
丞
」
と
言
い
か
え
て
い
る
。
こ
こ
の
豚
、
道
沓
夫
は
文
頭
の

呼
び
か
け
と
し
て
古
い
言
い
方
を
雅
競
と
し
て
用
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う

方
帥
「
法
律
答
問
」
に
は
法
律
遁
用
上
の
具
健
的
解
穫
の
他
、
語
句
自
慢
に
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制
到
す
る
解
剖
梓
も
多
数
含
ま
れ
て
い
る
。

帥
『
周
虚
』
職
方
氏
に
は
「
薙
州
-
其
穀
宜
黍
稜
」
と
あ
る
。

同
「
回
律
」
の
一
候

(
C
1
|
2

-
N
b
は
雨
を
重
視
す
る
乾
地
農
法
を

思
わ
せ
、
稲
作
に
関
す
る
規
定
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
「
司
空

律
」
に
公
文
書
用
開
般
に
は
柳
か
や
わ
ら
か
い
木
を
用
い
る
こ
と
を
規
定

し
た
僚
が
あ
り

(
c
m
-
E
)、
こ
れ
も
竹
の
塑
富
な
南
方
地
域
に
射
す

る
規
定
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

M
W

「
内
史
雑
」
に
は
「
官
沓
夫
克
、

口
口
口
口
口
口
口
其
官
亙
置
沓
夫
。

過
二
月
弗
置
畜
夫
、
令
丞
局
不
従
令
」

(
c
m
・
』
ま
〉
と
あ
り
、
官
畜
夫

は
令
の
任
副
知
に
か
か
る
。
「
置
吏
律
」
の

一
候

(
c
m
i
m
-
E〉
の

「
吏
」
も
官
風
間
夫
で
は
な
か
ろ
う
か
。

倒
隷
臣
妾
は
一
腹
刑
徒
と
区
別
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
会
両
敏
「
関
子

《
秦
律
》
中
的
ク
穀
臣
姿
。
問
題
質
疑
」
〔
註

ω書
〕
)
、
出
土
秦
律
の
候

文
中
に
は
衣
食
の
給
輿
な
ど
に
関
し
て
城
旦
春
等
刑
徒
と
併
記
さ
れ
て
規

定
さ
れ
て
お
り
、
一
括
し
て
労
役
割
到
象
と
み
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る。

帥
『
商
君
書
』
境
内
篇
に

「鶴
自
二
級
以
上
、
有
刑
罪
則
段
、
爵
自

一
級

以
下
、
有
刑
罪
則
己
」
と
あ
る
。

M
W

候
文
中
の
「
輿
徒
」
の
徒
は
そ
の
監
督
者
が
司
空
や
君
子
で
あ
り
、
刑

徒
と
考
え
ら
れ
る
が
、
あ
る
い
は
一
般
の
箔
役
者
か
も
し
れ
な
い
。

制
秦
の
製
陶
業
に
お
い
て
は
、
官
府
の
下
請
け
を
行
な
っ
て
い
る
私
営
手

工
業
者
の
存
在
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
裳
仲
一
、
程
皐
牽
「
秦
代

中
央
官
署
製
陶
業
的
陶
文
」
〔
『
考
古
典
文
物
』

一
九
八
O
|
一一一〕)
。

同
『
呂
氏
春
秋
』
勿
射
に
は
「
墾
田
大
邑
、
僻
土
慈
莱
、
霊
地
力
之
利
、

臣
不
若
寧
退
、
請
置
以
潟
大
田
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
管
子
の
言
と
し
て
引

用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
秦
園
の
書
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
秦
律
の
大
田
も
こ
れ
に
近
い
官
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

同
「
先
秦
時
代
の
山
林
一
蚊
淳
と
秦
の
公
団
」
(
『
中
園
古
代
の
祉
曾
と
園

家
』
弘
文
堂
、

一
九
六

O
V

帥
こ
の
僚
の
律
名
は
残
飲
し
て
い
る
。
註

ω『
睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
』
に
従

っ
て
一
路
「
厩
苑
律
」
と
し
て
お
く
。

帥

註

ω大
庭
論
文
、
註

ω『
睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
』
、
腫
虎
地
秦
墓
竹
筒
整

理
小
組
『
睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
』
(
文
物
出
版
社
、
一
九
七
七
)
。

帥
「
雲
夢
秦
閉
所
見
職
官
述
略
」

(
『
文
史
』
八
、

一
九
八

O
V
な
お
、

氏
は
漢
の
中
都
官
が
京
師
の
中
央
機
関
で
あ
る
こ
と
を
詳
し
く
論
詮
し
て

い
る
。

M
W

『
史
記
』
、
『
漢
書
』
に
は
武
帝
以
後
の
記
事
に
し
か
み
え
な
い
。
と
く

に
、
昭
帝
、
宜
帝
の
時
代
に
は
詔
文
中
に
も
み
え
る
こ
と
か
ら
一
種
の
法

制
用
語
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
不
明

で
あ
る
。

帥
「
睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
よ
り
み
た
都
官
に
つ
い
て
」
(
『
史
皐
雑
誌
』
八
九

ー

一
二
、
一
九
八

O
V

帥

C
M
H

・
念
、
田

l
w
-
E、
m
l
m
-
匂旬、閉山

・
』
ま
。
な
お

c
m
-

suも
「
内
史
雑
」
の
俊
文
と
考
え
ら
れ
、
第
閉
山
衡
と
同
様
、
内
史
の
豚

に
属
す
る
都
宮
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

制
註
伺
論
文
。

伺
『
史
記
』
高
租
本
紀
に
は
「
粛
丞
相
佳
作
未
央
官
、
立
東
関
北
関
前
殿

武
庫
太
倉
」
と
あ
り
、
都
長
安
に
所
在
す
る
。
秦
に
お
い
て
も
威
陽
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

伺
『
史
記
』
孝
景
本
紀
、
集
解
引
用
の
章
昭
註
。
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帥
こ
の
僚
に
よ
る
と
、
宣
者
、
都
官
吏
、
都
官
人
は
通
常
鯨
よ
り
糧
食
を

支
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
も
中
央
か
ら
鯨
に
波
遣
さ
れ

た
宣
者
、
都
宮
に
制
到
す
る
規
定
と
考
え
ら
れ
る
。

帥
「
従
雲
夢
秦
簡
看
秦
的
幾
項
制
度
」
(
註

ω書)。

川

判

〉

-
m
p出
口
】
諸
君
少
、
H
，r
o
の
r・
5
L
0
2
g
g広
告
白
口

0
2『

a
E

エ
ロ
唱

2
5
5
a・(叫

4

・2冶

h
h
v
b
p
〈
o
-
-
F
Vハ
-
〈
・
ピ

2
・A

H
1
|

印・

H
2
3

M

仰
鎌
田
重
雄
「
秦
郡
官
制
」
(
『
秦
漢
政
治
制
度
の
研
究
』
日
本
翠
術
振
興

舎
、
一
九
六
二
)

川何

c
m
ω
-
a、
部

-
E、
お
・
匂
旬
、
お
|
お
・
企
。
後
二
僚
は
燃
に
到
す

る
規
定
で
あ
る
こ
と
は
明
記
し
て
い
な
い
が
、
上
越
の
よ
う
に
、
「
秦
律

十
八
種
」
が
豚
、
都
官
に
関
す
る
肱
閣
を
ま
と
め
た
も
の
と
考
え
れ
ば
、

豚

倉
の
規
定
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
「
内
史
雑
」
の
燃
と
か
か
わ

る
僚
も
内
史
に
か
か
わ
る
豚
で
あ
る
。

川
間
註

ω、
制
『
陸
虎
地
秦
墓
竹
筒
』
の
雨
書
、
註
綿
子
氏
論
文
、
太
田
孝

男
「
湖
北
陸
虎
地
出
土
秦
律
の
倉
律
を
め
ぐ
っ
て
・
そ
の
ご
(『
東
京
皐

護
大
泉
紀
要
〈
第
三
部
門
、
社
合
同
科
皐
)
』
三
て
一
九
八

O
〉
な
ど
。

帥

註

ω『
睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
』
頁
担
、
註
M
W
で
引
く
一
一
説
、
註
帥
同
三
お
唱
和

論
文
、
林
甘
泉
「
秦
律
輿
秦
朝
的
法
家
路
線
|
譲
雲
夢
出
土
的
秦
簡
」

〈
『
文
物
』
一
九
七
六
l
七〉。

帥
註
帥
論
文
。

帥
「
睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
よ
り
み
た
都
官
に
つ
い
て
」
(
史
民
平
合
第
七
八
回

東
洋
史
部
舎
レ
ジ
ュ
メ
、
一
九
八

O
)。
こ
れ
は
註
例
報
告
の
レ
ジ
ュ
メ

で
あ
る
。
本
来
、
論
文
と
し
て
妥
表
さ
れ
た
後
引
用
す
べ
き
も
の
と
考
え

る
が
、
本
稿
と
直
接
か
か
わ
る
重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
お
り
、
敢
え
て

利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
レ
ジ

ュ
メ
ゆ
え
の
誤
解
等
が
あ
る
と
考
え
る

が
御
容
赦
願
い
た
い
。

帥
氏
が
雨
者
を
関
係
づ
け
て
い
る
候
文
は
、

C
8
I
9
-
N
1、

n
l幻・

訳、

Mm
・'凶句、

m
i
m
-己
、
山
川
|
問
・
ロ
、
山
山
・
一
d
な
ど
で
あ

る
。
最
後
の
篠
以
外
、
そ
れ
ぞ
れ
の
官
名
は
み
え
ず
、
規
定
内
容
か
ら
の

推
測
に
よ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
最
後
の
僚
も
内
史
と
豚
と
の
関
係
を
中
心

と
し
た
規
定
と
考
え
ら
れ
、
大
内
が
内
史
に
属
す
る
も
の
と
は
必
ず
し
も

い
え
な
い
。

帥
『
漢
書
』

百
官
公
卿
表
に

「
秦
官
、
掌
穀
貨
」
と
あ
り
、
そ
の
嵐
官
に

太
倉
が
あ
る
。
大
内
も
百
官
表
の
「
貨
」
と
関
係
が
あ
る
と
恩
わ
れ
る
が

そ
の
嵐
官
に
は
み
え
な
い
。
た
だ
し
、
『
史
記
』
孝
景
本
紀
、
中
六
年
の

僚
に
「
治
莱
内
史
鴛
大
島
民
、
以
大
内
篤
二
千
石
、
置
左
右
内
官
、
嵐
大

内
」
と
あ
り
、
治
粟
内
史
を
「
穀
」
中
心
の
官
に
改
編
し
た
た
め
、
「
貨
」

を
掌
る
大
内
を
濁
立
さ
せ
て
二
千
石
の
官
と
し
た
と
と
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
百
官
表
に
は
大
内
は
み
え
な
い
。

帥

「
均
工
」
に
「
工
師
善
敬
之
、
・
・
・
盈
期
不
成
悪
者
、
籍
書
而
上
内

史
」
〈

c
m
l山
・
13
と
あ
る
。

帥
秦
園
の
銅
文
銘
文
を
み
る
と
、
一
般
に
督
造
者
で
あ
る
郡
守
の
名
の
す

ぐ
下
に
工
師
名
が
刻
さ
れ
て
お
り
(
李
摩
動
「
戦
園
時
代
的
秦
図
銅
器
」

〔
『
文
物
参
考
資
料
』

一
九
五
七
|
八
〕
)
、
工
師
は
豚
で
は
な
く
郡
に
直
属

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

同
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
に
は
「
十
七
年
、
内
史
騰
攻
韓
、
得
韓
王
安
、

登
納
其
地
、
以
其
地
信
用
郡
」
と
あ
り
(
た
だ
し
、
六
園
年
表
に
は
内
史
勝

と
な
っ
て
い
る
て
ま
た
蒙
悟
は
内
史
の
身
分
の
ま
ま
三
十
高
の
兵
を
終

い
て
北
の
方
戎
秋
を
逐
い
長
城
を
築
い
て
い
る
(
蒙
悟
列
停
)
。
鎌
田
重

雄
氏
は
郡
に
つ
い
て
、
新
得
の
領
地
あ
る
い
は
園
境
に
置
か
れ
た
他
園
の
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侵
略
に
備
え
る
た
め
の
特
別
軍
政
施
行
地
域
と
し
て
お
り
(
註
同
論
文
)
、

郡
守
は

一
種
の
軍
政
官
と
み
な
せ
る
。

同
「
藷
墨
田
」
は
南
郡
守
騰
が
治
下
の
際
、
道
に
毅
布
し
た
文
書
で
あ
り
、

「
編
年
記
」
に
も
「
十
九
年
、
口
口
口
口
南
郡
備
敬
」

(
a
m
m
・
3
と
あ

る。

倒
「
編
年
記
」

a
口
、
日

l
u
-
a。

同
州
南
郡
守
騰
の
端
技
布
し
た
「
語
書
」
中
に
「
故
騰
魚
是
而
締
法
律
令
回
令

及
第
開
私
方
而
下
之
」

(
d
4
・
~
む
と
あ
る
が
、
「
田
令
」
「
信
用
開
私
方
」

は
律
以
外
に
郡
守
の
裁
量
に
よ
っ
て
郡
の
た
め
に
編
せ
ら
れ
た
法
令
で
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。

〔
追
記
〕
本
稿
脱
稿
後
、
註
仰
に
引
い
た
工
藤
氏
レ
ジ
ュ
メ
の
内
史
に
関
す

る
部
分
は
、
「
秦
の
内
史
|
|
主
と
し
て
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
に
よ
る

|
|
」
(
『
史
皐
雑
誌
』
九
O
|
三
、
一
九
八
一
〉
と
し
て
稜
表
さ
れ

た
。
あ
わ
せ
て
参
考
と
さ
れ
た
い
。
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THE CHARACTER OF THE QIN LAWS EXCAVATED

　　　　　　　

IN SHUIHUDI, YUNMENG

Emura Haruki

　　

The bamboo slips discovered from tomb ｎ０.11 in the Shuihudi 睡虎

地area, Yunmeng雲夢County (in Hubei 湖北Province) have particu-

larly drawn attention since their excavation, due to their incorporation

of Qin 秦laws.　Two of those texts, with the present titles“Eighteen

Kinds of Qin Laws” （Qinlii　ｓhibaｚｈｏｎｇ秦律十八種) and “Checks and

Controls”（ﾝxiaolu ^律} are collections of statutes related to the admin-

istration system of the governmental ｏ伍ces, but it is still premature to

say that the character of their content has been clarified. In the “Checks

and

　

Controls”, regulations concerning the Xなり敗（ｍａtｅrial inspection)

for the local and metropolitan ｏ伍cials (ｘｉａｎ，　ｄｕｇｕａｎ鸚，都官),articles

of the “Statutes on Granaries” （ｃａｎｅｌｉｉ倉律)from the “Eighteen Kinds

of Qin Laws”are　almost incorporated in ｖｅｒbatim.From this fact one

can suppose that the “Checks and Controls” were statutes for the xiao.

common to all governmental ｏ伍ces, newly compiled after the formation

of the Ｃａ？ｉｇｌｕ．whichare statutes for ａ specific government office. The-

refore we can conclude that there are at least two stages in the formation

of Qin laws. Furthermore, judging from the incorporation of the law

texts, we can conjecture that in the formation of Qin legislation establi･

shed law tｅχtswere preserved without any change.

　　

The “Eighteen Kinds of Qin Laws” is a fragmentary compilation of

eighteen kinds of laws, but observing the circumstances in which they

were excavated, we can conclude that they are probably ａ compilation

originally made for ａ specific purpose.

　　

If we ｅχamine the tｅχtof the articles, readjusting and classifying it

from their administrative content, we find one coherent part which is ａ

collection of administrative duties, and one can consider this part as ａ

group of articles concerning the governmental duties completed within

one governmental ｏ伍ce. Furthermore, in the tｅχtare sections where it

is clearly indicated that they are stipulations for local and metropolitan

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－1－



ojEcials, and the same holds true for the regulations in the other, incoh-

erent

　

part.

　

Consequently, both　tｈｅ“Eighteen　Kinds　of　Qin　Laws”

and the “Checks and Controls” are probably books with excerpts from

various laws concerning the administration by local and metropolitan

officials｡

　　

The two works mentioned above are books collected to be applied to

the counties under the jurisdiction of the Ｎａｎ南Commandery in Qin

times, judging from their excavation site and the ｏ伍cial record of the

person buried with them. However, in these tｅχtsare often incorporated

parts about the metropolitan officials who belonged to the Central Gove･

rnment, and the Counties of the Ｎｅｉｓhi内史（a kind of land peculiar

to Qin}, and it is　implausible　that　these　regulations　applied without

any change t０local officials. I think that this point has some relationship

to the way the Qin commanderies were established. In regional comman-

deries laws had to be applied as an ideal standard, and ｌ am inclined to

think that the Governors' right of decision-making was widely acknow-

ledged.

THE WORK “HOU su JUN suo ZE KOU EN SHI

　　　　

候粟君所責寇恩事”FOUND AT JUYAN

－Ａ supplementary study of the court investigation tｅχt一

　　　　　　　　　　　

〇BA Osamu

　　

The number of Han bamboo slips of Juyan 居延found at the exca-

vations in Pochengzi 破城子and two other sites in 1973 and 1974 totals

20,000 items. Their main characteristic is that in many cases it is possible

to reconstruct entire books from these slips. The work “Hou Su iun suo

ze Kou En shi” 候粟君所責寇恩事, which was introduced first contains ａ

court investigation tｅχt（ｙｕａｎｓｈｕ爰書）ｍａｄｅat a litigation during the

Han dynasty, and the case consists of an investigation of the problems

of credit and debt between the accused Kou En, and Hou Su jun from

Jiaqu甲渠.

　

This work contains some ｅχtremely concrete descriptions

from which we can　discern some aspects of the economic life in Hexi

河西during the years of control by Dou Rons 賓融in the beginning of
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