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は
じ
め
に

第
一
違

｢�
﹂
と
﹁
冗
｣

︱
︱
考
察
の
端
緖
と
し
て

第
二
違

｢冗
﹂
の
字
義
と
そ
の
�
役
形
態

第
三
違

｢�
﹂
と
﹁
冗
﹂
に
分
か
れ
て
就
勞
す
る
者
た
ち
と
そ
の
待
�

第
四
違

｢�
秩
﹂
と
は

お
わ
り
に

︱
︱
｢�
﹂﹁
冗
﹂
の
�
滅

は

じ

め

に

漢
代
︑
官
府
の
�
下
層
に
は
﹁
官
﹂
と
も
﹁
民
﹂
と
も
つ
か
な
い
︑
樣
々
な
公
務
�
役
者
が
お
り
︑
諸
々
の
雜
役
に
�
し
て
い
た
︒
渡
邊
信

一
郞
は
こ
れ
ら
�
役
者
を
﹁
卒
﹂
と
總
稱
し
て
い
る

[渡
邊
一
九
九
四
︑
第
八
違
︑
三
三
九
～
三
四
一
頁
]︒
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渡
邊
は
漢
代
の
官
府
組
織
を
三
つ
の
階
層
に
區
分
す
る
︒
そ
の
�
上
層
は
皇
�
か
ら
直
接
任
命
さ
れ
た
命
官

(長
�
)
た
ち
で
︑
彼
ら
が
官

府
の
長
を
は
じ
め
と
し
た
幹
部
層
を
�
成
し
て
い
た
︒
そ
の
下
に
︑
官
府
の
長
に
よ
っ
て
獨
自
に
�
用
さ
れ
た
屬
�
(少
�
)
層
が
存
在
し
︑

各
官
府
の
行
政
事
務
を
掌
っ
た
︒
そ
し
て
�
下
層
に
は
︑
官
府
で
必
�
と
さ
れ
る
日
常
�
な
勞
役

︱
︱
警
護
・
使
い
走
り
・
取
り
�
ぎ
等

︱
︱

に
使
役
さ
れ
た
人
々
が
お
り
︑
例
え
ば
﹃
續
漢
書
﹄
輿
�
志
に
見
え
る
﹁
伍
伯
﹂﹁
辟
車
﹂﹁
鈴
下
﹂﹁
侍
閤
﹂
﹁
門
蘭
﹂﹁
部
署
﹂﹁
街
里

走
卒
﹂
と
い
っ
た
"
從
役
が
そ
れ
に
當
た
る(

)

︒
漢
代
に
お
い
て
﹁
卒
﹂
の
任
務
に
閏
て
ら
れ
た
の
は
強
制
�
に
#
發
さ
れ
た
一
般
民
で
あ
っ
た

1

が
︑
後
漢
初
$
に
は
す
で
に
﹁
走
卒
錢(

)

﹂
が
#
收
さ
れ
て
お
り
︑
特
定
の
任
務
は
免
役
錢
を
財
源
と
し
た
&
用
勞
働
に
轉
奄
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
︒

2

こ
れ
ら
の
任
務
は
︑
六
'
$
か
ら
隋
(
$
に
か
け
て
色
役
・
番
役
)
が
*
み
︑
や
が
て
胥
�
層
の
一
定
部
分
を
�
成
す
る
︑
と
渡
邊
は
+
張
し

て
い
る

[渡
邊
二
〇
一
〇
︑
第
三
違
︑
一
二
八
頁
]︒

特
定
の
雜
役
に
&
用
勞
働
者
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
︑
そ
れ
ら
の
任
務
に
就
く
人
閒
は
あ
る
-
度
固
定
さ
れ
︑
繼
續
し
て
そ
の
任
に

あ
っ
た
も
の
と
思
し
い
︒
例
え
ば
三
國
魏
の
黃
/
は
︑
そ
の
父
が
﹁
縣
の
卒
﹂︑
具
體
�
に
は
﹁
鈴
下
・
伍
伯
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
に
發
延
し
て

0
學
し
︑
つ
い
に
は
長
安
令
や
涿
郡
太
守
に
任
じ
ら
れ
た
︒

黃
/
字
�
2
︑
沛
郡
人
也
︒
⁝
⁝
︒
父
爲
本
縣
卒
︑
/
感
其
如
此
︑
抗
志
游
學
︑
由
是
爲
方
國
3
其
郡
士
大
夫
4
禮
衣
︒
⁝
⁝
︒
始
/
爲

君
長
︑
自
以
父
故
︑
常
忌
不
呼
鈴
下
伍
伯
︑
而
呼
其
姓
字
︑
至
於
忿
怒
︑
亦
5
不
言
︒
(﹃
三
國
志
﹄
卷
二
三
6
引
﹃
魏
略
﹄)

黃
/

字
は
�
2
︑
沛
郡
の
人
な
り
︒
⁝
⁝
︒
父
は
本
縣
の
卒
爲
り
︑
/

其
の
此
の
如
き
に
感
じ
︑
抗
志
し
て
游
學
し
︑
是
に
由
り

て
方
國
3
び
其
の
郡
の
士
大
夫
の
禮
衣
す
る
4
と
爲
る
︒
⁝
⁝
︒
始
め
/

君
長
と
爲
り
︑
自
ら
父
の
故
を
以
て
︑
常
に
忌
み
て
﹁
鈴

下
﹂﹁
伍
伯
﹂
と
呼
ば
ず
︑
而
し
て
其
の
姓
字
を
呼
び
︑
忿
怒
す
る
に
至
る
も
︑
亦
た
5
に
言
わ
ず
︒

あ
ら
ゆ
る
一
般
民
が
徭
役
義
務
の
一
7
と
し
て
︑
短
$
閒
で
8
代
し
な
が
ら
﹁
鈴
下
﹂
や
﹁
伍
伯
﹂
を
務
め
て
い
た
の
で
は
な
く
︑
そ
の
任
に

就
く
人
閒
が
社
會
の
特
定
階
層
の
者
に
限
ら
れ
︑
且
つ
繼
續
し
て
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ね
ば
︑
黃
/
が
な
ぜ
そ
こ
ま
で
發
延
し
た
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の
か
が
理
解
で
き
な
い
︒
さ
ら
に
穿
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
︑
黃
/
も
ぼ
や
ぼ
や
し
て
お
れ
ば
父
親
と
同
じ
轍
を
踏
む
こ
と
に
な
っ
た
︑
す
な
わ

ち
そ
の
職
務
が
事
實
上
世
襲
)
し
つ
つ
あ
っ
た
と
︑
こ
の
逸
話
を
讀
む
こ
と
も
で
き
る
︒

世
襲
)
の
當
否
は
さ
て
お
き
︑
特
定
の
人
閒
が
繼
續
し
て
一
つ
の
任
務
に
就
く
と
な
る
と
︑
そ
の
者
は
一
體
﹁
官
﹂
な
の
か
﹁
民
﹂
な
の
か
︑

見
極
め
が
難
し
く
な
る
︒
�
下
層
の
官
�
や
諸
々
の
﹁
卒
﹂
の
地
位
や
待
�
を
︑
懇
切
丁
寧
に
說
?
し
て
く
れ
て
い
る
@
料
な
ど
殆
ど
存
在
し

て
い
な
い
の
で
︑
そ
の
閒
に
一
線
を
劃
し
に
く
い
事
例
に
し
ば
し
ば
行
き
當
た
る
の
で
あ
る
︒
例
え
ば
右
の
逸
話
に
も
見
え
る
﹁
伍
伯
﹂
は
︑

元
來
は
五
人
組

(伍
)
の
長
の
こ
と
で
あ
っ
た(

)

と
さ
れ
︑
行
列
の
先
"
役
や
門
番(

)

と
し
て
@
料
に
現
れ
る
が
︑﹃
漢
官
﹄
に
據
る
と
︑
執
金
吾

3

4

4
屬
の
﹁
五
百

(=

伍
伯
)
﹂
に
は
二
〇
人
と
い
う
定
員
が
あ
っ
た
︒

執
金
吾
緹
騎
二
百
人
︑︹
持
戟
︺
五・

百・

二
十
人
︑
輿
�
"
從
︑
光
滿
C
路
︑
羣
僚
之
中
︑
斯
�
壯
矣
︒
世
祖
歎
曰
︑
仕
宦
當
作
執
金
吾
︒

(﹃
續
漢
書
﹄
百
官
志
四
6
引
﹃
漢
官
﹄)

執
金
吾
は
緹
騎
二
百
人
︑
持
戟
の
伍
伯
二
十
人
︑
輿
�
"
從
︑
光

C
路
に
滿
ち
︑
羣
僚
の
中
︑
斯
れ
�
も
壯
た
り
︒
世
祖
歎
じ
て
曰

く
︑
仕
宦
せ
ば
當
に
執
金
吾
と
作
る
べ
し
︑
と
︒

ま
た
居
E
漢
鯵
に
は
︑
?
ら
か
に
武
官
の
名
稱
と
し
て
﹁
五
百
﹂
が
見
え(

)

︑
卒
と
し
て
の
﹁
伍
伯
﹂
と
如
何
な
る
關
係
に
あ
っ
た
の
か
︑
は
っ

5

き
り
し
な
い
︒

右
の
﹃
漢
官
﹄
に
現
れ
る
﹁
緹
騎
﹂
も
ま
た
得
體
が
知
れ
な
い
︒
赤
い
衣
を
着
て
護
衞
の
任
に
あ
た
る
點
で
"
從
役
の
﹁
伍
伯
﹂
と
類
似
し(

)

︑
6

且
つ
彼
ら
は
﹁
無
秩
﹂
で
あ
っ
た(

)

︒
そ
の
一
方
で
二
〇
〇
人
と
い
う
定
員
が
決
め
ら
れ
︑﹁
無
秩
﹂
で
あ
り
な
が
ら
も
﹁
�
の
食
奉
に
比
﹂
せ

7

ら
れ
︑
相
應
の
俸
給
を
G
け
取
っ
て
い
た
と
い
う(

)

︒
彼
ら
は
屬
�
と
卒
︑
官
と
民
の
は
ざ
ま
に
位
置
し
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒

8

｢官
﹂
か
﹁
民
﹂
か
を
め
ぐ
っ
て
︑
從
來
し
き
り
に
議
論
さ
れ
て
き
た
の
は
︑
漢
代
の
兵
士
︑
特
に
﹁
騎
士
﹂﹁
材
官
﹂
と
呼
ば
れ
る
專
門
兵

に
つ
い
て
で
あ
る
︒
あ
る
者
は
こ
れ
を
#
發
さ
れ
た
一
般
民
の
兵
と
し
︑
あ
る
者
は
一
種
の
職
業
軍
人
と
す
る
︒
こ
の
論
爭
の
詳
細
に
つ
い
て

漢代官僚組織の�下層
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は
高
村
二
〇
〇
八
が
詳
し
い

[
第
一
部
第
二
違
]︒
高
村
は
先
行
硏
究
を
整
理
し
た
上
で
︑
諸
々
の
待
�
に
お
い
て
騎
士
が
官
�
に
準
じ
た
J

い
を
G
け
︑
官
�
同
樣
の
職
務
を
果
た
し
て
い
る
一
方
で
︑
彼
ら
が
俸
給
を
G
け
取
っ
た
形
跡
が
な
い
こ
と
か
ら
︑
そ
の
地
位
を
﹁
K
官
K

民
﹂
と
呼
び
︑
里
正
や
三
老
と
い
っ
た
在
地
社
會
の
世
話
役
も
ま
た
同
樣
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
︒

｢官
﹂
と
﹁
民
﹂
が
相
反
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
狀
に
連
續
し
て
い
る
と
い
う
�
O
は
︑
官
�
の
職
務
と
徭
役
勞
働
者
の

任
務
と
が
︑
い
ず
れ
も
﹁
事
﹂
と
呼
ば
れ
た
こ
と
か
ら
も
見
て
取
れ
る

[鷲
尾
二
〇
〇
五
︑
一
六
七
～
一
六
八
頁
]︒
ま
た
﹁
徭
﹂
と
い
う
語

は
︑
一
般
民
の
徭
役
勞
働
の
み
な
ら
ず
︑
官
�
の
出
張
業
務
を
指
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
︒
例
え
ば
尹
灣
漢
鯵
の
い
わ
ゆ
る
﹁
東
海
郡
下

Q
長
�
不
在
署
・
未
到
官
者
名
籍
﹂
(Y
M
6D
5A
)
に
は
︑﹁
徭
﹂
の
た
め
に
部
署
に
い
な
い
長
�
が
一
三
名
擧
げ
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
ら

﹁
徭
﹂
の
具
體
�
內
容
は
﹁
罰
戍
を
上
谷
に
Y
る
﹂﹁
徒
民
を
敦
煌
に
Y
る
﹂﹁
衞
士
を
Y
る
﹂﹁
邑
の
計
を
上
る
﹂﹁
魚
を
市
あ
き
な

い
財
物
を
河
南
に

就

(僦
)
す
﹂﹁
材
を
市
う
﹂
な
ど
で
︑
?
ら
か
に
公
務
に
よ
る
出
張
業
務
を
含
む
︒
あ
る
い
は
�
の
蓋
^
饒
傳
の
例
︒

先
是
時
︑
衞
司
馬
在
部
︑
見
衞
尉
拜
謁
︑
常
爲
衞
官
繇
使
市
買
︒
⁝
⁝
衞
尉
私
使
寬
饒
出
︑
寬
饒
以
令
詣
官
府
門
上
謁
辭
︒
尙
書
責
問
衞

尉
︑
由
是
衞
官
不
復
私
使
候
・
司
馬
︒
(﹃
漢
書
﹄
蓋
^
饒
傳
)

是
の
時
よ
り
先
︑
衞
司
馬

部
に
在
り
て
︑
衞
尉
を
見
れ
ば
拜
謁
し
︑
常
に
衞
官
の
爲
に
繇
使
市
買
す
︒
衞
尉
私
に
寬
饒
を
使
い
て
出

だ
さ
し
む
る
に
︑
寬
饒

令
を
以
て
官
府
の
門
に
詣
り
謁
を
上
り
て
辭
す
︒
尙
書

衞
尉
を
責
問
し
︑
是
に
由
り
て
衞
官
復
た
私
に

候
・
司
馬
を
使
わ
ず
︒

從
來
︑
衞
司
馬
は
衞
官
の
た
め
に
﹁
徭
使
﹂
さ
れ
︑
買
い
物
な
ど
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
︒
だ
が
怨
た
に
衞
司
馬
と
な
っ
た
蓋
^
饒
は
︑
衞
尉
が

彼
を
﹁
私
使
﹂
し
た
際
に
も
公
式
の
出
張
手
續
き
を
踏
ん
だ
の
で
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
衞
尉
は
問
責
を
う
け
︑
惡
b
が
改
め
ら
れ
た
と
い
う
︒
こ

こ
で
の
﹁
徭
使
﹂
は
使
い
走
り
す
る

︱
︱
と
も
す
れ
ば
上
司
の
私
用
の
た
め
に
︱
︱

こ
と
を
c
味
し
て
お
り
︑
決
し
て
徭
役
勞
働
で
は
な

い
︒
こ
う
し
た
用
語
法
を
見
る
限
り
︑
一
般
民
に
義
務
と
し
て
科
せ
ら
れ
る
強
制
勞
働
と
そ
の
他
の
勞
働
力(

)

と
を
嚴
密
に
區
別
し
よ
う
と
す
る

9
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c
識
は
︑
か
な
り
稀
e
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

と
は
い
え
﹁
官
﹂
と
﹁
民
﹂
と
の
閒
に
は
︑
報
酬
や
勤
務
の
形
態
に
お
い
て
︑
は
っ
き
り
と
一
線
が
劃
さ
れ
た
は
ず
だ
と
の
見
方
も
あ
ろ
う
︒

だ
が
漢
初
︑
さ
ら
に
は
秦
代
に
ま
で
ª
っ
て
俸
給
制
度
の
歷
@
を
た
ど
る
な
ら
︑
報
酬
の
荏
拂
に
は
樣
々
な
や
り
方
が
あ
り
︑
か
つ
特
定
の
�

役
者
へ
の
荏
拂
方
法
に
は
︑
時
代
に
よ
る
變
)
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
結
論
を
先
に
言
え
ば
︑
�
下
層
の
官
�
た
ち
は
︑
當
初
は
仕
事
量

に
應
じ
て
報
酬
を
G
け
取
っ
て
い
た
公
務
�
役
者
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
が
︑
や
が
て
固
定
し
た
俸
給
を
G
け
取
る
よ
う
に
な
り
︑
官
僚
組
織
の

中
に
﹁
官
﹂
と
し
て
の
地
位
を
得
る
に
至
っ
た
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
俸
給
の
�
無
を
目
安
に
し
て
﹁
官
﹂
﹁
民
﹂
の
閒
に
一
線
を
劃
す

に
し
て
も
︑
そ
の
一
線
は
絕
え
ず
變
動
し
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
︒

本
稿
は
︑
睡
虎
地
秦
鯵
や
張
家
山
漢
鯵
に
見
ら
れ
る
﹁
�
﹂﹁
冗
﹂
と
い
う
語
を
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
︑
下
i
の
公
務
�
役
者
の
勤
務

形
態
や
報
酬
制
度
に
檢
討
を
加
え
︑
漢
代
の
瓜
治
機
�
が
官
僚
制
�
に
組
織
さ
れ
て
い
っ
た
過
-
を
模
索
す
る
も
の
で
あ
る
︒
ま
ず
關
連
す
る

諸
硏
究
を
參
照
し
な
が
ら
﹁
�
﹂
﹁
冗
﹂
の
c
味
す
る
と
こ
ろ
を
再
檢
討
し
︑
秦
～
漢
初
の
下
i
官
�
の
就
勞
形
態
を
?
ら
か
に
し
た
上
で
︑

そ
こ
に
垣
閒
見
ら
れ
る
俸
給
制
度
の
歷
@
�
展
開
を
︑
筆
者
な
り
に
整
理
し
て
お
き
た
い
︒

第
一
違

｢�
﹂
と
﹁
冗
｣

︱
︱
考
察
の
端
緖
と
し
て

｢�
﹂
と
﹁
冗
﹂
が
對
に
な
る
槪
念
で
あ
り
︑
勞
役
や
職
務
に
就
く
際
の
︑
一
種
の
就
勞
形
態
を
示
す
k
語
で
あ
る
こ
と
は
︑
旣
に
睡
虎
地

秦
鯵
か
ら
看
取
で
き
る
︒
や
が
て
﹁
二
年
律
令
﹂
の
﹁
@
律
﹂
と
さ
れ
る
條
�
に
も
そ
の
語
が
現
れ
︑
�
な
る
議
論
を
展
開
す
る
手
が
か
り
が

得
ら
れ
た
︒
た
だ
し
そ
の
語
の
c
味
を
め
ぐ
っ
て
は
硏
究
者
の
閒
で
c
見
が
分
か
れ
︑
廣
瀨
薰
雄
・
楊
振
紅
が
﹁
�
﹂
を
輪
番
で
の
就
役
を
指

す
と
す
る
の
に
對
し

[廣
瀨
二
〇
一
〇
︑
第
七
違
︑
楊
振
紅
二
〇
〇
八
]︑
そ
れ
を
官
員
の
等
i
と
見
る
說

[曹
旅
寧
二
〇
〇
二
]
や
︑
勤
務

漢代官僚組織の�下層
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日
數
の
單
位
と
す
る
說

[朱
林
紅
二
〇
〇
八
]︑
さ
ら
に
は
就
役
免
除
の
回
數
で
あ
る
と
す
る
說

[臧
知
非
二
〇
〇
四
]
も
存
在
す
る
︒
筆
者

は
先
に
︑﹁
�
﹂
と
は
輪
番
に
よ
る
﹁
8
代

(制
)
﹂
を
c
味
し
︑
そ
れ
と
對
に
な
る
﹁
冗
﹂
と
は
︑
か
か
る
輪
番
の
枠
に
入
ら
な
い
勤
務
形
態

で
あ
る
と
+
張
し
て
お
り

[宮
宅
二
〇
〇
六
︑
三
二
頁
]︑
そ
の
點
︑
廣
瀨
・
楊
說
に
基
本
�
に
贊
同
す
る
も
の
で
あ
る
︒
廣
瀨
二
〇
一
〇
で

は
︑
他
の
4
說
が
成
り
立
ち
が
た
い
こ
と
も
丁
寧
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
︑
こ
こ
で
怨
た
に
付
け
加
え
る
べ
き
こ
と
は
︑
さ
ほ
ど
多
く
な
い
︒
だ

が
行
論
の
都
合
上
︑
ま
ず
基
本
@
料
を
提
示
し
︑
廣
瀨
・
楊
說
の
p
當
性
を
確
か
め
て
お
き
た
い
︒

�
初
に
二
年
律
令
﹁
@
律
﹂
の
︑
該
當
條
�
を
擧
げ
て
お
く
︒
(以
下
の
現
代
日
本
語
譯
で
は
︑﹁
�
﹂﹁
冗
﹂
の
c
味
す
る
と
こ
ろ
は
︑
す
で
に
自
說
に

沿
っ
て
譯
出
し
て
あ
る
︒)

卜
學
越
能
風

(諷
)
書
@
書
三
千
字
︑
誦
卜
書
三
千
字
︑
卜
六
發
中
一
以
上
︑
乃
得
爲
ト
︑
以
爲
官
佐
︒
其
能
誦
三
萬
以
上
者
︑
以
爲
卜

上
計
︑
六
�
︒
缺
︑
試
脩
法
︑
以
六
發
中
三
以
上
者
補
之
︒
(二
年
律
令

～

)

477

478

卜
の
學
越
は
@
書
三
千
字
を
讀
み
書
き
で
き
︑
卜
書
三
千
字
を
u
誦
で
き
︑
六
回
の
卜
占
を
行
っ
て
一
回
以
上
�
中
す
れ
ば
︑
卜
と
す

る
こ
と
が
で
き
︑
官
佐
と
す
る
︒
そ
の
う
ち
︑
三
萬
字
以
上
を
u
誦
で
き
る
者
は
︑
卜
上
計
と
し
︑
六
8
代
の
輪
番
に
就
け
る
︒
缺
員

が
出
れ
ば
︑
修
法
を
試
驗
し
︑
六
回
の
卜
占
を
行
っ
て
三
回
以
上
�
中
し
た
者
に
よ
っ
て
補
閏
す
る
︒

以
祝
十
四
違
試
祝
學
越
︑
能
誦
七
千
言
以
上
者
︑
乃
得
爲
祝
︑
五
�
︒
大

(太
)
祝
試
祝
︑
善
祝
・
?
祠
事
者
︑
以
爲
冗
祝
︑
冗
之
︒
(

)
479

祝
十
四
違
に
よ
っ
て
祝
の
學
越
に
試
驗
を
行
い
︑
七
千
言
以
上
を
u
誦
で
き
れ
ば
︑
祝
と
す
る
こ
と
が
で
き
︑
五
8
代
の
輪
番
に
就
け

る
︒
太
祝
は
祝
に
試
驗
を
課
し
︑
祝
の
技
k
に
練
2
し
祭
祀
の
こ
と
に
詳
し
い
者
で
あ
れ
ば
︑
冗
祝
と
し
︑
隨
時
就
役
さ
せ
る
︒

謁
任
@
・
卜
上
計
脩
法
︑
謁
任
卜
學
越
令
外
學
者
︑
許
之
︒
□
□
學
佴
敢
擅
乾

(徭
)
使
@
・
卜
・
祝
學
越
者
︑
罰
金
四
兩
︒
@
・
卜
年

東 方 學 報
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五
十
六
︑
佐
爲
�
盈
廿
歲
︑
年
五
十
六
︑
皆
爲
八
�
︒
六
十
︑
爲
十
二
︻
�
︼︒
五
百
石
以
下
至
�
秩
爲
�
盈
十
歲
︑
年
當
睆
老
者
︑
爲

十
二
�
︑
踐
�(

)

︒
(

～

)

10

484

485

@
や
卜
を
推
薦
し
た
い
と
願
い
出
る
際
に
は
︑
上
計
・
脩
法
か
ら
}
ぶ(

)

︒
卜
の
學
越
で
︑
外
學
さ
せ
る
者
を
推
薦
し
た
い
と
願
い
出
た

11

場
合
に
は
︑
こ
れ
を
許
可
す
る
︒
⁝
⁝
學
佴
が
敢
え
て
@
・
卜
・
祝
の
學
越
を
~
手
に
使
役
し
た
場
合
は
︑
罰
金
四
兩
︒
@
・
卜
で
五

十
六
歲
の
者
︑
佐
で
�
と
な
っ
て
か
ら
二
十
年
に
2
し
︑
五
十
六
歲
と
な
っ
た
者
は
︑
い
ず
れ
も
八
8
代
の
輪
番
に
就
け
る
︒
六
十
歲

の
者
は
十
二
8
代
と
す
る
︒
五
百
石
以
下
か
ら
�
秩
に
至
る
ま
で
の
︑
�
と
な
っ
て
か
ら
十
年
に
2
し
︑
睆
老
の
年
齡
に
當
た
る
者
は

十
二
8
代
と
し
︑
⁝
⁝
で
踐
�
す
る
︒

疇
尸
・
茜
御
・
杜
+
樂
皆
五
�
︑
屬
大

(太
)
祝
︒
祝
年
盈
六
十
者
︑
十
二
�
︑
踐
�
大

(太
)
祝
︒
(

)
486

疇
尸
・
茜
御
・
杜
+
樂
は
い
ず
れ
も
五
8
代
の
輪
番
に
就
け
︑
太
祝
に
4
屬
さ
せ
る
︒
祝
で
六
十
歲
に
2
し
た
者
は
十
二
8
代
と
し
︑

太
祝
で
踐
�
す
る
︒

右
の
四
箇
條
か
ら
︑
@
・
卜
・
祝
や
一
般
の
�
は
︑
職
務
能
力
の
優
劣
や
年
齡
に
よ
っ
て
︑
樣
々
な
﹁
～
�
﹂
と
﹁
冗
﹂
と
に
分
類
さ
れ
た
こ

と
が
分
か
る
︒
そ
れ
ら
を
二
種
に
分
け
て
表
に
ま
と
め
て
お
く

(
表

︑
表

)
︒

1

2

能
力
に
よ
っ
て
﹁
�
﹂
の
數
が
如
何
に
變
)
し
た
の
か
は
不
?
だ
が
︑
�
常
は
﹁
�
﹂
と
し
て
勤
務
す
る
祝
の
な
か
か
ら
︑
�
能
な
者
が

﹁
冗
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
年
齡
に
お
い
て
は
︑
高
齡
者
ほ
ど
�
數
が
增
加
し
て
い
る
︒

先
行
す
る
諸
6
︑
硏
究
論
�
の
多
く
が
︑
こ
こ
に
見
え
る
﹁
�
﹂﹁
踐
�
﹂
を
い
わ
ゆ
る
�
卒
制
度
と
結
び
つ
け
て
解
釋
し
て
き
た
︒
例
え

ば
臧
知
非
は
﹁
�
﹂
を
每
�
一
定
$
閒
︑
﹁
�
卒
﹂
と
し
て
地
方
官
府
で
就
役
す
る
こ
と
と
し
︑
高
齡
者
に
は
そ
の
一
部
が
免
じ
ら
れ
︑
六
十

漢代官僚組織の�下層
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歲
以
上
に
な
る
と
十
二
回
分
︑
す
な
わ
ち
一
年
十
二
ヶ
�
の
徭
役
が
す
べ
て
免
除
さ
れ
た

の
だ
と
す
る

[臧
知
非
二
〇
〇
四
]︒

漢
代
に
﹁
�
卒
﹂
と
呼
ば
れ
る
徭
役
義
務
が
存
在
し
た
の
は
確
か
で
あ
る
︒

如
淳
曰
︑
�
�
三
品
︑
�
卒
�
︑
�
踐
�
︑
�
過
�
︒
古
�
正
卒
︒
無
常
人
︑
皆
當

�
爲
之
︒
一
�
一
�
︑
是
謂
卒
�
也
︒
貧
者
欲
得
�
�
錢
者
︑
�
直
者
出
錢
�
之
︑

�
二
千
︑
是
謂
踐
�
也
︒
天
下
人
皆
直
戍
邊
三
日
︑
亦
名
爲
�
︑
律
4
謂
繇
戍
也
︒

雖
丞
相
子
亦
在
戍
邊
之
�
︒
不
可
人
人
自
行
三
日
戍
︑
印
行
者
當
自
戍
三
日
︑
不
可

�
�
�
︑
因
�
�
一
歲
一
�
︒
諸
不
行
者
︑
出
錢
三
百
入
官
︑
官
以
給
戍
者
︑
是
謂

過
�
也
︒
律
說
︑
卒
踐
�
者
︑
居
也
︑
居
�
縣
中
︑
五
�
乃
�
也(

)

︒
後
從
尉
律
︑
卒

12

踐
�
一
�
︑
休
十
一
�
也
︒
食
貨
志
曰
︑
�
爲
�
卒
︑
已
復
爲
正
︑
一
歲
屯
戍
︑
一

歲
力
役
︑
三
十
倍
於
古
︒
此
漢
初
因
秦
法
而
行
之
也
︒
後
�
改
易
︑
�
讁
乃
戍
邊
一

歲
耳
︒
逋
︑
未
出
�
錢
者
也
︒
(﹃
漢
書
﹄
昭
�
紀
6
)

如
淳
曰
く
︑
�
に
三
品
�
り
︑
卒
�
�
り
︑
踐
�
�
り
︑
過
�
�
り
︒
古
え
は
正

卒
�
り
︒
常
人
な
く
︑
皆
な
當
に
�
ご
も
こ
れ
を
爲
す
べ
し
︒
一
�
に
し
て
一
�

す
︑
是
を
卒
�
と
謂
う
な
り
︒
貧
者

�
�
錢
を
得
ん
と
欲
せ
ば
︑
�
直
者

錢

を
出
だ
し
て
こ
れ
を
�
い
︑
�
ご
と
に
二
千
︑
是
を
踐
�
と
謂
う
な
り
︒
天
下
の

人
は
皆
な
戍
邊
に
直
た
る
こ
と
三
日
︑
亦
た
名
づ
け
て
�
と
な
す
︒
律
の
い
わ
ゆ

る
繇
戍
な
り
︒
丞
相
の
子
と
雖
も
亦
た
戍
邊
の
�
に
在
り
︒
人
人
自
ら
三
日
の
戍

東 方 學 報
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祝

五� 六� 冗

表 1 能力による�數の�い

能誦三萬以上卜

善祝・?祠事
能誦七千言以上
(�常の祝。疇尸・茜御・杜+樂を含む。)

五百石〜�秩以上

五� 八� 十二�

表 2 年齡・勤務年數による�數の�い

卜

六十歲五十六歲@

六十歲(�常の祝)祝

六十歲勤續二十年以上で、五十六歲佐

勤續十年以上の睆老

六十歲五十六歲



に
行
く
べ
か
ら
ず
︑
印
た
行
く
者
は
當
に
自
ら
戍
す
る
こ
と
三
日
な
る
べ
き
も
︑
�
き
て
�
ち
�
る
べ
か
ら
ず
︑
因
り
て
�
む
こ
と
一

歲
に
し
て
一
�
す
る
を
�
と
す
︒
諸
そ
行
か
ざ
る
者
は
︑
錢
三
百
を
出
だ
し
て
官
に
入
れ
︑
官
は
以
て
戍
者
に
給
す
︑
是
を
過
�
と
謂

う
な
り
︒
律
說
に
︑
卒
の
踐
�
す
る
者
は
︑
居
す
る
な
り
︑
縣
中
に
居
�
し
︑
五
�
に
し
て
乃
ち
�
わ
る
な
り
︒
の
ち
尉
律
に
從
い
︑

卒
は
踐
�
す
る
こ
と
一
�
︑
休
む
こ
と
十
一
�
な
り
︒
食
貨
志
に
曰
く
︑
�
ご
と
に
�
卒
と
爲
り
︑
已
に
復
た
正
と
爲
る
︑
一
歲
の
屯

戍
︑
一
歲
の
力
役
︑
古
え
に
三
十
倍
す
︒
此
れ
漢
初
は
秦
の
法
に
因
り
て
こ
れ
を
行
え
る
な
り
︒
の
ち
�
に
改
易
し
︑
讁
�
ら
ば
乃
ち

戍
邊
す
る
こ
と
一
歲
な
る
の
み
︒
逋
と
は
︑
未
だ
�
錢
を
出
だ
さ
ざ
る
者
な
り
︒

�
虔
曰
︑
以
當
爲
�
卒
︑
出
錢
三
百
︑
謂
之
過
�
︒
自
行
爲
卒
︑
謂
之
踐
�
︒
(﹃
漢
書
﹄
吳
王
濞
傳
)

�
虔
曰
く
︑
當
に
�
卒
と
爲
る
べ
き
を
以
て
︑
錢
三
百
を
出
だ
す
︑
こ
れ
を
過
�
と
謂
う
︒
自
ら
行
き
て
卒
と
爲
る
︑
こ
れ
を
踐
�
と

謂
う
︒

�
卒
制
度
に
つ
い
て
は
濱
口
重
國
の
硏
究

[濱
口
一
九
六
六

︑
第
二
部
第
一
]
を
皮
切
り
に
議
論
が
重
ね
ら
れ
︑
�
虔
・
如
淳
6
の
解
釋
に

a

も
諸
說
あ
る
が
︑﹁
�
﹂
が
徭
役
義
務
の
8
代
︑
ま
た
そ
れ
か
ら
引
申
し
て
徭
役
そ
の
も
の
や
�
役
$
閒
を
指
す
と
見
る
點
で
は
一
致
し
て
い

る
︒﹁
踐
�
﹂
に
つ
い
て
は
︑
�
虔
と
如
淳
で
解
釋
が
分
か
れ
る
も
の
の
︑
大
方
に
荏
持
さ
れ
て
い
る
�
虔
說
︑
3
び
そ
れ
に
基
づ
く
濱
口
說

に
據
れ
ば
︑
�
卒
と
し
て
上
番
し
︑
徭
役
に
�
す
こ
と
を
c
味
す
る
︒

｢�
﹂
が
徭
役
へ
の
上
番
を
指
す
と
す
れ
ば
︑
@
律
の
規
定
で
高
齡
者
の
�
數
が
增
え
て
い
る
の
は
︑
あ
た
か
も
老
年
の
者
ほ
ど
�
使
さ
れ

て
い
た
か
の
よ
う
で
︑
理
解
に
苦
し
む
︒
こ
の
矛
盾
を
�
け
る
べ
く
︑
臧
知
非
は
そ
れ
を
免
除
の
回
數
と
見
な
し
た
︒
だ
が
こ
の
解
釋
は
︑

﹁
免
除
﹂
と
い
う
含
c
を
推
測
さ
せ
る
�
字
が
︑
條
�
中
に
ま
っ
た
く
見
え
な
い
點
に
お
い
て
G
け
容
れ
が
た
い
︒

ま
た
﹁
�
﹂
や
﹁
踐
�
﹂
を
徭
役
の
一
科
目
と
見
な
し
︑
そ
の
點
に
疑
い
を
挾
ま
な
い
點
に
も
問
題
が
あ
る
︒
例
え
ば
先
に
引
い
た
@
律
486
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で
は
祝
が
﹁
太
祝
に
踐
�
す
﹂
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
︑
こ
の
場
合
は
祝
が
︑
太
祝
の
官
衙
に
お
い
て
そ
の
本
務
を
果
た
す
こ
と
が
﹁
踐
�
﹂

な
の
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
と
は
別
に
存
在
し
た
︑
何
ら
か
の
徭
役
義
務
に
就
く
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
︒
ま
た
張
家
山
漢
鯵
﹁
奏
讞
書
﹂
の
案
例
⑰

(

～

)
で
は
︑
樂
人
が
咸
陽
の
﹁
外
樂
﹂
に
赴
い
て
﹁
踐
�
﹂
し
て
お
り
︑
こ
れ
も
そ
の
本
務
に
就
い
た
こ
と
を
指
し
て
い
る(

)

︒

99

123

13

そ
も
そ
も
官
�
に
は
徭
役
�
擔
︑
す
な
わ
ち
直
接
勞
働
に
よ
っ
て
荏
拂
う
べ
き
租
稅
が
課
さ
れ
な
い
︒﹃
周
禮
﹄
地
官
�
大
夫
の
﹁
其
舍
者
︑

國
中
貴
者
・
賢
者
・
能
者
・
�
公
事
者
・
老
者
・
疾
者
︑
皆
舍
﹂
に
a
司
農
は
6
し
て
︑

�
公
事
者
︑
謂
若
今
�
�
復
除
也
︒

公
事
に
�
す
者
と
は
︑
今
の
�

復
除
�
る
が
若
き
を
謂
う
な
り
︒

と
?
言
し
て
い
る
︒
官
僚
組
織
の
�
末
端
︑
あ
る
い
は
そ
の
周
邊
に
位
置
す
る
者
で
も
︑
公
の
職
務
に
與
る
場
合
は
同
樣
で
あ
っ
て
︑
例
え
ば

三
老
に
も
徭
役
免
除
の
特
權
が
あ
っ
た
︒

擇
�
三
老
一
人
爲
縣
三
老
︑
與
縣
令
丞
尉
以
事
相
敎
︑
復
勿
繇
戍
︑
以
十
�
賜
酒
肉
︒
(﹃
漢
書
﹄
高
�
紀
上
)

�
三
老
一
人
を
擇
び
縣
三
老
と
爲
し
︑
縣
の
令
丞
尉
と
與
に
事
を
以
て
相
い
敎
え
︑
復
し
て
繇
戍
す
る
な
か
ら
し
め
︑
十
�
を
以
て
酒

肉
を
賜
う
︒

ま
た
二
年
律
令
で
は
︑
一
年
閒
修
行
を
積
ん
だ
工
匠(

)

や
特
定
地
域
の
郵
人(

)

な
ど
も
徭
役
を
免
除
さ
れ
て
い
る
︒
@
・
卜
・
祝
も
同
樣
で
あ
っ
た

14

15

に
�
い
な
い
︒
高
齡
の
@
・
卜
ら
へ
の
優
�
措
置
と
し
て
︑
彼
ら
に
限
っ
て
徭
役
が
免
除
さ
れ
た
と
の
說
?
は
︑
?
ら
か
に
漢
代
の
制
度
と
矛

盾
す
る
︒

さ
て
︑
臧
知
非
が
﹁
～
�
﹂
を
免
除
の
回
數
と
+
張
し
た
の
は
︑
高
齡
者
が
よ
り
頻
繁
に
�
役
す
る
非
合
理
に
疑
問
を
�
い
た
か
ら
で
あ
っ

た
が
︑
一
方
で
曹
旅
寧
・
朱
林
紅
は
同
樣
の
疑
念
か
ら
︑﹁
�
﹂
を
就
勞
義
務
と
は
ま
っ
た
く
無
關
係
の
c
味
に
解
釋
し
た
︒
ま
ず
曹
は
︑
�

と
は
@
や
卜
ら
の
等
i
で
あ
る
と
+
張
し
︑
そ
の
傍
證
と
し
て
日
沒
以
影
の
時
閒
が
﹁
�
﹂
で
數
え
ら
れ
る
こ
と
や
︑﹁
三
老
五
�
﹂
と
い
う

東 方 學 報
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稱
謂
を
擧
げ
る

[曹
旅
寧
二
〇
〇
二
︑
三
二
四
頁
]︒
だ
が
そ
も
そ
も
夜
閒
が
五
�
に
分
け
ら
れ
る
の
は
︑
そ
れ
に
從
っ
て
衞
士
が
8
代
す
る

か
ら
で
あ
る
と
も
言
わ
れ(

)

︑﹁
�
﹂
が
﹁
8
代
﹂
の
c
味
と
は
ま
っ
た
く
無
緣
に
︑
等
i
を
表
す
助
數
詞
と
し
て
使
わ
れ
た
の
か
︑
疑
わ
し
い(

)

︒

16

17

一
方
の
朱
林
紅
は
@
律

鯵
に
見
え
る
﹁
上
計
﹂
の
語
に
着
目
し
︑﹁
�
﹂
を
勤
務
¢
定
に
關
わ
る
k
語
と
す
る
︒
す
な
わ
ち
﹁
�
﹂
と
は

484

一
定
の
勞
役
$
閒
を
示
し
︑
@
律
に
見
え
る
﹁
～
�
﹂
と
は
︑
勤
務
¢
定
の
結
果
を
報
吿
す
る
際
に
當
該
の
日
數
を
勤
務
日
數
に
加
增
し
た
こ

と
を
指
す
︑
と

[朱
林
紅
二
〇
〇
八
︑
二
三
三
～
二
四
三
頁
]︒
確
か
に
每
年
秋
の
上
計
で
行
政
記
錄
を
提
出
す
る
際
に
は
︑
官
�
の
勤
務
成

績
も
上
申
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
︑
そ
の
こ
と
か
ら
﹁
�
﹂
を
加
增
さ
れ
た
勤
務
日
數
と
す
る
の
は
︑
短
絡
の
誹
り
を
免
れ
ま
い
︒
何
よ
り
も
同

時
に
現
れ
る
﹁
踐
�
﹂
へ
の
說
?
を
︑
朱
說
の
な
か
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
︒

結
局
の
と
こ
ろ
兩
者
の
+
張
も
︑
﹁
�
﹂
と
は
徭﹅

役﹅

義
務
へ
の
就
勞
で
あ
る
と
い
う
先
入
觀
か
ら
¦
れ
ら
れ
ず
︑
さ
り
と
て
官
�
が
徭
役
に

當
て
ら
れ
る
の
は
不
合
理
な
の
で
︑
そ
れ
を
�
け
る
べ
く
強
引
に
展
開
さ
れ
た
︑
附
會
の
說
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒

す
で
に
述
べ
た
と
お
り
﹁
踐
�
﹂
と
は
︑
い
わ
ゆ
る
�
卒
と
し
て
の
上
番
�
役
だ
け
を
指
す
も
の
で
は
な
い
︒
徭
役
に
限
ら
ず
︑
祝
や
樂
人

が
自
ら
の
本
務
に
就
く
こ
と
も
﹁
踐
�
﹂
と
表
現
さ
れ
た
︒
上
に
擧
げ
た
﹁
奏
讞
書
﹂
案
例
⑰
の
︑
樂
人
の
例
が
さ
ら
に
示
唆
�
な
の
は
︑
咸

陽
の
外
樂
で
踐
�
し
た
樂
人
が
︑
�
段
は
咸
陽
に
居
�
し
て
お
ら
ず
︑
十
一
�
か
ら
の
任
務
に
就
く
べ
く
咸
陽
に
赴
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の

こ
と
は
︑
樂
人
が
恒
常
�
に
は
就
役
し
て
お
ら
ず
︑
一
年
の
う
ち
特
定
の
時
$
だ
け
に
勤
務
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
︒
他
の
樂
人
た
ち
も

同
樣
に
し
て
就
勞
し
︑
彼
ら
が
輪
番
を
組
ん
で
任
務
に
當
た
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

鷲
尾
二
〇
〇
五
も
指
摘
す
る
と
お
り

[
一
五
〇
頁
]︑﹁
�
﹂
と
い
う
語
も
ま
た
︑
�
卒
︑
あ
る
い
は
徭
役
勞
働
へ
の
就
役
に
限
定
さ
れ
ず
︑

勤
務
を
5
え
て
8
代
す
る
こ
と
︑
な
い
し
は
そ
の
任
$
を
§
括
�
に
指
す
語
で
あ
る
︒

悦
寧
中
︑
以
杜
陵
令
五
府
舉
爲
西
域
都
護
・
騎
都
尉
光
祿
大
夫
︑
西
域
敬
其
威
信
︒
三
歲
︑
�
盡
�
(如
淳
曰
︑
邊
�
三
歲
一
�
︑
下
言
5
�

皆
是
也
︒)
︑
拜
爲
沛
郡
太
守
︒
⁝
⁝
西
域
諸
國
上
書
願
得
會
宗
︑
陽
朔
中
復
爲
都
護
︒
⁝
⁝
會
宗
�
盡
�
︑
以
擅
發
戊
己
校
尉
之
兵
乏
興
︑

漢代官僚組織の�下層
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�
詔
贖
論
︒
(﹃
漢
書
﹄
段
會
宗
傳
)

悦
寧
中
︑
杜
陵
令
の
五
府
な
る
を
以
て
舉
げ
ら
れ
て
西
域
都
護
・
騎
都
尉
光
祿
大
夫
と
爲
り
︑
西
域
そ
の
威
信
を
敬
う
︒
三
歲
に
し
て
︑

�
盡
き
て
�
り

(如
淳
曰
く
︑
邊
�
は
三
歲
一
�
︑
下
に
﹁
�
を
5
え
﹂
と
言
う
は
皆
な
是
れ
な
り
︒)
︑
拜
し
て
沛
郡
太
守
と
爲
る
︒
⁝
⁝
西
域

諸
國
上
書
し
て
會
宗
を
得
ん
こ
と
を
願
い
︑
陽
朔
中
に
復
た
都
護
と
爲
る
︒
⁝
⁝
會
宗
�
盡
き
て
�
る
に
︑
擅
に
戊
己
校
尉
の
兵
を
發

せ
る
を
以
て
乏
興
と
せ
ら
る
る
も
︑
詔
�
り
て
贖
も
て
論
ぜ
ら
る
︒

天
水
郡
出
身
の
段
會
宗
は
二
度
に
わ
た
っ
て
西
域
都
護
を
拜
命
し
た
が
︑
そ
の
任
務
を
離
れ
る
こ
と
が
﹁
�
が
盡
き
る
﹂
︱
︱
如
淳
6
に
も

見
え
る
と
お
り
﹁
�
を
5
え
る
﹂
と
も
︱
︱

と
表
現
さ
れ
て
い
る
︒﹁
5
�
﹂
の
語
は
敦
煌
漢
鯵
に
も
見
え
る
︒

出
戍
卒
卌
人
︑
5
�
罷
︒

二
�
戊
寅
盡
三
�
丙
子
五
十
九
日
︑
積
二
千
三
百
六
十
人
︒
(D
276)

戍
卒
卌
人
が
出
發
︑﹁
�
﹂
を
5
え
て
任
務
を
離
れ
る
︒

二
�
戊
寅
か
ら
三
�
丙
子
ま
で
の
五
十
九
日
閒
で
︑
の
べ
二
千
三
百
六

十
人
︒

邊
境
鯵
に
見
え
る
﹁
罷
卒
﹂
と
は
︑
戍
卒
と
し
て
の
任
務
を
5
え
た
者
の
こ
と
を
謂
う
︒
こ
こ
で
卒
四
〇
人
に
五
九
日
を
乘
じ
︑
の
べ
人
數
が

計
算
さ
れ
て
い
る
理
由
は
不
?
だ
が
︑
﹁
5
�
﹂
が
役
務
を
5
え
て
8
代
す
る
こ
と
を
c
味
し
て
い
る
の
は
閒
�
い
な
い
︒
段
會
宗
の
事
例
に

立
ち
«
る
と
︑
戍
卒
と
同
樣
に
邊
境
の
官
�
に
も
一
定
の
任
$
︑
す
な
わ
ち
義
務
$
閒
が
あ
り
︑
そ
れ
を
5
え
れ
ば
8
代
で
き
た
と
い
う
如
淳

の
解
釋
は
︑
敦
煌
鯵
の
例
に
照
ら
し
て
も
p
當
な
も
の
と
い
え
よ
う
︒
官
�
と
し
て
の
職
務
や
そ
の
任
$
も
︑
徭
役
の
場
合
と
同
じ
く
﹁
�
﹂

と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
︒

さ
て
︑﹁
�
﹂
を
�
卒
の
役
務
︑
す
な
わ
ち
徭
役
の
一
形
態
た
る
地
方
官
府
で
の
勞
役
と
切
り
離
せ
な
い
先
行
硏
究
に
對
し
て
︑
廣
瀨
・
楊

の
論
考
は
︑
祝
が
そ
の
本
務
に
就
く
こ
と
が
︑
@
律
に
お
い
て
﹁
踐
�
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
6
目
し
︑
彼
ら
が
輪
番
で
就
役
し
た
こ
と
︑

そ
し
て
﹁
～
�
﹂
と
し
て
示
さ
れ
る
�
數
は
何
8
代
制
で
あ
る
か
を
示
し
て
お
り
︑
一
回
の
上
番
$
閒
が
ど
れ
も
同
じ
で
あ
る
な
ら
︑
�
數
が

東 方 學 報

12



增
加
す
る
ほ
ど
就
役
の
閒
¬
が
開
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
+
張
し
た
︒
こ
の
解
釋
は
︑
高
齡
者
ほ
ど
�
數
が
增
え
る
こ
と
を
合
理
�
に
說
?
し

て
お
り
︑
筆
者
も
こ
れ
に
贊
同
す
る
︒

廣
瀨
二
〇
一
〇

[二
九
八
～
二
九
九
頁
]
が
引
用
す
る
怨
出
の
松
柏
漢
鯵(

)

に
は
︑
縣
ご
と
の
卒
の
數
と
︑
﹁
～
�
︑
�
ご
と
に
～
人
︑
餘

18

(な
い
し
は
不
足
)
～
人
﹂
と
い
っ
た
數
字
を
記
し
た
鯵
が
見
え
︑
�
數
と
�
ご
と
の
人
數
を
掛
け
合
わ
せ
︑
こ
れ
に
餘
剩
／
不
足
人
數
を
加
減
し

た
數
字
は
︑
卒
の
總
數
と
一
致
す
る
︒
例
え
ば
そ
の
第
三
行
に
は
︑

夷
陵
︑
百
二
十
五
人
︑
參
�
︑
�
三
十
六
人
︑
餘
十
七
人
︒

と
あ
る
︒
三
8
代
制
で
各
グ
ル
ー
プ
が
三
六
人
だ
と
す
る
と
︑
總
計
は
三
六

×

三=

一
〇
八
人
︒
こ
れ
に
對
し
て
夷
陵
縣
の
卒
は
一
二
五
人

な
の
で
︑
一
〇
八
人
を
差
し
引
け
ば
一
七
人
が
餘
る
こ
と
に
な
る
︒﹁
～
�
﹂
が
﹁
～
8
代
﹂
を
c
味
し
て
い
る
と
す
る
廣
瀨
・
楊
の
結
論
の

正
し
さ
が
︑
こ
こ
で
も
證
?
さ
れ
て
い
る
︒

だ
が
こ
の
解
釋
に
立
っ
た
と
き
怨
た
に
直
面
す
る
の
は
︑﹁
@
﹂︑
す
な
わ
ち
書
記
官
を
は
じ
め
と
し
た
官
�
の
一
部
は
輪
番
で
勤
務
し
て
お

り
︑
恒
常
�
に
持
ち
場
に
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
︑
こ
れ
ま
で
の
秦
漢
官
僚
制
度
硏
究
の
常
識
に
は
な
か
っ
た
事
實
で
あ
る
︒
こ
の
點
に

つ
い
て
さ
ら
に
檢
討
す
る

に
︑
﹁
�
﹂
と
對
に
な
っ
て
現
れ
る
﹁
冗
﹂
に
つ
い
て
一
瞥
し
︑
輪
番
で
勤
務
す
る
者
た
ち
の
廣
が
り
を
同
時
に

確
か
め
て
お
き
た
い
︒

第
二
違

｢冗
﹂
の
字
義
と
そ
の
�
役
形
態

@
律
に
お
い
て
は
︑
特
に
優
秀
な
祝
が
﹁
祝
五
�
﹂
か
ら
﹁
冗
祝
﹂
に
拔
擢
さ
れ
て
い
た
︒
睡
虎
地
秦
律
で
も
同
樣
に
︑
﹁
冗
﹂
が
﹁
�
﹂

と
對
に
な
っ
て
現
れ
る
︒

漢代官僚組織の�下層
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�
隸
妾
®
(卽
)
�
°
事
︑
總
冗
︑
以
律
稟
食
︑
不
°
勿
總
︒

倉

(秦
律
十
八
種

)
54

�
隸
妾
に
も
し
°
ぎ
の
用
務
が
あ
れ
ば
︑
冗
隸
妾
を
招
集
し
︑
律
に
基
づ
い
て
食
糧
を
荏
給
す
る
︒
°
ぎ
で
な
け
れ
ば
︑
招
集
し
て
は

な
ら
な
い
︒

冗
隸
妾
二
人
當
工
一
人
︑
�
隸
妾
四
人
當
工
︻
一
︼
人
︑
小
隸
臣
妾
可
使
者
五
人
當
工
一
人
︒

工
人
-
(秦
律
十
八
種

)
109

冗
隸
妾
二
人
は
工
一
人
に
相
當
し
︑
�
隸
妾
四
人
は
工
一
人
に
相
當
し
︑
小
隸
臣
妾
で
使
役
で
き
る
者
は
五
人
が
工
一
人
に
相
當
す
る
︒

工
人
-
︒

こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
︑
隸
妾
𠛬
徒
に
は
﹁
�
﹂
と
﹁
冗
﹂
の
二
種
が
あ
り
︑﹁
冗
﹂
の
方
に
よ
り
多
く
の
勞
働
が
$
待
で
き
た
こ
と
︑
そ
し
て

緊
°
の
用
務
に
も
柔
軟
に
投
入
し
得
た
こ
と
が
分
か
る
︒
隸
臣
妾
𠛬
徒
が
經
常
�
に
使
役
さ
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
は
︑
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ

れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り

[籾
山
一
九
八
二
︑
三
～
四
頁
]︑﹁
�
隸
妾
﹂
の
語
が
示
す
と
お
り
︑
多
く
が
輪
番
を
組
ん
で
就
役
し
︑
就
役
$
閒

に
の
み
食
糧
が
荏
給
さ
れ
て
い
た
︒
こ
れ
と
對
置
さ
れ
る
﹁
冗
隸
妾
﹂
と
は
︑
優
秀
な
祝
が
﹁
冗
祝
﹂
に
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
︑

技
能
に
優
れ
︑
�
常
の
隸
妾
二
人
分
の
仕
事
を
こ
な
せ
た
者
が
︑
輪
番
に
入
る
こ
と
な
く
就
勞
さ
せ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

筆
者
が

稿

[宮
宅
二
〇
〇
六
]
で
行
っ
た
檢
討
で
は
︑
以
上
の
結
論
を
示
す
に
止
ま
っ
た
が
︑
そ
の
後
に
發
表
さ
れ
た
廣
瀨
・
楊
の
論
考

は
︑﹁
冗
﹂
の
c
味
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
論
じ
て
い
る
︒

廣
瀨
は
﹁
�
﹂
と
﹁
冗
﹂
を
非
常
勤
と
常
勤
の
�
い
に
喩
え
︑
祝
が
﹁
祝
五
�
﹂
と
﹁
冗
祝
﹂
に
分
か
れ
る
こ
と
が
示
す
と
お
り
︑
官
�
も

そ
の
兩
者
に
區
分
さ
れ
た
と
す
る
︒
常
勤
官
�
が
基
本
�
に
官
衙
の
宿
舍
に
暮
ら
し
︑
休
暇
の
閒
だ
け
歸
宅
を
許
さ
れ
た
の
に
對
し
︑
非
常
勤

の
者
は
︑
何
ら
か
の
生
業
を
持
つ
一
方
で
︑
上
番
$
閒
の
み
職
務
に
就
き
︑
²
ば
く
か
の
報
酬
を
得
た
︒
廣
瀨
は
こ
う
し
た
非
常
勤
官
�
を
︑

高
村
二
〇
〇
八
の
定
義
を
借
り
て
﹁
K
官
K
民
の
存
在
﹂
と
し
︑﹁
そ
れ
は
官
�
の
中
の
ご
く
一
部
に
過
ぎ
﹂
ず
︑
そ
の
就
役
は
﹁
勞
役
の
一

種
﹂
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る

[廣
瀨
二
〇
一
〇
︑
三
〇
四
頁
︑
三
一
〇
～
三
一
一
頁
]︒

東 方 學 報
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一
方
で
楊
は
︑﹁
�
﹂
と
﹁
冗
﹂
を
(
代
の
﹁
上
番
﹂
と
﹁
長
上
﹂
に
擬
え
︑
(
代
に
お
い
て
か
か
る
形
式
で
�
役
し
た
の
が
︑
正
式
に
任

命
さ
れ
た
職
事
官
以
外
の
︑
勳
官
・
武
散
官
・
四
品
以
下
の
�
散
官
・
衞
士
等
々
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
︑
同
じ
制
度
が
漢
代
に
も
存
在

し
た
と
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
す
べ
て
の
官
�
が
﹁
冗
﹂﹁
�
﹂
に
分
か
れ
た
の
で
は
な
く
︑
定
員
と
し
て
置
か
れ
た
官
�
(﹁
員
�
﹂)
の
周
邊
に
︑

﹁
冗
﹂﹁
�
﹂
に
分
か
れ
て
就
役
す
る
下
僚
や
徭
役
�
擔
者
︑
徒
隸
が
存
在
し
た
と
い
う
の
が
︑
楊
の
結
論
で
あ
る

[
楊
振
紅
二
〇
〇
八
]︒

兩
者
の
說
︑
と
り
わ
け
(
制
と
の
類
似
に
着
目
し
た
楊
說
は
傾
聽
に
値
す
る
︒
廣
瀨
說
で
は
﹁
K
官
K
民
の
存
在
﹂
と
定
義
さ
れ
る
に
止

ま
っ
た
︑﹁
冗
﹂﹁
�
﹂
に
分
か
れ
て
�
役
す
る
人
閒
集
團
が
︑
楊
說
で
は
﹁
定
員
外
の
就
勞
者
﹂
と
し
て
︑
よ
り
?
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
︒

だ
が
(
制
を
そ
の
ま
ま
秦
漢
時
代
に
當
て
は
め
得
る
か
否
か
は
︑
よ
り
愼
重
に
檢
討
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
︒
筆
者
な
り
に
﹁
冗
﹂
の
字
義
と
︑

か
か
る
形
式
で
�
役
す
る
者
た
ち
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
︒

實
の
と
こ
ろ
︑
そ
れ
が
﹁
�
﹂
と
對
に
な
る
と
い
う
事
實
の
他
に
︑﹁
冗
﹂
の
﹁
常
勤
﹂﹁
長
$
�
役
﹂
と
い
う
字
義
を
?
確
に
裏
づ
け
る
論

據
は
︑
殆
ど
な
い
︒
そ
も
そ
も
﹁
冗
﹂
は
多
く
の
場
合
﹁
閑
な
﹂﹁
餘
剩
の
﹂
と
い
う
c
味
で
用
い
ら
れ
︑
そ
れ
が
如
上
の
字
義
を
持
つ
と
い

う
の
は
︑
む
し
ろ
不
自
然
に
映
る
︒
﹃
說
�
解
字
﹄
に
よ
る
と
︑﹁
冗

(宂
)
﹂
の
義
は
以
下
の
�
り
︒

宂
︑
萱

(散
)
也
︒
⁝
⁝
︒
人
在
屋
下
︑
無
田
事
也
︒
周
書
曰
︑
宮
中
之
宂
食
︒
(七
´
下
)

冗
は
︑
散
な
り
︒
⁝
⁝
︒
人

屋
下
に
在
り
て
︑
田
事
な
き
な
り
︒
周
書
に
曰
く
︑﹁
宮
中
の
冗
食
﹂
と
︒

冗
と
は
屋
根
の
下
に
人
が
居
る
形
象
で
あ
り
︑
そ
れ
は
す
な
わ
ち
農
作
業
に
從
事
せ
ず
家
に
居
る
こ
と
︑
そ
こ
か
ら
﹁
閑
な
﹂
︑
あ
る
い
は

﹁
餘
剩
の
﹂
と
い
う
義
が
生
ま
れ
た
と
の
解
釋
で
あ
る
︒
輪
番
シ
フ
ト
の
外
に
置
か
れ
た
﹁
冗
﹂
と
は
︑
見
方
を
變
え
れ
ば
そ
の
枠
外
に
﹁
餘

ら
さ
れ
た
﹂
人
員
で
あ
り
︑
彼
ら
が
﹁
冗
﹂
と
呼
ば
れ
た
こ
と
は
︑﹃
說
�
﹄
の
字
解
か
ら
も
一
應
は
說
?
で
き
る
︒
と
は
い
え
﹁
田
事
な
き

な
り
﹂
と
の
解
釋
が
︑﹁
長
$
�
役
﹂
の
字
義
と
些
か
嚙
み
合
わ
な
い
こ
と
は
否
め
な
い
(
�
末
︻
補
注
︼
參
照
)
︒

一
方
︑
白
川
靜
は
﹃
說
�
﹄
の
字
解
に
從
わ
ず
︑
屋
根
の
下
に
人
が
居
る
の
は
á
中
の
宿
直
者
を
象
っ
た
も
の
で
︑
宿
直
者
が
い
て
祭
事
が
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行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
含
c
か
ら
︑
﹁
閑
な
﹂
と
い
う
字
義
が
生
じ
た
と
し
て
い
る

[白
川
一
九
九
四
]︒

｢冗
﹂
が
﹁
宿
直
者
﹂
の
象
形
で
あ
る
と
の
指
摘
は
︑﹃
說
�
﹄
も
引
用
す
る
︑﹃
周
禮
﹄
の
﹁
冗
食
﹂
の
語
に
手
が
か
り
を
得
て
い
る
︒
﹃
說

�
﹄
の
﹁
宮
中
之
冗
食
﹂
は
︑﹃
周
禮
﹄
夏
官
・
校
人
の
﹁
等
馭
夫
之
祿
・
宮
中
之
稍
食
﹂
を
µ
っ
て
引
用
し
た
も
の
で
︑
﹁
冗
食
﹂
の
語
は
實

際
に
は
同
書
の
地
官
・
槀
人
に
︑

掌
共
外
內
'
宂
食
者
之
食
︒
(6
︑
⁝
⁝
︒
宂
食
者
︑
謂
留
治
�
書
︒
若
今
尙
書
之
屬
︑
諸
直
上
者
︒)

外
內
'
の
宂
食
せ
る
者
の
食
を
共
す
る
を
掌
る
︒
(6
︑
⁝
⁝
︒
宂
食
せ
る
者
と
は
︑
留
り
て
�
書
を
治
む
る
を
謂
う
︒
今
の
尙
書
の
屬
︑
諸
そ
直

上
せ
る
者
の
若
し
︒)

と
し
て
現
れ
︑
宿
直
者
へ
の
給
食
を
指
す
も
の
と
解
釋
さ
れ
て
い
る
︒﹁
冗
食
者
﹂
と
は
宿
直
者
で
あ
る
と
い
う
の
が
正
し
け
れ
ば
︑
そ
れ
は

﹁
冗
﹂
が
﹁
長
$
勤
務
﹂
と
い
う
字
義
を
持
つ
こ
と
を
傍
證
す
る
︒﹁
冗
﹂
と
し
て
繼
續
�
に
勤
務
す
る
者
は
︑
上
番
に
あ
わ
せ
て
就
役
場
4
と

自
宅
と
を
行
き
來
し
た
の
で
は
な
く
︑
官
衙
の
い
ず
こ
か
に
居
�
し
︑
い
わ
ば
常
に
宿
直
し
て
い
る
狀
態
に
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

『說
�
﹄
と
白
川
︑
い
ず
れ
の
解
釋
が
原
義
に
·
い
の
か
は
定
か
で
な
い
が
︑
少
な
く
と
も
﹃
周
禮
﹄
a
玄
6
は
﹁
冗
﹂
に
﹁
宿
直
﹂
と
い

う
含
c
が
あ
る
こ
と
を
¸
め
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
秦
漢
時
代
に
﹁
冗
﹂
と
さ
れ
た
者
の
就
役
形
態
を
u
示
し
て
い
よ
う
︒
例
え
ば
睡
虎
地

秦
鯵
に
は
﹁
冗
居
﹂
の
語
が
見
え
る
︒

隸
臣
妾
其
從
事
公
︑
隸
臣
�
禾
二
石
︑
隸
妾
一
石
K
︒
其
不
從
事
︑
勿
稟
︒
⁝
(中
略
)
⁝
︒
嬰
兒
之
毋

(無
)
母
者
各
K
石
︑
雖
�
母
而

與
其
母
冗
居
公
者
︑
亦
稟
之
︑
禾
�
K
石
︒
⁝
(後
略
)
⁝
︒

倉

(秦
律
十
八
種

～

)

49

52

隸
臣
妾
で
公
の
役
務
に
從
事
し
て
い
る
者
は
︑
隸
臣
は
�
に
禾
二
石
︑
隸
妾
は
�
に
一
石
K
の
荏
給
を
G
け
る
︒
從
事
し
て
い
な
い
者

に
は
荏
給
し
な
い
︒
⁝
⁝
嬰
兒
で
母
親
が
い
な
い
者
に
は
そ
れ
ぞ
れ
K
石
︑
母
親
が
い
て
も
︑
そ
の
母
親
と
と
も
に
官
衙
で
﹁
冗
居
﹂

し
て
い
る
場
合
は
︑
こ
れ
に
も
荏
給
を
行
い
︑
禾
を
�
に
K
石
と
す
る
︒

東 方 學 報
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輪
番
で
就
役
す
る
隸
臣
妾
に
は
︑
就
役
時
に
の
み
食
糧
が
荏
給
さ
れ
る
原
則
で
あ
り
︑
從
っ
て
彼
ら
は
官
か
ら
の
荏
給
以
外
の
︑
何
ら
か
の
生

活
の
糧
︑
お
よ
び
非
番
の
時
に
暮
ら
す
居
�
場
4
を
持
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る

[宮
宅
二
〇
〇
六
]︒
そ
れ
故
に
幼
い
子
供
の
撫
育
も
︑
基
本

�
に
は
隸
臣
妾
の
家
で
獨
自
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
︑
上
記
規
定
に
は
そ
の
例
外
が
二
つ
見
え
る
︒
一
つ
は
母
親
が
死
¹
し
て
い

る
場
合
︑
も
う
一
つ
は
母
親
が
﹁
冗
居
公

︱
︱
公
に
冗
居
︱
︱
﹂
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
︒

｢居
公
﹂
と
は
﹁
居
作
縣
官
﹂︑
す
な
わ
ち
官
衙
に
お
い
て
勞
役
に
就
く
こ
と
を
謂
う(

)

︒﹁
冗
﹂
の
字
義
が
上
に
檢
討
し
た
�
り
だ
と
す
れ
ば
︑

19

﹁
冗・

居
公
﹂
と
は
官
衙
で
長
$
に
わ
た
り
就
役
し
︑
居
4
も
官
衙
の
い
ず
こ
か
に
與
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
c
味
し
よ
う
︒
そ
の
場
合
︑
母
親

は
頻
繁
に
役
務
に
驅
り
出
さ
れ
︑
そ
れ
故
に
そ
の
子
供
に
は
︑
母
親
の
い
な
い
嬰
兒
と
同
樣
に
食
糧
が
荏
給
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

一
方
で
︑
隸
臣
の
妻
が
﹁
�
﹂
で
あ
る
場
合
は
︑
�
常
の
妻
帶
者
と
同
樣
に
J
わ
れ
た
︒

⁝
(
略
)
⁝
隸
臣
�
妻
・
妻
�
3
�
外
妻
者
︑
責
衣
︒
⁝
(後
略
)
⁝
司
空
︒
(秦
律
十
八
種

～

)

141

142

隸
臣
に
妻
や
﹁
�
﹂
で
あ
る
妻
︑
3
び
外
妻
が
い
る
場
合
に
は
︑
衣
�
代
を
取
り
立
て
る
︒

｢妻
�
﹂
と
い
う
の
は
些
か
分
か
り
に
く
い
が
︑
妻
も
何
ら
か
の
役
務
に
�
し
て
い
る
も
の
の
︑
輪
番
勤
務
で
あ
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
︒

そ
の
場
合
に
は
隸
臣
の
衣
�
は
自
辨
と
さ
れ
︑
官
が
荏
給
し
た
時
に
は
代
金
が
º
求
さ
れ
た
︒﹁
冗
﹂
で
あ
る
母
親
は
育
兒
に
時
閒
を
割
け
な

い
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
と
は
︑
好
對
照
で
あ
る
︒

｢冗
﹂
と
さ
れ
た
者
が
繼
續
�
に
就
役
し
た
こ
と
は
︑
次
の
﹁
二
年
律
令
﹂
か
ら
も
窺
え
る
︒

�
3
宦
皇
�
者
︑
中
從
騎
︑
歲
予
吿
六
十
日
︒
它
冗(

)

官
︑
卌
日
︒
�
官
去
家
二
千
里
以
上
者
︑
二
歲
壹
歸
︑
予
吿
八
十
日
︒
(二
年
律
令

)

20

217

官
�
お
よ
び
皇
�
の
·
臣
︑
中
從
騎
に
は
每
年
六
十
日
の
休
暇
を
與
え
る
︒
そ
の
他
の
﹁
冗
官
﹂
に
は
四
十
日
︒
官
�
で
そ
の
官
署
が

家
か
ら
二
千
里
以
上
離
れ
て
い
る
者
は
︑
二
年
に
一
度
歸
�
さ
せ
︑
八
十
日
の
休
暇
を
與
え
る
︒

｢冗
官
﹂
と
は
�
常
︑
�
り
餘
っ
て
い
る
閑
な
官
職
を
指
す
が
︑
こ
こ
に
見
え
る
﹁
冗
官
﹂
が
漫
然
と
﹁
閑
な
官
﹂
を
c
味
す
る
と
す
れ
ば
︑

漢代官僚組織の�下層
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こ
の
規
定
の
中
身
は
極
め
て
曖
昧
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
︒
こ
こ
で
は
﹁
冗
祝
﹂
の
如
く
︑
�
常
は
輪
番
勤
務
で
あ
る
者
た
ち
の
中
の
︑
特

に
﹁
冗
﹂
と
さ
れ
輪
番
か
ら
外
れ
た
者
た
ち
が
﹁
冗
官
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
�
常
の
官
�
や
﹁
宦
皇
�
者
﹂
を
除
い
た
︑
そ
の

他
の
﹁
冗
官
﹂
に
は
︑
四
十
日
閒
の
休
暇
し
か
與
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
︑
こ
の
規
定
の
內
容
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
記
事
は
そ
の
裏

«
し
と
し
て
︑﹁
冗
﹂
と
さ
れ
た
者
が
休
暇
$
閒
以
外
に
は
︑
繼
續
�
に
勤
務
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

�
す
る
に
︑﹁
冗
﹂
字
が
何
ら
か
の
就
勞
形
態
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
︑
勤
務
場
4
に
起
居
し
て
い
る
こ
と
を
c
味
し
︑
特
に

﹁
�
﹂
と
の
比
	
で
い
え
ば
︑
�
能
な
者
が
輪
番
か
ら
外
さ
れ
︑
直
ち
に
動
員
し
得
る
7
境
の
下
で
︑
恒
常
�
に
就
勞
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
指
す

も
の
と
考
え
る
︒

さ
て
︑
以
上
に
擧
げ
た
の
は
二
年
律
令
の
時
代
︑
つ
ま
り

漢
初
$
ま
で
の
@
料
で
あ
る
が
︑

漢
中
$
以
影
の
@
料
に
目
を
向
け
る
と
︑

例
え
ば
﹃
周
禮
﹄
に
も
見
え
た
﹁
冗
食
﹂
の
語
が
︑
い
く
ぶ
ん
�
っ
た
か
た
ち
で
現
れ
る
︒

¼
光
祿
大
夫
½
士
嘉
等
十
一
人
︑
行
舉
瀕
河
之
郡
水
4
衛
傷
困
乏
不
能
自
存
者
︑
財
振
貸
︒
⁝
⁝
︒
�
水
它
郡
國
︑
在
4
冗
食
之

(6
︑

�
穎
曰
︑
冗
︑
散
也
︒
散
廩
食
使
生
活
︑
不
占
著
戶
給
役
使
也
︒
如
淳
曰
︑
散
著
人
閒
給
食
之
︑
官
償
其
直
也
︒
師
古
曰
︑
�
說
是
也
︒
⁝
⁝
)
︑
謹
�
以
�

理
︑
無
令
失
職
︒
(﹃
漢
書
﹄
成
�
紀
)

(河
Á
四
年

(
二
五
))
光
祿
大
夫
½
士
嘉
等
十
一
人
を
¼
し
︑
行
り
て
瀕
河
の
郡
の
︑
水
の
衛
傷
せ
る
4
の
︑
困
乏
し
て
自
存
す
る
能

わ
ざ
る
者
を
舉
げ
し
め
︑
財は
か

り
て
振
貸
す
︒
⁝
⁝
︒
水
を
它
の
郡
國
に
�
く
る
は
︑
在
4

こ
れ
に
冗
食
せ
し
め

(6
︑
�
穎
曰
く
︑
冗

は
︑
散
な
り
︒
散
じ
て
廩
食
し
て
生
活
せ
し
め
︑
戶
を
占
著
し
て
役
使
に
給
せ
ざ
る
な
り
︒
如
淳
曰
く
︑
人
閒
に
散
著
し
こ
れ
に
給
食
し
︑
官
そ
の
直
を
償

う
な
り
︒
師
古
曰
く
︑
�
說
是
な
り
︒
⁝
⁝
)
︑
謹
し
ん
で
�
す
る
に
�
理
を
以
て
し
︑
職
を
失
わ
し
む
る
な
か
れ
︒

百
姓
財
竭
力
盡
︑
愁
恨
感
天
︑
災
衣
婁
影
︑
饑
饉
仍
臻
︒
液
散
冗
食

(6
︑
師
古
曰
︑
冗
亦
散
也
︒
⁝
⁝
)
︑
餧
死
於
C
︑
以
百
萬
數
︒
(﹃
漢

書
﹄
谷
永
傳
)
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百
姓

財
竭
き
力
盡
き
︑
愁
恨

天
を
感
ぜ
し
め
︑
災
衣
婁
し
ば
影
り
︑
饑
饉
仍
り
に
臻
る
︒
液
散
冗
食
し

(6
︑
師
古
曰
く
︑
冗
も
亦

た
散
な
り
︒
⁝
⁝
)
︑
C
に
餧
死
す
る
こ
と
︑
百
萬
を
以
て
數
う
︒

『漢
書
﹄
の
諸
6
は
︑
こ
の
二
つ
の
﹁
冗
﹂
を
い
ず
れ
も
﹁
散
な
り
﹂
と
6
釋
し
︑
分
散
し
て
居
4
を
與
え
る
こ
と
と
し
て
い
る
︒
だ
が
こ
の

解
釋
は
︑﹃
周
禮
﹄
の
﹁
冗
食
﹂
が
c
味
す
る
と
こ
ろ
と
食
い
�
い
︑
諸
家
が
�
c
を
正
確
に
理
解
で
き
て
い
る
の
か
︑
い
さ
さ
か
心
許
な
い
︒

む
し
ろ
こ
こ
で
6
目
す
べ
き
は
︑
二
つ
の
記
事
が
い
ず
れ
も
窮
民
へ
の
救
濟
と
關
連
す
る
點
で
あ
ろ
う
︒
十
分
な
經
濟
基
盤
を
持
た
な
い
彼
ら

を
︑
暫
定
�
に
各
4
の
官
衙
に
收
容
し
︑
あ
る
-
度
繼
續
�
に
食
糧
を
與
え
た
と
い
う
の
が
︑
こ
こ
で
の
﹁
冗
﹂
字
に
Å
め
ら
れ
た
c
味
で
は

あ
る
ま
い
か
︒

｢�
﹂
と
對
に
な
る
﹁
冗
﹂
の
字
義
に
よ
っ
て
﹃
漢
書
﹄
の
﹁
冗
食
﹂
を
敢
え
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
︑
ひ
と
ま
ず
右
の
よ
う
に
說
?
す

る
こ
と
が
可
能
だ
が
︑
そ
れ
で
も
な
お
﹃
周
禮
﹄
の
﹁
冗
食
﹂
と
の
閒
に
c
味
の
ズ
レ
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
︒
實
の
と
こ
ろ
︑

漢
中
$

以
影
﹁
冗
﹂
の
字
義
は
徐
々
に
變
)
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
例
え
ば
﹁
冗
官
﹂
の
語
は
︑

臣
素
�
固
疾
︑
恐
犬
馬
齒
窮
︑
不
報
大
恩
︒
願
乞
冗
官
︑
備
單
車
一
介
之
使
︑
勞
來
三
輔
︑
宣
國
威
澤
︑
以
4
Æ
地
形
兵
埶
︑
佐
助
諸
軍
︒

(﹃
後
漢
書
﹄
皇
甫
規
傳
)

臣
素
よ
り
固
疾
�
れ
ば
︑
犬
馬
の
齒
窮
き
︑
大
恩
に
報
い
ざ
ら
ん
こ
と
を
恐
る
︒
願
わ
く
ば
冗
官
を
乞
い
︑
單
車
一
介
の
使
に
備
え
ら

れ
︑
三
輔
を
勞
來
し
︑
國
の
威
澤
を
宣
べ
︑
Æ
ら
う
4
の
地
形
兵
埶
を
以
て
︑
諸
軍
を
佐
助
せ
ん
︒

の
如
く
︑
專
ら
閑
職
を
指
す
語
と
な
っ
て
い
る
︒
後
述
す
る
と
お
り
︑
就
役
形
態
と
し
て
の
﹁
�
﹂
字
は
︑
一
般
民
が
輪
番
で
徭
役
義
務
に
�

す
場
合
以
外
に
は
︑
殆
ど
使
わ
れ
な
く
な
り
︑
そ
れ
に
È
っ
て
﹁
冗
﹂
の
字
義
か
ら
﹁
非
輪
番
﹂
の
c
が
失
わ
れ
︑﹁
冗
官
﹂
と
は
固
定
し
た

職
務
が
な
く
︑
た
だ
待
機
し
て
い
る
だ
け
の
閑
官
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
う
し
た
語
義
の
歷
@
�
な
變


に
つ
い
て

は
︑
後
段
で
改
め
て
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
い
︒

漢代官僚組織の�下層
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第
三
違

｢�
﹂
と
﹁
冗
﹂
に
分
か
れ
て
就
勞
す
る
者
た
ち
と
そ
の
待
�


違
に
擧
げ
た
廣
瀨
・
楊
の
兩
說
を
比
	
し
た
時
︑
大
き
く
相
�
す
る
の
は
﹁
冗
﹂﹁
�
﹂
に
分
か
れ
て
勤
務
す
る
者
た
ち
の
範
圍
で
あ
る
︒

廣
瀨
が
﹁
冗
﹂
を
﹁
常
勤
﹂
と
し
︑
大
多
數
の
一
般
官
�
を
も
﹁
冗
﹂
の
中
に
§
み
Å
む
の
に
對
し
︑
楊
は
﹁
冗
﹂
が
時
に
﹁
員
﹂
と
對
に
な

る
こ
と
を
指
摘
し
︑
定
員
と
し
て
置
か
れ
た
官
�
以
外
の
︑
下
層
の
公
務
�
役
者
が
﹁
冗
﹂
と
﹁
�
﹂
に
分
か
れ
て
勤
務
・
就
役
し
た
と
考
え

て
い
る
︒
楊
の
指
摘
は
︑
先
に
述
べ
た
﹁
冗
官
﹂
の
c
味
變
)
を
考
え
る
上
で
示
唆
に
富
み
︑
筆
者
は
楊
說
が
p
當
と
考
え
る
︒
だ
が
結
論
を

下
す

に
︑﹁
冗
﹂﹁
�
﹂
に
分
か
れ
て
就
勞
す
る
者
た
ち
を
具
體
�
に
列
擧
し
て
お
こ
う
︒

・
身
體
障
�
者

(
罷
癃
)

こ
れ
ま
で
引
用
し
て
き
た
@
料
か
ら
︑
卜
︑
祝
︑
樂
人
︑
高
齡
の
@
・
佐
や
︑
同
じ
く
高
齡
の
�
秩
以
上
の
官
�
︑
3
び
隸
臣
妾
が
輪
番
勤

務
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
︒
こ
れ
ら
に
加
え
て
︑
身
體
障
É
者
の
就
勞
も
輪
番
で
組
ま
れ
て
い
た
︒

金
痍
︑
�
□
病
︑
皆
以
爲
罷
干

(癃
)
︑
可
事
如
睆
老
︒
其
非
從
軍
戰
痍
也
︑
作
縣
官
四
�
︑
不
可
事
︑
勿
事
︒
⁝
⁝

(二
年
律
令

～

)

408

409

刀
傷
の
あ
る
者
や
︑
□
病
を
患
っ
て
い
る
者
は
︑
い
ず
れ
も
﹁
罷
癃
﹂
と
す
る
︒
役
務
に
耐
え
う
る
な
ら
ば
︑
睆
老
と
同
樣
に
J
う
︒

そ
の
傷
が
從
軍
に
よ
っ
て
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
︑
官
署
で
四
8
代
の
輪
番
に
就
け
る
︒
役
務
に
耐
え
ら
れ
な
い
と
き
に
は
︑

使
役
し
て
は
な
ら
な
い
︒

｢罷
癃
﹂
と
は
︑
こ
こ
で
は
刀
傷
や
疾
病(

)

を
�
え
た
者
︑
さ
ら
に
は
著
し
く
身
長
の
低
い
者(

)

が
そ
れ
に
該
當
す
る
︒
こ
う
し
た
障
É
を
�
え
た

21

22

者
は
﹁
罷
癃
﹂
と
し
て
戶
籍
に
登
錄
さ
れ(

)

︑
徭
役
�
擔
に
お
い
て
優
�
を
G
け
た(

)

︒
だ
が
一
方
で
︑
そ
の
生
活
を
保
障
す
る
c
味
も
Å
め
て
︑

23

24

官
府
で
就
役
さ
せ
ら
れ
る
場
合
も
あ
る(

)

︒
右
に
引
用
し
た
規
定
は
︑
軍
務
に
よ
り
刀
傷
を
�
っ
た
の
で
は
な
い
者
を
︑
官
府
に
お
い
て
四
8
代

25
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で
就
勞
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
︑
四
8
代
と
い
う
就
役
の
頻
繁
さ

︱
︱
一
年
で
總
計
三
ヶ
�
閒
︱
︱

は
︑
彼
ら
が
�
使
さ
れ
て
い
た
と
い
う

よ
り
も
︑
一
定
の
生
活
保
護
が
必
�
で
あ
っ
た
と
い
う
視
點
か
ら
說
?
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

・
一
般
の
徭
役
︑
兵
役
從
事
者

一
般
人
に
課
せ
ら
れ
る
徭
役
に
も
輪
番
が
組
ま
れ
て
い
た
︒
先
に
擧
げ
た
如
淳
6
で
﹁
正
卒
﹂
は
﹁
一
�
一
�
﹂﹁
踐
�
一
�
︑
休
十
一
�
﹂

と
さ
れ
て
お
り
︑
い
わ
ば
十
二
8
代
制
の
輪
番
で
就
役
し
て
い
た(

)

︒
戍
邊
も
ま
た
﹁
一
歲
一
�
﹂
と
さ
れ
︑
衞
士
の
任
務
と
同
樣
に
一
年
8
代

26

で
あ
っ
た
が
︑
こ
れ
は
一
定
の
周
$
で
上
番
義
務
が
回
っ
て
く
る
も
の
で
は
な
く
︑
正
確
に
は
輪
番
と
は
呼
べ
ま
い
︒
た
だ
し
睡
虎
地
秦
鯵
に

は
︑

百
姓
�
母
3
同
牲

(生
)
爲
隸
妾
︑
非
Ì
(謫
)
罪
殹

(也
)
而
欲
爲
冗
邊
五
歲
︑
毋
賞

(償
)
興
日
︑
以
免
一
人
爲
庶
人
︑
許
之
︒
⁝
⁝
︒

司
空

(秦
律
十
八
種

～

)

151

152

母
や
姉
妹
を
隸
妾
と
さ
れ
て
い
る
者
が
︑
自
分
が
罪
を
犯
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
に
五
年
閒
の
邊
境
防
備
に
就
き
︑
そ
れ
を
#
發
日
數

の
減
殺
に
用
い
る
こ
と
な
く
︑
隸
妾
一
人
を
免
じ
て
庶
人
と
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
︑
こ
れ
を
許
す
︒
⁝
⁝
︒
司
空
律
︒

と
し
て
﹁
冗
邊
﹂
の
語
が
見
え
る
︒
一
年
で
8
代
せ
ず
︑
五
年
に
わ
た
り
戍
邊
に
當
た
る
が
故
に
︑
特
に
﹁
冗
﹂
字
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
︒
同
じ
く
秦
律
雜
抄
や
怨
出
の
里
耶
秦
鯵
に
︑

冗
募
歸
︑
辭
曰
﹁
日
已
備
︑
致
未
來
︒﹂
不
如
辭
︑
貲
日
四
�
居
邊
︒
⁝
⁝

(秦
律
雜
抄

)
35

｢冗
募
﹂
が
歸
�
し
よ
う
と
し
︑
﹁
す
で
に
勤
務
す
べ
き
日
數
を
滿
了
し
た
が
︑
證
?
書(

)

が
ま
だ
屆
か
な
い
﹂
と
述
べ
た
が
︑
そ
の
言
葉

27

の
と
お
り
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
︑
未
滿
了
日
數
一
日
ご
と
に
四
ヶ
�
分
の
邊
境
勤
務
を
貲
𠛬
と
し
て
科
す
︒
⁝
⁝

〼
冗
募
群
戍
卒
百
卌
三
人
︒

尉
守
狐
課
︒
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〼
廿
六
人
︒

●
死
一
人
︒

十
一
�
己
酉
視
事
︑
盡
十
二
�
辛
未
︒

〼
六
百
廿
六
人
而
死
者
一
人
︒

(里
耶
秦
鯵
⑧
132+

⑧
334)

冗
募
の
群
戍
卒
一
四
三
人
︒
⁝
(後
略
)
⁝

と
し
て
見
え
る
﹁
冗
募
﹂
も
︑
募
兵
に
應
じ
て
長
$
閒
の
邊
境
防
備
に
就
く
兵
士
に
︑
特
に
﹁
冗
﹂
字
が
付
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る(

)

︒
28

・
專
門
技
�
者

卜
・
祝
・
樂
人
と
い
っ
た
專
門
技
k
者
た
ち
も
輪
番
で
そ
の
業
務
に
當
た
っ
て
い
た
︒
加
え
て
︑
漢
長
安
城
未
央
宮
址
か
ら
發
見
さ
れ
た
骨

器
刻
�
に
は
﹁
冗
工
﹂
な
る
呼
稱
が
見
え
︑﹁
工
﹂
と
呼
ば
れ
る
手
工
業
技
k
者
も
同
樣
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒

始
元
二
年
河
南
工
官
守
令
若
秦
守

丞
畢
護
工
卒
@
不
É
作
府

嗇
夫
日
佐
c
冗
工
閏
昌

円
成
工
安
世
O
(3
:09109

(

)
)

29

始
元
二
年

(
八
五
)
︑
河
南
工
官
守
令
の
若
秦
︑
守
丞
の
畢
︑
護
工
卒
@
の
不
É
︑
作
府
嗇
夫
の
日
︑
佐
の
c
︑
冗
工
の
閏
・
昌
・
円

成
︑
工
の
安
世
が
製
O
︒

こ
れ
ら
の
骨
器
は
︑
弓
の
兩
端
の
︑
弦
を
掛
け
る
部
分
に
付
け
ら
れ
た
﹁
ゆ
は
ず
﹂
で
あ
り
︑
そ
こ
に
は
弓
弩
作
成
に
當
た
っ
た
者
た
ち
の
名

が
記
さ
れ
て
い
る

[佐
原
一
九
九
一
]
︒
工
官
の
長
か
ら
始
ま
る
人
名
の
羅
列
の
中
で
︑
冗
工
は
作
府
嗇
夫
や
そ
の
佐
の
後
︑
單
な
る
﹁
工
﹂

の

に
置
か
れ
て
い
る
︒
お
そ
ら
く
一
般
の
工
人
が
輪
番
で
就
役
し
た(

)

の
に
對
し
︑
優
秀
な
工
が
﹁
冗
工
﹂
と
さ
れ
て(

)

繼
續
�
に
弓
弩
製
O
に

30

31

當
た
り
︑﹁
工
﹂
よ
り
も
一
等
上
の
地
位
を
占
め
た
の
で
あ
ろ
う
︒
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さ
ら
に
睡
虎
地
秦
鯵
で
は
︑
家
畜
の
飼
育
に
當
た
る
﹁
皁
﹂
の
中
に
﹁
冗
皁
﹂
が
見
え
る
︒

以
四
�
・
七
�
・
十
�
・
正
�
膚(

)

田
牛
︒
卒
歲
︑
以
正
�
大
課
之
︑
�
︑
賜
田
嗇
夫
壼
酉

(酒
)
束
脯
︑
爲
旱

(
皁
)
者
除
一
�
︑
賜
牛

32

長
日
三
旬
︒
殿
者
︑
誶
田
嗇
夫
︑
罰
冗
皁
者
二
�
︒
⁝
(後
略
)
⁝
廏
苑
律

(秦
律
十
八
種

～

)

13

14

四
�
・
七
�
・
十
�
・
正
�
に
×
作
用
の
牛
を
檢
査
す
る
︒
一
年
が
經
つ
と
︑
正
�
に
¢
定
を
行
い
︑
成
績
が
�
優
秀
で
あ
れ
ば
︑
田

嗇
夫
に
壼
酒
・
束
脯
を
賜
與
し
︑
皁
と
な
っ
て
い
た
者
は
一
回
分
の
上
番
を
免
除
さ
れ
︑
牛
長
に
は
勤
務
日
數
を
三
十
日
分
賜
與
す
る
︒

成
績
が
�
も
惡
い
場
合
は
︑
田
嗇
夫
を
譴
責
し
︑
冗
皁
で
あ
っ
た
者
は
勤
務
日
數
二
ヶ
�
を
奪
う(

)

︒
⁝
⁝
廏
苑
律
︒

33

成
績
�
優
秀
の
場
合
は
︑
擔
當
の
田
嗇
夫
に
酒
肉
が
與
え
ら
れ
︑﹁
皁
﹂
に
は
﹁
除
一
�
﹂︑
す
な
わ
ち
一
回
分
の
上
番
を
免
除
す
る
恩
賞
が
與

え
ら
れ
て
お
り
︑
ま
ず
﹁
皁
﹂
が
輪
番
で
役
務
に
就
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
ま
た
�
下
等
と
な
っ
た
場
合
の
科
罰
對
象
に
は
﹁
冗
皁
﹂
が
含

ま
れ
︑
恒
常
�
に
就
役
す
る
﹁
皁
﹂
も
一
方
に
は
存
在
し
て
い
た
︒
睡
虎
地
秦
鯵
に
は
﹁
皁
嗇
夫
﹂
が
見
え
︑﹁
皁
﹂
は
彼
ら
の
下
に
瓜
括
さ

れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
︑
詳
細
は
知
り
得
な
い(

)

︒
34

如
何
な
る
人
閒
が
工
・
皁
︑
さ
ら
に
は
卜
・
祝
や
樂
人
に
閏
て
ら
れ
︑
如
何
な
る
待
�
を
G
け
た
の
か
は
よ
く
分
か
ら
な
い
︒
少
な
く
と
も
︑

楊
振
紅
が
指
摘
す
る
と
お
り
︑
樂
人
は
官
署
で
公
務
に
就
く
と
は
い
え
︑
決
し
て
﹁
員
�
﹂
で
は
な
か
っ
た

[楊
振
紅
二
〇
〇
八
︑
八
九
頁
]
︒

〔太
予
樂
令
︺
員
�
二
十
五
人
︑
其
二
人
百
石
︑
一
人
斗
食
︑
七
人
佐
︑
十
人
學
事
︑
四
人
守
學
事
︒
樂
人
八
佾
舞
三
百
八
十
人
︒
(﹃
續

漢
書
﹄
百
官
志
二
6
引
﹃
漢
官
﹄)

同
樣
に
下
i
の
祝
も
定
員
外
に
置
か
れ
る
︒

〔太
祝
令
︺
員
�
四
十
一
人
︑
其
二
人
百
石
︑
二
人
斗
食
︑
二
十
二
人
佐
︑
二
人
學
事
︑
四
人
守
學
事
︑
九
人
�
秩
︒
百
五
十
人
祝
人
︑

宰
二
百
四
十
二
人
︑
屠
者
六
十
人
︒
(同
上
)

『漢
官
﹄
に
お
い
て
︑
員
�
の
中
に
入
れ
ら
れ
な
い
者
た
ち
と
し
て
は
︑
他
に
官
醫
︑
衞
士
︑
卒
騶
︑
�
從
者
︑
執
金
吾
騠
騎
が
あ
り
︑

述
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し
た
と
お
り
︑
楊
は
こ
れ
ら
の
者
が
﹁
冗
﹂﹁
�
﹂
に
分
か
れ
て
就
役
し
た
と
し
て
い
る
︒
從
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
他
に
﹁
待
詔
﹂
も
員

�
に
は
入
ら
ず(

)

︑
そ
の
う
ち
太
@
待
詔
の
中
に
は
﹁
x
卜
﹂
に
當
た
る
者
が
見
え
る(

)

︒

35

36

こ
れ
ら
の
專
門
技
k
者
は
︑
仕
事
の
專
門
性
か
ら
し
て
︑
#
發
さ
れ
た
一
般
人
が
徭
役
の
一
7
と
し
て
務
め
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
︒
睡
虎

地
秦
鯵
の
﹁
均
工
﹂
か
ら
は
︑
工
人
が
﹁
工
師
﹂
の
指
"
を
G
け
て
技
k
を
Æ
得
し
︑﹁
怨
工
﹂
と
﹁
故
工
﹂
で
は
年
閒
の
ノ
ル
マ
が
相
�
し

た
こ
と
が
見
て
取
れ
る(

)

︒
類
似
の
規
定
は
二
年
律
令
に
も
見
え
︑
官
衙
で
勤
務
す
る
熟
練
工
に
は
復
除
の
特
權
が
與
え
ら
れ
て
い
た(

)

︒
特
殊
技

37

38

能
を
持
つ
人
閒
集
團
が
世
襲(

)

や
徒
弟
關
係
を
軸
に
し
て
技
k
を
傳
承
し
て
い
く
一
方
で
︑
そ
の
一
部
は
︑
あ
く
ま
で
定
員
外
の
J
い
な
が
ら
︑

39

官
府
組
織
の
中
に
取
り
Å
ま
れ(

)

︑
人
材
の
育
成
に
も
官
が
積
極
�
に
關
與
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
狀
況
が
想
宴
さ
れ
る(

)

︒

40

41

・
下
�
官
	

秦
律
に
よ
る
と
︑
秦
代
の
地
方
官
衙
の
各
部
署
に
は
長
と
し
て
﹁
嗇
夫
﹂
が
置
か
れ
︑
そ
の
下
に
佐
や
@
︑
さ
ら
に
よ
り
下
i
の
屬
僚
が
配

さ
れ
て
い
た
︒
例
え
ば
倉
官
は
︑

倉
嗇
夫
︱
佐
︱
@
︱
稟
人

と
い
う
職
階
�
O
を
持
つ(

)

︒
各
部
署
の
嗇
夫
と
し
て
は
他
に
﹁
庫
嗇
夫
﹂﹁
田
嗇
夫
﹂﹁
司
空
嗇
夫
﹂﹁
厩
嗇
夫
﹂
な
ど
が
存
在
し
︑
特
定
方
面

42

の
業
務
に
責
任
を
持
つ
こ
れ
ら
嗇
夫
は
﹁
官
嗇
夫
﹂
と
總
稱
さ
れ
た
︒
そ
の
上
に
﹁
縣
嗇
夫
﹂﹁
大
嗇
夫
﹂
と
呼
ば
れ
る
縣
の
長
官
が
置
か
れ
︑

そ
れ
ら
官
嗇
夫
を
瓜
括
し
た

[
裘
錫
圭
一
九
八
一

]︒
二
年
律
令
で
は
︑
官
嗇
夫
の
秩
祿
は
百
六
十
～
百
二
十
石
と
さ
れ
︑
ほ
と
ん
ど
が

b

﹁
�
秩
﹂
の
�
で
あ
っ
た(

)

︒
43

先
に
擧
げ
た
@
律
に
よ
る
と
︑
高
齡
の
﹁
@
﹂
は
輪
番
勤
務
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
同
じ
く
高
齡
の
﹁
佐
﹂
や
�
秩
以
上
の
官
�
も
同

樣
で
あ
っ
た
︒
だ
が
年
限
に
2
し
な
い
少
壯
の
者
た
ち
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
︒
ま
ず
佐
・
@
に
つ
い
て
は
︑
睡
虎
地
秦
鯵
に
�
の
規
定
が
見
え
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る
︒

都
官
�
秩
�
3
離
官
嗇
夫
︑
養
各
一
人
︒
其
佐
・
@
與
共
養
︑
十
人
︑
車
牛
一
兩

(輛
)
︑
見
牛
者
一
人
︒
都
官
之
佐
・
@
冗
者
︑
十
人
︑

養
一
人
︑
十
五
人
︑
車
牛
一
兩

(輛
)
︑
見
牛
者
一
人
︒
⁝
(後
略
)
⁝

(秦
律
十
八
種

～

)

72

73

都
官
の
�
秩
の
�
︑
3
び
離
官
の
嗇
夫
に
は
︑
炊
事
係
が
そ
れ
ぞ
れ
一
人
つ
く
︒
そ
の
佐
・
@
は
炊
事
係
を
共
�
し
︑
十
人
ご
と
に
車

牛
一
輛
と
牛
の
世
話
係
一
人
︒
都
官
の
佐
・
@
の
冗
で
あ
る
者
は
︑
十
人
ご
と
に
炊
事
係
一
人
︑
十
五
人
ご
と
に
車
牛
一
輛
と
牛
の
世

話
係
一
人
︒
⁝
⁝

こ
れ
は
公
用
旅
行
中
の
嗇
夫
と
そ
の
下
僚
た
る
佐
・
@
へ
の
待
�
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
な
か
に
﹁
佐
・
@
の
冗
た
る

者
﹂
と
い
う
語
が
現
れ
る
︒﹁
佐
︑
@
冗
者
﹂
に
は
︑
單
に
﹁
佐
・
@
﹂
と
の
み
記
さ
れ
る
場
合
よ
り
も
一
段
低
い
待
�
が
與
え
ら
れ
て
お
り
︑

﹁
佐
・
@
﹂
の
中
よ
り
下
位
の
者
が
﹁
冗
﹂
﹁
�
﹂
に
分
か
れ
て
就
勞
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
詳
細
は
確
と
し
な
い
が
︑
佐
・
@
ク
ラ

ス
の
官
�
の
な
か
に
は
︑
年
配
者
に
限
ら
ず
︑
少
壯
の
輪
番
勤
務
者
が
い
た
と
お
ぼ
し
い
︒

後
漢
時
代
に
影
っ
て
も
︑﹁
賤

(踐
)
�
の
小
@
﹂
な
る
下
i
官
が
﹃
續
漢
書
﹄
輿
�
志
に
見
え
る
︒

�
天
冠
︑
高
九
寸
︑
⁝
⁝
︒
今
下
至
賤
�
小
@
︑
皆
�
制
袍
・
單
衣
・
皁
緣
領
袖
中
衣
︑
爲
'
�
云
︒
(﹃
續
漢
書
﹄
輿
�
志
下
)

�
天
冠
︑
高
さ
九
寸
︑
⁝
⁝
︒
今

下
は
賤
�
の
小
@
に
至
る
ま
で
︑
皆
な
�
じ
て
袍
・
單
衣
・
皁
緣
領
袖
の
中
衣
を
制
し
︑
'
�
と

爲
す
と
云
う
︒

こ
こ
に
見
え
る
﹁
賤
�
﹂
と
は
︑
恐
ら
く
﹁
踐
�
﹂
の
µ
り
で
あ
ろ
う(

)

︒
�
末
端
の
書
記
で
あ
る
小
@(

)

の
中
に
は
︑
後
代
に
も
な
お
輪
番
で
勤

44

45

務
す
る
者
が
存
在
し
た
︒

こ
れ
に
對
し
︑
�
秩
以
上
の
少
壯
官
�
に
つ
い
て
は
何
の
手
が
か
り
も
な
い
︒
考
え
ら
れ
る
の
は
�
の
二
つ
の
可
能
性
で
あ
る
︒

①

輪
番
で
就
役
し
︑
そ
の
う
ち
優
秀
な
者
は
}
拔
さ
れ
て
﹁
冗
﹂
と
さ
れ
た
︒
(す
な
わ
ち
﹁
�
﹂﹁
冗
﹂
に
分
か
れ
て
就
勞
し
て
い
た
︒)
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②

輪
番
を
組
ま
ず
︑
恒
常
�
に
勤
務
す
る
の
が
常
態
で
あ
っ
た
︒
(す
な
わ
ち
﹁
�
﹂﹁
冗
﹂
の
別
は
な
く
︑
高
齡
者
の
み
が
特
別
に
輪
番
勤
務
と
さ

れ
た
︒)

こ
こ
で
①
の
可
能
性
を
想
定
す
る
な
ら
︑
�
秩
以
上
の
︑
例
え
ば
五
百
石
-
度
の
少
壯
官
�
の
中
に
も
輪
番
で
勤
務
す
る
者
が
い
た
こ
と
に
な

る
︒
だ
が
か
く
も
上
i
の
官
�
ま
で
も
が
﹁
冗
﹂﹁
�
﹂
に
分
か
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
睡
虎
地
秦
鯵
に
み
え
る
﹁
冗
�
﹂
の
用
例
は
︑

い
ず
れ
も
官
嗇
夫
︑
す
な
わ
ち
﹁
�
秩
﹂
よ
り
も
下
i
の
官
�
を
指
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒

倉
屚

(漏
)
荐

(朽
)
禾
粟
︑
3
積
禾
粟
而
敗
之
︑
其
不
可
食
者
︑
不
盈
百
石
以
下
︑
誶
官
嗇
夫
︒
百
石
以
上
到
千
石
︑
貲
官
嗇
夫
一
甲
︒

過
千
石
以
上
︑
貲
官
嗇
夫
二
甲
︒
令
官
嗇
夫
・
冗
�
共
賞

(償
)
敗
禾
粟
︒
⁝
(略
)
⁝
效

(秦
律
十
八
種

～

︑
效
律

～

も
ほ
ぼ
同
�
)

164

166

22
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穀
倉
が
雨
漏
り
し
て
穀
物
を
腐
ら
せ
た
︑
3
び
穀
物
を
貯
藏
し
て
い
て
腐
ら
せ
た
場
合
︑
そ
の
も
は
や
食
べ
ら
れ
な
い
も
の
が
百
石
未

滿
で
あ
れ
ば
︑
官
嗇
夫
を
譴
責
す
る
︒
百
石
以
上
か
ら
千
石
ま
で
で
あ
れ
ば
︑
官
嗇
夫
を
貲
一
甲
と
す
る
︒
千
石
よ
り
多
け
れ
ば
︑
官

嗇
夫
を
貲
二
甲
と
す
る
︒
官
嗇
夫
や
冗
�
に
は
腐
っ
た
穀
物
を
共
同
で
賠
償
さ
せ
る
︒
⁝
⁝
︒
效
律
︒

官
嗇
夫
・
冗
�(

)

皆
共
賞

(償
)
不
備
之
貨
而
入
贏
︒
(效
律

)

46

2

官
嗇
夫
と
冗
�
は
い
ず
れ
も
共
同
で
不
足
し
て
い
る
財
物
を
賠
償
し
た
り
︑
餘
剩
分
を
繰
り
Å
ん
だ
り
す
る
︒

右
の
規
定
で
は
官
嗇
夫
と
﹁
冗
�
﹂
が
竝
べ
ら
れ
︑
具
體
�
に
は
嗇
夫
に
下
屬
す
る
佐
や
@
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
�
の
鯵
で

は
﹁
官
長
﹂
が
﹁
冗
�
﹂
と
竝
置
さ
れ
る
︒

縣
・
都
官
坐
效
・
計
以
�
賞

(償
)
者
︑
已
論
︑
嗇
夫
卽
以
其
直

(値
)
錢
分
�
其
官
長
3
冗
�
︑
而
人
與
參
辨
Ü
︑
以
效
少
內
︑
少
內

以
收
責
之
︒
⁝
(略
)
⁝
金
布

(秦
律
十
八
種

～

)

80

81

縣
や
都
官
が
檢
査
や
帳
Ý
管
理
の
こ
と
で
罪
を
咎
め
ら
れ
︑
賠
償
責
任
を
�
っ
た
場
合
︑
す
で
に
量
𠛬
が
下
っ
た
な
ら
ば
︑
嗇
夫
は
た
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だ
ち
に
荏
拂
う
べ
き
錢
額
を
そ
の
官
長
と
冗
�
と
で
分
擔
さ
せ
︑
人
ご
と
に
參
辨
Ü
を
與
え
︑
少
內
に
收
め
さ
せ
︑
少
內
は
そ
れ
に

よ
っ
て
�
債
を
回
收
す
る
︒
⁝
⁝
︒
金
布
律
︒

｢官
長
﹂
と
は
都
官
の
長
︑
す
な
わ
ち
地
方
に
置
か
れ
た
中
央
か
ら
の
出
先
機
關
の
官
嗇
夫
の
こ
と
で
あ
り(

)

︑﹁
冗
�
﹂
の
指
す
內
容
は

條
と

47

同
じ
で
あ
ろ
う
︒
�
後
に
も
う
一
例
︒

官
嗇
夫
貲
二
甲
︑
令
・
丞
貲
一
甲
︒
官
嗇
夫
貲
一
甲
︑
令
・
丞
貲
一
盾
︒
其
�
+
者
坐
以
貲
・
誶
如
官
嗇
夫
︒
其
它
冗
�
・
令
@
掾
計
者
︑

⁝
(略
)
⁝
︑
如
令
・
丞
︒
(效
律

～

)

51

53

官
嗇
夫
が
貲
二
甲
で
あ
れ
ば
︑
令
・
丞
は
貲
一
甲
︒
官
嗇
夫
が
貲
一
甲
で
あ
れ
ば
︑
令
・
丞
は
貲
一
盾
︒
擔
當
官
�
が
貲
罪
や
譴
責
の

咎
に
觸
れ
る
場
合
は
︑
官
嗇
夫
と
同
樣
に
J
う
︒
そ
の
他
の
冗
�
や
令
@
の
帳
Ý
を
J
う
者
は
︑
⁝
(略
)
⁝
︑
令
・
丞
と
同
樣
に
J
う
︒

こ
こ
で
は
ま
ず
直
接
責
任
者
(官
嗇
夫
)
へ
の
處
罰
と
︑
そ
の
監
督
者
等
の
閒
接
責
任
者
(縣
の
令
・
丞
)
へ
の
處
罰
と
の
關
係
が
規
定
さ
れ
る
︒

そ
の
大
原
則
が
述
べ
ら
れ
た
上
で
﹁
�
+
者
﹂
は
直
接
責
任
者
(す
な
わ
ち
官
嗇
夫
な
み
に
J
わ
れ
る
)
︑
冗
�
ら
は
閒
接
責
任
者
(す
な
わ
ち
令
・

丞
な
み
)
と
さ
れ
る
旨
が
補
足
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
に
見
え
る
︑
直
接
責
任
を
Þ
わ
な
い
﹁
冗
�
﹂
と
い
う
の
も
︑
官
嗇
夫

配
下
の
佐
・
@
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
に
�
い
な
い
︒
佐
・
@
レ
ベ
ル
の
下
i
官
�
は
輪
番
で
勤
務
す
る
こ
と
が
あ
り

得
た(

)

も
の
の
︑
官
嗇
夫
以
上
︑
す
な
わ
ち
�
秩
以
上
の
官
�
は
高
齡
者
の
み
が
輪
番
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

(
表

)
︒

48

3

從
っ
て
@
律
が
�
秩
以
上
を
別
立
て
に
し
て
い
る
の
は
︑
c
味
の
あ
る
區
分
で
あ
る
と
考
え
る
が
︑
こ
の
點
は
後
に
詳
し

く
︑
別
の
角
度
か
ら
論
じ
る
こ
と
と
す
る
︒

さ
て
︑
こ
こ
ま
で
﹁
冗
﹂﹁
�
﹂
に
分
か
れ
て
�
役
・
勤
務
す
る
者
た
ち
を
︑
い
く
つ
か
に
分
類
し
つ
つ
整
理
し
て
き
た

が
︑
そ
の
う
ち
卜
・
祝
・
樂
人
・
工
人
な
ど
の
﹁
專
門
技
k
者
﹂
と
@
を
は
じ
め
と
し
た
﹁
下
i
官
�
﹂
と
の
閒
の
一
線

漢代官僚組織の�下層
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は
︑
實
は
?
確
で
は
な
い
︒
@
律
に
お
い
て
卜
・
祝
と
@
と
が
同
一
條
�
內
で
竝
列
さ
れ
︑
一
つ
の
範
疇
に
收
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
自
體
が
︑

す
で
に
そ
の
こ
と
を
?
示
し
て
い
る
︒

書
記
官
た
る
﹁
@
﹂
が
卜
・
祝
と
同
列
に
J
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
一
見
奇
衣
に
映
る
︒
し
か
し
﹁
@
﹂
も
ま
た
專
門
知
識
に
よ
っ
て
君
+
に

奉
仕
す
る
者
で
あ
っ
た
︒
秦
代
に
は
な
お
︑﹁
@
﹂
と
な
る
た
め
の
學
Æ
の
場
が
原
則
と
し
て
﹁
@
﹂
の
子
弟
の
み
に
開
か
れ
て
お
り
︑
特
定

の
人
閒
集
團
が
そ
の
地
位
を
獨
占
し
て
い
た
と
思
し
い
こ
と
も
︑
忘
れ
て
は
な
る
ま
い(

)

︒﹃
禮
記
﹄
王
制
は
@
と
卜
・
祝
・
醫
な
ど
と
を
一
括

49

り
に
し
︑
そ
れ
ら
を
﹁
執
技
以
事
上
者

︱
︱
技
を
執
り
以
て
上
に
事
う
る
者
︱
︱
﹂
と
呼
ぶ
︒

凡
執
技
以
事
上
者
︑
祝
・
@
・
射
・
御
・
醫
・
卜
︑
3
百
工

(言
技
謂
此
七
者
)
︒
凡
執
技
以
事
上
者
︑
不
貳
事
︑
不
移
官

(欲
專
其
事
︑
亦

爲
不
德
)
︑
出
�
不
與
士
齒

(賤
也
︒
於
其
�
中
則
齒
︒
親
親
也
)
︑
仕
於
家
者
︑
出
�
不
與
士
齒

(亦
賤
)
︒
(﹃
禮
記
﹄
王
制
)

凡
そ
技
を
執
り
以
て
上
に
事
う
る
者
は
︑
祝
・
@
・
射
・
御
・
醫
・
卜
︑
3
び
百
工

(技
と
言
う
は
此
の
七
者
を
謂
う
)
︒
凡
そ
技
を
執
り

以
て
上
に
事
う
る
者
は
︑
事
を
貳
せ
ず
︑
官
を
移
ら
ず

(其
の
事
を
專
ら
に
せ
ん
と
欲
し
︑
亦
た
不
德
と
爲
せ
ば
な
り
)
︑
�
に
出
で
て
士
と

齒
せ
ず

(賤
な
れ
ば
な
り
︒
其
の
�
中
に
於
い
て
は
則
ち
齒
す
︒
親
を
親
と
す
る
な
り
)
︒
家
に
仕
う
る
者
も
︑
�
に
出
で
て
士
と
齒
せ
ず

(亦
た

賤
な
れ
ば
な
り
)
︒

も
ち
ろ
ん
秦
代
に
は
す
で
に
﹁
@
﹂
の
階
層
分
)
が
*
ん
で
お
り
︑
睡
虎
地
秦
鯵
に
お
い
て
も
︑﹁
令
@
﹂
は
よ
り
上
i
の
﹁
@
﹂
と
し
て
︑

�
常
の
﹁
@
﹂
と
?
ら
か
に
區
別
さ
れ
て
い
る(

)

︒
御
@
や
內
@
の
よ
う
な
と
り
わ
け
高
位
の
﹁
@
﹂
を
︑﹃
禮
記
﹄
に
見
え
る
下
層
の
﹁
@
﹂

50

と
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
︒
だ
が
そ
れ
ら
高
位
の
@
も
君
+
に
下
屬
す
る
專
門
技
k
者
か
ら
分
)
し
て
き
た
の
で
あ
り
︑
元
々
は
﹁
士

と
齒
せ
ぬ
﹂
者
た
ち
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

同
じ
く
﹁
執
技
以
事
上
者
﹂
の
一
種
で
あ
る
﹁
百
工
﹂
を
﹃
禮
記
﹄
王
制
は
身
體
障
É
者
と
同
列
に
J
っ
て
い
る
︒

瘖
・
聾
・
跛
躃
・
斷
者
・
侏
儒
・
百
工
︑
各
以
其
器
食
之
︒
(斷
︑
謂
荏
®
絕
也
︒
侏
儒
︑
短
人
也
︒
器
︑
能
也
︒)
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瘖
・
聾
・
跛
躃
・
斷
者
・
侏
儒
・
百
工
は
︑
各
お
の
其
の
器
を
以
て
こ
れ
に
食
ま
し
む
︒
(6
︑
斷
と
は
︑
荏
®
の
絕
た
る
る
を
謂
う
な
り
︒

侏
儒
と
は
︑
短
人
な
り
︒
器
と
は
︑
能
な
り
︒)

身
體
�
な
障
É
を
�
え
る
者
は
︑
そ
の
能
力
に
應
じ
て
君
+
に
奉
仕
し
︑
そ
の
働
き
に
應
じ
て
食
を
與
え
ら
れ
︑
生
活
を
保
障
さ
れ
た
︒
よ
り

強
い
君
+
權
の
下
に
置
か
れ
︑
よ
り
頻
繁
に
君
+
に
直
接
奉
仕
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
る
點
に
お
い
て
︑
技
k
者
も
下
i
官
�
も
こ

れ
と
變
わ
り
な
い
︒
官
僚
の
一
部
︑
少
な
く
と
も
そ
の
底
邊
を
荏
え
る
者
た
ち
が
﹁
執
技
以
事
上
者
﹂
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
と
す
れ
ば
︑
輪
番

勤
務
を
基
本
と
し
つ
つ
︑
特
に
優
秀
な
者
は
恒
常
�
に
�
役
さ
せ
る
と
い
う
隸
臣
妾
や
工
人
・
樂
人
の
就
役
形
態
が
︑
下
i
官
�
に
Ì
用
さ
れ

て
い
た
と
し
て
も
︑
決
し
て
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
︒

た
だ
し
︑
專
門
技
k
者
と
下
i
官
�
︑
さ
ら
に
は
𠛬
徒
や
徭
役
に
�
す
一
般
民
を
も
﹁
公
務
�
役
者
﹂
と
し
て
一
括
す
る
こ
と
に
は
反
論
も

あ
ろ
う
︒
官
�
に
は
秩
祿
が
與
え
ら
れ
︑
俸
給
や
そ
の
他
の
待
�
に
お
い
て
他
の
�
役
者
と
は
一
線
を
劃
し
た
は
ず
で
あ
る
︑
と
︒
確
か
に
︑

例
え
ば
百
石
の
秩
を
持
つ
官
�
に
は
�
一
六
斛

(石
)
の
俸
祿
が
與
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る

(﹃
續
漢
書
﹄
百
官
志
五
﹁
百
官
G
奉
例
﹂)
︒
だ

が
�
下
層
の
官
�
︑
と
り
わ
け
8
代
勤
務
す
る
者
た
ち
に
︑
そ
う
し
た
か
た
ち
で
報
酬
が
與
え
ら
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
な
ぜ
な
ら
秩

祿
の
呼
稱
と
な
っ
て
い
る
﹁
～
石
﹂
と
い
う
數
量
は
︑
元
々
は
一
年
閒
に
G
け
取
る
俸
祿
の
額
を
示
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
8
代
勤
務

す
る
佐
や
@
︑
卜
や
祝
︑
す
な
わ
ち
�
年
勤
務
し
な
い
者
た
ち
に
も
︑
年
祿
の
額
に
由
來
す
る
地
位
呼
稱
が
與
え
ら
れ
︑
そ
れ
に
從
っ
て
報
酬

が
荏
給
さ
れ
て
い
た
の
か
︑
疑
わ
し
い
の
で
あ
る
︒

輪
番
勤
務
者
の
う
ち
︑
隸
臣
妾
へ
の
食
糧
荏
給
に
つ
い
て
は
そ
の
詳
細
が
睡
虎
地
秦
鯵
か
ら
窺
い
知
れ
る
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
公
務
に
�
し

て
い
る
$
閒
の
み
︑
隸
臣
に
は
�
二
石
︑
隸
妾
に
は
�
一
石
K
が
荏
給
さ
れ
た(

)

︒
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
︑

／

斗
と

／

斗
に
六
〇

(一
日

51

1

3

1

4

二
食
︑
三
〇
日
分
)
を
乘
じ
た
數
字
と
合
致
し
︑
男
子
は
一
食

／

斗

(﹁
男
子
參
﹂)
︑
女
子
は

／

斗

(﹁
女
子
駟
﹂)
と
い
う
の
が
︑
財
產
𠛬

1

3

1

4

を
勞
役
で
代
â
す
る
者
へ
の
荏
給
も
含
め
た
︑
𠛬
徒
へ
の
基
本
�
な
荏
給
量
で
あ
っ
た(

)

︒
た
だ
し
城
壁
の
円
築
な
ど
の
重
勞
働
に
�
す
と
き
は
︑

52
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男
子
は
晝

／

斗
︑
夜

／

斗
︑
女
子
は
晝
夜
と
も
一
食

／

斗
に
增
量
さ
れ
た(

)

︒

1

2

1

3

1

3

53

荏
給
量
と
し
て
先
ず
�
額
が
擧
げ
ら
れ
︑
か
つ
そ
れ
が
�
の
大
小
を
問
わ
ず
定
額
で
あ
っ
た
點
か
ら
し
て
︑
隸
臣
妾
の
輪
番
は
�
を
單
位
に

組
ま
れ
︑
決
ま
っ
た
額
の
食
料
が
�
ご
と
に
荏
給
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
一
方
で
︑
よ
り
重
い
勞
役
に
�
し
た
場
合
に
は
︑
そ
の
日
數

に
應
じ
て
食
料
を
加
算
す
る
な
ど
の
措
置
が
�
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

廣
瀨
は
︑
樂
人
の
就
役
が
﹁
踐
十
一
�
�
﹂
(﹁
奏
讞
書
﹂

)
な
ど
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
輪
番
も
�
單
位
で
組
ま
れ
た
と

106

推
測
し
て
い
る
︒
從
う
べ
き
で
あ
ろ
う(

)

︒
@
・
卜
・
祝
な
ど
も
そ
れ
と
同
樣
で
あ
り
︑
彼
ら
が
�
ご
と
に
8
代
勤
務
す
る
者
で
あ
っ
た
な
ら
ば
︑

54

勤
務
し
た
�
に
の
み
一
定
の
報
酬
が
與
え
ら
れ
た
に
�
い
な
い
︒
G
領
額
に
は
多
寡
が
あ
っ
た
に
せ
よ
︑
報
酬
が
�
額
で
規
定
さ
れ
て
い
た
點

に
お
い
て
は
︑
隸
臣
妾
も
下
i
書
記
官
も
同
じ
で
あ
り
︑
む
し
ろ
一
線
は
秩
祿
を
持
ち
︑
定
額
の
年
祿
を
保
證
さ
れ
て
い
る
︑
よ
り
上
i
の
官

�
と
︑
そ
れ
以
下
の
者
と
の
閒
に
劃
さ
れ
て
い
た
︒

官
府
に
お
い
て
一
定
の
職
責
を
果
た
す
も
の
の
︑
�
常
の
官
�
と
は
區
別
さ
れ
︑
そ
の
下
層
に
置
か
れ
て
い
た
者
た
ち
と
は
︑
さ
し
ず
め

﹃
周
禮
﹄
で
﹁
士
﹂
の
下
に
現
れ
る
﹁
府
・
@
・
胥
・
徒
﹂
が
そ
れ
に
該
當
す
る
︒
天
官
序
官
の
︑
冢
宰
の
部
分
を
一
例
に
擧
げ
て
お
く
︒

大
宰
︑
卿
一
人
︑
小
宰
︑
中
大
夫
二
人
︑
宰
夫
︑
下
大
夫
四
人
︑
上
士
八
人
︑
中
士
十
�
六
人
︑
旅
下
士
三
十
�
二
人
︑
府
六
人
︑
@
十

�
二
人

(6
︑
府
︑
治
藏
︑
@
︑
掌
書
者
︒
凡
府
・
@
皆
其
官
長
4
自
辟
除
)
︑
胥
十
�
二
人
︑
徒
百
�
二
十
人

(6
︑
此
民
給
徭
役
者
︒
若
今
衞
士
矣
︒

胥
讀
如
諝
︒
謂
其
�
才
知
爲
什
長
)
︒

大
宰
︑
卿
一
人
︑
小
宰
︑
中
大
夫
二
人
︑
宰
夫
︑
下
大
夫
四
人
︑
上
士
八
人
︑
中
士
十
�
六
人
︑
旅
下
士
三
十
�
二
人
︑
府
六
人
︑
@

十
�
二
人

(6
︑
府
は
藏
を
治
め
︑
@
は
書
を
掌
る
者
な
り
︒
凡
そ
府
・
@
は
皆
な
そ
の
官
長
の
自
ら
辟
除
す
る
4
な
り
)
︑
胥
十
�
二
人
︑
徒
百
�

二
十
人

(6
︑
此
れ
民
の
徭
役
に
給
す
る
者
な
り
︒
今
の
衞
士
の
若
し
︒
胥
は
讀
む
こ
と
諝
の
如
し
︒
そ
の
才
知
�
り
て
什
長
と
爲
る
を
謂
う
)
︒

こ
の
う
ち
﹁
府
・
@
﹂
は
﹁
庶
人
の
官
に
在
る
者
﹂
と
も
呼
ば
れ
た
が(

)

︑﹃
儀
禮
﹄
燕
禮
の
a
玄
6
は
︑﹁
庶
人
在
官
者
﹂
と
は
﹁
未
だ
正
祿
を

55
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得
ざ
る
者
﹂
で
あ
る
と
す
る(

)

︒﹁
士
﹂
と
﹁
府
・
@
﹂
と
の
閒
に
は
報
酬
形
態
に
お
い
て
相
�
が
あ
り
︑
府
・
@
は
む
し
ろ
徭
役
に
�
す
一
般

56

民
に
·
い
と
い
う
a
玄
の
解
釋
は
︑
上
述
し
た
漢
代
の
制
度
︑
あ
る
い
は
そ
れ
に
影
ä
を
G
け
た
a
玄
の
¸
識
が
周
制
に
投
影
さ
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
︒

一
方
︑
漢
人
が
い
に
し
え
の
﹁
士
﹂
階
i
に
準
え
た
の
は
漢
代
の
﹁
�
秩
﹂
以
上
の
�
で
あ
る
︒

或
曰
︑
漢
初
掾
@
辟
︑
皆
上
言
之
︑
故
�
秩
比
命
士
︒
其
4
不
言
︑
則
爲
百
石
屬
︒
其
後
皆
自
辟
除
︑
故
�
爲
百
石
云
︒
(﹃
續
漢
書
﹄
百
官

志
一

大
尉
條
)

或
い
は
曰
く
︑
漢
初
は
掾
@
辟
せ
ら
る
る
に
︑
皆
な
こ
れ
を
上
言
す
︑
故
に
�
秩
は
命
士
に
比
せ
ら
る
︒
其
の
言
わ
ざ
る
4
は
︑
則
ち

百
石
の
屬
と
爲
す
︒
其
の
後
皆
な
自
ら
辟
除
し
︑
故
に
�
じ
て
百
石
と
爲
す
と
云
う
︒

私
見
で
は
﹁
�
秩
﹂
と
は
元
來
︑
一
定
額
の
年
祿
を
G
け
る
者
を
指
し
︑
從
っ
て
彼
ら
は
�
年
勤
務
が
基
本
で
あ
っ
た
の
に
對
し
︑﹁
�
秩
﹂

で
は
な
い
官
�
に
は
年
祿
が
な
く
︑
勤
務
日
數
に
應
じ
て
報
酬
を
G
け
取
り
︑
中
に
は
輪
番
で
年
數
ヶ
�
の
み
勤
務
す
る
﹁
官
�
﹂
も
含
ま
れ

て
い
た
も
の
と
考
え
る
︒
�
秩
以
上
の
官
�
は
︑
高
齡
者
を
除
け
ば
經
常
勤
務
が
�
�
で
あ
っ
た
と
い
う
先
の
推
論
も
︑
こ
の
假
說
と
呼
應
す

る
も
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
そ
こ
に
は
︑
秦
か
ら
漢
に
至
る
ま
で
の
︑
秩
祿
制
度
の
變
)
が
想
定
さ
れ
る
︒
違
を
改
め
︑﹁
�
秩
﹂
の
c
味
と
そ

の
時
代
ご
と
の
變


に
つ
い
て
論
じ
よ
う
︒

第
四
違

｢�
秩
﹂
と
は

｢�
秩
﹂
の
語
は
﹃
漢
書
﹄
百
官
表
や
﹃
續
漢
書
﹄
百
官
志
の
�
官
の
部
分
に
現
れ
︑
例
え
ば
百
官
志
に
︑

�
置
�
秩
・
三
老
・
游
徼
︒
本
6
曰
︑
�
秩
︑
郡
4
署
︑
秩
百
石
︑
掌
一
�
人
︒
其
�
小
者
︑
縣
置
嗇
夫
一
人
︒
(﹃
續
漢
書
﹄
百
官
志
五
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�
官
條
)

�
ご
と
に
�
秩
・
三
老
・
游
徼
を
置
く
︒
本
6
に
曰
く
︑
�
秩
は
︑
郡
の
署
す
る
4
に
し
て
︑
秩
は
百
石
︑
一
�
の
人
を
掌
る
︒
其
の

�
の
小
な
る
者
は
︑
縣

嗇
夫
一
人
を
置
く
︒

と
あ
る
の
だ
け
を
見
れ
ば
︑
�
に
置
か
れ
た
特
定
の
官
職
を
指
す
よ
う
に
も
映
る
︒
だ
が
﹁
�
秩
士
�
﹂﹁
�
秩
嗇
夫
﹂
と
い
っ
た
官
職
名
も

見
ら
れ(

)

︑
從
っ
て
そ
れ
は
官
�
の
地
位
・
å
格
を
示
す
語
で
あ
り
︑
�
の
�
秩
と
は
︑
實
の
と
こ
ろ
﹁
�
�
秩
嗇
夫
﹂
の
略
稱
で
あ
っ
た(

)

︒
@

57

58

書
に
お
い
て
︑
例
え
ば
﹃
@
記
﹄
范
睢
列
傳
に
︑

今
自
�
秩
以
上
至
諸
大
�
︑
下
3
王
左
右
︑
無
非
相
國
之
人
者
︒

今

�
秩
よ
り
以
上
︑
諸
の
大
�
に
至
る
ま
で
︑
下
は
王
の
左
右
に
3
ぶ
ま
で
︑
相
國
の
人
に
あ
ら
ざ
る
者
な
し
︒

と
し
て
現
れ
る
の
も
︑
官
�
に
與
え
ら
れ
た
特
定
の
地
位
を
指
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

官
�
の
地
位
を
指
す
と
な
れ
ば
︑
ま
ず
想
定
さ
れ
る
c
味
內
容
は
秩
祿
の
多
寡
で
あ
る
︒﹁
�
�
秩

(嗇
夫
)
﹂
の
秩
祿
が
百
石
で
あ
る
こ
と
︑

あ
る
い
は
二
年
律
令
の
な
か
で
æ
位
と
官
秩
と
の
對
應
が
示
さ
れ
る
際
に
も
︑

⁝
(
略
)
⁝
大
夫
比
三
百
石
︑
不
�
比
�
秩
︑
簪

比
斗
食
︑
上
O
・
公
士
比
佐
@
︒
⁝
(後
略
)
⁝

(二
年
律
令

)

褭

292

大
夫
は
三
百
石
︑
不
�
は
�
秩
︑
簪

は
斗
食
︑
上
O
・
公
士
は
佐
@
に
な
ぞ
ら
え
る
︒

褭

と
さ
れ
る
こ
と
は
︑
⁝
⁝
二
百
石
↓
百
石
↓
斗
食
↓
佐
@
︑
と
續
く
﹁
百
官
G
奉
例
﹂
の
秩
祿
の
等
i
と
引
き
比
べ
て
︑
�
秩
と
は
︑
百
石
の

秩
祿
を
持
つ
者
の
別
稱
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
︒
だ
が
二
年
律
令
に
は
同
時
に
︑

⁝
(
略
)
⁝
�
秩
毋
乘
車
者
︑
各
百
廿
石
︒
(二
年
律
令

)
490

⁝
⁝
�
秩
の
乘
車
な
き
者
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
百
二
十
石
︒

と
あ
り
︑
そ
れ
が
百
石
の
み
を
指
す
の
で
は
な
い
こ
と
を
?
言
し
て
い
る(

)

︒
ま
た
﹃
漢
書
﹄
外
戚
傳
に
は
宮
中
の
后
妃
・
女
官
の
等
i
と
秩
祿

59
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と
の
對
應
關
係
が
擧
げ
ら
れ
て
い
る
が
︑
元
�
が
﹁
昭
儀
﹂
の
號
を
ç
加
し
て
完
成
さ
せ
た
と
い
う
そ
の
等
i
に
よ
る
と
︑﹁
無
涓
﹂﹁
共
和
﹂

等
が
百
石
に
︑
そ
し
て
そ
の
一
等
下
の
﹁
上
家
人
子
﹂﹁
中
家
人
子
﹂
は
﹁
�
秩
斗
食
﹂
に
準
え
ら
れ
て
い
る(

)

︒
こ
こ
で
﹁
�
秩
﹂
は
?
ら
か

60

に
百
石
よ
り
下
位
に
置
か
れ
︑
む
し
ろ
斗
食
と
竝
稱
さ
れ
て
い
る(

)

︒
さ
ら
に
影
っ
て
﹃
續
漢
書
﹄
百
官
志
6
に
引
か
れ
た
﹃
漢
官
﹄
で
は
︑
例

61

え
ば
太
祝
令
の
屬
官
・
下
僚
が
︑

員
�
四
十
一
人
︑
其
二
人
百
石
︑
二
人
斗
食
︑
二
十
二
人
佐
︑
二
人
學
事
︑
四
人
守
學
事
︑
九
人
�
秩
︒
百
五
十
人
祝
人
︑
宰
二
百
四
十

二
人
︑
屠
者
六
十
人
︒
(﹃
續
漢
書
﹄
百
官
志
二
︑

揭
)

と
列
擧
さ
れ
︑
�
秩
は
斗
食
や
佐
よ
り
さ
ら
に
下
で
︑﹁
員
�
﹂
の
な
か
で
は
�
後
に
現
れ
る
︒﹃
漢
官
﹄
の
成
立
年
代
は
定
か
で
な
い
が
︑
少

な
く
と
も
後
漢
に
な
る
と
︑
�
秩
が
斗
食
よ
り
下
位
に
置
か
れ
て
も
不
自
然
に
は
感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た(

)

と
い
え
よ
う
︒

62

こ
う
し
た
﹁
�
秩
﹂
の
位
置
づ
け
の
變
)
は
︑

①

｢�
秩
﹂
は
官
�
の
地
位
︑
な
い
し
は
そ
の
待
�
を
示
す
語
で
は
あ
る
も
の
の
︑
そ
れ
は
年
祿
の
多
寡
以
外
の
︑
他
の
何
ら
か
の
基

準
・
å
格
に
據
る
も
の
で
あ
る
︒

②

時
代
が
影
る
に
從
っ
て
︑
よ
り
下
i
の
官
�
も
﹁
�
秩
﹂
と
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
︑
そ
の
c
味
內
容
の
變
)
︑
な
い
し
は
下
i
官
�
に

對
す
る
待
�
の
變
)
が
推
測
さ
れ
る
︒

と
い
う
二
つ
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
︒

�
秩
と
︑
そ
れ
以
下
の
官
�
と
の
閒
に
あ
る
相
�
と
し
て
第
一
に
考
え
ら
れ
る
の
は
︑
任
命
+
體
の
�
い
で
あ
る
︒

違
の
5
わ
り
に
擧
げ

た
﹃
續
漢
書
﹄
百
官
志
一
︑
大
尉
條
の
記
事
に
よ
る
と
︑
漢
初
に
は
地
方
官
の
獨
自
裁
量
に
よ
る
}
任
で
は
な
く
︑﹁
上
言
﹂
を
經
て
任
命
さ

れ
た
者
が
﹁
�
秩
﹂
と
さ
れ
︑
單
な
る
﹁
百
石
﹂
と
は
區
別
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
だ
が
同
條
は
そ
れ
に
續
け
て
︑
こ
う
し
た
任
命
法

が
や
が
て
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
お
り
︑
か
か
る
相
�
點
は
﹁
漢
初
﹂
以
影
に
�
滅
し
た
も
の
と
お
ぼ
し
い
︒
も
っ
と
も
︑
同
百
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官
志
五
の
�
官
條
で
は
︑
�
�
秩
嗇
夫
が
郡
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
て
お
り
︑
單
な
る
�
嗇
夫
が
縣
の
任
命
で
あ
っ
た
の
と
相
�
す
る
︒
從
っ
て

�
秩
と
非
�
秩
と
で
は
な
お
も
任
命
+
體
が
衣
な
っ
た
可
能
性
が
殘
る
も
の
の
︑
手
が
か
り
と
な
る
の
は
こ
の
二
つ
の
@
料
し
か
な
く
︑
任
命

+
體
の
相
�
が
實
際
に
存
在
し
た
の
か
否
か
は
︑
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
議
論
し
な
い
で
お
く
︒

さ
て
︑
も
う
一
つ
の
相
�
點
と
し
て
擧
げ
ら
れ
る
の
が
俸
給
の
荏
給
方
法
で
あ
る
︒
先
に
述
べ
た
と
お
り
︑
元
來
︑
�
秩
に
は
一
定
額
の
年

祿
が
荏
給
さ
れ
た
の
に
對
し
︑
そ
う
で
な
い
者
に
は
勤
務
日
數
に
應
じ
た
荏
給
が
な
さ
れ
︑
俸
給
額
が
變
動
し
て
い
た
も
の
と
筆
者
は
考
え
る
︒

順
を
ç
っ
て
說
?
し
よ
う
︒

『續
漢
書
﹄
百
官
志
五
に
記
さ
れ
た
︑
後
漢
円
武
$
の
﹁
百
官
G
奉
例
﹂
に
は
︑

⁝
⁝
一
百
石
奉
︑
�
十
六
斛
︒
斗
食
奉
︑
�
十
一
斛
︒
佐
@
奉
︑
�
八
斛
︒

⁝
⁝
一
百
石
の
奉
は
︑
�
ご
と
に
十
六
斛
︒
斗
食
の
奉
は
︑
�
ご
と
に
十
一
斛
︒
佐
@
の
奉
は
︑
�
ご
と
に
八
斛
︒

と
あ
り
︑
官
秩
に
お
い
て
百
石
の
下
に
位
置
す
る
﹁
斗
食
﹂
に
は
�
一
一
斛
が
︑
そ
の
�
の
﹁
佐
@
﹂
に
は
�
八
斛
が
荏
給
さ
れ
て
い
る
︒
こ

の
記
事
を
見
る
限
り
︑
百
石
と
斗
食
以
下
と
の
相
�
は
荏
給
量
の
多
寡
に
あ
り
︑
每
�
︑
そ
し
て
�
年
で
一
定
の
額
が
荏
給
さ
れ
た
點
で
は
同

じ
で
あ
っ
た
よ
う
に
映
る
︒
實
際
に
居
E
・
敦
煌
の
邊
境
出
土
鯵
で
は
︑
斗
食
・
佐
@
ク
ラ
ス
の
官
�
に
も
每
�
一
定
額
の
俸
給
が
荏
給
さ
れ

て
お
り(

)

︑
少
な
く
と
も

漢
後
K
$
に
は
︑
斗
食
や
佐
@
の
俸
祿
は
勤
務
日
數
に
よ
り
變
動
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
だ
が
百
官
G
奉
例
に

53

付
け
ら
れ
た
6
は
﹃
漢
書
é
義
﹄
に
︑

斗
食
祿
︑
日
以
斗
爲
計
︒

斗
食
の
祿
は
︑
日
ご
と
に
斗
を
以
て
計
と
爲
す
︒

と
あ
る
の
を
引
き
︑
斗
食
の
俸
祿
は
も
と
も
と
︑
一
日
一
斗
を
基
準
に
し
て
算
定
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
と
の
說
を
紹
介
し
て
い
る
︒
﹃
漢
書
﹄

百
官
表
の
顏
師
古
6
も
︑
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漢
官
名
秩
Ý
云
斗
食
�
奉
十
一
斛
︑
佐
@
�
奉
八
斛
也
︒
一
說
︑
斗
食
者
︑
歲
奉
不
滿
百
石
︑
計
日
而
食
一
斗
二
升
︑
故
云
斗
食
也
︒

(﹃
漢
書
﹄
百
官
表
上
6
)

『漢
官
名
秩
Ý
﹄
に
云
え
ら
く
︑
斗
食
は
�
ご
と
に
奉
十
一
斛
︑
佐
@
は
�
ご
と
に
奉
八
斛
な
り
︒
一
說
に
︑
斗
食
な
る
者
は
︑
歲
の

奉

百
石
に
滿
た
ず
︑
日
を
計
り
て
一
斗
二
升
を
食
ま
し
む
︑
故
に
斗
食
と
云
う
な
り
︒

と
し
て
︑
斗
食
の
俸
給
は
も
と
も
と
日
割
り
で
計
算
さ
れ
て
い
た
と
い
う
或
說
を
擧
げ
る
︒﹃
墨
子
﹄
雜
守
´
に
は
︑
こ
の
或
說
を
傍
證
す
る

記
事
が
あ
る
︒

斗
食
︑
5
歲
三
十
六
石
︑
參
食
︑
5
歲
二
十
四
石
︑
四
食
︑
5
歲
十
八
石
︑
五
食
︑
5
歲
十
四
石
四
斗
︑
六
食
︑
5
歲
十
二
石
︒
斗
食
食

五
升
︑
參
食
食
參
升
小
K
︑
四
食
食
二
升
K
︑
五
食
食
二
升
︑
六
食
食
一
升
大
K
︑
日
再
食
︒

斗
食
は
︑
歲
を
5
う
る
に
三
十
六
石
︑
參
食
は
︑
歲
を
5
う
る
に
二
十
四
石
︑
四
食
は
︑
歲
を
5
う
る
に
十
八
石
︑
五
食
は
︑
歲
を
5

う
る
に
十
四
石
四
斗
︑
六
食
は
︑
歲
を
5
う
る
に
十
二
石
︒
斗
食
の
食
は
五
升
︑
參
食
の
食
は
參
升
小
K
︑
四
食
の
食
は
二
升
K
︑
五

食
の
食
は
二
升
︑
六
食
の
食
は
一
升
大
K
︑
日
に
再
食
す
︒

右
は
食
料
荏
給
量
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
整
理
し
た
一
�
で
あ
る
︒﹁
斗
食
﹂
と
は
一
食
五
升
︑
一
日
二
食
︑
つ
ま
り
合
計
で
一
日
一
斗
の

糧
食
を
G
け
る
者
で
あ
り
︑
一
年
三
六
〇
日
で
奄
算
す
れ
ば
G
給
額
は
年
に
三
六
石
と
な
る
︒
こ
れ
に
對
し
﹁
參
食
﹂
は
一
食
に

と
3

／

升
︑
卽
ち

／

︑
斗
を
G
給
す
る
者
で
︑
一
日
分
は

／

斗
︑
こ
れ
に
三
六
〇
を
乘
じ
れ
ば
年
閒
で
二
四
石
が
G
給
額
と
な
る
︒

1

3

1

3

2

3

﹁
四
食
﹂
以
影
も
同
じ
原
理
で
荏
給
量
が
決
ま
っ
て
い
る
︒
先
に
紹
介
し
た
と
お
り
︑
睡
虎
地
秦
鯵
で
𠛬
徒
の
食
が
﹁
男
子
參
﹂﹁
女
子
駟

(四
)
﹂
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
ま
さ
に
こ
の
荏
給
區
分
に
則
っ
た
も
の
で
あ
り
︑﹃
墨
子
﹄
に
見
え
る
記
事
の
信
憑
性
は
高
い
︒
從
っ

て
秦
代
に
お
け
る
﹁
斗
食
﹂
と
は
︑
一
日
分
の
荏
給
量
に
ち
な
ん
だ
︑
日
割
り
を
基
準
と
し
た
食
料
荏
給
の
一
區
分
で
あ
り
︑
年
祿
の
額
を
示

す
﹁
百
石
﹂
な
ど
の
稱
謂
と
は
︑
命
名
の
原
理
や
荏
給
原
則
を
ま
っ
た
く
衣
に
し
て
い
た
︒
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斗
食
の
原
義
が
こ
う
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
が
漢
代
以
影

︱
︱
遲
く
と
も

漢
後
K
$
以
影

︱
︱

に
一
定
の
年
錄
を
G

け
る
待
�
と
な
っ
て
い
る
の
は
︑
﹁
斗
食
﹂
の
語
義
が
そ
の
閒
に
大
き
く
變
)
し
た
結
果
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
︒
具
體
�
に
は
︑
當
初
は
勤

務
日
數
に
應
じ
て
定
め
ら
れ
て
い
た
斗
食
へ
の
荏
給
が
︑
や
が
て
固
定
)
し
︑
一
定
の
�
俸
︑
ひ
い
て
は
年
祿
を
G
け
取
る
地
位
の
稱
謂
へ
と

變
)
し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

こ
れ
に
對
し
︑
秦
代
に
も
百
石
以
上
の
官
�
は
一
定
の
年
祿
を
G
け
取
っ
て
お
り
︑
か
か
る
待
�
を
G
け
る
者
は
︑
日
割
り
荏
給
の
者
と
區

別
し
て
︑
特
に
﹁
�
秩
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
︒
そ
れ
を
推
測
さ
せ
る
の
が
�
の
睡
虎
地
秦
鯵
で
あ
る
︒

�
食
者
已
致
稟
而
公
使
�
傳
食
︑
3
吿
歸
盡
�
不
來
者
︑
止
其
後
朔
食
︑
而
以
其
來
日
致
其
食
︒
�
秩
�
不
止
︒

倉

(秦
律
十
八
種

)
46

�
ご
と
に
食
糧
荏
給
を
G
け
る
者
が
︑
す
で
に
荏
給
を
G
け
て
か
ら
公
用
で
使
い
を
し
︑
驛
傳
施
設
で
食
糧
荏
給
を
G
け
た
場
合
︑
3

び
休
暇
を
と
っ
て
�
末
に
な
っ
て
も
戾
っ
て
來
な
か
っ
た
場
合
︑
�
の
朔
日
で
食
糧
荏
給
を
停
止
し
︑
戾
っ
て
來
た
日
か
ら
荏
給
を
始

め
る
︒
�
秩
の
�
に
つ
い
て
は
停
止
し
な
い
︒
倉
律
︒

｢�
秩
の
�
﹂
で
な
け
れ
ば
︑
出
張
・
休
暇
中
は
本
務
地
で
の
食
糧
荏
給
が
止
め
ら
れ
︑
歸
任
後
に
再
開
さ
れ
た
︒
そ
の
際
に
は
︑
不
在
日
數

に
應
じ
て
�
食
の
荏
給
量
が
�
整
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
だ
が
�
秩
の
�
は
こ
う
し
た
待
�
を
G
け
な
い
︒
出
張
や
休
暇
が
あ
っ
て
も
︑
彼
ら

に
は
一
定
額
の
�
食
が
荏
給
さ
れ
續
け
た
︒
事
實
上
︑
彼
ら
の
G
給
す
る
食
糧
は
額
が
固
定
さ
れ
て
お
り
︑
勤
務
日
數
に
應
じ
て
變
)
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
︒

正
確
に
い
え
ば
︑
右
の
睡
虎
地
秦
鯵
は
﹁
�
秩
﹂
の
�
食
︑
す
な
わ
ち
�
ご
と
の
給
食
が
定
額
制
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
︑
そ

の
俸
祿
が
固
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
證
?
し
て
は
い
な
い
︒
俸
祿
と
�
食
は
別
物
で
︑
官
�
は
祿
を
食
む
一
方
で
︑
每
�
一
定
額
の
食
糧
荏
給

も
G
け
た
︒
例
え
ば
居
E
・
敦
煌
漢
鯵
で
は
︑
官
�
は
秩
祿
に
應
じ
て
錢
を
�
俸
と
し
て
G
け
取
り
︑
そ
れ
に
加
え
て
每
�
三
石
三
斗
三
升
少

の
穀
物
を
�
食
と
し
て
G
給
し
て
い
る
︒
右
の
秦
律
か
ら
�
秩
の
俸
祿
に
つ
い
て
論
ず
る
の
は
︑
武
斷
に
過
ぎ
る
と
の
誹
り
も
あ
ろ
う
︒
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だ
が
そ
も
そ
も
官
�
へ
の
俸
祿
︑
と
り
わ
け
下
i
官
�
へ
の
そ
れ
は
︑
彼
ら
へ
の
每
�
の
食
糧
荏
給
が
固
定
)
し
て
出
來
上
が
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
︒

漢
代
の
秩
祿
制
度
と
そ
の
起
源
に
つ
い
て
論
じ
た
閻
步
克
は
︑
戰
國
時
代
の
官
�
を
︑
年
祿
を
G
け
取
る
者
と
�
俸
を
食
む
者
と
に
二
分
す

る
︒
そ
し
て

者
の
報
酬
形
態
が
﹁
æ
祿
﹂︑
す
な
わ
ち
æ
に
應
じ
て
邑
・
田
を
與
え
ら
れ
︑
每
年
そ
こ
で
收
穫
さ
れ
た
穀
物

(な
い
し
は
そ
の

一
部
)
を
自
ら
の
收
入
と
す
る
や
り
方
に
起
源
す
る
の
に
對
し
︑
�
俸
は
﹁
稍
食
﹂
と
呼
ば
れ
る
報
酬
形
態
に
由
來
す
る
と
+
張
し
て
い
る
︒

｢稍
食
﹂
の
語
は
︑
例
え
ば
﹃
周
禮
﹄
宮
正
に
見
え
る
︒

宮
正
︑
掌
王
宮
之
戒
令
糾
禁
︒
⁝
⁝
²
其
出
入
︑
均
其
稍
食

(6
︑
⁝
⁝
稍
食
︑
祿
稟
)
︑
去
其
淫
怠
與
其
奇

之
民
︑
會
其
什
伍
而
敎
之

衺

C
義
︒
�
5
︑
則
會
其
稍
食
︑
歲
5
︑
則
會
其
行
事

(行
事
︑
�
職
)
︒
(﹃
周
禮
﹄
天
官
・
宮
正
)

宮
正
は
︑
王
宮
の
戒
令
・
糾
禁
を
掌
る
︒
⁝
⁝
其
の
出
入
を
²
べ
︑
其
の
稍
食
を
均
し
く
し

(6
︑
⁝
⁝
稍
食
と
は
︑
祿
稟
な
り
)
︑
其
の

淫
怠
と
其
の
奇

の
民
と
を
去
り
︑
其
の
什
伍
を
會
し
て
こ
れ
に
C
義
を
敎
う
︒
�
5
ら
ば
︑
則
ち
其
の
稍
食
を
會
し
︑
歲
5
ら
ば
︑

衺

則
ち
其
の
行
事
を
會
す

(行
事
と
は
︑
�
職
な
り
)
︒

宮
中
で
の
綱
紀
取
り
閲
ま
り
を
擔
當
す
る
宮
正
は
︑
人
の
出
入
り
を
チ
ェ
ッ
ク
し
︑
惡
人
を
取
り
閲
ま
る
一
方
で
︑
﹁
稍
食
﹂
を
均
等
に
す
る

職
務
も
擔
當
し
た
︒
そ
し
て
�
ご
と
に
﹁
稍
食
﹂
を
算
定
し
︑
年
の
5
わ
り
に
は
�
の
考
課
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒

｢士
﹂
以
上
の
者
が
采
邑
や
祿
田
を
食
み
︑
い
わ
ば
年
俸
を
G
け
取
っ
て
い
た
の
に
對
し
︑﹁
稍
食
﹂
と
い
う
か
た
ち
で
�
單
位
の
報
酬
を
G

け
取
っ
て
い
た
の
は
下
i
官
�
や
工
人
・
醫
師
な
ど
の
技
k
者
で
あ
り
︑
兵
員
も
ま
た
同
樣
の
待
�
を
う
け
た(

)

︒
や
が
て
こ
の
﹁
稍
食
﹂
が
增

64

額
さ
れ
︑
固
定
)
し
︑
さ
ら
に
は
錢
で
荏
拂
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
�
ご
と
に
荏
給
さ
れ
る
﹁
秩
﹂
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
︒
か
か
る
潮
液

が
報
酬
制
度
發
展
の
方
向
性
を
規
定
し
︑
上
i
官
�
の
年
祿
も
︑
や
が
て
�
ご
と
に
︑
錢
で
荏
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
こ
こ
に
漢
代
の
﹁
秩

祿
﹂
制
度
が
生
ま
れ
る
に
至
っ
た
︒
睡
虎
地
秦
律
で
は
﹁
秩
﹂
と
﹁
�
食
﹂
と
が
?
ら
か
に
區
別
さ
れ
て
お
り(

)

︑
定
額
)
さ
れ
た
﹁
秩
﹂
が

65
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﹁
稍
食
﹂
か
ら
分
)
す
る
過
-
は
︑
秦
代
に
は
ほ
ぼ
完
了
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︱
︱
以
上
が
閻
說
の
槪
�
で
あ
る

[閻
步
克
一
九
九
九
・

二
〇
〇
〇
]︒

閻
說
は
理
路
整
然
と
し
て
い
る
も
の
の
︑
論
證
過
-
で
は
﹃
周
禮
﹄
や
經
傳
の
6
駅
を
多
用
し
︑
古
制
と
そ
の
展
開
に
對
す
る
6
釋
者
の
理

解
を
說
?
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
だ
が
﹃
禮
記
﹄
中
庸
に
も
︑

忠
信
重
祿
︑
4
以
勸
士
也
︒
⁝
⁝
日
省
�
試
︑
旣
廩
稱
事
︑
4
以
勸
百
工
也
︒
(6
︑
日
省
�
試
︑
考
校
其
成
功
也
︒
旣
讀
爲
餼
︒
餼
廩
︒
稍
食
也
︒

稾
人
職
曰
︑
乘
其
事
︑
考
其
弓
弩
︑
以
下
上
其
食
︒)

忠
信

祿
を
重
く
す
る
は
︑
士
を
勸
む
る
4
以
な
り
︒
日
に
省
み
�
に
試
み
︑
旣
廩

事
に
稱
う
は
︑
百
工
を
勸
む
る
4
以
な
り
︒

(﹁
日
に
省
み
�
に
試
み
﹂
と
は
︑
其
の
成
功
を
考
校
す
る
な
り
︒
旣
は
讀
み
て
餼
と
爲
す
︒
餼
廩
と
は
稍
食
な
り
︒
稾
人
の
職
に
曰
く
︑
其
の
事
を
乘
じ
︑

其
の
弓
弩
を
考
じ
︑
以
て
其
の
食
を
下
上
す
︑
と
︒)

と
あ
り
︑﹁
祿
﹂
を
G
け
取
る
士
よ
り
も
下
位
に
︑
每
日
︑
な
い
し
は
每
�
の
仕
事
量
に
應
じ
て
報
酬
を
G
け
取
る
者
た
ち
が
存
在
し
た
こ
と

を
證
言
し
て
い
る
︒
漢
代
の
秩
祿
體
系
の
な
か
に
︑
元
來
は
年
俸
の
額
を
示
し
て
い
た
﹁
～
石
﹂
と
い
う
地
位
と
︑
日
食
・
�
食
の
等
i
の
一

つ
で
あ
っ
た
﹁
斗
食
﹂
と
が
混
在
し
て
い
る
と
い
う
事
實
は
︑
閻
說
に
據
っ
て
初
め
て
合
理
�
に
說
?
で
き
る
︒

下
i
官
�
の
﹁
秩
﹂
が
每
�
の
食
糧
荏
給
か
ら
分
)
し
て
で
き
あ
が
っ
た
と
す
れ
ば
︑

揭
の
睡
虎
地
秦
鯵
で
一
定
額
の
�
食
を
保
證
さ
れ

て
い
た
﹁
�
秩
﹂
は
︑
そ
の
秩
祿
も
固
定
さ
れ
て
い
た
に
�
い
な
い
︒
�
食
す
ら
す
で
に
固
定
さ
れ
て
い
た
﹁
�
秩
﹂
が
︑
秩
祿
に
つ
い
て
は

日
割
り
荏
給
さ
れ
て
い
た
と
は
︑
些
か
考
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る
︒

夙
に
裘
錫
圭
は
︑﹁
�
秩
﹂
と
は
�
字
ど
お
り
﹁
秩
の
�
る
﹂
者
で
あ
り
︑
そ
う
で
な
い
者
は
﹁
無
秩
祿
﹂
で
︑
�
食
を
G
け
取
る
の
み
で

あ
っ
た
と
+
張
し
て
い
る

[裘
錫
圭
一
九
八
一

︑
二
四
〇
頁
]︒
こ
れ
は
﹁
�
秩
﹂
の
字
面
か
ら
"
か
れ
た
推
論
で
は
あ
る
が
︑
傾
聽
に
値

b

す
る
︒
た
だ
し
﹁
�
秩
﹂
が
﹁
百
石
﹂
と
ほ
ぼ
同
義
に
用
い
ら
れ
︑﹁
斗
食
﹂
と
對
置
さ
れ
た
こ
と
を
念
頭
に
お
く
な
ら
︑
�
秩
と
は
む
し
ろ
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﹁
年
秩
の
�
る
﹂
者
を
指
す
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
︒
二
年
律
令

に
見
え
る
秩
祿
體
系
に

292

お
い
て
︑
�
秩
の
下
に
續
く
斗
食
と
は
︑
元
來
は
日
食
・
�
食
の
等
i
で
あ
り
︑
從
っ
て

﹁
�
秩
﹂
で
は
な
か
っ
た
︒
年
祿
の
�
低
額
は
﹁
百
石
﹂
で
あ
り
︑
そ
の
秩
を
G
け
て
初
め

て
﹁
�
秩
﹂
と
呼
ば
れ
た
︑
と
い
う
の
が
筆
者
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
閻
說
に
據
り

つ
つ
︑
筆
者
が
想
定
す
る
﹁
�
秩
﹂
﹁
斗
食
﹂
の
變


を
ま
と
め
て
お
く
な
ら
︑
�
表
の
よ

う
に
な
る

(
表

)
︒

4

こ
の
表
に
見
え
る
俸
祿
制
度
の
展
開
は
︑
い
く
つ
か
の
手
が
か
り
を
元
に
推
測
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
變
)
が
具
體
�
に
何
時
頃
生
じ
た
の
か
は
定
か
で
な
い
︒

③
④
の
變
)
が
睡
虎
地
秦
鯵
の
時
代
ま
で
に
完
了
し
て
い
た
の
は
確
か
だ
が
︑
⑤
の
變
)

の
時
$
は
確
言
で
き
な
い
︒
斗
食
の
官
が
定
額
の
�
俸
を
G
け
取
っ
て
い
る
こ
と
が
í
?

す
る
の
は
︑
居
E
・
敦
煌
鯵
に
お
い
て
で
あ
り
︑
遲
く
と
も

漢
後
K
$
に
は
︑
斗
食
も

い
わ
ば
﹁
�
秩
﹂
の
仲
閒
入
り
を
し
て
い
た
︒
先
に
述
べ
た
と
お
り
︑
時
代
が
影
る
に

從
っ
て
よ
り
下
i
の
官
�
も
﹁
�
秩
﹂
と
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
︒﹃
漢
書
﹄
外
戚
傳
に
見
え

る
元
�
$
の
女
官
の
等
i
で
は
︑
﹁
百
石
︱
�
秩
斗
食
﹂
と
い
う
區
分
に
な
り
︑
�
秩
と
百

石
と
が
分
離
し
て
い
る
の
は
︑
こ
う
し
た
變
)
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

だ
が
一
方
で
︑

漢
後
K
$
以
影
に
お
い
て
も
な
お
︑
�
秩
と
斗
食
が
對
置
さ
れ
る
場

合
が
あ
る
︒
例
え
ば
尹
灣
漢
鯵
の
﹁
集
Ý
﹂
(Y
M
6D
1)
で
は
︑
縣
の
�
員
の
總
計
が
︑

令
七
人
︑
長
十
五
人
︑
相
十
八
人
︑
丞
卌
四
人
︑
尉
卌
三
人
︑
�
秩
卅
人
︑
斗
食
五
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稍食：府@以下。成績・勤務日數に應じた荏給

▲ 一日當たりの額を固定し、序列)③

斗食―參食―四食―…

秩と�食が分離し④、

▲

斗食は秩祿の一等iに變)

斗食―佐


�ごとに一定額を荏給⑤

▲ =斗食以下の「�秩」)

�祿 (祿邑・祿田)：士以上

▲

年額による序列)①

三百石……二百石……百石

�ごとに荏給②

▲

……三百石―二百石―百石―斗食―佐


=百官G奉例に見える體系の成立⑥

�割り・日割り荏給年額での荏給

表 4 秩祿制度の展開



百
一
人
︑
佐
使
亭
長
千
一
百
八
十
二
人
︑
凡
千
八
百
卌
人
︒

と
記
さ
れ
︑
こ
こ
で
の
﹁
�
秩
﹂
は
?
ら
か
に
百
石
以
上
の
官
�
を
指
し
て
い
る
︒
居
E
漢
鯵
に
見
え
る
い
く
つ
か
の
例
︑
例
え
ば
︑

張
掖
居
E
甲
渠
塞
�
秩
士
�
︑
公
乘
︑
段
ï
︒
中
勞
一
歲
八
�
廿
日
︑
能
書
會
計
︑
治
官
民
︑
頗
知
律
令
︒
�
︒
(

・

)

57

6

張
掖
郡
居
E
縣
甲
渠
塞
の
�
秩
士
�
︑
公
乘
の
段
ï
︒
勤
務
日
數
は
一
年
八
ヶ
�
と
二
〇
日
で
︑
書
と
計
算
に
優
れ
︑
官
民
を
治
め
て
︑

律
令
の
知
識
も
あ
り
︒
�
官
︒

の
﹁
�
秩
士
�
﹂
や
﹁
�
秩
候
長
﹂
(

・

な
ど
)
も
︑

160

11

甲
渠
塞
百
石
士
�
︑
居
E
安
國
里
︑
公
乘
︑
馮
匡
︑
年
卅
二
歲
︒
始
円
國
天
鳳
上
戊
六

(E
.P
.T
68
:4)

甲
渠
塞
の
百
石
士
�
︑
居
E
縣
安
國
里
出
身
︑
公
乘
の
馮
匡
︑
年
は
三
二
歲
︒
始
円
國
天
鳳
上
戊
六
⁝
⁝

と
あ
る
例
が
示
す
と
お
り
︑﹁
百
石
﹂
と
同
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
斗
食
が
す
で
に
一
定
の
年
祿
を
G
け
取
る
よ
う
に
な
っ
た
後
で
も
︑﹁
�

秩=

百
石
﹂
と
い
う
連
想
は
根
強
く
存
在
し
︑﹁
�
秩
﹂
の
語
は
百
石
の
地
位
を
指
す
呼
稱
と
し
て
も
使
わ
れ
續
け
た
の
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り

﹁
�
秩
﹂
は
﹁
一
定
の
年
祿
を
G
け
取
る
者
﹂
と
﹁
百
石
の
官
�
﹂
と
い
う
︑
二
重
の
c
味
を
持
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
︒

お

わ

り

に

︱
︱
｢�
﹂﹁
冗
﹂
の
�
滅

�
後
に
本
論
の
�
旨
を
ま
と
め
つ
つ
︑
殘
さ
れ
た
問
題
と
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
︒

秦
か
ら
漢
初
に
か
け
て
下
層
の
官
�
︑
具
體
�
に
は
佐
・
@
レ
ベ
ル
の
役
人
た
ち
の
中
に
は
︑
一
ヶ
�
を
單
位
に
し
て
輪
番
で
勤
務
す
る
者

が
お
り
︑
彼
ら
に
は
そ
の
上
番
$
閒
に
の
み
報
酬
が
荏
拂
わ
れ
た
︒
こ
れ
に
對
し
︑
百
石
以
上
の
官
�
に
は
一
定
額
の
年
祿
が
荏
拂
わ
れ
︑
彼

ら
は
﹁
�
秩
﹂
と
呼
ば
れ
た
︒﹃
@
記
﹄
六
國
年
表
︑
秦
孝
公
一
三
年

(
三
四
九
)
條
の
︑
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初
爲
縣
�
秩
@
︒

初
め
て
縣
の
�
秩
の
@
を
爲
る
︒

は
︑
縣
に
置
か
れ
た
書
記
の
な
か
に
︑
常
時
勤
務
に
就
き
︑
年
祿
を
G
け
取
る
者
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
を
c
味
し
て
い
よ
う
︒

た
だ
し
�
秩
の
官
�
も
︑
高
齡
に
な
る
と
輪
番
勤
務
が
¸
め
ら
れ
た
︒
そ
の
際
︑
高
齡
の
官
�
に
も
依
然
と
し
て
年
祿
が
荏
給
さ
れ
た
の
か
︑

一
年
一
ヶ
�
-
度
の
勤
務
で
仕
事
に
荏
障
を
來
さ
な
か
っ
た
の
か
︑
い
く
つ
か
í
然
と
し
な
い
問
題
が
殘
る
︒
た
だ
後
者
の
疑
問
に
つ
い
て
は
︑

里
耶
秦
鯵
か
ら
知
ら
れ
た
事
實
︑
す
な
わ
ち
秦
代
の
陽
陵
縣
に
は
複
數
の
﹁
守
丞
﹂
(�
官
代
理
︒
縣
丞
の
秩
祿
は
三
百
～
四
百
石
︒)
が
同
時
に
存

在
し
て
お
り
︑
彼
ら
が
持
ち
回
り
で
勤
務
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る

[高
村
二
〇
〇
八
︑
第
三
部
第
三
違
︑
三
一
二
～
三
一
六
頁
]
こ
と
を
指

摘
し
て
お
き
た
い
︒
秦
か
ら
漢
初
に
お
け
る
官
�
任
命
の
實
態
や
勤
務
形
態
に
つ
い
て
は
︑
な
お
も
檢
討
の
餘
地
が
あ
る
︒
さ
ら
に
こ
う
し
た

高
齡
者
へ
の
特
例
措
置
が
︑
果
た
し
て
何
時
ま
で
存
續
し
た
の
か
も
︑
後
考
に
俟
た
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
︒

や
が
て
斗
食
︑
さ
ら
に
は
佐
@
ク
ラ
ス
の
官
�
に
も
一
定
額
の
年
祿
が
荏
拂
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑﹁
�
秩
﹂
の
中
に
取
り
Å
ま
れ
る
︒
こ

の
こ
と
は
︑
彼
ら
の
輪
番
勤
務
が
な
く
な
り
︑
繼
續
し
て
勤
務
す
る
の
が
常
態
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
同
時
に
示
し
て
い
よ
う
︒
漢
代
の
典
籍

@
料
に
は
﹃
續
漢
書
﹄
輿
�
志
の
﹁
賤

(踐
)
�
小
@
﹂
を
唯
一
の
例
外
と
し
て
︑
官
�
の
輪
番
勤
務
を
窺
わ
せ
る
記
事
が
存
在
し
な
い
︒
官

�
の
勤
務
形
態
を
指
す
語
と
し
て
﹁
冗
﹂
﹁
�
﹂
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
殆
ど
な
く
な
り
︑﹁
�
﹂
は
一
般
民
に
よ
る
徭
役
義
務
へ
の
輪
番
就
役

に
つ
い
て
專
ら
用
い
ら
れ
る
語
と
な
っ
た
︒
そ
れ
に
È
い
︑﹁
�
﹂
の
對
に
な
る
k
語
と
し
て
﹁
冗
﹂
字
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
な
り
︑

﹁
冗
官
﹂
や
﹁
冗
食
﹂
の
c
味
內
容
も
變
)
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

斗
食
や
佐
@
の
﹁
�
秩
)
﹂
が
起
こ
っ
た
時
$
は
定
か
で
な
く
︑

漢
後
K
$
頃
ま
で
に
︑
す
な
わ
ち
居
E
・
敦
煌
漢
鯵
の
時
代
ま
で
に
そ

の
變
)
は
生
じ
た
も
の
と
︑
ご
く
大
雜
把
に
推
測
し
て
お
く
他
な
い
︒
た
だ
し
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
︑
二
年
律
令
に
見
え
る
漢
初
の
秩
祿

制
度
が
︑
從
來
知
ら
れ
て
い
た
も
の
と
大
き
く
相
�
し
て
お
り
︑
そ
の
後
に
か
な
り
改
變
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
�
た
る
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も
の
が
﹁
宦
皇
�
者

︱
︱
皇
�
に
宦
た
る
者
︱
︱
﹂
の
存
在
で
あ
ろ
う
︒

二
年
律
令
の
中
で
し
ば
し
ば
﹁
�
﹂
と
竝
置
さ
れ
る
﹁
宦
皇
�
者
﹂
(皇
�
の
·
臣
︑
具
體
�
に
は
郞
中
や
謁
者
な
ど
を
指
す
)
に
は
︑
未
だ
?
確

な
秩
祿
が
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
當
初
は
秩
祿
に
よ
る
職
階
�
O
の
枠
外
に
置
か
れ
て
い
た
こ
れ
ら
側
·
官
に
は
︑﹃
漢
書
﹄
百
官
表
で

は
﹁
比
～
石
﹂
と
い
う
秩
が
與
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
︑
二
年
律
令
の
時
代
以
影
︑﹁
宦
皇
�
者
﹂
の
地
位
は
旣
存
の
秩
祿
ヒ
エ
ラ
ル

ヒ
ー
に
﹁
比
せ
ら
れ
る
﹂
か
た
ち
で
︑
そ
の
中
に
取
り
Å
ま
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

[閻
步
克
二
〇
〇
三
]︒﹁
宦
皇
�
者
﹂
が
元
來
︑

如
何
な
る
か
た
ち
で
報
酬
を
G
け
取
っ
て
い
た
の
か
は
定
か
で
な
い
が
︑
漢
初
の
瓜
治
機
�
は
︑
そ
の
す
べ
て
が
官
僚
制
�
に
組
織
さ
れ
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
︑
こ
の
事
實
は
示
し
て
い
る
︒
本
稿
で
論
じ
た
斗
食
・
佐
@
の
�
秩
)
も
ま
た
︑
官
僚
組
織
の
擴
大
と
閏
實

︱
︱

閻
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
“﹁
祿
秩
﹂
の
擴
大
”
︱
︱

の
中
の
︑
一
つ
の
現
象
で
あ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

【
�
獻
略
稱
一
覽
︼

『睡
虎
地
﹄：
睡
虎
地
秦
墓
竹
鯵
整
理
小
組
﹃
睡
虎
地
秦
墓
竹
鯵
﹄
(
�
物
出
版
社
︑
一
九
九
〇
)

『張
家
山
﹄：
張
家
山
二
四
七
號
漢
墓
竹
鯵
整
理
小
組
﹃
張
家
山
漢
墓
竹
鯵
︹
二
四
七
號
墓
︺﹄
(
�
物
出
版
社
︑
二
〇
〇
一
)

『張
家
山
譯
6
﹄：
冨
谷
至
ø
﹃
江
陵
張
家
山

號
漢
墓
出
土
漢
律
令
の
硏
究
﹄
譯
6
´
(ù
友
書
店
︑
二
〇
〇
六
)

247

『二
年
律
令
﹄：
武
漢
大
學
鯵
帛
硏
究
中
心
・
荊
州
½
物
館
・
早
稻
田
大
學
長
江
液
域
�
)
硏
究
4
﹃
二
年
律
令
與
奏
讞
書
﹄
(上
海
古
籍
出
版

社
︑
二
〇
〇
七
)

『里
耶
①
﹄：
陳
洩
+
ø
﹃
里
耶
秦
鯵
牘
校
釋

(第
一
卷
)
﹄
(武
漢
大
學
出
版
社
︑
二
〇
一
二
)
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【引
用
�
獻
一
覽
︼

(日
�
)

大
川
俊
隆

二
〇
〇
四

｢秦
鯵
﹁
膚
﹂
字
考
﹂﹃
中
國
思
想
に
お
け
る
身
體
・
自
然
・
信
仰
︱
︱
謁
出
祥
伸
先
生
ý
休
記
念
論
集
﹄
(東
方

書
店
)

白
川

靜

一
九
九
四

『字
瓜
﹄
�
3
版

(Á
凡
社
)

佐
原
康
夫

一
九
九
一

｢漢
長
安
城
未
央
宮
三
號
円
築
þ
址
に
つ
い
て
﹂﹃
@
林
﹄
第
七
四
卷
第
一
號

專
修
大
學

『二
年
律
令
﹄
硏
究
會

二
〇
〇
八

｢張
家
山
漢
鯵

『二
年
律
令
﹄
譯
6
(一
一
)
︱
︱
秩
律
・
@
律
︱
︱
﹂
(﹃
專
修
@
學
﹄

第
四
五
號
)

高
村
武
幸

二
〇
〇
八

『漢
代
の
地
方
官
�
と
地
域
社
會
﹄
(汲
古
書
院
)

濱
口
重
國

一
九
六
六

『
秦
漢
隋
(
@
の
硏
究
﹄
(東
京
大
學
出
版
會
)

a

濱
口
重
國

一
九
六
六

『(
王
'
の
賤
民
制
度
﹄
(東
洋
@
硏
究
會
)

b

廣
瀨
薰
雄

二
〇
一
〇

『秦
漢
律
令
硏
究
﹄
(汲
古
書
院
)

宮
宅




二
〇
〇
六

｢�
$
勞
役
𠛬
體
系
の
形
成

︱
︱
｢二
年
律
令
﹂
に
見
え
る
漢
初
の
勞
役
𠛬
を
手
が
か
り
に
し
て
︱
︱
﹂﹃
東
方

學
報
﹄
京
都

第
七
八
册
︑
の
ち
宮
宅
二
〇
一
一
に
收
錄
︒

宮
宅




二
〇
〇
九

｢秦
漢
時
代
の
�
字
と
識
字
︱
︱
竹
鯵
・
木
鯵
か
ら
み
た
﹂
冨
谷
至
ø
﹃
漢
字
の
中
國
�
)
﹄
(昭
和
堂
)

宮
宅




二
〇
一
一

『中
國
古
代
𠛬
制
@
の
硏
究
﹄
(京
都
大
學
學
k
出
版
會
)

籾
山

?

一
九
八
二

｢秦
の
隸
屬
身
分
と
そ
の
起
源

︱
︱
隸
臣
妾
問
題
に
寄
せ
て
︱
︱
﹂﹃
@
林
﹄
第
六
五
卷
第
六
號

山
田
~
芳

一
九
九
八

｢秦
漢
代
手
工
業
の
展
開

︱
︱
秦
漢
代
工
官
の
變


か
ら
考
え
る
︱
︱
﹂﹃
東
洋
@
硏
究
﹄
第
五
六
卷
第
四
號
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兪

洩
超

一
九
九
四

『中
國
古
代
の
社
會
と
集
團
﹄
(雄
山
閣
出
版
)

(鈴
木
敦
譯
)

鷲
尾
祐
子

二
〇
〇
五

｢�
卒
に
つ
い
て
﹂﹃
中
國
古
代
@
論
叢
﹄
續
集

渡
邊
信
一
郞

一
九
九
四

『
中
國
古
代
國
家
の
思
想
�
O
﹄
(校
倉
書
�
)

渡
邊
信
一
郞

二
〇
一
〇

『
中
國
古
代
の
財
政
と
國
家
﹄
(汲
古
書
院
)

(中
�
)

曹

旅
寧

二
〇
〇
二

『秦
律
怨
探
﹄
(中
國
社
會
科
學
出
版
社
)

曹

旅
寧

二
〇
〇
五

『張
家
山
漢
律
硏
究
﹄
(中
華
書
局
)

陳

夢
家

一
九
六
三

｢漢
鯵
4
見
奉
例
﹂﹃
�
物
﹄
一
九
六
三
年
第
五
$
︑
の
ち
﹃
漢
鯵
綴
述
﹄
(中
華
書
局
︑
一
九
八
〇
)
に
收
錄
︒

陳

洩

二
〇
一
〇

｢
鯵
牘
å
料
4
見
西
漢

$
�
“
卒
�
”﹂﹃
中
國
@
硏
究
﹄
二
〇
一
〇
年
第
三
$

荊
州
½
物
館

二
〇
〇
八

｢
湖
北
荊
州
紀
南
松
柏
漢
墓
發
掘
鯵
報
﹂﹃
�
物
﹄
二
〇
〇
八
年
第
四
$

彭

浩

二
〇
〇
四

｢談
︽
二
年
律
令
︾
中
²
種
律
�
分
類
與
ø
連
﹂﹃
出
土
�
獻
硏
究
﹄
第
六
輯

裘

錫
圭

一
九
八
一

｢漢
鯵
零
拾
﹂﹃
�
@
﹄
第
一
二
輯

a

裘

錫
圭

一
九
八
一

｢
嗇
夫
初
探
﹂﹃
雲
夢
秦
鯵
硏
究
﹄
(中
華
書
局
)

b

閻

步
克

一
九
九
九

｢略
談
漢
代
祿
秩
等
i
制
�
特
質
3
傾
向
﹂﹃
杭
州
師
範
學
院
學
報
﹄
一
九
九
九
年
第
一
$
︑
の
ち
﹃
樂
官
與
@
官

傳
瓜
政
治
�
)
與
政
治
制
度
論
集
﹄
(三
聯
書
店
︑
二
〇
〇
一
)
に
收
錄
︒

閻

步
克

二
〇
〇
〇

｢從
稍
食
到
�
俸

戰
國
秦
漢
祿
秩
等
i
制
怨
探
﹂﹃
學
k
界
﹄
二
〇
〇
〇
年
第
二
$
︑
の
ち
﹃
樂
官
與
@
官

傳

東 方 學 報
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瓜
政
治
�
)
與
政
治
制
度
論
集
﹄
(三
聯
書
店
︑
二
〇
〇
一
)
に
收
錄
︒

閻

步
克

二
〇
〇
三

｢論
張
家
山
漢
鯵
︽
二
年
律
令
︾
中
�
“
宦
皇
�
”﹂﹃
中
國
@
硏
究
﹄
二
〇
〇
三
年
第
三
$

楊

振
紅

二
〇
〇
八

｢秦
漢
鯵
中
�
“
冗
”︑“
�
”
與
供
役
方
式
︱
︱
從
︽
二
年
律
令
・
@
律
︾
談
起
﹂﹃
鯵
帛
硏
究
二
〇
〇
六
﹄
(廣

西
師
範
大
學
出
版
社
)

臧

知
非

二
〇
〇
四

｢從
張
家
山
漢
鯵
看
“
�
爲
�
卒
”
�
理
解
問
題
﹂﹃
蘇
州
大
學
學
報
﹄
(哲
社
版
)
二
〇
〇
四
年
第
六
$

張

春
龍

二
〇
〇
九

｢湘
西
里
耶
秦
鯵

-

號
﹂﹃
鯵
帛
﹄
第
四
輯

8

455

中
國
社
會
科
學
院
考
古
硏
究
4

一
九
九
六

『漢
長
安
未
央
宮

1980～
89
年
考
古
發
掘
報
吿
﹄
(中
華
大
百
科
�
書
出
版
社
)

朱

林
紅

二
〇
〇
八

『張
家
山
漢
鯵
︽
二
年
律
令
︾
硏
究
﹄
(黑
龍
江
人
民
出
版
社
)

朱

江
松

二
〇
〇
九

｢罕
見
�
松
柏
漢
代
木
牘
﹂﹃
荊
州
重
�
考
古
發
現
﹄
(
�
物
出
版
社
)

(歐
�
)

フ
ル
ス
ウ
ェ

(H
ulsew
é,A
nthony
F
.P
.)
一
九
八
五

R
em
n
an
ts
of
C
h
’in
L
aw
.
(L
eiden
:B
rill).

�(

)

公
卿
以
下
至
縣
三
百
石
長
"
從
︑
置
門
下
五
�
・
*
曹
・
督
盜
*
功
曹
︑
皆
帶
劒
︑

1

三
車
"
︒
⁝
⁝
璅
弩
車

伍
伯
︑
公
八
人
︑
中
二
千
石
・
二
千
石
・
六
百
石
皆
四

人
︑
自
四
百
石
以
下
至
二
百
石
皆
二
人
︒
黃
綬
︑
武
官
伍
伯
︑
�
官
辟
車
︒
鈴

下
・
侍
閤
・
門
蘭
・
部
署
・
街
里
走
卒
︑
皆
�
-
品
︑
多
少
隨
4
典
領
︒
(﹃
續
漢

書
﹄
輿
�
志
上
)

(

)

,
永
Á
・
違
和
中
︑
州
郡
以
走
卒
錢
給
貸
貧
人
︒
(6
︑
⁝
⁝
此
言
錢
者
︑
令
其

2

出
å
錢
︑
不
役
其
身
也
︒)
(﹃
後
漢
書
﹄
-
詡
傳
)

(

)

今
人
謂
兵
爲
戶
長
︑
亦
曰
火
長
︒
崔
�
古
今
6
︑
伍
伯
︑
一
伍
之
伯
也
︒
五
人
爲

3

伍
︑
五
長
爲
伯
︑
故
稱
伍
伯
︒
(﹃
日
知
錄
﹄
卷
二
五
﹁
火
長
﹂)
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(

)

華
松
家
本
孤
.
︑
其
母
夜
夢
兩
伍
伯
夾
門
︑
言
司
隸
在
此
︒
(謝
承
﹃
後
漢
書
﹄)

4(

)

昭
武
騎
士
益
廣
里
王
彊
︱
︒
屬
千
人
0
・
五
百
偃
・
士
�
壽
︒
(

・

)

5

560

13

昭
武
縣
出
身
の
騎
士
︑
益
廣
里
の
王
彊
︒
千
人
0
・
五
百

(=

伍
伯
)
偃
・
士

�
壽
の
部
1
に
4
屬
︒

(

)

今
時
伍
伯
緹
衣
︑
古
兵
�
之
þ
色
也
︒
(﹃
周
禮
﹄
春
官
・
司
�
6
)

6(

)

緹
騎
二
百
人
︒
本
6
曰
︑
無
秩
︑
比
�
食
奉
︒
(﹃
續
漢
書
﹄
百
官
志
四
執
金
吾

7

條
)

(

)


6
參
照
︒

8(

)

𠛬
徒
の
勞
役
も
﹁
徭
﹂
と
呼
ば
れ
た
︒
宮
宅
二
〇
一
一
︑
二
七
三
頁
︑
6
二
四
參

9

照
︒

(

)

『張
家
山
﹄
は
﹁
踐
�
□
□
﹂
と
︑
釋
讀
で
き
な
い
�
字
が
二
つ
あ
る
と
す
る
が
︑

10

﹃
張
家
山
譯
6
﹄
が
夙
に
指
摘
す
る
と
お
り
︑
圖
版
を
見
る
限
り
︑
�
字
の
痕
跡

は
な
く
︑
そ
も
そ
も
そ
れ
が
記
さ
れ
る
ス
ペ
ー
ス
が
存
在
し
な
い
︒
彭
浩
二
〇
〇

四
は
︑

鯵
が
﹁
踐
�
﹂
で
5
わ
る
と
し
た
上
で
︑
そ
れ
は

鯵
︑

485

103

皆
令
監
臨
庳

(卑
)
官
︑
而
勿
令
坐
官
︒

に
續
い
て
ゆ
く
と
い
う
怨
配
列
を
提
案
し
︑﹃
二
年
律
令
﹄︑
陳
洩
二
〇
一
〇
は
こ

れ
に
從
っ
て
い
る
︒
確
か
に
﹁
踐
�
﹂
の
後
に
は
�
役
場
4
を
示
す
語
句
が
來
る

べ
き
で
あ
り
︑
彭
浩
の
怨
配
列
は
そ
の
點
で
は
說
得
力
を
持
つ
も
の
の
︑
そ
の
場

4
と
さ
れ
る
﹁
皆
令
監
臨
庳

(卑
)
官

︱
︱
皆
な
卑
官
を
監
臨
せ
し
む
︱
︱
﹂

が
︑
�
役
場
4
を
指
す
よ
う
な
句
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
︒
一
方
陳
洩
は

﹁
皆
令
監
臨
庳

(卑
)
官
︑
而
勿
令
坐
官
﹂
を
︑
五
百
石
以
下
の
�
が
踐
�
す
る

際
の
勞
働
內
容
︑
條
件
と
解
釋
し
て
い
る

[三
四
頁
]︒
こ
れ
は
官
�
も
い
わ
ゆ

る
﹁
�
卒
﹂
の
徭
役
に
�
す
と
い
う
理
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
︑
後
述
す
る
と

お
り
︑
筆
者
は
こ
の
點
に
お
い
て
衣
な
る
c
見
を
持
つ
︒
結
局
の
と
こ
ろ
︑

鯵
485

は
何
れ
か
の
鯵
に
接
續
し
て
ゆ
く
は
ず
だ
が
︑
そ
の
鯵
は
殘
缺
し
て
い
る
と
考
え

る
の
が
�
も
p
當
で
あ
り
︑
そ
れ
に
基
づ
い
て
譯
出
し
た
︒

(

)

『張
家
山
譯
6
﹄
の
解
釋
に
從
っ
た
︒
一
方
で
︑
專
修
大
學
二
〇
〇
八
は
こ
の
箇

11

4
を
﹁
@
・
卜

(の
學
越
)
を
推
薦
し
よ
う
と
願
い
出
る
場
合
は
︑
上
計
・
脩
法

に
推
薦
さ
せ
る
﹂
(九
二
頁
)
と
譯
す
︒
い
ず
れ
も
﹁
謁
任
@
・
卜
﹂
と
﹁
上
計

脩
法
﹂
に
句
を
分
か
ち
︑
後
者
を
推
薦
の
對
象
な
い
し
は
+
體
と
見
る
も
の
で
あ

る
が
︑
動
詞
を
持
た
な
い
﹁
上
計
脩
法
﹂
の
句
を
そ
う
理
解
す
る
に
は
︑
何
ら
か

の
缺
字
を
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒
暫
く
﹃
張
家
山
譯
6
﹄
の
說
に
從
っ
た
も
の

の
︑
問
題
が
殘
る
部
分
で
あ
る
こ
と
を
附
記
し
て
お
く
︒

(

)

『@
記
﹄
游
俠
列
傳
索
隱
は
﹁
律
說
卒
�
・
踐
�
者
︑
居
縣
中
五
�
乃
�
也
﹂
に

12

作
る
︒

(

)

こ
う
し
た
指
摘
は
︑
後
述
す
る
と
お
り
廣
瀨
二
〇
一
〇
︑
楊
振
紅
二
〇
〇
八
に
お

13

い
て
旣
に
な
さ
れ
て
お
り
︑
鷲
尾
二
〇
〇
五
も
同
樣
の
+
張
を
展
開
す
る
︒
そ
の

一
方
で
渡
邊
二
〇
一
〇
は
︑
廷
@
が
﹁
徭
使
﹂
に
出
て
い
た
例

(﹁
奏
讞
書
﹂
案

例

)
や

漢
時
代
は
丞
相
の
子
す
ら
戍
卒
と
さ
れ
た
こ
と
を
取
り
擧
げ
︑
下
i

21
官
�
は
徭
役
#
發
の
對
象
に
含
ま
れ
て
い
て
︑
踐
�
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
た
任
務

は
︑
あ
く
ま
で
徭
役
の
一
7
で
あ
っ
た
と
+
張
す
る

[一
一
三
～
一
一
四
頁
]︒

だ
が
序
で
述
べ
た
と
お
り
︑
﹁
徭
使
﹂
は
官
�
の
出
張
業
務
を
指
す
語
で
あ
り
︑

ま
た
﹁
丞
相
の
子
﹂
が
戍
卒
と
さ
れ
た
こ
と
は
︑
﹁
官
�
﹂
が
徭
役
の
對
象
と
な

る
こ
と
を
必
ず
し
も
證
?
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
本
�
で
述
べ
る
と
お
り
︑
下
i

官
�
は
徭
役
の
對
象
と
は
な
ら
ず
︑
そ
れ
ら
が
﹁
踐
�
﹂
に
よ
り
果
た
し
た
仕
事

は
︑
彼
ら
の
本
務
で
あ
っ
た
と
考
え
る
︒

(

)

⁝
(
略
)⁝
怨
學
盈
一
歲
︑
乃
爲
復
︑
各
如
其
手
�
︒
⁝
(後
略
)⁝

(二
年
律
令

14

)
279

(

)

復
蜀
・
巴
・
漢
中
・
下
辨
・
故
C
3
雞
粥
中
五
郵
︑
郵
人
勿
令
繇

(徭
)
戍
︑
⁝

15

(後
略
)⁝

(二
年
律
令

)
268

(

)

衞
士
甲
乙
徼
相
傳
︑
甲
夜
畢
︑
傳
乙
夜
︑
相
傳
盡
五
�
︒
(﹃
後
漢
書
﹄
百
官
志
6

16

引
﹃
漢
儀
﹄)

(

)

｢三
老
五
�
﹂
の
﹁
五
�
﹂
の
原
義
に
つ
い
て
は
諸
說
あ
る
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ

17

一
個
の
職
務
名
で
あ
る
﹁
三
老
﹂
と
對
に
な
る
﹁
五
�
﹂
の
﹁
�
﹂
が
︑
助
數
詞

と
し
て
の
c
味
を
持
っ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
︒

(

)

松
柏
漢
鯵
は
荊
州
½
物
館
二
〇
〇
八
︑
朱
江
松
二
〇
〇
九
に
そ
の
一
部
が
公
表
さ

18

東 方 學 報
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れ
て
い
る
︒
こ
れ
を
對
象
と
し
た
論
考
に
は
︑
廣
瀨
二
〇
一
〇
の
他
︑
陳
洩
二
〇

一
〇
が
あ
る
︒

(

)

里
耶
秦
鯵
⑧

は
瓜
一
秦
成
立
後
の
名
稱
變
�
を
列
記
し
た
鯵
と
さ
れ
る
が
︑
そ

19

455

の
第
二
欄
八
︑
九
行
目
に
は
﹁
王
室
曰
縣
官
︒
公
室
曰
縣
官
︒﹂
と
あ
り
︑﹁
王

室
﹂﹁
公
室
﹂
の
語
が
﹁
縣
官
﹂
と
改
め
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

[張
春
龍
二

〇
〇
九
]︒﹃
里
耶
①
﹄
は
﹁
王
室
﹂
を
﹁
王
'
﹂︑﹁
公
室
﹂
を
﹁
君
+
之
家
﹂
と

解
說
す
る
も
の
の
︑
睡
虎
地
秦
鯵
中
に
見
え
る
﹁
公
室
吿
﹂
と
い
う
k
語
が
示
唆

す
る
と
お
り
︑﹁
王
室
﹂﹁
公
室
﹂
の
語
は
單
に
君
王
家
の
成
員
や
そ
の
家
政
機
關

を
指
す
に
止
ま
ら
ず
︑
廣
く
﹁
お
お
や
け
﹂﹁
お
か
み
﹂
を
c
味
す
る
も
の
で
も

あ
る
︒
こ
の
名
稱
變
�
を
經
て
︑﹁
お
か
み
﹂
を
c
味
す
る
﹁
公
﹂
字
は
︑
二
年

律
令
で
は
﹁
縣
官
﹂
に
置
き
奄
え
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
︒
二
年
律
令

に
︑

254

⁝
(略
)⁝
貧
弗
能
賞

(償
)
者
︑
令
居
縣
官
︒
⁝
(略
)⁝

貧
乏
で
辨
償
で
き
な
い
場
合
は
︑
官
衙
で
就
役
さ
せ
る
︒

と
し
て
見
え
る
﹁
居
縣
官
﹂
と
い
う
句
は
睡
虎
地
の
﹁
居
公
﹂
と
同
義
で
あ
り
︑

居
公
と
は
居
縣
官
︑
す
な
わ
ち
﹁
居
作
縣
官
﹂
の
c
で
あ
る
に
相
�
な
い
︒

(

)

こ
の
﹁
冗
﹂
字
を
﹃
張
家
山
﹄﹃
二
年
律
令
﹄
は
﹁
內
﹂
と
釋
す
が
︑﹃
二
年
律

20

令
﹄
が
6
で
觸
れ
る
と
お
り

[一
七
八
頁
︑
6
三
]︑
字
形
は
﹁
冗
﹂
と
す
べ
き

も
の
で
あ
る
︒
楊
振
紅
二
〇
〇
八
も
こ
の
字
を
﹁
冗
﹂
と
釋
讀
す
る
︒

(

)

『張
家
山
譯
6
﹄
は
﹁
□
疾
﹂
が
﹁
錮

(痼
)
疾
﹂
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
す
る

21

(二
六
〇
頁
︑
6

)︒

4

(

)

當
傅
︑
高
不
盈
六
尺
二
寸
以
下
︑
3
天
烏
︑
皆
以
爲
罷
干

(癃
)︒
(二
年
律
令

22

)
363

(

)


6
に
引
用
し
た
二
年
律
令

︑
お
よ
び
睡
虎
地
秦
鯵
の
�
の
記
事
︑

23

363

�
敖
越
︑
3
占
干

(癃
)
不
審
︑
典
・
老
贖
耐
︒
⁝
⁝
●
傅
律

(秦
律
雜
抄
32

～

)
33

は
︑
傅
籍
の
際
に
﹁
罷
癃
﹂
か
否
か
の
申
吿
が
な
さ
れ
︑
そ
の
¸
定
に
一
定
の
基

準
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
ま
た
松
柏
漢
鯵
に
は
﹁
南
郡
罷
干
Ý
﹂
と
い

う
標
題
を
持
つ
︑
南
郡
配
下
の
各
縣
に
何
人
の
﹁
罷
癃
﹂
が
お
り
︑
そ
の
う
ち
何

人
が
﹁
可
事
﹂
な
の
か
を
總
計
し
た
帳
Ý
が
見
え
る
︒

(

)

二
年
律
令

～

で
﹁
罷
癃
﹂
は
﹁
睆
老
﹂
竝
み
と
し
て
J
わ
れ
て
い
る
が
︑
六

24

408

409

十
二
歲
以
上
の
老
人
で
あ
る
睆
老

(二
年
律
令

)
は
︑
專
ら
﹁
邑
中
の
事
﹂
に

357

當
て
ら
れ
る
等
︑
徭
役
�
擔
の
輕
減
を
享
G
し
て
い
た
︒

(

)

身
體
障
É
者
と
そ
の
使
役
が
帶
び
る
﹁
生
活
保
護
﹂
と
し
て
の
側
面
に
つ
い
て
は
︑

25

籾
山
二
〇
〇
六
︑
二
七
一
頁
︑
6
六
︑
宮
宅
二
〇
一
一
︑
三
五
二
頁
參
照
︒
法
律

答
問

の
︑

133
罷
干

(癃
)
守
官
府
︑
¹
而
得
︑
得
比
公
蛉

(癃
)
不
得
︒
得
比
焉
︒

な
ど
が
︑
罷
癃
に
よ
る
�
役
の
具
體
例
と
し
て
擧
げ
ら
れ
る
︒

(

)

『@
記
﹄﹃
漢
書
﹄
6
に
引
か
れ
た
﹁
律
說
﹂
に
は
﹁
卒
�
者
︑
居
也
︒
居
�
縣
中
︑

26

五
�
乃
�
也
︒
後
從
尉
律
︑
卒
踐
�
一
�
︑
休
十
一
�
也
︒﹂
と
あ
る

(﹃
@
記
﹄

游
俠
列
傳
集
解
4
引
︑
﹃
漢
書
﹄
昭
�
紀
6
4
引
︒
渡
邊
二
〇
一
〇

[八
一
頁
]

の
校
訂
に
從
い
︑
字
句
を
修
正
︒)
︒
こ
れ
に
據
る
と
︑
五
ヶ
�
經
っ
た
ら
一
ヶ
�

踐
�
す
る
︑
す
な
わ
ち
か
つ
て
は
六
8
代
制
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒

(

)

｢致
﹂
は
物
品
5
G
の
證
據
書
類
や
�
行
證
な
ど
の
證
?
書
類
を
指
す

[裘
錫
圭

27

一
九
八
一

︑
二
三
～
二
四
頁
]
︒
こ
の
場
合
は
︑
歸
6
に
使
用
す
る
も
の
と
し

a

て
Y
付
さ
れ
る
�
行
證
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒

(

)

里
耶
秦
鯵
に
は
﹁
冗
戍
士
五

(
伍
)﹂
(
⑧

666+

⑧

2006)
と
い
っ
た
呼
稱
に

28

對
し
て
︑﹁
�
戍

(の
某
)﹂
と
い
う
句
が
見
え

(⑧
143
︑
⑧

149︑
⑧

694)︑

戍
卒
に
﹁
冗
﹂
と
﹁
�
﹂
の
別
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

(

)

引
用
は
中
國
社
會
科
學
院
考
古
硏
究
4
一
九
九
六
に
據
る
︒

29(

)

骨
器
の
な
か
に
は
﹁
�
工
﹂
の
語
が
見
え
る
も
の

(3
:08506)
も
あ
る
が
︑
當

30

該
の
箇
4
は
﹁
⁝
⁝
作
府
嗇
夫
猜
留
工
�
工
丁
向
O
甲
﹂
と
續
き
︑
﹁
⁝
⁝
︑
工

の
�
︑
工
の
丁
・
向
︑
⁝
⁝
﹂
と
︑﹁
�
﹂
を
人
名
に
讀
む
べ
き
も
の
か
と
思
わ

れ
る
︒
た
だ
し
そ
の
場
合
︑
﹁
工
﹂
と
い
う
7
書
き
が
二
度
繰
り
«
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
︑
他
に
は
見
え
な
い
書
式
と
な
る
︒
暫
く
後
考
を
俟
ち
た
い
︒

一
方
︑﹁
十
三
年
上
郡
守
壽
戈
﹂
に
は
﹁
工
�
長
刈
﹂
と
い
う
工
人
名
が
見
え

(﹃
秦
�
字
集
證
﹄
四
〇
頁
)
︑
別
の
時
代

(昭
襄
王
十
三
年

(
二
九
四
))・
地

漢代官僚組織の�下層
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域
の
も
の
な
が
ら
︑
工
人
が
輪
番
を
組
ん
で
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
︒

(

)

本
�
に
引
用
し
た
骨
器
で
﹁
工
﹂
で
あ
っ
た
安
世
は
︑
二
年
後
の
始
元
四
年
の
紀

31

年
を
持
つ
も
の

(3
:06449)
で
は
﹁
冗
工
﹂
と
し
て
そ
の
名
が
見
え
る
︒

(

)

｢膚
﹂
は
﹁
慮
﹂
に
�
じ
︑﹁
は
か
る
﹂﹁
審
査
す
る
﹂
の
c

[大
川
二
〇
〇
四
]︒

32(

)

｢罰
～
二
�
﹂
を
︑
先
行
す
る
﹁
賜
～
日
三
旬
﹂
と
對
應
す
る
も
の
と
し
て
譯
出

33

し
た
︒﹃
睡
虎
地
﹄
も
同
樣
の
解
釋
を
�
る
︒
た
だ
し
こ
れ
を
秦
鯵
中
の
﹁
貲
～

�
﹂
と
同
じ
表
現
と
見
な
す
な
ら
︑
二
ヶ
�
分
の
�
役

(な
い
し
は
そ
れ
に
相
當

す
る
金
錢
)
を
課
す
c
味
と
な
る
︒
こ
こ
で
は
﹁
貲
﹂﹁
罰
﹂
の
使
い
分
け
を
c

味
あ
る
も
の
と
考
え
︑

者
の
考
え
を
�
っ
た
︒

(

)

｢
皁
嗇
夫
﹂
は
�
の
秦
律
雜
抄
に
見
え
る
︒

34

膚
�
乘
馬
︑
篤
苅

(
胔
)︑
3
不
會
膚
$
︑
貲
各
一
盾
︒
馬
勞
課
殿
︑
貲
廏
嗇

夫
一
甲
︑
令
・
丞
・
佐
・
@
各
一
盾
︒
馬
勞
課
殿
︑
貲
皁
嗇
夫
一
盾
︒
(秦
律

雜
抄

～

)

29

30

�
の
乘
馬
を
檢
査
し
た
と
こ
ろ
非
常
に
痩
せ
て
い
た
場
合
︑
3
び
檢
査
の
$

日
に
閒
に
合
わ
な
か
っ
た
場
合
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
貲
一
盾
︒
馬
が
疲
れ
て
い
て

¢
定
が
�
下
等
で
あ
れ
ば
︑
廏
嗇
夫
は
貲
一
甲
︑
令
・
丞
・
佐
・
@
は
そ
れ

ぞ
れ
一
盾
︒
馬
が
疲
れ
て
い
て
¢
定
が
�
下
等
で
あ
れ
ば
︑
皁
嗇
夫
は
貲
一

盾
︒

『睡
虎
地
﹄
は
﹁
篤
﹂
を
﹁
馬
の
步
み
が
遲
い
こ
と
﹂
と
解
釋
す
る
が
︑
馬
の
飼

育
狀
況
に
關
す
る
檢
査
で
︑
そ
の
走
る
8
度
ま
で
考
課
の
對
象
と
さ
れ
る
の
か
︑

疑
わ
し
い
︒
フ
ル
ス
ウ
ェ
に
從
い
︑﹁
篤
く
﹂
と
讀
ん
だ

[フ
ル
ス
ウ
ェ
一
九
八

五
︑
一
一
四
頁
]︒
ま
た
﹃
睡
虎
地
﹄
は
﹁
馬
勞
﹂
を
﹁
馬
�
役
�
勞
績
﹂
と
す

る
︒
確
か
に
﹁
勞
﹂
は
官
�
の
勤
務
¢
定
に
關
わ
る
k
語
だ
が
︑
そ
れ
は
單
な
る

功
績
︑
功
勞
で
は
な
く
﹁
勤
務
日
數
﹂
で
あ
り
︑
そ
れ
が
馬
の
¢
定
に
も
用
い
ら

れ
る
と
は
考
え
に
く
い
︒﹃
睡
虎
地
﹄
が
6
に
擧
げ
る
或
說
に
從
っ
た
︒

こ
こ
で
は
﹁
馬
勞
課
殿
﹂
が
二
度
繰
り
«
さ
れ
︑
廏
嗇
夫
と
皁
嗇
夫
へ
の
處
罰

が
別
々
に
擧
げ
ら
れ
お
り
︑
そ
の
理
由
が
解
し
に
く
い
︒﹃
睡
虎
地
﹄
は
皁
嗇
夫

が
飼
育
を
管
Q
し
︑
廏
嗇
夫
は
養
馬
�
體
の
責
任
者
で
あ
っ
た
と
す
る
が
︑
直
接

責
任
者

(
皁
嗇
夫
)
の
罪
が
監
督
者

(廏
嗇
夫
)
の
罪
よ
り
輕
い
と
い
う
の
は
あ

り
得
な
い
︒
皁
嗇
夫
・
廏
嗇
夫
︑
さ
ら
に
本
�
に
擧
げ
た
條
�
で
﹁
皁
﹂
と
共
に

現
れ
る
田
嗇
夫
の
相
互
關
係
︑
職
務
分
擔
に
つ
い
て
は
不
?
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒

(

)

『(
六
典
﹄
秘
書
省
卷
十
靈
臺
郞
條
に
引
か
れ
た
﹃
漢
官
﹄
で
は
﹁
靈
臺
員
�
十

35

三
人
︑
靈
臺
待
韶

(詔
)
四
十
二
人
︒﹂
と
し
て
︑
待
詔
を
員
�
か
ら
除
外
し
て

い
る
︒

(

)

太
@
待
詔
三
十
七
人
︑
其
六
人
治
曆
︑
三
人
龜
卜
︑
⁝
⁝

(﹃
續
漢
書
﹄
百
官
志

36

二
6
引
﹃
漢
官
﹄)

(

)

怨
工
初
工
事
︑
一
歲
K
紅

(功
)
︑
其
後
歲
賦
紅

(功
)
與
故
等
︒
工
師
善
敎
之
︑

37

故
工
一
歲
而
成
︑
怨
工
二
歲
而
成
︒
能
先
$
成
學
者
謁
上
︑
上
且
�
以
賞
之
︒
盈

$
不
成
學
者
︑
籍
書
而
上
內
@
︒

均
工

(秦
律
十
八
種

～

)

111

112

｢
怨
工
﹂
が
工
の
仕
事
を
始
め
る
と
き
に
は
︑
一
年
閒
で
K
分
の
作
業
量
で
よ

い
︒
そ
の
後
は
每
年
﹁
故
工
﹂
と
同
じ
仕
事
量
が
課
せ
ら
れ
る
︒
工
師
が
上
手

に
敎
え
れ
ば
︑﹁
故
工
﹂
は
一
年
で
︑﹁
怨
工
﹂
は
二
年
で
も
の
に
な
る
︒
豫
定

よ
り
も
早
く
Æ
熟
で
き
た
者
は
上
i
に
報
吿
さ
れ
︑
報
償
が
與
え
ら
れ
る
︒
豫

定
の
$
日
に
な
っ
て
も
Æ
熟
で
き
な
か
っ
た
者
は
︑
リ
ス
ト
に
記
さ
れ
て
內
@

に
報
吿
さ
れ
る
︒

(

)

□
□
工
事
縣
官
者
復
其
戶
而
各
其
工
︒
大
數
瓦

(:
)
取
上
手
什

(
十
)
三
人

38

爲
復
︑
丁
女
子
各
二
人
︑
它
各
一
人
︑
勿
筭

(算
)
乾

(徭
)
賦
︒
家
毋
當
乾

(徭
)
者
︑
得
復
縣
中
它
人
︒
縣
復
而
毋
復
者
︑
得
復
官
在
4
縣
人
︒
怨
學
盈
一

歲
︑
乃
爲
復
︑
各
如
其
手
�
︒
盈
二
歲
而
巧
不
成
者
︑
勿
爲
復
︒
(二
年
律
令
278

～

)
280⁝

⁝
工
匠
で
役
4
に
仕
え
る
者
は
︑
そ
の
戶
を
復
除
す
る
こ
と
︑
そ
れ
ぞ
れ
の

工
匠
ご
と
に
決
め
る
︒
お
お
む
ね
︑
腕
の
良
い
工
匠
は
十
人
に
三
人
の
割
合
で

}
ん
で
復
除
し
︑
成
人
女
子
な
ら
ば
そ
れ
ぞ
れ
二
人
︑
そ
の
他
の
者
は
そ
れ
ぞ

れ
一
人
と
し
︑
徭
役
を
課
し
て
は
な
ら
な
い
︒
家
に
徭
役
が
課
さ
れ
て
い
な
い

場
合
は
︑
縣
中
の
他
の
者
を
復
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
縣
が
復
除
す
る
の
に

そ
の
對
象
者
が
い
な
い
場
合
は
︑
官
の
4
在
の
縣
の
人
を
復
除
す
る
︒
怨
た
に

東 方 學 報
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學
ん
で
一
年
を
越
え
れ
ば
︑
そ
こ
で
復
除
す
る
こ
と
と
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
技

量
の
上
下
に
し
た
が
う
︒
二
年
を
越
え
て
も
技
量
が
向
上
し
な
い
場
合
は
︑
復

除
し
て
は
な
ら
な
い
︒

(

)

｢倡

(樂
人
)﹂
で
あ
っ
た
李
E
年
は
︑
そ
の
﹁
父
母
兄
弟
も
皆
な
故
と
倡
﹂
(﹃
漢

39

書
﹄
佞
幸
傳
李
E
年
)
で
あ
っ
た
事
實
な
ど
︑
世
襲
を
裏
づ
け
る
@
料
は
少
な
く

な
い
︒
山
田
~
芳
は
︑
後
漢
に
な
る
と
靑
銅
器
銘
�
に
工
匠
の
姓
が
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
こ
と
に
着
目
し
︑
工
匠
の
世
襲
)
が
徐
々
に
*
行
し
て
い
た
も
の
と
推

測
し
て
い
る

[山
田
一
九
九
八
]︒

(

)

手
工
業
技
k
者
に
關
し
て
は
︑
官
に
よ
る
そ
の
ø
成
・
管
理
の
具
體
宴
が
比
	
�

40

詳
細
に
窺
え
る
︒
秦
漢
時
代
に
お
け
る
工
官
組
織
の
展
開
に
つ
い
て
は
山
田
一
九

九
八
參
照
︒

(

)

官
府
に
隸
屬
す
る
技
k
者
と
し
て
は
︑
(
の
官
賤
人
た
る
﹁
樂
戶
﹂﹁
工
戶
﹂
が

41

想
起
さ
れ
よ
う
︒
彼
ら
も
ま
た
︑
輪
番
で
�
役
す
る
者
た
ち
で
あ
っ
た
︒
樂
戶
・

工
戶
の
地
位
に
つ
い
て
は
濱
口
重
國
一
九
六
六

︑
第
三
違
﹁
官
賤
人
の
硏
究
﹂

b

參
照
︒

(

)

入
禾
︑
萬
石
一
積
而
比
黎
之
爲
戶
︑
3
籍
之
曰
某
廥
禾
若
干
石
︑
倉
嗇
夫
某
︑
佐

42

某
︑
@
某
︑
稟
人
某
︒
⁝
(後
略
)⁝

(效
律

～

)

27

28

(

)

縣
・
C
傳
馬
︑
候
=
�
乘
車
者
︑
秩
各
百
六
十
石
︒
毋
乘
車
者
︑
3
倉
︑
庫
︑
少

43

內
︑
校
長
︑
侃
長
︑
發
弩
︑
瓦
︿
衞
﹀
將
軍
・
瓦
︿
衞
﹀
尉
士
�
︑
都
市
亭
厨
�

秩
者
︑
3
毋
乘
車
之
�
部
︑
秩
各
百
廿
石
︒
(二
年
律
令

～

)

471

472

縣
C
の
傳
馬
嗇
夫
や
候
の
厩
嗇
夫
で
乘
車
が
あ
る
者
は
︑
秩
は
そ
れ
ぞ
れ
百
六

十
石
と
す
る
︒
乘
車
な
き
者
︑
お
よ
び
倉
嗇
夫
︑
庫
嗇
夫
︑
少
內
嗇
夫
︑
校
長
︑

侃
長
︑
發
弩
嗇
夫
︑
衞
將
軍
・
衞
尉
の
士
�
︑
都
市
の
亭
・
厨
嗇
夫
で
�
秩
の

者
︑
お
よ
び
乘
車
の
な
い
�
部
嗇
夫
は
︑
秩
そ
れ
ぞ
れ
百
二
十
石
と
す
る
︒

｢厨
嗇
夫
で
�
秩
の
者
﹂
と
あ
る
こ
と
は
︑
官
嗇
夫
の
多
く
が
�
秩
の
�
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
す
一
方
で
︑
そ
う
で
は
な
い
者
も
存
在
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
よ
う

に
も
讀
め
る
︒﹁
ほ
と
ん
ど
﹂
と
し
た
4
以
で
あ
る
︒

(

)

標
點
本
﹃
�
典
﹄
(中
華
書
局
︑
一
九
八
八
)
も
﹁
賤
﹂
を
﹁
踐
﹂
に
改
め
る

44

(卷
六
一
︑
嘉
禮
六
)
が
︑
そ
の
根
據
を
詳
ら
か
に
し
な
い
︒
﹁
魯
陽
都
�
正
衞
彈

碑
﹂
に
は
﹁
上
供
正
衞
︑
下
給
�
賤
﹂
と
あ
り
︑
兪
洩
超
は
當
時
﹁
賤
﹂
と

﹁
踐
﹂
と
は
�
用
さ
れ
て
い
た
と
し
て
い
る

[
兪
洩
超
一
九
九
四
︑
一
四
六
頁
]︒

(

)

例
え
ば
﹃
續
漢
書
﹄
百
官
志
6
引
﹃
漢
官
﹄
の
︑
河
南
尹
・
洛
陽
令
の
員
�
の
中

45

に
︑
�
末
端
の
官
�
と
し
て
﹁
幹
・
小
@
﹂
が
現
れ
る
︒

(

)

『睡
虎
地
﹄
は
﹁
長
﹂
と
釋
讀
す
る
が
︑
圖
版
に
よ
り
改
め
た
︒

46(

)

⁝
(
略
)⁝
●
可

(何
)
謂
官
長
︒
可

(何
)
謂
嗇
夫
︒
命
都
官
曰
長
︑
縣
曰
嗇

47

夫
︒
(法
律
答
問

)
95

(

)

怨
出
の
里
耶
秦
鯵
に
も
﹁
冗
佐
﹂
(
⑧

1306︑
⑧

1450︑
⑧

2106)﹁
@
冗
﹂

48

(⑧
1275)
と
い
っ
た
語
が
見
え
る
一
方
で
︑
嗇
夫
以
上
に
﹁
�
﹂﹁
冗
﹂
が
付

け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
︒

｢冗
佐
﹂
の
語
が
見
え
る
⑧

1450
鯵
は
︑﹁
冗
佐
八
歲
﹂
の
閒
の
勤
務
記
錄
と

思
し
い
が
︑
そ
の
勤
務
日
數
は
﹁
●
定
視
事
二
百
一
十
一
日
﹂
と
さ
れ
︑
一
年
に

も
滿
た
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
が
﹁
冗
﹂
と
い
う
勤
務
形
態
に
因
る
も

の
な
の
か
︑
そ
れ
と
も
こ
の
記
錄
の
讀
み
方
に
問
題
が
あ
る
の
か
︑
現
時
點
で
は

定
か
で
な
い
︒

ま
た
⑧
2106
に
は
︑

〼
□
︻


陵
︼
□
□
〼

〼


陵
︑
�
以
令
除
冗
佐
日
備
者
爲

〼
□
謁
爲
@
︑
以
銜
不
當
補
�
秩
︑
當

⁝
(
略
)⁝
︑
令
に
よ
っ
て
冗
佐
に
任
命
さ
れ
︑
一
定
の
日
數
を
滿
た
し
た

者
は
︑
⁝
⁝
に
す
る
︒
⁝
⁝
@
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
︒
だ
が
銜
は
�
秩
と

す
る
に
は
當
た
ら
ず
︑
⁝
⁝
と
す
べ
き
で
あ
る
︒
⁝
⁝

と
あ
る
︒﹁
冗
佐
﹂
は
一
定
の
日
數
を
滿
た
せ
ば
他
の
職
に
轉
ず
る
こ
と
が
で
き
︑

そ
の
衣
動
に
は
︑
怨
し
い
ポ
ス
ト
が
﹁
�
秩
﹂
か
否
か
と
い
う
一
線
が
絡
ん
で
く

る
こ
と
が
窺
え
る
︒
後
�
の
﹁
�
秩
﹂
を
め
ぐ
る
議
論
と
も
關
連
し
︑
非
常
に
興

味
深
い
が
︑
殘
念
な
が
ら
不
?
字
も
多
い
︒
今
後
の
@
料
の
增
加
と
硏
究
の
深
)

に
俟
ち
た
い
︒

漢代官僚組織の�下層
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(

)

秦
律
十
八
種
の
內
@
雜
律
に

49

非
@
子
殹

(也
)︑
毋
敢
學
學
室
︑
犯
令
者
�
罪
︒
(秦
律
十
八
種

)
191

｢@
﹂
の
子
で
な
け
れ
ば
︑
學
室
で
學
ん
で
は
な
ら
ず
︑
こ
の
規
定
を
犯
す

者
は
罪
に
當
て
ら
れ
る
︒

と
あ
り
︑
�
字
學
Æ
の
場
が
特
定
の
家
系
に
獨
占
さ
れ
︑
そ
の
地
位
が
原
則
�
に

世
襲
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
た
だ
し
︑
現
實
に
は
世
襲
の
?
り
は
弛
み
︑

﹁
@
﹂
の
子
以
外
の
者
も
書
記
官
に
登
用
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
思
し
い
︒
宮

宅
二
〇
〇
九
參
照
︒

(

)

官
嗇
夫
®

(卽
)
不
存
︑
令
君
子
毋

(無
)
É
者
若
令
@
守
官
︑
毋
令
官
佐
︑
@

50

守
︒
置
�
律

(秦
律
十
八
種

)
161

官
嗇
夫
が
も
し
居
な
け
れ
ば
︑
君
子
の
�
能
な
者
︑
も
し
く
は
令
@
に
代
行
さ

せ
る
︒
官
の
佐
︑
@
に
代
行
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
︒

置
�
律

(

)

隸
臣
妾
其
從
事
公
︑
隸
臣
�
禾
二
石
︑
隸
妾
一
石
K
︒
其
不
從
事
︑
勿
稟
︒
⁝

51

(後
略
)⁝

(秦
律
十
八
種

)
49

(

)

居
官
府
公
食
者
︑
男
子
參
︑
女
子
駟

(四
)︒
(秦
律
十
八
種

～

)

52

133

134

(

)

城
旦
之
垣
3
它
事
而
勞
與
垣
等
者
︑
旦
K
夕
參
︑
其
守
署
3
爲
它
事
者
︑
參
食
之
︒

53

(秦
律
十
八
種

)
55

免
隸
臣
妾
︑
隸
臣
妾
垣
3
爲
它
事
與
垣
等
者
︑
食
男
子
旦
K
夕
參
︑
女
子
參
︒

倉
律

(秦
律
十
八
種

)
59

(

)

先
に
引
用
し
た
秦
律
十
八
種

～

で
︑
皁
に
對
す
る
﹁
一
�
﹂
の
免
除
と
牛
長

54

13

14

へ
の
﹁
三
旬
﹂
の
勤
務
日
數
賜
與
と
が
竝
置
さ
れ
て
い
る
の
も
︑
一
�=
三
十
日

=

一
ヶ
�
と
い
う
關
係
を
示
唆
し
て
い
る
︒

(

)

制
農
田
百
畝
︑
百
畝
之
分
︑
上
農
夫
食
九
人
︑
其
�
食
八
人
︑
其
�
食
七
人
︑
其

55

�
食
六
人
︑
下
農
夫
食
五
人
︒
庶
人
在
官
者
︑
其
祿
以
是
爲
差
也
︒
(農
夫
皆
G

田
於
公
︑
田
肥

�
五
等
︑
收
入
不
同
也
︒
庶
人
在
官
者
︑
謂
府
@
之
屬
︒
官
長

墽

4
除
︑
不
命
於
天
子
國
君
者
︒
分
或
爲
糞
︒)
(﹃
禮
記
﹄
王
制
)

農
の
田
を
制
す
る
こ
と
百
畝
︑
百
畝
の
分
︑
上
農
夫
は
九
人
を

食
や
し
な

い
︑
そ
の

�
は
八
人
を
食
い
︑
そ
の
�
は
七
人
を
食
い
︑
そ
の
�
は
六
人
を
食
い
︑
下
農

夫
は
五
人
を
食
う
︒
庶
人
の
官
に
在
る
者
は
︑
そ
の
祿

是
れ
を
以
て
差
と
爲

す
な
り
︒
(農
夫
は
皆
な
田
を
公
に
G
け
︑
田
に
肥

五
等
�
り
︑
收
入
同
じ

墽

か
ら
ざ
る
な
り
︒
庶
人
の
官
に
在
る
者
と
は
︑
府
・
@
の
屬
を
謂
う
︒
官
長
の

除
す
る
4
に
し
て
︑
天
子
・
國
君
に
命
ぜ
ら
れ
ざ
る
者
な
り
︒﹁
分
﹂
或
い
は

﹁
糞
﹂
と
爲
す
︒)

(

)

⁝
⁝
謂
未
得
正
祿
︑
4
謂
庶
人
在
官
者
也
︒
(﹃
儀
禮
﹄
燕
禮
a
玄
6
)

56(

)

張
掖
居
E
甲
渠
塞
�
秩
士
�
公
乘
段
ï
︑
中
勞
一
歲
八
�
廿
日
︑
能
書
會
計
︑
治

57

官
民
︑
頗
知
律
令
︑
�
︒
(
居
E
漢
鯵

・

)

57

6

綸
︑
今
�
秩
嗇
夫
4
佩
也
︒
(﹃
禮
記
﹄
緇
衣
a
玄
6
)

(

)

裘
錫
圭
一
九
八
一

が
引
用
す
る
7
水
金
關
出
土
閒

(未
發
表
)
に
︑

58

b

河
Á
四
年
七
�
辛
亥
朔
庚
午
︑
西
�
�
秩
嗇
夫
誼
・
守
斗
食
佐
輔
敢
言
之
︒

⁝
⁝

と
し
て
︑
�
の
﹁
�
秩
嗇
夫
﹂
と
い
う
呼
稱
が
見
え
る
︒

(

)

曹
旅
寧
は
こ
の
條
�
に
據
り
︑﹁
�
秩=

一
二
〇
石
の
官
﹂
と
す
る
說
を
唱
え
て

59

い
る
が
︑
典
籍
@
料
と
の
齟
齬
に
つ
い
て
は
一
切
說
?
さ
れ
て
い
な
い

[曹
旅
寧

二
〇
〇
五
︑
一
八
八
頁
]︒

(

)

漢
興
︑
因
秦
之
稱
號
︑
�
母
稱
皇
太
后
︑
祖
母
稱
太
皇
太
后
︑
Ì
稱
皇
后
︑
妾
皆

60

稱
夫
人
︒
印
�
美
人
・
良
人
・
八
子
・
七
子
・
長
使
・
少
使
之
號
焉
︒
至
武
�
制

倢
伃
・
冠
娥
・
傛
華
・
閏
依
︑
各
�
æ
位
︒
而
元
�
加
昭
儀
之
號
︑
凡
十
四
等
云
︒

昭
儀
位
視
丞
相
︑
æ
比
諸
侯
王
︒
倢
伃
視
上
卿
︑
比
列
侯
︒
冠
娥
視
中
二
千
石
︑

比
關
內
侯
︒
傛
華
視
眞
二
千
石
︑
比
大
上
O
︒
美
人
視
二
千
石
︑
比
少
上
O
︒
八

子
視
千
石
︑
比
中
�
︒
閏
依
視
千
石
︑
比
左
�
︒
七
子
視
八
百
石
︑
比
右
庶
長
︒

良
人
視
八
百
石
︑
比
左
庶
長
︒
長
使
視
六
百
石
︑
比
五
大
夫
︒
少
使
視
四
百
石
︑

比
公
乘
︒
五
官
視
三
百
石
︒]
順
常
視
二
百
石
︒
無
涓
・
共
和
・
娛
靈
・
保
林
・
良

使
・
夜
者
皆
視
百
石
︒
上
家
人
子
・
中
家
人
子
視
�
秩
斗
食
云
︒
五
官
以
下
︑
葬

司
馬
門
外
︒
(﹃
漢
書
﹄
外
戚
傳
上
)

(

)

陳
夢
家
一
九
六
三
が
﹁
�
秩
﹂
を
﹁
百
石
と
斗
食
と
の
閒
に
介
在
す
る
﹂﹁
非
公

61

式
な
秩
名
﹂
と
理
解
す
る
の
は
︑
こ
の
記
事
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
︑
本
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�
で
論
じ
る
と
お
り
︑
こ
の
說
は
G
け
容
れ
が
た
い
︒

(

)

『漢
官
﹄
が
屬
官
を
上
位
者
か
ら
嚴
密
に
列
擧
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
︒
河
南

62

尹
の
屬
僚
に
つ
い
て
は
︑
百
石
の
�
に
﹁
諸
縣
�
秩
三
十
五
人
﹂
が
擧
げ
ら
れ
て

お
り

(﹃
續
漢
書
﹄
百
官
志
五
6
)︑
�
秩
の
位
置
が
食
い
�
う
︒
だ
が
そ
れ
に
し

て
も
︑
�
秩
が
員
�
の
�
後
に
出
て
く
る
場
合
も
あ
っ
た
と
い
う
の
は
︑
�
秩
の

地
位
の
變
)
を
映
し
出
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

(

)

陳
夢
家
一
九
六
三
は
︑

漢
時
代
の
斗
食
・
佐
@
の
�
俸
が
六
〇
〇
錢

(宣
�
神

63

æ
三
年

(
五
九
)
の
益
秩
以
影
は
九
〇
〇
錢
)
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
證
す
る
︒

(

)

閻
二
〇
〇
〇
︑
一
四
〇
～
一
四
四
頁
︒
閻
が
依
據
す
る
の
は
︑
以
下
に
擧
げ
る

64

﹃
國
語
﹄
晉
語
や
﹃
周
禮
﹄
の
記
事
で
あ
る
︒

公
食
貢
︑
大
夫
食
邑
︑
士
食
田
︑
庶
人
食
力
︑
工
商
食
官
︑
皁
隸
食
職
︑
官
宰

食
加
︒
(﹃
國
語
﹄
晉
語
四
)

校
人
︑
掌
王
馬
之
政
︒
凡
軍
事
物
馬
而
頒
之
︑
等
馭
夫
之
祿

(6
︑
馭
夫
於
趣

馬
僕
夫
爲
中
︑
舉
中
見
上
下
︒)・
宮
中
之
稍
食

(6
︑
師
圉
府
@
以
下
也
︒
a

司
農
云
︑
稍
食
曰
廩
︒)︒
(﹃
周
禮
﹄
夏
官
・
校
人
)

醫
師
︑
掌
醫
之
政
令
︑
聚
詠
藥
︑
以
共
醫
事
︒
⁝
⁝
歲
5
︑
則
稽
其
醫
事
︑
以

制
其
食
︒
十
�
爲
上
︑
十
失
一
�
之
︑
十
失
二
�
之
︑
十
失
三
�
之
︑
十
失
四

爲
下
︒
(﹃
周
禮
﹄
天
官
・
醫
師
)

掌
固
︑
掌
脩
城
郭
・
Õ
池
・
樹
渠
之
固
︒
頒
其
士
庶
子
3
其
衆
庶
之
守

(6
︑

衆
庶
︑
民
遞
守
固
者
也
︒)
︑
設
其
F
器
︑
分
其
財
用
︑
均
其
稍
食
︒
(﹃
周
禮
﹄

夏
官
・
掌
固
)

(

)

官
嗇
夫
免
︑
復
爲
嗇
夫
︑
而
坐
其
故
官
以
貲
賞

(償
)
3
�
它
責

(債
)︑
貧
窶

65

毋

(無
)
以
賞

(償
)
者
︑
稍
減
其
秩
・
�
食
以
賞

(償
)
之
︑
弗
得
居
︒
其
免

殹

(也
)︑
令
以
律
居
之
︒
⁝
(後
略
)⁝

(
秦
律
十
八
種

～

)

82

83

【補
6
︼

原
稿
提
出
後
︑
籾
山
?
氏
よ
り
徐
灝
﹃
說
�
解
字
6
箋
﹄
の
4
說
を
ご
敎
示
い
た
だ
い

た
︒
徐
灝
は
そ
こ
で
﹃
漢
書
﹄
食
貨
志
下
に
見
え
る
王
厭
$
の
施
策
︑﹁
民
H
游
無
事
︑

出
夫
布
一
I
︒
其
不
能
出
布
者
︑
冗
作
︑
縣
官
衣
食
之
﹂
を
解
釋
の
手
が
か
り
と
し
て
い

る
︒
徐
灝
の
指
摘
に
從
う
な
ら
︑﹁
無
田
事
﹂
と
は
田
作
に
從
事
し
な
い
H
民
で
︑﹁
冗
﹂

と
は
そ
う
し
た
H
民
へ
の
衣
食
荏
給
を
c
味
す
る
こ
と
と
な
り
︑﹁
冗
﹂
を
﹁
閑
な
﹂
と

す
る
解
釋
と
は
別
の
C
が
拓
け
る
こ
と
に
な
る
︒﹁
冗
﹂
字
の
字
義
の
廣
が
り
や
そ
の
展

開
に
關
す
る
詳
細
な
分
析
は
他
日
に
$
す
る
よ
り
他
な
い
が
︑
こ
こ
に
籾
山
氏
か
ら
の
ご

敎
示
を
記
し
︑
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
た
い
︒

【附
記
︼

本
稿
は
Á
成
二
四
年
度
科
學
硏
究
費
補
助
金
﹁
中
國
古
代
軍
事
制
度
の
總
合
�
硏
究
﹂

(基
盤

)
に
よ
る
硏
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒

B

漢代官僚組織の�下層
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