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書
宮
宅
潔
著 評

中
園
古
代
刑
制
史
の
研
究

* 
大

車市

開

本
書
の
著
者
で
あ
る
宮
宅
潔
氏
は
、
こ
れ
ま
で
主
に
張
家
山
漠
簡
や
居
延

漢
簡
な
ど
を
史
料
と
し
て
、
秦
漢
法
制
史
の
研
究
に
従
事
さ
れ
て
き
た
。
本

書
は
著
者
が
こ
れ
ま
で
皐
術
誌
や
論
文
集
な
ど
に
護
表
さ
れ
た
九
篇
の
論
文

を
原
型
と
し
て
、
そ
れ
ら
に
補
訂
を
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
秦
・
漢
の
刑

罰
及
び
刑
事
手
績
制
度
な
ど
に
関
す
る
研
究
を
内
容
と
す
る
。
そ
の
構
成
は

下
記
の
通
り
で
あ
る
。

序
二
百

第
一
章

第
二

L

章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

張
家
山
漢
筒
「
二
年
律
令
」
解
題

秦
渓
刑
罰
髄
系
形
成
史
試
論
|
|
腐
刑
と
戊
蓬
刑
|
|

労
役
刑
際
系
の
構
這
と
饗
遷

思
赦
と
労
役
刑
|
|
特
に
「
復
作
」
に
つ
い
て
|
|

「
司
空
」
小
考
|
|
秦
渓
時
代
に
お
け
る
刑
徒
管
理
の
一
斑

「
劾
」
を
め
ぐ
っ
て
|
|
中
園
古
代
訴
訟
制
度
の
展
開
|
|

漠
初
の
二
十
等
爵
制
|
|
制
度
史
的
考
諮
|
|

英索あ引結附第
文と則 六
要引が文語論章
骨 き献

覧

各
章
の
内
容
を
要
約
す
る
と
、
お
お
む
ね
以
下
の
通
り
に
な
ろ
う
。

序
言
本
書
の
目
的
は
「
特
に
刑
罰
制
度
の
詳
細
を
出
土
文
字
史
料
か

ら
復
原
し
、
そ
れ
を
径
役
制
度
や
身
分
制
度
の
一
部
と
し
て
も
捉
え
る
こ
と

に
よ
り
、
線
憶
と
し
て
制
度
の
総
長
濯
を
跡
づ
け
て
ゆ
」
く
こ
と
に
あ
る
。

第

一

章

秦

l
漠
初
に
お
い
て
は
、
中
央
が
修
正
あ
る
い
は
追
加
し
た
律

令
候
文
集
を
ま
と
ま
っ
た
形
で
各
官
府
に
向
け
て
頒
布
す
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
を
必
要
と
す
る
各
官
府
が
年
に
一
度
し
か
る
べ
き
官
府
へ
赴
い
て
書
(
烏

し
て
い
た
。
張
家
山
漠
簡
「
二
年
律
令
」
も
こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
某

二
年
の
時
黙
で
あ
る
官
府
に
蓄
積
さ
れ
て
い
た
律
令
候
文
集
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
二
年
律
令
に
は
成
立
年
代
の
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
法
令
が
牧
め

ら
れ
て
お
り
、
新
奮
の
規
定
が
相
互
に
矛
盾
を
抱
え
た
ま
ま
混
在
し
て
お
り
、

さ
ら
に
は
死
文
と
な
っ
た
候
文
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
次
章
以

降
で
は
二
年
律
令
に
封
す
る
こ
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
と
し
て
論
を
進
め
る
。

第
二
章
腐
刑
・
成
透
刑
は
女
子
に
封
し
て
科
し
え
ず
、
男
子
の
み
を
封

象
と
す
る
刑
罰
で
あ
っ
た
。
腐
刑
は
本
来
強
姦
罪
に
限
っ
て
適
用
さ
れ
る
刑

罰
、
成
漫
刑
は
軍
法
に
由
来
す
る
刑
罰
で
あ
っ
た
が
、
後
に
強
姦
罪
及
び
軍

法
と
無
関
係
に
遁
川
刑
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
戟
岡
後
期
秦
l
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漠
初
の
律
令
の
中
に
は
、
あ
た
か
も
女
子
も
こ
れ
ら
の
刑
罰
の
封
象
と
さ
れ

て
い
る
ご
と
き
規
定
が
見
え
る
。
こ
の
よ
う
な
不
整
合
は
科
刑
封
象
が
普
遍

化
し
健
系
化
さ
れ
る
中
で
、
適
用
封
象
と
し
て
男
子
の
み
を
想
定
し
て
い
た

奮
来
の
刑
罰
観
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
な
く
残
存
し
た
た
め
に
生
じ
た
歪
み
で

あ
っ
た
。

第

三

章

秦

l
文
帝
二
二
年
に
お
い
て
は
、
「
城
旦
春
」
・
「
鬼
薪
白
祭
」
・

「
隷
臣
妾
」
・
「
司
冠
」
と
い
う
主
要
な
労
役
刑
は
い
ず
れ
も
無
期
刑
で
あ
っ

た
。
無
期
労
役
刑
は
役
務
内
容
に
よ
っ
て
の
み
等
級
づ
け
ら
れ
て
い
た
わ
け

で
は
な
く
、
就
航
労
形
態
、
刑
具
の
有
無
、
家
族
へ
の
庭
遇
な
ど
、
複
数
の
要

素
に
よ
っ
て
等
級
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
文
帝
一
一
一
一
年
に
は
こ
れ
ら
無
期
努
役

刑
が
有
期
刑
へ
改
め
ら
れ
、
刑
期
と
い
う
車
一
の
基
準
に
よ
っ
て
労
役
刑
が

等
級
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
刑
徒
に
封
す
る
衣
服
・
食
糧
の

支
給
を
削
減
し
、
放
率
的
に
州
労
働
力
を
運
用
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

第
四
章
秦
・
漢
で
は
皇
帝
が
赦
令
を
殺
し
た
と
し
て
も
、
刑
徒
が
そ
の

役
務
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
刑
具
を
外
さ
れ
た
う
え
で

「
復
作
」
と
し
て
そ
の
後
も
労
役
に
従
事
し
績
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
刑
徒
が
王
朝
に
と
っ
て
の
奴
縛
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、

及
び
園
'
家
の
諸
事
業
に
支
障
が
生
じ
る
の
を
防
ご
う
と
し
た
こ
と
に
よ
る
。

し
か
し
、
漠
王
朝
の
成
立
以
降
、
刑
徒
労
働
の
重
要
性
は
薄
れ
、
内
刑
の
廃

止
と
鉱
労
役
刑
の
有
期
化
に
よ
っ
て
、
官
有
勢
働
力
の
線
量
を
定
期
的
に
制
整

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

第
五
章
未
決
囚
を
牧
容
す
る
「
獄
」
は
豚
司
空
の
州
労
働
人
員
の
収
容
施

設
に
附
設
さ
れ
る
形
で
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
は
司
空
が
主
に
土
木
工
事
を

職
務
と
す
る
官
府
で
あ
り
、
{
呂
奴
稗
や
径
役
に
従
事
す
る
民
な
ど
、
多
数
の

人
員
を
収
容
・
監
視
す
る
の
に
必
要
な
施
設
・
人
員
を
備
え
て
い
た
た
め
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
前
漢
末
期
以
降
、
勝
廷
組
織
が
愛
化
し
、
司
空
は
諸
曹

の
下
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
職
掌
は
強
制
労
働
全
般
を
管
轄
す
る
も
の
か

ら
、
獄
図
や
刑
徒
の
管
理
に
特
化
し
、
む
し
ろ
獄
に
所
属
す
る
官
の
一
つ
と

化
し
た
。

第
六
章
「
劾
」
と
は
官
が
捜
査
や
取
調
を
踏
ま
え
て
犯
罪
を
告
愛
す
る

こ
と
で
あ
り
、
裁
判
の
端
緒
と
な
る
千
績
で
あ
っ
た
。
西
周
・
春
秋
時
代
の

裁
判
は
必
田
事
者
の
告
訴
に
よ
っ
て
の
み
開
始
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
戦
園
時
代
以
降
、
同
君
権
力
の
強
化
、
成
文
法
典
の
形
成
、
統
治
機
構

の
組
織
化
を
経
て
、
園
法
を
基
盤
と
し
、
全
園
民
の
管
理
を
目
的
と
し
た
、

官
吏
を
捨
い
手
と
す
る
裁
判
が
成
立
す
る
。
こ
の
よ
う
な
裁
判
が
成
立
し
、

自
律
的
秩
序
を
持
っ
た
既
存
の
共
同
組
の
内
部
へ
公
権
力
が
能
動
的
に
切
り

込
ん
で
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
劾
と
い
う
子
績
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

附
論
爵
位
は
子
な
ど
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
継
承
さ
れ

る
爵
位
は
、
そ
の
死
が
病
死
か
公
務
に
よ
る
死
亡
か
で
異
な
っ
て
い
た
o

病

死
の
場
合
、
徹
侯
・
闘
内
侯
は
そ
の
ま
ま
総
承
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
れ
よ
り

下
位
の
国
に
つ
い
て
は
、
数
等
低
い
曲
酎
が
山
県
え
ら
れ
た
。
そ
れ
に
封
し
て
、

公
務
に
よ
る
死
亡
の
場
令
、
爵
は
減
じ
ら
れ
る
こ
と
な
く
継
承
さ
れ
、
か
っ

子
男
が
い
な
け
れ
ば
娘
や
父
は
が
桝
継
承
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
た
。
未

成
年
者
も
爵
を
継
承
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
爵
に
は
田
宅
支
給
な
ど
の
特
権

が
附
随
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
爵
位
の
世
襲
・
継
承
は
漠
一
代
を
通
じ
て

行
わ
れ
て
い
た
叶
能
性
が
高
い
。

結
語
従
来
、
内
刑
は
枇
舎
か
ら
の
追
放
を
目
的
と
す
る
も
の
と
理
解

さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
腐
刑
は
反
映
刑
的
色
彩
を
色
濃
く
帯
び
て
お
り
、

内
刑
の
い
ず
れ
も
が
枇
舎
か
ら
の
追
放
を
唯
一
の
目
的
と
し
て
い
た
わ
け
で

は
な
く
、
一
肉
刑
の
起
源
は
多
元
的
に
模
索
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
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春
秋
戟
固
と
い
う
壮
合
構
造
白
樫
が
大
き
く
嬰
存
し
た
時
代
に
、
九
肉
刑
に
よ

る
追
放
が
具
鐙
的
に
い
か
な
る
形
で
賓
現
さ
れ
た
の
か
、
議
論
を
重
ね
る
必

要
が
あ
る
。

春
秋
時
代
で
は
君
主
に
直
接
隷
属
す
る
者
が
お
り
、
彼
ら
は
庶
人
と
匝
別

さ
れ
、
戦
役
の
中
身
や
庭
遇
に
よ
っ
て
数
種
類
に
分
化
し
て
い
た
。
そ
し
て
、

そ
の
地
位
に
就
け
ら
れ
る
こ
と
が
制
裁
の
一
つ
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
。

戦
闘
時
代
に
は
こ
れ
ら
既
存
の
隷
属
者
身
分
の
い
く
つ
か
が
法
に
よ
っ
て
明

確
に
規
定
さ
れ
、
各
身
分
の
上
下
関
係
が
客
観
的
基
準
に
よ
り
整
序
さ
れ
、

入
居
跡
的
な
勢
役
刑
健
系
が
構
築
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

次
に
、
本
書
の
主
な
特
色
を
血
そ
け
れ
ば
以
下
の
通
り
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
に
、
秦
律
及
び
文
帝
一
一
一
一
年
以
前
の
漢
律
の
労
役
刑
が
何
に
よ
っ
て

等
級
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
を
提
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
、
一

九
七
五
年
の
睡
虎
地
秦
簡
出
十
以
降
、
秦
律
及
び
文
帝
一
一
一
一
年
以
前
の
漢
律

の
は
労
役
刑
に
刑
期
が
設
け
ら
れ
て
い
た
か
お
口
か
を
め
ぐ
っ
て
、
盛
ん
に
論
争

が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
現
在
で
は
労
役
刑
に
刑
期
が
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
と
す
る
無
期
刑
説
が
ほ
と
ん
ど
通
説
と
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら

れ
る
。
し
か
し
、
無
期
刑
説
が
主
張
す
る
通
り
、
労
役
刑
に
刑
期
が
設
け
ら

れ
て
お
ら
ず
、
勢
役
刑
が
刑
期
に
よ
っ
て
等
級
づ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と

す
れ
ば
、
何
に
よ
っ
て
等
級
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
が
問
題
と
な
る
。
現
在
、

我
が
園
の
秦
漠
刑
罰
制
度
研
究
の
関
心
は
刑
期
論
争
か
ら
こ
の
問
題
へ
移
っ

て
お
り
、
特
に
こ
こ
十
年
間
盛
ん
に
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。

初
期
の
無
期
刑
説
で
は
労
役
刑
が
労
役
の
内
符
・
苛
酷
度
に
よ
っ
て
等
級

づ
け
ら
れ
て
い
た
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
瀬
川
敬
也
氏
は
、
秦
で

は
刑
徒
が
さ
ま
ざ
ま
な
努
役
に
従
事
し
て
お
り
、
刑
徒
の
種
類
よ
曙
じ
て
労

役
の
内
容
が
固
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
主
張
さ
れ
る
。
そ
の

う
え
で
、
努
役
刑
は
努
役
の
内
容
・
苛
酷
度
に
麿
じ
て
軽
重
づ
け
ら
れ
て
い

た
の
で
は
な
く
、
労
役
に
麿
じ
て
科
さ
れ
る
稀
衣
・
姪
桔
な
ど
、
身
際
上
の

標
識
の
種
類
・
多
寡
に
よ
っ
て
等
級
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
。

氏
の
所
論
は
勢
役
刑
が
努
役
の
内
谷
・
苛
酷
度
に
よ
っ
て
等
級
づ
け
ら
れ
て

い
た
と
す
る
従
来
の
理
解
に
針
し
て
、
初
め
て
本
格
的
に
疑
義
を
呈
し
た
も

の
で
あ
り
、
労
役
刑
が
何
に
よ
っ
て
等
級
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
議

論
川
、
結
果
的
に
は
氏
の
こ
の
問
題
提
起
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。そ

の
後
、
石
凶
浩
氏
、
著
者
、
鷹
取
裕
司
氏
は
城
旦
春
・
鬼
薪
白
祭
・
隷

巨
妾
・
司
冠
が
勢
役
内
容
の
他
、
民
旦
に
居
住
で
き
る
か
否
か
、
土
地
が
支

給
さ
れ
る
か
否
か
、
妻
子
・
財
産
が
浸
牧
さ
れ
る
か
否
か
、
刑
徒
の
地
位
が

子
に
継
承
さ
れ
る
か
否
か
な
ど
、
刑
徒
市
川
び
そ
の
家
族
に
封
す
る
庭
遇
に
よ

っ
て
等
級
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
解
さ
れ
た
。
ま
た
、
陶
安
あ
ん
ど
氏
は
城
H
一

春
l
司
冠
を
身
分
と
解
し
た
う
え
で
、
こ
れ
ら
は
罪
の
軽
重
を
表
す
尺
度
と

し
て
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
「
刑
」
や
「
耐
」
に
附
随
し
て
科
さ
れ
る
に
過

ぎ
な
か
っ
た
と
し
つ
つ
も
、
(
現
役
内
容
・
服
役
形
態
・
祉
曾
的
行
活
能
力
な

ど
が
異
な
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
石
岡
氏
、
鷹
取
氏
、
陶
安
氏
と
著
者
の
聞

で
は
見
解
の
相
違
も
見
ら
れ
る
も
の
の
、
城
旦
春
1

司
冠
に
釘
す
る
出
処
遇
が

労
役
内
谷
の
み
な
ら
ず
、
他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
異
な
っ
て
い
た
と
い
う

理
解
は
共
通
し
て
い
る
。
本
書
は
我
が
図
の
秦
漢
刑
罰
制
度
研
究
に
お
け
る

こ
の
よ
う
な
共
通
認
識
の
形
成
に
貢
献
し
た
と
い
え
よ
う
。

ち
な
み
に
、
本
書
の
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
里
耶
秦
筒
萱
」
に
は
、

図
口
二
戸
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大
夫
一
戸

大
夫
寡
三
戸

不
更
一
戸

小
上
造
三
戸

小
公
士
一
戸

士
五
(
伍
)
七
戸
図

司
冠
一
【
戸
】
図

小
男
子
口
日

大
女
子
口
日

-
凡
廿
五
回
(
八
|
一
九
)

と
記
さ
れ
た
簡
噴
が
牧
録
さ
れ
て
い
る
。
本
簡
に
お
い
て
は
、
司
冠
の

「
戸
」
が
他
の
有
爵
者
・
無
爵
者
の
戸
と
と
も
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

文
書
の
性
格
に
つ
い
て
は
今
後
の
詳
細
な
検
討
を
待
ち
た
い
が
、
全
部
で
二

五
戸
と
い
う
規
模
か
ら
す
る
と
、
あ
る
い
は
あ
る
一
つ
の
里
の
戸
数
統
計
か

も
し
れ
な
い
。
戸
数
を
各
戸
主
の
侍
位
・
身
分
ご
と
に
一
一
小
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
す
る
と
、
司
冠
は
戸
主
た
り
う
る
存
在
で
あ
り
、
か
つ
有
爵
者
・
無
関

者
と
と
も
に
一
般
の
里
に
肘
住
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

本
書
で
は
二
年
律
令
「
戸
律
」
に
、

隷
臣
妾
・
城
旦
春
・
鬼
薪
円
祭
家
室
居
民
里
中
者
、
以
亡
論
之
o

(
第

三
O
七
筒
)

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
城
旦
春
・
鬼
薪
白
祭
・
隷
臣
妾
は
「
民
里
」
に
居
住
で

き
ず
、
特
別
な
居
住
匝
が
奥
え
ら
れ
た
の
に
封
し
、
司
冠
は
民
里
に
居
住
し

え
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
が
(
一
一
一
一
・
一
一
一
一
一
頁
)
、
右
の
黒
耶
秦
簡
の

記
述
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

第
二
に
、
本
書
は
文
帝
刑
制
改
革
の
背
景
を
提
示
し
て
い
る
。
文
帝
刑
制

改
革
は
中
岡
史
上
初
め
て
内
刑
を
廃
止
し
、
労
役
刑
に
刑
期
を
導
入
し
た
改

革
と
し
て
従
来
よ
り
往
目
さ
れ
て
き
た
。
本
来
日
は
文
帝
刑
制
改
革
に
よ
っ
て

労
役
刑
に
刑
期
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
刑
徒
を
定
期
的
に
解
放
し

て
食
糧
・
衣
服
の
支
給
を
削
減
し
、
岡
家
的
批
労
働
力
を
数
率
的
に
運
用
し
よ

う
と
い
う
政
策
が
背
景
に
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
文
帝
刑
制
改
革
の(

6
)
 

背
景
を
め
ぐ
っ
て
は
、
近
年
で
は
冨
谷
至
氏
、
陶
安
氏
も
論
じ
ら
れ
て
お
り
、

著
者
と
は
理
解
を
異
に
す
る
貼
も
多
い
が
、
労
働
力
の
致
率
的
な
運
用
が
背

景
に
あ
っ
た
と
い
う
貼
で
は
お
お
む
ね
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ

る。
第
三
に
、
秦
の
各
種
別
罰
が
さ
ま
ざ
ま
な
由
来
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
内
刑
の
全
て
が
枇
舎
か
ら
の
追
放
を
目
的
と
し

て
い
た
の
で
は
な
く
、
腐
刑
は
強
姦
罪
に
封
す
る
反
映
刑
と
し
て
設
け
ら
れ

て
い
た
こ
と
、
成
透
刑
が
軍
法
に
由
来
す
る
こ
と
、
労
役
刑
が
春
秋
時
代
以

来
の
隷
属
身
分
に
由
来
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
近
年
、
秦
・
漢
の
刑

罰
際
系
は
一
度
に
設
け
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
戦
園
秦
か
ら
徐
々
に
形
成

さ
れ
、
改
饗
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
本
書

の
指
摘
を
踏
ま
え
れ
ば
、
少
な
く
と
も
文
帝
二
二
年
ま
で
の
刑
罰
健
系
は
さ

ま
ざ
ま
な
由
来
を
持
つ
刑
罰
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
、
い
わ
ば
「
つ
ぎ
は

ぎ
に
だ
ら
け
の
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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次
に
、
本
書
を
拝
讃
し
て
疑
問
に
思
っ
た
駄
を
一
貼
挙
げ
て
お
き
た
い
。

す
な
わ
ち
、
第
五
章
で
は
前
漠
末
期
以
降
、
司
空
の
存
在
感
が
稀
薄
化
し
て

い
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
論
擦
に
は
以
下
の
よ
う
な
二
つ
の

問
題
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
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第
一
に
、
著
者
は
す
湾
漠
筒
「
東
海
郡
吏
員
簿
」
に
司
空
が
一
切
見
え
な

い
こ
と
を
根
擦
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
(
二
六
七
頁
)
o

し
か
し
、
東
海
郡

吏
員
簿
に
よ
る
と
、
東
海
郡
下
の
各
豚
に
は
数
名
の
「
官
畜
夫
」
が
置
か
れ

て
い
る
。
官
音
夫
は
司
空
音
夫
・
田
畜
夫
・
倉
音
夫
な
ど
、
牒
に
置
か
れ
た

各
種
畜
夫
の
総
稀
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
中
に
司

f

笠
畜
夫
が
含
ま
れ
て
い
た
可

能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

第
二
に
、
著
者
は
司
空
稀
薄
化
の
背
景
と
し
て
、
前
漢
末
期
以
降
、
列
曹

が
燃
の
機
構
の
上
位
を
占
め
、
司
'
一
八
エ
な
ど
が
そ
の
下
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
二
六
八
頁
)
。
前
渓
後
期
以
降
、
郡
牒
内

の
諸
官
署
が
列
曹
へ
と
整
理
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ

て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
近
年
出
土
し
た
里
耶
秦
簡
の
中
に
は

「
尉
曹
」
・
「
倉
曹
」
が
見
え
る
。
特
に
、
『
旦
耶
秦
筒
萱
』
に
よ
っ
て
、

統
一
秦
で
は
他
に
も
「
司
空
曹
」
・
「
戸
曹
」
な
ど
さ
ら
に
多
く
の
種
類
の

「
古
田
」
が
郡
豚
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
が
前

漠
後
期
以
降
の
列
曹
と
同
じ
性
格
を
有
す
る
も
の
か
否
か
は
検
討
を
要
す
る

が
、
列
曹
へ
の
整
理
は
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
り
も
早
く
か
ら
行
わ
れ
て

い
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
仮
に
秦
で
も
前
渓
後
期
以
降
と
同
様
の
列
曹
が
設

け
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
司
空
の
稀
薄
化
は
必
ず
し
も
列
曹
へ
の
整
理
と

関
係
が
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
ま
た
列
曹
制
下
に
あ
っ
て
司
空
が
い
か

な
る
形
態
で
設
置
さ
れ
て
い
た
の
か
も
問
題
と
な
る
。
秦
の
「
曹
」
に
つ
い

て
は
本
書
の
み
な
ら
ず
、
秦
渓
史
研
究
に
と
っ
て
今
後
重
要
な
課
題
の
一
つ

に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

四

先
達
の
通
り
、
本
書
は
秦
・
漢
の
刑
罰
制
度
、
中
で
も
鉱
労
役
刑
や
文
帝
刑

制
改
革
を
め
ぐ
る
共
通
認
識
の
形
成
に
大
い
に
貢
献
し
た
。
も
っ
と
も
、
本

書
の
所
論
は
他
の
研
究
者
と
見
解
を
異
に
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら

の
見
解
の
相
違
は
今
後
の
研
究
の
進
展
や
新
た
な
出
土
文
字
資
料
の
護
見
・

公
表
な
ど
に
よ
り
埋
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
確
か
に
日
本
の
同
学
界
で
は
上
記
の
よ
う
な
共
通
認
識
が
形
成
さ
れ

つ
つ
あ
る
が
、
中
園
の
皐
界
で
は
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
問
題
が
あ
ま
り
議

論
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
私
は
こ
こ
数
年
中
岡
の
大
撃
に

在
籍
し
、
講
演
な
ど
の
機
舎
を
通
じ
て
、
本
来
日
の
内
容
も
含
め
て
日
本
の
秦

漠
律
令
研
究
の
動
向
を
中
園
の
研
究
者
に
封
し
て
紹
介
し
て
い
る
が
、
勢
役

刑
や
文
帝
刑
制
改
革
に
針
す
る
日
本
の
研
究
は
関
心
を
持
っ
て
迎
え
ら
れ
て

い
る
。
今
後
は
中
園
の
研
究
者
も
議
論
に
加
わ
っ
て
く
れ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の

問
題
に
封
す
る
研
究
の
さ
ら
な
る
深
化
が
期
待
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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+宇田-(
l
)

瀬
川
敬
也
「
秦
代
刑
罰
の
再
検
討
|
|
い
わ
ゆ
る
「
努
役
刑
」
を

中
心
に
|
|
」
(
「
鷹
陵
史
皐
』
第
二
四
援
、
一
九
九
八
年
)
参
照
。

(
2
)

も
っ
と
も
、
瀬
川
氏
は
「
鯨
」
が
無
期
刑
、
「
耐
」
が
有
期
刑
で

あ
っ
た
叶
能
性
を
一
一
小
さ
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
無
期
刑
説
を
採
ら
れ

て
い
J

な
い
。

(
3
)

石
岡
浩
「
政
制
度
の
駿
止
に
み
る
前
漢
文
帝
刑
法
改
革
の
溌
端

|
|
爵
制
の
混
乱
か
ら
刑
罰
の
破
綻
へ
|
|
」
(
『
際
史
向
学
研
究
』
第

八
O
五
抜
、
二

O
O
五
年
)
、
「
秦
の
城
旦
春
刑
の
特
殊
性
|
|
前
漢

文
帝
刑
法
改
革
の
も
う
一
つ
の
愛
端
|
|
」
(
『
東
洋
皐
報
』
第
一
八
八

巻
第
二
波
、
二

O
O
六
年
)
、
宮
宅
潔
「
有
期
労
役
刑
健
系
の
形
成

|
|
「
二
年
律
令
」
に
見
え
る
漠
初
の
労
役
刑
を
手
が
か
り
に
し
て



|
|
」
(
「
東
方
向
学
報
」
京
都
第
七
八
冊
、
二

O
O
六
年
)
、
鷹
取
祐

司
「
秦
漢
時
代
の
刑
罰
と
爵
制
的
身
分
序
列
」
(
『
立
命
館
史
学
』
第

六
O
八
披
、
二

O
O
八
年
)
、
「
秦
渓
時
代
の
司
冠
・
隷
臣
妾
・
鬼
薪

白
祭
・
城
旦
春
」
(
『
中
園
史
随
一
干
』
第
一
九
巻
、
二

O
O
九
年
)
参
照
。

本
書
第
三
章
は
右
の
宮
宅
氏
の
論
文
を
原
型
と
し
て
い
る
。

(
4
)

陶
安
あ
ん
ど
「
刑
罰
と
身
分
」
(
同
氏
『
秦
漢
刑
罰
健
系
の
研

究
』
創
文
枇
、
二

O
O九
年
)
参
照
。
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(
5
)

湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
編
著
「
旦
耶
秦
筒

祉
、
二

O
二
一
年
)
参
照
。

(
6
)

需
谷
至
『
秦
漠
刑
罰
制
度
の
研
究
』
(
同
朋
舎
、
一
九
九
八
年
)

三
三
七
l
三
四
三
頁
、
陶
安
氏
前
掲
書
二
八
二
l
二
八
五
頁
参
照
。

二
O
二
年
一
月
京
都
京
都
大
皐
皐
術
出
版
曾

A
五

刻

四

一

一

頁

七

0
0
0固

萱
』
(
文
物
出
版


