
第
七
十
三
卷

第
四
號

�
成
二
十
七
年
三
�
發
行

里
耶
秦
鯵
に
み
る
秦
代
縣
下
の
官
制
�
�

土

口

�

記

は

じ

め

に

第
一
違

里
耶
故
城
一
號
井
出
土
�
書
の
性
格

第
二
違

縣
廷
內
列
曹

第
三
違

縣
廷
と
﹁
官
﹂
の
關
係
・
再
論

お

わ

り

に

は

じ

め

に

秦
代
の
地
方
行
政
組
織
の
基
礎
を
な
し
た
縣
が
い
か
な
る
官
制
�
�
の
も
と
に
あ
り
︑
ま
た
そ
こ
で
な
さ
れ
た
行
政
	
營
が
い
か
な
る
實
態

を


し
た
の
か
に
つ
い
て
︑
か
つ
て
は
﹃
漢
書
﹄
百
官
公
卿
表
な
ど
後
代
の
斷
片

な
�
料
が
存
在
す
る
の
み
で
あ
り
︑
漢
代
ま
で
を
射
�
と

し
た
先
驅

な
官
制
�
硏
究(1

)
が
の
ち
の
硏
究
の
基
礎
を
築
い
た
も
の
の
︑
同
時
代
�
料
の
絕
對

不
足
は
如
何
と
も
し
難
か
っ
た
︒
そ
の
後
の

出
土
�
料
の
增
加
︑
と
り
わ
け
墓
�
が
縣
令
�
を
務
め
た
雲
夢
睡
虎
地
十
一
號
秦
墓
か
ら
の
竹
鯵
出
土
に
よ
っ
て
︑
秦
代
縣
制
の
硏
究
は
一
擧

に
�
展
を
見
せ(2

)
︑
ま
た
二
〇
〇
一
年
以
影
本
格

に
公
表
が
�
ん
だ
江
陵
張
家
山
二
四
七
號
墓
出
土
の
二
年
律
令
お
よ
び
奏
讞
書
が
漢
初
の
法
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律
�
獻
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
秦
代
・
漢
初
に
か
け
て
の
地
方
官
制
硏
究
も
ま
た
活
潑
�
し
た(3

)
︒

さ
ら
に
狀
況
が
一
變
し
た
の
は
二
〇
〇
二
年
︑
秦
代
洞
庭
郡
�
陵
縣
の
�
址
に
比
定
さ
れ
る
湖
南
省
龍
山
縣
里
耶
鎭
に
て
︑
始
皇
�
末
年
か

ら
二
世
皇
�
時
�
の
行
政
�
書
を
膨
大
に
含
む
里
耶
秦
鯵
が
出
土
し
た
こ
と
に
よ
る
︒
總
數
三
萬
件
を
超
え
る
と
い
う
里
耶
秦
鯵
は
︑
二
〇
〇

三
年
の
鯵
報

(湖
南
省
�
物
考
古
硏
究
�
等
二
〇
〇
三
)
︑
二
〇
〇
七
年
の
城
址
發
掘
報
吿

(
湖
南
省
�
物
考
古
硏
究
�
 
二
〇
〇
七
)
ま
で
の
時
點
で

は
百
件
�
度
が
公
表
さ
れ
た
に
!
ぎ
な
か
っ
た
が(4

)
︑
二
〇
一
二
年
に
至
っ
て
里
耶
一
號
井
第
五
︑
六
︑
八
層
の
二
五
〇
〇
件
あ
ま
り
の
鯵
牘
が

公
開

(湖
南
省
�
物
考
古
硏
究
�
二
〇
一
二
︑
陳
洩
�
 
二
〇
一
二
︑
以
下
︑
怨
規
公
表
鯵
と
稱
す
る
)
さ
れ
た
こ
と
で
︑
硏
究
條
件
は
從
#
の
比
に
な

ら
な
い
ほ
ど
に
好
轉
し
て
い
る
︒

秦
縣
に
關
す
る
重
$
な
硏
究
成
果
と
し
て
殊
に
&
目
さ
れ
る
の
は
︑
仲
山
茂
二
〇
〇
一
︑
靑
木
俊
介
二
〇
〇
五
の
提
示
し
た
︑
縣
廷
と

﹁
官
﹂
と
の
區
別
と
い
う
論
點
で
あ
る
︒
縣
廷
と
は
長
(
た
る
令
・
丞
と
そ
の
側
)
の
令
�
が
�
成
す
る
縣
行
政
の
中
樞
機
關
で
あ
り
︑﹁
官
﹂

と
は
官
嗇
夫
・
佐
・
�
を
(
員
と
し
各
種
の
行
政
實
務
の
執
行
を
擔
當
す
る
部
局
の
こ
と
を
言
う
︒﹁
官
﹂
は
里
耶
秦
鯵
に
お
い
て
は
少
內
・

倉
・
司
空
・
庫
・
田
官
・
發
弩
・
廏
・
畜
官
な
ど
の
例
が
見
ら
れ
︑
そ
の
長
で
あ
る
官
嗇
夫
は
﹁
司
空
*
﹂﹁
庫
武
﹂﹁
倉
是
﹂
の
よ
う
に

﹁
官
﹂
名
の
あ
と
に
個
人
名
を
續
け
て
表
す
こ
と
が
多
く
︑
守
官

(秦
鯵
で
は
專
ら
﹁
代
理
﹂
の
+
)
の
場
合
は
﹁
倉
守
陽
﹂
の
よ
う
に
表
記
さ

れ
る(

5
)

︒
さ
て
︑
怨
規
公
表
鯵
出
現
以
#
の
段
階
に
お
い
て
︑
靑
木
氏
は
仲
山
氏
の
議
論
を
參
照
し
つ
つ
︑
里
耶
秦
鯵
に
見
出
さ
れ
る
﹁
官
﹂
の
縣
廷

に
對
す
る
獨
立
性
を
論
じ
た
︒
靑
木
氏
に
よ
れ
ば
︑
縣
廷
に
對
し
て
獨
立
性
の
强
い
﹁
官
﹂
が
對
峙
し
て
お
り
︑
兩
者
は
制
度

に
も
物
理


に
も
一
定
の
.
離
を
置
い
て
獨
立
別
個
の
組
織
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
い
う(6

)
︒
し
か
し
こ
れ
に
對
し
て
筆
者
は
土
口
�
記
二
〇
一
二

(以
下

﹁
#
稿
﹂
)
に
お
い
て
︑
確
か
に
縣
廷
と
﹁
官
﹂
と
の
區
別
は
/
め
ら
れ
る
も
の
の
︑﹁
官
﹂
の
獨
立
に
つ
い
て
は
さ
ほ
ど
實
態
が
あ
る
と
は
言

え
ず
︑
0
に
縣
廷
が
﹁
官
﹂
に
對
し
て
絕
對

に
優
位
と
な
る
�
�
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
た
︒
か
つ
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
縣
廷
と

﹁
官
﹂
と
の
.
離
は
︑
確
か
に
縣
廷
と
﹁
官
﹂
が
�
書
で
聯
絡
し
て
い
る
こ
と
等
︑
官
署
の
區
別
︑
空
閒

な
.
離
と
し
て
現
れ
る
點
で
は
承

― 2 ―

508



/
で
き
る
が
︑
縣
廷
は
人
事
權
︑
司
法
權
︑
�
書
行
政
經
路
の
掌
握
と
い
っ
た
諸
側
面
で
﹁
官
﹂
に
優
越
し
て
お
り
︑
兩
者
の
關
係
は
決
し
て

獨
立
し
た
部
局
の
竝
立
で
は
な
く
︑
4
確
な
上
下
關
係
に
あ
っ
た
︒

そ
の
後
︑
怨
規
公
表
鯵
に
よ
っ
て
一
擧
に
�
料
が
增
加
し
た
こ
と
で
︑
如
上
の
知
見
を
檢
證
す
べ
き
5
境
が
整
い
︑
ま
た
怨
た
な
論
點
を
附

け
加
え
る
必
$
性
が
生
じ
て
き
た
︒
と
り
わ
け
#
稿
の
時
點
で
は
行
政
�
書
の
實
例
が
不
足
し
て
い
た
た
め
︑
�
と
し
て
睡
虎
地
出
土
の
秦
律

が
提
示
す
る
制
度
面
の
分
析
に
重
き
を
置
か
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
制
6
が
あ
っ
た
が
︑
い
ま
怨
た
に
多
數
の
鯵
牘
が
公
開
さ
れ
た
こ
と
に

よ
っ
て
︑
行
政
の
實
態
面
を
よ
り
效
果

に
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
︒
こ
う
し
た
狀
況
を
承
け
て
本
稿
で
は
︑
怨
規
公
表
鯵
に
基
づ

い
て
#
稿
の
知
見
に
補
閏
お
よ
び
檢
證
を
加
え
︑
秦
代
縣
下
に
お
け
る
官
制
�
�
と
�
書
行
政
の
實
態
解
4
を
試
み
る
︒
具
體

な
手
順
と
し

て
は
︑
ま
ず
怨
規
公
表
鯵
の
�
料

性
格
を
檢
討
す
る
こ
と
で
そ
れ
が
映
し
出
す
事
實
の
射
�
を
確
/
し
︑
つ
い
で
縣
行
政
の
中
樞
機
關
た
る

縣
廷
內
部
の
�
�
を
確
/
し
︑
さ
ら
に
縣
廷
の
﹁
官
﹂
に
對
す
る
優
位
性
の
具
體

內
容
を
行
政
�
書
の
傳
7
經
路
を
8
じ
て
檢
討
す
る
︒

な
お
本
稿
で
多
用
す
る
怨
規
公
表
鯵
の
鯵
番
號
は
陳
洩
�
 
二
〇
一
二
に
依
據
し
︑﹁
8
-
1
0
0
0﹂
の
よ
う
に
示
す
︒
二
〇
〇
七
年
ま
で
の
公

表
鯵
は
湖
南
省
�
物
考
古
硏
究
�
 
二
〇
〇
七
に
從
い
﹁⑨

1﹂
の
よ
う
に
示
す
︒
い
ず
れ
も
冒
頭
の
數
字

(
丸
數
字
)
が
そ
の
鯵
の
出
土
し

た
一
號
井
の
層
位
を
表
す
︒
ま
た
部
分

に
公
表
さ
れ
て
い
る
第
九
層
以
下
の
鯵
牘
は
︑
P
Q
斌
等
 
二
〇
一
三
︑
游
逸
飛
・
陳
弘
>
二
〇
一

三
を
參
照
し
︑
引
用
の
際
に
は
鯵
番
號
に

(
?
)
と
附
記
す
る
︒

第
一
違

里
耶
故
城
一
號
井
出
土
�
書
の
性
格

第
一
@

一
號
井
出
土
の
檢

從
來
︑
里
耶
故
城
は
秦
代
の
洞
庭
郡
�
陵
縣
�
址
と
さ
れ
︑
そ
こ
で
出
土
し
た
里
耶
秦
鯵
は
�
陵
縣
の
保


し
た
�
書
で
あ
る
と
み
な
さ
れ

て
き
た(

7
)

︒
こ
の
/
識
自
體
に
問
題
は
な
い
が
︑
一
擧
に
�
料
の
增
加
し
た
現
時
點
で
は
そ
の
�
書
群
の
性
格
を
よ
り
精
緻
に
檢
討
す
る
こ
と
が
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可
能
と
な
っ
た
︒
里
耶
秦
鯵
か
ら
秦
縣
を
見
る
に
先
立
っ
て
︑
こ
の
點
を
ま
ず
は
再
檢
討
し
て
お
き
た
い
︒

里
耶
故
城
の
一
號
井
と
呼
ば
れ
る
場
�
か
ら
出
土
し
た
鯵
牘
は
︑
の
ち
の
參
照
用
に
整
然
と
保
管
さ
れ
た
檔
案
の
類
で
は
な
く
︑
廢
棄
さ
れ

た
も
の
で
し
か
な
い(8

)
︒
そ
の
た
め
鯵
牘
の
殘
存
狀
況
に
は
偶
然
に
よ
る
C
り
が
存
在
す
る
こ
と
に
も
考
慮
が
必
$
だ
が
︑
怨
規
公
表
鯵
に
よ
っ

て
出
土
地
の
性
格
を
議
論
し
う
る
一
定
量
の
材
料
が
得
ら
れ
た
︒
な
か
で
も
重
$
な
の
が
檢
の
存
在
で
あ
る
︒
�
書
に
附
せ
ら
れ
て
宛
名
や
�

7
手
段
を
記
載
し
ま
た
封
緘
の
役
割
を
果
た
す
の
が
檢
で
あ
り
︑
そ
の
形
態
に
は
樣
々
な
も
の
が
あ
る
が
︑
一
號
井
出
土
鯵
に
お
い
て
は
鯵
の

下
端
を
V
字
形
に
整
形
し
た
も
の
が
多
い
︒
そ
れ
ら
に
は
封
泥
を
嵌
め
る
た
め
の
槽
が
附
け
ら
れ
て
は
い
な
い
が
︑
孫
慰
祖
二
〇
〇
二

(七

頁
)
は
こ
の
形
式
の
鯵
を
︑
直
接
封
泥
を
附
着
さ
せ
る
﹁
�
檢
﹂
と
み
な
し
︑
鯵
端
V
字
形
の
も
の
も
こ
れ
に
含
め
て
い
る
︒
秦
代
封
泥
の
背

面
に
し
ば
し
ば
V
字
形
の
鯵
を
押
し
當
て
た
痕
跡
が
殘
る
た
め(9

)
︑
や
は
り
封
泥
は
�
檢
に
直
接
附
け
た
も
の
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
な
お
里
耶

出
土
の
檢
の
F
て
が
V
字
形
加
工
を
施
し
て
い
る
と
は
限
ら
ず
︑
8
常
ど
お
り
の
�
ら
な
鯵
端
を
持
つ
も
の
も
存
在
し
︑
ま
た
斷
鯵
の
た
め
形

態
が
確
/
で
き
な
い
鯵
も
あ
る
が
︑
單
に
宛
名
と
�
7
手
段
の
み
を
記
し
︑
#
後
に
そ
れ
以
外
の
�
字
が
見
え
な
い
鯵
で
あ
れ
ば
︑
檢
と
見
な

し
て
差
し
荏
え
な
い(10

)
︒

さ
て
︑
里
耶
出
土
の
檢
に
は
﹁
�
陵
洞
庭
﹂
も
し
く
は
こ
れ
に
﹁
以
郵
行
﹂
と
�
G
手
段
を
加
え
る
形
式
が
多
く(

11
)

︑
こ
れ
は
﹁
�
陵
宛
て
︑

洞
庭
よ
り
發
信
﹂
を
示
し
て
お
り
︑
宛
先
と
發
信
地
を
表
示
し
て
い
る
以
上
︑
そ
れ
が
移
動
す
る
�
書
に
附
さ
れ
た
檢
で
あ
る
こ
と
は
閒
H
い

な
い
︒
一
方
で
地
名
・
機
關
名
を
一
つ
し
か
表
示
し
な
い
檢
も
ま
た
出
土
し
て
い
る
が
︑
こ
う
し
た
檢
は
﹁
�
陵

(宛
)
︑
洞
庭

(
發
信
)
﹂
の

場
合
に
準
じ
て
︑
發
信
元
が
省
略
さ
れ
宛
先
の
み
が
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
檢
は
移
動
し
た
︑
な
い
し
は
移
動

を
豫
定
さ
れ
て
い
た
�
書
に
附
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
問
題
な
い
が
︑
里
耶
故
城
に
殘
存
す
る
に
至
っ
た
經
雲
は
樣
々
に
想
定
さ
れ
る
︒
す
な

わ
ち
︑
①
ご
く
�
8
に
そ
こ
を
宛
先
と
し
て
屆
い
た
場
合
の
ほ
か
︑
②
I
っ
て
�
G
さ
れ
た
︑
③
G
信
用
に
作
成
さ
れ
た
が
︑
未
G
の
ま
ま

發
信
元
に
殘
っ
た
︑
④
い
っ
た
ん
宛
先
に
は
屆
い
た
が
何
ら
か
の
理
由
で
戾
っ
て
き
た
︑
な
ど
の
可
能
性
が
想
定
で
き
︑
檢
に
記
入
さ
れ
た

地
名
・
機
關
名
が
そ
の
ま
ま
出
土
�
址
の
名
稱
に
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
い(12

)
︒
檢
か
ら
出
土
�
址
の
性
格
を
考
え
る
に
は
こ
う
し
た
�
慮
が
必
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$
と
な
る
こ
と
に
&
+
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

な
お
里
耶
出
土
の
檢
に
關
わ
る
最
)
の
硏
究
と
し
て
高
村
武
幸
二
〇
一
四
が
あ
り
︑
そ
こ
で
は
第
八
層
出
土
鯵
の
集
成
・
分
類
が
園
底

に

行
わ
れ
︑
定
量

な
分
析
に
よ
っ
て
確
實
な
硏
究
の
基
礎
を
提
供
し
て
い
る
︒
本
稿
で
は
一
號
井
出
土
鯵
の
性
格
を
把
握
し
た
の
ち
そ
こ
に
見

出
さ
れ
る
縣
廷
と
﹁
官
﹂
の
關
係
を
檢
討
す
る
こ
と
に
�
眼
を
置
く
た
め
自
ず
と
論
の
重
點
は
衣
な
る
の
だ
が
︑
行
論
の
重
な
る
と
こ
ろ
も
あ

る(
13
)

︒
解
釋
の
衣
同
に
つ
い
て
は
そ
の
都
度
&
記
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
︒

第
二
@

｢
�
陵
﹂・﹁
廷
﹂
宛
て
の
檢

同
一
內
容
で
ま
と
ま
っ
た
量
の
檢
が
出
土
し
て
い
れ
ば
︑
そ
こ
に
表
示
さ
れ
た
宛
先
が
出
土
�
址
の
性
格
を
示
す
と
考
え
て
よ
い
が
︑
一
號

井
出
土
の
檢
の
な
か
で
壓
倒

多
數
を
占
め
る
の
が
﹁
�
陵
﹂
宛
て
・﹁
廷
﹂
宛
て
の
兩
種
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
里
耶
故
城
を
�
陵
縣
で

あ
る
と
す
る
從
#
の
/
識
を
あ
ら
た
め
て
裏
附
け
る
︒
な
お
﹁
�
陵
﹂
宛
て
と
い
う
表
記
は
︑﹁
廷
﹂
宛
て
と
實
質

に
同
じ
こ
と
を
示
す
と

考
え
ら
れ
る
の
だ
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
M
違
で
詳
営
す
る
︒

い
ま
︑
�
陵
に
下
位
組
織
名
が
後
續
す
る
檢

(﹁
�
陵
�
N
﹂﹁
�
陵
金
布
﹂
な
ど
)
を
除
く
と
︑﹁
�
陵
﹂
單
獨
の
宛
名
書
き
を
持
つ
檢
は
︑

8
-
3
0
5﹁
�
陵
洞
庭
﹂︑
6
-
2﹁
�
陵
以
郵
行
洞
庭
﹂︑
8
-
1
2﹁
�
陵
以
郵
行
・
洞
庭
﹂︑
8
-
1
8
2﹁
�
陵
故
令
人
行
洞
庭
S
﹂︑
8
-
2
6
4﹁
�
陵
發
丞

#
洞
庭
﹂
の
よ
う
に
︑
專
ら
洞
庭
郡

(
�
陵
縣
の
直
接
の
上
U
機
關
)
か
ら
屆
い
た
も
の
に
限
ら
れ
る(

14
)

︒
こ
こ
に
は
洞
庭
郡
と
�
陵
縣
と
の
密
な

V
液
が
現
れ
て
い
る
と
同
時
に
︑
�
陵
縣
の
外
部
か
ら
屆
い
て
い
る
た
め
に
﹁
�
陵
﹂
と
4
記
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
も
W
せ
て
指
摘
で
き

る
︒こ

れ
と
對
比
す
れ
ば
︑﹁
廷
﹂
と
の
み
表
記
さ
れ
る
檢
は
︑
縣
內
に
限
っ
た
聯
絡
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
︒
こ
の
對
比
に
つ
い

て
は
旣
に
高
村
武
幸
二
〇
一
四
が
&
+
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒﹁
廷
﹂
宛
て
の
檢
は
8
-
7
7
4︑
8
-
8
3
2︑
8
-
1
0
2
6︑
8
-
1
8
0
3
な
ど
︑
斷
鯵
を
含
む

た
め
正
確
な
數
量
は
計
測
し
が
た
い
が
四
十
件
を
下
囘
ら
な
い
︒
こ
の
場
合
︑
縣
內
の
﹁
官
﹂
や
Z
な
ど
が
�
書
發
信
元
と
考
え
ら
れ
る
︒
實
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際
に
﹁
廷
﹂
宛
て
に
�
書
が
	
ば
れ
た
こ
と
は
︑
少
內
か
ら
縣
廷
に
宛
て
ら
れ
﹁
佐
欣
行
廷

(佐
の
欣
が
廷
に
G
7
)
﹂
と
の
G
信
記
錄
が
附
さ

れ
た

8
-
1
6
4+

8
-
1
4
7
5
(後
揭
�
料

(1
)
)
︑
都
Z
守
か
ら
縣
廷
に
宛
て
ら
れ
同
樣
に
﹁
佐
宣
行
廷
﹂
と
の
G
信
記
錄
が
附
さ
れ
た

8
-
1
7
0
(後

揭
�
料

(7
)
)
よ
り
4
白
に
な
る
︒
た
だ
し
こ
れ
ら
が
G
信
元
の
]
え
で
あ
る
こ
と
は
M
@
で
営
べ
る
8
り
で
あ
る
︒

以
上
か
ら
︑
一
號
井
に
廢
棄
さ
れ
た
�
書
は
︑
�
陵
縣
︑
そ
れ
も
﹁
官
﹂
で
は
な
く
縣
廷
が
保


し
た
�
書
が
極
め
て
大
き
な
割
合
を
占
め

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
確
/
さ
れ
る
︒
そ
こ
に
は
大
き
く
分
け
て

①
洞
庭
郡
や
�
陵
縣
內
の
﹁
官
﹂
な
ど
が
作
成
し
�
陵
縣
廷
に
屆
け
ら

れ
た
�
書
正
本
︑
②
�
陵
縣
廷
が
作
成
し
て
]
え
と
し
て
保
管
し
て
お
い
た
�
書
の
二
種
類
が
含
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る(

15
)

︒

第
三
@

｢官
﹂
名
を


す
る
檢
と
﹁
官
﹂
保


の
�
書

と
こ
ろ
が
︑
以
上
の
こ
と
か
ら
里
耶
一
號
井
出
土
�
書
は
縣
廷
の
�
書
の
み
で
�
成
さ
れ
て
い
る
と
^
斷
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
れ
は
︑

﹁
廷
﹂
以
外
の
宛
先
を
記
し
た
檢
が
出
土
し
て
い
る
事
實
を
無
視
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
﹁
�
陵
﹂﹁
廷
﹂
の
よ
う
に
相
當
の
數
量
が

存
在
す
る
な
ら
ば
ま
だ
し
も
︑
少
量
の
例
で
は
I
�
︑
未
G
な
ど
偶
然
の
$
因
が
混
在
す
る
こ
と
も
あ
り
︑
一
號
井
の
性
格
と
は
直
接
に
關
係

し
な
い
可
能
性
が
あ
る
︒
そ
の
た
め
以
下
で
は
︑﹁
�
陵
﹂﹁
廷
﹂
以
外
に
宛
て
ら
れ
た
檢
を
分
析
す
る
が
︑
檢
以
外
の
鯵
牘
を
も
參
照
可
能
な

例
に
限
っ
て
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
い
︒

な
お
︑
個
別
の
�
書
の
性
格
を
考
え
る
う
え
で
重
視
す
べ
き
は
G
信
記
錄
・
`
領
記
錄
の
存
在
で
あ
る
︒
里
耶
秦
鯵
で
は
8
常
︑﹁
某
以
來
﹂

と
表
示
さ
れ
る
`
領
記
錄
が
あ
れ
ば
そ
れ
は
`
信
側
に
屆
い
た
︑
つ
ま
り
移
動
し
て
き
た
�
書
正
本
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
︑
そ
れ
が
未
G

信
・
]
え
�
書
で
あ
っ
た
可
能
性
は
排
除
で
き
る
︒
一
方
︑﹁
某
行
某
﹂
の
よ
う
な
G
信
記
錄
が
附
さ
れ
て
い
れ
ば
そ
れ
は
基
本

に
發
信
元

に
]
え
と
し
て
殘
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
實
際
に
G
信
さ
れ
た
正
本
の
側
に
G
信
記
錄
は
記
入
さ
れ
て
は
い
な
い
︒
こ
の
こ
と
に
留
+
し
つ
つ
︑

﹁
�
陵
﹂﹁
廷
﹂
以
外
に
宛
て
ら
れ
た
檢
と
そ
の
宛
先
に
關
係
す
る
�
書
鯵
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
こ
う
︒
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一

少
內

少
內
は
縣
下
で
錢
財
の
管
理
に
當
た
る
﹁
官
﹂
で
あ
る(16

)
︒﹁
少
內
﹂
と
い
う
宛
名
を
記
し
た
檢
は

8
-
3
3︑
8
-
2
4
0︑
8
-
2
7
9︑
8
-
3
1
2︑
8
-
6
3
3︑

8
-
9
5
3︑
8
-
1
1
7
8︑
8
-
1
6
3
4︑
8
-
1
9
1
4︑
8
-
2
2
0
8
の
十
例
が
確
/
さ
れ
る
︒
こ
の
檢
が
少
內
宛
て
に
屆
い
た
も
の
で
あ
れ
ば
︑
一
號
井
出
土
�

書
に
は
縣
b
の
�
書
だ
け
で
な
く
少
內
と
い
う
﹁
官
﹂
の
保


し
た
�
書
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
︒
さ
ら
に
少
內
が
作
成
し
た
G

信
�
書
の
]
え
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
︑
M
の
二
例
が
存
在
し
て
い
る
︒

(1
)

□
□
年
後
九
�
辛
酉
朔
丁
亥
︑
少
內
武
敢
言
之
︒
上
計
〼

□
□
而
後
論
者
獄
校
廿
一
牒
︒
謁
吿
�
陵
將
計
丞
〼

上
校
︑
敢
言
之
︒
〼

(正
)

〼
九
�
丁
亥
水
十
一
刻
刻
下
三
︑
佐
欣
行
廷
︒
欣
手
〼

(背
)

8
-
1
6
4+

8
-
1
4
7
5

□
□
年
後
九
�
辛
酉
朔
丁
亥
︑
少
內
武
が
申
し
上
げ
ま
す
︒
上
計
⁝
⁝
□
□
以
後
に
論
斷
し
た
者
の
獄
校
二
十
一
件
を
⁝
⁝
︒
�

陵
將
計
丞
に
吿
げ
⁝
⁝
上
申
し
て
點
檢
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
願
い
ま
す
︒
以
上
申
し
上
げ
ま
す
︒
(正
)

九
�
丁
亥
水
十
一
刻
刻
下
三
︑
佐
欣
が
廷
に
G
7
︒
欣
が
記
す
︒
(背
)

(2
)

卅
年
九
�
庚
申
︑
少
內
守
增
出
錢
六
千
七
百
廿
︑
5

(
d
)
令
佐
e
・
義
・
佐
桐
貲
各
一
甲
︑
�
粁
二
甲
︒

九
�
丙
辰
朔
庚
申
︑
少
內
守
增
敢
言
之
︒
上
出
f
一
︒
敢
言
之
︒
／
欣
手
︒
九
�
庚
申
日
中
時
︑
佐
欣
行
︒

8
-
8
9
0+

8
-
1
5
8
3

三
十
年
九
�
庚
申
︑
少
內
守
增
が
錢
六
千
七
百
廿
を
荏
出
し
︑
令
佐
e
・
義
・
佐
桐
の
貲
各
一
甲
︑
�
粁
の
二
甲
を
償
d
す
る
︒

九
�
丙
辰
朔
庚
申
︑
少
內
守
增
が
申
し
上
げ
ま
す
︒
出
錢
の
f
一
を
上
g
し
ま
す
︒
以
上
申
し
上
げ
ま
す
︒
／
欣
が
記
す
︒
九
�

庚
申
日
中
時
︑
佐
欣
が
G
7
︒
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こ
れ
ら
は
少
內
が
發
信
し
た
も
の
で
︑
末
尾
に
日
時
と
佐

(少
內
佐
)
の
欣
に
G
7
さ
せ
た
と
い
う
記
錄
が
殘
る
︒
さ
ら
に
い
ず
れ
も
﹁
欣

手
﹂
の
署
名
を


し
︑
こ
れ
は
�
書
の
書
き
手
が
發
信
側
つ
ま
り
少
內
の
佐
の
欣
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
︒
(1
)
は
末
尾
の
﹁
佐
欣
行
廷
﹂

に
4
示
さ
れ
る
8
り
︑
�
陵
縣
廷
宛
て
で
あ
る
︒
(2
)
は
﹁
佐
欣
行
﹂
と
宛
先
を
省
略
す
る
が
︑
同
じ
く
少
內
が
發
信
し
︑﹁
敢
言
之
﹂
と
上

行
�
書
の
體
裁
を
と
る
こ
と
か
ら
︑
宛
先
は
�
陵
縣
廷
で
あ
っ
た
と
考
え
て
問
題
な
い
︒
す
な
わ
ち
こ
の
二
例
は
︑
少
內
が
縣
廷
に
宛
て
て
上

申
し
た
�
書
の
﹁
少
內
側
﹂
]
え
と
解
釋
す
る
べ
き
で
あ
る
︒

か
く
し
て
一
號
井
出
土
�
書
に
は
︑
少
內
宛
て
に
屆
け
ら
れ
る
べ
き
檢
と
︑
少
內
側
に
殘
る
は
ず
の
]
え
�
書
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
︒
す

な
わ
ち
﹁
官
﹂
が
保


し
た
�
書
が
一
號
井
か
ら
は
出
土
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
以
下
︑
司
空
・
庫
・
倉
・
都
Z
に
つ
い
て
も
事
態

は
同
樣
で
あ
る
︒

二

司
空

｢司
空
﹂
を
宛
先
と
す
る
檢
は
8
-
1
1
7
6︑
8
-
1
8
5
4︑
8
-
2
1
9
7
の
三
例
が
見
出
せ
る
︒
少
內
と
同
樣
︑
一
號
井
�
書
に
﹁
司
空
宛
て
に
屆
け
ら

れ
た
�
書
﹂
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
を
示
す
︒
さ
ら
に
︑
司
空
が
作
成
し
]
え
と
し
て
保
管
し
た
と
み
な
し
う
る
�
書
が
存
在
す
る
︒

(3
)

卅
年
五
�
戊
午
朔
辛
巳
︑
司
空
守
敞
敢
言
之
︒
冗
戍
士
五

(伍
)
□

歸
高
成
免
︑
衣
用
當
傳
︒
謁
i
(
傳
︑
謁
報
︒

敢
言
之
︒
(正
)

辛
巳
旦
食
時
食
時
︑
隸
臣
殷
行
︒

武
〼

(背
)

8
-
6
6
6+

8
-
2
0
0
6

卅
年
五
�
戊
午
朔
辛
巳
︑
司
空
守
敞
が
申
し
上
げ
ま
す
︒
冗
戍
で
あ
る
士
伍
の
□
が
高
成

(縣
)
に
歸
り
免
職
と
な
り
ま
し
た(17

)
︒

衣
類
は
G
り
屆
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
(
を
j
i
し
て
G
り
屆
け
さ
せ
る
こ
と
︑
ま
た
そ
れ
に
つ
い
て
報
吿
し
て
い
た
だ
く
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こ
と
を
願
い
ま
す
︒
以
上
申
し
上
げ
ま
す
︒
(正
)

辛
巳
旦
食
時
食
時
︑
隸
臣
殷
が
G
7
︒
武
⁝
⁝

(背
)

司
空
守
に
よ
る
上
行
�
書
で
あ
り
︑
宛
先
は
4
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
�
陵
縣
廷
と
想
定
で
き
る
︒
G
7
に
あ
た
っ
た
隸
臣
殷
は
司
空
�
屬
で

あ
ろ
う
か
ら
︑
司
空
が
G
信
記
錄
を
書
き
加
え
て
]
え
と
し
て
自
身
の
も
と
に
保
管
し
た
�
書
と
考
え
ら
れ
る
︒
司
空
に
關
し
て
は
こ
の
よ
う

な
]
え
だ
け
で
な
く
︑
貳
春
Z
守
か
ら
司
空
に
屆
け
ら
れ
た
�
書
が
出
土
し
て
お
り
︑
そ
こ
に
は
`
信
記
錄
が
書
き
附
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
︑
確
か
に
司
空
側
が
`
け
取
っ
た
正
本
で
あ
る
と
^
斷
で
き
る
︒

(4
)

卅
年
十
�
辛
卯
朔
乙
未
︑
貳
春
Z
守
綽
敢
吿
司
空
�
︒

�
令
鬼
薪
軫
・
小
城
旦
乾
人
爲
貳
春
Z
捕
鳥
k
羽
︒
羽
皆
已

備
︑
今
已
以
甲
午
屬
司
空
佐
田
︑
可
定
m

(
N
)︒
敢
吿
�
︒
(正
)

十
�
辛
丑
旦
︑
隸
臣
良
朱
以
來
︒
／
死
n
︒

邛
手
︒
(背
)

8
-
1
5
1
5

卅
年
十
�
辛
卯
朔
乙
未
︑
貳
春
Z
守
綽
が
司
空
殿
に
吿
げ
ま
す
︒
司
空
殿
は
鬼
薪
の
軫
・
小
城
旦
の
乾
人
に
︑
貳
春
Z
の
た
め
に

鳥
と
羽
を
捕
獲
さ
せ
ま
し
た
︒
羽
は
旣
に
み
な
揃
い
ま
し
た
︒
い
ま
旣
に
甲
午
の
日
に
司
空
佐
の
田

(人
名
)
に
委
託
し
た
の
で
︑

帳
N
を
確
定
し
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
︒
以
上
吿
げ
ま
す
︒
(正
)

十
�
辛
丑
旦
︑
隸
臣
良
朱
が
持
參
︒
／
死
が
開
封
︒
邛
が
記
す
︒
(背
)

背
面
の
﹁
隸
臣
良
朱
以
來
︒
／
死
n
︒﹂
が
︑
司
空
側
で
こ
の
�
書
を
`
け
取
っ
た
際
に
書
き
附
け
た
`
信
と
開
封(

18
)

の
記
錄
で
あ
る
︒
從
っ
て

(4
)
は
司
空
が
貳
春
Z
か
ら
`
領
し
た
正
本
︑
す
な
わ
ち
司
空
の
官
署
に
保
管
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
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三

庫
庫
あ
て
の
檢
も
8
-
5
0
9︑
8
-
1
0
3
5︑
8
-
1
0
3
6
の
三
例
が
確
/
で
き
る
︒
さ
ら
に
庫
が
自
身
の
]
え
と
し
て
保
管
し
た
ら
し
き
�
書
と
し
て
︑

(5
)

廿
九
年
八
�
乙
酉
︑
庫
守
悍
作
徒
m

(
N
)
︒
`
司
空
城
旦
四
人
︑
丈
城
旦
一
人
︑
舂
五
人
︑
`
倉
隸
臣
一
人
︒
凡
十
一
人
︒
(⁝
略

⁝
)
(正
)

八
�
乙
酉
︑
庫
守
悍
敢
言
之
︒
駅
書
作
徒
m

(
N
)
牒
北

(背
)
上
︒
敢
言
之
︒
p
手
︒

乙
酉
旦
︑
隸
臣
q
解
行
廷
︒
(背
)

8
-
6
8
6+

8
-
9
7
3

二
十
九
年
八
�
乙
酉
︑
庫
守
悍
の
作
徒
N
︒
司
空
よ
り
城
旦
四
人
︑
丈
城
旦
一
人
︑
舂
五
人
を
`
け
取
り
︑
倉
よ
り
隸
臣
一
人
を

`
け
取
る
︒
合
計
十
一
人
︒
(⁝
略
⁝
)
(正
)

八
�
乙
酉
︑
庫
守
悍
が
申
し
上
げ
ま
す
︒
作
徒
N
を
こ
の
背
面
に
箇
條
書
き
し
て
上
申
し
ま
す
︒
以
上
申
し
上
げ
ま
す
︒
p
が
記

す
︒

乙
酉
旦
︑
隸
臣
q
解
が
廷
に
G
7
︒
(背
)

が
あ
る(

19
)

︒
こ
れ
は
庫
守
の
悍
が
縣
廷
に
G
7
し
た
帳
N
だ
が
︑
背
面
に
﹁
隸
臣
q
解
行
廷
﹂
と
あ
る
た
め
︑
庫
側
の
]
え
�
書
で
あ
る
こ
と
︑

上
記
の
少
內
・
司
空
の
例
と
F
く
同
樣
で
あ
る
︒
0
に
庫
か
ら
縣
廷
の
も
と
に
屆
い
た
�
書
の
正
本
も
存
在
し
て
お
り
︑
そ
ち
ら
に
は
縣
廷
の

`
領
記
錄
が
つ
く
︒
例
え
ば
8
-
1
7
3
は
﹁
卅
一
年
六
�
壬
午
朔
庚
戍
︑
庫
武
敢
言
之
﹂
の
書
き
出
し
を
持
つ
︑
庫
嗇
夫
の
武
が
縣
廷
に
宛
て
た

�
書
で
あ
り
︑
背
面
に
は
別
筆
で
﹁
佐
處
以
來
﹂
す
な
わ
ち
庫
佐
の
處
が
縣
廷
に
持
參
し
た
と
い
う
`
領
記
錄
が
記
入
さ
れ
て
い
る(20

)
︒
つ
ま
り

一
號
井
か
ら
は
庫
が
]
え
と
し
て
保
管
し
た
�
書
︑
庫
か
ら
縣
廷
に
屆
け
ら
れ
た
�
書
の
雙
方
が
出
土
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
里
耶
一
號
井
に

單
一
機
關
の
�
書
の
み
が
廢
棄
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
端

な
例
で
あ
る
︒
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四

倉
｢倉
﹂
と
の
み
宛
名
が
指
定
さ
れ
た
檢
は
十
一
例
が
確
/
さ
れ
る

(
8
-
3
3
5︑
8
-
5
1
6
︑
8
-
7
9
4︑
8
-
9
7
1
︑
8
-
1
0
1
2︑
8
-
1
1
6
0︑
8
-
1
1
8
1︑
8
-
1
2
0
2︑

8
-
1
3
1
5︑
8
-
1
3
6
2︑
8
-
2
4
8
6
)
︒
そ
し
て
︑
倉
か
ら
縣
廷
に
宛
て
ら
れ
た
�
書
の
︑
倉
側
の
]
え
と
思
し
い
�
書
が
一
例
な
が
ら
存
在
す
る
︒

(6
)

【廿
六
年
︼
十
二
�
癸
丑
朔
己
卯
︑
倉
守
敬
敢
言
之
︒
出
西
廥
稻
五
十

□
石
六
斗
少
n
斗
輸
︑
秶
粟
二
石
以
稟
乘
城
卒
夷
陵
士
五
陽
□

□
□
□
今
上
出
中
辨
f
廿
九
︒
敢
言
之
︒

□
手

(正
)

□
申
水
十
一
刻
刻
下
三
︑
令
走
屈
行
︒

操
手
︒
(背
)

8
-
1
4
5
2

二
十
六
年
十
二
�
癸
丑
朔
己
卯
︑
倉
守
敬
が
申
し
上
げ
ま
す
︒
西
廥

(
穀
倉
名
)
の
稻
五
十
□
石
六
斗
少
n
斗
を
出
し
て
輸
G
し
︑

未
脫
穀
の
稷
二
石
を
乘
城
卒
で
夷
陵

(縣
出
身
の
)
士
五
で
あ
る
陽
⁝
⁝
に
荏
給
︒
⁝
⁝
今
︑
荏
出
分
の
中
辨
f
二
十
九
を
上
g

し
ま
す
︒
以
上
申
し
上
げ
ま
す
︒
□
が
記
す
︒
(正
)

□
申
水
十
一
刻
刻
下
三
︑
令
走
屈
が
G
7
︒

操
が
記
す
︒
(背
)

倉
守
の
敬
か
ら
の
上
申
�
書
で
あ
り
︑
G
信
記
錄
が
背
面
に
v
記
さ
れ
て
い
る
點
︑
倉
が
自
身
の
た
め
に
殘
し
た
]
え
�
書
と
^
斷
し
う
る
こ

と
は
︑
も
は
や
多
言
を
$
さ
な
い
︒

五

都
Z

｢官
﹂
の
範
疇
か
ら
は
外
れ
る
が
こ
こ
で
W
せ
て
檢
討
し
て
お
き
た
い
の
が
都
Z
で
あ
る
︒
都
Z
は
縣
城
を
含
む
地
域
を
管
區
と
す
る
Z
の

稱
謂
で
あ
り
︑
從
っ
て
そ
の
官
署
も
縣
廷
に
)
接
し
て
い
た
と
思
し
い
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
縣
廷
と
は
�
書
に
よ
り
聯
絡
し
て
お
り
︑
こ
れ
は
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諸
他
の
﹁
官
﹂
と
共
8
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒﹁
都
Z
﹂
と
宛
名
を
表
示
す
る
檢
に
は

8
-
6︑
8
-
8
4
2︑
8
-
1
3
5
9︑
8
-
1
4
7
9
(
背
)
の
四
例
が
あ

る
︒
さ
ら
に
都
Z
發
信
�
書
の
]
え
と
思
わ
れ
る
も
の
が
M
の
例
で
あ
る
︒

(7
)

廿
八
年
五
�
己
亥
朔
甲
寅
︑
都
Z
守
敬
敢
言
之
︒
〼

得
虎
︑
當
復
者
六
人
︑
人
一
牒
︑
署
復
□
于
〼

從
事
︒
敢
言
之
︒
〼

(正
)

五
�
甲
寅
旦
︑
佐
宣
行
廷
︒
〼

(背
)

8
-
1
7
0

廿
八
年
五
�
己
亥
朔
甲
寅
︑
都
Z
守
敬
が
申
し
上
げ
ま
す
︒
⁝
⁝
得
虎
︑
徭
役
免
除
に
あ
て
る
者
は
六
人
︑
人
ご
と
に
一
牒
︑
署

復
□
于
⁝
⁝
從
事
︒
以
上
申
し
上
げ
ま
す
︒
(正
)

五
�
甲
寅
旦
︑
佐
宣
が
縣
廷
に
G
7
︒
(背
)

都
Z
か
ら
縣
廷
に
宛
て
た
上
申
�
書
で
あ
る
︒
背
面
に
﹁
行
廷
﹂
の
G
信
記
錄
が
見
え
︑
都
Z
側
が
發
信
�
書
の
]
え
と
し
て
保
管
し
た
も
の

と
わ
か
る
︒

以
上
︑
檢
と
]
え
�
書
の
存
在
か
ら
一
號
井
出
土
�
書
の
性
格
を
檢
討
し
た
が
︑
ま
ず
そ
こ
で
は
�
陵
縣
廷
の
�
書
が
大
部
分
を
占
め
て
い

る
こ
と
︑
そ
の
一
方
で
少
內
・
司
空
・
庫
・
倉
・
都
Z
の
も
と
に
保
管
さ
れ
る
べ
き
�
書
が
散
見
す
る
こ
と
が
確
/
で
き
た
︒
こ
こ
で
は

﹁
官
﹂
で
あ
る
少
內
・
司
空
・
庫
・
倉
k
び
都
Z
の
檢
討
に
紙
幅
を
割
い
た
が
︑
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
�
陵
縣
の
�
書
と
漠
然
と
捉
え
ら
れ
て
き

た
一
號
井
出
土
�
書
の
性
格
を
よ
り
正
確
に
分
析
す
る
た
め
で
あ
り
︑
大
勢
か
ら
す
れ
ば
む
し
ろ
特
殊
例
を
擧
げ
た
こ
と
に
な
る
點
は
あ
ら
た

め
て
&
+
し
て
お
き
た
い
︒
そ
の
た
め
一
號
井
は
縣
廷
の
み
な
ら
ず
﹁
官
﹂
の
�
書
の
廢
棄
場
�
で
も
あ
っ
た
︑
と
ま
で
は
言
い
が
た
い
︒
確
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か
に
﹁
官
﹂
保


の
�
書
が
一
號
井
に
は
混
在
し
て
い
る
の
だ
が
︑
そ
の
殘
存
量
は
縣
廷
の
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
わ
ず
か
で
あ
る
︒﹁
官
﹂
は
別

に
ま
た
本
來
の
�
書
廢
棄
場
�
を


し
て
お
り
︑
そ
れ
は
縣
廷
の
�
書
廢
棄
場
�

(一
號
井
)
と
は
基
本

に
は
H
う
場
�
に
あ
っ
た
と
想
定

し
て
お
く
の
が
現
時
點
で
は
自
然
な
結
論
で
あ
ろ
う
︒﹁
官
﹂
保


と
み
な
し
た
上
記
の
例
の
な
か
で
も
︑
い
っ
た
ん
は
﹁
官
﹂
に
屆
い
た
�

書
が
再
度
縣
廷
に
w
G
さ
れ
た
り
︑﹁
官
﹂
が
保


す
べ
き
と
こ
ろ
I
っ
て
縣
廷
に
移
G
さ
れ
た
も
の
が
混
入
し
た
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
︒

そ
う
し
た
M
第
で
︑﹁
官
﹂
保


の
�
書
の
一
部
が
︑
�
料
の
表
面
に
は
現
れ
な
い
樣
々
な
理
由
に
よ
り
縣
廷
の
�
書
廢
棄
場
�
に
混
じ
っ
た

こ
と
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
一
號
井
出
土
�
書
の
大
部
分
が
�
陵
縣
廷
が
保


し
た
�
書
で
あ
る
點
は
動
か
ず
︑
も
と
よ

り
個
別
の
�
書
內
容
に
卽
し
て
^
斷
す
る
こ
と
が
必
$
で
は
あ
る
が
︑
特
に
﹁
官
﹂
保


�
書
と
解
す
る
根
據
が
無
い
限
り
︑
そ
の
�
書
は
縣

廷
に
屆
け
ら
れ
た
も
の
か
︑
あ
る
い
は
縣
廷
が
G
信
し
た
も
の
の
]
え
と
解
し
て
お
い
て
問
題
は
な
い(21

)
︒

第
二
違

縣
廷
內
列
曹

第
一
@

縣
內
の
檢
と
縣
外
の
檢

#
違
に
お
い
て
︑
二
種
類
の
檢
の
存
在
︑
す
な
わ
ち

①
縣
內
で
G
`
信
が
完
結
す
る
�
書
用
の
檢

(
以
下
︑
﹁
縣
內
の
檢
﹂
)
と

②
縣
外

に
關
わ
る
�
書
用
の
檢

(以
下
︑﹁
縣
外
の
檢
﹂
)
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
い
た(22

)
︒
こ
の
こ
と
か
ら
は
い
く
つ
か
の
重
$
な
論
點
が
j
生
す
る
︒

縣
內
の
檢
に
關
し
て
は
︑﹁
廷
﹂﹁
倉
﹂﹁
少
內
﹂
の
如
く
︑
縣
廷
や
﹁
官
﹂
の
名
稱
が
宛
先
と
し
て
現
れ
る
が
︑
け
し
て
﹁
�
陵
﹂
を
附
す

る
こ
と
は
な
い
︒
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
︑
�
陵
縣
內
で
用
い
る
な
ら
ば
そ
も
そ
も
縣
名
は
自
4
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
︒
一
方
︑
縣
外
の

檢
の
場
合
︑
�
陵
縣
あ
て
に
屆
い
た
場
合
は
﹁
�
陵
以
郵
行
洞
庭
﹂
の
よ
う
に
︑
ま
た
他
縣
宛
て
で
は

8
-
9
3
1﹁
閬
中
﹂︑
8
-
1
3
7
3﹁
嬰
成
﹂

の
よ
う
に
︑
縣
名
が
4
示
さ
れ
た(23

)
︒
こ
の
傾
向
を
0
に
y
用
す
れ
ば
︑﹁
�
陵
﹂
と
だ
け
書
い
た
檢
の
よ
う
に
發
信
元
が
4
記
さ
れ
な
い
場
合

で
も
︑
少
な
く
と
も
�
陵
縣
外
を
發
信
元
と
す
る
檢
で
あ
っ
た
と
推
測
し
う
る(24

)
︒
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い
ま
ひ
と
つ
&
目
さ
れ
る
の
は
︑﹁
�
陵
以
郵
行
洞
庭
﹂
を
典
型
と
し
て
︑
縣
外
の
檢
に
お
い
て
は
﹁
廷
﹂
を
こ
と
さ
ら
に
表
記
す
る
例
が

ほ
ぼ
皆
無
だ
と
い
う
點
で
あ
る(25

)
︒
こ
れ
は
︑
他
縣
か
ら
�
陵
に
屆
く
�
書
は
ま
ず
縣
廷
に
屆
け
ら
れ
る
こ
と
が
原
則
で
あ
っ
た
た
め
︑﹁
廷
﹂

の
表
記
は
省
か
れ
て
い
た
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
︒

し
か
し
︑
縣
外
か
ら
の
�
書
は
F
て
ま
ず
縣
廷
に
集
6
さ
れ
た
と
考
え
る
に
は
︑
M
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
︒
す

な
わ
ち
︑
縣
外
の
檢
に
お
け
る
﹁
�
陵
﹂
と
い
う
宛
名
に
は
︑
さ
ら
に
下
位
の
組
織
名
が
後
續
す
る
場
合
も
あ
り
︑
し
か
も
そ
こ
に
は
﹁
官
﹂

と
類
似
し
た
名
稱
が
現
れ
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
縣
內
の
檢
で
も
同
樣
で
︑
そ
の
場
合
﹁
廷
﹂
に
後
續
す
る
組
織
名
と

し
て
現
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

具
體

に
は
︑﹁
�
陵
﹂﹁
廷
﹂
に
後
續
す
る
組
織
名
の
第
一
と
し
て
ま
ず
金
布
︑
�
戶
な
ど
︑﹁
官
﹂
と
し
て
は
存
在
し
な
い
も
の
が
あ
る
︒

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
二
〇
〇
七
年
以
#
の
段
階
で
旣
に
︑
縣
廷
の
內
部
に
あ
る
部
局
で
あ
っ
て
︑﹁
官
﹂
と
は
H
い
縣
廷
に
﹁
直
屬
﹂
す
る
組

織
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る(26

)
︒
怨
規
公
表
鯵
の
檢
に
お
い
て
も
︑
6
-
1
8﹁
�
陵
金
布
發
洞
庭
﹂︑
8
-
3
0
4﹁
�
陵
金
布
發
洞
〼
﹂
(
�

陵
宛
て
︒
金
布
が
開
封
す
る
こ
と
︒
洞
庭
よ
り
發
信
︒
)
の
よ
う
に
︑﹁
金
布
﹂
を
開
封
者
と
し
て
指
定
す
る
例
が
あ
る

(﹁
發
﹂
の
字
義
は
高
村
武
幸
二

〇
〇
九
を
參
照
)
︒
こ
れ
は
縣
內
の
檢
で
は
﹁
廷
金
布
發
﹂
と
の
表
記
に
な
り
︑
8
-
5
0
6︑
8
-
9
3
5︑
8
-
1
1
6
6
な
ど
一
定
數
が
存
在
す
る
︒
こ
れ

ら
の
�
料
は
金
布
と
縣
廷
の
)
さ
を
よ
り
鮮
4
に
す
る
︒
さ
ら
に
﹁
官
﹂
と
の
H
い
と
し
て
︑
金
布
に
は
そ
も
そ
も
﹁
金
布
嗇
夫
﹂
や
﹁
金
布

佐
﹂
と
い
っ
た
﹁
官
﹂
と
同
じ
よ
う
な
專
任
官
員
は
見
ら
れ
な
い
︒
こ
れ
は
M
@
で
見
る
�
戶
に
つ
い
て
も
F
く
同
樣
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
縣
廷
內
部
の
組
織
で
あ
る
な
ら
ば
︑
縣
外
の
檢
に
﹁
�
陵
金
布
﹂
な
ど
と
表
記
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
そ
れ
は
﹁
官
﹂
宛
て
で

は
な
く
縣
廷
宛
て
と
同
義
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
縣
外
か
ら
の
�
書
は
ま
ず
縣
廷
に
屆
け
ら
れ
た
と
い
う
想
定
に
矛
盾
し
な
い
︒
と
こ
ろ
が
怨

規
公
表
鯵
に
よ
っ
て
︑
金
布
・
�
戶
以
外
の
存
在
︑
す
な
わ
ち
﹁
廷
倉
曹
﹂﹁
臨
沅
�
司
空
﹂
の
よ
う
に
︑﹁
官
﹂
と
名
稱
が
重
複
す
る
も
の
が

確
/
さ
れ
︑
事
態
は
さ
ほ
ど
單
純
で
は
な
く
な
っ
て
き
た
︒
倉
や
司
空
は
官
嗇
夫
・
�
・
佐
か
ら
な
る
﹁
官
﹂
と
し
て
の
組
織
が
確
か
に
存
在

し
て
お
り
︑
そ
れ
は
縣
廷
と
は
區
別
さ
れ
た
組
織
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
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&
目
す
べ
き
は
︑﹁
倉
曹
﹂﹁
�
司
空
﹂
等
は
確
か
に
旣
知
の
﹁
官
﹂
と
名
稱
が
重
複
し
て
は
い
る
が
︑﹁
曹
﹂
や
﹁
�
﹂
を
附
す
る
こ
と
で
︑

そ
れ
を
附
さ
な
い
﹁
官
﹂
と
區
別
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
點
で
あ
る(27

)
︒
さ
ら
に
檢
の
宛
名
表
記
に
お
い
て
︑﹁
倉
嗇
夫
﹂﹁
倉
佐
﹂
と
い
っ

た
﹁
官
﹂
員
の
名
が
廷
に
後
續
し
て
現
れ
る
こ
と
は
皆
無
で
あ
る(28

)
︒
以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
︑
兩
者
は
名
稱
と
し
て
は
類
似
す
る
も
の
の
︑

別
個
の
組
織
で
あ
る
と
の
推
測
が
立
つ
︒

こ
の
點
は
旣
に
高
村
武
幸
二
〇
一
四
︑
孫
聞
|
二
〇
一
四
も
ま
た
&
+
し
て
お
り(29

)
︑
縣
廷
外
に
存
在
す
る
﹁
官
﹂
(高
村
氏
は
﹁
諸
官
府
﹂︑
孫

氏
は
﹁
諸
官
﹂
)
と
︑
縣
廷
內
に
存
在
す
る
﹁
廷
某
曹

(
�
某
)
﹂
(高
村
氏
は
﹁
某
曹
﹂
︑
孫
氏
は
﹁
列
曹
﹂
)
と
の
區
別
が
存
在
し
た
こ
と
は
︑
旣
に

硏
究
者
の
閒
で
/
知
さ
れ
つ
つ
あ
る
︒
こ
こ
で
は
﹁
官
﹂
と
の
區
別
に
重
點
を
置
き
︑
筆
者
な
り
に
﹁
廷

+

某
曹

(
�
某
)
﹂
に
つ
い
て
基
本


な
�
料
を
例
示
し
な
が
ら
檢
證
を
加
え
て
お
き
た
い
︒

第
二
@

�
某
と
某
曹

｢廷

+

某
曹

(
�
某
)
﹂
と
し
て
縣
廷
に
後
續
す
る
組
織
名
は
︑
�
料
上
の
表
記
と
し
て
は
﹁
�
某
﹂︑﹁
某
曹
﹂︑
そ
れ
以
外
と
い
う
三
種
類

に
分
け
ら
れ
る
︒
ま
ず
用
例
の


も
豐
富
な
﹁
�
戶
﹂
に
つ
い
て
見
る
と
︑﹁
廷
�
戶
發
﹂
す
な
わ
ち
﹁
廷
�
屬
の
�
戶
が
開
封
す
る
こ
と
﹂

と
い
う
開
封
者
指
定
の
�
言
を


す
る
檢
が

8
-
2
6
6︑
8
-
1
1
4
2︑
8
-
1
3
9
5︑
8
-
1
6
5
0︑
8
-
1
7
5
2︑
8
-
1
9
5
5︑
8
-
2
0
4
1︑
8
-
1
2
4
9︑
8
-
1
6
0
7︑

8
-
2
5
4
7︑
そ
し
て
そ
の
省
略
形
で
あ
ろ
う
﹁
廷
戶
發
﹂
も

8
-
1︑
8
-
2
8
3︑
8
-
9
5
2︑
8
-
1
2
9
2︑
8
-
1
8
3
4︑
8
-
8
7
8︑
8
-
6
5
(背
)
と
多
數
抽
出

で
き
る
︒
ま
た
こ
れ
に
似
た
表
現
と
し
て
﹁
廷
戶
曹
﹂
が
8
-
1
0
7
2︑
8
-
2
6
3︑
8
-
1
4
8
9
の
三
例
確
/
さ
れ
る
︒
廷
�
戶
・
廷
戶
曹
と
同
樣
の
關

係
は
︑
倉
・
(
に
も
見
出
さ
れ
る
︒

廷
�
倉

8
-
1
2
2
8︑
8
-
1
2
9
4︑
8
-
1
3
6
6︑
8
-
1
4
9
8︑
8
-
1
6
2
8︒

廷
倉
曹

8
-
3︑
8
-
5
0
0︑
8
-
1
2
8
8︒
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廷
�
(

8
-
5
2︑
8
-
3
4
7︑
8
-
5
2
6︑
8
-
7
0
9︑
8
-
1
3
0
5︑
8
-
1
6
0
6︑
8
-
1
6
5
1︑
8
-
1
6
9
6︑

8
-
1
7
0
1︑
8
-
1
7
5
0︑
8
-
1
7
5
8︑
8
-
1
8
6
9︑
8
-
1
8
8
1︒

廷
(
曹

8
-
2
4
1︑
8
-
5
5
4︑
8
-
8
2
9︑
8
-
1
1
2
6︑
8
-
1
7
0
0︑
8
-
2
5
0
7︑
8
-
2
0
1
7︑
8
-
6
9
9︒

�
某
・
某
曹
が
さ
ほ
ど
C
在
せ
ず
出
現
し
て
お
り
︑
ま
た
兩
者
が
別
個
の
組
織
で
あ
る
こ

と
を
示
す
積
極

な
�
料
は
見
當
た
ら
な
い
︒
そ
の
た
め
こ
れ
ら
は
單
な
る
衣
稱
で
あ
っ

て
實
際
に
は
同
一
の
組
織
を
指
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
な
縣
廷
に
後
續
す
る
組
織
名
を
整
理
す
る
と
表
一
の
8
り
に
な
る
︒
な
お
表

に
擧
げ
た
例
の
ほ
か
︑
必
ず
し
も
﹁
廷
﹂
を
冠
し
て
現
れ
な
い
が
同
じ
く
廷
に
直
屬
す
る

と
思
わ
れ
る
例
に
﹁
�
庫
﹂﹁
�
食
﹂﹁
�
錢
﹂﹁
中
曹
﹂﹁
}
曹
﹂﹁
兵
曹
﹂﹁
車
曹
﹂
が
あ

る
︒
こ
こ
に
擧
げ
た
例
で
は
︑
金
布
が
F
く
﹁
�
某
﹂﹁
某
曹
﹂
の
形
態
を
と
ら
な
い
こ

と
を
除
け
ば
︑
戶
・
倉
・
(
の
欄
を
典
型
と
し
て
い
ず
れ
も
�
某
・
某
曹
の
言
い
奄
え
が

可
能
で
あ
っ
た
と
類
推
さ
れ
る
︒
た
だ
し
現
時
點
で
﹁
�
某
﹂﹁
某
曹
﹂
の
雙
方
が
す
べ

て
に
お
い
て
出
揃
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
附
言
し
て
お
き
た
い(30

)
︒

さ
て
︑
檢
で
は
な
く
一
般
の
�
書
に
も
視
野
を
廣
げ
る
と
︑﹁
廷
﹂
を
附
さ
な
い
﹁
某

曹
﹂
單
獨
の
形
式
も
見
ら
れ
︑﹁
戶
曹
﹂
が

8
-
4
8
8︑
8
-
1
5
3
3
に
︑﹁
倉
曹
﹂
が

8
-
4
8
1︑

8
-
7
7
6︑
8
-
1
2
0
1︑
8
-
1
7
7
7+

8
-
1
8
6
8︑
8
-
1
4
6
3
に
︑﹁
(

曹
﹂
が

9
-
9
8
2︑
9
-
1
1
3
1
(
?
)

に
檢
出
で
き
る
︒
8
常
の
記
営
で
は
廷
を
冠
す
る
こ
と
な
く
﹁
某
曹
﹂
と
稱
す
る
こ
と
と

な
っ
て
お
り
︑
そ
こ
か
ら
す
る
と
﹁
廷
�
某
﹂﹁
廷
某
曹
﹂
と
の
表
現
は
む
し
ろ
檢
の
宛
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【表一】「廷�○」「廷○曹」の例 (廷との接續が確實なもののみ。鯵番號は各一例のみ
擧げた。)

戶 倉 ( 司空 金布 令 計 課 尉 獄東 N

廷○ 廷戶

8-1

廷金布

8-506

廷�○廷�戶

8-266

廷�倉

8-1228

廷�(

8-52

廷�令

(※ 3)

廷�計

8-1773

廷�課

8-2198

廷�N

8-1110

廷○曹廷戶曹

8-1072

廷倉曹

8-1288

廷(曹

8-829

廷司空曹

(※ 2)

廷令曹

8-778

廷尉曹

⑨ 2318

廷獄東

8-1741

郡關係守府戶曹

8-978

洞庭�倉

11-111

(※ 1)

洞庭�司

空

8-1616

洞庭泰守府

尉曹

⑦ 5

※ 1 湖南省�物考古硏究�二〇〇九に揭載。

※ 2 9-1130 (?)「卅二年十�以來廷倉・司空曹已計」は廷倉曹・廷司空曹を表す。

※ 3 9-712 (?)「�陵報酉陽、署�令發」は廷�令を省略したものと考えられる。



名
書
き
に
特


の
表
現
と
言
っ
て
よ
い
︒
そ
こ
で
こ
れ
ら
某
曹

(
�
某
)
と
稱
さ
れ
る
組
織
の
こ
と
を
以
下
で
は
﹁
縣
廷
內
列
曹
﹂
と
稱
し
て

お
き
た
い
︒

な
お
本
稿
の
�
旨
か
ら
は
や
や
外
れ
る
が
︑
漢
代
以
影
の
列
曹

(
諸
曹
)
と
の
關
係
に
つ
い
て
も
少
し
く
言
k
し
て
お
こ
う
︒
漢
代
以
影
︑

縣
に
お
け
る
行
政
實
務
は
列
曹
と
呼
ば
れ
る
部
局
に
よ
っ
て
擔
當
さ
れ
た
︒
秦
代
に
お
い
て
そ
れ
に
相
當
す
る
の
は
﹁
官
﹂
と
い
う
こ
と
に
な

る(
31
)

︒
そ
の
一
方
︑
本
稿
に
示
し
た
縣
廷
內
列
曹
は
︑﹁
官
﹂
の
よ
う
に
行
政
實
務
の
#
面
に
出
て
く
る
こ
と
は
な
く
︑
縣
廷
に
附
隨
し
た
名
稱

と
し
て
出
現
す
る
の
み
で
︑
縣
廷
內
列
曹
の
人
員
が
實
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
り
そ
れ
に
基
づ
い
て
活
動
し
た
形
跡
は
見
當
た
ら
な
い
︒
こ
の
點
︑

行
政
實
務
を
執
行
し
た
狀
況
が
�
書
上
に
よ
く
現
れ
る
﹁
官
﹂
お
よ
び
漢
代
の
列
曹
と
︑
縣
廷
內
列
曹
と
で
は
大
き
く
性
格
が
衣
な
る
︒
こ
こ

で
縣
廷
內
列
曹
と
稱
し
た
の
は
︑
漢
代
の
列
曹
と
も
區
別
す
る
+
圖
に
よ
る
︒

仲
山
茂
二
〇
〇
一
に
よ
る
と
漢
代
の
列
曹
は
︑
同
樣
の
役
割
を
擔
っ
た
秦
代
の
﹁
官
﹂
を
#
身
と
す
る
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
令
�
か
ら
發

展
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
い
う
︒
こ
の
見
解
は
︑
縣
廷
內
に
列
曹
が
存
在
し
た
こ
と
が
4
ら
か
に
な
っ
た
現
在
︑
一
層
の
重
$
性
を
帶
び
る
︒

と
い
う
の
も
︑
縣
廷
內
列
曹
は
︑
縣
廷
の
一
員
た
る
令
�
に
よ
っ
て
�
擔
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
︒
こ
れ
は
旣
に
靑
木
俊
介
二
〇

〇
五
が
金
布
・
�
戶
に
つ
い
て
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
怨
規
公
表
鯵
が
さ
ら
な
る
根
據
を
提
供
す
る
︒
特
に

8
-
2
6
9﹁
�
中
令
�
陽
里

扣
伐
閱
﹂
な
る
�
書
は
︑
令
�
が
縣
廷
內
列
曹
を
擔
當
し
た
こ
と
の


力
な
傍
證
と
な
る
︒
伐
閱
は
官
(
の
勤
務
歷
を
記
し
た
�
書
だ
が
︑

8
-
2
6
9
は
令
�
扣
の
經
歷
を
記
し
た
あ
と
︑﹁
可
直
司
空
曹
﹂
(司
空
曹
に
閏
て
る
こ
と
が
で
き
る
)
と
い
う
�
價
の
語
を
附
け
て
お
り
︑
令
�
が

縣
廷
內
列
曹
に
閏
當
さ
れ
え
た
こ
と
が
4
示
さ
れ
て
い
る(32

)
︒
す
る
と
例
え
ば
睡
虎
地
秦
鯵
﹁
 
年
記
﹂
に
お
い
て
︑﹁
七
年
︑
正
�
甲
寅
︑
鄢

令
�
﹂
と
墓
�
の
喜
が
鄢
縣
令
�
と
な
っ
た
の
ち
︑
始
皇
十
二
年
の
記
事
で
は
﹁
喜
治
獄
鄢
﹂
と
あ
る
の
も
︑
令
�
が
獄
曹
を
擔
當
し
た
一
例

と
解
釋
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
縣
廷
に
複
數
置
か
れ
た
令
�
が
︑
あ
く
ま
で
令
�
を
本
職
と
し
つ
つ
︑
各
種
の
﹁
某
曹

(
�
某
)
﹂
を
分
掌
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
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第
三
@

｢官
﹂
と
の
關
係

M
に
考
察
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
︑﹁
官
﹂
の
名
稱
と
重
複
す
る
縣
廷
內
列
曹
と
﹁
官
﹂
と
の
關
係
で
あ
る
︒
現
時
點
で
そ
う
し
た

名
稱
の
重
複
が
確
/
で
き
る
例
と
し
て
︑
倉

(倉
曹
・
�
倉
)
︑
司
空

(司
空
曹
・
�
司
空
)
が
あ
る
︒﹁
官
﹂
で
あ
る
倉
嗇
夫
は

5
-
1︑
8
-
1
5
6
0

や
睡
虎
地
秦
鯵
﹁
秦
律
十
八
種
﹂
21
な
ど
に
見
え
︑
同
じ
く
司
空
嗇
夫
も

8
-
1
4
4
5︑
睡
虎
地
秦
鯵
﹁
秦
律
雜
抄
﹂
20
に
見
出
せ
る(

33
)

︒
縣
廷
內

列
曹
と
し
て
の
倉
曹

(
�
倉
)
・
司
空
曹

(
�
司
空
)
と
︑
縣
廷
外
す
な
わ
ち
﹁
官
﹂
と
し
て
の
倉
・
司
空
︑
こ
の
兩
者
の
關
係
は
い
か
な
る
も

の
で
あ
っ
た
か
︒
そ
れ
を
窺
わ
せ
る
�
料
と
し
て
ま
ず
M
の
よ
う
な
鯵
が
存
在
す
る
︒

(8
)

廷
�
倉

(正
)

倉

(背
)

8
-
1
4
9
8

こ
れ
は
同
一
の
檢
に
﹁
廷
�
倉
﹂
と
﹁
倉
﹂
と
記
し
た
も
の
で
あ
り
︑
兩
者
が
別
組
織
で
あ
っ
た
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
傍
證
す
る
︒
た
だ
し
こ

れ
は
﹁
�
陵
洞
庭

(
�
陵
宛
て
︑
洞
庭
發
)
﹂
の
よ
う
に
宛
先
・
發
信
元
を
同
一
面
上
に
書
い
て
あ
る
檢
と
は
衣
な
り
︑
兩
面
を
用
い
て
い
る
︒

こ
れ
は
﹁
倉
か
ら
廷
�
倉
宛
て
﹂
(も
し
く
は
そ
の
0
)
を
そ
の
ま
ま
+
味
す
る
の
で
は
な
い
︒
と
い
う
の
も
檢
は
册
書
や
書
嚢
に
附
け
て
し
ま

う
と
背
面
が
露
見
し
な
い
た
め
︑
背
面
に
�
字
を
書
い
て
も
無
+
味
だ
か
ら
で
あ
る(34

)
︒
こ
う
し
た
兩
面
�
用
の
檢
は
︑
二
度
に
わ
た
っ
て
利
用

さ
れ
た
結
果
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う(35

)
︒
一
號
井
出
土
�
書
の
性
格
か
ら
し
て
︑
こ
の
檢
は


�

に
は
縣
廷
に
屆
い
て
い
た
可
能
性
が
高
い
︒

す
る
と
︑
ま
ず
倉
が
他
の
部
署
か
ら
`
け
取
っ
て
保
管
し
て
お
い
た
檢
が
︑
の
ち
に
廷
�
倉
に
�
書
を
G
る
際
に
再
利
用
さ
れ
︑
結
果

に
廷

�
倉
に
屆
い
た
も
の
と
想
定
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
︒
再
利
用
の
段
階
で
﹁
倉
か
ら
廷
�
倉
宛
て
﹂
と
し
て
利
用
さ
れ
た
の
だ
が
︑
兩
面
と

も
に
そ
の
�
用
の
都
度
︑
宛
先
表
示
と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
る
︒
と
も
あ
れ
﹁
倉
か
ら
廷
�
倉
宛
て
﹂
を
示
す

(8
)
は
︑﹁
官
﹂
と
縣
廷

― 18 ―

524



內
列
曹
と
の
峻
別
︑
そ
し
て
兩
者
が
8
信
︑
聯
携
し
て
い
た
形
跡
を
窺
わ
せ
る
點
で
貴
重
な
�
料
と
言
え
る
︒

M
に
官
制

な
面
か
ら
&
目
し
た
い
の
が
尉
曹
の
存
在
で
あ
る
︒
縣
廷
內
列
曹
の
一
つ
で
あ
る
廷
尉
曹
は
︑
令
・
丞
と
竝
ぶ
長
(
と
し
て
縣

の
軍
政
系
瓜
を
瓜
�
す
る
﹁
尉
﹂
(以
下
﹁
縣
尉
﹂
と
稱
し
て
尉
曹
と
區
別
す
る
)
と
は
別
個
の
組
織
で
あ
る
︒
縣
尉
は
そ
の
+
味
で
屬
(
た
る
官

嗇
夫
ら
と
は
一
線
を
劃
す
る
地
位
に
あ
り
︑
縣
尉

−

尉
曹
と
い
う
關
係
は
長
(

−

屬
(
の
關
係
で
あ
っ
て
︑
い
ず
れ
も
屬
(
で
あ
る
縣
廷
內
列

曹

−

｢官
﹂
と
い
う
關
係
と
は
M
元
が
衣
な
る
こ
と
に
は
留
+
が
必
$
だ
が
︑
そ
れ
で
も
な
お
兩
者
の
竝
立
は
重
$
な
示
唆
を
含
む
︒
つ
と
に

嚴
�
�
一
九
九
〇

(二
二
〇
頁
)
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
漢
代
に
お
い
て
縣
尉
は
軍
事
・
治
安
維
持
を
職
掌
と
す
る
特
性
上
︑
し
ば
し
ば
縣
治

の
外
︑
つ
ま
り
縣
令
ら
と
は
離
れ
た
場
�
に
治
�
を
置
い
た
︒
そ
の
一
方
で
︑
漢
代
縣
下
の
列
曹
の
一
つ
と
し
て
尉
曹
が
確
/
さ
れ
︑
こ
れ
は

縣
治
�
在
と
考
え
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
縣
治
�
在
の
尉
曹
と
︑
縣
治
外
�
在
の
縣
尉
と
が
竝
立
し
て
い
る
の
で
あ
る(36

)
︒
從
來
は
漢
代
以
影
の
尉
曹

の
み
が
知
ら
れ
て
い
た
が
︑
里
耶
秦
鯵
に
尉
曹

(廷
尉
曹
)
が
登
場
し
た
こ
と
で
︑
縣
尉
と
尉
曹
の
竝
立
が
秦
代
に
�
り
う
る
こ
と
が
4
ら
か

に
な
っ
た
︒
そ
し
て
︑
尉
曹
と
縣
尉
の
竝
立
と
い
う
事
態
は
︑
本
@
が
問
題
と
し
て
い
る
縣
廷
內
列
曹
と
縣
廷
外
の
﹁
官
﹂
の
竝
立
と
同
樣
と

言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

こ
う
し
た
關
係
は
縣
に
お
い
て
の
み
看
取
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
二
〇
〇
七
年
の
發
掘
報
吿
で
紹
介
さ
れ
た⑦

5﹁
洞
庭
泰

(太
)
守
府

尉
曹
發
︑
以
郵
行
﹂
は
洞
庭
郡
太
守
府
を
宛
先
と
す
る
檢
で
︑
�
陵
縣
廷
に
未
G
の
ま
ま
殘
さ
れ
た
か
太
守
府
に
屆
い
て
か
ら
再
び
戾
っ
て
き

た
も
の
か
は
不
4
な
が
ら
も
︑
そ
の
記
営
か
ら
&
目
さ
れ
る
の
は
︑
洞
庭
郡
に
は
太
守
と
は
別
に
郡
尉
が
存
在
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
太
守
府

內
に
も
﹁
尉
曹
﹂
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
點
で
あ
る
︒
洞
庭
郡
の
太
守
と
郡
尉
と
が
治
�
を
衣
に
し
た
こ
と
は
︑
�
陵
縣
か
ら
發
し
た

�
書
の
G
信
記
錄
で
あ
る
︑

(9
)

尉
曹
書
二
封
︑
�
陵
印
︒
一
封
詣
洞
庭
泰
守
府
︒
一
封
詣
洞
庭
尉
府
︒

九
�
辛
丑
水
下
二
刻
︑
走
□
以
來
︒

8
-
1
2
2
5
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尉
曹
書
二
8
︒
�
陵
の
印
︒
一
8
は
洞
庭
太
守
府
宛
て
︒
一
8
は
洞
庭
尉
府
宛
て
︒

九
�
辛
丑
水
下
二
刻
︑
走
□
が
持
參
︒

や
︑
同
樣
の
鯵

8
-
7
2
8+

8
-
1
4
7
4
な
ど
か
ら
確
/
で
き
る
︒
洞
庭
郡
に
お
い
て
︑
軍
政
を
掌
る
郡
尉
府
が
太
守
府
と
別
の
地
に
設
け
ら
れ
て
い

た
だ
け
で
な
く
︑
太
守
府
內
に
も
﹁
尉
曹
﹂
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を⑦

5
は
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
縣
內
に
お
け
る
縣
尉
と
尉
曹
の
竝
立

も
︑
こ
れ
と
F
く
の
相
似
形
に
あ
る
と
言
え
よ
う
︒
尉
曹
は
︑
縣
廷
・
太
守
府
の
外
に
縣
尉
・
郡
尉
が
�
在
し
て
い
る
こ
と
で
手
m
に
な
っ
た

縣
治
・
郡
治
の
軍
事
・
治
安
維
持
機
能
を
補
完
す
る
た
め
︑
縣
廷
・
太
守
府
內
に
設
置
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

ま
た
同
一
名
稱
を
共


す
る
官
の
竝
立
と
い
う
點
で
參
考
と
な
る
の
が
︑
#
漢
後
�
以
影
の
例
で
は
あ
る
が
︑﹁
門
下
�
曹
﹂
と
﹁
�
曹
﹂

で
あ
る
︒﹁
�
曹
﹂
の
名
は
共
8
し
な
が
ら
も
︑﹁
門
下
﹂
を
冠
す
る
か
否
か
で
兩
者
に
區
別
が
あ
っ
た
こ
と
は
︑
嚴
�
�
一
九
九
〇

(一
三
六

頁
)
の
指
摘
が
あ
る
︒
佐
原
康
夫
二
〇
〇
二

(二
三
四

−

二
四
四
頁
)
は
こ
の
﹁
門
下
﹂
に
つ
い
て
︑
元
來
は
長
官
の
﹁
家
﹂
の
世
界
に
屬
す
る

私
從

な
側
)
で
あ
っ
た
が
︑
#
漢
後
�
以
影
に
官
名
�
し
︑
長
官
の
補
佐
・
�
問
を
務
め
る
官
�
を
形
成
し
︑
ま
た
屬
(
の
な
か
で
も
別
格

の
名
譽
あ
る
稱
號
へ
と
轉
�
し
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
︒
長
官
の
身
邊
で
侍
衞
に
あ
た
る
門
下
�
曹
と
︑
列
曹
の
一
と
し
て
一
般
の
警
察
業
務

に
あ
た
る
�
曹
と
の
竝
立
は
︑
秦
代
に
お
け
る
縣
廷
內
列
曹
と
縣
廷
外
の
﹁
官
﹂
の
竝
立
に
よ
く
對
應
す
る
︒
秦
代
の
﹁
廷
﹂
を
冠
し
た
縣
廷

內
列
曹
と
︑
漢
代
の
﹁
門
下
﹂
を
冠
し
た
長
官
官
�
の
屬
(
と
は
︑
性
質
が
ど
こ
ま
で
一
致
す
る
か
に
つ
い
て
は
な
お
檢
討
の
餘
地
が
あ
る
が
︑

長
官
に
)
從
し
︑
そ
の
範
圍
外
の
屬
(

(秦
の
﹁
官
﹂︑
漢
の
列
曹
)
と
は
一
線
を
劃
す
る
點
で
︑
空
閒

な
存
在
形
態
と
し
て
は
類
似
し
て
い

る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う(37

)
︒

秦
縣
で
は
︑
倉
や
司
空
と
い
っ
た
﹁
官
﹂
が
縣
廷
と
は
別
個
に
官
署
を
�
え
︑
一
方
で
縣
廷
內
に
は
縣
廷
內
列
曹

(倉
曹
︑
司
空
曹
)
が
置

か
れ
た
︒
實
務
部
局
た
る
﹁
官
﹂
が
縣
廷
外
部
に
旣
に
存
在
し
て
い
る
う
え
に
︑
縣
廷
に
は
縣
廷
內
列
曹
と
し
て
類
似
し
た
名
を
持
つ
組
織
を

置
く
と
い
う
狀
態
は
繁
雜
に
も
見
え
る
が
︑
縣
尉
と
尉
曹
︑
�
曹
と
門
下
�
曹
の
例
を
參
照
し
た
と
き
︑
そ
れ
が
當
時
の
官
制
と
し
て
不
自
然
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で
も
例
外

で
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
縣
廷
內

部
に
は
︑
そ
も
そ
も
同
名
の
﹁
官
﹂
が
存
在
し
な
い
金
布
︑
戶
︑
計
︑
N
と

い
っ
た
縣
廷
專
管
事
務
の
擔
當
者
が
存
在
し
た
が
︑
こ
れ
に
加
え
て
倉
曹
・
司

空
曹
と
い
っ
た
旣
に
﹁
官
﹂
が
存
在
す
る
業
務
の
擔
當
者
を
も
重
複
し
て
置
い

て
い
た
の
で
あ
る(38

)
︒
こ
う
し
た
縣
廷
內
列
曹
は
縣
廷
內
で
長
官
ら
に
よ
り
)
い

組
織
と
し
て
︑﹁
官
﹂
と
聯
携
︑
あ
る
い
は
﹁
官
﹂
を
瓜
�
・
監
察
す
る
た
め

に
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

縣
廷
內
列
曹
の
役
割
に
つ
い
て
は
一
層
の
檢
討
の
餘
地
は
あ
る
も
の
の(39

)
︑
如

上
の
行
論
よ
り
少
な
く
と
も
縣
廷
內
列
曹
と
﹁
官
﹂
と
の
竝
置
︑
區
別
と
い
う

こ
と
は
4
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
縣
外
の
檢
に
お
け
る
﹁
�
陵
﹂︑
お
よ

び
縣
內
の
檢
に
お
け
る
﹁
廷
﹂
に
さ
ら
に
後
續
す
る
名
稱
は
︑
縣
廷
內
列
曹
を

示
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
8
-
5
7
9﹁
�
陵
�
倉
﹂︑
8
-
6
9
5﹁
臨
沅
�
司
空
﹂
の

よ
う
に
﹁
官
﹂
と
名
稱
が
重
複
す
る
縣
外
の
檢
も
︑
決
し
て
縣
外
か
ら
﹁
官
﹂

に
直
接
宛
て
ら
れ
た
の
で
は
な
く
︑
倉
曹

(
�
倉
)
︑
司
空
曹

(
�
司
空
)
と
い

う
縣
廷
內
列
曹
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
點
︑
縣
廷
內
列
曹
と

﹁
官
﹂
と
を
混
同
す
る
と
�
書
內
容
の
理
解
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
︒

こ
こ
に
至
っ
て
本
違
冒
頭
に
提
示
し
た
︑
縣
外
か
ら
の
�
書
は
F
て
ま
ず
縣

廷
に
屆
け
ら
れ
る
と
い
う
原
則
は
あ
ら
た
め
て
そ
の
論
據
を
得
た
と
言
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
︒
縣
外
の
檢
に
現
れ
る
宛
名
表
記
は
﹁
�
陵
﹂
の
み
の
場
合
に
加
え
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圖一 縣廷・縣廷內列曹・「官」(土口�記 2012圖四を改訂。Zと都官は省略。)



て
﹁
�
陵

+

縣
廷
內
列
曹
﹂
の
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
︑
い
ず
れ
に
し
て
も
�
陵
縣
廷
そ
の
も
の
を
指
す
の
で
あ
る
︒

こ
の
結
論
は
︑
縣
廷
が
�
書
行
政
の
結
@
點
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
い
う
#
稿
の
知
見
を
補
强
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
︒
縣
廷
は
上

位
・
下
位
の
行
政
機
關
と
の
聯
絡
系
瓜
を
獨
占
し
て
お
り
︑
縣
下
の
﹁
官
﹂
は
縣
廷
を
飛
び
越
え
て
郡
や
他
縣
に
聯
絡
す
る
こ
と
は
で
き
ず
︑

そ
れ
が
必
$
な
場
合
﹁
官
﹂
は
ま
ず
縣
廷
に
對
應
を
$
�
す
る
必
$
が
あ
っ
た
と
い
う
點
が
︑
縣
廷
の
﹁
官
﹂
に
對
す
る
絕
對
優
位
を
荏
え
る

一
$
素
で
あ
っ
た
こ
と
を
#
稿
に
お
い
て
指
摘
し
た(40

)
︒
こ
れ
を
裏
w
す
と
︑
郡(41

)
や
他
縣
か
ら
の
�
書
が
縣
廷
を
越
え
て
直
接
﹁
官
﹂
に
屆
く
こ

と
も
な
い
と
豫
測
さ
れ
る
わ
け
だ
が
︑
果
た
し
て
縣
外
の
檢
は
い
ず
れ
も
�
陵
縣
廷
を
宛
先
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

第
三
違

縣
廷
と
﹁
官
﹂
の
關
係
・
再
論

外
部
の
行
政
機
關
と
の
聯
絡
系
瓜
を
掌
握
す
る
縣
廷
は
︑
縣
內
外
の
�
書
の
集
散
地
で
あ
り
︑
�
書
行
政
に
お
け
る
經
由
必
須
の
タ
ー
ミ
ナ

ル
と
し
て
機
能
し
︑
そ
の
一
方
で
﹁
官
﹂
は
外
部
機
關
へ
の
聯
絡
に
つ
い
て
F
く
縣
廷
に
依
存
し
て
い
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑
#
稿
に
お
い
て
わ

ず
か
一
例
の
�
書
︑
す
な
わ
ち⑨

1
に
お
い
て
陽
陵
縣
下
の
司
空
と
い
う
﹁
官
﹂
が
殊
�
に
陽
陵
縣
廷
を
經
由
し
た
う
え
で
洞
庭
郡
尉
に
聯
絡

を
と
っ
て
い
た
こ
と
に
&
目
し
て
推
論
し
た
に
!
ぎ
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
以
下
で
は
#
稿
の
知
見
を
補
强
す
る
た
め
に
も
︑
怨
規
公
表
鯵
に

よ
っ
て
怨
た
に
知
り
得
た
い
く
つ
か
の
直
接

な
根
據
を
提
示
し
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
︒

一

｢官
｣↓
縣
廷
↓
郡
太
守
府

ま
ず
は
怨
規
公
表
鯵
に
よ
っ
て
﹁
官
﹂
が
縣
廷
經
由
で
郡
太
守
府
に
聯
絡
を
求
め
た
實
例
が
怨
た
に
得
ら
れ
た
︒

(10
)

卅
年
二
�
己
丑
朔
壬
寅
︑
田
官
守
敬
敢
言
︻
之
︼︒
〼

官
田
自
食
m

(
N
)
︒
謁
言
泰
守
府
□
〼
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之
︒
〼

(正
)

壬
寅
旦
︑
�
p
以
來
︒
／
尙
n
︒
〼

(背
)

8
-
6
7
2

卅
年
二
�
己
丑
朔
壬
寅
︑
田
官
守
敬
が
申
し
上
げ
ま
す
︒
⁝
⁝
官
田
自
食
N
︒
太
守
府
に
傳
え
て
⁝
⁝
を
願
い
ま
す
︒
⁝
⁝
之
︒

(正
)

壬
寅
旦
︑
�
p
が
持
參
︒
／
尙
が
開
封
︒
(背
)

本
�
書
自
體
は
田
官
守
か
ら
縣
廷
に
屆
け
ら
れ
た
も
の
だ
が(42

)
︑﹁
謁
言
泰

(太
)
守
府
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑


�

に
は
郡
太
守
に
上
申
す

る
こ
と
が
豫
定
さ
れ
て
い
る
︒
下
部
が
斷
裂
し
て
い
る
た
め
上
申
の
內
容
は
不
4
な
が
ら
も
︑
田
官
守
な
る
﹁
官
﹂(43

)
は
ま
ず
縣
廷
に
�
書
を
G

り
︑
太
守
府
へ
の
取
り
M
ぎ
を
依
賴
し
た
の
で
あ
る
︒

二

｢官
｣↓
縣
廷
↓
他
縣
縣
廷
↓
｢官
﹂

(11
)A
廿
六
年
三
�
壬
午
朔
癸
卯
︑
左
公
田
丁
敢
言
之
︒
佐
州
里
煩
故
爲
公
田
(
︑
徙
屬
︒
事
荅
不
備
︑
分

q
各
十
五
石
少
n
斗
︑
直
錢
三
百
一
十
四
︒
煩
冗
佐
署
�
陵
︒
今
上
責
校
f
二
︑
謁
吿
�
陵

令
官
計
者
定
︑
以
錢
三
百
一
十
四
`
旬
陽
左
公
田
錢
計
︑
問
可

(何
)
計
附
︑
署
計
年
爲
報
︒
敢
言
之
︒

B
三
�
辛
亥
︑
旬
陽
丞
滂
敢
吿
�
陵
丞
�
︒
寫
移
︑
移
f
︑
可
爲
報
︒
敢
吿
�
︒
／
�
手
︒

C
廿
七
年
十
�
庚
子
︑
�
陵
守
丞
敬
吿
司
空
�
︒
以
律
令
從
事
︑
言
︒
／
㢜
手
︒
卽
走
申
行
司
空
︒
(正
)

D
十
�
辛
卯
旦
︑
胊
忍
𡩡
秦
士
五
狀
以
來
／
慶
n
︒

Aʼ
兵
手
︒
(背
)

8
-
6
3

A
二
十
六
年
三
�
壬
午
朔
癸
卯
︑
左
公
田
丁
が
申
し
上
げ
ま
す
︒
佐
州
里
の
煩
は
か
つ
て
公
田
(
で
し
た
が
︑
�
屬
先
が
衣
動
に
な

り
ま
し
た
︒
小
豆

(の
出
�
)
管
理
に
あ
た
り
不
足
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
で
︑
(關
係
者
は
)
各
自
十
五
石
少
n
斗
︑
三
百
十
四
錢
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相
當
を
分
擔
し
て
q
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒
煩
は
冗
佐
と
し
て
�
陵
に
�
屬
し
て
い
ま
す
︒
今
︑
債
務
に
關
す
る
校
f
二
件
を

上
g
し
ま
す
の
で
︑
�
陵
に
吿
げ
て
會
計
擔
當
の
官
(
に

(記
錄
を
)
確
定
さ
せ
て
︑
三
百
十
四
錢
を
旬
陽
左
公
田
の
錢
に
關
す

る
計
N
か
ら
`
け
取
ら
せ
︑
(そ
の
際
に
)
い
ず
れ
の
計
N
か
ら
荏
出
し
た
の
か
を
問
い
正
し
︑
そ
の
計
N
の
年
M
を
記
し
て
報
吿

し
て
も
ら
う
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
︒
以
上
申
し
上
げ
ま
す
︒

B
三
�
辛
亥
︑
旬
陽
丞
滂
が
�
陵
丞
殿
に
吿
げ
ま
す
︒
(旬
陽
左
公
田
か
ら
の
�
書
を
)
抄
寫
し
て
G
り
︑
f
も
G
り
ま
す
︒
報
吿
さ

れ
た
し
︒
以
上
吿
げ
ま
す
︒
／
�
が
記
す
︒

C
二
十
七
年
十
�
庚
子
︑
�
陵
守
丞
敬
が
司
空
殿
に
吿
げ
る
︒
律
令
に
よ
り
執
行
し
︑
報
吿
す
る
こ
と
︒
／
㢜
が
記
す
︒
卽
日
中
に

走
申
が
司
空
に
G
7
︒
(正
)

D
十
�
辛
卯
旦
︑
胊
忍
𡩡
秦
の
士
伍
で
あ
る
狀
が
持
參
︒
／
慶
が
開
封
︒

Aʼ
兵
が
記
す
︒
(背
)

(11
)
は
四
つ
の
部
分
か
ら
�
成
さ
れ
る
︒
A
の
內
容
は
旬
陽
縣
の
左
公
田(44

)
が
か
つ
て
の
�
下
の
q
債
に
つ
い
て
旬
陽
縣
廷
に
上
申
し
た
も
の
︒

A
の
宛
先
は
4
示
さ
れ
な
い
が
︑
そ
れ
が
旬
陽
縣
廷
宛
て
で
あ
っ
た
こ
と
は
B
で
旬
陽
丞
が
左
公
田
の
�
書
を
�
陵
縣
廷
に
﹁
寫
移
﹂
し
て
い

る
こ
と
か
ら
わ
か
る
︒
こ
の
た
め
A
は
も
と
も
と
旬
陽
左
公
田
か
ら
旬
陽
縣
廷
へ
の
上
申
�
書
で
あ
っ
た
が
︑
旬
陽
縣
廷
か
ら
�
陵
縣
廷
に

﹁
寫
移
﹂
す
る
に
あ
た
り
B
と
と
も
に
旬
陽
縣
廷
の
書
記
に
よ
っ
て
筆
寫
さ
れ
た
た
め
︑
A
B
の
筆
跡
は
同
一
と
な
る
︒
こ
れ
を
書
い
た
の
が

B
末
尾
の
﹁
�
﹂
で
あ
ろ
う
︒
な
お
Aʼ
の
記
號
を
附
し
て
お
い
た
背
面
左
下
の
﹁
兵
手
﹂
は
︑
旬
陽
左
公
田
の
上
申
�
書
A
の
原
本
背
面
左
下

に
あ
っ
た
兵
の
署
名
が
︑
B
作
成
の
際
に
旬
陽
縣
廷
の
書
記

(
�
)
に
よ
り
抄
寫
さ
れ
た
も
の
で
︑
兵
本
人
の
肉
筆
で
は
な
い
︒
M
に
︑
旬
陽

縣
廷
か
ら
G
ら
れ
た
A
B
が
�
陵
縣
廷
に
屆
く
と
︑
背
面
左
側
に
`
信
と
開
封
の
記
錄
D
が
記
入
さ
れ
た
︒
そ
し
て
�
陵
縣
廷
で
は
執
行
命
令

C
を
�
陵
司
空
に
下
す
こ
と
に
な
っ
た
︒
た
だ
し
�
陵
縣
廷
に
殘
さ
れ
た
本
�
書
そ
の
も
の
は
︑
旬
陽
縣
廷
か
ら
�
陵
縣
廷
に
屆
い
た
正
本
で

あ
る
か
ら
︑
C
部
分
は
�
陵
縣
廷
か
ら
�
陵
司
空
へ
の
下
7
�
書
の
]
え
k
び
�
陵
縣
側
に
殘
し
た
G
信
記
錄
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
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あ
ら
た
め
て
�
書
の
液
れ
を
見
る
と
︑
旬
陽
左
公
田
↓
旬
陽
縣
廷

(丞
)
↓
�
陵
縣
廷

(丞
)
↓
�
陵
司
空
と
い
う
經
路
を
取
っ
て
い
る
︒
す

な
わ
ち
﹁
官
﹂
か
ら
�
屬
の
縣
廷
へ
︑
そ
し
て
他
縣
の
縣
廷
に
傳
7
さ
れ
た
の
ち
︑
そ
の
下
の
﹁
官
﹂
へ
と
下
7
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
旬

陽
縣
で
發
生
し
た
案
件
が
�
陵
縣
に
關
わ
っ
て
き
た
か
ら
と
い
っ
て
︑
旬
陽
左
公
田
↓
�
陵
司
空
の
よ
う
に
縣
廷
を
飛
び
越
え
て
傳
7
さ
れ
て

は
い
な
い
︒

こ
れ
と
同
樣
の
�
書
傳
7
の
例
と
し
て
︑
5
-
1
零
陽
倉
↓
零
陽
縣
廷

(令
)
↓
�
陵
縣
廷

(守
丞
)
︑
8
-
7
5
�
陵
少
內
↓
�
陵
縣
廷

(守
丞
)
↓

郪
縣
廷

(丞
)
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
倉
・
少
內
と
い
っ
た
﹁
官
﹂
は
ま
ず
自
縣
の
縣
廷
に
上
申
し
︑
そ
こ
を
經
由
し
て
他
縣
へ
と
聯
絡

を
取
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
官
﹂
の
業
務
が
他
縣
と
も
關
係
し
て
く
る
場
合
︑
他
縣
へ
の
聯
絡
は
縣
廷
が
`
け
持
っ
た
︒
こ
れ
は
#

違
に
お
い
て
縣
外
の
檢
が
す
べ
て
縣
廷
宛
て
で
あ
っ
た
こ
と
と
呼
應
す
る
︒

三

｢官
｣↓
縣
廷
↓
｢官
﹂

#
項
ま
で
は
﹁
官
﹂
か
ら
縣
外
へ
の
�
書
が
縣
廷
を
經
由
し
た
例
を
擧
げ
て
き
た
が
︑
そ
れ
ら
は
縣
廷
が
一
縣
の
�
書
行
政
の
責
任
者
で
あ

り
代
表
者
で
あ
る
こ
と
の
端

な
現
れ
で
あ
っ
て
︑
さ
ほ
ど
+
外
な
こ
と
で
は
な
い
︒
そ
れ
に
對
比
す
る
と
よ
り
興
味
深
い
の
は
︑
M
の
例
に

お
い
て
︑
縣
內
で
完
結
す
る
は
ず
の
﹁
官
﹂
と
﹁
官
﹂
の
關
係
に
對
し
て
さ
え
縣
廷
が
深
く
關
與
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

(12
)A
廿
七
年
三
�
丙
午
朔
己
酉
︑
庫
後
敢
言
之
︒
兵
當
輸
內
�
︑
在
貳
春
□
〼

五
石
一
鈞
七
斤
︑
度
用
�
六
丈
以
上
者
四
㮴

(艘
)
︒
謁
令
司
空
i
(
・
�
徒
取
︒
敢
言

之
︒
〼

(正
)

B
三
�
辛
亥
︑
�
陵
守
丞
敦
狐
吿
司
空
�
︑
以
律
令
從
事
︒
／
⁝
⁝
〼

昭
行
︒
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C
三
�
己
酉
水
下
下
九
︑
佐
赾
以
來
︒
／
釦
n
︒

〼

(背
)

8
-
1
5
1
0

A
二
十
七
年
三
�
丙
午
朔
己
酉
︑
庫
後
が
申
し
上
げ
ま
す
︒
武
器
を
內
�
に
輸
G
す
る
の
に
︑
貳
春

(
Z
)
で
⁝
⁝
五
石
一
鈞
七
斤
︑

度
用
�
の
六
丈
以
上
が
四
艘
︒
司
空
に

(命
令
し
て
)
(
と
�
徒
を
j
i
し
て

(
�
を
)
引
き
取
っ
て
も
ら
う
よ
う
求
め
ま
す
︒

以
上
申
し
上
げ
ま
す
︒
(正
)

B
三
�
辛
亥
︑
�
陵
守
丞
敦
狐
が
司
空
殿
に
吿
げ
る
︒
律
令
の
8
り
執
行
せ
ら
れ
よ
︒
／
⁝
⁝
昭
が
G
7
︒

C
三
�
己
酉
水
下
九
︑
佐
赾
が
持
參
︒
／
釦
が
開
封
︒
(背
)

A
は
庫
嗇
夫
の
後
が
縣
廷
に
宛
て
た
�
書
で
︑
兵
器
輸
G
に
�
を
用
い
る
た
め
︑
司
空
に
(
を
j
i
さ
せ
て
`
け
取
り
に
來
さ
せ
る
よ
う
$
求

し
て
い
る
︒
A
を
`
け
取
っ
た
�
陵
縣
廷
は
そ
の
上
に
`
信
・
開
封
記
錄
C
を
書
き
入
れ
た
の
ち
︑
司
空
に
執
行
命
令
B
を
出
し
た
︒
そ
の
G

信
記
錄
も
ま
た
B
末
尾
に
W
せ
て
記
入
さ
れ
て
い
る
︒
B
部
分
だ
け
取
り
出
せ
ば
︑
�
陵
縣
廷
が
司
空
に
出
し
た
下
7
�
書
の
]
え
の
役
割
を

持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
こ
で
︑
�
書
の
液
れ
は
�
陵
庫
嗇
夫
↓
�
陵
縣
廷

(守
丞
)
↓
�
陵
司
空
と
な
っ
て
い
る
︒
庫
は
自
ら
司
空
に

聯
絡
す
る
の
で
は
な
く
︑
縣
廷
に
ま
ず
は
對
應
を
$
�
し
て
お
り
︑
こ
う
し
た
�
陵
縣
內
で
完
結
す
る
案
件
に
お
い
て
も
﹁
官
﹂
か
ら
他
の

﹁
官
﹂
に
直
接
の
聯
絡
や
命
令
が
下
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
︒

同
樣
の
關
係
は
M
の
例
に
も
見
出
さ
れ
る
︒

(13
)A
城
旦
瑣
以
三
�
乙
酉


遝
︒
今
隸
妾
益
行
書
守
府
︑
因
之
令
益
治
邸
︻
代
︼

處
︒
謁
令
倉
・
司
空
︑
m

(
N
)
瑣
以
三
�
乙
酉
不
治
邸
︒
敢
言
之
︒
／
B
五
�
丙
子

朔
甲
午
︑
�
陵
守
丞
色
吿
倉
・
司
空
�
︒
以
律
令
從
事
︒
傳
書
︒
／
圂
手
︒

8
-
9
0
4+

8
-
1
3
4
3

A
城
旦
瑣
は
三
�
乙
酉
の
日
に
�
捕
︒
今
︑
隸
妾
益
が
太
守
府
に
�
書
を
G
7
し
て
い
る
の
で
︑
そ
の
た
め
益
を
邸
に
�
在
さ
せ
︑
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(瑣
と
)
�
屬
を
V
代
さ
せ
た
︒
倉
・
司
空
に

(命
令
し
て
)
瑣
の

(
勤
務
帳
N
で
)
三
�
乙
酉
は
邸
を
守
備
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
に
さ
せ
て
く
だ
さ
い
︒
以
上
申
し
上
げ
ま
す
︒
／
B
五
�
丙
子
朔
甲
午
︑
�
陵
守
丞
色
が
倉
・
司
空
殿
に
吿
げ
ま
す
︒
律
令

の
8
り
執
行
せ
ら
れ
よ
︒
�
書
を
G
る
︒
／
圂
が
記
す
︒

本
�
書
の
�
成
は
︑
#
n
部
A

(
�
捕
さ
れ
た
城
旦
瑣
が
﹁
治
邸(45
)

﹂
し
な
か
っ
た
た
め
︑
他
人
に
代
行
さ
せ
た
日
の
勤
務
記
錄
を
﹁
不
治
﹂
と
す
る
こ
と
を

願
い
出
る
も
の
)
と
︑
後
n
部
B

(縣
廷
が
倉
・
司
空
に
そ
の
實
行
を
命
令
し
た
�
書
の
]
え
)
に
區
別
さ
れ
る
︒
B
の
內
容
は
縣
廷
か
ら
倉
・
司
空

宛
て
で
あ
る
こ
と
が
4
確
な
の
に
對
し
て
︑
A
は
誰
が
縣
廷
に
G
っ
た
も
の
か
4
記
さ
れ
て
は
い
な
い
︒
そ
れ
は
城
旦
瑣
の
�
屬
先
の
官
員
で

あ
っ
て
︑
か
つ
縣
廷
・
倉
・
司
空
以
外
の
者
に
H
い
な
い
︒
こ
れ
に
つ
い
て
少
し
く
檢
討
し
て
お
こ
う
︒

後
n
の
縣
廷
發
信
�
書
の
]
え
を
書
い
た
圂
は
︑
M
の
�
書
に
開
封
者
と
し
て
名
が
見
え
る
︒

(14
)

卅
二
年
五
�
丙
子
朔
庚
子
︑
庫
武
作
徒
m

(
N
)
︒
`
司
空
城
旦
九
人
︑
鬼
薪
一
人
︑
舂
三
人
︑
`
倉
隸
臣
二
人
︒
凡
十
五
人
︒
(⁝

略
⁝
)
(正
)

卅
二
年
五
�
丙
子
朔
庚
子
︑
庫
武
敢
言
之
︒
駅
書
作
徒
日
m

(
N
)
一
牒
︒
敢
言
之
︒
／
橫
手
︒

五
�
庚
子
日
中
時
︑
佐
橫
以
來
︒
／
圂
發
︒
(背
)

8
-
1
0
6
9+

8
-
1
4
3
4+

8
-
1
5
2
0

三
十
二
年
五
�
丙
子
朔
庚
子
︑
庫
武
の
作
徒
N
︒
司
空
よ
り
城
旦
九
人
︑
鬼
薪
一
人
︑
舂
三
人
を
`
け
取
り
︑
倉
よ
り
隸
臣
二
人

を
`
け
取
る
︒
合
計
十
五
人
︒
(⁝
略
⁝
)
(正
)

三
十
二
年
五
�
丙
子
朔
庚
子
︑
庫
武
が
申
し
上
げ
ま
す
︒
作
徒
日
N
一
牒
を
箇
條
書
き

(し
て
上
申
)
し
ま
す
︒
以
上
申
し
上
げ

ま
す
︒
橫
が
記
す
︒

五
�
庚
子
日
中
時
︑
佐
橫
が
持
參
︒
／
圂
が
開
封
︒
(背
)
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こ
れ
は
庫

(庫
嗇
夫
)
の
武
か
ら
﹁
卅
二
年
五
�
丙
子
朔
庚
子
﹂
附
け
で
發
信
さ
れ
た
作
徒
N
で
︑
開
封
者

の
圂
は
�
書
の
`
領
側
す
な
わ
ち
縣
廷
�
屬
で
あ
る
か
ら
︑
(13
)
末
尾
に
見
え
る
圂
と
同
一
人
物
と
み
て

よ
い
︒﹁
五
�
丙
子
朔
﹂
と
﹁
圂
﹂
が
共
8
し
て
見
え
る
こ
と
か
ら
︑
こ
れ
ら
の
�
書
は
同
時
�
の
�
書
に

H
い
な
い
︒
(14
)
は
庫
に
お
け
る
𠛬
徒
の
勤
務
記
錄
で
あ
り
︑
庫
に
は
司
空
か
ら
城
旦
が
︑
倉
か
ら
隸
妾

が
�
屬
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
︒
す
る
と

(13
)
で
問
題
と
な
っ
て
い
た
城
旦
瑣
も
司
空
か
ら
庫
に
�
屬

さ
れ
た
う
ち
の
一
人
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
︑
そ
の
た
め
4
示
さ
れ
な
い
�
書
A
の
發
信
者
は
庫
で
あ
っ
た

と
推
定
可
能
で
あ
る
︒

(13
)
の
A
部
分
の
發
信
者
が
庫
で
あ
っ
た
な
ら
ば
︑
事
の
經
�
は
M
の
よ
う
に
な
る
︒
庫
で
は
﹁
治
邸
﹂

の
た
め
に
司
空
か
ら
�
屬
さ
れ
て
い
た
城
旦
瑣
を
も
と
も
と
�
役
し
て
い
た
が
︑
何
ら
か
の
事
�
で
�
捕
さ

れ
た
た
め
︑
そ
の
代
行
に
倉
か
ら
�
屬
さ
れ
て
い
た
隸
妾
益
を
當
て
た
︒
そ
こ
で
そ
れ
ぞ
れ
の
管
理
元
で
あ

る
司
空
と
倉
と
に
勤
務
帳
N
を
修
正
し
て
も
ら
う
必
$
が
出
た
た
め
︑
庫
は
�
書
A
を
縣
廷
に
G
っ
た
の
で

あ
る
︒
以
上
か
ら

(13
)
に
お
け
る
�
書
の
液
れ
は
�
陵
庫
↓
�
陵
縣
廷

(守
丞
)
↓
�
陵
倉
・
司
空
と
い
う

こ
と
に
な
り
︑
や
は
り
縣
內
で
完
結
し
て
は
い
る
も
の
の
︑﹁
官
﹂
か
ら
﹁
官
﹂
で
は
な
く
一
旦
縣
廷
を
經

由
し
て
い
る
こ
と
が
^
4
す
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
あ
る
案
件
に
お
い
て
﹁
官
﹂
が
他
の
﹁
官
﹂
に
必
$
な
實
務
を
行
わ
せ
る
場
合
︑﹁
官
﹂

相
互
で
直
接
に
聯
絡
を
す
る
の
で
は
な
く
︑
ま
ず
が
縣
廷
に
上
申
し
た
の
ち
︑
縣
廷
が
他
の
﹁
官
﹂
に
あ
ら

た
め
て
命
令
を
下
7
す
る
と
い
う
︑﹁
官
﹂
閒
に
縣
廷
が
介
在
す
る
形
式
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

本
違
の
檢
討
を
總
括
し
て
お
こ
う
︒﹁
官
﹂
發
信
の
�
書
は
︑
い
ず
れ
も
ま
ず
縣
廷
を
經
由
し
て
郡
や
他

縣
︑
さ
ら
に
は
縣
內
の
他
の
﹁
官
﹂
に
傳
7
さ
れ
て
い
た
︒﹁
官
﹂
に
と
っ
て
は
︑
業
務
上
必
$
な
�
書
傳
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7
先
が


�

に
ど
こ
に
な
る
か
と
は
無
關
係
に
︑
ま
ず
は
縣
廷
に
向
け
て
�
書
を
發
信
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
縣
の

內
外
い
ず
れ
に
向
か
う
に
し
て
も
縣
廷
が
�
書
の
經
由
地
と
な
り
︑
か
く
し
て
縣
を
め
ぐ
る
�
書
行
政
は
縣
廷
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
︑﹁
官
﹂

は
こ
れ
に
從
屬
し
た
の
で
あ
る
︒

お

わ

り

に

里
耶
故
城
一
號
井
出
土
の
怨
規
公
表
鯵
を
得
た
こ
と
に
よ
っ
て
#
稿
で
十
分
に
踏
み
�
め
な
か
っ
た
論
點
の
い
く
つ
か
が
檢
證
可
能
と
な
っ

た
が
︑
と
り
わ
け
�
陵
縣
の
內
外
に
關
わ
る
行
政
�
書
の
實
例
が
多
數
公
表
さ
れ
た
こ
と
で
︑
縣
廷
が
�
書
行
政
の
結
@
點
と
し
て
機
能
し
た

實
態
を
よ
り
鮮
4
に
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
#
稿
で
は
わ
ず
か
一
例
の
�
書
に
卽
し
て
推
論
し
た
︑﹁
官
﹂
が
縣
の
上
U
機
關
た
る
郡
︑

お
よ
び
他
縣
に
聯
絡
す
る
た
め
に
は
ま
ず
縣
廷
を
經
由
す
る
必
$
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
論
證
さ
れ
た
一
方
︑
縣
內
の
﹁
官
﹂

の
相
互
關
係
に
も
縣
廷
が
介
在
し
て
い
た
こ
と
に
も
怨
た
に
論
k
し
え
た
︒

縣
內
﹁
官
﹂
閒
の
聯
絡
に
お
い
て
す
ら
縣
廷
が
介
在
し
た
と
い
う
こ
と
は
︑
單
に
�
書
傳
7
の
經
路
上
に
縣
廷
が
位
置
し
た
と
い
う
事
實
以

上
の
+
味
が
あ
る
︒
縣
廷
は
�
書
を
單
に
經
由
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
︑
取
り
M
ぎ
の
�
言
を
加
え
︑
案
件
の
內
容
に
應
じ
た
﹁
官
﹂
を
?
擇

し
て
對
處
を
命
じ
て
い
た
︒
ま
た
﹁
官
﹂
か
ら
の
$
�
が
不
當
で
あ
れ
ば
却
下
も
あ
り
え
た
は
ず
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
Z
嗇
夫
か
ら
上

申
さ
れ
た
里
典
・
郵
人
の
人
事
案
件
を
縣
廷
が
却
下
し
た
8
-
1
5
7
が
想
�
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

卅
二
年
正
�
戊
寅
朔
甲
午
︑
�
陵
Z
夫
敢
言
之
︒
成
里
典
・
�
陵

郵
人
缺
︑
除
士
五
成
里
匄
・
成
︑
成
爲
典
︑
匄
爲
郵
人
︑
謁
令

尉
以
從
事
︑
敢
言
之
︒
(正
)

正
�
戊
寅
朔
丁
酉
︑
�
陵
丞
昌
卻
之
︒
�
陵
廿
七
戶
︑
已


一
典
︑
今


除
成
爲
典
︑
何
律
令

僅
︒
尉
已
除
成
・
匄
爲
�
陵
郵
人
︑
其
以
律
令
︒
／
氣
手
︒
／
正
�
戊
戍
日
中
︑
守
府
快
行
︒
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正
�
丁
酉
旦
食
時
︑
隸
妾
冉
以
來
︒
／
欣
發
︒

壬
手

(背
)

8
-
1
5
7

[始
皇
]
三
十
二
年
正
�
戊
寅
朔
甲
午
︑
�
陵
Z

(嗇
夫
の
)
夫
が
申
し
上
げ
ま
す
︒
成
の
里
典
と
�
陵
の
郵
人
が
缺
員
の
た
め
︑
士

伍
で
あ
る
成
里
の
匄
と
成
を
任
命
し
︑
成
は
里
典
に
︑
匄
は
郵
人
と
し
た
い
と
存
じ
ま
す
︒
尉
に
そ
の
8
り
實
行
し
て
い
た
だ
く
よ
う

求
め
ま
す(46

)
︒
以
上
申
し
上
げ
ま
す
︒
(正
)

正
�
戊
寅
朔
丁
酉
︑
�
陵
丞
昌
が
こ
れ
を
却
下
す
る
︒
�
陵
[
Z
]
の
二
十
七
戶
に
は
す
で
に
一
名
の
里
典
が
い
る
と
い
う
の
に
︑
今

ま
た
成
を
里
典
に
任
命
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
い
か
な
る
律
令
に
應
じ
た
も
の
か
︒
尉
は
旣
に
成
・
匄
を
�
陵
郵
人
に
任
命

し
た
︒
律
令
の
8
り
執
行
せ
よ
︒
／
氣
手
︒
／
正
�
二
十
一
日
︑
守
府
快
が
G
7
︒

正
�
丁
酉
旦
食
時
︑
隸
妾
冉
が
持
參
︒
／
欣
が
開
封
︒
壬
手
︒
(背
)

縣
內
の
行
政
實
務
は
﹁
官
﹂
に
よ
っ
て
分
掌
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
︑
そ
の
行
動
を
指
示
し
︑
ま
た
そ
の
當
否
を
�
價
す
る
の
は
縣
廷
な
の

で
あ
っ
た
︒
縣
內
�
書
行
政
に
お
け
る
+
志
決
定
機
關
と
し
て
の
縣
廷
の
 
が
こ
こ
に
¡
か
び
上
が
る
︒

そ
の
一
方
で
﹁
官
﹂
が
縣
廷
の
同
+
な
く
他
の
﹁
官
﹂
と
聯
携
し
た
例
は
確
/
さ
れ
な
い
︒
も
と
よ
り
�
料
の
C
在
に
も
考
慮
は
必
$
だ
が
︑

大
部
分
が


�

に
は
縣
廷
に
屆
い
た
�
書
で
あ
る
一
號
井
出
土
�
書
の
中
で
︑﹁
官
｣↓
｢官
｣↓
縣
廷
と
い
う
經
路
の
�
書
傳
7
の
形
跡
す
ら

F
く
/
め
ら
れ
な
い
こ
と
の
+
味
は
重
い(47

)
︒
秦
代
の
縣
に
お
い
て
︑
縣
廷
が
介
在
し
な
い
水
�
方
向
の
﹁
官
﹂
關
係
は
存
在
し
な
い
と
言
っ
て

よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
﹁
官
﹂
に
命
令
を
下
す
の
は
常
に
縣
廷
で
あ
り
︑
縣
廷
の
令
・
丞
と
同
じ
く
長
(
で
あ
っ
た
縣
尉
で
す
ら
︑

縣
廷
・﹁
官
﹂
の
民
政
系
瓜
と
は
區
別
さ
れ
た
軍
政
系
瓜
の
一
員
で
し
か
な
く
︑
縣
尉
か
ら
も
や
は
り
﹁
官
﹂
に
命
令
を
下
す
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
と
思
し
い(48

)
︒
す
な
わ
ち
︑
縣
廷
は
民
政
を
擔
う
﹁
官
﹂
に
對
す
る
命
令
權
を
排
他

に
保


し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

縣
內
�
書
行
政
は
F
て
縣
廷
の
命
令
を
待
っ
て
推
�
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
︑﹁
官
﹂
は
あ
く
ま
で
縣
廷
か
ら
の
命
令
に
從
っ
て
行
政
實
務
を

執
行
す
る
と
い
う
點
で
︑
多
分
に
他
律

な
組
織
で
あ
っ
た
︒
ま
た
い
ず
れ
か
の
﹁
官
﹂
が
同
列
の
﹁
官
﹂
に
$
�
し
て
行
政
が
	
營
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
も
な
く
︑
縣
廷
の
下
位
機
關
と
し
て
の
諸
﹁
官
﹂
は
こ
の
+
味
で
は
﹁
橫
竝
び
﹂
狀
態
に
あ
っ
た
︒
縣
廷
と
各
﹁
官
﹂
が
な
す
一
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對
一
の
垂
直

な
瓜
屬
關
係
が
强
固
で
あ
っ
た
の
に
比
べ
れ
ば
︑﹁
官
﹂
ど
う
し
の
水
�

な
關
係
は
非
常
に
稀
m
で
あ
る
︒
各
﹁
官
﹂
は
個

別
に
縣
廷
と
は
關
係
を
結
ん
で
い
た
が
︑
縣
廷
不
在
で
﹁
官
﹂
ど
う
し
に
橫
斷

な
聯
携
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
こ
の
こ
と
も
ま
た
︑

縣
廷
の
﹁
官
﹂
に
對
す
る
絕
對
優
位
を
一
面
に
お
い
て
荏
え
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
︑
漢
代
以
影
し
だ
い
に
﹁
官
﹂
が
¢
滅
し
︑
こ
れ
に
代
わ
っ
て
縣
廷
內
列
曹
が
縣
廷
の
外
側
に
出
て
怨
た
な
屬
(
組

織
を
形
成
し
て
い
く
と
い
う
!
�
も
︑
縣
廷
と
﹁
官
﹂
の
權
能
の
差
か
ら
す
れ
ば
必
然

で
あ
り
︑
そ
の
液
れ
を
發
生
さ
せ
る
契
機
は
旣
に
秦

縣
の
官
制
�
�
に
內
在
し
て
い
た
と
言
え
る
︒
こ
の
觀
點
に
立
っ
た
と
き
︑
秦
代
﹁
官
﹂
か
ら
漢
代
列
曹
へ
と
い
う
屬
(
組
織
の
變
革
に
つ
い

て
も
自
ず
と
怨
た
な
見
直
し
が
$
�
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒
以
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

�(1
)

嚴
�
�
一
九
九
〇
︑
安
作
璋
・
熊
鐵
基
二
〇
〇
七
︑
池
田
雄
一
二

〇
〇
二
な
ど
︒

(2
)

特
に
裘
錫
圭
一
九
九
二
︑
徐
富
昌
一
九
九
三
︑
工
¤
元
男
一
九
九

八
な
ど
に
よ
っ
て
縣
の
﹁
嗇
夫
﹂
の
硏
究
が
�
ん
だ
︒
ま
た
佐
¤
直

人
二
〇
〇
〇
︑
仲
山
茂
二
〇
〇
一
︑
佐
原
康
夫
二
〇
〇
二

(第
二
部

第
三
違
)︑
¤
田
¥
久
二
〇
〇
五

(第
一
¦
)
の
諸
論
考
も
睡
虎
地

秦
鯵
を
利
用
し
て
縣
制
に
論
k
す
る
︒

(3
)

張
家
山
漢
鯵
を
利
用
し
た
地
方
官
制
硏
究
と
し
て
廖
伯
源
二
〇
〇

二
︑
鄒
水
杰
二
〇
〇
八
︑
紙
屋
正
和
二
〇
〇
九
が
あ
る
︒

(4
)

こ
の
時
點
で
の
里
耶
秦
鯵
を
利
用
し
た
地
方
官
制
硏
究
と
し
て
︑

高
村
武
幸
二
〇
〇
八

(第
三
部
)︑
¤
田
¥
久
二
〇
〇
九
︑
靑
木
俊

介
二
〇
〇
五
︑
同
二
〇
一
一
︑
紙
屋
正
和
二
〇
〇
九

(第
十
一
違
)

が
あ
る
︒

(5
)

｢官
﹂
の
(
員
の
呼
稱
に
つ
い
て
は
#
稿

(
一
五
頁
)
を
參
照
︒

二
〇
〇
七
年
以
#
公
開
鯵
で
は
﹁
官
﹂
の
長
た
る
﹁
某
嗇
夫
﹂
の
呼

稱
は
未
見
で
あ
っ
た
が

(
靑
木
俊
介
二
〇
〇
五
)︑
怨
規
公
表
鯵
に

よ
っ
て
司
空
嗇
夫
︑
倉
嗇
夫
の
呼
稱
が
確
/
さ
れ
た
︒

(6
)

さ
ら
に
﹁
官
﹂
の
具
體

な
職
務
に
つ
い
て
は
靑
木
俊
介
二
〇
一

一
が
論
じ
る
が
︑
そ
こ
で
は
﹁
縣
官
﹂
と
い
う
表
現
に
改
め
ら
れ
て

い
る
︒
靑
木
氏
自
身
&
+
す
る
よ
う
に
﹁
縣
官
﹂
の
語
は
�
§
に

よ
っ
て
か
な
り
+
味
を
衣
に
す
る
︒
こ
こ
で
は
I
解
を
¨
け
る
た
め

に
も
縣
內
で
官
嗇
夫
・
�
・
佐
が
�
成
す
る
縣
の
實
務
部
局
を
從
來

8
り
﹁
官
﹂
と
稱
し
て
お
く
︒

(7
)

早
く
も
李
學
勤
二
〇
〇
三

(
七
七
頁
)
に
よ
っ
て
里
耶
秦
鯵
は
�

陵
縣
廷
の
�
書
あ
る
い
は
そ
の
副
本
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
︒
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(8
)

一
號
井
へ
の
�
書
廢
棄
に
關
し
て
は
¤
田
¥
久
二
〇
〇
九

(第
四

違
)
を
參
照
︒
ま
た
籾
山
4
二
〇
〇
六

(二
九
〇
頁
)
は
︑
始
皇
二

十
六
年
の
紀
年
鯵
が
第
八
層
か
ら
も
第
十
六
層
か
ら
も
出
土
し
て
い

る
こ
と
か
ら
︑
�
書
廢
棄
が
短
時
日
の
閒
に
行
わ
れ
た
と
す
る
︒
そ

れ
な
ら
ば
︑
層
に
よ
っ
て
出
土
�
書
の
年
代
が
大
き
く
C
る
と
い
う

可
能
性
は
低
い
た
め
︑
現
段
階
の
公
表
鯵
が
極
端
に
性
格
の
C
っ
た

も
の
と
考
え
る
必
$
も
な
い
だ
ろ
う
︒

(9
)

鯵
牘
に
封
泥
を
直
接
押
し
當
て
る
方
式
が
秦
代
に
頻
用
さ
れ
た
こ

と
は
孫
慰
祖
二
〇
〇
三

(一
二
二
頁
)
を
參
照
︒

(10
)

漢
代
の
檢
に
つ
い
て
は
大
庭
脩
一
九
九
二

(第
二
¦
第
五
違
)︑

李
均
4
一
九
九
〇
を
參
照
︒

(11
)

¤
田
¥
久
二
〇
一
三
は
怨
規
公
表
鯵
等
の
檢
に
つ
い
て
︑
特
に
�

G
手
段
の
面
か
ら
考
察
し
て
い
る
︒

(12
)

出
土
鯵
牘
か
ら
�
址
の
性
格
を
^
定
す
る
場
合
の
問
題
に
つ
い
て

は
¤
田
高
夫
二
〇
〇
六
を
參
照
︒

(13
)

こ
れ
は
ま
た
里
耶
秦
鯵
�
見
の
官
制
を
©
う
孫
聞
|
二
〇
一
四
・

郭
洪
伯
二
〇
一
四
に
關
し
て
も
同
樣
で
あ
る
︒
本
稿
執
筆
時
點
で
い

ず
れ
も
未
刊
な
が
ら
︑
#
者
に
つ
い
て
は
著
者
本
人
よ
り
揭
載
豫
定

稿
の
惠
贈
を
得
︑
後
者
に
つ
い
て
は
田
天
氏

(首
都
師
範
大
學
)
の

敎
示
お
よ
び
凌
�
超
二
〇
一
四
の
引
用
を
參
照
し
た
︒

(14
)

¤
田
¥
久
二
〇
一
三
が
旣
に
里
耶
出
土
の
檢
は
洞
庭
郡
か
ら
�
陵

縣
に
直
接
G
附
さ
れ
た
も
の
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒

(15
)

�
陵
縣
廷
が
他
の
機
關
か
ら
`
信
し
た
�
書
の
上
に
w
信
內
容
な

ど
を
v
記
し
た
と
き
︑
そ
の
�
書
の
性
格
は
も
と
も
と
①
で
あ
っ
た

も
の
が
②
つ
ま
り
�
陵
縣
廷
側
の
]
え
と
し
て
の
性
格
を
も
持
つ
こ

と
に
も
な
る
た
め

(
こ
の
場
合
當
然
な
が
ら
①
と
②
の
部
分
は
筆
跡

が
衣
な
る
)
︑
一
枚
の
鯵
牘
が
①
と
②
兩
方
の
性
格
を
W
せ
持
つ
場

合
も
少
な
く
な
い
︒
里
耶
出
土
�
書
の
正
本
か
ら
]
え
へ
の
性
格
變

�
に
つ
い
て
は
︑
怨
規
公
表
鯵
以
#
で
は
あ
る
が
呂
靜
二
〇
一
〇
が

取
り
©
っ
て
い
る
︒
同
樣
の
論
點
を
取
り
上
げ
た
論
考
と
し
て
游
逸

飛
二
〇
一
三
も
參
照
︒

(16
)

少
內
に
つ
い
て
は
從
來
樣
々
な
議
論
が
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
佐
原

康
夫
二
〇
〇
二

(一
六
二

−

一
九
四
頁
)
を
參
照
︒
里
耶
秦
鯵
が
公

開
さ
れ
た
現
在
に
あ
っ
て
は
︑
少
內
が
嗇
夫
・
佐
・
�
の
�
成
員
を



し
た
こ
と
が
^
4
し
︑
4
ら
か
に
﹁
官
﹂
の
一
で
あ
っ
た
こ
と
が

確
/
さ
れ
る
︒
ま
た
二
年
律
令
・
秩
律
471
で
も
﹁
倉
・
庫
・
少
內
・

校
長
・
髳
長
・
發
弩
⁝
⁝
﹂
と
秦
の
﹁
官
﹂
と
同
一
の
官
名

(
秩
百

二
十
石
)
を
列
擧
し
た
中
に
少
內
が
見
ら
れ
︑
こ
こ
か
ら
も
少
內
が

﹁
官
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
が
傍
證
さ
れ
る
︒
な
お
同
じ
く
金
錢
の
管
理

に
携
わ
る
縣
廷
側
の
組
織

(本
稿
に
い
う
縣
廷
內
列
曹
)
と
し
て
金

布
が
存
在
す
る
︒
こ
れ
は
漢
代
後
�
以
影
の
列
曹
の
一
た
る
﹁
金

曹
﹂
に
相
當
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

(17
)

陳
洩
�
 
二
〇
一
二

(
一
九
七
頁
)
は
﹁
冗
戍
士
五

(伍
)
□
歸

高
成
免
衣
用
︑
當
傳
︒
﹂
と
句
讀
す
る
が
︑﹁
免
衣
用
﹂
を
ど
の
よ
う

に
解
す
る
の
か
は
示
さ
れ
て
い
な
い
︒
こ
こ
で
は

8
-
7
7
7﹁
免
歸
﹂

の
例
に
鑑
み
て
本
�
の
如
く
句
讀
し
︑
�
陵
縣
に
�
屬
し
た
戍
卒
が

任
務
を
解
か
れ
て
歸
Z
し
︑
そ
の
Z
里
に
�
陵
縣
か
ら
衣
類
を
輸
G

す
る
必
$
が
あ
っ
た
も
の
と
理
解
し
た
︒

(18
)

n
が
﹁
開
封
﹂
を
+
味
す
る
こ
と
は
陳
劍
二
〇
一
一
を
參
照
︒

(19
)

�
料

(
5
)
が
庫
の
保
管
し
た
�
書
で
あ
る
こ
と
は
角
谷
常
子
二
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〇
一
二

(一
一
二
頁
)
に
指
摘
が
あ
る
︒

(20
)

そ
の
ほ
か
庫
が
發
信
し
て
縣
廷
が
`
領
し
た
�
書
の
正
本
と
し
て

8
-
1
0
6
9+

8
-
1
4
3
4+

8
-
1
5
2
0︑
8
-
1
5
1
0︑
8
-
1
5
1
4
が
あ
る
︒

(21
)

一
號
井
出
土
�
書
の
大
部
分
は
縣
廷
保


の
も
の
と
す
る
こ
の
結

論
は
︑
あ
く
ま
で
現
時
點
で
得
ら
れ
る
�
報
に
基
づ
い
た
も
の
だ
が
︑

6

(8
)
に
営
べ
た
よ
う
に
一
號
井
の
層
位
に
よ
っ
て
�
書
の
性
格

が
C
る
と
は
考
え
に
く
い
た
め
︑
現
時
點
の
公
表
鯵
で
一
號
井
出
土

鯵
F
體
を
論
じ
る
こ
と
に
は
一
定
の


效
性
が
あ
る
︒
假
に
今
後
そ

の
結
論
を
改
め
る
必
$
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
あ
る
層
に
特
定
の

﹁
官
﹂
の
�
書
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
^
4
す
る
と
い
う
よ
う
な

場
合
が
考
え
ら
れ
る
が
︑
一
つ
の
井
戶
で
層
位
ご
と
に
�
書
廢
棄

﹁
機
關
﹂
が
衣
な
る
と
い
う
事
態
は
現
實

に
想
定
し
づ
ら
い
︒

(22
)

高
村
武
幸
二
〇
一
四

(三
三
頁
)
は
﹁
封
緘
鯵
牘
﹂
の
宛
先
を
中

心
と
し
て
區
分
し
︑
I
縣
外
か
ら
�
陵
縣
に
宛
て
た
も
の
︑
Ⅱ
�
陵

縣
內
の
官
府
か
ら
�
陵
縣
廷
に
宛
て
た
も
の
︑
Ⅲ
�
陵
縣
廷
ま
た
は

�
陵
縣
と
直
接
の
關
係
が
な
い
も
の

(﹁
衣
處
鯵
﹂
)︑
の
三
分
類
を

設
定
す
る
︒
Ⅰ
と
Ⅱ
は
そ
れ
ぞ
れ
本
稿
の
縣
外
の
檢
︑
縣
內
の
檢
に

相
當
す
る
︒
本
稿
で
は
檢
の
表
記
上
の
移
動
範
圍
を
基
準
に
區
分
し

た
た
め
︑
結
果

に
目

地
外
に
屆
い
た
鯵
の
分
類
と
な
る
Ⅲ
の
設

定
は
な
い
が
︑
こ
れ
は
考
察
の
對
象
外
に
し
た
こ
と
を
+
味
す
る
わ

け
で
は
な
い
︒
假
に
Ⅲ
に
分
類
さ
れ
う
る
も
の
で
も
︑﹁
臨
沅
�
司

空
發
洞
庭
﹂
(
8
-
6
9
5
正
面
︒
た
だ
し
背
面
に
﹁
�
陵
・
洞
庭
﹂
と

あ
る
た
め
︑
再
利
用
の
う
え
�
陵
縣
廷
に
屆
い
た
も
の
)
の
よ
う
な

鯵
は
︑
臨
沅
縣
に
﹁
�
司
空
﹂
が
存
在
し
た
こ
と
の
�
料
と
し
て
利

用
可
能
で
あ
る
︒

(23
)

『
漢
書
﹄
地
理
志
に
お
い
て
閬
中
縣
は
巴
郡
�
屬
︑
嬰
成
縣
は
武

陵
郡
�
屬
︒

(24
)

高
村
武
幸
二
〇
一
四

(
四
〇
頁
)
は
︑
發
信
元
が
4
示
さ
れ
な
い

場
合
は
縣
ど
う
し
の
�
行
�
書
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
︒

(25
)

例
外
と
し
て
︑
斷
鯵
な
が
ら

8
-
2
1
2
0﹁
〼
□
酉
陽
廷
﹂
が
﹁
廷
﹂

を
含
む
檢
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒

(26
)

靑
木
俊
介
二
〇
〇
五
︑
籾
山
4
二
〇
〇
六

(二
八
六
頁
)︒

(27
)

8
-
1
2
9
2﹁
廷
戶
﹂
と
い
う
檢
が
あ
る
が
﹁
�
﹂
も
し
く
は
﹁
曹
﹂

が
I
脫
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

(28
)

凌
�
超
二
〇
一
四
に
旣
に
指
摘
が
あ
る
︒

(29
)

さ
ら
に
郭
洪
伯
二
〇
一
四
も
﹁
稗
官
﹂
と
﹁
諸
曹
﹂
に
區
分
す
る

と
い
う
︒
凌
�
超
二
〇
一
四
參
照
︒

(30
)

高
村
武
幸
二
〇
一
四
は
﹁
部
局
組
織
�
﹂
さ
れ
た
も
の
が
﹁
某

曹
﹂
で
あ
り
︑
﹁
�
某
﹂
の
方
は
部
局
組
織
�
し
て
い
る
か
否
か
に

か
か
わ
ら
ず
﹁
某
擔
當
﹂
の
+
で
用
い
ら
れ
た
と
す
る
︒
確
か
に

﹁
�
某

=

某
擔
當
﹂
と
し
て
よ
り
廣
義
に
�
用
さ
れ
る
こ
と
は
首
肯

し
う
る
︒
し
か
し
一
般
の
�
書
で
は
む
し
ろ
﹁
某
曹
﹂
の
呼
稱
が
優

勢
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
基
本

な
呼
稱
が
﹁
某
曹
﹂
で
︑
そ

れ
を
﹁
�
某
﹂
と
言
い
奄
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
�
度

で
︑
﹁
部
局
組
織
�
﹂
し
て
い
る
か
否
か
と
は
さ
ほ
ど
關
係
の
な
い

衣
稱
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
︒
特
に
檢
の
表
記
に
關
し
て
﹁
�

某
﹂﹁
某
曹
﹂
に
い
か
ほ
ど
の
區
別
+
識
が
�
め
ら
れ
た
も
の
か
︑

懷
疑

な
ら
ざ
る
を
え
な
い
︒
後
営
の
よ
う
に
縣
廷
內
列
曹
が
令
�

に
よ
り
�
擔
さ
れ
た
と
す
れ
ば
︑
本
職
は
令
�
の
方
で
あ
っ
て
︑
某

曹
・
�
某
は
副
M

な
分
掌
範
圍
を
示
す
に
す
ぎ
ず
︑
そ
の
た
め
呼
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稱
も
液
動

に
な
り
え
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
︒
な
お
こ
の
點
に
關

し
て
凌
�
超
二
〇
一
四
は
︑
漢
代
以
#
︑﹁
曹
﹂
は
必
ず
し
も
官
署

機
�
を
指
す
と
は
限
ら
ず
︑
某
事
に
從
事
す
る
官
(
を
指
す
場
合
が

あ
る
と
い
う
︒
そ
の
う
え
で
秦
代
の
﹁
曹
﹂
は
﹁
�
﹂
を
�
體
と
し

て
�
成
さ
れ
る
補
助

組
織
と
位
置
づ
け
て
い
る
︒

(31
)

凌
�
超
二
〇
一
四
は
郭
洪
伯
二
〇
一
四
の
見
解
を
引
用
し
︑﹁
官
﹂

(郭
氏
の
用
語
で
は
﹁
稗
官
﹂
)
は
後
代
の
列
曹
と
同
じ
性
質
で
あ
る

と
す
る
︒

(32
)

こ
の
點
は
旣
に
高
村
武
幸
二
〇
一
四
︑
孫
聞
|
二
〇
一
四
も
&
+

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

(33
)

な
お

8
-
1
7
9
5﹁
�
庫
﹂
も
縣
廷
內
列
曹
の
一
と
考
え
ら
れ
る
が
︑

秦
律
雜
抄
15
に
﹁
官
﹂
と
し
て
﹁
庫
嗇
夫
﹂
が
見
え
る
︒
こ
れ
も
廷

�
庫

(
�
曹
)
と
庫
嗇
夫
の
竝
存
を
示
す
︒

(34
)

籾
山
4
二
〇
〇
七
は
里
耶
出
土
の
封
泥
匣

(湖
南
省
�
物
考
古
硏

究
�
 
二
〇
〇
七
︑
±
版
二
十
四
)
の
背
面
側
に
�
字
が
あ
る
こ
と

に
&
目
し
︑
や
は
り
背
面
で
は
目
に
觸
れ
え
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
︒

同
氏
は
差
出
人
や
宛
先
を
書
い
た
別
の
檢
が
存
在
し
て
そ
の
開
封
後

に
檢
上
の
�
字
を
封
泥
匣
に
轉
寫
し
た
も
の
と
想
定
し
て
い
る
が
︑

し
か
し
封
泥
匣
に
わ
ざ
わ
ざ
檢
の
�
字
を
轉
寫
す
る
理
由
は
不
4
で

あ
り
︑
開
封
後
の
封
泥
匣
を
そ
の
よ
う
に
し
て
保
管
す
る
こ
と
の
+

味
も
ま
た
^
然
と
し
な
い
︒
本
稿
で
取
り
上
げ
た
兩
面
に
�
字
の
あ

る
檢
の
場
合
︑
封
泥
匣
と
は
H
っ
て
片
側
に
�
字
が
書
い
て
あ
っ
て

も
裏
w
し
て
し
ま
え
ば
再
利
用
が
可
能
で
あ
る
た
め
兩
面
を
用
い
る

こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

(35
)

8
-
5
2
7
は
正
面
に
﹁
少
內
﹂︑
背
面
に
﹁
�
陵
以
郵
利
足
行
洞
﹂

と
あ
る
が
︑
背
面
だ
け
で
G
`
信
者
雙
方
を
示
し
て
お
り
︑
や
は
り

再
利
用
さ
れ
た
檢
で
あ
る
︒
ま
た

8
-
6
5
も
正
面
﹁
酉
陽

洞
庭
﹂

背
面
﹁
廷
戶
發
﹂
と
あ
り
︑
再
利
用
で
あ
ろ
う
︒
言
う
ま
で
も
な
い

が
こ
う
し
た
場
合
の
正
面
・
背
面
と
は
相
對

な
區
別
で
し
か
な
い
︒

(36
)

尉
曹
の
役
割
に
つ
い
て
︑
嚴
�
�
一
九
九
〇

(
二
三
二
頁
)
は
士

卒
を
�
管
す
る
官
で
あ
る
こ
と
を
営
べ
︑
ま
た
安
作
璋
・
熊
鐵
基
二

〇
〇
七

(六
七
〇
頁
)
は
尉
曹
が
徭
役
に
關
わ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒

(37
)

佐
原
康
夫
二
〇
〇
二

(
第
二
部
第
三
違
)
に
よ
れ
ば
︑
漢
代
の
官

衙
に
お
い
て
長
官
の
私

空
閒
と
公

空
閒
は
﹁
閤
﹂
に
よ
っ
て
區

切
ら
れ
︑
長
官
が
執
務
す
る
堂
・
庭
は
こ
の
內
部
に
︑
屬
(
の
勤
務

場
�
は
そ
の
外
部
に
位
置
し
た
︒
こ
の
﹁
閤
﹂
の
內
外
を
行
き
來
し

た
﹁
門
下
﹂
の
屬
(
の
あ
り
方
は
︑
縣
廷
と
﹁
官
﹂
と
の
聯
携
役
と

な
っ
た
縣
廷
內
列
曹
の
性
格
を
考
え
る
上
で
參
考
に
な
る
︒
た
だ
し
︑

漢
代
の
﹁
閤
﹂
內
空
閒
と
同
じ
よ
う
に
︑
秦
代
の
縣
廷
も
ま
た
私


空
閒
と
稱
し
う
る
か
は
定
か
で
は
な
い
︒
本
�
に
も
営
べ
た
よ
う
に
︑

秦
の
﹁
官
﹂
は
縣
廷
外
に
︑
漢
の
諸
曹

(列
曹
)
は
﹁
閤
﹂
外
に
執

務
場
�
を
持
っ
た
が
︑
こ
れ
を
單
純
に
裏
w
し
て
秦
代
縣
廷

=

漢
代

﹁
閤
﹂
內
と
斷
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
佐
原
康
夫
二
〇
〇
二

(二
二
八
頁
)
は
漢
代
官
衙
の
空
閒
�
成
に
お
け
る
︑
﹁
閤
﹂
で
仕
切

ら
れ
た
長
官
と
丞
以
下
の
(
の
區
別
を
强
²
す
る
が
︑
鯵
牘
�
料
に

見
え
る
秦
の
縣
廷
は
令
・
丞
・
令
�
・
縣
廷
內
列
曹
を
³
含
し
て
お

り
︑
﹁
閤
﹂
內
と
い
う
純
粹
に
空
閒

な
槪
念
よ
り
も
︑
制
度

範

疇
と
し
て
の
+
味
合
い
が
强
い
︒
ま
た
縣
廷
內
列
曹
は
の
ち
に
縣
廷

外
に
出
て
﹁
官
﹂
に
取
っ
て
代
わ
り

(同
時
に
﹁
官
﹂
は
¢
滅
)
︑

漢
代
の
諸
曹
へ
と
轉
�
し
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
こ
れ
に
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竝
行
し
て
縣
廷
の
範
疇
も
變
�
し
た
か
ど
う
か
︒
こ
れ
ら
の
問
題
に

つ
い
て
は
今
後
の
檢
討
に
委
ね
た
い
︒

(38
)

漢
代
の
縣
(
に
關
し
て
︑
從
來
は
秩
二
百
石
以
上
の
長
(
︑
百
石

以
下
の
屬
(
に
二
分
さ
れ
る
と
/
識
さ
れ
て
き
た
が
︑
漢
初
の
二
年

律
令
に
よ
っ
て
そ
の
中
閒
の
屬
(
集
團
の
存
在
が
^
4
し
た
︒
紙
屋

正
和
二
〇
〇
九

(第
一
¦
第
一
違
)
は
二
年
律
令
に
基
づ
き
︑
百
石

以
上
と
い
う
や
や
官
秩
の
高
い
屬
(
集
團
の
存
在
を
指
摘
し
︑
そ
れ

は
百
石
未
滿
の
斗
食
・
佐
�
と
性
格

に
)
い
も
の
で
あ
っ
た
と
捉

え
て
い
る
︒
紙
屋
氏
は
漢
初
の
屬
(
層
を
百
石
以
上
・
以
下
に
二
分

し
な
が
ら
も
兩
者
は
性
格

に
)
い
と
営
べ
て
い
る
が
︑
そ
の
理
由

の
一
つ
は
︑
兩
者
が
と
も
に
秦
鯵
に
見
え
る
﹁
官
﹂
を
#
身
と
す
る

た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
な
お
こ
の
屬
(
集
團
は
︑
司
空
︑
田
部
︑

倉
︑
少
內
な
ど
秦
代
の
﹁
官
﹂
と
同
じ
名
稱
の
も
の
が
多
い
︒

(39
)

例
え
ば
高
村
武
幸
二
〇
一
四

(六
二
頁
)
は
︑
倉

(﹁
官
﹂
)
宛
て

の
�
書
を
倉
曹
が
�
草
す
る
︑
と
い
っ
た
�
書
作
成
の
役
割
を
想
定

し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
役
割
も
そ
の
本
職
が
令
�
で
あ
っ
た
こ
と
に

由
來
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

(40
)

¤
田
¥
久
二
〇
一
三
は
本
稿
�
料

(9
)
の
よ
う
な
鯵
を
﹁
郵
書

記
錄
﹂
(郵
書
な
る
呼
稱
の
&
+
點
は
土
口
�
記
二
〇
一
三
を
參
照
)

と
稱
し
て
︑
こ
れ
を
利
用
し
つ
つ
﹁
�
陵
縣
の
�
書
は
︑
下
部
の
部

署
が
獨
自
に
縣
外
に
�
書
を
發
信
す
る
こ
と
は
な
﹂
い
と
指
摘
す
る

が
︑﹁
下
部
の
部
署
﹂
と
³
括

に
表
現
し
て
お
り
︑﹁
官
﹂
と
縣
廷

內
列
曹
の
區
別
は
µ
象
さ
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
例
示
さ
れ
る
﹁
司
空

曹
書
一
封
﹂﹁
尉
曹
書
一
封
﹂
な
ど
は
F
て
縣
廷
內
列
曹
が
令
丞
の

印
を
得
て
縣
外
に
G
る
�
書
で
あ
る
︒
一
方
︑﹁
郵
書
記
錄
﹂
の
鯵

に
﹁
官
﹂
が
現
れ
る
こ
と
は
F
く
無
い
︒

(41
)

縣
廷
內
列
曹
と
同
樣
の
部
署
が
郡
太
守
府
に
も
存
在
し
た

(表
一

參
照
)
が
︑
縣
廷
內
列
曹
と
同
じ
く
︑
太
守
府
內
列
曹
と
も
呼
ぶ
べ

き
組
織
を
こ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒

(42
)

｢
尙
n
﹂
は
縣
廷
に
�
屬
す
る
尙
な
る
人
物
に
よ
っ
て
開
封
さ
れ

た
こ
と
の
記
錄
で
あ
る
︒
尙
が
縣
廷
の
書
記
で
あ
る
こ
と
は
︑
始
皇

�
三
十
二
年
三
�
に
縣
廷
が
太
守
府
に
上
申
し
た
�
書
の
]
え
で
あ

る
8
-
6
2
の
書
記
が
尙
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
確
/
さ
れ
る
︒

(43
)

田
官
に
つ
い
て
は
陳
洩
二
〇
一
四
が
倉
・
司
空
な
ど
と
竝
ぶ
一
部

局
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒

(44
)

左
公
田
は
類
例
を
見
な
い
が
︑
陳
洩
�
 
二
〇
一
二

(四
九
頁
)

の
指
摘
す
る
よ
う
に
﹁
右
公
田
印
﹂
の
秦
印
が
存
在
す
る
︒
ま
た
秦

漢
�
の
出
土
�
料
に
は
﹁
田
﹂
・
﹁
田
官
﹂
が
見
え
︑
そ
れ
ぞ
れ
田
嗇

夫
・
田
官
嗇
夫
を
長
と
す
る
﹁
官
﹂
で
あ
る

(田
と
田
官
が
別
組
織

で
あ
る
こ
と
は
陳
洩
二
〇
一
四
參
照
)
︒
左
右
公
田
と
の
關
係
が
不

4
な
憾
み
は
あ
る
が
︑
等
し
く
﹁
官
﹂
で
あ
っ
た
と
解
し
て
お
く
︒

(45
)

｢治
邸
﹂
は
𠛬
徒
の
勞
役
の
一
つ
︒
9
-
2
2
9
4
(
?
)
に
も
𠛬
徒
の

﹁
治
邸
﹂
が
見
え
る
︒
�
料

(13
)
に
お
い
て
は
太
守
府
に
あ
る
�

陵
縣
用
の
邸
に
�
在
し
て
雜
務
に
¶
す
る
こ
と
を
言
う
と
考
え
ら
れ

る
︒
張
家
山
漢
鯵
・
奏
讞
書
に
は
城
旦
の
擔
當
す
る
﹁
治
官
府
﹂
が

見
え
る
︒
な
お
類
似
の
﹁
守
邸
﹂
な
る
語
が
居
·
漢
鯵
に
見
え
︑
戍

卒
の
作
業
の
一
つ
と
し
て
邸
の
守
備
に
あ
た
る
こ
と
を
+
味
す
る
が
︑

(13
)
の
﹁
治
邸
﹂
は
隸
妾
に
よ
っ
て
擔
當
さ
れ
た
た
め
守
備
・
警

備
を
指
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒

(46
)

8
-
1
5
7
に
見
ら
れ
る
縣
尉
の
役
割
に
つ
い
て
は
#
稿
を
參
照
︒
假
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に
縣
廷
が
Z
嗇
夫
の
上
申
を
却
下
し
て
い
な
け
れ
ば
︑
M
は
縣
尉
に

�
書
が
發
信
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
︒
こ
れ
に
限
ら
ず
︑
縣
廷
か
ら
縣

尉
へ
の
�
書
G
信
の
例
は
い
く
ら
か
見
ら
れ
る
が
︑
�
書
行
政
囘
路

に
お
け
る
縣
尉
の
位
置
附
け
に
つ
い
て
は
別
稿
に
て
檢
討
し
た
い
︒

な
お
#
稿
に
お
い
て
は
﹁
謁
令
尉
以
從
事
﹂
の
﹁
令
﹂
を
縣
令
と
解

釋
し
た
が
︑
そ
の
後
多
數
の
﹁
謁
令

+

官
名
﹂
の
事
例
が
里
耶
秦
鯵

に
確
/
さ
れ
た
︒
從
っ
て
こ
こ
で
も
﹁
令
﹂
は
�
役
と
解
釋
す
べ
き

と
改
め
る
︒

(47
)

8
-
8
9
8+

8
-
9
7
2﹁
倉

守

言

附

司

空

俱
﹂
の

如

き
﹁﹁
官
﹂
附

﹁
官
﹂
﹂
の
表
現
は
︑
一
見
﹁
官
﹂
ど
う
し
が
直
接
に
聯
絡
し
あ
っ
た

よ
う
に
も
取
れ
る
が
︑
里
耶
秦
鯵
の
﹁
附
﹂
は
8
常
︑
作
徒
な
ど
の

人
員
な
い
し
金
錢
物
品
の
`
け
渡
し
を
指
す
︒

(48
)

8
-
1
5
6
3
は
縣
尉
が
縣
廷
に
﹁
官
﹂
へ
の
命
令
を
求
め
た
例
で
あ

る
︒
洞
庭
郡
尉
に
よ
っ
て
�
陵
縣
に
j
i
さ
れ
た
卒
の
食
糧
荏
給
に

つ
き
︑
�
陵
縣
尉
が
ま
ず
縣
廷

(守
丞
)
に
聯
絡
し
︑
卒
へ
の
食
糧

荏
給
を
倉
に
行
わ
せ
る
よ
う
依
賴
し
て
い
る
︒
縣
尉
も
ま
た
︑﹁
官
﹂

と
の
關
係
で
は
縣
廷
の
執
行
命
令
を
必
$
と
し
て
い
た
︒

參
考
�
獻

靑
木
俊
介

二
〇
〇
五

｢里
耶
秦
鯵
に
見
え
る
縣
の
部
局
組
織
に
つ
い
て
﹂﹃
中
國
出
土
�
料
硏
究
﹄
九
︒

靑
木
俊
介

二
〇
一
一

｢秦
か
ら
漢
初
に
お
け
る
都
官
と
縣
官

︱
︱
睡
虎
地
秦
鯵
﹁
法
律
答
問
﹂
九
五
鯵
の
解
釋
を
8
じ
て
︱
︱
﹂
﹃
中
國
出
土
�
料
硏
究
﹄

一
五
︒

池
田
雄
一

二
〇
〇
二

『中
國
古
代
の
聚
落
と
地
方
行
政
﹄
東
京
︑
汲
古
書
院
︒

大
庭

脩

一
九
九
二

『
漢
鯵
硏
究
﹄
京
都
︑
同
¹
舍
︒

紙
屋
正
和

二
〇
〇
九

『
漢
時
代
に
お
け
る
郡
縣
制
の
展
開
﹄
京
都
︑
¹
友
書
店
︒

工
¤
元
男

一
九
九
八

『睡
虎
地
秦
鯵
よ
り
み
た
秦
代
の
國
家
と
社
會
﹄
東
京
︑
創
�
社
︒

佐
¤
直
人

二
〇
〇
〇

｢秦
漢
�
に
お
け
る
郡

−

縣
關
係
に
つ
い
て

︱
︱
縣
の
性
格
變
�
を
中
心
に
︱
︱
﹂
﹃
名
古
屋
大
學
東
洋
�
硏
究
報
吿
﹄
二
四
︒

佐
原
康
夫

二
〇
〇
二

『
漢
代
都
市
機
�
の
硏
究
﹄
東
京
︑
汲
古
書
院
︒

角
谷
常
子

二
〇
一
二

｢里
耶
秦
鯵
に
お
け
る
單
獨
鯵
に
つ
い
て
﹂﹃
奈
良
�
學
﹄
三
〇
︒

高
村
武
幸

二
〇
〇
八

『
漢
代
地
方
官
(
と
邊
境
社
會
﹄
東
京
︑
»
古
書
院
︒

高
村
武
幸

二
〇
〇
九

｢發
く
と
發
る
｣
︱
︱
鯵
牘
の
�
書
G
附
に
關
わ
る
語
句
の
理
解
と
關
聯
し
て
﹂
﹃
古
代
�
�
﹄
六
〇

−

四
︒

高
村
武
幸

二
〇
一
四

｢里
耶
秦
鯵
第
八
層
出
土
鯵
牘
の
基
礎

硏
究
﹂﹃
三
重
大
�
學
﹄
一
四
︒
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土
口
�
記

二
〇
一
二

｢戰
國
・
秦
代
の
縣

︱
︱
縣
廷
と
﹁
官
﹂
の
關
係
を
め
ぐ
る
一
考
察
︱
︱
﹂﹃
�
林
﹄
九
五

−

一
︒

土
口
�
記

二
〇
一
三

｢中
國
古
代
�
書
行
政
制
度

︱
︱
戰
國
秦
漢
�
出
土
�
料
に
よ
る
)
年
の
硏
究
動
向
︱
︱
﹂
﹃
中
國
�
學
﹄
二
三
︒

仲
山

茂

二
〇
〇
一

｢秦
漢
時
代
の
﹁
官
﹂
と
﹁
曹
﹂
︱
︱
縣
の
部
局
組
織
︱
︱
﹂﹃
東
洋
學
報
﹄
八
二
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BUREAUCRATIC STRUCTURE OF PREFECTURAL GOVERMENTS

IN THE QIN AS SEEN FROM THE LIYE QIN WOODEN SLIPS

TSUCHIGUCHI Fuminori

In 2002, over thirty thousand Qin wooden slips were unearthed at the Liye 里耶

site in Hunan province, giving scholars new primary sources on Qin history. Known

as the Liye Qin slips 秦鯵, they are administrative documents that were used in

Qianling �陵 prefecture from the end of the reign of the First Emperor to that of

the Second. Only one hundred slips had been introduced by the time of the

excavation report published in 2007, however, 2500 slips were unveiled at a stroke

in a newer report in 2012.

One of the important results of research on Liye slips was clarifying the

distinction between xianting 縣廷 (a prefectural court) and guan 官 (bureaus) in

the prefectural government. The xianting was the core organ of the prefecture

administration, consisting of a ling 令 (prefect), cheng (丞 deputy prefect) and

their retinues lingshi 令� (prefectural clerks) ; Guan was a general term for

subordinate organs staffed by a guansefu 官嗇夫 (bureau chief), zuo 佐 (assis-

tants), and shi � (clerks), who carried out the prefectureʼs administrative works.

The author previously conducted research on this issue, using the Shuihudi Qin

slips 睡虎地秦鯵 and those Liye Qin slips that had been published before 2007. He

argued that xianting and guan respectively had separate offices that were spatially

distinguished, but contrary to the claims of previous scholars, there was no evidence

that they were strongly independent of one another. He found instead that the

xianting had absolute superiority over guan, and administrative practices were

completely under the xiantingʼs control.

This paper, which verifies and supplements his earlier assertions, demonstrates

the following conclusions : First, most of the Liye Qin slips are documents that were

stored at the office of the xianting, not of a guan. Second, there existed within the

xianting a series of administrative organs whose names were similar to those of the

guan, but were which were separate institutions and should be called liecao 列曹

(arrayed offices). Third, the xianting completely controlled the documental

communications throughout the prefecture, and the guan did not have the capacity

to communicate with any organs outside the prefecture independently.
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