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【
要
約
】
　
前
漢
時
代
の
地
方
組
織
と
し
て
、
　
一
章
の
長
営
た
る
太
守
の
も
と
に
軍
事
を
束
ね
る
都
尉
が
お
か
れ
て
い
た
。
都
尉
は
秩
の
上
で
太
守
と
き
わ

　
め
て
近
い
位
置
に
あ
る
だ
け
で
な
く
、
太
守
と
同
様
、
府
を
開
い
て
治
要
を
も
ち
行
施
す
る
こ
と
も
で
き
た
。
こ
の
よ
う
な
両
者
の
関
係
は
互
い
の
暴
走

　
を
防
ぐ
巧
み
な
シ
ス
テ
ム
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
の
力
が
拮
抗
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
都
尉
は
あ
く
ま
で
太
守
の
下
に
存
在
す
る

　
の
で
あ
る
。
本
稿
は
両
老
が
そ
の
運
営
上
い
か
に
関
わ
り
あ
っ
て
い
た
か
と
い
う
実
態
面
に
つ
い
て
、
解
明
の
手
が
か
り
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

…　た
だ
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
文
献
史
料
の
み
で
は
解
決
が
望
め
な
い
の
で
、
簡
憤
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
。
具
体
的
に
は
候
宮
を
中
心
と
す
る
軍
政
系
列

…　
と
昆
政
系
列
の
県
と
の
関
係
を
み
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
両
者
の
関
わ
る
局
面
と
し
て
、
人
事
や
事
件
の
処
理
と
い
っ
た
事
柄
が
み
ら
れ
た
。
こ

　
れ
ら
は
あ
る
程
度
の
普
遍
性
を
も
つ
事
柄
で
あ
る
た
め
、
辺
境
に
お
け
る
両
系
統
の
関
係
の
み
な
ら
ず
、
内
郡
の
そ
れ
を
考
え
る
上
で
も
参
考
と
す
る
に

一　r
足
る
と
考
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
七
六
巻
【
号
　
一
九
九
三
年
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

漢
代
の
地
方
行
政
組
織
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

郡
に
は
長
官
た
る
太
守
（
秩
二
千
石
）
と
軍
事
を
司
る
都
尉
（
嫁
比
二
千
石
）

が
お
か
れ
、
太
守
と
都
尉
と
の

力
関
係
は
そ
の
秩
か
ら
も
伺
え
る
よ
う
に
、
拮
抗
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
都
尉
は
太
守
と
同
じ
く
治
所
を
も
っ
て
府
を
開
き
、
里
言
す
る
こ
と

が
で
き
た
し
、
時
と
し
て
太
守
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
力
を
も
っ
て
い
た
こ
と
も
文
献
上
に
み
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
両
者
の
関
係
は
相
互
に

牽
制
し
あ
っ
て
暴
走
を
防
ぐ
巧
み
な
シ
ス
テ
ム
と
し
て
従
来
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
都
尉
は
あ
く
ま
で
　
鋤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

長
官
た
る
太
守
の
も
と
で
軍
事
の
み
を
司
り
、
決
し
て
治
民
に
関
与
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
軍
政
系
列
と
民
政
系
列
と
は
は
っ
き
り
　
3
3



区
別
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
具
体
的
に
都
尉
の
率
い
る
軍
政
系
列
は
郡
－
県
－
郷
－
里
の
い
わ
ゆ
る
民
政
系
列
と
、
そ
の
運
営
上
ど

の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
軍
政
系
列
は
ど
の
程
度
民
政
系
列
か
ら
独
立
的
に
運
営
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
問
題
を
解
く
手
が
か
り
が
正
史
を
は
じ
め

と
す
る
文
献
史
料
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
伺
え
な
い
と
い
う
、
専
ら
史
料
的
欄
約
に
よ
る
の
だ
が
、
こ
の
大
き
な
壁
を
あ
る
程
度
克
服
し
て
く
れ
そ

う
な
も
の
と
し
て
型
込
資
料
が
あ
る
。
八
代
の
簡
綴
資
料
の
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
は
一
九
三
〇
・
三
一
年
に
発
掘
さ
れ
た
居
至
聖
簡
（
以

下
旧
簡
と
称
す
）
が
有
名
で
あ
る
が
、
最
近
一
九
七
三
・
七
四
年
に
発
掘
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
居
喰
新
馬
（
以
下
新
簡
と
称
す
）
の
釈
文
の
一
部
が
『
居

延
聖
画
』
と
し
て
公
表
さ
れ
、
新
た
な
知
見
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
中
に
肥
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
問
題
に
つ
い
て
も
手
が
か
り

が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
簡
績
資
料
が
中
心
で
あ
る
の
で
、
資
料
そ
の
も
の
の
性
格
は
ふ
ま
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

具
体
的
に
い
え
ぼ
、
そ
こ
に
現
れ
る
都
尉
は
、
警
察
機
関
と
し
て
の
内
郡
都
尉
と
は
や
や
性
格
を
異
に
す
る
、
と
一
般
に
い
わ
れ
る
、
軍
事
機

関
た
る
辺
郡
都
尉
な
の
で
あ
る
。
確
か
に
辺
郡
都
尉
と
内
郡
都
尉
と
で
は
そ
の
地
理
的
条
件
に
よ
る
性
格
の
差
異
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
軍
事

と
警
察
が
区
別
さ
れ
て
い
な
い
当
時
に
お
い
て
、
そ
れ
を
理
由
に
辺
境
に
お
け
る
軍
政
・
民
政
間
の
関
係
が
内
郡
の
そ
れ
と
全
く
違
っ
て
い
た

と
は
い
え
な
い
。
辺
境
に
お
け
る
結
果
を
短
絡
的
に
内
郡
全
体
に
敷
衛
す
る
こ
と
は
当
然
慎
む
べ
き
で
あ
る
が
、
文
献
だ
け
で
は
知
り
え
な
い

以
上
、
や
は
り
貴
重
な
情
報
と
し
て
大
い
に
参
考
と
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
以
上
の
よ
う
な
考
え
か
ら
本
稿
で
は
簡
腰
資
料
を
使
っ
て
両

系
統
の
関
係
を
探
ろ
う
と
す
る
の
だ
が
、
簡
績
の
内
容
が
、
辺
境
を
守
る
官
吏
や
成
卒
た
ち
の
日
常
生
活
や
業
務
に
関
す
る
様
々
な
文
書
で
あ

る
為
、
太
守
と
都
尉
と
の
個
人
的
な
関
係
と
い
う
よ
り
も
軍
政
系
列
と
県
と
の
関
係
を
み
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
実
際
の
作
業
で
は
、
剰

官
を
中
心
に
や
り
と
り
さ
れ
る
文
書
の
中
に
民
政
系
列
の
県
が
ど
の
よ
う
な
場
面
で
現
れ
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
を
み
る
こ

と
に
よ
っ
て
両
者
の
関
係
を
知
ろ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
筆
順
資
料
中
に
県
の
み
え
る
事
例
は
決
し
て
豊
富
と
は
い
え
ず
、

叢
薄
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
手
が
か
り
に
な
ら
ぬ
程
度
で
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
新
簡
を
中
心
に
そ
こ
か
ら
知
り
得
る
限
り
の
こ
と
を
検
討
し

て
ゆ
き
た
い
。
な
お
、
行
政
組
織
と
本
稿
で
使
用
し
た
書
名
等
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
。
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郡

県

太
守

　
都
尉
一
順
義

　
　
　
　
　
候
長

　
　
　
　
　
丞
・
尉

　
　
　
　
　
橡

　
　
　
　
　
士
吏

　
　
　
　
　
令
史

　
　
　
　
　
尉
史

三部

里燧

候
　
　
　
燧
長

候
史

『
旧
簡
』
“
『
居
延
漢
簡
釈
文
合
校
』
（
文
物
出
版
社
　
一
九
八
七
年
）
。
図
版
は
三
一
『
一
一
漢

簡
　
図
版
之
部
』
（
中
央
研
究
院
騰
史
語
言
研
究
断
　
　
九
七
七
年
再
版
）
を
参
照
し
た
。
『
新
簡
』
H

『
居
延
新
簡
』
（
文
物
出
版
社
　
一
九
九
〇
年
）
。
引
用
し
た
簡
腋
に
は
、
旧
簡
に
は
比
熱
番
号
と

出
土
地
（
破
は
破
城
子
で
甲
渠
候
官
製
。
地
は
地
湾
で
量
水
候
官
玩
。
大
は
大
書
で
肩
水
都
尉
府
祉
。
）

を
、
新
簡
に
は
『
新
簡
』
の
簡
番
号
を
付
し
た
。
釈
文
は
原
則
と
し
て
『
合
校
』
と
『
竹

簡
』
に
従
っ
た
。
簡
文
中
の
読
点
は
筆
者
が
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
又
、
記
号
は
以
下
の
如

く
『
新
駅
』
の
凡
例
に
従
う
。
□
二
字
釈
読
不
能
。
：
∴
二
字
以
上
釈
読
不
能
。
臼
…
簡

が
断
裂
し
て
い
る
。
　
U
”
簡
の
左
側
が
欠
け
て
い
る
。
　
驕
“
簡
文
が
次
行
と
連
続
し
て
い

る
。

①
　
都
尉
に
関
す
る
主
な
研
究
と
し
て
厳
耕
望
『
中
国
地
方
行
政
制
度
史
　
巻
上

秦
漢
地
方
行
政
髄
度
』
第
一
量
阜
郡
尉
の
項
、
及
び
鎌
田
重
雄
『
秦
漢
政
治
制
・
度
の

剛
　
人
事
権
に
つ
い
て

研
究
』
が
あ
る
。

　
あ
る
機
関
の
独
立
性
を
測
る
指
標
の
一
つ
と
し
て
人
事
権
が
あ
げ
ら
れ
る
。
従
来
、
漢
簡
に
於
て
県
が
軍
政
系
統
の
人
事
に
関
与
す
る
こ
と

を
示
す
も
の
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
『
新
簡
』
申
に
そ
れ
と
覚
し
き
も
の
が
発
見
さ
れ
、
新
た
な
問
題
を
な
げ
か
け
た
。
そ
こ
で
ま
ず

人
事
権
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
が
、
そ
の
前
に
ま
ず
人
事
異
動
の
際
の
判
断
材
料
と
さ
れ
る
の
は
何
だ
っ
た
の
か
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お

き
た
い
。
な
お
、
こ
こ
で
対
象
と
す
る
の
は
候
官
以
下
の
吏
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
第
一
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
や
は
り
勤
務
評
定
で
あ
る
。
即
ち
勤
務
日
数
、
勤
務
状
況
な
ど
、
功
労
に
関
わ
る
事
で
あ
る
。
功
と
は
て
が
ら
、

労
と
は
勤
務
日
数
の
こ
と
で
、
従
っ
て
功
は
一
つ
二
つ
、
労
は
日
数
で
数
え
る
。
吏
の
勤
務
状
況
に
つ
い
て
は
成
卒
同
様
、
逐
一
記
録
さ
れ
、
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評
価
の
資
料
と
な
る
。
吏
の
労
に
は
日
　
（
天
田
の
み
ま
わ
り
）
や
秋
射
（
毎
年
少
に
候
長
・
士
吏
・
等
長
ら
に
課
さ
れ
る
弓
の
試
験
）
に
関
す
る
労
の
如

く
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
の
他
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
具
体
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

　
1
　
始
建
國
一
三
年
九
月
壬
午
朔
辛
亥
、
甲
溝
郵
候
□
敢
言
之
、
謹
移
馳
鴬
遷
長

　
　
　
張
曼
乗
塞
外
簿
謁
以
詔
書
増
曼
勢
敢
言
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
T
五
九
・
三
四
八

こ
れ
は
、
甲
渠
候
（
甲
渠
候
官
長
）
が
駆
望
燧
長
の
「
乗
塞
外
簿
扁
を
送
っ
て
労
を
増
す
よ
う
申
請
し
た
も
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
申
請
を
受

け
て
都
尉
府
が
増
労
を
決
定
し
た
、
そ
の
決
定
の
内
容
を
示
す
の
が
次
の
簡
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
始
建
圏
三
年
十
局
旦
乗
塞
外
鑑
一
三
年
九
月
瞥
見
三
百
図

　
2
　
㎜
…
口
□
隊
長
上
造
李
欽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
張
液
延
城
大
尉
元
丞
音
以
詔
書
増
欽
勢
三
図
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
T
五
九
・
三
三
九

こ
れ
に
よ
る
と
危
険
な
勤
務
の
故
で
あ
ろ
う
か
、
塞
外
勤
務
を
す
る
と
詔
書
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
増
労
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
他

業
務
内
容
に
関
す
る
も
の
で
い
え
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　
3
　
官
去
府
七
十
里
書
一
日
一
夜
當
行
百
六
十
里
空
積
二
日
少
半
口
乃
到
解
何
、
書
到
各
推
認
界
中

　
　
　
必
得
一
事
案
明
夕
鉄
材
A
顎
静
雨
會
日
月
⊥
u
六
日
命
倒
月
北
μ
四
胃
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
£
P
S
四
丁
二
・
　
一
　
・
八
A

　
4
　
不
中
程
百
里
、
罰
金
半
弓
、
過
百
里
釜
二
蔵
里
一
両
、
過
二
百
里
二
両

　
　
　
不
中
程
車
一
里
、
奪
吏
主
者
跨
各
一
日
、
二
里
奪
令
□
各
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
S
四
T
二
・
一
・
八
B

文
書
伝
達
に
関
し
て
は
所
要
時
間
の
規
定
が
あ
り
、
規
定
通
り
行
わ
れ
な
い
時
に
は
謎
責
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
み
え
る
「
車

一
里
の
場
合
は
責
任
者
の
吏
の
労
一
日
を
奪
う
」
と
い
う
の
も
、
そ
の
類
の
こ
と
で
、
吏
が
労
を
奪
わ
れ
る
一
つ
の
例
を
示
し
て
い
る
。

　
以
上
、
い
く
つ
か
の
例
を
通
し
て
吏
の
勤
務
状
況
が
功
労
と
い
う
形
で
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
み
た
が
、
個
人
の
評
価
は
た
だ
功
労
の
み

で
決
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
異
動
の
際
に
は
こ
の
他
に
も
考
慮
さ
れ
る
項
目
が
あ
っ
た
。
次
に
こ
の
こ
と
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
参

考
と
な
る
簡
を
あ
げ
る
。
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5
　
…
肩
水
里
官
執
胡
等
長
公
大
夫
婁
路
人
、
中
螢
三
歳
一
月
、
能
書
會
計
、
治
密
書
、
認
知
律
令
、
文
、
年
甜
七
歳
、
長
七
尺
五
寸
藪
池
書
髭
里
家
玄
官
六

　
　
1
1
百
五
十
里
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
九
・
四
・
地

こ
れ
と
同
じ
書
式
の
簡
は
甲
渠
候
官
祉
、
肩
癖
候
官
鉱
、
金
関
肚
か
ら
も
出
土
し
て
お
り
、
直
隠
か
ら
提
出
さ
れ
た
吏
の
勤
務
評
価
を
都
尉
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

太
守
に
送
り
、
太
守
府
が
そ
れ
に
基
づ
い
て
表
彰
さ
る
べ
き
者
に
つ
い
て
冊
書
に
作
成
し
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
評
価
に
関
係

し
そ
う
な
言
葉
を
み
る
と
、
「
功
労
」
（
但
、
こ
の
場
合
は
労
の
み
）
「
能
書
会
計
」
「
治
官
民
」
周
知
律
令
」
「
文
」
（
武
の
場
合
も
あ
る
）
が
あ
る
。
即

ち
、
勤
務
実
績
の
他
、
読
み
書
き
算
盤
、
統
率
力
、
法
律
に
関
す
る
知
識
、
文
・
武
の
別
に
つ
い
て
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ

の
類
の
簡
に
共
通
し
て
み
え
る
こ
れ
ら
の
語
は
単
な
る
誉
め
言
葉
で
あ
っ
て
能
書
や
会
計
に
し
て
も
、
本
来
の
意
味
は
さ
ほ
ど
意
識
さ
れ
て
い

な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
は
り
評
価
の
ポ
イ
ン
ト
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
辺
境
と
は
い
え
か
な
り
厳
密
な
文
書
行
政
が
行
わ
れ
て
い
た
と

い
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
書
記
能
力
は
重
要
だ
っ
た
は
ず
で
、
そ
れ
は
、

　
6
　
二
面
甲
置
碁
二
隊
長
居
延
広
都
里
公
乗
陳
安
國
年
六
十
三
、
建
昭
四
年
八
月
辛
亥
除
　
正
史
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
T
五
一
・
四

の
よ
う
に
、
史
あ
る
い
は
不
史
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

　
吏
の
任
免
・
昇
進
・
降
格
は
勤
務
状
況
を
は
じ
め
、
こ
れ
ら
い
ろ
い
ろ
な
能
力
、
条
件
を
考
慮
し
て
決
定
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
の
よ
う
に
人
事

異
動
に
際
し
て
は
あ
ら
ゆ
る
デ
ー
タ
が
参
考
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
デ
ー
タ
は
燧
か
ら
部
、
そ
し
て
警
官
へ
と
集
め
ら
れ
都
尉
府
に
送
ら
れ

て
行
く
一
方
、
下
級
機
関
か
ら
報
告
を
受
け
た
都
尉
府
は
、
随
時
そ
れ
を
チ
ェ
ッ
ク
あ
る
い
は
調
査
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
吏
の
入
事
に

関
す
る
資
料
は
候
宮
で
一
通
り
揃
い
、
そ
れ
を
都
尉
府
が
受
け
取
っ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
人
事
を
決
定
で
き
る
条
件
と
し
て
は
候
官
も
都
尉

府
も
岡
じ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
一
般
に
累
の
令
（
長
）
・
丞
は
天
子
の
勅
任
官
だ
が
、
そ
れ
以
下
の
吏
に
つ
い
て
は
、
任
命
権
は
当
該
県
の
長

官
が
も
っ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
で
は
、
三
宮
以
下
の
吏
に
つ
い
て
は
、
民
政
系
統
の
県
に
相
当
す
る
と
こ
ろ
の
候
官
が
任
命
権
を
も
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
次
に
い
よ
い
よ
人
事
権
の
所
在
に
つ
い
て
み
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
人
事
権
と
は
、
人
事
の
異
動
を
決
定

す
る
権
利
、
と
考
え
る
。
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③

　
従
来
、
吏
の
人
事
権
は
都
尉
府
に
あ
る
と
さ
れ
、
都
尉
府
に
は
人
事
を
主
る
営
で
あ
る
節
附
が
お
か
れ
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
そ

し
て
漢
簡
に
お
い
て
そ
の
有
力
な
証
拠
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
次
の
よ
う
な
異
な
る
候
官
聞
で
の
異
動
を
示
す
簡
で
あ
る
。

　
　
7
　
移
居
延
、
第
五
隊
…
長
輔
遷
補
居
延
全
史
、
即
日
遺
之
官
㊥
…
裏
「
封
　
十
月
癸
工
事
史
雷
鼓
封
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
・
二
…
・
破

　
　
8
　
居
延
撃
湖
燧
長
孤
山
里
公
乗
楽
蕪
年
欝
、
綻
補
甲
渠
候
史
代
張
激
図
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
・
一
九
・
破

　
　
9
　
甲
渠
當
曲
黙
長
戸
里
公
乗
張
札
年
甜
七
　
能
不
宜
蒸
器
、
換
為
診
北
宿
蘇
第
六
黙
長
代
徐
延
寿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
£
P
T
五
一
・
六
三

7
は
甲
渠
画
期
か
ら
居
延
候
官
（
第
五
燧
は
甲
渠
警
官
所
属
）
へ
、
8
は
そ
の
逆
で
、
居
延
恩
讐
か
ら
甲
渠
候
官
へ
、
9
は
甲
種
否
応
か
ら
珍
北
颪

官
へ
の
異
動
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
異
な
る
候
官
間
で
人
事
異
動
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
両
愈
愈
共
通
の
上
級
機
関
、
即
ち
都
尉
府
に

人
事
権
が
あ
る
と
考
え
る
の
が
最
も
妥
当
だ
か
ら
で
あ
る
。
都
尉
府
に
人
事
権
が
あ
る
こ
と
を
示
す
資
料
は
他
に
も
あ
る
。
例
え
ば
、

　
　
1
0
　
●
甲
渠
雷
、
餅
謀
士
吏
李
奉
、
黙
長
陳
安
國
等
年
老
病
、
悪
罵
免
、
言
府
O
｝
事
集
封
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
£
P
T
五
一
・
三
一
九

の
よ
う
に
、
甲
渠
候
官
が
居
延
都
尉
府
に
吏
を
斥
免
す
る
よ
う
申
請
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
の
陳
安
国
は
「
年
老
病
」
と
あ
る
が
簡
6
に
み

え
る
陳
安
国
と
同
｝
人
物
だ
と
す
れ
ば
、
彼
は
六
三
歳
で
職
長
に
叙
せ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
候
官
が
こ
の
よ
う
な
申

請
を
す
る
に
は
、
部
か
ら
候
官
に
同
様
の
申
請
が
あ
り
、
そ
れ
を
う
け
て
行
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、

　
　
1
1
　
河
平
元
年
九
月
戊
戌
朔
丙
辰
、
不
侵
守
候
長
士
吏
猛
敢
雷
之
、
將
軍
行
塞
畢

　
　
　
駆
望
燧
長
杜
未
央
所
帯
剣
刀
墨
狗
少
～
、
未
央
貧
急
鰯
弱
母
以
塞
聡
請
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
T
五
九
・
三

　
　
1
2
　
津
免
、
謁
言
官
、
敢
言
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
T
五
九
・
四

が
そ
れ
に
あ
た
る
。
そ
し
て
申
請
を
う
け
た
都
尉
府
は
審
査
の
上
、
決
定
を
下
す
こ
と
に
な
る
。

　
　
1
3
　
元
寿
二
年
十
二
月
庚
寅
朔
戊
申
、
張
扱
居
延
都
尉
博
、
庫
守
幣
串
兼
行
丞
事
謂
甲
渠
郵
候
、
言
候
長
揚
馬
私
讐
卒
博
論

　
　
　
　
一
日
、
喪
羊
部
吏
故
虚
器
五
不
日
迩
一
日
以
上
、
黙
長
張
練
書
状
、
請
騰
勢
、
僻
書
、
案
褒
私
子
馬
耕
積
一
日
、
黙
長
薯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
T
五
九
・
五
四
八
A
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こ
れ
は
甲
岩
質
候
（
1
1
候
爵
の
長
）
が
、
候
長
の
揚
褒
と
翼
長
の
張
謳
を
斥
免
し
て
も
ら
い
た
い
と
申
請
し
て
き
た
の
を
う
け
て
、
居
延
都
尉
の

博
と
守
丞
の
賢
が
答
申
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
く
簡
が
不
明
な
た
め
、
残
念
な
が
ら
ど
の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い

が
、
こ
れ
ら
の
例
か
ら
、
都
尉
府
が
免
官
を
決
定
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
免
官
だ
け
で
は
な
い
。
候
官
が
斥
免
の
申
請
を
す
る

こ
と
は
す
で
に
み
た
が
、
除
補
の
申
請
を
行
っ
て
い
る
簡
も
あ
る
の
で
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
　
1
4
　
歓
下
府
除
補
叩
頭
死
罪
敢
言
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
T
七
・
四
一

こ
れ
は
前
に
あ
っ
た
は
ず
の
簡
が
不
明
だ
が
、
吏
に
欠
員
が
生
じ
た
た
め
都
尉
府
に
除
補
を
申
請
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
他
に
次
の

よ
う
な
も
の
も
あ
る
。

　
　
／
5
　
甲
渠
言
、
尉
史
陽
貧
困
不
田
数
病

　
　
　
㊥

　
　
　
欲
補
止
長
宜
可
聴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
・
三
二
七

候
官
の
文
吏
で
あ
る
尉
史
の
陽
が
貧
困
で
か
つ
病
気
が
ち
な
の
で
、
彼
を
燧
長
に
配
置
が
え
し
た
い
が
許
可
し
て
も
ら
い
た
い
、
と
い
う
内
容

で
あ
ろ
う
。
貧
困
で
病
気
が
ち
な
人
は
尉
史
は
勤
ま
ら
ぬ
が
燧
長
は
勤
ま
る
と
い
う
の
も
納
得
で
き
な
い
が
、
一
応
こ
の
よ
う
に
解
し
て
お
く
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
免
官
、
除
任
そ
し
て
配
置
転
換
と
、
諸
官
か
ら
の
申
請
を
う
け
て
都
尉
府
が
す
べ
て
決
定
権
を
も
っ
て
い
る
と
い
え

よ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
県
の
人
事
権
を
思
わ
せ
る
も
の
が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

　
　
1
6

19　18　17

牒
書
、
吏
遷
序
免
、
給
仕
補
者
四
人
、

建
武
五
年
八
月
甲
辰
朔
丙
午
、
居
延

二
二
候
官
臭
史
郵
駿

故
吏
陽
里
上
造
梁
普
年
五
十

二
上
士
官
虫
食
令
史
孫
良

人
一
牒

令
　
続
審
告
尉
、
興
言
、
華
甲
渠
候
官
、

　
遷
敏

　
今
除
補
甲
渠
候
宮
尉
史

　
遷
餓

奉
書
勝
事
如
律
令

代
郵
駿

E
P
F
二
二
・
五
六
A

　
E
P
F
二
二
・
五
七

　
E
P
F
二
二
・
五
八

　
E
p
F
二
二
・
五
九
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2
0
　
二
十
弓
長
孤
山
里
大
夫
孫
沈
年
五
十
七
　
母
指
　
　
令
除
補
訂
渠
候
官
倉
食
令
史
　
　
　
　
　
代
孫
良
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
・
六
〇

と
い
う
回
書
で
あ
る
。
大
庭
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
居
潮
回
か
ら
関
係
最
た
る
県
尉
・
郷
・
甲
渠
候
官
に
あ
て
て
送
ら
れ
た
人
事
異
動
・
配
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

転
換
に
つ
い
て
の
通
知
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
う
少
し
「
通
知
し
の
意
味
を
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

　
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
角
書
の
内
容
は
県
の
裁
量
で
行
っ
た
最
終
決
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
ら
か
じ

め
都
尉
府
に
お
伺
い
を
た
て
て
決
定
し
て
も
ら
っ
た
も
の
を
県
の
名
に
お
い
て
出
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
一

般
に
上
級
機
関
か
ら
の
決
定
を
伝
え
る
場
合
、
伝
達
事
項
が
上
級
機
関
か
ら
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
全
く
触
れ
ず
、
自
ら
の
決
定
で
あ
る
か
の

よ
う
に
下
達
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
人
事
権
の
所
在
を
考
え
る
前
に
ま
ず
こ
の
こ
と
に
少
し
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

　
下
達
文
書
と
い
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の
も
の
が
あ
る
が
、
詔
書
に
つ
い
て
は
す
で
に
大
庭
氏
の
研
究
が
あ
る
の
で
、
氏
の
復
元
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

る
冊
書
か
ら
下
達
の
さ
れ
か
た
を
み
て
お
こ
う
。
必
要
な
部
分
の
み
か
か
げ
る
。

23　22　2125　242627

御
史
大
夫
吉
昧
死
言
（
以
下
略
）

制
日
可

元
康
五
年
二
月
癸
丑
朔
癸
亥
、
御
史
大
夫
吉
下
丞
相
、
承
書
從
事
下
當

用
者
如
認
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
を
　
　
　
　
　
を
　
　
ミ
　
　
を

二
月
丁
卯
、
丞
絹
相
下
車
騎
將
軍
中
二
千
石
郡
太
守
諸
侯
相
、
承
書
從
事
下
重
用
者
桜
雲
書
（
以
下
略
）

三
月
丙
午
、
張
披
長
史
延
行
大
守
事
肩
水
倉
長
湯
兼
行
鞍
懸
下
属
国
農
部
都
尉
小
府
縣
官
、
承
書
從
卑

下
要
用
者
如
詔
書
（
以
下
略
）

閏
月
丁
巳
、
張
抜
肩
水
城
尉
誼
以
近
次
兼
行
都
尉
事
下
候
城
尉
、
承
書
從
翼
下
留

用
町
回
詔
書
（
以
下
略
）

閏
月
庚
申
、
肩
水
士
吏
横
以
私
印
行
候
事
下
尉
候
長
、
承
書
從
事
下

三〇

六七

地地

oo
O田
地地

一
〇
・
三
二
・
地

～
○
・
二
九
・
地
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二
二
者
如
詔
書
（
以
下
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二
一
二
・
地

21

ｪ
上
奏
文
、
2
2
は
そ
の
上
奏
に
対
し
て
皇
帝
が
許
可
を
与
え
た
も
の
で
、
こ
れ
で
詔
書
と
な
る
。
さ
て
2
3
で
、
御
史
大
夫
か
ら
丞
相
に
詔
書

が
下
さ
れ
て
以
来
2
7
で
碧
水
器
官
に
到
達
す
る
ま
で
、
各
窟
庁
は
「
承
書
従
事
下
当
用
者
如
詔
書
」
と
い
う
い
わ
ゆ
る
詔
後
輩
下
の
辞
を
付
し

24

E
2
5
・
2
6
と
一
簡
ず
つ
足
し
て
伝
え
て
い
る
。
例
え
ば
2
7
の
肩
水
候
富
で
は
、
さ
ら
に
下
級
機
関
に
伝
達
す
る
際
、
詔
書
の
み
を
書
い
て
途

中
経
過
、
即
ち
2
4
・
2
5
・
2
6
を
省
略
し
た
り
は
し
な
い
。
す
べ
て
写
し
て
伝
え
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
従
っ
て
日
付
を
み
る
と
年
号
が
変
わ
ら
な

い
限
り
2
4
以
下
は
月
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
大
庭
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
原
則
は
詔
書
以
外
で
も
同
様
で
、
新
簡
の
「
甘

露
二
年
丞
相
御
史
律
令
」
あ
る
い
は
「
甘
露
二
年
置
史
書
」
、
「
甘
露
二
年
語
間
御
史
書
」
と
呼
ば
れ
る
冊
霧
を
は
じ
め
い
く
つ
か
例
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
、
落
書
が
都
尉
府
か
ら
の
命
令
を
う
け
、
そ
れ
を
部
に
伝
え
る
場
合
を
見
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
2
8
　
建
武
五
年
八
月
甲
辰
朔
戊
申
、
張
薮
居
延
着
司
馬
武
以
近
秩
次
行
都
尉
文
書
事
以
群
群
倉
長
印
封
丞
郁
告
勧
農
橡

　
　
　
千
丁
二
二
官
縣
（
以
下
略
）
書
到
（
以
下
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
・
一
五
三
A

　
2
9
　
　
（
上
略
）
夕
曇
倉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
一
一
二
・
一
五
四

　
　
　
　
　
　
　
　
（
略
）

　
3
0
　
八
月
庚
戌
、
甲
渠
候
長
　
　
以
私
印
行
候
文
書
事
告
尉
、
謂
第
四
候
長
憲
等
、
寓
移
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
・
｝
五
八

　
3
1
　
傲
到
（
以
下
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
ご
・
一
五
九

　
詑
　
　
（
上
略
）
如
府
勲
団
律
A
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
・
　
一
六
〇

28

E
2
9
は
都
尉
か
ら
税
せ
ら
れ
た
社
濯
の
薦
り
に
関
す
る
命
令
で
2
9
の
次
の
省
略
部
分
に
曲
り
の
日
取
り
が
あ
り
、
3
0
以
下
が
こ
れ
を
受
け
た

甲
渠
候
官
が
候
官
の
尉
と
第
四
候
長
に
下
し
た
命
令
で
あ
る
。
こ
れ
も
や
は
り
候
官
は
2
8
か
ら
3
2
ま
で
全
て
を
下
達
し
て
い
る
（
な
ぜ
な
ら
、
3
0

に
は
年
号
が
な
い
）
。
ま
た
「
写
移
激
」
（
都
尉
府
か
ら
の
命
令
を
写
し
て
送
っ
た
こ
の
傲
）
と
い
う
語
も
、
無
官
が
決
め
た
こ
と
を
候
官
か
ら
発
信
し

た
も
の
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
冊
書
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
下
達
の
際
に
は
、
上
級
官
庁
か
ら
下
さ
れ
た
命
令
文
を
書
き
写
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し
、
そ
の
後
に
当
該
官
か
ら
下
級
官
庁
へ
む
け
て
の
命
令
文
を
書
き
足
す
と
い
う
形
で
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
そ
の
厳
密
さ

に
つ
い
て
は
、
節
略
す
る
な
ど
、
多
少
精
粗
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
。
こ
の
よ
う
に
命
令
の
発
信
場
所
を
明
確
に
す
る
と
い
う
原
則
は
、

実
は
上
達
文
書
の
文
言
か
ら
も
推
測
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
上
達
文
書
に
は
そ
の
前
提
と
な
っ
た
下
達
文
書
を
引
用
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
す
で
に
大
庭
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
蛇
足
は
さ
け
る
。

　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
上
級
機
関
か
ら
の
命
令
を
下
達
す
る
際
に
は
ど
こ
か
ら
の
命
令
で
あ
る
か
を
明
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
だ

と
す
れ
ば
、
先
の
悪
書
は
、
年
号
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
上
級
機
関
か
ら
の
命
令
で
あ
る
こ
と
を
示
す
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

か
ら
、
県
の
発
信
で
あ
っ
て
か
つ
そ
の
内
容
は
都
尉
府
で
は
な
く
、
県
が
決
定
し
た
事
柄
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
と
な
る
と
、
や
は
り
県
に

人
事
権
が
あ
っ
た
と
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
で
は
、
こ
の
こ
と
は
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
関
し
て
永
田
氏
は
、
警
官
が
都
尉
府
に
対
し
て
県
に
欠
員
を
補
充
さ
せ

て
ほ
し
い
と
要
請
し
た
簡
を
根
拠
に
、
「
県
命
が
軍
政
系
列
の
人
事
に
関
与
す
る
の
は
、
軍
政
系
列
か
ら
の
特
別
な
要
請
が
あ
っ
て
補
充
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

場
合
に
限
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
る
」
と
さ
れ
た
。
確
か
に
、
県
が
依
頼
さ
れ
も
し
な
い
の
に
軍
政
系
列
の
人
事
に
介
入
す
る
こ
と
は
あ
り

え
な
い
か
ら
、
都
尉
府
か
ら
の
命
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
関
与
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
先
の
冊
書
に
お
い
て
も
、
県
は
都
尉
府
に

宛
て
て
は
発
し
て
い
な
い
が
、
別
の
文
書
で
都
尉
府
に
報
告
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　
で
は
、
県
が
人
事
に
関
与
し
た
こ
と
を
示
す
こ
の
冊
書
を
手
が
か
り
に
県
の
人
事
に
か
か
る
と
思
わ
れ
る
も
の
を
も
う
少
し
捜
し
て
み
よ
う
。

そ
れ
は
冊
書
に
お
け
る
簡
1
9
と
同
形
式
、
即
ち
永
田
氏
の
分
類
で
は
官
職
、
本
籍
、
爵
位
、
姓
名
、
年
齢
、
今
除
為
某
官
長
某
（
姓
名
）
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

形
式
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
転
任
で
は
な
く
民
間
か
ら
の
起
用
な
の
で
、
冒
頭
の
官
職
名
が
な
く
、
本
籍
か
ら
は
じ
ま
る
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

官
職
名
の
代
わ
り
に
故
吏
（
故
の
吏
）
と
か
修
行
と
い
っ
た
語
が
冠
せ
ら
れ
る
。
例
を
あ
げ
る
。

　
3
3
　
縢
同
定
國
里
管
獲
王
遺
年
廿
□
　
　
　
　
今
肩
水
當
井
燧
長
代
□
堰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
三
・
六
・
地

　
3
4
　
艦
得
長
楽
里
公
士
輩
得
禄
年
錯
　
　
　
　
今
除
爲
甲
渠
候
Z
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
T
五
二
・
四
〇
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3
5
　
千
行
孤
山
里
公
乗
“
氾
弘
年
廿
一
　
　
　
　
今
除
爲
開
渠
尉
史
代
王
輔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
五
・
三
・
破

　
3
6
　
十
干
…
…
口
□
□
年
十
八
　
　
　
　
　
　
今
除
補
甲
溝
終
古
黙
黙
長
代
張
薄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
T
二
・
二

　
3
7
　
丁
零
居
延
安
國
里
公
乗
龍
抵
年
廿
五
　
　
今
除
爲
甲
渠
尉
史
代
許
禺
鷹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
T
二
・
七

こ
の
他
に
も
数
例
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
燧
長
か
尉
面
に
除
せ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
県
の
人
事
関
与
に
つ
い
て
の
興
味
深
い
簡
を
紹
介
し
て

お
き
た
い
。

　
3
8
　
阜
単
衣
母
鞍
馬
、
不
文
史
、
詰
責
駿
対
臼
、
前
爲
縣
校
弟
予
未
醤
爲
吏
、
貧
困
母
以
具
阜
単
衣

　
　
　
冠
鞍
馬
、
書
案
尉
史
給
官
曹
治
簿
書
、
府
官
激
使
乗
辺
候
望
爲
百
姓
播
幣
、
縣
不
肯
除
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
p
T
五
九
・
五
八

こ
れ
は
前
後
の
簡
が
不
明
で
あ
る
た
め
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
か
正
確
に
は
把
握
し
が
た
い
が
、
ひ
と
ま
ず
次
の
よ
う
に
解
し
て
お
く
。

某
吏
（
お
そ
ら
く
尉
史
）
は
皐
単
衣
も
鞍
馬
も
な
く
、
し
か
も
文
史
で
な
い
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
問
い
正
さ
れ
た
駿
な
る
人
物
が
答
え

て
言
う
。
以
前
、
県
の
た
め
に
ま
だ
吏
に
な
っ
た
こ
と
の
な
い
弟
子
を
調
べ
ま
し
た
が
、
彼
等
は
貧
困
で
皐
単
衣
、
冠
、
鞍
馬
を
具
え
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
謹
ん
で
思
い
ま
す
に
、
尉
史
と
い
う
の
は
候
官
に
給
仕
し
て
簿
書
を
治
め
、
府
（
都
尉
府
）
の
仕
事
で
絶
望
に
も
従
事
し
て
人

々
の
盾
と
な
る
重
要
な
職
で
あ
る
の
で
、
県
は
除
す
る
こ
と
を
承
知
せ
ず
…
…
。
こ
こ
で
は
尉
史
の
人
事
に
関
し
て
県
は
「
不
肯
除
」
と
し
て

い
る
が
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
県
は
尉
史
の
人
事
に
関
与
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
決
し
て
「
規
定
と
し
て
県
は
尉
史
の
人
事
は
行
わ

な
い
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
場
舎
は
た
ま
た
ま
県
に
適
任
者
が
い
な
か
っ
た
の
で
「
不
肯
除
」
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
こ
こ
で

注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
「
任
に
適
う
」
基
準
が
経
済
的
条
件
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
漢
書
中
に
は
簡
1
1
や
、
簡
1
5
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
「
貧
困
」
「
貧
窮
」
を
理
由
に
左
遷
や
斥
免
さ
れ
て
い
る
例
が
い
く
つ
か
あ
る
し
、

　
　
3
9
　
貧
寒
弓
長
夏
□
等
罷
休
、
當
還
入
十
五
日
食
石
五
斗
、
各
如
牒
微
到
口
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
・
二
九
四

　
　
4
0
　
　
第
十
隊
長
冠
着
　
　
　
貧
寒
罷
休
　
　
　
轡
田
盟
還
九
日
乃
十
五
日
食
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
・
二
九
六

の
如
く
、
「
貧
寒
」
の
た
め
に
「
罷
休
」
と
な
っ
た
寮
長
が
食
料
を
返
還
し
て
い
る
例
も
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
と
は
逆
に
、
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4
1
　
…
…
年
二
八
　
　
富
史
有
鞍
馬
弓
懐
願
復
為
候
史
図
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
四
・
五
七
・
破

の
よ
う
に
「
富
」
史
で
鞍
馬
華
々
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
再
び
候
史
に
な
り
た
い
と
い
う
内
容
の
も
の
も
み
え
る
。
こ
の
よ
う
に
吏
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

な
る
に
は
一
定
の
経
済
的
条
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
先
に
吏
の
任
免
の
判
定
材
料
を
み
た
が
、
こ
こ
に
経
済
的
条

件
を
そ
の
主
要
項
目
と
し
て
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
県
が
人
事
に
関
与
し
た
例
は
少
な
か
ら
ず
み
い
だ
せ
る
が
、
で
は
ど
の
よ
う
な
時
に
県
が
人
事
に
関
与
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

換
言
す
れ
ば
都
尉
府
は
ど
の
よ
う
な
時
に
県
に
要
請
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
新
任
官
を
採
用
す
る
場
合
は
県

に
要
請
す
る
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
候
宮
か
ら
除
数
の
申
請
を
受
け
た
都
尉
府
は
、
ま
ず
管
轄
下
に
適
任
者
を
捜
し
、
ど
う
し
て
も

補
充
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
と
県
に
依
頼
す
る
、
と
い
う
形
が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
は
こ
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
だ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
候
官
が
都
尉
府
に
欠
員
補
充
を
要
請
す
る
際
、
府
に
除
補
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
場
合
（
簡
1
4
）
の
他
に
、

　
4
2
　
甲
渠
雷
、
吏
遷
飲
、
令
居
延
備
補
、
雷

　
　
愈
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
／
一
事
集
封

　
　
　
府
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
三
・
二
・
破

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
い
う
よ
う
に
、
県
に
除
補
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
除
補
の
申
請
の
時
点
で
諸
官
が
「
県
に
」

と
指
定
し
て
く
る
の
は
、
都
尉
府
に
人
事
権
が
あ
る
以
上
差
し
出
が
ま
し
さ
を
感
じ
さ
せ
は
し
ま
い
か
。
と
す
る
と
、
逆
に
、
こ
れ
が
別
段
差

し
出
が
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
だ
け
の
理
由
、
例
え
ば
こ
れ
こ
れ
の
場
合
に
は
県
に
要
請
す
る
こ
と
と
い
っ
た
決
ま
り
、
つ
ま
り
都
尉
府
が
あ

れ
こ
れ
考
え
る
ま
で
も
な
く
県
に
依
頼
す
べ
き
人
事
の
存
在
を
想
定
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
そ
の
決
ま
り

が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
の
手
が
か
り
が
っ
か
め
な
い
の
だ
が
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
ヒ

　
さ
て
、
人
事
権
の
所
在
を
め
ぐ
っ
て
考
察
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
候
官
以
下
の
吏
の
入

事
権
は
都
尉
府
が
も
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
新
任
官
の
補
充
が
必
要
な
時
に
は
都
尉
府
か
ら
の
依
頼
を
受
け
た
察
が
人
事
を
決
定
す
る
こ
と
に

な
る
が
、
こ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
あ
る
一
定
の
条
件
下
で
は
県
が
除
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
。
吏
の
任
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用
に
あ
た
っ
て
は
、
経
済
的
条
件
を
は
じ
め
い
く
つ
か
の
基
準
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
経
済
的
条
件
に
つ

い
て
は
、
す
で
に
任
用
さ
れ
て
い
て
も
途
中
で
条
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
者
は
「
罷
休
」
と
な
る
な
ど
、
か
な
り
厳
し
い
よ
う
で
あ
る
。
吏

に
欠
員
が
生
じ
る
の
は
、
老
齢
、
病
気
あ
る
い
は
犯
罪
と
い
っ
た
理
由
に
加
え
て
経
済
的
不
適
合
と
い
う
場
合
も
あ
る
の
で
、
県
に
書
票
を
依

頼
す
る
の
も
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
県
に
依
頼
す
べ
き
人
事
の
存
在
や
、
さ
ら
に
先
の
寄
書
（
簡
1
6
～
2
0
）

に
お
い
て
、
県
で
決
定
さ
れ
た
人
事
が
都
尉
府
を
通
じ
て
候
官
以
下
に
知
ら
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
県
か
ら
直
接
知
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
軍
事
系
統
の
人
事
に
対
す
る
県
の
関
与
の
強
さ
を
伺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
さ
て
こ
れ
ま
で
、
民
政
系
統
と
軍
事
系
統
と
の
関
わ
り
を
知
る
手
が
か
り
の
一
つ
と
し
て
人
事
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
の
で
、
主
に
県
の
役

割
に
注
目
し
て
き
た
の
だ
が
、
最
後
に
本
論
と
は
直
接
関
係
は
な
い
が
、
人
事
と
い
う
点
で
候
官
の
機
能
に
つ
い
て
若
干
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
候
宮
に
人
事
権
が
な
か
っ
た
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
が
、
永
田
氏
は
、

　
　
4
3
　
⑧
凸
凹
府
謂
第
七
燧
長
由
兼
行
候
事
働
一
事
一
封
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
四
二
二
五
・
破

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

を
根
拠
と
し
て
行
官
の
場
合
は
量
感
が
任
命
で
き
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
加
え
て
次
の
よ
う
な
簡
が
あ
る
。

　
　
451　50　49　48　47　46　45　4

建
武
五
年
四
月
丙
午
朔
癸
酉
、
甲
渠
守
候
　
謂
第
十
四

黙
長
孝
、
書
到
聴
書
從
事
如
律
令

第
十
士
翌
春
匡
　
　
　
　
　
　
斥
免
歓

喜
十
四
隊
…
長
李
孝
　
　
　
　
　
今
調
守
第
十
守
士
吏

建
武
五
年
四
月
丙
午
朔
癸
酉
、
甲
渠
守
候
　
謂
第
十
守

川
岸
孝
、
着
到
聴
書
從
事
如
律
令

萬
歳
候
長
何
憲
　
　
　
　
守
欝
井
塞
尉

第
十
守
士
隻
李
孝
　
　
　
今
調
守
萬
歳
候
長
、
有
代
罷

E
P
F
二
二
・
二
五
〇
A

　
E
P
F
一
＝
丁
二
五
一

　
E
p
F
二
二
・
二
五
三

　
£
P
F
二
二
・
二
五
二

E
P
F
二
二
・
二
五
四
A

　
E
P
F
二
二
二
一
五
五

　
E
P
F
ニ
ニ
・
二
五
七

　
E
P
F
一
＝
一
・
二
五
六
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こ
れ
を
み
る
と
、
同
じ
日
付
（
四
月
丙
午
朔
干
鱈
）
で
毒
心
守
候
某
が
、
第
十
四
燧
長
の
李
孝
を
第
十
守
警
吏
と
す
る
決
定
と
、
そ
の
第
十
守
士

吏
と
な
っ
た
李
孝
を
さ
ら
に
守
万
歳
候
長
と
す
る
決
定
を
下
す
と
い
う
や
や
不
可
解
な
こ
と
を
行
っ
て
い
る
の
だ
が
、
と
に
か
く
、
こ
れ
は
都

尉
府
で
も
な
く
県
で
も
な
く
、
甲
渠
候
官
自
ら
が
決
定
し
て
下
達
し
た
文
書
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
簡
5
0
の
、
万
歳
候
長
何
憲

が
守
辮
井
塞
尉
に
な
る
こ
と
の
説
明
が
つ
き
に
く
い
。
な
ぜ
な
ら
、
万
歳
候
は
甲
渠
荘
官
所
属
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
勲
章
候
官
か
ら
計
井
候

官
へ
の
、
即
ち
異
な
る
候
官
倉
の
人
事
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
垂
垂
が
人
事
を
決
定
し
た
と
は
考
え
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。
が
、
だ
か
ら
と
い

っ
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
こ
の
文
書
が
都
尉
府
の
決
定
を
候
宮
が
と
り
つ
ぐ
形
で
下
達
し
た
も
の
と
み
な
す
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
無
理

で
あ
る
。
実
は
画
嚢
が
決
定
し
た
の
は
李
孝
の
人
事
で
あ
っ
て
薦
匡
や
何
憲
の
人
事
で
は
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
文
書
は
李
孝
宛
で
あ
っ
て
何
憲

は
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
薦
匡
及
び
何
憲
の
人
事
と
李
孝
の
人
事
と
の
閾
に
は
時
間
的
差
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
こ
の
冊
書
は
候
官
に
人
事
権
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
よ
う
に
み
え
る
が
、
そ
の
内
容
を
み
る
と
い
ず
れ
も
等
官
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
真
魚
の
人
事
権
は
や
は
り
認
め
ら
れ
な
い
も
の
の
、
行
官
の
み
な
ら
ず
、
守
官
に
つ
い
て
も
荘
官
が
任
命
で
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
れ
と
も
う
一
つ
。
欠
員
補
充
の
際
、
候
官
は
後
任
を
推
薦
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、

　
　
5
2
　
貧
急
軟
弱
不
二
職
、
請
斥
免
、
可
補
者
名
如
牒
書
痂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
三
・
二
九
・
破

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
こ
の
牒
と
は
、

　
　
5
3
　
十
干
問
田
金
城
里
五
士
周
育
年
三
十
二
、
可
補
高
沙
黙
長
代
張
意
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
£
P
T
二
七
・
八

　
　
5
4
　
図
面
里
並
青
青
千
秋
年
鐙
五
　
　
仇
健
可
授
為
臨
之
燧
図
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
T
六
五
・
四
三
〇

の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
以
上
、
候
官
に
つ
い
て
は
守
官
の
任
命
と
真
官
の
推
薦
権
の
あ
っ
た
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

　
①
　
功
労
に
関
し
て
は
大
庭
請
『
秦
漢
法
制
史
研
究
隔
（
創
文
社
　
一
九
八
二
年
）
第
　
　
　
　
　
の
詣
官
簿
を
中
心
と
し
て
一
」
及
び
同
氏
「
再
び
漢
代
辺
郡
の
候
官
に
つ
い
て
」

　
　
六
章
を
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
と
も
に
同
箸
『
居
延
漢
簡
の
研
究
』
溝
朋
舎
　
一
九
八
九
年
）
を
参
照
。

　
②
　
大
庭
脩
『
木
簡
学
入
門
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
　
一
九
八
四
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
大
庭
脩
『
棊
漢
法
制
史
研
究
』
第
六
章
（
前
掲
）
。

　
③
永
田
英
正
「
居
延
漢
簡
に
み
え
る
候
宮
に
つ
い
て
の
一
試
論
一
破
田
子
鵬
土
　
　
⑤
同
書
纂
二
章
。

46　（46）



漢代居延における軍政系統と県との関わりについて（角谷）

⑥
　
永
田
英
正
「
再
び
漢
等
辺
郡
の
候
官
に
つ
い
て
」
（
前
掲
）
。

⑦
永
田
英
正
前
掲
書
三
二
一
頁
。

⑧
　
修
行
に
は
徳
目
の
一
つ
と
い
う
見
方
と
『
漢
二
番
』
筥
官
志
所
引
『
漢
官
』
に

　
「
河
南
歩
…
…
諸
県
…
…
脩
行
二
百
三
十
人
」
と
あ
る
如
く
、
県
の
吏
と
み
る
見

　
方
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
県
の
人
事
に
か
か
る
も
の
と
な
る
。

⑨
吏
に
な
る
た
め
に
経
済
的
条
件
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
永
田
英
正
氏
が
一

二
　
事
件
・
犯
罪
の
処
理

　
九
九
一
年
五
月
二
五
日
、
東
方
学
会
（
関
西
部
会
）
に
於
て
、
「
新
居
延
漢
簡
の
概

　
観
」
と
題
す
る
講
演
の
中
で
指
摘
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
は
講
演
を
聞

　
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
後
日
永
冊
氏
か
ら
直
接
そ
の
旨
を
伺
っ
た
。

⑩
　
こ
の
他
に
E
P
T
五
九
・
三
九
、
E
P
F
ニ
ニ
・
三
五
一
が
あ
る
。

⑪
　
永
田
英
正
「
再
び
心
馳
辺
郡
の
候
官
に
つ
い
て
」
（
前
掲
）
。

　
事
件
や
ト
ラ
ブ
ル
が
お
こ
っ
た
場
合
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
処
理
、
解
決
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
玉
簡
に
み
え
る

ト
ラ
ブ
ル
で
最
も
多
い
の
が
貸
借
を
め
ぐ
る
も
の
で
、
そ
の
解
決
に
あ
た
っ
て
は
候
官
が
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て

い
る
。
は
じ
め
に
こ
れ
を
み
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
5
5
　
三
門
燧
長
徐
宗
　
自
言
故
覇
胡
亭
長
寧
就
舎
銭
二
千
三
百
措
、
数
貴
書
影
響
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
・
四
・
破

こ
れ
は
燧
長
の
徐
宗
が
、
覇
胡
亭
長
に
貸
し
た
銭
を
何
度
取
り
立
て
て
も
返
し
て
く
れ
な
い
と
申
し
立
て
た
も
の
で
、
ま
ず
、
こ
の
よ
う
な
訴

え
が
候
官
に
送
ら
れ
て
く
る
。
す
る
と
そ
れ
を
受
け
た
候
宮
は
調
査
を
行
う
。

　
5
6
　
口
中
不
可
得
、
書
到
験
問
審
負
知
君
銭
白
報
、
謹
験
間
掃
蕩
日
、
廼
十
一
月
中
從
高
騰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
T
五
九
・
一
三

こ
れ
は
候
官
で
作
成
さ
れ
た
も
の
か
、
部
で
作
成
さ
れ
た
も
の
か
は
不
明
だ
が
、
当
な
る
人
物
が
知
君
か
ら
借
り
た
金
を
返
済
し
な
い
こ
と
に

関
し
て
調
査
し
た
報
告
書
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
事
実
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
と
り
た
て
と
な
る
。

　
　
5
7
　
不
侵
守
候
長
成
赦
之
、
責
廣
地
面
長
薯
掛
銭
八
百
、
移
調
地
墨
官
　
㊤
～
事
一
封
　
八
月
壬
子
叢
論
井
封
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
・
一
一
・
破

　
　
5
8
　
第
廿
日
候
長
趙
糊
、
責
居
延
陽
里
玉
池
馬
銭
九
千
五
百
、
移
居
延
、
収
責
重
　
醗
一
事
一
封
十
一
月
壬
申
令
史
直
奏
封
　
　
　
　
　
三
五
・
四
・
破

57

ﾍ
甲
渠
候
官
（
不
侵
守
候
長
が
所
属
す
る
）
か
ら
広
地
候
官
に
、
5
8
は
甲
行
頭
官
（
賢
愚
王
面
長
が
所
属
す
る
）
が
、
債
務
老
の
い
る
居
潜
函
に
各
々
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・
　
　
＼

取
り
立
て
を
依
頼
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
調
査
や
取
り
立
て
に
つ
い
て
は
い
ち
い
ち
都
尉
府
を
通
さ
ず
、
直
接
候
官
同
士
あ
る
い

は
候
官
と
県
と
の
間
で
や
り
と
り
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
取
り
立
て
の
結
果
、
な
お
返
済
し
な
い
場
合
は
、

　
5
9
　
…
…
官
告
第
四
候
長
徐
卿
、
鄭
卒
　
　
周
利
自
言
、
當
責
第
七
随
感
季
由

　
　
　
…
…
百
、
記
到
、
持
由
三
月
奉
　
　
銭
詣
官
、
會
月
三
口
有
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
五
・
～
二
・
破

の
よ
う
に
、
債
務
者
の
俸
給
を
差
し
押
さ
え
る
命
令
が
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
候
官
は
返
済
命
令
に
応
じ
な
い
者
に
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
を
課

す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
今
み
た
借
金
取
り
立
て
の
よ
う
に
、
ト
ラ
ブ
ル
発
生
、
調
査
、
事
実
関
係
確
定
、
処
罰
と
い
う
流
れ
は
当
然
い
か
な
る
場
合
に
も
あ
て
は
ま

る
。
例
え
ば
、
吏
卒
の
勤
務
上
の
過
失
に
関
し
て
。
吏
卒
の
勤
務
状
況
は
逐
一
記
録
が
と
ら
れ
、
候
宮
か
ら
都
尉
府
に
送
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、

都
尉
府
も
ま
た
独
自
に
調
査
し
、
帳
簿
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
過
程
で
発
見
さ
れ
た
過
失
に
つ

い
て
都
尉
府
や
弁
官
は
調
査
し
、
事
実
関
係
を
明
確
に
す
る
。
漢
簡
中
に
は
都
尉
府
や
候
官
が
、
蟹
騙
や
部
に
過
失
を
指
摘
し
、
申
し
開
き
を

求
め
た
も
の
や
、
そ
れ
に
舞
え
た
内
容
の
も
の
が
見
え
て
い
る
。
で
は
、
こ
れ
ら
の
過
失
に
対
す
る
罰
は
ど
こ
で
決
定
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

候
官
が
部
の
過
失
を
発
見
し
た
場
合
を
次
の
冊
書
で
み
て
み
よ
う
。

　
6
0
　
十
一
月
郵
書
留
遅
不
中
程
、
各
国
牒
、
婁
旧
知
郵
書
数
留
遅
為
府
護
申
事
拘
校
、
駈
委
　
　
　
　
五
五
・
一
一
、
一
三
七
・
六
、
ご
二
四
・
三
・
破

　
6
1
　
任
小
吏
、
忘
爲
中
程
、
甚
母
上
、
方
議
罰
、
撤
回
各
相
興
邸
校
定
隻
當
坐
者
、
言
須
行
法
　
五
五
・
一
三
、
ニ
ニ
四
・
一
四
、
二
二
四
・
一
五
・
破

　
6
2
　
　
丑
「
忽
、
如
律
A
¶
、
命
回
月
」
丁
六
痛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
・
二
一
二
・
破

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

こ
れ
は
鵜
飼
氏
に
よ
っ
て
復
元
さ
れ
た
、
甲
渠
心
象
発
臨
木
候
宛
の
冊
書
の
後
半
部
で
あ
る
。
臨
木
が
提
出
し
た
十
一
月
の
郵
書
記
録
を
調
べ

て
み
る
と
何
度
か
規
定
よ
り
遅
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
曇
ら
は
そ
の
こ
と
を
知
り
な
が
ら
放
置
し
て
お
い
た
。
こ
の
婁
ら
の
過
失
に
対
し
て

甲
藩
候
官
が
罰
を
議
す
る
た
め
、
月
の
十
六
日
に
集
ま
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
う
一
例
。
こ
ん
ど
は
都
尉
府
に
よ
っ
て
過
失
が

指
摘
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
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63

@
候
史
廣
徳
坐
不
循
行
部
、
塗
亭
、
趣
具
意
識
所
具
者
、
各
如
府
都
響
禦
、
部
舗
不
買
、
又
悪
計
傲
書
不
晶
群
臼
、
督
五
十

漢幽居延における軍政系統と察との関わりについて（角谷）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
T
五
七
・
　
○
八
A

候
史
の
広
徳
は
都
尉
府
の
汚
吏
の
指
摘
の
通
り
、
所
轄
内
の
巡
行
、
亭
の
壁
塗
り
、
備
贔
の
配
備
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
過
失
が
あ
り
、
ま
た

部
の
精
も
不
備
で
あ
る
。
さ
ら
に
指
定
の
出
頭
日
に
も
来
な
か
っ
た
の
で
、
心
打
ち
五
十
回
目
罰
を
与
え
る
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
ら

二
例
と
先
の
俸
給
差
し
押
さ
え
の
例
、
さ
ら
に
、

　
　
6
4
　
乏
候
望
藤
捕
詣
官
行
法
戒
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
・
五
五
一

の
如
く
、
無
官
に
行
っ
て
法
を
行
な
い
戒
（
械
）
す
、
と
い
う
例
か
ら
み
る
と
、
候
官
以
下
の
吏
卒
に
対
す
る
罰
は
無
官
で
決
め
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
し
て
候
官
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
坐
乃
四
月
中
不
審
日
行
道
藁
屋
蘭
界
中
、
諾
成
卒
函
何
陽
争
言
霊
着
剣
撃

　
　
6
5
　
戌
三
三
郡
畔
戌
里
斬
癒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
傷
右
手
指
二
所
　
働
地
節
三
年
八
日
己
．
離
礁
繋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
・
六
・
地

の
如
く
、
名
前
と
罪
状
と
処
罰
を
記
し
た
記
録
が
作
成
さ
れ
、
こ
う
し
た
裁
判
関
係
の
帳
簿
は
一
年
分
を
ま
と
め
て
都
尉
府
に
報
告
し
て
い
た
。

な
お
、
こ
の
簡
に
「
械
繋
」
と
み
え
る
が
、
械
繋
さ
れ
た
場
所
は
候
官
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、

　
　
6
6
　
城
北
候
長
充
職
喜
数
母
状
、
詣
官
自
繋
、
八
月
甲
申
平
旦
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
乙
付
四
七

に
み
え
る
よ
う
に
、
候
官
は
罪
人
の
身
柄
を
拘
束
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
贈
官
に
は
獄
が
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
候
官
で
は
職
務
上
の
過
失
だ
け
で
な
く
、
借
金
取
り
立
て
か
ら
戌
卒
の
傷
害
事
件
と
、
様
々
な
内
容
の
案
件
を
扱

い
、
調
査
し
処
罰
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
さ
て
、
そ
れ
で
は
都
尉
以
下
の
い
わ
ゆ
る
軍
政
系
列
で
お
こ
っ
た
事
件
や
過
失
に
つ
い
て
は
全
て
軍
政
系
列
内
で
処
理
さ
れ
た
と
考
え
て
よ

い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
『
新
簡
』
に
、
い
く
つ
か
紹
介
さ
れ
て
い
る
劾
状
（
劾
と
状
）
が
参
考
と
な
ろ
う
。
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E
P
T
六
八
出
土
の
二
三
五
枚
の
簡
は
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
劾
状
関
係
の
も
の
で
、
冊
書
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
形
で
出
土
し
た
も
の
も
い
く
つ
か

あ
り
、
当
時
の
裁
判
制
度
の
研
究
に
貴
重
な
資
料
を
提
供
し
て
い
る
。
や
や
長
き
に
わ
た
る
が
、
一
例
を
掲
げ
て
検
討
し
た
い
。
た
だ
、
劾
状

が
冊
書
と
し
て
出
土
し
た
の
は
初
め
て
で
、
書
式
そ
の
他
の
文
書
形
式
に
つ
い
て
も
今
の
段
階
で
は
明
ら
か
で
な
い
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
『
新

簡
』
の
配
列
の
ま
ま
を
示
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

78　77　76　75　74　73　72　71　70　69　68　67

建
武
五
年
五
月
乙
亥
朔
丁
丑
主
官
令
史
諌
敢
言
之

謹
移
舌
状
一
編
敢
雷
之

五
月
丁
丑
甲
渠
守
候
博
移
居
延
写
移
如
徹
令
　
／
豫
謬

甲
渠
塞
百
石
士
吏
居
延
安
國
里
公
乗
漏
匡
年
滑
二
歳
始
建
國
天
三
蔵
戊
六
年

三
月
己
亥
除
署
第
四
部
病
款
短
気
主
亭
燧
七
所
暁
呼

七
月
躊
自
覚
署
除
四
部
士
吏
B
匡
軟
弱
不
任
吏
職
以
令
斥
免

建
武
五
年
五
月
乙
亥
朔
丁
丑
主
官
令
史
諌
劾
移

居
延
獄
以
律
令
從
事

⑤
朕
譜
公
乗
居
延
縫
汗
里
年
騰
九
歳
姓
夏
侯
氏
爲
甲
渠

候
宮
学
食
令
史
署
主
官
以
主
領
吏
備
盗
賊
爲
職
士
吏
薦
匡

始
建
昇
天
鳳
上
戊
六
年
七
月
壬
辰
除
暑
第
十
部
士
吏
案
匡

軟
弱
不
垂
垂
職
以
令
斥
免

　
E
p
T
六
八
・
一

　
E
P
T
六
八
・
二

　
E
P
T
六
八
・
三

　
E
P
T
六
八
・
四

　
E
P
T
六
八
・
五

　
E
P
T
六
八
・
六

　
E
P
T
六
八
・
七

　
E
P
T
六
八
・
八

　
E
P
T
六
八
・
九

E
P
T
六
八
・
一
〇

E
P
T
六
八
・
一
一

E
P
T
六
八
・
一
二
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ま
ず
、
文
書
の
流
れ
か
ら
い
え
ば
、
建
武
五
年
五
月
乙
亥
朔
丁
丑
（
二
歳
）
、
主
官
令
史
（
候
官
の
吏
）
の
夏
干
諜
が
士
吏
の
漏
匿
に
関
す
る
弾
劾

状
を
作
成
し
、
候
官
に
送
っ
た
。
そ
れ
を
受
け
取
っ
た
候
官
は
同
日
、
守
候
の
博
が
さ
ら
に
謡
言
に
送
っ
た
、
「
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
内

容
は
、
甲
心
許
官
所
属
の
第
十
部
の
士
吏
面
識
が
、
軟
弱
で
吏
職
に
た
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
弾
劾
し
た
も
の
で
あ
る
。
漢
簡
に
み
え
る
劾
状



町代居合における軍政系統と県との関わりについて（角谷）

の
綱
作
者
は
主
寒
暑
心
な
い
し
は
令
史
が
多
い
が
、
雄
蕊
、
書
史
、
燧
長
の
場
合
も
あ
る
。
一
方
、
劾
さ
れ
て
い
る
方
は
ど
う
か
と
い
う
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

蘭
燈
の
他
に
は
等
長
、
亭
長
、
燧
長
、
民
間
人
が
み
え
る
。
ま
た
、
弾
劾
の
理
由
に
つ
い
て
は
「
着
駅
」
「
盗
官
兵
持
禁
物
」
「
蘭
越
塞
」
門
旙

挙
不
如
解
約
（
の
ろ
し
の
あ
げ
方
が
規
定
通
り
で
な
い
）
で
不
憂
事
辺
」
「
奉
謝
不
謹
不
敬
」
な
ど
と
み
え
、
職
務
上
の
重
大
な
過
失
の
他
、
骨
に
達

す
る
ほ
ど
の
傷
を
負
わ
せ
る
よ
う
な
傷
害
事
件
や
官
の
武
器
や
銭
を
盗
ん
だ
上
、
塞
を
越
え
て
逃
亡
す
る
と
い
っ
た
凶
悪
事
件
が
目
立
つ
。

　
で
は
、
こ
れ
ら
劾
状
は
ど
こ
へ
送
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
破
城
子
出
土
の
劾
状
に
は
全
て
居
延
、
居
延
獄
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
居
延
と

は
ど
こ
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
諸
芸
と
名
の
つ
く
の
は
都
尉
府
、
器
官
、
県
の
三
つ
で
あ
る
が
、
甲
渠
候
官
か
ら
居
延
寒
詣
に
送
っ
て

も
意
味
が
な
い
の
で
、
都
尉
府
か
県
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
県
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
普
通
都
尉
府
の
こ
と
は
居
延
と

は
言
わ
ず
府
と
言
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
仮
に
都
尉
府
に
獄
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
府
獄
と
い
う
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
も
う
一
つ
の
理

由
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
獄
の
上
に
地
名
な
い
し
機
関
名
を
冠
し
た
も
の
を
み
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　
7
9
　
元
康
二
年
九
月
丁
酉
朔
庚
申
、
肩
水
候
長
長
生
敢
書
之
、
謹
篤
移

　
　
　
唯
宮
移
昭
武
獄
敢
雷
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
・
一
一
・
地

　
8
0
図
［
琶
劾
移
昭
武
獄
図
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
九
・
六
・
地

　
8
1
　
正
月
三
軒
甲
溝
鄭
守
候
君
爲
移
間
田
獄
如
律
令
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
・
四
・
破

79

ﾍ
劾
状
の
一
部
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
『
新
簡
』
の
劾
状
の
諸
例
と
は
異
な
る
書
き
方
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
8
0
は
劾
状
の
よ
う
で
あ

る
が
、
写
真
で
は
ほ
と
ん
ど
読
め
な
い
の
で
一
応
釈
文
通
り
掲
げ
て
お
い
た
。
8
1
も
劾
状
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
女
官
の
長
（
こ
の
場
合
は

守
官
だ
が
）
が
獄
に
移
す
、
と
い
う
書
き
方
が
『
新
雨
』
の
劾
状
の
諸
経
に
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
劾
状
か
否
か
は
お
く
と
し
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

こ
れ
ら
昭
武
獄
、
問
田
獄
の
昭
武
、
間
田
と
い
う
の
は
県
で
あ
っ
て
都
尉
府
で
は
な
い
。
と
す
る
と
、
先
の
居
延
獄
も
居
曲
県
の
獄
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
都
尉
府
や
候
爵
に
向
け
て
弾
劾
す
る
の
で
は
な
く
、
県
の
獄
へ
送
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
容
疑
者
も
候
官
の

獄
に
繋
が
れ
る
の
で
は
な
く
票
の
獄
に
繋
が
れ
る
の
だ
ろ
う
。
『
新
里
』
の
動
状
冊
書
の
中
に
は
、
犯
人
が
逃
亡
中
で
劾
状
だ
け
が
送
ら
れ
て
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い
る
の
も
あ
る
が
、
犯
人
を
獄
に
連
れ
て
行
く
（
将
某
詣
居
延
獄
）
と
書
か
れ
た
も
の
も
あ
る
。

　
さ
て
、
先
の
漏
匡
の
場
合
で
あ
る
が
、
軟
弱
重
任
早
筆
と
動
さ
れ
「
以
令
斥
免
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
る
と
、
彼
は
勤
状
通
り
、

軟
弱
不
任
些
些
と
認
め
ら
れ
れ
ば
免
官
と
い
う
罰
を
受
け
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
実
は
彼
は
謝
状
が
送
ら
れ
た
時
点
で
す
で
に
斥
免
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
前
に
も
示
し
た
次
の
冊
書
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
8
2
　
建
武
五
年
四
月
丙
午
朔
癸
．
酉
、
甲
渠
守
候
　
謂
第
十
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
・
二
五
〇
A

　
　
8
3
　
黙
長
孝
書
到
玉
書
從
事
如
律
令
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
・
二
五
…

　
　
8
4
　
第
十
士
爽
薦
匡
　
　
　
　
　
　
　
斥
免
歓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
二
～
五
三

　
　
8
5
　
第
十
四
隊
触
長
李
孝
　
　
　
　
　
今
調
守
第
十
守
士
　
更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
。
二
五
二

丙
午
朔
癸
酉
は
二
八
日
に
あ
た
る
。
先
の
勤
状
が
五
月
二
日
で
あ
っ
た
か
ら
、
彼
は
四
臼
前
の
時
点
で
「
斥
免
」
さ
れ
て
い
て
、
第
十
土
吏
の

ポ
ス
ト
は
「
飲
」
員
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
文
書
は
候
官
発
の
も
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
吏
の
任
免
権
は
基
本
的
に
は

都
尉
府
が
も
っ
て
い
た
か
ら
、
濡
匡
が
斥
免
さ
れ
た
の
は
四
月
二
八
臼
以
前
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
候
官
は
、

　
　
8
6
　
貧
土
軟
弱
富
士
職
、
請
斥
免
、
可
補
看
名
如
牒
書
翅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
一
・
二
九
・
破

の
よ
う
に
、
都
尉
府
に
干
免
を
請
う
て
許
さ
れ
た
の
で
、
李
孝
を
第
十
守
士
吏
に
任
命
し
た
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
薦
匿
は
都
尉
府
に
よ
っ

て
軟
弱
不
任
下
職
の
か
ど
で
免
ぜ
ら
れ
た
上
、
さ
ら
に
県
の
獄
に
星
状
が
送
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
ど
う
解
釈
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ

う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
、

　
そ
れ
を
考
え
る
前
に
ま
ず
不
任
吏
職
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
の
「
不
任
職
」
あ
る
い
は
「
軟
弱
不
主
峯
」
と
い
う
の
は
文
献

中
に
も
み
ら
れ
る
の
で
例
を
い
く
つ
か
み
て
お
こ
う
。

　
　
1
　
元
手
元
年
…
…
有
司
群
議
日
、
h
今
詔
書
…
…
令
二
千
石
畢
孝
廉
、
所
以
化
元
元
、
移
石
工
俗
也
。
不
挙
孝
、
不
奉
詔
、
当
課
不
敬
論
。
不
察
廉
、
不

　
　
勝
闘
也
、
遠
野
。
L
奏
可
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
漢
書
　
巻
六
　
武
帝
紀

52　（52）



漢代居延における軍政系統と県との関わりについて（角谷）

　
2
　
（
≠
賞
）
…
…
戒
其
諸
子
日
「
丈
夫
監
吏
…
…
一
坐
軟
弱
不
勝
任
免
、
終
身
廃
棄
無
有
赦
聴
、
其
羨
三
士
於
寅
汚
坐
戯
、
慎
母
然
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
漢
書
　
巻
九
十
　
酷
吏

　
3
　
（
曹
襲
Y
…
：
再
遷
園
令
、
…
…
蒋
官
郡
盗
徒
五
人
来
入
閣
界
、
吏
捕
得
之
。
陳
留
太
守
馬
厳
聞
爺
疾
悪
、
風
県
殺
之
。
嚢
勅
吏
日
「
…
…
今
承
旨
而
殺

　
　
之
、
是
逆
天
心
、
順
懇
意
也
。
其
罰
重
突
。
…
…
」
遂
不
為
殺
。
厳
奏
襲
弱
、
免
官
帰
郡
、
為
三
曹
。
　
　
　
　
　
　
後
漢
書
　
列
伝
巻
二
五
　
曹
襲

こ
れ
ら
は
二
千
石
や
県
令
の
例
で
あ
る
が
、
「
不
要
職
」
と
は
要
す
る
に
職
務
を
遂
行
す
る
力
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
に
問
わ
れ
れ
ば

免
官
と
な
っ
て
「
終
身
廃
棄
」
さ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
程
の
重
大
な
罪
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
職
に
た
え
な
い
内
容
と
し
て
は
、

1
の
よ
う
に
察
廉
し
な
か
っ
た
り
、
盗
賊
が
減
る
等
の
実
効
が
あ
げ
ら
れ
な
い
（
酷
吏
と
し
て
聞
こ
え
た
歩
賞
の
よ
う
に
や
り
方
は
問
題
で
な
い
）
と

い
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
職
に
最
も
求
め
ら
れ
、
最
も
重
視
さ
れ
て
い
る
仕
事
を
す
る
力
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
漢
心
中
に
み
て

み
る
と
、
「
不
任
吏
職
」
の
内
容
を
示
す
も
の
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
簡
が
あ
る
。

　
8
7
　
＠
候
長
二
士
王
覇
坐
砥
辮
護
不
勝
任
、
免
、
移
名
府
㊥
一
事
集
封
　
八
月
丙
午
橡
彊
封
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
七
・
二
一
・
破

　
8
8
　
□
兵
驚
不
要
持
、
案
業
軟
弱
不
任
吏
職
、
以
令
斥
免
、
宣
如
愛
書
敢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
・
六
八
九

87

ﾌ
弁
護
す
る
な
し
と
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
漢
簡
で
は
8
8
に
「
兵
弩
不
繁
持
」
と
あ
る
よ
う
な
備
品
の
不
備

に
関
す
る
も
の
が
多
い
。
辺
境
を
守
る
吏
と
し
て
は
や
は
り
武
器
や
軍
事
施
設
の
整
備
は
最
重
要
課
題
で
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
し
て
漢
簡

で
も
不
任
職
の
者
は
み
な
斥
免
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
先
の
望
事
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
令
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
で
あ
る
。
ち
な
み
に
職
務

遂
行
能
力
が
な
い
と
い
う
点
で
よ
く
似
た
も
の
と
し
て
「
能
不
宜
皇
宮
砿
と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
程
度
と
し
て
は
「
不
任
吏
職
」
よ
り
軽

い
の
で
、
そ
の
処
分
と
し
て
は
配
置
転
換
と
な
る
。

　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
不
落
吏
職
の
重
大
さ
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
こ
れ
に
問
わ
れ
た
者
は
、
先
に
み
た
職
務
上
の
過
失
を
犯
し
た
者
と
同
じ

よ
う
に
、
候
官
に
よ
っ
て
調
査
、
処
罰
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
も
う
都
尉
府
の
権
限
の
範
囲
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

す
で
に
都
尉
府
に
よ
っ
て
斥
免
し
て
お
き
な
が
ら
改
め
て
無
官
が
県
の
獄
に
潮
風
を
送
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
風
詠
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の
処
分
に
つ
い
て
は
、
斥
免
し
た
か
し
な
い
か
の
事
実
の
問
題
で
は
な
く
、
獄
に
送
っ
て
し
か
る
べ
き
手
続
き
を
ふ
ん
で
は
じ
め
て
完
結
す
べ

き
問
題
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
都
尉
府
は
吏
の
任
免
権
を
行
使
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
っ
て
も
鵜
呑
の
場
合
は
や
は
り

本
来
の
順
序
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
現
場
と
し
て
は
辺
境
守
備
に
重
大
な
支
障
を
き
た
す
よ
う
な
能
力
の
な
い
吏
は
す
ぐ
や

め
さ
せ
て
新
た
な
人
材
を
投
入
す
れ
ぱ
そ
れ
で
い
い
の
で
あ
っ
て
、
都
尉
府
で
ま
ず
や
め
さ
せ
て
お
い
た
、
と
い
う
実
際
的
な
処
理
の
仕
方
だ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
上
で
過
失
の
大
き
さ
か
ら
い
っ
て
、
本
来
獄
に
ま
わ
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
た
め
、
形
式
的
に
し
ろ
劾
状
を

作
成
し
て
送
っ
た
、
と
想
像
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
軍
政
系
列
内
で
お
こ
っ
た
様
々
な
公
私
の
事
件
や
過
失
に
つ
い
て
は
、
候
官
を
中

心
と
し
て
調
査
や
処
罰
が
行
わ
れ
、
警
官
に
は
身
柄
を
拘
束
し
て
お
く
場
所
（
い
わ
ゆ
る
獄
）
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
全
て
の
案
件
を
扱
い

得
た
わ
け
で
は
な
く
、
候
官
か
ら
（
都
尉
府
を
介
さ
ず
に
）
県
の
獄
に
移
し
て
処
理
さ
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

①
鵜
飼
昌
男
「
手
延
漢
簡
に
み
え
る
習
得
の
逓
伝
に
つ
い
て
」
（
『
史
泉
隠
六
〇

　
一
九
八
四
年
）
。

②
　
E
P
T
六
八
・
四
七
に
「
新
藁
紙
」
と
み
え
る
。
　
’

③
昭
武
は
鴨
漢
書
』
の
地
理
志
に
も
掲
載
が
あ
る
が
、
問
田
照
と
い
う
の
は
史
書

　
に
み
え
な
い
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
森
鹿
三
氏
が
「
居
延
繊
塵
の
王

　
葬
簡
」
（
雪
嶺
『
東
洋
学
研
究
罵
延
漢
簡
釜
山
同
朋
奢
　
一
九
七
五
年
）
に
於

　
て
間
田
を
王
葬
簡
の
一
指
標
と
し
て
指
摘
し
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
お
ら
れ
る
。

　
闘
田
な
る
語
の
典
拠
は
『
転
記
』
王
舗
で
「
未
封
の
地
」
の
こ
と
。
『
漢
書
』
王
葬

伝
に
も
こ
の
語
が
み
え
、
「
結
局
は
皇
帝
直
轄
の
郡
県
」
で
あ
る
と
。
従
っ
て
問

田
は
固
有
名
詞
で
は
な
い
の
で
あ
る
（
慕
実
敦
煙
簡
に
も
み
え
て
い
る
）
。
だ
か
ら

居
延
簡
に
お
い
て
、
居
成
問
田
（
京
成
は
居
延
の
こ
と
。
王
葬
時
代
に
改
称
さ
れ

た
）
と
霞
か
れ
た
例
が
四
例
あ
る
が
、
こ
れ
が
正
式
名
称
で
あ
っ
て
、
単
に
問
田

と
書
い
て
い
る
の
は
そ
の
省
略
形
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
省
略
形
の
用
法
の

方
が
は
る
か
に
多
い
の
は
、
当
該
地
域
で
間
田
と
い
え
ば
特
定
で
き
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
問
田
万
歳
里
（
一
三
五
・
コ
）
と
い
う
名
籍
の
書
き
方

か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
県
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
行
政
区
画
で
あ
る
。
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三
　
都
尉
か
ら
県
へ
の
下
達
文
書

　
下
達
文
書
の
場
合
、
一
般
に
指
揮
系
統
か
ら
い
え
ぼ
、
太
守
府
か
ら
都
尉
府
、
都
尉
府
か
ら
候
官
以
下
へ
、
そ
し
て
県
へ
は
太
守
府
か
ら
下

さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
都
尉
府
か
ら
県
に
直
接
下
達
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
原
則
的
に
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
伝
達
経
路
は
、
先
に
み
た
元
康
五
年
詔
書
（
簡
2
1
～
2
7
）
の
場
合
に
お
い
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
丞
相
か
ら
太
守
、
太
守
か
ら
農
都
尉
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・
部
都
尉
・
小
府
県
官
へ
、
そ
し
て
都
尉
府
か
ら
候
官
、
候
官
か
ら
部
へ
と
伝
達
さ
れ
て
い
た
。
太
守
は
軍
政
系
列
の
諸
都
尉
と
民
政
系
列
の

県
に
同
時
に
下
達
し
て
お
り
、
原
則
通
り
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
原
則
が
破
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
例
え
ば
、

　
8
9
　
九
月
乙
亥
、
縢
得
令
延
年
丞
置
敢
言
之
、
屑
水
都
尉
府
移
滞
水
候
官
告
尉
謂
東
西
南
北
都
匿

　
　
　
義
等
補
肩
水
尉
史
燧
長
亭
長
關
佐
、
各
如
牒
、
遣
自
白
趙
侯
王
歩
光
成
敢
石
筆
成
皆
Z

　
　
　
書
牒
二
士
事
如
律
令
敢
言
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
・
一
〇
、
二
＝
二
・
～
・
地

の
よ
う
に
、
繰
得
県
令
は
太
守
府
で
は
な
く
上
水
都
尉
府
に
上
申
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
下
達
の
際
も
縢
得
平
は
太
守
か
ら
で
は
な
く
都

尉
府
か
ら
命
令
を
受
け
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
裁
判
関
係
の
事
柄
に
つ
い
て
も
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
太
守
府
も
都
尉
府
も
で
て
こ
な
い
。
候

官
と
県
と
の
直
接
的
や
り
と
り
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
例
は
単
に
原
則
の
伝
達
経
路
が
略
さ
れ
た
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
意
味

の
あ
る
こ
と
か
は
俄
か
に
は
判
じ
難
い
が
、
原
則
通
り
に
は
行
わ
れ
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、
都
尉
府
か
ら
県
に
直
接
命

令
が
下
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
人
事
に
関
す
る
も
の
で
、
従
っ
て
都
尉
府
が
県
に
の
み
下
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
用
事
が
あ
っ
た

場
合
に
限
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
以
外
に
も
直
接
下
達
さ
れ
る
、
即
ち
単
な
る
伝
達
経
路
の
省
略
と
は
思
え
な
い
場
合
も
あ
る
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
都
尉
府
と
県
と
の
関
係
を
、
下
達
文
書
に
現
れ
る
「
官
県
」
な
る
語
に
注
目
し
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
さ
て
「
官
県
」
の
検
討
に
入
る
前
に
、
こ
れ
と
よ
く
似
た
言
葉
の
「
県
官
」
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
県
官
な
る
語
は
文
献
に
も
し
ぼ
し
ば
あ
ら
わ
れ
、
ふ
つ
う
「
お
か
み
（
公
の
意
）
」
と
訳
さ
れ
る
場
合
が
多
い
よ
う
だ
が
、
こ
の
他
に
天
子

あ
る
い
は
県
の
役
所
と
い
っ
た
意
味
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
漢
簡
に
お
い
て
も
い
く
つ
も
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば

元
康
五
年
詔
書
に
み
え
る
県
官
の
よ
う
に
県
の
令
・
長
を
さ
す
場
合
、
あ
る
い
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
阜
庫
復
炮
～
領

　
　
9
0
　
田
圃
潅
陽
郡
鷺
堂
邑
上
造
趙
徳
　
　
練
復
□
□
一
　
　
　
　
（
以
下
略
）
働
霜
縣
富
所
給
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
八
・
一
四
・
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
方
矢
一
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の
よ
う
に
県
を
さ
す
場
合
が
あ
る
。
ま
た
次
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。

　
9
1
　
　
（
上
略
）
案
永
以
縣
官
事
行
警
激
、
恐
負
時
、
騎
放
馬
行
傲
（
以
下
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
ニ
ニ
・
一
九
九

こ
れ
は
冊
書
中
の
一
簡
で
、
す
べ
て
を
紹
介
す
る
と
長
き
に
わ
た
る
の
で
、
「
県
官
事
」
に
関
す
る
部
分
の
み
を
あ
げ
る
と
、

　
9
2
　
　
（
上
略
）
其
天
人
定
時
、
新
沙
置
吏
凋
章
行
診
北
警
微
来
永
求
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
・
一
九
六

　
9
3
　
索
放
所
放
馬
、
夜
留
不
能
得
、
還
騎
放
馬
行
激
　
取
駒
牢
黙
内
藤
螢
葛
呑
北
黙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
・
一
九
七

と
あ
る
。
人
定
の
時
刻
に
、
新
沙
置
の
濡
章
が
珍
北
候
官
の
撤
を
も
っ
て
き
た
の
で
、
永
は
放
の
馬
に
乗
っ
て
撤
を
伝
え
た
、
と
い
う
内
容
の

よ
う
だ
が
、
こ
の
場
合
の
県
官
事
と
は
県
の
事
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
私
に
対
し
て
公
務
で
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
以
上
、
漢
漸
悟
に
み
ら
れ
る
県
官
の
い
く
つ
か
を
み
て
き
た
が
、
こ
れ
以
外
の
簡
も
含
め
て
み
な
県
の
令
・
長
、
県
あ
る
い
は
公
と
い
う
意

味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
あ
る
特
定
の
場
面
や
、
あ
る
決
ま
っ
た
形
式
の
文
書
に
し
か
使
用
さ
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、

ご
く
一
般
的
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
こ
れ
に
対
し
て
「
母
国
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
語
は
旧
簡
中
に
は
一
例
も
な
く
、
今
の
と
こ
ろ
新
簡
に
十
一
例
み
え
る
の
み

で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
す
べ
て
下
行
文
書
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
県
官
は
要

す
る
に
「
県
の
官
」
で
あ
り
、
従
っ
て
県
の
役
人
（
令
・
長
）
と
か
県
（
と
い
う
役
所
）
と
い
う
意
味
と
な
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
と
同
様
に
官
県
を

「
官
の
県
」
だ
と
す
る
と
、
意
味
が
通
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
と
す
る
と
、
「
官
と
県
」
な
の
か
あ
る
い
は
も
っ
と
他
の
可
能
性
を
考
え
る

べ
き
な
の
か
。
具
体
例
を
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
9
4
　
八
月
戊
辰
、
張
抜
居
延
域
司
馬
武
以
近
秩
次
行
都
尉
文
書
事
以
居
曲
倉
長
印
封
、
丞
鄙
下
官
縣
、
鋸
鎌
從
樹
下

　
　
　
當
用
老
上
覧
巻
人
数
罪
別
之
如
詔
書
、
書
到
言
、
母
出
月
廿
八
　
　
階
隠
守
属
書
佐
況
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
・
六
八

こ
れ
は
都
尉
府
か
ら
官
県
に
下
達
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
答
え
た
も
の
が
次
の
諸
簡
で
あ
る
。

　
　
9
5
　
建
武
五
年
八
月
甲
辰
朔
　
　
甲
渠
鄭
候
　
　
敢
需
之
府
下
赦
令
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
・
一
六
三
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9
6
　
詔
書
日
、
其
赦
天
下
自
殊
死
以
下
諸
不
當
得
赦
者
皆
赦
之
、
上
論
者
人
数
罪
下
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
・
一
六
四

　
9
7
　
同
月
廿
八
日
⑱
謹
案
樽
懸
書
敢
言
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
・
一
六
五

こ
れ
に
よ
る
と
、
殊
死
以
下
の
恩
赦
の
対
象
と
な
り
え
な
か
っ
た
罪
人
を
赦
除
す
る
と
い
う
詔
書
と
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
対
象
と
な
る
罪
人

の
数
や
罪
状
を
報
告
せ
よ
と
い
う
命
令
が
都
尉
府
か
ら
下
さ
れ
、
そ
れ
を
う
け
て
簡
9
7
で
は
候
官
が
該
当
者
な
し
と
の
報
皆
を
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
ま
た
簡
9
4
の
八
月
は
言
う
ま
で
も
な
く
建
武
五
年
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
れ
は
こ
れ
に
先
行
す
る
簡
、
即
ち
太
守
府
か
ら
都
尉

府
に
下
達
さ
れ
た
文
書
の
中
に
書
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
「
官
県
」
で
あ
る
が
、
こ
の
文
書
が
甲
渠
国
華
か
ら
出
土
し
て
い
る

以
上
、
官
県
1
1
県
で
は
な
く
、
官
1
1
候
官
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
が
、
漢
書
に
お
い
て
官
と
い
え
ぼ
、
候
官
を

さ
す
場
合
が
あ
る
こ
と
、
永
田
氏
が
名
付
け
ら
れ
た
詣
官
話
の
用
例
の
通
り
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
官
県
は
「
候
官
と
県
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
居
延
都
尉
府
下
に
は
居
延
・
珍
北
・
甲
渠
・
借
井
の
四
つ
の
候
官
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
民
政
系
列
の
県
が
贈
官
と
並
ん
で
都
尉
府

か
ら
直
接
詔
書
を
下
達
さ
れ
て
い
る
の
は
ど
う
解
釈
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
県
が
張
抜
郡
下
書
論
全
て
を
さ
す
こ
と
は
あ

り
え
な
い
。
少
な
く
と
も
張
披
郡
に
は
も
う
一
つ
素
水
都
尉
府
が
あ
る
の
だ
か
ら
。
す
る
と
数
は
わ
か
ら
な
い
が
、
都
尉
府
が
太
守
府
を
通
さ

ず
、
下
官
と
同
じ
よ
う
に
詔
書
を
下
達
す
る
（
書
到
言
と
復
命
も
求
め
て
い
る
）
こ
と
の
で
き
る
県
を
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、

私
は
居
延
都
尉
府
に
は
直
属
す
る
県
（
お
そ
ら
く
居
延
県
）
が
あ
っ
た
、
換
言
す
れ
ば
都
尉
府
は
畏
政
機
関
と
し
て
の
役
割
も
も
っ
て
い
た
、
と

考
え
た
い
。
も
う
少
し
例
を
み
て
み
よ
う
。
都
尉
府
か
ら
官
県
に
下
達
さ
れ
て
い
る
の
は
十
一
例
中
六
例
な
の
だ
が
、
次
の
三
例
（
A
．
B
．
c
）

は
内
容
も
形
式
も
同
じ
も
の
で
あ
る
。

　
A
9
8
　
図
欝
農
具
戎
謂
宮
縣
以
令
祠
社
誤
、
今
鐸
吉
日
如
牒
、
書
到
砦
脩
治
社
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
C
一
・
三
五

　
B
9
9
　
建
武
五
年
八
月
甲
辰
朔
戊
申
、
張
液
居
延
城
司
馬
武
以
近
秩
次
行
都
尉
文
書
事
以
居
延
倉
長
印
封
、
丞
郡
告
勧
農
橡

　
　
　
褒
史
二
丁
官
臭
以
令
秋
祠
社
襖
、
今
志
雄
日
野
牒
、
書
淫
令
揺
籠
行
謹
脩
治
社
腰
割
鮮
明
、
令
丞
以
下
當
　
　
　
　
　
　
E
P
F
ニ
ニ
・
一
五
三
A

　
　
期
　
侍
二
者
斎
戒
務
以
謹
敬
鮮
禦
約
省
為
故
、
褒
尚
考
察
不
以
為
意
者
詫
言
、
如
律
令
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
・
一
五
四
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期
　
八
月
二
丁
日
量
卯
斎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
・
一
五
五

　
齪
、
八
月
廿
六
日
己
巳
直
成
可
祠
社
禮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
銭
P
F
二
二
・
一
五
六

　
鶏
　
九
月
八
日
甲
書
斎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
一
＝
マ
一
五
七

C
麟
　
建
武
八
年
三
月
己
丑
朔
　
張
腋
居
延
都
尉
謳
行
丞
滋
養
騎
千
人
躬
告
勧
農
橡
禺
、
認
講
堂

　
　
　
令
以
春
岡
社
藤
、
今
揮
吉
臼
如
牒
、
書
到
令
丞
循
行
謹
修
治
綿
雪
令
鮮
男
令
丞
以
下
當
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
T
二
〇
・
四

A
は
年
代
不
明
だ
が
、
農
橡
戎
即
ち
勧
農
橡
の
戎
は
縁
戚
に
も
み
え
る
の
で
、
王
舞
時
代
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
三
例
の
内

容
は
い
ず
れ
も
春
秋
の
社
櫻
の
祠
り
に
関
す
る
こ
と
で
、
B
の
よ
う
に
祠
り
の
日
取
り
を
記
し
て
伝
え
る
と
と
も
に
そ
の
準
備
を
命
じ
た
も
の

で
あ
る
。
で
は
こ
の
場
合
の
「
宮
娯
」
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
や
は
り
候
官
出
土
で
あ
る
こ
と
か
ら
官
は
候
官
と
な
り
、
官
県
1
1
官
と
県
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。
ち
な
み
に
勧
農
橡
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
都
尉
が
「
勧
農
橡
に
告
げ
線
毛
に
謂
う
偏
と
い
う
形
に
な
っ
て
お
り
、
告
・
謂
に
つ

い
て
は
「
同
一
文
書
の
受
領
者
に
上
下
関
係
が
あ
る
時
に
使
い
わ
け
る
も
の
」
で
あ
る
か
ら
、
勧
農
橡
は
下
県
よ
り
上
位
の
ラ
ン
ク
の
官
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
『
続
漢
書
』
百
官
志
の
県
の
条
に
、
本
注
曰
く
と
し
て
、

　
　
諸
曹
略
如
郡
員
、
五
官
爲
廷
橡
、
監
郷
五
部
、
春
夏
爲
勧
農
操
、
秋
冬
爲
制
度
豫

と
み
え
て
い
る
よ
う
に
、
県
の
属
官
だ
と
す
る
と
事
象
の
上
位
に
く
る
こ
と
と
咀
齢
を
き
た
す
。
従
っ
て
ひ
と
ま
ず
こ
の
勧
農
橡
は
都
尉
府
に

も
お
か
れ
て
い
た
と
考
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
社
濯
の
祠
り
は
春
秋
二
圓
、
土
地
神
と
穀
物
神
を
ま
つ
る
行
事
で
、
『
続
漢
書
』
祭
祀

志
に
、

　
　
郡
縣
社
醍
、
太
守
、
令
、
長
侍
祠
、
牲
摺
羊
家

と
あ
る
よ
う
に
全
国
の
郡
県
で
太
守
や
令
・
長
に
よ
っ
て
と
り
行
わ
れ
た
。
従
っ
て
県
に
は
太
守
府
か
ら
祠
り
に
関
す
る
通
知
が
あ
っ
て
し
か

る
べ
き
だ
が
、
都
尉
府
か
ら
と
な
っ
て
い
る
。
祉
縷
の
祠
り
と
い
っ
た
、
軍
事
的
事
柄
と
は
全
く
異
な
る
内
容
の
命
令
を
都
尉
府
か
ら
受
け
る

県
と
は
、
や
は
り
太
守
府
に
で
は
な
く
都
尉
府
直
轄
の
県
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
他
、
都
尉
府
か
ら
金
鍔
に
下
達
さ
れ
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て
い
る
例
を
あ
げ
る
と
、

　
鵬
　
六
月
壬
申
、
守
張
披
居
延
都
尉
嘔
丞
康
告
司
馬
千
人
官
、
謂
官
懸
、
篇
移
書
到
如
大
将
軍

　
　
　
莫
府
書
律
令
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
・
七
～
A

　
獅
　
五
月
甲
寅
、
守
張
按
屠
延
都
尉
誰
丞
奉
皆
勧
農
橡
禺
督
蓬
操
遷
等
、
謂
官
縣
、
篤
移
書
留

　
　
　
如
莫
府
書
律
令
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
・
六
九
三

の
二
簡
が
あ
る
。
塒
に
は
先
行
簡
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
建
武
三
年
と
み
え
る
。
司
馬
、
千
人
は
都
尉
の
属
官
で
あ
る
。
櫛
も
先
行
す
る
簡
が
あ

る
は
ず
だ
が
不
明
。
し
か
し
張
抜
居
延
都
尉
謳
、
勧
農
豫
禺
の
名
が
簡
…
…
に
み
え
る
こ
と
か
ら
、
建
武
八
年
頃
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の

両
簡
に
お
け
る
官
県
も
や
は
り
三
蓋
と
都
尉
府
直
轄
県
と
解
せ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
次
の
簡
も
み
て
お
こ
う
。

　
　
”
　
図
事
下
官
縣
承
書
從
下
當
用
図

　
　
　
　
　
　
田
口
助
府
史
武
書
佐
欽
図
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
T
五
九
・
二
九
三

こ
れ
は
年
代
が
不
明
で
発
信
者
も
都
尉
府
か
太
守
府
か
わ
か
ら
な
い
。
「
図
事
下
官
県
」
は
「
行
某
官
事
下
宮
県
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か

ら
、
下
達
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
官
県
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
、
官
県
薩
県
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
が
甲
渠
候
官
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ

と
か
ら
考
え
て
無
理
で
あ
り
、
や
は
り
こ
こ
も
警
官
と
県
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
す
る
と
発
信
者
は
都
尉
府
で
あ
る
可
能
性
大
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
れ
ま
で
は
都
尉
府
か
ら
官
県
に
下
達
さ
れ
た
文
時
に
お
い
て
、
官
県
は
県
官
と
同
じ
よ
う
に
県
と
は
解
釈
で
き
ず
、
候
官
と
都
尉
府

直
轄
の
県
で
あ
る
こ
と
を
み
て
き
た
。
し
か
し
、
同
じ
官
県
で
も
太
守
か
ら
の
下
達
文
書
に
お
い
て
は
事
情
が
違
う
よ
う
で
あ
る
。
次
に
そ
の

例
を
あ
げ
よ
う
。

　
　
鵬
　
一
三
月
己
丑
、
張
扱
庫
宰
崇
以
近
秩
次
行
大
田
文
事
事
長
承
丞
下
部
大
尉
官
縣
、
当
盤
軍
事
下
冷
用

　
　
　
者
至
善
重
要
言
如
詔
書
到
言
　
　
　
　
兼
橡
義
兼
史
曲
書
吏
遷
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
T
五
九
・
エ
ハ
○

　
　
期
　
十
月
辛
酉
、
将
屯
偏
将
軍
張
接
大
歩
遵
労
騎
司
馬
武
行
副
理
事
試
守
徒
丞
司
徒
□
図
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循
下
部
大
尉
官
縣
、
承
書
從
事
下
當
用
者
如
詔
書
、
書
到
言
　
　
　
　
兼
橡
義
史
郵
書
吏
図
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
一
三
・
六
五
A

こ
の
二
簡
は
大
罪
か
ら
部
大
尉
官
県
に
「
下
」
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
点
が
同
じ
で
あ
る
。
年
代
は
と
も
に
欠
い
て
い
る
が
塒
簡
に
一
三
、
鵬
・
鵬

両
玄
に
大
サ
（
王
葬
晴
代
に
太
守
を
改
称
し
た
も
の
）
及
び
大
尉
（
同
じ
く
都
尉
を
改
称
し
た
も
の
）
が
み
え
る
こ
と
か
ら
王
葬
時
代
の
簡
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
で
は
こ
の
場
合
、
官
県
は
ど
う
い
う
意
味
だ
ろ
う
か
。
一
般
に
心
身
が
某
宮
に
「
下
し
す
場
合
、
先
に
あ
げ
た
元
康
五
年
詔
書
冊

中
の
簡
2
5
の
よ
う
に
「
下
」
以
下
に
列
記
さ
れ
た
諸
官
の
間
に
は
直
接
的
統
轄
関
係
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
こ
の
場
合
も
、
部
大
尉
と
官
県
と

の
間
に
は
直
接
的
統
属
関
係
は
な
い
、
つ
ま
り
候
官
と
都
尉
府
直
轄
下
の
県
と
い
う
解
釈
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
う
少
し
例
を
み

て
お
こ
う
。

　
…
…
　
…
…
長
臼
□
行
大
守
事
守
丞
宏
移
部
榔
尉
、
調
官
縣
大
将
軍
莫
府

　
　
　
移
計
簿
銭
所
牒
…
…
莫
府
録
律
令
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
・
一
七
三
A

こ
れ
は
始
め
の
方
が
読
め
ず
、
年
代
が
不
明
だ
が
大
将
軍
莫
府
の
語
が
み
え
る
こ
と
か
ら
河
西
大
将
軍
董
融
時
代
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
大
将

軍
莫
府
か
ら
太
守
に
送
っ
て
き
た
計
西
里
を
都
尉
に
「
移
偏
し
宮
県
に
「
謂
」
う
、
と
い
う
形
で
あ
る
。
「
移
」
は
同
格
宮
署
間
で
用
い
ら
れ

る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
は
そ
の
原
則
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
こ
で
は
官
県
は
太
守
か
ら
直
接
下
達
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
と
す
る
と
、
候
官
は
も
ち
ろ
ん
都
尉
府
の
管
轄
下
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
讐
官
県
」
を
「
候
官
と
都
尉
府
直
轄
下
の
魚
偏
と
は
解
せ
な

い
。
最
後
に
も
う
一
例
。

　
m
　
九
月
己
卯
行
延
亭
連
率
事
偏
将
軍
□
□
図

　
　
　
勧
農
橡
下
官
縣
聞
書
從
事
下
□
図
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
T
五
二
・
四
九
〇

こ
れ
は
年
代
が
わ
か
ら
な
い
が
連
率
（
王
葬
時
代
、
太
守
を
改
称
し
た
も
の
）
と
い
う
官
名
か
ら
、
王
葬
時
代
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た

だ
し
延
亭
が
ど
こ
か
わ
か
ら
な
い
の
で
発
信
者
が
特
定
で
き
な
い
。
さ
ら
に
偏
将
軍
以
下
が
欠
け
て
い
る
の
で
、
勧
農
橡
と
夕
烏
に
「
下
」
す

の
か
「
告
」
げ
る
の
か
あ
る
い
は
「
謂
」
う
の
か
、
ま
た
下
達
の
対
象
が
こ
の
他
に
も
あ
る
の
か
も
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
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れ
に
せ
よ
勧
農
豫
と
官
県
が
並
ん
で
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ち
な
み
に
勧
農
縁
に
つ
い
て
は
先
ほ
ど
都
尉
府
の
属
官
と
考
え
て
お
い
た
。

こ
の
両
者
が
と
も
に
あ
ら
わ
れ
る
例
は
こ
れ
ま
で
に
数
歪
み
た
が
、
い
ず
れ
も
「
告
…
謂
～
」
の
形
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
並
ん

で
で
て
く
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
で
は
今
の
よ
う
に
上
級
官
署
の
手
癖
と
下
級
官
署
の
長
が
同
列
に
下
達
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
例
え
ば
、

　
麗
　
図
長
政
以
私
印
兼
行
候
文
書
事
、
下
尉
部
士
吏
口
候
長
□
等
下
目
用
豊
明
□
Z

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
　
図
知
之
如
詔
書
、
書
寡
言
　
　
　
　
　
　
嫁
相
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
〇
・
二
A
、
二
四
〇
・
二
二
A
・
A
2
1

　
m
　
閏
月
丁
巳
張
披
肩
水
誠
尉
誼
以
近
次
兼
行
都
尉
事
下
候
城
尉
、
早
書
從
貰
下
當

　
　
　
用
者
所
詔
書
　
／
守
卒
史
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
・
二
九
・
地

の
了
簡
が
参
考
と
な
る
。
難
は
候
官
か
ら
尉
（
候
官
の
尉
）
と
部
軍
吏
（
部
の
士
吏
）
某
と
候
思
議
に
「
下
」
し
た
文
書
で
あ
り
、
螂
は
元
康
五
年

詔
書
忙
中
の
一
転
で
、
都
尉
か
ら
候
官
長
と
城
尉
（
都
尉
膀
の
尉
）
と
に
「
下
」
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
「
下
」
形
式
の
文
書
に
お
い

て
は
上
級
官
署
の
属
官
と
下
級
官
署
の
長
が
並
び
得
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
無
手
と
候
官
の
尉
、
及
び
城
尉

と
候
官
長
と
の
間
に
は
直
接
的
統
属
関
係
は
な
い
。
と
す
る
と
、
簡
m
を
残
っ
て
い
る
部
分
か
ら
察
す
る
に
、
曲
率
が
勧
農
橡
戎
と
官
県
に
下

す
、
と
い
う
形
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
仮
に
発
信
者
が
張
被
太
守
で
、
か
つ
下
達
の
対
象
が
勧
農
橡
と
官
記

だ
け
だ
と
す
れ
ば
、
都
尉
府
に
で
は
な
く
そ
の
属
宜
に
の
み
下
達
す
る
と
い
う
点
で
こ
れ
は
異
例
で
あ
る
。
先
の
麗
・
螂
両
簡
で
、
上
級
宮
署

の
属
官
と
下
級
官
署
が
並
び
う
る
こ
と
を
み
た
が
、
実
は
発
信
者
は
そ
の
「
上
級
官
署
」
の
長
官
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
簡
m
の
発
信
者
が
仮
に

都
尉
で
あ
れ
ば
、
自
ら
の
属
官
及
び
都
尉
府
管
轄
下
の
候
官
と
県
に
下
し
た
、
と
理
解
で
き
る
の
だ
が
、
連
率
が
発
信
考
で
あ
る
の
で
、
こ
の

官
県
は
太
守
府
の
属
県
と
解
し
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

　
以
上
、
四
例
に
つ
い
て
官
星
縫
候
官
＋
都
尉
府
直
轄
県
と
は
解
せ
な
い
場
合
を
み
て
き
た
。
そ
こ
に
み
え
る
官
県
は
い
ず
れ
も
太
守
か
ら
、

都
尉
府
及
び
都
尉
府
の
属
官
と
並
ん
で
下
達
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
官
県
匪
県
と
解
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
官
県
u
県
だ
と
す
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る
と
、
官
の
字
は
全
く
意
味
を
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
官
県
韮
県
の
例
は
、
先
に
み
た
事
々
肚
候
官
＋
県
と
と
も
に
時
期
的

に
は
、
密
葬
か
ら
建
武
八
年
ま
で
の
も
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
同
時
期
の
公
文
書
に
お
い
て
同
じ
語
が
異
な
る
意
味
を
も
つ
と
い
う
甚
だ
不
都

合
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
不
細
魚
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
と
、
太
守
府
か
ら
下
達
さ
れ
る
場
合
に
は
、
直
接
的
定
心
関
係
を
も
つ
諸

官
署
に
下
達
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
、
と
例
外
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
従
来
の
知
見
の
中
で
は
官
県
な
る
語
を
一
義

的
に
解
釈
で
き
な
い
場
合
の
あ
る
こ
と
を
記
す
に
と
ど
め
ざ
る
を
え
な
い
。

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
問
題
を
残
し
て
は
い
る
が
、
「
官
県
」
な
る
語
の
用
例
か
ら
都
尉
府
に
は
直
轄
県
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

が
考
え
ら
れ
た
。
辺
郡
都
尉
は
県
を
も
ち
治
民
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
鎌
磁
氏
に
よ
っ
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
張
披
郡
の
居

延
都
尉
も
そ
の
例
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
問
題
と
な
る
の
は
そ
の
時
期
で
あ
る
。
こ
こ
で
扱
っ
た
「
官
県
」
（
陰
樹
＋
県
）
な
る
語

の
み
え
る
簡
は
全
て
建
武
年
間
の
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
建
武
逸
聞
に
な
っ
て
直
轄
県
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
は

候
官
と
県
は
は
っ
き
り
と
そ
の
所
属
を
異
に
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
都
尉
府
と
県
と
の
関
係
は
両
者
の
間
で
や
り
と
り
さ
れ
た
文
書
を

み
れ
ば
明
ら
か
に
な
る
が
、
現
在
の
発
掘
、
砥
究
状
況
か
ら
は
時
期
を
特
定
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
、
今
の
と
こ
ろ

少
な
く
と
も
建
武
初
年
の
段
階
で
は
そ
う
な
っ
て
い
た
と
い
う
に
留
め
ざ
る
を
得
な
い
。

　
①
　
A
2
1
地
点
は
布
轟
目
托
尼
の
北
。
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お
　
わ
　
り
　
に

最
後
に
こ
れ
ま
で
の
考
察
の
結
果
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

一
　
候
宮
以
下
の
人
事
権
は
基
本
的
に
は
都
尉
府
が
も
つ
が
、
議
官
は
守
官
・
行
官
の
任
命
及
び
新
任
者
の
推
薦
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。

　
ま
た
、
新
任
老
を
補
充
す
る
場
合
、
軍
政
系
列
か
ら
の
依
頼
に
よ
っ
て
県
が
除
補
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
以
外
に
も
あ
る
条
件
の
も

　
と
で
は
都
尉
府
の
裁
量
で
は
な
く
県
が
除
補
す
る
こ
と
、
と
い
っ
た
規
定
に
墓
つ
く
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
。
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二
　
軍
政
系
列
内
で
お
こ
る
様
々
な
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
は
、
主
に
上
官
が
中
心
と
な
っ
て
調
査
や
処
罰
が
行
わ
れ
る
が
、
軍
政
系
列
内
で

　
　
は
処
理
で
き
な
い
、
即
ち
県
の
獄
に
委
ね
ね
ば
な
ら
な
い
案
件
も
あ
っ
た
。

　
三
　
居
延
都
尉
府
は
少
な
く
と
も
建
武
初
年
に
お
い
て
、
直
轄
県
を
も
っ
て
い
た
。

　
以
上
三
点
を
検
討
し
て
き
た
。
都
尉
府
は
は
じ
め
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
太
守
と
同
じ
よ
う
に
治
所
を
も
っ
て
府
を
開
い
て
功
曹
そ
の
他
の

官
属
を
置
き
、
秩
も
比
二
千
石
と
太
守
に
非
常
に
近
く
、
時
と
し
て
太
守
を
も
凌
ぐ
勢
い
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
。
こ
と
に
辺
郡
都
尉
は
そ
の

性
質
上
、
独
立
性
が
強
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
一
章
で
み
た
如
く
、
軍
政
系
列
内
で
の
異
動
に
つ
い
て
は
都
尉
が
任
免
権
を
も
つ
が
、
新

任
者
を
入
れ
る
時
な
ど
、
都
尉
府
が
人
選
、
任
命
権
を
行
使
し
な
い
場
合
も
珍
し
く
な
か
っ
た
し
、
二
章
で
み
た
よ
う
に
犯
罪
の
処
理
に
つ
い

て
も
軍
政
系
統
内
で
は
完
結
し
え
な
い
場
合
が
あ
る
等
の
点
で
、
民
政
系
列
（
具
体
的
に
は
県
）
と
の
結
び
付
き
が
み
ら
れ
た
。
い
く
ら
力
が
拮

抗
し
て
い
て
も
、
例
え
ば
都
尉
府
に
集
め
ら
れ
た
帳
簿
類
が
最
終
的
に
太
守
府
に
送
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
太
守
の
も
と

に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
完
全
に
独
自
の
運
営
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
有
り
得
な
い
。
こ
こ
で
は
こ
の
よ
う
な
両
者
の
関
係
の
具
体
的
な
局
面
を
抽

出
す
る
作
業
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
第
三
章
で
、
建
武
初
年
段
階
で
居
延
都
尉
府
に
直
轄
県
が
あ
っ
た
こ
と
を
み
た
が
、
こ
の
よ
う
な
場

合
で
も
都
尉
府
と
県
と
の
右
の
如
き
関
係
は
変
わ
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
い
わ
ば
都
尉
府
と
太
守
府
の
両
面
を
も
つ
“
都
尉
府
1
1
と
な
る
だ
け

だ
か
ら
。

　
こ
こ
で
得
ら
れ
た
結
果
の
み
で
都
尉
府
と
太
守
府
の
関
係
を
云
々
す
る
の
は
早
計
に
す
ぎ
る
し
、
内
郡
都
尉
に
そ
の
ま
ま
恨
言
す
る
こ
と
も

慎
む
べ
き
で
は
あ
る
が
、
人
事
や
犯
罪
と
い
う
問
題
は
あ
る
程
度
普
遍
性
を
も
つ
事
柄
で
あ
る
の
で
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
ほ
と
ん
ど
簡
腰
資

料
に
頼
ら
ね
ば
な
ら
な
い
現
状
で
は
、
内
郡
都
尉
を
考
え
る
際
に
参
照
さ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
今
後
の
資
料
の
増
加
と
研
究
の
蓄
積
を
待

っ
て
さ
ら
に
考
察
を
重
ね
て
ゆ
き
た
い
。

付
記
　
本
稿
脱
稿
後
、
邪
義
田
「
従
居
延
長
港
漢
代
軍
隊
的
若
干
人
事
制
度
…
…
読
《
居
延
薪
簡
》
札
記
之
一
…
…
」
（
『
新
史
学
』
第
三
巻
第
一
号
　
一
九
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九
二
年
）
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
「
能
不
宜
其
宮
」
、
「
修
行
」
、
「
軟
弱
」
、
「
問
田
」
に
関
し
て
の
考
察
や
、
吏
の
条
件
と
し
て
一
定
の
資
産
が
必
要
で

あ
っ
た
こ
と
等
、
本
稿
で
扱
っ
た
事
柄
と
重
な
る
、
或
る
い
は
関
連
す
る
記
述
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
研
修
員
　
大
阪
衛
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characteristic　of　the　！ate　Ming　period．　However　in　the　Quing　period，

more　purely　literary　studies　regained　ascendancy　denying　full　development

to　whole　genre　of　practical　geographic　works，　and・a　whole　series　of　these

practical　works　went　out　of　existence．

The　Relationship　between　Civil　and　Military　Administration

　　in　Han　Local　Governreent－The　Case　of　Juyan　in　Gansu

by

SuMlyA　Tsuneko

　　In　the　Former　Han　period，　each　commandery　had　a　taishou太守as　its

chief　administrator即d　a　duwei都尉，　his　subordinate，　who　was　in　charge

of　military　affairs．　Duwei　were　not　iRvolved　in　civil　affairs，　but　we　can　see

from　their　salary　and　other　clues　that　they　had　almost　equal　power．　ln

what　way　was　the　admlnistration　of　military　affairs　with　the　duwei　at　its

head　i’elated　to　the　administration　of　civil　affairs？　Regarding　this　point，

there　are　many．possible　sources　of　evidence，　but　in　this　paper　1　make

use　primarily　of　wooden　slips（Yandu簡腰）excavated　from　Juyan　in

Gansu．　To　be　more　specific，　1　examiRed　the　records　pertaining　to　county

oflicials　and　those　pertaining　to　watchtower　captains（houguan候官），

both　subordinate　elements　in　their　respe．　ctive　hierarchies．　1　find　that

both　were　involved　in　personnel　questions　and　the　handling　of　problems

at　the　local　level．　Since　these　two　areas　of　interaction　are　genera1　ones

not　speclfically　connected　to　the　frontier，　these　findings　can　be　generalized

not　only　to　other　frontier　areas　but　also　to　the　interior．

（145）




