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一
新
出
法
制
史
料
と
前
漢
文
帝
期
研
究
の
現
状
一

宮

宅

黎、
マ

は
　
じ
　
め
　
に

　
二
〇
〇
一
年
の
暮
れ
に
『
張
家
山
漢
墓
竹
簡
〔
二
四
七
号
墓
〕
』
（
文
物
出
版
社
）
が
出
版
さ
れ
、
湖
北
省
江
陵
県
（
い
ま
の
荊
州
市
）
の
病
家

山
里
墓
か
ら
出
土
し
た
竹
簡
史
料
の
う
ち
、
未
発
表
で
あ
っ
た
部
分
、
な
か
で
も
「
二
年
律
令
」
の
書
題
を
持
つ
法
文
集
に
つ
い
て
、
そ
の
釈

文
と
図
版
が
公
表
さ
れ
た
。
こ
の
史
料
が
漢
窯
史
研
究
に
与
え
る
で
あ
ろ
う
衝
撃
は
か
ね
て
か
ら
予
測
さ
れ
て
い
た
が
、
公
表
後
そ
の
予
測
は

　
　
　
　
　
①

確
信
に
変
わ
り
、
以
後
こ
れ
を
用
い
た
論
考
が
陸
続
と
現
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
以
前
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
出
版
状
況
の
下
、
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
も
積
極
的
に
活
用
さ
れ
て
、
圧
倒
的
な
量
の
研
究
が
中
国
か
ら
発
信
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
中
に
は
、
一

つ
の
字
句
、
一
つ
の
条
文
の
解
釈
に
焦
点
を
絞
っ
た
、
割
記
風
の
論
考
も
多
い
。
取
り
あ
げ
た
主
題
の
歴
史
的
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
も
、
通

説
を
な
ぞ
っ
た
だ
け
の
結
論
に
し
ば
し
ば
行
き
当
た
る
。
も
ち
ろ
ん
新
出
史
料
が
あ
ら
ゆ
る
年
来
の
懸
案
に
決
着
を
つ
け
る
わ
け
で
も
、
尽
く

旧
説
を
覆
す
わ
け
で
も
な
い
が
、
秦
よ
り
車
争
に
至
る
時
期
の
法
文
に
つ
い
て
格
段
と
知
見
が
充
実
し
た
今
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
を
振
り
返

り
、
想
定
さ
れ
て
い
た
歴
史
像
そ
の
も
の
を
検
証
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
こ
で
は
、
試
み
に
前
漢
文
意
期
の
把
握
を
一
つ
の
軸
と
し
、

先
行
研
究
、
二
年
律
令
か
ら
新
た
に
得
た
知
見
、
さ
ら
に
は
「
二
年
律
令
以
後
」
の
研
究
が
抱
え
る
問
題
点
に
つ
い
て
、
現
状
を
紹
介
し
て
お

き
た
い
。
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漢
王
朝
の
、
国
家
と
し
て
の
姿
が
整
え
ら
れ
た
の
は
文
帝
期
で
あ
っ
た
。
漢
の
開
祖
、
高
祖
劉
邦
が
即
位
後
に
精
力
を
つ
ぎ
こ
ん
だ
の
は
、

か
つ
て
盟
友
で
あ
っ
た
異
姓
諸
侯
王
た
ち
を
排
除
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
東
方
の
、
旧
六
国
支
配
領
域
に
封
地
を
与
え
ら
れ
た
異
姓
の
王
た
ち

を
、
長
沙
王
を
唯
一
の
例
外
と
し
て
す
べ
て
取
り
除
き
、
同
姓
諸
侯
王
を
封
建
し
た
と
こ
ろ
で
劉
邦
は
世
を
去
る
。
続
く
恵
帝
の
時
代
に
は
皇

太
后
呂
氏
が
実
権
を
握
り
、
劉
・
呂
の
間
の
、
臣
下
を
巻
き
こ
ん
だ
政
争
に
明
け
暮
れ
た
。
呂
后
の
死
後
、
代
王
よ
り
迎
え
ら
れ
て
即
位
し
た

の
が
熔
炉
で
あ
る
。
他
の
劉
氏
一
族
や
高
祖
旧
臣
の
動
向
を
窺
い
つ
つ
始
ま
っ
た
文
帝
の
治
世
は
二
十
三
年
に
及
ぶ
。
こ
の
時
期
に
は
様
々
な

制
度
改
革
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
、
景
帝
の
治
世
を
経
て
、
武
帝
時
代
の
興
隆
を
準
備
し
た
と
い
え
よ
う
。

　
後
世
ま
で
多
く
の
賛
辞
を
浴
び
る
文
帝
の
治
世
だ
が
、
当
該
時
代
に
関
す
る
咽
史
記
』
『
漢
書
』
の
記
事
は
豊
富
と
は
い
え
ず
、
そ
の
実
像

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
あ
ま
た
の
改
制
に
つ
い
て
も
、
そ
の
詳
細
・
背
景
・
目
的
は
定
か
で
な
く
、
文
帝
の
節
倹
・
仁
徳
と
い
っ
た
、

個
人
的
資
質
ば
か
り
が
称
揚
さ
れ
、
改
制
を
必
要
と
し
た
現
実
的
な
理
由
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
な
い
。

　
「
二
年
律
令
」
の
二
年
は
高
祖
二
年
と
も
呂
后
二
年
と
も
推
測
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
前
漢
初
頭
の
法
文
集
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ

り
な
い
。
そ
こ
に
規
定
さ
れ
て
い
る
諸
制
度
、
及
び
背
後
に
窺
え
る
政
治
的
・
社
会
的
状
況
を
前
漢
史
の
文
脈
上
に
位
置
づ
け
、
従
来
の
歴
史

像
を
修
正
し
て
ゆ
く
な
か
で
、
文
帝
期
は
変
革
の
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
が
改
め
て
指
摘
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
本
稿
が
特
に
文
帝
期
を
と
り
あ
げ
る

所
以
で
あ
る
。

　
た
だ
、
本
題
に
入
る
前
に
、
「
二
年
律
令
」
な
る
史
料
自
体
の
素
性
に
つ
い
て
も
一
瞥
し
て
お
き
た
い
。
出
土
史
料
で
あ
る
が
故
に
、
二
年

律
令
の
扱
い
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
を
同
時
期
の
典
籍
史
料
や
、
後
代
の
法
律
史
料
と
同
じ
よ
う
に
利
用
す
れ
ば
、
間
違
っ
た
方
向

に
導
か
れ
か
ね
な
い
。
ま
ず
は
一
章
を
使
っ
て
、
そ
の
史
料
と
し
て
の
性
格
に
つ
い
て
、
私
見
を
述
べ
て
お
く
。

　
①
　
我
が
国
に
お
け
る
公
表
直
後
の
紹
介
、
農
望
に
は
山
田
勝
芳
二
〇
〇
二
、
重
近
　
　
　
　
　
　
「
簡
舗
」
（
簡
昂
研
究
中
心
、
評
9
”
＼
＼
≦
≦
≦
．
げ
ω
芦
。
門
σ
q
・
。
⇔
＼
）
が
あ
る
。

　
　
啓
樹
二
〇
〇
二
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
文
帝
の
実
像
に
迫
ろ
う
と
し
た
試
み
と
し
て
は
佐
藤
達
郎
二
〇
〇
〇
な
ど
が
あ

　
②
簡
績
研
究
に
特
化
し
た
も
の
と
し
て
は
、
武
漢
大
学
の
二
つ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
　
　
る
。

　
　
「
簡
吊
研
究
」
（
申
国
伝
統
文
化
研
究
中
心
、
窯
膏
＼
＼
≦
≦
箋
■
げ
餌
ヨ
び
o
o
巴
評
．
o
嶺
＼
）
、
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「
二
年
律
令
し
と
は
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二
年
律
令
の
発
見
以
来
、
多
く
の
論
者
が
「
二
年
」
と
は
呂
后
二
年
（
前
一
八
六
）
の
こ
と
で
あ
る
と
推
測
し
て
き
た
。
呂
后
元
年
以
降
の

制
定
で
あ
る
の
が
確
実
な
条
文
が
存
在
す
る
点
、
墓
主
が
病
で
職
を
去
っ
た
の
が
恵
帝
元
年
（
蔚
～
九
四
）
で
、
墓
葬
の
時
期
は
そ
れ
以
降
で

あ
る
点
、
が
そ
の
論
拠
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
論
者
に
よ
っ
て
は
「
二
年
」
を
高
祖
二
年
（
前
二
〇
五
）
と
す
る
。
つ
と
に
そ
れ
を
提
唱
し

た
の
が
張
建
国
皿
九
九
六
で
、
の
ち
に
陳
蘇
鎮
二
〇
〇
四
等
が
こ
れ
に
賛
同
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
者
は
、
高
祖
二
年
に
蒲
何
が
「
法
令
約

束
を
為
」
つ
た
と
さ
れ
る
こ
と
、
二
年
律
令
の
条
文
中
に
高
祖
の
誰
「
邦
」
字
は
現
れ
な
い
が
、
廃
帝
以
下
の
諦
（
盈
・
維
・
恒
）
は
使
用
さ

れ
て
い
る
こ
と
、
を
指
摘
し
、
高
祖
二
年
説
の
論
拠
と
す
る
。
こ
の
見
方
に
立
て
ば
、
二
年
律
令
中
の
、
明
ら
か
に
高
祖
二
年
よ
り
後
に
制
定

さ
れ
た
条
文
は
、
後
世
の
追
補
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
母
后
二
年
説
の
側
は
、
恵
帝
以
下
の
誰
を
避
け
て
い
な
い
条
文
は
、
高
祖
時
に
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

定
さ
れ
た
古
い
も
の
で
あ
る
、
と
説
明
す
る

　
筆
者
は
す
で
に
こ
の
論
争
に
言
及
し
た
こ
と
が
あ
り
［
宮
宅
潔
二
〇
〇
四
］
、
そ
こ
で
は
高
祖
二
年
説
に
与
し
得
な
い
旨
を
述
べ
た
。
幾
つ
か

の
腔
に
落
ち
な
い
点
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
制
定
の
年
を
冠
し
た
法
文
集
の
称
謂
が
秦
豊
代
の
典
籍
史
料
に
は
ま
っ
た
く
見
え
な
い
。

法
令
、
あ
る
い
は
法
令
集
の
呼
称
を
制
定
の
年
と
結
び
つ
け
る
発
想
は
漢
代
に
は
見
ら
れ
ず
、
よ
り
後
代
に
な
っ
て
現
れ
る
［
冨
谷
至
二
〇
〇

垂
。
そ
も
そ
も
「
二
年
律
令
」
な
る
呼
称
が
正
式
な
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
聖
主
（
あ
る
い
は
書
写
者
）
が
心
覚
え
に
書
き
付
け
た
書
題
に

過
ぎ
な
い
の
か
も
定
か
で
な
い
。
「
二
年
」
を
制
定
の
年
と
断
ず
る
背
後
に
は
、
こ
の
法
文
集
は
中
央
か
ら
頒
布
さ
れ
た
、
全
国
共
通
の
統
一

法
典
で
あ
る
、
と
い
う
暗
黙
の
前
提
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
史
料
は
一
個
人
の
墓
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い

う
事
実
か
ら
歩
を
進
め
る
な
ら
、
地
方
官
府
に
対
し
て
法
文
が
如
何
な
る
か
た
ち
で
領
布
さ
れ
、
管
理
さ
れ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
点
に
ま
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

目
を
向
け
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
劉
邦
の
諦
を
避
け
よ
う
と
す
る
意
図
が
二
年
律
令
に
は
は
っ
き
り
現
れ
て
お
り
、
睡
虎
地
連
簡
や
龍
尚
秦
簡
中
の
秦
律
に
見
え
な
か
っ
た
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「
国
」
字
が
、
二
年
律
令
で
は
「
邦
」
字
の
代
わ
り
に
専
ら
使
用
さ
れ
て
い
る
。
秦
律
に
見
え
る
「
臣
妾
」
「
貨
～
甲
」
と
い
っ
た
語
句
も
、

二
年
律
令
で
は
「
奴
蝉
」
「
罰
金
～
爾
」
と
い
う
聡
い
方
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
劉
邦
即
位
後
に
こ
う
し
た
字
句
の
書
き
換
え
が
集
中
的
に
行

わ
れ
、
そ
の
う
え
で
法
文
集
が
頒
布
さ
れ
た
こ
と
、
少
な
く
と
も
そ
れ
が
南
郡
に
持
ち
込
ま
れ
た
可
能
性
は
、
想
定
し
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い
。

だ
が
そ
う
な
る
と
、
二
年
律
令
中
で
恵
帝
以
下
の
誰
が
避
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
あ
た
か
も
そ
う
し
た
改
訂
が
高
祖
期
に
行
な
わ
れ
た
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

り
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
か
の
よ
う
だ
が
、
実
際
に
は
明
ら
か
に
呂
后
以
降
の
条
文
も
二
年
律
令
に
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
条
文
は

如
何
に
し
て
追
加
さ
れ
た
の
か
。
こ
の
問
題
も
官
府
に
お
け
る
法
文
集
の
扱
い
方
と
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

　
秦
か
ら
漢
初
に
か
け
て
の
法
令
頒
布
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
十
分
な
史
料
が
な
い
の
だ
が
、
修
正
・
追
加
が
な
さ
れ
た
法
文
集
が
定
期
的
に
、

ま
と
ま
っ
た
か
た
ち
で
頒
布
さ
れ
た
形
跡
は
な
く
、
む
し
ろ
条
文
の
修
正
・
追
加
は
各
宮
府
に
お
い
て
随
時
、
か
つ
独
自
に
な
さ
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
次
の
二
つ
の
睡
虎
地
秦
簡
に
は
注
目
し
て
よ
か
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
県
各
告
都
官
在
其
県
者
、
写
其
官
之
用
律
　
内
史
雑
（
秦
律
十
八
種
鰯
）

　
　
　
県
は
各
お
の
そ
の
県
内
に
所
在
す
る
総
領
に
通
知
し
て
、
そ
の
窟
の
用
律
を
書
写
さ
せ
る
。
　
内
史
雑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

県
よ
り
通
知
を
う
け
た
都
響
は
県
衙
に
赴
い
て
「
用
律
」
を
書
写
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
律
（
あ
る
い
は
律
文
集
）
は
、
各
官
府
に
む
け
て

頒
布
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
そ
れ
を
必
要
と
す
る
側
が
官
府
に
赴
い
て
書
写
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
書
穿
さ
れ
た
の
も
必
要
な
漫
文
の
み
で
あ
ろ

う
。
こ
う
し
て
条
文
が
追
加
さ
れ
て
い
っ
た
な
ら
ば
、
先
帝
の
時
代
に
書
写
さ
れ
た
条
文
は
、
今
上
皇
帝
の
誰
を
避
け
な
い
ま
ま
、
都
邑
が
保

持
す
る
法
文
集
の
中
に
留
ま
る
こ
と
に
な
る
。

　
右
の
ご
と
き
律
の
追
加
・
更
新
が
、
一
年
周
期
で
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
条
文
も
あ
る
。

　
　
歳
離
辞
律
於
御
史
。
　
尉
雑
（
秦
律
十
八
種
珊
）

野
里
地
一
九
九
〇
は
こ
の
条
文
を
、
「
毎
年
（
廷
尉
は
）
御
史
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
刑
律
を
照
合
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
解
釈
し
、
か
っ
こ
の
手

続
き
は
条
文
の
改
窺
を
防
ぐ
た
め
に
行
わ
れ
た
、
と
す
る
。
し
か
し
フ
ル
ス
ウ
ェ
一
九
八
五
が
指
摘
す
る
通
り
、
右
条
の
意
味
す
る
所
は
確
と
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せ
ず
、
他
に
も
解
釈
の
余
地
が
あ
る
。
ま
た
毎
年
「
離
」
が
行
わ
れ
た
の
も
、
改
窟
防
止
の
た
め
と
は
限
ら
な
い
。
こ
れ
も
フ
ル
ス
ウ
ェ
が
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ず
⑥

及
す
る
通
り
、
『
尊
君
書
』
野
分
篇
の
「
一
歳
ご
と
に
法
令
を
点
く
」
を
参
考
に
し
て
理
解
す
る
道
も
あ
る
。
『
母
君
書
』
の
文
自
体
、
釈
し
に

く
い
一
句
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
年
に
一
度
、
法
令
が
更
新
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
な
ら
、
秦
律
十
八
種
珊
の
「
雛
」
も
、
改
捌
の
有
無
を

照
合
す
る
の
で
は
な
く
、
年
に
一
度
、
御
史
の
法
宮
に
赴
き
、
新
た
に
制
定
さ
れ
た
律
を
書
写
す
べ
く
、
自
ら
の
持
つ
法
文
集
と
御
史
府
の
そ

れ
と
を
照
合
し
、
新
条
文
を
書
写
し
た
こ
と
と
見
倣
せ
ま
い
か
。
二
面
地
一
九
九
〇
の
解
釈
に
従
っ
て
尉
を
廷
尉
、
御
史
を
中
央
の
そ
れ
と
考

え
れ
ば
、
こ
う
し
た
律
の
更
薪
は
悠
長
に
過
ぎ
、
あ
り
得
な
い
様
に
映
る
が
、
「
尉
」
、
「
御
史
」
の
解
釈
に
も
依
然
検
討
の
余
地
が
残
る
の
だ

　
⑦

か
ら
、
右
の
仮
説
も
一
概
に
は
捨
て
切
れ
ま
い
。

　
年
に
～
度
し
か
る
べ
き
場
所
に
赴
い
て
、
新
律
を
書
写
す
る
か
た
ち
で
律
文
集
が
更
新
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
「
二
年
律
令
」
と
い

う
呼
称
が
用
い
ら
れ
た
の
か
も
、
「
制
定
の
年
」
と
い
う
発
想
を
離
れ
て
解
釈
で
き
る
。
ま
た
各
官
府
が
保
管
す
る
法
文
集
に
新
条
文
が
徐
々

に
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
な
ら
、
呂
三
期
の
新
律
と
、
恵
帝
の
謙
を
避
け
な
い
、
高
祖
期
の
恋
文
と
が
そ
の
中
に
同
居
し
て
い
る
理
由
も
、
無

　
　
　
　
　
　
　
⑧

理
な
く
説
明
し
得
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
両
者
が
入
り
混
じ
っ
て
い
る
こ
と
が
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
更
新
法
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
な

る
。
筆
者
は
先
に
、
令
典
が
中
央
の
主
導
に
よ
っ
て
編
纂
・
頒
布
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
各
官
府
に
蓄
積
さ
れ
て
い
た
詔
勅
を
、
そ
れ
ぞ
れ
が

独
自
に
分
類
・
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ひ
と
ま
ず
形
成
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
［
宮
宅
一
九
九
垂
。
律
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
中
央
が

常
に
全
体
を
｝
括
し
て
制
定
・
頒
行
し
た
こ
と
を
疑
う
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
仮
説
を
敢
え
て
呈
示
し
た
の
は
、
二
年
を
制
定
の
年
と
し
、
さ
ら
に
は
二
年
律
令
を
全
国
共
通
の
統
一
法
典
と
見
て
疑
わ
な
い
傾
向

に
一
石
を
投
ず
る
為
で
あ
り
、
か
つ
以
下
の
論
点
整
理
に
先
立
っ
て
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
視
点
を
示
す
た
め
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
在

我
々
が
目
に
し
て
い
る
二
年
律
令
の
な
か
に
、
死
文
と
な
っ
た
条
文
が
含
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。

二
年
律
令
が
某
二
年
に
～
黒
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
時
点
で
有
効
な
条
文
の
み
が
そ
こ
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

だ
が
そ
れ
が
、
右
に
推
測
し
た
や
り
方
で
形
成
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
某
二
年
の
時
点
で
官
府
に
蓄
積
さ
れ
て
い
た
律
令
条
文
集
で
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あ
っ
て
、
そ
の
す
べ
て
が
有
効
な
条
文
と
は
限
ら
な
い
。
無
効
に
な
っ
た
条
文
は
更
新
の
際
に
削
除
さ
れ
た
、
と
も
も
ち
ろ
ん
考
え
得
る
が
、

「
離
」
す
る
と
い
う
行
為
が
死
文
の
削
除
を
も
含
ん
で
い
た
の
か
定
か
で
は
な
い
。
都
宮
は
県
か
ら
通
知
を
う
け
「
用
量
を
写
」
し
た
、
と
い

う
の
な
ら
ば
、
律
は
追
加
さ
れ
る
一
方
で
あ
り
、
無
効
に
な
っ
た
律
を
取
り
除
く
用
意
は
そ
こ
に
は
窺
え
な
い
。
皇
帝
の
誰
を
記
し
た
条
文
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

一　

N
律
令
中
に
留
ま
っ
て
い
る
事
実
は
、
字
句
の
修
正
や
死
文
の
削
除
が
定
期
的
、
か
つ
徹
底
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
恵
帝
四
年
（
前
一
九
一
）
に
な
っ
て
「
挟
書
志
」
（
始
皇
帝
の
命
じ
た
、
焚
書
に
か
か
わ
る
律
）
が
よ
う
や
く
除
か
れ
て
い
る
の
は
、
政
策
の
変
化

と
法
律
条
文
の
無
効
化
が
必
ず
し
も
連
動
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
［
宮
宅
二
〇
〇
四
。
滋
賀
二
〇
〇
三
は
、
律
篇
・
全
篇
に
収
め

ら
れ
な
か
っ
た
詔
勅
で
あ
っ
て
も
、
．
そ
の
後
も
効
力
を
持
ち
続
け
た
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
、
「
編
纂
の
素
材
と
な
っ
た
原
文
書
（
詔
勅
な
ど

…
筆
者
注
）
を
“
検
討
済
み
無
効
”
と
し
て
整
理
し
て
行
く
性
質
の
編
纂
は
、
漢
学
に
は
行
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
」
（
四
二
頁
）
と
し
、

漢
代
に
お
け
る
法
文
の
急
激
な
増
加
も
、
こ
う
し
た
編
纂
法
に
原
因
が
あ
っ
た
と
す
る
。

　
二
年
律
令
が
、
高
祖
時
に
行
わ
れ
た
と
思
し
い
法
文
改
定
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
は
首
肯
で
き
る
。
け
れ
ど
も
、
高
祖
以
降
に
生
じ
た
政
策

の
変
化
、
条
文
の
改
定
を
、
二
年
律
令
が
反
映
し
て
い
な
い
お
そ
れ
は
十
分
に
あ
る
。
こ
の
点
を
銘
記
し
て
、
文
言
期
を
め
ぐ
る
議
論
の
検
討

に
移
り
た
い
。

「二年律令」研究の射程（宮宅）

①
例
え
ば
凶
事
明
二
〇
〇
二
。
高
敏
二
〇
〇
三
も
、
［
二
年
」
を
座
長
二
年
と
し

　
た
う
え
で
、
戸
律
・
賜
律
な
ど
は
高
祖
時
に
制
定
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

②
法
の
存
在
形
態
を
め
ぐ
っ
て
は
、
日
本
で
は
近
年
薪
し
い
提
言
が
相
次
い
で
い

　
る
。
そ
の
噛
矢
と
な
っ
た
の
が
冨
谷
至
二
〇
〇
〇
で
あ
る
。
冨
谷
論
文
は
「
法

　
典
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
法
令
集
が
、
寝
耳
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
論

　
じ
、
い
わ
ゆ
る
「
令
典
」
と
し
て
存
在
が
想
定
さ
れ
て
き
た
も
の
は
詔
勅
の
フ
ァ

　
イ
ル
に
過
ぎ
ず
、
令
の
呼
称
・
令
典
の
篇
名
と
さ
れ
る
称
謂
（
養
老
令
・
功
令

　
等
々
）
も
、
す
べ
て
便
宜
的
な
通
称
で
あ
り
、
固
有
の
法
令
名
で
は
な
い
、
と
す

　
る
。
続
い
て
現
れ
た
陶
安
あ
ん
ど
二
〇
〇
〇
は
「
令
典
」
の
み
な
ら
ず
、
九
章
律

の
存
在
を
も
疑
問
視
す
る
。
簾
何
が
「
律
九
章
」
を
作
っ
た
、
と
伝
承
さ
れ
て
い

る
も
の
の
、
実
際
に
「
律
九
章
」
の
語
が
初
見
す
る
の
は
『
漢
書
㎞
刑
法
志
で
、

魍
史
記
隔
に
は
蒲
何
が
「
律
」
を
作
っ
た
、
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。
九
童
・
律

は
蘇
何
の
作
で
は
な
く
、
後
漢
の
初
め
か
ら
『
漢
書
』
成
立
の
時
代
ま
で
に
形
成

さ
れ
た
も
の
で
、
実
際
に
九
章
律
を
作
り
上
げ
た
の
は
、
前
漢
末
か
ら
後
漢
に
か

け
て
の
学
者
達
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
が
氏
の
推
論
で
あ
る
。

　
滋
賀
秀
三
二
〇
〇
三
も
瀟
何
に
よ
る
九
章
律
作
成
に
懐
疑
的
な
立
場
を
と
る
。

そ
の
論
拠
は
①
張
家
山
漢
簡
《
二
年
律
令
》
に
多
く
の
律
名
が
見
え
、
そ
の
申
に

は
九
章
律
に
含
ま
れ
る
律
名
も
存
在
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
が
特
別
に
扱
わ
れ
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て
い
た
形
跡
が
な
い
、
②
九
章
律
が
『
史
記
』
の
正
文
に
は
見
え
ず
、
『
漢
書
島

　
に
初
見
す
る
、
の
二
点
で
あ
る
。
そ
の
上
で
滋
賀
氏
は
、
『
論
衡
㎞
謝
短
篇
の

　
「
法
律
之
革
偏
に
注
目
し
、
こ
う
し
た
学
者
集
団
の
中
で
「
経
書
扁
と
し
て
作
成

　
さ
れ
た
の
が
九
章
律
で
あ
る
、
と
す
る
。
令
に
つ
い
て
は
、
「
令
と
い
う
名
の
編

　
纂
物
」
が
あ
っ
た
こ
と
は
肯
定
し
つ
つ
も
、
そ
の
具
体
的
な
姿
に
つ
い
て
は
明
言

　
し
て
い
な
い
。

　
　
こ
う
し
た
議
論
を
踏
ま
え
れ
ば
、
中
央
で
作
成
さ
れ
た
「
法
典
」
が
全
国
に
頒

　
布
さ
れ
、
い
ず
れ
の
官
衙
に
も
同
じ
形
式
の
法
令
集
が
存
在
し
た
、
と
い
う
見
方

　
は
直
ち
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。

③
曹
旅
寧
二
〇
〇
四
b
は
恵
帝
の
誰
「
盈
」
が
二
年
律
令
に
見
え
る
こ
と
に
拘
り
、

　
全
体
が
恵
帝
元
年
よ
り
前
の
成
書
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
呂
后
以
降
の
条

　
文
と
さ
れ
る
も
の
を
逐
～
検
討
し
、
す
べ
て
が
実
際
は
高
祖
時
期
の
も
の
で
あ
る

　
と
論
ず
る
。
し
か
し
そ
の
「
論
証
」
は
、
呂
盾
の
父
に
「
呂
宣
王
」
の
尊
称
が
与

　
え
ら
れ
た
の
は
彼
が
死
亡
し
た
高
祖
四
年
時
点
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
と
矛
盾
す
る

　
『
漢
書
睡
の
記
事
を
改
窟
さ
れ
た
も
の
と
す
る
な
ど
、
従
い
か
ね
る
点
が
多
い
。

④
以
下
睡
虎
地
書
簡
の
釈
文
・
簡
番
号
は
睡
虎
地
建
簡
整
理
小
組
一
九
九
〇
の
そ

　
れ
に
従
い
、
「
忌
事
十
八
種
」
「
亭
亭
雑
抄
」
「
法
律
答
心
し
「
封
診
式
」
と
い
う
各

　
標
題
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ま
と
ま
り
の
な
か
で
の
通
し
番
号
を
振
っ
た
。

⑤
都
官
に
つ
い
て
は
近
年
高
村
武
幸
二
〇
〇
五
が
出
た
。

⑥
法
令
皆
調
。
置
一
鶴
天
子
之
殿
中
、
為
法
令
為
禁
室
、
有
漢
鎗
為
禁
男
以
封
之
、

　
内
蔵
法
令
。
一
触
禁
室
中
、
封
以
禁
印
。
有
捜
発
禁
室
印
、
及
入
土
室
視
準
法
令
、

　
及
禁
翔
一
掌
以
上
、
罪
皆
死
不
赦
。
一
歳
受
法
令
以
禁
令
。
（
噸
商
触
書
』
組
分
篇

　
諸
本
は
「
以
禁
令
」
を
至
難
と
す
る
が
、
蒋
礼
鴻
噸
商
量
書
錐
指
睡
に
従
い
補
っ

　
た
。
）

⑦
フ
ル
ス
ウ
三
九
八
五
は
「
尉
」
が
廷
尉
と
は
限
ら
ず
、
「
都
尉
」
「
国
尉
」
な

　
ど
の
職
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
、
「
御
史
」
も
申
央
の
御
史
大
夫
で
は
な
く
、

　
監
御
史
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
す
る
［
九
〇
頁
］
。

⑧
森
谷
一
樹
二
〇
〇
四
は
、
二
年
律
令
の
門
秩
律
」
を
分
析
し
、
そ
こ
に
見
え
る

　
県
名
・
富
職
名
が
県
の
新
設
や
秩
禄
の
変
更
に
応
じ
て
適
窟
挿
入
さ
れ
、
現
在

　
我
々
が
陰
隠
し
て
い
る
姿
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
の
追
加
の
さ
れ
方
は
様
々
で
、
～

　
定
の
原
則
に
沿
っ
て
厳
格
に
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
を
想
定
す
る
。

⑨
地
方
官
府
の
役
人
が
自
発
的
に
誰
を
代
字
に
書
き
換
え
る
こ
と
は
、
ま
ず
な
か

　
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
二
年
律
令
に
は
「
盈
」
字
（
恵
帝
劉
盈
の
緯
）
が

　
国
見
す
る
も
の
の
、
居
曲
漢
簡
や
上
孫
家
塞
簡
に
見
え
る
後
代
の
法
文
で
は

　
門
内
」
字
が
専
ら
用
い
ら
れ
・
て
お
り
、
法
文
の
用
宇
法
に
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
が

　
見
て
と
れ
る
。
た
だ
し
、
新
皇
帝
の
即
位
と
と
も
に
避
誰
が
即
座
に
徹
底
さ
れ
、

　
か
つ
そ
れ
が
公
文
書
に
限
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
次
元
で
の
害
写
に
及
ん
だ
も
の
と
は

　
考
え
に
く
く
、
長
い
時
間
的
な
幅
を
お
い
て
用
字
が
改
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
た
と
え
ば
膝
組
地
秦
墓
の
主
で
あ
る
「
喜
」
な
る
入
物
は
、
秦
王
政
の
三
年
に

　
導
入
と
な
っ
て
お
り
、
彼
の
墓
か
ら
出
土
し
た
数
々
の
竹
簡
も
、
秦
王
政
、
の
ち

　
の
始
皇
帝
の
時
代
に
害
写
さ
れ
た
も
の
と
思
し
い
。
け
れ
ど
も
そ
こ
に
は
い
く
つ

　
か
の
「
政
」
門
出
」
字
が
見
え
て
お
り
、
法
文
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
（
秦
律
十

　
八
種
1
3
）
。
睡
虎
地
補
翼
に
見
え
る
「
里
典
」
と
い
う
職
名
は
、
従
来
「
里
正
」

　
な
る
職
名
が
避
誰
の
た
め
に
改
め
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
誤
り

　
で
、
「
里
」
や
「
田
」
に
正
・
典
と
呼
ば
れ
る
役
職
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
、

　
二
年
律
令
よ
り
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
な
っ
て
い
る
［
三
国
時
代
二
〇
〇
五
、
三
六

　
頁
］
。
対
象
を
法
文
や
公
文
書
に
限
ら
な
け
れ
ば
、
居
延
・
敦
燈
簡
に
も
「
盈
」

　
字
が
見
え
て
お
り
、
民
聞
に
お
い
て
印
璽
が
意
図
し
て
避
け
ら
れ
て
い
た
様
に
は

　
見
え
な
い
。

　
　
現
在
、
我
々
が
目
に
す
る
出
土
文
字
資
料
の
書
き
手
は
、
多
く
が
地
方
官
府
の

　
小
吏
層
に
属
す
る
者
で
あ
ろ
う
が
、
帝
誰
を
避
け
る
べ
し
、
と
い
う
発
想
は
彼
ら

　
の
念
頭
に
は
な
く
、
結
果
と
し
て
誰
字
が
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
彼
ら
が

　
複
写
し
た
元
の
文
書
が
よ
り
高
い
次
元
に
お
い
て
書
写
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
こ
に

　
お
い
て
誰
が
避
け
ら
れ
て
い
た
の
か
、
さ
も
な
く
ば
誰
字
を
避
け
る
べ
く
新
た
に
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創
ら
れ
た
用
字
法
が
轡
写
年
代
ま
で
に
定
着
し
て
い
た
、
と
い
う
理
由
に
因
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
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二
　
諸
侯
王
対
策

　
文
帝
期
の
政
治
課
題
と
し
て
は
、
ま
ず
諸
侯
王
対
策
を
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
文
帝
六
年
（
前
一
七
四
）
に
な
さ
れ
た
と
い
う
質
誼
の
上
言

に
お
い
て
も
、
将
来
予
想
さ
れ
る
同
姓
諸
侯
王
の
脅
威
が
「
為
に
痛
嬰
す
べ
き
」
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
対
策
と
し
て
質
誼
は
、
一
つ
一

つ
の
王
国
を
細
分
化
し
て
勢
力
を
殺
ぐ
こ
と
を
提
案
し
、
文
質
の
施
策
は
そ
れ
に
沿
っ
て
実
行
さ
れ
た
。

　
呂
后
が
世
を
去
り
、
呂
氏
勢
力
が
粛
清
さ
れ
た
後
、
複
数
の
候
補
の
中
か
ら
代
王
劉
恒
が
迎
え
ら
れ
て
皇
帝
の
座
に
就
い
た
。
こ
う
し
て
即

位
し
た
文
帝
は
、
同
姓
諸
侯
王
を
初
め
と
す
る
劉
氏
一
族
へ
の
処
遇
に
神
経
を
使
い
続
け
た
。
呂
氏
排
除
に
功
が
あ
り
、
呂
后
な
き
後
の
皇
帝

候
補
に
も
挙
げ
ら
れ
た
箪
食
に
は
特
別
に
配
慮
し
、
呂
后
に
よ
り
削
ら
れ
て
い
た
封
地
を
元
年
に
は
再
び
斉
王
に
与
え
、
王
弟
の
棄
児
・
劉
興

居
を
そ
れ
ぞ
れ
朱
虚
侯
（
の
ち
城
陽
王
）
・
東
牟
侯
（
同
済
北
王
）
と
し
て
い
る
。
だ
が
信
管
や
糞
壷
居
へ
の
愚
草
は
低
く
抑
え
ら
れ
、
翌
二
年

に
は
文
華
の
子
が
代
・
太
原
・
梁
に
封
じ
ら
れ
た
。
こ
の
年
に
は
諸
侯
王
の
発
兵
権
を
規
心
す
べ
く
、
銅
管
符
・
竹
使
符
の
制
度
も
導
入
さ
れ

る
。
不
満
を
抱
い
た
劉
興
居
は
三
年
に
兵
を
挙
げ
た
も
の
の
、
鎮
定
さ
れ
た
。
か
つ
て
は
皇
帝
候
補
に
挙
げ
ら
れ
た
涯
南
王
位
長
も
文
帝
六
年

に
謀
反
し
た
が
、
事
前
に
発
覚
し
て
蜀
に
遷
さ
れ
、
そ
の
途
上
で
自
ら
食
を
断
っ
て
死
ん
だ
。
そ
の
後
、
済
工
具
の
故
地
に
は
興
居
の
兄
弟
十

人
が
列
侯
と
し
て
置
か
れ
、
准
南
王
の
旧
領
で
は
里
長
の
四
子
が
列
侯
と
さ
れ
た
が
、
漢
の
直
轄
と
な
っ
た
故
地
も
多
か
っ
た
。
五
帝
十
二
年

に
斉
の
城
陽
王
喜
が
潅
南
に
徒
さ
れ
、
王
と
な
っ
た
も
の
の
、
十
六
年
に
は
再
び
城
陽
王
に
戻
り
、
侯
で
あ
っ
た
隠
里
の
子
の
う
ち
、
三
人
が

旧
領
土
を
三
分
す
る
か
た
ち
で
王
と
さ
れ
た
。
一
方
の
斉
で
は
、
十
五
年
に
斉
王
則
が
没
す
る
と
、
後
嗣
が
い
な
か
っ
た
た
め
一
旦
そ
の
領
土

は
漢
に
編
入
さ
れ
、
十
六
年
に
な
っ
て
、
先
に
侯
と
さ
れ
た
者
十
人
の
う
ち
六
人
が
王
と
さ
れ
、
か
つ
て
の
発
船
の
故
地
は
、
城
陽
王
の
そ
れ

と
あ
わ
せ
て
七
つ
の
王
国
に
分
割
さ
れ
た
。

　
こ
う
し
て
王
国
の
領
域
は
細
分
化
さ
れ
た
。
だ
が
諸
侯
王
た
ち
の
弱
体
化
を
図
る
な
ら
、
王
国
領
の
削
減
に
ま
で
踏
み
切
ら
ね
ば
意
味
が
な
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い
。
続
く
景
帝
の
と
き
晃
錯
の
献
策
が
容
れ
ら
れ
、
王
国
領
の
削
減
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
諸
侯
王
孫
の
反
発
が
呉
楚
七
国
の
乱
（
二
一

五
四
）
へ
と
繋
が
っ
て
ゆ
く
。

　
以
上
は
鎌
田
重
雄
一
九
六
二
に
拠
り
つ
つ
、
文
上
期
の
諸
侯
王
対
策
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
心
宿
七
国
の
乱
で
の
勝
利
の
後
、
亡
朝
側

は
諸
侯
王
の
権
限
を
強
く
規
制
す
る
よ
う
に
な
り
、
武
帝
の
と
き
に
ほ
ぼ
全
土
が
直
轄
化
さ
れ
、
漢
の
中
央
集
権
的
な
体
制
が
で
き
あ
が
っ
た
。

こ
う
し
た
歴
史
を
後
代
の
目
か
ら
眺
め
れ
ば
、
あ
た
か
も
高
祖
よ
り
武
闘
に
至
る
ま
で
の
歴
代
皇
帝
が
、
東
方
の
諸
侯
歴
た
ち
か
ら
の
脅
威
を

絶
え
ず
意
識
し
、
そ
の
脅
威
を
除
き
去
る
究
極
の
体
制
と
し
て
、
全
土
の
直
轄
支
配
を
目
標
に
据
え
、
そ
れ
に
向
け
て
一
歩
一
歩
前
進
し
て
い

っ
た
よ
う
に
も
映
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
結
果
論
で
あ
っ
て
、
果
た
し
て
漢
朝
に
よ
る
諸
侯
王
書
損
策
の
行
き
着
く
先
が
、
全
土
の
実
質
的
な

直
轄
統
治
で
あ
っ
た
と
は
直
ち
に
断
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
杉
村
伸
二
二
〇
〇
五
は
高
祖
以
来
の
い
わ
ゆ
る
「
郡
国
綱
」
の
歴
史
を
再
検
討

し
、
そ
れ
は
建
国
当
初
に
や
む
を
得
ず
選
択
さ
れ
た
体
制
で
は
な
く
、
む
し
ろ
広
大
な
領
域
を
統
治
す
る
の
に
は
妥
当
な
統
治
方
法
で
あ
っ
た

こ
と
、
文
帝
の
時
に
も
王
国
に
対
す
る
優
遇
措
置
が
一
貫
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
を
指
摘
し
、
あ
く
ま
で
文
帝
は
高
祖
以
来
続
く
郡
国
制

の
維
持
を
目
指
し
て
い
た
も
の
と
す
る
。

　
杉
村
二
〇
〇
五
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
文
帝
の
施
策
は
抑
損
一
辺
倒
で
は
な
く
、
一
旦
直
轄
地
と
な
っ
て
い
た
領
域
を
王
国
に
戻
し
、
侯
と

し
て
封
建
し
た
者
を
王
に
昇
格
さ
せ
た
り
、
あ
る
い
は
王
に
よ
る
反
乱
・
謀
反
の
後
に
、
宗
室
成
員
へ
の
税
制
・
法
制
上
の
優
遇
策
を
打
ち
出

し
た
り
、
と
、
諸
侯
王
に
対
す
る
配
慮
を
忘
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
配
慮
が
王
国
の
存
在
自
体
は
維
持
し
よ
う
と
す
る
意
図
か
ら
生

ま
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
単
な
る
懐
柔
策
、
す
な
わ
ち
急
激
な
直
轄
化
へ
の
反
発
を
和
ら
げ
る
べ
く
周
到
に
実
施
さ
れ
た
の
か
は
、
定
か
で
な

い
。
劉
興
居
や
劉
長
の
動
き
に
呼
応
し
て
兵
を
挙
げ
る
諸
侯
王
た
ち
が
い
な
か
っ
た
の
も
、
こ
の
懐
柔
策
が
奏
功
し
た
も
の
と
見
な
し
得
る
。

潅
南
に
再
び
王
を
置
い
た
と
き
の
次
の
逸
話
は
、
砂
留
が
直
轄
化
へ
の
反
応
に
神
経
を
尖
ら
せ
て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

　
　
孝
文
十
二
年
、
民
　
歌
を
作
り
潅
南
三
王
（
劉
長
）
を
歌
う
有
り
て
曰
く
＝
尺
の
布
、
尚
お
縫
う
べ
し
。
一
斗
の
粟
、
尚
お
潔
く
べ
し
。
兄
弟
二
人
相

　
　
い
諮
る
る
あ
た
わ
ず
」
と
。
上
こ
れ
を
聞
き
、
乃
ち
歎
き
て
厭
く
「
尭
舜
骨
肉
を
放
逐
し
、
周
公
管
察
を
殺
し
，
天
下
聖
と
称
す
。
何
と
な
れ
ば
、
私
を
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「二年律令」研究の射程（宮宅）

以
て
公
を
害
せ
ざ
れ
ば
な
り
。
天
下
量
に
我
を
以
て
潅
南
王
の
地
を
貧
る
と
為
さ
ん
や
」
と
。
乃
ち
城
陽
王
を
弔
し
て
准
南
の
故
地
に
王
た
ら
し
め
，

し
て
追
尊
し
て
涯
南
王
に
識
し
属
王
と
な
し
，
園
を
置
く
こ
と
復
た
諸
侯
の
儀
の
如
く
す
。
（
『
史
記
』
涯
南
王
列
伝
）

而

結
局
、
文
帝
の
思
惑
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。

　
二
年
律
令
の
公
表
後
、
そ
れ
を
利
用
し
た
諸
侯
王
研
究
が
い
く
つ
か
現
れ
た
。
ま
ず
減
知
非
二
〇
〇
三
は
、
条
文
か
ら
見
て
取
れ
る
漢
朝
と

諸
侯
王
国
と
の
関
係
と
し
て
、
以
下
の
四
点
を
挙
げ
る
。

　
第
～
に
、
津
関
令
で
事
細
か
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
お
り
へ
錠
中
の
馬
を
関
外
に
持
ち
出
す
こ
と
は
禁
止
、
な
い
し
は
厳
し
く
制
限
さ
れ
て

い
た
。
都
長
安
の
あ
る
潤
水
盆
地
、
さ
ら
に
は
巴
蜀
の
地
の
東
側
に
沿
っ
て
、
臨
晋
関
・
岸
谷
関
・
武
関
・
鄭
関
・
衝
動
と
い
っ
た
関
所
が
配

置
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
西
側
、
す
な
わ
ち
関
中
で
私
的
に
馬
を
購
入
し
た
者
が
、
そ
れ
を
関
外
に
持
ち
出
す
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
関
外

に
あ
る
漢
朝
直
轄
の
郡
県
が
公
用
馬
を
購
入
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
は
然
る
べ
き
手
続
き
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

東
方
に
配
置
さ
れ
た
諸
侯
王
国
に
は
、
原
則
と
し
て
上
中
で
の
馬
購
入
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
特
例
と
し
て
王
国
の
者
に
購
入
を
許
し

た
条
文
が
、
逆
に
厳
し
い
規
制
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
。
馬
の
通
関
規
制
に
関
し
て
は
仁
慈
二
〇
〇
三
が
詳
細
に
論
じ
て
お
り
、
氏
も
こ
れ

を
諸
侯
王
抑
損
策
の
一
環
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

　
第
二
に
、
関
中
の
人
口
が
諸
侯
王
国
に
流
れ
出
す
こ
と
に
も
防
止
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
諸
侯
か
ら
や
っ
て
来
て
関
中
の
民
を
誘
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
、
あ
る
い
は
逃
亡
し
て
諸
侯
王
国
に
行
く
こ
と
は
処
罰
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
。

　
第
三
に
、
関
を
越
え
て
黄
金
を
持
ち
出
す
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
（
二
年
律
令
娚
）
。

　
第
四
の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
二
年
律
令
の
条
文
を
挙
げ
て
お
く
。

以
城
邑
亭
障
下
降
諸
侯
、
謡
講
乗
城
亭
障
、
諸
侯
人
来
攻
盗
、
不
堅
守
而
棄
虫
之
若
降
之
、
及
謀
反
者
、
皆
／
真
情
。
其
父
母
・
妻
子
・
同
産
、
無
少
長

二
恩
市
。
其
坐
謀
反
者
、
立
偏
捕
、
若
先
二
度
、
皆
除
地
逆
罪
。
（
二
年
律
令
1
～
2
　
「
／
」
は
一
簡
に
書
か
れ
た
内
容
の
切
れ
目
を
示
す
）

　
城
邑
や
墨
壷
ご
と
裏
切
っ
て
諸
侯
に
投
降
し
た
者
、
及
び
城
・
亭
障
で
防
備
に
あ
た
り
、
諸
侯
国
の
人
間
が
や
っ
て
き
て
略
奪
を
働
い
た
と
き
、
整
守
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せ
ず
し
て
城
・
亭
障
を
放
棄
し
た
り
、
も
し
く
は
投
降
し
た
者
、
及
び
謀
反
し
た
者
は
、
い
ず
れ
も
要
斬
。
そ
の
父
母
・
妻
子
・
同
産
は
、
年
齢
に
関

　
わ
り
な
く
い
ず
れ
も
質
草
。
謀
反
の
罪
に
問
わ
れ
る
者
が
、
相
当
な
数
の
者
を
捕
ら
え
た
り
、
も
し
く
は
先
に
官
吏
に
告
発
し
た
ら
、
い
ず
れ
も
罪
を

　
免
除
す
る
。

捕
従
諸
侯
来
為
間
者
一
人
、
操
（
拝
）
爵
｝
級
、
有
（
又
）
購
二
万
銭
。
…
（
後
略
）
…
（
二
年
律
令
励
）

　
諸
侯
国
か
ら
や
っ
て
来
て
ス
パ
イ
行
為
を
働
く
者
一
人
を
捕
ら
え
れ
ば
、
爵
一
級
を
授
与
し
、
さ
ら
に
工
万
銭
を
賞
金
と
し
て
与
え
る
。
…
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右
の
一
～
2
簡
に
拠
っ
て
減
氏
は
、
当
時
漢
朝
と
諸
侯
王
国
と
の
境
界
線
上
に
は
「
城
邑
亭
障
」
の
よ
う
な
軍
事
施
設
が
配
置
さ
れ
て
お
り
、

境
界
を
監
視
す
べ
く
軍
隊
が
常
駐
し
て
い
た
と
す
る
。
さ
ら
に
氏
は
、
諸
侯
王
国
と
漢
朝
と
の
摩
擦
が
時
と
し
て
非
常
に
激
化
し
、
漢
朝
の
民

が
諸
侯
王
国
に
整
理
す
る
こ
と
は
敵
に
降
る
の
と
同
じ
で
あ
っ
た
、
と
も
い
う
。
馬
の
出
関
を
規
制
し
、
戸
口
の
流
出
に
神
経
を
尖
ら
せ
る
の

も
、
こ
う
し
た
状
況
を
背
景
と
し
て
お
り
、
呉
隠
妻
国
の
乱
以
前
に
お
い
て
は
、
異
朝
と
諸
侯
王
国
と
の
関
係
は
国
と
国
と
の
関
係
に
等
し
か

っ
た
、
と
結
論
す
る
。

　
陳
蘇
鎮
二
〇
〇
四
も
諸
侯
王
国
に
つ
い
て
取
り
あ
げ
る
。
陳
氏
は
主
に
王
国
内
の
制
度
に
検
討
を
加
え
、
官
制
・
法
律
、
さ
ら
に
は
司
法
に

お
い
て
、
王
国
に
自
由
裁
量
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
二
年
律
令
の
「
秩
律
」
と
さ
れ
る
条
文
に
は

「
夢
中
大
夫
令
」
「
漢
郎
中
」
な
る
官
職
名
が
見
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
漢
」
朝
の
そ
れ
に
対
し
て
王
国
の
「
中
大
夫
令
」
「
郎
中
」
が
存
在

し
た
も
の
の
、
そ
の
秩
禄
は
漢
朝
の
律
令
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
二
年
律
令
に
は
裁
判
手
続
き
を
め
ぐ
る

規
定
が
い
く
つ
か
現
れ
る
が
、
そ
こ
に
王
国
で
の
裁
判
へ
の
言
及
は
な
い
。
張
家
山
か
ら
出
土
し
た
裁
判
記
録
《
奏
講
書
》
に
お
い
て
も
、
重

大
な
、
あ
る
い
は
疑
義
の
あ
る
裁
判
案
件
に
つ
い
て
上
級
機
関
に
報
告
し
て
い
る
の
は
、
す
べ
て
漢
朝
直
轄
地
域
の
郡
県
で
あ
る
。
さ
ら
に
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

国
の
民
を
漢
朝
が
裁
い
た
例
は
、
聖
帝
時
代
ま
で
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
。
こ
れ
ら
に
拠
り
差
湯
は
、
重
要
な
官
職
や
漢
朝
に
対
す
る
犯
罪
に

関
し
て
は
王
国
も
漢
朝
の
律
令
に
従
っ
た
も
の
の
、
千
石
以
下
の
官
僚
の
秩
禄
や
王
国
の
一
般
事
務
に
つ
い
て
は
独
自
に
規
定
が
定
め
ら
れ
、

裁
判
に
お
い
て
も
最
終
的
な
決
定
権
は
王
の
手
中
に
あ
っ
た
、
と
し
て
い
る
。
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さ
て
、
論
証
の
細
部
は
さ
て
お
き
、
両
氏
の
所
論
、
と
り
わ
け
減
量
の
そ
れ
に
接
し
て
感
じ
ら
れ
る
違
和
感
は
、
王
国
の
独
立
性
を
強
調
す

る
こ
と
か
ら
進
ん
で
、
町
道
と
王
国
と
の
間
に
不
断
の
緊
張
関
係
が
あ
っ
た
と
断
ず
る
に
至
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
確
か
に
同
姓
諸
侯
王
が
持

つ
潜
在
的
な
脅
威
は
文
豆
期
に
も
漢
朝
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
実
際
に
反
乱
も
起
こ
っ
た
。
け
れ
ど
も
両
者
の
間
に
軍
事
施
設
が
配
置

さ
れ
、
王
国
を
仮
想
敵
と
す
る
体
制
が
整
え
ら
れ
て
い
た
、
と
ま
で
は
見
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。

　
二
面
が
依
拠
す
る
条
文
（
二
年
律
令
1
～
2
、
励
　
前
掲
）
に
見
え
る
「
諸
侯
」
に
つ
い
て
は
、
実
の
と
こ
ろ
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
。
山
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

勝
芳
二
〇
〇
二
は
こ
の
条
文
を
、
諸
侯
国
と
の
戦
争
が
日
常
で
あ
っ
た
時
代
、
す
な
わ
ち
戦
国
秦
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。
こ
れ

に
対
し
、
多
く
の
論
者
が
こ
れ
を
漢
代
の
条
文
と
し
、
「
諸
侯
」
も
漢
の
諸
侯
王
を
指
す
も
の
と
す
る
（
日
文
で
は
飯
田
祥
子
二
〇
〇
四
）
。
た
だ

し
論
者
に
よ
っ
て
微
妙
な
ズ
レ
が
あ
り
、
陳
二
〇
〇
四
は
二
年
律
令
の
「
二
年
」
を
高
祖
二
年
と
し
た
上
で
、
そ
こ
に
現
れ
る
「
諸
侯
」
と
は

楚
漢
抗
争
期
の
、
項
羽
側
の
諸
侯
を
指
す
も
の
と
見
て
い
る
。

　
前
章
で
述
べ
た
と
お
り
、
二
年
律
令
に
は
す
で
に
無
効
と
な
っ
た
条
文
が
含
ま
れ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
「
諸
侯
」
が
指
す
内
容
は
、
楚

漢
抗
争
期
に
項
羽
が
封
建
し
た
諸
侯
↓
劉
邦
が
封
建
し
た
異
姓
諸
侯
↓
同
姓
諸
侯
、
と
、
高
祖
即
位
以
降
に
は
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
て
お
り
、

こ
の
条
文
が
い
ず
れ
の
段
階
の
「
諸
侯
」
を
対
象
と
し
た
も
の
な
の
か
は
、
定
か
で
な
い
。
境
界
に
軍
事
施
設
が
配
置
さ
れ
た
状
況
を
、
亡
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

期
の
、
同
姓
諸
侯
王
の
時
代
に
ま
で
無
条
件
に
当
て
は
め
て
は
な
る
ま
い
。

　
一
方
、
馬
の
出
過
規
制
を
定
め
た
津
関
令
は
そ
の
制
定
が
呂
后
期
ま
で
降
る
。
こ
れ
が
政
治
的
、
軍
事
的
な
意
味
を
持
つ
諸
侯
王
対
策
で
あ

る
こ
と
は
疑
い
な
い
の
で
、
同
姓
諸
侯
王
を
封
建
し
た
後
も
諸
侯
王
覇
損
策
は
確
か
に
継
続
し
て
い
た
。
費
誼
も
諸
侯
王
対
策
と
し
て
馬
の
出

関
規
制
を
口
に
す
る
。

諸
侯
に
游
宙
す
る
を
禁
じ
及
び
馬
を
関
よ
り
出
だ
す
を
得
る
無
か
ら
し
む
所
謂
の
者
は
、
豊
に
諸
侯
衆
を
得
れ
ば
則
ち
権
益
ま
す
重
く
、
其
の
国
車
騎
を

衆
く
せ
ば
則
ち
力
益
ま
す
多
し
と
日
わ
ざ
ら
ん
、
故
に
明
ら
か
に
こ
れ
が
法
を
為
り
、
諸
侯
に
資
す
る
こ
と
な
か
ら
ん
と
す
。
臣
の
計
に
於
い
て
は
、
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
な
は
　
　
　
　
　
　
⑤

東
を
疏
ん
じ
、
諸
侯
を
淫
し
、
一
家
に
似
し
め
ざ
る
者
は
、
こ
れ
よ
り
精
だ
し
き
は
な
し
。
山
豆
に
地
制
を
一
定
せ
ば
、
諸
侯
の
民
を
し
て
人
ご
と
に
二

57　（57）



馬
に
壊
せ
し
む
る
も
以
て
患
と
為
す
に
足
ら
ず
、
益
す
に
万
夫
を
以
て
す
る
も
以
て
害
と
為
す
に
足
ら
ざ
る
に
若
か
ん
や
。
（
『
新
書
騙
壼
通
）

諸
侯
王
の
強
大
化
を
恐
れ
て
人
や
馬
の
流
出
を
禁
じ
て
い
る
の
が
現
状
だ
が
、
む
し
ろ
「
地
響
を
一
定
」
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
自
ら
の
提
言
に

従
っ
て
諸
侯
王
国
の
領
域
を
細
分
化
す
れ
ば
、
人
馬
の
移
動
を
規
制
せ
ず
と
も
漢
朝
は
安
泰
で
あ
る
、
と
貰
誼
は
言
う
。
文
學
の
時
に
も
依
然

と
し
て
出
関
規
制
が
な
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
明
ら
か
に
諸
侯
丁
霊
悪
策
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
だ
が
こ
の
規
制
は
諸
侯
王
対
策
の
み
な
ら
ず
、
熱
奴
対
策
の
一
環
で
も
あ
っ
た
。
国
初
に
お
け
る
馬
不
足
の
な
か
歩
兵
中
心
で
臨
ん
だ
旬
奴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
の
戦
い
で
、
高
祖
は
白
登
山
に
お
い
て
包
囲
さ
れ
、
大
敗
を
喫
し
た
。
こ
う
し
た
教
訓
が
馬
匹
の
重
要
性
を
改
め
て
認
識
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
。

馬
と
弩
の
出
関
規
制
、
い
わ
ゆ
る
「
馬
弩
関
」
に
つ
い
て
論
じ
た
紙
屋
正
和
　
九
七
八
も
、
そ
れ
が
諸
侯
王
対
策
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
一

方
で
、
対
旬
奴
戦
用
の
軍
馬
を
確
保
す
る
措
置
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
言
及
す
る
。

　
二
年
律
令
に
よ
る
と
、
馬
の
出
関
が
規
制
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
購
入
に
際
し
て
も
一
定
の
手
続
き
が
必
要
と
さ
れ
た
。
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十
五
。
相
国
、
御
史
請
郎
山
家
在
関
外
、
騎
馬
節
（
即
）
死
、
得
買
田
隈
中
人
～
匹
以
補
。
郎
申
為
致
告
買
所
県
道
、
県
道
官
聴
、
黒
質
〈
致
〉
告
居
県
。

受
数
而
籍
書
／
馬
職
（
識
）
物
、
歯
、
高
、
上
郎
中
。
節
（
即
）
帰
休
、
器
（
篠
）
使
、
戦
中
為
伝
、
出
津
関
。
馬
丁
、
死
所
県
道
官
軸
上
。
其
詐

（
詐
）
貿
易
田
園
彙
報
、
皆
以
詐
（
詐
）
偽
出
馬
早
計
。
其
／
不
紫
電
暴
馬
老
病
不
可
用
、
立
言
郎
中
、
郎
中
謹
製
、
認
証
告
関
中
県
道
官
、
二
更
買
。

爵
制
日
、
可
。
（
二
年
律
令
鵬
～
獅
）

　
十
五
。
相
国
、
御
史
が
申
請
い
た
し
ま
す
、
「
郎
騎
の
う
ち
家
が
関
外
に
あ
る
者
は
、
騎
馬
が
も
し
死
ん
だ
な
ら
、
馬
を
劇
中
で
一
人
に
～
匹
を
買
っ

　
て
補
う
こ
と
が
で
き
る
。
郎
中
は
証
明
書
を
作
成
し
て
馬
を
買
う
所
の
県
道
に
報
告
し
、
県
道
の
官
は
そ
れ
を
受
理
し
、
証
明
書
を
作
成
し
、
居
住
し

　
て
い
る
県
に
報
告
す
る
。
名
籍
を
受
け
て
、
馬
の
識
物
・
年
齢
・
高
さ
を
記
録
し
て
、
郎
申
に
報
告
す
る
。
も
し
帰
休
、
径
越
す
る
と
き
に
は
、
郎
中

　
が
伝
を
作
成
し
、
津
関
か
ら
出
さ
せ
る
。
馬
が
死
ね
ば
、
死
ん
だ
所
の
県
道
官
は
検
分
し
て
報
告
す
る
。
詐
っ
て
馬
を
売
買
す
る
か
偽
っ
て
検
分
し
た

　
な
ら
ば
、
い
ず
れ
も
「
詐
偽
出
馬
令
」
に
よ
っ
て
論
断
す
る
。
…
…
を
得
ら
れ
な
い
、
及
び
馬
が
老
病
で
使
用
で
き
な
い
な
ら
ば
、
郎
中
に
自
言
し
、

　
郎
申
は
査
察
し
て
、
文
書
を
作
成
し
関
中
の
県
道
富
に
報
告
し
、
売
っ
て
あ
ら
た
め
て
買
う
」
と
。
愚
制
す
る
。
「
可
。
」
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関
外
に
家
の
あ
る
郎
騎
が
休
暇
や
出
張
で
出
関
す
る
際
に
は
、
伝
（
通
行
証
）
が
発
給
さ
れ
、
関
外
に
つ
れ
て
出
た
馬
は
必
ず
再
入
関
せ
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
郎
騎
が
関
中
で
馬
を
買
う
こ
と
自
体
に
ま
ず
認
可
が
必
要
で
、
そ
の
際
に
は
証
明
書
（
「
致
」
）
が
発
行
さ
れ
、

購
入
先
の
県
に
送
ら
れ
て
い
る
。
津
関
門
の
条
文
ゆ
え
、
関
の
塩
入
に
か
か
わ
る
規
定
が
多
い
が
、
馬
に
対
し
て
は
出
関
統
制
だ
け
で
な
く
、

販
売
統
制
が
か
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
「
馬
価
託
過
丁
令
…
－
馬
の
価
格
が
標
準
価
格
を
超
過
し
て
い
た
場
合
の
令
…
1
」
な
る

称
謂
も
見
え
（
二
年
律
令
枷
）
、
そ
の
価
格
も
統
制
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
統
制
は
官
署
の
流
出
や
綿
価
の
高
騰
を
警
戒
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
王
圏
へ
の
馬
匹
流
出
防
止
よ
り
も
、
直
中
に
お
け
る
軍
馬
の
確
保
と
い
う
目
的
と
、
よ
り
直
接
的
に
繋
が
っ
て
い
る
。

　
そ
し
て
な
に
よ
り
も
、
こ
う
し
た
規
制
、
さ
ら
に
は
関
所
自
体
が
文
帝
十
二
年
（
前
一
六
八
）
に
撤
廃
さ
れ
た
こ
と
を
想
起
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。

　
　
（
文
帝
十
二
年
）
三
月
、
関
を
除
き
、
伝
を
用
い
る
こ
と
な
か
ら
し
む
。
（
欄
漢
書
』
文
帝
紀
）

こ
こ
で
は
馬
の
南
関
規
制
に
は
言
及
さ
れ
な
い
が
、
景
帝
四
年
（
前
一
五
三
）
に
再
び
関
が
置
か
れ
た
後
、
中
四
年
（
前
一
四
六
）
に
、

　
　
御
史
大
夫
縮
　
奏
し
て
馬
の
高
さ
五
尺
九
寸
以
上
、
歯
未
だ
平
ら
か
な
ら
ざ
る
を
禁
じ
て
、
関
よ
り
出
だ
す
を
得
ざ
ら
し
む
。
（
『
漢
書
』
景
帝
紀
）

と
、
改
め
て
馬
の
出
関
規
制
が
提
案
さ
れ
て
お
り
、
津
政
令
に
見
え
る
規
制
が
、
文
題
に
よ
る
「
除
関
」
の
際
に
同
時
に
廃
止
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
示
す
。
わ
ず
か
二
十
年
ほ
ど
で
あ
る
が
、
東
方
に
多
く
の
諸
侯
王
国
が
健
在
で
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
間
に
は
馬
の
出
車
に
対
し

て
何
の
規
湖
も
講
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
大
庭
脩
～
九
五
四
は
文
帝
に
よ
る
関
所
の
廃
止
を
、
秦
の
「
苛
法
」
を
除
く
緩
和
策
の
一
環
と
し
て
捉
え
る
。
ま
た
紙
屋
一
九
七
八
は
、
す

べ
て
の
関
が
廃
止
さ
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
そ
れ
が
流
通
・
移
動
の
活
性
化
を
意
図
し
た
商
業
振
興
策
で
あ
っ
た
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

る
。
確
か
に
『
史
記
』
貨
殖
列
伝
は
「
開
関
梁
」
が
商
業
の
興
隆
を
生
ん
だ
と
い
う
。
け
れ
ど
も
、
意
図
し
た
か
否
か
は
さ
て
お
き
、
こ
の
施

策
が
諸
侯
王
国
に
対
す
る
警
戒
の
緩
和
と
な
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
夕
餉
七
宝
の
乱
の
翌
年
春
、
早
速
関
所
が
組
置
さ
れ
て
い
る
事
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

が
そ
の
こ
と
を
物
語
る
。
晃
錯
も
文
帝
の
除
関
を
、
諸
侯
に
よ
そ
よ
そ
し
く
な
い
態
度
を
示
し
た
も
の
だ
、
と
称
揚
す
る
。
文
事
十
二
年
の
時
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点
に
お
い
て
、
文
帝
の
念
頭
に
は
諸
侯
景
観
損
策
を
更
に
進
め
る
意
図
は
な
く
、
他
の
課
題
が
優
先
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ち
ょ
う
ど
こ
の
年
に
貰
誼
が
世
を
去
り
、
の
ち
十
六
年
に
斉
を
六
分
割
し
て
以
降
、
文
帝
は
新
た
な
諸
侯
王
対
策
を
行
わ
な
か
っ
た
。

　
二
年
律
令
は
器
楽
か
ら
諸
侯
王
国
へ
向
か
う
人
や
物
資
へ
の
規
制
に
つ
い
て
詳
細
を
語
り
、
諸
侯
王
国
に
独
自
の
統
治
が
認
め
ら
れ
て
い
た

こ
と
を
示
す
。
こ
う
し
た
体
制
の
下
、
平
倉
と
王
国
と
の
間
に
は
確
か
に
一
定
の
緊
張
関
係
が
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ
が
、
諸
侯
王
一
わ

け
て
も
同
姓
の
そ
れ
一
に
対
し
て
漢
朝
が
あ
か
ら
さ
ま
に
防
備
を
設
け
る
次
元
に
ま
で
至
っ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
に
は
確
か
な
論
拠

が
な
い
。
か
つ
緊
張
関
係
が
存
在
し
た
こ
と
で
も
っ
て
、
直
ち
に
直
轄
化
が
至
上
命
題
で
あ
っ
た
と
論
ず
る
の
に
も
飛
躍
が
あ
る
。
大
櫛
敦
弘

一
九
九
五
は
統
一
揮
毫
の
秦
と
東
方
諸
侯
国
と
の
関
係
を
論
じ
、
「
来
る
べ
き
秦
の
天
下
の
あ
り
方
」
と
し
て
は
、
「
秦
が
他
の
諸
侯
國
を
こ
と

ご
と
く
滅
ぼ
し
て
全
国
を
直
轄
支
配
す
る
」
体
勢
の
み
が
志
向
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
他
の
諸
国
の
存
在
を
前
提
に
し
て
、
そ

の
上
に
秦
が
帝
と
し
て
臨
む
よ
う
な
体
制
」
が
皿
方
に
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
氏
は
、
後
者
の
体
制
が
漢
初

に
お
け
る
漢
朝
一
王
国
関
係
と
似
通
っ
た
特
徴
を
持
つ
こ
と
を
、
同
時
に
指
摘
す
る
。
文
帝
の
思
惑
が
直
轄
化
に
あ
っ
た
と
断
じ
得
る
だ
け
の

材
料
は
、
二
年
律
令
の
出
土
を
経
て
も
依
然
と
し
て
得
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
逆
に
文
帝
十
二
年
の
「
除
関
」
策
は
、
文
帝
が
現
状
維
持
で
満
足

し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
治
世
後
半
の
課
題
は
、
む
し
ろ
別
の
点
に
あ
っ
た
。
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①
「
弱
来
誘
堅
磐
聞
者
、
傑
。
亡
之
図
」
（
二
年
律
令
3
）
。
《
奏
講
書
》
に
同
様
の

　
犯
罪
が
裁
か
れ
た
例
（
案
例
③
）
が
見
え
、
そ
こ
に
「
従
諸
侯
来
誘
」
や
「
亡
之

　
諸
侯
」
と
い
っ
た
罪
名
が
現
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
従
っ
て
こ
の
断
簡
も
「
…
…
従

　
諸
侯
来
誘
及
為
間
者
、
傑
。
畳
語
諸
侯
…
」
と
い
う
条
文
で
あ
っ
た
も
の
と
推
測

　
さ
れ
て
い
る
。

②
二
年
律
令
姐
～
警
世
に
は
、
ま
ず
御
史
大
夫
・
廷
尉
以
下
の
官
職
名
が
並
び
、

　
そ
の
中
に
「
漢
中
大
厳
令
」
「
漢
郎
中
扁
の
名
も
現
れ
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
秩

　
「
二
千
石
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
豊
北
に
は
王
国
に
も
御
史
大
夫
等
の
官
職
が

　
置
か
れ
て
い
た
は
ず
だ
が
、
そ
れ
ら
に
は
「
漢
偏
字
が
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。
こ

の
こ
と
を
陳
氏
は
、
御
史
大
夫
等
は
漢
朝
の
そ
れ
も
王
国
の
も
の
も
、
い
ず
れ
も

二
千
石
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
申
大
夫
令
と
郎
中
の
み
は
秩
禄
が
相
違
し
た
（
お

そ
ら
く
王
国
の
そ
れ
は
千
石
）
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
門
漢
」
を
冠
し
て
い
る
の
だ
と

解
釈
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
二
千
石
級
の
官
職
に
つ
い
て
は
、
漢
朝
・
王
国
共
通

で
秩
禄
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
千
石
以
下
の
宮
職
に
つ
い
て
は
王
国
が
独
自
に
定

め
得
た
、
と
論
を
進
め
て
い
る
。
ま
た
二
年
律
令
に
は
諸
侯
王
が
置
き
得
る
妻
妾

に
つ
い
て
規
定
も
有
る
（
正
2
2
）
。
た
だ
し
王
国
の
郎
中
中
は
、
紅
土
の
時
に
な
っ

て
か
ら
秩
千
石
に
格
下
げ
さ
れ
て
お
り
（
野
島
改
血
内
史
上
京
兆
歩
、
…
郎
中
令

為
光
禄
動
、
麻
幹
国
電
故
。
損
其
郎
中
型
、
秩
千
石
。
（
『
漢
書
翫
百
官
公
卿
表



　
上
）
）
、
こ
の
点
で
氏
の
推
論
は
当
た
ら
な
い
。

③
早
稲
田
二
〇
〇
二
、
専
修
大
学
二
〇
〇
三
、
三
国
時
代
二
〇
〇
四
も
こ
の
可
能

　
性
を
排
除
し
な
い
。

④
曹
旅
寧
二
〇
〇
四
a
も
、
同
姓
諸
侯
王
へ
の
防
備
が
固
め
ら
れ
て
い
た
と
の
解

　
釈
に
疑
念
を
示
し
、
高
祖
・
呂
后
は
必
ず
し
も
誇
侯
王
自
体
を
排
除
し
よ
う
と
は

　
し
て
い
な
い
、
と
す
る
。
た
だ
し
、
氏
が
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
、
二
年
律
令
1
～

　
2
に
見
え
る
「
諸
侯
」
は
旬
奴
や
南
越
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
論
じ
る
の
に
は
、

　
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
飼
奴
や
南
越
が
漢
初
に
お
け
る
最
大
の
脅
威
で
あ
っ
た

　
と
い
う
事
実
の
他
、
こ
の
大
胆
な
仮
説
を
支
持
す
る
材
料
は
な
い
。

⑤
原
文
は
「
其
精
於
此
突
」
。
陶
鴻
慶
（
『
読
諸
子
札
記
㎞
）
に
従
い
門
其
」
を

　
「
莫
」
に
改
め
た
。

⑥
漢
興
、
…
…
米
至
石
万
銭
、
馬
至
匹
赤
金
。
天
下
雪
平
，
高
祖
乃
令
賢
人
不
得

　
責
馬
乗
車
、
重
税
租
以
困
辱
之
。
（
噸
漢
書
』
食
貨
志
下
）

⑦
…
…
漢
兵
逐
撃
胃
頓
、
蟹
頓
匿
其
精
兵
、
見
其
巌
弱
、
於
是
漢
籍
兵
、
多
歩
兵
、

　
三
十
二
萬
、
北
逐
之
。
高
田
先
生
平
城
、
歩
兵
早
耳
到
、
習
頓
縦
糖
兵
三
十
余
万

　
騎
囲
高
帝
於
白
登
、
七
日
、
漢
兵
申
外
不
得
相
盛
飼
。
…
…
（
『
漢
書
撫
飼
奴
伝

　
上
）

⑧
漢
興
、
海
内
為
一
、
開
関
梁
、
弛
山
沢
之
禁
、
是
以
密
画
大
賢
周
流
天
下
、
交

　
易
之
物
影
不
通
、
得
其
所
欲
、
而
徒
豪
傑
諸
侯
彊
族
於
京
師
。
（
魍
史
記
魅
貨
殖
列

　
伝
）

⑨
通
関
去
塞
、
不
藁
諸
侯
。
（
『
漢
書
隔
晃
錯
伝
）

三
　
刑
　
制
　
改
　
革

「二年律令」研究の射程（宮宅）

　
秦
の
「
遺
風
余
俗
」
を
除
く
こ
と
は
質
誼
の
掲
げ
た
政
治
課
題
の
～
つ
で
あ
り
、
彼
は
秦
以
来
の
、
法
律
偏
重
の
風
潮
が
依
然
残
っ
て
い
る

こ
と
を
、
「
為
に
長
太
帯
す
べ
き
」
問
題
と
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
現
状
認
識
を
文
帝
も
共
有
し
て
い
た
の
か
、
帝
は
即
位
早
々
に
縁
坐
を
廃

　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

止
し
、
腐
刑
（
宮
刑
）
を
や
め
、
ま
た
頁
誼
の
提
言
を
承
け
て
、
高
官
を
一
般
人
と
同
様
に
裁
き
、
か
つ
処
刑
す
る
の
を
改
め
る
な
ど
、
刑
罰

制
度
を
改
定
し
て
い
る
。
中
で
も
膚
風
な
の
は
、
肉
刑
、
す
な
わ
ち
身
体
に
回
復
で
き
な
い
殿
損
を
加
え
る
刑
罰
（
斬
止
（
足
斬
り
）
・
剃
（
鼻

削
ぎ
）
・
鯨
（
入
れ
墨
）
の
各
刑
）
の
廃
止
で
あ
ろ
う
。

　
皇
帝
十
三
年
（
前
＝
ハ
七
）
、
一
人
の
少
女
が
肉
刑
の
判
決
を
う
け
た
父
を
救
う
べ
く
、
自
ら
官
碑
と
な
る
こ
と
で
父
の
刑
を
腰
お
う
と
し
た
。

こ
の
請
願
に
心
を
動
か
さ
れ
た
文
帝
は
、
一
旦
加
え
ら
れ
れ
ば
生
涯
元
に
は
戻
ら
な
い
身
体
殿
損
刑
の
残
酷
さ
を
思
い
、
そ
の
廃
止
を
命
じ
る
。

こ
れ
は
秦
の
苛
法
を
改
め
た
文
帝
の
代
表
的
な
施
策
と
さ
れ
、
お
よ
そ
聖
帝
の
仁
徳
を
称
揚
す
る
者
は
、
総
じ
て
こ
れ
に
言
及
す
る
。

　
け
れ
ど
も
一
少
女
の
嘆
願
が
、
長
ら
く
行
わ
れ
て
き
た
肉
珊
を
廃
止
に
至
ら
し
め
た
と
は
、
に
わ
か
に
は
信
じ
が
た
い
。
嘆
願
が
一
つ
の
契
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機
と
な
っ
た
に
せ
よ
、
廃
止
に
向
か
っ
て
事
態
が
推
移
し
た
背
後
に
は
、
何
ら
か
の
政
治
的
意
図
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
ま
ず
、
酷
刑
を
除
く
こ
と
で
皇
帝
の
恩
徳
を
人
心
に
訴
え
る
効
果
が
見
込
ま
れ
よ
う
が
、
そ
の
目
的
の
た
め
だ
け
に
、
絶
対
に
必
要
な
制
度

ま
で
も
が
廃
止
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
死
刑
、
あ
る
い
は
往
々
に
し
て
受
刑
者
を
死
に
至
ら
し
め
た
話
芸
を
温
存
し
た
う
え
で
、
肉
刑
の

み
を
廃
す
る
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
の
「
恩
徳
」
で
あ
っ
た
の
か
、
と
の
指
摘
も
あ
る
［
若
江
賢
三
一
九
七
八
］
。
廃
止
の
裏
に
あ
っ
た
よ
り
現
実
的

な
要
請
や
、
肉
刑
が
無
意
味
な
も
の
、
あ
る
い
は
却
っ
て
弊
害
を
も
た
ら
す
も
の
と
化
し
て
い
た
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
。

　
睡
虎
地
葺
簡
の
発
見
を
経
て
、
肉
刑
が
多
く
の
場
合
労
働
刑
と
併
科
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
さ
ら
に
秦
代
の
労
役
刑
（
城
塁
春
・
鬼
薪
白

粂
・
隷
干
瓢
・
司
冠
・
候
の
各
刑
）
が
無
期
で
あ
っ
た
と
い
う
見
方
が
現
れ
た
。
無
期
論
者
は
、
『
漢
書
』
瑚
法
論
に
見
え
る
肉
刑
廃
止
の
詔
の
、

「
有
年
而
免
－
年
あ
り
て
免
ぜ
よ
…
一
」
と
い
う
一
句
に
注
目
し
、
文
帝
十
三
年
の
改
革
は
肉
刑
を
廃
止
し
た
に
止
ま
ら
ず
、
労
役
刑
に
刑

期
を
設
定
す
る
試
み
で
も
あ
っ
た
、
と
主
張
し
た
。
労
役
刑
に
一
貫
し
て
刑
期
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
「
有
年
罷
免
」
の
…
句
は
単
に
刑

期
の
遵
守
を
命
じ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
が
、
無
期
刑
説
の
側
に
立
て
ば
、
こ
こ
に
お
い
て
労
役
刑
に
初
め
て
刑
期
が
設
け
ら
れ
、
服
役
期
間
の

長
短
に
よ
り
刑
が
等
級
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
刑
期
を
め
ぐ
っ
て
は
論
争
が
続
き
、
少
な
く
と
も
日
本
に
お
い
て
は
無
期
略
説
が
大
方
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
籾
山
明
一
九
九
五
は
論
争
の

歴
史
を
整
理
し
た
上
で
、
有
期
説
の
矛
盾
点
を
挙
げ
、
無
期
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
。
か
つ
氏
は
、
な
ぜ
労
役
刑
が
肉
刑

廃
止
と
と
も
に
有
期
化
さ
れ
た
の
か
と
い
う
疑
問
を
投
げ
か
け
、
解
答
の
糸
口
と
し
て
労
役
刑
が
無
期
で
あ
る
こ
と
と
肉
刑
と
の
深
い
連
関
を

指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
滋
賀
一
九
六
八
や
徐
補
修
一
九
八
四
が
論
及
す
る
と
お
り
、
身
体
に
回
復
で
き
な
い
烙
印
を
お
さ
れ
た
刑
徒
は
永
遠

に
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
、
官
に
よ
り
特
別
な
地
位
・
生
活
の
場
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
、
い
わ
ば
官
有
奴
隷
と
し
て
役
務
に
服
す
の
が
労

役
刑
の
箭
身
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
労
役
刑
は
無
期
で
あ
る
の
が
当
然
で
あ
り
、
肉
刑
と
無
期
労
役
刑
は
一
つ
の
刑
罰
の
表
裏
を
な
す
も
の
と

い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
肉
刑
廃
止
は
、
必
然
的
に
無
期
労
役
刑
の
消
滅
を
も
意
味
し
た
、
と
い
う
の
が
氏
の
主
張
で
あ
る
。
同
時
に
氏
は
、
文

帝
の
刑
制
改
革
は
　
連
の
制
度
改
革
の
文
脈
の
な
か
で
説
明
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
提
言
し
た
。
こ
う
し
た
指
摘
を
含
め
て
、
籾
山
一
九
九
五
は
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睡
蔭
地
長
給
を
用
い
た
労
役
刑
研
究
の
、
一
つ
の
到
達
点
を
示
し
て
い
る
。
氏
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
肉
刑
廃
止
と
有
期
化
は
密
接
に
関
連
し

あ
っ
て
お
り
、
肉
刑
廃
止
の
要
因
を
探
る
に
は
、
有
期
化
を
要
請
し
た
事
情
に
も
目
配
り
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
さ
て
、
二
年
律
令
の
公
表
に
よ
っ
て
刑
罰
制
度
、
と
り
わ
け
肉
刑
・
労
役
刑
に
つ
い
て
新
た
な
知
見
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
は
や
く
は
李
下
明

二
〇
〇
三
が
刑
罰
制
度
全
体
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
り
、
肉
刑
・
労
役
刑
の
体
系
と
文
帝
改
革
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
瀬
川
敬
也
二
〇
〇
三
、

韓
管
轄
二
〇
〇
五
が
得
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
す
で
に
水
間
大
輔
二
〇
〇
四
が
研
究
動
向
を
整
理
し
、
そ
の
時
点
に
お
け
る
諸
々
の
論
点
を
要
領

よ
く
ま
と
め
て
い
る
。

　
公
表
後
、
比
較
的
早
い
段
階
で
発
表
さ
れ
た
論
考
の
中
に
は
、
二
年
律
令
に
み
え
る
労
役
刑
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
有
期
で
あ
っ
た
可
能
性
を

論
ず
る
も
の
が
い
く
つ
か
現
れ
た
。
芝
煮
明
二
〇
〇
三
・
講
義
二
二
〇
〇
三
・
楊
頷
慧
二
〇
〇
四
が
そ
れ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
二
年
律
令
に
み

え
る
「
耳
蝉
－
刑
が
尽
き
る
一
」
「
復
城
館
春
」
等
の
、
刑
期
の
存
在
を
窺
わ
せ
る
語
句
や
、
数
段
階
に
分
か
れ
た
「
繋
城
旦
春
～
歳
」

「
成
～
歳
」
と
い
う
、
期
限
付
き
の
労
役
刑
に
注
目
し
て
、
労
役
刑
に
も
刑
期
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
た
だ
し
、
す
べ
て
の
労
役
刑
に

刑
期
が
あ
っ
た
と
す
る
楊
氏
と
は
異
な
り
、
李
・
那
両
氏
は
無
期
刑
の
存
在
も
否
定
せ
ず
、
両
者
の
併
存
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

命
毛
虹
二
〇
〇
四
や
支
強
二
〇
〇
四
が
反
論
を
試
み
て
お
り
、
筆
者
も
別
稿
で
、
城
下
春
～
司
冠
の
、
主
要
な
労
役
刑
は
や
は
り
無
期
で
あ
る

こ
と
を
論
じ
た
。
詳
細
は
寄
稿
に
譲
る
が
、
刑
期
の
存
在
を
窺
わ
せ
る
語
句
は
、
い
ず
れ
も
刑
期
を
前
提
と
せ
ず
と
も
解
釈
で
き
、
ま
た
「
繋

城
旦
春
～
歳
」
「
戌
～
歳
」
と
い
っ
た
刑
を
は
じ
め
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
期
限
付
き
労
役
刑
が
確
か
に
二
年
律
令
に
、
さ
ら
に
は
盛
者
地
平

簡
に
も
見
え
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
城
番
春
等
の
労
役
刑
と
は
厳
密
に
区
別
さ
れ
て
お
り
、
刑
の
重
さ
に
お
い
て
も
格
段
の
違
い
が
認
め
ら
れ

る
。
文
帝
十
三
年
以
前
に
お
い
て
主
要
な
労
役
刑
は
無
期
で
あ
っ
た
と
結
論
で
き
る
。

　
さ
ら
に
も
う
二
点
、
二
年
律
令
に
よ
っ
て
知
ら
れ
た
事
実
を
挙
げ
よ
う
。
ま
ず
「
附
」
刑
の
適
用
に
つ
い
て
。

　
耐
刑
と
は
麺
蟹
を
剃
り
落
と
す
刑
罰
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
二
年
律
令
に
も
、

　
　
…
（
前
略
）
…
女
子
重
囲
若
要
（
腰
）
聾
者
棄
市
、
当
斬
為
城
旦
者
鯨
為
春
、
当
鎖
斬
者
蹟
鯨
、
／
霜
解
者
野
鼠
。
（
8
8
～
8
9
）
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…
…
女
子
で
、
礫
も
し
く
は
腰
斬
に
当
る
者
は
棄
市
と
し
、
具
象
旦
に
当
る
者
は
鯨
春
と
し
、
悪
意
に
当
る
者
は
讃
鯨
と
し
、
耐
に
当
る
者
は
蹟
耐
と

　
　
　
す
る
。

と
い
う
条
文
が
あ
り
、
女
子
に
は
耐
刑
が
適
用
さ
れ
ず
、
代
わ
り
に
購
耐
（
金
十
二
両
）
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
髪
髪
を
剃
る
刑
で
あ

っ
た
こ
と
と
符
合
す
る
。

　
た
だ
し
耐
刑
は
、
睡
黒
地
諸
掛
に
お
い
て
は
労
役
刑
と
組
み
合
わ
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
が
単
独
で
科
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
の
か
否

か
、
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
。
ま
た
後
代
に
は
、
「
耐
」
が
労
役
刑
～
般
を
指
す
総
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
睡
虎
地
聖
母
で
も
そ
れ
が

「
刑
（
肉
刑
ご
と
対
置
さ
れ
る
場
合
の
あ
る
こ
と
か
ら
、
肉
刑
を
伴
わ
な
い
労
役
刑
の
総
称
で
も
あ
っ
た
、
と
い
う
意
見
も
あ
り
、
こ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

つ
い
て
も
賛
否
が
分
か
れ
て
い
る
。
も
し
「
耐
」
が
刑
罰
の
総
称
で
し
か
な
い
の
な
ら
ば
、
耐
刑
が
「
単
独
で
科
さ
れ
る
」
こ
と
は
あ
り
得
ず
、

一　

ﾂ
の
論
点
は
互
い
に
連
関
し
て
い
る
。

　
秦
律
や
二
年
律
令
に
は
耐
刑
が
単
独
で
科
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
条
文
が
確
か
に
存
在
す
る
。

　
　
或
闘
、
噛
断
人
鼻
若
耳
若
指
若
唇
、
論
各
可
（
何
）
殴
（
也
）
。
議
心
当
耐
。
（
法
律
答
問
8
3
）

　
　
　
あ
る
者
が
喧
嘩
を
し
、
人
の
鼻
や
指
や
唇
を
噛
み
ち
ぎ
っ
た
ら
、
量
刑
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
な
る
か
。
議
論
す
る
に
、
い
ず
れ
も
耐
刑
に
相
当
す
る
。

　
　
以
県
富
事
殴
若
署
吏
、
耐
。
…
（
後
略
）
…
（
二
年
律
令
4
6
）

　
　
　
公
務
の
こ
と
で
吏
を
殴
打
し
た
り
悪
罵
し
た
り
す
れ
ば
、
耐
刑
。
…
…

「
耐
」
が
何
ら
か
の
刑
罰
の
総
称
で
あ
る
な
ら
、
右
の
条
文
は
法
と
し
て
不
完
全
で
あ
る
。
人
の
鼻
を
噛
み
ち
ぎ
っ
た
者
や
役
人
を
殴
打
し
た

者
が
、
具
体
的
に
ど
の
刑
に
当
て
ら
れ
る
の
か
、
明
言
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
墨
刑
は
労
役
刑
と
と
も
に
科
せ
ら
れ
る
場

合
も
あ
る
が
、
単
独
で
も
科
せ
ら
れ
る
、
と
の
主
張
が
現
れ
る
所
以
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
「
耐
」
と
の
み
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
「
耐
為
～
（
超
し
て
某
労
役
刑
と
す
る
）
」
の
略
で
あ
る
、
つ
ま
り
併
科
さ
れ
る
労
役
刑
名

が
省
略
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
反
論
も
あ
る
。
確
か
に
他
の
条
文
と
比
較
す
れ
ば
、
「
耐
」
と
の
み
あ
る
の
が
具
体
的
に
は
「
附
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為
～
」
と
い
う
刑
を
指
し
て
い
る
、
と
判
明
す
る
場
合
も
あ
る
［
韓
腰
紐
二
〇
〇
三
］
。
だ
が
現
存
す
る
条
文
か
ら
は
何
が
省
略
さ
れ
て
い
る
の

か
推
測
不
能
の
場
合
も
当
然
多
く
、
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
か
く
も
多
く
の
省
略
が
法
文
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
の
か
、
理
解
に
苦
し
む
。

　
こ
の
懸
案
に
決
着
を
つ
け
た
の
が
次
に
挙
げ
る
二
年
律
令
条
文
で
あ
る
。

　
　
有
罪
当
耐
、
其
法
不
名
耐
者
、
庶
人
以
上
耐
為
司
冠
、
司
竃
耐
為
隷
薬
店
。
隷
臣
妾
及
二
人
有
耐
蝕
、
澱
城
旦
春
六
歳
」
。
当
日
早
計
而
復
有
半
罪
、
完

　
　
／
為
城
旦
春
。
城
旦
春
有
罪
耐
以
上
、
鯨
之
。
…
（
後
略
）
…
（
9
0
～
9
1
）

　
　
　
罪
を
犯
し
て
耐
に
当
た
り
、
法
に
耐
の
刑
名
が
確
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
庶
人
以
上
は
耐
司
冠
と
し
、
司
冠
の
者
は
耐
隷
臣
妾
と
す
る
。
隷
臣
妾

　
　
　
お
よ
び
官
に
没
収
さ
れ
た
者
が
耐
刑
を
科
せ
ら
れ
た
ら
、
繋
二
等
春
と
す
る
こ
と
六
年
。
拘
禁
の
翼
翼
が
未
だ
満
た
ぬ
う
ち
に
再
度
耐
刑
を
科
せ
ら
れ

　
　
　
た
ら
、
完
城
旦
春
と
す
る
。
城
旦
春
の
者
が
耐
以
上
の
刑
を
科
せ
ら
れ
た
ら
、
鯨
刑
と
す
る
。
…

冒
頭
の
「
有
罪
当
芸
、
其
法
認
名
告
者
」
の
部
分
は
解
し
に
く
い
が
、
「
耐
刑
に
処
す
べ
き
だ
が
、
も
し
も
湖
産
に
処
せ
と
い
う
明
文
が
法
に

な
け
れ
ば
」
（
追
贈
〇
Ω
二
）
と
い
っ
た
解
釈
で
は
通
じ
な
い
。
だ
が
こ
れ
を
、
「
法
文
に
「
こ
れ
を
耐
に
す
」
と
あ
る
の
み
で
、
具
体
的
に
如

何
な
る
刑
罰
と
す
べ
き
か
（
す
な
わ
ち
、
ど
の
労
役
刑
と
併
科
す
べ
き
か
）
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
」
（
三
国
時
代
二
〇
〇
四
）
と
解
す
れ
ば
意
味
が

通
り
、
か
つ
右
の
疑
念
も
解
決
す
る
。
「
耐
刑
に
せ
よ
」
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
犯
罪
者
が
庶
人
で
あ
れ
ば
耐
黒
眉
が
、
刑
徒
で
あ

れ
ば
そ
の
服
役
し
て
い
る
刑
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
刑
罰
が
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
総
則
が
一
方
に
存
在
し
て
い
た
が
故
に
、

「
こ
れ
を
耐
に
せ
よ
」
で
量
刑
規
定
を
片
づ
け
て
い
る
条
文
が
多
く
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
よ
り
「
耐
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
は
、

　
　
①
耐
は
頚
髪
を
剃
る
刑
罰
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
単
独
で
科
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
必
ず
何
ら
か
の
労
役
刑
と
組
み
合
わ
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
②
そ
れ
ゆ
え
に
「
耐
扁
は
、
そ
れ
と
併
科
さ
れ
る
様
々
な
労
役
刑
（
具
体
的
に
は
隷
臣
妾
・
司
憲
、
例
外
的
に
鬼
薪
白
禁
。
豊
代
に
は
こ
れ
に
「
候
」
刑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
　
が
加
わ
る
。
）
と
一
体
に
な
り
、
一
群
の
刑
罰
を
指
し
示
す
こ
と
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
い
う
解
答
が
与
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
何
故
耐
刑
と
特
定
の
労
役
刑
と
が
結
び
つ
く
の
か
、
と
い
っ
た
疑
問
は
尚
も
残
る
。
刑
罰
体
系
の
形

成
史
と
も
関
係
す
る
こ
の
問
題
は
、
今
後
も
一
定
の
作
業
仮
説
を
組
み
な
が
ら
、
議
論
が
重
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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さ
て
、
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
二
年
律
令
に
お
い
て
肉
刑
と
併
科
さ
れ
て
い
る
労
役
刑
は
城
旦
春
の
み
で
あ
る
、
と
い
う
事
実
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

あ
る
。
秦
律
に
お
い
て
は
肉
刑
は
隷
首
骨
と
も
併
科
さ
れ
た
。
け
れ
ど
も
そ
の
併
科
は
二
年
律
令
に
は
見
え
な
い
。
韓
樹
峰
二
〇
〇
五
は
こ
の

違
い
を
刑
罰
体
系
が
手
直
し
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
す
る
。

　
韓
氏
は
ま
ず
労
役
刑
が
城
旦
春
・
鬼
薪
白
藥
刑
と
隷
臣
妾
刑
以
下
と
に
二
分
で
き
、
死
刑
と
併
せ
て
こ
の
三
種
が
秦
漢
に
お
け
る
刑
罰
の
三

大
等
級
で
あ
る
と
す
る
。
死
刑
よ
り
も
～
等
軽
い
刑
罰
は
鯨
城
旦
春
で
あ
る
が
、
鯨
城
割
春
刑
徒
が
さ
ら
に
犯
罪
（
労
役
刑
相
当
の
罪
）
を
重
ね

た
時
に
は
、
た
だ
ち
に
死
刑
に
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
調
製
刑
（
足
切
り
）
や
曲
解
（
鼻
削
ぎ
）
が
累
加
さ
れ
た
。
特
別
重
い
刑
罰
に
「
斬
止

÷
城
旦
春
」
と
い
っ
た
刑
が
た
だ
ち
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
主
と
し
て
早
早
・
誓
事
は
累
犯
へ
の
附
加
刑
と
し
て
位
置
づ
け
得
る
。

一
方
、
隷
臣
妾
刑
徒
が
罪
を
重
ね
た
場
合
も
、
す
ぐ
に
城
送
春
刑
が
適
用
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
繋
城
塁
春
～
歳
」
と
い
う
期
限
付
き
早
旦

春
刑
が
附
加
さ
れ
た
。
こ
の
有
期
労
役
刑
は
主
に
隷
臣
妾
の
累
犯
に
用
い
ら
れ
る
刑
で
あ
る
。

　
　
「
二
年
律
令
」
段
階
で
の
飛
罰
体
系
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死
刑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鯨
城
旦
春
刑

ズ
／
／
．
＼

　
　
数
種
類
の
肉
刑
を
累
加

完
城
旦
春
・
鬼
軽
輩
藥
　
　
　
　
　
…
　
　
　
　
隷
臣
妾

　
　
　
　
　
　
　
　
／
．
＼

　
　
　
　
　
　
　
数
段
階
の
有
期
城
旦
春
刑
を
累
加

（
累
犯
の
場
合
）

　
以
上
を
論
じ
た
う
え
で
幸
甚
は
、
肉
刑
と
労
役
刑
の
併
科
に
つ
い
て
、
か
つ
て
は
肉
刑
を
主
、
労
役
刑
を
従
と
す
る
関
係
で
あ
っ
た
の
が
、

次
第
に
肉
刑
の
重
要
度
が
低
下
し
、
や
が
て
は
労
役
刑
が
主
と
な
っ
た
、
と
い
う
変
化
を
想
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
い
に
し
え
は
肉
刑
が
単
独

で
使
用
さ
れ
て
い
た
と
典
籍
史
料
は
述
べ
る
も
の
の
、
秦
律
で
は
そ
れ
は
必
ず
労
役
刑
と
併
科
さ
れ
る
。
こ
れ
は
労
役
刑
が
主
刑
と
な
り
、
肉

刑
が
補
助
刑
と
化
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
た
だ
し
秦
律
の
段
階
で
は
労
役
刑
が
刑
罰
の
主
軸
に
な
り
き
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
却

っ
て
刑
罰
体
系
が
混
乱
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
秦
律
で
は
客
臣
妾
と
肉
刑
が
併
科
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
耐
聖
堂
妾
刑
徒
が
罪



f二年律：令」研究の射程（宮宅）

を
重
ね
た
場
合
に
は
、
そ
れ
に
肉
刑
を
加
え
て
鯨
隷
臣
妾
と
す
る
道
と
、
労
役
刑
を
一
段
重
く
し
て
城
旦
春
と
す
る
道
と
、
二
つ
の
選
択
肢
が

あ
る
こ
と
に
な
る
。
刑
罰
に
二
つ
の
軸
が
あ
る
と
、
累
犯
を
罰
す
る
時
、
あ
る
い
は
罪
の
程
度
を
比
較
す
る
時
、
い
ず
れ
の
軸
を
目
安
に
す
べ

き
な
の
か
混
乱
を
来
す
。
こ
の
弊
害
を
除
く
べ
く
、
二
年
律
令
の
段
階
で
は
肉
刑
は
黒
戸
春
刑
の
み
と
併
科
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
明
ら
か
に

附
加
刑
と
な
っ
た
。

　
氏
は
文
言
の
筆
工
も
、
右
に
述
べ
た
刑
罰
制
度
の
歴
史
か
ら
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
肉
刑
の
重
要
性
は
そ
の
後
も
降
下
し
続
け
、
つ
い
に
は

そ
の
姿
を
消
す
に
至
り
、
ま
た
肉
刑
が
存
在
す
る
限
り
は
労
役
刑
は
無
期
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
に
き
て
有
期
化
が
可
能
と
な

っ
た
の
だ
、
と
。

　
さ
て
、
韓
氏
の
所
論
は
、
刑
罰
体
系
の
入
り
組
ん
だ
構
造
を
描
写
し
、
か
つ
そ
の
時
代
に
よ
る
変
遷
を
跡
づ
け
た
も
の
で
、
二
つ
の
軸
が
存

在
す
る
刑
罰
体
系
の
非
合
理
性
、
及
び
二
年
律
令
の
段
階
で
は
そ
れ
が
解
消
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
点
は
傾
聴
に
値
す
る
。
こ
う
し
た
指

摘
を
出
発
点
と
し
て
、
労
役
刑
体
系
の
形
成
史
を
探
っ
て
ゆ
く
こ
と
も
で
き
よ
う
。
だ
が
最
後
の
、
文
帝
改
制
へ
の
道
筋
に
つ
い
て
は
、
説
明

不
足
と
奮
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
主
軸
が
労
役
刑
に
一
本
化
さ
れ
た
漢
初
に
お
い
て
は
、
肉
刑
の
存
在
は
刑
罰
体
系
に
混
乱
を
与
え
る
も
の
で
は

な
い
。
そ
れ
で
も
肉
刑
が
姿
を
消
す
に
至
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
原
始
的
な
、
残
酷
な
刑
罰
で
あ
っ
た
か
ら
だ
、
と
い
う
の
で
は
、
文
帝
の
仁
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

を
称
え
て
片
づ
け
る
発
想
と
大
差
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
肉
刑
が
廃
止
さ
れ
れ
ば
、
確
か
に
有
期
化
が
可
能
と
な
る
が
、
肉
刑
廃
止
が
有
期
化
を

余
儀
な
く
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
文
帝
が
有
期
化
に
も
踏
み
切
っ
た
理
由
は
依
然
説
明
で
き
て
い
な
い
。

　
石
岡
浩
二
〇
〇
五
も
韓
氏
と
同
様
に
肉
刑
・
労
役
刑
体
系
の
分
析
を
行
う
が
、
文
帝
改
制
に
つ
い
て
は
異
な
る
見
方
を
示
す
。
氏
は
諸
々
の

刑
罰
が
如
何
な
る
要
素
に
よ
り
区
分
さ
れ
て
い
た
の
か
を
整
理
し
、
城
旦
春
・
鬼
薪
白
面
と
隷
臣
妾
以
下
と
を
画
す
る
の
が
「
収
」
の
有
無
で

あ
っ
た
こ
と
に
着
目
す
る
。
城
旦
春
・
細
帯
白
青
刑
徒
の
妻
子
は
官
に
没
収
さ
れ
、
時
に
は
売
り
払
わ
れ
た
の
に
対
し
、
重
臣
妾
の
妻
子
は
没

収
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
も
ま
た
、
二
年
律
令
が
も
た
ら
し
た
重
要
な
知
見
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
「
収
」
制
度
は
、
文
帝
元
年
に
廃
止
さ

れ
た
。
ま
た
高
祖
に
よ
る
功
臣
へ
の
爵
位
授
与
、
さ
ら
に
は
恵
帝
・
呂
后
時
代
に
行
わ
れ
た
一
般
民
へ
の
広
範
な
爵
位
賜
与
に
よ
っ
て
多
く
の
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有
爵
者
が
漢
初
に
は
生
ま
れ
、
こ
れ
ら
有
爵
者
に
は
肉
刑
が
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
肉
刑
も
そ
の
用
を
な
さ
な
く
な
っ
て
い
た
。
結
局
、

労
役
刑
を
等
級
づ
け
る
要
素
と
し
て
は
労
働
強
度
の
差
と
い
う
基
準
し
か
な
く
な
り
、
そ
の
基
準
の
み
で
数
種
の
刑
に
軽
重
を
つ
け
る
こ
と
は

不
可
能
に
近
い
。
そ
こ
で
導
入
さ
れ
た
の
が
「
刑
期
」
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
が
氏
の
結
論
で
あ
る
。
漢
書
建
国
以
来
の
施
策
が
刑
罰
体
系
を

破
綻
さ
せ
、
抜
本
的
な
改
制
が
必
要
と
な
っ
た
と
の
指
摘
は
、
文
警
笛
制
を
要
請
し
た
現
実
的
な
事
情
に
切
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
高
く
評

価
で
き
る
。

　
た
だ
し
脇
に
落
ち
な
い
点
も
残
る
。
そ
も
そ
も
文
帝
は
な
ぜ
「
収
」
制
度
を
廃
止
し
た
の
か
。
や
は
り
こ
れ
は
文
帝
の
恩
徳
で
も
っ
て
、
あ

る
い
は
廃
止
が
広
く
人
心
に
与
え
た
効
果
を
指
摘
す
る
こ
と
で
答
え
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
ま
た
、
労
役
刑
を
整
序
す
る
要
素
と
し
て
採

用
さ
れ
た
の
は
、
な
ぜ
「
刑
期
」
で
あ
っ
た
の
か
。
城
旦
春
を
は
じ
め
と
し
た
無
期
労
役
刑
は
様
々
な
要
素
に
よ
っ
て
軽
重
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

確
か
に
牧
の
有
無
は
重
要
な
基
準
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
廃
止
し
た
こ
と
に
よ
り
、
な
ぜ
そ
れ
以
外
の
要
素
を
も
撤
廃
し
て
、
刑
期
を
導
入
せ

ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
か
。

　
こ
う
し
た
疑
問
へ
の
一
解
答
も
別
稿
に
お
い
て
示
し
た
の
で
、
こ
こ
で
の
詳
論
は
避
け
る
が
、
「
収
」
制
度
の
廃
止
と
労
役
刑
有
期
化
と
が

共
通
し
て
指
し
示
す
の
は
、
密
が
抱
え
る
人
員
を
む
し
ろ
削
滅
し
よ
う
と
す
る
意
図
で
あ
る
。
ま
た
有
期
化
と
は
、
見
方
を
か
え
れ
ば
刑
徒
へ

の
衣
食
支
給
に
期
限
を
切
る
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
刑
徒
労
働
の
減
少
で
あ
る
一
方
で
、
官
か
ら
の
支
出
を
削
減
す
る
効
果
も
持
つ
。

経
費
削
減
は
文
帝
期
の
至
上
課
題
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
は
国
家
的
労
働
力
を
よ
り
効
率
的
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
見
ら
れ
た
。
そ
の

背
後
に
あ
っ
た
の
は
北
方
旬
奴
と
の
緊
張
関
係
で
あ
る
。

　
文
帝
三
年
（
前
一
七
七
）
、
調
帳
は
上
郡
や
貴
地
郡
に
攻
め
込
み
、
結
盟
は
そ
の
撃
退
に
八
万
の
軍
勢
を
興
し
た
。
こ
れ
に
乗
じ
て
、
済
北
角

劉
興
居
の
反
乱
も
起
こ
る
。
翌
年
よ
り
旬
奴
と
の
和
親
が
模
索
さ
れ
、
六
年
（
前
一
七
四
）
に
そ
れ
が
成
就
し
、
冒
頓
単
干
が
程
な
く
し
て
世

を
去
っ
た
。
老
上
之
干
の
時
代
に
も
小
競
り
合
い
は
続
き
、
十
一
年
（
前
一
六
九
）
に
は
旬
奴
が
朧
西
の
五
道
を
攻
め
て
い
る
。
そ
し
て
十
四

年
（
前
～
六
六
）
、
十
四
万
騎
が
安
定
郡
の
瀟
関
か
ら
攻
め
入
り
、
長
安
の
西
、
文
帝
も
し
ば
し
ば
行
幸
し
た
雍
県
に
ま
で
斥
候
が
現
れ
た
。
都

68　（68）



ジニ年律令」研究の射程（宮宅）

に
迫
る
多
出
に
対
し
、
戦
車
千
乗
・
騎
馬
十
万
で
首
都
の
備
え
が
固
め
ら
れ
、
文
選
自
ら
が
督
軍
に
赴
き
、
さ
ら
に
は
兵
を
率
い
よ
う
と
し
た

と
い
う
。
そ
の
後
、
後
二
年
（
前
＝
ハ
ニ
）
に
和
親
が
成
る
も
の
の
、
老
上
製
予
の
死
後
、
後
六
年
（
前
一
五
八
）
に
は
再
び
旬
奴
が
上
郡
に
侵

攻
し
て
い
る
。
こ
の
、
繰
り
返
し
起
こ
る
旬
奴
の
侵
攻
を
、
費
誼
も
「
為
に
流
涕
す
べ
き
」
事
態
と
し
て
い
る
。

　
景
学
期
の
、
諸
侯
王
削
弱
策
で
知
ら
れ
る
晃
錯
は
、
そ
も
そ
も
極
め
て
具
体
的
な
冷
奴
対
策
を
提
雷
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
文
帝
に
登
用
さ
れ

た
。
対
策
の
一
つ
の
柱
は
辺
境
へ
の
徒
言
策
で
あ
っ
た
。
晃
錯
は
一
年
一
交
代
で
戌
卒
を
送
り
込
む
、
現
行
制
度
の
非
合
理
を
説
き
、
代
わ
り

に
徒
民
を
募
り
、
応
募
者
を
辺
境
に
定
住
さ
せ
、
防
備
に
当
て
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
応
募
に
際
し
て
は
ま
ず
「
罪
人
及
び
免
徒
・
復
作
」
が

募
ら
れ
、
彼
ら
に
は
家
屋
や
農
具
、
さ
ら
に
は
配
偶
者
ま
で
も
が
買
い
与
え
ら
れ
た
と
い
う
。
か
く
し
て
罪
人
・
刑
徒
ら
は
そ
の
地
で
自
給
自

足
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
官
か
ら
の
支
給
は
暫
く
し
て
打
ち
切
ら
れ
た
。

　
こ
の
上
言
が
な
さ
れ
た
時
期
は
確
と
し
な
い
が
、
お
そ
ら
く
十
一
年
の
士
道
侵
攻
以
降
で
、
十
三
年
に
「
興
隆
令
を
除
く
」
（
『
史
記
騙
漢
興

以
来
将
相
名
臣
年
表
）
と
あ
る
の
は
、
成
卒
の
徴
発
・
移
送
に
代
え
て
農
民
を
実
施
し
た
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

　
同
じ
く
文
旦
十
三
年
に
行
わ
れ
た
刑
制
改
革
は
、
あ
く
ま
で
法
制
史
の
枠
内
で
、
す
な
わ
ち
秦
以
来
の
法
制
度
と
そ
の
弊
害
、
そ
れ
か
ら
の

脱
皮
、
と
い
う
文
脈
か
ら
解
釈
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
け
れ
ど
も
労
役
刑
の
有
期
化
が
国
家
に
よ
る
労
働
編
成
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し

た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
む
し
ろ
文
帝
の
治
世
、
特
に
後
半
世
の
重
要
課
題
で
あ
っ
た
寒
雷
問
題
、
そ
の
対
策
と
し
て
講
じ
ら
れ
た
労
働

編
成
の
改
革
や
支
出
の
見
直
し
が
、
圏
家
的
労
働
力
と
し
て
の
刑
徒
の
あ
り
方
に
も
影
響
を
与
え
た
、
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
見

方
に
立
て
ば
、
肉
刑
の
廃
止
が
有
期
化
を
可
能
に
し
た
、
の
で
は
な
く
、
有
期
化
す
る
必
要
性
が
肉
刑
を
廃
止
に
追
い
込
ん
だ
、
と
肉
刑
廃
止

の
意
味
を
捉
え
直
す
こ
と
も
で
き
る
。

　
勿
論
｝
つ
の
政
策
が
　
つ
の
目
的
の
た
め
だ
け
に
実
施
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
ら
、
刑
制
改
革
を
背
黒
問
題
や
節
倹
策
の
み
か
ら
説
明

す
る
の
も
ま
た
早
計
で
あ
る
。
だ
が
刑
制
改
革
を
他
の
諸
改
革
と
と
も
に
捉
え
直
し
た
と
き
、
文
帝
を
悩
ま
せ
て
い
た
極
め
て
現
実
的
な
政
治

課
題
の
影
が
そ
こ
に
浮
か
び
上
が
る
よ
う
に
思
え
る
。
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①
桝
漢
書
』
文
帝
紀
で
は
元
年
に
「
尽
く
収
幣
相
坐
の
律
令
を
除
く
」
と
さ
れ
る

　
が
、
刑
法
志
で
は
文
帝
二
年
の
こ
と
と
し
て
縁
坐
制
廃
止
の
経
緯
が
記
さ
れ
る
。

②
門
漢
書
㎞
賢
誼
伝
に
よ
る
と
、
買
誼
は
前
の
丞
相
周
勃
が
謀
反
の
疑
い
で
獄
に

　
送
ら
れ
、
一
般
人
と
同
様
に
取
り
調
べ
ら
れ
た
こ
と
（
文
旦
四
年
）
を
問
題
視
し
、

　
大
官
を
遇
す
る
に
礼
を
以
て
す
べ
き
こ
と
を
説
い
た
。
文
藻
は
こ
の
醤
を
容
れ
、

　
そ
の
後
は
大
臣
が
罪
を
犯
し
て
も
刑
す
る
こ
と
な
く
、
自
殺
せ
し
め
る
よ
う
に
な

　
つ
た
と
い
う
。
文
帝
七
年
に
は
、
列
侯
の
太
夫
人
・
夫
入
・
諸
侯
王
の
子
、
及
び

　
吏
の
二
千
石
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
勝
手
に
召
し
出
し
て
捕
ら
え
る
こ
と
が
禁
じ
ら

　
れ
た
（
『
漢
書
』
文
帝
紀
）
。

③
宮
宅
潔
「
有
期
労
役
刑
体
系
の
形
成
1
「
二
年
律
令
扁
に
見
え
る
馴
初
の
労

　
役
刑
を
手
が
か
り
に
し
て
！
」
『
東
方
学
報
㎞
京
都
第
七
八
冊
（
二
〇
〇
六
年

　
出
版
予
定
）
。
以
下
「
別
言
」
と
あ
る
の
は
す
べ
て
こ
の
拙
文
を
指
す
。

④
も
っ
と
も
、
門
総
称
説
」
を
唱
え
る
と
さ
れ
る
冨
谷
至
一
九
九
八
は
、
一
方
で

　
「
耐
」
と
さ
れ
た
者
の
野
毛
が
剃
ら
れ
た
可
能
性
も
否
定
し
て
お
ら
ず
、
「
個
々

　
の
刑
罰
の
名
称
」
か
「
刑
罰
の
総
称
」
か
と
い
う
単
純
な
二
者
択
一
を
行
っ
て
い

　
る
の
で
は
な
い
。

⑤
鬼
薪
白
粂
が
刑
罰
体
系
に
お
い
て
特
殊
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
は
、
宮
宅
二
〇

　
〇
〇
、
及
び
別
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑥
た
と
え
ば
、
二
年
律
令
に
は
「
贈
城
島
・
鬼
薪
」
、
「
腰
耐
」
と
さ
れ
た
者
が
支

　
払
う
べ
き
金
額
に
つ
い
て
規
定
が
見
え
る
（
9
1
1
）
が
、
そ
こ
で
は
「
績
隷
臣
妾
」

　
「
績
司
冠
」
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
「
膿
耐
」
と
は
耐
司
冠
・
耐
藩
臣
と
さ
れ

　
た
者
が
刑
を
蹟
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
二
刑
が
「
耐
」
の
名
の
下
に
括
ら
れ
て
い

　
る
こ
と
に
な
る
。

⑦
耐
と
は
労
役
刑
の
総
称
で
あ
る
と
す
る
冨
谷
～
九
九
八
に
対
し
、
瀬
川
二
〇
〇

　
三
は
そ
れ
が
身
体
刑
の
総
称
で
あ
る
こ
と
を
説
く
が
、
附
と
労
役
刑
が
必
ず
併
科

　
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
耐
」
が
労
役
刑
の
総
称
な
の
か
、
そ
れ
と
も
身
体
刑
の

　
総
称
な
の
か
議
論
し
て
も
意
味
が
な
い
。

⑧
鬼
薪
白
楽
と
の
併
科
を
示
唆
す
る
記
事
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
睡
虎
地
秦
律
の
時

　
点
で
は
す
で
に
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
と
お
ほ
し
い
（
宮
宅
二
〇
〇
〇
）
。
ま

　
た
隷
艶
妾
と
の
併
科
も
、
龍
虎
地
の
段
階
で
廃
さ
れ
て
い
た
、
と
み
る
見
解
（
石

　
岡
浩
一
九
九
九
）
も
あ
る
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
文
帝
期
の
再
評
価
に
む
け
て
、
筆
者
が
現
時
点
で
示
し
う
る
見
通
し
は
、
第
二
、
三
章
の
末
尾
に
述
べ
た
い
く
つ
か
の
点
に
尽
き
る
。
総
じ

て
雷
え
ば
、
文
帝
は
性
急
な
統
治
の
＝
文
化
を
進
め
る
よ
り
も
、
辺
境
防
備
を
は
じ
め
と
し
た
、
基
本
的
な
国
制
の
整
備
に
力
を
注
い
で
お
り
、

拡
大
し
た
領
域
の
統
治
策
や
、
北
方
遊
牧
民
へ
の
対
策
と
い
っ
た
、
始
皇
帝
以
来
の
懸
案
に
は
、
依
然
と
し
て
確
た
る
方
針
が
定
ま
っ
て
い
な

か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
で
本
稿
を
結
ぶ
に
あ
た
っ
て
は
、
二
年
律
令
を
史
料
と
し
て
用
い
る
際
の
問
題
点
に
つ
い
て
再
び
私
見
を
述
べ
、

今
後
の
作
業
を
進
め
る
上
で
の
検
討
材
料
を
提
供
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

　
文
帝
期
を
捉
え
直
す
た
め
に
は
、
典
籍
史
料
が
多
く
を
語
ら
な
い
か
ら
に
は
、
「
二
年
律
令
」
や
、
文
・
景
帝
期
の
墓
葬
と
さ
れ
る
張
家
山
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三
三
六
号
墓
出
土
簡
（
未
発
表
）
が
、
や
は
り
主
要
な
材
料
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
こ
れ
ら
の
、
出
土
し
た
法
制
史
料
を
用
い
て
政
治
史
に

切
り
込
ん
で
ゆ
く
に
は
、
常
に
も
ど
か
し
さ
が
つ
き
ま
と
う
。
法
の
中
に
描
か
れ
た
国
家
・
社
会
の
姿
は
あ
く
ま
で
実
像
の
下
絵
、
あ
る
い
は

理
想
を
こ
め
て
実
像
を
写
し
取
っ
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
法
律
通
り
の
世
界
が
実
際
に
展
開
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
他
の
、
性
格
を

異
に
す
る
史
料
か
ら
も
裏
付
け
を
得
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
文
帝
期
に
つ
い
て
は
正
史
の
記
述
は
殊
に
不
足
し
、
出
土
文
字
史
料
に
も
文
書
や
帳

簿
の
類
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
れ
は
非
常
に
大
き
な
足
枷
で
あ
り
、
筆
者
が
と
り
わ
け
こ
う
し
た
限
界
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
土
地
制
度

に
関
す
る
議
論
を
前
に
し
た
と
き
で
あ
る
。

　
二
年
律
令
の
「
戸
律
」
と
さ
れ
る
部
分
に
は
、
土
地
の
登
記
や
相
続
に
か
ん
す
る
細
か
な
規
定
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
な
か
で
も
注
目
を
集

め
た
の
が
、
爵
位
の
高
下
に
応
じ
て
華
瓶
を
支
給
す
る
規
定
で
あ
る
（
0
貧
U
－
～
1
9
0
Q
J
）
。
そ
こ
で
は
、
爵
が
な
い
者
に
も
一
頃
（
1
1
百
畝
）
の
田
地
が

支
給
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
わ
ず
か
に
残
る
実
例
は
こ
れ
と
矛
盾
す
る
。
張
家
山
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
も
の
と
さ
れ
る
鳳
風
山
漢
墓
出
土
簡
の
、

「
鄭
里
稟
簿
」
に
記
さ
れ
た
各
戸
口
の
耕
地
面
積
は
多
く
て
も
五
十
畝
程
度
で
、
八
畝
と
い
う
戸
口
す
ら
あ
る
。
こ
の
面
積
の
狭
さ
は
、
生
計

の
資
を
農
業
以
外
に
頼
る
住
罠
が
多
か
っ
た
故
、
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
［
佐
原
康
夫
二
〇
〇
二
］
、
干
振
波
二
〇
〇
四
は
当
該
地
域
の
主

要
な
生
業
が
漁
業
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
す
る
。
確
か
に
様
々
な
説
明
が
可
能
で
あ
り
、
唯
一
の
実
例
を
殊
更
に
振
り
ま
わ
す
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
居
延
漢
簡
に
ま
で
範
囲
を
拡
げ
て
も
、
二
年
律
令
の
規
定
を
支
持
す
る
実
例
は
見
い
だ
し
得
な
い
。
条
文
の
実
効
性
自
体
に
な
お
疑

問
の
余
地
が
残
る
。

　
ま
た
一
方
に
、
二
年
律
令
に
見
え
る
土
地
制
度
が
文
帝
期
に
大
き
く
変
化
し
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
楊
振
紅
二
〇
〇
三
は
、
爵
位
ご
と
に

定
め
ら
れ
た
支
給
額
は
、
所
有
し
う
る
田
宅
の
上
限
額
で
も
あ
っ
た
と
し
、
そ
の
う
え
で
『
漢
書
』
食
貨
志
上
の
師
丹
の
上
言
、

　
　
謡
え
の
聖
王
は
井
田
を
設
け
ざ
る
な
く
、
然
る
後
治
乃
ち
平
か
な
る
べ
し
。
孝
文
皇
帝
は
亡
周
乱
秦
兵
革
の
後
、
天
下
空
虚
な
る
を
承
け
、
故
に
農
桑
を

　
　
勧
む
る
に
務
め
、
黒
い
る
に
節
倹
を
以
て
す
。
民
始
め
て
充
実
し
、
未
だ
井
兼
の
害
有
ら
ざ
れ
ば
、
故
に
民
田
及
び
言
前
の
為
に
限
を
為
ら
ず
。

を
論
拠
に
、
文
盲
の
時
代
に
は
土
地
所
有
の
制
限
額
が
撤
廃
さ
れ
た
と
の
論
を
展
開
す
る
。
だ
が
同
じ
く
食
貨
志
に
引
か
れ
た
董
経
輪
の
言
に
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は
、　

　
秦
に
至
ら
ば
則
ち
然
ら
ず
。
商
量
の
法
を
用
い
、
帝
王
の
制
を
改
め
、
井
田
を
除
き
、
民
は
売
買
す
る
を
得
、
富
者
は
立
食
伯
を
連
ら
ね
、
貧
者
は
立
錐

　
　
　
の
地
な
し
。
…
漢
興
る
に
、
循
い
て
未
だ
改
め
ず
。

と
あ
り
、
こ
れ
に
従
え
ば
管
下
に
も
、
さ
ら
に
は
秦
に
お
い
て
す
ら
所
有
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
二
年
律
令
の
給
田

規
定
が
田
宅
所
有
の
上
限
を
示
す
も
の
な
の
か
自
体
検
討
の
余
地
が
あ
り
、
「
土
地
制
度
の
改
革
」
を
文
帝
些
些
の
～
つ
に
加
え
る
こ
と
は
で

き
ま
い
。
ま
し
て
や
「
変
化
」
を
前
提
に
し
て
在
地
社
会
に
お
け
る
土
地
所
有
の
推
移
に
つ
い
て
論
ず
る
の
は
、
勇
み
足
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。　

墓
葬
か
ら
の
法
律
条
文
の
出
土
は
近
年
も
相
次
い
で
い
る
と
側
聞
す
る
。
法
律
上
の
制
度
規
定
に
か
ん
す
る
知
識
は
着
実
に
増
加
し
、
今
後

も
そ
れ
が
期
待
で
き
る
。
だ
が
そ
こ
に
映
し
出
さ
れ
た
国
家
・
社
会
の
あ
り
方
、
と
り
わ
け
郷
里
社
会
の
実
態
と
か
か
わ
る
側
面
を
、
前
漢
初

頭
の
実
像
と
し
て
鵜
呑
み
に
せ
ぬ
ほ
う
が
よ
か
ろ
う
。
現
実
の
社
会
関
係
に
は
十
分
に
切
り
込
め
ぬ
ま
ま
、
法
文
の
み
を
問
題
と
せ
ざ
る
を
得

な
い
点
に
、
二
年
律
令
研
究
の
難
し
さ
が
あ
る
。

【
引
用
文
献
表
】

大
庭
　
　
脩
　
一
九
五
四

鎌
田
重
雄
　
一
九
六
二

滋
賀
秀
三
　
一
九
七
六

「
前
代
の
関
所
と
パ
ス
ポ
ー
ト
」
㎎
関
西
大
学
東
西
学

術
研
究
所
論
叢
』
～
六
、
の
ち
同
『
秦
漢
法
制
史
の

研
究
』
（
創
文
社
、
一
九
八
二
）
に
収
録

「
漢
朝
の
王
国
抑
損
策
」
『
秦
漢
政
治
制
度
の
研
究
』

　
（
臼
本
学
術
振
興
会
）

「
中
國
上
代
の
刑
罰
に
つ
い
て
の
一
考
察
一
誓
と
盟

を
手
が
か
り
と
し
て
！
扁
滋
賀
秀
王
・
平
松
義
郎

編
『
石
井
良
助
先
生
還
暦
祝
賀
法
制
史
論
集
㎞

　
（
創
文
社
）
、
の
ち
同
㎎
中
国
法
制
史
論
集
法
典

と
刑
罰
』
（
創
文
社
、
二
〇
〇
三
）
に
収
録

紙
屋
正
和
　
一
九
七
八

若
江
賢
三
　
一
九
七
八

徐
鴻
　
修
　
一
九
八
四

袖
型
ω
Φ
毛
少
｝
野
℃
二
九
八
五
肉
§
爲
§
冴
ミ
○
ミ
嵩
卜
織
鐸
卜
紋
§
鮮

睡
中
地
秦
墓
竹
簡
整
理
小
組

大
櫛
敦
弘
　
｝
九
九
五

「
前
漢
時
代
の
関
と
馬
弩
関
」
馴
福
岡
大
学
人
文
論

叢
』
一
〇
一
二

「
文
帝
に
よ
る
肉
刑
除
去
の
改
革
1
1
髭
刑
及
び
完
刑

を
め
ぐ
っ
て
一
」
欄
東
洋
学
術
研
究
』
第
一
七
巻

第
六
号

「
從
古
代
罪
人
牧
奴
刑
的
攣
遷
看
“
隷
臣
妾
”
“
城
旦

春
”
的
身
分
偏
『
文
史
哲
』
一
九
八
四
年
第
五
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
肉
．
』
b
◎
篭
鳶

　
一
九
九
〇
　
　
『
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
臨
（
文
物
出
版

社
）門

統
一
前
夜
一
戦
国
後
期
の
「
国
際
」
秩
序
一
」
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籾
山

宮
宅

張
　
建

国潔明

九

九
六

九九
九九
五五

冨
谷
　
至
　
一
九
九
八

石
岡
　
　
浩
　
一
九
九
九

佐
藤
達
郎
二
〇
〇
〇

陶
安
あ
ん
ど
　
一
一
〇
〇
〇

冨
谷
至
二
〇
〇
〇

宮
宅
　
　
潔
　
二
〇
〇
〇

佐
原
康
夫
二
〇
〇
二

重
近
啓
樹
二
〇
〇
二

山
出
勝
芳
二
〇
〇
二

李
均
明
二
〇
〇
二

　
㎎
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
第
一
九
号

「
秦
漢
刑
罰
史
研
究
の
現
状
」
魍
中
国
史
学
』
第
五
巻

「
漢
書
の
起
源
と
そ
の
編
纂
」
咽
中
国
史
学
馳
第
五
巻

「
試
析
濫
淫
“
約
法
三
章
”
的
法
律
効
力
－
兼
談

　
“
二
年
律
令
”
与
瀟
何
的
関
係
」
『
法
学
研
究
臨
　
一

九
九
六
年
第
一
期
、
の
ち
同
魍
帝
制
時
代
的
中
国

法
臨
（
法
律
出
版
社
、
　
九
九
九
）
に
収
録

『
秦
漢
刑
罰
制
度
の
研
究
』
同
朋
會
出
版

「
秦
時
代
の
刑
罰
減
免
を
め
ぐ
っ
て
l
l
秦
簡
に
見
え

る
「
唐
官
府
」
か
ら
一
」
『
史
滴
』
第
二
〇
号

門
前
漢
の
文
帝
1
そ
の
虚
像
と
実
像
1
」
『
古
代

文
化
』
第
五
二
巻
第
八
号

門
法
典
編
纂
史
再
考
一
l
－
漢
篇
：
再
び
文
献
史
料
を
中

心
に
据
え
て
」
『
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
紀

要
』
～
四
〇

「
晋
泰
始
令
へ
の
道
－
第
～
部
　
秦
漢
の
律
と
令
」

　
『
東
方
学
報
隔
京
都
第
七
二
冊

門
秦
漢
時
代
の
爵
と
刑
罰
」
馴
東
洋
史
研
究
』
第
五
八

巻
第
四
号

「
江
陵
鳳
鳳
山
漢
簡
再
考
」
『
東
洋
史
研
究
』
第
六
一

巻
第
三
号

漏
張
家
山
漢
墓
竹
簡
〔
二
四
七
号
墓
〕
臨
の
刊
行
に
よ

せ
て
」
『
日
本
秦
漢
史
学
会
会
報
駄
第
三
号

「
張
家
山
第
二
四
七
号
漢
墓
竹
簡
「
二
年
律
令
」
と

秦
漢
史
研
究
扁
『
日
本
秦
漢
史
学
会
会
報
』
第
三
号

門
張
家
山
漢
簡
所
反
映
的
二
十
等
爵
制
」
『
中
国
史
研

究
』
二
〇
〇
二
年
第
二
期

早
稲
田
大
学
簡
吊
研
究
会
　
二
〇
〇
二
　
「
張
家
山
二
四
七
号
漢
墓
竹
簡
訳
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
と
『
早
稲
田
大
学
長
江
流
域
文
化
研
究
所
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
報
㎞
創
刊
号

韓
　
樹
　
峰
　
二
〇
〇
三
　
門
秦
漢
律
令
中
的
完
刑
」
一
中
国
史
研
究
』
二
〇
〇
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
第
四
遠

田
　
義
　
田
　
二
〇
〇
三
　
　
「
丁
張
家
山
熱
唱
〈
二
年
律
令
〉
論
秦
漢
的
刑
期
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
題
」
『
箆
大
歴
史
学
報
匝
瓢
二

高
　
　
　
敏
　
二
〇
〇
三
　
「
《
張
家
山
漢
墓
・
二
年
律
令
》
中
諸
律
的
制
作
年
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
試
探
」
『
史
学
月
刊
㎞
二
〇
〇
三
年
第
九
期
　
の
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
勢
秦
漢
魏
晋
南
北
朝
史
論
考
輪
（
中
国
社
会
科
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
版
社
、
二
〇
〇
四
）
に
収
録

滋
賀
秀
三
　
二
〇
〇
三
　
　
『
中
国
法
制
史
論
集
　
法
典
と
刑
罰
隔
（
創
文
社
）

瀬
川
敬
也
　
二
〇
〇
三
　
　
「
秦
漢
時
代
の
身
体
刑
と
労
役
刑
i
文
帝
刑
制
改
革

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
は
さ
ん
で
一
」
『
中
国
出
土
資
料
研
究
輪
第
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

専
修
大
学
『
二
年
律
令
撫
研
究
会
　
二
〇
〇
三
　
「
張
家
山
漢
簡
『
二
年
律
令
』
訳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
～
）
一
賊
律
i
」
『
専
修
史
学
』
第
三
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

減
知
非
二
〇
〇
三
「
張
家
山
漢
簡
所
見
漢
初
中
央
与
諸
侯
王
国
関
係
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
略
」
『
陳
西
歴
史
博
物
館
館
刊
撫
第
一
〇
輯

陳
　
　
　
偉
　
二
〇
〇
三
　
「
張
家
山
漢
簡
《
津
関
令
》
渉
馬
諸
令
研
究
」
『
考
古

楊
振
紅
二
〇
〇
三

囲
均
明
二
〇
〇
三

学
報
』
二
〇
〇
三
年
第
一
期

「
秦
漢
“
名
田
宅
制
”
説
－
従
張
家
山
漢
簡
看
戦
国

秦
漢
的
土
地
制
度
」
『
中
国
史
研
究
一
二
〇
〇
三
年

第
三
期

「
張
家
山
重
藤
所
見
荊
罰
等
序
及
関
関
問
題
」
『
華

二
日
第
六
輯
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飯
田
祥
子
　
二
〇
〇
四
　
　
「
前
漢
後
半
期
に
お
け
る
郡
県
民
支
配
の
変
化
l
l
内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
研
究
の
動
向
」
『
中
国
史
学
二
二
十
四
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
・
辺
郡
の
分
化
か
ら
一
」
魍
東
洋
学
報
』
第
八
　
　
　
　
宮
宅
　
　
潔
　
二
〇
〇
四
　
「
張
家
山
漢
簡
《
二
年
律
令
》
解
題
」
『
東
方
学
報
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
巻
第
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
京
都
第
七
六
冊

子
　
開
聞
　
波
　
一
一
〇
〇
四
　
　
讐
張
家
山
田
服
用
鮪
凹
中
的
名
田
制
及
其
在
鼎
隈
代
的
実
施
情
　
　
　
　
　
中
豊
谷
　
一
樹
　
二
〇
〇
四
　
　
「
張
家
山
瀧
捻
間
・
秩
葎
『
初
椥
休
」
『
洛
北
史
当
ナ
』
第
⊥
ハ
ロ
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
況
」
『
中
国
史
研
究
』
二
〇
〇
四
年
第
一
期
　
　
　
　
　
　
　
楊
　
頷
　
慧
　
二
〇
〇
四
　
　
「
張
家
山
中
島
中
〃
隷
臣
妾
”
身
扮
探
討
」
『
中
原
文

「一

�
綜
梠
繽
o
土
文
字
資
料
の
研
究
」
班
　
二
〇
〇
四
　
　
門
江
陵
張
家
山
漢
墓
出
土
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
物
㎞
二
〇
〇
四
年
第
一
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
二
年
律
令
」
訳
注
稿
　
そ
の
（
一
）
」
『
東
方
学
　
　
　
　
石
岡
　
浩
　
二
〇
〇
五
　
「
牧
制
度
の
廃
止
に
み
る
前
漢
文
帝
刑
法
改
革
の
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
報
臨
京
都
七
六
研
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
端
」
噸
歴
史
学
研
究
』
第
八
〇
五
号

支
　
　
　
強
　
二
〇
〇
四
　
　
「
張
家
山
漢
簡
法
律
文
書
研
討
綜
述
　
1
0
．
《
二
年
律
　
　
　
　
韓
　
樹
　
峰
　
二
〇
〇
五
　
　
「
秦
漢
徒
刑
散
論
」
『
歴
史
研
究
』
二
〇
〇
五
年
第
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
令
・
具
律
》
中
所
見
”
刑
尽
”
試
解
」
四
出
土
文
献
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
研
究
』
第
六
輯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
三
国
時
代
出
土
文
字
資
料
の
研
究
偏
班
　
二
〇
〇
五
　
「
江
陵
張
家
山
漢
墓
出
土

徐
　
世
　
虹
　
二
〇
〇
四
　
　
「
”
三
環
之
”
”
刑
復
城
旦
春
”
”
繋
城
旦
春
某
歳
”
解
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
二
年
律
令
」
訳
注
稿
　
そ
の
（
二
）
」
欄
東
方
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
出
土
文
献
研
究
輪
第
六
輯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
報
㎞
京
都
七
七
冊

曹
　
旅
　
寧
　
二
〇
〇
四
a
　
「
説
張
家
山
漢
簡
《
二
年
律
令
・
賊
律
》
中
的
“
諸
　
　
　
　
杉
村
伸
二
　
二
〇
〇
五
　
　
「
郡
国
制
の
再
検
討
」
『
日
本
秦
漢
史
学
会
会
報
』
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
侯
”
」
『
陳
｝
四
歴
史
櫨
四
物
館
館
刊
』
牌
弟
一
一
…
期
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
口
写

曹
　
旅
　
寧
　
二
〇
〇
四
b
　
門
張
家
山
脚
号
墓
漢
律
製
作
時
代
新
考
」
『
出
土
文
　
　
　
　
高
村
武
幸
　
二
〇
〇
五
　
「
秦
漢
時
代
の
都
官
」
『
東
洋
学
報
㎞
第
八
七
巻
第
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
献
研
引
究
臨
第
山
ハ
輯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
万

陳
　
蘇
　
鎮
　
二
〇
〇
四
　
「
漢
初
王
国
制
度
考
述
」
噸
中
国
史
研
究
魅
二
〇
〇
四
　
　
　
　
冨
谷
　
　
至
　
二
〇
〇
五
　
「
江
陵
張
家
山
二
四
七
号
墓
出
土
竹
簡
1
と
く
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
玉
三
期
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
二
年
律
令
」
に
関
し
て
一
」
『
木
簡
研
究
』
第

水
間
大
輔
二
〇
〇
四
　
「
張
家
山
漢
簡
「
二
年
律
令
」
に
よ
る
秦
漢
刑
罰
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
号

［
付
記
］
　
本
稿
は
平
成
～
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
C
2
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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Plied　Radiocarbon　Dating　to　Archaeologt’cal　Methodology　attempted　to　coBfirm

whether　dwelliRgs　weye　of　the　same　period　by　examining　eheir　temporal　relation－

ship　that　had　been　obtained　through　archaeological　methods　more　concretely　by

the　application　of　high－precisjon　radiocarbon　dating　by　the　AMS　（Accelerator　Mass

Spectrometry）　method．　Both　works　transcended　the　lmgering　and　troublesome

issue　of　verification　and　have　been　highiy　regarded　as　taking　a　fiarst　step　toward　a

theory　of　settlements　based　on　facts　that　could　be　verified．

　　Furthenmore，　in　2005　TANIGUCm　Koji　published　Circular　Settlements　ana　the

Structure　of　Jomon　Society，　which　systemically　ai　gued　the　circular　settiement

theory．　The　day　when　the　empirical　and　stmcturaljst　theories　of　settlement　scho－

larship　can　be　ai　gued　on　an　equal　foohng　is　fast　approaching．

The　Possibdities　and　Limitations　of　the　Research　on　Ernian　ltiling　：

　　　　　　　　　Recent　Research　on　the　Wendi　Reign　Utilizing

　　　　　　　　　　　the　Newly　Excavated　Bamboo　Manuscripts

by

MIYAKE　Kiyoshi

　　Since　the　pubtication　of　the　Zhangiiashan　barnboo　manuscripts　in　2001，　numer－

ous　studies　on　this　new　material，　especially　of　Ernian　ldiling　（Statutes　and　ordi－

nances　in止e　second　year），　have　been　made．　The　excavated　code，　dated　to　the

beginning　of　the　Han　dynasty，　has　given　us　a　lot　of　information　on　Han　institutions，

and　cast　new　light　on　our　understanding　of　potitical　history．　The　author　tal〈es　up

the　political　problems　in　the　Wendi　reign　（BC　180－BC　157），　analyzes　prior　studies

on　this　matter，　and　attains　a　new　stand　point　from　which　to　reassess　the　institu－

tional　reformation　made　by　Wendi，　ln　addition，　a　discussion　of　the　characteristics

of　Ernian　ldiling　as　excavated　material　is　one　of　the　aims　of　this　paper．

　　The　most　urgent　problem　facing　the　Wendi　reign　was　to　develop　counter－

measures　against　the　marquises．　ln　order　to　reduce　their　threat，　Wendi　subdivided

their　fiefs，　Jingdi　later　reduced　£hem，　and　Wudi　eventually　realized　direct　control

over　the　whole　empire．　This　process　gives　us　the　impression　that　the　elirnination

of　marquises　was　also　the　goal　of　Wendi’s　policy．　The　broad　discretion　given　to

ma1rquises，　and　the　strict　limitation　on　horse　exports　to　marquises，　both　of　which

we　can　see　in　Ernian　ltiling，　seem　to　support　this　impression．　However，　the
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horse　trade　limitation　was　also　aimed　at　prices　and　purchases　within　the　territory

under　the　direct　control　of　the　emperor，　therefore，　its　main　purpose　was　to　se－

cure　enough　horses　to　confront　the　Xiongnu　as　well　as　the　marquises．　ln　168　BC，

Wendi　got　rid　of　the　checl〈points，　probably　including　those　which　were　set　up　on

the　border　with　the　territory　of　the　marquises，　which　suggests　a　detente　with

them　in　the　middie　of　his　reigri．

　　One　of　the　most　famous　reforms　is　the　abolttion　of　mutgabon　as　punishment　in

167　BC，　and　fixecl　terms　of　the　hard　labour　were　also　set　at　the　same　tme．

Although　the　background　has　been　explained　in　the　context　of　the　penal　system

reform，　the　details　of　the　penal　system　recorded　in　the　Ernian　ltiling　suggest

another　viewpoint．

　　The　problem　that　threatened　Wendi　in　the　second　half　of　his　reign　was　the

attacks　from　the　Xiongnu，　which　intensrded　after　169　BC，　and　their　tiroops

threatened　the　capital　in　166　BC．　Defending　his　empire，　Wendi　carried　out　several

plans，　one　of　whose　ends　was　to　reorganjze　the　system　of　labour　sewices．　As

part　of　this　trend，　the　hard　labour　system　must　have　been　rationalized．　Viewed

from　a　different　viewpoint，　hard　labour　without　any　fixed　term　meant　an　endless

necessity　of　supplying　othcial　food　because　convicts　were　issued　a　certain　amount

of　food，　at　least　in　principle．　We　have　te　count　the　abolition　of　the　mutilation　as　a

penalty　as　a　way　of　economizing．

The　Review　of　the　Studies　on　the　Spatial　Structure

　　　　　　　　　　of　Japanese　Medieval　Cities

by

YAMAMURA　Aki

　　Studies　of　Japanese　medieval　cities　have　been　interdiscipliRary，　includng　the

fields　of　history，　aychaeo｝ogy，　architectural　history，　and　geography．　The　central

issue　of　the　studies　has　been　how　to　reconstruct　and　explain　the　“space”　of　the

cities，　but　the　strict　meaning　of　the　key　concept　“spaljal　structure”　has　Rever

been　exp｝ored．　However，　cunrent　studies　have　arrived　at　the　point　of　reassessing

their　perspectives　and　methods　of　spatial　analysis　from　their　own　academic　points

of　view．　This　papey　aims　to　review　the　studies　of　Japanese　medieval　cities　by　ex一

ε㎜血ng　the　meaning　of　the　spatial　structure　and　perspectives　on　spatial　ana圭ysis．
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