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方
官
吏
と
地
域
社
会
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宮
　
動
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出
土
文
字
史
料
を
用
い
た
秦
漢
史
研
究
は
近
年
活
況
を
呈
し
て
い
る
も
の

の
、
多
く
の
論
考
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
警
世
地
・
張
家
山
等
の
法
制

関
係
史
料
が
そ
の
大
部
分
を
占
め
る
。
そ
の
他
の
史
料
、
例
え
ば
居
延
・
敦

燵
漢
鋳
の
研
究
や
、
法
制
史
料
以
外
の
墓
葬
出
土
簡
を
扱
っ
た
研
究
は
、
そ

れ
に
取
り
組
む
研
究
者
や
研
究
分
野
の
広
が
り
に
お
い
て
法
制
史
料
の
そ
れ

に
は
及
ば
な
い
。
本
書
の
忍
者
、
高
村
氏
も
ま
た
、
法
制
史
料
を
「
読
み
や

す
い
」
史
料
、
居
延
・
敦
穴
蔵
を
「
読
み
に
く
い
漏
史
料
と
呼
び
（
三
四
二

頁
、
注
一
）
、
後
者
を
暴
い
た
研
究
が
滅
少
し
て
き
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と

意
識
し
て
い
る
。

　
居
延
・
敦
爆
簡
、
す
な
わ
ち
辺
境
の
梅
醤
か
ら
出
土
し
た
木
簡
史
料
が
墓

婆
出
土
簡
に
比
べ
て
扱
い
に
く
い
こ
と
は
否
め
な
い
。
ま
ず
何
よ
り
も
殆
ど

の
簡
は
そ
の
書
写
年
代
が
確
定
し
な
い
。
こ
れ
ま
で
に
辺
境
簡
は
文
書
行
政

棚
度
や
訴
訟
制
度
の
解
明
と
い
っ
た
分
野
で
活
用
さ
れ
、
成
果
が
挙
げ
ら
れ

て
き
た
が
、
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
網
度
が
静
態
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
利
駕
す

る
簡
が
様
々
な
年
代
に
散
ら
ば
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
ば
ら
つ
き
に
よ

る
立
論
へ
の
影
響
が
少
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
書
っ
て
よ
い
。
一
方
で
、

内
容
が
そ
れ
と
深
く
関
わ
る
に
も
拘
ら
ず
、
辺
境
簡
は
戦
役
史
や
対
外
関
係

史
な
ど
、
時
系
列
に
沿
っ
た
史
料
整
理
が
求
め
ら
れ
る
研
究
に
は
補
助
的
に

し
か
活
用
さ
れ
ず
、
対
外
関
係
の
変
化
に
よ
り
そ
の
容
貌
を
変
え
た
で
あ
ろ

う
軍
事
制
度
の
研
究
に
も
用
い
に
く
い
面
が
あ
っ
た
。
出
土
地
の
特
殊
性
と

も
相
倹
っ
て
、
そ
の
利
用
の
さ
れ
方
に
一
定
の
傾
向
が
あ
っ
た
の
も
、
決
し

て
理
由
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
本
書
は
そ
の
書
名
が
示
す
と
お
り
、
漢
代
の
地
域
祉
会
の
実
態
を
よ
り
具

体
的
に
描
写
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
あ
く
ま
で
史
料
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、

市
井
の
人
々
や
下
級
富
吏
を
取
り
巻
く
社
会
的
環
境
、
諸
制
度
、
漏
常
生
活

の
芸
評
が
狙
上
に
載
せ
ら
れ
て
ゆ
く
。
そ
の
な
か
で
著
者
は
意
図
し
て
辺
境

鋳
を
利
用
し
、
と
り
わ
け
第
脳
部
で
は
そ
れ
を
用
い
て
蒲
北
辺
境
の
地
域
社

会
の
姿
と
そ
の
変
遷
を
追
う
な
ど
、
辺
境
簡
の
活
用
に
新
た
な
地
平
を
開
こ

う
と
す
る
。
ま
た
墓
葬
出
土
の
「
日
記
漏
や
名
謁
な
ど
の
、
従
来
は
注
羅
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
簡
膜
が
、
中
心
的
な
材
料
と
し
て
議
論
の
柱
に
据
え
ら
れ

る
。
一
見
利
用
価
値
が
な
い
よ
う
に
映
る
、
あ
る
い
は
利
構
に
一
定
の
枠
が

あ
っ
た
史
料
群
を
、
周
到
な
分
析
で
捉
え
直
し
、
新
た
な
論
点
を
抽
鐵
し
て

ゆ
く
手
法
は
、
本
書
の
特
色
と
し
て
ま
ず
挙
ぐ
べ
き
も
の
で
あ
る
。

本
書
の
各
部
・
章
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
。

　
総
序

　
第
一
部
漢
代
宮
吏
の
資
格
に
つ
い
て

　
　
第
一
章
誌
代
官
吏
任
用
に
お
け
る
財
産
資
格
の
再
検
討

　
　
第
二
章
　
雌
器
の
材
蜜
・
騎
士
の
身
分
と
窟
吏
任
用
資
格

　
　
第
董
章
　
漢
代
の
窟
吏
任
用
と
文
字
の
知
識

　
　
終
　
章
　
漢
代
官
吏
の
資
格
か
ら
み
た
漢
窯
社
会
の
姓
質
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第
二
部
　
岩
代
官
吏
の
社
会
と
生
活

　
第
一
歯
面
豊
代
地
方
官
吏
の
「
強
記
」
に
つ
い
て

　
第
二
章
　
漢
意
地
方
警
吏
の
社
会
と
生
活

第
三
部
　
秦
漢
時
代
の
地
方
行
政
を
め
ぐ
る
諸
問
題

　
第
～
章
秦
漢
時
代
の
厚
歯

　
第
二
章
秦
・
漢
初
の
郷
一
湖
南
里
耶
秦
簡
か
ら
1

　
第
三
章
　
秦
漢
時
代
の
県
丞

第
四
部
　
前
漢
辺
境
地
域
社
会
の
形
成
と
特
質

　
第
一
章
　
河
西
に
お
け
る
漢
と
旬
奴
の
攻
防
－
箭
漢
後
半
期
か
ら

　
　
　
　
　
後
漢
初
の
史
料
分
析
を
通
じ
て
…

　
第
二
章
　
前
漢
西
北
辺
境
と
関
東
の
輸
卒
－
居
延
漢
簡
に
み
え
る

　
　
　
　
　
兵
士
出
身
地
の
検
討
を
通
じ
て
1

　
第
三
章
　
前
漢
河
西
地
域
の
社
会
一
辺
境
防
衛
組
織
と
の
関
わ
り

　
　
　
　
　
を
中
心
に
…

結
語

　
第
一
部
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
官
吏
の
懸
賞
資
格
で
あ
る
。
特
に
秩
禄

百
石
以
下
の
少
吏
が
如
侮
に
し
て
任
用
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
任
用
資
格
が
財

薩
と
識
字
力
と
い
う
二
つ
の
視
点
か
ら
分
析
さ
れ
て
ゆ
く
。

　
官
吏
と
な
る
た
め
に
は
、
ま
ず
一
定
以
上
の
財
産
を
有
し
て
い
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
た
。
著
者
は
そ
の
背
景
と
し
て
、
馬
を
自
弁
す
る
能
否
が
重
視
さ

れ
て
い
た
点
に
注
意
を
向
け
る
。
乗
馬
は
移
動
の
手
段
で
あ
り
身
分
標
識
で

あ
る
と
同
時
に
、
武
備
の
一
部
と
し
て
軍
事
的
な
意
味
合
い
も
帯
び
て
い
た
。

こ
の
点
や
、
官
吏
に
よ
る
帯
剣
な
ど
他
の
い
く
つ
か
の
要
素
か
ら
、
漢
代
官

僚
制
度
と
軍
事
と
の
密
接
な
関
係
が
窺
い
知
れ
、
宮
吏
と
廃
熱
を
分
か
つ
も

の
は
軍
事
負
担
の
軽
重
で
あ
っ
て
、
よ
り
重
い
負
担
を
引
き
受
け
う
る
者
こ

そ
が
官
吏
た
り
得
る
と
の
理
念
が
存
在
し
た
、
と
著
者
は
主
張
す
る
。

　
続
く
第
二
章
で
は
、
材
官
・
騎
士
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
著
者
は
こ
れ
ら

を
一
種
の
下
級
富
吏
と
規
定
し
つ
つ
も
、
材
富
・
騎
士
に
俸
給
が
支
給
さ
れ

た
形
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
あ
く
ま
で
官
吏
に
準
じ
る
者
と
し
て
、
そ

の
地
位
は
三
老
や
里
並
な
ど
の
「
半
官
半
民
」
の
入
々
と
近
か
っ
た
と
す
る
。

そ
の
上
で
、
よ
り
重
い
軍
役
を
担
う
者
で
あ
る
材
富
・
騎
士
に
も
、
そ
の
経

済
的
基
盤
の
保
証
、
す
な
わ
ち
財
産
資
格
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
窟

吏
の
財
魔
資
格
が
、
軍
事
負
組
に
耐
え
う
る
こ
と
を
示
す
損
保
と
し
て
存
在

し
て
い
た
可
能
性
が
再
び
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
章
で
は
寓
吏
の
文
字
知
識
が
問
題
に
さ
れ
る
。
睡
虎
地
手
簡
に
は
、

文
字
学
習
の
場
が
書
記
宮
（
「
史
」
）
の
子
弟
の
み
に
開
か
れ
、
そ
の
地
位
が

翫
襲
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
規
定
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
著
者
は
、
秦

や
前
漢
前
半
期
に
お
い
て
文
字
知
識
は
、
も
は
や
一
部
の
階
層
が
独
占
す
る

技
能
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
す
で
に
統
｝
秦
の
頃
か
ら
世
襲
的

書
記
以
外
の
者
が
任
用
さ
れ
て
お
り
、
文
字
知
識
の
水
準
は
任
用
自
体
を
左

右
せ
ず
、
書
記
窟
系
統
の
官
職
に
任
用
さ
れ
る
場
合
に
の
み
、
客
観
的
な
基

準
に
よ
っ
て
文
掌
知
識
が
測
ら
れ
た
。
書
記
の
継
襲
を
窺
わ
せ
る
諸
規
定
は

現
実
を
反
映
し
て
お
ら
ず
、
一
定
の
財
産
を
縛
つ
者
は
相
応
の
文
字
知
識
も

備
え
て
い
る
と
い
う
前
提
の
下
、
財
産
資
格
が
そ
の
文
字
知
識
を
間
接
的
に

保
証
し
て
い
た
と
い
う
の
が
著
者
の
結
論
で
あ
る
。
さ
ら
に
世
襲
的
任
用
が

廃
れ
た
理
由
と
し
て
、
宮
僚
組
織
の
拡
大
に
伴
う
官
吏
の
不
足
を
軍
事
組
織

に
よ
っ
て
補
っ
た
、
す
な
わ
ち
軍
功
で
爵
を
得
た
者
に
任
官
を
認
め
る
こ
と

で
補
填
し
た
た
め
で
あ
る
と
の
理
解
も
示
さ
れ
る
。

　
終
章
で
は
財
産
資
格
設
定
の
歴
史
的
な
背
景
が
語
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る

130 （764）



評

と
、
秦
王
政
の
時
期
に
も
秦
の
軍
事
行
動
に
は
季
節
的
な
偏
り
が
見
ら
れ
、

基
本
的
に
農
繁
期
を
避
け
て
、
い
わ
ゆ
る
「
耕
戦
の
士
」
が
動
員
さ
れ
て
い

た
。
し
か
し
時
期
を
選
ば
ず
に
兵
を
起
こ
す
必
要
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ

の
た
め
に
選
抜
さ
れ
た
、
よ
り
重
い
雲
叢
に
耐
え
う
る
精
鋭
が
、
騎
士
・
材

官
の
如
き
主
力
兵
士
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
兵
士
た
ち
に
は
軍
功
に
よ
り
爵
を

賜
り
、
官
吏
に
登
用
さ
れ
る
道
も
開
か
れ
、
彼
ら
が
官
僚
機
構
の
拡
大
に
伴

う
蜜
吏
の
不
足
を
補
う
こ
と
に
も
な
っ
た
。
そ
こ
か
ら
逆
に
、
官
吏
に
は
精

鋭
兵
と
し
て
の
素
質
が
必
要
と
い
う
思
考
が
生
ま
れ
、
そ
の
務
め
を
果
た
し

得
る
だ
け
の
財
産
的
基
盤
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
…
以
上
が
著
者

の
想
定
す
る
、
財
産
資
格
の
背
後
に
あ
る
歴
史
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
自
営
農

民
巨
戦
士
」
の
共
同
体
で
あ
っ
た
古
代
都
市
国
家
の
、
軍
事
的
負
担
に
耐
え

う
る
こ
と
が
成
員
た
る
資
格
で
あ
る
と
い
う
発
想
と
、
本
質
的
に
同
～
で
あ

る
と
い
う
。
以
上
は
本
書
が
示
す
重
要
な
提
言
の
一
つ
で
あ
り
、
古
代
中
国

の
官
僚
制
度
や
社
会
制
度
を
め
ぐ
る
議
論
と
も
関
わ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
続
く
第
二
部
で
は
漢
代
窟
吏
の
田
町
生
活
が
探
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
用

い
ら
れ
る
の
が
勢
湾
漢
簡
の
「
元
延
二
年
B
記
扁
「
贈
銭
名
籍
篇
や
名
謁
の

類
、
さ
ら
に
周
家
妻
秦
簡
の
「
秦
始
皇
三
十
四
年
暦
書
」
で
あ
り
、
こ
れ
ら

の
、
こ
れ
ま
で
注
騒
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
史
料
の
紹
介
・
分
析
が
第
二
部
の

根
幹
を
な
す
。

　
第
一
章
は
日
記
史
料
に
み
え
る
語
彙
の
考
証
か
ら
始
ま
っ
て
、
公
務
出
張

の
足
取
り
や
屋
的
、
伴
出
し
た
三
番
と
の
関
連
性
、
当
時
の
旅
行
の
実
態
に

説
き
及
ぶ
。
先
行
研
究
を
網
羅
し
た
紹
介
に
は
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
多
い

が
、
臼
記
が
譲
る
公
務
鵬
張
の
頻
繁
さ
を
｝
般
人
を
も
含
め
た
移
動
一
般
に

敷
回
し
て
よ
い
も
の
か
、
疑
問
が
残
る
。
む
し
ろ
「
元
延
二
年
詳
記
」
に
見

え
る
、
長
期
に
わ
た
る
出
張
の
繰
り
返
し
が
意
味
す
る
も
の
や
、
墓
主
が
頻

繁
に
新
た
な
官
職
に
任
命
さ
れ
て
い
る
点
（
七
月
に
「
署
法
曹
」
、
八
月
に

「
署
繋
属
豊
野
」
、
十
月
に
門
署
魚
心
」
）
等
に
つ
い
て
、
よ
り
掘
り
下
げ
た

分
析
が
聞
き
た
か
っ
た
。

　
も
う
一
つ
、
第
二
部
の
柱
と
な
る
の
が
罪
配
下
簡
の
「
贈
銭
名
籍
扁
や
名

謁
で
あ
る
。
前
者
は
数
次
に
わ
た
る
墓
主
へ
の
試
写
の
記
録
で
あ
り
、
後
者

の
「
名
謁
」
と
は
面
会
の
取
次
ぎ
を
請
う
際
に
差
し
出
さ
れ
る
挨
拶
状
で
、

そ
こ
に
は
面
会
の
選
手
、
衝
会
者
の
名
前
、
面
会
の
厨
的
な
ど
が
記
録
さ
れ

て
い
る
。
歩
湾
漢
墓
か
ら
は
墓
主
が
差
し
出
し
た
、
あ
る
い
は
受
け
取
っ
た

｝
群
の
名
謁
が
出
土
し
て
お
り
、
第
二
章
で
は
こ
れ
ら
木
簡
を
用
い
て
窟
吏

同
士
の
社
交
関
係
が
分
析
さ
れ
る
。

　
こ
こ
で
も
内
容
の
紹
介
・
考
証
か
ら
行
論
が
始
め
ら
れ
、
贈
銭
名
籍
に
つ

い
て
は
そ
こ
に
見
え
る
入
名
の
同
族
関
係
の
推
定
、
お
よ
び
有
力
者
｝
族
の

抽
出
が
試
み
ら
れ
る
。
ま
た
名
謁
か
ら
は
、
東
海
郡
の
早
霜
で
あ
っ
た
客
主

の
も
と
に
周
辺
の
太
守
・
国
相
や
諸
侯
が
人
を
遣
わ
し
て
起
居
を
問
う
て
い

る
こ
と
が
知
ら
れ
、
郡
の
「
極
位
」
と
さ
れ
る
功
曹
の
地
位
が
再
確
認
さ
れ

る
。　

こ
の
章
で
仔
細
に
語
ら
れ
る
地
方
有
力
者
岡
士
の
交
友
関
係
は
、
地
域
社

会
の
秩
序
を
根
底
に
お
い
て
支
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
賑
常
性
こ
そ
が
有

力
者
間
の
結
び
つ
き
を
よ
り
強
團
な
も
の
と
し
て
い
た
と
の
指
摘
は
首
肯
さ

れ
よ
う
。
だ
が
名
謁
の
交
換
が
示
す
交
際
関
係
が
ど
れ
ほ
ど
実
質
を
伴
う
も

の
で
あ
っ
た
の
か
定
か
で
な
く
、
ま
た
こ
う
し
た
作
業
か
ら
漢
帝
国
全
体
の

人
的
結
合
を
推
測
し
て
ゆ
く
に
は
、
や
は
り
同
類
簡
の
増
加
を
待
つ
必
要
が

あ
ろ
う
。

　
第
三
部
で
は
地
方
行
政
制
度
の
解
明
に
焦
点
が
移
り
、
都
蜜
、
郷
、
県
丞

と
い
う
三
つ
の
窟
府
／
官
職
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
が
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十
分
究
明
さ
れ
て
い
な
い
問
題
を
含
み
、
特
に
都
官
に
つ
い
て
は
工
藤
元
男

　
　
　
　
　
　
　
　
①

が
独
自
の
論
を
展
開
し
、
見
解
が
分
か
れ
る
。
こ
の
都
官
が
ま
ず
狽
上
に
載

せ
ら
れ
る
。

　
「
都
窟
扁
「
申
都
窟
」
の
語
は
常
代
の
典
籍
聴
路
に
も
見
え
、
京
師
所
在

の
諸
窟
蔚
と
さ
れ
る
。
だ
が
睡
虎
地
秦
簡
に
は
都
官
が
県
と
並
列
さ
れ
て
現

れ
る
。
工
藤
は
秦
簡
を
分
析
し
、
秦
の
荘
官
は
県
と
ほ
ぼ
同
格
の
地
方
行
政

機
構
で
、
宗
室
貴
戚
や
侯
・
君
の
封
邑
に
中
央
の
支
配
を
浸
透
さ
せ
る
た
め

に
置
か
れ
た
と
論
じ
た
。
こ
の
所
説
は
多
く
の
興
味
深
い
観
点
を
含
む
も
の

の
、
｝
方
で
秦
饒
の
都
窟
と
典
籍
史
料
に
見
え
る
譜
代
の
そ
れ
と
が
全
く
異

な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
素
朴
な
疑
問
を
抱
か
ず
に
は
お
れ
な
い
。

　
著
者
は
勢
湾
漢
簡
と
張
家
鼠
漢
簡
に
見
え
る
「
都
官
」
を
集
積
、
し
、
薦
漢

初
期
の
「
都
窟
偏
も
中
央
官
府
の
出
先
機
関
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
改
め

て
秦
簡
串
の
「
都
官
」
を
洗
い
直
す
と
、
そ
れ
ら
を
地
方
浜
弓
機
関
と
解
釈

し
て
も
侮
ら
矛
盾
は
生
じ
な
い
と
い
う
。
か
く
し
て
工
藤
説
を
乗
り
越
え
た

う
え
で
、
都
官
の
歴
史
的
な
位
麗
づ
け
が
論
じ
ら
れ
、
地
方
に
置
か
れ
た
特

別
な
「
官
」
の
多
く
が
少
恩
所
属
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
が
少
府
所
轄

の
由
林
藪
沢
を
管
理
す
べ
く
、
各
地
に
麗
か
れ
た
機
関
に
起
源
す
る
こ
と
が

繍
齢
幅
編
礫
齢
描
鍵
糠
穂
薦
轄
難
確
贈

の
資
源
を
把
握
す
る
た
め
に
串
央
が
設
流
し
た
の
が
都
宙
で
あ
る
、
と
著
者

は
結
論
す
る
。
工
藤
が
示
し
た
、
国
霧
権
力
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
の
先
兵
と

い
う
「
都
官
一
像
が
、
期
せ
ず
し
て
こ
の
結
論
と
重
な
り
合
う
。

　
続
く
第
二
章
で
は
、
墨
耶
秦
簡
中
の
郷
関
連
史
料
か
ら
郷
の
組
織
や
そ
の

職
掌
が
吟
味
さ
れ
る
。
鍵
と
な
る
の
は
、
里
典
・
郵
人
の
任
命
に
あ
た
っ
て

郷
が
県
の
許
可
を
請
い
、
却
下
さ
れ
て
い
る
文
書
で
、
郷
の
裁
量
権
に
一
定

の
製
肘
が
斎
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
郷
の
在
地

共
同
体
的
性
格
は
さ
ほ
ど
強
く
な
く
、
郷
嘗
は
む
し
ろ
簸
末
端
の
窟
吏
で
あ

っ
た
と
主
張
さ
れ
る
。

　
第
三
章
で
は
県
の
長
吏
、
す
な
わ
ち
県
令
・
県
丞
・
県
尉
の
分
担
・
協
働

関
係
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
論
点
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
総
体
と
し
て
は
県

丞
が
県
令
と
ほ
ぼ
同
等
の
権
限
を
行
使
し
得
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

そ
れ
ら
の
権
限
は
、
長
宮
た
る
県
令
の
不
在
聴
に
の
み
認
め
ら
れ
た
の
で
は

な
く
、
令
と
丞
と
が
無
識
・
交
代
し
つ
つ
、
実
質
的
に
は
曲
言
に
職
務
に
豪

た
っ
て
い
た
。
県
長
吏
の
数
膚
体
が
少
な
く
、
一
名
に
権
限
が
集
中
す
る
の

は
非
合
理
的
で
あ
り
、
ま
た
不
正
の
温
床
に
な
り
か
ね
な
い
。
さ
ら
に
嬢
丞

に
は
年
功
に
よ
り
そ
こ
ま
で
昇
進
し
た
者
が
少
な
く
な
く
、
県
に
お
け
る
政

務
の
輩
下
を
実
際
に
取
り
仕
切
り
得
た
の
は
む
し
ろ
県
丞
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
こ
と
も
、
こ
う
し
た
分
握
の
背
貴
と
さ
れ
る
。

　
第
四
都
で
は
辺
境
簡
を
積
極
的
に
用
い
、
地
域
社
会
の
具
体
像
と
し
て
河

鱈
地
域
の
姿
が
織
か
れ
る
。
第
一
章
で
は
飼
奴
と
の
交
戦
状
況
が
漢
簡
も
粥

い
て
考
察
さ
れ
る
。
戦
闘
関
々
簡
の
書
写
年
代
が
、
伴
出
し
た
紀
年
簡
の
年

代
を
手
が
か
り
に
推
定
さ
れ
、
宣
帯
後
期
～
平
帯
期
の
和
平
期
に
は
戦
闘
の

跡
が
認
め
ら
れ
ず
、
こ
の
和
平
が
宣
帝
期
以
降
の
屯
田
縮
小
や
、
定
住
者
の

増
加
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
第
工
章
で
は
七
言
の
灘
南
地
が
分
析
さ
れ
る
。
そ
の
出
身
地
が
関
東
西
部

の
郡
国
に
偏
る
こ
と
は
従
来
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
出
身
地
を

示
す
簡
の
年
代
も
推
定
さ
れ
、
時
代
に
よ
る
変
化
が
探
ら
れ
る
。
著
者
は
ま

ず
、
一
つ
の
都
尉
府
に
一
～
二
の
内
郡
か
ら
集
申
的
に
戌
卒
が
送
り
込
ま
れ

た
と
し
た
う
え
で
、
そ
の
地
縁
的
一
体
性
が
兵
士
の
低
練
度
を
補
っ
て
い
た

と
す
る
。
ま
た
前
漢
末
に
は
地
元
馬
身
者
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
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評書

成
帝
期
の
、
関
東
で
の
災
害
や
反
乱
が
そ
こ
か
ら
の
徴
兵
を
難
し
く
し
、
地

元
出
身
の
成
卒
が
増
加
し
た
と
論
じ
る
。
河
西
地
域
に
は
「
関
東
の
下
貧
」

も
愚
民
さ
れ
、
擬
地
域
の
閥
に
は
緊
密
な
繋
が
り
が
あ
っ
た
。
ま
た
勢
湾
漢

簡
か
ら
は
関
東
東
部
の
人
間
が
東
部
辺
境
の
防
備
に
送
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
辺
境
防
備
は
東
方
の
民
が
担
当
す
べ
し
と
の
認
識
が

あ
っ
た
と
主
張
さ
れ
、
そ
の
背
後
に
は
関
申
が
そ
の
他
の
地
域
を
支
配
す
る

と
い
う
、
秦
帝
国
以
来
の
構
造
が
残
っ
て
お
り
、
多
数
の
補
効
．
兵
力
は
被
支

配
地
域
た
る
関
東
か
ら
徴
発
さ
れ
た
と
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
以
上
の
考
証
を
踏
ま
え
て
、
第
三
章
で
河
西
地
域
七
会
の
姿
が
総
念
的
に

描
写
さ
れ
、
特
に
軍
屯
と
徒
民
の
関
係
、
及
び
吏
民
の
財
産
規
模
が
即
題
に

さ
れ
る
。

　
居
延
短
簡
に
見
え
る
佳
民
居
住
地
の
呼
称
に
は
「
里
」
に
加
え
て
「
辞

（
壁
と
が
あ
り
、
こ
れ
は
元
来
燕
賀
に
よ
り
面
輔
さ
れ
た
田
卒
の
居
住
区

で
あ
一
3
、
軍
屯
が
一
段
落
す
る
と
卒
は
他
所
に
移
動
し
、
代
わ
っ
て
徒
言
が

そ
の
場
所
を
使
用
し
た
と
い
う
経
緯
が
想
定
さ
れ
る
。
辺
境
で
は
一
般
人
の

居
佐
匿
と
辺
防
施
設
と
が
密
接
な
麗
麗
を
持
ち
、
顕
離
的
に
も
近
接
し
て
い

た
。　

防
備
施
設
や
そ
こ
に
童
心
さ
れ
た
窟
僚
組
織
の
政
治
・
経
済
的
な
存
在
感

は
、
河
顯
が
新
占
領
地
で
あ
っ
た
だ
け
に
内
郡
や
他
の
辺
境
よ
り
も
大
き
く
、

こ
の
地
域
は
辺
防
組
織
の
統
制
下
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
ま
た
突
出

し
た
窟
家
の
存
在
も
認
め
ら
れ
ず
、
野
景
に
よ
り
構
…
成
さ
れ
て
い
た
河
西
社

会
に
は
顕
著
な
経
済
格
差
も
生
じ
て
い
な
か
っ
た
。
か
か
る
状
況
の
維
持
に

は
官
僚
組
織
の
側
の
関
与
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
「
菱
民
相

い
親
し
み
」
「
盗
賊
少
な
く
、
和
気
の
応
有
り
て
、
内
郡
よ
り
賢
な
り
」

（『

ｿ
書
隔
地
理
志
）
と
評
さ
れ
る
地
域
社
会
が
、
前
漢
後
半
期
に
は
実
現

し
て
い
た
と
結
論
さ
れ
る
。

　
本
書
に
は
、
総
序
に
お
い
て
宣
言
さ
れ
る
と
お
り
「
理
論
的
・
総
体
的
轡

及
篇
（
西
頁
）
が
少
な
く
、
地
域
社
会
の
具
体
相
の
実
証
に
意
が
注
が
れ
る
。

薪
出
史
料
が
物
語
る
範
囲
で
は
詳
細
な
議
論
が
胃
管
と
な
っ
た
今
、
徒
に
図

式
的
な
歴
史
像
を
描
い
て
も
、
そ
れ
は
緻
密
な
描
写
と
大
雑
筆
な
素
描
と
が

入
り
交
じ
っ
た
も
の
に
な
り
か
ね
な
い
。
ま
た
本
書
が
扱
っ
た
諸
史
料
は
地

域
性
、
或
い
は
墓
主
の
個
性
に
内
容
が
左
右
さ
れ
て
い
る
お
そ
れ
も
あ
り
、

直
ち
に
…
般
化
は
で
き
な
い
。
著
者
は
こ
う
し
た
限
界
を
肖
覚
し
、
敢
え
て

婁
証
に
徹
し
て
い
る
。
だ
が
一
方
で
、
今
後
様
々
な
角
度
か
ら
検
証
さ
れ
る

べ
き
重
要
な
提
雷
も
示
さ
れ
、
決
し
て
考
証
の
た
め
の
考
証
が
繰
り
返
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
第
三
部
第
三
章
で
の
重
信
を
め
ぐ
る
議
論

は
、
県
長
吏
の
人
事
制
痩
や
地
方
行
致
の
有
り
様
に
も
波
及
し
よ
う
。

　
鐵
土
し
た
秦
漢
の
行
政
文
書
を
眺
め
る
と
、
県
の
長
吏
は
定
員
ど
お
り
に

は
置
か
れ
て
お
ら
ず
、
兼
任
・
代
行
が
多
い
こ
と
に
気
づ
く
。
特
に
県
令
の

不
在
が
目
立
ち
、
里
離
工
専
で
は
殆
ど
の
文
書
が
丞
や
守
髄
に
よ
り
発
信
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
張
家
山
漢
簡
「
奏
識
書
」
の
最
初
の
五
つ
の
裁
判
案
件

（
一
～
四
八
簡
）
は
疑
獄
を
め
ぐ
る
県
か
ら
の
上
申
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち

二
件
は
丞
の
名
購
の
み
で
提
出
さ
れ
て
い
る
。

　
令
と
丞
と
の
間
に
は
、
そ
の
叙
任
理
由
に
お
い
て
も
異
な
る
傾
向
が
見
ら

れ
る
。
サ
湾
漢
簡
の
「
東
海
郡
下
轄
長
吏
名
籍
し
（
翠
煙
①
O
ω
》
G
σ
、
継
）
は
、

東
海
郡
所
属
の
長
吏
が
い
ず
れ
の
密
か
ら
、
い
か
な
る
理
由
で
そ
の
官
に
遷

っ
た
の
か
を
記
録
し
た
も
の
だ
が
、
そ
の
中
で
遷
除
理
由
と
し
て
最
も
多
く

挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
「
功
篇
で
あ
る
。
こ
れ
は
特
珊
な
功
績
で
は
な
く
、

い
わ
ば
年
功
を
指
す
も
の
と
み
て
よ
い
。
こ
の
、
功
に
よ
り
遷
任
し
て
い
る
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例
を
数
え
る
と
、
県
令
は
一
三
例
中
四
例
と
三
割
弱
に
過
ぎ
な
い
の
に
対
し
、

歯
黒
は
二
九
例
中
二
三
例
と
八
割
近
く
に
上
る
。
ま
た
か
く
て
丞
に
任
命
さ

れ
て
い
る
者
の
殆
ど
が
有
秩
一
週
・
郷
の
少
吏
…
や
侯
国
の
少
吏
た
ち
で
あ

る
。　

県
の
長
吏
の
主
要
な
供
給
源
の
｝
つ
は
、
「
郎
官
は
上
は
列
宿
に
応
じ
、

出
で
て
は
百
里
に
宰
た
り
扁
（
『
後
漢
書
臨
明
帝
紀
）
と
さ
れ
る
と
お
り
、
孝

廉
等
を
経
て
中
央
の
郎
窟
に
任
じ
ら
れ
た
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
だ
が
長
吏
と

い
っ
て
も
、
「
百
里
に
宰
た
り
」
と
い
う
か
ら
に
は
県
の
令
・
長
が
意
識
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
実
際
に
後
勲
章
帝
の
建
初
年
間
に
は
、
尚
書

郎
・
令
史
は
県
の
丞
で
は
な
く
、
必
ず
令
の
地
位
に
任
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な

　
　
　
③

っ
て
い
る
。
問
じ
県
長
吏
と
は
い
え
、
令
は
エ
リ
ー
ト
が
登
る
階
梯
の
一
つ

で
あ
り
、
丞
は
少
吏
か
ら
の
た
た
き
上
げ
が
年
功
で
や
っ
と
あ
り
つ
く
ポ
ス

ト
と
し
て
の
側
面
を
備
え
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
著
者
の
「
地
域
社
会

や
民
と
接
触
す
る
機
会
が
多
か
っ
た
長
吏
は
、
実
は
県
丞
で
は
な
か
っ
た

か
漏
（
三
三
〇
頁
）
と
い
う
指
摘
と
呼
黒
し
あ
う
。
今
後
議
論
を
深
め
て
ゆ

く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　
も
う
一
つ
の
重
要
な
提
書
は
第
一
部
で
展
醐
さ
れ
る
議
論
で
あ
る
。
官
吏

と
は
軍
事
負
担
に
耐
え
う
る
者
で
あ
る
と
の
仮
説
の
下
に
組
み
立
て
ら
れ
る

宮
僚
制
度
形
成
史
は
、
興
味
深
い
論
点
を
含
む
。
た
だ
し
評
者
が
こ
の
所
説

に
対
し
て
覚
え
る
一
つ
の
違
和
感
は
、
最
下
層
の
少
吏
た
ち
と
勢
湾
漢
墓
の

上
玉
の
如
き
上
層
の
少
吏
、
さ
ら
に
は
時
と
し
て
長
吏
ま
で
も
が
「
官
吏
」

と
し
て
一
括
り
に
さ
れ
る
点
に
あ
る
。
確
か
に
景
帝
紀
の
詔
の
「
罷
業
四
に

し
て
竃
た
る
を
得
扁
と
い
う
㎝
文
を
額
灘
通
り
に
受
け
取
れ
ば
、
お
よ
そ
役

人
と
名
の
つ
く
者
に
は
財
産
資
格
が
求
め
ら
れ
た
よ
う
に
も
読
め
る
。
だ
が

一
定
の
財
産
が
な
け
れ
ば
、
例
え
ば
地
域
の
悪
党
と
渡
り
合
う
亭
長
や
遊
微

に
も
な
れ
な
か
っ
た
の
か
、
三
尊
は
父
を
失
っ
た
後
、
叔
父
に
引
き
取
ら
れ

羊
の
世
話
を
し
な
が
ら
勉
強
し
、
一
三
歳
で
獄
小
吏
と
な
っ
た
（
欄
漢
書
』

王
尊
伝
）
が
、
一
三
歳
の
彼
の
財
産
は
如
何
に
し
て
測
ら
れ
た
の
か
、
い
く

つ
か
の
疑
問
が
湧
い
て
く
る
。

　
著
者
は
財
産
資
格
が
豊
代
に
存
在
し
た
証
拠
と
し
て
韓
信
が
貧
し
さ
故
に

吏
と
な
れ
な
か
っ
た
例
を
挙
げ
る
（
；
二
頁
）
が
、
そ
の
伝
に
は
門
馬
無
行
、

不
得
推
択
異
心
」
（
璽
史
記
』
涯
陰
侯
列
伝
）
と
あ
る
。
貧
し
い
こ
と
が
推
薦

さ
れ
な
い
理
由
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
興
味
深
い
が
、
同
書
に
そ
の
融
行
も
問

題
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
結
局
の
と
こ
ろ
肝
要
な
の
は
推
薦
の
有
無
で
あ

っ
て
、
財
産
が
基
準
額
を
満
た
し
て
い
る
か
否
か
で
は
な
い
。
ま
た
壁
虎
地

秦
簡
に
は
蕉
へ
の
叙
任
資
格
、
平
定
し
た
帆
座
が
騰
る
が
、
そ
．
．
で

は
壮
年
の
人
間
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
み
で
、
財
産
額
に
対
す
る
冷
用

及
は
見
ら
れ
な
い
。

　
一
体
、
最
下
層
の
官
吏
の
地
位
は
そ
の
職
務
内
容
や
多
忙
さ
故
に
却
っ
て

愚
避
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
著
考
自
身
も
、
亭
長
な
ど
の
下
級
少
吏
へ
の

就
任
を
避
け
る
風
潮
が
前
漢
後
期
か
ら
存
在
し
た
こ
と
を
推
測
し
て
い
る

（
二
七
、
四
五
～
四
六
頁
）
。
だ
が
下
履
官
吏
の
地
位
や
そ
の
職
務
へ
の
か

か
る
認
識
は
む
し
ろ
通
賭
代
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
睡
虎
地
黒
簡
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

は
刑
徒
を
官
府
の
佐
・
史
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
の
規
定
が
見
え
、
刑
徒
が

黒
幕
の
環
末
な
事
務
に
充
て
ら
れ
る
場
合
も
現
実
に
は
あ
り
得
た
。
ま
た

『
礼
記
』
王
制
は
「
史
」
を
ト
・
祝
な
ど
と
と
も
に
「
事
を
執
り
て
以
て
上

に
賜
う
る
老
」
と
し
て
一
骨
し
、
こ
れ
ら
は
「
郷
に
出
で
て
士
と
態
せ
ず
扁

で
あ
っ
た
と
す
る
。
鄭
玄
が
「
賎
な
れ
ば
な
り
」
と
注
す
る
通
り
、
下
層
の

書
記
密
は
「
社
会
を
構
成
す
る
成
員
」
（
四
八
頁
）
と
は
見
な
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
。
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第
～
部
で
の
行
論
の
前
提
は
官
吏
を
社
会
の
選
良
と
捉
え
、
「
士
」
以
上

の
階
層
と
そ
れ
と
を
重
ね
合
せ
る
点
に
あ
る
。
確
か
に
官
僚
組
織
内
の
序
列

は
「
公
・
卿
・
大
霜
・
士
」
と
い
う
理
念
的
な
階
層
構
造
、
な
い
し
は
二
牽

等
爵
の
秩
序
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
ゆ
き
、
一
定
以
上
の
地
位
に
あ
る
官
吏
に

つ
い
て
は
上
述
の
前
提
が
当
て
は
ま
る
と
い
っ
て
よ
い
。
だ
が
最
下
層
の
富

吏
や
、
著
者
の
書
う
「
半
官
半
民
」
の
地
位
に
あ
る
者
、
い
わ
ば
窟
吏
と
も

後
代
の
吏
役
と
も
つ
か
な
い
人
々
も
選
良
と
見
な
さ
れ
、
そ
れ
故
に
一
定
の

財
産
所
有
が
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
、
疑
わ
し
い
。
春
秋
戦
國
期
の
、

爵
位
を
一
つ
の
欝
安
と
す
る
身
分
秩
序
は
、
官
僚
制
度
の
充
実
に
伴
っ
て
構

築
さ
れ
た
新
た
な
祉
会
秩
序
に
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の

間
に
は
複
雑
な
、
多
く
の
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
著
者
の
提
雷
を
一
つ

の
手
が
か
り
と
し
て
、
議
論
が
積
み
重
ね
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

①
工
藤
元
男
『
睡
虎
地
秦
簸
よ
り
み
た
秦
代
の
國
家
と
社
会
隔
（
説
文
社
、
一
九

　
九
八
）

②
　
増
淵
龍
夫
『
中
麟
書
証
の
歓
会
と
醸
家
隔
（
岩
波
轡
礒
、
…
九
九
七
）

③
門
…
…
建
初
初
、
為
尚
轡
令
。
葱
制
、
尚
書
郎
限
瀧
補
七
二
、
令
史
丞
・
尉
。

　
弘
奏
以
為
三
角
罫
線
、
附
酬
賞
甚
薄
、
至
於
三
選
、
皆
無
樂
者
。
二
重
郎
補
千
石

　
令
、
令
史
為
長
。
帝
從
其
議
。
」
（
『
後
漢
書
均
　
鄭
弘
伝
）

④
　
「
除
佐
必
當
駄
以
上
，
砥
三
士
五
（
伍
）
新
傅
。
」
（
日
置
十
八
種
一
九
〇
簡
）

⑤
「
侯
（
候
）
・
司
冠
及
群
下
山
母
敢
為
蜜
府
佐
・
吏
及
禁
苑
憲
盗
。
内
史
雑
偏

　
（
出
超
十
八
種
一
九
三
簡
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
A
5
判
、
弧
〇
四
＋
二
九
頁
　
二
〇
〇
八
年
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
汲
古
書
院
　
税
別
一
三
〇
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
准
教
授
）
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