
書

�

鷹
取
祐
司

著

秦
漢
官
�
書
の
基
礎
�
硏
究

青

木

俊

介

｢本
書
は
︑
鯵
牘
�
料
を
	
た
る
材
料
と
し
て
︑
秦
漢
時
代
官
�
書
の
書
式
や
用
語
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
︑
秦
漢
官
�
書
理
解
の
基
礎
を

確
立
す
る
こ
と
を
目
指
﹂
(四
頁
)
し
︑
著
者
で
あ
る
鷹
取
祐
司
氏
が
︑
こ
れ
ま
で
發
表
さ
れ
て
き
た
諸
論
考
を
增
補
・
改
訂
・
再
�
し
て
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
︒
優
に
七
〇
〇
頁
を
越
え
る
大
著
で
あ
り
︑
限
ら
れ
た
紙
幅
の
中
で
そ
の
�
貌
を
紹
介
す
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
︒
そ

こ
で
�
�
を
あ
げ
て
槪
觀
し
つ
つ
︑
�
者
な
り
に
感
じ
た
こ
と
を
コ
メ
ン
ト
し
て
み
た
い
︒

第
一
部
﹁
秦
漢
官
�
書
の
種
類
と
用
語
﹂
第
一
違
﹁
漢
代
官
�
書
の
種
別
と
書
式
﹂
で
は
︑
キ
ー
ワ
ー
ド
を
も
と
に
�
書
を
集
成
・
分
類
し

て
︑
そ
れ
ぞ
れ
い
か
な
る
書
式
で
あ
っ
た
か
を
檢
討
す
る
︒
は
じ
め
に
︑﹁
某
到
﹂
と
い
う
�
言
の
﹁
某
﹂
と
は
︑
そ
れ
が
記
さ
れ
た
�
書
自

體
を
指
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
と
づ
き
︑﹁
書
到
﹂﹁
檄
到
﹂﹁
記
到
﹂
を
含
む
�
書
を
集
成
す
る

(
第
一
�
)
︒
そ
の
上
で
︑
書
と
記
に
は

�
書
發
信
日
附
・
發
信
者
・
書
き
止
め
の
記
載
に
�
い
が
あ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
書
式
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
と
も
に
�
書
種
別
の
一
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つ
で
あ
る
と
說
く
︒
他
方
︑
檄
に
つ
い
て
は
︑
書
・
記
兩
方
の
書
式
を
含
む
こ
と
か
ら
�
書
種
別
で
は
な
く
︑
棒
狀
の
多
面
體
木
鯵
で
あ
る
觚

に
記
さ
れ
た
�
書
の
こ
と
と
見
な
す

(第
二
�
)
︒

續
い
て
︑
書
と
記
の
書
き
止
め
�
言
に
�
目
し
︑﹁
如
律
令
﹂﹁
如
詔
書
﹂
が
用
い
ら
れ
る
書
は
︑
皇
�
の
命
令
で
あ
る
詔
書
や
律
令
と
同
等

に
�
わ
れ
る
�
書
︑﹁
�
敎
﹂﹁
�
府
君
敎
﹂
が
用
い
ら
れ
る
記
は
︑
長
官
の
指
示
を
!
け
た
"
が
作
成
・
發
信
し
た
�
書
と
性
格
づ
け
る
︒
さ

ら
に
︑
#
用
面
に
お
け
る
兩
者
の
�
い
を
あ
げ
る
︒
特
に
︑
書
の
用
$
が
職
務
上
の
聯
絡
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
に
對
し
︑
記
は
そ
れ
に
加
え

て
個
人
�
な
用
件
ま
で
幅
廣
く
用
い
ら
れ
た
と
し
て
︑
書
と
記
の
相
�
を
﹁
フ
ォ
ー
マ
ル

(
正
裝
)
と
カ
ジ
ュ
ア
ル

(%
&
)
の
�
い
﹂
(五
五

頁
)
と
す
る
︒
た
だ
し
︑
�
書
と
し
て
の
機
能
に
お
い
て
は
兩
者
の
閒
に
(
確
な
差
�
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
営
べ
る

(第
三
�
)
︒

第
四
�
で
は
割
符
で
な
い
符
を
取
り
上
げ
︑
そ
れ
ら
が
共
*
し
て
封
泥
匣
を
�
す
る
こ
と
か
ら
︑
發
給
者
の
印
に
よ
る
保
證
を
!
け
た
"
の

外
出
・
移
動
許
可
證
で
あ
っ
た
と
す
る
︒
な
お
︑
漢
鯵
に
は
﹁
符
到
﹂
と
い
う
表
記
が
見
え
る
も
の
の
︑
符
は
�
書
種
別
で
は
な
く
︑
*
行
證

と
し
て
用
い
ら
れ
た
封
泥
匣
つ
き
の
鯵
や
割
符
の
總
稱
で
あ
る
と
い
う
︒

第
五
�
で
は
︑
符
と
同
じ
く
*
行
證
と
さ
れ
た
傳
に
附
言
す
る
︒
傳
の
形
狀
に
は
封
泥
匣
を
持
つ
も
の
と
*
狀
の
�
書
と
同
じ
兩
行
鯵
の
も

の
と
が
あ
り
︑
後
者
は
傳
舍
の
利
用
許
可
と
食
糧
荏
給
を
命
ず
る
﹁
當
舍
傳
舍
﹂
の
記
載
が
あ
る
場
合
に
用
い
ら
れ
︑
改
竄
を
防
ぐ
た
め
に
封

緘
用
鯵
牘
を
重
ね
て
封
緘
さ
れ
た
と
す
る
︒

そ
の
特
+
を
も
と
に
﹁
何
が
官
�
書
な
の
か
﹂
を
は
っ
き
り
さ
せ
︑
舞
臺
設
定
を
行
っ
た
違
で
あ
る
︒
結
果
︑
本
書
の
考
察
對
象
が
書
と
記

で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
︒
殊
に
︑
こ
れ
ま
で
は
漠
然
と
﹁
�
書
﹂
と
い
う
,
識
で
し
か
な
く
︑
そ
れ
ゆ
え
に
等
閑
視
さ
れ
て
い
た
書
に
つ
い

て
定
義
づ
け
を
行
っ
た
.
義
は
大
き
い
︒
し
か
し
︑
檄=

觚
と
斷
ず
る
の
は
早
計
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
板
狀
の
鯵
牘
で
は
な
く
︑
敢
え
て
棒
狀

の
觚
を
用
い
る
の
に
何
ら
か
の
理
由
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
︒
そ
の
理
由
こ
そ
を
元
來
の
檄
の
特
+
と
し
て
重
視
す
べ
き
で
あ
り
︑
檄
が

觚
に
書
寫
さ
れ
た
�
書
を
指
し
て
い
る
と
い
う
の
は
本
末
轉
倒
で
は
な
い
か
︒
本
書
の
目
�
か
ら
は
外
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
書
式
だ
け
で

な
く
︑
傳
/
方
法
や
取
�
い
方
法
の
�
い
と
い
っ
た
多
角
�
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
�
と
な
ろ
う
︒
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第
一
部
第
二
違
﹁
秦
漢
官
�
書
の
用
語
﹂
で
は
︑
官
�
書
に
お
い
て
常
用
さ
れ
る
語
句
・
句
法
を
把
握
す
る
︒
第
一
・
二
・
四
�
で
は
︑
�

書
の
下
0
に
關
聯
す
る
�
言
を
考
察
す
る
︒
�
書
下
0
の
句
法
で
あ
る
﹁
A
吿
B
謂
C
﹂
に
つ
い
て
の
解
釋
は
︑
A
が
B
と
C
に
下
0
し
た
と

解
す
る
竝
行
下
0
說
と
︑
A
が
B
に
對
し
て
C
へ
の
再
下
0
を
命
令
し
た
と
解
す
る
再
下
0
命
令
說
に
分
か
れ
て
お
り
︑
そ
の
當
否
が
檢
討
さ

れ
る
︒
こ
こ
で
著
者
は
︑
各
段
階
の
下
0
�
言
が
殘
さ
れ
る
册
書
の
特
+
に
着
目
し
︑
2
水
金
關
址
で
出
土
し
た
﹁
甘
露
二
年
御
3
書
﹂
に
お

い
て
︑
B

(都
尉
)
が

C

(縣
)
で
は
な
く
︑
下
屬
機
關
の
"
に
下
0
し
て
い
る
こ
と
︑
懸
泉
置
出
土
の
﹁
5
3
監
4
�
置
册
﹂
お
よ
び

﹁
失
6
傳
信
册
﹂
で
は
︑
紐
で
�
綴
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
B

(3
敞
︑
部
都
尉
)
に
よ
る

C

(效
穀
縣
︑
縣
官
官
)
へ
の
中

繼
部
分
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
依
據
し
︑
竝
行
下
0
說
を
是
と
し
た

(第
一
�
)
︒

8
に
︑
發
信
者
と
!
信
者
の
身
分
差
が
大
き
い
場
合
は
﹁
謂
﹂
を
︑
9
い
場
合
は
﹁
吿
﹂
を
︑
よ
り
差
が
小
さ
い
場
合
は
﹁
敢
吿
﹂
が
下
0

�
言
と
し
て
:
用
さ
れ
た
と
い
う
大
庭
脩
氏
の
說(1

)
に
つ
い
て
;
違
で
集
成
し
た
書
と
記
の
分
析
か
ら
實
證
し
︑
秦
鯵
に
お
い
て
も
<
當
で
あ
る

こ
と
を
示
し
た
︒
ま
た
﹁
下
﹂
は
︑
何
ら
か
の
�
書
の
下
0
に
附
隨
し
︑
本
來
�
に
は
﹁
(
あ
る
�
書
を
)
下
0
す
る
﹂
と
い
う
目
�
語
を
と
っ

た
表
現
で
あ
る
と
す
る

(第
二
�
)
︒

中
繼
轉
/
�
書
に
見
ら
れ
る
﹁
寫
移
某
到
﹂
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
﹁
寫
移
せ
る
某
到
ら
ば
﹂
と
讀
ま
れ
て
き
た
が
︑﹁
書
到
﹂
が
し
ば

し
ば
省
略
さ
れ
る
こ
と
︑﹁
寫
移
﹂
と
の
閒
に
目
�
語
が
入
る
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
$
中
で
斷
句
し
︑﹁
(!
領
し
た
�
書
を
)
書
き
寫
し
て
/
付

す
る
︒
こ
の
�
書
某
が
屆
い
た
ら
﹂
と
解
釋
す
べ
き
と
論
じ
る

(第
四
�
)
︒

第
五
～
七
�
で
は
︑
書
き
止
め
�
言
の
.
味
と
性
質
を
(
ら
か
に
す
る
︒
は
じ
め
に
︑
こ
れ
ま
で
﹁
そ
の
他
は
⁝
⁝
の
*
り
﹂
と
解
さ
れ
て

き
た
﹁
它
如
⁝
⁝
﹂
の
再
檢
討
を
行
う
︒
張
家
山
漢
鯵
﹁
奏
讞
書
﹂
の
事
件
に
關
す
る
供
営
に
は
︑
他
の
供
営
と
重
複
す
る
部
分
が
例
外
な
く

存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
各
供
営
の
後
に
附
さ
れ
た
﹁
它
如
某

(某
は
別
人
の
供
営
)
﹂
の
﹁
它
﹂
は
﹁
他
﹂
で
は
な
く
︑﹁
そ
れ
﹂
と
い
う

代
名
詞
�
用
法
で
あ
っ
て
︑﹁
它
如
⁝
⁝
﹂
は
﹁
它
﹂
の
指
す
內
容
と
﹁
⁝
⁝
﹂
と
の
一
致
を
示
す
表
現
で
あ
る
と
す
る
︒
具
體
�
な
.
味
は

:
用
さ
れ
る
場
面
に
よ
っ
て
や
や
衣
な
り
︑
律
令
や
爰
書
の
書
き
止
め
の
場
合
は
︑﹁
以
上
の
內
容
を
⁝
⁝
と
す
る
﹂︑
?
問
で
の
供
営
に
附
さ
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れ
る
場
合
は
︑﹁
以
上
の
內
容
は
⁝
⁝
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
﹂︑
下
0
�
書
の
書
き
止
め
と
し
て
の
﹁
它
如
律
令
﹂
は
︑﹁
以
上
の
命
令
を

律
令
と
同
じ
と
思
っ
て
@
行
せ
よ
﹂
と
な
る

(第
五
�
)
︒﹁
如
律
令
﹂
は
﹁
它
﹂
を
省
略
し
た
形
で
︑
�
書
の
內
容
に
對
應
し
た
律
令
の
存
在

を
想
定
し
難
い
場
合
も
あ
る
こ
と
か
ら
︑
漢
鯵
の
段
階
で
は
︑﹁
以
上
︑
し
か
る
べ
く
執
り
行
え
﹂
と
い
う
A
度
の
慣
用
句
で
あ
っ
た
と
し
︑

﹁
如
詔
書
﹂
も
同
樣
で
あ
る
と
い
う
︒
た
だ
し
︑
先
行
す
る
下
0
�
書
﹁
某
某
﹂
の
指
示
*
り
に
行
え
と
い
う
﹁
如
某
某
律
令
﹂
な
ど
に
は
︑

實
質
�
な
.
味
も
あ
る
A
度
殘
存
し
て
い
た
と
し

(第
六
�
)
︑﹁
以
律
令
從
事
﹂﹁
承
書
從
事
﹂
は
︑
依
據
す
べ
き
具
體
�
な
律
令
や
詔
書
が

あ
る
際
に
用
い
ら
れ
た
と
す
る

(第
七
�
)
︒

第
八
�
で
は
﹁
須
﹂︑
第
九
�
で
は
﹁
謁
﹂
を
解
釋
し
︑
;
者
は
命
令
先
へ
の
命
令
完
@
の
念
押
し
︑
後
者
は
相
手
へ
の
依
賴
や
�
求
・
D

願
に
用
い
ら
れ
た
と
い
う
︒

結
語
で
著
者
自
身
が
営
べ
て
い
る
よ
う
に
本
書
の
中
核
部
分
で
あ
り
︑
こ
こ
で
の
用
語
解
釋
が
以
後
に
展
開
さ
れ
る
�
書
讀
解
の
基
礎
と
な

る
︒
册
書
の
;
後
關
係
を
�
確
に
把
握
し
て
E
き
出
す
論
證
が
絕
妙
で
︑
第
一
�
の
竝
行
下
0
說
や
第
五
�
の
﹁
它
﹂
に
つ
い
て
の
見
解
は
說

得
力
に
富
む
︒
第
三
�
で
は
︑
秦
鯵
で
事
例
の
多
い
︑
!
信
者
の
官
名
に
添
え
ら
れ
る
﹁
	
﹂
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
る
︒
�
者
は
か
つ

て
﹁
	
﹂
を
	
管
者
・
責
任
者
の
.
味
と
解
し
た
の
だ
が(2

)
︑
本
書
で
は
�
書
!
信
者
に
對
し
て
敬
.
を
表
す
語
と
し
て
い
る
︒
確
か
に
そ
の
ほ

う
が
︑﹁
丞
	
﹂
な
ど
の
8
官
に
對
す
る
:
用
を
無
理
な
く
理
解
で
き
る
し
︑﹁
敢
吿
部
都
尉
卒
人

(﹁
卒
人
﹂
は
敬
稱
)
﹂
と
﹁
敢
吿
酉
陽
丞
	
﹂

の
句
法
�
對
應
關
係
も
G
得
で
き
な
い
で
は
な
い
︒
し
か
し
腑
に
落
ち
な
い
の
は
︑
縣
丞
が
(
ら
か
に
格
下
で
あ
る
倉
な
ど
に
對
し
て
も

﹁
	
﹂
を
つ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
身
分
差
の
小
さ
い
﹁
吿
﹂
と
H
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
著
者
は
い
う
が
︑
里
耶
秦
鯵

J1⑧

1560
で
は
縣

丞
が
倉
嗇
夫
に
對
し
︑﹁
謂
﹂
を
用
い
て
下
0
し
て
い
る
︒
今
後
公
表
さ
れ
る
里
耶
秦
鯵
に
よ
っ
て
︑
こ
の
點
が
(
確
に
な
る
こ
と
を
N
待
し

た
い
︒

第
二
部
﹁
�
書
の
傳
/
﹂
第
一
違
﹁
漢
代
の
詔
書
下
0
に
お
け
る
御
3
大
夫
と
丞
相
﹂
で
は
︑
上
奏
と
詔
書
の
下
0
に
お
い
て
︑
皇
�
と
丞

相
の
閒
に
御
3
大
夫
が
介
在
す
る
こ
と
に
も
と
づ
き
︑
御
3
大
夫
を
皇
�
祕
書
官
と
見
な
す
大
庭
脩
氏
の
說(3

)
を
檢
討
す
る
︒
ま
ず
︑
上
奏
の
O
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A
を
(
ら
か
に
す
る
に
あ
た
り
︑
張
家
山
漢
鯵
﹁
二
年
律
令
﹂
津
關
令
な
ど
に
よ
っ
て
︑﹁
上
某
書
﹂
で
示
さ
れ
る
上
奏
�
の
上
P
者
と
︑﹁
以

聞
﹂
で
示
さ
れ
る
作
成
者
と
の
對
應
關
係
を
分
析
す
る
︒
そ
の
結
果
︑
上
P
者
は
常
に
丞
相

(相
國
)
で
あ
る
が
︑
作
成
者
は
御
3
單
獨
︑
あ

る
い
は
丞
相
・
御
3
の
聯
名
で
あ
っ
て
︑
兩
者
は
完
�
に
は
一
致
し
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
そ
し
て
︑
實
體
と
し
て
上
奏
�
を
作
成
す
る
以

聞
者
に
對
し
︑
そ
れ
と
一
致
し
な
い
上
P
者
は
實
體
の
な
い
存
在
で
あ
っ
て
︑﹁
丞
相
上
某
書
﹂
も
�
書
上
P
經
路
に
卽
し
た
實
體
の
あ
る
記

載
で
は
な
く
︑
形
式
�
な
も
の
に
O
ぎ
な
い
と
し
た
︒
よ
っ
て
︑
他
官
の
�
書
は
現
實
に
は
御
3
お
よ
び
丞
相
・
御
3
の
作
成
す
る
上
奏
�
に

引
用
さ
れ
る
こ
と
で
皇
�
に
奉
ら
れ
る
の
で
あ
り
︑
官
位
の
高
い
丞
相
か
ら
低
い
御
3
大
夫
へ
﹁
上
﹂
げ
ら
れ
る
と
い
う
狀
況
は
生
じ
な
い
と

結
論
づ
け
る

(第
二
�
)
︒
詔
書
の
下
0
に
つ
い
て
は
︑﹃
3
記
﹄
三
王
世
家
の
分
析
か
ら
︑
裁
可
さ
れ
た
詔
書
が
�
初
に
以
聞
者
へ
下
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
御
3
大
夫
に
�
初
に
下
0
さ
れ
て
い
る
場
合
も
皇
�
祕
書
官
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
︑
以
聞
者
で
あ
っ
た
た
め
と
斷

じ
る

(第
三
�
)
︒

以
上
を
!
け
て
第
四
～
六
�
で
は
︑
上
奏
・
詔
書
下
0
に
お
け
る
役
割
か
ら
丞
相
と
御
3
大
夫
の
立
場
を
(
示
す
る
︒
御
3
大
夫
皇
�
祕
書

官
說
の
根
據
の
一
つ
に
は
︑
御
3
大
夫
が
施
行
細
則
や
實
施
原
案
を
作
成
し
た
上
で
上
奏
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
︒
著
者
は
こ
れ
を
︑

百
官
を
瓜
括
す
る
副
丞
相
と
し
て
の
職
務
で
あ
る
と
し
て
R
け
る

(第
四
�
)
︒
續
い
て
御
3
大
夫
↓
丞
相
↓
諸
官
の
順
に
詔
書
が
下
さ
れ
る

理
由
に
つ
い
て
は
︑
丞
相
か
ら
內
外
諸
官
に
下
0
す
る
形
を
と
る
こ
と
自
體
に
.
味
が
あ
っ
た
と
し

(第
五
�
)
︑
以
聞
な
ど
の
現
實
�
な
實

務
擔
當
者
で
百
官
を
瓜
括
す
る
御
3
大
夫
と
︑
形
式
�
な
上
P
や
諸
官
へ
の
下
0
な
ど
︑
百
官
と
天
子
を
つ
な
ぐ
理
念
�
存
在
で
あ
っ
た
丞
相

と
い
う
役
割
の
�
い
を
讀
み
取
る

(第
六
�
)
︒

第
四
�
で
公
車
上
書
に
觸
れ
︑
公
車
司
馬
に
屆
け
ら
れ
た
上
書
は
尙
書
が
は
じ
め
て
開
封
し
︑
尙
書
令
が
皇
�
に
讀
み
上
げ
る
の
で
あ
っ
て
︑

そ
の
O
A
に
御
3
大
夫
は
介
在
し
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
御
3
大
夫
が
引
用
す
る

(つ
ま
り
は
そ
の
內
容
を
讀
ん
で
い
る
)
他
官
の
�
書
は
︑
上

書
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
興
味
深
い
指
摘
だ
が
︑﹃
漢
書
﹄
百
官
公
卿
表
に
よ
れ
ば
︑
御
3
大
夫
屬
下
の
御
3
中

丞
が
﹁
公
卿
の
奏
事
を
!
く
﹂
と
の
こ
と
で
︑
公
卿
か
ら
の
上
奏
と
公
車
上
書
の
O
A
は
衣
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
御
3
大
夫
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の
管
下
に
は
圖
籍
祕
書
を
掌
る
蘭
臺
が
あ
る
︒
御
3
大
夫
と
上
奏
�
・
詔
書
と
の
か
か
わ
り
に
は
︑
蘭
臺
へ
の
保
存
と
い
う
側
面
も
あ
る
の
か

も
し
れ
な
い
︒

第
二
部
第
二
違
﹁
秦
漢
官
�
書
の
下
0
形
態
﹂
で
は
︑
秦
鯵
・
漢
鯵
の
�
書
下
0
の
辭
と
し
て
見
え
る
﹁
以
V
8
傳
別
書
︑
相
報
︒
不
報
者

重
W
之
︒
書
到
言
﹂
を
取
り
上
げ
︑
瓜
治
機
X
の
瓜
屬
系
瓜
に
沿
っ
た
下
0
と
衣
な
る
經
路
が
あ
っ
た
の
か
檢
證
す
る
︒
ま
ず
︑
そ
の
句
讀
を

確
定
し
た
上
で

(第
一
�
)
︑﹁
經
路
の
順
番
に
同
一
�
書
の
寫
し
を
傳
/
し
︑
(﹁
別
書
﹂
!
信
者
は
)
!
領
日
時
を

(﹁
別
書
﹂
發
信
者
に
)
報
吿

せ
よ
︒
報
吿
し
て
こ
な
い
場
合
は

(﹁
別
書
﹂
發
信
者
が
﹁
別
書
﹂
!
信
者
に
)
重
ね
て
督
促
せ
よ
︒
�
書
が
屆
い
た
ら
!
領
報
吿
を
せ
よ
﹂
の
.

味
で
あ
る
と
す
る

(第
二
�
)
︒
そ
し
て
︑
里
耶
秦
鯵
に
も
と
づ
い
て
﹁
以
V
8
傳
別
書
﹂
の
具
體
�
な
傳
/
形
態
を
確
,
し
︑
瓜
屬
關
係
に

沿
わ
な
い
で
︑
一
本
の
Z
*
路
上
に
位
置
す
る
縣
を
順
8
囘
覽
板
方
式
で
傳
/
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
(
ら
か
に
し
た
︒
ま
た
︑
瓜
屬
關
係

に
沿
っ
た
下
0
經
路
か
ら
﹁
別
﹂
れ
て
傳
/
さ
れ
る
�
書
を
﹁
別
書
﹂
と
呼
ぶ
と
い
う

(第
三
�
)
︒

本
違
第
四
�
で
は
﹁
�
書
下
0
の
二
つ
の
形
式
﹂
と
題
し
︑
例
え
ば
里
耶
秦
鯵

J1⑯

6
で
は
︑﹁
�
陵
守
丞
敦
狐
敢
吿
尉
︑
吿
[
・
司
空
・

倉
	
﹂
と
い
う
�
陵
縣
か
ら
の
直
接
/
付
と
︑﹁
尉
別
書
都
[
・
司
空
︑
司
空
傳
倉
︑
都
[
別
\
陵
・
貮
春
﹂
と
い
う
囘
覽
板
方
式
の
二
種
類

の
下
0
形
態
が
︑
同
一
�
書
上
に
記
載
さ
れ
て
い
る
點
を
檢
討
し
て
い
る
︒
結
論
と
し
て
は
︑
J1⑯

6
の
發
信
記
錄
か
ら
尉
に
/
付
し
た
だ
け

と
わ
か
る
の
で
︑
實
際
に
は
囘
覽
板
方
式
の
み
で
傳
/
さ
れ
た
と
す
る
︒
し
か
し
︑﹁
(敢
)
吿
﹂
は
そ
も
そ
も
﹁
/
付
﹂
で
は
な
く
﹁
*
知
﹂

を
.
味
す
る
︒
よ
っ
て
︑
;
者
は
命
令
の
對
象
者
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
︑
�
書
の
傳
/
方
法
を
指
示
す
る
後
者
と
は
性
質
が
衣
な
る
と
考

え
ら
れ
る
︒
後
者
で
具
體
�
な
[
名
が
擧
げ
ら
れ
て
い
る
の
に
對
し
︑
;
者
で
﹁
[
﹂
と
し
か
い
わ
な
い
の
は
そ
の
た
め
だ
ろ
う
︒

8
に
續
く
三
つ
の
違
で
は
︑
各
種
�
書
傳
/
方
式
の
實
態
を
把
握
し
た
後
︑
そ
れ
を
懸
泉
置
お
よ
び
居
^
・
2
水
地
域
に
あ
て
は
め
て
實

證
・
補
完
が
な
さ
れ
る
︒
は
じ
め
に
︑
第
二
部
第
三
違
﹁
漢
代
の
�
書
傳
/
方
式
﹂
に
お
い
て
︑
鯵
牘
3
料
の
記
営
か
ら
秦
漢
時
代
の
�
書
傳

/
方
式
と
し
て
︑
郵
行
方
式
・
縣
8
方
式
・
亭
行
方
式
・
燧
8
方
式
の
四
種
類
を
設
定
し
た
︒
そ
し
て
里
A
鯵
の
記
載
に
も
と
づ
き
︑
縣
城
と

置
を
つ
な
ぐ
形
で
幹
線
V
路
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
す
る
︒
さ
ら
に
︑
こ
の
よ
う
な
幹
線
V
路
上
に
位
置
し
た
懸
泉
置
址
よ
り
︑﹁
縣
8
"
馬
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行
﹂﹁
郵
行
﹂
と
い
う
二
種
類
の
方
式
が
H
記
さ
れ
た
�
書
傳
/
記
錄
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
郵
行
方
式
と
縣
8
方
式
の
經
路
は
幹
線

V
路
上
に
重
な
っ
て
設
置
さ
れ
て
い
た
と
論
じ
る
︒
兩
者
の
�
い
に
つ
い
て
は
︑
郵
行
方
式
が
原
則
十
里
ご
と
に
設
置
さ
れ
た
郵
を
順
8
遞
傳

し
て
い
く
方
式
で
︑
郵
で
#
び
手
が
Z
代
す
る
の
に
對
し
︑
縣
8
方
式
は
﹁
縣
8
(
縣
の
順
番
で
)
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
縣
を
順
8
遞
傳
し
て

い
く
方
式
で
︑
同
一
人
物
が
8
の
縣
ま
で
#
ん
だ
と
推
測
す
る

(第
一
�
)
︒

8
い
で
︑
尹
灣
漢
鯵
﹁
集
`
﹂
に
見
え
る
東
海
郡
の
郵
の
數
と
︑
同
﹁
元
^
二
年
日
記
﹂
か
ら
復
原
で
き
る
Z
*
路
の
里
數
と
を
照
ら
し
︑

郵
が
一
部
の
幹
線
V
路

(下
邳−

郯−

臨
沂
)
の
み
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
論
證
し
た
︒
加
え
て
︑
懸
泉
置
漢
鯵
の
記
載
と
合
わ
せ
て
郵
の
"

が
亭
行
方
式
に
つ
い
て
も
管
理
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
︑
幹
線
V
路
上=

縣
8
・
郵
行
方
式
の
經
路
上
に
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
︑
亭
行
方

式
で
傳
/
さ
れ
た
と
す
る

(第
二
�
)
︒
な
お
︑
燧
8
方
式
は
︑
何
ら
か
の
b
報
を
そ
の
地
域
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
亭
燧
に
リ
レ
ー
し
て
傳

/
す
る
方
式
で
︑
局
地
�
に
#
用
さ
れ
る
�
書
傳
/
方
式
で
あ
っ
た
と
い
う

(お
わ
り
に
)
︒

第
四
違
﹁
漢
代
懸
泉
置
周
邊
の
�
書
傳
/
﹂
で
は
︑
懸
泉
置
漢
鯵
の
�
書
傳
/
記
錄
を
集
成
し

(第
一
�
)
︑
�
書
d
!
者
の
�
屬
施
設
と

そ
の
2
書
き
を
基
準
と
し
て
分
析
を
展
開
す
る
︒
結
果
︑
漢
代
の
懸
泉
置
周
邊
地
域
に
︑
郵
人
や
驛
騎

(驛
馬
)
が
騎
置
を
傳
/
す
る
郵
行
方

式
︑
卒
が
亭
を
つ
な
ぐ
亭
8
方
式
︑
置
を
傳
/
す
る
縣
8
方
式

(傳
/
者
は
狀
況
に
應
じ
て
e
宜
f
ば
れ
る
)
と
い
う
三
つ
の
�
書
傳
/
經
路
が

存
在
し
て
い
た
こ
と
が
(
ら
か
と
な
り
︑
そ
の
具
體
�
經
路
を
提
示
し
た

(第
二
～
三
�
)
︒
ま
た
︑
各
方
式
で
傳
/
さ
れ
る
內
容
の
�
い
か
ら
︑

郵
行
方
式
は
皇
�
發
!
信
�
書
お
よ
び
﹁
g
書
﹂
な
ど
の
傳
/
を
專
ら
擔
當
す
る
も
の
で
あ
り
︑
中
繼
點
で
�
書
を
集
�
し
な
が
ら
傳
/
す
る

縣
8
方
式
こ
そ
が
漢
�
國
�
土
の
動
h
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
と
論
営
す
る

(第
四
�
)
︒

第
五
違
﹁
漢
代
居
^
・
2
水
地
域
の
�
書
傳
/
﹂
で
は
︑
懸
泉
置
周
邊
と
同
樣
に
︑
居
^
・
2
水
に
も
三
方
式
の
�
書
傳
/
經
路
が
設
定
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
見
出
し
︑
從
來
の
硏
究
で
は
混
線
狀
態
だ
っ
た
遞
/
ル
ー
ト
を
正
す
こ
と
に
成
功
し
た
︒
そ
れ
か
ら
︑
複
數
方
式
の
傳
/

ル
ー
ト
が
重
な
る
結
�
點
が
存
在
し
︑
そ
こ
で
郵
行
方
式
や
縣
8
方
式
か
ら
亭
行
方
式
へ
の
接
續
が
行
わ
れ
た
と
す
る

(第
一
～
三
�
)
︒

�
書
傳
/
方
式
の
種
別
に
つ
い
て
は
つ
と
に
.
識
さ
れ
て
き
た
が
︑
本
硏
究
に
よ
っ
て
そ
の
具
體
宴
が
よ
う
や
く
(
確
に
な
っ
た
と
い
え
る
︒
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�
書
d
!
者
の
2
書
き
に
よ
る
傳
/
方
式
の
i
別
は
今
後
の
硏
究
に
お
け
る
指
標
と
な
ろ
う
し
︑
結
�
點
に
つ
い
て
の
指
摘
は
傳
/
記
錄
の
讀

解
に
�
.
を
促
す
こ
と
に
な
ろ
う
︒
と
こ
ろ
で
︑
縣
8
方
式
が
幹
線
V
路
上
で
郵
行
方
式
と
竝
行
し
て
い
た
と
い
う
の
は
理
解
で
き
る
︒
た
だ
︑

縣
を
順
8
遞
傳
し
て
い
く
方
式
で
︑
同
一
人
物
が
8
の
縣
ま
で
#
ぶ
の
で
あ
れ
ば
︑
幹
線
V
路
に
は
限
ら
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
著
者

は
懸
泉
置
漢
鯵

Ⅱ

90D
X
R
0213③

：
26
を
あ
げ
︑
廣
至
縣
か
ら
效
穀
縣
廷
ま
で
亭
で
リ
レ
ー
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
效
穀
縣
廷
は
縣
8
方
式

の
�
書
傳
/
經
路
上
に
な
か
っ
た
と
す
る

(二
八
一
～
二
八
二
頁
)
︒
し
か
し
こ
の
鯵
は
︑
こ
の
時
の
傳
/
が
亭
行
方
式
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ

と
を
示
す
に
O
ぎ
ず
︑
廣
至−

效
穀
閒
の
傳
/
に
縣
8
方
式
が
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
必
ず
し
も
.
味
し
て
い
な
い
︒
縣
8
方
式
に
つ
い

て
は
ま
だ
檢
討
の
餘
地
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
︒

第
二
部
第
六
違
﹁
�
書
の
宛
名
鯵
﹂
で
は
︑
�
書
の
/
付
先
や
傳
/
方
法
が
記
載
さ
れ
︑
發
信
者
の
印
�
と
�
0
日
︑
�
0
者
が
記
錄
さ
れ

る
宛
名
鯵
に
つ
い
て
の
考
察
が
な
さ
れ
る
︒
第
一
�
で
先
行
硏
究
の
整
理
を
行
い
︑
問
題
點
が
封
泥
匣
の
な
い
無
匣
宛
名
鯵
の
:
用
方
法
に
集

q
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
︑
第
二
�
で
は
封
泥
に
殘
さ
れ
た
痕
跡
に
依
據
し
て
︑
無
匣
宛
名
鯵
も
�
匣
宛
名
鯵
と
同
樣
に
�
書
の
封
緘
に

用
い
ら
れ
︑
封
泥
を
直
接
つ
け
る
形
で
封
緘
し
た
と
論
じ
た
︒

續
い
て
宛
名
鯵
を
集
成
し
︑
官
�
書
か
書
信
か
︑
封
泥
匣
の
�
無
︑
傳
/
方
式
記
載
の
�
無
︑
印
�
・
�
0
記
錄
の
�
無
に
よ
っ
て
分
類
を

行
い

(第
三
�
)
︑
宛
名
鯵
の
形
狀
は
發
信
者
の
官
位
や
開
封
防
止
措
置
の
�
不
�
で
:
い
分
け
ら
れ
て
い
た
に
O
ぎ
ず
︑
�
書
の
傳
/
方
法

な
ど
と
は
關
係
な
い
こ
と

(第
四
�
)
︑
候
官
管
區
內
か
ら
發
信
さ
れ
る
�
書
は
直
接
ま
た
は
亭
行
方
式
の
ル
ー
ト
に
r
乘
し
て
候
官
に
屆
け

ら
れ
る
の
で
︑﹁
以
郵
行
﹂﹁
以
亭
行
﹂
な
ど
の
傳
/
方
式
の
記
載
は
不
�
で
あ
っ
た
こ
と
︑
候
官
管
區
外
か
ら
發
信
さ
れ
る
�
書
の
場
合
︑

﹁
以
郵
行
﹂
と
(
記
さ
れ
る
場
合
以
外
は
縣
8
方
式
お
よ
び
亭
行
方
式
で
傳
/
さ
れ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
郵
に
よ
っ
て
傳
/
さ
れ
る
�
書
以
外
は

傳
/
方
式
の
記
載
が
不
可
缺
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
論
證
し
た

(第
五
�
)
︒

鯵
牘
を
硏
究
す
る
際
は
鯵
牘
の
み
な
ら
ず
︑
そ
の
周
圍
に
も
目
を
�
ら
ね
ば
な
ら
な
い
︒
封
泥
の
痕
跡
に
着
目
し
た
第
二
�
の
考
證
は
そ
れ

を
端
�
に
表
し
た
も
の
で
あ
る
︒
�
者
は
︑
無
匣
宛
名
鯵
は
小
型
封
泥
匣
鯵
と
一
緖
に
:
用
さ
れ
た
と
考
え
て
い
た(4

)
︒
そ
れ
は
︑
里
耶
秦
鯵
の
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小
型
封
泥
匣
鯵

(J1⑦

5
な
ど
)
に
は
﹁
�
陵
以
郵
行
洞
庭
﹂
と
い
っ
た
宛
名
・
傳
/
方
法
・
發
信
者
の
記
載
が
あ
る
も
の
の
︑
裏
側
に
書
か

れ
て
い
て
封
緘
時
に
は
機
能
し
な
い
た
め
︑
H
用
さ
れ
て
い
た
無
匣
宛
名
鯵
の
記
載
を
記
錄
と
し
て
寫
し
取
っ
た
も
の
と
見
た
か
ら
で
あ
る
︒

無
匣
宛
名
鯵
の
:
用
方
法
に
は
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

第
三
部
﹁
斷
獄
の
�
書
﹂
で
は
︑
;
u
で
擧
云
�
書
册
の
復
原
を
*
し
て
擧
云
手
續
き
の
手
順
を
把
握
し
た
後
︑
後
u
に
お
い
て
︑﹁
云
﹂

と
は
そ
も
そ
も
何
な
の
か
と
い
う
本
質
�
問
題
を
解
き
(
か
す
︒
第
一
違
﹁
漢
代
の
擧
云
�
書
の
復
原
﹂
で
は
︑
�
初
に
甲
渠
候
官
出
土
の
擧

云
�
書
に
含
ま
れ
る
/
付
用
�
書
を
四
種
類
に
分
け
︑
各
內
容
に
つ
い
て
︑
/
り
狀
A

(﹁
謹
移
云
狀
一
�
﹂)=

｢
云
狀
﹂
を
候
官
へ
/
付
す
る

際
の
/
り
狀
︑
�
書
B
・
Bʼ

(﹁︹
發
信
者
︺
云
移
居
^
獄
﹂﹁︹
發
信
者
︺
云
將
某
詣
居
^
獄
﹂)=

發
信
者
が
居
^
縣
獄
に
對
し
て
�
法
行
爲
者
を
擧

云
す
る
�
書

(Bʼ
は
被
擧
云
者
を
確
保
し
て
い
る
場
合
)
︑
中
繼
轉
/
�
書
C

(﹁
移
居
^
寫
移
﹂)=

!
領
�
書
を
書
き
寫
し
居
^
縣
に
轉
/
す
る
際

に
W
加
さ
れ
た
�
書
と
す
る
︒

8
に
︑
擧
云
�
書
本
�
に
は
︑﹁
狀
辭
曰
﹂
で
は
じ
ま
り
﹁
狀
具
此
﹂
で
結
ぶ
﹁
本
�
﹃
狀
﹄﹂
と
︑
こ
の
書
式
を
と
ら
な
い
﹁
本
�
非

﹃
狀
﹄﹂
と
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
具
體
�
記
載
內
容
は
ど
ち
ら
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
︑
:
用
�
言
の
詳
細
な
檢
討
を
*
じ
︑
擧
云
者
の

身
元
記
載
を
含
み
︑
擧
云
に
至
る
經
雲
の
說
(
(=
狀
)
に
重
點
が
あ
る
も
の
が
;
者
︑
擧
云
者
が
被
擧
云
者
の
罪
名
指
摘
を
す
る
﹁
案
﹂
を

含
み
︑
被
擧
云
者
の
�
法
行
爲
の
指
摘
に
重
點
を
置
く
の
が
後
者
で
あ
る
こ
と
を
(
ら
か
に
し
た
︒
そ
し
て
以
上
に
も
と
づ
き
︑
甲
渠
候
官
出

土
の
擧
云
�
書
に
お
け
る
手
續
き
を
8
の
よ
う
に
復
原
す
る
︒
擧
云
者
↓
(本
�
﹁
狀
｣+

/
り
狀
A
)
↓
甲
渠
候
官
↓
(
本
�
﹁
狀
｣+

/
り
狀
A+

中

繼
轉
/
�
書
C
)
↓
居
^
縣
︑
擧
云
者
↓
(本
�
非
﹁
狀
｣+

�
書
B
︹
本
�
非
﹁
狀
｣+

�
書
Bʼ+

被
擧
云
者
︺)
↓
居
^
縣
獄
︒
こ
の
復
原
さ
れ
た
手
續

き
O
A
か
ら
︑
擧
云
に
軍
政
系
瓜
は
ま
っ
た
く
關
與
し
て
お
ら
ず
︑
民
政
系
瓜
で
あ
る
縣
・
縣
獄
に
よ
っ
て
す
べ
て
處
理
さ
れ
て
い
た
と
論
じ

る
︒第

二
違
﹁
斷
獄
手
續
き
に
お
け
る
﹃
云
﹄﹂
で
は
︑
�
法
行
爲
を
働
い
た
官
"
を
罷
免
し
y
罰
す
る
た
め
の
彈
云
を
﹁
云
﹂
だ
と
す
る
こ
れ

ま
で
の
理
解
で
は
︑
擧
云
よ
り
も
;
に
罷
免
さ
れ
て
い
る
事
例
が
あ
る
こ
と
︑
候
官
の
屬
"
の
人
事
權
は
都
尉
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
擧
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云
�
書
は
縣
・
縣
獄
に
/
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
︑
民
閒
人
が
擧
云
さ
れ
て
い
る
事
例
が
あ
る
こ
と
を
解
釋
で
き
な
い
と
し
︑
疑
義
を
P
す
る

(第
一
�
)
︒
そ
し
て
︑
民
閒
人
と
戍
卒
が
擧
云
さ
れ
て
い
る
具
體
例
を
あ
げ
て
︑﹁
云
﹂
の
對
象
が
官
"
に
限
ら
れ
な
い
こ
と
を
ま
ず
(
示
し

た
︒そ

れ
か
ら
︑
擧
云
對
象
と
な
っ
た
行
爲
が
律
令
�
反
に
あ
た
る
こ
と
を
指
摘
し
︑﹁
云
﹂
と
は
︑
官
が
𠛬
罰
に
處
せ
ら
れ
る
べ
き
罪
を
犯
し

た
者
を
治
獄
の
場
で
あ
る
獄
に
對
し
て
*
吿
し
︑
そ
の
身
柄
を
も
護
/
す
る
手
續
き
で
あ
り
︑
い
わ
ゆ
る
𠛬
事
裁
i
に
相
當
す
る
斷
獄
の
手
續

き
を
開
始
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た

(第
二
�
)
︒
な
お
︑
同
じ
く
斷
獄
を
開
始
さ
せ
る
手
續
き
で
あ
る
﹁
吿
﹂
に
つ
い
て
は
︑
犯

罪
行
爲
を
知
見
し
た
者
に
よ
る
官
"
へ
の
*
報
で
あ
る
と
す
る

(お
わ
り
に
)
︒

擧
云
�
書
の
中
で
こ
れ
ま
で
混
同
さ
れ
て
い
た
軍
政
機
關
に
よ
る
人
事
權
の
行
:
と
︑
民
政
機
關
に
よ
る
斷
獄
と
を
截
然
と
區
別
し
︑
擧
云

の
本
質
が
後
者
の
側
に
あ
る
こ
と
を
(
示
し
た
貴
重
な
硏
究
で
あ
る
︒
擧
云
手
續
き
に
軍
政
系
瓜
は
關
與
せ
ず
︑
民
政
系
瓜
で
す
べ
て
處
理
さ

れ
る
の
だ
か
ら
︑
擧
云
は
本
來
縣
に
對
し
て
直
接
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
甲
渠
候
官
址
出
土
の
擧
云
�
書
で
は
候
官
が
中

繼
轉
/
し
て
い
る
が
︑
そ
の
役
割
は
﹁
!
附
窓
口
﹂
に
あ
た
る
︒
こ
こ
で
想
z
さ
れ
る
の
が
︑﹁
二
年
律
令
﹂
具
律
一
〇
一
鯵
の
﹁
其
の
縣
廷

よ
り
{
き
者
は
︑
皆
な
在
�
の
[
に
吿
す
る
を
得
︒
[
官
は
謹
し
み
て
聽
き
︑
其
の
吿
を
書
し
て
縣
V
官
に
上
せ
﹂
と
い
う
規
定
で
あ
る
︒
民

政
系
瓜
と
の
對
比
に
お
い
て
縣
に
擬
さ
れ
る
候
官
だ
が
︑
斷
獄
手
續
き
で
の
役
割
は
[
と
同
等
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
︒

第
四
部
﹁
聽
訟
の
�
書
﹂
で
は
︑
漢
代
に
お
け
る
債
權
囘
收
手
續
き
の
原
則
を
確
,
し
た
後
︑
甲
渠
候
粟
君
の
債
權
囘
收
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ

ル
が
記
錄
さ
れ
た
﹁
候
粟
君
册
書
﹂
の
再
檢
討
を
行
う
︒
第
一
違
﹁
漢
代
邊
境
に
お
け
る
債
權
囘
收
手
續
き
﹂
で
は
︑
戍
卒
と
在
地
"
民
と
の

閒
に
生
じ
た
債
權
の
囘
收
は
官
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
が
︑
そ
れ
に
は
債
權
者
が
﹁
自
言
﹂
に
よ
っ
て
囘
收
を
申
し
立
て
る
形
式
と
︑
そ
う
で
な

い
形
式
の
二
つ
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
債
權
囘
收
命
令
書
に
お
い
て
は
﹁
自
言
﹂
の
な
い
形
式
に
限
り
︑
承
&
し
な
い
場
合
は
自
證
爰
書

を
作
成
・
/
付
す
る
よ
う
求
め
て
お
り
︑
債
權
の
內
容
を
記
し
た
責
名
籍
に
も
﹁
自
言
﹂
の
あ
る
も
の
と
な
い
も
の
が
あ
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら

著
者
は
︑﹁
自
言
﹂
の
つ
か
な
い
形
式
は
︑
つ
く
形
式
と
(
確
に
區
別
さ
れ
る
何
ら
か
の
手
續
き
が
踏
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
想
定
す
る

(第
一
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�
)
︒そ

れ
を
!
け
て
︑
や
は
り
債
權
囘
收
に
關
係
し
同
樣
の
記
載
の
�
い
を
持
つ
貰
賣
名
籍
を
分
析
し
︑﹁
自
言
﹂
の
な
い
も
の
は
事
實
保
證
と

な
る
契
q
}
を
も
と
に
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
突
き
止
め
た

(第
二
～
三
�
)
︒
さ
ら
に
︑
虛
僞
の
證
言
を
し
た
者
を
處
罰
す
る
證
不
言
D
律

の
も
と
で
作
成
さ
れ
た
爰
書
も
︑
}
と
竝
ん
で
事
實
保
證
力
を
持
っ
て
い
た
と
す
る
︒
そ
し
て
以
上
か
ら
︑
事
實
保
證
さ
れ
た
債
權
に
承
&
し

な
い
場
合
は
︑
同
等
に
自
證
爰
書
で
の
反
證
が
求
め
ら
れ
︑
單
な
る
自
己
申
吿
で
あ
る
﹁
自
言
﹂
に
對
し
て
は
︑
自
證
爰
書
を
必
�
と
し
な

か
っ
た
と
い
う
結
論
に
0
し
た

(第
四
�
)
︒

第
二
違
﹁
證
不
言
D
律
と
自
證
爰
書
の
#
用
﹂
で
は
;
違
の
內
容
を
踏
ま
え
︑
爰
書
に
對
す
る
理
解
を
深
め
る
︒
第
一
�
に
お
い
て
は
︑
各

種
爰
書
の
讀
解
に
よ
っ
て
︑﹁
爰
書
﹂
と
い
う
書
き
出
し
か
ら
﹁
它
如
爰
書
﹂
と
い
う
結
び
ま
で
が
一
*
の
爰
書
の
記
載
內
容
で
あ
る
こ
と
を

確
,
し
︑
そ
れ
ら
�
言
の
閒
に
二
*
の
爰
書
を
想
定
す
る
	
山
(
氏
の
說(5

)
を
否
定
す
る
︒
續
い
て
︑
居
^
漢
鯵
の
﹁
石
君
佚
責
名
籍
﹂
と
﹁
燧

長
失
鼓
册
書
﹂
を
檢
討
し
て
︑
爰
書
は
證
不
言
D
律
に
よ
っ
て
眞
實
性
を
擔
保
さ
れ
た
﹁
公
證
�
書
﹂
で
あ
る
と
	
張
し
︑
そ
れ
が
た
め
に
爰

書
に
よ
っ
て
同
一
案
件
に
つ
き
︑
重
複
し
て
證
言
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
︒
そ
の
他
︑
自
證
爰
書
の
#
用
上
の
特
+
と
し
て
︑
債
權
囘

收
以
外
で
も
﹁
爰
書
に
は
爰
書
を
﹂
と
い
う
手
續
き
が
e
用
さ
れ
た
こ
と
︑﹁
自
言
﹂
に
よ
る
供
営
や
訴
え
に
對
し
て
爰
書
で
反
論
で
き
る
こ

と
︑
複
數
の
當
事
者
の
爰
書
に
よ
る
證
言
が
一
致
し
な
い
場
合
は
先
に
證
言
し
た
側
を
再
度
?
問
す
る
こ
と
を
あ
げ
る

(第
二
～
四
�
)
︒
し
か

し
︑﹁
お
わ
り
に
﹂
に
お
い
て
︑
同
一
案
件
に
つ
い
て
作
成
さ
れ
な
い
と
い
う
爰
書
の
特
+
が
﹁
候
粟
君
册
書
﹂
で
は
矛
盾
す
る
こ
と
に
觸
れ
︑

以
後
︑
同
册
書
の
再
檢
討
へ
と
展
開
し
て
い
く
︒

第
三
違
﹁﹃
;
言
解
﹄
の
.
味
と
?
問
命
令
の
再
錄
﹂
で
は
︑﹁
候
粟
君
册
書
﹂
再
檢
討
の
豫
備
作
業
と
し
て
︑
ま
ず
は
册
書
中
に
見
え
る

﹁
;
言
解
﹂
と
い
う
�
言
の
解
(
に
着
手
す
る
︒
そ
し
て
︑
漢
鯵
に
お
け
る
用
例
と
類
似
表
現
﹁
;
言
狀
﹂
と
の
對
照
︑
?
問
結
果
報
吿
�
書

に
お
け
る
指
示
內
容
か
ら
︑﹁
先
に
辯
解
は
報
吿
濟
み
﹂
と
い
う
.
味
の
�
書
發
信
者
に
よ
る
補
足
�
記
載
で
あ
る
こ
と
を
(
ら
か
に
す
る

(第
一
～
四
�
)
︒
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ま
た
︑﹁
候
粟
君
册
書
﹂
の
?
問
結
果
報
吿
�
書
に
︑
二
度
の
?
問
命
令
が
二
度
と
も
再
錄
さ
れ
て
い
る
.
味
を
考
え
る
に
あ
た
り
︑﹃
3

記
﹄
三
王
世
家
に
お
け
る
上
奏
で
の
制
詔
の
再
錄
︑
漢
鯵
の
報
吿
�
書
に
お
け
る
府
記
や
官
記
の
再
錄
狀
況
を
根
據
と
し
て
︑
冒
頭
に
命
令
を

原
�
の
ま
ま
再
錄
し
て
い
る
報
吿
�
書
は
︑
再
錄
さ
れ
た
そ
の
命
令
に
對
す
る
報
吿
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た

(第
五
～
六
�
)
︒

以
上
で
得
ら
れ
た
知
見
を
土
臺
と
し
て
︑
第
四
違
で
は
﹁﹃
候
粟
君
�
責
寇
恩
事
﹄
册
書
の
再
檢
討
﹂
に
本
格
�
に
取
り
か
か
る
︒
手
始
め

に
同
册
書
が
︑
Ⅰ
円
武
三
年
十
二
�
三
日
附
︑
粟
君
に
對
す
る
債
務
不
存
在
を
證
言
し
た
寇
恩
の
自
證
爰
書

(
三
日
附
爰
書
)
︑
Ⅱ
同
十
六
日
附
︑

同
內
容
の
寇
恩
自
證
爰
書

(十
六
日
附
爰
書
)
︑
Ⅲ
同
十
九
日
附
︑
都
[
嗇
夫
の
居
^
縣
廷
宛
て
寇
恩
?
問
結
果
報
吿
�
書

(都
[
嗇
夫
報
吿
�

書
)
︑
Ⅳ
同
二
十
七
日
附
︑
居
^
縣
廷
の
甲
渠
候
官
宛
て
�
書

(居
^
縣
廷
�
書
)
と
い
う
四
つ
の
部
分
に
よ
っ
て
X
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
営

べ
︑
記
載
內
容
か
ら
一
聯
の
經
雲
を
整
理
す
る

(第
一
�
)
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
記
載
內
容
と
;
違
ま
で
の
考
察
結
果
と
を
照
合
す
る
と
︑
眞

實
性
が
擔
保
さ
れ
た
爰
書
で
あ
る
Ⅰ
に
對
し
て
居
^
縣
廷
が
﹁
疑
非
實
﹂
と
し
て
い
た
り
︑
粟
君
が
爰
書
に
よ
る
反
論
を
し
て
い
な
か
っ
た
り

し
︑
ま
た
︑
同
一
案
件
に
つ
い
て
同
內
容
の
二
*
の
爰
書

(Ⅰ
・
Ⅱ
)
が
作
成
さ
れ
て
い
る
な
ど
の
矛
盾
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る

(第
二
�
)
︒

第
三
�
で
は
中
繼
轉
/
�
書
の
�
無
な
ど
を
根
據
に
册
書
各
部
分
の
/
付
狀
況
を
檢
討
し
︑
都
[
嗇
夫
↓
(Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
)
↓
居
^
縣
廷
↓

(Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
)+

(Ⅳ
)
↓
甲
渠
候
官
で
あ
っ
た
こ
と
を
(
ら
か
に
し
た
︒
そ
し
て
こ
れ
に
も
と
づ
き
︑
第
一
囘
寇
恩
?
問
で
は
爰
書
に
よ
っ
て

證
言
し
た
が
︑
都
[
嗇
夫
は
單
な
る
供
営
と
し
て
居
^
縣
廷
に
報
吿
し
自
證
爰
書
を
/
付
し
な
か
っ
た
と
い
う
假
說
が
立
て
ら
れ
︑
8
�
で
粟

君
と
居
^
縣
廷
が
と
っ
た
實
際
の
對
應
を
檢
討
し
て
假
說
に
�
り
の
な
い
こ
と
を
證
(
し
︑
先
の
矛
盾
を
解
�
す
る
︒
こ
の
說
を
據
り
�
と
し

て
著
者
は
︑﹁
候
粟
君
册
書
﹂
を
め
ぐ
る
經
雲
を
8
の
よ
う
に
解
釋
し
直
す
︒
①
粟
君
が
爰
書
に
よ
ら
ず
に
寇
恩
を
居
^
縣
廷
へ
訴
え
る
︒
②

居
^
縣
廷
が
都
[
嗇
夫
に
寇
恩
?
問
を
命
令
︒
③
都
[
嗇
夫
が
?
問
し
︑
寇
恩
の
債
務
不
存
在
を
證
言
す
る
三
日
附
爰
書
を
作
成
︒
④
都
[

嗇
夫
が
?
問
結
果
を
居
^
縣
廷
に
報
吿
︒
爰
書
に
よ
る
證
言
事
實
の
*
知
お
よ
び
自
證
爰
書
の
/
付
を
し
な
か
っ
た
た
め
︑
居
^
縣
廷
は
寇
恩

の
辯
解
を
單
な
る
證
言
と
見
な
す
︒
⑤
居
^
縣
廷
が
寇
恩
の
債
務
不
&
の
?
問
結
果
を
粟
君
に
*
知
︒
⑥
粟
君
が
爰
書
に
よ
る
證
言
を
寇
恩

に
さ
せ
よ
う
と
し
て
︑
居
^
縣
へ
の
移
動
許
可
を
都
尉
府
に
申
D
︒
⑦
都
尉
府
が
居
^
縣
廷
に
は
っ
き
り
さ
せ
る
よ
う
命
令
︒
⑧
居
^
縣
廷
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が
都
[
嗇
夫
に
寇
恩
の
再
?
問
を
命
令
︒
⑨
都
[
嗇
夫
が
再
?
問
し
︑
寇
恩
の
債
務
不
存
在
を
證
言
す
る
十
六
日
附
爰
書
を
作
成
︒
⑩
都
[

嗇
夫
が
二
度
の
?
問
命
令
の
兩
方
に
對
す
る
報
吿
と
い
う
形
で
︑
寇
恩
が
債
務
不
存
在
を
自
證
爰
書
で
證
言
し
た
こ
と
を
三
日
附
爰
書
と
十
六

日
附
爰
書
を
添
附
し
て
報
吿
︒
⑪
居
^
縣
廷
が
都
[
嗇
夫
か
ら
/
付
さ
れ
て
き
た
二
*
の
寇
恩
自
證
爰
書
と
都
[
嗇
夫
報
吿
�
書
を
甲
渠
候

官
に
轉
/
し
︑
粟
君
に
自
證
爰
書
に
よ
る
債
權
存
在
の
證
言
を
求
め
る
︒

第
五
違
﹁
漢
代
の
聽
訟
﹂
で
は
︑
こ
れ
ま
で
に
(
ら
か
と
な
っ
た
漢
代
西
北
邊
境
に
お
け
る
債
權
囘
收
手
續
き
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
︑

;
違
で
提
示
し
た
﹁
候
粟
君
册
書
﹂
の
經
雲
を
そ
れ
に
あ
て
は
め
る
︒
A
債
權
者
が
債
權
囘
收
を
求
め
て
債
務
者
を
訴
え
る=

①
⑥
︒
B
訴
え

を
!
け
た
官
署
が
債
務
者
の
�
屬
官
署
や
居
�
縣
に
債
務
者
?
問
・
債
權
囘
收
・
結
果
報
吿
を
命
令=

②
⑦
⑧
︒
C
債
務
者
の
�
屬
官
署
や
居

�
縣
が
債
務
者
を
?
問
し
債
權
を
囘
收=

③
⑨
︒
D
債
務
者
の
�
屬
官
署
や
居
�
縣
が
債
務
者
?
問
結
果
を
債
權
者
に
報
吿=

④
⑤
⑩
⑪
︒
こ

れ
に
よ
り
著
者
は
︑﹁
候
粟
君
册
書
﹂
は
訴
え
ら
れ
た
債
務
者
(寇
恩
)
の
?
問
結
果
を
訴
え
た
債
權
者
(粟
君
)
に
報
吿
し
た
だ
け
の
も
の
と

看
破
し
︑
府
ま
た
は
縣
廷
が
審
理
し
て
i
決
を
下
し
た
も
の
と
捉
え
る
先
行
硏
究
を
否
定
し
た
︒
加
え
て
︑
册
書
に
續
く
手
續
き
に
つ
い
て
も

觸
れ
︑
粟
君
が
自
證
爰
書
で
證
言
し
な
け
れ
ば
寇
恩
の
債
務
不
存
在
の
	
張
を
承
&
し
た
こ
と
と
な
り
聽
訟
手
續
き
は
�
了
す
る
︒
も
し
︑
粟

君
が
自
證
爰
書
で
反
論
し
た
な
ら
ば
寇
恩
の
僞
證
を
證
言
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
︑
爰
書
レ
ベ
ル
の
聽
訟
か
ら
證
不
言
D
律
�
反
を
め
ぐ
る
斷

獄
へ
移
行
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
想
定
す
る
︒

�
言
の
.
味
や
手
續
き
を
一
つ
一
つ
着
實
に
押
さ
え
︑
册
書
の
解
(
に
結
實
さ
せ
る
液
れ
は
著
者
の
眞
骨
頂
で
あ
る
︒﹁
候
粟
君
册
書
﹂
の

解
讀
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
︑
そ
れ
に
至
る
O
A
で
(
ら
か
と
な
っ
た
﹁
爰
書
に
は
爰
書
を
﹂
や
一
案
件
一
爰
書
の
原
則
︑
命
令
再
錄
の
原
則
な

ど
は
︑
今
後
の
硏
究
に
裨
益
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
︒
と
こ
ろ
で
著
者
は
︑﹁
紛
う
か
た
無
き
眞
實
﹂
で
あ
る
爰
書
に
對
し
︑﹁
自
言
﹂
は
單
な

る
自
己
申
吿
で
﹁
噓
で
も
X
わ
な
い
﹂
と
い
う
︒
つ
ま
り
︑﹁
自
言
﹂
に
よ
る
官
へ
の
申
し
立
て
は
︑
も
と
よ
り
疑
い
の
目
で
見
ら
れ
る
と
い

う
リ
ス
ク
を
�
う
︒
は
じ
め
か
ら
自
證
爰
書
で
證
言
す
れ
ば
よ
い
も
の
を
︑
な
ぜ
敢
え
て
﹁
自
言
﹂
に
よ
る
申
し
立
て
が
行
わ
れ
る
の
か
︒
そ

の
說
(
が
必
�
と
思
わ
れ
る
︒

― 181 ―

595



�
後
に
︑
本
書
の
持
つ
.
義
を
�
者
な
り
に
営
べ
て
閲
め
括
り
た
い
︒
か
つ
て
漢
鯵
硏
究
に
古
�
書
學
�
方
法
を
持
ち
�
ん
だ
の
が
永
田
英

正
氏
で
あ
っ
た(6

)
︒
永
田
氏
は
書
式
に
も
と
づ
く
集
成
・
分
類
を
行
い
︑
體
系
�
す
る
こ
と
で
︑
零
細
な
`
籍
鯵
を
分
析
可
能
な
3
料
と
し
た
︒

こ
れ
を
�
書
に
應
用
し
た
の
が
本
書
の
硏
究
で
あ
る
︒
集
成
↓
分
類
↓
分
析
を
*
し
て
そ
の
語
句
の
用
法
や
.
味
を
(
ら
か
に
す
る
�
書
鯵
に

よ
る
�
書
鯵
解
釋
は
實
際
�
で
︑
よ
り
正
確
な
�
書
理
解
に
つ
な
が
っ
て
い
る
︒

﹁
官
�
書
の
基
礎
�
硏
究
﹂
と
銘
打
っ
て
い
る
も
の
の
︑
そ
の
目
�
と
す
る
と
こ
ろ
が
制
度
の
解
(
に
あ
る
こ
と
は
︑
本
書
の
X
成
か
ら
見

て
も
疑
い
な
い
︒
制
度
硏
究
と
い
う
と
︑
硏
究
者
の
	
觀
に
よ
っ
て
あ
る
A
度
の
枠
組
み
を
設
定
し
︑
そ
こ
に
3
料
を
は
め
�
ん
で
い
く
形
に

な
り
が
ち
で
あ
る
︒
對
し
て
本
書
に
お
け
る
制
度
硏
究
は
︑
制
度
を
荏
持
す
る
�
書
の
解
讀
結
果
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
論
を
E
き

出
す
も
の
で
あ
り
︑
�
始
歸
G
�
か
つ
客
觀
�
に
�
め
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
册
書
の
考
察
に
お
い
て
色
濃
く
表
れ
て
お
り
︑
大
庭
脩
氏
に
よ
る
册

書
硏
究(

7
)

の
發
展
形
と
見
な
し
得
る
︒
こ
の
よ
う
な
正
確
な
�
書
理
解
に
根
差
し
た
正
確
な
制
度
理
解
は
︑
今
後
の
制
度
硏
究
の
指
針
と
な
ろ
う
︒

西
北
出
土
漢
鯵
を
	
た
る
對
象
と
し
な
が
ら
︑
タ
イ
ト
ル
に
﹁
秦
漢
﹂
と
揭
げ
て
い
る
こ
と
に
も
本
書
の
.
義
が
表
れ
て
い
る
︒
9
年
︑
湖

北
・
湖
南
一
帶
か
ら
の
鯵
牘
の
出
土
が
相
8
ぎ
︑
そ
れ
に
對
す
る
硏
究
が
盛
ん
と
な
っ
て
い
る
︒
中
で
も
里
耶
秦
鯵
は
膨
大
な
數
量
と
行
政
�

書
と
し
て
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
性
を
�
ね
備
え
︑
�
目
の
�
と
な
っ
て
い
る
︒
た
だ
︑
�
目
が
集
ま
る
に
つ
れ
て
︑
西
北
漢
鯵
の
知
識
を
持
た
ず

に
秦
鯵
を
�
う
硏
究
者
が
增
え
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
︒
時
代
も
出
土
し
た
�
跡
の
性
格
も
�
う
の
で
內
容
が
相
�
す
る
の
は
當
然
だ
が
︑
書

式
や
�
言
と
い
っ
た
�
書
の
根
幹
は
多
分
に
共
*
し
︑
參
照
す
べ
き
點
が
少
な
く
な
い
︒
秦
鯵
・
漢
鯵
を
相
互
補
完
�
に
用
い
て
議
論
を
展
開

す
る
本
書
は
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
證
(
し
て
お
り
︑
兩
者
を
橋
渡
し
し
て
︑
今
後
の
鯵
牘
硏
究
の
基
礎
固
め
を
し
た
と
い
え
る
︒

�(1
)

大
庭
脩
著
﹃
木
鯵
﹄
(學
生
社
︑
一
九
七
九
年
)
一
五
五
～
一
五

七
頁
︒

(2
)

青
木
俊
介
﹁
里
耶
秦
鯵
に
見
え
る
縣
の
部
局
組
織
に
つ
い
て
﹂

(﹃
中
國
出
土
�
料
硏
究
﹄
中
國
出
土
�
料
學
會
︑
第
九
號
︑
二
〇
〇
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五
年
)︒

(3
)

大
庭
脩
﹁
漢
王
�
の
荏
�
機
X
﹂
お
よ
び
﹁
居
^
出
土
の
詔
書

册
﹂
(い
ず
れ
も
同
氏
著
﹃
秦
漢
法
制
3
の
硏
究
﹄
創
�
社
︑
一
九

八
二
年
�
收
)︒

(4
)

青
木
俊
介
﹁
封
檢
の
形
態
發
展

︱
︱
%
板
檢
の
:
用
方
法
の
考

察
か
ら
︱
︱
﹂
(
	
山
(
・
佐
�
信
�
﹃
�
獻
と
�
物
の
境
界
Ⅱ

︱
︱
中
國
出
土
鯵
牘
3
料
と
生
態
�
硏
究
︱
︱
﹄
東
京
外
國
語
大

學
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
�
�
硏
究
�
︑
二
〇
一
四
年
)︒

(5
)

	
山
(
﹁
爰
書
怨
探

︱
︱
漢
代
訴
訟
論
の
た
め
に
︱
︱
﹂
(﹃
東

洋
3
硏
究
﹄
第
五
一
卷
第
三
號
︑
一
九
九
二
年
)︒

(6
)

永
田
英
正
﹁
居
^
漢
鯵
の
古
�
書
學
�
硏
究
﹂
(同
氏
著
﹃
居
^

漢
鯵
の
硏
究
﹄
第
Ⅰ
部
︑
同
�
舍
出
版
︑
一
九
八
九
年
)︒

(7
)

大
庭
脩
﹁
居
^
出
土
の
詔
書
册
﹂
お
よ
び
﹁
居
^
怨
出
﹃
候
粟
君

�
責
寇
恩
事
﹄
册
書

︱
︱
爰
書
考
補
︱
︱
﹂
(い
ず
れ
も
;
揭
¼

(
3
)
書
�
收
)
︑
同
﹁
册
書
の
硏
究
﹂
(同
氏
著
﹃
漢
鯵
硏
究
﹄
第

一
�
︑
同
�
舍
出
版
︑
一
九
九
二
年
)︒

二
〇
一
五
年
三
�

東
京

�
古
書
院

二
二
糎

一
〇+

七
三
〇+

二
四
頁

一
六
〇
〇
〇
圓+

稅
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