
戰
國
秦
の
﹁
邦
﹂
と
畿
內

渡

邉

英

幸

序

論

一

秦
鯵
の
﹁
邦
﹂
の
諸
相

二

﹁
故
秦
﹂
の
再
檢
討

三

戰
國
秦
の
﹁
中
﹂
と
﹁
郡
﹂
の
關
係

結
び
に
か
え
て

序

論

｢邦
﹂
は
︑
先
秦
時
代
の
漢
語
世
界
に
あ
っ
て
︑
日
本
語
の
〝
く
に
〟
(英
語
の

state)
に
相
當
す
る
名
詞
で
あ
っ
た
︒
西
周
金
�
に
は
周
・

諸
侯
そ
し
て
﹁
夷

(尸
)
﹂
の
集
團
を
﹁
邦
﹂
と
表
記
し
た
事
例
が
あ
り
︑
戰
國
時
代
の
鯵
牘
�
料
で
も
﹁
邦
﹂
字
を
用
い
た
表
記
が
廣
鋭
に

�
め
ら
れ
る
︒﹃
�
記
﹄
を
は
じ
め
と
す
る
傳
世
�
獻
で
は
先
秦
時
代
の
國
を
﹁
國
﹂
と
表
記
す
る
が
︑
秦
代
以
�
の
原
�
料
で
は
︑
そ
の
多

く
が
﹁
邦
﹂
字
で
表
記
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
邦
﹂
は
中
國
�
�
の
國
家
觀
や
領
域
觀
の
基
底
を
な
す
重
�
な
語

句
で
あ
っ
た(1

)
︒

か
か
る
﹁
邦
﹂
の
�
味
と
展
開
は
︑
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ま
で
も
大
き
な
課
題
と
�
識
さ
れ
︑
と
く
に
密
接
な
關
係
を
持
つ
﹁
國
﹂
字
と
の
關
聯(2

)

や
︑
高
祖
劉
邦
の
�
諱
と
の
關
わ
り(3

)
と
い
っ
た
論
點
を
中
心
に
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
︒
�
年
の
硏
究
に
よ
り
︑
古
い
�
識
の
い
く
つ
か
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︱
︱
例
え
ば
︑﹁
國
﹂
の
原
初
�
�
味
が
都
市
國
家
の
城
壁
內
部
を
�
味
す
る
︑
と
い
っ
た
說(4

)

︱
︱

が
見
直
さ
れ
た
が
︑﹁
邦
﹂
に
つ
い
て
は

議
論
が
さ
ほ
ど
深
�
し
て
お
ら
ず
︑
ま
た
見
解
が
一
致
を
見
て
い
な
い
部
分
も
あ
る(5

)
︒
さ
ら
に
�
年
で
は
︑
里
耶
秦
鯵
や
嶽
麓
秦
鯵
を
は
じ
め

と
す
る
怨
�
料
の
發
見
・
公
表
に
よ
り
︑
怨
た
な
問
題
點
も
顯
現
し
て
き
た
︒

と
り
わ
け
�
目
す
べ
き
は
︑
秦
の
瓜
一
と
の
關
わ
り
で
あ
る
︒
別
稿
で
檢
討
し
た
よ
う
に(6

)
︑
里
耶
秦
鯵

J1-8-461﹁
&
名
'
書
﹂
は
︑
秦

の
地
方
官
(
が
瓜
一
�
後
に
行
わ
れ
た
公
�
用
語
の
改
定
に
關
す
る
規
定
を
ま
と
め
た
一
覽
表
と
推
定
さ
れ
る
︒
そ
こ
に
は
﹁
騎
邦
尉
﹂﹁
郡

邦
尉
﹂﹁
邦
司
馬
﹂﹁
邦
門
﹂
な
ど
﹁
邦
﹂
を
冠
す
る
い
く
つ
か
の
用
語
が
︑
瓜
一
の
�
後
一
齊
に
改
定
さ
れ
︑﹁
邦
﹂
字
が
抹
)
さ
れ
て
い
た

事
實
を
傳
え
て
い
る
︒
こ
れ
は
�
漢
初
年
の
高
祖
の
�
諱
よ
り
以
�
に
︑﹁
邦
﹂
に
對
す
る
改
變
・
抹
)
が
實
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
怨

知
見
で
あ
る
︒〝
く
に
〟
を
示
す
重
�
語
句
の
多
く
が
喪
失
し
て
い
る
事
實
は
︑
そ
の
背
後
に
國
家
體
制
や
法
體
系
の
重
大
な
變
革
が
存
在
し

た
こ
と
を
豫
想
さ
せ
る
︒
そ
れ
は
い
か
な
る
性
質
の
變
革
で
あ
っ
た
の
か
︒
そ
の
闡
�
に
は
︑
瓜
一
以
�
の
秦
に
お
け
る
﹁
邦
﹂
の
�
味
を
正

確
に
把
握
す
る
必
�
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

こ
れ
に
關
聯
し
て
︑
重
大
な
論
點
が
*
か
び
上
が
る
︒
そ
れ
は
﹁
邦
﹂
の
字
義
で
あ
る
︒
か
つ
て
﹁
邦
﹂
は
漠
然
と
秦
國
+
體

(そ
の
範
圍

が
問
題
に
な
る
の
だ
が
)
を
�
味
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
︑
�
年
こ
れ
に
衣
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
戰
國
秦
の
﹁
邦
﹂
は
︑
秦

の
﹁
故
地
﹂
た
る
關
中
・
畿
內
領
域

︱
︱
從
來
﹁
故
秦
﹂﹁
內
�
﹂﹁
關
中
﹂﹁
畿
內
﹂
な
ど
と
呼
ば
れ
て
き
た
︱
︱

の
み
を
指
す
語
句
で

あ
っ
た
︑
と
す
る
見
解
で
あ
る
︒
そ
の
代
表
�
な
論
者
が
楊
振
紅
氏
で
あ
る(7

)
︒
楊
氏
は
︑
先
秦
か
ら
瓜
一
-
の
�
字
�
料
を
檢
討
し
︑
秦
の

﹁
內
�
﹂
が
一
貫
し
て
畿
內
掌
治
の
行
政
官
で
あ
っ
た
と
解
釋
す
る
と
と
も
に
︑﹁
邦
﹂
が
そ
の
管
.
範
圍
で
あ
る
畿
內
領
域
の
み
を
指
し
て
い

た
と
し
て
い
る
︒

ま
た
周
海
鋒
氏(8

)
も
︑
嶽
麓
秦
鯵
﹃
爲
獄
等
狀
﹄
四
種
の
﹁
邦
1
﹂
を
取
り
上
げ
︑
そ
れ
が
從
來
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
秦
の
領
域
+
體
か
ら

の
2
1
で
は
な
く
︑
郡
と
區
別
さ
れ
た
畿
內
か
ら
の
2
1
を
�
味
し
て
い
た
と
論
じ
た
︒
さ
ら
に
孫
聞
3
氏(9

)
も
︑
秦
漢
時
代
の
﹁
尉
﹂
制
度
を

體
系
�
に
檢
討
し
た
論
考
の
中
で
︑
里
耶
秦
鯵
の
﹁
郡
邦
尉
﹂
等
の
記
営
か
ら
︑
戰
國
秦
で
は
領
域
+
體
が
﹁
邦
﹂
と
�
識
さ
れ
る
一
方
︑
畿
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內
領
域
と
各
﹁
郡
﹂
が
そ
れ
ぞ
れ
別
の
﹁
邦
﹂
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
と
す
る
見
解
を
提
示
し
て
い
る
︒

か
く
し
て
問
題
は
︑﹁
邦
﹂
の
字
義
の
み
な
ら
ず
︑
秦
に
お
け
る
國
家
觀
や
領
域
觀
に
も
波
4
す
る
︒
實
の
と
こ
ろ
︑
秦
が
畿
內
領
域

(
關

中
地
區
)
を
﹁
故
地
﹂﹁
本
國
﹂
と
見
な
し
て
い
た
と
す
る
�
識
は
︑
日
本
で
も
早
く
か
ら
共
5
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
︒
例
え
ば
工
6
元

男
氏
は
︑
戰
國
秦
で
關
中
地
區
が
﹁
故
秦
﹂
す
な
わ
ち
﹁
固
5
の
秦
土
﹂
と
呼
ば
れ
︑
郡
縣
制
と
封
円
制
に
よ
っ
て
瓜
治
さ
れ
て
い
た
の
に
對

し
︑
そ
の
外
側
の
﹁
占
領
地
﹂
に
は
樣
々
な
﹁
臣
邦
﹂
が
置
か
れ
て
お
り
︑
そ
の
7
民
は
た
だ
ち
に
完
+
な
秦
人
と
は
�
定
さ
れ
ず
︑
秦
人
女

性
と
の
婚
姻
・
出
產
を
9
じ
て
始
め
て
﹁
秦
�
﹂
さ
れ
て
い
た
と
し
て
︑
兩
者
閒
に
大
き
な
區
別
が
存
在
し
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る(10

)
︒

こ
れ
と
は
別
に
鶴
閒
和
幸
氏
は
︑
睡
虎
地
秦
鯵
の
律
が
﹁
故
秦
﹂
す
な
わ
ち
﹁
も
と
の
戰
國
秦
領
域
﹂
を
對
象
と
し
た
﹁
非
常
に
片
寄
っ
た

法
﹂
で
あ
っ
た
と
し
︑
秦
;
國
形
成
の
=
>
に
お
い
て
︑﹁
も
と
の
戰
國
秦
﹂
の
人
閒
を
﹁
故
秦
人
﹂
と
呼
ぶ
一
方
︑
東
方
六
國
の
人
び
と
で

秦
の
荏
�
下
に
怨
た
に
入
っ
た
者
を
﹁
怨
民
﹂
と
呼
稱
し
︑
嚴
格
に
區
別
し
て
い
た
と
す
る(11

)
︒
そ
の
﹁
故
秦
﹂
の
範
圍
は
渭
河
盆
地
と
黃
土
高

原
︑
す
な
わ
ち
內
�
・
隴
西
・
北
地
・
上
郡
で
あ
っ
た
と
も
営
べ
て
い
る(12

)
︒

ま
た
大
櫛
敦
弘
氏
は
︑
戰
國
秦
か
ら
瓜
一
秦
の
領
域
@
A
に
つ
い
て
議
論
し
︑
秦
の
﹁
本
土
﹂
で
あ
る
關
中
地
域
を
圍
む
關
B
の
ラ
イ
ン
と
︑

﹁
占
領
地
﹂
た
る
關
中
外
の
領
域
を
圍
む
邊
關
の
ラ
イ
ン
と
い
う
﹁
二
重
の
國
境
綫
﹂
が
存
在
し
︑
外
側
の
ラ
イ
ン
が
﹁
邦
﹂
の
境
界
を
形
成

す
る
一
方
︑
そ
の
內
部
で
も
﹁
本
土
﹂
(中
・
故
秦
・
秦
中
・
邦
中
な
ど
と
呼
ば
れ
た
)
と
﹁
占
領
地
﹂
(﹁
內
﹂
の
諸
郡
)
と
の
閒
に
�
確
な
地
域
差

が
存
在
し
た
と
し
て
い
る(13

)
︒
さ
ら
に
大
櫛
氏
は
﹁
內
�
﹂
を
め
ぐ
る
先
行
諸
說
を
廣
く
檢
討
し
︑
秦
の
關
中
地
區
に
對
す
る
瓜
治
に
は
︑
內

�
・
廷
尉
・
太
�
な
ど
の
﹁
中
央
諸
官
府
が
分
擔
し
て
そ
の
屬
縣
を
瓜
.
す
る
﹂︑﹁
か
つ
て
そ
れ
が
領
域
+そ

の

體も
の

﹂
で
あ
っ
た
こ
ろ
の
體
制
が
存

續
し
て
お
り
︑
そ
こ
に
は
關
中
地
區
外
の
郡
す
な
わ
ち
﹁
占
領
地
﹂
に
對
し
て
︑﹁
本
國
﹂﹁
本
土
﹂
と
し
て
の
性
格
が
色
濃
く
殘
さ
れ
て
い
た
︑

と
す
る
見
解
を
提
示
し
て
い
る(14

)
︒

以
上
の
諸
說
に
は
︑
關
中
地
區
を
中
心
と
す
る
﹁
故
秦
｣=

｢故
地
﹂﹁
本
國
﹂
と
︑
關
外
の
諸
郡=

｢占
領
地
﹂
と
の
閒
に
︑
瓜
治
上
の
境
界

性
や
不
均
等
を
讀
み
取
る
�
識
が
共
9
し
て
い
る
︒
ま
た
﹁
邦
﹂
に
關
す
る
�
識
は
大
き
く
G
う
と
は
い
え
︑
戰
國
秦
に
お
い
て
關
中
の
內
外
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が
區
別
さ
れ
て
い
た
と
す
る
點
で
は
︑
楊
振
紅
氏
ら
の
說
と
も
9
底
し
た
視
座
が
�
め
ら
れ
る
︒

し
か
し
戰
國
秦
に
あ
っ
て
︑
關
中

(畿
內
)
と
關
外
諸
郡
と
の
閒
に
︑
實
際
ど
の
>
度
の
〝
區
別
〟
が
存
在
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
ま
た

そ
の
〝
區
別
〟
は
︑﹁
邦
﹂
や
﹁
秦
﹂
の
內
外
と
�
識
さ
れ
る
ほ
ど
强
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
す
で
に
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に(15

)
︑
睡
虎

地
秦
鯵
や
嶽
麓
秦
鯵
に
見
え
る
﹁
邦
1
﹂
を
關
中
地
區
か
ら
關
外
諸
郡
へ
の
2
1
と
す
る
說
の
成
り
立
ち
が
た
い
こ
と
は
�
ら
か
で
あ
り
︑
關

中
地
區
と
關
外
諸
郡
と
が
別
個
の
﹁
邦
﹂
と
�
識
さ
れ
て
い
た
と
す
る
見
解
に
つ
い
て
も
疑
念
が
殘
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
さ
ら
に
從

來
多
く
の
硏
究
者
の
閒
で
共
5
さ
れ
て
き
た
︑
關
中
地
區
が
一
貫
し
て
秦
の
﹁
本
國
﹂﹁
故
地
﹂
と
見
な
さ
れ
︑﹁
占
領
地
﹂
と
の
閒
に
地
域
�

分
界
が
存
在
し
て
い
た
と
す
る
�
識
に
も
︑
再
檢
討
の
餘
地
が
あ
る
と
考
え
る
︒

關
中
地
區
が
秦
の
﹁
故
地
﹂﹁
本
國
﹂
と
見
な
さ
れ
て
い
た
と
す
る
�
識
の
根
據
と
し
て
は
︑
大
き
く
三
點
が
擧
げ
ら
れ
る
︒
第
一
は
︑
關

中
地
區
や
そ
の
7
民
を
指
す
﹁
故
秦
﹂
と
い
う
名
稱
が
存
在
し
︑
そ
の
外
側
の
﹁
怨
地
﹂﹁
怨
民
﹂
と
區
別
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た

こ
と
︒
第
二
は
︑
雲
夢
睡
虎
地
秦
鯵
に
﹁
郡
﹂
の
存
在
が
ほ
と
ん
ど
確
�
で
き
ず
︑
關
中
が
秦
の
﹁
邦
﹂
で
あ
る
か
の
如
き
記
載
が
�
め
ら
れ

た
こ
と
︒
第
三
は
︑
漢
代
�
料
に
關
中
地
區
を
﹁
秦
﹂
や
﹁
故
秦
﹂
と
稱
す
る
記
営
が
殘
さ
れ
て
い
た
こ
と(16

)
で
あ
る
︒
こ
の
う
ち
第
三
點
は
︑

秦
の
解
體
と
漢
の
成
立
を
�
提
に
し
た
言
說
で
あ
り
︑
戰
國
秦
の
地
域
觀
を
直
接
證
す
る
�
料
に
は
な
り
得
な
い
︒
J
に
檢
討
す
べ
き
は
第
一

お
よ
び
第
二
の
點
に
な
ろ
う
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
K
の
諸
點
を
檢
討
す
る
︒
ま
ず

(一
)
戰
國
秦
の
�
字
�
料
に
見
え
る
﹁
邦
﹂
の
�
味
で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
ど
の
>
度

の
多
樣
性
が
�
め
ら
れ
︑
ま
た
畿
內
を
﹁
邦
﹂
と
�
識
す
る
事
例
は
存
在
し
た
の
か
︒
K
に

(二
)
戰
國
秦
の
領
域
內
に
お
け
る
地
域
�
分
界

に
つ
い
て
︒
戰
國
秦
に
は
關
中
の
み
を
﹁
故
地
﹂﹁
本
國
﹂
と
見
な
し
︑
そ
れ
以
外
の
占
領
地
を
﹁
怨
地
﹂﹁
怨
民
﹂
と
し
て
區
別
す
る
�
識
が

存
在
し
た
の
か
︒
そ
し
て

(三
)
戰
國
秦
の
領
域
擴
大
の
中
で
︑
畿
內
と
畿
外
と
は
い
か
な
る
關
係
に
あ
り
︑
ま
た
そ
れ
が
表
出
す
る
律
令
の

體
系
は
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
の
か
︒
以
上
の
三
點
で
あ
る
︒
こ
の
檢
討
を
9
じ
て
︑
戰
國
秦
の
國
家
觀
・
領
域
觀
と
︑
そ
の
�
提
と
な
る
瓜

治
@
A
の
展
開
の
一
端
を
解
�
す
る
こ
と
が
︑
本
稿
の
目
�
で
あ
る
︒
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な
お
本
稿
で
L
用
す
る
槪
念
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
き
た
い
︒
渭
河
盆
地
を
中
心
と
す
る
關
中
N
原
は
︑
周
・
秦
の
本
據
地
で
あ
る
が
︑
こ

れ
ま
で
の
硏
究
上
で
﹁
關
中
﹂・﹁
王
畿
﹂・﹁
京
師
﹂・﹁
內
�
﹂
な
ど
樣
々
な
呼
稱
で
把
握
さ
れ(17

)
︑
そ
の
用
法
が
必
ず
し
も
定
ま
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
︒
よ
く
知
ら
れ
た
﹁
關
中
﹂
は
︑
漢
初
に
は
巴
蜀
地
域
を
も
含
む
廣
い
範
圍

(
大
關
中
)
を
�
味
し
た
と
す
る
說
が
あ
り(

18
)

︑﹁
內
�
﹂

に
つ
い
て
も
�
確
な
首
都
圈
と
し
て
確
立
し
て
い
た
の
か
否
か
を
め
ぐ
り
議
論
が
あ
る(19

)
︒
だ
が
後
営
す
る
よ
う
に
︑
少
な
く
と
も
戰
國
末
か
ら

瓜
一
秦
に
は
︑
諸
郡
と
對
比
さ
れ
た
首
都
圈
を
﹁
中
﹂
や
﹁
內
�
﹂
と
稱
す
る
用
例
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
は
確
實
で
あ
り
︑
ま
た
行
論
上
︑

行
政
區
劃
で
は
な
く
地
域
を
指
す
槪
念
が
必
�
と
な
る
︒
本
稿
で
は
︑
渭
河
盆
地
の
關
中
N
原

(大
關
中
で
は
な
い
)
を
地
域
と
し
て
呼
ぶ
場

合
は
﹁
關
中
﹂
を
︑
行
政
區
分
と
し
て
郡
以
外
の
首
都
圈

(京
師
)
を
呼
ぶ
場
合
に
は
﹁
畿
內
﹂
を
︑
そ
れ
ぞ
れ
括
弧
な
し
で
L
用
す
る
︒
ま

た
�
料
上
に
登
場
す
る
語
句
を
L
用
す
る
場
合
に
は
﹁
中
﹂
や
﹁
內
�
﹂
な
ど
と
括
弧
を
附
け
た
形
で
表
記
し
た
い
と
考
え
る
︒

一

秦
鯵
の
﹁
邦
﹂
の
諸
相

睡
虎
地
秦
鯵
に
み
え
る
﹁
邦
﹂
は
︑
一
定
の
多
樣
性
を
持
つ
語
句
で
あ
る
︒
從
來
の
�
解
や
硏
究
の
中
で
提
示
さ
れ
て
き
た
解
釋
は
︑
K
の

四
つ
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
︒

(a
)秦
國
も
し
く
は
國
家
一
般

(b
)秦
以
外
の
國
や
集
團

(c
)城
邑
・
國
都

(d
)關
中
地
區

以
下
︑
各
事
例
を
檢
討
し
︑
そ
の
是
非
を
O
檢
證
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒
な
お
睡
虎
地
秦
鯵
の
事
例
は
︻
表
Ⅰ
︼
に
整
理
し
て
あ
る
の
で
︑

あ
わ
せ
て
參
照
い
た
だ
き
た
い
︒
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表Ⅰ 睡虎地秦鯵の「邦」

番號 語句 ｢邦｣の�味 原� �料名 鯵番號

1 邦1 秦國

人臣甲謀P人妾乙盜J牛、買 (賣)、把錢偕邦

1、出徼、得。論各可 (何) 殹 (也)。當城旦黥

之、各畀J。

法律答問 5

2 邦1 秦國
吿人曰邦1、未出徼闌1、吿不審、論可 (何)

殹 (也)。爲吿黥城旦不審。
法律答問 48

3 臣邦 封國

｢擅殺・𠛬・髡其後子、謹 (讞)之。」●可 (何)

謂「後子」。●官其男爲T後、4臣邦君長B置爲

後大子、皆爲「後子」。

法律答問 72

4 邦客 秦國／國家

｢邦客與J人鬭、以兵U・投 (殳) 梃・V指傷

人、午 (捪) 以布。」可 (何) 謂「午 (捪)」。午

(捪) 布入公、如貲布、入齎錢如律。

法律答問 90

5 臣邦 封國

可 (何) 謂「贖鬼薪鋈足」。可 (何) 謂「贖宮」。

●臣邦眞戎君長、T當上A以上、5罪當贖者、

其爲羣盜、令贖鬼薪鋈足。其5府 (腐) 罪、

【贖】宮。其它罪比羣盜者亦如此。

法律答問 114

6 邦關 秦國

｢盜出朱 (珠) 玉邦關4買 (賣) 於客者、上朱

(珠) 玉內�、內�材鼠 (予) W。」●可 (何) 以

W之。其耐罪以上、W如捕它罪人。貲罪、不W。

法律答問 140

7 邦門 都市・聚落 旞火X燔里門、當貲一盾。其邑邦門、貲一甲。 法律答問 160

8 臣邦 封國
臣邦人不安其J長、而欲去夏者、勿許。」可

(何) 謂「【去】夏」。欲去秦屬是謂「【去】夏」。
法律答問 176

9
臣邦

它邦
封國

｢眞臣邦君公5罪、致耐罪以上、令贖。」可 (何)

謂「眞」。臣邦父母產子4產它邦而是謂「眞」。

●可 (何) 謂「夏子」。●臣邦父・秦母謂殹

(也)。

法律答問 177-178

10
外臣邦

邦徒
國家

L者 (諸) 侯・外臣邦、其邦徒4僞(不來、弗

坐。」可 (何) 謂「邦徒」・「僞L (()」。●徒・

(與偕L、而弗爲私舍人、是謂「邦徒」・「僞L

(()」。

法律答問 180

11 邦1 秦國
邦1來9錢=萬、已復、後來盜而得、可 (何)

以論之。以9錢。
法律答問 181

12 它邦 國家

可 (何) 謂｢匧面」。「匧面」者、耤 (藉) 秦人L、

它邦耐(・行旞與偕者、命客(曰「匧」、行旞曰

「面」。

法律答問 204

13
邦中之

徭
秦國

邦中之䌛 (徭) 4公事官 (館) 舍、其叚 (假) 公、

叚 (假) 而5死1者、亦令其徒・舍人任其叚

(假)、如從興戍然。 工律

秦律十八種 101

14 屬邦 國家

\官相輸隸臣妾・收人、必署其已稟年日_、`

衣未`、5妻毋 (無) 5。`者以律續食衣之。

屬邦

秦律十八種 201

15 邦司空 秦國

不當稟軍中而稟者、皆貲二甲、法 (廢)。非(殹

(也)、戍二歲。徒食・敦 (屯) 長・僕射弗吿、

貲戍一歲。令・尉・士(弗得、貲一甲。●軍人

買 (賣) 稟稟B4=縣、貲戍二歲。同車食・敦

(屯) 長・僕射弗吿、戍一歲。縣司空・司空佐

�・士(將者弗得、貲一甲。邦司空一盾。

秦律雜抄 11-14
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16 邦 國家
古者、民各5鄕俗、其B利4好惡不同、或不c

於民、d於邦。
語書 1

17 邦 秦國／國家

今法律令已具矣、而(民莫用、鄕俗�失 (泆)

之民不止、是卽法 (廢) J之�法殹 (也)、而長f

� (僻) �失 (泆) 之民、甚d於邦、不c於民。

語書 3-4

18 邦 國家
操邦柄、愼度量、來者5稽莫敢忘。賢鄙漑辥、

祿立 (位) 5續孰暋上。
爲(之\ 5伍-6伍

19 邦 國家
邦之g、在侯 (體) h、掇民之欲政乃立。上毋

閒阹、下雖善欲獨可 (何) g。
爲(之\ 7伍-8伍

20 邦 國家
申之義、以毄畸、欲令之具下勿議。彼邦之孔

(傾)、下恆行巧而威故移。
爲(之\ 11伍-12伍

21
相邦

・邦
魏國

廿五年閏再十二_丙午朔辛亥、○吿相邦：民或

棄邑居壄 (野)、入人孤寡、徼人j女、非邦之故

也。

爲(之\ 16伍-21伍

22 邦 國都
陽日，百事順成。邦郡得年，小夫四成。以蔡

(祭)，上下羣神鄕 (�) 之，乃盈志。
日書甲種 3正貳

23 邦 城邑/小國
l日，利以行帥〈師〉出正 (征)、見人。以祭，

上下皆吉。生子，男吉，女必出於邦。
日書甲種 7正貳

24 邦中 城邑
壬癸病、甲5閒、乙酢。若不酢、煩居邦中。歲

在西方、黃色死。
日書甲種

72 正貳-

73 正貳

25 邦門 城邑 北門、利爲邦門、賤人弗敢居。 日書甲種 126 正貳

26 邦君門 城邑 東門、是胃 (謂) 邦君門、賤人弗敢居、居之凶。 日書甲種 119 正參

27 邦 城邑/小國 己卯生子、去其邦。 日書甲種 145 正壹

28 邦 城邑/小國 戊子生子、去其邦北。 日書甲種 144 正貳

29 邦 城邑 凡宇�邦之高、貴貧。 日書甲種 15 背壹

30 邦 城邑 宇�邦之下、富而干。 日書甲種 16 背壹

31 邦中 城邑

凡邦中之立叢、其鬼恆夜謼 (呼) 焉、是遽鬼執

人以自伐〈代〉也。乃解衣弗袵、入而傅 (搏)

者之、可得也乃。

日書甲種
67 背貳-

68 背貳

32 邦門 城邑

行到邦門困 (閫)、禹步三、勉壹步、謼 (呼)：

「皋、敢告曰、某行毋 (無) 咎、先爲禹除\。」

卽五畫地、掓其畫中央土而懷之。

日書甲種
111 背-

112 背

33 邦 城邑/小國
Nl之日、利以行師徒・見人・入邦。罔 (網)

邋 (獵)、獲。作事、吉。
日書乙種 19壹

34 邦門 城邑 【出】邦門、可〼 日書乙種 102參

35 邦 ？ □□右n (o)、曰行邦〼 日書乙種 105參

36 邦中 ？

戊己5疾、巫堪、王父爲姓 (眚)、□□□索魚堇

□□□□閒、乙酢 (作)、不酢 (作)、□□邦中、

中歲在西、人黃色、死土日。

日書乙種 184

37 邦 城邑/小國 壬申生，5問 (聞) 邦。 日書乙種 239

38 邦 城邑/小國 己卯生，去其邦。 日書乙種 240

39 邦 城邑/小國 戊子生，去其邦北亟。 日書乙種 241-242

40 邦君 封國
凡生子北首西鄕 (嚮)，必爲上�，女子爲邦君

妻。
日書乙種 248

41 邦 城邑/小國 酉失火，邦5年。 日書乙種 251-252



(a
)
秦
國
や
國
家
一
般
を
指
す
﹁
邦
﹂

ま
ず
基
本
�
と
思
わ
れ
る
用
例
か
ら
確
�
し
よ
う
︒
戰
國
時
代
の
秦
鯵
に
は
︑
秦
國
自
體
を
指
し
た
﹁
邦
﹂
の
事
例
が
確
�
で
き
る
︒
睡
虎

地
秦
鯵
﹃
語
書
﹄
は
秦
王
政
二
十
年
に
南
郡
守
が
下
し
た
詔
令
の
寫
し
と
考
え
ら
れ
︑
睡
虎
地
秦
鯵
の
中
で
も
例
外
�
に
時
閒
�
な
定
點
を
持

つ
言
說
で
あ
る
︒
そ
の
中
に
︑
法
律
令
に
從
わ
ぬ
行
爲
を
﹁
d
於
邦
﹂
と
営
べ
︑
秦
國
+
體
を
﹁
邦
﹂
と
�
示
�
に
呼
稱
す
る
︻
表
Ⅰ
：
16
︑

17
︼︒
同
樣
の
事
例
と
し
て
は
﹃
爲
(
之
\
﹄
に
も
﹁
邦
柄
﹂﹁
邦
之
g
﹂﹁
彼
邦
之
傾
﹂
と
い
う
事
例
を
確
�
で
き
る
︻
表
Ⅰ
：
18
～
20
︼︒
當

該
q
が
秦
の
官
(
の
r
熟
す
べ
き
規
範
・
識
字
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑﹁
邦
﹂
は
彼
ら
の
屬
す
る
秦
國
そ
の
も
の
を
含
�
し
て
い
た

に
相
G
な
い
︒

ま
た
戰
國
秦
に
は
國
外
2
1
を
�
味
す
る
﹁
邦
1
﹂
と
い
う
犯
罪
名
が
存
在
し
た
︒
(
睡
虎
地
秦
鯵
に
は
︑﹁
徼
﹂
な
る
境
界
綫
を
越
え
た
時
點
で

犯
罪
行
爲
が
成
立
し
た
と
す
る
�
識
が
見
え
る
︻
表
Ⅰ
：
1
︑
2
︑
11
︼)
︒﹁
徼
﹂
は
秦
の
郡
縣
領
域
の
周
緣
の
境
界
を
�
味
し
︑
里
耶
秦
鯵
で
は
防

壁
を
持
つ
境
界
が
﹁
塞
﹂︑
防
禦
施
設
を
t
わ
な
い
境
界
が
﹁
徼
﹂
で
あ
り
︑
ま
た
戰
國
秦
の
境
界
が
瓜
一
後
に
﹁
故
塞
﹂﹁
故
徼
﹂
と
&
名
さ

れ
た
こ
と
が
�
示
さ
れ
て
い
る(20

)
︒
北
の
長
城
綫=

｢塞
﹂
と
そ
れ
以
外
の
境
界=

｢徼
﹂
と
が
︑
戰
國
秦
の
〝
國
境
〟
を
形
成
し
て
い
た
事
實
が

�
め
ら
れ
よ
う
︒
な
お
﹁
故
徼
﹂
は
嶽
麓
秦
鯵
﹃
秦
律
令

(壹
)
﹄
に
も
境
界
綫
と
し
て
見
え(

21
)

︑
�
獻
に
も
漢
代
の
西
南
方
面
に
秦
の
﹁
故
徼
﹂

が
存
在
し
た
記
事
が
見
え
る(22

)
︒

さ
ら
に
嶽
麓
秦
鯵
﹃
爲
獄
等
狀
﹄
四
種
に
は
︑
戰
國
�
末
-
の
秦
・
楚
の
國
境
地
帶
で
頻
發
し
て
い
た
﹁
邦
1
﹂
に
關
す
る
裁
u
案
例
が
複

數
確
�
で
き
る(23

)
︒
す
で
に
別
稿
で
�
ら
か
に
し
た
よ
う
に
︑﹃
爲
獄
等
狀
﹄
四
種
に
見
え
る
﹁
邦
1
﹂
は
均
し
く
秦
の
領
域
+
體

(畿
內+

郡
)

か
ら
の
2
1
で
あ
り
︑
關
中
地
區
か
ら
各
郡
へ
の
2
1
と
解
釋
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
戰
國
末
-
に
は
南
郡
を
含
む
秦
の
郡

縣
領
域
+
體
が
﹁
邦
﹂
と
見
な
さ
れ
て
い
た
事
實
が
確
定
し
た
︒

以
上
の
よ
う
に
戰
國
秦
で
は
︑
郡
を
含
め
た
秦
國
+
體
を
﹁
邦
﹂
と
稱
す
る
事
例
が
存
在
し
た
︒
た
だ
問
題
と
な
る
の
は
︑
睡
虎
地
秦
鯵
に
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は
﹁
內
�
﹂
な
ど
の
官
が
諸
縣
を
管
.
す
る
記
事
が
複
數
確
�
で
き
る
反
面
︑﹁
郡
﹂
の
記
事
が
き
わ
め
て
少
な
い
事
實
で
あ
る
︒
そ
の
た
め

楊
振
紅
氏
の
よ
う
に
︑
秦
代
の
﹁
邦
﹂
は
內
�
が
管
.
す
る
畿
內=

關
中
地
區
で
あ
っ
た
と
す
る
解
釋
が
生
ず
る
の
で
あ
る
が
︑
睡
虎
地
秦
鯵

に
は
﹁
內
�
﹂
と
﹁
郡
﹂
と
を
對
比
し
︑
�
者
の
み
を
﹁
邦
﹂
と
稱
し
た
記
営
は
�
め
ら
れ
な
い
︒
で
は
そ
の
時
代
性
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す

れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒

睡
虎
地
秦
鯵
の
秦
律
に
﹁
郡
﹂
の
記
営
が
き
わ
め
て
少
な
い
點
は
︑
以
�
か
ら
問
題
と
な
っ
て
き
た
︒
後
営
す
る
﹃
日
書
﹄
の
事
例
を
除
け

ば
︑﹁
郡
﹂
の
用
例
は
﹃
法
律
答
問
﹄
第
一
四
四
鯵
﹁
郡
縣
除
佐
﹂︑﹃
秦
律
十
八
種
﹄
置
(
律
第
一
五
八
鯵
﹁
縣
・
都
官
・
十
二
郡
免
除
(
4

佐
・
羣
官
屬
﹂
そ
し
て
秦
王
政
二
十
年
の
﹃
語
書
﹄
の
み
で
あ
る
︒
墓
J
﹁
喜
﹂
が
南
郡
諸
縣
で
�
と
し
て
活
動
し
て
い
た
時
-
︑
秦
の
領
域

は
多
く
の
郡
を
含
み
︑
ほ
か
な
ら
ぬ
南
郡
で
も
當
該
律
令
が
行
わ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
多
く
の
律
の
�
面
は
そ
の
時
代
狀
況
と

大
き
く
乖
離
し
て
い
る
︒

こ
の
點
は
す
で
に
先
行
硏
究
が
踏
み
w
ん
だ
議
論
を
提
示
し
て
い
る
︒
裘
錫
圭
氏
は
︑
睡
虎
地
秦
鯵
の
秦
律
は
秦
が
郡
を
設
置
す
る
以
�
の
︑

內
�
B
屬
の
諸
縣
を
對
象
と
し
た
內
容
と
定
式
を
保
持
し
て
お
り
︑
そ
れ
が
領
域
擴
大
後
の
郡
で
も
﹁
襲
用
﹂
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
推
定

し
た(

24
)

︒
江
村
治
樹
氏
も
K
の
よ
う
に
論
ず
る
︒
睡
虎
地
秦
鯵
の
秦
律
は
實
際
に
南
郡
で
施
行
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
が
︑
そ
こ
に
は
內
�
が
諸
縣

を
瓜
.
す
る
形
態
の
條
�
が
多
く
�
め
ら
れ
︑
增
補
形
式
か
ら
見
て
も
古
い
律
を
そ
の
ま
ま
殘
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
當
該
秦
律
が
本
來
は
內
�

領
域
を
對
象
と
す
る
律
で
あ
り
︑
地
方
の
郡
で
は
︑
律
�
の
內
�
を
郡
守
に
﹁
讀
替
﹂
え
て
﹁
準
用
﹂
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
︑
と(25

)
︒

か
か
る
﹁
讀
替
﹂
說
に
つ
い
て
は
そ
の
後
衣
論
も
あ
っ
た
が(26

)
︑
�
年
︑
大
櫛
敦
弘
氏(27

)
は
諸
說
を
總
括
し
て
K
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
︒
す
な

わ
ち
戰
國
秦
の
內
�
は
︑
秦
+
土
の
財
政
や
�
書
行
政
を
瓜
.
す
る
中
央
官
の
一
つ
で
あ
る
が
︑﹁
秦
の
故
地
﹂
を
治
め
る
地
方
行
政
官
で
も

あ
る
と
い
う
﹁
二
重
性
﹂
を
5
し
て
い
た
︒
內
�
や
廷
尉
・
太
�
等
の
中
央
諸
官
が
屬
縣
を
瓜
.
す
る
體
制
は
︑﹁
秦
の
故
地
﹂
が
﹁
領
域
+そ

の

體も
の

﹂
で
あ
っ
た
頃
の
も
の
で
あ
り
︑
領
域
擴
大
後
は
そ
の
規
定
が
諸
官
を
郡
守
に
﹁
讀
替
﹂
え
る
形
で
準
用
さ
れ
た
と
す
る
︒
後
営
す
る
よ
う

に
﹁
秦
の
故
地
﹂
槪
念
に
は
疑
問
が
殘
る
の
で
あ
る
が
︑
關
中
が
秦
の
領
域
+
體
で
あ
っ
た
時
-
の
秦
律
が
睡
虎
地
秦
鯵
に
保
存
さ
れ
て
い
る

― 47 ―

411



點
︑
そ
れ
ら
が
郡
に
も
準
用
さ
れ
て
い
た
と
す
る
點
は
︑
き
わ
め
て
說
得
力
に
富
む
見
解
で
あ
ろ
う
︒

こ
れ
ら
先
行
諸
說
の
成
果
が
示
す
よ
う
に
︑
睡
虎
地
秦
鯵
の
律
令
は
︑
秦
が
擴
大
領
域
に
郡
を
設
置
す
る
以
�
の
體
制
︑
す
な
わ
ち
關
中
地

區
が
秦
の
﹁
領
域
+
體
﹂
で
あ
り
︑
內
�
を
始
め
と
す
る
中
央
諸
官
が
國
內
諸
縣
を
瓜
.
し
て
い
た
時
-
の
律
�
を
保
存
し
て
い
る
と
理
解
さ

れ
る(

28
)

︒
睡
虎
地
秦
鯵
に
﹁
內
�
﹂
と
﹁
郡
﹂
を
對
比
す
る
記
営
が
見
え
ず
︑
ま
た
﹃
爲
獄
等
狀
﹄
四
種
か
ら
戰
國
末
の
﹁
邦
﹂
が
郡
を
含
む
範

圍
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
定
さ
れ
た
こ
と
は
︑
戰
國
秦
を
9
じ
て
內
�
の
管
.
範
圍=

畿
內=

｢邦
﹂
で
あ
っ
た
と
す
る
楊
振
紅
說
に
對
す
る
5

力
な
反
證
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
睡
虎
地
秦
律
の
中
に
︑
內
�
と
諸
縣
の
管
掌
關
係
を
傳
え
る
條
�
が
複
數
�
め
ら
れ
︑
か
つ
縣
を
超
え
る
範
圍

が
﹁
邦
﹂
と
呼
稱
さ
れ
る
理
由
は
︑
畿
內
の
み
が
﹁
邦
﹂
と
�
識
さ
れ
て
い
た
た
め
で
は
な
く
︑
秦
の
﹁
邦
﹂
領
域
+
體
が
關
中
地
區
に
限
ら

れ
て
い
た
時
-
に
制
定
さ
れ
た
條
�
を
傳
え
て
い
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

ま
た
睡
虎
地
秦
鯵
の
時
代
性
に
つ
い
て
は
吉
本
\
y
氏(29

)
に
よ
り
踏
み
w
ん
だ
檢
討
が
あ
る
︒
吉
本
氏
は
︑
語
句
の
網
羅
�
檢
討
に
よ
り
︑
睡

虎
地
秦
鯵
の
中
で
も
﹃
秦
律
十
八
種
﹄﹃
效
律
﹄﹃
秦
律
雜
抄
﹄﹃
法
律
答
問
﹄﹃
封
診
式
﹄
の
書
寫
時
-
を
秦
王
政
元
年

(�
二
四
六
)
か
ら
五

年

(�
二
四
二
)
と
斷
定
し
て
い
る
︒
用
字
例
か
ら
書
寫
年
代
を
歸
z
�
に
{
り
w
ん
だ
檢
討
は
確
度
が
高
く
︑
怨
出
�
料
が
增
加
し
た
現
在

で
も
價
値
を
失
わ
な
い
︒
た
だ
當
然
︑
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
律
�
の
時
代
は
︑
書
寫
時
-
を
下
限
と
す
る
も
の
で
あ
り
︑
制
定
時
-
は
よ
り

溯
る
こ
と
に
な
る
︒
お
そ
ら
く
喜
は
︑
關
中
地
區
が
領
域
+
體
で
あ
っ
た
時
-
に
制
定
さ
れ
た
古
い
條
�(30

)
に
︑
郡
の
設
置
後
に
加
え
ら
れ
た
少

數
の
條
�(31

)
を
合
わ
せ
て
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
推
定
は
︑
睡
虎
地
秦
鯵
の
時
代
性
と
︑
秦
の
國
制
の
展
開
に
も
關
わ
る

た
め
︑
本
論
の
�
後
で
も
う
一
度
言
4
す
る
︒

秦
國
+
體
を
指
す
﹁
邦
﹂
の
範
圍
を
考
察
す
る
場
合
に
︑
も
う
一
つ
問
題
と
な
る
の
が
﹁
邦
司
空
﹂
や
﹁
邦
尉
﹂
な
ど
︑﹁
邦
﹂
字
を
冠
す

る
官
職
名
と
︑
そ
の
管
.
範
圍
で
あ
る
︒
瓜
一
以
�
の
秦
の
�
字
�
料
に
は
し
ば
し
ば
﹁
邦
﹂
字
を
冠
し
た
官
職
名
・
用
語
が
�
め
ら
れ
る
︒

睡
虎
地
秦
鯵
に
﹁
邦
司
空
﹂
が
見
え
︑
諸
縣
の
﹁
縣
司
空
﹂
よ
り
も
上
h
官
と
推
定
さ
れ
て
き
た
︻
表
Ⅰ
：
15(32

)
︼︒
邦
司
空
は
他
の
中
央
官
と

同
じ
く
︑
諸
縣
を
瓜
.
し
て
い
た
と
推
定
で
き
る
︒
こ
う
し
た
﹁
邦
﹂
字
を
冠
す
る
官
職
名
は
他
に
も
﹁
邦
尉
﹂﹁
郡
邦
尉
﹂﹁
邦
司
馬
﹂
な
ど
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い
く
つ
か
確
�
で
き
る(33

)
︒

こ
れ
ら
﹁
邦
尉
﹂﹁
郡
邦
尉
﹂﹁
邦
司
馬
﹂
に
つ
い
て
は
�
稿
で
檢
討
を
加
え
た
︒
そ
の
結
論
を
営
べ
れ
ば
︑﹁
邦
尉

(國
尉
)
﹂
と
は
諸
縣
の

縣
尉
を
瓜
.
す
る
上
h
武
官
で
あ
り
︑﹁
邦
司
馬
﹂
は
そ
の
屬
官
で
あ
っ
た
︒
秦
の
領
域
が
關
中
諸
縣
に
限
ら
れ
て
い
た
時
-
は
邦
尉
︱
縣
尉

の
系
瓜
の
み
で
あ
っ
た
が
︑
周
邊
領
域
に
郡
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
で
︑
そ
の
管
.
範
圍
に
限
界
が
生
じ
︑
增
員
し
て
各
郡
に
分
置
す
る
必
�
が

生
じ
た
︒
こ
れ
が
﹁
&
名
'
書
﹂
に
い
う
﹁
郡
邦
尉
﹂
で
あ
り
︑
後
の
郡
尉
に
相
當
す
る
︒
�
年
發
見
さ
れ
た
﹁
南
陽
邦
尉
﹂
や
﹁
洞
庭
邦

尉
﹂
の
事
例
は
︑
南
陽
郡
・
洞
庭
郡
に
設
置
さ
れ
た
﹁
郡
邦
尉
﹂
で
あ
る(34

)
︒﹁
&
名
'
書
﹂
の
規
定
は
︑
各
郡
に
置
か
れ
た
﹁
郡
邦
尉
﹂﹁
邦
司

馬
﹂
の
名
稱
を
︑
瓜
一
に
際
し
て
﹁
郡
尉
﹂﹁
郡
司
馬
﹂
に
改
定
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
︒
ま
た
郡
邦
尉
に
對
し
︑
舊
來
の
中
央
官
の
邦
尉

は
︑
後
に
﹁
中
尉
﹂
と
改
稱
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑

︿
置
郡
以
�
﹀

〈置
郡
以
影
﹀

︿
瓜
一
以
影
﹀

邦
尉
・
邦
司
馬

(畿
內
)
邦
尉
・
邦
候
・
邦
司
馬

中
尉
・
中
候
・
中
司
馬

(各
郡
)
郡
邦
尉
・
邦
候
・
邦
司
馬

郡
尉
・
郡
候
・
郡
司
馬

な
る
展
開
=
>
が
想
定
可
能
で
あ
る
︒
張
家
山
漢
鯵
﹃
二
年
律
令
﹄
秩
律
に
﹁
中
尉
﹂
と
﹁
(
郡
)
尉
﹂︑﹁
中
候
・
郡
候
﹂︑﹁
中
司
馬
・
郡

司
馬
﹂
の
名
稱
が
確
�
で
き
︑
ま
た
嶽
麓
秦
鯵
﹃
秦
律
令
﹄
に
も
﹁
中
﹂﹁
郡
﹂
を
對
比
す
る
條
�
が
�
め
ら
れ
る
事
實
は
︑
こ
の
想
定
を
裏

書
き
す
る
も
の
で
あ
る
︒

し
た
が
っ
て
﹁
邦
司
空
﹂
に
し
て
も
﹁
邦
尉
﹂
に
し
て
も
︑
關
中
地
區
を
管
.
し
て
い
た
こ
と
は
事
實
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
郡
と
對
比
さ
れ

た
畿
內
が
﹁
邦
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
�
味
し
な
い
︒
當
初
の
﹁
邦
﹂
は
あ
く
ま
で
も
﹁
秦
邦
﹂
+
體
で
あ
り
︑
ま
た
縣
を
越
え
る
廣
域

�
な
管
.
範
圍
を
持
つ
官
職
名
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る(35

)
︒
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(b
)
秦
以
外
の
國
や
集
團
を
指
す
用
例

秦
鯵
に
は
︑
秦
以
外
の
國
や
集
團
を
﹁
邦
﹂
と
呼
ん
だ
事
例
が
複
數
�
め
ら
れ
る
︒

ま
ず
﹁
臣
邦
﹂︻
表
Ⅰ
：
3
︑
5
︑
8
︑
9
︼
で
あ
る
︒
そ
の
實
質
を
め
ぐ
り
議
論
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
が
︑
私
見
で
は
﹁
臣
邦
﹂
と

は
秦
に
臣
屬
し
︑
實
效
荏
�
を
`
け
て
い
た
國
で
あ
り
︑
そ
の
內
實
に
は
︑
}
屬
し
た
衣
民
族
の
集
團
︑
秦
が
封
円
し
た
封
君
・
列
侯
︑
そ
し

て
原
理
�
に
は
秦
に
影
伏
し
た
諸
侯
國
を
も
內
~
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る(36

)
︒
そ
の
瓜
治
階
層
た
る
﹁
君
長
﹂﹁
君
公
﹂
が
秦
律
に
準
據
し
た

實
效
荏
�
を
`
け
て
い
た
こ
と
は
確
實
で
あ
り
︑
屬
下
の
7
民
に
つ
い
て
は
︑
お
そ
ら
く
﹁
君
長
﹂﹁
君
公
﹂
を
9
じ
た
閒
接
瓜
治
が
原
則
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

｢臣
邦
﹂
が
秦
と
別
個
の
﹁
邦
﹂
と
�
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
︑
そ
こ
か
ら
の
離
脫
が
﹁
去
夏
﹂
な
る
用
語
で
把
握
さ
れ
︑﹁
邦
1
﹂
と
は
區

別
さ
れ
て
い
る
事
實
か
ら
も
確
�
で
き
る
︒
�
目
す
べ
き
は
兩
者
の
領
域
�
な
重
層
@
A
で
あ
る
︒
巴
郡
南
郡
蠻

(
廩
君
巴
氏
)
の
﹁
蠻
夷
君

長
﹂
(﹃
後
漢
書
﹄
南
蠻
西
南
夷
列
傳
︒﹁
臣
邦
君
長
﹂
に
相
當
)
︑
嫪
毐
の
亂
で
動
員
さ
れ
た
﹁
戎
翟
君
公
﹂
(﹃
�
記
﹄
秦
始
皇
本
紀
︒﹁
臣
邦
君
公
﹂
に

相
當
)
の
存
在
が
物
語
る
よ
う
に
︑﹁
臣
邦
﹂
は
領
域
�
に
は
秦
の
郡
縣
內
部
に
も
存
在
し
う
る
も
の
で
あ
り
︑
秦
の
﹁
邦
﹂
內
で
入
れ
子
@

A
を
爲
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
點
は
大
櫛
敦
弘
氏
が
正
し
く
指
摘
す
る
9
り
で
あ
る
︒

ほ
か
に
﹁
外
臣
邦
﹂﹁
它
邦
﹂︻
表
Ⅰ
：
9
︑
10
︑
12
︼
が
あ
る
︒
詳
細
は
す
で
に
論
じ
た
の
で
繰
り
�
さ
な
い
が
︑﹁
它
邦
﹂
は
秦
と
の
瓜

屬
關
係
を
持
た
な
い
諸
侯
國
や
蠻
夷
︑﹁
外
臣
邦
﹂
は
傳
世
�
獻
に
い
う
﹁
藩
臣
﹂
に
相
當
し
︑
い
ず
れ
も
い
ま
だ
秦
の
實
效
荏
�
を
`
け
ざ

る
政
體
を
指
し
て
い
る
︒

｢臣
邦
﹂
と
の
關
聯
を
議
論
さ
れ
て
き
た
官
職
名
に
﹁
屬
邦
﹂
が
あ
る
︒
か
つ
て
兩
者
が
混
同
さ
れ
た
り
︑
郡
と
同
一
視
さ
れ
た
こ
と
も
あ

る
が
︑
別
個
の
槪
念
で
あ
る
こ
と
を
確
�
し
て
お
き
た
い
︒

睡
虎
地
秦
鯵
の
﹃
秦
律
十
八
種
﹄
屬
邦
律
に
は
︑
\
官
同
士
で
の
輸
�
や
衣
食
荏
給
に
關
す
る
法
規
定
が
あ
り(37

)
︑
屬
邦
が
各
\
に
對
し
て
瓜
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.
權
を
保
持
し
て
い
た
事
實
を
推
定
で
き
る
︒﹁
屬
邦
﹂
は
官
印
や
長
官
名
が
確
�
さ
れ(38

)
︑
武
器
の
鑄
A
や
保
管
を
行
っ
て
い
た(39

)
︒﹁
屬
邦
﹂
は

漢
代
の
典
屬
國
に
聯
續
す
る
中
央
官
府
の
一
つ
で
あ
り
︑
お
そ
ら
く
\
を
9
じ
て
各
地
の
衣
民
族
を
瓜
.
す
る
權
限
を
5
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
︒

こ
の
﹁
屬
邦
﹂
に
つ
い
て
は
︑
始
皇
;
二
十
八
年
と
推
定
さ
れ
る(40

)
︑
琅
f
郡
か
ら
﹁
內
�
・
屬
邦
・
郡
守
﹂
宛
て
に
9
l
さ
れ
た
N
行
�
書

が
里
耶
秦
鯵
に
含
ま
れ
て
い
る
︒

(1
)

⁝
⁝
亥
朔
辛
丑
︑
琅
f
假
守
の
□
︑
敢
て
內
�
・
屬
邦
・
郡
守
の
J
に
吿
ぐ
︒

琅
f
尉
︑
治
を
卽
墨
に
徙
し
た
り
⁝
⁝
琅
f
守
よ
り
四
百
三
十
四
里
︒
卒
人(41

)
︑
縣
官
に
令
し
て
︑
辟
す
る
︑
(
卒
の
衣
用
︑
4
び
卒
に

物
故
5
り
て
︑
當
に
辟
・
�
・
遝と

う

す
べ
き
も
の
5
ら
ば
⁝
⁝
琅
f
尉
に
吿
げ
し
む
べ
く
︑
琅
f
守
に
吿
ぐ
る
毋
れ
︒
琅
f
守
に
吿
げ
︑
固

よ
り
留
費
す
れ
ば
︑
且
つ
は
輒
ち
に
卻
け
︑
(
の
當
に
坐
す
べ
き
者
を
論
ぜ
ん
︒
它
は
律
令
の
ご
と
し
︒
敢
て
⁝
⁝
︒

(里
耶
秦
鯵

J1-8-657
正
面
)

內
容
は
琅
f
郡
尉
の
治
B
が
卽
墨
に
移
動
し
た
こ
と
︑
4
び
處
理
す
べ
き
案
件
が
あ
れ
ば
郡
尉
に
9
吿
す
べ
き
こ
と
を
傳
え
た
も
の
で
あ
り
︑

+
土
の
行
政
單
位
に
對
す
る
9
l
で
あ
る
︒
で
は
﹁
內
�
・
屬
邦
・
郡
守
﹂
と
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
い
か
な
る
系
瓜
を
對
象
と
し
た
9
l
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
︒

ま
ず
﹁
內
�
﹂
か
ら
は
畿
內
の
諸
縣
に
傳
l
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
︒
戰
國
末
-
の
秦
で
は
︑
す
で
に
﹁
內
�
﹂
と
﹁
郡
﹂
と
を
區
分
す
る

行
政
區
劃
が
成
立
し
て
い
た(42

)
︒
一
方
﹁
郡
守
﹂
は
畿
外
の
諸
郡
の
長
官
で
あ
り
︑
こ
れ
を
9
じ
て
屬
下
の
行
政
機
@
に
傳
l
さ
れ
た
︒
秦
王
政

二
十
年
の
睡
虎
地
秦
鯵
﹃
語
書
﹄
に
お
い
て
南
郡
守
が
隸
下
の
﹁
縣
\
官
﹂
に
令
を
下
し
て
い
る
事
實
を
考
慮
す
れ
ば
︑
各
郡
に
B
屬
す
る

縣
・
\
・
都
官
に
傳
l
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

― 51 ―

415



そ
し
て
﹁
屬
邦
﹂
は
\
官
に
對
す
る
�
書
行
政
も
管
.
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
郡
守
が
屬
下
の
\
に
�
書
を
下
l
し
て
い
た
事
實
を
踏

ま
え
る
な
ら
ば
︑
始
皇
二
十
八
年
の
琅
f
郡
�
書
に
お
け
る
屬
邦
は
︑
ま
ず
は
畿
內
の
\
に
對
し
て
�
書
を
傳
l
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

さ
ら
に
�
�
に
な
っ
て
︑﹁
屬
邦
﹂
に
關
す
る
怨
た
な
�
料
が
公
表
さ
れ
た
︒
里
耶
秦
鯵
の
第
二
分
册
に
收
め
ら
れ
た
鯵
牘
中
に
﹁
�
陵
屬

邦
候
﹂
な
る
官
名
が
含
ま
れ
て
い
る(43

)
︒
こ
れ
は
始
皇
二
十
六
年
の
瓜
一
�
後
に
酉
陽
縣
と
�
陵
縣
の
閒
で
や
り
取
り
さ
れ
た
N
行
�
書
で
あ
り
︑

它
な
る
2
1
者
の
案
件
中
に
︑
�
年
﹁
�
陵
屬
邦
候
顯
﹂﹁
候
丞
不
智
名
﹂
が
﹁
反
寇
﹂
と
戰
�
し
︑
候
丞
が
戰
死
し
た
旨
の
記
営
が
見
え
る
︒

詳
細
は
不
�
だ
が
︑
瓜
一
戰
爭
末
-
に
﹁
屬
邦
候
﹂
が
�
陵
縣
に
�
P
さ
れ
︑
楚
の
殘
黨
も
し
く
は
衣
民
族
と
の
戰
�
に
從
事
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
︒
然
り
と
す
れ
ば
︑
洞
庭
郡
・
�
陵
縣
の
瓜
屬
關
係
と
は
別
の
形
で
︑
中
央
か
ら
﹁
屬
邦
﹂
の
屬
官
が
郡
縣
に
�
P
さ
れ
て
い
た
事
實

を
傳
え
る
�
料
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
こ
れ
は
い
わ
ば
屬
邦
の
﹁
都
官
﹂
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り(44

)
︑
漢
代
武
;
-
以
影
に
﹁
屬
國
﹂
が

來
影
し
た
衣
民
族
の
居
7
地
に
設
置
さ
れ
る
事
例
の
︑
遙
か
な
濫
觴
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
︒

以
上
の
怨
た
な
�
報
を
加
え
る
な
ら
ば
︑
內
�
・
屬
邦
・
郡
守
を
9
じ
た
+
土
へ
の
�
報
傳
l
經
路
は
︑
K
の
よ
う
に
復
元
で
き
る
だ
ろ
う
︒

・
內
�
︱
畿
內
の
縣
・
都
官

・
屬
邦
︱
畿
內
の
\+

+
土
の
屬
邦
都
官

(︱
+
土
の
衣
民
族
集
團
)

・
郡
守
︱
畿
外
の
縣
・
\
・
都
官

こ
の
よ
う
に
屬
邦
と
は
︑
お
そ
ら
く
元
來
衣
民
族
の
﹁
邦
﹂
を
瓜
.
す
る
中
央
官
府
で
あ
り
︑
\
へ
の
特
殊
な
管
.
權
限
を
5
し
て
い
た
が
︑

瓜
一
�
後
に
は
內
�
・
郡
守
と
竝
び
︑
畿
內
の
\
官
へ
の
�
書
行
政
と
︑
各
地
に
�
P
さ
れ
た
屬
官
を
管
.
す
る
役
割
も
果
た
し
て
い
た
と
理

解
で
き
る
︒

(c
)
城
邑
・
國
都
を
﹁
邦
﹂
と
呼
ぶ
事
例

戰
國
秦
に
は
﹁
邦
門
﹂
と
い
う
語
句
が
あ
っ
た
︒﹃
法
律
答
問
﹄
に
﹁
旞
火
し
て
里
門
を
X
燔
す
れ
ば
︑
當
に
貲
一
盾
と
す
べ
し
︒
其
の
邑
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の
邦
門
な
れ
ば
︑
貲
一
甲
﹂
と
あ
り
︻
表
Ⅰ
：
7
︼︑﹃
日
書
﹄
甲
・
乙
に
も
﹁
邦
門
﹂
の
事
例
が
複
數
確
�
で
き
る
︻
表
Ⅰ
：
25
︑
32
︑
34
︼︒

さ
ら
に
里
耶
秦
鯵
﹁
&
名
'
書
﹂
に
も
﹁
邦
門
﹂
か
ら
﹁
都
門
﹂
へ
の
&
名
規
定
が
あ
る
︒

そ
の
�
味
に
つ
い
て
は
諸
說
あ
る
︒
工
6
元
男
氏
は
﹁
邑
邦
門
﹂
は
縣
城
の
大
門
を
指
す
と
解
釋
し
︑
戰
國
秦
の
﹁
邦
﹂
は
︑
必
ず
し
も
國

の
�
味
に
限
定
さ
れ
な
い
︑
縣
や
鄕
な
ど
を
含
め
た
多
義
�
な
語
彙
で
あ
っ
た
と
す
る(45

)
︒
こ
れ
に
對
し
て
大
西
克
也
氏
は
﹃
日
書
﹄
の
記
事
を

根
據
に
︑﹁
邦
門
﹂
と
は
﹁
將
軍
門
﹂
や
﹁
邦
君
門
﹂
な
ど
と
竝
ぶ
邑
門
の
名
稱
の
一
つ
で
あ
り
︑﹁
邦
門
﹂
が
縣
城
に
置
か
れ
て
い
た
か
ら
と

い
っ
て
︑
縣
が
﹁
邦
﹂
と
呼
ば
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
︑
と
指
摘
す
る(46

)
︒
ま
た
楊
振
紅
氏
は
︑
こ
れ
ら
の
說
と
は
衣
な
り
︑﹁
邦
門
﹂
と
は

咸
陽
の
正
門
で
あ
っ
た
と
す
る
解
釋
を
提
示
し
︑﹁
邦
﹂
を
畿
內
領
域
と
す
る
自
說
と
の
整
合
�
を
は
か
っ
て
い
る(47

)
︒

で
は
﹁
邦
門
﹂
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
︒﹃
法
律
答
問
﹄
が
﹁
里
門
﹂
と
﹁
邦
門
﹂
を
對
比
し
︑
さ
ら
に
﹁
&
名
'
書
﹂
に
も
﹁
邦
門
﹂
の
改

稱
が
記
載
さ
れ
て
い
る
事
實
を
根
據
に
す
れ
ば
︑

①
﹁
邦
門
﹂
は
官
府
で
L
用
さ
れ
る
公
�
な
用
語
で
あ
っ
た

②
﹁
邦
門
﹂
は
里
門
と
對
比
さ
れ
︑﹁
邑
﹂
に
あ
る
特
定
の
門
を
指
し
た

と
い
う
二
點
は
動
か
な
い
︒
や
は
り
﹁
邦
門
﹂
と
は
︑﹁
里
﹂
よ
り
も
大
規
模
な
聚
落
︑
す
な
わ
ち
鄕
・
縣
ク
ラ
ス
の
城
邑
一
般
の
門
を
指
し

て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
︒

問
題
と
な
る
の
は
﹃
日
書
﹄
の
記
事
で
あ
る
︒﹁
將
軍
門
﹂
や
﹁
邦
君
門
﹂
な
ど
の
諸
門
は
︑
邑
門
を
方
角
や
�
置
に
よ
っ
て
分
類
し
た
觀

念
�
な
名
稱
で
あ
り
︑
そ
れ
ら
が
當
時
の
秦
國
社
會
に
存
在
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑﹁
邦
門
﹂
と
こ
れ
ら
諸
門
の
觀
念
�
名

稱
を
同
列
に
�
う
こ
と
は
で
き
な
い
︒﹁
邦
門
﹂
が
公
�
用
語
で
あ
っ
た
の
に
對
し
︑﹁
封
君
門
﹂
な
ど
の
名
稱
は
︑
必
ず
し
も
そ
う
と
は
考
え

ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
︒﹃
日
書
﹄
甲
種
︻
表
Ⅰ
：
25
︑
26
︼
に

(2
)

北
門
︑
邦
門
と
爲
す
に
利よ

ろ

し
︒
賤
人
は
敢
へ
て
居
ら
ざ
れ
︒
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(3
)

東
門
︑
是
を
封
君
門
と
謂
ふ
︒
賤
人
は
敢
へ
て
居
ら
ざ
れ
︒
之
に
居
る
は
凶
︒

と
あ
る
︒﹁
封
君
門
﹂
は
東
門
の
別
稱

(俗
稱
)
と
し
て
�
わ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
對
し
︑﹁
邦
門
﹂
は
北
門
そ
の
も
の
を
指
し
た
名
稱
で
な
く
︑

諸
門
の
中
か
ら
�
定
さ
れ
る
特
定
の
門
で
あ
り
︑
北
門
が
そ
れ
に
相
應
し
い
と
さ
れ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
﹃
法
律
答
問
﹄
の
事
例
と
比
�
す

る
ま
で
も
な
く
︑﹁
邦
門
﹂
は
邑
に
お
け
る
特
定
の
門
︑
お
そ
ら
く
正
門
を
指
し
た
と
考
え
る
の
が
�
當
で
あ
る
︒
こ
れ
は
城
邑
一
般
を
﹁
邦
﹂

と
�
識
す
る
見
方
が
︑
瓜
一
以
�
の
秦
國
社
會
に
存
在
し
た
こ
と
を
物
語
る
︒
ま
た
占
�
書
の
�
�
に
お
い
て
﹁
封
君
門
﹂
や
﹁
將
軍
門
﹂
等

の
觀
念
�
呼
稱
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
各
邑
が
﹁
邦
﹂
と
呼
稱
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
反
證
に
は
な
ら
な
い
︒

以
上
か
ら
u
斷
す
れ
ば
︑
戰
國
秦
で
は
確
か
に
城
邑
を
﹁
邦
﹂
に
な
ぞ
ら
え
る
用
法
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
u
�
す
る
︒
こ
れ
は
城
邑
自

體
を
﹁
邦
﹂
と
す
る
︑
い
わ
ば
都
市
國
家

(邑
制
國
家
)
の
時
代
を
想
�
す
る
懷
古
�
用
法
で
あ
る
︒﹁
邑
邦
門
﹂
と
い
う
呼
稱
が
示
す
如
く
︑

﹁
邦
﹂
と
�
識
さ
れ
て
い
た
の
は
あ
く
ま
で
都
市
や
聚
落
一
般
で
あ
り
︑
縣
や
鄕
と
い
う
行
政
單
位
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
︒

K
に
人
び
と
の
生
活
空
閒
を
﹁
邦
中
﹂
と
稱
し
た
事
例
が
﹃
日
書
﹄
甲
・
乙
に
確
�
で
き
る
︻
表
Ⅰ
：
24
︑
31
︼︒
ま
た
人
閒
の
吉
凶
を
u

斷
す
る
�
�
に
お
い
て
︑
居
7
場
B
の
高
B
・
低
B
を
﹁
�
邦
之
高
﹂﹁
�
邦
之
下
﹂
と
表
現
し
て
い
る
︻
表
Ⅰ
：
29
︑
30
︼︒
こ
れ
ら
は
人
閒

の
居
7
空
閒
を
﹁
邦
﹂
と
稱
し
た
も
の
で
あ
り
︑
や
は
り
具
體
�
に
は
聚
落
を
指
す
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
同
樣
に
﹁
邦
中
之
立
叢
﹂

と
い
う
表
現
も
︑
生
活
空
閒
と
し
て
の
聚
落
內
部
に
あ
る
叢
林
を
か
く
稱
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
事
例
は
︑
人
び
と
が

居
7
す
る
邑
の
空
閒
を
﹁
邦
﹂
と
稱
し
て
お
り
︑
先
に
檢
討
し
た
﹁
邦
門
﹂
と
9
底
す
る
用
例
で
あ
る
︒

�
目
す
べ
き
は
︑﹃
日
書
﹄
に
は
�
ら
か
に
國
都
な
い
し
都
市
國
家
を
指
す
﹁
邦
﹂
の
事
例
が
確
�
で
き
る
こ
と
で
あ
る
︒
人
閒
の
�
命
を

占
斷
す
る
�
�
に
あ
っ
て
︑﹁
入
邦
﹂
や
﹁
去
其
邦
﹂
な
ど
︑
個
人
が
生
活
・
出
入
す
る
單
位
と
し
て
の
﹁
邦
﹂
が
見
え
る
︻
表
Ⅰ
：
23
︑
27
︑

28
︑
33
︑
37
︑
38
︑
39
︼︒
同
樣
の
事
例
は
︑
實
は
傳
世
�
獻
に
も
存
在
す
る
︒
例
え
ば
﹃
禮
記
﹄
曲
禮
上
に
は
︑
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(4
)

悦
に
入
り
て
は
禁
を
問
ひ
︑
國○

に
入
り
て
は
俗
を
問
ひ
︑
門
に
入
り
て
は
諱
を
問
ふ
︒

(5
)

國○

に
入
る
に
は
馳
せ
ず
︑
里
に
入
る
に
は
必
ず
式
す
︒

(6
)

郊
祭
︑
喪
者
敢
へ
て
哭
せ
ず
︑
凶
}
者
敢
へ
て
國○

門
に
入
ら
ず
︑
敬
の
至
り
な
り
︒

と
い
っ
た
用
例
が
見
え
る
︒
事
例

(4
)
は
宮
門
︱
國
︱
境
域
と
い
う
同
心
圓
�
な
境
界
︑
事
例

(5
)
は
里
と
對
比
さ
れ
る
國
都
︑
事
例

(6
)
は
郊
祭
が
擧
行
さ
れ
る
國
邑
の
門
を
題
材
と
し
て
お
り
︑
い
ず
れ
も
國
都
︑
あ
る
い
は
邑
を
J
た
る
@
成
單
位
と
す
る
小
國
家
を
﹁
國

(邦
)
﹂
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
︒
こ
と
に
事
例

(5
)
の
﹁
國
﹂
が
﹁
里
﹂
と
對
比
さ
れ
︑
先
に
檢
討
し
た
﹃
法
律
答
問
﹄
の
﹁
邑
邦
門
﹂
と
同

じ
ス
ケ
ー
ル
を
持
つ
こ
と
に
は
留
�
し
て
よ
い
︒
こ
れ
は
睡
虎
地
秦
鯵
が
︑
實
の
と
こ
ろ
か
な
り
古
い
時
-
の
慣
用
�
な
語
彙
を
留
め
て
い
る

こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
︒

(d
)
關
中
地
區
を
指
す
と
さ
れ
る
﹁
邦
﹂

K
に
先
行
硏
究
で
關
中
地
區
を
指
す
と
解
釋
さ
れ
て
き
た
﹁
邦
﹂
の
諸
例
を
檢
討
す
る
︒

ま
ず
﹃
秦
律
十
八
種
﹄
に
見
え
る
﹁
邦
中
之
䌛

(徭
)
﹂
の
事
例
で
あ
る
︻
表
Ⅰ
：
13
︼︒

(7
)

邦
中
の
徭
︑
4
び
公
事
に
し
て
舍
に
館
し
︑
其
の
公
よ
り
假
る
も
の
に
し
て
︑
假
り
て
死
1
せ
し
者
5
れ
ば
︑
亦
た
其
の
徒
・
舍
人

に
令
し
て
其
の
假
を
任
ぜ
し
む
る
こ
と
︑
興
に
從
ふ
も
の
・
戍
の
ご
と
く
然
り
︒

工
律

こ
の
�
料
は
財
政
�
硏
究
で
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た(48

)
︒
工
6
元
男
氏
は
﹁
邦
中
﹂
と
は
畿
內
の
�
味
で
︑
內
�
B
管
の
﹁
故
秦
﹂

の
地
で
あ
っ
た
と
解
釋
し
︑
大
櫛
敦
弘
氏
も
斷
定
を
留
保
し
つ
つ
︑
關
中
地
區
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
︒
一
方
︑
山
田
�
芳
氏
・
重
�
�
樹
氏
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は
﹁
邦
中
之
徭
﹂
を
中
央
�
徭
役
で
あ
っ
た
と
考
え
︑﹁
邦
中
﹂
を
國
都
咸
陽
の
�
味
に
解
し
て
い
る
︒
ま
た
廣
瀨
薰
雄(49

)
氏
は
︑
秦
鯵
の
﹁
徭
﹂

の
字
義
を
再
檢
討
し
︑
そ
れ
が
從
來
同
一
視
さ
れ
て
き
た
踐
&
と
は
衣
な
り
︑
臨
時
�
な
勞
役
の
�
發
で
あ
っ
た
と
解
釋
す
る
︒

以
上
の
諸
說
に
基
づ
き
︑
こ
こ
で
は
﹁
邦
中
﹂
と
は
﹁
秦
邦
の
中
央
﹂
と
い
う
�
味
で
あ
り
︑
領
域
內
の
諸
縣
か
ら
國
都
咸
陽
へ
と
臨
時
�

に
�
發
さ
れ
る
力
役
を
﹁
邦
中
之
徭
﹂
と
稱
し
た
も
の
と
考
え
る
︒
當
該
條
�
に
﹁
郡
﹂
と
の
對
比
が
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
以
上
︑﹁
邦
中
﹂

を
畿
內
+
體
と
解
釋
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒﹁
中
﹂
が
中
央
の
�
味
を
持
つ
と
す
れ
ば
︑﹁
邦
中
﹂
と
は
﹁
邦
﹂
の
中
心
た
る
國
都
咸
陽
を
指

し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
︒
張
家
山
漢
鯵
﹃
奏
讞
書
﹄
に
�
錄
さ
れ
た
案
件
一
七

(秦
王
政
元
年
︑
�
二
四
六
年
)
に
﹁
踐
&
咸
陽
﹂

の
事
例
が
見
え
る
が
︑﹁
邦
中
之
徭
﹂
は
關
中
諸
縣
か
ら
咸
陽
へ
の
勞
働
力
動
員
の
う
ち
︑
輪
番
の
踐
&
で
は
な
く
臨
時
の
徭
役
を
指
し
た
も

の
と
推
定
さ
れ
る
︒

�
�
す
べ
き
は
︑
當
該
條
�
の
﹁
邦
﹂
が
事
實
と
し
て
關
中
地
區
を
指
し
て
い
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
が
畿
內
を
�○

味○

し
て
い
た
の
で
は
な
い

と
い
う
點
で
あ
る
︒
先
営
し
た
よ
う
に
睡
虎
地
秦
鯵
の
秦
律
の
大
部
分
は
置
郡
以
�
の
定
式
を
保
存
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
﹁
邦
中
﹂
の
﹁
邦
﹂

と
は
︑
あ
く
ま
で
も
そ
の
時
點
で
の
秦
邦
+
域
の
�
味
で
あ
り
︑
畿
內
領
域
の
稱
謂
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒

こ
の
點
は
︑﹁
邦
關
﹂
の
事
例
も
同
樣
で
あ
る
︒
睡
虎
地
秦
鯵
﹃
法
律
答
問
﹄︻
表
Ⅰ
：
6
︼
に

(8
)

｢珠
玉
を
邦
關
よ
り
盜
出
す
る
も
の
︑
4
び
客
に
賣
る
者
あ
れ
ば
︑
珠
玉
を
內
�
に
上
れ
︒
內
�
は
材は

か

り
て
W
ひ
を
予
へ
よ
﹂
と
︒

●
何
を
以
て
之
に
W
ふ
︒
其
の
耐
罪
以
上
な
れ
ば
︑
W
ふ
こ
と
它
の
罪
人
を
捕
ら
ふ
る
が
ご
と
く
せ
よ
︒
貲
罪
な
れ
ば
︑
W
は
ざ
れ
︒

と
あ
る
︒
脫
�
若
し
く
は
£
略
が
あ
る
が
︑
律
�
の
趣
旨
は
珠
玉
を
﹁
邦
關
﹂
外
に
持
ち
出
そ
う
と
し
た
り
︑
國
外
か
ら
來
た
﹁
客
﹂
に
賣
却

し
た
者
を
捕
ら
え
た
場
合
の
W
賞
規
定
に
相
G
な
い
︒
珠
玉
の
價
格
に
照
ら
し
て
盜
出
・
盜
賣
者
の
科
𠛬
が
行
わ
れ
︑
そ
の
價
格
に
應
じ
て
W

賞
が
荏
給
さ
れ
た
︒
そ
の
際
の
W
賞
荏
給
の
J
體
が
﹁
內
�
﹂
と
�
記
さ
れ
て
い
る
︒
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こ
れ
は
一
見
す
る
と
︑
內
�
の
管
.
範
圍
た
る
畿
內
が
﹁
邦
﹂
で
あ
っ
た
︑
と
す
る
解
釋
を
¤
く
�
料
の
如
く
で
あ
る
︒
し
か
し
當
該
條
�

に
﹁
郡
﹂
の
存
在
は
+
く
見
え
ず
︑
確
�
で
き
る
の
は
︑
律
�
制
定
時
に
內
�
が
﹁
邦
關
﹂
を
管
理
し
て
い
た
と
い
う
事
實
の
み
で
あ
る
︒
す

る
と
當
該
條
�
も
ま
た
︑
置
郡
以
�
の
時
-
︑
內
�
が
關
中
諸
縣
を
管
.
し
て
い
た
段
階
で
制
定
さ
れ
た
律
�
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
︒
し
た

が
っ
て
﹁
邦
關
﹂
は
︑
や
は
り
﹁
秦
邦
﹂
の
關
B
を
�
味
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒

律
�
制
定
時
點
の
﹁
邦
關
﹂
は
函
谷
關
・
武
關
に
代
表
さ
れ
る
關
中
地
區
を
@
成
す
る
諸
關
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い(50

)
︒
領
域
擴
大
後
に
は
︑

諸
郡
の
邊
部
に
怨
た
に
置
か
れ
た
關
︑
卽
ち
﹁
邊
關
﹂
を
指
す
呼
稱
へ
と
推
轉
し
た
と
考
え
る(51

)
︒
嶽
麓
秦
鯵
﹃
爲
獄
等
狀
﹄
四
種
に
よ
り
︑
戰

國
末
の
秦
の
﹁
邦
﹂
が
南
郡
等
の
諸
郡
を
含
む
範
圍
で
あ
っ
た
こ
と
が
證
�
さ
れ
た
︒
從
っ
て
郡
界
の
境
界
に
置
か
れ
た
關
B
が
﹁
邦
關
﹂
と

呼
稱
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い(52

)
︒
こ
の
推
定
に
從
え
ば
︑
置
郡
後
に
邊
關
で
發
生
し
た
場
合
の
事
案
處
理
は
︑
律
�
の
﹁
內
�
﹂
を
B
管
の

郡
守
に
讀
み
替
え
る
形
で
處
理
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
︒

で
は
睡
虎
地
秦
鯵
に
は
︑
郡
と
對
比
す
る
形
で
畿
內
の
み
を
﹁
邦
﹂
と
稱
し
た
事
例
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒
該
當
す
る
可
能
性
の

あ
る
事
例
を
一
例
の
み
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒﹃
日
書
﹄
甲
種
に
は
﹁
邦
・
郡
得
年
﹂
と
い
う
記
事
が
あ
る
︻
表
Ⅰ
：
22
︼︒
假
に
こ
の

﹁
郡
﹂
が
郡
縣
制
の
郡
で
あ
れ
ば
︑
こ
れ
は
畿
內
領
域
を
﹁
邦
﹂
と
呼
ん
だ
唯
一
の
事
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

し
か
し
留
�
す
べ
き
は
︑
當
該
記
事
が
歷
�
�
な
定
點
を
持
た
な
い
﹃
日
書
﹄
の
占
斷
記
事
で
あ
る
と
い
う
點
で
あ
ろ
う
︒︻
表
Ⅰ
︼
が
示

す
よ
う
に
︑
睡
虎
地
秦
鯵
﹃
日
書
﹄
に
は
︑
先
に
檢
討
し
た
城
邑
・
小
國
を
指
し
た
﹁
邦
﹂
の
用
例
が
き
わ
め
て
多
く
︑
¦
に
郡
縣
制
の

﹁
郡
﹂
に
つ
い
て
言
4
す
る
事
例
は
他
に
�
め
ら
れ
な
い
︒
か
か
る
﹃
日
書
﹄
に
お
い
て
︑
こ
の
箇
B
で
の
み
郡
縣
制
を
�
提
と
し
た
畿
內
／

畿
外
諸
郡
の
對
比
を
論
ず
る
と
い
う
の
は
︑
い
か
に
も
不
自
然
で
あ
る
︒
し
か
も
傳
世
�
獻
の
中
に
は
︑
郡
縣
制
と
結
び
つ
か
な
い
﹁
郡
﹂
の

用
例
が
存
在
す
る
︒
例
え
ば
﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
哀
公
二
年
に
﹁
上
大
夫
は
縣
を
`
け
︑
下
大
夫
は
郡
を
`
け
︑
士
は
田
十
萬
︑
庶
人
・
工
商
は

§
げ
︑
人
臣
隸
圉
は
免
ぜ
ら
れ
ん
﹂
と
み
え
︑
こ
の
﹁
郡
﹂
は
﹁
縣
﹂
よ
り
も
小
規
模
な
邑
︑
す
な
わ
ち
鄙
邑
を
指
し
て
い
る
︒﹁
邦
・
郡
得

年
﹂
の
﹁
邦
﹂
が
他
例
と
同
じ
く
國
都
や
小
國
を
指
す
も
の
と
す
れ
ば
︑﹁
郡
﹂
は
﹃
左
傳
﹄
の
事
例
と
同
樣
︑
そ
こ
に
從
屬
す
る
鄙
邑
を
指
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し
た
も
の
と
解
釋
す
る
の
が
�
切
で
あ
り
︑
や
は
り
都
市
國
家
時
代
を
想
�
さ
せ
る
古
義
�
用
法
と
言
う
べ
き
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
睡
虎
地
秦
鯵
に
は
︑
畿
內
と
郡
と
を
對
比
し
て
�
者
の
み
を
﹁
邦
﹂
と
稱
し
た
事
例
が
實
際
に
は
皆
無
で
あ
り
︑
大
多
數
の

事
例
は
あ
る
時
點
に
お
け
る
秦
の
領
域
+
體
か
︑
あ
る
い
は
城
邑
・
小
國
を
指
し
た
用
例
で
あ
る
︒
時
代
が
影
っ
て
嶽
麓
秦
鯵
や
里
耶
秦
鯵
に

お
い
て
も
︑
現
在
公
表
さ
れ
て
い
る
�
料
で
管
見
に
入
っ
た
限
り
で
は
︑
�
確
に
畿
內

(內
�
)
の
み
を
﹁
邦
﹂
と
稱
し
た
事
例
は
�
め
ら
れ

な
い
︒
楊
振
紅
氏
の
想
定
と
は
¦
に
︑
戰
國
秦
が
畿
內
を
一
貫
し
て
﹁
邦
﹂
と
�
識
し
て
い
た
こ
と
を
證
�
す
る
�
料
�
根
據
は
︑
見
い
だ
す

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒

二

｢
故
秦
﹂
の
再
檢
討

K
の
課
題
は
︑
戰
國
秦
の
領
域
觀
で
あ
る
︒
先
行
硏
究
で
は
︑
秦
が
關
中
地
區
を
中
心
と
す
る
故
地
を
﹁
故
秦
﹂
と
呼
び
︑
占
領
地
の
諸
郡

や
そ
こ
に
7
む
﹁
怨
民
﹂
と
嚴
し
く
區
別
し
て
い
た
と
す
る
�
識
が
9
行
し
て
い
た
︒﹁
故
秦
﹂
を
﹁
秦
の
故
地
﹂
で
あ
る
關
中
地
區
と
す
る

解
釋
は
︑
二
つ
の
�
料
を
根
據
と
し
て
い
る
︒
卽
ち
睡
虎
地
秦
鯵
﹃
秦
律
雜
抄
﹄
游
士
律
と
﹃
商
君
書
﹄
徠
民
q
で
あ
る
︒

(9
)

游
士
在
り
て
︑
符
を

1
う
し
な

は
ば
︑
居
縣
は
貲
一
甲
と
し
︑
卒
歲
ま
で
に
之
を
責も
と

め
よ
︒
●
故
秦
人
の
出
づ
る
も
の
の
爲た
め

に
籍
を
¬
る

5
れ
ば
︑
上
A
以
上
は
鬼
薪
と
爲
し
︑
公
士
以
下
は
𠛬
し
て
城
旦
と
爲
せ
︒
●
游
士
律

(
睡
虎
地
秦
鯵
﹃
秦
律
雜
抄
﹄
第
四
︱
五
鯵
)

從
來
こ
の
﹁
故
秦
人
﹂
を
﹁
秦
の
故
地
﹂﹁
固
5
の
秦
土
﹂
の
7
民
と
す
る
見
解
が
J
液
で
あ
っ
た
︒
睡
虎
地
秦
鯵
整
理
小
組
は
︑﹁
故
秦
人

と
は
卽
ち
﹃
商
君
書
﹄
徠
民
q
に
い
う
﹁
故
秦
民マ

マ

﹂
で
あ
り
︑
秦
國
固
5
の
居
民
を
指
し
︑
も
と
東
方
六
國
に
屬
し
て
い
た
﹁
怨
民
﹂
と
對
比

し
た
呼
稱
で
あ
る
︒
出
づ
る
と
は
︑
境
を
出
る
こ
と
で
あ
る
﹂
と
�
解
す
る
︒﹃
商
君
書
﹄
徠
民
q
と
は
︑
K
の
記
営
を
指
す
︒
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今
︑
故○

秦○

を
以
て
敵
に

事
し
た
が

は
し
め
︑
而
し
て
怨○

民○

を
し
て
本
を
作お
さ

め
し
む
れ
ば
︑
兵
外
に
百
宿
す
と
雖
も
︑
境
內
は
須
臾
の
時
を
も

失
は
ず
︒
此
れ
富
と
强
と
兩
つ
な
が
ら
成
ら
し
む
る
の
效
な
り
︒
臣
の
B
謂
る
兵
な
る
者
は
︑
悉
興
盡
�
の
謂
ひ
に
非
ざ
る
な
り
︒
境
內

の
能
く
給
す
る
B
の
軍
卒
・
車
騎
を
論
じ
︑
故○

秦○

を
し
て
兵
た
ら
し
め
︑
怨○

民○

を
し
て
芻
食
を
給
せ
し
め
よ
︒

こ
こ
で
﹁
故
秦
﹂
と
﹁
怨
民
﹂
が
對
比
�
に
�
わ
れ
て
お
り
︑﹁
怨
民
﹂
が
﹁
怨
た
に
秦
に
歸
屬
し
た
民
﹂
を
指
す
こ
と
は
�
ら
か
で
あ
る
︒

そ
し
て
こ
の
記
事
は
荒
±
無
稽
な
內
容
で
は
な
く
︑
戰
國
末
か
ら
瓜
一
-
の
秦
で
は
︑﹁
秦
﹂
の
﹁
百
姓=

黔
首
﹂
を
以
�
か
ら
B
屬
し
て
い

る
﹁
故
﹂
の
民
と
︑
�
�
に
歸
屬
し
た
﹁
怨
﹂
民
と
に
區
別
し
て
い
た
︒
里
耶
秦
鯵
や
張
家
山
漢
鯵
に
は
︑
�
�
獲
得
し
た
占
領
地
を
﹁
怨

地
﹂
や
﹁
怨
黔
首
﹂
と
呼
稱
し
て
い
た
記
事
が
見
え
て
い
る(53

)
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
徠
民
q
の
記
事
と
先
の
游
士
律
と
を
結
び
附
け
︑﹁
故
秦
｣=

｢固
5
の
秦
土
﹂
や
﹁
秦
の
本
土
｣=

關
中
地
區
の
民
と

單
純
に
解
釋
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
ま
ず
﹁
故
﹂
の
�
味
か
ら
檢
證
し
よ
う
︒
里
耶
秦
鯵
に
は
﹁
故
○
﹂
と
い
う
形
で
人
閒
や
事
物
の
屬
性

を
表
し
た
記
事
が
い
く
つ
か
見
え
る
︒
例
え
ば
K
の
事
例
︒

(10
)

二
十
六
年
八
_
庚
戌
朔
丙
子

(二
七
日
)︑
司
空
守
樛き

う

敢
て
言
ふ
︒

�
日
言
へ
ら
く
︑
競
陵
漢
陰
の
狼

�
陵
の
公
³
一
を
假
る
︑
袤
三
丈
三
尺
︑
名
づ
け
て
□
と
曰
ふ
︒
以
て
故
荊
の
積
瓦
を
求
む
る

も
︑
未
だ
³
を
歸
さ
ず
︒
狼

司
馬
昌
官
に
屬
す
︒
謁
ふ
ら
く
は
昌
官
に
吿
げ
︑
狼
を
し
て
³
を
歸
さ
し
め
よ
と
︒
(下
略
)

(里
耶
秦
鯵

J1-8-134)

(11
)

故
邯
鄲
の
韓
審
里
の
大
男
子
吳
騷

人
と
爲
り
黃
晳
色
︑
隋
面
︑
長
さ
七
尺
三
寸
︑
年
は
今
に
至
る
ま
で
六
十
三
・
四
歲
可
り
︑
行

到
端
に
し
て
︑
它
の
疵
瑕
毋
し
︒
衣
}
・
死
產

(生
)
・
在
B
を
知
ら
ず
︒
(
下
略
)

(里
耶
秦
鯵

J1-8-894)
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(12
)

⁝
⁝
[制
詔
﹈
御
�
︒
聞
く
な
ら
く
︑
代
人
に
從
に
坐
し
て
以
て
繫
せ
ら
る
る
も
の
多
し
と
︒
其
れ
御
�
は
º
行
し
︑
以
て
其
の
名

(

(事
)
・
坐
し
て
以
て
繫
せ
ら
る
る
B
⁝
⁝
を
署
し
︑
縣
は
□
し
て
軍
に
奏
せ
し
め
よ
︒
初
め
□
𧙯
到
り
︑
L
者
至
る
に
︑
其
の

當
に
秦
が
下
せ
し
令
に
于
て
繫
す
べ
き
者
︑
其
の
坐
す
る
B
の
⁝
⁝
令
⁝
⁝
を
»
署
し
︑
且
つ
盜
戒
を
解
け
︑
と
︒

二
十
五
年
七
_
戊
戌

(一
三
日
)
︑
御
�
大
夫
綰
︑
將
軍
に
下
し
︑
令
を
假
御
�
の
謷
に
下
し
て
º
行
せ
し
め
⁝
⁝
︑
書
を
都
(

の
從
人
を
治
む
る
者
に
下
し
て
︑
□
大
□
□
□
見
︑
校
尉
の
軍
を
J
す
る
も
の
に
下
し
︑
都
(
の
從
⁝
⁝
を
治
す
る
も
の
⁝
⁝
を
歸

し
︑
⁝
⁝
書
を
⁝
⁝
し
て
從
事
せ
し
む
る
こ
と
各
々
二
牒
︒
故も

と

何
れ
の
邦
の
人
な
る
か
︑
T
死
越
□
從
︑
4
び
以
て
當
に
秦
⁝
⁝
を

制
す
べ
き
⁝
⁝
5
る
か
⁝
⁝
を
⁝
⁝
せ
よ
︒

(J1-8-532+

672+

528
正
面
)

�
料

(10
)
の
﹁
故
荊
積
瓦
﹂
は
﹁
舊
楚
の
積
瓦
﹂
で
あ
り
︑
征
}
さ
れ
た
舊
楚
地
に
備
蓄
さ
れ
た
瓦
器
の
�
搬
に
關
わ
る
�
書
で
あ
ろ
う
︒

﹁
荊

(楚
)
﹂
の
範
圍
が
戰
國
中
-
か
ら
後
-
に
か
け
て
大
き
く
推
轉
し
て
い
る
事
實
と
︑
南
郡
を
﹁
故
荊
﹂
と
稱
し
た
事
例
が
皆
無
で
あ
る
こ

と
を
考
慮
す
れ
ば
︑
江
陵
周
邊
で
は
あ
り
得
ず
︑﹁
固
5
の
楚
地
﹂
の
�
味
に
解
釋
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
�
料

(11
)
の
﹁
故
邯
鄲
﹂
も

ま
た
﹁
も
と
邯
鄲
﹂
居
7
の
人
閒
の
謂
い
で
あ
り
︑﹁
固
5
の
邯
鄲
﹂
な
ど
で
は
あ
り
得
な
い
︒
さ
ら
に
�
料

(12
)
は
缺
字
が
多
く
難
解
だ

が
︑
始
皇
;
が
代
地
の
﹁
從
人(54

)
﹂
の
繫
留
者
の
處
理
を
命
じ
た
詔
令
を
`
け
︑
御
�
大
夫
が
下
し
た
�
書
の
一
部
と
推
定
さ
れ
る
︒
そ
の
中
に

﹁
故
何
邦
人
﹂
か
を
報
吿
さ
せ
た
語
句
が
み
え
る
が
︑
こ
れ
も
舊
B
屬
國
の
�
味
で
あ
る
こ
と
は
瞭
然
で
あ
ろ
う
︒

さ
ら
に
嶽
麓
秦
鯵
﹃
爲
獄
等
狀
﹄
四
種
の
案
例
〇
五
に
︑
鯵
の
殘
存
�
況
は
よ
く
な
い
が
︑﹁
故
秦
人
邦
1
榎
者
男
子
多
﹂
と
い
う
句
が
見

え
る
︒
案
例
の
�
�
か
ら
u
斷
し
て
も
︑
こ
の
男
子
多
な
る
人
物
が
﹁
も
と
秦
人
﹂
で
荊

(
楚
)
に
國
外
2
1
し
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑

い
が
な
い
︒

以
上
の
用
例
に
見
え
る
﹁
故
﹂
は
︑
い
ず
れ
も
﹁
固
5
の
﹂﹁
本
來
の
﹂
で
は
な
く
︑﹁
も
と
の
﹂﹁
以
�
か
ら
の
﹂
と
い
う
�
味
で
あ
り
︑

人
や
モ
ノ
の
舊
B
屬
を
表
現
す
る
常
套
句
で
あ
っ
た
︒
從
っ
て
游
士
律
の
﹁
故
秦
人
﹂
も
ま
た
︑﹁
固
5
の
秦
地
の
人
﹂
や
﹁
秦
本
土
の
人
﹂
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で
は
な
く
︑
出
國
し
た
﹁
も
と
秦
人
﹂
を
�
味
し
た
可
能
性
が
高
く
︑
ま
た
そ
の
よ
う
に
解
釋
せ
ね
ば
�
味
が
9
じ
な
い
の
で
あ
る
︒

す
な
わ
ち
﹁
故
秦
人
の
出
づ
る
者
の
爲
に
籍
を
¬
る
﹂
と
は
︑
出
國
し
た
﹁
も
と
秦
人
﹂
の
た
め
に
︑
關
係
者
が
出
國
者
の
戶
籍
を
¬
除
す

る
行
爲
と
解
さ
れ
る
︒
無
論
そ
れ
は
︑
連
坐
を
免
れ
る
た
め
の
家
族
や
關
係
者
に
よ
る
隱
�
工
作
の
場
合
が
多
か
っ
た
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
出
國

者
の
戶
籍
の
¬
除
は
︑
秦
國
の
い
ず
れ
の
地
に
お
い
て
も
同
樣
に
問
題
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
り
︑
對
象
を
關
中
地
區
に
限
定
す
る
必
然
性
は
�

め
ら
れ
な
い
︒
つ
ま
り
當
該
條
�
を
根
據
に
︑
戰
國
秦
に
お
い
て
﹁
故
秦
﹂
な
る
地
域
�
枠
組
み
が
存
在
し
た
と
J
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
あ
る
︒

そ
し
て
﹃
商
君
書
﹄
徠
民
q
の
﹁
故
秦
﹂
も
︑
そ
の
�
味
は
あ
く
ま
で
も
﹁
以
�
か
ら
の
秦
人
﹂
で
あ
り
︑
ま
た
か
く
解
釋
す
る
こ
と
で

﹁
怨
民
﹂
と
の
對
比
も
�
確
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
も
そ
も
當
該
q
の
年
代
は
商
君
變
法
の
時
點
で
は
あ
り
得
な
い
︒
先
行
硏
究
が

指
摘
す
る
よ
う
に
︑﹁
四
世
戰
�
﹂
と
い
う
表
現
か
ら
u
斷
す
れ
ば
︑
昭
襄
王
-
の
�
勢
︑
こ
と
に
長
N
の
戰
い

(�
二
六
〇
年
)
を
踏
ま
え
た

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
實
で
あ
る(55

)
︒
秦
の
領
域
は
惠
�
王
・
武
王
-
に
は
上
郡
や
巴
・
蜀
・
漢
中
な
ど
に
擴
大
濟
み
で
あ
り
︑
昭
襄
王
-
に

は
さ
ら
に
黃
土
高
原
・
三
晉
地
區
・
南
陽
盆
地
・
江
漢
N
原
に
も
擴
大
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
中
で
關
中
地
區
の
み
を
﹁
故
秦
﹂
と
稱
し
︑
そ

れ
以
外
の
郡
の
7
民
+
て
を
﹁
怨
民
﹂
と
�
識
し
續
け
て
い
た
と
は
考
え
難
い(56

)
︒
戰
國
末
か
ら
瓜
一
�
後
の
�
料
が
﹁
怨
地
﹂
や
﹁
怨
黔
首
﹂

と
稱
す
る
對
象
も
︑
+
て
占
領
直
後
の
周
緣
部
の
領
域
で
あ
る
︒

そ
し
て
�
�
す
べ
き
點
は
︑
戰
國
後
-
の
秦
が
獲
得
し
た
舊
六
國
の
7
民
を
︑
自
國
民
に
Á
入
し
て
い
た
事
實
で
あ
る
︒
確
か
に
秦
は
領
域

擴
大
の
=
>
に
お
い
て
反
抗
�
な
占
領
地
の
7
民
を
Â
去
さ
せ
︑
自
國
か
ら
徙
民
を
�
り
w
む
こ
と
が
あ
っ
た(57

)
︒
し
か
し
長
N
の
戰
い
�
夜
︑

上
黨
郡
縣
の
7
民
が
﹁
秦
民
と
爲
る
﹂
こ
と
を
忌
�
し
て
趙
に
影
り
︑
ま
た
﹃
爲
獄
等
狀
﹄
四
種
・
案
例
〇
一
で
も
楚
縣
が
た
だ
ち
に
﹁
秦
﹂

に
Á
入
さ
れ
て
い
る
事
實
が
示
す
よ
う
に
︑
後
-
に
な
る
と
秦
は
占
領
地
の
7
民
を
﹁
秦
﹂
民
に
Á
入
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
よ
う
に
な
る(58

)
︒

少
な
く
と
も
秦
の
瓜
治
階
層
が
︑
占
領
地
の
7
民
を
自
國
民
か
ら
區
別
し
︑
Á
入
を
制
限
し
て
い
た
形
跡
は
�
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒

以
上
の
よ
う
に
︑﹁
故
秦
﹂
と
い
う
語
句
は
︑
出
國
し
た
﹁
も
と
秦
﹂
の
人
閒

(游
士
律
)
や
︑
占
領
直
後
の
﹁
怨
地
・
怨
民
﹂
に
對
し
て
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﹁
以
�
か
ら
秦
に
屬
す
る
﹂
土
地
や
民
を
�
味
す
る
も
の
で
あ
り
︑
從
來
想
定
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
關
中
地
區
乃
至
そ
の
周
圍
を
含
め
た
地
域

�
槪
念
で
は
あ
り
得
な
い
︒
こ
の
槪
念
の
存
在
を
根
據
と
し
て
︑
秦
の
國
制
が
﹁
本
土
｣=

關
中
と
﹁
占
領
地
｣=

關
外
諸
郡
と
を
嚴
し
く
區
別

し
て
い
た
と
議
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
︑
ま
し
て
兩
者
閒
に
﹁
邦
﹂
や
﹁
秦
﹂
の
內
外
を
想
定
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
不
當
で
あ
る
︒
す

る
と
問
題
は
︑
戰
國
秦
に
お
け
る
畿
內
地
域
の
呼
び
名
は
何
で
あ
り
︑
畿
內
と
畿
外
の
閒
に
は
ど
の
よ
う
な
區
別
が
存
在
し
た
の
か
︑
そ
し
て

睡
虎
地
秦
鯵
に
そ
う
し
た
區
劃
が
�
め
ら
れ
な
い
の
は
何
故
な
の
か
︑
と
い
う
諸
點
に
移
る
こ
と
に
な
る
︒

三

戰
國
秦
の
﹁
中
﹂
と
﹁
郡
﹂
の
關
係

(一
)﹁
秦
中
﹂
と
﹁
中
﹂

戰
國
秦
に
お
い
て
︑
關
中
地
區
や
畿
內

(內
�
)
領
域
を
指
す
﹁
故
秦
﹂
な
る
槪
念
が
確
�
で
き
ず
︑
ま
た
畿
內
領
域
の
み
を
﹁
邦
﹂
を
呼

稱
し
た
事
實
も
�
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
�
ら
か
に
し
た
︒
そ
れ
で
は
︑
秦
は
關
中
地
區
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
戰
國

末
か
ら
瓜
一
-
の
�
料
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
の
は
︑﹁
中
﹂
な
る
語
句
で
表
さ
れ
る
諸
槪
念
で
あ
る
︒

ま
ず
嶽
麓
秦
鯵
﹃
爲
獄
等
狀
﹄
四
種
に
﹁
秦
中
﹂
と
い
う
語
句
が
見
え
る(59

)
︒
こ
の
﹁
秦
中
﹂
が
南
陽
郡
と
區
別
さ
れ
た
秦
の
畿
內
領
域
を
指

す
こ
と
は
�
�
か
ら
�
ら
か
で
あ
る
︒﹁
秦
中
﹂
は
傳
世
�
獻
に
確
�
で
き
︑
秦
末
の
反
秦
諸
侯
軍
の
中
に
︑﹁
故も

と

䌛
L
・
屯
戍
に
し
て
秦
中
を

=よ

ぎ
﹂
っ
た
際
︑﹁
秦
中
﹂
の
(
卒
か
ら
`
け
た
Ä
い
待
Å
に
怨
み
を
Æ
く
者
が
多
く
︑
捕
虜
と
な
っ
た
秦
卒
を
È
待
し
た
と
い
う
話
が
見
え

る(
60
)

︒
大
櫛
敦
弘
氏
が
正
し
く
指
摘
す
る
よ
う
に(61

)
︑
こ
れ
ら
が
關
中
地
區
・
內
�
領
域
を
指
す
こ
と
︑
や
は
り
疑
問
の
餘
地
は
な
い
︒
戰
國
末
か

ら
瓜
一
秦
に
か
け
て
︑
關
中
地
區
は
﹁
秦
中
﹂
と
呼
ば
れ
︑
他
の
郡
と
對
比
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
地
域
槪
念
﹁
秦
中
﹂
と
密
接
に
關
聯
し
︑
よ
り
行
政
用
語
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
語
句
に
﹁
中
﹂
あ
る
い
は
﹁
中
縣
\
﹂
が
あ
る
︒
里

耶
秦
鯵
に
は
瓜
一
-
の
詔
令
や
下
l
�
書
の
一
部
と
思
わ
れ
る
K
の
一
£
が
確
�
で
き
る
︒
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(13
)

〼
黔
首
r
俗
︑
好
本
事
︑
不
好
末
作
︑
其
r
俗
槎
田
歲
&
︑
以
衣
中
縣
︒

こ
の
�
料
の
內
容
は
別
に
営
べ
た
こ
と
が
あ
る(62

)
が
︑
お
そ
ら
く
�
陵
縣
を
含
む
南
方
地
域
の
7
民
に
つ
い
て
︑
彼
ら
が
﹁
本
事
﹂
(農
É
)
を

好
み
﹁
末
作
﹂
(商
業
)
を
好
ま
ぬ
點
を
Ê
價
し
つ
つ
も
︑
そ
の
﹁
r
俗
﹂
が
樹
木
を
伐
�
し
つ
つ
每
歲
É
作
地
を
替
え
る
燒
畑
農
法
で
あ
り
︑

﹁
中
縣
﹂
の
5
り
樣
と
は
衣
な
っ
て
い
る
と
営
べ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
こ
に
い
う
﹁
中
縣
︻
\
︼﹂
と
は
︑
邊
境
の
燒
畑
地
區
に
對
し
︑
秦
の
中

心
地
を
指
し
た
呼
稱
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
�
確
な
範
圍
は
示
さ
れ
て
い
な
い
︒
こ
れ
に
對
し
嶽
麓
秦
鯵
﹃
秦
律
令

(壹
)
﹄
に
は
︑
よ
り
は
っ

き
り
と
し
た
規
定
が
�
め
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑

(14
)

1

邑
里
・
官
を
仁し

(�
)
ら
ず
︑
以
て
何
人
な
る
や
を
知
ら
ざ
れ
ば
︑
中○

の
縣
\
官
は
咸
陽
に
詣い
た

し
︑
郡○

の
縣
\
は
其
の
郡
の
都

縣
に
詣
し
︑
皆
城
旦
舂
に
繫
し
︑
倉
に
槫
作
せ
し
め
︑
苦

(錮
)
し
︑
舂
を
し
て
出
づ
る
勿
ら
し
め
︑
之
を
將
司
す
る
こ
と
城
旦
舂

の
ご
と
く
せ
よ
︒
(中
略
)
咸
陽
4
び
郡
の
都
縣
は
恆
に
計
時
を
以
て
邑
里
4
び
官
を
仁

(�
)
ら
ざ
る
者
の
數
獄
を
︑
屬
B
の
執
灋

に
上
し
︑
縣
\
官
は
之
を
別
し
︑
且
つ
都
(
に
令
し
て
時
に
之
を
Í
治
し
︑
以
て
失
者
を
論
ぜ
し
め
よ
︒
之
を
Í
治
し
て
卽
ち
�
を

言
ふ
者
は
︑
自
出
の
律
を
以
て
之
を
論
ぜ
よ
︒

(
嶽
麓
秦
鯵
﹃
秦
律
令

(壹
)
﹄
第
一
組
︑
024-028
鯵
)

(15
)

郡
︑
4
び
襄
武
・
上
雒
・
商
・
函
谷
關
よ
り
外
の
人
︑
4
び
郡
・
襄
武
・
上
雒
・
商
・
函
谷
關
よ
り
外
に
�
せ
ら
る
る
⁝
⁝

(嶽
麓
秦
鯵
﹃
秦
律
令

(
壹
)﹄
第
一
組
︑
〇
五
三
鯵
)

⁝
⁝
男
女
に
し
て
︑
去
り
て
闌
1
・
將
陽
し
︑
來
た
り
入
り
て
中
の
縣
\
に
之
く
も
の
︑
少
長
と
無
く
；
人
の
室
に
舍
り
︑
室
J
の

舍
ら
し
む
る
者
︑
其
の
�
を
知
り
た
れ
ば
︑
律
を
以
て
之
を
�
せ
︒
典
・
伍
吿
げ
ざ
れ
ば
︑
貲
す
る
こ
と
典
に
一
甲
︑
伍
に
一
盾
︒

其
の
�
を
知
ら
ざ
れ
ば
︑
J
舍
は
貲
二
甲
︑
典
・
伍
は
吿
げ
ざ
れ
ば
貲
一
盾
︒

(
嶽
麓
秦
鯵
﹃
秦
律
令

(壹
)
﹄
第
一
組
︑
054-055
鯵
)

(16
)

⁝
⁝
□
□
□
罪
與
郡
縣
\
︑
4
び
子
の
隴
西
の
縣
\
4
び
郡
の
縣
\
に
居
る
を
吿
げ
し
者
は
︑
皆
來
た
り
て
中○

の
縣
\
官
に
之
く
を
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得
る
毋
れ
︒

(嶽
麓
秦
鯵
﹃
秦
律
令

(壹
)﹄
第
一
組
︑
093
鯵
)

(17
)

五
_
︑
詔
し
て
曰
く
︑
粵
人
の
俗
︑
相
ひ
攻
擊
す
る
を
好
み
︑
�
時
秦

中○

縣○

の
民
を
南
方
三
郡
に
徙
し
︑
百
粵
と
雜
處
せ
し
む
︒

會
ま
天
下
秦
を
誅
し
︐
南
海
尉
它

南
方
に
居
り
て
之
を
長
治
し
︑
甚
だ
�
理
5
り
︒
中○

縣○

の
人
故
を
以
て
Ò
減
せ
ず
︐
粵
人
相
ひ

攻
擊
す
る
の
俗
益

や
う
や

く
止
み
︑
俱
に
其
の
力
を
賴
れ
り
︒
今
︑
它
を
立
て
て
南
粵
王
と
爲
し
︑
陸
賈
を
し
て
璽
綬
を
卽
×
せ
し
む
と
︒

它
稽
首
し
て
臣
を
稱
す
︒

(﹃
漢
書
﹄
高
;
紀
十
一
年
)

�
料

(14
)
は
︑﹁
中
﹂
と
﹁
郡
﹂
と
い
う
區
劃
を
�
示
す
る
︒
お
そ
ら
く
瓜
一
�
後
の
規
定
で
あ
り(63

)
︑
そ
れ
以
�
に
畿
內=

｢中
﹂
と
畿
外

=

｢郡
﹂
と
い
う
行
政
區
劃
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
︒﹁
中
﹂
の
範
圍
は
�
料

(15
)
に
﹁
郡
4
び
襄
武
・
上
雒
・
商
・
函
谷
關
﹂
と

い
う
區
分
が
み
え
︑
ま
た
�
料

(16
)
で
は
﹁
隴
西
﹂・﹁
郡
﹂
と
﹁
中
﹂
と
が
對
比
さ
れ
︑
�
者
か
ら
後
者
へ
の
移
7
が
制
限
さ
れ
て
い
る
︒

�
料

(17
)
は
傳
世
�
獻
だ
が
︑﹁
中
縣
﹂
な
る
呼
稱
が
秦
滅
1
後
も
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す(64

)
︒

こ
の
よ
う
に
遲
く
と
も
戰
國
末
に
は
︑
秦
で
は
畿
內
・
關
中
を
指
す
﹁
中
﹂
と
い
う
地
域
�
な
枠
組
み
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
︑
さ
ら
に

﹁
中
﹂
が
︑
隴
西
郡
の
襄
武
・
上
雒
・
商
邑
な
ど
を
除
き
︑﹁
郡
﹂
と
對
比
・
區
別
さ
れ
る
行
政
區
劃
と
し
て
︑
律
令
上
で
も
�
記
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
確
�
で
き
る
︒
同
樣
の
﹁
中
﹂
と
い
う
區
劃
の
存
在
は
︑
張
家
山
漢
鯵
の
記
事
で
も
知
ら
れ
て
い
た
が(65

)
︑
そ
の
原
型
が
戰
國
時
代
に
溯

る
こ
と
が
確
�
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
確
�
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
點
は
︑
嶽
麓
秦
鯵
﹃
秦
律
令

(壹
)
﹄
の
諸
條
�
が
制
定
さ
れ
た
戰
國
末
か
ら
瓜
一
秦
に
あ
っ
て
︑

﹁
中
﹂
す
な
わ
ち
畿
內
と
︑
畿
外
の
諸
郡
と
の
閒
に
︑
襄
武

(隴
西
郡
)
・
上
雒
・
商
・
函
谷
關
と
い
っ
た
〝
境
界
〟
が
設
定
さ
れ
︑
9
行
や
移

7
の
制
限
が
行
わ
れ
て
い
た
事
實
で
あ
る(66

)
︒
秦
は
領
域
が
擴
大
し
た
後
も
︑﹁
中
﹂
を
他
の
郡
縣
と
等
し
竝
み
に
�
う
こ
と
は
せ
ず
︑
內
部
の

安
定
を
優
先
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
︒
ま
た
畿
內
と
畿
外
を
分
か
つ
〝
境
界
〟
が
一
貫
し
て
重
�
性
を
保
っ
て
い
た
こ
と
も
確
實
で
あ
ろ

う
︒﹁
邦
﹂
領
域
が
擴
大
す
る
中
で
︑
か
つ
て
﹁
邦
﹂
で
あ
っ
た
關
中
地
區
は
︑﹁
郡
﹂
な
ら
ざ
る
﹁
中
﹂
と
�
識
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る(67

)
︒
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さ
ら
に
大
櫛
敦
弘
氏
が
営
べ
る
よ
う
に
︑
郡
の
設
置
後
も
︑
畿
內
地
域
に
は
中
央
諸
官
が
諸
縣
を
直
接
分
掌
す
る
〝
古
い
體
制
〟
が
存
續
し
︑

多
く
の
業
務
が
郡
守
に
任
せ
ら
れ
た
畿
外
の
諸
郡
と
は
︑
官
制
上
の
系
瓜
が
相
G
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
︒
そ
の
�
味
で
﹁
內
�
﹂・﹁
中
﹂

に
對
す
る
瓜
治
が
他
の
﹁
郡
﹂
と
同
じ
で
は
な
く
︑〝
本
土
〟
と
し
て
の
性
格
を
色
濃
く
殘
し
て
い
た
と
す
る
氏
の
指
摘
は
︑
ま
こ
と
に
正
Æ

を
射
た
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
︒

で
は
秦
の
國
制
に
お
い
て
︑
關
中
か
ら
關
外
へ
の
展
開
は
ど
の
よ
う
に
Ø
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
た
戰
國
末
年
に
筆
寫
さ
れ
た
睡
虎

地
秦
鯵
に
︑﹁
中
﹂
や
﹁
郡
﹂
の
記
営
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
の
は
何
故
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
£
を
あ
ら
た
め
よ
う
︒

(二
)
戰
國
秦
の
國
制
の
擴
大
・
展
開

嶽
麓
秦
鯵
の
﹁
中
﹂
と
﹁
郡
﹂
と
を
區
分
し
た
條
�
と
比
�
す
る
と
︑
睡
虎
地
秦
鯵
の
秦
律
の
〝
古
さ
〟
が
あ
ら
た
め
て
*
き
彫
り
と
な
る
︒

Ú
錫
圭
氏
︑
江
村
治
樹
氏
︑
大
櫛
敦
弘
氏
が
営
べ
る
よ
う
に
︑
睡
虎
地
秦
鯵
に
は
︑
關
中
地
區
が
﹁
領
域
+
體
﹂
で
あ
っ
た
時
-
に
制
定
さ
れ

た
︑
古
い
律
�
が
そ
の
ま
ま
保
存
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
︑
そ
れ
が
各
郡
で
も
﹁
準
用
﹂﹁
襲
用
﹂
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
︒
そ
こ
に
は
︑

內
�
を
始
め
と
す
る
中
央
の
諸
官
が
各
﹁
縣
﹂
を
直
接
分
掌
す
る
體
制
が
�
め
ら
れ
︑﹁
中
﹂
と
﹁
郡
﹂
の
區
分
を
�
記
し
た
嶽
麓
秦
鯵
の
秦

律
と
は
�
ら
か
な
對
照
を
な
し
て
い
る
︒

こ
れ
は
秦
の
國
制
に
お
い
て
︑
關
中
地
區
を
對
照
と
し
た
古
い
律
に
︑
必
�
に
應
じ
て
怨
た
な
規
定

(﹁
十
二
郡
﹂
に
言
4
す
る
條
�
な
ど
)
が

加
え
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
︑
も
と
も
と
の
條
�
自
體
は
長
-
閒
改
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
保
存
さ
れ(68

)
︑
各
郡
で
も
施
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

示
す
︒

關
中
地
區
の
諸
縣
を
對
象
と
し
て
い
た
律
が
︑
そ
の
ま
ま
諸
郡
に
も
﹁
準
用
﹂
さ
れ
て
い
た
事
實
は
︑
少
な
く
と
も
法
律
の
施
行
と
い
う
點

で
は
︑
秦
が
畿
內
と
畿
外
の
閒
に
等
差
を
設
け
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
︒
そ
し
て
�
違
ま
で
の
檢
討
結
果
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
︑
畿
內

と
畿
外
の
閒
に
行
政
上
の
區
劃
は
存
在
し
て
も
︑
畿
內
領
域
の
み
を
﹁
固
5
の
秦
土
﹂
や
﹁
邦
﹂
と
見
な
す
�
識
は
確
�
で
き
な
い
し
︑
占
領
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地
の
7
民
を
自
國
民
と
は
�
定
し
な
い
よ
う
な
施
策
も
存
在
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
よ
う
な
經
=
か
ら
*
か
び
上
が
る
の
は
︑
戰
國
秦
の
國
制
に
お
け
る
同
�
・
擴
大
の
傾
向
で
あ
る
︒
秦
は
︑
睡
虎
地
秦
鯵
が
筆
寫
さ
れ

た
秦
王
政
�
Û
-
に
至
る
ま
で
︑
必
�
に
應
じ
て
怨
た
な
律
・
令
を
O
加
し
つ
つ
︑
關
中
地
區
を
對
象
と
し
た
當
初
の
律
�
を
占
領
地
に
も
そ

の
ま
ま
�
用
し
︑
他
國
の
7
民
を
可
能
な
限
り
﹁
秦
﹂
に
組
み
w
ん
で
い
た
︒
徠
民
q
の
記
事
が
示
す
如
く
︑
確
か
に
﹁
故
﹂
と
﹁
怨
﹂
な
る

區
別
は
存
在
し
た
︒
し
か
し
そ
れ
は
︑
關
中
地
區
と
そ
れ
以
外
と
い
っ
た
固
定
�
な
地
域
區
分
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
︑
領
域
擴
大
に
t
い

漸
Ø
�
に
周
緣
部
へ
と
&
怨
さ
れ
て
ゆ
く
相
對
�
な
區
別
で
あ
り
︑
ま
た
﹁
怨
﹂
の
民
も
秦
人
で
あ
る
こ
と
に
變
わ
り
は
な
か
っ
た
︒
秦
の
國

制
は
﹁
故
地
﹂
と
﹁
占
領
地
﹂
と
の
閒
に
嚴
密
な
區
別
を
設
け
る
不
聯
續
の
關
係
で
は
な
く
︑
均
質
�
な
瓜
治
を
占
領
地
に
も
擴
大
し
て
い
く
︑

聯
續
性
の
�
�
で
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

そ
の
上
で
戰
國
秦
の
國
制
は
︑
少
な
く
と
も
K
の
三
つ
の
時
-
に
分
け
て
把
握
す
る
必
�
が
あ
る
︒

(Ⅰ
)
內
�
等
の
中
央
諸
官
が
關
中
地
區
の
縣
・
\
・
都
官
を
分
掌
・
瓜
.
す
る
段
階
︒
行
政
は
諸
縣
を
單
位
と
す
る
形
で
整
備
さ
れ
︑

﹁
郡
﹂
と
畿
內
の
區
分
は
未
成
立
で
あ
る
︒

(Ⅱ
)
領
域
擴
大
に
t
い
﹁
郡
﹂
が
設
置
さ
れ
︑
郡
守
が
中
央
官
の
職
掌
を
代
行
す
る
段
階
︒
律
令
は
基
本
�
に

(
Ⅰ
)
の
も
の
を
︑
內
�

を
郡
守
に
讀
み
替
え
る
な
ど
し
て
準
用
し
︑
さ
ら
に
時
々
の
必
�
に
應
じ
て
王
令

(律
令
)
を
O
加
・
再
公
布
す
る
︒

(Ⅲ
)
瓜
一
に
向
け
て
律
�
や
語
句
の
整
備
・
改
定
が
行
わ
れ
︑
畿
內
﹁
中
﹂
と
畿
外
﹁
郡
﹂
が
區
劃
さ
れ
︑
�
者
を
內
�
等
の
中
央
諸
官
︑

後
者
を
郡
守
が
管
.
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
分
掌
や
�
書
行
政
の
經
路
が
整
備
さ
れ
て
い
く
段
階
︒

お
お
よ
そ
の
時
-
と
し
て
は
︑
段
階

(Ⅰ
)
が
商
君
變
法
か
ら
惠
�
君
-
︑
段
階

(Ⅱ
)
が
惠
�
王
か
ら
昭
襄
王
・
秦
王
政
の
�
Û
ま
で
︑

段
階

(Ⅲ
)
が
秦
王
政
の
後
Û
-
以
影
に
相
當
す
る
だ
ろ
う
︒
睡
虎
地
秦
鯵
の
秦
律
は
大
部
分
が

(
Ⅰ
)
段
階
に
制
定
さ
れ
た
律
�
で
あ
り
︑

少
數
の

(Ⅱ
)
段
階
の
律
�
が
混
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
睡
虎
地
秦
鯵
﹃
Á
年
記
﹄
に
據
れ
ば
︑
墓
J
﹁
喜
﹂
は
秦
王
政
元
年

(�
二

― 66 ―

430



四
六
)
に
﹁
傅
﹂
さ
れ
︑
同
三
年

(�
二
四
四
)
に
﹁
�
﹂
に
�
用
さ
れ
て
以
影
︑
同
十
三
年

(�
二
三
四
)
に
﹁
從
軍
﹂
す
る
ま
で
︑
南
郡
諸

縣
の
令
�
と
し
て
活
Ü
し
て
い
た
と
思
し
い
︒
そ
の
年
代
と
比
�
し
て
も
︑
睡
虎
地
秦
鯵
の
內
容
は
︑
�
外
な
ほ
ど
古
い
段
階
の
も
の
を
保
存

し
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
︒

右
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
︑
戰
國
秦
の
﹁
邦
﹂
が
畿
內
領
域
の
み
を
指
し
て
い
た
と
す
る
見
解
は
︑
端
�
に
言
え
ば
段
階

(Ⅰ
)
の
律
令
に
見

え
る
﹁
邦
﹂
を
︑
段
階

(Ⅲ
)
の
畿
內
／
畿
外
の
區
分
に
結
び
附
け
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
確
か
に
兩
者
は
︑
關
中
地
區
と
い
う
同

じ
ス
ケ
ー
ル
を
持
つ
︒
し
か
し
﹁
邦
﹂
と
畿
內

(京
師
)
は
時
代
性
を
衣
に
す
る
別
個
の
槪
念
で
あ
り
︑
こ
れ
を
安
易
に
接
合
す
る
解
釋
は
︑

鵺
の
よ
う
に
實
在
し
な
い
體
制
を
描
き
出
す
結
果
に
陷
り
か
ね
な
い
と
考
え
る
︒

結
び
に
か
え
て

以
上
︑
睡
虎
地
秦
鯵
を
中
心
に
︑
戰
國
秦
の
﹁
邦
﹂
の
字
義
を
分
析
し
︑
ま
た
﹁
故
秦
﹂
や
﹁
中
縣
﹂
と
い
っ
た
畿
內
�
識
に
關
わ
る
語
句

の
再
檢
證
を
行
っ
て
き
た
︒

ま
ず
﹁
邦
﹂
に
つ
い
て
は
︑
睡
虎
地
秦
鯵
は
も
と
よ
り
︑
戰
國
-
を
9
じ
て
秦
の
畿
內
の
み
を
指
し
た
事
例
は
確
�
で
き
ず
︑
基
本
�
に

﹁
秦
邦
﹂
や
そ
れ
以
外
の
國
家
を
�
味
し
︑
城
邑
や
都
市
國
家

(國
都
)
を
指
す
古
義
�
な
用
例
も
︑﹃
日
書
﹄
を
中
心
に
か
な
り
廣
く
�
め
ら

れ
た
︒
ま
た
﹁
臣
邦
﹂
の
よ
う
に
獨
自
の
君
J
を
戴
く
集
團
は
︑
秦
の
實
效
荏
�
領
域
內
で
あ
っ
て
も
︑﹁
秦
﹂
と
は
別
の
一
個
の
﹁
邦
﹂
と

し
て
�
わ
れ
て
い
た
︒
西
周
金
�
以
來
︑
周
室
・
諸
侯
は
も
と
よ
り
︑
}
屬
す
る
蠻
夷
集
團(69

)
も
廣
く
﹁
邦
﹂
と
呼
稱
さ
れ
て
き
た
事
實
に
鑑
み

れ
ば
︑
先
秦
時
代
の
﹁
邦
﹂
は
第
一
義
�
に
は
獨
自
の
君
J
を
戴
く
政
體
一
般
を
�
味
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
從
っ
て
秦
に

お
け
る
﹁
邦
﹂
の
原
義
は
あ
く
ま
で
﹁
秦
邦
﹂
で
あ
り
︑
郡
に
﹁
邦
﹂
官
が
置
か
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
︑
獨
自
の
君
J
を
持
た
な
い
郡
が

﹁
邦
﹂
と
呼
ば
れ
た
り
︑
畿
內
と
別
個
の
﹁
邦
﹂
と
�
識
さ
れ
る
こ
と
は
︑
原
則
と
し
て
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
︒

K
に
﹁
故
秦
﹂
で
あ
る
︒
關
中
地
區
が
一
貫
し
て
﹁
故
秦
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
す
る
見
解
に
は
問
題
が
あ
る
︒
少
な
く
と
も
睡
虎
地
秦
鯵
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の
﹁
游
士
律
﹂
は
そ
の
よ
う
に
解
釋
で
き
ず
︑
戰
國
-
に
﹁
故
秦
﹂
と
い
う
固
定
�
な
地
域
區
分
が
存
在
し
た
と
は
考
え
難
い
︒
從
來
の
見
解

は
︑
漢
代
�
料
に
見
え
る
秦
の
故
地
�
識
に
︑
�
�
の
衣
な
る
睡
虎
地
秦
鯵
﹁
游
士
律
﹂
と
﹃
商
君
書
﹄
徠
民
q
の
記
事
を
接
合
し
︑
さ
ら
に

睡
虎
地
秦
律
の
多
く
が
關
中
地
區
を
對
象
と
す
る
事
實
を
混
同
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
實
際
に
は
先
行
硏
究
で
も
﹁
故
秦
﹂
の
範
圍
は

食
い
G
っ
て
お
り
︑
硏
究
上
の
L
用
に
堪
え
る
槪
念
と
は
言
え
な
い
︒

戰
國
秦
は
領
域
擴
大
に
t
い
︑
舊
來
の
領
域
の
邊
緣
に
郡
を
設
置
し
︑﹁
邦
﹂
の
內
部
に
﹁
中
﹂
と
﹁
郡
﹂
と
い
う
區
劃
が
K
第
に
形
成
さ

れ
た
と
推
定
さ
れ
る
︒
し
か
し
そ
の
國
制
は
︑
兩
者
の
閒
に
﹁
本
國
﹂
と
﹁
占
領
地
﹂
と
い
っ
た
等
差
を
設
け
る
も
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
關

中
地
區
が
〝
領
域
+
體
〟
で
あ
っ
た
時
-
に
整
備
さ
れ
た
法
體
系
を
︑
そ
の
ま
ま
各
郡
に
も
施
行
し
て
い
く
形
で
展
開
し
た
︒
そ
れ
は
不
聯
續

の
關
係
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
擴
大
・
同
�
の
�
�
で
理
解
す
べ
き
と
考
え
る
︒

睡
虎
地
秦
鯵
の
出
土
以
影
︑
硏
究
者
は
そ
の
內
容
を
︑﹁
秦
代
﹂
あ
る
い
は
﹁
戰
國
秦
﹂
と
い
う
時
代
枠
で
捉
え
て
き
た
︒
そ
こ
に
﹁
郡
﹂

の
Ý
が
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
事
實
か
ら
︑
秦
で
は
關
中
地
區
の
み
を
本
國
と
し
︑
各
縣
を
單
位
に
完
結
す
る
體
制
が
長
く
存
續
し
た
と
考
え

ら
れ
︑
ま
た
郡
が
縣
を
瓜
.
す
る
@
A
の
後
代
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
里
耶
秦
鯵
や
嶽
麓
秦
鯵
の
公
表
に
よ
り
︑
戰
國
末
に
は

﹁
郡
﹂
の
權
限
を
�
提
と
し
た
+
國
規
模
の
�
書
行
政
が
確
立
さ
れ
て
お
り
︑
律
令
上
で
も
﹁
中
﹂
と
﹁
郡
﹂
と
を
區
別
し
た
諸
規
定
が
整
備

さ
れ
て
い
た
事
實
が
u
�
し
て
い
る
︒
睡
虎
地
秦
鯵
は
�
外
な
ほ
ど
古
い
內
容
を
保
存
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
戰
國
末
か
ら
瓜
一
-
の
實
態

を
︑
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
は
困
難
な
の
で
あ
る
︒

�
後
に
︑
瓜
一
�
後
︑
秦
の
公
�
用
語
か
ら
﹁
邦
﹂
の
多
く
が
Ý
を
)
し
て
い
る
事
實
は
︑
ど
の
よ
う
に
Ê
價
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
ず

は
﹁
郡
邦
尉
﹂
な
ど
原
義
か
ら
乖
離
し
た
﹁
邦
﹂
官
や
︑﹁
邦
門
﹂
な
ど
の
古
い
用
語
を
廣
く
淘
汰
し
て
い
る
點
を
確
�
で
き
る
︒
こ
れ
は
因

循
し
て
L
用
さ
れ
て
き
た
用
語
を
整
理
し
︑
よ
り
實
態
に
卽
し
た
語
句
に
變
&
し
た
も
の
と
Ê
價
で
き
る
︒
た
だ
瓜
一
秦
の
�
料
に
秦
國
+
體

を
指
す
﹁
邦
﹂
も
ほ
と
ん
ど
確
�
で
き
ず
︑﹁
秦
﹂
と
い
う
名
稱
自
體
も
L
用
が
制
限
さ
れ
た
事
實
に
鑑
み
れ
ば
︑
單
な
る
用
語
の
整
理
の
み

で
は
說
�
が
つ
か
な
い
︒
や
は
り
始
皇
;
は
︑﹁
秦
﹂
や
﹁
邦
﹂
と
い
っ
た
舊
來
の
枠
組
み
自
體
を
淸
算
し
︑
皇
;
の
ほ
か
に
君
J
が
存
在
し
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な
い
︑
怨
た
な
國
家
體
制
の
@
築
を
目
指
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
﹁
萬
邦
﹂
に
君
臨
す
る
王
權
と
は
本
質
�
に
衣
な
り
︑
實
效

荏
�
の
5
無
を
以
て
世
界
を
劃
す
る
固
い
體
制
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
︑
瓜
一
以
後
の
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
爾
後
の
課
題
と
す
る
ほ
か
な

い
︒本

稿
で
は
詳
し
く
議
論
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
︑
か
か
る
國
制
上
の
展
開
を
跡
づ
け
る
た
め
に
は
︑
や
は
り
內
�
の
實
體
と
そ
の
變

�
︑
そ
し
て
郡
縣
制
と
の
關
わ
り
が
重
�
な
課
題
と
な
る
︒
ま
た
︑
嶽
麓
秦
鯵
に
見
え
る
﹁
怨
地
・
怨
黔
首
﹂
や
﹁
徼
﹂
な
ど
︑
さ
ら
に
檢
討

す
べ
き
關
聯
問
題
も
多
い
︒
こ
れ
ら
を
K
の
課
題
と
し
︑
本
稿
の
作
業
を
ひ
と
ま
ず
ß
え
た
い
と
考
え
る
︒

�(1
)

先
秦
-
の
黃
河
・
長
江
液
域
は
︑
中
國
�
�
內
部
に
お
い
て
は
無

數
の
﹁
邦
﹂
(殷
代
は
﹁
方
﹂)
が
分
立
す
る
世
界
と
見
な
さ
れ
て
お

り
︑
西
周
時
代
の
周
王
は
﹁
周
邦
﹂
の
君
で
あ
る
と
同
時
に
﹁
四

方
・
四
或
﹂
の
﹁
萬
邦
﹂
を
瓜
べ
る
存
在
で
も
あ
っ
た
︒
豐
田
久
一

九
八
九
︑
松
井
嘉
德
二
〇
〇
二
な
ど
を
參
照
︒

(2
)

大
西
克
也
二
〇
〇
二
を
參
照
︒

(3
)

｢邦
﹂
字
の
�
諱
に
つ
い
て
は
︑
大
西
二
〇
〇
二
の
ほ
か
︑
例
え

ば
死
後
�
諱
の
立
場
に
立
つ
龐
樸
一
九
七
七
︑
生
�
�
諱
と
﹁
國
﹂

﹁
邦
﹂
の
同
義
互
奄
說
の
立
場
を
取
る
影
山
輝
國
二
〇
〇
五
な
ど
の

硏
究
が
あ
る
︒

(4
)

｢或

(國
)﹂
の
原
義
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
こ
れ
を
邑
と
武
器
の
象
形

と
見
︑
城
壁
で
圍
繞
さ
れ
た
都
市
國
家
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
す
る

古
典
�
見
解
が
あ
っ
た

(于
省
吾
一
九
八
一
︑
白
川
靜
一
九
八
四
な

ど
)︒
し
か
し
大
西
二
〇
〇
二
が
論
ず
る
よ
う
に
︑
西
周
-
の
﹁
或

(國
)﹂
の
用
例
に
は
﹁
下
或

(國
)﹂﹁
東
或
﹂﹁
南
或
﹂﹁
四
或

(
國
)﹂
な
ど
廣
域
�
地
域
を
指
す
も
の
が
見
ら
れ
︑
何
â
銘
�
の

﹁
中
或
﹂
も
單
一
の
城
邑
と
い
う
よ
り
は
︑
洛
邑
附
�
の
土
地
を
指

し
た
も
の
で
あ
る

(
武
王
宣
言
時
に
成
周
洛
邑
は
未
円
設
で
あ
る
)︒

吉
本
\
y
二
〇
〇
三
も
西
周
-
の
廣
域
�
な
﹁
或

(
國
)﹂
の
字
義

を
�
め
︑
む
し
ろ
春
秋
-
に
諸
侯
國
レ
ヴ
ェ
ル
の
﹁
國
﹂
へ
と
縮
小

し
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
︒

(5
)

大
西
二
〇
〇
二
は
︑
﹁
邦
﹂
字
に
つ
い
て
は
西
周
・
春
秋
・
戰
國

-
を
9
じ
一
貫
し
て
﹁
國
家
を
表
わ
す
名
詞
﹂
で
あ
っ
た
と
論
じ
て

い
る
︒
本
稿
で
後
営
す
る
睡
虎
地
秦
鯵
の
事
例
に
つ
い
て
も
︑
縣
や

鄕
が
﹁
邦
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
す
る
說
を
斥
け
︑
基
本
�
に
は

﹁
國
家
﹂
を
�
味
し
て
い
た
と
解
釋
す
る
︒
こ
れ
に
對
し
工
6
元
男

一
九
九
一
は
睡
虎
地
秦
鯵
の
﹁
邦
﹂
が
多
義
性
を
持
ち
︑
縣
や
鄕
レ

ヴ
ェ
ル
の
城
邑
を
指
す
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
︒

(6
)

拙
稿
二
〇
一
五
︒

(7
)

楊
振
紅
二
〇
一
三
︒
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(8
)

周
海
鋒
二
〇
一
三
︒

(9
)

孫
聞
3
二
〇
一
六
・
第
一
違
第
二
£
﹁
秦
漢
太
尉
・
將
軍
演
變

考
﹂
參
照
︒

(10
)

工
6
元
男
一
九
八
四
︒

(11
)

鶴
閒
和
幸
一
九
九
二
︒

(12
)

鶴
閒
和
幸
一
九
九
七
︒

(13
)

大
櫛
敦
弘
一
九
九
九
︒

(14
)

大
櫛
敦
弘
二
〇
一
四
︒

(15
)

拙
稿
二
〇
一
七
︒

(16
)

鶴
閒
和
幸
一
九
九
七
が
指
摘
す
る
よ
う
に
﹃
漢
書
﹄
地
理
志
下
・

秦
地
に
﹁
故
秦
﹂
な
る
語
句
が
見
え
︑
戰
國
-
の
秦
を
指
し
て
い
る
︒

た
だ
し
そ
の
範
圍
は
﹁
內
�
﹂
よ
り
も
廣
く
﹁
雍
・
梁
二
州
﹂
の
地

で
あ
り
︑﹁
故
秦
地
天
下
三
分
之
一
︑
而
人
衆
不
=
什
三
︑
然
量
其

富
居
什
六
﹂
と
あ
る
︒
こ
れ
は
關
中
地
區
の
み
を
指
し
た
も
の
で
は

な
い
︒
先
行
硏
究
で
も
﹁
故
秦
﹂
を
關
中
地
區
・
畿
內

(內
�
)
と

す
る
工
6
・
大
櫛
說
と
︑
內
�
に
上
郡
・
隴
西
・
北
地
な
ど
の
諸
郡

を
加
え
た
土
地
と
す
る
鶴
閒
說
の
閒
で
は
︑
�
識
に
相
G
が
あ
る
︒

(17
)

た
と
え
ば
森
谷
一
樹
二
〇
〇
六
は
秦
・
漢
初
の
內
�
B
管
地
區
を

﹁
京
師
﹂
と
呼
稱
す
る
見
解
を
提
示
し
て
い
る
︒

(18
)

王
子
今
二
〇
〇
四
︒

(19
)

工
6
元
男
一
九
八
一
・
一
九
九
八
は
戰
國
秦
の
﹁
內
�
﹂
が
元
來

は
+
國
の
財
政
を
瓜
.
す
る
中
央
官

(後
の
治
粟
內
�
に
相
當
)
で

あ
っ
た
が
︑
縣
制
整
備
と
領
域
擴
大
に
t
い
︑
畿
內
行
政
と
+
國
財

政
の
二
重
性
を
5
す
る
よ
う
に
な
り
︑
戰
國
末
か
ら
瓜
一
-
に
治
粟

內
�
が
析
出
さ
れ
た
結
果
︑
內
�
は
再
Á
さ
れ
﹁
掌
治
京
師
﹂
の
行

政
官
と
な
っ
た
と
論
ず
る

(﹁
二
重
性
﹂
の
議
論
は
一
九
九
八
か
ら
)︒

こ
れ
に
對
し
江
村
治
樹
一
九
八
一
は
︑
內
�
が
當
初
か
ら
﹁
掌
治
京

師
﹂
の
行
政
官
で
あ
っ
た
と
す
る
︒
楊
振
紅
二
〇
一
三
も
同
樣
に
內

�
を
畿
內
の
行
政
官
と
理
解
し
て
い
る
︒﹁
內
�
﹂
を
め
ぐ
る
從
來

の
硏
究
は
大
櫛
敦
弘
二
〇
一
四
が
總
括
し
て
お
り
︑
﹁
二
重
性
﹂
な

ど
從
來
の
論
點
を
�
確
に
整
理
し
︑
內
�−

郡
守
の
﹁
讀
替
﹂
說
の

5
效
性
を
O
�
す
る
な
ど
︑
硏
究
�
上
重
�
な
位
置
を
占
め
る
︒
筆

者
も
二
〇
一
七
年
八
_
︑
中
國
人
民
大
學
で
開
催
さ
れ
た
第
六
屆
出

土
�
獻
靑
年
學
者
論
壇
の
席
上
で
﹁
戰
國
秦
�
內
�
與
郡
縣
制
﹂

(
石
洋
譯
)
と
題
し
て
硏
究
�
の
論
點
を
整
理
し
た
︒
そ
の
詳
細
は

別
に
機
會
を
得
て
公
表
す
る
豫
定
で
あ
る
︒

(20
)

里
耶
秦
鯵

J1-8-461
鯵
﹁
&
名
'
書
﹂
B
一
七
﹁
邊
塞
曰
故
塞
﹂︑

B
一
八
﹁
毋
塞
者
曰
故
徼
﹂
と
あ
る
︒
拙
稿
二
〇
一
五
參
照
︒

(21
)

嶽
麓
秦
鯵
﹃
秦
律
令

(壹
)
﹄
〇
九
八−

一
〇
二
鯵
﹁
之
1
徼○

中○

蠻
夷
而
未
盈
歲
︑
完
爲
城
旦
舂
﹂
︑
﹁
奴
婢
從
誘
︑
其
得
徼○

中○

︑
黥
顏

頯
︒
其
得
故○

徼○

外○

︑
城
旦
黥
之
︑
皆
畀
J
︒
誘
隸
臣
・
隸
臣
從
誘
︑

以
1
故○

塞○

徼○

外○

蠻
夷
︑
皆
黥
爲
城
旦
舂
︒
1
徼○

中○

蠻
夷
︑
黥
其
誘
者
︑

以
爲
城
旦
舂
︒
﹂
と
見
え
る
︒﹁
故
徼
﹂
は
瓜
一
時
點
の
秦
邦
の
境
界

線
﹁
徼
﹂
を
呼
び
替
え
た
表
現
で
あ
り
︑
當
然
な
が
ら
關
中
地
區
に

限
定
さ
れ
な
い
︒
﹁
徼
中
蠻
夷
﹂
は
領
域
內
側
に
在
っ
て
︑
秦
の
一

般
黔
首
と
衣
な
る
形
で
把
握
さ
れ
た
衣
民
族
の
居
7
地
で
あ
ろ
う
︒

(22
)

『�
記
﹄
西
南
夷
列
傳
﹁
秦
時
常
頞

(頗
)
略
9
五
尺
\
︑
諸
此

國
頗
置
(
焉
︒
十
餘
歲
︑
秦
滅
︒
4
漢
興
︑
皆
弃
此
國
而
開

(漢
書

作
關
)
蜀
故○

徼○

︑
巴
・
蜀
民
或
竊
出
商
賈
︑
取
其
筰
馬
・
僰
僮
・
髦

牛
︒
以
此
巴
・
蜀
殷
富
︒﹂
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(23
)

『爲
獄
等
狀
﹄
四
種
案
例
〇
一
・
〇
二
・
〇
五
・
一
四
に
﹁
邦
1
﹂

が
見
え
︑
〇
一
以
外
は
+
て
﹁
荊
﹂
な
ど
外
國
へ
の
2
1
で
あ
り
︑

〇
一
も
そ
の
可
能
性
が
高
い
︒
拙
稿
二
〇
一
七
參
照
︒

(24
)

裘
錫
圭
一
九
八
一
︒

(25
)

江
村
治
樹
一
九
八
一
︒

(26
)

森
谷
一
樹
二
〇
〇
六
︒

(27
)

大
櫛
敦
弘
二
〇
一
四
︒

(28
)

張
家
山
漢
鯵
﹃
二
年
律
令
﹄
の
記
営
か
ら
︑
漢
初
の
畿
內
諸
縣
は

內
�
の
み
な
ら
ず
︑
職
掌
每
に
太
�
・
太
卜
・
廷
尉
等
の
中
央
官
に

瓜
.
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
�
ら
か
と
な
っ
て
い
る
︒
森
谷
一
樹
二
〇

〇
六
︑
游
逸
飛
二
〇
一
二
︑
大
櫛
敦
弘
二
〇
一
四
參
照
︒
後
営
す
る

戰
國
秦
の
﹁
邦
司
空
﹂﹁
邦
尉
﹂
と
い
っ
た
﹁
邦
﹂
官
も
︑﹁
縣
司

空
﹂﹁
縣
尉
﹂
な
ど
諸
縣
の
官
を
瓜
.
し
て
い
た
と
考
え
る
︒

(29
)

吉
本
\
y
二
〇
〇
七
︒

(30
)

睡
虎
地
秦
鯵
の
秦
律
に
︑
少
な
く
と
も
惠
�
王
の
稱
王

(�
三
二

五
年
)
よ
り
以
�
の
條
�
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
︑﹁
公
室
﹂
(﹃
秦
律

十
八
種
﹄
工
律
︑
第
一
〇
〇
鯵
)・﹁
公
室
吿
﹂
(﹃
法
律
答
問
﹄
第
一

〇
三
鯵
︑
第
一
〇
四
︱
一
〇
五
鯵
)
と
い
う
語
句
か
ら
も
推
定
で
き

る
︒
里
耶
秦
鯵
﹁
&
名
'
書
﹂
に
﹁
王
室
曰
縣
官
﹂
(B
八
)︑﹁
公

室
曰
縣
官
﹂
(B
九
)
な
る
規
定
が
見
え
︑
瓜
一
以
�
の
秦
の
公
�

用
語
に
︑﹁
公
室
﹂﹁
王
室
﹂
の
二
つ
が
同
義
語
と
し
て
竝
存
し
て
い

た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
︒﹁
王
室
﹂
が
稱
王
以
後
の
用
語
で
あ
る
と
す

れ
ば
︑﹁
公
室
﹂
と
は
そ
れ
以
�
の
詔
令
や
律
�
等
で
L
用
さ
れ
て

い
た
語
で
あ
る
に
相
G
な
い
︒
そ
し
て
睡
虎
地
秦
律
に
﹁
公
室
﹂
な

る
語
句
が
殘
存
し
て
い
る
事
實
は
︑
當
該
條
�
が
稱
王
以
�
に
制
定

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
︑
稱
王
以
影
も
﹁
王
室
﹂
に
改
定
さ
れ
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
︑
の
二
點
を
强
く
示
唆
す
る
︒
さ
ら
に
秦
が

上
郡
を
獲
得
し
た
時
-
は
︑
稱
王
の
三
年
�
に
當
る
惠
�
君
十
年

(�
三
二
八
年
)
で
あ
る
︒
睡
虎
地
秦
律
の
多
く
に
郡
の
記
営
が
�

め
ら
れ
な
い
事
實
と
︑
稱
王
以
�
の
語
句
が
殘
存
し
て
い
る
事
實
は
︑

單
な
る
偶
然
で
は
あ
り
得
な
い
︒
商
鞅
變
法
か
ら
惠
�
王
稱
王
に
至

る
è
三
五
年
閒
に
︑
律
�
の
多
く
が
制
定
さ
れ
︑
そ
の
後
も
改
定
を

加
え
る
こ
と
な
く
︑
當
初
の
形
式
を
留
め
た
ま
ま
施
行
さ
れ
て
い
た

經
雲
を
物
語
る
︒
な
お
廣
瀨
薰
雄
二
〇
一
七
は
靑
川
木
牘
の
再
檢
證

を
行
い
︑
お
そ
ら
く
商
鞅
段
階
で
制
定
さ
れ
た
﹁
爲
田
律
﹂
を
︑
秦

武
王
が
丞
相
・
內
�
に
命
じ
て
再
公
布
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す

る
指
摘
を
行
っ
て
い
る
︒
ま
た
高
村
武
幸
氏
は
二
〇
一
八
年
五
_
に

開
催
さ
れ
た
第
六
三
囘
國
際
東
方
學
者
會
議
に
お
い
て
︑
秦
の
�
書

行
政
シ
ス
テ
ム
が
︑
�
四
世
紀
Û
ば
を
劃
-
と
す
る
比
�
�
短
い
時

閒
內
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
︒
い
ず
れ
も
極

め
て
示
唆
に
富
む
指
摘
で
あ
る
︒

(31
)

睡
虎
地
秦
律
の
中
で
も
�
確
に
郡
に
言
4
す
る
﹃
秦
律
十
八
種
﹄

置
(
律
第
一
五
八
鯵
﹁
縣
・
都
官
・
十
二
郡
免
除
(
4
佐
・
羣
官

屬
﹂
は
︑
整
理
小
組
お
よ
び
�
揭
吉
本
\
y
二
〇
〇
七
が
秦
王
政
五

年

(�
二
四
二
年
)
の
東
郡
獲
得
よ
り
以
�
の
條
�
と
す
る
推
定
を

行
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
惠
�
王
-
か
ら
秦
王
政
卽
位
の
閒
に
も
︑
ê

つ
か
の
怨
規
の
律
�
の
制
定
が
行
わ
れ
︑
睡
虎
地
秦
鯵
が
そ
の
少
な

く
と
も
一
部
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
示
す
︒
ど
の
>
度
の
條
�
の
制

定
が
行
わ
れ
︑
う
ち
何
割
の
律
�
が
喜
に
よ
っ
て
筆
寫
さ
れ
て
い
た

の
か
は
︑
+
く
想
宴
に
任
せ
る
他
は
な
い
︒
た
だ
重
�
な
點
は
︑
置
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郡
後
に
O
加
さ
れ
た
少
數
の
條
�
と
︑
置
郡
以
�
の
舊
來
の
ま
ま
の

條
�
と
が
︑
特
に
改
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
同
居
し
︑
各
郡
に
お
い
て

施
行
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
な
お
十
二
郡
の
內

實
に
つ
い
て
は
晏
昌
貴
二
〇
一
二
に
詳
し
い
︒

(32
)

宮
宅
ë
二
〇
一
一
に
秦
漢
代
の
﹁
司
空
﹂
の
詳
し
い
檢
討
が
あ
り
︑

そ
の
中
で
睡
虎
地
秦
鯵
の
﹁
邦
司
空
﹂
が
縣
司
空
よ
り
上
位
の
︑
よ

り
王
權
に
密
接
し
た
相
應
の
官
で
あ
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
︒

(33
)

拙
稿
二
〇
一
五
參
照
︒

(34
)

｢南
陽
邦
尉
﹂
に
つ
い
て
は
拙
稿
二
〇
一
五
參
照
︒﹁
洞
庭
邦
尉
﹂

は
里
耶
秦
鯵

J1-9-430
に
﹁
〼
洞
庭
邦
尉
府
□
□
〼
﹂
と
見
え
︑

さ
ら
に

J1-9-1874
に
﹁
�
陵
邦
候
﹂
な
る
呼
稱
も
見
え
る

(湖
南

省
�
物
考
古
硏
究
B
二
〇
一
七
)︒﹁
洞
庭
邦
尉
﹂
は
疑
い
な
く
洞
庭

郡
に
設
置
さ
れ
た
邦
尉
で
︑﹁
郡
邦
尉
﹂
の
實
例
に
他
な
ら
な
い
︒

後
者
の
﹁
邦
候
﹂
は
邦
尉
の
屬
官
で
︑
張
家
山
漢
鯵
﹃
二
年
律
令
﹄

秩
律
に
い
う
﹁
中
候
・
郡
候
﹂
(秩
六
百
石
)
に
相
當
す
る
︒﹁
�
陵

邦
候
﹂
と
は
�
陵
縣
に
�
P
さ
れ
た
﹁
邦
候
﹂
で
あ
る
︒
里
耶
秦
鯵

J1-8-649
鯵
正
面
に
﹁
邦
尉
都
官
軍
在
縣
界
中
者
各
〼
⁝
⁝
皆
以

門
亭
行
怨
武
陵
言
書
到
□
〼
⁝
⁝
﹂
と
あ
り
︑﹁
�
陵
邦
候
﹂
は

﹁
邦
尉
都
官
軍
在
縣
界
中
者
﹂
の
實
例
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
こ

れ
ら
は
瓜
一
以
�
の
﹁
郡
邦
尉
﹂﹁
邦
候
﹂
を
示
す
重
�
な
怨
出
�

料
で
あ
る
︒

(35
)

孫
聞
3
二
〇
一
六
・
五
七−

六
三
頁
は
﹁
&
名
'
書
﹂
の
﹁
郡
邦

尉
↓
郡
尉
﹂
の
改
稱
規
定
を
根
據
に
︑
秦
で
は
領
域
+
土
が
﹁
邦
﹂

と
呼
ば
れ
た
が
︑
同
時
に
﹁
郡
﹂
も
ま
た
一
個
の
﹁
邦
﹂
と
見
な
さ

れ
た
と
推
定
し
て
い
る
︒
し
か
し
こ
の
見
解
に
は
同
�
で
き
な
い
︒

﹁
�
陵
邦
候
﹂
(J1-9-1874)
は
�
陵
縣
に
�
P
さ
れ
た
﹁
邦
候
﹂

(
邦
尉
の
屬
官
)
で
あ
り
︑
こ
の
﹁
邦
﹂
は
�
陵
縣
を
�
味
す
る
も

の
で
は
あ
り
得
な
い
︒
同
樣
に
﹁
洞
庭
邦
尉
﹂
や
﹁
南
陽
邦
尉
﹂
な

ど
の
﹁
郡
邦
尉
﹂
も
︑
あ
く
ま
で
﹁
邦
尉
﹂
(當
初
は
關
中
地
區
を

管
掌
)
が
郡
に
も
設
置
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
︑
郡
が

﹁
邦
﹂
で
あ
っ
た
譯
で
は
な
い
︒
加
え
て
先
に
檢
討
し
た
如
く
︑
秦

鯵
の
﹁
邦
﹂
は
﹁
秦
邦
﹂
も
し
く
は
城
邑
を
指
す
用
例
が
壓
倒
�
で

あ
り
︑
畿
內
と
郡
の
閒
に
﹁
邦
﹂
の
區
別
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
痕

跡
は
�
め
が
た
い
︒
ま
た
傳
世
�
獻
に
目
を
向
け
て
も
︑﹃
�
記
﹄

秦
始
皇
本
紀
﹁
嫪
毐
封
爲
長
信
侯
︑
予
之
山
陽
地
︑
令
毐
居
之
︒
宮

室
車
馬
衣
}
苑
囿
馳
獵
恣
毐
︑
事
無
小
大
皆
決
於
毐
︒
印
以
河
西
・

太
原
郡○

&
爲
毐
國○

﹂
︑
穰
侯
列
傳
﹁
於
是
秦
昭
王
悟
︑
乃
免
相
國
︑

令
涇
陽
之
屬
皆
出
關
︑
就
封
邑
︒
穰
侯
出
關
︑
輜
車
千
乘
5
餘
︒
穰

侯
卒
於
陶
︑
而
因
葬
焉
︒
秦
復
收
陶
爲
郡
﹂
と
︑﹁
國
﹂・
封
邑
と

﹁
郡
﹂
と
は
�
確
に
區
別
さ
れ
て
い
た
︒
そ
も
そ
も
戰
國
秦
で
﹁
郡
﹂

が
﹁
邦
﹂
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
︑﹁
郡
邦
尉
﹂
と
い
う

官
職
名
は
衣
�
同
義
語
を
重
ね
た
不
可
解
な
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら

な
い
し
︑
な
ぜ
郡
守
を
邦
守
と
呼
稱
し
な
い
の
か
も
說
�
で
き
な
い
︒

以
上
か
ら
︑
戰
國
秦
で
は
郡
・
縣
に
﹁
邦
﹂
官
が
�
P
・
設
置
さ
れ

る
こ
と
は
あ
っ
て
も
︑
畿
內
と
郡
と
の
閒
に
﹁
邦
﹂
の
G
い
は
存
在

せ
ず
︑
ま
た
郡
が
﹁
邦
﹂
と
�
識
さ
れ
る
こ
と
も
原
則
と
し
て
な

か
っ
た
と
考
え
る
︒

(36
)

拙
稿
二
〇
〇
七
參
照
︒

(37
)

睡
虎
地
秦
鯵
﹃
秦
律
十
八
種
﹄
第
二
〇
一
鯵
︻
表
Ⅰ
：
14
︼
に

﹁
\
官
︑
隸
臣
妾
・
收
人
を
相
輸
せ
ば
︑
必
ず
其
の
已
に
稟
く
る
の
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年
_
日
︑
衣
を
`
く
る
や
未
だ
`
け
ざ
る
や
︑
妻
5
る
や
5
る
無
き

や
を
署
せ
︒
`
く
べ
き
者
は
律
を
以
て
續
け
て
之
に
食
衣
せ
よ
︒
屬

邦
﹇
律
﹈﹂
と
︑
\
官
の
續
食
に
關
す
る
律
の
規
定
が
あ
り
︑
秦
代

の
屬
邦
が
各
地
の
\
に
一
定
の
管
.
權
を
5
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆

す
る
︒

(38
)

矢
澤
悅
子
一
九
九
七
︑
劉
瑞
一
九
九
九
︑
拙
稿
二
〇
〇
七
を
參
照
︒

漢
代
の
典
屬
國
は
﹃
漢
書
﹄
百
官
公
卿
表
上
﹁
典
屬
國
︑
秦
官
︑
掌

蠻
夷
影
者
︒
武
;
元
狩
三
年
昆
f
王
影
︑
復
增
屬
國
︑
置
都
尉
・

丞
・
候
・
千
人
︒
屬
官
︑
九
譯
令
︒
成
;
河
N
元
年
省
幷
大
鴻
臚
︒﹂

と
見
え
る
︒

(39
)

｢屬
邦
﹂
銘
を
持
つ
靑
銅
兵
器
に
五
年
相
邦
呂
不
韋
戈

(﹃
殷
周
金

�
集
成
﹄
一
一
三
九
六
)︑
八
年
相
邦
呂
不
韋
戈

(﹃
集
成
﹄
一
一
三

九
五
)︑
少
府
矛

(﹃
集
成
﹄
一
一
五
三
二
)︑
十
三
年
少
府
矛

(﹃
集

成
﹄
一
一
五
五
〇
)︑
寺
工
矛

(﹃
集
成
﹄
一
一
五
三
三
)︑
屬
邦
矛

(袁
仲
一
・
一
九
八
四
)
な
ど
が
あ
る
︒
ま
た
十
四
年
屬
邦
戈
が
廣

州
市
東
郊
の
羅
岡
M
4
よ
り
出
土
し
て
い
る

(廣
州
市
�
物
管
理
委

員
會
﹁
廣
州
東
郊
羅
岡
秦
墓
發
掘
鯵
報
﹂︑﹃
考
古
﹄
一
九
六
二
年
第

八
-
)︒
屬
邦
は
咸
陽
で
中
央
諸
官
の
一
つ
と
し
て
武
器
の
鑄
A
・

保
管
・
管
理
・
荏
給
を
行
い
︑
ま
た
\
官
を
9
じ
て
衣
民
族
を
動
員

し
た
り
︑
屬
官
が
�
�
線
に
出
征
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

(40
)

こ
の
紀
年
復
元
は
︑
東
京
外
國
語
大
學
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語

�
�
硏
究
B
の
共
同
利
用
・
共
同
硏
究
課
題
﹁
鯵
牘
學
か
ら
日
本
東

洋
學
の
復
活
の
\
を
探
る

︱
︱
中
國
古
代
鯵
牘
の
橫
斷
領
域
�
硏

究

(3
)﹂
(代
表
：
陶
安
あ
ん
ど
)
に
お
け
る
目
黑
杏
子
氏
の
復
元

に
據
る
︒

(41
)

｢卒
人
﹂
は
郡
守
ク
ラ
ス
の
敬
稱
で
︑
こ
こ
で
は
內
�
・
屬
邦
・

郡
守
を
指
す
︒
陶
安
あ
ん
ど
二
〇
一
六
參
照
︒

(42
)

里
耶
秦
鯵

J1-16-5﹁
今
洞
庭
兵
輸
內
�
︑
4
巴
・
南
郡
・
蒼
梧

輸
甲
兵
︑
當
傳
者
多
﹂
︑
同

J1-10-15
﹁
□
五
十
歲
居
內
�
七
歲
□

□
﹂
な
ど
︒
內
�
と
諸
郡
の
行
政
�
區
劃
が
い
つ
か
ら
存
在
し
た
の

か
︑
ま
た
內
�
に
+
土
を
管
.
す
る
中
央
官
�
職
掌

(い
わ
ゆ
る

﹁
二
重
性
﹂)
が
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
︑
先
行
硏
究
で
も
見
解
が
分

か
れ
て
い
る
︒
別
稿
で
詳
し
く
檢
討
し
た
い
と
考
え
る
︒

(43
)

里
耶
秦
鯵

J1-9-2287﹁
廿
六
年
五
_
辛
巳
朔
壬
辰
︑
酉
陽
齮
敢

吿
�
陵
守
︒
或
詣
男
子
它
︑
辭
曰
︑
士
五
︑
居
怨
武
陵
軴
上
︒
º
歲

八
_
毄

(擊
)
反
寇
︑
�
陵
屬
邦
候
顯
・
候
丞
不
智
名
與
反
寇
戰
︑

丞
死
︒
它
獄
�
陵
︑
論
︑
耐
它
爲
侯

(候
)
︑
P
它
歸
復
令
︒
令
�

畸
O
n
它
&
論
︑
它
毄

(
繫
)
獄
府
︑
去
1
︒
令
�
可
以
書
到
時
定

名
(

(
事
)
里
︑
1
年
日
_
︑
它
坐
︑
論
報
𢼜

(赦
)
辠

(罪
)
云

何
︑
或
Í
問
毋
5
P
識
者
︑
當
ñ
ñ
︑
爲
報
︒
勿
留
︒
敢
吿
J
︒

(下
略
)﹂

(44
)

こ
の
點
は
里
耶
秦
鯵
の
﹁
屬
邦
﹂
關
聯
條
�
の
�
報
を
含
め
︑
高

村
武
幸
氏
の
敎
示
を
得
た
︒

(45
)

工
6
元
男
一
九
九
一
︒

(46
)

大
西
克
也
二
〇
〇
二
︒

(47
)

楊
振
紅
二
〇
一
四
︒

(48
)

工
6
元
男
一
九
八
一
・
一
九
九
八
︑
山
田
�
芳
一
九
九
三
第
四
違

﹁
徭
役
・
兵
役
﹂
︑
重
�
�
樹
一
九
九
九
第
四
違
﹁
徭
役
﹂
︑
大
櫛
敦

弘
一
九
九
九
な
ど
︒
ま
た
土
口
�
記
二
〇
一
〇
も
﹁
邦
中
｣=

關
中

說
の
根
據
が
ó
ô
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
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(49
)

廣
瀨
薰
雄
二
〇
一
〇
第
七
違
附
論
﹁
卒
の
踐
&
﹂︒

(50
)

森
谷
一
樹
二
〇
〇
六
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
張
家
山
漢
鯵
﹃
二
年

律
令
﹄
津
關
令
・
第
五
〇
二
鯵
に
女
子
の
9
行
に
關
し
て
函
谷
關
か

ら
內
�
︑
內
�
か
ら
相
國
へ
の
上
書
が
確
�
で
き
る
︒
こ
こ
か
ら
類

推
す
れ
ば
︑﹃
法
律
答
問
﹄
で
內
�
が
管
理
し
て
い
た
﹁
邦
關
﹂
に

函
谷
關
が
含
ま
れ
て
い
た
蓋
然
性
は
極
め
て
高
い
と
考
え
る
︒

(51
)

山
田
�
芳
一
九
九
三
・
四
四
八
頁
︑
大
櫛
敦
弘
二
〇
〇
二
︒

(52
)

｢邦
﹂
領
域
が
擴
大
し
た
後
も
︑
函
谷
關
等
の
ラ
イ
ン
が
õ
9
を

管
理
す
る
�
衝
で
あ
り
續
け
た
こ
と
は
︑
張
家
山
漢
鯵
﹁
津
關
令
﹂

の
內
容
や
︑
嶽
麓
秦
鯵
﹃
秦
律
令

(壹
)﹄
第
一
類
・
〇
五
三
鯵

﹁
郡
4
襄
武
レ

・
上
雒
レ

・
商
レ

・
函
谷
關
外
人
4
䙴
(
�
)
郡
・
襄

武
・
上
雒
・
商
・
函
谷
關
外
﹂
に
よ
り
�
ら
か
で
あ
る
︒
た
だ
し

﹃
秦
律
令
﹄
當
該
鯵
は
函
谷
關
等
を
﹁
邦
關
﹂
と
は
呼
ん
で
い
な
い
︒

(53
)

里
耶
秦
鯵

J1-8-1516
正
面
﹁
廿
六
年
十
二
_
癸
丑
朔
庚
申
︑
�

陵
守
祿
敢
言
之
︒
沮
守
瘳
言
︒
課
廿
四
年
畜
レ

︑
息
子
得
錢
殿
︒
沮

守
周
J
爲
怨○

地○

(○

︑
令
縣
論
︑
言
夬
︒
●
問
之
︑
周
不
在
レ

�
陵
︒

敢
言
之
︒﹂
張
家
山
漢
鯵
﹃
奏
讞
書
﹄
案
例
一
八
﹁
令
︑
B
取
榎○

怨○

地○

多
群
盜
︑
(
B
興
與
群
盜
Å
︑
去
北
︑
以
儋
乏
不
鬭
律
論
︒﹂
い

ず
れ
も
獲
得
直
後
の
領
域
を
指
し
た
と
思
し
い
︒
始
皇
;
二
十
七
年

の
紀
年
を
持
つ
張
家
山
漢
鯵
﹃
奏
讞
書
﹄
案
例
一
八
に
も
﹁
怨
黔

首
﹂﹁
荊
怨
地
﹂
の
記
営
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
﹁
怨
地
﹂﹁
怨
黔
首
﹂
に

つ
い
て
は
于
振
波
二
〇
〇
九
に
檢
討
が
あ
る
︒
さ
ら
に
本
稿
校
正
中

に
入
手
し
た
嶽
麓
秦
鯵
﹃
秦
律
令

(貳
)﹄
に
も
同
樣
の
語
句
が
見

え
︑﹁
故
黔
首
﹂
と
對
比
し
た
條
�
も
確
�
で
き
る

(〇
三
九−

〇

四
四
鯵
)︒
こ
れ
ら
の
事
例
に
つ
い
て
は
ま
た
別
に
機
會
を
得
て
論

じ
た
い
と
考
え
る
︒

(54
)

李
洪
財
二
〇
一
六
は
﹁
從
人
﹂
と
は
秦
に
滅
ぼ
さ
れ
た
反
秦
諸
侯

國
の
人
閒
の
中
で
も
身
分
の
高
い
者
l
を
指
す
呼
稱
で
あ
り
︑
傳
世

�
獻
に
い
う
﹁
合
從
﹂
の
人
を
原
義
と
し
て
い
た
と
す
る
︒

(55
)

守
屋
美
都
雄
一
九
五
七
︑
西
嶋
定
生
一
九
六
一
・
第
五
違
第
三
£

﹁
郡
縣
制
の
形
成
と
二
十
等
T
﹂
︑
好
竝
隆
司
一
九
九
二
な
ど
を
參
照
︒

(56
)

秦
は
�
三
二
八
年
に
上
郡
を
獲
得
し
て
以
影
︑
�
三
二
五
年
に
陝

縣
︑
�
三
一
六
年
に
蜀
・
巴
︑
�
三
一
二
年
に
漢
中
郡
︑
�
二
九
〇
～

二
八
六
年
に
河
東
・
河
內
︑
�
二
七
八
年
に
南
郡
︑
�
二
七
二
年
に

南
陽
郡
︑
�
二
七
一
年
に
北
地
郡
の
地
を
得
て
い
る
︒
侯
國
が
置
か

れ
た
蜀
は
別
に
し
て
も
︑
上
郡
・
陝
縣
・
漢
中
郡
な
ど
は
長
N
の
戰

い
よ
り
五
〇
年
以
上
溯
り
︑
河
東
・
河
內
も
二
六
年
以
上
經
=
し
て

い
る
︒
こ
の
閒
︑
關
中
地
區
の
み
が
一
貫
し
て
﹁
故
秦
﹂
で
あ
り
︑
そ

れ
以
外
が
﹁
怨
地
﹂
で
あ
り
續
け
た
と
は
考
え
が
た
い
︒
ま
し
て
戰

國
末
か
ら
瓜
一
-
の
﹁
怨
﹂
と
は
︑
よ
り
周
緣
の
占
領
直
後
の
土
地
・

民
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
﹁
故
﹂
と
﹁
怨
﹂
は
固
定
�
な
地
域
で
は
な
く
︑

領
域
の
擴
大
に
よ
り
推
轉
す
る
相
對
�
區
別
で
あ
っ
た
と
考
え
る
︒

(57
)

西
嶋
定
生
一
九
六
一
・
五
一
七
頁
以
下
で
は
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
怨

縣
﹂
形
成
の
契
機
と
し
て
秦
に
よ
る
占
領
地
の
舊
7
民
の
强
制
移
7

と
︑
秦
か
ら
の
徙
民
政
策
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
王
子
今
二
〇
一
五

も
同
樣
の
事
例
を
よ
り
詳
細
に
檢
討
し
て
い
る
︒

(58
)

戰
國
秦
が
影
伏
し
た
他
國
の
郡
縣
7
民
を
︑
原
則
と
し
て
た
だ
ち

に
﹁
秦
﹂
に
Á
入
し
て
い
た
事
實
に
つ
い
て
は
拙
稿
二
〇
一
三
a
／

二
〇
一
七
を
參
照
︒
無
論
Á
入
直
後
の
民
が
﹁
怨
民
﹂﹁
怨
黔
首
﹂

と
し
て
�
わ
れ
た
こ
と
は
確
實
で
あ
り
︑
ま
た
舊
B
屬
國
の
T
位
等
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を
保
存
す
る
こ
と
も
あ
っ
た

(里
耶
秦
鯵
﹁
戶
籍
鯵
﹂
)
が
︑
そ
れ
は

自
國
民
と
し
て
�
わ
な
い
こ
と
を
�
味
し
な
い
し
︑
ま
た
關
外
の
7

民
+
て
を
﹁
怨
﹂
と
�
定
し
續
け
て
い
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
︒

(59
)

『爲
獄
等
狀
﹄
四
種
︑
案
例
一
四
︑
第
二
一
八
︱
二
二
一
鯵
﹁
5

(
印
)
曰
：
馮
將
軍
子
臣
癸
敢
昧
死
謁
胡
陽
公
︒
丈
人
詔
令
癸
出
田

南
陽
︐
因
穜

(種
)
食
・
錢
貣

(貸
)︐
以
爲
私
︻
書
︼︒
癸
田
怨
壄

(野
)︒
怨
壄

(野
)
丞
J
幸
叚

(假
)
癸
錢
・
食
一
歲
︐
小
(
莫
敢

訶
癸
︒
今
胡
︻
陽
少
內
丞
矰
□
︼
謂
癸
非
馮
將
軍
子
︒
癸
居
秦○

中○

︐

名
聞
︐
以
爲
不
□
⁝
⁝
⁝
﹂︒

(60
)

『�
記
﹄
項
羽
本
紀
﹁
諸
侯
(
卒
衣
時
故
繇
L
屯
戍
=
秦○

中○

︐
秦○

中○

(
卒
Å
之
多
無
狀
︒
4
秦
軍
影
諸
侯
︐
諸
侯
(
卒
乘
�
多
奴
虜
L

之
︐
輕
折
辱
秦
(
卒
︒﹂

(61
)

大
櫛
敦
弘
一
九
九
九
︒

(62
)

拙
稿
二
〇
一
三
b
︒

(63
)

宮
宅
ë
二
〇
一
七
は
﹃
秦
律
令

(壹
)﹄
に
は
秦
王
政
十
四
年

(�
二
三
三
年
)・
二
十
年

(�
二
二
七
年
)・
二
十
五
年

(�
二
二

二
年
)
の
紀
年
を
持
つ
瓜
一
以
�
に
制
定
さ
れ
た
律
�
を
含
む
が
︑

用
字
例
に
依
據
す
れ
ば
︑
始
皇
三
十
年

(�
二
一
七
年
)
以
影
に
筆

寫
・
改
定
を
經
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
︒

(64
)

た
だ
︑
趙
佗
自
身
が
常
山
郡
出
身
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
こ

こ
に
い
う
﹁
中
縣
﹂
が
關
中
地
區
の
み
を
指
し
て
い
た
の
か
は
疑
問

で
あ
る
︒﹁
中
縣
﹂
の
原
義
が
關
中
・
畿
內
で
あ
っ
て
も
︑
實
際
に

は
よ
り
廣
く
中
原
地
域
を
�
味
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
考
え
る
︒

(65
)

張
家
山
漢
鯵
﹃
二
年
律
令
﹄
置
(
律
第
二
一
四−

二
一
五
鯵
﹁
縣

\
官
之
計
︑
各
關
屬
B
二
千
石
官
︒
其
`
恒
秩
氣
稟
︑
4
求
財
用
年

輸
︑
郡
關
其
守
︑
中
關
內
�
︒
﹂
こ
の
﹁
中
﹂
と
﹁
郡
﹂
の
區
劃
に

つ
い
て
は
森
谷
一
樹
二
〇
〇
六
が
詳
し
く
論
じ
て
い
る
︒

(66
)

こ
の
點
は
宮
宅
ë
二
〇
一
七
に
︑
秦
の
瓜
一
直
後
に
お
い
て
は
︑

か
つ
て
の
國
境
線

(
故
塞
・
故
徼
)
な
い
し
關
中
・
關
外
を
分
か
つ

境
界
が
强
く
�
識
さ
れ
て
い
た
と
す
る
指
摘
が
あ
る
︒

(67
)

こ
こ
で
�
�
す
べ
き
は
�
引
し
た
睡
虎
地
秦
鯵
﹃
秦
律
十
八
種
﹄

の
﹁
邦
中
之
徭
﹂
で
あ
る
︒
こ
れ
は
諸
縣
か
ら
中
央
へ
の
臨
時
�
發

で
あ
り
︑
﹁
邦
中
﹂
は
恐
ら
く
咸
陽
を
指
し
た
可
能
性
が
高
い
︒
こ

れ
に
對
し
戰
國
末
か
ら
瓜
一
秦
の
﹁
秦
中
﹂﹁
中
﹂
は
畿
內
の
謂
い

と
考
え
ら
れ
︑﹁
中
﹂
の
內
實
が
諸
縣
の
中
央
た
る
國
都
か
ら
︑
諸

郡
の
中
央
た
る
畿
內
へ
と
擴
大
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
︒

(68
)

廣
瀨
薰
雄
二
〇
一
〇
第
四
違
﹁
秦
漢
時
代
の
律
の
基
本
�
特
�
に

つ
い
て
﹂
は
︑
秦
漢
時
代
の
律
が
先
王
の
下
し
た
制
詔

(王
令
)
に

よ
り
一
條
ご
と
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
が
各
部
局
で
保

存
・
集
積
さ
れ
︑
官
(
は
必
�
に
應
じ
て
抽
出
・
Á
纂
し
て
業
務
に

L
用
し
て
い
た
と
す
る
︒

(69
)

蠻
夷
に
つ
い
て
は
師
候
簋
﹇
中
國
社
會
科
學
院
考
古
硏
究
B
一
九

八
四
︱
一
九
九
〇

(
以
下
﹃
集
成
﹄
と
表
記
)：
四
三
一
三
︱
四
三

一
四
／
林
巳
奈
夫
一
九
八
四

(以
下
林
と
表
記
)：
西
周
Ⅲ
B
﹈︑
駒

父
盨
蓋
﹇
﹃
集
成
﹄
四
四
六
四
﹈︑
㝬
鐘
﹇﹃
集
成
﹄
二
六
〇
／
林
：

西
周
Ⅲ
﹈
な
ど
に
﹁
夷
﹂
の
﹁
邦
﹂
に
關
す
る
記
営
が
見
え
︑
特
に

㝬
鐘
銘
で
は
﹁
南
夷
東
夷
具
見
廿
印
六
邦
﹂
と
厲
王
に
來
見
し
た
蠻

夷
集
團

(恐
ら
く
は
君
長
階
層
)
を
﹁
邦
﹂
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
し
て

い
る
︒﹁
邦
﹂
は
何
ら
か
の
領
域
と
い
う
よ
り
も
︑
獨
自
の
君
を
戴

く
國
家
・
政
體
一
般
の
呼
稱
で
あ
る
︒

― 75 ―

439



【
參
考
�
獻
一
覽
︼

(日
�
)

江
村
治
樹

一
九
八
一

｢雲
夢
睡
虎
地
出
土
秦
律
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
﹂
(﹃
春
秋
戰
國
秦
漢
時
代
出
土
�
字
�
料
の
硏
究
﹄
þ
古
書
院
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
B
收
︒

初
出
は
一
九
八
一
年
)︒

大
櫛
敦
弘

一
九
九
九

｢秦
邦
︱
︱
雲
夢
睡
虎
地
秦
鯵
よ
り
見
た
﹁
瓜
一
�
夜
﹂﹂
(﹃
論
集

中
國
古
代
の
�
字
と
�
�
﹄︑
þ
古
書
院
︑
一
九
九
九
年
︑
B

收
)︒

大
櫛
敦
弘

二
〇
一
四

｢�
年
の
內
�
硏
究
か
ら
見
る
秦
漢
瓜
一
國
家
體
制
の
形
成
﹂
(﹃
中
國
�
學
﹄
第
二
四
卷
︑
二
〇
一
四
年
)︒

大
西
克
也

二
〇
〇
二

｢﹃
國
﹄
の
�
生
︱
︱
出
土
�
料
に
お
け
る
﹁
或
﹂
系
字
の
時
義
の
變
�
﹂
(
郭
店
楚
鯵
硏
究
會
Á
﹃
楚
地
出
土
�
料
と
中
國
古
代
�

�
﹄
þ
古
書
院
︑
二
〇
〇
二
年
︑
B
收
)︒

工
6
元
男

一
九
八
一

｢內
�
の
再
Á
と
內
�
・
治
粟
內
�
の
成
立
﹂
(工
6
一
九
九
八
B
收
︑
初
出
一
九
八
一
年
)︒

工
6
元
男

一
九
八
四

｢秦
の
領
土
擴
大
と
國
際
秩
序
の
形
成
﹂
(工
6
一
九
九
八
B
收
︑
初
出
一
九
八
四
年
)︒

工
6
元
男

一
九
九
一

｢﹃
日
書
﹄
を
9
し
て
み
た
國
家
と
社
會
﹂
(工
6
一
九
九
八
B
收
︑
初
出
一
九
九
一
年
)︒

工
6
元
男

一
九
九
八

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

重
�
�
樹

一
九
九
九

『秦
漢
稅
役
體
系
の
硏
究
﹄
(þ
古
書
院
)︒

白
川
靜

一
九
八
四

『字
瓜
﹄
(N
凡
社
)︒

｢秦
代
出
土
�
字
�
料
の
硏
究
﹂
班

二
〇
一
七

｢嶽
麓
書
院
B
藏
鯵
︽
秦
律
令

(壹
)︾
譯
�
稿

そ
の

(一
)
﹂
(﹃
東
方
學
報
﹄
第
九
二
册
)︒

陶
安
あ
ん
ど

二
〇
一
六

｢卒
人
に
關
す
る
覺
書
﹂
(東
京
外
國
語
大
學
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
�
�
硏
究
B
﹁
中
國
古
代
鯵
牘
の
橫
斷
領
域
�
硏
究
﹂

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
h
ttp
:
//w
w
w
.aa.tu
fs.ac.jp
/u
sers/E
jin
a/in
d
ex
.h
tm
l︑﹁
�
料
ノ
ー
ト
﹂
B
收
︑
二
〇
一
六
年
一
〇
_
公
表
)

土
口
�
記

二
〇
一
〇

｢先
秦
-
に
お
け
る
﹁
郡
﹂
の
形
成
と
そ
の
契
機
﹂
(同
﹃
先
秦
時
代
の
領
域
荏
�
﹄
︑
京
都
大
學
學
�
出
版
會
︑
二
〇
一
一
年
B
收
︒

初
出
二
〇
一
〇
年
)︒

鶴
閒
和
幸

一
九
九
二

｢古
代
中
華
;
國
の
瓜
一
法
と
地
域

︱
︱
秦
;
國
の
法
の
瓜
一
と
そ
の
虛
@
性
︱
︱
﹂
(
同
﹃
秦
;
國
の
形
成
と
地
域
﹄
þ
古
書
院
︑

二
〇
一
三
年
︑
B
收
︒
初
出
一
九
九
二
年
)︒

鶴
閒
和
幸

一
九
九
七

｢秦
長
城
円
設
と
そ
の
歷
�
�
背
景
﹂
(鶴
閒
二
〇
一
三
B
收
︑
初
出
一
九
九
七
年
)
︒

豐
田
久

一
九
八
九

｢周
王
�
と
﹁
成
﹂
の
@
A
に
つ
い
て
︱
︱
｢成
周
﹂
は
な
ぜ
﹁
成
﹂
周
と
呼
ば
れ
た
か
﹂
(﹃
東
洋
�
�
硏
究
B
紀
�
﹄
第
一
〇
九
册
)︒

西
嶋
定
生

一
九
六
一

『中
國
古
代
;
國
の
形
成
と
@
A
︱
︱
二
十
等
T
の
硏
究
﹄
(東
京
大
學
出
版
會
)
︒
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林
巳
奈
夫

一
九
八
四

『殷
周
時
代
靑
銅
器
の
硏
究
：
殷
周
靑
銅
器
綜
覽
一
﹄
(吉
川
弘
�
館
)︒

廣
瀨
薰
雄

二
〇
一
〇

『秦
漢
律
令
硏
究
﹄
(þ
古
書
院
)︒

廣
瀨
薰
雄

二
〇
一
七

｢靑
川
郝
家
�
秦
墓
木
牘
補
論
﹂
(6
田
�
久
・
關
尾
�
郞
Á
﹃
鯵
牘
が
描
く
中
國
古
代
の
政
治
と
社
會
﹄
þ
古
書
院
︑
B
收
)︒

松
井
嘉
德

二
〇
〇
二

『周
代
國
制
の
硏
究
﹄
(þ
古
書
院
)︒

宮
宅
ë

二
〇
一
一

｢﹁
司
空
﹂
小
考
︱
︱
秦
漢
時
代
に
お
け
る
𠛬
徒
管
理
の
一
斑
﹂
(﹃
中
國
古
代
𠛬
制
�
の
硏
究
﹄︑
京
都
大
學
學
�
出
版
會
︑
B
收
)
︒

宮
宅
ë

二
〇
一
七

｢嶽
麓
書
院
B
藏
鯵
﹁
1
律
﹂
解
題
﹂
(﹃
東
方
學
報
﹄
第
九
二
册
)︒

森
谷
一
樹

二
〇
〇
六

｢﹁
二
年
律
令
﹂
に
み
え
る
內
�
に
つ
い
て
﹂
(冨
谷
至
Á
﹃
江
陵
張
家
山
二
四
七
號
墓
出
土
漢
律
令
の
硏
究
﹄
�
友
書
店
︑
B
收
)︒

守
屋
美
都
雄

一
九
五
七

｢漢
代
T
制
の
源
液
と
し
て
見
た
る
商
鞅
T
制
の
硏
究
﹂
(﹃
中
國
古
代
の
家
族
と
國
家
﹄
東
洋
�
硏
究
會
︑
一
九
六
八
年
︑
B
收
︒

初
出
一
九
五
七
年
)︒

矢
澤
悅
子

一
九
九
七

｢戰
國
秦
の
衣
民
族
荏
�
と
﹁
屬
邦
﹂﹂
(﹃
�
大
ア
ジ
ア
�
論
集
﹄
Ⅰ
)
︒

山
田
�
芳

一
九
九
三

『秦
漢
財
政
收
入
の
硏
究
﹄
(þ
古
書
院
)︒

好
竝
隆
司

一
九
九
二

『商
君
書
硏
究
﹄
(溪
水
社
)︒

吉
本
\
y

二
〇
〇
三

｢春
秋
國
人
再
考
﹂
(﹃
立
命
館
�
學
﹄
第
五
七
八
號
)︒

吉
本
\
y

二
〇
〇
七

｢睡
虎
地
秦
鯵
年
代
考
﹂
(﹃
中
國
古
代
�
論
叢
﹄
第
九
號
︑
二
〇
一
七
年
︒
初
出
二
〇
〇
七
年
)︒

渡
邉
英
幸

二
〇
〇
七

｢秦
律
の
夏
と
臣
邦
﹂
(﹃
古
代
︿
中
華
﹀
觀
念
の
形
成
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
〇
年
︑
B
收
︒
初
出
二
〇
〇
七
年
)︒

渡
邉
英
幸

二
〇
一
三
a

｢秦
漢
õ
代
-
に
お
け
る
民
・
夷
の
歸
屬
と
Á
成
﹂
(愛
知
敎
育
大
學
歷
�
學
會
﹃
歷
�
硏
究
﹄
第
五
九
號
)

渡
邉
英
幸

二
〇
一
三
b

｢﹁
槎
田
歲
&
﹂
小
考
﹂
(東
京
外
國
語
大
學
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
�
�
硏
究
B
﹁
中
國
古
代
鯵
牘
の
橫
斷
領
域
�
硏
究
﹂
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
h
ttp
:
//w
w
w
.aa.tu
fs.ac.jp
/u
sers/E
jin
a/in
d
ex
.h
tm
l︑﹁
�
料
ノ
ー
ト
﹂
B
收
︑
二
〇
一
三
年
九
_
公
表
)

渡
邉
英
幸

二
〇
一
五

｢里
耶
秦
鯵
﹃
&
名
'
書
﹄
試
釋
﹂
(﹃
古
代
�
�
﹄
第
六
六
卷
第
四
號
)
︒

渡
邉
英
幸

二
〇
一
七

｢戰
國
秦
の
國
境
を
越
え
た
人
び
と
︱
︱
嶽
麓
秦
鯵
﹃
爲
獄
等
狀
﹄
の
﹁
邦
1
﹂
と
﹁
歸
義
﹂
を
中
心
に
﹂
(
高
村
武
幸
Á
﹃
周
緣
領

域
よ
り
み
た
秦
漢
;
國
﹄︑
六
一
書
�
︑
B
收
)︒

(中
�
)

晏
昌
貴

二
〇
一
二

｢睡
虎
地
秦
鯵
〝
十
二
郡
〟
4
其
相
關
問
題
﹂
(﹃
秦
鯵
地
理
硏
究
﹄
武
漢
大
學
出
版
社
︑
二
〇
一
七
年
︑
B
收
︒
初
出
二
〇
一
二
年
)︒

李
洪
財

二
〇
一
六

｢秦
鯵
牘
〝
從
人
〟
考
﹂
(﹃
�
物
﹄
二
〇
一
六
年
一
二
-
)︒

劉
瑞

一
九
九
九

｢秦
〝
屬
邦
〟︑〝
臣
邦
〟
與
〝
典
屬
國
〟﹂
(﹃
民
族
硏
究
﹄
一
九
九
九
年
第
四
-
)︒
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裘
錫
圭

一
九
八
一

｢嗇
夫
初
探
﹂
(中
華
書
局
Á
輯
部
﹃
雲
夢
秦
鯵
硏
究
﹄
中
華
書
局
︑
B
收
)
︒

龐
樸

一
九
七
七

｢馬
王
堆
帛
書
解
開
了
思
孟
五
行
說
之
£
︱
︱
帛
書
︽
老
子
︾
甲
本
卷
後
古
佚
書
之
一
�
初
步
硏
究
﹂
(﹃
�
物
﹄
一
九
七
七
年
第
一
〇

-
︑
北
京
)︒

孫
聞
3

二
〇
一
六

｢秦
漢
太
尉
・
將
軍
演
變
考
﹂
(﹃
秦
漢
軍
制
演
變
�
稿
﹄
中
國
社
會
科
學
出
版
社
︑
第
一
違
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role of Buddhists within them.

THE QINʼS CONCEPTS OF STATE AND CAPITAL DISTRICT

DURING THE WARRING STATES PERIOD

WATANABE Hideyuki

This paper reconsiders several important aspects of the Qinʼs concepts of state

and capital district during the Warring States period, particularly in terms of inter-

regional relationships and the process by which they expanded their area of

dominion.

In this paper I considered three major issues. First, I reconsidered the

character bang 邦 that appears in Qin period documents. While bang basically

means nation or state, it also had a range of ambiguous uses, with recent theories

being posited that bang referred only to the capital district, the central precinct.

This paper refutes that theory, stating that the only specific examples of the term

referring solely to the capital district are found at an older stage of the legal system

when the Qin domain was limited, and thus clarify that bang refers to the state or

city-state.

Second, I analyzed the terminology used to differentiate areas within the Qin

domain, and those to indicate the capital district. Earlier scholarship has strongly

supported the theory that the Qin strictly differentiated between guqin 故秦 or

“district of original dominion” and those areas and populace outside that district,

which were newly under their rule. Those theories further believed that guqin was

a “set state”. However, reexamination of related historical documents indicates

that it is wrong to interpret guqin as a “set state.” Rather, strict differentiation and

exclusion was no longer apparent during the Qinʼs process of expanding its territory

and absorbing new populations.

Third, I confirmed the terminology used for the Qin capital district, and sought

the process by which the state government system was applied to the newly

acquired regions. This process clarified the following various points. Namely, until

the late Warring State period the Qin established a division between the center

zhong 中, specifically the rulerʼs capital district, and jun 郡, the provincial govern-

ment. However, the Qin applied their existing legal framework essentially

unchanged as they expanded their territory from the former to include the latter.

Thus the relationship between capital district and provincial government was not
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one of differentiation or different but equal, but rather should be grasped as a

continuation/expansion relationship.

Thus, this article posits the establishment process of the Qin state government,

divides that process into three major periods, and discusses how more of the older

laws established in the mid Warring States period are preserved in the important

Yunmeng Shuihudi Qin jian 雲夢睡虎地秦鯵 bamboo slips than in contemporane-

ous late Warring States period documents.

THE COMPOSITION AND TRANSITION OF THE TOMBS

ON MANGSHAN DURING THE LUOYANG ERA OF

THE NORTHERN WEI

MURAMOTO Kenʼichi

In regard to the tombs on Mangshang 邙山 that the Northern Wei built after

transferring the capital to Luoyang, Su Bai 宿白 pointed out that the custom of clan

burial was still maintained by the Xianbei 鮮卑 and his theory still has great

influence today. This theory postulates that the sinification policy of the Emperor

Xiaowen 孝�� did not extend to funerary customs. In this paper I trace the

changes in the Mangshan tombs and examine the theory of Su and consider what

the dynasty sought in the configuration of the tombs.

As for the tombs established by Emperor Xiaowen immediately after the

transfer of the capital to Luoyang, the imperial tomb was placed on the western

edge and the imperial Yuan clans tombs nearby, while the tombs of high-ranking

officials of the Han people were placed in the vicinity of the tomb of Western Jin

DuYu 杜預 in the east. The separation of the Xianbei and Han tombs that had

existed since the Pingcheng �城 period was maintained. During the reign of

Emperor Xuanwu 宣武�, the imperial family tombs were located to the east of the

Chanhe river 瀍河, and on the west bank of the Chanhe was the emperorʼs own

tomb. It is also a distinctive characteristic of this period that only members of the

imperial family and emperorsʼ wives were buried in the accompanying satellite

tombs built around the emperorsʼ tombs. In the reign of Emperor Kaoming 孝��,

the intervention of the emperor and empress regarding the placement of imperial

familyʼs tombs increased, and determining locations of tombs became a means of

dominating the imperial family. The tombs of maternal relatives also came to be

regarded as accompanying satellite tombs.
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