
秦
代
に
お
け
る
縣
の
守
官
任
職
者
に
つ
い
て

︱
︱
�
陵
縣
の
官
�
衣
動
狀
況
か
ら
︱
︱

靑

木

俊

介

は
じ
め
に

一
︑
�
陵
縣
に
お
け
る
守
官
の
對
象

(1
)
里
耶
秦
鯵
に
お
け
る
官
職
の
表
記

(2
)
�
陵
縣
に
お
け
る
守
官
の
種
類

二
︑
�
陵
縣
に
お
け
る
守
官
の
任
職
者

(1
)
	
任
の
性
質
の
確



(2
)
長
�
の
守
官
の
任
職
者

(3
)
守
嗇
夫
の
任
職
者

(4
)
縣
の
守
官
の
任
命
權
者

(5
)
�
陵
縣
の
守
官
に
お
け
る
官
秩
・
位
�
の
高
下

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

秦
漢
時
代
の

料
に
は
﹁
守
太
原
太
守
﹂
な
ど
の
よ
う
に
︑﹁
守
﹂
字
を
官
職
名
に
加
え
た
表
記
が
見
ら
れ
る
︒
こ
の
﹁
守
官
﹂
の
何
た
る

か
に
つ
い
て
は
︑
つ
と
に
淸
の
趙
�
が
﹃
陔
餘
叢
考
﹄
假
守
に
お
い
て
︑﹁
其
の
官
�
の
試
職
な
る
者
は
則
ち
守
と
曰
う
﹂﹁
攝
事
は
守
を
稱

す
﹂
と
営
べ
︑
守
官
に
は
﹁
試
用
﹂
お
よ
び
﹁
代
理
﹂
と
い
う
二
つ
の
機
能
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒

殊
に
﹁
試
用
﹂
に
關
し
て
趙
�
は
︑﹁
右
扶
風
を
守
し
︑
滿
歲
に
し
て
眞
と
爲
る
﹂
(﹃
漢
書
﹄
尹
�
歸
傳
)
﹁
太
原
太
守
を
守
し
︑
滿
歲
に
し

て
眞
と
爲
る
﹂
(﹃
漢
書
﹄
張
敞
傳
)
と
い
っ
た
記
営
を
多
數
引
用
し
︑
漢
代
で
は
守
官
を
一
年
務
め
た
後
に
︑
眞
官
と
し
て
正
式
任
用
さ
れ
る

制
度
の
あ
っ
た
こ
と
を
�
示
し
た
︒
確
か
な

料
�
裏
づ
け
も
あ
り
︑﹁
試
用
の
官
�
﹂
は
︑
し
ば
し
ば
守
官
の
第
一
義
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
︒

こ
れ
に
對
し
て
濱
口
重
國
氏
は
︑
守
官
を
人
事
�
側
面
か
ら
分
析
し
た
︒
守
官
に
試
用
の
機
能
が
あ
る
こ
と
は


め
つ
つ
も
︑
郡
太
守
が
敕

命
官
た
る
縣
の
令
・
長
・
丞
・
尉
の
守
官
と
し
て
︑
郡
�
な
ど
を
任
用
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
︒
郡
�
は
敕
命
官
た
る
�
格
を
具
備
し
な
い
た

め
︑
�
年
在
職
し
て
も
眞
官
に
は
な
り
得
な
い
︒
よ
っ
て
こ
の
場
合
は
︑
假
に
任
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
た(1

)
︒
�
田
重
雄
氏
も
こ
れ
に
基

づ
き
︑
守
官
に
は
試
用
の
�
味
を
持
た
な
い
一
時
の
領
職
を
い
う
場
合
も
あ
る
と
す
る(2

)
︒
そ
し
て
︑
大
庭
脩
氏
は
濱
口
・
�
田
兩
氏
の
硏
究
に

立
脚
し
︑﹁
守
官
と
は
︑
某
官
心
得
と
い
う
べ
き
も
の
で
︑
卑
秩

(又
は
卑
位
�
)
の
官
職
に
あ
っ
て
高
秩

(又
は
高
位
�
)
の
職
を
	
ね
る
	

任
で
あ
る
﹂﹁
守
官
の
置
か
れ
た
官
に
は
本
務
者
が
い
ず
︑
し
た
が
っ
て
守
者
は
制
度
�
に
は
自
己
の
本
官
と
︑
守
官
と
の
二
官
を
一
人
で
	

ね
て
い
る
﹂
と
總
括
し
た(3

)
︒

こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
た
﹁
試
用
﹂﹁
代
理
﹂
の
機
能
と
︑﹁
(下
位
に
よ
る
上
位
の
)
	
任
﹂﹁
補
缺
﹂
と
い
う
性
質
は
︑
守
官
に
つ
い
て
の
�
說
�

な
理
解
と
い
っ
て
よ
い
︒
た
だ
し
︑﹃
漢
書
﹄﹃
後
漢
書
﹄
を
は
じ
め
と
す
る
�
獻
や
︑
石
刻

料
お
よ
び
居
�
漢
鯵
な
ど
に
依
據
し
て
�
き
出

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
�
漢
後
�
か
ら
後
漢
に
お
け
る
守
官
の
特
 
と
す
る
の
が
正
確
な
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

そ
の
後
︑
睡
虎
地
秦
鯵
や
張
家
山
漢
鯵
に
關
聯
規
定
が
發
見
さ
れ
︑
里
耶
秦
鯵
に
よ
っ
て
秦
代
�
陵
縣
に
お
け
る
!
用
の
實
際
が
わ
か
っ
た
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こ
と
に
よ
り
︑
秦
か
ら
漢
初
に
お
け
る
守
官
の
檢
討
が
可
能
と
な
っ
た
︒
す
で
に
多
く
の
論
考
が
發
表
さ
れ
て
お
り
︑
從
來
の
理
解
と
合
わ
な

い
部
分
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
秦
代
の
﹁
守
﹂
に
﹁
試
用
﹂
の
�
味
は
な
く
﹁
代
理
﹂
と
い
う
の
み
で
あ
る
こ
と
︑
眞

官
の
一
時
�
な
不
在
の
際
に
守
官
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る(4

)
︒

た
だ
�
"
の
硏
究
は
︑
從
來
の
硏
究
が
提
示
し
た
守
官
の
特
 
の
う
ち
︑﹁
試
用
﹂﹁
代
理
﹂
と
い
っ
た
機
能
面
に
つ
い
て
は
再


識
を
#
っ

た
も
の
の
︑
誰
が
守
官
を
擔
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
人
事
�
な
面
に
つ
い
て
は
さ
ほ
ど
考
察
が
$
ん
で
い
な
い
︒
濱
口
氏
や
大
庭
氏
な
ど
に
よ

る
當
該
方
面
の
硏
究
も
︑
當
時
の

料
�
制
%
か
ら
縣
長
�
ク
ラ
ス
ま
で
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
縣
屬
�
ク
ラ
ス
の
守
官
の
任
職

狀
況
に
つ
い
て
は
︑
檢
討
の
餘
地
が
特
に
大
き
い
︒

守
官
は
自
己
の
本
官
と
別
の
官
職
を
	
ね
る
	
任
で
あ
る
の
で
︑
守
官
の
任
職
者
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
︑
そ
の
本
官

(當
然
そ
れ
は
正
式

任
用
の
眞
官
で
あ
る
)
を
知
る
こ
と
に
等
し
い
︒
そ
し
て
二
官
を
	
ね
る
わ
け
だ
か
ら
︑
本
官
︱
守
官
閒
の
衣
動
が
と
も
な
う
こ
と
は
必
定
で

あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
守
官
を
中
心
と
す
る
官
�
の
衣
動
の
液
れ
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
︑
守
官
の
任
職
者
も
'
�
す
る
は
ず
で
あ
る
︒

官
�
の
衣
動
を
(
う
と
い
う
點
に
お
い
て
︑
里
耶
秦
鯵
は
格
好
の
材
料
と
い
え
る
︒
里
耶
秦
鯵
は
秦
)
國
の
南
方
邊
境
に
設
置
さ
れ
た
�
陵

縣
と
い
う
小
縣
の
�
書
・
*
籍
群
で
あ
り
︑
そ
こ
に
は
縣
の
官
�
た
ち
の
名
が
度
々
現
れ
る
︒
組
織
+
成
も
さ
ほ
ど
複
雜
で
な
い
た
め
︑
衣
動

の
液
れ
を
つ
か
み
や
す
い
︒
加
え
て
鯵
牘
の
紀
年
に
よ
れ
ば
︑
そ
の
年
代
は
�
陵
縣
が
設
置
さ
れ
た
始
皇
二
五
年(5

)
か
ら
秦
)
國
末
�
の
二
世
二

年
に
至
る
一
五
年
閒
で
あ
る
︒
こ
の
一
五
年
と
い
う
�
閒
は
ほ
ど
よ
い
長
さ
で
︑
同
名
衣
人
の
入
り
亂
れ
る
危
險
性
が
比
�
�
低
く
︑
そ
れ
で

い
て
說
得
力
の
あ
る
サ
ン
プ
ル
數
も
確
保
で
き
る
︒
さ
ら
に
︑
瓜
一
秦
の
存
立
時
�
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
た
め
︑
政
權
-
代
に
よ
る
.
激
な
制
度

變
/
も
な
い
︒

こ
の
よ
う
な

料
�
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
を
活
か
し
︑
里
耶
秦
鯵
に
依
據
し
て
�
陵
縣
の
官
�
の
衣
動
を
把
握
す
る
こ
と
で
︑
秦
代
の
縣
に
お

け
る
守
官
の
任
職
狀
況
を
�
ら
か
に
す
る
︒
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一
︑
�
陵
縣
に
お
け
る
守
官
の
對
象

(1
)
里
耶
秦
鯵
に
お
け
る
官
職
の
表
記

秦
の
�
陵
縣
に
は
ど
の
よ
う
な
守
官
が
存
在
し
て
い
た
の
か
︒
そ
れ
を
知
る
に
當
た
っ
て
は
︑
ま
ず
里
耶
秦
鯵
に
お
け
る
官
職
表
記
の
特
 

を
押
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

二
〇
〇
三
年
︑
里
耶
秦
鯵
の
一
部
が
初
め
て
公
開
さ
れ
た
際(6

)
に
�
外
で
あ
っ
た
の
は
︑
睡
虎
地
秦
鯵
な
ど
で
頻
繁
に
言
1
さ
れ
て
い
る
﹁
官

嗇
夫
﹂
が
見
當
た
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
︒﹁
官
嗇
夫
﹂
と
は
︑
縣
の
部
局
で
あ
る
諸
﹁
官
﹂
の
3
管
者
を
い
い
︑﹁
司
空
嗇
夫
﹂
や
﹁
倉
嗇

夫
﹂
な
ど
の
總
稱
な
の
だ
が(7

)
︑
そ
の
よ
う
な
縣
行
政
の
4
職
が
行
政
�
書
內
に
登
場
し
な
い
と
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の

後
︑
(
加
公
開
さ
れ
た
鯵
牘
の
な
か
に
官
嗇
夫
は
確


さ
れ
た
も
の
の
︑
そ
れ
で
も
あ
ま
り
多
く
は
な
い
︒

こ
の
件
に
つ
い
て
は
6
去
に
も
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の(8

)
で
詳
し
い
說
�
は
省
く
が
︑
里
耶
秦
鯵
で
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
︑﹁
司
空
7
﹂

(9-1～
12
正
面
)
﹁
倉
武
﹂
(8-1551
な
ど
)
の
よ
う
に
︑﹁
部
局

(機
關
)
名+

人
名
﹂
と
い
う
形
で
官
嗇
夫
を
表
し
て
い
る
︒
官
嗇
夫
の
み
な

ら
ず
︑
鄕
の
3
管
者
で
あ
る
鄕
嗇
夫
も
同
じ
く
︑﹁
?
陵
鄉
歜
﹂
(8-39)
と
い
っ
た
具
合
に
な
る
︒
そ
の
た
め
︑
實
際
に
は
多
く
の
官
嗇
夫
や

鄕
嗇
夫
が
活
動
し
て
い
る
の
だ
が
︑﹁
嗇
夫
﹂
と
い
う
用
語
の
A
用
頻
度
は
低
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑﹁
�
陵
拔
﹂
(8-985
な
ど
)

と
い
う
人
物
が
�
陵
縣
令
で
あ
る
こ
と
は
後
揭
J1⑦

304
背
面
か
ら
�
ら
か
な
の
で
︑
縣
令
も
﹁
令
﹂
と
は
い
わ
ず
︑﹁
縣
名+

人
名
﹂
で
表

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
4
す
る
に
︑
機
關
の
長
に
つ
い
て
は
﹁
嗇
夫
﹂
や
﹁
令
﹂
と
い
っ
た
職
位
を
省
い
て
表
記
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
れ
に
と
も
な
っ
て
︑
守
官
の
場
合
も
從
來
知
ら
れ
て
い
た
も
の
と
は
衣
な
る
表
記
法
が
と
ら
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
冒
頭
に
あ
げ
た
﹁
守

太
原
太
守
﹂
は
﹁
守
﹂
を
官
職
名
の
�
に
冠
し
て
い
る
が
︑
里
耶
秦
鯵
で
は
基
本
�
に
﹁
機
關
名+

守
﹂
の
形
で
表
記
さ
れ
る
︒
具
體
�
に
は
︑

﹁
司
空
守
﹂
(8-135
な
ど
)
﹁
倉
守
﹂
(8-1452
な
ど
)
﹁
?
陵
鄕
守
﹂
(8-801
な
ど
)
﹁
�
陵
守
﹂
(8-1516
な
ど
)
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
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が
︑
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
︑﹁
司
空
守
嗇
夫
﹂﹁
倉
守
嗇
夫
﹂﹁
?
陵
鄕
守
嗇
夫
﹂﹁
�
陵
守
令
﹂
の
略
稱
で
あ
る
︒
9-260
に
﹁
鄕
守
嗇
夫
﹂
と

あ
る
の
が
そ
の
證
據
と
な
ろ
う
︒
職
位
を
省
略
す
る
が
ゆ
え
に
︑﹁
守
﹂
を
後
に
附
し
た
格
好
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

な
お
︑
縣
の
�
官
で
あ
る
縣
丞
の
場
合
は
︑
眞
官
で
あ
れ
ば
﹁
�
陵
丞
﹂
(8-62
な
ど
)
︑
守
官
で
あ
れ
ば
﹁
�
陵
守
丞
﹂
(5-1
な
ど
)
と
い

う
よ
う
に
︑
職
位

(丞
)
を
省
か
ず
に
表
記
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
令
・
守
令
と
區
別
す
る
必
4
か
ら
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
︑
機
關
名
で
あ
り
職
位

で
も
あ
る
縣
尉
の
場
合
︑
眞
官
は
﹁
尉+

人
名
﹂
(8-565
な
ど
)
︑
守
官
は
﹁
尉
守
﹂
(8-140
な
ど
)
と
表
さ
れ
て
い
る
︒

こ
れ
ら
官
職
表
記
の
解
釋
に
つ
い
て
は
︑
陳
治
國
氏
や
孫
聞
G
氏
な
ど
も
同
樣
の
見
解
を
示
し
て
お
り
︑
基
本
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
﹃
里
耶
秦

鯵
牘
校
釋
﹄
も
H
用
し
て
い
て(9

)
︑
一
般
に
I
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
︒
た
だ
し
︑﹁
守
﹂
を
守
官
で
は
な
く
︑
長
官
の
�
と
す
る

衣
論
も
あ
る
︒

楊
宗
兵
氏
は
︑
里
耶
秦
鯵
に
お
い
て
丞
と
守
丞
が
長
�
で
あ
る
尉
に
命
令
を
下
し
て
い
る
こ
と
︑
同
一
人
物
の
身
分
が
短
�
閒
の
う
ち
に

﹁
守
﹂
で
あ
っ
た
り
﹁
守
丞
﹂
で
あ
っ
た
り
す
る
場
合
の
あ
る
こ
と
︑
秦
代
の

料
に
﹁
縣
令
﹂﹁
縣
長
﹂
の
名
稱
が
確


で
き
な
い
こ
と
か
ら
︑

﹁
守
﹂﹁
丞
﹂﹁
守
丞
﹂
は
同
義
で
あ
り
︑
す
べ
て
縣
の
﹁
長
官
﹂
の
�
味
で
あ
る
と
3
張
し
た(10

)
︒

こ
の
說
に
對
し
て
は
︑
J1⑦

304
背
面
の
記
営
が
決
定
�
な
反
證
と
な
る
︒

令
拔
・
丞
昌
・
守
丞
膻
之
・
倉
武
・
令

上
・
上
J
除
︒
倉
佐
尙
・
司
空
長
・

語
當
坐
︒

ま
ず
こ
の
記
営
に
よ
っ
て
︑
秦
代
に
お
け
る
縣
令
の
名
稱
の
實
在
が
確
定
す
る
︒
そ
の
た
め
︑﹁
丞
﹂
と
﹁
守
丞
﹂
を
長
官
と
見
な
す
こ
と

は
で
き
な
い
︒
そ
し
て
そ
れ
ら
が
別
々
に
書
か
れ
て
い
る
以
上
︑
同
義
で
あ
る
は
ず
も
な
い
︒
ま
た
︑
同
一
人
物
に
對
す
る
﹁
守
﹂
と
﹁
守

丞
﹂
の
混
用(11

)
は
單
な
る
L
記
で
あ
ろ
う
︒
楊
氏
は
︑
官
署
の
正
式
な
公
�
書
に
L
り
の
多
い
は
ず
は
な
い
と
い
う
が
︑
公
�
書
に
お
け
る
L
記

は
さ
ほ
ど
珍
し
い
も
の
で
は
な
い(12

)
︒

�
に
︑
鄒
水
N
氏
は
︑﹁
少
內
守
﹂﹁
司
空
守
﹂﹁
田
官
守
﹂﹁
鄕
守
﹂﹁
都
鄕
守
﹂
な
ど
の
﹁
守
﹂﹁
嗇
夫
﹂
に
類
す
る
官
稱
で
あ
り
︑
各
官
署

の
�
高
長
官
を
表
す
と
す
る(13

)
︒
劉
正
華
氏
も
里
耶
秦
鯵
の
﹁
守
﹂
と
睡
虎
地
秦
鯵
の
﹁
嗇
夫
﹂
は
職
責
が
對
應
し
て
い
る
と
し
て
︑
同
じ
見
解
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に
立
つ(

14
)

︒

秦
代
の
縣
に
お
け
る
﹁
某
守
﹂
が
何
を
�
味
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
︑
9-50
の
記
営
が
示
唆
に
富
む
︒

卅
四
年
二
P
丙
申
朔
己
亥
︑
貳
春
鄕
守
Q
敢
言
之
︒
廷
令
Q
代
鄕
茲
守
貳
春
鄕
︒
今
茲
下
之
廷
︑

而
不
屬
Q
以
倉
粟
米
︒
問
之
︑
R

(
印
)
不
吿
Q
以
其
數
︑
卽
封
倉
以
私
印
去
︒
茲
䌛

(徭
)
A
未
智

(知
)

U
"
︑
而
倉
封
以
私
印
︒
V
用
備
盜
W
糧
盡
在
倉
中
︑
X

(卽
)
盜
W
發
︑
�
不
敢

蜀

(獨
)
發
倉
︑
毋
以
智

(知
)
粟
米
備
不
備
︑
R

(
印
)
恐
乏
(
者
糧
食
︒
X

(卽
)
茲
復
Y

(Z
)
之
官
︑
可
殹

(
也
)
︒
(9-50
正
面
)

不
Y

(Z
)
︑
謁
\
令

與
Q
雜
料
之
︒
謁
報
︑
署
□
發
︒
敢
言
之
⁝
〈略
〉⁝
︒

(9-50
背
面
)

〔始
皇
三
四
年
二
P
四
日
︑
貳
春
鄕
守
の
Q
が
申
し
上
げ
ま
す
︒
縣
廷
は
Q
を
し
て
鄕
嗇
夫
の
茲
の
代
わ
り
に
貳
春
鄕
を
守
さ
せ
ま
し
た
︒

今
︑
茲
は
川
を
下
っ
て
縣
廷
へ
行
き
ま
し
た
が
︑
Q
に
倉
の
穀
物
を
託
し
ま
せ
ん
で
し
た
︒
こ
の
こ
と
を
a
ね
て
も
︑
Q
に
そ
の
數
量
を

吿
げ
ず
︑
私
印
で
倉
を
封
印
し
て
去
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
︒
茲
が
徭
A
で
ど
こ
に
い
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
の
に
︑
倉
は
私
印
で
封
印
さ

れ
て
い
ま
す
︒
盜
W
へ
の
備
え
に
用
い
る
食
糧
は
倉
の
な
か
に
あ
り
︑
も
し
盜
W
が
發
生
し
て
も
︑
官
�
は
b
手
に
倉
を
開
け
た
り
し
ま

せ
ん
の
で
︑
穀
物
の
備
蓄
の
R
無
を
知
り
よ
う
が
な
く
︑
(
捕
す
る
者
の
食
糧
が
缺
乏
し
な
い
か
と
危
惧
し
て
お
り
ま
す
︒
も
し
茲
が
ま

た
鄕
官
に
戾
る
の
で
あ
れ
ば
問
題
あ
り
ま
せ
ん
︒
戾
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
︑
令

を
d
\
し
て
Q
と
と
も
に
計
量
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
く

存
じ
ま
す
︒
e
信
の
際
は
﹁
□
が
開
封
の
こ
と
﹂
と
記
し
て
く
だ
さ
い
︒
以
上
︑
申
し
上
げ
ま
す
⁝
⁝
︒︺

こ
こ
で
は
︑﹁
貳
春
鄕
守
﹂
の
Q
と
い
う
人
物
が
貳
春
鄕
を
﹁
守
﹂
し
て
い
る
と
営
べ
て
お
り
︑
縣
の
﹁
某
守
﹂
が
守
官
を
指
し
て
い
る
こ
と

は
疑
い
な
い
︒

こ
の
�
書
の
な
か
で
Q
は
︑
茲
が
穀
物
の
貯
藏
量
を
知
ら
せ
て
く
れ
な
か
っ
た
こ
と
や
︑
茲
の
私
印
で
封
印
さ
れ
た
た
め
に
穀
倉
を
開
け
ら

れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
あ
げ
つ
ら
っ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
Q
が
茲
か
ら
職
務
を
引
き
繼
ぐ
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
︒

た
だ
し
︑
茲
は
徭
A
︑
す
な
わ
ち
出
張(15

)
で
不
在
な
だ
け
な
の
で
︑﹁
復
た
Y

(Z
)
り
て
官
に
之
く
﹂
と
も
あ
る
よ
う
に
︑
い
ず
れ
は
貳
春
鄕
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に
歸
任
す
る
は
ず
で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
Q
は
茲
の
純
粹
な
後
任
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
實
際
︑
こ
の
三
か
P
f
後
の
始
皇
三
四
年
五
P
二

五
日
に
﹁
貳
春
□
茲
﹂
が
�
書
を
發
し
て
お
り

(9-165+

473)
︑
そ
の
歸
任
を
確


で
き
る
︒
つ
ま
り
︑
貳
春
鄕
守
の
Q
は
眞
官
の
貳
春
鄕
嗇

夫
で
あ
る
茲
の
留
守
を
預
か
っ
て
︑
そ
の
職
務
を
代
理
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹁
某
守
﹂
が
守
官
を
指
し
︑
さ
ら
に
そ
の
﹁
守
﹂
が
代
理
を
�

味
し
て
い
る
こ
と
は
�
白
で
あ
ろ
う
︒
鄔
�
玲
氏
は
︑
�
書
を
發
信
す
る
際
︑
相
手
方
を
﹁
某
3
﹂
と
呼
ん
で
敬
�
を
示
す
の
に
對
し
︑
自
ら

を
﹁
某
守
﹂
と
し
て
h
讓
の
�
を
表
し
た
と
す
る
が(16

)
︑
9-50
に
よ
る
限
り
︑
そ
の
說
も
苦
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒

鄒
水
N
氏
と
劉
正
華
氏
は
︑
里
耶
秦
鯵
で
は
﹁
嗇
夫
﹂
に
比
し
て
某
﹁
守
﹂
が
あ
ま
り
に
多
い
︒
よ
っ
て
こ
の
﹁
守
﹂
は
守
官
で
は
あ
り
得

ず
︑﹁
嗇
夫
﹂
の
こ
と
で
あ
り
︑
長
官
を
�
味
す
る
と
い
う
論
法
を
と
る
︒
し
か
し
︑﹁
嗇
夫
﹂
の
語
が
少
な
い
理
由
は
先
営
の
と
お
り
︑﹁
機

關
名+

人
名
﹂
と
い
う
表
記
を
用
い
て
職
位
の
﹁
嗇
夫
﹂
を
省
略
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
鄒
氏
と
劉
氏
は
︑
こ
の
表
記
法
に
つ
い
て
は
何
ら
言
1

し
て
い
な
い
︒

そ
し
て
︑
守
官
の
嗇
夫
が
多
い
理
由
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
︒

�
陵
�
志

官
嗇
夫
十
人

今
見
二
人

長
�
三
人

�
員
百
三
人

其
二
人
缺

官
佐
五
十
三
人

其
二
人
缺

令

廿
八
人

三
人
䌛

(徭
)
A

其
七
人
缺

今
見
一
人

【其
十
︼
人
䌛

(徭
)
A

今
見
五
人

其
二
人
䌛

(徭
)
A

凡
見
�
五
十
一
人

【今
見
︼
十
八
人

校
長
六
人

今
見
廿
四
人

其
四
人
缺

牢
監
一
人

(9-633)

こ
の
﹁
�
陵
�
志
﹂
に
は
︑
�
陵
縣
に
V
屬
す
る
各
官
職
の
定
員
數
と
缺
員
・
現
員
數
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
j
目
す
べ
き
は
官
嗇
夫

の
現
員
數
で
︑
定
員
一
〇
名
の
と
こ
ろ
五
名
し
か
い
な
い
︒
�
揭
9-50
で
は
︑
眞
嗇
夫
が
徭
A
で
不
在
で
あ
る
た
め
に
守
嗇
夫
が
置
か
れ
て

い
る
し
︑
缺
員
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
か
ら
︑
官
嗇
夫
の
f
數
は
守
官
で
補
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
里
耶
秦
鯵
に
守
嗇
夫
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が
頻
出
す
る
の
も
當
然
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑﹁
守
﹂
を
�
高
長
官
と
解
す
る
鄒
水
N
氏
は
︑﹁
縣
名+

守
﹂
も
縣
の
長
官
の
�
と
解
す
る
︒
し
か
し
︑
張
家
山
漢
鯵
﹁
奏
讞
書
﹂
案

例
一
八
に
お
い
て
は
︑
云
さ
れ
た
﹁
攸
㢑
﹂
(同
案
例
中
に
﹁
㢑
爲
攸
令
﹂
と
あ
り
︑
眞
官
の
縣
令
で
あ
る
こ
と
は
�
ら
か
)
に
代
わ
っ
て
︑﹁
脩

(攸
)

守
媱
﹂
が
治
獄
を
擔
當
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
︑
や
は
り
﹁
縣
名+

守
﹂
は
代
理
縣
令
の
守
令
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
︒

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
里
耶
秦
鯵
に
お
け
る
官
職
名
の
表
記
形
式
を
ま
と
め
て
お
く
と
︑
縣
令
お
よ
び
縣
尉
・
官
嗇
夫
・
鄕
嗇
夫
の
眞
官
は

﹁
縣
名
／
機
關
名+

人
名
﹂︑
守
官
は
﹁
縣
名
／
機
關
名+

守
﹂
と
な
る
︒
縣
丞
の
眞
官
は
﹁
縣
名+

丞
﹂︑
守
官
は
﹁
守
丞
﹂
と
表
記
さ
れ
る
︒

ち
な
み
に
︑
郡
太
守
は
﹁
郡
名+

守
﹂
で
表
さ
れ
る
が
︑
こ
の
場
合
は
守
官
で
は
な
く
眞
官
で
あ
る(

17
)

︒

(2
)
�
陵
縣
に
お
け
る
守
官
の
種
類

里
耶
秦
鯵
に
お
け
る
官
職
名
の
表
記
形
式
に
鑑
み
る
と
︑
�
陵
縣
に
存
在
が


め
ら
れ
る
守
官
と
し
て
は
︑﹁
守
﹂
(8-1516
な
ど
二
件
)
﹁
守

丞
﹂
(5-1
な
ど
九
八
件
)
﹁
尉
守
﹂
(8-85
な
ど
八
件
)
﹁
發
弩
守
﹂
(8-717
な
ど
四
件
)
﹁
倉
守
﹂
(6-17
な
ど
六
二
件
)
﹁
少
內
守
﹂
(8-58
な
ど
五
一

件
)
﹁
司
空
守
﹂
(8-44
な
ど
四
四
件
)
﹁
田

(官
)
守
﹂
(8-672
な
ど
二
三
件
)
﹁
庫
守
﹂
(8-1514
な
ど
一
〇
件
)
﹁
校
舍
守
﹂
(9-502+

1526
な
ど
四

件
)
﹁
畜
官
守
﹂
(8-199+

688+

1017+

9-1895
な
ど
二
件
)
﹁
廏
守
﹂
(8-163)
﹁
?
陵
鄕
守
﹂
(8-58
な
ど
三
一
件
)
﹁
貳
春
鄕
守
﹂
(8-645
な
ど
三

〇
件
)
﹁
都
鄕
守
﹂
(8-142
な
ど
二
一
件
)
の
一
五
種
類
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒

登
場
囘
數
は
守
丞
が
群
を
拔
く
︒
こ
れ
は
︑
�
陵
縣
廷
發
行
�
書
の
差
出
名
義
人
と
な
る
こ
と
が
多
い
た
め
で
あ
る
︒
そ
れ
に
�
ぐ
倉
守
・

少
內
守
・
司
空
守
は
︑
穀
物
や
金
錢
の
出
l
に
關
わ
り
︑
そ
の
證
票
で
あ
る
m
に
名
が
記
載
さ
れ
る
の
で
出
現
頻
度
が
高
く
な
っ
て
い
る
︒

守

(=

�
陵
守
令
)
と
し
て
は
っ
き
り


識
で
き
る
の
は
二
鯵

(8-1516
と

9-2395)
の
み
で
あ
り
︑
ど
ち
ら
も
祿
と
い
う
人
物
が
務
め
て
い

る(
18
)

︒
紀
年
を
持
つ

8-1516
は
始
皇
二
六
年
一
二
P
八
日
の
も
の
で
︑
二
五
年
の
�
陵
縣
設
置
か
ら
ま
だ
閒
も
な
い
︒
そ
し
て
︑
�
初
に
眞
官

の
�
陵
令

(﹁
�
陵
拔
﹂)
を
確


で
き
る
の
は
二
六
年
六
P
三
日

(J1⑫

10)
で
あ
る(19

)
︒
こ
れ
ら
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
︑
祿
は
拔
が
着
任
す
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る
ま
で
の
閒
︑
守
令
と
し
て
�
陵
縣
成
立
當
初
に
お
け
る
眞
令
の
空
席
を
補
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

な
お
︑
尉
守
と
發
弩
守
の
記
営
が
少
な
い
の
は
︑
里
耶
秦
鯵
の
大
多
數
が
�
陵
縣
廷
で
n
わ
れ
た
行
政
・
司
法
系
の
�
書
・
*
籍
で
あ
り
︑

尉
の
管
o
に
屬
す
る
軍
事
系
の
�
料
が
も
と
よ
り
多
く
な
い
た
め
と
考
え
ら
れ
る
︒

�
陵
縣
に
お
け
る
守
官
の
對
象
を
ま
と
め
る
と
︑
長
�

(令
・
丞
・
尉
)
と
諸
官
・
鄕
官
の
長
で
あ
る
嗇
夫
と
い
う
こ
と
に
な
る(

20
)

︒
縣
の

令
・
丞
・
尉
の
守
官
が
存
在
し
た
こ
と
は
濱
口
重
國
氏
ら
が
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る
し
︑
官
嗇
夫
に
守
官
が
置
か
れ
た
こ
と
も
後
揭
す
る
睡
虎

地
秦
鯵
・
置
�
律
の
規
定
か
ら
す
で
に
知
ら
れ
て
い
た
︒
さ
ら
に
鄕
嗇
夫
の
場
合
に
つ
い
て
は
︑
孫
聞
G
氏
が
居
�
漢
鯵

45.1A
,A
8
に
﹁
西

鄕
守
R
秩

(=

R
秩
嗇
夫
)
﹂
と
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
︑
想
定
內
の
結
果
と
い
え
る
︒

た
だ
こ
の
結
果
は
︑
縣
廷
の
令

・
令
佐
︑
諸
官
の
官
佐
・
官

︑
鄕
官
の
鄕
佐
・
鄕

と
い
っ
た
各
機
關
で
實
務
を
擔
當
す
る
少
�
の
守

官
が
︑
里
耶
秦
鯵
の
な
か
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
�
味
で
も
あ
る
︒

こ
れ
に
對
し
て
︑
漢
鯵
に
お
い
て
は
少
�
の
守
官
も
少
な
く
な
い
︒
例
え
ば
︑

萬
世
隧
長
至

其
六
P
甲
子

s
守
令

︑
將
護
罷
卒
濟
陰
郡
成
陽
縣
南
陽
里
狄
奉
︒

(居
�
漢
鯵

15.2+

119.4,A
32)

甘
露
四
年
二
P
己
酉
朔
癸
丑
︑
西
鄕
守
R
秩
世
・
守
佐
眞
敢
吿
尉

︒
宛
東
⁝
⁝
〼

掖
居
�
界
中
︒
案
︑
毋
官
獄
 
事
︑
當
爲
傳
︒
謁
移
6
V
縣
邑
侯
國
︑
勿
苛
留
⁝
⁝
〼

言
之
︒
謹
案
︑
張
斗
年
u
如
書
︑
毋
 
事
︒
敢
言
之
︒
／
二
P
癸
丑
︑
宛
丞
傰
移
⁝
⁝
〼

(v
水
金
關
漢
鯵

73E
JT
10
:
315A
)

と
い
う
よ
う
に
︑﹁
守
令

﹂
や
﹁
守

(鄕
)
佐
﹂
が
見
え
る
︒
鷹
取
祐
司
氏
は
こ
の
﹁
守
令

﹂
の
例
に
つ
い
て
︑
罷
卒
引
{
が
令

の
職

務
で
あ
っ
た
か
ら
と
し
︑
漢
代
で
は
そ
の
官
固
R
の
職
務
に
從
事
さ
せ
る
た
め
に
守
官
を
任
命
す
る
場
合
が
あ
っ
た
と
い
う(21

)
︒

詳
し
く
は
後
営
す
る
が
︑
里
耶
秦
鯵
で
は
こ
れ
と
同
樣
の
機
能
を
﹁
假
官
﹂
が
擔
っ
て
い
る
︒
王
剛
氏
に
よ
れ
ば
︑
假
官
は
漢
代
以
後
徐
々

に
|
を
}
し
︑
常
置
の
官
と
な
っ
た
假
佐
・
假
司
馬
・
假
侯
な
ど
に
呼
稱
を
殘
す
の
み
に
な
っ
た
と
い
う(22

)
︒
そ
の
6
~
に
お
い
て
︑
假
官
の

持
っ
て
い
た
機
能
は
守
官
に
�
收
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
里
耶
秦
鯵
と
漢
鯵
に
お
け
る
少
�
の
守
官
の
R
無
に
は
︑
こ
う
し
た
守
官
!
用
方
法
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の
�
い
に
も
一
因
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

二
︑
�
陵
縣
に
お
け
る
守
官
の
任
職
者

(1
)
	
任
の
性
質
の
確



大
庭
脩
氏
の
言
に
よ
れ
ば
︑﹁
守
官
は
他
に
自
己
の
本
官
を
持
ち
︑
一
人
で
二
官
を
	
ね
て
い
る
	
任
﹂
で
あ
る
︒
そ
の
論
據
と
し
て
は
︑

例
え
ば
﹃
漢
書
﹄
張
敞
傳
の
︑

潁
川
太
守
黃
霸
以
治
行
第
一
入
守
京
兆
尹
︒
霸
視
事
數
P
︑
不
稱
︑
罷
歸
潁
川
︒

〔潁
川
太
守
黃
霸
︑
治
行
第
一
な
る
を
以
て
入
り
て
京
兆
尹
を
守
す
︒
霸
の
視
事
す
る
こ
と
數
P
な
る
も
︑
稱
わ
ざ
れ
ば
︑
罷
め
て
潁
川

に
歸
る
︒︺

と
い
う
記
事
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
試
用
を
�
う
で
き
な
か
っ
た
黃
霸
が
潁
川
郡
に
歸
任
で
き
た
の
は
︑
本
官
で
あ
る
潁
川
太
守
の
身
分
を
保
持
し

た
ま
ま
京
兆
尹
を
守
し
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
さ
ら
に
︑﹃
漢
書
﹄
百
官
公
卿
表
に
﹁
光
祿
大
夫
非
s
︑
大
司
農
と
爲
る
﹂
と
あ
る

と
こ
ろ
︑
こ
れ
と
同
一
と
お
ぼ
し
き
人
物
が
居
�
漢
鯵

214.33,A
8
で
は
︑﹁
守
大
司
農
光
祿
大
夫
臣
s
﹂
と
稱
し
て
お
り
︑
光
祿
大
夫
の
ま

ま
大
司
農
を
	
任
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

さ
ら
に
︑
濱
口
重
國
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
な
郡
�
に
よ
る
縣
長
�
の
守
官
に
つ
い
て
は
︑﹃
漢
書
﹄
原
渉
傳
に
︑

茂
陵
守
令
尹
公
怨
視
事
⁝
⁝

(王
游
公
)
說
尹
公
曰
︑
君
以
守
令
辱
原
涉
如
是
︑
一
旦
眞
令
至
︑
君
復
單
車
歸
爲
府
�
︒

〔茂
陵
守
令
尹
公
︑
怨
た
に
視
事
す
⁝
⁝

(王
游
公
)
尹
公
に
說
き
て
曰
く
︑
君
︑
守
令
を
以
て
原
涉
を
辱
む
る
こ
と
是
く
の
如
き
も
︑

一
旦
眞
令
至
ら
ば
︑
君
︑
復
た
單
車
も
て
歸
り
て
府
�
と
爲
る
︒︺

と
あ
る
よ
う
に
︑
眞
令
が
着
任
す
れ
ば
茂
陵
守
令
尹
公
は
も
と
の
郡
�
に
戾
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
︒
こ
れ
も
︑
郡
�
の
身
分
を
も
っ
て
茂
陵

― 82 ―

670



守
令
を
	
ね
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
︒

守
官
の
任
職
者
は
本
官
の
身
分
を
保
持
し
た
ま
ま
守
官
の
任
に
就
き
︑
守
官
の
任
が
解
か
れ
れ
ば
本
官
に
復
歸
す
る
︒
4
す
る
に
︑
守
官
の

直
�
あ
る
い
は
直
後
の
官
職
が
守
官
任
職
者
の
本
官
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
原
則
に
依
據
す
れ
ば
︑
里
耶
秦
鯵
の
記
営
に
基
づ
い
て
衣
動

の
液
れ
を
復
元
し
た
う
え
で
︑
秦
の
�
陵
縣
に
お
い
て
は
︑
ど
の
守
官
に
ど
の
よ
う
な
者
が
任
じ
ら
れ
て
い
た
の
か
を
解
�
で
き
る
と
い
う
わ

け
で
あ
る
︒
ま
ず
は
︑
依
據
す
べ
き
そ
の
原
則
が
秦
の
�
陵
縣
で
も
成
り
立
つ
の
か
を
檢
證
し
て
お
こ
う
︒
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表
一

�
陵
縣
各
守
官
一
年
以
內
の
�
職
と
後
職

※
グ
レ
ー
の
部
分
は
一
年
以
上
離
れ
た
官
歷
の
た
め
︑
檢
討
の
對
象
外

年
�
日

�

職

年
�
日

守
丞
任
職
者

年
�
日

後

職

本

官

1

26.
12.
27

倉
守

(8-1452)

27.
10.
23

敬

(8-63)

28.
01.
07

貳
春
鄕

(9-22)

貳
春
鄕
嗇
夫
？

2

32.
01.
09

司
空

(8-478)

32.
04.
08

−

32.
04.
26
色

(8-155/8-158/

9-2251/8-2260+

J1⑫

1786)
33.
03.
19

司
空

(8-1135)

司
空
嗇
夫

3

32.
09.
24

少
內

(J1⑫

2301)

33.
05.
22

段

(9-1871+

1883+

1893+

2469+

2471)※
A

34.
12.
??

少
內

(J1⑩

1170)

少
內
嗇
夫

4

33.
07.
27

司
空
守

(9-816)

34.
01.
04

−

34.
02.
30
巸

(9-49/8-197/9-2314/

8-1538+

9-1634)

34.
07.
12

守
丞

(8-1525)

少
內
嗇
夫
？
※
B

5

？

？
※
C

34.
06.
11

銜

(9-757)

34.
07.
18

倉

(9-528)※
D

倉
嗇
夫

6

34.
02.
30

守
丞

(8-1538+

9-1634)

34.
07.
12

−

34.
08.
03
巸

(8-1525/9-2203)

？

？
※
E

少
內
嗇
夫
？
※
B

7

34.
08.
16

司
空
守

(9-323)

34.
08.
21

−

34.後

9.
30
茲

(9-2224/8-1449+

1484)

35.
03.
08

貳
春
鄕

(8-1293+

1459+

1466)

貳
春
鄕
嗇
夫

8

35.
04.
02

倉

(8-1167+

1392)

35.
06.
21

銜

(8-1008+
1461+

1532)

？

？

倉
嗇
夫

9

35.
06.
12

庫

(8-845,
8-907+

923+

1422,

8-1002+

1091,
8-1162+

1289+

1709)

35.
07.
09

円

(8-673+

2002+
9-1848+

1897)※
F

36.
06.
12

庫

(8-993,
8-1055+

1579)

庫
嗇
夫

年
�
日

�

職

年
�
日

少
內
守
任
職
者

年
�
日

後

職

本

官

10

28.
07.
29

令

／
令
佐

(8-767)

28.
08.
18

敬

(8-409)

30.
02.
14

田
官
守

(8-672)

令

／
令
佐

← 
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11

？

？

30.
09.
05

增

(8-890+

1583)

31.
01.
04

司
空
守

(8-212+

426+

1632)

？

12

30.
09.
15

令

／
令
佐

(9-982)

30.
09.
19

�

(8-1783+

1852)

31.
11.
01

令


(9-85+

1493)

令


13

31.後
9.
07

令

／
令
佐

(9-1863
)

31.後

9.
23

敞

(8-2034)

？

？

令

／
令
佐

14

31.
09.
11

倉

(8-211)

32.
01.
09

是

(8-478)

32.
03.
20

倉

(9-3331+

J1,⑭

300+

764,

J1⑭

66,
J1⑭

375,
J1⑭

639+

762,
J1⑭

649+

679,
J1⑭

650+

652,
J1⑭

654,
J1⑭

656+

J1

⑮

434,
J1⑭

675,
J1⑭

685,
J1

⑭

698,
J1⑭

719,
J1⑮

480,
J1

⑮

490)

倉
嗇
夫

15

32.
03.
20

倉

(9-3331+
J1,⑭

300+

764,

J1⑭

66,
J1⑭
375,J1⑭

639+

762,
J1⑭

649+

679,
J1⑭

650

+

652,
J1⑭

654,
J1⑭
656+

J1⑮

434,J1⑭

675,J1⑭
685,

J1⑭

698,J1⑭

719,J1⑮
480,

J1⑮

490)

32.
04.
09

是

(8-152)

33.
02.
09

倉

(8-561)

倉
嗇
夫

16

32.
10.
03

?
陵
鄕
守

(9-30)

33.
11.
26

−
33.
02.
03

以
前

冣

(9-14/9-1887
※
G

)

33.
02.
03

庫
守

(9-1887)

？

17

33.
01.
09

令

／
令
佐
(8-651)

33.
02.
09

履

(8-561)

33.
03.
16

令

／
令
佐

(8-1141+

1477)

令

／
令
佐

18

34.
11.
01

令


(9-1173,
9-2139)

34.
11.
24

壬

(8-886+

1220)

34.
11.
28

倉
守

(9-209,
9-495+

498,

9-1931+

2169)

令


19

30.
09.
19

發
弩
佐

(8-1783+

1852)

34.
09.
02

−

34.
09.
19

狐

(8-1170+

1179+

2078/

9-745+
1934/9-1901+

2132/

9-1144/8-345+
806/

8-1816+

1855)

35.
08.
01

?
陵
鄕
守

(8-1029)

？

20

34.
11.
01

倉
守

(9-1173,

9-1224+

1553,
9-2139)

34.後

9.
06

就

(8-838+

9-68)

35.
10.
24

令


(9-56+

1209+

1245+

1928+

1973
,

9-186+

1215+

1295+

1999
)

令


21

34.
08.
04

貳
春
鄕
守

(8-1527)

34.後

9.
26

Q

(8-843+

1240)

34.後

9.
30

令
佐

(8-1449+

1484)

令
佐
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22

34.後

9.
26

倉
守
(8-843+

1240)

35.
10.
24

履(9-56+

1209+

1245+

1928+

1973,

9-186+

1215+

1295+

1999
)

35.
11.
01

令

／
令
佐

(8-69+

143+

2161)

令

／
令
佐

年
�
日

�

職

年
�
日

田
官
守
任
職
者

年
�
日

後

職

本

官

23

？

？

26.
12.
27

敬

(8-1452)

27.
10.
23

守
丞

(8-63)

？

24

？

？

31.
10.
01

−

31.
11.
02
妃

(8-56,
8-1545,
8-1739/

8-821+

1584/9-85+

1493/

8-766,
9-13)

31.
12.
01

倉
？
倉
守
？

(8-1081,
8-1239+

1334,

9-2334)※
H

？

25

29.後

9.
27

少
內

(8-164+

1475)

31.
01.
01

−

31.
03.
01

武

(9-726+

1033/8-1580/

9-813+

1122/9-440+

595/

8-2249/8-800+

9-110,9-16/

8-448+

1360,
8-606,
8-763)

31.
03.
14

倉
？
倉
守
？

(8-760)※
I

少
內
嗇
夫
？

庫
嗇
夫
？

26

31.
06.
29

庫

(8-173)

31.後

9.
02

武

(8-1905+

9-309+

976)

32.
03.
09

田
官
守

(9-64)

庫
嗇
夫

27

31.
07.
29

?
陵
鄕
佐

(8-1550)

34.
11.
01

就

(9-1173,
9-1224+

1553,

9-2139)

34.後

9.
06

少
內
守

(8-838+

9-68)

？

28

34.
11.
24

少
內
守

(8-886+

1220)

34.
11.
28

壬

(9-209,
9-495+

498,

9-1931+

2169)

34.
12.
09

令

／
令
佐

(9-2314)

令

／
令
佐

29

33.
06.
08

令

／
令
佐

(8-768)

34.後
9.
26

履

(8-843+

1240)

35.
10.
24

少
內
守

(9-56+

1209+

1245+

1928+

1973,

9-186+

1215+

1295+

1999
)

令

／
令
佐
(
↓
22
)

30

35.
11.
01

都
鄕
守

(9-1088+

1090+

1113)

35.
01.
01

−

35.
03.
01
擇

(8-839+

901+

926/

8-169+

233+

407+

416+

1185

※
J

/8-562+

795+

1820
)

35.
07.
22

令

／
令
佐

(8-1554)

令

／
令
佐

31

35.
07.
22

令

／
令
佐

(8-1554)

35.
07.
29

−

35.
08.
05
擇(8-257+

937+

1078/8-1544)

？

？

令

／
令
佐

32

01.
11.
03

少
內
佐

(9-1032)

01.
06.
04

說

(9-950+
1262)

？

？

倉
佐
？

33

01.
06.
10

庫

(9-1146+

1684)

01.
06.
11

Q

(9-146)

01.
08.
02

庫

(6-23+

9-2049+

2164,

9-2058)

庫
嗇
夫

年
�
日

�

職

年
�
日

田
官
守
任
職
者

年
�
日

後

職

本

官

34

31.
12.
02

田
官
佐
／
田
官


(9-710)

31.
01.
03

敬

(8-764/9-762)

31.
03.
14

倉
佐

(8-760)

田
官
佐
／
田
官


| | 
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35

31.
03.
14

倉
佐

(8-760)

31.
04.
13

−

31.
07.
01

敬

(9-901+

902+

960+

1575/

9-763+

775/8-1014+

9-934,

9-1117+

1194/9-174+

908/

8-781+

1102/8-2246,
9-41)

31.
07.
23

田
官
守

(8-1574+

1787)

田
官
佐
？

36

31.
07.
01

田
官
守

(8-2246,
9-41)

31.
07.
23
※
K

敬

(8-1574+

1787)

33.
05.己

巳

司
空
佐

(9-2314)

田
官
佐
？

(↓
35
)

37

31.後

9.
02

倉
守

(8-1905+

9-309+

976)

32.
03.
09

武

(9-64)

32.
05.
25

庫

(8-1069+

1434+

1520)

庫
嗇
夫

38

33.
02.
03以

�
庫

(9-1887)

33.
06.
13

−

33.
06.
18
武

(8-274+

2138/9-2344)

34.
12.
??

庫

(J1⑩

1170)

庫
嗇
夫

年
�
日

�

職

年
�
日

司
空
守
任
職
者

年
�
日

後

職

本

官

39

？

？

30.
06.
25

−

31.
10.
06
茲

(8-1647/9-1078/

8-216+

351+

525/8-29+

271
)
31.
05.
30

將
捕
爰
假
倉

(8-1559)

？

40

30.
09.
05

少
內
守

(8-890+
1583)

31.
01.
04

−

31.
01.
16
增

(8-212+

426+

1632/

8-474+

2075)

？

？

？

41

31.
04.
01

令


(9-761)

31.
04.
07

�

(8-2151+

2169)

？

？

令


42

32.
10.
06

令

／
令
佐

(9-30)

32.
10.
27

圂

(9-2289)

32.
03.
??

令


(9-3271)

令


43

33.
02.
03

庫
守

(9-1887)

33.
05.己

巳

冣

(9-2314)

34.
01.
04

令

／
令
佐

(9-49)

令

／
令
佐

44

31.
02.
10

司
空
守

(9-105)

33.
07.
27

巸

(9-816)

34.
01.
04

守
丞

(9-49)

？

45

34.
11.
24

少
內
佐

(8-886+

1220)

34.
12.
06

沈

(9-2314)

34.
12.
09

司
空
佐

(9-2314)

司
空
佐

46

34.
05.
25

貳
春
鄕

(9-165+

473)

34.
08.
13

−

34.
08.
16
茲

(8-1635/9-323)

34.
08.
21

守
丞

(9-2224)

貳
春
鄕
嗇
夫

47

？

？

35.
08.
05

俱

(8-1544)

35.
08.
28

令

／
令
佐

(8-22+

131+

378+

514)

令

／
令
佐

48

35.
08.
28

令

／
令
佐

(8-22+

131+

378+

514)

35.
08.
29

−

35.
08.
30
俱

(8-2093+

2180/

8-824+

1974)

35.
09.
01

令
佐

(8-1751+

2207)

令
佐

49

？

？

01.
06.
10

罷

(9-1146+
1684)

01.
08.
??

令
佐

(9-1265)

令
佐

年
�
日

�

職

年
�
日

庫
守
任
職
者

年
�
日

後

職

本

官

50

33.
02.
03以

前

少
內
守

(9-1887)
※
G

33.
02.
03

冣

(9-1887)

33.
05.己

巳

司
空
守

(9-2314)

令

／
令
佐
(↓
43
)
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年
�
日

�

職

年
�
日

都
鄕
守
任
職
者

年
�
日

本

官

本

官

51

28.
01.
12

貳
春
鄕

(9-22)

28.
05.
16

敬

(8-170)

28.
07.
22

令

／
令
佐

(8-1562)

貳
春
鄕
嗇
夫
？

令

／
令
佐
？
※
L

52

31.
05.
04
※
M

倉

(8-2245)

31.
05.
11

是

(8-2011)

31.
05.
11

倉

(8-45+

270)

倉
嗇
夫

53

32.
05.
25

庫

(8-1069+

1434+

1520)

32.
06.
28

武

(8-1443+

1455)

32.
??.壬

辰

庫

(8-26+

752)

庫
嗇
夫

54

32.
01.
17

?
陵
鄕
佐

(8-157)

33.
07.
26

壬

(8-1537)

34.
10.
04

令

／
令
佐

(8-183+

290+

530)

令

／
令
佐

55

？

？

35.
11.
01

擇

(9-1088+

1090+

1113)

35.
01.
01

倉
守

(8-839+

901+

926)

令


(↓
30
)

56

35.
06.
19

少
內

(8-888+

936+

2202)

35.
07.
22

沈

(8-1554)

35.
08.
07

少
內

(8-811+

1572)

少
內

57

01.
11.
03

令
佐

(9-1032)

01.
11.
09

𤵸(9-128+

204,
9-785+

1259)

？

？

令
佐

58

34.
06.
11

令
佐

(9-885)

01.
03.
□
□

違

(9-2253)

01.
05.
07

令
佐

(9-2232)

令
佐

年
�
日

�

職

年
�
日

貳
春
鄕
守
任
職
者

年
�
日

後

職

本

官

59

27.
08.
20

令

／
令
佐

(8-133)

28.
02.
20

行

(9-31)

？

？

令

／
令
佐

60

29.
12.
14

令

／
令
佐

(8-1524)

30.
10.
05

−

30.
10.
13
綽

(8-1515/8-787+

1327)

？

？

令

／
令
佐

61

28.
09.
08

令

／
令
佐

(8-1463)

30.
11.
28

�

(9-18)

30.
09.
05

令
佐

(8-890+

1583)

令
佐

62

？

？

30.
09.
05

帶

(9-1210+

2286)

31.
07.
29

?
陵
鄕
守

(8-1550)

？

63

？

？

31.
08.
16

履

(9-465+

1412)

31.後

9.
03

令

／
令
佐

(8-1561)

令

／
令
佐

64

？

？

34.
02.
04

Q

(9-50)

34.
08.
04

貳
春
鄕
守

(8-1527)

令
佐

(↓
21
)

65

34.
02.
04

貳
春
鄕
守

(9-50)

34.
08.
04
※
N

Q

(8-1527)

34.
後
9.
26

少
內
守

(8-843+

1240)

令
佐

(
↓
21
)

年
�
日

�

職

年
�
日

�
陵
鄕
守
任
職
者

年
�
日

後

職

本

官

66

31.
10.
30

令


(8-821+

1584)

31.
01.
29

−

31.
02.
07
尙(8-925+

2195,
8-1241/9-450
)
31.
05.
04
※
M

令


(8-2245)

令


67

31.
04.
09

令


(8-1115+

1335)

31.
04.
21

−

31.
04.
26
J

(8-1278+

1757/9-2341/

9-38/9-1923)

31.
05.
08

令


(9-763+

775)

令


68

30.
09.
05

貳
春
鄕
守

(9-1210+

2286)

31.
07.
29

帶

(8-1550)

？

？

？

69

31.
07.
29

?
陵
鄕
佐

(8-1550)

31.後

9.
26

−

32.
10.
03
冣

(9-48/9-30)

33.
11.
26

少
內
守

(9-14)

?
陵
鄕
佐



表
一
は
︑
官
歷
の
聯
續
性
を
あ
る
~
度
擔
保
で
き
る
一
年
の
範
圍
に
限
り
︑
守
官
任
職
者
の
直
�
お
よ
び
直
後
の
官
職
が
'
�
す
る
事
例
を

あ
げ
た
も
の
で
︑
總
數
は
七
二
件
で
あ
る
︒

料
�
制
%
の
た
め
官
歷
に
は
ど
う
し
て
も
拔
け
が
生
じ
て
し
ま
う
が
︑
そ
れ
で
も
守
官
の
直
後

に
︑
直
�
と
同
じ
眞
官
の
職
へ
復
歸
し
て
い
る
例
を
一
六
件

(表
一
-
2
・
3
・
9
・
12
・
14
・
15
・
17
・
33
・
38
・
42
・
48
・
52
・
53
・
56
・
66
・

67
)
確


す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
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70

34.
11.
24

司
空
？
司
空
守
？
假
司
空
？

(8-886+

1220)※
O

34.
05.
□
□

�

(9-1204)

34.
08.
04

令


(9-2203)

令


71

34.
07.
10

?
陵
鄕
佐

(8-1525)

35.
05.
12

恬

(8-770)

？

？

?
陵
鄕
佐

72

34.
09.
19

少
內
守

(9-1901+

2132)

35.
08.
01

−

35.
08.
03
狐

(8-1029/8-769)

01.
05.
07

庫
佐

(9-2232)

？

※
A
：
テ
キ
ス
ト
は
�
職

(J1⑫

2301)
と
と
も
に
﹁
殷
﹂
と
す
る
が
︑
寫
眞
に
よ
り
﹁
段
﹂
と
釋
し
た
︒

※
B
：
巸
は
始
皇
二
八
年
頃
に
少
內
嗇
夫
を
務
め
て
い
る

(8-60+

656+

665+

748︒
紀
年
は
な
い
が
︑
同
鯵
に
見
え
る
﹁
�
陵
丞
膻
﹂=

�
陵
守
丞
膻
之
の
活
動
時
�
か
ら
二
八
年

と
わ
か
る
)︒

※
C
：
始
皇
三
三
年
六
P
一
八
日
の
田
官
の
�
書
に
﹁
銜
手
﹂
と
あ
る

(9-2344)
の
で
田
官
佐
か
田
官

と
な
る
が
︑
寫
眞
で
は
﹁
銜
﹂
に
見
え
な
い
︒

※
D
：
テ
キ
ス
ト
は
﹁
倉
□
﹂
と
す
る
が
︑
寫
眞
に
よ
り
﹁
倉
銜
﹂
と
釋
し
た
︒

※
E
：
始
皇
三
四
年
八
P
四
日
の
倉
の
�
書
に
﹁
巸
手
﹂
と
あ
る

(8-1549)
の
で
倉
佐
か
倉

と
な
る
が
︑
記
載
內
容
と
寫
眞
に
よ
り
﹁
卻
手
﹂
と
釋
し
た
︒

※
F
：
｢
�
陵
守
﹂
と
﹁
円
﹂
の
閒
に
一
字
分
の
缺
損
あ
り
︒
8-1282
と
9-984+

1152
に
﹁
�
陵
守
丞
円
﹂
と
あ
る
の
で
︑
﹁
丞
﹂
が
缺
け
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

※
G
：
｢少
內
冣
﹂
と
あ
る
が
︑
冣
は
こ
れ
以
�
に
?
陵
鄕
佐
と
し
て
?
陵
守

(9-30)︑
以
後
に
令

ま
た
は
令
佐

(9-49)
を
務
め
て
い
る
こ
と
か
ら
︑﹁
少
內
守
冣
﹂
の
L
り
と

思
わ
れ
る
︒

※
H
：
｢倉
妃
﹂
と
あ
る
が
︑
任
職
�
閒
が
短
く
︑
眞
官
の
倉
嗇
夫
で
あ
る
是
の
任
職
�
閒
に
挾
ま
れ
て
い
る
た
め
︑﹁
倉
守
妃
﹂
の
L
り
の
可
能
性
が
あ
る
︒

※
I
：
｢倉
武
﹂
と
あ
る
が
︑
任
職
�
閒
が
短
く
︑
眞
官
の
倉
嗇
夫
で
あ
る
是
の
任
職
�
閒
に
挾
ま
れ
て
い
る
た
め
︑﹁
倉
守
武
﹂
の
L
り
の
可
能
性
が
あ
る
︒

※
J
：
｢倉
﹂
と
﹁
擇
﹂
の
閒
は
一
字
分
缺
損
し
て
い
る
が
︑
他
鯵
の
記
営
か
ら
﹁
倉
守
擇
﹂
と
思
わ
れ
る
︒

※
K
：
中
閒
の
始
皇
三
一
年
一
二
P
一
日
に
眞
官
の
田
嗇
夫
で
あ
る
鼂
が
執
務
し
て
い
る

(9-710)
こ
と
か
ら
︑
35
と
36
の
任
�
は
聯
續
し
な
い
︒

※
L
：
｢敬
﹂
に
は
同
名
衣
人
が
存
在
し
た
た
め
(本
�
l

(31
)
參
照
)︑﹁
都
鄕
守
敬
﹂
が
�
職
と
後
職
の
ど
ち
ら
と
同
一
人
物
な
の
か
'
斷
し
難
い
︒

※
M
：
紀
年
は
な
い
が
︑
記
載
さ
れ
て
い
る
人
物
と
職
務
の
組
み
合
わ
せ
お
よ
び
日
附
の
干
荏
か
ら
始
皇
三
一
年
と
わ
か
る
︒

※
N
：
中
閒
の
始
皇
三
四
年
五
P
二
五
日
に
眞
官
の
貳
春
鄕
嗇
夫
で
あ
る
茲
が
執
務
し
て
い
る

(9-165+

473)
こ
と
か
ら
︑
64
と
65
の
任
�
は
聯
續
し
な
い
︒

※
O
：
｢司
空
�
﹂
と
あ
る
が
本
官
は
令

な
の
で
︑﹁
司
空
守
﹂
も
し
く
は
﹁
假
司
空
﹂
の
L
り
の
可
能
性
が
あ
る
︒



加
え
て
︑
守
官
の
後
に
︑
ま
た
別
の
守
官
を
經
て
か
ら
復
職
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
三
件
あ
り
︑
壬
は
令

↓
少
內
守
↓
倉
守
↓
令


(
表
一

-
18
・
28
)
︑
武
は
庫
↓
倉
守
↓
田
官
守
↓
庫

(表
一
-
26
・
37
)
︑
茲
は
貳
春
鄕
↓
司
空
守
↓
守
丞
↓
貳
春
鄕

(表
一
-
46
・
7
)
と
衣
動
し
て
い
る
︒

特
に
︑
壬
の
少
內
守
と
倉
守
の
閒
は
四
日
︑
茲
の
司
空
守
と
守
丞
の
閒
は
五
日
し
か
離
れ
て
い
な
い
の
で
︑
本
官
に
戾
る
こ
と
な
く
守
官
か
ら

守
官
へ
直
接
轉
任
し
た
可
能
性
が
高
い
︒
な
お
居
�
漢
鯵
に
は
︑

第
十
守
士
�
李
孝

今
s
守
萬
歲
候
長
︒
R
代
罷
︒

(E
.P
.F
22
:
256,A
8)

と
い
う
記
営
が
あ
り
︑
鷹
取
祐
司
氏
も
︑﹁
あ
る
官
の
守
官
者
が
さ
ら
に
他
の
官
を
守
す
場
合
も
あ
っ
た
﹂
と
営
べ
て
い
る
︒

そ
れ
か
ら
補
足
と
し
て
︑
守
官
を
離
任
し
た
後
︑
再
び
同
じ
官
職
を
守
す
る
場
合
の
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
て
お
く
︒
例
え
ば
表
一
に
お
い

て
︑
巸

(表
一
-
4
・
6
)
と
銜

(表
一
-
5
・
8
)
は
守
丞
を
︑
武
は
倉
守

(表
一
-
25
・
26
)
と
田
官
守

(
表
一
-
37
・
38
)
を
そ
れ
ぞ
れ
二
度
務

め
て
い
る
︒
ち
な
み
に
︑
武
は
始
皇
三
一
年
に
倉
守
と
な
っ
て
い
る
が
︑
そ
れ
以
�
に
眞
官
の
倉
嗇
夫
も
經
驗
し
て
い
る

(始
皇
二
八
年
六
P

二
六
日
の
8-1490+

1518
な
ど
)
︒

こ
う
し
て
見
て
み
た
限
り
︑
本
官
の
身
分
を
保
持
し
た
ま
ま
守
官
の
任
に
就
き
︑
守
官
の
任
が
解
か
れ
れ
ば
本
官
に
復
歸
す
る
と
い
う
	
任

の
原
則
は
︑
秦
代
に
お
い
て
も
同
樣
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
原
則
が
成
立
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
守
官
の
�
後
い
ず
れ
か
の
眞
官
し
か
わ
か

ら
な
い
場
合
も
︑
そ
れ
が
本
官
で
あ
る
と
見
な
し
得
る
︒

そ
れ
で
は
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
︑
�
陵
縣
に
お
け
る
守
官
任
職
者
を
確
か
め
て
み
る
︒

(2
)
長
�
の
守
官
の
任
職
者

す
で
に
�
ら
か
に
し
た
と
お
り
︑
�
陵
縣
に
お
け
る
守
官
の
對
象
は
︑
長
�

(
令
・
丞
・
尉
)
と
官
嗇
夫
・
鄕
嗇
夫
で
あ
る
︒

ま
ず
︑
そ
の
う
ち
の
縣
令
の
守
官
任
職
者
に
つ
い
て
だ
が
︑
�
陵
守
の
祿
が
發
行
し
た
�
書
で
あ
る
8-1516
に
︑﹁
荊
山
�
丞
の
印
を
以
て

行
う
﹂
と
あ
る
︒
荊
山
�
丞
の
印
を
V
持
し
つ
つ
︑
そ
れ
を
用
い
て
�
陵
縣
の
業
務
を
處
理
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
祿
の
本
官
は
荊
山
�
丞
で
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あ
り
︑
そ
の
身
分
を
も
っ
て
�
陵
令
を
守
し
て
い
た
に
相
�
な
い
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
他
縣

(�
)
の
丞
が
守
令
を
務
め
る
場
合
の
あ
っ
た
こ

と
が
確


さ
れ
る
︒

一
方
︑
�
営
し
た
濱
口
重
國
氏
の
硏
究
で
は
︑

王
梁
字
君
嚴
︑
漁
陽
4
陽
人
也
︒
爲
郡
�
︑
太
守
彭
寵
以
梁
守
狐
奴
令
︒

(﹃
後
漢
書
﹄
王
梁
列
傳
)

周
防
字
洩
公
︑
汝
南
汝
陽
人
也
⁝
⁝
防
年
十
六
︑
仕
郡
小
�
︒
世
祖
�
狩
汝
南
︑
召
掾

試
經
︑
防
尤
能
誦
讀
︑
拜
爲
守
丞
︒

(﹃
後
漢
書
﹄
周
防
列
傳
)

故
山
陽
府
卒

・
防
東
守
尉
司
馬
□
字
季
德
︒

(﹃
隸
續
﹄
防
東
尉
司
馬
季
德
碑
)

と
い
っ
た

料
を
引
用
し
︑
郡
太
守
の
任
命
に
よ
っ
て
︑
郡
の
屬
�
が
縣
長
�
の
守
官
と
な
る
場
合
の
多
い
こ
と
を
論
證
し
て
い
る
︒

こ
れ
は
3
に
後
漢
の
狀
況
を
営
べ
た
も
の
だ
が
︑
秦
の
�
陵
縣
に
も
あ
て
は
ま
る
か
ど
う
か
が
焦
點
と
な
る
︒
し
か
し
殘
念
な
が
ら
︑
里
耶
秦

鯵
は
�
陵
縣
を
中
心
と
し
た
�
料
で
あ
る
た
め
︑
官
�
の
縣
外
に
お
け
る
經
歷
に
つ
い
て
は
ご
く
わ
ず
か
な
記
載
し
か
殘
さ
れ
て
い
な
い
︒
そ

し
て
︑
長
�
の
守
官
任
職
者
が
郡
か
ら
d
\
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
�
示
す
る
記
営
も
見
當
た
ら
な
い
︒

た
だ
し
︑
漢
初
の
張
家
山
漢
鯵
﹁
二
年
律
令
﹂
具
律
一
〇
二
鯵
に
︑
�
の
よ
う
な
規
定
が
見
え
る
︒

縣
�
官
守
丞
毋
得
斷
獄
1
謹

(讞
)
︒
相
國
・
御

1
二
千
石
官
V
置
守
・
叚

(
假
)
�
︑
若
丞
缺
︑
令
一
尉
爲
守
丞
︑
皆
得
斷
獄
・
讞

(讞
)
⁝
〈略
〉⁝
︒

〔縣
・
�
官
の
守
丞
は
裁
'
や
上
�
官
署
へ
'
斷
を
仰
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
︒
相
國
・
御

お
よ
び
二
千
石
官
が
置
い
た
守
�
や
假
�
︑

も
し
く
は
丞
が
缺
員
で
︑
尉
の
う
ち
の
一
人
を
守
丞
と
し
た
場
合
は
︑
い
ず
れ
も
守
丞
は
裁
'
や
上
�
官
署
へ
'
斷
を
仰
ぐ
こ
と
が
で
き

る
⁝
⁝
︒︺

周
知
の
ご
と
く
︑﹁
二
千
石
官
﹂
に
は
郡
太
守
が
含
ま
れ
︑
そ
れ
が
﹁
守
�
﹂
を
置
く
場
合
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
し
て
記
載
內
容
か

ら
︑
こ
こ
で
の
﹁
守
�
﹂
が
裁
'
を
3
宰
し
得
る
縣
長
�
の
守
官
で
あ
る
の
は
�
ら
か
で
︑
濱
口
氏
の
営
べ
た
と
こ
ろ
と
ほ
ぼ
符
合
す
る
︒
し
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た
が
っ
て
︑
秦
代
の
縣
に
も
郡
�
に
よ
る
長
�
の
守
官
が
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
︒

さ
ら
に
こ
の
具
律
の
規
定
か
ら
は
︑
郡
太
守
に
よ
っ
て
置
か
れ
る
守
丞
の
ほ
か
に
も
︑
縣
や
�
で
任
命
す
る
場
合
や
︑
縣
尉
が
務
め
る
場
合

の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
ち
ら
は
縣
內
人
事
で
あ
る
の
で
︑
里
耶
秦
鯵
か
ら
�
陵
縣
に
お
け
る
狀
況
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒

�
陵
守
丞
の
任
職
者
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
楊
智
宇
氏
が
考
察
を
行
っ
て
い
る
︒
楊
氏
は
︑
色
と
銜
の
守
丞
在
任
と
同
時
�
の
鯵
に
︑﹁
司

空
色
﹂﹁
倉
銜
﹂
と
い
う
記
営
が
見
え
る
こ
と
な
ど
を
根
據
と
し
て
︑﹁
少
な
く
と
も
司
空
と
倉
の
長
官
は
守
丞
に
就
任
で
き
た
﹂
と
営
べ
た
︒

た
だ
︑
里
耶
一
號
井
第
九
層
出
土
鯵
の
大
部
分
が
未
公
開
だ
っ
た
時
�
の
論
考
の
た
め
︑﹁
そ
の
他
の
官
署
の
責
任
者
が
守
丞
に
就
任
で
き
た

か
に
つ
い
て
は
︑
目
下
證
�
で
き
る
材
料
が
な
く
︑
し
ば
ら
く
存
疑
と
せ
ざ
る
得
な
い
﹂
と
い
う
に
と
ど
め
て
い
る(

23
)

︒
そ
こ
で

料
狀
況
が
改

善
さ
れ
た
今
︑
第
九
層
出
土
鯵
を
-
え
て
あ
ら
た
め
て
こ
の
點
を
檢
證
し
て
み
た
い
︒
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表
二

歷
代
の
�
陵
丞
と
守
丞

※
グ
レ
ー
の
部
分
は
日
附
が
不
�
確
な
も
の

年
�
日

眞

丞

守

丞

年
�
日

眞

丞

守

丞

26.
11.
09

戍

(9-1114)

31.
09.
18

昌

(8-140)

26.
02.
29

敦
狐

(9-1112)

31.後

9.
02

昌

(8-1560)

26.
05.
05

敦
狐

(9-1861)

31.後

9.
27

昌

(9-1417+

1691)

26.
05.
24

敦
狐

(J1⑯

9)

32.
10.
04

昌

(9-48)

26.
06.
02

敦
狐

(8-138+

174+

522+

523)※
a

32.
10.
06

昌

(9-30)

26.
06.
03

敦
狐

(9-2287)

32.
12.
22

昌

(9-1869)

26.
06.
13

敦
狐

(8-406)

32.
01.
20

昌

(8-157)

26.
08.
27

敦
狐

(8-1743+

2015)

32.
03.
01

昌

(8-62)

26.
09.
02

敦
狐

(8-135)

32.
03.
09

昌

(9-64)

27.
10.
23

敬

(8-63)

32.
03.
13

昌

(9-52)

27.
11.
28

敦
狐

(9-1408+

2288)

32.
04.
08

色

(8-155)
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27.
12.
01以

�

陰

(9-705+

1111+

1426)

32.
04.
09

色

(8-158)

27.
12.
01

敦
狐

(9-705+

1111+

1426)

32.
04.
11

色

(9-2251)

27.
12.
21

敦
狐

(9-23)

32.
04.
26

色

(8-2260+

J1⑫

1786)

27.
03.
05

敦
狐

(J1⑯

6)

32.
09.
01

都

(8-664+

1053+

2167)

27.
03.
06

敦
狐

(8-1510)

33.
10.
20

都

(9-21)

27.
03.
11

歐

(J1⑯

5)

33.
02.
01

都

(8-154)

27.
03.
13

歐

(J1⑯

6)

33.
05.
??以

�

都

(9-1420+

1421)

27.
03.
16

歐

(9-2283)

33.
05.
22

段(9-1871+

1883+

1893+

2469+

2471)※
f

27.
06.
13

歐

(J1⑫

849)

33.
06.
01以

�

R

(8-1267)※
g

27.
08.
13

歐

(9-2318)

33.
06.
01

R

(9-1438+

2199)※
g

27.
08.
20

陘

(8-133)

33.
06.
08

R

(8-768)

27.
08.
28

歐

(9-706)

33.
06.
13

R

(9-2314)

28.
12.
12

膻
之

(8-75+

166+

485)

34.
10.
04

說

(8-183+

290+

530)

28.
01.
21

膻
〼

(9-3160+

3162)

34.
01.
04

巸

(9-49)

28.
03.
29

膻
之

(9-2346)

34.
01.
05

巸

(8-197)

28.
07.
06

膻
之

(8-1563)

34.
01.
26

巸

(9-2314)

28.
07.
15

膻
之

(8-75+

166+
485)

34.
02.
15

巸

(8-197)

28.
08.
07
※
b

膻
之

(8-657)

34.
02.
30

巸

(8-1538+

9-1634)

28.
09.
08

胡

(8-1463)

34.
06.
11

銜

(9-757)︑
昌

(9-885)※
h

28.
??.
??

昌

(J1⑦

304)

膻
之

(J1⑦

304)

34.
07.
12

巸

(8-1525)

29.12.13以
�

※
c

膻(8-60+

656+

665+

748)※
d

34.
08.
03

巸

(9-2203)

29.
01.
09

昌

(8-1246)

34.
08.
21
※
i

茲

(9-2224)

29.
01.
16

昌

(9-348)

34.後

9.
30

茲

(8-1449+

1484)

29.
06.
12
※
c

昌

(8-60+

656+

665+

748)

35.
11.
01

繹

(8-69+

143+

2161)

29.
07.
14

昌

(9-33)

35.
11.
19

繹

(9-1088+

1090+

1113)



表
二
は
︑
�
陵
縣
歷
代
の
丞
と
守
丞
を
在
任
年
P
日
の
順
に
列
擧
し
た
も
の
で
︑
�
陵
守
丞
の
經
驗
者
は
二
三
名

(戍
・
敦
狐
・
敬
・
陘
・
膻

之
・
胡
・
色
・
都
・
段
・
R
・
說
・
巸
・
銜
・
昌
・
茲
・
繹
・
律
・
円
・
固
・
齮
・
就
・
枯
・
Q
)
を
數
え
る(

24
)

︒
續
い
て
表
一
に
目
を
轉
じ
︑
守
丞
任
職

者
の
直
�
お
よ
び
直
後
の
官
職
を
確


し
て
み
る
︒
す
る
と
︑
嗇
夫
か
ら
守
丞
︑
も
し
く
は
守
丞
か
ら
嗇
夫
と
い
う
衣
動
の
液
れ
を
見
て
取
れ
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29.
07.
26

昌

(8-2191)

35.
05.
12

律

(8-770)

29.
09.
20

昌

(8-1511)

35.
06.
21

銜

(8-1008+

1461+

1532)

30.
07.
23

昌

(8-1663+

1925+

2160)

35.
07.
09

円(8-673+

2002+

9-1848+

1897)※
j

30.
07.
□
□

昌

(9-1089)

35.
08.
28

�

(8-22+

131+

378+

514)

30.
□
□
.丙

申
昌

(8-754+

1007)

01.
07.
24

固

(5-1)

31.
12.
02

昌

(9-710)

01.
08.
01

固

(8-653+

9-1370)

31.
01.
14

昌

(9-2056)

01.
09.
11

固

(8-653+

9-1370)

31.
02.
04

昌

(8-71)

01.
??.
??※
k

固
︑
枯
︑
Q

(9-728)

31.
02.
09

昌

(9-450)

在
任
時
�
未
詳

齮

(8-704+

706)

31.
05.
04
※
e

昌

(8-2245)

就

(9-249+

455)

※
a
：
｢
�
陵
﹂
と
﹁
丞
敦
狐
﹂
の
閒
は
一
字
分
缺
損
し
て
い
る
が
︑
他
鯵
の
記
営
か
ら
﹁
�
陵
守
丞
敦
狐
﹂
と
思
わ
れ
る
︒

※
b
：
紀
年
は
な
い
が
︑
記
載
さ
れ
て
い
る
人
物
と
職
務
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
始
皇
二
八
年
と
わ
か
る
︒

※
c
：
紀
年
は
な
い
が
︑﹁
計
廿
八
年
﹂
と
あ
る
こ
と
と
記
載
さ
れ
て
い
る
內
容
・
人
物
な
ど
か
ら
︑
始
皇
二
九
年
と
'
斷
で
き
る
︒

※
d
：
｢
�
陵
丞
膻
﹂
と
あ
る
が
︑
他
縣
か
ら
の
�
書
と
い
う
こ
と
も
あ
り
︑﹁
�
陵
守
丞
膻
之
﹂
と
す
べ
き
と
こ
ろ
を
L
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

※
e
：
紀
年
は
な
い
が
︑
記
載
さ
れ
て
い
る
人
物
と
職
務
の
組
み
合
わ
せ
お
よ
び
日
附
の
干
荏
か
ら
始
皇
三
一
年
と
わ
か
る
︒

※
f
：
テ
キ
ス
ト
は
﹁
殷
﹂
と
す
る
が
︑
寫
眞
に
よ
り
﹁
段
﹂
と
釋
し
た
︒

※
g
：
｢丞
R
﹂
と
あ
る
が
︑
8-1267
と
9-1438+

2199
は
內
容
が
類
似
し
て
お
り
︑
い
ず
れ
も
﹁
守
丞
R
﹂
と
す
べ
き
と
こ
ろ
を
L
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

※
h
：
8-1665
に
﹁
司
空
昌
﹂
が
い
る
の
で
︑
眞
丞
の
昌
と
は
別
人
と
思
わ
れ
る
︒

※
i
：
紀
年
は
な
い
が
︑
里
耶
秦
鯵
の
年
代
で
八
P
癸
巳
朔
な
の
は
始
皇
三
四
年
の
み
︒

※
j
：
｢
�
陵
守
﹂
と
﹁
円
﹂
の
閒
に
一
字
分
の
缺
損
あ
り
︒
8-1282
と
9-984+
1152
に
﹁
�
陵
守
丞
円
﹂
と
あ
る
の
で
︑
﹁
丞
﹂
が
缺
け
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

※
k
：
9-728
は
年
閒
の
執
務
日
數
を
記
錄
し
た
も
の
で
あ
り
︑
同
鯵
に
登
場
す
る
守
丞
固
・
令
佐
違
の
任
職
時
�
に
照
ら
し
て
︑
二
世
元
年
と
'
斷
で
き
る
︒



る
︒
守
官
�
後
に
お
け
る
眞
官
の
身
分
が
は
っ
き
し
な
い
敬

(表
一
-
1
)
と
巸

(表
一
-
4
・
6
)
も
︑
そ
の
官
歷
に
嗇
夫
の
經
驗
を
R
し
て
い

る
︒ま

た
︑
具
體
�
な
日
附
が
わ
か
ら
な
い
た
め
に
表
一
か
ら
は
外
れ
て
い
る
が
︑
9-728
(
鯵
�
は
l

(18
)
參
照
)
に
よ
れ
ば
Q
は
固
と
同
年
︑

す
な
わ
ち
二
世
元
年
に
守
丞
を
務
め
て
い
た
︒
そ
し
て
同
じ
時
�
に
庫
嗇
夫
で
あ
っ
た
こ
と

(9-2232
な
ど
)
を
確


で
き
る
︒
さ
ら
に
︑
守

丞
任
職
時
�
か
ら
一
年
以
上
離
れ
て
は
い
る
も
の
の
︑
繹
は
始
皇
三
三
年
一
〇
P
一
九
日
に
發
弩
嗇
夫

(8-761)
と
し
て
︑
枯
は
二
七
年
一

一
P
八
日
に
畜
官
嗇
夫

(9-643)
と
し
て
そ
の
名
が
見
え
る
︒

そ
れ
か
ら
︑
楊
氏
も
引
用
し
て
い
る
も
の
だ
が
︑
�
陵
縣
の
某
屬
�
の
功
勞
や
經
歷
を
記
し
た
︑

〼
□

凡
□
□
□
□

□
□
□
鄕
廿
二
年
□
□

〼
□

爲
官
佐
六
歲
︒

□
功
二

爲
縣
令
佐
一
歲
十
二
日
︒

□
勞
四
︑
三
〖
歲
〗
九
P
廿
五
日

爲
縣
斗
食
四
歲
五
P
廿
四
日
︒

●
□
凡
功
六
三
歲
九
P
廿
五
日
︒

爲
縣
司
空
R
秩
乘
車
三
歲
八
P
廿
二
日
︒

□
□
�
陵
六
P
廿
七
日
︑
定
□
□
八
P
廿
日

守
�
陵
丞
六
P
廿
七
日
︒

□
□
可
□
屬
洞
庭

凡
十
五
歲
廿
五
日
︒
凡
功
三
︑
三
歲
九
P
廿
五
日
︒

□
五
十
歲
居
內

七
歲
□
□

(J1⑩

15)

と
い
う
伐
閱
*
が
あ
る
︒
記
営
に
よ
れ
ば
こ
の
人
物
も
︑
司
空
嗇
夫
と
な
っ
た
後
に
�
陵
丞
を
守
し
て
い
る
︒

嗇
夫
が
守
丞
を
務
め
た
と
い
う
例
は
�
獻

料
に
も
見
え
て
い
て
︑

鮑
宣
字
子
都
︑
渤
海
高
城
人
也
︒
好
學
�
經
︑
爲
縣
鄕
嗇
夫
︑
守
束
州
丞
︒

(﹃
漢
書
﹄
鮑
宣
傳
)

と
い
う
よ
う
に
︑
鮑
宣
は
鄕
嗇
夫
と
な
っ
た
う
え
で
束
州
縣
丞
を
守
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

楊
智
宇
氏
の
指
摘
し
た
司
空
・
倉
に
加
え
︑
少
內
・
庫
・
鄕
嗇
夫
も
守
丞
に
任
職
し
て
い
た
こ
と
は
ほ
ぼ
疑
い
な
い
︒
ま
た
︑
畜
官
・
發
弩
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嗇
夫
も
そ
の
可
能
性
を
殘
す
︒
こ
こ
に
あ
が
っ
た
嗇
夫
は
︑
里
耶
秦
鯵
に
確


で
き
る
�
陵
縣
の
嗇
夫
の
大
部
分
を
占
め
る
︒
こ
の
結
果
に
よ

る
限
り
︑
す
べ
て
の
嗇
夫
が
守
丞
と
な
る
�
格
を
R
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
︒

｢二
年
律
令
﹂
秩
律
に
よ
る
と
︑
嗇
夫
の
官
秩
は
一
二
〇
石
か
ら
二
五
〇
石
で
あ
り
︑
縣
に
お
い
て
は
二
〇
〇
石
か
ら
四
〇
〇
石
の
丞
・
尉

に
�
ぐ
地
位
に
あ
る
︒
こ
の
秩
�
の
"
さ
か
ら
嗇
夫
が
守
丞
に
任
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
こ
の
理
屈
か
ら
す
れ
ば
︑
尉
守
に
も
嗇
夫

を
任
じ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
︒
在
任
時
�
は
わ
か
ら
な
い
が
︑
尉
守
任
職
者
の
な
か
に
は
円

(8-671+

721+

2163)
と
Q

(9-249+

455)

と
い
う
人
物
が
お
り
︑
兩
者
と
も
庫
嗇
夫
の
經
歷
を
持
ち

(﹁
庫
円
﹂
8-845
な
ど
︑﹁
庫
Q
﹂
9-2232
な
ど
)
︑
守
丞
經
驗
者
で
も
あ
る

(﹁
守
丞
円
﹂

8-673+

2002+

9-1848+

1897︑﹁
守
丞
Q
﹂
9-728)
︒

濱
口
重
國
氏
も
い
う
よ
う
に
︑
長
�
と
な
る
た
め
に
は
敕
命
官
た
る
�
格
を
具
備
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
縣
の
屬
�
か
ら
直
接
眞
官
の

令
・
丞
・
尉
に
昇
任
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
嗇
夫
と
な
り
︑
長
�
の
守
官
を
務
め
る
こ
と
が
縣
屬
�
と
し
て
の
キ
ャ
リ

ア
の
﹁
上
が
り
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
歷
代
の
�
陵
守
丞
任
職
者
の
な
か
に
は
︑
嗇
夫
を
本
官
と
す
る
者
と
は
樣
子
が
衣
な
り
︑
守
丞
以
外
の
官
歷
が
ほ
ぼ
不
詳
で
︑

比
�
�
長
い
�
閒
︑
特
定
の
年
代
の
み
に
集
中
し
て
現
れ
る
者
が
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
敦
狐
・
膻
之
・
固
と
い
っ
た
人
物
が
そ
れ
で
あ
る

(表

二
參
照
)
︒

守
丞
固
の
任
職
日
數
に
つ
い
て
は
︑
9-728
に
二
四
二
日
と
記
錄
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
同
鯵
に
見
え
る
枯
の
五
五
日
︑
Q
の
五
七
日
に

比
べ
衣
樣
に
長
い
︒
ま
た
︑
枯
と
Q
が
ほ
か
の
時
�
に
別
の
官
職
で
も
登
場
す
る

(�
営
)
の
に
對
し
︑
固
は
二
世
元
年
に
の
み
︑
守
丞
と
し

て
だ
け
現
れ
る
︒

敦
狐
は
始
皇
二
六
年
二
P
二
九
日
か
ら
二
七
年
三
P
六
日
の
閒
︑
一
年
以
上
に
わ
た
っ
て
�
陵
守
丞
の
任
に
あ
っ
た
︒
一
一
年
後
の
二
世
元

年
の
鯵

(9-2267)
に
﹁
倉
守
士
五
敦
狐
﹂
と
あ
る
の
を
例
外
と
す
れ
ば
︑
そ
の
ほ
か
の
時
�
に
は
登
場
せ
ず
︑
官
職
は
い
ず
れ
も
守
丞
で
あ

る
︒
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守
丞
敦
狐
が
活
動
し
て
い
た
時
�
の
�
書
に
︑
�
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
︒

廿
七
年
十
二
P
丁
丑
朔
朔
日
︑
�
陵
拔
敢
言
⁝
⁝
□
�
陵
興
︑
尉
䁲
將
�
〼

丞
陰
・
�
卒
在
鄣
中
死
︑
當
置
後
︒
上
診
牒
⁝
〈略
〉⁝
︒

(9-705+

1111+

1426
正
面
)

〼
�
陵
守
丞
敦
狐
敢
言
之
⁝
〈略
〉⁝
︒

(9-705+

1111+

1426
背
面
)

〔始
皇
二
七
年
一
二
P
一
日
︑
�
陵
令
の
拔
が
申
し
上
げ
ま
す
⁝
⁝
□
�
陵
縣
が
軍
を
動
員
し(25

)
︑
尉
の
䁲
が
�
⁝
⁝
を
{
い
⁝
⁝
丞
の
陰

と
�
卒
が
砦
の
な
か
で
死
¥
し
ま
し
た
の
で
︑
後
繼
者
を
置
く
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
診
斷
書
を
上
¦
い
た
し
ま
す
⁝
⁝
�
陵
守
丞
の
敦
狐

が
申
し
上
げ
ま
す
⁝
⁝
︒︺

�
陵
縣
の
軍
事
行
動
に
と
も
な
っ
て
︑
丞
の
陰
が
死
¥
し
た
よ
う
に
讀
め
る
︒
守
丞
敦
狐
の
初
出
は
こ
れ
よ
り
一
〇
か
P
ほ
ど
�
の
始
皇
二
六

年
二
P
二
九
日

(9-1112)
な
の
で
︑
陰
の
死
¥
と
敦
狐
の
�
陵
守
丞
就
任
に
直
接
の
因
果
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
︒
た
だ
い
ず
れ
に
せ
よ
︑

從
軍
に
よ
る
眞
丞
の
長
�
不
在
は
豫
�
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る(26

)
︒
そ
し
て
表
二
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
︑
敦
狐
は
陰
の
後
任
で
あ
る
歐
が
着
任

す
る
ま
で
の
閒
︑
眞
丞
の
缺
を
埋
め
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

陰
の
後
任
と
し
て
�
陵
丞
と
な
っ
た
歐
だ
が
︑

廿
七
年
八

P

丙

戌
︑
�

陵

拔
§
歐
︒
辭
曰
︑
上
¨
︑
居
成
固
畜
園
︑
□
〼

欣
獄
︒
歐
坐
男
子
毋
©
険

(詐
)
僞
自
〼

(8-209
正
面
)

●
鞫
︒
歐
失
瑚

(拜
)
騶
奇
u
︒
R
它
論
︒
貲
二
甲
︒
與
此
同
〼(27

)

(8-209
背
面
)

〔始
皇
二
七
年
八
P
一
三
日
︑
�
陵
令
の
拔
が
歐
に
a
問
す
る
︒
歐
が
供
営
し
て
い
う
に
は
︑
u
は
上
¨
で
︑
成
固
縣
畜
園
里
に
居
«
し
︑

□
⁝
⁝
欣
獄
︒
歐
は
男
子
毋
©
が
自
分
の
⁝
⁝
を
僞
っ
た
⁝
⁝
●
取
り
s
べ
結
果
︒
歐
は
L
っ
て
騶
奇
に
¬
u
し
た
︒
こ
の
ほ
か
に
も
處

罰
す
べ
き
罪
が
あ
る
︒
罰
金
二
甲
︒
こ
の
件
と
同
一
の
⁝
⁝
︒︺

廿
七
年
八
P
丙
戌
︑
�
陵
拔
§
歐
︒
辤

(辭
)
曰
︑
上
¨
︑
居
成
固
畜
園
︑
爲
�
陵
丞
︒
故
爲
?
〼
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□
獄
︒
歐
坐
男
子
毋
©
険

(詐
)
僞
自
u
弗
得
︒
獄

角
曹
︒
●
六
P
丙
子
論
〼

(9-2318
正
面
)

●
鞫
︒
歐
失
瑚

(拜
)
大
男
子
賞
橫
u
︒
R
它
論
︒
貲
二
甲
︒
與
此
同
事
相
遝
︒
審
︒
〼

(9-2318
背
面
)

〔始
皇
二
七
年
八
P
一
三
日
︑
�
陵
令
の
拔
が
歐
に
a
問
す
る
︒
歐
が
供
営
し
て
い
う
に
は
︑
u
は
上
¨
で
︑
成
固
縣
畜
園
里
に
居
«
し
︑

�
陵
丞
で
あ
り
ま
す
︒
も
と
?
⁝
⁝
□
獄
︒
歐
は
男
子
毋
©
が
自
分
の
u
を
僞
っ
た
た
め
に
®
捕
し
な
か
っ
た
罪
に
坐
す
︒
獄

角
の
曹
︒

●
六
P
丙
子
論
⁝
⁝
●
取
り
s
べ
結
果
︒
歐
は
L
っ
て
大
男
子
賞
橫
に
¬
u
し
た
︒
こ
の
ほ
か
に
も
處
罰
す
べ
き
罪
が
あ
る
︒
罰
金
二
甲
︒

こ
の
件
と
同
一
の
案
件
は
一
つ
の
罪
と
見
な
す
︒
以
上
︑
�
白
で
あ
る
⁝
⁝
︒︺

と
あ
る
よ
う
に
︑
�
陵
令
の
拔
か
ら
a
問
さ
れ
︑
關
聯
す
る
案
件(28

)
に
つ
い
て
複
數
の
罪
に
問
わ
れ
て
い
る
︒

こ
の
な
か
の
﹁
詐
僞
自
u
﹂
に
つ
い
て
は
﹁
二
年
律
令
﹂
u
律
三
九
四
鯵
に
︑

諸
険

(詐
)
僞
自
u
免
・
u
免
人
者
︑
皆
黥
爲
城
旦
舂
︒
�
智

(知
)
而
行
者
︑
與
同
罪
︒

〔お
よ
そ
自
ら
の
u
を
僞
っ
て
罪
を
免
除
さ
れ
た
者
・
u
に
よ
っ
て
他
人
の
罪
を
免
除
さ
せ
た
者
は
︑
い
ず
れ
も
黥
城
旦
舂
と
す
る
︒
官

�
が
僞
り
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
免
除
し
た
場
合
は
同
罪
と
す
る
︒︺

と
い
う
規
定
が
あ
る
︒
8-209
と

9-2318
の
案
件
に
お
い
て
︑
も
し
歐
が
虛
僞
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
毋
©
を
見
±
し
て
い
た
の
で
あ

れ
ば
︑
歐
も
同
罪
と
見
な
さ
れ
て
黥
城
旦
と
な
り(29

)
︑
と
う
て
い
丞
で
は
い
ら
れ
な
い
︒
ま
た
︑
睡
虎
地
秦
鯵
﹁
法
律
答
問
﹂
五
九
鯵
に
は
︑

﹁
廷
行
事
︑
�
爲
詛
僞
︑
貲
盾
以
上
︑
行
其
論
︑
R

(
印
)
廢
之
︹
'
例
で
は
︑
官
�
が
虛
僞
を
な
し
て
罰
金
一
盾
以
上
と
な
り
︑
'
決
が
執

行
さ
れ
れ
ば
︑
免
職
の
う
え
︑
永
久
に
任
用
し
な
い
︺﹂
と
も
あ
る
︒
そ
し
て
表
二
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
歐
は
こ
の
a
問
か
ら
ほ
ど
な
く
し

て
|
を
}
し
︑
そ
れ
と
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
守
丞
の
膻
之
が
現
れ
る
︒

膻
之
は
少
な
く
と
も
始
皇
二
八
年
一
二
P
一
二
日
か
ら
二
八
年
八
P
七
日
ま
で
の
八
か
P
閒
︑
�
陵
守
丞
を
務
め
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ

以
外
の
�
閒
に
は
ま
っ
た
く
名
�
が
見
ら
れ
な
い
︒
職
務
も
L
記
と
思
わ
れ
る
二
件

(8-60+

656+

665+

748
の
﹁
�
陵
丞
膻
﹂
︑
9-2107
の
﹁
丞

膻
之
﹂)
を
除
け
ば
︑
す
べ
て
守
丞
で
あ
る
︒
ち
な
み
に
︑
守
丞
膻
之
の
後
に
は
眞
丞
の
昌
が
登
場
す
る
の
だ
が
︑
昌
が
�
陵
丞
の
職
に
あ
っ
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た
始
皇
二
九
年
一
P
か
ら
三
二
年
三
P
ま
で
の
閒
は
︑
�
陵
守
丞
の
存
在
を
確


で
き
な
い(30

)
︒

濱
口
重
國
氏
の
硏
究
と
﹁
二
年
律
令
﹂
具
律
の
規
定
か
ら
︑
秦
代
の
縣
に
も
郡
�
に
よ
る
長
�
の
守
官
が
い
た
可
能
性
の
あ
る
こ
と
は
す
で

に
営
べ
た
︒
あ
く
ま
で
狀
況
證
據
に
基
づ
く
に
6
ぎ
な
い
が
︑
敦
狐
・
膻
之
・
固
な
ど
は
�
陵
縣
丞
の
長
�
不
在
や
缺
員
を
補
う
た
め
︑
上
�

の
洞
庭
太
守
府
よ
り
d
\
さ
れ
て
き
た
郡
�
の
守
丞
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
れ
ら
の
人
物
が
�
陵
縣
の
ほ
か
の
職
務
に
就
か
ず
︑
一
定
の
時

�
に
し
か
現
れ
な
い
の
は
︑
特
に
�
陵
守
丞
を
擔
う
べ
く
赴
任
し
︑
眞
丞
が
歸
任
・
着
任
し
た
あ
か
つ
き
に
は
�
陵
縣
を
離
れ
て
し
ま
う
た
め

と
理
解
し
得
る
︒

續
い
て
︑
尉
が
守
丞
を
務
め
て
い
る
狀
況
を
�
陵
縣
に
お
い
て
確


で
き
る
か
ど
う
か
︒
尉
と
守
丞
の
任
職
者
で
共
�
す
る
人
名
と
し
て
は
︑

敬
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る

(﹁
尉
敬
﹂
8-2206+

2212
な
ど
︑﹁
守
丞
敬
﹂
8-63
な
ど
)
︒
と
こ
ろ
が
︑
9-22
に
は
﹁
貳
春
鄕
敬
﹂
と
あ
る
︒
縣
の

屬
�
か
ら
眞
官
の
長
�
と
な
る
こ
と
は
な
い
の
で
同
名
衣
人
が
い
た
こ
と
に
な
り(31

)
︑﹁
守
丞
敬
﹂
は
﹁
貳
春
鄕
敬
﹂
と
同
一
人
物
と
い
う
可
能

性
も
十
分
に
あ
る

(守
丞
と
貳
春
鄕
嗇
夫
の
任
職
時
�
も
一
年
二
か
P
ほ
ど
し
か
離
れ
て
い
な
い
)
︒

こ
の
ほ
か
に
尉
と
守
丞
兩
方
を
務
め
て
い
る
者
は
い
な
い
た
め
︑
�
陵
尉
が
守
丞
を
擔
任
し
た
と
い
う
確
た
る
事
例
は
存
在
し
な
い
こ
と
に

な
る
︒

(3
)
守
嗇
夫
の
任
職
者

守
嗇
夫
の
任
職
者
に
つ
い
て
は
︑
睡
虎
地
秦
鯵
﹁
秦
律
十
八
種
﹂
置
�
律
一
六
一
鯵
に
︑

官
嗇
夫
X

(卽
)
不
存
︑
令
君
子
毋

(無
)
©
者
若
令

守
官
︑
毋
令
官
佐
・

守
︒

〔官
嗇
夫
が
も
し
不
在
な
ら
ば
︑
君
子
の
問
題
の
な
い
者
︑
も
し
く
は
令

に
官
を
守
せ
し
め
よ
︒
官
佐
・
官

に
守
せ
し
め
て
は
な
ら

な
い
︒︺

と
あ
り
︑
縣
廷
の
書
記
官
で
あ
る
令

が
官
嗇
夫
の
守
官
を
務
め
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
で
は
�
陵
縣
に
お
け
る
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こ
の
規
定
の
!
用
狀
況
を
表
一
に
よ
っ
て
確
か
め
て
み
よ
う
︒

守
嗇
夫
へ
の
任
職
事
例
の
う
ち
︑
一
年
以
內
の
直
�
お
よ
び
直
後
の
職
が
わ
か
る
も
の
は
の
べ
六
三
件
︒
そ
の
う
ち
︑
令

を
�
後
い
ず
れ

か
︑
あ
る
い
は
兩
方
で
務
め
て
い
る
こ
と
が
確
實
な
事
例
は
八
件

(表
一
-
12
・
18
・
20
・
41
・
42
・
66
・
67
・
70
)
で
あ
る
︒
�
揭
置
�
律
の
規

定
は
官
嗇
夫
を
對
象
と
し
た
も
の
だ
が
︑
令

が
鄕
嗇
夫
を
守
し
て
い
る
例
も
そ
の
な
か
に
三
件

(
表
一
-
66
・
67
・
70
)
含
ま
れ
る
︒

こ
の
ほ
か
︑
令
佐
に
よ
る
事
例
が
六
件

(表
一
-
21
・
48
・
49
・
57
・
58
・
61
)
あ
る
︒
ま
た

8-24+

331
に
︑﹁
令
佐
と
爲
し
︑
田
を
守
せ
し

む
﹂
と
も
見
え
る
︒

令
佐
に
つ
い
て
は
律
令
中
に
言
1
が
な
く
︑
里
耶
秦
鯵
の
ほ
か
に
は
嶽
麓
秦
鯵
﹁
爲
獄
等
狀
四
種
﹂
に
見
え
る
~
度
で(

32
)

︑
い
ま
だ
不
�
な
部

分
が
多
い
︒
た
だ
︑
そ
の
職
能
や
地
位
は
令

と
同
樣
で
あ
り
︑
令

と
の
閒
で
相
互
の
衣
動
が
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る(33

)
︒
例
え
ば
︑

卅
四
年
十
一
P
丁
卯
朔
甲
午
︑
倉
守
壬
・
佐
卻
出
梗
袍

四
︑
幏
⁝
⁝
□
隸
妾
欬
等
四
人
︒
袍
一
直

(値
)
十
五
︑
絝
一
直

(値
)
七
︒
三

=

人
錢
各
卌
︑
一
人
卌
八
︒
卻
手
︒

令

連
監
︒

(9-495+

498)

卅
四
年
十
一
P
丁
卯
朔
甲
午
︑
倉
守
壬
・
佐
卻
出
梗
袍
四
︑
幏
〼

一
人
卌
八
︒

令
佐
連
監
〼

(9-209)

と
い
う
よ
う
に
︑
同
じ
人
物
が
同
じ
日
に
同
じ
業
務
を
︑
一
方
で
は
令

︑
一
方
で
は
令
佐
と
し
て
監
督
し
て
い
る
の
が
そ
の
證
で
あ
る
︒

加
え
て
︑
�
揭
J1⑩

15
の
伐
閱
*
で
は
︑
令
佐
と
な
っ
て
一
年
一
二
日
後
に
斗
食
の
官
秩
を
I
け
て
い
る
︒
つ
ま
り
令
佐
に
は
︑
斗
食
と

そ
の
下
位
の
佐

と
い
う
二
種
類
の
官
秩
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
そ
し
て
﹁
二
年
律
令
﹂
賜
律
二
九
七
鯵
に
︑﹁
�
に
酒
食
を
賜
う
に
︑
構

({
)
は
秩
百
石
に
し
て
肉
十
二
斤
︑
酒
一
斗
︒
斗
食
・
令

は
肉
十
斤
︑
佐

は
八
斤
︑
酒
各
一
斗
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
令

の
官
秩
も

斗
食
以
下
で
あ
り
︑
令
佐
と
同
じ
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
兩
職
は
ほ
ぼ
同
等
の
n
い
を
I
け
て
い
た
よ
う
で
︑
そ
れ
は
守
嗇
夫
の
任
職
�
格
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
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で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
縣
廷
に
お
け
る
�
書
の
處
理
作
成
・
開
封
は
令

や
令
佐
の
仕
事
で
あ
っ
た(34

)
︒
表
一
に
お
け
る
µ
體
は
︑
�
陵
縣
廷
が
發
行
し

た
�
書
の
﹁
手
﹂
者

(=

處
理
作
成
者
)
と
︑
I
信
�
書
の
﹁
f
﹂﹁
發
﹂
者

(=

開
封
者(35
)

)
と
し
て
名
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
と

き
の
官
職
を
令

あ
る
い
は
令
佐
と
し
て
'
定
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
例
は
一
七
件

(
表
一
-
10
・
12
・
13
・
17
・
22
・
28
・
30
・
31
・
42
・

43
・
47
・
48
・
51
・
54
・
59
・
60
・
63
)
存
在
す
る
︒

條
件
の
重
複
す
る
も
の
を
一
件
と
見
な
し
︑
�
職
と
後
職
の
ど
ち
ら
が
本
官
か
不
�
な
表
一
-
51
を
除
い
た
う
え
で
以
上
を
合
算
す
る
と
︑

二
七
件
と
な
る
︒
さ
ら
に
︑
守
嗇
夫
の
直
�
・
直
後
に
限
ら
ず
︑
一
年
以
內
に
令

か
令
佐
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
た
場
合

(表
一
-
29
・
50
・

55
・
64
・
65
)
も
含
め
れ
ば
三
二
件
と
な
る
︒
守
嗇
夫
任
職
事
例
の
ほ
ぼ
f
分
が
令

・
令
佐
を
本
官
と
す
る
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
り
︑
置
�
律
の
規
定
は
�
陵
縣
で
も
確
か
に
機
能
し
て
い
た
と
い
え
る
︒

嗇
夫
が
別
の
嗇
夫
を
守
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
く
︑
一
〇
件

(表
一
-
14
・
15
・
26
・
33
・
37
・
38
・
46
・
52
・
53
・
56
︑
疑
い
の
あ
る
24
・

25
・
51
・
70
を
除
く
)
を
數
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
な
か
で
も
表
一
-
52
は
顯
著
な
事
例
で
︑
始
皇
三
一
年
五
P
四
日
時
點
で
倉
嗇
夫
で
あ
っ
た

是
は
︑
七
日
後
の
一
一
日
に
は
都
鄕
守
と
し
て
登
場
し
︑
同
日
に
倉
嗇
夫
と
し
て
も
執
務
し
て
い
る
︒
是
が
倉
嗇
夫
を
も
っ
て
都
鄕
嗇
夫
を
守

し
て
い
た
こ
と
は
︑
ま
ず
閒
�
い
な
い
︒

�
揭
﹁
秦
律
十
八
種
﹂
置
�
律
に
よ
れ
ば
︑
令

と
と
も
に
﹁
君
子
﹂
も
嗇
夫
の
守
官
と
な
る
�
格
を
R
し
て
い
た
︒﹁
君
子
﹂
は
︑
嶽
麓

秦
鯵
﹁
秦
律
令

(壹
)﹂
二
一
〇
～
二
一
一
鯵
に
︑﹁
君
子
の
子
・
大
夫
の
子
・
小
u
1
び
公
卒
・
士
五

(
伍
)
の
子
年
十
八
歲
以
上
を
益
除
し

て
員
に
備
う
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
特
定
の
階
層
を
示
す
身
分
呼
稱
と
思
わ
れ
る
︒
李
玥
凝
氏
は
︑

⁝
〈略
〉⁝
未
卒
�
壞
︑
司
空
將
紅

(功
)
1
君
子
3
�
者
R
罪
⁝
〈略
〉⁝
︒

(﹁
秦
律
十
八
種
﹂
一
一
六
鯵
)

〔一
年
未
滿
で
壁
が
壞
れ
た
場
合
は
︑
工
事
の
責
任
者
で
あ
る
司
空
と
そ
の
壁
の
3
管
者
で
あ
る
君
子
が
R
罪
と
な
り
⁝
⁝
︒︺

⁝
〈略
〉⁝
V
城
R
壞
者
︑
縣
司
空
署
君
子
將
者
︑
貲
各
一
甲
⁝
〈略
〉⁝
︒

(﹁
秦
律
雜
抄
﹂
四
〇
鯵
)
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〔築
い
た
も
の
が
壞
れ
た
場
合
︑
縣
司
空
の
持
ち
場
の
責
任
者
で
あ
る
君
子
が
そ
れ
ぞ
れ
罰
金
一
甲
と
な
る
⁝
⁝
︒︺

と
い
う
律
�
の
な
か
に
見
え
る
﹁
君
子
﹂
が
城
壁
の
管
理
者
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
︑
秦
鯵
に
お
け
る
﹁
君
子
﹂
と
は
︑
基
層
管
理
者
︑
縣
內

の
高
�
少
�
を
指
す
語
で
あ
る
と
す
る(36

)
︒
諸
官
や
鄕
官
の
3
管
者
で
あ
る
嗇
夫
の
立
場
は
こ
れ
と
一
致
し
て
お
り
︑﹁
君
子
﹂
の
な
か
に
嗇
夫

も
含
ま
れ
る
の
で
あ
れ
ば
︑
置
�
律
の
規
定
は
嗇
夫
に
よ
る
守
嗇
夫
の
任
職
を
も
保
證
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒

そ
れ
か
ら
表
一
で
氣
に
な
る
の
は
︑
諸
官
・
鄕
官
の
佐
・

が
守
嗇
夫
を
務
め
て
い
る
と
お
ぼ
し
き
例
が
七
件

(表
一
-
32
・
34
・
35
・
36
・

45
・
69
・
71
)
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
特
に
9-2314
背
面

(表
一
-45
)
は
︑

卅
四
年
十
二
P
丁
酉
朔
壬
寅
︑
司
空
守
沈
敢
言
之
︒
與
此
二
(
︑
未
報
︑
謁
(
︒
敢
言
之
︒
／
沈
手
⁝
〈略
〉⁝

十
二
P
乙
巳
日
入
︑
佐
沈
以
來
︒
／
壬
發
︒

と
い
う
よ
う
に
︑﹁
司
空
守
沈
﹂
の
名
義
で
差
し
出
さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑﹁
佐
沈
﹂
が
持
っ
て
き
た
と
あ
っ
て
︑
司
空
佐
が
司
空
守
嗇
夫
を
務

め
て
い
た
可
能
性
が
高
い
︒
官
佐
・
官


(お
そ
ら
く
は
鄕
佐
・
鄕

も
)
を
守
嗇
夫
と
す
る
こ
と
は
�
揭
置
�
律
の
規
定
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ

て
い
た
は
ず
だ
が
︑
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
事
態
が
¸
こ
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

實
は
︑
置
�
律
の
禁
令
を
囘
¹
し
て
︑
佐
や

を
守
嗇
夫
に
任
じ
る
方
法
が
あ
っ
た
よ
う
な
の
で
あ
る
︒
9-30
正
面
に
︑

卅
一
年
後
九
P
庚
辰
朔

乙

巳
︑
?

陵
鄕
守
冣
敢
言
之
︒
佐
冣
爲
叚

(假
)
令

︑
以
乙
巳
視
事
︒

謁
令
官
假
養
・
走
︒
敢
言
之
⁝
〈略
〉⁝
︒

〔始
皇
三
一
年
後
九
P
二
六
日
︑
?
陵
鄕
守
嗇
夫
の
冣
が
申
し
上
げ
ま
す
︒
?
陵
鄕
佐
の
冣
は
假
令

と
な
り
︑
二
六
日
を
も
っ
て
執
務

に
就
き
ま
し
た
︒
官
に
養
と
走
を
貸
與
さ
せ
る
よ
う
求
め
ま
す
︒
以
上
︑
申
し
上
げ
ま
す
⁝
⁝
︒︺

と
あ
る
︒
こ
こ
で
も
?
陵
鄕
佐
が
?
陵
鄕
嗇
夫
の
守
官
を
擔
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
︑
鄕
佐
の
冣
が
鄕
守
嗇
夫
を
務
め
な
が
ら
︑
假
令

と
な
っ

て
い
る
點
に
j
目
し
た
い
︒

假
令

の
﹁
假
﹂
は
︑
先
ほ
ど
少
し
觸
れ
た
假
官
を
�
味
す
る
︒
高
震
寰
氏
に
よ
る
と
︑
假
官
と
は
︑
任
務
の
必
4
に
應
じ
て
º
宜
�
に
身
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分
を
貸
し
與
え
る
措
置
で
あ
る
︒
ま
た
王
洩
氏
に
よ
れ
ば
︑
假
官
は
眞
官
と
同
樣
の
職
能
と
權
威
を
行
A
し
た
と
い
う
︒

實
例
を
あ
げ
る
と
︑﹁
南
郡
卒

蓋
廬
・
摯
・
朔
︑
叚

(假
)
卒

瞗
復
攸
㢑
等
獄
*
﹂
と
題
さ
れ
た
張
家
山
漢
鯵
﹁
奏
讞
書
﹂
案
例
一
八

で
は
︑
瞗
と
い
う
人
物
を
假
卒

と
し
た
う
え
で
︑
卒

と
と
も
に
再
審
s
査
に
當
た
ら
せ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
任
務
の
必
4
に
應
じ
て
﹂
と

い
う
こ
と
で
假
官
の
呼
稱
に
は
︑
上
計
の
責
任
者
で
あ
る
﹁
將
計
叚

(假
)
丞
﹂
(8-2+

77+

108
な
ど
)
︑
キ
ノ
コ
の
H
集
を
す
る
﹁
求
菌
叚

(假
)
倉
﹂
(8-459
な
ど
)
︑
猿
の
捕
獲
を
擔
う
﹁
將
捕
爰
叚

(假
)
倉
﹂
(8-1559)
と
い
う
よ
う
に
︑
任
務
の
內
容
が
冠
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ

る
︒｢秦

律
十
八
種
﹂
置
�
律
に
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
令

は
守
嗇
夫
と
な
る
�
格
を
R
し
て
い
る
︒
9-30
の
場
合
︑
冣
は
鄕
佐
で
あ
る

た
め
本
來
は
守
嗇
夫
と
な
る
�
格
を
持
た
な
い
が
︑
令

の
權
能
を
付
與
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
?
陵
鄕
守
嗇
夫
に
任
職
し
て
い
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
︒

ち
な
み
に
︑
冣
は
養

(炊
事
係
)
と
走

(A
い
走
り
)
の
貸
與
を
求
め
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
8-1560
に
︑

卅
一
年
後
九
P
庚
辰
朔
辛
巳
︑
�
陵
丞
昌
謂
倉
嗇
夫
︒
令

言

以
辛
巳
視
事
︑
以
律
令
假
養
︑
襲
令

�
走
?
︑

定
其
符
︒
它
如
律
令
︒

〔始
皇
三
一
年
後
九
P
二
日
︑
�
陵
丞
昌
が
倉
嗇
夫
に
申
し
渡
す
︒
令

言
が
二
日
を
も
っ
て
執
務
に
就
い
た
の
で
︑
律
令
に
基
づ
い
て

養
を
貸
與
し
︑
令

�
の
走
の
?
を
I
け
繼
が
せ
︑
割
符
を
確
定
せ
よ
︒
ほ
か
は
律
令
の
と
お
り
で
あ
る
︒︺

と
あ
る
よ
う
に
︑
律
令
で
保
證
さ
れ
た
令

の
權
利
で
あ
っ
た
︒
こ
の
こ
と
か
ら
も
︑
冣
が
令

待
¼
に
あ
っ
た
こ
と
が
裏
づ
け
ら
れ
る
︒

佐
・

が
守
嗇
夫
を
務
め
て
い
る
そ
の
ほ
か
の
事
例
も
︑
冣
の
場
合
と
同
樣
の
手
順
を
踏
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
︒
8-1231
に
﹁
倉
�
見
三
人
︑

其
一
叚

(假
)
令
佐
﹂
と
あ
る
の
は
︑
倉
佐
が
令
佐

(令

と
同
等
の
�
格
を
持
つ
)
の
假
官
と
な
っ
た
う
え
で
︑
倉
嗇
夫
を
守
し
て
い
る
狀
態

を
表
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
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結
局
の
と
こ
ろ
︑
假
官
な
ど
を
驅
A
す
れ
ば
︑
守
嗇
夫
に
は
縣
屬
�
の
大
部
分
を
任
命
で
き
た
こ
と
に
な
る
︒

(4
)
縣
の
守
官
の
任
命
權
者

こ
れ
ま
で
に
営
べ
て
き
た
縣
の
守
官
は
︑
誰
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒

守
令
の
任
命
權
に
つ
い
て
は
︑
ま
ず
︑﹁
二
年
律
令
﹂
具
律
に
お
い
て
問
題
に
し
て
い
る
の
が
﹁
縣
�
官
守
丞
﹂
の
斷
獄
・
奏
讞
權
で
あ
る

こ
と
か
ら
︑
縣
で
任
命
で
き
る
守
官
は
守
丞
以
下
で
あ
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
︒
荊
山
�
丞
が
�
陵
守
を
	
ね
て
い
る
先
の
事
例

(8-1516)
の

よ
う
に
︑
他
の
縣
�
の
丞
を
守
令
に
あ
て
る
と
い
う
の
も
︑
�
ら
か
に
一
縣
の
權
限
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
二
千
石
官
が
置
く
V
﹂

の
﹁
守
丞
﹂
と
い
わ
ず
︑
敢
え
て
﹁
守
�
﹂
と
し
て
い
る
の
は
︑
そ
の
な
か
に
守
令
も
含
ま
れ
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
そ
し
て
何
よ
り
縣

令
の
直
上
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
︑
こ
の
當
時
か
ら
郡
太
守
は
守
令
の
任
命
權
を
R
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

そ
れ
か
ら
︑
具
律
の
﹁
丞
缺
す
れ
ば
︑
一
尉
を
し
て
守
丞
た
ら
し
む
﹂
は
﹁
二
千
石
官
が
置
く
V
の
守
・
假
�
﹂
と
は
別
に
書
か
れ
て
い
る

の
で
︑
縣
に
お
け
る
任
命
に
�
い
な
い
︒
そ
し
て
︑
缺
員
に
よ
っ
て
生
じ
る
狀
況
な
の
だ
か
ら
當
然
に
眞
丞
は
お
ら
ず
︑
尉
も
﹁
令
﹂
せ
ら
れ

て
守
丞
と
な
る
の
で
︑
自
身
を
任
じ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
8-406
に
︑

男
子
皇
楗
獄
¾

(*
)
︒

廿
六
年
六
P
癸
亥
︑
�
陵
拔
・
守
丞
敦
狐
・

畸
治
〼

と
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
秦
代
の
斷
獄
に
は
縣
の
令
・
(守
)
丞
が
と
も
に
參
與
し
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
先
の
具
律
の
規
定
は
縣
令
に

觸
れ
る
こ
と
な
く
︑
斷
獄

(と
奏
讞
)
時
に
お
け
る
丞
の
缺
員
の
み
を
問
題
と
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
縣
令
が
そ
こ
に
い
る
こ
と
を
�
提
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
こ
の
場
合
に
お
い
て
守
丞
を
任
命
で
き
る
の
は
縣
令
以
外
に
お
ら
ず
︑
少
な
く
と
も
縣
令
は
守
丞
の
任
命
權
を

R
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

�
に
︑
守
嗇
夫
の
任
命
に
關
し
て
は
︑
�
揭
9-50
に
﹁
廷
﹂
が
貳
春
鄕
を
守
せ
し
め
た
と
あ
る
︒
縣
廷
の
指
示
書
は
す
べ
て
令
・
丞

(も
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し
く
は
そ
の
守
官
)
の
名
義
で
發
行
さ
れ
る
の
で
︑
廷=

縣
令
・
丞
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
︒

さ
ら
に
︑﹁
秦
律
十
八
種
﹂
內

雜
一
八
九
鯵
に
は
︑

官
嗇
夫
免
□
□
□
□
□
□
□
其
官
亟
置
嗇
夫
︒
6
二
P
弗
置
嗇
夫
︑
令
・
丞
爲
不
從
令
︒

內

雜

〔官
嗇
夫
が
罷
免
さ
れ
た
な
ら
ば
□
□
□
□
□
□
□
そ
の
官
は
す
み
や
か
に
嗇
夫
を
置
け
︒
二
か
P
を
6
ぎ
て
も
嗇
夫
を
置
か
な
け
れ
ば
︑

令
・
丞
は
法
令
に
背
い
た
も
の
と
す
る
︒

內

雜
︺

と
あ
っ
て
︑
官
嗇
夫
を
罷
免
し
た
後
︑
二
か
P
を
6
ぎ
て
も
嗇
夫
を
置
か
な
い
場
合
は
︑
令
・
丞
が
法
令
に
�
反
し
た
も
の
と
さ
れ
た
︒
つ
ま

り
︑
官
嗇
夫
の
任
命
權
は
縣
の
令
・
丞
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
眞
官
の
任
命
權
が
あ
る
以
上
︑
守
嗇
夫
に
つ
い
て
も
同
樣
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
︒
ま
た
同
一
九
〇
鯵
に
は
︑

⁝
〈略
〉⁝
苑
嗇
夫
不
存
︑
縣
爲
置
守
︑
如
廏
律
︒

內

雜

〔⁝
⁝
苑
嗇
夫
が
不
在
な
ら
ば
︑
そ
の
た
め
に
縣
が
守
官
を
置
く
こ
と
︑
廏
律
の
と
お
り
に
せ
よ
︒

內

雜
︺

と
あ
る
︒
苑
嗇
夫
は
中
央
官
府
の
荏
署
で
あ
る
都
官
の
嗇
夫
だ
が(37

)
︑
そ
の
在
V
の
縣
が
守
官
の
任
命
權
を
R
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
︒

都
官
の
!
營
に
は
在
V
の
縣
の
シ
ス
テ
ム
を
¿
用
す
る
こ
と
が
多
く(38

)
︑
こ
の
條
�
の
規
定
も
︑
縣
が
自
縣
の
守
嗇
夫
を
任
命
す
る
こ
と
に
準
據

し
た
措
置
な
の
で
は
な
い
か
︒

以
上
を
4
す
る
に
︑
守
官
は
守
さ
れ
る
官
職
の
上
位
者
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
縣
が
官
制
上
別
系
瓜
に
屬
す
る
都

官
の
守
嗇
夫
を
任
命
す
る
と
い
う
特
殊
な
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
︑
縣
の
令
・
丞
の
ほ
う
が
都
官
の
嗇
夫
よ
り
格
上
で
あ
る
た
め(39

)
︑
こ
れ

も
ま
っ
た
く
の
例
外
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
︒

(5
)
�
陵
縣
の
守
官
に
お
け
る
官
秩
・
位
�
の
高
下

大
庭
脩
氏
に
よ
れ
ば
︑
守
官
に
は
卑
秩
の
官
が
高
秩
の
官
を
守
す
る
と
い
う
原
則
が
あ
っ
た
と
の
こ
と
だ
が
︑
こ
れ
は
秦
の
�
陵
縣
に
お
い
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て
も
當
て
は
ま
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

す
で
に
営
べ
た
と
お
り
︑
長
官
職
で
あ
る
À
陵
令
を
次
官
職
で
あ
る
荆
山
�
丞
が
守
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
�
陵
守
丞
は
嗇
夫
に
よ
っ
て
擔

わ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
︒﹁
二
年
律
令
﹂
秩
律
に
よ
れ
ば
︑
縣
丞
の
官
秩
が
二
〇
〇
石
か
ら
四
〇
〇
石
な
の
に
對
し
︑
嗇
夫
は
一
二
〇
石
か

ら
二
五
〇
石
な
の
で
︑
こ
ち
ら
も
大
庭
氏
の
い
う
原
則
と
ほ
ぼ
合
致
す
る
︒
そ
れ
か
ら
︑
令

・
令
佐
の
官
秩
が
斗
食
な
い
し
佐

で
あ
る
こ

と
は
�
Á
し
た
︒
一
二
〇
石
か
ら
二
五
〇
石
の
嗇
夫
に
は
お
よ
ば
な
い
の
で
︑
令

や
令
佐
に
よ
る
嗇
夫
の
守
官
も
原
則
か
ら
外
れ
て
い
な
い
︒

な
お
︑
下
位
の
者
が
守
官
を
務
め
る
と
い
っ
て
も
︑
令

や
令
佐
が
守
丞
を
務
め
て
い
る
事
例
は
見
I
け
ら
れ
な
い
︒
下
位
の
者
を
守
官
と

す
る
場
合
は
︑
令
↑
丞
↑
嗇
夫
↑
令

・
令
佐
と
い
う
階
梯
に
基
づ
き
︑
一
階
�
下
の
地
位
に
あ
る
者
を
も
っ
て
あ
て
た
よ
う
だ
︒

右
の
ケ
ー
ス
は
︑
守
官
の
對
象
官
と
守
官
任
職
者
の
職
位
が
衣
な
る
の
で
狀
況
は
比
�
�
�
確
で
あ
る
︒
一
方
で
︑
職
位
を
同
じ
く
す
る
嗇

夫
に
よ
る
嗇
夫
の
守
官
も
あ
っ
た
わ
け
だ
が
︑
そ
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒

｢二
年
律
令
﹂
秩
律
に
よ
れ
ば
︑
同
じ
﹁
嗇
夫
﹂
で
あ
っ
て
も
職
務
に
よ
っ
て
官
秩
に
差
衣
が
あ
っ
た
︒
表
三
は
秩
律
に
見
え
る
各
嗇
夫
の

官
秩
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
︒
官
秩
は
V
屬
す
る
縣
に
よ
っ
て
も
變
わ
る
た
め
一
定
で
な
い
も
の
の
︑
鄕
・
田
・
司
空
の
三
嗇
夫
が
上
位
に

あ
っ
た
こ
と
は
�
瞭
で
あ
る
︒
も
し
原
則
ど
お
り
な
ら
ば
︑
こ
れ
ら
三
嗇
夫
が
下
位
の
嗇
夫
を
守
す
る
こ
と
は
な
い
は
ず
だ
が
︑
實
際
は
ど
う

か
︒官

歷
に
疑
い
の
あ
る
表
一
-51
・
70
を
除
外
す
る
と
︑
そ
も
そ
も
上
位
三
嗇
夫
が
別
の
嗇
夫
を
守
し
て
い
る
事
例
自
體
が
表
一
-46
の
一
例
し

か
な
い
︒
そ
し
て
そ
の
一
例
は
︑
貳
春
鄕
嗇
夫
が
同
じ
く
上
位
グ
ル
ー
プ
に
屬
す
る
司
空
嗇
夫
の
守
官
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
ほ
か
は
︑

庫
嗇
夫
↓
田
官
守

(表
一
-
38
)︑
倉
・
庫
・
少
內
嗇
夫
↓
都
鄕
守

(表
一
-
52
・
53
・
56
)
と
い
う
よ
う
に
︑
い
ず
れ
も
下
位
グ
ル
ー
プ
に
屬

す
る
嗇
夫
が
上
位
の
嗇
夫
の
守
官
を
務
め
て
い
る
︒
鄕
嗇
夫
と
司
空
嗇
夫
の
官
秩
は
︑
場
合
に
よ
っ
て
上
下
が
Â
轉
す
る
の
で
表
一
-
46
の
當

否
は
'
じ
難
い
が
︑
嗇
夫
閒
の
守
官
に
つ
い
て
も
卑
秩
の
官
が
高
秩
の
官
を
守
す
る
と
い
う
原
則
か
ら
逸
脫
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
眞
官
の
場
合
は
守
官
と
は
狀
況
が
衣
な
り
︑
上
位
の
嗇
夫
か
ら
下
位
の
嗇
夫
へ
衣
動
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
︒
例
え
ば
︑
始
皇
二

― 105 ―

693



六
年
一
一
P
六
日
時
點
で
貳
春
鄕
嗇
夫
の
任
に
あ
る
後

(9-1114)
は
︑
二
七
年
三
P
四
日
に
は
庫
嗇
夫

と
な
っ
て
い
る

(8-1510)
し
︑
三
五
年
八
P
某
日
に
貳
春
鄕
嗇
夫
で
あ
る
茲

(8-1565)
は
︑
同
P
末

の
三
〇
日
ま
で
に
は
衣
動
し
て
倉
嗇
夫
と
な
っ
て
い
る

(8-824+

1974)
の
で
あ
る
︒
眞
官
の
嗇
夫
の
こ

の
よ
う
な
衣
動
を
見
る
と
︑
守
官
の
場
合
も
本
當
に
秩
�
を
踏
ま
え
て
い
た
の
か
疑
わ
し
い
︒

そ
れ
か
ら
大
庭
氏
は
︑
�
漢
の
黃
霸
が
地
方
の
潁
川
太
守
か
ら
首
都
郡
を
治
め
る
守
京
兆
尹
と
な
っ
た

よ
う
に
︑
官
秩
は
同
じ
で
も
序
列
の
高
下
が
あ
り
︑
下
の
位
�
に
あ
る
官
が
高
位
�
の
官
を
守
し
た
と
い

う
︒
こ
の
理
屈
で
い
え
ば
︑
鄕
嗇
夫
の
な
か
で
は
縣
廷
V
在
の
鄕
を
預
か
る
都
鄕
嗇
夫
が
�
高
位
と
い
う

こ
と
に
な
る
︒
し
か
し

9-1584
に
は
︑﹁
都
鄕
嗇
夫
徙
り
て
貳
春
鄕
と
爲
る
﹂
と
あ
っ
て
︑
都
鄕
嗇
夫
か

ら
下
位
で
あ
る
は
ず
の
貳
春
鄕
嗇
夫
へ
轉
任
し
て
い
る
樣
子
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

そ
の
う
え
�
陵
縣
で
は
︑
少
內
嗇
夫
で
あ
っ
た
武
が
倉
守
嗇
夫
と
な
る

(表
一
-
25
)
こ
と
が
あ
れ
ば
︑

倉
嗇
夫
の
是
が
少
內
守
嗇
夫
と
な
る

(表
一
-
14
)
こ
と
も
あ
る
と
い
う
よ
う
に
︑
同
秩
の
嗇
夫
閒
で
相
互

に
守
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
確


さ
れ
る
︒
嗇
夫
に
位
�
な
ど
な
か
っ
た
か
︑
考
慮
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
を
總
合
す
る
と
︑
秦
の
�
陵
縣
で
は
官
秩
や
位
�
の
高
下
に
�
を
拂
っ
て
い
る
印
象
は
强
く
な

く
︑
嗇
夫
と
い
う
職
位
を
一
括
り
に
n
っ
て
い
た
感
が
あ
る
︒
下
位
の
官
が
上
位
の
官
を
擔
う
だ
け
で
な

く
︑
倉
嗇
夫
と
少
內
嗇
夫
が
相
互
に
守
し
て
い
る
よ
う
に
︑
同
格
の
官
が
守
官
の
任
に
就
く
こ
と
も
あ
り

得
た
と
す
る
の
が
Æ
當
で
あ
ろ
う
︒
定
義
づ
け
る
な
ら
ば
︑﹁
同
格
以
下
の
官
が
同
格
以
上
の
官
を
守
す

る
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
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表三 ｢二年律令」秩律V載の各嗇夫の官秩

447〜450鯵 451〜464鯵 465〜466鯵 468鯵 471〜472鯵

倉 嗇 夫 120石

庫 嗇 夫 120石

少內嗇夫 120石

發弩嗇夫 120石

鄕 (部)嗇夫 200石 200石 160石 200石 120石

田 (部)嗇夫 200石 200石 200石

司空嗇夫 200石 160石 250石



お
わ
り
に

以
上
︑
里
耶
秦
鯵
に
基
づ
い
て
�
陵
縣
の
官
�
の
衣
動
を
捉
え
つ
つ
︑
秦
代
の
縣
に
お
け
る
守
官
の
任
職
者
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
︒
そ

の
結
果
と
し
て
わ
か
っ
た
3
な
こ
と
を
ま
と
め
る
と
�
の
よ
う
に
な
る
︒

①
守
官
の
對
象
は
長
�
と
諸
官
・
鄕
官
の
長
で
あ
る
嗇
夫
の
み
で
あ
っ
て
︑
令

や
令
佐
︑
諸
官
・
鄕
官
の
佐
・

な
ど
少
�
の
守
官
は
存
在

し
な
い
︒

②
秦
代
の
縣
に
お
い
て
も
︑
本
官
の
身
分
を
保
持
し
た
ま
ま
守
官
に
任
職
し
︑
離
任
後
は
本
官
へ
復
職
す
る
と
い
う
	
任
の
原
則
が


め
ら
れ

る
︒

③
守
令
に
は
他
の
縣
�
の
丞
が
︑
守
丞
や
尉
守
に
は
嗇
夫
が
任
職
し
て
い
た
こ
と
を
確


で
き
る
︒
た
だ
し
︑
一
部
の
�
陵
守
丞
に
つ
い
て
は
︑

洞
庭
郡
よ
り
d
\
さ
れ
て
き
た
可
能
性
が
あ
る
︒

④
守
嗇
夫
の
任
職
者
は
基
本
�
に
︑
別
の
官
・
鄕
の
嗇
夫
お
よ
び
令

・
令
佐
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
本
來
は
守
嗇
夫
に
任
ず
る
こ
と
が
禁
じ
ら

れ
て
い
る
官
・
鄕
の
佐
・

を
假
令

や
假
令
佐
と
し
︑
令

・
令
佐
の
�
格
を
貸
與
し
た
う
え
で
守
嗇
夫
に
任
用
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
︒

⑤
守
令
は
郡
太
守
︑
守
丞
は
縣
令
︑
守
嗇
夫
は
縣
令
・
丞
と
い
う
よ
う
に
︑
守
さ
れ
る
官
職
の
上
位
者
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
︒

⑥
卑
秩
の
官
が
高
秩
の
官
を
守
す
る
と
い
う
原
則
は
︑
お
お
よ
そ
に
お
い
て
當
て
は
ま
る
も
の
の
︑
嗇
夫
に
よ
る
嗇
夫
の
守
官
の
樣
子
を
見
る

限
り
︑
同
格
の
官
が
守
す
る
こ
と
も
あ
り
得
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

郡
か
ら
守
丞
を
d
\
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
︑
秦
代
で
は
縣
の
裁
量
で
か
な
り
自
由
に
守
官
を
任
用
で
き
た
よ
う
に
見
I
け
ら
れ

る
︒﹁
�
陵
�
志
﹂
に
お
け
る
現
員
數
の
少
な
さ
や
︑﹁
居
�
少
な
く
︑
以
て
給
事
す
る
に
足
ら
ず
﹂
(8-197
正
面
)
と
い
う
記
営
か
ら
わ
か

る
よ
う
に
︑
�
陵
縣
は
深
刻
な
官
�
不
足
に
陷
っ
て
い
た
︒
こ
の
危
機
を
守
官
に
よ
る
代
理
に
よ
っ
て
ど
う
に
か
し
の
い
で
い
た
の
だ
ろ
う
︒

今
囘
は
守
官
の
任
職
者
に
關
す
る
事
柄
に
焦
點
を
Ç
っ
て
行
論
し
た
が
︑
こ
れ
は
紙
幅
の
都
合
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
︒
本
稿
で
着
目
し
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た
官
�
の
衣
動
か
ら
は
︑
昨
今
活
潑
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
守
官
の
機
能
面
に
つ
い
て
も
怨
た
な
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
れ
に

つ
い
て
は
ま
た
別
の
機
會
に
論
じ
て
み
た
い
︒

�(1
)

濱
口
重
國
﹁
漢
碑
に
見
え
た
る
守
令
・
守
長
・
守
丞
・
守
尉
等
の

官
に
就
い
て
﹂
(同
氏
著
﹃
秦
漢
隋
�

の
硏
究
﹄
下
卷
︑
東
京
大

學
出
版
會
︑
一
九
六
六
年
)︒
本
稿
で
引
用
す
る
濱
口
氏
の
說
は
︑

す
べ
て
こ
れ
を
出
典
と
す
る
︒

(2
)

�
田
重
雄
﹁
樂
浪
封
泥
に
見
え
た
る
守
丞
と
長

﹂
(同
氏
著

﹃
秦
漢
政
治
制
度
の
硏
究
﹄︑
日
本
學
È
振
興
會
︑
一
九
六
二
年
)︒

(3
)

大
庭
脩
﹁
漢
の
官
�
の
	
任
﹂
(同
氏
著
﹃
秦
漢
法
制

の
硏
究
﹄︑

創
�
社
︑
一
九
八
二
年
)︒
本
稿
で
引
用
す
る
大
庭
氏
の
說
は
︑
す

べ
て
こ
れ
を
出
典
と
す
る
︒

(4
)

陳
治
國
﹁
里
耶
秦
鯵
之
“
守
”
和
“
守
丞
”
釋
義
1
其
他
﹂
(﹃
中

國
歷

�
物
﹄
二
〇
〇
六
年
第
三
�
)︑
孫
聞
G
﹁
里
耶
秦
鯵

“
守
”・“
守
丞
”
怨
考
︱
︱
	
談
秦
漢
�
守
官
制
度
﹂
(﹃
鯵
帛
硏

究
﹄
二
〇
一
〇
︑
二
〇
一
二
年
)︑
高
震
寰
﹁
試
論
秦
漢
鯵
牘
中

“
守
”・“
假
”・“
行
”﹂
(﹃
出
土
�
獻
與
法
律

硏
究
﹄
第
四
輯
︑
二

〇
一
五
年
)︑
王
洩
﹁
秦
守
官
・
假
官
制
度
綜
考
︱
︱
以
秦
漢
鯵
牘

�
料
爲
中
心
﹂
(﹃
鯵
帛
硏
究
﹄
二
〇
一
六
秋
冬
卷
︑
二
〇
一
七
年
)

な
ど
︒
本
稿
で
引
用
す
る
陳
治
國
氏
・
孫
聞
G
氏
・
高
震
寰
氏
・
王

洩
氏
の
說
は
︑
す
べ
て
こ
れ
を
出
典
と
す
る
︒

(5
)

8-757
に
︑﹁
今
�
陵
廿
五
年
爲
縣
﹂
と
あ
る
こ
と
に
よ
る
︒

(6
)

湖
南
省
�
物
考
古
硏
究
V
・
湘
西
土
家
族
苗
族
自
治
州
�
物
處
・

龍
山
縣
�
物
管
理
V
﹁
湖
南
龍
山
里
耶
戰
國
︱
︱
秦
代
古
城
一
號

井
發
掘
鯵
報
﹂
(﹃
�
物
﹄
二
〇
〇
三
年
第
一
�
)︑
湖
南
省
�
物
考

古
硏
究
V
・
湘
西
土
族
苗
族
自
治
州
�
物
處
﹁
湘
西
里
耶
秦
代
鯵
牘

�
釋
﹂
(﹃
中
國
歷

�
物
﹄
二
〇
〇
三
年
第
一
�
)︒

(7
)

嗇
夫
に
つ
い
て
は
︑
裘
錫
圭
﹁
嗇
夫
初
探
﹂
(同
氏
著
﹃
古
代
�


硏
究
怨
探
﹄︑
江
蘇
古
籍
出
版
社
︑
一
九
九
二
年
)
に
詳
し
い
︒

(8
)

拙
稿
﹁
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
﹄
第
九
號
︑
二
〇
〇
五
年
)︒

(9
)

例
え
ば
︑
陳
洩
3
Í
﹃
里
耶
秦
鯵
牘
校
釋
﹄
第
一
卷

(武
漢
大
學

出
版
社
︑
二
〇
一
二
年
)
一
頁
︑
5-1
j

(2
)
で
は
︑﹁
倉
守
﹂

を
﹁
倉
嗇
夫
の
職
務
を
代
理
す
る
者
を
指
す
﹂
と
し
︑
同
三
八
頁
︑

8-39
j

(1
)
で
は
︑﹁
鄕
歜
﹂
を
﹁
鄕
の
長
官
歜
の
略
稱
﹂
と
し

て
い
る
︒

(10
)

楊
宗
兵
﹁
里
耶
秦
鯵
縣
“
守
”
・“
丞
”
・“
守
丞
”
同
義
說
﹂
(﹃
北

方
論
叢
﹄
二
〇
〇
四
年
第
六
�
)︒

(11
)

楊
宗
兵
氏
は
︑
﹁
�
陵
守
﹂
(8-135
正
面
)﹁
守
丞
﹂
(J1⑯

6
背

面
・
J1169
背
面
)
の
敦
狐
と
﹁
陽
陵
守
﹂
(9-1
背
面
)﹁
守
丞
﹂

(9-10
背
面
)
の
慶
を
混
用
の
事
例
と
し
て
あ
げ
る
︒
し
か
し
︑
楊
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氏
が
﹁
�
陵
守
敦
狐
﹂
と
す
る
8-135
正
面
の
記
載
は
︑
實
際
に
は

﹁
�
陵
守
丞
敦
狐
﹂
で
あ
る
た
め
︑
混
用
の
事
例
に
は
該
當
し
な
い
︒

(12
)

例
え
ば

9-7
で
は
︑
同
一
人
物
の
名
�
を
記
す
べ
き
三
箇
V
で
︑

﹁
小
欬
﹂﹁
欬
﹂﹁
申
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
名
�
が
�
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
︒

(13
)

鄒
水
N
﹃
兩
漢
縣
行
政
硏
究
﹄
(湖
南
人
民
出
版
社
︑
二
〇
〇
八

年
)
五
九
～
六
六
頁
︒
本
稿
で
引
用
す
る
鄒
水
N
氏
の
說
は
︑
す
べ

て
こ
れ
を
出
典
と
す
る
︒

(14
)

劉
正
華
﹁
再
論
里
耶
秦
鯵
中
�
“
守
”
和
“
守
丞
”﹂
(﹃
�
安
職

業
技
È
學
院
學
報
﹄
第
二
七
卷
第
一
�
︑
二
〇
一
三
年
)︒
本
稿
で

引
用
す
る
劉
正
華
氏
の
說
は
︑
す
べ
て
こ
れ
を
出
典
と
す
る
︒

(15
)

｢徭
A
﹂
を
﹁
出
張
﹂
と
す
る
解
釋
は
︑
邢
義
田
﹁
尹
灣
漢
墓
木

牘
�
書
�
名
稱
和
性
質
︱
︱
江
蘇
東
海
縣
尹
灣
漢
墓
出
土
鯵
牘
讀

記
之
一
﹂
(﹃
地
不
愛
寶
：
漢
代
�
鯵
牘
﹄︑
中
華
書
局
︑
二
〇
一
一

年
)
に
よ
る
︒

(16
)

鄔
�
玲
﹁“
守
”・“
3
”
稱
謂
與
秦
代
官
�
書
用
語
﹂
(﹃
出
土
�

獻
硏
究
﹄
第
一
二
輯
︑
二
〇
一
四
年
)︒

(17
)

陳
松
長
﹁
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵
中
�
郡
名
考
略
﹂
(﹃
湖
南
大
學
學
報

(社
會
科
學
版
)﹄
二
〇
〇
九
年
第
二
�
)︒

(18
)

執
務
日
數
を
記
錄
し
た
と
思
わ
れ
る
9-728
に
は
︑﹁
守
加
﹂﹁
守

頎
﹂
と
い
う
記
営
が
見
え
る
︒

守
丞
枯
五
十
五
日
︱

守
加
卌
四
日
︱

守
丞
Q
五
十
七
日
︱

守
頎
三
百
一
十
日
︱

守
丞
固
二
百
卌
二
日
︱

佐
集
卌
四
日
︱

令
佐
穫
卌
四
日
︱

佐
蘇
三
百
一
十
日
︱

令
佐
賀
一
百
卅
日
︱

令
佐
違
百
八
十
日
︱

表
記
�
に
は
�
陵
守
令
か
の
よ
う
だ
が
︑
格
下
で
あ
る
は
ず
の
守

丞
・
令
佐
よ
り
下
に
�
さ
れ
て
お
り
︑
か
つ
官
・
鄕
の
屬
員
で
あ
ろ

う
佐
と
竝
ん
で
記
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
こ
れ
を
守
令
で
あ
る

と
は
確
言
し
難
い
︒

(19
)

秦
は
一
〇
P
を
歲
首
と
す
る
の
で
︑
始
皇
二
六
年
六
P
三
日
は
同

一
二
P
八
日
よ
り
も
後
に
な
る
︒

(20
)

縣
令
を
﹁
縣
嗇
夫
﹂
と
呼
ぶ
場
合
も
あ
る
が
︑
本
稿
に
お
け
る

﹁
嗇
夫
﹂
は
︑
專
ら
官
嗇
夫
と
鄕
嗇
夫
を
指
す
も
の
と
す
る
︒

(21
)

鷹
取
祐
司
﹁
漢
代
に
お
け
る
﹁
守
﹂
と
﹁
行
某
事
﹂﹂
(﹃
日
本
秦

漢

硏
究
﹄
第
一
七
號
︑
二
〇
一
六
年
)
︒
本
稿
で
引
用
す
る
鷹
取

氏
の
說
は
︑
す
べ
て
こ
れ
を
出
典
と
す
る
︒

(22
)

王
剛
﹁
秦
漢
假
官
・
守
官
問
題
考
辨
﹂
(﹃

林
﹄
二
〇
〇
五
年
第

二
�
)
︒

(23
)

楊
智
宇
﹁
里
耶
秦
鯵
V
見
“
�
陵
守
丞
”
補
正
﹂
(﹃
鯵
帛
﹄
第
一

三
輯
︑
二
〇
一
六
年
)
︒

(24
)

9-1884
に
﹁
�
陵
守
丞
公
﹂
と
あ
る
が
︑
Ð
書
鯵
で
あ
る
た
め

カ
ウ
ン
ト
し
て
い
な
い
︒

(25
)

｢興
﹂
に
つ
い
て
︑
陳
洩
3
Í
﹃
里
耶
秦
鯵
牘
校
釋
﹄
第
二
卷

(武
漢
大
學
出
版
社
︑
二
〇
一
八
年
)
一
八
二
頁
︑
9-705+

1111+

1426
j

(2
)
は
人
名
で
あ
る
と
す
る
︒
し
か
し
︑
睡
虎
地
秦
鯵

﹁
編
年
記
﹂
三
〇
鯵
の
﹁
興
﹂
に
つ
い
て
︑
整
理
小
組
が
﹁
軍
興
を

指
す
﹂
と
j
釋
し
て
い
る
よ
う
に
︑﹁
興
﹂
は
軍
Ñ
や
人
員
の
動

員
・
 
用
を
�
味
す
る
こ
と
が
多
い
︒
後
續
の
內
容
を
見
て
も
︑
こ
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こ
の
﹁
興
﹂
は
軍
の
動
員
と
解
釋
す
る
の
が
Æ
當
で
あ
る
︒

(26
)

睡
虎
地
秦
鯵
﹁
秦
律
雜
抄
﹂
除
�
律
一
鯵
に
は
︑

⁝
〈略
〉⁝
R
興
︑
除
守
嗇
夫
・
叚

(假
)
佐
居
守
者
︑
上
¨
以

上
⁝
〈略
〉⁝
︒

〔⁝
⁝
軍
の
動
員
が
あ
っ
た
際
︑
留
守
を
務
め
る
守
嗇
夫
や
假

佐
を
任
命
す
る
場
合
は
︑
上
¨
以
上
の
者
を
任
ず
る
⁝
⁝
︒︺

と
あ
り
︑
嗇
夫
の
場
合
は
眞
官
の
從
軍
に
と
も
な
っ
て
守
官
が
任
命

さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
︒
ま
た
︑
中
央
の
少
府
に
V
屬
す
る
卒

の
不

足
に
つ
い
て
︑
9-897+

939
に
は
﹁
爲
に
守
を
置
く
こ
と
從
軍
者

の
如
く
せ
よ
﹂
と
見
え
︑
眞
官
の
從
軍
に
と
も
な
う
守
官
の
設
置
規

定
が
存
在
し
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
︒

(27
)

本
鯵
の
釋
�
は
︑
何
R
祖
﹁
讀
里
耶
秦
鯵
札
記

(二
)﹂
(﹃
鯵
帛

網
﹄
h
ttp
://w
w
w
.b
sm
.org
.cn
/sh
ow
_article.p
h
p
?
id
=2265︑

二
〇
一
五
年
六
P
二
三
日
發
表
︑
二
〇
一
九
年
一
〇
P
六
日
最
å
閱

覽
)
の
æ
訂
に
し
た
が
っ
た
︒

(28
)

8-209
と

9-2318
は
同
日
・
同
書
式
で
內
容
も
似
て
お
り
︑﹁
與

此
同
事
相
遝
︹
こ
の
件
と
同
一
の
案
件
は
一
つ
の
罪
と
見
な
す
︺﹂

の
對
象
案
件
と
考
え
ら
れ
る
︒
な
お
︑﹁
相
遝
﹂
の
解
釋
に
つ
い
て

は
︑﹃
里
耶
秦
鯵
牘
校
釋
﹄
第
二
卷
︑
一
八
四
頁
︑
9-706
j
(3
)

を
參
照
し
た
︒

(29
)

8-209
と

9-2318
で
示
さ
れ
て
い
る
﹁
貲
二
甲
﹂
は
︑
歐
が
犯

し
た
行
爲
の
う
ち
︑
L
っ
て
¬
u
し
た
こ
と
に
對
す
る
處
罰
で
あ
る
︒

﹃
里
耶
秦
鯵
牘
校
釋
﹄
第
二
卷
︑
四
七
二
頁
︑
9-2318
j
(8
)
に

よ
れ
ば
︑﹁
它
論
﹂
は
﹁
歐
坐
男
子
毋
©
詐
僞
自
u
弗
得
︹
歐
は
男

子
毋
©
が
自
分
の
u
を
僞
っ
た
た
め
に
®
捕
し
な
か
っ
た
罪
に
坐

す
︺
﹂
を
指
し
て
お
り
︑
そ
れ
に
對
す
る
處
罰
は
ま
た
別
の
は
ず
で

あ
る
︒

(30
)

�
揭
J1⑦

304
背
面
で
は
︑
丞
昌
と
守
丞
膻
之
が
竝
ん
で
記
さ

れ
て
い
る
︒
し
か
し
正
面
の
記
営
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
鯵
は
官
府
で
の

作
業
從
事
者
に
關
す
る
始
皇
二
八
年
一
年
閒
の
ç
定
な
の
で
︑
丞
昌

と
守
丞
膻
之
が
同
時
に
在
任
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
︒

(31
)

9-470
に
︑

〼
□
朔
壬
寅
︑
司
空
敬
敢
言
之
︒
敬
故
爲
�
陵
左
田
□
□
︒
今

=

□
爲

〼
吿
�
陵
□
⁝
〈
略
〉⁝
︒

〼
陽
守
丞
□
敢
吿
�
陵
丞
3
⁝
〈略
〉⁝
︒

(9-470
正
面
)

〼
陵
守
丞
膻
之
敢
吿
尉
︑
吿
倉
・
少
內
・
右
田
3
︒
以
律
令
從

事
︑
以
�
傳
書
⁝
〈
略
〉⁝
︒

(9-470
背
面
)

〔
⁝
⁝
□
朔
壬
寅
︑
司
空
敬
が
申
し
上
げ
ま
す
︒
敬
は
も
と
�

陵
左
田
□
□
で
し
た
︒
今
は
□
⁝
⁝
で
あ
り
ま
す
⁝
⁝
�
陵
□

に
吿
げ
て
く
だ
さ
い
⁝
⁝
陽
守
丞
□
が
�
陵
丞
殿
に
申
し
上
げ

る
⁝
⁝
(
�
)
陵
守
丞
膻
之
が
尉
に
吿
げ
︑
倉
・
少
內
・
右
田

3
に
吿
ぐ
︒
律
令
に
基
づ
い
て
執
行
せ
よ
︒
順
序
ど
お
り
に
�

書
を
傳
è
し
⁝
⁝
︒
︺

と
あ
り
︑
嗇
夫
の
敬
は
�
陵
縣
か
ら
□
陽
縣
へ
轉
任
し
た
こ
と
が
わ

か
る
︒
鯵
の
斷
絕
の
た
め
紀
年
が
見
え
な
い
が
︑
�
陵
守
丞
膻
之
の

活
動
時
�
を
踏
ま
え
る
と
︑
こ
の
�
書
は
始
皇
二
八
年
の
も
の
と
思

わ
れ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
以
影
も
﹁
敬
﹂
と
い
う
名
の
人
物
は
�
陵

縣
の
官
�
と
し
て
現
れ
︑
嗇
夫
よ
り
格
下
の
官
佐
と
し
て
登
場
す
る

(8-760
な
ど
)
︒
尉
や
嗇
夫
の
敬
の
ほ
か
に
も
︑
同
名
衣
人
が
い
た
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こ
と
は
�
ら
か
で
あ
る
︒

(32
)

〼
治
等
羣
盜
盜
殺
人
校
長
果
部
︒
州
陵
守
綰
令
癸
與
令
佐
士
五

=

(伍
)
行
將
柳
等
(
〼

(嶽
麓
秦
鯵
﹁
爲
獄
等
狀
四
種
﹂
案
例
〇
一
・
四
鯵
)

(33
)

趙
岩
﹁
秦
令
佐
考
﹂
(﹃
魯
東
大
學
學
報

(哲
學
社
會
科
學
版
)﹄

第
三
一
卷
第
一
�
︑
二
〇
一
四
年
)︒

(34
)

拙
稿
﹁
里
耶
秦
鯵
の
公
�
書
に
お
け
る
﹃
某
3
﹄
に
つ
い
て

︱
︱
嶽
麓
秦
鯵
・
興
律
の
規
定
を
手
が
か
り
に
︱
︱
﹂
(髙
村
武
幸

Í
﹃
周
緣
領
域
か
ら
み
た
秦
漢
)
國
2
﹄︑
六
一
書
í
︑
二
〇
一
九

年
)︒
な
お
︑
諸
官
と
鄕
官
に
お
い
て
は
︑
基
本
�
に
佐
や

が
�

書
の
處
理
作
成
・
開
封
を
擔
っ
た
︒

(35
)

｢某
f
﹂﹁
某
發
﹂
が
そ
の
�
書
の
開
封
者
を
表
し
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
は
︑
陳
洩
著
﹃
秦
鯵
牘
校
讀
1
V
見
制
度
考
察
﹄
(武
漢
大

學
出
版
社
︑
二
〇
一
七
年
)
三
六
～
四
八
頁
參
照
︒
な
お
︑
陳
洩
氏

に
よ
れ
ば
︑
秦
皇
三
〇
年
六
P
か
ら
九
P
の
閒
に
︑
用
語
が
﹁
f
﹂

か
ら
﹁
發
﹂
へ
と
改
め
ら
れ
た
と
い
う
︒

(36
)

李
玥
凝
﹁
秦
鯵
“
君
子
子
”
含
義
初
探
﹂
(﹃
魯
東
大
學
學
報

(哲

學
社
會
科
學
版
)
﹄
第
三
三
卷
第
五
�
︑
二
〇
一
六
年
)︒

(37
)

�
揭
l
(7
)
裘
錫
圭
氏
論
考
︒

(38
)

拙
稿
﹁
秦
か
ら
漢
初
に
お
け
る
都
官
と
縣
官
︱
︱
睡
虎
地
秦
鯵

﹁
法
律
答
問
﹂
九
五
鯵
の
解
釋
を
�
じ
て
︱
︱
﹂
(﹃
中
國
出
土
�
料

硏
究
﹄
第
一
五
號
︑
二
〇
一
一
年
)︒

(39
)

睡
虎
地
秦
鯵
﹁
秦
律
十
八
種
﹂
金
布
律
七
二
鯵
に
︑﹁
都
官
R
秩

�
1
離
官
嗇
夫
︑
養
各
一
人
︑
其
佐
・

與
共
養
﹂
と
あ
る
こ
と
か

ら
︑
都
官
の
嗇
夫
の
官
秩
は
R
秩
以
下
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
官
秩
二
〇
〇
石
以
上
で
あ
る
縣
の
令
・
丞
の
ほ
う
が

格
上
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

※
本
稿
で
參
照
し
た
鯵
牘

料
の
テ
キ
ス
ト
と
寫
眞
は
以
下
の
と
お
り
︒

陳
洩
3
Í
﹃
里
耶
秦
鯵
牘
校
釋
﹄
第
一
・
二
卷

(武
漢
大
學
出
版
社
︑
二
〇
一
二
・
二
〇
一
八
年
)
※
テ
キ
ス
ト
の
み

湖
南
省
�
物
考
古
硏
究
V
Í
著
﹃
里
耶
秦
鯵
﹄
壹
・
貳

(
�
物
出
版
社
︑
二
〇
一
二
・
二
〇
一
七
年
)
※
寫
眞
の
み

湖
南
省
�
物
考
古
硏
究
V
Í
著
﹃
里
耶
發
掘
報
吿
﹄
(嶽
麓
書
社
︑
二
〇
〇
六
年
)
※
テ
キ
ス
ト
の
み

里
耶
秦
鯵
G
物
館
ほ
か
Í
著
﹃
里
耶
秦
鯵
G
物
館
藏
秦
鯵
﹄
(中
西
書
局
︑
二
〇
一
六
年
)

睡
虎
地
秦
墓
竹
鯵
整
理
小
組
Í
﹃
睡
虎
地
秦
墓
竹
鯵
﹄
(
�
物
出
版
社
︑
一
九
九
〇
年
)

朱
漢
民
・
陳
松
長
3
Í
﹃
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵
﹄
參

(上
海
辭
書
出
版
社
︑
二
〇
一
三
年
)

陳
松
長
3
Í
﹃
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵
﹄
肆

(上
海
辭
書
出
版
社
︑
二
〇
一
五
年
)

彭
浩
・
陳
洩
・
工
ð
元
男
3
Í
﹃
二
年
律
令
與
奏
讞
書
︱
︱
張
家
山
二
四
七
號
漢
墓
出
土
法
律
�
獻
釋
讀
﹄
(上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
七
年
)
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甘
肅
省
G
物
館
ほ
か
Í
﹃
v
水
金
關
漢
鯵
﹄
壹

(中
西
書
局
︑
二
〇
一
一
年
)

鯵
牘
整
理
小
組
Í
﹃
居
�
漢
鯵
﹄
壹
・
參

(中
央
硏
究
院
歷

語
言
硏
究
V
︑
二
〇
一
四
・
二
〇
一
六
年
)

張
德
芳
著
﹃
居
�
怨
鯵
集
釋
﹄
七
(甘
肅
�
/
出
版
社
︑
二
〇
一
六
年
)

※
里
耶
秦
鯵
の
綴
合
と
テ
キ
ス
ト
の
校
訂
に
つ
い
て
は
︑
以
下
の
論
考
を
參
照
し
た

(U
R
L
記
載
の
も
の
の
出
典
は
い
ず
れ
も
﹃
鯵
帛
網
﹄
︑
二
〇
一
九
年
一

〇
P
六
日
�
å
閱
覽
)︒

里
耶
秦
鯵
牘
校
釋
小
組
﹁
怨
見
里
耶
秦
鯵
牘
�
料
�
校

(一
)﹂
(h
ttp
:
//w
w
w
.b
sm
.org
.cn
/sh
ow
_article.p
h
p
?id
=2068︑
二
〇
一
四
年
九
P
一
日
發
表
)

里
耶
秦
鯵
牘
校
釋
小
組
﹁
怨
見
里
耶
秦
鯵
牘
�
料
�
校

(三
)﹂
(h
ttp
:
//w
w
w
.b
sm
.org
.cn
/sh
ow
_article.p
h
p
?id
=2279︑
二
〇
一
五
年
八
P
七
日
發
表
)

馮
西
西
﹁﹃
里
耶
秦
鯵

(貳
)﹄
零
札

(一
)﹂
(h
ttp
:
//w
w
w
.b
sm
.org
.cn
/sh
ow
_article.p
h
p
?id
=3101︑
二
〇
一
八
年
五
P
一
六
日
發
表
)

何
R
祖
﹁
里
耶
秦
鯵
牘
綴
合

(七
則
)﹂
(h
ttp
:
//w
w
w
.b
sm
.org
.cn
/sh
ow
_article.p
h
p
?id
=1679︑
二
〇
一
二
年
五
P
一
日
發
表
)

何
R
祖
﹁
里
耶
秦
鯵
牘
綴
合

(八
則
)﹂
(h
ttp
:
//w
w
w
.b
sm
.org
.cn
/sh
ow
_article.p
h
p
?id
=1852
︑
二
〇
一
三
年
五
P
一
七
日
發
表
)

何
R
祖
﹁
里
耶
秦
鯵
牘
綴
合

(二
)﹂
(h
ttp
:
//w
w
w
.b
sm
.org
.cn
/sh
ow
_article.p
h
p
?id
=1695
︑
二
〇
一
二
年
五
P
一
四
日
發
表
)

何
R
祖
﹁
里
耶
秦
鯵
牘
綴
合

(四
)﹂
(h
ttp
:
//w
w
w
.b
sm
.org
.cn
/sh
ow
_article.p
h
p
?id
=1700︑
二
〇
一
二
年
五
P
二
一
日
發
表
)

何
R
祖
﹁
里
耶
秦
鯵
牘
綴
合

(五
)﹂
(h
ttp
:
//w
w
w
.b
sm
.org
.cn
/sh
ow
_article.p
h
p
?id
=1704︑
二
〇
一
二
年
五
P
二
六
日
發
表
)

何
R
祖
﹁
里
耶
秦
鯵
牘
綴
合

(六
)﹂
(h
ttp
:
//w
w
w
.b
sm
.org
.cn
/sh
ow
_article.p
h
p
?id
=1708︑
二
〇
一
二
年
六
P
四
日
發
表
)

何
R
祖
﹁
里
耶
秦
鯵
牘
綴
合

(九
)﹂
(h
ttp
:
//w
w
w
.b
sm
.org
.cn
//sh
ow
_article.p
h
p
?id
=2366︑
二
〇
一
五
年
一
一
P
二
三
日
發
表
)

何
R
祖
﹁
讀
里
耶
秦
鯵
札
記

(一
)﹂
(h
ttp
:
//w
w
w
.b
sm
.org
.cn
//sh
ow
_article.p
h
p
?id
=2261
︑
二
〇
一
五
年
六
P
一
七
日
發
表
)

何
R
祖
﹁
讀
里
耶
秦
鯵
札
記

(二
)﹂
(h
ttp
:
//w
w
w
.b
sm
.org
.cn
/sh
ow
_article.p
h
p
?id
=2265︑
二
〇
一
五
年
六
P
二
三
日
發
表
)

何
R
祖
﹁
讀
里
耶
秦
鯵
札
記

(四
)﹂
(h
ttp
:
//w
w
w
.b
sm
.org
.cn
//sh
ow
_article.p
h
p
?id
=2271︑
二
〇
一
五
年
七
P
八
日
發
表
)

雷
海
龍
﹁
里
耶
秦
鯵
試
綴
五
則
﹂
(h
ttp
:
//w
w
w
.b
sm
.org
.cn
//sh
ow
_article.p
h
p
?id
=1999
︑
二
〇
一
四
年
三
P
一
五
日
發
表
)

劉
Q
﹁
讀
﹃
里
耶
秦
鯵

(壹
)﹄
札
記
﹂
(﹃
黑
龍
江

志
﹄
二
〇
一
五
年
第
五
�
)

劉
自
穩
﹁
讀
里
耶
秦
鯵
札
記
﹂
(h
ttp
:
//w
w
w
.b
sm
.org
.cn
/sh
ow
_article.p
h
p
?id
=3375
︑
二
〇
一
九
年
五
P
二
八
日
發
表
)

�
强
﹁﹃
里
耶
秦
鯵
﹄
9-528+

9-1129+

8-1621
綴
合
商
榷
﹂
(h
ttp
:
//w
w
w
.b
sm
.org
.cn
/sh
ow
_article.p
h
p
?id
=3353
︑
二
〇
一
九
年
四
P
一
七
日
發

表
)

謝
坤
﹁
讀
﹃
里
耶
秦
鯵

(壹
)﹄
札
記

(二
)﹂
(h
ttp
:
//w
w
w
.b
sm
.org
.cn
//sh
ow
_article.p
h
p
?id
=2304︑
二
〇
一
五
年
九
P
八
日
發
表
)

謝
坤
﹁
讀
﹃
里
耶
秦
鯵

(壹
)﹄
札
記

(三
)﹂
(h
ttp
:
//w
w
w
.b
sm
.org
.cn
/sh
ow
_article.p
h
p
?id
=2689
︑
二
〇
一
六
年
一
二
P
二
八
日
發
表
)
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謝
坤
﹁
讀
﹃
里
耶
秦
鯵

(壹
)﹄
札
記

(四
)﹂
(h
ttp
:
//w
w
w
.b
sm
.org
.cn
//sh
ow
_article.p
h
p
?id
=2873︑
二
〇
一
七
年
八
P
三
一
日
發
表
)

謝
坤
﹁﹃
里
耶
秦
鯵

(壹
)﹄
綴
合

(一
)﹂
(h
ttp
:
//w
w
w
.b
sm
.org
.cn
//sh
ow
_article.p
h
p
?id
=2556︑
二
〇
一
六
年
五
P
一
六
日
發
表
)

謝
坤
﹁﹃
里
耶
秦
鯵

(壹
)﹄
綴
合

(二
)﹂
(h
ttp
:
//w
w
w
.b
sm
.org
.cn
//sh
ow
_article.p
h
p
?id
=2559︑
二
〇
一
六
年
五
P
二
三
日
發
表
)

謝
坤
﹁﹃
里
耶
秦
鯵

(貳
)﹄
札
記

(一
)﹂
(h
ttp
:
//w
w
w
.b
sm
.org
.cn
//sh
ow
_article.p
h
p
?id
=3108
︑
二
〇
一
八
年
五
P
一
七
日
發
表
)

楊
先
雲
﹁
讀
﹃
里
耶
秦
鯵

(貳
)﹄
札
記
﹂
(h
ttp
:
//w
w
w
.b
sm
.org
.cn
//sh
ow
_article.p
h
p
?id
=3106︑
二
〇
一
八
年
五
P
一
七
日
發
表
)

姚
磊
﹁
里
耶
秦
鯵
牘
綴
合
札
記

(一
則
)﹂
(h
ttp
:
//w
w
w
.b
sm
.org
.cn
//sh
ow
_article.p
h
p
?id
=2241︑
二
〇
一
五
年
五
P
二
九
日
發
表
)

張
馳
﹁
里
耶
秦
鯵
m
類
�
書
綴
合
三
則
﹂
(h
ttp
:
//w
w
w
.b
sm
.org
.cn
//sh
ow
_article.p
h
p
?id
=2276
︑
二
〇
一
五
年
七
P
三
一
日
發
表
)

張
以
靜
﹁﹃
里
耶
秦
鯵

(貳
)﹄
讀
札
﹂
(h
ttp
:
//w
w
w
.b
sm
.org
.cn
//sh
ow
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through three main routes. The first route was through the inheritance of books

within a family. The second route was through the mutual influence among

colleagues and friends. The third route was by the advocacy of Han officials who

rose to power during the Taiping Movement, especially those who belonged to the

Xiang Army (湘軍) clique.

Local intellectuals in Xuzhou also collected and tried to republish the works of

Yan Ermei and Wan Shouqi 萬壽祺. In 1885, Feng Xu came to Xuzhou, and with the

support of Xuzhou prefectural magistrate Gui Zhongxing 桂中行, he took charge of

the compilation and publication of the Xuzhou shizheng 徐州詩徵 (Xuzhou Poetry

Anthology) and the Xuzhou er yimin ji 徐州二'民集 (Collected Works of Two

Xuzhou Adherents of the Ming Dynasty). The Collected Works of Yan Ermei, which

was republished at this time in the Xuzhou er yimin ji, was based on the

Baoweitang version. However, this version also abridged contents that did not

accord with Confucian ideals, as well as those passages that made reference to

slaughter by the Qing military. From the prefaces of the Xuzhou er yimin ji, the

main aim of this publication was to inspire intellectuals to imitate Yan and Wanʼs

loyalty by serving the declining Qing government without reservation. After the

Revolution of 1911, the Xuzhou er yimin ji was criticized, and a member of the

revolutionaries from Xuzhou published the Collected Works of Yan Ermei under the

title Yan Gugu quanji閻古古.集 based on the first unabridged edition of the text.

Therefore, the movement to republish banned books must clearly be viewed from

many angles as people with different standpoints interpreted the texts in very

different or even diametrically opposed ways.

A STUDY OF THOSE WHO SERVED AS SHOU GUAN守官

IN THE QIN PERIOD, BASED ON THE TRANSFER OF

OFFICIALS IN QIANLING COUNTY

AOKI Shunsuke

A Shou Guan appointment was a method allowing an official to hold more than one

post concurrently during the Qin and the Han periods. It has been pointed out that

Shu Guan might function as “trial”position before one was officially appointed or

had the character of an “acting” position prior to the filling of an official vacancy.

Furthermore, it has been made clear that in regard to the personnel who

served as Shou Guan a subordinate official could serve as Shou Guan for a superior
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official, and an official attached to a commandery government could serve as Shou

Guan of a senior official of a county.

These are generally accepted understanding, but they all rely on historical

sources from the Han period. Recently, the situation of Shou Guan in the Qin period

has become clear due to the excavation of bamboo and wooden slips like the Liye

Qin Wooden Slips. Based on these slips, it has been pointed out that the cases

recorded therein differ from the generally accepted understanding. For example,

the Shou Guan as “trial” position did not exist in the Qin period, and there were

many officials who served as Shou Guan when a permanent official left from his

office temporarily.

However, recent studies have mainly targeted the functions of the Shou Guan

so research on the personnel who served in the posts has made little progress.

Therefore, this paper based on the Liye Qin Wooden Slips, considers who served as

Shou Guan in various counties during the Qin period.

Shou Guan was one way to hold official posts concurrently : one could serve as

Shou Guan while maintaining oneʼs original post and return to that post after being

discharged. This paper focuses on this feature, tracing official transfers before and

after serving as Shou Guan in Qianling county and identifying the original posts of

those who were transferred. The results are as follows.

In Qianling county, those subject to the Shou Guan system were limited to

senior officials and Sefu嗇夫 who were chiefs of sections and villages.

The Sefu served as Shou Guan for Cheng 丞 and Wei 尉 who were senior

officials. In general, another Sefu or Ling shi 令� and Lingzuo 令佐 who were

secretaries of a county court served as Shou Guan of a Sefu. However, if a Zuo佐 or

Shi � who were subordinate officials of sections and villages were given the

qualification of Lingshi or Lingzuo, they could serve as the Shou Guan of a Sefu too.

Accordingly, almost all subordinate officials of a county could serve as a Shou Guan

of a Sefu.

The special characteristic of the post that allowed a subordinate official to

serve as the Shou Guan of a superior official is generally true in counties during the

Qin period. However, this does not seem to consider the difference in rank between

one Sefu and another. Therefore, it can also be recognized that an official could

serve as the Shou guan of another official of the same rank.
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