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は
じ
め
に

後
漢
	


の
王
閏
﹃
論
衡
﹄
效
力
�
が
�
書
・
帳
�
の
作
成
は
佐
�
の
力
で
あ
る

(﹁
治
書
定
�
︑
佐
�
之
力
也
﹂)
と
営
べ
る
�
り
︑
秦
漢
代

の
地
方
・
中
央
に
お
け
る
官
僚
制
お
よ
び
�
書
行
政
の
發
展
を
そ
の
末
端
で
荏
え
た
の
が
佐
�
と
い
う
存
在
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
︒

秦
漢
地
方
行
政
制
度
の
時
代
ご
と
の
變
�
を
は
じ
め
に
指
摘
し
た
の
は
嚴
�
�
一
九
六
一
で
あ
っ
た
が
︑
一
九
七
五
年
の
睡
虎
地
秦
鯵
發
見

以
影
︑
出
土
�
料
の
增
加
に
�
い
秦
漢
代
の
郡
縣
に
お
け
る
部
局
組
織
の
變
�
は
相
當
�
度
解
�
さ
れ
て
き
た
︒
す
な
わ
ち
秦
代
に
お
い
て
縣

の
業
務
を
分
掌
す
る
官
嗇
夫
は
	
漢
中


以
影
徐
々
に
�
を
�
し
︑
そ
の
組
織
お
よ
び
業
務
が
列
曹
へ
と
繼
承
さ
れ
︑
同
時
に
郡
縣
制
に
お
け

る
地
方
行
政
の
�
な
擔
い
手
が
縣
か
ら
郡
へ
と
移
行
す
る
と
い
う
變
�
の
�
圖
が
�
年
�
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る

(
重
�
啟
樹
一
九
七
八
︑
仲
山

茂
一
九
九
八
お
よ
び
二
〇
〇
一
︑
紙
屋
正
和
二
〇
〇
九
等
を
參
照
)
︒
ま
た
個
別
の
官
職
や
地
方
官
�
の
性
格
に
つ
い
て
も
硏
究
の
蓄
積
が
あ
り
︑
�

去
に
大
庭
脩
一
九
五
五
お
よ
び
裘
錫
圭
一
九
九
二
が
秦
漢
代
の
嗇
夫
に
つ
い
て
檢
討
を
行
っ
た
ほ
か
︑
高
村
武
幸
二
〇
〇
八

(第
一
部
第
一
違
)

は
漢
代
地
方
官
�
の
任
用
に
つ
い
て
官
�
に
求
め
ら
れ
る
�
質
を
財
產
�
格
が
擔
保
し
て
い
た
と
し
た
︒
ま
た
冨
谷
至
二
〇
一
〇

(
第
二
!
第

一
違
)
は
漢
代
�
書
行
政
を
荏
え
た
�
と
は
す
な
わ
ち
書
記
に
な
る
た
め
の
�
格
で
あ
っ
た
こ
と
を
�
ら
か
に
し
た
︒
こ
の
よ
う
に
秦
漢
代
地

方
行
政
制
度
に
お
け
る
出
土
�
料
を
利
用
し
た
末
端
官
�
の
硏
究
は
今
や
閏
實
し
つ
つ
あ
る
が
︑
し
か
し
�
書
行
政
の
象
"
と
も
言
う
べ
き
佐

�
そ
の
も
の
に
對
す
る
硏
究
は
今
日
ま
で
十
分
に
な
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
︒

佐
�
の
初
出
は
現
在
の
と
こ
ろ
︑
惠
�
王
四
年

(	
三
三
四
年
)
の
﹃
秦
封
宗
邑
瓦
書
﹄
で
あ
ろ
う(

1
)

︒
佐
�
と
い
う
存
在
は
戰
國
中


以
影
︑

$
中
に
郡
縣
部
局
組
織
の
大
き
な
變
�
を
經
な
が
ら
も
王
閏
の
言
%
す
る
後
漢
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
存
在
し
續
け
た
︒
こ
の
佐
�
の
變
�
を

&
う
こ
と
で
︑
秦
漢
地
方
行
政
制
度
の
變
�
に
對
す
る
知
見
を
怨
た
な
側
面
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
が
出
來
よ
う
︒

し
か
し
佐
�
と
い
う
語
が
傳
世
�
獻
に
出
現
す
る
に
は
︑
瓜
一
秦
を
經
て
漢
代
に
下
る
必
'
が
あ
る
︒
	
漢
の
司
馬
�
﹃
�
記
﹄
(
�
列
傳

は
趙
禹
・
減
宣
が
佐
�
を
も
っ
て
官
に
仕
え
た
と
し(2

)
︑
司
馬
�
の
當
時
に
は
佐
�
と
い
う
官
職
が
存
在
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
︒
ま
た
後
漢
に
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!
纂
さ
れ
た
班
固
﹃
漢
書
﹄
薛
宣
・
朱
)
列
傳
の
贊
は
	
漢
後


の
薛
宣
・
朱
)
が
共
に
佐
�
の
地
位
か
ら
身
を
*
こ
し
た(

3
)

こ
と
を
営
べ
る
︒

し
か
し
一
方
で
同
列
傳
は
薛
宣
が
若
年
の
頃
に
廷
尉
書
佐
ま
た
都
,
獄
�
で
あ
り
︑
朱
)
は
同
じ
く
若
年
の
頃
縣
に
仕
え
て
亭
長
と
な
っ
た(4

)
と

し
︑
ま
た
﹃
�
記
﹄
円
元
以
來
侯
者
年
表(5

)
は
王
訢
が
は
じ
め
小
�
佐
�
だ
っ
た
と
し
︑﹃
漢
書
﹄
杜
周
傳
で
は
杜
業
が
	
漢
末


に
お
け
る
王

氏
一
0
の
專
權
を
営
べ
る
際(6

)
に
佐
�
を
特
定
の
官
職
で
な
い
大
�
と
對
比
す
る
︒
す
な
わ
ち
漢
代
に
お
い
て
佐
�
の
表
現
は
卑
賤
の
官
職
を
ま

と
め
た
呼
稱
と
し
て
小
�
な
ど
と
共
に
2
用
さ
れ
て
お
り
︑
一
見
し
て
佐
�
と
い
う
官
職
で
あ
っ
た
か
に
見
え
る
﹃
�
記
﹄
(
�
列
傳
の
趙

禹
・
減
宣
も
︑
何
ら
か
の
卑
賤
な
官
職
に
就
い
た
も
の
を
司
馬
�
が
佐
�
と
鋭
稱
し
た
も
の
だ
ろ
う
︒

さ
ら
に
	
漢
末
か
ら
後
漢
に
お
け
る
佐
�
の
3
識
を
�
も
端
4
に
表
す
の
が
﹃
漢
書
﹄
百
官
公
卿
表
の
記
営(7

)
だ
ろ
う
︒
こ
こ
に
見
え
る
佐
�

は
︑
國
家
が
�
員
と
し
て
把
握
す
る
人
員
の
う
ち
�
も
下
に
位
置
す
る
官
�
の
名
稱
で
あ
り
︑
�
も
上
に
位
置
す
る
丞
相
と
對
比
さ
れ
る
存
在

で
あ
る
︒
ま
た
同
表
で
は
縣
の
長
�
で
あ
る
令
長
丞
尉
に
對
應
す
る
少
�
と
し
て
︑
百
石
以
下
に
斗
食
%
び
佐
�
の
官
秩
を
持
つ
官
�
が
い
た

と
す
る(

8
)

︒
さ
ら
に
下
っ
て
﹃
續
漢
書
﹄
百
官
志(9

)
で
は
大
將
軍
・
三
公
%
び
中
二
千
石
以
下
の
各
官
秩
と
倂
記
し
て
斗
食
%
び
佐
�
の
俸
給
が
設

定
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
漢
代
の
官
制
に
お
け
る
佐
�
と
は
︑
�
も
低
い
俸
給
が
規
定
さ
れ
た
官
秩
の
名
稱
で
も
あ
っ
た
︒

こ
う
し
た
漢
代
の
官
秩
と
し
て
の
佐
�
に
つ
い
て
の
出
土
�
料
の
一
つ
が
︑
	
漢
成
6


の
�
料
で
あ
る
尹
灣
漢
墓
鯵
牘

(以
下
﹃
尹
灣
漢

鯵
﹄
と
稱
す
る
)
で
あ
る
︒﹃
尹
灣
漢
鯵
﹄
に
は
︑
	
漢
後


の
東
海
郡
と
東
海
郡
に
屬
す
る
都
尉
府
・
縣
・
侯
國
・
鹽
鐵
官
の
�
員
定
數
と
そ

の
�
成
を
記
し
た
木
牘
が
存
在
す
る

(東
海
郡
屬
縣
鄕
�
員
定
�
)
︒
西
川
利
�
一
九
九
七
は
こ
の
記
営
に
見
え
る
地
方
官
府
に
お
け
る
�
員
の

官
秩
ご
と
の
把
握
を
整
理
し
て
お
り
︑
郡
內
�
員
の
う
ち
佐
2

(�
)
・
亭
長
の
官
秩
を
持
つ
も
の
は
︑
牢
監
・
尉
�
・
官
佐
・
鄕
佐
・
郵

佐
・
佐
・
亭
長
だ
と
す
る
︒
こ
の
う
ち
亭
長
は
佐
�
と
官
秩
名
と
し
て
別
記
さ
れ
︑
佐
�
の
官
秩
が
設
定
さ
れ
る
の
は
亭
長
を
除
く
六
種
と
わ

か
る
︒
ま
た
高
村
武
幸
二
〇
〇
八
は
西
川
氏
の
擧
げ
た
官
職
の
他
︑
郡
太
守
府
%
び
郡
都
尉
府
に
屬
す
る
書
佐
も
佐
�
の
官
秩
だ
っ
た
と
す
る
︒

こ
れ
ら
の
整
理
に
よ
れ
ば
漢
代
に
佐
�
の
官
秩
を
設
定
さ
れ
た
�
員
は
︑
郡
太
守
府
・
郡
都
尉
府
・
縣
・
鄕
・
郵
と
い
う
地
方
官
府
の
複
數

レ
ベ
ル
に
存
在
し
た
︒
ま
た
佐
�
の
官
秩
を
持
つ
官
職
は
多
岐
に
わ
た
り
︑
牢
監
の
よ
う
に
佐
で
も
�
で
も
な
い
名
稱
を
持
つ
官
職
も
含
ま
れ
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る
︒
一
方
﹃
尹
灣
漢
鯵
﹄
に
お
い
て
佐
�
の
官
秩
が
設
定
さ
れ
た
官
職
の
う
ち
�
の
職
名
を
持
つ
も
の
に
尉
�
が
あ
る
が
︑
佐
�
と
い
う
呼
稱

に
鑑
み
れ
ば
尉
�
に
對
應
す
べ
き
尉
佐
は
官
制
內
に
3
め
ら
れ
な
い
︒
:
に
佐
の
職
名
を
持
つ
書
佐
・
官
佐
・
鄕
佐
・
郵
佐
・
佐
に
對
應
す
る

書
�
・
官
�
・
鄕
�
・
郵
�
・
�
は
﹃
尹
灣
漢
鯵
﹄
內
に
3
め
ら
れ
な
い
︒
冨
谷
氏
は
�
書
行
政
を
擔
う
官
府
內
の
書
記
官
と
し
て
�
の
存
在

を
重
視
し
︑
確
か
に
冨
谷
氏
の
利
用
し
た
居
<
漢
鯵
內
の
諸
官
府
に
は
そ
れ
ぞ
れ
某
�
が
存
在
す
る
︒
し
か
し
尹
灣
漢
鯵
か
ら
は
︑
官
制
と
し

て
某
�
が
存
在
し
な
い
官
府
も
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
︒
こ
う
し
た
官
府
で
も
當
然
�
書
行
政
は
行
わ
れ
て
お
り
︑
�
が
不
在
の
官
府
に
お
い

て
�
書
を
作
成
し
た
の
は
︑
例
え
ば
郡
太
守
府
・
郡
都
尉
府
に
お
け
る
書
佐
の
よ
う
な
佐
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
佐
�
が
そ
の
字
義
に
本

來
內
>
す
る
佐
と
�
は
同
樣
に
末
端
�
書
行
政
の
擔
い
手
で
あ
り
︑
漢
代
に
お
け
る
そ
の
性
格
は
類
似
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
︒
ま
た
﹃
尹

灣
漢
鯵
﹄
で
は
そ
の
名
稱
に
佐
・
�
を
含
ま
な
い
牢
監
が
佐
�
の
官
秩
を
設
定
さ
れ
︑
ま
た
亭
長
の
官
秩
も
佐
�
と
同
樣
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り

漢
代
に
お
け
る
佐
�
の
內
實
は
︑
す
で
に
某
佐
と
某
�
以
外
の
卑
賤
な
官
�
に
擴
大
し
て
い
た
︒

す
な
わ
ち
	
漢
中


か
ら
後
漢
	


の
佐
�
は
︑
大
き
く
二
つ
の
側
面
を
持
つ
と
み
ら
れ
る
︒
一
つ
は
官
僚
制
の
末
端
に
位
置
す
る
官
�
の

鋭
稱
で
あ
り
︑
丞
相
と
對
比
さ
れ
る
卑
賤
官
�
の
象
"
と
し
て
の
佐
�
で
あ
る
︒
そ
し
て
も
う
一
つ
の
側
面
が
︑
官
制
に
お
け
る
�
も
低
く
設

定
さ
れ
た
官
秩
の
名
稱
で
あ
り
︑
こ
の
二
つ
の
側
面
は
當
然
な
が
ら
相
重
な
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

で
は
こ
う
し
た
佐
�
の
性
格
は
︑
戰
國
秦
に
始
ま
る
�
書
行
政
を
根
幹
に
置
く
官
僚
制
の
中
で
︑
ど
の
よ
う
な
經
雲
を
經
て
形
成
さ
れ
た
の

か
︒
本
稿
の
課
題
は
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
︒
こ
れ
を
�
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
ま
ず
秦
代
に
お
け
る
佐
�
に
つ
い
て
知
見
を
深
め
る
必
'
が
あ

る
︒
は
じ
め
に
﹃
睡
虎
地
秦
鯵
﹄・﹃
嶽
麓
秦
鯵
﹄・﹃
里
耶
秦
鯵
﹄
等
の
出
土
鯵
牘
を
利
用
し
て
秦
代
の
佐
�
を
整
理
・
檢
討
し
た
後
︑﹃
張
家

山
漢
鯵
﹄
等
を
利
用
し
つ
つ
改
め
て
秦
代
の
佐
�
を
漢
代
の
佐
�
と
比
�
し
︑
そ
の
變
�
を
&
う
こ
と
と
し
た
い
︒
な
お
	
営
し
た
よ
う
に
佐

�
は
漢
代
地
方
行
政
機
�
に
お
い
て
郡
太
守
府
や
郡
都
尉
府
に
も
存
在
し
た
が
︑
本
稿
で
は
�
料
の
制
@
お
よ
び
秦
漢
の
比
�
を
行
う
關
係
上
︑

縣
に
お
け
る
佐
�
を
中
心
に
檢
討
す
る
︒
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第
一
違

秦
代
の
佐
�

第
一
�

�
陵
縣
の
官
制

は
じ
め
に
佐
�
が
存
在
す
る
基
盤
と
な
る
秦
代
の
地
方
官
制
に
つ
い
て
整
理
す
る
︒
瓜
一
秦
代
の
縣
內
行
政
�
書
を
大
量
に
含
む
﹃
里
耶
秦

鯵
﹄
か
ら
は
︑
瓜
一
秦
代
の
縣
で
あ
る
�
陵
縣
の
官
制
を
か
な
り
復
元
出
來
る
︒﹃
里
耶
秦
鯵
﹄
內
に
見
え
る
�
陵
縣
の
官
職
名
を
整
理
す
る

と
︑
附
表
一
の
よ
う
に
な
り
︑
こ
の
表
を
も
と
に
官
府
ご
と
に
特
に
佐
お
よ
び
�
に
着
目
し
て
整
理
し
た
い
︒

ま
ず
縣
廷
は
縣
令
が
瓜
A
す
る
縣
の
中
樞
機
關
で
あ
り
︑
縣
內
�
書
行
政
の
中
心
で
あ
る
ほ
か
他
縣
と
の
�
書
の
や
り
取
り
は
縣
廷
を
�
じ

て
行
わ
れ
た(10

)
︒
令
の
B
官
に
丞
が
お
り
︑
丞
が
不
在
の
時
に
は
守
丞
が
臨
時
の
代
理
を
擔
っ
た
︒
ま
た
縣
廷
直
屬
の
官
�
と
し
て
令
佐
・
令
�

が
�
屬
さ
れ
た
︒
縣
廷
か
ら
C
報
を
求
め
る
場
合
に
は
︑
縣
廷
內
部
の
各
曹
に
�
書
を
宛
て
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
︒

興
律
曰
︑
諸
書
求
報
者
︑
皆
吿
︑
令
署
某
曹
發
︒
弗
吿
曹
︑
報
者
署
報
書
中
某
手
︒
吿
而
弗
署
︑
署
而
F

(G
)
%
弗
吿
︑
%
不
署
手
︑

貲
各
一
甲
︒

興
律
に
い
わ
く
︑
お
よ
そ
書
の
C
報
を
求
め
る
者
は
︑
い
ず
れ
も
C
信
の
開
封
者
を
�
知
し
﹁
某
曹
開
封
の
こ
と
﹂
と
書
き
記
さ
せ
よ
︒

求
報
者
が
曹
を
�
知
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
︑
C
報
す
る
者
は
H
信
中
の
�
書
作
成
者
を
書
き
記
せ
︒
求
報
者
が
開
封
者
を
�
知
し
た
が
C

報
者
が
書
き
記
さ
な
か
っ
た
場
合
︑
C
報
者
が
曹
を
�
知
し
た
が
�
書
を
差
し
戾
し
た
場
合
︑
求
報
者
が
C
信
の
開
封
者
を
�
知
し
な

か
っ
た
場
合
︑
開
封
者
の
�
知
が
無
い
と
き
に
�
書
作
成
者
を
書
き
記
さ
な
か
っ
た
場
合
は
︑
罰
金
い
ず
れ
も
一
甲
︒
(﹃
嶽
麓
秦
鯵
﹄
肆

281-282
(11
)

)

各
曹
に
は
令
�
が
�
屬
さ
れ
︑
縣
廷
宛
の
�
書
を
N
け
取
る
窓
口
と
し
て
機
能
し
た
と
み
ら
れ
る(12

)
︒
ま
た
縣
廷
は
縣
內
の
裁
O
權
を
持
ち
︑

裁
O
關
係
の
部
局
で
あ
ろ
う
獄
や
牢
は
︑
縣
廷
と
�
書
を
取
り
P
わ
す
例
が
見
ら
れ
な
い
た
め
︑
縣
廷
內
部
に
置
か
れ
た
の
だ
ろ
う
︒
獄
は
治
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附
表
一

�
陵
縣
の
官
職
名
整
理

官
府
名

官
職
名

里
耶
秦
鯵
で
の
表
記

鯵
牘
例

官
府
名

官
職
名

里
耶
秦
鯵
で
の
表
記

鯵
牘
例

廷

令

令
・
�
陵

7
-
304

司
空

司
空
嗇
夫

司
空

7
-
304

�
陵
守

8
-
1516

司
空
守

8
-
29

丞

丞

8
-
62

司
空
佐

司
空
佐

8
-
163

守
丞

5
-
1

司
空
�

司
空
�

9
-
1861

令
佐

令
佐

6
-
5

倉

倉
嗇
夫

倉

8
-
45

令
�

令
�

8
-
45

倉
守

5
-
1

叚
令
�

8
-
802

叚
倉

8
-
459

獄

治
獄
令
�

治

9
-
348

倉
佐

倉
佐

8
-
968

獄
佐

獄
佐

5
-
1

倉
�

�

8
-
45

獄
�

獄
�

8
-
683

稟
人

稟
人

8
-
45

牢

牢
監

牢
監

8
-
270

少
內

少
內
嗇
夫

少
內

8
-
164+

8
-
1475

牢
人

牢
人

8
-
273+

8
-
520

少
內
守

8
-
152

尉

尉

尉

8
-
1477

叚
少
內

8
-
936

尉
守

8
-
67+
8
-
652

少
內
佐

少
內
佐

8
-
2490

尉
�

尉
�

8
-
717

庫

庫
嗇
夫

庫

8
-
26+

8
-
752

士
�

士
�

5
-
1

庫
守

8
-
686+

8
-
973

田(
i
)

田
嗇
夫

田

8
-
179

庫
佐

庫
佐

8
-
1063

田
守

8
-
2138

發
弩

發
弩
嗇
夫

發
弩

8
-
761

田
佐

田
佐

8
-
1610

發
弩
守

8
-
141+

8
-
668

田
�

�

9
-
64

發
弩
佐

佐

8
-
1783+

8
-
1752

田
官

田
官
嗇
夫

田
官

8
-
900

畜
官

畜
官
嗇
夫

畜
官

8
-
50+

8
-
422

田
官
守

8
-
764

叚

8
-
919

田
官
佐

田
官
佐

8
-
580

畜
官
�

�

8
-
143

田
官
�

�

8
-
672

廏

廏
嗇
夫

廏
守

8
-
677



獄
令
�
が
瓜
A
し
︑
獄
佐
と
獄
�
が
そ
の
下
に
置
か
れ
た
︒
牢
に
は
牢
監
の
他
に
牢
人
が
置
か
れ
る
が
︑
現
在
の
と
こ
ろ
佐
や
�
は
確
3
で
き

な
い
︒

尉
は
縣
內
軍
政
機
�
で
あ
り
縣
尉
が
瓜
A
す
る
︒﹃
漢
書
﹄
に
は
令
長
丞
尉
が
縣
の
長
�
と
さ
れ
る
が
︑
秦
代
に
は
尉
と
縣
廷
の
閒
で
�
書

が
取
り
P
わ
さ
れ
︑
�
書
行
政
の
面
で
は
令

(長
)
・
丞
の
屬
す
る
縣
廷
と
獨
立
し
て
い
た
︒
尉
府
に
は
尉
�
の
ほ
か
︑
民
の
監
督
な
ど
を
行

う
士
�
が
Z
屬
す
る
︒
尉
佐
が
﹃
里
耶
秦
鯵
﹄
%
び
﹃
尹
灣
漢
鯵
﹄
に
見
え
な
い
の
は
︑
士
�
が
尉
佐
の
役
割
を
事
實
上
擔
っ
て
い
た
か
ら
と

も
考
え
ら
れ
る
︒

官
は
縣
內
の
樣
々
な
業
務
を
擔
當
す
る
部
局
で
あ
り
︑
官
嗇
夫
が
管
A
す
る
︒
�
陵
縣
に
は
官
嗇
夫
の
見
え
る
官
と
し
て
︑
田
・
田
官
・
司

空
・
倉
・
少
內
・
庫
・
發
弩
・
畜
官
・
廏
・
𤺊
舍(13

)
が
あ
る
︒
こ
の
う
ち
官
嗇
夫
の
下
に
官
佐
・
官
�
が
倂
存
す
る
官
に
は
田
・
田
官
・
司
空
・

倉
が
あ
り
︑
佐
の
み
が
見
え
る
官
に
は
少
內
・
庫
・
發
弩
・
廏
・
𤺊
舍
が
あ
り
︑
�
の
み
が
見
え
る
官
に
は
畜
官
が
あ
る
こ
と
が
現
在
ま
で
に

確
3
さ
れ
る
︒
た
だ
し
﹃
里
耶
秦
鯵
﹄
に
は
未
公
表
鯵
が
多
く
あ
り
︑
ま
た
\
て
が
公
表
さ
れ
た
と
し
て
も
佐
や
�
の
存
在
が
行
政
�
書
內
に
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官
府
名

官
職
名

里
耶
秦
鯵
で
の
表
記

鯵
牘
例

官
府
名

官
職
名

里
耶
秦
鯵
で
の
表
記

鯵
牘
例

廏

廏
佐

廏
佐

8
-
163

貳
春
鄕

貳
春
鄕
�

�

8
-
645

校
舍

校
舍

校
舍
守

9
-
1526

啟
陵
鄕

啟
陵
鄕
嗇
夫

啟
陵
鄕

8
-
39

校
舍
佐

佐

9
-
1526

啟
陵
鄕
守

8
-
58

都
鄕

都
鄕
嗇
夫

都
鄕
守

8
-
142

啟
陵
鄕
佐

佐

8
-
39

都
鄕
佐

佐

8
-
142

亭

校
長

校
長

8
-
565

貳
春
鄕

貳
春
鄕
嗇
夫

貳
春
鄕

8
-
661

叚
校
長

9
-
623

貳
春
鄕
守

8
-
787

郵

郵
人

郵
人

8
-
62

貳
春
鄕
佐

貳
春
鄕
佐

8
-
580

(i
)

田
と
田
官
に
つ
い
て
は
同
一
の
も
の
と
み
な
す
水
閒
大
輔
二
○
一
六
な
ど
の
說
︑
別
の
部
局
で
あ
る
と
す
る
陳
洩
二
○
一
四
な
ど
の
說
が
あ
る
︒
筆
者
は
田
と
田
官
を
衣
な

る
部
局
と
す
べ
き
と
考
え
る
︒



必
ず
反
映
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
か
ら
︑
こ
れ
を
も
っ
て
佐
ま
た
は
�
の
み
が
置
か
れ
た
官
を
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
︒
實
際
に
B
の

律
�
か
ら
は
﹃
里
耶
秦
鯵
﹄
內
に
現
在
ま
で
佐
の
み
が
見
え
る
廏
に
も
佐
と
�
が
置
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

膚
�
乘
馬
篤
𦍧

(
胔
)
︑
%
不
會
膚


︑
貲
各
一
盾
︒
馬
勞
課
殿
︑
貲
廏
嗇
夫
一
甲
︑
令
丞
佐
�
各
一
盾
︒
馬
勞
課
殿
︑
貲
皂
嗇
夫
一
盾
︒

�
の
乘
馬
を
品
_
し
て
遲
か
っ
た
り
痩
せ
て
い
た
り
し
た
場
合
︑
も
し
く
は
品
_
の


日
に
出
頭
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
そ
れ
ぞ
れ
罰
金

一
盾
と
す
る
︒
馬
勞
課
が
�
下
位
だ
っ
た
場
合
︑
廏
嗇
夫
は
罰
金
一
甲
︑
令
・
丞
・
佐
・
�
は
そ
れ
ぞ
れ
罰
金
一
盾
と
す
る
︒
馬
勞
課
が

�
下
位
だ
っ
た
場
合
︑
皂
嗇
夫
は
罰
金
一
盾
と
す
る
︒
(﹃
睡
虎
地
秦
鯵
﹄
秦
律
雜
抄
357-358
(14
)

)

官
に
よ
っ
て
官
�
の
!
成
に
差
衣
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
�
料
は
無
く
︑
ひ
と
ま
ず
官
に
は
官
佐
と
官
�
が
必
'
に
應
じ
て
置
か
れ
た
と
考

え
た
い
︒
ま
た
鄕
は
縣
の
下
に
位
置
す
る
民
政
機
�
で
あ
り
︑
鄕
の
下
に
は
複
數
の
里
が
あ
っ
た
︒
鄕
は
官
と
同
樣
の
官
制
�
`
を
持
ち
︑
鄕

嗇
夫
が
鄕
を
瓜
A
し
︑
鄕
佐
・
鄕
�
が
�
屬
さ
れ
る
︒
�
陵
縣
に
は
都
鄕
・
貳
春
鄕
・
啟
陵
鄕
の
三
鄕
が
置
か
れ
た
︒

官
・
鄕
を
瓜
A
す
る
官
嗇
夫
お
よ
び
鄕
嗇
夫
が
何
ら
か
の
理
由
で
不
在
の
場
合
は
守
官
嗇
夫
・
鄕
守
嗇
夫
が
置
か
れ
︑
�
書
作
成
や
そ
の
他

の
實
務
を
代
行
し
た
︒
廏
に
は
現
在
の
と
こ
ろ
廏
守
嗇
夫
の
み
見
え
る
が
︑
廏
守
は
代
行
で
あ
り
廏
に
も
官
嗇
夫
が
設
置
さ
れ
た
と
推
測
で
き

る
︒亭

は
縣
內
の
警
察
機
�
で
あ
り
︑
亭
長
が
瓜
A
す
る
︒
�
陵
縣
中
に
は
貳
春
亭
︑
a
亭(15

)
が
置
か
れ
た
︒
亭
に
佐
・
�
が
置
か
れ
た
記
錄
は
見

え
な
い
︒
ま
た
郵
は
�
陵
縣
內
に
都
郵
︑
啟
鄕
郵

(
啟
陵
鄕
郵
か
)
が
み
え
︑
そ
の
他
に
他
縣
の
縣
治
の
名
	
を
冠
し
た
と
思
わ
れ
る
郵
が
散

見
す
る
︒
漢
代
﹃
尹
灣
漢
鯵
﹄
に
見
え
る
郵
佐
は
秦
代
に
は
見
え
ず
︑
�
書
の
�
c
は
郵
人
が
行
っ
て
い
た
︒

以
上
が
瓜
一
秦
に
お
け
る
縣
の
官
制
�
`
の
槪
觀
で
あ
る
︒
そ
の
中
で
特
に
佐
と
�
の
官
職
名
を
持
つ
�
と
し
て
縣
廷
に
令
佐
と
令
�
︑
獄

に
獄
佐
と
獄
�
︑
官
に
官
佐
と
官
�
︑
鄕
に
鄕
佐
と
鄕
�
が
存
在
し
た
︒
ま
た
尉
に
は
尉
�
が
置
か
れ
た
︒
で
は
こ
れ
ら
の
佐
や
�
の
う
ち
︑

ど
の
�
が
秦
代
に
佐
�
と
呼
稱
さ
れ
た
か
を
確
3
し
て
ゆ
こ
う
︒
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第
二
�

秦
律
に
お
け
る
佐
�

續
い
て
秦
律
に
お
け
る
佐
�
の
用
法
を
檢
討
す
る
︒
秦
律
を
含
む
�
料
と
し
て
は
﹃
睡
虎
地
秦
鯵
﹄﹃
嶽
麓
秦
鯵
﹄
等
が
あ
る
が
︑
こ
れ
ら

の
律
�
に
見
え
る
佐
�
の
用
法
を
い
く
つ
か
擧
げ
て
み
た
い
︒

�
自
佐
�
以
上
e
從
馬
・
守
書
私
卒
︑
令
市
取
錢
焉
︑
皆
䙴

(
�
)
︒

�
の
佐
�
以
上
が
從
馬
や
守
書
私
卒
を
供
出
し
︑
(彼
ら
に
)
商
賣
さ
せ
て
利
益
を
擧
げ
た
な
ら
ば
︑
\
て
�
𠛬
と
す
る
︒
(﹃
睡
虎
地
秦
鯵
﹄

秦
律
雜
抄
338-339)

廿
六
年
正
�
丙
申
以
來
︑
怨
地
爲
官
未
盈
六
歲
�

(卽
)
i
反
盜
︑
若
i
敬

(警
)
︑
其
�
自
佐
�
以
上
去
𧪬

(
徭
)
2
︑
私
謁
之
它
郡
縣

官
︑
事
已
行
︑
皆
以
彼

(被
)
陳

(陣
)
去
敵
律
論
之
︒
�
k
許
者
︑
與
同
辠
︒
以
反
盜
敬

(
警
)
事
故
︑
𧪬

(
徭
)
2
不
用
此
令
︒

・

十
八

二
十
六
年
正
�
丙
申
以
來
︑
怨
地
に
官
と
な
っ
て
六
歲
未
滿
で
あ
り
︑
も
し
反
亂
が
發
生
す
る
か
も
し
く
は
緊
l
事
態
が
發
生
し
た
時
に
︑

�
の
佐
�
以
上
が
公
務
で
の
出
張
か
ら
離
れ
︑
m
手
に
他
郡
の
縣
官
に
報
吿
し
た
場
合
︑
そ
の
行
爲
が
す
で
に
實
行
さ
れ
れ
ば
︑
み
な
被

陣
去
敵
律
を
も
っ
て
こ
れ
を
裁
く
︒
0
k
を
許
可
し
た
�
は
︑
と
も
に
同
罪
︒
反
亂
お
よ
び
緊
l
事
態
を
理
由
と
し
て
公
務
に
よ
り
出
張

し
た
場
合
に
は
こ
の
令
を
n
用
し
な
い
︒
十
八

(﹃
嶽
麓
秦
鯵
﹄
伍
30-32)

こ
の
二
つ
の
律
�
に
は
﹁
�
自
佐
�
以
上
﹂
と
い
う
表
現
が
見
え
る
︒
こ
の
表
現
は
﹃
漢
書
﹄
百
官
公
卿
表
の
﹁
�
員
自
佐
�
至
丞
相
﹂
と

類
似
し
︑
佐
�
が
�
に
含
ま
れ
る
末
端
官
�
の
鋭
稱
で
あ
っ
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
︒
し
か
し
一
方
で
﹃
嶽
麓
秦
鯵
﹄
に
は
以
下
の
表
現
も
存

在
す
る
︒

�
自
佐
以
上
毋
敢
罰
黔
首
︒
不
從
令
者
貲
二
甲
︑
免
︒

十
七

�
の
佐
よ
り
以
上
は
黔
首
を
罰
し
て
は
な
ら
な
い
︒
令
に
從
わ
な
い
者
は
罰
金
二
甲
と
し
︑
解
任
す
る
︒
十
七

(﹃
嶽
麓
秦
鯵
﹄
伍
209)
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こ
こ
で
は
﹁
�
自
佐
以
上
﹂
と
あ
り
︑
	
営
の
表
現
か
ら
�
が
拔
け
る
︒
書
き
落
と
し
な
ど
の
可
能
性
も
あ
る
が
︑
こ
の
律
は
民
を
罰
す
る

こ
と
を
禁
止
し
て
お
り
︑
本
來
�
は
�
書
の
作
成
に
携
わ
る
官
�
で
あ
る
か
ら
︑
�
は
そ
も
そ
も
民
を
罰
す
る
權
限
を
持
た
ず
︑
從
っ
て
律
に

よ
っ
て
禁
止
對
象
と
す
る
必
'
が
無
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
︒
こ
の
例
か
ら
は
︑
秦
代
に
お
い
て
は
佐
�
と
い
う
呼
稱
は
必
ず
し
も

末
端
官
�
の
鋭
稱
と
し
て
固
定
�
し
て
お
ら
ず
︑
時
に
佐
と
�
が
分
離
し
て
2
用
さ
れ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
そ
し
て
縣
內
の
い
く
つ
か
の

官
府
に
Z
屬
す
る
�
が
佐
�
と
呼
ば
れ
た
こ
と
は
︑
以
下
に
擧
げ
る
四
つ
の
律
�
か
ら
見
る
こ
と
が
出
來
る
︒

(1
)
上
`
以
下
到
官
佐
�
毋

(無
)
p
者
︑
%
卜
・
�
・
司
御
・
寺
・
府
︑
䊪

(糖
)
米
一
斗
︑
i
采

(r
)
羹
︑
鹽
廿
二
分
升
二
︒

傳
食
律

上
`
以
下
官
佐
�
で
無
p
の
者
に
至
る
ま
で
︑
お
よ
び
卜
・
�
・
司
御
・
寺
・
府
は
䊪
米
一
斗
︑
r
の
羹
︑
鹽
二
十
二
分
の
二
升
を
荏
給

せ
よ
︒
(﹃
睡
虎
地
秦
鯵
﹄
秦
律
十
八
種
傳
食
律
249)

(2
)
實
官
佐
�
柀

(罷
)
免
・
徙
︑
官
嗇
夫
必
與
去
者
效
代
者
︒
�

(卽
)
官
嗇
夫
免
而
效
︑
不
備
︑
代
者
與
居
�
坐
之
︒
故
�
弗
效
︑

怨
�
居
之
未
盈
歲
︑
去
者
居
�
坐
之
︑
怨
�
弗
坐
︒
其
盈
歲
︑
雖
弗
效
︑
怨
�
與
居
�
坐
之
︑
去
者
弗
坐
︒
它
如
律
︒

實
官
の
佐
�
が
免
官
・
衣
動
し
た
場
合
︑
官
嗇
夫
は
必
ず
	
任
者
と
と
も
に
怨
任
者
を
監
査
せ
よ
︒
も
し
官
嗇
夫
が
免
官
と
な
り

(縣
令

が
)
監
査
し
た
と
き
︑
不
備
が
あ
れ
ば
︑
怨
任
者
と
留
任
し
た
他
の
官
�
が
共
に
責
任
を
e
う
︒
	
任
の
官
�
が
監
査
せ
ず
︑
怨
任
の
官

�
が
着
任
し
て
一
年
未
滿
で
あ
れ
ば
︑
	
任
の
官
�
と
留
任
し
た
他
の
官
�
が
責
任
を
e
い
︑
怨
任
の
官
�
は
責
任
を
e
わ
な
い
︒
一
年

以
上
で
あ
れ
ば
︑
(	
任
の
官
�
が
)
監
査
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
︑
怨
任
の
官
�
と
留
任
の
官
�
が
責
任
を
e
い
︑
	
任
者
は
責
任
を
e

わ
な
い
︒
他
は
律
の
�
り
︒
(﹃
睡
虎
地
秦
鯵
﹄
秦
律
十
八
種
效
律
229-230
(16
)

)

(3
)
軍
人
買

(賣
)
稟
稟
Z
%
�
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
︒

軍
人
が
荏
給
さ
れ
た
穀
物
を
荏
給
さ
れ
た
縣
お
よ
び
�
�
し
た
縣
で
賣
っ
た
な
ら
ば
︑
貲
戍
二
年
︒
同
車
食
・
敦
長
・
僕
射
が
吿
發
し
な
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け
れ
ば
戍
一
年
︒
縣
の
司
空

(嗇
夫
)
︑
司
空
佐
�
︑
士
�
の
引
u
す
る
者
が
捕
ら
え
ら
れ
な
け
れ
ば
︑
罰
金
一
甲
︒
邦
司
空
は

(罰
金
)

一
盾
︒
(﹃
睡
虎
地
秦
鯵
﹄
秦
律
雜
抄
340-342)

(4
)
(缺
鯵
)
�
各
一
甲
︑
i

(
印
)
令
獄
佐
�
均
故
徼
一
歲
︑
其
故
徼
縣
獄
佐
�
︑
均
地
v
故
徼
︑
其
怨
地
縣
獄
佐
�
i
@
日
者
︑
奪

日
一
歲
而
勿
均
︒

●
廷
己
八

⁝
�
は
そ
れ
ぞ
れ

(罰
金
)
一
甲
︑
獄
佐
�
は
一
年
閒
︑
故
徼(17

)
と
w
い
を
均
等
に
し
︑
故
徼
の
獄
佐
�
は
︑
故
徼
よ
り
v
い
縣
と
w
い
を

均
等
に
さ
せ
る
︒
怨
地
に
あ
る
縣
の
獄
佐
�
で
勤
務


日
の
あ
る
者
は
︑
勤
務
し
た
日
を
一
年
分
取
り
�
し
︑
w
い
を
均
等
に
す
る
こ
と

は
な
い
︒
●
廷
己
八

(﹃
嶽
麓
秦
鯵
﹄
伍
225-226)

以
上
四
例
の
佐
�
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
確
3
し
た
い
︒
(1
)
に
あ
る
官
佐
�
は
︑
縣
內
部
局
で
あ
る
官
の
佐
�
だ
ろ
う
︒
ま
た

(2
)
の

實
官
と
は
︑
官
の
う
ち
物
品
管
理
を
司
る
倉
・
庫
・
少
內
の
こ
と
を
指
す
︒
倉
は
穀
物
︑
庫
は
武
器
お
よ
び
器
物
︑
少
內
は
錢
を
管
理
し
て
い

た
︒
(3
)
の
司
空
も
官
の
一
つ
で
あ
り
︑
縣
內
で
勞
働
す
る
𠛬
徒
や
,
を
管
A
し
た
︒
こ
れ
ら
の
官
に
は
官
佐
・
官
�
が
�
屬
さ
れ
る
こ
と

か
ら
︑
先
営
し
た
廏
を
含
め
官
の
官
佐
・
官
�
を
律
�
中
で
官
佐
�
と
總
稱
す
る
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た

(4
)
で
は
獄
佐
�
の
待
z
に
つ
い
て

言
%
す
る
が
︑
す
で
に
営
べ
た
よ
う
に
獄
に
も
獄
佐
と
獄
�
が
�
屬
さ
れ
︑
獄
佐
�
が
獄
佐
と
獄
�
を
指
す
も
の
と
考
え
て
矛
盾
は
な
い
︒

一
方
で
漢
代
に
お
い
て
佐
�
に
分
類
さ
れ
る
牢
監
・
郵
佐
な
ど
が
︑
秦
代
の
佐
�
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
例
は
現
在
ま
で
存
在
し
な
い
︒

ま
た
尉
�
に
つ
い
て
は
以
下
の
律
�
か
ら
︑
縣
內
の
軍
政
機
�
で
あ
る
尉
の
屬
官
を
總
稱
し
て
�
で
は
な
く
尉
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒

除
�
・
尉
︑
已
除
之
︑
乃
令
視
事
%
k
之
︒
Z
不
當
除
而
敢
先
見

(視
)
事
︑
%
相
聽
以
k
之
︑
以
律
論
之
︒
嗇
夫
之
{
︿
徙
﹀
見

(視
)
它
官
者
︑
不
得
除
其
故
官
佐
�
以
之
怨
官
︒

置
�
律

�
・
尉
を
任
命
す
る
に
は
︑
す
で
に
任
命
し
た
な
ら
ば
︑
職
務
に
就
か
せ
て
か
つ

(
任
地
に
)
0
k
せ
よ
︒
任
命
に
當
た
ら
な
い
の
に
先

に
職
務
に
就
か
せ
た
り
︑
(0
k
先
と
)
互
い
に
劃
策
し
て
0
k
し
た
り
し
た
場
合
︑
律
に
よ
っ
て
こ
れ
を
裁
く
︒
轉
任
し
て
他
の
官
府
で

職
務
に
つ
い
た
嗇
夫
は
︑
も
と
の
官
府
の
佐
�
を
任
命
し
て
怨
し
い
官
府
に
行
く
こ
と
は
出
來
な
い
︒
(﹃
睡
虎
地
秦
鯵
﹄
秦
律
十
八
種
置
�
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律
226-227)

こ
こ
に
見
え
る
尉
に
つ
い
て
︑
縣
尉
府
を
瓜
A
す
る
縣
尉
だ
と
す
る
と
尉
が
地
方
で
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
︑
敕
命
官
た
る
長
�
の
性
格

と
矛
盾
す
る
︒
�
と
竝
列
さ
れ
る
尉
と
は
縣
內
軍
政
系
瓜
の
屬
�
を
總
稱
し
た
も
の
で
あ
り
︑
尉
�
・
士
�
な
ど
を
含
む
の
で
は
な
い
か
︒
そ

う
だ
と
す
れ
ば
先
営
し
た
﹁
�
自
佐
�
以
上
﹂
に
そ
も
そ
も
�
で
な
い
尉
�
は
含
ま
れ
な
い
可
能
性
が
高
い
︒

一
方
で
鄕
に
つ
い
て
は
孫
聞
)
二
〇
一
七
の
営
べ
る
�
り
鄕
佐
・
鄕
�
も
官
佐
・
官
�
と
ほ
ぼ
同
樣
の
w
い
を
N
け
て
お
り
︑
用
例
は
無
い

も
の
の
鄕
に
も
佐
�
が
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

こ
こ
ま
で
秦
代
に
お
け
る
佐
�
の
用
例
を
見
て
き
た
︒
秦
律
に
お
い
て
す
で
に
佐
�
の
表
現
は
2
用
さ
れ
る
が
︑
漢
代
に
お
け
る
末
端
官
�

の
鋭
稱
や
官
秩
と
し
て
の
佐
�
は
い
ま
だ
見
ら
れ
な
い
︒
秦
代
の
佐
�
と
は
︑
縣
內
部
局
で
あ
る
官
に
�
屬
さ
れ
た
官
佐
・
官
�
お
よ
び
鄕
に

置
か
れ
た
鄕
佐
・
鄕
�
の
倂
稱
︑
も
し
く
は
縣
廷
內
の
獄
に
�
屬
さ
れ
た
獄
佐
・
獄
�
の
倂
稱
だ
っ
た
︒
一
方
で
︑
漢
代
に
佐
�
に
含
ま
れ
る

尉
�
・
牢
監
・
郵
佐
な
ど
が
秦
代
に
佐
�
に
含
ま
れ
る
例
は
見
ら
れ
な
い
︒
そ
の
理
由
と
し
て
は
︑
佐
と
�
が
官
府
內
に
竝
列
し
て
業
務
を
行

う
形
態
が
尉
・
牢
・
郵
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒

さ
ら
に
こ
れ
ら
の
點
を
詳
細
に
檢
討
す
る
た
め
︑
第
二
違
で
は
秦
代
の
佐
�
を
�
成
し
た
佐
と
�
に
つ
い
て
︑
そ
の
性
格
お
よ
び
佐
と
�
の

共
�
點
︑
相
|
點
を
�
ら
か
に
し
た
い
︒

第
二
違

佐
と
�
の
性
格

第
一
�

佐
の
任
用
と
官
歷

本
違
で
は
︑
戰
國
秦
に
お
け
る
佐
と
�
が
持
つ
性
格
を
檢
討
す
る
︒
ま
ず
秦
代
の
佐
に
つ
い
て
檢
討
し
た
い
︒
以
下
の
律
�
に
は
︑
佐
を
任

用
す
る
際
の
條
件
が
営
べ
ら
れ
る
︒
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除
佐
必
當
壯
以
上
︑
毋
除
士

(伍
)
怨
傅
︒
苑
嗇
夫
不
存
︑
縣
爲
置
守
︑
如
廏
律
︒

內
�
雜

佐
は
必
ず
壯
以
上(18

)
に
あ
た
る
者
を
任
命
し
︑
士
伍
の
怨
た
に
傅
籍
し
た
者
を
任
命
し
て
は
な
ら
な
い
︒
苑
嗇
夫
が
い
な
け
れ
ば
︑
縣
の
た

め
に
守
を
置
く
こ
と
︑
廏
律
と
同
樣
に
せ
よ
︒
內
�
雜

(﹃
睡
虎
地
秦
鯵
﹄
秦
律
十
八
種
內
�
雜
律
257)

侯

(候
)
・
司
寇
%
羣
下
�
︑
毋
敢
爲
官
府
佐
�
%
禁
苑
憲
盜
︒

內
�
雜

候
・
司
寇
%
び
群
下
�
は
︑
官
府
の
佐
�
%
び
禁
苑
の
憲
盜
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
︒
內
�
雜

(﹃
睡
虎
地
秦
鯵
﹄
秦
律
十
八
種
內
�
雜
律

260)

こ
こ
で
は
佐
に
任
命
で
き
る
條
件
と
し
て
壯
以
上
で
あ
り
︑
怨
た
に
傅
籍
さ
れ
た
士
伍
で
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
他
︑
佐
に
任
命
出
來
な
い

身
分
の
者
が
規
定
さ
れ
る
︒
侯
・
司
寇
は
見
張
り
に
あ
た
る
𠛬
徒
の
こ
と
︑
群
下
�
と
は
一
種
の
犯
罪
者
で
あ
り
︑
官
府
で
の
勞
働
を
課
せ
ら

れ
て
い
た
者
で
あ
る
︒
こ
の
律
に
見
え
る
佐
�
に
つ
い
て
は
工
~
元
男
!
二
〇
一
八
が
佐
�
に
讀
む
が
︑﹃
嶽
麓
秦
鯵
﹄
に
も
佐
�
の
用
法
が

あ
り
︑
こ
の
條
�
を
こ
と
さ
ら
佐
�
に
讀
む
必
'
は
な
い
だ
ろ
う
︒
ま
た
後
営
す
る
よ
う
に
�
の
任
用
に
對
す
る
規
定
は
他
に
存
在
し
︑
こ
こ

で
は
佐
の
任
用
に
對
し
て
規
定
し
た
と
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
戰
國
秦
の
佐
に
任
用
さ
れ
る
條
件
と
は
︑
𠛬
徒
な
ど
で
な
い
秦
の
民

で
あ
り
︑
成
年
と
し
て
戶
籍
に
登
錄

(傅
籍
)
さ
れ
て
か
ら


閒
が
經
�
し
た
一
定
以
上
の
年
齡
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒
:
に
言
え
ば
こ
の
條

件
を
滿
た
し
た
者
は
佐
に
任
用
で
き
︑
識
字
能
力
や
財
產
�
格
な
ど
他
に
佐
と
な
る
た
め
の
條
件
は
見
え
な
い
︒

B
に
︑
官
府
內
で
佐
が
ど
の
よ
う
な
業
務
を
擔
當
し
て
い
た
か
を
見
て
ゆ
き
た
い
︒
佐
の
業
務
內
容
が
O
�
す
る
律
�
に
は
以
下
の
も
の
が

あ
る
︒(1

)
百
姓
居
田
舍
者
︑
毋
敢
𥂰

(酤
)
酉

(酒
)
︒
田
嗇
夫
・
部
佐
謹
禁
御
之
︒
i
不
從
令
者
︑
i
辠
︒

田
の
舍
に
居
�
し
て
い
る
民
は
︑
酒
を
賣
買
し
て
は
な
ら
な
い
︒
田
嗇
夫
・
部
佐
は
嚴
格
に
こ
れ
を
取
り
閲
ま
れ
︒
令
に
從
わ
な
い
者
は

i
罪
︒
(﹃
睡
虎
地
秦
鯵
﹄
秦
律
十
八
種
田
律
79)

(2
)
入
禾
倉
︑
萬
石
一
積
︑
而
比
黎
之
爲
戶
︑
縣
嗇
夫
若
丞
%
倉
・
鄕
相
雜
以
印
之
︒
而
k
倉
嗇
夫
%
離
邑
倉
佐
�
稟
者
各
一
戶
以
氣
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(
餼
)
︒
(中
略
)
倉

穀
物
を
倉
に
�
入
す
る
際
は
一
萬
石
を
一
積
と
し
︑
比
黎
で
も
っ
て
\
を
作
れ
︒
縣
嗇
夫
も
し
く
は
丞
と
倉
嗇
夫
・
鄕
嗇
夫
が
共
同
で
倉

を
封
印
せ
よ
︒
倉
嗇
夫
お
よ
び
離
邑
倉
佐
の
荏
給
擔
當
者
に
お
の
お
の
\
を
一
つ
割
り
當
て
︑
穀
物
を
荏
給
さ
せ
よ
︒
(中
略
)
倉
律
︒

(﹃
睡
虎
地
秦
鯵
﹄
秦
律
十
八
種
倉
律
88-94)

(3
)
戍
者
城
%
補
城
︑
令
姑

(
嫴
)
_
一
歲
︒
Z
城
i
壞
者
︑
縣
司
空
署
君
子
將
者
︑
貲
各
一
甲
︒
縣
司
空
佐
�
將
者
︑
貲
一
盾
︒
令

戍
者
勉
補
繕
城
︑
署
勿
令
爲
它
事
︒
已
補
︑
乃
令
增
塞
埤
塞
︒
縣
尉
時
循
視
其
攻

(
功
)
%
Z
爲
︑
敢
令
爲
它
事
2
者
︑
貲
二
甲
︒

戍
卒
が
城
を
築
い
た
り
城
を
補
修
し
た
り
す
れ
ば
︑
(そ
の
戍
卒
に
)
そ
の
土
塀
を
一
年
閒
保
證
さ
せ
よ
︒
城
の
壞
れ
た
も
の
が
あ
れ
ば
︑

縣
司
空
の
署
君
子
で

(戍
卒
を
)
瓜
u
す
る
者
は
罰
金
お
の
お
の
一
甲
︒
縣
の
司
空
佐
で
瓜
u
を
管
A
す
る
者
は
︑
罰
金
一
盾
︒
戍
卒
に

城
の
補
修
に
專
念
さ
せ
︑
他
の
任
務
を
割
り
當
て
て
は
な
ら
な
い
︒
補
修
が
完
了
す
れ
ば
︑
塞
の
壁
を
高
く
さ
せ
︑
厚
く
さ
せ
よ
︒
縣
尉

は
時
折
そ
の
成
果
お
よ
び
働
き
ぶ
り
を
�
視
せ
よ
︒
戍
卒
に
他
の
任
務
を
さ
せ
た
者
は
︑
罰
金
二
甲
と
す
る
︒
(﹃
睡
虎
地
秦
鯵
﹄
秦
律
雜
抄

368-370)

殘
念
な
が
ら
こ
れ
ら
は
\
て
縣
內
部
局
で
あ
る
官
の
例
で
あ
り
︑
獄
に
屬
す
る
獄
佐
の
業
務
を
規
定
し
た
律
�
は
確
3
で
き
な
い
︒
從
っ
て

こ
こ
で
は
官
の
佐
に
つ
い
て
の
み
分
析
を
行
う
︒

ま
ず

(1
)
で
は
民
を
取
り
閲
ま
る
役
割
を
田
嗇
夫
と
共
に
田
部
佐
が
擔
っ
て
い
る
︒
(2
)
で
は
縣
に
倉
嗇
夫
が
置
か
れ
る
の
に
對
し
て

離
邑

(鄕
の
こ
と
か
)
に
倉
佐
が
置
か
れ
︑
縣
に
お
け
る
倉
嗇
夫
と
同
じ
く
穀
物
の
荏
給
を
擔
當
す
る
︒
(3
)
で
は
築
城
・
改
修
を
戍
卒
が
行

う
際
に
︑
司
空
佐
が
そ
の
監
督
を
行
っ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
官
佐
は
官
に
お
け
る
實
務
を
時
に
官
嗇
夫
と
分
擔
し
て
行
い
︑
離
邑
な
ど
官
嗇
夫

が
設
置
さ
れ
な
い
場
合
に
は
本
來
官
嗇
夫
が
行
う
任
務
を
代
行
し
た
と
み
ら
れ
る
︒﹃
睡
虎
地
秦
鯵
﹄
に
見
え
る
規
定
か
ら
官
佐
を
そ
の
ま
ま

守
官
嗇
夫
に
す
る
こ
と
は
出
來
な
い(19

)
も
の
の
︑
秦
代
の
官
佐
は
官
嗇
夫
の
下
で
�
に
實
務
を
擔
い
︑
將
來
は
官
を
瓜
A
す
る
官
嗇
夫
と
な
る
の

が
基
本
4
な
昇
�
經
路
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
そ
し
て
こ
の
推
測
を
裏
附
け
る
�
料
と
し
て
︑﹃
里
耶
秦
鯵
﹄
に
見
え
る
官
�
の
勤
務
_
定
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が
擧
げ
ら
れ
る
︒

凡
□
□
□
□

爲
官
佐
︑
六
歲
︒

爲
縣
令
佐
︑
一
歲
十
二
日
︒

爲
縣
斗
食
︑
四
歲
五
�
廿
四
日
︒

爲
縣
司
空
i
秩
乘
車
︑
三
歲
八

�
廿
二
日
︒

守
�
陵
丞
︑
六
�
廿
七
日

凡
十
五
歲
九
�
廿
五
日

凡
功
三
︑
三
歲
九
�
廿
五
日

□
□
□
鄕
廿
二
年
□
□

□
功
二

□
勞
功
四
︑
三
歲
九
�
廿
五
日

・
凡
功
六
︑
三
歲
九
�
廿
五
日
︒

□
□
可
□
屬
洞
庭

□
五
十
歲
居
內
�
七
歲
□
□

(﹃
里
耶
秦
鯵
)

物
館
藏
秦
鯵
﹄
Z
收
﹃
里
耶
秦
鯵
﹄
10-15)

該
當
官
�
の
姓
名
は
O
�
し
な
い
が
︑
こ
の
鯵
牘
は
一
官
�
の
@
十
五
年
に
わ
た
る
官
歷
を
示
す
�
料
で
あ
る
︒
そ
の
官
歷
を
整
理
す
る
と

官
佐
：
六
年
↓
縣
令
佐
：
一
年
一
二
日
↓
縣
斗
食
：
四
年
五
箇
�
二
四
日
↓
司
空
i
秩
乘
車
：
三
年
八
箇
�
二
二
日
↓
�
陵
守
丞
：
六
箇
�
二

七
日
と
な
る
︒
官
佐
か
ら
は
じ
ま
っ
て
縣
令
直
屬
の
佐
で
あ
る
令
佐
を
經
驗
し
た
後
︑
縣
の
實
務
機
關
の
一
つ
で
あ
る
司
空
嗇
夫
と
な
り
︑
�

後
に
﹃
里
耶
秦
鯵
﹄
の
發
見
さ
れ
た
�
陵
縣
の
守
丞
と
な
っ
て
い
る
︒
令
佐
と
司
空
i
秩
乘
車
の
閒
に
斗
食
が
あ
り
︑
單
印
飛
二
〇
一
八
は
こ

れ
を
斗
食
令
�
で
あ
る
と
す
る
が
︑
後
営
す
る
よ
う
に
令
�
の
官
歷
は
そ
の
ま
ま
令
�
と
表
記
さ
れ
る
︒
こ
の
斗
食
は
官
秩
が
斗
食
で
あ
る
官

嗇
夫
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
こ
の
人
物
は
︑
佐
と
し
て
任
用
さ
れ
た
後
一
貫
し
て
實
務
系
瓜
の
官
職
を
歷
任
し
て
い
る
︒
す
な

わ
ち
官
佐
の
役
割
が
�
書
作
成
よ
り
も
實
務
に
重
き
が
置
か
れ
て
お
り
︑
官
佐
↓
官
嗇
夫
↓
丞
と
い
う
實
務
を
擔
う
�
を
�
っ
た
昇
�
經
路
が

存
在
し
て
い
た
︒﹃
里
耶
秦
鯵
﹄
は
秦
瓜
一


の
�
料
だ
が
︑
秦
の
瓜
一
は
わ
ず
か
十
五
年
で
あ
り
︑
鯵
牘
內
に
示
さ
れ
る
官
歷
の
長
さ
か
ら

戰
國
秦
の
樣
相
も
あ
る
�
度
反
映
さ
れ
る
と
考
え
て
よ
い
︒

第
二
�

�
の
任
用
と
官
歷

續
い
て
戰
國
秦
に
お
け
る
�
の
性
格
に
つ
い
て
檢
討
す
る
︒
�
は
元
來
︑
特
殊
技
能
を
も
っ
て
王
に
仕
え
る
者
で
あ
り
︑
祝
・
射
・
御
・

醫
・
卜
な
ど
と
同
列
に
置
か
れ
る
存
在
だ
っ
た(20

)
︒
し
か
し
戰
國
秦
に
お
い
て
は
す
で
に
�
書
行
政
が
發
c
し
て
お
り
︑
行
政
�
書
の
作
成
に
熟

c
し
た
�
は
中
央
か
ら
末
端
ま
で
の
各
官
府
に
お
い
て
必
'
不
可
缺
な
存
在
だ
っ
た
だ
ろ
う
︒﹃
�
記
﹄
六
國
年
表
に
は
孝
公
十
三
年

(	
三
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四
九
年
)
に
縣
の
i
秩
�
を
置
い
た
こ
と
が
見
え(21

)
︑
郡
縣
制
の
初


か
ら
地
方
官
府
に
も
�
が
存
在
し
た
︒
ま
た
傳
世
�
獻
か
ら
は
�
を
目
指

す
者
と
し
て
學
越
が
お
り
︑
彼
ら
の
う
ち
試
驗
を
經
て
合
格
し
た
者
が
�
と
な
る
規
定
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る(

22
)

︒
こ
の
�
に
な
る
た
め
の

豫
備
段
階
と
言
う
べ
き
學
越
に
關
し
て
は
︑
關
聯
す
る
條
�
が
あ
る
︒

令
敖
�
毋
從
�

(事
)
官
府
︒
非
�
子
殹

(也
)
︑
毋
敢
學
學
室
︒
犯
令
者
i
辠
︒
內
�
雜

敖
�
を
官
府
に
從
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
︒
�
の
子
で
な
け
れ
ば
︑
學
室
で
學
ぶ
こ
と
は
出
來
な
い
︒
令
を
犯
す
者
は
i
罪
と
す
る
︒

內
�
雜
律

(﹃
睡
虎
地
秦
鯵
﹄
秦
律
十
八
種
內
�
雜
律
258)

●
𧪬

(徭
)
律
曰
︑
發
𧪬

(徭
)
︑
興
i
p
以
下
到
人
弟
子
・
復
子
︑
必
先
�
屬
Z
執
灋
︑
郡
各
�
其
守
︑
皆
言
Z
爲
%
用
積
徒
數
︑
勿

敢
擅
興
︑
%
毋
敢
擅
倳

(2
)
敖
越
・
私
屬
・
奴
%
不
從
車
牛
︒
凡
免
老
%
敖
越
未
傅
者
︑
縣
勿
敢
倳

(2
)
︒
�

(卽
)
載
粟
乃
發
︑
敖

越
年
十
五
歲
以
上
︑
�
子
未
傅
先
覺

(學
)
覺

(學
)
室
︑
令
與
粟
事
︒
敖
越
當
行
粟
而
寡
子
・
獨
與
老
父
老
母
居
︑
老
如
免
老
︑
若
獨

與
𤵸

(癃
)
病
母
居
者
︑
皆
勿
行
︒

徭
律
に
い
わ
く
︑
徭
役
勞
働
を
"
發
す
る
に
は
︑
i
p
者
以
下
人
の
弟
子
︑
復
子
に
至
る
ま
で
を
動
員
す
る
に
は
必
ず
先
に
Z
A
の
執
灋

に
申
�
し
︑
郡
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
郡
守
府
に
申
�
し
︑
す
べ
て
そ
の
作
業
內
容
お
よ
び
徒
の
<
べ
人
數
を
報
吿
し
︑
m
手
に
動
員
し
て
は

な
ら
ず
︑
お
よ
び
m
手
に
敖
越
・
私
屬
・
奴
や
"
用
に
あ
た
ら
な
い
車
牛
を
動
員
し
て
は
な
ら
な
い
︒
免
老
お
よ
び
敖
越
の
い
ま
だ
傅
籍

さ
れ
て
い
な
い
者
を
縣
は
2
役
し
て
は
な
ら
な
い
︒
も
し
穀
物
�
搬
で
"
發
す
る
な
ら
ば
︑
敖
越
の
十
五
歲
以
上
︑
�
の
子
で
い
ま
だ
傅

籍
さ
れ
て
い
な
い
が
學
室
で
學
ん
で
い
る
者
を
穀
物
の
�
搬
に
あ
ず
か
ら
せ
る
︒
敖
越
が
穀
物
の
�
搬
に
從
事
す
る
に
あ
た
り
孤
兒
で

あ
っ
た
り
︑
老
父
母
と
の
み
同
居
し
て
い
て
そ
の
老
父
母
が
免
老
に
該
當
し
た
り
︑
も
し
く
は
癃
病
の
母
と
の
み
同
居
す
る
者
は
︑
從
事

し
て
は
な
ら
な
い
︒
(﹃
嶽
麓
秦
鯵
﹄
肆
156-159)

學
室
と
は
�
に
な
る
た
め
の
敎
育
機
關
で
あ
り
︑
そ
こ
で
�
と
し
て
の
敎
育
を
N
け
た
の
が
	
営
の
學
越
で
あ
ろ
う
︒
學
室
で
學
ぶ
た
め
に

は
�
の
子
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
ま
た
�
の
子
は
傅
籍
さ
れ
る
	
か
ら
學
室
に
學
ぶ
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
い
う
條
�
は
︑
秦
代
の
�
が
い
ま
だ
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世
襲
4
な
特
殊
技
能
職
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
︒
ま
た
時
代
は
下
る
も
の
の
︑
	
漢
初


の
﹃
張
家
山
漢
鯵
﹄
に
も
�
の
子
が
傅
籍
	

か
ら
學
室
に
お
い
て
學
佴
の
元
で
學
び
︑
試
驗
を
N
け
て
�
と
な
り
︑
ま
た
成
績
優
秀
者
は
直
接
令
�
や
尙
書
卒
�
と
な
る
こ
と
が
出
來
た
こ

と
が
見
え
る
︒

�
・
卜
子
︑
年
十
七
歲
學
︒
�
・
卜
・
祝
學
越
學
三
歲
︑
學
佴
將
詣
大
�
・
大
卜
・
大
祝
︑
郡
�
學
越
詣
其
守
︒
皆
會
八
�
朔
日
試
之
︒

�
・
卜
の
子
は
年
十
七
歲
に
し
て
學
ぶ
︒
�
・
卜
・
祝
の
學
越
は
學
ぶ
こ
と
三
歲
に
し
て
︑
學
佴
が
引
き
連
れ
て
大
�
・
大
卜
・
大
祝
に

赴
き
︑
郡
の
�
の
學
越
は
其
の
郡
守
府
に
赴
く
︒
皆
︑
八
�
朔
日
に
集
合
し
︑
試
驗
を
行
う
︒
(﹃
張
家
山
漢
鯵
﹄
二
年
律
令
�
律
474)

試
�
學
越
以
十
五
�
︑
能
風

(諷
)
書
五
千
字
以
上
︑
乃
得
爲
�
︒
i

(
印
)
以
八
𦡊

(
體
)
試
之
︑
郡
移
其
八
𦡊

(體
)
課
大
�
︒
大

�
誦
課
︑
取
冣

(
�
)
一
人
以
爲
其
縣
令
�
︑
殿
者
勿
以
爲
�
︒
三
歲
壹
幷
課
︑
取
冣

(
�
)
一
人
以
爲
尙
書
卒
�
︒

�
の
學
越
は
十
五
�
を
も
っ
て
試
驗
を
行
い
︑
五
千
字
以
上
を
�
讀
し
︑
書
く
こ
と
が
出
來
て
�
と
な
る
こ
と
が
出
來
る
︒
ま
た
八
體
に

つ
い
て
試
驗
を
行
い
︑
郡
は
そ
の
八
體
の
課
を
大
�
に
{
る
︒
大
�
は
公
に
審
査
し
︑
�
優
秀
の
者
一
人
を
そ
の
縣
の
令
�
と
し
︑
�
下

位
の
者
は
�
と
し
て
は
な
ら
な
い
︒
三
年
に
一
度
合
同
審
査
を
行
い
︑
�
優
秀
の
者
一
人
を
尙
書
卒
�
と
す
る
︒
(﹃
張
家
山
漢
鯵
﹄
二
年
律

令
�
律
475-476)

こ
れ
ら
の
學
室
に
お
け
る
學
越
の
瓜
A
責
任
者
は
學
佴
と
呼
ば
れ
た
︒﹃
里
耶
秦
鯵
﹄
に
は
學
佴
が
確
3
出
來
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
制
度
が

秦
代
に
は
實
際
に
行
わ
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
︒

廿
六
年
七
�
庚
辰
朔
乙
未
︑
�
陵
拔
謂
學
佴
︑
學
越
拾
i
鞫
︑
與
獄
�
畸
徼
執
︑
其
�
︑
不
得
︒
上
奔
牒
而
定
名
事
里
︑
它
坐
︑
�
年
�

日
︑
論
云
何
︑
何
辠
︑
𢼜
或
�
問
之
︑
毋
i
︒
與
獄
�
畸
以
律
封
守
上
牒
︒
以
書
言
︑
勿
留
︒
(
正
)

七
�
乙
未
牢
臣
分
韱
以
來
／
亭
手
︒
畸
手
︒
(背
)

二
十
六
年
七
�
庚
辰
朔
乙
未
︑
�
陵
令
の
拔
が
學
佴
に
命
じ
る
︒
學
越
の
拾
に
鞫
が
あ
り
︑
獄
�
の
畸
と
見
囘
っ
て
捕
え
よ
う
と
し
た
が
︑

(拾
は
)
�
�
し
︑
確
保
出
來
な
か
っ
た
︒
奔
牒
を
上
申
し
︑
名
︑
事
績
︑
里
︑
他
罪
︑
�
�
し
た
年
�
日
︑
如
何
な
る
律
を
も
っ
て
論
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じ
︑
何
罪
に
あ
た
る
か
︑
赦
免
も
し
く
は
�
問
に
つ
い
て
照
會
し
︑
i
無
を
確
定
せ
よ
︒
獄
�
の
畸
と
共
同
で
律
を
も
っ
て
密
封
し
︑
郡

守
府
に
牒
を
上
申
せ
よ
︒
書
を
も
っ
て
報
吿
し
︑
放
置
し
て
は
な
ら
な
い
︒
(正
)
七
�
乙
未
︑
牢
臣
の
分
韱
が
持
っ
て
き
た
︒
／
亭
手
︒

畸
手
︒
(背
)
(﹃
里
耶
秦
鯵
﹄
14-18
(23
)

)

以
上
が
秦
代
に
お
け
る
�
の
養
成
に
關
す
る
記
営
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
律
�
か
ら
は
︑
�
の
子
が
養
成
機
關
に
よ
る
育
成
お
よ
び
試
驗
を
經

て
�
の
�
格
を
獲
得
し
︑
�
書
作
成
の
專
門
職
で
あ
る
�
と
し
て
官
府
に
勤
め
る
と
い
う
�
の
登
用
�
�
が
想
定
さ
れ
る
︒
こ
う
し
た
�
の
�

は
︑
專
ら
民
か
ら
直
接
任
用
さ
れ
︑
任
用
の
際
に
な
ん
ら
の
�
格
を
問
わ
れ
る
こ
と
な
く
︑
�
に
實
務
に
從
事
し
た
佐
の
�
と
は
�
確
に
衣
な

る
︒
た
だ
し
擴
大
す
る
官
僚
制
と
�
書
行
政
の
中
で
︑
�
書
の
作
成
を
行
う
�
が
世
襲
の
み
に
よ
っ
て
擔
わ
れ
續
け
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
︒

以
下
︑
世
襲
で
な
い
�
に
つ
い
て
言
%
す
る
と
思
わ
れ
る
例
を
擧
げ
る
︒

下
�
能
書
者
︑
毋
敢
從
�
之
�

(事
)
︒

內
�
雜

下
�
は
�
書
を
書
く
こ
と
が
出
來
る
者
で
あ
っ
て
も
︑
�
の
業
務
に
從
事
し
て
は
な
ら
な
い
︒

內
�
雜
律
︒
(﹃
睡
虎
地
秦
鯵
﹄
秦
律
十
八

種
內
�
雜
律
259)

こ
の
律
�
で
�
の
業
務
に
從
事
出
來
な
い
下
�
と
は
︑
佐
へ
の
任
用
が
禁
止
さ
れ
る
群
下
�
と
同
一
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
こ
の
禁
令
か
ら

は
︑
�
の
子
で
な
い
者
が
�
と
な
る
こ
と
は
下
�
以
外
な
ら
ば
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
ま
た
B
の
�
料
か
ら
は
︑
年
少
時
か
ら
�
の

下
に
就
い
て
�
書
作
成
を
學
ぶ
者
の
存
在
が
3
め
ら
れ
る
︒

怨
地
�
%
其
舍
人
敢
N
怨
黔
首
錢
財
酒
肉
它
物
︑
%
i
賣
買
叚

(假
)
賃
貣
於
怨
黔
首
︑
而
故
貴
賦

(
賤
)
其
賈

(價
)
︑
皆
坐
其
Z
N
%

故
爲
貴
賦

(賤
)
之
臧

(贓
)
︑
叚
賃
費
︑
貣
息
︑
與
盜
同
灋
︒
其
貰
買
怨
黔
首
奴
婢
・
畜
產
%
它
物
︑
盈
三
�
以
上
而
弗
豫
錢
者
︑
坐

Z
貰
買
錢
數
︑
亦
與
盜
同
灋
︒
學
書
�
Z
年
未
盈
十
五
歲
者
︑
不
爲
舍
人
︒
(
中
略
)

・
廿
一
︒

怨
地
�
%
び
そ
の
舍
人
で
︑
故
�
に
怨
黔
首
の
錢
財
・
酒
肉
そ
の
他
の
物
を
N
け
取
り
︑
%
び
怨
黔
首
に
對
し
て
賣
買
・
貸
し
金
︑
賃
貸

を
行
っ
た
時
︑
わ
ざ
と
高
す
ぎ
た
り
︑
低
す
ぎ
た
り
す
る
價
格
に
設
定
す
れ
ば
︑
す
べ
て
そ
の
N
け
取
っ
た
額
︑
%
び
わ
ざ
と
高
す
ぎ
た
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り
︑
低
す
ぎ
た
り
す
る
價
格
を
設
定
し
て
も
う
け
た
財
產
︑
賃
貸
費
用
︑
貸
金
の
利
息
の
額
に
應
じ
て
罪
と
な
し
︑
盜
と
同
じ
法
で
裁
く
︒

そ
の
怨
黔
首
の
奴
婢
・
家
畜
お
よ
び
そ
の
他
の
物
を
か
け
買
い
し
︑
三
ヶ
�
以
上
經
�
し
て
も
代
金
を
與
え
な
い
者
は
︑
そ
の
か
け
買
い

し
た
金
額
に
基
づ
い
て
罪
に
問
う
こ
と
︑
ま
た
盜
と
同
じ
法
で
裁
く
︒
�
に
書
を
學
び
︑
未
だ
十
五
歲
に
c
し
な
い
者
は
︑
舍
人
と
み
な

さ
な
い
︒
(中
略
)
・
二
十
一
︒
(﹃
嶽
麓
秦
鯵
﹄
伍
39-44)

�
の
子
で
な
く
�
を
目
指
す
者
は
︑
私
4
に
�
に
就
い
て
�
書
の
作
成
を
學
ん
だ
の
だ
ろ
う
︒﹃
�
記
﹄
始
皇
本
紀
に
あ
る
李
斯
の
上
書
に

も
︑
法
令
を
學
ぶ
場
合
に
は
�
を
師
と
す
る
よ
う
あ
り

(﹁
若
欲
i
學
法
令
︑
以
�
爲
師
﹂)
︑
當
時
こ
う
し
た
存
在
は
一
般
4
だ
っ
た
こ
と
が
傍

證
さ
れ
る
︒

續
い
て
�
を
佐
と
比
�
す
る
た
め
︑
秦
代
に
實
際
に
�
と
し
て
官
府
に
從
事
し
た
人
物
が
︑
ど
の
よ
う
な
官
歷
を
�
っ
た
か
を
確
3
す
る
︒

﹃
睡
虎
地
秦
鯵
﹄
が
出
土
し
た
睡
虎
地
十
一
號
秦
墓
の
墓
�
で
あ
る
喜
は
︑
そ
の
事
績
が
!
年
記
と
い
う
一
聯
の
鯵
牘
に
殘
っ
て
い
る
︒

(昭
襄
王
)
卌
五
年
︑
攻
大
野
王
︒
十
二
�
甲
午
雞
鳴
時
︑
喜
產
︒
今

(始
皇
)
元
年
︑
喜
傅
︒
(
中
略
)
三
年
︑
卷
軍
︒
八
�
︑
喜
揄
�
︒

︻
四
年
︼︑
□
軍
︒
十
一
�
︑
喜
□
安
陸
□
�
︒
(中
略
)
六
年
︑
四
�
︑
爲
安
陸
令
�
︒
七
年
︑
正
�
甲
寅
︑
鄢
令
�
︒
(中
略
)
十
二
年
︑

四
�
癸
丑
︑
喜
治
獄
鄢
︒
十
三
年
︑
從
軍
︒
(中
略
)
十
五
年
︑
從
�
陽
軍
︒
十
六
年
︑
(
中
略
)
自
占
年
︒
(中
略
)
十
九
年
︑
□
□
□
□

南
郡
備
敬

(警
)
︒
(中
略
)
廿
三
年
︑
興
︑
攻
荊
︑
□
□
守
陽
□
死
︒

喜
は
昭
襄
王
四
十
五
年

(	
二
六
二
年
)
に
生
ま
れ
た
︒
始
皇
元
年

(	
二
四
六
年
)
に
十
七
歲
で
傅

(成
人
戶
籍
に
登
錄
)
さ
れ
︑
始
皇
三
年

(	
二
四
四
年
)
に
十
九
歲
で
�
に
﹁
揄
﹂
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
﹁
揄
﹂
が
�
に
な
る
た
め
の
試
驗
に
合
格
し
︑
�
と
し
て
の
�
格
を
得
た
こ
と

を
指
す
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
後
�
年
に
安
陸
縣
の
な
ん
ら
か
の
�
︑
同
令
�
︑
鄢
縣
の
令
�
を
經
て
︑
始
皇
十
二
年

(	
二
三
五
年
)
に
鄢
縣

の
治
獄

(治
獄
令
�
)
と
な
っ
た
︒
こ
の
!
年
記
は
始
皇
三
十
年

(	
二
一
七
年
)
ま
で
で
�
わ
る
こ
と
か
ら
︑
喜
は
こ
の
頃
に
�
く
な
っ
た
と

推
測
さ
れ
る
︒

一
般
に
喜
は
�
く
な
る
ま
で
治
獄
だ
っ
た
と
さ
れ
る
が
︑
松
崎
つ
ね
子
二
〇
〇
〇
は
始
皇
十
三
年
の
﹁
從
軍
﹂
以
影
喜
が
致
仕
し
︑
安
陸
に
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歸
鄕
し
た
と
す
る
︒
ま
た
吉
本
�
�
二
〇
一
七
は
こ
の
論
點
を
補
强
し
て
︑﹃
�
記
﹄
お
よ
び
﹃
張
家
山
漢
鯵
﹄
の
用
例
か
ら
十
六
年
の
﹁
自

占
年
﹂
が
百
姓
に
對
し
て
行
わ
れ
た
施
策
で
あ
り
︑
こ
の
時
す
で
に
喜
が
致
仕
し
て
い
た
傍
證
と
な
る
と
す
る
︒
從
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
こ
の

喜
の
官
歷
を
見
れ
ば
︑
一
貫
し
て
�
と
つ
く
官
職
に
の
み
�
屬
さ
れ
︑
實
務
を
擔
う
官
職
に
は
就
官
し
な
い
︒
ま
た
﹃
里
耶
秦
鯵
﹄
に
も
同
樣

の
官
歷
を
持
つ
�
の
例
が
あ
る
︒

�
中
令
�
陽
里
釦
伐
閱
︒

十
一
年
九
�
隃
爲
�
︒

爲
鄕
�
九
歲
一
日
︒

爲
田
部
�
四
歲
三
�
十
一
日
︒

爲
令
�
二
�
︒

□

計
︒

年
丗
六
︒

戶
計
︒

可
直
司
空
曹
︒
(﹃
里
耶
秦
鯵
﹄
8-269)

釦
は
始
皇
十
一
年
九
�
に
﹁
隃
﹂
せ
ら
れ
て
�
と
な
る
︒
喜
が
�
に
﹁
揄
﹂
せ
ら
れ
た
こ
と
と
同
�
で
あ
ろ
う
︒﹃
里
耶
秦
鯵
﹄
の
年
代
か

ら
し
て
︑
こ
の
十
一
年
は
始
皇
一
一
年

(	
二
三
六
年
)
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
︒
釦
は
�
と
な
っ
て
か
ら
は
じ
め
に
鄕
�
を
經
て
縣
の
官
で
あ

る
田
の
�
と
な
っ
て
お
り
︑
そ
の
年
�
を
合
算
す
る
と
︑
こ
の
伐
閱

(官
歷
を
記
し
た
�
書
)
は
始
皇
二
十
五
年

(	
二
二
二
年
)
二
�
以
影
に

作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
釦
の
例
を
見
る
と
︑
鄕
�
・
田
部
�
・
令
�
と
や
は
り
�
の
つ
く
官
職
の
み
を
歷
任
し
て
お
り
︑
喜
の
官
歷
と

共
�
點
が
3
め
ら
れ
る
︒

�
後
に
︑
�
が
�
る
さ
ら
に
上
¢
の
官
歷
に
つ
い
て
も
推
測
し
た
い
︒﹃
張
家
山
漢
鯵
﹄
に
は
裁
O
の
案
例
が
收
め
ら
れ
た
奏
讞
書
と
呼
ば

れ
る
�
料
が
あ
り
︑
秦
代
の
裁
O
案
件
も
含
ま
れ
る
︒

(中
略
)
六
年
八
�
丙
子
朔
丙
辰
︑
咸
陽
丞
㝅
禮
敢
言
之
︒
令
曰
︑
獄
�
能
得
¤
難
獄
上
︒
今
︑
獄
�
擧
軽
︑
得
¤
難
獄
︑
爲
奏
廿
二
牒
︒

擧
軽
︑
毋
¥
︑
¦

(廉
)
絜

(̈

)
敦
𢟥

(愨
)
︑
守
�
也
︑
�
端
︒
謁
以
補
卒
�
勸
它
�
︒
敢
言
之
︒

(中
略
)
(始
皇
)
六
年
八
�
丙
子
朔
丙
辰
︑
咸
陽
丞
の
㝅
禮
が
申
し
上
げ
ま
す
︒
令
に
い
わ
く
︑
獄
�
の
難
獄
を
解
決
で
き
た
も
の
は
上

申
せ
よ
と
︒
今
︑
獄
�
の
擧
軽
は
難
獄
を
解
決
し
︑
二
十
二
牒
を
上
奏
の
た
め
に
作
成
し
ま
し
た
︒
擧
軽
は
毋
¥
で
あ
り
︑
淸
廉
¨
白
か

つ
篤
實
で
あ
り
︑
�
を
務
め
て
公
正
で
す
︒
卒
�
に
任
命
し
︑
他
�
の
模
範
と
す
る
こ
と
を
申
�
し
ま
す
︒
以
上
申
し
上
げ
ま
す
︒
(﹃
張

家
山
漢
鯵
﹄
奏
讞
書
22)
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こ
こ
で
は
︑
難
事
件
を
解
決
し
た
獄
�
が
そ
の
能
力
お
よ
び
�
質
を
_
價
さ
れ
︑
郡
の
�
で
あ
る
卒
�
へ
の
昇
�
を
中
央
に
打
診
さ
れ
て
い

る
︒
無
¥
と
は
︑
一
般
4
に
2
用
さ
れ
る
i
能
な
人
物
へ
の
形
容
で
あ
る
︒
ま
た
﹃
�
記
﹄
蕭
相
國
世
家
で
は
︑
沛
縣
の
�
�
掾

(令
�
)
で

あ
っ
た
蕭
何
が
卒
�
の
業
務
を
代
行
し
︑
そ
の
能
力
を
秦
の
御
�
に
_
價
さ
れ
て
昇
�
を
打
診
さ
れ
る(24

)
︒
や
は
り
一
旦
�
と
な
っ
た
者
は
︑
そ

の
ま
ま
�
の
系
瓜
を
�
っ
て
の
昇
�
が
一
般
4
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
こ
ま
で
秦
代
の
佐
と
�
に
つ
い
て
槪
觀
し
た
︒
佐
は
專
ら
民
か
ら
任
用
さ
れ
て
實
務
を
�
に
擔
當
し
︑
昇
�
經
路
も
實
務
系
瓜
の
官
嗇

夫
・
丞
を
�
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
一
方
�
は
試
驗
に
よ
っ
て
�
書
作
成
の
�
格
を
得
た
後
に
任
官
し
︑
ま
た
�
の
子
の
み
が
學
室
で
�
の
敎
育

を
N
け
る
と
い
う
世
襲
4
な
側
面
が
あ
っ
た
︒
�
の
昇
�
經
路
も
ま
た
�
書
作
成
系
瓜
の
令
�
・
獄
�
・
卒
�
を
�
っ
た
と
見
ら
れ
︑
秦
代
に

お
い
て
佐
と
�
の
系
瓜
が
�
確
に
分
離
し
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
に
秦
代
の
佐
と
�
に
は
性
格
の
差
衣
が
多
く
見
ら
れ
る
一
方
︑
秦
代
の
佐
と
�

に
共
�
す
る
表
現
が
冗
・
�
と
い
う
表
現
で
あ
る
︒

第
三
�

佐
�
の
冗
と
�

秦
漢
代
に
戍
卒
が
輪
番
で
勤
務
し
︑
そ
の
輪
番
に
就
く
こ
と
を
踐
�
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
は
︑
濱
口
重
國
一
九
六
六
の
指
摘
以
來
數
多
く
議

論
が
あ
る
︒
一
方
で
大
庭
脩
一
九
八
二
が
﹁
漢
の
官
�
は
︑
勤
務


閒
中
は
官
の
舍
に
�
み
︑
原
則
と
し
て
妻
子
は
�
舍
に
居
る
こ
と
を
得
ず
︑

官
�
は
法
定
の
休
暇
に
の
み
家
に
歸
っ
た
﹂
と
す
る
�
り
︑
漢
代
の
官
�
は
原
則
常
勤
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
﹃
張
家
山
漢
鯵
﹄
二
年
律
令
�
律

に
は
︑
戍
卒
の
ほ
か
佐
・
�
・
卜
・
祝
や
そ
の
他
の
官
�
の
﹁
�
﹂
に
つ
い
て
の
規
定
が
あ
る
︒
以
下
の
律
�
で
は
佐
・
�
の
﹁
�
﹂
に
つ
い

て
規
定
す
る
︒

謁
任
�
・
卜
︑
上
計
・
脩
法
︒
謁
任
卜
學
越
︑
令
外
學
者
︑
許
之
︒
□
□
學
佴
敢
擅
𧪬

(徭
)
2
�
・
卜
・
祝
學
越
者
︑
罰
金
四
兩
︒

�
・
卜
年
五
十
六
︑
佐
爲
�
盈
廿
歲
︑
年
五
十
六
︑
皆
爲
八
�
︒
六
十
︑
爲
十
二
�
︒
五
百
石
以
下
至
i
秩
爲
�
盈
十
歲
︑
年
當
睆
老
者
︑

爲
十
二
�
︑
踐
�
□
□
︒
疇
尸
・
茜
御
・
杜
�
樂
・
皆
五
�
︑
屬
大
祝
︒
祝
年
盈
六
十
者
︑
十
二
�
︑
踐
�
大
祝
︒
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�
や
卜
を
推
薦
し
た
い
と
願
い
出
る
際
は
︑
上
計
・
脩
法
か
ら
«
ぶ
︒
卜
の
學
越
で
外
學
し
た
者
を
推
薦
し
た
い
と
願
い
出
る
者
は
︑
こ

れ
を
許
す
︒
□
□
學
佴
が
�
・
卜
・
祝
の
學
越
を
m
手
に
2
役
し
た
場
合
は
︑
罰
金
四
兩
︒
�
・
卜
で
年
五
十
六
歲
の
者
︑
佐
の
�
と

な
っ
て
二
十
年
に
c
す
る
か
五
十
六
歲
の
者
は
︑
み
な
八
�
と
す
る
︒
六
十
歲
の
者
は
︑
十
二
�
と
す
る
︒
五
百
石
以
下
i
秩
に
至
る
ま

で
の
�
と
な
っ
て
十
歲
に
c
し
︑
年
齡
が
睆
老
に
當
た
る
者
は
︑
十
二
�
と
し
⁝
⁝
︒
疇
尸
・
茜
御
・
杜
�
樂
は
み
な
五
�
と
し
︑
大
祝

に
屬
す
︒
祝
で
年
齡
が
六
十
歲
に
c
し
た
者
は
十
二
�
と
し
︑
大
祝
に
踐
�
す
る
︒
(﹃
張
家
山
漢
鯵
﹄
二
年
律
令
�
律
484-486)

こ
こ
で
は
�
が
八
�
︑
十
二
�
な
ど
衣
な
る
�
數
を
設
定
さ
れ
︑
ま
た
佐
�
に
關
係
し
な
い
た
め
律
�
は
省
略
す
る
が
�
律
の
他
條
�
で
は

卜
・
祝
に
つ
い
て
五
�
︑
六
�
な
ど
の
�
數
も
設
定
さ
れ
︑
祝
に
つ
い
て
は
�
常
の
者
は
五
�
で
あ
る
一
方
︑
i
能
な
者
を
冗
と
す
る
︒
廣
瀨

薰
雄
二
〇
一
〇
は
﹁
�
﹂
と
は
輪
番
の
�
味
で
あ
り
︑
�
數
は
踐
�
の
當
番
方
式
を
示
す
語
で
あ
り
︑
八
�
な
ら
ば
八
人
P
代
︑
十
二
�
な
ら

ば
十
二
人
P
代
と
な
る
と
推
測
し
た
︒
	
揭
の
�
律
で
は
�
と
卜
が
五
十
六
歲
に
な
る
と
八
�
に
な
り
︑
�
・
卜
・
祝
が
六
十
歲
に
な
る
と
十

二
�
と
な
る
︒
年
齡
が
高
く
な
る
ほ
ど
�
數
も
多
く
な
る
が
︑
こ
れ
を
P
代
人
數
が
增
え
︑
當
番
が
囘
っ
て
く
る
頻
度
が
減
少
す
る
と
す
れ
ば
︑

高
齡
の
官
�
ほ
ど
勤
務
e
擔
が
減
る
こ
と
に
な
り
筋
の
�
っ
た
結
論
で
あ
る
︒

廣
瀨
氏
は
﹁
�
﹂
と
し
て
輪
番
で
働
く
い
わ
ば
非
常
勤
の
官
�
に
對
し
て
︑
官
府
に
お
け
る
勤
務
が
勞
役
の
一
種
と
し
て
課
せ
ら
れ
た
も
の

で
あ
り
︑
俸
祿
は
與
え
ら
れ
ず
︑﹁
非
番
の
と
き
に
は
人
夫
に
な
る
な
ど
別
の
仕
事
を
し
て
生
計
を
立
て
て
い
た(25

)
﹂
と
し
︑
常
時
勤
務
し
て
食

糧
を
荏
給
さ
れ
る
官
�
は
﹁
冗
﹂
と
呼
ば
れ
︑﹁
冗
﹂
は
勞
働
量
が
增
え
る
¯
面
安
定
し
た
生
活
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
か
ら
﹁
�
﹂
よ
り
も
良

い
待
z
の
官
�
で
あ
る
と
解
釋
す
る
︒

こ
の
廣
瀨
氏
の
知
見
を
さ
ら
に
深
め
た
の
が
宮
宅
¨
二
〇
一
二
で
あ
る
︒
宮
宅
氏
は
下
¢
官
�
に
お
け
る
﹁
�
﹂
と
﹁
冗
﹂
に
つ
い
て
よ
り

詳
細
に
檢
討
し
︑
官
�
の
中
で
も
佐
�
レ
ベ
ル
の
役
人
に
﹁
�
﹂
と
し
て
輪
番
で
就
役
す
る
者
と
﹁
冗
﹂
と
し
て
繼
續
4
に
勤
務
し
た
者
が
い

た
こ
と
に
つ
い
て
は
廣
瀨
氏
に
贊
同
す
る
︒
そ
の
上
で
宮
宅
氏
は
以
下
の
律
�
を
擧
げ
て
︑
年
�
者
に
限
ら
ず
一
般
の
官
�
に
も
﹁
�
﹂
と
し

て
働
く
者
が
い
た
と
推
測
す
る
︒
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都
官
i
秩
�
%
離
官
嗇
夫
︑
養
各
一
人
︑
其
佐
�
與
共
養
︒
十
人
︑
車
牛
一
兩

(
輛
)
︑
見
牛
者
一
人
︒
都
官
之
佐
�
冗
者
︑
十
人
︑
養

一
人
︒
十
五
人
︑
車
牛
一
兩

(輛
)
︑
見
牛
者
一
人
︒
不
盈
十
人
者
︑
各
與
其
官
長
共
養
・
車
牛
︑
都
官
佐
�
不
盈
十
五
人
者
︑
七
人
以

上
鼠

(予
)
車
牛
・
僕
︑
不
盈
七
人
者
︑
三
人
以
上
鼠

(予
)
養
一
人
︒
小
官
毋

(無
)
嗇
夫
者
︑
以
此
鼠

(予
)
僕
・
車
牛
︒
豤

(墾
)

生
者
︑
食
其
母
日
粟
一
斗
︑
旬
五
日
而
止
之
︑
別
䋽
以
叚

(假
)
之
︒

金
布
律
︒

都
官
の
i
秩
�
%
び
離
官
嗇
夫
は
養
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
�
屬
さ
せ
︑
そ
の
佐
�
は
養
を
共
i
せ
よ
︒
(
佐
�
)
十
人
ご
と
に
牛
車
・
牛
を

一
兩
︑
牛
の
管
理
人
一
人
を
�
屬
さ
せ
よ
︒
都
官
の
佐
�
の
う
ち
冗
で
あ
る
者
に
は
︑
十
人
ご
と
に
養
一
人
を
�
屬
さ
せ
よ
︒
十
五
人
ご

と
に
牛
車
・
牛
を
一
兩
︑
牛
の
管
理
人
一
人
を
�
屬
さ
せ
よ
︒
十
人
に
滿
た
な
い
者
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
官
長
と
養
・
牛
車
・
牛
を
共
i

し
︑
都
官
の
佐
�
が
十
五
人
に
滿
た
な
い
な
ら
ば
︑
七
人
以
上
で
あ
れ
ば
牛
車
・
牛
・
僕
を
與
え
︑
七
人
に
滿
た
な
い
者
は
︑
三
人
以
上

で
あ
れ
ば
養
一
人
を
與
え
よ
︒
小
官
で
嗇
夫
が
い
な
い
者
に
は
︑
こ
の
規
定
を
n
用
し
て
僕
・
牛
車
・
牛
を
與
え
よ
︒
(
牛
の
)
出
產
に

勵
む
場
合
に
は
︑
母
牛
に
日
ご
と
粟
一
斗
を
荏
給
し
︑
十
五
日
に
し
て
荏
給
を
や
め
︑
䋽
を
分
け
て
貸
與
せ
よ
︒
(﹃
睡
虎
地
秦
鯵
﹄
秦
律
十

八
種
金
布
律
139-142)

こ
こ
で
は
都
官
に
﹁
佐
�
﹂
お
よ
び
﹁
佐
�
冗
者
﹂
が
お
り
︑
そ
の
待
z
が
衣
な
る
︒
直
接
比
�
可
能
な
部
分
を
擧
げ
れ
ば
﹁
佐
�
﹂
は
十

人
ご
と
︑﹁
佐
�
冗
者
﹂
は
十
五
人
ご
と
に
牛
車
・
牛
と
牛
の
管
理
人
が
與
え
ら
れ
る
︒
こ
こ
か
ら
宮
宅
氏
は
﹁﹃
佐
・
�
﹄
の
中
よ
り
下
位
の

者
が
﹃
冗
﹄﹃
�
﹄
に
分
か
れ
て
就
勞
し
て
い
た
﹂
と
推
測
す
る
︒
詳
細
は
確
と
し
な
い
が
少
な
く
と
も
佐
�
の
中
で
﹁
冗
﹂﹁
�
﹂
を
含
む
い

く
つ
か
の
待
z
の
|
い
が
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
官
�
が
損
失
を
出
し
た
場
合
の
賠
償
責
任
は
︑
佐
�
の
中
で
も
﹁
冗
﹂
で
あ
る
者
の

み
に
課
せ
ら
れ
た
︒

倉
屚

(漏
)
㱙

(朽
)
禾
粟
︑
%
積
粟
而
敗
之
︑
其
不
可
食
者
不
盈
百
石
以
下
︑
誶
官
嗇
夫
︒
百
石
以
上
到
千
石
︑
貲
官
嗇
夫
一
甲
︒
�

千
石
以
上
︑
貲
官
嗇
夫
二
甲
︒
令
官
嗇
夫
・
冗
�
共
賞

(償
)
敗
禾
粟
︒
禾
粟
雖
敗
而
尙
可
食
殹

(
也
)
︑
�
之
︑
以
其
秏

(°
)
石
數
論
︑

e
之
︒
效
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倉
が
漏
れ
て
禾
粟
が
腐
っ
た
り
︑
穀
物
を
保
管
し
て
傷
め
た
り
し
て
︑
そ
の
食
べ
ら
れ
な
い
分
が
百
石
未
滿
で
あ
れ
ば
︑
官
嗇
夫
は
誶
︒

百
石
以
上
千
石
ま
で
な
ら
ば
︑
官
嗇
夫
は
罰
金
一
甲
︒
千
石
以
上
な
ら
ば
︑
官
嗇
夫
は
罰
金
二
甲
︒
官
嗇
夫
・
冗
�
は
傷
め
た
禾
粟
を
共

同
で
賠
償
す
る
︒
禾
粟
が
傷
ん
で
い
て
も
食
べ
ら
れ
る
な
ら
ば
︑
こ
れ
を
計
算
し
︑
そ
の
�
°
し
た
石
數
を
も
っ
て
罪
に
問
い
︑
賠
償
さ

せ
る
︒
(﹃
睡
虎
地
秦
鯵
﹄
秦
律
十
八
種
效
律
231-232)

官
嗇
夫
・
冗
�
皆
共
賞

(償
)
不
備
之
貨
而
入
贏
︒

官
嗇
夫
・
冗
�
は
み
な
共
同
で
不
足
分
の
財
貨
を
辨
償
し
︑
超
�
分
は
�
入
せ
よ
︒
(﹃
睡
虎
地
秦
鯵
﹄
效
律
270)

秦
代
に
縣
の
部
局
で
あ
る
官
に
は
官
嗇
夫
と
官
佐
・
官
�
が
�
屬
さ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
営
べ
た
︒
上
に
擧
げ
た
二
つ
の
律
�
に
お
い
て
官

嗇
夫
と
賠
償
を
分
擔
す
る
冗
�
と
は
︑
官
佐
�
の
中
で
﹁
冗
﹂
で
あ
る
者
だ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
:
に
言
え
ば
﹁
�
﹂
と
し
て
働
く
官
�

は
︑
損
失
を
出
し
た
場
合
の
賠
償
責
任
を
e
わ
な
か
っ
た
と
推
測
で
き
る
︒﹁
冗
﹂
で
あ
る
佐
�
は
責
任
が
重
く
な
る
分
︑
そ
の
待
z
も
﹁
�
﹂

で
あ
る
佐
�
よ
り
良
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

こ
こ
ま
で
秦
代
の
佐
�
に
つ
い
て
檢
討
し
た
︒
第
一
違
で
は
︑
秦
代
の
佐
�
が
縣
內
の
官
・
鄕
・
獄
に
お
け
る
佐
と
�
の
倂
稱
だ
っ
た
こ
と

を
�
ら
か
に
し
︑
第
二
違
第
一
�
お
よ
び
第
二
�
で
は
佐
と
�
の
系
瓜
が
官
府
內
に
お
い
て
�
確
に
分
離
し
て
い
た
こ
と
を
見
て
き
た
︒
そ
し

て
第
三
�
で
は
佐
�
に
お
け
る
﹁
冗
﹂
と
﹁
�
﹂
に
つ
い
て
檢
討
し
︑
佐
�
の
中
で
も
待
z
の
衣
な
る
官
�
が
倂
存
し
た
こ
と
を
確
3
し
た
︒

秦
代
の
佐
�
の
こ
う
し
た
特
"
は
︑
	
漢
中


以
影
に
お
け
る
佐
�
の
�
と
は
二
つ
の
面
で
�
確
に
衣
な
っ
て
い
る
︒
一
つ
は
秦
代
の
佐
と

�
の
系
瓜
が
そ
の
任
用
形
態
を
含
め
て
完
\
に
分
離
し
︑
そ
の
昇
�
に
際
し
て
も
一
旦
佐
と
な
っ
た
者
は
實
務
系
瓜
の
官
職
︑
一
旦
�
と
な
っ

た
者
は
�
書
作
成
系
瓜
の
官
職
に
從
事
し
て
い
た
點
で
あ
る
︒
そ
し
て
兩
系
瓜
の
官
�
を
ま
と
め
て
呼
稱
し
た
も
の
が
︑
ま
さ
し
く
秦
代
の
佐

�
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
漢
代
の
佐
と
�
は
︑
	
営
し
た
よ
う
に
郡
守
府
や
郡
都
尉
府
に
お
け
る
書
佐
な
ど
は
�
書
作
成
を
擔
當
し
た
佐
で
あ
る

な
ど
︑
そ
の
職
務
に
�
確
な
差
衣
が
3
め
ら
れ
な
い
︒
漢
代
に
お
け
る
佐
�
に
は
佐
と
�
の
倂
稱
と
い
う
性
格
が
�
滅
し
︑
某
佐
や
某
�
以
外

の
官
職
も
含
む
末
端
官
�
の
鋭
稱
と
な
っ
て
い
る
原
因
は
こ
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
︒
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そ
し
て
も
う
一
つ
の
面
が
︑
佐
�
の
待
z
に
關
す
る
點
で
あ
る
︒
秦
代
の
佐
�
の
中
に
は
﹁
冗
﹂
で
あ
る
者
と
﹁
�
﹂
で
あ
る
者
が
お
り
︑

そ
の
待
z
は
衣
な
る
︒
宮
宅
氏
は
﹁
冗
﹂﹁
�
﹂
に
分
か
れ
て
就
勞
し
た
の
は
佐
�
の
う
ち
中
よ
り
下
位
の
者
で
あ
る
と
推
測
し
て
お
り
︑

﹁
冗
﹂﹁
�
﹂
以
外
に
も
佐
�
の
中
で
の
差
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
︒
と
こ
ろ
が
漢
代
に
は
官
秩
の
一
つ
と
し
て
佐
�
が
設
定
さ
れ
る
︒
基

本
4
に
佐
�
で
あ
る
官
�
は
\
て
同
じ
俸
祿
を
も
ら
い
︑
佐
�
內
部
で
の
待
z
の
差
は
存
在
し
な
い
か
ら
か
ら
こ
そ
官
秩
名
と
し
て
佐
�
が
定

着
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
︒

そ
れ
で
は
︑
秦
代
の
佐
�
が
漢
代
の
佐
�
へ
と
變
容
を
±
げ
る
契
機
は
ど
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
か
︒
私
見
で
は
︑
そ
れ
は
秦
の
瓜
一


に
あ
る

と
考
え
る
︒
そ
の
根
據
の
一
つ
と
し
て
︑
	
漢
初


の
﹃
張
家
山
漢
鯵
﹄
二
年
律
令
賜
律
を
擧
げ
て
お
き
た
い
︒

賜
不
爲
�
%
宦
皇
6
者
︑
關
內
侯
以
上
比
二
千
石
︑
卿
比
千
石
︑
五
大
夫
比
八
百
石
︑
公
乘
比
六
百
石
︑
公
大
夫
・
官
大
夫
比
五
百
石
︑

大
夫
比
三
百
石
︑
不
�
比
i
秩
︑
簪
裊
比
斗
食
︑
上
`
・
公
士
比
佐
�
︒
毋
p
者
︑
飯
一
斗
︑
肉
五
斤
︑
酒
大
¯
斗
︑
醬
少
¯
升
︒
司

寇
・
徒
隸
︑
飯
一
斗
︑
肉
三
斤
︑
酒
少
¯
斗
︑
鹽
廿
分
升
一
︒
�
官
痺

(卑
)
而
p
高
︑
以
宦
皇
6
者
p
比
賜
之
︒
賜
公
�
比
二
千
石
︒

御
�
比
六
百
石
︑
相
賜
�
酒
食
︑
𧗿
秩
百
石
而
肉
十
二
斤
︑
酒
一
斗
︑
斗
食
・
令
�
肉
十
斤
︑
佐
�
八
斤
︑
酒
七
升
︒

�
と
な
っ
て
い
な
い
者
%
び
宦
皇
6
で
あ
る
者
に
酒
食
を
下
賜
す
る
場
合
︑
關
內
侯
以
上
は
二
千
石
官
と
同
等
と
し
︑
卿
は
千
石
官
と
同

等
と
し
︑
五
大
夫
は
八
百
石
官
と
同
等
と
し
︑
公
乘
は
六
百
石
官
と
同
等
と
し
︑
公
大
夫
・
官
大
夫
は
五
百
石
官
と
同
等
と
し
︑
大
夫
は

三
百
石
官
と
同
等
と
し
︑
不
�
は
i
秩
と
同
等
と
し
︑
簪
裊
は
斗
食
と
同
等
と
し
︑
上
`
・
公
士
は
佐
�
と
同
等
と
す
る
︒
p
を
持
た
な

い
者
は
飯
一
斗
︑
肉
五
斤
︑
酒
三
分
の
二
斗
︑
醬
三
分
の
一
升
︒
司
寇
・
徒
隸
は
飯
一
斗
︑
肉
三
斤
︑
酒
三
分
の
一
斗
︑
鹽
二
十
分
の
一

升
︒
�
の
う
ち
で
官
職
が
卑
し
く
p
位
が
高
い
者
は
︑
宦
皇
6
で
あ
る
者
と
同
等
と
し
て
こ
れ
に
下
賜
す
る
︒
公
�
は
二
千
石
官
と
同
等
︑

御
�
は
六
百
石
官
と
同
等
と
す
る
︒
�
に
酒
食
を
下
賜
す
る
に
は
︑
官
秩
百
石
ご
と
に
肉
十
二
斤
︑
酒
一
斗
と
し
︑
斗
食
・
令
�
は
肉
十

斤
と
し
︑
佐
�
は

(肉
)
八
斤
︑
酒
七
升
と
す
る
︒
(﹃
張
家
山
漢
鯵
﹄
二
年
律
令
賜
律
291-296)

こ
こ
で
は
佐
�
が
各
石
高
の
官
秩
と
竝
列
さ
れ
︑
佐
�
の
者
は
下
賜
に
あ
た
り
\
て
均
一
な
w
い
を
N
け
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
	
漢
初


に
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は
佐
�
が
す
で
に
均
一
な
w
い
を
N
け
る
官
秩
の
名
稱
と
し
て
確
立
し
て
お
り
︑
佐
�
が
變
容
す
る
劃


は
そ
れ
以
	
に
求
め
ら
れ
る
︒
そ
こ

で
第
三
違
で
は
秦
の
瓜
一


に
佐
�
の
周
邊
に
お
い
て
見
ら
れ
る
諸
相
を
�
じ
て
佐
�
の
變
容
を
捉
え
て
み
た
い
︒

第
三
違

秦
の
瓜
一
と
佐
�

第
一
�

佐
と
�
の
融
合

ま
ず
︑
戰
國
秦
に
お
け
る
佐
と
�
の
系
瓜
分
�
が
瓜
一


に
至
っ
て
ど
の
よ
う
に
變
質
し
た
の
か
を
確
3
し
た
い
︒
戰
國
秦
の
律
で
あ
る

﹃
睡
虎
地
秦
鯵
﹄
で
は
︑
佐
と
な
る
者
に
對
す
る
制
限
は
年
齡
制
限
お
よ
び
一
般
の
民
で
あ
る
こ
と
だ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
瓜
一


の
�
料
を
多

く
含
む
﹃
嶽
麓
秦
鯵
﹄
內
の
律
�
で
は
︑
佐
が
滿
た
す
こ
と
が
�
ま
し
い
と
さ
れ
る
怨
た
な
條
件
が
加
わ
る
︒

置
�
律
曰
︑
縣
除
小
佐
毋

(無
)
秩
者
︑
各
除
其
縣
中
︒
皆
擇
除
不
�
以
下
到
士
五

(伍
)
�
者
爲
佐
︑
不
足
︑
益
除
君
子
子
︑
大
夫
子
︑

小
p
%
公
卒
︑
士
五

(伍
)
子
年
十
八
歲
以
上
備
員
︑
其
怨
黔
首
勿
强
︒
年
�
六
十
者
勿
以
爲
佐
︒
人
屬
弟
︑
人
復
子
欲
爲
佐
�

置
�
律
に
い
わ
く
︑
縣
が
小
佐
で
官
秩
が
無
い
者
を
任
命
す
る
際
に
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
縣
內
よ
り
任
命
せ
よ
︒
み
な
不
�
以
下
士
伍
に

到
る
ま
で
の
�
で
あ
る
者
を
«
ん
で
任
命
し
て
佐
と
な
し
︑
不
足
す
る
場
合
は
︑
さ
ら
に
君
子
子
︑
大
夫
子
︑
小
p
お
よ
び
公
卒
・
士
伍

の
子
で
十
八
歲
以
上
の
者
で
定
員
を
滿
た
せ
︒
怨
黔
首
に
强
制
し
て
は
な
ら
な
い
︒
年
齡
が
六
十
歲
以
上
の
者
は
佐
と
し
て
は
な
ら
な
い
︒

人
の
族
弟
︑
人
復
子
で
佐
�
に
な
り
た
い
と
欲
す
る
者
は
⁝
⁝
︒
(﹃
嶽
麓
秦
鯵
﹄
肆
210-211)

こ
こ
で
は
小
佐
を
任
命
す
る
際
に
は
不
�
以
下
士
伍
で
あ
る
者
の
う
ち
︑
�
で
あ
る
者
を
優
先
し
て
任
用
す
べ
き
こ
と
が
営
べ
ら
れ
る
︒
こ

の
律
�
に
は
怨
黔
首
と
い
う
語
が
見
え
︑
こ
の
語
は
現
在
ま
で
﹃
嶽
麓
秦
鯵
﹄
お
よ
び
﹃
里
耶
秦
鯵
﹄
に
見
え
る
が
戰
國
秦
の
�
料
に
は
見
え

ず
︑
こ
の
置
�
律
が
瓜
一
後
の
狀
況
を
反
映
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
戰
國
秦
で
は
實
務
を
擔
當
し
て
い
た
佐
が
︑
瓜
一


に
は
�
書

作
成
に
對
す
る
能
力
も
¶
ね
備
え
る
こ
と
が
�
ま
し
い
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
そ
し
て
實
際
に
瓜
一
秦
代
の
﹃
里
耶
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秦
鯵
﹄
に
あ
る
行
政
�
書
か
ら
は
︑
佐
が
�
書
を
作
成
し
て
い
る
實
例
を
見
る
こ
と
が
出
來
る
︒

卅
一
年
五
�
壬
子
朔
辛
巳
︑
將
補
爰
︑
叚
倉
茲
敢
言
之
︒
上
五
�
作
徒
·
%
冣

(
�
)
卅
牒
︒
敢
言
之
︒
(正
)

五
�
辛
巳
旦
︑
佐
居
以

來
︒
氣
發
︒
居
手
︒
(背
)

三
十
一
年
五
�
壬
子
朔
辛
巳
︑
將
補
を
爰
書
し
︑
叚
倉
の
茲
が
申
し
上
げ
ま
す
︒
五
�
の
作
徒
·

(�
)
お
よ
び
�
三
十
牒
を
上
申
い
た

し
ま
す
︒
以
上
申
し
上
げ
ま
す
︒
(正
)

五
�
辛
巳
旦
︑
佐
の
居
が
持
っ
て
き
た
︒
氣
が
開
封
し
た
︒
居
手
︒
(背
)
(﹃
里
耶
秦
鯵
﹄

8-1559)

�
書
の
末
尾
に
あ
る
某
手
は
︑
こ
の
�
書
が
某
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
︒
す
な
わ
ち
こ
の
�
書
は
居
と
い
う
人
物
が
作
成
し
て

い
る
が
︑
一
方
で
こ
の
居
は
佐
と
し
て
倉
か
ら
縣
廷
ま
で
�
書
を
�
c
し
て
い
る
︒
居
は
佐
で
あ
る
が
�
書
作
成
の
能
力
が
あ
っ
た
こ
と
は
確

か
で
あ
り
︑
恐
ら
く
は
�
の
�
格
を
保
持
し
て
い
た
佐
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
す
な
わ
ち
瓜
一
秦
に
お
い
て
�
書
行
政
の
擔
い
手
と
い
う

面
で
の
佐
と
�
の
分
離
が
す
で
に
曖
昧
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
3
識
を
さ
ら
に
補
强
す
る
例
と
し
て
︑
佐
�
に
は
含
ま
れ
な
い

も
の
の
縣
廷
直
屬
の
官
�
で
あ
る
令
�
・
令
佐
に
お
い
て
も
兩
者
が
實
際
の
業
務
に
お
い
て
同
樣
の
性
格
を
持
つ
場
合
が
み
ら
れ
る
︒

●
倉
律
曰
︑
縣
官
縣
料
出
入
︑
必
�
︒
稟
禾
美
惡
相
襍
︑
大
輸
令
・
丞
視
︑
令
�
・
官
嗇
夫
視
�
︑
稍
稟
︑
令
令
�
視
�
︑
不
從
令
︑
貲

一
甲
︒

倉
律
に
い
わ
く
︑
縣
官
は
�
入
・
荏
出
を
計
測
し
︑
必
ず
つ
じ
つ
ま
が
合
う
よ
う
に
せ
よ
︒
穀
物
を
荏
給
す
る
に
は
︑
良
い
も
の
と
惡
い

も
の
が
P
じ
り
合
う
よ
う
に
し
︑
大
規
模
な
�
搬
の
場
合
に
は
令
・
丞
が
監
督
し
︑
令
�
・
官
嗇
夫
が
視
�
せ
よ
︒
少
量
を
荏
出
す
る
場

合
に
は
︑
令
�
に
視
�
さ
せ
よ
︒
令
に
從
わ
な
い
者
は
︑
罰
金
一
甲
︒
(﹃
嶽
麓
秦
鯵
﹄
肆
163-164)

●
關
市
律
曰
︑
縣
官
i
賣
買
殹

(也
)
︑
必
令
令
�
監
︑
不
從
令
者
︑
貲
一
甲
︒

關
市
律
に
い
わ
く
︑
縣
官
が

(物
品
を
)
賣
買
す
る
場
合
に
は
︑
必
ず
令
�
に
監
を
さ
せ
よ
︒
令
に
從
わ
な
い
者
は
︑
罰
金
一
甲
︒
(﹃
嶽

麓
秦
鯵
﹄
肆
243)
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視
�
・
監
は
と
も
に
帳
�
と
實
際
に
荏
出
し
た
物
品
が
一
致
す
る
か
を
確
3
す
る
作
業
の
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
對
象
が
穀
物
か
錢
か
に
よ
っ

て
2
い
分
け
さ
れ
た
︒
吉
本
�
�
二
〇
一
七
は
こ
の
條
�
に
含
ま
れ
る
縣
官
の
語
に
つ
い
て
あ
る
い
は
瓜
一
を


に
2
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
か
と
す
る
︒
す
な
わ
ち
瓜
一
秦
代
の
縣
で
は
令
�
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
任
務
が
±
行
さ
れ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
實

際
は
こ
れ
ら
の
任
務
を
令
佐
も
同
樣
に
行
っ
た
こ
と
が
﹃
里
耶
秦
鯵
﹄
か
ら
O
�
す
る
︒

〼
朔
癸
巳
︑
倉
守
n
︑
佐
臖
︑
稟
人
中
出
稟
隸
妾
□
正
�
︑
二
�
十
三
日
食
︒

〼
令
佐
壬
視
�
︒

臖
手
︒
(﹃
里
耶
秦
鯵
﹄
9-1913)

錦
繒
一
丈
五
尺
八
寸
︒

卅
五
年
九
�
丁
亥
朔
朔
日
︑
少
內
守
繞
出
以
爲
獻
〼

令
佐
俱
監
︒
〼

(﹃
里
耶
秦
鯵
﹄
8-1751+

8-2207)

先
に
擧
げ
た
﹃
里
耶
秦
鯵
﹄
10
-
15
で
は
︑
一
人
の
官
�
が
官
佐
か
ら
令
佐
に
昇
�
し
て
お
り
︑
そ
の
名
稱
か
ら
も
令
佐
は
實
務
を
擔
當
す

る
佐
の
系
瓜
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
瓜
一
秦
に
お
け
る
令
�
と
令
佐
の
職
掌
に
は
相
重
な
る
Z
が
見
ら
れ
︑
佐
と
�
の
性

格
が
混
然
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
漢
代
の
例
で
あ
る
が
﹃
張
家
山
漢
鯵
﹄
に
は
︑
試
驗
に
よ
っ
て
﹁
揄

(
隃
)
﹂
さ

れ
︑
�
格
を
得
て
任
用
さ
れ
る
は
ず
の
�
を
佐
か
ら
任
命
で
き
た
︒

□
□
︑
大
�
官
之
︑
郡
守
官
之
︒
卜
︑
大
卜
官
之
︒
�
・
人

(卜
)
不
足
︑
乃
除
佐
︒

⁝
⁝
太
�
が
こ
れ
を
官
に
就
け
︑
郡
に
お
い
て
は
郡
守
が
こ
れ
を
官
に
就
け
る
︒
�
・
卜
が
不
足
し
て
い
る
場
合
に
は
︑
佐
の
う
ち
か
ら

任
命
せ
よ
︒
(﹃
張
家
山
漢
鯵
﹄
二
年
律
令
�
律
481)

大
�
・
大
卜
謹
以
�
員
»
官
�
・
卜
︒
縣
�
官
N
除
事
︑
勿
F
︒
�
備

(憊
)
能
︑
佐
勞
少
者
︑
毋
敢
亶

(擅
)
�
・
卜
︒
�
・
卜
N
»

書
大
�
・
大
卜
而
逋
・
留
%
亶

(擅
)
不
視
事
盈
三
�
︑
斥
勿
以
爲
�
・
卜
︒
�
壹
弗
除
事
者
︑
與
同
罪
︒
其
非
�
也
︑
奪
p
一
¢
︒

�
・
人

(卜
)
屬
郡
者
︑
亦
以
從
事
︒

太
�
・
太
卜
は
嚴
正
に
�
の
定
員
に
基
づ
い
て
官
府
の
�
・
卜
を
«
考
せ
よ
︒
縣
�
官
は

(太
�
・
太
卜
の
«
考
を
)
N
理
し
て
任
務
に
就

け
︑
差
し
戾
し
て
は
な
ら
な
い
︒
�
の
職
務
怠
慢
で
あ
る
者
︑
佐
の
勤
務
日
數
の
少
な
い
者
は
︑
m
手
に
�
・
卜
と
し
て
は
な
ら
な
い
︒

�
・
卜
が
太
�
・
太
卜
か
ら
»
書
を
N
け
取
っ
た
が
呼
び
出
し
に
應
じ
な
か
っ
た
り
︑
�
書
を
放
置
し
た
り
︑
m
手
に
仕
事
に
就
か
な
い
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こ
と
が
三
箇
�
以
上
で
あ
れ
ば
︑
斥
け
て
�
・
卜
に
し
て
は
な
ら
な
い
︒
�
で
あ
る
者
が
一
度
で
も
任
務
に
就
か
な
け
れ
ば
︑
こ
れ
と
同

罪
︒
�
で
な
い
者
は
︑
p
一
¢
を
奪
う
︒
�
・
卜
の
郡
に
Z
屬
す
る
者
も
︑
同
樣
に
行
う
︒
(﹃
張
家
山
漢
鯵
﹄
二
年
律
令
�
律
482-483)

こ
れ
ら
の
狀
況
か
ら
︑
戰
國
秦
に
お
け
る
佐
と
�
の
系
瓜
の
分
離
は
︑
瓜
一
秦
代
に
至
っ
て
徐
々
に
�
滅
し
つ
つ
あ
り
︑
�
の
業
務
を
實
際

に
は
佐
が
行
っ
て
い
る
場
合
が
發
生
し
て
い
た
︒
ま
た
�
の
世
襲
4
か
つ
試
驗
に
よ
る
任
用
に
つ
い
て
も
︑﹃
張
家
山
漢
鯵
﹄
�
律
に
あ
る
よ

う
な
規
定
は
す
で
に
形
骸
�
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
後
漢
に
成
立
し
た
﹃
說
�
解
字
﹄
敍
で
は
︑
�
と
な
る
た
め
の
試
驗
規
定
を
営

べ
た
尉
律
を
引
い
た
の
ち
︑
そ
の
試
驗
が
實
際
に
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
営
べ
ら
れ
る(26

)
︒
瓜
一
秦
代
に
お
い
て
佐
�
と
は
佐
と
�
の
倂
稱

で
あ
る
こ
と
自
體
は
戰
國
秦
と
變
わ
ら
ず
︑
ま
た
官
府
に
お
い
て
も
佐
と
�
が
竝
ん
で
�
屬
さ
れ
る
こ
と
は
第
一
違
で
﹃
里
耶
秦
鯵
﹄
の
記
営

を
も
と
に
�
ら
か
に
し
た
︒
し
か
し
實
際
に
は
佐
と
�
の
系
瓜
は
秦
瓜
一


に
は
す
で
に
融
合
し
つ
つ
あ
り
︑
漢
代
以
影
に
佐
と
�
が
混
然
と

な
っ
て
佐
�
を
形
成
す
る
豫
兆
が
見
て
取
れ
る
︒

第
二
�

冗
と
�
の
變
�

續
い
て
戰
國
秦
に
み
ら
れ
る
﹁
冗
﹂
と
﹁
�
﹂
を
含
め
た
佐
�
內
部
の
待
z
の
|
い
が
︑
瓜
一
秦
代
に
ど
う
變
�
し
て
い
た
か
を
考
察
し
た

い
︒
附
表
二
は
︑﹃
里
耶
秦
鯵
﹄
に
見
え
る
�
陵
縣
に
勤
務
し
て
い
て
出
身
地
が
O
�
す
る
官
�
お
よ
び
官
職
を
一
覽
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒

こ
の
表
か
ら
は
現
在
ま
で
に
出
身
地
の
O
�
す
る
�
陵
縣
の
官
�
が
︑
\
て
�
陵
縣
以
外
の
出
身
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
う
ち
某
佐
と

し
て
見
え
る
の
は
十
四
例
だ
が
︑
う
ち
少
な
く
と
も
十
例
︑
七
割
超
が
冗
佐
で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
は
﹁
冗
﹂
で
あ
る
佐
が
�
陵
縣
で
は
一
般
4

で
あ
る
一
方
︑
あ
え
て
﹁
冗
﹂
を
�
記
す
る
こ
と
か
ら
﹁
冗
﹂
以
外
の
﹁
�
﹂
で
あ
る
官
�
も
存
在
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
そ
し
て
實
際

に
﹁
�
﹂
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
官
�
の
勤
務
例
が
﹃
里
耶
秦
鯵
﹄
內
に
存
在
す
る
︒
た
だ
し
そ
の
勤
務
形
態
は
︑
こ
れ
ま
で
廣
瀨
氏
お
よ
び
宮

宅
氏
が
推
測
し
て
き
た
も
の
と
は
や
や
衣
な
る
︒

守
丞
枯
五
十
五
日
︱

守
丞
�
五
十
七
日
︱

守
丞
固
二
百
卌
二
日
︱

令
佐
穫
卌
四
日
︱

令
佐
賀
一
百
卅
日
︱

令
佐
違
百
八
十
日
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︱

守
加
卌
四
日
︱

守
頎
三
百
一
十
日
︱

佐
集
卌
四
日
︱

佐
蘇
三
百
一
十
日
︱

(﹃
里
耶
秦
鯵
﹄
9-728)

楊
智
宇
二
〇
一
六
は
こ
の
鯵
牘
は
秦
二
世
元
年

(	
二
〇
九
年
)
の
勤
務
記
錄
で
あ
る
と
推
測
す
る
︒
こ
の
鯵
牘
に
は
守
丞
・
令
佐
・
守

(守
官
嗇
夫
の
略
か
)
・
佐
の
官
職
が
み
え
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
官
�
が
勤
務
し
た
日
數
を
合
計
す
る
と
三
五
四
日
と
な
り
秦
代
の
�
年
一
年
の
日
數

と
一
致
す
る
︒
そ
し
て
こ
の
勤
務
記
錄
に
は
︑
衣
な
る
官
職
に
勤
務
し
た
穫
・
加
・
集
が
︑
い
ず
れ
も
一
年
に
四
四
日
勤
務
す
る
と
い
う
特
"

が
あ
る
︒
こ
の
四
四
日
と
い
う
勤
務
日
數
は
ど
こ
か
ら
來
た
も
の
だ
ろ
う
か
︒

結
論
か
ら
言
え
ば
︑
こ
の
四
四
日
勤
務
の
官
�
は
い
ず
れ
も
﹁
�
﹂︑
そ
れ
も
八
�
で
勤
務
す
る
官
�
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
一
年
の
日
數

三
五
四
日
を
八
で
割
れ
ば
四
四
．二
五
日
と
な
り
︑
一
年
に
四
四
日
勤
務
す
る
實
態
と
整
合
す
る
︒
廣
瀨
氏
お
よ
び
宮
宅
氏
は
官
�
の
踐
�
任
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附
表
二

�
陵
縣
に
お
け
る
官
�
の
出
身
地
と
官
職

鯵
牘

官
職

p

出
身
縣

里

名

9
-
588

尉
賢
？

士
五

彭
陽

西

益

8
-
1364

尉
�

士
五

郫

小
莫

(
郀
)
般

9
-
1887

庫

上
`

旬
陽

武

9
-
1887

庫
佐
？

士
五

灊
工

8
-
988

獄
佐

士
五

胊
忍

成
都

謝

8
-
71

□
佐

士
五

梓
潼

長
親

欣

8
-
1275

�
冗

公
士

旬
陽

鴻
陵

竭

8
-
896

守
丞

上
`

競
陵

陽
處

巸

8
-
232

丞

大
夫

雒
陽

城
中

�

8
-
754+

8
-
1007

丞

上
`

�
□

昌

9
-
2318

丞

上
`

成
固

畜
園

歐

8
-
63

冗
佐

旬
陽
？

佐
州
？

煩

8
-
879

冗
佐

上
`

�
安

鯵
牘

官
職

p

出
身
縣

里

名

8
-
1089

冗
佐

上
`

武
陵

當
利

敬

8
-
1306

冗
佐

上
`

旬
陽

�
陽

操

8
-
1450

冗
佐

上
`

陽
陵

西
就

駋

8
-
1555

冗
佐

上
`

臨
漢

都

王
À

9
-
590

冗
佐

上
`

臨
□

9
-
1396

冗
佐

上
`

旬
陽

辨
陽

9
-
1557

冗
佐

上
`

夏
陽

南
垣
中

都

9
-
2230

冗
佐

上
`

旬
陽

乘
田

赾

8
-
269

令
�

�
中
？

陽

釦

8
-
2014

貳
春
鄕
守

士
五

�
中

華

福

8
-
1445

啟
陵
鄕
守

上
`

梓
潼

武
昌

夫

8
-
1466

士
五

泥
陽

詘

12
-
2301

均
佐

公
卒

臨
邛

奇

吕
吾





が
そ
の
�
數
に
か
か
わ
ら
ず
一
箇
�
で
あ
っ
た
と
解
釋
す
る
が
︑﹃
里
耶
秦
鯵
﹄
の
例
を
見
る
限
り
︑
一
年
を
そ
の
�
數
で
等
分
し
た
日
數

が
﹁
�
﹂
で
あ
る
官
�
の
踐
�


閒
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

そ
し
て
從
來
考
え
ら
れ
て
き
た
﹁
�
﹂
の
槪
念
と
衣
な
る
も
う
一
つ
の
特
"
と
し
て
︑
八
�
の
官
�
が
一
年
の
う
ち
四
四
日
を
勤
務
す
る
一

方
︑
殘
り
の
三
一
〇
日
を
一
人
な
い
し
二
人
の
官
�
が
勤
務
し
て
い
る
こ
と
が
擧
げ
ら
れ
る
︒
も
し
﹁
�
﹂
が
輪
番
勤
務
を
指
す
と
す
れ
ば
︑

當
然
そ
の
勤
務
形
態
は
八
人
の
官
�
が
P
代
し
つ
つ
囘
す
こ
と
に
な
る
︒
と
こ
ろ
が
實
際
は
八
�
で
あ
る
官
�
は
一
つ
の
官
職
に
一
人
し
か
お

ら
ず
︑
殘
り
の
勤
務
日
は
恐
ら
く
﹁
冗
﹂
で
あ
る
一
人
ま
た
は
二
人
の
官
�
に
よ
っ
て
埋
め
ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
當
初
は
輪
番
勤
務
が
原
則
で

あ
っ
た
﹁
�
﹂
に
よ
る
官
�
の
勤
務
形
態
が
︑
瓜
一
秦
代
の
�
陵
縣
に
お
い
て
は
す
で
に
Ã
壞
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
︒
推
測

す
る
に
戰
國
秦
で
は
佐
�
に
お
い
て
﹁
冗
﹂
と
﹁
�
﹂
の
勤
務
形
態
を
持
つ
�
が
分
か
れ
て
存
在
し
た
の
だ
ろ
う
︒
し
か
し
怨
占
領
地
で
あ
る

�
陵
縣
に
は
輪
番
勤
務
で
囘
せ
る
だ
け
の
﹁
�
﹂
で
あ
る
官
�
が
お
ら
ず
︑﹁
冗
﹂
で
あ
る
官
�
と
組
み
合
わ
せ
た
�
用
が
さ
れ
た
と
思
わ
れ

る
︒そ

し
て
�
陵
縣
に
お
い
て
冗
佐
が
荏
�
4
で
あ
っ
た
理
由
と
し
て
は
︑
�
陵
縣
の
官
�
に
他
縣
出
身
が
多
か
っ
た
こ
と
︑
お
よ
び
�
陵
縣
に

お
け
る
�
の
不
足
が
擧
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
以
下
の
﹃
嶽
麓
秦
鯵
﹄
か
ら
は
︑
�
お
よ
び
冗
佐
�
の
歸
休
に
關
す
る
規
定
が
見

え
る
︒●

令
曰
︑
�
歲
歸
休
卌
日
︑
險
�
日
行
八
十
里
︑
易
�
百
里
︒
諸
�
毋
乘
車
者
︑
日
行
八
十
里
︑
之
官
行
五
十
里
︒
�
吿
當
行
%
擇

(釋
)
歸
居
家
︑
皆
不
用
此
令
︒

・
卒
令
丙
五
十
一

令
に
い
わ
く
︑
�
は
年
ご
と
に
四
十
日
歸
休
し
︑
險
し
い
�
は
日
ご
と
八
十
里
︑
�
り
や
す
い
�
は
日
ご
と
百
里
と
し
て

(里
歸
り
に
'

す
る


閒
を
)
計
算
せ
よ
︒
お
よ
そ
�
の
乘
車
を
持
た
な
い
者
は
︑
日
ご
と
八
十
里
︑
部
署
へ
の
歸
G
は
日
ご
と
五
十
里
と
せ
よ
︒
�
の

出
張
時
に
合
わ
せ
て
歸
休
す
る
こ
と
を
報
吿
し
た
者
︑
お
よ
び
Ä
任
し
て
歸
り
︑
家
に
滯
在
す
る
者
に
は
︑
み
な
こ
の
令
を
用
い
な

い
︒

・
卒
令
丙
五
十
一
︒
(﹃
嶽
麓
秦
鯵
﹄
伍
134-135)
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�
の
歸
休
に
際
し
て
は
︑
家
に
あ
っ
て
休
息
す
る


閒
の
ほ
か
︑
官
府
と
居
�
地
の
閒
を
行
き
來
す
る
時
閒
も
含
め
て
與
え
ら
れ
た
︒
と
こ

ろ
が
�
陵
縣
に
お
け
る
�
の
大
部
分
は
縣
外
出
身
者
で
占
め
ら
れ
て
お
り
︑
官
府
と
居
�
地
を
行
き
來
す
る
の
に
も
か
な
り
の


閒
が
か
か
っ

た
だ
ろ
う
︒
一
方
で
冗
佐
�
に
つ
い
て
は
︑
歸
休
に
つ
い
て
�
と
は
衣
な
る
規
定
が
あ
る
︒

●
□
律
曰
︑
冗
募
羣
戍
卒
%
居
貲
贖
責

(債
)
戍
者
%
冗
佐
�
︑
均
人
�
︑
皆
二
歲
壹
歸
取
衣
用
︑
居
家
卅
日
︑
其
□
□
□
以
歸
寧
︑
居

室
卅
日
︑
外
H
來
︑
初
行
日
八
十
里
︑
之
署
日
行
七
十
里
︒
當
歸
取
衣
用
︑
貧
毋

(
無
)
以
歸
者
︑
貸
日
︑
令
庸
以
逋
︒

□
律
に
い
わ
く
︑
冗
募
羣
戍
卒
お
よ
び
居
貲
贖
責

(債
)
で
戍
卒
と
な
っ
た
者
︑
お
よ
び
冗
佐
�
︑
均
人
�
は
︑
み
な
二
年
に
一
度
衣
Æ

の
費
用
を
取
り
に
歸
宅
し
︑
家
に
居
る
こ
と
三
十
日
︑
そ
の
⁝
⁝
父
母
の
喪
に
Æ
す
る
た
め
に
⁝
⁝
︑
家
に
居
る
こ
と
三
十
日
で
︑
そ
の

ほ
か
に
H
來
の


日
は
︑
�
初
の
H
路
は
日
ご
と
八
十
里
︑
部
署
に
赴
く
歸
路
は
日
ご
と
七
十
里
と
し
て
計
算
す
る
︒
衣
Æ
の
費
用
を
取

り
に
歸
る
場
合
に
︑
貧
し
い
た
め
に
歸
休
出
來
な
い
者
は
日
割
り
で
費
用
を
貸
與
し
︑
Ç
用
勞
働
で
償
G
さ
せ
る
︒
(﹃
嶽
麓
秦
鯵
﹄
肆

278)

こ
こ
か
ら
は
冗
佐
�
が
二
年
に
一
度
歸
休
し
た
こ
と
が
見
え
る
︒
�
陵
縣
で
は
冗
佐
�
を
增
や
す
こ
と
で
官
�
が
歸
休
す
る
頻
度
を
下
げ
︑

他
縣
出
身
の
官
�
が
多
い
È
¥
で
あ
る
官
�
の
不
足
を
É
和
し
た
の
で
は
な
い
か
︒
他
縣
で
も
こ
う
し
た
﹁
冗
﹂
の
增
加
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑

結
果
と
し
て
﹁
�
﹂
と
し
て
勤
務
す
る
佐
�
が
減
少
し
︑
彼
ら
の
み
で
輪
番
を
組
め
な
い
事
例
が
多
數
發
生
し
た
こ
と
で
B
第
に
佐
�
に
お
け

る
﹁
�
﹂
の
制
度
が
一
般
4
で
な
く
な
り
︑
	
漢
初


に
は
﹃
張
家
山
漢
鯵
﹄
に
見
え
る
高
齡
の
佐
・
�
に
對
す
る
勤
務
É
和
規
定
と
し
て
の

み
殘
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
推
測
で
き
よ
う
︒
ま
た
﹃
里
耶
秦
鯵
﹄
に
は
勤
務
す
る
官
�
の
不
足
を
中
央
に
訴
え
る
�
書
が
あ
り
︑
實
際
に

�
陵
縣
に
お
い
て
�
の
不
足
は
常
態
�
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

卅
四
年
正
�
丁
卯
朔
辛
未
︑
�
陵
守
丞
巸
敢
言
之
︒
�
陵
黔
首
〼

佐
均
�
佐
日
i
泰
抵
已
備
歸
︑
居
�
柀
𧪬

(
徭
)
2
%
〼

	
後
書
︑

至
今
未
得
其
代
︑
居
�
少
︑
不
足
以
給
事
〼

�
︒
謁
報
︑
署
�
�
發
︒
敢
言
之
︒
〼

二
�
丙
申
朔
庚
戌
︑
�
陵
守
丞
巸
敢
言
之
︒
寫

上
〼

旦
︑
令
佐
信
行
︒
〼

(正
)

報
別
臧
︒
〼

正
�
辛
未
旦
︑
居
貲
枳
壽
陵
左
行
︒
〼

(背
)
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三
十
四
年
正
�
丁
卯
朔
辛
未
︑
�
陵
守
丞
の
巸
が
申
し
上
げ
ま
す
︒
�
陵
の
黔
首
⁝
⁝
佐
︑
均
�
佐
の
勤
務


閒
は
お
お
よ
そ
滿


と
な

り
︑
Z
在
の
�
も
出
張
し
て
お
り
︑
⁝
⁝
	
後
の
�
書
で
⁝
⁝
今
に
至
る
ま
で
代
理
の
�
が
得
ら
れ
ず
︑
Z
在
の
�
は
少
な
く
︑
業
務
に

不
足
が
⁝
⁝
�
︒
C
答
を
求
め
︑
�
�
發
と
記
し
て
く
だ
さ
い
︒
以
上
申
し
上
げ
ま
す
︒
二
�
丙
申
朔
庚
戌
︑
�
陵
守
丞
の
巸
が
申
し
上

げ
ま
す
︒
寫
し
て
上
⁝
⁝
︒
旦
︑
令
佐
信
が
持
っ
て
行
っ
た
︒
(正
)
C
答
は
別
に
Z
藏
す
る
︒
正
�
辛
未
旦
︑
居
貲
の
枳
壽
陵
佐
が

持
っ
て
行
っ
た
︒
(背
)
(﹃
里
耶
秦
鯵
﹄
8-197)

こ
の
よ
う
な
怨
占
領
地
に
お
け
る
�
の
不
足
を
É
和
す
る
た
め
︑
瓜
一
秦
代
に
お
い
て
は
秦
本
國
か
ら
强
制
4
に
�
を
{
り
Ê
む
制
度
が

あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
�
は
怨
地
�
と
呼
ば
れ
︑
苑
苑
二
〇
一
九
に
よ
れ
ば
怨
地
�
と
し
て
{
り
Ê
ま
れ
る
�
と
し
て
①
律
を
犯
し
て
罰
を
N
け

た
�
②
病
氣
に
な
っ
て
一
度
免
官
と
な
っ
た
が
︑
病
氣
が
完
治
し
た
�
③
何
ら
か
の
査
定
が
�
下
位
で
あ
っ
た
場
合
の
責
任
者
な
ど
の
例
が
あ

る
︒
こ
の
う
ち
佐
と
�
に
お
け
る
怨
地
�
の
例
と
し
て
B
の
�
料
が
あ
る
︒

中
縣
�
學
越
今
歲
會
試
者
凡
八

(？
)
百
卌
一
人
︑
其
不
入
�
者
百
一
十
一
人
︑
臣
聞
其
不
入
者
︑
泰
抵
惡
爲
�
︑
而
與
其

(1807)
典

試
�
爲
詐
︑
不
肯
入
�
︑
以
Ë
爲
�
︒
爲
詐
如
此
而
毋
罰
︑
不
Ì
︒
臣
�
令
泰
�
k
以
爲
潦
東
縣
官
佐
四
歲
︑
日
備
免
之

(1810)
爲
詐

Ì
︑
臣
昧
死
�
︒
制
曰
可
︒
廿
九
年
四
�
甲
戌
到
胡
陽
︒
�
學
越
詐
不
入
試
令
︒
出
廷
丙
廿
七

中
縣
の
�
學
越
で
今
年
試
驗
を
N
け
た
者
は
合
計
八
百
四
十
一
人
︑
そ
の
う
ち
�
と
な
れ
な
か
っ
た
者
が
百
十
一
人
で
す
が
︑
私
は
そ
の

者
の
多
く
が
�
と
な
る
こ
と
を
¿
が
り
︑
試
驗
を
司
る
�
と
共
謀
し
て
不
正
を
働
き
︑
�
と
な
る
こ
と
を
拒
否
し
︑
�
と
な
る
こ
と
を
Ë

け
た
と
聞
き
%
ん
で
お
り
ま
す
︒
不
正
を
働
く
こ
と
こ
の
よ
う
で
あ
っ
て
も
︑
こ
れ
に
對
す
る
罰
則
が
無
く
︑
都
合
が
よ
ろ
し
く
あ
り
ま

せ
ん
︒
ど
う
か
私
に
こ
れ
ら
の
�
を
潦
東
郡
の
縣
に
官
佐
と
し
て
四
年
閒
0
k
さ
せ
︑
滿


と
な
れ
ば
解
任
さ
せ
︑
不
正
防
止
に
都
合
の

よ
い
よ
う
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
︒
私
が
死
を
覺
悟
し
て
お
願
い
い
た
し
ま
す
︒
制
曰
可
︒
二
十
九
年
四
�
甲
戌
︑
(令
が
)
胡
陽
に

到
っ
た
︒
�
學
越
詐
不
入
試
令
︒
出
廷
丙
二
十
七
︒
(﹃
嶽
麓
秦
鯵(27
)

﹄)

こ
こ
で
は
中
縣
す
な
わ
ち
秦
本
國
で
の
試
驗
で
不
合
格
だ
っ
た
者
を
︑
北
東
の
邊
境
で
あ
る
潦
東
郡
に
{
り
Ê
む
こ
と
が
営
べ
ら
れ
る
︒
�
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學
越
が
�
と
な
る
こ
と
を
忌
Ë
し
︑
不
正
に
試
驗
に
不
合
格
と
な
っ
た
こ
と
が
理
由
と
さ
れ
る
が
︑
む
し
ろ
こ
こ
で
は
百
人
を
超
え
る
人
員
を

潦
東
郡
が
N
け
入
れ
て
い
る
こ
と
が
重
'
で
あ
り
︑
先
に
占
領
地
に
お
け
る
�
の
不
足
が
あ
り
︑
對
策
と
し
て
口
實
を
作
っ
て
�
の
閏
足
を

圖
っ
た
と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
︒
ま
た
こ
こ
で
は
本
來
�
に
な
る
べ
く
學
ん
で
い
た
は
ず
の
�
學
越
が
邊
境
に
官
佐
と
し
て
0
k
さ
れ
て

お
り
︑
こ
こ
か
ら
も
瓜
一
秦
に
お
い
て
佐
と
�
が
混
然
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

お
わ
り
に

以
上
︑
佐
�
と
い
う
槪
念
が
秦
代
か
ら
漢
代
に
か
け
て
ど
の
よ
う
に
變
質
し
て
き
た
の
か
を
槪
觀
し
て
き
た
︒
�
後
に
本
稿
で
�
ら
か
に
し

た
こ
と
を
も
う
一
度
ま
と
め
て
お
き
た
い
︒

議
論
の
	
提
と
し
て
︑
	
漢
後


以
影
の
佐
�
は
�
に
二
つ
の
�
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
確
3
し
た
︒
す
な
わ
ち
佐
�
と
は
末
端
の
官
�

の
鋭
稱
で
あ
り
︑
ま
た
漢
代
の
佐
と
�
は
そ
の
性
格
が
相
當
�
度
類
似
し
て
い
た
︒
そ
し
て
佐
�
は
官
�
の
中
で
�
も
低
い
官
秩
の
名
稱
で
も

あ
り
︑
佐
�
の
官
秩
が
設
定
さ
れ
る
官
職
に
は
某
佐
・
某
�
の
他
に
佐
で
も
�
で
も
な
い
官
職
も
存
在
し
て
い
た
︒

第
一
違
で
は
︑
秦
代
の
佐
�
に
つ
い
て
檢
討
し
た
︒
秦
代
の
佐
�
が
︑
佐
と
�
が
竝
列
し
て
業
務
を
±
行
す
る
官
・
鄕
・
獄
に
お
け
る
佐
と

�
の
倂
稱
と
し
て
2
用
さ
れ
る
こ
と
を
�
ら
か
に
し
た
︒
B
に
第
二
違
で
は
秦
代
佐
�
を
�
成
す
る
佐
と
�
の
性
格
を
檢
討
し
︑
佐
と
�
は
そ

の
任
用
形
態
お
よ
び
役
割
に
お
い
て
相
衣
な
っ
た
存
在
で
あ
り
︑
佐
は
一
般
に
民
が
任
用
さ
れ
る
實
務
系
瓜
の
官
�
で
あ
っ
た
一
方
︑
�
は
試

驗
に
よ
っ
て
任
用
さ
れ
︑
�
に
�
書
作
成
を
擔
う
官
�
で
あ
っ
た
と
し
た
︒
ま
た
秦
代
の
佐
�
に
は
そ
の
勤
務
形
態
に
﹁
冗
﹂
と
﹁
�
﹂
が
存

在
し
て
お
り
︑
佐
�
の
中
で
も
待
z
に
|
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
3
し
た
︒
そ
し
て
第
二
違
で
み
た
秦
代
の
佐
�
は
︑
	
漢
以
影
の
佐
�
と
は

�
確
に
そ
の
性
格
が
衣
な
る
こ
と
か
ら
︑
第
三
違
で
は
瓜
一
秦
に
佐
�
の
變
質
の
劃


を
求
め
た
︒
瓜
一
秦
代
に
は
佐
と
し
て
の
�
ま
し
い
條

件
に
�
で
あ
る
こ
と
が
加
え
ら
れ
る
ほ
か
︑
同
じ
く
瓜
一
秦
代
の
縣
で
あ
る
�
陵
縣
に
お
い
て
︑
制
度
上
は
各
官
府
に
お
い
て
佐
と
�
の
竝
列

が
み
ら
れ
る
も
の
の
︑
本
來
は
�
の
系
瓜
が
行
っ
て
い
た
業
務
を
︑
佐
の
系
瓜
に
あ
る
官
�
も
同
樣
に
行
う
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
�
ら
か
に
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し
た
︒
ま
た
佐
�
內
部
で
の
待
z
の
|
い
に
つ
い
て
も
︑﹁
冗
﹂
と
し
て
勤
務
す
る
官
�
が
瓜
一
秦
代
に
は
�
液
と
な
っ
て
お
り
︑﹁
�
﹂
で
あ

る
官
�
の
み
に
よ
っ
て
輪
番
を
組
む
こ
と
が
出
來
な
く
な
っ
て
い
た
と
推
測
し
た
︒
こ
う
し
た
佐
�
の
變
質
の
一
因
に
は
︑
瓜
一


の
特
に
怨

占
領
地
に
お
け
る
�
の
不
足
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

本
稿
に
お
い
て
�
ら
か
に
し
た
こ
と
は
以
上
と
な
る
︒
佐
�
と
い
う
秦
漢
地
方
行
政
制
度
の
中
で
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
Í
み
ら
れ
て
こ
な

か
っ
た
切
り
口
に
焦
點
を
當
て
︑
戰
國
秦
か
ら
漢
代
初


に
か
け
て
官
僚
制
の
性
格
が
變
�
し
て
ゆ
く
そ
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が
出
來
た
︒

今
後
は
本
稿
に
お
け
る
佐
�
の
諸
相
と
秦
漢
地
方
行
政
制
度
の
漢
代
以
影
の
展
開
と
を
相
互
に
關
聯
附
け
︑
古
代
中
國
に
お
け
る
官
僚
制
の
形

成
に
つ
い
て
よ
り
大
き
な
�
圖
を
描
き
だ
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
も
っ
て
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

�(1
)

『秦
封
宗
邑
瓦
書
﹄
に
﹁
大
田
佐
敖
越
曰
未
︑
�
曰
初
︒
卜
蟄
︑

�
羈
手
︑
司
御
心
︑
志
是
霾

(埋
)
封
︒﹂
と
あ
り
︑
田
佐
・
�
の

存
在
が
確
3
で
き
る
︒
袁
仲
一
・
劉
鈺
!
二
〇
〇
九
參
照
︒

(2
)

『�
記
﹄
(
�
列
傳
に
﹁
趙
禹
者
︑
斄
人
︒
以
佐
�
補
中
都
官
︑

用
廉
爲
令
�
︑
事
太
尉
亞
夫
︒﹂
と
あ
り
︑
ま
た
﹁
減
宣
者
︑
楊
人

也
︒
以
佐
�
無
¥
給
事
河
東
守
府
︒﹂
と
あ
る
︒
な
お
﹃
漢
書
﹄
(

�
傳
に
も
同
樣
の
記
営
が
あ
る
︒

(3
)

『漢
書
﹄
薛
宣
・
朱
)
列
傳
﹁
薛
宣
・
朱
)
皆
*
佐
�
︑
歷
位
以

登
宰
相
︒﹂

(4
)

『漢
書
﹄
薛
宣
・
朱
)
列
傳
に
﹁
薛
宣
字
贛
君
︑
東
海
郯
人
也
︒

少
爲
廷
尉
書
佐
︑
都
,
獄
�
︒﹂
と
あ
り
︑
ま
た
﹁
朱
)
字
子
元
︑

杜
陵
人
也
︒
家
貧
︑
少
時
給
事
縣
爲
亭
長
︑
好
客
少
年
︑
捕
搏
敢

行
︒
﹂
と
あ
る
︒

(5
)

『�
記
﹄
円
元
以
來
侯
者
年
表
﹁
王
訢
︑
家
在
齊
︒
本
小
�
佐
�
︑

稍
�
至
右
輔
都
尉
︒﹂

(6
)

『漢
書
﹄
杜
周
傳
﹁
王
氏
世
權
日
久
︑
Ñ
無
骨
骾
之
臣
︑
宗
室
諸

侯
¤
Ò
︑
與
繫
囚
無
衣
︑
自
佐
�
以
上
至
於
大
�
皆
權
臣
之
黨
︒﹂

(7
)

『漢
書
﹄
百
官
公
卿
表
﹁
�
員
自
佐
�
至
丞
相
︑
十
二
萬
二
百
八

十
五
人
︒﹂

(8
)

『漢
書
﹄
百
官
公
卿
表
﹁
縣
令
・
長
︑
皆
秦
官
︑
掌
治
其
縣
︒
萬

戶
以
上
爲
令
︑
秩
千
石
至
六
百
石
︒
減
萬
戶
爲
長
︑
秩
五
百
石
至
三

百
石
︒
皆
i
丞
・
尉
︑
秩
四
百
石
至
二
百
石
︑
是
爲
長
�
︒
百
石
以

下
i
斗
食
・
佐
�
之
秩
︑
是
爲
少
�
︒
﹂

(9
)

『後
漢
書
﹄
百
官
志
﹁
大
將
軍
・
三
公
奉
︑
�
三
百
五
十
斛
︒
中
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二
千
石
奉
︑
�
百
八
十
斛
︒
二
千
石
奉
︑
�
百
二
十
斛
︒
比
二
千
石

奉
︑
�
百
斛
︒
千
石
奉
︑
�
八
十
斛
︒
六
百
石
奉
︑
�
七
十
斛
︒
比

六
百
石
奉
︑
�
五
十
斛
︒
四
百
石
奉
︑
�
四
十
五
斛
︒
比
四
百
石
奉
︑

�
四
十
斛
︒
三
百
石
奉
︑
�
四
十
斛
︒
比
三
百
石
奉
︑
�
三
十
七
斛
︒

二
百
石
奉
︑
�
三
十
斛
︒
比
二
百
石
奉
︑
�
二
十
七
斛
︒
一
百
石
奉
︑

�
十
六
斛
︒
斗
食
奉
︑
�
十
一
斛
︒
佐
�
奉
︑
�
八
斛
︒
凡
諸
N
奉
︑

皆
¯
錢
¯
穀
︒﹂

(10
)

�
陵
縣
內
の
�
書
の
動
向
に
つ
い
て
は
高
村
武
幸
二
〇
一
四
に
詳

し
い
︒

(11
)

こ
の
鯵
の
釋
讀
に
つ
い
て
は
︑
靑
木
俊
介
二
〇
一
七
を
參
考
に
n

宜
鯵
略
�
し
た
︒

(12
)

秦
代
縣
の
曹
と
漢
代
列
曹
の
關
聯
に
つ
い
て
は
土
口
�
記
二
〇
一

六
を
參
照
︒

(13
)

𤺊
舍
は
﹃
里
耶
秦
鯵
﹄
中
に
四
例
見
え
る
が
︑
い
ず
れ
も
始
皇
二

十
六
年

(	
二
二
一
年
)
の
記
事
で
あ
り
︑
楊
先
雲
二
〇
一
八
は
官

と
し
て
の
𤺊
舍
が
そ
の
後
廢
止
さ
れ
た
と
推
測
す
る
︒

(14
)

『睡
虎
地
秦
鯵
﹄
の
鯵
番
號
は
﹃
雲
夢
睡
虎
地
秦
墓
﹄
(
�
物
出
版

社
︑
一
九
八
一
年
)
に
示
さ
れ
た
�
鯵
番
號
に
據
っ
た
︒

(15
)

『里
耶
秦
鯵
﹄
8-1114+

8-1150
な
ど
に
み
え
る
︒

(16
)

こ
の
律
に
つ
い
て
は
︑﹃
睡
虎
地
秦
鯵
﹄
效
律

287-289
に
も
重

複
す
る
律
が
存
在
す
る
︒

(17
)

故
徼
と
は
︑
瓜
一
以
	
に
秦
と
東
方
諸
國
と
の
國
境
地
帶
と
し
て

設
定
さ
れ
た
地
域
︑
ま
た
そ
の
地
域
に
含
ま
れ
た
縣
の
こ
と
︒

(18
)

秦
律
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
基
準
で
﹁
壯
﹂
を
3
定
し
て
い
た
の

か
は
不
�
︒﹃
禮
記
﹄
曲
禮
�
上
に
﹁
三
十
曰
壯
︐
i
室
︒﹂
と
あ
り
︑

こ
こ
で
は
三
十
歲
を
壯
と
し
て
い
る
︒

(19
)

『睡
虎
地
秦
鯵
﹄
置
�
律

228
に
﹁
官
嗇
夫
�

(�
)
不
存
︑
令

君
子
毋
¥
者
若
令
�
守
官
︑
毋
令
官
佐
�
守
︒
置
�
律
﹂
と
あ
り
︑

官
佐
�
が
守
官
嗇
夫
と
な
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
る
︒

(20
)

『
禮
記
﹄
王
制
�
﹁
凡
執
技
以
事
上
者
︑
祝
・
�
・
射
・
御
・

醫
・
卜
%
百
工
︒
凡
執
技
以
事
上
者
︑
不
貳
事
︑
不
移
官
︑
出
鄉
不

與
士
齒
︒
仕
於
家
者
︑
出
鄉
不
與
士
齒
︒
﹂

(21
)

『�
記
﹄
六
國
年
表
秦
孝
公
十
三
年
條
﹁
初
爲
縣
i
秩
�
︒﹂

(22
)

『說
�
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EVOLUTION OF THE ZUOSHI 佐� FROM THE QIN DYNASTY

TO THE HAN DYNASTY

NISHI Masaki

In the Qin and Han dynasties, the Zuoshi 佐� sustained the development of the

local and central bureaucracies and document administration at the lowest level of

the government. Appearing for the first time in the middle of the Warring States

period, the Zuoshi continued to exist until the Latter Han dynasty, despite major

changes in the organization of county and prefectural offices. This paper traces the

evolution of the Zuoshi from the Qin dynasty to the Han dynasty, examines how the

Zuoshi was formed from the late Western Han dynasty onward, and presents a new

perspective on the gradual fusion of the two separate systems of Zuo 佐 and Shi �

within administrative organizations from the Unified Qin dynasty to the Han

dynasty.

From the Latter Han dynasty onward, the term Zuoshi had two main

meanings : first, it was the general term for the lowest-ranking officials, and second,

it also referred to the lowest official salary. While the characteristics of the two

posts of Zuo and the Shi had become quite similar in the Han dynasty, prior to the

Han during the Qin dynasty, the Zuo and the Shi performed their duties in parallel,

and the term Zuoshi became a collective term used to refer to both the Zuo and the

Shi in a bureaucratic office, a township, or penal institution in the prefectures. The

Zuo and the Shi differed in the manner of their appointments and roles. While the

post of Zuo was generally selected by the local populace and engaged in practical

operations, the Shi was appointed by examination and was mainly responsible for

documentation. Also, in the Qin state during the Warring State period, the Zuoshi

can be further categorized into two types of officials, those who worked

continuously and those who worked on a rotating basis. This paper thus confirms

that there were differences in the treatment among the lowest-status officials

including the Zuoshi.

This paper has also examined the case of Qianling �陵 Prefecture during the

Unified Qin dynasty, and has shown that, although there was a parallelism between

the Zuo and the Shi in each office in the prefecture, the duties originally performed

by those within the purview of the Shi could also be performed by officials within

system of the Zuo. As for the difference in treatment within the Zuoshi, officials

who worked continuously became the mainstream during the Unified Qin dynasty,
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while the rotating system gradually died out. It can be inferred that the shortage of

officials, especially in the newly occupied areas during the period of unification, was

one of the factors that contributed to this change in the Zuoshi. Based on the above

arguments, this paper has presented new insights into the external factors that led

to the bureaucratic transformation from the Qin dynasty of Warring States period

to the early Han dynasty.

UTILIZATION AND CULTIVATION OF AQUATIC PLANTS

IN THE LOWER YANGTZE RIVER REGION IN CHINA

OKAWA Yuko

This paper focuses on aquatic plants in the Lower Yangtze River region and

analyzes the changes in their utilization and cultivation based on books of

agronomy, materia medica, and local gazetteers in an effort to investigate new

aspects of developmental history of the Lower Yangtze River region.

Analysis of plant remains from the Neolithic Tianluoshan 田螺山 site in Yuyao,

Zhejiang province indicates that aquatic plants, such as water chestnuts (菱) and

gordon euryale (芡), were important components of the diets of waterside residents

from the Neolithic Age onward. It can be surmised from the Huozhi Liezhuan 貨殖

列傳 of the Shiji �記 that food strategies were chosen based on various aquatic

resources in addition to rice in south China in the Former Han era. The 6th century

agronomy book, Qiminyaoshu 齊民��, recorded five types of aquatic plants as

byproducts from fish ponds, and later books on agronomy state that they came to be

cultivated independently and that the variety of these plants also increased.

Full-fledged cultivation of aquatic plants in the Lower Yangtze River region

occurred after the Tang era. During the Song and Yuan eras, the varieties of water

chestnuts and gordon euryale increased, and water bamboo (茭白) became popular

as a food source, while the lotus was also cultivated for its blossoms. It is therefore

clear that aquatic plants became commercial crops, which resulted in the

large-scale cultivation of aquatic vegetables bringing with it new problems due to

decreases in lake surface area and lack of water supply. In the Ming era, the

development of commercial farming was accompanied by intensive farming, which

required increased labor and expenditures for such activities as transplanting,

applying fertilizer, and weeding. The cultivation of Chinese arrowhead (慈姑),

Chinese water chestnut (荸薺), and water taro (水芋) also appeared at this time.
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