
第

八

十

卷

第
四
號

令
和
四
年
三
�
發
行

秦
代
の
御
�
と
監
御
�

土

口

�

記

は
じ
め
に

一

御
�
と
監
御
�

二

監
御
�
と
執
法

三

監
察
官
に
よ
る
空
閒
�
荏
�

お
わ
り
に

は
じ
め
に

こ
れ
ま
で
の
秦
漢
監
察
制
度
に
關
す
る
專
論
は
︑
�
漢
と
り
わ
け
武
�
	
に
集
中
し
て
き
た
︒
こ
れ
は
武
�
	
に
お
け
る
多
樣
な
監
察
官
の

出
現
と
い
う
現
象
に


因
し
て
お
り(1

)
︑
な
か
で
も
刺
�
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
は
特
に
議
論
が
活
撥
で
あ
る(2

)
︒
ま
た
御
�
大
夫
の
職
權
と
そ
の
變
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�
︑
御
�
中
丞
の
分
離
獨
立
に
つ
い
て
も
豐
富
な
議
論
が
あ
る(3

)
︒
こ
れ
ら
漢
代
の
硏
究
に
對
比
す
る
と
︑
秦
代
に
つ
い
て
は
單
に
﹁
監
察
制
度

の
�
芽
	
﹂
と
槪
括
さ
れ
る
�
度
で(4

)
︑
正
面
か
ら
の
詳
細
な
檢
討
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒

た
だ
し
秦
の
監
察
制
度
の
な
か
で
も
御
�
・
監
御
�
に
つ
い
て
は
一
定
の
硏
究
蓄
積
が
あ
る
︒
櫻
井
芳
�
は
︑
御
�
が
君
�
側
�
と
し
て
登

場
す
る
戰
國
時
代
以
影
の
沿
革
を
論
じ
︑
御
�
中
丞
が
獨
立
し
て
監
察
官
の
長
官
と
な
っ
た
�
漢
武
�
末
年
を
御
�
制
度
の
確
立
	
と
位
置
づ

け
る
︒
こ
の
な
か
で
秦
の
監
御
�
に
つ
い
て
は
︑
瓜
一
	
以
�
か
ら
郡
の
官
�
を
監
察
す
べ
く
設
け
ら
れ
︑
そ
の
後
一
郡
一
監
の
制
が
定
着
し
︑

監
察
の
み
な
ら
ず
郡
守
の
�
官
と
し
て
の
性
格
を
も
�
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る(5

)
︒
王
勇
華
も
︑
監
御
�
と
郡
守
の
職
掌
が

似
�
う
と
い
う
櫻
井
芳
�
の
見
解(6

)
を
�
�
し
︑
郡
守
を
輔
佐
し
て
地
方
行
政
の
執
行
を
監
督
・
督
促
す
る
の
が
監
御
�
の
職
掌
で
あ
っ
た
と
し

た
う
え
で
︑
行
政
と
監
察
の
未
分
�
と
い
う
視
座
を
提
示
す
る(7

)
︒
�
料
の
制
�
の
た
め
制
度
と
そ
の
�
用
と
が
必
ず
し
も
區
別
さ
れ
て
い
な
い

憾
み
が
あ
る
も
の
の
︑
傳
世
�
獻
を
網
羅
し
た
基
礎
硏
究
と
し
て
そ
の
價
値
は
高
い
︒

た
だ
し
こ
れ
ら
は
專
ら
傳
世
�
獻
に
基
づ
く
硏
究
で
あ
っ
て
︑
秦
の
御
�
・
監
御
�
に
對
し
て
は
今
日
の
�
料
水
準
に
基
づ
く
 
面
�
な
見

直
し
が
必
!
と
な
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
出
土
"
料
を
用
い
た
硏
究
に
お
い
て
は
︑
か
え
っ
て
秦
か
ら
漢
初
に
か
け
て
の
御
�
・
監
御
�
に
つ
い
て

檢
討
し
た
も
の
は
少
な
い
︒
そ
の
中
で
第
一
に
取
り
あ
げ
る
べ
き
は
︑
出
土
"
料
を
驅
#
し
て
秦
の
郡
制
を
總
合
�
に
檢
討
し
た
游
逸
飛
の
論

考
で
あ
る
︒
游
は
秦
の
郡
を
︑﹁
三
府
﹂
す
な
わ
ち
郡
太
守
府
・
郡
尉
府
・
郡
監
御
�
府
が
互
い
に
犯
さ
れ
な
い
獨
立
の
權
限
を
�
し
て
鼎
立

す
る
均
衡
狀
態
に
あ
っ
た
と
し
︑
各
府
の
具
體
�
な
權
限
に
つ
い
て
秦
鯵
を
用
い
て
&
ら
か
に
す
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
郡
監
御
�
は
中
央
の

御
�
・
地
方
の
監
御
�
と
い
う
二
面
性
を
持
ち
︑﹁
中
央
の
監
察
官
�
﹂
と
し
て
の
性
質
が
濃
厚
で
あ
る
と
い
う(8

)
︒
さ
ら
に
︑﹁
秦
郡
に
�
'
�

に
監
御
�
が
置
か
れ
た
の
は
︑
地
方
を
鎭
撫
す
る
郡
が
秦
の
中
央
政
府
に
と
っ
て
重
!
な
監
察
對
象
で
あ
っ
た
こ
と
を
反
映
す
る
﹂
と
︑
秦
代

監
察
體
制
の
な
か
で
の
監
御
�
の
重
!
性
を
�
確
に
指
摘
す
る(9

)
︒

し
か
し
な
が
ら
游
逸
飛
の
議
論
の
�
眼
は
郡
制
 
體
に
あ
る
た
め
︑
監
御
�
制
度
の
細
部
に
つ
い
て
は
な
お
檢
討
の
餘
地
が
殘
る
︒
ま
た
郡

に
つ
い
て
考
察
す
る
う
え
で
は
︑
監
御
�
と
同
樣
に
縣
の
上
(
機
關
と
し
て
監
察
を
擔
っ
た
執
法
と
の
比
�
が
�
效
に
し
て
不
可
缺
だ
が
︑
�

― 2 ―

582



料
公
開
が
�
�
よ
う
や
く
緖
に
就
い
た
ば
か
り
で
あ
る
點
も
相
俟
っ
て
︑
こ
の
點
は
な
お
未
着
手
の
狀
態
で
あ
る
︒

總
じ
て
言
え
ば
︑
御
�
・
監
御
�
制
度
の
硏
究
は
︑
秦
・
漢
初
の
出
土
"
料
に
よ
る
硏
究
と
︑
漢
代
中
	
以
影
の
傳
世
�
獻
に
よ
る
硏
究
と

に
分
斷
さ
れ
て
い
る
︒
�
者
に
つ
い
て
は
一
定
の
成
果
が
出
て
い
る
も
の
の
︑
怨
規
公
開
の
秦
鯵
に
よ
る
檢
討
の
餘
地
を
大
い
に
殘
し
て
い
る
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
秦
代
鯵
牘
"
料
︑
特
に
里
耶
秦
鯵
と
嶽
麓
秦
鯵
を
用
い
て
︑
監
御
�
お
よ
び
そ
れ
と
密
接
に
關
係
す
る
御
�
・
執
法
等
諸

官
の
實
態
に
つ
い
て
檢
討
し
︑
も
っ
て
秦
代
監
察
官
制
の
一
端
を
&
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
�
と
す
る
︒
な
お
鯵
牘
釋
�
の
引
用
に
際
し
て
は

�
行
の
字
體
に
改
め
︑
整
理
者
の
標
點
を
改
め
た
部
分
も
あ
る
が
︑
,
一
-
記
は
し
な
い
︒

一

御
�
と
監
御
�

(一
)
監
御
�
の
名
稱
と
管
區

監
御
�
は
一
般
に
始
皇
二
十
六
年

(�
二
二
一
)
の
瓜
一
時
に
設
置
さ
れ
た
と
�
識
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
﹃
�
記
﹄
秦
始
皇
本
紀
・
始

皇
二
十
六
年
條
に
﹁
分
天
下
以
爲
三
十
六
郡
︑
郡
置
守
・
尉
・
監
﹂
と
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
監
御
�
は
瓜
一
以
�
か
ら
存

在
し
た
こ
と
が
鯵
牘
"
料
か
ら
.
&
し
て
い
る
︒
嶽
麓
秦
鯵
/
收
の
﹁
爲
獄
等
狀
四
種
﹂
案
例
一
は
︑
始
皇
二
十
五
年(10

)
の
案
件
で
あ
る
が
︑
そ

の
第
13
鯵
に
﹁
監
御
�
﹂
が
見
え
て
お
り
︑
瓜
一
以
�
か
ら
監
御
�
が
存
在
し
た
こ
と
が
裏
づ
け
ら
れ
る
︒

監
御
�
に
は
い
く
つ
か
の
衣
な
る
呼
稱
が
あ
り
︑
游
逸
飛
に
よ
れ
ば
里
耶
秦
鯵
に
見
え
る
﹁
監
御
�
﹂
(里
0

11-34)
を
そ
の
正
式
名
稱
と

み
る
の
が
よ
く
︑﹁
監
﹂﹁
郡
監
﹂﹁
御
�
﹂
な
ど
は
そ
の
略
稱
で
あ
る
と
い
う(11

)
︒
本
稿
に
お
い
て
も
�
料
中
の
﹁
監
﹂﹁
郡
監
﹂
は
い
ず
れ
も
監

御
�
と
み
な
す
が
︑﹁
御
�
﹂
に
關
し
て
は
そ
の
ま
ま
監
御
�
の
略
稱
と
解
釋
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
御
�
と
監
御
�
は
︑
後
営
の
よ
う
に

�
者
か
ら
後
者
が
5
生
し
た
と
い
う
關
係
に
あ
る
が
︑
瓜
一
	
の
秦
鯵
を
見
れ
ば
兩
者
は
&
確
に
區
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
例
え
ば

嶽
麓
秦
鯵
に
�
の
よ
う
に
あ
る
︒
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●
令
曰
︑
�
�
論
繫
︑
二
千
石
︑
治
者
輒
言
御
�
︑
御
�
6
御
�
與
治
者
雜
7
印
︒
在
郡
者
︑
言
郡
守
・
郡
監
︑
守
丞
・
尉
丞
與
治
123
者

雜
7
印
︑
以
治
/
縣
官
令
若
丞
印
封
印
︑
令
卒
�
上
御
�
︒
千
石
到
六
百
石
︑
治
者
與
治
/
縣
令
若
丞
雜
7
︑
以
令
若
丞
124
雜
7(12

)
︑
以
令

若
丞
印
封
︑
令
�
上
御
�
︒
五
︻
百
︼
以
下
印
行
郡
縣
者(13

)
︑
治
者
7
印
︑
以
治
□
〼
125
/
執
法
︒
印
不
行
郡
縣
=
乘
車
�
以
下
︑
治
者
輒

7
︑
以
治
/
令
・
丞
印
封
印
︑
令
�
□
〼
126

嶽
伍
123
-126

●
令
に
い
う
︒
�
が
繫
の
罪
で
裁
か
れ
た
場
合
︑
そ
れ
が
二
千
石
官
で
あ
れ
ば
︑
裁
.
擔
當
者
は
た
だ
ち
に
御
�
に
報
吿
し
︑
御
�

(大
夫
)
は
御
�
を
5
6
し
︑
裁
.
擔
當
者
と
と
も
に

(當
該
の
�
の
)
印
を
7
け
取
る
︒
郡
に
お
い
て
は
︑
郡
守
・
郡
監
に
報
吿
し
︑

守
丞
・
尉
丞
が
裁
.
擔
當
者
と
と
も
に
印
を
7
け
と
り
︑
裁
.
が
行
わ
れ
た
場
/
の
縣
官
の
令
も
し
く
は
丞
の
印
で
封
印
し
︑
卒
�
を

6
わ
し
て
御
�

(大
夫
)
に
上
@
さ
せ
る
︒
千
石
か
ら
六
百
石
ま
で

(の
官
が
繫
の
罪
で
裁
か
れ
た
場
合
)
は
︑
裁
.
擔
當
者
は
裁
.
が

行
わ
れ
た
縣
の
令
も
し
く
は
丞
と
と
も
に

(印
を
)
7
け
取
り
︑
令
も
し
く
は
丞
の
印
で
封
印
し
︑
�
を
6
わ
し
て
御
�

(大
夫
)
に

上
@
さ
せ
る
︒
五
百
石
以
下
で
公
印
を
�
す
る
郡
縣
の
官
は
︑
裁
.
擔
當
者
が
印
を
7
け
取
り
︑
以
治
⁝
/
屬
の
執
法
に
⁝
︒
公
印
を

�
さ
な
い
郡
縣
の
官
お
よ
び
乘
車
�
以
下
の
者
は
︑
裁
.
擔
當
者
が
た
だ
ち
に
7
け
取
り
︑
裁
.
が
行
わ
れ
た
場
/
の
令
・
丞
の
印
で

封
印
し
︑
�
を
6
わ
し
て
⁝
︒

123
鯵
﹁
御
�
6
御
�
﹂
に
は
二
つ
の
﹁
御
�
﹂
が
見
え
る
が
︑
一
つ
目
は
御
�
を
瓜
括
す
る
御
�
大
夫
︑
二
つ
目
は
そ
の
�
下
で
あ
る
一
般
の

御
�
を
指
す
と
考
え
る
の
が
A
當
で
あ
ろ
う(14

)
︒
御
�
大
夫
が
﹁
御
�
﹂
と
も
省
略
さ
れ
う
る
こ
と
は
︑﹁
丞
相
御
�
﹂
と
竝
稱
さ
れ
る
例
が
秦

漢
の
鯵
牘
に
頻
見
す
る
點
か
ら
見
て
閒
B
い
な
い
︒
二
つ
目
の
﹁
6
わ
さ
れ
﹂
て
い
る
﹁
御
�
﹂
は
︑﹁
�
﹂
の
印
を
7
け
取
り
に
地
方
へ
と

5
6
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
︑
御
�
大
夫
で
は
あ
り
え
な
い
︒
そ
こ
で
當
該
箇
/
は
や
は
り
﹁
御
�
大
夫
が
御
�
を
6
わ
す
﹂
と
解
釋
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い(15

)
︒

續
く
�
﹁
在
郡
者
︑
言
郡
守
・
郡
監
︑
守
丞
・
尉
丞
與
治
者
雜
7
印
﹂
は
︑
繫
と
量
𠛬
さ
れ
た
の
が
郡
管
區
內
の
�
で
あ
っ
た
場
合
に
︑
こ

れ
を
郡
守
・
郡
監
へ
と
報
吿
す
べ
き
こ
と
を
営
べ
る
︒
御
�
と
郡
監
が
同
じ
條
�
に
見
え
る
以
上
︑
�
�
の
﹁
御
�
﹂
を
郡
監
御
�
の
略
稱
や
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讀
み
替
え
と
み
な
す
必
然
性
は
な
い
だ
ろ
う
︒

さ
ら
に
こ
こ
で
-
目
し
た
い
の
は
︑﹁
在
郡
者
⁝
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
わ
ざ
わ
ざ
郡
に
お
け
る
場
合
を
區
別
し
て
記
し
て
い
る
點
で
あ
る
︒

す
る
と
︑
そ
の
�
の
﹁
御
�
﹂
は
內
�
管
區

(秦
鯵
で
は
﹁
中
﹂
と
も
い
う(16
)

)
を
擔
當
す
る
御
�
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る(17

)
︒
言
い
奄
え
れ
ば
︑
官

�
が
﹁
繫
﹂
と
な
っ
た
場
合
の
報
吿
先
が
︑
內
�
管
區
で
は
御
�
︑
郡
管
區
で
は
郡
守
と
郡
監

(=

監
御
�
)
と
い
う
よ
う
に
區
別
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
︒
監
御
�
は
當
然
な
が
ら
郡
官
な
の
で
︑
內
�
に
監
御
�
が
い
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
︑
そ
こ
で
の
同
樣
の
役
割
は
御

�
が
擔
っ
て
い
た
こ
と
が
こ
こ
か
ら
.
&
す
る(18

)
︒

こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
︑
�
の
﹁
監
御
�
﹂
と
﹁
御
�
﹂
が
同
時
に
見
え
る
條
�
に
お
い
て
も
︑﹁
御
�
﹂
と
は
監
御
�
の
省
略
で
は
な
く
︑

中
央
/
在
の
御
�
だ
と
.
斷
さ
れ
る
︒

●
監
御
�
下
云
郡
守┐

︑
縣
官
已
論
︑
言
決
郡
守
︒
郡
守
謹
案
致
之
︑
不
具
者
︑
輒
卻
︒
F
�
易
具
︑
具
者
︑
郡
守
輒
移
48
御
�
以
齎
#

=
�
事
咸
陽
者
︒
御
�
掾
G
之
如
令
︑
�
不
具
不
G
者
︑
御
�
卻
郡
︒
而
歲
郡
課
︑
郡
/
移
49
幷
筭
︑
而
以
決
具
到
御
�
者
獄
數
J
之
︑

嬰
筭
多
者
爲
殿(19

)
︒
十
郡
取
殿
一
郡┐

︑
奇
不
盈
十
到
六
亦
取
一
郡
︒
〼
50
亦
各
課
縣┐

︑
御
�
課
中
縣
官
︑
取
殿
數
如
郡
︒
殿
者
︑
貲

守
・
守
丞
・
卒
�
・
令
・
丞
各
二
甲
︑
而
令
獄
�
均
怨
地
51(20

)

嶽
伍
48
-51

●
監
御
�
が
云
を
郡
守
に
下
し
た
な
ら
ば
︑
縣
官
は
裁
き
を
K
え
た
の
ち
︑
.
決
を
郡
守
に
報
吿
す
る
︒
郡
守
は
嚴
正
に
こ
れ
を
點
檢

し
︑
(裁
.
の
�
書
が
)
完
備
し
な
い
場
合
は
た
だ
ち
に
差
し
戾
す
︒
�
邊
に
あ
っ
て
書
類
が
N
い
や
す
い
な
ら
ば
︑
N
っ
た
�
書
を
郡

守
が
た
だ
ち
に
御
�
に
移
O
し
︑
移
O
に
は
齎
#
や
咸
陽
に
公
務
が
あ
る
者
を
用
い
る
︒
御
�
は
こ
れ
を
令
に
從
っ
て
公
G
で
あ
る
か

點
檢
す
る
︒
(
�
書
が
)
N
わ
な
か
っ
た
り
︑
(裁
.
が
)
公
G
で
な
か
っ
た
場
合
︑
御
�
は
郡
に
差
し
戾
す
︒
歲
ご
と
に
郡
の
考
課
を

行
い
︑
郡
が
移
O
し
た
案
件
を
總
計
し
︑
そ
れ
を
.
決

(の
�
書
)
が
完
備
し
て
御
�
に
到
着
し
た
案
件
數
で
割
り
︑
比
J
の
大
き
い

も
の
を
殿

(
�
下
位
)
と
す
る
︒
十
郡
ご
と
に
一
郡
を
殿
と
し
︑
餘
り
が
六
郡
か
ら
十
郡
未
滿
な
ら
ば
︑
こ
れ
も
そ
こ
か
ら
一
郡
を

(殿
に
)
定
め
る
︒
⁝
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
で
縣
を
考
課
し
︑
御
�
は
﹁
中
﹂
の
縣
官
を
考
課
し
︑
殿
と
す
る
數
を
定
め
る
方
法
は
郡
と
同
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樣
と
す
る
︒
殿
と
な
っ
た
場
合
︑
守
・
守
丞
・
卒
�
・
令
・
丞
は
各
二
甲
と
し
︑
獄
�
に
つ
い
て
は
怨
地
で
均(21

)
と
し
⁝

監
御
�
に
よ
る
﹁
云
﹂
(官
が
犯
罪
行
爲
を
吿
發
す
る
こ
と(22
)

)
の
後
︑
郡
縣
が
ど
の
よ
う
な
手
續
き
を
取
る
の
か
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
︒
監
御

�
が
あ
る
案
件
に
つ
い
て
郡
守
へ
と
云
の
�
書
を
下
す
と
︑
縣
官
で
裁
.
が
實
施
さ
れ
︑
そ
の
.
決
は
郡
守
へ
と
報
吿
さ
れ
る
︒
郡
守
は
そ
れ

を
點
檢
し
た
う
え
で
﹁
御
�
﹂
へ
と
報
吿
す
る
︒
こ
の
報
吿
を
O
る
#
者
と
し
て
﹁
�
事
咸
陽
者
﹂
が
指
定
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
報
吿
先
の

﹁
御
�
﹂
が
咸
陽
に
い
る
そ
れ
で
あ
る
こ
と
は
&
ら
か
で
あ
る
︒
さ
ら
に
鯵
の
斷
裂
を
跨
ぐ
も
の
の
︑
こ
の
後
に
は
﹁
御
�
課
中
縣
官
﹂
と
あ

り
︑﹁
中
﹂
の
縣
官
を
考
課
す
る
﹁
御
�
﹂
と
は
中
央
の
御
�
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
こ
れ
は
�
出
の
嶽
伍
123
-126
鯵
に
も
見
え
た
內
�
管
區
を
擔

當
す
る
御
�
に
當
た
る
︒
こ
れ
ら
の
﹁
御
�
﹂
も
ま
た
︑
監
御
�
で
は
あ
り
え
な
い
︒

以
上
に
よ
り
︑
少
な
く
と
も
嶽
麓
鯵
の
秦
律
令
に
お
い
て
單
に
﹁
御
�
﹂
と
だ
け
あ
る
場
合
︑
御
�
大
夫
の
省
略
で
あ
る
か
︑
あ
る
い
は
そ

の
�
下
の
御
�
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る(23

)
︒

(二
)
御
�
か
ら
監
御
�
へ

�
P
で
見
た
よ
う
に
︑
監
御
�
と
御
�
の
職
掌
に
は
共
�
し
た
部
分
が
あ
り
︑
そ
の
際
に
は
內
�
管
區
す
な
わ
ち
﹁
中
﹂
と
そ
の
外
部
の

﹁
郡
﹂
と
い
う
よ
う
に
擔
當
範
圍
が
區
別
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
﹁
中
﹂
內
外
で
の
御
�
・
監
御
�
の
分
擔
は
︑
秦
の
領
域
擴
大

に
Q
い
︑
御
�
か
ら
監
御
�
が
5
生
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
現
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒
か
つ
て
秦
の
領
域
が
﹁
中
﹂
に
限
ら
れ
郡
が
未
設

置
も
し
く
は
ま
だ
少
數
で
あ
っ
た
時
代(24

)
に
御
�
が
擔
っ
て
い
た
職
事
の
一
部
を
︑
郡
が
增
加
し
て
以
後
の
あ
る
時
點
か
ら
︑
監
御
�
と
い
う
專

門
の
官
が
擔
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
無
論
︑
こ
の
時
も
﹁
中
﹂
內
部
で
は
依
然
と
し
て
御
�
が
同
樣
の
職
事
を
擔
っ
て
い
た
は
ず
で

あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
沿
革
を
經
た
結
果
︑
�
P
で
見
た
よ
う
な
御
�
・
監
御
�
が
そ
れ
ぞ
れ
﹁
中
﹂
の
內
・
外
で
共
�
の
職
事
を
分
擔
す
る
と

い
う
狀
況
が
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
︒

御
�
か
ら
監
御
�
が
5
生
し
た
と
い
う
觀
點
は
游
逸
飛
が
旣
に
指
摘
し
て
い
る
の
だ
が
︑
そ
の
論
證
の
一
部
に
は
問
題
が
あ
る
︒
游
逸
飛
は
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睡
虎
地
秦
鯵
・
秦
律
十
八
種
179
鯵
﹁
御
�
卒
人
#
者
﹂
に
つ
い
て
︑
整
理
小
組
の
指
摘(25

)
に
基
づ
き
監
御
�
で
あ
る
と
解
釋
し
︑
監
御
�
は
よ
り

古
く
は
﹁
御
�
﹂
で
あ
っ
た
と
み
な
す
︒
そ
の
う
え
で
︑
御
�
は
元
來
中
央
か
ら
臨
時
に
5
6
さ
れ
る
も
の
で
︑
地
方
に
�
'
�
に
設
置
さ
れ

る
官
で
は
な
か
っ
た
が
︑
秦
の
瓜
一
�
後
に
至
る
と
監
御
�
と
な
り
︑
郡
に
お
い
て
固
定
し
た
治
/
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る(26

)
︒
し
か
し
︑

そ
も
そ
も
秦
律
十
八
種
﹁
御
�
卒
人
#
者
﹂
の
﹁
御
�
﹂
が
﹁
監
御
�
﹂
で
あ
る
根
據
は
整
理
小
組
の
推
測
以
外
に
は
な
い
︒
ま
た
�
営
の
秦

律
令
に
お
け
る
御
�
と
監
御
�
の
區
別
に
鑑
み
て
も
︑
や
は
り
こ
の
よ
う
な
讀
み
替
え
は
V
切
と
は
言
い
が
た
い(27

)
︒

も
っ
と
も
︑
御
�
か
ら
監
御
�
が
5
生
し
た
と
い
う
�
識
自
體
は
︑﹁
中
﹂
內
外
に
お
い
て
御
�
・
監
御
�
の
職
掌
が
共
�
し
て
い
た
こ
と

を
踏
ま
え
れ
ば
︑
あ
ら
た
め
て
肯
定
し
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
5
生
の
W
�
に
つ
い
て
,
一
�
料
を
擧
げ
て
跡
づ
け
る
こ
と
は
困
難
だ
が
︑
5

生
關
係
を
別
の
觀
點
か
ら
傍
證
す
る
も
の
と
し
て
︑
こ
こ
で
は
﹁
職
事
御
�
﹂
の
存
在
に
-
目
し
て
み
た
い
︒

時
代
は
や
や
影
る
が
︑﹃
晉
書
﹄
職
官
志
に
よ
れ
ば
︑
漢
代
の
侍
御
�
に
は
�
の
よ
う
な
職
掌
ご
と
の
區
別
が
あ
っ
た
と
い
う
︒

侍
御
�
︒
案
ず
る
に
二
漢
の
掌
る
/
︑
凡
そ
五
曹
�
り
︒
一
に
曰
く
令
曹
︑
律
令
を
掌
る
︒
二
に
曰
く
印
曹
︑
刻
印
を
掌
る
︒
三
に
曰
く

供
曹
︑
齋
祠
を
掌
る
︒
四
に
曰
く
尉
馬
曹
︑
Y
馬
を
掌
る
︒
五
に
曰
く
乘
曹
︑
護
駕
を
掌
る
︒

五
種
の
職
事
分
掌
が
整
然
と
記
営
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
よ
う
な
分
掌
が
漢
代
の
ど
の
時
點
で
成
立
し
た
か
︑
ま
た
こ
れ
が
固
定
�
な
分
掌
で

あ
っ
た
か
な
ど
に
つ
い
て
は
不
&
で
あ
る(28

)
︒
た
だ
︑
御
�
に
は
幅
廣
い
樣
々
な
職
務
が
あ
り
︑
一
定
の
枠
に
と
ら
わ
れ
な
い
臨
機
應
變
な
對
應

が
	
待
さ
れ
た
こ
と
を
反
映
し
た
記
営
と
7
け
と
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
︒
中
央
の
御
�
の
員
數
が
比
�
�
多
い
の
も
︑
同
樣
の
	
待
に
應
じ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る(29

)
︒
實
際
︑
漢
代
に
は
﹁
符
璽
御
�
﹂﹁
監
軍
御
�
﹂
な
ど
︑
擔
當
す
る
職
事
名
を
冠
し
た
御
�
が
い
く
ら
か
存
在
し
て

い
る(30

)
︒
こ
れ
に
つ
い
て
安
作
璋
・
熊
鐵
基
﹃
秦
漢
官
制
�
稿
﹄
は
�
の
よ
う
に
営
べ
る
︒

侍
御
�
は
專
稱
で
も
あ
り
鋭
稱
で
も
あ
る
︒
も
し
侍
御
�
が
あ
る
任
務
に
專
從
す
る
な
ら
﹁×

×

侍
御
�
﹂
と
も
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
た
︒

そ
の
例
と
し
て
﹁
治
書
侍
御
�

(持
書
侍
御
�
)
﹂
が
擧
げ
ら
れ
る
︒﹃
宋
書
﹄
百
官
志
下
に
は
﹁
漢
宣
�
齋
居
決
事
︑
令
御
�
二
人
治
書
︑

因
謂
之
治
書
御
�
﹂
と
い
う(31

)
︒
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同
書
は
さ
ら
に
︑﹁
監
郡
御
�

(監
御
�
)
﹂
も
同
じ
く
﹁×

×

侍
御
�
﹂
の
一
種
と
み
な
し
て
い
る(32

)
︒
こ
の
よ
う
な
特
定
の
任
務
に
一
定
	
閒

專
從
す
る
御
�
の
こ
と
を
︑
本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず
﹁
職
事
御
�
﹂
と
稱
し
て
お
き
た
い
︒

職
事
御
�
の
存
在
は
漢
代
に
限
ら
な
い
︒
秦
代
に
お
け
る
一
例
と
し
て
︑
里
耶
秦
鯵
に
み
え
る
﹁
治
虜
御
�
﹂
が
擧
げ
ら
れ
る
︒

令
曰
︑
�
僕
・
養
・
走
・
工
・
組
織
・
守
府
門
・
紺
匠
=
它
[
事
不
可
令
田
︑
六
人
予
田
徒
四
人
︒
徒
少
=
毋
徒
︑
\
移
治
虜
御
�
︑
御

�
以
均
予
︒

里
壹
8-756+

8-757

令
に
曰
く
︑
�
の
僕
・
養
・
走
・
工
・
組
織
・
守
府
門
・
紺
匠
と
な
っ
て
い
る
者
や
︑
そ
の
他
の
緊
[
の
事
が
あ
る
者
が
︑
a
作
に
從

事
で
き
な
い
場
合
︑
六
人
ご
と
に
田
徒
四
人
を
與
え
る
︒
田
徒
が
足
り
な
い
場
合
や
田
徒
が
い
な
い
場
合
は
︑
帳
\
を
作
成
し
て
治
虜

御
�
に
O
り
︑
御
�
は

(縣
の
閒
で
)
均
等
に
な
る
よ
う
に

(田
徒
を
)
與
え
る
︒

治
虜
御
�
は
そ
の
後
の
�
料
に
は
見
ら
れ
な
い
た
め
︑
一
時
�
な
任
務
が
K
わ
れ
ば
中
央
に
歸
り
一
般
の
御
�
に
戾
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
示

唆
さ
れ
る
︒
持
續
�
な
官
職
と
し
て
固
定
�
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
職
事
御
�
の
具
體
例
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
御
�
に
臨
時
の
專
從
任
務
を
與
え
︑
そ
の
任
務
名
を
冠
し
た
職
事
御
�
と
し
て
地
方
に
5
6
す
る
こ
と
は
秦
に
お
い
て
も
行

わ
れ
て
い
た
︒
瓜
一
以
�
に
も
そ
う
し
た
こ
と
は
あ
っ
た
と
考
え
て
差
し
荏
え
な
い
だ
ろ
う
︒
な
ら
ば
︑
監
御
�
も
ま
た
本
來
は
こ
う
し
た
職

事
御
�
︑
す
な
わ
ち
中
央
/
在
・
臨
時
5
6
の
御
�
に
由
來
し
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
想
定
可
能
で
あ
る
︒
こ
の
想
定
に
大
W
な
け
れ
ば
︑

御
�
か
ら
の
監
御
�
の
5
生
に
つ
い
て
は
︑
職
事
御
�
の
存
在
を
媒
介
項
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
說
&
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
す
な
わ

ち
︑
當
初
︑
監
御
�
は
郡
に
常
在
す
る
官
職
と
し
て
は
存
在
せ
ず
︑
郡
に
對
し
て
何
ら
か
の
監
察
が
必
!
と
な
る
た
び
︑
中
央
の
御
�
が
職
事

御
�
と
し
て
︑
お
そ
ら
く
は
﹁
監
郡
御
�

(郡
監
御
�
)
﹂
の
よ
う
な
名
を
冠
し
て
5
6
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
任
務
が
K
わ
れ
ば
中
央
に
歸
り
︑

一
般
の
御
�
と
し
て
他
の
任
務
を
待
つ
の
が
�
常
で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
郡
の
增
加
と
そ
の
持
續
に
よ
っ
て
︑
郡
へ
の
監
察
は
繼
續
�
に
必

!
な
任
務
と
な
っ
た
︒
か
く
し
て
瓜
一
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
時
	

︱
︱
郡
設
置
開
始
の
�
四
世
紀
後
c(33

)
以
後
︑
嶽
麓
秦
鯵
に
確
�
で
き
る
�

二
二
二
年
ま
で
の
閒
︱
︱

に
お
い
て
︑
監
御
�
が
獨
立
し
た
官
職
と
な
る
に
至
っ
た
︑
と
︒
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(三
)
監
御
�
の
官
府

監
御
�
が
獨
立
し
た
郡
官
と
な
る
に
Q
い
︑
監
御
�
の
た
め
の
官
府
が
郡
內
に
設
置
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
︒
d
に
言
え
ば
︑
監
御
�
の
官
府

の
存
在
か
ら
︑
監
御
�
が
職
事
御
�
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
を
確
�
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
游
逸
飛
は
︑
鯵
牘
"
料
に
散
見
す
る
﹁
監

府
﹂
を
監
御
�
府
の
略
稱
と
み
な
し
て
い
る(34

)
︒
こ
れ
を
も
っ
て
監
御
�
は
固
定
さ
れ
た
官
府
を
�
し
た
と
み
て
閒
B
い
な
い
で
あ
ろ
う
が
︑
こ

こ
で
は
さ
ら
に
別
の
視
點
か
ら
も
檢
證
を
加
え
て
お
き
た
い
︒

あ
る
任
務
を
帶
び
て
一
時
�
に
本
來
の
勤
務
地
を
離
れ
た
官
�
が
勤
務
す
る
場
/
は
︑
�
常
﹁
治
/
﹂
と
呼
ば
れ
︑
そ
の
實
例
が
秦
鯵
牘
に

散
見
す
る
︒
�
の
里
耶
秦
鯵
は
︑
f
獄
の
業
務
を
行
う
た
め
に
閏
縣

(洞
庭
郡
/
屬(35
)

)
ま
で
5
6
さ
れ
た
御
�
の
勤
務
場
/
へ
と
宛
て
ら
れ
た

封
檢
で
あ
る
︒

御
�
f
獄
治
閏
︑
故
令
人
行
︒

里
壹
8-632+

8-631
(36
)

｢治
閏
﹂
は
﹁
(5
6
先
で
あ
る
)
閏
縣
で
の
治
/
﹂
を
i
味
す
る(37

)
︒
f
獄
の
具
體
�
な
對
象
は
不
&
だ
が
︑
f
獄
に
從
事
す
る
﹁
御
�
﹂
は
&

ら
か
に
監
御
�
で
は
な
く

(監
御
�
で
あ
れ
ば
﹁
監
府
﹂
宛
て
と
な
る
は
ず
で
あ
る
)
︑
中
央
か
ら
一
時
�
に
5
6
さ
れ
た
御
�
で
あ
り
︑
&
示
さ

れ
て
は
い
な
い
も
の
の
職
事
御
�
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
同
樣
に
臨
時
5
6
の
官
の
執
務
場
/
を
﹁
治
/
﹂
と
稱
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑

丞
相
假
�
の
治
/

(里
0

16-886)
︑
酉
陽
縣
獄
�
の
治
/

(里
壹

8-133)
︑
沅
陵
縣
獄
�
の
治
/

(里
壹

8-940)
︑
f
獄
�
の
治
/

(里
壹

8-1295)
と
い
っ
た
類
例
が
あ
る
︒
縣
獄
�
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
本
來
の
勤
務
場
/
は
そ
れ
ぞ
れ
の
﹁
縣
廷
﹂
で
あ
る
は
ず
な
の
で
︑﹁
治
/
﹂

に
﹁
一
時
�
な
移
動
先
で
の
勤
務
場
/
﹂
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
︒

一
方
︑
�
営
の
�
り
監
御
�
の
勤
務
場
/
は
﹁
監
府
﹂
と
稱
さ
れ
︑
里
耶
秦
鯵
に
も
實
例
が
見
え
る

(里
壹
8-1006︑
8-1644)
︒﹁
治
/
﹂

と
對
比
す
れ
ば
︑﹁
監
府
﹂
に
は
移
動
先
で
は
な
い
本
來
の
勤
務
場
/
︑
長
官
が
常
在
す
る
勤
務
場
/
と
い
っ
た
含
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
點
か
ら
も
臨
時
5
6
の
御
�
と
郡
常
m
の
監
御
�
と
の
區
別
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
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さ
ら
に
︑
監
御
�
に
は
し
ば
し
ば
特
定
の
地
名
が
冠
せ
ら
れ
る
點
も
ま
た
︑
監
御
�
が
一
郡
に
固
定
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
反
映
す

る
だ
ろ
う(38

)
︒
例
え
ば
傳
世
�
獻
の
﹁
泗
川
監
﹂
(﹃
�
記
﹄
高
祖
本
紀
等
)
や
桂
林
監

(﹃
�
記
﹄
南
越
列
傳
等
)
の
ほ
か
︑
出
土
鯵
牘
に
も
﹁
洞
庭

監
御
�
﹂
(里
0
11-34)
の
例
が
あ
る(39

)
︒

た
だ
し
鯵
牘
"
料
に
お
い
て
は
地
名
を
冠
さ
な
い
例
も
あ
る
︒
嶽
麓
秦
鯵
﹁
爲
獄
等
狀
四
種
﹂
の
案
例
一
﹁
監
御
�
康
云
以
爲
⁝
﹂
(嶽
叁

14
鯵
)
が
そ
れ
で
あ
る
︒
こ
の
案
例
の
中
に
は
︑
州
陵
縣

(南
郡
/
屬
)
へ
の
言
=
が
あ
る
た
め
︑
こ
こ
で
の
﹁
監
御
�
﹂
は
そ
こ
を
管
o
す

る
南
郡
の
監
御
�
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
が
︑
鯵
牘
上
の
表
記
は
﹁
監
御
�
﹂
と
の
み
あ
っ
て
﹁
南
郡
監
御
�
﹂
と
は
稱
し
て
い
な
い
︒
こ

れ
は
︑
爲
獄
等
狀
四
種
と
い
う
�
獻
の
性
質
ゆ
え
に
地
名
が
省
略
可
能
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
爲
獄
等
狀
四
種
は
︑
W
去
の
.
例
を

集
め
司
法
業
務
の
參
考
材
料
と
し
て
用
い
る
た
め
に
p
纂
さ
れ
た
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
い
る(40

)
︒
こ
の
用
q
に
照
ら
せ
ば
︑
具
體
�
な
地
名
は
必

ず
し
も
不
可
缺
で
は
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
.
例
の
理
解
に
荏
障
が
な
け
れ
ば
省
略
な
い
し
は
抽
象
�
さ
れ
た
表
現
と
な
っ
て
も
問
題
は
な
か
っ

た
も
の
と
捉
え
て
お
き
た
い(41

)
︒

二

監
御
�
と
執
法

(一
)
監
御
�
と
郡
守
・
郡
尉

�
営
の
�
り
︑
監
御
�
は
職
事
御
�
か
ら
5
生
し
た
と
推
定
さ
れ
る
が
︑
遲
く
と
も
瓜
一
の
�
年
ま
で
に
は
旣
に
臨
時
5
6
で
は
な
く
地
方

常
m
の
官
と
な
り
︑
基
本
�
に
郡
內
の
固
定
さ
れ
た
官
府
に
お
い
て
勤
務
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
i
味
で
︑
瓜
一
秦
に
お
け
る
監
御
�
は
︑

中
央
が
臨
時
に
5
6
す
る
職
事
御
�
と
は
存
在
形
態
が
&
確
に
衣
な
る
︒
第
三
違
に
て
詳
営
す
る
よ
う
に
︑
職
事
御
�
は
監
察
機
能
を
�
じ
︑

秦
の
瓜
治
領
域
の
﹁
面
﹂
�
な
荏
�
を
擔
う
︒
こ
れ
に
對
し
て
︑
監
御
�
は
郡
と
い
う
地
方
瓜
治
機
r
の
中
の
一
つ
の
﹁
點
﹂
と
し
て
の
性
格

を
�
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
言
え
る
︒
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
︑
同
じ
く
郡
の
瓜
治
機
r
を
r
成
し
た
郡
守
や
郡
尉
︑
そ
し
て
縣
の
上
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位
で
監
察
を
擔
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
執
法
と
の
關
係
で
あ
る
︒
こ
の
關
係
に
つ
い
て
の
�
料
は
必
ず
し
も
豐
富
と
は
言
え
な
い
が
︑
出
土
鯵
牘

か
ら
讀
み
取
り
う
る
範
圍
で
考
察
を
加
え
て
お
き
た
い
︒

ま
ず
︑
郡
の
泰
守

(郡
守
)
と
郡
尉
そ
れ
ぞ
れ
が
不
在
の
場
合
の
代
行
に
つ
い
て
営
べ
た
�
の
嶽
麓
秦
鯵
を
取
り
あ
げ
よ
う
︒

郡
尉
不
存
︑
以
守
行
尉
事
︒
泰
守
不
存
︑
令
尉
爲
假
守
︒
泰
守
・
尉
皆
不
存
︑
令
�
六
百
石
以
上
=
守
�

(後
略
)

0370
(42
)

郡
尉
が
不
在
で
あ
れ
ば
︑
泰
守

(郡
太
守
)
に
郡
尉
の
業
務
を
代
行
さ
せ
る
︒
泰
守
が
不
在
で
あ
れ
ば
︑
郡
尉
を
假
守
と
す
る
︒
泰
守

も
郡
尉
も
い
ず
れ
も
不
在
で
あ
れ
ば
︑
六
百
石
以
上
の
�
お
よ
び
守
�
に
⁝

郡
守
と
郡
尉
と
は
そ
れ
ぞ
れ
が
不
在
の
際
︑
相
互
に
代
行
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
監
御
�
は
そ
う
し
た
代
行
の
候
補
と
し

て
擧
げ
ら
れ
て
い
な
い
︒
郡
守
・
郡
尉
の
雙
方
が
不
在
と
な
っ
た
と
き
に
は
﹁
�
六
百
石
以
上
﹂
が
代
行
す
る
の
で
︑
こ
こ
で
よ
う
や
く
監
御

�
は
代
理
候
補
に
擧
が
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
郡
守
・
郡
尉
を
代
行
す
る
官
の
第
一
候
補
が
監
御
�
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
點
は

興
味
深
い
︒
郡
守
府
・
郡
尉
府
の
長
官
の
職
務
を
す
ぐ
に
は
代
行
で
き
な
い
と
い
う
監
御
�
の
位
置
づ
け
は
︑
そ
れ
が
監
察
官
で
あ
る
こ
と
に

鑑
み
れ
ば
︑
必
!
以
上
の
密
接
な
關
係
や
.
着
を
豫
防
す
る
と
い
う
點
で
s
得
で
き
る
も
の
で
あ
る
︒
監
御
�
は
郡
守
・
郡
尉
に
對
し
て
一
步

離
れ
た
よ
り
特
殊
な
立
場
に
あ
っ
た
と
思
し
い
︒
こ
の
三
官
の
あ
い
だ
の
關
係
が
決
し
て
等
u
離
と
は
言
え
な
い
點
に
は
あ
ら
た
め
て
-
i
を

拂
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

(二
)
監
御
�
・
執
法
の
監
察
責
任

�
営
の
郡
守
・
郡
尉
の
代
行
候
補
と
し
て
監
御
�
と
同
樣
に
候
補
に
擧
が
っ
て
い
な
い
の
が
執
法
で
あ
る
︒
執
法
も
ま
た
地
方
監
察
を
擔
っ

た
た
め
︑
監
御
�
と
似
た
立
場
に
あ
っ
た
と
し
て
も
奇
怪
で
は
な
い
︒
そ
の
一
方
で
︑
こ
の
竝
立
す
る
監
御
�
・
執
法
の
職
務
が
い
か
に
區
別

さ
れ
て
い
た
の
か
︑
今
ひ
と
つ
.
然
と
し
て
い
な
い
︒
そ
の
點
は
別
稿
に
お
い
て
も
指
摘
し
た
が(43

)
︑
そ
の
後
に
公
開
さ
れ
た
�
料
に
よ
っ
て
少

し
く
議
論
を
v
め
︑
監
御
�
の
權
限
に
つ
い
て
も
あ
ら
た
め
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
︒
結
論
か
ら
言
え
ば
︑
監
御
�
と
執
法

― 11 ―

591



と
で
は
監
察
責
任
の
範
圍
に
お
い
て
相
B
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
具
體
�
に
は
︑
監
御
�
は
あ
く
ま
で
監
察
官
の
立
場
か
ら
郡
縣
�
を
吿

發
す
る
の
み
に
と
ど
ま
る
一
方
︑
執
法
は
自
身
で
審
理
・
裁
決
を
下
す
こ
と
も
で
き
た
︒
以
下
に
そ
の
こ
と
を
確
�
し
よ
う
︒

監
御
�
に
よ
る
郡
縣
の
司
法
に
對
す
る
關
與
に
つ
い
て
︑
傳
世
�
獻
で
は
﹁
掌
監
郡
﹂
(﹃
漢
書
﹄
百
官
公
卿
表
)
�
度
の
x
報
し
か
な
く
︑
具

體
�
な
監
察
の
實
態
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
な
い
︒
游
逸
飛
は
監
御
�
の
職
掌
を
考
察
す
る
中
で
︑
監
御
�
は
郡
の
司
法
案
件
に
關
與
す
る
こ
と

も
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
一
方
︑
そ
の
司
法
權
に
は
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る(44

)
︒
そ
こ
で
檢
討
さ
れ
て
い
る
嶽
麓
秦
鯵
﹁
爲
獄
等
狀
四

種
﹂
案
例
一
は
︑
監
御
�
の
司
法
關
與
に
關
す
る
數
少
な
い
�
料
の
一
つ
で
あ
る
た
め
︑
具
體
�
な
內
容
を
見
て
お
き
た
い
︒
以
下
に
引
用
す

る
の
は
そ
の
一
部
︑
始
皇
二
十
五
年
に
お
け
る
南
郡
州
陵
縣
の
.
決
と
︑
そ
れ
を
監
御
�
が
﹁
不
當
﹂
と
み
な
し
再
審
を
命
じ
た
部
分
で
あ
る
︒

五
�
甲
辰
︑
州
陵
守
綰
・
丞
越
・
�
獲
論
令
癸
・
瑣
等
各
贖
黥
︒
癸
└
・
行
戍
衡
山
郡
各
三
歲
︑
以
當
法
︒
先
備
13
贖
︒
不
論
沛
等
└
︒

監
御
�
康
云
以
爲
︑
不
當
︑
錢
不
處
︑
當
y
論
︒
y
論
=
論
失
者
言
決
︒
(後
略
)
14

嶽
叁
13
-14

五
�
甲
辰
︑
州
陵
縣
守
令
の
綰
・
丞
の
越
・
令
�
の
獲
が
裁
き
︑
癸
・
瑣
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
贖
黥
と
す
る
︒
癸
・
行
は
衡
山
郡
の
戍
卒
に

あ
て
る
こ
と
そ
れ
ぞ
れ
三
年
と
す
る
︒
以
上
の
�
り
法
を
V
用
す
る
︒
ま
ず
は
贖
𠛬
を
完
了
さ
せ
る
︒
沛
ら
に
つ
い
て
は
裁
か
な
い

(以
上
︑
州
陵
縣
の
.
決
)
︒
監
御
�
の
康
が
云
す
る
︒
.
決
は
不
當
で
︑
賞
金
も
荏
拂
わ
れ
て
い
な
い
︒
再
審
の
必
!
が
あ
る
︒
再
審
を

行
い
︑
�
囘
の
裁
.
時
に
W
失
の
あ
っ
た
者
を
確
定
し
︑
報
吿
す
る
こ
と
︒
(後
略
)

こ
の
の
ち
︑
南
郡
假
守
は
州
陵
縣
に
對
し
︑
そ
も
そ
も
事
件
の
內
容
は
&
確
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
旣
存
の
律
令
に
基
づ
き
處
分
で
き
る
は
ず
で
︑

そ
も
そ
も
奏
讞
に
は
當
た
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
{
答
し
て
い
る
︒

こ
こ
で
監
御
�
は
云

(吿
發
)
を
行
う
�
體
と
し
て
の
み
現
れ
︑
そ
の
後
の
再
審
や
.
決
は
縣
�
︑
そ
し
て
そ
の
上
(
で
あ
る
郡
守

(こ
こ

で
は
假
守
)
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
再
審
に
入
っ
て
以
後
︑
監
御
�
は
關
與
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
游
逸
飛
の
指
摘
す
る
�

り
︑
監
御
�
は
縣
の
.
決
に
關
す
る
問
題
點
を
指
摘
す
る
の
み
で
︑
ま
さ
し
く
監
察
の
役
割
を
果
た
す
に
留
ま
っ
て
い
る(45

)
︒

さ
ら
に
監
御
�
に
よ
る
云
に
つ
い
て
は
︑
�
揭
の
嶽
伍
48
-51
に
お
い
て
も
言
=
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
!
點
は
あ
ら
ま
し
�
の
�
り
と
な
る
︒

― 12 ―

592



監
御
�
が
郡
守
に
云
の
�
書
を
下
す
と
︑
縣
官
は
再
度
の
裁
.
を
行
い
︑
郡
守
に
報
吿
す
る
︒
郡
守
は
こ
の
內
容
を
點
檢
し
︑
書
類
が
具

備
し
て
い
れ
ば
す
ぐ
中
央
の
御
�
へ
と
O
る
︒
御
�
は
こ
れ
を
點
檢
し
︑
問
題
が
あ
れ
ば
郡
に
差
し
戾
す
︒
こ
れ
は
郡
の
考
課
對
象
に
も

な
り
︑
こ
の
考
課
で
�
下
位
と
な
る
と
︑
郡
守
以
下
の
官
�
が
處
分
さ
れ
る
︒

こ
の
液
れ
に
沿
っ
て
︑
嶽
叁
13
-14
鯵
に
お
い
て
も
再
審
や
上
(
機
關
へ
の
報
吿
が
v
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
で
さ
ら
に
-
i
す
べ
き

は
︑
郡
に
對
す
る
考
課
で
�
下
位

(殿
)
と
な
っ
た
場
合
の
處
罰
對
象
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
そ
の
部
分
の
原
�
に
は
︑

殿
者
︑
貲
守
・
守
丞
・
卒
�
・
令
・
丞
各
二
甲
︑
而
令
獄
�
均
怨
地

嶽
伍
51

と
あ
り
︑
處
分
對
象
と
な
る
の
は
郡

(郡
守
・
郡
守
丞
・
卒
�
)
︑
縣

(令
・
丞
)
の
各
官
で
︑
監
御
�
は
特
に
擧
げ
ら
れ
て
い
な
い
︒
こ
れ
は
監

御
�
が
裁
.
上
の
問
題
を
指
摘
し
再
審
を
命
じ
る
の
み
で
︑
そ
の
後
の
審
理
・
.
決
に
は
介
入
し
な
か
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
よ
う
︒
で
あ

れ
ば
︑
郡
縣
官
�
と
監
御
�
と
で
は
︑
司
法
に
お
け
る
責
任
の
/
在
が
衣
な
っ
て
い
た
と
言
え
る
︒
す
な
わ
ち
︑
司
法
上
の
不
備
や
W
失
が
あ

れ
ば
︑
直
接
に
審
理
・
.
決
を
行
う
縣
と
そ
の
報
吿
を
7
け
る
郡
の
責
任
が
問
わ
れ
て
處
罰
さ
れ
え
た
が
︑
こ
れ
に
對
し
て
監
御
�
は
あ
く
ま

で
郡
縣
の
活
動
を
監
視
し
て
不
備
や
W
失
を
指
摘
す
る
立
場
で
あ
り
︑
そ
の
結
果
と
し
て
行
わ
れ
る
再
審
な
ど
の
責
任
に
つ
い
て
は
問
わ
れ
な

い
の
で
あ
る
︒
言
い
奄
え
れ
ば
︑
監
御
�
は
一
定
�
度
︑
郡
縣
の
司
法
か
ら
免
責
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
官
�
の
監
察
の
み
を
�
務
と
し
た
監
御
�
は
︑
そ
の
責
任
も
限
定
�
で
あ
っ
た
︒
監
御
�
は
郡
の
縣
に
對
す
る
監
視
を
さ

ら
に
監
視
す
る
役
割
を
�
す
る
が
︑
郡
縣
內
の
裁
.
そ
の
も
の
に
は
直
接
�
な
責
任
を
~
わ
な
い
︒
こ
れ
が
地
方
監
察
官
と
し
て
の
監
御
�
の

立
場
で
あ
る
︒

(三
)
執
法
の
司
法
權

�
営
の
よ
う
に
監
御
�
の
郡
縣
司
法
に
對
す
る
責
任
が
限
定
�
で
あ
っ
た
の
に
對
し
て
︑
執
法
は
自
ら
審
理
を
行
い
︑
.
決
を
下
す
場
合
さ

え
あ
っ
た
︒
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諸
執
法
・
縣
官
/
治
而
當
上
奏
當
者
︑
●
其
辠
當
耐
以
下
︑
皆
令
先
決
78
論
之
︑
而
上
其
奏
決
︒
79

嶽
伍
78
-79

諸
そ
執
法
・
縣
官
が
審
理
し
︑
奏
當

(V
用
す
る
罪
と
そ
の
法
�
根
據
を
営
べ
た
�
書
)
を
上
@
す
べ
き
件
に
つ
い
て
︑
罪
が
耐
以
下
に
當

た
れ
ば
︑
す
べ
て

(執
法
・
縣
官
が
)
ま
ず
.
決
し
︑
そ
の
.
決
を
上
@
さ
せ
る
︒

執
法
・
縣
33
官
/
已
�
論
不
應
律
者
︑
皆
當
y
論(46

)
︒
34

嶽
陸
33
-34

執
法
・
縣
官
が
以
�
に
裁
い
た
內
容
で
律
に
V
合
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
場
合
︑
す
べ
て
改
め
て
裁
か
せ
る
︒

執
法
は
縣
官
と
同
樣
に
︑
自
ら
裁
き
を
下
す
こ
と
が
あ
っ
た
と
.
&
す
る
︒
た
だ
し
嶽
伍
78
-79
に
お
い
て
は
︑
耐
以
下
の
罪
な
ら
ば
そ
の
.

決
の
�
り
執
行
さ
れ
る
が
︑
そ
れ
よ
り
重
い
罪
に
つ
い
て
は
上
(
機
關
に
報
吿
す
る
必
!
が
あ
り
︑
單
獨
で
の
結
審
は
�
め
ら
れ
て
い
な
い
︒

こ
の
よ
う
に
︑
監
察
の
み
の
役
割
に
と
ど
ま
る
監
御
�
に
比
べ
て
︑
執
法
は
よ
り
直
接
�
な
司
法
權
を
�
し
て
い
た(47

)
︒
で
は
執
法
の
裁
.
は
︑

ど
の
よ
う
な
場
合
に
行
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
ま
ず
︑
縣
の
裁
.
に
お
い
て
無
罪
と
な
っ
た
案
件
が
︑
定
	
�
に
執
法
へ
と
報
吿
さ
れ
て
い
た
︒

●
治
辠
=
諸
�
吿
云
而
不
當
論
者
︑
皆
具
傳
吿
云
辭
論
決
︑
上
屬
/
執
法
︑
與
計
偕
︒
●
執
法
案
掾
其
論

嶽
伍
335

●
罪
を
審
理
し
た
の
に
︑
あ
る
い
は
吿
云
が
あ
っ
た
の
に
裁
く
に
は
當
た
ら
な
か
っ
た
場
合
︑
い
ず
れ
も
吿
云
・
供
営
・
結
論
の
�
書

を
N
え
て
O
り
︑
/
屬
先
の
執
法
に
提
出
す
る
︒
こ
れ
は
上
計
と
同
時
に
行
う
︒
●
執
法
は
そ
の
裁
き
に
つ
い
て
點
檢
し
⁝

審
理
を
行
っ
た
り
︑
あ
る
い
は
吿
發
を
7
理
し
て
も
︑
裁
く
に
當
た
ら
な
い
と
.
斷
さ
れ
た
場
合
︑
關
聯
の
�
書
を
取
り
そ
ろ
え
て
執
法
に
報

吿
す
る
必
!
が
あ
っ
た
︒
執
法
で
は
こ
れ
を
點
檢
し
︑
不
備
が
な
い
か
確
�
す
る
︒
こ
の
執
法
府
で
の
點
檢
は
︑
縣
の
審
理
の
み
で
�
罪
を
見

�
し
て
し
ま
う
事
態
を
防
ぐ
た
め
設
定
さ
れ
た
二
重
點
檢
の
i
味
合
い
を
持
つ
だ
ろ
う
︒
執
法
へ
の
報
吿
・
點
檢
は
上
計
と
同
時
に
行
わ
れ
る

た
め
︑
執
法
の
縣
に
對
す
る
定
	
�
な
監
察
の
機
會
が
確
保
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
︒
そ
し
て
鯵
の
缺
損
に
よ
り
條
�
が
完
 
で
は
な
い

も
の
の
︑
縣
の
審
理
に
問
題
が
あ
れ
ば
執
法
が
縣
�
を
裁
き
︑
處
罰
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

�
の
條
�
の
內
容
は
や
や
複
雜
だ
が
︑
縣
�
に
よ
る
吿
發
か
ら
執
法
の
裁
.
が
始
ま
っ
た
と
み
ら
れ
る
例
で
あ
る
︒

●
諸
爲
符
官
︑
各
悉
案
符
︒
令
初
下
以
來
︑
官
報
左
符
到
而
留
者
︑
盡
云
︑
移
其
獄
屬
/
執

法(48
)

︑
獄
屬
/
執

法
52
具
論
當
坐
者┐

︒
後
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�
留
者
︑
爲
符
官
輒
云
論
之(49

)
︒

●
廿
53

嶽
陸
52
-53

●
お
よ
そ
符

(割
り
符
)
を
作
成
し
た
官
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
で
入
念
に
符
を
點
檢
す
る
︒
令
が
�
初
に
下
さ
れ
て
以
影
︑
あ
る
官
が
左
符

(符
の
發
給
元
で
保
管
す
る
右
符
に
對
し
て
︑
相
手
側
に
O
ら
れ
る
符
の
片
割
れ
の
こ
と
)
の
到
着
を

(符
を
發
給
し
た
官
へ
と
)
報
吿
し
た
の
に
︑

(報
吿
を
7
け
た
符
の
發
給
官
が
對
應
を
)
遲
ら
せ
た
場
合
︑
み
な
云
し
︑
獄
の
/
屬
先
の
執
法
に

(
云
の
�
書
を
)
O
り
︑
獄
の
/
屬
先

の
執
法
は
處
罰
に
當
た
る
者
を
つ
ぶ
さ
に
裁
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
以
影
も
︑
對
應
を
遲
ら
せ
た
場
合
︑
符
を
發
給
し
た
官
を

た
だ
ち
に
云
し
て
裁
く
︒

●
廿

符
の
作
成
官
が
�
や
か
な
對
應
を
怠
っ
た
場
合
の
吿
發
に
關
す
る
規
定
で
あ
る
︒
そ
の
吿
發

(
云
)
は
執
法
へ
と
報
吿
さ
れ
︑
執
法
の
審
理
に

よ
っ
て
處
罰
對
象
が
決
定
さ
れ
る
︒
符
の
作
成
官
と
い
う
の
は
樣
々
に
想
定
で
き
る
が
︑
地
方
に
お
い
て
は
縣
廷
が
そ
れ
に
該
當
す
る
こ
と
は

疑
い
な
い
︒
こ
こ
で
縣
が
單
獨
で
裁
く
の
で
は
な
く
︑
わ
ざ
わ
ざ
執
法
へ
の
報
吿
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
符
の
O
7
信
と
い
う
︑
縣
境
を

越
え
う
る
問
題
に
關
わ
る
た
め
で
あ
ろ
う
︒

�
の
條
�
は
︑
官
�
が
衣
動
し
た
の
ち
に
發
覺
し
た
問
題
に
對
し
て
執
法
が
裁
.
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
︒

●
令
曰
︑
�
徙
官
而
當
論
者
︑
故
官
寫
云
︑
上
屬
/
執
法
︑
執
法
令
怨
官
亟
論
之
︒
執
法
︻
課
其
留
者
︑
以(50

)
︼
發
�
律
論
之
︒︻
不
︼
216

上
屬
/
執
法
而
徑
吿
縣
官
者
︑
貲
一
甲
︒
以
爲
恒
︒

●
□
□
□
第
廿
二
217

嶽
伍
216
-217

●
令
に
曰
く
︑
�
が
官
を
移
っ
て
か
ら

(罪
が
あ
り
)
裁
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
︑
も
と
の
官

(に
/
屬
す
る
�
)
が
云
の
�
書
を

作
成
し
︑
そ
れ
を
/
屬
の
執
法
に
上
@
し
︑
執
法
は
怨
し
い
任
地
の
官
に
す
み
や
か
に
裁
か
せ
る
︒
執
法
は

(裁
.
の
)
遲
滯
し
て
い

る
者
を
考
課
し
︑
發
�
律
に
よ
っ
て
こ
れ
を
裁
く
︒
/
屬
の
執
法
に
上
@
せ
ず
︑
直
接
に
縣
官
に
吿
げ
た
場
合
は
︑
貲
一
甲
︒
こ
れ
を

常
制
と
す
る
︒

●
□
□
□
第
廿
二

�
常
︑
縣
�
を
吿
發
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
縣
內
あ
る
い
は
上
(
の
郡
內
で
裁
.
は
完
結
す
る
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
こ
れ
は
﹁
徙
官
﹂
す
な
わ
ち

官
�
の
衣
動
後
に
生
じ
た
問
題
の
�
い
に
つ
い
て
営
べ
る
も
の
で
︑
郡
縣
の
枠
を
越
え
た
�
査
や
審
理
が
必
!
に
な
る
も
の
と
想
定
さ
れ
る
︒
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そ
れ
ゆ
え
執
法
へ
の
報
吿
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
執
法
の
役
割
は
こ
こ
で
は
﹁
怨
官
﹂
(吿
發
さ
れ
た
官
�
の
衣
動
先
の
官
)
に

裁
.
を
促
す
こ
と
で
︑
よ
っ
て
そ
れ
が
遲
滯
し
た
場
合
に
は
擔
當
官
を
處
罰
す
る
權
限
を
�
し
た
︒

�
の
鯵
も
︑
や
は
り
行
政
單
位
の
境
界
を
越
え
う
る
問
題
に
つ
い
て
執
法
が
裁
.
を
行
う
例
で
あ
る
︒

●
令
曰
︑
縣
官
相
付
7
︑
F
�
不
能
以
付
7
之
︑
歲
計
而
隤
計
者
︑
屬
/
執
法
輒
云
窮
問
︑
以
留
乏
發
�
律
論
坐
者(51

)
︒

嶽
伍
299

●
令
に
曰
く
︑
縣
官
が
互
い
に

(錢
財
や
人
員
を
)
�
7
す
る
に
あ
た
り
︑
u
離
が
�
く
て
そ
れ
を
�
7
で
き
ず
︑
そ
の
年

(の
帳
\

上
)
に
計
上
す
べ
き
も
の
を
�
年
度
に
繰
り
越
し
た
場
合
︑
/
屬
の
執
法
は
た
だ
ち
に
云
し
て
取
り
�
べ
︑
留
乏
發
�
律
に
よ
っ
て
該

當
者
を
裁
く
︒

縣
閒
で
の
錢
財
や
人
員
の
や
り
と
り
に
つ
い
て
執
法
が
監
視
し
︑
會
計
上
の
遲
滯
が
あ
っ
た
場
合
に
は
執
法
が
直
接
に
吿
發
し
︑
審
理
・
處
罰

す
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

こ
れ
ら
の
執
法
の
裁
.
に
お
い
て
︑
縣
で
發
生
し
た
問
題
が
郡
守
で
は
な
く
執
法
へ
と
報
吿
さ
れ
て
い
る
理
由
は
な
ぜ
か
︑
鯵
單
に
は
解
答

で
き
な
い
︒
た
だ
し
︑
い
ず
れ
も
縣
の
枠
の
み
な
ら
ず
郡
の
枠
を
も
越
え
た
問
題
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
-
目
さ
れ
る
︒
執
法
の
管

區
︑
と
り
わ
け
そ
れ
が
郡
と
合
致
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
︑
現
�
の
�
料
か
ら
確
言
は
で
き
な
い
︒
と
は
い
え
︑
執
法
が
郡
縣
の
枠
を
越
え
た

問
題
を
取
り
�
う
官
で
あ
る
な
ら
ば
︑
執
法
と
郡
の
管
區
が
常
に
同
一
で
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
だ
ろ
う
︒
場
合
に
よ
っ
て
は
︑
執
法
は
郡
以

上
の
廣
域
管
區
を
�
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る(52

)
︒

執
法
の
司
法
權
に
つ
い
て
の
論
営
が
や
や
長
く
な
っ
た
が
︑
こ
れ
は
現
存
�
料
上
で
監
御
�
よ
り
む
し
ろ
執
法
の
司
法
關
與
が
目
立
つ
こ
と

に


因
す
る
︒
監
御
�
側
の
�
料
が
少
な
い
た
め
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
考
察
は
困
難
で
あ
る
が
︑
執
法
と
の
對
比
を
�
じ
て
監
御
�
の
立
場
が

よ
り
&
確
に
�
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
は
閒
B
い
な
い
︒

監
御
�
・
執
法
兩
者
の
相
B
を
踏
ま
え
︑
以
上
の
議
論
を
總
括
し
て
お
こ
う
︒
監
御
�
・
執
法
は
い
ず
れ
も
郡
縣
の
司
法
を
監
察
す
る
が
︑

執
法
は
直
接
に
審
理
を
行
い
.
決
を
下
し
え
た
︒
こ
の
點
で
︑
監
御
�
の
職
掌
が
監
察
に
止
ま
り
司
法
上
の
責
任
を
免
除
さ
れ
て
い
た
の
と
は
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衣
な
っ
て
い
る
︒
執
法
府
の
立
場
は
む
し
ろ
郡
守
府
に
�
く
︑
縣
の
司
法
上
の
上
(
機
關
と
し
て
の
性
格
が
濃
厚
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒
上
計

の
時
	
ご
と
に
縣
か
ら
執
法
に
特
定
の
裁
.
關
聯
�
書
が
提
出
さ
れ
る
な
ど
︑
執
法
の
恒
常
�
な
監
察
機
會
も
確
保
さ
れ
て
い
た(53

)
︒
さ
ら
に
執

法
が
郡
縣
の
境
界
を
越
え
た
問
題
を
取
り
�
っ
て
い
る
點
は
と
り
わ
け
-
目
に
値
す
る
︒
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
違
を
改
め
て
檢
討
し
よ
う
︒

三

監
察
官
に
よ
る
空
閒
�
荏
�

中
國
古
代
に
お
け
る
監
察
官
の
存
在
i
義
に
つ
い
て
︑
渡
邊
信
一
郞
は
か
つ
て
空
閒
�
荏
�
と
い
う
觀
點
か
ら
�
の
よ
う
に
說
&
し
た
︒
す

な
わ
ち
︑
戶
籍
に
基
づ
く
百
姓
把
握
を
�
と
す
る
秦
漢
王
�
の
荏
�
方
式
は
︑
空
閒
�
な
領
域
荏
�
に
對
し
て
は
限
界
が
あ
っ
た
た
め
︑
こ
れ

を
補
っ
た
の
が
部
刺
�
︑
督
郵
︑
さ
ら
に
游
徼
・
亭
長
と
い
っ
た
治
安
・
監
察
機
能
を
擔
う
官
で
あ
っ
た
︒
各
(
の
行
政
單
位
を
束
ね
た
管
區

を
�
す
る
こ
れ
ら
の
官
の
設
置
に
よ
っ
て
︑
領
域
荏
�
の
體
系
が
 
國−

郡−

縣
の
な
か
に
重
層
�
に
存
在
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︑
と(54

)
︒

監
察
官
に
よ
っ
て
空
閒
�
な
荏
�
が
�
行
さ
れ
た
と
い
う
見
方
は
︑
秦
に
お
い
て
も
當
て
は
ま
り
︑
鯵
牘
"
料
に
よ
っ
て
そ
の
具
體
�
な
狀

況
は
一
層
&
ら
か
と
な
る
︒
た
だ
し
︑
空
閒
�
荏
�
を
擔
う
官
と
し
て
際
立
っ
て
い
る
の
は
監
御
�
で
は
な
く
︑
御
�
と
執
法
で
あ
る
︒
こ
の

兩
官
は
郡
縣
の
管
區
を
越
え
た
橫
斷
�
な
�
整
に
お
い
て
と
り
わ
け
そ
の
機
能
を
發
揮
し
た
︒
こ
の
點
は
こ
れ
ま
で
筆
者
が
別
稿
に
お
い
て
も

論
じ
て
き
た
と
こ
ろ
だ
が
︑
こ
こ
で
は
監
御
�
と
の
比
�
を
も
視
野
に
入
れ
︑
さ
ら
に
怨
た
な
�
料
を
も
�
加
し
な
が
ら
再
論
し
て
お
き
た
い
︒

�
山
&
は
︑
秦
代
に
お
い
て
郡
守
府
か
ら
5
6
さ
れ
る
卒
�
が
︑
複
數
の
縣
に
跨
が
る
空
閒
の
面
�
荏
�
を
擔
う
﹁
移
動
す
る
�
﹂
で
あ
っ

た
こ
と
を
&
ら
か
に
し
た
が(55

)
︑
こ
れ
を
7
け
て
筆
者
は
︑
秦
漢
律
に
し
ば
し
ば
見
え
る
﹁
都
�(56

)
﹂
が
︑
二
千
石
が
5
6
す
る
卒
�
等
の
官
�
の

鋭
稱
で
あ
る
こ
と
を
確
�
し
た
う
え
で
︑
縣
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
獄
�
や
獄
佐
が
他
縣
へ
と
移
動
し
て
f
獄(57

)
に
關
わ
る
業
務
に
從
事
し
て
い
た

こ
と
を
指
摘
し
た(58

)
︒
さ
ら
に
別
稿
に
お
い
て
︑
御
�
を
は
じ
め
と
す
る
中
央
諸
官
が
そ
の
屬
�
を
し
ば
し
ば
地
方
に
5
6
し
て
f
獄
等
に
從
事

し
︑
郡
縣
の
業
務
を
補
う
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
に
-
目
し
た
︒
御
�
以
外
に
も
︑
丞
相
お
よ
び
廷
尉
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
丞
相
�
・
廷
�

(廷
尉

�
)
を
5
6
し
︑
地
方
に
お
い
て
f
獄
に
關
わ
る
�
査
・
審
理
に
携
わ
っ
て
お
り
︑
さ
ら
に
執
法
も
ま
た
屬
�

(執
法
卒
�
)
を
治
獄
の
た
め
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5
6
し
て
い
た(59

)
︒
嶽
伍
157
-
158
鯵
に
は
﹁
其
御
�
・
丞
相
・
執
法
/
下
都
官
︑
都
官
/
治
它
官
獄
者
治
之

(御
�
大
夫
・
丞
相
・
執
法
の
下
す
都
官

や
︑
都
官
の
な
か
で
它
官
の
獄
を
治
す
る
者
は

(自
ら
)
治
獄
を
行
う
)
﹂
と
あ
り
︑
御
�
大
夫
・
丞
相
・
執
法
の
都
官
と
い
う
の
は
︑
具
體
�
に
は

御
�
・
丞
相
�
・
執
法
卒
�
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
に
樣
々
な
官
が
治
獄
等
の
た
め
に
屬
�
を
地
方
に
5
6
し
て
お
り
︑
秦
の
律
令
も

そ
れ
を
想
定
し
た
�
言
と
な
っ
て
い
た(60

)
︒

そ
も
そ
も
︑
秦
の
地
方
荏
�
は
郡
縣
の
み
で
完
結
す
る
わ
け
で
は
な
く
︑
そ
れ
を
補
う
各
種
の
官
が
中
央
か
ら
折
々
に
5
6
さ
れ
︑
複
數
の

地
方
荏
�
の
經
路
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
︒
と
り
わ
け
御
�
と
執
法
は
︑
い
わ
ば
皇
�
直
屬
の
屬
�
と
し
て
︑
郡
縣
行
政
に
介
入
す

る
こ
と
さ
え
�
め
ら
れ
て
い
た
︒
執
法
に
つ
い
て
は
旣
に
論
じ
た
よ
う
に
︑
賞
金
等
の
荏
拂
い
に
お
い
て
縣
の
現
錢
が
不
足
し
た
場
合
︑
執
法

が
縣
の
�
求
を
7
け
て
﹁
�
均
﹂
を
行
い
︑
縣
閒
の
現
錢
を
融
�
し
て
い
た(61

)
︒
さ
ら
に
︑
こ
れ
と
似
た
行
爲
が
御
�
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
例
も

見
出
せ
る
︒
本
稿
第
一
違
で
も
引
用
し
た
里
壹
8-756+

8-757
鯵
/
引
の
﹁
令
﹂
に
見
え
る
︑
田
徒
の
分
�
�
整
に
對
す
る
御
�
の
監
督
が

そ
れ
で
あ
る
︒
あ
ら
た
め
て
そ
の
原
�
を
揭
げ
る
︒

令
曰
︑
�
僕
・
養
・
走
・
工
・
組
織
・
守
府
門
・
紺
匠
=
它
[
事
不
可
令
田
︑
六
人
予
田
徒
四
人
︒
徒
少
=
毋
徒
︑
\
移
治
虜
御
�
︑
御

�
以
均
予
︒

里
壹
8-756+

8-757

こ
れ
は
︑
始
皇
三
十
四
年
に
洞
庭
郡
守
か
ら

陵
縣
丞
へ
と
宛
て
ら
れ
た
下
�
�
書
の
な
か
で
引
用
さ
れ
た
﹁
令
﹂
で
あ
る
︒
�
の
僕
・
養

(炊
事
係
)
な
ど
下
働
き
を
行
う
者
が
a
作
に
從
事
で
き
な
い
場
合
︑
一
定
數
の
田
徒
が
補
閏
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
︒
そ
れ
で
も
田
徒

が
不
足
す
れ
ば
︑
治
虜
御
�
へ
と
申
吿
し
︑
治
虜
御
�
は
こ
れ
に
應
じ
て
﹁
均
予
﹂
を
行
う
︒
均
予
と
は
各
地
の
田
徒
數
を
�
整
し
︑
均
等
に

な
る
よ
う
分
�
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

｢治
虜
御
�
﹂
の
﹁
虜
﹂
に
つ
い
て
︑﹃
里
耶
秦
鯵
牘
校
釋
﹄
は
奴
隸
・
僕
役
の
謂
と
す
る(62

)
︒
確
か
に
︑
嶽
肆
84
-85
鯵
に
は
︑
吹
奏
を
學
ぶ

﹁
虜
﹂
と
歌
唱
を
擔
當
す
る
﹁
隸
臣
妾
﹂
と
が
竝
列
さ
れ(63

)
︑
ま
た
嶽
肆
212
鯵
﹁
虜
・
收
人
・
人
奴
・
羣
耐
子
・
免
者
・
贖
子
﹂
で
も
虜
と
諸
他

の
隸
屬
身
分
と
が
竝
列
さ
れ
る
た
め
︑
そ
の
解
釋
は
A
當
で
あ
ろ
う
︒
で
あ
れ
ば
︑
田
徒
も
同
じ
く
奴
隸
の
一
種
︑
a
作
に
從
事
す
る
𠛬
徒
の
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類
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
︒
治
虜
御
�
は
︑
そ
う
し
た
田
徒
の
勞
働
力
を
�
整
す
る
任
務
を
特
に
命
じ
ら
れ
︑﹁
治
虜
﹂
と
い
う
職
事
名
を
冠

せ
ら
れ
て
い
た
︒
そ
し
て
一
縣
だ
け
で
は
對
應
が
困
難
で
あ
ろ
う
勞
働
力
の
�
整
を
︑
縣
の
枠
を
越
え
て
橫
斷
�
に
監
督
し
た
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
田
徒
の
數
の
�
整
に
つ
い
て
は
︑
執
法
が
擔
當
す
る
場
合
も
あ
っ
た(64

)
︒

●
廿
七
年
十
二
�
己
丑
以
來
︑
縣
官
田
田
徒
�
論
繫
=
諸
它
缺
不
備
穫
時
︑
其
縣
官
求
助
徒
穫
者
︑
各
言
屬
/
執
法
︑
執
法
亟
228
爲
�

發(65
)┐

︒
書
到
執
法
而
留
弗
發
︑
留
盈
一
日
︑
執
法
・
執
法
丞
・
�
�
者
︑
貲
各
一
甲
︒
W
一
日
到
二
日
︑
貲
各
二
甲
︒
W
二
日
︻
到
三
︼

229
日
︑
贖
耐
︒
W
三
日
︑
耐┐

︒
執
法
發
書
到
縣
官
︑
縣
官
留
弗
下
︑
其
官
6
徒
者
不
坐
其
留
如
執
法┐

︒
230

(中
略
)
執
法
令
�

�
事
縣
官
者
︑
謹
以
發
助
徒
〼
234
如
律
令
︒
●
曰
可
︒

●
縣
官
田
□
□
令

︻
甲
︼
九
235

嶽
陸
228
-235

●
始
皇
二
十
七
年
十
二
�
己
丑
以
來
︑
縣
官
の
田
に
お
い
て
︑
田
徒
が
繫
の
罪
で
裁
か
れ
た
り
そ
の
他
の
事
x
で
缺
員
と
な
り
︑
收
穫

の
時
P
に
N
わ
ず
︑
そ
の
縣
官
が
收
穫
作
業
の
た
め
に
徒
の
�
助
を
求
め
る
場
合
︑
そ
れ
ぞ
れ
/
屬
先
の
執
法
に
申
吿
し
︑
執
法
は
�

や
か
に

(縣
閒
の
田
徒
の
數
を
)
�
整
し
て
�
發
す
る
︒
�
書
が
執
法
の
も
と
に
到
着
し
た
の
に
留
め
て
�
發
し
な
い
場
合
︑
留
め
る
こ

と
一
日
で
執
法
・
執
法
丞
・
�
の
擔
當
は
そ
れ
ぞ
れ
貲
一
甲
︒
一
日
を
超
え
て
二
日
ま
で
は
そ
れ
ぞ
れ
貲
二
甲
︒
二
日
を
W
ぎ
て
三
日

ま
で
は
贖
耐
︒
三
日
を
超
え
れ
ば
耐
︒
執
法
の
�
發
に
關
す
る
�
書
が
縣
官
に
到
着
し
た
の
に
︑
縣
官
が
留
め
て
下
さ
な
い
場
合
︑
そ

の
官
の
な
か
で
徒
の
5
6
を
擔
當
す
る
者
は
遲
刻
の
罪
で
は
咎
め
な
い
こ
と
︑
執
法
と
同
樣
と
す
る
︒
(中
略
)
執
法
は
縣
官
に
用
務

の
あ
る
�
に
命
じ
︑
�
助
の
田
徒
を
嚴
正
に
�
發
さ
せ
る
こ
と
︑
⁝
律
令
の
�
り
と
し
て
く
だ
さ
い
︒
(以
上
を
提
案
い
た
し
ま
す
︒)
●

(制
し
て
)
曰
く
︑
可
︒
●
縣
官
田
□
□
令

︻
甲
︼
九

｢縣
官
田
□
□
令
﹂
と
の
標
題
を
持
つ
本
條
で
は(66

)
︑
田
徒
の
�
整
を
執
法
が
監
督
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
る
︒
こ
こ
で
田
徒
の
�
整
が
必
!
と

な
る
原
因
と
し
て
擧
げ
ら
れ
る
の
は
︑
收
穫
時
に
田
徒
が
﹁
繫
﹂
(拘
禁
)
で
不
在
と
な
っ
た
事
例
な
ど
で
あ
り
︑
�
揭
の
里
壹

8-756+

8-757
が
擧
げ
て
い
る
事
例

(�
の
下
働
き
を
務
め
て
お
り
a
作
に
從
事
で
き
な
い
)
と
は
や
や
衣
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
年
代
に
つ
い
て
も
︑

こ
の
嶽
陸
228
-
235
鯵

(始
皇
二
十
七
年
)
は
︑
里
壹
8-756+

8-757
(始
皇
三
十
四
年
)
よ
り
も
七
年
早
い
︒
始
皇
二
十
七
年
と
始
皇
三
十
四
年
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の
閒
で
︑
監
督
者
が
そ
れ
ぞ
れ
執
法
・
治
虜
御
�
と
衣
な
っ
て
い
る
の
は
︑
何
ら
か
の
特
殊
な
事
x
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
そ
れ
は
官
制

上
の
變
�
と
い
う
よ
り
は
︑
治
虜
御
�
が
職
事
御
�
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
て
︑
里
壹
8-756+

8-757
の
ほ
う
が
一
時
�
な
對
應
で
あ
っ
た
と

考
え
る
べ
き
だ
ろ
う(67

)
︒

い
ず
れ
に
せ
よ
︑
御
�
と
執
法
は
と
も
に
行
政
單
位
の
枠
組
み
を
超
え
て
︑
財
政
や
勞
働
力
の
融
�
・
�
整
を
監
督
し
て
い
た
︒
御
�
は
元

來
固
定
�
な
管
區
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
︑
そ
の
時
々
の
職
事
に
應
じ
て
擔
當
・
5
6
地
域
が
定
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る(68

)
︒
執
法
の
管
區
に
つ

い
て
は
&
確
で
は
な
い
も
の
の
︑
�
営
の
�
り
複
數
の
縣
を
束
ね
︑
あ
る
い
は
郡
を
も
越
え
る
廣
域
管
區
を
�
し
た
可
能
性
す
ら
想
定
さ
れ
る
︒

こ
う
し
た
兩
官
の
特
質
に
よ
り
郡
縣
を
橫
斷
す
る
�
整
が
可
能
と
な
っ
た
︑
と
い
う
よ
り
も
︑
管
區
の
固
定
さ
れ
た
郡
縣
に
缺
け
て
い
た
柔
軟

性
を
補
う
役
割
が
︑
御
�
・
執
法
に
は
i
圖
�
に
與
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

さ
て
︑
以
上
に
見
て
き
た
廣
域
の
空
閒
�
荏
�
へ
の
關
與
に
つ
い
て
の
�
料
の
中
に
は
︑
監
御
�
の
�
が
 
く
見
出
せ
な
い
︒
こ
れ
は
監
御

�
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
は
-
目
に
値
す
る
︒
そ
の
背
景
と
し
て
は
︑
第
一
に
︑
�
違
で
営
べ
た
監
御
�
の
監
察
官
と
し
て
の
限

定
�
な
立
場
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
監
御
�
は
郡
縣
�
に
對
す
る
監
察
を
行
う
に
止
ま
り
︑
そ
の
後
に
生
じ
る
審
理
・
.
決
に
は
關
與
せ

ず
そ
の
責
任
も
~
わ
な
か
っ
た
︒
で
あ
れ
ば
︑
監
御
�
か
ら
治
獄
の
た
め
の
屬
�
5
6
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
し
て
も
不

自
然
で
は
な
い
︒
こ
れ
と
密
接
に
關
係
し
て
︑
第
二
に
︑
監
御
�
府
の
�
員
規
模
の
問
題
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
︒
監
御
�
府
の
具
體
�
な
�

員
數
に
つ
い
て
︑
�
料
は
ほ
と
ん
ど
何
も
語
ら
な
い
が
︑
そ
れ
は
郡
守
府
・
執
法
府
に
比
し
て
相
當
に
小
さ
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

﹃
�
記
﹄
蕭
相
國
世
家
に
﹁
秦
御
�
監
郡
者
與
從
事
︑
常
辨
之
﹂
と
あ
り
︑
沛
縣
の
�
�
掾
す
な
わ
ち
縣
の
令
�(69

)
で
あ
っ
た
蕭
何
は
︑
監
御
�

の
業
務
を
常
時
輔
佐
し
て
い
た
と
い
う
︒
監
御
�
が
府
內
の
屬
�
で
は
な
く
わ
ざ
わ
ざ
縣
�
を
﹁
常
に
﹂
用
い
て
い
た
と
い
う
の
は
︑
監
御
�

府
の
�
員
數
が
相
當
に
小
さ
か
っ
た
と
い
う
想
定
に
V
合
す
る
︒

以
上
︑
空
閒
�
荏
�
と
い
う
局
面
に
お
け
る
監
御
�
の
存
在
感
の
�
さ
に
つ
い
て
︑
そ
の
監
察
官
と
し
て
の
限
定
�
な
立
場
お
よ
び
�
員
規

模
の
小
さ
さ
を
背
景
と
し
て
說
&
し
た
︒
た
だ
︑
と
り
わ
け
後
者
に
つ
い
て
は
�
料
が
少
な
く
︑
今
後
の
檢
證
に
待
つ
と
こ
ろ
が
大
き
い
︒
現
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狀
で
言
え
る
の
は
︑
監
御
�
府
は
﹁
點
﹂
の
瓜
治
機
r
と
し
て
の
性
格
が
よ
り
强
く
︑
空
閒
�
荏
�
あ
る
い
は
行
政
單
位
を
跨
ぐ
橫
斷
�
監
督

と
い
っ
た
機
能
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

怨
出
秦
鯵
に
基
づ
い
て
監
御
�
お
よ
び
そ
れ
と
關
係
す
る
諸
官
に
つ
い
て
檢
討
し
て
き
た
︒
必
ず
し
も
體
系
�
に
殘
る
わ
け
で
は
な
い
出
土

"
料
に
�
か
れ
て
議
論
を
v
め
て
き
た
た
め
︑
論
點
が
や
や
擴
散
し
て
し
ま
っ
た
感
は
否
め
な
い
︒
�
後
に
あ
ら
た
め
て
各
違
の
議
論
を
整
理

し
て
お
こ
う
︒

第
一
違
で
は
監
御
�
の
名
稱
と
管
區
に
つ
い
て
檢
討
し
た
︒
秦
鯵
に
お
い
て
單
に
﹁
御
�
﹂
と
あ
る
場
合
︑
そ
れ
は
中
央
の
御
�
で
あ
っ
て
︑

監
御
�
と
は
表
記
上
の
區
別
が
あ
る
︒
兩
者
は
共
�
の
職
務
を
擔
う
場
合
も
あ
り
︑
そ
の
際
に
は
御
�
は
﹁
中
﹂
を
︑
監
御
�
は
﹁
郡
﹂
を
そ

れ
ぞ
れ
管
區
と
し
た
︒
こ
れ
は
御
�
か
ら
監
御
�
が
5
生
し
た
こ
と
を
示
す
痕
跡
で
も
あ
る
︒
こ
の
5
生
に
つ
い
て
は
職
事
御
�
の
槪
念
を
媒

介
と
し
て
說
&
可
能
で
あ
る
︒
當
初
︑
職
事
御
�
と
し
て
一
時
�
な
郡
監
察
の
任
務
を
帶
び
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
御
�
が
︑
郡
の
增
加
に
Q
う

監
察
の
必
!
性
の
高
ま
り
に
よ
り
︑
常
置
の
官
職
す
な
わ
ち
監
御
�
へ
と
轉
�
し
た
︒
こ
の
轉
�
の
時
	
は
︑
�
四
世
紀
後
c
か
ら
�
二
二
二

年
に
か
け
て
の
閒
で
あ
る
︒

第
二
違
で
は
監
御
�
と
他
の
郡
(
官
府
と
の
關
係
を
論
じ
た
︒
監
御
�
は
郡
縣
內
の
裁
.
そ
の
も
の
に
は
直
接
の
責
任
を
~
わ
ず
︑
あ
く
ま

で
監
察
官
と
し
て
の
立
場
に
と
ど
ま
る
︒
こ
れ
に
對
し
て
執
法
は
︑
自
ら
裁
.
を
實
施
す
る
こ
と
も
で
き
︑
ま
た
縣
に
對
し
て
恒
常
�
な
監
察

を
行
う
な
ど
︑
縣
の
司
法
上
の
上
(
機
關
と
し
て
の
性
格
が
濃
厚
で
あ
る
︒

第
三
違
は
空
閒
�
荏
�
と
い
う
視
座
か
ら
監
御
�
の
性
格
を
再
檢
討
し
た
︒
空
閒
�
荏
�
の
實
態
と
し
て
︑
丞
相
・
御
�
・
廷
尉
・
執
法
な

ど
は
屬
�
を
地
方
に
5
6
し
f
獄
な
ど
に
從
事
さ
せ
︑
郡
縣
の
業
務
を
補
っ
て
い
た
︒
特
に
御
�
と
執
法
は
郡
縣
を
跨
ぐ
橫
斷
�
な
監
督
を
擔

い
︑
秦
�
國
の
空
閒
�
荏
�
に
寄
與
し
た
︒
一
方
︑
監
御
�
に
そ
う
し
た
役
割
は
見
え
な
い
︒
こ
れ
は
監
御
�
の
監
察
官
と
し
て
の
限
定
�
な
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立
場
を
反
映
し
︑
ま
た
監
府
の
�
員
規
模
の
小
さ
さ
と
も
關
係
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
︒

以
上
の
知
見
か
ら
す
れ
ば
︑
監
御
�
が
强
大
な
權
力
を
持
っ
て
い
た
と
す
る
見
方
や(70

)
︑
郡
守
府
・
郡
尉
府
と
拮
抗
し
て
郡
權
力
を
三
分
し
た

う
ち
の
一
角
を
な
し
た
と
す
る
見
方(71

)
に
は
一
定
の
修
正
が
必
!
と
な
ろ
う
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
監
御
�
の
存
在
i
義
を
W
剩
に
低
く
見
積
も
る

の
も
早
計
で
あ
る
︒
監
御
�
は
郡
縣
の
裁
.
を
監
視
し
う
る
と
い
う
點
で
︑
郡
縣
の
權
力
を
掣
肘
す
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
動
か
な
い
︒
ま

た
空
閒
�
荏
�
の
機
能
に
缺
け
る
點
に
つ
い
て
も
︑
そ
の
機
能
は
職
事
御
�
や
執
法
な
ど
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
て
い
た
た
め
︑
監
御
�
に
同
樣

の
こ
と
は
そ
も
そ
も
	
待
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
う
る
︒
で
あ
れ
ば
︑
監
御
�
の
權
限
の
限
定
性
や
空
閒
�
荏
�
の
機
能
缺
如
と
は
︑
む

し
ろ
衣
な
る
權
限
の
複
合
體
と
し
て
成
り
立
つ
瓜
治
機
r
の
一
部
と
し
て
當
然
の
も
の
と
�
價
す
べ
き
で
あ
る
︒

さ
て
︑
監
御
�
の
そ
の
後
の
展
開
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
論
=
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
︑
こ
れ
に
つ
い
て
若
干
の
展
�
を
営
べ
て

本
稿
を
閲
め
く
く
り
た
い
︒
秦
漢
監
察
官
制
の
沿
革
に
つ
い
て
︑﹃
漢
書
﹄
百
官
公
卿
表
や
﹃
續
漢
書
﹄
百
官
志
な
ど
の
傳
世
�
獻
は
︑
秦
に

お
け
る
監
御
�
の
設
置
︑
�
漢
初
	
に
お
け
る
そ
の
廢
置
と
丞
相
�
の
5
出
︑
�
漢
武
�
	
の
刺
�
設
置
に
至
る
ま
で
を
一
聯
の
液
れ
と
し
て

提
示
し
て
い
る(72

)
︒
と
こ
ろ
が
丞
相
�
に
つ
い
て
は
秦
代
旣
に
5
出
さ
れ
て
い
た
例
が
見
え(73

)
︑
傳
世
�
獻
の
と
り
わ
け
秦
代
に
關
す
る
部
分
は
必

ず
し
も
實
態
に
卽
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
︒
さ
ら
に
W
去
の
硏
究
は
こ
う
し
た
傳
世
�
獻
の
單
線
�
な
官
制
沿
革
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
脫
却

で
き
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
︒
例
え
ば
刺
�
の
淵
源
を
め
ぐ
っ
て
︑
監
御
�
と
す
る
見
解(74

)
と
丞
相
�
と
す
る
見
解(75

)
と
が
�
存
す
る
が
︑﹁
監
御

�
↓
刺
�
﹂
と
見
る
に
し
ろ
﹁
丞
相
�
↓
刺
�
﹂
と
見
る
に
し
ろ
︑
刺
�
設
置
を
ゴ
ー
ル
と
し
て
そ
こ
に
向
か
う
官
制
の
單
線
�
な
發
展
を
想

定
す
る
點
で
は
�
ぶ
と
こ
ろ
が
な
い
︒
こ
こ
に
は
傳
世
�
獻
の
單
純
�
さ
れ
た
記
営
の
强
い
影
�
が
�
め
ら
れ
る
︒

本
稿
に
お
い
て
論
じ
た
よ
う
に
︑
秦
の
瓜
治
機
r
の
特
�
の
一
つ
は
︑
郡
縣
を
﹁
點
﹂
と
し
て
設
置
し
︑﹁
面
﹂
の
問
題
に
は
單
發
�
に
︑

か
つ
樣
々
な
監
察
官
を
5
出
す
る
と
い
う
隨
i
性
・
柔
軟
性
で
あ
る
︒
こ
れ
は
�
年
發
見
の
鯵
牘
"
料
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
見
え
て
き
た
特
�

で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
こ
う
し
た
秦
の
監
察
官
の
多
樣
性
を
踏
ま
え
た
う
え
で
︑
武
�
	
に
地
方
監
察
の
擔
當
官
が
再
整
理
さ
れ
る
ま
で
の
歷
�

W
�
に
つ
い
て
捉
え
直
す
必
!
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒
さ
ら
に
︑
監
察
官
の
存
在
i
義
は
と
り
も
な
お
さ
ず
皇
�
の
耳
目
と
な
っ
て
官
�
を
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監
視
す
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
か
ら
︑
監
察
官
制
の
沿
革
を
捉
え
る
た
め
に
は
特
定
の
官
の
檢
討
と
同
時
に
︑
折
々
の
皇
�
權
力
と
の
聯
關
が
い

か
な
る
も
の
か
を
視
野
に
入
れ
た
檢
討
が
必
!
で
あ
る
︒
こ
の
點
は
從
來
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
が
︑
秦
漢
出
土
�
字
"
料
の
增

大
を
踏
ま
え
た
本
格
�
な
再
檢
討
が
�
ま
れ
る
︒
以
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

�(1
)

福
永
善
隆
﹁
�
漢
に
お
け
る
中
央
監
察
の
實
態

︱
︱
武
�
	
に

お
け
る
整
備
を
中
心
と
し
て
︱
︱
﹂﹃
東
洋
學
報
﹄
第
八
八
卷
第
二

號
︑
二
〇
〇
六
年
︑
南
玉
泉
﹁
兩
漢
御
�
中
丞
�
設
立
=
其
與
司
直
︑

司
隸
校
尉
�
關
係
﹂﹃
中
國
政
法
大
學
學
報
﹄
二
〇
一
一
年
第
五
	

な
ど
を
參
照
︒

(2
)

�
漢
に
お
け
る
刺
�
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
紙
屋
正
和
﹁
漢
代

刺
�
の
設
置
に
つ
い
て
﹂﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
第
三
三
卷
第
二
號
︑
一

九
七
四
年
︑
勞
榦
﹁
兩
漢
刺
�
制
度
考
﹂﹃
勞
榦
學
¤
論
�
集
甲
p
﹄

藝
�
印
書
館
︑
一
九
七
六
年
な
ど
が
初
	
の
硏
究
と
し
て
擧
げ
ら
れ
︑

そ
の
後
も
數
多
の
論
考
が
發
表
さ
れ
て
い
る
が
︑
本
稿
の
�
題
で
は

な
い
た
め
割
愛
す
る
︒
�
�
の
硏
究
と
し
て
は
︑
侯
旭
東
﹁
西
漢

“
君
相
委
託
制
度
”
說
剩
義
：
©
論
刺
�
�
奏
事
對
象
﹂﹃
中
國
中
古

�
硏
究
﹄
第
七
卷
︑
二
〇
一
九
年
を
參
照
︒

(3
)

大
庭
脩
﹁
漢
王
�
の
荏
�
機
r
﹂﹃
秦
漢
法
制
�
の
硏
究
﹄
創
�

社
︑
一
九
八
二
年
︑
王
勇
華
﹁
秦
漢
御
�
大
夫
�
職
能
﹂﹃
首
都
師

範
大
學
學
報

(社
會
科
學
版
)﹄
一
九
九
五
年
第
一
	
︑
陳
«
雲

﹁
略
論
兩
漢
樞
機
職
事
與
三
臺
制
度
之
發
展
﹂﹃
儒
學
與
漢
代
歷
�
�

�
︱
︱
陳
«
雲
�
集
二
﹄
廣
西
師
範
大
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
七
年
︑

米
田
永
志
﹁
�
漢
の
御
�
大
夫
小
考

︱
︱
『�
記
﹄
三
王
世
家
と

元
康
五
年
詔
書
册
の
解
釋
に
關
し
て
︱
︱
﹂﹃
奈
良
�
學
﹄
二
七
號
︑

二
〇
一
〇
年
︑
侯
旭
東
﹁
西
漢
御
�
大
夫
寺
位
置
�
變

：
©
論
御

�
大
夫
�
職
掌
﹂﹃
中
華
�
�
論
叢
﹄
二
〇
一
五
年
一
	
︑
代
國
璽

﹁
說
“
制
詔
御
�
”﹂﹃
�
學
�
刊
﹄
二
〇
一
七
年
第
七
	
な
ど
︒

(4
)

張
晉
藩
�
p
﹃
中
國
古
代
監
察
法
制
�

(修
訂
本
)﹄
南
京
︑
江

蘇
人
民
出
版
社
︑
二
〇
一
七
年
な
ど
︒

(5
)

櫻
井
芳
�
﹁
御
�
制
度
の
形
成

(上
)﹂﹃
東
洋
學
報
﹄
第
二
三
卷

第
二
號
︑
一
九
三
六
年
︒
さ
ら
に
櫻
井
芳
�
﹁
御
�
制
度
の
形
成

(下
)﹂﹃
東
洋
學
報
﹄
第
二
三
卷
第
三
號
︑
一
九
三
六
年
は
︑
後
漢

に
お
け
る
監
察
制
度
に
つ
い
て
御
�
臺
と
刺
�
を
中
心
に
論
じ
て
い

る
︒

(6
)

櫻
井
芳
�
﹁
御
�
制
度
の
形
成

(上
)﹂
(�
揭
)︑
一
二
五−

一

二
六
頁
︒
ま
た
傳
世
�
獻
に
お
い
て
監
御
�
と
郡
守
の
職
掌
の
區
別

が
.
然
と
し
な
い
點
は
勞
榦
も
指
摘
し
て
い
る
︒
勞
榦
﹁
兩
漢
刺
�

制
度
考
﹂
(�
揭
)︑
四
七
九
頁
︒

(7
)

王
勇
華
﹃
秦
漢
に
お
け
る
監
察
制
度
の
硏
究
﹄

友
書
店
︑
二
〇

〇
四
年
︑
一
九−

二
五
頁
︒
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(8
)

游
逸
飛
﹁
三
府
分
立
︱
︱
從
怨
出
秦
鯵
論
秦
代
郡
制
﹂﹃
中
央
硏

究
院
歷
�
語
言
硏
究
/
集
刊
﹄
第
八
七
本
第
三
分
︑
二
〇
一
六
年
︒

(9
)

游
逸
飛
﹁
三
府
分
立
︱
︱
從
怨
出
秦
鯵
論
秦
代
郡
制
﹂
(�
揭
)︑

四
八
三
頁
︒

(10
)

年
號
を
記
す
第
1
鯵
は
﹁
五
年
﹂
部
分
の
左
c
分
が
缺
損
し
て
い

る
が
︑
整
理
者
の
指
摘
に
從
い
︑
始
皇
二
十
五
年
の
記
事
と
考
え
て

お
く
︒
朱
漢
民
・
陳
松
長
�
p
﹃
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

(
叁
)﹄
上
海

辭
書
出
版
社
︑
二
〇
一
三
年
︑
九
五
︑
一
〇
五
頁
︒
こ
れ
に
つ
い
て

は
ま
た
土
口
�
記
﹁
嶽
麓
秦
鯵
﹁
執
法
﹂
考
﹂﹃
東
方
學
報

京
都
﹄

第
九
二
册
︑
二
〇
一
七
年
︑
二
八
頁
を
も
參
照
︒

(11
)

游
逸
飛
﹁
三
府
分
立
︱
︱
從
怨
出
秦
鯵
論
秦
代
郡
制
﹂
(�
揭
)︑

四
八
二
頁
︒

(12
)

｢治
者
與
治
/
縣
令
若
丞
雜
7
︑
以
令
若
丞
雜
7
﹂
の
﹁
以
令
若

丞
雜
7
﹂
は
重
複
と
考
え
譯
さ
な
い
︒

(13
)

｢印
行
郡
縣
者
﹂
お
よ
び
こ
の
あ
と
の
﹁
印
不
行
郡
縣
者
﹂
に
つ

い
て
は
︑
差
し
あ
た
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
﹁
公
印
の
發
給
を
7
け
て
い

る
・
7
け
て
い
な
い
郡
縣
の
官
�
﹂
と
み
て
譯
出
し
た
︒
公
印
を
發

給
さ
れ
て
い
な
い
場
合
と
は
︑
私
印
で
の
勤
務
を
言
う
も
の
か
と
推

測
さ
れ
る
が
︑
詳
細
は
不
&
︒

(14
)

こ
の
點
は
旣
に
整
理
者
が
指
摘
し
て
い
る
︒
陳
松
長
�
p
﹃
嶽
麓

書
院
藏
秦
鯵

(伍
)﹄
上
海
辭
書
出
版
社
︑
二
〇
一
七
年
︑
一
五
四

頁
︒

(15
)

御
�
大
夫
が
御
�
を
5
6
す
る
例
は
︑
里
壹
8-528+

8-532+

8-674﹁
御
�
大
夫
綰
下
將
軍
下
□
假
御
�
謷
°
行
﹂
に
も
見
ら
れ
︑

こ
こ
で
は
命
令
者
は
省
略
さ
れ
ず
﹁
御
�
大
夫
﹂
と
表
記
さ
れ
て
い

る
︒

(16
)

郡
と
區
別
さ
れ
た
秦
の
中
心
地
域
は
內
�
に
よ
っ
て
管
o
さ
れ
︑

そ
の
管
區
は
﹁
中
﹂
と
呼
ば
れ
る
︒﹁
中
﹂
に
關
す
る
問
題
に
つ
い

て
は
︑
渡
邉
英
幸
﹁
戰
國
秦
の
﹁
邦
﹂
と
畿
內
﹂﹃
東
洋
�
硏
究
﹄

第
七
七
卷
第
三
號
︑
二
〇
一
八
年
︑
六
二−

六
五
頁
を
參
照
︒

(17
)

こ
の
點
は
整
理
者
も
旣
に
指
摘
し
て
い
る
︒
陳
松
長
�
p
﹃
嶽
麓

書
院
藏
秦
鯵

(伍
)﹄
上
海
辭
書
出
版
社
︑
二
〇
一
七
年
︑
一
五
四

頁
-
六
十
四
︒

(18
)

二
千
石
官
が
繫
と
裁
か
れ
た
際
の
報
吿
先
が
︑
內
�
管
區
で
は
御

�
の
み
で
あ
る
の
に
對
し
て
︑
郡
で
は
郡
守
・
郡
監
の
二
名
と
な
っ

て
い
る
︒
こ
の
理
由
は
︑
他
な
ら
ぬ
郡
守

(二
千
石
官
)
が
繫
と
裁

か
れ
た
場
合
を
考
慮
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
そ
の
時
に

官
印
の
7
領
に
5
6
さ
れ
る
官
が
﹁
守
丞
・
尉
丞
﹂
で
あ
っ
て
︑
監

御
�
の
屬
官
が
擧
げ
ら
れ
な
い
の
は
︑
第
三
違
で
営
べ
る
監
御
�
府

の
屬
�
の
少
な
さ
と
對
應
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
︒

(19
)

｢嬰
筭
多
者
爲
殿
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
嬰
﹂
は
秦
鯵
に
お
い
て
計
算
・

奄
算
の
i
味
で
用
い
ら
れ
る

(陳
洩
�
p
﹃
里
耶
秦
鯵
牘
校
釋

(第

二
卷
)﹄︑
武
漢
大
學
出
版
社
︑
二
〇
一
八
年
︑
四
九
頁
)︒
本
條
の

�
±
に
お
い
て
は
︑
吳
³
飛
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
比
J
を
計
算
す

る
こ
と
で
あ
ろ
う

(吳
³
飛
﹁
秦
漢
鯵
牘
“
嬰
”
字
�
一
種
用
法
﹂

鯵
帛
網
二
〇
一
九
年
一
二
�
一
八
日

h
ttp
:
//w
w
w
.b
sm
.org
.

cn
/?
q
in
jian
/8191.h
tm
l)︒
な
お
比
J
の
計
算
に
つ
い
て
︑
�
�

の
﹁
以
決
具
到
御
�
者
獄
數
J
之
﹂
か
ら
は
︑
�
書
移
O
の
總
數

(X
)
の
う
ち
の
完
備
し
た
�
書
數

(Y
)
の
割
合

(Y
／
X
)
を

計
算
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
︑
そ
れ
だ
と
續
く
﹁
嬰
筭
多
者
爲
殿
﹂
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の
�
︑
す
な
わ
ち
値
が
大
き
け
れ
ば
�
下
位
と
さ
れ
る
こ
と
と
矛
盾

す
る
︒
こ
れ
に
對
し
て
吳
³
飛
は
X
／
Y
の
計
算
を
想
定
し
て
い
る
︒

こ
れ
な
ら
ば
︑
完
備
し
た
�
書
一
件
あ
た
り
の
�
書
移
O
數
が
得
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
︑
値
が
大
き
い
こ
と
は
�
書
を
無
駄
に
費
や
し
た

こ
と
を
i
味
し
︑
�
後
が
整
合
�
に
�
じ
る
︒
條
�
自
體
に
何
ら
か

の
缺
落
が
あ
る
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
が
︑
こ
こ
で
は
吳
³
飛
の

理
解
に
從
っ
て
お
き
た
い
︒

(20
)

鯵
50
と
鯵
51
の
綴
合
は
確
實
で
は
な
い
が
︑
ひ
と
ま
ず
整
理
者
に

從
い
一
聯
の
條
�
と
考
え
て
お
く
︒

(21
)

原
�
﹁
而
令
獄
�
均
怨
地
﹂
に
は
別
の
鯵
が
後
續
し
︑
年
數
が
續

く
可
能
性
が
あ
る
︒
嶽
麓
秦
鯵
で
は
︑﹁
�
各
一
甲
︑
�

(
印
)
令

獄
佐
�
均
故
徼
一
歲
︒
其
故
徼
縣
獄
佐
�
︑
均
地
�
故
徼
︑
其
怨
地

縣
獄
佐
�
�
�
日
者
︑
奪
日
一
歲
而
勿
均
︒﹂
(嶽
伍
225
-226
鯵
)
や
︑

﹁
均
怨
地
二
歲
︑
它
如
律
令
﹂
(嶽
陸
第
178
鯵
)
の
例
が
あ
る
︒﹁
均
﹂

に
つ
い
て
は
︑
里
壹
8-1277
や
里
0

12-2301
に
﹁
均
佐
﹂
の
例

が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
官
�
の
身
分
の
一
種
と
さ
れ
る
が

(里
耶
秦
鯵

牘
校
釋
小
組
﹁
怨
見
里
耶
秦
鯵
牘
"
料
�
校

(三
)﹂
鯵
帛
網
二
〇

一
五
年
八
�
七
日

h
ttp
:
//w
w
w
.b
sm
.org
.cn
/q
in
jian
/6449.

h
tm
l)︑
詳
細
は
不
&
で
あ
る
︒
嶽
麓
秦
鯵
の
用
例
か
ら
す
れ
ば
︑

處
罰
と
し
て
邊
境
勤
務
を
命
じ
ら
れ
た
官
�
の
É
書
き
に
用
い
ら
れ

て
い
る
︒

(22
)

現
代
で
い
う
﹁
彈
云
﹂
と
は
衣
な
り
︑﹁
云
﹂
の
對
象
が
常
に
官

�
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
︒
た
だ
し
監
御
�
が
行
う
﹁
云
﹂
に
つ
い

て
は
︑
そ
の
監
察
官
と
し
て
の
立
場
を
考
慮
す
れ
ば
︑
對
象
は
基
本

�
に
官
�
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒﹁
云
﹂
に
つ
い
て
は
︑
鷹
取

祐
司
﹁
斷
獄
手
續
き
に
お
け
る
﹁
云
﹂﹂﹃
秦
漢
官
�
書
の
基
礎
�
硏

究
﹄
Ë
古
書
院
︑
二
〇
一
五
年
︑
五
〇
三−

五
三
六
頁
︑
宮
宅
Ì

﹁﹁
云
﹂
を
め
ぐ
っ
て

︱
︱
中
國
古
代
訴
訟
制
度
の
展
開
︱
︱
﹂

﹃
中
國
古
代
𠛬
制
�
の
硏
究
﹄
京
都
大
學
學
¤
出
版
會
︑
二
〇
一
一

年
︑
二
八
三−

三
〇
七
頁
を
參
照
︒

(23
)

游
逸
飛
は
︑
里
壹

8-224+

8-412+

8-1415﹁
卽
令
卒
�
�
者

操
圖
詣
御
�
︑
御
�
案
讎
y
幷
﹂
の
御
�
に
つ
い
て
も
中
央
の
御
�

と
解
釋
で
き
る
と
同
時
に
︑
監
御
�
と
も
解
釋
で
き
る
と
み
な
す

(游
逸
飛
﹁
三
府
分
立
︱
︱
從
怨
出
秦
鯵
論
秦
代
郡
制
﹂
(�
揭
)︑

四
八
六
頁
)︒
し
か
し
な
が
ら
本
�
に
お
い
て
営
べ
た
理
由
を
こ
こ

で
も
V
用
し
︑
や
は
り
監
御
�
で
は
な
く
中
央
の
御
�
と
見
る
べ
き

で
あ
ろ
う
︒

(24
)

郡
の
設
置
に
つ
い
て
は
土
口
�
記
﹃
先
秦
時
代
の
領
域
荏
�
﹄
京

都
大
學
學
¤
出
版
會
︑
二
〇
一
一
年
︑
一
二
三−

一
六
四
頁
︒

(25
)

睡
虎
地
秦
墓
竹
鯵
整
理
小
組
﹃
睡
虎
地
秦
墓
竹
鯵
﹄
�
物
出
版
社
︑

一
九
九
〇
年
︑
六
〇
頁
︒

(26
)

游
逸
飛
﹁
三
府
分
立
︱
︱
從
怨
出
秦
鯵
論
秦
代
郡
制
﹂
(�
揭
)︑

四
八
二
頁
︒
櫻
井
芳
�
も
同
樣
に
︑
御
�
は
當
初
︑
天
子
の
代
理
と

し
て
5
6
さ
れ
て
い
た
が
︑
の
ち
に
そ
れ
が
制
度
�
し
て
監
御
�
へ

と
轉
�
し
た
と
営
べ
る
︒
櫻
井
芳
�
﹁
御
�
制
度
の
形
成

(上
)﹂

(�
揭
)︑
一
二
五
頁
︒

(27
)

『秦
鯵
牘
合
集
﹄
も
ま
た
こ
の
﹁
御
�
﹂
を
監
御
�
と
は
み
な
さ

ず
︑
御
�
大
夫
と
解
釋
す
る
︒
陳
洩
�
p
﹃
秦
鯵
牘
合
集

(釋
�
-

釋
修
訂
本
)﹄
武
漢
大
學
出
版
社
︑
二
〇
一
六
年
︑
一
二
頁
︑
一
三

一
頁
︒
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(28
)

櫻
井
芳
�
﹁
御
�
制
度
の
形
成

(上
)﹂
(�
揭
)︑
一
四
五
頁
は
︑

こ
の
五
曹
が
整
備
さ
れ
た
の
は
後
漢
時
代
だ
が
︑
�
漢
時
代
に
旣
に

そ
の
�
芽
が
存
在
す
る
と
営
べ
る
︒

(29
)

秦
代
の
御
�
の
員
數
は
不
&
︒
漢
代
は
四
十
五
人
と
さ
れ
る
︒

﹃
漢
書
﹄
蕭
�
之
傳
の
-
に
﹁
如
淳
曰
︑
漢
儀
-
︑
御
�
大
夫
�
員

四
十
五
人
︑
皆
六
百
石
︑
其
十
五
人
給
事
殿
中
︑
其
餘
三
十
人
留
守

治
百
事
︑
皆
冠
法
冠
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
﹃
漢
官
舊
儀
﹄
に
も
﹁
御
�
︑

員
四
十
五
人
︑
皆
六
百
石
︒
其
十
五
人
衣
絳
︑
給
事
殿
中
爲
侍
御
�
︑

宿
廬
在
石
渠
門
外
︒
二
人
尙
璽
︑
四
人
持
書
給
事
︒
二
人
侍
�
︑
中

丞
一
人
領
︒
餘
三
十
人
留
寺
︑
理
百
官
也
﹂
と
あ
る
︒

(30
)

『�
記
﹄
趙
丞
相
列
傳
﹁
趙
堯
年
少
︑
爲
符
璽
御
�
﹂︑﹃
漢
書
﹄

胡
円
傳
﹁
時
監
軍
御
�
爲
姦
︑
Î
北
軍
壘
垣
以
爲
賈
區
﹂
な
ど
︒

(31
)

安
作
璋
・
熊
鐵
基
﹃
秦
漢
官
制
�
稿
﹄
齊
魯
書
社
︑
二
〇
〇
七
年
︑

六
五
頁
︒
た
だ
し
﹁
治
書
御
�

(治
書
侍
御
�
)﹂
に
つ
い
て
は
確

か
に
魏
晉
以
影
に
頻
見
す
る
よ
う
に
な
り
︑
ま
た
﹃
續
漢
書
﹄
職
官

志
に
も
見
え
る
も
の
だ
が
︑
�
漢
以
�
の
�
獻
に
お
い
て
確
�
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
︒

(32
)

安
作
璋
・
熊
鐵
基
﹃
秦
漢
官
制
�
稿
﹄
(�
揭
)︑
六
六
頁
︒

(33
)

具
體
�
に
は
�
三
二
八
年
～
�
三
二
四
年
の
こ
と
︒
土
口
�
記

﹃
先
秦
時
代
の
領
域
荏
�
﹄
(�
揭
)︑
一
三
二
頁
︒

(34
)

游
逸
飛
﹁
守
府
︑
尉
府
︑
監
府
│
│
里
耶
秦
鯵
/
見
郡
(
行
政

�
基
礎
硏
究
之
一
﹂﹃
鯵
帛
﹄
第
八
輯
︑
上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇

一
三
年
︑
二
三
四−

二
三
六
頁
︒

(35
)

閏
縣
が
洞
庭
郡
に
/
屬
す
る
こ
と
は
︑
晏
昌
貴
﹁
里
耶
秦
鯵
牘
郡

縣
志
﹂﹃
秦
鯵
牘
地
理
硏
究
﹄
武
漢
大
學
出
版
社
︑
二
〇
一
七
年
︑

一
七
五
頁
を
參
照
︒
な
お
﹃
漢
書
﹄
地
理
志
に
お
い
て
は
武
陵
郡
/

屬
と
さ
れ
て
い
る
︒

(36
)

綴
合
と
釋
�
は
何
�
祖
に
よ
る
︒
何
�
祖
﹁
里
耶
秦
鯵
牘
綴
合

(四
)﹂
鯵
帛
網
二
〇
一
二
年
五
�
二
一
日
h
ttp
:
//w
w
w
.b
sm
.or

g
.cn
/?q
in
jian
/5886.h
tm
l

(37
)

こ
の
種
の
封
檢
の
體
例
と
解
釋
に
つ
い
て
は
︑
土
口
�
記
﹁
秦
代

�
領
域
Ï
制
與
官
�
移
動
﹂
出
土
�
獻
與
中
國
古
代
�
&
硏
究
協
同

創
怨
中
心
中
國
人
民
大
學
分
中
心
p
﹃
出
土
�
獻
�
世
界
：
第
六
屆

出
土
�
獻
靑
年
學
者
論
壇
論
�
集
﹄
中
西
書
局
︑
二
〇
一
八
年
︑
八

〇−

八
四
頁
を
參
照
︒

(38
)

こ
の
觀
點
は
旣
に
櫻
井
芳
�
が
提
示
し
て
い
る
︒
櫻
井
芳
�
﹁
御

�
制
度
の
形
成

(上
)﹂
(�
揭
)︑
一
二
六
頁
︒

(39
)

游
逸
飛
は
洞
庭
郡
監
御
�
の
官
府
は
臨
沅
縣
に
置
か
れ
た
と
す
る
︒

游
逸
飛
﹁
三
府
分
立
︱
︱
從
怨
出
秦
鯵
論
秦
代
郡
制
﹂
(�
揭
)︑

四
八
三
頁
︒

(40
)

陶
安
﹃
嶽
麓
秦
鯵
復
原
硏
究
﹄
上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
一
六
年
︑

三
九
六
頁
︒
ま
た
類
似
の
�
料
で
あ
る
張
家
山
漢
鯵
・
奏
讞
書
お
よ

び
睡
虎
地
秦
鯵
・
法
律
答
問
の
性
格
に
關
す
る
�
山
&
の
議
論
を
も

參
照
︒
�
山
&
﹃
中
國
古
代
訴
訟
制
度
の
硏
究
﹄
京
都
大
學
學
¤
出

版
會
︑
二
〇
〇
六
年
︑
二
七
七
頁
︒

(41
)

も
っ
と
も
︑
爲
獄
等
狀
四
種
に
お
い
て
は
地
名
の
ほ
か
︑
.
決
に

關
わ
る
x
報
す
ら
缺
落
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は

水
閒
大
輔
﹁
張
家
山
漢
鯵
﹁
奏
讞
書
﹂
と
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵
﹁
爲
獄

等
狀
四
種
﹂
の
形
成
W
�
﹂﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
第
七
五
卷
第
四
號
︑

二
〇
一
七
年
を
參
照
︒
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(42
)

陳
松
長
等
﹃
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵
�
整
理
與
硏
究
﹄
中
西
書
局
︑
二

〇
一
四
年
︑
二
五
四
頁
︒

(43
)

土
口
�
記
﹁
嶽
麓
秦
鯵
﹁
執
法
﹂
考
﹂
(�
揭
)︑
二
八−

二
九
頁
︒

そ
こ
で
の
檢
討
は
嶽
麓
秦
鯵
第
四
分
册
ま
で
の
x
報
に
限
ら
れ
て
い

る
︒
本
稿
は
第
五
︑
六
分
册
の
x
報
を
も
加
え
て
考
察
す
る
も
の
で

あ
る
︒

(44
)

游
逸
飛
﹁
三
府
分
立
︱
︱
從
怨
出
秦
鯵
論
秦
代
郡
制
﹂
(�
揭
)︑

四
八
六
頁
︒

(45
)

游
逸
飛
﹁
三
府
分
立
︱
︱
從
怨
出
秦
鯵
論
秦
代
郡
制
﹂
(�
揭
)︑

四
八
九
頁
︒

(46
)

同
�
が
嶽
陸
258
鯵
に
も
見
え
る
︒

(47
)

執
法
が
.
決
ま
で
實
施
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
�
料
と
し
て
は
さ

ら
に
︑
嶽
伍
299
鯵
﹁
屬
/
執
法
乃
云
窮
問
︑
以
留
乏
發
�
律
論
坐

者
﹂︑
嶽
伍
216
鯵
﹁
執
法
︻
課
其
留
者
︑
以
︼
發
�
律
論
之
﹂
な
ど

が
あ
る
︒

(48
)

｢執
法
﹂
の
�
字
は
缺
損
の
た
め
見
え
な
い
が
︑
整
理
者
の
復
元

に
從
っ
た
︒
陳
松
長
�
p
﹃
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

(陸
)﹄
上
海
辭
書

出
版
社
︑
二
〇
二
〇
年
︑
六
四
頁
︒

(49
)

｢後
�
留
者
︑
爲
符
官
輒
云
論
之
﹂
に
つ
い
て
︑
素
直
に
讀
め
ば

﹁
爲
符
官
﹂
が
云
を
行
う
�
體
だ
が
︑
こ
こ
で
は
d
に
﹁
爲
符
官
﹂

は
云
を
7
け
る
對
象
だ
と
解
釋
し
た
︒
と
い
う
の
も
︑
�
�
﹁
官
報

左
符
到
而
留
者
︑
盡
云
﹂
に
お
け
る
云
の
對
象
は
︑﹁
左
符
到
﹂
の

報
吿
を
7
け
と
り
な
が
ら
も
そ
の
後
の
對
應
を
O
ら
せ
た
側
︑
す
な

わ
ち
﹁
爲
符
官
﹂
で
あ
り
︑
こ
れ
と
一
貫
し
て
理
解
す
る
た
め
で
あ

る
︒
こ
こ
で
は
﹁
留
者
﹂
と
﹁
爲
符
官
﹂
は
同
一
と
考
え
ら
れ
る
︒

(50
)

216
鯵
の
︻
課
其
留
者
︑
以
︼
の
部
分
は
︑
類
似
の
內
容
を
記
す
嶽

陸
204
鯵
を
も
と
に
推
定
さ
れ
た
�
で
あ
り
︑
こ
れ
に
疑
義
は
な
い
︒

な
お
︑
兩
者
の
冒
頭
部
分
に
つ
い
て
︑
嶽
伍
216
鯵
が
﹁
令
曰
﹂
で
あ

る
の
に
對
し
︑
嶽
陸
204
鯵
は
﹁
自
今
以
來
﹂
と
な
っ
て
お
り
︑
令
と

し
て
よ
り
古
い
原
貌
を
保
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

(51
)

｢留
乏
發
�
律
﹂
は
︑
何
ら
か
の
對
應
の
遲
滯

(﹁
留
﹂)
に
よ
り
︑

�
發
の
事
業
等
に
荏
障
を
生
じ
た

(﹁
乏
﹂)
場
合
に
V
用
さ
れ
る
律

と
考
え
ら
れ
る
が
︑
そ
の
律
�
は
現
存
し
な
い
︒
類
似
の
例
と
し
て
︑

二
年
律
令
・
行
書
律
﹁
發
�
=
�
傳
O
︑
若
諸
�
	
會
而
失
	
︑
乏

事
︑
罰
金
二
兩
︒﹂
(二
年
269
鯵
)
は
︑
	
限
�
り
に
對
應
し
な
い
こ

と
で
﹁
乏
事
﹂
を
も
た
ら
し
た
者
へ
の
處
分
規
定
で
あ
る
︒
ま
た
傳

世
�
獻
に
散
見
す
る
﹁
乏
興
﹂
も
同
種
の
行
爲
で
あ
ろ
う
︒
な
お
︑

こ
こ
で
�
年
度
へ
の
繰
り
越
し
が
﹁
留
乏
發
�
律
﹂
に
よ
っ
て
處
罰

さ
れ
る
對
象
と
な
っ
て
い
る
理
由
は
&
瞭
で
は
な
い
が
︑
お
そ
ら
く

は
正
當
な
手
續
き
に
依
ら
な
い
場
合
の
處
罰
規
定
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ

に
つ
い
て
は
宮
宅
Ì
﹁
秦
代
徭
役
・
兵
役
制
度
の
再
檢
討
﹂﹃
東
方

學
報

京
都
﹄
第
九
四
册
︑
二
〇
一
九
年
︑
一
五−

一
七
頁
を
參
照
︒

(52
)

こ
れ
に
關
聯
し
て
︑
郡
守
府
が
執
法
府
の
行
う
べ
き
職
務
を
代
行

す
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
嶽
伍
59
-61
に
︑﹁
●
制
詔
御
�
︒

聞
獄
多
留
或
至
數
歲
不
決
︑
令
無
辠
者
久
繫
而
�
辠
者
久
留
︑
甚
不

善
︑
其
舉
留
獄
上
59
之┐

︒
御
�
�
︒
至
計
︑
令
執
法
上
�
者
︑
各

牒
書
上
其
餘
獄
不
決
者
︑
一
牒
署
不
決
歲
�
日
=
繫
者
人
數
︑
爲
60

�
︑
偕
上
御
�
︑
御
�
奏
之
︑
其
執
法
不
將
計
而
郡
守
丞
將
計
者
︑

亦
上
之
︒
制
曰
可
︒
●
卅
六
61
﹂
と
あ
る
︒
こ
れ
は
裁
決
の
遲
れ
て

い
る
案
件
に
つ
い
て
�
や
か
な
對
應
を
命
じ
る
詔
令
で
あ
り
︑
そ
こ
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で
裁
.
案
件
の
集
�
を
擔
い
︑
中
央
官

(御
�
)
へ
と
報
吿
を
行
う

の
は
執
法
で
あ
っ
た
︒
當
然
な
が
ら
執
法
は
そ
の
�
に
縣
か
ら
の
裁

.
に
關
す
る
報
吿
を
7
け
と
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒
こ
こ
で
執
法

と
郡
守
と
の
關
係
が
窺
え
る
の
が
︑
末
尾
の
﹁
其
執
法
不
將
計
而
郡

守
丞
將
計
者
︑
亦
上
之
﹂
で
あ
る
︒
計
は
計
\
︑
こ
こ
で
は
未
決
裁

.
の
x
報

(縣
か
ら
執
法
に
提
出
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
)
に
つ
い
て

ま
と
め
た
帳
\
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
點
檢
を
�
�
す
る
擔
當
官
が
執
法

も
し
く
は
郡
守
丞
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
裁
.
關
係
の
帳
\
の
點
檢

を
︑
執
法
府
が
�
�
す
る
場
合
と
郡
守
府
が
�
�
す
る
場
合
の
兩
方

が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
︒﹁
執
法
不
將
計
﹂
が
︑
一
時
�
な
執
法

の
不
在
を
指
す
の
か
︑
あ
る
い
は
郡
守
府
の
み
あ
っ
て
執
法
府
が
な

い
よ
う
な
地
域
も
存
在
し
た
の
か
︑
現
時
點
で
は
わ
か
ら
な
い
︒
確

實
な
の
は
執
法
府
と
郡
守
府
い
ず
れ
も
﹁
將
計
﹂
な
る
業
務
を
擔
當

し
た
と
い
う
こ
と
で
︑
兩
者
の
職
務
上
の
共
�
性
が
窺
わ
れ
る
と
と

も
に
︑
郡
守
府
が
何
ら
か
の
場
合
に
執
法
府
の
職
務
を
代
行
し
え
た

こ
と
が
確
�
で
き
る
︒

(53
)

土
口
�
記
﹁
嶽
麓
秦
鯵
﹁
執
法
﹂
考
﹂
(�
揭
)︑
二
六−

二
八
頁
︒

ま
た
�
-
に
引
用
し
た
嶽
伍
59
-
61
鯵
に
お
い
て
も
︑
縣
か
ら
執
法

へ
と
定
	
�
に
裁
.
關
係
の
報
吿
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
讀
み
取
れ
る
︒

(54
)

渡
邊
信
一
郞
﹃
中
國
古
代
國
家
の
思
想
r
Ò

︱
︱
專
制
國
家
と

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
︱
︱
﹄
校
倉
書
Ó
︑
一
九
九
四
年
︑
三
四
三
頁
︒

ま
た
︑
楊
Ô
も
つ
と
に
同
樣
の
觀
點
を
�
し
︑
各
(
行
政
單
位
に
お

か
れ
た
監
察
官
の
循
行
と
い
う
現
象
に
つ
い
て
�
時
�
に
檢
討
し
て

い
る
︒
楊
Ô
﹁
戰
國
秦
漢
�
監
察
和
視
察
地
方
制
度
﹂﹃
社
會
科
學

戰
線
﹄
一
九
八
二
年
二
	
︒

(55
)

�
山
&
﹁
里
耶
秦
鯵
と
移
動
す
る
�
﹂﹃
秦
漢
出
土
�
字
�
料
の

硏
究
﹄
創
�
社
︑
二
〇
一
五
年
︑
一
二
七−

一
五
九
頁
︒

(56
)

瓜
一
以
�
は
﹁
乘
傳
客
﹂
と
呼
ば
れ
た
こ
と
が
里
壹
8-461
に
示

さ
れ
る
︒

(57
)

二
年
律
令
114
-
118
鯵
に
よ
れ
ば
︑
乞
鞫

(再
審
理
�
求
)
か
ら
は

じ
ま
る
f
獄
の
實
務
を
行
う
の
は
︑
郡
守
等
の
二
千
石
官
か
ら
5
6

さ
れ
る
﹁
都
�
﹂
で
あ
っ
た

(二
年
116
鯵
﹁
二
千
石
官
令
都
�
f

之
﹂)︒
ま
た
二
千
石
官
の
み
な
ら
ず
御
�
・
丞
相
が
行
う
f
獄
の
存

在
に
つ
い
て
も
言
=
さ
れ
る

(二
年
117
鯵
﹁
御
�
・
丞
相
/
f
治
移

廷
﹂)︒
實
際
に
御
�
が
f
獄
を
行
っ
た
例
と
し
て
︑
里
壹
8-632+

8-631﹁
御
�
f
獄
治
閏
︑
故
令
人
行
﹂
が
あ
る
︒

(58
)

土
口
�
記
﹁
秦
代
�
領
域
Ï
制
與
官
�
移
動
﹂
(�
揭
)︑
八
四−

八
七
頁
︒

(59
)

土
口
�
記
﹁
秦
代
地
方
荏
�
q
徑
再
探
﹂
徐
少
華
・
谷
口
滿
・
羅

泰
�
p
﹃
楚
�
�
與
長
江
中
游
早
	
開
發
國
際
學
¤
硏
討
會
論
�

集
﹄
武
漢
大
學
出
版
社
︑
二
〇
二
一
年
︑
三
八
六−

三
九
五
頁
︒

(60
)

嶽
伍
63
鯵
に
﹁
7
制
詔
以
#
者
或
下
云
�

(制
詔
を
7
け
て
#
い

す
る
者
︑
あ
る
い
は
云
を
下
す

(た
め
に
5
6
さ
れ
る
)
�
)﹂
と

あ
る
︒
5
6
す
る
官
を
特
定
し
な
い
�
言
を
用
い
る
こ
と
に
-
目
す

れ
ば
︑
皇
�
な
い
し
中
央
官
が
︑
官
�
を
吿
發
す
る
た
め
に
#
者
を

5
6
す
る
際
︑
ど
の
官
職
に
あ
る
者
を
6
わ
す
か
に
つ
い
て
一
定
の

柔
軟
性
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
︒

(61
)

土
口
�
記
﹁
嶽
麓
秦
鯵
﹁
執
法
﹂
考
﹂
(�
揭
)︑
二
二−

二
三
頁
︒

(62
)

陳
洩
�
p
﹃
里
耶
秦
鯵
牘
校
釋

(第
一
卷
)﹄
武
漢
大
學
出
版
社
︑

二
〇
一
二
年
︑
二
一
七
頁
︒
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(63
)

嶽
肆
84
-
85
鯵
に
﹁
虜
學
吹
栒
邑
・
壞
德
・
杜
陽
・
陰
密
・
沂
陽

=
在
左
樂
・
樂
府
者
︑
=
左
樂
・
樂
府
謳
84
隸
臣
妾
︑
免
爲
學
子
・

吹
人

(後
略
)
85
﹂
と
あ
る
︒

(64
)

整
理
者
が
旣
に
里
壹
8-756
に
﹁
田
徒
﹂
が
見
え
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
︒
陳
松
長
�
p
﹃
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

(陸
)﹄
上
海
辭
書

出
版
社
︑
二
〇
二
〇
年
︑
一
八
三
頁
-
一
五
︒

(65
)

｢�
發
﹂
を
整
理
者
は
﹁
同
義
復
詞
﹂
と
し
て
﹃
漢
書
﹄
匈
奴
傳

下
の
師
古
-
﹁
�
︑
發
也
﹂
な
ど
を
引
用
し
︑
�
發
の
i
味
と
み
な

す

(陳
松
長
�
p
﹃
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

(陸
)﹄
(�
揭
)︑
一
八
三

頁
)︒
し
か
し
こ
れ
は
別
稿
で
論
じ
た
﹁
�
均
﹂
を
踏
ま
え
︑﹁
�
﹂

は
�
整
の
i
味
で
︑
縣
閒
の
勞
働
力
を
�
整
し
て
均
衡
を
圖
る
こ
と

を
表
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
土
口
�
記
﹁
嶽
麓
秦
鯵

﹁
執
法
﹂
考
﹂
(�
揭
)︑
二
二−

二
三
頁
を
參
照
︒

(66
)

本
條
の
�
後
227
鯵
︑
239
鯵
な
ど
に
は
さ
ら
に
﹁
縣
官
田
令
﹂
と
い

う
令
名
が
見
え
る
︒

(67
)

も
っ
と
も
︑
こ
こ
で
の
擔
當
者
が
執
法
と
治
虜
御
�
と
で
衣
な
る

理
由
が
︑
田
徒
不
足
の
具
體
�
な
事
x
に
應
じ
た
も
の
か
︑
時
	
の

B
い
に
よ
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
︒
た
だ
︑
里
壹
8-757
が
a
作
に

從
事
で
き
な
い
事
x
と
し
て
﹁
它
[
事
﹂
と
い
う
相
當
に
抽
象
�
な

表
現
を
#
っ
て
い
る
以
上
︑
こ
の
と
き
に
限
っ
て
治
虜
御
�
に
執
法

の
權
限
を
も
上
囘
る
よ
う
な
廣
範
な
權
限
が
與
え
ら
れ
た
と
見
る
べ

き
か
と
思
わ
れ
る
︒

(68
)

第
一
違
で
見
た
よ
う
に
︑
監
御
�
と
共
�
の
職
事
に
お
い
て
は
御

�
が
﹁
中
﹂
內
を
擔
當
す
る
と
い
う
管
區
設
定
が
生
じ
る
場
合
も

あ
っ
た
︒
し
か
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
監
御
�
と
の
分
擔
が
な
さ
れ
た

た
め
で
あ
り
︑
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
御
�
の
活
動
範
圍
が
常
に

﹁
中
﹂
內
に
限
ら
れ
て
い
た
︑
あ
る
い
は
郡
管
區
に
御
�
が
5
6
さ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︑
な
ど
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
︒

(69
)

蕭
何
の
官
職
﹁
�
�
掾
﹂
は
︑
實
際
に
は
令
�
を
指
す
︒
土
口
�

記
﹁
秦
代
の
令
�
と
曹
﹂﹃
東
方
學
報

京
都
﹄
第
九
〇
册
︑
二
〇

一
五
年
︑
四
六
頁
-
一
〇
一
を
參
照
︒

(70
)

安
作
璋
・
熊
鐵
基
﹃
秦
漢
官
制
�
稿
﹄
(�
揭
)︑
五
〇
九
頁
︒

(71
)

游
逸
飛
﹁
三
府
分
立
︱
︱
從
怨
出
秦
鯵
論
秦
代
郡
制
﹂
(�
揭
)︑

四
九
一−

四
九
二
頁
︒

(72
)

代
表
�
な
記
事
と
し
て
︑
①
『漢
書
﹄
百
官
公
卿
表
﹁
監
御
�
︑

秦
官
︑
掌
監
郡
︒
漢
省
︑
丞
相
6
�
分
刺
州
︑
不
常
置
︒
武
�
元
封

五
年
初
置
部
刺
�
︑
掌
奉
詔
條
察
州
︑
秩
六
百
石
︑
員
十
三
人
︒
成

�
綏
和
元
年
y
名
牧
︑
秩
二
千
石
︒
哀
�
円
G
二
年
復
爲
刺
�
︑
元

壽
二
年
復
爲
牧
﹂︑
②
『續
漢
書
﹄
百
官
志
五
本
-
﹁
秦
�
監
御
�
︑

監
諸
郡
︑
漢
興
省
之
︑
但
6
丞
相
�
分
刺
諸
州
︑
無
常
官
︒
孝
武
�

初
置
刺
�
十
三
人
︑
秩
六
百
石
︒
成
�
y
爲
牧
︑
秩
二
千
石
﹂︑
③

『�
典
﹄
卷
三
十
二
職
官
十
四
﹁
秦
置
監
察
御
�
︒
漢
興
省
之
︒
至

惠
�
三
年
︑
又
6
御
�
監
三
輔
郡
︑
察
詞
訟
︑
/
察
之
事
凡
九
條
︑

監
者
二
歲
y
之
︒
常
以
十
�
奏
事
︑
十
二
�
Ö
監
︒
其
後
諸
州
復
置

監
察
御
�
︒
�
�
十
三
年
︑
以
御
�
不
奉
法
︑
下
失
其
職
︑
乃
6
丞

相
�
出
刺
幷
督
監
察
御
�
︒
武
�
元
封
元
年
︑
御
�
止
不
復
監
︒
至

五
年
︑
乃
置
部
刺
�
︑
掌
奉
詔
六
條
察
州
︑
凡
十
二
州
焉
﹂︒
こ
の

う
ち
﹃
�
典
﹄
の
記
営
の
信
賴
性
に
つ
い
て
は
︑
紙
屋
正
和
が
﹃
漢

舊
儀
﹄
等
と
比
�
し
つ
つ
批
.
�
に
檢
證
し
て
い
る
︒
紙
屋
正
和

﹁
漢
代
刺
�
の
設
置
に
つ
い
て
﹂
(�
揭
)︑
三
五−

三
八
頁
︒
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(73
)

土
口
�
記
﹁
秦
代
地
方
荏
�
q
經
再
探
﹂
(�
揭
)︑
三
九
〇−

三

九
一
頁
︒

(74
)

櫻
井
芳
�
﹁
御
�
制
度
の
形
成

(下
)﹂
(�
揭
)︑
一
三
〇
頁
︒

な
お
︑
刺
�
の
�
身
に
關
す
る
議
論
は
︑
刺
�
の
/
屬
先
が
丞
相
な

の
か
御
�
中
丞
な
の
か
と
い
う
問
題
と
深
く
關
わ
る
︒
こ
れ
に
對
し

て
福
永
善
隆
は
︑
刺
�
の
兩
屬
�
な
側
面
を
强
�
し
︑
監
察
面
で
は

丞
相
府
と
の
關
係
が
强
く
︑
禮
制
秩
序
維
持
・
治
安
維
持
の
面
で
は

御
�
中
丞
の
關
係
が
强
い
と
み
な
す
︒
福
永
善
隆
﹁
�
漢
刺
�
再
考

︱
︱
武
�
	
に
お
け
る
刺
�
の
設
置
を
中
心
と
し
て
﹂﹃
歷
�
學
硏

究
﹄
八
三
九
號
︑
二
〇
〇
八
年
︒

(75
)

勞
榦
﹁
兩
漢
刺
�
制
度
考
﹂
(�
揭
)︑
四
七
七
頁
︑
嚴
a
�
﹃
中

國
地
方
行
政
制
度
�

甲
部

秦
漢
地
方
行
政
制
度
﹄
中
央
硏
究
院
歷

�
語
言
硏
究
/
︑
一
九
九
〇
年
︑
二
七
五
頁
︒
王
勇
華
﹃
秦
漢
に
お

け
る
監
察
制
度
の
硏
究
﹄
(�
揭
)︑
一
八
二−

一
九
一
頁
︒

【

引
用
鯵
牘
出
典
・
略
稱
一
覽
︼

里
壹

湖
南
省
�
物
考
古
硏
究
/
p
﹃
里
耶
秦
鯵
︹
壹
︺﹄
�
物
出
版
社
︑
二
〇
一
二
年
︒

里
貳

湖
南
省
�
物
考
古
硏
究
/
p
﹃
里
耶
秦
鯵
︹
貳
︺﹄
�
物
出
版
社
︑
二
〇
一
七
年
︒

里
0

里
耶
秦
鯵
0
物
館
・
出
土
�
獻
與
中
國
古
代
�
&
硏
究
協
同
創
怨
中
心
中
國
人
民
大
學
中
心
p
﹃
里
耶
秦
鯵
0
物
館
藏
秦
鯵
﹄
中
西
書
局
︑
二
〇
一

六
年

嶽
叁

朱
漢
民
・
陳
松
長
�
p
﹃
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

(
叁
)﹄
上
海
辭
書
出
版
社
︑
二
〇
一
三
年
︒

嶽
肆

陳
松
長
�
p
﹃
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

(肆
)﹄
上
海
辭
書
出
版
社
︑
二
〇
一
五
年
︒

嶽
伍

陳
松
長
�
p
﹃
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

(伍
)﹄
上
海
辭
書
出
版
社
︑
二
〇
一
七
年
︒

嶽
陸

陳
松
長
�
p
﹃
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

(陸
)﹄
上
海
辭
書
出
版
社
︑
二
〇
二
〇
年
︒

二
年

彭
浩
・
陳
洩
・
工
Ù
元
男
�
p
﹃
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
︒

【附
記
︼
本
硏
究
は
J
S
P
S
科
硏
費
18K
00997
の
助
成
を
7
け
た
も
の
で
す
︒
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YUSHI AND JIANYUSHI IN THE QIN PERIOD

TSUCHIGUCHI Fuminori

The inspectorate system in Qin period has been studied exclusively on the basis of

previously transmitted texts. The resulting understansing needs to be reviewed in

the light of the rapid increase in the number of bamboo and wooden documents

excavated in recent years. This paper uses the Qin bamboo and wooden

manuscripts, especially the Liye 里耶 and Yuelu academy 嶽麓書院 Qin manus-

cripts, to discuss the function and features of the Jianyushi 監御�, officials in charge

of commandery level supervision in the Qin empire, as well as closely related

government posts, such as the Yushi 御� and the Zhifa 執法, in order to elucidate

the real situation of local supervision at that time.

Section 1 focuses on the relationship between the Jianyushi and the Yushi. In

the Qin bamboo and wooden documents, the term “Yushi” refers only to the central

Yushi, not to the Jianyushi stationed in the commandery. However, it is likely that

the Jianyushi was derived from Yushi. Originally, local supervision was carried out

by the Yushi on an ad hoc basis, but as Qin expanded its territory and the number of

commanderies increased, the need for permanent supervision of the commanderies

arose. The Jianyushi was then established as a resident officer of the commandery.

It is estimated that this occurred between the latter half of the 4th century BCE,

when the commandery system was founded, and 222 BCE, when the Jianyushi

clearly appears in the excavated documents.

Section 2 discusses the relationship between the Jianyushi and other govern-

ment officials. Although the Jianyushi had the power to impeach commandery and

county officials, he did not conduct the trials himself and was not held responsible

for the mistakes of local officials in administrative procedures. The Zhifa, on the

other hand, had the power to conduct trials and pass judgment himself. The limited

authority of the Jianyushi can be seen here.

Section 3 examines the position of the Jianyushi from the perspective of spatial

control in the Qin Empire. Chengxiang 丞相, Yushi, Tingwei 廷尉 and Zhifa all

exercised spatial control over the territory of the Qin empire by dispatching their

subordinates to various regions for inspection. In particular, Yushi and Zhifa were

conspicuous for their ability to coordinate across the commandery and county

boundaries. On the other hand, there is no evidence of such a function being

performed by the Jianyushi. This reflects the limitation of the authority of Jianyushi,
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which was merely a supervisory post within the commandery. The limited

authority of the Jianyushi, however, is to be expected given the Qin empireʼs local

governing bodies were a complex of offices with various powers.

ON GONGYANG 供養 AND SUWEI 宿衞 : A STUDY OF WHY

THE EMPRESS DOWAGERʼS FAMILY WAS ABLE TO

MONOPOLIZE POWER IN THE HAN DYNASTY

SHIMOKURA Wataru

In the bureaucracy of the Han dynasty, the duties called gongyang and suwei were

particularly important. Gongyang meant taking personal care of emperor on a daily

basis, and suwei escorting the emperor day and night. The Han dynasty

bureaucracy developed out of institutions dealing with emperorʼs household affairs,

and although these original qualities gradually diminished, this essence did not

disappear throughout the Han dynasty. In the Han dynasty bureaucracy, the

subordinates known as Shaofu 少府 and Guangluxun 光祿勳 were responsible for

aiding the emperor in his daily life. The Shaofu were in charge of the gongyang, and

Guangluxun were in charge of the suwei.

During the Han dynasty, a facility called the Lu 廬 was set up within the area

where the palace buildings were arrayed. Among the subordinates of the

Guangluxun, were officials collectively called Langguan 郞官 who performed their

duties while residing at the Lu. Wang Mang 王厭 is an example of a person who

lived in the Lu of the imperial court and became the most powerful political figure

by seizing power as the supervisor of the bureaucrats dealing with the emperorʼs

miscellaneous affairs.

At that time, the area reserved for palace buildings occupied most of the site of

the imperial capital, which was designed for the emperorʼs comfort. In common with

the bureaucracy, the spatial composition of the imperial capital was also organized

to support the daily life of the emperor. Just as in the composition of a building, the

lower foundation and the upper structure were inseparable.

Many of the bureaucrats who served the emperorʼs daily needs were appointed

from among those trusted most by the emperor. Eventually, in the era of the

Eastern Han dynasty when infant emperors frequently took the throne, and the

empress dowager would become his guardian. Members of the empress dowagerʼs

family would then be appointed preferentially as bureaucrats to manage the
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