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第
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册

(二
〇
二
四
)
：
三
九
-七
五
頁

秦

代

縣

尉

小

考

︱
︱
そ
の
職
掌
よ
り
み
た
占
領
瓜
治
の
實
態
︱
︱宮

宅

�

は

じ

め

に

︱
︱
問
題
の
�
在

筆
者
は
先
に
里
耶
秦
鯵
を
用
い
︑
秦
が
怨
た
な
占
領
地
に
郡
・
縣
を


や
か
に
設
置
し
︑
瓜
治
を
始
め
て
い
た
こ
と
を
�
ら
か
に
し
た
﹇
宮

宅
二
〇
二
四
a
﹈︒
こ
の
こ
と
は
︑
す
で
に
瓜
治
制
度
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
十
分
に
確
立
し
︑
必
�
と
な
る
人

・
物

�
源
を
效
�

に
投

入
す
る
た
め
の
體
制
も
︑
相
當
整
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
︒
こ
う
し
た
枠
組
み
が
形
成
さ
れ
る
ま
で
の
試
行
錯
�
の
跡
や
︑
占
領
瓜
治

の
實
態
︑
さ
ら
に
は
そ
の
瓜
治
の
�
效
性
な
ど
を
解
�
す
る
作
業
は
︑
秦
が
瓜
一
を
成
し
�
げ
た
�
因
︑
お
よ
び
そ
れ
が
早
々
に
瓦
解
し
た
�

因
を
探
る
う
え
で
︑
不
可
缺
の
も
の
だ
ろ
う
︒

秦
は
武
力
の
み
に
よ
っ
て
瓜
一
を
成
し
�
げ
︑
武
力
の
み
に
よ
っ
て
維
持
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
︒
た
と
え
ば
�
字
・
度
量
衡
の
瓜

一
や
︑
始
皇
�
が
荏
�
地
域
を
數
�
に
わ
た
っ
て
�
行
し
た
こ
と
な
ど
に
は
︑
瓜
一
の
洩
業
や
﹁
�
和
﹂
の
到
來
を
喧
傳
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て

人
心
を
收
攬
し
よ
う
と
す
る
�
圖
が
�
め
ら
れ
て
い
た(1

)

︒
と
は
い
え
占
領
地
の
治
安
を
維
持
し
︑
瓜
治
を
定
着
さ
せ
る
た
め
に
重
�
な
の
は
︑
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や
は
り
社
會
秩
序
を
守
る
た
め
の
物
理

な
強
制
力
で
あ
る
︒
里
耶
秦
鯵
に
よ
る
と
︑
占
領
直
後
の
�
陵
縣
に
は
征
�
軍
が
�
屯
し
て
お
り
︑

そ
の
存
在
が
強
制
力
の
一
端
を
擔
っ
た
こ
と
は
閒
 
い
な
い
︒
だ
が
征
�
軍
は
順
�
撤
!
し
︑
占
領
か
ら
わ
ず
か
二
年
"
度
で
ほ
と
ん
ど
が
他

�
に
移
動
し
た
ら
し
い
﹇
宮
宅
二
〇
二
四
a
︑
一
九
三
～
一
九
九
頁
﹈︒
そ
れ
以
影
の
治
安
維
持
は
︑
縣
內
に
常
�
す
る
官
憲
︑
お
よ
び
防
備

兵
に
よ
っ
て
擔
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
︒
縣
に
お
い
て
こ
れ
ら
人
員
の
管
理
に
責
任
を
%
っ
て
い
た
の
が
﹁
縣
尉
﹂
で
あ
っ
た
︒

從
來
︑
秦
漢
の
縣
尉
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
縣
尉
が
元
來
は
縣
の
﹁
都
尉
﹂
で
あ
っ
た
の
か
否
か
︑
あ
る
い
は
縣
尉
の
設
置
數
は
各
縣
4
名
か
︑

そ
れ
と
も
0
～
2
名
か
︑
と
い
っ
た
︑
や
や
細
か
い
問
題
が
︑
斷
片

に
論
じ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
り
﹇
吳
方
基
二
〇
一
七
a
﹈︑
そ
の
役
割
が

)
面

に
分
析
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
だ
が
出
土
�
字
*
料
の
+
增
を
へ
て
︑
縣
尉
の
職
掌
が
よ
り
具
體

に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

今
︑
い
く
つ
か
の
重
�
な
成
果
が
現
れ
て
い
る
︒

特
に
-
目
す
べ
き
は
︑
縣
尉
が
官
.
の
任
免
に
關
與
し
︑
そ
れ
に
責
任
を
%
っ
て
い
た
と
い
う
指
摘
で
あ
る
︒
こ
の
點
は
つ
と
に
鄒
水
0
に

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
﹇
鄒
水
0
二
〇
〇
六
︑
一
七
頁
﹈︑
さ
ら
に
楊
振
紅
は
怨
出
*
料
中
の
論
據
を
1
加
し
︑
こ
の
說
を
補
強
す
る
と
と
も
に
︑

敍
任
の
對
象
と
な
る
の
は
す
べ
て
の
官
.
で
は
な
く
︑
百
石
以
下
の
少
.
だ
っ
た
と
し
て
い
る
﹇
楊
振
紅
二
〇
一
五
﹈︒
か
か
る
指
摘
は
︑
秦

郡
の
郡
守
・
郡
尉
・
郡
監
は
互
い
に
從
屬
す
る
こ
と
な
く
分
立
し
て
い
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
獨
自
の
職
權
を
握
り
︑
そ
の
な
か
で
郡
尉
が
擔
當
し

た
の
は
人
事
と
軍
事
だ
っ
た
と
す
る
游
逸
飛
の
說
﹇
游
逸
飛
二
〇
二
一
﹈
と
も
共
鳴
し
︑﹁
尉
﹂
系
瓜
の
官
と
人
事
權
と
の
關
係
性
や
そ
の
由

來
を
い
か
に
理
解
す
る
の
か
と
い
う
︑
重
�
な
課
題
へ
と
繫
が
っ
て
い
る
︒
郡
・
縣
の
﹁
尉
﹂
が
︑
い
ず
れ
も
人
事
方
面
の
職
務
に
關
與
し
た

と
す
れ
ば
︑
そ
の
背
景
に
つ
い
て
十
分
な
考
察
が
加
え
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
︒

た
だ
し
そ
の
4
に
︑
縣
尉
が
人
事
を
擔
當
し
た
と
い
う
指
摘
自
體
を
︑
い
ま
一
度
し
っ
か
り
吟
味
し
て
お
く
必
�
が
あ
る
︒
そ
も
そ
も
人
事

手
續
き
は
相
當
に
複
雜
な
も
の
で
︑
多
く
の
官
署
が
そ
れ
に
關
與
し
た
︒
た
と
え
ば
張
家
山
漢
鯵
の
﹁
功
令
﹂
に
據
る
と
︑
軍
.
の
任
命
に
際

し
て
は
︑
ま
ず
官
.
の
功
績
や
勤
務
日
數
の
記
錄
が
中
尉
に
提
出
さ
れ
︑
中
尉
が
8
任
者
を
9
擇

(﹁
擇
﹂
)

し
て
丞
相
・
御
*
に
提
出
し
︑
そ
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れ
に
基
づ
い
て
丞
相
・
御
*
が
缺
員
の
補
閏

(﹁
補
﹂
)

を
行
っ
た

(功
令
28
～
29

(2
)

)
︒
こ
の
場
合
︑
任
命
權
者
は
あ
く
ま
で
丞
相
・
御
*
で
あ
る

が
︑
候
補
者
の
﹁
擇
﹂
が
實
質

に
は
人
事
を
決
定
し
た
よ
う
で
︑﹁
擇
﹂
が
不
8
切
で
あ
っ
た
場
合
︑﹁
擇
者
﹂
は
處
罰
さ
れ
た
も
の
の
︑

﹁
補
﹂
し
た
丞
相
・
御
*
の
責
任
は
問
わ
れ
な
か
っ
た
︒
こ
う
し
た
制
度
の
仕
組
み
を
念
頭
に
置
く
な
ら
︑
た
と
え
縣
尉
が
﹁
除
.
﹂
に
關

わ
っ
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
が
人﹅

事﹅

權﹅

)﹅

體﹅

の
掌
握
で
あ
っ
た
の
か
︑
そ
れ
と
も
手﹅

續﹅

き﹅

の﹅

一﹅

部﹅

に
關
與
し
た
だ
け
な
の
か
︑
冷
靜
に
分
析
す
る

必
�
が
あ
ろ
う(

3
)

︒

本
稿
は
ま
ず
第
一
違
で
︑
先
行
硏
究
が
擧
げ
る
と
こ
ろ
の
︑
官
.
任
免
へ
の
縣
尉
の
關
與
を
示
す
と
さ
れ
る
*
料
を
>
一
檢
討
し
︑
そ
れ
ぞ

れ
の
﹁
關
與
﹂
の
あ
り
方
を
整
理
し
た
う
え
で
︑
縣
尉
の
職
掌
は
︑
人
事
)
體
の
掌
握
で
は
な﹅

か﹅

っ﹅

た﹅

こ
と
を
�
ら
か
に
す
る
︒
續
く
第
二
違

で
は
︑
改
め
て
縣
尉
の
定
員
や
そ
の
屬
僚
︑
さ
ら
に
は
職
務
內
容
を
い
く
つ
か
の
視
點
か
ら
分
析
し
︑
人
事
へ
の
﹁
關
與
﹂
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
縣

尉
の
如
何
な
る
職
掌
に
由
來
す
る
の
か
を
探
る
︒
�
後
に
︑
得
ら
れ
た
知
見
を
基
に
し
て
︑
秦
の
瓜
治
機
@
內
で
﹁
尉
﹂
が
擔
っ
た
役
割
の
中

核
と
︑
そ
う
し
た
役
割
分
擔
が
形
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
背
景
に
つ
い
て
︑
若
干
の
私
見
を
営
べ
る
こ
と
と
し
た
い
︒

第
一
違

縣
尉
と
人
事
權
：
先
行
硏
究
が
依
據
す
る
*
料
の
批
A

檢
討

一
．
議
論
の
發
端

縣
尉
が
官
.
の
任
免
に
關
わ
っ
た
こ
と
を
示
す
*
料
と
し
て
︑
鄒
水
0
が
つ
と
に
-
目
し
た
の
は
�
の
睡
虎
地
秦
鯵
で
あ
る
︒

除
.
︑
尉
已
除
之
︑
乃
令
視
事
B
C
之
︒
�
不
當
除
而
敢
先
見
事
︑
B
相
聽
以
C
之
︑
以
律
論
之
︒
嗇
夫
之
D
︿
徙(4

)

﹀
見
它
官
者
︑
不
得

除
其
故
官
佐
・
.
以
之
怨
官
︒

置
.
律

(秦
律
十
八
種
159
～
160
)

.
を
敍
任
す
る
に
あ
た
っ
て
は
︑
尉
が
す
で
に
敍
任
し
た
な
ら
︑
そ
れ
か
ら
よ
う
や
く
職
務
を
行
わ
せ
た
り
︑
そ
の
者
を
赴
任
さ
せ
た

秦代縣尉小考
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り
す
る
︒
敍
任
す
る
の
に
相
當
し
な
い
の
に
︑
不
屆
き
に
も
先
走
っ
て
職
務
を
行
わ
せ
た
り
︑
互
い
に
承
K
し
て
赴
任
さ
せ
た
り
し
た

な
ら
ば
︑
律
に
則
っ
て
裁
く
︒
衣
動
し
て
他
の
官
で
職
務
に
就
く
嗇
夫
は
︑
そ
の
故
の
官
の
佐
・
.
を
敍
任
し
て
怨
し
い
官
に
赴
く
こ

と
は
で
き
な
い
︒
置
.
律

こ
の
條
�
の
冒
頭
部
分
は
︑
當
初
は
﹁
除
.
・
尉
︑
已
除
之
︑
⁝
﹂
と
讀
ま
れ
て
い
た
﹇
睡
虎
地
秦
墓
竹
鯵
整
理
小
組
一
九
七
八
︑
九
四
頁
﹈︒

だ
が
こ
の
句
讀
で
は
︑
長
.
の
一
人
で
あ
る
﹁
尉
﹂
が
︑
下
L
官
.
を
も
含
む
そ
の
他
の
﹁
.
﹂
と
︑
同
じ
よ
う
に
9
任
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
︒
そ
れ
故
に
︑
た
と
え
ば
フ
ル
ス
ウ
ェ
の
よ
う
に
︑﹁
尉
﹂
が
�
字
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
論
者
も
い
た
﹇
H
u
lse
w
é
一
九
八
五
︑
七

七
頁
﹈︒
こ
れ
に
對
し
︑
鄒
水
0
は
句
讀
を
右
の
よ
う
に
改
め
︑
そ
の
上
で
こ
れ
を
縣
尉
が
人
事
權
を
握
っ
て
い
た
證
左
と
し
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
句
讀
は
楊
振
紅
の
荏
持
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
︑﹃
秦
鯵
牘
合
輯
﹄
も
ま
た
鄒
說
に
沿
っ
て
句
讀
を
改
め
て
い
る
︒

鄒
の
句
讀
は
︑
こ
の
條
�
を
合
理

に
解
釋
す
る
U
を
開
く
と
と
も
に
︑﹁
除
.
﹂
の
手
續
き
に
縣
尉
が
關
與
し
て
い
た
こ
と
を
怨
た
に
知

ら
し
め
た
︒
重
�
な
指
摘
で
あ
る
の
は
疑
い
な
い
︒
だ
が
︑
た
と
え
鄒
の
句
讀
に
從
う
と
し
て
も
︑
こ
の
條
�
か
ら
讀
み
取
れ
る
縣
尉
と
﹁
人

事
權
﹂
と
の
關
係
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
な
お
愼
重
に
吟
味
す
べ
き
點
が
殘
る
︒

た
と
え
ば
︑
右
に
擧
げ
た
置
.
律
は
縣
尉
が
﹁
除
.
﹂
に
當
た
る
と
す
る
一
方
で
︑﹁
嗇
夫
﹂
も
ま
た
官
.
を
﹁
除
﹂
し
た
と
�
言
し
て
い

る
︒
楊
振
紅
は
こ
の
﹁
嗇
夫
﹂
を
﹁
縣
嗇
夫

(縣
令
長
)
﹂
と
し
︑﹁
除
.
﹂
は
縣
尉
の
職
務
で
は
あ
る
も
の
の
︑
�
V
審
査
權
を
握
っ
て
い
た

の
は
縣
令
だ
っ
た
︑
と
說
�
す
る
﹇
楊
振
紅
二
〇
一
五
︑
一
一
〇
頁
﹈︒
だ
が
︑
そ
れ
な
ら
ば
人
事
權
を
掌
握
し
て
い
た
の
は
縣
の
長
官
た
る

縣
令
で
あ
り
︑
よ
し
ん
ば
實
質

に
は
縣
尉
が
人
事
を
動
か
し
て
い
た
の
だ
と
し
て
も
︑﹁
人
事
權
を
持
っ
て
い
た
﹂
と
は
い
え
ま
い
︒
縣
尉

の
職
權
が
︑
あ
く
ま
で
人
事
手
續
き
の
︑
一
部
へ
の
關
與
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
︒

た
だ
し
︑
尉
に
よ
る
人
事
權
の
掌
握
を
傍
證
す
る
と
さ
れ
る
*
料
は
︑
右
の
置
.
律
だ
け
で
は
な
い
︒
こ
の
*
料
の
さ
ら
な
る
分
析
は
暫
く

措
き
︑
他
の
關
連
*
料
の
檢
討
へ
と
移
る
︒
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二
．
治
安
維
持
關
連
の
屬
僚
の
敍
任

ま
ず
睡
虎
地
秦
鯵
に
は
�
の
律
�
が
見
え
る
︒

●
除
士
.
・
發
弩
嗇
夫
不
如
律
︑
B
發
弩
射
不
中
︑
尉
貲
二
甲
︒
●
發
弩
嗇
夫
射
不
中
︑
貲
二
甲
︑
免
︑
嗇
夫
任
之
︒
⁝
(中
略
)⁝
除
.

律
︒
(秦
律
雜
抄
2
～
3
)

●
士
.
・
發
弩
嗇
夫
を
敍
任
す
る
に
あ
た
っ
て
律
の
Y
り
に
し
な
け
れ
ば
︑
お
よ
び
發
弩
が
弓
矢
の
試
驗
で
合
格
基
準
に
Z
し
な
け
れ

ば
︑
尉
は
貲
二
甲
︒
●
發
弩
嗇
夫
が
弓
矢
の
試
驗
で
合
格
基
準
に
Z
し
な
け
れ
ば
︑
貲
二
甲
で
免
職
と
し
︑
︹
縣
︺
嗇
夫
は
こ
れ
に
責

任
を
%
う
︒
⁝
除
.
律

士
.
・
發
弩
嗇
夫
の
敍
任
に
際
し
て
規
定
 
反
が
あ
っ
た
場
合
︑
尉
に
貲
𠛬
が
科
さ
れ
た
︒
彼
ら
の
9
任
に
對
し
︑
�
も
大
き
な
責
任
を
%
っ

た
の
が
縣
尉
だ
っ
た
の
は
疑
い
な
い
︒
た
だ
し
︑
こ
こ
で
擧
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
士
.
と
發
弩
嗇
夫
︑
す
な
わ
ち
後
営
す
る
と
お
り
︑
縣
尉
の

�
下
に
置
か
れ
た
直
屬
の
軍
.
で
あ
る
︒
彼
ら
の
ほ
か
︑
治
安
維
持
に
當
た
る
人
員
の
9
任
が
縣
尉
の
職
掌
だ
っ
た
こ
と
は
里
耶
秦
鯵
か
ら
も

窺
え
る
︒

小
男
子
說
︒
今
尉
[
說
以
爲
求
盜
〼

(正
)

員
.
勿

(背
)
(里
耶
秦
鯵
⑧
2
0
2
7

背
面
は
別
筆
)

小
男
子
の
說
︒
い
ま
尉
が
說
を
[
發
し
て
求
盜
と
し
た
︒
(背
面
略
)

｢求
盜
﹂
は
︑
尉
や
士
.
に
�
い
ら
れ
る
治
安
維
持
の
た
め
の
人
員
で

(⑧

1
2
5
2+

⑧

1
2
6
5

(5
)

︑
⑧

1
5
5
2
)
︑﹁
亭
﹂
に
�
置
さ
れ
る
な
ど
し
て
︑
彼

ら
が
決
め
ら
れ
た
持
ち
場
に
割
り
振
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た(6

)

︒
官
.
と
い
う
よ
り
も
一
般
人
か
ら
[
用
さ
れ
る
雜
役
夫

(以
下
﹁
.
役
﹂
)

で
︑

c
人
・
郵
人
と
い
っ
た
︑
他
の
.
役
と
竝
置
さ
れ
る
場
合
も
あ
る

(功
令
119
)
︒
類
似
す
る
役
職
に
﹁
憲
盜
﹂﹁
e
盜
﹂
が
あ
り
︑
そ
れ
に
は
士

伍
～
不
f
の
者
が
就
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た

(嶽
麓
︹
肆
︺
209
)
︒
右
に
擧
げ
た
里
耶
秦
鯵
に
よ
れ
ば
︑
そ
の
[
發
・
任
命
が
縣
尉
の
職
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務
で
あ
っ
た
こ
と
が
︑
確
か
に
A
�
す
る
︒

三
．
�
役
の
敍
任

求
盜
と
同
じ
く
︑
.
役
の
一
つ
に
數
え
ら
れ
る
里
典
や
郵
人
の
9
任
に
お
い
て
も
︑
尉
が
重
�
な
役
割
を
果
た
し
た
︒

卅
二
年
正
h
戊
寅
朔
甲
午
︑
i
陵
鄕
夫
敢
言
之
︒
成
里
典
・
i
陵
郵
人
缺
︒
除
士
五
成
里
匄
・
成
︑
成
爲
典
︑
匄
爲
郵
人
︒
謁
令
尉
以
從

事
︒
敢
言
之
︒
(正
)

正
h
戊
寅
朔
丁
酉
︑
�
陵
丞
昌
卻
之
︒
i
陵
廿
七
戶
︑
已
�
一
典
︒
今
�
除
成
爲
典
︒
何
律
令
𤻮

(應
)
︒
尉
已
除
成
・
匄
爲
i
陵
郵
人
︒

其
以
律
令
︒
／
氣
手
︒
／
正
h
戊
戌
日
中
︑
守
府
快
行
︒

正
h
丁
酉
旦
食
時
︑
隸
妾
冉
以
來
︒
／
欣
發
︒

壬
手
︒
(背
)
(里
耶
秦
鯵
⑧
1
5
7

(7
)

)

〔始
皇
︺
三
十
二
年
正
h
戊
寅
朔
甲
午

(17
日
)
︑
i
陵
鄕
嗇
夫
の
夫
が
申
し
上
げ
ま
す
︒
成
里
の
里
典
・
i
陵
の
郵
人
に
缺
員
が
あ
り

ま
す
︒
士
伍
で
成
里
に
本
籍
の
あ
る
匄
・
成
を
敍
任
し
︑
成
を
里
典
と
し
︑
匄
を
郵
人
と
い
た
し
た
く
存
じ
ま
す
︒
ど
う
か
縣
尉
に
命

じ
て
職
務
を
行
わ
せ
て
く
だ
さ
い
︒
以
上
︑
申
し
上
げ
ま
す
︒
壬
が
書
い
た
︒

正
h
丁
酉

(20
日
)

旦
食
時
︑
隸
妾
冉
が
持
っ
て
き
た
︒
／
欣
が
開
封
︒

正
h
戊
寅
朔
丁
酉

(20
日
)
︑
�
陵
丞
の
昌
が
こ
れ
を
却
下
す
る
︒
i
陵
鄕
は
二
十
七
戶
か
ら
成
り
︑
す
で
に
里
典
が
一
人
い
る
︒
い

ま
︑
さ
ら
に
成
を
敍
任
し
て
里
典
と
す
る
の
は
︑
い
っ
た
い
ど
の
律
令
と
對
應
し
て
い
る
の
か
︒
縣
尉
は
す
で
に
成
・
匄
を
敍
任
し
て

i
陵
郵
人
と
し
た
︒
律
令
に
則
っ
て
職
務
を
行
え
︒
／
氣
が
書
い
た
︒
／
正
h
戊
戌

(21
日
)

日
中
︑
守
府
の
快
が
持
っ
て
行
っ
た(8

)

︒

こ
こ
で
は
︑
ま
ず
鄕
嗇
夫
が
里
典
・
郵
人
の
缺
員
補
閏
を
提
案
し
︑
候
補
者
を
擧
げ
た
う
え
で
︑﹁
尉
﹂
に
命
じ
て
職
務
を
行
わ
せ
る
よ
う
︑

縣
に
n
願
し
て
い
る
︒
こ
の
提
案
は
︑
里
典
の
敍
任
に
つ
い
て
は
縣
令
に
よ
り
却
下
さ
れ
た
も
の
の
︑
郵
人
の
補
閏
は
K
め
ら
れ
︑
候
補
と
さ
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れ
た
二
名
は
い
ず
れ
も
﹁
尉
﹂
に
よ
っ
て
郵
人
と
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
︒
里
典
・
郵
人
を
敍
任
す
る
際
︑
縣
尉
の
﹁
從
事
﹂
が
必
�
だ
っ
た
こ

と
が
分
か
り
︑
そ
の
人
事
へ
の
關
與
が
K
め
ら
れ
る
︒

里
の
典
・
老
の
任
命
に
つ
い
て
は
︑
嶽
麓
鯵
に
も
細
か
い
規
定
が
あ
る

(嶽
麓
︹
肆
︺
142
～
146
(9
)

)
︒
そ
の
任
命
手
續
き
に
縣
尉
が
ど
う
關
與
し

た
の
か
は
具
體

に
は
記
さ
れ
な
い
も
の
の
︑
不
8
格
者
が
典
・
老
と
な
っ
た
場
合
︑
尉
・
尉
*
・
士
.
は
貲
一
甲
︑
令
・
丞
・
令
*
は
そ
れ

よ
り
や
や
輕
罪
で
︑
貲
一
盾
と
さ
れ
て
い
る
︒
里
典
の
9
任
に
對
す
る
直
接

な
責
任
者
は
縣
尉
と
そ
の
屬
僚
で
あ
り
︑
縣
廷
も
一
定
の
責
任

は
%
っ
た
と
は
い
え
︑
そ
れ
は
閒
接

な
も
の
に
止
ま
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
右
の
里
耶
秦
鯵
で
も
︑
縣
令
は
�
V

な
決
定
の
み
を
下
し
た

よ
う
で
あ
る
︒
里
典
・
郵
人
の
人
事
に
あ
っ
て
は
︑
縣
尉
が
よ
り
重
�
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
る
︒
だ
が
同
時
に
︑
決
定
權
者
は
あ
く
ま

で
縣
令
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
看
p
し
て
は
な
る
ま
い
︒

四
．
﹁
日
備
者
﹂
へ
の
郡
尉
の
關
與

先
行
硏
究
が
指
摘
す
る
*
料
の
な
か
に
は
︑
治
安
維
持
關
連
の
人
員
や
.
役
に
限
ら
ず
︑
廣
く
官
.
一
般
の
任
命
に
﹁
尉
﹂
が
關
わ
っ
た
こ

と
を
示
す
と
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
︒
た
と
え
ば
�
の
里
耶
秦
鯵
︒

卅
一
年
二
h
癸
未
朔
丙
戌
︑
�
陵
丞
昌
敢
言
之
︒
�
〼

佐
日
備
者
︑
士
五

(伍
)

梓
潼
長
司
欣
補
︒
謁
令
〼

(正
)

二
h
丙
戌
︑
水
十
一
刻
刻
下
八
︑
守
府
快
行
尉
曹
︒

〼

(背
)
(⑧
7
1
)

〔始
皇
︺
三
十
一
年
二
h
癸
未
朔
丙
戌

(4
日
)
︑
�
陵
丞
の
昌
が
申
し
上
げ
ま
す
︒
�
⁝
佐
の
日
數
が
閏
足
し
た
者
で
︑
士
伍
で
梓
潼

縣
長
司
里
の
欣
を
補
閏
に
當
て
た
く
存
じ
ま
す
︒
ど
う
か
⁝
に
命
じ
て
⁝
(正
)

二
h
丙
戌

(4
日
)
︑
水
十
一
刻
刻
下
八
︑
守
府
の
快
が
尉
曹
に
持
っ
て
行
っ
た
︒
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こ
れ
は
�
陵
縣
丞
が
發
信
し
た
上
行
�
書
で
あ
り
︑
從
っ
て
そ
の
D
付
先
は
洞
庭
郡
だ
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
る
︒
そ
れ
故
に
︑
楊
振
紅
は
背

面
に
記
さ
れ
る
﹁
尉
曹
﹂
は
郡
�
屬
の
曹
で
あ
り
︑
郡
尉
に
よ
っ
て
r
管
さ
れ
て
い
た
と
す
る
﹇
楊
振
紅
二
〇
一
五
︑
一
〇
八
頁
﹈
︒
こ
う
し

た
理
解
に
據
る
な
ら
ば
︑
確
か
に
右
の
�
書
は
︑﹁
欣
﹂
な
る
人
物
の
補
任
へ
の
郡
の
﹁
尉
﹂
の
關
與
を
示
し
て
い
よ
う
︒
だ
が
果
た
し
て
そ

う
斷
言
で
き
る
の
か
︑
檢
討
す
べ
き
課
題
が
殘
る
︒

ま
ず
は
釋
字
の
問
題
で
あ
る
︒
實
の
と
こ
ろ
︑﹁
尉
﹂
と
釋
さ
れ
て
い
る
�
字
は
や
や
模
糊
と
し
て
お
り
︑
こ
れ
を
﹁
旁
﹂
と
釋
す
者
も
い

る
﹇
何
�
祖
二
〇
一
六(

10
)

﹈︒﹁
旁
曹
﹂
は
他
に
も
用
例
が
あ
り
︑
殘
存
す
る
墨
跡
は
確
か
に
﹁
尉
﹂
よ
り
も
﹁
旁
﹂
に
u
い
︒
釋
讀
が
改
ま
る
な

ら
︑
こ
の
*
料
は
人
事
へ
の
﹁
尉
﹂
の
關
與
を
示
す
も
の
で
は
︑
そ
も
そ
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︒

よ
し
ん
ば
釋
讀
が
﹁
尉
﹂
で
正
し
い
と
し
て
も
︑
こ
の
鯵
に
は
殘
缺
が
あ
り
︑
如
何
な
る
身
分
の
者
を
︑
ど
の
ポ
ス
ト
に
補
閏
し
よ
う
と
し

た
の
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
︒﹁
尉
曹
﹂
へ
報
吿
が
な
さ
れ
て
い
る
背
景
を
十
分
に
吟
味
せ
ず
︑
あ﹅

ら﹅

ゆ﹅

る﹅

官
.
の
任
免
に
﹁
尉
﹂
が
關
與
し
︑

ま
た
そ
の
關
與
が
決
定

に
重
�
な
も
の
で
あ
っ
た
と
︑
こ
の
鯵
に
據
っ
て
斷
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

こ
こ
で
﹁
欣
﹂
の
地
位
を
推
測
す
る
手
が
か
り
と
な
る
の
は
︑
�
中
の
﹁
日
備
﹂
で
あ
る
︒﹁
日
備
﹂
と
は
﹁
日
數
が
閏
足
す
る
﹂
こ
と
で
︑

𠛬
徒
や
兵
士
︑
お
よ
び
�
確
な
任
w
の
あ
る
一
部
の
官
.
の
︑﹁
任
w
滿
了
﹂
を
�
味
す
る
︒﹁
一
部
の
官
.
﹂
と
は
︑
た
と
え
ば
一
定
の
任
w

で
怨
占
領
地
に
D
り
�
ま
れ
る
﹁
怨
地
.
﹂
や
︑
下
L
の
屬
.
で
あ
る
﹁
佐
・
*
﹂
の
う
ち
︑
輪
番
x
代
で
は
な
く
繼
續
し
て
︑
長
w
に
渡
っ

て
勤
務
す
る
﹁
冗
佐
・
*(

11
)

﹂
が
そ
れ
に
當
た
る
︒
怨
地
.
の
任
w
は
﹁
二
歲
﹂﹁
四
歲
﹂
と
さ
れ
る
例(

12
)

が
あ
り
︑
冗
佐
・
*
の
任
w
は
不
�
だ

が
︑
二
年
に
一
度
の
歸
鄕
が
許
さ
れ
て
い
た

(嶽
麓
︹
肆
︺
278
)

の
で
︑
二
年
以
上
だ
っ
た
と
お
ぼ
し
い
︒
里
耶
秦
鯵
に
は
︑
﹁
日
備
﹂
し
た
冗

佐
に
つ
い
て
�
の
よ
う
な
鯵
も
あ
る
︒

〼

□
□
□
⁝
⁝
〼

〼

�
秩
└
︑
銜
不
當
□
〼
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〼
︻
銜(

13
)

︼
當
補
�
秩
不
當
〼

〼
□
�
陵
□
〼

〼
�
陵
�
以
令
除
冗
佐
日
備
者
爲

〼
□
謁
爲
*
︒
以
銜
不
當
補
�
秩
︑
當

(里
耶
秦
鯵
⑧
2
1
3
5+

⑧
2
1
0
6

(14
)

)

⁝
�
秩
⁝
︑
銜
は
⁝
相
當
し
な
い
⁝
︑
⁝
銜
は
�
秩
の
ポ
ス
ト
に
補
閏
す
る
の
に
相
當
す
る
か
︑
相
當
し
な
い
か
︒
⁝

⁝
�
陵
⁝
︑
⁝
�
陵
⁝
令
に
則
っ
て
︑
冗
佐
の
日
數
が
閏
足
し
た
者
を
敍
任
し
て
⁝
と
す
る
⁝
が
あ
る
⁝
︒
⁝
ど
う
か
*
と
し
て
い
た

だ
き
た
い
︒
銜
は
�
秩
の
ポ
ス
ト
に
補
閏
す
る
の
に
相
當
せ
ず
︑
⁝
に
相
當
⁝

綴
合
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
殘
鯵
は
筆
跡
が
類
似
し
︑
同
じ
人
名

(﹁
銜
﹂
)

も
見
え
る
の
で
︑
互
い
に
關
連
す
る
の
は
閒
 
い
な
い
︒
鯵
は
大
き

く
斷
裂
し
︑
解
釋
し
づ
ら
い
も
の
の
︑
﹁
冗
佐
日
備
者
﹂
が
怨
た
な
敍
任
の
對
象
だ
っ
た
こ
と
︑
ま
た
﹁
�
秩
﹂
に
補
す
際
に
は
何
ら
か
の
條

件
の
あ
っ
た
こ
と
が
讀
み
取
れ
る
︒

こ
の
*
料
を
念
頭
に
置
く
な
ら
︑
先
に
擧
げ
た
⑧
7
1
の
﹁
欣
﹂
も
ま
た
︑﹁
日
備
﹂
し
た
﹁
冗﹅

佐
﹂
で
あ
っ
て
︑
そ
う
し
た
者
が
他
の
ポ
ス

ト
に
補
閏
さ
れ
る
場
合
は
︑
郡
の
﹁
尉
曹
﹂
に
よ
る
承
K
が
必
�
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
一
見
︑﹁
尉
﹂
が
人
事
權
を
握
っ
て
い
た

證
左
で
あ
る
よ
う
に
も
映
る
︒
だ
が
︑
�
の
よ
う
な
鯵
も
存
在
す
る
︒

廿
八
年
七
h
戊
戌
朔
朔
日
︑
�
︻
陵
︼
守
︻
丞
︼
膻
之
敢
言
之
︒
令
曰
︑
上
冗
佐
・
*
日
備
歸
者
︑
恒
會
八
h
朔
日
尉
府
︒
今
問
之
︑
毋

︻
當
︼
令
者
︒
敢
言
之
︒
(正
)

□
□
□
酉
︑
�
陵
拔
敢
言
之
︒
〼

水
下
三
刻
︑
隸
臣
□
行
□
︒
〼

(背
)
(里
耶
秦
鯵
⑨
2
9
8+

⑯
2
0
3
2

(15
)

)

〔始
皇
︺
二
十
八
年
七
h
戊
戌
朔
朔
日
︑
�
陵
守
丞
の
膻
之
が
申
し
上
げ
ま
す
︒
令
に
﹁
冗
佐
・
*
の
日
數
が
閏
足
し
て
歸
鄕
す
る
者
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の
こ
と
を
報
吿
す
る
際
に
は
︑
常
に
八
h
朔
日
を
w
日
と
し
て
尉
府
に
屆
け
出
る
﹂
と
あ
る
︒
さ
て
︑
い
ま
こ
の
こ
と
を
問
い
合
わ
せ

た
と
こ
ろ
︑
こ
の
令
に
該
當
す
る
者
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
︒
以
上
申
し
上
げ
ま
す
︒
(背
面
略
)

こ
れ
も
縣
か
ら
の
上
行
�
書
で
︑
そ
の
宛
先
は
︑
�
書
中
に
引
用
さ
れ
た
﹁
令
﹂
に
見
え
る
﹁
尉
府
﹂︑
す
な
わ
ち
洞
庭
郡
尉
の
治
�
だ
ろ
う
︒

だ
が
︑
こ
こ
で
郡
尉
に
報
吿
さ
れ
て
い
る
の
は
﹁
冗
佐
・
*
﹂
の
怨
た
な
補
任
に
つ
い
て
で
は
な
く
︑
彼
ら
の
歸
鄕
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
︒
こ

の
よ
う
に
︑
別
の
ポ
ス
ト
に
�
る
に
せ
よ
︑
歸
鄕
す
る
に
せ
よ
︑
い
ず
れ
の
場
合
に
も
﹁
日
備
者
﹂
の
�
報
が
郡
尉
に
集
�
さ
れ
た
の
だ
と
す

れ
ば
︑
か
か
る
報
吿
が
な
さ
れ
た
理
由
は
︑
郡
尉
が
人
事
權
を
握
り
︑
怨
た
な
敍
任
の
可
否
を
決
め
た
か
ら
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
尉
が
A
斷
し

た
の
は
﹁
任
w
が
滿
了
し
た
か
否
か
﹂
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒﹁
日
備
﹂
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
實
際
に
日
數
が
閏
足
し
た
の
か
否
か
が

�
々
に
し
て
問
題
と
な
っ
た
︒

冗
募
歸
︑
辭
曰
日
已
備
︑
致
未
來
︑
不
如
辭
︑
貲
日
四
h
居
邊
︒
(秦
律
雜
抄
35
)

冗
募
が
歸
鄕
す
る
際
︑﹁
す
で
に
勤
務
す
べ
き
日
數
を
滿
了
し
た
が
︑
ま
だ
證
�
書
が
到
着
し
な
い
﹂
と
営
べ
た
が
︑
そ
の
言
葉
の
と

お
り
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
︑
一
日
ご
と
に
四
ヶ
h
分
の
邊
境
防
備
を
貲
𠛬
と
し
て
課
す
︒

こ
れ
は
冗
佐
・
*
で
は
な
く
﹁
冗
募
﹂
︑
つ
ま
り
長
w
勤
務
の
應
募
兵
の
ケ
ー
ス
だ
が
︑
本
人
は
す
で
に
日
數
が
閏
足
し
た
と
r
張
し
た
も
の

の
︑
實
際
に
は
 
っ
て
い
た
ら
し
い
︒
﹁
任
w
滿
了
﹂
に
備
え
て
勤
務
日
數
は
記
錄
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
管
理
に
責
任
を
%
っ
た
の
が
﹁
尉
﹂

系
瓜
の
官
で
あ
っ
た
可
能
性
を
︑
む
し
ろ
想
定
す
べ
き
だ
ろ
う
︒

從
っ
て
︑
右
に
擧
げ
た
里
耶
秦
鯵
か
ら
﹁
尉
﹂
に
よ
る
人
事
權
の
掌
握
を
想
定
す
る
の
は
早
計
で
あ
る
︒
ま
た
︑
い
ず
れ
の
記
事
で
も
報
吿

先
と
な
っ
て
い
る
の
は
郡
レ
ベ
ル
の
﹁
尉
﹂
で
あ
っ
て
︑
縣
尉
で
は
な
い
︒
こ
の
點
に
も
留
�
す
べ
き
だ
ろ
う
︒
先
行
硏
究
が
そ
ろ
っ
て
-
目

す
る
二
年
律
令
214
～
215
に
つ
い
て
も
︑
同
じ
こ
と
が
い
え
る
︒
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五
．
﹁
除
人
﹂
の
尉
へ
の
報
吿

縣
U
官
之
計
︑
各
關
屬
�
二
千
石
官
︒
其
�
恒
秩
氣
稟
︑
B
求
財
用
年
輸
︑
郡
關
其
守
︑
中
關
內
*
︒
�

(
�
)

�
B
除
人
︑
關
於
尉
︒

都
官
自
尉
・
內
*
以
下
毋
治
獄
︑
獄
無
輕
重
關
於
正
︑
郡
關
其
守
︒
(二
年
律
令
214
～
215
)

縣
U
の
官
の
計
�
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
�
屬
の
二
千
石
官
に
報
吿
す
る
︒
經
常
の
給
與
・
給
食
の
�
け
取
り
︑
お
よ
び
年
ご
と
の
財
物
輸
D

の
n
求
に
つ
い
て
は
︑
郡
で
は
太
守
に
報
吿
し
︑
關
中
で
は
內
*
に
報
吿
す
る
︒
�
位
の
�
與
︑
敍
任
は
尉
に
報
吿
す
る
︒
都
官
に
つ

い
て
は
︑
尉
・
內
*
以
下
は
裁
A
を
擔
當
し
な
い
の
で
︑
裁
A
案
件
は
輕
罪
・
重
罪
に
か
か
わ
ら
ず
廷
尉
正
に
報
吿
し
︑
郡
で
は
太
守

に
報
吿
す
る
︒

こ
れ
は
︑
縣
が
い
ず
れ
の
﹁
二
千
石
﹂
に
計
�
を
提
出
す
べ
き
な
の
か
を
規
定
し
た
條
�
で
あ
る
︒﹁
中
﹂
︱
︱
首
都
圈
直
�
域
︱
︱

に
�

在
す
る
の
か
︑
そ
れ
と
も
﹁
郡
﹂
が
置
か
れ
た
地
域
に
�
在
す
る
の
か
で
報
吿
先
が
衣
な
り
︑
ま
た
報
吿
內
容
に
よ
っ
て
も
そ
れ
は
變
�
し
た
︒

そ
の
う
ち
﹁
�
�
﹂
と
﹁
除
人
﹂
に
つ
い
て
は
﹁
尉
﹂
が
報
吿
先
で
あ
り
︑﹁
中
﹂
に
あ
っ
て
は
﹁
中
尉
﹂
に
︑
郡
で
は
﹁
郡
尉
﹂
に
提
出
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
を
先
行
硏
究
は
︑﹁
尉
﹂
に
よ
る
人
事
權
掌
握
の
證
左
と
し
て
い
る
︒

だ
が
こ
れ
は
︑﹁
尉
﹂
に
よ
る
人﹅

事﹅

�﹅

報﹅

の﹅

集﹅

�﹅

を
證
言
し
て
は
い
る
も
の
の
︑
嚴
密
に
言
え
ば
︑
そ
れ
に
よ
る
人﹅

事﹅

權﹅

の﹅

掌﹅

握﹅

を
示
し
て

い
る
と
は
い
え
ま
い
︒﹁
尉
﹂
が
人
事
�
報
を
收
集
し
て
い
た
こ
と
は
︑
�
の
嶽
麓
鯵
か
ら
も
窺
え
る
︒

●
置
.
律
曰
︑
縣
・
都
官
・
郡
免
除
.
B
佐
・
羣
官
屬
︑
以
十
二
h
朔
日
免
除
︑
盡
三
h
而
止
之
︒
其
�
死
�
B
故
�
缺
者
︑
爲
補
之
︑

毋
須
時
︒
郡
免
除
書
到
中
尉
︑
雖
後
時
︑
尉
聽
之
︒
⁝
(後
略
)⁝

(嶽
麓
︹
肆
︺
220
～
221
)

置
.
律
︒
縣
・
都
官
・
郡
が
.
︑
お
よ
び
佐
や
諸
々
の
官
屬
を
任
免
す
る
と
き
に
は
︑
十
二
h
朔
日
を
も
っ
て
任
免
を
開
始
し
︑
三
h

末
日
で
止
め
る
︒
死
�
や
な
ん
ら
か
の
理
由
で
缺
員
が
生
じ
た
場
合
は
︑
補
閏
を
す
る
の
に
こ
の
時
w
ま
で
待
た
な
く
て
も
よ
い
︒
郡

に
よ
る
任
免
の
書
が
中
尉
に
屆
い
た
な
ら
︑
こ
の
時
w
に
遲
れ
た
と
し
て
も
︑
尉
は
こ
れ
を
�
理
す
る(16

)

︒

秦代縣尉小考

49



こ
こ
で
は
﹁
免
除
書
﹂
が
︑
郡
か
ら
中
尉
に
提
出
さ
れ
て
い
る
︒﹁
免
除
﹂
や
﹁
補
﹂
の
r
體
は
あ
く
ま
で
縣
・
都
官
・
郡
で
あ
ろ
う
か
ら
︑

﹁
免
除
書
﹂
は
彼
ら
が
す
で
に
行
っ
た
任
免
の
記
錄
だ
ろ
う
︒
こ
の
*
料
か
ら
︑
人
事
�
報
が
中
尉
に
集
�
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
め
ら
れ
る
も

の
の
︑
そ
の
人
事
權
の
掌
握
を
も
同
時
に
推
測
す
る
の
は
︑
や
は
り
大
膽
に
p
ぎ
る
だ
ろ
う
︒

以
上
︑
先
行
硏
究
が
擧
げ
る
諸
*
料
を
再
檢
討
し
た
結
果
︑
縣
尉
は

①

自
ら
の
�
下
に
あ
る
治
安
維
持
擔
當
の
官
.

(士
.
・
發
弩
嗇
夫
)

の
人
事
︑
お
よ
び

②

特
定
の
.
役

(求
盜
・
里
典
・
郵
人
)

に
就
く
者
の
人
9

に
は
深
く
關
與
し
た
も
の
の
︑
官
.
)
般
の
人
事
權
を
握
っ
て
い
た
證
左
の
よ
う
に
み
え
る
里
耶
秦
鯵
⑧

7
1
は
︑
む
し
ろ
人
事
の
行
方
を
も

左
右
し
た

③

勤
務
日
數
管
理
へ
の
關
與

を
示
唆
す
る
も
の
で
︑
か
つ
そ
の
責
任
者
は
縣
尉
で
は
な
く
︑
郡
尉
だ
っ
た
こ
と
が
�
ら
か
に
な
っ
た
︒
縣
尉
と
そ
の
上
L
の
﹁
尉
﹂
と
を

は
っ
き
り
切
り
分
け
る
な
ら
︑
縣
尉
の
人
事
)
般
へ
の
關
與
を
示
唆
す
る
*
料
は
︑
第
一
節
で
と
り
あ
げ
た
睡
虎
地
・
置
.
律

(秦
律
十
八
種

159
～
160
)

の
み
で
あ
り
︑
こ
れ
も
實
の
と
こ
ろ
縣
尉
の
︑

④

人
事
手
續
き
の
一﹅

部﹅

へ
の
關
與

を
示
す
に
p
ぎ
な
い
可
能
性
が
あ
る
︒
縣
尉
に
よ
る
﹁
人
事
)
體
の
掌
握
﹂
を
︑
疑
い
の
餘
地
な
く
證
�
す
る
*
料
は
︑
現
時
點
で
は
存
在
し

な
い
︒

た
だ
し
︑
こ
れ
は
斷
片

な
手
が
か
り
か
ら
�
き
出
し
た
結
論
で
あ
り
︑
先
行
硏
究
と
は
衣
な
る
見
方
を
︑
�
圖

に
提
示
し
た
部
分
も
あ

る
︒
改
め
て
縣
尉
の
職
掌
)
般
を
整
理
し
︑
上
記
の
結
論
を
些
か
な
り
と
も
補
強
し
て
お
く
︒
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第
二
違

縣
尉
の
屬
僚
と
そ
の
職
掌

一
．
秩
祿
と
定
員

二
年
律
令
に
よ
る
と
︑
縣
尉
の
秩
祿
は
原
則
と
し
て
縣
令
の
�
分
で
︑
縣
令
が
八
百
石
の
縣
で
は
四
百
石

(二
年
律
令
450
)
︑
六
百
石
の
縣
な

ら
三
百
石

(二
年
律
令
464
)

だ
っ
た
︒
令
の
秩
祿
が
千
石
の
縣
も
あ
り
︑
そ
の
場
合
︑
丞
の
秩
祿
は
四
百
石
だ
っ
た
が

(二
年
律
令
443
～
444
)
︑
尉

の
秩
祿
は
�
記
さ
れ
て
い
な
い(

17
)

︒
縣
と
竝
ぶ
行
政
單
位
で
︑
蠻
夷
の
居
�
區
に
置
か
れ
た
﹁
U
﹂
に
は
﹁
U
尉
﹂
が
お
り
︑
こ
ち
ら
は
秩
三
百

石
な
い
し
は
二
百
石
で
あ
っ
た(

18
)

︒
そ
の
他
︑
特
別
な
鄕
・
邑

(
黃
鄕
︑
萬
年
邑
)

に
も
尉
が
置
か
れ
︑
そ
の
秩
祿
は
二
百
石
で
あ
る

(二
年
律
令

465
～
466
)
︒
以
上
の
數
字
は
︑﹃
漢
書
﹄
百
官
表
に
縣
尉
は
﹁
秩
四
百
至
二
百
石
﹂
と
あ
る
の
と
︑
基
本

に
一
致
す
る
︒

秦
の
官
印
に
﹁
灋
丘
左
尉
﹂
が
見
え
る(19

)

の
で
︑
秦
代
す
で
に
︑
一
つ
の
縣
に
尉
が
二
名
置
か
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
ら
し
い
︒
一
方
︑
里
耶
秦

鯵
の
﹁
�
陵
.
志
﹂
(⑨

6
3
3
)

に
は
﹁
長
.
三
人
﹂
と
あ
り
︑
そ
の
內
譯
は
令
・
丞
・
尉
︑
そ
れ
ぞ
れ
一
名
ず
つ
と
考
え
ら
れ
る
︒
縣
尉
が
一

名
の
縣
も
當
然
存
在
し
た
の
だ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑
�
陵
縣
に
つ
い
て
は
�
の
よ
う
な
鯵
も
存
在
す
る
︒

五
h
�
陵
令
・
尉
徼
�

(
�
)

冣

(
�
)
︒
尉
未
�
�
︑
𣪠

(繫
)

酉
陽
︑
不
�
︒

●
凡
徼
五
十
一
日
︑
行
四
百
里
︒

居
官
九
日
︒
(里
耶
秦
鯵
⑨
2
5
)

五
h
の
�
陵
縣
の
令
・
尉
に
よ
る
�
囘
の
集
計
記
錄
︒
尉
の
未
は
召
喚
さ
れ
︑
酉
陽
縣
に
收
繫
さ
れ
て
お
り
︑
記
錄
し
て
い
な
い
︒

●
�
囘
日
數
は
總
計
の
べ
五
十
一
日
︑
移
動
�
離
は
四
百
里
︒
官
署
に
い
た
の
が
の
べ
九
日
︒

こ
の
鯵
は
︑
縣
令
と
縣
尉
に
よ
る
�
囘
の
記
錄
で
あ
る
︒
�
囘
日
數
と
官
署
に
い
た
日
數
の
合
計
が
60
日
だ
か
ら
︑
こ
の
年
の
五
h
は
大
h

(一
ヶ
h
30
日
)

で
︑
二
人
の
人
物
が
�
囘
に
當
た
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
し
か
し
令
・
尉
の
う
ち
︑﹁
未
﹂
と
い
う
名
の
尉
は
�
縣
で
拘
禁
さ
れ
て
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お
り
︑
記
錄
に
含
ま
れ
て
い
な
い
と
の
-
記
が
あ
る
︒
令
が
複
數
い
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
︑
こ
の
と
き
�
陵
縣
に
は
尉
が
二
名
お
り
︑

令
・
尉
あ
わ
せ
て
三
名
の
う
ち
︑
﹁
未
﹂
を
除
く
二
名
が
�
囘
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
里
耶
秦
鯵
に
は
今
の
と
こ
ろ
﹁
左
尉
﹂﹁
右
尉
﹂
と

い
っ
た
官
名
は
見
え
ず
︑
戸
斷
は
�
け
る
べ
き
だ
が
︑
.
の
定
員
は
時
に
變
動
し
て
お
り(20

)

︑
縣
尉
が
複
數
置
か
れ
る
時
w
の
あ
っ
た
可
能
性
も

排
除
で
き
な
い
︒

二
．
屬
僚
た
ち

尉
の
�
下
に
は
發
弩
嗇
夫
・
士
.
・
校
長
︑
お
よ
び
尉
*
な
ど
の
屬
僚
が
い
た
﹇
吳
方
基
二
〇
一
七
b
﹈︒
發
弩
嗇
夫
は
秩
祿
百
二
十
石
で
︑

里
耶
秦
鯵
で
は
縣
の
戍
卒
に
食
糧
を
荏
給
し
た

(⑧

7
6
1
)

ほ
か
︑
尉
の
手
元
に
�
書
が
到
着
し
た
こ
と
を
︑
發
弩
嗇
夫
が
自
身
の
名
義
で
D

付
元
に
回
報
す
る
こ
と
も
あ
っ
た

(⑧
1
4
1+

⑧
6
6
8
)
︒
後
者
の
職
務
に
關
し
て
嶽
麓
鯵
に
は
︑

●
縣
發
弩
嗇
夫
︑
毋
得
以
其
名
B
印
封
行
尉
事
︑
不
令
聽
B
與
令
聽
B
與
從
事
者
︑
皆
貲
二
甲
︑
廢
之
︒
●
〼

(嶽
麓
︹
柒
︺
90
)

●
縣
の
發
弩
嗇
夫
は
︑
自
分
の
名
義
に
よ
っ
て
︑
お
よ
び
自
分
の
印
で
�
書
を
封
印
し
て
︑
尉
の
職
務
を
代
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

�
理
さ
せ
な
い
︑
お
よ
び
共
に
�
理
さ
せ
た
︑
お
よ
び
共
に
職
務
を
行
っ
た
場
合
は

(？
)
︑
い
ず
れ
も
貲
二
甲
で
︑
出
仕
禁
止
と
す

る
︒

と
い
う
秦
代
の
法
�
が
あ
る
︒﹁
不
令
聽
B
與
令
聽
B
與
從
事
者
﹂
と
い
う
部
分
が
難
解
で
あ
る
も
の
の
︑
發
弩
嗇
夫
に
よ
る
縣
尉
の
職
務
の

代
行
に
は
︑
法
律
の
う
え
で
は
一
定
の
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
だ
が
︑
�
書
到
着
の
報
吿
の
よ
う
な
單
純
な
業
務
で
あ
れ
ば
︑

發
弩
嗇
夫
が
そ
れ
を
行
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う(21

)

︒
�
す
る
に
︑
發
弩
嗇
夫
は
縣
尉
の
�
も
側
u
く
で
︑
そ
の
�
書
行
政
を
補
佐
し
た
者
だ

と
い
え
よ
う
︒

一
方
で
︑﹁
發
弩
﹂
は
﹁
材
官
﹂
な
ど
と
竝
ぶ
兵
種
の
呼
稱
で
も
あ
っ
た
か
ら
︑
�
書
の
處
理
の
み
な
ら
ず
︑
そ
れ
ら
兵
士
の
監
督
も
發
弩
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嗇
夫
の
職
掌
だ
っ
た
に
 
い
な
い
︒
嶽
麓
鯵
に
は

●
御
*
・
丞
相
言
︑
置
發
弩
嗇
夫
︑
固
以
善
射
辨
於
弩
事
者
補
之
︒
議
︑
勿
令
與
計
偕
︑
識

(試
)

射
其
執

灋
府
︒

●
廿
五

(嶽
麓

︹
柒
︺
89
)

●
御
*
・
丞
相
が
言
う
に
は
﹁
發
弩
嗇
夫
を
置
く
に
あ
た
っ
て
は
︑
か
ね
て
よ
り
射
擊
が
巧
み
で
弓
弩
の
事
に
Y
じ
た
者
か
ら
補
閏
し

て
お
り
ま
す
︒
議
論
し
た
と
こ
ろ
︑
計
�
と
と
も
に
報
吿
さ
せ
る
に
は
B
ば
ず
︑
射
擊
を
執
法
府
で
試
驗
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
﹂

と
︒

●
廿
五

と
あ
り
︑
そ
の
任
命
の
基
準
が
あ
く
ま
で
弓
弩
の
腕
4
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
張
家
山
漢
鯵
・
奏
讞
書
に
は
︑
校
長
と
と
も
に
犯

人
�
捕
に
當
た
っ
た
﹁
發
弩
﹂
も
見
え
る

(奏
讞
書
81
)
︒
た
だ
し
里
耶
秦
鯵
に
は
︑
そ
も
そ
も
﹁
發
弩
﹂
と
い
う
兵
士
自
體
が
現
れ
な
い
︒
少

な
く
と
も
�
陵
縣
で
は
︑
發
弩
嗇
夫
は
r
と
し
て
�
書
行
政
の
一
端
を
擔
っ
て
お
り
︑
尉
*
は
そ
れ
を
補
佐
す
る
書
記
官
と
し
て
︑
�
々
に
し

て
發
弩
嗇
夫
と
連
名
で
�
書
や
割
り
符
に
現
れ
る(22

)

︒

士
.
も
ま
た
縣
尉
の
屬
僚
で
︑
そ
れ
が
縣
尉
に
よ
っ
て
9
任
さ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
営
べ
た
︒
士
.
の
職
掌
に
つ
い
て
は
す
で
に
專
論
﹇
水

閒
二
〇
一
一
︑
吳
紀
寧
二
〇
二
二
﹈
が
あ
り
︑
水
閒
に
よ
る
と
士
.
は
︑
盜
�
を
取
り
閲
ま
る
た
め
の
警
邏
や
�
報
收
集
︑
發
生
し
た
盜
�
や

そ
の
他
の
犯
罪
者
の
1
捕
︑
兵
士
や
徭
役
人
夫
の
[
發
・
瓜
�
な
ど
︑
つ
ま
り
は
軍
事
・
警
察
に
關
連
す
る
職
務
を
擔
っ
て
い
た
︒
士
.
に
は

個
々
に
﹁
部

︱
︱
管
�
區
域
︱
︱
﹂
の
あ
っ
た
こ
と
が
同
時
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
︑
嶽
麓
鯵
に
も
︑

〼
⁝
官
嗇
夫
・
士
.
・
街
佐
各
循
行
部
中
︑
�
犯
令
者
皆

(嶽
麓
︹
柒
︺
220
)

⁝
官
嗇
夫
・
士
.
・
街
佐
は
そ
れ
ぞ
れ
管
�
區
域
內
を
�
囘
し
︑
令
に
 
反
す
る
者
が
い
れ
ば
︑
い
ず
れ
も
⁝

と
あ
っ
て
︑
そ
れ
は
秦
代
に
ま
で
�
っ
た
︒
士
.
は
部
下
の
卒
な
ど
を
�
い
て
職
務
に
當
た
っ
て
お
り
︑
治
安
維
持
活
動
の
�
4
線
に
立
つ
そ

の
よ
う
な
士
.
の
 
は
︑
�
の
鯵
に
も
K
め
ら
れ
る
︒
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【廿
︼
六
年
二
h
癸
丑
朔
丙
子
︑
¢
亭
叚

(假
)

校
長
壯
敢
言
之
︒
¢
亭

旁
�
盜
可
卅
人
︒
壯
卒
少
︑
不
足
以
1
︒
亭
不
可
空
︒
謁

C
卒
献
︒
敢
言
之
︒
／
二
h
辛
巳
︑
�
陵
守
丞
敦
狐
敢
吿
尉
︑
吿
 

(
鄕
)

r
︒
以
律

(正
)

令
從
.

(事
)
︑
尉
下
亭
鄣
︑
署﹅

士﹅

.﹅

謹
備
︒
貳
 

(
鄕
)

上
司
馬
丞
︒
／
亭
手
︒
／
戸
令

走
涂
行
︒

二
h
辛
巳
︑
不
f
輿
里
戌
以
來
︒
／
丞
�
︒

壯
手
︒
(背
)
(里
耶
秦
鯵
⑨
1
1
1
2
)

〔始
皇
︺
二
十
六
年
二
h
癸
丑
朔
丙
子

(24
日
)
︑
¢
亭
の
假
校
長
で
あ
る
壯
が
申
し
上
げ
ま
す
︒
¢
亭
の
u
傍
に
は
盜
�
が
三
十
人
ほ

ど
お
り
ま
す
︒
私
の
卒
は
數
が
少
な
く
︑
1
擊
す
る
に
は
足
ら
ず
︑
亭
を
空
に
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
︒
卒
を
¦
C
し
て
搜
索
し
て

い
た
だ
き
た
い
︒
以
上
申
し
上
げ
ま
す
︒
壯
が
書
い
た
︒
二
h
辛
巳

(29
日
)
︑
不
f
の
�
を
持
つ
輿
里
の
戌
が
持
っ
て
き
た
︒
丞
が

開
封
︒
／
二
h
辛
巳
︑
�
陵
縣
守
丞
の
敦
狐
が
尉
に
申
し
傳
え
︑
鄕
嗇
夫
に
吿
げ
る
︒
規
定
ど
お
り
に
職
務
を
行
わ
れ
よ
︒
尉
は
亭
鄣

に
指
示
を
下
し
︑
士﹅

.﹅

を﹅

�﹅

置﹅

に﹅

つ﹅

け﹅

て﹅

き
ち
ん
と
對
處
す
る
よ
う
に
︒
貳
春
鄕
は
司
馬
の
丞
に
申
し
上
げ
よ
︒
／
亭
が
書
い
た
︒
／

た
だ
ち
に
§
い
走
り
の
涂
に
持
っ
て
ゆ
か
せ
た
︒

こ
の
鯵
で
は
︑
¢
亭
か
ら
の
救
¨
�
n
を
承
け
︑
縣
尉
が
士
.
を
�
置
に
つ
け
て
い
る
︒
士
.
は
¦
C
さ
れ
る
﹁
卒
﹂
を
�
い
︑
搜
索
の
任
に

當
た
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
4
違
で
紹
介
し
た
と
お
り
︑
士
.
が
﹁
求
盜
﹂
を
引
�
し
て
い
る
例
も
里
耶
秦
鯵
に
は
見
え
る

(⑧

1
2
5
2+

⑧

1
2
6
5
)
︒

た
だ
し
一
方
で
︑

●
尉
卒
律
曰
︑
縣
尉
治
事
︑
毋
敢
令
*
獨
治
︑
必
尉
B
士
.
與
︑
身
臨
之
︑
不
從
令
者
︑
貲
一
甲
︒
(
嶽
麓
︹
肆
︺
139
)

●
尉
卒
律
︒
縣
尉
が
職
務
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
︑
*
の
み
に
單
獨
で
行
わ
せ
て
は
な
ら
ず
︑
必
ず
尉
お
よ
び
士
.
が
關
與
し
︑
自
ら

立
ち
會
う
︒
令
に
從
わ
な
い
場
合
は
︑
貲
一
甲
︒
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と
い
う
條
�
も
存
在
し
︑
士
.
が
縣
尉
に
よ
る
職
務
の
場
に
﹁
身
ず
か
ら
臨
む
﹂
場
合
も
あ
っ
た
︒
士
.
は
︑
求
盜
等
を
�
い
て
管
�
區
域
を

�
囘
す
る
一
方
で
︑
尉
の
治
�
に
身
を
置
き
︑
共
に
行
政
面
で
の
職
務
に
も
當
た
っ
た
の
で
あ
る(23

)

︒

�
後
に
︑
右
に
引
い
た
里
耶
秦
鯵
⑨
1
1
1
2
で
︑
¢
亭
か
ら
救
¨
�
n
を
D
っ
て
い
る
校
長
も
︑
縣
尉
の
屬
僚
だ
っ
た
︒

尉
敬
敢
再
瑚

(拜
)

謁
丞
公
︒
校
長
©
以
�
陵
c
徙
卒
*
︻
酉
陽
︑
酉
陽
︼
□
□
︻
c
︼
□
元

(
沅
)

陵
︒
©
以
c
屬
酉
陽
校
長
徐
︒
今

司
空
□
□
□
□
□
□
丞
公
令
.
徒
�
取
之
︑
B
以
書
吿
酉
陽
令
來
歸
之
︒
盜
�
事
+
︑
敬
已
C
©
︑
與
校
長
囚
吾
1
求
盜

(正
)

發
田
官
不
得
者
︒
敢
再
瑚

(拜
)

謁
之
︒
(背
)
(⑧
1
6
7+

⑧
1
9
4+

⑧
4
7
2+

⑧
1
0
1
1
)

尉
の
敬
が
謹
ん
で
縣
丞
閣
下
に
申
し
上
げ
ま
す
︒
校
長
の
©
は
�
陵
の
c
を
§
っ
て
卒
*
を
酉
陽
縣
ま
で
D
り
︑
酉
陽
は
⁝
c
⁝
沅
陵

︹
に
着
き
ま
し
た
︺︒
©
は
c
を
酉
陽
の
校
長
の
徐
に
預
け
ま
し
た
︒
い
ま
司
空
⁝
縣
丞
閣
下
⁝
.
・
徒
に
こ
れ
を
取
り
に
行
か
せ
︑
お

よ
び
�
書
で
酉
陽
縣
に
吿
げ
︑
こ
れ
を
持
ち
歸
ら
せ
ま
す
よ
う
︒
盜
�
の
狀
況
が
差
し
¬
っ
て
お
り
︑
敬
は
す
で
に
©
を
¦
C
し
︑
校

長
の
囚
吾
と
と
も
に
︑
發
生
し
た
盜
�
の
う
ち
田
官
が
捕
ら
え
ら
れ
な
い
者
を
搜
索
さ
せ
ま
し
た
︒
以
上
︑
謹
ん
で
申
し
上
げ
ま
す
︒

こ
れ
は
縣
尉
か
ら
縣
丞
に
D
ら
れ
た
書
狀
で
︑
私
信
の
形
式
を
と
る
も
の
の
︑
內
容
は
公
務
に
深
く
關
わ
っ
て
い
る
︒
釋
讀
で
き
な
い
箇
�
も

あ
る
が
︑
縣
尉
が
校
長
を
¦
C
し
︑
卒
*
の
移
D
や
盜
�
の
搜
索
を
行
わ
せ
て
い
る
の
が
窺
え
る
︒

校
長
の
秩
祿
は
百
六
十
石
な
い
し
は
百
二
十
石
で

(二
年
律
令
464
︑
471
～
472
)
︑
�
陵
縣
に
お
け
る
定
員
は
六
名
で
あ
っ
た

(里
耶
秦
鯵
⑨

6
3
3
)
︒

校
長
に
つ
い
て
は
特
に
亭
長
と
の
關
係
が
焦
點
と
な
っ
て
お
り
︑
專
論
も
あ
る
が(24

)

︑
こ
こ
で
は
敢
え
て
踏
み
�
ま
な
い
︒
少
な
く
と
も
右
の
鯵

か
ら
は
︑
校
長
が
亭
の
﹁
卒
﹂
を
�
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
里
耶
秦
鯵
に
は
﹁
敦

(屯
)

長
﹂
や
﹁
什
長
﹂
の
供
営
を
報
吿
す
る
﹁
將
奔

命
校
長
﹂
も
見
え
る

(⑧

4
3
9+

⑧

5
1
9+

⑧

5
3
7
)
︒
こ
れ
は
始
皇
二
五
年
の
紀
年
を
持
つ
鯵
な
の
で
︑
お
そ
ら
く
こ
の
﹁
將
奔
命
校
長
﹂
は
征

�
軍
の
部

を
�
い
る
者
で
︑
�
陵
縣
に
常
�
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
︒
と
は
い
え
こ
の
鯵
か
ら
も
︑﹁
校
長
﹂
が
本
來
は
兵
卒
を
�
い

る
現
場
の
指
揮
官
だ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
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右
に
擧
げ
た
發
弩
・
士
.
・
校
長
は
︑
髳
長
・
候
長
と
と
も
に
功
令
に
も
竝
ん
で
現
れ(25

)

︑
い
ず
れ
も
﹁
軍
.
﹂
に
屬
す
る
官
.
だ
と
推
察
さ

れ
る
︒
軍
.
の
な
か
に
は
﹁
*

︱
︱
書
記
官
︱
︱
﹂
の
�
格
を
持
た
な
い
者
も
い
た

(功
令
39
)

が
︑
一
方
で
軍
歷
は
重
視
さ
れ
︑
從
軍
經

驗
の
あ
る
者
か
ら
9
ば
れ
た

(嶽
麓
︹
肆
︺
220
～
222
(26
)

)
︒
縣
尉
の
�
下
に
あ
っ
た
の
は
こ
う
し
た
軍
.
た
ち
で
あ
っ
て
︑
彼
ら
は
�
書
行
政
に
從

事
す
る
一
方
で
︑
求
盜
や
兵
卒
な
ど
を
�
い
る
︑
指
揮
官
と
し
て
の
顏
も
備
え
て
い
た
の
で
あ
る
︒

三
．
縣
尉
の
自
立
性
と
そ
の
限
界

縣
尉
と
そ
の
屬
僚
が
職
務
に
當
た
る
た
め
の
治
�
が
︑
縣
廷

︱
︱
縣
の
令
・
丞
と
直
屬
の
書
記
官

(令
*
な
ど
)

に
よ
り
@
成
さ
れ
る
執

政
の
場
︱
︱

と
は
別
に
置
か
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
は
︑
つ
と
に
嚴
¯
°
が
指
摘
し
て
い
る
﹇
嚴
¯
°
一
九
九
一
︑
二
二
〇
頁
﹈︒
鄒
水

0
は
さ
ら
に
傍
證
を
擧
げ
︑
縣
の
長
.
の
う
ち
︑
縣
丞
が
あ
く
ま
で
縣
令
を
補
佐
す
る
立
場
だ
っ
た
の
に
對
し
︑
縣
尉
は
そ
れ
よ
り
も
相
對


に
獨
立
し
て
い
た
と
し
て
い
る
﹇
鄒
水
0
二
〇
〇
六
︑
一
七
頁
﹈︒
筆
者
も
ま
た
里
耶
秦
鯵
に
據
り
︑
秦
代
�
陵
縣
の
縣
尉
が
民
政
組
織
か
ら

い
く
ぶ
ん
自
立
し
た
地
位
を
�
し
︑
必
ず
し
も
縣
の
長
官
に
從
屬
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
﹇
宮
宅
二
〇
一
六
︑
一
九
頁
﹈︒
拙
�
で

の
議
論
は
專
ら
﹃
里
耶
秦
鯵

(壹
)
﹄
に
依
據
し
た
も
の
だ
っ
た
が
︑
そ
の
後
刊
行
さ
れ
た
﹃
里
耶
秦
鯵

(貳
)
﹄
�
收
の
*
料
を
加
え
て
も
︑

右
の
推
測
に
大
き
な
變
f
を
加
え
る
必
�
は
生
じ
て
い
な
い
︒

こ
う
し
た
縣
尉
の
執
務
の
場
が
︑
郡
尉
の
﹁
尉
府
﹂
の
よ
う
に
︑
完
)
に
獨
立
し
た
組
織
・
施
設
だ
っ
た
こ
と
を
示
す
*
料
は
︑
今
の
と
こ

ろ
秦
鯵
に
は
現
れ
な
い
︒
た
だ
し
縣
丞
の
守
官

︱
︱
別
の
官
職
に
就
き
な
が
ら
代
理
と
し
て
特
定
の
官
職
を
±
任
す
る
者(27

)

︱
︱

が
﹁
守
丞
﹂

と
呼
ば
れ
た
の
に
對
し
︑
縣
尉
の
そ
れ
が
﹁
尉
守
﹂
と
記
さ
れ
た
の
は
示
唆

で
あ
る
︒
里
耶
秦
鯵
で
は
︑
諸
官

︱
︱
倉
・
庫
・
少
內
な
ど

の
實
務
組
織(

28
)

︱
︱

の
責
任
者
で
あ
る
官
嗇
夫
も
︑
守
官
で
あ
れ
ば
﹁
守
倉

(嗇
夫
)
﹂﹁
守
庫

(嗇
夫
)
﹂
で
は
な
く
﹁
倉

(の
)

守

(嗇
夫
)
﹂

﹁
庫

(の
)

守

(嗇
夫
)
﹂
と
呼
ば
れ
た
︒
つ
ま
り
﹁
倉
﹂﹁
庫
﹂
は
官
職
名
の
一
部
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
そ
の
官
が
屬
す
る
組
織
の
名
稱
な
の
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で
あ
る
︒
從
っ
て
︑
縣
尉
の
守
官
が
﹁
守
尉
﹂
で
は
な
く
﹁
尉
守
﹂
と
さ
れ
る
の
も
︑﹁
尉
﹂
が
官
職
の
稱
謂
で
あ
る
と
同
時
に
︑
組
織
の
名

稱
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
︒
縣
尉
の
自
立
性
が
︑
こ
の
點
か
ら
も
見
て
と
れ
る
︒
睡
虎
地
秦
鯵
に
は
︑
�
の
よ
う
な
規
定
も
あ
る
︒

尉
計
B
尉
官
.
節

(
戸
)

�
云
︑
其
令
・
丞
坐
之
︑
如
它
官
然
︒
(效
律
54
)

尉
の
計
�
お
よ
び
尉
の
官
.
に
つ
い
て
︑
も
し
も
吿
發
が
あ
っ
た
な
ら
︑
そ
の
縣
の
令
・
丞
が
罪
に
問
わ
れ
る
の
は
︑
他
の
官
の
場
合

と
同
じ
で
あ
る
︒

縣
尉
の
作
成
す
る
計
�
に
つ
い
て
︑
あ
る
い
は
そ
の
�
下
の
.
に
對
し
て
︑﹁
云

︱
︱
官
に
よ
る
吿
發
︱
︱
﹂
が
な
さ
れ
た
場
合
︑
令
・
丞

も
罪
に
問
わ
れ
た
︒
こ
の
規
定
は
一
面
で
︑
縣
尉
の
業
務
に
對
し
て
令
・
丞
も
責
任
を
%
っ
た
こ
と
︑
い
わ
ば
縣
尉
と
そ
の
屬
僚
も
縣
廷
の
荏

�
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
そ
の
一
方
で
︑
縣
尉
の
場
合
も
﹁
他
の
官
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
﹂
と
わ
ざ
わ
ざ
附
言
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
︑
縣
廷
を
中
核
と
す
る
縣
の
�
書
行
政
と
縣
尉
の
業
務
と
の
あ
い
だ
に
︑
元
來
は
一
線
が
劃
さ
れ
て
い
て
︑
そ
の
區
分
が
睡
虎
地
秦
鯵
の

時
代
に
も
や
や
殘
っ
て
い
た
︑
と
い
う
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
よ
う
︒
吳
紀
寧
は
二
年
律
令
102
～
103
に
︑
縣
尉
が
守
丞
と
し
て
縣
廷
の
業
務
を

代
行
す
る
際
に
も
縣
廷
の
下
僚
に
は
連
坐
し
な
い
︑
と
あ
る
こ
と
に
據
り
︑
縣
廷
と
縣
尉
の
閒
に
一
定
の
�
離
の
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
﹇
吳
紀
寧
二
〇
二
二
︑
一
〇
九
～
一
一
〇
頁
﹈︒
睡
虎
地
秦
鯵
の
頃
の
狀
況
は
︑
漢
初
に
も
繼
承
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
︒

縣
尉
は
縣
廷
か
ら
い
く
ぶ
ん
自
立
し
て
い
た
一
方
で
︑
上
L
の
尉
︑
す
な
わ
ち
郡
尉
と
結
び
つ
き
︑
直
接
指
示
を
�
け
る
場
合
も
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
︒

廿
八
年
七
h
戊
戌
朔
癸
卯
︑
尉
守
竊
敢
之
︒
洞
庭
尉
C
巫
・
居
貸
・
公
卒
・
安
成
・
徐
︑
署
�
陵
︒
今
徐
以
壬
寅
事
︒
謁
令
倉
貣

(貸
)

食
︑
移
尉
以
展
�
日
︒
敢
言
之
︒
七
h
癸
卯
︑
�
陵
守
丞
膻
之
吿
倉
r
︒
以
律
令
從
事
︒
／
>
手
︒
戸
徐
□
入
□

(正
)

癸
卯
胊
忍
・
宜
利
・
錡
以
來
︒
／
敞
�
︒

齮
手

(背
)

(⑧
1
5
6
3
)

〔始
皇
︺
二
十
八
年
七
h
戊
戌
朔
癸
卯

(6
日
)
︑
縣
尉
の
守
官
で
あ
る
竊
が
申
し
上
げ
ま
す
︒
洞
庭
郡
尉
が
巫
縣
の
居
貸
で
公
卒
の
︑
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安
成
里
の
徐
を
¦
C
し
︑
�
陵
縣
を
そ
の
部
署
と
し
ま
し
た
︒
い
ま
徐
は
壬
寅
の
日

(5
日
)

に
任
務
に
就
き
ま
し
た
︒
倉
に
命
じ
て

食
糧
を
貸
與
さ
せ
︑
こ
ち
ら
に
は
³
長
・
短
縮
し
た
日
數
を
知
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
︒
以
上
申
し
上
げ
ま
す
︒
齮
が
書
い
た
︒
(後

略
)

こ
れ
は
縣
尉
が
縣
廷
に
D
っ
た
�
書
で
︑
怨
た
に
着
任
し
た
﹁
居
貸
﹂
︱
︱
お
そ
ら
く
は
%
債
の
た
め
に
戍
卒
と
さ
れ
た
﹁
貲
戍
﹂
﹇
宮
宅
二

〇
一
八
︑
六
九
頁
]
︱
︱

の
た
め
に
︑
縣
倉
か
ら
食
糧
を
荏
給
す
る
よ
う
依
賴
し
た
も
の
で
あ
る
︒
縣
尉
か
ら
の
依
賴
を
承
け
て
︑
よ
う
や

く
縣
倉
か
ら
の
荏
給
が
始
ま
る
と
い
う
事
實
は
︑
こ
の
戍
卒
の
¦
C
・
�
置
を
︑
縣
廷
が
關
知
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
︒

戍
卒
本
人
と
そ
の
�
置
命
令
は
洞
庭
郡
尉
か
ら
直
接
縣
尉
の
も
と
に
D
ら
れ
︑
縣
廷
︑
さ
ら
に
は
郡
守
も
そ
れ
に
關
與
し
て
い
な
か
っ
た(29

)

と
思

わ
れ
る
︒

と
は
い
え
︑
縣
尉
が
縣
廷
か
ら
完
)
に
自
立
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒
ま
ず
︑
右
の
里
耶
秦
鯵
⑧

1
5
6
3
で
は
︑
縣
尉
が
戍
卒
へ
の
食
糧

荏
給
を
縣
廷
に
求
め
て
い
る
︒
食
糧
の
管
理
は
あ
く
ま
で
縣
廷
と
倉
が
一
元

に
行
っ
て
お
り
︑
縣
尉
�
下
の
戍
卒
た
ち
も
そ
れ
に
依
存
し
て

い
た
の
で
あ
る
︒
占
領
初
w
に
�
陵
縣
內
に
�
屯
し
て
い
た
行
軍
指
揮
官
も
︑
食
糧
の
荏
給
を
縣
廷
に
對
し
て
�
求
し
て
お
り
︑
軍
事
部
門
が

獨
自
の
兵
站
組
織
を
維
持
し
て
お
ら
ず
︑
縣
廷
の
管
�
す
る
供
給
網
に
依
存
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
﹇
宮
宅
二
〇
二
四
a
︑
二
〇
六
頁
﹈︒

ま
た
先
に
引
い
た
里
耶
秦
鯵
⑨

1
1
1
2
で
は
︑
救
¨
を
�
n
す
る
¢
亭
の
校
長
の
�
書
は
︑
ま
ず
縣
廷
へ
と
D
ら
れ
︑
縣
廷
が
そ
れ
を
縣
尉

に
D
り
︑
そ
の
後
の
對
處
や
士
.
の
動
員
を
命
じ
て
い
た
︒
吳
方
基
が
指
摘
す
る
と
お
り
︑
縣
廷
か
ら
縣
尉
に
對
し
て
は
︑
他
に
も
樣
々
な
命

令
が
下
さ
れ
て
い
る
﹇
吳
方
基
二
〇
一
七
b
﹈︒
縣
政
の
中
核
を
擔
う
の
は
あ
く
ま
で
縣
廷
で
あ
り
︑
�
書
遞
D
に
よ
る
Y
信
網
は
そ
れ
を
中

心
に
整
え
ら
れ
︑
軍
事

な
指
令
も
そ
れ
を
Y
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
︒

縣
尉
の
業
務
に
關
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
記
錄
も
縣
廷
へ
と
D
ら
れ
た
︒
縣
廷
內
の
列
曹
の
一
つ
に
﹁
尉
曹
﹂
が
あ
り
︑
縣
尉
が
提
出
し
た
各
種

の
計
�
は
︑
こ
こ
で
整
理
さ
れ
た
の
だ
ろ
う(30

)

︒
里
耶
秦
鯵
の
﹁
尉
課
志
﹂
か
ら
は
︑
縣
尉
が
提
出
し
た
各
種
計
�
の
內
容
が
窺
え
る
︒
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尉
課
志

卒
田
課

卒
死
�
課

●
凡
三
課

司
寇
田
課

(⑧
4
8
2
)

里
耶
秦
鯵
に
は
他
に
﹁
田
官
課
志
﹂
(⑧

4
7
9
)

や
﹁
畜
官
課
志
﹂
(⑧

4
9
0
)

な
ど
が
あ
り
︑
い
ず
れ
も
實
務
を
擔
當
す
る
﹁
諸
官
﹂
の
仕
事
に

關
連
す
る
計
�
で
︑﹁
課

︱
︱
査
定
︱
︱
﹂
と
い
う
字
を
含
む
こ
と
か
ら
︑
勤
務
¶
定
の
際
の
材
料
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る(31

)

︒
卒
の
死
�

�
︑
お
よ
び
卒
や
𠛬
徒
を
動
員
し
て
行
っ
た
¯
作
の
成
果
が
︑
縣
尉
の
仕
事
ぶ
り
を
¶
價
す
る
際
の
目
安
に
な
っ
た
の
で
あ
り
︑
そ
う
し
た
勤

務
¶
定
に
當
た
っ
て
は
︑
縣
尉
は
縣
�
屬
の
そ
の
他
の
諸
官
と
等
し
竝
み
に
·
わ
れ
︑
決
し
て
特
別
·
い
は
さ
れ
な
か
っ
た
︒

か
か
る
¶
定
の
對
象
と
も
な
っ
た
︑
縣
尉
の
職
務
內
容
に
つ
い
て
續
い
て
見
て
ゆ
こ
う
︒

四
．
職
掌
の
一
：
戍
卒
の
勤
務
日
數
の
管
理

『續
漢
書
﹄
百
官
志
に
︑
縣
の
﹁
尉
は
盜
�
を
r
る
﹂
と
あ
る
こ
と
や
︑
戍
卒
と
し
て
[
用
さ
れ
た
陳
¹
・
吳
廣
が
︑
移
D
の
º
上
で
蜂
»

し
た
際
︑﹁
兩
將
尉
を
殺
し
﹂
た

(﹃
*
記
﹄
陳
涉
世
家
)

こ
と
な
ど
に
よ
り
︑
縣
尉
は
治
安
維
持
や
兵
卒
の
瓜
�
・
管
理
を
掌
る
と
さ
れ
て
き
た

﹇
嚴
¯
°
一
九
九
一
﹈︒
そ
の
後
の
怨
*
料
の
增
加
に
よ
り
︑
縣
尉
の
職
務
內
容
は
よ
り
細
か
く
︑
具
體

に
知
ら
れ
て
お
り
︑
そ
の
い
く
つ
か

は
︑
こ
こ
ま
で
の
行
論
の
な
か
で
す
で
に
紹
介
し
た
︒
改
め
て
現
�
の
秦
～
漢
初
の
鯵
牘
*
料
の
な
か
か
ら
︑
縣
尉
の
監
督
責
任
が
規
定
さ
れ

て
い
る
法
律
條
�
を
抽
出
し
て
み
る
と
︑
表
の
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
る
︒

＊
表
中
の
出
典
略
稱
：
雜
抄=

睡
虎
地
秦
鯵
秦
律
雜
抄
︑
嶽
④=

嶽
麓
書
院
�
藏
鯵
︹
肆
︺︑
嶽
⑥=

嶽
麓
書
院
�
藏
鯵
︹
陸
︺︑
二
年=

張
家
山
漢
鯵

(二

四
七
號
墓
)
二
年
律
令
︑
十
六
違=

張
家
山
漢
鯵

(三
三
六
號
墓
)
漢
律
十
六
違
︑
胡
家=

荊
州
胡
家
草
場
西
漢
鯵
牘

秦代縣尉小考

59



東 方 學 報

60

兵
器
の
現
物
¿
査
？

材
官
な
ど
に
よ
る
入
舍
錢
の
�
求

農
繁
w
に
徭
役
を
嚴
し
く
す
る

勞
役
日
數
を
均
等
に
割
り
振
ら
な
い

勞
役
�
の
管
理
の
不
正

勞
働
力
が
あ
る
の
に
城
壁
修
理
を

し
な
い
・
勞
働
力
不
足
を
報
吿
し
な
い

中
斷
し
た
勞
役
を
再
開
さ
せ
な
い

內
容
不
�

(軍
事
動
員
時
の
官
.
の
缺
員
補
閏
？
)

徭
徒
・
車
馬
の
[
發
に
お
け
る
不
正

典
・
老
敍
任
の
不
正

尉
*
が
一
人
で
職
務
に
當
た
る

命
令
の
布
吿
が
不
園
底
で
︑
黔
首
・
屬
.

が
無
斷
で
移
動
す
る

同
居
の
者
を
戍
卒
と
し
て
¦
C
す
る

中
卒
ら
の
傳
を
奪
う

卒
を
Â

(？
)
し
て
弟
子
に
す
る

士
.
・
發
弩
嗇
夫
の
敍
任
︑
發
弩
の
能
力
不
足

罪

狀

表

不
詳

貲
一
甲

貲
二
甲

貲
二
甲

貲
二
甲

知

：
二
甲

不
知
：
一
甲

貲
一
甲

貲
一
甲

貲
二
甲

貲
二
甲

貲
二
甲

貲
二
甲
︑
免

貲
二
甲

尉
へ
の
科
罰

尉
と
同
じ

(士
.
)

士
.
が
直
接
責
任
者

(
𠛬
罰
不
詳
)

尉
*
は
尉
と
同
じ

尉
と
同
じ

(尉
*
・
士
.
・
發
弩
)

貲
二
甲
︑
左
�

(尉
*
r
者
)

尉
と
同
じ

(尉
*
・
士
.
)

尉
と
同
じ

(尉
*
・
士
.
)

尉
*
と
士
.
が
貲
𠛬

尉
と
同
じ

(尉
*
・
士
.
)

尉
と
同
じ

(尉
*
・
士
.
)

尉
と
同
じ

(士
.
)

尉
と
同
じ

(尉
*
・
士
.
)

尉
と
同
じ

(士
.
)

尉
の
�
下
の
.
へ
の
科
罰

尉
と
同
じ

尉
と
同
じ

尉
と
同
じ

貲
二
甲
︑
左
�

(令
*
r
者
)

貲
一
盾

尉
と
同
じ

貲
一
甲

尉
と
同
じ

貲
一
盾

貲
一
盾

尉
と
同
じ

尉
と
同
じ

貲
二
甲
の
み

令
・
丞
ら
へ
の
科
罰

Ã
嗇
夫
・
.
r
者
貲
二
甲
︑
左
�

Ã
嗇
夫
・
.
r
者
一
甲

Ã
嗇
夫
・
.
r
者
二
甲

令
・
丞
・
尉
以
外
へ
の
科
罰

嶽
⑥
1
～
4

嶽
④
3
8
1～
3
8
2

嶽
④
3
7
0
～
3
7
1

嶽
④
2
5
3～
2
5
6

嶽
④
2
5
3～
2
5
6

嶽
④
1
8
8～
1
9
1

嶽
④
1
8
6～
1
8
7

嶽
④
1
8
1

嶽
④
1
4
7～
1
5
0

嶽
④
1
4
2～
1
4
6

嶽
④
1
3
9

嶽
④
1
3
2～
1
3
4

雜
抄
3
9

雜
抄
7～
9

雜
抄
7～
9

雜
抄
1～
3

出

典



や
は
り
そ
の
職
務
の
中
心
は
︑
兵
卒
や
徭
役
人
夫
の
[
發
・
管
理
︑
お
よ
び
治
安
維
持
の
た
め
の
活
動
に
あ
っ
た
︒
ま
た
當
然
な
が
ら
︑
屬

僚
の
不
行
き
屆
き
も
︑
監
督
者
で
あ
る
縣
尉
の
責
任
だ
っ
た
︒
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
職
掌
の
う
ち
︑
4
違
の
末
尾
に
列
擧
し
た
①
～
④
の
︑

﹁
人
事
へ
の
關
與
﹂
と
の
結
び
つ
き
が
考
え
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
︒
ま
ず
は
戍
卒
の
勤
務
日
數
の
管
理
︒

任
w
付
き
で
公
務
に
�
す
人
員
の
う
ち
︑
戍
卒
の
勤
務
日
數
を
集
�
・
管
理
し
て
い
た
の
は
︑
�
ら
か
に
縣
尉
だ
っ
た
︒
4
節
で
擧
げ
た
︑

里
耶
秦
鯵
⑧
1
5
6
3
が
そ
の
證
左
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
縣
尉
が
︑
縣
倉
か
ら
の
食
糧
荏
給
を
求
め
る
と
同
時
に
︑﹁
展
�
日
﹂
を
尉
に
報
吿
す
る

よ
う
求
め
て
い
る
︒﹁
展
�
日
﹂
と
は
︑
貸
與
さ
れ
た
食
糧
の
額
に
應
じ
て
³
長
／
短
縮
さ
れ
る
勞
役
日
數
の
こ
と
で
あ
る
︒
舊
稿
で
論
じ
た
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山
林
な
ど
の
圍
い
�
み
が
發
覺
せ
ず

木
材
伐
Ä
の
不
正
申
吿
が
發
覺
せ
ず

盜
鑄
錢
が
あ
っ
た
が
︑
�
捕
で
き
ず

盜
鑄
錢
が
あ
っ
た
が
︑
�
捕
で
き
ず

闘
殺
人
等
が
發
生
し
た
が
︑
�
捕
で
き
ず

盜
�
が
發
生
し
た
が
︑
覺
知
せ
ず

父
母
を
毆
詈
し
た
者
が
い
る
の
を
知
ら
ず

に
吿
發
で
き
な
か
っ
た

父
母
を
毆
詈
し
た
者
が
い
る
の
を
知
っ
て

い
て
吿
發
し
な
か
っ
た

善
行
の
あ
っ
た
黔
首
に
つ
い
て
報
吿

黔
首
・
蠻
夷
が
歸
附
し
た
怨
黔
首
を
�
う

奪
勞
一
歲

奪
�
一
L

罰
金
四
兩

罰
金
一
兩

罰
金
四
兩

貲
一
甲

貲
一
甲
？

貲
一
甲

貲
一
盾

尉
と
同
じ

(尉
*
・
士
.
)

罰
金
二
兩

(士
.
)

士
.
は
不
¹
任

尉
*
は
尉
と
同
じ

尉
と
同
じ

(尉
*
・
士
.
)

士
.
は
罰
金
二
兩

尉
*
は
尉
と
同
じ

戍
邊
二
歲

(士
.
・
求
盜
)

尉
と
同
じ

(尉
*
)

奪
勞
六
h

罰
金
一
兩

奪
勞
二
歲

尉
と
同
じ

尉
と
同
じ

尉
と
同
じ
？

尉
と
同
じ

尉
と
同
じ

Ã
部
・
田
嗇
夫
は
奪
勞
一
歲

Ã
部
・
田
嗇
夫
は
罰
金
二
兩

官
嗇
夫
は
不
¹
任

吿
發
し
な
か
っ
た
典
・
伍
人
は
罰
金
四
兩

Ã
部
・
官
嗇
夫
は
罰
金
四
兩

吿
發
し
な
か
っ
た
典
・
伍
人
は
罰
金
四
兩

官
嗇
夫
は
罰
金
二
兩

里
典
・
父
母
・
伍
人
は
貲
二
甲

Ã
部
嗇
夫
は
尉
と
同
じ

里
典
は
�

Ã
部
嗇
夫
は
貲
二
甲
︑
廢

里
典
・
Ã
部
嗇
夫
二
甲
︑
後
者
は
免

.
部
者
一
甲

胡
家
1
1
0～
1
1
2

胡
家
1
1
0～
1
1
2

十
六
違

2
6
1～
2
6
3

二
年
2
0
1～
2
0
2

二
年
1
4
7～
1
4
9

十
六
違

2
0
5～
2
0
6

二
年
1
4
4～
1
4
5

十
六
違

1
9
9～
2
0
1

嶽
⑥
1
9
1～
1
9
2

嶽
⑥
1
9
1～
1
9
2

嶽
⑥
1
8
6～
1
9
0

嶽
⑥
1
4
6～
1
4
8



と
お
り
﹇
宮
宅
二
〇
一
八
﹈︑
戍
卒
の
勤
務
日
數
を
集
�
し
て
管
理
し
︑
除

を
K
め
る
の
は
縣
尉
の
職
掌
で
あ
り
︑
そ
れ
故
に
縣
尉
は
縣
倉

が
貸
與
し
た

︱
︱
あ
る
い
は
貸
與
し
な
か
っ
た
︱
︱

食
糧
の
額
を
知
る
必
�
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
︑
縣
の
軍
事
を
擔
當
す
る
縣
尉
な
ら
で
は
の
職
務
で
あ
り
︑
戍
卒
は
と
も
か
く
︑
官
.
の
勤
務
日
數
の
管
理
は
︑
そ
の
職

掌
外
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
だ
が
4
違
で
営
べ
た
よ
う
に
︑﹁
日
備
﹂
し
た
と
さ
れ
る
冗
佐
・
*
に
つ
い
て
︑
郡
尉
に
報
吿
が
な
さ
れ
て
い

る
と
い
う
事
實
は
︑
官
.
か
戍
卒
か
を
問
わ
ず
︑
人
員
の
勤
務
日
數
が
﹁
尉
﹂
系
瓜
の
官
.
に
よ
っ
て
一
元

に
管
理
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
︑

一
方
で
は
示
唆
し
て
い
る
︒
里
耶
秦
鯵
に
は
�
の
よ
う
な
鯵
も
あ
る
︒

某
年
□
h
某
日
︑
尉
某
爰
書
︒
某
〼

備
冗
日
︑
不
食
〼

(⑨
2
7
0
)

某
年
⁝
h
某
日
︑
尉
某
の
爰
書
︒
某
⁝
冗
と
し
て
勤
務
す
る
日
數
を
滿
了
し
︑
食
糧
荏
給
は
⁝
う
け
て
お
ら
ず

(？
)
⁝

日
付
や
人
名
が
﹁
某
﹂
と
さ
れ
て
お
り
︑
こ
れ
が
﹁
爰
書
﹂
の
書
式
見
本
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒﹁
冗
﹂
と
し
て
勤
務
し
た
の
が
兵
士
な
の

か
︑
そ
れ
と
も
官
.
な
の
か
︑
殘
っ
た
�
字
か
ら
は
A
斷
で
き
な
い
が
︑
そ
の
勤
務
日
數
の
閏
足
を
縣
尉
が
報
吿
す
る
際
に
は
爰
書
が
作
成
さ

れ
た
こ
と
︑
さ
ら
に
は
豫
め
書
式
見
本
が
用
�
さ
れ
る
ほ
ど
︑
そ
れ
が
縣
尉
の
日
常

な
職
務
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
以
上
に
よ
り
︑
4

違
末
尾
の
③
の
關
與
の
仕
方
は
︑
﹁
尉
﹂
系
瓜
の
官
.
の
こ
う
し
た
職
務
の
一
Å
だ
っ
た
と
考
え
て
お
く
の
が
Æ
當
だ
ろ
う
︒

五
．
職
掌
の
二
：
鄕
里
社
會
の
監
督
と
�
報
收
集

鄕
里
社
會
を
管
理
す
る
た
め
の
業
務
に
も
︑
縣
尉
は
深
く
關
わ
っ
た
︒
關
連
條
�
を
擧
げ
よ
う
︒

●
尉
卒
律
曰
︑
緣
故
徼
縣
B
郡
縣
黔
齒
︿
首
﹀・
縣
屬
而
�
�
︻
之
︑
必
︼
謁
于
尉
︒
尉
聽
︑
可
許
者
︑
爲
w
日
︒
�
之
它
縣
︑
不
謁
自

五
日
以
上
︑
緣
故
徼
縣
︑
貲
一
甲
︑
典
・
老
弗
吿
︑
貲
一
盾
︒
非
緣
故
徼
縣
殹

(也
)
︑
貲
一
盾
︑
典
・
老
弗
吿
︑
治

(笞
)
□
□
︒
尉
令
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不
謹
︑
黔
首
失
令
︑
尉
・
尉
*
・
士
.
r
者
︑
貲
各
一
甲
︑
丞
・
令
・
令
*
︑
各
一
盾
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
132
～
134
)

●
尉
卒
律
︒
故
徼
ぞ
い
の
縣
︑
お
よ
び
郡
の
縣
の
黔
首
や
縣
の
屬
.
に
︑
出
向
く
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
な
ら
ば
︑
必
ず
尉
に
報
吿
す
る
︒

尉
は
�
理
し
︑
許
可
し
て
よ
い
場
合
は
︑
w
日
を
設
け
る
︒
他
の
縣
に
出
向
く
こ
と
が
あ
り
な
が
ら
︑
五
日
閒
以
上
報
吿
し
な
け
れ
ば
︑

故
徼
ぞ
い
の
縣
で
は
貲
一
甲
と
し
︑
典
・
老
が
吿
發
し
な
け
れ
ば
︑
貲
一
盾
︒
故
徼
ぞ
い
の
縣
で
な
け
れ
ば
︑
貲
一
盾
︑
典
・
老
が
吿

發
し
な
け
れ
ば
︑
笞
⁝
︒
尉
が
嚴
正
に
命
令
を
下
さ
ず
︑
黔
首
が
命
令
に
 
反
し
た
な
ら
ば
︑
尉
・
尉
*
・
士
.
の
擔
當
者
は
︑
そ
れ

ぞ
れ
貲
一
甲
︑
丞
・
令
・
令
*
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
一
盾
︒

こ
こ
で
は
ま
ず
︑
縣
の
屬
.
お
よ
び
一
般
人
が
移
動
す
る
際
︑
事
4
に
縣
尉
に
申
吿
し
︑
そ
の
許
可
を
得
る
べ
き
こ
と
が
規
定
さ
れ
る
︒
さ
ら

に
こ
の
禁
令
を
布
吿
す
る
の
も
縣
尉
の
職
務
で
︑
布
吿
が
不
十
分
で
あ
っ
た
と
き
に
は
︑
尉
*
・
士
.
と
と
も
に
縣
尉
の
責
任
も
問
わ
れ
て
い

る
︒
他
縣
に
無
斷
で
移
動
し
︑
そ
れ
が
五
日
閒
以
上
と
な
っ
た
な
ら
︑
本
人
と
里
の
典
・
老
が
處
罰
さ
れ
て
い
る
か
ら
︑
無
斷
移
動
の
發
生
に

對
す
る
直
接
の
責
任
者
は
里
の
典
・
老
で
あ
り
︑
從
っ
て
縣
尉
へ
の
移
動
の
申
吿
は
彼
ら
を
經
由
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

里
に
お
け
る
人
の
移
動
を
︑
縣
尉
が
典
・
老
を
Y
じ
て
把
握
し
て
い
た
こ
と
は
︑
�
の
條
�
か
ら
も
知
ら
れ
る
︒

尉
卒
律
曰
︑
爲
計
︑
鄕
嗇
夫
B
典
・
老
h
辟
其
鄕
里
之
入
㝅
・
徙
・
除
B
死
�
者
︑
謁
于
尉
︒
尉
h
牒
部
之
︑
到
十
h
乃
比
其
牒
︑
里
相

就
殹

(也
)

以
會
計
︒
黔
︻
首
︼
之
闌
�
者
卒
歲
而
不
歸
︑
𥿍
其
計
︑
籍
書
其
初
�
之
年
h
于
𥿍
︑
善
臧

(藏
)

以
戒
其
得

(嶽
麓
︹
肆
︺

140
～
141
)

尉
卒
律
︒
計
�
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
は
︑
鄕
嗇
夫
お
よ
び
里
の
典
・
老
が
h
ご
と
に
そ
の
鄕
・
里
の
怨
生
兒
︑
轉
居
し
た
者
︑
敍

任
さ
れ
た
者
︑
お
よ
び
死
�
し
た
者
を
¿
査
し
︑
尉
に
報
吿
す
る
︒
尉
は
h
ご
と
に
鯵
に
記
し
て
ま
と
め
︑
十
h
に
な
る
と
そ
の
鯵
を

な
ら
べ
︑
里
ご
と
に
ま
と
め
て
集
計
す
る
︒
黔
首
の
闌
�
し
て
い
る
者
が
一
年
經
っ
て
も
歸
っ
て
こ
な
け
れ
ば
︑
そ
の
計
�
か
ら
拔
き

出
し
︑
拔
き
出
し
た
も
の
に
そ
の
當
初
È
�
し
た
年
・
h
を
書
き
記
し
︑
8
切
に
保
管
し
て
捕
É
に
備
え
る
︒
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｢入
㝅
徙
除
﹂
の
解
釋
が
難
し
い
も
の
の
︑
鄕
嗇
夫
や
里
の
典
・
老
が
﹁
死
�
者
﹂
に
つ
い
て
縣
尉
に
報
吿
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
く
︑

從
っ
て
﹁
入
㝅
徙
除
﹂
も
︑
鄕
里
の
戶
口
の
變
�
に
關
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
出
生
や
死
�
︑
轉
居
︑
お
よ
び
敍
任
に
よ
る
移
動
な
ど
︑

戶
口
數
の
細
か
い
變
動
が
縣
尉
に
報
吿
さ
れ
︑
そ
こ
で
h
ご
と
に
整
理
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
︒

こ
う
し
た
戶
口
�
報
の
把
握
は
︑
每
年
八
h
︑
鄕
嗇
夫
の
他
に
︑
縣
廷
か
ら
令
*
も
加
わ
っ
て
作
成
さ
れ
︑
副
本
が
縣
廷
に
保
管
さ
れ
た
戶

籍

(二
年
律
令
328
～
330
︑
331
～
336
)

と
は
︑
�
報
收
集
の
經
路
と
頻
度
と
を
衣
に
す
る
︒
縣
尉
は
戶
籍
の
作
成
と
は
別
に
︑
獨
自
に
居
�
者
の
�

報
を
集
め
︑
蓄
積
し
て
い
た
の
で
あ
り
︑
喩
え
る
な
ら
そ
れ
は
︑
現
代
日
本
の
警
察
官
に
よ
る
﹁
�
囘
連
絡
カ
ー
ド
﹂
の
作
成
に
も
似
て
い
よ

う
︒
條
�
の
後
�
に
は
È
�
者
の
取
り
閲
ま
り
に
關
す
る
內
容
が
續
き
︑
居
民
の
動
靜
を
把
握
す
る
職
務
が
︑
縣
尉
の
重
�
な
職
掌
で
あ
る
治

安
維
持
活
動
の
一
Å
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

か
か
る
�
報
收
集
の
た
め
の
窓
口
と
な
っ
た
の
が
︑
里
の
典
・
老
で
あ
っ
た
︒
從
來
︑
里
の
指
�
者
で
あ
る
﹁
里
正
﹂
や
﹁
父
老
﹂
は
︑
在

地
の
�
力
者
が
任
命
さ
れ
る
も
の
で
︑
そ
れ
に
よ
り
彼
ら
の
影
Ë
力
が
地
方
瓜
治
の
中
に
組
み
�
ま
れ
︑
活
用
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
き

た
︒
だ
が
︑
嶽
麓
︹
肆
︺
142
～
146

(
-
9
�
引
)

で
は
︑
典
・
老
に
9
ば
れ
る
の
は
原
則
と
し
て
無
�
の
高
齡
者
で
あ
り
︑
該
當
者
が
里
內
に

い
な
け
れ
ば
︑
他
里
の
者
が
9
ば
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
︒
典
・
老
は
在
地
�
力
者
の
名
譽
あ
る
務
め
で
は
な
く
︑﹁
國
家
の
代
辨
者
と
し
て
里

內
の
事
務
を
處
理
す
る
﹂﹇
水
閒
二
〇
一
七
︑
一
一
七
頁
﹈
た
め
の
︑
一
種
の
役
務
で
あ
っ
た
︒
4
違
の
②
の
﹁
關
與
﹂
の
仕
方
︑
す
な
わ
ち

縣
尉
が
.
役
︑
特
に
里
典
の
任
命
に
對
し
て
よ
り
直
接

な
責
任
を
%
っ
た
の
は
︑
縣
尉
が
徭
役
の
[
發
や
︑
治
安
維
持
の
た
め
の
鄕
里
社
會

の
監
視
を
擔
っ
た
こ
と
と
︑
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
︒

六
．
職
掌
の
三
：
�
位
と
官
歷
の
記
錄

縣
尉
に
よ
る
戶
口
�
報
の
收
集
は
︑
居
民
の
後
繼
ぎ
に
關
す
る
事
項
に
も
B
ん
だ
︒
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當
置
後
︑
留
弗
爲
置
後
p
旬
︑
尉
・
尉
*
r
者
罰
金
各
四
兩
︒
(二
年
律
令
389
)

後
繼
ぎ
を
置
く
の
に
相
當
す
る
が
︑
滯
留
し
て
後
繼
ぎ
を
置
か
な
い
こ
と
が
十
日
閒
を
超
え
た
な
ら
︑
尉
・
尉
*
の
擔
當
者
は
そ
れ
ぞ

れ
罰
金
四
兩
︒

戶
r
の
後
繼
者

︱
︱
｢後
子
｣
︱
︱

が
誰
な
の
か
は
︑
豫
め
官
署
に
申
吿
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た(32

)

︒
手
續
き
の
詳
細
は
不
�
だ
が
︑
�
位
の
繼

承
者
を
置
く
際
に
は
︑
里
典
や
同
伍
の
者
な
ど
を
保
證
人
と
し
た
う
え
で
﹁
占

︱
︱
申
吿

︱
︱
﹂
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た(33

)

︒
右
の
條
�
は
︑

そ
う
し
た
申
吿
を
�
理
し
な
が
ら
も
︑
手
續
き
を
Í
め
な
か
っ
た
場
合
の
罰
則
規
定
だ
ろ
う
︒

こ
の
規
定
の
處
罰
對
象
は
尉
と
尉
*
の
擔
當
者
の
み
で
あ
り
︑
鄕
嗇
夫
な
ど
の
鄕
官
︑
お
よ
び
縣
令
を
は
じ
め
と
し
た
縣
廷
の
官
.
は
擧

が
っ
て
い
な
い
︒
手
續
き
を
Í
め
る
責
任
者
は
縣
尉
だ
っ
た
と
お
ぼ
し
い
︒
尉
が
こ
う
し
た
職
務
を
擔
當
し
て
い
る
の
は
︑
4
節
で
営
べ
た
と

こ
ろ
の
︑
�
民
の
居
�
と
身
分
と
を
把
握
す
る
活
動
の
一
部
と
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
一
方
で
︑
そ
れ
が
�
位
の
保
�
と
絡
ん
で
い
る
點
も
見
È

せ
な
い
︒

｢後
﹂
に
は
�
後
と
戶
後

︱
︱
�
位
の
繼
承
者
と
戶
の
繼
承
者

︱
︱

の
二
種
が
あ
り
︑
兩
者
が
衣
な
る
人
閒
で
あ
る
場
合
も
あ
っ
た
﹇
宮

宅
二
〇
一
一
︑
三
二
二
～
三
二
四
頁
﹈
︒
だ
が
︑
繼
承
順
位
の
筆
頭
に
置
か
れ
る
の
は
︑
�
で
あ
ろ
う
と
戶
で
あ
ろ
う
と
︑
い
ず
れ
も
被
繼
承

者
の
子
で
︑
Y
常
は
息
子
が
父
の
�
位

︱
︱
繼
承
さ
れ
る
べ
き
�
位
が
あ
る
な
ら
ば
︱
︱

と
戶
と
を
引
き
繼
い
だ
︒
從
っ
て
﹁
置
後
﹂
の

記
錄
作
成
は
︑
�
位
が
誰
に
繼
承
さ
れ
る
の
か
を
把
握
す
る
手
續
き
で
も
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
縣
尉
が
居
民
の
�
位
を
管
理
し
て
い
た
形

跡
が
︑
嶽
麓
鯵
の
秦
律
に
も
K
め
ら
れ
る
︒

●
尉
卒
律
曰
︑
黔
首
將
陽
B
諸
�
者
︑
已
�
奔
書
︑
B
�
毋

(無
)

奔
書
盈
三
h
者
︑
輒
筋
︿
Î
﹀
�
以
爲
士
五

(伍
)
︒
�
�
寡
︑
以
爲

毋

(無
)

�
寡
︒
其
小
�
B
公
士
以
上
子
年
盈
十
八
歲
以
上
︑
亦
筋
︿
Î
﹀
小
�
�
而
傅(34

)

︑
B
公
士
以
上
子
︑
皆
籍
以
爲
士
五

(伍
)
︒
鄕

官
輒
上
奔
書
縣
廷
︑
廷
轉
臧

(藏
)

獄
︑
獄
*
h
案
計
日
︑
盈
三
h
戸
辟
問
鄕
官
︑
不
出
者
︑
輒
以
令
論
︑
Î
其
�
︑
皆
校
計
之
︒
(嶽
麓
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︹
肆
︺
135
～
138
)

●
尉
卒
律
︒
黔
首
で
將
陽
し
た
者
︑
お
よ
び
お
よ
そ
È
�
し
た
者
に
つ
い
て
︑
す
で
に
奔
書
が
作
成
さ
れ
た
な
ら
ば
︑
お
よ
び
ま
だ
奔

書
は
作
成
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
È
�
し
て
か
ら
三
ヶ
h
以
上
と
な
っ
た
な
ら
ば
︑
そ
の
つ
ど
�
位
を
Î
っ
て
士
伍
と
す
る
︒
�
位
を

持
つ
寡
Ï
は
︑
�
位
の
な
い
寡
Ï
と
す
る
︒
小
�
を
持
つ
者
お
よ
び
公
士
以
上
の
子
で
年
齡
が
十
八
歲
以
上
の
者
も
︑
ま
た
小
�
で
あ

る
�
位
を
Î
っ
て
傳
Ð
し
︑
公
士
以
上
の
子
の
方
は
い
ず
れ
も
士
伍
と
し
て
登
記
す
る
︒
鄕
の
官
.
は
そ
の
つ
ど
奔
書
を
縣
廷
に
た
て

ま
つ
り
︑
縣
廷
は
そ
れ
を
獄
に
轉
D
し
て
保
管
し
︑
獄
*
は
h
ご
と
に
¿
査
し
て
日
數
を
計
算
し
︑
三
ヶ
h
に
Z
し
た
ら
鄕
の
官
.
に

問
い
合
わ
せ
︑
出
頭
し
て
い
な
け
れ
ば
︑
そ
の
つ
ど
令
に
よ
っ
て
裁
き
︑
そ
の
�
位
を
Î
り
︑
い
ず
れ
も
こ
れ
を
照
合
す
る
︒

實
の
と
こ
ろ
︑
こ
こ
で
鄕
官
か
ら
È
�
者
の
﹁
奔
牒
﹂
を
�
け
取
り
︑
そ
の
�
位
の
剝
奪

︱
︱
｢
Î
�
｣
︱
︱

を
行
っ
て
い
る
の
は
縣
廷

で
︑
尉
や
尉
*
は
 
を
現
さ
な
い
︒
だ
が
︑
本
條
�
は
﹁
尉
卒
律
﹂
の
一
規
定
で
あ
る
︒
嶽
麓
鯵
に
は
尉
卒
律
が
五
ヵ
條
あ
り
︑
そ
の
う
ち

四
ヵ
條

(嶽
麓
︹
肆
︺
132
～
134
︑
139
︑
140
～
141
︑
142
～
146
)

は
本
稿
で
も
す
で
に
引
用
し
た
︒
い
ず
れ
も
縣
尉
の
業
務
と
深
く
關
わ
る
規
定
で
︑﹁
尉

卒
律
﹂
の
﹁
尉
﹂
は
縣
尉
を
指
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
﹇
周
海
鋒
二
〇
一
五
﹈︒
從
っ
て
︑
右
の
條
�
に
見
え
る
﹁
Î
�
﹂
の
手
續
き
に
も
︑

何
ら
か
の
か
た
ち
で
縣
尉
が
關
與
し
た
に
 
い
な
い
︒

そ
も
そ
も
�
位
は
軍
功
に
對
し
て
與
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
縣
に
お
け
る
軍
事
面
の
責
任
者
と
し
て
︑
縣
尉
が
そ
の
�
與
記
錄
を
管

理
し
て
い
る
の
は
︑
至
極
當
然
の
こ
と
と
い
え
る
︒
そ
し
て
す
で
に
営
べ
た
と
お
り
︑﹁
�
�
﹂
の
記
錄
は
﹁
除
人
﹂
の
記
錄
と
と
も
に
︑
縣

か
ら
中
尉
や
郡
尉
へ
と
提
出
さ
れ
た

(二
年
律
令
214
～
215
)
︒
�
位
の
記
錄
と
敍
任
の
記
錄
は
︑
い
ず
れ
も
﹁
尉
﹂
系
瓜
の
官
に
よ
り
掌
握
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
﹁
�
�
﹂
と
﹁
除
人
﹂
と
が
竝
置
さ
れ
て
い
る
の
は
︑﹃
韓
非
子
﹄
定
法
の
︑

商
君
之
法
曰
︑
斬
一
首
者
�
一
L
︑
欲
爲
官
者
︑
爲
五
十
石
之
官
︒
斬
二
首
者
�
二
L
︑
欲
爲
官
者
︑
爲
百
石
之
官
︒
官
�
之
�
︑
與
斬
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首
之
功
相
稱
也
︒

商
君
の
法
に
は
︑﹁
敵
の
首
を
一
つ
斬
っ
た
な
ら
︑
�
一
L
を
與
え
︑
官
に
な
り
た
い
場
合
は
︑
五
十
石
の
官
と
す
る
︒
首
を
二
つ

斬
っ
た
な
ら
︑
�
二
L
を
與
え
︑
官
に
な
り
た
い
場
合
は
︑
百
石
の
官
と
す
る
﹂
と
あ
る
︒
官
・
�
の
昇
Í
は
︑
斬
首
の
功
績
と
對
應

し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

を
︑
ま
ず
は
想
»
さ
せ
る
︒
張
家
山
漢
鯵
の
功
令
に
お
い
て
も
︑
一
定
以
上
の
官
職
に
就
く
者
は
︑
原
則
と
し
て
相
應
の
�
位
を
持
つ
者
か
ら

9
ば
れ
た(

35
)

︒
�
と
官
と
は
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
︑
そ
も
そ
も
功
勞
に
よ
る
官
.
の
昇
Í
制
度
自
體
が
︑
軍
功
�
制
に
由
來
す
る
と
い
う
指

摘
も
あ
る
﹇
佐
Ô
二
〇
〇
〇
﹈︒
そ
れ
故
に
官
.
敍
任
の
記
錄
は
︑
そ
れ
と
も
深
く
關
わ
る
�
位
�
與
の
記
錄
と
と
も
に
︑
﹁
尉
﹂
系
瓜
の
官
.

に
よ
り
掌
握
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒
本
違
第
四
節
で
営
べ
た
﹁
尉
﹂
に
よ
る
勤
務
日
數

︱
︱
す
な
わ
ち
﹁
勞
｣
︱
︱

の
管
理
も
ま
た
︑
そ

う
し
た
職
掌
の
一
部
と
見
な
す
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒

以
上
の
點
を
念
頭
に
置
い
て
︑
4
違
末
尾
の
④
︑
つ
ま
り
は
そ
こ
で
保
留
し
て
お
い
た
︑
睡
虎
地
秦
鯵
・
置
.
律
の
f
な
る
檢
討
に
立
ち
Õ

ろ
う
︒

改
め
て
-
目
し
た
い
の
は
︑
縣
尉
の
A
斷
を
無
視
し
て
職
務
に
就
け
る
こ
と
が
︑
置
.
律
で
は
﹁
尉
が
ま
だ
敍
任
し
な
い
の
に
﹂
云
々
で
は

な
く
︑﹁
�
不
當
除

︱
︱
敍
任
す
る
の
に
相
當
し
な
い
者
な
の
に
︱
︱
﹂︑
と
営
べ
ら
れ
て
い
る
點
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
敍
任
の
手
續
き
を

Í
め
る
う
え
で
必
�
だ
っ
た
の
は
︑
尉
が
﹁
當
除
﹂
と
K
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒﹁
當
除
﹂
は
嶽
麓
鯵
の
置
.
律
や
張
家
山
漢
鯵
の
功
令
に
は

見
え
な
い
が
︑
こ
れ
と
類
似
す
る
﹁
當
補
﹂
は
︑
た
と
え
ば
功
令
に
は
八
例
あ
る
︒
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
︑﹁︹
何﹅

ら﹅

か﹅

の﹅

條﹅

件﹅

を﹅

滿﹅

た﹅

し﹅

︺
補

任
す
る
の
に
相
當
す
る
﹂
の
�
で
あ
る
︒
分
か
り
や
す
い
例
を
擧
げ
よ
う
︒

丞
相
大
尉
*
年
五
十
以
下
治
獄
者
補
御
*
︑
御
*
補
六
百
石
︒
不
當﹅

補﹅

御
*
者
與
秩
比
Y
課
︒
(功
令
18
)

丞
相
*
や
大
尉
*
の
う
ち
︑
五
十
歲
以
下
で
︑
裁
A
を
擔
當
で
き
る
者
は
御
*
に
補
閏
し
︑
御
*
は
六
百
石
に
補
閏
す
る
︒
御
*
に
補﹅
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閏﹅

す﹅

る﹅

の﹅

に﹅

相﹅

當﹅

し
な
い
者
は
︑
同
等
の
秩
祿
の
者
と
ま
と
め
て
¶
定
す
る
︒

�
秩
乘
車
以
上
功
勞
�
當﹅

補﹅

︒
其
家
居
縣
缺
者
︑
皆
¿
徙
之
︒
(功
令
184
(36
)

)

�
秩
乘
車
以
上
の
者
は
功
勞
の
順
序
に
沿
っ
て
補﹅

閏﹅

す﹅

る﹅

の﹅

に﹅

相﹅

當﹅

す
る
︒
そ
の
本
籍
地
の
縣
で
缺
員
が
あ
れ
ば
︑
い
ず
れ
も
¿
整
し

て
そ
こ
に
衣
動
さ
せ
る
︒

こ
れ
ら
の
﹁
當
﹂
は
い
ず
れ
も
︑
年
齡
・
能
力
︑
さ
ら
に
は
功
績
や
勤
務
日
數
の
順
位
と
い
っ
た
昇
Í
�
格
に
お
い
て
︑
補
す
る
の
に
﹁
相
當

す
る
﹂﹁
該
當
す
る
﹂
こ
と
を
�
味
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
用
例
と
︑﹁
尉
﹂
が
�
�
や
敍
任
の
記
錄
を
管
理
す
る
こ
と
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
︑

置
.
律
で
﹁
尉
﹂
が
行
っ
た
﹁
除
﹂
と
は
︑
實
際
に
は
記
錄
に
照
ら
し
て
候
補
者
の
�
格
審
査

︱
︱
少
な
く
と
も
そ
の
一
部
︱
︱

を
擔
當

す
る
こ
と
で
あ
り
︑
同
じ
條
�
に
見
え
る
縣
嗇
夫

(縣
令
)

の
﹁
除
﹂
の
方
は
︑
人
事
の
決
定
を
�
味
し
て
い
る
︑
と
い
う
推
測
に
行
き
着
く
︒

こ
の
結
論
は
な
お
推
測
の
域
を
出
な
い
︒﹁
除
﹂
と
い
う
用
語
が
︑
�
格
審
査
を
も
含
む
官
.
敍
任
の
さ
ま
ざ
ま
な
手
續
き
を
總
稱
す
る
も

の
で
あ
っ
た
の
か
︑
檢
討
す
べ
き
點
も
殘
る
︒
だ
が
︑
右
の
よ
う
な
手
續
き
の
液
れ
を
想
定
す
る
な
ら
︑
序
違
に
擧
げ
た
張
家
山
漢
鯵
の
功
令

28
～
29
の
內
容
が
︑
こ
れ
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
に
氣
づ
く
︒
繰
り
Õ
す
な
ら
︑
そ
こ
で
は
ま
ず
功
勞
が
中
尉
に
提
出
さ
れ
︑
中
尉
が
8
任
者

を
9
擇

(﹁
擇
﹂
)

し
て
丞
相
・
御
*
に
提
出
し
︑
そ
れ
に
基
づ
い
て
丞
相
・
御
*
が
缺
員
の
補
閏

(﹁
補
﹂
)

を
決
定
し
た
︒
こ
れ
と
同
樣
に
︑

縣
尉
の
﹁
除
﹂
と
は
實
際
に
は
﹁
擇
﹂
で
あ
り
︑
確
か
に
そ
れ
は
人
事
の
行
方
を
左
右
す
る
重
�
な
手
續
き
で
は
あ
っ
た
も
の
の
︑
と
は
い
え

�
V

な
人
事
權
は
あ
く
ま
で
縣
令
の
手
中
に
あ
っ
た
︑
と
い
う
の
が
筆
者
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

お

わ

り

に

︱
︱
秦
に
よ
る
占
領
瓜
治
の
解
�
に
向
け
て

縣
尉
の
職
掌
の
中
核
を
占
め
る
の
は
︑
言
う
ま
で
も
な
く
﹁
軍
事
﹂
で
あ
っ
た
︒
だ
が
同
時
に
︑
そ
の
中
核
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
職
務
が
¦
生
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し
て
お
り
︑
そ
れ
ら
は
居
民
の
動
靜
把
握
や
人
事
�
報
の
管
理
に
ま
で
B
ん
で
い
た
︒
こ
れ
ら
す
べ
て
の
職
掌
を
︑
現
代

な
�
味
で
の
﹁
軍

務
﹂
と
し
て
括
る
こ
と
は
難
し
い
︒

こ
の
點
に
關
し
て
は
︑
游
逸
飛
の
指
摘
が
示
唆
に
富
ん
で
い
る
︒
游
は
郡
守
・
郡
尉
の
職
掌
を
論
じ
る
な
か
で
︑
郡
守
が
財
政
權
を
︑
郡
尉

が
人
事
權
を
握
っ
て
い
た
一
方
で
︑
軍
事
權
は
兩
者
が
共
�
し
︑
郡
守
が
軍
需
物
�
の
︑
郡
尉
は
戍
卒
の
管
理
に
當
た
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
︑

結
局
の
と
こ
ろ
兩
者
の
役
割
は
︑
﹁
物
﹂
の
管
理
と
﹁
人
﹂
の
管
理
に
大
別
さ
れ
る
の
だ
︑
と
す
る
﹇
游
逸
飛
二
〇
二
一
︑
二
一
九
頁
-
七
四
﹈︒

﹁
人
事
權
﹂
云
々
に
つ
い
て
は
︑
本
稿
は
游
と
は
衣
な
る
結
論
に
た
ど
り
着
い
た
も
の
の
︑
徭
役
・
戍
役
の
[
發
に
せ
よ
�
位
・
官
歷
の
記
錄

に
せ
よ
︑﹁
尉
﹂
の
職
務
は
確
か
に
︑
槪
し
て
﹁
人
﹂
の
管
理
と
結
び
つ
い
て
い
る
︒
現
代

な
官
僚
行
政
の
分
類
槪
念
を
安
易
に
8
用
す
べ

き
で
は
な
い
と
い
う
そ
の
r
張
と
と
も
に
︑
游
が
示
す
職
務
分
擔
の
原
理
は
傾
聽
に
値
す
る
︒
こ
の
區
分
に
從
い
つ
つ
︑
か
か
る
役
割
分
擔
が

生
じ
た
背
景
を
︑
筆
者
の
關
心
に
從
っ
て
�
後
に
掘
り
下
げ
て
お
こ
う
︒

郡
守
と
郡
尉
の
職
務
が
﹁
民
政
﹂
と
﹁
軍
政
﹂
と
い
う
よ
り
も
︑
む
し
ろ
﹁
物
﹂
と
﹁
人
﹂
と
に
分
れ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
秦
に
よ
る
占

領
瓜
治
の
Í
め
方
︑
具
體

に
は
︑
郡
は
設
置
さ
れ
た
も
の
の
郡
守
は
置
か
れ
ず
︑
郡
尉
の
み
が
置
か
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
と
關
係
す
る

の
で
は
な
い
か
︒
こ
の
︑﹁
郡
守
の
い
な
い
郡
﹂
に
該
當
す
る
と
思
わ
れ
る
の
が
︑
秦
の
南
海
郡
の
場
合
で
あ
る
︒

瓜
一
秦
の
時
代
︑
秦
が
南
方
に
×
攻
し
︑
怨
占
領
地
に
南
海
郡
を
設
置
し
た
と
き
︑
そ
こ
に
は
﹁
南
海
尉
﹂
し
か
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
る
︒﹃
*
記
﹄
南
越
列
傳
に
よ
る
と
︑
後
に
南
越
王
と
な
る
趙
佗
は
︑
ま
ず
南
海
郡
の
龍
川
縣
令
に
任
じ
ら
れ
︑
後
に
4
任
の
南

海
郡
尉
で
あ
る
任
囂
に
指
名
さ
れ
︑
﹁
南
海
尉
の
事
を
行
﹂
い
︑
秦
の
滅
�
後
に
は
王
と
し
て
そ
の
地
を
治
め
る
よ
う
に
な
っ
た(37

)

︒
こ
の
時
︑

郡
內
に
郡
﹁
監
﹂
や
縣
の
﹁
長
.
﹂
が
い
た
こ
と
は
分
か
る(38

)

も
の
の
︑
郡
守
の
 
は
ま
っ
た
く
現
れ
な
い
︒
南
海
郡
の
頂
點
に
立
っ
て
い
た
の

は
郡
尉
で
あ
っ
て
︑
郡
守
は
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
と
見
な
さ
れ
る
�
以
で
あ
る(39

)

︒

も
ち
ろ
ん
︑
Y
常
は
郡
が
設
置
さ
れ
る
際
︑
同
時
に
郡
守
も
置
か
れ
た
の
だ
ろ
う
︒
里
耶
秦
鯵
で
は
︑
始
皇
二
五
年
二
h
付
け
の
�
書
に
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﹁
洞
庭
假
守
﹂
が
見
え

(⑦

1
(
40
)

)
︑
郡
の
設
置
當
初
か
ら
﹁
守
﹂
の
い
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
︒
だ
が
︑﹁
樓
c
の
士
﹂
(﹃
*
記
﹄
r
父
偃
列
傳
)

を
�
い
て
越
に
攻
め
�
ん
だ
趙
佗
が
︑
占
領
後
に
縣
令
と
な
っ
た
よ
う
に
︑
占
領
軍
の
指
揮
官
が
そ
の
ま
ま
郡
縣
に
よ
る
瓜
治
を
擔
う
よ
う
な

狀
況
の
下
で
は
︑
郡
守
の
設
置
が
後
囘
し
に
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
に
 
い
な
い
︒
里
耶
秦
鯵
⑦

1
で
も
︑
洞
庭
郡
守
は
實
際
に
は
﹁
假
守
﹂

で
あ
り
︑
恐
ら
く
別
に
見
え
る
﹁
洞
庭
邦
尉
﹂
が
︑
そ
の
職
務
を
代
行
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒

こ
う
し
た
占
領
の
�
初
w
に
優
先
さ
れ
た
の
は
︑
�
下
に
あ
る
兵
員
の
管
理
に
せ
よ
︑
占
領
地
に
暮
ら
す
居
民
の
把
握
に
せ
よ
︑
や
は
り

﹁
人
﹂
の
管
理
に
關
わ
る
業
務
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
も
ち
ろ
ん
︑
兵
員
を
荏
え
る
た
め
の
食
糧
・
財
貨
の
¿
Z
も
︑
差
し
¬
っ
た
問
題
で
は
あ
る
︒

だ
が
占
領
の
�
初
w
に
は
︑
そ
う
し
た
物
�
¿
Z
の
多
く
が
外
部
か
ら
の
供
給
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
︒
秦
代
の
�
陵
縣
が
︑
食
糧
も
貨

Ø
も
︑
い
ず
れ
も
外
部
か
ら
の
移
D
に
賴
っ
て
い
た
の
は
︑
筆
者
が
別
に
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る
﹇
宮
宅
二
〇
一
八
︑
二
〇
二
四
b
﹈︒
本
稿

第
二
違
第
三
節
で
指
摘
し
た
と
こ
ろ
の
︑
占
領
軍
の
指
揮
官
が
食
糧
荏
給
を
縣
廷
に
�
求
し
て
い
て
︑
彼
ら
が
獨
自
の
︑
十
分
に
整
備
さ
れ
た

兵
站
組
織
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
お
ぼ
し
い
點
も
︑﹁
人
﹂
と
﹁
物
﹂
の
管
理
が
分
擔
さ
れ
る
と
い
う
@
Ù
の
一
側
面
だ
ろ
う
︒
從
來
﹁
軍

政
﹂
と
﹁
民
政
﹂
と
い
う
枠
組
み
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
官
僚
制
度
や
地
方
瓜
治
制
度
の
あ
り
方
を
︑﹁
人
﹂
と
﹁
物
﹂
と
い
う
觀
點
か
ら
︑
さ

ら
に
は
戰
闘
部
門
と
兵
站
部
門
と
い
う
區
分
で
︑
改
め
て
見
直
し
て
み
る
必
�
が
あ
る
︒

こ
う
し
た
觀
點
に
立
て
ば
︑
か
ね
て
よ
り
議
論
の
あ
る
﹁
內
*
﹂
の
問
題
に
つ
い
て
も
︑
怨
た
な
視
座
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
︒

『
漢
書
﹄
百
官
表
に
お
い
て
內
*
は
﹁
京
師
を
治
め
る
﹂
官
と
さ
れ
︑
畿
內
の
民
政
官
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
き
た
︒
だ
が
睡
虎
地
秦
鯵
が

發
見
さ
れ
る
と
︑
そ
こ
で
は
內
*
が
)
土
の
食
糧
を
管
理
す
る
官
と
し
て
 
を
現
す
︒
工
Ô
元
男
は
こ
れ
に
よ
り
︑
內
*
は
財
政
を
瓜
括
す
る

中
央
官
で
あ
り
︑
後
の
治
粟
內
*
に
相
當
す
る
も
の
だ
と
r
張
し
た
﹇
工
Ô
一
九
八
一
﹈︒
こ
の
指
摘
に
端
を
發
す
る
論
爭
に
つ
い
て
は
︑
優

れ
た
學
說
整
理
も
存
在
す
る
の
で
﹇
大
櫛
二
〇
一
四
︑
渡
邉
二
〇
一
九
﹈︑
こ
こ
で
は
詳
し
く
紹
介
し
な
い
︒
槪
し
て
言
え
ば
︑
現
在
で
は
內

*
は
よ
り
廣
範
な
職
掌
を
持
つ
行
政
機
關
で
︑
か
つ
そ
の
管
�
區
域
は

︱
︱
少
な
く
と
も
瓜
一
秦
以
影
は
︱
︱

畿
內
に
限
定
さ
れ
る
と
考
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え
ら
れ
て
い
る
﹇
渡
邉
二
〇
一
九
︑
土
口
二
〇
二
三
﹈︒

こ
れ
ら
�
說
に
は
そ
れ
ぞ
れ
據
る
と
こ
ろ
が
あ
り
︑
そ
れ
自
體
は
Ú
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒
だ
が
︑
本
稿
第
一
違
第
五
節
で
引
用
し
た
二

年
律
令
214
～
215
が
示
す
と
お
り
︑
畿
內
の
縣
か
ら
上
L
機
關
に
提
出
さ
れ
る
計
�
は
︑﹁
恒
秩
氣
稟
﹂﹁
財
用
年
輸
﹂
に
つ
い
て
は
內
*
に
︑

﹁
�
�
﹂﹁
除
人
﹂
で
あ
れ
ば
中
尉
に
提
出
さ
れ
た
︒
こ
こ
に
も
﹁
物
﹂
と
﹁
人
﹂
と
の
分
業
が
は
っ
き
り
と
見
て
取
れ
る
︒
畿
內
の
民
政
官
︑

す
な
わ
ち
郡
に
お
い
て
は
郡
守
に
も
相
當
す
る
內
*
の
職
掌
の
中
心
は
︑
あ
く
ま
で
﹁
物
﹂
の
管
理
だ
っ
た
︒

確
か
に
內
*
の
職
務
は
多
岐
に
わ
た
る
が
︑
も
と
も
と
そ
の
中
核
を
占
め
て
い
た
の
は
何
な
の
か
︑
一
方
で
は
探
っ
て
い
く
必
�
が
あ
る
︒

た
と
え
ば
︑
金
�
�
料
に
見
え
る
�
書
官
と
し
て
の
內
*
が
そ
の
ま
ま
秦
代
の
內
*
に
繫
が
っ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
︑
內
*
は
元
來
﹁
周
王

室
の
家
產

オ
イ
コ
ス

に
關
連
す
る
﹂
�
書
を
管
理
し
て
い
た
の
だ
︑
と
い
う
渡
邉
英
幸
の
指
摘
﹇
渡
邉
二
〇
一
九
︑
二
三
頁
﹈
な
ど
は
︑
ま
こ
と
に
傾
聽

に
値
し
よ
う
︒
問
題
は
︑
そ
う
し
た
內
*
の
職
能
が
︑
そ
の
後
の
歷
*
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
し
て
擴
大
し
︑
定
着
し
て
い
っ
た
か
で
あ
る
︒

そ
の
p
"
に
つ
い
て
の
檢
討
は
閒
 
い
な
く
︑
秦
の
軍
事

な
擴
大
と
︑
そ
の
瓜
治
制
度
が
成
熟
へ
向
か
う
跡
と
を
た
ど
っ
て
い
く
作
業
に
な

る
だ
ろ
う
︒

B(1
)

始
皇
�
の
�
行
や
諸
々
の
瓜
一
政
策
に
︑﹁
瓜
一
﹂
を
宣
傳
す
る
效
果
の
あ
っ
た

こ
と
に
つ
い
て
は
︑
サ
ン
フ
ト
が
網
羅

に
論
ず
る
﹇
S
a
n
ft
二
〇
一
四
﹈︒

(2
)

原
�
は
�
の
と
お
り
︒

丞
・
尉
嘗
爲
軍
.
�

(燧
)
將
以
上
・
年
五
十
以
下
至
廿
五
；
*
�
軍
功

三
・
�
公
大
夫
以
上
︑
上
功
勞
中
尉
︑
中
尉
謹
擇
其
可
以
爲
.
者
︑
�
功
勞

上
御
*
・
丞
相
︑
御
*
・
丞
相
以
補
軍
.
︒
�
擇
不
¹
任
B
�
罪
耐
以
上
︑

擇
者
罰
金
一
斤
︒
(張
家
山
漢
鯵
・
功
令
28
～
29
)

(3
)

游
逸
飛
の
�
說
に
つ
い
て
は
︑﹁
秦
鯵
に
は
郡
守
が
官
.
の
任
免
に
關
わ
っ
た
と

い
う
內
容
は
見
え
な
い
﹂﹇
游
逸
飛
二
〇
二
一
︑
二
一
四
頁
﹈
と
い
う
論
斷
自
體

に
︑
そ
も
そ
も
再
檢
討
の
餘
地
が
あ
る
と
も
さ
れ
る
︒
陳
洩
二
〇
二
三
︑
一
五
七

～
一
五
八
頁
を
參
照
︒

(4
)

睡
虎
地
秦
墓
竹
鯵
整
理
小
組
一
九
七
八
が
﹁
D
﹂
を
﹁
徙
﹂
の
�
字
と
す
る
の
に

從
っ
た
︒

(5
)

何
�
祖
が
綴
合
を
指
摘
す
る
鯵
で
︑
鯵
�
は
)
體
で
﹁
守
B
士
.
︑
士
.
各
自
將

其
求
盜
詣
廷
︑
會
庚
午
旦
︑
唯
毋
失
w
︒﹂
と
な
る
﹇
何
�
祖
二
〇
一
二
﹈

(6
)

た
と
え
ば
張
家
山
漢
鯵
・
奏
讞
書

(案
例
⑤
)
で
は
︑
亭
の
校
長
と
と
も
に
求
盜

が
容
疑
者
の
1
捕
に
當
た
っ
て
い
る
︒﹁
求
盜
部
者
﹂
(
二
年
律
令
144
な
ど
)
と
い
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う
表
現
か
ら
は
︑
彼
ら
が
﹁
部

︱
︱
�
け
持
ち
範
圍
︱
︱
﹂
に
割
り
振
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

(7
)

こ
の
鯵
の
解
釋
に
は
諸
說
あ
る
が
︑
基
本

に
里
耶
秦
鯵
á
讀
會
二
〇
〇
四
の
理

解
に
從
っ
た
︒

(8
)

里
耶
秦
鯵
の
公
�
書
に
は
︑
書
寫
責
任
者
を
示
す
﹁
某
手
﹂
や
�
信
／
發
信
日
時

を
書
く
位
置
に
つ
い
て
︑
獨
特
の
ル
ー
ル
が
あ
る
︒
本
稿
で
は
︑
â
譯
の
順
序
を

一
部
入
れ
替
え
て
︑
時
系
列
に
沿
っ
た
日
本
語
譯
に
な
る
よ
う
に
¿
整
を
行
っ
た
︒

(9
)

原
�
は
以
下
の
と
お
り
︒

●
尉
卒
律
曰
︑
里
自
卅
戶
以
上
置
典
・
老
各
一
人
︒
不
盈
卅
戶
以
下
︑
ã
利
︑

令
與
其
旁
里
共
典
・
老
︑
其
不
ã
者
︑
予
之
典
而
勿
予
老
︒
公
大
夫
以
上
擅

i
門
者
附
其
旁
里
︑
旁
里
典
・
老
坐
之
︒
置
典
・
老
︑
必
里
相
誰

(推
)
以

其
里
公
卒
・
士
五

(伍
)
年
長
而
毋

(無
)
e
者
爲
典
・
老
︒
毋

(無
)
長

者
令
它
里
年
長
者
︒
爲
它
里
典
・
老
︑
毋
以
公
士
︑
B
毋
敢
以
丁
者
︑
丁
者

爲
典
・
老
︑
貲
尉
・
尉
*
・
士
.
r
者
各
一
甲
︑
丞
・
令
・
令
*
各
一
盾
︒

毋

(無
)
�
者
不
足
︑
以
公
士
︒
縣
毋
命
爲
典
・
老
者
︑
以
不
f
以
下
︑
先

以
下
�
︒
其
或
復
未
當
事
戍
︑
不
復
而
不
能
自
給
者
︑
令
不
f
以
下
無
復
不

復
︑
f
爲
典
・
老
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
142
～
146
)

(10
)

何
�
祖
論
�
の
存
在
は
︑
魯
家
亮
氏
よ
り
ご
敎
示
を
賜
っ
た
︒

(11
)

輪
番
勤
務

(﹁
f
﹂
)
に
對
し
て
︑
輪
番
に
入
ら
ず
繼
續

に
勤
務
す
る
こ
と
を

﹁
冗
﹂
と
い
い
︑﹁
�
秩
﹂
未
滿
の
下
L
官
.
の
な
か
に
も
︑﹁
f
﹂
の
者
と
﹁
冗
﹂

の
者
と
が
い
た
︒
宮
宅
二
〇
一
二
を
參
照
の
こ
と
︒

(12
)

處
罰
と
し
て
﹁
怨
地
.
二
歲
﹂
と
す
る
例
が
﹁
其
丞
・
長
*
・
正
・
監
・
守
丞
�

(
印
)
奪
各
一
攻

(功
)︑
*
與
爲
者
爲
怨
地
.
二
歲
﹂
(嶽
麓
︹
伍
︺
129
)︑
四
歲

と
い
う
例
が
﹁
今
南
郡
司
馬
慶
故
爲
冤
句
令
︑
険

(詐
)
課
︑
當
廢
官
︑
令
以
故

秩
爲
怨
地
.
四
歲
而
勿
廢
︑
n
論
慶
﹂
(嶽
麓
︹
伍
︺
53
～
54
)
な
ど
と
し
て
見

え
る
︒

(13
)

釋
�
中
の
﹁︻

︼﹂
で
圍
ん
だ
�
字
は
︑
殘
畫
か
ら
推
測
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒

(14
)

綴
合
は
何
�
祖
二
〇
一
九
に
據
る
︒

(15
)

綴
合
は
魯
家
亮
二
〇
二
二
に
よ
る
︒

(16
)

嶽
麓
書
院
�
藏
鯵
︹
肆
︺
︽
秦
律
令

(
壹
)︾
の
日
本
語
譯
は
︑
基
本

に
宮
宅

(
å
)
二
〇
二
三
に
從
っ
た
︒

(17
)

二
年
律
令
442
に
﹁
□
□
・
長
信
將
行
・
中
傅
・
長
信
謁
者
令
・
□
大
僕
︑
秩
各
千

石
︑
�
丞
・
尉
者
�
之
﹂
と
あ
り
︑
長
官
が
千
石
で
あ
る
官
署
に
五
百
石
の

﹁
尉
﹂
が
い
た
こ
と
が
分
か
る
が
︑
條
�
の
4
段
が
不
完
)
で
︑
縣
尉
が
そ
こ
に

含
ま
れ
た
か
は
A
斷
が
つ
か
な
い
︒

(18
)

二
年
律
令
465
で
は
︑﹁
陰
�
U
﹂
な
ど
が
特
に
列
擧
さ
れ
︑
そ
の
U
長
は
五
百
石
︑

丞
・
尉
は
三
百
石
と
さ
れ
る
︒
一
方
で
二
年
律
令
469
に
﹁
縣
�
塞
・
城
尉
者
︑
秩

各
減
其
郡
尉
百
石
︒
U
尉
秩
二
百
石
﹂
と
あ
る
の
で
︑
U
尉
は
一
般
に
二
百
石
で

あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

(19
)

王
輝
ら
が
指
摘
す
る
と
お
り
︑
﹁
灋
丘
﹂
は
內
*
�
屬
の
﹁
廢
丘
﹂
縣
で
あ
る

﹇
王
・
"
一
九
九
九
︑
二
二
七
頁
﹈︒
睡
虎
地
秦
鯵
で
は
﹁
灋
﹂
と
﹁
廢
﹂
が
Y
用

す
る
も
の
の
︑
里
耶
秦
鯵
の
f
名
板

(
⑧

4
6
1
)
に
は
﹁
灋
如
故
︑
f
廢
官
﹂
と

あ
り
︑
兩
字
の
Y
用
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
︒﹁
灋
丘
左
尉
﹂
の
印
が
秦
印
な
の
は
︑

こ
の
點
か
ら
も
疑
い
な
い
だ
ろ
う
︒

(20
)

｢
�
陵
.
志
﹂
で
は
﹁
.
員
百
三
人
﹂
と
さ
れ
る
が
︑
⑧
1
1
3
7
に
は
﹁
.
凡
百
四

人
︑
缺
卅
五
人
︒
●
今
見
五
十
人
︒
﹂
と
あ
る
︒

(21
)

里
耶
秦
鯵
⑧

1
4
1+

⑧

6
6
8
と
嶽
麓
︹
柒
︺
90
と
を
如
何
に
解
釋
す
る
か
に
つ
い

て
は
︑
土
口
*
記
氏
か
ら
ご
敎
示
を
賜
っ
た
︒

(22
)

吳
方
基
が
︑
縣
尉
は
そ
の
官
府
の
﹁
內
﹂
に
發
弩
を
︑﹁
外
﹂
に
亭
郵
を
置
い
た

と
す
る
の
は
︑
里
耶
秦
鯵
に
據
る
限
り
閒
 
っ
て
は
い
な
い
﹇
吳
方
基
二
〇
一
七

b
︑
九
頁
﹈︒

(23
)

吳
紀
寧
は
︑
二
年
律
令
101
に
﹁
廷
士
.
﹂
と
あ
る
こ
と
に
據
り
︑
士
.
は
縣
廷
の

.
員
で
あ
っ
た
と
す
る
﹇
吳
紀
寧
二
〇
二
二
︑
一
一
三
頁
﹈︒
た
だ
し
二
年
律
令

101
の
句
讀
に
は
︑﹁
～
廷
︑
士
.
﹂
と
す
る
別
解
も
あ
る
﹇
孫
聞
æ
二
〇
二
四
︑

二
三
〇
頁
﹈︒
こ
こ
で
は
こ
の
別
解
に
從
い
︑
吳
說
は
Ä
ら
な
か
っ
た
︒

(24
)

于
振
波
は
亭
長
の
上
司
が
校
長
で
あ
っ
た
と
し
﹇
于
振
波
二
〇
一
八
﹈︑
一
方
で

東 方 學 報
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孫
聞
æ
は
︑
秦
代
に
は
亭
の
責
任
者
が
校
長
で
あ
り
︑
そ
れ
が
後
代
︑
亭
長
へ
と

變
�
し
た
の
だ
と
す
る
﹇
孫
聞
æ
二
〇
二
四
﹈︒

(25
)

七
十
一

n
︑
校
長
・
髳
長
・
發
弩
・
候
長
・
士
.
以
任
除
而
罷
官
︑
B
�
論
事

已
者
︑
皆
毋
得
上
勞
復
用
︒
(功
令
128
)

(26
)

-
2
�
引
の
功
令
28
～
29
で
は
︑
か
つ
て
軍
.
を
務
め
た
こ
と
の
あ
る
丞
・
尉
や
︑

軍
功
・
�
位
の
�
る
﹁
*
﹂
の
な
か
か
ら
︑
丞
相
・
御
*
が
軍
.
を
補
任
し
て
い

る
︒
發
弩
・
校
長
の
よ
う
な
縣
レ
ベ
ル
の
軍
.
で
は
な
く
︑
よ
り
上
L
の
軍
.
の

補
任
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
だ
ろ
う
︒

(27
)

秦
代
の
守
官
制
度
に
つ
い
て
は
靑
木
二
〇
二
〇
を
參
照
の
こ
と
︒

(28
)

秦
代
の
諸
官
に
つ
い
て
は
仲
山
二
〇
〇
一
︑
土
口
二
〇
一
五
a
を
參
照
の
こ
と
︒

(29
)

郡
守
と
郡
尉
の
あ
い
だ
に
は
�
確
な
役
割
分
擔
が
あ
っ
た
の
で
︑
縣
か
ら
郡
へ
の

報
吿
も
︑
そ
の
內
容
に
よ
り
上
申
先
が
衣
な
っ
た
こ
と
は
︑
里
耶
秦
鯵
か
ら
窺
え

る
︒
⑧
6
5
7
は
︑
琅
è
郡
の
﹁
假
守
﹂
か
ら
の
下
行
�
書
で
︑
郡
尉
府
が
戸
墨
に

移
動
し
た
の
で
︑
今
後
﹁
卒
可
令
縣
官
�
辟
﹂﹁
.
卒
衣
用
B
卒
�
物
故
當
辟
[

遝
〼
﹂
に
つ
い
て
は
琅
è
郡
守
で
は
な
く
琅
è
尉
府
に
報
吿
す
る
よ
う
命
じ
て
い

る
︒
殘
念
な
が
ら
報
吿
內
容
と
お
ぼ
し
い
部
分
の
正
確
な
�
味
や
︑
そ
れ
が
郡
尉

府
に
D
ら
れ
る
背
景
な
ど
は
A
然
と
し
な
い
が
︑
少
な
く
と
も
民
政
系
瓜
と
軍
務

系
瓜
と
の
閒
に
︑
�
書
の
液
れ
に
お
い
て
�
確
な
區
分
の
あ
っ
た
こ
と
が
見
て
取

れ
る
︒

(30
)

秦
代
の
列
曹
に
つ
い
て
は
土
口
二
〇
一
五
b
を
參
照
の
こ
と
︒
尉
曹
を
縣
尉
に
よ

る
執
務
の
場
と
見
な
す
說
も
あ
る
が
︑
こ
れ
が
�
ら
か
に
列
曹
の
一
つ
と
し
て
縣

廷
に
屬
す
る
こ
と
は
︑
吳
方
基
二
〇
一
七
b
が
指
摘
し
て
い
る
︒

(31
)

徐
世
虹
は
里
耶
秦
鯵
に
見
え
る
﹁
課
志
﹂
を
︑
何
ら
か
の
基
準
に
依
據
し
て
官
署

や
官
.
の
職
務
を
檢
査
し
た
際
の
記
錄
︑
と
す
る
﹇
徐
世
虹
二
〇
一
三
﹈︒

(32
)

擅
殺
・
𠛬
・
髠
其
後
子
︑
謹
之
︒
●
可

(何
)
謂
後
子
︒
●
官
其
男
爲
�
後
︑
B

臣
邦
君
長
�
置
爲
後
大

(太
)
子
︑
皆
爲
後
子
︒
(法
律
答
問
72
)

(33
)

諸
當
瑚

(拜
)
�
後
者
︑
令
典
若
正
︑
伍
里
人
毋
下
五
人
任
占
︒
(二
年
律
令
390
)

(34
)

こ
の
箇
�
の
句
讀
は
陳
洩
二
〇
二
四
に
從
っ
た
︒

(35
)

例
え
ば
�
の
よ
う
な
功
令
條
�
が
あ
る
︒

十
七

.
�
或
高
而
爲
庳
官
︑
�
庳
而
爲
高
官
︑
未
�
差
︒
n
：
�
公
大
夫

以
上
補
六
百
石
以
上
︑
大
夫
以
上
補
五
百
石
至
二
百
石
︑
上

丙
73
Ù
以
上

補
卒
*
・
屬
尉
佐
・
�
秩
乘
車
至
斗
食
學
佴
・
令
*
︒
�
不
𤻮

(應
)
令
而

4
用
者
︑
勿
�
︒
74

(功
令
73
～
74
)

(36
)

184
鯵
を
183
鯵
か
ら
切
り
離
し
︑
單
獨
の
條
�
と
す
る
の
は
︑
黃
浩
波
の
�
列
案
に

從
っ
た
も
の
で
あ
る
﹇
黃
浩
波
二
〇
二
三
﹈︒

(37
)

南
越
王
尉
佗
者
︑
眞
定
人
也
︑
姓
趙
氏
︒
秦
時
已
幷
天
下
︑
略
定
楊
越
︑
置
桂

林
・
南
海
・
象
郡
︑
以
謫
徙
民
︑
與
越
雜
處
十
三
歲
︒
佗
︑
秦
時
用
爲
南
海
龍
川

令
︒
至
二
世
時
︑
南
海
尉
任
囂
病
且
死
︑
召
龍
川
令
趙
佗
語
曰
﹁
⁝
⁝
郡
中
長
.

無
足
與
言
者
︑
故
召
公
吿
之
﹂︒
戸
被
佗
書
︑
行
南
海
尉
事
︒
囂
死
︑
佗
戸
移
檄

吿
橫
浦
・
陽
山
・
湟
谿
關
曰
﹁
盜
兵
且
至
︑
+
絕
U
聚
兵
自
守
﹂︒
因
稍
以
法
誅

秦
�
置
長
.
︑
以
其
黨
爲
假
守
﹇
︻
索
隱
︼
案
︑
謂
他
立
其
�
親
黨
爲
郡
縣
之
職

或
假
守
︒
漢
書
作
﹁
守
假
﹂
︑
師
古
-
︑
令
爲
郡
縣
之
職
︑
或
守
或
假
也
﹈
︒
秦
已

破
滅
︑
佗
戸
擊
幷
桂
林
・
象
郡
︑
自
立
爲
南
越
武
王
︒
(﹃
*
記
﹄
南
越
列
傳
)

(38
)

郡
監
の
存
在
は
﹃
*
記
﹄
r
父
偃
列
傳
か
ら
確
か
め
ら
れ
る
︒

印
§
尉

(佗
)
屠
睢
﹇︻
索
隱
︼
案
︑
尉
︑
官
也
︒
他
︑
趙
他
也
︑
ì
徒
何

反
︒
屠
睢
︑
人
姓
名
︒
睢
ì
雖
﹈︒
將
樓
c
之
士
南
攻
百
越
︑
§
監
祿
﹇︻
集

解
︼
韋
昭
曰
︑
監
御
*
名
祿
也
︒﹈
鑿
渠
í
糧
︑
深
入
越
︑
越
人
Õ
È
︒
曠

日
持
久
︑
糧
食
絕
乏
︑
越
人
擊
之
︑
秦
兵
大
敗
︒
秦
乃
§
尉
佗
將
卒
以
戍
越
︒

さ
ら
に
﹁
長
.
﹂
が
い
た
こ
と
は
︑
4
-
に
引
い
た
南
越
列
傳
か
ら
分
か
る
︒

(39
)

秦
之
一
四
海
也
︑
罄
�
土
而
郡
縣
之
︒
南
海
郡
惟
設
尉
以
掌
兵
︑
監
以
察
事
︑
而

無
守
與
丞
︒
任
囂
繼
屠
睢
・
*
祿
而
獨
馭
者
︑
其
覊
縻
之
�
可
見
矣
︒
(﹃
天
下
郡

國
利
病
書
﹄
廣
東
備
錄
上
・
廣
東
Y
志
職
官
表
序
)

(40
)

張
春
龍
﹁
里
耶
秦
鯵
整
理
Í
展
︱
︱
《里
耶
秦
鯵
﹇
參
﹈︾
槪
況
﹂
(二
〇
一
九
年

九
h
七
・
八
日

首
屆
中
日
韓
出
土
鯵
牘
硏
究
國
際
論
壇

�
布
�
料
)
に
釋
�

の
み
が
紹
介
さ
れ
る
︒
こ
の
鯵
に
對
す
る
筆
者
の
理
解
は
宮
宅
二
〇
二
四
a
︑
一

九
四
～
一
九
六
頁
參
照
︒

秦代縣尉小考
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【引
用
�
獻
表
︼

靑
木

俊
介

二
〇
二
〇

｢秦
代
に
お
け
る
縣
の
守
官
任
職
者
に
つ
い
て

︱
︱
�
陵

縣
の
官
.
衣
動
狀
況
か
ら
︱
︱
﹂﹃
東
洋
*
硏
究
﹄
第
七
八
卷
第
四
號

大
櫛

敦
弘

二
〇
一
四

｢
u
年
の
內
*
硏
究
か
ら
見
る
秦
漢
瓜
一
國
家
體
制
の
形
成
﹂

﹃
中
國
*
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