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め

に

本
論
文
は
､
こ
れ
に
先
行
す
る

｢肯
泰
始
律
令

へ
の
道

1

第

一
部

秦
漢
の
律
と
令
｣
(『東
方
学
報
』
京
都

七
二
)
の
後
編
に
嘗
た
る
｡

前
編
に
お
い
て
､
論
謹
し
終
え
た
こ
と
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
-
こ
と
か
ら
始
め
た
い
｡

秦
漢
の
律
は
､
正
法

(基
本
法
)
と
し
て
の
秦
六
律
､
漢
九
章
律
が
核
と
な
り
､
そ
の
内
容
は
刑
罰
法
規
で
あ
っ
た
｡
こ
の
法
令
は
､
盗
律
を

舶

先
頭
に
し
て
'
以
下
､
賊
律
､
網
律
と
績
-
も
の
で
､
こ
れ
は

｢篇
章
之
義
｣
と
い
わ
れ
る
固
定
し
た
順
序
を
持

つ
ひ
と
ま
と
ま
り
に
な
っ
た
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法
典
で
あ
っ
た
｡
こ
の
他
に
､
｢労
費
｣
と
呼
科
さ
れ
た
追
加
､
単
行
法
の
律
が
正
律
の
外
線
に
位
置
し
､
こ
れ
は
秦
代
か
ら
時
代
を
降
る
な
か

で
､
制
定
さ
れ
追
加
さ
れ
て
い
っ
た
法
規
だ
と
い
え
る
｡

刑
罰
､
非
刑
罰
と
い
う
税
鮎
か
ら
す
る
と
､
正
律
で
あ
る
九
章
律
は
､
刑
書
か
ら
出
番
し
た
中
国
法
の
基
本
的
な
性
格
を
忠
賓
に
侍
え
る
刑
事

法
規
で
あ
っ
た
が
､
九
章
律
の
う
ち
漢
に
な
っ
て
加
え
ら
れ
た
三
つ
の
律
､
戸

･
厩

･
興
に
は
'
行
政
法
規
の
性
格
を
も
つ
候
文
が
含
ま
れ
て

い
た
と
考
え
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
O
少
な
-
と
も
､
行
政
法
規
､
刑
事
法
幾
と
二
分
す
る
明
確
な
線
は
末
だ
引
か
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で

あ
る
O

法
典
と
し
て
の
九
草
津
を
核
と
し
て
そ
の
外
側
に
単
行
追
加
法
で
あ
る
勇
章
律
を
も
つ
二
重
構
造
'
そ
れ
が
漢
律
の
構
造
で
あ
り
､
各
候
文

は
､
法
令

･
法
規
と
し
て
分
類

･
整
理
の
手
が
加
え
ら
れ
た
成
文
法
で
あ
っ
た
O
い
ま
こ
こ
で
､
｢整
理
｣
｢分
類
｣
と
い
う
用
語
を
使

っ
た
の

は
､
賓
は
律
に
封
す
る

｢令
｣
に
関
係
す
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
｡

漠
代
の
令
に
つ
い
て
､
こ
れ
が

｢令
典
｣
と
呼
べ
る
法
鹿
ハ､
つ
ま
り
何
ら
か
の
分
轄
整
理
の
手
が
加
わ
り
､
ま
た
そ
こ
に
令
職
名
稀
-
篇
名

が
付
け
加
え
ら
れ
る
法
令
集
で
あ
っ
た
の
か
､
私
の
結
論
は
こ
れ
に
つ
い
て
'
甚
だ
懐
疑
的
で
あ
る
｡
漢
代
の

｢令
｣
の
形
態
は
､
皇
帝
の
詔

を
令
と
科
し
た
の
で
あ
り
､
皇
帝
が
下
す
命
令
を
法
源
と
し
て
執
行
す
べ
き
様
態
､
規
範
と
し
て
の
種
類
を

｢令

｣
と
呼
ん
で
い
た
｡
皇
帝
の

命
令
が

｢令
｣
で
あ
る
こ
と
は
､
秦
が
統

一
帝
国
を
創
始
し
た
と
き
､
そ
れ
ま
で
使

っ
て
い
た

｢令
｣
と
い
う
呼
櫓
を
､
｢訊
｣
に
改
め
た
こ
と

と
も
通
底
す
る
｡

と
こ
ろ
で
､
葦
帝
の
命
令
の
な
か
に
は
､
普
遍
的
も
し
-
は
永
綾
的
な
も
の
も
あ
れ
ば
､
個
別
限
定
的
な
､
ま
た
は

一
時
的

･
時
限
的
な
も

の
も
あ
る
｡
従
っ
て
皇
帝
の
詔
令
に
す
ぎ
な
い
漠
の
令
を
永
績
性
､
普
遍
性
を
有
す
る
後
の
替
令
や
唐
令
と
同
じ
昌
で
見
る
な
ら
ば
､
そ
こ
に

連
和
感
が
生
ず
る
O
す
な
わ
ち
､
漢
令
は
､
成
文
法
幾
と
し
て
の
成
熟
度
が
低
か
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
O

こ
こ
で
問
題
は
､
そ
う
い
っ
た
未
完
成
の
法
令
で
あ
っ
た
と
し
て
も
､
ま
た
皇
帝
の
命
令
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
､
そ
こ
に
分
類
と
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整
理
､

つ
ま
り
編
纂
と
い
っ
た
過
程
が
認
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

前
編
第
二
章

｢漢
令
の
諸
問
題
｣
に
お
い
て
､
私
は
皇
帝
の
詔
救

(令
)
が
番
布
さ
れ
た
後
に
､
そ
の
令
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
､
整
理
さ
れ

る
の
か
を
検
討
し
た
の
で
あ
る
が
､
得
ら
れ
た
結
論
は
､
あ
ら
ま
し
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
｡

皇
帝
の
詔
が
聾
布
さ
れ
る
と
､
そ
れ
を
順
番
に
収
録
す
る
た
め
に
､
ま
ず
香
坂
を

つ
け
ら
れ
､
甲

･
乙

･
丙
に
分
類
さ
れ
る
｡
こ
れ
が
甲
令

第

∩)U
と
い
う
如
き
干
支
令
で
あ

っ
た
.
聾
布
さ
れ
た
令
は
'
全
て
香
坂
が
付
さ
れ
て
干
支
令
の
中
に
収
録
さ
れ
る
が
､
そ
の
中
か
ら
各
官
署

が
関
係
し
た
詔
令
を
取
り
出
し
て
採
録
す
る
'
そ
の
場
合
に
官
署
名
も
し
-
は
郡
願
名
を
冠
し
､
そ
の
下
に
干
支
令
と
は
別
の
整
理
香
坂
が
付

け
ら
れ
る
'

つ
ま
り
蘭
童
令

第∩×U､
楽
浪
令
第

∩×Uとい
う
も
の
､
そ
れ
が
繋
令
と
呼
ば
れ
る
令
の
分
類
形
態
に
他
な
ら
な
い
｡
な
お
､
そ

こ
で
の
香
坂
の
付
け
方
は
､
お
そ
ら
-
聾
布
の
日
時
に
従

っ
て
機
械
的
に
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

干
支
令
と
繁
令
､
漢
代
に
お
い
て
令
の
分
類

･
整
理
は
こ
の
段
階
で
止
ま

っ
て
お
り
､
後
世
の
唐
令
に
見
ら
れ
る
事
項
別
の
令
名
は
､
未
だ

存
在
し
な
か

っ
た
｡
確
か
に
､
史
料
で
は

｢
田
令
｣
｢養
老
令
｣
｢任
子
令
｣
な
ど
と
い
っ
た
個
別
名
稀
を
も

つ
令
が
記
さ
れ
て
は
い
る
が
'
そ

れ
は
あ
く
ま
で
便
宜
的
に
付
け
ら
れ
た
名
稀
で
あ
り
'
少
な
-
と
も
事
項
別
令
の
名
の
下
に
立
法
化
さ
れ
る
と
い
っ
た
法
令
で
は
な
か

っ
た
｡

従

っ
て
新
た
に
令
と
し
て
制
定
さ
れ
た
詔
は
'
す
で
に
確
定
し
て
い
た
事
項
別
令
の
ど
こ
か
に
分
類
さ
れ
る
と
い
う
形
で
追
加
､
整
理
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
｡

事
項
別
令
は
未
だ
そ
の
確
た
る
市
民
権
を
漢
の
法
令
の
中
に
は
得
て
お
ら
ず
､
法
令
の
分
類

･
編
纂
は
後
の
唐
令
の
よ
う
な
様
態
を
持

っ
て

は
い
な
か

っ
た
｡
皇
帝
か
ら
饗
布
さ
れ
た
詔
赦
､
そ
れ
が
令
と
な
る
の
で
あ
る
が
､
そ
の
詔
敵
は
番
布
さ
れ
た
順
に
従

っ
て
番
被
が
打
た
れ
､

甲

･
乙

･
丙
に
分
け
ら
れ
て
い
た
に
過
ぎ
ず
､
令
の
収
録
は
､
い
わ
ば
フ
ァ
イ
ル
と
し
て
の
形
を
と

っ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
｡

法
令
と
し
て
未
成
熟
な
漢
令
が
魂
育
時
代
に
ど
の
よ
う
に
賓
展
を
し
て
い
-
の
か
'
曹
泰
始
四
年

(二
六
八
)､
新
律
が
尊
布
さ
れ
る
こ
と
を

記
す

『
青
書
』
刑
法
志
は
､
そ
の
内
葦
を
か
-
言
う
｡
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凡
律
令
､
合
二
千
九
百
三
十
六
僚
'
十
二
蔵
六
千
三
百
言
｡
六
十
巻
｡

こ
の

｢六
十
巻
｣
と
は
､
律
二
十
巻
､
令
四
十
雀
で
あ
る
が
､
こ
こ
に
四
十
雀
の
ま
と
ま
っ
た
法
典
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
O

本
稿
は
､
漢
律

･
湊
合
が
醜
膏
期
に
ど
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
り
､
律
と
令
､
こ
の
二
つ
の
法
典
の
成
立
に
至
っ
た
の
か
を
以
下
に
考
察
す

る
も
の
で
あ
る
｡
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Ⅰ

曹

魂

の

法

令

(

一

)

魂
律
十
八
篇

漢
の
酵
譲
を
受
け
る
か
た
ち
で
成
立
を
み
る
親
が
､
漢
梓
に
代
る
新
得
を
制
定
す
る
の
は
､
明
帝
の
と
き
､
太
和
三
年

(二
二
先
)
あ
た
り
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
た
だ
､
新
律
の
制
定
に
つ
い
て
は
､
何
故
か

『
三
国
志
』
親
書
明
希
本
紀
に
は
､
は
っ
き
り
し
た
記
載
は
な
く
､
基

本
的
な
史
料
は
､
『曹
書
』
刑
法
志
､
お
よ
び

『六
典
』
の
次
の
記
事
で
あ
る
｡
後
に
そ
の
意
味
を
詳
述
す
る
の
で
､
ひ
と
ま
ず
原
文
の
み
引
用

す
る
｡其

後
､
天
子
叉
下
沼
､
改
定
刑
制
､
命
司
空
陳
撃
､
散
騎
常
侍
劉
郡
､
給
事
叢
門
侍
郎
韓
遜
､
議
郎
庚
疑
､
中
郎
叢
休
荷
淡
等
､
洲
約
薦

科
､
傍
采
漢
律
､
定
馬
貌
法
､
制
新
律
十
八
第
､
州
郡
令
四
十
五
慕
､
同
書
官
令
､
軍
中
令
､
合
百
八
十
飴
第
､
其
序
薯
日
､
-
-
凡
所

定
増
十
三
着
､
就
故
五
篇
､
合
十
八
篇
､
於
正
律
九
篇
雷
増
､
於
碧
章
科
令
馬
省

『青
書
』
刑
法
志

貌
氏
受
命
､
審
議
後
肉
刑
､
魔
軍
閥
多
故
､
蔑
嚢
之
､
乃
命
陳
翠
等
､
扶
養
律
盛
観
律
十
八
篇
､
増
漢
粛
何
捧
劫
掠

･
詐
磯

･
敷
亡

･
菖

劾

･
繋
訊

･
噺
獄

･
請
嫁
驚
事

･
償
賦
等
九
篇
也

『六
典
』
巻
六
､
刑
部
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漢
律
に
代
っ
て
新
た
に
制
定
さ
れ
た
十
八
篇
か
ら
な
る
魂
律
に
つ
い
て
､
『青
書
』
の
記
す
る
と
こ
ろ
に
従
え
ば
'
こ
れ
ま
で
の
五
篇
に
新
た

に
十
三
篇
を
追
加
し
､
十
八
篇
と
し
､
正
律
九
篇
に
つ
い
て
言
え
ば
篇
数
が
増
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
つ
ま
り
そ
こ
に
は
､
単
行
律

(塁
早

律
)
を
正
律
の
中
に
組
み
入
れ
､
律
典
と
し
て
の
篇
数
を
増
や
し
た
こ
と
を
意
味
し
､
魂
の
新
律
の
成
立
で
も
っ
て
､
単
行
律
は

一
鷹
整
理
さ
れ

正
律
に
一
本
化
さ
れ
た
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
十
八
篇
の
律
は
､
従
っ
て

｢篇
章
之
義
｣
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
｡

今
制
新
律
､
宜
都
練
事
類
､
多
其
篇
候
､
蓄
律
因
奏
法
樫
､
就
増
三
篇
､
而
具
律
不
移
'
因
在
第
六
､
罪
候
例
既
不
在
始
､
又
不
在
終
､

非
篇
章
之
義
､
故
集
罪
例
'
以
馬
刑
名
'
冠
於
律
首

(下
客
)

『青
書
』
刑
法
志

今
､
新
律
を
制
す
る
に
､
宜
し
-
事
類
を
都
絶
し
､
其
の
篇
候
を
多
-
す
べ
し
｡
奮
律
は
秦
の
法
経
に
因
て
､
三
篇
を
就
増
す
る
も
､
貝

律
は
移
さ
ず
し
て
'
因
り
て
第
六
に
在
り
｡
罪
候
の
例
､
既
に
始
め
に
在
ら
ず
し
て
､
又
た
終
わ
り
に
も
在
ら
ず
｡
篇
章
之
義
に
非
ず
｡

故
に
罪
例
を
集
め
て
､
以
て
刑
名
と
馬
し
､
律
首
に
冠
す
｡

す
で
に
前
篇
で

｢篇
章
之
義
｣
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
え
た
と
き
に
引
用
し
た
候
文
だ
が
､
魂
律
制
定
に
あ
っ
て
､
名
例
律
を
そ
の
は
じ
め

に
置
く
意
義
を
論
ず
る
こ
と
は
､
魂
律
が
名
例
律
を
第

l
と
し
て
､
十
八
の
律
が
決
め
ら
た
順
番
に
盃
ぶ
律
典
で
あ
っ
た
こ
と
を
､
こ
こ
で
い

ま
い
ち
ど
確
認
し
て
お
こ
う
｡

さ
て
､
そ
の
魂
律
に
関
し
て
い
え
ば
､
漢
の
九
章
律
を
ど
の
よ
う
に
改
変
､
追
加
し
て
十
八
篇
と
し
た
の
か
､
そ
の
経
過
を
示
す

『青
書
』

刑
法
志
が
引
用
す
る

｢序
署
｣
の
記
事
が
明
瞭
さ
を
映
-
た
め
に
'
定
説
を
み
な
い
｡
例
え
ば
'
滋
賀
秀
三
氏
は
､
十
八
篇
を
こ
う
偶
定
し
て

∴1㌧

い
る
｡刑

名

･
盗

･
劫
薯

･
賊

･
詐
偏

･
穀
亡

･
告
劾

･
捕

･
繋
訊

･
断
獄

･
請
雄

･
雅

･
戸

･
興
檀

･
乏
留

･
驚
事

･
償
臓

･
免
坐

漢
九
重
律
は
､
盗
律

･
賊
律

･
囚
律

･
捕
律

･
薙
律

･
具
律

･
戸
律

･
興
律

･
厩
律
の
九
種
､
｢序
署
｣
に
そ
の
名
が
挙
が
る
新
律
の
篇
名
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盗
律

･
賊
律

･
囚
律

･
捕
縛

･
薙
律

･
具
律

･
戸
律

･
興
律

･
厩
梓

剤
名

･
劫
署

･
詐
虜

･
製
亡

･
告
劾

･
繋
訊

･
噺
獄

･
請
嫁

･
興
授

･
乏
留

･
驚
事

･
償
臓

･
免
坐

(計
二
十
二
)

54

ま
ヽ

こ
の
う
ち
､
目
摂待
は
刑
名
と
名
を
整
え
､
興
津
と
厩
律
は
療
止
さ
れ
た
の
で
､
十
九
の
樺
が
残
り
､
十
八
第
と
す
れ
ば
､
何
か

一
筋
を
創
除
せ

ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
｡
名
栴
が
な
-
な
っ
た
の
ほ
ど
の
律
な
の
か
｡
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
､
先
に
引
い
た

『曹
書
』
刑
法
志
の
魂

律
に
関
す
る
次
の
l
候
で
あ
る
O

所
定
増
十
三
第
､
就
故
五
第
､
合
十
八
第
､
於
正
律
九
篇
鵠
噂
､
於
労
費
科
令
盛
省
夷
､

こ
の
一
文
を
ど
う
讃
む
の
か
､
い
-
つ
か
の
異
な
っ
た
解
輝
が
出
さ
れ
て
き
た
o
た
と
え
ば
､
滋
賀
氏
は
､
｢就
故
｣
を
二
字
を

｢も
と
の
ま
ま

(2)

な
る
も
の
｣
の
意
と
解
し
､
｢凡
そ
定
む
る
所
､
十
三
篇
を
増
し
､
故
に
就
け
る
五
篇
｣
と
訓
讃
す
る
O
し
か
し
な
が
ら
､
こ
の
解
樺
は
､
す
こ

し
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
O

(窯
元
)
所
定
新
律
既
斑
干
天
下
､
百
姓
便
之
､

(程
)
遊
所
定
乃
隷
字
也
､

華
恒
所
定
之
鐙
､
依
漠
奮
及
膏
己
行
之
制
'

奮
律
因
奏
法
経
､
就
堵
三
篇
､

就
漠
九
牽
､
増
十

一
着
､

折
敢
稜
山
林
川
浮
､
就
故
地
虞
大
等
､

明
宗
時
就
故
陵
置
園
邑
､

『暫
書
』
琶
充
樽

『曹
書
』
衛
恒
侍

『青
書
』
鐙
志

『膏
書
』
刑
法
志

『哲
書
』
刑
法
志

『障
害
』
穫
儀
志

『膏
磨
書
』
哀
帝
紀
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以
上
の
用
例
を
ふ
ま
え
て
'
件
の
候
を
訓
讃
す
れ
ば
､

定
む
る
所
､
十
三
篇
を
増
し
､
故
の
五
篇
に
就
き
て
､
合
し
て
十
八
篇
｡

と
讃
む
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
､
｢就
故
五
篇
｣
の

｢就
｣
は
､
｢
つ
け
る
｣
｢付
加
す
る
｣
(『孟
子
』
告
子
に
｢所
畝竺
l､
所
去
三
｣
と
あ
る
の

に
同
じ
)
と
い
っ
た
意
味
で
'
｢
こ
れ
ま
で
存
在
し
て
い
た
五
編
に
追
加
し
て
｣
と
讃
み
､
健
全
健
の
解
樺
は
､

法
典
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
は
､
十
三
篇
が
新
た
に
追
加
さ
れ
た
も
の
､
そ
れ
に
奮
乗
か
ら
の
五
篇
を
加
え
る
と
､
合
計
十
八
篇
｡

こ
れ
が
､
｢所
定
櫓
十
三
篇
､
就
故
五
篇
､
合
十
八
篇
｣
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
他
な
ら
な
い
｡

そ
こ
か
ら
の
問
題
は
､
こ
の

｢葛
来
か
ら
の
五
篇
｣
が
何
を
示
す
か
で
あ
る
｡
考
え
ら
れ
る
可
能
性
は
､
盗
律
､
囚
律
､
賊
律
､
捕
律
､
稚

律
､
戸
律
､
の
六
種
の
中
か
ら

一
つ
を
除
-
五
つ
で
あ
り
､
な
に
を
除
く
か
が
分
か
れ
ば
十
八
種
の
内
容
は
明
ら
か
に
な
ろ
う
｡

こ
こ
で
､
文
章
の
解
粋
に
今

一
度
も
ど
る
が
､
｢故
五
篇
｣
は
､
秦
の
法
経
五
篇

(盗
･
囚
･
賊
･
捕
･雑
)
を
意
味
し
､
そ
れ
は
こ
こ
で
の

｢故
｣

l.1-,)

の
字
の
語
義
か
ら
立
讃
で
き
る
と
の
説
を
内
田
智
雄
氏
が
唱
え
る
が
､
た
と
え
'
五
篇
の
内
容
が
結
果
と
し
て

(盗
･
囚
･
賊
･
捕
･推
)
の
五
種

に
な
っ
た
と
し
て
も
､
そ
の
論
護
の
過
程
は
首
肯
で
き
な
い
｡

内
田
氏
は
'
｢正
律
九
篇
｣
の

｢正
律
｣
と
区
別
す
る
意
識
が
そ
こ
に
は
た
ら
い
て
お
り
､
｢奮
律
｣
と
い
う
表
現
を
さ
け
て
､
｢就
故
五
篇
｣

と
い
っ
た
の
で
あ
り
､
｢故

(も
と
の
)｣､
｢就

(
つ
い
て
)｣
と
い
う
表
現
は
､
｢正
律
｣
に
た
い
す
る

｢法
経
｣
を
硯
野
に
入
れ
て
い
る
と
い
う
｡

し
か
し
､
こ
こ
に
い
う

｢故
｣
は
あ
く
ま
で

｢増
｣
と
し
か
封
膳
せ
ず
､
｢新
し
-
増
や
し
た

(堰
)
十
三
篇
｣
と

｢も
と
か
ら
あ
っ
た

(故
)
五

篇
｣
の
封
で
し
か
な
く
､
意
味
を
そ
れ
以
上
に
贋
げ
る
べ
き
で
は
な
い
｡
ま
た
､
｢正
律
｣
と

｢法
経
｣
の
封
鷹
に
か
ん
し
て
も
､
基
本
法
と
し

て
の

｢正
律
｣
と
'
追
加

･
単
行
法
と
し
て
の

｢穿
章
｣
が
'
｢於
正
律
九
篇
篤
増
｣
と

｢於
蓉
章
科
令
雷
省
｣
の
完
全
な
封
句
と
し
て
表
れ
て

い
る
で
あ
り
､
こ
れ
も
ま
た
意
味
を
他
の
句
に
摸
散
す
る
の
は
誤

っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
こ
こ
で
の
文
章
は
､
｢従
来
か
ら
の
五
篇

に
､
新
た
に
十
三
篇
が
加
わ
っ
た
｣
と
い
う
こ
と
以
上
に
は
解
樺
で
き
な
い
の
で
あ
る
｡
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で
は
､
こ
の

｢五
第
｣
は
な
に
か
O
｢盗

･
賊

･
捕

･
塞

･
戸
｣
な
の
か
､
そ
れ
と
も

｢盗

･
賊

･
囚

･
捕

･
楽
｣
で
あ
ろ
う
か
｡
前
者
は

｢囚
律
｣
が
吸
収
さ
れ
た
と
主
張
す
る
滋
賀
秀
三
氏
の
説
で
あ
り
､

Ⅲ

『青
書
』
刑
法
志
の
説
明
か
ら
す
る
と
､
掲
律
か
ら
本
来
的
な
内
容
が
包
括
的
に
他
律
に
移
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
､
翠
な
る
分
出
で

は
な
-
､
囚
律
そ
の
も
の
の
分
解
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
｡

相
貌
律
の
あ
と
に
成
立
を
み
る
二
十
第
か
ら
な
る
膏
律
に
は
､
囚
律
が
存
在
し
な
い
.

(･-I

な
ど
が
氏
の
立
論
の
根
接
と
な
る
O

酉
律
二
十
篇
制
定
の
経
過
は
､
『暫
書
』
刑
法
志
に
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
O

就
漢
九
章
､
増
十

一
綴
､
偽
其
族
類
､
正
其
鱒
窮
､
改
葡
律
盛
刑
名
､
法
例
､
桝
囚
律
薦
告
劾
､
繋
訊
､
噺
獄
､
分
盗
律
薦
請
賊
､
詐
偽
､

水
火
､
殴
亡
､
因
専
横
薦
衛
宮
､
遵
制
､
撰
周
官
馬
諸
侯
律
､
合
二
十
簾
､

湊
九
葦
に
就
き
て
'
十

1
篇
を
増
し
､
其
の
族
類
に
釣
り
て
､
其
の
濃
蟹
を
正
す
O
奮
梓
を
改
め
て
別
名

･
法
例
と
な
し
､
囚
律
を
雛
け

て
告
劾

･
繋
訊

･
噺
獄
と
為
し
､
盗
律
を
分
け
て
請
嫁

･
詐
鶴

･
水
火

･
察
亡
と
薦
し
､
事
類
に
因
り
て
衛
宮

･
違
制
と
薦
す
｡
-
･･･

ま
た

『六
戯
ハ』
に
は
､
左
記
の
二
十
翁
を
列
挙
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

刑
名

･
法
例

･
盗
律

･
威
律

･
詐
鶴

･
誇
隊

･
告
劾

･
捕
律

･
緊
訊

･
断
獄

･
薙
律

･
戸
律

･
授
興

･
穀
亡

･
衛
宮

･
水
火

･
厩
律

･
関

市

･
蓮
制

･
諸
侯

右
の
二
つ
の
史
料
か
ら
確
認
さ
れ
る
二
十
種
､
も
し
-
は
新
た
に
追
加
さ
れ
た
十

一
篇
の
細
目
は
､
必
ず
し
も

一
致
を
み
な
い
｡
囚
律
に
限
っ

て
い
え
ば
､
確
か
に

『六
典
』
に
は
見
え
な
い
も
の
の
､
『暫
吾
』
刑
法
志
が

｢囚
律
を
分
け
て
､
告
劾

･
繋
訊

･
噺
獄
と
し
､
-
-
｣
と
し
､

そ
れ
に
よ
っ
て
囚
律
そ
の
も
の
が
､
な
-
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
､
音
律
二
十
第
制
定
の
段
階
で
､
｢囚
律
｣
と
い
う
律
名
が
挙
げ
ら
れ
､

そ
れ
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ど
う
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
｡
な
る
ほ
ど
'
膏
律
は
直
接
に
は
漢
律
の
攻
撃
で
あ
り
'
魂
律
の
延
長
上
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に
な
い
と
し
て
も
､
こ
こ
で
囚
律
が
云
々
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
､
音
律
成
立
の
時
鮎
で
は
囚
律
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
暗
に
示
し
て

お
り
､
も
し
囚
律
が
は
や
-
魂
律
成
立
の
段
階
で
消
滅
し
て
い
た
な
ら
こ
こ
で

｢囚
律
｣
の
名
稀
が
あ
が
っ
て
こ
な
い
は
ず
､
と
の
考
え
も
成

立
し
よ
う
｡

長
々
と
､
十
八
篇
の
内
諾
に
つ
き
言
及
し
て
き
た
が
､
遺
憾
な
が
ら
私
に
は
こ
れ
以
上
の
考
護
を
す
す
め
､
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き

な
い
｡
貌
律
十
八
篇
の
内
容
の
確
定
は
､
現
段
階
の
史
料
操
作
で
は
､
決
定
的
な
解
答
を
得
ら
れ
な
い
と
い
う
の
が
私
見
で
あ
る
｡

た
だ
､
魂
律
十
八
篇
の
も
つ
重
要
な
意
味
は
､
正
律

(九
章
律
)
と
単
行
律

(勇
章
律
)
の
二
重
構
造
の
上
に
成
立
し
て
い
た
漢
律
が
'
そ
の
軍

行
追
加
律
を
正
律
の
中
に
吸
収
し
て
､
十
八
篇
の
あ
ら
た
な
正
律
を
作
り
上
げ
た
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
滋
賀
秀
三
氏
が
指
摘
す
る
所

で
あ
り
､
そ
の
卓
見
に
従
い
た
い
｡

(
二
)

魂
令
と
魂
科

[

魂

令
]

魂
の
令
に
つ
い
て
は
､
『膏
書
』
刑
法
志
に
､
州
郡
令
､
尚
書
官
令
､
軍
中
令
の
三
種
､
計
百
八
十
徐
篇
が
作
ら
れ
た
と
い
う
｡

酬
約
奮
科
'
傍
采
漢
律
､
定
篤
魂
法
､
制
新
律
十
八
篇
､
州
郡
令
四
十
五
篇
､
尚
書
官
令
､
軍
中
令
､
合
百
八
十
飴
篇

『青
書
』
刑
法
志

荏
日科
を
剰
約
し
､
傍
ら
漢
律
を
采
り
､
定
め
て
魂
法
を
残
る
｡
新
律
十
八
篇
を
制
し
､
州
都
令
四
十
五
篇
､
尚
書
官
令
､
軍
中
令
と
､
合

し
て
百
八
十
飴
篇
｡

先
に
漢
令
に
つ
い
て
､
私
は
漢
の
令
は
事
項
別
に
分
類
編
纂
さ
れ
､
令
典
の
形
を
と
っ
た
も
の
で
は
な
く
､
皇
帝
の
詔
を
順
次
番
軟
を
付
し
て

フ
ァ
イ
ル
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
た
｡
か
か
る
令
の
様
態
は
､
魂
に
あ
っ
て
も
基
本
的
に
は
愛
わ
ら
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
｡
確
か

に
､
｢罰
金
令
｣
｢減
鞭
杖
令
｣
｢郵
騨
令
｣
な
ど
と
い
っ
た
事
項
別
令
と
も
い
う
べ
き
名
稀
は
見
え
る
が
､
そ
の
名
の
も
と
に
立
法
化
さ
れ
た
法
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令
で
あ
る
と
の
確
認
は
得
ら
れ
ず
､
あ
-
ま
で
便
宜
的
に
付
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
､
漢
令
と
変
わ
ら
な
い
o

湊
令
と
の
相
違
は
､
弼
郡
令
,
望

言

令
､
軍
中
令
と
い
う
令
の
分
類
の
名
稀
が
新
た
に
登
場
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
三
種
類
の
名
辞

朗

は
､
そ
の
名
の
も
と
に
立
法
化
さ
れ
る
個
別
の
令
名
で
は
な
-
､
す
で
に
制
定
さ
れ
た
令
を
三
種
境
に
分
け
た
そ
の
分
類
名
で
し
か
な
い
が
､

3LhE

名
稀
の
依

っ
て
来
る
と
こ
ろ
は
何
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
私
は
こ
こ
で
､
州
郡
令
を
は
じ
め
と
し
た
三
種
の
令
と
､
漢
の
繁
令
の
結
び

つ
き
を
指
摘
し
た
い
｡

段
階
的
に
出
さ
れ
る
令
が
分
類
さ
れ
る
､
し
か
も
三
種
に
分
壊
さ
れ
る
こ
と
は
､
他
な
ら
ぬ
漢
の
干
支
令
が
そ
う
で
あ
っ
た
0
第
Ⅰ
部
､
秦

漢
の
律
と
令
で
述
べ
た
こ
と
を
今

一
度
確
認
し
て
み
た
い
｡

著
令
文
言
が
付
さ
れ
令
と
し
て
公
布
さ
れ
た
皇
帝
の
沼
は
､
甲

･
乙

･
丙
に
分
け
ら
れ
､
室
理
番
東
が
つ
け
ら
れ
た
｡
そ
の
中
か
ら
各
官
署

も
し
-
は
各
郡
願
が
関
係
の
法
令
を
抜
粋
し
て
､
別
の
整
理
番
嚢
を
つ
け
て
保
管
し
た
､
そ
れ
が
繋
令
で
あ
っ
た
o
そ
う
い
っ
た
繁
令
は
官

署

･
郡
願
の
な
か
で
親
日
の
整
理
番
故
を
も
っ
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
､
そ
う
で
は
な
-
､
付
け
ら
れ
た
令
の
番
境
は
共
通
し
た
普
遍
性
を
有

し
､
中
央
で
統

一
し
て
掌
握
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

繋
令
に
関
し
て
さ
ら
に
注
目
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
｡
漢
の
繁
令
は
､
｢蘭
壷
繋
令
｣
｢廷
尉
繁
令
｣
｢大
尉
繁
令
｣
と
い
っ
た
官

署
･官

職
名
が
そ
の
頑
に
-
る
も
の
と
､
｢楽
浪
繁
令
｣
｢北
連
繋
令
｣
と
い
う
よ
う
に
地
名

･
郡
願
名
を
冠
す
る
も
の
が
あ
っ
た
o

い
ま
､
魂
の
新
し

い
令
の

｢尚
書
官
令
｣､
｢州
都
令
｣
は
p
ま
さ
し
-
漢
の
官
署
名
を
も
つ
繋
令
と
､
地
方
名
を
も
つ
繋
令
の
両
者
を
踏
襲
し
た
も
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
｡

吊

漢
代
に
は
令
は
､
甲

･
乙

･
丙
の
三
種
に
分
類
整
理
さ
れ
て
い
た
｡

緋

別
に
､
中
央
の
官
署
と
地
方
の
郡
願
の
二
つ
で
関
係
法
令
が
ま
と
め
て
整
理
さ
れ
た
｡

こ
の
二

つ
の
流
れ
が
合
流
し
て
､
魂
の
尚
書
宮
令
'
郡
嚇
令
､
軍
中
令
の
三
分
繋
が
で
き
た
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
｡
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な
お
､
今

l
つ
の
軍
中
令
､
こ
れ
は
後
漢
末
か
ら
三
園
鼎
立
の
中
で
魂
曹
操
が
戦
時
下
に
あ
っ
て
蓉
布
し
た
令
で
､
｢魂
武
軍
令
｣
｢貌
武
軍

策
令
｣
｢貌
武
船
戟
令
｣
な
ど
と
呼
ば
れ
､
そ
れ
以
降
も
効
力
を
も
っ
て
い
た
も
の
を

｢軍
中
令
｣
の
名
の
も
と
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

例
え
ば
､

吾
将
士
無
張
弓
腎
於
軍
中
､
其
随
大
軍
行
､
其
欲
試
張
弓
智
者
'
得
張
之
､
不
得
著
箭
､
犯
者
'
鞭
二
百
､
没
入
吏
､

『通
典
』
巻

一
四
九
､
引
魂
武
軍
令

吾
が
将
士
､
弓
腎
を
軍
中
に
て
張
る
こ
と
な
か
れ
｡
其
れ
大
軍
の
行
に
随
い
､
其
の
弓
考
を
試
張
せ
ん
と
欲
す
る
者
は
､
之
を
張
る
を
得

る
も
､
箭
を
著
け
る
を
得
ず
｡
犯
す
者
は
､
鞭
二
百
㌧
更
に
没
入
す
｡

不
得
於
哲
中
屠
殺
責
之
､
犯
令
'
没
所
責
皮
'
都
督
不
糾
白
､
杖
五
十
､

『通
典
』
巻

一
四
九
､
引
魂
武
軍
令

背
中
に
て
屠
殺
し
之
を
責
る
を
得
ず
｡
令
を
犯
さ
ば
､
責
る
所
の
皮
を
没
す
｡
都
督
の
糾
白
せ
ざ
る
は
､
杖
五
十

始
出
管
､
竪
矛
戟
､
野
幡
旗
､
鳴
鼓
､
行
三
里
､
騨
矛
戟
､
結
幡
旗
､
止
鼓
､
将
至
哲
､
野
幡
旗
'
鳴
鼓
'
至
営
託
､
復
結
幡
旗
､
止
鼓
､

違
令
者
､
完
裏
以
狗

『通
典
』
巻

一
四
九
､
引
魂
武
軍
令

た

ひ
ろ

たた

始
め
皆
を
出
る
に
'
矛
戟
を
竪

て
､
幡
旗
を
野

げ
､
鼓
を
鳴
ら
す
｡
行
-
こ
と
三
里
､
矛
戟
を
騨
み
､
幡
旗
を
結
び
､
鼓
を
止
む
｡
将
に

哲
に
至
ら
ん
と
す
る
に
､
幡
旗
を
静
げ
､
鼓
を
鳴
ら
す
｡
管
に
至
り
詰
り
て
､
復
た
幡
旗
を
結
び
､
鼓
を
止
む
｡
令
に
違
う
者
､
究
裏
し

て
以
て
殉
う
｡

軍
行
､
不
得
折
伐
田
中
五
果
桑
柘
麻
東

『通
典
』
巻

一
四
九
､
引
魂
武
軍
令
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軍
行
､
田
中
の
五
果
､
桑
､
柘
､
麻
､
桑
を
析
伐
す
る
を
得
ず
｡

兵
欲
作
陣
封
敵
､
脅
先
日
義
､
乃
引
兵
就
表
､
而
臨
終
､
皆
無
諌
簿
､
明
轟
鼓
音
､
旗
幡
磨
前
則
前
､
磨
後
則
後
､
磨
左
則
左
､
磨
右
則

右
､
不
聞
令
而
檀
前
後
左
右
者
､
斬
､
伍
中
有
不
進
者
､
伍
長
殺
之
､
伍
長
不
進
､
什
最
殺
之
､
什
長
不
進
､
都
伯
殺
之
､
督
戦
都
曲
賂

抜
刀
在
後
､
察
違
令
不
進
者
､
斬
之
､

1
部
受
敵
､
余
部
不
進
救
者
､
斬
之
｡

『御
覧
』
巻
二
九
六
引
魂
武
庫
令

･
『御
盟
』
巻
三
四

1
引
軍
令

兵
､
陣
を
作
し
敵
に
封
せ
ん
と
欲
す
る
に
､
轡
は
自
表
を
先
に
し
､
乃
ち
兵
を
引
き
て
表
に
就
-
｡
而
し
て
陣
に
臨
む
に
､
嘗
な
桑
津
す

さ

る
無
し
｡
鼓
音
を
明
聴
し
､
旗
幡
､
前
を
磨
せ
ば
則
ち
前
し
､
後
ろ
を
磨
せ
ば
則
ち
後
し
､
左
を
鷹
せ
ば
則
ち
左
し
､
右
を
廃
せ
ば
則
ち

右
す
｡
令
を
聞
か
ず
し
て
控
に
前
後
左
右
せ
ば
､
斬
す
o
伍
中
に
進
ま
ざ
る
者
あ
ら
ば
､
伍
長
､
之
を
殺
し
､
伍
長
､
進
ま
ざ
れ
ば
､
什

長
､
之
を
殺
し
､
什
長
､
進
ま
ざ
れ
ば
､
都
伯
､
之
を
殺
す
｡
､
督
戦
､
部
曲
の
婿
は
刀
を
抜
き
て
後
に
在
り
､
令
に
蓮
い
て
進
ま
ざ
る
者

を
察
し
て
､
之
を
斬
す
｡

<i
部
に
敵
を
受
け
､
幹
部
の
進
み
て
救
わ
ざ
る
者
､
之
を
斬
す
｡

聞
雷
鼓
音
､
拳
白
燈
緯
旗
､
大
小
船
背
進
戦
､
不
進
者
斬
'
関
金
音
'
孝
吉
旗
､
船
皆
止
､
不
止
者
斬
'

『御
髪
』
巻
三
四
〇
引
軍
令

富
鼓
の
音
を
聞
き
'
白
幡
､
緯
旗
を
翠
げ
れ
ば
､
大
小
の
船
､
皆
な
進
み
て
戦
う
｡
進
ま
ざ
る
者
は
､
斬
､
金
音
を
聞
き
'
背
旗
を
挙
げ

れ
ば
､
船
は
皆
な
止
む
｡
止
ま
ざ
る
者
は
晒
す
o

漢
の
繁
令
の
中
に
は
こ
う
い
っ
た
戦
時
下
の
令
は
含
ま
れ
て
は
お
ら
ず
､
そ
れ
ゆ
え
別
個
に

｢軍
中
令
｣
と
い
っ
た
分
柴
整
理
の
範
晦
が
設
け

ら
れ
た
に
違
い
な
い
O
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軍
中
令
'
尚
書
官
令
､
州
郡
令
､
魂
に
な
っ
て
設
け
ら
れ
た
こ
れ
ら
三
つ
の
令
の
分
類
は
､
漢
に
お
い
て
の
干
支
令
､
繁
令
と
い
っ
た
二
つ

の
流
れ
が

一
つ
に
な
り
､
そ
こ
に
戦
時
下
の
曹
操
期
の
軍
中
令
が
加
わ
っ
た
も
の
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
魂
令
は
漢
令
の
段
階
か
ら

一
歩
､

育
令
や
唐
令

へ
近
づ
い
た
の
で
あ
る
､
し
か
し
な
が
ら
､
い
ま
だ
法
典
と
し
て
の
様
態
は
整
わ
ず
､
漢
令
と
同
様
､
皇
帝
の
詔
を
フ
ァ
イ
ル
化

し
た
命
令
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

[
魂

科

]

律
､
令
と
い
っ
た
法
源
分
類
の

一
項
目
に
､
科
と
呼
ば
れ
る
固
有
の
名
稀
を
も
っ
た
法
形
式
､
も
し
く
は
法
典
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
､
そ
れ

は
漢
か
ら

一
種
の
副
法
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
説
が
存
す
る
｡

漢
法
の
名
'
律
あ
り
､
令
あ
り
､
科
あ
り
｡

沈
家
本

｢律
令
考
｣

し
か
し
な
が
ら
､
漢
代
に
お
い
て
､
言
う
と
こ
ろ
の
特
別
な
法
形
式
､

つ
ま
り
漢
律
と
同
様
､
漢
科
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
い
た
と
は
考
え

､･い｣

ら
れ
な
い
と
い
う
の
が
､
滋
賀
秀
三
氏
が
主
唱
さ
れ
た
説
で
あ
る
｡

私
は
､
氏
の
説
の
通
り
だ
と
考
え
る
｡
漢
令
と
い
う
も
の
が
完
成
さ
れ
た
法
形
式
､
も
し
-
は
法
典
と
は
未
だ
な
っ
て
お
ら
ず
､
詔
を
そ
の

ま
ま
収
録
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
段
階
に
お
い
て
'
そ
れ
と
は
別
の
漢
科
と
い
っ
た
ま
と
ま
っ
た
固
有
の
法
典
が
存
在
し
た
な
ど
と
は
､
到
底

考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
｡

漢
だ
け
で
は
な
い
｡
曹
魂
に
あ
っ
て
も
､
魂
科
と
い
う

｢大
型
の
法
律
｣
(滋
賀
氏
論
文

三
貢
)
の
存
在
に
封
し
て
も
私
は
懐
疑
的
で
あ
る
｡

｢魂
科
｣
の
存
在
を
検
讃
す
る
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
'
次
の
三
つ
の
史
料
で
あ
る
｡

Ⅲ
是
時
太
租
始
制
新
科
下
州
郡
'
又
収
租
税
綿
絹
､

是
時
､
太
租
､
始
め
て
新
科
を
制
し
､
州
郡
に
下
す
｡
又
た
､
租
税
綿
絹
を
収
む
｡

『
三
国
志
』
望

荷

重
停

朗
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青
貌
武
常
建
安
中
､
己
曾
表
土
､
漢
朝
依
富
潟
制
'
事
典
古
巣
､
不
薯
施
行
､
施
行
者
､
潜
在
魂
科
､
大
背
探
以
著
令
､
堂
定
新
穫

皆
如
奮
'

『通
典
』
巻
九
十
三
､
『曹
書
』
穫
志

昔
､
魂
武
帝
､
建
安
中
､
己
に
替
っ
て
表
上
す
｡
漠
朝
は
苗
に
依
っ
て
制
を
貧
し
､
事
､
古
と
異
ら
ば
､
皆
な
は
施
行
せ
ず
｡
施
行
す

る
者
､
著
し
て
貌
科
に
あ
り
｡
大
背
､
探
り
て
以
て
令
に
著
す
｡
宜
し
-
新
線
を
定
め
る
こ
と
皆
な
膏
の
如
-
せ
ん
｡

頼

天
子
又
下
沼
､
改
定
期
制
､
命
司
空
陳
翠
､
-
-

-
-
剃
約
啓
料
､
傍
采
漢
律
､
定
盛
観
法
､
制
新
律
十
八
篇
､
州
郡
令
四
十
五

篇
､
尚
書
官
令
､
軍
中
令
､
合
百
八
十
錬
篇
｡

『膏
書
』
刑
法
志

(
既

出

)

62

こ
こ
に
見
え
る

｢科
｣
｢貌
科
｣
｢褒
料
｣､
と
も
に
､
魂
の
受
伸
以
前
､
形
式
上
は
後
漢
王
朝
が
緩
い
て
い
る
時
期
､
貌
鯛
に
あ
っ
て

｢令
｣
と

は
区
別
さ
れ
る
特
別
の
呼
稀
を
も
っ
た
法
典
で
あ
り
､
そ
れ
が
醜
三
朝
の
成
立
後
､
新
た
に
制
定
さ
れ
た
魂
の
律
令
の
中
に
吸
収
さ
れ
た
と
理

解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
0

し
か
し
な
が
ら
､
こ
の
三
史
料
は

｢貌
科
｣
の
存
在
を
謹
明
す
る
に
十
分
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

吊は
､
後
漠
建
安
年
間
､
曹
操
が
州
郡
に

新
し
い
慣
例
を
下
そ
う
と
し
た
こ
と
を
記
す
も
の
だ
が
､
こ
れ
に
反
射
す
る
何
愛
の
上
言
が
こ
の
後
に
綬
-
O

(何
襲
)
以
郡
部
初
立
'
近
以
師
旅
之
後
､
不
可
卒
縄
以
法
､
乃
上
言
百
､
日
喪
乱
己
来
'
民
人
夫
所
､
今
難
か
安
､
然
服
数
日
蔑
､
所
下

新
科
､
皆
以
明
罰
教
法
､
秀

一
大
化
也
､
所
領
六
解
､
震
域
初
定
､
如
以
飢
鐘
､
若

一
切
賛
以
科
禁
､
恐
或
有
不
従
教
者
'
有
不
従
敬
老
､

不
得
不
謙
､
則
非
観

民段
数
随
時
之
意
也
､

(何
憂
)
以
ら
く
､
郡
部
､
初
め
て
立
ち
､
近
-
は
師
旅
の
後
な
る
を
以
て
､
卒
に
縄
す
る
に
法
を
以
て
す
る
べ
か
ら
ず
と
.､
乃
ち
土
言
し

て
日
く
0
喪
乳
よ
り
己
来
､
民
人
､
所
を
失
す
｡
今
ま
小
安
す
る
と
寮
も
､
然
れ
ど
も
敬
に
服
す
る
こ
と
､
日
に
凍
-
､
下
す
所
の
新
科
､
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皆
な
以
て
罰
を
明
ら
か
に
し
法
を
赦
し
､
大
化
を
暫

l
す
る
也
｡
領
す
る
所
の
六
願
､
震
域
､
初
め
て
定
ま
り
､
加
う
る
に
飢
産
を
以
て

す
｡
若
し

一
切
､
暫
-
す
る
に
科
禁
を
以
て
す
れ
ば
､
恐
ら
-
は
或
い
は
教
に
従
わ
ざ
る
者
あ
り
｡
教
に
従
わ
ざ
る
者
､
課
せ
ざ
る
を
得

ざ
れ
ば
､
則
ち
民
を
観
て
､
教
え
を
設
け
時
に
随
う
の
意
に
非
ざ
る
也
､

こ
の
言
葉
か
ら
す
る
と
'
具
健
的
に
は

｢所
領
六
解
｣
に
た
い
し
て
､
新
科
を
施
行
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
､
確
か
で
は
あ
る
が
､
｢所
下

新
科
｣
｢
l
切
哲
科
禁
｣
は
､
同
じ
方
向
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の

｢科
｣
に
果
た
し
て

｢特
別
な
､
大
型
の
､
固
有
の
法
｣
と
い
う

語
義
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

い
っ
た
い
､
｢科
禁
｣
と
い
う
語
は
'
魂
以
前
で
は

｢科
と
は
'
事
儀
を
謂
う
｣
(『後
漢
書
』
桓
讃
倖
注
)
と
の
如
-
､
一
般
的
な
用
法
で
は

｢法

令
｣
｢法
の
候
文
｣
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
｡

五
月
丙
辰
､
有
司
其
申
明
科
禁
､
宜
於
今
者
'
宣
下
郡
図
㌧

五
月
丙
辰
､
有
司
､
其
れ
科
禁
を
申
明
し
'
今
に
宜
な
る
者
'
宣
し
-
郡
園
に
下
さ
ん
｡

『後
漢
書
』
明
帝
紀

(建
武
)
十
四
年
'
臣
上
言
日
､
古
者
肉
刑
厳
重
､
別
人
畏
法
令
､
今
憲
律
樽
薄
'
故
姦
軌
不
勝
､
宜
増
科
禁
以
防
其
源
'『後

漢
書
』
杜
林
侍

(建
武
)
十
四
年
'
臣
､
上
言
し
て
日
-
､
古
は
､
肉
刑
､
厳
重
に
し
て
､
則
ち
人
､
法
令
を
畏
る
｡
今
ま
憲
律
､
樽
た
薄
し
､
故
に
姦
軌

やま

は

勝

ず
｡
宜
し
く
科
禁
を
増
し
､
以
て
其
の
源
を
防
ぐ
べ
し
､

曹
操
が
州
郡
に
新
し
い
候
例
を
布
こ
う
と
す
る
に
あ
た
っ
て
も
､
こ
の

｢科
｣
は
光
武
､
明
帝
期
と
は
別
の
特
別
な
意
味
が
そ
こ
に
賦
興
さ
れ

た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
必
然
的
根
接
は
み
つ
か
ら
な
い
｡

佃に
あ
げ
た

『通
典
』
お
よ
び

『青
書
』
程
志
の

｢魂
科
｣
に
つ
い
て
も
､
や
は
り
私
に
は
'
特
別
な
意
味
を
想
定
L
が
た
い
の
で
あ
る
｡
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こ
の
段
は
欝
の
穫
制
に
関
す
る
記
事
で
あ
り
､
欝
の
瓦
等
諸
侯
に
つ
い
て
の
喪
服
の
制
が
､
魂
に
制
定
さ
れ
た
規
定
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
て

い
る
が
､
新
程
を
定
め
る
に
あ
た
っ
て
奮
乗
の
制
度

(
漢
の
制
度

)
に
も
ど
す
べ
き
と
の
提
案
で
あ
る
｡

昔
魂
武
帝
､
建
安
中
､
己
に
替

っ
て
上
に
表
す
O
漢
朝
は
古
に
依
り
て
制
を
貧
し
事
の
古
と
異
な
ら
ば
､
皆
な
は
施
行
せ
ず
｡
施
行
す
る

者
､
著
し
て
魂
科
に
在
り
O
大
背
､
采
り
て
以

っ
て
令
に
著
す
｡
宜
し
-
新
磯
を
定
む
る
こ
と
薯
な
葛
の
如
-
せ
ん
O

こ
こ
で
い
う
貌
料
は
､
漠
令
と
し
て
立
法
化
さ
れ
ず
､
貌
済
も
し
く
は
初
期
の
貌
王
朝
に
お
い
て
法
令
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
を
示
し
て
い

る
こ
と
､
ま
た
そ
の
魂
科
が
背
令
に
吸
収
さ
れ
た
こ
と
､
な
る
ほ
ど
滋
賀
氏
の
指
摘
通
り
で
あ
ろ
う
0
し
か
し
な
が
ら
'
そ
こ
か
ら

｢貌
科
｣

は
､
｢
l
事
を
命
ず
る
詔
と
は
異
な
る
｣
｢大
型
の
法
律
｣
を
示
す
と
い
う
こ
と
を
､
こ
の
史
料
で
も

っ
て
立
讃
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
o
む
し

ろ

｢潜
在
魂
科
｣
｢大
背
採
以
著
令
｣
の
表
現
か
ら
は
､
詔
令
を
法
令
と
し
て
明
文
化
す
る
と
い
っ
た
従
来
の
蔑
令
立
法
化
の
事
績
き
と
こ
と
さ

ら
異
な
る
鮎
を
見
出
す
こ
と
は
､
困
難
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

こ
れ
は
､
佃
の

｢軌
約
香
料
､
傍
采
漢
律
､
定
鳥
貌
法
､
制
新
得
十
八
篇
｣
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
｡
｢香
料
｣
と
は
､
そ
れ
ま
で
の
法
令
､

軍
に
法
令
の
候
文
と
解
搾
し
て
も
何
ら
不
都
合
は
生
じ
な
い
o

『
古
書
』
刑
法
志
に
は
､
魂
律
十
八
篇
の
制
定
を
記
し
た
後
'
魂
明
帝
期
に
お
い
て
､
漢
の
菖
律
で
魂
に
な

っ
て
行
な
わ
れ
な
-
な

っ
た
も
の

を
改
正
し
た
事
を
記
す
｡

改
漢
善
律
不
行
於
執
着
､
潜
除
之
､
-
-
-
-

除
異
子
之
科
､
使
父
子
無
異
財
也
､
-
-
改
投
書
棄
市
之
科
､
所
以
軽
刑
也
､
正
纂
囚

棄
市
之
罪
､
噺
凶
強
雷
義
之
躍
也
､
-
-
皆
魂
世
所
改
､
其
大
客
如
是
､

漢
の
嘗
律
の
魂
に
行
れ
ざ
る
者
を
改
め
､
皆
な
之
を
除
-
'
･･････-
-
異
子
の
科
を
除
き
､
父
子
を
し
て
肘
を
異
に
す
る
こ
と
無
か
ら
し

む
也
､
-
-
投
書
嚢
市
の
科
を
改
む
｡
刑
を
軽
く
す
る
所
以
な
り
｡
纂
囚
棄
市
の
罪
を
正
し
､
凶
強
窺
義
の
樵
を
噺
ず
る
也
､
-
-
皆
な

観
世
に
改
む
る
所
､
其
の
大
暑
は
是
の
如
し
｡
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こ
こ
に
あ
が
る

｢異
子
之
科
｣
｢投
書
棄
市
之
科
｣
は
'
魂
律
成
立
前
ま
で
存
在
し
て
い
た
法
律
で
あ
る
が
､
｢異
子
之
科
｣
と
は
､
異
居
'
分

財
に
か
ん
す
る
規
定
､
｢投
書
棄
市
之
科
｣
は
､
｢投
書
し
誹
譲
す
れ
ば
棄
市
に
廃
す
｣
と
い
う
法
規
で
あ
る
こ
と
､
容
易
に
想
像
が
つ
く
｡
こ

れ
ら
が
魂
の
新
律
制
定
に
あ
た
っ
て
廟
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
､
こ
こ
に

｢某
某
之
科
｣
と
い
う
の
は
､
異
子
､
投
書
に
つ
い
て
の
個
別
の
候

文
を
指
し
て
お
り
､
｢魂
科
｣
と
し
て
の
ま
と
ま
っ
た
大
型
の
法
典
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
｡

個
別
の
候
文
を
意
味
す
る
こ
う
い
っ
た

｢科
｣
｢科
律
｣
は
､
魂
の
新
律
が
成
立
し
た
後
も
､
髪
わ
ら
ず
使
わ
れ
て
い
る
｡
た
と
え
ば
､
魂
王

朝
の
末
期
､
司
馬
師
が
政
権
を
掌
握
し
た
時
期
の
こ
と
､
大
逆
不
道
罪
を
犯
し
た
場
合
'
縁
坐
の
適
用
が
出
嫁
し
た
女
性
に
ま
で
及
ぶ
と
い
う

そ
れ
ま
で
の
規
定
が
改
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
の
き
っ
か
け
は
他
な
ら
ぬ
司
馬
師
と
姻
戚
関
係
を
も
つ
萄
芝
に
崇
が
及
ぶ
こ
と
に
な
っ
た

か
ら
に
他
な
ら
な
い
｡

是
時
魂
法
､
犯
大
逆
者
､
課
及
己
出
之
女
､

是
の
時
'
魂
法
､
大
逆
を
犯
す
者
'
課
は
己
出
の
女
に
及
ぶ
｡

『青
書
』
刑
法
志

こ
の
魂
法
を
改
め
ん
と
し
て
出
さ
れ
た
主
簿
程
成
の
上
奏
文
が
､
『青
書
』
刑
法
志
に
引
用
さ
れ
て
い
る
が
､
そ
の
最
後
は
次
の
様
に
締
め
-
-

ら
れ
て
い
る
｡

臣
以
馬
在
室
之
女
､
従
父
母
之
課
､
既
礁
之
婦
､
従
夫
家
之
罰
､
宜
改
香
料
､
以
為
永
制
'
(於
是
有
詔
､
改
定
律
令
)

臣
､
以
薦
ら
-
｡
在
室
の
女
は
､
父
母
の
課
に
従
い
､
既
礁
の
婦
は
､
夫
家
の
罰
に
従
う
｡
宜
し
-
奮
科
を
改
め
､
以
て
永
制
と
岳
す
べ

し
｡
(是
に
お
い
て
'
詔
有
り
て
律
令
を
改
定
す
)

改
め
る
べ
き
膏
科
と
は
､
｢犯
大
逆
者
､
課
及
己
出
之
女
｣
と
い
う
縁
坐
の
規
定
示
し
て
い
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡

ま
た
､
こ
れ
も
魂
末
の
曹
爽

一
族
の
謀
反
に
か
か
わ
る
虞
噺
に
つ
い
て
､
そ
れ
を
裁
-
廷
尉
鐘
敏
の
上
奏
文
に
い
う
｡
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(李
)
豊
等
､
諜
迫
脅
至
尊
､
擾
諌
家
等
､
大
逆
不
遇
､
論
諭
如
法
､

(李
)
豊
等
､
至
尊
を
迫
脅
し
､
嬢
に
家
琴
を
殊
す
る
を
謀
る
0
大
逆
不
遺
な
り
｡
請
う
論
ず
る
こ
と
法
の
如
く
せ
ん
O

そ
れ
に
､
同
調
す
る
朝
臣
た
ち
の
言
葉
､

豊
等
各
受
殊
寵
､
典
綜
機
密
､
･･･-
婿
以
傾
覆
京
室
､
顛
危
敢
稜
､
硫
所
正
皆
如
科
律
､
報
敏
施
行
､

豊
等
､
各
の
殊
寵
を
受
け
､
機
密
を
典
綜
す
､
-
-
婿
に
以
て
京
室
を
傾
覆
し
､
敢
稜
を
顛
危
せ
ん
と
す
｡
敏
の
正
す
所
､
魯
な
科
律
め

如
し
､
敏
に
施
行
せ
ん
こ
と
を
報
ず
｡

66

｢敏
の
正
す
所
は
､
嘗
な
科
律
の
如
し
｣､
こ
の

｢科
律
｣
と
は
､
大
逆
不
遣
罪
に
封
す
る
刑
罰
規
定
の
候
文
に
は
か
な
ら
ず
'
こ
の
こ
と
は
'

別
の
案
件
で
あ
る
が
､
『魂
書
』
二
少
帝
紀
に
人
将
軍
司
馬
文
王
の
上
言
の
小
に
同
じ
く

｢科
律
｣
と
し
て
'
大
逆
本
道
罪
に
関
す
る
刑
罰
規
定

が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
澄
明
で
き
る
｡

科
律
'
大
逆
不
道
､
父
母
妻
子
同
産
皆
斬
､
済
凶
戻
惇
逆
'
千
国
乱
紀
､
-
-
廷
尉
､
結
其
罪
'

科
律
､
大
逆
不
道
は
､
父
母
妻
子
同
産
皆
な
斬
す
.
務
は
凶
戻
に
し
て
惇
逆
､
園
を
干
し
紀
を
乱
す
.
-
-
廷
尉
､
其
の
罪
を
結
す
､

以
上
､
漢
末
か
ら
親
木
に
か
け
て
の
史
料
に
見
え
る

｢科
｣
｢科
律
｣
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
え
て
き
た
C
魂
の
受
秤
に
か
け
て
'
特
に
曹

操
貌
園
の
時
代
に
あ
っ
て
､
制
定
さ
れ
た
法
律
が

｢科

(貌
科
)｣
と
呼
ば
れ
､
臨
時
的
法
典
と
も
い
う
べ
き
大
型
の
法
典
を
意
味
し
て
い
る
と

は
､
文
献
史
料
か
ら
は
立
讃
で
き
な
い
ば
か
り
か
､
漠
代
お
よ
び
受
樺
以
降
の
貌
王
朝
に
お
け
る

｢科
｣
と
の
閲
に
､
特
別
な
意
味
の
相
違
は

認
め
ら
れ
な
い
｡
私
は
そ
れ
故
､
魂
科
と
い
う
べ
き
特
定
の
法
形
式
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
｡

確
か
に
､
魂
が
後
漢
王
朝
の
蒲
団
で
あ
っ
た
段
階
で
は
､
曹
操
が
下
す
命
令
は

｢詔
｣
と
構
す
る
こ
と
は
な
-
'
甲
に
｢令
｣
で
し
か
な
か
っ

た
｡
後
に
､
明
帝
の
後
継
と
し
て
､
常
道
郷
公
を
擁
立
し
た
時
､
臣
下
が
皇
太
后
に
向
か
っ
て
次
の
よ
う
に
い
う
｡
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殿
下
聖
徳
光
隆
､
寧
済
六
合
､
而
猶
稀
令
､
輿
藩
囲
同
､
請
自
今
殿
下
令
書
､
皆
栴
詔
制
､
如
先
代
故
事
､

『三
国
志
』
親
書
高
貴
郷
公
樽

殿
下
､
聖
徳
は
光
隆
､
六
合
を
寧
済
す
る
も
､
而
れ
ど
も
猶
お
令
と
栴
L
t
藩
園
と
同
じ
､
請
ら
-
は
今
ま
よ
り
､
殿
下
の
令
書
は
､
皆

な
詔
制
と
栴
し
､
先
代
の
故
事
の
ご
と
か
ら
し
め
ん
｡

藩
園
の
下
す
命
令
を

｢令
｣
と
い
い
､
｢詔
制
｣
と
は
呼
ば
な
か
っ
た
こ
と
は
､
後
漢
末
の
魂
園
で
も
壁
わ
ら
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
､
｢令
｣

も
法
源
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
り
､
｢詔
｣
の
形
式
を
と
れ
な
い
が
た
め
に
｢科
｣
と
い
う
特
別
な
法
形
式
が
採
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
｡

史
料
に
み
え
る

｢科
｣
と
い
う
語
は
､
漢
代
､
魂
園
そ
し
て
魂
王
朝
に
あ
っ
て
も
､
法
規
､
法
令
､
候
文
な
ど
を
示
す

一
般
的
な
意
味
し
か
持
っ

て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

魂
科
と
い
っ
た
特
別
な
法
形
式
も
し
-
は
法
典
の
存
在
を
想
定
で
き
な
い
の
は
､
史
料
か
ら
立
謹
で
き
な
い
と
い
う
ば
か
り
で
は
な
-
､
漢

令
の
形
式
､
つ
ま
り
第

一
部
で
論
じ
て
き
た
漢
の
令
は
未
だ
法
典
と
し
て
完
成
し
て
お
ら
ず
'
詔
を
フ
ァ
イ
ル
と
し
て
収
録
し
た
も
の
に
す
ぎ

な
か
っ
た
と
い
う
法
典
形
成
上
の
経
緯
か
ら
し
て
得
ら
れ
る
論
理
的
締
結
で
も
あ
る
｡
令
典
の
未
成
熟
'
未
完
成
の
段
階
に
あ
っ
て
'
律

･
令

と
は
異
な
っ
た
新
し
い
別
個
の
法
形
式
が
存
在
し
て
い
た
と
は
､
私
に
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
皇
帝
が
下
す

｢詔
｣
で
あ
れ
､
藩
国

内
で
の

｢令
｣
に
し
ろ
､
そ
れ
ら
は
主
権
者
の
命
令
が
法
源
と
な
り
､
そ
れ
を
収
録
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
､
た
と
え
ば
曹
操
の
時
の
軍
中
令
も
､

同
じ
よ
う
な
令
で
あ
っ
た
｡
魂
の
曹
操
の
時
代
に
お
い
て
も
､
前
代
と
同
様
に
令
典
は
未
完
成
で
あ
り
､
尚
書
官
令
､
軍
中
令
､
郡
嚇
令
と
し

て
分
壊
さ
れ
た
こ
と
が
､
令
典
に
一
歩
近
づ
い
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
｡

Ⅱ

育
泰
始
律
令
の
成
立

酉
泰
姶
四
年

(二
六
八
)
正
月
'
前
年
に
奏
上
さ
れ
て
い
た
新
律
令
が
公
布
さ
れ
る
｡
前
章
で
一
度
な
ら
ず
引
用
し
た
が
'
『青
書
』
刑
法
志
が
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解
説
す
る
と
こ
ろ
で
は
､
九
肇
律
に
十

一
編
の
新
し
い
律
を
加
え
て
､
律
は
二
十
嵐
､
六
百
二
十
傑
､
二
寓
七
千
六
百
五
十
七
字
｡
令
は
四
十

第
､
二
千
三
百
六
篠
で
あ
っ
た
と
い
う
O

『六
典
』
に
従
え
ば
､
二
十
編
の
酉
律
は
､

刑
名

･
法
例

･
盗

･
賊

･
詐
償

･
請
様

･
告
劾

･
捕

･
繋
訊

･
噺
獄

･
雅

･
戸

･
担
興

･
穀
亡

･
衛
宮

･
水
火

･
厩

･
閲
市

･
達
制

･
諸

侯

闘
市
律
の
代
わ
り
に
囚
律
を
入
れ
る

『宵
書
』
刑
法
志
と
は
､
若
干
の
相
違
を
み
る
｡

1
万
の
膏
令
で
あ
る
が
､
『六
典
』
(巻
六
)
に

｢膏
令
頁
充
等
撲
四
十
篇
｣
と
し
て
列
挙
す
る
そ
の
内
諾
は
､
次
の
三
十
五
種
賛
､
四
十
編
の

令
で
あ
る
｡

戸

･
撃

･
責
十

･
官
品

･

吏員
･俸菓
･
服

制

･耐

･n
.調
･
佃

･
復
除

･
閥
市

･
捕
亡

･
獄
官

･
鞭
杖

･
胃
薬
扶
病

･
出
盛

･
維

･
門

下

･
散
騎
中
書

･
尚
書

･
三
墓
秘
書

･
三
公
僕

･
軍
吏
員

･
選
吏

･
選
将
令

･
選
雅
士

･
営
衛

･
購

･
軍
戦

･
軍
水

･
軍
法

･
薙
法

こ
の
四
十
編
は
事
項
別
の
名
稀
を
も
つ
所
謂
事
項
別
令
で
あ
る
こ
と
は
､
確
か
で
あ
り
､
こ
れ
以
降
､
梁
令

(五
〇
三
年
)､
簡
閲
皇
令

(五
八
l

年
)､
そ
し
て
唐
永
徴
令

(六
五
二

と
療
-
令
血
ハの
最
初
の
形
で
あ
っ
た
o
(詳
し
-
は
､
『唐
令
拾
遺
捕
』
｢歴
代
令
篇
目
一
男
｣
を
参
照
)

そ
し
て
､
こ
こ
で
な
に
よ
り
も
強
調
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
､
哲
泰
始
令
は
､
第

一
か
ら
第
四
十
ま
で
令
の
篇
目
が
同
定
し
た

言

の
服
序
は
､

『六
典
』
が
記
す
順
番
し
か
手
が
か
り
ぼ
な
い
が
)
典
籍

(令
典
)
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
れ
故
､
『障
害
』
経
薄
志

･
史
郎
刑
法
簾
に
は
'

｢督
令
四
十
巻
｣
と
し
て
､
あ
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
暫
泰
始
律
と
泰
始
令
の
成
立
に
よ
っ
て
､
こ
こ
に
初
め
て
律
と
令
の
二
つ
の
法
典
が
中

ハ7)

国
法
制
史
上
生
ま
れ
た
こ
と
間
違
い
な
い
｡

で
は
､
こ
の
二
つ
の
法
典
が
､
三
世
紀
中
旬
に
成
立
し
た
の
は
､
ど
う
い
っ
た
背
景
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
い
か
な
る
力
が
そ
こ
に
作
頗

し
て
未
成
熟
で
あ
っ
た
漠

･
魂
の
令
を
令
典
と
し
て
完
成
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
O

68
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私
は
､
そ
こ
に
は
､

Ⅲ外
的
要
因
と
､

川内
的
要
因
の
二
つ
の
原
因
が
あ

っ
た
と
考
え
て
い
る
｡
前
者
､
外
的
要
因
と
は
'
法
令
の
編
纂
､

典
籍
の
様
態
'
材
料
に
関
わ
る
も
の
､

佃の
内
的
要
因
と
は
､
律
や
令
が
ど
う
い
っ
た
法
規
と
み
な
さ
れ
た
の
か
と
い
う
法
規
の
内
容
と
法
典

に
封
す
る
認
識
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
｡

(

一

)

外
的
要
因

-

法
典
と
し
て
の
形
式

漢
代
の
令
と
は
､
皇
帝
が
下
す
詔
敦
を
法
源
と
し
､
執
行
さ
れ
る
規
範
で
あ
り
､
そ
の
形
式
は
詔
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
｡
詔
に
は
､
い
-
つ

か
の
形
式
が
あ
る
が
､
た
と
え
ば
'
第
-
部

一
〇
三
貢
で
引
用
し
た
文
帝
十
三
年
の
肉
刑
廃
止
の
漠
令
は
､

A
‥
｢制
詔
御
史
｣
と
し
て
'
文
帝
が
臣
下
に
肉
刑
廃
止
の
立
法
化

(兵
馬
令
)
を
命
じ
た
命
令
文
｡

B

‥
そ
れ
を
受
け
て
臣
下

(丞
相
張
蒼
ら
)
が
上
奏
し
た
改
正
の
貝
牒
案
｡

C
‥
｢制
日
可
｣
と
い
う
認
可
の
王
言
｡

以
上
､
A
､
B
､
C
の
三
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
､
A
､
B
'
C
は
時
間
的
な
差
を
も
っ
て
段
階
的
に
加
え
ら
れ
た
も
の
が
そ
の
ま

ま
令
の
候
文
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
て
成
立
し
磯
布
さ
れ
た
漢
令
は
､
甲
'
乙
､
丙
に
分
け
ら
れ
､
番
窮
が
つ
け
ら
れ
て
保
管
さ
れ

る
｡
お
そ
ら
く
そ
の
番
坂
は
､
立
法
化
さ
れ
た
時
間
的
順
序
に
従

っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

甲
令
'
乙
令
と
い
う
所
謂
干
支
令
と
便
宜
的
に
呼
ん
で
い
る
令
文
の
集
積
の
ほ
か
に
､
各
官
署
､
各
郡
願
が
干
支
令
の
う
ち
か
ら
関
係
す
る

令
を
摘
出
し
て
､
別
個
に
分
類
整
理
し
て
保
管
す
る
､
こ
れ
が
繁
令
と
い
う
ま
と
ま
っ
た
令
文
の
総
柄
で
あ
る
が
､
そ
の
繁
令
に
も
香
坂
が
つ

け
ら
れ
る
､
そ
の
付
け
方
も
お
そ
ら
-
は
時
間
的
順
序
を
原
則
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

漢
令
の
こ
う
い
っ
た
形
式
お
よ
び
整
理
の
あ
り
か
た
は
､
次
の
魂
令
に
お
い
て
も
引
き
継
が
れ
る
｡
漢
の
緊
令
が
尚
書
令

･
州
郡
令

･
軍
中

6

令
に
分
類
項
目
が
聾
わ
っ
た
と
し
て
も
､
皇
帝
の
詔
が
令
で
あ
り
､
令
は
立
法
､
馨
布
に
従

っ
て
順
次
香
坂
が
つ
け
ら
れ
て
追
加
さ
れ
て
い
-
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い
う
基
本
的
な
形
式
は
変
わ
ら
な
か

っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
O

漢
令

･
魂
令
は
す
な
わ
ち
そ
の
令
文
の
構
成
も
､
各
令
を
集
積
し
整
理
す
る
方
法
も
､
追
加
さ
れ
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
綴
じ
て
い
-
形
式
を

も
っ
て
い
た
と
い
え
る
O
従

っ
て
放
線
さ
れ
た
令
文
は
､
追
加
や
愛
更
が
き
か
な
い
完
成
さ
れ
た
典
籍
で
は
な
-
､
む
し
ろ
追
加
さ
れ
る
こ
と

を
前
提
と
し
た
､
未
完
成
の
フ
ァ
イ
ル
的
な
編
纂
物
で
あ

っ
た
｡
こ
う
い
っ
た
フ
ァ
イ
ル
的
な
性
格
､
賓
は
そ
れ
は
常
時
の
書
寓
材
料
-
簡
腰

に
特
有
な
機
能
で
あ
り
､
書
寓
材
料
の
特
赦
が
令
の
篠
文
､
収
録
そ
の
病
者
に
大
き
な
影
響
を
輿
え
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
私
は
考
え
た

I

O
-V

筋
層
は
､
検

･
掲

･
符
な
ど
翠
鞠
で
使
用
さ
れ
る
も
の
と
は
別
に
､
書
寓
内
容
が
長
文
に
わ
た
る
場
合
に
は
､
編
綴
し
て
新
書
の
形
で
使
用

㌔-JTJ)

す
る
こ
と
は
､
周
知
の
こ
と
だ
が
､
そ
の
場
合
に
は
二
種
類
の
編
絹
の
方
法
が
探
ら
れ
た
｡

一
つ
は
､
最
終
筒
か
ら
先
頭
の
筒
に
向
か
っ
て
綴
じ
紐
を
結
ん
で
い
き
､
収
巻
も
最
後
の
傍
を
内
に
し
て
巻
き
込
ん
で
い
-
｡
こ
れ
は
､
射

書
を
先
頭
の
筒
か
ら
開
い
て
讃
ん
で
い
く
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
で
､
ま
た
綴
じ
紐
を
最
後
の
筒
か
ら
掛
け
る
こ
と
は
､
書
葉
物
の
分
量
が

は
じ
め
か
ら
定
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
O

つ
ま
り
､
こ
の
赦
巻
の
新
書
は
典
籍
の
場
合
に
と
ら
れ
た
形
態
に
他
な
ら
な
い
｡

こ
れ
と
は
別
に
今

7
つ
､
先
頭
の
筒
を
内
に
し
て
最
終
の
間
に
む
か

っ
て
組
を
掛
け
て
い
き
収
巻
は
先
頭
の
間
か
ら
巻
き
込
ん
で
い
-
肌
吾

が
存
在
す
る
｡
は
じ
め
か
ら

一
定
の
分
量
が
決
ま
っ
て
い
る
書
物
と
は
異
な
り
､
こ
の
収
容
方
法
は
､
簡
贋
を
順
次
追
加
し
て
い
-
場
合
に
用
い

ら
れ
､
帳
簿

･
名
籍
と
い
っ
た
類
の
書
駕
物
に
適
用
さ
れ
る
0
換
言
す
れ
ば
､
後
者
は
フ
ァ
イ
ル
的
な
性
格
を
も

つ
新
書
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
O

先
に
私
は
漠
の
令
文
の
形
式
､
そ
の
編
纂
の
様
態
は
昔
時
の
書
寓
材
料
の
特
徴
と
密
な
る
関
係
を
も

っ
て
い
る
と
い
っ
た
｡
そ
れ
は
か
か
る

研
書
簡
の
取
巻
を
意
味
す
る
も
の
で
､
君
主
と
臣
下
の
往
復
文
書
が
沼
に
そ
の
ま
ま
樽
化
し
､
そ
れ
が
ま
た
令
と
な
り
.'
そ
の
令

(沼
)
は
'

フ
ァ
イ
ル
と
し
て
収
録
さ
れ
る
と
い
う
漢
の
令
の
特
徴
は
､
簡
腰
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
賓
に
有
数
に
機
能
し
た
､
否
､
簡
腰
と
い
う
書
籍
材

料
が
な
し
た
所
産
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
｡

7(フ
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漢
令
が
こ
の
よ
う
に
簡
億
と
い
う
書
寓
材
料
に
規
定
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
､
そ
の
書
寓
材
料
が
愛
化
す
れ
ば
嘗
然
令
文
の
形
式
と
令
の
編

纂
の
有
様
も
整
わ
ら
ざ
る
を
得
な
-
な
ろ
う
｡
書
寓
材
料
の
整
化
が
法
令
の
形
式
に
無
税
で
き
な
い
影
響
を
輿
え
た
の
で
あ
る
｡

書
寓
材
料
の
壁
化
に
関
し
て
は
､
私
は
別
稿

｢
三
世
紀
か
ら
四
世
紀
に
か
け
て
の
書
寓
材
料
の
変
遷

1

楼
蘭
出
土
の
文
字
資
料
を
中
心

に
1

｣
(『流
沙
出
土
の
文
字
資
料
』
京
都
大
学
学
術
出
版
合

二
〇
〇
一
)
に
お
い
て
､
後
漢
末
か
ら
西
膏
に
か
け
て
の
簡
腐

･
紙
文
書
を
取
り
上

げ
論
じ
た
｡
詳
細
は
右
論
文
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
が
､
今
､
令
典
の
編
纂
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
の
み
､
あ
え
て
こ
こ
に
繰
り
返
し
言
及
す

る
こ
と
に
し
よ
う
｡

中
国
で
紙
が
造
ら
れ
た
の
は
早
く
前
漢
時
代
で
あ
っ
た
が
'
そ
れ
ら
は
書
寓
の
た
め
の
材
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
の
で
は
な
-
､
主
た
る
用

途
は
包
装
用
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
後
漢
元
興
元
年

(
一
〇
五
)
に
有
名
な
察
侯
紙
が
戯
上
さ
れ
る
こ
と
で
､
書
寓
材
料
と
し
て
の
紙
が
登

場
す
る
が
､
そ
れ
で
も

っ
て
木
簡
'
竹
簡
が
使
わ
れ
な
-
な
っ
た
の
か
と
い
え
ば
'
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
｡
簡
腰
か
ら
紙

へ
の
移
行
は
､
書

寓
内
容
に
よ
っ
て
違
い
が
み
ら
れ
､
髪
蓮
は
漸
次
的
､
段
階
的
に
お
こ
り
､
三
世
紀
'
魂
替
時
代
に
な
っ
て
も
簡
腰
は
紙
と
併
用
し
て
使
用
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
楼
蘭
出
土
の
紙
と
木
簡
は
そ
の
こ
と
を
如
薫
に
物
語
り
､
し
か
も
出
土
の
紙
が
反
故
紙
､
練
習
用
に
使
わ
れ
た
の
ち
破

棄
さ
れ
た
紙
で
あ

っ
た
こ
と
は
､
紙
が
昔
時
貴
重
で
あ
り
､
木
簡
が
そ
の
代
用
と
し
て
使
わ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡

行
政
関
係
の
簿
籍
を
と
っ
て
み
れ
ば
､
曹
泰
始
年
間
の
時
期
に
あ
た
る
帳
簿

･
名
籍
が
楼
蘭
遠
地
か
ら
出
土
し
て
い
る
が
､
紙
と
木
の
両
方

の
簿
籍
が
併
用
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
｡
た
だ
､
全
国
に
共
通
す
る
正
式
戸
籍
は
'
曹
泰
始
令
の
戸
令
の
規
定
で
は
､

簡
億
に
書
か
れ
る
こ
と
候
文
に
明
記
さ
れ
て
い
る
｡

郡
園
諸
戸
口
責
籍
､
籍
皆
用

一
尺
二
寸
札

郡
園
の
諸
の
戸
口
の
責
籍
､
籍
は
皆
な

一
尺
二
寸
の
札
を
用
う
｡

『太
平
御
覚
』
巻
六

〇
六
所
引
暫
令

/-1

こ
の
､
｢
一
尺
二
寸
札
｣
は
､
短
射
状
の
藁
紙
だ
と
見
な
す
説
も
あ
る
が
､
や
は
り
木
簡
も
し
-
は
竹
筒
で
あ
ろ
う
｡
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札
長
尺
二
寸
嘗
三
第

E
P
T

4

･

5
∞

な
ど
と
､
湊
筒
に
み
え
､

完

九
六
年
出
土
の
長
沙
走
馬
積
筒
､
そ
れ
は
泰
始
令
よ
り
三
十
年
は
ど
前
の
時
期
に
雷
た
る
三
園
奥
の
嘉
禾
年
開

花

(二
三
二
l
l三
八
)
の
も
の
だ
が
､
そ
の
中
に
は
平
民
の
名
籍
も
含
ま
れ
て
お
り
､
そ
れ
ら
は

1
尺
あ
ま
り
の
簡
層
に
書
か
れ
､
ま
た

｢正
式
な

(pl･.)

戸
籍
｣
の
意
味
で

｢葦
簿
｣
と
い
う
語
が
定
席
機
出
土
の
木
蘭
に
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
｡

簡
億
か
ら
紙
の
上
に
戸
籍
が
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
'
酉
欝
末
の
混
乱
で
酉
背
の
戸
籍
が
壊
滅
的
打
撃
を
受
け
､
改
め
て
戸
籍
が
作
り

直
さ
れ
た
東
膏
王
朝
の
事
業
に
得
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
戸
籍
に
関
し
て
は
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
､
で
は
公
文
書
､
と
り
わ
け

詔
令
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

1p.-T=_I

楼
蘭
L
A
適
地
か
ら
ほ
確
か
に
木
簡
の
公
文
書
が
出
土
し
て
い
る
｡

泰
始
五
年
七
月
廿
六
日
従
濠
位
張
鈎
言
敦
燥
太
守

兼
欲
詑
官
穀
至
東

不
可
遠
離
嘗

須
治
大
変
詑
乃
穆

要
急
清

曹

傾
白
須
後
禽
謹
表
言
白
倉
月
十
二
日

西
域
長
史
驚
駕
摘
慶
書
到
知
音
羅
捕
言
合
十

1
月
廿
日
如
詔
書
律
令

寓
下

詔
書
到
羅
捕
言
合
三
月
対
日
如
詔
書

縛
赦

□
□
兵
張
遠
馬
始
今
笛
上
境
赦
到
異
粗
食
作
物

詣
都
合
被
敢
時
不
得
稽
留
穀
斜

五
月
三
日
末
時
起

八
一
八
九
)

二

九
〇
)

八
一
九
二
∨

八六
七
九
)

八七

一
〇
)

八五
四
九
A
V

八五
四
九
B
V

(
l
九
o
)
な
ど
は
､

一
字
分
の
空
格
が
設
け
ら
れ
て
お
り
､
こ
れ
は
や
は
り
編
綴
の
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
､
八六
七
九
)
､
八七

l
O
V
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は
､
｢如
詔
書
｣
と
の
常
套
句
で
結
ば
れ
た
下
行
文
書
､
八五
四
九
)
は
'
｢八
日
謹
案
文
書
今
受
赦
□
田
｣
八三
四
二
)
と
他
の
楼
蘭
木
簡
に
も

見
え
る

｢救
｣
に
属
す
る
下
行
文
書
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
う
い
っ
た
上
行
文
書
､
下
行
文
書
は
､
居
延
漢
簡
､
敦
蛙
漢
筒
に
多
数
存
在
す
る
が
､
同
じ
よ
う
な
常
套
句
を
も
っ
て
､
同
じ
よ
う
な
形

式
で
育
代
の
模
蘭
蘭
に
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
楼
蘭
出
土
の
筒
を
見
る
限
り
公
文
書
は
簡
億
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
｡

出
土
文
字
資
料
か
ら
は
､
そ
う
で
あ
っ
た
｡
た
だ
､
文
献
史
料
に
よ
れ
ば
､
三
園
魂
の
時
代
に
す
で
に
詔
令
は
紙
に
書
か
れ
て
い
た
こ
と
が

検
認
で
き
る
｡

景
初
二
年

(二
三
八
)'
臨
終
の
際
の
明
帝
は
､
燕
王
曹
芋
に
後
事
を
託
そ
う
と
す
る
が
､
賓
力
を
有
し
て
い
た
曹
爽
と
司
馬
斑
の
虞
遇
を
め

ぐ
っ
て
､
臣
下
の
封
立
か
ら
や
が
て
政
愛
に
聾
展
す
る
な
か
で
､
内
容
を
異
に
す
る
詔
が
二
度
三
度
出
さ
れ
る
｡

帝
日
､
曹
爽
可
代
宇
不
､
放
､
資
因
賛
成
之
'
又
深
陳
速
召
大
尉
司
馬
宣
王
､
以
綱
維
皇
室
､
帝
納
其
言
､
即
以
葺
紙
授
放
作
詔
､
放
､

資
即
出
､
帝
意
復
饗
'
詔
止
宣
王
勿
便
乗
'
尋
更
見
放
､
資
日
'
我
自
召
大
尉
､
而
曹
肇
等
反
使
吾
止
之
､
幾
敗
吾
事
､
命
吏
員
詔
､
帝

猿
召
爽
典
故
､
資
倶
受
詔
命
､

『魂
書
』
劉
放
侍

帝
日
く
､
曹
爽
､
芋
に
代
る
べ
き
や
い
な
や
｡
放
'
資
は
因
り
て
之
に
賛
成
す
｡
又
た
深
-
速
や
か
に
大
尉
司
馬
宣
王
を
召
し
､
以
っ
て

皇
室
を
綱
維
せ
ん
と
す
る
を
陳
す
｡
帝
其
の
言
を
納
れ
る
｡
即
ち
責
紙
を
以
っ
て
故
に
授
け
て
詔
を
作
ら
し
む
｡
放
､
資
は
即
ち
出
で
､

帝
の
意
'
復
た
撃
ず
｡
詔
し
て
宣
王
を
止
め
て
来
ら
し
む
る
な
し
｡
尋
い
で
更
め
て
放
､
資
に
見
え
て
日
-
､
我
れ
自
ら
大
尉
を
召
さ
ん

と
す
る
も
､
曹
肇
等
は
反
え
っ
て
吾
を
し
て
之
を
止
ま
し
め
､
吾
事
を
散
ら
ん
と
ね
が
う
｡
命
じ
て
更
め
て
詔
を
貧
し
､
帝
は
猪
り
爽
を

召
し
'
放
､
資
と
供
に
詔
命
を
受
-
｡

複
数
の
詔
が
出
さ
れ
る

一
つ
に

｢宗
祇
｣
と
あ
る
如
-
､
こ
れ
は
紙
に
書
か
れ
た
詔
で
あ
っ
た
｡

今
ひ
と
つ
､
晋
恵
帝
の
時
の
こ
と
と
し
て
'
次
の
よ
う
な
記
事
が

『育
書
』
巻
五
十
三
慈
懐
太
子
侍
に
み
え
る
｡
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賛
意
帝
元
康
九
年

(二
九
九
)
十
二
月
､
愚
懐
太
子
の
麿
艇
を
目
論
む
要
皇
后
は
'
太
子
を
入
朝
さ
せ
､
し
た
た
か
に
酒
を
飲
ま
せ
た
｡

酷
町
の
な
か
意
識
も
は
っ
き
り
し
な
い
太
子
の
前
に
､
承
癌
と
い
う
下
女
が
紙
と
筆
を
も
っ
て
現
れ
､
酔

っ
ぱ
ら
っ
た
太
子
に
怪
し
げ
な

所
藤
文
を
書
か
せ
､
不
充
分
な
と
こ
ろ
は
他
の
も
の
が
補
筆
し
て
で
っ
ち
あ
げ
た
う
え
､
そ
れ
を
意
帝
に
差
し
出
し
た
の
で
あ
る
O
大
臣

た
ち
が
入
朝
し
た
後
に
､
責
門
令
の
董
猛
に
太
子
が
書
い
た
そ
の
書
き
つ
け
と
青
紙
の
沼
を
し
め
し
て
'
恵
帝
は
い
う

｡

｢奴
の
書
い
た
も
の
で
あ
る
｡
死
罪
を
申
し
渡
す
｣

追
い
討
ち
を
か
け
る
ご
と
-
'
責
皇
后
は
長
虞
公
主
ea
llllD葉
と
償

っ
て
､
か
く
侍
え
る
0

｢
こ
と
が
ら
は
､

す
み
や
か
に
慮
理
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
｡
群
臣
の
中
に
は
必
ず
し
も
賛
成
し
な
い
も
の
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
､
詔
に
従
わ
な
い
と
な
れ
ば
､
軍
法
で
も
っ
て
虞
理
な
さ
る
の
が
よ
い
で
し
ょ
う
｣

太
子
は
､
死
は
結
果
と
し
て
免
れ
た
が
､
廃
位
は
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
の
ち
に
太
子
白
身
は
妃
に
書
き
逸

っ
た
手

紙
の
中
で
､
次
の
よ
う
に
そ
の
と
き
の
事
を
回
顧
し
て
い
る
｡

-

酒
を
進
め
ら
れ
る
ま
ま
に
飲
ん
で
'
ぐ
で
ん
ぐ
で
ん
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
時
､

一
人
の
坤
が
封
を
し
た
箱
を
持

っ
て
き
て
言

っ
た
の

だ
｡
｢
こ
の
文
章
を
駕
せ
と
の
箔
で
ご
ざ
い
ま
す
｣
と
.
私
が
び
っ
-
り
し
て
起
き
あ
が
っ
て
目
を
凝
ら
し
て
み
て
み
る
と
､
白
紙
が

一
枚
､

帯
紙
が

1
枚
あ
っ
た
｡
｢陛
下
が
お
待
ち
で
ご
ざ
い
ま
す
｣
と
せ
か
さ
れ
､
承
編
と
い
う
下
女
が
筆
と
硯
と
墨
､
そ
し
て
某
紙
を
持

っ
て
き

て
､
私
は
書
か
さ
れ
て
し
ま
っ
た
o

『晋
書
』
慈
懐
太
子
樽

74

こ
こ
に
は
､
某
紙
の
ほ
か
に
､
帯
紙
､
白
紙
と
い
う
色
の
異
な
っ
た
三
種
燦
の
紙
が
登
場
す
る
｡
善
紙
､
帯
紙
､
色
に
よ
っ
て
ど
の
様
な
区

M卿爪

別
が
あ
っ
た
の
か
は
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
｡
い
ま
は
､
西
暫
元
康
九
年

(二
九
九
)
の
と
き
に
は
､
詔
書
は
や
は
り
紙
に
書
か
れ
て
い
た
こ
と
を

確
認
で
き
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
｡
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以
上
の
こ
と
か
ら
見
れ
ば
､
三
園
か
ら
酉
に
か
け
て
､
ま
さ
し
-
簡
贋
か
ら
紙
へ
の
過
渡
期
に
あ
た
り
､
公
文
書
は
簡
層
に
も
記
さ
れ
て
は

い
た
が
､
朝
廷
内
で
皇
帝
が
公
布
す
る
詔
書
は
紙
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
｡

話
は
､
令
に
も
ど
る
｡
皇
帝
の
詔
は
､
案
件
の
審
議

･
具
申
を
命
じ
た
下
行
文
書
､
そ
れ
に
癒
え
る
上
奏
文
､
認
可
の
王
言
の

｢制
日
可
｣
､

と
い
っ
た
段
階
的
な
往
復
文
書
を
そ
の
ま
ま
残
す
形
式
を
も
つ
も
の
で
あ
り
､
詔
の
中
で
所
謂
著
令
文
言
が
つ
け
ら
れ
た
も
の
が

｢令
｣
に
他

な
ら
な
い
｡
そ
し
て
そ
の
令
は
､
漢
に
あ
っ
て
は
､
干
支
令

･
繋
令
と
い
っ
た
よ
う
に
､
ま
た
魂
に
あ
っ
て
は
､
尚
書
官
令
､
州
郡
令
､
軍
中

令
と
い
っ
た
分
類
が
な
さ
れ
る
も
の
の
､
軍
に
詔
令
に
香
坂
が
つ
け
ら
れ
'
収
録
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
｡
詔
文
の
形
､
そ
の
収
録
､
と
も

に
共
通
す
る
特
徴
は
､
段
階
的
に
付
加
さ
れ
て
い
-
い
わ
ば
フ
ァ
イ
ル
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
､
こ
う
い
っ
た
特
徴
は
令
文
が
そ
こ
に

記
さ
れ
る
簡
億
と
い
う
書
寓
材
料
が
も
つ
性
格
､
フ
ァ
イ
ル
と
し
て
の
機
能
を
も
つ
そ
の
有
数
性
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
か
か

る
状
況
に
あ
っ
て
､
詔
が
簡
層
か
ら
紙
に
書
か
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
'
詔
の
形
に
も
ま
た
墾
化
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
し
､
畢
責
'
令
の
集

録
の
様
態
に
も
影
響
を
あ
た
え
る
こ
と
必
定
で
あ
る
｡
紙
に
書
か
れ
､
そ
れ
が
令
と
し
て
整
理
'
集
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
､
簡
腰
に
そ
れ

ま
で
備
わ
っ
た
機
能
を
紙
が
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぐ
こ
と
に
は
困
難
が
と
も
な
い
､
｢紙
連
｣

｢縫
印
｣
と
い
っ
た
紙
を
繋
ぐ
こ
と
は
あ
っ
た
と
し

(12)

て

も

､

簡
債
の
フ
ァ
イ
ル
的
機
能
と
は
異
な
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
書
寓
材
料
と
し
て
の
紙
は
､
こ
れ
ま
で
書
籍
の
材
料
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡

か
か
る
書
寓
材
料
の
移
行
の
中
､
泰
姶
四
年

(二
六
八
)
の
新
律
､
新
令
の
制
定
を
迎
え
る
｡
す
で
に
詔
は
紙
に
書
か
れ
だ
し
て
お
り
､
書
籍

は
全
面
的
に
紙
本
と
な
っ
て
い
た
そ
の
時
期
､
典
籍
と
な
っ
て
い
た
律
は
も
と
よ
り
､
新
し
-
編
纂
さ
れ
た
令
も
紙
に
書
か
れ
る
よ
う
に
な
り
､

こ
こ
に
典
籍
と
し
て
の
令
典
､
酉
令
四
十
巻
が
誕
生
し
た
の
で
あ
っ
た
｡

令
典
成
立
の
こ
れ
が
外
的
要
因
で
あ
る
｡
し
か
し
'
刑
罰
法
規
と
し
て
の
律
と
､
そ
れ
に
封
置
す
る
行
政
法
規
と
し
て
の
令
の
匝
分
が
明
確

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
､
い
う
と
こ
ろ
の
外
的
要
因
か
ら
だ
け
で
は
説
明
が
付
か
な
い
｡
令
の
典
籍
化
､
法
典
化
に
書
鴬
材
料
の
変
化
が
輿
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か

っ
た
と
い
え
て
も
､
な
ぜ
､
令
典
が
行
政
的
な
法
規
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
の
か
､
そ
こ
に
は
書
寓
材
料
と
は
別
の
要
因
を
考
え
ね
ば
な
ら
な

い
｡
や
は
り
令
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
な
法
規
と
考
え
ら
れ
て
法
典
と
し
て
成
立
し
た
の
か
､
立
法
化
の
内
的
要
因
が
あ

っ
て
こ
そ
､
可
能

花

だ
っ
た
の
で
あ
る
｡

(
二

)

内
的
要
因

-

産
と
令

曽
武
帝
泰
始
四
年

(二
六
八
)
の
新
律
令
制
定
の
四
年
前
の
威
駈
州元
年

(二
六
四
)
七
月
に
啓
三
司
馬
昭

(の
ち
の
文
希
)
は
'
法
律
の
改
革
を
上

奏
す
る
の
だ
が
､
そ
れ
は
律
令
だ
け
で
は
な
-
､
穫
儀

･
官
制
の
改
定
も
含
ん
だ
も
の
で
あ

っ
た
｡

秋
七
月
､
帝
秦
司
空
荷
顕
定
穫
儀
､
申
渡
軍
費
充
正
法
律
､
機
番
僕
射
襲
秀
議
官
制
､
太
保
鄭
沖
纏
而
裁
鷲

秋
七
月
､
帝
､
奏
し
て
司
空
荷
蟹
を
し
て
稽
儀
を
定
め
､
中
護
軍
票
充
に
法
律
を
正
し
'
尚
書
僕
射
蓑
秀
に
官
制
を
議
し
､
太
保
鄭
沖
に

総
じ
て
裁
せ
し
む
｡

『青
書
』
巻
二
文
帝
紀

司
法
制
度
に
と
ど
ま
ら
ず
､
行
政

･
官
制

･
穫
制
を
含
め
た
全
般
的
な
も
の
と
し
て
､

一
団
の
制
度
が
改
革
さ
れ
る
こ
と
は
､
嘗
然
な
こ
と
で

あ
り
､
ま
た
法
の
整
備
に
､
躍
制
が
伴
う
の
は
漢
粛
何
九
尊
律
と
叔
孫
通
の
樽
制
度
制
定
が
時
を
お
な
じ
く
し
て
進
め
ら
れ
た
こ
と
を
と
っ
て

み
て
も
侍
練
的
な
政
策
で
あ

っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
o

天
下
印
定
､
命

粛
何
次
律
令
､
韓
信
申
軍
法
､
張
蒼
定
章
程
､
叔
孫
通
制
薄
儀

天
下
､
鮒
ち
定
ま
り
､
粛
何
に
命
じ
て
律
令
を
攻
し
､
軽
信
に
軍
法
を
申
し
､
張
蒼
に
華
程
を
定
め
し
め
､
叔
孫
通
に
穫
儀
を
制
せ
し
む
｡

『漢
書
』
高
帝
紀

し
か
し
な
が
ら
､
鐙
と
法
が
初
め
て
作
ら
れ
'
ま
た
儒
学
が
ま
だ
漢
王
朝
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
漢
律
制
定
の
時
期
と
､
そ
の
後
四
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百
年
の
歳
月
を
経
た
の
ち
の
酉
泰
始
律
令
制
定
の
時
と
は
､
産
と
律
と
の
関
係
は
'
全
-
そ
の
環
境
を
異
に
す
る
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
｡

両
者
は
緊
密
に
結
び
つ
き
'
理
念
的
な
樽
が
現
寅
的
な
法
に
影
響
を
輿
え
'
樽
の
規
定
が
法
源
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の

で
あ
る
｡

た
と
え
ば
､
『舌
書
』
巻
五
十
に
は
､
程
と
律
の
交
差
を
示
す
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
え
る
｡

以
純
父
老
不
求
供
養
､
使
揚
程
典
正
其
城
否
､
太
博
何
含
､
大
尉
萄
頴
､
牒
騎
将
軍
酉
王
政
議
日
､
凡
断
正
戚
否
､
宜
先
稽
之
程
律
､
八

十
者
､

一
子
不
従
政
､
九
十
着
､
其
家
不
従
政
､
新
令
亦
如
之
､
按
純
父
年
八
十

一
､
兄
妹
六
人
､
三
人
在
家
､
不
磨
待
養
､
純
不
求
供

養
､
其
於
躍
律
未
有
達
也
､
-
-

司
徒
西
曹
操
劉
斌
議
以
烏
-
-
程
'
年
八
十
､

一
子
不
従
政
､
純
有
二
弟
在
家
､
不
馬
連
躍
､
又

令
､
年
九
十
㌧
乃
聴
悉
蹄
､
今
純
父
章
夫
九
十
､
不
薦
犯
令

純
の
父
､
老
い
る
も
供
養
を
求
め
ず
を
以
て
'
穫
典
に
擦
り
て
其
の
戚
否
を
正
さ
し
む
｡
太
博
何
骨
､
大
尉
萄
童
､
牒
騎
蒋
軍
秀
王
政
議

し
て
日
-
､
凡
そ
断
じ
て
戚
否
を
正
す
に
､
宜
し
-
先
ず
之
を
鐙
と
律
に
稽
み
る
べ
し
｡
八
十
の
者
､
一
子
､
政
に
従
わ
ず
｡
九
十
の
者
'

其
の
家
､
政
に
従
わ
ず
､
と
｡
新
令
'
亦
た
之
の
如
し
｡
按
ず
る
に
'
純
の
父
は
年
八
十

一
､
兄
妹
六
人
､
三
人
は
家
に
在
り
､
待
養
を

廟
せ
ず
｡
純
も
供
養
を
求
め
ず
｡
其
れ
産
律
に
お
い
て
未
だ
違
う
こ
と
有
ら
ざ
る
也
､
･･･-

司
徒
西
曹
操
劉
斌
､
議
し
て
以
馬
ら
-

-
-
薩
､
年
八
十
､

一
子
､
政
に
従
わ
ず
､
と
｡
純
は
二
弟
有
り
て
家
に
在
す
｡
程
に
違
う
と
為
さ
ず
｡
又
た
令
､
年
九
十
㌧
乃
ち
悉
-

締
る
を
聴
す
｡
今
ま
純
の
父
は
未
だ
九
十
な
ら
ず
｡
令
を
犯
す
と
為
さ
ず
｡

こ
れ
は
､
庚
純
な
る
者
が
'
父
親
の
養
育
を
怠
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
あ
げ
て
､
彼
の
失
脚
を
は
か
っ
た
責
充
の
訴
え
に
封
す
る
評
議
の
一

部
で
あ
る
｡
い
う
と
こ
ろ
の

｢新
令
｣
と
は
､
新
し
-
制
定
さ
れ
た
泰
姶
令
の
こ
と
､
鑑
み
る
と
こ
ろ
の

｢樺
｣

の

｢八
十
者
､

一
子
不
従
政
､

九
十
着
､
其
家
不
従
政
｣
は
､
『躍
記
』
王
制
､
内
別
に

｢内
三
王
養
老
皆
引
年
､
八
十
着
､

一
子
不
従
政
'
九
十
者
､
其
家
不
従
政
｣
に
明
文

/-/-
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が
見
え
る
｡
穫
典
の
候
文
が
法
源
と
な
り
､
ま
た
新
令
に
採
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
O

(:rr:/

膏
律
に
お
け
る
儒
家
と
穫
思
想
の
影
響
は
､
す
で
に
配
線
斌
氏
が
指
摘
し
て
お
り
､
氏
の
論
文

｢暴
論
膏
律
之
〝

儒
家
化
″｣
に
お
い
て
､
先

の
廃
純
の
記
事
を
は
じ
め
'
官
吏
の
三
年
服
喪
､
復
讐
を
め
ぐ
っ
て
の
鐙
と
律
と
の
折
中
､
継
母
如
母

(『慈
穫
』
喪
服
に
規
定
が
畢
見
る
)､
父
子

分
家
異
財

(『穫
記
』
典
磯
)
な
ど
の
頑
典
の
理
念
が
そ
の
候
文
に
吸
収
し
て
い
る
こ
と
な
ど
､
七
鮎
に
わ
た
っ
て
例
を
あ
げ
て
論
憲
し
て
い
る
の

で
あ
る
｡

鐙
と
法
と
の
か
か
る
結
び
つ
き
は
､
前
漢
武
帝
期
に
儒
学
が
官
学
化
さ
れ
､
儒
家
の
説
-
鐙
の
理
念
が
社
食
に
浸
透
し
て
い
-
に
従

っ
て
､

次
第
に
強
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
､
容
易
に
想
像
が
つ
-
｡
ま
た
､
後
漢
に
な
っ
て
鐙
の
規
定
の
忠
賓
な
賓
行
と
い
う
風
潮
の
中
で
'
儒
学

の
学
徒
が
守
る
べ
き
戒
律
が
､
敢
合
金
磯
の
法
規
定
の
中
に
も
影
響
を
輿
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡､〓)

た
と
え
ば
､
『周
穫
』
に
明
文
が
見
え
る
八
議
は
､
貌
律
に
お
い
て
立
法
化
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
､
『穫
記
』
月
令
仲
秋
之
月
に
み
え
る

｢是

月
也
､
養
衰
老
､
授
凡
杖
､
行
磨
粥
飲
食
｣
が
前
漠
末
か
ら
後
漢
に
か
け
て
の
三
枚
授
輿
の
漠
令
､

つ
ま
り
御
史
繋
令
第
四
十
三
､
蘭
墓
緊
令

.
(ほ)

第
三
十
lllと
し
て
法
制
化
さ
れ
た
｡
樽
の
規
定
が
現
賓
に
則
る
べ
き
法
源
と
な
る
こ
と
は
､
曹
律
令
に
始
ま
る
こ
と
で
は
な
-
､
後
漢
期
か
ら

魂
膏
へ
と
時
代
を
経
る
な
か
で
着
蜜
に
進
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
O
そ
の
流
れ
の
な
か
p
暫
泰
始
年
間
の
新
た
な
法
律
制
定
を
迎
え
る
｡

詔
令
が
紙
に
書
か
れ
る
こ
と
は
'
す
で
に
そ
の
と
き
に
は
進
ん
で
お
り
､
新
し
-
造
ら
れ
る
法
規
の
編
纂
と
集
線
に
も
､
紙
が
用
い
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
0
典
籍
に
お
け
る
書
寓
材
料
と
し
て
は
､
紙
は
す
ぐ
れ
て
お
り
､
幾
十
八
律
は
､
典
籍
と
し
て
の
法
規
つ
ま
り
法
典
で
あ
っ
た
｡

令
の
編
韓
と
集
録
に
も
紙
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
で
､
こ
こ
に
二
つ
の
法
典
が
出
来
す
る
の
だ
が
､
そ
の
場
合
､
両
者
の
閲
に
は
内
容
に
か
ん
す

る
違
い
が
付
興
さ
れ
る
こ
と
は
､
必
然
で
あ
ろ
う
｡

主
権
者
の
命
令
で
あ
る
中
国
の
法
規
は
､
禁
止
､
罰
則
の
規
定
を
も
つ
刑
罰
法
規
で
あ
り
'
法
線
六
第
､
瀞
何
九
牽
律
と
い
っ
た
正
律
は
も

と
よ
り
'
皇
帝
の
詔
令
-

令
の
規
定
に
も
'
罰
則
規
定
が
ふ
-
ま
れ
て
い
た
｡
た
だ
､
主
権
者
の
命
令
の
中
に
は
､
刑
法
だ
け
で
は
な
-
､
行

7g
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政
上
の
法
規
も
雷
然
存
在
し
'
ま
た
か
か
る
行
政
の
法
令
は
､
時
代
を
お
っ
て
増
加
し
て
い
く
こ
と
は
'
こ
れ
ま
た
嘗
然
で
あ
ろ
う
｡
す
で
に
､

そ
の
傾
向
は
､
九
章
律
の
中
の
事
律
に
み
ら
れ
た
こ
と
'
前
章
で
す
で
に
指
摘
し
た
｡
し
か
も
､
時
代
を
お
っ
て
､
程
の
規
定
が
律
と
令
の
な

か
に
､
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
-
､
程
の
理
念
ほ
と
り
も
な
お
さ
ず
､
理
想
的
行
政
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
｡

私
は
'
刑
罰
法
典
と
は
異
な
る
､
非
刑
罰

･
行
政
法
典
の
誕
生
に
は
､
す
で
に
典
籍
と
な
っ
て
い
た
穫
典
の
存
在
が
意
識
さ
れ
､
興
る
こ
と

大
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
｡
そ
し
て
樽
典
の
な
か
で
も
と
り
わ
け

『周
官
』
(『周
躍
』)
の
存
在
を
指
摘
し
た
い
｡

稽
典
の
注
樺
､
編
纂
に
つ
い
て
は
､
『後
漢
書
』
儒
林
侍
に
は
､
次
の
よ
う
に
見
え
る
｡

前
書
魯
高
堂
生
､
漢
興
侍
穫
十
七
篇
､
後
畷
丘
粛
奮
以
授
同
郡
后
蒼
､
蒼
授
突
入
戴
徳
及
徳
兄
子
聖
､
活
人
慶
菅
､
於
是
徳
薦
大
戴
程
､

聖
馬
小
戴
穫
'
普
馬
慶
氏
躍
､
三
家
皆
立
博
士
'
孔
安
国
所
願
稽
古
経
五
十
六
第
及
周
官
経
六
篇
､
前
世
侍
其
書
､
未
有
名
家
､
中
興
己

後
､
亦
有
大
､
小
戴
博
士
'
難
相
棒
不
絶
､
然
未
有
顛
於
儒
林
者
､
建
武
中
､
曹
充
習
慶
氏
撃
､
侍
其
子
襲
､
逐
撰
漢
縛
､
事
在
褒
侍
､

中
興
､
鄭
衆
博
周
官
経
'
後
馬
融
作
周
官
侍
､
授
鄭
玄
､
玄
作
周
官
注
'
玄
本
習
小
戴
鐙
'
後
以
古
経
校
之
､
取
其
義
長
者
､
故
馬
郡
民

撃
､
玄
又
注
小
戴
所
樽
頑
記
四
十
九
篇
､
通
薦
三
穫
駕
､

前
書
'
魯
の
高
堂
生
､
漢
興
り
て
穫
十
七
篇
を
侍
う
｡
後
ち
'
畷
丘
蔚
奮
､
以
っ
て
同
郡
の
后
蒼
に
授
-
｡
蒼
は
梁
人
戴
徳
お
よ
び
徳
の

兄
子
の
聖
､
柿
人
慶
菅
に
授
-
｡
是
に
於
て
徳
は
大
戴
鐙
を
残
し
､
聖
は
小
戴
程
を
為
し
､
普
は
慶
氏
産
を
馬
す
｡
三
家
､
皆
な
博
士
を

立

つ
｡
孔
安
国
の
戯
ず
る
所
の
種
苗
経
五
十
六
篇
'
及
び
周
官
経
六
第
'
前
世
に
其
の
書
を
侍
え
る
も
､
未
だ
名
家
有
ら
ず
｡
中
興
己
後
､

亦
た
大
'
小
戴
の
博
士
有
り
｡
相
博
し
て
絶
え
ず
と
難
も
､
儒
林
に
頼
る
る
者
有
ら
ず
｡
建
武
中
､
曹
充
は
慶
氏
撃
を
習
い
､
そ
の
子
褒

に
侍
え
'
速
に
漢
樽
を
摸
す
｡
-
･‥

中
興
､
鄭
衆
は
周
官
経
を
備
え
､
後
ち
馬
融
は
周
官
侍
を
作
り
て
､
鄭
玄
に
撹
-
｡
玄
､
周
官
注

を
作
る
｡
玄
は
本
､
小
戴
鐙
を
習
う
も
､
後
に
古
経
を
以
て
之
を
校
し
､
其
の
義
の
長
ず
る
者
を
取
る
｡
故
に
鄭
氏
撃
を
質
す
｡
玄
も
又

乃

た
小
戴
の
博
う
る
所
の
樽
記
四
十
九
第
に
注
し
､
通
し
て
三
程
を
薦
す
｡

『後
漢
書
』
列
侍
六
十
九
儒
林
列
侍
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後
漢
時
代
に
盛
ん
で
あ
っ
た
典
籍
と
し
て
の
樽
典
､
そ
れ
ら
は
､
樽
の
書
､
縛
の
注
秤

･
解
説
で
あ
っ
た
の
だ
が
､
や
が
て
貌
賓
の
行
政
賓

と
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
0

司
馬
彪

『績
漢
書
』
百
官
志
の
序
文
を
引
こ
う
｡

昔
周
公
作
周
宮
､
分
職
著
明
､
法
度
相
持
､
王
室
離
微
､
猶
能
久
存
､
今
其
遺
書
､
所
以
観
周
室
牧
民
之
徳
既
至
､
又
其
有
益
乗
事
之
範
､

殆
未
有
所
窮
也
､
改
新
汲
令
王
隆
作
小
学
漢
官
篇
､
渚
文
個
説
､
較
客
不
究
､
唯
斑
固
賛
否
官
公
卿
表
'
記
漢
承
秦
置
官
本
末
､
浩
子

重

罪
､
差
有
候
賞
､
然
普
孝
武
奮
康
之
事
､
又
職
分
未
悉
､
世
鮭
節
約
之
制
､
宜
烏
常
憲
､
故
依
其
官
簿
､
粗
注
職
分
､
以
霧
百
官
志
'

『績
漢
書
』
看
官
志

音
､
周
公
は
周
官
を
作
り
､
分
職
､
著
明
に
し
て
､
法
度
､
相
い
持
す
｡
王
室
徴
な
る
と
雛
も
､
猶
お
能
-
久
し
く
存
す
O
今
ま
其
の
書

を
遺
す
は
､
周
室
牧
民
の
徳
､
既
に
至
る
を
観
､
又
た
其
の
来
事
の
範
に
盆
あ
る
所
以
な
る
も
'
殆
ん
ど
未
だ
窮
む
る
と
こ
ろ
あ
ら
ざ
る

な
り
O
故
に
新
政
令
王
隆
は
小
学
漢
官
篇
を
作
る
｡
諸
文
､
鋼
説
に
し
て
､
較
薯
､
究
め
ず
｡
唯
だ
班
固
､
百
官
公
卿
表
を
著
し
､
漢
の

秦
を
承
け
官
を
置
き
し
本
末
を
記
し
'
王
葬
に
詰
る
｡
差
し
-
候
買
あ
る
も
'
然
れ
ど
も
皆
な
孝
武
の
香
虞
の
事
､
又
た
職
分
､
未
だ
悉

さ
ず
o
世
敵
､
節
約
の
制
､
宜
し
く
常
憲
た
る
べ
L
O
故
に
其
の
官
簿
に
依
り
､
粗
ぼ
職
分
に
注
し
､
以
て
宵
宮
志
を
な
す
｡

gO

こ
こ
で
､
言
及
さ
れ
て
い
る
王
隆

『小
学
漢
官
篇
』
に
胡
虞
が
注
を
付
す
が
､
そ
こ
で
も
､
『周
穫
』
と
漢
の
穫
制

･
行
政
の
関
係
に
言
及
し
て

い
る
O前

安
常
時
､
越
騎
校
尉
劉
千
秋
校
書
東
観
､
好
事
者
契
最
孫
輿
書
目
､
漠
家
蔵
儀
､
叔
孫
等
所
草
創
､
魯
随
律
令
在
理
官
､
戒
於
凡
闇
､

無
記
録
者
､
久
令
二
代
之
業
､
闇
而
不
彰
､
誠
宜
撰
次
､
依
擬
層
線
､
定
位
分
職
､
各
有
篠
序
､
令
人
無
愚
智
､
入
朝
不
惑
､
-
-
-
-

至
順
帝
時
､
卒
子
爵
侍
中
典
校
書
､
万
作
周
官
解
説
､
乃
欲
以
漸
次
述
漢
事
'
･･･-
顧
見
放
新
政
令
三
文
山
か
撃
烏
漢
官
篇
'
暑
道
公
卿



外
内
之
職
､
勇
及
四
夷
､
博
物
候
暢
､
多
所
寄
明
､
足
以
知
管
制
儀
品
､
蓋
法
有
成
易
､
而
道
有
因
革
､
是
以
柳
集
所
宜
'
薦
作
詩
解
､

前
に
安
帝
の
時
､
越
騎
校
尉
劉
千
秋
､
書
を
東
観
に
校
す
｡
事
を
好
み
し
者
契
長
孫
'
書
を
輿
え
て
日
-
｡
漢
家
の
穫
儀
は
､
叔
孫
通
等

の
草
創
す
る
所
､
皆
な
律
令
に
随
い
て
理
官
に
在
り
､
凡
閥
に
戒
す
｡
記
録
な
き
は
'
久
し
-
二
代
の
業
を
し
て
､
闇
に
し
て
彰
さ
ず
｡

誠
に
宜
し
-
撰
次
す
る
に
､
周
樽
に
依
擬
し
､
位
を
定
め
職
を
分
け
､
各
の
候
序
有
ら
し
め
'
人
を
し
て
愚
智
な
か
ら
し
め
､
朝
に
入
り

て
惑
わ
ざ
ら
し
め
ん
｡
-
-
順
帝
の
時
に
至
り
て
､
年
子
､
侍
中
と
な
り
て
校
書
を
典
す
｡
方
に
周
官
解
説
を
作
り
て
､
乃
ち
漸
次
に
漢

事
を
述
べ
ん
と
欲
す
｡

-

-

故
の
新
汲
令
王
文
山
の
､
小
学
を
顧
見
し
漢
官
篇
を
薦
す
｡
客
ぼ
公
卿
外
内
の
職
を
遣
い
'
勇
ね
-
四
夷

に
及
び
､
博
物
候
陽
に
し
て
､
寄
明
す
る
と
こ
ろ
多
-
､
以
て
琶
制
儀
品
を
知
る
に
足
る
｡
蓋
し
法
に
成
易
あ
り
'
道
に
因
革
あ
り
｡
是

を
以
て
､
卿
か
宜
し
き
と
こ
ろ
を
集
め
て
'
請
解
を
馬
作
す
｡

膏泰姶律令への道

叔
孫
通
が
つ
く
っ
た
漢
王
朝
の
穫
儀
制
度
は
､
律
令
と
と
も
に
､
司
法
官
の
も
と
に
あ
り
'
凡
閣
に
納
め
ら
れ
て
記
録
が
滞
っ
て
い
た
｡
『周

産
』
の
髄
裁
に
な
ら
っ
て
､
官
位
と
職
責
を
明
ら
か
に
し
､
順
序
だ
て
て
候
文
化
し
て
､
人
々
に
わ
か
ら
せ
る
べ
き
で
あ
る
､
と
い
う
安
帝
時

の
契
長
孫
の
提
言
､
そ
こ
か
ら

『周
官
』
の
解
搾
､
注
樺
書
が
生
ま
れ
､
ま
た

『周
官
』
に
比
す
べ
き
漢
官
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
-
の
で
あ
る
｡

一
連
の
王
隆

『漢
官
篇
』､
衛
宏

『漢
官
奮
儀
』､
『漢
官
儀
』
な
ど
の
背
景
に

『周
官
』
の
存
在
を
透
硯
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡

い
っ
た
い

『周
官
』
は
､
た
ん
に
周
の
理
想
的
官
制
の
み
を
記
し
た
典
籍
で
は
な
-
､
｢王
建
国
､
折
方
正
位
'
健
園
経
野
､
設
官
分
職
｣
と

そ
の
有
名
な
序
文
で
い
う
よ
う
に
､
ひ
ろ
く
行
政

一
般
の
健
系
を
解
説
し
た
者
で
あ
る
｡
い
わ
ば

『周
官
』
は
理
想
化
さ
れ
た
周
の
行
政
法
規

で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
｡
樽
と
法
の
交
差
の
な
か
､
令
典
と
い
う
新
た
な
法
典
が
刑
法
典

(普
律
)
と
封
置
し
て
お
か
れ
る
段
階
で
､
薩
典
と

し
て
の

『周
官
』
を
意
識
し
た
令
典
が
作
ら
れ
､
そ
れ
は
現
寅
的
行
政
法
典
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
も
の
と
な
っ
た
｡
育
律
二
十
篇
の
一
篇
の

諸
侯
律
､
そ
れ
は

『周
官
』
を
参
考
に
し
た
刑
罰
法
規
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
､
(撰
周
官
'
馬
諸
侯
律
､
合
二
十
篇
)､
先
の

『緯
漢
書
』
百
官
志
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の
撰
者
司
馬
彪
は
､
曹
泰
始
令
成
立
時
に
は
'
秘
吾
郎
で
あ
り
'
そ
の
彼
の
言
葉
､
｢
『
属
官
』
は
ひ
と
り
周
室
の
牧
民
の
押
憩
的
状
態
を
物
語

る
だ
け
で
な
-
､
滞
乗
に
も
大
い
に
参
考
と
な
る
規
範
だ
｣
､
こ
れ
を

『周
穫
』
の
有
数
性
を
意
識
し
た
暫
泰
治
律
令
成
立
時
の
史
家
の
言
葉
と

彪

し
て
聞
-
と
き

1
暦
の
重
み
を
持

つ
で
あ
ろ
う
0

線
と
令
､
行
政
の
理
念
書
の
鰻
典
=
『周
官
』
と
､
新
た
な
非
刑
罰
法
典
-
泰
始
令
､
行
政
法
規
で
あ
る
令
典
を
生
み
出
し
た
内
的
要
因
と
は
､

li6｣

以
上
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
rJ

結

語

｢常
春
始
律
令

へ
の
造

第
-
都

秦
漢
の
律
と
令
｣
を
う
け
た

｢第
Ⅱ
都

魂
背
の
律
と
令
｣
と
凝
す
る
本
稿
は
､
暫
泰
始
律
令
の
成
立
ま

で
論
述
し
て
き
た
O

秦
の
六
経
､
漠
粛
何
九
章
律
を
基
本
法
典
と
し
て
き
た
秦
漢
の
律
は
'
そ
の
外
縁
に
多
-
の
単
行
律
､
追
加
律
を
も

っ
て
い
た
が
､
魂
の
新

律
を
制
定
し
た
段
階
で
､
そ
れ
ら
は
十
八
篇
か
ら
な
る
正
律
と
し
て
編
纂
さ
れ
､
背
律
二
十
着

へ
と
継
承
さ
れ
て
い
く
｡

正
律
に
限
っ
て
い
え
ば
'
そ
れ
は
第

一
編
か
ら
最
終
篇
ま
で
が
固
定
し
た

｢篇
章
之
義
｣
を
備
え
た
典
籍
'

つ
ま
り
法
典
で
あ
っ
た
と
い
っ

て
よ
か
ろ
う
O

し
か
し
な
が
ら
､
令
に
つ
い
て
い
え
ば
､
漠
令
は
令
典
と
し
て
の
完
成
さ
れ
た
法
律
書
と
は
な

っ
て
い
な
い
ば
か
り
か
､
令
の
候
文
そ
の
も

の
も
皇
帝
の
詔
令
そ
の
ま
ま
の
形
態
を
も
ち
､
編
纂

･
整
理
と
い
っ
て
も
単
な
る
フ
ァ
イ
ル
と
し
て
番
淡
を
う
ち
､
そ
の
ま
ま
追
加

･
集
録
し

て
い
た
に
す
ぎ
な
い
｡
ま
た
個
別
の
事
項
別
の
名
柄
も
輿
え
ら
れ
て
は
い
な
か

っ
た
｡
す
な
わ
ち
､
漢
令
は
未
成
熟
な
法
令
､
法
規
だ

っ
た
と

い
っ
て
よ
い
O



膏泰始律令への道

令
は
や
が
て
律
と
な
っ
て
整
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
れ
は
見
方
を
整
え
れ
ば
､
令
の
内
容
が
律
の
候
文
に
な
る
こ
と
は
､
令
と
律
は
法

形
式
の
違
い
だ
け
で
あ
り
､
そ
の
内
容
'
つ
ま
り
刑
罰
法
規
か
非
刑
罰
法
規
か
と
い
う
内
容
の
違
い
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
に
他
な
ら
な
い
｡

少
な
-
と
も
､
唐
令
が
唐
律
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
は
､
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

漢
の
令
が
典
籍
と
し
て
の
令
典
と
な
り
､
ま
た
内
容
の
う
え
で
行
政
法
規
と
な

っ
た
の
は
'
酉
の
泰
始
四
年
の
酉
令
を
も
っ
て
噂
矢
と
し
､

律
典

(刑
罰
法
規
)､
令
典

(非
刑
罰
･
行
政
法
規
)
の
二
つ
の
法
典
が
こ
こ
に
成
立
す
る
｡
か
か
る
二
つ
の
法
典
を
生
み
出
し
た
そ
の
原
因
を
私
は
､

一
つ
に
は
､
書
寓
材
料
が
簡
層
か
ら
紙
に
壁
化
し
た
こ
と
､
そ
の
結
果
､
フ
ァ
イ
ル
と
し
て
の
機
能
に
優
れ
て
い
た
簡
層
か
ら
､
す
で
に
書
籍

に
は
使
用
さ
れ
て
い
た
紙
に
暫
令
が
書
寓
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
､
令
典
と
い
う
法
典
を
生
み
出
し
た
の
だ
と
考
え
た
い
｡

右
に
い
う
物
理
的
外
因
の
ほ
か
に
､
今

一
つ
内
的
な
思
想
的
要
因
が
考
え
ら
れ
る
｡
そ
れ
は
'
後
漢
期
に
隆
盛
と
な
る
穫
教
主
義
'
そ
の
樽

の
理
念
が
現
害
の
法
令
と
し
て
採
用
さ
れ
る
､
つ
ま
り
本
来
理
念
的
な
躍
規
定
が
法
源
と
な
る
と
い
う
樫
か
ら
令

へ
の
移
行
､
そ
し
て
『周
穫
』

に
代
表
さ
れ
る
穫
典
'
そ
れ
は
ほ
か
な
ら
ぬ
理
想
的
統
治
行
政
の
あ
り
方
を
記
し
た
経
書
で
あ
っ
た
の
が
'
典
籍
と
し
て
の
令
典
が
制
定
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
時
に
､
行
政
法
規
と
し
て
の
典
籍
を
誕
生
さ
せ
た
｡
内
的
要
因
と
外
的
要
因
こ
の
二
つ
の
流
れ
の
上
に
晋
泰
始
律
令
が
生
ま
れ

た
､
こ
れ
が
本
稿
の
結
論
で
あ
る
｡

前
稿
の
冒
頭
､
｢
は
じ
め
に
｣
で
私
は

『惰
書
』
経
籍
志
を
引
用
し
て
､
史
部
刑
法
篇
に
は
'
暫
以
降
の
律
と
令
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
､
漢

と
魂
の
法
典
は
著
録
さ
れ
て
は
お
ら
ず
､
『漢
書
』
華
文
志
に
も
､
ま
た
律
と
令
は
琴
が
っ
て
い
な
い
こ
と
を
疑
問
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
か
ら

始
め
た
｡

『障
害
』
経
籍
志
に
お
い
て
､
育
以
降
の
律
と
令
の
法
典
し
か
見
え
な
い
こ
と
､
そ
れ
は
肯
以
前
に
は
､
律
典
､
令
典
と
い
っ
た
完
成
さ
れ
た

法
典
は
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
｡
た
し
か
に
九
章
律
は
法
典
で
は
あ
っ
た
の
だ
が
､
そ
の
外
縁
に
は
フ
ァ
イ
ル
的
な
単
行
､
追

加
律
が
存
在
し
､
律
全
髄
か
ら
す
れ
ば
完
全
な
る
典
籍
に
は
な
っ
て
は
い
な
か
っ
た
｡
ま
し
て
､
令
典
に
つ
い
て
い
え
ば
そ
の
よ
う
な
典
籍
は
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曹
以
前
に
は
な
か
っ
た
｡
『隔
書
』
経
籍
志
は
あ
-
ま
で
､
法
律
の
書
籍
を
著
録
し
て
い
る
の
で
あ
り
､
貌
徴
等
､
『隔
書
』
の
編
者
の
頭
に
は

唐
の
律
典
と
令
典
が
意
識
さ
れ
て
お
り
､
そ
の
意
味
で
は
法
典
と
し
て
の
律
令
は
晋
律
と
曹
令
か
ら
し
か
始
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

84

注(
-

)

滋
賀
秀
三

｢曹
魂
新
律

l
八
編
の
篇
目
に
つ
い
て
｣
(『園
家
学
舎
雑
誌
』
六
九
-

七

･
八

一
九
五
五
)

(2
)
滋
賀
秀
三

｢再
び
魂
律
の
篇
目
に
つ
い
て

-

内
田
智
雄
教
授
の
批
判
に
答
え

て
｣
(『法
制
史
研
究
』

1
1
)

1
七
三
百

注

(10
)

(-
)
内
田
智
雄

｢魂
律

『序
客
』
に
つ
い
て
の
二
､
三
の
問
題
｣
(『同
志
社
法
学
』
五

五
､
五
七
､
一
九
五
七
㌧
一
九
六
〇
)､
同

｢再
び
魂
律

『序
客
』
に
つ
い
て
｣
(『同

志
社
法
学
』
六
二

一
九
六
〇
)

(4
)
滋
賀
前
掲
論
文
｡

(-
)
掘
敏

1
氏
は
､
『六
典
』
に
馨
げ
ら
れ
た
戸
令
か
ら
雅
法
ま
で
の
四
〇
編
が
大
き
く

三
分
頬
で
き
､
こ
れ
は
州
郡
令
､
同
書
官
令
､
軍
中
令
に
封
鷹
す
る
の
で
は
な
い

か
と
推
測
す
る
｡
(堀
敏

1
｢育
泰
始
律
令
の
成
立
｣
『東
洋
文
化
』
六
〇

一
九

八
〇
)

(-
)
滋
賀
秀
三

｢漠
唐
閲
の
法
典
に
つ
い
て
の
二
三
の
考
護
｣
(『東
方
撃
』

l
七

l

九
五
八
)

(7
)
掘
敏

一
､
前
掲
論
文
参
照
｡

(8
)
拙
稿

｢
二
一
世
紀
の
秦
漢
史
研
究
｣
(岩
波
講
座

『世
界
歴
史
』
第
三
巻

｢中
華

世
界
の
形
成
と
東
方
世
界
｣
一
九
九
八
)'
及
び
拙
稿

｢三
世
紀
か
ら
四
世
紀
に
か

け
て
の
書
籍
材
料
の
襲
遷

-

模
蘭
出
土
の
文
字
資
料
を
中
心
に
｣
(『流
沙
出

土
の
文
字
資
料
』

京
都
大
学
学
術
出
版
含

二
〇
〇

一
)

(-
)
王
素
､
宋
少
華
'
羅
新

｢長
沙
走
馬
楼
蘭
腰
整
理
的
収
穫
｣､
胡
年
生

｢長
沙
走
馬

棲
三
国
孫
呉
簡
層
三
文
書
考
讃
｣
(と
も
に
､
『文
物
』

1
九
九
九
-
五
)

(10
)

以
下
の
楼
蘭
蘭
の
簡
番
窮
は
､
林
梅
村

｢楼
蘭
尼
雅
出
土
文
書
｣
(文
物
出
版
社

1
九
八
五
)
の
香
坂
に
従
う
｡

(ll
)

拙
稿

｢三
世
紀
か
ら
四
世
紀
に
か
け
て
の
書
寓
材
料
の
墾
遷

-

楼
蘭
出
土
の

文
字
資
料
を
中
心
に
｣
(『流
沙
出
土
の
文
字
資
料
』
京
都
大
挙
学
術
出
版
合

二

〇
〇

1
)
参
照
｡

(12
)

『通
典
』
巻
三
食
貨
の
候
に
'
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
｡

｢梁
武
帝
時
所
司
奏
､
南
徐
､
江
都
連
両
年
責
籍
不
上
､
尚
書
令
沈
約
上
言
日
､
育

成
和
初
､
蘇
峻
作
乱
'
版
籍
焚
焼
'
此
後
起
成
和
三
年
以
至
乎
末
､
盃
皆
詳
宴
､

朱
筆
除
法
､
紙
連
悉
縫
'
而
同
書
上
省
庫
籍
､
唯
有
宋
元
嘉
中
以
来
'
以
馬
宜
検

之
日
'
即
事
所
須
故
也
､
育
代
奮
籍
'
遍
在
下
省
左
入
菅
､
謂
之
育
籍
､
有
東
西

二
庫
'
既
不
係
尋
検
､
主
著
不
復
権
懐
､
狗
牽
鼠
醤
'
南
海
枯
欄
､
解
散
於
地
'

又
無
后
勝
｣

(1
)

配
線
斌

｢暴
論
膏
律
之
〟

儒
家
化
″｣
(『中
国
史
研
究
』

l
九
八
五
-
二
)

(14
)

安
田
二
郎

｢｢八
議
｣
の
基

本
的
研
究
｣
(『前
近
代
中
国
に
お
け
る
官
僚
の
法
的
身

分
と
特
樺
に
つ
い
て
の
史
的
研
究
』
(平
成
七

･
八

･
九
年
度
科
学
研
究
費
補
助

金

(
一
般
基
盤
B
)
研
究
成
果
報
告
'
代
表
者
安
田
二
郎
)

(15
)

拙
稿

｢王
杖
十
簡
｣
(『東
方
学
報
』
六
四

一
九
九
二
)

(16
)

『周
躍
』
と
背
律
令
と
の
関
係
'
刑
罰
と
非
刑
罰
と
匿
別
に
関
し
て
は
'
既
に
曾
我

郡
静
雄
氏
が
言
及
し
て
い
る
｡
(曽
我
部
静
雄

『中
国
律
令
史
の
研
究
』
(吉
川
弘

文
館

一
九
七

一
)
｢井
田
法
と
均
田
法
｣､
同

『律
令
を
中
心
と
し
た
日
中
関
係

史
の
研
究
』
(吉
川
弘
文
館

一
九
六
八
)
第

一
章

･
第

一
節

｢周
薩
の
施
舎
制
度

と
そ
の
日
唐
に
及
ぼ
し
た
影
響
｣)

『周
碓
』
が
法
典
的
内
容
を
も
っ
こ
と
'
膏
の
律
令
が
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る

こ
と
は
'
全
く
同
意
見
だ
が
､
た
だ
､
『周
穫
』
の
中
に
刑
罰
と
非
刑
罰
の
匝
別
が

あ
る
'
『周
躍
』
秋
官
は
刑
罰
法
規
だ
と
い
う
観
鮎
に
は
賛
成
で
き
な
い
｡
『周
穫
』

全
髄
は
'
や
は
り
理
想
的
行
政
を
記
し
た
行
政
の
書
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
｡




