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一
九
八
五
年
の
概
要
聾
表
か
ら
二
〇
年
近
い
歳
月
を
経
て
'
二
〇
〇
一
年
の
末
に
よ
う
や
く

『張
家
山
漢
墓
竹
筒

〔二
四
七
被
蓋
〕
』
(文
物
出

版
社
'
以
下
『張
家
山
』
と
略
稀
｡)
が
出
版
さ
れ
た
｡
こ
の
漢
墓
か
ら
出
土
し
た
幾

つ
か
の
竹
筒
群
は
こ
れ
ま
で
漸
次
公
開
さ
れ
つ
つ
あ

っ
た
も
の

の
'
そ
の
な
か
に
あ

っ
て
ほ
と
ん
ど
内
容
を
知
り
得
な
か
っ
た

《
二
年
律
令
》
が
､
こ
の
た
び
固
版

･
搾
文
と
も
に
公
表
さ
れ
､
そ
の
全
貌
が

明
ら
か
と
な

っ
た
｡
今
後

《
二
年
律
令
》
を
利
用
し
た
秦
漢
時
代
史
研
究
が
陸
棲
と
現
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡

《
二
年
律
令
》
は
新
史
料
で
あ
り
､
か
つ
出
土
文
字
史
料
'

つ
ま
り
は
地
中
よ
り
出
土
し
た
竹
筒
を
配
列
し
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､

そ
の
素
性

･
性
格
に
つ
い
て
は
不
確
定
な
鮎
が
あ
ま
り
に
も
多
い
｡
苛
性
稿
の
掲
載
開
始
に
あ
た
り
'
そ
れ
ら
の
問
題
鮎
を
整
理
し
て
お
く
べ

-
､
こ
こ
に
簡
単
な
解
題
を
附
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
｡
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一

出

土

状

況

張
家
山
漢
墓
群
は
湖
北
省
江
陵
解
の
西
北
約

1
･
五
Pg
に
位
置
す
る
｡
こ
れ
ら
漢
墓
の
う
ち
五
つ
の
墓
'
す
な
わ
ち
二
四
七

･
二
四
九

･
二

五
八
戟
墓
'
お
よ
び
三
二
七

･
三
三
六
競
墓
か
ら
簡
層
が
出
土
し
た
｡
前
三
者
に
つ
い
て
は

1
九
八
三
年

l
二
月

～
八
四
年

1
月
に
費
掘
さ
れ
､

(-)

(2)

八
五
年
に
概
述
が
出
た
｡
後
二
者
は

l
九
八
五
年
秋

～
八
八
年
初
の
蓉
掘
で
'
概
述
の
聾
表
は
九
二
年
で
あ
る
｡
二
四
七
戟
墓
と
lll三
六
競
墓

か
ら
は
法
律
関
係
文
書
が
出
土
し
た
が
､
他
墓
の
出
土
蘭
は
日
書
な
い
し
は
暦
譜
で
､
文
書
や
書
籍
の
類
は
見
ら
れ
な
い
｡

二
四
七
戟
墓
は
竪
穴
の
土
坑
墓
で
､

一
榔

1
棺
で
頭
箱
を
持
ち
'
樟
室
の
大
き
さ
は
三

･
四
八
×
1
･
四

〇
×
一
･
一
五

m
で
あ
る
｡
墓
王

の
姓
名
や
身
分

･
官
職
を
示
す
出
土
物
は
な
い
｡
出
土
し
た
暦
譜
に

｢病
免
｣
と
あ
る
こ
と
､
さ
ら
に
法
律
関
係
の
竹
筒
が
大
量
に
出
土
し
た

Jヽ-I)

こ
と
か
ら
､
司
法
に
携
わ
っ
た
官
吏
､
な
い
し
は
法
律
に
精
通
し
た
学
者
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
る
｡

Vii･沌

墓
室
や
副
葬
品
の
型
式
は
､
張
家
山
か
ら
さ
ほ
ど
遠
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
あ
る
鳳
風
山
前
漢
墓
と
共
通
す
る
鮎
が
多
い
｡
そ
の
な
か
で
も
鳳
風

(.Jl)

山

l
O
戟
墓
は
､
榔
室
の
サ
イ
ズ
や
副
葬
品
の
種
類

･
数
に
お
い
て
二
四
七
戟
墓
と
は
ぼ
同
規
模
で
あ
る
｡
鳳
風
山

1
0
競
墓
の
主
は
五
大
夫

の
爵
を
も
つ

｢張
催
｣
な
る
人
物
で
､
里
正
を
務
め
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
｡
二
四
七
戟
墓
の
被
葬
者
の
身
分
に
迫
る
た
め
に
は
'
こ
う
し
た

例
を

一
つ
の
目
安
と
す
る
は
か
な
い
｡

竹
筒
は
二
カ
所
に
分
け
て
置
か
れ
て
い
た
｡

一
群
は
頑
箱
内
､
西
側
の
鄭
重
の
板
に
接
し
て
底
の
方
に
置
か
れ
て
い
て
'
榔
内
に
流
れ
込
ん

だ
泥
や
副
葬
品
の
漆
木
器
に
壁
迫
さ
れ
､
出
土
し
た
と
き
に
は
泥
の
中
に
散
乱
し
､
多
-
が
損
な
わ
れ
て
い
た
｡
も
う

一
群
は
頑
箱
内
､
南
側

の
板
に
近
い
底
の
方
に
あ
り
､
陶
漆
器
や
泥
が
覆
い
被
さ
っ
て
い
た
｡
こ
こ
で
出
土
し
た
竹
筒
は
竹
笥
の
中
に
収
め
ら
れ
て
お
り
､
遣
策
に
｢□

嚢

一

書

一
笥
｣
(三
四
簡
)
と
あ
る
の
が
そ
れ
に
嘗
た
る
の
で
あ
ろ
う
｡
竹
笥
内
の
竹
闇
は
竪
方
向
に
置
か
れ
､
周
囲
に
は
泥
が
堆
積
し
て
い

た
｡
表
層
の
竹
筒
は
多
-
が
す
で
に
損
な
わ
れ
て
い
た
が
､
下
層
の
竹
筒
は
き
ち
ん
と
保
存
さ
れ
て
お
り
､
竹
筒
が
巻
を
分
け
て
入
れ
ら
れ
た
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後
'
水
が
し
み
込
み
'
竹
筒
が
浮
き
漂
っ
て
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る
｡
出
土
時
鮎
で
の
竹
筒
の
配
置
に
つ
い
て
は
､
『張

家
山
』
の
巻
末
に

｢竹
筒
出
土
位
置
示
意
圃
｣
が
附
さ
れ
て
い
る
｡

『張
家
山
』
に
収
め
ら
れ
た
の
は

一
二
三
六
蘭
と
残
片
で
'
内
帯
は
暦
譜

二

八
簡
'
《
二
年
律
令
》
‥
五
二
六
筒
､
《奏
蘭
書
》
‥
二
二
八
蘭
､

《艦
書
》
‥
六
六
簡
'
《算
数
書
》
二

九
〇
筒
､
《蓋
塵
》
‥
五
五
筒
､
《引
書
》
二

一
二
簡
'
達
策

‥
四

l
簡
t
で
あ
る
｡
遣
策
の
み
が
頑
箱
西

部
か
ら
､
他
は
南
側
の
竹
笥
か
ら
出
土
し
た
も
の
ら
し
い
｡
暦
譜
と
遥
策
は
長
さ
約
二
三
皿
'
つ
ま
り
漢
の
l
尺
で
､
他
は
三
〇
皿
弱
か
ら
三

四
Ⅷ
程
度
の
筒
に
書
か
れ
て
い
た
｡
《奏
識
書
》
《艦
書
》
《算
数
書
》
《引
書
》
に
つ
い
て
は
す
で
に
搾
文
が
番
表
さ
れ
て
い
た
が
､
今
回
す
べ

て
の
簡
層
に
つ
い
て
､
樺
文
と
囲
版
が
公
表
さ
れ
た
｡

二

《
二
年
律
令
》
の
復
原

竹
笥
か
ら
出
土
し
た
竹
筒
に
は
A
～
Ⅰ
の
九
群
に
わ
け
て
出
土
香
坂
が
ふ
ら
れ
た
｡
A
群
は
無
文
字
蘭
で
､
以
下

《
二
年
律
令
》
は
C

･F

群
､
《奏
識
書
》
は
E
群
'
《脹
書
》
は
D
群
､
《算
数
書
》
は
H
群
､
《蓋
塵
》
は
G
群
､
そ
し
て

《引
書
》
は
Ⅰ
群
出
土
の
竹
筒
か
ら
成
る
.

た
だ
し

《奏
識
書
》
に
は
Ⅰ
群
の
竹
筒
も
含
ま
れ
る
な
ど
､
近
接
す
る
群
の
閲
で
若
干
の
出
入
り
が
あ
る
｡
《
二
年
律
令
》
に
も
Ⅰ
群
の
筒
や
残

簡
が
い
-
つ
か
紛
れ
込
ん
で
い
る
｡

｢竹
簡
出
土
位
置
示
意
囲
｣
に
よ
る
と
､

C
･F
群
は
互
い
に
隣
り
合
っ
て
お
り
'
緩
や
か
に
巻
か
れ
て
い
た

一
巻
の
析
書
が
､
壁
力
を
う
け

て
二
箇
所
に
分
か
れ
た
よ
う
に
見
え
な
い
こ
と
も
な
い
｡

こ
れ
ら
二
群
か
ら
出
土
し
た
竹
闇
が
､
い
か
に
し
て
樺
文
の
よ
う
に
配
列
さ
れ
た
の
か
､
そ
の
作
業
の
原
則
や
詳
細
に
つ
い
て
は

一
切
語
ら

れ
て
い
な
い
｡
配
列
復
原
の
手
順
に
つ
い
て
詳
し
い
説
明
が
あ
る
の
は

《算
数
書
》
の
み
で
あ
る
｡
そ
れ
に
よ
る
と
整
理
の
方
針
は
､
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①

出
土
状
況
を
勘
案
し
て
､
で
き
る
だ
け
竹
筒
の
元
の
位
置
を
復
原
す
る
｡

②

全
健
の
最
初
の
闇
と
最
後
の
筒
を
確
定
す
る
｡

③

同

一
の
算
数
問
題
内
に
お
い
て
'
竹
筒
を
ど
う
配
置
す
れ
ば
筋
が
通
る
か
検
討
す
る
｡
そ
の
う
え
で
出
土
位
置
に
も
と
づ
い
て
各
問
題

を
配
置
す
る
｡

④

す

っ
か
り
元
の
位
置
か
ら
移
動
し
て
し
ま
っ
た
問
題
は
､
出
土
位
置
近
-
の
､
あ
る
い
は
類
似
す
る
問
題
の
そ
ば
に
挿
入
す
る
｡

⑤

破
損
し
た
竹
筒
は
､
内
容
が
類
似
す
る
問
題
の
後
ろ
に
配
置
す
る
｡

(-)

と
い
う
手
順
に
従
う
も
の
で
あ

っ
た
｡
《
二
年
律
令
》
の
復
原
も
同
様
の
手
順
を
ふ
ん
だ
こ
と
､
す
な
わ
ち
出
土
位
置
を
ま
ず
尊
重
し
､
そ
の
う

え
で
内
容
か
ら
配
置
を
調
整
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
､
閲
違
い
な
い
｡

《
二
年
律
令
》
の
第

l
簡

(F
l
四
)
は
､
F
群
の
最
も
外
側
に
盃
ぶ
簡
の

l
つ
で
､
裏
面
に

｢
二
年
律
令
｣
と
い
う
書
題
が
記
さ
れ
て
い
る
｡

そ
の
筒
か
ら
は
じ
ま
っ
て
F
群
の
外
側
'
さ
ら
に
は
C
群
の
外
側
に
並
ん
で
い
る
筒
に
は
'
賊
律
の
範
噂
に
収
め
ら
れ
て
い
た
傍
護
の
あ
る
法

文
､
あ
る
い
は
内
容
か
ら
し
て
威
律
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
も
の
が
多
い
｡
そ
こ
で
威
律
と
お
ぼ
し
い
筒
が
冒
頭
に
配
置
さ
れ
､
五
四
簡

(c

l
八
)
の

｢■
威
律
｣
で

一
区
切
り
が
つ
け
ら
れ
る
｡
い
わ
ゆ
る

｢九
章
律
｣
の
順
番
､
す
な
わ
ち

｢盗

･
威

･
網

(囚
)
･
捕

･
薙

･
具

･

興

･
厩

･
戸
｣
は
こ
こ
で
は
無
税
さ
れ
て
お
り
'
こ
れ
以
降
の
配
列
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
｡
候
文
の
内
容
の
み
に
従

っ
て
配
列
さ
れ
た
の

で
あ
れ
ば
'
配
列
の
基
準
と
し
て
ま
ず
は
九
章
律
の
篇
次
が
意
識
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
､
そ
れ
に
従

っ
て
は
い
な
い
の
は
､
出
土
位
置
か
ら
し

て
こ
の
配
列
し
か
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
｡

だ
が
配
列
順
と
出
土
香
坂
の
封
照
表

(『張
家
山
』
付
録
｢竹
筒
整
理
戟
輿
出
土
戟
封
照
表
｣)
を
み
れ
ば
直
ち
に
気
が
付
-
と
お
り
､
出
土
位
置
の
離

れ
た
竹
筒
が
前
後
に
配
列
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
｡
こ
れ
が
内
容
を
勘
案
し
て
配
列
を
調
節
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
は
言
を
侯
た
な
い
｡
こ
う
し

た
配
列
は
､
い
わ
ば
推
測
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
り
､
そ
の

｢推
測
｣
に
首
を
か
し
げ
る
こ
と
も
聞
々
あ
る
｡
た
と
え
ば
三
八
簡

(F

一
三
七
)｡
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賊
殺
傷
父
母
'
牧
殺
父
母
､
欧

(殴
V
El111n父
母
､
父
母
告
子
不
孝
､
其
妻
子
為
政
者
､
皆
鍋
､
令
母
得
以
宙
償
'
免
除
及
購
｡

こ
の
筒
は
､
冒
頭
の

｢賊
殺
傷
｣
云
々
に
ひ
き
ず
ら
れ
て
威
律
と
み
な
さ
れ
､
そ
の
1
候
文
と
し
て
配
列
さ
れ
た
に
違
い
な
い
｡
だ
が
こ
の

F
一
三
七
は

一
八

一
簡

(F
一
四
三
)
｢■
収
律
｣
を
は
じ
め
､
収
律
に
属
す
る
竹
筒
の
近
く
で
出
土
し
た
｡
内
容
的
に
も
収
律
と
み
て
何
の
問
題

も
な
い
｡

同
様
の
疑
念
は
､
配
列
の
あ
ち
こ
ち
に
感
じ
ら
れ
る
｡
い
-
つ
か
例
を
挙
げ
よ
う
｡

稚
律

(
一
八
二
～
一
九
六
簡
)
に
は

｢越
邑
里

･
官
市
院
垣
｣､
｢博
戯
｣'
お
よ
び
不
嘗
な
金
銭
貸
輿
や
姦
淫
罪
に
関
す
る
候
文
が
配
列
さ
れ
て

い
る
｡
こ
れ
は

『青
書
』
刑
法
志
が
謹
言
す
る
と
こ
ろ
'
す
な
わ
ち
薙
律
は

｢軽
校
｣
｢越
城
｣
｢博
戯
｣
｢借
償
不
廉
｣
｢淫
移
｣
｢職
制
｣
に
関

(E･･)

す
る
候
文
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
記
事
に
依
接
し
た
配
列
に
相
違
な
い
｡
た
だ
し
そ
れ
ら
の
出
土
位
置
に
目
を
向
け
る
な
ら
､
姦
淫
罪

に
か
か
わ
る
候
文
は
C
群
か
ら
出
土
L
t
そ
の
他
は
F
群
か
ら
､
と
い
う
具
合
に
一
様
で
は
な
い
｡
雅
律
と
い
う
'
い
か
な
る
候
文
が
収
め
ら

れ
て
い
た
の
か
分
か
り
に
く
い
一
篇
は
､
『背
書
』
刑
法
志
を
頼
り
に
復
原
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
｡

ま
た
均
輪
律
と
し
て
配
列
さ
れ
て
い
る
筒
は
標
題
筒
も
含
め
て
三
本
し
か
な
い
が
､
二
二
五
簡
(C
七
九
)
と
二
二
七
簡
(C
二
五
七
)
の
閲
に
､

内
容
の
ほ
と
ん
ど
分
か
ら
な
い
二
二
六
簡

(F
二
五
)
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
も
'
か
な
り
強
引
な
推
測
に
よ
る
も
の
で
あ
る
｡

候
文
ご
と
に
律
名
が
付
記
さ
れ
て
い
た
睡
虎
地
秦
簡

《秦
律
十
八
種
》
と
は
違
い
､
《
二
年
律
令
》
で
は
各
候
文
が
何
律
に
属
す
る
の
か
'
出

土
位
置
や
内
容
か
ら
比
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡
従
っ
て

『張
家
山
』
で

｢威
律
｣
｢異
律
｣
に
配
さ
れ
て
い
る
候
文
が
'
本
署
に
威
律
､
具
律
に

l･I･)

属
す
る
候
文
で
あ
っ
た
の
か
'
必
ず
し
も
確
寅
で
な
い
こ
と
は
､
こ
れ
ま
で
も
多
-
の
紹
介
文
の
な
か
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
｡
そ
う
し
た
問
題

を
今
後
は
よ
り
具
購
的
に
指
摘
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
｡

ま
た
こ
の
問
題
と
は
別
に
､
残
映
の
た
め
､
あ
る
い
は
飾
り
に
も
短
文
で
あ
る
た
め
に
内
容
が
不
明
で
'
ど
の
蘭
に
接
績
す
る
の
か
分
か
ら

な
い
-

逆
に
い
う
と
､
ど
の
簡
に
で
も
接
緯
し
得
る
-

蘭
が
､
出
土
位
置
の
離
れ
た
筒
の
う
し
ろ
に
付
加
し
て
樺
さ
れ
て
い
て
､
な
に
ゆ
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え
そ
う
し
た
配
列
が
可
能
な
の
か
'
想
像
も
つ
か
な
い
例
に
出
く
わ
す
こ
と
も
あ
る
｡
こ
う
し
た
操
作
の
所
馬
も
あ

っ
て
'
五
二
六
本
の
簡
す

べ
て
の
所
属
が
明
か
と
な
っ
て
い
る
が
'
内
容
が
把
握
で
き
な
い
た
め
に
ど
の
律
に
属
す
る
の
か
不
明
と
い
う
筒
が
皆
無
と
い
う
の
も
､
か
な

り
不
自
然
な
話
で
あ
る
｡

右
の
ご
と
-
､
出
土
位
置
と
配
列
順
の
関
係
に
目
を
凝
ら
し
て
ゆ
-
と
､
様
々
な
疑
問
に
行
き
首
た
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
も
そ
も

｢竹
筒
整

理
戟
輿
出
土
戟
封
照
表
｣
自
髄
に
ミ
ス
が
多
-
t

l
つ
の
出
土
香
坂
が
複
数
の
竹
筒
に
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
｡
将
来
の
改
訂
が
望
ま
れ

る
｡
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三

《
二
年
律
令
》
の
性
格

《
二
年
律
令
》
が
前
漢
初
期
の
法
令
を
集
積
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
を
侯
た
な
い
｡
だ
が
こ
れ
を
､
前
漢
の
某
二
年
に
編
纂
さ
れ
た
律｢1･)

令
､
と
の
み
紹
介
す
る
の
で
は
不
十
分
で
あ
る
｡
近
年
､
漢
代
に
お
け
る
法
令
の
存
在
形
態
を
め
ぐ
っ
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
新
見
解
が
提
示
さ
れ
､

国
家
的
に
編
纂
さ
れ
た
､
固
定
し
た

｢法
典
｣
の
存
在
に
懐
疑
の
目
が
向
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
う
で
な
-
て
も

《
二
年
律
令
》
は

個
人
の
墓
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
'
極
言
す
れ
ば
'
墓
王
が
職
務
遂
行
の
た
め
に
､
あ
る
い
は
自
ら
の
関
心
に
従

っ
て
､
私
的
に
作

成
し
た
法
文
集
で
あ
る
可
能
性
す
ら
'

一
概
に
は
排
除
で
き
な
い
｡

害
際
の
と
こ
ろ
､
《
二
年
律
令
》
が

1
個
人
の
営
為
に
よ
っ
て
出
来
上
が
っ
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
｡
か
な
り
の
分
量
の
法
文
を
分
類
整

理
し
'
か
つ
候
文
相
互
を
参
照
さ
せ
つ
つ
一
定
の
髄
系
を
構
築
す
る
の
は

一
個
人
の
手
に
飴
る
t
と
い
う
印
象
を
ま
ず
は
抱
-
か
ら
で
あ
る
｡

ま
た
筆
跡
に
着
目
す
る
と
'
複
数
種
の
書
髄
が
あ
り
､
さ
ら
に

｢■
盗
律

鄭
釈

(?
)
書
｣
(八
一
簡
)
と
し
て
見
え
る
人
名
が
書
寛
人
の
名

を
記
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
､
物
理
的
に
も

一
人
の
人
間
が
書
寓
し
た
も
の
と
は
い
え
ま
い
｡
何
ら
か
の
手
本
が
あ
り
､
そ
れ
を
複
数
人
が
書
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寓
し
た
と
見
る
の
が
穏
富
で
あ
る
｡

で
は
そ
の
手
本
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
｡
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
確
か
な
こ
と
が
分
か
ら
ず
､
い
ず
れ
か
の
集
圏
-

墓
主
の

家
'
あ
る
い
は
願
や
郡
な
ど
の
特
定
の
官
街
-

内
に
お
い
て
蓄
積
さ
れ
髄
系
化
さ
れ
た
法
令
集
で
あ
ろ
う
､
と
あ
い
ま
い
に
答
え
て
お
く
は

か

な

い
｡

《
二
年
律
令
》
の
な
か
に
は
､
江
陵
解
や
南
郡
に
直
接
は
関
係
し
な
い
候
文
も
含
ま
れ
て
い
る
｡
例
え
ば
二
六
八
筒
は
萄

･
巴

･
漢
中
郡
､
及

び
武
都
郡
の
郵
亭
に
か
ん
す
る
規
定
で
あ
り
､
津
開
合
の
な
か
に
も
､
魯
王
と
そ
の
従
者
が
長
安
と
国
元
を
往
来
す
る
際
の
規
定
が
収
め
ら
れ

て
い
る
｡
こ
れ
ら
候
文
は
､
江
陵
の
一
役
人
'
な
い
し
は

一
機
関
と
何
の
関
わ
り
も
な
い
筈
で
､
そ
の
所
轄
範
囲
を
越
え
て
い
る
｡
こ
う
し
た

事
寅
を
前
に
す
る
と
､
《
二
年
律
令
》
-
-
少
な
く
と
も
手
本
と
さ
れ
た
も
の
-

は
複
数
の
郡
に
ま
た
が
る
t
よ
り
贋
範
な
地
域
に
関
連
す
る

法
令
を
集
積
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
く
な
る
｡
す
な
わ
ち

一
個
人

･
一
機
関
の
便
宜
の
た
め
に
編
ま
れ
た
も
の
で
は
な
-
､
よ
り
虞

範
囲
の
官
街
に
共
通
し
て
配
備
さ
れ
､
流
布
し
た
も
の
で
は
な
い
か
､
と
い
う
可
能
性
も
浮
か
ん
で
-
る
の
で
あ
る
｡
だ
が
江
陵
と
は
無
関
係

の
候
文
が
含
ま
れ
て
い
る
理
由
は
､
①

取
捨
選
樺
の
際
に
見
過
ご
し
た
､
②

他
地
域
の
例
を
参
照
す
べ
-
収
録
し
た
､
③

と
に
か
-
法
令
全
健

31耶爪

を
整
理
し
よ
う
と
し
た
結
果
で
あ
る
'
④

そ
も
そ
も
賓
務
に
役
立
て
よ
う
と
し
て
編
集
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
'
等
々
さ
ま
ざ
ま
に
想
像
で
き

る
｡
結
局
の
と
こ
ろ

《
二
年
律
令
》
が
全
図
共
通
の
､
す
な
わ
ち
国
家
重

光
の
編
纂
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
､
《
二
年
律
令
》
そ
れ
自
髄
に
よ
っ
て

積
極
的
に
裏
付
け
る
の
は
難
し
い
｡

筆
者
は
か
つ
て
､
漠
代
の
詔
敏
は
各
官
府
に
お
い
て
ま
ず
は
蓄
積

･
整
理
さ
れ
た
こ
と
､
そ
し
て
居
延

･
敦
煙
漢
筒
に
み
え
る
諸
例
か
ら
､

3ーI~爪

少
な
く
と
も
郡
の
次
元
に
お
い
て
は
共
通
す
る
詔
赦
集
が
流
布
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ
た
｡
《
二
年
律
令
》
が
い
か
な
る
目
的
の
た
め

に
'
い
か
な
る
次
元
に
お
い
て
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
は
､
今
後
の
検
討
課
題
と
な
ろ
う
｡
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四

成

立

年

代

《
二
年
律
令
》
に
は
成
立
年
代
の
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
法
令
が
収
め
ら
れ
る
｡
戦
国
秦
の
武
王
二
年

(前
3-9
)
に
聾
せ
ら
れ
た

｢鵠
田
律
｣
が
些

か
形
を
撃

見
つ
つ
も

《
二
年
律
令
》
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
案
で
あ
る
し
､
睡
虎
地
秦
律
､
あ
る
い
は
龍
繭
秦
律
と
共
通
す
る

内
容
を
持

っ
た
律
文
も
散
見
す
る
｡
た
と
え
ば
､

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

覇
道
官
敢
檀
壊
更
官
府
寺
舎
者
､
罰
金
四
両
､
以
其
費
負
之
｡
(四
一
〇
簡

(得
律
))

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

･･･(上
略
)-
解
母
敢
檀
壊
更
公
舎
官
府
及
延
'
共
有
欲
壊
更
殴

(也
)､
必
滅
之
｡
-
(下
略
)-

(秦
律
十
八
種

揺
律

1-1
-
1
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

入
頃
寅
嚢
､
頃
入
審
三
石
｡
上
郡
地
意
､
頃
入
二
右
､
嚢
皆
二
石
｡
-
(下
略
)-

(二
四
〇
簡

(田
律
))

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

入
頃
舞
秦
､
以
其
受
田
之
数
､
無
雑

(塗
)
不
報

(壁
)､
頃
入
寮
三
石
､
嚢
二
石
｡
･･･(下
略
)-

(秦
律
十
八
種

田
律

8
-
9
)

譜
馬
牛
到
所
､
皆
母
敢
穿
｡窄

友

｡置
官
機
能
害
人

･
馬
牛
者
､
難
未
有
殺
傷
也
､
耐
鵠
隷
臣
妾
｡
殺
傷
馬
牛
､
輿
盗
同
法
｡
殺
人
'
棄
市
｡

傷
人
'
完
烏
城
旦
呑
｡
(二
五
1-
二
簡

(田
律
))

諸
馬
牛
到
所
､
母
散
｡穿
｡穿
｡及
｡置
｡官
｡機
能
害
人
E
dEg
人
馬
牛
者
ESjEg
難
未
有

殺
傷
殴

(也
)､
柴
二
甲
｡
殺
傷
馬
Eg
Ej
輿
爵
盗
ESjEg
[殺
]
人
､
寿
烏
城

旦
春
｡
傷
人
､
購
耐
｡
(龍
繭
秦
簡
一
〇
三
～
九
)

3願E

な
ど
で
あ
る
｡
全
-
同
内
容
'
同
趣
旨
の
候
文
で
は
な
い
が
､
秦
律
に
起
源
を
持

つ
も
の
と
み
て
よ
か
ろ
う
｡
た
だ
し
秦
蘭
に
頻
見
す
る

｢臣

妾
｣
の
語
が
'
《
二
年
律
令
》
中
に
は
刑
罰
名
で
あ
る

｢隷
臣
妾
｣
を
例
外
と
し
て
一
切
見
ら
れ
ず
､
代
わ
り
に

｢奴
蝉
｣
の
語
が
用
い
ら
れ
る
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な
ど
､
用
語
法
が
改
め
ら
れ
て
い
る
部
分
も
あ
る
｡

3型E

一
方
､
比
較
的
新
し
い
候
文
を
探
す
な
ら
､
新
成

･
豪
州

･
園
陰
な
ど
悪
帝
時
に
新
設
さ
れ
た
願
名
が
見
え
る
秩
律
の
諸
候
が
ま
ず
挙
げ
ら

れ
る
｡
ま
た
後
述
す
る
と
お
り
､
｢呂
宣
王
｣
の
境
が
見
え
る
具
律

(八
五
簡
)
は
呂
后
元
年
以
降
の
制
定
で
あ
ろ
う
し
､
｢魯
王
｣
に
つ
い
て
記｢‖｣

さ
れ
た
津
闘
令
の
候
文

(五
二
〇
闇
な
ど
｡
五
二
〇
筒
に
は
｢廿
二
｣
と
い
う
通
し
番
窮
が
ふ
ら
れ
て
い
る
O)
も
､
呂
后
時
期
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

津
閲
令
に
収
め
ら
れ
た
､
原
詔
敏
の
形
式
を
と
ど
め
た
諸
候
文
に
は
通
し
香
坂
と
思
し
き
も
の
が
振
ら
れ
て
お
り
､
そ
の
順
番
に
配
列
さ
れ
た

樺
文
を
眺
め
て
い
る
と
､
｢廿

〓

候
以
降
､
｢相
国
｣
が
姿
を
消
し
て
､
代
わ
り
に

｢丞
相
｣
が
現
れ
る
｡
通
し
香
坂
が
時
代
順
に
振
ら
れ
た

｢';i)

も
の
で
､
か
つ
こ
う
し
た
呼
稀
の
埜
化
が
恵
帝
時
の
改
構
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
､
｢廿

l
｣
候
以
降
は
確
賓
に
恵
帝
期
の
詔
敏
と
い
う

こ
と
に
な
る
｡

こ
れ
ら
諸
候
文
の
全
健
に
輿
え
ら
れ
た
題
が

｢
二
年
律
令
｣
な
い
し
は

｢律
令
二
十
□
種
｣
と
い
う
呼
稀
で
あ
る
｡
そ
の
書
題
に
記
さ
れ
た

｢
二
年
｣
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
'
大
き
-
分
け
て
二
つ
の
誼
が
あ
る
｡

『張
家
山
』
に
附
さ
れ
た
整
理
中
組
の
注
樺
を
は
じ
め
､
ほ
と
ん
ど
の
論
者
が

｢
二
年
｣
を
呂
后
二
年
と
理
解
す
る
｡
そ
の
最
も
大
き
な
論
接

は
､
具
律
に
配
列
さ
れ
た
左
の
候
文
'

呂
宣
王
内
孫

･
外
孫

･
内
耳
孫
玄
孫
､
諸
侯
王
子

･
内
孫
耳
孫
､
徹
侯
子

･
内
孫
有
罪
､
如
上
造

･
上
道
妻
以
上
｡
(八
五
簡
)

で
あ
る
｡
｢呂
宣
王
｣
と
は
呂
后
元
年

(前
1-7
)
に
呂
后
の
父
に
輿
え
ら
れ
た
専
競
で
あ
る
か
ら
､
こ
の
法
令
集
の
成
立
年
代
は
こ
の
年
以
降
､
と

い
う
理
屈
に
な
る
｡
ま
た
二
四
七
競
墓
出
土
の
暦
譜
は
高
租
五
年

(前
2
)
に
始
ま
っ
て
'
呂
后
二
年

(前
ー
)
に
終
わ
り
t
か
つ
恵
帝
元
年

(前

1-4
)
に

｢六
月
病
免
｣
と
書
き
込
ま
れ
て
い
る
｡
こ
れ
か
ら
さ
ほ
ど
隔
た
ら
ぬ
時
期
に
墓
壬
が
他
界
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
'
｢
二
年
｣
と
は
呂
后

(柑)

二
年
で
し
か
あ
り
得
な
い
｡
陳
耀
鈎

･
閣
頻
両
氏
の
論
文
は
'
こ
れ
ら
に
加
え
て
左
記
の
よ
う
な
事
賓
を
指
摘
し
､
呂
后
二
年
説
を
補
強
す
る
｡

①

景
帝
の
諒

(啓
)
を
避
け
な
い
｡
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②

肉
刑
が
多
数
見
ら
れ
'
従

っ
て
文
帝
十
三
年
の
肉
刑
廃
止
以
前
の
も
の
で
あ
る
｡

③

鏡
の
盗
錆
が
禁
じ
ら
れ
て
お
り
'
従

っ
て
文
帝
五
年
に
盗
錆
鏡
令
が
除
か
れ
る
以
前
の
も
の
で
あ
る
｡

④

連
坐
規
定
が
見
え
､
従

っ
て
文
帝
元
年
の
収
幣
法
廃
止
以
前
の
も
の
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
論
接
の
う
ち
､
避
講
に
つ
い
て
附
言
し
て
お
-
と
'
《
二
年
律
令
》
の
な
か
で
は
景
帝
は
お
ろ
か
恵
帝

(義
)
･
呂
后

(稚
)
･
文
帝

(檀
)

の
韓
も
避
け
ら
れ
て
い
な
い
｡
避
辞
し
て
い
な
い
候
文
が
高
租
期
､
な
い
し
は
そ
れ
以
前
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
､
そ
の
と
き
の
用
字
が
恵
帝

期
以
降
も
踏
襲
さ
れ
績
け
て
い
た
可
能
性
も
確
か
に
残
る
｡
だ
が

｢満
｣
｢常
｣
な
ど
代
わ
り
の
字
が
使
用
さ
れ
て
い
る
形
跡
も
な
く
､
そ
も
そ

も
避
諒
が
厳
密
に
行
わ
れ
て
い
た
の
か
､
そ
れ
自
髄
が
疑
わ
し
い
｡

(!;)

l
方
､
ひ
と
り
張
建
国
氏
は
高
租
二
年
説
を
唱
え
ら
れ
る
｡
そ
の
基
盤
に
あ
る
の
は
､
高
耐
二
年

(前
2-5
)
に
粛
何
が
闘
中
に
お
い
て

｢法
令

3雌E

約
束
を
為

っ
た
｣
と
い
う
記
事
を
'
粛
何
に
よ
る
律
令
の
編
纂
と
み
な
す
理
解
で
あ
る
｡
粛
何
の
法
令
が
そ
の
後
も
遵
守
さ
れ
た
と
い
う
記
事

な
ど
を
念
頭
に
置
き
､
張
氏
は

｢
二
年
｣
が
呂
后
二
年
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
を
読
-
｡
そ
し
て

《
二
年
律
令
》
内
に
高
租
二
年
以
降
の
法
令

が
含
ま
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
､
そ
れ
を
改
訂

･
附
加
さ
れ
た
候
文
と
し
て
説
明
す
る
｡

こ
れ
ら
二
説
の
う
ち
'
張
氏
の
高
阻
二
年
説
は

《
二
年
律
令
》
が
国
家
的
な
編
纂
物
で
､
そ
の
編
纂
の
年
に
ち
な
ん
で
名
付
け
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
と
い
う
理
解
の
上
に
立

っ
て
い
る
｡
氏
の
所
説
が
成
立
す
る
た
め
に
は
､
①

粛
何
の
作
成
し
た
法
令
集
が
全
国
に
流
布
し
て
い
た
こ

と
'
そ
し
て
②

張
家
山
か
ら
出
土
し
た
も
の
が
そ
の
寓
L
で
あ
る
こ
と
､
の
二
鮎
が
確
か
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
ま
た
③

｢
二
年
｣
と
い
う

の
が
法
典
編
纂
の
年
で
あ
る
､
と
す
る
の
も

一
つ
の
傾
定
で
あ
る
｡

一
個
人
の
墓
か
ら
出
土
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
鮎
か
ら
考
え
始
め
る
な

ら
､
｢
二
年
｣
と
い
う
の
は
書
寓
し
た
年
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
し
､
蓄
積
さ
れ
て
い
た
法
令
を
某
二
年
の
時
鮎
で
整
理
し
た
も
の
t
の
謂
で
あ

る
か
も
し
れ
な
い
｡
張
氏
は
①
②
③
の
侶
定
候
件
を
自
明
の
も
の
と
し
て
論
護
の
対
象
と
せ
ず
､
そ
こ
に
危
う
さ
が
感
じ
ら
れ
る
｡

結
局
､
大
方
の
論
者
が
述
べ
る
と
お
り
'
呂
后
二
年
説
が
安
富
で
あ
ろ
う
｡
各
候
文
の
う
ち
成
立
年
代
が
推
測
で
き
る
も
の
を
求
め
て
ゆ
く
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3耶爪

と
'
呂
后
二
年
以
降
の
成
立
で
あ
る
と
断
言
で
き
る
も
の
が
ー

ひ
と

つ
の
例
外
を
除
い
て
ー

見
あ
た
ら
な
い
こ
と
も
こ
の
説
を
支
持
す

る
｡た

だ
し
呂
后
二
年
誼
も
､
論
護
が
難
し
い

一
つ
の
個
定
の
上
に
成
り
立

っ
て
い
る
｡
そ
れ
は

《
二
年
律
令
》
に
収
め
ら
れ
た
候
文
が
､
い
ず

れ
も
某
二
年
の
時
鮎
に
お
い
て
存
在
し
､
か
つ
効
力
を
持

っ
て
い
た
法
令
で
あ
る
､
と
い
う
償
定
で
あ
る
｡
も
し
も
張
氏
の
よ
う
に
､
某
二
年

(rTTIJ

以
降
に
追
加
さ
れ
た
候
文
も
含
ま
れ
て
い
た
と
み
る
な
ら
ば
､
あ
る
い
は
逆
に
､
す
で
に
死
文
化
し
た
候
文
が
依
然
と
し
て
含
ま
れ
て
い
た
と

す
る
な
ら
ば
､
｢
二
年
｣
は
呂
后
二
年
に
限
定
さ
れ
な
い
｡
候
文
の
成
立
年
代
を
考
謹
し
て

｢
二
年
｣
を
比
定
す
る
作
業
日
健
､
ほ
と
ん
ど
意
味

を
な
さ
な
い
こ
と
に
な
る
｡

筆
者
自
身
は

《
二
年
律
令
》
と
い
う
書
題
の
乗
源
に
つ
い
て
､
詔
敵
が
年
次
ご
と
に
括
ら
れ
て
官
府
に
保
存
さ
れ
て
い
た
事
賓
と
結
び
つ
け
､

3矧E

解
樺
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
る
｡
そ
う
し
た
想
定
に
従
う
な
ら
ば
､
や
は
り

《
二
年
律
令
》
に
収
め
ら
れ
た
候
文
は
某
二
年
昔
時
に
お
い
て

通
行
し
て
い
た
法
令
と
見
な
す
は
か
な
か
ろ
う
｡
候
文
の
成
立
年
代
を
鑑
み
て
､
呂
后
二
年
説
を
と
る
所
以
で
あ
る
｡

以
上
､
《
二
年
律
令
》
の
素
性
や
性
格
に
つ
い
て
若
干
の
解
説
を
試
み
た
｡
と
は
い
え
､
解
題
と
は
名
ば
か
り
で
､
不
明
な
鮎
､
不
確
定
な
鮎

を
述
べ
連
ね
た
に
過
ぎ
な
い
｡
だ
が

一
個
人
の
墓
か
ら
出
土
し
た
ま
っ
た
-
新
出
の
史
料
を
'
前
漢
法
制
史
に
関
す
る
わ
ず
か
ば
か
り
の
典
籍

史
料
か
ら
解
説
し
よ
う
と
す
る
と
､
ど
う
し
て
も
強
引
な
侶
定
の
う
え
に
個
定
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
｡
そ
う
し
た

｢解
説
｣

が
危
う
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
､
張
氏
の
所
説
へ
の
反
論
に
お
い
て
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
｡
い
か
に
多
-
の
こ
と
が
分
か
っ
て
い
な
い
の
か
､

こ
の
こ
と
を
改
め
て
噛
み
し
め
､
《
二
年
律
令
》
諸
法
稿
作
成
の
出
費
鮎
と
し
て
お
き
た
い
｡

注(-

)
剃
州
地
区
博

物館
｢江陵張
家
山三
座
漢
墓
出
土
大

批
竹
筒
｣(『
文
物
』

一
九
八

五
年
第

一
期
)

､張
家
山漠
墓
竹
筒整
理

小
粗
｢江
陵

張
家
山漢

簡

概
述
｣
(同
)
0

(-
)
剃
州
地
匿
博
物
館

｢江
陵
張
家
山
繭
座
漢
墓
出
土
大
批
竹
筒
｣
(『文
物
』

一
九
九

二
年
第
九
期
)
｡
こ
の
簡
報
は
墓
の
編
髄
を

l
二
七
､
1
三
六
と
番
表
し
た
が
'
こ

れ
は
そ
れ
ぞ
れ
三
二
七
､
三
三
六
の
誤
り
で
あ
る
｡
李
挙
動

｢江
陵
張
家
山
二
四
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(9
)

姐Ⅷ
四

七
競
漠
律
竹
筒
に
つ
い
て
｣
(大
庭
備
編

『漠
簡
研
究
の
現
状
と
展
望
』
(関
西
大

学
出
版
部
))
は
こ
の
誤
り
を
訂
正
す
る
｡

注

(-
)
に
引
い
た
別
州
地
匝
博
物
館
の
簡
報
は
､
《
二
年
律
令
》
を

｢呂
后
二
年
｣

の
も
の
と
し
た
上
で
'
悪
帝
六
年
に
墓
主
は
病
免
し
て
い
る
こ
と
か
ら
､
こ
の
法

令
集
は
墓
主
の
職
務
と
は
直
接
は
関
係
し
な
か
っ
た
と
推
測
し
､
｢学
者
｣
説
を
堤

示
し
て
い
る
｡

注

(-
)
前
掲

｢江
陵
張
家
山
三
座
漢
墓
出
土
大
批
竹
筒
｣
'
七
～
八
頁
｡

鳳
風
山
10
競
演
墓
の
規
模
'
出
土
品
に
つ
い
て
は
長
江
流
域
第

二
期
文
物
考
古

工
作
人
員
訓
練
班

｢湖
北
江
陵
鳳
風
山
西
漠
番
掘
簡
報
｣
(『文
物
』

一
九
七
四
年

第
六
期
)
参
照
｡

彰
浩

『張
家
山
漢
簡

《算
数
書
》
註
樺
』
(科
挙
出
版
社
'
二
〇
〇
1
)､
二
頁
.

其
軽
枚

･
越
城

･
博
戯

･
借
侶
不
廉

･
淫
移

･
職
制
以
薦
稚
律

1篇
｡
(『青
書
』

刑
法
志
)

早
相
田
大
学
蘭
島
研
究
含

｢張
家
山
第
二
四
七
碗
漢
墓
竹
筒
諾
注

(
1
)｣
(『長
江

流
域
文
化
研
究
所
年
報
』
創
刊
戟

二
〇
〇
二
)
の
解
題
'
垂
近
啓
樹

｢『張
家
山

渓
墓
竹

〔二
四
七
鱗
茎
〕』
の
刊
行
に
よ
せ
て
｣
(『
日
本
秦
漠
史
撃
合
食
報
』
第
三

競
､
二
〇
〇
二
)
な
ど
｡

富
谷

至
｢酉
泰
始
令
へ
の
道
-
第

l
部

秦
漢
の
律
と
令
｣
(『東
方
学
報
』
京

都
七
二
､
二
〇
〇
〇
)'
陶
安
あ
ん
ど

｢法
典
編
纂
史
再
考
-
漠
篇

‥
再
び
文
献
史

料
を
中
心
に
据
え
て
｣
(『東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
紀

要
』

一
四
〇

二
〇
〇

〇
)'
滋
賀
秀
三

『中
国
法
制
史
論
集

法
典
と
刑
罰
』
(創
文
社

二
〇
〇
三
)

第
一章
｢法
典
編
纂
の
歴
史
｣｡

注

(3
)
で
示
し
た

｢撃
者
｣

説
に
従
っ
て
､
《
二
年
律
令
》
は
賓
務
の
た
め
の
マ

ニ
ュ
ア
ル
で
は
な
-
､
法
律
研
究
の
封
象
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
な
ら
'
江
陵
願
と

無
関
係
の
候
文
ま
で
収
集
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
何
の
不
思
議
も
な
い
｡

宮
宅

潔

｢漠
令
の
起
源
と
そ
の
編
纂
｣
(『中
国
史
学
』
第
五
巻
'

一
九
九
五
)'

一
二
〇
～

一
二

一
頁
'
お
よ
び

一
二
四
頁
｡

《
二
年
律
令
》
中
の
戦
国
秦
か
ら
継
承
さ
れ
た
候
文
に
つ
い
て
は
'
山
田
勝
芳

｢張

家
山
第
二
四
七
競
漠
墓
竹
簡

｢
二
年
律
令
｣
と
秦
漠
史
研
究
｣
(『
日
本
秦
漢
史
撃

合
合
報
』
第
三
耽
､
二
〇
〇
二
)
が
い
-
つ
か
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
｡

(1
)

『漢
書
』
地
理
志
に
よ
る
と
新
威
嚇

(河
南
郡
)
･
塞
州
嚇

(北
地
郡
)
は
悪
帝
四

年

(前
1-1
)､
固
陰
願

(西
河
郡
)
は
五
年

(前
1-0
)
に
新
設
さ
れ
た
｡

(14
)

高
后
元
年
､
魯
元
太
后
蓑
｡
後
六
年
､
宣
平
侯

(張
)
敷
復
責
｡
呂
太
后
立
敦
子

償
薦
魯
王
｡
(『漢
書
』
張
耳
博
)

魯
園
｡
故
秦
醇
郡
'
高
后
元
年
薦
魯
園
､
展
琢
州
｡
(『漢
書
』
地
理
志
)

初
置
魯
固
｡
(『史
記
』
漢
興
以
束
諸
侯
王
年
表

恵
帝
七
年
傑
)

(15
)

高
帝
即
位
､
置

1
丞
相
､
十

1
年
更
名
相
囲
､
緑
綬
｡
孝
志

･
高
后
置
左
右
丞
相
'

-
(『漢
書
』
百
官
公
卿
表
上

岡
下
の
表
で
は
恵
帝
六
年
に
相
図
に
代
え
て
左
右

丞
相
が
置
か
れ
て
い
る
)

(16
)

陳
耀
鈎

･
閣
頻

｢江
陵
張
家
山
渓
墓
的
年
代
及
相
関
問
題
｣
(『考
古
』

一
九
八
五

年
第

一
二
期
))

(17
)
張
建
国

｢試
析
漠
初
〟

約
法
三
幸
″
的
法
律
致
カ
ー
兼
談

〟
二
年
律
令
〟
輿
粛
何

的
関
係
｣
(原
載

『法
学

研
究
』
一九

九
六
年
第

一
期
t
の
ち

同

『帝
制
時

代
的
中

図
法
』
(法
律
出
版
社
､

一
九
九
九
)
に
収
録
｡)

(18
)

漢
二
年
､
漢
王
輿
諸
侯
撃
楚
'
何
守
閲
中
､
侍
太
子
､
治
棟
陽
｡
薦
法
令
約
束
～

立
宗
廟
敢
稜
宮
室
願
邑
'
純
奏
上
､
可
､
許
以
従
事
｡
即
不
及
奏
上
'
概
以
便
宜

施
行
'
上
束
以
聞
｡
(『史
記
』
粛
相
国
世
家
)

(
19

)

秩
律
に
は

｢南
陵
｣
と
い
う
麟
名
が
見
え

(四
五
七
簡
)'
こ
れ
は
文
帝
七
年

(前

1-3
)
に
新
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
整
理
中
組
は
こ
れ
を

｢着
陸
｣
の
誤
寓
と
す

る
｡
｢
二
年
｣
を
呂
后
二
年
と
み
る
立
場
か
ら
の
解
樺
で
あ
ろ
う
が
､
字
形
は
明
ら

か
に

｢南
陵

｣
で
あ
る
｡

(20
)

始
皇
帝
が
制
定
し
た
と
さ
れ
る

｢挟
書
律
｣
が
､
恵
帝
四
年
に
な
っ
て
か
ら
思
い

出
し
た
よ
う
に
厭
止
さ
れ
た
事
宴
な
ど
が
物
語
る
よ
う
に
､
秦
末
か
ら
漢
初
に
お

い
て
法
令
の
無
効
化
が
秩
序
正
し
-
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
｡

(21
)

注

(ll
)
前
掲
論
文
､

一
二
二
頁
｡
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