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,

曲兄
一言
口

苑

京

城

六

突

塵

に

就

い

て

黒

正

'

巖

朝
鮮
に
は
古

い
文
化
が
あ

っ
大
に
拘
に
ら
ず

、
今
日
旬
ほ
幼
稚
な
ろ
ボ

世
的
商
業
制
度
の
行
は
れ
て
居

ろ
こ
ピ
は
、
経
済
史

ギ
縄
濟
地
理
學

の
研
究

上
頗

ろ
興
味
あ
ろ
問
題
で
あ
ろ
。
私
に
豫
て
こ
の
方
面

に
注
意
な
排

っ
て
居
た
が
「
恰

も
碓
卑
の
夏
、
朝
鮮
銀
行
の
繧
濟
研
究
生

申、
し
て
朝
鮮
々
族

行
し
・
親
し
く
彼
地
の
商
業
制
度
郁
貴
兄
し
或
は
之
に
關
す
る
文
献
為
閲
識
す

る
こ
ε
が
出
来
た
。
當
時
私
の
研
究

の
中
心
に
朝
鮮
固
有
の
市
場
に

あ
っ
た
・
ビ
ユ
ッ
(
ル
昏

都
市
経
済
の
蓬

諾

す
う
に
寄

、
市
轡

常
設
商
業
ミ
は
相
籍

す
ゐ
あ

に
し
て
、
更

な
ろ
職
業
階
級
の
存

め

す

ゐ
所

に
は
市
場
の
必
要
な
く
、
市
場

の
在
る
所
、
そ
こ
に
に
商
人
の
必
要
に
な
い
ご
云

つ
索
。

然
ら
ば
朝
鮮
に
11
今
葡
ほ

一
千
以
上
の
原

始
的
な
定
期
市
が
存
続
し
、

一
年
の
服
喪
額

は
萱
億
圃
以
上
に
達
す
る
の
盛
大

な
見
る
所
以
に
常
設
商
業

の
な

い
た
め
で
あ

る
か
、
若
し
叉
多
少
な

　

リ

ピ
も
常
設
商
業
が
あ
り
ざ
す
れ
ば
之
ご
如
何
な
る
關
係
々
維
持
し

て
嶺
達
し
た
か
の
問
題
に
逢
着
し
、
遂

に
朝
鮮
に
於
け
ろ
常
設
商
業

の
典
型
ε

も
法

ふ
べ
春
京
城
六
突
臨

に
及

ら
だ
。
然
る
に
六
臭
臨
が
普
通
の
小
費
商

に
非
ず
し
て

、
そ
の
内
部
の
組
織
々
見
る
に
、
我
国
中
世
の
前
業

の
「
座
」

に
彷
彿
た
る
も

の
あ
り
・
.
.
從
て
ギ
ル
ド
の

一
種

ε
見
る
べ
き
黙
の
存
す
る
こ
ε
々
知

っ
た
。
六
突
臨
ご
市
場

ざ
の
關
係
に
就

い
て
11
他
日
に
ゆ
づ
り

藪
に
に
六
莫
隅

そ
の
も
の

㌧
本
質
な
明
に
し

、
ギ
ル
ド
や
「
浬

」こ
の
比
較
研
究

の
参
考

に
供
し
度

い
。

第

一
、

緒
.

言

ギ

ル
ド
の
制
度

は
経
済

良
工

に
於
て

、
否

、

説

苑

一局
い脳
⊥ハ
的矢
庸
困
に
就

い
て

吾

人

の
文
化
獲
展

の
過

程

に
於

て
重
要
な

る
意
義

を
有
す

る
。

第
十
二
巻

へ第
二
號

】
二
五
)

三
「
七

・

ロ
KarlBucher;dieEntstehungderVolkswirt=draft.1911.8AufLS.1.17.

ギ
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■

印

説

苑

京
城
六
突
陽
に
就
い
て

.

第
+
二
巻

(第
二
號

圏
二
六
)

三
天

ル
ド
制
度

が

チ

ュ
ー
ト

ン
民
族

の
間

に
最

よ
く
獲
達

し

、

ギ

ル
ド
な
る
文
字

が

チ

ュ
ー
ト
ン
系

の
諸
民
族

に
の
み

存

す

る
こ
ピ
は
諸
説

の

一
致
す

ゐ
所

で
あ

る
が
、
然

か
も

之
を

以
て

ギ

ル
ド
が

チ

ユ
ー
ト
.ソ
民
族
特
有

の
も

の

ε

断
ず

み
の
は
失
當

で
め
る
。

各
民
族

は
そ
の
吐
會
進

化

の
道
程

に
於

て
、

「
定

の
條
・件

を
有
す

れ
ば
必
ず

や

一
定

の
文
化
階
段

を
通
過
す

る
も

の
で
あ

る
。
左

れ
ば
他

の
諸

民
族

に
於

て
も
そ

の
時
期

ご
形
式

ε
こ
そ
多
少

の
差

異

幻
.

あ
れ
、
根
本
精

神

ご
本
質

ε
を
同

ふ
す

る
制

度

の
存
す

る
.は
自

然
で
あ
.る
。
然
ら
ば

日
本

や
支

那
や
朝
鮮

に
.こ
の

ギ

ル
下
制

が
あ

っ
た
か
、
如

何
な

る
時
代

に
登
達

し
た

か
、
如

何
な
る
形
式
を
以

て
見

は
れ
た
.か
、
之

れ
経

済
史

●

の
比
較
研
究

上
最
も
興
味
あ
り
且

つ
重
大
な
問
題
で
め
る
。

ギ

ル
ド
の
意
義
に
就
て
は
諸
説
必
し
も

一
致
し
て
居
な

い
。
幅
田
博
士
は
、
ギ
ル
ド
は
血
族
團
艦
の
崩
壊
し
地

域
團
膿

の
建
設
未
だ
強
固
な
ら
ざ
る
中
間
の
時
期

に
於
て
、

一
方
に
は
血
族
團
膿

の
精
神
を
紹

ぎ
、
他
方

に
於
て

の

地
域
團
腱
の
先
願
た
る
べ
き
過
渡
制
度

ε
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
ざ
論
せ
ら
れ
だ
。
こ
の
説
の
當
否
は
暫
く

を

措
き
、
そ
の
起
原
を
見
る
に
成
立
の
要
素
を
な
し
だ
る
も
の
は
宗
教
の
力
で
あ

っ
だ
。
チ

ュ
ー
ト
ン
民
族

の
ギ
μ

ド
は
そ
の
初
「
祭
祀
に
方
り
て
飲
食
す
る
だ
め
の
寄
合
で
あ

っ
た
の
が
共
同
生
活
の
團
結
ε
な
り
-、
飲
食
結
肚
た

る
の
賢
を
失

つ
π
後
も
街
ほ
ギ
ル
ド
ご
崇
漱

ε
は
密
接
の
關
係
を
維
持
し
、
共
同
保
護

の
必
要
上
助
を
宗
激
に
籍

・

つ
た
。
叉
英
國
に
も
古
く
か
ら
宗
激
的
ギ
ル
ド
が
存
在
し
た
。
乍
併
十
二
世
紀
以
前

に
は
井
泉
撤
的
殊

に
商
工
業

の
ギ
ル
ド
は
殆
ご
勢
力
が
な
く
、
そ
の
後
に
な

っ
て
先
づ
商
人

ギ
ル
ド
か
勃
興
し
次
で
工
業
ギ

ル
ド
が
獲
達
し
た

の

の
で

あ
る
。

.

我

国
中

世

の
座

が
ギ

ル
ド

の
.一
種

で
あ

る

こ
ε
は

一
般

に
認

め
ら

る

る
所

で
あ

る
。
座

な
る
文
字

の
最
初

に
丈

2)
3)
4)
5)

cf.H.B.Morse;ThegildsofChinasgog.London.

稲 田徳 三 博 士;郷 濟 學 研 究後 編p.Io8.
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輻 田 輻士 縄 濟 學 研 究 後 編pp.co6.114.
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献

に
見

は
れ
た
の
は
庭
訓
往
来
の
藝
才
七
座
之
店
で
あ
ら
う
、
こ
の
重
日
は
元
弘
四
年
即
ち
西
紀

=
二
三
四
年
の
作

ε
稠
せ
ら
る
、
が
故

に
、
十
四
五
世
紀

に
英
國
に
存
在
し
た

Ω
ま
露
旨
。
苫
p§

す

ε
暑
ぼ
そ
の
期
を
同
う
す
る
。

足
利
時
代
に
な
っ
て
座
は
非
常
な
る
獲
達
を
遂
げ
商
工
業
上
有
力
な
る
團
艦
ざ
な

っ
た
。
欧
洲

の
ギ
ル
ド
が
纒
濟

上
の
團
鵠
ε
な

っ
た
時
に
は
宗
教
ε
の
欄
係
は
頗

る
疎
遠
に
な
り

團
艦
の

自
力

に
よ
っ
て

活
動

し
た
の
で
あ
る

が
、
我
国
の
座
は
純
灘
北
の
團
鵬

で
め
り
乍
ら

一
見
宗
激
的
團
騰

で
あ
る
か
の
魏
が
あ
る
、
例

へ
ば
砥
園
執
行
日

記

に
見
ゆ
る
綿
塵
小
袖
座
や
、
稲
田
博
士
の
経
済
學
研
究
に
列
翠

さ
れ
た
種
々
の
座
や
、
三
浦
博
士
の
座
に
閲
す

の

る
研
究
中
の
江
州

の
座
等
は
、
多
く
肚

寺
ご
密
接
な
關
係
を
保

っ
て
居

る
。
乍
併
載
國
の
商
工
業
の
座
も
鰍
洲

の

.

・
商
工
業

ギ
ル
ド
ε
同
じ
く
己
に
そ
の
成

立
の
根
本
的
條
件
`
し
て
宗
激
を
必
要
ざ
し
π
の
で
は
な
く
輩

し
座

の
利

益
擁
護

の
だ
め
に
之
虚
聞
係
を
結

ん
だ
の
で
あ

っ
て
本
質
上
.
宗
激
的
ギ

ル
ド
置
匠
別
す

べ
き
で
あ
る
。
只
弦

に

注
意
す

べ
き
は
商
工
業
の
座

が
嚢
達
す

る
以
前
に
此

の
如

き
團
騰
を
形
成
す

べ
き
思
想
の
朋
芽
が
存
在
し
て
居
た

こ
ε
で
あ

る
。
大
賢
命
が
魯
の
郷
飲
酒
之
禮
に
倣

っ
て
群
飲

の
制
を
設
け
、
春
季

に
所
年
祭
を
行

ふ
て
群
欲
し
て

ロ

む

む

居

だ
が
後

に
は
春
秋

二
季

に
村
肚

を
祭

っ
て
群
欲

を

な

さ
し

め
た

、
今

日
街

ほ
我
国

の
農
村

に
當
屋

ご
禰
し
て
収

穫
後
氏
神

を
祭

っ
て
群

欲

し
て
居

る
の
は
右

の
制
度

が
そ

の
ま

、
に
遺

っ
て
居

る
も

の
で
あ

っ
て
、
名

こ
そ
座

ε

い
は
な

い
が
そ

の
精
神

ε
す

る
所

は
宗

漱
的

ギ

ル
ド

で
あ

る
。
我
國

の
群

飲

の
制

ご

チ

ユ
正
ト

ソ
民
族

の
飲
食
結

肚

ざ
を
思

ふ
時

、
感
興

を
催

さ
ざ

る
を

得

濾
。
我
国

の
座

が
そ

の
進
化

の
過

程

に
於

て

一
度
宗
敷

の
洗
薩
を
う

け

π

こ
ε
は
私

の
信
じ

て
疑

は

狙
所

で
あ

る
。

、朝

鮮

に
は
古
來
契

叉
は
都
中

ε
構
す

る
團

禮
及

び
六
実
塵

ε
稽
す

る
團
膿

が
み

る
が
、
之

が
果

し
て

ギ

ル
ド
で

観

苑

京
城
六
朶
幽
に
就
い
て

第
+
二
巻

(第
二
號

=
一七
)

三
「
九

6)

7)
8)
9)

同上P.141.

同上PP.160.164.

三 浦 周 行 匝士;日 本 法 制 史 之研 究.p・872.
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●

読

苑

京
城
六
実
嵐
阻に
就
い
て

第
十
二
巻

(第
二
號

一
二
入
)

三
二
〇

あ
を
か
否

か
に
つ
い
て
の
研
究
は
甚
少

い
。
幅
田
博
⊥
⊥
は
「
韓
国

の
経
済
組
織
ご
経
済
軍
位
」
な
る
論
文

に
於
て
前

者
を
以
て
ク
ラ
フ
ト
・
ギ
ル
ド
類
似
の
團
膿
な
り
こ
し

官
府
の
所
要
を
充
た
す
を
以
て

一
種
の
特
権
的
地
位
を
有

し
こ
の
特
椹
ざ
地
位
ざ
を
保
持
す

る
た
め
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
ε
説

か
れ
、
更
に
⊥
ハ
英
塵
を
論
じ
、
⊥ハ
突
塵
は

自
足
経
済
を
根
標
こ
し
物
品
牧
視
の
制
に
よ
る
韓
国
に
於
て
そ
の
特
殊

の
必
要
を
充
た
す
機
關
に
し
て
、
梢
商
塵

の
面
目
を
備

へ
、
そ
の
内
部
の
組
織
を
以
て
見
れ
ば

↑
種
の
ギ
ル
ド
で
あ
る
。
殊

に
封
建
制
の
完
成

よ
り
凍
る
経

済
上
の
獲
達
の
動
機
を
歓
ぐ
所
に
於
て
常

に
見
る
が
如
く
、
凋
立
自
裁
の
同
業
組
合

に
非
す
し
て
、
往
古
我
國
に

存
在
せ
し
座

(即
ち
凋
逸

の

○
σ
野
葬
①
[二
8
冨

H旨
巨
σq
)
ξ
全
然
同
じ
く
、
官
府

の
用
に
慮
す

べ
く
そ
の
命
を
う
け

.
そ
の
特
許
に
よ
り
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
、
即
ち
京
城
松
都
卒
壌
の
⊥ハ
実
慶
は
官
府
の
貢
進
物

の
買
萱
を
業
ε

す
る
御
用
商
人
に
し
て
多
大
の
特
権
を
有
す
る
商
店
を
設
け
官
府
所
要

の
物
資
を
供
給
し
、
そ
の
物
種
進
上
品
の

》

費
捌

の
こ
ε
に
當
る
も
の
で
あ
る
ご
説

か
れ
た
。
私
は
契

に
就

い
て
は
藪
に
深
く
論
及
し
な
い
が
そ
れ
が
殆
ご
朝

鮮
全
道
に
散
在
し
、
そ
の
成
立
の
原
因
や
機
能
も
⊥
ハ
尖
塵

ご
趣
を
異
に
し
叉
鋤
外
的
特
灌
を
有

せ
す
全
然
濁
立
自

裁

の
團
髄
で
あ
っ
て
輻
田
樽
士
の
諭
せ
ら
る
＼
所
ビ
多
少
相
違
あ
る
こ
蓬
を
注
意
せ
ら
れ
た
い
。
而
て
六
典
優
も

時
代
の
輕
過
す
る
に

つ
れ
て
、
そ
の
成
立
の
當
初
ε
は
大

に
攣
遷
し
て
居
る
.が
、
稲
田
博
士
は
を
の
内
部

の
組
織
に

つ
い
て
は
個
々
の
説
明
を
加

へ
ら
れ
す
只
當
時
の
京
城
領
事
館
通
鐸
生
大
浦
氏
が
博
士
に
奥

へ
た
簡
軍
な
る
由
来

を
示
さ
れ
て
居
る
に
す
ぎ
瀕
。
又
河
合
弘
民
氏
は
経
済
人
僻
書
に
於
で
大
奥
塵

の
辞
義
沿
革
外
形
的
組
織
に
つ
い

職

て
精
細
な
る
説
明
を
試
み
ら
れ
た
が
未

だ
そ
の
内
部
關
係
に
っ
き
て
は
少
し
も
論
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
故
に
私
は

⊥
ハ
奥
隈
の
本
質
を
明
に
す
る
の
資
料
ご
し
て
藪
に
そ
の
内
部
の
組
織
を

説
明
し
以
て
諸
先
生
の
叱
正
を
仰
が
ん
ε

10)

11)
12)

弱 国 陣士1経 済 學 研究 前 編.PP・135.136・137

纒濟 大 露 書P.845

同 上PP.183(12764,



「

わ

す

る
次
第
で
あ
る
。
由

る
所
の
文
献
は
圭
ざ
し
て
京
城
中
櫃
院
所
藏
の
調
査
書
類

で
あ
っ
て
"

之
は
嘗
て
大
奥
塵

の
部
員
た
り
し
者
に
質
問
し
併
せ
て
右
記
録
に
よ
っ
て
編
纂

さ
れ
た
も
の
で
さ
る
。
私
は
こ
の
調
査

書
を
脛
ざ
し

、参
考
書
を
緯

ε
し
て
記
述
し
て
見

よ
う
。

第

二
、

山ハ
臭
塵

の
意
義
及
沿
革

'

イ
、
六

突

塵

の
意

義

⊥
ハ
夷
墾
憶

域
は
六
法
比
座
乗
は
⊥
ハ
調
備
塵
を
い
ふ
、
を
の
辞
義
に
つ
い
て
は
諸
説

】
足
し
な

い
が
河
合
氏
の
説

に
よ
れ
ば
、
⊥
ハ
美
麗

は

ユ
ク
、
チ
ユ
、
イ
、
チ

ヨ
ソ
或
は

ユ
ク
、
チ

ユ
、
ブ
イ
、
チ

ヨ
ン
の
宛
て
字
に
し
て
文
字

そ
の
も
の
に
は
意
味
が
な
く
、
ユ
ク
、
チ

ユ
、
ブ
イ
、
チ
ヨ
ン
は
六
曹

の
塵

の
義

に
し
て
六
曹
の
御
用
達
を
す
る
商

塵
を

い
ふ
ε
あ
る
。
こ
の
外
、
突
は
股
に
し
て
株
を
意
味
す

る
ε
い
ぴ
或

は
首
長
を
意
味
し
、
叉
は
連
都
の
義
で

あ
る
ε
い
ふ
諸
説
が
あ
る
が
少
く
こ
も
そ
の
成
立
常
時
に
於
て
は
河
合
氏
の
説
の
如
く
解
縄
　す
る
の
が
正
賞
で
あ

る
。
併
し
乍
ら
後
に
述

べ
乃
様
に
六
実
塵
成
立
當
時
の
本
質
は
全
然
消
滅
し
、
輩
純
な
る
官
設
御
用
職
人
か
ら
禧
じ

て
專
萱
権

を
有
す
る
小
費
商
人
ご
化

し
、
,從
來
の
費
買
取
引
に
よ
る
官
府

へ
の
物
資

の
供
給
は
特
権

に
封
ず

る
納

税
ざ
な
り
、
御
用
商
人
は
納
税
團
禮
を
形
成
す
る
北
至

つ
π
。
藪
に
於
て
後
世
の
人
々
は
⊥
ハ
夷
塵
本
家
の
意
義
を

忘
れ
そ
の
貴
賓
か
ら
山
ハ奥
塵
を
解
し
、
⊥
ハ
株
の
專
費
椹
を
有
す
る
京
城
の
大
商
塵
を
総
桐
す

る
こ
ε
に
な
り
牽
強

附
會

の
読
が
遂

に
賢
際

ざ
合
致
彫
る
こ
ε
に
な

っ
た
、
即
ち
六
実
塵

に
臆
す
る
も
の
は
立
塵
(絹
布
)
白
木
塵

(木

綿
)
明
細
塵
(細
頚

)塵

(
脱
布
)紙
塵
魚
物
産

(乾
魚
撞
魚
)
及
び
鮭
塵

に
し
て
、
最
後
の
二
者
は
合

し
て

一
塵
ご

説

苑

京
城
六
実
饗

就

い
て

第
+
二
巻

(第
二
號

三

九
)

=
=
=

13)六 夷陰董に聞 する調 査.市 塵に關ず る調 査

M)脛 隣大僻書P.2764

薩 田博士.縄 濟畢研究前編P.135
15)朝 鮮産業誌P.607
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脱

苑

京
城
六
典
鴎
に
就

い
て

第
十
二
巻

(
第
二
號

一
三
〇
)

三
二
二

軸

な

る
。

こ
の
山
ハ
塵

は
甲

午
攣
革

常
時

の
隠

名
で
あ

る
が

、
然

し
萬
機

要
覧

や
毘円
邸
示
掌

の
示
す
所

に
よ
れ
ば

そ

の

種
目
を
異

に
す

る

の
み
な
ら
す

そ

の
敷

が
最
心

の
も

の

よ
り
も
多

い
、
之

れ

に
よ

っ
て
見
れ
ば
六
突

は
必
し
も
六

株
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
・
忌

明
で
あ
㌦
。
真

塵
の
内
、
白
木
羅

塵
及
び
蓮

は
各
所
・
麓

を
ぞ

之
を
在
寮
ξ
い
ひ
匿
名
を
冠
し
何
塵
在
家
ε
稽
し
旋
。

ア

コ

リ

へ

李
朝
時
代
に
は
六
突
匿
は
京
城

の
み
に
あ
っ
陀
、
各
塵
は
官
府
よ
り
專
質
の
特
罹
を
與

へ
ら

れ
各
々
都
中

ピ
禰

す
る
組
合
を
作
り
、
そ
の
組
合
員
た
る
部
員
の
み
が
各
自
の
塵

の
専
蟹
に
踊
す
る
.物
品
を
費
る
こ
嘘
が
出
家

る
。

ら

ヘ

サ

都
中
外
の
も

の
が
こ
の
特
権
を
侵
し
て
そ
の
專
費
品
を
賣
れ
ば
之
を
齪
塵
ざ
稽
し
、
特
権
を
侵
害

さ
れ
た
都
市
は

該
物
品
を
渡
牧
し
密
費
者
を
捕

へ
て
市
中
を
引
き
廻
は
し
之
を
刑

に
威
し
た
。

,

⊥
ハ
突
塵
は
右
の
如
く
特
権
を
有
す

る
代
り
に
重

い
義
務
を
負
撫
す
、
卒
市
署
の
支
配
を
う
け
、
王
室
に
必
要
な

ヤ

も

も

へ

あ

御
物

品
恩
命
冷
あ

る
毎
に
何
時
に
て
も
直
ち
に
上
納
せ
ね
ば
な
ら
組
、
こ
の
義
務
を
奉
公
投
文
は
国
役
`
い
ふ
、
後

に
は
役
所
の
要
品
を
も
上
納
す

る
の
義
務
を
加

へ
ら
れ
π
。
上
納
は
形
式
上
質
買
で
め
る
け
れ
こ
も
實
質
は
全
然

納
税
で
あ
っ
て
そ
の
債
格
は
殆
ご
無
償

に
近

い
廉
償
で
あ
る
。
斯
の
如
く
萱
買
の
形
式
を
持
縛
す

る
の
は
六
典
塵

の
起
原
に
基
く
所
で
あ
る
。
更

に
人
宿
が
容
啄
し
て
利
和
貪
り
⊥ハ
突
塵
の
負
撚
は
〕盆
々
加

へ
ら
れ
た
が
こ
の
負
推

は
軈
て
凋
占
椹
に
よ
っ
て

一
般
民
衆

に
韓
嫁
さ
れ
猫
占

の
弊
は
愈
々
助
長
さ
れ
た
。

ヘ

へ

次
に
六
突
塵
の
販
費
す

る
物
品
を
見
る
に
、
朝
鮮
凾
内
に
崖

下
る
も

の
は
客
主
の
手
よ
り
仕
入
れ
直
接

に
生
産

者

か
ら
購
入
す
る
こ
ご
は
始
こ
な
い
、
立
塵
の
販
費
す

る
絹
布
類
の
内
、
支
那
絹
は
朝
鮮

の
使
臣
が
支
那
か
ら
將

旅
し
た
も
の
を
挑
ひ
う
け
、
或
は
こ
の
使
臣

の
随
.員
ε
し
て
塵
中
か
ら
部
員
を
派
遣
し
て
直
接

に
輸
入
し
た
、
又

16)金 集漢長大莫廃 に聞す ろ調査

17)橘 田藩士松 都平 壌に もあ みかの如 く説 かれたけれ ζも私 ば その文献な見 ろ こεが

出来 なかった

18)縄 濟大錨書p.1832・ 参照



赫

都
員
で
は
な
い
が
客
引
を
専
書

す
る

一
種
の
階
級
が
め
つ
て
帯
屋

頭
を
彷
㌫
し
客
を
訓
蒙

っ
て
饗

の
世

話
を
な
し
、
取
引
が
成
立
す
れ
ば
部
員
か
ら
幾
分
の
口
銭
を
貰
ひ
そ
の
管
業
を
補
助
す
.る
も
の
が
あ

っ
た
乙
い
ふ
。

註

客
主
ε
客
引
`
は
大
に
異
る
、
注
意
を
要
す
る
。

口
、
六

夷

塵

の

沿

革

富
城
⊥
ハ
美
麗

の
萌
芽
は
之
を
高
麗
新
時
代

に
求
む
る
こ
ご
が
出
来
る
、
始

れ
ご
も
⊥
ハ
典
麗
な
る
名
組
…が
そ
の
時

代
に
用
ひ
ら
れ
た
か
ご
　
か
記
録
の
徴
す
べ
き
も
寮

な
い
。
高
麗

に
ゴ
れ
ば

「熈
宗
四
年
(晒
翠

二
)秋
宵

丁
未
、
改
瞥
太
市
、
左
右
長
廊
白
鷹
化
門
至
十
字
街
、
凡

一
千
八
撚

、
果
決
廣
化
門
内
、
構
大
倉
南
廊
迎
嚇
門
等
.

七
十
三
磁
」
.ざ
あ
る
。
長
廊
は
官
設
の
商
塵
長
屋
の
謂
に
し
て
京
城
鐘
路
の
行
廊
f
}同

一
の
も
の
で
あ

る
。
一口阿
魔

亡
び
て
.こ
の
制
度
は
開
城
よ
り
京
城
に
移

っ
た
、
蓋
し
官
府
の
御
用
商
人
が
首
都
に
赴
《
の
は
當
然
で
あ
る
。

京
城
六
突
塵
は
、
市
塵
調
査
記
録
の
ロ
傳

に
よ
れ
ば
、
李
朝
太
祖
が
京
城

量

都
し
た
時
、
需
庭
從
業
者
も
浜

に
開
城

か
ら
京
城
に
移
轄
し
水
門
洞
附
近
〔
光
化
門
前
)
に
廛
鋪
を
設
け
し
が
後
鐘
踏
貫
鐵
洞

に
移

っ
た
ε
い
ふ
。

増
補
文
献
備
考
市
鵬
考
に
は

「
定
宗
元
年

(姻
襯
↑
三
)
始
置
市
塵
、
左
右
行
廊
八
百
飴
間
、
自
憲
政
橋
至
千
島
箱
宮

洞
口
」

ε
あ
る
。
按
ナ
る
に
悪
政
橋
は
今
の
光
化
門
郵
便
局
前
の
橋

に
し
て
之
よ
り
以
東
は
鐘
路
目
抜
き
の
通
で

め
る
。
今
日
鐘
路
を
歩

め
ば
必
ず
や
道

の
両
側
に
鐘
路
猫
特
の
建
築
を
見
る
で
あ
ら
う
、
之
れ
山ハ
ム失
産

の
遺
物
で

あ
る
。

惟

ふ
に
山
ハ
奥
塵
設
立
の
動
機
に
王
室

の
所
要
を
充
た
す
御
用
商
人
を
お
く
に
あ

っ
た
が
軈
て
專
萱
の
濁
占
灌
を

.

握
b

一
般
の
小
菅
を
主
眼
こ
す
る
に
至

っ
た
、
宮
中
府
中

へ
の
用
達
は
萱
買
取
引

の
資
質
を
失
ひ
、
專
萱
擢
に
封

説

苑

京
城
六
夷
・鴎
に
就
い
て

第
十
二
巻

〔第
二
號

　
.三
一
)

三
二
三 19)東 園通鑑巻二 十九

20)中 櫃院編纂課長文學士小田省吾氏説



説

苑

京
城
六
臭
幽
に
就

い
て

、

第
†
二
巻

(第
二
號

;

=
[)

三
二
四

す
る
羅

ε
化
し
、
設
立
當
時
の
大
奥
響

は
大
に
異
る
も
響

な
っ
た
。
甲
午
肇

の
際
(栖
撃

八
塞

公
役
も

特
権
も
廃
止
せ
ら
れ
、
爲
め
に
都
中
は
非
常
な
る
困
難

に
陥

っ
た
が
終

に
普
通
の
小
萱
商
人
こ
な
り
依
然
ざ
し
て

京
城
商
業
界
の
中
.心
勢
力
を
維
持

し
て
居

る
。

第
三
、
六

突

塵

の
組

織
.

⊥
ハ
奥
塵
は
當
初
御
用
商
人

の
團
膿
で
あ

っ
だ
の
が
後
に
は
特
権
を
有
す

る
小
費
商
人
の
團
驚
ご
な

っ
た
こ
ξ
は

前

に
屡

々
脱

い
だ
が
、
併
し
こ
の
團
禮
は
六
塵
合
し
て

一
の
経
済
単
位
を
な
す
も
の
で
な
く
、
客
座
は
全
然
濁
立

し
て
別
個
の
專
質
権
を
有
し
叉
別
々
に
都
中
を
組
織
し
て
居

る
、
六
実
塵

は
軍
に
專
費
椹
を
有
す
る
商
塵
を
翻
し

た
に
す
ぎ
、訟
、
我
国
の
藝
才
七
座
之
店
ε
い
ふ
に
同
じ
て
あ
ら
う
。
且

つ
塵
ご
は
各
部
員
の
謄
業
所
為
膿
を

一
膿

ざ
し
て
名
け
π
物
的
設
備
で
あ

っ
て
、
こ
の
設
備

を
所
有
す
る
も

の
は
郷
中
こ
い
ふ
人
的
結
合
で
あ
る
。
而
て
こ

の
都
中
な
る
組
合
に

一
定
の
手
績
に
よ
っ
て
加
入
し
だ
る
者

の
み
該
圏
内
特
定
の
塵
房
に
於
て
警
乗
す

る
こ
ε
が

出
家
る
。
敢
に
私
.は
大
奥
塵

を
物
的
設
備
ご
人
的
結
合
π
る
都
中

ご
に
分

っ
て
述

べ
よ
う
。
春
慶

に
關
し
て
の
資

料

は
不
幸
に
し
て
私
の
手

に
入
ら
な
か
っ
た
か
ら
圭
ε
し
て
市
塵

の
調
査
書
に
よ
っ
た
、
併

し
布
塵
は
鮮
人
の
置

く
愛
用
す
る
所

の
麻
布
の
販
費
塵
で
あ
る
か
ら
之
に
よ

っ
て
大
禮
を
推
す
.こ
ご
が
出
凍
る
ご
思

ふ
。

イ
、
外
形
的
組
織
(物
的
設
備
)

一

塵

房

の

構

造

く

今
日
京
城
の
鑓
路

に
存
す

る
六
実
塵

の
遺
物
は
三
十
年
前

に
再
建
さ
れ
た
も

の
で
め
る
が
、
そ
の
構
造

は
琶
來

購



の
も

の

ご
略

ほ
同

一
で
あ

る

ご
い
ふ
。

之
は
朝
鮮

に

稀
に
見

る
二
階

建
木
造

琵
葺

で
あ

る
、
階

上
は
物

榿

に
使
用

ロ

リ

せ
ら
れ
階
夢

.無

手

、
寄
布
塵
を
見
る
に
、
廛
鋪
を
五
房
・
匠
介
し
各
房
を
+
置

約
+
挫

手

・
更
に
各

房
を
十
分
し
各
部
員
は
そ
の

一
房

に
擦

っ
て
瞥
業
す

る
、
從
て
布
塵

の
部
員
敷
は
五
十
人
ε
見
て
誤
な

い
で
あ
ら

う

、
勿
論
他
の
各
塵

に
は
大
小
あ
b
叉
在
家
.を
有
す
る
も

の
が
あ
る
か
ら
部
員
敷
も
右

蓬
同

一
で
な
い
。

ラニ

都

家

く

都
家
は
叉
都
響

も
構
し
都
市
の
霧

所
で
あ
っ
て
華

の
役
員
は
戴
で
都
中
の
霧

を
執
り
・
塒

に
都
中
の

器

質

充

て
ら
・
。
蒙

建
、
木
造
轟

で
あ

っ
て
必
ず
廛
鋪
の
後
方
に
め
る
・
各
自
の
署

姦

し
何
難

吝

い
ふ
、
諭
塵
都
家
は
博
墾

ハ
+
五
坪
で
め
る
、
都
家
の
創
始
は
不
明
で
め
る
が
本
塵
の
設
立
ε
必
し
も
そ
の

れ

聴

を

同

う

し

な

い

`

い

ふ

。
.
.

.

口
、
實

質

的

組

織
(鰍
離

職
)

ラ一

部
中
の
掛
外
關
係

う

ぐ

い
、
都
中
ぜ
官
府

ε
の
關
係

く官
設
御
用
商
人
の

一
團
で
あ

っ
た
都
中
は
遂
に
専
費
権
を
有
す

る
小
賞
人
の
・團
騰
ε
な
り
、
こ
の
特
樺

に
劃
す

る
物
.叩
納
鶴

野

な

つ
だ
、
極
言
す
れ
ば

一
の
消
費
霰

牧
の
機
轡

な

っ
た
の
で
あ

・
、
上
納
を
奉
公
役
叉

は
國
役

ご
い
ふ
に
徴
す
る
も
之
を
納
税
團
艦

ε
見
て
誤
は
あ
る
ま

い
ρ

官
府
は
上
納
す

べ
き
物
.叩
を
都
家

に
下
命
し
襲

は
径
庭
房

の
瞥
薯

即
ち
部
員
に
、
そ
の
納
入
額
を
竺

に

分
賦
し
之
を
纏

め
て
上
納
す
、
納
税
團
膿

の
色
彩
愈
々
強
く
な

る
に
つ
れ
都
家
は
豫

め
各
塵
房
よ

り
物
品
を
徴
牧

説

苑

姦

夫
麓

に
就

い
て
.
.

第
+
二
巻

(第
二
號

㎡
三
三
)

=
一二
五

21}都 家事例参照



,

早

設

苑

京
城
大
童

厭

い
て
.
-

筆

二
巻

(第
二
胱

三

巴

喜

一六

し
て
之
を
保
管
し
下
命
の
時
直
ち
に
上
納
℃

た
。
元
來
上
納
は
定
期
的
の
宅

の
で
な
く
叉

一
定
率

に
よ

っ
た
も
の
.

で
は
な
い
が
讐

は
定
嬰

誓

な
っ
た
醐
.・
の
管

は
官
府
善

し
公
の
霧

を
籍

し
な
い
、
只
国
喪
の
時

に
輿
車
を
出
す

こ
巴
が
常
例
ご
な

っ
て
居
た
。
大
官
が
私
か
に
利
を
誅
求
し
た
こ
ε
は
⊥
ハ
実
塵

に
ε
り
重
大
な
る

苦
痛
で
あ
っ
た
こ
ε
は
河
合
氏
も
己

に
説

か
れ
た
所
で
あ
る
。

うろ
、
各
都
市
問

の
関
係

く各
塵
の
郷
中
は
塗
然
樹
立
し
、
相
互
に
何
等
の
關
係
も
な
一
文
制
肘
を
も
う
け
な

い
、
⊥
ハ
尖
塵
は
輩
な
る
総
構

に
牢
ぎ
源
。
各
部
中
が
横
断
的
に
結
合
し
て
相
互
に
扶
助
し
獲
展
を
計

る
が

如
き
こ
ε
は

當
特
の
鮮
人
に
は

考

へ
ら
狂

・
彼
等
饒

得
務

古
怪

よ
つ
て
利
を
得
て
難

し
他
を
顧
み
な
か
っ
た
こ
ほ

欝

相
互
の
關
係

に
見
る
も
之
を
推
察
す

る
こ
ご
が
出
家
る
。

商
、
都
中
ビ
だ

會

亡
の
關
係

く都
中
は
郡
中
ε
し
て

疲

肚
會
に
謝
し
瞥
業
す
る
一
・
ε
は
な

い
、
併
し
濁
占
権
を
保
持
す
る
淀
め
に
そ
の
椹
利

侵
害
者

の
非
違
を
検
す
る
の
権

を
與

へ
ら
れ
た
。
政
府
相
手
の
取
引
よ
り
も
民
衆
相
手
の
取
引
が
有
利
`
な
b
從

て
そ
の
纏

籔

し
て
醜

し
う
・
の
繋

を
生
じ
驚

も
之
に
財
源
集

む
・
量

っ
た
が
・
の
鷺

管
業
特

撮

以
前
ε
性
讐

異
に
し
纏

簑

喬

公
明
・
讒

せ
魯

警

に
し
て
饗

老
齢

ち
脱
馨

な
・
意
味

を
有
す
る
に
至
っ
た
、
從
て
部
中
の
槍
非
違

の
椹
は
鑽
り
都
中
の
利
益
を
擁
護
ず

る
の
み
な
ら
す
国
家
財
政
上
に

資
す
る
も
の
で
あ

っ
て
国
家
財
政
讐

反
射
す
る
も
の
ε

い
っ
て
よ
い
。
.併

し
欧
洲

の
ギ
㌻

の
如
↑
都
市
行
政

ラ

ロ

ξ
密
接
な
る
關
係
を
有
し
な
い
恥
部
中
の
役
員
が
京
城
府
内
の
政
治
を

ご
る
が
如
き
こ
ε
は
商
人
の
賎
ま
る
、
朝

22)税 率の確定に中世 以後邸大同法劃定後 であ らう、経済人僻 書p.2765拳 照

25)幅 田博士:国 民維;濟講話P・1495
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・

・

、

,

ρ

「

鮮
に
於
て
は
到
底
有
り
得

繊
こ
ご
で
あ
る
。

二

部
中
の
内
部
關
係

く

の
・
都
中
ε
部
員
・あ

關
係

(部
員
は
都
矩

か
ら
鞍
業
上
何
等
の
干
渉
制
肘
を
う
け
す
全
然
猫
立
し
て
指
定
の
塵
房
に
於
て
精
巣
す

る
、
但
都

中
の
規
約
を
逡
守

し
都
中
の
経
費
を
出
捐
す
る
の
義
務
を
有
す
る
こ
ご
は
勿
論
で
め
る
。

都
中
に
加
入
し
う
る
者
は
現
部
員
の
子
叉
は
婿
に
し
て
只
例
外
の
場
合
.ε
し
て
、
嘗
て
都
中
よ
り
賞
帖
を
う
け

だ
現
都
員
の
推
薦

し
た
者
が
加
入
す
る
こ
ε
が
あ
る
。
前

の
場
合
に
は
加
入
禮
鍍
は
葉
鏡
十
五
両
、
後
の
場
合
に

は
二
十
八
而
で
あ
る
。
か
く
て
そ
の
姓
名
を
任
負
業
〔部
員
名
韓
)
に
登
録
し
て
愈

々
部
員
ざ
な
る
。
部
員
は
生
前

に
於
て
、
そ
の
資
格
を
干
天
は
婿
に
承
継
せ
七
め
る
こ
ε
か
出
家
る
け
れ
こ
も
、
死
亡
後
に
は
そ
の
干
天
は
婿
は

當
然
に
部
員

ざ
な
る
こ
ぜ
は
出
来
躍
、
新
加
入
者
ε
同

一
の
手
績
を
要
す
る
。
部
員
は
如
何
な

る
場
合

に
も
そ
の

資
格
を
子
ヌ
は
婿
以
外
の
者

に
譲
渡
す
る
こ
ご
は
出
家
ぬ
、
之
れ
ギ
〃
ド
オ
異
る
所
で
あ
る
。

うろ
、
部
員
問
の
關
係
.
.

く部
員
は
同

一
の
廛
鋪
内

に
於
て
管
渠
す

る
け
れ
ご
も
瞥
業
上
に
協
同
的
活
動
の
観
念
を
有
せ
す
、
共
同
螢
業
の

浦

喝

目
的
で
出
資
す
る
よ
う
な
こ
ご
は
な
い
。
河
合
氏
は
各
商
人
が
連
帯
し
て
商
業
を
螢
み
恰
も

一
の
組
合

の
如
き
も

の
を
組
織
し
て
居
だ
ε
説

か
れ
た
け
れ
ご
も
私
は
こ
の
説
は
穏
當
で
な

い
ε
信
じ
布
屋
調
査
書

の
説
に
加
撚
す
。

部
員
は
毎
年
正
月
四
日
全
員
が
都
家
に
集
合
す
る
を
常
ざ
す
、
會
議
事
項
は
立
議

の
修
正
や
年
中
行
事
の
決
定
等

で
あ
る
、
叉
財
産
上
そ
の
他
重
大
問
題
の
起

つ
セ
塒
は
臨
時
に
全
員
が
集
合
し
て
議
決
す

る
。

韻肌
苑

京
城
山ハ契
曜
囹に
闘
い
で
、

第
十
二
出仕

〔第
二
購初
「
{二
〒ユ
)

一二
二
七

24)怒 隆濟大 講 書p.2766老 き照

`



.

噛

説

苑

京
城
六
臭
臨
に
就
い
て

第
十
二
巻

〔第
二
號

一
三
六
)

三
二
入

うは
、
都

中
の
財

産
關
係

く都

中
は
各

自

の
塵

の
建
物
及

び
都
家

の
什
器
を
所

有

し
、
部
員

か
ら
都
中

の
.経
費
を
出
捐

せ

し
め
、
或
は

上
納

す

べ
き
物

品
を
徴

牧
す

る
の
権

を
有
す

る
。

之
ε
同
時

に
巻
公
役

を
上
納

し

そ
の
他
種

々
の
金

鏝
支

出

を
な
す

、

先

に
⊥
ハ
突
塵

が
火
災

に
罹

っ
て
再
建

し
陀
時

の
如

き
は

都
中

の

一
員

か
ら

そ

の
脛
費
を

借
り
入

れ
、
そ

の
後
部

中

の
動
飴
金

を
坦
て
償
却

し
た

ざ
い
ふ
。
今
都
中

の
主

な

る
経
常
臨
時

の
牧
支

を
示

さ
う

。

苧

,

都
中
の
牧
人

D

郷
中
の
支
出

.

(II)(III)(III>(.11)(1)(IV)

右
の
牧
支
剰
鯨
金
は
之
を
如
何
に
庭
分
し
だ
か
明
か
で
な
い
が
、

殖
利
し
以
て
都
中
の
経
費
を
補

ふ
ε
め
る
に
反
し
、
調
査
書
に
は
剰
欝
金
は
之
を
集
會
の
際
の
飲
食
費
に
消
費
し

て
し
ま
ふ
ε
あ
る
。
後
に
述

べ
る
よ
う
に
都
中
の
財
産
に
封
ず
る
都
員
の
椹
利
等
よ
」
推
し
て
見
る
`
、
都
中
に

醗
鏡
、
新
に
郡
中
に
加
は
る
者
が
納
め
る
も

の
に
し
て
加
入
者
の
身
分
に
よ
り
差
等
の
あ

る
こ
ε
は
己
に
述

べ
た
。

艮
鏡
、
特
業
者
が
商
品
を
仕
入
れ
た
時
そ
の
金
額
の
百
分
の

一.を
都
中
に
納
め
し
む
る

る
も
の
に
し
て
そ
の
計
算
は
五
日
毎

に
行
ひ
金
額
を
儒

在
者
は
之
を
罰
す
。

房
貰
、
塵
房
の
使
用
料
に
し
て

]
ケ
年
五
両
ε
し
春
秋
二
季
に
分
納
す

る
、
都
家
事
例

に

よ
れ
ば
月
捕
ざ
し
て
葉
鏡
五
十
銭
を
納
め
た
ε
あ
る
、
房
貰
ε
見
る

べ
き
か
。

割
鐘
、
違
約
者
に
科
す
る
制
裁

の

一
で
あ
る
。
.

所
属
建
物
の
修
繕
費

.

慶
弔
金

雑
費
、
都
家

の
経
費
及
び
集
會
の
費
用
等

都
家
事
例
に
は
部
員
は
股
金
を
出
し
て
合
株



.

必
要
あ
れ
ば
臨
時

に
徴
股
し
、
支
出

の
見
込
な
け
れ
ば
之
を
消
費

し
都
中
に
基
本
財
産
を
作
成
し
て
そ
の
基
礎
を

強
固

に
す
る
が
如
き
こ
ε
を
考

へ
な
か
っ
た
ら
し
い
。

右
は
金
銭
的
牧
支

で
あ
る
が
こ
の
外
に
最
も
重
大
な
る
も
の
は
よ
納
物
品
の
牧
支

で
あ
る
、
こ
の
股
支
關
僚

は

恰
も
都
中
が
政
府

ピ
族
業
者
ε
の
問

に
介
在
し
て
取
引
の
便
宜
を
與

へ
た
に
す
ぎ
戯
様
で
あ
る
け
れ
こ
も
六
実
塵

の
都
中
が
最
初

の
意
義
を
脱
し
て
已
に
實
質
上
納
枇
團
膿

こ
な

っ
て
居
る
の
を
見
れ
ば
、
こ
の
行
橋
は
都
中
自
身

の
官
府
に
封
オ

る
納
税
ざ
見
る
を
至
當

ε
し
部
員
よ
り
物
品
を
徴
、牧
す
る
行
爲
ε
之
ご
を
匠
別
し
て
考

ふ
べ
き
も

の
で
る
ら
う
。
.

部
員
は
葡
中
を
脱
退
す

る
際
に
都
中
の
財
産
に
つ
き
請
求
椹
を
宿
せ
す
又
そ
の
負
債

に
謝
し
て
も
何
等
の
責
任

を
も
た
滋
、
…財
産
管
理
は
役
員
土
ハ
同
に
て
之
を
行
ひ
重
大
な
る
財
産
問
題
は
都
中
全
員
の
協
議
に
よ
る
.
五
十
而
「

以
上
の
金
銭
の
保
管
は
部
員
の
身
許
確
實
な
る
者

に
預
金
す

る
を
常
ε
し
た
Q

口
、
役
員
及

び
そ
の
選
任

'

く都
中
の
役
員
は
都
傾
位
、
大
行
首
、
上
分
員
及
び
下
公
員

の
四
人
ε
す
、
都
.順
位
は
嘗
て
大
行
首
以
下
の
役
員

た
b
し
盾
の
内
、
年
徳
兼
備
の
者
を
選
任
し
.
任
期
は
終
身
に
し

て
都
中
の
顧
問
役
で
あ
る
。
大
行
首
は
都
中

の

事
務
を
総
理
し
部
員
の
選
墨
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
。
上
公
員
ぽ
棉
中
の
事
務
に
從
ふ
、
大
行
首

が
三
名
の
上
公

員
候
補
者
を
指
名
し
泥
書
面
を
部
員
に
回
覧
せ
し
め
棉
員
は
自
己
に
適
任
な
り
ε
信
ず

る
者

の
姓
名
下
に
捺
印
し

捺
印
数
最
も
多
き
者

を
之
に
任
す
、
.下
松
員
は
都
中

の
會
計
を
司

る
、
上
唇
員
ε
同

一
の
選
任
方
法
に
よ
る
、
大

行
首
以
下
の
役
員
は
二
ヶ
月
を
任
期

`
す
、
役
員
は
在
職
中
特
別
の
服
装
を
な
レ
道
砲
を
着

る
、
役
員
は
名
轡
職

に
し
て
服
装
代
ご
し
て

}
期

に
十
両
を
貰
ふ
丈
け
で
他
に
何
等
の
報
酬
を
う
け
な
い
。

就

苑

京
城
六
突
鵬
起
競
い
て

第
「
二
巻

(第
二
號

一
三
七
)

三
二
九

25)布 墜調査書 には都 中自身 の行爲 に非ず し柔輩に二者間に仲介 した るにすぎず ごな

す

覇

.

壁



O

説

苑

鼠
賊
六
典
臨
に
就
い
て

第
十
二
巻

(第
二
號

一
三
八
)

三
二
〇

金
榮
漢

氏
の
調
査

に
よ
れ
ば
大
行
首

及
び
上

下
公

員
は
毎

年

二
度
叉

は
四
度

改
選
す

る
も

の
ざ
し
、

こ
の
外

に

先

生
二
一二
十

人
、
五

塵
五
十
名
乃

至
百
石
、
十
座
五

十
名
乃

至
百
名

あ
り
ε
記

さ
れ
た
、
之
等

の
役
員

は
何
を
す

る
の
で
あ

る
か
説

明
を

加

へ
て
な

い
、
在
家

を
有
す

る
慶

は
郡
.員
数
も
頗

る
多

か

つ
だ

こ
思

ふ
が
、
そ
れ

に
し
て

も
右

の
役

員
敷

は
鯨

り

に
多

う
す

ぎ

る
、
後
日

の
研

究

に
俟

つ
。

第

四

、

結

論

以
上
敷
項
に
亘

っ
て
六
実
塵

の
大
磯
を
述

べ
た
、
由
是
観
之
、
⊥
ハ
突
塵
が
他

の
諸
国
の
ギ

ル
ド
,こ
根
本
的
に
異

る
主
要
な
る
特
色
は
そ
の
組
織
や
機
能
等
よ
り
も
そ
の
起
原
が
官
設
御
用
商
人
た
る
こ
ε
に
在

る
、
即

ち
政
府
相

手
の
商
人
が
商
界
の
最
有
力
者

ε
し
て
遽
に
商
業
凋
占

の
特
纏
を
そ
の
手
に
集
め
、
民
衆
の
み
を
相
手
ε
す

る
商

業
を
蹂
躪
し
た
黙
に
在
る
。
然
ら
ば
こ
の
御
用
商
人
の
團
燈
が
僅

か
に
京
城
の
み
に
於
て
よ
く
進
化
獲
撰

し
偉
大

な

る
経
済
力
を
有
す

る
に
至

っ
た
の
は
何
故
で
あ
る
か
。

由
来
朝
鮮
人
は
暴
政
の
だ
め
苛
飲
誅
求
を
蒙
b
国
民
の
購
買
力

の
大
部
分
ば
政
府

の
手
に
集
牛
せ
ら
れ
絶
て
首

都
な
る
京
城
に
は
最
大
の
購
買
力
を
有
す

る
政
府
あ
り
て
之
を
相
手
ご
す
る
商
業
が
最
有
力
ご
な
る
に
反
し
、
誅

求

の
た
め
に
購
買
力
を
失
ひ
し
民
衆
を
相
手

ε
す
る
商
業
は
事
實
上
不
振
に
し
て
大
勢
力
ε
な
る
を
得
す
、
故

に

地
方
及
び
鴫小
都
曾
に
於
て
は
政
府
芭
關
係
な
き
行
商
人
や
市
場
.が
獲
達
し
、
叉
普
通
の
ギ
ル
ド
に
類
似
せ
る
契

の

如

き
制
度
セ
生
す

る
に
至

っ
た
の
で
み
ら
う
。
⊥
ハ奥
屡
が
御
用
商
人
の
團
艦
よ
り
議

し
、
政
府
を
相
手
ε
し
て
多

大

の
利
益
を
集
積
す

み
問

に
、
政
府
は
財
政

の
困
難
を
訴
ふ
る
牢
面
に
於
て
、
民
衆

は
僅

か
乍
ら
も
次
第

に
脛
濟

力
を
増
進

し
、
二
者
相
俟

っ
て
こ
の
商
人
團
鴨
を
し
て
專
費

の
特
椹
を
獲
得

せ
し
む
る
の
機
會
を
醸
成
し
遂
に
六

実
慶
の
制
度
が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
.
即
ち
從
來
は
敬
府
相
手

の
取
引
は
最
も
有
利
で
あ

っ
セ
が
財
政
窮
乏
の

[
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結
果
却
て
政
府
は
⊥
ハ
奥
塵

に
依
頼

し
必
要
の
物
資
を
謙
求
し
た
、
そ
こ
で
利
に
敏

い
山
ハ
実
歴
の
商
人
は
民
衆
の
購

買
力

の
増
進
を
看
取
し
政
府
ε
の
取
引
は
形
式
の
み
に
止
め
實
質
上
は
納
椀
ざ
な
し
、
之
に
謝
し
て
民
衆
相
手
の

小
費

牟
二

手
に
猫
占
し
以
て
継
濟
的
専
制
を
行

っ
た
。
組
織
や
機
能

か
ら
見
れ
ば
座
や

○
望
。罫
舞
霜
露

ζ
暑
轟

ε
殆
ご
異
る
所
は
な
い
が
そ
の
成
立
起
原
に
至
っ
て
は
著
し
い
差
異
が
あ
る
。
之
を
究
は
め
ず

し
て
座
ご
全
然
同

一
で
あ
る
こ
す
る
の
は
正
當
で
な

い
。

こ
の
外

ギ
ル
ド
や
座
ε
本
質
的
に
異
る
黙
で
は
な
い
が
六
奥
塵
は
少
し
も
宗
漱
に
嬲
れ
た
形
跡
が
な

い
、
之
れ

西
洋

の
ギ

ル
ド
や
我
国

の
座
が
進
化
の
過
程
に
於
て
必
ず

一
度
は
宗
敏
の
洗
禮
を
う
け
、
殊

に
我
國
の
座
が
獲
達

の
頂
黙
に
達

し
だ
時
に
も
省
ほ
何
等

か
の
形
式
、に
於
て
宗
漱
ε
結
び

つ
い
て
居
π
の
ご
異

る
所

で
め
る
。
叉
西
洋

の
ギ
ル
ド
や
我
国
の
座
が
商
工
業
上
に
勢
力
を
有
す

る
に
至
つ
だ
頃

に
は
物
的
設
備
ξ
人
的
結
合
團
鵬
ε
が
匠
別

洵

さ
れ
す
物
的
設
備

の
名
即
ち
人
的
團
龍
を
意
味
す

る
に
至

っ
た
が
、
⊥ハ
臭
墨

に
於
て
は
物
的
な
る
厘
叉
は
塵
房
ご

人
的
結
合
で
あ
る
都
市

ξ
が
終
始
匠
別
さ
@
て
考

へ
ら
れ
て
居
だ
。
其
の
他
派
生
的
の
差
異
は
澤
山

に
あ
る
が
六

突
塵
の
本
質
を
明
に
す

る
上
に
重
要
で
な

い
か
ら
弦
に
は
論
及
せ
諏
。
若

し
ギ
ル
ド
や
座
,這
就
き
て
、
朝
鮮

に
藁

の
北
鮮
を
求
め
ん
こ
な
ら
ば
六
奥
塵

に
非
す

し
て
寧
ろ
地
方

の
契
で
め
ら
う
。

⊥
ハ
突
塞

の
制
度
は
京
城
の
常
設
商
業
を
凌
達
さ
せ
る
上
に
多
少
の
効
.果
は
あ

っ
だ
け
れ
こ
も
齪
厩

禁
止
の
特
権

は
商
業
の
自
由
を
遮
断
し
、
官
吏

は
そ
の
間

に
介
在
し
て
利
を
貪
り
不
自
然
な
る
物
償
の
騰
貴
は
民
衆
を
墜
近
し

た
、
先

に
商
業
の
獲
連

に
役
立

つ
た
こ
の
制
度
は
却
て
経
済
の
進
歩
を
妨
ぐ
る
に
至
っ
た
。

か
く
し
て
甲
午
の
改

革

に
際
し
大
奥
塵

は
そ
の
特
権
を
奪
は
れ
、
商
業
自
由

の
主
義
は
確
立
し
、
朝
鮮
は
今
や
漸
く
近
代
的
経
済
巖
展

の
道
程

に
上

っ
た
の
で
め
る
。
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