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明

代

郷

封

の

数

億

と

裁

判

上
上

申

明

事

を

中

心

と
FJ

で

-

言

明
の
太
租
は
.
先
代
に
中
歯
社
食
に
浸
潤
し
た
胡
俗
を

一
掃
L
P
唐

或
は
更
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
周
へ
の
復
蹄
を
理
想
と
し
て
'
種
々
の
教
化

政
策
を
採
用
し
た
聖

そ
の
特
色
あ
る
教
化
施
設
と
し
て
.
亘

明
事
と

*

旗
薯
亭
と
が
奉
げ
ら
れ
る
｡
そ
れ
は
民
の
恵
と
書
と
潅
公
示
J
t
個
人

の
行
儀
を
衆
人
に
周
知
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
で
､
懲
悪
勤
昔
の
用
を
黒

さ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
'
明
代
に
同
じ
-
教
他
施
設
と
し
て
奨
励

さ
れ
た
敵
襲
が
'
よ
-
探
-
人
心
を
教
化
し
ょ
う
連
す
る
も
の
で
あ
る

●

の
に
比
し
て
て
こ
れ
ら
は
や
1
滑
極
的
で
あ
っ
て
､
人
間
の
心
の
奥
底

か
ら
探
-
教
化
す
る
方
法
と
S

ふ
こ
と
は
で
き
な
S
･｡

素
靖
紫
州
志
1
番
三
春
へ
建
定
番
に
は
'
族
喜
藤
申
明
鹿
と
参
る
.

申
明
革
は
1
洪
武
五
年
二
月
r
田
野
の
民
が
禁
令
を
飾
ら
ず
'
往
々

小

畑

由

∴

廃

.′
･

駅
っ
て
刑
意
を
犯
す
こ
と
あ
.る
を
憂
S
.
有
司
収
命
じ
て
'
各
府
州
願

及
び
郷
の
里
政
に
設
立
さ
せ
た
も
の
で
'
境
域
内
の
人
民
に
犯
あ
.ら
げ

ノ√

そ
の
過
名
を
事
に
記
し
て
'
人
を
し
て
懲
戒
す
る
と
こ
ろ
あ
ら
し
め
夷

の
で
あ
る
｡
族
善
事
は
､
右

の
設
置
年
代
は
明
か
で
は
偲
S
が
'
善
行

あ
る
者
を
記
し
て
､
勤
薯
の
夜
め
に
鳳
ひ
た
の
で
あ
.る
9

､
5
ま
商
事
の
設
置
年
代
鞍
畢
5
も
の
を
地
誌
に
つ
S
て
調
べ
て
み
る

と
､
寮
靖
上
海
願
意
'
巻
一三

建
居
に
は
､
洪
武
二
年
申
明
革
を
建
て

た
と
あ
久

重
刊
興
化
府
志
.
･懇
五
二
'
エ
紀
'
麻
署
志
に
は
'
仙
賂

願
の
申
明

･
族
善
事
及
び
興
化
願
の
申
明
亭
は
と
も
竺
二重

の
建
設
で

I

あ
る
'
と
見
え
る
が
､
果
し
て
事
賢
で
あ
む
う
か
｡.
芳
し
事
賢
と
す
れ

ば
､
洪
武
初
年
に
地
方
に
お
S
で
作
ら
れ
た
こ
の
施
設
が
､
洪
武
五
年

に
国
家
の
岸
制
と
し
ーて
採
用
さ
れ
雪

申
明
亭
設
立
の
命
令
と
な
つ
虎

潜 ･･-
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の
で
あ
聖

と
考

へ
ら
れ
る
?
ま
た
嘉
靖
解
州
志
､
巻

.tJ

州
治
第
二

に
､
丙
城
願
の
商
事
は
と
も
に
洪
武
七
年
の
建
設
と
あ
る
が
'
寮
靖
仁

和
願
意
､
巻
三
'
公
署
に
､
申
明
事
は
六
年
'
族
善
事
は
八
年
の
建
設

に
か
1
る
と
S
ひ
'
輿
化
願
及
び
上
海
願
の
旗
善
事
は
洪
武
十
五
年
と
＼

S
ふ
や
う
に
､
施
善
事
が
申
明
亭
よ
-
後
に
設
け
ら
れ
た
例
が
少
-
な

い
.
仁
和
願
意
に
は
'
族
善
事
に
つ
い
て
'

凡
そ
民
間
の
孝
子
順
孫
義
夫
節
婦
の
旗
表
を
受
-
る
者
に
遇
べ
ば
'

事
の
相
に
書
き
､
申
明
事
と
並
び
建
つ
｡

と
あ
り
'
興
化
府
一の
二
事
は
東
西
相
向
つ
て
建
て
ら
れ
て
ゐ
夜
が
'
天

啓
海
盟
凝
固
経
C

巻
二
〕
方
城
簾
に
'

永
楽
の
願
意
に
云
ふ
､
囲
朝
二
事
の
設
け
は
'
蓋
し
以
て
題
を
彰
は

やま

し
悪
を
橿

す
｡
故
に
旗
善
は
左
に
居
り
､
其
の
吐
高
-
'
申
明
は
右

め

に
居
-
.
其
の
祉
低
し
､
善
悪
を
別
ち
'
･以
て
其
の
風
化
を
宜
ぶ
る

所
以
な
-
.
と
.

と
そ
の
配
置
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
｡
左
右
尊
卑
の
観
念
は
時
代
に
よ
っ
.て

同

一
で
な
S
け
れ
ど
も
'
明
代
に
は
元
代
の
そ
れ
を
改
め
て
左
を
倍
ぶ

こ
と
托
し
た
の
で
あ
る
か
ら
'
こ
の
配
置
も
故
あ
り
七
考

へ
ら
れ
る
｡

*
英
元
年
十
月
丙
午
'
宵
宮
痩
義
供
に
左
を
樹
ぶ
こ
と
を
命
じ
'
右
相
図
よ
野

も

左
相
凶
か
上
に
放
す
,O

'J

と
に
な
っ
た
O

申
明
革
に
は
犯
罪
者
の
名
を
記
し
て
公
衆
に
昭
示
す
る
の
や
あ

濁
.=

が
.'
そ
の
厳
綾
の
度
を
失
す
れ
ば
1.･
か
へ
つ
て
本
来
の
目
的
と
相
反
す.1＼

る
酪
異
義

か
ぬ
と
も
限
ら
頂
S
｡＼
洪
苧

遷

八
月
･､

盃

の
層

臣
に
封
す
る
諭
首
に
'

i

天
下
都
島
の
顔
勤
事
は
､
も
と
以
て
犯
罪
者
の
姓
名
を
寄
託
L
P
.

称
里
旨

不
し
'
以
て
警

慧

し
･
警
掌

る
所
あ
ら
し
む
O
β

有
司
禦
ね
百
姓
の
華
犯
小
罪
を
以
て
之
を
書
き
ゞ
艮
善
の
1
時
過
誤

す
る
者
を
し
て
'
終
身
の
易
を
な
し
'
改
過
自
新
せ
ん
と
威
す
と
雄

も
､
其
の
路
洩
る
無
か
ち
し
む
.

と
あ
る
如
き
逆
数
農
を
生
ず
る
場
合
も
あ
っ
た
O
こ
れ
に
関
し
て
頑
部

は
､

A-』▼

∵

令
よ

-

十
慈

･
好
盗

･
辞
儀

1
干
名
犯
義
を
犯
し
'
風
俗
を
傷
妙
.

及
び
堀
を
犯
し
徒
に
至
る
者
あ
ら
ぼ
'
事
に
書
き
以

て
懲
戒

聖
が

･
J

す
｡
其
の
飴
の
薙
犯
､
公
私
の
過
誤
､
風
化
に
干
る
に
非
る
者
は
1<

′
一
朝
之
を
除
き
'
ー以
て
良
民
日
新
の
路
を
関
か
ん
7
,

と
い
ふ
議
を
定
臥
て
.
比
較
的
軽
罪
に
し
て
風
化
に
も
と
ら
な
い
も
の
ー

1_

は
､
申
明
事
に
そ
の
名
を
記
さ
ず
'
過
勧
改
め
や
す
S
や
う
に
し
た
の

= コ巨は
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で
あ
る
.
同
時
に
申
明
事
の
保
護
に
も
留
意
し
'
亭
合
を
破
殴
し
､
感

け
ら
れ
た
法
令
を
除
き
.
ま
た
姓
名
を
塗
抹
す
る
庵
の
は
､
律
に
よ
っ
∵

て
魔
断
す
る
こ
と
を
明
か
に
し
､
監
察
御
界

･
按
察
使
官
が
こ
れ
を
按

.
税
す
る
こ
と
に
し
た
.
こ
の
時
の
律
の
規
定
は
判
ら
な
S
が
'
洪
武
三

十
年
に
編
纂
さ
れ
た
現
存
の
明
律
に
は
､
刑
律
'
華
犯
､､
｢
辞
儀
申
明

亭
｣
に
､

t

/

凡
そ
申
明
事
の
廃
屋
を
折
較
し
､
及
び
枚
樺
を
鞍
つ
者
は
､
杖

1
昔

流
三
千
里
｡

●

と
厳
重
に
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
､
申
明
事
が
重
要
な
教
化
施
設
で
あ

〈

*

っ
た
か
ら
に
外
な
ら
な
S
｡
な
腔
二
十
六
年
三
月
頒
布
さ
れ
た
諸
司
職

掌
､
都
察
院
の
塵

に
は
､
十
二
道
監
察
御
史
の
職

掌

｢
出
巡
｣

の
中

に
'
申
明

･
族
聾
早
の
損
壊
慶
弛
老
招
か
な
S
や
う
厳
に
監
督
す
べ
き

旨
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
が
'
明
律
に
は
'
施
善
事
に
関
す
る
規
定
は
存
し

な
S
｡
i

*
洪
武
二
十
二
年
律
の
傍
を
樽

へ
る
と
い
は
れ
る

『
大
明
律
直
解
』
の
律
文
に

も
､
現
存
の
明
律
と
同
文
を
掬
げ
て
あ
る
が
､
そ
の
証
に
'

｢申
明
事
｡

謂

郷
紅
塵
長
所
坐
公
鹿
｣
と
あ
る
の
は
正
し
.く
な
い
｡_
な
ほ
蘇
律
刑
律
触
犯
に

も
明
律
と
同
文
が
あ
.る
が
ヽ
紡
代
に
は
申
明
革
は
存
し
な
か
つ
丑
｡

申
明

･
族
善
事
は
､
た
ゞ
人
民
に
封
し
て
庖

み
瀞
書
懲
悪
の
横
能
を

1も
つ
液
の
で
は
な
く
.
官
吏
に
封
し
て
も
利
用
さ
れ
挺
.
官
吏
の
犯
罪

に
封
し
て
は
､
艶
武
十
四
年
四
月
'
太
祖
は
刑
部
臣
に
'

T
著
名
は
人

の
慕
ふ
所
､
悪
名
は
人
の
恥
骨
る
所
'
凡
そ
人
た
る
も
の
は
､
そ
の
昏

緑
を
保
ち
､
著
啓
を
あ
ら
は
し
'
美
辞
を
垂
れ
る
こ
と
を
欲
し
億
S
も

の
は
な
S
.
し
か
し

1
時
の
聞
達
ひ
や
人
に
誕
ひ
ら
れ
て
刑
貴
に
確
り

悔
S
で
も
及
ば
ぬ
こ
と
も
あ
る
｡
近
ご
ろ
か
1
る
も
の
が
多
い
｣
と
･5

っ
て
1
そ
の
過
を
門
に
梼
示
し
て
自
省
さ
せ
'
よ
ぐ
改
め
た
故
ら
ば
こ

れ
を
除
-
と
定
め
た
こ
と
が
あ
る
が
r
十
八
年
E
I月
壬
寅
､
建
部
に
命

じ
て
.
善
政
の
著
聞
せ
る
も
の
を
施
事
事
に
掲
げ
さ
せ
'
刑
部
に
命
じ

て
'
法
を
犯
し
罪
状
明
著
な
官
を
申
明
事
に
鶴
げ
さ
せ
､
以
て
勘
戒
を

示
す
こ
と
に
し
挺
.
こ
れ
･.,
4
肇
官
吏
に
封
し
て
も
､
人
見
に
封
も
て
と

同
様
､
申
明

･
施
善
事
を
活
用
し
､
以
て
内
政
の
充
賢
を
囲
っ
た
の
で

･･
あ
る
が
r
こ
のr湊
合
に
も
'
洪
武
二
十

三
年
二
月
に
奮
っ
て
､
官
吏
の

誤
っ
て
犯
し
た
者
は
'
初
犯
よ
旦

二
犯
ま
で
(
そ
の
罪
を
蘭
し
て
復
職

i

さ
せ
て
'
を
の
改
過
自
新
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
｡

ノ

申
明

･
施
善
事
は
人
心
を
教
化
す
る
方
法
と
し
て
は
､
畢
校
教
育
の

如
-
根
源
約
億
極
的
と
は
云
へ
な
S
｡

故
に
洪
武
二
や

一
年
四
月
､
解

25--



4'26

渚
は
上
奏
し
て
｢

｢
S
皇
申
明
故
事
の
拳
は
あ
る
が
'
薫
序
郷
翠
の
藻

は
な
く
､
互
知
の
法
は
厳
で
あ
る
が
'
訓
昔
の
方
は
偏
ら
な
い
.
教
化

の
激
を
奉
げ
る
に
は
'
先
づ
仁
義
を
以
て
導
き
.
し
か
る
後
法
制
を
以

て
額
制
す
べ
き
で
あ
る
｣
と
'
撃
校
の
賢
が
な
く
て
申
明

･′旋
善
の
み

を
行
っ
て
も
'
教
化
方
策
と
し
て
は
不
充
分
な
こ
と
整

式
B
.
呂
氏
神

約
鄭
氏
家
範
に
の
っ
と
つ
て
'
拾
家
の
繕

･
睦
称
の
法
を
天
下
に
行
ふ

*

と
と
Lを
鍵
案
し
た
こ
と
が
あ

る

｡
こ
の
提
案
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
げ

.れ
ど

も
'
申
明

･
旋
善
事
の
教
化
カ
に
は
限
界
が
あ
っ
七
'
不
充
分
で

あ
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
S
.
ま
た
賢
際
'
太
租
は
こ
の
外

の
教
化
策
を
種
々
賢
行
し
た
の
で
あ
る
が
'
し
か
し
太
租
は
こ
れ
に
つ
′/

S
て
か
な

タ
の
自
信
と
期
帝
と
を
も
つ
て
ゐ
た
ち
し
く
.
1
亭

三
年
十

一
月
､
廷
臣
に
向
つ
て
､

夫
れ
を
旋
善
す
れ
ば
則
ち
青
人
静
め
'
懲
悪
す
れ
ば
則

ち
悪

人
息

む
｡
朕
往
き
に
天
下
に
申
明

･
旗
善
事
を
立
て
ん
む
る
は
､
正

に
此

が
馬
な
す
｡
数
年
以
来
'
有
司
奉
行
謹
ま
ず
'
磨
弛
せ
し
む
る
を
致

し
､
甚
だ
勧
慾
の
意
を
失
す
｡

と
'
そ
の
教
化
カ
を
認
め
て
.
二
事
を
慶
弛
さ
せ
ず
'
よ
-
活
用
す
べ

*
*

き
こ
と
を
命
じ
た
の
で
あ
る
｡

*
明
臣
奏
議
'
巷

一
､

｢大
晦
西
室
身
空

曳
明
文
衝
'
巷
大
'

｢沸
武
戊
辰

四
月
大
庖
西
上
皇
帝
卦
串
｣
巷
八
十

二
二

南
朝
列
大
夫
安
臥
布
政
司
宕
参

議
解
公
重
砲
銘
｣

(穆
士
脊
)

㌻

沸
武
二
十
葺

に
は
,
嘉

に
命
じ
て
,
雷

管

て
警

受
け
た
着
意

を
虜
し
て
罰
を
受
け
た
者
と
を
集
め
て
二
書
と
な
し
'
夢
喜
嬢
慈
撃

二
審
､

境
線

T
巷
を
頒
布
し
た
｡

(
李
晋
華
'

『
明
代
勅
撰
専
攻
附
引
得
』
)
そ
の

内
容
は
分
ら
ぬ
廿
れ
ど
も
､
お
そ
ら
-
申
弥
･
族
蔓
草
に
記
き
れ
た
者
を
集

l

め
た
の
で
あ
ら
う

｡_
〓

申
明

･
潅
善
に
寮
以
し
た
方
法
は
'
明
代
の
他
の
異
色
あ
る
教
化
法

で
あ
る
郷
飲
酒
頑
に
お
S
て
も
見
ら
れ
る
0
郷
飲
酒
鰻
は
長
幼
の
節
を

守
る
こ
と
と
朝
廷
の
法
に
従
ふ
こ
と
と
を
目
的
と
す
る
教
化
汝
で
あ
る

が
'
そ
の
目
的
の
た
め
に
'
高
年
有
徳
な
者
に
最
上
席
を
輿

へ
'
以
下

年
齢
順
と
し
､
ま
た
法
を
犯
し
た
も
の
と
良
書
な
る
者
と
の
座
席
を
峻

/

別
し
た
の
で
あ
る
｡
郷
飲
酒
頑
に
関
す
る
規
定
は
'
洪
武
の
中
頃
か
ら

次
々
と
出
さ
れ
た
が
'
十
六
年
の
陶
式
を

一
部
修
正
し
た
二
十
二
年
の

囲
式
に
お
S
て
は
､
･犯
法
考
の
座
席
を
更
に
二
分
し
て
､
戸
役
美
貌
の

期
限
に
堪
れ
る
等
比
較
的
軽
罪
を
狙
し
た
も
の
と
'-
姦
藍
詐
億
等
地
政

監蔓】こ-二
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約
重
罪
を
犯
し
た
者
と
を
別
の
席
に
坐
ら
せ
る
こ
と
に
定
め
た
｡
過
犯

あ
る
も
の
を
'
そ
の
軽
重
に
よ
っ
て
二
席
に
遍
別
す
る
こ
と
は
'
免
に

述
べ
た
申
明
事
に
軽
罪
を
犯
し
た
も
の
の
名
を
記
さ
ず
'
改
過
白
新
の

轟
を
開
S
た
こ
と
と
相
通
ず
る
4
.の
が
あ
る
と
息
ふ
｡
な
旺
郷
飲
酒
櫓

に
潜
5
て
は
'
犯
決
着
と

l
般
良
民
と
を
峻
別
す
る
け
れ
ど
も
'
特
に

尊
行
あ
る
者
に
別
の
席
を
輿

へ
て
旋
表
す
る
と
S
ふ
こ
と
は
見

ら
れ

チ
.
ノこ

の
鮎
に
海
S
て
族
善
事
と
同
じ
趣
旨
は
採
り
入
れ
も
れ
て
ゐ
な

S
｡
た
ゞ
最
上
席
を
輿

へ
ら
れ
の
も
の
に
は
､
高
年
の
ほ
か
に
有
徳
と

S
ふ
保
件
が
つ
け
ら
れ
て
ゐ
夜
か
ら
'
単
な
る
長
幼
の
序
を
守
る
の
で

Jは
な
く
て
､
そ
の
行
馬
の
善
悪
が
問
題
と
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
詔
.め
な

け
れ
ば
な
ら
ね
.

Jr.Zq

≡

周
知
の
如
く

中
国
社
倉
に
は
古
Y
よ
り
老
人
を
尊
重
す
る
擾
老
の

俗
が
あ
っ
た
*%
･
明
代
に
海
S
て
ぼ
,
こ
の
習
俗
を
郷
村
統
治
の
た
め

の
制
度
と
し
て
蔭
用
し
た
｡
.即
ち
洪
武
二
十

1
年
八
月
に
繋
め
ら
れ
た

里
の
背
痛
な
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
｡
･.

.′
_1t･I
･･4
1

壬
予
､
天
下
府
州
願
の
曹
宿
を
帝
む
｡
初
め
天
下
の
郡
願
と
し
て
'

-/
-

民
間
の
年
高
く
徳
行
あ
る
者
を
選
び
'
里
に
1

人

を
置
か
し
む
｡
Lu

れ
を
曹
宿
と
謂
ひ
'
里
中
の
是
非
を
質
正
せ
し
め
'
歳
久
し
く
吏
代

す
｡
是
に
至
っ
て
戸
部
郎
申
劉
九
皐
首
ふ
t､
曹
宿
頗
る
其
の
人
に
非

ず
'
困
っ
て
郷
里
を
憲
蝕
し
'
民
反
っ
て
其
の
書
を
被
る
.
と
?
薙

.に
命
じ
て
之
を
帝
む
｡

∫

す
な
は
ち
二
十

1,年
よ
り
前
に
'
天
下
の
里
ご
と
抵
二
人
ゐ
菅
宿
を
置

S
て
､
里
中
の
是
非
を
質
正
さ
せ
た
と
S
ふ
か
ら
'
海
そ
ら
く
神
村
の

極
小
な
犯
罪
に
薯
す
る
裁
判
樺
或
は
粉
李
に
封
す
る
仲
裁
槽
を
輿
へ
準

の
.fJ
あ
ら
う
｡
･

こ
れ
は
神
村
社
食
に
率
い
て
民
衆
の
服
従
し
崇
敬
す
る

如
き
人
物
を
擢
ん
で
e･
自
治
的
に
秩
序
を
維
持
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
圏

か
ら
出
た
制
度
で
あ
る
と
考

へ
ら
れ
る
｡
た
ゞ
膏
宿
設
置
の
年
代
は
明

か
に
し
得
な
S
が
'
そ
れ
は
里
を
単
位
と
す
る
か
ら
'
洪
武
十
四
年
里

甲
制
制
定
以
後
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
疑
*i
i
*5

0
-

U
の
者
宿
は
里
の
裁

判
棒
を
も
っ
た
だ
け
で
な
-
'
明
大
許
に
見
ら
れ
る
や
う
に
､
有
司
わ

施
政
の
薯
恵
む
上
奏
す
る
権
限
も
も
っ
て
ゐ
た
が
'
そ
の
弊
害
が
多
い

の
で
'
二
十

一
年

八
月
に
磨
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

･
浄
水
感
光

『
支
部
家
蔵
の
稀
薄
』
四
七
五
真
以
甘

但
し
,
呂
坤
の
坤
吟
語

巻
三
'

｢世
運
｣
に
は
'

｢世
人
老
を
購
し
み
'
畢
王
之
を
尊
ぶ
L
rAJq
L
ふ

こ
と
も
あ
p
t
申
韓
社
食
に
於
で
'
老
人
藍

ヂ
尊
敬
き
れ
た
わ
け
で
も
な

I-27-
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ヽ
0

､
J_v

*

*
供
武
十
七
年
E
L月
'
八
尋
を
天
下
に
琴

不
き
せ
た
､
い
は
ゆ
る

麻
州
巌
健
例

に

､
空

.

州
願
書

嘉

風
牝
O･
乳

蓋

｡

均
賦
役
.
砦

困
･0
*
塞

｡

禁
盗
賊
.
時
命
里
長
.
骨
戎
英
里
人
.
数
行
拳
弟
.
壷
力
南

畝
｡

母
仲

井

蕗
.
以
贋
刑
眉
.
布
郷
飲
酒
路
｡
使
知
尊
卑
貴
腐
之
健
.
磯
路
察
井
伊
行
暮

患
.
雨
蛙
別
之
.

t-

其
四
｡
凡
民
有
犯
苓
枚
罪
者
?
願
白
餅
決
｡
鼻
糞
以
搾
｡

′

と
あ
p
t
廃

村
教
化
は
里
長
の
役
割
で
あ
sh
r
ま
た
裁
判
に
つ
い
て
.
者
宿

の
役
割
は
何
も
云
は
れ
て
ゐ
な
い
｡
ま
た
十
八
.年
の
明
大
語
に
は
'
者
宿

の

裁
判
樺
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
ゐ
な
い
O
だ
か
ら
と
i
っ
て
.
寄
宿
が
こ
の
頃

裁
判
櫛
を
も
た
な
か
っ
た
と
は
断
定
で
き
な
い
か
'
沸
武
末
年
に
お
け
る

如

-
そ
の
樺
隈
は
明
確
に
は
瀧
定
き
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
や
ぅ
で
あ
る
.

と
こ
ろ
が
間
も
な
く
と
の
制
度
は
復
活
さ
れ
F
.

即
ち
先
づ
二
十
二
年
八
月
乙
卯
､
天
下
の
府
州
原
に
､
高
卒
有
徳
で
時

A

務
に
識
見
あ
少
r
言
貌
相
稀
ふ
五
十
歳
以
上
の
者

1
人
を
設
け
'
サ

一

月
に
は
､
里
ど
､と
に
菅
年
有
徳
な
る
者

一
入
を
選
ば
せ
た
｡
両
者
と
も

そ
の
職
名
は
わ
か
ら
な
S
が
'
後
者
は
'
後
の
例
を
み
る
と
菅
民
と
呼

ば
れ
る
七
と
が
多
も

･
そ
れ
は
里
ご
と
に

一
人
置
か
れ
た
の
で
あ
る
か

一･,

ら
'
先
の
里
の
菅
宿
の
復
活
で
あ
る
と
考

r
も
れ
驚

を
の
職
務
峰
､

塀
攻
勢
朝
し
て
三
月
間
中
央
の
政
潜
を
見
畢
し
'
を
の
得
た
と
こ
ろ
畝

地
方
行
政
の
丘
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
'
優
秀
な
も
の
は
主

¶

･ヽ

と
し
て
地
方
官
に
攻
擢
さ
れ
る
こ
と
鴻
あ
っ
k
.
ま
た
彼

等

Q
J
う
ち

に
は
､
羅
粗
即
ち
穀
物
の
牧
冥
を
も
櫓
雷
さ
せ
ら
れ
夜
も

の
も
あ

っ

た
｡
享

こ
ろ
が
二
十
四
年
八
月
に
は
濯
娘
が
や
め
ら
れ
･'∴
l十
六
年
正

月
に
は
束
朝
親
政
の
こ
と
も
中
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
｡
し
か
し
里
の
曹

rⅣ‖ーq一

民
を
取
も
の
は
決
し
て
腰
止
さ
れ
た
の
で
は
な
S
o_,を
れ
で
は
を
の
役

割
は
如
何
で
あ
っ
夜
か
と
小
ふ
と
'
二
十

一
年
以
､前
の
者
宿
と
ほ
ゞ
同

株
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
0
分
づ
地
方
事
情
を
中
央
に
通
じ
'
地
方
官

の
書
琴
を
民
の
立
場
か
ら
批
判
上
音
す
る
こ
と
は
依
然
せ
し
･て
行

は

れ
'
し
か
も
そ
れ
は
甚
だ
太
帝
の
倍
額
を
得
て
ゐ
夜
の
で
あ
､る
9
r七
こ

●ヽ

ろ
が
彼
等
が
郷
村
に
お
S
で
如
何
な
畠
役
割
を
も
っ
て
ゐ
た
か
ま

あ

こ
と
は
､
喪
は
明
か
で
は
港
い
｡
.
し
か
し
を
の
歩
容
の
経
験
と
識
見
と

に
よ
っ
て
Lr

月
あ
郷
村
社
食
に
海
S
て
相
常
の
望

1品

を
有
し
､
奉

刃

庭
指
導
者
j
}し
て
､
里
長
に
劣
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
て
ゐ
た
の
で
は
な

S
か
と
想
像
さ
れ
る
｡
彼
等
が
'′
二
十

一
年
以
前
の
菅
宿
の
や
う
に
､

里
杵
お
け
る
裁
判
権
を
も
っ
て
ゐ
た
か
ど
う
か
に
癌
い
て
も
'
明
か
略

ノ′

･T 28-
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規
定
さ
れ
て
ゐ
な
5
け
れ
ど
も
'
海
そ
ら
-
郷
村
政
食
に
海
S
て
自
ら

＼

か
上
る
カ
を
有
し
て
満
た
の
で
あ
ら
う
と
息
は
れ
る
.
而
し
て
々
れ
は

間
も
な
く

明
か
に
規
定
さ
れ
た
｡
即
ち
洪
武
二
十
七
年
四
月
に
至
っ

て
､壬

午
'
民
間
の
高
年
の
老
人
に
命
じ
て
､
其
の
郷
の
詞
詮
を
埋
め
し

む
｡
是
よ
り
先
州
都
の
小
民
は
､
多
-
小
魚
に
困
り
て
'
軌
ち
獄
詮

●

を
興
し
'
京
に
越
訴
す
｡
上
是
に
於
い
て
越
訴
の
禁
を
厳
に
L
へ
有

司
に
命
じ
て
民
間
の
菅
民
の
公
正
に
/し
て
軍
歌
任
す
べ
き
者

を
揮

び
､
其
の
郷
の
訴
訟
を
聴
か
し
む
.
戸
婚

･
田
宅

･
歯
隙
の
宕
h
ui+も

の
は
'
則
ち
里
腎
を
合
し
て
之
を
決
し
'
事
の
重
き
に
捗

る
も

の

は
､
始
め
て
官
に
自
す
o
且
つ
教
民
傍
を
給
し
'
守
っ
て
之
を
行
は

し
む
｡

＼

と
あ
る
如
-
'
民
間
の
老
人
の
公
正
な
者
に
'
そ
の
郷
の
比
較
的
軽
微

臥
犯
罪
に
封
す
る
裁
判
権
を
付
興
し
'
里
背
rJJ
禽
回
し
て
虞
理
さ
せ
る

こ
と
と
し
喪

の
で
あ
る
｡
老
人
虻
郷
ご
と
に
置
か
れ
た
や
う
に
も
息
は

れ
る
が
､
す
で
に
二
十
二
年
十

1
見
に
里
ご
と
に
菅
民
が
揮
ば
れ
､
そ

れ
は
贋
止
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
S
か
ら
.
こ
の
と
き
新
し
-
郷
に
老
人

が
設
け
ら
れ
た
の
で
は
な
-
て
､
前
か
ら
存
す
る
里
の
老
人

(曹
民
)

･

*

に
か
1

る
賂
眼
を
輿

へ
泉
9
-.で
あ
る
'
と
考
ふ
べ
骨
で
あ
ふ
う
.
塵
の

老
人
に
裁
判
樺
を
輿

へ
､
軽
微
軒
問
題
は
里
に
.潜
S
て
白
酒
的
町
虚
理

∫

さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
結
果
r
ij
の
後
は
老
人
の
手
を
経
過
せ
ず
し
′て

*

*

訴
訟
を
起
す
こ
と
も
越
許
と
い
は
れ
る
わ
け

で

t
か
-
守
る
こ
と
に
ii

っ
て
､
願
以
上
に
於
け
る
訴
訟
の
煩
累
の
軽
減
が
期
待
さ
れ
た
由
で
あ

る
｡
老
人
に
付
興
さ
れ
た
裁
判
権
は
'
鍵
衆
神
村
社
食
に
於
S
て
彼
等

が
慣
習
的
に
有
し
て
ゐ
ーた
制
裁
カ
を
､
里
と
S
ふ
組
織
に
結
び
つ
け
て

公
認
し
冶
法
化
し
た
も
切
と
息
は
れ
'
そ
れ
に
よ
っ
て
｣
里
に
於
け
る

自
然
的
統
制
の
短
化
を
圃
つ
瀬
の
セ
あ
る
.

.,.*
寡
靖
上
海
廠
志
'
肇

lr
戸
役
に
は
'
見
役
の
里
長
五
九
五
人
へ
老
人
五
九

.-

｡
五
人
と
あ
野
へ
罵
暦
新
寧
麻
志
'
巻
五
㌔
入
寮
考
'
役
法
に
は
'

｢老
人
毎

ノ
重
蔵
一
名
共
七
名
｣
と
あ
ー旦

新
尊
厳
は
七
里
よ
か
成
る
.
絶
っ
て
こ
の
老

人
は
各
里
竺

人
づ
ゝ

で
雷

へ
し
心
も
役
の
表

と
き
れ
で
ゐ
る
.
但
し

塵
邑
志
林
'
肇

l凡
'
薯
室
数
存
上
'
企
大
節
の
健
に
'

｢金
欠
節
者
.
杏

ゼ

邑
轍
浦
銭
人
也
.
沸
武
初
.
希
郷
老
人
｣
と
あ
d
が
｣

沸
親
御
に
郷
老
人
な

る
も
の
が
果
し
て
存
来
し
た
か
ど
う
か
'
廃
は
L
L
..

一一29-

*
*
日
軸
線
へ
巻
尺
'
轡
争
之
磯
に
.

｢若
不
由
里
老
鹿
分
｡
両
得
訴
麻
骨
o
此

之
謂
越
訴
也
｣
と
あ
る
.
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四

′

洪
武
二
十
七
年
e
Z,月
､-
民
間
の
老
人
に
裁
判
権
の
1
部
を
委
ね
夜
と

き
､
こ
れ
に
教
民
梼
な
る
も
の
を
給
し
海
.
そ
の
内
容
は
今
日
知
り
得

な
S
が
'
裁
判
権
の
行
使
に
際
し
て
守
る
べ
き
規
定
で
あ
る
と
い
捻
れ

J

る
｡
し
か
し
な
が
ら
す
で
に
二
十
六
年
の
諸
司
職
掌
'
戸
部
'
民
科
､

戸
口
'
讃
法
の
保
に
､
老
人
手
棒
と
S
ふ
も
の
が
見
え
て
ゐ
て
'
壱

れ

は
お
そ
ら
く
教
民
棟
の
如
せ
も
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
｡
老
入

手
棟
は
何
時
か
ら
存
し
た
の
か
明
か
で
な
S
け
れ
ど
も
.
敢
て
憩
像
を

重
ね
る
な
ら
ば
'
洪
武
二
十

1
年
以
前
に
里
中
の
是
非
を
質
正
す
る
権

限
を
輿

へ
ら
れ
て
ゐ
た
里
の
看
病
が
'
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
場
合
に

擦
る
べ
き
規
定
と
し
て
作
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
｡
そ
し
て
そ
の
､

復
活
と
み
な
さ
れ
る
二
十
二
年
十

一
月
の
里
の
菅
民
も
ま
た
こ
れ
に
接

つ
海
の
で
庭
各
か
ら
う
か
｡
か
･,

る
想
像
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
'
里
の

ヽ

者
宿
或
峰
菅

民は
､
そ
の
裁
判
権
の
範
囲
や
行
使
の
方
法
な
ど
軒
貯
め

た
琴
線
と
し
て
'
こ
れ
を
持
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
て
､
老
人
手
傍
か
ら

教
民
樗
と
な
-
'
更
に
教
化

･
勧
農

･
相
互
扶
助
等
の
裁
定
が
加
へ
ら

れ
二

履
詳
細
な
む
の
に
聾
展
さ
せ
か
れ
た
の
が
∵
洪
武
三
十

妄

三

■T

月
十
九
日
に
戸
部

へ
の
冷
罵
と
S
ふ
形
を
奉
っ
て
畿
布
さ
れ
､
翌
月
刊

*
'

行
さ
れ
夜
数
民
傍
受
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
｡

*
赴
本
尊
海

｢明
代
に
敷
け
る
里
潮
か
創
立
｣
東
方
畢
報
'
重
点
'
療
十
二
*

′
一
〇
和
田
済

｢明
の
大
観
の
教
育
勅
語
に
就
い
て
｣
白
鳥
博
士
遼
盾
記
念

盤
洋
史
論
葉
｡

緒
水
盛
光

『
支
部
敢
骨
の
研
究
』
二
一
ニ
ー
二

二
ハ
責
o

潮
田
清
編
『支
那
地
方
自
治
壊
達
見
』
隼
四
葦
'
野
付

(松
本
巻
管

主

.,

徴
民
梼
文
は
へ
そ
の
前
文
に
､

朕
四
海
を
混

1
せ
L
j
A

綱
を
立
て
紀
を
陳
ね
､
古
に
法
､つ
て
官

･
を
建
て
'
内
把

六
部
都
察
院
を
設
け
､
外
に
布
政
司
･按
祭
司
･府
州

原
を
設
-
｡

名
望
削
代
と
同
じ
か
ら
す
と
錐
も
'
拾
健
は
射
ち
l
な

-
O
奈
何
ぞ
任
ず

る
所
の
官
､
多
Y
民
間
よ
-
出
で
'

一
時
に
賢
香

･知
-
難
し
｡
俵
捻
県
債
灯
TTbJiLず
､
束
は
皆
狩
束
､
徒
桂
城
を
食
か
絵

を
戯
少
､
仁
義
を
倒
持
t
,
良
筆
を
鉄
害
し
,
民
間
の
詞
詮
を
し
て

背
景
に
赴
き
衆
ら
し
む
る
.姦

し
'
壷

の
如
針
こ
と
藩
年
や
ま
忍

今
令
を
出
し
て
天
下
に
昭
示
す
｡
民
間
の
戸
稗
田
士
開
陳
相
寧
｣
潮

1▲●

の
小
事
は
､･
須
ち
-
本
里
の
考
人
里
甲
の
断
決
を
経
由
す
る
を
秦
す

べ
し
｡
芳
し
姦
盗
詐
償
人
命
の
重
事
に
係
ら
ぼ
､
芳
紀
官
に
赴
S
て

30--
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陳
告
す
る
を
許
す
｡
長
命
出
で
て
後
､
官
吏
敢
て
素
乱
す
る
あ
る
者

は
'
盛
す
る
に
極
刑
を
以
て
し
'
民
人
敢
て
素
乱
す
る
あ
る
者
は
'

家
化
外
に
遷
す
｡

と
あ
る
如
-
､
食
官
滑
吏
O
.弊
を
防
ぎ
､
民
間
の
軽
小
な
事
件
は
民
間

に
於
い
て
解
決
さ
せ
る
目
的
を
以
て
､
老
人
里
甲
に
付
興
さ
れ
た
裁
判

樺
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
琢
憩
さ
れ
る
が
､
事
賢
か
.4
･

る
規
定
は
仝
四
十

丁
保
の
主
要
部
分
を
な
し
て
ゐ
る
.

そ
の
第

1
傑
よ
-
第
十
五
傑
ま
で
は
､
老
人
の
裁
判
権
の
内
容
に
関

7

す
る
浅
発
ま
た
は
そ
れ
と
関
係
の
保
文
で
あ
る
｡
先
づ
(
洪
武
二
十
七

年
の
規
定
に
罰
則
を
附
し
て
､
民
間
の
戸
婚

･
田
土

･
飼
駿
等

1
朝
の

小
事
は
里
甲
老
人
の
虞
断
に
委
ね
ら
れ
､
こ
れ
に
由
ら
な
S
針
の
は
､

事
の
虚
賢
を
間
は
ず
'
杖
六
十
の
罰
を
加

へ
ら
れ
る
と
琴
め
た
が
r(秦

＼

l

後
越
許
を
さ
せ
て
は
な
ら
ぬ

(弟
三
八
僕
)
'
ま
た
老
人
里
甲
の
裁
判

は
'
本
来
官
府
の
便
益
の
た
め
で
あ
る
か
ら
'
不
才
の
官
吏
が
生
草
薙

放
し
て
は
な
ら
ぬ

(弟
六
億
)
と
戒
め
'
且
つ
老
人
里
甲
の
鬼
断
に
服

さ
ず
'
展
韓
官
に
禽
ザ
る
頑
民
に
は
極
刑
を
加
へ
'
象

は
化
外

に
直

し
､
｣
概
に
受
理
し
て
賄
賂
を
倉
る
官
吏
も
こ
れ
を
罰
す
る

(弟
十
二

億
二

と
茸
め
た
9ノ
官
吏
の
関
輿
を
排
し
､
人
民
の
服
礎
を
求
め
て
､

老
人
の
裁
判
権
に
上
下
南
面
か
ら
保
詮
を
輿

へ
た
の
で
あ
る
?

メ

老
人
は
民
間
の
小
事
に
つ
い
て
は
T
裁
判
を
行
ふ
べ
音
義
瀞
を
各
は

さ
れ
た
｡
即
ち
弟
二
僕
に
､

老
人
里
甲
は
､
郷
里
の
人
民
と
位
海
相
接
し
､
E
L土
相
隣
し
丁
寧
EEl

(

の
是
非
善
悪
､
ー
周
卸
せ
ざ
る
な
し
･.
凡
そ
陳
訴
あ
る
者
把
困
っ
て
.

即
ち
須
ら
-
合
議
し
'
従
公
剖
断
す
べ
′-
'
脅
箆
荊
保
を
用
ひ
で
'
､

情
を
量
っ
て
決
打
す
る
態
許
す
｡
著
し
決
断
す
る
能
は
ず
'
育
姓
を

し
て
官
に
赴
き
素
焼
せ
し
む
る
を
致
さ
ば
'
其
の
里
甲
老
人
'
亦
各

棟
断
六
十
｡
年
七
十
巳
上
の
恵
は
打
允
ず
'
律
に
よ
り
境
を
罰
し
.

仇
っ
て
着
落
果
断
す
｡
若
し
亀
甲
老
人
の
情
に
裾
っ
て
弊
を
伸
し
､

轟
非
顛
倒
す
る
者
は
､
態

八
人
罪
に
依
っ
て
諭
す
｡

ノ

と
あ
っ
y
'
民
間
の
事
件
は
極
力
民
間
に
海
S
て
解
決
さ
せ
.
帆
願
以

上
に
お
け
渇
訴
忍
の
煩
累
の
防
止
に
努
め
た
の
で
あ
る
.
老
人
の
虎
理

五

･A;(
き
犯
罪
と
し
､て
は
､
こ

れ
に
繕
い
.て
r

戸
碑
'
田
士
､.
際
廠
'
季
題
､
失
火
'
窺
盗
'､l
幕
営
､

鏡
債
､

賭

博
､
撞
食
田
園
夙
異
等
､
私
事
耕
牛
､
葉
酸
浄
物
稼
稀
等
'
畜
産
吹

殺
人
､
ー卑
幼
私
撞
用
材
'
嚢
済
紳
明
､
･
子
孫
造
犯
教
令
'
廟

基
部

I-81ト･-



i432

術
､
大
高
践
食
禾
稜
等
'
均
分
水
利

*

の
十
九
葵
が
奉
げ
て
あ
る
｡
こ
れ
を
明
律
の
傍
受
に
封
照

し

て
み
る

と
'
例
へ
ば
失
火
や
婚
姻
の
中
の

｢
嬰
親
展
妻
妾
｣
に
は
'
紋
に
虎
せ

ら
れ
る
重
罪
も
あ
っ
て
､
か
1

そ

こ
こ
ろ
ま
で
里
老
人
に
よ
っ
て
裁
判

さ
れ
る
と
政
到
底
恩
恐
れ
ず
'
襟
っ
て
こ
の
十
九
項
に
含
ま
れ
る
す
べ

て
の
事
件
が
老
人
に
委
ね
ら
れ
る
の
で
は
な
-
て
'
前
の
傑
文
に
よ
れ

ば
'
答

･
杖
刑
を
適
用
す
べ
塾
程
度
の
軽
罪
に
限
ら
れ
た

の
で
あ

ら

う
｡
故
に
､J
老
人
里
甲
の
裁
判
は
董
間
に
行
は
れ
'
夜
は
罪
人
を
樗
放

す
る
｡
牢
獄
を
設
置
し
､
罪
人
を
拘
禁
す
る
こ
ど
は
許
さ
れ

な
か

っ

た

｡
(弟
十
三
僕
)
姦
盗

･
辞
儀

･
人
命
に
か
rj
る
重
事
は
宮
司
へ
の

陳
告
を
許
し
'
老
人
か
ら
宮
司
へ
そ
の
虎
断
が
移
さ
れ
た
の
で
あ
る
が

(弟
十
傑
)
､
し
か
し
十
悪

･
強
盗

･
殺
人
は
全
-
老
人
の
権
限
外
に

置
か
れ
た
が
.
そ
の
他
の
比
較
的
重
大
な
犯
罪
の
場
合
で
も
'
里
民
が

lも宮
司
へ
の
陳
告
を
希
望
せ
ず
.
示
談
を
鮫
ふ
と
き
は
､
老
人
の
虞
断
が

許
さ
れ
､
そ
れ
に
封
し
て
は
､
人
民
鴻
官
吏
も
､
異
議
を
曝
､へ
て
紛
擾

を
招
-
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る

(第
十

一
株
)
｡

明
律
の
洛
傑

文
に
つ
5
て
'
老
人
の
裁
判
権
に
展
す
る
も
の
と
樺
限
外
に
あ
N
.も
の

と
を
碓
然
JJ
院
別
す
る
と
と
は
'
教
民
碑
文
が
充
分
垂
備
さ
れ
海
法
親
-

ノ

で
は
な
い
か
ら
'
由

雄
で
あ
る
聖

概
し
て
更

畝
夢
枕
以
下
の
髄
的

JI

な
軽
罪
は
老
人
に
委
ね
ら
れ
､
そ
の
他
は
官
司
の
手
に
移
さ
れ
た
の
で

あ
ら
う
が
､
保
安
よ
少
見
れ
ば
雷
然
宮
司
紅
委
ね
ら
れ
る
べ
＼き
重
罪
で

も
老
人
の
塵
断
に
委
ね
ら
れ
る
″こ
と
も
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
､

数

民

癖

支

賭 幾 層 鏑 矢 争 開 田 戸 S.

博 俵 曹 盗 火 占 殴 土 婚

i

軽
食
田
飼
瓜
束
等

私
事
耕
牛

棄
敦
韓
物
稼
穂
等

畜
産
唆
殺
人

卑
幼
私
壇
用
材

襲
涜
神
明

子
孫
遵
犯
致
命

師
砿
邪
術

大
畜
践
食
禾
縁
等

均
分
水
利

明

1

線

,
戸
役

･
姫
鱒

l

田

宅

.

厨

殴

.＼

失

火

耗

盗

書

見

.
普

残

債

購

博

せ
食
田
園
瓜
果

宰
殺
梅
牛

棄
敦
雑
物
稼
穂
等

畜
産
蜂
腸
人

卑
幼
私
壇
用
材

褒
浸
紳
恥

子
孫
違
犯
敦
令

't
集
止
師
東
都
線

(
戸
律
)
'

(
戸
律
)

ノ
(
刑
律
)

(
刑
律

･ー耕
犯
)

(
刑
律

･
城
盗
)

(
刑
律
)

(
戸
律
)
.

(
刑
律

･
灘
犯
)

(
戸
律

･
田
宅
)

(
兵
律

･
廠
牧
)

l
(
戸
律

･
田
宅
)

(
兵
健

･
廠
牧
)

(
戸
律

･
戸
役
)

(
蕗
律

･
祭
紀
)

(
刑
律

･
訴
訟
)

(
*
#

･
G
tE
)

32
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老
人
の
裁
判
権
は
ま
こ

と
に
大
き
な
カ
を
神
村
に
及
ぼ
す
と
考

へ
ね
ば

な
ら
な
5
.

./

/

I

*
こ
の
十
九
頚
を
敦
民
梼
文
教
希

の
前
年
に
公
布
さ
れ
た
現
存

の
明
律
に
封
賂

l

ー

し
て
み
る
と
'
表
に
示
す
如
上

そ
の
う
ち
十
大
項
は
明
律
中
に
該
常
偉
文

が
存

す
る
｡

五

泉
に
裁
判
を
行
ふ
場
所
に
つ
い
て
は
'

凡
そ
老
人
里
甲
'
民
詮
を
剖
決
す
る
に
'
各
里
の
申
明
事
に
於
5
て

講
決
す
る
を
許
す

(弟
≡
傑
)
.0

せ
あ
る
如
く

申
明
事
が
こ
れ
に
充
て
ら
れ
た
.
ま
た
明
律
.
刑
律
､

雑
犯

｢
折
較
申
明
亭
｣
の
纂
証
に
'

各
州
願
申
明
事
を
設
立
し
'
凡
そ
民
間
ま
さ
に
有
る
べ
き
詞
状
は
'

菅
老
里
長
の
准
受
し
'
本
革
に
於
S
て
剖
理
す
る
敬
許
す
｡

天
下
郡
国
利
病
苦
鳩
九
虞
束
三
賦
役
志
に
'

叉
里
中
に
於
S
て
'
高
年
有
徳
な
る
者
を
選
ん
で
老
人
と
虚
し
'
申

開
事
に
居
-
､
里
甲
と
と
も
に

一
里
の
詮
を
醜
-
｡
即
ち
漢
の
≡
老

の
職
な
-
?
.,

機
八
軒
江
五
永
康
願
に
'

′
4P

老
人
は
即
ち
漠
の
三
老
､
教
化
を
掌
る
者
な
-
.
洪
武
申
'
天
.下
の

州
原
を
し
て
､
里
に
老
人

一
各
を
設
け
､
昔
年
有
徳
な
る
者

を
以
瑠

〟

之
に
充
つ
｡
由
明
事
を
置
き
寸
教
民
傍
を
頒
ち
'
凡
を
民
間
の
細
事

～

あ
た

は
､
供
に
事
に
悟
る
老
人
の
衆
を
合
し
て
剖
断
す
る
.軒
並
す
｡{:

嘉
靖
仁
和
願
意
晋

欝

は
､

凡
そ
民
間
の
学
園
及
び
戸
姫
の
詞
詮
に
過

へ
ぼ
へ
里
老
此
の
夢
に
拘

(/

宜
し
き
に
従
っ
て
潮
理
す
.)
城
内
､

r
は
義
和
妙
音
済
橋
束
に

在
り
､
二
'捻
束
酉
蟹
相
棒
に
夜
具

ノ
1
枚
静
播
大
衡
に
在
れ
二

推

紀
家
橋
束
に
在
-
｡
城
外
の
神
村
は
舞
に
一
十
二
所
.

と
あ
る
如
く
､
本
爽
懲
悪
の

.た
め
に
設
立
さ
れ
た
申
明
事
は
'-
i3
1
ぬ

･
於
S
.て
最
下
級
の
裁
判
所
と
し
て
の
横
能
を
加

へ
ら
れ
た
.
虫
の
老
人

に
裁
判
樺
を
輿

へ
た
最
初
恥
暫

を
の
裁
判
を
行
ふ
場
所
と
し
て
は
申

明
事
｡
蓋

さ
は
9

5
雫

雲

雀

こ

れ
が
裁
判
所
と
し
て
利
用

さ
れ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
S
ふ
想
像
は
許
さ
れ
る
で
あ
ら
う
が
'
[

そ
れ
が
明
か
に
親
定
さ
れ
た
の
は
数
民
傍
文
に
於
S
て
で
あ
る
.
湾
て

と
′の
仁
和
願
は
十
二
郷
よ
-
成
る
か
ら
'
郷
村
の
申
明
亭
蜂
郷
に
1∵朗

の
割
合
と
な
-
'
天
啓
海
塵
願
囲
経
､
巻
二
､一
方
城
簾
に
絵
､
毎
都
各

]
所
あ

少
と
見
せ
て
ゐ
葛
.
洩
た
甚
k
S
申
昧
'
州
麻

に
lr節
の
み
凄

- 33-



34

S
ふ
場
合
も
あ
る
｡
し
か
し
富
邦
輿
化
府
志
､
番
五
二
>

エ
紀
､
静
署

4

去
心
に
よ
る
と
'
興
化
願
で
嫁
毎
里
に
申
明
渡
善

一
所
を
設
け
て
あ
っ
た

,

し
'
帯
暦
安
丘
願
意
'
巻

一
軍
'
絶
紀
下
に
'
二
軍
は
毎
敢

(里
)
に

み
な
置
-
と
あ
-
'
や
偲
少
数
民
傍
文
に
規
定
さ
れ
た
如
-
､
里
ご
と
,

に

1
所
と
S
ふ
の
が
原
則
で
あ
っ
た
が
'
賢
際
は
必
ず
し
も
さ
う
で
は

な
か
っ
た
'
と
考
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
｡.

裁
判
を
行
ふ
に
は
､
老
人
は
､
里
の
衆
人
に
公
直
に
し
て
敬
服
す
る

者
三
名
乃
至
十
名
を
推
拳
さ
せ
'
こ
れ
を
裁
判
に
参
加
さ
せ
て
虚
断
の

公
平
を
固
る
'
ま
た
事
件
が
別
の
里
に
関
係
あ
れ
ば
､
そ
の
里
の
老
人

里
甲
と
共
同
し
て
裁
判
す
る

(弟
三
保
)

､
と
定
め
ら
れ
た
.
ま
夜
あ

る
里
の
老
人
の
能
力
で
は
判
決
困
難
の
募
合
及
び
そ
の
子
弟
栽
戚
が
犯

罪
に
関
係
あ
る
場
合
に
は
'
近
隣
の
老
人
里
甲
が
相
合
し
て
'
こ
れ
を

決
す
る

(弟
五
保
)
｡
即
ち
判
決
困
難
な
る
が
故
に
宮
司
を
煩
は
す
こ

と
は
認
め
ら
れ
す
､
民
間
の
軽
事
偲
ど
こ
ま
で
も
民
間
に
お
S
て
虞
理

I

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
S
.
そ
の
た
め
に
は
'
老
人
は
自
分
の
里
だ
け
恐

は
な
-
｣
他
軍
の
問
題
に
も
閲
輿
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
而
し
て
裁

判
の
席
に
於
い
て
は
'
裁
判
権
を
も
つ
老
人
が
最
上
席
を
占
め
1.
里
長

･
甲
首
が
こ
れ
に
次
ぐ
の
が
普
通
で
あ
る
が
'
里
長
が
老
人
よ
-
も
年

＼ヽ

親
愛
及
び
そ
れ
以
前
の
老
人
･
里
盛
の
職
務
よ
且
考
<(
る
!N
.
民
間
の

衰

利
権
を
管
掌
す
る
も
の
は
老
人
や
あ
っ
て
､
里
長

･_申
首
は
裁
判
に

J}､

参
輿
す
る
に
す
ぎ
な
S
こ
七
は
疑
な
S
が
ヽ
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
'
年
長

鐙
理
由
と
し
て
'
里
長
が
老
人
の
上
に
席
を
占
め
る
Ttj
S
rふ
こ

と
は
､

裁
判
の
席
に
於
S
て
も
'
郷
飲
酒
櫓
に
お
け
る
如
く
､.I.老
齢
者
尊
重
Le
T

観
念
が
弧
調
さ
れ
'
年
齢
秩
序
が
支
配
し
て
ゐ
る
こ

と
を
不
す
も
の
で

ー
あ
る
.
な
ほ
老
人
は
民
の
陳
告
を
ま
つ
て
は
じ
紗
て
そ
の
裁
判
樺
を
行

使
す
べ
-
∵
民
の
告
訴
を
希
望
し
な
S
問
題
を
摘
蟹
す
る
こ
と
は
静
さ

な
S

(弟
十
四
傑
)｡

′言

し
か
し
老
人
捻
た
ゞ
申
明
事
で
裁
判
を
せ
る
だ
け
で
は
駁
く
て
､
神

葬
卦
9
逮
捕
､
犯
罪
の
お
そ
れ
あ
る
者
の
取
締
-
に
も
常
ら
ね
ぼ
な
ら

め
.
即
ち
先
づ
自
己
の
裁
判
権
の
外
に
あ
る
強
盗
な
ど
を
'
老
人
は
衆

人
を
集
め
て
逮
捕
す
る
義
務
を
お
ち
人
弟

子

五
傑
)
ま
た
犯
罪
の
あ
そ一
Jr

れ
ぁ
sn
.'
郷
村
の
平
和
を
素
す
無
頼
の
頑
民
を
取
締
ら
れ
ぼ
な
ら
ず

(

弟
十
八
.二

l十
傑
)
へ
彼
っ
て
老
人
は
里
の
治
安
維
持
に
つ
い
て
賛
嘆

を
も
つ
わ
け
で
あ
る
が
へ
し
か
し
明
暦
の
里
甲
は
本
来
自
衛
ま
た
は
警

察
の
た
め
の
粗
細
で
は
駁
-
て
｢
.
か
1

る
鮎
か
ら
云
へ
ば
'
極
め
Ly
rカ
ー

34
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の
蕗
S
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
そ

か
-
の
如
-
'
老
人
は
郷
村
の
裁
判
権
を
管
掌
し
'
自

治
的
統
制
一の

中
枢
に
立
つ
も
の
#
あ
る
か
ら
､
そ

&選
任
に
は
'
慎
重
を
要
す
る
'.

老
人
は
五
十
歳
以
上
の
徳
行
見
識
あ
る
人
物
を
選
ん
で
､
こ
れ
を
裁
判

に
雷
ら
せ
'
無
能
な
老
齢
者
は
､▲
老
人
の
列
に
お
か
れ
る
け
れ
ど
も
'′

裁
判
に
あ
づ
か
る
こ
L
J
は
で
き
な
S

(弟
四
保
)
｡
患
た
老
人
が
官
府

と
里
甲
と
の
間
に
介
在
し
'
そ
の
裁
判
権
を
眉
と
し
て
専
断
な
行
馬
を

す
る
と
と
は
勿
論
許
さ
れ
な
S
が

(弟
九
保
)
'
若
し
老
人
に
犯
罪
が

あ
れ
ば
'
衆
老
人
里
甲
が
共
同
し
て
審
察
し
'
軽
S
も
の
は
彼
等
旬
間

で
魔
遷
し
て
､
そ
の
老
人
は
そ
の
後
裁
判
樺
を
喪
失
レ
｢
重
S
も
の
の

み
有
司
に
委
ね
て
京
に
解
迭
す
る

(第
七
･
八
偉
)
と
定
め
ら
れ
た
｡

民
間
の
問
題
は
能
ふ
限
り
民
間
に
海
S
て
解
決
さ
せ
る
と
S
ふ
方
針
が

＼

こ
･1転

も
見
ら
え
る
が
､.
そ
の
中
で
も
郷
村
政
骨
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す

等
や
う
な
不
法
市
電
に
封
し
て
は
､
断
乎
た
る
廃
置
を
と
る
べ
き
.こ
と
が

規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
b
/

＼
′

以
上
､
老
人
の
裁
判
樺
に
関
係
あ
る
敦
民
傍
文
の
規
定
に
つ
S
て
連

べ
た
が
'
老
人
の
役
割
は
こ
れ
だ
け
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
守
､､
神
村

統
治
の
重
要
要
素
で
あ
る
教
化
に
関
す
る
事
頁
が
少
-
な
S
｡
そ
れ
に

つ
S
で
は
､
本
稿
の
給
旨
外
で
あ
る
か
ら
､ー
省
略
す
草
が
､
夜
ゞ
申
明

春

と
な
ら
ぶ
旋
善
事
と
関
係
あ
る
施
書
法
を
奉
げ
て
お
き
た
.i
.
即
ち

∫

第
十
七
保
に
､

･｡
､

本
郷
本
里
､
一孝
子
塀
孫
義
夫
節
婦
あ
-
'
及
び
た
ドニ
嶺

の
稀
す
べ

き
も
の
あ
れ
ば
'
里
老
人
等
､
其
の
垂
と
す
る
所
ゐ
賢
跡
を
以
て
'

蒜

朝
廷
に
聞
し
､

蒜

上
司
に
申
iJ
朝
に
静
間
す
｡
薯
長

里
老

人

等
巳
に
奏
す
る
も
有
司
奏
さ
ざ
れ
ば
､
罪
有
司
に
及
ぶ
.
此

等

尊

な

■
渇
者
は
､
監
繁
御
史
及
び
接
祭
司
の
分
巡
到
来
す
る
に
過

ふ
ご

と

y1

に
､
里
老
人
等
亦
報
知
し
､
潜
む
以
て
裏
罫
入
奏
す
る
を
要
す
.

と
あ
っ
て
.
里
老
人
は
菩
行
者
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
'
そ
の
報

.

食
は
尊
重
さ
れ
る
が
､
し
か
し
な
ーほ
憤
重
な
手
繰
を
必
要
と
し
た
こ
と

は
､
諸
司
職
掌
'
稽
部
'
儀
部
'
旗
表
に
'

奉
部
各
魔
の
申
衆
に
接
-
'
孝
子
傾
孫
義
夫
節
婦
の
雷
に
旗
表
す
杏

き
の
人
あ
ら
ば
､
直
隷
の
府
州
綾
'
都
察
院
に
呑
少
て
'
監
察
御
史
.

-β領 一 -

ナ
O
府
州
原
官
'
里
甲
東
隣
と
と
も
に
保
勘
相
同
じ
け
れ
ば
'
然
る

ノ

′
,

._

.

･‥/後
明
白
奏
聞
し
'
即
ち

本皮

に
行
移
し
'
門
間
に
旗
表

し
'
以
て
風

俗
を
勘
ま
す
｡
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と
あ
る
の
に
よ
っ
七
知
ら
れ
各
.

書
行
者
旗
表
の
方
法
は
か
-
の
如
-

で
あ
る
が
､
教
民
梼
文
に
は
'
太
租
が
申
胡
亭
と
と
も
ーに
飽
行
を
舟
じ

女
鹿
善
事
に
づ
叫
て
は
､
少
し
を
規
定
さ
れ
て
ゐ
な
S
.
こ
の
頃
旋
善

事
が
慶
止
さ
れ
て
ゐ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
'
明
記
さ
れ
て
ゐ
な
S
け
_

/

毒

れ
ど
も
､･
仁
和
願
志
に
見
え
て
ゐ
る
や
う
に
'
や
は
-
旋
尊
亭
混
そ
の

名
を
記
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
と
息
は
れ
る
｡

大

数
民
梼
文
に
規
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
老
人
の
裁
判
権
は
'
し
ば
し
ば

漠
代
の
三
老
に
そ
の
起
原
を
求
め
ら
れ
女
如
く
'
は
る
か
に
古
S
時
代

に
そ
の
起
原
を
見
出
し
得
を
で
あ
ら
う
が
'
直
接
に
は
元
暦
の
放
射
の

静
聾
を
う
け
た
と
考

へ
ら
れ
る
.
赦
制
の
規
定
'
.S
は
ゆ
る
敢
親
は
､

元
史
莞

食
慧

､
蓉
桑
覧

え
る
芸

者

の
農
桑
之
制
十
窟

'〉

莞

二
十
三
年
六
月
再
顔
の
そ
れ
は
,
通
制
保
格
鳩
7
署

,
｢
貞
桑
｣

の
十
四
僕
･
及
び

元
典

葦
讐

農
桑
､

｢
嘉

上
覧

え
る
十
五
傑

で
あ
る
が
'
S
ま
通
制
保
格
の
文
に
擦
っ
て
､
こ
れ
と
教
民
棟
文
と
の

*

関
係
を
'
主
と
し
て
裁
判
権
の
朝
鮮
か
ら
考

へ
る
こ
と
に
す
る
｡
.

*
敢
制
に
つ
い
て
は
'

有
高
巌

｢支
部
･ki激
け
る
地
方
自
治
の
由
凍
｣
鹿
潮
へ
啓

一
年
額

1
墾

冷
本
書
海

｢元
伐
に
お
け
る
敢
潮
の
創
立
｣
東
方
拳
報
:
墨
蛋

十
辱

放
｣

十
｡

､

.Ii.

潮
田
繍
編

『
支
那
地
方
自
治
餐
達
史
』
空

車

兎
代

(松
本
昔
海
)
参
照

社
規

･
教
民
碑
文
は
と
も
に
郷
村
の
良
治
的
統
制
に
関
す
る
親
定
で

濁
る
以
上
､
両
者
粧
弊
政
d
鮎
が
見
料
さ
れ
る
の

.
ぼ
け
華
し
必
然
的
で

あ
る
が
'
し
か
七
本
質
的
と
も
S
¢
痔
る
ほ
ど
の
相
蓮
も
見
出

さ
れ

る

｡

∫

明
代
の
里
は
本
末
収
税
を
目
的
と
し
て
編
成
最

た
圏
儀
で
あ
っ
て

そ
れ
に
里
老
人
の
裁
判
権
を
中
心
と
す
る
嘩
々
の
月
給
的
統
制
が
加
､す

ら
れ
た
の
で
あ
る
が
'
元
代
の
敵
は
収
税
横
能
を
有
す
る
郷
と

ー
健
を

な
し
た
も
の
で
は
な
1
r
先
づ
弟

1
柊
静
農
を
日
的
止
し
た
の
で
象
り
′

で

社
規
十
四
僕
の
大
部
分
は
こ
の
目
的
遮
行
の
た
か
の
規
定

で
あ

る
O
社
規
の
軌
農
に
関
す
る
規
定
崎
､J
野
民
棟
文
の
そ
れ
よ
-
庵
は
為
.

か
に
詳
細
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
､
相
互
扶
助

･
静
菩
懲
悪
に
関
す
る
親
.I

軍
も
専
ら
農
耕
を
中
心
と
し
で
考

へ
ち
れ
て
ゐ
て
'
敦
民
構
文
の
親
風

の
一
般
的
な
の
に
比
す
れ
ば
､.
大
き
な
相
違
が
み
と
め
ら
れ
る
O
要
す

る
に
'
社
規
僧
敢
長
に
よ
る
劾
農
を
中
心
と
し
､
敦
民
梼
女
は
老
人
の

裁
判
礎
と
教
化
と
を
主
賓
な
内
容
去
す
る
｡
き

の
こ
と
は
敢
濃
と
老
人

･-36
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と
の
選
任
俸
件
に
端
的
に
あ
ら
捻
れ
て
ゐ
る
｡.
即
ち
社
規
寛

1
健
に
よ

れ
ば
'
社
長
の
傑
件
や

｢
年
高
く
農
事
に
通
路
し
､
余
丁
､あ
る
者
1

で
あ
月
'
老
人
は
年
五
十
以
上
に
し
て
徳
行
見
識
あ
る
有
能
な
人
物
と

い
ふ
の
で
あ
っ
た
.
か
1
る
相
違
が
み
と
め
ら
れ
る
以
上
､
敦
民
梼
文

は
直
接
社
規
に
な
ら
つ
て
作
ら
れ
夜
と
み
な
す
と
と
略
で
き
な
い
｡

し
か
る
転
社
親
に
は
そ
の
後
補
足
か
加

へ
ら
れ
た
o
即
ち
通
制
健
棒

攣

田
令

｢
理
民
｣
に
告

至
元
二
十
八
年
六
月
の
莞

新
格
の
一
部

九
保
が
そ
れ
で
あ
る
｡
そ
れ
は
社
長
の
勧
農
を
規
定
す
る
こ
と
に
愛
-

は
な
S
が
'
第
四
保
に
'
年
少
に
し
て
徳
蒔
き
者
に
あ
ら
ず
し
て
'
深

-
農
事
を
知
る
年
高
萩
謹
な
る
も
しの
を
社
長
に
揮
ぶ
べ
-
定
め
ら
れ
て

ゐ
る
｡
こ
1
で
は
徳
の
有
無
が
考

へ
ら
れ
て
ゐ
て
､
前
の
敢
親
に
於
け

る
偉
件
と
は
異
る
も
の
で
あ
る
｡
而
し
て
そ
れ
は
社
長
の
職
務
内
容
の

襲
化
に
よ
る
と
恩
は
れ
る
｡
即
ち
弟
九
保
に
'

諸
の
婚
姻

･
家
財

･
田
宅

･
債
負
を
論
訴
す
る
に
'
著
し
違
法
の
重

.
事
に
係
ら
ざ
れ
ば
'
並
び
に
政
長
の
理
を
以
て
論
解
す
る
を
推
し
'

農
務
を
戯
優
し
､
宮
司
を
煩
擾
せ
し
む
る
を
免
ず
｡

と
S
ふ
仝
-
新
し
b
規
定
が
加

へ
透
れ
'
こ
れ
に
ょ
つ
て
社
長
は
民
間

9
極
小
な
紛
糾
を
庭
理
す
る
腰
隈
を
輿

へ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
バ
敵
は

と
1
に
神
村
の
日
給
国
債
た
る
性
格
を
強
-
帯
び
名
に
重
り
た
｡
而
ふ

て
と
ゐ
敢
壕
の
藤
阪
が
更
に
輝
張
さ
れ
た
も
の
が
'
里
老
人
の
裁
判
権

･
に
腔
か
な
ら
.ぬ
と
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し
社
長
の
こ
の
権
限

が
'
な
夜
勤
農
の
目
的
遮
行
の
た
め
で
あ
る
こ
と
披
.
里
老
人
の
そ
れ

と
は
異
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

"ぎ

七

-建
文
四
年

(洪
歳
三
十
五
年
)
九
月
'
即
位
間
も
な
S
成
組
は
､
戸

部
に
命
じ
て

｢
木
鐸
教
民
之
令
｣
を
申
明
せ
し
め
､I
京
民
者
老
を
召
し

七
.
建
文
中
の
改
革
を
膏
に
も
登
し
て
'
太
租
の
教
化
方
針
に
従
ふ
旨

を
明
か
に
し
海
｡
更
に
永
楽
三
年
二
月
'
p巡
按
福
建
監
察

御
史

洪
湛

が
'

｢
無
知
の
愚
民
は
常
襲
を
知
ら
ず
､
或
は
小
急
転
困
っ
て
訴
敦
を

起
す
こ
と
も
あ
る
か
ら
'
今
後
は
好
盗

･
詐
償

･
人
命
を
除
く
外
の
詞
.

敦
'
戸
婚

･
田
土

･
開
陳
の
如
き
小
事
は
､
洪
武
年
間
の
教
民
傍
例
に

従
っ
て
老
人
里
長
に
公
平
に
剖
決
さ
せ
よ
.
然
ら
ば
獄
詮
清
簡
匹
な
る

-
で
あ
ら
う
｡
拾
民
の
法
は
必
ず
先
づ
教
へJ､
教
へ
て
も
礎
也
ざ
る
健
二

こ
れ
を
刑
す
べ
き
で
あ
る
｡
い
ま
朝
廷
の
法
制
禁
例
は
挺
15･
有
司
に
行

は
れ
る
の
み
で
'
間
各
の
小
民
の
こ
れ
を
飾
ら
ぬ
も
の
往
々
誤
っ
て
犯

す
に
蔓
る
&
故
疫
有
司
に
里
老
乾
し
て
申
明
亭
内
に
細
民
を
卦
集
L
y
g

37



438

そ
の
裾
守
す
べ
き
9
)
し
ろ
を
告
諭
さ
せ
乱
べ
き
で
あ
る
｣
､と
上
雷
し
'
r

そ
の
意
見
は
み
な
嘉
納
さ
れ
た
｡
同
様
に
老
人
を
中
心
と
し
て
縛
村
の

教
化
を
行
6
.
そ
の
自
治
的
統
制
を
囲
滑
に
進
め
よ
う
と

S
ふ
方
針

は
'
こ
の
後
も
度
々
明
か
に
さ
れ
た
が
､
同
時
に
そ
れ
が
う
ま
-
行
か

な
5
こ
と
も
問
題
に
な
っ
て
来
た
｡
宣
宗
の
浜
野
冗
年
七
月
'
巡
按
四

lF

川
監
察
御
史
何
文
淵
は
､

｢
比
年
用
ひ
る
と
,U
ろ
の
老
人
は
多
-
そ
の

人
に
あ
ら
ず
､
或
は
僕
隷
よ
-
出
で
'
或
時
差
科
を
巧
-
避
け
る
｡
し

か
も
願
官
は
年
徳
の
如
何
を
究
め
ず
老
人
に
充
て
る
｡
そ
の
結
果
'
彼

等
は
官
府
O.威
を
借
-
て
郷
村
を
苦
し
め
'
訴
訟
を
種
に
貧
慾
を
ほ
し

S
ま
･1
に
し
'
上
官
に
む
か
つ
て
は
巧
み
に
と
瑠
入
っ
て
'
白
黒
を
奨

L,

胤
す
る
｣
と
S
つ
て
､
こ
れ
に
禁
約
む
加

へ
ん
こ

と
を
請
ケ
.た
の
で
'

〟

甘

洪
武
の
管
制
に
従
っ
て
､
年
高
有
徳
者
を
老
人
に
充
て
さ
.せ
る
こ
と
に

し
海
｡
ま
た
宜
徳
四
年
十
月
'
監
察
御
史
王
濠
が

｢
老
人
は
民
詮
を
理

断
し
'
頑
愚
を
勤
戎
す
べ
き
も
の
で
あ
る
の
に
'
今
多
-
管
制
に
従
は

す
､
彼
等
は
己
の
私
腹
を
肥
や
す
こ
JJ
を
囲
-
､
そ
の
本
準
た
る
理
断

を
怠
り
'

詞
詮
紛
然
と
S
ふ
結
果
を
招
S
て
ゐ
る
｣

と
上
奏
し
な
の

で
､
宣
宗
は
都
察
院
に
命
じ
て
膏
制
を
申
明
し
'
次
S
で
翌
月
に
は
｣

右
都
御
史
顧
佐
等
に
'
近
頃
老
人
の
民
を
著
し
聖

食
賊
狼
籍
す
る
者

＼

I-/が
多
i
旨
堅
雷

'.
今
後
老
人
は
夜
ゞ
酸
鼻
棒
鋼
に
俵
つ
で
事
敏

行
ひ
一

こ
れ
に
達
ふ
者
は
巡
按
御
史

.
按
察
見
時
そ
の
罪
故
山
ら
べ
た
.ゞ
さ
せ

*

る
や
う
に
命
じ
た
｡
.か
-
し
て
洪
武
の
敦
氏
梓
文
が
里
湾
入
の
職
権
を

･X･.*

規
定
す
る
も
の
と
し
て
確
認
さ
れ
た
の
で
あ

る

｡

甥
正
溌
十

7
年
五
月
､
湖
東
希
政
司
粛
魔
は
'
近
年
民
間
の
戸
婚
円
土
開
殿
等

の
訴
許
を
級
長
が
裁
-
こ
と
が
多
-
'･
財
を
食

p
.
法
を
乱
し
て
ゐ
さ
へ
と

土
奏
し
た
.
級
長
は
本
衆
放
牧
に
鳳
係
あ
る
磯
で
､
か
ゝ

る
こ
と
は
老
人
,め

,#
を
侵
し
た
も
の
と
い
ふ
ぺ
く

そ
れ
は
老
人
の
無
灘
に
由
っ
た
の
で
亀
ち

う
0

忘

れ

正
統
三
年
二
月
へ
巡
撫
甫
荘
重

汀
衆
工
覇
者
侍
郎
周
枕
の
上
奏
中
に
'
洪
親

閲
の
救
民
傍
文
の
外
に
､
屯
年
の
建
言
塘
文
i
,
い
ふ
も
芸

あ
鳶

そ
の
内

･
容
は
分
ら
ぬ
け
れ
ど
も
..
た
ゞ
民
間

の
詞
訟
忙
綱
係
あ
尊
宅
の
～の
や
う
で
あ

る
｡
こ
の
線

も
敦
民
棟
文
が
里
老
人
と
鯛
連
し
て
持
ち
出
さ
れ
て
-
る
例
は

あ
る
け
れ
ど
も
'
建
言
塘
文
に
つ
い
て
は
'

｣
度
も
言
及
き
＼れ
た
こ
と
は
な

い
.
供
武
八
年
十
二
月
飼
行
き
き
れ
た
建
音
格
式

7
番
な
る
竜
や
は
へ

釘
と

･′
が

-､
と
り
こ
の
建
言
樺
文
と
は
興
る
も
の
で
_あ
る
に
相
遵
な
い
｡

(
李
菅
挙

句
明

代
勅
撰
書
故
附
引
得
』
)

′

し
か
る
に
憲
宗
の
威
化
九
年
五
月
に
至
っ
て
､
刑
部
･よ
や
｢

､
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刊
科
給
事
中
避
長
Tr
艮
)
建
､
草
堂
眉
ひ
謂
ふ
ら
く
'
秦
外
の
司
府



　
　
　
　
洲
縣
の
官
は
、
親
し
く
民
聞
の
孚
訟
を
理
め
す
、
里
甲
書
老
の
費
縁
　
　
さ
れ
た
老
人
の
裁
判
構
の
濁
立
性
は
否
定
さ
れ
だ
と
い
は
ね
ば
な
ら

　
　
　
　
し
て
弊
を
作
す
を
致
す
、
と
。
誠
に
其
の
言
の
如
し
。
宜
し
く
禁
約
　
　
ぬ
。
そ
れ
は
教
民
榜
丈
の
全
面
的
否
定
、
從
つ
て
老
入
を
郷
村
の
裁
判

　
　
　
　
を
通
行
し
、
自
後
凡
そ
戸
婚
・
田
土
・
債
負
闘
殴
等
の
事
は
、
丈
巻
　
　
か
ら
締
出
す
鴬
と
を
意
味
ず
る
の
で
は
な
い
が
、
太
租
の
方
針
の
修
正

　
　
　
　
め
稽
ふ
べ
き
あ
り
、
聚
詮
の
已
に
白
か
な
る
も
の
も
、
官
司
當
に
躬
　
　
で
あ
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
も
ず
、
こ
れ
よ
り
後
に
は
、
里
老
人

　
　
　
　
自
ら
問
理
す
べ
く
｝
入
命
・
劫
奪
・
諜
逆
の
如
き
重
情
は
、
方
に
里
　
　
の
裁
判
権
の
根
櫨
と
し
て
教
民
榜
交
が
學
げ
ら
れ
る
ご
と
は
甚
だ
少
い

　
　
　
　
甲
書
老
人
等
に
委
ね
て
、
從
公
保
勘
す
べ
く
、
違
は
ざ
る
者
は
並
び
曳
　
や
う
で
あ
る
。
例
へ
ば
孝
宗
の
弘
治
元
年
正
月
、
監
察
御
史
湯
季
が
、

　
　
　
　
に
治
す
る
に
罪
を
以
て
す
べ
し
。
　
　
㍉
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
太
組
皇
帝
の
大
詰
・
大
明
律
令
・
稽
古
定
劇
・
教
民
榜
・
馬
政
條
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
　
ど
い
ふ
上
奏
が
あ
つ
℃
・
こ
れ
が
嘉
納
さ
艦
た
。
い
ふ
と
こ
ろ
の
意
味
　
　
等
の
書
は
、
承
準
久
し
き
う
ち
に
次
第
に
す
た
軋
・
風
憲
は
申
明
す
る
．
・

　
　
’
は
・
輕
罪
の
揚
合
に
も
、
老
人
里
甲
の
み
に
委
ね
す
、
必
す
官
司
自
ら
　
　
能
は
す
、
有
司
は
蓮
守
す
る
こ
と
を
知
ら
す
、
以
て
教
化
慶
墜
し
、
風
　
｝

　
　
　
づ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
，
裁
判
に
竃
で
判
決
雫
し
・
轟
の
場
合
に
は
・
勿
馨
司
蓑
判
俗
慶
壊
す
る
窒
つ
た
」
と
W
つ
た
や
乏
・
贅
榜
文
竺
盤
具
晶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
す
る
が
、
そ
の
專
断
を
防
止
す
る
た
め
に
、
老
人
里
甲
の
公
李
な
傍
謹
　
　
交
化
し
つ
玉
あ
つ
た
。
そ
れ
を
嘆
く
者
が
稀
に
指
摘
す
れ
ば
、
形
式
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヂ
　

　
　
　
を
要
す
る
、
と
い
ふ
の
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
輕
罪
の
揚
合
で
も
、
老
入
　
　
に
そ
の
實
行
が
命
じ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
°
触

　
　
　
等
の
專
断
暴
虐
を
防
止
す
る
た
め
に
、
官
司
の
關
與
を
求
め
た
の
で
あ
　
　
　
と
こ
ろ
が
世
宗
の
嘉
靖
八
年
、
・
州
縣
の
村
落
ご
と
に
會
を
作
つ
て
、

　
　
　
つ
て
、
教
民
榜
丈
に
か
玉
る
場
合
に
官
吏
の
關
與
を
排
除
し
た
主
旨
志
　
　
毎
月
朔
日
に
肚
首
肚
正
が
一
會
の
入
を
率
ゐ
て
、
聖
組
の
教
民
榜
丈
を

　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
は
矛
盾
す
る
措
置
で
あ
る
ご
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
太
組
の
と
き
　
　
捧
讃
す
る
や
う
に
し
た
、
と
か
、
紳
宗
の
萬
暦
二
年
二
月
、
四
川
の
攣

　
　
老
人
に
民
間
の
輕
事
に
つ
い
て
の
裁
判
椹
が
與
へ
ら
れ
た
結
果
、
生
じ
　
　
を
李
定
し
た
と
こ
ろ
に
杜
學
を
設
け
、
年
高
有
徳
者
二
名
を
教
讃
・
塾

－
　
　
て
來
た
弊
害
を
防
止
す
る
た
め
に
、
今
や
逆
に
そ
の
椹
限
を
宜
司
に
よ
　
　
師
と
し
て
、
教
民
榜
文
を
講
ぜ
し
め
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
る
。
郷
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

狙
つ
て
制
限
す
る
必
要
が
あ
り
た
の
で
あ
る
・
を
に
贅
榜
丈
に
墾
敷
化
の
方
法
と
し
て
・
明
隼
大
酷
の
叢
は
太
馨
時
代
か
ら
行
は
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れ
允
が
'
教
民
梼
史
の
詩
講
は
未
だ
.か
せ
て
な
か
っ
た
こ
と
で
､/,
そ
れ

が
賓
行
さ
れ
た
程
度
は
別
と
し
て
も
う
こ
の
場
合
に
は
'
敦
民
傍
文
は

里
老
人
の
則
る
べ
き
規
定
と
い
ふ
本
来
の
性
格
か
ら
些
か
逸
脱
し
て
用

ひ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
.
ま
た
そ
れ
は
里
に
編
成
さ
れ
液
絡
村
の
人
民
9

生
活
と
は
離
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
､る
で
あ
ら
う
.
里
伸
制
は
明

末
に
至
る
ま
で
麿
止
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
S
が
'
こ

の
頃
に
は
も
は
や

里
老
人
を
中
心
と
す
る
郷
村
統
治
は
殆
ん
ど
賢
行
さ
れ
て
み
な
S
腔
ど

に
な
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
｡
.

*
明
末
に
竺

時
的
且
つ
局
地
的
で
拭
あ
る
が
'
戸
瀬
田
土
の
小
串
は.

も
と
は

sa'
重
大
な
事
件
ま
で
も
'
.

あ
ら
ゆ
る
詞
訟
が
禁
止
さ
れ
た
こ
と
き
(
ち
る
了

が
､
そ
れ
は
極
め
て
特
殊
な
例
で
あ
る
｡

(
明
大
司
馬
鹿
公
集
'
聾

一'
′撫

節
奏
議
)

*
*
大
明
骨
典
'
撃

l
O
'
戸
部
七
'
戸
口
ニ
‥
諌
法

人

太
租
の
と
き
､
申
明
事
は
も
と
郷
村
の
犯
罪
者
の
名
計
記
し
て
､
懲
-

恵
の
用
に
資
す
る
施
設
で
あ
っ
た
が
､
そ
の
末
年
に
'
こ
れ
に
里
老
人

の
裁
判
を
す
る
と
こ
ろ
･と
S
ふ
役
割
が
加

へ
ら
れ
た
O
太
軍
の
と
き
か

ら
｣
法
令

の
郷
村

へ
の
徹
底
を
囲
っ
て
'
申
明
事
に
こ
れ
を
懸

け

た

が
'
成
組
の
も
ぎ
に
は
､
東
に
横
棒
的
に
申
明
革
に
於
S
で
決
制
禁
令

の
裾
守
す
べ
き
こ
と
を
禽
諭
せ
よ
'
と
S
ふ
上
奏
が
寮
翻
さ
れ
舞
O
次

の
仁
宗
も
'
浜
野
光
年
正
月
､
示

外
に
詔
を
頗
ち
､

｢
健
筆

･
伸
餅
事

は
勧
善
懲
悪
す
る
所
以
'
有
司
常
に
須
ら
-
垂
新
し
(
遇
ま
善
意
あ
ら
-

*

ば
､
明
白
に
之
を
書
く
ペ
L
L
､
L4
'1茶
っ
て
'
申
開
亭

･
旋
菩
事
に
よ

る
教
化
の
励
行
を
命
じ
た
｡
し
か
し
'
す
で
に
太
瀧
の
と
き
に
.そ
の
慶

弛
す
る
も
の
か
あ
っ
た
こ
と
か
ら
想
像
さ
れ
る
や
う
に
'
＼
こ
れ
ま
た
東

条
に
行
は
れ
な
-
な
っ
た
如
く

餅

へ
ぼ
量
感
七
年
正
方
の
映
西
按
泰

-1

食
事
林
時
の
上
音
に
､

#

洪
武
中
天
下
の
邑
里
に
皆
申
明

･
旗
善
二
事
を
置
き
'
民
に
善
悪
有

-
れ
ぼ
､
則
ち
此
に
書
き
'
以
て
動
静
を
不
す
｡
凡
そ
声
稗
田
土
闘
駿

町
営
事
は
'
里
老
庇
に
於
S
て
剖
決
す
.
著
を
彰
は
し
悪
を
膚
む
る

に
は
'
最
も
是
れ
良
法
な
り
0
.
｡

今
各
虚
の
亭
苧
参
-
麿
し
､
民
の
尊

意
書
か
れ
ず
､
以
て
懲
勧
す
る
無
し
O
凡
そ
拳
闘
rの
小
事
有
れ
償
い
.
JI～

里
老
に
由
ら
雪

輔
ち
上
司
に
赴
-
｡
獄
散
れ
繁
､
皆
此
に
由
る
O

一

静

ふ
ら
く
ぼ
管
制
を
輿
拳
せ
ぼ
'
庶
幾
-
は
民
風
厚
-
プ
ペ
-
.､
獄

詮
省
く
べ
し
｡

*
*
･

と
あ
る
や
う
な
欺
腰
で
あ
っ
カ

｡
翌
八
年
八
月
に
も
.
噸
天
府
通
州
及

ー⊥40-I
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び
息
郷
拷
願
の
申
明
渡
幸
二
事
は
久
し
-
壊
れ
て
ゐ
る
'
と
い
ふ
上
奏

が
あ
っ
て
'
そ
の
修
繕
が
命
ぜ
ら
れ
た
｡
ま
た
英
宗
の
正
統
三
年
五
月

耽
'
戸
部
鹿
西
司
主
事
張
清

･
鹿
西
卒
楽
府
郊
府
唐
復
が
､
二
事
の
慶

弛
を
指
摘
し
､
璽
山八
月
に
は
､
順
天
府
宛
卒
願
か
ち
二

重

の
基
地
は

み
な
民
居
と
な
つ
.て
し
ま
っ
て
ゐ
る
と
S
つ
て
.
そ
の
復
膏
を
申
請
し

空

と
が
あ
る
｡
中
に
は
,
高
層
高
陵
願
意

韻

書

志
吃

商
事
が

弘
治
初
に
建
て
ら
れ
た
と
あ
る
や
う
に
'
こ
の
頃
以
後
は
じ
め
て
設
け

ら
れ
た
例
も
あ
る
が
'

一
般
的
に
い
へ
ば
'
次
第
に
慮
れ
て
行
っ
た
と

息
は
れ
を
.
明
代
の
中
頃
以
降
に
は
'
里
老
人
を
中
心
と
す
る
里
の
統

制
は
次
発
に
行
は
れ
な
-
な
-
'
従
っ
て
申
明
亭

･
族
善
事
は
多
-
磨

さ
れ
て
し
ま
つ
考
の
で
あ
ら
う
0

･*
皇
明
詔
令
巷
七
'

｢南
郊
詔
｣

(
洪
琴
冗
年
正
札
十
五
日
)
は
ヽ
賓
錐
の
文

と
こ
三
字
の
異
同
あ
る
の
み
｡

/

*
*
沈
家
本
は
こ
の
林
時
の
首
を
引
用
し
て
'

｢申
明
革
は
洪
武
の
時
に
立
て
ら

る
.
箕
竺

僻

の
書
簡
滞
り
.
乃
ち
宣
徳
の
時
に
重
野

､
己
に
亭
字
多
-
凌

き
る
､.
見
る
ぺ
し
,
治
を
制
す
る
も
_の
は
,
立
法
の
井
た
非
ず
し
て
行
法
む

一ヽ

難
な
る
を
｣
と
許
し
た
｡

(
｢明
律
日
毎
｣
三
)

し
か
し
'
明
末
の
高
奨
龍
が
州
願
の
地
方
行
政
を
振
興
す
る
方
法
の

中
に
'
孝
子
悌
弟
等
の
施
表
を
考

へ
匪
が
ら
､
旗
薯
事
に
は
言
及
し
て

ゐ
･な
S
が
'
徴
感
の
方
法
と
し
て
は
'
申
明
事
の
利
用
を
考

へ
て
あ
た

と
こ
ろ
を
み
k
aと
.
朋
末
に
至
る
ま
で
'
申
明
事
は
を
の
姿
を
滑
し
.1

*

金
-
忘
れ
ら
れ
て
↓
亀
つ
喪
わ
け
で
な
い
.

′

･
高
手
文
華

竺

'
二

申
渡
意
約
賛
成
州
穀
魂
｣
｡
こ
れ
は
箕
際
に
は
秦
き

れ
な
か
っ
た
や
う
で
あ
る
O

I

7

,e

J

な
ほ
意
宗
の
鹿
化
二
十

1
年
四
月
'
監
生
虎
臣
が
､

｢
河
南
等
の
磯

健
を
救
ふ
た
め
に
'
新
江
等
の
食
糧
を
玲
港
し
て
'･･
こ
れ
を
娠
沸
し
〔

三
年
農
牧
の
後
､
ヨ
等
の
賦
役
文
冊
を
立
て
'

一
里
の
ヶ
ち
資
産
嘗
飴

な
る
も
の
を
上
戸
､
家
遭
充
足
す
る
も
の
を
申
戸
､
衣
食
給
せ
ざ
る
-ち

の
を
下
戸
と
し
'､
そ
れ
を
記
し
た
枚
襟
三
両
を
申
明
亭
叱
懸
け
て
衆
に

諭
し
て
却
悉
せ
し
め
'
凡
そ
枚
差
あ
れ
ば
'
こ
れ
匪
よ
っ
て
科
蔽

す

る
1.
か
く
す
れ
ば
宮
司
は
賦
役
を
均
卒
に
し
'
民
は
生
活
に
安
ん
じ
'

災
奨
偲
生
じ
な
S
Q
L

と
上
奏
し
た
こ
と
が
あ
る
.
申
明
亭
の
か
･̂
･

る

利
用
法
政
'
洪
武
年
間
は
勿
静
､
そ
の
後
に
も
例
の
な
か

つ
滋

こ
と
ー

で
､
そ
の
不
凍
の
使
用
法
と
は
異
る
の
で
あ
る
が
1
し
か
し
こ
れ
は
賦
-

役
の
程
度
を
民
衆
に
知
悉
さ
せ
て
'
宮
司
の
悪
事
を
防
止
す
る
目
的
を

ヽ

rJも
つ
の
で
あ
る
か
ら
'
法
令
を
懸
け
て
民
衆

へ
の
徹
底
を
圏
つ
液
こ
と
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鶴2

と
通
ず
る
J,Jこ
ろ
が
認
め
ら
れ
､
査
-
申
明
亭
本
衆
の
教
化
と
S
.ぶ
鰍

＼

旨
を
逸
脱
し
た
わ
け
で
は
な
い
､
と
は
い
ひ
得
る
で
あ
逐
う
｡

..I

里
老
人
の
教
化
と
裁
判
と
を
申
や
と
す
る
里
打
統
制
が
麿
弛
す
る
と

と
も
に
'
全
図
的
改
定
制
と
し
て
で
粛
な
い
け
れ
ど
も
'
か
つ
て
南
采

./
に
盛
ん
に
行
は
れ
夜
郷
約
が
再
び
行
は
れ
各
や
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る

､が
,
そ
の
外
に
神
村
教
化
の
た
め
に
､
､申
明

･
旗
善
と
よ
-
似
た
瀞
善

懲
悪
の
方
法
が
考

へ
ら
れ
た
こ
と
を
次
に
附
記
し
て
お
き
た
い
.

先
づ
'
永
楽
年
間
に
嘉
興
願
知
願
で
あ
っ
た
薬
稗
は
､
願
の
役
所
に

無
頼
の
徒
を
集
め
.
善
悪
二
牌
を
置
い
て
､
虎
に
善
意
参
れ
ぼ
て
れ
凌

*

記
し
'
以
て
勧
善
懲
悪
の
数
巣
を
お
き
め
た
と
S
ふ
｡
浜
馳
州の
時
に
清

河
知
願
と
な
つ
夜
李
信
重
は
､
喪
家
縦
火
の
悪
俗
を
改
め
さ
せ
る
東
め

に
､
教
戒
十
三
傑
を
設
け
､
里
民
に
牌
に
書
か
せ
て
､
毎
月
朔
望
こ
れ

を
警
戒
し
､
,ま
た
民
の
勤
惰
善
意
を
報
告
さ
せ
た
の
で
'
風
俗
が
｣
愛

*
*

し
夜
と
S
は
れ
る
｡

ま
た
正
統
七
年
十
二
月
ま
で
蘇
州
府
知
府
で
あ
っ
∫

た
現
鐘
は
'
教
保
を
立
て
て
民
を
教

へ
'
善
悪
二
簿
を
作
っ
て
'
勤
慾

に
資
し
た
と
侍

へ
ら
れ
る
｡
こ
れ
ら
は
地
方
官
白
身
の
熱
意
か
ら
行
吟

れ
た
教
化
法
の
例
で
あ
tっ
て
､
朗

ら
か
に
申
明

･
旋
善
事
と
同
様
に
主

旨
に
出
で
'
礎
っ

て
申
明

･
施
善
が
充
分
賢
行
さ
れ
て
ゐ
る
な
ら
ば
､

諺
-

る
こ
と
は
不
必
要
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
.
こ
け
教
保
は
地
方
官
の

創
案
に
威
-
.去

れ
ぞ
れ
異
つ
れ
内
容
を
も
つ
の
で
あ
ら
う
聖

教
民

心
鑑

讐

豪

傑
に
'
･F
*
里
に
於
い
て
聖
者

徳
育
蛋

長
-

I
..

菩
俗
の
た
め
把

一
堂
を
搾
り
､
聾
者
に
五
圏
を
作
る
.
即
ち
集

1
に
民

間
に
切
要
な
る
律
令
､
撃

一に
民
用
に
切
徹
る
植
制
､
弟
三
灯
本
里
百

家
男
子
の
年
齢
長
幼
､
第
四
に
百
家
の
賦
役
上
中
下
の
等
第
'
第
丑
に

毎
見
入
民
ゐ
善
悪
を
園
に
す
る
｡
毎
月
潮
に
里
民
を
集
め
､
敦
長
が
ー『

′

敦
民
之
文
』
を
解
説
し
'
各
村
の
父
老
に

1
月
間
の
人
民
の

行
喝
の
幸

恵
を
絢
ね
て
､
善
あ
ら
ば
'
そ
の
名
と
善
行
と
を
圏
中
に
書
き
､
三
次
､

疫
及
ん
で
州
願
に
報
告
し
,
藩
を
な
し
夜
着
は
､
こ
れ
を
戎
諭
し
で
､

三
次
に
至
っ
て
終
に
改
め
な
S
も
の
は
､
こ
れ
を
州
原
に
報
告
し
て
準

を
加

へ
る
?

ま
.た
圃
中
に
そ
の
過
悪
を
記
し
'
三
年
犯
さ
な
け
れ
ば
こ

1

.
れ
を
除
去
す
篭

か
-
す
れ
ば
す
べ
て
良
層
と
璃
考

風
俗
淳
厚
と
な

る
L
j
J
S
ふ
こ
と
が
見
え
て

紅

､る

.
pこ
れ
竺

の
理
療
案
に
す
ぎ
な
軸

)

が
'
や
は
り
何
か
そ
の
や
う
な
こ
と
が
少
し
は
行
ほ
れ
た
こ
と
が
あ
っ

海
の
で
あ
ら
う
｡
書
琴

藤

と
か
教
傑
と
か
に
よ
る
教
化
は
お
そ
.id
J

.■ヽ

.,･

か
1

る
理
想
的
教
化
法
が
考
案
さ
れ
る
融
合
に
は
'
す
で
に
何
ら
か
の

形
や
行
は
れ
ね
の
で
あ
ら
う
L
へ
凌
軒
蓮
把
か
･1

る
理
想
案
の
影
尊
の
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下
に
符
は
れ
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
あ
ら
う
｡

*
大
桑
箕
錬
'
馨

7
二
七
'
永
楽
二
十
7
年
十
二
月
巳
酉
の
健
.

*
*
明
史
'
巻
二
八
1
'
循
史
､
李
信
圭
停
o
ま
た
堺
史
､1-金
二
大
1
､
夏
時
侍

に

｢救
民
倹
約
｣
と
i
ふ
も
れ
が
あ
る
･

東
女
英
宗
は
､
天
傾
八
年
三
月
の
詔
に
あ
い
て
.
軍
民
の
家
に
盗
賊

あ
り
'
す
で
に
間
断
し
て
も
改
め
な

S
も
の
姥
'
そ

の
門

に
'

｢
盗
賊

之
家
｣
と
大
昔
し
､
能
-
改
め
る
も
の
は
､
里
老

･
親
隣

の
入
､の
保
管

*

の
下
に
､

こ
れ
を
除
-
こ
と
を
許
し
た
o
ノす
で
に
宜
徳
五
年
に
河
南
知

府
に
な
つ
夜
李
騒
が
'
河
南

に
盗
賊
が
多
か
っ
た
の
で
'
火
甲
藍

屠

り

ヽ

て
'
盗
賊

の
被
害
に
つ
S
･て

一
甲

の
連
帯
責
任
と
L
r
五

つ
犯
人
軍
門

*
*

う
庭

｢
盗
賊
之
家
｣
と
大
書
し
た
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
｡
か
つ
て
地
方
官

の
創
意
に
よ
っ
て
行
は
れ
夜
方
法
jhjr
英
素

6
時
に
虞
-
行
は
せ
よ
う

ー
と
し
た
堀
井
懲
ら
ぬ
の
で
あ
る
.
rR
ゞ

こ
の
方
絵
は

ど
の
程
度
行
は
れ

夜
か
仝
-
わ
か
ら
な

S
｡

＼

*
皇
明
詔
今
春

一
五
､

｢
上
尊
顔
詔
｣
天
脹
八
年
三
月
初
二
日
.
日
細
線
'
馨

八
'

▲｢細
事
之
職
｣
原
証
｡

軒
*
明
史
'
肇

完

7
'
循
吏
李
壌
偉
.

貼

(
'T,:.:I.I,i:;i1'i～:ご
7;:1(7.i.I::i;=.I,"!;.i.I:.:):Y昌

:rJ
::28:I;?:I.:I,.,:,:I'･,?"..hT
;7･;.I'約
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,1n:]
]&..,1.:;:.+f'':i:''iJ..(,

〔
ア
ラ
ビ
ヤ
小
ば
懲
t
U

t

〃

ガ

ス

タ
.ム

の

所

与

ナ
レ

一
人
の
男
が
お
所
を
あ
げ
て
い
ま
し
た
が
･｢笥
ら
汝

(紳
)

に
隼
礼

ま
つ
る
｣
と
撃
た
か
ら
か
に
唱
え
る
箇
所
に
束
た
時
､
彼
は
心
か
ら
自

分
は
虞
に
静
の
召
使
で
あ
る
と
思
い
増
し
た
.
し
か
し
そ
の
時
'
実
感

静
の
お
告
が
あ
り
ま
し
た
.

｢腐
り
者
よ
へ
′汝
は
世
の
人
に
仕
え
か
の

み
な
ら
ず
や
｣
と
･
紋
は
悔
悟
r
て
仲
間

と

抱
安
し
ま
し
た
｡
次
の
お

所
の
時
'
同
じ
く

｢習
ら
汝
に
仕
え
ま
つ
る
｣
と
唱
え
ま
す
と

｢腐
り

･
者
よ
'
数
枚
己
れ
が
妻
に
の
み
仕
え
か
る
に
あ
ら
ず
や
｣
と
お
常
が
あ

せ
り
'
早
速
離
簸
し
て
し
ま
い
ま
し
た
O
ま
た
次
の
お
所
で
街
と
陶
じ
箇

所
に
来
ま
す
と
/十
枚
へ
偏
七
着
よ
､
仕
え
い
る
は
鍵
の
ム
な
る
に
｣
と

の
お
昔
が
あ
り
､
彼
は
そ
こ
で
持
金
を
皆
寄
捨
し
ま
し
た
｡
そ
れ
か
ら

今
資
も

｢署
ら
汝
に
仕
え
ま
つ
･る
｣
と
お
所
を
あ
げ
て
い
ま
す
.ほ
､
ま

た
ま
た
辞
の
お
骨
が
あ
や
執
政
の
仕
え
お
る
は
着
物
の
み
な
る
に
'
偽

り
宥
め
J
と
言
わ
れ
ま
し
た
の
で
'
必
要
以
外
の
飴
分
の
苛
均
は
み
ん

な
寄
捨
し
て
し
ま
い
ま
し
た
｡
彼
は
心
あ
ら
た
に
ま
た
お
節
を
は
じ
め

て
何
時
鴇
と
同
じ

｢専
ら
汝
に
仕
え
ま
つ
る
｣
と
唱
え
る
と
Ĵ
ろ
に
来

ま
す
と
'
今
度
は
紳
お
ご
そ
か
に
の
た
ま
わ
-

｢汝
は
偏
り
な
き
封
の

も
の
ぞ
'
汝
こ
そ
､
わ
が
虞
の
召
使
の
7
人
な
る
ぞ
よ
｣
と
｡
げ
に
ケ

ッ

ラ

ー
の
秤
は
全
管
な
り
｡

-

-
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PUBLICINSTRUCTIONANDTHEVmLAGE

ELDER'S JURISDICTION

r N THEMINGPERIOD

ByTatsuoObata

■

Emp肝OrT'ai･tzumadetheagriculturalcommunitysetupacom-

munal establishementcalledshen･ming･t'ing(申明亭)orching-shan-

t'ing(&%*)withaviewtoenl1anCingcommunalmorales,andduring

theHtlng-Wuerethefunctionofadministeringjusticeasthelowest

courtofjusticewasauthorizedtothis･eStab!ismentwiththevillage
～

elders asjudges.Thevillageelder'sauthorityasajudgewasde丘ned

irkadecreeandthegovernmento缶cialswereenjoinedAtOtreSSPaS＼

鰐如nstthevillageelder'sjurisdiction･ But.suchapracticeoften

r由ulted.inbringingabuses,andthevillageelder'sjurisdiction･was

-repealedandtakenpverby.t王IeO氏Cialsappointedbythegovernmet

inthe9thyearoftheCh'蝕g･hua,era･.ーIt甲aSinforceon阜yforL70

yearsOrSO.
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