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一
九
八

O(斤
ロ
ッ
サ
l
-
H
・
ブ
ロ
J

勾
マ
ン
は
「
会
九
世
紀
塁
湾
の
商

事
契
約
法
研
究
』
を
愛
表
し
、
『
官
室
湾
私
法
」
に
収
録
さ
れ
た
史
料
を
利
則

し
て
一
九
世
紀
塞
湾
の
商
事
契
約
法
と
商
業
訴
訟
を
研
究
し
た
。
し
か
し
明

清
時
代
(
清
末
を
除
く
)
の
尚
事
紛
争
と
尚
業
訴
訟
の
研
究
は
、
現
在
に
い

た
る
ま
で
な
お
不
十
分
で
あ
る
。
そ
れ
は
史
料
の
不
足
が
主
な
原
因
か
も
し

れ
な
い
。
バ
ク
ス
バ
ウ
ム
に
よ
れ
ば
「
淡
新
棺
案
」
に
は
、
債
務
や
商
業
取

(
引
に
関
係
す
る
訴
訟
槍
案
は
全
慢
の
わ
ず
か
五
パ
ー
セ
ン
ト
し
か
な
い
と
い

う
。
現
存
す
る
明
清
時
代
の
判
語
資
料
中
に
お
い
て
も
商
事
紛
争
に
関
係
す

る
内
符
は
確
か
に
少
な
い
。
こ
れ
と
は
到
照
的
に
、
清
末
・
民
国
の
商
舎
槍

案
は
散
逸
す
る
こ
と
な
く
保
存
さ
れ
て
き
た
の
で
、
研
究
者
に
と
っ
て
も
利

用
し
や
す
い
状
態
に
あ
り
、
こ
の
た
め
商
舎
成
立
以
降
の
商
事
紛
争
と
商
業

訴
訟
に
閲
す
る
研
究
は
陸
績
と
大
き
な
成
果
が
あ
が
っ
て
い
る
。

近
年
来
、
巴
際
棺
案
、
太
湖
臆
槍
案
及
び
徽
州
文
書
と
い
っ
た
明
清
地
方

棺
案
史
料
の
公
開
に
件
い
、
事
界
が
明
清
時
代
の
商
事
紛
争
と
商
業
訴
訟
を

全
両
的
に
研
究
す
る
た
め
の
係
件
が
提
供
さ
れ
た
。
二

O
O
七
年
一
月
、
南

京
大
挙
歴
史
系
泊
金
民
教
授
の
『
明
清
商
事
糾
紛
奥
商
業
訴
訟
』
(
南
京
大

息
子
山
版
祉
、
二

O
O
七
年
)
が
出
版
さ
れ
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
代
表
的
な

研
究
成
果
と
な
っ
た
。
本
書
は
四
六

O
頁
絵
、
合
計
三
六
寓
字
あ
ま
り
に
及

ぶ
。
著
者
は
長
年
に
わ
た
っ
て
明
治
尚
業
史
研
究
に
従
事
し
、
尚
業
史
に
関

す
る
犠
々
な
資
料
に
精
通
し
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
各
種
槍
案
及
び
明
清
判

語
、
碑
刻
と
い
っ
た
史
料
か
ら
、
商
事
紛
争
と
商
業
訴
訟
に
関
係
す
る
内
容

を
順
次
抽
出
し
、
分
析
を
加
え
て
い
る
。
周
到
か
つ
詳
細
な
史
料
の
引
用
は

本
書
に
強
い
説
得
力
を
典
え
て
お
り
、
前
近
代
及
び
近
代
初
期
の
中
国
商
事

紛
争
を
全
而
的
に
理
解
す
る
助
け
に
な
っ
て
い
る
。

著
者
は
序
章
に
お
い
て
近
代
的
法
律
概
念
に
照
ら
し
て
「
商
事
」
の
主
健

に
つ
い
て
巌
格
に
範
園
を
設
定
し
て
い
る
。
即
ち
「
主
艇
と
な
る
の
は
、
経

営
を
職
業
と
な
し
、
営
利
を
目
的
と
す
る
商
人
あ
る
い
は
そ
の
組
織
に
限
り
、

そ
の
他
の
類
型
の
人
あ
る
い
は
組
織
は
含
ま
ず
、
紛
争
が
争
、
つ
封
象
も
流
通

分
野
に
闘
わ
り
賞
事
者
に
利
余
を
も
た
ら
し
う
る
権
盆
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
商
業
訴
訟
と
は
商
業
流
通
分
野
に
お
い
て
起
こ
る
商
人
を
主
懐
と
す
る

訴
訟
の
こ
と
で
あ
る
」
(
四
頁
)
o

著
者
は
商
舎
の
成
立
(
一
九

O
三
年
)
を

劃
期
と
し
て
商
舎
成
立
前
後
の
商
事
紛
争
と
商
業
訴
訟
の
類
型
及
び
解
決
方

法
を
分
析
し
、
同
時
に
尚
人
と
官
府
の
関
係
や
商
都
と
商
業
紛
争
に
つ
い
て

も
分
析
を
加
え
て
い
る
。
本
書
は
主
に
以
下
の
四
つ
の
内
容
か
ら
成
り
立
っ

て
い
る
。

商
命
日
成
立
以
前
の
商
事
紛
争
と
商
業
訴
訟

(
第
一
章
、
第
二
章
、
第
三
章
)

こ
れ
ら
三
章
は
主
に
明
清
時
代
の
訴
訟
槍
案
文
書
(
巴
牒
棺
案
・
太
湖
膳

棺
案
・
徽
州
訴
訟
文
書
を
含
む
)
と
判
語
資
料
(
『
敏
紀
』
・
「
盟
水
斎
存
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慎
』
)
中
の
商
事
紛
争
を
中
心
と
し
て
商
舎
成
立
以
前
の
惇
統
中
闘
に
お
け

る
商
事
紛
争
と
商
業
訴
訟
の
類
型
と
特
徴
を
検
討
し
て
い
る
。
著
者
は
商
業

活
動
に
よ
っ
て
生
じ
る
各
種
の
取
引
閥
係
に
も
と
づ
き
、
商
業
訴
訟
を
類
型

化
し
た
う
え
で
、
各
類
型
の
尚
事
紛
争
の
解
決
の
過
程
と
裁
決
結
果
を
重
知

的
に
考
察
す
る
。
商
事
紛
争
の
解
決
過
程
に
つ
い
て
、
著
者
の
考
察
の
中
心

は
民
間
で
の
調
停
と
官
府
の
裁
判
と
の
関
係
、
す
な
わ
ち
商
事
紛
争
は
ま
ず

民
間
の
調
停
を
経
る
の
か
、
直
接
官
に
訴
え
て
し
ま
う
の
か
、
そ
れ
と
も
官

に
訴
え
て
か
ら
再
度
調
停
を
行
う
の
か
、
と
い
う
問
題
に
あ
る
。
裁
決
の
結

果
に
つ
い
て
は
、
著
者
は
「
法
」
と
「
情
理
」
の
関
係
に
注
目
し
て
い
る
。

著
者
は
商
業
紛
争
を
十
の
類
型
に
分
類
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
著
者
の
例

示
及
び
記
述
を
も
と
に
、
八
つ
の
主
な
紛
争
形
態
に
つ
い
て
、
紛
争
の
解
決

過
程
と
裁
決
結
果
を
以
下
の
表
に
表
し
て
み
た
。

商業共 紛争主

f豊

る官管を他さにる{呆ま人同 フ
。府者ま地れ官がにず商ー ロ
にのた域る府、よ同人地 セ
よ紛ぐあ。に多つ族の域 ス

りと言「商る よくて・聞や
裁は業い つは調隣で同
断、共は て 最停人あ族
さ主同地 裁終さ・れの
れに経域 断的れ郷ば個

るに在にい援に共事賓 裁
主基す宗はめ基同 決

づる法共事づ経が ま
にき場倫|司がき管明 た

な裁合理経複草者確 lま

モ決は閥管雑す聞で 判決
を、係者、 のあ

進情がのあモ契れ
め理存関 る 約 i;J:'

権と 規遣業商同 人主家 主と !主占 荷主
債権者と

地

方牙人商反 と
被委託!員と百

と
票及人

借間
のぴ間

務債者
と

i犯受責;専"~行 尚り
人( 名尚: )財

ねも官 るり八ばる重 官 官 経隣く官 に停先
る同に O の省、も慶 る・のに よさに
。業訴 意客官ので 訴

訴え
。同紛訴 りれ業

者え 見長府がは え 業争え 謀、界
にた をには客案 る る 者はる さに
庭後 提さ通商件

。 。
の親前 さらよ

理 出し常でに 調族に れにつ

を官 さあ先あ閥 停・
、

モ官て
委府 せたにれわ を近多 府調

1例'Uな官 慮考官府
けも 賠 下は係閥 決を 法長 を う に 賓 決 る の 官

原府 るの償 す律に係 倫幼 取引l麿際めも文街
や 則の さの 。はさ O 例 な 者 下理主主 る決じに通の携は

援を裁 れ宇U 刑せ にけ隻 すを卑 こして滞りにい通
級断 そ決 事 従れ方 。考慮 と と、返っ 針が常

あくが lま 庭罪 いばカf しミ は懲済てあし滞商
る o基 j慣 分の 刻 、 親 しつ 少罰すいるてつ品
いた本 行 を重 決 官 族 てた な措るるい取て代
は だ的 カf 受い を員閥 判宗 い 置 よ 額 は り い 金

122 
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著
者
に
よ
れ
ば
、
民
間
に
よ
っ
て
調
停
さ
れ
る
訴
訟
も
あ
る
が
(
同
一
地

域
あ
る
い
は
同
族
商
人
の
間
)
、
し
か
し
最
終
的
に
は
多
く
が
官
府
を
と
お

し
て
裁
決
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
商
業
訴
訟
に
お
い
て
宗
族
や
民
間
の
基
層

組
織
の
拘
束
力
に
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
官
府
が
訴
訟
を
受

理
し
た
あ
と
に
は
、
同
業
な
い
し
同
行
の
代
表
の
志
見
が
考
慮
さ
れ
る
の
が

普
通
で
あ
り
、
業
界
の
慣
例
を
参
照
し
て
判
決
を
下
す
か
、
あ
る
い
は
同
業

な
い
し
同
行
の
協
議
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
商
業
紛
争
は
隻
方

が
純
粋
な
尚
業
関
係
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
多
い
た
め
、
い
っ
た
ん
判
決
が
下

り
原
告
被
告
隻
方
が
そ
の
判
決
に
従
っ
て
誓
約
書
を
提
出
す
れ
ば
、
翻
註
さ

れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
著
者
は
さ
ら
に
、
明
清
で
は
園
'
ゑ
の
法
律
が
商
事
に

関
す
る
候
項
を
鉄
い
て
い
る
た
め
、
各
地
に
あ
る
程
度
の
地
域
保
護
主
義
が

存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
が
商
業
に
お
け
る
違
法
行
潟
の
リ
ス
ク
を
相
嘗
ひ
く

い
も
の
と
し
、
さ
ら
に
一
尚
業
訴
訟
に
か
か
る
コ
ス
ト
も
高
騰
す
る
こ
と
に
な

っ
た
と
考
え
て
い
る
。

本
書
の
研
究
方
法
と
し
て
は
、
全
而
的
な
総
括
だ
け
で
な
く
個
別
案
件
の

分
析
も
行
わ
れ
て
い
る
。
個
別
案
件
の
分
析
に
お
い
て
は
、
著
者
は
詳
細
に

史
料
を
分
析
し
て
案
件
の
経
緯
を
叙
述
す
る
だ
け
で
な
く
、
状
詞
・
批
詞
・
堂

識
と
い
っ
た
文
書
の
分
析
を
通
し
て
、
案
件
の
賓
態
の
復
元
に
つ
と
め
、
案

件
の
背
後
に
お
い
て
愛
生
し
た
で
あ
ろ
う
賄
賂
や
裏
取
引
に
つ
い
て
も
合
理

的
な
推
測
を
行
っ
て
い
る
。
例
え
ば
第
一
章
で
は
「
合
彩
経
商
」
訴
訟
案
件

「
呉
敬
修
茶
葉
被
如
案
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
(
二
七
!
五
九
頁
)
、

こ
の
案
件
が
三
年
経
つ
で
も
案
件
が
解
決
し
な
か
っ
た
大
き
な
原
因
は
書
吏

が
賄
賂
を
受
け
取
っ
た
こ
と
に
あ
り
、
さ
ら
に
院
南
這
の
新
任
這
員
が
七
日

間
に
三
度
も
取
調
べ
を
行
い
速
や
か
に
終
結
し
た
こ
と
も
金
銭
と
密
接
な
閥

係
が
あ
っ
た
と
す
る
。

123 
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商
合
誕
生
以
後
の
商
業
紛
争
と
訴
訟

(
第
四
章
・
第
五
章
)

尚
舎
に
よ
る
尚
業
紛
争
解
決
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
す
で
に
多
く
の
成
果

が
出
て
い
る
。
例
え
ば
馬
敏
「
商
事
裁
判
典
商
曾
論
晩
清
蘇
州
商
事
紛
争

的
調
庭
」
、
付
海
曇
「
清
末
民
初
商
事
裁
判
組
織
的
演
婆
」

γ)曾
小
芹

(
呂
包
巳
2
5
N巴
ロ
)
「
二

O
世
紀
四
川
白
貢
商
事
紛
争
的
調
解
」
等
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
芯
金
民
氏
は
上
記
の
研
究
成
果
を
十
分
吸
収
し

た
上
で
、
商
舎
が
商
事
紛
争
を
庭
理
す
る
過
程
の
機
能
と
作
山
に
つ
い
て
、

特
に
商
舎
と
政
府
の
機
能
の
匿
別
な
ど
の
側
面
に
つ
い
て
深
く
検
討
し
て
い

る。
著
者
は
商
舎
と
は
官
府
の
提
唱
の
も
と
尚
人
に
よ
っ
て
白
設
的
に
組
織
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
商
業
を
保
護
し
て
商
況
を
聞
く
」
こ
と
を
旨
と
し
て
、

凶
家
か
ら
法
的
な
保
護
を
受
け
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。
商
人
官
成
立
の
目
的

は
商
人
と
政
府
の
関
係
を
調
整
し
、
商
人
の
権
盆
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ
る
。

清
朝
政
府
が
公
布
施
行
し
た
「
商
舎
簡
明
章
程
」
に
よ
れ
ば
、
商
舎
に
も
部

分
的
な
商
事
裁
判
権
が
付
奥
さ
れ
て
い
る
。
規
定
に
よ
れ
ば
商
事
紛
争
は
ま

ず
尚
合
に
訴
え
で
て
、
商
舎
に
よ
っ
て
庭
理
さ
れ
る
。
官
府
と
比
べ
て
も
商

舎
は
商
業
の
賓
情
と
商
業
慣
例
を
熟
知
し
て
お
り
、
同
時
に
ま
た
商
人
の
組

織
は
官
府
の
よ
う
に
権
力
を
侍
ん
で
人
を
虐
げ
、
理
由
な
く
金
銭
を
巻
き
上

げ
た
り
す
る
こ
と
も
少
な
い
。
こ
の
た
め
尚
舎
が
出
現
す
る
と
た
だ
ち
に
商

人
の
訴
え
を
受
理
す
る
主
要
な
場
所
と
な
り
、
商
事
紛
争
を
庭
理
す
る
組
織

と
な
っ
た
。

し
か
し
、
著
者
は
「
商
舎
が
部
分
的
な
尚
事
裁
判
権
を
獲
得
し
た
」
と
認

め
て
い
る
が
、
「
こ
の
権
限
は
事
ご
と
に
制
限
を
受
け
て
い
た
・
:
・
商
舎
が

所
有
し
て
い
た
の
は
一
種
の
附
胃
腸
的
な
権
力
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る

(
二
七
七
l
二
八
八
頁
)
。
著
者
は
研
究
を
通
じ
て
相
首
多
く
の
商
人
が
な

お
も
商
舎
成
立
以
前
か
ら
あ
る
奮
米
の
方
式
を
選
揮
し
、
直
接
官
府
に
訴
え

を
起
こ
し
て
い
た
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
主
な
原
因
は
以
下
の
三
貼

で
あ
る
。
第
今
に
官
府
は
関
係
機
関
が
整
備
さ
れ
、
訴
訟
を
庭
理
す
る
致
指
十

が
高
か
っ
た
こ
と
。
第
二
は
商
舎
が
現
地
の
商
人
に
肩
入
れ
し
て
そ
の
利
盆

を
保
護
し
た
た
め
、
外
地
の
商
人
は
い
っ
そ
う
官
府
に
訴
え
る
傾
向
が
あ
っ

た
こ
と
。
第
三
に
は
機
能
の
関
係
で
、
官
府
と
商
舎
は
各
々
異
な
っ
た
職
責

が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
商
舎
は
商
業
の
賓
情
に
精
通
し
そ
の
た
め
且
ハ
躍
的

な
案
件
の
調
査
に
責
任
を
負
う
が
、
官
府
は
商
舎
と
比
較
し
て
さ
ら
に
強
い

慮
分
権
を
有
し
た
の
で
、
「
閥
係
者
を
尋
問
し
て
庭
罰
す
る
」
権
限
は
官
府

が
有
し
て
い
た
の
だ
。
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商

人

官
(
第
六
章
)

告

こ
の
一
章
は
主
に
明
治
時
代
の
商
人
が
「
嘗
官
」
「
庭
値
」
な
ど
の
法
定

外
の
負
捨
に
封
す
る
訴
え
に
つ
い
て
分
析
し
た
も
の
で
、
関
所
に
お
け
る
違

法
な
徴
税
ゃ
、
重
税
に
よ
る
商
屈
の
搾
取
を
訴
え
た
り
、
坐
商
が
官
街
の

「
嘗
行
」
・
官
用
・
慮
値
・
ほ
買
と
い
っ
た
無
償
あ
る
い
は
低
償
の
搾
取
を

訴
え
た
り
、
商
人
が
街
役
人
等
に
よ
る
官
司
を
利
用
し
た
搾
取
や
煽
り
を
訴

え
た
り
し
た
こ
と
に
つ
い
て
順
を
追
っ
て
考
察
す
る
。
こ
う
し
た
「
嘗
官
・

麿
値
」
と
い
っ
た
商
出
の
法
定
外
の
負
捨
を
増
大
さ
せ
る
も
の
は
、
明
清
以

来
一
貫
し
て
存
在
し
て
い
た
。
商
人
遣
は
こ
う
し
た
法
定
外
の
負
捨
を
解
消

な
い
し
軽
減
す
る
た
め
圏
結
し
て
官
府
を
訴
え
ざ
る
を
得
ず
、
こ
う
し
た
行

策
白
樫
は
尚
事
紛
争
に
は
蛍
た
ら
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
紛
争
を
通
し
て

明
清
時
代
の
商
業
環
境
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
著
者
は
各
案
件
の
分



析
を
通
し
て
、
首
時
の
商
人
が
官
を
訴
え
る
原
肉
や
そ
の
過
程
、
及
び
官
を

訴
え
た
こ
と
に
よ
る
賓
際
の
殺
果
を
考
察
し
、
商
人
が
官
を
訴
え
る
こ
と
で
、

あ
る
程
度
官
府
や
吏
役
の
搾
取
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
こ
の
類
の

阻
習
を
根
絶
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
指
摘
す
る
。

四

商
帯
に
関
係
す
る
商
事
紛
争
及
び
商
帯
と
地
方
一
吐

舎
の
闘
係

(
第
七
章
、
第
八
章
)
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明
代
中
後
期
、
地
域
的
な
尚
都
市
組
織
が
形
成
さ
れ
、
彼
ら
は
曾
館
を
組
織

と
し
て
、
集
圏
で
各
地
域
の
尚
業
活
動
に
従
事
し
、
商
都
巾
は
同
郷
同
業
の
利

盆
を
維
持
す
る
重
要
な
組
織
と
な
っ
た
。
舎
館
は
商
都
内
部
や
各
商
都
巾
聞
の

紛
争
を
由
処
理
す
る
際
に
も
重
要
な
役
ど
こ
ろ
を
演
じ
た
。
商
都
巾
に
閲
す
る
研

究
は
数
多
い
が
、
本
書
は
商
邦
巾
に
関
係
す
る
商
業
訴
訟
や
商
帯
と
地
方
枇
舎

の
閥
係
を
重
黙
的
に
論
じ
て
い
る
。
主
な
内
容
は
以
下
の
二
方
面
に
分
け
ら

れ
る
。

(
一
)
商
市
の
聞
と
商
市
内
部
の
訴
訟

尚
業
資
源
、
商
業
の
活
動
範
園
や
市
場
の
シ
ェ
ア
を
争
奪
す
る
た
め
、
同

一
業
種
の
商
都
市
は
競
争
を
繰
り
慶
げ
て
い
た
。
こ
う
し
た
訴
訟
は
白
質
的
な

利
権
保
護
意
識
を
表
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
上
に
利
権
を
濁
占
し

よ
う
と
す
る
強
烈
な
意
識
を
表
し
て
い
る
。
商
帯
が
訴
訟
を
起
こ
す
根
擦
は
、

多
く
の
場
合
同
業
種
組
合
が
聾
断
し
て
い
る
規
約
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
し

て
官
府
が
こ
の
種
の
規
約
を
追
認
し
て
、
訴
訟
を
裁
断
す
る
根
擦
と
な
っ
て

い
た
こ
と
か
ら
、
事
責
上
商
業
上
の
濁
占
を
擁
護
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
各
地
の
尚
帯
、
特
に
徽
州
商
人
は
訴
訟
を
起
こ
す
際
、
そ
の
中
で
も

と
り
わ
け
集
圏
で
訴
訟
を
起
こ
す
と
き
、
自
己
の
利
盆
を
維
持
な
い
し
接
張

す
る
た
め
、
金
銭
を
ば
ら
撒
き
、
上
下
に
働
き
か
け
、
瓦
い
に
訴
え
合
っ
た

り
上
訴
を
績
け
る
な
ど
、
不
捺
不
屈
の
精
神
を
見
せ
る
。
商
人
、
中
で
も
徽

州
商
人
は
集
圏
の
力
で
訴
訟
を
起
こ
し
、
さ
ら
に
幽
章
一
宮
な
経
済
力
が
加
わ
る

こ
と
で
枇
曾
的
に
お
お
き
な
力
を
形
成
し
、
き
わ
め
て
釘
抗
し
に
く
い
存
在

で
あ
っ
た
。
た
と
え
個
人
の
商
人
で
あ
っ
て
も
、
徽
州
商
人
に
は
「
勝
た
ね

ば
止
ま
ら
ぬ
」
と
い
う
性
分
が
あ
る
。

商
部
市
内
に
も
紛
争
は
あ
っ
た
。
い
く
つ
か
の
徽
州
文
書
、
た
と
え
ば
「
乾

隆
徽
州
府
抄
呈
」
「
辛
巳
照
務
各
案
存
稿
」
な
ど
に
は
徽
州
堕
商
内
部
の
紛

争
が
抄
録
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
こ
う
し
た
商
業
訴
訟
に
つ
い
て
、
最
終
的

に
利
盆
の
針
立
す
る
笠
方
が
何
度
と
な
く
訴
え
あ
っ
た
後
、
ハ
呂
府
の
裁
定
を

仰
ぐ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。

(
二
)
商
人
商
帯
と
枇
命
日
各
層
と
の
絞
め
事

こ
れ
は
尚
帯
と
官
吏
・
地
方
一
吐
曾
・
牙
行
牙
戸
お
よ
び
商
帯
と
商
品
生
産

者
・
生
産
管
理
者
と
の
採
め
事
、
さ
ら
に
商
帯
と
外
園
勢
力
と
の
衝
突
も
含

ん
で
い
る
。
中
で
も
著
者
が
力
を
入
れ
て
論
じ
て
い
る
の
が
、
尚
帯
と
地
方

官
と
の
闘
係
で
あ
る
。

著
者
は
尚
人
や
商
都
市
が
異
郷
で
商
買
を
替
む
と
き
官
僚
と
の
関
係
が
往
々

に
し
て
商
業
的
成
功
を
収
め
最
大
限
の
利
爺
を
得
る
た
め
の
重
要
な
前
提
に

な
っ
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。
明
治
時
代
の
徽
州
尚
人
と
山
西
尚
人
は
み
な

官
吏
と
の
交
際
に
長
け
て
い
た
。
徽
州
商
人
は
政
治
権
力
と
密
接
な
関
係
を

持
ち
、
明
代
に
は
「
権
勢
に
取
り
入
る
の
が
う
ま
い
」
こ
と
で
有
名
で
あ
っ

た
。
山
西
票
披
の
創
始
人
需
履
泰
は
官
府
と
の
交
際
に
長
け
た
人
で
あ
り
、

「
北
京
に
住
ま
い
、
人
と
な
り
誠
昔
、
で
、
枇
交
性
に
富
み
、
常
に
王
公
大
臣

の
家
に
出
入
り
す
る
こ
と
で
、
高
位
高
官
の
深
い
信
任
を
得
た
」
(
三
八

O

頁
)
と
い
、
っ
。
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尚
帯
は
地
方
官
府
と
良
好
な
閥
係
を
築
く
た
め
様
々
な
手
段
を
講
じ
た
。

特
に
自
ら
が
商
い
を
替
ん
で
い
る
地
域
に
在
任
中
の
同
郷
官
僚
に
封
し
て
は
、

極
力
そ
の
歓
心
を
買
お
う
と
努
め
た
。
明
清
時
期
多
く
の
商
人
舎
館
は
同
郷

官
員
の
支
持
の
も
と
開
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
郷
里
や
本
籍
を
同
じ
く
す

る
官
僚
は
し
ば
し
ば
商
帯
の
重
要
な
文
持
勢
力
と
な
っ
た
。

し
か
し
商
人
が
異
郷
で
商
責
を
管
む
の
は
利
盆
を
上
げ
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
る
た
め
、
し
ば
し
ば
現
地
の
民
衆
の
反
感
を
買
っ
た
。
著
者
は
清
代

康
照
年
間
漸
江
湖
州
烏
程
豚
民
童
図
泰
が
民
意
を
代
表
し
て
訴
え
を
起
こ
し

た
徽
州
典
首
商
重
典
盤
剥
一
案
(
三
八
八
三
九
九
頁
)
を
例
と
し
て
、
財

産
が
あ
る
の
を
か
さ
に
き
て
横
暴
な
徽
州
典
商
が
、
官
吏
に
賄
賂
を
迭
り
民

意
の
代
表
に
攻
撃
を
加
え
る
(
童
図
泰
は
こ
の
た
め
に
獄
に
下
さ
れ
た
)
な

ど
の
方
法
で
、
そ
の
商
業
利
潤
を
確
保
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

明
清
時
代
の
客
商
は
一
貫
し
て
経
替
地
の
経
済
情
勢
を
牛
耳
る
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
、
金
持
ち
に
は
血
も
涙
も
な
い
と
い
う
印
象
を
残
し
た
の

で
あ
っ
た
。

本
書
を
通
観
す
る
と
、
編
纂
史
料
と
文
書
棺
案
史
料
を
併
川
市
し
、
全
際
的

考
察
と
個
別
案
件
の
分
析
が
と
も
に
重
楓
さ
れ
、
前
近
代
及
ぴ
近
代
中
国
の

商
事
紛
争
及
び
尚
事
に
関
係
す
る
各
種
の
枇
合
関
係
を
理
解
す
る
た
め
に
、

重
要
な
よ
り
ど
こ
ろ
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
と
り
わ
け
著
者
は
大
量
の
明
清

時
代
の
徽
州
訴
訟
文
書
の
抄
本
を
同
捜
し
、
そ
の
一
部
は
始
め
て
皐
界
に
公

表
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
貼
に
お
い
て
明
清
時
代
の
商
事
紛
争
と
商
業

訴
訟
の
研
究
内
容
を
い
っ
そ
う
豊
か
に
し
た
。

と
は
い
え
本
書
は
明
清
の
尚
事
紛
争
と
尚
業
訴
訟
を
扱
っ
た
初
の
専
著
で

あ
る
た
め
、
い
く
つ
か
の
概
念
の
理
解
や
具
際
的
問
題
の
結
論
に
つ
い
て
法

制
史
の
観
黙
か
ら
見
て
や
や
不
適
切
と
思
わ
れ
る
部
分
が
あ
る
の
は
や
む
を

得
な
い
。
以
下
に
評
者
自
身
の
見
解
を
示
し
た
い
。

(
一
)
つ
尚
事
」
と
「
民
事
」
の
関
係
に
つ
い
て

本
書
は
『
明
清
商
事
糾
紛
輿
商
業
訴
訟
』
と
題
し
、
著
者
は
こ
こ
で
「
商

事
」
と
い
う
語
を
使
用
し
て
い
る
。
さ
ら
に
序
言
に
お
い
て
「
尚
事
」
の
範

園
を
室
内
応
し
、
「
商
業
活
動
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
業
と
す
る
人
が
、
州
宮
利

を
目
的
と
し
て
行
う
管
業
活
動
を
「
商
事
」
と
呼
ぶ
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

「
商
事
」
の
範
同
を
こ
の
よ
う
に
定
め
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
正
し
い
。
し
か

し
本
書
の
中
で
「
民
事
」
と
「
商
事
」
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
に
つ

い
て
は
、
不
適
首
な
表
現
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
序
言
で
従
来
の
研
究
成
果

を
紹
介
す
る
と
き
、
従
来
の
明
清
訴
訟
制
度
研
究
が
「
基
本
的
に
商
事
紛
争

と
商
業
訴
訟
を
扱
わ
な
か
っ
た
」
(
二
頁
)
と
述
べ
、
ま
た
「
清
末
以
前
、

商
人
間
の
紛
争
は
み
な
あ
り
ふ
れ
た
銭
糧
訴
訟
と
見
な
さ
れ
、
通
常
の
民
事

紛
争
と
し
て
調
停
が
行
わ
れ
た
」
(
一
九
四
頁
)
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

表
現
は
つ
尚
事
」
と
「
民
事
」
の
関
係
を
混
同
し
た
も
の
で
、
誤
解
を
生
む

可
能
性
が
高
い
。

「
商
事
」
と
い
う
語
は
近
代
に
入
り
西
洋
か
ら
入
っ
て
き
た
法
律
概
念
で

あ
る
。
二

O
世
紀
初
期
蓋
湾
の
日
本
植
民
地
政
府
に
よ
り
編
輯
さ
れ
た
ヨ
昼

寝
弄
の
中
で
は
惇
統
中
園
の
商
事
活
動
に
つ
い
て
分
類
と
分
析
が
行
わ

れ
て
い
る
。
し
か
し
近
代
法
で
は
商
法
と
民
法
は
と
も
に
私
法
で
あ
り
、
商

法
は
常
に
民
法
の
特
別
法
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
従
来
の
中
園
法

制
史
研
究
で
は
、
「
商
事
」
紛
争
を
民
事
訴
訟
の
範
障
に
入
れ
て
き
た
の
で

あ
る
。
た
と
え
ば
戴
炎
輝
氏
等
は
塞
湾
の
「
淡
新
棺
案
」
の
分
類
に
お
い
て
、

「
商
事
」
類
槍
案
を
「
民
事
編
」
の
中
に
合
め
て
お
り
、
滋
賀
秀
三
氏
ら
の

126 



清
代
民
事
訴
訟
に
つ
い
て
の
研
究
も
同
様
に
商
事
訴
訟
研
究
を
含
ん
で
い
る
。

し
た
が
っ
て
研
究
の
必
要
上
「
商
事
」
を
車
濁
の
分
類
と
し
て
議
論
を
進

め
る
こ
と
は
か
ま
わ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
「
商
事
」
と
い
う
概
念
及
び

「
尚
事
」
と
「
民
事
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
よ
り
明
伴
な
説
明
が
必
要
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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(
ニ
)
惇
統
中
岡
「
法
」
概
念
に
つ
い
て
の
理
解

滋
賀
秀
三
が
持
ち
込
ん
だ
清
代
民
事
訴
訟
過
程
中
の
「
法
」
と
「
情
理
」

の
閥
係
は
常
に
中
園
法
制
史
皐
界
の
議
論
の
中
心
で
あ
っ
た
。
本
書
が
論
じ

る
中
心
的
な
問
題
の
一
つ
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
法
」
と
「
情
理
」
が
商
業
訴

訟
解
決
の
過
程
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
作
用
し
て
い
た
か
で
あ
る
。
し
か
し

著
者
は
、
滋
賀
秀
三
氏
は
「
清
代
基
層
民
事
訴
訟
の
判
決
が
情
理
に
基
づ
く

認
識
下
に
お
い
て
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
(
六
頁
)
と
い
う
観
結
を

持
ち
、
ア
メ
リ
カ
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
フ
ァ
ン
の
清
代
民
事
訴
訟
に
関
す
る

「
成
文
律
例
と
知
際
の
判
決
の
間
に
は
額
著
な
一
致
性
が
あ
る
」
と
す
る
観

黙
と
は
釘
立
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
表
現
は
誤
解

を
生
み
や
す
い
。
賓
際
に
は
、
滋
賀
秀
三
は
清
代
の
判
語
に
つ
い
て
研
究
を

進
め
た
あ
と
、
「
す
べ
て
の
な
い
し
は
大
多
数
の
案
件
に
お
い
て
岡
法
が
引

照
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
同
法
に
は
言
及
す
る
こ
と
な
し
に

結
論
を
山
し
て
い
る
案
件
の
方
が
数
が
多
く
、
ま
た
園
法
が
引
照
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
裁
判
官
が
厳
密
に
法
の
文
字
に
拘
束
さ
れ
る
と
い

(
9
)
 

う
こ
と
で
は
な
い
」
と
考
え
て
い
る
が
、
し
か
し
同
時
に
こ
れ
は
園
法
が
無

視
な
い
し
軽
楓
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
法
官
は
聴
訟

の
と
き
一
般
に
何
が
し
か
判
断
基
準
と
な
る
侠
項
を
考
慮
す
フ

A
M要
が
あ
り
、

し
か
る
後
に
事
情
を
酌
量
し
て
審
判
を
進
行
す
る
と
考
え
て
い
る
。
滋
賀
は

清
代
光
緒
年
聞
の
方
大
淀
が
述
べ
る
と
こ
ろ
の
「
州
際
限
り
で
済
む
訴
訟
は
、

も
と
も
と
す
み
ず
み
ま
で
法
律
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
必
要
の
な
い
も
の
で
あ

る
。
た
だ
、
一
件
の
事
賓
閥
係
を
見
て
そ
れ
が
律
・
例
の
ど
の
俊
文
に
該
笛

す
る
か
を
は
っ
き
り
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
そ
の
土
地
の
風

俗
を
考
慮
に
入
れ
、
情
を
準
り
理
を
酌
ん
で
融
通
を
き
か
せ
る
が
よ
い
。
律

例
と
ま
っ
た
く
相
反
す
る
こ
と
に
だ
け
は
な
ら
な
い
よ
う
に
気
を
付
け
る
。

そ
う
で
な
い
と
、
首
事
者
が
上
訴
し
、
上
級
機
関
か
ら
指
令
が
来
て
、
い
っ

た
ん
書
類
を
提
出
せ
よ
と
い
う
段
に
な
っ
た
と
き
に
、
申
し
聞
き
が
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
」
(
方
大
、
従
『
平
平
一
言
』
巻
二
、
本
案
用
何
律
例
須
考
察
明
白
)

C

こ
の
段
の
話
は
よ
く
聴
訟
(
民
事
訴
訟
)
に
お
け
る
賓
情
を
説
明
し
て
い
る

(
日
)

と
考
え
て
い
る
。
で
あ
る
か
ら
「
清
代
基
層
民
事
訴
訟
の
判
決
が
情
理
に
も

と
づ
い
た
認
識
下
に
お
い
て
導
き
出
さ
れ
た
」
と
い
う
の
は
滋
賀
が
本
来
意

園
し
た
見
解
で
は
な
く
、
ま
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
フ
ァ
ン
が
示
し
た
観
貼
と
も

矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。

(
口
)

最
近
寺
出
浩
明
は
「
試
探
惇
統
中
岡
法
制
縮
瞳
像
」
の
な
か
で
、
刑
事
審

判
も
含
め
て
惇
統
中
園
は
「
法
を
用
い
て
」
審
判
を
進
行
し
て
い
る
が
、

「
法
に
依
っ
て
審
判
」
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
さ
ら
に

「
も
し
依
法
/
不
依
法
と
い
う
局
限
的
で
表
面
的
な
現
象
に
拘
泥
し
、
停
統

中
国
の
審
判
の
な
か
に
依
法
/
不
依
法
で
説
明
で
き
る
よ
う
な
事
賓
を
求
め

よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
議
論
は
明
ら
か
に
狭
隆
に
過
ぎ
る
で
あ
ろ

う
。
」
と
遮
べ
て
い
る
。
従
っ
て
寺
田
浩
明
は
「
依
法
」
あ
る
い
は
「
不
依

法
」
の
程
度
に
つ
い
て
の
分
析
を
績
け
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
人
々
の
心
の
中

に
あ
る
正
首
に
釘
す
る
感
覚
の
各
諸
相
や
そ
の
中
で
の
権
力
の
位
相
を
比
較

し
、
正
面
か
ら
惇
統
的
な
中
園
人
の
「
行
動
基
準
」
を
統
合
し
た
ほ
う
が
よ

い
と
考
え
て
い
る
。
寺
出
氏
の
惇
統
に
お
け
る
「
法
」
観
念
に
つ
い
て
の
新
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た
な
検
討
は
新
し
い
解
穆
を
代
表
し
、
「
法
」
と
「
情
理
」
の
関
係
を
検
討

す
る
上
で
も
新
た
な
内
容
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
こ
う
し
た
観
蛤
は
惇
統
中

国
の
商
事
紛
争
と
商
業
訴
訟
を
よ
り
よ
く
理
解
し
よ
う
と
す
る
う
え
で
も
参

考
と
す
る
債
値
が
あ
ろ
う
。

(
三
)
賞
事
者
が
扶
詞
・
堂
論
を
抄
官
局
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
規
定

著
者
は
、
訴
訟
の
過
程
に
お
い
て
「
原
告
被
告
隻
方
と
も
、
規
定
に
従
え

ば
相
手
の
訴
状
原
文
を
知
る
こ
と
は
で
き
ず
、
堂
識
も
す
べ
て
理
解
で
き
た

と
は
限
ら
な
い
」
と
考
え
て
お
り
、
さ
ら
に
つ
づ
け
て
「
官
街
が
案
件
を
慮

理
す
る
際
の
こ
う
し
た
慣
例
は
権
首
の
吏
役
が
あ
れ
こ
れ
と
手
段
を
弄
し
て

隻
方
に
封
し
て
賄
賂
を
要
求
す
る
大
き
な
絵
地
を
輿
え
た
」
(
五
王
頁
)
と

述
べ
て
い
る
。
し
か
し
著
者
は
「
規
定
」
の
具
健
的
内
容
に
つ
い
て
は
説
明

し
て
い
な
い
。

賓
際
に
は
、
著
者
が
注
調
停
の
中
で
引
用
し
て
い
る
史
料
で
は
、
原
告
も
被

告
も
官
府
か
ら
相
手
方
の
朕
詞
の
内
容
や
官
僚
の
堂
識
を
知
り
え
て
い
た
こ

と
を
讃
明
し
て
い
る
。
例
え
ば
本
書
五
六
頁
の
注
稽
①
に
引
則
さ
れ
て
い
る

黄
六
鴻
『
】
幅
一
息
全
書
』
巻
十
一
「
立
状
式
」
に
は
「
お
よ
そ
原
告
の
告
肢
が

批
准
さ
れ
六
房
に
愛
せ
ら
れ
る
と
、
被
告
は
必
ず
房
よ
り
訴
状
を
受
け
取
っ

て
書
き
窮
し
、
該
房
は
こ
れ
を
奇
貨
と
な
し
、
故
音
叫
に
難
癖
を
つ
け
て
、
事

の
大
小
を
覗
て
、
賄
賂
の
多
寡
を
決
め
る
。
被
告
は
訴
状
を
寓
し
て
入
手
し
、

万
筆
訟
師
に
頼
ん
で
原
詞
に
照
ら
し
て
論
破
の
方
法
を
考
え
、
相
手
の
虚
備

を
攻
め
、
機
先
を
制
そ
う
と
す
る
」
と
あ
り
、
ま
た
方
大
淀
『
卒
以
上
一
百
』
各

四
「
判
語
須
列
梼
」
で
は
「
裁
判
が
終
わ
っ
た
後
、
隻
方
が
捨
首
の
膏
吏
に

堂
誌
の
抄
録
を
求
め
る
が
、
育
吏
は
往
々
に
し
て
意
の
ま
ま
に
賄
賂
を
要
求

す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
史
料
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
原
告
と
被

告
は
相
手
の
訴
状
の
内
容
や
官
員
の
堂
識
を
知
り
得
た
し
、
捨
嘗
の
差
役
が

往
々
に
し
て
こ
れ
を
「
該
房
は
こ
れ
を
奇
貨
と
な
し
、
故
意
に
難
癖
を
つ

け
」
、
「
意
の
ま
ま
に
賄
賂
を
求
め
て
」
い
た
に
過
、
き
ず
、
原
告
被
告
隻
方
が

相
手
の
訴
状
や
堂
誌
を
知
る
こ
と
を
禁
止
す
る
よ
う
な
規
定
が
存
在
し
た
わ

け
で
は
な
い
。
事
賓
、
現
存
す
る
各
種
の
訴
訟
状
式
を
通
観
す
る
と
、
原
告

も
被
告
も
相
手
の
告
詞
・
訴
詞
お
よ
び
官
僚
の
堂
論
の
内
容
を
知
り
え
て
い

た
こ
と
、
さ
ら
に
相
手
方
の
状
詞
や
官
僚
の
堂
詠
の
内
容
に
封
廃
し
て
反
撃

や
競
解
を
行
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
五
控
」
を
繰
り
康
げ
て
い
た
こ
と
が
見

て
取
れ
る
。

(
四
)
「
商
事
裁
判
権
」
に
つ
い
て

著
者
は
本
書
の
中
で
「
商
舎
が
案
件
を
庭
理
す
る
椎
限
は
極
め
て
限
ら
れ

た
も
の
で
、
い
く
つ
か
の
只
位
的
案
件
に
つ
い
て
い
え
ば
、
商
舎
の
も
っ
と

も
主
要
な
役
割
で
さ
え
、
詮
様
詮
言
の
つ
き
合
わ
せ
と
い
っ
た
裁
判
を
進
行

す
る
た
め
の
補
助
に
過
ぎ
ず
、
最
終
的
な
仲
裁
権
は
相
愛
わ
ら
ず
官
府
に
蹄

し
て
い
た
」
(
二
四
七
一
良
)
の
で
あ
り
、
「
商
事
問
題
を
庭
理
す
る
と
き
、
商

舎
は
宵
府
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
彼
ら
を
補
佐
す
る
役
割
を
捨
っ
た
助
手
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
」
(
二
七
八
一
良
)
と
述
べ
て
い
る
も
の
の
、
本
書
の
中

で
は
や
は
り
商
舎
の
案
件
慮
理
の
権
限
を
「
商
事
裁
判
権
」
と
表
現
し
て
い

る
。
し
か
し
「
商
事
裁
判
権
」
の
語
を
使
用
す
る
こ
と
は
商
舎
が
部
分
的
に

「
司
法
裁
判
権
」
を
取
得
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

「
商
曾
」
は
本
来
一
種
の
祉
舎
圏
健
で
あ
る
。
一
九

O
三
年
盛
宣
懐
の
推

進
の
下
、
清
朝
政
府
が
公
布
施
行
し
た
『
奏
定
簡
明
商
曾
章
程
』
で
は
、
各

地
に
商
舎
を
設
立
し
、
さ
ら
に
商
舎
の
手
で
部
分
的
な
工
商
行
政
管
理
権
と

商
事
を
裁
断
す
る
権
利
を
執
行
す
る
よ
う
要
求
さ
れ
て
い
る
。
『
簡
明
土
早
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。
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第
七
款
一
尚
舎
の
総
理
・
協
理
に
は
尚
人
を
保
護
し
商
業
を
振
興
す
る

青
月
任
が
あ
る
。
ゆ
え
に
凡
そ
商
人
が
あ
る
事
件
に
つ
い
て
訴
え
を
起
こ

す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
総
理
・
協
理
は
事
賓
で
あ
る
こ
と
を
き
ち

ん
と
調
査
し
た
上
で
、
該
地
方
街
門
に
お
い
て
代
わ
り
に
訴
え
出
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
も
し
公
正
な
判
決
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
り
、

あ
る
い
は
権
力
の
及
、
は
な
い
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
、
直
ち
に
本
部
に
剥
査

の
上
事
件
を
庭
理
す
る
よ
う
申
し
出
よ
。
該
線
協
理
が
も
し
賄
賂
を
得

て
え
こ
ひ
い
き
し
是
非
を
顛
倒
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
り
、
あ

る
い
は
舎
董
や
各
商
が
そ
の
こ
と
を
告
愛
し
た
り
、
あ
る
い
は
本
部
に

よ
り
そ
れ
が
護
資
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
た
だ
ち
に
慮
分
を

下
し
許
す
こ
と
は
な
い
。

第
十
五
款
一
凡
そ
華
商
が
採
め
事
に
あ
え
ば
、
商
舎
に
赴
い
て
告
知
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
総
理
は
円
を
決
め
て
各
理
事
を
召
集
し
、
公
正
に

議
論
し
、
衆
に
従
い
公
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
隻
方
が
な
お

承
服
し
な
け
れ
ば
、
地
方
官
に
庭
理
願
う
よ
う
訴
え
出
る
こ
と
を
認
め

る。第
十
六
款
二
華
商
と
洋
尚
の
交
渉
に
組
組
闘
が
あ
れ
ば
、
商
舎
は
隻
方
か

ら
公
正
人
を
一
人
ず
つ
挙
げ
さ
せ
、
公
正
に
庭
理
し
、
た
だ
ち
に
事
情

を
酌
ん
で
裁
断
し
、
も
し
隻
方
の
意
見
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
け

れ
ば
、
さ
ら
に
隻
方
の
公
正
人
よ
り
隻
方
が
納
得
す
る
名
望
家
を
一
人

拳
げ
さ
せ
、
そ
の
も
の
を
聞
に
立
た
せ
裁
断
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

隻
方
の
事
情
に
つ
い
て
尚
舎
が
な
お
十
分
に
知
り
得
て
い
な
い
と
こ
ろ

が
あ
り
、
す
で
に
該
地
方
官
あ
る
い
は
該
管
領
事
に
訴
え
て
い
る
の
で

あ
れ
ば
、
隻
方
首
事
者
の
都
合
に
任
せ
る
。
も
し
該
地
方
官
や
領
事
等

の
判
断
が
十
分
に
公
平
を
蓋
く
し
て
い
な
け
れ
ば
、
不
利
を
被
っ
た
側

が
商
舎
に
告
知
し
、
代
わ
っ
て
訴
え
を
述
べ
る
こ
と
を
許
す
。
重
大
な

案
件
は
総
理
よ
り
本
部
に
報
告
し
、
外
務
部
と
と
も
に
庭
理
す
る
。

こ
れ
ら
三
項
の
倹
款
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
「
衆
に
従
い
公
断
す
る
」
、

「
裁
断
」
と
い
っ
た
表
現
で
あ
り
、
「
裁
判
」
と
い
う
言
い
方
は
使
わ
れ
て

い
な
い
。
一
九

O
三
年
成
立
の
杭
州
尚
務
総
合
の
章
程
に
は
「
尚
人
間
で
も

紛
争
が
あ
り
官
府
へ
の
訴
え
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
ま
ず
商
舎
に
調
停
を
委
ね

る
」
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
商
舎
が
成
立
し
た
嘗

初
は
、
「
紛
争
の
調
停
」
は
主
な
役
割
の
会
つ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら

後
に
商
舎
が
設
立
し
た
尚
事
紛
糾
を
慮
理
す
る
附
属
機
関
は
、
一
般
に
す
べ

て
「
商
事
公
断
庭
」
と
稀
さ
れ
、
商
舎
の
案
件
慮
理
の
機
能
は
「
公
断
」
の

側
面
に
制
限
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
一
向
舎
の
商
事
紛
争
に
封
す

る
調
停
は
、
そ
の
本
質
上
訴
訟
手
績
き
外
の
民
間
調
停
に
属
す
る
も
の
で
、

官
府
に
よ
る
正
式
な
司
法
手
績
き
に
よ
る
調
停
か
ら
は
匝
別
さ
れ
、
商
舎
の

調
停
が
不
振
に
終
わ
っ
て
初
め
て
官
府
の
審
理
に
委
ね
ら
れ
、
正
式
な
司
法

裁
判
の
手
績
き
に
進
む
こ
と
に
な
る
。

民
国
以
後
、
商
舎
は
法
律
印
刷
究
革
の
機
に
乗
じ
て
、
「
商
事
裁
判
所
」
を
設

立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
商
事
紛
争
裁
決
の
権
限
を
強
化
し
よ
う
と
し

た
が
、
民
岡
政
府
は
自
身
の
司
法
権
力
を
維
持
す
る
た
め
に
も
、
商
舎
の
裁

決
権
が
掻
張
さ
れ
な
い
よ
う
、
名
目
的
に
は
「
司
法
濁
立
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン

と
し
て
掲
げ
な
が
ら
も
、
賓
際
に
は
車
な
る
行
政
整
理
と
し
て
、
商
舎
の
商

事
紛
争
裁
決
権
を
弱
め
よ
う
と
し
た
。
日
ハ
髄
的
に
は
清
末
の
『
奏
定
商
舎
簡

明
章
程
」
を
基
礎
と
し
て
、
一
九
一
一
一
一
年
『
商
事
公
断
庭
章
程
』
を
修
訂
し
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て
、
商
舎
の
裁
決
権
を
「
公
断
」
の
側
面
に
限
る
こ
と
を
明
確
に
規
定
し
、

「
商
事
公
断
庭
」
は
「
息
訟
」
と
「
和
解
」
を
主
な
趣
旨
と
す
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
清
末
か
ら
民
岡
初
年
の
商
舎
は
本
質
的
に
は
や
は
り
商
事
紛

争
を
剥
停
す
る
機
関
で
あ
り
、
そ
の
案
件
虎
理
の
権
限
を
「
商
事
裁
判
権
」

と
栴
す
る
こ
と
は
、
許
者
か
ら
覗
る
と
適
切
な
言
い
方
と
は
思
わ
れ
な
い
。

以
上
許
者
の
個
人
的
音
ω
見
を
述
べ
た
が
、
誤
讃
・
誤
解
が
あ
る
か
も
知
れ

な
い
。
著
者
の
ご
海
容
を
請
い
た
い
。

+土(
1
)

河
口
印
話
門
出
回
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F
m
H
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弓

戸
田
件
。
『

4
5
2
2ロ
与
の
の
出

HEHM刊
寸
巴
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田

HHUJ]OHOBO
〉
-
山
口
。

c
r
o
p

H
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H
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口
門
口
巾
開
門
円
司
ミ
〔
日
夕
司
ロ

I
B
2
(
V
}戸
山
口
問
。

roロ
め
〔
円
同
読
む
い
話
。
ぉ

(
り
と
お
む
ぱ
ド
。

haE~
同JwaA
む
ら
む
。

P

同
)
ロ
ロ
ロ

2
0ロ

C
E〈
2
2
q
-
M
)
H
O印印ゆ

E
g
W
3
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。
こ
の
論
文
で
ブ
ロ
ッ
ク
マ
ン
は
園
家
が
裁
判
の

判
決
に
基
づ
い
て
強
制
執
行
を
行
わ
な
い
状
況
下
に
あ
っ
て
も
、
停

統
中
園
の
商
事
契
約
秩
序
が
な
お
良
好
に
機
能
し
て
お
り
、
そ
の
原

因
は
主
に
「
契
約
の
自
己
執
行
(
月
ロ
l
a
2
5
5己
的
性
格
」
に

あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
即
ち
契
約
の
履
行
を
促
進
し
て
い
た
の
は

外
部
の
制
度
で
は
な
く
、
定
金
を
支
挽
う
と
い
う
方
法
を
通
し
て
、

契
約
の
内
容
や
手
績
き
の
中
か
ら
契
約
の
履
行
を
探
し
求
め
て
い
た

の
で
あ
る
。

(
2
)
臨
時
蓋
湾
奮
慣
調
査
合
『
臨
時
蓋
湾
奮
慣
調
査
合
第
一
部
調
査
第

三
回
報
告
書
官
室
湾
私
法
』
、
一
九
一

O

一
九
二
年
。

(
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)

口同
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L
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以
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同
)
ゆ
官
官

ω印
印
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N
叶。

(
4
)

「
歴
史
研
究
』
一
九
九
六
年
第
一
期
。

(
5
)

『
華
中
師
範
大
撃
墜
報
」
二

O
O
二
年
第
二
期
。

(
6
)

互
主
o
-
2ロ巾

N
o
-
5
1
ζ
O
R
E
E
E
回吉
Z

Y
向。

L
E
E
Cロ

5

叶
君
。

HH22rー
の
め
ロ
門
戸

3
4
N
H
m
c口問ヨ

ωHロ
}
同
戸
山
口
3

F

ロ
閉
山
門
}
同
門
司
口
出
。
円
1

5
日
仏
門
自

(
H
H
U
E
H官
。

出

E
口
問
。

ι
リ
Q
q
t
N
円、

Q
N
G
3
p
.
認
き
九

均
九
時

NhF~NSWN
〔

u
b
s
b
v
ω
門
戸
口
問
口
三

d
E〈
2
2
q
H
)円。
ω
団リ

N
c
o
p

日
〕
同

)
N品川山

N
∞
。

(
7
)

「
蓋
湾
私
法
』
第
三
巻
下
、
第
四
編
、
尚
事
及
債
権
。

(
8
)

滋
賀
秀
二
一
『
清
代
中
園
の
法
と
裁
判
」
(
東
京
一
創
文
祉
、
一
九

八
四
年
)
第
四
章
「
民
事
的
法
源
の
概
括
的
検
討
」
二
七

O
白ハ

0

(
9
)

同
上
書
、
二
七
三
一
員
。

(
日
)
向
上
書
、
二
七
六
二
七
七
頁
。

(
日
)
向
上
書
、
二
七
六
二
七
七
頁
。

(
ロ
)
中
図
法
制
史
的
学
舎
、
中
央
研
究
院
際
史
語
言
研
究
所
主
編
『
法
制

史
研
究
』
第
九
期
(
古
室
北
、
二

0
0
六
年
六
月
)
、
一
一
二
三
一
一
四

二
頁
。
ま
た
寺
田
浩
明
「
グ
非
ル
l
ル
的
な
法
w

と
い
う
コ
ン
セ
プ

ト
|
|
清
代
中
図
法
を
素
材
に
し
て
」
、
『
法
的
晶
子
論
叢
」
一
六

O

巻
三
・
四
競
、
二

O
O
七
年
一
月
も
参
照
。

二
O
O七
年
一
月
南
京
南
京
大
墜
山
版
枇

A
五
版
四
五
九
頁
二
九
元
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