
余
ゆ
丈
荷
、
第

第
十
六
巻
第
四
競
昭
和
三
十
三
年
三
月
議
行

清

代

の

膏

吏

と

幕

友

ー
ー
ー
特
に
薙
正
朝
を
中
心
と
し
寸
|
|
'

宮

崎

市

r'-噴

疋

清

初

の

菅

吏

-1-

忍
円
吏
な
る
も
の
は
中
園
近
世
史
上
に
見
ら
れ
る
特
異
な
る
存
在
で
あ
る
。
尤
も
脊
吏
の
起
原
は
甚
だ
古
く
、
既
に
南
朝
梁
の
頃
か
ら
忍
円
吏
な

る
語
が
記
録
に
現
わ
れ
る
が
、

そ
れ
が
近
世
の
濁
裁
君
主
政
治
の
下
に
完
成
さ
れ
た
官
僚
制
度
に
附
随
し
て
、

い
よ
い
よ
額
著
な
護
達
を
遂
げ

た
の
で
あ
る
。
過
去
に
b
い
て
同
種
の
も
の
の
存
在
を
鰹
験
し
な
か
っ
た
我
々
日
本
人
に
は
、
忍
円
吏
な
る
も
の
の
概
念
が
掴
み
に
く
い
が
、

そ

れ
は
一
口
で
言
え
ば
官
聴
に
お
け
る
事
務
請
負
人
と
で
も
稿
す
べ
き
者
で
あ
る
。
清
代
の
制
度
で
言
え
ば
、
中
央
及
び
地
方
の
官
聴
は
、
官
員

と
程
円
吏
と
街
役
と
、
三
種
の
勤
務
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
官
員
は
政
府
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
高
等
官
で
あ
り
、
街
役
は
官
聴
に
附
属
し

た
賎
民
的
な
雑
役
夫
で
あ
る
が
、
育
吏
は
そ
の
中
間
に
あ
る
事
務
員
で
あ
る
。
官
員
と
街
役
と
は
僅
か
な
が
ら
俸
給
を
貰
い
、
但
し
官
員
の
場

合
は
俸
旅
と
稿
し
、
街
役
の
場
合
は
工
食
と
絹
ナ
る
。
官
醸
の
勤
務
員
が
俸
給
を
受
け
る
の
は
蛍
然
な
話
だ
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
容
円
吏
は

き
ま
っ
た
定
額
の
俸
給
を
貰
わ
な
い
。
定
問
吏
な
る
も
の
の
特
異
な
る
性
質
は
賓
に
ζ

の
貼
か
ら
出
裂
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

347 

膏
吏
が
俸
給
を
受
け
な
い
の
は
、
育
吏
な
る
も
の
が
原
来
は
役
法
か
ら
出
て
い
る
の
が
一
つ
の
原
因
で
あ
る
。
役
法
と
は
人
民
が
政
府
の
矯
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に
代
る
代
る
無
料
の
労
役
奉
仕
を
な
ナ
べ
き
こ
と
を
定
め
た
法
律
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
既
に
育
吏
は
人
民
が
交
代
に
服
ナ
る
鉱
労
役
で
・
な
く
な
り
、

職
業
化
し
た
専
従
員
と
な
っ
た
後
で
も
、
依
然
と
し
て
、

そ
れ
が
役
だ
と
い
う
理
由
を
楯
に
と
っ
て
政
府
は
俸
給
を
輿
え
な
い
。
但
し
膏
吏
は

別
の
方
法
で
自
己
の
生
活
の
資
を
稼
い
で
い
る
。
そ
れ
は
彼
等
が
接
細
別
す
る
人
民
か
ら
手
数
料
を
徴
収
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ζ

の
扶
態
は
恰
も

現
今
の
日
本
に
お
け
る
代
書
人
の
よ
う
な
立
場
で
あ
る
。
日
本
の
代
書
人
は
官
聴
の
門
前
に
自
己
の
庖
を
張
っ
て
、
依
頼
者
か
ら
手
数
料
を
取

っ
て
、
官
聴
に
提
出
す
る
た
め
の
書
類
を
作
成
す
る
が
、

も
し
ζ

の
代
書
人
が
官
聴
の
内
部
K
一
室
を
輿
え
ら
れ
、
官
聴
に
用
の
あ
る
人
民
は

凡
て
こ
の
室
を
通
じ
な
け
れ
ば
上
へ
取
り
つ
が
れ
な
い
と
い
う
濁
占
権
を
輿
え
ら
れ
た
・
な
ら
ば
、

そ
れ
は
丁
度
、
中
閣
の
膏
吏
の
よ
う
な
も
の

が
出
来
上
る
筈
で
あ
る。

一
官
聴
k
h
z
け
る
背
吏
の
数
は
極
め
て
多
く
、
地
方
末
端
の
鯨
k
h
x
け
る
場
合
、
普
通
に
は
二
、
三
百
人
、
多
け
れ
ば
千
人
に
も
上
る
。
そ

に
分
れ
、
各
房
に
責
任
者
が
あ
っ
て
、
勝
の
場
合
に
は
ζ

れ
を
典
吏
と
稽
す
る
の
が
正
し
い
が
、
と
う
い
う

管
吏
頭
は

一
般
に
経
承
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
経
承
は
本
来
は
中
央
政
府
の
各
官
聴
の
膏
吏
頭
の
名
稀
で
あ
り
、
中
央
政
府
の
中
で
も
内
閣
と
翰

れ
が
幾
つ
か
の
房
(
ま
た
は
案
)
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林
院
と
で
は
供
事
と
絹
し
、
地
方
官
聴
で
は
総
督
、
巡
撫
、
皐
政
の
場
合
に
書
吏
と
栴
し
、
司
道
府
州
鯨
で
は
、
通
じ
て
奥
吏
と
絡
し
、
更
に
下

級
の
雑
職
の
街
門
で
は
援
典
と
稽
ナ
る
の
が
正
式
の
名
で
あ
る
。

と
れ
ら
の
膏
吏
頭
だ
け
が
法
制
上
K
認
め
ら
れ
た
脊
更
で
あ
っ
て
定
員
が
あ
り
、

そ
の
数
は
嘉
慶
、
光
絡
の
曾
典
事
例
に
も
載
せ
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
他
の
膏
吏
は
言
わ
ば
背
吏
頭
が
私
的
に
雇
M
V

入
れ
た
膏
吏
見
習
い
に
過
ぎ
や

J

、
貼
寓
と
か
、
脅
役
と
か
稽
せ
ら
れ
て
居
り
、
ま
た
其

中
で
幾
層
か
の
階
級
に
分
れ
て
い
る
。
彼
等
は
徒
弟
制
度
で
青
吏
頭
に
養
育
さ
れ
、
使
役
さ
れ
、
育
吏
頭
は
上
官
か
ら
事
務
を
請
け
負
わ
さ
れ

る
と
共
に
事
務
を
濁
占
し
、
事
務
室
を
使
用
し
、
手
数
料
を
徴
収
ナ
る
樺
利
を
輿
え
ら
れ
、

そ
の
手
数
料
を
以
て
自
己
の
生
活
費
及
び
徒
弟
の

養
育

・
雇
傭
費
に
蛍
て
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
こ
で
膏
吏
頭
た
る
経一
承
の
地
位
は
、
言
わ
ば
ギ
ル
ド
組
織
に
か
け
る
親
方
の
そ
れ
で
あ
る
。
彼
等
は
官
醸
の

一
部
局
を
請
負
っ
た
親
方
で

あ
り
、
数
十
人
の
徒
弟
を
有
し
、
事
務
に
必
要
な
書
類
を
私
物
と
し
て
占
有
し
て
い
る
。
上
官
は
育
吏
頭
を
監
督
ナ
る
責
任
が
あ
る
が
、
既
に



請
負
い
制
度
で
あ
る
以
上
、
膏
吏
現
が
徒
弟
に
商
附
し
て
、

ど
ん
な
人
事
を
行
か
う
と
干
渉
で
き
な
い
円
立
場
に
あ
る
。
そ
の
徒
弟
の
中
に
は
嘗
然

親
方
た
る
粧
承
の
肉
親
の
子
弟
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
引
退
す
る
時
に
は
そ
の
地
位
を
子
弟
に
譲
渡
し
よ
う
と
ナ
る
。
こ
こ
に
膏
吏
の
地
位

の
世
襲
化
が
成
立
し
た
の
で
、

ζ

の
傾
向
は
早
く
宋
代
に
現
わ
れ
、
南
宋
の
政
論
家
、
葉
水
心
が
「
官
に
封
建
な
く
、
吏
に
封
建
あ
り
」
と
言

っ
た
の
は
有
名
な
言
葉
で
あ
る
。

程
同
吏
の
地
位
が
世
襲
化
ナ
る
と
、
次
に
起
フ
た
の
は
、

そ
の
地
位
の
買
買
で
あ
る
。
こ
れ
を
倣
底
の
買
買
と
稽
し
、
膏
吏
頭
が
其
の
地
位
を

子
弟
K
停
え
や
ノ
に
他
人
に
譲
渡
ナ
る
時
は
、
恰
も
日
本
k
h
z
け
る
株
権
の
如
く
、
多
額
の
権
利
金
を
要
求
ナ
る
の
で
あ
る
。
但
し
こ
の
際
、
全

々
そ
の
権
利
を
譲
渡
す
る
の
で
な
く
、
若
干
年
の
期
限
を
限
っ
て
使
用
を
許
ナ
こ
と
が
あ
り
、
根
本
の
権
利
は
代
?
で
の
家
に
確
保
ナ
る
こ
と

が
あ
る
。

ζ

の
様
に
一
家
に
俸
え
ら
れ
た
株
楼
を
世
依
と
稿
し
、

そ
の
所
有
者
を
依
主
と
稿
ナ
る
。
世
依
と
か
倣
主
と
か
の
名
は
、
薙
正
元
年

の
上
識
を
始
め
、
薙
正
珠
批
論
旨
の
各
所
に
散
見
し
て
い
る
の
で
、
少
く
も
清
初
に
は
既

K
普
遍
的
に
行
わ
れ
て
い
た
と
と
で
、
そ
の
成
立
は

膏
吏
頭
が
上
官
か
ら
正
式
に
認
承
さ
れ
る
こ
と
を
著
役
と
か
、
参
役
と
か
、
承
充
と
か
呼
び
、
清
初
に
は
制
度
上
、
援
納
と
召
募
と
い
う
方
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恐
ら
く
明
代
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
恩
わ
れ
る
。

法
が
交
互
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
援
納
と
は
恐
ら
く
「
援
例
措
納
i

一
の
意
味
で
あ
り
、
金
で
自
己
の
欲
ナ
る
地
位
を
買
う
こ
と
で
あ
る
が
、
賞

際
K
は
政
府
K
若
干
の
相
績
税
を
納
め
て
、
忍
同
吏
頭
の
交
代
を
認
め
て
貰
う
こ
と
で
あ
り
、
園
初
の
順
治
年
聞
は
こ
の
制
に
よ
っ
て
い
た
。
然

る
K
康
照
二
年
に
媛
納
を
改
診
て
召
募
の
制
を
用
い
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

こ
れ
は
希
望
者
を
募
っ
て
試
験
の
上
で
採
用
ナ
る
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
召
募
の
制
は
、
も
し
こ
れ
が
巌
正
に
貫
施
さ
れ
る
と
、
既
成
の
背
吏
階
級
に
と
っ
て
重
大
な
脅
威
で
あ
る
。
そ
こ
で
康
照
六
年

に
な
っ
て
、
召
募
の
但
し
書
き
に
、
或
い
は
貼
寓
内
よ
り
遊
選
ナ
る
、

と
い
う
一
句
を
つ
け
加
え
た
。
何
の
こ
と
は
な
い
。
膏
吏
の
徒
弟
が
親

方
の
地
位
を
相
績
ナ
る
こ
と
を
公
認
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

中
園
近
世
の
制
度
で
は
官
員
は
夫
々
任
期
が
定
ま
っ
て
居
り
、
同
一
地
位
に
長
く
留
フ
て
い
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
。
然
る
に
膏
吏
は
徒
弟
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時
代
か
ら
長
く
同
一
の
官
聴
に
勤
務
ナ
る
の
で
、
官
醸
の
賓
穫
は
次
第
に
膏
更
の
手
に
握
ら
れ
て
了
う
こ
と
に
な
る
。
甚
し
い
場
合
に
は
、
青
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吏
が
上
官
に
封
し
て
ス
ト
ラ
イ
キ
、
散
堂
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。
落
正
年
聞
に
も
容
城
廓
の
知
腕
李
鍾
伴
な
る
者
が
吏
役
を
懲
ら
す
こ
と
遁
殿

な
り
し
た
め
、
六
房
の
書
吏
及
び
三
班
街
役
が
倶
に
各
々
散
去
し
た
ζ

と
が
あ
り
、
ま
た
名
宜
藍
鼎
元
も
潮
陽
臓
に
お
い
て
背
吏
街
役
の
散
堂

に

過

い

か

け

て

い

る

(

宮

警

幹

部

)

。

(
控

室

皇

官

。
誌

は
四
月
十
六
日
。
以
下
之
に
倣
う
)

ま
た
背
吏
は
表
面
的
に
は
責
任
の
軽
い
地
位
で
あ
り
、
そ
れ
が
強
大
な
宜
楼
を
持
つ
と
、
つ
い
不
正
汚
職
が
護
生
し
易
い
の
で
、
い

く
ら
か

で
も
そ
の
弊
害
を
除
く
た
め

に
、
疋
同
吏
頭
た
る
経
承
の
任
期
を
定
め
て
、
新
人
と
交
代
さ
せ
る
政
策
が
と
ら
れ
た
。

即
ち
順
治
十
四
年
K
各
所

街
門
の
管
吏
頭
の
任
期
は
五
年
と
定
め
ら
れ
、
重
任
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
と
禁
止
さ
れ
、
以
後
長
く
ζ

の
制
度
が
表
面
的
に
は
貫
施
即
行
さ
れ

て
い
た
。
そ
の
代
り
に
任
期
を
勤
め
上
げ
た
役
満
の
育
吏
は
吏
部
に
赴
い
て
試
験
の
上
で
下
級
の
官
員
に
取
立
て
て
貰
う
こ
と
が
で
き
る
。

ζ

れ
を
考
授
職
街
、
略
し
て
考
職
と
い
う
。
賓
際

K
は
試
験
を
受
け
る
代
り
に
指
納
、
即
ち
買
官
が
特
別

K
認
め
ら
れ
て
居
り
、
金
の
な
い
者
だ

同川
町

け
が
試
験
を
受
け
た
と
い
う
。

地
で
待
機
し
て
居
な
く
て
は
な
ら
歩
、

ま
た
も
し
賓
職
に
つ
い

て
も
そ
の
地
位
は
甚
だ
低
く
、
且
つ
収
入
も
の
ノ
い
の
で
、
彼
等
は
出
来
う
る
限
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然
る
に
役
満
の
客
円
吏
が
吏
部
に
赴
い
て
試
験
を
受
け
て
官
員
た
る
資
格
を
輿
え
ら
れ
て
も
容
易
に
賓
織
に
は
つ
け
て
貰
え
夕
、
空
し
く
本
籍

り
溢
円
吏
の
地
位
に
留
ま
ら
ん
と
と
を
欲
ナ
る
。
そ
ζ

で
或
い
は
上
官
と
の
馴
合
い
の
下
に
、
姓
名
を
愛
え
て
居
据
わ
っ

た
り
、
或
い
は
他
の
街

門
に
潜
り
こ
ん
だ
り
ナ
る
弊
害
が
跡
を
た
た
や
ノ、
こ
れ
に
射
し
て
政
府
が
時
々
巌
重
な
取
締
り
の
命
令
を
出
し
て
も

一
向
に
利
き
目
は
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

で
、
兵
卒
の
名
義
で
膏
吏
を
使
用
し
、

武
職
の
街
門
で
は
育
吏
の
存
在
が
認
め
ら
れ
な
い
が
、
俸
舶
の
支
給
や
、
弁
兵
の
名
簿
の
作
成
な
ど
に
賓
際
に
育
吏
的
な
も
の
が
必
要
な
の

こ
れ
に
兵
卒
の
糧
鮪
を
興
え
て
、
こ
れ
を
稿
房
人
、
書
識
、
文
は
字
識
と
稽
し
た
。
ζ

の
外
に
も
匠
役、

厨
夫
、
頭
目
な
と
が
兵
卒
名
義
で
使
用
さ
れ
て
い
た
。
頭
目
は
ま
た
官
頭
、
管
頭
な
ど
絹
せ
ら
れ
、
内
務
班
長
の
如
き
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。

武
職
街
門
の
背
吏
は
専
ら
兵
卒
給
料
の
頭
を
は
ね
た
り
密
貰
買
者
に
阻
規
を
需
索
ナ
る
位
で
、

一
般
民
政
上
に
は
大
し
た
害
を
な
さ
・
な
か
っ
た
。

育
吏
と
極
め
て
相
似
た
る
性
質
を
有
ナ
る
の
は
塁
役
で
あ
り
、

里
書
、
漕
書
、
組
書
な
ど
の
名
あ
り
、
卒
常
は
皇
居
し
、
租
税
徴
収
の
際
の



手
俸
人
で
あ
り
、
同
時
に
ボ
ス
で
も
あ
り
、
民
政
に
大
害
を
な
し
た
者
で
あ
る
が
、
常
勤
の
管
吏
と
は
ま
た
遣
っ
た
面
も
多
い
の
で
、

こ
こ
に

は
論
及
せ
ぬ
ζ

と
に
す
る
。膏

吏

取

締

り

法

膏
吏
頭
に
針
ナ
る
役
満
退
役
の
法
は
、
中
央
政
府
が
定
め
た
歴
と
し
た
法
規
で
あ
る
が
、

ζ

の
外
に
、
既
に
存
在
す
る
忍
円
吏
群
を
是
認
し
た

上
で
、
彼
等
に
劃
し
て
、
齢
り
大
き
な
悪
事
を
犯
さ
せ
な
い
よ
う
な
諸
種
の
針
策
が
、
既
に
清
初
か
ら
賞
際
の
面
k
b
い
て
施
行
さ
れ
て
い
た
。

そ
し
て
そ
れ
ら
は
別
に
中
央
で
定
め
た
法
規
で
は
な
い
ら
し
い
が
、
併
し
或
程
度
ま
で
普
遍
的
に
、
併
し
ま
た
地
方
の
賓
情
に
照
し
て
可
な
り

の
伸
縮
性
を
持
た
せ
な
が
ら
、

一
種
の
習
慣
法
と
し
て
賓
施
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
第
一
は
換
班
の
制
度
で
あ
る
。
こ
れ
は
膏
吏
群
を
二
班
に
分
ち
、
三
ヶ
月
、
四
ヶ
月
、
或
い
は
六
ヶ
月
で
全
部
を
入
れ
換
え
て
交
代
せ
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し
診
る
仕
掛
け
で
あ
る
。
蓋
し
背
吏
は
同
一
人
が
同
一
の
席
を
長
く
占
め
て
い
る
と
不
正
を
行
っ
て
も
容
易

K
外
部
か
ら
は
察
知
さ
れ
な
い
が
、

人
員
が
一
季
、
牟
年
毎
に
交
代
す
る
と
そ
の
際
に
帳
簿
や
現
金
の
間
遣
い
が
護
見
さ
れ
る
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
二
つ
の
班

K
、
或
い
は
頭
班
・

二
班
と
名
つ
け
、
或
い
は
上
班

・
下
班
と
名
つ
け
る
。
交
代
し
て
職
務
に
つ
く
ζ

と
を
該
班
、
ま
た
は
上
班
と
も
言
い
、

退
出
す
る
こ
と
を
下

班
と
言
う
。
勤
務
中
の
班
を
内
班
と
稿
し
、
休
職
中
の
班
を
外
班
と
稽
ナ
る
。

換
班
は
主
と
し
て
地
方
上
級
の
街
門
に
行
わ
れ
る
制
度
で
あ
る
が
、
時
に
は
例
外
も
あ
る
。
薙
正
年
聞
に
郡
繭
泰
が
雲
貴
贋
西
三
省
の
総
督

に
任
ぜ
ら
れ
た
が
、
雲
南
府
に
お
け
る
彼
の
総
督
街
門
は
三
部
に
分
た
れ
て
夫
々
の
省
の
事
務
を
分
携
し
た
が
、
地
元
の
雲
南
省
の
濃
吏
は
三

ヶ
月
で
、

隣
り
の
貴
州
省
か
ら
来
た
斡
吏
は
六
ヶ
月
で
換
班
し
た
。
然
る
に
鹿
西
か
ら
呼
ぴ
ょ
せ
ら
れ
た
与
吏
は
換
班
し
な
か
っ
た
。
多
数
の

膏
吏
と
そ
の
家
族
を
雲
南
省
へ
留
め
て
尉
く
と
し
て
も
、
換
班
の
た
び

K
雲
南
・
贋
西
聞
を
往
復
さ
せ
る
に
し
て
も
不
経
済
だ
っ
た
か
ら
で
あ

る。

ζ

の
鹿
西
の
場
合
を
例
外
と
し
、
他
の
殆
ん
ど
凡
て
の
省
で
は
、
総
督
・
巡
撫

・
布
政
司
・

按
察
司
の
四
街
門
に
は
換
班
が
行
わ
れ
て
い
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た
。
更
に
回
文
鏡
の
言
う
所
に
よ
れ
ば
、
}
阿
南
省
で
は
道
・
府
の
街
門
ま
で
率
ね
上
・
下
班
に
分
れ
て
換
班
し
た
が
、
更
に
下
っ
て
州
・
豚
街
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門
に
な
る
と
換
班
の
こ
と
が
な
か
っ
た
と
言
う
(
ポ
ト
旧
ば
鏡
、

J
o

r
J
、
《
』
「

P
L
η
J
U

、

換
班
と
卒
行
し
て
行
わ
れ
た
第
二

の
管
吏
針
策
は
、
封
鎖
街
門
の
制
度
で
あ
る
。
封
鎖
と
は
官
醸
の
門
を
閉
じ
て
内
外
の
往
来
を
禁
止
ナ
る

こ
と
で
、
科
事
の
郷
合
試
の
際
な
ど
に
特
に
殿
重
に
宜
施
さ
れ
る
が
、
地
方
で
は
総
督

・
巡
撫

・
按
祭
司
の
三
街
門
が
恐
ら
く
清
初
か
ら
封
鎖

街
門
と
な
フ
て
い
た
。
然
る
に
擁
正
七
年
七
月
頃
、
御
史
高
山
が
奏
し
て
、
布
政
司
(
藩
司
)

の
街
門
も
亦
、
按
察
司
(
由
来
司
)
と
同
援
に
封

鎖
す
べ
き
を
言
い
、
地
方
督
搬
も
こ
れ
に
同
意
し
て
、
爾
院
爾
司
の
四
街
門
は
凡
て
封
鎖
街
門
に
指
定
さ
れ
た
。
但
し
封
鎖
と
言
っ
て
も
、
署

内
に
は
数
百
人
の
背
吏
が
泊
り
こ
ん
で
い
る
の
で

一
日
に
二
回
、
早
朝
と
夕
刻
に
は
門
を
聞
い
て
、
食
物
や
飲
料
水
を
運
び
ζ

ま
せ
る
。

ζ

の
時
は
厳
重
な
監
覗
つ
き
で
、
物
資
の
搬
入
が
行
わ
れ
る
こ
と
勿
論
で
あ
る
。

封
鎖
街
門
の
制
度
は
、
主
と
し
て
訴
訟
開
係
の
個
人
が
育
吏
に
賄
賂
を
、
逢
っ
て
運
動
す
る
ζ

と
を
防
ぐ
趣
旨
か
ら
出
て
い
る
。
つ
ま
り
背
吏

を
街
門
の
中

へ
閉
じ
こ
め
て
外
部
と
の
連
絡
を
絶
ち
、
公
卒
に
白
紙
の
立
場
で
法
律
の
適
用
を
行
わ
、
せ
よ
う
と
い
う
の
が
脱
い
で
あ
る
が
、
但

入
の
際
に
細
字
の
密
書
を
迭
り
こ
む
な
と
は
、

い
と
容
易
な
と
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
併
し
外
部
の
者
が
大
ぴ
ら
に
署
内
に
出
入
ナ
る
の
に
比
べ
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し
こ

ん
な
こ
と
で
ど
こ
ま
で
貫
際
に
弊
害
を
防
ぎ
得
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
食
物
の
調
達
は
休
職
中
の
外
班
背
吏
が
引
受
け
て
い

る
の
で
、
搬

れ
ば
、
ζ

の
制
度
が
あ
っ
た
方
が
、
ま
だ
ま
し
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
う
い
う
効
果
が
一
般
K
認
識
さ
れ
寸

い
た
れ
ば
こ
そ
、
租
税
の

収
入
を
掌
る
財
政
機
閥
た
る
藩
司
街
門
に
も
封
鎖
の
制
度
が
推
し
及
ほ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
う
。

幕
友
と
門
生
と
家
人

換
班
と
封
鎖
は
多
分
K
習
慣
法
的
な
性
質
を
有
し
な
が
ら
も
、
兎
も
角

一
つ
の
制
度
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
外
に
全
く

便
宜
的
な
手
段
と
し
て
設
達
し
た
慣
例
が
存
在
し
た
。
そ
れ
は
官
聴
の
長
官
が
全
く
私
的
な
個
人
に
委
嘱
し
て
背
吏
と
共
に
仕
事
を
さ
せ
、
同

時
に
忍
円
吏
を
監
視
さ
せ
る
や
り
方
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
私
的
な
個
人
は
ま
た
一
一
一
種
類
に
分
つ
ζ

と
が
で
き
る
。
第

一
は
幕
友
で
あ
り
、
第
二

は
門
生
で
あ
り
、
第
三
は
家
丁
で
あ
る
。



幕
友
な
る
も
の
は
官
聴
の
長
官
が
全
く
個
人
的
に
雇
い
入
れ
た
政
治
上
の
顧
問
、
乃
至
は
秘
書
官
で
あ
り
、
ま
た
幕
賓
、
幕
客
、
内
幕
な
と

と
呼
ば
れ
る
。
そ
の
就
職
を
就
舘
と
言
い
、
長
官
か
ら
興
え
ら
れ
る
謝
金
を
幕
作
、
硯
租
、
館
租
な
ど
と
稽
し
、

そ
の
職
業
を
ま
た
傭
書
な
と

と
呼
ぶ
。
館
は
門
館
で
あ
り
、
峠
附
は
束
併
で
あ
る
か
ら
、
幕
友
は
も
と
門
館
先
生
、
即
ち
家
庭
教
師
か
ら
渡
達
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
何
れ
に

せ
よ
彼
等
は
知
識
階
級
で
あ
り
、
生
員
な
ど
が
進
士
に
な
る
痛
に
は
更
K
数
回
の
試
験
を
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
、
主
に
経
済
的
な
理
由
か
ら

。
。
。

方
向
を
第
え
て
幕
友
に
な
る
者
が
多
い
。

ζ

れ
を
紹
意
進
取
と
言
う
。
時
に
は
幕
友
を
E
X
く
勤
め
た
後
に
再
び
科
翠
に
志
し
て
遂
に
進
土
と
な

る
者
も
あ
る
。
乾
隆
時
代
に
名
幕
と
し
て
聞
え
た
在
輝
租
の
如
き
が
そ
の
例
で
あ
る
。

薙
正
帝
は
薙
正
元
年
三
月
乙
酉
、

吏
部
に
下
し
た
上
識
の
中
で

各
省
督
撫
街
門
は
事
繁
く
し
て
一
手
一
足
の
能
く
耕
歩
る
所
K
dあ
ら
や
ノ
。
勢
い
必
や
ノ
幕
賓
を
延
請
し

τ相
援
く
。
た
だ
幕
賓
は
賢
否
等
し
か

コ-一一人質鋒

・J

F
J
J
f
東
華
録
」

と
き
一同
っ
て
幕
友
の
人
物
謹
揮
に
慎
重
を
期
ナ
べ
き
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
事
賓
薙
正
時
代
に
入
っ
て
か
ら
幕
友
の
地
位
が
急
激
に
上
昇
し
た

が、

ζ

れ
に
は
薙
正
帝
の
奏
摺
政
治
が
興
っ
て
大
い
に
力
あ
る
。
地
方
の
大
吏
が
薙
正
帝
に
劃
し
て
個
人
的
に
上
る
秘
密
文
書
た
る
奏
摺
は
、
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本
人
が
親
書
し
て
他
人
に
は
絶
割
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
ぬ
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
著
し
く
秘
密
で
な
い
も
の
は
他
人
に
代
書
さ
せ
て
も
構
わ
ぬ

と
薙
正
帝
自
身
が
承
認
を
興
え
て
い
る
。
だ
が
こ
の
奏
摺
は
薙
正
帝
が
こ
れ
を
見
て
そ
の
人
物
を
許
債
ナ
る
に
役
立
つ
の
で
、
言
わ
ば
一
種
の

試
験
答
案
と
も
橋
ナ
べ
き
も
の
で
あ
フ
た
か
ら
、
各
大
吏
は
頭
脳
を
絞
っ
て
奏
摺
を
量
一
戸
時
己
、
ま
た
幕
友
の
智
恵
を
借
り
た
ζ

と
も
公
然
の
秘
密

で
あ
っ
た
。
河
東
綿
督
田
文
鏡
や
淑
江
組
督
李
衛
が
濯
正
帝
か
ら
異
常
な
信
任
を
蒙
っ
た
の
は
、

回
文
鏡
に
は
烏
思
道
、
李
衛
に
は
魯
錦
と
い

う
敏
腕
な
幕
友
が
抱
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
い
う
の
が
嘗
時
の
専
ら
の
評
判
で
あ
り
、
時
に
は
俸
読
的
な
快
話
さ
え
物
語
ら
れ
て
い
る
。

正
輝
組
の
佐
治
描
無
言
に
よ
る
と
、
州
蘇
官
の
幕
友
の
仕
事
に
は
、
刑
名
・
銭
穀
・
蓄
財
ぽ
・
掛
競
・
徴
比
の
五
種
が
あ
り
、
劇
地
で
は
十
蝕
人

を
要
し
、
簡
地
で
は
二
、
三
人
で
粂
携
ナ
る
が
、
刑
名
・
銭
穀
の
二
名
は
是
非
必
要
で
あ
っ
た
と
言
う
。
要
す
る
に
上
官
は
官
臆
内
部
に
根
を
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下
し
た
背
吏
の
土
着
勢
力
に
取
固
ま
れ
て
い
る
の
で
、
彼
等
に
歎
か
れ
ぬ
た
め
に
、

心
腹
の
幕
友
の
助
言
を
必
要
と
ナ
る
の
で
あ
る
。
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州
鯨
官
以
上
の
大
吏
の
場
合
、
幕
友
が
上
官
を
直
接
に
輔
佐
す
る
方
法
の
一
つ
に
擬
批
と
い
う
と
と
が
あ
る
。
と
れ
は
大
吏
と
も
な
る
と
、

そ
の
仕
事
は
州
鯨
官
の
よ
う

K
直
接
に
人
民
に
接
ナ
る
こ
と
で
な
く
、
州
鯨
官
の
上
に
立
っ
て
間
接
に
支
配
を
行
う
と
と
に
な
る
。
そ
こ
で
下

。

級
官
酷
か
ら
種
々
の
報
告
や
伺
書
を
受
け
て
、
と
れ
に
返
答
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ζ

の
返
答
や
指
圃
が
批
で
あ
る
が
、
上
官
が
批
を
行
う
前
K
、

。

。

。

。

幕
友
が
下
見
を
し
て
批
の
原
案
を
作
成
す
る
の
で
、

ζ

れ
を
擬
批
と
言
う
。

ζ

の
閥
係
は
恰
も
天
子
が
高
機
に
つ
い
て
旨
を
下
ナ
前
に
内
閣
大

。。

率
土
が
天
子
に
代
っ
て
原
案
を
立

τ、
擬
旨
を
行
う
の
と
よ
く
似
て
い
る
。
幕
友
の
上
官
に
射
す
る
位
置
は
、
内
閣
大
皐
土
の
天
子
に
射
す
る

位
置
に
佑
併
す
る
。
そ
し
て
明
代
に
内
閣
が
賓
権
を
握
っ
た
の
は
、
三
楊
が
天
子
の
師
停
で
あ
っ
た
所
か
ら
来
て
い
る
よ
う
に
、
幕
友
も
原
来

は
門
館
先
生
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
ζ

と
は
前
に
述
べ
た
が
、
事
賓
幕
友
は
上
官
か
ら
先
生
扱
い
を
受
け
て
い
た
。
先
に
も
引
用
し
た
在

輝
租
の
佐
治
繋
一
言

K
は
乾
隆
初
年
頃
の
朕
態
学
}
述
べ
て

先
き
に
我
れ
年
二
十
二
・
三
に
し
て
幕
皐
を
羽
田
う
や
、
そ
の
時
、
刑
名
・
銭
穀
を
司
る
者
、
綴
然
と
し
て
賓
師
を
以
て
自
ら
庭
る
。

。

。

。

。

。

。

。

。

と
一
言
い
、
同
書
は
聞
各
に
、
表
心
の
章
あ
り
、
次
に
蚤
言
と
あ
り
、
次
に
不
合
則
去
と
あ
り
、
宛
然
孟
子
を
読
む
よ
う
な
気
が
ナ
る
。

中
固
に
は
古
来
、
官
員
の
心
得
を
記
し
た
官
箆
の
書
が
あ
り
、
元
以
来
、

背
吏
の
皐
が
起
り
か
け
て
、
吏
撃
と
稽
せ
ら
れ
た
が
、
滑
に
入
フ

- 8ー

て
薙
正
以
来
、
幕
友
が
重
ん
ぜ
ら
れ
た
の
で
、
此
に
幕
皐
な
る
混
同
が
生
じ
た
。
ζ

の
幕
開
円
子
は
単
な
る
空
名
で
な
く
、
賓
鰻
を
具
え
た
も
の
で
あ

り
、
要
は
如
何
に
し
て
上
官
を
輔
け
背
吏
を
導
い
て
公
正
な
る
政
治
を
行
う
や
に
あ
る
。
在
輝
租
の
如
き
は
、
「
幕
遊
幾
ん
と
三
十
年
、
寛
獄
を

幕
友
は
上
官
の
全
く
個
人
的
な
顧
問
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
著
、
佐
治
輔
衆
言
、
闘
争
治
臆
読
な
ど
の
諸
書
は
、

と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
(
総
鶴
一
一
一
酬
州
)
。

ζ

れ
に
劉
ナ
る
謝
金
は
上
官
の
私
費
か
ら
支
出
さ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
薙
正
帝
が
官
員

一
時
卿
大
夫
が
奉
じ
て
圭
由
来

卒
反
ナ
る
こ
と
、
勝
げ
て
放
う
べ
か
ら
や
ノ」

と
稀
せ
ら
れ
、

と
な
し
、
家
と
と
に
一

一編
を
置
く
に
近
し
、

に
養
膝
銀
を
支
給
す
る
こ
と
と
し
た
後
も
、
ζ

の
謝
金
は
必
ヂ
養
膝
銀
中
よ
り
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
マ
い
た
。
江
西
布
政
使
の
常
徳
蕎
は

狭
義
の
養
際
と
し
て
、
自
己
家
族
等
の
日
用
薪
水
費
に
三
・
二
千
雨
を
使
用
し
た
の
に
針
し
、
幕
賓
の
束
怖
と
し
て
千
五
百
隔
を
支
出
し
た
と

ζ

れ
は
相
蛍
な
比
重
を
占
め

T
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
尤
も
ζ

れ
は
数
人
の
幕
友
に
分
配
さ
れ
る
の
で
、

一
入
賞
り
は

言
う
が
、



数
百
金
に
し
か
嘗
ら
・
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
正
輝
租
K
よ
る
と
嘗
時
の
門
舘
先
生
は
一
年
の
謝
金
が
数
十
金
で
あ
り
、
吉
林
友
と
な
る
と
之
に
敷

倍
、
或
い
は
十
数
倍
し
た
と
言
う
。
彼
自
身
は
最
初
の
頃
は
一
年
に
百
金
を
受
け
、
そ
の
中
の
六
・
七
十
金
は
故
郷
の
家
族
へ
支
迭
り
を
し
た

ヘ
珠
・

常
徳
臨時
三
年
J

。

と

あ

る

一

一

f
N
3
、
佐
治
繋
言
」

幕
友
の
存
在
ナ
る
主
た
る
目
的
は
膏
吏
に
劃
す
る
監
督
に
あ
り
、
さ
れ
ば
膏
吏
が
悪
事
を
行
う
に
は
先
ホ
ノ
幕
友
を
抱
き
こ
ま
な
け
れ
ば
な
ら

-
な
か
っ
た
。
正
に

背
吏
の
舞
弊
ナ
る
は
、
必
歩
や
幕
客
の
勾
遁
を
侍
む
(
許
'
一
都
勲
、
)
。

と
あ
る
通
り
で
あ
る
。
所
で
育
吏
は
概
ね
本
地
の
出
身
な
の
で
、
も
し
幕
客
も
本
地
の
人
だ
と
勢
い
勾
遁
し
易
く
な
る
虞
れ
が
あ
る
。
そ
と
で

薙
正
三
年
二
月
頃
、
躍
臣
の
三
泰
な
る
者
が
上
奏
し
て
、
幕
賓
は
本
省
の
入
学
}
延
請
す
べ
か
ら
や
ノ
と
い
う
禁
令
を
裂
せ
ん
と
請
う
て
許
さ
れ
て

い
る
(
一
♂
ー
町
四
逗
)
。
所
で
表
面
上
は
問
題
に
な
ら
-
な
か
っ
た
が
、
一
つ
の
注
意
ナ
ベ
き
傾
向
は
、
一
中
央
政
府
六
部
の
膏
吏
が
地
方
大
吏
の
幕
友

に
用
い
ら
れ
る
と
と
が
流
行
し
た
事
賓
で
あ
る
。
李
衛
の
幕
友
魯
錦
は
も
と
刑
部
解
稿
の
貼
篤
で
あ
フ
た
し
、
淑
江
提
督
高
際
瑞
の
幕
友
、
朱

姓
、
徐
姓
の
二
人
は
犯
罪
の
部
蝉
で
あ
り
、
淑
江
提
督
官
間
際
瑞
の
幕
賓
朱
匡
侯
な
る
者
は
兵
部
将
材
科
の
管
幅
建
の
書
耕
依
主
で
あ
っ
た
な
と

-9ー

こ
れ
は
何
れ
も
地
方
大
吏
が
中
央
政
府
と
密
接
に
連
絡
を
と
る
必
要
か
ら
生
じ
た
も
の
で
、
現
今
の
日
本
で
中
央
本
省
の
事
務

官
が
地
方
へ
貰
わ
れ
て
行
く
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
(
時
諸
問
ト
軍
特
十
百
諸
問

r彦)。

更
に
珠
批
議
旨
を
検
し
て
得
た
二
三
の
例
か
ら
の
想
像
だ
け
で
も
、
幕
友
に
は
紹
興
出
身
人
が
多
か
っ
た
と
言
う
印
象
を
受
け
る
。
先
の
李

の
例
が
あ
る
。

衛
の
幕
客
魯
錦
が
既
に
紹
興
人
で
あ
り
、
一
幅
建
巡
撫
の
越
園
麟
の
幕
友
は
紹
興
府
山
陰
鯨
の
生
員
で
あ
り
、
国
文
鏡
の
幕
友
烏
思
道
と
漸
江
巡

撫
の
甘
園
査
の
幕
友
某
は
漸
江
人
と
の
み
あ
る
が
恐
ら
く
紹
興
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
(
時
わ
堵
時
十
日
昨
叩
間
町
一
噌
班
十
一
位
，
K
6
、)。

紹
輿
人
は
膏
吏
と
し
て
北
京
に
出
て
中
央
政
府
に
食
い
こ
み
、
特
に
戸
部
十
三
司
は
皆
紹
興
人
に
占
め
ら
れ
た
と
言
う
が
、
恐
ら
く
戸
部
と
連

絡
を
と
る
た
め
、
地
方
大
吏
は
少
く
も

一
人
の
紹
興
人
を
幕
友
に
も
つ
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

355 

幕
友
と
相
似
た
も
の

K
門
生
が
あ
る
。
こ
れ
は
地
方
の
相
嘗
程
度
の
智
識
階
級
が
、
自
ら
進
ん
で
上
官
K
近
附
き
を
求
め
、
有
利
な
職
務
の
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委
任
に
あ
り
つ
こ
う
と
ナ
る
も
の
で
、

。。

こ
の
際
に
は
多
額
の
賛
躍
を
、
選
っ
て
門
生
の
列
に
加
え
て
貰
う
の
で
あ
る
。
そ
の
相
場
は
一
例
を
翠
げ

る
と
、
揚
州
知
府
李
縫
棒
が
監
生
の
旋
元
乾
な
る
者
を
門
生
に
し
た
時
は

一
千
二
百
雨
、

つ
い
で
貫
生
の
項
立
高
を
門
生
に
収
め
た
時
は
一
千

六
百
雨
を
受
取
っ
て
い
る
。
奔
門
生
の
習
慣
は
特
に
揚
州
附
近
に
か
い
て
盛
ん
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
こ
れ
は
盟
商
の
存
在
と
開
係
あ
る
ら
し
く

思
わ
れ
へ
珠
予
壁
昔
、
七
)
。

る
f

年
収
6
、

x
u
~

門
生
は
や
は
り
背
吏
を
監
督
す
る
た
め
に
、
税
関
の
分
所
な
ど
に
涯
遣
さ
れ
て
抜
荷
の
取
締
り
を
し
た
。
前
出
揚
州
知
府
の
李
鵬
雌
俸
の
門
人
、

首
相
功
が
鎮
に
源
遣
さ
れ
て
門
ロ
を
把
守
し
、
私
貨
を
盤
査
せ
し
め
ら
れ
た
の
は
そ
の
例
で
あ
る
。
門
生
は
ま
た
幕
友
に
代
っ
て
奏
摺
の
作
成

。
。

に
や
阻
フ
た
ζ

と
も
あ
る
ら
し
く
、
務
正
帝
は
程
元
章
に
輿
え
た
珠
批
の
中
で
、
幕
賓
門
客
に
頼
ん
で
開
文
を
纏
綿
し
、
濫
り
に
漬
奏
を
行
つ
て

は
な
ら
ぬ
、
と
申
し
渡
し
て
い
る
(
併
ー
服
一
冗
章
、)。

要
す
る
に
門
生
は
幕
友
と
、
次
に
述
べ

る
家
丁
と
の
中
間
に
あ
る
存
在
で
、
時
に
は
幕
友
の
よ
う
な
仕
事
を
、
時
に
は
家
丁
に
類
ナ
る
仕
事

を
輿
え
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
言
わ
ば
専
任
の
門
生
の
外
に
、
盟
商
や
典
商
な
ど
の
富
豪
が
、
単
に
長
官
と
個
人
的
な
接
組
問
を
も
っ
と
い
う
名

一 10ー

目
だ
け
の
門
生
も
あ
り
、
甚
し
い
場
合
は
雲
南
提
督
張
文
換
の
よ
う
に
、
腐
員
を
み
な
門
生
に
し
・
マ
し
ま
っ
て
自
己
に
奉
仕
司
せ
し
め
る
と
と
も

あ
っ
た
(
一
計
略
崎
、
)
。
そ
し
て
幕
友
は
清
朝
の
吏
治
に
或
程
度
の
貢
献
を
な
し
た
の
に
比
し
、
門
生
は
反
フ
て
弊
害
を
生
む
方
が
多
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

官
聴
の
長
官
の
私
人
と
し
て
膏
吏
の
目
付
役
と
な
る
者
の
第
三
は
家
人
、
ま
た
は
家
丁
で
あ
る
。
家
人
に
は
二
種
類
あ
フ
て
、

一
一
は
金
を
出

し
て
終
身
の
労
働
、
時
に
は
子
孫
の
分
ま
で
も
買
い
取
っ
た
も
の
で
家
奴
と
も
言
う
べ
き
も
の
、
他
は
先
方
よ
り
進
ん
で
投
身
し
た
も
の
で
去

就
の
自
由
を
保
留
し
て
い
る
長
随
で
あ
る
。
故
に
家
人
の
中
に
は
累
世
の
家
僕
な
る
も
の
も
あ
る
の
で
、
山
西
大
同
穂
兵
官
の
馬
観
伯
の
家
に

家
生
僕
人
七
八
名
あ
っ
た
と
い
う
も
の
や
、
湖
南
の
車
鼎
立
の
家
に
李

・
劉
の
二
家
人
が
父
子
二
代
に
亘
っ
て
役
K
服
し
た
な
ど
が
そ
の
例
で

ヘ
珠
・
馬
朗
伯
、
三
年
I
J
o

あ
る

Z
、
池
柱
、
十
年
四
乏

と
れ
ら
家
生
の
僕
人
は
次
第
に
人
口
が
培
え
る
の
で
有
力
者
の
家
了
は
相
嘗
の
多
人
数
に
上
る
。
湖
南
巡
撫
の
王
朝
恩
が
潅
正
帝
に
劃
し
て



臣
の
家
ロ
は
み
な
祖
父
の
蓄
人
に
係
り
、
歴
年
生
棄
し
、
親
丁
と
合
せ
て
約
一
百
六
十
人
あ
り
「
珠
・
王
朝
恩
、
J

。

乙
一
一
年

W
3

」

と
言
っ
て
い
る
の
は
そ
の
例
で
あ
る
。
更
に
有
力
者
に
射
し
て
は
長
障
と
な
る
希
望
者
が
多
い
の
で
家
人
の
数
は
更
に
増
え
る
。
長
随
の
説
明

は
、
在
輝
租
の
鼠
宇
治
臆
説
巻
上
に

長
障
は
契
買
の
家
奴
と
同
じ
か
ら
や
ノ
。
忽
ち
去
り
忽
ち
来
る
。
事
う
る
に
常
主
な
く
、

皇
居
姓
氏
、

と
も
に
護
る
べ
か
ら
や
ノ
。

と
言
っ
て
い
る
の
が
簡
に
し
て
要
を
得
て
い
る
。
こ
の
文
の
績
き
に
、
斯
る
長
障
は
親
友
や
同
官
が
推
薦
し
て
く
れ
る
も
の
だ
と
あ
る
が
、
中
に

は
民
社
な
と
の
街
役
か
ら
取
立
て
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
、
ま
た
逆
に
武
官
の
長
随
が
武
職
を
授
け
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
(
蹴
主
噛
点
目
…拡
一
、
)
。

そ
こ
で
家
奴
と
長
障
を
合
せ
た
家
人
の
数
は
甚
だ
多
く
し
て
千
人

K
も
上
る
ζ

と
が
あ
る
。
既
に
康
照
四
十
一
年
、
劉
子
章
が
上
疏
し
て

臣
見
る

K
外
任
の
官
員
は
、
妻
子
兄
弟
を
携
う
る
を
除
く
の
外
、
そ
の
奴
牌
の
多
き
こ
と
数
百
人
に
至
り
、
甚
し
け
れ
ば
千
絵
人
に
至
る
者

b
)
ヘ
皇
情
奏
議
巻
二
四
・
J
O

--J詰
制
裁
節
外
官
家
ロ
疏
」

と
言
っ
て
い
る
。

一
口
に
家
奴
と
言
っ
て
も
有
力
者
の
家
奴
は
非
常
な
権
勢
を
振
う
の
で
、
そ
の
家
奴
の
所
へ
家
奴
に
な
り
に
行
く
者
が
あ
る
。

薙
正
初
年
比
大
将
軍
年
巽
幸
司
~が
兎
ぜ
ら
れ
て
杭
州
将
軍
に
左
遷
さ
れ
た
が
、

そ
の
轄
任
の
有
様
は

-11-

家
奴
に
ま
た
家
奴
あ
り
。
杭
に
至
る
者
、
男
女
己
に
千
人
に
下
ら
や
ノ
。
後
来
ナ
る
者
向
未
だ
そ
の
数
を
知
ら
や
ノ。

住
む
所
の
街
門
人
己
に
居

満
し
、
聞
く
に
長
随
筆
寸
の
類
を
以
て
外
城
に
分
住
せ
し
め
た
り
、
と
(
一
♂
附
一
帽
を
)
。

と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
更
に
奇
妙
な
の
は
治
閥
監
督
慶
元
の
場
合
で
、
彼
に
は
家
人
陳
八
な
る
者
が
あ
り
、
陳
八
に
眼
障
ナ
る
僕
人
に
夏
玉

げ
ヘ
珠

・
資
痢
J

。

な
る
者
が
あ
り
、
更
に
ζ

の
夏
玉
に
小
断
高
大
が
あ
っ
て
、
高
大
は
夏
玉
を
我
主
見
と
呼
ん
で
い
る
(
四
年
沼
2
)

家
人
の
数
が
甚
だ
多
い
こ
と
は
、
同
時
に
彼
等
の
仕
事
が
至
っ
て
多
い
こ
と
を
示
ナ
も
の
で
あ
る
。
彼
等
は
、
明
代
に
天
子
の
私
人
た
る
宜

官
が
官
員
の
存
ナ
る
所
へ
重
複
汲
遣
さ
れ
た
よ
う
に
、
ま
た
清
代
に
満
洲
人
が
漢
人
の
官
員
と
重
複
し
て
任
命
さ
れ
た
と
同
じ
よ
う
に
、
有
も

膏
吏
の
存
ナ
る
所
、

こ
れ
に
表
裏
し
て
輔
佐
と
監
視
を
粂
ね
て
汲
遣
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

357 

家
人
の
中
で
最
も
重
要
な
地
位
は
、
官
醸
の
事
務
の
組
元
締
に
嘗
る
堂
官
で
あ
る
。
全
く
の
私
人
を
堂
官
と
言
う
の
も
h
g
か
し
い
が
、
権
力
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の
あ
る
者
は
屡
々
官
に
あ
ら
や
ノ
し
て
官
と
よ
ば
れ
る
。
堂
官
は
ま
た
穂
管
堂
官
、
管
堂
家
人
、
管
事
家
人
、
管
家
な
ど
稗
せ
ら
れ
、

そ
の
こ
と

は
薙
正
帝
の
耳
に
も
入
っ
て
、
落
正
元
年
二
月
丙
寅
の
直
省
督
撫
に
封
ナ
る
上
識
に

爾
描
一
寸
任
に
抵
り
、
毎
に
家
丁
を
し
て
事
務
を
管
理
せ
し
ゅ
、
競
し
て
堂
官
と
な
ナ
と
か
や
(
懇

F1)。

と
言
い
、
堂
官
を
置
く
を
禁
止
し
て
、
堂
上
の
耕
事
に
は
佐
武
官
を
用
い
、
奔
走
出
差
に
は
街
役
を
用
い
よ
と
命
じ
T
い
る
。
併
し
そ
の
質
質

は
依
然
と
し
て
存
在
し
た
よ
う
で
、
長
官
の
信
任
を
笠
に
き
て
途
方
も
な
い
権
力
を
振
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
康
東
の
左
翼
鎮
の
線
兵
官
李
高
倉

は
海
陸
兵
を
看
閲
ナ
る
の
に
自
ら
行
か
や
ノ
し
て
家
人
を
代
理
に
出
し
、

ζ

の
家
人
は
公
然
、
遊
撃
の
官
と
誼
坐
詑
行
し
、
指
揮
叱
陀
し
た
と
あ

り
、
街
間
線
督
瀬
保
の
家
人
李
姓
な
る
者
が
仁
和
鯨
知
鯨
胡
作
柄
を
罵
回
一
百
回
し
て
厚
し
め
父
母
に
及
ぶ
、
な
と
あ
る
は
、
恐
ら
く
堂
官
で
あ
っ
た

「
珠
・
町
明
細
川
達
、
十
一
年
四
J

。

の
で
あ
ろ
う

5
、
甘
園
奈
、
二
年
羽
目
」

堂
官
を
除
く
家
人
の
職
務
は
、
証
輝
租
の
皐
治
臆
読
念
上
に
よ
れ
ば

宅
門
内
に
て
事
を
用
う
る
者
は
、
司
闘
を
門
上
と
い
い
、
司
印
を
象
押
と
い
い
、
司
庖
を
管
厨
と
い
い
、
宅
門
外
に
て
は
倉
K
司
倉
あ
り
、

騨
に
耕
差
あ
り
、
み
な
重
任
な
り
。
眼
班
の
一
項
は
署
に
あ
り
て
は
左
右
に
侍
し
、
門
を
出
て
は
使
令
に
供
ナ
。

- 12ー

と
あ
り
、
宛
然
一
の
政
府
を
形
造
フ
て
い
る
。
こ
の
眼
班
と
い
う
の
が
、
先
の
堂
官
の
後
身
で
あ
る
ら
し
い
。

上
官
が
も
し
税
闘
を
管
理
ナ
る
時
は
、
家
人
は
屡
々
管
吏
と
共
に
関
口
に
駐
在
し
て
税
金
の
徴
収
を
行
っ
た
。
こ
れ
を
坐
口
と
言
う
。
ま
た

管
吏
と
共
に
巡
査
ナ
る
ζ

と
も
あ
る
(
鰍

ι牌
一
冗
章
、
)
。

外
に
坐
省
を
命
ぜ
ら
れ
る
と
と
が
あ
る
。
湖
北
巡
撫
法
敏
の
奏
摺
に

各
層
は
倶
に
家
人
等
を
差
し
て
省
に
あ
っ
て
各
上
司
の
霊
長
聴
せ
し
め
、
以
て
打
襲
警
圃
る
。
名
つ
け
て
坐
省
と
言
う
(
謙
信
州
)
。

と
る
り
、
坐
省
家
人
の
語
は
屡
々
珠
批
識
旨
中
に
見
え
マ
い
る
。

か
か
る
家
人
は
原
則
と
し
て
そ
の
衣
食
の
資
を
上
官
の
支
給
に
仰
ぐ
の
で
あ
る
が
、

そ
の
財
源
と
も
言
う
べ
き
も
の
は
数
種
類
あ
る
。
も
し

も
上
官
が
武
官
で
あ
る
か
、
或
い
は
総
督
巡
撫
の
よ
う
に
武
職
を
乗
ね
た
者
は
、
家
入
学
}
兵
籍
に
列
し

τ糧
を
食
ま
し
め
た
。
薙
正
帝
が
文
官



官
の
階
級
に
従
っ
て
幾
人
分
の
空
籍
を
認
め
、

に
養
廉
銀
を
支
給
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
武
官
に
封
し
て
も
こ
の
よ
う
な
名
賓
混
鴻
を
避
け
、
家
人
を
名
目
的
に
兵
と
す
る
代
り
に
、
武

そ
の
糧
帥
を
養
廉
銀
の
代
り
に
支
給
し
た
。
そ
し
て
家
人
は
か
か
る
空
糧
を
以
て
養
わ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

る
が
、 家

人
養
暗
の
財
源
は
次
に
門
包
が
あ
る
。
上
官
は
宅
門
を
、
上
述
の
司
閥
、
管
門
人
、
門
上
、
把
門
家
人
な
ど
栴
せ
ら
れ
る
者

K
看
守
さ
せ

上
官
に
私
的
に
謁
見
す
る
に
は
ζ
ζ

で
謝
金
を
支
携
わ
な
け
れ
ば
な
ら
・
な
か
っ
た
。

ζ

れ
を
門
包
と
言
う
が
、
主
と
し
て
家
人
全
世
の

生
活
資
に
宛
て
ら
れ
、
な
hz
幾
分
は
上
官
も
分
け
前
を
と
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
盟
商
な
ど
が
長
官
に
規
例
銀
を
贈
る
時
、

そ
の
約
一
割
を

随
瞳
銀
、
小
瞳
銀
な
と
と
稿
し
て
家
人
一
向
に
つ
け
届
け
を
す
る
の
が
慣
例
で
あ
っ
た
。
蘇
州
巡
撫
の
陳
時
夏
が

蓄
規
の
外
K
随
瞳
銀
共
に
四
百
南
あ
り。

臣
は
家
人
に
笠
臥
し
て
衣
履
の
用
と
な
さ
し
む
(
一
♂
ー
一
雄
夏
、
)
。

と
言
い
、
前
述
の
揚
州
知
府
李
鵬
植
棒
の
門
生
旋
元
乾
は
正
瞳
一
千
二
百
両
の
外
に
障
躍
一
百
二
十
爾
を
添
え
て
贈
り
、
之
は
把
門
家
人
李
兆
元

が
収
納
し
て
い
る
。
な
必
家
人
が
税
闘
に
坐
口
、
巡
査
し
て
収
税
に
嘗
る
時
は
、
税
額
に
雁
じ
た
規
躍
が
手
に
入
る
が
、

そ
れ
ら
は
全
部
が
個
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人
の
所
有
に
鯖
ナ
る
の
で
な
く
、
家
人
一
般
が
そ
の
恩
恵
に
浴
し
た
よ
う
で
あ
る
。
漸
江
総
督
の
程
元
章
が
道
府
K
開
税
を
護
理
せ
し
砂
た
時
、

道
府
等
は
背
吏
と
家
人
に
命
じ
て
淑
江
海
闘
の
閥
税
を
監
収
さ
せ
、
正
税
の
外
に
得
た
る
飯
銭
は
之
を
三
分
し
て
、
容
円
役
が
一
股
、
管
開
家
人

が
一
股
を
取
り
、
徐
剰
の
一
股
は
彼
の
街
門
に
詮
り
、
家
人
衣
服
の
費
と

A
し
た
、
と
あ
る
の
が
そ
の
例
で
あ
る
(
鰍
炉
問
一
一
冗
章
、
)
。

い
わ
ゆ
る
阻
規
で
あ
っ
て
、
薙
正
帝
は
こ
れ
を
整
理
さ
せ
、
甚
し
い

上
述
の
門
包
、
或
い
は
規
例
、
規
曜
、
飯
銭
な
と
と
稿
ナ
る
も
の
は
、

も
の
は
全
麗
し
、
己
む
を
得
ぬ
も
の
は
額
を
定
め
て
存
績
さ
せ
、

一
た
び
之
を
公
に
納
め
て
公
費
と
名
つ
け
、

そ
の
中
か
ら
官
員
に
養
廉
銀
を

支
給
し
た
の
は
史
上
に
有
名
な
事
賓
で
あ
る
。
養
廉
銀
が
支
給
さ
れ
て
以
後
、
文
官
の
家
丁
は
こ
の
中
か
ら
衣
食
費
を
興
え
ら
れ
る
の
が
原
則

と
な
っ
た
こ
と
は
申
ナ
ま
で
も
な
い
。

こ
の
よ
う
に
幕
友
や
家
丁
な
と
、
多
数
の
私
人
が
上
官
に
使
わ
れ
る
の
は
、
更
に
多
数
の
背
更
を
監
視
ナ
る
た
め
に
必
要
な
ζ

と
で
あ
っ
た
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が
、
併
し
ま
た
そ
の
弊
害
も
少
く
な
い
。
客
円
吏
を
監
視
ナ
ベ
き
筈
の
幕
友
や
家
丁
が
反
っ
て
膏
吏
と
勾
通
し
て
悪
事
を
働
く
例
は
数
え
る
に
遣
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が
な
い
。
更
に
家
人
が
多
数
で
あ
る
ζ

と
は
上
官
の
個
人
の
財
政
に
負
携
を
蒙
ら
せ
る
の
み
で
な
く
、
程
円
吏
の
役
得
の
上
前
を
は
ね
る
こ
と
に

な
り

い
よ
い
よ
青
吏
を
し
て
下
民
を
剥
制
さ
せ
る
結
果
を
招
い
た
。
そ
こ
で
反
っ
て
大
勢
に
逆
行
し
て
反
劉
の
方
法
を
用
い
る
と
意
外
に
成

功
す
る
こ
と
が
あ
る
。
苦
傍
人
の
在
輝
租
は
寧
速
の
知
脈
に
な
っ
た
時
、
幕
友
時
代
の
奮
僕
五
人
を
用
い
、

一
管
厨
だ
け
に
止
め
た
と
い
う

(税
制
胤
)。
ま
た
梁
恭
辰
の
勧
戒
録
明
言
、
巻

一
に
葉
山
世
伸
、

各
三
に
桑
金
桂
川
な
る
名
宣
の
事
蹟
を
停
え
て
い

る
。
葉
は
道
光
初
年
の
督
撫
で
あ
る
が
、
勝
令
か
ら
道
台
に
な
る
ま
で
家
丁
の
人
数
を
八
人
と
限
り
、
幕
友
と
合
せ
て
も
赴
任
の
際
に
引
漣
れ

門

印

一
眼
班
、

一
司
倉
、

る
人
数
は
十
鉄
人
に
ナ
ぎ
ぬ
。
小
人
数
な
れ
ば
従
っ
て
収
入
の
分
配
が
多
く
、
み
な
小
金
を
貯
め
た
の
で
貧
欲
な
こ
と
を
せ
ぬ
。
街
門
は
い
つ

内

》

門

》

《

H
v
n
v

ハu

も
皐
校
の
よ
う
に
、
ひ
っ
そ
り
と
し
て
い
た
。
桑
は
貴
州
出
身
の
田
舎
者
で
、
嘉
慶
初
年
に
安
徽
、
望
江
燃
の
知
牒
を
命
ぜ
ら
る
。
親
子
二
人

組
馬
に
乗
っ
て
省
に
赴
き
、
藩
司
に
謁
ナ
る
に
門
前
に
て
公
服
に
着
換
え
た
。
藩
司
は
一
苛
っ
て
教
職
に
落
そ
う
と
し
た
が
、
按
察
は
苦
傍
人
な

の
で
兎
も
角
も
と
任
地

K
赴
か
せ
た
。
彼
は
牒
に
フ
い
て
幕
友
二
人
を
雇
っ
た
が
、

一
人
は
刑

・
銭、

一
人
は
書
啓

・
徴

・
放
で
あ
る
。
僕
従

を
傭
う
に
も
臆
す
る
者
少
く
、
僅
に
四
、

五
人
を
得
、
合
署
十
数
人
に
過
ぎ
ぬ
。
歴
任
の
知
牒
は
家
丁
を
涯
し
て
背
吏
を
監
督
し
、

そ
の
上
前
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を
は
ね
て
い
た
が
、
彼
は
家
丁
を
涯
せ
や
J

し
マ
一
切
を
膏
吏
に
任
せ
た
の
で
、
膏
吏
は
喜
ん
で
悪
事
を
行
わ
や
ノ、
境
内
が
大
い
に
治
ま
っ
た
と

号言ー

白

う。併
し
寅
際
は
こ
ん
な
例
は
極
め
て
少
く
、
幕
友

・
家
丁
に
分
前
を
と
ら
れ
る
膏
吏
は
い
よ
い
よ
悪
事
の
機
曾
を
闘
い
、
す
る
と
い
よ
い
よ
家

丁
の
放
を
宿
し
て
も
監
督
を
般
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
悪
循
環
が
進
行
し
て
行
っ
た
。
幕
友
、
家
丁
、
背
吏
、
街
役
な
と
原
来
系
統
を
異
に

ナ
る
者
が
、

互
い
に
勾
通
ナ
る
外
に
、
忍
円
吏
は
答
円
吏
、
幕
友
は
幕
友
と
い
う
上
下
の
連
絡
が
生
じ
た
こ
と
は
注
意
を
要
ナ
る
現
象
で
あ
る
。

濁
裁
君
主
政
治
の
本
来
の
立
前
か
ら
言
え
ば
、
官
員
は
凡
て
君
主
に
直
属
ナ
べ
き
も
の
で
、
官
員
同
志
に
私
的
な
連
繋
を
保
フ
て
は
な
ら
ぬ

筈
で
あ
っ
た
。
た
だ
職
務
上
、
下
級
官
員
は
上
級
官
員
の
監
督
を
受
け
、
指
導
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

上
下
の
官
隠
の
間
で
は
、

ζ

の
官
員

聞
に
だ
け
公
然
た
る
連
絡
が
認
め
ら
れ
る
。
然
る
に
官
員
が
親
ら
政
治
に
勤
め
な
い
で
育
吏
K
事
務
を
一
任
す
る
と
、
下
級
官
員
は
上
級
街
門

の
背
吏
と
連
絡
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
の
下
級
官
員
が
ま
た
事
務
を
自
己
の
膏
吏
に

一
任
す
る
と
、
今
度
は
下
級
街
門
の
膏



吏
が
上
級
衛
門
の
育
吏
と
連
絡
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
く
る
。

そ
の
結
果
、
官
員
は
宙
に
浮
い
て
、
政
治
は
下
級
か
ら
上
級
ま
で
、
九

て
忍
円
吏
の
手
で
決
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
了
う。

幕
友
な
る
者
は
原
来
は
こ
の
弊
を
矯
め
て
、
政
治
上
の
決
定
を
上
官
の
手
に
蹄
せ
し
む
べ
き
輔
佐
官
と
し
て
護
生
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
さ

れ
ば
大
吏
の
幕
友
は
下
級
官
聴
か
ら
の
報
告
、
申
請
に
劃
し
て
、
濁
自
の
立
場
か
ら
擬
批
を
行
っ
て
官
員
K
最
後
の
可
否
決
定
を
な
さ
し
め
る

の
で
あ
る
。
故
に
下
級
官
員
は
上
級
官
鹿
の
幕
友
と
連
絡
し
な
け
れ
ば
、
申
請
が
屡
々
却
下
さ
れ
る
虞
れ
が
あ
る
。
そ
こ
で
下
級
官
員
は
自
己

の
幕
友
の
選
擦
を
上
級
官
醸
の
幕
友
に
依
頼
す
る
風
が
自
然
に
生
じ
た
。
葛
氏
皇
朝
経
世
文
績
編
巻
二
三
に
、
何
桂
芳
の
上
疏
が
あ
り

各
省
の
州
儒
官
が
任
に
到
れ
ば
、
院
司
の
幕
友
必
ナ
そ
の
門
生
故
奮
を
薦
ゆ
て
刑
名
銭
穀
を
代
耕
せ
し
む
。
該
州
勝
官
は
其
人
の
例
案
に
精

熟
せ
る
と
否
と
を
問
わやノ、

情
願
し
て
厚
く
束
惰
を
出
し
、

延
請
し
て
幕
に
入
る
。

た
だ
上
下
盤
気
を
通
じ
、

申
文
の
駁
詰
を
兎
る
る
に

よ
り
て
起
見
ナ
る
の
み
。

而
し
て
合
省
の
幕
友
、

ヘ請
査
禁
謀
J

。

f

薦
幕
友
片
」

と
言
っ
て
居
り
、
上
か
ら
下
ま
で
を
通
じ
、
官
員
と
程
円
吏
と
の
聞
に
幕
友
な
る
新
し
い
層
が
生
じ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
幕
友

こ
れ
に
よ
り
黛
を
結
び
私
を
営
み
、

公
事
を
把
持
し
、

弊
端
百
出
、

枚
奉
す
べ
か
ら
や
ノ
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が
官
僚
組
織
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
了
う
と
、
最
早
や
幕
友
の
存
在
の
意
味
が
な
く
な
る
。
幕
友
な
る
も
の
は
巌
然
た
る
第
三
者
と
し
て
、

自
由
な
る
個
人
と
し
て
、
寧
ろ
義
侠
的
な
精
神
を
以
て
上
官
を
輔
け
て
こ
そ
意
味
が
あ
る
が
、
上
下
に
盤
気
を
通
じ
た
紐
付
き
と
な
っ
て
は
、

膏
吏
に
非
ざ
る
背
吏
が
出
現
し
た
と
異
ら
ぬ
。
皇
朝
経
世
文
編
巻
二
固
に
周
鎮
の
建
策
を
載
せ

幕
賓
は
案
臆
既
に
繁
し
。
一
切
の
片
稿
は
牟
ば
は
(
寝
円
吏
の
)
札
w
b
k
由
り
、
梢
々
出
入
を
な
ナ
の
み
へ
上
玉
搬
J

。

/
軍
談
」

。

。

。

。

。

。

と
言
っ
て
い
る
が
、
擬
、迭
と
は
擬
批
途
鎮
の
約
で
あ
っ
て
、
こ
れ
で
見
る
と
幕
友
は
管
吏
の
原
案
を
上
官
に
取
次
ぐ
に
過
ぎ
・
な
く
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
尤
も
こ
れ
ら
は
薙
正
年
聞
か
ら
徐
程
後
世
に
な
っ
て
か
ら
の
話
で
あ
る
が
、
薙
正
首
時
か
ら
既
に
か
か
る
風
潮
の
存
し
た
と
と
は
、

乾
隆
元
年
、
呉
庭
菜
の
上
疏
に
、

一
省
の
幕
友
が
坐
省
幕
賓
な
る
者
の
主
持
の
下
に
朋
議
を
造
り
、
郡
腕
に
散
布
し
て
線
索
相
通
じ
て
い
る
、
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と
指
摘
し
て
い
る
所
に
よ
っ
マ
も
察
せ
ら
れ
る
。
更
に
紀
向
の
閲
微
草
堂
筆
記
巻
十
八
に
、
四
救
先
生
の
話
を
載
ぜ
て
い
る
。

ζ

れ
に
よ
る
と
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幕
友
の
聞
に
は
相
俸
の

口
訣
が
あ
る
。
日
く
、
生
を
救
い
死
を
救
わ
や
y

、
官
を
救
い
民
を
救
わ
や
ノ、
大
を
救
い
小
を
救
わ
十
、
奮
を
救
い
新
を

の
四
救
で
あ
る
い
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
官
場
の
弊
風
で
あ
る
が
、
幕
友
は
本
来
は
官
場
の
習
気
に
染
ま
ぬ
新

鮮
な
要
素
乙
し
て
歓
迎

救
わ
や
J

、

さ
れ
た
筈
で
あ
る
の
に
、
既
に
薙
正
年
聞
か
ら
官
場
化
ナ
る
傾
向
が
あ
り
、
年
が
下
る
と
共
に
そ
れ
が
甚
し
く
な
っ
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四

~in 

規

と

養

廉

清
朝
の
制
度
で
官
聴
の
官
員
は
俸
践
を
支
給
さ
れ
、
街
役
は
工
食
銀
を
輿
え
ら
れ
、
合
せ
て
俸
工
銀
と
稿
せ
ら
れ
る
。
尤
も
こ
の
俸
工
銀
は

恐
ら
く
園
初
か
ら
潅
正
の
初
年
ま
で
全
部
を
天
引
き
し
て
掲
納
ナ
る
こ
と
に
な
っ
て
居
り
、
そ
れ
が
一

省
の
公
費
を
賄
う
た
め
に
用
い
ら
れ
て

い
た
。
薙
正
三
年
に
俸
工
銀
の
掲
納
が
禁
ぜ
ら
れ
、
官
員
は
俸
誌
怖
を
、
街
役
は
工
食
銀
を
受
取
る
べ
く
命
ぜ
ら
れ
た
。
た
だ
街
役
の
工
食
銀
は

極
め
て
少
く
、

一
年
に
銀
十
雨
前
後
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
本
人
が
若
し
単
身
で
あ
る
な
ら
ば
こ
れ
で
暮
し
て
暮
せ
ぬ
わ
け
で
も
な
い
。
{自の
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俸
蔽
は
官
口
問
に
腔
℃

τ
一
品
百
八
十
雨
、
二
品
百
五
十
五
雨
か
ら
以
下
遊
減
し
て
八
口
聞
の
四
十
雨
、
九
品
の
三
十
徐
雨
に
至
る
。
官
員
は
家
族

の
外
に
家
人
を
多
数
，
養
わ
ね
ば
・
な
ら
ぬ
の
で
、
若
し
全
額
を
支
給
さ
れ
た
後
も
こ
れ
だ
け
で
は
到
底
暮
し
て
行
け
な
い
。
そ
こ
で
潅
正
帝
は
勤

務
手
首
と
も
言
う
べ
き
養
廉
銀
を
文
官
に
輿
え
る
ζ

と
に
し
た
が
、

そ
の
仕
途
は
自
己
の
家
族
費
、
幕
友
に
針
ナ
る
謝
金
、
家
人

へ
の
給
輿
そ

の
他
に
も
多
様
な
費
目
を
含
む
と
は
言
え
、
先
や
ノは

こ
れ
で
一
際
個
人
生
活
の
め
ど
が
立
て
ら
れ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
と
ζ

ろ
が
不
思
議

な
ζ

と
に
は
、
中
川
の
作
山
に
つ
い
て
は
、
つ
い
に
明
白
な
立
法
的
措
置
が
と
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
併
し
・
な
が
ら
管
吏
と
難
も
人
で
あ

り
、
且

J

，
帆
ハ
川
家
肢
を
有
し
て
い
る
の
で
、
無
収
入
で
暮
せ
る
筈
が
な

い
。
然
ら
ば
膏
吏
は
如
何
な
る
収
入
を
収
入
と
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
か
。

忍門真
の
パJ

川
の
賀
は
こ
れ
を

一
口
に
言
え
ば
随
規
に
頼
っ
て
い
た
と
い
う
ζ

と
が
出
来
る
。
阻
規
に
は
康
義
の
意
味
と
狭
義
の
意
味
と
が
あ

り
、
服
義
で
は
、
凡
そ
公
人
が
公
務
に
閥
し
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
給
興
以
外
に
獲
得
す
る
一
切
の
収
入
を
指
す
も
の
で
あ
る。

だ
か
ら
俸
工

銀
が
摘
納
さ
れ
て
い
た
時
代
に
は
、
官
員
の
生
活
も
凡
て
随
規
に
頼
っ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
事
賞
、

一
年

K
あ
る
所
の
各
項
の
酌
仲
は
二
十
高
雨
に
下
ら
え
依

・
回
文
鏡
、
〕。

f=一年
I
M

」

国
交
鏡
は
そ
の
奏
摺
の
中
で

河
南
也
撫
任
内
、



と
言
っ
て
い
る
。
養
廉
銀
は
賓
に
こ
の
胆
規
(
日
恒
例
)
を
整
理
し
、

一
た
ん
ζ

れ
を
公
に
閉
し
た
後
に
改
め
て
公
然
と
分
配
さ
れ
た
も
の
に

過
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
養
廉
銀
が
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
以
後
、
阻
規
な
る
名
は
養
廉
に
相
謝
し
て
用
い
ら
れ
、
官
員
が
養
廉
銀
以
外
に
染

指
し
た
時
に
ζ

れ
を
附
一
規
と
よ
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
但
し
こ

れ
は
官
員
の
場
合
で
あ
り
、
正
規
の
手
首
を
貰
わ
ぬ
膏
吏
の
場
合
に
は
そ
の
ま
ま

に
は
嘗
て
は
ま
ら
な
い
。

抑
も
養
廉
銀
を
含
め
て
、
官
員
や
膏
吏
が
入
手
ナ
る
随
規
は
、
人
民
が
政
府
に
租
税
を
納
め
る
際
に
附
帯
し
て
徴
収
さ
れ
る
附
加
税
か
ら
出

て
い
る
。
い
っ
た
い
中
園
の
税
制
は
古
来
、

入
る
を
計
っ
て
出
歩
る
を
制
ナ
、

の
主
義
で
あ
り
、

一
度
定
め
た
税
則
は
滅
多
に
幾
更
し
な
い
。

そ
こ
で
経
費
が
不
足
ナ
る
と
附
加
税
の
形
で
取
立
て
る
。
こ
れ
が
年
代
を
経
る
に
従
っ
て
幾
度
か
重
ね
ら
れ
、
附
加
税
に
ま
た
附
加
税
が
つ
く

と
い
う
経
過
を
繰
返
ナ
の
で
あ
る
。
薙
正
の
初
年
に
は
凡
そ
三
重
の
附
加
税
が
成
立
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
は
蛍
時
行
わ
れ
た
附
加
税

を
整
理
し
て
見
る
と
、

正
税
K
劃
し
て
十
分
の
一
を
基
本
と
し
た
も
の
火
耗
と
、
更
に
正
税
・
火
耗
南
者
に

つ
い
て
百
分
の
一

を
基
本
と
し
た

先
や
ノ租
税
の
大
宗
を
な
す
地
丁
銭
糧
に
つ
い
て
、
そ
の
何
割
か
を
附
加
税
と
し
て
徴
収
ナ
る
も
の
が
あ
り
、

ζ

れ
は
普
、
通
に
火
耗
、
耗
羨
な
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も
の
品
開
卒
と
、
更
に
そ
の
外
に
あ
る
も
の
と
、
凡
そ
三
段
階
が
存
ナ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

と
と
稿
せ
ら
れ
た
。
尤
も
何
割
何
分
、
或
い
は
何
割
何
分
何
厘
と
い
う
風
に
端
数
で
か
け
ら
れ
る
と
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
凡
て
正
税
に
針
し

て
第
一
次
的
に
か
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

一
割
の
こ
と
を
加
一
、

二
割
な
ら
ば
加
二、

一
割
五
分
・
な
ら
ば
加
一
五
と
い
う
風
に
よ
ぶ。

と
と
ろ
が
と
の
外
に
、
正
税
と
耗
羨
を
合
せ
た
も
の
に
更
に
何
パ
ー
セ
ン
ト
か
の
第
二
次
的
附
加
税
が
諜
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
之
を
一
午

像
、
徐
卒
、
卒
頭
、
併
頭
、
加
卒
、
短
卒
、
掛
卒
、
積
卒
、

ま
た
扇
品
駄
な
と
と
絹
し
た
。
逆
に
支
出
の
際
に
幾
分
か
を
差
引
く
の
を
拘
卒
と
稽

ナ
る
。
薙
正
帝
が
阻
規
の
整
理
を
命
じ
た
時
、
こ
の
卒
儀
銀
を
耗
羨
銀
の
中
へ
組
み
入
れ
た
省
も
あ
っ
た
。
田
文
鏡
は
河
南
布
政
使
と
し
て
従

来
正
耗
の
外
に
、
更
に
正
耗
百
南
に
劃
し
て
一
・
八
雨
の
卒
頭
銀
(
蔵
徐
銀
)
が
あ
っ
た
の
を
禁
止
し
て
耗
羨
だ
け
を
徴
ナ
る
に
止
め
し
め
、
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更
に
河
東
総
督
と
し
て
山
東
省
を
支
配
す
る

K
至
る
と
、
矢
張
り
正
耗
の
外
に
る
っ
た
百
分
の
一
の
卒
儀
銀
を
禁
止
し
、
加
一
六
の
耗
羨
だ
け

を
徴
収
さ
せ
た
(
四
九
一
議

y
k
年)。
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然
る
に
山
西
省
で
は
耗
羨
鯖
公
の
後
も
卒
徐
銀
が
依
然
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
は
、
山
西
巡
撫
石
麟
の
奏
摺
に

晋
省
の
民
間
、
銭
糧
を
完
納
す
る
に
整
践
に
て
完
納
ナ
る
者
少
く
、
或
い
は
数
銭
、
或
い
は
数
分
と
、
零
星
に
上
納
す
る
者
多
し
。
州
師
肺
訴

封
し
数
十
戟
の
秤
を
以
て
収
め
、
併
せ
て
百
雨
一
卒
の
弾
免
を
作
ナ
。
其
中
に
多
徐
な
か
ら
や
ノ
。
之
を
併
頭
と
言
う
。

ζ

れ
原
よ
り
額
外
の

加
耗
に
あ
ら
や
ノ
。
亦
重
戟
秤
収
の
致
、
ナ
所
に
あ
ら
や
ノ
。

乃
ち
零
収
し
て
総
合
ん
し
、
自
然
に
し
て
あ
る
の
扇
鈴
な
り
(
榊
)
。
各
層
銭
糧
を
徴
収

す
る
に
百
雨
毎
に
、
原
定
火
耗
の
外
に
な
L

玄
関
出
の
併
頭
銀
二
雨
あ
り
(
株
主
山
湖
、

)。

と
あ
る
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
石
麟
が
ζ

れ
を
も
公
に
開
削
し
て
藩
庫
に
、途る
こ
と
を
請
い
た
る
に
針
し
、
薙
正
帝
は
不
可
と
し
、
従
前

通
り
州
豚
に
存
留
し
て
雑
費
K
使
用
せ
し
む
べ
き
こ
と
を
命
じ
て

い
る
。

ζ

れ
耗
外
の
耗
と
も
言
う
べ
き
卒
徐
銀
が
、
耗
羨
鯖
公
の
後
K
L
U
い

て
も
存
在
を
認
ゆ
ら
れ
た

一
例
で
あ
る
。

正
税
に
到
す
る
附
加
税
は
、
火
耗
か
ら
絵
卒
ま
で
は
大
鑑
に
お
い
て
公
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
は
火
耗
は
官
員
の
費
用
に
、

さ
れ
た
所
が
あ
っ

て
も
、

そ
れ
は
除
卒
が
火
耗
の
中
に
織
り
こ
ま
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
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徐
卒
は
忍
円
吏
の
費
用
に
と
、
概
ね
使
途
が
定
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
薙
正
三
年
火
耗
鯖
公
以
後
、
も
し
省
に
よ
っ
て
絵
卒
が
禁
止

さ
て
州
燃
で
正
税
火
耗
以
外
に
人
民
か
ら
徴
収
さ
れ
た
儀
卒
銀
の

一
部
は
、

正
税
火
耗
が
布
政
司
の
藩
庫
へ
迭
ら
れ
る
時
に
、

布
政
司
の
背

吏
に
桝
到
す
る
賄間関、

い
わ
ゆ
る
飯
食
銀
と
し
て
支
出
さ
れ
た
。
薙
正
七
年
、
四
川
布
政
使
越
弘
恩
の
奏
摺
に

各
州
豚
よ
り
布
政
司
に
解
ナ
る
僚
糧
(
日
丁
賦
田
賦
)
は
百
爾
毎
に
先
に
は
伊
等
(
日
布
政
司
膏
吏
)
に
封
ナ
る
飯
食
銀
六
銭
あ
り
。
査
ナ

、ル
水

省は
'
ム
目
、
一
、
J

る
に
州
燃
が
糧
を
収
め
し
時
の
積
卒
銀
雨
よ
り
出
歩
る
に
係
る
(
切
年
同
制
花
」
。

と
あ
り
、
布
政
司
菅
吏
に
封
ナ
る
飯
食
銀
が
贋
止
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
以
上
、

徐
卒
銀
の
存
在
は
寅
質
的
に
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
あ

る。
然
る
に
布
政
司
で
は
州
豚
か
ら
現
銀
を
受
取
る
時
に
再
び
徐
卒
を
要
求
し
た
。
抑
も
州
豚
が
人
民
か
ら
現
銀
を
徴
収
す
る
時
に
は
零
細
な
小

粒
を
受
取
る
か
ら
吹
替
え
の
篤
の
目
減
り
と
し
て
絵
卒
銀
を
添
加
さ
せ
る
の
は
名
目
が
立
つ
が
、
布
政
司
は
既
に
州
牒
で
百
南
一

錠
に
吹
替
え



た
馬
蹄
銀
を
受
取
る
の
で
あ
る
か
ら
、
更
に
目
減
り
を
要
求
す
る
の
は
か
か
し
い
筈
で
あ
る
。
併
し
そ
れ
に
は
文
そ
れ
な
り
の
必
要
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
更
に
上
級
の
督
撫
の
背
吏
と
、
中
央
政
府
の
部
科
の
背
吏
に
飯
食
銀
を
迭
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
布
政
司
が
州

鯨
に
要
求
す
る
徐
卒
銀
は
ヂ
っ
と
比
例
が
少
く
て
、
千
分
の
一
蓋
で
あ
る
。
漸
江
布
政
使
高
斌
の
奏
摺
に

臣
の
街
門
が
銭
糧
を
収
会
y
る
に
、
百
爾
毎
に
徐
一
や
二
銭
、
鮪
費
二
銭
あ
り
(
一
♂
一四一明
、)
。

と
言
い
、
右
の
中
の
帥
費
は
寅
際
に
現
銀
を
運
搬
す
る
費
用
で
あ
ろ
う
が
、
千
分
の
こ
の
絵
卒
は
上
級
街
門
の
膏
吏
の
飯
食
銀
に
使
う
た
め
で

あ
る
。
そ
の
こ
と
は
四
川
布
政
使
越
弘
恩
の
奏
摺
に

査
す
る
に
臣
は
在
任
三
月
、
積
出
卒
頭
銀
四
百
九
十
一
一
雨
零
あ
り
。
内
に
院

(
H
督
撫
)
吏
に
支
給
し
た
る
奏
錨
飯
食
紙
筆
、
共
に
銀
二
百

四
十
雨
零
に
し
て
会
銀
は
後
任
の
呂
耀
曾
に
交
興
し
て
以

τ地
丁
奏
錨
の
際
の
部
書
飲
食
の
用
に
湊
支
ナ
る
に
備
え
し
た
(
時
融
待
、
)
。

と
あ
る
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

公
の
後
K
9
い
て
は
、
そ
れ
は
州
鯨
の
徐
卒
か
ら
出
る
よ
り
外
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
さ
れ
ば
州
牒
の
徐
卒
は
そ
の
相
場
が
大
瞳
に
お
い
マ
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こ
の
よ
う
に
布
政
司
が
州
豚
に
要
求
す
る
徐
卒
銀
は
、
州
豚
の
火
耗
か
ら
出
た
か
、
州
牒
の
徐
卒
か
ら
出
た
か
剣
明
し
な
い
。
併
し
火
耗
蹄

百
分
の
二
前
後
と
定
ま
っ
て
い
た
に
拘
わ
ら
歩
、
質
際
は
百
分
の
三
・
固
に
上
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
は
凝
正
十
三
年
蒋
痢
の
疏
に

花
戸
の
納
銀
に
至
り
て
は
、
倶
に
部
卒
に
照
し
て
火
耗
を
加
増
し
て
交
納
せ
し
む
。
而
し
て
州
鯨
に
て
訴
封
ナ
る

K
、
毎
に
短
卒
の
名
色
を

借
り
、
空
袋
に
珠
標
し
て
毎
爾
K
っ
き
軽
卒
三
四
分
不
等
と
填
註
し
、
心
腹
の
膏
吏
を
任
用
し
、
立
と
ζ

ろ
に
花
戸
を
押
し
て
添
補
せ
し
む

ヘ皇
前
奏
議
径
三
二

・
諮
J

。

f

禁
州
師
脚
徴
糧
之
弊
疏

」

と
あ
る
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
上
の
方
で
定
め
た
額
と
下
の
方
で
賓
際
に
取
っ
て
い
る
額
と
は
遣
う
場
合
が
多
く
、
上
の
方
で
自

然
に
で
き
た
扇
絵
だ
と
思
い
こ
ん
で
い
る
と
下
の
方
で
は
貰
際
に
は
そ
れ
以
上
に
ち
ゃ
ん
と
額
を
定
め
て
取
っ
て
い
た
り
ナ
る
の
で
あ
る
。
前

述
の
よ
う
に
大
陸
徐
卒
ま
で
が
黙
認
さ
れ
た
附
加
税
で
あ
り
、

そ
れ
以
上
の
場
合
、
人
民
か
ら
取
る
ζ

と
を
私
涯
、
科
涯
と
言
い
、
別
に
名
目
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を
た
て
る
と
そ
れ
が
阻
規
と
よ
ば
れ
る
。
こ
の
場
合
の
匝
規
は
、
一
吉
田
hw
ば
最
も
狭
義
に
用
い
ら
れ
た
随
規
で
る
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
地
丁
銀
以
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外
、
関
税
な
ど
の
場
合
に
か
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
例
え
ば
江
西
巡
撫
の
謝
夢
、
の
奏
摺
に

南
開
の
卒
除
銀
一隅
いは、

↓山
性
肺
俳
一間
一唄
に
つ
き
蹄
併
弾
免
し
て
多
出
せ
る
の
数
に
係
る
(附
)。

て
紳
一幅
と
な
す
。
毎
年
二
千
絵
一問
あ
り
(
時
一
時
間
1
)
。

の
如
き
が
そ
の
例
で
あ
る
。
そ
こ
で
繰
返
し
て
言
え
ば
養
廉
銀
を
貰
わ
な
い
膏
吏
の
場
合
、
大
凡
そ
除
卒
銀
か
ら
出
る
飯
食
等
の
線
ま
で
は
承

。。

文
開
役
に
給
興
ナ
る
の
随
規
あ
り
、
名
ム
ド
ノけ

認
さ
れ
る
が
、

そ
れ
以
外
が
陪
規
と
稿
せ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

然
ら
は
忍
円
吏
は
飯
食
銀
で
生
活
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
が
果
し
て
そ
れ
で
十
分
に
日
常
費
が
賄
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ

K
は
各
級
の
街
門

に
つ
い
て
別
々
に
考
察
を
加
え
・
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
先
デ
第
一
に
は
中
央
政
府
の
背
吏
で
あ
る
。
便
宜
上
そ
の
中
で
最
も
重
要
な
六
部
の
背

吏
を
取
上
げ
る
。
中
で
も
戸
部
で
あ
る
が
、
戸
部
碍
円
吏
は
前
述
の
よ
う

K
現
銀
を
収
納
ナ
る
時
に
飯
食
、
或
い
は
添
卒
銀
と
稽
ナ
る
も
の
を
受

け
る
外
、
地
方
で
費
消
し
た
銭
糧
を
認
可
す
る
奏
錨
の
手
数
料
と
し
て
、

や
は
り
紙
筆
、
飯
食
な
と
稽
ナ
る
銀
の
賂
輿
を
受
け
、
此
等
を
抑
制
稀
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し
て
部
費
と
稀
し
た
。
薙
正
帝
は
即
位
勿
々

に
こ
の
部
費
の
整
理
を
思
い
立
っ
た
。
即
ち
落
正
元
年
正
月
甲
午
の
上
識
に

各
省
銭
糧
を
奏
錨
ナ
る
に
、
地
方
の
正
項
及
び
軍
需
を
除
く
の
外
、
其
徐
の
奏
鮪
項
内
、
積
解
甚
だ
大
な
り
。
若
し
部
費
な
け
れ
ば
冊
措
分

明
な
り
と
雄
も
亦
、
本
内
の
数
字
の
互
異
を
以
て
、
或
い
は
銀
数
幾
爾
の
符
せ
ざ
る
に
よ
り
、
往
来
駁
詰
し
、

い
銭
糧
百
高
を
陵
費
す
る
も
亦
黍
聞
を
准
ナ
(
鞘
鰍
1
1
)
。

か
か
る
部
費
整
理
の
た
め
に
新
た
に
曾
考
府
な
る
も
の
を
立
て
恰
親
王
に
命
じ
て
耕
理
せ
し
め
た
。
然
る
に
各
省
督
撫
の
中
に
は
こ

一
た
び
部
費
あ
れ
ば
、
た
と

と
あ
り
、

の
禽
考
府
K
向
け
て
賄
賂
を
塗
っ
て
く
る
者
が
あ
り
、

そ
れ
を
知
っ
て
薙
正
帝
が
激
怒
し
て
い
る
が
、

ζ

の
時
に
裁
草
し
た
部
費
は
、
賓
は
部

費
の
一
部
分
で
、
阻
規
と
稿
せ
ら
る
べ
き
部
分
で
あ
っ
た
。
彼
は
薙
正
二
年
十
月
努
巳
の
上
誌
に
か
い
て
自
ら
言
う
。

凡
そ
事
は
部
費
を
講
ぜ
ざ
れ
ば
結
案
ナ
る
能
わ
や
ノ。

各
街
門
の
室
田
吏
は
勢
い
と
し
て
樗
腹
事
を
耕
ヂ
る
ζ

と
難
け
れ
ば
、
酌
量
し
て
梢
々
紙

筆
飯
銭
を
給
ナ
る
は
理
k
b
い
て
猶
伊
達
院
な
き
な
り
。
何
ぞ
費
ナ
ζ

と
盈
千
累
高
に
至
る
を
得
ん
や
(
制
糊
十
時
)
。

部
費
は
戸
部
の
み
な
ら
歩
各
部
に
存
し
た
。
刑
部
に
つ
い
て
は
漸
江
按
察
使
甘
園
釜
の
奏
摺
に



刑
名
の
部
費
に
至
り
て
は
原
と
以
T
刑
部
書
鮮
の
紙
費
飯
食
の
需
に
供
ナ
る
な
り
(
司
令
肘
湖
蚕
、
)

と
あ
り
、

工
部
に
つ
い
て
は
、

国
文
鏡
の
南
河
工
費
の
奏
錆
に
つ
い

て
の
奏
摺
に

銀
一
雨
を
閉
鎖
す
る
毎

K
、
部
背
に
飯
食
銀
を
支
給
す
る
ζ

と
、
五
分
よ
り
起
り
七
分
に
至
つ

T
止
む
へ
株

・
回文一鋭、
)。

/

二

年

溜

日

」

と
言
い
、
之
に
劃
し
て
薙
正
帝
は
珠
批
を
興
え

部
忍
円
に
従
前
の
如
く
飯
銀
を
輿
え
ん
と
す
る
汝
の
所
見
は
是
な
り
。
股
は
斯
に
類
ナ
る
奮
例
と
し
て
躍
に
給
ナ
べ
き
の
項
の
震
に
言
う
に
あ

ら
ざ
る
な
り
。

と
言
っ
て
い
る
。
さ
れ
ば
中
央
政
府
六
部
の
管
吏
は
い
わ
ゆ
る
腰
得
の
部
費
で
生
活
ナ
る
の
が
原
則
で
あ
り
、

そ
の
額
は
相
嘗
豊
富
で
あ
っ
た

こ
と
は
別
に
言
う
を
要
せ
ぬ
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
下
級
街
門
か
ら
順
次
K
上
級
街
門
へ
徐
卒

銀
、
或
い
は
飯
食
銀
と
い
う
名
で
正
額
の
外
に
品
開
分
の
額
が
迭
り
届
け
ら
れ
る
の
で
、
其
中
か
ら
手
首
を
分
配
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。
特
に
飯
食

次
に
督
撫
二
院
と
、
布
按
二
司
と
の
所
謂
封
鎖
街
門
の
膏
変
で
あ
る
が
、
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銀
と
い
う
の
が
も
と
も
と
膏
吏
の
手
嘗
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
正
に
街
役
の
工
食
K
封
ナ
る
言
葉
で
あ
っ
た
。
然
る

K
ζ
の
飯
食
銀
も
次
第

聞

に
官
員
に
捲
き
上
げ
ら
れ
て
、
全
部
が
膏
吏
の
手
に
は
入
ら
・
な
か
っ
た
ら
し
い
。
そ
こ
で
膏
吏
は
自
分
自
身
で
新
た
な
財
源
を
見
つ
け
る
。
そ

れ
は
取
り
も
直
さ
デ
阻
規
を
需
索
ナ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
年
代
が
下
る
と
共
に
阻
規
の
名
目
が
多
く
な
っ
て
来
た
。
こ
の
随
規
は
一
度
上

官
の
手
に
入
る
と
、

そ
の
ま
ま
上
官
に
着
服
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
の
で
、
膏
吏
の
隠
し
金
と
し
て
阻
規
が
徴
収
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
を
容

認
し
て
貰
う
た
め
に
、
官
員
を
素
通
り
し
て
上
級
街
門
の
膏
吏
に
随
規
を
、
透
る
と
い
う
傾
向
を
生
じ
た
。
と
れ
ば
既
に
薙
正
年
間
の
河
東
総
督

回
文
鏡
が
そ
の
奏
摺
内
に
於
て
指
摘
ナ
る
所
で
あ
る
。

其
の
司
府
街
門
の
飯
食
・
蔽
卒

・
看
色

・
寄
庫
よ
り
、
以
て
解
銀

・
護
錯
等
項
に
至
る
(
の
随
規
)
は
、
之
を
州
牒
に
扱
し
、
州
豚
の
得
円
吏
は

一
を
以
て
十
を
汲
し
、
各
自
に
分
肥
ナ
(一

r町内
鏡、
)。

文
之
を
里
民

K
涯
し
、

367 

と
あ
り
、
ま
た
乾
隆
元
年
の
上
誌
に
も
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凡
そ
銭
糧
を
徴
解
ナ
る
に
、
上
司
の
書
吏
は
輔
ち
州
腕
の
書
吏
に
向
っ
て
費
用
を
索
取
し
、
因
て
鯨
吏
は
司
費

・
紙
張
の
名
色
を
偲
借
し
吋
L

「
光
緒
舎
典
事
例
巻
二
。

花
戸
に
抵
索
す
{四
六

・
3
吏
承
充

」

と
言
っ
て

い
る
。
潅
正
帝
は
各
省
の
官
員
に
射
し
て
従
来
の
匝
規
を
収
受
す
る
の
を
や
め
、
火
耗
を
整
理
し
て
養
廉
銀
を
給
ナ
る
よ
う
に
指
令

し
た
が
徐
卒
以
下
を
徹
底
的
に
整
理
し
て
背
吏
に
も
養
際
を
支
給
す
る
ま
で
に
は
手
が
廻
ら
な
か
っ
た
。
蘇
州
布
政
使
の
高
斌
が
奏
摺
中
で

藩
司
各
房
の
書
耕
人
等
は
、

奮
日

一
切
の
事
件
に
倶
に
陣
規
あ
り
た
り
。
若
し
巌
に
禁
革
を
行
わ
ば
恐
ら
く
は
別
に
事
端
を
生
や
ノる
を
致
さ

ん
。
臣
は
倶
に
数
目
指
ι
酌
減
し
、
そ
の
収
受
ナ
る
を
准
し
、
惟
だ
殿
禁
し
て
招
揺
撞
編
、

舞
弊
靭
索
ナ
る
を
許
さ
や
ノ(
叫
炉
問
州
、
)
。

と
言
っ
た
の

K
針
し
、
薙
正
帝
の
株
批
に
は

此
の
如
く
に
し
て
其
の
肯
紫
を
得
た
り
と
言
う
べ

し
。
甚
だ
嘉
ナ
可
き
に
属
ナ
。

と
答
え
て
い
る
。
ま
た
彼
が
陳
世
信
に
興
え
た
る
昧
批
に
は

者
は
亦

一
躍
の
阻
規
に
至
り
て
は
、
理
に
合
せ
ざ
る
者
は
自
ら
蛍
に
裁
革
ナ
ベ

く
、
其
の
向
来
相
沿
い
て
日
久
し
く
大
害
な
き

一
時
の
名
習
を
市
い
て
悉
く
除
去
を
行
う
こ
と
を
得
ざ
れ
(珠・

陳
世
一倍、
J

。

f

二
年

W
U
A

」

上
官
が
書
吏
に
飯
食
、
或
い
は
盟
菜
銀
雨
を
支
給
し
た
よ
う
な
記
事
が
所
々

K
散
見
す
る
が
、
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惟
だ
泊
中
学
}
貴
ぶ
。

と
識
し
て
い

る
。
と
こ
ろ
で
株
批
論
旨
中
に、

も
し
そ
れ
が
毎
月
百
何
十
雨
、

ω
 

わ
れ
る。

何
と
な
れ
ば
一
街
門
に
二
、
三
百
人
の
管
吏
が
あ
り
、
夫
々
家
族
を
市
内
に
持
っ
て
い
る
者
に
千
雨
位
を
分
配
し
て
も
何
の
役
に
も

一
年
千
数
百
両
の
程
度
に
止
ま
る
場
合
は
、
封
鎖
街
門
に
お
け
る
封
鎖
中
の
膏
吏
に
封
ナ
る
食
費
で
あ
る
と
思

立
た
ぬ
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
薙
正
帝
の
次
の
よ
う
な

督
撫
務
白
沢
の
街
門
は
近
来

一
睡
に
開
防
封
鎖
を
鰹
て
出
入
を
許
さ
や
〆。

而
し
て
日
用
の
供
給
は
何
か
伊
等
の
自
備
に
係
ら
ば
、
毎
に
取
迭

出
入
の
時
に
於
い
て
細
字
を
密
重
し
て
巧
み
に
関
節
を
、遁
ぜ
ん
。
書
吏
供
給
の
一
節
は
毎
年
計
費
多
き
な
し
。
候
は
督
撫
藩
由来

に
於
い
て

皆
厚
く
給
ナ
る
に
養
僚
を
以
て
せ
り
。
即
ち
些
微
を
摘
し
て
以
て
書
吏
を
賠
わ
し
弊
端
を
杜
さ
し
む
る
は
亦
事
の
行
う
べ
き
者
に
似
た
り

ヘ菜
正
上
稔

・
十

二
o

r
年
八
月
二
十
五
日
」



と
い
う
趣
旨
に
副
う
て
賓
施
さ
れ
た
手
段
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
膏
吏
は
阻
規
に
頼
っ
て
生
活
ナ
る
ζ

と
が
黙
認
さ
れ
、

そ
の
た
め
に
無
擬
阻
規
と
い
う
言
葉
ナ
ら
あ
る
が
、
無
擬
は
直
ち
に
有
擬

K
轄
じ
日
勿
く
、

そ
れ
を
官
員
か
ら
摘
裂
さ
れ
な
い
よ
う
に
と
、
疋
同
吏
の
聞
に
上
級
か
ら
下
級
ま
で
一
連
の
脈
絡
が
生
デ
る
に
至
っ
た
。
前
述
し

た
搾
取
の
閥
係
は
同
時
に
保
護
の
閥
係
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
侯
方
域
の
議
に

吏
膏
の
罪
あ
る
者
、
麻
之
を
設
費
ナ
れ
ば
則
ち
府
に
入
り
、
府
之
を
護
賛
す
れ
ば
則
ち
道
に
入
り
、
道
之
を
護
費
ナ
れ
ば
則
ち
院
に
入
る
。

院
に
至
り
て
人
敢
て
復
た
向
の
爵
ナ
所
を
問
わ
や
J
(

す
一
一
醐
的
拡
散
一
司
)
。

と
あ
り
、
更
に
之
を
受
け
て
孫
光
紀
は

外
省
に
在
り
て
罪
蹟
己
に
著
わ
る
れ
ば
、
則
ち
京
師
に
潜
入
ナ
。
街
門
盆
々
傘
く
し
て
、
益
々
此
の
若
き
輩
の
蔵
好
の
薮
を
成
ナ
(
一
縮
問
4
4

四
・
街
鐙
宜
J

。

刻
其
源
疏
」

と
一
言
っ
て
い
る
。

管
吏
の
上
下
を
通
じ
て
の
連
絡
が
完
成
す
る
と
、
上
級
街
門
の
背
吏
は
、
今
度
は
下
級
街
門
の
官
員
を
虐
待
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
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薙
正
帝
が
王
土
俊
の
言
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
下
し
た
上
識
に
よ
れ
ば
、
贋
東
に
か
け
る
綿
督
街
門
の
膏
吏
は
落
正
年
聞
に
於
い
て
ナ
ら
既
に

承
緯
の
吏
目
・
典
史
・
巡
検
等
の
下
級
官
員
か
ら
、
院
房
年
節
躍
な
る
随
規
コ
了
四
十
雨
を
要
求
し
、
も
し
意
に
満
た
な
け
れ
ば
総
督
の
許
に

伺
候
に
出
た
所
を
拘
留
し
て
鯖
任
さ
せ
な
か
っ
た
と
い
う
程
で
あ
フ
た
(
笠
詰
ト
八
)
。

忍
円
吏
の
威
権
は
そ
の
ま
ま
弊
害
に
も
通
ナ
る
の
で
、
流
石
の
薙
正
帝
も
背
吏
K
射
す
る
取
締
り
に
は
自
信
が
も
て
な
か
ヲ
た
。
た
だ
地
方
の

大
吏
に
信
頼
し
て
、
徐
り
に
甚
し
い
横
暴
を
制
肘
さ
せ
る
の
が
開
の
山
で
る
っ
た
。
康
東
布
政
使
王
土
俊
が
督
撫
の
忍
円
吏
街
役
の
横
行
を
潅
正

帝
に
訴
え
、
議
旨
を
下
し
て
巌
筋
を
、
遁
加
さ
れ
ん
こ
と
請
を
う
た
時
に

369 

奏
す
る
所
は
未
だ
嘗
て
是
な
ら
や
〆ん
ば
あ
ら
や
ノ
。
肢
は
姑
く
識
一
道
を
護
せ
ん
も
、
恐
ら
く
は
亦
無
益
に
属
せ
ん
。
治
人
あ
り
て
治
法
な
き

E
1
ヘ
珠
・
王
土
俊
、
J
o

--J八
年

I
2

」
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と
慨
歎
し
て
い
る
が
、

そ
の
根
源
を
押
し
極
め
れ
ば
、
容
円
吏
に
針
し
て
法
制
を
以
て
そ
の
生
活
費
を
支
給
ナ
る
ζ

と
の
出
来
ぬ
、
政
治
力
の
貧

困
と
同
根
か
ら
裂
し
た
病
症
に
外
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
清
朝
で
も
時
代
が
下
る
と
共
に
そ
の
弊
害
が

一
層
甚
し
く
な
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

五

落
正
以
後
の
背
吏
針
策

清
朝
の
記
録
を
見
て
行
く
と
、
務
正
帝
以
後
、
天
子
の
代
の
替
る
毎
に
膏
吏
取
締
り
の
命
令
が
渡
せ
ら
れ
て
い
る
の
を
見
る
。
乾
隆
元
年
の

も
の
は
最
も
長
文
で
旦
つ
堂
々
と
し
て
い

る
が
、
之
は
都
知
正
帝
の
背
吏
針
策
が
あ
ま
り
有
効
で
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
而
し
て
乾
隆
帝
の

新
命
令
も
一
一
層
効
力
が
弱
か
っ
た
ζ

と
は
、
嘉
厳
帝
の
即
位
四
年
の
背
吏
取
締
り
を
命
じ
た
上
識
が
之
を
明
か

K
し
て
い
る
。
嘉
援
四
年
は
副

ち
乾
隆
上
皇
が
間
伐
し
て
帝
が
親
政
を
行
っ
た
年
に
外
な
ら
ぬ
。
併
し
そ
の
嘉
慶
帝
も
空
し
く
前
代
の
失
敗
を
繰
返
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と

は
、
こ
の
聞
に
膏
吏
を
含
め
た
官
場
の
風
紀
は
一
居
間
う
べ
か
ら
ざ
る
素
観
に
陥
り
、
道
光
帝
の
即
位
を
機
舎
に

一
種
の
改
革
運
動
が
撞
頭
し

濁
裁
君
主
制
の
下
に
あ
っ
て
は
君
主
の
交
代
は
言
わ
ば
一
種
の
小
革
命
で
あ
る
。
心
あ
る
官
僚
は
こ
れ
を
機
舎
に
政
治
の
一
新
を
希
う
の
で
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た
こ
と
が
こ
れ
を
物
語
っ
て
い

る
。

あ
っ
て
、
道
光
帝
が
即
位
す
る
と
削
時
に
、
次
年
の
改
元
を
待
た
ナ
し
て

一
つ
の
新
政
策
が
着
手
さ
れ
た
。
即
ち
嘉
慶
二
十
五
年
九
月
甲
子
に

一
道
の
上
識
が
下
さ
れ
た
が
、
之
に
よ
る
と
嘗
て
薙
正
年
聞
に
官
員
が
養
廉
銀
を
支
給
さ
れ
、

そ
れ
以
外
に
阻
規
を
収
め
る
ζ

と
を
禁
ぜ
ら
れ

:
玉、

夫
、
ヵ

そ
の
後
、
年
が
立
つ
に
つ
れ
此
の
制
度
は
有
名
無
賓
と
な
り
、
大
小
の
官
員
は
悉
く
随
規
を
取
り
、

ま
た
匝
規
を
取
ら
ね
ば
や
っ
て
行

け
ぬ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
ζ

で
各
省
の
督
撫
は
随
規
を
審
査
し
て
誠
K
己
む
を
得
ざ
る
も
の
を
存
留
し
て
耕
公
の
費
と
な
し
、

そ
の
他
を

一
切
禁
絶
ナ
べ
し
、

と
言
う
に
あ
る
。
ζ

の
新
政
策
の
献
議
者
は
軍
機
大
臣
の
英
和
で
あ
っ
た
。

上
議
中
に
蛍
時
の
官
僚
が
養
阪
銀
以
外
K
阻
規
を
貧
る
に
至
っ
た
ζ

と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、

こ
う
な
っ
た
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は

一
方
に
は
銀
債
の
下
落
と
物
債
の
騰
貴
と
が
あ
り
、

一
方
に
は
生
活
程
度
の
向
上
と
、
奪
修
の
流
行
と
が
あ
る
。
そ
れ
と
共
に
生
活
費
も
膨
脹

し
た
の
で
養
廉
中
か
ら
支
出
す
べ
き
幕
友
費
の
如
き
も
、



今
刑
名
銭
穀
の
二
賓
に
か
い
て
、
歳
韻
必
デ
二
千
金
を
得
ん
と
す
。
官
の
養
廉
も
と
の
数
に
過
ぎ
や
J
O

其
の
他
の
日
用
は
此
の
内
に
あ
ら
や
〆

ヘ葛
氏
皇
朝
経
世
文
綴
編
巻
J

o

戸
一
二
ニ
、
楊
象
済
擬
策
七

」

と
い
う
欣
態
と
な
っ
た
。
薙
正
帝
の
養
廉
政
策
は
事
買
上
崩
壊
し
て
い
た
の
で
、
道
光
帝
は
改
め
て
之
を
建
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
・
な
か
っ
た
わ

け
で
あ
る
。

つ
い
で
五
日
の
後
、
九
月
己
巳
の
上
識
に
は
更
に
前
言
を
敷
街
し
て
、
上
は
園
鰻
を
傷
つ
く
る
な
く
、
下
は
悉
く
輿
情
に
協
う
よ
う
に
慎
重

に
慮
理
ナ
る
よ
う
重
ね
て
命
令
を
設
し
た
が
、
朝
臣
の
中
に
は
公
然
と
之
に
反
劃
の
上
奏
を
な
ナ
者
が
相
い
つ
い
だ
。
反
針
ナ
る
論
擦
は
、
陣

規
は
名
の
如
く
朝
廷
の
認
砂
ぬ
も
の
で
は
あ
る
が
、
併
し
賓
際
の
必
要
上
収
受
ナ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
公
式
に
承
認
し
な
い
で
随
規
と
し
て

駅
許
し
て
必
く
た
め

K
そ
の
弊
害
は
極
端
に
至
ら
な
い
。
若
し
之
‘テ
二
た
び
公
認
す
れ
ば
何
慮
ま
で
行
く
か
、
底
止
す
る
所
を
知
ら
ぬ
で
あ
ろ

ぅ
。
公
認
し
た
以
外
を
巌
禁
す
る
と
一
言
っ
て
も
そ
れ
は
果
し
て
守
ら
れ
る
か
と
う
か
疑
わ
し
い
。
結
局
こ
う
い
う
と
と
は
朝
廷
の
方
か
ら
干
渉

こ
れ
に
座
さ
れ
て
道
光
帝
は
十
二
月
乙
未
、
改
-
b
T
上
識
を
下
し
、
恒
規
整
理
を
中
止
す
る
こ
と
に
し
た
。
日
く
、
諸
臣
の
反
掛
論
を
聞
け
ば
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せ
夕
、
臭
い
物
に
は
そ
っ
と
蓋
を
し
て
必
く
の
が
最
も
賢
明
で
無
難
な
や
り
方
だ
、

と
言
う
に
あ
っ
た
。
反
射
諭
が
あ
ま
り
に
強
盛
な
の
で
、

た
だ
に
民
生
に
盆
な
き
の
み
な
ら
や
ノ
、
抑
も
且
つ
園
燈
を
傷
く
る
あ
り
。
既
に
ζ

の
事
が
明
白
と
な
っ
た
以
上
、
除
は
飾
非

文
過
の
主
に
あ
ら
や
ノ
。
率
直
に
自
己
の
過
ち
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
一
?

と
あ
っ
て
、
但
し
英
和
の
建
言
は
悪
意
あ
っ
て
の
こ
と
で
は
な

た
だ
世
聞
を
騒
が
せ
た
責
任
に
よ
っ
て
軍
機
大
臣
の
職
務
だ
け
を
兎
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
翌
日
丙
申
の

誠
に
ζ

の
事
は
、

い
の
で
深
く
は
外
ロ
め
な
い
が
、

上
誌
で
は
反
射
論
の
急
先
鋒
た
る
孫
玉
庭
等
を
嘉
賞
す
る
言
葉
を
の
べ
て
い
る
。

ζ

の
事
件
の
経
過
は
何
と
も
言
え
ぬ
後
味
の
悪
い
も
の
で
あ
っ
て
、
孫
玉
庭
等
の
筆
法
で
行
け
ば
、
薙
正
帝
の
養
廉
銀
制
度
も
園
髄
を
傷
け

る
こ
と
大
な
り
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
事
責
は
薙
正
帝
時
代
に
は
何
と
か
そ
ζ

ま
で
は
信
用
し
得
た
が
、
道
光
帝
の
時
に
は
同
じ
ζ

と
を
も
う

一
度
繰
返
す
政
治
力
を
持
た
な
か
フ
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
こ
の
事
は
清
朝
は
全
く
惰
性
に
よ

フ
て
の
み
存
績
ナ
る
無
能
無
気
力
な
政
権
に
堕
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し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
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我
々
に
と
っ
て
興
味
が
あ
る
の
は
、

こ
の
事
件
に
は
更
に
後
日
謹
が
あ
る
ζ

と
で
あ
る
。
軍
機
大
臣
英
和
が
天
子
交
代
の
際
に
、
薙
正
帝
の

先
例
を
も
う
一
度
繰
返
ナ
こ
と
を
望
ん
だ
の
は
、
官
員
も
背
吏
も
随
規
を
貧
る
賓
際
の
弊
害
が
既
に
堪
え
き
れ
ぬ
所
ま
で
進
ん
で
い
た
か
ら
で

あ
っ
た
。
除
事
は
扱
て
措
き
、
南
方
よ
り
の
糟
運
は
若
し
園
滑
に
運
営
さ
れ
な
け
れ
ば
、
京
師
が
銭
餓
に
陥
る
虞
れ
が
あ
る
が
、

ζ

の
漕
運
を

砂
ぐ
る
積
弊
に
甚
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
道
光
元
年
、
先
に
随
規
整
理
に
反
劃
し
た
孫
玉
庭
自
身
が
、

八
成
収
漕
の
議
を
唱
え
た
が
、
之
は
漕

米
の
徴
収
に
八
割
の
阻
規
を
許
し
、

そ
れ
以
上
の
使
費
の
需
索
を
殿
禁
し
よ
う
と
ナ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
今
度
は
彼
の
議
論
も
前
と
同

様
の
反
劉
論
に
週
い
、
八
成
と
言
っ
て
も
そ
れ
は
有
名
無
質
に
な
る
か
ら
額
を
定
め
て
公
認
す
る
の
は
や
め
た
方
が
よ
い
と
い
う
に
落
付
い
た
。

ζ

れ
も
歴
史
の
動
き
に
L
Z

け
る
大
き
な
皮
肉
で
あ
る
。

更
に
縮
い
て
御
史
余
文
鐙
が
奏
摺
し
て
、
部
費
を
革
除
せ
ん
こ
と
を
建
議
し
た
。
抑
も
中
央
政
府
の
六
部
の
育
吏
が
地
方
街
門
か
ら
部
費
を

徴
収
ナ
る
の
弊
は
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
る
所
で
あ
る
が
、
清
朝
の
政
治
力
が
貧
困
に
陥
れ
ば
陥
る
ほ
ど
、
六
部
の
育
吏
は
横
暴
を
加
え
、
部
費

は
益
々
阻
規
の
色
彩
を
強
く
し
て
き
た
。
鴻
桂
穿
の
言
う
所
に
よ
れ
ば
六
部
の
中
で
も
吏
兵
戸
工
の
四
部
が
最
も
甚
し
く
、
四
部
の
部
費
は
合

し
て
年
に
千
蔦
を
下
ら
夕
、
忍
円
吏
の
数
も
毎
部
千
人
を
下
ら
ぬ
が
、
そ
の
渠
数
十
人
が
之
を
理
断
し
て
、
車
馬
宮
室
衣
服
妻
妾
の
奉
、
王
侯
に

等
し
と
い
う
朕
態
で
あ
っ
た
と
言
う
(
笠
弓
雑
詩
編
)
。

御
史
余
文
鐙
の
上
奏
は
ζ

の
部
費
の
吸
い
上
げ
に
伴
う
政
治
の
腐
敗
を
指
摘
し
て
、
そ
の
禁
止
を
請
う
た
も
の
で
あ
る
が
、
別
に
禁
止
後
の
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代
案
を
述
べ
て

い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
道
光
元
年
十
月
庚
戊
、
天
子
は
ζ

の
奏
摺
に
基
歩
い
て
上
識
を
下
し
、
奏
ナ
る
所
是
な
り
と
賞
珍
、
以

後
部
費
を
取
っ
た
り
、途
っ
た
り
し
た
者
が
あ
ら
ば
、
督
撫
よ
り
査
明
し
て
巌
重
に
懲
制
附
せ
よ
、
と
命
令
し
て
い
る
が
、

こ
れ
程
滑
稽
な
命
令
は

な
い
。
部
費
は
督
撫
下
の
管
吏
が
、
督
撫
の
業
務
遂
行
に
必
要
な
た
め
に
六
部
へ
迭
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、

ζ

う
い
う
上
識
が
形
式
だ
け
で
も
護
せ
ら
れ
た
と
い
う
事
責
で
あ
る
。
清
朝
で
は
上
下
大
小
の
各
街
門
に
は

凡
て
下
層
に
育
吏
が
存
在
し
た
が
、
唯
一
の
例
外
は
軍
機
庭
で
あ
る
。
軍
機
昆

K
は
大
臣
の
下
に
章
京
が
あ
り
、
章
京
に
は
若
手
の
有
能
な
官

僚
を
選
抜
し
て
任
命
し
、
容
円
吏
を
用
い
や

J

し
て
書
記
の
事
務
を
親
ら
塗
行
せ
し
め
た
。
従
っ
て
章
京
は
名
文
家
で
あ
る
よ
り
も
速
筆
家
た
る
を



要
し
た
。
故
に
上
識
を
護
ナ
る
に
は
膏
吏
の
手
を
鰹
る
を
要
せ
歩
、

軍
機
虚
は
背
吏
制
度
の
上
に
超
然
た
る
こ
と
が
出

来
た
。
後
に
清
朝
末
年
、

的
容
円
吏
制
度
全
肢
の
機
運

K
向
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て、

外
務
部
以
下

の
新

街

門
が
創
設
さ
れ
た
時
、
何
れ
も
範
を
軍
機
慮
に
取

っ

τ忍
円
吏
を

hs
か
や
J

、
斯
く
し
て
大
勢
は
次
第
に
、
特
権
化
し
た
貴
族

ζ

の
軍
機
庭
ζ

そ、

外

な
ら
ぬ
薙
正
帝
の
護
意
に
よ
っ
て
成
立
し
た

ζ

と
を
思
え
ば
、
清
朝
政
治
史
の
上
に
お
け
る
嘉
正
帝
の
残
し
た
足
跡
は
淘
に
偉
大
な
る
も
の
が
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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補
註ω耳目

吏
の
人
数
に
つ
い
て
。
皇
制
経
世
文
編
巻
二
四
、
侯
方
域
の
額
吏
膏
に
、

今
天
下
大
豚
u

以
千
数
。
豚
吏
菅
三
百
。
是
千
賑
則
三
十
蔦
也
。
と
あ
る

は
明
末
清
初
の
状
態
で
あ
る
。
侯
方
城
は
前
向
暦
四
十
六
年
に
生
れ
、
順
治

十
一
年
K
卒
し
て
い
る
。
然
る
に
葛
氏
皇
朝
経
世
女
績
編
巻
一
三

一、

瀞
百

川
の
諮
懲
治
貧
残
吏
耳
円
に
は
、
吏
耳
目
本
有
定
額
。
乃
或
貼
骨
柄
。
或
掛
名
。

大
邑
毎
至
二
三
千
人
u

次
者
六
七
百
人
。
至
少
亦
不
下
三
四
百
人
。
と
あ

り
、
と
れ
は
清
末
の
状
態
で
あ
る
。
激
百
川
は
清
史
稿
列
俸
二一

O
K停

あ
り
、
同
治
元
年
の
進
士
で
あ
る
。

ω経
承
の
名
帽
柄
。
州
豚
街
門
で
も
思
円
吏
頭
が
経
承
と
よ
ば
れ
た
こ
と
は
、
光

緒
禽
典
事
例
巻
一
四
六
、
乾
隆
元
年
上
議
中
に
、
直
省
州
豚
街
門
。
経
承

之
外
。
必
有
貼
潟
、
と
あ
る
に
て
知
ら
れ
る
。
経
承
と
は
恐
ら
く
四
川
巡

。

。

撫
憲
徳
の
奏
摺
に
額
設
経
制
差
承
(
珠
、
六
年

I
n
)
と
あ
る
経
制
差
承

を
約
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

川

W
貼
潟
に
つ
い
て
。
光
緒
禽
典
事
例
省
一
四
六
、
嘉
慶
十
六
年
上
議

K
、
至

貼
潟
一
項
。
供
由
香
吏
雇
覚
。
と
あ
り
、
此
に
言
う
書
吏
は
即
ち
経
承
で

あ
る
。
貼
寓
に
種
々
の
階
級
が
あ
っ
た
ζ

と
は
、
服
部
字
之
吉
博
士
、
清

園
通
考
第
二
編

K
興
味
あ
る
記
事
が
あ
る
。

ω管
支
の
援
納
に
つ
い
て
。
皇
朝
経
世
文
編
巻
二
四
、
儲
方
慶
の
叡
吏
論
に
、

若
吏
膏
之
役
。
不
遇
人
数
十
金
数
百
金
之
貸
於
官
巴
耳
。
と
あ
り
、
ζ

れ

は
園
初
の
摘
納
額
で
あ
ろ
う
。
儲
方
慶
は
康
照
三
年
の
進
士
で
あ
る
。
援

納
が
慶
さ
れ
た
後
で
も
地
方
に
よ
り
、
思
円
役
の
参
役
の
際
、
参
費
と
稽
し

て
長
官
に
阻
規
を
納
め
る
場
合
が
あ
っ
た
。
そ
の
金
額
は
地
位
に
よ
っ
て

異
る
が
、
務
正
時
代
に
は
凡
そ
三
百
雨
前
後
で
あ
っ
た
(
珠
、
陳
時
夏
、

五
年

W
4
、
停
泰
、
七
年
区
四
)
。

同
居
円
支
の
摘
納
。
品
問
曲
州
事
例
に
は
見
え
ぬ
が
、
阪
時
夏
の
奏
摺
に
、
矯
照
定

例
。
各
街
門
吏
携
ω

歴
事
五
年
役
品開
。
情
願
指
納
者
。
指
銀
選
職
。
其
無

力
指
納
者
。

供
令
赴
部
考
試
(
珠

・
五
年
間
E
7
)
と
あ
る
。

制
審
議
の
職
務
。
中
圏
各
地
の
言
語
の
夜
普
が
統

一
さ
れ
て
い
な
加
こ
と
は
、

政
治
上
で
も
重
大
な
障
害
で
る
っ
た
。
楊
永
斌
の
奏
摺
に
、
与
東
土
子
。

不
諸
官
昔
。
と
あ
り
、
こ
の
際
に
筈
識
が
女
武
街
門
に
用
い
ら
れ
て
遁
事

の
役
目
を
果
し
た
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
石
雲
俸
の
奏
摺
に
、
一稲

建
地
方
の
こ
と
を
述
べ
、
間
省
文
武
官
員
。
不
習
本
地
郷
昔
。
全
調
阻
害
識

俸
祭
。
上
情
不
及
下
行
。
と
あ
る
(
珠

・
楊
永
斌
、
十
年

V
U
、
石
雲
停
、

六
年
W
お
)。

開
消
代
の
奴
僕
に
つ
い
て
。
ζ

の
よ
う
に
主
僕
関
係
が
わ
け
も
な
く
、
い
と

無
雑
作
に
成
立
す
る
の
は
、
奴
僕
が
既
に
古
代
の
奴
僕
で
な
く
、
主
従
閥

係
も
ま
た
既
に
封
建
閥
係
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
ζ

と
を
一ホ
ナ
も
の
で
あ
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る
。
珠
批
論
旨
に
現
わ
れ
た
買
身
契
約
の
債
絡
は
甚
だ
低
く
、
時
に
は
身

債
不
遇
二
三
雨
。
契
阜
市
制
一
十
除
雨
(
珠

・
王
士
俊
、
十
年

W
3
)
の
如

き
、
ま
た
呂
朱
の
西
洋
人
が
阪
東
仰
山
鋲
に
て
女
僻
一
口
を
十
五
雨
で
買

っ
た
(
珠

・
郡
粥
達
、
十
年

I
M
)
な
と
の
例
あ
り
、
骨
印
時
街
役
の
工
食
は

六
爾
乃
至
十
五
爾
で
あ
っ
た
か
ら
、
一
人
の
身
債
が
一
年
の
労
賃
と
等
し

か
フ
た
こ
と
に
な
り
、
ま
た
漢
代
の
奴
隷
の
身
償
と
殆
ん
と
後
ら
な
か
っ

た
と
も
言
え
る
。
か
か
る
現
象
の
根
抵
に
は
利
害
に
よ
フ
て
集
散
す
る
一

種
崎
形
的
な
資
本
主
義
的
雇
傭
閥
係
が
あ
る
の

で
、
寧
ろ
困
難
な
就
職
問

題
、
失
業
問
題
の
函
か
ら
考
察
ナ
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

州開
官
に
あ
ら
ざ
る
官
。
官
に
あ
ら
ざ
る
も
の
を
官
と
総
ナ
る
の
は
古
く
か
ら

あ
る
習
慣
で
、
唐
宋
時
代
の
孔
目
官
の
如
き
が
そ
の
例
で
あ
る
。
清
代
に

も
堂
官
の
外
に
、
王
土
俊
の
奏
摺
に
見
え
る
、
督
撫
街
役
。
有
承
合
旗
開

等
名
色
。
各
役
白
蹴
潟
差
官
。
督
撫
給
票
差
迫
。
E
F
内
亦
寓
差
官
茶
人
字

様
な
ど
の
例
が
あ
る
。

川
明
擬
迭
に
つ
い
て
。
光
給
食
興
事
例
名
一
四
六
、
乾
隆
元
年
の
上
誌
に
、
又

。

。

聞
司
院
街
門
。
凡
州
服
申
詳
事
件
。
待
先
設
各
房
書
吏
。
擬
比
迭
銭
。
と

。

。

あ
り
、
擬
迭
は
擬
比
詮
鍛
の
約
で
あ
ろ
う
。

側
四
救
先
生
に
つ
い
て
。
救
生
不
救
死
と
は
、
生
者
と
死
者
と
が
閥
り
あ
い

た
る
時
、
例
え
ば
殺
人
嫌
疑
な
と
の
場
合
、
既
に
死
し
た
る
人
は
放
榔
し

て
省
み
歩
、

専
ら
生
き
た
る
人
の
罪
を
軽
く
せ
ん
と
努
め
る
。
救
奮
不
救

新
と
は
任
を
去
り
し
官
は
罪
を
受
け
れ
ば
挽
回
の
道
が
な
い
の
で
之
を
救

ぃ
、
新
任
官
は
た
と
い
勝
空
な
と
を
引
継
い
で
も
在
任
中
の
手
腕
で
取
返

し
得
る
の
で
後
廻
し
に
し
て
も
よ
い
と
い
う
考
で
あ
る
コ
そ
の
他
は
設
明

に
及
ば
な
い

で
あ
る
一ワ
c

帥
飯
食
銀
の
使
途
に
つ
い

τ。
飯
食
銀
は
も
と
も
と
思
円
吏
の
飯
食
の
用
に
供

す
る
た
め
で
あ
る
が
、
官
員
が
そ
の
上
前
を
は
ね
る
よ
う
に
な
っ
た
。
宋

錆
の
奏
摺
に
、
耳
目
省
解
刑
部
官
吏
飯
銀
二
千
雨
外
。
州
豚
私
出
銀
十
雨
。

共
千
五
十
雨
。
交
付
提
猪
。
運
迭
部
内
。
篤
雲
耕
紙
筆
之
費
(
珠

・
宋
籍
、

八
年
四
却
)
と
あ
り
、
ま
た
孔
続
出
判
の
奏
摺
に
、
南
河
各
際
。
従
前
原
有

工
部
飯
食
一

項
(
中
略
)
。
此
項
飯
食
銀
雨
。
係
部
堂
司
官
。
作
篤
養
廉
之

用
(
隊

・
孔
続
殉
、
八
年

I
m
)
な
と
の
例
あ
り
、
外
省
K
L
S
い
て
も
同

様
管
吏
の
飯
食
は
官
員
に
侵
蝕
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

同
封
鎖
中
の
膏
吏
の
食
費
。
蘇
州
布
政
使
高
斌
の
奏
摺
に
、
臣
養
康
一
高
雨

内
。

一
年
賞
給
衆
書
緋
銀
一
千
雨
。
按
月
散
給
。
と
あ
り
、
ま
た
岳
溶
の

奏
摺
に
、
巡
撫
街
門
。
毎
年
於
耗
羨
項
下
、
支
障
問
罪
円
吏
盤
菜
銀
。
毎
月
百

二
十
一
闘
。
此
係
奮
例
相
沿
。
以
供
各
吏
飯
食
之
用
な
と
あ
る
の
が
こ
れ
で

あ
ろ
う
(
珠

・
高
斌
七
年
刃
4
、
岳
溶
六
年
刊
油
田
)
。
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〔
附
記
本
研
究
必
よ
び
本
敏
掲
載
の
各
研
究
は
、
昭
和
三
十
二
年
度
文
部

省
科
象
研
究
費
の
交
付
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
薙
正
時
代
史
研
究
の

一
成
果
で

あ
る
〕



The Clerk and the Private Secretary in 

the Ch'ing清 Dynasty

Ichisada Miyazaki 

With a view to checking corruption and high-handedness of the Govern-

ment clerks or lower classes of 0伍cials，the Ch'ing Government adopted 

various measures from the very beginning of its rule; for example， the 

system to shift 0伍cialsat the Government agency every half year， and the 

isolation system， which was adopted at such upper agencies as the Govern-

or-Generals'， Inspector-Generals'， and Adminstrator-Generals' 0伍C回 to

make the clerks reside in the compound of 0伍ceand keep them out of 

contact with the outside. In the reign of Emperor Yung-cheng薙正 the

isolation system became practised even at the Provincial Governments. The 

practice of local 0伍cials'presenting confidential reports to the emperor 

resulted in enhancing the position of their private seιretaries and in check-

ing arbitrariness and high-handedness of the clerks. Besides those private 

secretaries personal servants were often in a position to watch the clerks. 

One of the largest defects with the clerk system was that the clerks 

were not on the Government's regular pay-roll. They depended upon a 

kind of extra tax levied on the sum of regular and additional taxes， but 

they went so far as to extort various kinds of bribes from the people. 

The spread of bribery， which was rapidly increasing after the reign of 

Yung-cheng， tended to accelerate corruption in the administrative system 

of Ch'ing. 

Sino・JapaneseTrade during the Reigns of Emperors 

K'ang-hsi康照 andYung-cheng 

Tomi Saeki 

It was a practice from the beginning of the Ch'ing dynasty to pay 
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