
&
や
ゆ
主
布
。
ル

第
十
八
巻
第
三
競
昭
和
三
十
四
年
十
二
月
護
行

薙
正
時
代
地
方
政
治
の
賞
状

|
|
珠
批
識
旨
と
鹿
洲
公
案
ー
ー
ー

宮

崎

市

定

一1-

iま

し

が

き

薙
正
珠
批
議
旨
の
一
書
は
誠
に
驚
く
可
き
史
料
で
、
清
朝
の
一
時
期
を
切
断
し
て
、
そ
の
横
断
面
を
詳
細
に
。後
世
に
俸
え
て
く
れ
る
。
祉
曾

禽
般
に
亘
っ
て
、
こ
れ
ほ
ど
丁
寧
な
記
録
は
外
に
類
例
が
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
地
方
末
端
の
政
治
の
賓
肢
に
つ
い
て
の
こ
と
に
な
る

と
、
こ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
ま
だ
不
足
で
隔
靴
掻
痔
の
感
が
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
こ
の
書
の
性
質
と
し
て
、
そ
の
中
に
収
め
ら
れ
た
奏
摺
は
九
て

地
方
大
吏
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
文
官
で
は
布
政
使
、
‘
按
察
使
以
上
、
武
官
で
は
綿
兵
官
以
上
で
あ
る
。
稀
に
道
台
、
知
府
を
含
む
が
そ

れ
は
稀
有
.
の
例
に
す
ぎ
な
い
V

と
こ
ろ
で
布
按
二
司
以
上
は
、
一
省
の
責
任
者
で
あ
っ
て
薙
正
帝
か
ら
地
方
政
治
の
大
権
を
委
託
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
，
だ
か
ら
そ
の
立
場
は
省
全
佳
の
利
害
に
関
す
る
こ
と
で
、
個
々
の
地
域
の
問
題
は
、
た
と
え
下
部
か
ら
の
報
告
を
取
次
い
で
も
、
そ

れ
は
皐
な
る
骨
格
だ
け
に
す
ぎ
ぬ
場
合
が
多
い
。
然
る
に
我
々
は
も
っ
と
地
方
末
端
の
政
治
の
賓
吠
を
知
り
た
い
の
で
あ
る
。
務
正
帝
濁
特
の

奏
摺
政
治
は
官
紀
の
振
粛
を
第
一
の
目
標
と
し
て
い
る
が
、
天
下
は
贋
い
か
ら
到
底
天
子
一
人
の
眼
で
、
知
鯨
級
の
直
接
民
政
に
携
わ
る
官
僚
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を
監
督
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
仕
事
は
大
概
布
按
以
上
、
線
督
巡
撫
等
に
任
せ
て
あ
る
。
従
っ
て
薙
正
帝
の
官
紀
の
振
粛
は
、
間
接
的

に
地
方
民
治
に
及
ん
で
く
る
筈
で
、
下
手
を
す
れ
ば
途
中
で
立
消
え
に
な
り
そ
う
な
気
配
ず
ら
感
ぜ
ら
れ
ぬ
で
な
い
。
薙
正
流
の
や
り
方
で
、

薙
正
帝
の
理
想
と
す
る
所
が
、

い
っ
た
い
何
慮
ま
で
達
成
さ
れ
た
だ
ろ
う
か
。
薙
正
砥
批
議
旨
を
讃
め
ば
讃
む
ほ
ど
、
我
々
は
そ
う
い
う
疑
問

を
増
し
、
別
の
史
料
に
よ
っ
て
こ
の
疑
問
を
確
め
て
見
た
く
な
る
の
で
あ
る
。

幸
い
に
し
て
我
々
は
、
こ
の
問
題
に
一
つ
の
解
答
を
輿
え
る
史
料
を
有
す
る
。
そ
れ
は
産
鼎
元
の
鹿
洲
全
集
に
収
め
ら
れ
た
鹿
洲
公
案
な
る

一
番
で
あ
る
。
抑
も
藍
鼎
元
(
一
抗
日
記
引
)
な
る
人
物
は
津
州
府
津
浦
眠
酬
の
人
で
、
康
照
四
十
二
年
、
二
十
四
歳
で
生
員
と
な
っ
た
が
、
そ
の

時
の
成
績
は
、
回
開
-
試
第
て
院
試
第
一
で
あ
っ
た
。
康
照
六
十
年
に
蓋
湾
に
朱
一
貴
の
劃
あ
り
、
彼
は
族
兄
の
藍
廷
珍
の
私
設
秘
書
と
し
て
従

た
ま
た
ま
大
清
一
統
志
の
編
纂
が
あ
っ
た
の
で
そ
の
手
俸
い
を

命
ぜ
ら
れ
、
恐
ら
く
そ
の
賞
と
し
て
、
五
年
十
月
、
潮
州
府
普
寧
燃
の
知
腕
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
併
し
彼
は
翌
月
に
は
署
潮
陽
脈
事
を
命
ぜ
ら
れ
、

約
二
年
間
潮
陽
師
怖
を
治
め
た
。
鹿
州
公
案
は
寅
に
こ
の
二
燃
に
在
任
中
の
櫨
験
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
文
章
も
新
鮮
で
讃
み
物
と
し
て
も
面

白
い
が
、
そ
れ
以
上
に
地
方
末
端
の
政
治
の
寅
献
が
分
っ
て
興
味
深
い
。
尤
も
欲
を
言
え
ば
、
こ
れ
も
治
者
側
の
記
録
で
あ
り
、
被
治
者
た
る

軍
し
大
い
に
功
を
立
て
た
。
薙
正
元
年
、
抜
貢
生
と
し
て
園
子
監
に
迭
ら
れ
、

- 2ー

民
衆
の
気
持
と
は
若
干
ず
れ
の
生
ず
る
こ
と
は
己
む
を
得
ま
い
が
、
既
に
政
治
が
末
端
の
鯨
ま
で
来
れ
ば
、
我
々
は
彼
の
手
柄
話
の
中
か
ら
で

も
、
治
者
被
治
者
の
立
場
を
離
れ
た
公
卒
な
観
察
を
下
す
こ
と
が
出
来
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

鯨

政

の

妨

害

者

臓
の
長
官
を
唐
代
ま
で
は
鯨
令
と
言
い
、
宋
以
後
は
知
鯨
事
と
稽
す
る
が
、
名
稽
の
獲
化
と
共
に
そ
の
職
務
も
多
少
繁
っ
て
き
て
い
る
。
間
柄

令
は
天
子
か
ら
輿
え
ら
れ
た
臓
の
長
官
で
あ
る
。
天
子
か
ら
輿
え
ら
れ
た
に
も
せ
よ
、
輿
え
ら
れ
た
以
上
は
そ
の
燃
の
代
表
者
と
な
っ
て
鯨
を

支
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
知
豚
事
は
天
子
の
名
代
と
し
て
そ
の
鯨
民
の
上
に
臨
む
の
で
あ
る
。
言
わ
ば
中
央
か
ら
の
紐
つ
き
で
あ

る
。
い
き
お
い
、
鯨
民
の
利
益
を
代
表
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
中
央
の
要
求
を
地
方
に
押
し
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
要
求
の
第
一
は
租
税



の
納
入
で
あ
る
。
尤
も
理
窟
か
ら
言
え
ば
中
央
政
府
も
結
局
は
地
方
人
民
の
篤
に
存
在
す
げ
る
も
の
だ
か
ら
、
地
方
か
ら
出
す
租
税
は
決
し
て
只

で
中
央
に
引
上
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。
併
し
賓
際
問
題
と
し
て
は
租
税
が
空
費
さ
れ
悪
用
さ
れ
る
虞
れ
さ
え
あ
る
の
が
賓
吠
な

の
で
、
租
税
の
徴
穫
に
は
大
き
な
抵
抗
が
起
る
。
知
腺
は
何
よ
り
も
先
ず
租
税
徴
収
を
阻
害
す
る
も
の
と
戦
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て

彼
の
経
験
に
よ
れ
ば
、
そ
の
障
害
の
最
大
の
も
の
は
地
方
に
盤
臆
す
る
土
豪
で
あ
り
、
次
に
は
之
と
気
脈
を
通
ず
る
自
己
の
街
門
の
膏
吏
で
あ

っ
た
。知

鯨
の
第
二
の
職
務
は
、
首
然
の
こ
と
な
が
ら
地
方
を
安
寧
な
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
地
方
の
卒
和
を
破
る
も
の
に
盗
賊
は
論
外

と
し
て
、
中
園
特
有
な
も
の
に
禽
盗
、
訟
師
の
類
が
あ
る
。

最
後
に
知
豚
は
自
己
個
人
の
地
位
を
守
る
た
め
に
職
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
は
意
外
に
も
自
己
の
上
司
の
或
者
な
の
で
あ
っ
た
。

中
園
は
時
代
が
下
る
に
従
っ
て
所
謂
官
場
の
習
気
が
濃
厚
に
な
り
、
源
閥
が
激
し
く
な
っ
て
、
正
し
い
人
事
が
行
わ
れ
難
い
。
硬
骨
漢
ほ
ど
上

司
か
ら
の
匪
迫
を
受
け
易
い
貰
扶
に
あ
る
。
九
そ
こ
れ
ら
の
事
寅
は
、
嘗
然
漁
期
さ
れ
る
も
の
も
、
議
期
さ
れ
古
る
も
の
も
、
そ
れ
を
賞
事
者

- 3ー

自
身
の
直
接
の
瞳
験
と
し
て
語
ら
れ
た
の
を
聞
く
と
、
た
と
え
そ
こ
に
多
少
の
誇
張
は
あ
っ
て
も
、
生
々
し
い
現
質
感
を
受
け
ず
に
は
居
れ
ぬ
。

彼
が
知
臓
を
馨
理
し
た
潮
陽
燃
を
含
む
潮
州
一
帯
の
気
風
に
つ
い
て
、
彼
は
潮
州
風
俗
考
玄
主
集
初
集
令
十
四
)
な
る
一
編
を
著
わ
し
て
往
時
と

今
時
と
を
比
較
し
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
往
時
と
は
清
朝
以
前
の
こ
と
だ
と
言
っ
て
い
る
が
、
質
は
薙
正
初
年
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
ら
し
い
。

そ
の
朕
態
は
と
言
え
ば

農
な
ら
ず
秀
な
ら
ず
、
身
を
公
門
に
鼠
れ
、
郷
民
の
獄
訟
に
そ
の
魚
肉
を
恋
ま
ま
に
し
、
建
に
は
場
竃
の
喰
の
如
く
天
子
の
貯
を
も
蔽
い
、

威
一
帽
を
籍
叢
す
る
こ
と
土
大
夫
よ
り
も
横
な
り
。
而
し
て
緋
魯
の
風
、
之
が
需
に
一
興
せ
り
(
膏
吏
)
。
行
伍
の
除
、
流
れ
て
関
根
と
な
る
。

侠
に
似
て
侠
に
非
ず
、
目
を
街
衡
に
眠
ら
し
、
杯
酒
殺
人
に
代
う
べ
く
、
一
呼
し
て
百
諾
を
聞
く
(
梶
徒
)
。
膏
役
の
絵
、
流
れ
て
街
伶
と
な

り
訟
師
と
な
る
。
間
々
衿
監
の
廃
然
と
し
て
慕
倣
ず
る
あ
り
c

而
し
て
方
訟
の
風
、
織
ん
に
し
て
温
む
べ
か
ら
ず
〈
訟
師
)
。
既
に
刑
を
懐
わ

ず、
。
還
に
憲
網
を
軽
ん
じ
、
園
賦
を
包
侵
し
、
征
織
に
抗
拒
し
、
積
遁
連
年
、
妄
り
に
揮
赦
を
希
い
、
気
を
負
い
争
を
喜
び
、
勇
を
好
み
闘
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を
向
び
、
睦
蹴
の
小
嫌
に
も
即
ち
に
所
親
を
率
い
て
関
し
、

万
兵
を
以
て
相
格
し
大
敵
に
臨
む
如
き
も
の
あ
り
。
強
者
は
弱
を
凌
ぎ
、
衆
者

は
寡
を
暴
す
(
土
豪
)
。
そ
の
時
健
訟
習
を
成
し
、
方
謹
葦
匿
に
甲
た
り
?
潮
陽
一
瞬
の
詞
獄
、
日
に
投
ぜ
ら
る
る
も
の
一
千
八
百
緒
、
海
陽
・

掲
陽
は
五
七
百
緒
、
そ
の
他
或
い
は
三
四
百
、
或
い
は
一
二
百
、
多
寡
同
じ
か
ら
ぎ
る
も
、
未
だ
百
以
内
に
あ
る
も
の
あ
ら
ざ
り
き
(
訟
師
)
。

ま
た
そ
の
時
、
遁
賦
風
を
成
し
、
紳
衿
大
豪
は
小
民
に
較
べ
て
更
に
甚
し
と
な
す
。
是
を
以
て
掲
し
て
薙
躍
に
籍
を
お
く
こ
と
、
亦
天
南
に

甲
た
り
。
諸
島
の
監
生
、
多
き
も
の
は
二
千
人
、
次
な
る
は
千
徐
人
、
最
下
な
る
も
亦
数
百
人
あ
り
、
護
符
を
悼
み
催
差
を
撞
す
。
命
を
捻

て
催
科
す
る
も
十
分
の
五
六
を
完
す
る
こ
と
能
わ
ざ
り
き
(
土
豪
)
。

と
あ
り
、
地
方
官
に
と
っ
て
は
鬼
門
の
難
治
の
匪
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
彼
は
如
何
に
、
此
等
勝
政
の
妨
害
者
と
闘
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

(1) 

菅

吏

署
潮
陽
牒
事
藍
鼎
元
が
、
先
ず
洗
躍
を
受
け
た
の
は
、
股
肱
の
部
下
た
る
べ
き
膏
吏
の
反
抗
で
あ
っ
た
。
諺
に
、

-4-

官
は
吏
を
看
る
一
七
日
、
吏
は
官
を
看
る
三
日

と
あ
る
如
く
、
膏
吏
は
官
員
の
人
物
を
見
抜
く
こ
と
が
、
官
吏
の
膏
吏
を
見
る
よ
り
二
倍
も
早
く
、
更
に
徐
々
に
賓
験
を
積
み
重
ね
な
が
ら
出

来
る
だ
け
之
を
愚
弄
し
よ
う
と
す
る
。
若
し
強
権
で
弾
座
さ
れ
る
と
、
最
後
の
奥
の
手
を
出
し
て
ス
ト
ラ
イ
キ
す
る
が
、
之
を
散
堂
、
ま
た
は

咲
堂
と
い
う
。
藍
鼎
元
の
前
任
者
、
魂
知
牒
は
膏
吏
の
ス
ト
ラ
イ
キ
に
あ
い
、
回
開
街
の
膏
吏
二
三
百
人
が
東
山
に
立
龍
っ
て
蹄
っ
て
こ
な
い
の

で
、
魂
某
は
土
豪
劣
紳
に
頼
ん
で
仲
裁
に
入
っ
て
貰
い
、
好
言
を
以
て
勧
慰
し
て
山
を
下
ら
せ
た
の
で
、
其
後
は
土
豪
に
も
膏
吏
に
も
頭
が
上

ら
ず
、
職
を
投
げ
出
す
の
己
む
な
き
に
至
っ
た
。
こ
れ
も
貫
は
租
税
の
徴
収
に
関
し
て
、
土
豪
が
膏
吏
を
繍
動
し
て
の
ス
ト
ラ
イ
キ
で
あ
っ
た
。

さ
て
藍
鼎
元
が
潮
陽
に
荘
任
し
た
時
、
喫
緊
の
問
題
は
結
局
租
税
徴
収
の
遂
行
に
あ
っ
た
。
彼
の
言
う
所
に
よ
れ
ば
潮
陽
一
一
腕
は
毎
年
税
米

一
蔦
一
千
絵
石
を
徴
収
し
て
、
之
を
海
門
・
達
濠
・
潮
陽
・
悪
来
・
潮
州
滅
守
の
五
倍
に
供
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
藍
鼎
元
が
薙
正
五
年

十
月
着
任
し
て
見
る
と
、
倉
庫
に
は
一
粒
の
米
も
な
く
、

五
倍
の
軍
士
は
俸
給
遅
配
が
た
ま
っ
て
品
十
年
間
に
も
な
り
、
食
物
が
な
く
て
鶴
の
よ

う
に
痩
せ
細
っ
て
い
る
。

い
つ
何
時
、
兵
蟹
が
起
る
か
も
し
れ
な
い
物
騒
な
吠
態
で
あ
る
。
こ
れ
は
三
年
績
ぎ
の
凶
作
の
結
果
で
も
あ
る
が
、
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ま
た
歴
代
の
知
懸
の
政
治
の
手
腕
の
貧
困
に
も
よ
る
こ
と
な
の
だ
。

租
税
の
滞
納
は
決
し
て
、
地
方
民
間
に
米
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
謹
擦
に
は
貧
乏
人
は
大
て
い
・正
直
に
納
付
ず
み
に
な
っ
て
い
る
の

に
、
滞
納
者
は
有
力
者
の
大
口
が
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ざ
っ
と
潮
陽
一
瞬
で
郷
紳

・
事
人
・
貢
生

・
文
武
生
員
が
七
八
百
人
、
そ
の
上
に

金
で
買
っ
た
監
生
が
千
三
四
百
人
、
こ
れ
に
準
ず
る
の
が
上
司
の
書
吏
街
役
と
な
っ
で
い
る
者
、
勢
豪
大
根
と
稽
せ
ら
れ
る
者
が
更
に
幾
千
百

人
を
数
え
る
有
様
で
、
租
税
催
促
に
係
り
の
圃
差
を
指
し
む
け
て
も
、
此
等
の
家
に
は
怖
が
っ
て
寄
り
つ
か
な
い
σ

う
っ
か
り
家
に
足
を
踏
み

入
れ
よ
う
も
の
な
ら
、
皆
で
寄
っ
て
た
か
つ
て
縛
り
上
げ
て
私
刑
を
加
え
、
逃
げ
れ
ば
追
い
か
け
て
き
て
鯨
醸
の
庭
で
公
然
と
袋
叩
き
に
す
る

と
い
う
有
様
だ
。
そ
こ
で
圃
差
の
方
で
も
こ
う
い
う
手
強
い
者
を
相
手
に
せ
ず
、
ひ
た
す
ら
小
民
を
つ
け
ね
ら
っ
て
強
迫
し
、
そ
れ
も
銭
を
掴

ま
せ
れ
ば
見
逃
し
て
お
く
。
い
よ
い
よ
強
制
執
行
と
い
う
段
に
な
る
と
、
そ
こ
ら
の
乞
食
を
滞
納
者
に
仕
立
て
て
連
行
し
、
軽
い
替
で
形
式
的

に
叩
い
て
追
い
返
す
。
こ
れ
で
は
何
時
ま
で
立
っ
て
も
租
税
が
集
ま
ら
ぬ
筈
だ
。

上
司
の
方
で
も
し
び
れ
を
切
ら
し
、
今
年
は
潮
陽
鯨
が
不
作
で
租
税
が
集
ま
ら
ぬ
な
ら
、
豚
の
責
任
で
隣
の
程
郷
牒
、
鎮
卒
師
怖
か
ら
米
を
借

り
て
来
て
念
場
を
凌
ぎ
、
来
年
に
な
っ
て
そ
の
借
り
を
返
せ
と
言
っ
て
き
た
。
こ
れ
で
は
知
牒
の
顔
が
丸
潰
れ
だ
。
そ
れ
に
借
り
た
も
の
は
返
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さ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
!。
そ
の
際
の
運
賃
は
嘗
然
借
り
方
が
持
た
ね
ば
な
ら
ず
、
途
中
の
損
失
も
見
込
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
何
と
か
し
て
潮
陽
の
義

務
は
潮
陽
で
果
し
た
い
と
膏
吏
頭
に
相
談
す
る
が
、
膏
吏
頭
は
て
ん
で
相
談
に
の
ろ
う
と
し
な
い
。
よ
し
こ
う
な
れ
ば
知
鯨
の
責
任
で
一
切
を

解
決
し
て
み
せ
る
ぞ
、
と
藍
鼎
元
は
腹
を
き
め
た
。
私
は
潮
腸
願
人
の
善
意
に
信
頼
す
る
、
と
彼
は
田
町
然
と
言
わ
放
っ
。
彼
は
早
速
懸
民
に
掛

す
る
撤
文
一を
認
め
た
。
日
く

潮
陽
は
大
麻
だ
。
物
資
が
豊
富
で
文
化
が
策
え
、
人
物
も
輩
出
し
、
海
演
の
都
魯
だ
と
さ
え
言
わ
れ
て
き
た
。
こ
こ
数
年
不
作
が
績
い
た
と

は
言
う
も
の
の
、
今
年
の
出
来
は
八
割
作
と
見
ら
れ
る
b

こ
れ
で
民
間
の
食
糧
不
足
は
解
消
し
た
が
、
気
の
毒
な
の
は
軍
隊
で
牟
年
も
俸
給
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遅
配
が
た
ま
っ
て
い
る
。
抑
も
寧
除
は
人
民
を
守
る
た
め
の
も
の
で
、
人
民
は
租
税
を
梯
っ
て
軍
糧
を
供
給
す
る
の
が
嘗
然
の
義
務
だ
。
と

こ
ろ
が
依
然
と
し
て
租
税
が
集
ま
ら
な
い
の
で
上
司
か
ら
は
隣
鯨
か
ら
米
を
借
り
て
こ
い
と
の
お
達
し
だ
。
こ
ご
が
潮
陽
人
の
考
え
所
だ
。
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借
り
に
行
く
先
の
隣
鯨
は
二
流
三
流
の
小
豚
だ
。
そ
こ
で
は
柾
税
の
米
が
倉
に
一
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
堂
々
た
る
大
豚
の
潮
陽
か

ら
頭
を
下
げ
て
借
り
に
行
か
れ
る
か
ど
う
か
。
も
ち
ろ
ん
責
任
者
は
知
鯨
だ
が
、
知
瞬
の
顔
と
一
し
ょ
に
潮
陽
土
着
の
土
大
夫
の
顔
が
全
潰

れ
に
な
り
は
せ
ぬ
か
。
そ
こ
で
一
つ
の
相
談
だ
。
何
分
不
作
績
き
の
あ
と
だ
か
ら
、
鯨
民
諸
君
も
租
税
の
全
納
は
苦
し
か
ろ
う
。
本
官
は
そ

れ
に
同
情
し
て
こ
の
際
完
納
す
る
者
に
は
納
税
の
便
宜
を
計
り
た
い
。
税
米
一
石
に
耗
米
と
し
て
附
加
税
一
斗
は
天
下
の
通
例
だ
。
併
し
本

年
に
限
り
附
加
税
一
斗
は
五
升
で
す
ま
せ
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
な
れ
ば
鯨
聴
の
諸
雑
費
が
不
足
し
て
く
る
が
、

そ
れ
は
知
豚
が
自
ら
節
約

し
て
埋
合
せ
よ
う
。
こ
う
定
っ
た
か
ら
に
は
、
古
い
滞
納
か
ら
取
立
て
に
行
く
の
で
誠
賓
な
協
力
を
願
い
た
い
。
そ
れ
で
も
な
お
納
税
を
拒

否
す
る
者
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
も
う
論
外
だ
。
最
早
知
豚
の
能
力
の
範
圏
外
で
、
お
上
の
法
律
を
適
用
す
る
外
は
な
い
。
鯖
紳
衿
監
な
ど
一

般
人
民
の
上
に
立
つ
者
に
は
最
も
巌
し
い
規
則
で
望
む
つ
も
り
だ
。
官
員
の
地
位
を
奪
わ
れ
、
畢
生
た
る
身
分
を
剥
が
れ
る
こ
と
は
お
ろ
か
、

家
破
れ
身
亡
ぶ
に
至
る
と
も
、
知
豚
の
せ
い
に
し
て
恨
ま
な
い
で
ほ
し
い
。

税
を
納
め
に
や
っ
て
き
た
。
併
し
中
に
は
、

せ
せ
ら
笑
っ
て
取
り
合
わ
な
い
者
も
い
る
。
そ
れ
は
大
て
い
貢
生
監
生
と
い
う
身
分
の
者
だ
。
そ
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こ
う
い
う
掲
示
を
張
り
出
し
て
待
っ
て
い
る
と
、
管
内
の
人
民
は
、
知
豚
の
言
う
こ
と
は
道
理
だ
、
知
燃
の
顔
を
た
て
て
や
れ
、
と
績
々
租

う
い
う
奴
は
目
星
を
つ
け
て
鵬
へ
つ
れ
て
く
る
。
滞
納
の
総
額
を
計
算
し
て
自
の
前
へ
つ
ぎ
つ
け
、

こ
れ
以
上
の
話
合
い
は
無
駄
ら
し
い
。
こ
の
通
り
を
上
司
に
報
告

L
て
、
拳
生
の
身
分
を
剥
奪
し
た
い
。
併
し
今
直
ぐ
で
は
取
返
し
の
つ
か

ぬ
こ
と
に
な
り
そ
う
で
気
の
毒
だ
。
暫
く
の
反
省
期
聞
を
輿
え
る
か
ら
、
未
決
の
拘
置
所
へ
で
も
入
っ
て
熟
考
を
願
お
う
か
。
尤
も
租
税
を

全
納
さ
え
下
さ
ら
ば
す
ぐ
に
も
お
出
し
し
ま
ず
か
ら
、

と
獄
へ
ぶ
ち
こ
ん
で
し
ま
う
。
す
る
と
大
て
い
は
租
税
を
届
け
て
踊
っ
て
行
く
も
の
だ
。
と
こ
ろ
が
こ
の
事
が
評
判
に
な
る
と
、
畢
生
は
鯨
へ

よ
び
出
し
て
も
な
か
な
か
出
て
こ
ぬ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
訴
訟
の
際
を
利
用
し
て
網
を
張
る
こ
と
に
し
た
。
潮
陽
は
訴
訟
の
多
い
所
で
、

三
日
に
一
ぺ
ん
訴
訟
を
受
付
け
る
が
一
日
に
多
い
時
は
二
千
枚
、
少
い
時
で
も
千
二
三
百
枚
の
訴
肢
を
受
取
る
。
そ
こ
で
閥
係
者
の
姓
名
貼
呼

を
す
る
時
に
畢
生
が
い
る
と
先
ず
租
税
の
納
否
を
し
ら
べ
る
。
完
納
者
に
劃
し
て
は
奨
勘
し
て
膿
遇
す
る
が
、
滞
納
者
は
す
ぐ
獄
へ
ぶ
ち
こ
む
。



こ
ん
な
や
り
方
で
租
税
の
徴
収
は
案
外
す
ら
す
ら
と
運
び
、
隣
牒
か
ら
米
を
借
り
て
こ
な
い
で
も
軍
阪
に
糧
米
を
支
給
す
る
こ
と
が
出
来
、

年
末
ま
で
に
は
遅
配
の
分
ま
で
全
部
支
給
を
す
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
時
の
部
隊
長
等
の
喜
び
ょ
う
は
格
別
で
あ
っ
た
。

摘
を
抑
え
る
に
は
障
分
苦
努
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
で
報
わ
れ
ま
し
た
。
尤
も
始
め
は
半
額
で
も
三
分
の
二
で
も
貰
え
ば
貰
え
得
だ
と
思
っ
て
い

た
患
で
し
た
が
全
額
支
給
と
は
。
知
懸
の
腕
前
は
正
に
神
業
だ
!
頭
が
下
り
ま
す
。
」

「
軍
隊
の
不

と
こ
ろ
が
う
ず
う
ず
議
期
し
て
い
た
こ
と
が
還
に
や
っ
て
き
た
。
従
来
の
租
税
滞
納
に
は
、
抑
も
鯨
鹿
内
部
の
膏
吏
共
が
通
謀
し
て
一
役
買

っ
て
い
た
こ
と
な
の
だ
。
そ
し
て
藍
鼎
元
を
も
脅
迫
し
て
、
依
然
租
税
滞
納
を
績
け
さ
せ
、
巧
く
行
け
ば
最
後
に
全
部
を
帳
消
し
と
い
う
所
へ

持
っ
て
行
ぎ
た
か
っ
た
所
へ
、
藍
鼎
元
一
人
の
決
断
で
、
租
税
が
す
ら
す
ら
集
っ
て
し
ま
っ
た
。
膏
吏
共
の
顔
が
今
度
は
丸
潰
れ
に
な
っ
た

0

・

そ
こ
で
打
っ
た
芝
居
が
膏
吏
の
ス
ト
ラ
イ
キ
、
散
堂
で
あ
る
。

あ
る
夕
刻
、
わ
あ
ツ
と
い
う
峨
撃
と
共
に
ば
た
ば
た
と
い
う
足
音
が
ぎ
わ
め
い
て
、
大
ぜ
い
が
東
の
方
へ
走
っ
て
行
っ
た
と
思
う
と
、
あ
と

事
務
室
の
中
が
念
に
静
か
に
な
っ
た
。
書
吏
頭
が
一
人
顔
を
出
し
て

「
長
官
!

ス
ト
ラ
イ
キ
で
す
」
と
叫
ん
だ
。

-7-

「
東
山
へ
行
く
の
か
い
L

と
落
付
い
て
た
ず
ね
る
。

「
き
っ
と
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
」

「
そ
う
か
。
併
し
城
の
門
は
も
う
閉
じ
た
筈
だ
。
ま
て
ま
て
。
余
が
軍
隊
へ
人
を
や
っ
て
城
門
の
鍵
を
借
り
て
き
て
聞
け
さ
せ
て
や
る
。
行
き

た
い
所
へ
は
行
か
せ
る
も
の
だ
。
」

藍
鼎
元
が
少
し
も
驚
か
な
い
の
で
背
吏
頭
が
反
っ
て
不
思
議
そ
う
な
顔
を
し
て
引
っ
こ
ん
だ
と
思
う
と
、
忍
円
吏
の
先
輩
株
二
三
十
人
を
引
っ

れ
て
文
入
っ
て
き
た
。

「
ど
う
か
私
共
に
お
任
を
願
い
ま
す
。
逃
げ
出
し
た
奴
等
を
連
れ
鯖
り
ま
ず
か
ら
。
」

「
ょ
せ
よ
せ
。
相
手
は
二
三
百
人
も
い
る
。
お
前
た
ち
に
何
が
で
き
る
か
。
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ほ
う
っ
て
お
け
。

明
日
は
お
前
等
に
面
白
い
捕
物
障
を
見
せ
て
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や
る
ぞ
。
天
下
太
卒
の
今
日
、
膏
吏
共
が
職
務
を
描
棄
し
て
山
へ
立
龍
る
と
は
お
だ
や
か
で
な
い
。
知
豚
の
租
税
取
立
て
が
巌
し
す
ぎ
る
の

が
不
満
だ
と
い
う
な
ら
、
そ
の
知
臓
は
お
上
の
委
任
で
や
っ
て
い
る
こ
と
で
知
麻
の
罪
で
は
な
い
。
程
円
吏
が
知
鯨
に
叛
く
の
は
取
り
も
直
さ

ず
お
上
に
叛
く
こ
と
だ
ぞ
。
明
日
は
い
よ
い
よ
知
牒
が
軍
隊
や
鵬
首
察
の
民
批
を
引
率
し
て
、
花
々
し
く
一
較
を
交
え
る
つ
も
り
じ
ゃ
。
叛
刷胤

卒
定
の
動
は
軍
功
と
同
一
に
褒
美
が
貰
え
る
。
そ
れ
に
し
て
も
叛
範
に
加
捲
し
た
奴
は
哀
れ
、
そ
の
場
は
逃
げ
お
う
せ
て
も
、
家
や
親
類
先

ま
で
尋
ね
出
さ
れ
て
裁
判
を
受
け
る
ぞ
。
併
し
加
捲
し
た
者
と
加
措
せ
ぬ
者
と

一
し
ょ
に
慮
分
さ
れ
て
は
気
の
毒
だ
。
お
前
た
ち
は

一
佳
誰

々
が
残
っ
て
い
る
か
、
今
す
ぐ
に
貼
呼
し
て
見
よ
。
逃
げ
た
い
奴
は
決
し
て
追
っ
て
は
な
ら
ぬ
ぞ
。
」

こ
う
申
渡
し
て
待
っ
て
い
る
と
、
膏
吏
頭
が
人
員
融
呼
の
用
意
が
出
来
た
と
報
せ
て
き
た
。
庭
へ
出
て
み
る
と
大
ぜ
い
が
集
っ
て
い
る
。
夫

々
の
組
に
分
け
て
貼
呼
さ
せ
る
と
誰
一
人
紋
席
者
は
い
な
か
っ
た
。

「お
か
し
い
な
。
全
部
が
居
残
り
だ
。

い
っ
た
い
東
山
へ

逃
げ
た
と
は
誰
が
言
っ
た
の
だ
。
よ
く
も
こ
の
俺
を
見
損
っ
た
な
。
余
は
昔
蓋
湾
の
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軍
中
に
あ
っ
て
三
十
寓
の
賊
を
見
る
こ
と
草
芥
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
況
ん
や
東
山
の
石
こ
ろ
如
き
は
靴
先
き
で

一
け
り
す
れ
ば
轄
り
お

ち
る
だ
け
の
も
の
だ
。
今
度
の
こ
と
は
忘
れ
て
や
る
が
、
今
後
は
心
を
入
れ
か
え
て
奉
公
に
精
を
出
せ
。
」

こ
の
事
が
あ
っ
て
か
ら
、
背
吏
共
は
び
く
び
く
し
て
規
則
を
守
り
、
土
豪
劣
紳
も
二
度
と
租
税
滞
納
で
手
聞
を
か
け
さ
せ
る
こ
と
は
な
く
な

っ
た
(
以
上
鹿
洲
公
案
巻
上
、
五
晶画丘〈食)。

(2) 

土

豪

中
閣
の
中
部
南
部
は
遅
れ
て
聞
け
た
土
地
な
の
で
、
ま
だ
個
人
主
義
が
護
達
せ
ず
、

一
族
緊
居
の
習
慣
が
残
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
大
族

・
小

族
の
匡
別
が
生
じ
、
械
闘
の
よ
う
な
武
力
闘
争
も
起
る
。
い
わ
ゆ
る
遁
賦
抗
糧
と
い
わ
れ
る
租
税
の
意
識
的
滞
納
は
こ
れ
ら
の
大
族
で
あ
り
、

清
朝
に
至
る
ま
で
水
論
俸
式
の
山
案
を
造
っ
て
立
龍
っ
て
い
た
。

潮
陽
豚
十
三
都
の
中
、
洋
烏
都
の
山
門
城
は
越
姓
の
根
擦
で
、
越
氏
一
門
は
千
丁
を
数
え
、
衣
冠
の
土
だ
け
で
も
数
十
人
を
含
む
。
族
中
の

越
麟
、
越
伯
、

越
錦
は
康
照
六
十
一
年
以
来、

薙
正
六
年
ま
で
租
税
の
正
味
だ
け
で
銀
六
十
九
雨
、

米
六
十
八
石
有
品
院
を
滞
納
し
て
卒
気
で



い
る
。
圃
差
の
劉
科
等
三
人
を
差
向
け
た
が
返
事
を
し
な
い
。
更
に
三
人
の
添
差
を
加
え
て
出
し
て
や
っ
た
が
出
て
も
こ
な
い
。
三
月
六
日
に

更
に
保
正
の
周
理
を
や
っ
て
出
頭
を
促
が
し
、
同
家
の
越
徳
迎
を
捕
縛
じ
て
引
上
げ
よ
う
と
す
る
と
、

一
族
の
監
生
越
佳
壁
な
る
者
が
聞
き
つ

け
、
同
族
に
封
す
侮
一
痔
的
挑
戦
だ
と
ば
か
り
、
二
三
十
人
を
率
い
て
か
け
つ
け
、

，劉
科
の
頭
を
殴
傷
し
、
越
徳
迎
を
取
返
し
て
逃
げ
た
。
そ
こ

で
此
方
も
人
数
を
増
し
、
附
近
の
保
正
等
に
加
勢
さ
せ
元
凶
の
越
佳
壁
と
越
徳
鴛
の
二
名
を
捕
縛
に
向
わ
せ
る
と
、
向
う
か
ら
出
て
き
た
の
は

越
阿
武
を
大
牌
と
す
る
三
四
十
人
で
、
此
方
は
衆
寡
敵
せ
ず
し
て
大
敗
し
て
逃
げ
蹄
り
、
保
正
の
周
理
が
額
を
割
ら
れ
て
血
を
吹
く
と
い
う
始

末
。
藍
鼎
元
は
事
の
仔
細
を
上
司
に
報
告
す
る
と
共
に
、
鯨
尉
の
鳴
瀬
に
警
察
と
寧
除
と
を
伴
っ
て
現
地
に
赴
か
せ
る
こ
と
と
し
た
が
、
そ
の

場
に
及
ん
で
も
な
お
鴻
腕
尉
に
耳
打
ち
し
て
、

「
要
す
る
に
目
的
は
租
税
を
納
め
る
か
ど
う
か
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
早
ま
っ
て
事
を
荒
立
て
て

く
れ
る
な
」
と
注
意
し
た
。
す
る
と
鴻
鯨
尉
も
感
激
し
て
、
「
明
公
が
そ
れ
程
に
心
配
さ
れ
る
な
ら
ば
、
軍
隊
を
引
率
し
て
行
く
の
は
暫
く
見

合
せ
て
、
私
が
先
ず
嘗
っ
て
見
ま
し
ょ
う
。L
と
手
下
の
警
察
だ
け
を
つ
れ
て
出
て
行
っ
た
。
鯨
尉
は
山
門
城
へ

行
っ
て
趨
佳
壁
等
一
同
に
面
禽

し
、
租
税
滞
納
を
詰
問
す
る
と
、
彼
等
の
言
い
分
は
こ
う
だ
。

従
前
租
税
の
徴
収
に
こ
ん
な
強
制
を
受
け
た
こ
と
は
嘗
て
な
い
。
祖
先
以
来
一
度
だ
っ
て
百
パ
ー
セ
ン
ト
完
納
は
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
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そ
し
て
十
数
年
た
つ
と
、
そ
の
聞
の
滞
納
は
赦
兎
に
あ
っ
た
。
今
度
の
よ
う
に
鯨
令
が
街
役
な
ど
を
使
っ
て
、
讃
書
人
の
一
族
に
劃
し
て
無

法
を
行
う
の
に
は
腹
が
立
っ
た
。
我
々
は
上
司
に
控
訴
し
て
街
役
等
を
慮
罰
し
て
貰
お
う
と
さ
え
思
っ
て
い
る
の
に
、
納
税
と
は
何
事
だ。

と
い
う
扶
態
で
全
然
問
題
に
な
ら
な
い
。
切
り
に
利
害
を
読
い
た
が
聴
入
れ
ず
、
越
佳
壁

一
人
が
鯨
へ
出
て
話
会
つ
て
は
と
勤
め
た
が
聴
入
れ

ず
、
少
し
で
も
納
税
し
て
お
い
て
反
抗
で
な
い
こ
と
を
表
明
し
た
ら
ば
と
誘
っ
て
も
臆
ぜ
ず
づ
別
の
知
豚
が
や
っ
て
く
る
ま
で
は
動
か
な
い
。
」

の
一
黙
張
り
で
あ
る
。
流
石
の
鯨
尉
も
篤
す
所
な
く
引
上
げ
て
き
た
。

勝
尉
は
今
度
は
軍
隊
に
出
動
し
て
貰
っ
て
山
門
城
に
押
寄
せ
る
と
、
先
方
も
職
闘
準
備
を
整
え
て
、
案
門
を
固
く
閉
し
、
案
内
に
は
万
槍
林

立
し
、
鋒
艶
が
閃
々
と
し
て
婿
頭
上
に
露
出
し
て
い
る
。
鯨
尉
の
呼
び
出
し
に
答
え
て
、
こ
う
盤
言
す
る
。

我
等
は
租
税
も
滞
納
し
た
し
、
圃
差
を
殴
っ
た
こ
と
も
事
賓
と
し
て
-
認
め
よ
う
。
上
司
に
報
告
し
て
畢
生
の
籍
を
剥
奪
し
よ
う
と
い
う
な
ら

249 
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そ
れ
も
勝
手
だ
。
併
し
こ
の
家
門
は
決
し
て
聞
き
申
さ
ぬ
。

お
好
み
な
ら
攻
め
こ
ん
で
来
ら
れ
る
が
よ
ろ
し
い
。
我
々
も
手
並
み
を
御
賢
に

入
れ
よ
う
。

と
飽
迄
も
頑
凶
な
態
度
に
豚
尉
も
手
を
や
い
て
事
情
を
報
告
し
て
き
た
。
併
し
此
方
の
困
っ
た
頃
が
、
向
う
で
は
更
に
大
き
な
弱
黙
を
現
わ
し

た
時
だ
。
早
速
賓
情
を
上
司
に
報
告
し
て
畢
生
の
身
分
を
奪
い
、
首
謀
者
を
黒
龍
江
に
護
遣
す
る
罪
に
慮
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
請
う
と
共
に
、
自

身
も
民
兵
を
引
率
し
て
山
門
城
攻
園
に
出
陣
し
た
。
先
ず
機
文
を
造
っ
て
山
門
城
の
越
姓
一
同
に
示
し
て
鯖
順
を
促
し
た。

租
税
は
お
上
に
納
め
る
も
の
で
誰
彼
を
問
わ
な
い
義
務
で
あ
る
。
納
税
者
が
納
税
し
な
け
れ
ば
、
誰
か
が
代
っ
て
納
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い

が

一
健
誰
に
納
め
さ
そ
う
と
す
る
の
か
。
本
勝
は
理
に
よ
っ
て
再
三
催
促
し
た
の
に
、
お
前
等
は
粒
米
も
納
め
ず
、
反
っ
て
圃
差
を
殴
り
、

犯
人
を
奪
い
返
す
皐
薬
事
を
敢
て
し
た
。
そ
れ
で
も
本
賑
は
直
ち
に
法
律
を
適
用
す
る
の
を
延
し
、
豚
尉
を
遣
し
て
読
議
再
三
な
ら
し
め
た
が

な
お
腹
ぜ
ず
、
門
を
閉
じ
槍
械
を
設
け
て
反
抗
し
、
殆
ん
ど
叛
逆
と
同
じ
遁
を
辿
ろ
う
と
し
て
い
る
。
お
前
達
は
本
燃
の
手
段
が
悪
い
た
め

に
、
良
民
を
叛
観
に
追
い
立
て
た
と
喧
俸
し
て
、
本
鯨
の
落
度
に
し
よ
う
と
す
る
が
、

一
睦
ど
こ
に
手
抜
か
り
が
あ
っ
た
と
思
う
か
。
お
前
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た
ち
こ
そ
田
舎
者
の
わ
か
ら
ず
や
で
、
重
大
な
運
命
の
瀬
戸
際
に
立
っ
て
い
る
の
を
自
費
し
な
い
か
。
本
賑
は
今、

民
兵
と
警
察
を
総
動
員

し
て
配
置
に
つ
か
せ
た
。
軍
隊
も
績
々
集
結
し
つ
つ
あ
る
。
最
早
一
人
と
し
て
案
内
か
ら
出
外
す
る
の
を
許
さ
な
い
。
日
時
を
定
め
て
こ

の

築
を
一
つ
ぶ
し
に
す
る
だ
け
だ
。
或
い
は
そ
の
中
に
ま
だ
良
心
を
残
し
て
い
る
者
が
居
る
か
も
知
れ
な
い
。

ら
ば
今
が
決
断
の
時
だ
。
三
日
間
の
猶
放
を
輿
え
る
が
、
そ
の
後
は
本
豚
の
知
っ
た
こ
と
で
な
い
。

玉
石
倶
に
焚
か
れ
る
の
が
嫌
な

こ
う
し
て
最
後
通
牒
を
、
途
る
と
共
に
、
山
門
城
を
十
重
二
十
重
に
取
囲
ん
だ
か
ら
、
越
姓
の
方
で
も
大
い
に
畏
催
し
て
動
揺
し
だ
し
た
。
中
に

は
越
佳
壁
を
捕
縛
し
て
差
出
せ
と
い
ヨ
者
も
出
て
き
た
。
越
佳
豊
崎
一
吋
は
段
々
立
場
が
苦
し
く
な
っ
て
、
途
に
一
味
関
係
者
の
十
七
人
と
共
に
降

参
し
て
き
た
。
彼
等
の
事
動
は
も
と
よ
り
悪
い
が
、
従
来
彼
等
を
甘
や
か
し
て
き
た
政
治
方
針
も
悪
か
っ
た
の
だ
。
要
す
る
に
問
題
は
租
税
か

ら
出
た
こ
と
で
、
あ
と
の
涯
生
的
な
事
件
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
。
越
佳
聾
等
は
一
先
ず
未
決
の
拘
置
所
、
4

怒
り
に
し
、
租
殺
の
完
納
を
見
て

か
ら
結
末
を
つ
け
る
と
言
い
わ
た
し
た
。
明
年
の
三
四
月
に
な
っ
て
滞
納
は
全
部
片
付
い
た
。
藍
鼎
元
は
既
に
轄
、任
し
、
後
任
の
知
豚
が
事
件



を
受
取
っ
て
、
彼
等
の

一
一
一
人
を
慮
罰
し
、
越
佳
壁
も
罰
金
位
で
済
ま
せ
よ
う
と
し
た
が
、
線
督
の
孔
統
殉
が
き
か
な
い
。
と
の
首
謀
者
を
見

逃
し
て
は
今
後
の
み
せ
じ
め
に
な
ら
な
い
と
言
っ
て
、
と
う
と
う
拳
籍
を
剥
奪
し
て
し
ま
っ
た
(
以
上
鹿
洲
公
案
傘
下
、
山
門
城
)
。

こ
こ
に
描
か
れ
た
よ
う
な
土
豪
が
城
案
を
構
え
て
来
官
し
て
い
る
扶
態
は
決
し
て
中
園
近
世
祉
舎
の
常
態
で
は
な
い
。
寧
ろ
遅
れ
た
地
方
に

残
っ
た
中
世
的
遺
物
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
械
闘
の
よ
う
な
現
象
も
こ
こ
か
ら
源
生
す
る
問
題
で
あ
り
、
我
々
は
反
っ
て
之
に
よ

っ
て
六
朝
貴
族
の
生
活
朕
態
を
想
像
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
教
育
、
文
化
の
普
及
は
彼
等
土
豪
の
行
動
を
六
朝
的
な
貴
族

に
は
し
て
了
わ
な
い
の
で
あ
る
。

(3) 

訟

師

こ
れ
は
藍
鼎
元
が
始
め
て
普
寧
の
知
廓
に
赴
任
し
た
薙
正
五
年
七
月
か
ら
、

陳
天
蔦
な
る
者
の
妻
の
許
氏
が
、
嫉
妬
の
あ
ま
り
、
妾
の
林
氏
の
連
れ
子
な
る
幼
児
玉
岡
雄
を
毒
殺
し
た
と
、
従
兄
の
王
土
毅
が
訴
え
て
出
た
。

一
月
た
っ
か
た
た
ぬ
か
の
頃
に
起
っ
た
事
件
で
あ
る
。
廓
民
の

被
告
の
陳
天
蔦
と
妻
の
許
氏
を
喚
出
し
て
問
い
訊
す
と
、
阿
維
は
腹
を
病
ん
で
二
ヶ
月
し
て
死
ん
だ
の
で
嘗
者
に
も
か
か
っ
て
い
て
別
に
不
審

は
な
い
。
妻
の
許
氏
こ
そ
肥
大
病
で
牛
の
よ
う
に
太
り
三
四
人
が
抱
き
か
か
え
て
入
っ
て
き
た
程
で
、
九
年
以
来
の
病
気
だ
と
い
い
、
到
底
入
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を
毒
殺
し
そ
う
な
人
間
と
は
見
え
な
い
。
た
だ
一
つ
の
問
題
は
、
死
者
の
遺
骸
が
墓
地
か
ら
消
え
失
せ
て
い
る
こ
と
で
、
事
件
護
費
を
恐
れ
て
、

誰
か
が
何
慮
か
へ
匿
し
て
了
っ
た
と
疑
え
ば
疑
え
な
い
事
は
な
い
。
藍
鼎
元
は
反
っ
て
そ
の
細
工
を
や
っ
た
の
は
、
原
告
の
王
土
毅
に
違
い
な

い
と
目
星
を
つ
け
た
。
段
々
取
調
べ
て
見
る
と
、
王
土
毅
が
阿
雄
の
死
ん
だ
後
、

陳
家
の
親
戚
を
尋
ね
て
き
て
、
阿
雄
の
葬
り
場
所
を
聞
い
て

立
去
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
こ
で
王
土
毅
を
訊
問
す
る
と
、
果
し
て
身
分
の
知
れ
ぬ
乞
食
を
頼
ん
で
阿
雄
の
屍
を
盗
ま
せ
た
と
白
賦
し
た
。

，
こ
れ
で
事
件
は
明
白
に
な
っ
た
か
ら
、

王
土
毅
を
杖
三
十
に
慮
決
し
、
陳
氏
一
家
は
無
罪
放
兎
と
な
り
、
剣
決
を
聞
き
に
集
っ
た
鯨
民
は
、
近

来
に
な
い
名
裁
判
、
だ
と
敷
呼
し
て
蹄
っ
て
行
っ
た
。
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藍
鼎
元
は
こ
の
事
件
に
は
何
か
深
い
裏
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
た
。
そ
こ
で
民
社
の
林
才
を
よ
ん
で
、
王
土
毅
の
あ
と
を
つ
け
さ
せ
、
同
宿
の

人
聞
が
居
た
な
ら
有
無
を
言
わ
さ
ず
引
立
て
て
こ
い
と
命
じ
た
。
果
し
て
間
も
な
く
訟
師
の
王
霞
亭
な
る
者
を
同
行
し
て
き
た
。
清
代
に
は
訟
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師
と
い
う
行
震
は
所
罰
の
掛
象
に
な
る
。
そ
こ
で
始
め
の
う
ち
王
欝
亭
は
王
土
毅
の
震
に
訟
師
に
な
っ
た
こ
と
を
極
力
否
認
し
た
が
、
文
字
を

警
か
せ
て
見
る
と
、
全
く
先
の
王
土
毅
の
訴
紋
と
同
一
の
筆
蹟
で
あ
る
こ
と
が
暴
露
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
拷
問
に
か
け
て
貨
を
吐
か
せ
る

と
陳
偉
度
な
る
者
の
指
金
で
阿
雄
の
屍
を
盗
み
、
隣
瞬
潮
陽
の
減
水
都
な
る
烏
石
案
附
近
に
埋
め
た
が
、
そ
の
地
離
は
陳
偉
度
で
な
け
れ
ば
知

ら
ぬ
と
言
う
。
そ
こ
で
今
度
は
陳
偉
度
な
る
者
を
拘
引
さ
せ
る
と
、
出
て
来
た
の
は
見
る
か
ら
に
海
千
山
千
の
し
た
た
か
者
の
訟
師
で
、
王
欝

亭
な
ど
に
比
ベ
る
と
十
倍
も
思
慮
の
深
そ
う
な
大
物
で
あ
る
。
し
か
も
意
外
な
こ
と
に
は
、
こ
れ
が
被
告
の
陳
天
高
の
従
兄
弟
に
あ
た
る
の
だ

っ
た
。
彼
は
竪
く
こ
の
事
件
に
無
関
係
な
こ
と
を
力
説
し
て
い
う
。

私
は
陳
天
蔦
の
近
親
だ
。
何
で
陳
天
蔦
に
不
利
益
な
謀
み
な
ど
す
る
も
の
か
。
こ
の
王
土
毅

・
王
健
一
亭
の

二
人
の
不
居
者
は
既
に
従
弟
を
重

大
犯
罪
に
陥
れ
よ
う
と
し
た
の
み
な
ら
ず
、
更
に
私
に
ま
で
無
賓
の
罪
を
吹
き
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
誠
に
包
龍
圃
公
の
再
来
の
よ
う
な

名
鯨
知
事
に
舎
わ
な
か
っ
た
ら
、
我
々
は
ど
ん
な
酷
い
目
に
あ
っ
た
こ
と
か
。

と
切
々
と
究
を
訴
え
る
し
、
そ
の
言
葉
も
筋
道
が
立
っ
て
い
る
の
で
、

ほ
ん
の
す
ん
で
の
事
に
、
こ
の
重
要
人
物
を
取
逃
し
て
放
兎
す
る
所
だ

-12 -

っ
た
。
た
だ
不
圃
そ
の
目
を
見
る
と
、
き
ら
き
ら
と
酔
に
光
る
も
の
が
あ
っ
て
、
ど
う
も
迂
散
く
さ
い
所
が
あ
る
。
そ
こ
で
試
み
に
訊
問
し
て

見
た
。成

る
程
聞
き
し
に
勝
る
訟
師
だ
。
聞
い
た
所
に
閲
す
る
限
り
は
情
理
が
具
わ
っ
て
寸
分
も
隙
が
な
い
。
恐
ら
く
別
の
知
鯨
な
ら
そ
の
ま
ま
お

前
に
言
い
ま
か
さ
れ
て
了
う
だ
ろ
う
。
不
幸
に
も
今
度
の
知
豚
は
お
前
の
い
う
通
り
、
包
龍
圃
公
の
再
世
と
や
ら
だ
。
そ
れ
を
知
つ
て
の
上

な
ら
、

一
々
匿
さ
ず
に
賓
際
を
白
状
し
た
ら
ど
う
だ
。

す
る
と
陳
偉
度
は
博
然
と
し
た
様
子
で
言
葉
に
詰
っ
た
が
、
勢
を
得
た
の
が
王
倭
亭
だ
。

陳
偉
度
お
前
は
酷
い
奴
だ
。
三
人
が
同
謀
で
こ
の
事
を
相
談
し
た
の
は
始
か
ら
陳
偉
度
の
指
金
に
よ
る
の
だ
。
屍
を
盗
ん
で
隣
鯨
ま
で
運
ん

で
埋
め
れ
ば
賓
地
検
査
が
で
き
な
い
。
検
屍
し
て
屍
世
に
傷
が
な
い
こ
と
が
判
明
せ
ね
ば
、
陳
天
首
円
の
毒
殺
の
疑
問
は
何
時
ま
で
も
晴
れ
な

ぃ
。
皆
が
未
決
に
拘
留
さ
れ
拷
聞
を
受
け
た
り
、
訴
訟
費
用
が
か
さ
ん
だ
頃
を
見
計
っ
て
賄
賂
を
強
制
し
て
和
解
を
提
議
す
れ
ば
、
向
う
で



折
れ
て
く
る
に
定
っ
て
い
る
か
ら
)
皆
で
一
財
産
を
造
ろ
う。

要
す
る
に
阿
雄
の
屍
さ
え
出
設
け
れ
ば
計
重
が
露
見
す
る
心
配
は
な
い
、
と

言
っ
て
我
々
を
こ
こ
迄
引
っ
ぱ
っ
て
き
た
の
は
陳
偉
度
お
前
で
は
な
い
か
。
ぞ
れ
が
不
幸
に
し
て
龍
圃
公
に
あ
っ
て
圃
星
を
ざ
さ
れ
た
以
上
、

計
重
は
一
ぺ
ん
に
お
じ
ゃ
ん
に
な
っ
た
。
こ
の
時
に
な
っ
て
二
人
だ
け
を
罪
に
落
し
て
首
謀
者
が
逃
げ
よ
う
と
は
卑
怯
で
は
な
い
か
。

と
今
度
は
仲
間
割
れ
の
言
い
争
い
に
な
っ
た
。
こ
う
な
れ
ば
〆
め
た
も
の
だ
。
三
人
の
謀
議
か
、
二
人
だ
け
の
密
議
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

先
ず
鯨
の
東
門
の
抵
庖
で
三
人
が
連
日
同
居
し
て
い
た
こ
と
が
分
っ
た
。
更
に
そ
の
前
に
は
域
内
の
林
泰
な
る
者
の
家
で
三
人
が
三
日
三
晩
同

宿
し
た
事
賓
が
上
っ
た
。
流
石
の
陳
偉
度
も
、建
に
包
み
き
れ
ず
、
阿
雄
の
屍
は
下
渓
尾
と
い
う
所
で
三
四
尺
の
穴
を
掘
っ
て
埋
め
、

傍
の
樹
を

半
分
析
り
倒
し
て
目
標
し
じ
し
て
お
い
た
こ
と
を
自
賦
し
た
。
捜
し
に
や
る
と
、
果
し
て
屍
鐙
が
出
て
き
た
の
で
検
屍
し
た
が
別
に
異
肢
は
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
。

陳
偉
度
は
有
名
な
訟
師
で
既
に
敷
々
の
悪
事
を
重
ね
て
い
た
が
、
そ
の
伎
傭
を
用
い
て
何
故
に
こ
の
様
な
、
従
弟
を
陥
れ
る
謀
略
を
案
出
し

た
か
を
取
調
べ
る
と
、
そ
れ
は
祖
父
の
遺
産
分
配
を
廻
つ
て
の
争
い
が
根
に
あ
っ
た
の
だ
っ
た
。

凡
て
の
事
件
の
根
抵
に
は
困
地
だ
と
か
、
租

税
だ
と
か
、
経
済
を
め
ぐ
っ
て
の
葛
藤
が
あ
る
。
欲
と
得
と
の
世
の
中
に
な
っ
た
も
の
だ
(
以
上
鹿
洲
公
衆
巻
上
、

三
究
盗
屍
)
。

訟
師
が
活
躍
す
る
よ
う
な
祉
禽
に
は
ど
こ
か
に
候
陪
が
あ
る
も
の
だ
。
中
園
の
法
律
で
は
被
疑
者
は
そ
の
無
罪
を
明
か
に
す
る
誼
擦
が
な
い

時
は
、
何
時
ま
で
も
嫌
疑
が
晴
れ
な
い
と
い
う
奇
妙
な
原
則
が
あ
る
。
こ
れ
が
檀
徒
に
悪
用
さ
れ
、
忍
円
吏
が
そ
れ
に
つ
け
こ
み
、
時
に
は
官
員

-13ー

ま
で
が
片
様
を
か
つ
い
で
良
民
を
苦
め
る
結
果
に
な
る
の
で
あ
る
。

(4) 

嵩

主

潮
陽
に
監
生
馬
仕
鎮
な
る
者
が
あ
り
、
仙
村
に
住
ん
で
い
る
。
馬
氏
は

E
族
で
あ
り
、

そ
の
丁
男
は
二
千
人
徐
り
、

鼎
足
の
形
を
な
す
。
仕
鎮
は
豪
雄
猫
惇
で
尤
も
馬
氏
の
冠
た
り
。
生
れ
な
が
ら
に
盗
癖
が
あ
っ
て
、
人
の
財
物
を
見
れ
ば
心
卒
か
な
ら
ず
、
撰

ー嬬
じ
て
去
ら
ざ
れ
ば
止
ま
ず
、
至
親
密
友
も
彼
に
は
物
を
見
せ
る
な
と
戒
め
合
っ
た
、
と
い
う
厄
介
者
で
あ
る
。
彼
は
柳
路
・
宋
江
の
人
と
な

り
を
慕
い
、
匪
類
を
招
還
し
往
来
親
密
に
し
た
の
で
、
四
方
無
頼
の
輩
が
み
な
之
に
鯖
し
た
。
居
宅
の
傍
に
大
棲
が
あ
り
、
群
盗
が
至
れ
ば
み

一
族
が
三
案
に
分
れ
、

253 
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な
懐
中
に
留
め
て
歎
待
し
た
。
棲
中
の
人
衆
百
飴
人
に
至
り
出
入
往
来
し
瞥
を
捧
い
目
を
眠
ら
し
、
横
行
忌
む
所
な
く
人
民
の
顔
色
を
犯
す
者

あ
れ
ば
直
ち
に
拳
を
揮
っ
て
相
向
い
、
郷
人
は
之
を
畏
る
こ
と
虎
の
如
き
も
の
が
あ
っ
た
。

馬
仕
銀
は
そ
の
始
め
撰
摘
を
以
て
家
を
起
し
、
漸
く
に
し
て
富
欝
を
致
し
、
康
照
四
十
三
年
に
掲
納
し
て
監
生
の
地
位
を
買
っ
た
。
こ
れ
よ

り
慨
然
と
し
て
土
林
を
以
て
自
ら
居
り
、
群
盗
も
之
を
傘
稀
し
て
馬
老
参
と
言
っ
た
。
馬
老
多
の
名
が
潮
州
一
帯
に
震
い
、
撫
按
の
承
差
や
道

府
の
膏
役
は
み
な
潜
に
共
に
往
来
し
、
探
索
に
出
さ
れ
た
者
も
十
に
八
九
は
そ
の
家
に
滞
在
し
た
。
そ
こ
で
牒
中
の
紳
士
や
鯨
吏
の
捕
役
や
が
、

争
っ
て
親
交
を
永
め
、
情
々
と
し
て
梢
も
意
に
排
る
こ
と
を
恐
れ
た
。
併
し
こ
の
痛
に
附
近
一
帯
の
人
民
は
夜
も
安
察
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
ざ
れ
ば
と
て
官
司
に
密
告
し
'て
捕
治
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
捕
手
に
抵
抗
し
て
殴
っ
て
追
い
返
す
始
末
。
潮
陽
知
鯨
と
な
っ
た
者
前
後
十

人
、
之
を
拘
禁
し
よ
う
と
隙
を
規
う
こ
と
三
十
四
年
、
還
に
成
功
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
喰
わ
す
に
利
を
以
て
寵
絡
し
よ
う
と
考
え
、
彰
知
鯨

は
第
五
都
の
租
税
の
催
督
係
り
を
申
付
け
た
が
、
盗
賊
行
震
は
依
然
と
し
て
や
め
な
か
っ
た
。

次
に
支
知
豚
は
大
い
に
怒
り
を
裂
し
、
軍
隊
四
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百
人
を
動
員
し
て
貰
い
、
自
ら
仙
村
に
出
向
し
た
が
、
仕
鎖
は
三
実
に
命
じ
て
門
を
閉
じ
て
拒
守
さ
せ
、
火
砲
を
放
っ
て
知
鯨
の
軍
隊
に
攻
撃

を
加
え
て
き
た
の
で
、
同
行
し
た
武
官
が
反
っ
て
恐
れ
を
な
し
て
引
上
げ
て
し
ま
っ
た
。
而
も
上
司
の
左
右
は
み
な
馬
氏
の
腹
心
な
の
で
、
上

司
は
反
っ
て
支
知
燃
の
行
き
過
ぎ
を
責
め
て
馬
仕
鎮
と
仲
直
り
を
命
ず
る
結
果
に
な
っ
た
。
次
に
親
知
鯨
は
仕
鎮
を
鯨
の
西
南
地
方
の
線
約
長

と
い
う
名
春
職
に
任
じ
て
機
嫌
を
と
ろ
う
と
し
た
が
、
仕
鎮
は
益
々
騎
横
と
な
り
、
郷
村
の
み
な
ら
ず
城
中
に
入
っ
て
ま
で
盗
賊
を
行
う
ほ
ど

大
脂
に
な
っ
て
き
た
。

た
ま
た
ま
馬
仕
鎮
の
部
下
の
胡
其
暢
な
る
者
が
、
潮
陽
城
内
で
布
自巾
買
買
を
営
む
商
人
陳
開
設
の
家
に
入
り
、
数
百
丈
の
綿
布
を
盗
ん
で
去

っ
た
が
、
そ
の
背
後
に
馬
仕
鎮
の
あ
る
こ
と
が
判
っ
た
。
折
し
も
藍
鼎
元
は
普
寧
知
豚
か
ら
潮
陽
知
鯨
を
委
署
さ
れ
、
赴
任
の
途
に
あ
っ
た
の

で
、
試
み
に
馬
仕
鎮
の
仙
村
な
る
地
に
立
寄
っ
て
賓
地
を
視
察
し
た
。
見
る
と
仙
村
は
人
口
調
密
で
三
案
が
鼎
立
し
、
彼
の
案
内
に
は
大
楼
が

視
然
と
し
て
聾
え
、
到
底
力
を
以
て
取
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
夜
は
一
晩
中
ま
ん
じ
り
と
も
せ
ず
、
こ
の
針
策
を
考
え
た
。

い
ろ
い
ろ
事
情
を
探
る
と
、
臓
の
街
役
な
る
馬
快
の

一
人
に
林
承
な
る
者
が
あ
り
、
仕
鎮
の
外
甥
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
林
承
に
命
じ
、
知
鯨



が
交
替
し
た
か
ら
挨
拶
に
来
る
よ
う
馬
仕
鎮
に
勤
め
さ
せ
、
巧
み
に
虎
を
鯨
街
門
内
に
誘
い
こ
ん
で
捕
縛
し
た
。
さ
て
そ
こ
で
陳
開
護
家
の
盗

賊
事
件
を
自
白
さ
せ
た
が
、
そ
の
外
に
何
百
件
の
犯
罪
が
あ
る
か
分
ら
な
い
。
捕
手
を
や
っ
て
仙
村
棲
を
捜
索
さ
せ
た
が
、
百
齢
人
の
盗
賊
は

い
ち
早
く
風
を
喰
っ
て
遁
走
し
た
あ
と
で
何
も
獲
物
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
馬
佐
鎮
は
慢
に
も
監
生
と
い
う
身
分
が
あ
る
の
で
、
そ
の
身
分
剥

奪
を
上
司
に
申
請
し
て
い
る
中
に
、
藍
鼎
元
自
身
が
他
の
事
で
菟
職
さ
れ
て
了
っ
た
。
此
奴
を
撲
殺
し
て
百
皇
内
外
の
篤
に
摘
を
除
い
て
や
ら

な
か
っ
た
の
が
一
番
の
心
残
り
だ
、
と
藍
鼎
元
は
後
悔
し
た
(
以
上
鹿
洲
公
案
巻
下
仙
村
機
)
。

明
清
律
に
盗
賊
嵩
主
の
僚
が
あ
る
。
強
盗
或
い
は
窃
盗
を
匿
ま
っ
た
者
は
、
自
ら
行
っ
て
や
っ
た
こ
と
で
な
く
て
も
、
強
窃
盗
の
罪
に
問
わ

れ
る
。
た
だ
嵩
主
と
直
接
下
手
人
と
の
聞
の
閥
係
は
謹
擦
が
上
げ
に

4
い
の
で
‘
大
盗
は
反
っ
て
屡
々
法
網
を
逃
れ
る
こ
と
が
多
い
賓
朕
で
あ

る
。
馬
仕
鎮
の
場
合
な
ど
が
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
併
ν
こ
れ
も
人
権
擁
護
の
思
想
か
ら
言
え
ば
祉
舎
の
進
歩
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

(
?
)
擁
護
が
行
き
過
ぎ
る
と
善
良
な
人
聞
が
迷
惑
を
蒙
る
の
も
古
今
一
轍
で
あ
る
。

人
権

(5) 

上

司
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潮
陽
豚
を
含
め
た
潮
州
府
一
帯
は
三
年
間
の
不
作
績
き
で
穀
物
の
不
足
が
感
じ
ら
れ
て
き
た
。
府
の
上
に
立
つ
葱
潮
道
の
棲
慨
は
前
に
贋
州

府
の
知
府
で
あ
っ
た
。
慶
州
知
府
在
任
中
に
仕
残
し
た
仕
事
は
、
凡
そ
五
蔦
四
千
石
ほ
ど
の
穀
物
を
民
聞
か
ら
貫
主
げ
る
事
で
あ
っ
た
。
そ
こ

で
今
潮
州
府
が
穀
物
不
足
に
な
っ
た
の
で
、
潮
州
府
の
た
め
に
そ
れ
だ
け
の
穀
物
を
買
う
こ
と
で
、
や
り
残
し
た
仕
事
の
穴
埋
め
を
し
よ
う
と

い
う
わ
け
だ
。
算
盤
の
遁
り
に
行
け
ば
、
潮
州
府
下

η
穀
債
は
一
石
銀
八
銭
だ
が
、
同
じ
贋
東
省
内
で
も
ず
っ
と
西
の
方
高
州
へ
行
く
と
、
と

び
き
り
上
等
米
で
も
一
石
五
銭
、
普
通
は
三
、
四
銭
だ
か
ら
非
常
に
経
済
的
に
な
る
筈
だ
。
こ
れ
が
巧
く
行
け
ば
手
柄
に
も
な
る
こ
と
な
の
で
、

、
道
蓋
の
棲
慨
は
最
も
執
心
に
主
張
し
、
線
督
巡
撫
の
賛
成
を
得
て
、
自
ら
仕
事
の
全
責
任
を
引
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
贋
東
西
部

へ
賓
際
に
穀
を
買
い
に
行
く
人
の
人
選
だ
が
、
棲
慨
は
自
分
の
気
に
入
り
の
部
下
で
巡
検
級
の
官
を
選
ん
だ
の
が
繭
因
と
な
っ
た
。
巡
検
は
移
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動
警
察
と
も
稽
ず
べ
き
も
の
で
、
従
九
口
問
と
い
う
最
下
の
文
官
で
あ
り
、
そ
の
部
下
は
弓
兵
と
い
う
民
兵
で
あ
る
。
さ
て
楼
慣
が
涯
遣
し
た
三

班
の
買
出
し
船
部
隊
の
中
、
第
一
班
は
宋
肇
畑
巡
検
が
頭
で
、
先
ず
康
州
に
祉
い
て
債
銀
を
受
領
す
る
と
、
抜
目
な
く
附
近
の
悌
山
鎮
で
名
物
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の
鍛
鍋
を
買
い
、
高
州
に
つ
く
と
鍛
鍋
を
貰
っ
て
利
盆
を
あ
げ
た
迄
は
よ
か
っ
た
が
、
そ
ん
な
こ
と
で
手
間
取
っ
た
た
め
、

い
ざ
穀
物
を
買
っ

て
時
る
頃
に
な
る
と
、
も
う
風
向
き
が
獲
っ
て
し
ま
っ
て
、
高
州
を
出
る
な
り
三
千
石
近
い
穀
物
を
波
に
凌
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
上
途
中

に
海
賊
に
あ
っ
た
と
か
、
船
三
隻
が
漂
波
し
た
と
か
届
け
た
が
、

不
思
議
に
自
分
の
金
で
買
っ
た
憶
し
荷
物
に
は
損
失
が
な
か
っ
た
。
第
二
班

の
張
宏
盤
巡
検
が
率
い
た
船
除
も
同
様
、
三
千
石
近
い
穀
物
を
流
し
て
了
っ
た
。

第
三
涯
の
宿
仕
化
巡
検
の
船
除
は
贋
東
附
近
で
穀
物
一
高
五
百
五
十
石
を
買
集
め
、
そ
の
全
部
を
潮
陽
鯨
知
鯨
の
産
鼎
元
に
交
付
す
る
こ
と

に
定
め
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
之
も
同
じ
よ
う
な
事
情
で
信
風
の
期
を
失
し
た
た
め
鯖
路
の
困
難
が
思
い
や
ら
れ
る
と
、
隊
長
の
古
仕
化
が
一
人

で
陸
路
を
蹄
り
、
船
を
手
下
に
任
せ
た
か
ら
た
ま
ら
な
い
。
あ
と
に
残
さ
れ
た
街
役
と
雇
一
わ
れ
た
船
頭
と
は
勝
手
の
仕
放
題
で
、
道
す
が
ら
岸

へ
立
寄
っ
て
は
穀
物
を
買
っ
て
着
服
し
た
も
の
だ
。
尤
も
頁
り
放

L
で
は
足
ら
な
く
な
る
か
ら
、
代
り
に
し
い
な
械
を
買
っ
て
ま
ぜ
、
そ
の
上

に
水
を
か
け
て
膨
ら
ま
せ
て
分
量
を
増
す
と
い
う
悪
練
な
や
り
方
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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四
月
二
十
八
日
に
落
巡
検
下
の
船
八
隻
が
潮
陽
牒
語
口
と
い
う
港
に
つ
い
た
と
い
う
報
せ
が
あ
り
、
受
取
責
任
者
た
る
知
瞬
藍
鼎
元
は
受
領

に
赴
く
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
尤
も
今
度
の
穀
物
が
劣
等
だ
と
い
う
風
聞
は
早
く
か
ら
聞
い
て
い
た
の
で
、
論
胤
め
各
船
か
ら
見
本
一
石
ず
つ
を

あ
お
い

取
寄
せ
、
豚
堂
で
検
査
し
た
。
先
ず
し
い
な
籾
が
多
す
ぎ
る
の
で
唐
箕
に
か
け
て
髄
い
で
見
る
と
、
正
味
は
八
斗
し
か
な
い
。
そ
れ
を
硬
臼
で

ひ
い
て
玄
米
に
す
る
と
三
斗
八
升
か
ら
四
斗
や
っ
と
で
あ
る
。
一
石
の
籾
で
五
斗
以
上
の
玄
米
と
い
う
、
通
念
と
は
大
分
か
け
離
れ
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
荷
巡
検
は
卒
気
な
も
の
だ
。
こ
の
穀
は
道
台
が
買
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
良
否
は
道
台
に
聞
く
が
よ
い
、
船
頭
等
は
何
も
責
任
が
な
い
と

一
方
楼
餓
道
台
か
ら
は
、
早
く
穀
物
を
受
領
し
ろ
と
、
上
司
た
る
命
令
で
矢
の
催
促
で
あ
る
。
十
氾
巡
検
は
卒
索
、
道
台
か
ら
一

番
可
愛
が
ら
れ
て
い
る
子
分
な
の
だ
。

困
っ
た
こ
と
だ
が
、
船
は
海
岸
に
碇
泊
し
て
い
る
。
愚
圃
々
々
し
て
い
る
中
に
暴
風
で
も
来
て
、
船
が
難
破
す
る
よ
う
な
こ
と
が
起
る
と
、

噛
い
て
い
る
。

今
度
は
受
取
方
の
知
燃
の
責
任
に
さ
れ
る
虜
れ
が
あ
る
。
兎
に
も
角
に
も
受
取
事
務
は
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
勝
の
膏
吏
に
命
じ
て
数
百

般
の
小
船
を
つ
れ
て
受
領
に
や
っ
た
が
、
相
手
の
街
役
や
ら
船
頭
や
ら
は
虎
の
如
く
狼
の
如
き
ご
ろ
つ
き
ば
か
り
で
あ
る
。
劣
等
穀
の
し
い
な



雑
り
の
、
而
も
水
を
ぶ
つ
か
け
た
籾
を
、

と
喧
嘩
を
し
て
、
傷
を
負
わ
さ
れ
て
逃
げ
て
き
た
。
こ
れ
に
懲
り
て
膏
吏
も
船
頭
も
穀
物
受
領
に
行
こ
う
と
し
な
い
。
還
に
嘗
罵
元
自
身
が
出

一
割
方
少
な
く
押
し
つ
け
ら
れ
て
揮
っ
て
き
た
。
そ
の
上
に
掃
り
際
に
此
方
の
船
頭
が
向
う
の
船
頭

か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

語
口
の
港
に
つ
い
て
見
る
と
、
八
隻
の
大
船
の
上
に
は
「
奉
旨
押
運
」
と
書
い
た
大
旗
を
立
て
、
巡
検
の
甥
の
馬
相
公
と
い
う
者
、
街
役
の

高
光
、
民
兵
の
董
明
な
ど
下
っ
ぱ
の
者
が
、
道
台
の
威
擢
を
笠
に
き
て
、
将
軍
の
よ
う
な
威
張
り
方
で
あ
る
。
聞
け
ば
毎
晩
の
よ
う
に
、
船
上

に
俳
優
や
遊
女
を
よ
ん
で
飲
め
や
歌
え
や
の
ど
ん
ち
ゃ
ん
騒
ぎ
を
し
て
い
る
と
い
う
。
併
し
藍
鼎
元
と
し
て
は
仕
方
が
な
い
の
で
穀
物
受
取
り

の
事
務
を
再
開
し
た
が
、
こ
れ
で
は
後
で
勘
定
が
合
わ
な
く
な
る
の
は
必
定
だ
。
と
こ
ろ
で
受
取
っ
た
穀
物
を
ふ
と
見
た
途
端
に
、
不
思
議
に

思
っ
た
の
は
視
の
中
に
玄
米
が
混
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
こ
れ
は
お
か
し
い
。
最
初
か
ら
籾
の
中
に
玄
米
の
入
っ
て
い
る
筈
が
な
い
。
こ
れ
は
こ

の
近
く
で
、
船
頭
等
が
穀
物
を
陸
に
上
げ
て
硬
臼
に
か
け
、
そ
の
籾
殻
だ
け
を
持
ち
掃
っ
て
穀
物
に
混
え
た
時
に
入
り
こ
ん
だ
も
の
に
違
い
な

L、
。

-17 -

そ
こ
で
附
近
の
陸
上
を
捜
索
さ
せ
る
と
、
果
し
て
棉
花
村
の
謝
朝
土
と
い
う
者
の
家
か
ら
、
ま
だ
硬
い
て
な
い
高
州
穀
四
包
を
護
見
し
た
。

誼
擦
が
あ
れ
ば
船
頭
や
水
夫
は
捕
縛
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
八
船
の
乗
組
を
全
部
拘
留
し
て
訊
問
す
る
と
、
彼
等
が
高
州
出
帆
以
来
、
途
中
で

寄
り
道
し
て
は
穀
物
を
貰
っ
て
着
服
し
て
い
た
罪
肢
が
全
部
明
る
み
に
出
た
。
こ
れ
は
勿
論
、
巡
検
落
仕
化
が
全
責
任
を
負
っ
て
賠
償
す
べ
き

も
の
だ
か
ら
、
こ
の
事
を
上
司
に
劃
し
て
公
表
し
よ
う
か
と
も
思
っ
た
が
、
ま
た
思
う
に
活
仕
化
は
道
台
の
乾
分
で
あ
り
、
自
己
も
言
わ
ば
道

蓋
の
属
員
で
あ
る
か
ら
、
道
台
の
顔
に
泥
を
ぬ
る
よ
う
で
も
拙
い
。
そ
こ
で
船
頭
が
盗
ん
だ
「穀
物
は
船
を
買
っ
て
賠
償
さ
せ
る
外
、
な
お
不
足

分
の
二
千
二
百
石
の
穀
物
は
自
分
が
罪
を
被
っ
て
排
償
す
る
こ
と
に
し
て
こ
の
結
末
を
つ
け
た
。
と
こ
ろ
が
宿
仕
化
は
こ
の
慮
置
に
ま
だ
不
満

で
あ
る
。
船
頭
に
賠
償
さ
せ
る
と
な
れ
ば
、
矢
張
り
宿
仕
化
の
監
督
不
行
届
き
、
活
仕
化
の
監
督
不
行
届
き
は
道
台
の
責
任
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
知
鯨
は
そ
う
い
う
際
に
は
只
歌
っ
て
穀
物
に
不
足
な
し
と
答
え
て
お
け
ば
よ
い
。
役
目
交
代
の
際
に
新
任
の
知
鯨
に
道
台
か
ら
一
言
話
し

て
お
け
ば
、
新
任
知
隠
は
決
し
て
倉
穀
の
不
足
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
な
い
。
長
い
間
に
は
そ
の
蝕
損
は
自
然
に
埋
合
わ
さ
れ
る
も
の
だ
の
に
、
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そ
れ
を
し
な
い
の
は
藍
鼎
元
の
依
恰
地
か
ら
来
て
い
る
、

と
い
う
言
い
分
で
あ
る
。
現
に
道
台
の
自
の
前
で
、
こ
の
事
で
議
論
を
し
た
。
併
し

考
え
て
見
る
と
、
倉
庫
の
穀
物
は
道
台
の
も
の
で
も
な
し
、
知
町
怖
の
も
の
で
も
な
し
、
賓
に
お
上
の
穀
物
だ
。
そ
れ
は
結
局
人
民
か
ら
出
て
園

家
の
篤
に
消
費
さ
る
べ
き
も
の
だ
。
そ
れ
を
途
中
で
有
耶
無
耶
に
損
失
さ
せ
て
は
お
上
に
棺
済
ま
ぬ
。
道
台
は
朝
廷
の
大
官
だ
。
知
勝
以
上
に

お
上
に
忠
賓
に
な
ろ
う
と
考
え
て
い
る
に
違
い
な
い
と
思
っ
た
。
然
る
に
活
仕
化
は
あ
と
で
人
に
話
し
た
そ
う
だ
。
活
仕
化
は
こ

の
事
件
で

一

時
失
職
す
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
間
も
な
く
浮
び
上
る
だ
ろ
う
。
反
割
に
道
台
か
ら
院
ま
れ
た
藍
鼎
元
は
、
若
仕
化
の
百
倍
も
重
い
摘
に
あ
う
だ

と
言
っ
た
と
か
。
と
こ
ろ
が
輿
逆
と
思
っ
た
こ
と
が
事
賓
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
。
藍
鼎
元
は
こ

の
時
の
受
領
し
た
穀
物
が
不
足
で
あ
っ

ろ、つ、

た
と
い
う
そ
の
理
由
を
以
て
、
道
台
楼
織
の
摘
設
を
受
け
て
、
そ
の
結
果
、
草
職
と
い
う
虚
分
で
兎
官
に
な
っ
た
の
で
あ
る
(
以
上
、
箆
洲
公
家

品
位
下
、
西
穀
船
戸
)
。

知

臓

の

進

退
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藍
鼎
元
は
落
正
六
年
十
二
月
内
に
、
署
理
布
政
使
王
土
俊
の
推
薦
で
、
番
鶴
岡
腕
の
知
燃
に
調
補
さ
れ
た
。
果
し
て
彼
が
賓
際
に
設
令
さ
れ
、

赴
任
し
た
か
ど
う
か
む
不
明
で
あ
る
が
、
こ

の
前
後
に
局
面
は
急
繁
し
だ
。
そ
れ
は
恵
潮
道
の
楼
鍬
が
藍
鼎
元
の
頗
罪
六
ケ
僚
を
摘
護
し
、
之

を
取
調
べ
た
王
土
俊
は
、
今
迄
推
薦
し
て
い
た
藍
鼎
元
を
弾
劾
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
泊
。
そ
こ
で
彼
は
取
敢
え
ず
革
職
に
慮
せ
ら
れ
た

が
、
も
っ
と
悪
い
こ
と
に
は
、
七
年
の
二
月
、
嘗
の
模
倣
が
按
察
使
に
昇
任
し
て
一
省
の
刑
名
を
掌
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
も
楼
慣
は
更

に
藍
鼎
元
の
罪
状
を
取
調
べ
て
、
倉
穀
三
千
三
百
石
の
不
足
が
あ
る
と
し
、
そ
の
賠
償
を
命
じ
、
賠
償
が
す
む
ま
で
未
決
監
に
拘
留
し
た
と
い

う
か
ら
無
茶
な
話
で
あ
る
。

併
し
こ
ん
な
不
僚
理
な
申
立
て
に
、
総
督
や
巡
撫
ま
で
が
同
意
し
た
の
は
お
か
し
い
が
、
賓
は
こ
れ
に
は
課
が
あ
る
。
落
正
初
年
に
は
贋
東

の
官
界
に
は
物
凄
い
汲
闘
争
い
が
あ
っ
た
。
そ
の
員
相
究
明
に
波
遣
さ
れ
た
の
が
王
土
俊
で
あ
り
、
更
に
喧
嘩
雨
成
敗
の
あ
と
の
重
石
に
任
命

さ
れ
た
の
が
総
督
郁
玉
麟
で
あ
る
。
彼
等
は
特
に
黛
涯
を
立
て
ぬ
よ
う
、
同
僚
が
一
致
協
力
す
る
よ
う
に
薙
正
帝
か
ら
命
ぜ
ら
れ
て
赴
任
し
た



の
で
、
按
索
伎
の
楼
備
が
強
硬
に
主
張
す
れ
ば
反
謝
す
る
乙
と
を
見
合
せ
た
。
大
の
虫
を
生
か
す
震
に
は
小
の
虫
を
見
殺
し
に
せ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

藍
鼎
元
に
同
情
し
た
潮
州
府
知
府
胡
怖
は
、
彼
の
同
僚
や
鯨
民
と
計
っ
て
金
を
出
し
合
っ
て
賠
償
を
す
ま
せ
、
獄
か
ら
解
放
し
た
上
、
潮
州

府
志
を
編
纂
す
る
委
員
に
任
じ
て
内
職
の
口
を
輿
え
丸
が

一
方
敵
手
の
棲
慨
は
こ
の
頃
か
ら
次
第
に
評
判
が
悪
く
な
っ
て
き
た
。
七
年
間
七
月

十
二
日
付
の
奏
摺
で
、
署
理
康
東
巡
撫
の
俄
一
泰
か
ら
、
楼
慣
は
最
早
老
い
ぼ
れ
て
役
に
立
た
ぬ
か
ら
、
も
っ
と
閑
散
な
省
の
按
察
使
じ
廻
し
て

・
貰
い
た
い
と
上
奏
し
、
八
年
の
初
頃
、
棲
織
が
街
役
の
粛
鳴
な
る
者
を
信
任
し
て
失
敗
を
演
じ
た
角
で
総
督
那
玉
麟
の
密
奏
が
あ
り
、
楼
慨
は

解
任
上
京
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
&
。
後
任
の
按
察
使
と
し
て
は
盟
運
使
の
責
文
燥
が
署
理
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
、
藍
鼎
元
も
前
途
が
明
る
く
な
っ

て
き
た
。

更
に
薙
正
十
年
二
月
、
満
洲
人
の
郭
捕
達
が
贋
東
線
督
と
し
て
赴
任
し
て
き
た
。
彼
は
薙
正
帝
が
最
も
寵
愛
す
る
那
爾
泰
に
次
ぐ
信
任
を
縛

た
人
で
、
帝
と
の
聞
に
は
漢
人
に
見
ら
れ
な
い
親
愛
感
が
あ
る
。
彼
は
藍
鼎
元
町
人
と
な
り
を
聞
き
、
門
下
に
招
い
て
幕
友
に
任
.
す
る
と
共
に
、

九
月
三
日
付
の
密
奏
で
、

i

藍
鼎
元
革
職
の
賓
情
を
訴
え
、
十
二
月

一
日
付
の
奏
摺
で
再
び
赴
部
引
見
を
願
っ
て
い
る。

こ
れ
が
聞
入
れ
ら
れ
て
、

特
旨
を
以
て
京
に
召
さ
れ
、
十
一
年
三
月
、
吏
部
官
の
立
曾
い
の
下
に
、
所
謂
帯
領
引
見
が
行
わ
れ
た
。
薙
正
帝
は
こ
う
い
う
際
に
は
特
に
質

問
を
試
み
て
そ
の
人
物
を
知
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
奏
針
良
に
久
し
、
と
あ
る
か
ら
相
嘗
長
時
間
の
腰
掛
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
彼
ゐ
人
物
が
気
に
入
っ
た
ら
し
く
、
や
が
て
贋
州
知
府
署
理
を
命
じ
、
御
書
の
議
訓
詩
文
と
紹
皮

・
紫
金
錠

・
香

・
珠
等
の
物
を
賜
わ
っ
て

赴
任
せ
し
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
異
数
の
待
遇
で
あ
る
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
不
幸
に
し
て
彼
は
、
同
年
五
月
着
任
す
る
と
間
も
な
く
病
気
に
か
か

- 19ー

り
、
六
月
二
十
二
日
、
志
を
抱
い
た
ま
ま
で
病
残
し
て
し
ま
っ
た
。
亨
年
五
十
四
歳
で
あ
っ
た
。

下
情
の
上
達
と
い
う
こ
と
は
、
ど
ん
な
政
睦
の
下
で
も
非
常
に
む
つ
か
し
い
。
特
に
中
園
歴
代
の
よ
う
な
濁
教
君
主
制
の
下
で
は
、
下
達
は
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容
易
だ
が
、
上
達
は
行
わ
れ
難
い
。
併

L
薙
正
帝
時
代
の
よ
、
つ
に
、

濁
裁
君
主
制
が
極
度
に
徹
底
す
る
と
、
反
っ
て
下
情
上
達
が
不
可
能
で
な

く
な
る
。
天
子
が
そ
れ
ぞ
求
め
て
努
力
す
る
か
ら
で
あ
る
。
併
し
天
子
と
地
方
政
治
末
端
の
牒
と
で
は
、
中
間
の
距
離
が
ず
い
分
長一
い
。
距
離
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が
長
け
れ
ば
時
間
も
か
か
る
の
で
あ
る
。
私
は
中
園
近
世
の
濁
裁
君
主
制
の
下
で
、
天
子
の
意
向
が
果
し
て
ど
の
よ
う
に
、

ど
こ
ま
で
下
達
し

た
か
を
知
り
た
か
っ
た
。
藍
鼎
元
の
場
合
だ
と
、
落
正
帝
の
好
み
に
あ
っ
た
知
臓
が
見
出
さ
れ
て
康
東
潮
州
府
の
属
豚
に
赴
任
す
る
ま
で
、
即

や
が
て
復
活
す
る
に
は
今
度
は
三
年

徐
り
か
か
っ
て
い
る
。
併
し
こ
れ
は
薙
正
帝
の
よ
う
な
天
子
が
即
位
し
た
時
の
話
で
、
他
の
時
代
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
藍
鼎
元
の
名
春
回
復
は

位
か
ら
五
年
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
知
鯨
が
遠
方
で
働
い
て
、
上
司
の
恋
意
の
た
め
に
兎
職
さ
せ
ら
れ
、

行
わ
れ
ず
、
そ
の
ま
ま
消
滅
し
て
了
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

そ
ん
な
ら
薙
正
帝
の
よ
う
で
な
い
天
子
が
位
に
つ
い
て
政
治
を
さ
ぼ
っ
て
い
た
時
に
は
、
地
方
末
端
の
政
治
は
一
瞳
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
骨
を
折
っ
て
馬
鹿
を
見
る
な
ら
、
誰
も
熱
心
に
政
治
に
精
を
出
す
も
の
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
併
し
そ
う
か
と
言
っ
て
、
政
治
が
全
然
暗

黒
に
な
る
と
考
え
た
ら
ば
そ
れ
は
行
過
ぎ
で
あ
る
。
中
園
は
贋
く
、
康
い
だ
け
に
善
意
の
人
は
決
し
て
跡
を
た
た
な
い
。
そ
し
て
こ
の
際
に
中

閣
の
俸
統
の
儒
皐
は
、
そ
れ
な
り
に
効
果
を
震
揮
す
る
の
で
あ
る
。

藍
鼎
元
の
鹿
洲
全
集
巻
十
に
怪
芦
記
と
い
う
一
文
が
あ
り
、
同
僚
の
王
輔
な
る
人
物
の
行
篤
を
記
し
て
い
る
。
彼
は
江
南
天
長
燃
の
人
で
、
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薙
正
三
年
安
徽
撃
政
孫
嘉
途
に
見
出
さ
れ
、
生
員
か
ら
貢
生
に
抜
か
れ
、
潮
州
府
海
豊
の
知
鯨
を
特
援
さ
れ
た
。
藍
鼎
元
と
大
い
に
肝
臆
相
照

し
た
と
見
え
、
そ
の
行
動
は
怪
奇
ノ
記
の
本
文
を
引
用
し
た
方
が
早
い
。

薙
正
五
年
丁
未
の
冬
、
余
潮
陽
に
あ
り
、
海
豊
に
怪
知
鯨
あ
り
と
聞
く
。
そ
の
何
の
謂
う
所
な
る
を
知
ら
ず
。

明
年
春
、
使
道
し
て
海
豊
を

過
り
、
之
を
其
腕
民
に
問
う
て
臼
く
、
汝
の
令
君
は
こ
れ
何
如
な
る
怪
ぞ
や
。
針
え
て
臼
く
、
然
ら
ず
、
民
を
愛
す
る
こ
と
子
の
如
く
、
鯨

を
治
む
る
こ
と
家
の
如
し
。
吾
が
燃
に
稀
に
見
し
循
良
の
吏
な
り
、

と
。
日
く
、
然
ら
ば
何
ぞ
怪
を
以
て
名
つ
く
る
や
。
日
く
、
布
衣
読
食

し
て
上
官
に
事
え
ず
、
直
言
を
好
み
、
語
忌
に
燭
る
。
官
は
こ
の
故
に
之
を
怪
と
す
e

余
聞
い
て
慨
然
と
し
て
日
く
、
布
衣
読
食
は
何
ぞ
人

に
害
あ
ら
ん
。
上
官
に
仕
え
ず
。
園
に
仕
え
民
に
仕
う
。
廉
直
を
以
て
怪
と
な
す
は
余
も
之
を
知
ら
ず
と
。
薄
暮
に
海
盟
臓
の
郊
外
に
宿
す

る
に
、
怪
知
燃
来
り
て
吾
を
見
る
。
果
し
て
衣
は
古
き
布
衣
、
競
馬
に
乗
り
、
雨
人
の
息
隷
を
先
導
と
な
す
の
み
。
余
日
く
、
あ
あ
善
い
哉
。

さ
れ
ど
清
操
も
て
人
に
逼
る
に
、
濁
り
娼
嫉
す
る
者
あ
る
を
畏
れ
ざ
る
か
。
日
く
、
然
り
。
嫉
む
者
は
多
し
。
さ
れ
ど
吾
は
吾
が
素
(
生
地
)



を
行
う
の
み
。
吾
を
嫉
む
者
も
吾
が
官
を
奪
う
に
、
遇
、
ぎ
ず
。
吾
は
徒
歩
し
て
郷
に
婦
ら
ん
に
、
何
の
害
あ
ら
ん
や
、
と
。
こ
の
時
嶺
南
の
廉

能
の
吏
は
こ
の
知
鯨
の
右
に
出
ず
る
者
な
し
。
・
而
し
て
知
鯨
の
目
中
、
ま
た
可
と
す
る
者
少
し
。
た
だ
余
と
相
得
て
甚
だ
歓
ぶ
。
こ
れ
よ
り

先
立
つ
こ
と
五
日
、
前
贋
東
巡
撫
楊
文
乾
が
賜
従
を
率
え
て
海
一
豊
臓
を
遇
ぐ
る
あ
り
。
知
鯨
は
た
だ
一
館
を
掃
除
し
て
待
ち
し
の
み
に
て
他

に
供
え
し
所
な
し
。
楊
公
日
く
、
吾
が
劾
せ
ん
と
欲
す
る
者
三
あ
り
、
一
に
日
く
貧
、
二
に
日
く
庸
(
無
能
〕
、
三
に
日
く
怪
。
知
豚
卒
然
と

し
て
長
排
し
て
日
く
、
貧
と
庸
と
は
該
嘗
せ
ず
。
怪
奇
確
か
に
身
に
費
え
あ
り
。
語
、
つ
ら
く
は
劾
を
受
け
ん
と
。
楊
公
悦
ば
ず
。
詰
る
に
地

方
の
事
を
以
て
す
る
に
、
僚
ご
と
に
掛
え
て
了
了
た
り
。
勝
内
を
巡
る
こ
と
一
一
一
日
、
数
々
田
聞
の
民
に
問
う
に
、
乃
ち
知
る
、
知
鯨
は
政
を

な
す
こ
と
明
決
、
獄
を
折
む
る
こ
と
榊
の
如
く
、
悪
を
嫉
む
こ
と
巌
に
し
て
民
を
待
つ
に
寛
な
り
。
俸
旅
の
外
は
一
銭
も
指
を
染
め
ず
1

地

方
大
小
の
事
務
、
排
ぜ
ざ
る
は
な
し
。
楊
公
明
然
と
し
て
大
息
し
て
日
く
、
吾
幾
ん
ど
子
を
失
せ
ん
と
せ
り
。
知
府
は
漣
り
に
六
通
の
書
を

寄
せ
て
子
の
怪
誕
貧
墨
な
る
を
言
い
、
弾
章
を
出
し
て
子
を
劾
せ
ん
こ
と
を
請
え
り
。
思
わ
ざ
り
き
、
子
の
賢
の
斯
の
如
く
な
ら
ん
と
は
。

吾
今
に
し
て
子
を
知
る
。
子
そ
れ
勉
め
よ
、
と
。
こ
れ
よ
り
し
て
始
め
て
知
牒
は
怪
に
非
ず
と
謂
う
者
あ
り
。

本
文
は
更
に
長
く
績
く
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
王
知
鯨
は
直
属
上
司
の
知
府
と
正
面
衝
突
し
、
知
府
が
知
豚
を
弾
劾
す
れ
ば
、
知
鯨
も
知
府
の
受

賄
を
攻
撃
し
、
喧
嘩
雨
成
敗
で
何
れ
も
解
任
さ
れ
た
。
楊
巡
撫
は
も
ち
ろ
ん
知
鯨
に
加
勢
し
て
推
薦
の
鉱
労
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
が
、
不
幸
に
も

楊
巡
撫
は
間
も
な
く
急
逝
し
た
。
知
府
の
方
は
受
賄
が
動
か
せ
ぬ
事
賓
と
認
め
ら
れ
、
そ
の
上
に
知
豚
か
ら
面
の
あ
た
り
侮
辱
さ
れ
た
の
で
痛

恨
し
て
や
が
て
病
卒
し
た
。
相
手
が
亡
く
な
っ
た
震
に
知
牒
の
倉
庫
の
銀
が
腐
欠
し
て
い
た
理
由
も
誼
明
で
き
な
く
な
り
、
知
腺
は
蹴
九
百
爾

の
罪
に
同
わ
れ
た
が
、
按
察
使
の
棲
儲
は
こ
こ
で
も
知
懸
の
罪
を
重
く
し
て
、
銀
千
三
百
雨
の
使
い
こ
み
と
定
め
た
。
幸
い
に
同
僚
や
鯨
民
が

義
摘
金
を
集
め
て
こ
の
金
額
を
排
償
し
た
。
藍
鼎
元
は
こ
の
怪
知
腕
怖
が
上
司
と
衝
突
し
て
も
正
論
を
通
そ
う
と
し
た
勇
気
を
賞
讃
し
て
、
自
分

の
態
度
は
中
途
牟
端
で
遺
か
に
及
ば
な
か
っ
た
と
後
悔
し
て
い
る
。
併
し
官
途
か
ら
遠
去
か
っ
た
痛
に
、
お
互
い
に
讃
書
の
時
聞
を
得
た
の
は

思
い
が
け
ぬ
儲
町
も
の
で
、
と
れ
は
仇
人
の
賜
と
し
て
有
難
く
拝
領
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
結
ん
で
い
る
。
こ
れ
で
見
る
と
、
嘗
時
藍
鼎
元
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の
よ
う
な
人
物
は
必
ず
し
も
唯
一
人
だ
け
し
か
な
い
特
殊
の
例
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
る
。
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何
時
の
世
の
中
に
も
善
意
の
人
は
い
る
も
の
だ
。
そ
れ
ら
の
人
が
本
嘗
に
社
舎
を
支
え
て
い
る
。
特
に
中
園
の
よ
う
な
長
い
傍
統
を
も
ち
、

自
己
の
文
化
に
自
信
を
も
っ
た
闘
で
は
、
時
々
の
大
勢
に
順
昨
惜
し
、
パ
ス
に
乗
り
お
く
れ
ま
い
と
あ
せ
る
人
ば
か
り
で
は
な
い
。
自
己
の
信
ず

る
所
に
従
っ
て
忠
賓
に
自
己
の
ベ

l
ス
を
守
っ
て
歩
ん
で
い
る
人
が
い
つ
も
あ
る
。
た
だ
世
の
中
の
受
遷
に
従
っ
て
こ
れ
ら
善
良
な
人
が
浮
び

上
る
時
と
、
悪
貨
が
世
に
は
び
こ
る
時
と
が
あ
る
。
世
の
浮
沈
に
従
っ

て
、
こ
れ
ら
の
人
は
た
と
え
野
に
あ
っ
て
も
、
野
に
あ
り
乍
ら
そ
れ
相

躍
の
仕
事
を
し
た
人
で
あ
る
。
薙
正
と
い
う
時
代
、は、

一
寸
見
た
目
で
は
怪
と
縞
せ
ら
れ
る
よ
う
な
人
物
が
あ
る
程
度
ま
で
債
値
を
見
出
さ
れ

た
時
代
で
あ
る
。
そ
し
て
天
子
個
人
の
意
向
が
、
意
外
に
早
く
地
方
末
端
の
腕
政
に
ま
で
浸
透
し
た
事
貨
を
我
々
は
知
り
得
る
の
で
あ
る
。

藍
鼎
元
は
先
に
引
い
た
薙
正
八
年
作
の
潮
州
風
俗
考
の
後
半
に
お
い
て
、
清
朝
の
政
治
が
漸
く
地
方
に
浸
透
し
て
風
俗
の
一
興
し
た
こ
と
を
'

述
聖
議
贋
訓
を
奉
じ
て
よ
り
以
来
、
海
濫
山
陣
、
共
に
蕩
卒
正
直
の
王
路
を
仰
ぎ
、
毎
に
城
郷
市
銀
に
て
朔
望
に
宣
講
す
る
に
嘗
り
、
父
老
は

杖
に
扶
っ
て
観
、
童
見
は
趨
首
し
て
聴
く
(
中
略
)
。
遁
者
命
案
己
に
少
き
こ
と
十
の
六
七
な
り
。
儲
江
容
を
解
き
、
身
命
を
重
ん
ず
る
者
こ
れ

あ
り
(
中
略
)
。
土
子
は
奔
競
を
蓋
じ
名
節
を
働
み
、
公
に
非
ざ
れ
ば
長
吏
の
庭
に
至
ら
ず
。

た
と
い
一
一
一
の
伶
習
未
だ
除
か
ず
訟
を
好
み
霊

に
結
ぶ
も
の
あ
る
も
、
皆
郷
曲
の
容
れ
ざ
る
所
と
な
り
。
他
州
に
避
匿
し
て
故
土
に
還
る
を
掘
と
せ
り
(
中
略
)
。
先
に
は
健
訟
習
い
を
成
せ
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し
も
、
今
は
巳
に
そ
の
十
の
八
を
減
じ
、
訟
師
は
頭
を
か
く
し
耳
を
た
れ
、
散
じ
て
四
方
に
行
く
者
あ
り
(
中
略
)
。
先
に
は
遁
賦
風
を
成
せ

し
も
、
今
は
紳
士
み
な
蹄
躍
し
て
験
終
し
、
公
に
念
に
し
て
以
て
民
望
と
な
る
。
本
年
の
糧
米
は
普

・
澄
・
恵

・
堵

・
卒

・
鎮
の
諮
問
柿
の
如

き
、
或
い
は
入
秋
己
に
遁
完
し
、
或
い
は
冬
般
に
み
な
廓
清
す
ベ
し
。
海

・
掲
・
程

・
震
の
諸
問
肺
も
凡
て
九
割
以
上
に
あ
り
。
潮
陽
の
み
は

積
遁
あ
り
て
追
及
し
難
き
も
、
亦
十
月
内
に
精
し
て
八
割
以
上
に
至
れ
り
。
奏
錨
に
及
ぶ
こ
ろ
お
い
、
最
優
を
得
ん
こ
と
縛
々
と
し
て
絵
り

あ
ら
ん
。
こ
れ
従
来
未
だ
曾
て
あ
ら
ざ
り
し
事
な
り
。

と
あ
り
、
こ
れ
で
は
少
し
話
が
旨
す
ぎ
る
よ
う
な
感
じ
も
す
る
が
、
踊
っ
て
思
う
に
、
卒
均
し
て
民
智
の
進
ん
だ
祉
曾
に
お
い
て
は
腐
敗
も
深

刻
で
あ
る
が
、
適
嘗
な
指
導
者
を
得
れ
ば
改
善
も
亦
早
い
の
で
あ
る
。
薙
正
帝
の
努
力
は
決
し
て
空
繍
押
し
た
の
で
は
な
く
、
確
か
に
手
麿
え
が



あ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
潅
正
帝
の
意
向
と
言
っ
て
も
そ
れ
は
彼
個
人
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
背
後
に
吐
舎
全
瞳
の
要
求
を
控
え
て
の

上
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
は
近
世
の
中
園
史
を
理
解
す
る
上
に
大
切
な
こ
と
と
思
う
。
だ
か
ら
若
し
も
清
朝
末
期

の
混
迷
し
た
祉
舎
を
、
中
園
数
千
年
の
歴
史
が
最
終
に
到
着
し
た
最
高
の
段
階
と
考
え
、
そ
こ
か
ら
前
代
に
糊
っ
て
少
し
宛
劣
っ
た
祉
舎
朕
態

の
存
在
を
想
像
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
一単
に
過
去
の
影
像
を
歪
め
て
見
る
の
み
な
ら
ず
、
民
圏
一以
後
の
飛
躍
的
な
進
歩
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
の
薙
正
時
代
史
研
究
は
局
外
者
が
考
え
て
く
れ
る
程
の
閑
事
業
で
は
な
い
の
で
あ
る。

四

む

す

，tf 

中
園
歴
代
の
正
史
に
は
史
記
を
始
め
、
循
吏
俸
と
酷
吏
俸
を
設
け
る
を
常
と
す
る
。
尤
も
酷
吏
俸
は
唐
あ
た
り
で
消
滅
し
、
宋
史
以
後
は
た

だ
循
吏
俸
の
方
だ
け
が
残
っ
て
い
る
。
賓
際
に
宋
以
後
、
君
主
濁
裁
穫
が
成
立
す
る
と
、
地
方
官
に
は
そ
れ
程
強
大
な
権
限
が
興
え
ら
れ
ぬ
の

- 23ー

で
、
昔
の
よ
う
に
人
民
を
撫
で
斬
り
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
く
な
る
。
漢
書
や
唐
書
に
載
せ
ら
れ
た
酷
吏
ピ
匹
敵
す
る
よ
う
な
大
物
は
賓
際
に

居
な
か
っ
た
の
が
事
賓
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
そ
れ
と
同
時
に
徳
を
以
て
一
郡
を
化
す
る
よ
う
な
循
吏
も
亦
出
に
く
く
な
っ
た
。
藍
鼎
元
は
清
史

稿
巻
四
八
三
、
循
吏
停
二
の
中
に
俸
を
載
せ
ら
れ
る
が
、
循
吏
と
言
う
よ
り
は
寧
ろ
能
吏
と
言
う

e

へ
き
で
あ
ろ
う
。

産
鼎
元
を
能
吏
と
い
う
理
由
は
、
近
世
の
官
僚
が
凡
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
一
面
に
循
更
で
あ
る
と
共
に
、
一
面
に
は
酷
吏
的
な
性
質
を
も

具
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
忍
円
吏
の
ス

ト
ラ
イ
キ
に
劃
す
る
弾
匪
や
、
租
税
滞
納
の
土
豪
に
劃
す
る
制
御
に
は
、
お
上
の
委
託
と
い
う
錦
旗
を

か
ざ
し
て
大
上
段
の
構
え
を
見
せ
る
。
こ
れ
が
酷
吏
と
共
通
す
る
離
で
あ
る
。
但
し
、
近
世
の
能
吏
は
決
し
て
無
暗
に
停
家
の
賓
万
を
ひ
き
ぬ
か

な
い
。
ど
こ
ま
で
も
理
攻
め
で
あ
る
。
彼
等
は
碁
や
将
棋
の
名
人
の
よ
う
に
深
く
手
を
讃
む
。

相
手
も
さ
る
者
で
幾
段
構
え
の
妙
手
を
用
意
し

て
い
る
が
、
此
方
は
更
に
多
く
の
手
数
を
も
っ
て
い
る
。
段
々
手
を
出
し
て
、
最
後
に
出
す
手
の
な
く
な
っ
た
相
手
が
敗
け
て
し
ま
う
。
相
手

を
敗
か
し
て
、
此
方
の
要
求
を
、
通
せ
ば
、
そ
れ
以
上
に
深
く
追
究
す
る
必
要
は
な
い
。
だ
か
ら
近
世
の
能
吏
は
決
し
て
'
無
駄
な
血
を
流
さ
な
い
。
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清
史
稿
藍
鼎
元
俸
に
は
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す
こ

尤
も
善
く
盗
及
び
訟
師
を
治
め
、
多
く
耳
目
を
置
き
、
劾
捕
し
て
梢
し
も
貸
さ
ず
。
而
し
て
断
獄
に
卒
反
す
る
所
多
し
。
論
者
思
え
ら
く
、

巌
に
し
て
残
な
ら
ず
。

と
あ
る
の
が
肯
擦
に
や
回
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
粘
か
ら
言
つ
で
も
中
闘
の
政
治
は
秦
漢
以
後
二
千
年
ほ
ど
の
聞
に
見
違
え
る
ほ
ど
に
成
長
し
進

歩
し
て
き
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。

近
世
の
能
吏
は
古
代
の
循
吏
の
後
身
で
あ
る
が
、
爾
者
の
相
違
は
人
民
に
劃
す
る
感
化
力
の
懸
絶
す
る
相
違
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
古
代
地
方

民
度
の
低
か
っ
た
時
に
は
、
中
央
か
ら
涯
遣
さ
れ
た
文
化
人
長
官
の
感
化
は
絶
封
的
な
効
果
を
護
揮
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
後
世

は
文
化
の
普
及
と
共
に
批
判
力
も
高
ま
り
、
地
方
長
官
は
滅
多
に
名
撃
を
恋
ま
ま
に
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
の
は
嘗
然
で
あ
る
。
ま
た

中
央
の
地
方
に
謝
す
る
経
済
的
な
要
求
が
増
大
す
る
に
つ
れ
、
中
央
に
忠
賓
な
長
官
は
反
っ
て
地
方
で
厄
介
視
さ
れ
る
傾
向
す
ら
あ
る
。
地
方

人
民
が
長
官
に
望
む
所
は
、
中
央
の
権
力
を
善
用
し
て
、
土
着
の
檀
徒
の
害
を
除
い
て
貰
う
こ
と
が
せ
い
ぜ
い
で
あ
る
。
そ
の
期
待
の
少
い
所

が
同
時
に
、
い
わ
ゆ
る
善
政
の
限
界
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
藍
鼎
元
の
功
績
も
結
局
は
そ
う
い
う
所
に
落
つ
く
で
あ
ろ
う
。

薙
正
殊
批
論
旨
の
内
容
は
甚
だ
詳
細
で
あ
る
。
併
し
鹿
洲
公
案
の
記
述
は
更
に
具
践
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
地
方
民
政
に
携
っ
た
者
が
直
接
に

残
し
た
史
料
で
あ
る
。
事
貫
は
小
読
よ
り
も
奇
な
り
、
と
い
う
古
い
言
葉
が
あ
る
が
、
我
々
は
鹿
洲
公
案
を
讃
む
と
き
、
い
わ
ば
捕
物
帳
的
な

興
味
を
費
え
る
。
本
論
稿
の
讃
者
は
、
或
い
は
皐
術
論
文
に
あ
る
ま
じ
き
興
味
本
位
の
記
述
だ
と
掴
再
建
さ
れ
る
向
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ

-24-

れ
は
資
料
と
し
た
鹿
洲
公
案
そ
の
も
の
が
面
白
す
ぎ
た
篤
で
あ
る
。
も
し
も
讃
者
が
直
接
に
鹿
洲
公
案
を
讃
ま
れ
た
な
ら
ば
、
或
い
は
反
っ
て
、

著
者
の
筆
力
の
向
足
ら
な
い
こ
と
を
攻
め
る
よ
う
に
縛
向
さ
れ
ぬ
と
も
限
ら
ぬ
。
既
に
こ
の
よ
う
な
好
資
料
が
あ
る
と
き
、
何
も
わ
ざ
わ
ざ
生

き
た
も
の
を
殺
し
、
こ
ま
ぎ
り
に
し
て
干
物
に
し
、
味
も
ビ
タ
ミ
ン
も
抜
い
た
上
で
食
膳
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
規
則
は
な
い
。
私
は
な
る

ベ

4
生
の
ま
ま
で
こ
の
資
料
を
紹
介
す
る
義
務
を
感
じ
、
そ
れ
に
似
合
う
よ
う
な
新
し
い
額
縁
を
造
っ
て
み
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
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一註

ω濯
正
株
批
議
旨
に
含
ま
れ
た
下
級
地
方
官
の
奏
摺
の
例
。
第
十
一
函
六
十
八

般
の
孫
園
盟
は
薙
正
六
年
二
月
杭
州
府
知
府
と
し
て
、
第
十
五
函
九
十
二
般

の
呉
閥
系
は
楽
正
二
年
八
月
禿
州
府
知
府
と
し
で
奏
摺
を
上
っ
て
い
る
。

ω藍
鼎
元
の
初
任
官
。
護
鼎
元
の
箆
洲
奏
疏
、
履
歴
傑
奏
第
一
に
、
海
州
府
湾

浦
係
人
。
年
四
十
八
歳
。
落
正
元
年
抜
案
。
充
内
閣
一
一
統
土
砂
館
纂
輯
効
力
。

、

楽
正
五
年
三
月
初
四
日
。
支
部
欽
奉
特
旨
帯
領
引
見
。
奉
旨
著
記
名
遇
有
要

緊
知
豚
歓
出
奏
問
。
と
あ
り
、
彼
の
長
子
雲
錦
の
藍
鼎
元
行
述
に
よ
れ
ば
六

年
多
普
寧
知
豚
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
あ
る
が
、
六
年
は
五
年
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

鹿
洲
公
案
巻
上
、
五
倍
兵
食
の
僚
に
よ
れ
ば
彼
は
薙
正
五
年
了
未
十
月
十
八

日
抵
任
、
血
糊
月

d

に
し
て
潮
陽
に
署
せ
ら
れ
た
と
あ
る
。

ω藍
鼎
元
の
署
番
困
阿
蘇
。
落
正
珠
批
論
旨
。
署
理
庚
東
布
政
使
王
士
俊
の
来
正

六
年
十
二
月
初
十
日
付
奏
摺
に
、
弛
日
寧
耐
肺
知
師
腕
藍
鼎
元
。
擬
調
番
困
阿
蘇
。
巴

節
次
詳
明
替
撫
。
続
候
題
補
。
と
あ
り
、
別
に
箆
洲
公
出
来
巻
下
、
林
軍
師
の

僚
に
よ
れ
ば
、
余
遁
因
公
車
中
搬
赴
省
。
院
司
列
憲
。
並
擬
薦
調
番
困
向
。
以
首

邑
事
繁
。
康
弛
己
久
。
留
我
即
日
在
香
視
事
。
余
国
僻
不
可
。
至
子
孤
月
乃

錦
(
中
略
)
。
奉
参
去
位
。
と
あ
る
。

ω
藍
鼎
一
冗
の
被
劾
。
産
鼎
元
行
述
に
、
観
察
(
道
台
楼
俄
)
額
之
。
属
藩
来

(
布
政
使
王
土
俊
・
按
察
使
予
継
善
?
)
謹
掲
六
款
。
栽
融
関
千
像
。
所
革
漁
船

例
金
其
首
也
。
漁
人
演
石
刻
鳴
完
。
弗
省
。
奏
上
。
奉
旨
革
職
。
而
観
察
旋

陸
呆
司
。
周
納
成
獄
。
と
あ
り
、
漁
船
例
金
云
一
云
は
こ
の
前
文
に
、
邑
放
有

漁
船
四
百
。
毎
船
例
関
金
。
新
令
至
。
必
職
金
以
易
新
照
。
府
君
峻
却
之
。

鍋
石
於
泊
舟
之
歩
。
と
あ
る
に
晶
画
る
。
豆
士
俊
が
こ
の
参
劾
に
加
わ
っ
た
こ

と
は
、
彼
の
薙
正
七
年
七
月
二
十
四
日
付
奏
沼
に
、
於
署
理
布
政
使
時
。
将

署
潮
陽
令
藍
鼎
元
。
列
歎
掲
参
。
と
あ
る
。
更
に
革
職
後
の
罪
状
調
査
に
閥

し
て
は
、
珠
批
論
旨
、
郵
禰
達
薙
正
十
年
九
月
初
三
日
奏
摺
に
、
縁
薬
正
六

年
署
潮
陽
事
任
内
。
有
原
任
恵
潮
道
機
徴
。
運
貯
潮
陽
西
毅
。
被
押
運
巡
検

tm
仕
化
等
。
勾
同
船
戸
。
沿
途
盗
費
弁
貿
統
穀
槍
和
。
共
敏
少
毅
三
千
二
百

石
。
機
微
令
鼎
元
代
賠
。
鼎
元
無
力
賠
補
。
致
被
模
倣
掲
参
草
田
明
。
と
あ
る

が
革
験
の
時
期
は
行
述
の
方
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
。

刷
機
織
の
按
察
使
着
任
。
珠
批
議
旨
、
停
泰
濯
正
七
年
二
月
二
十
四
日
署
理
庚

東
巡
撫
と
し
て
の
奏
摺
に
、
機
俄
於
二
月
初
九
日
。
己
到
按
察
使
任
。
と
あ

り
、
叢
鼎
元
の
革
職
は
こ
の
直
前
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

川
明
庚
東
に
お
け
る
黛
争
。
珠
批
論
旨
、
王
土
俊
誼
君
主
六
年
十
一
月
十
五
日
署
理

康
東
布
政
使
と
し
て
の
奏
摺
に
、
奉
上
議
。
原
任
庚
東
巡
撫
楊
文
乾
。
係
宣

カ
封
碩
之
大
臣
。
族
問
其
病
故
。
心
甚
欄
倒
。
開
(
署
総
督
)
阿
克
敦
。
自
庚

西
国
至
庚
東
。
輿
(
布
政
使
)
官
達
(
按
察
使
)
方
願
瑛
等
。
懐
挟
私
怨
。
以
楊

文
乾
病
故
震
快
。
演
戯
開
定
。
置
酒
総
慶
。
と
あ
り
、
但
し
官
達
・
方
願
漢

が
倶
に
解
任
さ
れ
た
の
は
早
く
五
年
九
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

付
潮
州
府
知
府
胡
物
。
行
述
に
、
郡
守
胡
公
延
修
府
志
。
出
府
君
於
獄
。
諸
欽

頼
士
民
投
匹
。
上
官
同
寅
。
傾
嚢
集
版
。
依
限
結
案
。
例
得
国
籍
。
と
あ
り
、

胡
悔
は
珠
批
議
旨
書
中
に
も
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
名
が
見
え
て
い
る
。

仙
問
機
僚
の
人
物
。
珠
批
論
旨
、
署
理
庚
東
布
政
使
王
土
俊
、
落
正
七
年
六
月
十

一
日
付
奏
摺
に
、
原
任
恵
潮
道
綾
織
。
奉
特
旨
署
理
由
兼
司
印
務
。
到
任
四
月

以
来
。
該
員
感
激
天
思
。
カ
園
報
効
。
童
心
掛
耕
事
。
不
敢
像
安
。
但
自
上
年

大
病
之
後
。
未
完
精
力
少
表
。
(
殊
批
。
此
人
果
肯
揚
力
奉
公
。
何
事
不
克

勢
集
耶
。
古
人
云
。
篤
善
日
強
。
既
能
童
心
掛
耕
事
。
候
可
保
其
精
神
。
行
嘗

倍
滑
也
。
)
と
あ
り
こ
の
時
は
ま
だ
薙
正
帝
は
楼
織
を
信
用
し
て
い
た
ら
し
い
。

然
る
に
同
年
間
七
月
十
二
日
、
署
理
配
偶
東
巡
撫
停
泰
が
楼
岬
取
を
召
還
さ
れ
ん

こ
と
を
請
う
の
奏
摺
あ
り
、
落
正
八
年
三
月
十
一
日
、
庚
東
線
督
組
側
玉
麟
の

- 25ー
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奏
摺
に
は
、
窃
成
東
按
祭
使
楼
録
。
信
用
革
役
新
鳴
一
案
。
経
度
奏
明
。
奉

旨
桜
飯
必
有
失
於
俊
樹
照
之
底
。
著
解
任
来
京
(
中
略
)
。
蜜
役
軍
刑
鳴
強
横
律
行
。

目
無
法
紀
。
甚
廊
可
悪
。
著
該
撫
殿
審
。
定
擬
具
奏
。
該
部
知
道
欽
此
。
と

あ
り
、
こ

の
後
落
正
帝
の
燦
俄
に
糾
問
す
る
許
僚
は
大
分
に
縫
っ
て
き
た
。
泰

正
九
年
九
月
初
四
日
付
江
西
巡
撫
謝
麦
の
奏
疏
に
、
査
按
祭
使
機
織
。
於
上

年
十
一
月
到
任
。
臣
見
其
履
歴
。
開
潟
年
六
十
三
歳
。
恐
其
年
力
就
表
。
精

明
不
足
(
中
略
)
。
知
機
織
居
心
誠
貧
行
事
説
恨
。
(珠
批
。
言
模
倣
誠
賞
。

汝
談
笑
。
)
楼
僚
篤
人
忠
厚
。
遇
事
週
覚
。
(
珠
批
。
若
言
忠
厚
。
更
誤
失
。

留
心
試
着
。
汝
自
知
之
。
其
遇
事
用
覚
。
不
遇
鮫
仁
慈
。
以
治
名
春
耳
。
非

出
自
本
心
也
。
)
と
随
分
手
酷
い
批
評
を
加
え
て
い
る
が
、
そ
ん
な
者
を
何
故

に
江
西
按
察
使
に
再
起
さ
せ
た
か
分
ら
な
い
。

例
都
粥
遣
の
藍
鼎
元
薦
場
。

珠
批
論
旨
、
落
正
十
年
九
月
初
三
日
署
理
庚
東
総

替
叫
抑
粥
達
の
奏
摺
に
於
て
藍
鼎
元
を
薦
問
草
し
た
末
尾
に
、
珠
批
。
藍
鼎
一
冗
際

賠
之
項
。
如
果
全
完
。
案
件
既
経
清
楚
。
絵
呑
令
其
赴
部
引
見
可
也
。
と
あ

り
、
次
で
同
年
十
二
月
初
一
日
の
奏
摺
で
追
賠
各
項
が
清
楚
で
あ
っ
た
こ
と

を
述
べ
、
業
経
前
督
医
都
玉
麟
題
明
。
准
部
議
覆
。
奉
旨
兎
罪
。
此
外
並
無

木
清
之
案
。
と
設
明
せ
る
に
針
し
、
株
批
。
侠
引
見
後
。

有
旨
織
部
。
と
あ

る
。
そ
の
後
の
こ
と
は
行
述
に
、

車
中
特
旨
赴
京
。

十
一
年
三
月
引
見
。
奏
劉

良
久
。
命
署
庚
州
知
府
。
賜
御
審
議
訓
詩
文
及
紹
皮
紫
金
錠
香
珠
等
物
。
温

倫
奨
働
。
蓋
呉
徹
也
。

と
見
え
て
い
る
。
総
鐙
的
に
見
て
僅
か
知
豚
級
の
人

物
が
、
そ
の
行
述
や
墓
誌
銘
に
よ
っ
て
で
な
く
、
珠
批
議
旨
の
よ
う
な
敷
撰

脅
で
そ
の
股
歴
が
細
か
く
分
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
亦
薙
正
時
代
で
な
け

れ
ば
見
ら
れ
な
い
特
殊
な
現
象
で
あ
る
。

〔
陰
白
鋒
〕

王

建

の

詩

再

論

前
腕
叫
に
私
は
、
加
藤
繁
博
士
「
唐
宋
時
代
に
於
け
る
金
銀
の
研
究
」
に

引
用
さ
れ
た
麿
の
王
建
の
迭
郷
抽
出
向
番
之
南
海
詩
の
中
の

市

喧

盗

賊

破

金

賎

海

舶

来

の
解
樟
に
つ
い
て
、
初
句
の
末
三
字
を

「
盗
賊
が
散
走
し
た
」
の
意
に
と

る
べ
き
を
論
じ
た
が
、
更
に
輔
副
み
返
し
て
見
る
ほ
ど
に
、
ど
う
も
落
付
き

が
足
り
な
い
。
そ
し
て
こ
の
不
安
定
感
は
ど
う
も
原
文
自
挫
の
依
陥
か
ら

来
て
い
る
ら
し
い
。
何
と
な
れ
ば
こ
の
雨
句
は
大
鐘
に
お
い
て
射
を
な

し
、
盗
賊
は
海
舶
に
謝
し
て
い
る
が
、
爾
語
は
そ
の
構
成
を
異
に
し
て
い

る
。
即
ち
盗
賊
は
(
名
詞

1
名
詞
)
と
い
う
連
文
で
あ
る
が
、
海
舶
は
(
形

容
詞
↓
名
詞
)
と
い
う
構
造
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
生
牢
可
な
射
で
あ
り
、

こ
れ
を
十
分
な
劉
に
す
る
た
め
に
は
、
海
舶
の
方
に
は
手
を
加
え
る
品
陣
地

が
な
い
か
ら
、
問
題
と
な
る
の
は
盗
賊
の
二
字
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
先
は

第
六
感
の
世
界
で
あ
る
が
、
私
は
盗
賊
の
賊
の
字
は
、
臓
の
字
の
誤
り
で

は
な
い
か
と
思
う
。

い
ま
保
文
韻
府
を
検
す
る
に
「
臓
破
」
は
臨時
E
熟
語

と
し
て
用
い
ら
れ
、
そ
の
用
例
と
し
て
南
史
王
融
停
、
陳
琳
篤
実
紹
興
公

孫
醜
明
書
、
任
筆
寄
杜
甫
詩
な
ど
が
引
か
れ
て
い
る
。
更
に
「
賊
謄
破
」
と

綴
く
例
も
あ
り
、
唐
の
陸
亀
蒙
の
南
征
詩
に
、
「
溢
知
賊
謄
従
横
破
」
の
句

が
あ
り
、
唐
書
慮
杷
俸
に
、
「
懐
光
熱
在
宗
祉
。

賊
醐
伸
之
破
臆
」
の
語
な
ど

が
あ
る
。
「
賊
臓
破
」
が
既
に
尋
常
の
表
現
で
あ
れ
ば
、

「
盗
臓
破
」
も
亦
極

め
て
自
然
の
褒
想
で
あ
り
‘
王
建
の
詩
の
一
部
と
し
て
「
盗
賊
破
」
に
代

る
最
も
適
晶
画
な
言
楽

で

あ

る

と

思

う

。

〔

宮

崎

〕
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The Real State of the Local Administration in 

the Yung，・cheng薙正lPeriod

Ichisada Miyazaki 

It has been known that the Yung-cheng emperor paid special attention 

to the local administration and adopted some new policies for it. Here 

the author asks what degree the emperor's intentions were realized. He 

tri白 tooffer an answer through analysing Lan Ting-yuan藍鼎元'sLu-chou-

kung剖 E 鹿州公案， i.e. the original records of the struggle against the 

interrupters of his administration when he was Chih-hsien知県系 atP'u・ning

and Chao-yang prefecture， Chao-chou-fu潮州府， Kuang-tung康東 province.

Most disturbances were arose from the activities of Shu-li膏史， Tu・hao

土豪， Wo・tao嵩盗 andSung-shih訟師.Inspiteof victoryover them， he was 

removed from his post because of his chief's unreasonable hatred. However 

the emperor did not leave such a talented 0伍certosuffer unjustly. Later 

he was restored his honor and promoted to Chih・fu知府 Theauthor 

concludes from the above story that the emperor's efforts for the local 

administration had actual results in practice. 

Government School Inspectors撃臣 inthe Yung-cheng Period 

Toshikazu Araki 

The most important duties of government school inspectors were to 

give some of the government examinations and to preside over all educa-

tional affairs in every province. Even the provincial governor could not 

interfere with their rights of examination and education， because they were 

dispatched by the emperor. 

The Ch'ing-kuo・hsing-cheng・fa 清園行政法 vol. 3， (p. 491) explains 

that they were generally selected from among 0伍cialsof the Han-lin 

Academy. But at the beginning of the Ch'ing dynasty (i.e. in _ the reigns 

of Shun-chih順治 andK'ang-hsi康照]， 0伍cialsof the Han-lin Academy 

were seldom appointed to the post， and the local of五cialswere often selected. 

In 1727， the Yung-cheng emperor decided to select them chiefty from among 

o伍cialsof the Han-lin Academy， in dder to centralize provincial rights of 

education. In fact， the reign of the emperor was a transition from the 

political system of the Manchus to that of modern Chinese despotism. 
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