
全
-
け
主
局
、
。
ル

第
二
十
二
巻
第
三
挽
昭
和
三
十
入
年
十
二
月
霊
行

薙
正
帝
に
よ
る
俸
工
銀
拘
掲
の
停
止
に
つ
い
て

宮

崎

定

市

中
園
の
史
書
を
播
く
と
、
讃
ん
で
行
く
う
ち
に
思
い
が
け
な
い
記
事
に
出
あ
う
こ
と
が
あ
る
。
併
し
貫
際
の
世
の
中
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
不
思

議
な
事
買
と
い
う
も
の
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ

っ
て
、
一
見
し
た
と
と
ろ
意
外
な
記
事
も
、
嘗
時
に
お
い
て
は
至
極
く
嘗
り
前
の
こ
と
で
あ
っ

た
か
も
知
れ
な
い
。
い
な
、
む
し
ろ
昔
時
に
お
い
て
は
普
通
な
こ
と
で
、
我
々
に
は
奇
異
な
思
い
を
懐
か
せ
る
よ
う
な
事
買
ζ

そ
、
我
々
に
と

っ
て
中
園
祉
曾
の
貰
態
に
謝
す
る
理
解
を
深
め
る
に
役
立
つ
好
い
材
料
で
あ
る
。

地
方
の
官
員
が
そ
の
俸
給
を
全
部
、
彊
制
的
に
取
上
げ
ら
れ
て
政
府
に
摘
納
す
る
と
い
う
、
中
国
史
上
に
も
珍
し
い
事
買
が
、
清
代
、
少
く

も
康
照
帝
の
晩
年
か
ら
務
正
帝
の
初
期
に
か
け
て
、
普
遍
的
に
行
わ
れ
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
俸
工
銀
の
担
摘
な
る
も
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
官
員

の
俸
銀
だ
け
な
ら
ば
ま
だ
理
解
で
き
る
。
こ
れ
に
伴
っ
て
、
官
衝
の
街
役
の
工
食
銀
も
一
し
ょ
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
摘
納
さ
れ
て
し
ま

っ
た
の

で
あ

っ
た
。
現
代
の
法
治
国
に
は
到
底
あ
り
え
な
い
と
と
が
、
半
ば
公
然
と
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
事
賓
の
前
後
の
事
情

は
、
清
朝
の
公
的
記
録
た
る
貫
録
や
聖
訓
に
は
極
め
て
断
片
的
な
記
事
し
か
見
嘗
ら
ず
、
一
般
の
研
究
者
に
は
つ
い
看
過
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。

翻
っ
て
考
え
る
に
、
た
と
え
そ
れ
が
半
ば
公
然
と
行
わ
れ
て
い
た
事
買
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
甚
だ
不
合
理
で
あ
る
貼
は
、
誰
の
目
か
ら
見
て

も
か
わ
ら
な
い
。
そ
う
い
う
不
合
理
な
、
或
い
は
不
名
審
で
も
あ
る
事
買
は
、
王
朝
の
徳
を
た
た
え
る
こ
と
を
主
な
目
的
と
し
て
編
纂
さ
れ
た

247 
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貫
録
や
聖
訓
に
は
あ
ま
り
立
入
っ
た
記
載
が
許
さ
れ
な
い
の
も
亦
賞
然
で
あ
る
。

幸
い
に
し
て
こ
の
時
代
に
は
、
以
前
か
ら
我
々
が
珍
重
し
て
や
ま
な
い
特
殊
な
性
質
を
有
す
る
好
史
料
、
「
薙
正
珠
批
論
旨
」
が
存
在
す
る
。

(
以
下
、
官
僚
摺
奏
の
言
を
引
用
す
る
に
出
典
を
記
さ
ぬ
も
の
は
、
凡
て
こ
の
書
に
よ
る
。
〉
と
こ
ろ
で
い
ま
問
題
と
す
る
俸
工
銀
の
拍
損
、
及

び
そ
の
停
止
の
前
後
の
事
情
は
、
だ
い
た
い
こ
の
蓄
に
よ
っ
て
そ
の
輪
郭
が
跡
付
け
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。
但
し
こ
の
株
批
論
旨
は
、
一
貫
し

た
史
買
を
物
語
る
た
め
に
編
纂
さ
れ
た
書
物
で
は
な
い
の
で
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
つ
き
と
め
よ
う
と
す
る
際
、
隔
靴
掻
庫
の
感
に
た
え
な
い

の
も
亦
己
む
を
得
な
い
。
私
は
零
細
な
史
料
を
拾
い
集
め
て
、
で
き
る
だ
け
此
の
間
題
の
経
緯
を
明
か
に
し
て
み
た
い
と
思
う
。

俸
工
銀
の
性
質

俸
工
銀
と
は
俸
銀
と
工
食
銀
と
を
併
せ
た
言
葉
で
あ
り
、
俸
銀
と
は
官
員
に
輿
え
る
俸
給
と
し
て
の
銀
、
工
食
銀
と
は
官
街
に
お
い
て
使
役

さ
れ
る
街
役
な
る
者
に
輿
え
ら
れ
る
努
賃
と
し
て
の
銀
で
あ
る
。
但
し
こ
の
工
食
は
更
に
分
解
す
れ
ば
、
工
と
食
、
又
は
人
工
と
飯
食
と
な

①
 

る
。
人
工
と
は
純
粋
な
努
貨
で
あ
り
、
飯
食
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
食
費
で
あ
る
。
併
し
目
下
の
場
合
は
そ
こ
ま
で
立
入

っ
て
考
え
る
必
要
は

工
食
銀
は
一
括
し
て
街
役
に
封
す
る
給
輿
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

-2-

:
、
。

4lh-av 

た
有
位
の
官
員
で
あ
り
、

り
、
最
も
下
に
あ
る
の
は

中
国
近
世
の
晩
期
、
少
く
も
明
清
時
代
に
は
、
地
方
官
衝
に
は
三
種
の
人
間
が
勤
務
し
て
い
た
。
上
に
立
つ
の
は
中
央
政
府
か
ら
任
命
さ
れ

中
間
に
あ
る
の
は
…
形
式
的
に
は
官
か
ら
任
ぜ
ら
れ
る
が
、

単
な
る
労
働
者
と
し
て
雇
い
上
げ
ら
れ
た
、

寅
際
に
は
世
襲
的
に
官
街
に
出
来
喰
っ
て
い
る
膏
吏
で
あ

賎
民
-
損
さ
れ
る
街
役
で
あ
る
。
こ
の
外
に
幕
友
と
家
丁
と
が
あ
る

が
、
こ
れ
は
私
的
な
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
今
は
問
題
外
に
お
く
。

膏
吏
は
吏
戸
組
兵
刑
工
の
六
百
周
が
主
植
と
な
り
、
外
に
二
・
三
の
買
が
附
属
す
る
が
、
各
房
に
は
主
任
の
膏
支
が
あ
っ
て
、
普
通
に
経
承
と

稿
せ
ら
れ
る
。
規
則
の
上
で
認
め
ら
れ
た
膏
吏
、
即
ち
経
制
の
膏
吏
は
経
承
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
下
に
属
す
る
膏
吏
は
、
買
は
経
承
が
自
費
で

し
か
も
こ
の
経
承
以
下
の
膏
吏
は
、
政
府
か
ら
何
等
正
規
の
俸
給
を
受
け
て
い
な
い
の
で
あ
旬
。

養
育
し
て
い
る
子
分
に
す
、ぎ
な
い
。



然
る
に
膏
吏
よ
り
も
劣
っ
た
地
位
に
あ
る
衛
役
は
ト
僅
か
な
が
ら
政
府
か
ら
公
式
に
給
奥
が
奥
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
即
ち
工
食
銀
で
あ

る
。
し
か
も
こ
の
費
用
は
正
項
、
即
ち
園
庫
か
ら
の
支
出
で
あ
る
貼
は
、
官
員
の
俸
銀
の
場
合
と
同
じ
い
。

街
役
の
主
な
も
の
は
三
班
に
分
れ
、
邑
隷
、
快
手
、
民
社
で
あ
り
、
巴
隷
は
雑
役
夫
、
快
手
は
捕
り
手
で
、
更
に
騎
馬
の
馬
快
と
、
徒
歩
の

歩
快
の
二
班
に
分
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
民
壮
は
原
来
は
軍
隊
の
補
助
兵
で
あ
る
。
夫
れ
夫
れ
略
し
て
、
邑
班
、
快
班
、
吐
班
、
併
せ
て
三
班
と

@
 

い
い
、
膏
吏
と
合
せ
て
三
班
六
眉
と
総
得
さ
れ
る
と
と
が
あ
る
。

六
房
の
膏
吏
は
定
め
ら
れ
た
俸
給
を
受
け
な
い
の
に
、
そ
れ
よ
り
低
い
地
位
の
三
班
の
街
役
が
、
僅
か
な
が
ら
、
国
費
支
出
の
給
輿
を
受
け

て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
現
象
で
あ
る
。
こ
れ
は
抑
も
膏
吏
な
る
も
の
と
、
街
役
な
る
も
の
と
が
、
成
立
の
起
原
を
具
に
し
て
い
る
貼
か
ら

も
き
て
い
匂
卸
ち
膏
吏
は
原
来
は
人
民
の
役
か
ら
起
っ
た
も
の
で
あ
り
、
役
と
は
地
方
人
民
が
そ
の
地
方
官
廉
に
封
し
て
、
交
代
に
無
償
の

努
役
を
提
供
す
べ
き
原
則
の
上
に
成
立
し
て
い
る
。
こ
れ
に
謝
し
て
街
役
は
、
原
来
地
方
官
臆
が
勢
賃
を
掛
っ
て
雇
い
入
れ
た
雑
役
夫
で
あ
っ

た
の
で
、
そ
の
賃
銀
を
国
家
的
に
規
定
し
て
、
毎
年
の
支
出
見
積
り
の
中
に
計
上
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

併
し
更
に
大
な
る
理
由
は
、
膏
吏
の
扱
う
事
項
は
金
銭
の
出
納
に
闘
す
る
も
の
が
多
く
、
そ
こ
か
ら
慣
例
に
従
っ
て
相
首
の
利
盆
を
あ
げ
る

こ
と
が
出
来
た
の
に
反
し
、
街
役
は
車
な
る
走
り
使
い
の
雑
役
で
、
利
盆
を
掴
む
機
舎
が
甚
だ
稀
で
あ
っ
た
と
い
う
所
か
ら
来
て
い
る
と
思
わ

⑤
 

れ
る
。
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そ
ん
な
ら
、

い
っ
た
い
清
代
の
地
方
衛
門
に
お
け
る
俸
工
銀
は
、
何
れ
程
の
額
に
上
っ
て
い
た
か
と
い
う
疑
問
が
起
る
で
あ
ろ
う
が
、
我
々

は
そ
の
一
端
を
地
方
志
の
記
載
に
よ
っ
て
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
こ
の
よ
う
な
記
述
は
、
あ
ら
ゆ
る
地
方
の
地
方
志
に
向
っ
て
求
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
何
と
な
れ
ば
多
く
の
地
方
志
の
編
纂
者
は
、
必
ず
し
も
我
々
と
興
味
を
同
じ
く
せ
ず
、
詩
文
や
列
女
を
採
蒐
す
る
に
忙
し
く

し
て
、
街
役
の
工
食
な
ど
に
は
あ
ま
り
趣
味
を
感
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
い
ま
、
遁
光
蘇
州
府
志
に
よ
っ
て
、
こ
の
府
の
俸
工
銀
を
表

に
示
す
こ
と
に
す
る
。

219 



〔表〕蘇州府各街門官役俸工等銀(道光府志谷13)

A 俸銀

r国4 守

名 銀(雨) | 員数 | 
巡撫位下

紗閥項下捕官康糧銀 1 

蘇松糧道街門庫大使 1 

知府員下 1 

本府線捕同知員下 1 

本府督糧同知員下 1 

復設蘇海防同知員下 1 

夫湖同知員下 1 

司獄員下 1 

本府通手当j員下 1 

本府儒率教授員下 42，500 2 

本府照麿員下 1 

本府知事員下 1 

知県系員下 44，207 9 

県書丞員下 39，277 8 

主簿員下 33，012 5 

儒撃数官員下 39，359 10 

典史員下 30，965 9 

巡検員下 31，129 13 

計

*蘇州府に封する割宛額，仲間年には閏月銀2雨添給

B 工食銀

役 種 ( 工食銀(雨)* I 数 [ 

巡撫 位 下 門 子 6，000 1 

/J 橋傘夫 6，000 12 

紗閥項下 門 子 **7，066 2 

/J 息 隷 7，065 12 

/J 巡 欄 夫 3，462 10 

/J 橋 傘 夫 6，923 4 

蘇松糧道街門 息 隷 5，888 2 

知府員下 門 子 5，916 2 

/J 長 快 16，800 10 

/J 歩 快 5，992 16 

- 4ー
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昔「 (雨)

水109，304
ホホ24，000

30，931 
104，803 
80，000 
73，118 
78，504 
80，000 
31， 520 

58，878 
85，000 
31，517 
33，114 
397，867 
314，218 
165，062 
393，592 
278，683 
404，677 

2774，788 

計(雨)

6，000 
72，000 
14，131 
84，784 
34，616 
27，693 
11， 776 

11，832 
168，000 
95，868 



94，659 
23，665 
36，000 
69，232 
41，415 
125，938 
12，000 
72，000 
48，000 
42，000 
10，968 
65，806 
43，871 
38，387 
11，776 
47，102 
70，653 
47，102 
41，214 
12，000 
120，000 
42，000 
111，838 
12，000 
14，400 
54，000 
6，000 
24，000 
6，000 
11，776 
47，102 
70，653 
41，214 
21， 600 

40，000 
39，945 
35，950 
6，000 
23，997 
6，000 
6，000 
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ゲ 息殺

。 摩子

ゲ 斗級

ゲ 禁卒

ゲ 橋傘夫

ゲ 鏑兵

本府線、捕同知員下門 子

ゲ 息穀

ゲ 歩快

ゲ 橋傘扇失

本府督糧問知員下門 子

ゲ 息線

ゲ 歩 快

ゲ 橋傘扇夫

復設蘇海防同知員下門子

ゲ 歩快

ゲ 息線

。 巡堕巡繍民社

ゲ 橋 傘 夫

太湖同知員下 門 子

ゲ 息毅

グ 事需傘扇夫

ゲ 改編民壮

ゲ 禁卒

ゲ 馬快

ゲ 鏑 兵

獄員下門子

ゲ 息毅

ゲ 馬夫

本府通剣員下 門 子

ク 歩 快

ゲ 息毅

グ 犠傘夫

本府儒事教授員下門 子

ゲ 膳 夫

ゲ (叉)謄夫

ゲ 寮失

本府照鹿員下 門 子

。 阜線

。 馬失

本府知事員下 門 子

司
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/~ 息 隷 6，000 4 24，000 
/~ ，馬 夫 6，000 1 6，000 

プL麻知県革員下 門 子 5，894 18 106，099 
/~ 皐 隷 5，894 144 848，781 
/~ 民 社 7，888 319 2516，266 
/~ 

a馬 快 材料16，504 72 1188，294 
/~ 庫 子 5，894 36 212，195 
/~ 級 5，894 36 212，195 
/~ 輔傘扇夫 5，894 63 371，342 
/~ コ本万書丈 卒 5，891 70 412，408 
/~ 鋪 Eノ己、 8，882 265 2353，695 

原票丞員下 門 子 5，891 8 47，133 
/~ 阜 隷 5，892 32 188，530 
/~ .罵 夫 5，891 8 47，133 

主簿員下 門 子 5，982 5 29，908 
/~ 息 隷 5，982 20 119，632 
/~ 』電 夫 5，982 5 29，908 

儒率教官員下 門 子 7，097 15 106，461 
/~ 事量 夫 11，787 15 176，808 
/~ 謄 夫 19，680 10 196，802 

典 史 員 下 門 子 5，828 9 53，049 
/~ 阜 隷 5，894 36 212，195 
/~ a罵 夫 7，578 7 53，049 

巡検員下 息 隷 6，419 24 154，067 
/~ 日J Eノ己、 5，543 268 1485，394 

計 1820 13372，307 

閏年には凡て閏月銀として12分 1を添給する.

紗閥項下は凡て折貫工食銀と稽する.

工食器械銀と稽する. 材料 馬匹草料銀を含む.

* 
ホホ

*** 

こ
の
表
を
道
光
蘇
州
府

志
に
よ
っ
た
の
は

そ
れ

よ
り
前
の
乾
隆
府
士
山
に
そ

の
記
載
を
敏
い
て
い
る
に

よ
る
が

ま
た
こ
の
内
容

が
嘉
正
年
聞
に
お
い
て
も

あ
ま
り
襲
っ
て
い
か
な
っ

た
と
思
わ
れ
る
た
め
で
あ

る
c

も
し
人
数
の
貼
で
は
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多
少
の
増
減
が
あ
っ
て
も

給
輿
額
の
標
準
は
清
朝

代
を
通
じ
て
殆
ん
ど
費
ら

な
か
っ
た
こ
と
、
病
桂
芽

が
顕
志
堂
稿
各
十
二
、
主

膏
台
父
子
家
書
肢
の
中

で
内
外
大
小
の
巨
工
の
養

廉
俸
精
は
、
奮
よ
り
改

ま
り
し
こ
と
な
し
。



と
い
っ
て
い
る
の
で
分
る
。
街
役
の
工
食
銀
は
だ
い
た
い
年
六
南
と
い
う
の
が
、
嘉
正
時
代
に
お
い
て
も
通
り
相
場
で
あ
っ
た
。

長
快
は
馬
快
と
同
じ
も
の
で
あ
る
が
、
乗
馬
に
て
長
途
に
出
張
す
る
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
の
工
食
が
十
六
雨
と
、
比
較
的
高
額
な
の
は
別
項

に
記
載
あ
る
如
く
、
馬
匹
草
料
銀
を
含
む
故
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
来
は
別
々
に
給
興
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
街
役
の
工
食
銀
は
凡

そ
六
南
で
あ
る
か
ら
、
馬
の
分
は
十
南
徐
、
大
約
一
封
二
の
割
合
と
な
る
。

語
を
引
い
て
、

「
薙
正
上
論
」
六
年
九
月
の
傑
に
、
一
隅
建
巡
撫
朱
綱
の
摺
奏
中
の

朱
綱
摺
奏
す
。
聞
省
州
鯨
存
留
銭
糧
項
下
に
、
毎
年
額
共
に
馬
快
工
食
銀
三
千
三
百
徐
雨
、
草
料
銀
六
千
絵
雨
あ
り
(
中
略
)
。
そ
の
買
、
快

あ
り
て
馬
な
し
。
毎
年
齢
剰
の
草
料
銀
六
千
齢
雨
を
、
藩
司
迭
に
督
撫
等
の
街
門
書
吏
に
分
迭
し
て
瞳
菜
の
需
と
な
す
。
相
滑
い
て
四
十
能

載
、
合
計
し
て
胃
関
す
る
の
銀
二
十
館
高
雨
に
下
ら
ず
。
こ
れ
買
に
鎮
糧
に
闘
係
す
。
躍
に
請
う
ら
く
は
徹
底
清
査
し
て
、
原
任
督
撫
藩
司

の
名
下
に
お
い
て
分
股
著
遁
す
ベ
し
。
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と
あ
る
に
よ
れ
ば
、
馬
快
に
馬
が
な
か
司
た
場
合
は
そ
の
草
料
銀
を
園
庫
へ
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
則
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

俸
工
銀
は
曾
典
戸
部
の
傑
に
よ
れ
ば
俸
食
銀
と
い
う
名
で
よ
ば
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
方
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
買
際
に
は
反
っ
て
俸

食
と
い
う
呼
び
方
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
更
に
曾
奥
の
い
う
所
に
よ
れ
ば
、
俸
食
銀
の
支
出
方
法
は
坐
支
(
又
は
留
支
)
と
稿
せ
ら
れ
、
国
庫

支
出
で
は
あ
る
が
便
宜
的
に
、
租
税
を
徴
岐
し
た
地
方
で
、
投
入
の
中
か
ら
支
出
し
、
決
算
を
中
央
へ
報
告
す
れ
ば
よ
い
こ
と
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
省
を
管
轄
す
る
線
督
や
巡
撫
に
謝
し
て
は
、
各
府
が
夫
々
の
分
携
額
を
定
め
、
更
に
府
下
官
役
の
俸
工
を
計
算
し
、
そ
れ
を
租
税
投
入

の
中
か
ら
差
引
い
て
残
り
を
布
改
使
の
藩
庫
へ
屈
け
る
の
で
あ
る
。

俸
工
銀
は
国
庫
支
出
な
の
で
、
一
た
び
園
初
に
そ
の
額
が
定
ま
る
と
、
そ
の
ま
ま
固
定
し
て
容
易
に
饗
更
さ
れ
難
い
性
質
を
も
っ
。
凡
て

園
費
の
出
納
に
は
非
常
に
や
か
ま
し
い
規
則
が
あ
り
、
奏
錦
、
印
ち
天
子
に
奏
上
し
て
曾
計
検
査
の
承
認
を
経
な
い
限
り
、
そ
れ
が
何
時
ま
で

も
地
方
官
の
責
任
と
し
て
残
り
、
い
つ
全
額
の
緋
償
を
命
ぜ
ら
れ
な
い
と
も
限
ら
ぬ
。
し
か
も
強
算
制
度
の
な
い
時
代
で
あ
り
、
彊
い
て
言
え

ば
前
年
度
の
貫
績
が
そ
の
ま
ま
今
年
度
の
議
算
な
の
で
あ
っ
て
、
縫
っ
て
新
規
の
支
出
と
い
う
も
の
は
滅
多
に
承
認
さ
れ
な
い
か
ら
、
ど
ん
な

253 
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に
物
債
の
値
上
り
が
あ
ろ
う
と
も
一
切
頓
着
な
く
、
俸
工
銀
は
そ
の
ま
ま
据
え
置
き
な
の
で
あ
る
。

ま
た
地
方
官
に
と
っ
て
も
、
少
し
ぐ
ら
い

俸
工
銀
を
あ
げ
て
も
ら
う
よ
り
は
、
曾
計
検
査
を
無
事
に
す
ま
せ
て
貰
う
方
が
、

よ
り
有
難
い
。
そ
れ
に
は
自
己
管
轄
地
方
の
園
庫
金
出
納
が

常
に
一
定
し
て
い
る
の
が
面
倒
な
く
て
す
み
、
も
し
そ
の
金
額
が
浮
動
す
る
と
、
反
っ
て
奏
錯
の
際
に
中
央
政
府
の
膏
吏
か
ら
文
句
を
つ
け
ら

れ
る
虞
れ
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

右
に
あ
げ
た
蘇
州
府
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
官
に
謝
す
る
俸
、
街
役
に
謝
す
る
工
食
が
列
翠
さ
れ
て
い
る
が
、
膏
吏
に
封
し

て
は
一
文
も
支
給
す
る
定
め
が
な
い
。
膏
吏
の
賃
銀
は
全
く
国
家
財
政
の
上
で
無
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
但
し
そ
れ
は
何
も
膏
吏
が
全
々

手
首
を
受
け
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
そ
れ
は
国
庫
、
印
ち
正
項
か
ら
の
支
出
で
な
く
、
地
方
費
、
即
ち
公
項
か
ら

若
干
の
支
出
が
あ
っ
た
だ
け
の
相
違
で
あ
る
。

俸
工
銀
担
掲
の
起
原
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一
省
の
官
僚
が
そ
の
首
然
受
け
る
べ
き
俸
工
銀
を
全
部
摘
納
し
て
し
ま
う
、
い
わ
ゆ
る
拘
捕
の
起
原
は
何
時
に
あ
っ
た
か
判
然
し
な
い
。
薙

正
三
年
正
月
二
十
六
日
、
江
南
提
督
で
あ
っ
た
高
其
位
の
摺
奏
に
言
う
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
は
「
江
南
の
奮
例
だ
」
と
あ
る
が
、
江
南
で
は
相

官
古
く
か
ら
存
在
し
て
、
肢
に
例
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

い
ま
原
理
的
に
考
え
る
と
、
俸
工
銀
の
如
掲
に
は
二
つ
の
起
原
が
あ
る
と
い
え
る
。

を
出
し
、
地
方
の
宿
紳
に
勧
誘
し
て
金
を
集
め
ね
ば
な
ら
ぬ
機
曾
が
多
か
っ
た
と
と
で
あ
る
。

一
は
地
方
官
は
事
あ
る
ご
と
に
自
ら
率
先
し
て
義
摘
金

た
と
え
ば
域
工
や
河
工
の
よ
う
な
大
土
木
事

業
、
又
は
災
害
飢
睦
な
ど
の
難
民
の
賑
仰
に
は
、
中
央
政
府
へ
申
請
し
て
も
容
易
に
園
費
を
支
出
し
て
く
れ
ず
、
支
出
し
て
も
額
が
少
な
か
っ

」
ろ
で
地
方
官
が
義
摘
を
行
う
と
き

い
き
お
い
地
方
に
起
っ
た
こ
と
は
地
方
で
虞
理
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と

い
ち
ば
ん
締
麗
な
金
は
俸
銀
で
あ
る
か
ら
、
俸
銀
の
掴
納
は
古
く
か
ら
不
断
に
行
わ
れ
て
い
た
例
で
あ

た
り
、
急
の
間
に
あ
わ
な
い
場
合
の
方
が
多
い
の
で

っ
た
と
い
っ
て
よ
い



次
に
凡
て
役
所
に
お
い
て
費
用
を
支
出
す
る
際
に
は
、
卒
頭
銀
、
即
ち
不
足
目
を
補
う
と
い
う
名
目
で
そ
の
何
%
か
を
拍
存
、
即
ち
天
引
き

す
る
と
い
う
習
慣
が
、
ま
た
古
く
か
ら
存
在
し
た
。
牧
納
す
る
時
に
は
徐
分
に
と
り
、
支
出
す
る
時
に
は
少
な
く
出
す
と
い
う
の
が
官
躍
の
特

権
で
あ
っ
た
。
支
出
に
際
し
て
、
こ
の
よ
う
に
頭
を
へ
ず
ら
れ
た
銀
は
、
購
入
物
資
の
代
債
支
梯
い
の
際
に
は
節
省
銀
と
い
い
、
上
級
官
聴
か

①
 

ら
下
級
官
腰
、
或
い
は
官
役
個
人
に
あ
て
る
支
出
に
つ
い
て
の
時
は
拘
卒
銀
と
稽
せ
ら
れ
る

ο

既

に

一

方

に

俸

銀

の

摘

納

が

組

え

ず

行

わ

れ

、

数

%

の

拘

除

が

行

わ

れ

て

い

た

と

す

る

と
、
こ
の
南
者
が
結
合
さ
れ
、
一
省
の
官
員
の
俸
銀
の
全
部
或
い
は
一
部
分
を
拘
除
し
て
プ
ー
ル
し
て
お
き
、
必
要
な
場
合
に
掴
納
し
た
り
、

@
 

公
費
に
流
用
し
た
り
す
る
、
い
わ
ゆ
る
担
損
の
制
度
が
成
立
す
る
の
は
極
め
て
見
易
い
道
理
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
際
に
は
、
何
ら
興
り
し
ら

ぬ
筈
の
街
役
ま
で
が
、
拘
掲
の
仲
間
に
強
制
的
に
ひ
き
こ
ま
れ
、
僅
か
の
工
食
銀
を
召
し
上
げ
ら
れ
て
し
ま
う
の
も
、

一
方
に
省
の
藩
庫
か
ら
俸
給
を
支
出
す
る
際
に

ま
た
自
然
の
勢
で
あ

る
藷
正
株
批
論
旨
に
は
っ
き
り
と
現
わ
れ
た
範
園
内
で
見
る
限
り
、
俸
工
銀
担
摘
は
康
照
の
末
年
か
ら
各
地
で
行
わ
れ
出
し
た
よ
う
で
あ
る
。

即
ち
霧
正
年
問
、
河
南
線
督
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
回
文
鏡
の
い
う
所
に
よ
れ
ば
、

- 9ー

康
照
四
十
五
年
か
ら
四
十
七
年
に
か
け
て
買
魯
河
を
聞
を
し
た
る
と
き
、
題
鮪
に
嘗
っ
て
俸
工
銀
二
高
九
千
絵
南
を
議
摘
し
た
外
に
、
そ
の

費
用
を
星
下
(
地
方
人
民
〉
に
割
り
あ
て
た
り
、
通
省
の
大
小
各
官
に
摘
納
を
公
募
し
た
り
し
て
、
貫
際
に
費
し
た
銀
は
二
十
飴
寓
雨
に
上

っ
た
。

(
霧
正
五
年
入
月
初
四
日
奏
〉

と
あ
り
こ
れ
は
河
工
に
封
す
る
俸
工
掲
納
で
あ
る
。

次
に
江
蘇
省
に
お
い
て
は
、
酷
欠
を
埋
め
る
費
用
の
出
鹿
が
な
か
っ
た
た
め
に
俸
工
銀
を
掲
納
す
る
こ
と
が
、
康
照
末
年
か
ら
行
わ
れ
て
い

た
。
嘉
正
元
年
、
江
蘇
布
政
使
に
新
任
さ
れ
た
都
繭
泰
の
報
告
に
よ
る
と
、

255 

前
の
藩
司
宜
思
恭
等
の
任
内
に
、
高
歓
あ
り
て
抵
な
き
に
よ
り
、
欽
差
部
臣
張
鵬
開
・
前
任
督
臣
赫
寄
・
撫
臣
張
伯
行
が
題
准
に
よ
り
、
康

照
四
十
八
・
四
十
九
・
五
十
・
五
十
一
年
の
俸
工
を
も
っ
て
摘
補
す
べ
き
銀
共
に
十
五
高
齢
南
あ
り
し
も
未
だ
補
わ
ず
。
ま
た
前
藩
臣
李
世
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仁
の
任
内
、
他
用
に
よ
り
て
生
ぜ
し
勝
欽
、
並
び
に
所
属
の
各
庫
よ
り
借
用
し
た
る
ま
ま
の
爵
歓
あ
り
、
前
撫
巨
奥
存
謹
よ
り
戸
部
に
奮
し

て
准
さ
れ
、
康
照
五
十
四
・
五
・
六
年
の
俸
工
を
も
っ
て
掴
抵
す
べ
き
銀
共
に
一
高
六
千
絵
雨
な
る
も
今
に
至
り
未
だ
補
わ
ず
(
薙
正
元
年

十
一
月
二
十
六
日
奏
)
。

と
あ
り
、
江
蘇
で
は
康
照
四
十
入
年
頃
か
ら
、
俸
工
銀
の
拍
摘
が
始
ま
っ
て
い
た
。

山
東
省
で
は
餓
僅
の
救
慣
の
た
め
に
、
俸
工
銀
の
摘
納
が
始
ま
っ
た
と
い
う
。
落
正
元
年
、

山
東
巡
撫
で
あ
っ
た
責
病
の
い
う
と
こ
ろ
で
は

(
康
照
)
五
十
八
・
九
南
年
、
青
・
茶
・
査
の
各
府
廊
に
て
煮
賑
し
、
倉
穀
十
一
高
七
千
徐
石
を
動
用
せ
り
。
原
議
に
俸
工
を
以
て
補
還
せ

ん
と
せ
し
も
、
亦
虚
懸
無
著
に
係
る
。
(
薙
正
元
年
十
二
月
十
三
日
奏
)

と
あ
り
、
こ
れ
は
俸
工
は
拘
摘
さ
れ
な
が
ら
、
貰
際
に
臨
空
の
填
補
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

次
に
直
隷
に
お
い
て
は
、
薙
正
二
年
、
直
隷
巡
撫
で
あ
っ
た
李
維
鈎
の
い
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
康
照
六
十
一
年
、
堤
工
が
あ
っ
て
か
ら
始

nu 

ま
っ
た
と
い
う
。

査
す
る
に
直
属
は
太
行
の
堤
工
を
修
築
せ
し
と
き
、
前
督
巨
誼
弘
焚
よ
り
題
明
し
、
遵
庫
の
銀
雨
を
暫
動
し
お
き
、
遁
省
の
俸
工
を
以
て
、

康
照
六
十
一
年
よ
り
起
り
、
分
っ
て
五
年
と
な
し
て
摘
還
せ
ん
と
せ
り
。
又
漕
を
載
ち
て
慶
大
二
府
に
運
貯
せ
し
時
の
脚
慣
も
亦
、
経
に
題

明
し
て
、
庫
項
を
動
借
し
お
き
、
俸
工
に
徐
り
あ
る
を
倹
ち
て
摘
還
せ
ん
と
し
て
各
ヒ
案
に
あ
り
。

(
薙
正
二
年
二
月
十
二
日
奏
)

か
も
し
れ
な
い
が

と
あ
り
、
金
額
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
時
日
が
知
ら
れ
る
の
は
以
上
の
四
例
に
す
ぎ
な
い
。
思
う
に
俸
工
銀
掲
納
の
起
原
は
ず
っ
と
古
い

一
般
的
に
纏
績
し
て
摘
担
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
康
照
末
年
の
十
数
年
以
来
の
こ
と
で
は
な
か
「
た
か
と
思
わ
れ
る
。

通
観
す
る
に
俸
工
銀
摘
拘
の
原
因
は
、
島
空
が
起
っ
た
時
に
こ
れ
を
抵
補
す
る
た
め
と
い
う
理
由
が
多
い
。
そ
の
臨
空
は
結
局
、

目
前
の
必

要
に
迫
ら
れ
て
他
の
費
目
の
銀
が
手
許
に
あ
る
の
を
動
用
し
た
が
、
中
央
に
奏
錆
を
申
請
し
て
も
認
め
ら
れ
ず
、
そ
の
ま
ま
次
々
に
他
の
費
目

を
動
か
し
て
い
る
う
ち
に
、
長
い
年
代
を
経
る
と
誰
の
責
任
か
分
ら
な
く
な
り
、
つ
い
全
省
の
官
員
が
俸
工
銀
を
提
供
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に

な
る
ら
し
い
。
併
し
中
に
は
そ
の
原
因
の
判
明
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
前
に
引
い
た
例
の
中
で
、
河
工
か
賑
仙
の
た
め
に
生
じ
た
臨
空
も
あ



る
雲
南
省
で
は
明
か
に
軍
需
か
ら
起
っ
た
艶
空
の
た
め
に
俸
工
銀
を
摘
納
し
て
い
た
。
羅
正
二
年
、
雲
南
布
政
使
に
任
ぜ
ら
れ
た
李
衡
の
言
に

査
す
る
に
今
番
、
満
兵
撤
回
し
、
江
新
提
鎮
兵
を
出
し
、
馬
匹
を
備
養
し
、
及
び
文
武
官
を
差
遣
し
て
軍
前
に
緋
事
せ
し
む
る
各
種
の
盤

費
、
兵
丁
に
智
貼
す
る
の
安
家
銀
等
の
類
は
、
尚
お
未
だ
班
師
せ
ざ
る
の
前
に
は
造
報
す
る
に
愚
る
も
の
な
し
。
将
来
奏
鈎
案
内
に
お
い

て
、
開
館
を
躍
さ
る
も
の
を
除
き
、
尚
お
開
鋪
を
准
さ
れ
ざ
る
者
あ
ら
ん
。
歴
来
此
等
の
無
著
軍
需
は
、
皆
俸
工
を
用
い
て
抵
補
す
。
査
す

方
め
て
能
く
全
完
せ
ん
。

る
に
前
番
出
兵
せ
し
と
き
の
虚
懸
の
虚
格
は
、
撫
臣
楊
名
時
よ
り
題
明
し
、
節
次
に
如
抵
す
。
己
に
預
め
算
し
て
薙
正
十
三
年
後
に
至
り
て

(
薙
正
二
年
九
月
初
六
日
奏
)

と
あ
り
、
俸
工
銀
を
十
一
年
分
預
め
摘
納
し
絶
っ
た
と
告
げ
て
い
る
。
こ
'れ
は
中
央
政
府
の
曾
計
検
査
が
あ
ま
り
に
巌
重
す
ぎ
て
、
運
営
の
面

に
絞
陥
が
生
じ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
但
し
こ
れ
に
便
乗
し
て
、
地
方
に
も
中
央
に
も
反
っ
て
不
正
が
生
じ
て
い
r
た
ら
し
い
。

清
朝
時
代
の
曾
計
制
度
の
不
合
理
は
、
た
と
え
ば
臨
時
に
官
員
が
設
け
ら
れ
て
も
、
そ
れ
が
ち
ゃ
ん
と
官
制
に
載
せ
ら
れ
な
い
場
合
は
、
そ

の
官
街
の
俸
工
銀
が
支
給
さ
れ
な
い
ま
ま
に
過
ご
す
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
。
か
か
る
際
に
は
附
近
の
官
僚
等
が
そ
の
俸
工
銀
の
一
部

を
摘
如
し
て
、
臨
時
新
設
の
官
臆
を
助
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
発
正
四
年
、
一
繭
建
巡
撫
の
毛
文
詮
に
よ
れ
ば
、

台
湾
一
府
の
俸
工
は
、
五
千
一
百
南
零
に
過
ぎ
ず
。
内
、
淡
水
同
知
、
彰
化
鯨
は
分
置
も
摘
せ
ざ
る
の
外
、
其
道
府
以
下
は
遇
共
し
て
四
千

一
百
一
十
南
零
な
り
。
内
、
二
千
百
五
十
六
雨
を
酌
摘
し
て
、
以
て
巡
憂
御
史
南
衛
門
の
官
役
の
薪
水
・
工
食
に
充
て
、
徐
り
あ
れ
ば
亦
た

給
還
し
て
案
に
在
り
。

(
羅
正
四
年
一
月
四
日
奏
〉

と
あ
り
、
巡
察
牽
湾
御
史
は
康
照
六
十
一
年
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
、
満
漢
各
一
人
あ
り
、
こ
こ
に
い
う
南
街
門
が
卸
ち
そ
れ
で
あ
る
。
薙
正

五
年
以
後
は
漢
御
史
が
事
政
の
事
務
を
品
兼
ね
た
と
い
う

e

徐
り
あ
れ
ば
、
と
い
う
意
味
は
雨
人
の
御
史
の
う
ち
満
御
史
は
大
て
い
絞
員
で
、
専

ら
漢
御
史
の
み
が
任
命
さ
れ
て
い
た
欣
態
な
の
で
、
議
算
の
中
十
分
は
寅
際
の
必
要
が
な
か
っ
た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。

各
省
に
お
け
る
郷
試
の
費
用
に
も
俸
工
銀
が
流
用
さ
れ
る
と
と
が
あ
っ
た
。
務
正
七
年
、
山
東
布
政
使
で
あ
っ
た
費
金
吾
の
い
う
と
こ
ろ
に
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よ
れ
ば

査
す
る
に
文
場
の
経
費
に
項
欺
二
つ
あ
り
。

一
は
場
内
の
鋪
塾
供
給
に
係
る
。
以
上
二
項
に
額
設
の
香
税
銀
雨

あ
る
も
躍
用
に
敷
ら
ず
。
従
前
、
香
税
を
開
錯
す
る
の
外
、
俸
工
銀
南
を
将
て
添
補
せ
り
。

一
は
貢
院
の
修
理
に
係
り
、

(
薙
正
七
年
六
月
十
七
日
奏
)

と
あ
り
、
文
教
費
の
貧
弱
な
る
故
に
、
俸
工
銀
を
以
て
補
助
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

最
も
特
殊
な
俸
工
銀
の
摘
納
は
、
軍
静
岡
に
お
け
る
武
器
調
製
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
嘉
正
三
年
、
河
南
省
河
北
線
兵
官
、
紀
成
斌
の
奏
に
、

皇
上
の
天
恩
を
仰
懇
す
ら
く
は
、
藩
庫
の
銀
入
千
南
を
賞
借
せ
ら
れ
、
先
ボ
ノ
盗
甲
を
製
造
す
る
を
行
い
、
入
管
造
完
す
る
を
侯
ち
、
用
過
せ

る
銀
数
と
と
も
に
、

一
併
に
造
船
題
報
し
、
臣
よ
り
以
下
、
各
管
の
大
小
員
併
、
各
ヒ
俸
銀
一
千
南
を
掲
如
し
、
分
っ
て
八
年
と
作
し
て
還

庫
清
項
せ
ん
。

(
薙
正
三
年
二
月
初
一
日
奏
)

と
請
う
て
お
り
、
こ
の
願
い
は
直
ち
に
は
許
可
さ
れ
ず
、
結
局
綿
督
国
文
鏡
の
計
ら
い
で
、
存
庫
耗
羨
銀
を
以
て
製
造
し
て
落
着
し
た
。
併
し

他
の
所
で
は
、
例
え
ば
直
隷
正
定
鎖
線
兵
官
、
楊
鰻
の
場
合
は
、

一
躍
の
旗
悉
は
、
巨
は
将
備
等
と
公
同
商
酌
し
、
掲
俸
製
造
せ
り
。

(
薙
正
三
・
四
年
頃
奏
)
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と
あ
り
、
薙
正
六
年
、
江
西
省
南
昌
情
聴
兵
官
の
陳
王
章
は
、
前
・
後
・
城
守
・
水
師
四
営
の
姦
甲
に
俸
を
掲
し
て
製
造
し
つ
つ
あ
り
、

て
い
る
。
(
薙
正
六
年
二
月
初
三
日
奏
)

と
言
っ

通
観
す
る
に
俸
工
の
掲
納
は
、
最
初
は
特
殊
な
場
合
に
、
特
定
の
期
聞
を
限
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
'
次
第
に
そ
れ
が
全
般
化

す
る
傾
向
を
示
し
た
。
先
ず
摘
納
の
目
的
が
、
特
定
な
場
合
々
々
に
個
々
に
行
う
繁
雑
を
避
け
、
預
め
無
目
的
に
若
干
%
を
拍
摘
し
て
.
ア
ー
ル

と
し

つ
ま
り
之
を
公
費
の
中
に
繰
入
れ
て
お
い
て
、
必
要
に
鹿
じ
て
そ
れ
を
支
出
す
る
傾
向
を
生
じ
た
。
例
え
ば
一
踊
建
省
に
お
け
る
場
合
の

如
き
、
最
初
は
臨
空
抵
補
の
目
的
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
こ
と
、
薙
正
元
年
、
福
建
布
政
使
、
責
叔
碗
の
い
う
如
く
、

前
布
政
使
抄
木
恰
が
八
ム
に
因
り
那
用
せ
る
十
高
九
千
絵
雨
あ
り
。
督
無
稽
す
ら
く
、
従
前
奏
明
し
て
歴
年
の
俸
工
を
以
て
抵
補
す
る
の
項
に

係
る
、

と

(薙
正
元
年
入
月
初
五
日
奏
)



で
あ
っ
た
の
が
、
何
時
の
間
に
か
、
俸
工
銀
全
部
を
公
費
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
務
正
四
年
、
一
隅
建
巡
撫
毛
文
絵
の
い
う
所
に
よ
れ

~;( 

査
す
る
に
聞
省
の
俸
工
、
内
地
入
府
に
て
約
計
七
蔦
雨
あ
り
。
向
き
に
遁
省
の
公
用
に
充
て
た
り
。

と
あ
り
、
全
部
の
俸
工
銀
が
プ
!
ル
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
る
。

併
し
凡
て
の
省
が
こ
の
よ
う
に
全
額
を
揖
拍
さ
れ
た
わ
け
で
な
く
、
七
分
三
分
と
い
う
場
合
も
あ
っ
た
。
薙
正
三
年
、
甘
粛
巡
撫
の
石
文
蝿

(
薙
正
四
年
正
月
初
四
日
奏
)

の
言
に
よ
れ
ば
、

現
在
尚
お
未
だ
完
せ
ざ
る
の
銀
二
十
九
高
六
千
絵
雨
、
糧
三
高
七
千
徐
石
あ
り
。
み
な
甘
属
文
武
各
官
の
俸
工
を
以
て
掲
補
す
。
文
職
は
司

遭
よ
り
以
下
、
俸
銀
全
揖
す
。
武
職
は
提
鎮
よ
り
以
て
遊
守
に
至
る
の
俸
銀
、
並
び
に
各
役
の
工
食
は
倶
に
七
を
摘
し
三
を
留
む
。
毎
年
共

に
摘
す
べ
き
の
銀
一
高
八
千
四
百
七
十
四
南
零
な
り
。
(
薙
正
三
年
七
月
二
十
四
日
奏
)

と
あ
り
、
こ
れ
で
は
将
来
二
十
年
近
く
も
か
か
っ
て
や
っ
と
全
完
で
き
る
勘
定
に
な
る
。
そ
し
て
武
職
や
街
役
は
僅
か
の
俸
工
の
内
か
ら
更
に

そ
の
三
割
を
支
給
さ
れ
て
も
、
何
程
の
足
し
に
も
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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後
に
述
べ
る
よ
う
な
薙
正
帝
の
担
摘
停
止
令
を
経
た
後
で
も
、
四
川
省
で
は
俸
工
銀
の
二
十
%
の
天
引
き
が
行
わ
れ
て
い
た
。
務
正
五
年
、

四
川
布
政
使
管
承
揮
の
報
告
に
よ
れ
ば
、

各
府
州
牒
に
持
費
す
べ
き
薙
正
四
年
の
俸
工
銀
を
、
(
前
任
布
政
使
)
悌
喜
は
百
南
毎
に
二
十
南
を
暗
如
し
、
相
す
る
の
銀
共
に
三
千
三
百

一
十
九
南
零
な
り
@
(
嘉
正
五
年
九
月
初
九
日
奏
〉

と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
卒
頭
銀
を
拘
存
す
る
と
い
う
範
圏
を
院
し
、
明
か
に
拍
摘
の
艦
績
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

俸
工
銀
如
捕
の
停
止
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薙
正
帝
が
俸
工
銀
の
掴
納
と
い
う
よ
う
な
事
が
卒
然
と
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
の
は
、
嘉
正
元
年
九
月
、
江
西
巡
撫
斐
得
度
の
奏
請



2印

に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
彼
は
直
ち
に
こ
れ
に
反
封
の
態
度
を
表
明
し
て
い
る
が
、
併
し
全
面
的
に
禁
止
す
る
と
い
う
彊
い
意
向
を
示
さ
な
い
の

は
、
ま
だ
そ
の
質
情
を
十
分
に
知
悉
し
て
い
な
か
叶
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
世
宗
貫
録
単
位
十
一
、
嘉
正
元
年
九
月
丁
亥
の
傑
に
、

戸
部
に
識
す
。
江
西
巡
版
斐
律
度
の
疏
に
稽
す
ら
く
、
請
う
て
俸
工
銀
雨
を
摘
し
て
、
被
水
の
居
民
を
賑
値
せ
ん
と
あ
り
。
夫
れ
官
吏
の
俸

工
は
特
に
伊
等
の
家
口
を
贈
養
せ
ん
が
震
に
し
て
設
く
。
原
よ
り
少
く
べ
か
ら
ず
。
縦
い
遁
省
の
官
員
の
俸
銀
を
以
て
損
助
せ
ん
も
、
数
た

る
亦
幾
く
も
無
き
に
属
す
、
何
の
禅
盆
あ
ら
ん
。
膏
役
の
工
食
の
如
き
に
至
り
て
は
、
亦
童
く
摘
出
を
行
わ
ば
、
何
を
以
て
其
を
し
て
差
に

臨
じ
行
走
せ
し
め
ん
。
如
し
果
し
て
民
災
積
に
遇
わ
ば
、
該
督
撫
直
ち
に
臨
に
奏
聞
し
、
正
項
銭
糧
を
動
支
す
ベ
し
。
若
し
水
阜
の
微
災
に

遇
い
て
賑
岨
無
か
ら
ず
、
或
い
は
隠
岸
城
垣
を
修
理
す
る
の
小
費
な
ら
ば
、
該
地
方
の
大
小
官
員
、
己
が
資
を
出
し
て
摘
助
効
力
を
願
う
者

あ
る
に
、
何
ぞ
必
ず
し
も
具
題
せ
ん
。
却
し
報
聞
を
欲
せ
ば
、
亦
止
だ
摺
奏
を
男
行
す
べ
き
な
り
。
該
部
に
著
し
、
直
省
督
撫
に
行
文
し
、

九
そ
地
方
に
公
事
あ
る
に
遇
う
も
、
俸
工
の
掴
助
を
奏
請
す
る
の
虞
は
、
永
く
停
止
を
行
え
。
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と
あ
り
、
同
文
が
世
宗
聖
訓
谷
玉
、
聖
治
の
傑
に
も
見
え
て
い
る
。
こ
の
上
識
は
そ
の
ま
ま
地
方
の
督
撫
に
達
示
さ
れ
た
こ
と
は
、
直
隷
巡
撫

李
維
鈎
の
奏
に
、

巨
戸
部
の
容
を
准
け
た
る
に
聞
す
ら
く
、
旨
を
奉
じ
て
直
隷
各
省
の
督
撫
に
行
文
す
。
九
そ
公
事
あ
る
に
遇
う
も
、
俸
工
を
指
せ
ん
と
奏
請

す
る
の
慮
は
、
著
し
て
永
く
停
止
を
行
わ
し
め
よ
、
欽
此
、
と
あ
り
。
(
薙
正
二
年
二
月
十
三
日
奏
)

と
あ
り
、
各
省
の
督
撫
の
手
許
に
周
い
た
の
は
、
大
て
い
嘉
正
二
年
中
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

と
こ
ろ
で
こ
れ
を
受
取
っ
た
側
の
督
撫
に
お
い
て
は
、
こ
の
上
識
の
異
意
を
理
解
す
る
に
、
大
九
そ
二
様
の
仕
方
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

一
は
こ
れ
に
よ
っ
て
俸
工
の
担
掴
そ
の
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
も
の
、
俸
工
の
担
指
そ
の
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
の
で
な

他
t主

く
、
車
に
そ
れ
を
題
本
を
以
て
公
然
と
奏
請
す
る
こ
と
だ
け
が
禁
止
さ
れ
た
と
考
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

前
者
の
場
合
は
、
事
は
割
合
い
に
簡
単
で
あ
る
。
督
撫
等
は
俸
工
銀
に
見
合
う
だ
け
の
財
源
を
他
で
探
し
て
充
嘗
す
れ
ば
す
む
の
で
あ
っ

た
。
時
恰
も
地
方
費
、
即
ち
公
項
の
再
検
討
に
迫
ら
れ
て
い
た
の
で
、
従
来
は
全
く
暗
か
ら
暗
へ
流
さ
れ
て
い
た
耗
羨
、
晒
規
、
卒
徐
な
ど
の



名
の
つ
く
投
入
を
、
一
度
明
る
み
へ
さ
ら
け
出
し
、
改
め
て
公
卒
な
配
分
法
を
考
え
て
、
地
方
財
政
の
合
理
他
を
計
り
、
督
撫
以
下
の
各
官
も

公
然
と
養
廉
銀
を
受
領
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
操
作
の
聞
に
、
こ
れ
ま
で
担
摘
し
て
い
た
俸
工
銀
と
同
額
位
の
財
源
が
捻
出

で
き
な
い
筈
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
俸
工
銀
は
と
れ
を
嘗
然
受
領
す
べ
き
官
員
と
街
役
と
に
支
給
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
と
ろ
が
後
者
の
場
合
、
俸
工
銀
の
摘
担
そ
の
と
と
自
瞳
が
悪
い
の
で
な
く
、
そ
れ
を
公
文
書
た
る
題
本
に
も
ち
出
し
て
世
間
に
公
表
す
る

と
と
が
揮
ら
れ
る
の
だ
と
考
え
た
督
撫
の
い
る
省
に
お
い
て
は
、

ζ

の
問
題
は
ず
っ
と
後
ま
で
尾
を
ひ
い
た
。
そ
の
代
表
的
な
の
は
一
隅
建
省
で

あ
り
、
こ
こ
で
は
前
述
の
如
く
、
七
世
間
南
程
の
俸
工
銀
を
全
部
差
し
押
え
て
お
い
て
、
全
省
の
公
費
に
用
い
て
い
た
の
で
、
急
に
こ
れ
に
代
る

財
源
を
見
つ
け
出
す
の
が
困
難
な
せ
い
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
聞
祈
綿
督
の
魔
羅
満
保
(
康
照
五
十
四
年
十
一
月
J
薙
正
三
年
七
月
)
と
一
繭

建
巡
撫
責
園
材
(
康
照
六
十
一
年
十
月
J
一
推
正
三
年
七
月
〉
と
が
相
談
し
て
、
俸
工
銀
の
天
引
き
は
従
来
よ
り
も
額
を
減
少
す
る
が
、
そ
の
ま

ま
取
上
げ
て
公
費
に
使
用
し
、
そ
の
名
前
も
改
め
て
公
摘
、
即
ち
公
募
に
鹿
じ
て
進
ん
で
醸
出
し
た
義
掲
金
と
い
う
名
目
で
存
績
さ
せ
た
の
で
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あ
っ
た
@

こ
う
い
う
や
り
方
は
最
も
薙
正
帝
の
好
ま
ぬ
所
で
あ
っ
た
。
特
に
線
督
満
保
の
在
任
が
あ
ま
り
に
長
す
ぎ
て
、
そ
の
聞
に
兎
角
の
悪
評
も
う

け
た
上
、
年
糞
亮
の
一
味
で
あ
る
と
の
疑
い
も
か
け
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
れ
に
巡
撫
の
黄
園
材
が
共
謀
し
て
一
踊
建
の
財
政
を
勝
手
に
左
右

し
て
い
た
の
で
、
薙
正
帝
は
三
年
七
月
先
ず
黄
園
材
を
前
任
地
慶
西
に
お
け
る
不
正
事
件
に
坐
せ
し
め
て
解
任
さ
せ
、
つ
い
で
満
保
に
も
手
を

つ
け
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
幸
か
不
幸
か
、
満
保
は
九
月
入
日
に
任
地
で
病
死
し
、
一
滴
州
将
軍
の
宜
兆
熊
が
透
明
を
受
け
て
一
珊
建
綿
督
印
務
を

署
理
し
た
。
こ
の
間
の
経
緯
は
疎
批
識
旨
中
の
宜
兆
熊
の
摺
奏
に
見
え
る
と
こ
ろ
で
、
貫
録
に
は
全
然
記
載
が
な
い
。
清
史
稿
の
彊
臣
年
表
に

も
満
保
の
卒
日
を
記
さ
な
い
。

責
園
材
解
任
の
後
に
は
入
り
代
り
に
貴
州
巡
撫
毛
文
鈴
が
一
滴
建
巡
撫
に
補
摂
さ
れ
、
績
い
て
雲
貴
綿
督
高
其
俸
が
間
新
組
督
に
任
ぜ
ら
れ

た
。
毛
文
鈴
は
前
任
地
貴
州
に
お
い
て
、
俸
工
銀
の
指
拘
を
や
め
、
新
政
策
を
と

っ
て
い
た
の
で
、
一
隅
建
へ
着
任
す
る
と
、
そ
の
地
に
ま
だ
行

わ
れ
て
い
る
奮
政
策
の
不
合
理
が
す
ぐ
自
に
つ
い
た
。
彼
の
摺
奏
に
、

261 
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前
任
督
撫
臣
満
保
・
責
園
材
等
商
量
し
、
公
用
中
に
も
戟
船
の
承
造
、
銅
触
の
排
解
の
如
き
は
、
倶
に
火
急
の
務
に
麗
し
、
各
項
の
習
帖
は

刻
も
緩
か
に
す
る
能
わ
、ざ
れ
ば
、

二
高
四
千
有
零
を
酌
摘
し
て
、

(
俸
工
銀
)
七
蔵
雨
の
う
ち
、

以
て
前
項
の
所
需
と
な
す
(
中
略
)
。
以

上
年
毎
の
動
用
銀
雨
は
各
ミ
名
を
改
め
て
公
揖
と
な
す
も
(
中
略
)
、

其
買
は
即
ち
俸
工
な
る
に
屈
す
。

(
薙
正
四
年
正
月
初
四
日
奏
)

臣
は
皇
上
の
天
恩
を
蒙
る
こ
と
至

深
至
原
に
し
て
、
敢
て
買
に
嬢
り
て
奏
明
せ
ず
ん
ば
あ
ら
、
ざ
る
な
り
。

と
報
告
し
て
い
る

c

こ
れ
に
謝
し
て
薙
正
帝
は

知
道
せ
り
。
高
其
俸
の
抵
任
の
後
、
爾
等
更
に
嘗
に
法
を
設
け
て
饗
査
し
、
務
め
て
妥
協
な
ら
し
め
よ
。

と
珠
批
を
奥
え
て
い
る
が
、
買
際
に
は
毛
文
鐙
も
高
其
俸
も
何
等
新
し
く
建
設
的
な
施
策
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
改
革

は
一
度
そ
の
時
機
を
失
っ
て
し
ま
う
と
、
替
来
の
惰
性
が
そ
の
ま
ま
安
定
し
が
ち
で
、
も
う
一
度
動
か
す
こ
と
が
む
つ
か
し
く
な
る
。
毛
文
絵

の
後
、
常
変
を
経
て
、
朱
綱
が
薙
正
六
年
三
月
、
雲
南
か
ら
福
建
巡
撫
に
任
ぜ
ら
れ
、

六
月
に
到
任
す
る
と
、
早
速
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
摺
奏

新
任
布
政
使
越
国
麟
の
冊
報
に
撮
る
に
、
間
省
公
摘
俸
工
の
一
項
は
、
戟
船
工
料
を
津
貼
修
造
す
る
等
項
の
需
た
り
等
の
園
、
臣
に
到
る
。
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を
上
っ
て
報
告
し
て
い
る
。

査
す
る
に
前
任
布
政
使
秦
園
龍
等
公
議
し
て
、
情
願
に
公
摘
し
協
助
す
る
の
銀
、
共
に
二
高
四
千
徐
雨
な
り
。
前
任
督
撫
に
具
詳
し
、
准
行

せ
ら
れ
て
案
に
在
り
。
向
精
か
に
思
う
に
職
艦
を
修
造
す
る
等
の
公
務
は
、
必
須
緋
臆
之
事
に
し
て
、
す
で
に
歴
任
相
沿
う
。
臣
請
う
ら
く
は

の

お

其

の

替

に

循

わ

ん

。

伏

し

て

皇

上

の

容

聾

批

示

せ

ら

れ

ん

こ

と

を

乞

い

て

遜

行

せ

間
省
掲
解
の
俸
工
は

是
れ
行
う
可
き
や
否
や

ん

(
薙
正
六
年
八
月
初
日
奏
)

と
あ
り
、
肢
に
こ
れ
が
慣
行
と
な

っ
て
い
る
の
を
理
由
に
、
掘
建
省
だ
け
に
特
例
を
設
け
て
許
可
を
請
う
た
の
で
あ
っ
た
。
併
し
薙
正
帝
と
し

て
は

こ
の
よ
う
な
特
例
が
一
踊
建
に
の
み
行
わ
れ
る
こ
と
は
何
と
し
て
も
不
合
理
だ
と
思
っ
た
の
で
、
戸
部
に
密
議
さ
せ
た
と
見
え
、
朱
綱
に

謝
し
て
は
、
.

奏
す
と
こ
ろ
、

己
に
恰
親
王
監
び
部
臣
に
交
費
し
て
密
議
奏
覆
せ
し
め
た
り
、
今
眠
、
が
部
議
に
議
し
た
る
の
摺
を
終
て
、

一
併
に
爾
に
費
し



て
看
明
せ
し
む
。
遵
照
施
行
せ
よ
。

と
あ
る
が
、

い
ま
我
々
は
こ
の
戸
部
の
密
摺
奏
覆
も
、
と
れ
に
封
す
る
羅
正
帝
の
批
識
も
見
る
と
と
が
で
き
な
い
。

し
か
も
朱
綱
自
身
、
不
幸

に
も
こ
の
直
後
、
恐
ら
く
九
月
中
に
病
死
し
た
の
で
、
彼
も
こ
の
珠
批
を
見
る
に
及
ば
な
か
っ
た
ら
し
い
。
彼
に
代
っ
て
十
月
に
は
、
劉
世
明

が
一
踊
建
巡
撫
に
任
命
さ
れ
、
嘉
正
七
年
正
月
に
や
っ
と
着
任
し
て
い
る
。
彼
は
着
任
す
る
と
、
先
の
朱
綱
の
摺
奏
、
並
び
に
恰
親
王
等
の
覆
奏

の
摺
を
輿
え
て
見
せ
ら
れ
た
が
、
彼
が
そ
の
後
に
改
め
て
上
っ
た
摺
奏
か
ら
察
す
る
と
、
俸
工
指
如
は
断
然
停
止
せ
よ
と
い
う
命
令
で
あ
っ
た

ら
し
い
。
彼
の
言
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば

査
す
る
に
官
役
の
俸
工
は
、
久
し
く
皇
上
の
特
恩
を
蒙
り
て
給
領
せ
し
め
ら
る
。
断
じ
て
再
び
修
理
職
船
の
名
色
を
以
て
摘
を
議
し
、
聖
恩

に
事
負
す
べ
か
ら
ず
。

(
薙
正
七
年
三
月
十
一
日
奏
)

と
い
い
、
此
等
の
費
用
に
は
耗
羨
を
動
支
し
た
き
旨
を
述
べ
、
嘉
正
帝
か
ら
、

好
し
。
是
の
如
く
解
理
す
る
は
甚
だ
妥
協
な
る
に
属
す
。

と
賞
め
ら
れ
て
い
る
。
と
れ
で
一
踊
建
省
に
お
け
る
俸
工
の
摘
如
は
完
全
に
停
止
を
巌
命
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
類
似
し
た
肢
況
に
あ
っ
た
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省
も
多
少
残
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
概
ね
繭
建
省
と
同
様
の
結
論
に
向
っ
て
動
い
て
行
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

も
と
も
と
俸
工
銀
の
摘
拍
に
つ
い
て
は
、
嘉
正
帝
の
最
初
の
態
度
が
腹
昧
で
あ
っ
た
。
ど
ち
ら
に
で
も
と
れ
る
よ
う
な
上
識
を
地
方
督
撫
に

下
し
た
か
ら
で
あ
る
。
と
れ
は
恐
ら
く
、
即
位
の
初
め
、
嘉
正
帝
が
地
方
政
治
の
貰
肢
を
ま
だ
よ
く
知
ら
ず
、
督
撫
等
大
吏
に
全
般
的
な
方
針

を
示
し
て
お
け
ば
そ
れ
で
す
む
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
と
ろ
が
督
撫
等
の
考
え
方
に
よ
っ
て
、
二
様
の
や
り
方
が
行
わ
れ
出
し
た
の

で
、
嘉
正
帝
は
改
め
て
強
い
態
度
を
示
し
て
、
俸
工
の
摘
担
を
禁
止
す
る
方
針
に
出
で
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
の
嘉
正
帝
の
態
度
の
饗
化
の
犠
牲
と
な
っ
て
、

斐
得
度
で
あ
っ

「
嘉
正
上
識
」
の
羅
正
七
年
三
月
の
保
を
見
る
と
、
嘗
時
貴
州
省
で
税
課
を
清
査
し
て
お
り
、
嘉
正
元
年
正
月
ま
で
貴
州
布
政
使
で
あ
っ

た
斐
得
度
も
そ
の
取
査
ベ
を
受
け
た
ら
し
い
が
、

ひ
ど
く
叱
ら
れ
た
の
は

抑
も
最
初
に
こ
の
間
題
を
提
起
し
た
本
人
、

h

-

。

中
h
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自
己
所
管
の
帳
簿
の
辻
棲
を
あ
わ
せ
る
た
め
に
、

銀
四
南
五
銭
の
掴
納
を
し
た
も
の
で
あ
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る
。
こ
の
報
告
が
雲
貴
庚
西
総
督
か
ら
中
央
政
府
を
経
て
天
子
の
手
許
へ
周
け
ら
れ
た
か
ら
、
薙
正
帝
は
激
怒
し
た
も
の
で
あ
る
。

上
議
。
各
省
地
方
塵
用
の
公
費
は
、
股
倶
に
公
項
銀
雨
を
動
用
し
て
支
給
せ
し
め
、
官
民
を
擾
累
せ
し
め
ず
。
賠
塾
摘
助
の
事
に
至
り
て

は
、
屡
ミ
論
旨
を
降
し
て
巌
に
禁
止
を
行
わ
し
む
。
い
ま
貴
州
に
て
税
課
を
清
査
せ
し
一
案
あ
り
、
喪
律
度
の
名
下
に
、
銀
四
雨
五
銭
を
賠

塾
す
と
開
報
し
あ
り
。
夫
れ
斐
律
度
の
踏
顧
因
循
な
る
、
園
家
数
十
高
の
鏡
糧
を
終

っ
て
、
麗
員
の
魅
空
す
る
を
聴
る
し
、
以
て
己
が
身
の

泊
名
逝
血
管
の
具
と
矯
す
。
今
や
乃
ち
四
金
の
微
を
以
て
、
開
し
て
賠
塾
の
項
と
な
す
。

顕
わ
に
賠
塾
を
勤
令
す
る
の
名
を
以
て
之
を
肢
に

蹄
し
、
そ
の
蹄
耗
園
祷
の
罪
を
掩
わ
ん
と
す
る
な
り
。
人
の
無
良
な
る
、
比
よ
り
甚
し
き
は
な
し
。
著
し
て
此
項
の
銀
四
南
五
銭
を
以
て
斐

律
度
に
賞
給
せ
よ
。
並
び
に
直
省
の
督
撫
に
通
行
し
、
備
し
地
方
に
臆
用
の
費
あ
ら
ば
、
多
寡
に
論
な
く
、
倶
に
著
し
て
公
よ
り
支
給
せ
し

め
、
不
宵
の
有
司
を
し
て
賠
塾
摘
助
に
諸
口
し
、
政
櫨
を
損
な
い
て
弊
端
を
滋
く
せ
し
む
る
を
得
、ざ
れ
。

と
あ
り
、
国
庫
金
の
臨
空
に
謝
し
て
、
責
任
者
た
る
官
員
が
自
腹
で
賠
償
す
る
な
ど
は
、
最
初
か
ら
禁
止
し
て
お
い
た
で
は
な
い
か
、
と
い
う

よ
う
な
口
ぶ
り
で
あ
る
。
俸
工
の
損
如
ど
こ
ろ
で
な
く
、
国
庫
へ
の
損
輪
そ
の
こ
と
が
禁
止
さ
れ
、
地
方
の
公
費
も
首
然
公
項
か
ら
支
梯
え
と

い
う
、
最
後
的
な
態
度
が
表
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
安
律
度
か
ら
始
ま
っ
た
、
務
正
帝
の
俸
工
摘
担
の
停
止
政
策
は
、
最
後
に
ま
た
裳
得
度
で
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結
末
が
つ
け
ら
れ
た
形
で
あ
る
。

四

停
止
後
の
慮
置

前
述
の
如
く
、
落
正
帝
の
俸
工
銀
摘
拍
停
止
は
、
他
方
に
お
い
て
行
わ
れ
つ
つ
あ

っ
た
、
官
員
に
謝
す
る
養
廉
銀
の
支
給
、
地
方
財
政
た
る

公
項
、
公
費
の
整
理
、
特
に
耗
羨
と
阻
規
の
規
制
な
ど
の
諸
政
策
と
卒
行
し
て
推
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
比
等
一
連
の
新
政
策
に
封
し
、

務
正
三
年
、
署
理
貴
州
巡
撫
で
あ

っ
た
石
趨
恰
の
い
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

地
方
に
既
に
饗
廉
あ
り
、
自
ら
勉
め
て
循
吏
と
震
る
べ
く
、
窮
員
苦
役
に
至
り
て
は
、
俸
工
銀
雨
、
既
に
数
に
照
し
て
支
給
さ
れ
、
永
く
如

摘
の
累
を
克
か
る
べ
く
、

ま
た
地
方
の
晒
規
も
、
向
に
は
養
康
た
ら
ざ
る
に
よ
り
、
藷
口
摂
取
し
て
民
苗
の
脂
膏
を
取
喝
し
て
以
て
費
用
に



供
し
、
甚
だ
苦
累
に
嵐
せ
し
も
、
今
養
康
己
に
定
ま
り
た
れ
ば
、
加
涯
の
弊
、
以
て
永
く
除
か
る
べ
し
。

と
あ
り
、
貴
州
省
に
お
い
て
は
最
も
早
く
、
務
正
三
年
か
ら
俸
工
銀
は
買
支
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
俸
工
銀
が
貫
支
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
は
必
然
的
に
、
従
来
の
慣
例
の
上
に
波
及
し
て
、
こ
れ
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
が
生
ず
る
の
は
嘗
然
で
あ
る
。
俸
工
銀
の
う
ち
、
工
食
銀
は
街
役
に
支
給
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
街
役
か
ら
工
食
銀
を
取
上
げ
て

は
、
彼
等
の
生
活
が
ど
う
な
っ
て
い
た
か
が
我
々
の
疑
問
で
あ
っ
た
が
、
ど
う
や
ら
貰
際
に
は
別
の
名
目
で
彼
等
の
賃
銀
が
支
給
さ
れ
て
い
た

ハ
骨
格
正
三
年
入
月
初
三
日
奏
)

ら
し
い
の
で
あ
る
。
併
し
今
や
、
俸
工
銀
が
貫
支
さ
れ
る
以
上
、
従
前
の
給
輿
は
嘗
然
、
打
切
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
羅
正
七
年
、
署
理

直
隷
線
督
の
楊
鰻
が
、
前
任
の
署
理
宜
兆
熊
、
協
理
劉
師
恕
の
在
任
聞
の
経
理
報
告
を
行
っ
た
と
き
、
嘉
正
帝
は
そ
こ
に
二
重
支
出
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
て
、
宮
人
に
賠
償
さ
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。

(
殊
批
)
冊
聞
に
擦
る
に
、
署
督
と
協
督
に
は
己
に
み
な
養
廉
の
費
を
賜
い
た
り
。
何
ぞ
ま
た
公
用
項
内
に
お
い
て
盤
費
を
動
支
す
る
を
得

ん
や
。
門
吏
・
執
事
・
夫
役
人
等
に
至
り
て
は
、
既
に
経
制
の
工
食
あ
り
。
何
を
以
て
ま
た
公
用
項
下
に
お
い
て
銀
南
を
支
給
せ
ん
や
。
と

の
四
項
は
閉
鎖
を
准
さ
ず
。
速
か
に
劉
師
恕
・
宜
兆
熊
名
下
に
お
い
て
這
補
遺
項
せ
し
め
、
男
に
造
冊
を
行
い
杏
部
存
案
せ
よ
。
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(
日
付
を

絞
く
)

こ
こ
に
見
ら
れ
る
躍
正
帝
の
態
度
は
、
既
に
工
食
銀
を
貫
支
し
た
る
以
上
は
、
街
役
に
封
し
、
更
に
公
項
か
ら
給
奥
す
る
必
要
は
な
く
、
も
し

誤
っ
て
支
給
し
た
際
に
は
、
そ
れ
は
街
門
の
長
の
責
任
と
し
て
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
巌
命
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
殊
批
は
、
官
員
は
そ
の
定
め
ら
れ
た
養
廉
銀
よ
り
以
上
に
、
放
費
な
ど
を
公
買
か
ら
支
出
す
る
こ
と
を
巌
禁
し
て
い
る
。
い
な
、

姦
正
帝
の
考
え
で
は
、
官
員
た
る
も
の
は
宜
し
く
そ
の
私
生
活
を
節
約
し
、
養
簾
銀
の
剰
徐
を
以
て
、
地
方
公
費
を
援
助
し
て
も
よ
さ
そ
う
な

「
務
正
上
議
」
の
十
一
年
八
月
二
十
五
日
の
傑
に
、

も
の
だ
と
い
う
期
待
す
ら
か
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

書
吏
に
供
給
す
る
の
一
節
に
至
り
て
は
、
毎
年
計
費
多
き
こ
と
な
し
。
肢
は
督
撫
藩
泉
に
み
な
厚
く
給
す
る
に
養
療
を
以
て
せ
り
。
即
ち
と
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の
些
微
を
摘
し
て
以
て
書
吏
を
贈
ら
わ
し
、
弊
端
を
杜
さ
し
む
る
は
、
亦
事
の
行
う
べ
き
者
に
似
た
り
。
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勧
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
あ
り
、
こ
こ
に
い
う
膏
吏
へ
の
供
給
と
は
、
封
鎖
街
門
に
お
け
る
上
番
中
の
膏
吏
に
封
す
る
飯
食
費
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
大
官
の
掲
助
を

さ
れ
ば
財
政
困
難
の
稿
建
省
に
お
い
て
、
宛
正
七
年
、
巡
撫
劉
世
明
が
俸
工
停
摘
の
後
に
無
著
と
な
り
た
る
酷
空
填

補
の
た
め
に
、
養
廉
銀
の
幾
分
を
拍
摘
せ
ん
と
立
案
し
、

査
す
る
に
繭
建
に
は
尚
お
各
案
の
承
追
せ
る
無
著
銀
あ
り
、
共
に
四
蔦
一
千
七
百
五
十
二
雨
零
な
り
。
蕊
に
既
に
掲
漉
を
禁
組
す
れ
ば
、
無

観
風
整
俗
使
と
察
院
、

員
、
共
に
銀
一
高
二
百
雨
を
貫
給
す
る
を
除
く
の
外
、
尚
お
各
官
に
臨
給
す
る
の
養
廉
銀
入
高
四
千
三
百
南
あ
り
。
今
先
ず
入
分
三
麓
零
を

貫
給
し
、
司
庫
に
存
留
す
る
の
一
分
六
畳
零
、
毎
年
計
る
に
銀
一
高
三
千
九
百
一
十
七
雨
を
、
三
年
に
分
ち
て
無
著
銀
雨
を
全
補
し
、
完
る

著
銀
雨
は
項
の
補
う
べ
き
な
し
。

臣
現
に
議
す
ら
く
は

各
官
に
分
給
す
る
養
廉
の
う
ち
、

弁
び
に
各
臨
官
十
四

(
薙
正
七
年
六
月
十
六
日
奏
)

と
奏
上
せ
る
に
封
し
、
薙
正
帝
は
反
っ
て
懇
篤
な
株
批
を
輿
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
に
の
て
原
議
に
照
し
て
十
分
を
全
給
せ
ん
。

(
株
批
)
こ
の
奏
は
股
甚
だ
之
を
嘉
み
す
。
鹿
来
直
省
耗
羨
の
一
簡
は
、
股
か

「
て
問
及
せ
ず
。
も
し
各
督
撫
等
肯
て
公
を
乗
り
買
に
撮
り

て
奏
請
す
れ
ば
、
叫
肢
も
一
々
掛
酌
し
て
訓
示
す
。
関
省
の
督
撫
、
未
だ
か

つ
て
詳
陳
請
示
せ
ざ
る
に
、
朕
何
に
よ
り
て
か
追
求
せ
ん
。
今
汝

の
関
す
る
所
に
よ
る
に
、
陳
貫
甚
だ
明
噺
な
る
に
属
す
。
間
省
の
養
廉
は
足
ら
、
ざ
る
を
畳
ゆ
る
に
似
た
り
。
己
に
旨
を
降
し
、
部
に
請
し
て

数
項
を
指
援
し
て
汝
等
の
用
度
を
増
助
せ
ん
。
庶
く
は
棋
欠
す
る
所
あ
る
を
致
さ
ざ
る
な
り
。
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と
い
い
、
早
速
、
恰
親
王
等
に
命
じ
て
繭
建
省
の
公
費
に
あ
て
る
た
め
の
財
源
を
探
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
恰
親
王
等
の
覆
議
を
劉
世
明
の

そ
の
内
容
を
見
る
と
、
一
繭
建
省
内
に
お
け
る
闘
税
、
商
税
、
及
び
河
橋
車
税
な
ど
の
一
鳳
徐
銀
一
高
一
千
三
百
徐
雨
、

肇
湾
に
お
け
る
官
荘
蹄
公
銀
三
高
七
百
徐
雨
、
合
計
四
寓
二
千
徐
雨
を
以
て
、
一
幅
建
省
の
従
来
の
養
廉
銀
九
高
三
千
雨
の
上
に
増
額
し
て
や
ろ

所
へ
遺

っ
て
や

っ
た
が
、

摘
納
す
れ
ば
臨
空
の
穴
う
め
が
で
き
、

う
と
い
う
の
で
あ

っ
た
。
結
局
、
こ
の
養
康
増
額
分
は
、
無
著
臨
空
の
金
額
と
同
一
で
あ
る
。
だ
か
ら
一
隅
建
省
の
官
員
が
一
年
間
、
増
額
分
を

そ
の
翌
年
か
ら
は
増
額
し
て
貰
え
る
こ
と
に
な
る
。
恐
ら
く
薙
正
帝
も
そ
れ
を
期
待
し
た
上
で
の
慮
置

と
思
わ
れ
、
彼
は
養
廉
銀
の
指
納
に
闘
し
て
は
、
も
し
そ
れ
が
甚
し
く
重
荷
で
な
け
れ
ば
承
認
し
て
よ
い
と
思
っ
て
い
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。



同
じ
例
は
他
に
も
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
薙
正
十
年
、
湖
北
巡
撫
の
王
土
俊
が
河
南
山
東
か
ら
の
流
民
を
賑
値
し
た
と
き
、

臣
は
直
ち
に
一
面
に
は
伊
等
の
籍
貫
住
祉
を
査
照
し
、
河
東
督
臣
回
文
鏡
、
山
東
撫
臣
岳
溶
に
密
脅
し
、
知
曾
し
て
接
牧
安
挿
せ
し
め
、

冊
開
せ
る
大
小
名
数
を
按
照
し
、
逐
名
に
各
ヒ
路
費
を
給
し
、
員
に
委
し
て
分
起
護
迭
し
、
出
境
せ
し
め
た

面
に
は
自
ら
養
療
を
掴
し
、

り
。
(
務
正
十
年
十
一
月
初
三
日
奏
)

と
い
っ
た
の
に
封
し
、
薬
正
帝
は
珠
批
を
輿
え
て
、

(
珠
批
)
欣
悦
し
て
こ
れ
を
寛
た
り
。
料
理
殊
に
嘉
す
べ
き
の
至
り
に
属
す
。

と
満
足
の
意
を
現
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
る
と
こ
こ
に
起
る
疑
問
は
、
同
じ
絵
奥
で
あ
り
な
が
ら
、
俸
工
の
摘
納
は
禁
止
さ
れ
、
養
擦
の
損
納
な
ら
ば
承
認
さ
れ
る
と
い
う
矛
盾
で

あ
る
が
、
こ
れ
に
は
大
い
に
理
由
が
あ
る
。
即
ち
俸
工
銀
は
官
役
の
大
小
に
従
い
、
金
額
に
差
等
は
あ
る
が
全
部
に
亘
っ
て
支
給
さ
れ
る
。
こ

れ
に
反
し
養
廉
銀
は
官
員
に
限
り
、
し
か
も
繁
劇
な
る
職
務
に
謝
し
て
の
み
、
重
貼
的
に
支
給
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
故
に
俸
工
銀
の
担
摘
は
下

層
へ
行
く
ほ
ど
そ
の
損
害
が
大
き
く
感
ぜ
ら
れ
る
筈
で
あ
る
が
、
養
廉
銀
な
ら
ば
も
し
一
繭
建
巡
撫
劉
世
明
が
建
議
し
た
よ
う
に
、
如
摘
さ
れ
た

と
し
て
も
、
そ
れ
は
養
廉
銀
を
受
け
て
い
る
大
官
た
ち
だ
け
の
こ
と
で
、
養
簾
の
な
い
者
に
は
波
及
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
養
廉
銀
の
性

ー
質
は
、
上
へ
行
く
，
ほ
ど
厚
い
と
い
う
特
殊
な
性
質
の
給
輿
な
の
で
、
上
層
の
大
官
等
が
事
あ
る
場
合
に
摘
納
す
る
ζ

と
は
、
寧
ろ
首
然
の
こ
と

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

← 21一

五

結
び
l
俸
工
銀
の
比
重

地
方
各
省
の
俸
工
銀
が
全
部
で
ど
れ
程
の
額
に
上
っ
て
い
た
か
、
乾
隆
以
前
の
曾
典
に
は
そ
の
記
載
が
な
い
。
嘉
慶
曾
具
に
よ
る
と
、
各
十

二
、
戸
部
尚
書
侍
郎
職
掌
、
俸
食
の
僚
に
各
省
の
額
支
官
俸
役
食
銀
の
数
が
列
摩
し
て
あ
り
、
伊
撃
を
除
い
た
中
園
本
部
及
び
東
三
省
の
線
額

は
百
九
十
一
高
絵
雨
で
あ
り
、
光
緒
曾
典
谷
十
九
、
歳
出
之
款
十
有
五
の
う
ち
、
五
日
俸
食
之
款
に
翠
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
百
八
十
寓
徐

267 
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雨
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
嘉
慶
十
入
年
か
ら
光
緒
二
十
二
年
ま
で
、
八
十
年
徐
り
た
つ
が
、
そ
の
間
俸
工
銀
は

時
代
や
物
質
の
費
動
に
伴

つ
て
の
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
が
な
く
‘
た
だ
官
役
の
定
員
の
増
減
に
従

っ
て
、
多
少
の
愛
動
が
見
ら
れ
る
だ
け
だ
と
い
う

事
買
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
推
測
さ
れ
る
の
は
、
前
に
も
述
べ
た
如
く
、
全
盟
。
線
額
は
、
一
雄
正
時
代
に
お
い
て
も
あ
ま
り
嬰
っ
て
い
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
果
し
て
然
り
と
す
れ
ば
、
薙
正
二
年
の
賦
銀
牧
入
は
、
二
千
六
百
三
十
六
高
徐
南
な
の
で
、
俸
工
銀
約
百
九

十
高
雨
は
、
そ
の
約
七
%
に
嘗
る
。
そ
し
て
そ
の
大
部
分
が
揖
納
と
い
う
名
で
藩
司
の
手
許
に
如
存
さ
れ
、
地
方
の
公
費
と
い
う
名
目
で
、
主

と
し
て
総
督
巡
撫
な
ど
の
自
由
に
な
る
金
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。

の
み
な
ら
ず
、

昔
か
ら
の
酷
般
に
抵
補
す
る
と
い
う
名
目
で
あ
り
な
が

ら
、
買
際
は
少
し
も
魅
依
の
穴
う
め
に
使
わ
れ
ず
に
、
別
の
所
に
流
用
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

銀
百
九
十
高
南
は
嘗
時
と
し
て
は
相
官
の
大
金
で
あ
る
。
併
し
こ
れ
も
考
え
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
卒
均
す
れ
ば
一
省
あ
た
り
約
九
高
南
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
富
時
、
こ
れ
と
比
べ
も
の
に
な
ら
ぬ
巨
額
な
銀
が
、
租
税
と
卒
行
し
て
、

し
か
も
表
へ
出
な
い
で
裏
か
ら
裏
へ
流
れ
て
い
た
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の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
巡
撫
の
俸
銀
は
年
百
五
十
五
南
で
あ
る
が
、
羅
正
三
年
、
河
南
巡
撫
で
あ
っ
た
田
文
鏡
の
言
に
よ
れ
ば
、

査
接
す
る
に
河
南
巡
撫
任
内
一
年
、
あ
ら
ゆ
る
各
項
の
阻
例
、
二
十
高
雨
に
下
ら
ず
。

(
薙
正
三
年
正
月
二
十
四
日
奏
)

四
年
徐
り
在
任
し
た
前
任
者
、
楊
宗
義
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

り
本
俸
の
一
千
倍
以
上
の
賄
賂
が
入
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
身
分
の
人
に
は
本
俸
を
全
部
吐
き
出
し
て
も
一
向
に
痛
淳
を
感
じ

と
あ
り
、
こ
れ
は
康
照
末
年
か
ら
薙
正
元
年
初
に
か
け
て
、

つ
ま

な
い
で
す
む
で
あ
ろ
う
。
俸
工
銀
の
担
摘
と
は
、
結
局
こ
の
よ
う
な
人
達
に
よ
っ
て
立
案
さ
れ
貫
施
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
此
等
の

人
の
目
に
は

一
省
の
俸
工
銀
九
高
南
と
い
う
敷
も
、
大
し
た
金
額
と
は
う
つ
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

っ
た
筈
で
あ
る
。
併
し
問
題
は
そ
れ
か
ら
下
の
、

事
賞
、
巡
撫
以
外
の
布
政
使
、
按
察
使
、
知
府
、
知
鯨
と
い
う
有
力
者
に
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
相
嘗
の
賄
賂
、

い
わ
ゆ
る
窮
員
苦
役
で
あ
り
、
別
途
枚
入
の
少
な
い
佐
武
官
、
数
官
、
更
に
下
つ
て
は
工
食

乃
至
は
副
枚
入
が
あ

よ
く
こ
の
間
の
事
情
を
看
破
し
得
た
の
で
あ
り

そ
れ
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
大
き
な
苦
痛
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
薙
正
帝
の
畑
限
が

一
度
始
ま
っ
た
俸
工
銀
担
掲
の
停
止
の
如
き
、
従
来
の
惰
性
に
反
抗
す
る
難
事
は
嘉
正
帝
に

銀
年
六
南
の
街
役
等
に
と

っ
て
は
、



し
て
始
め
て
成
し
え
た
こ
と
で
あ
る
。
矢
張
り
彼
は
父
康
照
帝
が
犯
し
た
放
漫
政
策
の
あ
と
、
そ
の
引
き
締
め
役
を
つ
と
め
た
天
子
で
あ
っ
た
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と
い
え
る
。

①註

工
食
と
い
う
語
は
、
も
っ
と
分
解
す
れ
ば
工
と
食
の
二
つ
に
な
る
。
珠

批
議
旨
・
国
文
鏡
、
指
揮
正
六
年
十
月
二
十
七
日
、
河
東
総
督
と
し
て
の

奏
摺
に
、
思
夫
の
雇
用
に
闘
し
、

今
呑
用
正
項
銭
糧
。
既
給
以
工
。
復
給
以
食
。

と
い
っ
て
い
る
が
、
同
書
・
賀
園
材
、
嘉
正
三
年
九
月
初
一
日
の
奏
摺

Y

」、
院
司
街
門
書
描
件
。
紙
筆
造
冊
。
人
工
飯
食
。
以
及
解
冊
等
質
。

な
る
勾
あ
り
、
工
は
人
工
、
食
は
飯
食
と
引
き
伸
ば
す
ζ

と
が
で
き

，。膏
吏
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
、
清
代
の
膏
吏
と
幕
友
(
東
洋
史
研
究
二
ハ

ノ
四
)
参
照
。

三
班
六
房
。
珠
批
論
旨
・
宜
兆
熊
、
嘉
正
六
年
四
月
十
六
日
奏
摺
中

に
、
六
房
審
吏
、
及
三
班
街
役
。
云
云
の
語
あ
り
、
但
し
と
れ
は
書
更

と
街
役
の
代
表
的
な
も
の
を
取
り
出
し
た
言
い
方
で
、
書
吏
に
は
他
に

承
護
房
、
抄
稿
房
、
線
漕
房
、
線
銀
房
な
ど
あ
っ
た
こ
と
、
清
闘
行
政

法
第
一
下
に
も
見
え
、
街
役
に
は
更
に
多
種
類
あ
る
こ
と
、
下
文
の
表

を
見
れ
ば
分
る
で
あ
ろ
う
。

民
社
に
つ
い
て
。
佐
伯
宮
教
授
、
明
清
時
代
の
毘
祉
に
つ
い
て
(
本
誌

第
十
五
巻
第
四
鋭
)
参
照
。

街
役
の
収
入
。
珠
批
論
旨
・
田
文
鏡
、
指
揮
正
九
年
十
二
月
初
七
日
の
奏

② ③ ④ ③ 

⑤ 

摺
に
、
街
役
の
一
な
る
民
社
に
つ
い
て
、

工
食
之
外
。
事
無
出
食
。
云
云
と
あ
る
が
、
併
し
寅
際
に
は
種
A

の

副
収
入
が
あ
っ
た
。
殊
に
本
官
の
命
を
受
け
差
票
、
卸
ち
出
張
費
明
書

を
持
っ
て
郷
に
下
る
と
、
虎
狼
の
威
を
な
し
て
人
民
を
苦
し
め
た
。

街
役
の
卒
均
給
奥
。
前
項
③
の
引
用
文
の
前
に
、

河
南
司
道
府
鹿
佐
雑
等
街
円
。
共
援
民
社
一
千
一
百
四
十
七
名
。
毎

年
共
支
銀
六
千
八
百
八
十
二
雨
。
山
東
司
道
府
腐
佐
雑
等
街
円
。
共

援
民
壮
三
千
四
百
二
十
四
名
。
毎
年
共
支
銀
二
寓
五
百
四
十
四
雨
。

と
あ
り
、
民
社
の
工
食
は
銀
六
爾
で
あ
っ
た
。
軍
情
桂
芥
の
穎
志
堂
稿
倉

十
一
、
用
銭
不
腹
銀
議
に
、

師
匠
工
一
節
。
園
初
毎
工
。
只
銀
二
三
分
。

と
あ
り
、
銀
二
分
と
す
れ
ば
、
一
年
七
爾
二
銭
徐
で
あ
る
か
ら
、
街
役

の
工
食
銀
六
雨
は
、
ほ
ぽ
卒
債
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
ζ

と
が
分
る
。

併
し
痛
桂
劣
の
頃
に
は
そ
れ
が
既
に
三
・
四
倍
に
増
し
た
と
あ
る
が
、

ζ

れ
ら
を
比
較
し
て
み
て
も
、
道
光
蘇
州
府
志
に
記
す
工
食
は
殆
ん
ど

据
置
-
き
で
あ
っ
た
ζ

と
が
分
る
。

俸
工
銀
の
拘
卒
。
珠
批
識
旨
・
陳
時
夏
、
務
正
五
年
十
一
月
初
六
日
の
摺

奏
に
、
蘇
州
布
政
司
で
行
わ
れ
る
慣
例
に
つ
い
て
、
船
工
俸
薪
雑
項
。

毎
百
拘
卒
二
雨
。
云
云
と
あ
り
、
俸
薪
は
卸
ち
俸
銀
で
あ
る
。
ま
た
同

書
孔
銃
漢
、
薙
正
六
年
二
月
二
十
七
日
の
摺
奏
に
、
甘
粛
布
政
使
の
支

出
方
法
を
述
べ
、
支
放
騨
姑
俸
工
銀
雨
。
毎
百
雨
。
歴
任
有
拘
卒
頭

-23-

⑦ 
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銀
。
一
一
周
至
三
雨
不
等
。
云
云
と
い
っ
て
い
る
。

拘
摘
・
担
問
拘
・
揖
狐
な
ど
は
皆
同
じ
意
味
を
も
っ
。
珠
批
論
旨
・
宜
兆

熊
、
務
正
六
年
三
月
十
日
の
摺
奏
に
、
前
任
替
臣
李
維
鈎
。
於
拘
摘
俸

工
項
下
支
給
。
云
云
と
あ
り
、
ま
た
同
番
貧
叔
琳
、
発
正
二
年
無
日
附

の
摺
奏
に
、
山
間
江
省
の
歴
年
の
崎
空
に
つ
い
て
、
或
以
俸
工
。
相
指
填

補
。
去
一
玄
と
あ
る
。
揖
拘
と
い
う
文
字
は
、
同
番
王
土
俊
、
指
弾
正
六
年

十
月
初
八
日
の
摺
実
に
、
臨
阻
東
省
の
財
政
に
つ
い
て
、
薙
正
二
年
以

① 

前
。

解
部
銭
糧
。
免
卒
短
少
。
奉
部
行
催
之
後
。

郎
絡
通
省
俸
工
抵

補
。
是
以
随
紋
随
完
。
迫
奉
旨
。
俸
工
柴
不
掲
拘
。
云
云
と
い
い
、
ま

た
同
書
紀
成
斌
、
発
正
三
年
二
月
初
一
日
の
箔
奏
に
、
掲
如
俸
銀
。
云

云
の
文
字
を
用
い
て
い
る
。
別
に
問
書
劉
世
明
、
発
正
七
年
六
月
十
六

日
の
摺
奏
中
に
掲
派
の
語
が
あ
り
、
同
書
遜
柱
、
表
正
五
年
三
月
十
九

日
の
摺
奏
に
、
提
解
官
役
俸
工
の
語
を
用
い
て
い
る
の
も
、
み
な
同
じ

事
を
指
す
の
で
あ
る
。

〔
鯨
白
録
〕
可
汗
の
字
音
に
つ
い
て

北
族
の
君
主
を
よ
ぶ
名
の
可
汗
と
い
う
言
葉
は
、
』
守
4
2
M

の
語
を
寓
し
た
字
で
あ
る
こ
と
は
、
突
廠
碑
文
に
よ
っ
て
も
鐙
せ
ら
れ
る
そ
う
で
、
疑
い
な
い

事
寅
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
宋
代
以
後
の
中
国
人
は
必
ず
し
も
そ
う
と
は
考
え
な
か
っ
た
よ
う
で
、
資
治
通
鑑
の
胡
注
に
は
可
の
字
音
に
つ
い
て
、

二
種
類
の
異
っ
た
音
債
を
輿
え
て
い
る
ζ

と
は
注
意
を
要
す
る
。
①
容
七
七
、
景
元
二
年
の
傑
下
、
宋
白
目
。
虜
俗
呼
天
(
子
?
)
気
可
汗
。
可
讃
如
濁
。
②

省
入

O
、
威
寧
三
年
係
下
、
可
今
讃
従
刊
。
入
盤
。
と
あ
る
。
更
に
康
照
字
典
を
見
る
と
、
第
三
の
字
音
が
あ
げ
で
あ
る
。
①
字
奨
補
。
苦
格
切
。
音
克
。
と

あ
り
、
僻
海
に
可
黒
切
。
音
客
。
陪
韻
。
可
汗
讃
如
客
寒
。
と
あ
る
の
は
こ
れ
と
同
系
統
の
説
で
あ
る
。
以
上
の
う
ち
、
①
に
お
い
て
可
を
渇
と
讃
む
の
は
、

遜
史
容
三

O
、
耶
律
大
石
の
穂
鋭
、
葛
見
汗
と
闘
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
日
本
音
ツ
で
終
る
漢
字
が
、
ル
で
彩
る
音
を
篤
す
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
、
逮
耐
用

タ
ツ
マ
↓
ダ
ル
マ
の
例
に
よ
っ
て
知
ら
れ
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
更
に
畜
笹
谷
-
二
五
、
乞
伏
図
仁
の
呼
穏
な
る
総
平
ま
で
湖
り
う
る
か
も
知
れ
ぬ
こ
と
を
推
測

さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

②
の
場
合
、
可
を
刊
と
讃
む
と
、
乙
の
一
字
で
』
曲
ロ
を
表
わ
し
う
る
。
白
鳥
暗
雲
口
博
士
の
東
洋
事
報
第
十
一
省
第
三
醐
叫
に
載
せ
ら
れ
た

有
名
な
論
文
、
可
汗
及
可
敦
格
競
考
に
よ
る
と
、
元
朝
秘
史
に
お
い
て
は
農
と
合
容
の
二
字
の
代
り
に
、
合
の
一
字
で
す
ま
す
場
合
が
あ
る
そ
う
で
あ
る
が
、

乙
の
場
合
は
、
合
は
可
の
例
の
よ
う
に
『
田
口
と
設
音
さ
せ
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
す
る
と
可
汗
の
語
は
寅
は

A
E
T
r同
ロ
の
音
を
篤
し

た
ζ

と
に
な
る
c

こ
れ
は
一
一
世
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
や
は
り
一
設
の
如
く
、
可
汗
は
大
皇
帝
、
汗
の
汗
、

ω}出
ra同ロ・
ωゲ白
y
H
C
口
問
。
問
問
E
m印
の

意
味
で
は
な
か
「
た
か
。
但
し
か
く
解
す
る
に
は
複
数
所
有
格
の
語
尾
が
省
略
さ
れ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
の
よ
う
な
用
法
が
許
さ
れ
た
か
ど
う
か

も
検
討
を
要
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
関
宮
岡
氏
関
宮
四
回
を
箪
犯
関

E
m
と
呼
ぶ
こ
と
は
賓
際
に
い
く
ら
も
起
り
う
る
こ
と
で
、

ζ

乙
で
の
問
題
は
も
っ
ぱ
ら
字

義
の
貼
に
存
す
る
。

と
ま
れ
可
と
い
う
文
字
の
表
わ
す
音
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
設
が
あ
る
と
い
う
ζ

と
は
、
』
釦
ロ
は
』
釦
「
白
ロ
の
省
略
だ
と
し
て
簡
単

に

片

付

け

る

通

説

を

、

も

う

一

度

再

検

討

さ

せ

る

材

料

に

な

る

の

で

は

な

い

か

と

思

う

。

〔

宮

崎

〕
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