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清
朝
軍
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八
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・
紙
管
制
の
経
済
的
基
盤
を
中
心
と
し
て
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清
朝
岡
家
機
力
の
構
造
・

形
態
を
引
事
的
側
面
よ
り
概
括
す
る
と
、
消
朝
創

J
i

以
来
の
親
術
軍
と
し
て

の
八
旗
丘
(
と
、
明
朝
術
所
軍
を
綴
承
し
て
編
成
し
た

仙川
兵
事
と
し
て
の
約
肱
丘
一
と
を
中
核
と
し
て
、
そ
れ
を
民
間
治
安
機
構
と
し
て

の
保
川

γ
剛山問
符
で
耐
強
す
る
開
制
を
取
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な

鰹
制
を
取

っ
た
理
由
は
、
前
例
が
征
服
王
朝
で
あ
る
故
、
仲
附
兵
革
を
監
嗣
す
る

親
術
軍
を
必
要
と
し
た
た
め
で
あ
る
が
、
打
態
は
泊
朝
濁
裁
君
主
の
再
一
二
に
渉

る
ペ
ト
制
強
化
策
に
も
拘
ら
ず
、

そ
の
役
割
を
十
分
果
し
得
ず
、
軍
の
主
力
が
傭

兵
箪
に
移
行
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
た
。

し
か
る
に
そ
の
傭
兵
草
も
清
末
に
な
る

と
腐
敗
部
孫
し
て
、
そ
れ
に
か
わ
っ
て
郷
到
の
よ
う
な
地
方
策
酬
の
成
去
を
み

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
過
を
ふ
ま
え
つ

つ、

こ
こ
で
は
消
明
軍
制
が
曲

り
な
り
に
も
そ
の
機
能
を
殺
悔
し
て
い
た
清
初
か
ら
難
正
-
乾
隆
に
至
る
軍
制

史
研
究
の
問
題
駄
を
間
半
説
枚
以
理
を
試
み
な
が
ら
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。
と
こ

ろ
で
消
刺
編
制
の
構
造
を
分
析
す
る
た
め
に
は
、
清
明
間
家
槌
力
構
造
が
、
い

か
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
陀
曾
・
綬
瀦
構
造
に
針
態
し
て
存

在
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
み
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
場
合
、
清
朝

園
家
権
力
桃
造
を
君
主
濁
裁
政
治
に
よ
る
集
極
的
官
僚
僚
制
と
把
握
す
る
こ
と

が
可
能
と
し
て
も
、
そ
れ
の
針
聡
寸
る
枇
曾
・
綬
例
構
造
の
研
究
と
な
る
と
、

現
段
階
で
は
未
だ
十
分
で
な
く
、

こ
の
こ
と
が
閥
家
椎
力
論
研
究
の
阻
害
と
な

っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
与
説
史
的
に
は
、
土
地
所
有
の
槻
貼
か
ら
明
末
清
初
を

①
 

封
建
制
確
立
期
と
考
え
た
小
山
正
明
氏
の
研
究
の
上
に
、
重
田
徳
氏
の
、
難
正

期
の
地
I
銀
制
を
も
っ
て
、
同
家
権
力
が
法
制
的
に
も
地
主
の
土
地
支
配
を
容

認
し
た
と
い
う
研
先
が
許
附
さ
れ
て

い
る
。
更
に
重
田
氏
は
、
自
由
農
民
の
波

荒
川
へ
収
に
よ
る
地
主
の
似
主
化
の
伐
伐
が
あ
り
な
が
ら
も
、

佃
戸
の
地
位
上
昇

に
よ
る
抗
mm
凶
宇
の
故
も
あ
っ
て
地
主
を
し
て
同
友
か
ら
濁
立
し
た
領
主
制
の

①
 

展
開
を
不
可
能
に
し
た
と
考
え
た

U

ま
た
重
田
氏
は
関
家
権
力
と
郷
村
一
服
禽
の

接
貼
と
し
て
の
叫
川
M
を
取
似
し
、
問
主
化
し
な
い
行
政
の
権
力
形
態
を
分
析

し
よ
う
と
した。
。
こ
の
よ
う
な
研
究
成
果
が
一
深
化
し
て
い
く
な
ら
ば
、
清
朝
祉

曾
・
続
減
構
造
の
把
慌
が
容
劾
に
な
り
、
ひ
い
て
は
そ
の
上
部
構
造
と
し
て
の

械
力
機
椛
も
型
論
的
に

M
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
先
述
し
た
如
く
濁
裁
檎
力
構
造
と
は
、
君
主
紅
力
に
よ
る
築
様
的

官
僚
鶴
制
と
規
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
途
行
す
る
た
め
に
は
、
官
僚
制
・
常

附
平
・
財
政
の
集
権
化
を
川
る
必
要
が
あ
っ
た
。
ま
た
理
念
的
に
も
王
朝
支
配

を
正
笛
化
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
清
朝
濁
裁
者
主
が
「
普
天
、

王
土
に
あ
ら
ざ
る
は
な
し
」
と
の
ベ
、
ま
た
全
人
民
を

「
赤
子
」
と
よ
び
、
名

代
と
し
て
の
宵
僚
に
人
民
の
統
治
を
委
任
す
る
形
態
を
と
っ

た
こ
と
に
あ
ら
わ

れ
て
い
る
つ
更
に
本
来
君
主
の
私
的
車
隊
と
し
て
の
常
備
軍
で
あ
っ
た
が
、
封

建
領
主
と
こ
と
な
っ
て
軍
隊
の
私
有
化
を
行
な
わ
ず
、
あ
く
ま
で
王
朝
槌
力
の

郎
兵
軍
た
る
性
格
を
有
し
て
レ
た
。
清
明
君
主
他
力
の
財
政
は
、
内
務
府
管
轄

の白
黒豆
財
政
と
、

戸阿
部
管
制
相
の
闘
家
財
政
と
か
ら
な
り
た
っ
て
お
り
、
そ
の
収

入
山
は
取
な
と
の
一
場一口
一
銭
金
・
海
閥
等
の
閥
税
・
地
了
銀
等
の
税
賦
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
財
政
的
に
み
て
も
君
主
白
身
が
全
闘
最
大
の
地
主
で
あ
り
富

裕
家
で
あ
り
、
そ
の
名
代
と
し
て
の
官
僚
も
亦
、
地
主
階
級
に
依
接
し
て
お

-110-



111 

り
、
こ
こ
に
君
主
を
頂
貼
と
す
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
形
の
地
主
園
家
が
形
成
さ
れ
之

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
君
主
権
の
強
化
と
中
央
集
権
化
を
推
進
す
る
た

め
に
は
、
公
の
名
の
も
と
に
地
主
の
私
的
支
配
を
抑
制
し
、
そ
れ
に
違
反
す
る

者
は
厳
罰
に
廃
し
た
。
こ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
官
僚
が
軍
開
化
す
る
の
を
極
力

警
戒
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
官
僚
が
軍
開
化
す
る
震
に
は
、
そ
れ
自
身

封
土
を
所
有
し
、
軍
事
機
・
行
政
権
・
財
政
権
を
掌
揮
す
る
必
要
が
あ
っ
た

が
、
中
闘
で
は
宋
朝
以
降
そ
れ
を
阻
止
す
る
儒
制
が
確
立
し
て
く
る
。
す
な
わ

ち
清
朝
に
お
い
て
は
傭
兵
軍
の
指
揮
権
は
文
官
で
あ
る
督
撫
に
蹄
し
、
ま
た
回

避
の
制
に
よ
っ
て
官
僚
の
土
着
化
を
さ
け
る
な
ど
の
慮
置
が
と
ら
れ
た
。
た
だ

宋
以
降
に
お
い
て
も
封
建
領
主
化
の
傾
向
が
皆
無
で
は
な
く
、
萌
芽
的
に
存
在

し
て
い
た
と
い
う
研
究
も
あ
り
、
特
に
そ
れ
を
明
代
に
務
達
し
た
術
所
制
1

世

襲
的
軍
戸
制
に
み
て
い
旬
。
し
か
し
こ
の
場
合
も
濁
裁
君
主
に
よ
る
集
権
的
弱

裁
政
治
の
一
翼
に
く
り
こ
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
封
建
化
が
解
消
し
て
い
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
c

清
朝
は
入
閥
前
の
八
旗
制
度
に
お
い
て
は
諸
王
の
合
議
制
を

取
っ
て
お
り
、
細
谷
氏
は
こ
れ
を
族
制
的
性
格
を
附
有
す
る
封
建
的
な
支
配
機

構
と
規
定
し
、
そ
れ
が
入
闘
後
、
明
王
朝
を
綴
承
し
て
存
在
す
る
濁
裁
君
主
楼

の
下
に
統
属
さ
れ
る
官
僚
的
支
配
機
構
に
愛
遷
し
た
が
、
そ
の
契
機
を
な
し
た

重
要
な
改
革
と
し
て
、
務
正
二
年
の
諸
王
宗
室
の
槽
力
基
盤
で
あ
っ
た
佐
伯
肌

④
 

が
、
皇
帝
の
統
嵐
に
編
成
さ
れ
た
時
貼
を
あ
げ
て
い
ら
れ
る
。
以
上
の
検
討
を

通
じ
て
、
五
日
々
は
清
朝
国
家
権
力
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
下
部
構
造
に
お
い
て
封

建
的
な
土
地
所
有
制
が
存
在
し
て
、
こ
れ
が
落
正
期
に
は
法
制
的
に
も
確
立
し

て
お
き
な
が
ら
、
そ
の
上
部
構
造
に
お
い
て
は
、
濁
裁
君
主
に
よ
る
集
権
的
官

僚
鰭
制
が
指
向
さ
れ
て
い
た
過
程
に
注
目
し
た
。
傭
丘
(
軍
は
こ
の
よ
う
な
濁
裁

君
主
権
力
を
擁
護
す
る
も
の
と
し
て
設
置
さ
れ
た
。
し
か
し
済
制
の
場
合
は
征

服
王
朝
な
る
故
、
親
衛
軍
を
設
置
し
て
傭
兵
寧
を
葱
制
す
る
と
い
う
複
雑
な
形

態
を
取
っ
て
い
た
貼
、
更
に
は
こ
れ
ら
二
重
構
造
の
軍
制
が
祉
曾
経
済
の
獲
化

に
封
臆
し
て
曲
変
質
し
て
い
っ
た
貼
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
来
の
事
読
史

を
展
望
す
る
時
、
八
旗
・
線
晶
画
雨
制
の
個
別
研
究
は
存
在
し
て
も
、
そ
の
相
関

関
係
を
検
討
し
、
類
似
の
現
象
を
摘
出
し
て
清
朝
軍
制
史
の
全
鰻
像
を
描
き
出

せ
な
か
っ
た
の
も
一
つ
に
は
個
別
研
究
の
問
題
意
識
を
理
論
的
に
構
築
す
る
作

業
が
、
そ
れ
ほ
ど
深
化
し
て
い
な
か
っ
た
黙
に
あ
ろ
う
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
ま

ず
、
八
旗
・
緑
営
雨
制
の
研
究
段
階
と
問
題
貼
を
提
示
し
、
次
に
今
後
の
研
究

方
向
を
検
討
し
よ
う
。

一

八

旗

制

研

究

九
八
旗
制
に
お
け
る
旗
地
に
つ
い
て
鰻
系
的
な
研
究
を
試
み
ら
れ
た
の
は
、
周

藤
士
口
之
氏
で
あ
る
。
周
藤
氏
は
「
清
朝
初
期
に
於
け
る
投
充
と
其
の
起
恥
」
に

お
い
て
、
民
人
は
清
朝
直
属
の
内
務
府
及
び
旗
人
の
勢
力
あ
る
も
の
に
、
所
謂

帯
地
投
充
を
行
な
っ
て
、
自
己
の
土
地
を
旗
地
に
入
れ
、
そ
の
耕
作
権
を
確
保

す
る
と
共
に
、
そ
の
地
の
賦
税
及
び
丁
銀
の
負
揺
を
菟
れ
よ
う
と
し
た
。
民
人

は
八
旗
に
投
じ
て
旗
地
の
荘
頭
・
伯
戸
等
に
充
て
ら
れ
た
と
説
明
さ
れ
る
。

⑤
 

「
消
初
に
於
け
る
闘
地
と
旗
地
縄
量
と
の
閥
係
」
に
お
い
て
、
清
朝
は
八
旗
の

た
め
北
京
の
周
園
四
百
里
内
に
お
い
て
園
地
し
て
壮
丁
に
旗
地
を
分
給
し
て
そ

の
俸
制
に
代
え
た
。
畿
輔
の
多
く
の
州
豚
に
お
い
て
は
順
治
の
初
め
に
八
旗
壮

丁
毎
に
六
附
を
支
給
し
て
い
た
が
、
順
治
七
年
以
後
は
、
各
壮
丁
よ
り
一
附
を

退
出
さ
せ
た
。
そ
の
理
由
は
旗
地
が
不
足
し
た
か
ら
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
潅
正

・
乾
隆
以
後
旗
人
の
生
計
の
窮
乏
を
促
進
さ
せ
た
。
「
消
初
に
於
け
る
畿
輔
旗

⑤
 

地
の
成
立
過
程
」
で
は
、
入
闘
前
に
お
い
て
は
、
宗
室
及
び
内
務
府
に
は
荘
田

を
構
成
し
て
分
扇
さ
せ
、
一
般
の
旗
人
に
は
妊
了
毎
に
地
六
附
乃
至
五
耐
を
分

給
し
、
壮
丁
毎
に
官
糧
を
徴
し
傍
役
を
課
し
て
い
た
。
入
閥
後
は
壮
丁
毎
に
官

糧
を
徴
し
俗
役
を
課
す
こ
と
を
停
止
し
た
。
旗
地
は
枇
了
の
数
に
よ
っ
て
分
給
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さ
れ
た
の
で
、
八
旗
官
兵
の
間
に
お
け
る
土
地
の
分
配
は
頗
る
不
公
卒
で
あ
っ

た
。
燥
地
は
、
殿
照
中
頃
以
後
、
奴
隷
耕
作
に
代
っ
て
佃
戸
の
耕
作
が
行
な
わ
れ

る
よ
う

ιな
る
と
、
協
以
下
に
お
け
る
佃
櫛
の
保
設
が
重
大
な
問
題
と
な
る
。
す

な
わ
ち
肱
地
の
租
戸
、
印
ち
佃
戸
を
し
て
地
主
の
政
人
と
契
約
を
結
ば
せ
て
そ

の
組
加
を
U

止
め
出
に
之
を
哨
損
さ
せ
な
い
よ
う
に
さ
せ
た
。
「
消
初
に
於
け
る

@
 

畿
輔
の
険
加
問
地
に
就
い
て

」
で
は
綬
補
地
に
お
け
る
賦
税
徴
収
に
つ
い
て
論
及

さ
れ
、
排
拙
正
抑
制
の
寄
庄
寄
織
の
改
革
・
代
徴
移
解
の
法
に
つ
い
て
の
ベ
た
。
こ

れ
ら
の
改
革
の
目
的
は
、
般
補
地
に
お
い
て
佃
戸
の
租
銀
の
徴
的
刊
を
確
保
す
る

と
共
に
被
同
民
人
、
印
ち
業
主
の
噌
租
奪
回
を
防
止
し
て
耕
作
権
の
保
説
を
計

る
こ
と
が
重
要
な
問
題
と
さ
れ
た
。「
清
朝
中
期
に
於
け
る
旗
地
の
小
作
閥
係
」

は
、
乾
降
年
間
に
作
成
さ
れ
た

〈
戸
部
地
畝
檎
冊
〉
に
基
づ
き
分
析
さ
れ
、
乾

隆
期
に
お
け
る
畿
輸
政
地
時
多
く
佃
戸
に
よ
っ
て
耕
種
さ
れ
、
小
作
料
は
金
納

⑤
 

で
あ
っ
た
と
い
う
。
「
消
代
前
期
に
於
け
る
八
旗
の
村
落
制
」
で
は
、
入
閥
後
、

旗
人
は
城
内
に
住
ん
で
、

村
務
に
は
荘
頂
・
家
人
を
遣
わ
し
て
土
地
を
耕
作
さ

せ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
跡
、人

・
所
、
人
を
一
般
に
し
て
保
甲
を
編
成
さ
せ
、

屯
披
什
雌
と
保
甲
・
郷
長
と
も
協
同
さ
せ
て
、
旗
人
の
皿
作
を
犯
す
も
の
を
稽
祭

さ
せ
た
。
ま
た
荘
屯
に
は
屯
毎
に
屯
掛川
川
怖
を
設
け
た
が
、
こ
れ
が
縫
正
期
に
な

る
と
保
甲
に
倣
っ
て
新
た
に
獅
長
や
領
催
を
選
ば
せ
、
そ
の
下
に
屯
目
を
新
設

し
た
。
乾
隆
期
に
な
る
と
旗
荘
は
幾
つ
か
の
牌
に
編
成
さ
れ
た
。
以
上
周
藤
論

文
は
消
初
に
お
け
る
旗
地
の
問
題
に
闘
し
て
詳
細
な
分
析
を
さ
れ
、
八
旗
制
研

究
の
端
絡
を
聞
か
れ
た
が
、
こ
こ
で
提
示
さ
れ
た
幾
つ
か
の
間
題
を
更
に
設
展

さ
せ
た
研
究
が
あ
る
。
旗
回
、泌
氏
は
「
中
園
の
土
地
改
革
と
土
地
所
有
の
諮
型

@
 

態
」
に
お
い
て
、
旗
地
を
官
人
的
土
地
所
有
の
典
型
と
し
、
旗
地
の
所
有
者
た

る
旗
人
は
、
土
地
か
ら
遊
離
し
て
都
曾
で
生
活
し
、
た
だ
荘
頭
を
通
じ
て
佃
戸

か
ら
地
代
を
取
り
、
そ
れ
を
消
費
す
る
だ
け
の
存
在
で
あ
り
、
土
地
所
有
者
・

地
代
取
得
者
と
い
う
よ
り
も
翠
な
る
貢
納
の
取
得
者
と
し
て
あ
り
、
そ
の
都
曾

生
活
の
必
要
上
、
金
納
を
強
制
し
た
。
更
に
旗
地
の
所
有
者
が
地
代
徴
収
機
構

か
ら
遊
離
し
た
た
め
、
旗
地
の
内
部
に
お
け
る
土
地
閥
係
は
、

官
人
封
佃
戸
と

い
う
単
純
な
も
の
で
な
く
、
首
然
多
係
な
分
化
を
生
じ
た
。
更
に
こ
の
こ
と
は

佃
戸
が
地
主
化
し
た
場
合
に
、
そ
の
小
作
人
(
租
戸
)
か
ら
取
り
立
て
る
地
代

の
形
態
を
制
約
し
、
金
約
地
代
が
成
立
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
決
し
て
自
由
な

契
約
的
形
式
に
よ
る
も
の
で
な
く
官
人
的
支
配
よ
り
生
れ
た
自
由
で
あ
る
と

し
、
小
作
人
の
向
上
の
な
い
と
こ
ら
に
公
納
地
代
が
も
ち
こ
ま
れ
た
こ
と
は
、

結
果
と
し
て
は
小
作
人
の
よ
り
以
上
の
困
難
を
招
く
と
結
論
す
る
。
こ
こ
で
旗

田
氏
は
旗
地
に
お
い
て
は
旗
人
|
荘
頭
佃
戸
に
到
る
地
代
の
金
納
化
が
宵
現

し
て
い
た
鮎
に
注
目
さ
れ
、
そ
れ
は
旗
人
が
都
禽
で
の
消
費
生
活
の
必
要
上
、

農
民
に
強
制
し
た
も
の
で
、
決
し
て
段
民
局
の
向
上
に
役
立
つ
も
の
で
な
い
と

指
摘
さ
れ
た
が
、
少
く
と
も
畿
舗
に
お
い
て
は
、
都
留
と
旗
地
を
一
慢
化
す
る

貨
幣
使
用
に
よ
る
流
布
旭
川
町
済
が
、
金
納
地
代
成
立
の
基
盤
と
な
っ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
共
に
阪
田
氏
自
'身
が
分
析
さ
れ
た
華
北
に
お

い
て
は
、
大
土
地
所
有
者
は
地
代
取
得
者
化
せ
ず
に
自
家
絡
鐙
を
す
る
富
山
民
と

し
て
あ
ら
わ
れ
、

零
細
貧
農
は
小
作
化
せ
ず
に
富
伐
に
使
わ
れ
る
居
決
と
な
る

こ
と
、
従
っ
て
小
作
閥
係
は
未
設
還
で
あ
り
、
小
作
の
中
に
血
ハ
小
作
を
相
嘗
含

ん
で
い
る
黙
を
指
摘
さ
れ
た
が
、
こ
の
富
農
経
営
と
典
小
作
の
閥
係
を
歴
史
的

範
時
と
し
て
把
握
し
考
察
す
れ
ば
、
旗
地
経
済
の
質
態
は
よ
り
明
ら
か
に
な
ろ

う
。
さ
て
消
初
に
お
け
る
畿
輔
旗
地
の
成
立
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
解
明
し
た
周

藤
論
文
を
受
け
て
、
難
正
|
乾
隆
年
聞
に
お
け
る
旗
地
崩
壊
防
止
の
た
め
の
諸

政
策
の
う
ち
、
主
と
し
て
旗
地
の
典
買
に
針
す
る
政
策
に
重
鮎
を
あ
て
て
論
及

さ
れ
た
の
が
、
石
橋
秀
雄
氏
の
「
清
朝
中
期
の
畿
輔
旗
地
政
筑
」
で
あ
る
。
氏

は
畿
輔
旗
地
鼠
墳
の
原
因
と
し
て
、
付
支
給
嘗
初
よ
り
内
蔵
さ
れ
た
制
度
上
の

。，u
句

A
唱

A
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敏
陥
同
人
口
増
加
に
伴
う
支
給
地
の
不
足
国
旗
地
内
部
に
お
け
る
耕
作
閥

係
の
嬰
化
同
旗
人
の
生
活
的
な
者
修
と
堕
落
の
四
項
を
考
え
、
そ
れ
ら
の
相

関
関
係
の
中
に
お
い
て
旗
地
崩
壊
の
兆
が
旗
地
典
買
の
形
と
な
っ
て
具
種
的
に

あ
ら
わ
れ
、
重
要
な
政
治
的
問
題
に
護
展
し
て
い
っ
た
と
い
う
。
清
朝
政
府
は

旗
地
典
買
が
八
旗
制
を
崩
壊
さ
せ
る
原
因
で
あ
る
こ
と
を
察
知
し
て
い
た
の

で
、
清
初
よ
り
し
ば
し
ば
典
資
禁
止
令
と
回
闘
を
行
な
っ
た
が
放
果
は
な
か
っ

た
。
乾
隆
年
間
の
民
典
旗
地
の
団
関
も
、
畿
輔
旗
地
白
髄
の
所
有
業
主
権
を
官

叉
は
富
裕
旗
人
に
よ
っ
て
確
保
し
、
そ
の
鴎
壌
を
防
止
す
る
こ
と
に
は
役
立
っ

て
も
、
貧
窮
旗
人
救
済
の
抜
本
的
な
封
策
と
し
て
は
放
果
は
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
政
府
は
入
官
旗
地
を
公
産
地
と
し
て
官
に
よ
っ
て
業
主
権
を
保
持
し
荘
頭
に

管
理
さ
せ
て
召
佃
輪
租
さ
せ
た
り
、
奮
旗
人
に
耕
種
さ
ぜ
て
徴
租
を
行
な
い
、
そ

れ
を
貧
乏
兵
了
救
済
の
費
用
に
あ
て
た
。
こ
の
官
地
耕
種
の
佃
戸
の
下
に
は
賞

際
耕
作
に
溜
る
花
戸
が
あ
っ
て
、
佃
戸
は
そ
れ
ら
花
戸
か
ら
徴
租
し
て
官
租
を

納
め
、
そ
の
徐
潤
を
も
っ
て
生
活
の
資
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
旗
人
救
済
の
た

め
の
政
策
は
、
乾
隆
以
降
、
土
地
耕
種
策
よ
り
徴
牧
旗
租
の
旗
入
賞
給
と
い
う

所
謂
給
銀
策
へ
と
鴨
換
し
て
い
っ
た
。
石
橋
氏
は
こ
の
論
文
で
旗
地
崩
壊
の
原

因
が
、
典
寅
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
そ
れ
に
針
す
る
政
府
の
施
策
も
官
や
有

力
旗
人
の
み
の
保
護
に
終
り
も
貧
窮
旗
人
に
は
何
ら
数
果
は
な
く
、
給
銀
策
に

枠
換
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
過
程
を
分
析
さ
れ
た
が
、
旗
地
の
典
賀
が
蔓
延
し

て
い
た
の
は
、
そ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
た
土
地
所
有
・
経
営
構
造
が
あ
っ
た
こ

と
、
更
に
商
品
経
済
の
進
展
に
よ
る
貨
幣
流
通
が
典
型
態
を
容
易
に
取
ら
し
め

た
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
は
に
村
松
一
順
次
氏
は
「
旗
地
の
〈
取
租
冊
楢
〉
お

よ
び
〈
差
銀
問
機
〉
に
つ
い
て
」
の
中
で
、
潅
正
時
代
の
旗
荘
の
年
収
入
の
記

録
簿
を
資
料
と
し
て
、
清
代
の
王
公
動
籍
の
保
有
し
た
旗
地
財
産
に
差
地
と
租

地
の
匿
別
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
前
者
が
満
洲
人
に
よ
る
漢
人
の
政
治

的
支
配
開
始
を
契
機
に
特
檎
身
分
の
象
徴
と
し
て
皇
帝
か
ら
割
嘗
て
ら
れ
た
い

が
ゆ
る
原
額
地
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
射
し
て
、
租
地
は
明
以
来
の

漢
人
枇
舎
の
土
地
私
有
慣
行
、
土
地
自
由
貿
買
慣
行
を
受
け
つ
い
で
他
か
ら
購

入
蓄
積
せ
ら
れ
、
他
へ
小
作
貸
付
せ
ら
れ
た
土
地
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ

@
 

れ
た
。
次
で
「
乾
隆
時
代
下
級
満
洲
貴
族
の
地
ー
産
と
人
丁
」
の
中
で
、
大
爺
X

な
る
満
洲
貴
族
の
所
領
を
検
討
さ
れ
、
関
内
に
あ
る
所
領
の
八

O
%近
く
が
租
地

で
、
呂
町
A

ほ
ど
が
差
地
で
あ
り
、
租
地
か
ら
は
租
銀
・
租
銭
を
、
差
地
か
ら
は

差
銀
・
差
銭
を
徴
牧
し
た
。
そ
れ
で
民
人
が
帯
地
投
充
を
敢
で
し
た
の
は
差
よ

り
租
の
方
が
少
し
高
い
と
い
っ
て
も
民
地
の
小
作
料
よ
り
み
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど

十
分
の
一
に
近
い
低
さ
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
又
、
租
地
の
小
作
人
は
自
身

で
直
接
耕
作
し
な
く
と
も
、
こ
れ
を
鴎
佃
し
て
十
分
な
利
幅
の
第
二
次
小
作
料

を
中
飽
し
え
た
。
こ
の
縛
佃
小
作
人
、
か
永
佃
者
身
分
を
得
た
。
更
に
村
松
氏

は
、
京
内
首
差
人
口
が
土
地
を
輿
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
旗
丁
と
し
て
園
家
の

た
め
に
軍
務
に
つ
き
俸
給
化
し
た
銭
糧
を
受
領
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
閥
東
人

了
の
中
に
は
「
買
頁
人
」
だ
と
か
「
官
制
匠
」
だ
と
か
い
う
軍
役
や
農
業
以
外

の
生
産
従
事
者
が
み
ら
れ
る
こ
と
な
ど
に
注
目
さ
れ
〈
旗
地
や
旗
丁
の
制
度
が

内
容
的
に
形
骸
化
し
、
や
が
て
寅
質
的
に
樹
捕
捜
し
て
い
く
経
路
に
は
:
:
:
自
由

な
漢
入
社
曾
の
市
場
経
済
へ
の
参
加
も
考
え
ら
れ
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い

か
〉
と
の
ベ
将
来
の
研
究
に
期
待
さ
れ
た
。
村
松
氏
は
旗
地
経
管
に
於
い
て
租

地
が
差
地
よ
り
贋
倒
的
に
多
い
こ
と
に
注
目
さ
れ
、
そ
れ
を
旗
地
に
お
け
る
小

作
閥
係
の
展
開
と
み
る
と
共
に
、
小
作
人
以
外
に
商
工
業
者
が
含
ま
れ
て
い
る

貼
か
ら
類
推
さ
れ
て
、
そ
れ
を
市
場
経
済
と
の
閥
連
に
お
い
て
把
握
さ
れ
よ
う

と
し
た
が
、
今
日
旗
地
経
済
を
制
度
史
や
土
地
所
有
の
観
貼
か
ら
だ
け
で
は
把

握
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
貼
か
ら
考
え
て
貴
重
な
示
唆
を
輿
え
て
い
る
も
の
と

思
う
。
こ
の
貼
、
八
旗
経
済
の
愛
質
過
程
を
清
朝
特
権
商
人
の
趨
勢
と
関
連
さ

-113一
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せ
て
論
じ
た
安
部
健
夫
氏
の

1

満
代
に
お
け
る
是
阜
市
の
趨
蜘
」
は
注
目
し
て

よ
い
。
安
部
氏
は
こ
の
論
文
の
中
で
八
航
救
抑
仰
を
目
的
と
し
た
一
辿
の
賞
給
制

に
ふ
れ
て
い
る
リ
す
な
わ
ち
低
利
融
資
金
庫
と
し
て
の
八
旗
公
邸
・
政
諮
問
庫
・

八
統
米
局
・
八
政
銭
局
を
始
め
と
し
て
、
難
正
刺
に
れ
施
さ
れ
た
営
運
生
'
息
銀

雨
等
々
で
あ
る
。
倍
速
生
息
銀
雨
に
つ
い
て
安
部
氏
は
、
こ
れ
を
政
策
面
か
ら

み
て
疑
正
常
の
商
力
利
用
策
と
と
ら
え
ら
れ
る
。

安
部
氏
は
更
に
難
正
朝
に
経

関
活
動
が
躍
進
し
た
設
技
と
し
て
、
牙
行
卸
ち
仲
間
貝
商
の
獄
設
現
象
を
あ
げ
、

特
に
徽
人
・
山
西
の
典
尚
の
活
動
を
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
公
併
を
借
領
し

て
利
般
の
衝
に
任
す
べ
き
商
人
が
、
事
官
上
飽
・
典
の
二
商
に
限
ら
れ
、
少
数

の
例
外
を
除
い
て
殆
ん
ど
典
詰
業
で
あ
っ
た
こ
と
を
指

2

制
さ
れ
た
。
更
に
氏
は

八
旗
丘
(
丁
が
山
伏
落
し
た
理
由
と
し
て
、
そ
の
費
用
の
白
跡
者
俗
、
家
口
の
増

加
、
官
同
物
倒
と
共
に
、
地
畝
終
替
に
笛
る
荘
頭
の
素
質
に
ふ
れ
て
お
ら
れ
る

が
、
こ
こ
が
抗
は
消
刺
に
お
け
る
八
統
波
洛
を
採
る

一
つ
の
鎚
で
あ
る
。
そ
れ

か
ら
安
部
氏
が
注
目
し
た
典
笛
楽
に
み
ら
れ
る
商
業
資
本
の
性
格
の
問
勉
で
あ

る
。
安
部
氏
は
肌
ハ
ん
官
回
数
夜
間
以
の
基
因
と
し
て
一
つ
は
そ
れ
と
針
立
関
係
に
あ
っ

た
行
臨
商
業
の
落
潮
に
つ
れ
て
銭
瀕
し
た
こ
と
、
そ
こ
か
ら
典
笛
業
の
騰
勢
が

謂
わ
ば
、
自
然
増
加
的
に
そ
れ
に
仲
随
し
た
と
こ
ろ
の
一
般
的
な
終
梼
活
動
の

旺
盛
化
で
あ
る
と
さ
ら
り
と
の
べ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
背
景
に
は
、
血
ハ
柏
田
業

が
消
羽
前
期
の
園
家
楢
力
と
結
託
し
た
闘
す
聞
と
の
倣
烈
な
競
争
の
結
果
勝
利
を

牧
め
、
そ
の
地
位
を
奪
っ
て
い
っ
た
経
済
活
動
の
趨
勢
を
み
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
ら
前
則
商
業
資
本
を
軍
の
財
政
と
の
閥
連
で
み
る
な
ら
ば
、
胤
ハ
廿
同
業

が
八
旗
に
叩
肋
興
さ
れ
た
内
情
金
を
M
M
巡
す
る
封
伯
郡
と
し
て
滋
ば
れ
た
こ
と
の
も

つ
意
味
で
あ
ろ
う
。
間
的
制
闘
家
財
政
の
支
出
の
最
大
な
も
の
が
兵
前
で
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
そ
の
巡
債
を
委
託
さ
れ
た
こ
れ
ら
商
業
資
本
の
役
割
は
重
要
で

あ
り
、
こ
の
形
態
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
清
朝
闘
家
機
力
の
性
格
を
把
握

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
こ
ろ
で
商
業
資
本
と
旗
地
経
済
の
つ
な
が
り
を
焦

黙
と
し
て
荊
朝
専
制
問
家
の
桃
浩
を
解
明
さ
れ
た
の
が
石
田
輿
卒
氏
の
労
作

⑪
 

「
満
洲
に
お
け
る
植
民
地
経
済
の
史
的
展
開
」
で
あ
る
。
石
田
氏
は
緒
言
で
清

朝
の
専
制
臥
家
は
、
そ
の
支
柱
た
る
八
旗
(
軍
隊
)
の
給
養
某
一億
と
し
て
特
殊

な
航
地
荘
園
制
度
を
し
き
、
こ
の
荘
阻
の
管
理
者
た
る
荘
一
期
お
よ
び
耕
作
者
た

る
壮
丁
と
し
て
中
闘
木
土
か
ら
移
住
し
て
き
た
漢
人
を
迎
え
た
と
い
う
。
入
閥

後
は
首
都
北
京
を
中
心
に
闘
地
、
か
行
な
わ
れ
畿
輔
旗
地
が
成
立
す
る
が
、
こ
こ

で
も
土
地
を
支
給
さ
れ
た
旅
人
は
都
曾
に
居
住
し
荘
園
の
管
理
は
荘
頭
に
委
任

し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
在
日
川
の
檎
限
が
増
大
し
、
勝
、
地
荘
園
は
質
質
的
に
は
荘
頭

が
運
営

し
て
い
た
コ
こ
の
荘
頭
の
肱
地
で
の
賀
質
的
支
配
が
遂
行
す
る
に
つ

れ
、
問
地
制
は
有
名
無
行
化
し
て
小
作
制
が
惨
透
し
て
い
く
が
、
こ
の
こ
と
は

そ
れ
ま
で
の
壮
丁
を
恭
礎
と
し
た
賦
税
又
は
租
慣
を
徴
牧
す
る
土
地
制
度
よ

り
、
土
地
を
器
防
と
し
た
も
の
に
移
行
し
て
い
く
こ
と
を
示
し
、
こ
の
制
度
の

整
備
さ
れ
た
も
の
が
、
前畑正
朝
に
お
け
る
吹
民
の
紅
叩
地
制
度
で
あ
っ

た
と
い

う
。
然
る
に
旅
地
の
名
目
的
所
有
機
は
、
内
務
府
・
有
力
な
政
人
で
あ
り
、
荘

頭
は
地
主
と
い
っ
て
も
耕
作
械
を
有
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ

た
。
こ
こ
か
ら
荘

頭
は
官
人
の
租
借
入
と
し
て
、氷
山
肌
一
般
を
有
し
て
お
り
官
佃
戸
と
よ
ば
れ
た

J

そ

し
て
現
に
小
作
し
て
い
る
花
戸
(
現
租
戸
)
か
ら
租
を
徴
牧
し
て
い
た
の
で
、

こ
れ
を
包
佃
(
叉
小
作
)
と
よ
ん
だ
。
荘
頭
は
一
方
で
は
流
通
経
路
を
操
作
し

た
り
、
高
利
貸
業
を
な
す
こ
と
に
よ
り
資
本
を
蓄
積
し
て
土
地
経
営
を
行
な
う

が
、
こ
こ
に
荘
一
政
は
名
目
上
の
所
有
権
者
を
合
か
す
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

以
上
が
石
田
氏
の
所
論
の
概
略
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
旗
地
運
営
に
世
田
る
荘
頭

の
役
割
を
設
脱
さ
れ
、
こ
れ
を
流
通
経
済
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
鮎
、

注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。

以
上
の
誇
研
究
は
八
旗
制
度
を
旗
地
経
疎
開
の
構
造
分
析
に
焦
貼
を
あ
て
た
も
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の
で
あ
り
、
こ
の
中
で
旗
地
の
嵐
壌
に
伴
い
貧
窮
旗
人
に
到
し
て
月
飼
を
支

給
す
る
制
度
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
八
旗
壮
丁
の
戸
籍
の
幾
遜
過
程

と
関
連
さ
せ
た
も
の
に
細
谷
良
夫
氏
の
一
連
の
研
究
が
あ
る
。
ま
ず
「
八
旗
審

丁
戸
口
附
の
成
立
と
そ
の
背
景
」
で
は
、
難
正
五
年
の
審
丁
戸
口
町

・
薙
正
十

二
年
の
養
子
関
戸
檎
の
成
立
を
も
っ
て
編
審
さ
る
べ
き
旗
人
の
経
済
的
基
盤
が

旗
地
制
か
ら
月
例
制
へ
移
行
す
る
過
程
に
お
い
て
必
要
な
改
革
ー
で
あ
っ
た
と
い

う
。
こ
の
戸
口
怖
の
設
置
目
的
は
馬
甲
に
抜
補
す
べ
き
枇
了
を
雌
認
す
る
事
で

あ
り
馬
甲
に
挑
取
さ
れ
る
事
に
劃
し
て
給
輿
さ
れ
た
の
が
月
銅
で
あ
る
。
ま
た

薙
正
二
年
の
教
義
兵
創
設
も
同
様
の
目
的
を
も
っ
て
い
た
。
馬
叩
挑
取
か
ら
締

め
出
さ
れ
た
開
戸
・
戸
下
人
手
は
民
同
に
移
し
た
り
、
倉
山
の
看
守
や
総
務
、
丘
(

⑬
 

へ
移
入
さ
れ
た
と
い
う
。
「
清
朝
中
期
の
八
旗
戸
籍
法
の
時
皮
革
」
で
は
、
関
戸

に
は
制
初
よ
り
の
中年
功
を
以
っ
て
戸
籍
上
封
戸
と
し
て
編
審
さ
れ
た
本
来
的
な

開
戸
と
、
難
正
七
年
に
口
刀
戸
と
箇
別
さ
れ
て
見
記
同
案
さ
れ
、
同
十
二
年
の

〈
開
戸
養
子
機
〉
に
編
饗
さ
れ
た
般
身
銭
民
の
袋
形
と
い
う
べ
き
関
戸
が
あ
っ

た
。
し
か
る
に
乾
隆
二
十
一
年
に
は
鮒
身
開
戸
は
全
て
民
知
に
移
入
し
た
こ
と

に
よ
り
乾
降
二
十
九
年
に
な
る
と
、
乾
隆
一
ニ
年
前
の
軍
営
出
力
の
開
戸
を
再
び

男
戸
と
し
て
取
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
。
細
谷
氏
は
こ
れ
ら
一
連
の
戸
籍
改
革

は
、
八
政
制
の
基
本
を
な
す
壮
丁
(
日
刀
戸
)
の
維
持
強
化
を
附
る
こ
と
に
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
薙
正
・
乾
隆
期
に
な
る
と
こ
れ
ら
八
ほ
壮
丁
の
終
済
的
基

盤
で
あ
る
脱
地
は
民
人
に
興
資
さ
れ
、
貧
窮
化
し
た
旗
人
は
訓
練
に
励
ま
ず
腐

敗
町
一HA
が
瀬
市
有
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
針
策
と
し
て
旗
人
に
針
す
る
種
々
の
賞

給
策
が
取
ら
れ
、
ま
た
政
人
を
満
洲
に
鏑
郷
さ
せ
る
策
も
取
ら
れ
た
が
、
さ
し

た
る
放
架
は
な
く
八
版
制
度
は
鼠
擁
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
消
例
溺
裁
君
主
権

力
の
軍
事
的
支
柱
を
動
格
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
結
果
、
乾
隆
期
に
な

る
と
消
朝
は
国
軍
の
主
力
と
し
て
級
品
百
甲山?
を
大
幅
に
増
員
す
る
が
、
こ
の
こ
と

は
清
朝
濁
裁
権
力
の
構
造
に
袋
化
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二

緑

川

管

制

研

究

線
M
E
兵
制
は
清
朝
が
入
隊
後
、
議
明
箪
隊
を
逐
次
改
編
し
て
組
織
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
成
立
笛
初
か
ら
種
々
の
問
題
を
内
臓
し
ぶ
い
た
。
こ
の
聞
の
事
情

に
つ
い
て
は
、
楢
木
野
宣
氏
の
「
創
設
笛
時
の
線
炊
丘
(」
と
「
清
代
の
級
品
富

丘
少
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
格
木
野
氏
は
、
縁
日
旗
丘
一
創
設
期
に
〈
帆
純
一
旗
兵
制
一
史

定
論
〉
を
上
奏
し
た
林
起
訟
の
改
革
意
見
を
史
料
と
し
て
、
級
協
川
町
阜
が
莫
大
な

園
穏
を
曲
目
す
も
、
加
熱
制
の
師
で
あ
っ
た
黙
に
注
目
さ
れ
た
。
ま
た
線
管
丘
(
は
創

立
笛
初
は
捕
盗
の
如
き
任
務
を
課
せ
ら
れ
る
に
止
ま
っ
て
い
た
が
、
三
藩
の
鋭

よ
り
八
旗
兵
を
輔
け
て
一
泊
制
緩
制
箪
の
中
核
と
な
っ
て
く
る
。
と
こ
ろ
で
緑
旗

兵
起
用
の
理
由
は
、
南
方
地
域
の
特
殊
な
地
形
一
気
候
風
土
な
ど
に
も
と
づ
く
も

の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
に
し
て
も
、
根
本
的
に
は
清
朝
悶
有
の
八
旗
兵
の
損
耗

を
極
力
避
け
、
こ
れ
が
混
存
を
問
ら
ん
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
。
こ
れ
に

劃
す
る
線
旗
兵
の
態
度
は
、
積
極
的
な
熱
意
に
よ
っ
て
行
動
し
た
と
い
う
よ
り

も
思
抗
や
要
約
の
た
め
で
あ
っ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
次
に
「
苔
中
闘
の
軍

@
 

除
」
の
中
で
は
、
線
後
軍
は
創
立
筒
初
か
ら
給
削
が
極
め
て
薄
く
、
そ
の
上
将

弁
の
上
前
を
は
ね
る
こ
と
が
甚
し
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
丘
(
は
生
活
に
追
わ
れ

て
訓
練
に
は
専
念
で
き
な
か
っ
た
し
、
強
枇
有
箆
な
も
の
は
肺
応
募
し
な
か
っ
た

と
の
べ
ら
れ
た
。
こ
の
楠
木
野
氏
の
問
一
泊
意
識
を
一
歩
進
め
て
、
級
品
同
兵
制
の

兵
制
に
闘
す
る
矛
盾
を
取
り
あ
げ
、
そ
れ
を
供
出
決
の
原
因
と
さ
れ
た
研
究
が
、

佐
4
木
究
氏
の
「
清
朝
の
軍
隊
と
兵
獲
の
背
景
」
で
あ
る
。
氏
は
〈
清
代
の
級

管
軍
は
、
将
官
に
よ
る
丘
一
飼
の
私
費
化
・
兵
士
の
私
役
化

・
家
了
の
蓄
養
が
一

般
化
し
武
遂
の
法
蹴
れ
、
武
官
の
任
用
は
食
銭
授
受
と
同
族
・
姻
戚
・
家
了
を

軸
と
す
る
私
人
関
係
が
俊
位
を
占
め
、
督
・
繰

・
提
を
頂
鮎
と
す
る
問
的
関
係

、
が
皇
帝
箪
の
中
稲
を
な
し
、
中
阜
の
査
貼
は
私
的
側
係
で
結
ば
れ
た
上
官
と
下
官
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の
馴
れ
合
い
の
中
で
世
間
文
化
す
る
な
ど
、
紹
え
ず
将
官
の
私
的
軍
隊
へ
分
解
す

る
傾
向
を
泊
予
ん
で
お
り
、
ま
た
軍
衣
・
丘
(
探
・
火
部
地
な
ど
の
軍
装
は
、
形
式
上

は
と
も
か
く
行
質
的
に
は
白
緋
で
あ
り
、
生
計
維
持
の
唯
一
の
資
た
る
兵
飼

は
、
そ
れ
ら
軍
装
そ
の
他
の
軍
維
持
費
に
あ
て
ら
れ
る
な
と
、
貨
幣
終
桝
未
設

遠
の
中
の
怖
兵
制
の
快
陥
を
五
呈
し
て
い
る
〉
と
指
摘
さ
れ
た
。
そ
し
て
更
に

武
官
に
よ
る
市
の
私
兵
化
と
は
府
同
・
担
刻
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ

り
着
服
さ
れ
た
兵
削
の
使
途
は
付
公
山
口
家
人
街
役
の
人
件
費
・
却
資
的
賛
同
上

官
へ
の
旧
同
組
・
的
機
的
以
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
前
例
は
そ
の
針
策
と
し
て
こ
れ
ら

間
的
の
名
目
と
な
る
公
貨
や
用
人
質
に
射
し
て
は
、
最
小
限
度
必
要
な
終
費
を

認
め
、
そ
の
川
似
は
空
似
を
も
っ
て
あ
て
ん
と
し
た
。
そ
れ
が
庶
間
一
四
十
二
年

の
親
丁
名
仰
や
、
昨
拙
正
時
代
の
公
費
名
犯
で
あ
り
、
乾
隆
時
代
に
な
る
と
武
臓

に
も
義
康
銀
を
支
給
し
た
。
し
か
し
消
籾
の
こ
の
よ
う
な
財
政
策
に
も
拘
ら
ず

将
官
の
兵
了
に
灯
す
る
知
加
は
そ
の
後
も
紹
え
ず
、
そ
れ
が
兵
了
の
生
計
基
一
盤

を
存
い
兵
竣
の
原
因
と
な
っ
た
と
い
う
貼
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
の
佐
々
木

氏
の
研
究
は
総
管
制
の
矛
盾
を
的
確
に
把
握
さ
れ
て
い
る
が
、
今
後
の
研
究
課

題
と
し
て
は
佐
々
の
矛
盾
を
か
か
え
な
が
ら
も
術
所
制
か
ら
線
符
制
へ
と
特
換

し
て
い
っ
た
明
消
期
の
枇
合
終
演
の
吠
況
に
注
目
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
特

に
佐
々
木
氏
が
〈
貨
幣
綬
情
未
設
遂
の
中
の
傭
兵
制
の
倣
陥
〉
と
の
べ
ら
れ
て

い
る
則
は
問
題
が
あ
ろ
う
。
活
者
の
私
見
で
は
貨
幣
終
隣
鼎
技
連
が
寧
ろ
給
興
髄

系
に
依
存
す
る
拙
卵
管
制
を
成
立
せ
し
め
た
と
考
え
る
。
さ
て
清
代
総
管
制
碗
究

に
お
い
て
も
術
所
制
の
問
題
は
切
り
離
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
と
思
う
の
で
、

そ
の
貼
に
闘
す
る
研
究
を
紹
介
し
よ
う
。
や
は
り
楢
木
野
氏
、
が
、
「
衡
所
の
ゆ

⑬
 

く
え
」
の
中
で
、
そ
の
竣
濯
の
泊
程
を
の
べ
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
要
す
る
に
明

代
初
期
の
屯
田
制
を
経
済
的
基
盤
と
し
、
兵
俊
一
致
の
原
則
を
貫
こ
う
と
し
た

衛
所
制
も
、
中
期
以
降
、
軍
は
募
兵
に
襲
じ
月
糧
を
支
給
し
、
飼
も
屯
外
の
民

賦
に
よ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
召
募
に
よ
る
兵
丁
に
月
簡
を
支
給
す

る
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
の
ま
ま
線
管
軍
一
一
役
示
さ
ー
れ
た

u

か
く
し
て
調
兵
と
養
兵

の
母
胎
と
し
て
の
術
所
の
必
要
は
な
く
な
り
、
漕
運
術
所
を
除
い
て
茨
第
に
裁

叶
十
仇
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
故
山
の
山
川
川
を
み
る
と
、
ま
ず
屯
丁
飢
…
き
術
所
、
か
、

つ
い
で
溜
巡
無
き
術
所
が
裁
汰
さ
れ
、
乾
隆
以
降
は
専
ら
潜
辺
を
司
る
も
の
の

み
と
な
り
、
他
は
い
ず
れ
も
州
燃
に
師
併
さ
れ
て
い
っ
た
。
漕
運
術
所
に
閥
し

て
は
、
連
軍
を
足
的
に
も
質
的
に
も
陥
保
し
、
屯
田
の
百
四
貝
典
質
を
禁
じ
て
維

持
せ
ん
と
し
た
が
、
放
m
ー
は
な
く
、
…
同
末
海
運
の
賊
現
に
よ
っ
て
術
所
は
す
べ

⑩
 

て
裁
汰
さ
れ
た
と
い
う
。
ま
た
星
斌
夫
氏
の
一
連
の
研
究
は
、
清
代
の
街
所
が

明
代
の
遺
制
と
し
て
兵
部
の
管
陪
に
あ
り
な
が
ら
も
、
行
質
上
は
完
全
に
漕
淫

事
業
の
み
を
途
行
す
る
伯
尚
に
妓
湿
し
た
抑
制
過
や
、
そ
の
漕
巡
街
所
に
お
い
て

も
術
所
と
表
一
裂
の
閥
係
に
あ
っ
た
屯
田
が
だ
ん
だ
ん
消
滅
し
、
運
翠
の
牧
入
は

月
慢
に
よ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
運
一
平
が
水
子
を
雇
傭
す
る
シ
ス
テ
ム
が
制
度

化
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
、
ま
た
漕
船
も
官
有
か
ら
民
有
へ
移
行
す
る
傾
向
が
あ

り
、
そ
れ
を
清
代
の
商
業
の
殺
遼
の
結
果
と
し
て
把
摂
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま

た
水
手
が
秘
街
結
枇
と
結
託
し
て
反
枇
命
的
運
動
を
激
化
さ
せ
た
こ
と
等
に
つ

い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
清
代
に
お
け
る
術
所
開
究
は
、
明
代
の

街
所
が
、
清
代
に
入
っ
て
漕
週
一
閥
係
を
除
い
て
裁
汰
さ
れ
た
結
果
、
一
専
ら
潜
巡

術
所
の
構
造
と
そ
の
問
題
貼
に
分
析
が
集
中
し
た
。

し
か
し
吾
々
は
術
所
の
州
豚
蹄
併
に
よ
り
軍
国
が
民
団
に
、
ま
た
軍
籍
が
民

籍
に
移
行
す
る
過
程
に
お
い
て
生
じ
た
問
題
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
術
所
が
昨
阻
止
さ
れ
て
も
軍
民
雨
籍
、
か
混
在
し
て
お
り
、
民
絡
は
民
地
の
銭

慢
で
州
燃
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
軍
籍
は
街
地
の
銭
糧
で
衛
官
の
徴
牧
す
る

も
の
を
言
い
、
そ
の
一
本
化
が
行
現
し
て
い
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
薙
正
帝
は
術
所
武
官
が
管
轄
し
て
い
た
銭
糧
徴
牧
と
管
理
醐
慣
を
文
官

-116ー
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で
あ
る
布
政
司
に
統
一
し
た
。
ま
た
撤
駿
さ
れ
た
衡
所
に
お
い
て
軍
国
を
民
回

に
更
名
す
る
場
合
に
、
軍
民
間
の
賦
額
の
不
均
衡
を
是
正
す
る
た
め
、
軍
国
は

民
団
の
科
則
に
照
し
て
織
糧
さ
せ
た
。
叉
、
軍
国
に
は
際
聞
が
多
い
の
で
丈
量

を
質
施
し
て
摘
裂
し
た
。
ま
た
軍
国
は
民
田
に
照
し
て
〈
給
契
上
税
〉
す
れ
ば

賢
買
を
許
可
し
た
。
こ
こ
に
指
摘
し
た
よ
う
に
明
代
の
術
所
軍
か
ら
清
代
の
緑

省
軍
に
展
開
す
る
過
程
に
於
い
て
、
そ
の
術
所
、軍
の
縦
済
的
基
盤
で
あ
っ
た
軍

屯
田
が
、
難
正
期
に
な
っ
て
よ
う
や
く
解
消
さ
れ
こ
こ
に
始
め
て
線
省
軍
は
給

銅
の
み
に
依
援
す
る
傭
兵
軍
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
漕
運
以
外
の
街
所
の
州
豚
錦
併
の
過
程
で
生
じ
た
問
題
が
、
や
が

て
潜
淫
術
所
に
も
波
及
し
た
欣
態
に
闘
し
て
は
、
星
氏
の
研
究
に
質
議
さ
れ
た

通
り
で
あ
る
。
か
く
し
て
緑
鐙
軍
、
の
ち
に
は
連
軍
に
於
て
も
、
そ
の
家
計
は

自
給
自
足
的
な
屯
旧
制
で
は
な
く
、
王
朝
間
家
に
よ
り
編
成
さ
れ
た
俸
給
傍
系

に
基
づ
く
月
飼
制
に
移
行
し
て
レ
っ
た
。
し
か
る
に
丘
一丁
の
給
輿
は
低
い
上

に
、
将
官
の
拍
刻
も
あ
り
、
到
・
阪
生
計
を
維
持
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
兵
丁
は

生
活
費
を
稼
ぐ
た
め
他
業
に
従
事
し
、
訓
練
に
専
心
し
な
か

っ
た
ο

ま
た
他
業

従
事
の
際
に
、
秘
密
結
吐
と
の
援
制
も
生
じ
、
こ
こ
か
ら
兵
了
の
反
駐
曾
的
巡

動
が
績
毅
し
た
。
同
じ
こ
と
は
、
漕
運
に
お
い
て
運
箪
に
雇
傭
さ
れ
た
水
手
の

場
合
に
も
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
傭
兵
軍
や
漕
巡
業
の
基
底
を
な
す
兵
丁
や
水

手
の
反
一位
命
日
的
運
動
は
、
抗
租
・
抗
糧
巡
動
と
共
に
、
清
朝
権
力
の
土
塁
を
動

揺
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
潅
正
1

乾
降
期
以
降
、
八
旗
寧
よ
り
も
絡
営
箪
が

清
朝
開
制
裁
織
力
の
傭
兵
部
と
し
て
の
任
務
を
帯
び
な
が
ら
も
、
乾
隆
末
か
ら
嘉

慶
に
か
け
て
設
生
し
た
白
淫
教
の
飢
に
際
し
て
、
そ
の
任
務
を
途
行
で
き
な
か

っ
た
理
由
と
し
て
指
衛
官
た
る
将
官
の
腐
敗
墜
落
と
共
に
、
そ
の
指
揮
に
服
従

し
な
い
兵
丁
が
多
数
存
在
し
た
こ
と
も
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
従

っ
て
こ
こ
か
ら
線

脇
田
寧
に
か
わ
る
箪
事
組
織
と
し
て
幽
練
や
郷
勇
の
結
成
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に

な
る
の
で
あ
る
。

以
上
八
旗
・
緑
地
百
と
術
所
に
閥
す
る
研
究
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
八
旗
制
に

お
い
て
は
旗
地
研
究
が
大
学
を
占
め
、
八
旗
軍
制
の
軍
事
的
支
配
機
構
の
組
織

・
機
能
に
つ
い
て
の
碗
究
は
皆
無
に
等
し
い
。
旗
地
研
究

ι於
い
て
は
、
そ
の

構
造
分
析
を
通
し
て
そ
の
枇
曾
経
済
的
段
階
は
か
な
り
明
確
に
な
っ
て
き
て
い

る。
但
し
旗
地
研
究
に
於
て
も
旗
地
が
官
地
で
あ
る
場
合
が
多
い
と
い
う
特
殊
性

に
制
約
さ
れ
て
、

民
地
に
お
け
る
土
地
所
有
段
階
に
迫
感
さ
せ
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
な
る
と
、
旗
地
の
特
質
と
な
る
要
素
を
摘
出
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の

場
合
、
旗
地
の
管
理
者
た
る
妊
頭
の
機
能
・
官
地
に
お
け
る
包
佃
制
・
典
笛
業

を
始
め
と
す
る
商
業
資
本
の
分
析
な
ど
が
研
究
の
指
標
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
か
り
に
旗
地
の
構
造
が
分
析
し
え
て
も
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
構
成
さ
れ
る

八
版
軍
制
の
支
配
機
構
の
組
織
・
機
能
を
明
確
に
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
清
朝

濁
裁
君
主
鰐
制
で
の
八
旗
中
阜
の
役
割
を
歴
史
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な

い
だ
ろ
う
。
次
に
総
管
制
に
お
い
て
は
、
そ
の
経
務
的
基
盤
を
な
す
丘
(
納
の
研

究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
し
、
線
叫
ザ]軍
制
の
軍
事
的
支
配
機
構
の
研
究
も
皆
無
に
等

し
い
。
ま
た
線
管
制
を
研
究
す
る
場
合
、
明
朝
術
所
制
と
の
燐
巡
的
辿
闘
を
分

析
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
漕
迎
術
所
の
問
題
に
の
み
集
中
し
、
軍
事
構

造
の
史
的
展
開
の
考
察
が
な
い
。
明
代
自
給
白
足
的
な
屯
旧
制
に
依
銭
し
て
い

た
術
所
寧
が
、
明
中
期
以
降
月
的
支
給
の
お
募

JL

単
に
袋
溢
し
て
い
っ
た
過
程
に

は
銀
の
流
通
に
よ
る
貨
幣
経
済
の
進
展
・
一
保
縦
法
か
ら
地
了
州
政
制
に
到
る
税

制
及
び
役
制
の
改
革
等
々
の
所
論
明
末
治
初
の
一
般
曾
綬
桝
の
趨
制
引
を
考
慮
す
る

必
要
が
あ
ろ
う
。
更
に
線
営
，百十
制
の
支
配
機
構
を
仲村
官
の
私
的
利
盆
追
求
の
集

固
と
の
み
解
粧
す
る
の
は
誤
か
で
、
そ
の
よ
う
な
要
素
を
含
み
つ
つ
も
、
儒
数

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
粉
飾
さ
れ
て
王
朝
闘
家
の
傭
丘
一
箪
た
ら
し
め
よ
う
と
し
た
種

円

J
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々
の
施
策
も
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
て
こ
の
よ
う
な
問
題
貼
を
考
慮
し

て
、
消
刺
稲
川
刷
研
究
に
闘
す
る
私
案
を
幣
一
川
内
す
ハ
ぱ
次
の
よ
う
に
な
る
う
っ

ま
ず
八
肱
・
給
公
制
の
依
山似
す
る
川
政
的
広
川
知
と
そ
れ
を
支
え
る
枇
品
開
終
倒

的
仰
件
、
史
日い
飼
北
川
川
主
抑
制
で
の

M
h的
凶
同
と
山
例
法
を
分
析
す
れ
ば
、
日
川

例
軍
制
の
歴
史
的
以
附
川
一
石
が
可
能
に
な
ろ
う
。
消
州
制
川
畑
裁
権
力
の
財
政
的
基

盤
で
あ
る
専
門
制

・
税
問
収
入

・
利
引
の
う
ち
、
即
日
制
と
税
闘
政
入
の
占
め

る
比
后
一が
膨
大
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
消
川
別
問
力
は
、
商
栄
資
本
と
の
結

び
つ
き
が
強
固
で
あ
っ
た
貼
に
ほ
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
商
業
資
本
が
、
図

家
櫛
力
に
山
m
Hι
，
c
れ
て
お
の
リ，d，
似
を
川
っ
た
刻
印
ぶ
は
、
山
川
代
腕
政
や
新
交
商
人

・
山
四
尚
人
の
m
附
冗
で
分
析
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
作
機
尚
人
|
開
商

や
典
創
業
が
消
朝
機
力
の
此
設
の
も
と
に
、
八
炊
・
総
符
の
将
官
尉
と
連
抗
し

暴
利
を
占
め
て
い
た

t

兵
例
の
川
一
似
が
、
地
J
鈎

wvLあ
っ
た
に
し
て
も
、

こ

れ
ら

A

開
業
利
潤
の
占
め
る
羽
合
も
無
制
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
剖

合
は
消
末
に
な
る
に
つ
れ
て
噌
大
し
、
太
卒
天
国
矧
に
は
政
府
は
公
然
主
放
金

等
の
商
ぷ
ね
を
徴
的
帆
し、

そ
れ
を
兵
制
に
前
て
る
よ
う
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
先
述
し
た
よ
う
に
符
明
推
正
則
の
地
丁
銀
制
の
成
立
を
も
っ
て
郷

紳
支
配
側
制
が
確
立
し
た
と
ト
う
河
北
は
、
一
枇
耐
け
の
設
肢
を
土
地
所
有
や
税
制

の
仙
波
遜
で
把
据
す
る
な
ら
ば
、
安
宿
な
見
解
で
あ
ろ
う
。
た
だ
明
制
裁
君
主
閑
家

に
お
い
て
は
、
そ
の
郷
糾
支
配
偶
制
の
上
部
構
造
に
、
濁
裁
君
主
と
集
械
的
官

僚
側
制
が
存
在
し
て
い
る
以
上
、
そ
の
相
互
依
存
附
係
を
分
析
す
る
の
で
な
け

れ
ば
、
消
川
別
刷
家
機
力
の
特
質
を
歴
史
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

思
わ
れ
る
。
と
く
に
軍
制
史
の
研
究
に
お
い
て
は
、
そ
の
上
部
構
造
に
係
わ
る

問
題
で
あ
り
、
そ
の
財
政
的
手
段
と
、
そ
れ
を
支
え
た
枇
合
終
滅
的
総
件
が
、

躍
に
地
丁
銭
糧
の
み
に
依
録
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
削
列
断
し
て
、
こ
の
黙
の

分
析
が

一
層
笠
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

攻-一一抑
制判
が
明
中
期
以
降
の
兵
出
分
離
原
則
を
一

mm促
進
し
、
在
地
の
地
主

武
裟
集
幽
を
解
慢
す
る
か
、

mH
家
機
構
の
末
端
に
一
納
入
(
保
甲
制
)
す
る
か
し

て
、
そ
の
む
察
械
を
凡
て
中
央
梢
力
の
側
兵
箪
に
約
街
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ

と
、
更
γ
一附リル木
に
現
わ
れ
た
将
官
の
つい
行(
化
の
傾
向
を
概
度
に
宮
球
し
、
そ
れ

を
防
止
す
る
た
め
の
行
政
的
政
官
(
回
避
の
制
・
軍
律
の
強
化
・
軍
政
質
施
・

職
務
規
定
の
公
布
等
々
)
に
川
山
いし
た
こ
と
は
、
凡
て
備
丘(向
車
を
獅
裁
権
力
に

奉
仕
さ
せ
、
集
梢
的
官
僚
制
の
貨
を
あ
げ
ん
と
す
る
施
策
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は

年
来
売
の
事
件
に
際
し
、
薙
正
帝
が
、
そ
の
弼
劾
の
理
由
と
し
て
、
私
利
私
欲

の
た
め
に
公
を
お
ろ
そ
か
に
し
た
こ
と
を
最
大
の
迎
出
と
し
て
い
る
こ
と
に
端

的
に
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
平
事
細
川
叫
に
お
け
る
集
機
的
憾
制
と
、
商

業
資
本
を
財
政
的
法
一
位
と
し
て
い
る
熱
か
ら
考
え
て
、

治
制
調
裁
機
力
は
、

組

制刻
、主
義
的
政
治
M
M

一，T
V」ハジ
分
に
仙
え
て

い
た
と
一
日
え
る
の
で
は
な
い
か
。
最
後

に
消
制
本
制
史
を
考
察
す
る
場
合
の
目
安
と
し
て
、
簡
箪
な
時
期
区
分
を
し
て

お
こ
う
。
す
な
わ
ち
閥
初
か
ら
難
正
矧
ま
で
の
多
分
に
満
洲
王
朝
の
遇
制
を
残

存
さ
せ
て
お
り
軍
制
に
お
い
て
も
八
脱
が
主
力
で
級
径
を
補
助
部
隊
と
み
な
す

時
期
。
次
に
難
正
・
乾
隆
に
か
け
て
の
濁
救
君
主
の
集
椛
的
官
僚
鰻
制
確
立
へ

の
諸
政
策
に
釣
除
し
て
総
径
が
主
力
と
な
る
時
刻
。
そ
し
て
嘉
度
以
降
の
集
槌

的
官
僚
開
制
の
動
院
に
仲
い
、
回
線
・
郷
勇
等
の
在
地
槍
カ
の
出
国
頭
の
時
期
と

大
別
さ
れ
る
。
こ
こ
に
あ
げ
た
時
期
阪
分
は
あ
く
ま
で
展
望
に
す
ぎ
な
い
の
で

あ
り
‘
い
ず
れ
後
日
、
こ
れ
を
別
詩
的
に
研
究
し
て
、
そ
の
覚
め
を
果
し
た
い

と
思
っ
て
い
る
。

円
註①

小

山

正
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明
末
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文
科
翠
篇
)
」

2

一
九
五
コ
一
。

⑬
楢
木
野
宣
「
歴
史
教
育
」
四
谷
二
銃
一
九
五
六
。

。
佐
々
木
寛
「
祉
曾
文
化
史
皐
」

9

一
九
七
三
。

⑬
槍
木
野
宣
「
東
洋
史
皐
論
集
」
=
一
一
九
五
四
。

⑬
星
斌
夫
『
明
清
時
代
交
通
史
の
研
究
』
所
枚
山
川
出
版
枇

七
一
。
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