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中
園
に
お
け
る
惇
統
的
な
商
人
の
巨
分
は
「
商
買
」
す
な
わ
ち
移
動
商
人
た
る
客
商
と
定
住
小
買
商
人
た
る
坐
買
(
鋪
戸
〉
で
あ
っ
た
。
何

れ
も
商
品
を
み
ず
か
ら
貰
買
す
る
商
人
で
あ
る
が
、
こ
の
外
に
商
人
と
商
人
の
聞
に
立
っ
て
雨
者
を
斡
旋
し
取
引
に
立
曾
う
所
謂
牙
人
が
存
在

①
 

し
た
。
古
く
阻
倫
と
呼
ば
れ
た
牙
人
は
、
五
代
後
唐
の
時
「
在
京
の
市
建
、
あ
ら
ゆ
る
紙
絹
・
餅
斗
・
柴
山
訳
、
一
物
己
上
、
皆
な
牙
人
あ
り
」
、

@
 

宋
初
に

「数
十
年
な
ら
ざ
る
問
、
買
匡
は
自
社
よ
り
彩
し
く
、
固
に
力
む
る
も
の
粗
倫
よ
り
鮮
し
」
と
い
わ
れ
た
如
く
、
唐
宋
聞
に
著
し
く
輩

出
し
た
。
さ
ら
に
南
宋
代
に
入
る
と
、
例
え
ば
江
寧
府
で
「
米
債
低
昂
の
権
、
叉
た
牙
信
の
手
に
倒
持
さ
る
」
と
か
、

1 

二
仲
買
業
へ
の
進
出

ω
業
務
形
態
よ
り
見
た
仲
買
進
出
の
契
機

仰
仲
買
業
の
成
立

ω
牙
人
に
制
到
す
る
課
税

第
三
掌
宋
朝
の
商
業
統
制

結

語

「
客
舟
稀
少
な
れ
ば
債



2 

即
ち
甥
貴
す
。
こ
れ
を
抑
う
れ
ば
則
ち
米
来
た
ら
ず
、
こ
れ
を
醸
せ
ば
則
ち
民
食
に
難
し
む
。
常
卒
績
か
に
数
千
餅
の
み
、
府
直
属
叉
た
齢
積
無

@
 

し
。
官
は
既
に
以
て
卒
を
持
す
る
な
く
、
其
の
権
壷
く
牙
倫
に
出
。
つ
」
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
牙
人
は
物
債
を
左
右
し
、
時
に
は
一
都
市

の
商
品
流
通
を
支
配
し
う
る
賞
力
を
も
っ
に
至
っ
て
い
た
。
宋
代
商
業
史
の
顛
著
な
事
責
と
し
て
牙
人
の
撞
頭
を
拳
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う

一
般
的
に
言
え
ば
、
中
闇
前
近
代
に
お
け
る
流
通
経
済
の
展
開
は
唐
宋
嬰
革
期
を
劃
期
と
し
て
新
し
い
段
階
に
突
入
し
た
。
農
業
生
産
物
の

流
通
搬
大
と
流
通
機
構
の
設
達
が
、
都
市
と
農
村
の
経
済
関
係
す
な
わ
ち
祉
曾
的
分
業
を
設
展
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
宋
代
に
お
け
る
牙
人
撞
頭

の
事
買
も
、
彼
ら
が
仲
介
と
い
う
流
通
機
構
の
結
節
貼
た
る
機
能
を
果
し
て
レ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
背
景
に
祉
曾
的
分
業
の
護
展

が
あ
る
こ
と
を
嘗
然
務
想
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
牙
人
を
考
察
の
劃
象
に
取
り
上
げ
る
と
き
見
落
し
て
な
ら
な
い
の
は
園
家
と
の
関
係
で
あ
る
。
明
清
の
こ
と
で
あ
る
が
、
牙
人
は

@
 

牙
帖
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
、
営
業
樺
、
業
種
、
定
員
な
ど
が
定
め
ら
れ
、
清
代
に
は
徴
税
機
関
の
役
割
を
も
果
し
て
い
た
。
つ
ま
り
明
清
の

牙
人
は
園
家
の
強
い
規
制
を
う
け
、
園
家
の
商
業
政
策
と
深
い
闘
係
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
宋
代
に
お
い
て
は
牙
帖
制
度
が
検
註
さ
れ
て

- 2-

宋
代
の
牙
人
に
つ
い
て
も
園
家
と
の
関
係
を
問
う
必
要
が
で
て
こ
よ
う
。

お
ら
ず
、
明
清
の
牙
人
の
存
在
形
態
と
か
な
り
の
懸
隔
が
あ
る
。
後
世
の
牙
人
と
園
家
の
密
接
な
関
係
を
考
慮
す
る
な
ら
、
そ
の
前
史
と
し
て

ま
た
、
唐
宋
聞
に
お
け
る
流
通
経
済
の
進
展
は
園
家
の
商
業
把
握
の

あ
り
方
を
饗
化
さ
せ
た
。
市
制
の
崩
壊
、

市
易
法
の
施
行
と
挫
折
な
ど
、
宋
朝
の
商
業
政
策
上
重
要
な
問
題
は
こ
の
時
期
に
お
こ
っ
て
い
る
。

宋
代
の
牙
人
が
吐
曾
的
分
業
の
設
展
と
と
も
に
撞
頭
し
て
き
た
の
で
あ
れ
ば
、
牙
人
に
劃
す
る
宋
朝
の
封
策
を
見
る
こ
と
は
、
園
家
の
商
業
把

握
の
方
向
を
考
察
す
る
上
で
有
数
な
手
段
と
な
る
に
違
い
な
い
。

さ
て
牙
人
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
、
稲
葉
山
石
士
口
、
小
林
高
四
郎
氏
ら
に
よ
る
先
騒
的
な
研
品
川
の
ほ
か
、
最
近
で
は
斯
波

⑥
 

義
信
氏
に
よ
る
包
括
的
具
能
的
な
研
究
が
行
わ
れ
て
、
牙
人
の
沿
革
、
業
種
、
機
能
に
つ
い
て
か
な
り
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
こ
れ
ら

の
研
究
を
踏
ま
え
て
い
る
が
、

さ
ら
に
牙
人
撞
頭
を
祉
曾
的
分
業
の

一
環
と
し
て
捉
え
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
黙
に
注
意
を
排
い
た
い
。
そ



れ
は
牙
人
機
能
の
性
格
を
異
に
す
る
二
側
面
、
周
旋
機
能
と
仲
買
機
能
を
排
別
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
二
つ
の
機
能
に
よ
っ
て
牙

人
の
商
品
流
通
へ
の
関
わ
り
方
が
全
く
異
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

も
し
周
旋
業
者
で
あ
る
な
ら
、
貰
買
嘗
事
者
を
相
互
に
斡
旋
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
手
数
料
を
取
得
し
牧
入
と
す
る
だ
け
で
あ
る
。
換
言
す
る

と
、
他
人
聞
の
商
行
痛
の
媒
介
を
業
務
と
し
、
み
ず
か
ら
商
行
魚
の
賞
事
者
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
現
代
、
仲
立
営
業
と
い
わ
れ
る
も

の
の
範
障
に
含
ま
れ
る
。
次
に
も
し
仲
買
業
者
で
あ
る
な
ら
、
自
己
の
計
算
も
し
く
は
他
人
の
委
託
に
よ
っ
て
商
品
を
購
入
し
て
他
の
商
人
や

製
造
業
者
に
販
貰
し
、
利
潤
は
商
品
の
取
引
債
格
の
差
の
中
か
ら
得
る
商
行
震
の
嘗
事
者
で
あ
る
。

つ
ま
り
雨
者
は
商
品
に
劃
す
る
所
有
権
の
有
無
、
利
盆
の
源
泉
に
相
違
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
商
品
の
交
換
過
程
に
射
し
て
直
接
に
介
在
す

る
か
否
か
と
い
う
黙
で
決
定
的
な
相
違
が
あ
る
。
車
な
る
周
旋
が
交
換
の
外
部
に
存
在
す
る
の
に
劃
し
、
仲
買
機
能
の
場
合
は
、
購
入
|
販
賓

と
い
う
流
通
過
程
の
連
鎖
を
伸
ば
し
市
場
を
擦
大
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
個
々
の
牙
人
は
雨
模
の
営
業
を
行
う
こ
と
も
あ
っ
た
に
違

い
な
い
が
、
本
来
「
合
同
買
」
を
原
義
と
す
る
駈
倍
、
す
な
わ
ち
周
旋
を
本
業
と
す
る
牙
人
が
い
つ
仲
買
業
に
進
出
し
た
か
と
い
う
問
題
は
重
大

で
あ
る
。
仲
買
機
能
の
分
化
媛
大
は
商
品
流
通
の
震
展
を
端
的
に
示
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ひ
と
ま
ず
牙
人
の
機
能
を

周
旋
と
仲
買
に
大
別
し
、
南
者
の
穂
稿
と
し
て
仲
介
の
語
を
用
い
る
こ
と
に
す
旬
。

- 3ー

面
を
論
じ
、

以
下
、
牙
人
の
園
家
経
済
に
占
め
る
役
割
と
市
場
で
の
機
能
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
唐
宋
聞
に
お
け
る
社
曾
的
分
業
の
震
展
の
一
側

さ
ら
に
こ
れ
に
割
腹
し
て
饗
化
し
た
宋
朝
の
商
業
統
制
の
方
向
を
探
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。

第
一
章

宋

朝

と

牙

人

経
済
官
鹿
の
牙
人

3 

宋
代
牙
人
の
存
在
形
態
は
多
種
多
様
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
特
徴
の
一
つ
は
園
家
と
深
い
関
係
を
も
つ
も
の
が
い
る
こ
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と
で
あ
る
。
経
済
官
臆
が
雇
う
牙
人
、
地
方
官
が
用
い
る
牙
人
な
ど
で
あ
る
。
文
献
の
上
で
は
、
前
者
の
牙
人
は
五
代
ご
ろ
か
ら
ぽ
つ
ぽ
つ
現

@
 

わ
れ
始
め
、
有
名
な
市
易
法
で
市
易
務
に
登
用
さ
れ
て
以
後
堰
を
切
っ
た
よ
う
に
現
わ
れ
る
。

つ
ま
り
経
済
官
臆
に
よ
る
牙
人
登
用
が
本
格
化

し
た
の
は
市
易
法
以
後
の
こ
と
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
市
易
法
そ
の
も
の
の
意
義
は
あ
と
で
問
う
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
市
易
法
寅
施
に
よ

る
牙
人
の
動
向
か
ら
論
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

牙
人
は
唐
末
五
代
以
来
、
流
通
機
構
に
お
い
て
濁
自
の
位
置
を
占
め
始
め
て
い
た
が
、
全
瞳
的
に
は
邸
庖
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
商
人
で
あ

@
 

っ
た
(
後
述
)
。
市
易
法
に
よ
っ
て
牙
人
が
邸
庖
と
と
も
に
失
職
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
牙
人
が
邸
庖
の
下
請
的
な
存
在
を
完
全
に
脱
却

⑪

⑪

 

し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
。
彼
ら
は
新
法
の
非
便
を
訴
え
て
官
司
の
出
方
を
試
し
た
り
、
公
然
と
市
易
務
に
封
抗
す
る
な
ど
抵
抗
を
試
み
て
い

る
が
、
新
法
の
前
に
は
屈
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
一
方
で
新
た
に
市
易
務
に
履
募
さ
れ
た
牙
人
の
利
盆
は
莫
大
で
あ
っ
た
。

元
年
十
一
月
戊
午
、
王
販
の
言
〉

- 4 ー

市
易
の
患
、
天
下
を
被
い
民
の
産
を
破
る
。
而
し
て
利
は
皆
な
牙
信
膏
徒
に
錦
し
、
以
て
復
た
民
に
還
す
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
(『長
編
』
巻
三
九
一
、
元
結

市
易
務
の
商
業
行
震
の
規
模
が
大
き
い
だ
け
に
関
係
し
た
牙
人
の
利
も
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。
牙
人
は
経
済
官
臆
に
雇
わ
れ
る
こ
と
の
利
を

知
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
宋
朝
も
ま
た
牙
人
を
使
う
こ
と
の
便
を
知
っ
た
。
市
易
法
贋
止
後
も
宋
朝
は
次
々
に
牙
人
を
経
済
官
臆
に
登
用
す

る
よ
う
に
な
る
。
市
易
法
が
牙
人
に
及
ぼ
し
た
影
響
の
一
つ
は
、
結
果
的
に
牙
人
を
邸
庖
よ
り
切
り
離
し
、
園
家
の
経
済
機
構
の
中
に
組
み
込

む
道
を
聞
い
た
こ
と
で
あ
る
。

で
は
牙
人
は
経
済
官
聴
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
残
念
な
こ
と
に
市
易
務
で
の
業
務
内
容
等
は
多
く
を
知
る

参
照
し
て
、

こ
と
が
で
き
な
い
。
今
は
資
料
が
豊
富
に
残
っ
て
い
る
四
川
権
茶
法
を
通
じ
て
官
聴
牙
人
の
具
瞳
像
を
知
り
、

⑫
 

一
般
的
機
能
を
再
構
成
す
る
方
法
を
と
る
。

さ
ら
に
他
の
官
聴
で
の
業
務
を

〔
四
川
権
茶
法
の
牙
人
〕



⑮
 

A
、
牙
人
は
抵
産
を
入
れ
て
茶
場
に
雇
わ
れ
る
。
そ
の
際
、
物
力
保
識
の
あ
る
こ
と
即
ち
財
産
を
多
く
所
有
し
、
さ
ら
に
保
謹
人
を
立
て
る
必

@
 

要
が
あ
る
。

⑮
 

B
、
茶
場
は
事
務
の
繁
簡
に
鹿
じ
て
牙
人
を
雇
う
。
あ
る
茶
場
で
は
十
二
名
の
牙
人
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
因
に
そ
の
茶
場
の
管
轄
す
る
園
戸

⑮
 

は
三
百
戸
で
、
三
千
人
と
も
五
千
人
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

C
、
園
戸
の
茶
は
壷
く
茶
場
が
牧
買
す
る
が
、
代
債
は
預
借
息
銭
・
験
引
銭

・
頭
子
銭

・
税
銭
な
ど
多
く
の
名
目
で
制
ら
れ
、
現
貰
に
は
半
分

以
下
に
な
る
。
そ
の
た
め
園
戸
は
毎
春
、
銭
糧
の
給
貸
を
う
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
牙
人
は
保
任
、
即
ち
官
銭
の
紋
損
を
防
ぐ
た
め
園

⑫
 

戸
の
保
誼
人
と
な
り
、
前
貸
事
務
を
行
う
。
茶
の
納
入
時
に
は
等
第
数
量
を
確
認
す
る
た
め
験
引
秤
量
す
る
。
ま
た
自
己
の
金
銭
を
立
て
替

⑮
 

え
て
牧
買
す
る
こ
と
も
あ
る
。

D
、
四
川
の
茶
場
は
、
茶
の
他
に
織
物
か
ら
金
銀
・
椿
皮
・
鹿
紙

・
香
薬

・
米
互
に
至
る
ま
で
あ
ら
ゆ
る
物
品
の
貰
買
を
行
い
、
「
博
易
茶
場
」

⑮
 

と
い
わ
れ
る
。
牙
人
・
公
人
が
民
聞
か
ら
こ
れ
ら
の
物
ロ
聞
を
強
制
的
に
集
め
る
役
目
を
も
っ
。

@
 

E
、
茶
場
の
牙
人
は
公
務
に
従
事
す
る
の
で
脅
吏
と
同
様
、
人
吏
法
の
遁
用
を
う
け
る
。

@

@
 

F
、
牙
人
の
牧
入
は
牙
銭
で
あ
る
。
そ
の
率
は
毎
斤
五
十
文
に
つ
き
三
文
、
つ
ま
り
六
%
で
あ
る
。
こ
れ
は
郷
例
に
よ
っ
た
も
の
と
い
う
。

G
、
牙
銭
は
、
園
戸
に
支
排
う
べ
き
代
金
か
ら
差
し
引
い
て
プ

ー
ル
し
、
月
の
閑
忙
に
従
っ
て
支
給
さ
れ
る
。
徐
り
が
生
じ
た
場
合
は
官
牧
と

す
加
。
つ
ま
り
牙
人
か
ら
見
れ
ば
月
給
で
あ
り
、
直
接
園
戸
か
ら
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
園
戸
か
ら
見
れ
ば
否
躍
な
く
徴
牧
さ
れ
る
も
の

@
 

で
時
に
は
牙
税
と
い
わ
れ
る
。

- 5 ー

H
、
牙
人
の
牧
入
は
牙
銭
に
止
ま
ら
な
い
。
茶
に
歳
額
が
定
ま
っ
て
い
る
た
め
、
茶
場
が
そ
れ
以
上
の
息
銭
を
得
た
場
合
、
監
官
・
脅
吏
・
牙

@
 

人
の
聞
で
配
分
さ
れ
る
。

次
に
経
酒
官
聴
の
牙
人
の
特
色
を
整
理
す
る
。

5 

〔
雇
募
〕
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@
 

官
醸
の
牙
人
は
居
募
に
よ
っ
て
充
嘗
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
市
易
法
に
抵
産
の
規
定
は
な
い
が
、
四
川
権
茶
法
で
は
抵
産
を
置
く
こ
と
に
な
っ

て
い
る
(

A

)

。

他
の
官
臆
で
は
確
認
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
で
紹
興
六
年
、
太
府
寺
が
牙
人
を
募
集
し
た
時
、
初
め
一
貫
の
取
引
に
つ
き
牙
銭

@
 

五
文
を
支
給
す
る
と
い
う
候
件
で
あ
っ
た
が
、
臨
応
募
す
る
者
が
な
い
た
め
、
さ
ら
に
二
十
文
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
牙
人
の
贋
募
は
自

渡
的
な
意
志
に
基
づ
い
て
お
り
、
行
戸
の
負
携
す
る
行
役
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
故
、
鹿
募
に
競
争
者
が
い
る
と
き
、
抵
産
は

権
利
獲
得
の
手
段
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
逆
に
官
臆
の
牙
人
と
な
る
た
め
に
は
、
あ
る
程
度
の
資
産
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

@
 

ま
た
震
募
に
は
定
員
が
あ
っ
た
。
四
川
権
茶
法
で
は
一
茶
場
十
人
程
度
(

B

)

、
太
府
寺
で
は
四
人
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
官
醸
の
扱
う
物
資

が
大
量
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
牙
人
一
入
賞
り
の
扱
う
数
量
も
相
嘗
大
き
い
は
ず
で
あ
る
。

〔
牙
銭
〕

@
 

何
れ
の
官
醸
も
牙
銭
を
支
給
す
る
。
四
川
茶
場
は
郷
例
に
よ
り
六
%
(
F
)
、
太
府
寺
は
初
め

0
・
五
%
、
の
ち
ニ
・
五
%
、
南
宋
権
場
の

@
 

法
で
は
一
貫
に
つ
き
二
十
文
、
そ
の
う
ち
九
割
は
官
牧
と
し
一
割
を
牙
人
に
支
給
す
る
と
あ
る
の
で

0
・
二
%
、
南
宋
和
纏
場
は

0
・
二
一
%

@
 

を
現
物
で
支
給
す
る
。

- 6 ー
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@
 

こ
の
表
に
よ
る
と
、
牙
鎮
の
率
は
従
来
い
わ
れ
て
き
た
ほ
ど
高
く
な
い
。
む
し
ろ
意
外
な
ほ
ど
低
い
。

お
そ
ら
く
官
憶
で
の
牙
銭
は
民
聞
に



比
べ
て
か
な
り
低
率
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

@
 

に
も
か
か
わ
ら
ず
官
醸
の
麗
募
に
雁
じ
る
こ
と
に
は
犬
き
な
利
が
あ
っ
た
。

四
川
棉
茶
法
で
園
戸
か
ら
の
徴
枚
分
が
ふ
り
む
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
に

(
G〉、

@
 

が
徴
牧
し
牙
人
に
支
給
す
る
。
官
臆
は
牙
人
に
牙
銭
の
牧
納
を
自
由
に
さ
せ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
牙
人
は
単
に
官
臆
を
交
易
場
所
と
し
た
の

@
 

で
は
な
く
、
官
醸
の
一
員
と
し
て
そ
の
統
制
を
う
け
て
い
た
。
従
っ
て
公
務
中
は
人
吏
法
が
適
用
さ
れ
る

(
E
V

だ
が
牙
人
は
脅
吏
で
は
な

い
。
畢
寛
、
膏
吏
は
職
役
義
務
で
徴
褒
さ
れ
る
者
と
み
な
さ
れ
た
の
に
射
し
、
牙
人
は
自
己
の
意
志
で
官
の
雇
募
に
薩
じ
る
者
で
あ
る
。

ま
た
牙
銭
は
、

南
宋
の
権
場
、

太
府
寺
で
も
客
商
か
ら
官

〔
業
務
〕

品
質
検
査
と
債
格
評
債
は
官
臆
の
牙
人
の
主
要
な
業
務
で
あ
る
。
官
醸
の
物
貨
買
上
げ
に
伴
う
検
査
、
評
債
の
事
例
は
極
め
て
多
く
、
こ
と

@
 

に
南
宋
で
著
し
い
。
例
え
ば
市
易
法
で
物
貨
買
上
げ
の
際
、
行
人
・
牙
人
・
客
商
の
三
者
合
議
で
取
引
債
格
を
決
定
す
る
ほ
か
、
通
商
法
施
行

@

@

@

@

@

@
 

地
域
の
茶
場
、
太
府
寺
、
編
佑
局
、
和
緩
場
な
ど
で
知
ら
れ
、
ま
た
方
団
事
務
、
官
田
の
租
佃
と
出
責
、
民
団
の
買
上
げ
な
ど
に
お
い
て
も
検

@
 

量
評
債
を
行
う
。
時
に
は
膏
更
で
あ
る
幹
子
に
代
わ
っ
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
以
上
の
奉
例
か
ら
南
宋
代
で
は
お
そ
ら
く
殆
ど
の
経
済

-7-

官
臨
に
牙
人
が
配
備
さ
れ
公
務
を
措
嘗
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
他
の
業
務
と
し
て
は
、

@
 

あ
た
る
こ
と
な
ど
、
官
聴
に
よ
っ
て
異
な
る
内
容
が
あ
っ
た
。
ま
た
直
接
宋
朝
の
劉
外
政
策
上
の
利
害
に
関
わ
る
特
殊
な
場
合
は
樺
場
の
牙
人

@
 

で
あ
る
。
北
宋
で
は
北
遁
四
権
場
の
牙
人
は
北
客
か
ら
溢
情
を
探
っ
て
報
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
南
宋
の
樺
場
で
は
、
宋
金
整
方
の
客

@
 

商
が
相
見
え
て
商
談
す
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
牙
人
が
南
者
の
聞
を
往
来
し
て
取
引
を
成
立
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

四
川
茶
場
の
よ
う
に
民
聞
に
涯
遣
さ
れ
て
諸
物
貨
を
集
め
た
り
(

D

)

、

南
宋
の
税
務
の
如
く
商
税
の
徴
牧
に

き
て
、
経
済
官
醸
の
牙
人
業
務
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
よ
う
。
ま
ず
牙
人
の
主
要
な
業
務
で
あ
る
検
査
・
評
債
は
、
彼
ら
の
周
旋
機
能
に
立
脚

し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
行
わ
れ
る
商
行
震
が
多
く
の
場
合
、
官
鹿
と
民
間
商
人
と
の
聞
で
成
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
嘗
然
の
こ
と
で
あ
る

ヵ:

7 

ま
た
官
醸
へ
の
登
用
が
市
易
法
以
後
急
速
に
増
加
し
南
宋
代
に
一
般
化
し
た
こ
と
を
見
る
と
、
宋
朝
が
牙
人
機
能
の
重
要
性
を
認
め
積
極
的
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に
活
用
し
て
い
っ
た
さ
ま
が
覗
え
る
。

し
か
し
そ
の
活
用
の
方
法
は
、
行
戸
が
市
易
法
贋
止
後
再
び
行
役
の
負
捨
を
兎
が
れ
な
か
っ
た
の
と
は

割
照
的
に

い
わ
ば
官
の
一
員
と
し
て
存
在
さ
せ
る
や
り
方
で
あ
っ
た
。
宋
朝
に
と
っ
て
牙
人
は
園
家
の
側
に
つ
け
る
べ
き
劃
象
で
あ
っ
た
。

一
方
、
牙
人
に
し
て
み
れ
ば
、
官
聴
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は

E
大
な
利
益
が
保
護
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
園
家
の
営
む
商
行
震
が

大
規
模
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
が
、
扱
う
量
に
比
し
て
少
な
い
定
員
が
決
め
ら
れ
濁
占
的
に
物
資
を
扱
え
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
。
牙
人
は
圏

家
と
の
関
係
を
強
め
て
経
済
的
責
力
を
棋
大
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
こ
ぞ
っ
て
官
鹿
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
墓
ん
だ
で
あ
ろ

ぅ
。
次
の
一
例
は
既
に
買
羊
官
圏
(
官
営
養
手
場
)
の
牙
人
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

さ
ら
に
濁
占
を
圃
っ
た
楊
康
な
る
も
の
の
準
朕
で
あ

る

乞
う
ら
く
は
、
毎
放
、
羊
を
貰
っ
て
抽
分
し
た
る
牙
利
銭
二
高
三
千
繕
を
献
納
し
、
太
廟
景
鐙
宮
の
大
小
酌
献
の
支
用
を
態
緋
し
、
弁
び
に
内
膳
御
膳
の
羊

七
百
二
十
口
、
銭
に
計
っ
て
一
高
価
胞
を
貢
献
す
れ
ば
、
自
今
猪
羊
圏
の
交
易
は
並
び
に
徐
人
の
干
預
を
許
さ
ざ
ら
ん
こ
と
を
。

(
『
繋
年
要
録
』
巻
一
七
二
、

楊
康
は
結
局
「
朝
廷
を
軽
量
し

一
府
屠
宰
の
利
を
撞
に
せ
ん
と
欲
す
」
と
い
う
理
由
で
虚
罰
を
う
け
た
の
で
あ
る
が
、

@
 

こ
と
を
願
い
出
た
牙
鎮
の
額
の
大
き
さ
と
い
い
、

一
牙
人
の
園
家
に
射
す
る
関
係
と
い
い
、
興
味
深
い
事
件
で
あ
る
。

一
年
聞
に
献
納
す
る

。。

紹
興
二
十
六
年
五
月
丙
辰
〉

か
つ
て
小
林
高
四
郎
氏
は
有
力
な
根
擦
は
示
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

『
五
代
合
要
』
に
初
め
て
現
わ
れ
る
「
官
牙
人
」
な
る
呼
稿
に
論
及
さ
れ
、
市
易
牙
人
の
如
く
、
原
則
と
し
て
庶
民
聞
の
商
行
震
に
闘
係
せ

@
 

ず
、
主
と
し
て
宮
廷
政
府
の
財
貨
の
買
買
に
干
興
し
た
も
の
で
な
い
か
と
推
測
さ
れ
た
。
こ
れ
に
封
し
、
斯
波
義
信
氏
は
、
中
園
の
取
引
法
に

貰
買
物
件
に
よ
っ
て
立
契
す
べ
き
も
の
と
立
契
を
要
し
な
い
も
の
と
の
区
別
が
あ
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
、
立
契
を
要
す
る
不
動
産

・
主
要
動
産

@
 

立
契
を
要
し
な
い
普
通
動
産
を
扱
う
牙
人
を
私
牙
と
考
え
ら
れ
た
。

こ
こ
で
宋
代
の
文
献
に
現
わ
れ
る
「
官
私
牙
人
」
に
燭
れ
て
お
こ
う
。

を
扱
う
牙
人
を
官
牙
、

@
 

私
は
、

宋
代
の
文
献
に
「
官
私
牙
人
」
が
立
契
の
要
と
不
要
に
閥
係
な
く
現
わ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

基
本
的
に
は
小
林
氏
の
方

向
が
安
富
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
先
に
述
べ
た
官
鹿
の
牙
人
は
、
四
川
椎
茶
法
で
「
抵
産
を
通
出
し
て
官
に
在

μ
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、



民
間
の
牙
人
と
匡
別
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
こ
れ
が
「
官
牙
」
と
縛
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
封
立
概
念
で
あ
る
「
私
牙
」

は
民
間
の
牙
人
を
さ
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
「
私
牙
」
な
る
呼
稽
は
宋
代
の
文
献
で
皐
濁
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
れ
ゆ

「
官
牙
」
単
猫
の
用
例
が
多
川
こ
と
と
掛
照
的
で
あ
る
。

「
私
牙
」
は
「
官
私
牙
人
L

と
並
稿
さ
れ
て
こ
そ
意
味
を
も
っ
語
で
は
な
か
っ
た
だ

ろ
う
か
。

「
私
牙
」
と
い
う
語
は
一
般
の
牙
人
を
指
稽
す
る
故
に
む
し
ろ
用
い
ら
れ
ず
、

「
官
牙
」
は
官
鹿
に
属
す
る
特
権
牙
人
で
あ
る
故
に

多
く
現
わ
れ
る
と
考
え
た
い
。

ま
た
一
腰
、

明
清
の
如
く
官
牙
に
官
許
牙
人
、

私
牙
(
私
充
牙
行
〉
に
無
許
可
牙
人
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
な

い
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
必
要
も
あ
ろ
う
が
、
宋
代
の
私
牙
に
無
許
可
の
意
味
は
な
い
。

従
っ
て
本
節
は
官
牙
人
の
機
能
を
述
べ
た
こ
と
に
な
る
。
北
宋
以
後
、
牙
人
は
官
牙
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
園
家
の
商
業
行
震
に
関
わ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
だ
が
宋
朝
と
牙
人
の
関
係
は
こ
れ
に
限
定
さ
れ
ず
、
南
宋
代
に
は
一
般
の
私
牙
人
に
も
抜
大
さ
れ
て
い
た
。

地
方
官
と
牙
人

- 9 ー

南
宋
代
、
園
家
財
政
は
針
金
防
衛
の
軍
事
費
増
大
な
ど
に
よ
っ
て
中
央
に
お
い
て
も
地
方
に
お
い
て
も
悪
化
し
て
い
た
。
雨
税
牧
入
の
念
激

な
増
加
が
期
待
で
き
な
い
以
上
、
場
徴
の
期
待
は
課
利
牧
入
に
向
け
ら
れ
た
が
、
と
り
わ
け
商
税
は
重
要
な
税
目
と
し
て
増
額
を
菟
れ
な
か
っ

@
 

た
。
宋
朝
は
北
宋
末
に
一
分
増
枚
、
南
宋
初
め
に
三
分
ま
た
は
五
分
の
堵
牧
を
決
定
し
た
が
、
地
方
に
あ
っ
て
も
税
場
の
濫
設
、
附
加
税
の
増

@
 

徴
、
菟
税
物
品
へ
の
課
税
な
ど
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
用
い
て
増
牧
が
園
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
地
方
が
中
央
の
財
政
難
を
轄
嫁
さ
れ
た
結
果
で
あ

っ
た
。
だ
が
本
来
、
商
品
流
通
の
基
礎
の
上
に
商
税
は
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
商
税
の
濫
徴
は
商
品
流
通
を
阻
碍
し
た
。
こ
と
に
米
穀
を
中

@
 

心
と
す
る
日
常
消
費
品
は
流
通
を
促
す
た
め
に
菟
税
の
方
針
が
立
て
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
へ
の
課
税
は
大
き
な
影
響
が
生
じ
た
。
政

府
は
た
び
た
び
禁
令
を
下
し
て
い
る
が
、
地
方
は
一
方
で
増
牧
も
園
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
南
宋
代
の
地
方
官
に
と
っ
て
増
牧
と

9 

流
通
促
進
と
は
同
時
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
。
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そ
れ
で
は
地
方
官
は
如
何
な
る
流
通
政
策
を
と
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
浮
び
上
が
っ
て
き
た
の
が
牙
人
活
用
で
あ
っ
た
。
ま
ず
や
園
時
の

基
幹
商
品
で
あ
り
最
も
流
通
に
意
を
注
が
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
米
に
つ
い
て
み
よ
う
。

『
景
定
建
康
志
』
巻
二
三
、
卒
羅
倉
、
成
淳
元
年
七
月
の
馬
光
租
の
剣
は
、
市
債
騰
貴
時
の
措
置
を
記
す
。

一
、
青
葉
交
わ
ら
ず
市
経
暖
か
に
貴
き
に
遇
う
毎
に
、
先
ず
牙
人
を
換
上
し
て
時
直
の
寅
債
を
供
具
せ
し
め
、
創
っ
て
時
債
中
よ
り
償
二
分
を
減
じ
て
出
畑

た
と
え
ぽ

す
。
謂
如
時
償
毎
石
二
十
貫
な
れ
ば
則
ち
減
じ
て
十
六
貫
と
作
す
の
類
な
り
。

市
債
が
騰
貴
す
る
場
合
に
は
、

ま
ず
牙
人
を
出
頭
さ
せ
て
時
債
を
報
告
さ
せ
、
そ
の
上
で
官
倉
米
を
貰
り
出
し
て
時
債
を
下
げ
る
の
で
あ
る
。
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宋
代
に
お
い
て
時
債
の
報
告
は
だ
い
た
い
行
戸
が
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
牙
人
が
報
告
し
て
い
る
。
牙
人
が
時
債
の
動
き
を
掌

握
し
て
い
る
と
認
識
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

次
に
肱
陽
守
遁
『
巽
粛
文
集
』
#
包
囲
、
興
王
吉
州
論
郡
政
書
は
、
吉
州
の
米
流
通
の
困
難
さ
を
述
べ
た
あ
と
に
い
う
。

今
傍
牒
を
出
給
し
て
諸
問
怖
に
勤
識
し
、
米
を
放
っ
て
遁
行
せ
し
む
る
を
得
ん
と
欲
す
。
の
お
牙
人
を
責
令
し
て
諸
燃
に
前
往
し
穀
す
る
者
を
招
誘
せ
し
む
。
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如
し
米
紅
、
口
岸
を
経
過
す
る
に
餌
ち
滋
阻
に
遇
う
こ
と
有
ら
ば
、
米
主
及
び
牙
人
に
仰
せ
州
に
赴
い
て
陳
訴
せ
し
む
。
則
ち
旬
日
の
内
、
米
債
禁
ぜ
ず
し

て
自
ら
減
ぜ
ん
。

米
が
現
質
に
不
足
す
る
時
に
は
、
牙
人
に
お
そ
ら
く
通
常
の
活
動
範
圏
を
出
て
米
商
を
集
め
さ
せ
る
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
際
、

口
岸
の
税
務

が
妨
げ
な
い
よ
う
配
慮
し
て
い
る
。

ま
た
逆
に
米
が
だ
ぶ
つ
く
場
合
は

『
晦
巷
先
生
朱
文
公
文
別
集
』
巻
九
、
措
置
客
米
到
岸
民
戸
牧
羅
不
量
暁
識
に
、

今
来
漸
く
客
放
の
米
穀
を
輿
販
し
て
到
来
す
る
有
り
。
如
し
民
戸
収
綴
し
て
議
さ
ざ
る
の
数
有
ら
ば
、
牙
人
弁
び
に
有
力
の
家
を
し
て
枚
縫
停
頓
し
、
接
済

に
準
備
せ
し
む
を
許
す
。

と
い
い
、
牙
人
や
資
産
家
が
一枚
蓄
し
て
不
足
の
時
期
に
備
え
る
こ
と
を
許
し
て
い
る
。
こ
れ
は
既
に
引
用
し
た
前
二
者
の
例
が
必
ず
し
も
牙
人

の
仲
買
機
能
だ
け
を
利
用
し
た
も
の
と
言
え
な
い
の
に
射
し
、
明
ら
か
に
仲
買
機
能
が
活
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。



こ
の
よ
う
に
南
宋
の
地
方
官
は
米
流
通
策
に
牙
人
を
用
い
た
が
、
こ
れ
が
宋
朝
の
基
本
政
策
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
ま
だ
剣
断
で
き
な
い
。

い
ち
お
う
地
方
流
通
機
構
に
お
け
る
牙
人
の
機
能
を
確
認
す
る
に
止
め
る
。
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こ
こ
で
南
宋
代
、
地
域
に
よ
っ
て
は
牙
人
が
米
市
場
を
支
配
し
え
た
原
因
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
地
方
官
が
流
通
政
策
の
鍵
と
し

て
牙
人
を
用
い
た
背
景
に
は
、
流
通
過
程
に
お
け
る
牙
人
の
重
要
性
が
増
し
て
い
た
事
賓
が
存
し
た
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
地
方
官
と
結
び
つ

く
こ
と
に
よ
っ
て
牙
人
は
市
場
で
の
護
言
力
を
よ
り
以
上
に
獲
得
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
牙
人
が
流
通
を
掌
握
す
る
こ
と
自
瞳
は
、
地
方

官
に
と
っ
て
も
都
合
の
悪
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
地
方
官
が
流
通
を
把
握
す
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
が
そ
れ
だ
け
一
元
化
ず
る
こ
と

を
意
味
し
た
か
ら
で
あ
る
。

『
晦
蓄
先
生
朱
文
公
文
別
集
』
巻
九
、
措
置
賑
劃
耀
雑
事
件
に
、

尋
常
、
客
人
の
綴
米
、
必
ず
牙
人
を
経
由
し
て
方
め
て
敢
て
鰻
す
る
も
、
常
に
溢
阻
し
て
牙
銭
を
多
抽
す
る
を
被
る
。
是
れ
住
熔
を
肯
ん
ぜ
ざ
る
を
致
す
。

と
い
っ
て
い
る
の
は
、
流
通
が
牙

λ
の
濁
占
的
な
仲
介
を
経
て
か
え
っ
て
阻
碍
さ
れ
た
例
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
に
は
危
険
が
伴
っ
た
。
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現
貫
に
力
を
も
つ
に
至
っ
た
牙
人
を
統
制
す
る
に
は
、
基
本
的
に
官
倉
の
運
営
が
順
調
に
行
わ
れ
官
の
直
接
的
な
市
債
操
作
が
有
数
に
働
く

必
要
が
あ
っ
た
。
{
日
倉
米
が
不
足
す
れ
ば
、
官
に
よ
る
市
債
統
制
は
困
難
と
な
り
、
牙
人
に
よ
る
市
債
操
作
が
ま
か
り
通
っ
た
。
本
稿
緒
言
引

用
の
江
寧
府
米
市
場
の
肢
況
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
事
態
が
も
た
ら
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
米
の
流
通
以
外
に
も
地
方
官
に
よ
る
牙
人
利
用
は
見
ら
れ
る
。
例
を
拳
げ
よ
う
。

版
曹
、
綿
絹
を
諸
郡
よ
り
歳
買
す
る
に
、
時
佑
を
以
て
債
を
定
め
ず
、
率
ね
官
債
を
以
て
民
を
抑
す
。
停
勝
、
諸
師
怖
を
督
し
、
諸
問
怖
、
牙
倫
を
責
め
、
紛
紛

迫
擾
し
て
民
み
な
怨
奮
す
。

(『宋
曾
要
』
刑
法
二
の
一
四
O
、
禁
約
、
嘉
定
八
年
五
月
十
二
日
)

戸
部
歳
買
の
綿
絹
は
、
中
央
か
ら
地
方
へ
次
々
に
ノ
ル
マ
が
課
せ
ら
れ
、
牒
段
階
で
は
牙
人
を
使
っ
て
民
戸
か
ら
集
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
事
例
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
次
の
委
州
義
烏
廓
の
記
事
が
最
も
詳
し
い
。
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詔
す
。
婆
州
義
烏
燃
は
揮
戸
・
牙
人
を
放
散
し
て
其
の
買
寅
に
任
せ
、
僚
に
依
っ
て
牧
税
せ
よ
。
耐
腕
を
離
る
る
五
里
外
に
巡
欄
し
、
村
民
を
抑
勃
す
る
を
得
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ず
。
の
お
諸
慮
の
州
豚
に
下
し
、
税
場
を
私
置
し
客
放
を
逝
随
す
る
を
得
ず
。
所
在
の
帥
態
を
し
て
常
切
に
究
察
せ
し
め
よ
、
と
。
是
よ
り
先
、
義
烏
豚
、

山
谷
の
民
あ
り
、
経
を
織
り
て
生
を
篤
す
。
本
豚
乃
ち
壷
く
八
郷
の
権
戸
を
拘
し
、

籍
す
る
に
姓
名
を
以
て
し
、
其
の
織
る
所
の
羅
由
巾
を
掠
っ
て
官
に
投
税

せ
し
む
。
民
甚
だ
こ
れ
に
苦
し
む
。
是
に
至
っ
て
臣
僚
言
あ
り
。
故
に
是
の
命
あ
り
。

(『宋
品
目
安
』
食
貨
一
八
の
四
、
商
税
、
乾
道
四
年
九
月
五
日
)

こ
れ
に
よ
る
と
、
義
烏
牒
で
は
八
郷
の
植
戸

・
牙
人
を
す
べ
て
登
籍
し

彼
ら
を
使

っ
て
機
戸
か
ら
羅
南
を
強
制
的
に
買
い
上
げ
た
り
(
羅
南

牧
税
し
た
り
し
て
い
た
。
明
ら
か
に
鯨
が
民
聞
の
牙
人
を
財
政
政
策
に
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
分
る
。
こ
れ

は
婆
州
の
重
要
な
上
供
物
で
あ
る
〉
、

に
劃
す
る
詔
が
義
烏
師
怖
を
と
く
に
指
定
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
れ
ば
、
地
方
に
よ
っ
て
事
情
が
異
な
る
こ
と
、

人
を
動
員
し
て
い
た
こ
と
が
覗
え
い

地
方
官
の
裁
量
に
よ
っ
て
牙

こ
の
ほ
か
、
牙
人
は
官
物
の
買
却
、
買
入
も
行
っ

た
。
官
物
貰
却
の
例
と
し
て
盟
の
場
合
を
あ
げ
る
。

堕
債
既
に
高
く
、
官
司
夜
池
す
る
に
船
し
無
し
。
是
に
於
い
て
、
こ
れ
を
嵐
官
に
各
お
の
若
干
袋
を
分
ち
、
官
属
叉
た
こ
れ
を
牙
倫
に
源
し
、
こ
れ
を
市
井

郷
村
の
無
頼
の
徒
に
散
ず
。
堕
一
た
び
入
手
す
れ
ば
、
則
ち
若
し
く
は
吏
、
若
し
く
は
牙
倍
、
若
し
く
は
包
賓
の
家
、
酔
濃
飽
鮮
し
乗
肥
衣
軽
す
る
者
、
大

抵
皆
な
堕
な
り
。
(
徐
鹿
卿
『
宋
宗
伯
徐
清
正
公
存
稿
』
巻
て
上
殿
奏
事
第
二
割
)
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瞳
債
が
高
騰
し
て
滞
貨
し
た
時
、

上
か
ら
下
へ
瞳
買
却
の
責
任
が
輯
嫁
さ
れ
、
結
局
市
場
に
明
る
い
牙
人
が
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

牙
人
は
そ
れ
を
蓄
財
の
手
段
と
し
て
レ
る
の
で
あ
る
。

し
か
も

買
入
れ
の
例
で
は
、

つ
ら

精
米
の
収
雑
、
こ
れ
を
州
燃
に
責
む
。
窮
荒
の
ロ
巴
、
銀
数
の
歳
と
雄
も
、
数
を
坐
ね
て
弛
下
し
、
完
る
を
得
る
者
無
し
。
牙
倫
を
監
勤
し
て
舟
船
に
科
率

ひ
と

し
、
至
る
所
騒
然
と
し
て
人
命
に
堪
え
ず
。
其
の
害
一
州
に
止
ま
ら
ず
、
且
に
一
路
に
及
ば
ん
と
す
。

(
良
徳
秀
『
西
山
先
生
虞
文
忠
公
文
集
』
各
九
、
海

州
奏
復
税
泊
欣
)

州
鯨
官
が
牙
人
を
用
い
て
い
る
動
、
他
の
諸
例
と
同
じ
で
あ
る
。



以
上
の
如
く
、
南
宋
の
地
方
官
は
管
轄
地
域
の
流
通
を
促
準
す
る
た
め
に
、
ま
た
上
か
ら
課
せ
ら
れ
た
財
政
政
策
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
牙

人
を
多
く
用
い
た
。
だ
が
こ
の
時
活
用
さ
れ
た
牙
人
は
官
聴
に
属
す
る
者
と
は
限
ら
ず
、
庚
く
一
般
の
牙
人
に
及
ん
で
い
た
。
宋
代
に
お
け
る

園
家
と
牙
人
の
結
び
つ
き
は
、
北
宋
以
来
の
経
済
官
臆
と
官
牙
人
の
関
係
の
ほ
か
、
南
宋
代
に
は
地
方
官
と
私
牙
人
と
い
う
関
係
が
加
わ
っ
て

一
一
層
緊
密
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
関
係
は
、
牙
人
の
機
能
の
黙
か
ら
見
れ
ば
少
し
異
な
る
面
を
も
っ
て
い
た
。
経
済

官
臆
に
お
け
る
牙
人
登
用
が
彼
ら
の
本
来
の
業
務
で
あ
る
周
旋
機
能
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
の
に
射
し
、
南
宋
に
お
け
る
地
方
官
と
牙
人
の

結
び
つ
き
は
、
米
流
通
に
見
ら
れ
る
如
く
、
新
た
に
彼
ら
の
仲
買
機
能
を
も
利
用
し
た
幅
康
い
開
係
で
あ
っ
た
。
宋
朝
に
と
っ
て
活
用
す
べ
き

牙
人
の
機
能
は
、
そ
の
性
格
を
費
え
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
流
通
政
策
の
施
行
に
依
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
こ
の
よ
う
な
牙
人
の
機
能
の
襲
化
は
ど
の
よ
う
な
背
景
が
生
み
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
間
い
に
答
え
る
た
め
に
は
牙
人
の
市
場
に

お
け
る
機
能
そ
の
も
の
が
検
討
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
章

牙

人

の

機

能
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本
来
の
機
能
l
|
周
旋

周
旋
す
な
わ
ち
取
引
を
斡
旋
し
立
曾
う
業
務
は
、
牙
人
本
来
の
業
務
で
あ
り
、
古
代
よ
り
民
園
に
至
る
ま
で
普
遍
的
に
見
い
出
す
こ
と
が
で

き
る
。
こ
こ
で
は
取
引
物
件
の
遣
い
に
よ
っ
て
二
つ
に
分
類
す
る
。

第

一
は
、
立
契
を
要
す
る
土
地
家
屋
〈
不
動
産
)
の
貰
買
、
牛
馬
人
身
(
主
要
動
産
)
の
買
買
と
雇
傭
を
周
旋
し
、

契
税
(
取
引
税
)
を
徴
放
す
る
業
務
で
あ
る
。
不
動
産
費
買
周
旋
人
た
る
在
宅
牙
人
の
ほ
か
、
牛
馬
牙
人
、

契
約
文
書
を
作
成
し
て
牙

女
倫
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
ま

13 

た
船
舶
仲
立
人
と
し
て
船
戸
と
客
商
を
仲
立
ち
し
運
、
迭
契
約
を
成
立
さ
せ
る
船
牙
(
船
行
)
も
含
め
て
お
く
。

@
 

て
は
、
仁
井
田
陸
、
斯
波
義
信
雨
氏
が
既
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

」
れ
ら
の
具
鐙
的
業
務
に
つ
い
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立
契
を
要
し
な
い
一
般
商
品
の
取
引
に
際
し
、
客
商
の
た
め
に
取
引
者
を
斡
旋
す
る
業
務
で
あ
る
。
こ
の
業
種
の
設
展
は
邸
庖
と

の
関
係
が
深
い
。
唐
中
葉
以
後
、
客
商
の
活
動
が
活
設
に
な
る
と
、
邸
庖
は
客
商
の
た
め
の
取
引
助
成
に
乗
り
出
し
流
通
機
構
の
中
で
重
要
な

第
二
は
、

位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
の
過
程
に
劃
雁
し
て
邸
庖
の
依
頼
を
う
け
て
取
引
者
を
斡
旋
し
て
い
た
牙
人
の
力
量
も
次
第
に
強
化
さ

@
 

れ
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
唐
朝
が
脱
税
防
止
の
た
め
、
邸
庖
及
び
牙
人
の
取
引
立
曾
擢
を
法
的
に
強
化
し
た
こ
と
に
も
一
因
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
て

宋
初
に
は
、
邸
庖
や
牙
人
の
市
場
に
劃
す
る
影
響
力
は
看
過
で
き
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
。

だ
が
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
同
じ
く
仲
介
商
と
し
て
業
務
を
横
大
し
て
き
た
邸
庖
と
牙
人
の
相
違
で
あ
る
。
邸
臣
が
他
人
の

@
 

委
託
に
よ
る
物
品
の
購
入
販
買
を
自
己
名
儀
で
行
う
問
屋
と
し
て
の
機
能
を
果
し
た
の
に
封
し
、
牙
人
は
あ
く
ま
で
取
引
者
を
斡
旋
す
る
周
旋

人
と
し
て
の
機
能
を
果
す
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
違
い
に
よ
っ
て
牙
人
は
市
場
で
の
仲
介
機
能
を
増
し
て
き
た
と
い
っ
て
も
、

そ
の
業
務
が

邸
庖
の
依
頼
に
よ
る
周
旋
に
止
ま
る
限
り
、
邸
庖
以
上
の
護
言
力
を
獲
得
す
る
こ
と
は
難
し
か

っ
た
。
牙
人
が
商
品
流
通
を
掌
握
し
時
に
は
市

以
下
、
私
は
こ
れ
を
仲
買
機
能
に
求
め
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
南
宋
の
米
市
場
は
「
歎
歳
、
穀
債
朔
跨
す
る
は
、
多
く
市
井
の
牙
倍
と
停
積
の

家
翻
墓
し
、
遁
摺
稚
培
債
す
る
に
縁
る
」
(
『
宋
舎
要
』
食
貨
六
八
の
九
八
、
賑
貨
、
慶
元
元
年
二
月
十
一
日
)
と
い
わ
れ
、
牙
人
や
停
積
の
家
の
買
り
お

し
み
、
債
格
つ
り
上
げ
が
、
米
債
騰
貴
の
原
因
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
牙
人
は
穀
物
を
所
有
し
、
し
か
も
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場
を
支
配
す
ら
し
う
る
た
め
に
は
、
濁
自
の
存
在
意
義
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

市
況
に
庭
じ
て
買
り
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
周
旋
で
は
な
く
仲
買
を
行
う
牙
人
の
妾
な
の
で
あ
る
。

仲
買
業
へ
の
進
出

)
 

司
自
ム(

 
業
務
形
態
よ
り
見
た
仲
買
準
出
の
契
機

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
来
、
周
旋
と
仲
買
で
は
流
通
に
開
興
す
る
仕
方
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
牙
人
が
周
旋
か
ら
仲
買
へ
と



業
務
を
い
き
な
り
擦
張
さ
せ
た
と
考
え
る
よ
り
は
、
そ
の
聞
に
仲
買
を
可
能
な
ら
し
め
た
業
務
の
介
在
を
想
定
し
た
方
が
無
理
が
な
い
。

ま
ず
商
品
の
分
散
過
程
で
は
、
邸
広
が
基
本
業
務
か
ら
他
業
務
に
進
出
し
た
の
と
同
様
に
、
牙
人
も
ま
た
客
商
の
た
め
の
委
託
販
買
を
行
う

よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
多
〈
除
責
(
掛
頁
)
の
形
態
を
と
っ
た
。
『
夷
竪
乙
志
』
巻
七
、
布
張
家
は
典
型
的
な
除
賓
の
事
例
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
。

、
那
州
の
富
人
張
翁
、
も
と
小
商
の
布
貨
を
接
す
る
を
以
て
業
と
震
す
。
:
:
:
久
し
く
て
大
客
あ
り
、
馬
に
乗
り
徒
を
従
え
、
布
五
千
疋
を
資
し
て
入
市
す
。

大
胆
争
っ
て
こ
れ
を
迎
う
。
客
臼
く
「
張
牙
人
在
り
や
、
吾
貨
ら
し
め
ん
と
欲
す
」
と
。
衆
喧
笑
す
る
も
篤
に
張
を
呼
び
て
来
さ
し
む
。
張
勘
附
し
て
日
く

「
家
賃
の
有
す
る
所
、
段
高
銭
に
満
た
ず
。
此
れ
大
交
易
な
り
。
願
わ
く
ば
別
に
豪
長
の
者
を
揮
ば
れ
よ
」
と
。
客
日
く
「
五
同
国
よ
り
翁
を
煩
わ
さ
ん
と
欲

す
。
た
だ
好
き
鋪
戸
を
訪
れ
て
こ
れ
に
除
輿
し
、
契
約
を
以
て
我
に
授
け
よ
。
我
れ
郷
に
還
り
復
た
来
た
っ
て
銭
を
索
む
を
待
つ
も
未
だ
晩
か
ら
ず
」
と
。

張
、
勉
め
て
其
の
言
の
如
く
す
e

除
買
に
つ
い
て
は
、
早
く
加
藤
繁
氏
が
注
目
さ
れ
、
宋
代
の
商
業
護
展
が
そ
の
盛
行
を
生
み
出
し
た
こ
と
、
牙
人
の
保
謹
に
よ
っ
て
成
立
し
た

@
 

こ
と
な
ど
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

@
 

あ
る
。

『
作
邑
自
麓
』
の
牙
人
取
締
り
の
規
定
も
除
買
の
公
正
を
園
る
こ
と
が
一
つ
の
ね
ら
い
に
な
っ
て
い
た
の
で
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さ
て
、
除
買
で
の
牙
人
業
務
は
客
商
の
た
め
に
好
鋪
戸
を
求
め
、
鋪
戸
に
作
成
さ
せ
た
契
約
(
加
藤
氏
に
よ
る
と
約
束
手
形
の
一
種
〉
を
客
商
に

わ
た
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
鋪
戸
を
周
旋
す
る
業
務
か
ら
振
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
取
引
は
客
商
と
鋪
戸
の
聞
で
成
立
す
る
。
と
こ
ろ
が
地

方
を
と
び
ま
わ
る
客
商
は
、
商
品
の
買
手
が
見
つ
か
る
ま
で
に
再
び
他
の
地
方
に
立
ち
去
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
客
商
と
牙
人
、
客
商
と
鋪
戸

の
聞
の
信
用
関
係
に
基
づ
く
除
賓
が
こ
れ
を
可
能
に
し
た
か
ら
で
あ
る
。
牙
人
は
手
許
に
預
っ
た
商
品
の
買
手
を
求
め
て
奔
走
す
る
。
だ
が
客

商
に
し
て
み
れ
ば
取
引
相
手
が
錦
戸
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
牙
人
に
商
品
を
買
い
う
け
る
だ
け
の
資
産
が
あ
れ
ば
、
彼
に
責
り
渡
し
た
方
が
現

金
取
引
で
あ
る
だ
け
に
好
ま
し
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
私
は
こ
う
し
た
除
賓
慣
行
が
、
牙
人
を
し
て
商
品
の
所
有
権
を
も
っ
商
人
す
な
わ
ち
仲

買
商
人
に
轄
化
さ
せ
た
業
務
面
で
の
一
契
機
で
あ
り
、
除
責
慣
行
の
成
立
に
よ
っ
て
市
場
関
係
が
一
撃
に
擦
大
し
た
と
考
え
る
。

15 
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ま
た
商
品
の
蒐
集
過
程
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。

『
夷
竪
支
葵
』
巻
五
、
陳
泰
寛
夢
に
、

(

金

}

(

敏

)

撫
州
の
民
陳
泰
、
布
を
販
す
る
を
以
て
家
を
起
せ
り
。
毎
歳
概
ち
本
銭
を
出
掲
し
て
崇
仁

・
融市安

・
全
渓
の
諸
債
戸
に
貸
し
、
吉
の
属
邑
に
透
す
。
各
お
の

駆
あ
り
て
其
の
事
を
主
る
。
六
月
に
至
れ
ば
自
ら
往
き
て
数
索
し
、
率
ね
暮
秋
に
し
て
乃
ち
鋳
る
。

ま
た
後
文
引
用
の
五
代
後
麿
の
牙
人
仲
買
の
記
事
は
邸
庖
か
ら

委
託
さ
れ
た
集
荷
業
務
が
設
展
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
も
商
品
に
針
す
る
権
利
を
も
た
な
い
草
な
る
集
荷
か
ら
仲
買
に
よ
る
集
荷

と
あ
る
話
は
、
牙
人
が
客
商
の
た
め
に
前
貸
、
集
荷
を
行
っ
た
事
例
で
あ
り
、

へ
と
業
務
を
横
大
し
う
る
契
機
が
存
す
る
。

(2) 

仲
買
業
の
成
立

資
料
の
上
で
は
唐
代
中
期
ご
ろ
か
ら
牙
人
の
頻
出
が
目
立
ち
始
め
、
牙
人
に
劃
す
る
法
的
規
制
も
し
ば
し
ば
渡
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ

@
 

れ
ら
は
邸
庖
主
人
と
並
列
さ
れ
、
取
引
の
公
正
と
脱
税
防
止
の
目
的
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
つ
ま
り
唐
代
ま
で
の
牙
人
は
未
だ
周

旋
人
の
域
を
出
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
宋
代
に
な
る
と
、
周
旋
行
篤
を
一
示
す
「
引
領
」
「
接
引
」
等
の
語
の
ほ
か
に
、
「
接
買
」

「
入
纏
出
縄
」
「
曝
轄
貨
買
」
等
の
語
も
牙
人
の
商
行
篤
を
さ
す
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
注
意
を
要
す
る
の
は
、
懇
耀
、
貨
買
な
ど
は
交
易

一
般
を
さ
す
用
語
で
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
が
周
旋
の
場
合
に
も
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
現
質
に
牙
人
が

商
品
を
買
入
れ
、
さ
ら
に
他
の
商
人
に
頁
却
す
る
行
焦
が
見
ら
れ
る
時
、
仲
買
業
を
営
ん
で
い
る
と
判
断
で
き
る
。
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き
て
、
如
上
の
こ
と
に
注
意
し
て
事
例
を
集
め
て
み
る
と
、

五
代
後
唐
同
光
二
年
(
九
二
四
)
の
記
事
が
初
見
で
あ
る
。

郷
村
、
制
斗
を
線
貨
し
及
び
薪
炭
等
の
物
を
寅
る
と
き
、
多
く
牙
人
の
域
外
に
接
賎
紹
買
し
、
房
庖
に
到
っ
て
償
を
増
し
て
遡
求
す
る
を
被
る
。
迭
に
貧
困

の
家
を
し
て
甑
に
貴
物
を
買
わ
し
む
。
(
『
冊
府
元
亀
』
巻

一
六
O
、
草
弊
、
同
年
二
月
〉

こ
れ
に
よ
る
と
、
牙
人
は
、
農
村
か
ら
都
市
へ
流
遁
す
る
米
穀
・
薪
炭
な
ど
が
』
域
外
で
待
ち
う
け
て
安
く
買
い
た
た
き
、

さ
ら
に
邸
庖
に
持
ち

、
込
ん
で
高
く
買
り
つ
け
て
い
る
。
嘗
時
こ
の
よ
う
な
牙
人
仲
買
が
衣
第
に
慶
ま
っ
て
い
た
ら
し
く
、
後
唐
朝
か
ら
物
債
騰
貴
の
元
凶
と
見
倣
さ



れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
天
成
元
年
(
九
一
一
六
〉
十
一
月
二
十
一
日
に
は
次
の
救
が
瑳
せ
ら
れ
て
い
る
。

あ
ら
ゆ
る

在
京
の
市
態
、
凡
是
総
絹
・
斜
斗
・
柴
炭
、

も
a
，
い
た

一
物
己
上
、
皆
な
牙
人
あ
り
。
百
姓
の
将
到
れ
る
物
を
貨
寅
し、

時
物
騰
貴
し
、
百
姓
困
窮
す
る
を
致
す
。
今

後
宜
し
く
河
南
府
を
し
て
一
切
に
禁
断
せ
し
む
べ
し
。
如
し
是
れ
産
業
・
人
口
・
畜
乗
な
れ
ば
、
須
ら
く
牙
保
に
透
る
べ
し
。
此
の
外
は
並
び
に
鯛
ち
置
く

を
得
ず
。
の
お
雨
軍
巡
に
委
し
、
血
児
察
し
て
切
に
捉
獲
を
加
え
し
め
よ
。
如
し
這
え
ば
並
び
に
嘗
に
厳
断
す
ベ
し
。

〈
『
五
代
曾
要
』
各
二
六
、
市
〉

つ
ま
り
産
業
人
口
畜
乗
と
い
っ
た
立
契
を
要
す
る
取
引
に
の
み
牙
人
・
保
人
の
仲
介
を
認
め
、
そ
れ
以
外
の
総
絹
以
下
、
立
契
を
要
し
な
い
取

引
に
は
認
め
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
牙
人
仲
買
は
禁
止
の
封
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
放
は
特
に
河
南
府
を
指
定
し
て
い
る
の
で
他

地
域
に
も
同
様
の
禁
令
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
園
家
が
牙
人
の
機
能
を
本
来
の
立
契
買
買
周
旋
に
限
定
し
よ
う
と
し
た
意
園

は
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
北
宋
代
で
は
天
聖
八
年
(
一

O
三
O
〉
の
事
例
を
奉
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

開
封
府
言
え
ら
く
、
京
城
浩
穣
た
り
。
郷
荘
の
人
戸
、
柴
草
を
般
載
の
す
え
入
城
貨
賀
す
る
こ
と
少
な
か
ら
ず
。
多
く
在
京
の
官
私
牙
人
の
城
を
出
て
接
買
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し
、
預
め
先
に
商
量
し
て
債
例
を
作
定
し
、
山
一
一
小
の
定
銭
を
量
輿
し
て
枚
買
す
る
を
被
↑
る
。
本
主
期
せ
ず
、
却
っ
て
牙
人
、
車
牛
を
牽
桟
せ
し
め
て
穣
穂
貨

資
し
、
更
に
も
と
商
量
し
た
る
債
銭
外
に
銭
数
を
剰
取
す
る
を
被
る
を
。
檎
や
貨
寅
未
だ
登
さ
ざ
る
に
似
た
れ
ば
、
叉
更
に
元
般
の
柴
草
内
に
於
い
て
斤
雨

軽
少
な
り
と
誼
稽
し
て
債
銭
を
減
落
し
、
人
戸
車
牛
を
住
滞
し
て
盤
纏
を
在
費
せ
し
む
。
府
司
曾
て
携
を
出
だ
し
蹄
開
示
品
問
轄
す
と
錐
も
、
絡
に
未
だ
断
絶
せ

ず
。
欲
し
乞
う
ら
く
は
、
特
に
指
揮
を
降
し
て
止
紹
さ
れ
よ
。
如
し
違
犯
あ
れ
ば
並
び
に
乞
う
ら
く
は
、
重
く
断
遣
を
行
わ
れ
よ
。
寅
る
所
の
柴
草
は
人
戸

の
自
便
に
従
っ
て
貨
賀
す
る
に
任
せ
、
及
び
願
巡
人
ら
を
し
て
常
切
に
究
察
枚
捉
し
官
に
迭
っ
て
勘
断
せ
し
む
。
貴
ぶ
所
は
菓
に
遜
う
こ
と
な
り
、
と
。
こ

れ
に
従
う
。
(
『
宋
曾
要
』
食
貨
三
七
の
一
二
、
市
易
、
同
年
三
月
〉

こ
こ
に
見
え
る
牙
人
も
後
唐
の
と
き
と
同
様
、
郷
村
人
戸
の
も
た
ら
す
柴
草
を
域
外
に
出
て
買
い
た
た
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
際
、
代
金
と

17 

は
別
に
秤
量
の
手
数
料
と
思
わ
れ
る
も
の
も
取
っ
て
い
る

0

・ヵ

こ
う
し
た
牙
人
の
商
行
震
に
射
し
開
封
府
は
い
く
ど
か
携
を
出
し
て
禁
止
し
た

つ
い
に
教
果
を
事
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
宋
初
、
園
家
の
「
人
戸
が
自
使
に
従
っ
て
貨
買
す
る
の
に
任
す
」
と
い
う
方
針
は
維
持
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ず
る
の
が
困
難
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
だ
が
宋
朝
は
こ
の
と
き
に
は
ま
だ
こ
れ
を
堅
持
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

五
代
北
宋
を
逼
じ
て
牙
人
が
仲
買
を
行
っ
て
い
る
事
例
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
く
、
し
か
も
園
家
が
全
面
的
に
公
認
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る

が
、
南
宋
代
に
入
る
と
蚊
況
は
が
ら
り
と
饗
わ
る
。
二
三
例
拾
っ
て
み
よ
う
。

王
炎
『
壁
掛
使
類
菓
』
各

上
越
帥

た

だ

蓋
し
臨
江
軍
市
の
牙
倫
を
な
す
者
、
例
ね
皆
な
貧
民
な
り
。
百
斜
の
求
筈
あ
り
と
雄
も
、
亦
た
銭
本
の
以
て
枚
蓄
す
べ
き
無
し
。
毎
日
止
是
郷
落
の
細
民
、

歩
猪
し
て
市
に
入
り
牙
倫
の
門
に
坐
し
て
こ
れ
を
市
る
。
細
民
、
大
葉
銭
を
携
え
升
斗
を
分
程
し
て
去
る
。
故
に
米
賎
き
の
時
、
負
販
す
る
者
は
則
ち
筈
れ

ざ
る
の
憂
い
あ
り
。
米
貴
き
の
時
、
日
を
計
っ
て
縫
う
者
は
則
ち
紹
粒
の
病
あ
り
。

欧
陽
守
道
『
巽
驚
文
集
』
各
四
、
輿
王
士
口
州
論
郡
政
書

米
紅
、
融
制
日
至
ら
ず
。
其
の
僅
か
に
至
る
者
あ
る
も
、
諮
燃
の
米
及
び
州
市
郭
境
-
内
の
人
家
の
設
鰯
す
る
所
に
非
ず
。
而
し
て
其
の
数
目
希
少
な
れ
ば
、
牙
人

と
鏑
戸
、
前
途
守
等
し
先
を
争
っ
て
こ
れ
を
緩
い
嬢
奪
す
る
が
如
し
。
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牙
人
仲
買
が
流
通
過
程
の
一
段
階
と
し
て
一
般
的
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
南
宋
代
に
は
牙
人
仲
買
が
公
認
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
上
に
立
っ
て
宋
朝
の
流
通
政
策
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
が
覗
え
る
。

右
の
二
例
は
何
れ
も
、

だ
が
も
ち
ろ
ん
牙
人
が
不
正
の
手
段
に
よ
っ
て
仲
買
す
る
場
合
は
禁
治
さ
れ
た
。

『
晦
苓
先
生
朱
文
公
文
別
集
』
巻
九
、
約
束
米
牙
不
得
究

撹
搬
米
入
市
等
事
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

契
勘
す
ら
く
、
諸
豚
郷
村
の
人
戸
、
米
を
搬
し
て
入
市
出
胞
す
る
に
、
多
く
米
牙
人
の
兜
撹
拘
裁
し
、
庖
に
在
っ
て
水
を
入
れ
て
搾
和
し
、
債
直
を
増
撞

し
、
小
升
斗
を
用
い
て
出
抑
し
、
厚
利
を
競
落
す
る
を
被
る
。
迭
に
細
民
、
食
に
銀
し
む
を
致
す
。
情
食
切
害
、
合
に
約
束
を
行
う
ベ
し
。

以
上
列
察
し
た
牙
人
仲
買
の
諸
例
は
商
品
の
蒐
集
過
程
に
闘
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
分
散
過
程
に
つ
い
て
み
る
と
、
文
献
の
上
で
は
や
や
遅

れ
て
即
ち
南
宋
に
入
っ
て
か
ら
現
わ
れ
る
。
そ
れ
は
客
商
と
鋪
戸
の
聞
で
牙
人
が
仲
買
す
る
場
合
で
あ
る
。

一
例
を
奉
げ
る
と
、

認
す
。
祈
西
州
燃
の
米
償
問
問
責
す
。
南
船
、

瀕
常
時
諸
州
に
載
到
す
る
有
り
と
錐
も
、

多
く
米
牙
人
の
大
斗
を
用
い
債
を
低
く
し
て

量
殺
し、

私
に
停
め
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債
を
高
く
し
ーて
出
娘
す
る
を
被
る
。
の
お
温
台
明
越
州
を
し
て
巌
に
約
束
を
行
わ
し
め
よ
。

(
『
宋
舎
要
』
刑
法
二
の
一

O
二、

ー禁
約
、
紹
興
元
年
六
月
十

九
臼
)

漸
西
州
豚
に
到
着
す
る
客
船
の
米
穀
を
牙
人
が
安
く
買
入
れ
高
く
買
り
出
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
南
宋
嘗
初
で
あ
る
か
ら
、

お

そ
ら
く
北
宋
代
か
ら
現
わ
れ
た
朕
況
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

(3) 

牙
人
に
劃
す
る
課
税

牙
人
が
周
旋
の
ほ
か
仲
買
も
営
む
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
ら
の
税
負
携
に
も
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
牙
人
に
劃
す
る
課
税
は
従

来
、
資
料
上
の
制
約
か
ら
殆
ど
不
明
で
あ
っ
た
。
推
測
を
加
え
つ
つ
絹
れ
て
お
こ
う
。

ま
ず
小
林
高
四
郎
氏
が
紹
介
さ
れ
た
『
宋
史
』
巻
一
八
六
、
食
貨
志
、
市
易
に
、

(
淳
隈
元
年
)
詔
し
、
臨
安
府
及
び
腐
豚
の
交
易
償
保
銭
は
十
の
五
を
滅
ず
。
七
年
、
諸
路
州
鯨
の
交
易
信
保
銭
も
亦
た
十
分
を
以
て
率
と
信
用
し
五
分
を
減

ず
る
を
胞
(
す
。
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と
あ
る
「
交
易
倫
保
銭
L

は
他
に
徴
す
べ
き
責
料
が
な
く
具
睦
的
内
容
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
「
信
保
」
と
い
う
語
は
「
牙
保
」
を
連
想
さ

せ
る
の
で
、
立
契
貰
買
の
周
旋
・
保
護
業
務
に
劃
す
る
課
税
と
み
な
し
て
間
違
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
立
契
買
買
で
は
取
引
嘗
事
者
か
ら
牙

契
税
が
徴
放
さ
れ
る
が
、
そ
の
取
引
の
周
旋
を
業
務
と
す
る
牙
人
に
も
何
ら
か
の
課
税
が
な
か
っ
た
ら
お
か
し
い
。
そ
れ
が
交
易
倫
保
鎮
で
は

な
い
か
と
思
う
。
果
し
て
そ
う
で
あ
る
な
ら
牙
人
の
本
業
が
周
旋
に
あ
る
以
上
、
宋
代
を
通
し
て
課
せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

次
に
『
慶
元
篠
法
事
類
』
巻
三
六
、
庫
務
門
、
商
税
、
場
務
令
の
兎
税
規
定
に
注
目
す
る
。

諸
そ
穀
米
師
問
委
及
び
柴
を
客
販
す
る
者
は
、
其
の
税
、
船
の
力
勝
銭
を
弁
せ
て
並
び
に
完
ず
。
却
し
炭
及
び
草
木
を
以
て
殺
食
を
博
纏
す
る
者
は
此
れ
に
准

ず
。
批
判
お
牙
人
の
名
下
に
収
銭
す
る
を
得
ず
。
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こ
れ
は
兎
税
封
象
で
あ
る
米
穀
等
の
物
品
に
場
務
が
商
税
及
び
力
勝
銭
を
課
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
が
、

「
炭
や
草
木
で
根
食
-
E
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博
恕
す
る
」
郷
村
の
農
民
に
射
し
、
牙
人
と
い
う
名
目
で
商
税
を
課
じ
て
は
な
ら
ぬ
と
附
帯
さ
れ
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、
牙
人
は
炭
や
草
木

の
現
物
を
携
帯
し
て
場
務
を
遁
過
し
商
税
を
納
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
『
晦
巷
先
生
朱
文
公
文
集
』
巻
一

O
O、
約
束
携
に
は
、

税
務
、
日
逐
に
牧
到
せ
る
牙
客
人
の
合
に
納
む
べ
き
河
市
税
銭
、
並
び
に
数
を
蜜
し
て
拘
抑併
せ
ず
。

と
あ
り
、
税
務
が
牙
人
や
客
商
か
ら
徴
放
し
た
河
市
税
銭
を
自
分
の
懐
に
入
れ
て
し
ま
う
と
い
う
。
こ
こ
で
は
牙
人
と
客
商
が
並
列
さ
れ
て
い

る

商
税
や
河
市
税
銭
は
商
品
の
空
開
的
移
動
な
い
し
販
買
に
劃
し
て
課
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
本
来
都
市
内
定
住
商
人
で
あ
る
牙
人
が
活
動

範
囲
を
域
外
に
擁
大
し
ま
た
農
村
か
ら
も
牙
人
が
出
現
し
布
、

現
貫
に
商
品
を
移
動
さ
せ
る
吠
況
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
っ
て
客
商
な
み
に
課
せ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
か
か
る
嬰
化
は
宋
朝
が
牙
人
仲
買
を
公
認
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

以
上
、
牙
人
仲
買
の
質
態
を
論
じ
た
。

い
く
つ
か
の
事
例
を
通
し
て
み
ら
れ
る
特
色
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
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一
、
そ
の
出
現
は
十
世
紀
初
め
で
あ
る
こ
と
。
が
、
こ
れ
は
資
料
上
の
制
約
を
考
え
る
と
も
う
少
し
遡
る
か
も
知
れ
な
い
。

二
、
取
引
商
品
は
米
穀
、
燃
料
等
の
日
常
消
費
品
で
あ
る
こ
と
。

三
、
そ
れ
ら
の
商
品
の
特
に
農
村
か
ら
都
市
へ
の
流
通
に
準
出
し
て
い
る
こ
と
。

四、

、遅く
と
も
南
宋
初
頭
ま
で
に
、
商
品
の
分
散
過
程
に
お
い
て
も
成
立
し
た
こ
と
。

五
、
少
く
と
も
宋
初
ま
で
は
公
認
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
南
宋
で
は
不
正
を
行
わ
な
い
限
り
、
通
常
の
流
通
過
程
と
し
て
成
立
し
公
認
さ

れ
た
こ
と
。

宋
代
の
牙
人
仲
買
に
は
右
の
よ
う
な
特
色
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
れ
な
ら
牙
人
の
仲
買
準
出
を
生
み
出
し
た
背
景
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た

@
 

だ
ろ
う
か
。
唐
宋
問
、
農
村
で
は
飛
躍
的
な
生
産
力
の
増
大
が
あ
り
、
農
業
生
産
物
は
商
品
と
し
て
流
通
過
程
に
投
入
さ
れ
る
部
分
が
横
大
し

て
い
た
。
生
産
は
自
作
小
作
を
問
わ
ず
個
別
の
小
農
民
経
営
が
主
瞳
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。

一
方
都
市
は
そ
の
領
域
を
接
大
し
非
農
業
人
口
を



多
数
か
か
え
た
大
き
な
市
場
に
成
長
し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
朕
況
の
中
で
市
制
に
代
表
さ
れ
る
従
前
の
流
通
機
構
は
、
農
村
か
ら
都
市
へ

流
通
す
る
農
業
生
産
物
を
有
数
に
虚
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
市
制
の
も
と
で
は
周
遁
農
民
と
商
人
は
、
城
内
に
設
け
ら

@
 

れ
た
商
業
匡
域
「
市
」
を
主
要
な
交
易
の
場
と
し
て
直
接
に
取
引
す
る
。
生
産
力
の
増
大
と
都
市
の
成
長
は
、
流
通
量
を
増
加
さ
せ
る
と
と
も

に
、
よ
り
贋
範
園
に
わ
た
る
周
漫
農
村
を
都
市
に
結
び
つ
け
た
。
市
制
と
い
う
場
所
的
時
間
的
に
限
定
さ
れ
た
流
通
機
構
は
も
は
や
時
代
に
適

合
せ
ず
崩
壊
の
道
を
辿
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
都
市
と
農
村
は
何
ら
か
の
媒
介
で
結
び
あ
わ
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か

も
そ
の
媒
介
は
農
村
に
お
け
る
個
別
的
で
不
規
則
な
生
産
や
販
買
を
都
市
市
場
が
求
め
る
大
量
で
規
則
的
な
流
通
に
か
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
仲
買
業
と
い
う
流
通
の
連
鎖
を
按
大
す
る
業
種
が
成
立
し
た
祉
曾
的
背
景
は
こ
こ
に
あ
る
。

だ
が
こ
の
場
合
、
邸
庖
が
都
市
農
村
聞
の
媒
介
を
な
す
こ
と
は
む
ず
か
し
か
っ
た
。
都
市
の
邸
匝
は
概
し
て
客
商
と
の
関
係
を
深
化
さ
せ
て

問
屋
機
能
を
果
す
に
至

っ
た
も
の
で
あ
り
、
商
品
を
集
荷
す
る
際
に
は
も
と
も
と
牙
人
を
使
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
個
々
の
農
民
を
相
手
と
す

る
小
口
取
引
は
、
邸
庖
で
な
く
、
牙
人
の
準
出
す
べ
き
針
象
で
あ
っ
た
。
牙
人
の
仲
買
は
、
や
は
り
都
市
と
農
村
聞
の
流
通
を
捨
っ
た
城
外
の

@
 

定
期
市
が
草
市
と
し
て
瑳
達
し
商
品
流
通
の
網
の
目
を
緊
密
化
し
て
い
っ
た
の
と
同
様
に
、
雨
者
を
有
機
的
に
連
結
す
る
歴
史
的
役
割
を
撞
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
牙
人
の
仲
買
業
進
出
は
、
唐
宋
聞
に
お
け
る
農
業
生
産
力
の
護
展
に
基
づ
く
都
市
と
農
村
の
経
済
関
係
の
襲
化
す
な
わ
ち
祉
曾

的
分
業
の
設
展
を
重
大
な
要
因
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
ま
た
押
し
止
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
時
代
の
趨
勢
で
あ
っ
た
。
北
宋
ま
で
園
家

が
牙
人
仲
買
を
本
来
の
業
務
か
ら
逸
脱
し
た
好
ま
し
か
ら
ざ
る
も
の
と
認
め
て
も
、
結
局
は
そ
の
機
能
の
重
要
性
を
認
識
し
、
流
通
政
策
の
鍵

と
し
て
用
い
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
章

宋
朝
の
商
業
統
制
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き
て
、
こ
の
よ
う
な
祉
舎
的
分
業
の
護
展
に
劃
醸
し
て
、
宋
朝
の
商
業
把
握
の
方
法
も
饗
化
し
た
。
本
章
で
は
そ
の
方
向
を
探
っ
て
み
よ
う
。
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都
市
と
農
村
の
経
済
関
係
の
嬰
化
は
、
市
制
を
突
き
崩
し
、
園
家
が
交
易
の
場
を
場
所
的
に
限
定
し
て
直
接
的
に
統
制
す
る
こ
と
を
不
可
能

に
し
た
。
都
市
市
場
は
も
は
や
園
家
の
強
力
な
統
制
を
う
け
る
こ
と
な
く
、
資
本
力
を
も
っ
者
が
寡
占
す
る
封
象
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
宋
朝

は
横
大
す
る
商
品
流
通
を
財
政
基
盤
と
し
て
捉
え
る
志
向
を
も
っ
て
い
た
。
初
め
て
全
園
的
に
重
一
の
制
度
と
し
て
施
行
し
た
商
税
制
度
は
そ

@
 

の
表
わ
れ
で
あ
る
が
、
都
市
居
住
民
に
劃
し
で
も
坊
郭
戸
と
し
て
郷
村
戸
に
封
置
し
戸
等
制
を
導
入
し
た
。
税
役
負
措
能
力
を
増
し
た
坊
郭
戸

を
よ
り
的
確
に
把
握
す
る
た
め
で
あ
る
。
だ
が
都
市
の
寡
占
健
制
は
商
品
流
通
を
阻
碍
し
、
下
等
戸
の
上
等
戸
へ
の
隷
腐
を
招
い
た
。
市
制
崩

壊
後
の
都
市
市
場
は
、
園
家
が
何
ら
か
の
針
策
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
針
象
で
も
あ
っ
た
。

田
小
銃
τ

五
年
〈
一

O
七
二
)
三
月
、

@
 

小
商
人
に
も
資
本
を
融
通
し
、
商
人
層
全
鐙
の
育
成
を
圃
っ
た
が
、
こ
の
ほ
か
園
家
機
関
み
ず
か
ら
商
人
よ
り
商
品
を
買
上
、げ
、
さ
ら
に
他
の

⑮
 

商
人
に
轄
買
す
る
傑
項
、
所
謂
貿
遷
物
貨
法
を
含
ん
で
い
た
。
こ
の
僚
項
こ
そ
市
制
解
陸
後
初
め
て
宋
朝
が
直
接
に
市
場
べ
介
入
し
、
流
通
の

主
導
権
を
回
復
す
る
こ
と
を
園
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
提
穆
在
京
市
易
務
の
任
に
嘗
っ
た
呂
嘉
聞
は
、
王
安
石
の
支
持
を
う
け
て
特
に

王
安
石
の
市
易
法
が
寅
施
さ
れ
た
。

市
易
法
は
、

民
間
に
低
利
で
貸
付
を
行
っ
て
大
商
ば
か
り
で
な
く
中

こ
の
候
項
を
推
進
し
た
。
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凡
そ
商
放
、
有
す
る
所
は
必
ず
市
易
に
賓
り
、
或
い
は
市
建
の
無
き
所
に
非
ざ
る
も
の
も
必
ず
市
易
よ
り
買
う
。
而
し
て
本
務
、
率
ね
皆
な
賎
く
寅
い
資
く

賓
り
、
入
る
を
重
ん
じ
出
だ
す
を
軽
ん
じ
、
康
く
蔵
品
跡
を
枚
む
。

(
『
長
編
』
省
二
五
て
照
寧
七
年
三
月
壬
戊
僚
中
辛
酉
練
、
骨
布
の
奏
)

市
易
務
は
、
従
来
都
市
に
流
入
す
る
商
品
の
仲
介
を
濁
占
的
に
果
し
て
い
た
粂
併
家
や
邸
庖
か
ら
、

の
流
通
過
程
に
直
接
わ
り
込
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
王
安
石
の

そ
の
機
能
を
奪
っ
た
ば
か
り
か
、
商
品

今
市
易
法
を
修
め
、

即
ち
粂
弁
の
家
よ
り
以
て
自
来
開
庖
停
客
の
人
弁
び
に
牙
人
に
至
る
ま
で
、

叉
た
皆
な
職
を
失
う
。

(『長
編
』
巻
二
三
六
、
四
川
寧
五

年
閏
七
月
丙
辰
)

と
い
う
寅
施
直
後
の
言
葉
、

ま
た
嘗
法
糞
の
重
鎮
文
彦
博
の

今
、
官
を
し
て
貰
匿
を
作
し
公
に
牙
倫
の
利
を
取
ら
し
む
。

(
『
長
編
』
各
二
四
二
、
照
寧
六
年
正
月
辛
亥
)



と
い
う
言
葉
に
徴
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
市
易
法
の
貫
施
は
都
市
市
場
の
寡
占
健
制
を
築
い
て
い
た
粂
併
家
、
邸
庖
及
び
牙
人
に
大
き
な
打

撃
を
興
え
た
。
が
そ
れ
は
と
も
か
く
、
市
易
務
に
よ
る
市
場
へ
の
介
入
は
、

か
つ
て
の
市
制
が
交
易
を
場
所
的
に
捉
え
た
方
法
と
は
違
っ
て
い

た
。
場
所
的
統
制
か
ら
流
、通
過
程
の
内
部
に
入
り
込
ん
だ
統
制
へ
。
直
接
的
と
い
う
貼
で
は
同
じ
で
あ
る
が
、
市
易
法
は
新
し
い
商
業
把
握
の

方
法
を
摸
索
し
て
い
た
と
い
え
る
。

だ
が
市
易
法
は
利
盆
の
侵
害
を
う
け
た
大
商
ら
の
反
封
を
う
け
て
挫
折
し
た
。
元
豊
八
年
、
低
利
金
融
策
で
あ
る
契
書
金
銀
抵
嘗
法
が
抵
嘗

@
 

法
と
し
て
存
績
し
た
の
を
除
い
て
市
易
法
は
底
止
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
見
て
、
市
易
法
失
敗
の
主
因
は
貿
蓮
物
貨
法
で
あ
っ
た
。
宋
代
の

都
市
市
場
は
園
家
の
直
接
的
介
入
を
許
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

以
後
宋
朝
は
市
易
法
の
よ
う
な
際
立
っ
た
政
策
を
打
ち
出
さ
な
く
な
る
。

一
鷹
市
易
法
は
新
法
業
政
権
時
に
復
活
さ
れ
て
い
る
が
、
詳
し
い

内
容
は
も
と
よ
り
、
同
じ
篠
項
が
そ
の
ま
ま
運
営
さ
れ
た
か
ど
う
か
も
分
ら
な
い
。
宋
朝
の
市
易
法
以
後
の
商
業
政
策
を
知
る
て
が
か
り
は
、

地
方
市
場
で
み
ら
れ
た
よ
う
な
流
通
の
結
節
貼
た
る
牙
人
の
活
用
に
求
め
ら
れ
る
と
思
う
。
ま
ず
南
宋
の
都
市
市
場
の
構
造
か
ら
見
ょ
う
。
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杭
州
、
人
姻
調
密
な
り
。
域
内
外
、
激
十
蔦
戸
、
百
十
高
ロ
を
下
ら
ず
。
毎
日
の
街
市
の
食
米
、
府
第
・
官
舎
・
宅
舎
・

富
室
及
び
諸
司
の
該
俸
あ
る
人
を

除
く
外
、
細
民
の
食
す
る
所
は
毎
日
域
内
外
一
二
千
徐
石
を
下
ら
ず
、
皆
な
こ
れ
を
鋪
家
に
需
む
。
然
し
て
本
州
頼
む
所
の
蘇
湖
常
秀
准
慶
等
慮
の
客
米
、

湖
州
市
の
米
市
橋
・
黒
橋
に
到
来
し
、
倶
に
是
れ
米
行
、
接
客
出
耀
す
。
:
:
:
域
内
外
の
諸
鏑
戸
、
毎
戸
専
ら
行
頭
の
米
市
に
於
い
て
債
を
倣
す
に
想
り
、

径
ち
に
米
を
裂
し
て
各
鋪
に
到
っ
て
出
縄
す
。
鋪
家
、
日
子
を
約
定
し
て
米
銭
を
支
打
す
。
其
の
米
市
の
小
牙
子
、
親
し
く
各
舗
に
到
っ
て
支
打
妥
客
す
。

叉
た
新
開
門
外
草
橋
下
の
南
街
に
亦
た
米
市
を
開
く
三
四
十
家
、
接
客
打
愛
し
‘
鋪
家
及
び
諸
山
郷
客
に
分
俵
し
て
販
賀
す
る
あ
り
。
街
市
の
鋪
戸
と
大
い

に
径
庭
あ
り
。

(『夢
梁
銭
』
巻
二
ハ
、
米
鋪
、
知
不
足
祷
叢
書
本
)

南
宋
の
園
都
臨
安
の
米
市
場
で
あ
る
。
米
行
は
米
牙
人
の
組
織
、
行
頭
は
そ
の
頭
で
あ
る
。

ま
.
す
注
目
し
た
い
の
は
、
米
市
が
城
門
外
の
河
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川
沿
い
に
聞
か
れ
、
三
四
十
家
の
牙
人
が
客
商
の
も
た
ら
す
米
を
集
荷
し
鋪
戸
に
鶴
賀
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
客
舟
に
よ
っ
て
運
び

込
ま
れ
る
臨
安
の
一
般
消
費
の
米
一
二
千
蝕
石
は
事
寅
上
す
べ
て
牙
人
の
手
を
通
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
鋪
戸
は
個
別
に
行
頭
と
取
引
債
格
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を
協
議
し
て
い
た
。
牙
人
の
米
債
に
封
す
る
直
接
的
な
影
響
力
の
大
き
さ
が
見
て
と
れ
る
と
同
時
に
、
市
制
崩
壊
後
の
都
市
市
場
で
流
通
の
か

な
め
に
な

っ
て
い
た
の
が
外
な
ら
ぬ
牙
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
る
。

次
に
注
目
す
べ
き
は
臨
安
の
米
牙
人
に
「
行
」
組
織
が
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
。
牙
人
の
行
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
加
藤
繁
氏
が
『
五
代
曾

@
 

要
』
に
「
牙
行
人
」
と
い
う
用
例
が
あ
る
こ
と
を
護
見
さ
れ
、
「
牙
倫
組
合
員
の
意
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
し
か
し
今
の
と
こ
ろ
宋
代
の

⑮
 

文
献
に
、
牙
人
組
合
を
明
示
す
る
「
牙
行
(
人
ど
と
い
う
用
例
は
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
そ
も
そ
も
業
種
を
間
わ
な
い
仲
介
商
人
全

鐙
の
組
合
は
存
在
し
え
な
い
だ
ろ
う
。
加
藤
設
は
、
各
商
品
別
牙
人
組
合
の
存
在
の
可
能
性
と
い
う
貼
か
ら
検
討
を
要
す
る
。
と
す
る
と
『
夢

梁
録
』
の
「
米
行
」
「
行
頭
」
は
米
牙
人
の
行
が
存
在
し
た
こ
と
を
立
謹
す
る
上
で
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
だ
が
他
の
商
品
で
は
ど
う
か
。

こ
の
問
題
に
重
要
な
示
唆
を
興
え
て
く
れ
る
資
料
は
『
繋
年
要
録
』
巻
一
七
三
、
紹
興
二
十
六
年
七
月
辛
亥
の
記
事
で
あ
る
。

戸
部
向
書
粂
樺
知
臨
安
府
韓
仲
遁
言
え
ら
く
「
・
:
:
叉
た
居
民
日
用
の
疏
菜
果
寅
の
類
、
近
ご
ろ
牙
倫
陳
献
し
、
園
を
置
い
て
拘
頁
し
、
牙
銭
を
魁
除
す
る

こ
と
太
だ
多
き
に
因
っ
て
、
細
民
、
買
買
に
難
き
を
致
す
。
:
:
:
欲
し
乞
う
ら
く
は
並
び
に
住
罷
を
行
わ
れ
ん
こ
と
を
」
と
。
こ
れ
に
従
う
。
三
事
皆
な
漕

い泳
の
初
む
る
所
な
り
。
是
に
及
ん
で
星
嬰
に
因
り
て
罷
む
。
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圏
は
行
と
同
じ
く
商
人
組
合
を
さ
す
が
、
臨
安
府
の
日
用
の
読
菜
果
買
を
扱
う
牙
人
は
流
通
を
濁
占
す
る
た
め
に
陳
献
し
て
圏
を
組
織
す
る
必

要
が
あ
り
、

し
か
も
宋
朝
は
流
通
を
阻
碍
す
る
と
の
理
由
で
こ
れ
を
慶
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
見
る
と
、
牙
人
の
組
合
の
自
治
性
、
永
績
性
に
は
園
家
の
強
い
制
限
が
加
え
ら
れ
て
い
た
。
組
合
の
設
置
が
商
品
に
よ
っ
て
認
め

ら
れ
た
り
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
り
す
る
貫
情
は
、
そ
れ
が
園
家
の
流
通
政
策
と
関
係
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
関
連
し
て
鋪
戸
の
組

合
と
の
相
違
も
見
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
宋
代
の
鋪
戸
は
微
細
な
商
品
に
至
る
ま
で
行
に
編
成
さ
れ
行
役
を
負
措
し
て
い
国
。
そ
れ
が
重
大

な
社
合
同
問
題
を
引
き
起
し
た
た
め
に
多
数
の
資
料
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

@
 

ぃ
。
行
戸
は
官
聴
に
差
役
さ
れ
て
公
務
に
従
事
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
同
じ
く
官
聴
で
公
務
を
行
う
牙
人
は
業
務
に
鷹
じ
た
牙
鎮
の
支
給
を
う

牙
人
に
閲
し
て
は
行
役
の
負
措
を
示
す
資
料
が
殆
ど
な

け
て
い
た
の
で
あ
る
。



め
ら
れ
る
業
種
に
の
み
園
家
が
組
織
す
る
こ
と
を
許
し
、

@
 

ル」。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
私
は
牙
人
の
行
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
牙
人
に
は
各
商
品
別
の
行
組
織
は
存
在
せ
ず
、
特
に
必
要
と
認

し
か
も
そ
れ
は
行
役
と
は
関
係
な
く
、
園
家
の
流
通
政
策
に
関
係
し
た
も
の
で
あ
る

と
も
あ
れ
、
南
宋
都
市
市
場
の
牙
人
組
合
は
、
特
定
の
商
品
に
つ
い
て
流
通
の
大
元
締
で
あ
り
、
債
格
を
統
制
し
う
る
立
場
に
あ
っ
た
。
そ

し
て
宋
朝
は
個
々
の
牙
人
を
集
結
す
る
組
合
の
設
立
の
擢
限
を
握
っ
て
い
た
。
こ
の
二
つ
の
候
件
を
合
わ
せ
る
と
き
、
市
易
法
以
後
宋
朝
の
と

っ
た
商
業
統
制
の
方
向
が
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
宋
朝
は
流
通
過
程
に
劃
し
て
、
市
易
法
が
目
指
し
た
直
接
的
掌
握
を
断
念
し
、
流
通
の
結
節

を
な
す
牙
人
を
統
制
す
る
こ
と
で
間
接
的
に
掌
握
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
唐
宋
蟹
革
期
に
お
け
る
祉
曾
的
分
業
の
設
展
は
、
園
家
に
よ
る
商
業
把
握
を
直
接
か
ら
間
接
へ
と
轄
換
せ
し
め
、
南
宋
代
に
一
つ
の

鯖
着
黙
に
導
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

結

語

- 25ー

本
稿
は
た
だ
牙
人
の
み
に
注
目
し
、
牙
人
撞
頭
の
背
景
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
唐
宋
饗
革
期
に
お
け
る
祉
曾
的
分
業
の
護
展
、
園
家

に
よ
る
商
業
統
制
の
推
移
を
追
求
し
た
。
だ
が
本
稿
が
課
題
と
し
た
問
題
は
牙
人
だ
け
の
論
誼
で
解
決
し
え
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
扱

え
な
か
っ
た
重
要
な
問
題
、
例
え
ば
、
都
市
と
農
村
の
流
通
を
媒
介
す
る
定
期
市
の
機
構
、
邸
庖
の
動
向
や
鋪
戸
を
構
成
員
と
す
る
行
組
織
の

性
格
な
ど
が
、
各
々
市
場
構
造
と
園
家
の
政
策
の
中
で
改
め
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
市
易
法
の
も
つ
意
義
も
よ
り
綿
密
な
考
謹
を

必
要
と
す
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
今
後
の
課
題
と
し
て
蔑
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
牙
人
問
題
よ
り
見
た
国
家
の
商
業
政
策
の
推
移
も
以
上
で
壷
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
南
宋
の
地
方
都
市
で
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
牙

人
は
市
場
を
支
配
す
る
賓
力
を
も
つ
に
至
っ
て
い
た
。
宋
朝
が
最
終
的
に
商
業
を
把
握
し
た
方
法
、
つ
ま
り
牙
人
を
鍵
と
す
る
流
通
過
程
の
間

接
的
統
制
は
、
牙
人
が
仲
介
を
濁
占
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
園
家
の
統
制
を
こ
え
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
矛
盾
を
も
っ
て
い
た
。
元
以
後
の

25 
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園
家
は

こ
の
新
た
に
生
じ
た
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
別
の
政
策
を
施
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
流
通
政
策
の
意
味
を
も
っ
園
家

の
牙
人
政
策
は
更
に
展
開
を
途
げ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

註
本
稿
引
用
文
献
の
略
構
は
以
下
の
通
り
。
『
宋
舎
要
輯
稿
』
一
『
宋
曾
要
』
、

『
繍
資
治
通
鑑
長
編
』
・
『
長
編
』、『
建
炎
以
来
繁
年
要
録
』
一
『
繋
年
菱
銀
』

①

本

稿

一
七
頁
に
全
文
引
用
。

②
夏
錬
『
文
荘
集
』
巻

二
ニ
、
賎
商
資
。

③
『
景
定
建
康
士
山
』
袋
二
三
、
城
闘
志
、
卒
止
倉
。

④
明
清
の
牙
行
に
つ
い
て
、
『
清
園
行
政
法
』
〈
一

九

一
四
年
)
、
加
藤
繁

氏
「
清
代
に
於
け
る
村
鎮
の
定
期
市
」
(
『
東
洋
皐
報
』
一
一
一
一
一
の
二
、
一
九

三
六
年
、
『
支
那
経
済
史
考
設
』
下
各
所
牧
)
、
劉
重
日
・
左
雲
鵬
爾
氏

「封
φ

牙
人
e

，
牙
行
e

的
初
歩
探
討
」
(
『
文
史
哲
』

一
九
五
七
の
八
〉
、

山
根
幸
夫
氏
「
明
清
時
代
筆
北
市
集
の
牙
行
」
(
『
星
博
士
退
官
記
念
中
園

史
論
集
』
一
九
七
八
年
〉
な
ど
を
参
照
し
た
。

⑤
稲
葉
氏
「
胞
禽
・
牙
倫
及
ピ
牙
行
ニ
就
テ
1

1支
那
税
源
ノ
歴
史
的
考

祭
|
|
上
下
」

(『
東
亜
経
済
研
究
』
五
の
二
・

三、

一
九
一
一
一
年
)
、
小

林
氏
「
唐
宋
牙
人
考
」
「
唐
宋
牙
人
考
補
正
」
(
『
史
準
』
八
の
一
・
一
一
一
、

一
九
二
九
年
)
。
こ
の
ほ
か
陳
漢
掌
氏
「
日
本
稲
葉
君
山
牙
倫
史
補
正
」

(
『
図
立
中
央
大
鬼
平
中
十
月
刊
』
一
の
四
、
一
九
二
九
年
、
邦
譲
、
田
中
忠

夫
氏
諜
「
牙
倫
史
へ
の
補
正
」
『
東
毘
経
沸
研
究
』
一
五
の
四
、
一
九
三

一
年
)
が
あ
る
。

⑤

『

宋
代
商
業
史
研
究
』
(
一

九
六
八
年
)
第
五
章
、
二
仲
買
業
の
業

種
と
機
能
、
ま
た
特
に
米
牙
人
に
つ
い
て
は
同
書
第
三
章
第
一
節
〔
ニ
。

⑦
本
稿
で
は
牙
人
業
務
の
内
容
を
明
確
に
す
る
た
め
、
周
旋
と
仲
買
と
に

区
分
し
た
。
各
々
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
本
文
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
仲
買
人
と
い
う
語
は
、
本
稿
で
用
い
る
狭
義
の
用
法
の
ほ
か

に
、
仲
立
商
を
も
含
め
て
用
い
る
瞭
義
の
使
い
方
も
あ
る
。
仲
立
商
と

は
、
現
代
、
他
人
の
商
行
震
の
媒
介
を
な
し
手
数
料
を
受
け
る
者
の
意
味

に
用
い
ら
れ
、
査
券
業
者
、
土
地
頁
買
周
旋
人
(
不
動
産
仲
立
人
)
、
船

舶
仲
立
人
な
ど
の
類
を
さ
す
。
従
っ
て
慶
義
の
用
法
か
ら
い
え
ば
、
牙
人

業
務
を
仲
買
で
統
一
す
る
こ
と
も
さ
し
っ
か
え
な
い
わ
け
で
あ
り
、
従
来

牙
人
を
仲
買
人
と
誇
す
こ
と
が
あ
っ
た
の
も
別
に
問
題
な
い
。
た
だ
そ
れ

で
は
牙
人
機
能
の
二
側
面
を
不
明
瞭
に
す
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
あ
え
て
狭

義
の
用
法
に
限
定
し
た
の
で
あ
る
。

⑧
註
⑧
。

@
本
稿
二
二
頁
。

⑪

『

長

編
』
巻
二
三
二
、
照
銃
千
五
年
四
月
丙
子
。

⑪
『
長
編
』
巻
二
五
て
岡
山寧
七
年
三
月
壬
氏
。

⑫
四
川
権
茶
法
の
牙
人
に
関
し
て
、
河
上
光
一
氏
「
宋
代
四
川
の
椎
茶
法
」

(
『
史
拳
雑
誌
』
七
一
の
一
て
一
九
六
二
年
〉
に
既
に
言
及
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
氏
は
行
論
に
必
要
な
部
分
を
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
も

し
今
そ
の
補
足
部
分
の
み
を
記
述
し
た
の
で
は
全
鐙
像
を
得
ら
れ
な
い
恐

れ
が
生
じ
る
。
そ
れ
故
、
重
複
を
厭
わ
ず
-
記
述
し
た
こ
と
を
お
断
り
し
た

- 26ー
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⑬
呂
陶
『
浄
徳
集
』
巻
て
奏
震
官
場
寅
茶
焼
損
圏
戸
致
有
調
訴
喧
問
事

状、
(
管
勾
甥
口
茶
場
秘
書
丞
安
固
)
須
要
務
茶
、
及
向
牙
人
道
、
爾
等
賞

時
通
出
抵
産
在
官
。
今
来
官
中
無
銭
買
茶
。
俗
牙
人
、
須
箸
奥
我
出
銭
、

買
茶
一
市
。

⑬
『
宋
曾
褒
』
食
貨
三

O
の
一
八
、
茶
法
雑
録
上
、
元
盟
六
年
間
六
月
十

コ
百
、
陸
師
聞
の
奏
、

諸
買
茶
場
、
量
事
務
繁
筒
、
招
置
有
物
力
保
議
牙
人
。
態
牧
買
起
綱
茶
、

依
郷
例
支
牙
銭
。
創
的
色
貝
食
茶
、
亦
依
郷
例
。
於
合
支
債
銭
内
、
魁
留

牙
銭
、
置
歴
、
分
関
忙
月
分
均
給
。
有
品
開
弁
不
慮
給
者
、
並
入
官
。

⑮
前
註
⑭
に
よ
る
。

⑮
『
浄
篠
集
』
巻
二
、
申
府
帥
弁
二
司
獄
、

及
至
今
月
十
九
日
、
魚
本
場
支
銭
併
輩
、
有
国
戸
三
百
家
以
来
、
約
及

三
千
人
、
止
約
不
住
、
各
自
終
茶
直
上
監
官
嵐
、
堆
染
圏
閣
。
秘
丞
者
J

固
・
主
簿
蒔
翼
、
語
言
不
遜
、
須
要
稽
茶
、
逐
官
各
困
層
字
。
衆
人
途

便
捲
破
醇
翼
抱
袖
、
弁
致
打
随
行
手
力
等
。
其
牙
子
一
十
二
人
、
並
各

週
遊
。

『
長
編
』
巻
二
八
二
、
照
寧
十
年
五
月
庚
午
に
同
じ
記
事
を
載
せ
、

期
口
茶
園
三
百
除
戸
、
凡
五
千
人
。

⑫
『
長
編
』
笠
ニ
六
六
、
元
一
腕
元
年
二
月
葵
菌
、
劉
撃
の
奏
、

官
所
給
銭
、
鹿
耗
於
公
者
、
名
色
不
一
。
如
預
借
息
銭
・
験
引
・
頭
子

銭
・
税
銭
之
類
、
費
用
常
以
過
半
。
毎
歳
春
、
官
司
預
以
券
給
借
銭
糧
、

必
以
牙
倫
保
任
之
。
及
輸
入
之
日
、
験
引
交
稽
、
叉
牙
助
国
主
之
。

⑬
前
註
⑬
に
よ
る
。

⑬
『
長
編
』
各
三
六
六
、
元
結
元
年
二
月
葵
土
木
、
蘇
轍
が
茶
法
の
沿
革
を

述
べ
て
、

(
陸
師
聞
)
奏
乞
、
於
成
都
府
置
場
、
客
旋
見
無
銭
買
茶
、
許
以
金
銀

諸
貨
折
博
。
途
以
折
博
篤
名
、
多
遺
公
人
・
牙
人
、
公
行
拘
欄
民
間
物

貨
入
場
、
賎
買
貴
質
、
其
害
過
於
市
易
。

ま
た
『
浄
徳
集
』
巻
三
、
奏
信
用
敏
連
先
知
都
世
州
日
三
次
論
奏
権
買
川
茶
不

便
弁
篠
述
今
来
利
害
事
状
、

一
、
名
潟
茶
法
、
却
販
布
弁
大
盗
T

醸
及
陶
器
、
井
運
解
撞
入
川
、
相
粂

岐
点
ス
。
近
更
置
博
易
茶
場
、
国
貝
繰
綿
紬
絹
紗
羅
綾
布
金
銀
椿
皮
賎
紙
香

輔
衆
米
豆
等
、
出
息
貨
頁
。
仰
許
監
官
出
外
招
誘
、
及
遺
牙
子
、
往
諸
問
綿

編
欄
。
其
害
過
子
市
易
。

@
前
註
⑬
『
宋
舎
要
』
陸
師
聞
の
奏
、

諸
提
奉
司
人
吏
・
貼
司
・
軍
典
・
及
茶
場
専
典
・
庫
秤
・
牙
人
等
、
因

公
事
取
興
財
物
、
依
穂
運
司
人
吏
法
。
(
引
領
過
度
、
首
従
皆
用
此
法
〉

③
前
註
⑬
『
浄
徳
集
』
巻
一
、

去
年
時
節
、
毎
斤
寅
得
七
八
十
文
。
今
来
只
寅
得
五
十
文
。
除
牙
子
銭

了
、
枚
得
四
十
七
文
。

②
前
註
⑬
に
よ
る
。

③
前
註
⑭
に
よ
る
。

⑧
『
浄
徳
集
』
巻
三
、

奏
乞
罷
権
名
山
等
三
慮
茶
以
魔
徳
津
亦
不
閥
備
漫

之
費
紋
に
、

自
権
法
之
行
、
茶
有
牙
税
・
脚
息
・
頭
子
・
繕
索
等
銭
、
比
自
信用無
名
之

欽。
と
あ
る
牙
税
は
所
謂
牙
契
税
で
は
な
く
、
例
え
ば
前
註
⑮
『
長
編
』
の
後

文
に
、

.，-27ー
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今
多
作
名
目
、
如
牙
銭

・
打
角
銭
之
類
、
至
枚
五
分
以
上
。

と
い
う
牙
銭
に
同
じ
。

③
前
註
⑫
『
長
編
』
劉
撃
の
奏
の
後
文
、

官
吏
以
息
篤
功
、
以
功
第
賞
、
統
進
官
減
年
失
-
叉
以
息
額
之
徐
銭
、

使
輿
脅
吏

・
牙
信
分
取
入
己
。
日
用
市
易
法
也
。

⑧
照
寧
五
年
三
月
夜
布
の
市
易
法
俊
文
に
よ
る
(引
用
は

『
宋
舎
要
』
食

貨
三
七
の
一
四
、
市
易
、
中
書
省
の
奏
〉
。

並
於
市
日
夕
計
置
、
許
召
在
京
諸
行
鋪
戸
牙
人
、
充
本
務
行
人
牙
人
。
内

行
人
令
供
遁
己
所
有
、
或
借
乞
人
産
業
金
銀
、
充
抵
賞
、
五
人
以
上
篤

一
保
。
遇
有
客
人
物
貨
出
寅
不
行
、
願
貫
入
官
者
、
許
至
務
中
投
貰
。

勾
行
牙
人
輿
客
人
卒
其
債
。
抽
銀
行
人
所
要
物
数
、
先
支
銭
買
之
。

②
『
宋
禽
要
』
食
貨
六
四
の
四
三
、
和
買
、
紹
興
六
年
二
月
二
十
三
日

(
食
貨
五
五
の
一
八
、
雑
買
務
に
も
見
え
る
〉
、

詔
、
太
府
寺
置
牙
人
四
名
、
枚
買
和
剤
局
輔
衆
材
、
毎
貫
支
牙
銭
五
文
、

於
客
人
質
築
材
銭
内
支
。
如
入
中
、
依
市
直
定
償
、
責
牙
人
排
験
無
俄

濫
、
堪
充
修
合
欲
、
監
官
再
行
審
験
、
定
債
枚
買
。

同
五
月
十
五
日
、

朝
旨
、
毎
貫
於
客
人
慮
、
更
亥
牙
銭
二
十
文
。
以
無
人
隠
募
也
。

@
前
註
@
に
よ
る
。

@
前
註
②
に
よ
る
。

@
『
宋
曾
要
』
食
貨
三
八
の
三
九
、
互
市
、
隆
輿
二
年
十
二
月
十
八
日
篠

に
、
奮
制
と
し
て
紹
興
十
二
年
八
月
以
来
の
権
場
の
制
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。替

制
、
・
・
:
其
客
人
販
到
物
貨
、
令
主
管
官
制
酎
量
、
依
市
直
佑
債
、
遁

放
過
准
。
毎
貫
牧
息
銭
二
百
・
牙
銭
二
十
・
脚
銭
四
文
。
牙
銭
以
十
分

震
率
、
九
分
官
枚
、
一
分
均
給
牙
人
。
其
脚
銭
蜜
数
支
散
脚
戸
。

と
こ
ろ
で
客
商
か
ら
徴
枚
し
た
牙
銭
の
九
割
を
官
枚
と
す
る
こ
と
の
意
味

は
何
で
あ
ろ
う
。
官
の
利
潤
と
し
て
は
既
に
一
貫
に
つ
き
二
百
文
、
す
な

わ
ち
二
O
%
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
上
、
牙
銭
一
・
八
%
が

見
込
ま
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
で
も
な
い
が
、
山
富
時
一
般
的
に
仲
介
手

数
料
二
%
が
相
場
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
た
め
、
そ
れ
を
す
べ
て
牙
人

に
支
給
す
る
と
、
収
入
に
お
い
て
あ
ま
り
に
他
の
官
吏
と
の
バ
ラ
ン
ス
が

く
ず
れ
て
都
合
悪
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
宋
金
貿
易
は
、
加
藤
氏
が
好

胎
軍
機
場
の
年
開
総
牧
入
を
十
四
五
省
内
貫

t
二
十
蔦
貫
と
計
算
さ
れ
た
如

く
、
E
額
の
交
易
だ
っ
た
の
で
あ
る
(
「
宋
と
金
園
と
の
貿
易
に
就
い
て
」

『
史
皐
雑
誌
』
四
八
の
て

一
九
三
七
年
、
『
支
那
経
済
史
考
歪
』
下
品
住

所
枚
〉
。

@

秦

九
紹
『
数
書
九
章
』
巻

一
二
、
推
知
雑
数
、

和
怒
三
百
蔦
貫
、
求
米
石
数
。
開
毎
石
牙
銭
三
十
、
羅
場
最
米
折
支
。

牙
入
所
得
、
毎
石
出
牽
銭
八
百
、
牙
人
量
米
四
石
六
斗
八
合
、
折
輿
牽

頭
。
欲
知
米
数
・
石
債
・
牙
銭
・
牙
米
・
牽
銭
各
幾
何
。

答
日
、
雑
到
米

一
十
二
高
石。

石
債
二
十
五
貫
文
。

牙
銭
三
千
六
百
貫
文
、
折
米
一
百
四
十
四
石
。

牽
銭
一
百
一
十
五
貫
二
百
文
。

『
数
書
九
章
』
は
淳
砧
七
年
ご
ろ
成
立
し
た
南
宋
の
代
表
的
数
皐
書
で
あ

り
、
扱
わ
れ
て
い
る
数
値
は
蛍
時
の
相
場
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
さ
て
、
こ
の
資
料
を
紹
介
さ
れ
た
斯
波
氏
は
「
一
斗
二
百
五
十
文
、

牙
銭
毎
石
三
十
文
で
一
割
二
分
と
な
り
、
そ
の
ほ
か
折
米
一
百
四
十
四
石

の
牧
入
が
あ
っ
た
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
ハ
前
掲
書
四
O
五
頁
〉
、
私

。。ηる
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の
解
蝿
揮
は
異
な
る
の
で
再
読
し
よ
う
。

ま
ず
牙
銭
の
率
は
、

論
剖
叩
潟

ω
。
川
内
ト
剖
蔵
N
印
"
。
。
。
沖
×
H
D
O
H

州
路
様
。
・
ロ
決

も
し
く
は
、

組
H

肺
補
諮
掛
周

ω・
由
O
D
湖
は
円
+
袖
口
議
議
'
酬
周

u-go-go湖
×
H
O
O
H
W
明
協
同
協

。.H
N
W民

と
な
り
、

0
・
一
二
%
で
あ
る
。
次
に
折
米
に
つ
い
て
は
、
解
法
に
「
以

石
債
除
牙
銭
得
牙
米
」
と
あ
り
、

川市総

ω・8
0
湖
川
内
+
剖
苅
N
印湖
u
N
¥
剖
H
M哨
沫
広
島
叫

の
計
算
か
ら
、
牙
米
一
四
四
石
が
得
ら
れ
る
。
つ
ま
り
牙
銭
三
六

O
O貫

文
を
石
敷
に
換
算
し
た
も
の
が
折
米
一
四
四
石
に
ほ
か
な
ら
な
く
、
こ
れ

が
牙
米
で
あ
る
。
少
し
話
は
そ
れ
る
が
、
こ
れ
か
ら
「
牽
銭
」
の
内
容
が

分
る
の
で
鯛
れ
て
お
こ
う
。
設
聞
に
は
「
毎
石
出
牽
銭
八
百
」
と
あ
る
だ

け
で
一
見
「
和
羅
米
一
石
に
つ
き
」
の
意
に
と
り
か
ね
な
い
が
、
解
法
に

は
「
以
牽
銭
乗
牙
米
得
牽
銭
」
と
誘
拐
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

州
熔
蛾
∞
0
0
刈
¥
剖
×
川
市
沫
広
島
凶
H

欄
潟
H
H
印-
N
C
C
U
R

の
計
算
と
な
り
、
牽
銭
と
は
牙
米
(
折
米
)
一
石
に
つ
き
八

O
O文
な
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
牽
銭
は
牙
人
の
収
入
で
あ
る
牙
米
の
中
か
ら
支
給
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、

州
陰
口
町
・
N
湖
+
剖
画
以
湖
¥
剖
日
品
・

8
∞剖

の
計
算
で
得
ら
れ
る
四
石
六
斗
八
合
の
米
で
、
牙
人
が
牽
頭
(
人
夫
で
あ

ろ
う
)
に
支
給
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
羅
場
の
牙
人
は
和
羅
場
よ
り

0
・
一
二
%
の
牙

銭
を
現
物
の
米
で
受
け
と
り
、
こ
れ
を
牙
米
と
務
し
た
。
そ
し
て
牙
人
は

牽
頭
に
牙
米
一
石
に
つ
き
牽
銭
八

O
O文
を
や
は
り
米
で
支
掠
っ
た
。
す

な
わ
ち
牽
頭
は
牙
人
が
雇
っ
た
も
の
で
あ
る
。

③
王
之
道
『
相
山
集
』
巻
二
O
、
論
和
権
利
害
劉
子
、

百
姓
尋
常
入
市
脚
質
、
其
鋪
戸
於
熔
雑
名
下
、
毎
斗
各
政
牙
銭
一
一
一
十

文。
こ
れ
に
つ
い
て
、
池
濃
勝
利
氏
「
南
宋
代
の
江
南
西
路
産
米
の
市
場
流
通

に
つ
い
て
」
(
『
集
刊
東
洋
皐
』
三
八
、
一
九
七
七
年
〉
は
、
主
之
道
の
認

識
す
る
消
費
者
米
債
〈
同
文
中
に

「
州
都
市
債
、
毎
斗
一
百
文
足
。
」
と

あ
る
)
の
一

J
二
割
に
相
嘗
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ

の
資
料
は
池
濃
氏
も
断
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
農
民
と
鋪
戸
の
閣
の
取
引

で
あ
る
こ
と
に
注
奇
3
9
べ
き
で
あ
る
。
鋪
戸
の
牙
銭
は
、
牙
人
の
そ
れ
と

同
じ
内
容
で
あ
ろ
う
か
。
速
断
で
き
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
資
料
に
見
え

る
牙
銭
の
例
と
し
て
一
腹
参
考
に
供
す
る
に
止
め
た
い
。

③
従
来
設
か
れ
て
き
た
牙
銭
率
は
、
低
く
て
五
分
J
一
割
(
河
上
光
一
氏

『
宋
代
の
経
済
生
活
』
一
九
六
六
年
、
二
五
九
頁
)
、
高
け
れ
ば
一

J
二

割
(
斯
波
氏
前
掲
書
四

O
五
頁
〉
、
或
い
は
そ
れ
以
上
(
池
濃
氏
前
掲
論

文
〉
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
ら
の
激
値
は
何
れ
も
、
官
践
の
牙
人
と
民
間
の

牙
人
が
区
別
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
勲
、
註
③
『
相
山
集
』
の
鋪
戸
の
場

合
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
黙
な
ど
か
ら
、
不
十
分
な
推
測
で
あ
っ
た
。

民
間
牙
人
の
牙
銭
率
を
示
す
資
料
が
乏
し
い
の
は
残
念
で
あ
る
が
、
絞
り

に
縫
場
の
場
合
で
推
測
し
た
よ
う
に
二
%
が
郷
例
に
よ
る
と
す
れ
ば
、
茶

場
の
場
合
と
合
わ
せ
て
二
J
六
%
と
な
り
、
明
清
民
園
期
の
牙
銭
よ
り
幾

分
高
め
ぐ
ら
い
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

⑧
例
え
ば
権
場
牙
人
の
場
合
、
『
夷
堅
志
補
』
巻
六
、
張
本
頭
に
、

幸
町
州
下
察
眼
柄
、
並
准
置
権
場
。
大
胆
英
五
郎
主
之
、
幹
南
北
行
商
之
貨
、

所
得
不
賞
。
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③
権
場
は
註
@
、
太
府
+
古
川
は
註
@
に
よ
る
。

⑧
南
宋
代
に
は
経
済
官
官
齢
の
牙
人
に
劃
す
る
規
定
が
作
ら
れ
て
い
た
ら
し

く
、
椎
貨
務
の
場
合
、
『
宋
舎
要
」
食
貨
二
七
の
三
八
、
堕
法
、
乾
道
八

年
正
月
十
七
日
僚
に
「
牙
人
法
」
が
見
え
て
い
る
。

⑨
前
註
⑧
に
よ
る
。

③
『
宋
舎
要
』
食
貨
三

O
の
三
九
、
茶
法
雑
録
、
政
和
二
年
八
月
二
十
六

目
線
、
通
商
法
政
令
に
牙
人
の
評
債
し
た
債
絡
が
適
正
で
あ
る
か
ど
う
か

確
認
す
る
手
績
が
含
ま
れ
て
い
る
。

⑧
前
註
③
に
よ
る
。

@
『
宋
禽
要
』
食
貨
五
六
の
六
、
金
部
、
紹
興
九
年
六
月
二
十
一
日
(
職

官
二
七
の
七

O
、
編
佑
局
)
、

詔
、
三
路
市
舶
司
、
香
禁
物
貨
弁
諸
州
軍
起
到
無
用
紙
罰
衣
物
等
納
吃
、

牒
報
編
佑
局
。
官
吏
将
待
合
用
行
牙
人
、
前
去
就
庫
、
編
棟
等
第
色
額

吃
、
差
南
綱
牙
人
等
、
同
市
舶
司
、
看
佑
時
直
債
銭
、
供
申
向
書
金
部
。

@
『
宋
曾
要
』
食
貨
四
一
の
六
、
和
雑
、
淳
照
六
年
正
月
十
四
日
、

訪
問
、
従
来
委
官
置
場
、
和
縄
米
削
断
、
多
是
被
牙
倫
公
吏
、
輿
中
貰
之

人
、
遁
同
作
弊
。
此
之
市
直
、
高
鐙
債
例
、
蔵
官
銭
、
所
委
官
情
不
着

察
。
或
務
調
偶
悪
米
朗
、
不
耐
久
貯
、
因
而
腐
燭
、
失
陥
官
物
。

@
『
宋
舎
要
』
食
貨
四
の
一
て
方
田
、
政
和
二
年
十
月
七
日
(
同
七

O

の
一
一
八
)
に
、
方
団
事
務
の
公
正
を
期
す
た
め
の
措
置
を
載
せ
て
、

粂
近
降
救
命
、
不
用
本
州
豚
官
吏
・
公
人
・
荘
宅
牙
人

・
都
按
・
書
算

一
行
人
。

@
『
宋
舎
要
』
食
貨
六
一
の
二
、
官
回
雑
録
、
紹
興
元
年
六
月
九
日
(
同

五
の
二

O
)
に
、
宮
田
を
示
佃
す
る
人
戸
の
破
産
、
逃
移
の
原
因
を
列
摩

し
て
、

(
撲
)

或
有
因
抵
諸
市
易
官
銭
営
運
、
或
買
僕
坊
場
、
或
赴
場
監
年一一同
盟
、
通
出

田
宅
抵
賞
、

多
是
計
舎
佑
量
官
吏

・
田
宅
牙
人
、
虚
添
畝
角
、
暗
唱
撞
銭

数
。
:
・
・
更
有
逃
戸
紹
戸
田
産
、
因
佑
量
田
宅
牙
人
等
乞
覚
、
逐
慮
祉

甲
不
従
、
故
重
立
租
課
、
亦
無
人
願
佃
。

⑬

『

宋
舎
要
』
食
貨
六
一
の
三
四
、
官
田
雑
録
、

淳
照
元
年
六
月
十
八
日

僚
に
、
官
田
出
資
の
吠
況
を
述
べ
て
、

蓋
己
責
者
、
重
皆
菅
股
之
回
、
富
家
大
姓
、
計
属
官
吏
牙
倍
、
低
佑
債

直
。
却
終
中
下
之
回
、
高
其
領
直
。
是
致
無
人
承
買
。

@
徐
経
孫
『
宋
鼠
宇
土
徐
文
恵
公
存
稿
』
巻
三
、
上
丞
相
買
似
道
言
限
田
は
、

景
定
四
年
賀
胞
の
公
田
法
を
論
じ
、
そ
の
手
績
が
徹
底
し
な
い
有
様
を
述

べ
て
い
う
。

叉
不
知
官
所
給
債
、
将
決
子
官
牙
耶
、
亦
紙
銭
其
契
面
奮
回
之
好
悪
、

将
聴
人
戸
所
申
耶
。

@

『

繋
年
要
録
』

綜
二
八
二
、
紹
興
二
十
九
年
間
六
月
美
酉
、
和
雑
米
に

つ
い
て
、

戸
部
乞
、
令
諸
州
守
伴
逐
旬
審
度
佑
定
。
毎
石
量
増
市
償
一
二
百
銭。

毎
椿
牧
及
一
一
年
、
聴
除

一
麓
充
折
耗
之
数
。
の
令
牙
人
把
斜
交
量
、
勿

用
掛
子
。

・:
・
従
之
。

『
宋
曾
要
』
食
貨
二
一
の
四
、
酒
麹
雑
録
、
隆
輿
元
年
十
月
二
十
三
日
、

羅
場
奮
令
、
責
米
牙
人
充
掛
子
。

今
欲
於
下
卸
司
選
兵
士
到
子
五
名
、

毎
牢
年
一
替
。
:
:
:
従
之
。

窃

『

晦
帯
電
先
生
朱
文
公
文
別
集
』
径
九、

施
行
専
欄
牙
人
不
許
妄
枚
力
勝

等
銭
、

切
慮
、
牙
人
弁
税
務
専
欄
、
不
依
先
来
約
束
、
仰
前
牧
納
力
勝
等
税
鋭
、

及
牙
人
妄
有
遜
阻
滅
魁
牙
銭
之
類
。
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『
長
編
』
径
二
九
九
、
元
盟
二
年
七
月
甲
氏
、

河
北
沿
遊
安
撫
司
言
、
:
・
・
:
其
雄
・
新
川
・
安
粛
・
慶
信
軍
四
縫
場
牙

人
、
於
北
客
慮
、
鈎
致
塗
情
。
乞
選
奉
通
剣
及
監
官
、
考
其
偵
事
虚
賞
、

如
至
和
元
年
詔
賞
罰
。
従
之
。

『
白
星
宋
中
興
雨
朝
墓
政
』
忠
信
二
八
、
紹
興
十
二
年
五
月
乙
巴
、

軍
国
柑
監
主
簿
沈
該
、
知
好
胎
軍
、
措
置
権
場
。
凡
権
場
之
法
、
商
人
質

百
千
以
下
者
、
十
人
魚
保
、
留
其
貨
之
牢
在
場
、
以
其
牢
赴
翻
州
権
場

博
易
、
侯
得
北
貨
、
復
易
其
牢
以
往
。
大
商
悉
拘
之
、
以
待
北
貰
之
来
。

爾
遜
商
人
、
各
慮
一
一
郎
、
以
貨
呈
主
管
官
、
牙
人
往
来
評
議
、
環
得
相

見
。
毎
交
易
千
銭
、
各
政
五
厘
息
銭
入
官
。

@
こ
の
事
件
は
『
宋
舎
要
』
刑
法
二
の
一
五
三
、
禁
約
に
詳
細
に
載
せ
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
楊
康
は
漸
江
賓
羊
官
閣
の
都
牙
人
で
あ
る

と
い
う
。
都
牙
人
が
何
で
あ
る
か
は
分
ら
な
い
が
、
字
面
か
ら
剣
断
す
る

と
官
騰
に
雇
わ
れ
て
い
る
牙
人
の
責
任
者
か
。
そ
の
都
牙
人
が
「
そ
の
傍

輩
を
し
て
扶
手
失
業
せ
し
め
L

ょ
う
と
し
た
事
件
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
同

業
者
共
同
の
繁
祭
を
め
ざ
す
姿
勢
は
み
ら
れ
な
い
。

@
前
註
⑤
論
文
。
『
五
代
曾
要
』
の
記
事
は
、

其
有
典
質
侍
嘗
物
業
、
仰
官
牙
人
・
業
主
及
四
都
、
同
書
文
契
:
:
・
、

(
巻
二
六
、
市
、
後
周
庚
順
二
年
十
二
月
、
な
お
『
冊
府
元
組
』
巻
六

二
二
、
刑
法
部
に
同
文
あ
り
)

@
斯
波
氏
前
掲
書
三
九
二
頁
。

@
立
契
を
要
す
る
人
身
雇
傭
の
場
合
、
『
夢
一
栄
録
』
径
一
九
、
顧
党
人
力

如
府
宅
官
員
・
豪
富
人
家
、
欽
頁
衝
妾
・
歌
童
・
舞
女
・
厨
娘
・
針
線

供
過
・
鑑
細
稗
泥
、
亦
有
官
私
牙
綬
・
及
引
置
等
人
、
但
指
揮
、
便
行

@ 

踏
逐
下
来
。

と
、
宮
私
牙
媛
の
例
が
あ
り
、
立
契
を
要
し
な
い
普
通
動
産
の
場
合
に

も
、
『
宋
曾
要
』
食
貨
三
七
の
一
二
、
市
易
、
天
聖
八
年
三
月
に
、

京
城
浩
機
、
郷
荘
人
戸
、
般
載
到
柴
草
、
入
城
貨
責
不
少
。
多
被
在
京

官
私
牙
人
出
城
接
買
、
:
:
:

と
、
柴
草
を
官
私
牙
人
が
接
買
し
て
い
る
例
が
あ
る
。
二
例
は
何
れ
も
官

私
の
別
が
業
種
別
に
、
す
な
わ
ち
立
契
の
要
・
不
要
に
な
い
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
な
お
氏
が
線
接
と
さ
れ
た
四
つ
の
資
料
は
、
本
文
に
述
べ
る
私

の
解
揮
に
従
っ
て
も
理
解
で
き
る
と
思
う
。

@
前
註
⑬
に
よ
る
。

@
数
少
な
い
例
と
し
て
、
『
慶
元
練
法
事
類
』
各
七
四
、
刑
獄
門
、
老
疾

犯
罪
、
戸
婚
敷
(
問
、
賞
格
に
も
あ
る
)
に
、

諸
老
疾
態
膿
人
、
充
荘
宅
牙
人
者
ハ
私
牙
人
同
)
、
杖
萱
倍
、
許
人
告
、

品
川
伍
侶
里
編
管
。

@
例
え
ば
『
名
公
書
判
清
明
集
』
婚
嫁
類
、
終
日
嫁
之
女
背
後
再
嫁
、
同

室
田
一
雇
賃
類
、
時
官
販
生
口
一
機
法
に
ク
女
倫
の
官
牙
夕
、
『
夷
竪
乙
志
』
各
五
、

張
九
間
人
田
に
多
田
宅
の
官
倍
。
『
景
定
建
康
志
』
巻
二
六
、
提
領
江
准

茶
閉
所
、
馬
光
組
の
申
請
六
事
に
、
。
茶
の
係
籍
官
牙
へ
そ
の
他
の
用
例

が
あ
る
。

⑧
久
富
蕎
氏
「
南
宋
の
財
政
と
経
線
制
銭
」
(
『
北
大
史
皐
』
九
、
一
九
六

四
年
)

⑧
斯
波
氏
前
掲
書
五

O
七
J
五
一
一
一
頁
。

@
梅
原
郁
氏
「
宋
代
商
税
制
度
補
読
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
一
八
の
四
、
一

九
六

O
年
)
、
斯
波
氏
前
掲
書
五
二
一
J
五
二
二
頁
。

@
小
野
寺
郁
夫
氏
「
宋
代
に
お
け
る
都
市
の
商
人
組
織
『
行
』
に
つ
い
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て
」
(
『
金
津
大
準
法
文
象
部
論
集
』
一
一
一
一
、
一
九
六
六
年
)

@
あ
ら
ゆ
る
市
場
に
お
い
て
牙
人
が
支
配
的
勢
力
で
あ
っ
た
と
言
え
な
い

こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
例
え
ば
黄
款
は
米
僚
に
つ
い
て
い
う
。

且
市
債
起
於
何
人
、
不
出
於
民
、
不
出
於
官
、
而
出
於
牟
利
之
商
買
。

今
日

一
貫
、
明
日
二
貫
、
叉
明
日
一
一
一
貫
。
市
之
牙
倫
、
従
而
和
之
。
此

細
民
所
以
受
病
也
。
而
可
従
之
乎
。
(
『
勉
祷
集
』
巻

一
二
、
復
英
勝
之

湖
北
運
剣
)

こ
こ
に
は
市
債
は
主
と
し
て
商
買
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
認
識
が

あ
り
、
牙
人
は
副
次
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
市
場
に
よ
っ
て
事
情
が

異
な
る
こ
と
は
首
然
強
想
さ
れ
る
。

@
義
烏
豚
で
は
酒
の
販
寅
に
も
植
戸
、
牙
人
を
使
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

乾
道
初
、
有
宰
腫
八
郷
牙
雄
、
列
之
市
棒
、
商
買
手
来
、
昨
脱
鮎
倍
入
。

(
陳
亮
『
飽
川
文
集
』
袋
二
ハ
、
義
烏
豚
滅
酒
額
記
〉

@
仁
井
田
氏
『
唐
宋
法
律
文
書
の
研
究
』
(
一
九
三
七
年
)
第
二
編
、
斯

波
氏
前
掲
書
第
二
章
。

@
典
型
的
な
事
例
は
『
長
編
』
巻
四
四
九
、
元
結
五
年
十
月
戊
戊
僚
、
与

象
求
の
王
安
種
郵
劾
文
で
あ
る
。
日
野
開
三
郎
氏
『
唐
代
邸
広
の
研
究
』

(
一
九
六
八
年
)
一
八
六
J
一
九

O
頁
に
詳
細
な
分
析
が
あ
る
。

@
日
野
氏
『
唐
代
邸
庖
の
研
究
』
一
五
四
J
一
九
八
頁
に
よ
る
。

@
邸
庖
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
日
野
氏
前
掲
書
、
斯
波
氏
前
掲
書
四

O
七

ー
四
一
七
頁
参
照
。

@
「
宋
代
の
商
習
慣
『
除
』
に
就
い
て
」
(
『
東
洋
文
化
研
究
』
て
一
九

四
四
年
、
『
支
那
経
済
史
考
謹
』
下
位住
所
牧
〉

@
斯
波
氏
前
掲
書
四

O
一一一
J
四
O
四
頁
に
、
『
作
邑
自
緩
』
の
牙
人
関
係

資
料
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。

@
例
え
ば
、
『
冊
府
元
亀
』
巻
五一

O
、
建
中
四
年
六
月
、
同
書
巻
五
O

一
、
貞
元
九
年
三
月
、
『
奮
唐
室
日
』
を
四
八
、
食
貨
士
山
、
元
和
四
年
間
三

月
、
『
附
府
元
亀
』
巻
四
九
四
、
開
成
五
年
十
月
、
『
五
代
舎
要
』
巻
二

六
、
市
、
後
胤
庚
順
二
年
十
二
月
の
各
候
な
ど
。

⑫
牙
人
が
都
市
か
ら
農
村
へ
進
出
す
る
よ
う
に
な
る
と
、

農
村
か
ら
も
牙

人
が
現
わ
れ
て
く
る
。
例
え
ば

『
夷
竪
支
景』

巻
て
江
陵
村
倫
の
猪
家

の
仲
介
を
行
う
村
倍
、
『
夷
堅
支
笑
』
巻
五
、
陳
泰
寛
夢
の
甲
首
で
も
あ

る
租
借
曾
小
六
は
何
れ
も
農
民
で
あ
る
。

⑪
大
津
正
昭
氏
「
唐
宋
繁
革
期
の
歴
史
的
意
義
|
|
日

・
濁

(
D
D
R
)

歴
史
間
四
千
暴
術
交
流
の
た
め
に
|
|
」
(『
歴
史
評
論
』
三
五
七
、
一
九
八
O

年
)
に
生
産
力
設
展
に
関
す
る
聞
宇
読
整
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。

⑫

日
野
氏

『
唐
代
邸
庖
の
研
究
』
四

一五
J
四
四

O
頁
。
氏
に
よ
る
と
、

域
内
の
限
定
的
商
業
医
域
「
市
」
は
周
透
郷
村
農
民
の
交
換
経
済
の
場
と

し
て
の
役
割
を
果
し
て
い
た
が
、
中
で
も
そ
こ
で
開
催
さ
れ
る
定
期
市
は

誰
で
も
参
加
し
う
る
機
舎
で
あ
り
、
周
遊
農
民
の
重
要
な
取
引
場
所
で
あ

っ
た
。

③
加
藤
氏
「
唐
宋
の
草
市
に
就
い
て
」
(
『
史
皐
雑
誌
』
三
七
の
て
一
九

二
六
年
)
、
「
唐
宋
時
代
の
草
市
及
び
其
の
愛
展
」
(
『
市
村
博
士
古
稀
記

今
公
東
洋
史
論
叢
』

一
九
三
三
年
、
と
も
に
『
支
那
経
済
史
考
詮
』

上
巻
所

枚
)
、
日
野
氏
『
繍
唐
代
邸
庖
の
研
究
』
(
一
九
七

O
年
)

⑫
梅
原
氏
「
宋
代
の
戸
等
制
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『東
方
皐
報
』
京
都
四
一
、

一
九
七

O
年
)

③
宮
崎
市
定
氏
「
中
園
近
世
に
お
け
る
生
業
資
本
の
貸
借
に
つ
い
て
」

〈
『
東
洋
史
研
究
』
一
一
の
て
一
九
五

O
年
、
『
ア
ジ
ア
史
研
究
』
第
三

所
枚
〉
に
、
市
易
法
駿
止
直
前
の
貸
付
状
況
が
一
覧
表
と
し
て
示
さ
れ
て
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い
る
。
小
口
貸
付
が
戸
数
に
お
い
て
九
三
%
を
占
め
、
中
小
商
人
の
営
業

に
多
大
の
便
宜
を
輿
与
え
た
こ
と
、
大
口
貸
付
が
金
額
に
お
い
て
六
五
%
を

占
め
、
大
商
人
も
や
は
り
多
大
の
便
宜
を
得
て
い
た
こ
と
が
分
る
。

⑮
『
宋
曾
要
』
食
貨
三
七
の
一
四
、
市
易
の
市
易
法
俊
文
よ
り
該
首
筒
庭

を
整
理
し
て
掲
げ
る
。

ω遇
有
客
人
物
貨
出
寅
不
行
、

願
貫
入
官
者
、
許
至
務
中
投
貰
。
勾
行
牙

人
輿
客
人
卒
其
債
。

同
接
行
人
所
要
物
数
、
先
支
銭
買
之
。

ω如
願
折
博
宮
物
者
の
聴
。

助
以
抵
嘗
物
カ
多
少
、
許
令
均
分
除
請
、
相
度
立
一
限
或
南
限
、
迭
納

債
銭
。
若
半
年
納
出
息
一
分
、
一
年
納
創
出
息
二
分
、
以
上
並
不
得

抑
動
。

ω若
非
行
人
見
要
物
而
寒
可
以
牧
蓄
嬰
縛
、
亦
委
官
司
折
博
枚
目
貝
、
随
時

佑
出
賀
、
不
得
過
取
利
息
。

倒
其
三
司
諸
司
庫
務
年
計
物
、
若
比
在
外
科
買
、
省
官
私
煩
費
、
創
亦
一

就
牧
買
。

市
易
法
傑
文
の
解
棒
、
市
易
三
法
の
内
容
と
嬰
遷
に
関
し
て
様
々
な
見
解

が
行
わ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
整
理
す
る
徐
裕
は
な
い
の
で
、
行
論
に
必
要

な
限
り
で
私
見
を
述
べ
よ
う
。
こ
こ
に
掲
け
た
箇
慮
は
す
べ
て
市
易
務
に

よ
る
商
品
の
購
入
と
販
買
を
軸
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
全

慢
が
、
凶
客
商
が
商
品
を
市
易
務
に
持
ち
込
む
場
合
と
倒
三
司
諸
司
庫
務

が
必
要
と
す
る
物
資
の
枚
貿
と
に
分
け
ら
れ
る
。

ωは
さ
ら
に
、

凶
行
人

が
必
要
と
す
る
商
品
、

ω行
人
が
不
要
と
す
る
商
品
の
場
合
に
分
け
ら

れ
、
そ
し
て
同
に
は

ω客
商
の
折
博
〈
他
の
商
品
と
の
交
換
〉
を
許
す
僚

と、

ω行
人
に
除
請
ハ
掛
賀
〉
を
許
す
僚
が
附
得
さ
れ
て
い
る
。
私
は
川
W

全
盛
が
貿
蓬
物
貨
法
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は

ωの
除
請
に
み

ら
れ
る
如
く
、
結
保
除
物
法
と
密
接
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま

た
、
低
利
金
融
策
で
あ
る
結
保
除
銭
法
・
契
書
金
銀
抵
賞
法
は
施
行
時
の

俊
文
に
明
示
さ
れ
ず
、
元
堕
期
の
資
料
か
ら
内
容
が
知
ら
れ
る
。
と
も
あ

れ
市
易
法
の
骨
子
は
、
市
易
務
の
購
入
販
寅
に
よ
る
市
場
政
策
及
び
低
利

金
融
策
で
あ
る
と
考
え
る
。

⑪
大
崎
富
士
夫
氏
「
市
易
抵
嘗
」
(
『
慶
島
商
大
論
集
』
一

O
の
て
商
経

編
、
一
九
六
九
年
)

⑮
「
唐
宋
時
代
の
商
人
組
合
『
行
』
に
就
い
て
」
令
白
鳥
博
士
還
暦
記
念

東
洋
史
論
叢
』
一
九
二
五
年
)
。
『
五
代
舎
要
』
の
記
事
は
、
巻
二
六
、

市
、
後
周
魔
順
二
年
十
二
月
の
開
府
府
の
奏
に
見
え
る
「
祇
仰
牙
行
人

・

庖
主
、
明
立
期
限
、
勘
定
文
字
、
遅
相
委
保
。
」
で
あ
る
。
た
だ
し
同
氏
の

「
麿
宋
時
代
の
商
人
組
合

『
行
』
を
論
じ
て
清
代
の
合
同
館
に
及
ぶ
」
(
『
史

皐
』
一
四
の
て
一
九
三
五
年
、
『
支
那
経
済
史
考
設
』
上
容
所
牧
)
で

は
鯛
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

@
『
長
編
』
巻
二
三
六
、
照
寧
五
年
間
七
月
丙
辰
、
王
安
石
の
言
に
、

呂
嘉
問
見
今
買
賀
、
亦
帆
取
問
客
放
牙
行
人
、
自
来
買
賓
輿
今
来
市
易

務
買
賀
、
利
害
何
如
、
各
令
供
紋
。

と
あ
り
、
「
牙
行
人
」
が
見
え
て
い
る
。
し
か
し
市
易
法
が
客
商
・
牙
人

・
行
戸
の
利
害
と
深
い
関
係
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
新
法

の
利
害
如
何
を
問
う
の
に
、
行
戸
を
は
ず
す
こ
と
は
不
自
然
で
あ
る
。
従

っ
て
こ
こ
の
「
牙
行
人
」
は
牙
人
と
行
人
の
謂
で
あ
ろ
う
。

@
小
野
寺
氏
註
@
論
文
。

@
『
西
山
先
生
真
文
忠
公
文
集
』
を
七
、
申
御
史
蔓
弁
戸
部
照
倉
寵
賀
池

銀
行
鋪
献
に
、
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嘉
定
八
年
十
二
月
;
:
:
、
今
様
舵
徳
軍
等
庭
勘
到
陳
徳
新

・
査
文
明
等

情
節
、
如
根
刷
牙
鋪
、
籍{疋
姓
名
、

置
暦
科
敷
、
抑
令
供
納
線
南
香
貨

魚
肉
読
果
之
属
、
有
償
英
字
直
者
、
有
僅
償
些
小
者
、
有
三
分
不
償
其

二
者
、
有
分
文
不
支
者
。

と
、
あ
る
地
方
官
が
牙
鋪
(
牙
人
の
鋪
戸
粂
営
か
牙
人
と
鋪
戸
の
二
者
か

は
分
ら
な
い
)
に
射
し
て
不
帯
固
な
供
納
を
強
制
し
た
こ
と
を
載
せ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
例
外
的
で
あ
ろ
う
。

@

鋪

戸

の
場
合
で
あ
る
が
、
宋
代
の
「
行
」
が
如
何
な
る
性
質
を
も
っ
組

織
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
基
本
的
に
は
加
藤
氏
(
註
⑬
論
文
〉
と
小
野

寺
氏
(
註
@
論
文
)
の
二
設
が
あ
る
。
加
藤
設
は
、
商
人
の
自
治
組
織
と

し
て
の
機
能
を
重
親
し
、
行
に
よ
る
濁
占
の
代
償
と
し
て
行
役
を
負
携
し

た
と
し
、
小
野
寺
訟
は
、
行
役
を
一通
じ
て
閣
家
に
奉
仕
さ
せ
る
た
め
上
か

ら
組
織
さ
れ
た
も
の
で
、
行
戸
を
坐
賀
乃
至
は
単
に
都
市
の
商
人
と
考
え

て
大
差
な
い
と
す
る
。
雨
一哉
は
行
の
結
成
過
程
、
園
家
と
の
関
係
に
お
い

て
針
立
す
る
見
解
を
も
っ
て
い
る
が
、
行
役
の
存
在
と
い
う
事
賓
が
大
き

な
観
黙
に
な

っ
て
い
る
黙
で
は
獲
り
な
い
。
行
が
市
制
解
鐙
と
と
も
に
設

生
し
、
し
か
も
園
家
と
の
関
係
が
無
視
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、

嘗
時
の
流

通
機
構
、
園
家
の
商
業
政
策
の
中
で
捉
え
な
お
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
小
野
寺
氏
は
、

官
が
行
を
組
織
す
る
針
象
を
考
察
さ
れ
る

際、

市
易
法
で
行
戸
と
牙
人
が
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
て
い

る
。
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
牙
人
は
行
に
編
成
さ
れ
て
い
な

い
と
考
え
ら
れ
た
の
だ
と
思
う。
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The Ya-jen 牙人of the Sung Period

　　　　　　　　　　　　　　　

MiYAZAWA Tomoyuki

　　　

One striking feature of the history of Sung commerce is known as

the coming to the fore of the ｙａ-ｉｅｎ牙人. The ｙα-jen were originally

free agents who mediated between the dealers and earned ａ commission

for doing so, but during the Sung dynasty they also functioned as mid-

dlemen who traded in commercial goods themselves. This article will

try to look into the changes of the market organization during the T'ang

and the Sung from the differentiation and ｅχpansion of the functions of

the ya-jen. It will also examine the changes in state concern towards

commerce, starting from the changes in policies of the Sung Court towards

the ya-)eη.

　　　

Regarding first the relations of the ｙａ-ｊｅｎwith the Sung Court, the

ｙａ-ｊｅｎwho were employed in finances increased rapidly after the “ state

trade system policy ”（売ｈヅ・か市易法). Their job was the investigation

of the quality of the goods purchased by the government and the estima-

tion of their value, and it was based on their mediating function. These

ya-jen were probably called“ governmental ya-jen”0をzzαn-ya官牙), but

during the Southern Sung also the normal, that is “ private ya-μが’

Ｏｇ･ya-jen私牙人) began to be involved in the economic policies of the

Sung Court. Especially the local officials used the ya-jen, who　were

familiar with the market, in implementing the trade policy in the area

under their jurisdiction, and the financial policies imposed by the central

government.

　

And in　this case　the　function of　the ｙａ-]ｅｎused also

included, as we can see in the rice trade, the middlemen-function.

　　　

If we look back at the process during which the jyαj飢evolved

from commission agents to middlemen, we are able to infer from the

sources that the ya-jen middlemen had as their object the daily consump-

tion goods which were sent from the villages to the cities. That is, the

changes in the economic relations of the villages with the cities in the

T'ang and Sung periods produced the :ｙａ･ｌｅｎ-middlemen. The former

trade organization which was maintained by means of market regulations
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broke down, and instead the ya-jen began to take care　of the trade

between the villages and cities. The state at first considered the ya-jen-

middlemen as undesirable but, in the end, acknowledged their importance

and used them for its trade policies｡

　　　

Ｎｅχtl investigate how the Sung Court changed its methods of com-

merce control in answer to the trade development at that time, which

we can discern through the evolution of the middlemen-function of the

ｙａ-］ｅｎ.

　

After the dissolution of the market regulations which restricted

the locations of trade, theｓhih-ｙi一良■ｗａｓenacted. The ｓhih-ｙi-かdidn't

difEer from the market regulations in as far as it directly controlled com-

merce, but it did differ in that it had as its target for control the trade

process as such. But the shih-yi-fa failed. The Sung city markets didn't

allow for the direct intervention of the state. Afterwards the ya-jen

were the core of the commerce control adopted by the Sung Court. The

:ｙａ-ｊｅルorganizationsof the Southern Sung were in the position of con-

trolling the prices as ａ vital link in trade ； but the Sung Court had the

sole power of approval for the foundation of such organizations.　So, the

Sung Court abandoned their direct grasp on trade at which the 血h一皿か

aimed, and carried out an indirect command by controlling theｙａ-ｉｅｎ.

The Eastern Domain of the House of Hiilagii

　　　　　　　　　

Matsuda Koichi

　　

The Mongol State at the beginning of the 13th century, founded by

Chinghiz-Khan, was ａ collective body formed by the domains of Chinghiz-

Khan himself and of his children. Every individual prince possessed

pasture lands and several chiliarchs (ｃＪｉ'ieルｈｕ千戸）ａｎｄthey also owned

rights on recently obtained areas as for instance China. This article

investigates in which way this system of enfeoffments (fen-feng-ch＼仇分

封制) originated by Chinghiz-Khan was continued during the historical

course of the ］Mongol Empire, focusing on the domain of Hulagu, third

son of Tolui, ａ grandson of Chinghiz-Khan, which was located in Mongolia

and China. (After the foundation in 1258 by Hiilagu of the Il-Khan state
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