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「
公
事
」
を
執
行
す
る
た
め
の
「
車
位
」
と
し
て
で
あ
り
、
「
家
」
の
確
立
、

ま
し
て
や
小
経
営
農
民
の
成
立
を
意
味
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考

え
ら
れ
る
が
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
の
尾
形
氏
の
意
見
を
う
か
が
い
た
い
。

も
ち
ろ
ん
評
者
と
て
も
、
尾
形
氏
が
い
う
よ
う
に
、
再
生
産
に
果
し
た
古
代

的
集
中
権
力
の
役
割
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
伍
制
に
よ
る
民
の
編
成
が

家
の
成
立
を
促
し
た
一
面
も
、
十
分
に
在
り
え
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ

の
再
生
産
に
果
し
た
権
力
の
役
割
を
も
含
め
て
、
専
制
的
皇
帝
支
配
が
も
っ
て

い
た
と
す
る
「
公
共
的
性
格
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
皇
帝
権
力
に
内
在
す
る
本

質
的
な
性
格
で
あ
っ
た
の
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ど
う
し
て

な
の
か
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
小
農
民
が
皇
帝
支
配
の
基
盤
で
あ
っ
た
た
め
と

す
る
解
稗
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
解
穫
が
安
賞
で
あ

る
の
か
。
西
欧
近
代
の
ホ
ッ
プ
ス
や
ロ
ッ

ク
な
ど
の
園
家
論
に
お
い
て
は
、
フ

ラ
ン
ス
三
部
品
聞
や
イ
ギ
リ
ス
議
舎
が
階
級
支
配
の
道
具
に
な
り
果
て
て
い
た
欣

況
に
お
い
て
、
こ
れ
に
劉
置
し
て
人
民
主
権
論
が
唱
え
ら
れ
、
園
民
全
盤
、
公

共
の
利
金
の
質
現
が
目
的
と
さ
れ
、
法
を
定
め
て
、
園
家
の
行
使
す
る
権
限
を

制
限
す
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
。
権
限
を
濫
用
し
た
場
合
に
は
、
寅
力
の
行
使

を
含
む
最
後
の
手
段
が
民
衆
の
側
に
留
保
さ
れ
て
も
い
た
の
で
あ
る
。
中
閣
に

お
い
て
は
、
皇
帝
権
力
そ
の
も
の
の
中
に
、
公
共
的
性
格
が
司内
在
し
た
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
何
を
契
機
と
し
て
成
立
し
た
の
か
。
尾
形
氏
の
見
解
を
う
か
が
い

た
い
第
三
の
黙
で
あ
る
。
な
お
評
者
も
古
代
権
力
の
も
つ
公
共
的
性
格
を
全
面

的
に
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
恐
ら
く
そ
れ
は
氏
族
共
同
髄
の
分
解
の
在

り
方
に
関
連
し
て
、
古
代
権
力
が
公
共
的
性
格
を
継
承
し
た
結
果
で
は
な
か
っ

た
か
と
考
え
て
い
る
。

な
お
序
章
の
「
家
族
園
家
論
(
槻
〉
」
に
よ
る
諸
説
の
整
理
分
類
は
、
極
め

て
康
範
に
、
か
つ
大
勝
な
整
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
第
一
章
以
下

に
較
べ
れ
ば
、
周
到
さ
と
級
密
さ
と
に
お
い
て
、
あ
ら
さ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
例
え
ば
マ
ル
ク
ス
の
中
園
観
に
関
し
て
、
『
資
本
主
義
的
生
産
に
先
行

す
る
諸
形
態
』
の
引
用
は
、
語
食
に
引
き
ず
ら
れ
た
嫌
い
が
あ
り
、

氏
の
解
四
梓

が
爪
女
山
富
で
あ
る
か
は
検
討
の
徐
地
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
視
角
が
斬
新
で
あ

る
だ
け
に
蒙
を
啓
か
れ
た
黙
の
多
い
こ
と
を
謝
し
て
、
筆
を
お
き
た
い
。
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本
書
は
、
関
野
潜
龍
氏
が
、
過
去
二
十
数
年
の
聞
に
渡
表
し
た
、
明
代
に
関

す
る
諸
論
文
を
新
た
に
改
稿
し
、
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
書
は
、
衣
の
よ
う
な
構
成
を
と
る
。

第

一
章
明
貫
録
の
研
究

第
一
節
明
貫
録
に
関
す
る
諸
研
究

第
二
節
明
代
歴
朝
貫
録
の
成
立
〈
上
〉

第
三
節
明
代
歴
朝
貫
録
の
成
立
(
下
)

第
四
節
貫
録
纂
修
の
過
程

第
五
節
明
貫
録
の
侮
承

第
二
章
明
代
の
儒
皐
と
陽
明
皐

第

一
節
大
皐
術
義
補
の
成
立



第
二
節
明
代
の
進
講

第
三
節
王
陽
明
と
そ
の
封
爵

第
四
節
明
代
の
家
規
と
陽
明
拳

第
五
節
祝
允
明
の
史
皐

第
三
章
明
代
の
併
数
と
明
朝

第
一
節
明
初
の
併
数
政
策

第
二
節
明
代
の
責
牒
貰
官
(
上
)

第
三
節
明
代
の
貰
牒
賓
官
〈
下
)

第
四
章
明
代
の
道
教
と
宣
官

第
一
節
明
朝
と
武
嘗
山

第
二
節
武
嘗
山
と
宣
官
の
進
出
(
上
〉

第
三
節
武
嘗
山
と
宣
官
の
進
出
ハ
下
)

第
四
節
併
山
の
祖
廟
に
つ
い
て

第
五
節
了
易
「
明
代
特
務
政
治
」
を
論
ず

第
五
章
儒
併
道
三
激
の
交
渉

第
一
節
明
代
三
数
の
交
渉

第
二
節
林
兆
恩
の
出
現

第
三
節
林
兆
恩
の
活
動

第
四
節
数
流
の
展
開

附
篇林

子
年
譜
と
夏
午
尼
経
に
つ
い
て

林
子
年
譜
(蓬
左
文
庫
蕨
)

夏
午
尼
経
(
右
潰
文
庫
蔵
〉
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こ
の
構
成
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
本
警
は
一
貫
し
た
テ
l

マ
の
下
で
明
代

の
文
化
を
論
じ
た
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ
は
、
著
者
が
こ
れ
ま
で
公
表

し
て
き
た
諸
論
考
を
、
今
固
ま
と
め
て

一
書
に
し
た
た
め
で
、
た
と
え
ば
前
牢

の
主
題
で
あ
る

『明
貫
録
』
の
研
究
と
、
後
半
の
主
題
で
あ
る
儒
併
進
三
教
の

研
究
と
は
、

全
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
内
的
な
関
連
性
を
持
た
な
い
。
ま
た
、

本
来
別
の
も
の
で
あ
っ
た
論
考
を
一

書
に
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
、

一
貫
性
を

持
た
せ
る
た
め
で
あ
ろ
う
、
随
所
に
改
稿
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が

か
え
っ
て
本
書
を
わ
か
り
に
く
い
も
の
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
文
化
史
と
い

う
言
葉
か
ら
、

一
般
の
譲
者
が
抽
思
想
す
る
で
あ
ろ
う
、
整
術
、
技
術
、
あ
る
い

は
人
々
の
具
鐙
的
な
生
活
や
風
俗
な
ど
に
つ
い
て
、
本
書
は
ほ
と
ん
ど
語
ら
な

い
。
。
は
し
が
き
。
で
著
者
自
ら
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
職
後
の
明
代
史

研
究
の
主
流
は
、
社
曾
経
済
史
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
潮
流
の
な
か
で
、
著
者

が
文
化
史
を
中
心
と
し
た
研
究
を
績
け
て
こ
ら
れ
、
こ
こ
に
『
明
代
文
化
史
研

究
』
と
題
す
る
本
書
が
登
場
し
た
の
は
、

喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

明
代
の
文
化
に
つ
い
て
の
、
何
か
ま
と
ま
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
得
ょ
う
と
期
待
し

て
、
こ
の
書
を
手
に
し
た
讃
者
は
、
お
そ
ら
く
軽
い
失
望
を
感
じ
る
こ
と
に
な

ろ
う
。
後
に
述
べ
る
と
お
り
、
た
と
え
ば

『
明
賞
録
』
の
研
究
に
つ
い
て
言
え

ば
、
本
書
は
現
在
の
と
こ
ろ
最
も
詳
細
な
も
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

折
角
の
諸
労
作
が
、
こ
の
よ
う
な
形
に
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
、

寅
に
残
念
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
、
本
書
の
全
般
的
な
問
題
に
つ
い
て
述
べ
た
。
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た

る
本
書
の
内
容
を
、
す
べ
て
紹
介
し
批
評
す
る
の
は
、
お
そ
ら
く
評
者
の
任
で

は
な
い
。
そ
こ
で
、
本
書
の
な
か
で
も
特
に
重
要
で
あ
る
か
、
評
者
に
と
っ
て

関
心
あ
る
、
第

一
章
、
明
貫
録
の
研
究
、
第
二
章
第
五
節
、
祝
允
明
の
史
皐
、

第
五
章
、
儒
例
道
三
数
の
交
渉
、
の
三
篇
だ
け
を
と
り
あ
げ
、
若
干
の
問
題
貼

を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
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第
一
章
明
貫
録
の
研
究
。
こ
れ
は
、
著
者
が
か
つ
て
公
表
し
た
「
皇
明

貫
録
私
考
」
〈
一
九
五
七
)
、
「
明
貧
録
の
研
究
」
(
一
九
六
三
〉
を
も
と
に
、

増
補
と
改
訂
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
突
拾
・
資
彰
健

・
巧
-

F
Z
Z
等
各
氏
の
明
貫
録
研
究
成
果
が
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
こ
ま
れ
て
お
り
、

現
時
貼
に
お
け
る
明
貫
録
研
究
の
集
大
成
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
は
じ

め
に
、
明
代
歴
朝
の
焚
鍛
が
、
い
っ
、
い
か
な
る
人
々
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る

欣
況
の
下
で
、
い
か
な
る
手
順
を
踏
ん
で
編
纂
さ
れ
た
の
か
を
、
従
来
の
諸
研

究
を
踏
ま
え
、
諸
氏
の
誤
り
を
訂
正
し
つ
つ
、
考
設
す
る
。
つ
い
で
、
奥
恰

・

資
彰
健
・

巧
・
P
Erm
氏
ら
、
諸
外
園
の
研
究
者
に
よ
っ
て
は
深
く
考
設
さ

れ
な
か
っ
た
日
本
に
博
わ
っ
て
い
る
明
貫
録
の
抄
本
に
つ
い
て
、
浅
野
忠
允
・

一一一田
村
泰
助

・
今
西
春
秋
等
各
氏
の
研
究
を
も
盛
り
こ
み
つ
つ
、
検
討
す
る
。

明
貫
録
の
比
較
研
究
で
は
、
古
典
彰
健
氏
「
明
貫
録
校
勘
記
」
と
い
う
大
き
な
業

績
を
す
で
に
わ
れ
わ
れ
は
も
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
検
討
さ
れ
な
か
っ
た
日
本

俸
抄
の
東
大
本
・
京
大
本
・
宮
内
廊
図
書
察
本
・
内
閣
文
庫
本
・
東
洋
文
庫
本

・
園
舎
圃
書
館
本
を
紹
介
し
、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
数
本
と
替
北
卒
聞
書
館
本

・

天
一
関
本
・
抱
経
機
本
と
を
比
較
し
て
い
る
。
最
後
に
、
明
質
臨
時
と
他
の
明
代

の
史
籍
と
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
も
、
論
及
し
て
い
る
。

著
者
の
研
究
は
、
い
わ
ば
書
誌
皐
で
あ
り
、
ま
た
長
年
積
み
重
ね
ら
れ
て
き

た
も
の
で
あ
る
。

『明
貫
録
』
を
明
史
研
究
の
た
め
に
日
常
的
に
利
用
す
る
者

に
と
っ
て
、
著
者
の
研
究
は
、
今
後
必
ず
一
議
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
と

な
ろ
う
。
木
書
の
な
か
に
は
、
奥
恰
氏
に
よ
っ
て
す
で
に
「
記
明
貫
録
」
(『讃

史
劉
記
』
所
牧
)
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
か
な
り
重
複
し
て
述
べ
ら
れ

る
が
、
こ
の
著
書
が
、
明
貸
録
に
関
す
る
集
大
成
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
こ
れ
は
や
む
を
え
な
い
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
残
念
な
の
は
、

日
本
に
停
っ
て
い
る
明
貫
録
の
各
抄
本
が
、
中
園
に
停
っ
て
い
る
各
抄
本
と
比

較
検
討
さ
れ
な
が
ら
、
つ
い
に
各
抄
本
聞
の
す
っ
き
り
し
た
系
統
を
解
明
し
え

て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

第
二
章
第
五
節
祝
允
明
の
史
襲
。

こ

れ
は
、
こ
の
著
書
に
牧
録
さ
れ
た

諸
論
考
の
う
ち
、
最
も
興
味
深
い
。
そ
れ
は
著
者
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
本
格
的

に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
『
祝
子
罪
知
録
』
の
魅
力
で
も
あ
る
。

著
者
は
、
陳
献
章
や
王
陽
明
が
活
隠
し
た
成
化

・
弘
治

・
正
徳
の
時
代
を
新

し
い
風
潮
を
生
み
出
す
土
鍛
の
時
代
と
し
て
と
ら
え
、
同
じ
頃
に
出
た
祝
允
明

に
つ
い
て
も
、
葱
来
の
固
定
観
念
を
打
破
し
よ
う
と
し
た
人
物
と
し
て
評
債
す

る
。
そ
の
典
型
的
な
あ
ら
わ
れ
と
し
て
紹
介
し
た
の
が
、
祝
允
明
の
手
に
な
る

『祝
子
罪
知
録
』
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
種
法
の
土
を
憎
む
祝
允
明
は
、

古
来
の
常
識
と
か
定
評
と
か
を
意
に
介
さ
ず
、
思
う
ま
ま
に
古
来
の
人
物
を
論

断
し
、
詩
文
を
批
判
し
た
。
彼
は
、
湯
王
・
武
王

・
伊
予
・
管
仲

・
巌
光
な

ど
、
歴
代
の
賢
人
・
君
子
を
思
う
ま
ま
に
批
判
し
、
ま
た
、
時
苗

・
羊
績
の
清

廉
な
態
度
の
中
に
、
彼
は
か
え
っ
て
清
介
を
押
し
寅
り
す
る
よ
う
な
不
自
由
な

姿
を
感
じ
と
っ
た
。
著
者
は
、
こ
の
よ
う
な
批
判
の
根
底
に
、
あ
る
が
ま
ま
の

自
然
な
生
活
態
度
を
保
ち
、
し
か
も
合
理
主
義
に
徹
し
よ
う
と
す
る
、
蘇
州
の

文
化
人
の
至
高
な
姿
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
著
者
は
、
祝
允
明
の
程
朱
拳
批
剣
に
つ
い
て
述
べ
る
。
氏
に
よ
れ

ば
、
観
允
明
は
、
首
時
の
生
活
規
範
で
あ
り
、
磨
間

・
倫
理
の
基
盤
で
あ
っ
た

程
朱
皐
に
抵
抗
し
て
、
孟
子
に
反
援
し
、
つ
い
で
程
顔
、
朱
官官…を
批
剣
し
、
道

態
十
を
論
評
し
、
さ
ら
に
四
番
よ
り
も
六
経
に
重
き
を
お
い
た
。
氏
は
ま
た
、
祝

允
明
の

『
罪
知
録
』
の
人
物
評
債
と
李
卓
吾
の
『
蔵
書
』
の
人
物
評
債
と
の
関

連
に
つ
い
て
述
べ
、
必
ず
し
も
世
閲
で
行
な
わ
れ
て
い
る
人
物
評
僚
に
は
拘
束

さ
れ
ず
、
自
由
な
と
り
あ
げ
方
を
す
る
黙
に
、
雨
者
の
共
通
性
を
求
め
、

『綴
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室
田
』
に
先
行
す
る
書
物
と
し
て
『
祝
子
罪
知
録
』
の
償
値
を
見
な
お
す
べ
き
で

は
な
い
か
、
と
提
言
し
て
い
る
。

李
卓
吾
、
お
よ
び
そ
の
著
の
『
蔵
書
』
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
近
年
数
多
い

が
、
こ
れ
に
比
べ
て
『
祝
子
罪
知
録
』
を
本
格
的
に
と
り
あ
げ
た
も
の
を
、
評

者
は
不
撃
に
し
て
知
ら
な
い
。
関
野
氏
の
『
罪
知
録
』
に
針
す
る
評
僚
は
正
嘗

で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
、
氏
の
提
言
は
貴
重
で
あ
る
。
た
だ
、
著
者
が
言
う
、

祝
允
明
の
程
朱
批
剣
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
若
干
注
意
を
要
す
る
。
そ
れ

は
、
祝
允
明
の
批
判
刊
の
ウ
エ
イ
ト
が
、
程
傾
あ
る
い
は
朱
煮
そ
の
人
に
糾
問
す
る

よ
り
も
、
む
し
ろ
、
彼
ら
の
後
に
生
れ
、
道
曲
学
の
名
を
頁
り
も
の
に
し
て
、
そ

の
質
、
数
え
を
寅
践
せ
ず
に
利
盆
の
み
を
え
よ
う
と
す
る
エ
セ
道
筆
者
に
糾
問し

て
、
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
『
祝
子
罪
知
録
』
巻
五
、
刺
程
願
、
刺

朱
蕪
に
お
い
て
、
祝
允
明
が
批
判
し
て
い
る
主
な
問
題
黙
は
、
彼
ら
宋
儒
が
、

三
園
唐
代
の
儒
者
の
組
問
問
干
に
射
す
る
業
績
を
全
く
無
視
し
た
こ
と
で
あ
っ
て
、

彼
ら
が
唱
え
た
倫
理
や
思
想
に
つ
い
て
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
朱
業
の
同
時

代
人
が
彼
に
加
え
た
非
難
(
あ
る
い
は
謹
告
)
を
引
用
し
て
い
る
が
、
観
允
明

本
人
は
、
そ
の
非
難
(
あ
る
い
は
謹
告
)
が
正
し
い
も
の
か
ど
う
か
、制
門
断
を

保
留
し
て
い
る
。
こ
れ
に
封
し
て
、
朱
蕪
の
後
に
輩
出
し
た
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
に

射
す
る
批
剣
は
鋭
い
。
た
と
え
ば
、
各
五
、
刺
道
皐
に
は
、
次
の
よ
う
な
言
葉

が
見
ら
れ
る
。

縞
其
名
、
而
反
其
賞
、
既
享
其
名
、
叉
牧
其
利
。
所
謂
名
利
之
余
得
者
、

非
今
世
之
罪
人
、
先
王
之
罪
人
、
聖
門
之
罪
人
、
亦
程
朱
諸
子
之
罪
人
也。

つ
ま
り
、
道
拳
の
名
を
剥
縞
し
て
利
を
収
め
る
輩
は
、
今
世
、
先
玉
、

聖
門

の
罪
人
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
、
程
子
や
朱
子
ら
の
罪
人
で
も
あ
る
、
と
断
罪

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
配
允
明
に
お
い
て
も
、
も
ち
ろ
ん
、
仁
義
雄
智
信
は
、

債
値
で
あ
り
つ
づ
け
て
い
る
。
祝
允
明
が
憎
ん
だ
の
は
、
程
子
や
朱
子
そ
の
人

で
あ
る
よ
り
、
彼
ら
を
貰
り
も
の
に
す
る
設
で
あ
っ
た
。

『
罪
知
録
』
の
紹
介
は
、
極
め
て
貴
重
で
あ
る
。
著
者
の
提
言
に
臨
応
じ
て
、

祝
允
明
と
李
卓
五
口
を
つ
な
ぐ
の
は
、

今
後
の
重
要
課
題
で
あ
る
。

第
五
章
儒
俳
道
三
数
の
交
渉
。
こ
れ
は
四
節
か
ら
な
る
。
第

一
節
で

は
、
ま
ず
明
代
の
宗
数
政
策
を
概
観
し
た
の
ち
、
金
の
李
純
甫
の
『
鳴
道
集

読
』
に
つ
い
て
の
疑
問
と
、
著
者
の
見
解
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
久
保

田
量
遠
氏
に
よ
る
『
鳴
道
集
設
』
に
つ
い
て
の
見
解
に
つ
い
て

疑
義
が
示
さ

れ
、
つ
い
で

『
鳴
道
集
読
』
に
附
さ
れ
た
賀
潜
の
序
文
が
、
寅
は
王
緯
の
『
王

忠
文
公
集
』
に
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
枚
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

正
直
言
っ
て
、
い
か
に
『
鳴
道
集
設
』
に
附
さ
れ
た
一

序
文
が
、
明
初
の
人
の

手
に
な
っ
た
も
の
と
は
い
え
、
李
純
甫
と
い
う
金
人
の
文
集
に
つ

い
て
こ
こ
で

解
説
が
な
さ
れ
る
の
は
、
他
の
諸
論
文
と
の
関
連
で
、
場
遣
い
な
感
を
輿
え
て

い
る
。
李
純
荷
に
つ
い
て
述
べ
る
の
で
あ
れ
ば
、
金
代
か
ら
元
代
に
か
け
て
流

行
し
、
ま
た
明
代
に
お
け
る
三
敬
一

致
傾
向
と
も
大
い
に
関
連
す
る
、

全
員
数

の
三
敬
一

致
思
想
に
も
、
賞
然
燭
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
頁
四

二
三
に
見
え
る

「常
盤
博
士
の
引
用
さ
れ
た
北
卒
本
」
と
は
、
あ
る
い
は
、

「
常
盤
博
士
の
引
用
さ
れ
た
併
租
歴
代
通
載
所
枚
の
十
九
篇
」

の
誤
り
で
は
な

し
カ明

初
の
空
谷
栂
師
、

明
中
期
の
祝
允
明
と
い
う
、
と
も
に
蘇
州
近
迭
に
生
き

た
人
物
の
三
数
思
想
を
紹
介
し
た
著
者
は
、
第
五
章
の
中
心
テ
1
7
で
あ
る
林

兆
思
の
研
究
に
入
る
。

林
兆
思
の
本
格
的
な
研
究
で
は
、

著
者
が
開
拓
者
の
一
人
で
あ
り
、
こ
れ
ま

で
「
明
代
に
お
け
る
三
教
思
想
1

1
特
に
林
兆
恩
を
中
心
と
し
て
|
|」

(
一

九
五
二
)
、

「
林
兆
恩
と
そ
の
著
作
に

つ
い
て
」
(
一
九
六
二
〉
が
著
者
に
よ
っ
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て
公
表
さ
れ
た
。
な
か
で
も
、
後
者
の
論
文
で
は
、

蓬
左
文
庫
所
臓
の
『
林
子

年
譜
』
を
紹
介
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
従
来
の
誤
り
を
訂
正
し
え
た
の
は
、
著
者

の
大
き
な
功
績
で
あ
る
。
本
書
の
林
兆
恩
関
係
の
叙
述
は
、
こ
の
二
篇
の
論
文

を
も
と
に
し
つ
つ
も
、
奮
北
卒
園
書
館
本
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
『
林
子
全
集
』

を
新
た
に
紹
介
す
る
な
ど
、
か
な
り
大
幅
な
改
稿
を
加
え
て
い
る
。
林
兆
恩
の

家
族
、
彼
の
経
歴
を
述
べ
た
著
者
は
、
彼
の
著
作
と
三
敬
意
識
に
つ
い
て
解
説

し
、
彼
の
数
化
が
一
般
庶
民
を
針
象
と
し
て
い
た
こ
と
、

彼
の
死
後
、
そ
の
数

汲
が
い
か
に
流
布
し
て
い
っ
た
か
、
述
べ
て
い
る
。

『
林
子
年
譜
』
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
り
、
林
兆
恩
の
経
歴
を
は
っ
き
り
さ

せ
た
、
な
ど
の
黙
で
、
著
者
の
林
兆
恩
研
究
は
貴
重
で
あ
る
が
、

何
が
し
か
の

物
足
り
な
き
を
究
与
え
る
の
は
、
は
た
し
て

評
者
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら

く
、
そ
れ
は
、
林
兆
恩
の
三
数
思
想
と
祉
曾
思
想
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
つ
つ
込

ん
だ
考
察
が
な
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
著
者
自
身
、

林
兆
恩
の
三
敬
意
識
と
は
、
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
聞
い
を
渡
し
な

が
ら
、
「
こ
の
黙
に
つ
い
て

切
R
-
5
m
助
数
授
も
、

す
で
に
参
照
し
た
研
究
の

中
で
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
お
り
、
近
く
夜
表
さ
れ
る
預
定
な
の
で
、
そ
れ
に
は

あ
ま
り
鯛
れ
ず
」
云
云
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
酒
井
忠
夫
氏
の
場

合
で
あ
れ
ば
、

『
中
園
普
警
の
研
究
』
(
一

九
六

O
年
)
第
三
章
第
八
節
、
林
兆

恩
の
三
数
思
想
、
に
お
い
て
、
林
兆
恩
の
「
六
美
僚
答
」
を
ほ
ぼ
全
文
と
り
あ

げ
る
な
ど
、
彼
の
枇
禽
思
想
に
つ
い
て
つ
っ
こ
ん
だ
考
察
が
加
え
ら
れ
、
「
彼

(
林
兆
思
)
は
、
本
来
、
儒
激
的
合
理
思
想
の
上
に
立
っ
て
い
た
」
、
あ
る
い
は
、

「
(
彼
の
結
社
は
)

民
衆
的
結
社
で
あ
る

宗
数
結
社
と
儒
激
的
譲
書
人
の

一
般

的
結
社
と
の
中
間
項
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
い
っ
た
、
明

解
で
か
つ
示
唆
に
富
ん
だ
見
解
が
一
ホ
さ
れ
る
。
ま
た
、
荒
木
見
悟
氏
の
場
合
で

も
、
『
明
末
宗
数
思
想
研
究
|
|
管
東
演
の
生
涯
と
そ
の
思
想
||
』
(
一
九
七

九
年
〉
、

第
八
章
、
東
浜
と
林
兆
恩
、
に
お
い
て
、
管
東
演
の
側
か
ら
林
兆
恩
を

照
射
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
林
兆
恩
の
思
想
的
な
位
置
を
浮
び
あ
が
ら
せ
る
こ

と
に
成
功
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
比
較
す
る
時
、
間
野
氏
の
林
兆
恩
論
が
、

若

干
ふ
く
ら
み
を
敏
い
て
い
る
こ
と
は
、
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。

頁
四
八
O
に
述

べ
ら
れ
る
よ
う
に
、

「兆
恩
の
闘
心
事
は
も
は
や
士
大
夫
の
聞
に
な
く
、
飽
く

ま
で
も
一
般
庶
民
に

向
っ
て
い
た
」
と
さ
れ
る
の
な
ら
、
た
と
え
ば
さ
ら
に

つ
つ
込
ん
で
、
彼
の
井
田
論
(
『
林
子
』
所
枚
、
井
田
。
ほ
ぼ
同
じ
文
は
、
本

書
附
録
、

『
夏
午
尼
経
』

頁
六
一

O
J六
一
一
〉
に
つ
い
て
も
、
検
討
を
加
え

て
し
か
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

附
録
と
し
て
、
『
林
子
年
譜
』
と

『
夏
午
尼
経
』
と
が
牧
録
さ
れ
て
い
る
。

『
夏
午
尼
経
』
は
、
誤
字
が
多
々
見
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
と
針
臆
す
る

『林
子
』
所
牧
の
文
章
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
頁
五
五
三
、

J
=
数
主
一
言
、
夏
也
者
大
也
」
以
下
は

『
林
子』

諸
夏
、
上
・

中

・
下
と
ほ

ぼ
同
文
で
あ
る
が
、
『
林
子
』
に
は
一一一一

教
主
の
文
字
は
無
い
。
本
書
を
使
わ

せ
て
も
ら
う
者
と
し
て、

欲
を
言
え
ば
、

『
林
子
』
所
収
の
文
章
に
よ

っ
て
校

勘
を
加
え
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
。
ま
た
、

『林
子
年
譜
』
は
、
林
兆
恩
研
究

の
基
礎
史
料
と
し
て
、

今
後
大
い
に
利
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
、
京
都

大
皐
人
文
科
皐
研
究
所
所
蔵
の
『
林
子
』
は
、
著
者
が
本
書
頁
四
五
六
J
四
六

四
に
列
記
し
た
内
容
及
び
順
番
と
、
若
干
の
ず
れ
が
あ
る
こ
と
を
、
附
記
し
て

お
く
。
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