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明
末
清
初
期
、

奴
牌
・
一
雇
工
人
身
分
の
再
編
と
特
質
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芳
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に

一
明
代
の
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稗
・
雇
工
人
身
分
の
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質

二
高
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新
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途

三
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前
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解
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の
改
修

四
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代
前
期
雇
工
人
身
分
の
改
修
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はi

じ

め

本
稿
は
表
題
の
示
す
よ
う
に
、
明
末
清
初
期
|
|
具
睦
的
に
は
十
六
世
紀
末
の
高
暦
年
間
よ
り
十
八
世
紀
末
の
乾
隆
年
聞
に
到
る
約
二
百
年

間
ー
ー
ー
に
お
け
る
奴
稗
と
雇
工
人
の
法
身
分
改
修
の
過
程
を
、
宋
代
に
形
成
さ
れ
元
・
明
代
へ
と
継
承
さ
れ
た
身
分
盟
系
の
再
編
過
程
と
捉

え
、
併
せ
て
、
そ
こ
に
現
わ
れ
て
く
る
奴
稗
と
雇
工
人
の
身
分
的
特
質
を
探
ろ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

明
律
と
清
律
、
と
り
わ
け
清
律
へ
の
篠
例
の
附
加
と
修
訂
と
い
う
形
で
準
丘
、
た
こ
の
改
修
過
程
は
、
か
ね
パ
よ
り
研
涜
者
の
関
山
ゅ
は
惹

き
、
中
園
に
お
い
て
は
主
に
一
九
五

0
年
代
以
降
の
資
本
主
義
萌
芽
論
争
の
中
官
、
わ
が
園
に
お
い
て
は
仁
井
田
臣
、
重
田
齢
、
小
山

E
明
各

氏
の
研
究
を
通
じ
て
具
盤
的
に
分
析
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
研
究
者
個
々
の
こ
の
問
題
に
劃
す
る
関
心
と
覗
黙
と
は
、
こ
の
改
修
過
程
の
中

に
。
歴
史
的
震
展
。
を
見
出
そ
う
と
す
る
離
で
は
共
通
す
る
も
の
の
、
そ
の
許
債
や
結
論
は
な
お
不
定
で
あ
っ
て
、
こ
の
改
修
過
程
が
、
明
末



清
初
と
い
う
時
代
に
あ
っ
て
、
奴
稗
・
雇
工
人
身
分
の
抱
え
込
ん
だ
い
か
な
る
矛
盾
を
ど
う
解
決
す
ベ
く
推
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、

依
然
と
し
て
未
解
明
の
課
題
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
私
は
先
に
、
宋
・
元
代
の
奴
稗
や
雇
傭
人
、
佃
戸
の
法
身
分
を
検
討
し
た
際
に
、
断
片
的
な
議
測
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
は
あ
る

A
町
柏
り

が
、
明
・
清
代
の
奴
稗
・
雇
工
人
身
分
に
閲
し
て
若
干
の
護
言
を
行
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
現
在
の
時
黙
か
ら
顧
れ
ば
、
そ
こ
に
は
重
大
な
誤

解
も
含
ま
れ
て
は
い
る
が
、
珠
測
の
基
本
貼
、
す
な
わ
ち
、

ω明
末
以
降
の
一
連
の
雇
工
人
身
分
の
改
修
は
技
術
的
改
革
と
い
う
性
格
が
強

く
、
雇
工
の
祉
曾
的
経
済
的
地
位
の
上
昇
日
身
分
解
放
と
は
直
結
し
難
い
、

ω従
来
の
社
曾
経
済
史
研
究
が
封
象
と
し
て
き
た
よ
う
な
(
明
〉

清
代
の
「
奴
稗
」
の
法
身
分
は
、
そ
れ
以
前
の
停
統
的
な
奴
稗
身
分
と
は
異
質
の
性
格
を
有
す
、
と
い
う
こ
黙
は
、
今
な
お
有
数
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
。
従
来
の
諸
研
究
は
、
奴
稗
と
雇
工
人
と
の
身
分
的
性
格
の
差
異
や
、
園
家
の
各
々
に
劃
す
る
編
成
原
理
の
相
遣
に
さ
し
た
る
注
意

を
梯
う
こ
と
な
く
、
商
者
を
同
一
レ
ベ
ル
で
比
較
検
討
す
る
傾
向
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
南
者
の
聞
に
は
法
的
行
篤
能

力
や
刑
量
の
差
異
に
止
ま
ら
な
い
質
的
相
違
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
本
稿
の
絞
述
は
こ
の
黙
に
注
目
し
つ
つ
準
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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明
代
の
奴
蝉
・
雇
工
人
身
分
の
特
質

首
向
暦
年
開
以
降
の
改
修
過
程
を
分
析
す
る
前
提
と
し
て
、
本
章
で
は
、
明
代
の
奴
稗
と
雇
工
人
の
法
身
分
上
の
特
質
を
お
さ
え
て
お
く
こ
と

に
し
た
い
。
奴
牌
、
雇
工
人
の
法
身
分
は
い
か
に
し
て
成
立
す
る
か
、
そ
れ
ら
は
法
的
に
い
か
な
る
存
在
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

こ
の
明
代
の
奴
稗
・
雇
工
人
身
分
の
前
身
で
あ
る
宋
・
元
代
の
奴
稗
や
雇
傭
人
の
法
身
分
は
、
私
自
身
の
検
一
刊
に
よ
れ
ば
、
お
よ
そ
次
の
よ

う
な
性
格
を
有
し
て
い
た
。

一奴
稗
身
分
と
は
、
犯
罪
混
官
や
戦
争
時
の
停
虜
化
等
を
原
因
と
し
、
園
家
権
力
に
よ
る
良
民
身
分
の
剥
奪
(
な
い
し
不
付
患
を
要
件
と
し
て

成
立
す
る
も
の
で
、
現
賓
に
贋
汎
に
見
ら
れ
た
人
身
の
買
買
や
債
務
へ
の
准
折
を
原
因
と
す
る
良
民
の
奴
稗
化
と
い
う
径
路
は
、
そ
れ
を
禁
止

517 

す
る
法
律
の
存
在
か
ら
し
て
、
法
理
上
は
完
全
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
人
身
の
買
買
や
債
務
へ
の
准
折
、
あ
る
い
は
人
身
の
典
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嘗
や
長
期
の
賃
貸
借
等
を
遁
じ
て
、
私
的
な
支
配
|
隷
属
閲
係
を
構
成
し
た
奴
稗
に
あ
ら
ざ
る
私
的
隷
属
民
の
法
身
分
こ
そ
が
、
宋
代
に
形
成

さ
れ
た
所
調
雇
傭
人
身
分
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
雇
傭
人
身
分
に
あ
る
者
の
多
く
が
、
現
貫
に
は
購
買
さ
れ
債
務
に
准
折
さ
れ
た
者

で
あ
り
な
が
ら
、
法
律
上
は
あ
く
ま
で
「
雇
傭
さ
れ
た
良
民
」
と
し
て
把
岨
位
さ
れ
て
い
た
の
は
、
園
家
権
力
自
ら
が
良
民
の
買
買
や
債
務
奴
隷

化
を
法
律
で
禁
止
し
て
い
る
以
上
、
彼
等
を
そ
う
し
た
径
路
を
経
た
者
と
し
て
把
握
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ず
、

「
雇
傭
」
関
係
と
い
う
合
法
的

法
形
式
|
|
人
身
の
賃
貸
借
か
ら
元
利
償
却
質
、
利
質
形
態
ま
で
も
含
む
|
|
の
枠
内
で
把
握
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

宋
・
元
代
の
奴
蝉
・
雇
傭
人
身
分
に
関
す
る
右
の
諸
黙
は
、
明
代
の
奴
蝉
・
雇
工
人
身
分
に
も
そ
の
ま
ま
安
嘗
す
る
。

て
言
え
ば
、
明
律
に
は
良
民
の
貰
買
と
債
務
へ
の
准
折
を
禁
止
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
お
引
、
し
た
が
っ
て
、
良
民
は
貰
買
等
の
違
法
行
魚

を
通
じ
て
は
奴
牌
へ
と
身
分
時
化
す
べ
く
も
な
か
っ
た
。
奴
稗
身
分
の
護
生
原
因
と
成
立
要
件
も
ま
た
、
宋

・
元
代
と
同
様
で
あ
っ
た
。
例
え

ば
、
『
大
明
律
集
解
附
例
』
巻
十
八

・
刑
律
一
・
賊
盗

・
謀
反
大
逆
に
は
、
縁
坐
し
た
者
の
虚
分
に
つ
い
て
(
傍
黙
筆
者
、
以
下
問
)
、

ま
ず
奴
稗
に
つ
い

ぜ
ず
、
皆
斬
す
。
其
の
十
五
以
下
、

A
リ，

と
い
う
一
節
が
あ
り
、

祖
父
・
父

・子
孫
・
兄
弟
、
及
び
同
居
の
人
は
異
姓
を
分
た
ず
、
及
び
伯
叔
父

・
兄
弟
の
子
は
籍
の
同
異
を
限
ら
ず
、
年
十
六
以
上
は
、
篤
疾
・
駿
疾
を
論

及
び
母
女

・
妻
妾

・
姉
妹
、
若
し
く
は
子
の
妻
妾
は
、
功
臣
の
家
に
給
付
し
て
奴
と
篤
す
。

~ 62-

王
折
撰

『
績
文
献
逼
考
』
各
二
十
・
戸
口
考
・
奴
稗
に
、

園
朝
、
軍
中
国
廿
獲
の
子
女
、
及
び
罪
を
犯
し
て
抄
波
さ
れ
し
人
口
は
、
多
く
功
臣
の
家
に
絵
賜
し
て
奴
稗
と
篤
す
。

と
見
え
て
い
る
。
因
み
に
、
明
律
に
停
虜
を
奴
稗
と
帰
す
と
い
う
規
定
が
存
し
な
い
こ
と
と
、
現
買
の
奴
蝉
化
の
主
要
な
径
路
、が
犯
罪
、在
官
で

'n
u、

あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
明
律
の
各
種
の
注
韓
書
は
、
奴
蝉
と
は
犯
罪
縁
坐
の
人
と
言
う
の
み
で
、
停
獲
奴
蝉
に
言
及
す
る

と
こ
ろ
が
な
い
。

次
に
雇
工
人
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

明
律
に
は
、

幾
僚
か
の
雇
工
人
の
法
的
行
信
用
能
力
と
そ
の
犯
罪
と
に
開
す
る
規
定
が
あ
る

が
、
雇
工
人
身
分
は
い
か
に
し
て
成
立
す
る
か
、
そ
れ
は
法
的
に
い
か
な
る
存
在
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、

一
言
の
説
明
も
見
出
す
こ
と
が
で

き
な
い
。
清
末
の
法
律
皐
者
醇
允
升
は
、

『
唐
明
律
合
編
』
巻
十
二
・
人
戸
以
籍
魚
定
に
お
い
i

て、



明
に
官
戸
・
雑
戸
・
部
曲
無
し
。
其
れ
部
曲
は
倶
に
改
め
て
雇
工
人
主
篤
す
も
、
名
例
内
に
寛
に
雇
工
の
名
目
無
く
、
亦
た
官
私
奴
稗
の
分
も
無
し
。
何
者

か
態
に
属
工
人
を
以
て
論
ず
ベ
く
、
何
者
か
賂
に
雇
工
人
を
以
て
論
ず
べ
か
ら
ざ
る
か
、
並
び
に
未
だ
詳
断
叙
明
た
ら
ず
。

と
述
べ
て
い
る
が
、
明
律
に
の
み
援
る
限
り
こ
れ
は
も
っ
と
も
な
疑
問
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
明
代
の
雇
工
人
律
が
宋
・
元
代
の
所
謂
雇
傭
人
法

を
繕
承
整
備
し
た
も
の
と
考
え
て
ほ
ぼ
誤
り
な
い
以
上
、
雨
者
は
基
本
的
に
共
通
す
る
性
格
を
有
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
、
明
律
の

各
種
注
韓
書
中
の
雇
工
人
に
闘
す
る
解
説
を
丹
念
に
分
析
さ
れ
た
小
山
正
明
氏
は
、
雇
工
人
法
は
、
主
家
の
経
営
内
に
包
括
さ
れ
て
生
活
し
、

家
長
の
家
父
長
的
支
配
下
に
限
定
さ
れ
た
期
間
服
役
す
る
者
、
と
の
結
論
を
導
き
出
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
宋
・
元
代
の
雇
傭
人
身
分
に
包
含
さ

れ
る
者
の
性
格
や
存
在
形
態
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、
雇
傭
人
法
と
雇
工
人
律
と
の
縫
承
闘
係
を
裏
附
け
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
宋
・
元
代
の
雇
傭
人
法
、

e

明
代
の
雇
工
人
律
が
劃
象
と
す
る
者
の
祉
曾
的
経
済
的
側
面
か
ら
す
る
性
格
が
果
し
て
右
の
逼
り
で

あ
っ
た
と

L
て
、
そ
の
法
身
分
上
の
性
格
は
ど
の
よ
う
に
規
定
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
そ
れ
を
奴
稗
身
分
と
の
封
比
で
考
え
て
み
る
こ

既
述
の
よ
う
に
、
明
代
の
奴
稗
身
分
は
、
園
家
権
力
に
よ
る
良
民
身
分
の
剥
奪
(
な
い
し
不
付
奥
)
を
要
件
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
奴
稗
身
分
は
、
皇
帝
を
頂
黙
と
す
る
園
家
の
支
配
秩
序
H

躍
的
秩
序
の
下
で
、
良
民
に
劃
す
る
賎
民
H

奴
稗
と
位
置
づ
け
ら

、q
4
，

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
義
的
に
成
立
同
〈
奴
稗
身
分
の
演
鐸
的
性
格
〉
、
か
か
る
奴
稗
の
存
在
左
前
提
に
定
め
ら
れ
た
明
律
の
奴
稗
に
闘
す
る
諸
規

定
は
、
二
義
的
に
奴
稗
の
法
的
行
魚
能
力
や
刑
罰
を
規
制
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
個
別
的
か
つ
具
陸
的
な
奴
稗
と
奴
蝉
保
有
者
と

A
S
明，

h
u
v
 

の
閥
係
や
奴
蝉
の
存
在
形
態
の
如
何
が
、
奴
稗
身
分
に
何
ら
の
影
響
も
持
た
な
い
(
奴
縛
身
分
の
組
制
到
的
性
格
)
の
は
、
右
に
見
た
奴
稗
の
身
分

- 63ー

と
に
し
よ
う
。

的
特
異
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
射
し
て
、
明
代
の
雇
工
人
身
分
は
、
宋
・
元
代
の
雇
傭
人
身
分
と
同
じ
く
、
人
身
の
賃
貸
借
か
ら
貰
買
に
ま
で
及
ぶ
多
様
な
径
路
を

鰹
て
私
的
な
支
配
|
隷
属
関
係
を
構
成
す
る
に
至
っ
た
者
を
、
園
家
権
力
が
法
律
上
「
雇
傭
L

関
係
に
あ
る
者
と
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成

立
し
た
も
の
で
あ
『っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
論
理
的
に
は
、
雇
工
入
律
は
奴
稗
主
義
子
孫
|
|
後
述
の
ご
と
く
、
明
代
に
は
特
別
の
意
味
を
帯
び

519 
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て
存
在
し
て
い
た
|
|
以
外
の
私
的
隷
属
民
す
べ
て
を
封
象
と
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
貫
に
は
、
日
傭
や
短
工
か
ら
買
買
さ
れ

た
者
ま
で
す
べ
て
が
雇
工
人
律
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
園
家
権
力
は
現
賓
の
多
様
な
「
雇
傭
」
関
係
の
中
か
ら
何
ら
か

「
雇
傭
」
期
間
の
長
短
、
衣
食
の
給
養
の
有
無
、
主
人
と
同
居
か
否
か
等
々
ー
ー
を
抽
出
す
る

の
基
準
|
|
例
え
ば
契
約
書
や
年
限
の
有
無
、

こ
と
に
よ
っ
て
雇
工
人
身
分
を
定
立
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
(
雇
工
人
身
分
の
蹄
納
的
性
格
)
。
そ
れ
ゆ
え
、
ど
の
よ
う
な
基
準
が
設
け
ら
れ
る
か

に
腹
じ
て
、

五
年
以
前
に
そ
の
基
準
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
の
運
用
の
貧
態
が
.
と
う
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
全
く
不
明
で
あ
る
。

雇
工
人
律
の
規
制
劃
象
に
は
繁
動
が
生
じ
て
く
る
こ
と
に
な
る
(
雇
工
人
身
分
の
相
封
的
性
格
)
の
で
あ
る
が
、

明
初
以
降
寓
暦
十

し
か
し
、
雇
工
人
身
分
が
右
の
ご
と
く
蹄
納
的
か
つ
相
劃
的
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
宋
・
元
代
の
雇
傭
人
法
と
寓
暦
十
六
年
以
降

の
雇
工
人
律
改
修
過
程
か
ら
見
て
、
全
く
疑
問
の
除
地
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。

績
い
て
、
奴
牌
が
政
治
的
批
舎
的
身
分
で
あ
る
と
同
時
に
法
身
分
で
も
あ
る
の
に
劃
し
て
、
雇
工
人
は
法
身
分
と
し
て
し
か
存
在
し
な
い
黙

- 64ー

つ
ま
り
、
奴
稗
は
奴
稗
律
の
適
用
を
受
け
る
か
否
か
に
よ
っ
て
奴
碑
で
あ
る
か
否
か
が
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

奴
稗
で
あ
る
が
ゆ
え
に
奴
蝉
律
の
適
用
を
受
け
る
の
で
あ
る
が
、
雇
工
は
雇
工
な
る
が
ゆ
え
に
雇
工
人
律
の
適
用
を
受
け
る
の
で
は
な
く
、
雇

工
人
律
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
雇
工
人
と
な
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
現
貫
祉
舎
の
中
に
存
在
す
る
の
は
雇
工
や
身

に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

買
り
し
た
者
で
あ
っ
て
、
雇
工
人
な
る
者
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
彼
等
は
、
例
え
ば
、
身
買
り
し
た
が
ゆ
え
に
政
治
的
社
禽
的
な
差
別
や

蔑
視
を
受
け
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
決
し
て
雇
工
人
な
る
が
ゆ
え
に
、
あ
る
い
は
雇
工
人
と
し
て
そ
の
よ
う
な
待
、
遁
を
受
け
る
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
奴
蝉
の
法
身
分
が
奴
稗
と
い
う
寅
佳
に
固
着
し
て
現
わ
れ
る
の
に
劃
し
て
、
雇
工
人
身
分
が
、
雇
工
あ
る
い
は
そ
の
他
の
何
ら

か
の
質
鐙
に
固
着
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
は
、
雇
工
人
身
分
が
政
治
的
社
舎
的
身
分
で
は
な
く
、
皐
な
る
法
身
分
で
し
か
な
い
こ
と
を

物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
醇
允
升
撰

『唐
明
律
合
編
』
巻
一
一
六
・
良
賎
相
姦
に
は
、
明
律
の
雇
工
人
に
つ
い
て
、

主
家
と
犯
有
れ
ば
則
ち
賎
と
震
し
、
一
や
人
と
犯
有
れ
ば
則
ち
良
と
篤
す
は
、
未
だ
参
差
を
菟
れ
ず
、
名
例
内
に
も
叉
未
だ
分
断
叙
明
た
ら
ず
。
・
:
:
明
律
は



則
ち
此
一
-v-顧
み
て
彼
を
失
す
る
者
頗
る
多
し
。
一
雇
工
人
の
名
目
を
立
つ
る
も
固
よ
り
是
な
る
も
、
是
れ
賎
な
る
か
、
是
れ
良
な
る
か
、
何
ぞ
以
て
其
の
僚

を
含
糊
し
て
、
肯
て
設
明
せ
ざ
る
か
。

A
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と
あ
る
が
、
醇
允
升
の
明
律
に
劃
す
る
既
し
め
と
雇
工
人
規
定
に
劃
す
る
苛
立
ち
と
は
、
以
上
に
累
読
し
た
奴
碑
と
雇
工
人
と
の
身
分
的
性
格

の
相
違
|
|
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
各
々
の
身
分
編
成
原
理
の
相
違
で
も
あ
る
が
ー
ー
に
劃
す
る
無
知
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
奴
稗
身
分
の
成
立
す
る
場
が
園
家
の
支
配
秩
序
盟
系
|
|
皇
帝
を
頂
黙
に
す
る
躍
的
秩
序
U
良
賎
の
匡
分
i
ー
ー
に
あ
る
の
に
謝
し
て
、
雇

工
人
身
分
の
成
立
す
る
場
は
、

良
民
内
部
の
階
層
分
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
私
的
支
配
|
隷
属
閲
係
の
存
在
と
い
う
現
貫
そ
の
も
の
な
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
雇
工
人
は
主
人
と
主
人
の
有
服
親
に
劃
し
て
良
1

賎
関
係
に
擬
制
化
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
良
賎
の
匡
分
か
ら
す
れ
ば

嘗
然
良
民
で
あ
り
、
そ
の
身
分
は
、
良
賎
の
身
分
原
理
と
は
異
な
る
原
理
に
基
づ
い
て
、
い
わ
ば
良
民
身
分
内
で
分
化
し
た
も
の
と
言
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。
奴
稗
が
主
人
と
主
人
の
有
服
親
以
外
の
第
三
者
(
良
民
〉
に
劃
し
て
も
、
法
的
に
従
属
的
地
位
に
置
か
れ
て
い
た
の
に
比
し
て
、

雇
工
人
は
主
人
と
主
人
の
有
服
親
以
外
の
第
三
者
(
良
民
〉
に
劃
し
て
は
、
封
等
の
法
的
地
位
を
保
持
し
て
い
た
と
い
う
事
寅
は
、

奴
稗
と
雇
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工
人
と
の
身
分
編
成
原
理
の
相
違
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

き
て
、
以
上
の
よ
う
な
奴
蝉
と
雇
工
人
と
の
身
分
的
性
格
の
差
異
な
い
し
身
分
編
成
原
理
の
相
遣
は
、
従
来
の
諸
研
究
の
殆
ん
ど
注
目
す
る

こ
と
の
な
か
っ
た
酷
で
あ
る
。
わ
ず
か
に
重
田
徳
氏
が
、
「
雇
工
人
律
が
、
雇
工
人
に
固
着
し
、
そ
れ
を
い
わ
ば
身
分
と
し
て
定
位
す
る
も
の

で
な
く
、
個
別
的
な
関
係
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
そ
の
都
度
成
立
す
る
」
と
指
摘
し
、
「
明
清
律
に
い
わ
ゆ
る
雇
工
人
律
が
、
も
と
も
と
現
貫

の
社
曾
的
存
在
と
し
て
の
雇
工
人
に
密
着
し
た
も
の
で
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
適
用
が
身
分
を
規
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
相
劃
的

性
格
を
も
ち
、
奴
稗
本
律
と
の
関
係
に
お
い
て
、
そ
れ
を
補
完
す
る
副
次
的
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
た
の
町
、
雇
工
人
律

が
本
来
、
人
身
の
賃
貸
借
と
し
て
の
雇
傭
第
働
の
展
開
を
基
礎
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
身
分
が
相
射
的
野
納
的
性
格
を
有
す

る
法
身
分
で
し
か
な
い
と
い
う
事
貧
に
、
重
田
氏
の
認
識
が
接
近
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
重
田
氏
の
所
論
に
劃
し

て
、
最
近
妥
戟
氏
は
、
「
あ
る
第
働
者
は
、
た
だ
彼
が
定
め
ら
れ
た
雇
工
人
の
篠
件
に
符
合
し
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
で
雇
工
人
律
の
規
制
を
受
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け
る
の
で
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
雇
工
人
律
と
現
貧
社
舎
に
存
在
し
た
と
さ
れ
る
雇
工
人
と
が
密
接
に
関
連
し
な
い
と
言
い
え
よ
う
か
。
:
:
:
奴

稗
律
は
奴
稗
の
法
的
地
位
を
規
定
し
、
雇
工
人
律
は
雇
工
人
の
法
律
的
地
位
を
規
定
し
て
お
り
、
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
に
一
つ
の
等
級
の
身
分
を

A
吋
ゆ

規
定
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
所
調
主
要
も
次
要
も
な
い
の
で
あ
る
」
と
批
判
さ
れ
て
い
向
。
委
氏
は
奴
稗
と
雇
工
人
と
を
同
一
レ
ベ
ル
で
比

れ
た
枠
内
で
の
み
有
数
性
を
持
つ
に
す
ぎ
ず
、
重
田
氏
が
奴
稗
と
雇
工
人
と
の
身
分
的
特
質
の
差
異
を
、

「
雨
者
は
そ
れ
ぞ
れ
に
一
つ
の
等
級
の
身
分
」
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
主
張
は
あ
く
ま
で
法
身
分
と
い
う
限
定
さ

つ
ま
り
雇
工
人
身
分
の
持
つ
法
身
分

較
し
つ
つ
、

と
政
治
的
社
禽
的
身
分
と
の
議
離
を
問
題
に
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
顧
れ
ば
、
妥
氏
の
批
剣
は
極
め
て
一
面
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。

従
来
の
諸
研
究
だ
け
で
は
な
い
。
既
に
明
律
の
各
種
の
注
稗
書
に
お
い
て
す
ら
、
奴
蝉
と
雇
工
人
と
の
差
異
は
、
身
分
的
性
格
や
編
成
原
理

上
の
相
違
H

質
的
差
異
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
奴
稗
は
終
身
、
雇
工
人
は
限
定
さ
れ
た
期
間
の
服
役
と
い
う
服
役
期
聞
の
長
短
H

量

的
差
異
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
小
山
正
明
氏
の
詳
細
な
研
究
が
あ
る
の
で
、
史
料
を
示
す
ま
で
も
な
い
で

A
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'n弘
、

あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
奴
蝉
と
雇
工
人
と
の
差
異
を
量
的
な
服
役
期
聞
の
長
短
へ
と
、
蓮
元
し
て
ゆ
く
認
識
は
、
雨
者
の
匡
別
を
次
第
に
暖
昧
に
す

る
、
も
の
で
あ
り
、
後
述
す
る
奴
蝉
・
雇
工
人
身
分
の
改
修
に
少
な
か
ら
ぬ
思
想
的
影
響
を
輿
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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高
暦
十
六
年
新
題
例
へ
の
途

前
章
に
見
た
よ
う
に
、
明
代
の
奴
稗
・
雇
工
人
身
分
は
宋
・
元
代
の
奴
稗
・
雇
傭
人
身
分
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
明
律
に
は
奴
稗

の
保
有
主
鐙
に
閲
し
て
、
宋
・
元
代
法
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
新
た
な
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

『
大
明
律
集
解
附
例
』
巻
四
・
戸
律
・
戸

役
・
立
嫡
子
違
法
に
、

庶
民
の
家
、
奴
稗
を
存
養
す
る
者
は
杖
一
百
、
即
ち
に
放
ち
て
良
に
従
わ
し
む
。

と
あ
る
と
こ
ろ
の
、
庶
民
の
奴
稗
保
有
禁
止
規
定
で
あ
る
。



右
の
規
定
に
つ
い
て
、
陳
遇
文
撰
『
大
明
律
解
』
戸
巻
三
・
立
嫡
子
違
法
に
は
、

庶
民
下
賎
な
れ
ば
~
本
よ
り
賞
に
労
に
服
し
力
を
致
す
ベ
く
、
奴
鮮
を
存
養
す
る
を
得
ず
。
惟
だ
功
臣
の
家
の
み
こ
れ
を
有
す
。
庶
人
に
し
て
存
留
し
畜
養

た
が

す
る
は
、
是
れ
分
に
償
う
。

と
説
明
し
、
鹿
積
撰
『
大
明
律
樟
義
』
巻
四
・
同
僚
に
、

功
臣
の
家
、
賜
に
因
り
て
始
め
て
奴
縛
有
り
。
量
に
庶
民
の
家
、
宜
し
て
存
養
す
べ
き
所
な
ら
ん
や
。
故
に
杖
一
百
、
即
ち
に
放
ち
て
良
に
従
わ
し
む
。
其

の
阻
慣
を
罪
す
る
な
り
。

主
あ
り
、
雷
夢
麟
撰
『
讃
律
噴
き
ロ
』
同
巻
・
同
僚
に
は
、

庶
民
の
家
、
首
に
白
か
ら
動
努
に
服
す
ベ
し
。
若
し
奴
鮮
を
存
養
す
る
者
有
れ
ば
、
杖
一
百
、
即
ち
に
放
ち
て
良
に
従
わ
し
む
。
庶
民
の
家
、
奴
稗
を
存
養

す
る
を
許
さ
ざ
る
も
、
則
ち
官
有
る
者
よ
り
上
は
、
皆
禁
ぜ
ざ
る
所
な
り
。
故
に
律
に
言
う
、
奴
縛
家
長
を
殴
る
、
奴
鱒
家
長
の
震
に
首
ぐ
、
他
人
の
奴
鮮
を
胃

認
す
、
と
。
量
に
蜜
く
功
臣
の
家
の
震
に
の
み
言
わ
ん
や
。
但
だ
功
臣
の
家
に
は
給
賜
さ
れ
し
者
有
り
、
而
し
て
官
有
る
者
は
皆
白
か
ら
存
援
す
る
の
み
。

と
解
し
、
王
肯
堂
撰
『
王
肯
堂
筆
樟
』
同
巻
・
同
僚
に
、

良
を
座
L
践
と
篤
す
は
、

rrに
法
に
非
ず
。
庶
人
に
し
て
奴
稗
を
畜
う
る
は
、
尤
も
分
に
非
ず
。
放
に
こ
れ
を
重
杖
に
す
。
或
る
ひ
と
謂
う
、
此
の
奴
縛

は
、
創
ゆ
り
嘗
初
功
臣
の
人
に
給
付
せ
ら
れ
、
其
の
子
孫
、
庶
民
の
家
に
賓
興
せ
る
者
な
り
、
と
。
太
拘
の
拘
言
に
似
た
り
。
庶
民
の
家
、
奴
解
を
存
養
す
る

を
得
ざ
る
も
、
則
ち
血
相
紳
の
家
は
、
禁
ぜ
ざ
る
所
在
り
。
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と
見
え
て
い
る
。

こ
れ
ら
明
律
の
各
注
韓
書
の
解
説
に
基
づ
い
て
、
こ
こ
で
は
次
の
よ
う
な
黙
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
第
一
に
、
各
注
韓
書
が
一
致

し
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
庶
民
の
奴
稗
保
有
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
は
、
庶
民
は
自
か
ら
務
働
に
従
事
す
ベ
き
だ
と
い
う
理
念
に
基
づ
く
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
理
念
か
ら
す
れ
ば
、
嘗
該
規
定
は
、
本
来
叔
稗
に
隈
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
「
他
人
の
努
働
力
」

'
の

「
存
養
」

1
保
有
を
禁
止
す
ベ
-〈
構
想
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
が
単
に
奴
稗
保
有
の
禁
止
と
し
て
の
み
候
文
化
さ
れ
て
い
る
の
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は
、
明
律
の
許
容
す
る
「
他
人
の
第
働
力
」
の
保
有
劉
象
が
、
奴
碑
に
限
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
雇
工
人
は
、
例
え
ば
、

『大
明

律
律
義
』
巻
十
八
・
刑
律

・
賊
盗

・
親
属
相
盗
に
、

「
奴
稗
は
終
身
一断
役
の
人
、
雇
工
人
は

一
時
役
に
雇
う
所
の
者
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、

あ
く
ま
で
一
定
期
間
「
雇
傭
」
さ
れ
た
も
の
で
、

「
存
養
」
さ
れ
た
者
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
前
章
所
引
の

『
大
明
律
集
解
附
例
』
や
『
績
文
献
通
考
』
の
記
事
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
奴
稗
は
功
臣
の
家
に
給
賜
さ
れ
る
べ
く
定
め
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
か
ら
、
本
来
功
臣
の
家
以
外
に
は
存
在
す
る
は
ず
の
な
レ
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
庶
民
の
奴
牌
保
有
の
禁
止
と
は
、
庶
民
が

既
に
奴
稗
身
分
に
あ
る
者
を
、
何
ら
か
の
手
段
|
|
例
え
ば
購
買
を
通
じ
て
入
手
し
存
養
す
る
こ
と
の
禁
止
で
は
な
く
し
て
、

「
良
を
匪
し
賎

と
篤
す
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
他
の
良
民
を
奴
牌
的
に
服
役
せ
し
め
、

「
他
人
の
務
働
力
」
と
し
て
保
有
す
る
こ
と
の
禁
止
に
ほ
か
な
ら
な
い

庶
民
の
中
に
私
的
な
支
配
|
隷
属
関
係
が
震
生
す
る
の
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
庶
民
を
家
族
鯵
働
力
に
の
み
基
づ
く
均
質
な
経
営
践
と
し
て
育
成
し
支
配
し
よ
う
と
し
た
、

洪
武
帝
朱
元
磁
の
統
治
理
念
の
反
映
で
あ
っ

の
で
あ
る
。

こ
れ
は
社
禽
的
数
果
か
ら
見
れ
ば

た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
庶
民
の
奴
碑
保
有
禁
止
規
定
が
以
上
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
庶
民
が
合
法
的
に

l
lつ
ま
り
法
禁
を
菟
れ
て
|
|
「
他
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人
の
傍
働
力
」
を
保
有
す
る
た
め
に
は
、
貿
買
等
を
通
じ
て
奴
蝉
的
に
服
役
し
て
い
る
者
を
雇
工
と
詐
稿
す
る
か
、
あ
る
い
は
自
己
の
家
族
員

H

義
子
孫
に
偲
託
し
た
形
式
を
採
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
明
末
清
初
期
に
「
奴
僕
」
が
「
義
男
」
と
呼
ば
れ
「
傭
奴
」
な
ど
と
も

稽
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
事
買
で
あ
り
、
粛
薙
撰
『
赤
山
曾
約
』
値
下
に
、

民
関
、
法
と
し
て
奴
を
畜
う
る
を
得
ず
。
使
令
に
供
す
る
者
は
、
義
男

・
義
婦
と
日
う
。
衣
食
脅
な
給
し
、
配
合
時
を
以
て
す
。
律
に
子
孫
と
問
科
と
載
す

る
は
、
恩
義
重
け
れ
ば
な
り
。

と
あ
り
、
海
瑞
撰
『
海
瑞
集
』
輿
草
傑
例
・
戸
属
に
、

奴
僕
。
率
土
の
演
、
皆
天
子
の
民
な
り
。
律
に
、
止
だ
功
臣
の
家
の
み
、
こ
れ
に
賜
う
に
奴
を
以
て
す
。
其
の
徐
の
庶
人
の
家
は
、
止
だ
顧
工
人
有
り
、
乞

養
の
義
男
有
る
の
み
。



と
あ
る
の
は
、
右
の
事
情
を
法
的
原
則
の
面
か
ら
俸
え
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
列
拳
し
た
注
樟
書
の
中
に
は
、
第
二
の
問
題
黙
が
示
さ
れ
て
い
る
。
功
臣
に
あ
ら
ず
庶
民
に
あ
ら
ざ
る
繕
紳
層
と
奴
稗
保

有
と
の
関
係
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
明
律
に
は
、
功
臣
へ
の
奴
稗
の
給
賜
と
庶
民
の
奴
稗
保
有
の
禁
止
と
が
規
定
さ
れ
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
の
場
合
、
法
理
上
は
『
大
明
律
解
』
や
『
大
明
律
樟
義
』
の
ご
と
く
、
奴
稗
の
保
有
主
鐙
と
し
て
は
功
臣
の
み
が
致
定

さ
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

で
あ
れ
ば
こ
そ
、

『
鼎
鍋
大
明
律
例
法
司
増
補
刑
書
接
曾
』
巻
三
・
戸
律
・
戸
役
・
立
嫡
子
違
法

庶
民
と
は
、
是
れ
勅
臣
の
革
爵
せ
し
者
な
り
。
原
賜
り
し
奴
稗
は
、
即
ち
に
嘗
に
官
に
還
す
べ
し
。
存
養
し
家
に
在
れ
ば
、
則
ち
杖
罪
に
坐
す
。
此
の
設
甚

だ
遁
ず
。
蓋
し
百
姓
は
本
よ
り
奴
縛
無
く
、
白
か
ら
律
に
制
す
る
を
必
と
せ
ざ
れ
ば
な
り
。

と
い
っ
た
理
解
も
生
じ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
注
樺
家
は
、
功
臣
の
み
が
奴
怖
け
を
保
有
し
う
る
と
い
う
理
解
に
立
ち
・
な
が
ら
も
、
何
故
明
律
が

庶
民
の
奴
稗
保
有
を
禁
止
し
て
い
る
か
に
全
く
理
解
が
及
ば
な
か
っ
た
た
め
に
、
律
に
言
う
庶
民
と
は
動
臣
の
革
爵
し
た
者
と
い
う
奇
妙
な
読

し
か
し
、
明
の
中
期
以
降
の
緒
紳
屠
を
主
鐙
と
す
る
「
奴
稗
」
保
有
の
盛
行
と
い
う
事
態
と
の
関
連
で
見
れ

に
賛
同
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
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ば
、
こ
れ
は
。
罪
の
な
い
誤
解
。
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

鳴り

先
掲
の
『
讃
律
潰
言
』
や
『
王
肯
堂
築
韓
』
に
は
、
結
紳
層
の
奴
稗
保
有
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
理
解
が
示
さ
れ
て
い
的
。
そ
の
論

擦
は
、

ω婿
紳
層
に
劃
す
る
禁
止
規
定
が
な
い
、

ω律
文
中
に
奴
稗
に
閲
す
る
俊
文
は
多
く
、
功
臣
の
家
の
た
め
に
の
み
設
け
ら
れ
た
と
は
考

え
難
い
、

ω功
臣
の
家
に
は
給
賜
の
奴
稗
が
あ
る
が
、
緒
紳
の
家
に
は
存
養
の
奴
嫡
け
が
あ
る
、
と
い
っ
た
臆
測
と
曲
解
に
基
づ
く
も
の
ば
か
り

で
あ
る
。
し
か
し
、
臆
測
で
あ
れ
曲
解
で
あ
れ
こ
う
し
た
解
樟
の
存
在
は
、
注
樟
家
が
意
園
す
る
と
否
と
に
拘
ら
ず
、
現
寅
に
進
行
し
つ
つ
あ

っ
た
譜
紳
屠
の

「
奴
蝉
」
保
有
を
癖
護
し
正
賞
化
す
る
役
割
を
荷
っ
た
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
時
代
の
趨
勢
は
、
現
貫
に
合
致
す
る
よ
う
な

律
の
解
樟
を
求
め
た
と
言
う
べ
き
で
あ
一ろ
う
か
。
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し
か
し
、
律
の
解
韓
の
饗
更
は
律
文
の
繁
更
で
は
な
い
。
し
か
も
、
事
買
上
の
「
奴
稗
」
の
保
有
は
、
既
述
の
よ
う
に
多
く
義
子
孫
や
雇
工
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に
偲
託
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
係
争
事
件
の
際
に
彼
等
を
法
的
に
ど
う
慮
理
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
は
、
繕
紳
層
の
奴
稗

保
有
を
め
ぐ
る
議
論
と
と
も
に
、

雷
夢
麟
撰
『
韻
律
漬
言
』
巻
四

・
戸
律
・
戸
役
・
立
嫡

d
m
マ

ん
H
UT

子
違
法
、
及
び
寓
暦
十
三
(
一
五
八
五
〉
年
序
刊
の
、

街
化
等
撰
『
刻
御
製
新
頒
大
明
律
例
語
緯
招
疑
折
獄
指
南
』
巻
三

・
戸
律

・
戸
役
・
立
嫡

解
決
さ
る
べ
き
課
題
と
な
っ
て
い
た
。

例
え
ば
、

子
違
法
に
は
、

つ
ね

問
刑
す
る
者
、
毎
に
奴
牌
の
罪
に
於
て
、
遂
に
麗
工
人
を
引
き
て
こ
れ
に
科
す
は
、
誤
り
な
り
。

A
w
dy
 

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
報
告
が
全
面
的
事
貸
で
あ
る
か
ど
う
か
は
今
後
の
検
討
に
侯
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
重
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
が
事
責

か
ど
う
か
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
事
柄
が
問
題
と
な
る
と
い
う
黙
に
こ
そ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
寓
暦
十
六
年
の
新
題
例
は
、
こ
う
し
た
状
況
に

射
す
る
法
の
側
か
ら
の
第
一
回
目
の
回
答
で
あ
っ
た
。

『
大
明
律
集
解
附
例
』
巻
二
十

・
刑
律
・
開
殴
・
奴
縛
殴
家
長
僚
に
附
さ
れ
た
蔦
磨
十
六
年
の
新
題
例
に
は
、
・
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い

今
後
、
官
民
の
家
、
凡
そ
工
作
に
傭
う
の
人
、
立
て
て
文
券
有
り
、
議
し
て
年
限
有
る
者
は
、
雇
工
人
を
以
て
論
ず
。
止
だ
是
れ
短
雇
月
日
に
し
て
、
値
を

- 70ー

る。

受
く
こ
と
多
か
ら
ざ
る
者
は
、
凡
に
依
り
て
論
ず
。
其
の
財
買
の
義
男
、
如
し
恩
養
年
久
し
く
、
配
さ
れ
て
室
家
有
る
者
は
、
例
に
照
し
子
孫
と
同
じ
く
論

ず
。
如
し
恩
養
未
だ
久
し
か
ら
ず
、
曾
て
配
合
せ
ら
れ
ざ
る
者
は
、
土
庶
の
家
は
、
雇
工
人
に
依
り
て
論
じ
、
繕
紳
の
家
は
、
奴
稗
律
に
比
照
し
て
論
ず
。

こ
の
新
題
例
が
酎
象
と
す
る
の
は
雇
工
と
義
男
と
で
あ
る
が
、
雨
者
は
本
来
法
的
に
は
雇
工
人
と
義
子
孫
と
い
う
別
系
統
の
法
に
よ
っ
て
身
分

規
制
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
が
一
僚
の
内
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
既
に
費
言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
官
民
の

家
」
の
「
他
人
の
第
働
力
」
の
保
有
が
、
既
述
の
よ
う
に
、
雇
工
や
義
男
に
恒
託
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
新
題
例
は
、
次
の
三
鮎
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
第
一
に
、
文
券
H

契
約
書
を
作
成
し
年
限
を
議
定

し
て
い
る
者
は
雇
工
人
律
を
以
て
論
ず
と
し
て
、
雇
工
人
身
分
を
限
定
し
て
い
る
と
と
も
に
、
月
日
を
計
っ
て
雇
わ
れ
、
雇
値
の
少
な
い
者
は

凡
人
扱
い
と
定
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
雇
正
に
慢
託
し
た
事
責
上
の
「
奴
稗
」
と
身
分
的
隷
属
性
を
持
た
な
い
短
工
と
を
、
雇
工
人
身
分
か



ら
排
除
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、

、短
工
が
凡
人
扱
い
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

i

既
に
宋
・
元
代
の
雇
傭
人
法
に

お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
引
、
明
代
に
お
い
て
も
、
新
題
例
以
前
に
は
短
工
も
雇
工
人
身
分
の
内
に
あ
っ
た
と
す
べ
き
積
極
的
根
擦
は

見
嘗
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
短
工
に
関
す
る
規
定
は
、
現
肢
を
再
確
認
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
と
推
測
さ
れ
る
。
第
二
に
、
義
男
と
い
う

「
鱈
紳
の
家
」
の
み
な
ら
ず
「
土
陶
の
家
」
に
劃
し
て
も
、

「
財
買
」
と
い
う
手
段
を
通
じ
た
「
他
人
の
第
働

力
」
の
保
有
を
公
認
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
良
民
の
買
買
の
禁
止
と
庶
民
の
奴
稗
保
有
の
禁
止
と
い
う
明
律
の
原
則
は
、
新

題
例
に
よ
っ
て
、
買
質
的
に
は
放
棄
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
第
三
に
、
に
も
拘
ら
ず
、
「
財
買
」
と
い
う
径
路
を
通
じ
て
は
、
良
民
は
奴
稗
身

分
に
轄
化
し
な
い
と
い
う
一
黙
の
み
は
辛
う
じ
て
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
恩
養
久
し
く
妻
帯
せ
し
め

法
形
式
に
お
い
て
で
は
あ
れ
、

ら
れ
た
「
財
買
の
義
男
」
は
、
保
有
主
建
の
如
何
を
問
わ
ず
「
子
孫
と
同
じ
く
論
ず
」
と
さ
れ
、
恩
養
浅
く
妻
帯
せ
し
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合

t主

「
土
庶
の
家
」
で
は
雇
工
人
律
で
、

「
繕
紳
の
家
」
で
は
「
奴
稗
律
に
比
照
し
て
論
ず
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
等
は
決
し
て
奴
稗
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と
し
て
扱
わ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
子
孫
の
家
長
に
射
す
る
犯
罪
が
い
か
に
重
く
罰
せ
ら
れ
よ
う
と
も
、
子
孫
と
「
同
じ
く
論
」
じ
ら
れ

、前

Ha

h
M
V
 

る
者
は
奴
牌
で
は
な
く
、
ま
た
奴
牌
律
に
「
比
照
」
さ
れ
る
者
も
奴
牌
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
「
繕
紳
の
家
」
で
あ
ろ
う
と
も
、

法
身
分
と
し
て
の
奴
蝉
の
保
有
は
認
め
な
い
と
い
う
明
律
の
原
則
は
、
依
然
と
し
て
形
式
的
に
は
維
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
奴
稗
と
雇
工
人
を
め
ぐ
る
法
と
現
貫
と
の
矛
盾
は
、
高
磨
十
六
年
の
新
題
例
に
よ
っ
て
一
躍
の
決
着
が
計
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た

が
、
し
か
し
問
題
は
な
お
残
さ
れ
て
い
た
。
次
章
で
は
、
清
代
へ
と
持
ち
越
さ
れ
た
課
題
の
内
で
、
ま
ず
奴
稗
身
分
を
め
ぐ
る
問
題
を
検
討
す

る
こ
と
に
し
よ
う
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
満
洲
族
に
よ
る
奴
稗
保
有
と
そ
れ
に
劃
す
る
法
規
制
が
、
漢
民
族
の
奴
碑
保
有
に
閲
す
る
諸
問
題
に

強
い
影
響
を
輿
え
た
こ
と
を
珠
測
し
つ
つ
も
、
今
回
は
分
析
の
針
象
か
ら
除
外
し
て
い
る
こ
と
を
譲
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

清
代
前
期
奴
牌
身
分
の
改
修
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順
治
三
(
一
六
四
六
〉
年
に
編
纂
さ
れ
た
『
大
清
律
集
解
附
例
』
は
、

ほ
ぼ
全
面
的
に
明
律
を
縫
承
し
た
も
の
で
、

奴
稗
と
雇
工
人
に
闘
す
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る
諸
規
定
も
明
律
と
同
一
で
あ
っ
た
か
ら
、
本
稿
の
一
、
二
章
で
論
じ
た
奴
碑
と
雇
工
人
の
法
身
分
的
特
質
と
法
理
上
の
原
則
と
は
、

そ
の
ま

ま
清
律
に
も
安
首
す
る
。
康
照
五
四
(
一
七

一
五
)
年
序
刊
の
、
沈
之
奇
撰
『
大
清
律
輯
注
』
巻
二
十
・
刑
律

・
岡
殴
・
良
賎
相
殴
に
は
、

奴
牌
と
は
、
乃
ち
有
罪
縁
坐
の
人
に
し
て
、
功
臣
の
家
に
給
付
さ
れ
し
者
な
り
。
常
人
の
家
は
、
嘗
に
奴
縛
有
る
べ
か
ら
ず
。
按
ず
る
に
、
祖
父
、
子
孫
を

寅
り
て
奴
婦
と
篤
す
者
は
、
罪
を
聞
い
、
親
に
給
し
て
完
豪
せ
し
む
。
是
れ
無
罪
の
良
人
は
、

祖
父
と
雌
も
亦
た
、

子
孫
を
貰
り
て
賎
と
震
す
を
得
ざ
れ
ば

な
り
。
此
に
由
り
て
こ
れ
を
観
る
に
、
常
人
の
服
役
す
る
者
に
は
、
但
だ
態
に
麗
工
有
る
べ
く
、
奴
稗
有
る
を
得
ざ
る
べ
し
。
故
に
今
寅
身
文
契
を
立
つ
る

者
、
皆
奴
と
信
用
し
仰
と
鴛
す
と
書
か
ず
し
て
、
義
男
・
義
女
と
臼
う
は
、
亦
た
猶
お
奴
稗
と
第
す
を
得
ざ
る
の
意
な
り
。

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
良
民
は
買
買
を
通
じ
て
は
奴
牌
身
分
に
轄
化
し
な
い
と
い
う
法
理
に
射
す
る
正
嘗
な
認
識
が
清
初
に
も
存
在
し
て
い
た

こ
と
、
同
時
に
庶
民
の
奴
蝉
保
有
禁
止
規
定
が
な
お
一
定
の
規
制
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
規
制
力
と
は
、
買
身
文
契
に
「
奴
稗
」
と
書
か
ず
に
「
義
男
・
義
女
」
と
書
く
と
い
う
程
度
の
、
極
め
て
形
式
的
な
も
の
に
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す
ぎ
な
か
っ
た
。
右
に
績
け
て
、
沈
之
奇
は
、

然
れ
ど
も
、
今
、
問
刑
街
門
、
凡
そ
身
を
質
り
て
士
民
の
家
に
隔
関
与
え
し
者
は
、
概
ね
奴
柚
附
を
以
て
論
ず
。
復
は
此
を
計
ら
ざ
る
な
り
。

制

と
附
言
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

前
引
の
『
韻
律
漬
言
』
や
、
高
暦
十
三
(
一
五
八
五
)
年
序
刊
『
刻
御
製
新
頒
大
明
律
例
語
樟
招
擬

折
獄
指
南
』
に
は
、
「
問
刑
す
る
者
、
毎
に
奴
稗
の
罪
に
於
て
、
途
に
は
雇
工
人
を
引
き
て
こ
れ
に
科
す
」
と
見
え
て
い
た
が
、
こ
の
二
史
料
に

は
、
明
末
か
ら
康
照
五
四
年
へ
と
、
時
代
の
経
過
と
と
も
に
進
行
し
た
律
の
具
文
化
、
な
い
し
既
成
事
賓
の
追
認
の
過
程
が
象
徴
的
に
示
さ
れ

て
い
る
と
言
え
よ
う
。
事
質
、
管
見
の
限
り
で
は
、
清
初
康
照
年
閉
ま
で
の
庶
民
と
「
奴
稗
」
と
の
係
争
に
関
わ
る
判
例
中
で
は
、
殆
ん
ど
清

律
の
庶
民
の
奴
稗
保
有
禁
止
規
定
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
「
奴
蝉
」
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
奴
縛
身
分
の
も
の
と
し
て
慮
理
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
、
張
月
光
輯
『
例
案
全
集
』
巷
一
三
一
・
岡
殴
・
奴
碑
殴
家
長
の
「
庶
民
の
奴
僕
を
殴
死
す
る
は
、
健
工
人
に
照
し
て
定
擬
す
る
を
得

帥

ず
」
と
題
す
る
剣
例
に
よ
れ
ば
、
康
照
五
七
年
に
庶
民
の
劉
佳
瑞
が
契
買
の
「
奴
僕
」
で
あ
る
劉
貴
の
妻
程
氏
を
殴
殺
し
た
事
件
に
つ
い
て
、

安
撫
使
が
「
雇
工
人
を
殴
殺
す
る
の
律
に
照
す
」
ベ
く
判
断
し
た
の
に
封
し
、
刑
部
は
、
劉
貴
の
買
身
文
契
内
に
「
奴
僕
と
掲
す
」
と
記
さ
れ



て
い
る
こ
と
を
根
擦
に
、
「
奴
縛
を
故
殺
す
る
の
律
」
巳
照
す
ベ
く
主
張
し
、
最
移
的
に
は
刑
部
の
議
覆
が
裁
下
さ
れ
た
旨
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
問
刑
街
門
内
に
あ
っ
て
も
、
買
身
の
「
奴
稗
」
を
雇
工
人
と
見
る
か
奴
牌
と
看
倣
す
か
に
つ
い
て
、
議
論
の
分
岐
が
な
お
存
在
し
て

い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
あ
っ
て
も
、
劉
佳
瑞
が
劉
貴
を
購
買
し
か
っ
「
奴
僕
L

と
し
て
保
有
し
て
い
た
こ

と
自
韓
は
、
何
ら
問
題
と
は
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
結
紳
屠
か
ら
土
庶
に
ま
で
及
ん
だ
事
責
上
の
「
奴
稗
」
保
有
と
い
う
現
賓
と
、
そ
れ
を
既
成
事
買
と
し
て
追
認
す
る
剣
例
の
積

み
重
ね
と
か
ら
、
篠
例
に
よ
る
奴
稗
保
有
の
公
認
ま
で
は
、
わ
ず
か
に
一
歩
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
一
歩
は
礎
知
正
五
(
一
七

帥

二
七
〉
年
に
踏
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
光
緒
『
大
清
舎
典
事
例
』
巻
八
百
十
・
刑
部
・
刑
律
・
開
殴
・
奴
稗
殴
家
長
の
同
年
僚
に
、

凡
そ
漢
人
の
家
生
の
奴
僕
、
印
契
も
て
買
う
所
の
奴
僕
、
並
び
に
指揮
正
五
年
以
前
白
契
も
て
買
い
し
所
、
及
び
投
集
し
養
育
さ
る
る
こ
と
年
久
し
く
、
或
は

稗
女
も
て
招
配
せ
ら
れ
、
生
み
て
子
阜
ヱ
伺
る
者
は
、
倶
に
家
奴
に
係
る
。
世
々
子
孫
、
永
遠
に
服
役
し
、
婚
配
は
倶
に
家
主
に
由
れ
。
品
川
お
冊
を
造
り
官
に

報
じ
て
案
に
存
せ
。
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と
あ
り
、
漢
民
族
の
保
有
す
る
奴
僕
身
分
に
つ
い
て
、
奴
稗
聞
に
生
ま
れ
た
者
、
印
契
H

紅
契
で
購
買
し
た
奴
僕
、
潅
正
五
年
以
前
に
白
契
で

購
買
し
た
奴
僕
、
及
び
、
投
寡
し
て
長
年
養
育
さ
れ
た
者
、
あ
る
い
は
投
寡
の
後
蝉
女
を
妻
帯
せ
し
め
ら
れ
、
子
息
を
有
す
る
者
、
以
上
は
家

帥

奴
と
し
て
、
氷
代
的
に
服
役
す
べ
き
こ
と
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
薙
正
五
年
篠
例
は
二
つ
の
黙
で
劃
期
的
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
明
代
以
来
止
ま
る

こ
と
な
く
進
行
し
て
き
た
事
寅
上
の
「
他
人
の
第
働
力
」
の
保
有
を
、
園
家
権
力
が
、
保
有
主
睦
を
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
公
式
に
奴
稗
の
保

有
と
認
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
買
買
を
通
じ
た
良
民
の
奴
稗
化
の
公
認
で
も
あ
っ
た
。

七
四
二
)
年
篠
例
で
は
、

績
い
て
、
同
書
同
僚
の
乾
隆
七
(

な

民
人
、
落
正
十
三
年
以
前
に
於
て
、
白
契
も
て
貿
い
し
所
の
家
人
は、

八
旗
の
例
に
照
らし、

家
奴
と
作
鴛
す
を
准
し
、

永
遠
に
服
役
せ
し
む
。
償
し
伊
の
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主
、
殴
殺
し
故
殺
せ
ば
、
倶
に
紅
契
に
照
し

一
例
に
擬
断
す
。
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と
あ
っ
て
、
白
契
に
て
購
買
し
た
者
を
家
奴
と
す
る
時
黙
を
薙
正
十
三
年
に
繰
り
下
げ
て
い
る
。
醇
允
升
撰
『
讃
例
存
疑
』
巻
三
六
・
刑
律
・

闘
殴
下
・
奴
碑
殴
家
長
に
は
、
本
候
例
に
つ
い
て

庶
民
の
家
、
奴
抽
併
を
存
養
す
る
を
准
さ
ざ
る
こ
と
、
律
に
明
文
有
り
。
此
の
例
、
民
人
の
二
字
を
標
出
す
る
は
、
是
れ
庶
民
も
亦
奴
縛
を
存
養
す
る
を
准
す

な
り
。
律
意
と
符
せ
ず
。

と
評
し
て
い
る
が
、

法
理
に
忠
貫
た
ろ
う
と
す
る
者
の
、

蓋
し
嘗
然
の
指
摘
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、

梁
慾
修
輯
『
定
例
績
編
』
巻
五
・
戸

部
・
戸
役
・

象
養
奴
僕
に
、
難
正
六
年
の
雄
部
の
議
と
し
て

嗣
後
、
庶
民
の
家
、
例
に
照
し
、
良
家
の
男
女
を
存
養
し
て
奴
僕
と
篤
す
を
許
さ
ず
。
其
の
印
契
も
て
奴
僕
を
典
賓
す
る
は
、
態
に
其
の
自
便
を
聴
す
。

と
あ
り
、
庶
民
の
家
は
、
良
民
を
存
養
し
て
奴
僕
と
信
用
す
こ
と
は
禁
ず
る
が
、

帥

こ
と
は
禁
止
の
限
り
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
潅
正
五
年
傑
例
を
承
け
た
清
律
の
解
揮
の
饗
更
、
と
い
う
よ
り
は
律
意
の
換
骨
奪
胎
で
あ
る
。

既
に
奴
僕
身
分
に
あ
る
者
を
典
貰
〈
買
〉
を
遁
じ
て
存
養
す
る

律
文
に
、
奴
縛
を
買
賀
す
る
の
禁
有
る
と
雄
も
、
保
例
は
復
た
契
を
立
て
債
買
す
る
を
准
せ
り
。
法
令
己
に
多
く
参
差
た
り
。
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光
緒
三
二
〈
一
九
O
六
)
年
上
奏
の
、
沈
家
本
『
寄
疹
文
存
』
巻
一
・
奏
議
所
牧
の
禁
革
買
買
人
口
境
遁
奮
例
議
に
は
、

と
あ
る
が
、
こ
の
指
摘
の
逼
り
、
務
正
五
年
篠
例
は
、
本
来
律
の
不
備
を
補
完
す
べ
き
篠
例
が
、

か
え
っ
て
律
意
を
改
饗
し
否
定
し
て
ゆ
く
遁

程
の
、
法
レ
ベ
ル
に
お
け
る
出
護
黙
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

礎
知
正
五
年
候
例
に
示
さ
れ
た
第
二
の
意
義
は
、
こ
れ
が
法
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
中
園
祉
舎
に
俸
統
的
な
奴
稗
の
身
分
編
成
原
理
と
は
異
質
の

身
分
編
成
原
理
に
基
づ
い
て
、
新
た
な
奴
牌
身
分
を
創
出
し
た
と
い
う
貼
に
あ
る
。
こ
こ
に
言
う
停
統
的
な
奴
稗
の
身
分
編
成
原
理
と
は
、
既

に
明
律
上
の
奴
稗
の
特
質
を
論
じ
た
際
に
述
べ
た
よ
う
に
、
皇
帝
を
頂
黙
と
す
る
瞳
的
秩
序
を
基
軸
に
身
分
が
定
立
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
恐
ら
く
、
秦
漢
帝
園
の
成
立
以
降
、
専
制
的
君
主
制
と
と
も
に
清
代
に
到
る
ま
で
連
綿
と
縫
承
さ
れ
て
き
た
も

制

の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
と
よ
り
、
清
代
に
あ
っ
て
も
こ
う
し
た
俸
統
的
な
奴
蝉
は
存
在
し
て
い
た
。
明
代
以
前
と
同
様
に
、
犯
罪
在

官
や
停
虜
化
に
よ
っ
て
奴
稗
と
さ
れ
た
者
な
ど
が
そ
れ
で
あ
り
、
そ
の
身
分
的
性
格
は
、
演
緯
的
で
紐
封
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、



難
正
五
年
篠
例
で
家
奴
と
さ
れ
、
永
遠
に
服
役
す
ベ
く
定
め
ら
れ
た
奴
僕
は
、
家
生
の
奴
僕
で
あ
る
か
否
か
、
白
契
で
購
買
さ
れ
た
者
は
立
契

が
潅
正
五
年
以
前
で
あ
る
か
以
後
か
、
投
集
し
た
者
は
幾
年
養
育
さ
れ
、
ま
た
妻
帯
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
か
否
か
等
々
、
そ
の
来
歴
や
主
人
と

の
具
韓
的
関
係
の
如
何
に
薩
じ
て
身
分
が
決
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
新
た
な
奴
稗
の
法
身
分
が
、
雇
工
人
身
分
と
同
じ
く
相
封

的
な
基
準
に
基
づ
い
て
野
納
的
に
定
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
明
末
以
降
の
奴
僕
身
分
を
検
討
さ
れ
た
小
山
正
明
氏
は
、

「
明
末
以
降
清
代
に
か
け
て
の
奴
僕
身
分
規
定
は
、
全
盟
を
逼

じ
て
奴
僕
身
分
を
よ
り
狭
く
限
定
し
よ
う
と
す
る
意
闘
を
示
し
て
お
り
、
こ
れ
は
嘗
時
に
お
け
る
奴
僕
第
働
の
矛
盾
・
解
瞳
を
一
開
腹
す
る
」
も

の
で
あ
り
、
ま
た
「
主
家
に
よ
る
家
族
の
構
成
と
給
養
の
二
篠
件
が
奴
僕
身
分
の
中
核
的
規
定
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

小
山
氏
が
分
析
の
封
象
と
さ
れ
た
奴
僕
身
分
が
、
寅
は
清
代
に
到
っ
て
新
た
に
創
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
「
奴
僕
峨
労
働

の
矛
盾
・
解
鰻
」
と
い
う
評
債
が
不
適
嘗
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
氏
は
乾
隆
四
(
一
七
三
九
〉
年
立
石
の
、
光
緒
『
嘉
定
勝

士
山
』
巻
二
九
所
牧
の
申
明
放
購
奴
牌
定
例
碑
を
主
要
な
根
擦
に
、
「
奴
僕
身
分
を
よ
り
狭
く
限
定
し
よ
う
と
す
る
意
圃
」
を
見
出
さ
れ
た
の
で

『
大
清
曾
典
事
例
』
巻
八
百
十
・
奴
稗
殴
家
長
の
嘉
慶
六
(
一
八
O
一
〉
年
僚
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
、
落
正
五
年
候
例
に
「
薙
正
五
年

あ
る
が
、
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以
前
」
と
あ
る
箇
所
が
「
潅
正
十
三
年
以
前
」
と
改
め
ら
れ
た
以
外
、
先
の
引
用
部
分
と
全
く
同
文
の
僚
例
が
頒
布
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し

一
方
、
奴
僕
身
分
の
中
核
的
規
定
に

て
も
、

そ
う
し
た
意
固
は
、
清
一
代
を
逼
じ
て
見
れ
ば
必
ず
し
も
認
め
ら
れ
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

闘
し
て
も
、
氏
の
挙
げ
ら
れ
た
二
篠
件
の
他
に
ー
ー
ー
と
い
う
よ
り
は
そ
の
前
提
な
い
し
基
礎
的
篠
件
と
し
て
|
|
契
約
書
の
存
否
が
教
え
ら
れ

例
え
ば
、
洪
弘
緒
・
鏡
潟
同
緯
『
成
案
質
疑
』
巻
四
・
戸
役
・
人
戸
以
籍
潟
定
・
小
戸
附
居
大
戸
年
久
指
魚
世
僕
(
潅
正

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

十
年
)
に
は
、
刑
部
の
議
と
し
て
、

奴
僕
の
文
契
有
る
者
は
、
蛍
に
其
の
文
契
の
同
県
俵
を
論
じ
、
原
よ
り
其
の
年
代
の
遠
近
を
論
ぜ
ず
。
奴
僕
の
文
契
を
失
落
せ
し
者
は
、
嘗
に
其
の
現
在
養
育

に
興
る
や
否
や
を
論
じ
、
亦
た
其
の
契
賓
の
裁
を
論
必
ず
。
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と
あ
る
が
、
こ
う
し
た
契
約
書
の
重
視
は
、
少
な
か
ら
ぬ
剣
例
中
よ
り
容
易
に
検
註
さ
れ
る
は
ず
で
あ
相
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な
お
、
最
後
に
附
言
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
薙
正
五
年
像
例
の
制
定
に
伴
っ
て
、
雇
工
人
と
義
子
孫
の
法
身
分
に
生
じ
た
影
響
に
つ
い
て

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
創
出
さ
れ
た
新
た
な
奴
稗
身
分
の
者
は
、
従
来
、
現
買
の
裁
判
の
中
で
は
と
も
か
く
、
法
的
に
は
雇
工
人
と
義

子
孫
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
潅
正
五
年
係
例
に
よ
っ
て
、
雇
工
人
と
義
子
孫
の
中
か
ら
奴
蝉
的
な
性
格
を
帯

び
た
部
分
が
分
離
さ
れ
、
両
者
は
法
身
分
と
し
て
は
よ
り
狭
く
限
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
と
り
わ
け
義
子
孫
は
、
多
く
本
来
法
の
諜
定
し
た

姿
へ
と
回
蹄
し
た
で
あ
ろ
う
。

で
は
雇
工
人
身
分
は
清
代
に
は
ど
う
嬰
化
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

章
を
改
め
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し

ト
AFAノ
。

四

清
代
前
期
雇
工
人
身
分
の
改
修

乾
隆
二
四
(
一
七
五
九
)
年
、

そ
し
て
宣
統
二
(
一
九
一

O
)
年
の
五
次
に
及
ん
だ
が
、
従
来
の
諸
研
究
は
、
こ
の
改
修
過
程
の
中
に
何
ら
か
の
。
歴
史
的

設
展
e

を
見
出
そ
う
と
す
る
意
固
に
貫
か
れ
て
き
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
中
園
人
研
究
者
に
よ
る
資
本
主
義
萌
芽
研
究
は
、
農
業
部
門

わ
が
園
に
あ
っ
て
も
、
生
産
部
門
携

雇
傭
形
態
を

高
麿
十
六
年
に
開
始
さ
れ
た
雇
工
人
身
分
の
改
修
は
、
清
代
に
は
、

(
一
八
O
一
)
年
、

乾
隆
三
二
年
、
乾
隆
五
三
年
、
嘉
慶
六

- 76ー

に
お
け
る
雇
工
の
身
分
解
放
の
如
何
を
一
つ
の
重
要
な
論
黙
に
し
て
争
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
し
、

砂
田
の
雇
工
の
解
放
を
見
る
仁
井
田
氏
の
所
論
、

新
し
い
第
働
力
と
し
て
の
日
傭
や
短
工
の
展
開
を
推
測
す
る
重
田
氏
の
所
論
、

と
っ
た
非
自
立
的
小
農
の
自
立
的
小
農
経
管
へ
の
成
長
を
展
望
す
る
小
山
氏
の
所
論
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
、
込
め
た
。
歴
史
的
護
展
e

の

論
理
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
雇
工
人
の
法
身
分
日
雇
工
人
律
は
、
現
賓
の
多
様
な
「
雇
傭
」
閥
係
の
中
か
ら
、
特
定
の
相
劃
的
基
準

を
蹄
納
的
に
抽
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
賓
の
「
雇
傭
」
闘
係
の
饗
化
な
い
し
護
展
が
、
雇
工
人

身
分
の
改
修
を
促
す
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
通
し
は
極
め
て
正
首
な
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
諸
研
究
の
多
く
が
、
か
つ
て
雇
工
人
律
の
遁
用
を
受

け
て
い
た
存
在
が
、
そ
の
適
用
を
兎
れ
て
凡
人
扱
い
さ
れ
る
に
到
る
過
程
を
検
誼
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、

4

歴
史
的
護
展
e

の
確
認
と
し
て
き



た
の
は
、
雇
工
人
身
分
の
持
つ
右
の
ご
と
き
性
格
を
暗
黙
の
裏
に
も
承
認
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
時
に
、
雇
工
人
身
分
が
相

封
的
か
つ
鯖
納
的
性
格
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
軍
な
る
立
法
技
術
上
の
必
要
か
ら
す
る
改
修
の
可
能
性
を
も
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
あ

る
。
清
代
の
僚
例
は
多
く
代
表
的
か
つ
重
要
な
成
案
を
基
礎
に
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
偲
り
に
現
賓
の
「
雇
傭
」
関
係
に

全
く
襲
化
が
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
裁
剣
の
過
程
で
何
を
も
っ
て
凡
人
と
雇
工
人
、
ま
た
雇
工
人
と
奴
蝉
を
区
別
す
る
の
が
現
買
に

4

適
合

的
e

で
あ
る
か
が
摸
索
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
雇
工
人
身
分
の
改
修
が
推
行
さ
れ
る
と
い
う
可
能
性
を
も
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。

の
親
黙
に
立
つ
諸
研
究
の
成
果
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
後
者
の
覗
貼
を
も
加
え
て
、
雇
工
人
身
分

改
修
の
過
程
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
篠
例
の
引
用
は
す
べ
て
、
光
緒
「
大
清
舎
典
事
例
』
巻
八
百
十
・
刑
部
・
刑
律
・
岡
殴
・
奴

稗
殴
家
長
僚
に
よ
る
こ
と
に
す
る
。

そ
こ
で
以
下
、
前
者
の
。
歴
史
的
護
展
ク

ま
ず
、
乾
隆
二
四
年
僚
例
に
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

び
文
契
無
し
と
雌
も
、
議
し
て
年
限
有
り
、
或
は
工
を
計
り
値
を
受
く
る
こ
と
、
己
に
五
年
以
上
を
関
し
者
、
家
長
に
犯
有
れ
ば
、
均
し
く
雇
工
人
に
依
り

て
定
擬
す
。
其
の
随
時
の
短
雇
、
値
を
受
く
る
こ
と
多
く
も
無
き
者
は
、
品
川
お
凡
と
同
じ
く
論
ず
。

-77-

典
嘗
の
家
人
、
及
び
隷
身
の
長
随
は
、
倶
に
定
例
に
照
し
て
罪
を
治
す
る
を
除
く
の
外
、
其
の
雇
傭
せ
る
工
作
の
人
、
若
し
立
て
て
文
契
・
年
限
有
り
、
及

こ
こ
で
は
雇
工
人
律
の
遁
用
封
象
と
な
る
者
を
、

ω寓
暦
新
題
例
と
同
じ
く
文
契
・
年
限
の
有
る
者
、
倒
文
契
が
な
く
と
も
年
限
を
議
定
し
て

い
る
者
、

ω文
契
・
年
限
と
も
に
な
く
、
既
正
也
年
以
上
の
雇
傭
関
係
に
あ
る
者
と
し
、
制
短
雇
で
雇
値
の
少
な
い
者
は
凡
人
扱
い
と
定
め

'e

o

 

る
。
こ
の
候
例
は
、
既
に
欧
陽
凡
修
氏
や
小
山
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
山
西
按
察
使
永
泰
の
上
奏
に
劃
す
る
刑
部
の
議
覆
の
結
果
制

定
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
永
泰
の
主
張
の
要
黙
は
、
貧
鐙
と
し
て
同
一
の
性
格
を
有
す
る
雇
工
が
、
単
な
る
文
契
や
年
限
議
定
の
有
無
に
よ
っ

て
、
科
刑
上
雇
工
人
律
と
凡
人
律
と
に
分
岐
す
る
の
は
不
合
理
だ
と
い
う
黙
に
あ
る
。
こ
の
永
泰
の
主
張
か
ら
も
窺
い
う
る
よ
う
に
、
乾
隆
二

四
年
候
例
は
、
現
実
の
「
雇
傭
」
関
係
の
饗
化
に
封
躍
し
た
も
の
で
は
な
く
、
高
暦
新
題
例
を
よ
り
細
分
規
定
し
た
立
法
技
術
上
の
改
革
に
す
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ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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次
い
で
、
乾
隆
三
二
年
の
僚
側
に
は

凡
そ
官
民
の
家
、
典
嘗
の
家
人
、
隷
身
の
長
随
、
及
び
立
て
て
文
契
・
年
限
有
る
雇
工
は
、
の
お
例
に
照
し
て
定
擬
す
る
を
除
く
の
外
、
其
の
徐
の
雇
工
、

文
契
無
し
と
錐
も
、
議
し
て
年
限
有
り
、
或
は
年
限
を
立
て
ざ
る
も
、
主
僕
の
名
分
有
る
者
は
、
如
し
雇
を
受
け
一
年
以
内
に
在
り
、
或
は
等
常
の
干
犯
有

れ
ば
、
良
賎
加
等
律
に
照
し
、
再
に
一
等
を
加
え
て
罪
を
治
す
。
若
し
雇
を
受
け
一
年
以
上
に
在
る
者
は
、
即
ち
雇
工
人
に
依
り
て
定
擬
す
。
其
の
姦
・
殺

-
謹
告
等
の
項
の
重
情
を
犯
さ
ば
、
即
ち
一
年
以
内
も
、
亦
た
雇
工
人
に
照
し
て
罪
を
治
む
。
若
し
止
だ
是
れ
農
民
の
雇
情
せ
る
親
族
の
耕
作
、
広
鋪
の
小

お

よ

郎
、
以
及
び
随
時
の
短
雇
の
、
並
び
に
服
役
の
人
に
非
ざ
れ
ば
、
彪
に
凡
と
同
じ
く
論
ず
。

と
あ
る
が
、
こ
れ
を
乾
隆
二
四
年
篠
例
の
糾
J
制
と
比
較
す
る
と
、

ωの
規
定
は
そ
の
ま
ま
縫
承
し

倒
J
仰
の
部
分
を
よ
り
細
分
化
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

つ
ま
り
、
倒
の
文
契
な
く
年
限
の
議
定
あ
る
者
を
、

ま
ず
雇
傭
期
聞
が
一
年
に
及
ん
で
い
る
か
否
か
に
分
類

し

更
に
一
年
以
内
の
場
合
を
、
通
常
の
犯
罪
で
あ
る
か
姦
・
殺
・
謹
告
等
の
重
罪
で
あ
る
か
と
い
う
犯
罪
の
種
類
に
雁
じ
て
分
類
し
て
お

り
、
仰
の
文
契
・
年
限
と
も
に
な
い
者
で
も
「
主
僕
の
名
分
」
あ
る
者
は
、
右
の
年
限
の
議
定
の
み
あ
る
者
と
同
一
の
細
分
類
、
が
な
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
右
に
分
類
し
量
さ
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
、
文
契
・
年
限
と
も
に
な
く
、
「
主
僕
の
名
分
」
も
な
い
者
は
.
と
う
慮

理
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
割
腹
す
る
の
が
最
後
の
「
雁
に
凡
と
同
じ
く
論
ず
」
と
定
め
る
一
文
で
あ
り
、
倒
の
随
時
の
短
雇
の
者
は

多
く
こ
れ
に
該
嘗
し
た
で
あ
ろ
う
。
多
く
、
と
記
し
た
の
は
、
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「
主
僕
の
名
分
」
あ
る
者
で
も
文
契
や
年
限
が
な
い
と
す
れ
ば

一
年
以
内
に

設
生
し
た
犯
罪
の
場
合
は
随
時
の
短
雇
の
者
と
区
別
し
難
い
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
「
主
僕
の
名
分
」
あ
る
随
時
の
短
雇
の
者
が
論
理
的
に

は
存
在
し
う
る
と
い
う
こ
と
へ
の
配
慮
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
最
後
の
一
文
を
原
文
で
示
す
と
、

若
止
是
農
民
雇
情
親
族
耕
作
庖
鋪
小
郎
以
及
随
時
短
雇
並
非
服
役
之
人
隠
同
凡
論

と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
歓
陽
凡
修
氏
や
小
山
氏
は
、

し
て
具
睦
的
に
指
定
さ
れ
た
も
の
と
解
轄
し
、

「
農
民
:
:
:
短
雇
」
の
部
分
に
列
摩
さ
れ
た
具
盟
的
存
在
は
、
凡
人
扱
い
さ
れ
る
者
と

こ
の
解
緯
に
立
っ
て
乾
隆
三
二
年
篠
例
の
持
つ
幾
つ
か
の

。
意
義
。

を
論
じ
て
お
ら
れ
る
。



例
え
ば
予
欧
陽
氏
は
本
稿
と
同
様
の
句
讃
貼
を
附
し
つ
つ
、
生
産
第
働
川
「
耕
作
」
に
従
事
す
る
雇
工
で
解
放
さ
れ
た
の
は
「
親
族
」
に
限
ら

れ
て
い
る
こ
と
、
目、

「
耕
作
」
に
従
事
す
る
雇
工
は
、
「
農
民
」
に
雇
わ
れ
た
場
合
に
の
み
凡
人
扱
い
と
な
る
こ
と
等
々
の
論
黙
を
提
出
さ
れ
て

お
刷
、
小
山
氏
は
「
農
民
雇
情
」
と
「
親
族
耕
作
」
の
聞
に
讃
貼
を
施
し
、

期
の
雇
工
、
お
よ
び
親
族
の
耕
作
、
庖
舗
に
雇
傭
さ
れ
る
庖
員
と
と
も
に
、

「
こ
こ
で
は
、
す
で
に
凡
人
律
を
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
短

一
般
農
民
の
雇
傭
さ
れ
て
い
る
も
の
は
無
保
件
に
凡
は
律
を
も
っ

て
律
す
る
と
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
第
働
者
は
す
べ
て
『
主
僕
名
分
』
の
規
制
よ
り
除
外
さ
れ
」
た
と
解
説
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
部
分
は
既
に
解
説
し
た
よ
う
に
、
そ
の
前
の
部
分
と
有
機
的
関
係
を
有
し
て
お
り
、
文
契
・
年
限
と
も
に
な
く
「
主
僕
の
名

分
」
も
な
い
者
を
具
瞳
的
に
説
明
し
印
象
づ
け
る
た
め
に
、

農
民
が
親
族
を
雇
っ
て
耕
作
し
た
場
合
や
庖
鋪
の
小
郎
、

た
、
嘗
時
の
祉
舎
通
念
上
「
服
役
の
人
」
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
雇
工
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ

d
H
4
 

ム
M
V

て
、
右
の
三
者
以
外
に
も
凡
人
扱
い
を
受
け
る
雇
工
は
、
嘗
然
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
以
上
の
解
韓
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
乾
隆

三
二
年
篠
例
も
ま
た
、
雇
工
の
身
分
解
放
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
雇
工
の
賓
盟
に
醸
じ
て
よ
り
。
適
合
的
。
な
刑
量
を
制
定
し
よ
う
と
す
る

震
政
者
の
意
固
に
援
し
た
単
な
る
技
術
的
改
革
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

随
時
の
短
雇
と
い
っ
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績
い
て
、
周
知
の
乾
隆
五
三
年
篠
例
に
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

九
ぞ
官
民
の
家
、
奥
晶画
の
家
人
、

隷
身
の
長
随
は
、
の
お
定
例
陀
照
し
罪
を
治
す
る
を
除
く
の
外
、
如
し
車
夫
・
廊
役
・
水
火
夫
・
橋
夫
、
及
び
一
切
の
打

雑
の
雇
を
受
け
服
役
す
る
人
等
、
卒
目
、
起
居
敢
て
輿
共
に
せ
ず
、
飲
食
敢
て
奥
同
に
せ
ず
、
並
に
敢
て
爾
・
我
と
相
稽
せ
ず
、
素
よ
り
主
機
の
名
分
有
る

者
に
係
れ
ば
、
其
の
文
契
・
年
限
有
り
や
無
し
ゃ
を
論
ず
る
無
く
、
倶
に
雇
工
を
以
て
論
ず
。
若
し
農
民
・
佃
戸
の
雇
侍
せ
る
耕
種
工
作
の
刈
、
並
に
庖
鋪

の
小
郎
の
類
、
卒
日
坐
を
共
に
し
食
を
共
に
し
、

彼
此
卒
等
に
相
稽
し
、
使
喚
服
役
を
信
用さ
ず
、
素
よ
り
主
僕
の
名
分
無
き
者
は
、
亦
た
其
の
文
契
・
年
限

の
有
り
や
無
し
ゃ
を
論
ぜ
ず
、
倶
に
凡
人
に
依
り
て
科
断
す
。

こ
の
篠
例
は
、
高
暦
新
題
例
以
来
三
次
に
及
ぶ
雇
工
人
身
分
の
改
修
篠
例
を
、

わ
ち
J

そ
れ
ま
で
の
、
文
契
や
年
限
の
議
定
の
有
無
、
雇
傭
期
間
の
長
短
、

い
わ
ば
総
括
し
た
と
い
う
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
。
す
な

「
主
僕
刀
名
分
」
の
有
無
、
犯
罪
の
種
類
と
い
っ
た
複
雑
な
候
件

535 
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た
だ
に
「
主
僕
の
名
分
」
の
あ
る
者
と
な
い
者
と
に
区
分
し
た
上

で
、
前
者
は
雇
工
人
律
、
後
者
は
凡
人
律
を
適
用
す
ベ
く
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
乾
隆
五
三
年
僚
例
は
、

と
「
隷
身
の
長
随
」
に
闘
す
る
部
分
を
除
け
ば
、

「
典
首
の
家
人
」

の
組
み
合
わ
せ
に
躍
じ
た
科
刑
の
適
用
と
い
う
方
式
を
す
べ
て
撤
麗
し

凡
官
民
之
家
、
雇
侍
耕
種
工
作
之
人
、
素
有
主
僕
名
分
者
、
以
雇
工
人
論
、
素
無
主
僕
名
分
者
、
依
凡
人
科
断
。

と
い
っ
た
文
言
で
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
の
主
旨
は
十
分
に
俸
達
さ
れ
え
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
部
分
は
、
「
主
僕
の
名
分
」
の
あ
る
者
ゃ
な

い
者
と
は
例
え
ば
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
具
睡
的
に
例
示
し
つ
つ
説
明
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
大
清
律
例
按
語
』
巻
五
九
・
刑
律
・
闘
殴
・

奴
稗
殴
家
長
僚
に
、

五
三
年
俊
例
制
定
時
の
按
文
と
し
て
、

そ
の
こ
と
は
、

所
有
る
奏
准
せ
る
、
服
役
の
雇
工
と
雇
侍
の
卒
民
と
、
一
や
素
主
僕
の
名
分
有
り
や
無
し
ゃ
を
分
別
し
、
例
を
案
じ
定
擬
せ
し
慮
、
態
に
請
う
ら
く
は
纂
輯
し
、

以
て
引
用
に
資
さ
れ
ん
こ
と
を
。

と
見
え
、
こ
の
篠
例
が
「
服
役
の
雇
工
と
雇
情
の
卒
民
と
」
を
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る

「
雇
傭
」
闘
係
に
あ
る
者
を
、

「
主
僕
の
名
分
」
の
有

- 80ー

無
と
い
う
皐
一
の
基
準
で
分
別
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
白
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
辞
允
升
は

『
讃
例
存
疑
』
巻
三
六
・
刑
律
・
醐
殴
下
に
お
い
て
、

奴
抽
併
に
定
有
り
て
、
雇
工
人
に
定
無
し
。

屡
次
修
改
し
、
迭
に
起
居
・
飲
食
敢
て
奥
共
に
せ
ず
、
敢
て
爾
・
我
と
相
稽
せ
ざ
る
者
を
以
て
、
雇
工
人
と
震
す
。

否
ん
ば
、
則
ち
服
役
併
が
年
な
る
か
を
論
ず
る
無
く
、
倶
に
九
を
以
て
論
ず
。
是
れ
カ
有
る
者
は
雇
工
人
有
り
て
、
力
無
き
者
は
雇
工
人
無
き
な
り
。

と
論
じ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
理
解
は
、
乾
隆
五
三
年
篠
例
に
つ
い
て
、
例
え
ば
欧
陽
氏
が
「
た
だ
。
農
民
佃
戸
e

が
雇
情
し
た
生
産
労
働
者

怖

に
し
て
、
は
じ
め
て

φ

雇
工
人
。
の
範
暗
に
属
さ
な
い
こ
と
に
な
る
」
と
言
わ
れ
、
小
山
氏
が
「
『
主
僕
名
分
』
の
あ
る
の
は
車
夫
・
厨
役

な
ど
の
家
内
の
非
生
産
的
雑
務
に
従
事
庁
る
も
の
に
限
定
さ
れ
、
一
般
の
農
民
や
佃
戸
で
雇
傭
さ
れ
た
も
の
は
無
燦
件
に
九
人
律
が
適
用
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
」
と
評
債
さ
れ
た
の
い
い
、
史
料
解
樟
上
同
一
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
蒔
允
升
は
、
雇
主
と
起
居
・
飲
食

を
共
に
す
る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
箇
所
は
、
雇
工
人
律
な
い
し
凡
人
律
の
適
用
の
僚
件
で
あ
る
と
理
解
し
、
欧
陽
氏
や
小
山
氏
は
、

例
え
ば
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「
農
民
佃
戸
雇
僑
耕
種
工
作
之
人
」
は
、
凡
人
律
の
遁
用
調
象
に
指
定
さ
れ
て
い
る
と
解
圃
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
農
民
佃
戸
雇
情
耕
種
工
作
之
人
」
を
素
材
に
し
て
言
え
ば
、
こ

れ
が
「
主
僕
の
名
分
」
の
な
い
者
の
具
健
例
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
嘗
時
に
あ
っ
て
は
、
逼
常
農
民
や
佃
戸
と
彼

等
が
耕
種
・
工
作
に
雇
っ
た
者
と
の
聞
に
は
「
主
僕
の
名
分
」
と
い
う
身
分
差
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
論
黙
を
本
俊
例
か
ら
抽
出
す
る
こ

と
は
で
き
て
も
、
そ
の
こ
と
が
こ
こ
で
篠
例
上
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
本
篠
例
は
、

本
稿
が
そ
う
し
た
解
樟
を
採
用
し
な
い
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
っ
て
、

農
民
や
佃
戸
と
そ
の
雇
工
と
の
聞
に
「
主
僕
の
名
分
」
が
存
在
す
る
現
賃
上
の
可
能
性
を
否
定
し
た
も
の
で
も
排
除
し
た
も
の
で
も
な
い
。
も

ち
ろ
ん
、
そ
の
可
能
性
|
|
醇
の
言
を
借
り
れ
ば
、
力
無
き
者
が
雇
工
人
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
ー
ー
が
、
ど
の
程
度
現
買
に
認
め
ら

れ
る
か
は
別
の
次
元
の
問
題
で
は
あ
る
が
。

以
上
、
乾
隆
二
四
年
候
例
よ
り
乾
隆
五
三
年
僚
例
ま
で
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
こ
に
見
ら
れ
た
の
は
所
謂
雇
傭
第
働
者
の
身
分
解
放
の
軌
跡

で

は

な

く

し

て

、

震

政

者

に

と

っ

て

、

な

も

の

で

あ

る

~ 81ー

ど
の
よ
う
な
基
準
の
設
定
が
所
謂
雇
傭
第
働
者
を
身
分
規
制
す
る
上
で

。適
合
的
多

帥

か
と
い
う
摸
索
の
過
程
、
す
な
わ
ち
技
術
的
な
改
革
の
過
程
で
あ
っ
た
。
「
。篠
例
。
の
修
改
と
封
建
法
庭
が
こ
れ
ら
の

d
m例
。
を
運
用
し
た

剣
例
成
案
の
分
析
を
通
じ
て
、
明
清
雨
代
の
農
業
雇
傭
鉱
労
働
者
が

。雇
工
人
。
等
級
を
股
離
し
、
雇
主
と
卒
等
の
法
的
地
位
を
取
得
す
る
と
い

う
歴
史
過
程
を
研
究
し
た
」
欧
陽
凡
修
氏
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
解
放
過
程
は
「
緩
慢
で
曲
折
し
た
歴
史
過
程
で
あ
り
、
:
:
:
清
朝
滅
亡

A
ヨ，

h
v
v
 

以
前
に
は
、
こ
の
法
律
上
の
解
放
過
程
は
終
始
完
成
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
」
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
欧
陽
氏
と
分
析
の
覗
貼
も
史

料
解
緯
も
異
な
る
も
の
の
、
こ
の
結
論
に
は
全
く
賛
成
で
あ
る
。

む

す

び

明
末
高
暦
十
六
年
以
降
清
代
に
か
け
て
の
一
連
の
奴
稗
・
雇
工
人
身
分
の
改
修
は
、
様
々
な
原
因
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
私
的
な
支
配
|
隷
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属
関
係
下
の
私
的
隷
囲
網
民
の
法
身
分
を
、
賞
曲
匝
に
卸
し
て
整
序
し
細
分
規
定
し
て
ゆ
く
過
程
で
あ
っ
た
。
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こ
の
過
程
は
、
明
律
・
清
律
に
お
け
る
功
臣
以
外
の
者
の
奴
押
保
有
に
劃
す
る
法
規
制
と
、
現
寅
に
お
け
る
功
臣
以
外
の
階
層
の
奴
稗
的
第

働
力
の
保
有
と
い
う
矛
盾
を
主
要
な
基
礎
と
し
、
法
が
現
賓
に
妥
協
し
譲
歩
す
る
と
い
う
形
で
進
行
し
た
。
そ
の
結
果
、
明
代
に
義
子
孫
と
雇

工
人
と
い
う
法
形
式
で
把
握
さ
れ
て
い
た
私
的
隷
属
民
の
一
部
は
、
高
暦
十
六
年
の
新
題
例
に
お
け
る
「
財
買
の
義
男
」
に
闘
す
る
規
定
を
経

過
貼
と
し
て
、
清
代
薙
正
五
年
に
は
新
た
な
奴
稗
身
分
と
し
て
分
離
・
再
編
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
一
方
、
こ
の
過
程
の
反
面
と
し
て
、
義
子

孫
と
雇
工
人
の
中
か
ら
奴
稗
的
性
格
を
帯
び
た
部
分
が
分
離
さ
れ
、
南
者
の
法
身
分
が
劃
象
と
す
る
範
圏
は
よ
り
狭
く
限
定
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
限
定
と
と
も
に
、
本
来
雇
工
人
身
分
が
相
射
的
基
準
に
基
づ
い
て
信
仰
納
的
に
定
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
ど
の
よ
う
な
基
準
の
設
定
が
所
謂
雇
傭
献
労
働
者
の
質
盟
に
，
遁
合
的
。
で
あ
る
か
が
震
政
者
に
よ
っ
て
摸
索
さ
れ
、

が
、
高
暦
十
六
年
以
降
の
雇
工
人
身
分
の
改
修
と
し
て
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
技
術
的
改
革
の
域
を
出
な
い
も
の

で
あ
り
、
そ
の
改
修
過
程
が
提
供
す
る
情
報
に
援
る
限
り
、
雇
傭
務
働
者
の
法
身
分
上
の
解
放
を
見
出
す
こ
と
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
と
言
わ
ね

そ
の
摸
索
の
過
程

ば
な
ら
な
い
。
薙
正
五
年
に
創
出
さ
れ
た
新
た
な
奴
稗
の
法
身
分
も
ま
た
、
そ
の
出
自
・
来
歴
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
相
封
的
か
つ
鯖
納
的

性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
以
後
の
法
身
分
改
修
の
要
因
と
性
格
と
は
、
右
の
雇
工
人
身
分
改
修
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た

- 82ー

と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
奴
稗
・
雇
工
人
身
分
の
改
修
過
程
は
、
法
的
身
分
陸
系
の
何
ら
か
の
質
的
饗
化
を
一
示
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
し
て
、
綿
民

質
な
い
し
解
健
過
程
で
は
な
く
、
再
編
過
程
と
呼
ぶ
の
が
最
も
相
臨
し
い
で
あ
ろ
う
。

註
(
紙
数
の
制
約
か
ら
註
は
最
少
限
に
止
め
た
。
論
文
集
の
形
で
単
行
本
に

牧
録
さ
れ
た
論
文
は
、
原
載
年
の
み
記
し
て
原
被
雑
誌
名
等
は
省
略
し

た
。
)

)
 

-(
 
主
要
な
研
究
の
成
果
と
問
題
黙
に
つ
い
て
は
、
装
紙
「
関
子
中
目
撃
者

制
到
明
清
爾
代
雇
工
人
身
扮
地
位
問
題
研
究
的
評
介
」
(「
中
園
祉
曾
科
皐
院

経
済
研
究
所
集
刊
」
一
一
一
一
九
八
一
年
)
参
照
。
ま
た
、
経
君
健
「
論
晶
例

代
社
舎
的
等
級
結
構
」
ハ
同
右
)
参
照
。

ω
仁
井
田
陸
「
中
園
の
農
奴
・
雇
傭
人
の
法
身
分
の
形
成
と
餐
質
|
|
主

僕
の
分
に
つ
い
て
|
|
」
〈
一
九
五
六
年
原
載
、
『
中
園
法
制
史
研
究
|
奴
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隷
農
奴
法
・
家
族
村
落
法
l
』
一
九
六
二
年
東
京
大
皐
出
版
曾
所
収
)
。

ω
重
田
徳
「
清
律
に
お
け
る
雇
工
と
佃
戸
|
|
『
主
僕
の
分
』
を
め
ぐ
る

一
考
察
|
|
」
(
一
九
七
一
年
原
載
、
『
清
代
祉
舎
経
済
史
研
究
』
一
九
七

五
年
岩
波
書
庖
所
枚
〉
。

ω
小
山
正
明
「
明
代
の
大
土
地
所
有
と
奴
僕
」
〈
「
東
洋
文
化
研
究
所
紀

要
」
六
二
一
九
七
四
年
)
。

ω
小
山
正
明
「
明
・
清
時
代
の
雇
工
人
律
に
つ
い
て
」
(
『
星
博
士
退
官
記

念
中
園
史
論
集
』
一
九
七
八
年
間
記
念
事
業
曾
所
収
)
。

制
高
橋
芳
郎
「
宋
元
代
の
奴
稗
・
雇
傭
人
・
佃
僕
に
つ
い
て
1

1
法
的
身

分
の
形
成
と
特
質
|
|
」
(
「
北
海
道
大
皐
文
皐
部
紀
要
」
一
一
六
|
一
一
一

九
七
八
年
〉
。

何
高
橋
芳
郎
「
宋
代
佃
戸
の
身
分
問
題
」
(
「
東
洋
史
研
究
」
一
一
一
七
|
三

一
九
七
八
年
可

制
「
中
園
」
の
劉
外
戦
争
時
に
お
け
る
「
化
外
人
」
の
停
虜
の
ケ
i
ス
を

考
慮
し
て
、
「
良
民
身
分
の
不
付
奥
」
を
つ
け
加
え
て
お
く
。

制
『
大
明
律
集
解
附
例
』
巻
十
八
・
刑
律
・
賊
盗
・
略
人
略
賓
人
、
同
書

巻
九
・
戸
律
・
銭
債
・
遠
禁
取
利
、
参
照
。

帥
同
室
田
谷
四
・
戸
律
・
戸
役
・
私
朔
議
院
及
私
度
僧
道
、
を
も
参
照
。

ω
例
え
ば
、
劉
惟
謙
等
撰
『
大
明
律
』
巻
二
十
・
刑
律
・
闘
殿
・
良
賎
相

般
に
附
さ
れ
た
胡
澄
の
集
解
に
「
奴
解
是
波
官
之
人
」
と
あ
り
、
王
肯
堂

撰
『
王
肯
堂
築
稗
』
巻
二
十
・
刑
律
・
闘
殴
・
良
賎
相
般
に
「
男
女
縁
坐

而
篤
奴
解
、
輿
無
罪
良
民
不
同
」
と
あ
り
、
鹿
摺
撰
『
大
明
律
律
義
』

向
島
信
同
僚
、
陳
遇
文
撲
『
大
明
律
解
』
刑
巻
六
・
良
賎
相
般
に
も
同
様
の

注
穫
が
見
え
る
。

帥
以
上
の
よ
う
な
奴
鮮
の
身
分
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
西
嶋
定
生
「
中
園

古
代
奴
縛
制
の
再
考
察
ー
ー
そ
の
階
級
的
性
格
と
身
分
的
性
格
|
|
」

(
『
古
代
史
講
座
』
七
一
九
六
三
年
皐
生
祉
)
参
照
。

帥
た
だ
し
、
放
身
と
贋
身
と
は
例
外
的
事
項
で
あ
る
。

ω
同
様
の
批
評
は
、
同
書
巻
六
・
化
外
人
有
犯
に
も
、

至
唐
律
之
部
曲
、
明
律
大
学
改
鋳
雇
工
人
。
蓋
用
銭
財
雇
覚
、
而
聴
其

役
使
者
也
。
然
在
主
家
、
謂
之
雇
工
人
、
離
主
家
、
是
否
以
良
人
論
、

名
例
律
既
無
幕
僚
、
人
戸
以
籍
篤
定
、
律
文
無
此
名
目
、
則
直
在
不
良

不
賎
之
関
尖
e

如
輿
同
主
奴
縛
及
卒
人
相
犯
、
如
何
科
罪
、
鞠
難
臆
断
。

明
律
不
如
唐
律
之
慮
、
此
類
是
也
。

と
あ
る
。

帥
前
掲
註

ω妥
氏
論
文
。

帥
た
だ
し
小
山
氏
の
所
論
は
、
そ
れ
ら
注
緯
書
の
認
識
を
そ
の
ま
ま
前
提

に
し
て
進
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
雇
工
人
身
分
と
そ
の
改
修
過
程

に
つ
い
て
は
、
本
稿
と
多
く
の
駄
で
理
解
と
評
債
を
異
に
し
て
い
る
。

帥
確
か
に
現
貨
に
は
功
臣
の
み
な
ら
ず
三
品
以
上
の
官
に
は
奴
鱒
保
有
が

許
さ
れ
て
い
た
(
『
明
寅
録
』
洪
武
二
四
年
六
月
己
未
練
〉
。
し
か
し
四
品

以
下
の
奴
稗
保
有
は
全
く
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
明
末
の
人
、

管
志
道
『
従
先
維
俗
議
』
袋
二
・
分
別
官
民
家
奴
稗
義
男
因
以
春
秋
之
法

正
主
僕
議
に
は
、

考
律
令
、
難
有
奴
解
見
家
長
之
僚
、
亦
有
奴
稗
犯
家
長
之
禁
、
然
唯
許

公
侯
及
三
品
以
上
官
蓄
奴
解
。
有
籍
由
民
者
、
但
給
賜
功
臣
之
家
信
周
奴
、

而
品
官
不
興
走
。
土
庶
家
但
名
義
男
、
不
名
奴
稗
。
蓋
勅
阜
県
可
匡
庶
人
、

庶
人
不
相
臣
也
。

と
見
え
て
い
る
。

同
本
書
〈
東
洋
文
庫
所
蔵
本
〉
は
、
名
古
屋
市
立
蓬
左
文
庫
所
蔵
本
で
は
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「
鉄
御
製
:
:
:
」
と
題
さ
れ
て
い
る
が
、
東
洋
文
庫
本
で
も
巻
二
以
降
の

表
題
は
「
銀
」
字
に
拙
変
わ
っ
て
い
る
。

伸
明
代
に

「奴
稗
」
や
義
男
、
ま
た
雇
工
が
係
争
事
件
の
裁
剣
で
法
的
に

ど
う
取
扱
わ
れ
て
い
た
か
は
ほ
と
ん
ど
不
明
で
あ
る
。
た
だ
近
年
償
島
敦

俊
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た

『
按
奥
続
審
搬
稿
』
の
中
に
、
四
件
程
世
僕

や
長
工
に
関
わ
る
「
批
判
門
」
が
あ
る
。
掛
田
島
敦
俊

「北
京
図
書
館
蔵

『按

呉
親
審
倣
稿
』
簡
紹
」
(
「
北
海
道
大
同
学
文
皐
部
紀
要
」
一
一
一
十

l
一
一
九

八一

年
〉
参
照。

帥
「
士
庶
」
と
は
、
紳
衿
と
庶
民
の
意
で
あ
る
。

帥
欧
陽
九
修
「
明
清
商
代
農
業
履
工
法
律
上
人
身
隷
腐
関
係
的
解
放
」

(「経
済
研
究
」
一
九
六
一
年
|
六
)
は
、
つ
奴
縛
9

と
は

4

緒
紳
の
家
ψ

の

多義
男
。
と
原
来
の

4

功
臣
の
家。

の
4

奴
抽
叶
少
を
包
括
す
る
」
と
述

べ
て
お
り
、
小
山
氏
前
掲
註

ω論
文
に
も
、

「公
的
形
式
的
に
は
功
臣
に

の
み
許
さ
れ
て
い
た
奴
牌
保
有
を
郷
紳
に
も
認
め
る
」
も
の
と
の
渡
言
が

あ
る
。
法
的
側
面
か
ら
言
え
ば
い
ず
れ
も
課
り
で
あ
ろ
う。

な
お
前
掲
欧

陽
氏
の
論
放
は
圏
内
で
の
入
手
が
甚
だ
困
難
で
あ
り
、
現
在
屡
門
大
翠
留

撃
中
の
三
木
勝
氏
の
御
厚
意
に
よ
っ
て
漸
く
参
照
し
え
た
も
の
で
あ
る
。

記
し
て
三
木
氏
に
謝
意
を
表
し
て
お
き
た
い
。

闘
も
っ
と
も
、
沈
之
奇
に
あ
っ
て
す
ら
、
沈
之
奇
注
『
大
清
律
集
解
附

例
』
(
康
照
五
四
年
序
刊
)
径
四

・
戸
律

・
戸
役
・

立
嫡
子
違
法
に
お
い

て
、
奴
細
川
保
有
に
関
し
て
「
但
言
庶
民
、
則
士
夫
之
家
、
在
所
不
禁
失
」

「
蓋
功
直
之
家
、
有
給
賜
者
、
士
夫
之
家
、
則
自
存
養
耳
」
と
述
べ
て
、

繕
紳
層
の
奴
仰
保
有
は
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
剣
断
を
示
し
て
い
る
。

銭
之
青
撰

『
大
清
律
婆
稗
合
妙
』

(
康
照
四
一
年
刊
〉
同
巻
同
僚
に
は

「
庶
民
之
家
、
不
得
存
養
奴
紳
、
則
繕
紳
之
家
、
在
所
不
禁
奏
。
故
明
有

例
」
と
あ
り
、
繍
け
て
蔦
暦
新
題
例
を
引
い
て
い
る
。
既
に
蔦
暦
新
題
例

は
、
繕
紳
層
の
奴
稗
保
有
を
公
認
し
た
僚
例
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。

帥

こ
の
判
例
は
、

洪
弘
絡
・
鏡
湖
同
総

『成
案
質
疑
』
巻
二
十
・
嗣
殴
・

奴
稗
般
家
長
に
も
土
庶
契
買
之
奴
僕
不
照
健
工
人
論
と
題
し
て
枚
録
さ
れ

て
お
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
劉
佳
瑞
は
劉
阜県
を
白
契
で
購
買
し
た
の
で
あ
っ

た
。

凶

こ

の

一
歩
は
、
満
洲
族
の
奴
舛
保
有
と
そ
れ
に
削
到
す
る
法
規
制
、
本
稿

で
述
べ
て
き
た
漢
民
族
に
よ
る
事
質
上
の
「
奴
縛
」
保
有
と
そ
れ
に
関
連

す
る
判
例
の
積
み
重
ね
、
そ
し
て
漉
正
帝
の
賎
民
解
放
に
伴
う
法
的
措
置

の
三
者
が
相
互
に
影
響
し
合
っ
て
踏
み
出
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
燃
は
別
途
に
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

経
君
健
氏
が
前
掲
註

ω

論
文
中
で
、
清
代
に
庶
民
の
奴
縛
保
有
と
良
民
の
貰
買
が
許
さ
れ
た
黙
に

つ
い
て
、
「
こ
れ
は
生
産
関
係
が
落
後
し
て
い
た
民
族
が
漢
族
を
征
服
し

た
結
果
の
一
つ
で
あ
る
」
と
の
み
説
明
し
て
い
る
の
は
、
甚
だ

一
面
的
な

評
債
で
は
な
か
ろ
う
か
。

同
前
掲
註
同
拙
稿
で
は
、
薙
正
五
年
篠
例
i
1
1こ
れ
を
乾
隆
五
年
と
誤
認

し
て
い
た
が
ー
ー
に
言
う
「
家
奴
」
と
は
、
「
主
家
と
の
関
係
に
お
い
て

の
み
奴
縛
律
が
援
用
さ
れ
る
存
在
」
と
推
定
し
た
が
、
そ
れ
は
謀
り
で
あ

る
。
法
律
上
は
惇
統
的
奴
縛
と
同
等
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、

多
く
の
剣
例
が
そ
れ
を
透
明
し
て
い
る
。

同
沈
之
奇
撰
『
大
清
律
輯
注
』
巻
四

・
戸
律
・
戸
役

・
立
嫡
子
違
法
に

も
、
既
に
康
照
五
四
年
の
段
階
で
、

庶
民
之
家
、
存
養
良
家
男
女
気
奴
縛
、
歴
良
篤
践
、
杖
一

百
、
即
放
従

良
。
若
非
墜
良
盛
岡
賎
、
不
在
禁
限
。
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と
見
え
て
い
る
。

的
意
慶
遠
・
奥
奇
術
・
魯
索
「
清
代
奴
縛
制
度
」
(
「
清
史
論
叢
」
一
一

九
八

O
年
〉
参
照。

伺
小
山
氏
が
分
析
さ
れ
た
聞
補
簸
綿
『
成
案
新
編
二
集
』
巻
十
一
・
刑
律

-
嗣
殿
下
・
世
僕
不
必
以
身
契
篤
懇
に
あ
っ
て
も
、

一
切
の
文
契
が
既
に

失
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
篠
件
下
で
の
身
分
認
定
な
の
で
あ
る
。

帥
前
掲
註
帥
欧
陽
氏
論
文
。

MW

本
僚
例
は
、
従
来
わ
が
園
で
は
仁
井
田
陸
氏
以
来
乾
隆
二
六
年
に
制
定

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は

前
掲
註
仰
妥
氏
論
文
に
指
摘
が
あ
る
。
な
お
、
水
稲
が
依
嫁
し
て
い
る

『
大
清
曾
典
事
例
』
に
は
、
「
謹
案
、
此
僚
乾
隆
三
十
二
年
定
L

と
注
記

が
あ
る
。

帥
例
え
ば
、
全
土
潮
等
輯
『
駁
案
新
編
』
巻
一
二
・
刑
律
・
嗣
殿
下
・
雇

情
之
人
殴
死
雇
主
仰
向
凡
論
、
雇
工
耕
作
並
非
服
役
人
態
同
凡
論
(
乾
隆

四
九
年
)
に
は
、
雇
主
を
殴
殺
し
た
雇
工
の
高
喜
文
に
射
し
て
、
乾
隆
三

二
年
候
例
を
引
用
し
つ
つ
、

高
喜
文
係
智
同
工
作
、
並
非
服
役
之
人
、
亦
無
主
僕
名
分
、
・
・
・
正
輿

農
民
雇
侍
耕
作
之
人
、
無
少
分
別
。
自
態
仰
向
凡
論
。

と
判
決
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
農
民
雇
侍
耕
作
之
人
」
は
、
親
族

に
限
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
も
、
「
服
役
の
人
」
に
あ
ら

541 

ず
「
主
僕
の
名
分
」
も
な
い
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
凡
人
扱
い
さ
れ
る
者
、

と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

制
前
掲
註
例
制
稿
で
は
、
こ
の
部
分
を
「
農
民
佃
戸
の
耕
種
工
作
に
雇
侍

せ
ら
れ
る
の
人
」
と
訓
ん
だ
が
、
本
稿
の
如
く
訓
む
の
が
適
切
で
あ
ろ

久
ノ
。

帥
最
近
で
は
、
安
進
「
関
子
中
園
農
業
中
資
本
主
義
萌
芽
問
題
」
(
「
歴
史

研
究
」
一
九
八

O
年
|
一
一
)
も
同
様
の
解
四
揮
を
採
用
し
て
い
る
。

制
宋
・
元
代
の
雇
傭
人
法
、
明
代
の
雇
工
人
律
が
、
停
統
的
奴
稗
以
外
の

私
的
隷
属
民
を
法
的
に
身
分
規
制
す
べ
く
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
。
『
大
清
曾
血
ハ事
例
』
各
八
百
十
・
刑
部
・

刑
律
・
闘
殿
・
奴
稗
殴
家
長
の
嘉
慶
六
(
一
八

O
一
〉
年
僚
例
は
、
そ
れ

以
前
に
「
雇
工
人
」
や
「
契
買
の
奴
僕
」
等
々
に
分
化
し
た
候
例
を
総
括

し
、
二
僚
に
合
併
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
、
嘗
該
段

階
に
お
け
る
「
停
統
的
奴
稗
以
外
の
私
的
隷
属
民
」
の
具
鐙
的
な
姿
と
、

高
暦
十
六
年
よ
り
始
ま
る
奴
縛
・
雇
工
人
身
分
の
技
術
的
改
修
の
最
終
的

な
到
達
黙
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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〔
附
記
〕
本
稿
は
、
一
九
八
二
年
度
文
部
省
科
拳
研
究
費
奨
励
研
究
凶
「
明

末
清
初
期
に
お
け
る
奴
紳
・
雇
工
身
分
の
研
究
」
に
よ
る
研
究
成
果
の

一
部
で
あ
る
。



THE REORGANIZATION AND QUALITY OF THE

　　　

STATUS OF SLAVES 奴婢AND HIRED

　

LABORERS雇工人DURING THE LATE MING

　　　　　　　　　

AND EARLY QING

　　　　　　　　　

Takahashi Yoshiro

　　

Ａ series of improvements in the status of slaves and hired laborers

began in the late Ming (1588) and extended into the Qing. In the

course

　

of

　

this

　

development, the legal status　of oppressed persons in

variously constituted private subordinate positions were adjusted to actual

social realities and separately categorized.

　　

Ａ significant element in this process was the contradiction between

the laws defined in Ming and Qing statutes concerning the possession of

slaves by those other than ministers and the actual possession of ａ slave･

like labor force by classes of people other than ministers. The process

of reform advanced by adjusting the laws to actual social conditions.　As

ａ result, during the Ming, one sector of the independent, subordinated

groups, covered by the legal category of “ adopted sons ”（ｙｉｚiｓｕｎ義子孫）

and hired laborers, was newly categorized in 1588 as “propertied adopted

sons財買之義男.”In 1727, this regulation was adopted and revised to

constitute the new status of slaves. ０ｎ the other hand, the effect of

this reform process was to separate that sector of individuals who were

essentially slaves from the category of “adopted sons” and hired laborers.

The stipulations concerning inclusion under one or the other legal status

were more narrowly defined. Moreover, because the status of the hired

laborer was essentially established inductively according to relative stand-

ards, along with the above-mentioned stipulations, government administra-

tors sought to determine what standards were “appropriate” to the actual

social situation of the so-called “ employed laborer.”The process of that

administrative search was manifested after 1588 as the reforms in the

status of hired laborers.

　　

Consequently, the reforms were never more than ａ technical adjust-
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ment.

　

Having been based on studies on this process it is very di伍cult

to discern here a liberation in. the legal status of“ employed laborers.”

The revised legal status of slaves established in 1727 was also relatively

inductive, as it is apparent from its origins and history.　Therefore, the

primary factors and character of later reforms in legal status were almost

identical with those in the case of the reform of the status of hired

laborers｡

　　　

Such procedures　in the reform of the status of slaves and hired

laborers do not constitute a transmutation, nor a dissolution,because they

did not manifest any essential change in the legal status system. They

are most appropriate described as procedures of reorganization.

MONETARY REFORMS IN HUBEI PROVINCE

DURING THE LATE QING：THE PROVINCIAL

　　

POWER AS THE ECONOMIC APPARATUS

KURODA Akinobu

　　

The assumptions based on ａ world market, also including the interior,

while welcoming an era of imperialism, induced an enormous transforma-

tion in the Chinese economy.

　　

In the latter half of the 19th century, dissatisfaction with copper cash

制鐘, the means of purchasing agricultural produce from the farmers,

became a social problem. This dissatisfaction originated in the depletion

of Yunnan copper and in the halt　of copper cash　minting. A sudden

increase in agricultural ｅχports from the end of the 19th century, moreover,

aggravated relative dissatisfaction with copper cash. Privately minted

monies circulated in the markets.

　　

In Hutei province, copper cash constituted the main currency. In

1895, in order to resolve the dissatisfaction with copper cash and to

repulse the Ｍｅχican dollar, the governor of Hu-Guang, Zhang　Zhitong

張之洞にestablished China's first silver dollar mint. The silver dollar

however did not circulate outside the treaty port. The market price of

copper continued to rise, reaching ａ peak between the years 1902―1903.

The purchase of agricultural produce by ｅχport merchants became ｄｉ伍cult
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