
岩
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本
書
は
著
者
岩
見
宏
氏
の
明
代
循
役
制
度
に
関
す
る
研
究
成
果
を
集
大
成
し

た
も
の
で
あ
る
。
筆
者
も
岩
見
氏
と
ほ
と
ん
ど
時
を
同
じ
く
し
て
、
明
代
街
役

制
度
の
研
究
を
開
始
し
た
。
但
し
、
鹿
女
論
文
を
愛
表
し
た
の
は
岩
見
氏
の
方

が
二
年
も
早
く
、
本
書
の
後
編
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
明
の
嘉
靖
前
後
に
お
け

る
賦
役
改
革
に
つ
い
て
」
(
一
九
四
九
〉
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
論
文
の
褒
表

さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
時
、
筆
者
は
そ
れ
ま
で
自
分
の
研
究
し
て
き
た
こ
と

が
、
岩
見
氏
の
論
文
の
中
に
す
っ
か
り
述
べ
愛
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

衝
撃
を
う
け
た
。
而
も
筆
者
は
嘗
時
肺
結
核
が
再
渡
し
て
、
静
養
を
徐
儀
な
く

さ
れ
て
い
た
た
め
、
岩
見
氏
に
先
を
越
さ
れ
た
こ
と
に
大
き
な
あ
せ
り
を
感
じ

た
庭
が
、
岩
見
氏
の
論
文
を
奔
見
し
て
み
る
と
、
必
ず
し
も
筆
者
の
研
究
内
容

と
全
く

一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
、
ひ
と
安
心
し
た
。
そ

の
結
果
、
筆
者
も
多
少
意
を
強
く
し
て
、
「
一
五
・
六
世
紀
中
園
に
お
け
る
賦

役
労
働
制
の
改
革
|
均
倍
法
を
中
心
と
し
て
|
」
(
一
九
五
一
)
を
公
表
し
た

次
第
で
あ
る
。
そ
の
後
も
、
岩
見
氏
と
筆
者
は
ほ
ぼ
卒
行
し
て
、
明
代
世
間
役
制

度
の
研
究
に
取
り
く
ん
で
き
た
。
っ
.つ

い
て
、
小
山
正
明
、
栗
林
宣
夫
、
森
正

夫
、
谷
口
規
矩
雄
等
の
諸
氏
も
明
代
箔
役
制
度
の
研
究
に
多
加
し
た
。
然
し
、

西
に
於
て
は
岩
見
氏
が
、
東
に
於
て
は
筆
者
が
、
明
代
徳
役
制
度
の
研
究
に
お

け
る
先
達
の
役
割
を
果
し
て
き
た
と
自
負
し
て
い
る
。

夫

筆
者
が
明
代
箔
役
制
度
の
研
究
に
つ
い
て
、
一
懸
の
結
末
を
つ
け
た
の
は
、

東
京
女
子
大
皐
皐
曾
よ
り
公
刊
し
た
『
明
代
径
役
制
度
の
展
開
』
〈
一
九
六
六
〉

で
あ
っ
た
。
岩
見
氏
は
一
該
一
書
の
た
め
に
、
筆
者
の
要
望
に
快
く
隠
じ
て
序
文
を

執
筆
し
て
下
さ
っ
た
。
こ
の
後
、

筆
者
は
岩
見
氏
に
射
し
て
、
そ
の
研
究
を
早

く
一
本
に
ま
と
め
ら
れ
る
よ
う
、

屡
々
訴
え
て
い
た
。
慮
が
一
九
七
四
年
、
岩

見
氏
は
「
明
代
径
役
制
度
の
研
究
」
と
題
す
る
論
文
を
京
都
大
皐
へ
提
出
さ
れ

て
、
文
皐
博
士
の
皐
位
を
授
奥
さ
れ
た
。
世
田
然
、
そ
の
皐
位
論
文
が
す
み
や
か

に
公
刊
さ
れ
る
こ
と
と
期
待
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
岩
見
氏
は
紳
戸
大
皐
に
於

て
管
理
職
を
歴
任
さ
れ
、
多
忙
を
き
わ
め
た
た
め
、
な
か
な
か
出
版
の
運
び
に

は
至
ら
な
か

っ
た
。

岩
見
氏
と
顔
を
あ
わ
せ
る
度
に
、
出
版
の
方
は
ど
う
な
っ

た
か
と
訊
ね
る
の
を
常
と
し
て
い
た
が
、

漸
く
去
る
一
九
八
六
年
五
月
、

東
洋

史
一
研
究
叢
刊
の
一
般
と
し
て
本
警
が
立
波
に
出
版
さ
れ
た
。

そ
れ
で
は
、
先
ず
本
書
の
内
容
目
次
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

前
篇
明
代
箔
役
制
度
の
湊
濯
|
上
供
・
公
費
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て
|

第

一

章

明
初
の
径
役
制
度

第
一
節
均
工
夫

第
二
節
雑
役

第
三
節
里
甲
正
役

第
二
章
明
初
に
お
け
る
上
供
物
料
と
地
方
公
費

第
一
節
明
初
に
お
け
る
上
供
物
料
の
調
達
方
式

第
二
節
物
料
負
猪
の
増
大

第

三

節

地
方
公
費
の
支
緋
原
則

第
三
章
上
供
・
公
費
と
循
役
と
の
関
係

第
一
節
上
供
・
公
費
と
里
甲
正
役

第
二
節
上
供
・
公
費
と
均
傷
付
|
九
等
法
を
め
ぐ
っ
て
|
|
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上
供
・
公
費
と
均
径
回
|
跨
差
に

つ
い
て
|

九
等
法
か
ら
門
銀
・
丁
銀
へ

第
三
節

第
四
節

お
わ
り
に

後

篇

第
一
明
の
嘉
酬
明
前
後
に
お
け
る
賦
役
改
革
に
つ
い
て
(
東
洋
史
研
究
一

O
ノ

五
、
一
九
四
九
)

明
代
地
方
財
政
の

一
考
察
|
庚
東
の
均
卒
銀
に
つ
い
て
(
研
究
三
、
一

九
五
三
〉

銀
差
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
|
明
代
径
役
の
銀
納
化
に
闘
す
る

一
問
題
|

(
史
林
四

O
ノ
五
、
一
九
五
七
)

明
代
の
民
枇
と
北
迭
防
衛
(
東
洋
史
研
究
一
九
ノ
二
、
一
九
六

O
)

江
西
一
候
鞭
法
雑
考
(
研
究
三
五
、
一
九
六
五
〉

明
代
に
お
け
る
雑
役
の
賦
課
に
つ
い
て
|
均
径
法
と
九
等
法
|
(
東
洋

史
研
究
二
四
ノ
三
、
一
九
六
五
〉

嘉
靖
年
聞
の
力
差
に
つ
い
て
(
『
田
村
博
士
領
書
記
念
東
洋
史
論
叢
』

一
九
六
八
〉

均
径
法
に
関
す
る
一
史
料
(
『内
田
吟
風
博
士
煩
幸町一
記
念
東
洋
史
論
叢
』

一
九
七
八
)

均
循
法
・
九
等
法
と
均
待
事
例
(
均
循
法
・
九
等
法
和
均
箔
事
例
)

(中
華
文
史
論
叢
一
九
八
一

ノ
二
、

『
明
清
史
圏
際
感
術
討
論
禽
論

文
集
』
一
九
八
二
に
再
録
)

篇『
山
東
経
曾
録
』
に
つ
い
て
(
『清
水
博
士
迫
悼
記
念
明
代
史
論
叢
』

一
九
六
三
〉

『
皇
明
係
法
事
類
纂
』
に
つ
い
て
ハ
大
安

二

7
二
、

第第第第第
六五四

第
七

第
八

第
九

第
一附

第

一
九
六
六
)

著
者
に
よ
れ
ば
、
本
書
の
「
前
篇
は
京
都
大
撃
に
皐
位
論
文
と
し
て
提
出
し

た
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
昭
和
四
十
九
年
に
準
位
を
さ
ず
け
ら
れ
た
。
は
じ

め
に
明
代
の
筏
役
制
度
の
全
般
に
つ
い
て
解
説
し
、
ま
た
内
容
の
時
期
が
明
代

の
後
期
ま
で
わ
た
っ
て
い
る
の
で
、
線
設
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
こ

れ
を
前
篤
と
し
た
。

そ
の
な
か
で
、

第
二
章
の
第

一
節
と
第
二
節
と
は
、
か
つ

て

〈
明
代
に
お
け
る
上
供
物
料
と
街
役
と
の
関
係
〉
と
い
う
題
で
、

『
東
洋
翠

報』

五
五
巻
二
貌

(
一
九
七
二
)
に
褒
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

後
篇
は
既
設
表

の
論
文
を
年
代
順
に
排
列
し
た
。
内
容
的
に
前
者
と
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
少
く

な
い
が
、
前
記

『東
洋
皐
報
』
に
掲
載
し
た
も
の
を
除
き
、

宮
間
役
関
係
の
論
文

は
全
部
収
録
し
た
。
ま
た
附
篤
と
し
た
二
篇
は
、
史
籍
紹
介
の
形
に
な
っ
て
い

る
が
、
内
容
と
し
て
は
関
聯
す
る
面
が
多
い
の
で
、
併
せ
て
牧
録
す
る
こ
と
に

し
た
」
と
の
由
で
あ
る
。

右
の
如
く
、

本
書
の
後
篇
は
著
者
の
明
代
傍
役
に
関
す
る
銃
器
拡
表
論
文
を
年

代
順
に
排
列
し
た
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
論
文
に
つ

い
て
は
、
そ
の
都
度
史
皐
雑

誌
の

〈
回
顧
と
展
望
〉

な
ど
で
も
取
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
の
で
、

本
稿
で
は
論

及
し
な
い
こ
と
に
し
て
、
岩
見
氏
の
翠
位
論
文
で
も
あ
る
前
篇
を
、
も

つ
ば
ら

考
察
の
封
象
に
し
て
み
た
い
。

前
管
制
で
著
者
が
も
っ
と
も
力
黙
を
お
い
て
い
る
の
は
、
上
供
物
料
と
地
方
公

費
の
負
猪
が
ど
の
よ
う
に
し
て
設
生
し
、
そ
れ
が
誰
に
よ
っ
て
支
排
さ
れ
、
制

度
的
に
ど
の
よ
う
に
組
織
化
さ
れ
て
い

っ
た
か
、
と
い
っ
た
問
題
で
あ
る。

著

者
の
前
篇
執
筆
の
主
要
な
一意
図
は
、

筆
者
の
所
設
に
劉
す
る
き
び
し
い
批
判
を

す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
所
設
と
い
う
の

は、

筆
者
が
前
述
の
均
値
情
法
に
関
す
る
論
文
に
つ
づ
い
て
渡
表
し
た

「
明
代
皇

長
の
職
責
に
関
す
る
一
考
察
」
(
東
方
率
三
、
一
九
五
二
)
の
こ
と
で
あ
る
。
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比
一
一
か
私
事
に
わ
た
る
が
、
筆
者
が
卒
業
論
文
に
取
り
く
ん
で
、
各
種
の
地
志

の
中
か
ら
関
係
史
料
の
蒐
集
を
し
て
い
た
時
、
従
来
里
長
・
甲
首
の
職
責
と
さ

れ
て
き
た
も
の
の
他
に
、
上
供
・
公
費
の
負
鎗
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
多
数
の

史
料
に
ぶ
つ
か
っ
た
。
そ
れ
ら
の
記
事
は
、
貧
録

・
編
年
史
・
政
書
な
ど
に
は

見
蛍
ら
な
い
史
料
で
あ
っ
た
。
こ
の
夜
見
は
筆
者
を
驚
喜
さ
せ
た
。
そ
れ
故
、

最
初
に
後
表
し
た
均
循
法
の
論
文
よ
り
も
、一

一番
目
の
豆
長
の
職
責
に
関
す
る

論
文
の
方
に
、

筆
者
は
寧
ろ
自
信
を
抱
い
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
但
し
、
上
供
・

公
費
の
負
捨
の
起
源
に
つ
い
て
は
全
く
論
及
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

宛
も
明
初

か
ら
そ
れ
が
存
在
し
て
い
た
か
の
如
き
叙
述
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
れ
に
針
し
て
、
岩
見
氏
は
ま
ず
「
明
代
地
方
財
政
の
一
考
察
|
庚
東
の
均

卒
銀
に
つ
い
て

l
」
(
本
書
後
篇
)
の
中
で
、
上
供

・
公
費
な
ど
の
現
年
里
甲

の
負
揺
は
「
概
ね
明
の
中
華
ー
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
、

拙
稿
批
剣
を
開
始
し
た
。
筆
者
自
身
も
上
供
・
公
費
の
負
猪
が
、
明
初
か
ら
現

年
里
甲
の
負
抱
で
あ
っ
た
と
す
る
確
か
な
謹
擦
は
な
く
、
必
ず
し
も
明
初
起
源

設
に
固
執
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
拙
著
『
明
代
得
役
制
度
の

展
開
』
の
中
で
は
、
「
一
部
に
つ
い
て
は
|
殊
に
上
供
|
、
園
初
よ
り
現
年
里

甲
が
負
婚
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
〈
九
二
頁
〉
と
の
推
測
を
つ
け
加

え
て
お
い
た
。

そ
れ
で
は
、
岩
見
氏
は
拙
稿
の
批
判
門
を
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
ま
ず
、
第
一
章
第
二
節
「
雑
役
」
で
は
、
洪
武
年
聞
を
中
心
に
、
貫

録

・
曾
典
・
諸
司
職
掌
な
ど
を
引
用
し
な
が
ら
、
各
種
雑
役
の
質
態
を
詳
し
く

解
説
す
る
。
而
し
て
、
そ
れ
ら
が
〈
雑
役
〉
と
線
稽
さ
れ
た
の
は
、
里
甲
制
が

確
立
し
て
、
里
長
・
甲
首
の
役
が

〈
正
役
〉
と
さ
れ
た
後
の
こ
と
で
あ
っ
た、

と
推
定
す
る
。
更
に
、
永
祭
以
後
の
雑
役
に
つ
い
て
も
、
若
干
附
け
加
え
て
い

る
。
即
ち
、
阜
隷
に
つ
い
て
、
把
門
の
皐
隷
が
門
子
と
な
り
、
庫
子
や
倉
斗
級

も
阜
隷
か
ら
分
化
し
た
も
の
と
の
指
摘
や
、
均
値
情
科
波
の
基
準
と
し
て
の
〈
戸

等
制
〉
と
税
糧
と
の
関
係
に
も
言
及
し
て
い
る
。
但
し
、
均
箔
法
の
賓
施
に
嘗

っ
て
制
定
さ
れ
た
〈
均
徳
加
〉
の
賓
態
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
記
述
は
な
く
、

色
々
疑
わ
し
い
黙
も
多
く
、
儲
闘
車
に
結
論
を
だ
す
こ
と
は
難
し
い
、
と
筆
者
は

考
え
て
い
る
。

第
三
節

「
里
甲
正
役
」
で
は
、

特
に
里
長
の
職
責
と
さ
れ
た
「
勾
掻
公
事
」

の
内
容
を
、

「
ま
と
め
て
言
え
ば
、
戸
口
・

差
役

・
税
糧

・
国
土
等
の
不
正
に

関
す
る
責
任
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
先
人
の
設
の
中
に
は
、
こ
の
公
事
に

公
費
の
如
き
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
と
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
明
代
後

期
の
史
料
に
よ
る
見
解
」
で
あ
る
と
批
剣
し
て
い
る
。
右
で
「
先
人
の
説
」
と

言
う
の
は
、

筆
者
の
見
解
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
此
庭
に
も
、
明
初
に
は
上

供

・
公
費
の
現
年
里
甲
に
よ
る
負
婚
は
、
存
在
し
な
か
っ
た
と
す
る
著
者
の
主

張
の
伏
線
が
し
か
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
著
者
の
主
張
す
る
と
お
り
、
明
初
に

お
け
る
「
勾
括
公
事
」
の
中
に
は
、
上
供

・
公
費
の
負
鎗
は
含
ま
れ
て
い
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
明
代
中
期
以
降
の
各
地
の
方
士
山
を
見
る
と
、
上
供

・
公
費

の
負
措
を
「
勾
掻
公
事
」
の
一
部
と
認
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
記
述
が
見
ら

れ
る
。

以
上
、
第
一
章
に
お
け
る
主
要
な
問
題
勲
に
ふ
れ
た
が
、
こ
の
章
は
恐
ら
く

著
者
に
と
っ
て
は
、
序
設
に
相
賞
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

第
二
章

「明
初
に
お
け
る
上
供
物
料
と
地
方
公
費
」
お
よ
び
第
三
章

「上

供
・
公
費
と
傍
役
と
の
関
係
」
が
、
前
篇
の
中
心
部
分
で
あ
り
、

著
者
が
も
っ

と
も
カ
を
注
い
だ
庭
で
あ
ろ
う
。
第
二
章
第

一
節
「
明
初
に
お
け
る
上
供
物
料

の
調
達
方
式
」
で
は
、
明
初
現
物
主
義
の
財
政
政
策
を
採
用
し
て
い
た
政
府

が
、
必
要
物
資
の
調
達
に
際
し
て
、
購
入
よ
り
も
寧
ろ
現
物
調
達
を
主
と
し
た

〈
上
供
物
料
〉
調
達
の
詳
細
な
紋
況
を
、
具
健
的
に
叙
述
し
て
い
る
。
著
者
も
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言
う
よ
う
に
「
宮
廷
や
多
く
の
官
阪
で
必
要
と
す
る
雑
多
な
物
資
に
つ
い
て
、

一
々
明
確
な
法
規
が
残
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
か
ら
、
著
者
は

『
諸
司
職

掌
」

中
に
見
え
る
物
料
関
係
の
記
事
の
中
か
ら
、

そ
の
調
達
方
式
に
言
及
し
た

史
料
を
、
丹
念
に
抽
出
、
整
理
す
る
。
而
し
て
こ
れ
ら
史
料
の
分
析
を
通
じ

て
、
物
料
の
調
達
方
式
を
次
の
如
く
要
約
し
て
い
る
。

村

本

来
の
生
産
者
か
ら
政
府
に
納
入
さ
せ
る
も
の
。

同
政
府
が
人
民
を
使
役
し
て
採
取
す
る
も
の
。

白
税
糧
の
一
部
代
納
の
形
で
人
民
に
納
入
さ
せ
る
も
の
。

伺
抽
分
の
形
で
商
人
か
ら
現
物
徴
収
す
る
も
の
。

国
民
間
か
ら
買
上
げ
る
も
の
。

右
の
う
ち
、
同
の
ケ

I
ス
は
臨
時
的
な
場
合
が
多
く
、
同
の
ケ
l
ス
に

つ
い
て

は
、
一
般
の
人
民
に
と
っ
て
は
直
接
的
な
関
わ
り
は
な
か

っ
た
の
で
、

著
者
は

付
回
国
を
中
心
に
考
察
を
進
め
て
い
る
。

著
者
の
結
論
と
し
て
、
「
明
朝
の
現

物
主
義
が
、
時
代
の
下
る
に
つ
れ
て
流
通
経
済
の
回
復
設
展
と
と
も
に
、

急
速

に
出
刷
れ
て
い
っ
た
と
い
う
常
識
か
ら
削
判
断
す
る
な
ら
、
物
料
調
達
に
お
け
る
貿

燐
方
式
の
比
重
が
次
第
に
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な

お
寅
排
と
い
う
の
は
、
著
者
の
右
の
分
類
に
従
え
ば
、
伺
に
一該骨曲
す
る
で
あ
ろ

〉
円
ノ
。

第
二
節

「
物
料
負
櫓
の
増
大
」
で
は
、
従
来
の
所
論
は
物
料
の
種
類
の
増

加
、
或
い
は
量
的
な
増
大
の
み
が
指
摘
さ
れ
た
に
止
ま
っ
た
が
、
著
者
は
年
代

の
推
移
す
る
に
つ
れ
て
、
既
定
の
割
嘗
て
自
僅
が
不
嘗
な
負
捲
を
強
い
る
こ
と

に
な
る
場
合
の
あ
っ
た
黙
を
強
調
す
る
。
な
お
、
上
供
物
料
の
中
で
、
明
初
か

ら
人
民
の
負
捲
に
な
っ
て
い
た
も
の
は
、
直
接
納
入
、
或
い
は
税
糧
折
納
の
方

式
を
採
っ
た
。
然
し
、
そ
の
後
新
た
に
増
加
し
た
分
に
つ
い
て
は
、
国
貝
緋
方
式

に
よ
っ
て
調
淫
さ
れ
る
も
の
が
、
比
較
的
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
論
す

る
。
而
し
て
貿
排
方
式
の
寅
態
を
具
鐙
的
な
例
に
基
づ

い
て
考
察
し
て
い
る。

そ
の
場
合
、
著
し
い
現
象
と
し
て
、

割
嘗
て
が
不
遜
切
な
ケ
l
ス
、
品
物
を
納

入
さ
せ
て
お
き
乍
ら
、
代
債
が
人
民
に
支
排
わ
れ
な
か
っ
た
ケ
l
ス
を
翠
げ
て

い
る
。
而
し
て
買
排
の
際
に
お
け
る
人
民
の
苦
痛
を
救
済
す
ベ
く
、

〈
均
役
義

倉
〉
か
ら
費
用
を
支
排
し
た
ケ
l
ス
の
あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
す
る
。
但
し、

上

供
物
料
の
支
併
が
、
す
べ
て
買
鱗
形
式
の
み
に
依
存
し
た
わ
け
で
な
か
っ
た
こ

と
は
、

説
明
す
る
ま
で
も
な
い
。

第
三
節

「
地
方
公
費
の
支
鉾
原
則
」
で
は
、

ま
ず
地
方
公
費
は
本
来
の
形

(
傍
熟
筆
者
)
で
は
、
徴
牧
さ
れ
た
租
税
の
中
か
ら
支
排
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
っ
て
、
別
途
に
こ
れ
を
人
民
に
割
嘗
て
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を

強
調
す
る
。
慮
が
明
代
後
期
に
な

っ
て
、
そ
の
多
く
が
改
め
て
人
民
に
割
嘗
て

ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
の
状
態
を
明
初
か
ら
の
も
の
と
見
る
訟
に
到
し

て、

著
者
は
本
来
の
形
と
い
う
も
の
が
、
果
し
て
存
在
し
た
か
否
か
を
検
査
し

よ
う
と
試
み
る
。
な
お
、
右
の
明
初
か
ら
の
も
の
と
見
る
設
と
は
、

筆
者
の
設

を
指
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、

著
者
は
嘉
靖
『
庚
東
通
士
山
』
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
均
卒
銀
(
裁

緋
・
額
緋
・

雑
排
)
を
基
準
と
し
て
、
各
項
目
ご
と
に
『
諸
司
職
掌
』

『寅
録
』

な
ど
か
ら
、
そ
れ
に
一
該
賞
す
る
記
事
の
抽
出
を
行
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
頗
る

繁
演
な
時
開
の
か
か
る
作
業
で
あ
る
。
右
の
如
き
考
察
を
終
え
た
上
、
著
者
は

次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
「
そ
の

結
果
、
本
来
か
ら
人
民
の
負
携
だ
っ
た
の

は
、
木
鐸
老
人

一
項
目
だ
け
で
、
そ
の
他
は
か
な
り
多
数
の
項
目
に
つ

い
て
、

官
費
を
支
出
す
べ
き
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
叉
そ
の
よ
う
な
明
文
の
な
い

も
の
で
も
、

事
の
性
質
上
そ
れ
に
準
じ
て
考
え
て
よ
い
」
と
。
然
し、

著
者
も

推
測
す
る
よ
う
に
、

こ
れ
ら
公
費
も
明
一
初
に
お
い
て
は
、
非
合
法
な
形
で
徴
枚

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
経
過
が
史
料
に
残
さ
れ
て
い
る
場
合
は
極
め
て
稀
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で
あ
る
か
ら
、
後
の
時
代
の
朕
況
か
ら
湖
っ
て
、
剣
新
を
す
る
し
か
仕
方
が
な

い
。
慮
で
、
著
者
は
こ
の
よ
う
な
公
費
の
割
嘗
て
が
、
制
度
化
し
た
時
期
を
明

代
後
期
と
す
る
。
著
者
が
明
代
後
期
と
い
う
場
合
、
ど
こ
に
前
期
と
の
境
界
を

設
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
別
の
箇
庭
で
は
明
代
中
期
と
い
う
言
葉
も
使

用
さ
れ
て
い
る
。

筆
者
は
寧
ろ
、
公
費
負
婚
の
制
度
化
さ
れ
た
時
期
を
、
明
代

中
期
と
考
え
た
い
。
著
者
の
紹
介
さ
れ
た
庚
東
の
均
卒
銀
も
、
そ
れ
以
前
に
均

卒
銭
と
よ
ば
れ
た
時
期
が
あ
っ
た
。
均
卒
銭
が
貧
施
さ
れ
て
い
た
時
期
は
、
明

代
後
期
で
は
な
く
、
中
期
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
著
者
は
以
上
の
考
察
を
通

じ
て
、
明
初
に
於
て
は
上
供
・
公
費
の
負
捲
は
、
里
甲
正
役
と
は
関
わ
り
の
な

い
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
断
定
す
る
。

績
い
て
第
三
章
で
は
、
明
-
初
に
は
そ
れ
ぞ
れ
無
関
係
で
あ
っ
た
上
供

・
公
費

と
、
得
役
と
の
開
に
、
時
代
の
推
移
と
共
に
関
わ
り
が
生
じ
、
雨
者
の
結
び
つ

き
が
出
現
し
た
事
情
の
解
明
を
試
み
て
い
る
。
ま
ず
第
一
節
「
上
供
・
公
費
と

里
甲
正
役
」
で
は
、
明
代
中
期
に
至
っ
て
、
現
年
里
甲
が
上
供

・
公
費
を
負
婚

す
る
よ
う
に
な
っ
た
例
が
、
か
な
り
多
く
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
か

か
る
里
甲
負
傷
の
起
源
は
、
宣
徳
・
景
泰
、
或
い
は
成
化
・
弘
治
の
頃
と
見
て

い
る
。
而
し
て
史
料
に
現
わ
れ
た
明
人
の
認
識
の
中
に
も
、
上
供
や
公
費
を
里

甲
の
負
権
と
す
る
こ
と
は
、
明
初
か
ら
規
定
さ
れ
た
本
来
の
形
で
は
な
か
っ

た
、
と
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
然
し
、
各
地
の
方
士
山
を
見
て
い

る
と
、
上
供
・
公
費
の
負
纏
を
、
明
初
か
ら
現
年
里
甲
が
纏
っ
て
い
た
か
の
如

く
記
述
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
明
代
知
識
人
の
認
識
も
、
著
者
の

言
わ
れ
る
如
く
重
一
化
し
て
い
た
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
二
節
「
上
供
・
公
費
と
均
徳
付
|
九
等
法
を
め
ぐ
っ
て
|
」
に
於
て
は
、

物
料
の
割
嘗
て
が
各
戸
を
九
等
に
分
け
た
等
級
に
臨
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
負
捲

綴
を
決
定
し
た
と
す
る
『
曾
典
』
の
成
化
十
五
年
令
を
引
き
、
そ
の
記
事
と
丘

溶
の
『
大
皐
街
義
補
』
の
記
述
と
の
関
係
を
論
じ
、

〈
九
等
法
〉
の
存
在
を
論

詮
す
る
。
著
者
は
以
前
に
も
九
等
の
法
(
三
等
九
則
)
と
は
、
均
償
問
法
と
い
う

名
穏
を
使
用
し
な
い
で
均
待
法
を
貧
施
す
る
法
で
あ
っ
た
と
解
し
て
い
た
(
後

篇
第
六
論
文
〉
。
此
庭
で
は
九
等
法
が
貧
際
に
施
行
さ
れ
た
、

と
著
者
が
考
え

る
湖
庚
に
お
け
る
何
喬
新
の
改
革
を
紹
介
す
る
。
即
ち
「
湖
庚
に
お
け
る
こ
の

よ
う
な
や
り
方
を
、
丘
溶
の
九
等
法
に
引
き
あ
て
て
考
え
る
可
能
性
は
、
か
な

り
大
き
い
と
判
断
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
以
上
本
節
で
、
著

者
は
乏
し
い
史
料
を
基
に
し
て
、
九
等
法
と
い
う
必
ら
ず
し
も
そ
の
内
容
の
明

確
で
な
い
制
度
の
解
明
を
試
み
、
上
供
・
公
費
の
負
捲
が
九
等
法
を
介
し
て
、

均
値
畑
法
の
中
に
含
み
こ
ま
れ
た
の
で
な
い
か
、
と
推
測
し
て
い
る
。

然
し
、
筆

者
は
こ
の
推
測
は
充
分
な
説
得
力
を
飲
く
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

第
三
節
「
上
供

・
公
費
と
均
筏
口
1

聴
差
に
つ
い
て
|
」
で
は
、
明
代
後
牢

の
華
北
方
士
山
に
散
見
す
る

〈
懸
差
〉

を
、
上
供
物
料
の
負
猪
に
封
臆
す
る
た
め

に
設
定
さ
れ
た
も
の
と
の
前
提
に
立
っ
て
、
論
語
を
進
め
て
い
る
。
而
し
て
、

著
者
は
臨
時
差
を
「
さ
し
蛍
り
負
揺
す
べ
き
封
象
が
な
い
の
に
も
拘
ら
ず
、
戸
等

に
臨
応
じ
て
銀
を
割
り
嘗
て
徴
愉
悦
し
て
、
将
来
の
支
出
に
供
え
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
且
っ
そ
の
わ
り
あ
て
は
毎
年
行
わ
れ
」
た
と
定
義
し
て
い
る
。
但
し、

著
者
が
『
自
主
明
係
法
事
類
纂
』
か
ら
引
用
し
た
次
の
史
料
で
は

「均
世
間
原
編
の

聴
差
人
戸
」
と
い
う
言
葉
が
見
え
て
い
る
。
こ
れ
は
均
待
人
戸
の
中
で
聴
差
戸

に
嘗
て
ら
れ
た
も
の
で
、
均
倍
閣
法
の
規
定
に
従
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
、
こ
の
聴
差
人
戸
は
骨
わ
割
嘗
て
で
は
な
く
、
均
衝
と
同
じ
く
小
平
一
勧
で
は

な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
著
者
は
明
代
中
期
に
お
け
る
鰐
差
を、

次
の
如
く
要
約
し
て
い
る
。

付
上
供
物
料
の
負
鎗
を
賄
う
た
め
に
設
定
さ
れ
た
も
の
。

伺
割
嘗
て
の
激
定
だ
け
が
き
め
ら
れ
、
貧
際
の
負
猪
は
上
か
ら
の
指
示
が
来
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た
時
に
出
す
そ
の
都
度
方
式
、
お
よ
び
抽
出
め
定
額
の
銀
雨
を
徴
牧
し
て
プ
ー

ル
し
て
お
く
方
式
が
あ
っ
た
。

日
銀
雨
の
割
嘗
て
は
、
成
化
十
五
年
令
の
線
に
そ
っ
て
、
九
等
の
戸
等
に
彪

じ
負
猪
額
に
差
を
つ
け
た
。

此
庭
で
著
者
は
、
嘉
消
頃
か
ら
山
東
各
地
で
行
わ
れ
た
門
銀

・
了
銀
の
制
と

九
等
の
法
(
鱒
差
も
そ
の
一

種
〉
と
を
関
連
づ
け
て
、
門
銀

・
丁
銀
は
必
ず
し

も
嘉
嫡
年
聞
に
な
っ

て
突
然
愛
生
し
た
の
で
は
な
く
、
九
等
法
に
類
し
た
も
の

が
早
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
、
そ
の
方
式
が
雑
役
全
慢
に
娯
大
さ
れ
て
、
門

銀

・
了
銀
の
制
に
な
っ
た
、
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
と
絡
ん
で
い
る
。

第
四
節

「九
等
法
か
ら
門
銀

・
了
銀
へ
」
で
は
、
箸
者
は
以
上
の
考
察
に
基

づ
い
て、

次
の
如
く
自
説
を
展
開
す
る
。
成
化
年
開
以
降
、

上
供
物
料
の
里
甲

正
役
に
よ
ら
な
い
負
織
形
態
と
し
て
、
九
等
法
と
よ
ば
れ
る
賦
課
方
式
が
施

行
さ
れ
た
。
叉
聴
差
と
よ
ば
れ
る
方
式
も
存
在
し
た
。
聴
差
は
明
白
に
九
等
方

式
に
よ
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
確
認
で
き
な
い
場
合
も
、
九
等
方
式
に
よ
っ
て
い

た
可
能
性
が
大
き
い
。
即
ち
、
成
化
以
前
に
は
、
上
供

・
公
費
は
ま
ち
ま
ち
の

形
で
賦
課
さ
れ
て
お
っ

た
が
、
成
化
十
五
年
令
で
九
等
方
式
が
普
及
し
た
。

斯
く
し
て
、
成
化
・
弘
治
以
後
の
均
倍
加
法
は
、
在
来
の
輪
番
制
(
十
年
一
編
)

に
よ
る
狭
義
の
均
箔
法
と
、
九
等
方
式
に
よ
る
割
嘗
て
部
分
を
含
む
庚
義
の
均

世
間
法
と
か
ら
成
っ
て
い
た
。

斯
様
な
庚
義
の
均
倍
法
が
、
更
に
華
北
の
門
銀
・

了
銀
の
制
に
設
展
し
た
、
と
。

門
銀

・
丁
銀
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
谷
口
規
矩
雄
氏
が

「
明
代
華
北
に

お
け
る
銀
差
成
立
の
一
研
究
|
山
東
の
門
銀
成
立
を
中
心
と
し
て

」

(
東
洋

史
研
究
二

O
l三
、
一
九
六
一
)
を
設
表
、

筆
者
も

「明
代
華
北
に
お
け
る
役

法
の
特
質
L

(

『清
水
博
士
追
悼
記
念
明
代
史
論
叢
』
一
九
-
C
己

を
書
い
た
。

然
し
、
著
者
は
門
銀
の
定
義
を
そ
れ
よ
り
も
抜
大
し
て
考
え
る
。
即
ち
、

嘉
靖

『
彰
徳
府
志
』

に
見
え
る

〈
銀
賦
〉
や
、
康
照
『
扶
海
師紳士心
』
に
記
さ
れ
て
い

る
銀
差
を
も
、
門
銀
と
稽
し
て
差
支
え
な
い
と
す
る
。
同
様
に
、
丁
銀
に
つ

い

て
も
、
ま
ず
そ
の
賓
態
が
成
立
し
て
、

そ
の
後
に
な

っ
て

〈
了
銀
〉
と
い
う
名

稀
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、

と
推
定
す
る
。
而
し
て
門
銀

・
了
銀
の
雨

者
と
も
、
名
目情
と
し
て
は
嘉
靖
半
ば
頃
の
あ
る
時
期
に
使
わ
れ
始
め
た
、
と
し

て
い
る
。

以
上
、

本
節
で
は
、
著
者
は
上
供

・
公
明
日
と
門
銀

・
銀
差
と
の
関
連
に
つ
い

て
、
直
接
に
は
言
及
し
な
い
が
、
上
供

・
公
費
は
銀
差
の
中
に
包
含
さ
れ
た
と

の
前
提
に
立
っ

て、

こ
れ
ら
も
門
銀
の
中
に
含
ま
れ
た
と
考
え
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。

以
上
、
三
章
に
わ
た
る
考
察
に
基
づ

い
て
、
著
者
は
次
の
如
く
結
論
す
る
o

H

里
長
の
職
責
と
考
え
ら
れ
て
き
た
上
供
物
料
の
負
猪
は、

本
来
の
形
で
は

な
か

っ
た
。
口

上
供
・

公
費
の
負
揺
が
現
年
堅
甲
に
か
か
る
よ
う
に
な
っ

た

の
は
、
明
代
中
期
か
ら
で
あ
る
。
臼

里
長
甲
首
の
負
鎗
と
い
う
形
だ
け
で
な

く
、
雑
役
の
一

部
と
し
て
賦
課
す
る
方
式

(
九
等
法
)
も
出
現
し
た
。
こ
の
結

果
、
中
期
以
後
、
雑
役
の
線
稽
で
あ
る
均
倍
の
中
に
は
、
九
等
法
で
割
嘗
て
ら

れ
る
上
供

・
公
費
の
類
と、

輪
番
制
で
割
嘗
て
ら
れ
る
本
来
の
箔
役
と
の
雨
者

が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
伺

華
北
で
は
、
均
徳
の
中
の
九
等
方
式
が
機

大
し
、
門
銀
制
が
出
現
し
、
績
い
て
丁
銀
制
も
出
現
し
た
。

全
鐙
的
な
結
論
と
し
て
、

更
に
次
の
如
く
要
約
し
て
い
る
。
明
初
に
は
、
雑

役
は
税
糧
を
基
準
と
し
て
賦
課
さ
れ
た
が
、

洪
武
十
八
年
か
ら
、
瞬
間
聞
の
役
を

除
い
て
、
上
中
下
三
等
の
戸
等
を
基
準
と
し
て
割
嘗
て
ら
れ
た
。
更
に
正
統
年

開
か
ら
、

均
値
情
役
が
行
わ
れ
た
が
、
主
要
な
賦
課
基
準
は
回
土
、
ま
た
は
税
糧

と
さ
れ
た
。
成
化
の
頃
か
ら
、
徳
役
の
嘗
ら
な
い
戸
に
謝
し
て
、
毎
年
上
供

・

公
費
を
支
排
す
る
た
め
の
銀
を
出
さ
せ
る
こ
と
が
起
り
、
こ
れ
に
謝
す
る
政
府
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の
規
制
の
結
果
、
九
等
法
と
よ
ば
れ
る
も
の
が
出
現
し
た
。
斯
く
し
て
、
あ
る

地
方
で
は
均
値
閣
の
中
に
二
通
り
の
賦
課
方
式
を
含
む
こ
と
に
な
っ
た
が
、

華
北

で
は
九
等
方
式
が
機
大
し
て
、
門
銀
・
了
銀
制
と
な
り
、
江
南
地
方
で
は
丁
と

田
と
を
基
準
と
し
た
十
段
加
法
が
出
現
し
、
や
が
て
一
候
鞭
法
に
集
約
さ
れ

た
、
と
。

以
上
の
如
く
、
著
者
は
前
篇
で
は
、
上
供
・
公
費
と
径
役
と
の
関
係
を
解

明
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
出
野
放
し
で
、
得
役
制
度
の
祭
謹
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト

が
、
上
供
・

公
費
と
の
関
係
に
由
来
す
る
こ
と
を
明
白
に
し
た
、
と
結
ん
で
い

る。
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著
者
は
本
書
前
篇
に
於
て
、
頗
る
繁
噴
・
複
雑
な
考
査
を
通
じ
て
、
上
供
・

公
費
の
負
槍
が
愛
生
し
た
経
過
を
解
明
せ
ん
と
し
、
そ
れ
と
関
連
し
て
、
九
等

法
、
踏
差
、
門
銀
・
了
銀
制
な
ど
の
展
開
を
も
論
誼
し
た
。
こ
れ
ら
の
所
論
を

通
じ
て
言
え
る
こ
と
は
、
第
一
に
、
著
者
の
主
た
る
考
察
の
封
象
が
、

華
北
地

区
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
山
東
に
重
黙
が
置
か
れ
た
と
言
え

よ
う
。
著
者
が

〈
九
等
法
〉
と
名
付
け
た
制
度
は
、
主
と
し
て
華
北
に
見
ら
れ

る
制
度
で
あ
る
。
叉
、
門
銀
・
了
銀
の
制
も
、
華
北
で
施
行
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。第

三
に
、
著
者
は
〈
九
等
法
〉
に
強
い
関
心
を
抱
き
、
華
北
に
お
け
る
循
役

制
度
の
推
移
を
、
九
等
法
の
普
及
化
を
以
て
説
明
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
明

代
の
史
料
の
中
で
、
九
等
法
に
関
す
る
史
料
は
極
め
て
乏
し
い
。
確
か
に
成
化

十
八
年
令
は
存
在
す
る
が
こ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
質
際
に
施
行
さ
れ
て
い
た
か
否
か

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
具
種
的
に
透
明
す
る
史
料
は
乏
し
い
。
著
者
の
主
張
す

る
如
く
、
九
等
法
が
普
及
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
華
北
の
方
志
の
中
に
も
っ
と

具
種
的
な
九
等
法
に
関
す
る
記
述
が
見
出
さ
れ
て
も
好
い
の
で
は
な
い
か
。

第
三
に
、
著
者
は
筆
者
の
提
起
し
た
、
現
年
里
甲
に
よ
る
上
供
・
公
費
の
負

掘
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
「
本
来
の
形
」
で
は
な
い
、
と
強
く
否
定
し
て
い
る
。

而
し
て
、
明
初
に
は
そ
の
よ
う
な
負
猪
は
存
在
し
な
か
っ
た
、

と
強
調
し
て
い

る
。
勿
論
、

筆
者
も
明
初
か
ら
現
年
里
長
が
上
供
・
公
費
を
負
携
し
て
い
た、

と
強
く
主
張
し
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
但
し
、
上
供
・

公
費
の
負
捨
が
現
年

里
甲
に
科
波
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
地
方
的
に
大
き
な
差
が
あ
り
、
質

施
年
代
も
ま
ち
ま
ち
で
、
割
嘗
て
ら
れ
た
品
目
も
、
ば
ら
ば
ら
な
形
で
支
排
さ

せ
ら
れ
た
、
と
考
え
る
。
そ
れ
が
あ
る
程
度
、
組
織
的
に
割
嘗
て
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
段
階
の
賓
情
が
、
各
地
の
方
志
に
記
述
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

ら
の
負
婚
を

一
括
し
て
割
嘗
て
る
よ
う
に
な
っ
た
最
初
の
方
式
で
は
、
そ
れ
は

銭
納
で
あ
っ
た
。
〈
里
甲
銭
〉
〈
均
卒
銭
〉
と
呼
ば
れ
た
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

径
役
銀
納
化
の
進
展
と
共
に
銀
納
に
襲
り
、
〈
里
甲
銀
〉
〈
均
卒
銀
〉
が
生
じ

た
が
、
こ
れ
ら
も
一
候
鞭
法
の
成
立
ま
で
は
、
ほ
ぼ
現
年
里
甲
の
負
権
に
な
っ

て
い
た
。

第
四
に
、
本
篇
で
著
者
は
、
主
と
し
て
華
北
の
箔
役
制
度
を
考
察
さ
れ
た

が
、
そ
れ
は
華
中

・
筆
南
と
は
形
態
を
異
に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う

だ
と
す
れ
ば
、
何
故
華
北
で
は
特
殊
な
世
間
役
の
形
が
生
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

華
北
を
中
心
に
考
察
さ
れ
た
著
者
に
、
こ
の
黙
に
も
う
少
し
論
及
し
て
ほ
し
か

っ
た
、
と
思
う
の
は
筆
者
の
み
で
は
あ
る
ま
い
。

さ
て
、

本
書
を
手
に
と
っ
た
人
は
、
誰
で
も
気
附
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
著
者

は
史
料
を
引
用
す
る
場
合
に
、
ま
ず
漢
文
史
料
を
載
せ
て
、
次
に
誇
文
を
掲
げ

て
い
る
。
漢
文
の
讃
み
下
し
で
は
な
く
て
、
文
字
ど
お
り
誇
文
で
あ
る
。
こ
れ

は
譲
者
に
射
し
て
非
常
に
親
切
な
方
法
で
あ
る
。
最
近
は
謬
文
の
み
を
掲
げ
る

方
式
も
普
及
し
て
き
た
が
、
貸
は
漢
文
は
園
際
用
語
な
の
で
あ
る
。
中
図
史
を

研
究
す
る
者
に
と
っ

て
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
漢
文
は
共
通
語
で
あ
る
。
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さ
き
に
筆
者
が
『
明
代
得
役
制
度
の
展
開
』
を
刊
行
し
た
時
、
引
用
史
料
は
す

べ
て
讃
み
下
し
文
し
か
載
せ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
外
園
の
研
究
者
か
ら
何

度
か
苦
情
を
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
著
者
の
今
度
の
方
式
は
、
非
常
に
結

構
で
あ
る
。
但
し
、
ス
ペ
ー
ス
が
限
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
方
式
を
採
用

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

著
者
の
長
年
に
わ
た
る
明
代
箔
役
制
度
に
関
す
る
研
究
成
果
が
集
大
成
さ
れ

た
こ
と
は
、
大
獲
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
著
者
の
極
め
て
創
意
に
み
ち
た
設

が
随
蕗
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
に
と
っ
て
も
、
教
え
ら
れ
る
黙
が
多
々
あ

っ
た
。
今
後
、
明
代
筏
役
制
度
の
研
究
を
+
ま
9
皐
徒
は
、
是
非
讃
ま
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
貴
重
な
文
献
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
で
な
く
、
明
代
社
曾
経
済
史
、
或
い

は
政
治
史
を
研
究
し
て
い
る
者
に
も
、
必
ず
一
讃
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
文
献

で
あ
る
。

な
お
、
拙
文
の
中
で
、
著
者
の
見
解
を
充
分
に
譲
み
と
る
こ
と
が
で
き
ず
、

妄
言
を
述
べ
て
い
る
箇
所
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
何
と
ぞ
御
海
容
を
願
い
た

い
。
こ
の
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
研
究
を
出
版
さ
れ
た
、
著
者
岩
見
宏
氏
に
、
衷
心

よ
り
敬
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

一
九
八
六
年
五
月
京
都
同
朋
合

A
5
版

三

八

O
頁

九

五

O
O園

許
線
新
・
臭
承
明
主
編

中
国
資
本
主
義
援
展
史
第
一
港

中
国
資
本
主
義
的
萌
穿

'"" 芹

美

緒

本

本
書
は
、
全
四
倉
を
橡
定
さ
れ
て
い
る
『
中
園
資
本
主
義
援
展
史
』
〈
以
下

『
設
展
史
』
と
略
す
)
の
第
一
容
と
し
て

一
九
八
五
年
九
月
に
出
版
さ
れ
た
、

総
序

・
本
文
あ
わ
せ
て
全
七
七
三
頁
に
及
ぶ
大
加
で
あ
る
。
『
設
展
史
』
全
四

径
が
僅
系
性
を
も
っ

一
つ
の
書
物
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
と
い
う
黙
か
ら
す

れ
ば
、
本
書
は
本
来
、
全
巻
完
結
を
待
っ
て
書
評
さ
れ
る
べ
き
も
の
か
も
知
れ

な
い
。
し
か
し
、
後
述
す
る
『
設
展
史
』
編
集
事
業
の
経
緯
か
ら
見
て
も
、

叉
、
頗
る
充
寅
し
た
本
巻
の
内
容
自
檀
か
ら
し
て
も
、
『
設
展
史
』
は
、
今
後

中
園
の
経
済
史
研
究
に
お
け
る
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
の
位
置
を
占
め
る
も
の

と
預
想
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
各
港
に
つ
き
、

扱
わ
れ
て
い
る
各
時
期
の
専
門

研
究
者
に
よ
る
十
分
な
批
評
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
塁
ま
し
い
と
も
い
え
る
。
浅

風
午
の
私
に
は
力
に
徐
る
書
物
で
は
あ
る
が
、
概
略
の
紹
介
に
若
干
の
率
直
な
感

想
を
つ
け
加
え
て
、
書
評
の
責
を
塞
ぐ
こ
と
と
し
た
い
。

本
幹
也
容
頭
に
は
、
『
設
展
史
』
全
四
巻
に
糾
問
す
る
「
線
序
」
が
附
せ
ら
れ
て

い
る
。
主
編
者
の
一
人
許
糠
新
氏
の
執
筆
に
係
る
も
の
で
、

『
設
展
史
』
の
性

格
、
特
徴
が
大
略
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

ω『
設
展
史
』
編
纂
の
経
緯
。
『
設
展
史
』
編
纂
の
任
務
は
、
一
九
六

O
年

周
思
来
に
よ
っ
て
許
氏
に
委
託
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
「
政
治
経

済
皐
の
中
園
化
」
即
ち
、
欧
米
を
モ
デ
ル
と
し
て
作
ら
れ
た
マ
ル
ク
ス
経
済
皐
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