
清
代
の
郷
村
組
織
と
地
方
文
献

ー
ー
ー
蘇
州
洞
庭
山
地
方
の
郷
村
役
を
例
に
し
て
|
|

山

本

英

史

は

じ

め

に

一
『
洞
庭
山
禁
草
現
総
案
』
の
世
界

二
地
方
志
が
俸
え
る
郷
村
就
舎

三
『
太
湖
臆
楢
案
』
に
見
る
郷
村
役

お

わ

り

に

-145-

vi 

じ

め

い
ま
か
ら
三

O
O年
と
は
遡
ら
な
い
中
園
清
代
の
郷
村
組
織
は
ど
の
よ
う
な
制
度
の
下
で
運
営
さ
れ
、
枇
舎
と
し
て
の
機
能
が
維
持
さ
れ
て

い
た
の
か
。
こ
の
素
朴
な
疑
問
に
劃
し
て
い
ま
に
停
え
ら
れ
る
史
料
は
い
か
な
る
示
唆
を
興
え
て
く
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

周
知
の
よ
う
に
中
闘
に
は
二
十
四
史
を
は
じ
め
と
す
る
修
史
の
俸
統
が
あ
り
、
歴
代
王
朝
が
そ
れ
を
踏
襲
し
た
結
果
、
膨
大
な
編
纂
史
料
が

蓄
積
さ
れ
て
き
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
皇
帝
を
頂
黙
と
す
る
王
朝
集
権
瞳
制
の
末
端
と
し
て
の
州
豚
、
さ
ら
に
そ
の
深
層
部
で
あ
る
郷
村
社

曾
に
闘
す
る
情
報
は
驚
く
ほ
ど
少
な
く
、
そ
れ
が
こ
の
分
野
に
お
け
る
研
究
の
準
展
を
妨
げ
て
き
た
。
試
み
に
清
代
の
行
政
制
度
全
般
を
網
羅

里
甲
制
度
が
漸
衣
鹿
頚
に
向
か
い
、

563 

し
た
『
清
園
行
政
法
』
に
よ
れ
ば
、

康
照
四
七
年
(
一
七
O
八〉

に
保
甲
制
度
が
確
立
さ
れ
て
か
ら
は
禽
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一
O
牌
ご
と
に
一
甲
頭
(
甲
長
)
、

(

1

)

 

戸
籍
調
査
を
主
任
務
と
す
る
諸
役
が
そ
の
行
政
を
措
賞
し
た
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

一
O
戸
ご
と
に
一
牌
頭
、

一
O
甲
ご
と
に
一
保
長
(
保
正
)
と
い
う
警
察
お
よ
び

血
ハ
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

里
甲
制
か
ら
保
甲
制
へ
と
い
う
機
械
的
な
把
握
で
だ

け
で
清
代
の
郷
村
組
織
の
賓
態
は
ど
れ
ほ
ど
正
確
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
各
郷
村
に
お
い
て
様
々
な
僚
件
に
規

定
さ
れ
、
必
ず
し
も
保
甲
と
は
重
な
ら
な
い
、
む
し
ろ
保
甲
と
は
別
の
制
度
に
よ
っ
て
運
営
・
維
持
さ
れ
て
い
た
所
も
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で

き
る
。

『
清
闘
行
政
法
』
は
な
お
保
甲
長
と
は
別
に
郷
村
役
に
相
嘗
す
る
も
の
が
存
在
し
、
そ
れ
が
後
世
に

(

2

)

 

至
る
ま
で
存
績
し
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
系
統
的
な
説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
今
日
に
至
る
ま
で

(

3

)

 

の
研
究
蓄
積
に
お
い
て
も
そ
れ
が
十
分
に
明
か
に
さ
れ
て
き
た
と
は
い
い
が
た
い
。

で
は
そ
の
別
の
制
度
と
は
何
か
。

と
こ
ろ
で
、
近
年
、
槍
案
と
呼
ば
れ
る
貫
際
の
行
政
に
用
い
ら
れ
た
原
文
書
の
存
在
が
陸
績
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
結
果
、

そ
れ
ら
を
利

用
し
た
新
た
な
研
究
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
。
中
園
の
郷
村
組
織
の
研
究
に
お
い
て
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
る
聴
取
調
査
と
い
う
方
法
が
有

い
て
は
依
然
と
し
て
文
献
に
論
擦
を
求
め
さ
る
を
得
な
い
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
。
槍
案
を
は
じ
め
と
す
る
地
方
文
献
は
ま
さ
し
く
そ
の
論

-146-

始
以
な
場
合
が
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
二

O
世
紀
の
限
ら
れ
た
覗
き
窓
か
ら
は
類
推
で
き
て
も
寅
謹
で
き
な
い
時
代
の
固
有
な
制
度
の
あ
り
方
に
つ

披
を
提
供
す
る
ま
た
と
な
い
史
料
と
い
っ
て
よ
い
。具

瞳
的
に
は
乾
隆
三

一
年
(
一
七
六
六
)
に
蘇
州
洞
庭
山
地
方
の
土
人
を
も
含
む
地
元
の
民
衆

が
そ
れ
ま
で
度
々
鹿
止
さ
れ
て
は
復
活
し
て
き
た
現
組
と
い
う
郷
村
役
の
禁
革
、
す
な
わ
ち
禁
止
し
た
う
え
で
廃
絶
す
る
こ
と
を
求
め
た
こ
と

本
稿
で
は
以
上
の
貼
を
念
頭
に
置
き
つ
つ

に
は
じ
ま
る
一
連
の
慮
理
過
程
を
通
じ
て
清
代
に
お
け
る
郷
村
組
織
の
貫
態
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
、
併
せ
て
こ
の
よ
う
な
テ

l
マ
に
つ
い
て

研
究
す
る
際
に
利
用
さ
れ
る
地
方
文
献
に
劃
す
る
留
一
一
意
貼
に
つ
い
て
附
言
し
た
い
。

な
お
、
洞
庭
山
と
は
江
蘇
省
西
南
部
に
位
置
す
る
太
湖
上
に
浮
か
ぶ
最
も
大
き
な
二
つ
の
島
を
い
う
。

の
島
を
東
洞
庭
山
ま
た
は
東
山
と
稀
し
た
。

一
九
世
紀
中
頃
に
牢
島
に
な
っ
た
東

そ
こ
か
ら
少
し
離
れ
た
西
の
島
を
西
洞
庭
山
ま
た
は
西
山
と
稽
し
た
。
豚
城
か
ら
四

O
キ

(
4〉

ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
て
い
た
が
、
と
も
に
蘇
州
府
県
勝
の
所
属
で
あ
っ
た
。
現
在
は
呉
服
麻
市
に
麗
し
、
園
家
一
級
自
然
風
景
匿
と
し
て
蘇
州
郊
外

ま
た
、



(
5〉

の
観
光
地
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
は
こ
こ
を
舞
蓋
に
展
開
し
て
い
く
。

『
洞
庭
山
禁
革
現
総
案
』
の
世
界

護
端
は
乾
隆
三
一
年
(
一
七
六
六
)
二
月
三
日
に
西
山
の
土
民
鳳
鳴
徴
、

中
衡
、
呉
龍
光
、
朱
廷
光
等
が
連
名
で
「
現
綿
」
の
存
在
を
再
び
禁
止
し
て
民
害
を
永
遠
に
除
く
よ
う
江
蘇
巡
撫
明
徳
に
上
呈
し
た
こ
と
に
あ

菖
嘉
謀
、
秦
允
周
、
奈
惟
馨
、

徐
景
能
、
鄭
文
皐
、

蒋
恵
嘉
、
鄭

る
。
以
下
は
そ
の
全
文
で
あ
る
。

思
い
ま
す
に
、
洞
庭
山
は
太
湖
の
員
中
に
あ
り
、

士
農
工
商
は
そ
れ
ぞ
れ
生
業
に
安
ん
じ
て
い
ま
す
。
以
前
に
は
鯨
輩
や
地
匪
が
規
則
に

反
し
て
現
総
の
名
目
を
設
け
、
住
民
に
害
を
及
ぼ
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
康
照
三

O
年、

土
民
費
爾
廉
等
が
現
総
を
禁
草
せ
よ
と
の
康

照
年
聞
の
恩
旨
を
恭
受
し
て
各
官
憲
に
要
請
し
ま
し
た
。

そ
れ
は
す
で
に
ご
承
知
の
通
り
で
す
。

碑
文
が
府
署
に
刻
ま
れ
て
い
ま
す
の

-147ー

で
、
そ
の
寓
し
を
提
出
い
た
し
ま
す
。
ま
た
乾
隆
一

一
一
年
に
里
民
孔
輿
蒸
等
が
前
任
巡
撫
の
荘
有
恭
に
要
請
し
て
、
そ
の
決
裁
を
受
け
ま

し
た
。
そ
の
抄
録
を
提
出
い
た
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
思
い
も
よ
ら
な
い
こ
と
に
時
が
経
つ
に
つ
れ
て
弊
害
が
生
じ
て
き
ま
し
た
。
近
年
で

な
お
も
規
則
に
反
し
て
現
総
の
名
目
を
設
け
、
住
民
に
累
を
及
ぼ
す
の
が
い
ま
す
。
彼
ら
は
〔
官
と
現

総
に
充
て
ら
れ
た
民
と
の
〕
聞
に
立
っ
て
そ
の
役
割
を
代
行
し
税
糧
を
侵
蝕
す
る
の
で
、
民
は
税
糧
の
二
重
排
い
に
苦
し
ん
で
い
ま
す
。

は
膏
輩
の
中
に
地
匪
と
共
謀
し
、

ま
た
〔
現
総
に
充
て
ら
れ
た
民
か
ら
そ
の
〕
役
費
を
苛
酷
に
取
り
立
て
、
な
に
か
と
問
題
を
起
こ
し
て
い
ま
す
。
そ
の
う
え
洞
庭
山
の
住

民
は
行
商
一
人
が
大
牢
で
、
家
に
は
女
子
供
が
い
る
だ
け
で
す
。
共
謀
し
た
差
役
は
〔
民
を
〕
脅
し
た
り
崩
し
た
り
し
て
嘗
番
を
割
り
嘗
て

ま
す
。
十
甲
が
年
ご
と
に
順
に
鎗
嘗
し
、
〔
未
納
税
糧
が
生
じ
れ
ば
、
そ
の
〕
税
糧
を
鉾
償
し
て
納
税
確
認
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

田
舎
者
の
民
は
恐
ろ
し
く
な
り
、
膏
血
を
絞
り
銀
を
補
損
し
て

と
甲
ご
と
に
銀
六
、
七

O
雨
に
も
な
り
ま
す
e

こ
れ
ら
の
膏
輩
や
地
匪
は
代
行
で
得
た
金
を
山
分
け
し
て
お
り
、
殺
人
や
盗
難
な
ど
の
事

〔
現
総
の
任
務
を
他
人
に
〕
代
行
し
て
も
ら
い
ま
す
。
そ
の
代
金
は
闘
ご

565 

件
が
起
こ
れ
ば
必
ず
面
倒
を
起
こ
し
ま
す
。
現
総
の
年
番
に
蛍
た
っ
た
家
で
は
ひ
と
た
び
こ
の
酷
い
害
に
遭
う
と
、

一
家
が
崩
壊
し
て
し
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ま
い
ま
す
。
さ
ら
に
巡
司
や
膏
役
が
絶
え
聞
な
く
騒
ぎ
を
起
こ
し
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
積
弊
害
民
の
こ
と
は
奉
げ
た
ら
き
り
が
あ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
、
嬉
し
い
こ
と
に
閣
下
に
お
か
れ
ま
し
て
は
東
南
の
地
を
危
険
か
ら
お
守
り
下
さ
れ
、
民
の
苦
し
み
を
お
心
に
か
け
て
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
の
そ
れ
ゆ
え
巡
撫
の
門
を
叩
き
、
不
法
に
現
総
の
名
目
を
設
け
る
の
を
禁
止
す
る
こ
と
を
重
ね
て
巌
し
く
通
達
し
て
い
た

だ
く
旨
、
懇
願
す
る
次
第
で
す
。
税
糧
に
つ
い
て
は
地
紙
に
責
任
を
負
わ
せ
、
貫
存
の
戸
に
基
づ
い
て
納
税
を
督
促
さ
せ
ま
す
。
殺
人
や

籍
盗
事
件
に
つ
い
て
は
南
郷
り
に
責
任
を
持
た
せ
、
捜
査
・
奉
報
を
行
わ
せ
れ
ば
民
害
は
、
氷
遠
に
除
か
れ
、
膏
震
や
地
匪
〔
の
横
暴
〕
も

跡
を
絶
ち
ま
す
。
重
ね
て
新
た
に
石
に
刻
み
、
永
久
に
運
行
す
る
こ
と
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
善
政
が
山
河
と
と
も
に
襲
わ
る
こ
と
な

く
、
思
津
が
太
湖
と
と
も
に
盛
ん
に
流
れ
れ
ば
、
高
民
は
徳
を
戴
き
重
ね
て
杷
り
、
累
世
美
名
を
遣
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

を
設
け

そ
れ
を
口
買
に
し
て
住
民
を
苦
し
め
て
い
た
。 洞

そ需
の[

地た
方

め
t で
おは
E か

δつ
て

年
膏

ご吏
六や
九地
一匠
)カ3

i9 
廉反
等し
のず

要現

京帝
あじ
り、う

郷
村
役
の
名
目

」
れ
は
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。
す
な
わ
ち

現
聴
を
禁
草
す
る
命
令
が
開
係
部
署
に
通
達
さ
れ
た
。

ま
た
乾
隆
二

一
年
(
一
七
五
六
)

巡
撫
鄭
端
の

に
孔
輿
蒸
等
が
前
任
巡
撫
の
荘
有
恭
に
上
皇
し
、

そ

-148ー

の
決
裁
を
受
け
た
。
近
年
そ
の
弊
害
が
復
活
し
た
の
で
再
び
現
総
の
禁
革
を
巡
撫
に
要
請
す
る
。

て
、
徴
税
は
地
総
の
責
任
で
、
治
安
は
雨
郊
の
住
民
の
責
任
で
そ
れ
ぞ
れ
行
わ
せ
る
こ
と
を
提
案
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
三
日

と
こ
ろ
が
、

現
穂
麿
止
に
伴
う
受
皿
と
し

後
の
二
月
六
日
に
江
蘇
巡
撫
明
徳
か
ら
蘇
州
府
に
通
知
さ
れ
、
検
討
す
る
旨
の
回
答
を
得
て
受
理
さ
れ
た
。

右
の
一
文
は
『
洞
庭
山
禁
革
現
総
案
』
と
稽
す
る
書
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
乾
隆
年
開
、

行
さ
れ
た
政
書
に
分
類
さ
れ
る
も
の
で
、
上
海
の
復
旦
大
拳
闘
書
館
特
臓
閲
覧
室
が
所
蔵
し
て
い
る
善
本
の
一
つ
で
あ
る
。
前
牢
の
『
洞
庭
山

(

6

)

 

一
四
帖
と
を
併
せ
て
一
種
二
加
の
書
と
し
て
編
集
さ
れ
て
い
る
。
編
者
と
し
て

一
八
世
紀
中
頃
に
地
方
政
府
に
よ
っ
て
刊

禁
革
現
総
案
』
三
七
帖
と
後
半
の
『
洞
庭
山
禁
革
現
総
碑
案
』

巻
頭
に
蘇
州
府
知
府
申
夢
璽
、
署
理
太
湖
督
捕
水
利
分
府
張
固
書
、
呉
服
知
鯨
呉
鋲
の
三
名
が
名
を
列
し
て
い
る
が
、
序
文
が
な
く
、
刊
行
目

的
や
背
景
に
つ
い
て
明
言
は
な
い
も
の
の
、
在
地
祉
舎
の
貴
重
な
情
報
を
提
供
し
て
お
り
地
方
文
献
と
し
て
の
債
値
は
小
さ
く
な
い
。
筆
者
の

(

7

)

 

知
る
限
り
復
且
大
撃
闘
書
館
以
外
に
所
磁
す
る
機
関
は
な
く
、
中
闘
に
お
い
て
も
珍
し
い
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。



引
用
し
た
鳳
鳴
徴
ら
の
上
呈
は
そ
の
冒
頭
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
が
、

略
化
し
た
も
の
を
除
け
ば
原
則
と
し
て
表
題
に
従
っ
た
)
。

そ
れ
に
績
く
関
連
文
書
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
(
文
書
の
名
穂
は
遁
宜
簡

O
署
蘇
州
府
正
堂
解
〔
轄
〕
震
積
弊
復
萌
等
事
〔
二
月
一
一
一
日
〕

詳
永
除
積
弊
事
〔
二
月
一
一
一
一
日
〕

O
憲
治
呉
鯨
三
十
五
都
不
等
闘
糧
里
土
民
鳳
鳴
徴
等
具
呈
爵
憲
津
民
蘇
環
請
申

O
署
理
江
南
蘇
州
府
正
堂
海
防
分
府
解
〔
輯
〕
矯
積
弊
復
萌
環
貯
示
禁
永
除
民
累
事
〔
二
月
一
一
一
二
日
〕

。
蓋

治

十
五

o埜
蘇ぶ
州孟
府間

糧
篤里
護士
ZE民
芸鳳
選鳴

徴
績
ェ等
24具

恋雲
監叩

黛蓑
事露
三弊
月安

骨量
月

ノ、

日

O
果
牒
震
積
弊
復
萌
環
績
示
禁
永
除
民
累
事
〔
三
月

一
一
日
〕

O
憲
治
呉
牒
糧
里
土
民
鳳
鳴
徴
等
具
呈
信
用
憲
造
高
民
環
請
動
石

O
江
蘇
按
察
可
蘇
州
布
政
司
矯
積
弊
復
萌
等
事

O
欽
命
江
南
蘇
州
等
慮
承
宣
布
政
使
司
布
政
使
蘇
〔
爾
徳
〕
震

積
弊
復
萌
等
事
〔
五
月
二

O
日〕

O
江
南
江
蘇
等
慮
十
一
府
州
提
刑
按
察
使
司
按
察
使
李
〔
永
書
〕
篤
積
弊
復
萌
等
事
〔
五
月
二
五
日
〕

授
江
南
蘇
州
府
正
堂
申
〔
夢
璽
〕
矯
積
弊
復
萌
等
事
〔
五
月
一
七
日
〕

O
江
南
蘇
州
府
呉
豚
矯
積
弊
復
萌
等
事
〔
六
月
一
一
一
日
〕

蘇
州
府
正
堂
申
〔
夢
璽
〕
矯
積
弊
復
萌
等
事
〔
六
月
一
日
〕

恩
流
千
古
事
〔
四
月
四
日
〕

。
特

O
特
授
江
南
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O
憲
治
呉
豚
土
民
鳳
鳴
徴
等
呈
篤
環
請
撰
文
勃
石
永
禁
恩
垂
不
朽
事
〔
六
月
一
九

O
呉
服
土
民
鳳
鳴
徴
等
呈
震
捧
批
再
呈
叩
順
輿
情
事
〔
六
月
一
一
一
一
一
日
〕

O
特
授
江
南
蘇
州
府
正
堂
申
〔
夢
璽
〕
篤
積
弊
復
萌
等
事
〔
六

月
三
ハ
日
〕

O
特
授
江
南
蘇
州
府
正
堂
申
〔
夢
璽
〕
震
積
弊
復
蘭
環
領
示
禁
永
除
民
害
事

〔
六
月
一
一
六
日
〕

結
論
か
ら
い
え
ば
、
要
請
内
容
は
そ
の
後
若
干
の
修
正
が
加
え
ら
れ
、
同
年
六
月
に
衣
の
諸
黙
の
寅
行
が
承
認
さ
れ
た
。
①
銭
糧
の
催
掛
と

犯
人
の
逮
捕
は
事
情
に
遁
じ
た
在
郷
の
地
縮
の
専
任
と
す
る
。

②
郷
村
の
雑
務
は
聞
ご
と
に
置
か
れ
た
管
兵
が
措
嘗
す
る
。
③
殺
人
や
縞
盗
の

目
、--'重

大
事
件
に
つ
い
て
は
該
賞
す
る
園
の
地
線
が
皆
兵
と
協
同
し
て
調
査
報
告
に
嘗
た
る
。
④
今
後
地
紙
が
非
合
法
に
現
総
の
名
目
を
設
け
、
遊

混
や
匪
徒
が
そ
の
代
行
を
し
た
り
、

巡
検
や
弓
兵
が
燃
の
膏
役
と
結
託
し
公
の
名
に
借
り
て
問
題
を
起
こ
し
た
り
、
在
城
の
地
縮
刷
が
非
合
法
な

雑
役
の
割
り
嘗
て
を
強
要
し
た
り
す
る
こ
と
を
巌
禁
し
、
職
務
怠
慢
の
査
察
官
は
慮
分
す
る
。
⑤
そ
の
内
容
を
刻
ん
だ
石
碑
を
府
署
に
建
て
る

の
み
な
ら
ず
、
洞
庭
西
山
の
住
民
の
摘
金
に
よ
っ
て
府
暑
に
加
え
て
豚
署
と
洞
庭
山
公
所
の
合
計
三
カ
所
に
設
置
す
る
。

以
上
の
事
寛
か
ら
ど
の
よ
う
な
郷
村
組
織
の
貧
態
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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さ
て
、

現
線
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

ま
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ず
、
そ
の
前
身
で
あ
る
経
催
に
つ
い
て
縮
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
経
催
と
は
本
来
は
里
甲
正
役
の
一
部
で
あ
っ
た
銭
糧
の
催
械
、
す
な
わ

ち
徴
牧
と
納
入
の
役
割
が
就
役
負
携
の
軽
減
を
目
的
と
し
て
明
末
に
分
化
・
濁
立
し
た
も
の
で
、

江
蘇
で
は
庚
く
用
い
ら
れ
た
名
穏
で
あ
っ

た
。
も
っ
と
も
そ
れ
は
康
照
元
年
(
一
六
六
二
)
に
巡
撫
韓
世
埼
が
均
田
均
役
法
の
施
行
を
命
じ
た
際
に
併
せ
て
革
除
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て

(
8
)
 

い
た
。

ま
た
、

康
照
二
三
年
(
一
六
八
四
)
に
総
督
子
成
龍
が

里
甲
制
的
倦
役
の
存
在
そ
の
も
の
が
人
民
の
破
産
と
流
亡
を
招
く
と
と
も
に

請
負
代
充
の
温
床
に
な
っ
て
い
る
と
の
理
由
に
よ
り
里
排
(
里
長

・
排
年
)
を
禁
絶
し
た
こ
と
か
ら
、
郷
村
役
は
名
貫
と
も
に
消
滅
す
る
は
ず

(

9

)

 

の
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
蘇
州
府
知
府
直
騰
龍
の
康
照
三

O
年
(
一
六
九
二
一

O
月
二
九
日
開
の
告
示
に
引
く
生
員
費
爾
簾
ら
一

O
徐
名
の
連
名
に
よ
る

呈
詞
に
は
、
禁
絶
後
も
な
お
存
績
す
る
鰹
催
の
委
を
侍
え
て
レ
る
。
費
爾
簾
ら
は
ま
ず
、

「
国
産
が
あ
れ
ば
税
糧
を
納
め
る
こ
と
に
幾
り
は
な

ぃ
。
洞
庭
山
は
湖
心
に
位
置
し
て
お
り
、
住
民
は
〔
豚
城
ま
で
〕
遠
出
し
て
納
税
す
る
の
で

〔
納
期
に
〕
間
に
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
こ
で
経
催
の
設
立
を
唱
え
た
」
と
述
べ
、
経
催
が
嘗
地
で
復
活
し
て
い
た
こ
と
を
謹
言
し
て
レ
る
。
そ
し
て
、

さ
ら
に
「
時
が
経
つ
に
つ
れ

-150ー

て
弊
害
が
生
じ

つ
い
に
閏
賓
が
〔
経
催
の
役
割
を
〕
代
行
し
、
畝
ご
と
に
二
雨
か
ら
一
・
五
爾
の
請
負
費
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ

ま
で
経
催
は
徴
税
を
捨
賞
す
る
だ
け
で
、
刑
事
事
件
や
臨
時
の
夫
役
に
は
闘
興
し
な
か
っ
た
が
、
殺
人
事
件
な
ど
が
起
こ
れ
ば
喜
ん
で
う
ま
い

汁
を
吸
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
つ
い
に
名
を
現
総
と
改
め
た
。
彼
ら
は
郷
曲
に
武
断
し
、

ひ
と
た
び
徴
税
業
務
を
請
負
代
行
す
れ
ば
、
集

め
た
銭
糧
は
未
納
・
侵
蝕
し
な
い
も
の
は
な
く
、
民
は
毎
年
二
重
に
納
税
す
る
こ
と
に
な
る
。
貧
者
が
巌
し
い
査
察
に
遇
う
と
子
供
を
買
ら
な

く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。
現
抑
制
の
官
官
は
骨
髄
を
痛
刺
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
い
、
洞
庭
山
の
郷
村
役
は
、
徴
税
に
業
務
が
限
ら
れ
た
鰹
催
か

(

ω

)

 

そ
れ
が
園
輩
ら
の
利
薮
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
纏
読
さ
れ
て
レ
る
。

ら
警
察
や
雑
役
を
も
含
め
た
業
務
を
非
公
認
で
捨
う
現
総
へ
と
進
化
し
、

ま
た
、
落
正
二
年
(
一
七
二
四
)

一
O
月
に
西
山
の
住
民
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
碑
文
に
見
ら
れ
る
呉
服
肺
知
懸
楊
紹
の
告
示
に
は
、

「
呉
豚
は

康
照
二

O
年
以
後
、
鏡
糧
に
つ
い
て
は
す
べ
て
花
戸
甲
徴
加
を
設
け
て
納
税
戸
を
個
別
に
督
促
す
る
こ
と
に
な
り
、
品
百
年
の
名
目
は
鹿
止
さ
れ

て
久
し
い
。
呉
蘇
所
轄
の
五
一
一
里
み
な
そ
う
で
あ
り
、
全
く
民
の
迷
惑
と
な
っ
て
い
な
い
。
た
だ
洞
庭
西
山
だ
け
は
湖
畔
の
溢
都
な
所
に
あ



〈

江

〉

り
、
嘗
習
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
」
と
あ
り
、

西
山
で
は
な
お
も
年
番
と
し
て
の
嘗
年
、
す
な
わ
ち
現
線
が
存
績
し
て
い
た
こ
と
を

俸
え
て
い
る
。

さ
ら
に
、
乾
隆
-
二
年
(
一
七
五
六
)

二
月
、

蘇
州
巡
撫
荘
有
恭
の
批
に
よ
れ
ば
、

「
鰹
催
・
現
総

・
里
排
の
名
目
が
す
で
に
久
し
く
禁

止
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
承
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
呉
鯨
の
膏
吏
は
ど
う
し
て
な
お
も
敢
え
て
法
を
犯
し
て
騒
ぎ
を
起
こ
す
の

(
ロ
〉

か
。
所
轄
の
府
や
鯨
が
混
同
吏
の
指
固
に
任
せ
て
い
る
の
も
理
解
で
き
な
い
」
と
あ
り
、
在
地
の
郷
村
役
の
名
目
が
な
お
も
存
績
し
て
い
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

鳳
鳴
徴
等
の
乾
隆
三
一
年
(
一
七
六
六
)
の
上
呈
で
問
題
と
さ
れ
た
現
総
は
こ
れ
ら
の
役
割
を
す
べ
て
縫
承
し
て
い
た
。

か
の
禁
令
に
堪
え
て
さ
ら
に
七

O
年
以
上
も
維
持
さ
れ
績
け
た
慣
行
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
現
総
と
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
と

見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
①
職
責
は
、
経
催
が
鏡
糧
の
催
掛
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
に
劉
し
、
警
察
や
臨
時
雑
役
割
蛍
の
業
務
を
も
含
み
、

往
時
の
里
甲
正
役
の
そ
れ
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
②
存
在
自
盟
は
里
甲
制
的
後
役
の
名
目
に
由
来
す
る
も
の
の
、
嘗
時
の
制
度
に
あ
っ
て
は

③
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
西
山
に
あ
っ
て
は
貫
態
と
し
て
存
在

そ
れ
は
ま
た
幾
度

非
合
法
で
あ
り
、
行
政
府
か
ら
は
一
切
の
権
限
が
委
ね
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

-151ー

し
、
年
番
の
形
式
さ
え
も
維
持
さ
れ
て
い
た
。
要
す
る
に
明
末
に
出
現
し
た
里
甲
制
解
瞳
に
伴
う
流
動
化
現
象
が
、

一
O
O年
以
上
経
過
し
た

一
般
に
認
識
さ
れ
て
い
る
制
度
と
は
異
な
る
機
構
の
下
で
事
貫
上
の
郷
村
組

清
代
中
期
に
至
っ
て
も
特
定
の
地
域
に
お
い
て
縫
績
し
て
お
り
、

織
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
洞
庭
山
地
方
の
住
民
は
現
総
を
慶
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
結
果
を
望
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
総
の
存
在
は
や
は
り

弊
害
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
直
接
の
原
因
で
家
庭
が
崩
壊
し
て
し
ま
う
と
い
っ
た
報
告
は
そ
の
貫
情
を
停
え
て
い

る
。
住
民
み
ず
か
ら
が
費
用
を
接
出
し
て
ま
で
三
カ
所
に
石
碑
を
建
て
る
こ
と
を
望
み
、
現
総
鹿
止
の
約
束
を
不
獲
の
も
の
に
し
よ
う
と
し
た

の
も
そ
れ
を
裏
づ
け
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
が
問
題
に
し
た
の
は
郷
村
役
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
里
甲
制
的
絡
役
に
狼
擦
を
持

569 

つ
現
線
の
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
存
績
は
住
民
に
と
っ
て
年
番
割
嘗
の
慣
行
が
守
ら
れ
、
そ
れ
を
名
目
と
す
る
代
行
費
の
支
燐
い
が
果
て
し
な



570 

〈
強
要
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
従
っ
て
彼
ら
は
そ
の
根
擦
を
紹
ち
、

地
総
に
そ
の
権
限
を
委
譲
す
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
な
ら
ば

地
線
と
は
い
か
な
る
基
粧
を
持
つ
郷
村
役
で
あ
り
、
住
民
が
彼
ら
に
期
待
し
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。

『
洞
庭
山
禁
革
現
総
案
』
は
そ
の

瓢
に
つ
い
て
多
く
を
語
ら
な
レ
た
め
、
勢
い
他
の
地
方
文
献
の
助
け
を
借
り
ざ
る
を
え
な
い
。
中
圏
全
瞳
か
ら
見
れ
ば
些
細
な
も
の
で
も
洞
庭

山
地
方
の
住
民
に
と

っ
て
は
大
問
題
で
あ
っ
た
こ
の
顛
末
は
地
方
文
献
で
は
い
か
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

地
方
志
が
体
え
る
郷
村
社
命
田

地
方
祉
舎
の
制
度
を
知
る
た
め
に
は
地
方
志
に
嘗
る
の
が
正
攻
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
レ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ま
ず
地
方
志
に
依
援
し
て
こ
の

問
題
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

は
康
照
二
三
年
〈
一
六
八
四
)
の
江
南
総
督
子
成
龍
に
よ
る
里
排
の
禁
革
後
に
お
け

(

日

)

る
蘇
州
府
一
般
の
郷
村
役
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
情
報
を
提
供
し
て
い
る。

正
を
設
立
し
た
と
あ
る
。

道
光
四
年
(
一
八
二
四
)
に
刊
行
さ
れ
た

『蘇
州
府
士
山
』

ま
ず
務
正

一
二
年

三
七
三
四
〉

に
問
書
を
厳
革
し、

清
書
と
保

。，“

つ
ぎ
に
乾
隆
一
一
年
(
一
七
四
六
)
に
そ
の
清
蓄
を
散
撤
し、

班
蓄
を
設
立
し
た
と
レ
ぅ
。

聞
書
と
は
里
排
の
底
止

後
に
お
い
て
も
な
お
在
地
の
加
籍
管
理
の
必
要
上
設
け
ら
れ
た
書
算
業
務
に
携
わ
る
役
の
一
種
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
国
書
を
鹿
止
し
た
こ
と
に

濠
車
を
分
給
す
る
」

よ
っ
て
「
民
累
は
こ
と
ご
と
く
除
か
れ
た
」
と
い
う
。
そ
の
後
に
設
け
ら
れ
た
清
書
は
、
同
志
の
割
註
に
擦
れ
ば
「
徴
税
加
を
作
成
し
て
易
知

「
闘
中
の
一
躍
の
役
務
を
任
ず
る
」

役
割
を
、

保
正
は
同
じ
く
割
註
に
擦
れ
ば

役
割
を
そ
れ
ぞ
れ
措
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
、
こ
れ
ら
は
順
荘
法
施
行
下
に
お
い
て
新
た
に
設
け
ら
れ
た
郷
村
役
で
あ
っ
た
。
清
書
の
役
割
が
徴
税
加
の
作
成
と
納
税
通
知
書
の
配
布
に

止
ま

っ
た
の
に
針
し
、
荘
書
は
徴
税
加
に
加
え
て
土
地
蓋
帳
を
も
作
成
し
た
。
荘
書
が
設
け
ら
れ
た
の
は
順
荘
法
の
改
良
型
で
あ
る
版
闘
順
荘

(

M

)

 

法
に
村
落
組
織
を
改
革
し
た
こ
と
に
伴
う
も
の
で
あ
っ

た
と
い
う。

こ
の
記
事
は
綬
く
同
治
一
一
一
一
年
(
一
八
七
四
〉
に
編
修
さ
れ
光
緒
八
年
(
一
八
八
二
)
に
刊
行
さ
れ
た
『
蘇
州
府
志
』
に
も
加
筆
の
な
い
ま

(

お

)

ま
に
踏
襲
さ
れ
、
民
園
『
呉
豚
志
』
を
は
じ
め
と
す
る
蘇
州
府
管
轄
諸
燃
の
多
く
の
地
方
志
に
お
い
て
も
ま
た
倍
役
に
つ
い
て
の
記
載
の
下
敷



(
日
山
)

き
と
な
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
は
蘇
州
地
方
の
里
甲
制
解
憧
後
に
お
け
る
郷
村
役
に
つ
い
て
述
べ
た
、

い
わ
ば
公
式
報
告
と
見
な
し
て
よ

ぃ
。
で
は
こ
れ
は
上
述
し
た
洞
庭
山
地
方
に
お
け
る
郷
村
役
の
改
革
の
寅
態
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
も
の
な
の
か
。
少
な
く
と
も
『
蘇
州
府

志
』
の
記
載
が
府
下
の
郷
村
に
お
け
る
諸
賦
況
を
正
し
く
俸
え
て
い
る
限
り
、
そ
れ
は
洞
庭
山
地
方
の
朕
況
と
全
く
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い

は
ず
で
あ
る
が
、
記
載
は
こ
れ
に
止
ま
り
、
地
縮
と
保
正
と
の
闘
係
な
ど
手
掛
か
り
と
な
り
う
る
情
報
を
提
供
し
て
い
な
い
。

一
般
的
に
い
っ
て
清
代
の
地
方
志
の
径
役
に
つ
い
て
の
記
載
は
簡
略
に
過
ぎ
る
感
が
あ
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
二
つ
の
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
第
一
は
清
代
の
地
方
志
が
明
代
の
も
の
に
比
べ
て
径
役
と
い
う
項
目
に
あ
ま
り
紙
撤
を
割
か
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
地
丁
併

徴
に
至
る
明
末
清
初
の
役
法
改
革
の
結
果
、

丁
税
の
麿
止
を
も
っ
て
後
役
の
消
滅
と
見
な
し
、
以
後
の
絡
役
の
記
載
は
簡
略
な
い
し
は
省
略
さ

れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
に
一
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
現
賓
の
郷
村
に
あ
る
い
は
役
的
な
も
の
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

「
み
な
自
分

で
志
願
し
て
引
き
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
時
に
好
劣
な
者
、
が
役
割
嘗
て
の
名
に
借
り
て
小
戸
を
需
索
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
質
、
後
役

(

口

〉

と
は
関
わ
ら
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
一
緒
に
載
せ
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
」
な
ど
と
い
う
記
載
が
乾
隆
以
後
に
刊
行
さ
れ
た
地
方
志
に
は
少
な

か
ら
ず
見
え
、
郷
村
役
は
筏
役
の
劃
象
か
ら
は
ず
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
奉
げ
ら
れ
る
。
第
二
は
地
方
志
の
編
者
の
関
心
に
由
来
す
る
も
の

-153ー

で
あ
る
。
『
清
園
行
政
法
』
は
清
代
の
地
方
行
政
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
「
州
豚
官
た
る
者
、
其
名
は
親
民
官
と
云
ふ
と
難
も
其
質
は
人
民
を
硯

る
こ
と
猶
ほ
路
人
の
如
く
、
私
利
を
営
む
に
波
浪
と
し
て
公
盆
を
顧
み
ざ
る
者
、
比
比
と
し
て
皆
然
る
の
朕
な
り
し
が
故
に
、
其
結
果
と
し
て

地
方
人
民
は
共
同
自
衛
の
必
要
上
、
官
府
の
カ
に
依
頼
せ
ず
し
て
一
郷
村
の
共
同
事
務
を
掛
理
す
る
の
組
織
を
見
る
に
至
り
し
な
る
べ
し
。
郷

村
制
度
の
性
質
果
た
し
て
此
の
如
し
と
せ
ば
、
其
制
度
た
る
や
質
際
上
の
必
要
よ
り
し
て
起
こ
れ
る
も
の
に
し
て
政
府
の
施
設
と
相
聞
せ
ず
。

(
叩
凶
〉

(
原
文
は
句
議
貼
な
し
の
片
仮
名
表
記
)
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
矯
政
者

是
れ
其
保
甲
と
異
な
り
て
舎
典
則
例
等
に
何
等
の
規
定
な
き
所
以
な
り
」

の
み
な
ら
ず
地
方
志
を
編
纂
す
る
際
の
地
元
士
大
夫
一
般
に
も
蛍
て
は
ま
る
。

王
朝
支
配
と
直
接
に
関
わ
ら
な
い
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

(
刊
以
)

た
郷
村
の
諸
吠
況
に
劃
し
て
彼
ら
が
関
心
を
抱
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
地
方
志
に
記
載
を
遣
さ
な
い
一
因
を
作
っ
て
い
る
。

府
志
や
勝
志
と
い
っ
た
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
地
方
志
に
お
い
て
洞
庭
山
地
方
の
郷
村
役
に
つ
い
て
の
情
報
が
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
洞
庭

571 
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山
地
方
そ
の
も
の
に
つ
い
て
個
人
が
語
っ
た

地
方
文
献
に
自
を
向
け
る
の
が
次
善
の
策
と
な
る
。

乾
隆

一
五
年
(
一
七
五
O
〉
に
東
山
の
金
友

理
が
太
湖
周
遊
の
朕
況
を
地
方
志
の
憧
裁
に
倣
っ
て
著
し
た
『
太
湖
備
考
』
と
い
う
書
は
、
地
域
に
密
着
し
た
具
鐙
的
な
情
報
を
記
録
し
て
い

る
。
著
者
は
康
照
年
聞
に
東
山
の
名
族
に
生
ま
れ
、
長
じ
て
呉
莱
庭
の
門
下
に
入
っ
て
経
世
致
用
の
事
を
修
め
た
在
野
の
知
識
人
で
あ
っ

た。

は
乾
隆

一
二
年
(
一
七
四
七
〉

『
太
湖
備
考
』

(

勾

)

れ
て
い
る
。
そ
の
回
賦
の
項
に
附
さ
れ
た
「
東
西
爾
山
禁
革
首
年
現
総
牌
」
な
る
一
文
に
よ
れ
ば
、

に
お
け
る
綿
密
な
貫
地
調
査
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
も
の
で

全
一
六
巻
三
四
項
目
が
列
奉
さ

「
清
朝
が
弊
害
を
廿
早
め
る
に
及
ん
で
善
政

は
府
志
や
豚
志
に
詳
ら
か
な
の
で
、
歴
代
の
役
制
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
載
せ
な
い
。
た
だ
嘗
年

・
現
総
の
名
目
は
東
西
南
山
に
お
い
て
は
な

お
ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
士
民
が
巡
撫
に
禁
止
を
要
請
し
た
。
三
基
の
碑
が
建
っ
た
事
情
を
こ
こ

に
節
録
し
て
参
考
に
備
え
る
」
と

(

公

)

あ
り
、
①
康
照
三

O
年
〈
一
六
九

一
)
に
蘇
州
府
知
府
直
騰
龍
が
紹
督
停
脳
塔
に
東
山
の
現
総
を
禁
革
す
る
こ
と
を
求
め
た
こ
と
、
②
薙
正
三
年

③
薙
正
四
年
(
一
七
三
ハ
〉

瑛
が
府
に
東
山
の
や
同
年
・
現
繍
仰
を
禁
革
す
る
こ
と
を
求
め
た
こ
と
、
の
三
件
を
記
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
碑
文
を
節
録
し
て
い
る
。
①
に
節
録
さ
れ

た
総
督
俸
制
蝿
塔
の
批
は
『
洞
庭
禁
革
現
総
碑
案
』
所
牧
の

「遁
奉
旨
憲
禁
革
現
総
碑
」
の
内
容
と
同
じ
で
あ
る
。
②
に
節
録
さ
れ
た
文
面
は

(

幻

〉

「洞
庭
西
山
禁
革
現
総
碑
」
の
も
の
と
一
致
す
る
。
た
だ
し
、
営
年

・
甲
首
と
現
総
と
の
区
別
が
明
確
で
は
な
く
混
同
が
あ
る
。

③
は
西
山
の

例
に
照
ら
し
て
嘗
年

・
現
総
の
禁
革
を
要
請
し
た
も
の
で
、
内
容
は

「洞
庭
西
山
禁
革
現
綿
碑
」
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
以
上
は
康
照
三

O

(
一
七
二
五
)
に
呉
豚
知
豚
楊
紹
が
府
に
西
山
の
営
年

・
甲
首
を
禁
草
す
る
こ
と
を
求
め
た
こ
と
、

に
呉
服
肺
知
鯨
丹
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年
三
六
九
一
〉
と
薙
正
二
年
(
一
七
二
四
〉
の
改
革
を
裏
づ
け
る
記
事
で
あ
る
が
、
同
じ
く
『
太
湖
備
要
』
に
は

「
造
崩
散
阜
の
業
務
の
必

要
か
ら
鰹
造
〈
地
総
と
も
稽
し
た
)
を
設
け
、
未
納
戸
の
摘
渡

・
督
促
を
行
わ
せ
た
。
経
造
は
助
役
公
固
か
ら
租
米
と
糧
戸
が
所
有
田
畝
放
に
腔

じ
て
出
資
す
る
手
首
て
を
工
食
と
し
た
。
圏
中
の
銭
糧
業
務
は
経
造
の
専
管
に
な
り
、
糧
戸
と
無
関
係
に
な

っ
た
。
だ
が
、
時
が
経
つ
に
つ
れ

て
嘗
年

・
現
線
の
奮
名
を
持
ち
出
し
て
郷
民
を
踊
す
者
が
出
て
き
た
た
め
、
康
照
三

O
年
と
薙
正
三
、
四
の
雨
年
に
東
西
雨
山
の
被
害
佐
民
が

訴
え
出
て
嘗
年

・
現
総
の
名
目
を
禁
草
す
る
旨
の
碑
文
が
建
て
ら
れ
た
。
乾
隆
二
一
年
に
太
湖
水
利
同
知
高
廷
献
が
再
び
禁
令
を
出
し
た
。
ま

た
、
乾
隆

一
四
年
に
は
後
任
の
黄
貝
が
碑
を
建
て
る
こ
と
を
認
め
た
が
、
彼
の
病
死
に
よ
っ
て
貫
現
に
は
至
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
、

よ
り
重



(

お

)

要
な
内
容
が
記
さ
れ
て
お
り
、
地
総
に
つ
い
て
の
新
た
な
情
報
を
提
供
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
地
総
は
経
造
と
も
稽
し
、
現
総
が
完
全

に
鹿
止
さ
れ
る
以
前
か
ら
造
加
散
車
専
業
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
無
給
の
郷
村
役
で
な
か
っ
た
こ
と
が
剣
明
す

る
。
こ
こ
で
い
う
助
役
公
田
と
は
明
嘉
靖
二
七
年
(
一
五
四
八
)
に
呉
豚
知
豚
宋
儀
望
が
設
置
し
た
の
に
始
ま
り
、

呉
豚
で
は
慣
例
と
し
て
縫

績
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
乾
隆
一
五
年
(
一
七
五
O
)
現
在
に
お
レ
て
は
二
八
都
八
九
畝
絵
、

ニ
九
都
上
扇
一
四
八
畝
絵
、

二
九
都
下
扇
二
ハ

一
畝
除
、
三
二
都
一
六

O
畝
徐
、
三
四
都
二

O
五
畝
絵
、
三
五
都
一
一
七
畝
徐
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
東
山
二
八
都
二
園
で
は
貼
役
目

一ニ

O
畝
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、

に
委
ね
ら
れ
、

そ
れ
は
明
末
の
里
人
臭
鵬
程
が
提
唱
し
た
の
に
始
ま
り
、
清
朝
が
嘗
年
を
革
除
し
て
以
来
、
歴
代
鰹
造
の
牧
租

(
引
品
)

田
を
寄
附
し
た
人
戸
に
お
い
て
は
貼
役
銭
が
克
除
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。

地
組
は
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
制
度
的
獲
遷
を
た
ど
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
黙
に
つ
い
て
は
太
湖
周
迭
の
環
境
を
等
し
く
す
る
燃
の
地
方
志

の
中
で
ご
く
稀
で
は
あ
る
が
郷
村
事
情
に
つ
い
て
燭
れ
た
も
の
が
若
干
役
に
立
つ
。
以
下
、

そ
れ
ら
の
記
事
に
雁
援
を
求
め
よ
う
。

こ
の
地
方
の
郷
村
役
に
つ
レ
て
は
、

(お〉

七
〉
に
刊
行
さ
れ
た

『
呉
江
蘇
志
』
に
い
く
ら
か
記
載
が
遣
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
既
に
知
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
薙
正
四
年
(
一
七
二
六
)

一
つ
は
府
城
の
南
、
洞
庭
山
地
方
の
東
に
位
置
す
る
呉
江
豚
の
場
合
で
あ
る
。

乾
隆
一
二
年
(
一
七
四

-155ー

に
呉
江
蘇
知
豚
徐
、
氷
結
が
版
固
法
を
採
用
し
俸
催
を
禁
草
し
て
版
園
経
造
を
選
定
し
た
こ
と
の
按
語
に
は
、
里
排
禁
革
後
に
設
け
ら
れ
た
俸
催

と
そ
れ
が
兼
充
す
る
扇
書
を
慶
止
し
、
別
途
加
書
を
指
定
し
て
経
迭
と
名
づ
け
、
納
税
通
知
書
の
配
布
と
納
税
行
痛
の
確
認
を
行
わ
せ
た
こ
と

な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
光
緒
五
年
(
一
八
七
九
〉
に
刊
行
さ
れ
た
『
呉
江
豚
績
志
』
に
は

同
治
五
年
(
一
八
六
六
)
に
知
豚
沈
錫

華
が
鰹
造
を
禁
革
し
た
際
の
報
告
に
は
、

「
経
造
の

一
役
は
か
つ
て
加
串
を
管
理
・
作
成
し
、
税
糧
事
情
を
了
解
し
て
納
税
戸
を
特
定
す
る
た

め
に
設
け
ら
れ
た
。
本
来
は
地
総
と
い
っ
た
が
、
道
光
初
年
に
石
に
刻
ん
で
永
遠
に
禁
止
し
た
た
め、

つ
い
に
紐
造
と
改
名
し
た
。
:
:
:
た
だ

(お〉

〔
地
絡
を
〕

禁
草
し
た
時
に
お
い
て
そ
の
名
目
を
取
り
去
っ
た
に
過
ぎ
な
い
」
と
あ
る
。
こ

し、

後
の
経
造
は
す
な
わ
ち
先
の
地
価
問
で
あ
る
。

{I73 

地
総
と
は
す
な
わ
ち
薙
正
四
年
(
一
七
二
六
)
の
俸
催
慶
止
に
伴
う
受
け
皿
と
し
て
設
け
ら
れ
徴
税
加
の
管
理

・
作
成
と
納

税
督
促
業
務
を
任
せ
ら
れ
た
経
造
の
前
身
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
経
造
と
本
質
的
に
愛
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
こ

」
か
ら
見
れ
ば
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と
が
知
ら
れ
る
。

い
ま
一
つ
は
府
城
の
北
西
、
洞
庭
山
地
方
の
北
に
位
置
し
、
常
州
府
属
で
は
あ
る
が
同
じ
太
湖
に
郷
接
し
た
地
方
で
あ
る
無
錫
燃
の
場
合
で

あ
る
。
こ
の
地
方
の
郷
村
役
に
つ
い
て
は
、
光
緒
七
年
(
一
八
八
こ
に
刊
行
さ
れ
た
『
無
錫
金
匡
鯨
志
』
に
次
の
よ
う
な
少
し
詳
し
い
記
載

(

幻

)

が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
康
照
初
め
、
経
催
が
鹿
止
さ
れ
た
結
果
、
銭
糧
の
催
掛
は
次
第
に
経
催
と
と
も
に
里
甲
正
役
か
ら
分
化
し
た
総
甲
に
移

る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
現
年
組
甲
と
稽
し
た
。
そ
も
そ
も
業
戸
は
差
径
に
熟
練
せ
ず
、
生
一員
・
監
生
は
通
例
就
役
し
な
い
の
で
人
を
雇
っ
て

代
掛
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、

そ

れ

を

包

線

と

稽

し

た

。

現

年

総

甲

に

本

来

充

て

ら
れ
て
い
る
正
戸
が
捕
ら

え
ら
れ
て
巌
し
い
検
査
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
膏
役
の
詠
求
や
雑
役
の
過
重
負
措
な
ど
、

し
か
し
、

包
組
が
失
隠
す
る
と
、

弊
害
が
多
く
な
っ
た
。

嘉
慶
六
年
(
一
八
O

一
)
、
現
年
総
甲
を
禁
草
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
が
、

そ
の
欣
況
は
獲
わ
ら
な
か
っ

た

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
幾
度
か
の
粁
徐
曲

折
を
経
た
後
の
道
光
二
六
年
(
一
八
四
六
〉
、
巡
撫
李
星
況
が
着
任
し
た
際
、
郷
紳
の
直
訴
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
現
年
総
甲
や
包
総
な
ど
の
名
目

が
永
遠
に
革
除
さ
れ
、
地
保
が
新
た
に
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
地
保
は
各
圃
の
土
民
の
中
か
ら
誠
賞
か

つ
有
能
な
者
を
公
奉
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
と
い
う
。
無
錫
鯨
で
は
里
甲
制
的
後
役
の
性
格
を
残
す
現
年
総
甲
を
道
光
二
六
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
巌
止
し
、
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そ
の
受

け
皿
と
し
て
地
保
を
任
用
し
て
銭
糧
の
催
掛
や
そ
の
他
の
郷
村
業
務
を
委
ね
る
よ
う
に
な
っ
た
事
賓
が
窺
わ
れ
る
。

重
ね
て
求
め
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
嘉
定
牒
の
場
合
で
あ
る
。
嘉
定
燃
は
清
代
に
お
い
て
は
太
倉
直
毅
州
の
麗
豚
の
一
つ
で
、
光
緒

一
一
年

(
一
八
八
五
〉
に
刊
行
さ
れ
た

(

お

)
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
薙
正
四
年
(
一
七
二
六
〉
、
知
牒
趨
向
室
が
、
版
闘
法
の
施
行
に
伴
い
そ
れ
ま
で
の
里
書
〈
牧
糧
を
五
年
ご
と
に
猪
嘗
)
、
塘

長
(
溶
河
を
一

O
年
ご
と
に
措
嘗
)
、
保
正
(
地
方
の
稽
察
を
一
O
年
ご
と
に
捻
蛍
〉
か
ら
な
る
排
年
制
度
を
革
め
、
国
ご
と
に
田
多
者
二
名
を
選
ん
で

『
嘉
定
豚
志
』

tこ
t土

こ
の
時
代
の
地
方
志
に
し
て
は
珍
し
く
径
役
に
つ
い
て
の
詳
し
い
解
説
が
施
さ
れ
て
い

加
書
と
し
、
催
糧
、
溶
河
な
ら
び
に
地
方
の
稽
察
業
務
を
任
せ
た
と
い
う
。
加
害
に
ま
た
寅
力
の
伴
わ
な
い
小
戸
が
嘗
た
り
支
障
を
来
す
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
か
ら
落
正
二

一年

(
一
七
三
四
)
に
知
鯨
程
園
練
に
よ
り
珊
書
が
革
め
ら
れ、

圃
ご
と
に
田
多
の
大
戸
を
選
ん
で
郷
地
に
し
た

と
あ
る
。
郷
地
は
最
初
督
夫
溶
河
の
こ
と
の
み
を
捨
嘗
す
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
や
が
て
地
保
の
名
穏
の
下
に
保
正
の
業
務
を
も
兼
ね
る
よ



う
に
な
っ
た
と
い
う
。

こ
れ
ら
一
一
一
つ
の
周
遁
地
方
志
の
記
載
に
よ
り
、
洞
庭
山
地
方
の
現
総
が
禁
草
さ
れ
て
首
地
の
村
落
行
政
を
措
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る

地
縮
の
制
度
的
な
輪
郭
が
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
洞
庭
山
地
方
の
地
縮
と
は
、
呉
江
蘇
の
経
造
も
し
く
は
地
縮
、
無
錫

鯨
の
地
保
、
嘉
定
勝
の
郷
地
も
し
く
は
保
正
を
も
兼
ね
た
地
保
と
呼
ば
れ
た
郷
村
役
と
系
譜
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
見
な
さ
れ
る
。

い
ず
れ
も
明
代
の
里
甲
正
役
か
ら
涯
生
・
分
化
し
た
銭
糧
催
掛
の
役
(
洞
庭
山
地
方
で
は
経
催
と
い
い
、
奥
江
蘇
で
は
星
排
、
無
錫
豚
で
は
経
催
、
嘉
定

豚
で
は
里
書
と
そ
れ
ぞ
れ
稽
し
た
)
が
、
康
照
年
聞
の
制
度
改
革
に
よ
っ
て
麿
止
さ
れ
た
の
ち
、
必
要
に
磨
じ
て
設
け
ら
れ
た
新
た
な
郷
村
役
〈
洞

庭
山
地
方
で
は
現
線
と
い
い
、
奥
江
蘇
で
は
俸
催
、
無
錫
間
柄
で
は
現
年
総
甲
、
嘉
定
勝
で
は
加
害
と
そ
れ
ぞ
れ
需
閉
し
た
)
が
な
お
も
径
役
的
性
格
を
遣
し
、

つ
い
に
輪
番
制
に
基
づ
か
ず
、

そ
の
た
め
の
就
役
困
難
や
不
法
請
負
を
伴
っ
た
こ
と
に
よ
る
弊
害
を
一
掃
し
え
な
か
っ
た
た
め
、

こ
れ
ま
で
寅

態
と
し
て
業
務
を
擦
っ
て
い
た
人
聞
を
も
っ
て
村
落
行
政
を
携
嘗
さ
せ
る
に
至
っ
た
と
い
う
、
あ
る
種
共
通
の
過
程
を
た
ど
っ
て
い
る
こ
と
が

そ
も
そ
も
地
保
と
は
何
か
。
こ
れ
ま
で
の
一
般
的
理
解
に
お
い
て
は
、
捕
盗
、
糾
察
と
と
も
に
徴
税
、
擬
振
等
の
負
捨
配
分
の
補
助
機
闘
と
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確
認
で
き
る
。

と
り
わ
け
清
末
に
お
い
て
は
南
北
を
通
じ
て
康
く
分
布
し
た
郷
村
役
で
あ
り
、
地
方
に
よ
っ
て
は
保
甲
の
長
で
あ
っ
た
り
、
必
ず

(

m

m

)

 

し
も
保
甲
と
は
重
な
ら
な
い
濁
自
な
も
の
で
あ
っ
た
り
と
様
々
な
ケ
l
ス
が
考
え
ら
れ
る
と
さ
れ
、
「
官
の
威
を
偲
り
て
人
民
に
諸
種
の
弊
害

(

m
山

〉

(

況

〉

を
も
た
ら
す
存
在
」
な
い
し
は
「
糧
戸
よ
り
阻
規
を
需
索
し
て
そ
の
一
部
を
書
吏
・
街
役
に
償
迭
す
る
存
在
」
と
し
て
、
と
り
わ
け
一
九
世
紀

し
て
清
代
、

に
お
い
て
は
民
衆
に
劃
し
て
弊
害
を
も
た
ら
し
た
ク
悪
役
。
の
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
い
る
。
な
ら
ば
洞
庭
山
地
方
の
地
総
も
ま
た
そ
の
よ
う

な
地
保
と
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
否
か
。

地
総
と
は
ど
ん
な
名
前
の
人
聞
が
そ
れ
に
嘗
た
り
、
ど
ん
な
言
動
を
示
し
た
の
か
。
そ
し
て
そ
れ

ぞ
れ
の
郷
村
社
舎
に
お
い
て
い
か
な
る
存
在
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
地
総
の
素
顔
と
で
も
い
う
べ
き
面
に
つ
い
て
は
い
わ
ゆ
る

楢
案
が
濁
自
の
役
割
を
護
揮
す
る
こ
と
に
な
る
。

575 
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区ミ~

生三重

，岡庭山地方略図一時
瓦
v

d
v
a
 

守
太
湖
底
槍
案
』
に
見
る
郷
村
役

幸
い
な
こ
と
に
日
本
の
園
立
園
舎
園
書
館
に
は
『
太
湖
理
民
府
文
件
』

ま
さ
し
く
本
稿
で
取
り
上
げ
る
洞
庭
山
地
方
そ
の
も
の
に
開

(
沼
〉

す
る
槍
案
が
遣
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
楼
案
に
つ
い
て
は
す
で
に
夫
馬
準
氏

(
お
〉

に
よ
る
詳
細
な
解
説
が
あ
り
、
本
稿
で
も
氏
の
命
名
に
従
っ
て
こ
れ
を

と
題
す
る
、

『
太
湖
聴
楢
案
』
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

太
湖
鹿
と
は
蘇
州
府
所
属
の
散
醸
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
本
来
呉
江
蘇

同
里
鎮
に
あ
っ
た
水
利
を
専
門
と
す
る
太
湖
同
知
が
薙
正
二
二
年
(
一
七
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=
一
五
)
に
洞
庭
東
山
に
移
駐
さ
れ
、

そ
の
地
方
の
民
政
を
も
統
括
す
る
こ

と
に
な
っ
た
結
果
、

こ
れ
ま
で
腐
し
て
い
た
呉
燃
か
ら
濁
立
し
た
。

以

来
、
宣
統
三
年
(
一
九
一
一
〉

に
康
止
さ
れ
る
ま
で
一
七
六
年
聞
に
わ
た

っ
て
東
西
二
山
は
「
太
湖
撫
民
府
」
も
し
く
は
「
太
湖
理
民
府
」
の
名
に

よ
っ
て
管
轄
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
役
所
で
保
管
さ
れ
、

そ
の
後

何
ら
か
の
径
路
で
日
本
に
傍
わ
っ
た
文
書
が
す
な
わ
ち
『
太
湖
鹿
楢
案
』

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
清
代
の
橋
案
に
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
系
統
が
あ
る
。

一
つ
は
皇
帝
の
上
議
、
内
閣
や
軍
機
慮
の
指
令
、
中
央
お
よ
び
地
方
の
官

僚
の
上
奏
な
ど
、
清
朝
の
集
権
行
政
に
お
い
て
寅
際
に
や
り
取
り
が
な
さ



れ
た
書
類
と
し
て
紫
禁
城
に
代
々
保
管
さ
れ
、

現
在
そ
の
大
部
分
が
北
京
の
中
圏
第
一
歴
史
槍
案
館
お
よ
び
蓋
北
の
故
宮
博
物
院
(
さ
ら
に
は

中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
)
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
使
宜
上
「
中
央
槍
案
」

と
呼
ぶ
。

も
う
一
つ
は
地
方
の
行
政
機
関

が
護
行
し
た
文
書
で

一
部
は
な
お
中
圏
第
一
歴
史
橋
案
館
が
所
臓
す
る
も
の
の
、
大
部
分
は
全
圏
各
地
の
檎
案
館
に
分
散
所
撤
さ
れ
て
い
る

(
川
品
〉

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
便
宜
上
「
地
方
槍
案
」
と
呼
ぶ
。

中
央
槍
案
の
中
で
地
方
文
献
と
し
て
活
用
で
き
る
代
表
は
『
宮
中
各
慮
橋
案
』
と
『
軍
機
慮
稽
案
』
で
あ
る
。

『
宮
中
各
鹿
楢
案
』
は
宮
中

の
各
種
の
楼
案
を
い
い
、
殊
批
奏
摺
、
官
員
履
歴
阜
、
奏
事
慮
槌
案
の
三
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
の
殊
批
奏
摺
は
地
方
行
政
の
様
々
な

問
題
を
逐
一
中
央
に
報
告
す
る
義
務
を
負

っ
た
総
督

・
巡
撫
か
ら
布
政
使

・
按
察
使
に
至
る
省
級
以
上
の
地
方
高
級
官
僚
を
中
心
と
す
る
上
奏

の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
り
、
康
県
朝
以
降
の
地
方
枇
舎
の
情
報
を
提
供
し
て
い
る
。
現
在
、
北
京
に
約
五

O
蔦
件
、
蓋
北
に
約
一
六
世
間
件
が
残
さ

れ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
本
稿
で
最
も
関
連
の
あ
る
乾
隆
朝
の
漢
文
奏
摺
に
限
れ
ば
北
京
の
二
高
三
千
絵
件
に
劃
し
て
葦
北
は
五
高
九
千
絵
件
を

有
し
て
い
る
。

北
京
で
は
殊
批
奏
摺
を
テ

i
マ
ご
と
に

一
人
類
に
分
け
て
目
録
を
作
成
し
て
お
り
、

そ
の

一
つ
で
あ
る
内
政
類
の
「
保
警
」
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は
保
甲
、
戸
口
調
査
、
無
頼
の
捜
査
、
消
防
、
風
俗

・
治
安
の
維
持
、
お
よ
び
光
緒
末
年
に
始
め
ら
れ
た
警
察
行
政
な
ど
に
闘
わ
る
こ
と
で
あ

(

お

)

る
と
さ
れ
る
。
蓋
北
の
分
は
現
在
『
宮
中
楢
乾
隆
朝
奏
摺
』
と
し
て
年
代
順
に
配
列

・
影
印
さ
れ
た
も
の
七
五
輯
が
す
で
に
刊
行
さ
れ
て
い

(

お

)
る。

他
方
、

『軍
機
虚
構
案
』
と
は
薙
正
七
年
(
一
七
二
九
〉
以
来
の
軍
機
躍
の
文
書
で
あ
り
、

」
の
う
ち
の
「
軍
機
慮
録
副
奏
摺
」
は
軍
機

慮
が
毎
月
京
内
外
官
僚
か
ら
来
る
奏
摺
を
受
け
、
皇
帝
が
株
批
を
輿
え
た
後
、
逐
次
抄
寓
し
牢
月
ご
と
に
一
つ
の
袋
に
入
れ
て
保
存
し
た
文
書

で、

株
批
奏
摺
と
相
互
補
完
す
る
役
割
が
期
待
で
き
る
。

〈

幻

)

さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
北
京
で
は
、
殊
批
奏
摺
と
同
じ
く
一
八
類
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
た
、

乾
隆
朝
に
限
れ
ば
、

北
京
に
約
一
八
寓
件
、

蓋
北
に
約
五
高
件
が
そ
れ
ぞ
れ
所
蔵

『
乾
隆
朝
漢
文
録
副
奏
摺
地
区
検
索
目
録
』

と
い
う
七
八
加
か
ら
な
る
地
区
分
類
の
目
録
(
う
ち
江
蘇
は
二
四
|
三

om)
が
あ
り
、

地
域
に
卸
し
た
検
索
を
可
能
に
し
て
レ
る
。

さ
て
以
上
の
よ
う
な
膨
大
な
数
を
誇
る
中
央
槍
案
に
お
い
て
は
乾
隆
年
聞
の
洞
庭
山
地
方
に
お
け
る
郷
村
役
の
こ
と
は
い
か
に
語
ら
れ
て
い

577 

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

結
論
か
ら
レ
え
ば
、
期
待
に
反
し
て
そ
れ
は
何
も
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
た
し
か
に
総
督
・
巡
撫
お
よ
び
布
政
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使

・
按
察
使
を
中
心
と
す
る
高
級
官
僚
は
管
轄
地
域
内
の
朕
況
に
つ
い
て
逐
一
皇
帝
に
報
告
す
る
の
が
義
務
で
あ
り
、
乾
隆
期
の
中
央
槌
案
も

ま
た
そ
の
よ
う
な
上
奏
で
満
た
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
彼
ら
が
定
期
的
に
報
告
す
る
お
び
た
だ
し
い
数
の
「
地
方
情
形
摺
」

の
ど
れ
を

取

っ
て
も
天
候
や
そ
れ
に
左
右
さ
れ
る
作
柄
の
こ
と
に
終
始
し
、

そ
の
他
の
政
治
報
告
に
し
て
も
、

そ
れ
が
園
家
支
配
に
直
接
関
わ
ら
な
い
も

の
で
あ
れ
ば
例
外
な
く
具
鰻
性
を
紋
き
、

さ
す
が
に
乾
隆
二
二
年

務
正
期
の
殊
批
奏
摺
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
緊
張
感
、
か
係
わ
っ

て
こ
な
い
。

(お〉

(
一
七
五
七
)
に
お
け
る
「
州
豚
編
査
保
甲
」
の
皇
帝
の
命
令
に
劃
し
て
は
、

匠
類
を
稽
査
す
る
こ
と
は
各
省
み
な
既
に
奉
行
し
て
お
り
ま
す
が、

各
省
か
ら
反
腔
が
一
不
さ
れ
た
が

例
え
ば
「
保
甲
を
編
査
し

〔保
甲
加
を
〕
編
造
す
る
こ
と
は
相
首
に
面
倒
で
稽
査
が
む
し
ろ
疎
か
に

(

刊

抑

)

な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
甲
長
は
怠
慢
か
っ
・
無
責
任
で
、
門
牌
も
ま
た
形
骸
化
し
て
お
り
ま
す
」
と
い
う
保
甲
の
普
及
の
困
難
性
が
指
摘
さ
れ
る

だ
け
で
、
在
地
に
お
い
て
治
安
維
持
な
ど
が
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
き
た
か
と
い
っ
た
具
睦
的
な
報
告
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な

ぃ
。
そ
の
原
因
と
し
て
は
、
地
方
に
お
い
て
安
定
し
た
支
配
が
確
立
さ
れ
中
央
で
問
題
に
す
る
よ
う
な
事
件
が
起
こ
ら
な
く
な
っ

た
と
思
わ
れ

-1(iO-

地
方
官
僚
の
朕
況
報
告
が
ル

l
テ
ィ
ン
化
し
て
し
ま
い
薙
正
期
の
よ
う
な
皇
帝
に
よ
る
厳
し
レ
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
な
く
な
っ

た
こ
と

な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
、
前
述
の
よ
う
な
地
方
志
編
纂
の
際
に
お
け
る
士
大
夫
の
在
地
の
出
来
事
に
射
す
る
無
闘
心
と
同
様
の
意
識
が
地
方
官

僚
に
あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
蘇
州
郊
外
の
郷
村
役
の
紋
況
な
ど
、
徐
程
の
こ
と
が
な
い
限
り
奏
摺
に
そ
の
形
跡
を
止

〈

品

切

)

め
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

た
こ
と
、

館
に
所
属
す
る
『
巴
豚
櫨
案
』
で
あ
る
。

こ
れ
に
劃
し
て
『
太
湖
鹿
櫨
案
』
は
も
う
一
つ
の
系
統
で
あ
る
地
方
槌
案
に
属
す
る
。
地
方
槍
案
の
中
で
つ
と
に
有
名
な
の
は
四
川
省
櫨
案

に
及
ぶ
一
一
高
三
千
倉
か
ら
な

そ
れ
は
乾
隆
二
二
年
(
一
七
五
七
〉
か
ら
宣
統
三
年
(
一
九
二
)

り
、
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
限
り
で
年
代
が
最
も
古
く
数
量
が
最
も
多
い
清
代
地
方
檎
案
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

『
太
湖
鹿
槍
案
』
は
『
巴

豚
楢
案
』

の
よ
う
に
大
部
な
も
の
は
な
く
、
ま
た
時
代
を
通
じ
て
燈
系
的
に
残
っ
て
い
る
も
の
で
も
な
い
。

し
か
し
、
清
代
の
洞
庭
山
地
方
の

情
景
を
現
在
に
俸
え
る
唯

一
の
檎
案
で
あ
り、

地
域
に
印
し
た
濁
自
の
ミ
ク

ロ
な
世
界
を
描
き
出
し
て
い
る
黙
で
極
め
て
貴
重
で
あ
る
。
こ
れ

ま
で
そ
の
存
在
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
所
で
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
利
用
し
た
研
究
は
夫
馬
進
氏
の
も
の
を
除
い
て
ほ
と
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ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

『
太
湖
麗
槍
案
』
は
=
二
件
四
九
八
枚
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、

こ
の
な
か
で
と
り
わ
け
本
稿
に
と
っ
て
有
用
な
の
は
第
一
一
件
以
下
の
裁

剣
・
訴
訟
文
書
で
あ
る
。
そ
れ
は
三
件
を
除
い
て
事
件
に
闘
っ
た
地
保
を
具
瞳
名
で
示
し
た
文
垂
直
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
一
九
世
紀
後
半
の
洞
庭

山
地
方
に
お
け
る
郷
村
役
の
貫
態
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
順
を
追
っ
て
地
保
の
登
場
す
る
文
書
を
紹
介
し
て
い
こ
う
。

【

A
】
西
山
三
五
都
一
一
聞
徐
巷
に
住
む
民
人
周
音
卿
が
同
都
一
二
園
徐
巷
に
住
む
民
人
襲
正
林
に
射
し
、
給
金
を
使
い
込
ん
だ
こ
と
を
理

由
に
聾
正
林
が
周
の
荷
物
を
差
し
押
さ
え
た
と
し
て
訴
え
た
案
件
〔
第
二
、
同
治
八
年
(
一
八
六
九
)
二
月
〕
。
こ
こ
で
は
陸
明
鮮
と
沈
在
明
と
い

う
二
人
の
地
保
が
登
場
す
る
。
陸
明
鮮
は
、

使
い
果
た
し
、
依
損
分
を
横
領
し
た
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
い
い
、
ま
た
沈
在
明
は
、

り
ま
す
e

彼
は
襲
正
林
の
庖
で
働
い
て
い
ま
す
。
彼
が
給
金
を
使
い
果
た
し
依
損
分
を
横
領
し
た
か
ど
う
か
は
私
は
全
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

「
襲
正
林
の
染
坊
庖
は
私
ど
も
の
管
内
に
お
り
ま
す
。
聾
正
林
の
庖
員
で
あ
る
周
耳
目
卿
が
給
金
を

「
周
耳
目
卿
の
住
ま
い
は
私
ど
も
の
管
内
に
あ

が
住
む
一
一
固
と
一
一
一
圃
の
地
保
が
謹
人
と
し
て
召
喚
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
は
事
件
そ
の
も
の
の
事
情
は
知
ら
な
い
ま
で
も
、
管
内
の
人
聞
に
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素
よ
り
分
を
わ
き
ま
え
悪
い
こ
と
を
す
る
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
っ
た
旨
の
供
述
を
そ
れ
ぞ
れ
残
し
て
い
る
。
原
告
と
被
告
と
そ
れ
ぞ
れ

つ
い
て
は
十
分
な
知
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

{B]
東
山
二
九
都
一
九
周
濠
里
に
住
む
民
人
宋
惟
動
が
同
都
五
園
金
轡
に
住
む
萎
鳳
林
等
に
劉
し
、
彼
ら
が
集
園
で
暴
力
を
振
る
っ
た
と

し
て
訴
え
た
案
件
〔
第
一
二
、
問
治
九
年
(
一
八
七
O
〉
七
月
〕
。
こ
こ
で
は
陶
正
裕
と
い
う
地
保
が
裁
判
に
召
喚
さ
れ
て
い
る
。

{C}
太
湖
臆
の
皐
役
郭
鳳
に
よ
る
三

O
都
六
園
の
地
保
挑
、
氷
昌
の
行
肢
に
つ
い
て
の
報
告
書
〔
第
二
ニ
、
同
治
九
年
(
一
八
七
O
)
一
一
月
〕
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
挑
永
昌
は
か
つ
て
三

O
都
六
園
の
経
造
を
携
嘗
し
て
い
た
時
、
納
税
期
限
が
迫
っ
た
た
め
妻
の
前
夫
が
所
有
す
る
魚
地
の
地

契
を
携
保
に
借
金
す
る
こ
と
を
郭
鳳
に
託
し
た
。
郭
鳳
は
事
情
を
考
慮
し
て
朱
姓
と
契
約
を
交
わ
し
借
金
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
挑
永
昌
は
返
済

に
庭
じ
な
い
た
め
、
郭
鳳
は
自
分
の
身
に
災
い
が
及
ぶ
の
を
畏
れ
て
訴
え
出
た
、
と
い
う
。
挑
永
昌
が
地
保
で
あ
る
こ
と
は
借
金
の
返
済
担
否

か
つ
て
は
経
造
で
あ
り
銭
糧
業
務
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
、
宅
役
と
い
う
街
役
と
近
い
閥
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行
動
に
と
う
影
響
し
て
い
た
か
定
か
で
は
な
い
が
、
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係
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
知
ら
れ
る
。

{D}
西
山
三
二
都
一
闘
電
山
に
住
む
民
人
柴
粛
卿
が
同
じ
村
に
住
む
葉
元
賓
に
封
し
、
葉
が
借
金
の
返
済
を
迫
り
、
邦
人
の
陳
徳
一
踊
が
結

託
し
て
暴
力
を
振
る
っ
た
と
し
て
訴
え
た
案
件
〔
第
一
四
、
同
治
一

O
年
(
一
八
七
二
二
月
〕
。
柴
の
訴
肢
で
は
三

O
都
と
な
っ
て
い
る
が
、
他
の

附
属
文
書
で
は
三
二
都
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
唐
心
田
と
い
う
地
保
が
登
場
す
る
。
柴
の
訴
肢
に
よ
れ
ば
、
即
刻
唐
心
固
に
訴
え
出
て
官

に
調
査
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
彼
は
「
陳
徳
一
晒
は
自
分
に
理
の
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
醤
者
に
治
療
さ
せ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
の
で
、
訴

訟
沙
汰
に
す
る
に
は
及
ば
な
い
」
と
勘
め
た
た
め
訴
え
を
取
り
下
げ
た
の
だ
が
、

そ
の
後
醤
者
も
爽
も
来
な
い
の
は
明
ら
か
に
雨
者
が
結
託
し

て
言
葉
巧
み
に
踊
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
唐
心
回
は
み
ず
か
ら
の
供
述
で
は
「
葉
元
賓
と
柴
粛
卿
の
紛
争
に
つ
い
て
は
、
私
は
そ
の
場
に

お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
陳
の
一
件
に
つ
い
て
は
私
が
柴
に
勧
告
し
た
の
が
そ
の
原
因
だ
と
い
う
こ
と
を
後
か
ら
知
り
ま
し
た
。
指
示
が
遅
れ
た

だ
け
で
、
結
託
し
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
種
明
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
地
保
は
柴
か
ら
疑
わ
れ
つ
つ
も
同
じ
村
に
住
む
賞
事
者
聞
の
調
停

{E}
東
山
二
六
都
二
園
翁
巷
に
住
む
差
役
金
歪
が
同
じ
村
に
住
む
湯
正
隆
に
針
し
、
湯
正
隆
が
共
謀
し
て
金
歪
の
山
地
を
盗
買
し
た
と
し
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役
と
し
て
の
役
割
を
演
じ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

て
訴
え
た
案
件
〔
第
一
五
、
同
治
一

O
年
(
一
八
七
一
〉
三
月
〕
。
訴
肢
の
な
か
で
湯
正
隆
が
同
圃
の
地
保
藤
正
東
を
仲
介
に
し
て
二
六
都
五
園
大
河

口
に
あ
る
湯
家
停
来
の
山
地
を
金
歪
の
父
金
通
達
に
劃
し
て
抵
嘗
に
入
れ
て
金
を
借
り
た
事
買
を
停
え
て
い
る
。
そ
の
契
約
に
は
勝
正
東
に
加

え
て
沈
明
高
と
湯
永
鮮
の
三
名
が
原
中
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る
。

{F}
東
山
二
九
都
二
一
閏
王
街
前
に
佐
む
胡
張
氏
が
朱
永
錫
等
数
人
に
劃
し
、
彼
ら
が
衆
を
侍
ん
で
夫
胡
正
鮮
に
暴
力
を
振
る
っ
た
と
し

て
訴
え
た
案
件
〔
第
一
六
、
同
治
一

O
年
(
一
八
七
二
三
月
〕
。
地
保
秦
信
和
は
、

「
朱
永
錫
ら
は
皆
私
の
管
内
に
住
ん
で
お
り
ま
す
e

彼
ら
が
胡

正
群
に
傷
を
負
わ
せ
た
と
き
に
は
、
私
は
現
場
に
い
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
の
供
述
を
行
っ
て
い
る
。

{G}
後
山
二
九
都
三
園
楊
濁
に
住
む
監
生
張
文
均
が
葉
天
如
に
劃
し
、
契
買
し
た
房
屋
に
葉
天
如
の
妾
が
勝
手
に
扶
債
を
加
え
る
の
を
許

し
た
と
し
て
訴
え
た
案
件
〔
第
一
九
、
同
治
二
年
(
一
八
七
二
)
九
月
〕
。
こ
こ
で
登
場
す
る
地
保
印
茂
安
は
被
告
た
ち
が
出
頭
を
主
む
事
情
を
太



湖
底
に
報
告
し
、
彼
ら
を
解
迭
で
き
な
い
旨
を
種
明
し
て
い
る
。

{H}
三
O
都
六
園
の
地
保
挑
永
昌
等
が
挑
順
芳
と
そ
の
妻
挑
朱
氏
に
封
し
、
彼
ら
が
圏
内
の
坪
田
の
開
溶
を
許
さ
ず
泥
で
塞
が
っ
て
し
ま

っ
た
こ
と
を
訴
え
た
案
件
〔
第
二

O
、
同
治
一
二
年
(
一
八
七
一
二
〉
五
月
〕
。
挑
、
氷
昌
は
車
頭
と
よ
ば
れ
る
四
名
の
者
と
連
名
で
業
主
の
席
義
庄
に
訴

え
出
る
と
と
も
に
太
湖
聴
に
も
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
挑
永
昌
は

C
の
地
保
と
同
一
人
物
と
思
わ
れ
る
。

{I}
三
六
都
五
園
の
経
造
席
洪
升
が
、

周
園
賓
に
射
し
、
翁
子
隆
の
周
徐
生
か
ら
嘗
買
し
居
住
か
つ
納
税
し
て
い
る
房
屋
を
崇
明
か
ら
洞

庭
山
に
来
た
周
園
賓
な
る
者
が
壊
し
て
買
却
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
報
告
し
た
案
件
〔
第
二
て
同
治
一
二
年
(
一
八
七
三
)
九
月
〕
。
地
保
鄭

少
蘭
は
原
差
郭
鳳
と
と
も
に
太
湖
聴
に
劃
し
周
園
賓
ら
が
命
令
に
従
わ
な
い
旨
を
報
告
す
る
と
と
も
に
周
囲
賓
が
そ
の
土
地
に
か
か
る
税
を
、

郷
少
蘭
に
託
し
て
納
入
す
る
旨
を
約
束
さ
せ
た
文
書
の
保
詮
人
に
な
っ
て
い
る
。
原
差
郭
鳳
は
C
の
宅
役
と
同
一
人
物
と
思
わ
れ
る
。

【

J
}
西
山
三
二
都
一
園
電
山
に
住
む
寡
婦
張
察
氏
が
縫
嗣
張
時
華
に
封
し
、
素
行
不
良
の
た
め
に
養
子
契
約
を
破
棄
す
る
旨
を
申
し
出
た
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案
件
〔
第
二
二
、
同
治
一
二
年
(
一
八
七
三
〉
九
月
〕
。
地
保
唐
心
田
は
、
張
時
華
と
そ
の
父
親
が
宜
輿
へ
採
石
に
行
っ
て
お
り
期
限
通
り
に
召
喚
で

き
な
い
旨
を
述
べ
て
い
る
。
唐
心
田
は

D
の
地
保
と
同
一
人
物
で
あ
る
。

{K}
武
山
三

O
都
六
聞
に
住
む
民
人
夏
園
鮮
が
同
じ
村
に
住
む
丙
茂
輿
に
射
し
、
ザ
内
茂
興
が
夏
園
鮮
の
甥
夏
阿
和
に
恨
み
を
抱
い
て
暴
行

し
た
と
し
て
訴
え
た
案
件
〔
第
二
三
、
光
緒
元
年
(
一
八
七
五
)
六
月
〕
。
こ
こ
で
登
場
す
る
地
保
と
し
て
名
前
が
奉
が
っ
て
い
る
挑
永
昌
は

C
お

よ
び

H
の
地
保
と
同
一
人
物
と
見
て
よ
い
。
夏
園
鮮
の
訴
朕
に
よ
れ
ば
、
丙
茂
興
が
夏
園
鮮
の
桑
葉
を
盗
ん
だ
た
め
捕
え
て
彼
を
地
保
に
引
き

渡
し
た
が
、
地
保
は
え
こ
ひ
い
き
を
し
て
緯
放
し
て
し
ま
っ
た
た
め
丙
茂
輿
は
逆
恨
み
を
し
て
暴
力
に
及
ん
だ
と
い
う
。
夏
園
群
は
ま
た
挑
永

昌
た
ち
が
そ
の
現
場
を
目
撃
し
て
い
る
と
い
う
。
挑
永
昌
自
身
は
、
丙
茂
輿
を
穣
放
し
た
の
は
自
分
で
は
な
い
こ
と
、
事
件
の
あ
っ
た
時
に
は

甑
に
眠
っ
て
お
り
、
現
場
に
腫
け
つ
け
た
時
に
は
丙
茂
輿
は
逃
げ
去
っ
て
い
た
の
で
、
夏
阿
和
が
殴
ら
れ
た
朕
況
は
定
か
で
は
な
い
と
供
述
し

て
い
る
。
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{L}
前
山
二
九
都
二
二
圃
葉
巷
里
に
住
む
寡
婦
鄭
呉
氏
等
が
同
固
に
住
む
夫
の
族
兄
鄭
衡
堂
に
射
し
、
鄭
衡
堂
が
廟
舎
費
を
横
領
し
た
こ
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と
を
訴
え
た
案
件
〔
第
二
四
、
光
緒
元
年
(
一
八
七
五
〉
一
一
月
〕
。
こ
こ
で
現
れ
る
地
保
の
高
正
芳
、
呉
雲
群
、
高
春
山
の
三
名
は
訴
訟
の
立
舎
人

と
し
て
出
頭
し
て
い
る
。

{M}
前
山
二
九
都

一
二
国
廟
演
に
住
む
民
人
高
順
昌
が
岳
母
韓
鄭
氏
に
劃
し
、
寓
順
昌
が
上
海
に
働
き
に
行
っ
て
い
る
聞
に
彼
女
が
妻
の

韓
氏
に
家
財
を
持
ち
逃
げ
さ
せ
た
こ
と
を
訴
え
た
案
件
〔
第
二
五
、
光
緒
二
年
(
一
八
七
六
)
一
月
〕
。
…
地
保
秦
信
和
は
寓
順
昌
の
妻
が
こ
れ
ま
で

ふ
し
だ
ら
で
あ
っ
た
こ
と
を
供
述
し
、
高
順
昌
が
も
と
よ
り
妻
を
凌
虐
し
貰
却
し
よ
う
と
し
た
事
買
が
な
い
こ
と
を
保
護
す
る
一
文
を
作
成
し

て
い
る
。
秦
が

F
の
地
保
と
同
一
人
物
で
あ
れ
ば
、
前
述
の
朱
永
錫
等
は
前
山
二
九
都
一
一
固
に
住
ん
で
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

{N}
前
山
二
九
都
一
一
圃
馬
家
底
に
住
む
婦
人
陳
金
氏
が
王
銀
賓
と
亥
錦
歪
の
二
人
に
封
し
、
そ
の
夫
陳
順
添
を
脅
し
て
白
創
さ
せ
た
と

の
こ
と
で
訴
え
た
案
件
〔
第
二
七
、
光
緒
二
年
(
一
八
七
六
)
五
月
〕
。
こ
こ
で
登
場
す
る
地
保
秦
信
和
も
ま
た
前
二
者
の
地
保
と
同
一
人
物
と
思

わ
れ
る
。
秦
信
和
は
、
「
本
日
初
更
前
、
馬
家
底
の
郷
民
が
私
の
家
に
来
て
い
う
に
は
、
国
民
陳
順
添
が
上
海
で
義
和
客
桟
か
ら
来
た
二
人
に

無
理
や
り
迫
ま
ら
れ
て
自
制
し
た
と
の
こ
と
で
し
た
。
私
は
早
速
陳
順
添
の
家
に
行
き
、
傷
口
の
大
き
さ
を
検
視
し
ま
し
た
が
、
繋
が
塗
ら
れ

て
い
た
た
め
に
傷
の
深
さ
に
つ
い
て
は
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
:
:
:
」
と
の
供
述
を
行
っ
て
い
る
。
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{O]
西
山
三
二
都
五
園
六
村
に
住
む
寡
婦
食
金
氏
が
同
じ
村
で
煙
館
を
聞
い
て
賭
博
を
生
業
と
す
る
蒋
春
徳
に
劃
し
、
彼
が
孫
の
み
凶
鳴
和

の
左
腿
を
万
で
傷
つ
け
た
と
の
こ
と
で
訴
え
た
案
件
〔
第
二
八
、
光
緒
二
年
(
一
八
七
六
)
五
月
〕
。

こ
こ
で
登
場
す
る
地
保
唐
心
田
は

D
お
よ
び

ー
の
西
山
三
二
都
一
園
を
管
轄
す
る
地
保
と
同
一
人
物
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
彼
自
身
「
私
の
圏
内
で
五
月
七
日
の
夕
刻
、
園
民
食
鳴
和

が
蒋
春
徳
に
傷
を
負
わ
せ
た
事
件
は
郷
民
が
そ
れ
ぞ
れ
目
撃
し
て
い
ま
す
。
事
件
が
珊
を
遣
す
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
胡
徳
和
ら
は
蒋

春
徳
を
凶
器
と
一
緒
に
連
行
し
て
き
ま
し
た
。
隠
匿
す
る
つ
も
り
は
な
く
、
速
や
か
に
報
告
す
る
次
第
で
す
」
と
の
旨
の
上
申
書
を
残
し
て
い

る
。
ま
た
事
件
の
起
こ
っ
た
時
は
そ
の
場
に
い
な
か
っ
た
の
で
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と
、

四
月
二
一
日
の
も
め
事
に
つ
い
て
は
自
分
も
耳
に
し

て
い
る
が
目
撃
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
な
ど
を
供
述
し
て
い
る
。
さ
ら
に
散
鳴
和
が
理
由
も
な
く
蒋
春
徳
の
奥
に
入
り
込
み
、
そ
の
妻
と
親

し
く
し
て
蒋
春
徳
に
好
情
を
疑
わ
れ
た
の
は
食
鳴
和
も
ま
た
よ
ろ
し
く
な
い
の
で
、
以
後
前
轍
を
踏
ま
な
い
旨
の
保
謹
書
を
族
人
と
思
わ
れ
る



散
勝
高
と
連
名
で
作
成
し
て
い
る
。

【

P
】
正
二
品
官
葉
長
藷
の
家
属
葉
升
が
同
じ
村
に
住
む
悪
担
周
錦
鮮
に
封
し
、
周
が
後
山
二
九
都
三
園
楊
潤
村
に
あ
り
施
賓
護
に
床
屋
と

し
て
貸
し
て
い
た
庖
の
椅
子
や
机
を
壊
し
た
か
ど
で
訴
え
た
案
件
〔
第
二
九
、
光
緒
二
年
(
一
八
七
六
)
五
月
〕
。

訴
肢
に
よ
れ
ば

三
園
の
地
保

印
茂
安
は
破
壊
さ
れ
た
器
物
や
現
場
に
遣
さ
れ
た
石
に
つ
い
て
既
に
目
撃
し
て
お
り
、

周
錦
鮮
の
不
法
ぶ
り
が
今
に
始
ま
っ
た
も
の
で
な
い
こ

と
を
早
く
か
ら
熟
知
し
て
い
る
と
い
う
。
印
茂
安
自
身
の
供
述
に
は
、

「
五
月
八
日
の
夕
暮
れ
時
に
お
い
て
周
錦
鮮
が
ど
の
よ
う
に
庖
を
壊
し

た
の
か
、
最
初
か
ら
そ
の
場
に
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
の
後
施
貧
瑳
が
私
を
訪
ね
て
き
た
の
で
庖
に
行
き
、
そ
こ
で
は

じ
め
て
器
物
が
破
壊
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
ま
し
た
。
周
錦
鮮
が
や
っ
た
も
の
で
す
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
印
茂
安
は
さ
ら
に
ま
た
周
錦
群

が
害
責
を
受
け
た
後
も
管
理
下
に
置
い
て
取
り
締
ま
る
こ
と
の
保
護
蓄
を
聴
に
提
出
し
て
い
る
。
地
保
印
茂
安
は

G
に
も
登
場
す
る
。

{Q}
西
山
三
二
都
九
園
前
畳
の
民
人
卜
坤
元
が
同
村
に
住
む
馬
寄
方
に
劃
し
、
船
戸
と
結
託
し
て
ト
の
妻
を
誘
拐
隠
医
し
た
か
ど
で
訴
え

た
案
件
〔
第
三
O
、
光
絡
二
年
(
一
八
七
六
)
一
一
月
〕
。
西
山
の
地
保
馬
土
青
の
供
述
に
は
「
本
年
一

O
月
内
に
ト
坤
元
が
我
家
に
来
て
、
妻
が
失
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隠
し
た
が
同
村
の
馬
寄
方
に
誘
拐
隠
匿
さ
れ
た
と
の
噂
が
あ
り
私
に
捜
査
す
る
よ
う
頼
み
ま
し
た
。
私
は
馬
寄
方
が
三
山
に
轄
居
し
て
し
ま
っ

た
の
で
私
の
管
轄
外
で
あ
る
と
言
い
ま
し
た
。

一
O
月
末
、
馬
の
妻
が
病
で
闘
っ
て
い
る
と
聞
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
前
の
こ
と
を
思
い
出
し
調

査
し
ま
し
た
が
、
馬
の
家
に
ト
の
妻
、が
い
る
形
跡
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ひ
ょ

っ
と
す
る
と
ト
は
そ
の
事
質
を
知
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
」
と
あ
る
。

{R}
前
山
二
六
圃
肢
前
の
寡
婦
丙
王
氏
が
鶏
山
に
住
む
陸
永
才
に
劃
し
、
陸
が
契
約
に
反
し
て
欠
租
し
て
い
る
か
ど
で
陸
を
訴
え
た
案
件

〔
第
三
て
光
緒
二
年
三
八
七
六
〉
一
一
月
〕
。
地
保
夏
園
堂
は
「
欠
租
を
返
済
す
る
よ
う
説
得
し
ま
し
た
が
陸
は
鹿
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
は
行

動
が
わ
か
ら
ず
、
評
剣
も
悪
い
の
で
、
放
っ
て
お
く
と
逃
げ
て
し
ま
い
ま
す
」
と
供
述
し
て
い
る。

右
の
一
八
件
の
訴
訟
文
書
か
ら
得
ら
れ
る
洞
庭
山
地
方
の
地
保
に
つ
い
て
の
情
報
は
以
上
で
あ
る
。

前
後
お
よ
び
三
山
の
経
造
に
徴
税
原
簿
に
基
づ
く
加
串
単
簿
へ
の
記
入
を
通
達
し
た
り
、
銀
銭
比
債
に
つ
き
前
後
山
の
地
保
に
掲
示
・
監
督
を

『
太
湖
鹿
檎
案
』
に
は
こ
の
ほ
か

{
S
】

583 
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命
じ
た
り
し
た
署
太
湖
同
知
停
懐
租
の
文
書
〔
第
て
光
緒
八
年
(
一
八
八
二
)
〕
、

エ
白
浮
頭
等
の
所
の
水
草
を
刈
っ
て
匠
船
の
来
往
を
防
止

す
る
監
督
を
各
地
保
に
命
じ
た
太
湖
同
知
陳
-
章
一
錫
の
議
文
〔
第
八
|
て
光
緒
一
二
年
(
一
八
八
六
〉
一

O
月〕、

{U
}沈
正
輿
等
八
名
の
地
保
の
質

名
が
示
さ
れ
た
同
じ
く
太
湖
同
知
陳
章
錫
の
各
通
達
書
〔
第
八
|
=
7
七
、
光
絡
一
一
一
一
年
(
一
八
八
七
)
七
月
〕
、

V
}度
々
登
場
す
る
奏
信
和
を
は

じ
め
と
す
る
六
名
の
地
保
が
名
を
連
ね
て
い
る
林
芝
郷
の
筆
擦
〔
第
九
1

一
、
威
盟

一
O
年
(
一八
六
O
〉
一
O
月〕、

W
}
三
山
の
園
董
秦
景
一
帽
が

地
保
呉
紫
婚
と
連
名
で
提
出
し
た
盗
賊
取
締
り
の
た
め
の
要
望
書
〔
第
九
l
二
、
同
治
一

O
年
(
一
八
七
一
)
五
月
〕
、

{
V
A
}

地
保
周
正
和
と
鰹
造
陶

正
裕
の
南
名
が
中
人
と
な
っ
て
い
る
二
九
都
六
闘
の
絹
貰
文
契
一
張
〔
第
一

O
、
同
治
八
年
(
一
八
六
九
〉
二
月
〕
な
ど
が
あ
る
。

以
上
の
『
太
湖
臆
櫨
案
』
が
俸
え
る
地
保
の
賞
像
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
地
保
の
郷
村
に
お
け
る
業
務
に
ど
の
よ
う

な
も
の
が
あ
っ
た
の
か
。
第
一
は
警
察
業
務
で
あ
る
。
事
件
を
起
こ
し
た
犯
人
が
彼
の
も
と
に
連
行
さ
れ
た
た
め
、
場
合
に
よ
っ
て
は
彼
の
剣

断
の
も
と
に
稗
放
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
大
抵
の
場
合
は
官
に
報
告
す
る
義
務
を
負

っ
た
。
自
殺
死
睦
の
検
視
な
ど
も
そ
の
業
務
に
含
ま
れ

い
う
組
造
は
文
面
か
ら
判
断
さ
れ
る
限
り
徴
税
簿
を
管
理
し
納
税
戸
に
納
入
税
額
を
告
知
す
る
銭
糧
業
務
を
専
管
す
る
郷
村
役
の
よ
う
に
見
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て
い
た
。
第
二
は
銭
糧
管
理
業
務
で
あ
る
。
郷
民
の
毎
年
の
納
税
額
を
掌
握
し
て
い
る
の
は
彼
ら
の
他
に
は
い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

ぇ
、
地
保
と
は
そ
の
職
能
が
匿
別
さ
れ
て
い
る
記
事
も
あ
る
が
、
地
保
が
か
つ
て
経
造
で
あ
っ
た
り
、
同
時
期
に
鰹
造
で
あ
っ
た
り
し
た
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
地
保
と
経
造
と
は
必
ず
し
も
一
境
界
が
明
確
で
は
な
く
、

そ
の
意
味
で
地
保
が
銭
糧
業
務
に
閥
興
す
る
こ
と
は
十
分
あ
り
え
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
第
三
は
郷
村
内
に
お
け
る
調
停
や
契
約
の
際
の
保
誼
な
ど
、
嘗
事
者
聞
の
橋
渡
し
を
行
う
業
務
で
あ
る
。
事
件
の
誼
人
と
し

て
召
喚
さ
れ
た
り
、
被
告
を
裁
判
に
出
頭
さ
せ
た
り
、
訴
訟
の
取
り
下
げ
を
勧
告
し
た
り
、
土
地
買
買
や
養
子
縁
組
の
際
の
中
人
に
な
っ
た
り

と
、
多
様
な
役
割
を
捲
っ
て
い
る
。
第
四
は
郷
村
内
に
お
け
る
水
利
の
監
督
で
あ
る
。
圏
内
の
坪
田
の
管
理
に
責
任
の
一
牟
を
負
っ
て
い
た
。

こ
の
ほ
か
郷
村
内
の
庶
務
全
般
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
次
に
地
保
と
は
ど
ん
な
人
間
だ

っ
た
の
か
。
地
保
は
一
つ
の
闘
を
管
理

し
、
そ
の
闘
の
誰
か
が
事
件
に
関
係
す
る
時
に
は
官
か
ら
召
喚
さ
れ
謹
人
と
し
て
供
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
役
割
を
捲
っ
た
。
供
述
の
中
で

は
、
そ
の
事
件
を
目
撃
し
て
い
る
場
合
と
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
て
い
な
い
場
合
と
が
牢
ば
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
事
件
を
目
撃
で
き
る
ほ
ど
近



く
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
は
圏
内
の
郷
民
に
閲
し
て
は
単
に
名
前
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
人
柄
や
性
格
ま

で
熟
知
し
て
い
た
し
、
事
件
が
起
こ
る
と
す
ぐ
に
郷
民
の
来
訪
を
受
け
る
存
在
で
も
あ
っ
た
。
東
山
で
は
翁
氏
、
席
氏
、
鄭
氏
、
巌
氏
の
四
氏

(

必

)

が
長
期
存
績
の
名
門
宗
族
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
現
れ
る
地
保
の
姓
を
見
る
限
り
、
そ
の
出
身
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
ま
た
、

署
名
に
は
例
外
な
く
「
、
」
な
い
し
は
「
十
」
が
用
い
ら
れ
、
花
押
を
用
い
た
者
は
一
人
と
し
て
い
な
い
。
以
上
の
貼
に
よ
る
限
り
、
地
保
を

携
嘗
し
た
も
の
は
他
の
者
と
同
様
に
同
じ
圏
内
に
住
む
一
般
的
な
郷
民
で
あ
っ
た
蓋
然
性
が
高
い。

『
太
湖
鹿
楼
案
』
が
俸
え
る
洞
庭
山
地
方
の
地
保
の
寅
態
は
地
保
の
新
た
な
イ
メ
ー
ジ
を
我
々
に
提
供
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
見

る
限
り
、
地
保
は
地
域
住
民
を
ひ
た
す
ら
晒
規
需
索
の
劃
象
と
見
な
し
、
常
に
彼
ら
と
封
立
闘
係
に
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
地
域
社
曾

の
多
種
多
様
な
用
件
に
頻
繁
に
騒
り
出
さ
れ
、
地
域
住
民
の
た
め
に
奔
走
し
て
そ
の
利
盆
を
代
表
す
る
役
割
を
演
じ
て
い
た
と
い
う
印
象
を
ぬ

ぐ
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
限
ら
れ
た
地
域
の
限
ら
れ
た
史
料
に
基
づ
く
情
報
に
は
制
約
が
あ
る
。

し
か
し
、
そ
こ
に
は
地
方
志
な
ど
を
通
じ
て
得

勾，
G
U
 

噌
目
会

た
こ
れ
ま
で
の
も
の
と
は
異
な
る
地
保
像
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
恐
ら
く
は
、
乾
隆
期
の
地
縮
も
ま
た
基
本
的
に
こ
れ
と
系
統
を
同
じ

く
す
る
郷
村
役
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。

洞
庭
山
地
方
の
地
線
(
地
保
)
が
携
う
業
務
は
明
代
の
里
長
役
の
そ
れ
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。

里
長
役
と
の
遣
い
は
、
も
は
や
輪
番
制
を
取
ら
ず
、
ま
た
助
役
公
団
や
地
域
住
民
の
醸
金
に
よ
っ
て
そ
の
活
動
基
盤
が
経
済
的
に
保
護
さ
れ
た

専
業
職
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
明
末
清
初
の
里
甲
制
瞳
制
の
解
瞳
と
そ
れ
に
伴
う
流
動
化
傾
向
は
洞
庭
山
地
方
に
お
い
て
秩
序
あ
る
営
み
を

極
め
て
困
難
に
し
て
い
た
。

一
八
世
紀
中
噴
に
お
い
て
そ
の
住
民
が
現
総
麿
止
に
伴
う
受
け
皿
と
し
て
の
郷
村
役
に
求
め
た
も
の
は
か
つ
て
里

甲
制
下
の
郷
村
社
舎
に
お
い
て
十
全
に
機
能
し
て
い
た
郷
村
組
織
の
再
生
、
お
よ
び
そ
の
結
果
と
し
て
の
安
定
へ
の
回
婦
で
は
な
か
っ
た
か
と

思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
里
甲
制
の
よ
う
に
中
央
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
た
組
織
に
あ
ら
ず
、
む
し
ろ
統
制
で
き
な
い
こ
と
を
前
提
に
郷
村

社
舎
の
貫
情
に
卸
し
た
賓
態
的
慣
行
を
そ
の
ま
ま
行
政
が
追
認
す
る
と
い

っ
た
組
織
と
し
て
清
朝
園
家
の
基
層
部
分
を
支
え
て
い

っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
『
太
湖
廃
槍
案
』
が
示
す
情
景
は
、
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主
と
し
て
同
治
八
年
|
光
緒
二
年
(
一
八
六
九
|
一

八
七
六
)
の
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も
の
で
あ
り

『
洞
庭
山
禁
率
現
総
案
』
に
一ホ
さ
れ
た
乾
隆
中
期
か
ら
ほ
ぼ

一
O
O
年
の
隔
た
り
が
あ
る
。
ま
た
、

地
紙
の
名
稽
も
い
つ
し
か

地
保
に
出
現
わ

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
。

し
か
し
、
洞
庭
山
地
方
の
郷
民
は
こ
の

一
O
O年
の
開

一
貫
し
て
郷
村
業
務
を
地
線
な
い

し
は
地
保
に
委

そ
の
睦
制
は
清
末
に
至
る
ま
で
基
本
的
に
媛
化
す
る
こ
と
な
く

綴
抽
相
さ
れ
て
レ

っ
た
も
の
と
考
え
る
。
加
え
て
『
太
湖
聴
楼
案
』
が
護
行
さ
れ
た
時
期
は
、
ち
ょ
う
ど
江
蘇
巡
撫
丁
目
昌
に
よ
る
財
政
改
革
が

ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
郷
村
組
織
を
彼
ら
な
り
に
維
持
し
て
き
た
わ
け
で
あ
り
、

貫
施
さ
れ
、

「
そ
れ
ま
で
の
州
燃
の
行
政
経
費
が
阻
規
に
依
存
し
て
い
た
位
制
を
見
直
し
、
膏
役
か
ら
の
需
索
を
糧
戸
層
へ
の
需
索
で
補
填
し

(
必
〉

て
い
た
地
保
ら
の
随
規
需
索
の
禁
止
が
闘
ら
れ
、
あ
わ
せ
て
地
保
に
代
わ

っ
て
紳
士
層
の
末
端
地
方
行
政
へ
の
参
聾
が
模
索
さ
れ
た
」
と
い
わ

れ
る
時
期
に
重
な
る
。
確
か
に
『
太
湖
鹿
櫨
案
』
の
一
部
に
は
光
緒
年
聞
に
お
い
て
洞
庭
山
地
方
の
紳
董
も
し
く
は
董
事
と
稽
す
る
人
物
た
ち

が
連
名
で
太
湖
鹿
に
提
訴
し
た
文
書
が
何
枚
か
残
さ
れ
て
い
る
が
、

た
だ
そ
れ
と
は
別
個
な
も
の
と
し
て
地
保
は
同
時
期
に
お
い
て
も
郷
村
枇

舎
に
固
有
の
役
割
を
演
じ
て
い
た
の
で
あ
り
、
洞
庭
山
地
方
の
郷
村
組
織
は
、

『
太
湖
底
槍
案
』
に
依
接
す
る
か
ぎ
り
で
は

そ
う
し
た
上
か

-168ー

ら
の
改
革
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
同
変
化
す
る
こ
と
な
く
、

か
つ
安
定
的
に
機
能
し
績
け
て
い
た
よ
う
に
感
じ
る
の
で
あ
る
。

ぉ-

オっ

り

本
稿
で
は
政
書
、
地
方
志
、

そ
し
て
楢
案
と
い
う
三
種
の
性
質
が
異
な
る
も
の
の
同

一
地
域
に
つ
い
て
論
じ
た
地
方
文
献
を
用
い
て
清
代
に

お
け
る
蘇
州
郊
外
の
洞
庭
山
地
方
に
あ
っ
て
里
甲
制
解
鐙
後
の
郷
村
役
が
ど
の
よ
う
な
社
舎
組
織
と
し
て
機
能
し
、

か
つ
存
綾
し
た
か
に
つ
い

て
不
十
分
な
が
ら
考
察
し
た
。
こ
の
作
業
を
通
し
て
得
た
結
論
は
前
節
で
す
で
に
述
べ
た
た
め
、
こ
こ
で
は
地
方
文
献
に
つ
い
て
の
私
見
を
若

干
述
べ
て
締
め
く
く
り
と
し
た
い
。

ま
ず
、
槍
案
史
料
と
は
何
か
に
つ
い
て
考
え
る
。
槍
案
そ
の
も
の
の
意
味
は
保
存
書
類
と
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
史
料
と
し
て
考
え
た

場
合
、
そ
れ
は
質
際
の
行
政
事
務
の
中
で
交
わ
さ
れ
た
文
書
で
あ
り
、
書
き
手
が
そ
れ
を
後
世
に
俸
え
て
何
が
し
か
の
評
債
を
期
待
す
る
意
園

そ
う
い
っ
た
意
味
で
の
レ
わ
ゆ
る
「
生
の
史
料
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
黙
に
お
い
て
は
中
園
で
歴
代
刊
行
さ
れ
て
き
た
官
撰
・

の
な
い
、



私
撲
の
史
書
と
は
そ
の
史
料
的
性
質
が
大
い
に
異
な
る
。

『
洞
庭
山
禁
革
現
総
案
」
に
牧
め
ら
れ
た
文
書
群
は
印
刷
さ
れ
て
お
り
、

不
特
定
多

数
に
よ
る
閲
覧
を
目
的
に
編
纂

・
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
貼
で
は
も
ち
ろ
ん
橋
案
で
は
な
い
。

し
か
し
、
貫
際
の
行
政
事
務
の
中
で
交
わ
さ

れ
た
文
書
を
ほ
ぼ
未
整
理
の
ま
ま
掲
載
し
て
い
る
貼
で
は
贋
義
に
お
け
る
桜
案
史
料
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
政
書
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
分

類
さ
れ
る
文
献
の
中
に
は
そ
う
し
た
形
式
に
よ
る
類
書
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
が
、

そ
れ
ら
は
従
来
十
分
に
活
用
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な

ぃ
。
刊
本
中
に
お
け
る
楼
案
史
料
的
な
も
の
に
改
め
て
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
感
じ
る
。

地
方
志
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
が
地
方
文
献
と
し
て
必
ず
し
も
寓
能
の
史
料
で
な
い
こ
と
を
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
よ

う
に
、
府
志
や
豚
志
の
場
合
、
そ
の
治
下
に
お
け
る
郷
村
の
個
別
事
情
に
即
し
た
内
容
が
そ
の
ま
ま
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
慎
重
な

史
料
考
謹
を
経
な
い
無
限
定
な
引
用
は
慢
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
一
方
で
地
域
に
強
い
閲
心
を
持
ち
地
域
に
密
着
し
た
取
材
に
基
づ
い
て
著

し
た
地
方
志
な
い
し
地
方
志
的
な
も
の
は
重
要
で
あ
る
。
史
料
と
し
て
の
評
債
は
、
編
者
の
在
地
に
お
け
る
ヒ
ト
と
モ
ノ
へ
の
関
心
の
深
さ
と

し、。

-169ー

そ
れ
に
規
定
さ
れ
た
地
方
文
献
|
櫨
案
の
活
用
度
に
よ

っ
て
玉
も
石
に
も
な
る
の
で
あ
り
、
地
方
志
も
ま
た
檎
案
史
料
と
無
縁
で
は
あ
り
え
な

最
後
に
橋
案
そ
の
も
の
に
即
し
て
い
え
ば
、
奏
摺
も
ま
た
地
方
文
献
と
し
て
は
金
科
玉
篠
の
史
料
で
は
な
い
。
郷
村
に
濁
自
の
情
報
源
を
持

た
な
い
古
肉
親
地
方
官
僚
た
ち
の
郷
村
に
つ
い
て
の
報
告
は
時
と
し
て
具
樫
性
を
依
く
こ
と
が
あ
り
、
膨
大
な
件
数
を
誇
る
槍
案
も
単
に
「
牛
が

汗
を
か
く
だ
け
」
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
貼
、
地
方
槍
案
は
属
政
者
の
事
情
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
地
方
行

政
の
手
績
き
を
そ
の
ま
ま
記
録
・
保
存
し
て
い
る
場
合
が
多
く
、
史
料
と
し
て
の
債
値
は
相
封
的
に
高
い
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
そ
れ
が
宿
命

い
ず
れ
も
所
蔵
地
が
分
散
さ
れ
、
閲
覧
に
も
様
々
な
制
約
を
伴
う
た
め
、
残
念
な
こ
と
に
い
ま
だ
十
分
活
用
さ
れ
る
に
至

で
あ
る
と
は
レ
え
、

っ
て
い
な
い
の
が
現
欣
で
あ
る
。

587 

清
代
の
郷
村
組
織
に
つ
い
て
の
質
誼
研
究
は
、
こ
れ
ら
の
地
方
文
献
が
提
供
す
る
断
片
の
中
か
ら
珠
玉
の
記
事
を
丹
念
に
選
び
取
り
、
そ
れ

ら
を
繋
げ
て
復
元
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
郷
村
組
織
は
そ
の
本
嘗
の
委
を
少
し
ず
つ
見
せ
て
く
る
の
で
は
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な
い
か
。
そ
の
意
味
で
は
文
献
を
用
い
た
中
園
郷
村
祉
禽
史
研
究
は
よ
う
や
く
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
本
稿
で

得
た
結
論
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。

註
(

1

)

『
清
園
行
政
法
』
第
一
巻
下
、
一

一一一一一
l
一
二
九
頁
。

(

2

)

『
清
園
行
政
法
』
第
一
巻
下
、
一
二
九
l
一一一一一一頁。

(

3

)

清
代
の
郷
村
組
織
を
論
じ
た
代
表
的
な
研
究
に
、
出
巴

g
同

Em-

n
r
E
P
N
N臣
、
と
の
と
ミ
R
H
H
L

「ヨh
v
q
h
b
目
。
。
ミ
3
N
な
H

V

偽
記
刊
誌
ミ
2
ミ』
V

P
ミ
N
h

ミ・

ω
2
E
O
曲
目

ι
F
O
E
S
-
E
8・
が
あ
り
、
日
本
の
研
究

で
は
、
一
九
六
一
ニ
|
四
年
に
公
に
さ
れ
た
佐
伯
富
「
清
代
の
里
書
」
お

よ
び
「
渚
代
の
郷
約
・
地
保
に
つ
い
て
」
(
と
も
に
佐
伯
富
『
中
園
史

研
究
』
第
二
、
東
洋
史
研
究
舎
、
一
九
七
一
年
、
所
牧
)
が
あ
る
が
、

そ
の
後
の
研
究
は
あ
ま
り
な
い
。
最
近
、
山
本
進
氏
が
「
随
規
需
索
・

規
雄
鍛
迭
鐙
系
に
依
援
し
て
い
た
地
方
行
政
経
費
調
達
シ
ス
テ
ム
が
一

九
世
紀
に
各
省
督
撫
に
よ
っ
て
裁
草
さ
れ
省
レ
ベ
ル
で
の
地
方
財
政
が

形
成
さ
れ
て
い
く
」
と
い
う
持
論
の
一
環
と
し
て
郷
村
役
を
位
置
づ
け

る
試
み
を
行
っ
て
い
る
が
(
山
本
進
「
清
代
江
南
の
地
保
」
『
祉
曾
経

済
史
皐
』
六
一
巻
五
鋭
、
一
九
九
六
年
〉
、
検
討
す
る
徐
地
も
あ
る
。

(
4
〉
民
園
『
英
豚
志
』
巻
二
二
上
、
郷
銀
三
、
輿
地
考
、
に
よ
れ
ば
、
呉

勝
の
二
六
都
か
ら
三

O
都
ま
で
が
洞
庭
東
山
の
管
轄
で
あ
り
、
一
一
一
一
一
都

か
ら
三
八
都
ま
で
が
洞
庭
西
山
の
管
轄
で
あ
っ
た
が
(
一
一
二
都
は
太
湖

に
波
入
し
て
現
存
し
な
い
と
い
う
〉
、
潅
正
二
二
年
(
一
七
三
五
)
に

太
湖
水
利
同
知
を
東
山
に
移
駐
し
、
乾
隆
八
年
(
一
七
四
三
)
に
撫
民

間
知
と
し
た
こ
と
に
よ
り
、
洞
庭
山
東
西
の
二
六
都
|
三
八
都
の
他
、

一
八
都
と
二
五
都
を
加
え
て
太
湖
療
の
管
轄
に
置
い
た
と
い
う
。
ま

た
、
光
緒
三

O
年
(
一
九

O
四
〉
に
は
蘇
州
府
管
糧
遁
剣
を
矯
湖
騰
と

し
、
洞
庭
西
山
に
置
く
三
二
都
か
ら
三
八
都
の
う
ち
三
六
都
を
除
く
六

都
を
そ
の
管
轄
に
置
い
た
と
述
べ
て
い
る
。

(

5

)

洞
庭
東
山
に
つ
い
て
記
し
た
最
近
の
著
作
に
、
醇
利
華
『
洞
庭
東
山

掌
故
』
奥
豚
、

一
九
九
七
年
、

が
あ
り
、
新
編
地
方
志
に
『
洞
庭
東
山

士
山
』
上
海
、
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
九
一
年
、
が
あ
る
。
ま
た
、
首

地
を
封
象
に
し
た
研
究
に
、
井
上
徹
「
宗
族
普
及
の
一
側
面
|
江
蘇
洞

庭
東
山
を
針
象
に
し
て
|
」
『
中
園
l
粧
品
閏
と
文
化
』
二
二
鋭
、
一
九

九
八
年
(
の
ち
井
上
徹
『
宗
族
普
通
化
に
闘
す
る
研
究
』
科
皐
研
究
費

研
究
成
果
報
告
書
、
一
九
九
九
年
、
所
枚
)
が
あ
る
。

(
6
〉
『
洞
庭
山
禁
革
現
総
碑
案
』
に
は
碑
文
と
し
て
「
遵
奉
旨
憲
禁
革
現

総
碑
」
「
洞
庭
西
山
禁
革
現
線
碑
」
「
洞
庭
東
山
禁
革
現
総
碑
」
の
一
一
一

つ
の
碑
文
が
牧
め
ら
れ
て
い
る
が
、
花
口
は
「
洞
庭
西
山
禁
革
現
総
碑

案
」
「
洞
庭
山
禁
革
現
総
碑
」
と
一
定
で
は
な
い
。

(

7

)

『
中
園
古
籍
善
本
室
盲
目
』
史
部
、
上
海
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九

九
三
年
、
二
三
ハ
一
頁
、
に
「
洞
庭
山
禁
革
現
総
案
一
巻
、
禁
革
現
総

碑
案
一
巻
、
清
乾
隆
刻
本
」
と
あ
り
、
復
旦
大
皐
園
書
館
の
み
の
蔵
書

に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
史
料
の
一
部
閲
覧
に
際
し
て
津
田
芳
郎
・
岩

閲
一
弘
雨
氏
の
協
力
を
得
た
こ
と
に
感
謝
す
る
。
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(

8

)

乾
隆
『
蘇
州
府
志
』
各
一
て
田
賦
四
、
徳
役
。

(

9

)

乾
隆
『
江
南
通
志
』
巻
七
六
、
食
貨
志
、
後
役
。

(
叩
〉
『
洞
庭
山
禁
革
現
総
碑
案
』
巻
て
遵
奉
旨
憲
禁
革
現
総
碑
。

(

U

)

ヨ
川
庭
山
禁
革
現
総
碑
案
』
各
て
洞
庭
西
山
禁
革
現
総
碑
。

〈
ロ
〉
『
洞
庭
山
禁
革
現
緯
案
』
巻
て
呉
豚
洞
庭
西
山
糧
里
士
民
鳳
鳴
徴

等
呈
篤
積
弊
復
萌
環
簸
示
禁
永
除
民
害
事
。

(
臼
)
道
光
『
蘇
州
府
志
』
巻
一

O
、
田
賦
三
、
傍
役
。

(

M

)

版
闘
順
荘
法
に
つ
い
て
は
、
山
本
英
史
「
均
田
均
役
法
よ
り
順
延
法

に
至
る
一
一
過
程
清
初
に
お
け
る
呉
江
・
震
津
雨
豚
の
場
合
|
」
『
山

口
大
皐
文
皐
曾
士
山
』
三
二
巻
、
一
九
八
一
年
、
ま
た
、
岩
井
茂
樹
「
江

蘇
省
に
お
け
る
版
園
の
法
と
徴
税
機
構
」
明
清
史
夏
合
宿
の
曾
報
告
レ

ジ
メ
、
一
九
九
八
年
、
参
照
。

(
お
)
同
治
『
蘇
州
府
士
山
』
巻
二
二
、
回
賦
二
、
傍
役
。

〈
叩
山
〉
例
え
ば
、
民
園
『
奥
勝
士
山
』
巻
四
九
、
田
賦
六
、
徳
役
、
な
ど
。

(
口
)
光
緒
『
常
昭
合
志
稿
』
巻
七
、
戸
口
志
、
附
徳
役
。

(
四
)
『
清
園
行
政
法
』
第
一
巻
下
、
二
ニ

O
頁。

(
山
口
〉
地
方
志
の
史
料
的
性
質
に
つ
い
て
は
山
本
英
史
「
中
園
の
地
方
志
と

民
衆
史
」
紳
奈
川
大
摩
中
園
語
事
科
編
『
中
園
民
衆
史
へ
の
視
座
』
新

シ
ノ
ロ
ジ
l

・
歴
史
篇
、
東
方
書
広
、
一
九
九
八
年
、
所
枚
、
参
照
。

(
幼
〉
醇
利
華
「
金
友
理
輿
《
太
湖
備
考
》
」
コ
緑
州
日
報
』
一
九
九
四
年

二
月
二

O
日
(
醇
前
掲
書
所
牧
)
。

(
紅
〉
『
太
湖
備
考
』
巻
五
、
田
賦
、
附
東
西
雨
山
禁
草
嘗
年
現
線
碑
。

(
幻
〉
前
掲
『
洞
庭
東
山
志
』
歴
代
金
石
目
附
待
訪
金
石
目
表
に
「
洞
庭
東

山
糧
里
碑
」
な
る
名
が
あ
り
、
落
正
四
年
の
碑
が
現
存
す
る
可
能
性
を

示
唆
し
て
い
る
(
二
五
二
頁
)
。

(
m
A

〉
『
太
湖
備
考
』
巻
二
ハ
、
雑
記
、
歴
代
役
法
之
弊
。

(
川
崎
〉
『
太
湖
備
考
』
各
五
、
田
賦
、
附
助
役
公
因
。
ま
た
、
附
東
山
二
十

八
都
二
園
貼
役
回
三
十
畝
。

(
お
)
乾
隆
『
呉
江
勝
士
山
』
巻
二
ハ
、
賦
役
五
、
筏
役
。
こ
の
一
文
に
つ
い

て
は
既
に
岩
井
茂
樹
氏
に
よ
る
謬
文
が
あ
る
。
岩
井
前
掲
論
文
八
頁
、

多
照
。

(
お
〉
光
緒
『
奥
江
蘇
績
志
』
省
一
一
、
賦
役
目
、
後
役
、
附
禁
箪
経
、造。

〈
幻
〉
光
絡
『
無
錫
金
匿
豚
士
山
』
巻
二
、
街
役
。
山
本
進
前
掲
論
文
三
八

頁。

〈
お
〉
光
緒
『
嘉
定
豚
志
』
巻
四
、
賦
役
志
中
、
役
法
沿
革
。

(
m
m

〉
巴
色
白
0

・。、.町民同・

3
・
gig-
村
松
砧
次
『
近
代
江
南
の
租
桟

中
園
地
主
制
度
の
研
究
』
東
京
大
皐
出
版
舎
、
一
九
七

O
年
、
三
六
五

l
三
六
六
頁
。

(
鈎
〉
佐
伯
前
掲
書
三
七
七
頁
。

(
担
〉
山
本
進
前
掲
論
文
四
七
頁
。

(
担
〉
園
立
園
舎
聞
書
館
編
『
園
立
園
舎
図
書
館
漢
籍
目
録
』
一
九
八
七

年
、
史
部
、
政
書
類
、
邦
計
之
属
。

(
お
〉
夫
馬
準
「
園
舎
園
書
館
蔵
太
湖
廃
楢
案
に
見
る
訴
訟
と
裁
剣
の
貸
際

ー
そ
の
初
歩
的
知
見
|
」
永
田
英
正
編
『
中
園
出
土
文
字
資
料
の
基
礎

的
研
究
』
科
皐
研
究
費
研
究
成
果
報
告
書
、
一
九
九
三
年
。

(
斜
)
清
代
の
楢
案
に
つ
い
て
は
、
中
圏
第
一
歴
史
楢
案
館
編
『
中
圏
第
一

歴
史
捲
案
館
蔵
楢
案
概
述
』
北
京
、
楢
案
出
版
社
、
一
九
八
五
年
、
侃

道
善
『
明
清
楢
案
概
論
』
成
都
、
四
川
大
皐
出
版
社
、
一
九
九

O
年、

漏
爾
康
『
清
史
史
料
開
学
』
牽
北
、
蔓
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
九
三
年
、

秦
園
経
『
中
華
明
清
珍
捲
指
南
』
北
京
、
人
民
出
版
社
、
一
九
九
四
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年
、
中
圏
第

一
歴
史
稽
案
館
編
『
明
清
捲
案
輿
歴
史
研
究
論
文
選
』
北

京
、
園
際
文
化
出
版
公
司
、
一
九
九
五
年
、
等
参
照
。

(
お
)
一
八
類
と
は
、
①
内
政
、
②
外
交
、
③
軍
務
、
@
財
政
、

⑤
農
業
、

⑤
水
利
、
⑦
工
業
、

③
ェ
商
業
貿
易
、
⑨
交
通
運
輸
、
⑮
工
程
、
⑪
文

致
、
⑫
法
律
、
⑬
民
族
事
務
、
⑬
宗
教
事
務
、
⑬
天
文
地
理
、
⑬
銀
座

革
命
運
動
、
⑫
脅
園
主
義
侵
略
、
⑬
総
合
、
を
い
い
、
内
政
は
さ
ら
に

「
官
制
」
「
控
目
」
「
保
警
」
「
碓
儀
」
「
賑
済
」
「
戊
戊
政
費」

「
簿
備
立
憲
」
「
洋
務
運
動
」
「
文
書
楢
案
」
の
九
類
に
分
け
ら
れ
て

い
る
。

(
叩
山
〉
『
宮
中
檎
乾
隆
朝
奏
摺
』
肇
北
、
園
立
故
宮
博
物
院
、
一
九
八
二
年

ー
。
な
お
、
妥
北
の
故
宮
博
物
院
全
鰻
の
楢
案
に
つ
い
て
は
『
図
立
故

宮
博
物
院
清
代
文
献
捲
案
総
目
』
憂
北
、
園
立
故
宮
博
物
院
、
一
九
八

二
年
、
参
照
。

(
幻
)
侃
道
義
口
氏
は
北
京
の
所
蔵
敷
を
『
軍
機
庭
楢
案
』
全
鐙
で
約
六
七
高

件
と
し
て
い
る
が
、
軍
機
庭
録
副
の
数
は
翠
げ
て
い
な
い
ハ
侃
前
掲
書

三
六
頁
)
。
約
一
八
高
件
と
い
う
数
は
『
乾
隆
朝
漢
文
銀
副
奏
摺
地
区

検
索
目
録
』
に
よ
る
。
他
方
、
盗
北
に
つ
い
て
は
、
故
宮
博
物
院
が

「
軍
機
檎
奏
摺
録
副
」
と
し
て
一
八
九
、
九

O
六
件
を
、
乾
隆
朝
と
し

て
四
七
、
一

O
四
件
の
数
字
を
翠
げ
て
い

る
(
前
掲
『
図
立
故
宮
博
物

院
清
代
文
献
楢
案
徳
目
』
六
一
四
六
一
六
頁
)
。

(
お
)
『
上
議
楢
』
乾
隆
二
二
年
一

O
月
一
一
日
の
上
稔
(
中
圏
第
一
歴
史

楢
案
館
編
『
乾
隆
朝
上
議
稽
』
北
京
、
楢
案
出
版
社
、
一
九
九
一
年
、

第
三
加
、
一

O
一
|
一

O
ニ
頁
、
所
牧
〉
。

(ω
〉
『
珠
批
奏
摺
』
徳
督
管
理
、
江
蘇
巡
撫
事
務
陳
弘
謀
「
奏
盛
岡
欽
奉
上
稔

事
」
乾
隆
二
三
年
七
月
一

O
日
(
中
圏
第
一
歴
史
楢
案
館
蔵
)
。

(
幼
〉
中
央
捲
案
の
中
で
郷
村
役
の
賞
態
を
俸
え
る
こ
と
を
よ
り
期
待
で
き

る
の
は
『
内
閣
刑
科
題
本
』
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
中
圏
各
地
で
設
生
し

た
殺
人

・
閲
般
事
件
を
中
央
に
報
告
し
た
楢
案
で
あ
り
、
官
僚
の
償
値

観
に
関
わ
り
な
く
勃
設
す
る
犯
罪
に
つ
い
て
設
言
す
る
郷
村
役
の
言
葉

が
そ
こ
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
数
量
は
膨
大
で
あ
る
た

め
、
筆
者
は
こ
れ
に
つ
い
て
は
ま
だ
十
分
に
検
討
し
て
い
な
い
。

(
紅
〉
夫
馬
前
掲
論
文
。

(
必
)
井
上
前
掲
醤
六
七
頁
。

(
円
切
)
山
本
進
前
掲
論
文
。
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this change of the levying way.　The peasants got over the rapidly

increasing ｅχpenses by participatingin rural organizations,particularly

qing-miao ｈｕl｡

　　

Qing-miao hui was an organization guarding harvest originally. But

we can conjecture that it was gradually transformed into ａ cooperate

association providing public services such as repairing village roads and

temples in rural society while it was going to perform the task of levying

chaiyao. In fact,thisｅχpanding function can also be found in the qing･

miao hui of the 20 th century.　Based on rural surveys in　the 20 th

century, qing-miao hui not only guarded harvest but also filledthe budget

shortage and labor of local governments.

THE RURAL SYSTEM AND RURAL CLERKS IN THE QING
PERIOD―A STUDY OF LOCAL DOCUMENTS ABOUT THE

　　

DONGTING SHAN 洞庭山DISTRICT,SUZHOU蘇州－

　　　　　　　　　　　　　　　　

Yamamoto Eishi

　　

This paper discusses how the rural clerks functioned and maintained

the social system in the Dongting Shan district of Suzhou by referring to

the three local documents,Ｄｏｎｅtｉｎｇ ＳｈａｎＪｉｎｅｅＸｉａｎｚｏｎｅ:Ａ７１洞庭山禁革

現總案，Taihｕ Ｒｅｉｆｅａｏ太湖備考, andＴａｉｈｕtｉｎｅ Ｄａｎｅ-ａｎ太湖廳槽案.

　　

In 1766 the local government prohibited the χianzong 現總, the rural

clerk system that had many times been abolished but reestablished, and

instead put the general affairs of rural communities into the hands of ａ

new rural clerk system called dizong 地總.　The dibao 地保described in

Taihiｔtｉｎｇ　Ｌ)ａｎｓ-ａｎappear to have devoted themselves to the interests of

the village people and do not suggest the traditional villain.　In ｅ斤ect,

such rural clerks had the same nature as the dizong.

　　

What the people in the Dongting Shan district ｅχpected of the ruriil

clerks in the mid-18 th century was to revive the rural system and thus

ensure stability. The local documents studied here demonstrate that the

structure remained fundamentally unchanged until the end of the Qing

period｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－5－


