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経

認尋

第

五

暁

言合?

叢

(
温
舗
揖
罰
百
捨
五
輪
)

昭
和
八
年
五
月
後
行

第
三
十
六
巻

ヨζ〉

E胴

叢

岡

有

餓

議

の
民
斡
口
化

紳

雄

戸

正

諸

言

九時 φ

、h

世
界
大
戦
前
の
普
魯
西
の
固
有
鋪
道
と
い
へ
ば
業
耽
盆
の
大
に
於
て
実
の
園
家
財
政
に
於
け
る
地
位
ぷ
於
て
淘

に
重
き
を
成
し
た
も
の
で
あ
い
Q

炉
、
我
園
の
固
有
嘩
道
は
其
れ
と
比
鞭
し
て
は
固
よ
り
い
ふ
に
足
ら
ぬ
も
の
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
品
問
ほ
、
我
が
固
有
の
牧
盆
財
産
中
の
雄
で
は
あ
り
、
其
れ
か
ら
奉
げ
ら
る
る
牧
入
は
、
少
く
と
も

業
組
額
に
て
は
買
に
有
ら
ゆ
る
官
業

7
乃
至
官
有
財
産
牧
入
中
の
最
大
な
る
-
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
之
が
利
用
方

法
の
如
何
と
い
ふ
こ
L
」
が
、
国
家
財
政
に
取
り
で
は
最
重
大
な
る
問
題
の
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
特
日
い
近
頃
の

固
有
餓
遁
白
民
地
百
化

第
三
十
六
巻

七
四

第
五
競

Terhalle， Fw_ S_ 107_ Tyszka， Fw_ " AufL S. .3'3 



固
有
敏
道
白
鳥
笹
化

第
三
十
六
巻

七
回

第
五
就

や
う
に
、
国
家
財
政
が
赤
字
に
悩
む
時
代
に
な
る
と
、
此
が
一
居
に
も
重
大
な
る
案
件
と
な
ら
F
る
を
得
芯
い
。

偶
々
、
此
闘
有
の
嘩
追
を
掛
下
げ
て
、
得
た
る
代
金
に
て
去
債
負
携
を
軽
減
し
て
は
何
う
か
と
の
論
が
あ
る
。
業

.
か
何
ほ
ど
か
我
圃
現
下
の
財
政
窮
乏
の
助
け
に
な
る
と
い
ふ
の
は
、
一
万
来
、
我
固
有
錨
港
は
其
経
営
か
ら
し
て
年

々
相
官
の
利
盆
を
生
じ
つ
つ
あ
る
け
れ
ど
も
、
其
は
奉
げ
て
嘩
道
自
身
の
建
設
改
良
に
向
け
つ
つ
め
っ
て
、
査
も

一
般
曾
計
に
繰
入
れ
る
こ
と
な
く
、
〔
日
r
u
d
晴
樹
司
法
お
↑
般
〕
郎
ち
園
家
財
政
の
矯
め
に
寄
輿
す
る
所
は
な
い
の
で

あ
る
。
熱
る
仁
今
若
し
之
eg
民
間
仁
排
下
げ
て
符
に
る
代
金
に
で
公
憤
を
償
還
す
る
と
し
た
な
ら
ば
、
其
矯
め
、

我
直
ー
ミ
h
f一同

r
z
d
h貴
乃
一
作
園
出

b
、

b
官
、
川
刻
中
ル

一
般
岡
家
百
的
の
焼
め
の
会
債
そ
も
償
還
し
、
減
少
し
得
る
こ
と
に
な
り
て
、

業
の
一
般
目
的
の
潟
め
の
公
債
の
減
少
す
る
だ
け
、

一
一
般
舎
計
に
於
け
る
公
債
費
負
携
を
軽
減
し
得
る
か
ら
で
あ

る
。
掬
に
一
臆
尤
も
な
案
の
や
う
に
見
ゆ
る
。
併
し
英
案
が
果
し
て
永
遠
仁
一
旦
り
て
の
国
策
L
」
し
て
得
策
か
何
う

カラ

一
時
目
前
に
は
財
政
上
の
窮
乏
を
軽
く
す
る
と
し
て
も
、
永
遠
に
亘
り
て
財
政
上
有
利
な
り
や
、
園
民
鰹
掛

上
、
枇
曾
政
策
上
.
園
防
上
、
公
安
上
、
交
通
通
信
政
策
上
な
ど
か
ら
も
考
へ
て
有
利
だ
井
一
断
定
し
得
る
や
否

や
、
疑
あ
り
と
す
る
。
む
し
ろ
固
有
錨
遣
に
或
改
遣
を
行
ふ
こ
と
に
よ
り
て
、
財
政
上
嘗
面
の
急
に
も
膳
じ
っ

っ
、
民
間
抑
下
の
場
令
の
却
さ
、
諸
の
弊
害
を
件
は
十
し
で
も
梼
み
得
る
や
う
に
思
ふ
。
却
も
此
圃
有
蟻
遁
を
竿

官
竿
私
の
曾
祉
へ
移
し
、
業
の
約
竿
額
の
株
の
榔
下
を
行
ひ
て
得
に
る
資
金
に
て
此
迄
に
帝
園
鶴
道
と
し
て
負
ひ

た
る
去
債
の
大
部
分
を
償
還
し
、
そ
し
て
其
鍛
造
は
圃
家
の
統
制
下
に
立
ち
、
国
家
会
共
の
利
盆
を
倉
重
し
、
併

し
又
、

一
の
曾
枇
と
し
て
砦
利
的
商
人
的
精
神
を
も
加
味
し
て
艦
普
せ
し
め
た
な
ら
ば
、
比
較
的
仁
会
盆
を
保
持



し
得
て
、
而
か
も
財
政
上
、
経
持
上
等
に
色
有
殻
に
寄
興
す
る
や
う
に
な
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
左
思
ふ
。
業
究

第
を
蕊
に
遁
ペ
て
見
ゃ
う
。

第
一
段

園
有
鐘
遁
島
響
化
の
方
法

先
づ
以
で
固
有
錨
遺
伝
民
営
化
す
る
方
法
か
ら
考
へ
て
見
る
。
そ
し
て
世
に
行
は
れ
て
居
る
普
通
の
方
法
と
、

現
の
提
案
と
を
掛
照
し
て
見
る
左
左
の
如
〈
で
あ
る
。

一
普
通
の
方
法
1
1
i
世
間
に
ど
普
通
仁
考
へ
ら
れ
て
は
川
，
Q

岡
有
儲
抵
の
民
帥
常
化
方
枕
は
、

げ
で
あ
っ
て
、
恨
り
に
帝
幽
鋪
道
を
三
十
三
億
八
千
二
百
高
固
と
評
慣
す
れ
ば
、
其
を
民
閉
じ
凡
べ
て
梯
下
す
る

つ
A
3
0
h
p

之
が
民
間
脚
下

こ
と
に
よ
ち
て
、
国
債
は
其
れ
だ
け
械
少
す
る
こ
と
に
な
り
、
随
ふ
て
、
之
が
利
子
約
一
一
億
七
千
高
固
ほ
ど
を
減

少
し
得
る
や
う
に
な
る
。
た
だ
其
中
に
は
、
嘩
道
曾
計
の
負
擢
に
周
す
る
も
の
が
め
る
か
ら
、
之
を
差
引
〈
L
しき

は
、
結
局
、

一
一
般
曾
計
の
負
携
に
属
す
る
国
債
利
子
と
し
て
は
、
凡
そ
八
千
高
園
ほ
ど
の
も
の
を
滅
少
し
得
、
其

れ
だ
け
此
際
に
於
け
る
財
政
窮
乏
に
濁
し
て
の
緩
和
を
潟
し
得
る
こ
と
に
な
る
課
で
あ
る
。

に
在
の
提
案
ー
ー
ー
は
、
之
と
異
司
り
、
帝
国
盛
遁
を
一
の
特
殊
な
る
株
式
曾
批
正
鴻
し
、
葉
の
株
式
の
字
分
よ
り
も

少
し
詐
り
多
く
(
例
之
、
前
記
三
十
三
億
八
千
二
百
高
固
を
会
き
費
本
左
す
れ
ば
、
十
六
億
九
千
二
百
高
固
だ
け
)

を
政
府
に
保
留
し
、
建
り
の
株
式
(
十
六
億
九
千
高
画
)
を
民
間
に
掛
下
る
。
そ
し
て
其
れ
だ
け
嘩
道
公
債
と
引
換

に
株
式
を
渡
す
こ
左
に
す
れ
ば
、
舗
道
公
債
は
大
部
分
消
却
持
み
と
な
り
、
業
の
残
り
は
い
ふ
に
足
ら
ぬ
も
の
と

固
有
餓
道
の
民
替
化

第
三
十
大
巻

七
四
三

第
五
披
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固
有
鍛
造
の
民
笹
化

第
三
十
六
巻

七
四
四

第
五
披

四

な
る
需
で
あ
り
、
前
記
政
府
持
株
か
ら
生
十
る
配
営
を
偲
り
に
五
分
と
見
て
も
、
入
千
四
百
高
固
か
ら
の
牧
入
が

塞
げ
ら
れ
、
嘩
遁
公
債
の
残
額
の
利
子
等
を
掛
っ
て
宵
ほ
、
八
千
高
囲
内
外
の
盆
金
を
固
庫
に
耽
め
る
こ
と
に
な

h
J
、
前
の
普
通
の
榔
下
方
法
に
よ
り
に
る
と
大
差
な
き
国
庫
財
源
た
り
得
る
の
で
あ
っ
て
、
業
貼
か
ら
し
て
は
、

ニ
案
の
聞
に
甲
乙
な
し
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
。

第
=
段

固
有
錯
逼
民
醤
化
の
得
長

岡
有
儲
議
の
民
借
化
に
改
品
川
段
心
、
d

B

A

如

y
¥
全
民
皆
即
ち
全
部
榔
下
案
と
、
半
官
半
荘
曾
枇
設
立
案
と
の
二

あ
り
と
し
て
、
真
に
現
在
の
官
替
に
よ
る
の
と
三
の
中
、
何
れ
を
採
る
か
と
い
ふ
事
炉
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
o

J
1
金
官
替
に
劃
す
る
、
会
民
皆
及
び
竿
官
竿
民
替
の
長
所
1

1
先
づ
以
て
現
行
の
金
官
替
に
比
し
て
之
が
民
替
化

印
ち
全
民
替
又
は
宇
民
替
の
確
か
に
有
利
な
り
と
認
め
ら
れ
る
賠
を
奉
げ
や
う
。
其
は
既
に
前
段
に
も
い
ふ
遁
ち

で
あ
っ
て
、
現
在
の
会
官
管
下
に
て
は
舗
道
は
国
庫
財
政
の
窮
乏
を
救
ふ
に
足
ら
ぬ
が
、
之
を
民
替
化
す
る
な
ら

ば
、
会
民
替
に
せ
よ
、
宇
民
替
に
せ
よ
、
何
れ
に
し
て
も
約
八
千
寓
固
の
働
力
を
生
み
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
此

財
政
窮
乏
の
一
助
と
い
ふ
事
に
重
き
を
置
く
左
き
に
は
、
之
が
民
轡
化
合
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
や
う
に
な
る
。

尤
も
此
民
替
化
の
刺
盆
に
封
し
て
一
の
故
障
と
な
る
の
は
理
論
的
な
原
則
的
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
其
は
元
来
掛

遣
に
て
は
公
盆
上
の
考
慮
が
重
要

rの
に
、
或
は
蟻
道
其
も
の
が
公
共
的
性
質
を
有
叫
た
も
の
で
あ
る
の
に
官
替

怯
恰
か
も
此
の
公
益
方
針
か
ら
敷
設
し
拒
替
す
る
ザ
れ

E
J
V
、
民
告
は
兎
角
、
会
盆
を
軽
調
し
私
盆
を
重
離
れ
る

Englis， Fw. S. 271. 
Eheberg， Fw. 18 & 19 Au自.日. 112 
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か
ら
、
品
川
事
業
に
営
る
の
に
は
不
通
営
が
と
も
い
ひ
、
或
は
官
替
民
皆
と
も
に
長
短
相
反
す
る
も
の
が
あ
る
け
れ

ど
も
、
大
韓
上
は
官
替
の
方
が
利
多
い
L
」
も
い
ふ
け
れ
ど
色
、
其
は
全
民
畿
を
以
て
会
官
傍
と
封
立
し
た
と
し
て

の
観
察
で
め
り
、
竿
民
替
を
以
て
全
官
替
に
劃
立
す
る
と
き
に
は
、
其
宇
民
替
に
て
は
、
公
盆
倉
重
の
精
神
が
相

官
に
働

t
か
ら
し
て
、
会
民
替
の
如
き
度
に
於
け
る
引
げ
日
は
取
ら
ぬ
こ
と
が
出
来
る

k
い
ひ
得
る
。
即
ち
竿
民

替
な
ら
ば
、
此
貼
に
於
て
甚
し
き
不
都
合
な
く
し
て
、
前
記
財
政
上
の
利
益
を
牧
め
る
こ
と
に
な
ち
得
る
の
で
あ

4
9
0
 

叩
一
人
中
氏
棋
、
会
官
借
に
劉
す
る
年
氏
掛
川
1J

長
所
前
仁
レ
ふ
や
胃
つ
に
し
て
、
年
民
皆
目
会
官
都
口
仁
勝
呂
'
と
も
し
、

得
4
0
0

少
く
と
も
或
特
定
な
る
財
政
必
要
の
存
す
る
事
情
の
下
に
は
会
官
替
よ
り
も
字
民
替
を
謹
む
と
し
得
る
。

併
し
更
に
此
宇
民
替
が
会
民
替
に
勝
る
も
の
も
あ
る
。
其
は
全
民
告
か
ら
し
て
生
守
る
弊
害
を
或
度
ま
で
排
除
し

得
る
か
ら
で
め
る
。
そ
し
て
竿
民
替
に
て
は
会
官
管
の
郵
害
を
も
矯
正
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
ふ
事
が
め
っ
て
、

か
く
し
て
竿
民
替
は
全
民
替
、
会
官
替
の
快
賠
を
矯
正
し
つ
つ
、
業
双
方
の
長
所
を
結
合
保
ザ
し
得
る
こ
と
に
な

り
、
且
つ
前
に
い
ふ
や
う
に
し
て
営
面
の
財
政
利
盆
を
確
保
し
得
る
こ
と
に
も
な
4
0
の
で
、
此
が
一
番
選
、
ひ
ベ
き

色
の
と
認
め
ら
れ
る
。
然
ら
ぱ
如
何
に
竿
民
替
が
、
会
官
替
金
民
地
百
の
利
弊

ee調
整
す
る
か
と
い
ふ
の
に
、
業
れ

は
官
替
、
民
替
の
長
短
を
明
に
し
つ
つ
、
附
設
す
る
を
便
と
す
石
か
ら
、
下
に
之
を
示
さ
う
。
だ
か
ら
し
て
宇
民

替
は
徹
底
的
に
良
き
色
の
左
は
い
ひ
難
い
0

・
飽
迄
も
折
衷
的
中
道
的
の
も
の
で
あ
っ
て
.
其
虞
に
多
少
の
弱
味
色

あ
る
け
れ
ど
も
、
ま
た
恰
も
其
慮
に
長
所
も
あ
る
の
で
あ
る
。

国
有
餓
遁
の
民
帥
営
化

第
三
十
六
巻

第
五
拡

王L

七
四
五
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固
有
織
遵
白
鳥
帥
官
化

七
四
六

第
五
時
硝

第
三
十
六
巻

~ ，、

山
門
会
民
替
の
長
所
に
し
て
全
官
替
の
短
所
七
る
も
の

い
鰹
皆
上
|
|
官
替
と
民
替
と
を
比
較
す
れ
ば
、
官
吏
は
大
韓
、
劣
?
に
商
人
で
あ
ち
、
其
経
替
は
民
替
の

方
が
一
居
合
理
此
に
な
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
業
を
嘩
道
に
つ
い
て
今
少
し
て
細
分
し
て
考
へ
る
と
、

間
民
衆
に
調
し
利
便
営
計
る
の
努
力
ー
ー
か
ら
い
ふ
て
も
、
官
管
下
に
は
営
務
者
の
態
度
が
自
ら
官
僚
的

と
な

b
、
不
親
切
不
忠
賓
と
な
る
嫌
が
あ
る
。
民
瞥
営
務
者
は
之
と
比
較
し
て
は
一
層
、
親
切
忠
買
で
、
公
衆
に

満
足
を
興
へ
る
。
英
は
民
衆
じ
と
ち
て
も
有
盆

rが
、
自
ら
業
績
の
向
上
じ
も
な
品
。

間
荷
容
限
集
の
持
一
力

l
l官
傍
ド
じ
は
常
務
夜
の
之
は
Y
渇
ゅ
の
仰
労
力
も
怠
り
勝
ピ
パ
仙
川
、
民
管
下
に
J
M
常
務

者
は
一
層
英
の
潟
め
の
努
力
を
梯
ひ
、
第
一
の
も
の
と
相
待
っ
て
業
績
を
大
な
ら
し
め
る
。

向
費
用
の
節
約

l
1
前
記
の
も
の
よ
ち
も
一
層
趨
確
な
事
は
、
民
管
下
に
、
官
替
下
よ
り
も
一
層
費
用
の

一
般
に
民
替
の
特
徴
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
や
う
に
、
比
に
て
は
事
務
の
虞
理
手
績

が
一
屠
簡
撃
で
機
敏
仁
も
行
は
れ
‘
責
任
を
以
て
も
蕗
置
せ
ら
れ
、
特
に
貰
買
に
か
け
て
は
一
層
巧
妙
で
も
あ

節
約
一
か
出
来
る
こ
と
で
あ
る
。

り
、
義
明
改
良
を
促
進
し
、
蓮
か
に
之
を
採
り
入
れ
る
こ
と
に
も
な
る
傾
が
あ
る
。
官
替
に
て
は
此
等
の
賠
に
つ

き
民
替
に
劣
り
、
特
に
、
事
獲
に
臨
し
て
迅
惑
に
能
率
の
大
な
蕗
置
の
取
り
得
ら
れ
ぬ
嫌
が
あ
る
。
其
等
の
結
果

は
、
結
局
、
民
替
に
て
は
有
功
な
る
業
績
に
も
拘
ら
や
、
其
割
合
に
費
用
が
一
層
節
し
得
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
に

な
る
。
尤
も
錨
道
と
い
ふ
変
通
業
に
て
は
、
商
業
の
や
う
に
投
機
的
分
子
は
少
〈
、
む
し
ろ
管
理
的
分
子
が
勝
つ
か

ら
、
官
業
に
て
も
営
務
者
の
如
何
に
よ
り
で
は
相
官
の
成
績
を
奉
げ
る
こ
と
が
出
来
、
民
傍
に
比
し
て
の
不
利
は

Moll，a. a. 0・S.217・
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そ
ん
な
に
大
な
も
の
で
は
な
い
。

同
純
盆
の
増
加

!
l前
記
の
事
は
相
待
っ
て
、
官
替
下
に
純
盆
割
合
に
少
に
民
替
下
に
一
層
大
な
る
こ

と
に
な
ら
う
。

A
1
.
固
有
錨
還
を
民
間
に
抑
下
げ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
同
じ
も
の
で
も
一
層
の
純
盆
を
奉
げ
る
こ

と
に
な
ら
う
と
思
ふ
。
そ
し
て
此
勤
は
、
私
の
提
唱
す
る
竿
民
替
に
て
も
、
金
民
替
の
場
合
に
比
し
て
は
劣
る
と

し
で
も
、
官
替
に
比
し
て
は
ま
し
で
あ
り
、
民
替
の
長
所
を
可
な
り
に
牧
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
恰
か
も
濁
逸
の

岡
蛾
曾
枇
と
同
り
や
う
に
、
岡
氏
粧
捕
の
金
曜
刺
症
な
保
持
し
つ
つ
、
而
h
r

・
也
商
人
的
原
則
に
従
て
艦
佳
き
る
る

乙
止
が
出
来
ゃ
う
。
尤
も
近
‘
山
間
は
、
岡
崎
町
口
鶴
単
に
で
も
、
都
し
〈
比
商
人
的
精
神
に
よ
り
て
管
理
す
ぺ
き

J

も
の
だ

と
も
い
は
れ
、
賓
際
に
も
偽
闘
に
於
げ
る
圃
有
鶴
港
に
て
は
、
や
は
り
、
此
事
を
加
味
し
て
居
る
と
も
い
ふ
炉
、

其
に
し
て
も
其
加
味
掛
酌
の
度
合
は
、
所
詮
、
民
替
や
、
竿
民
替
の
場
合
ほ
ど
に
強
い
も
の
で
は
あ
り
特
ぬ
。
だ

か
ら
し
て
夫
の
固
有
嘩
遣
を
竿
民
管
に
移
し
た
暁
に
、
政
府
に
牧
納
す
V

へ
き
財
政
上
の
牧
盆
は
、
現
下
の
官
管
下

に
て
計
算
し
た
も
の
よ
り
も
幾
ら
か
多
く
な
る
こ
と
が
出
来
る
可
能
性
も
め
る
。
(
尤
も
後
に
い
ふ
反
費
勢
力
も
働

く
か
ら
、
確
か
に
然
り
と
は
諌
言
し
得
ぬ
)

め
園
民
経
済
上
ー
ー
か
ら
い
ふ
と
、
民
管
下
に
は
、
経
掛
界
の
賓
情
を
精
密
に
調
べ
て
此
に
基
き
、
其
に
遁

切
な
る
施
設
を
錯
し
、
親
切
便
利
な
る
+
ノ
ー
ビ
ス
を
供
し
、
殺
明
改
良
を
も
促
進
し
更
仁
之
を
迅
速
に
採
用
し
、

以
て
鰹
梼
界
の
後
展
に
貢
献
す
る
。
ま
た
、
利
益
多
き
蕗
に
設
備
を
充
賓
す
る
こ
主
に
な
り
て
、
や
が
て
経
済
上

の
必
要
の
大
な
蕗
に
葉
設
備
を
完
整
す
る
ひ
と
に
依
り
て
鰹
掛
昇
の
需
要
に
鹿
中
る
。
此
等
の
賠
に
つ
い
て
は
、

圏
有
鍛
造
由
民
島
一
化

第
三
十
六
血
管

第
五
競

七

七
四
七
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固
有
鍛
道
白
民
帥
官
化

第
三
十
六
品
位

第
五
時
肌

七
四
人

i¥. 

官
管
下
に
も
相
嘗
に
析
は
れ
る
こ
と
い
ふ
を
待
た
ぬ
が
、
併
し
葉
が
民
替
に
比
し
て
は
劣
る
の
で
あ
り
、
竿
民
営

は
其
中
間
に
あ
り
と
す
る
。
た
だ
民
管
下
に
は
、
動
も
す
れ
ば
賃
率
を
漏
占
的
に
高
〈
定
め
る
こ
と
に
よ
り
て
鰹

端
何
界
を
腫
迫
せ
・
?
や
と
の
心
配
は
あ
る
が
、
此
に
は
其
を
あ
ま
り
に
高
〈
す
れ
ば
、
多
少
は
競
争
交
通
機
関
の
現

は
れ
る
可
能
性
も
あ
る
し
、
又
、
賃
金
伝
高
ー
し
て
荷
容
を
少
く
す
る
よ

h
色
、
之
佐
或
度
ま
で
安
く
し
て
荷
客

を
多
く
す
る
を
利
と
す
る
の
貼
も
あ
っ
て
、
左
ま
で
高
く
す
る
こ
と
に
は
臨
賭
す
る
で
も
あ
ら
う
し
、
更
に
其
の

あ
ま
り
に
高
き
こ
と
が
、
岡
民
極
構
上
不
得
策
と
見
ら
る
る
と
き
は
、
国
家
が
統
制
し
て
、
之
仁
制
慨
を
加
ふ
る

こ
B

と
も
出
航
る
か
も
、
左
し
て
心
配
す
あ
に
此
ぱ
刷
。
特
に
平
氏
俊
一
下
に
は
、
政
府
は
持
株
主
と
し
て
の
権
利
一
ぽ

用
ゐ
で
も
之
に
制
抑
を
鶏
し
得
て
、
一
層
好
都
合
で
あ
る
。

は
財
政
上
ー
ー
か
ら
い
ふ
と
、
官
管
下
に
は
種
々
の
不
都
合
が
あ
る
。

川
第
一
、
官
替
下
に
は
其
盆
金
が
岡
庫
に
牧
め
ら
る
る
と
し
て
(
我
国
に
て
は
官
管
鶴
港
の
盆
金
が
一
般

曾
計
の
助
に
は
な
ら
ぬ
が
)
、
其
牧
額
の
動
揺
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
。
実
は
財
政
ξ
し
て
は
迷
惑
で
あ

r

る
。
民

替
下
に
於
け
る
錨
道
に
劃
す
る
租
税
等
に
し
て
も
膏
し
く
此
動
揺
性
を
有
つ
が
、
業
程
度
は
伎
に
比
し
て
は
低
い

と
い
ふ
こ
左
を
得
る
。
尤
も
此
官
業
収
入
の
動
揺
に
劃
し
て
は
調
悌
に
例
の
あ
る
や
う
に
平
準
々
備
金
制
を
設
〈

る
こ
と
に
よ
り
て
排
除
し
得
る
か
ら
、
此
貼
を
左
迄
高
〈
評
債
す
る
に
は
営
ら
な
い
。
向
ほ
此
黙
を
官
業
の
一
快

貼
と
す
れ
ば
、
宇
民
替
に
て
は
或
度
ま
で
実
弊
を
受
け
る
こ
と
に
は
な
る
。

向
次
ぎ
に
、
民
管
下
に
て
は
、
官
管
下
に
て
取
り
得
な
か
っ
た
各
種
の
租
税
一
炉
、
曾
枇
に
封
し
枇
員
に
艶

zz) Moll，~. a. O. S. 217， 'l'eThalle， a. a. 0..: S. 9:3. 107 
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し
取
り
得
る
や
う
に
な
る
と
い
ふ
利
益
が
け
の
る
。

竿
民
替
下
に
は
、
比
租
粧
が
政
府
持
株
に
闘
す
る
ピ
け
に
て
は

取
れ
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
其
他
の
開
係
に
て
は
取
れ
る
。
其
上
に
も
我
国
従
来
の
官
砦
下
に
は
盆
金
が
会
〈
一

般
曾
計
に
繰
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
が
、
宇
民
替
と
な
れ
ば
、
上
に
も
い
ふ
や
う
に
し
て
一
部
は
一
般
舎
計
に
入

る
や
う
に
な
担
、
並
(
・
も
前
記
粧
轡
上
の
刺
盆
か
ら
見
ら
る
る
や
う
に
、
官
業
下
に
計
算
さ
れ
た
よ
り
は
一
層
大
な

も
の
で
あ
り
得
る
。
但
し
此
政
府
持
株
配
営
政
入
が
官
業
収
入
k
同
じ
く
動
揺
性
の
大
い
と
い
ふ
検
知
は
あ
る
。

判
克
に
、
官
替
下
に
は
掛
遣
が
挟
損
と
な
る
危
険
が
あ
る
。
然
る
と
き
は
困
庫
の
黒
と
な
ら
な
け
れ
ば
な

ら
ね
。
そ
し
て
業
は
絹
地
の
例
に
よ
る
と
、
大
戦
同
代
並
仁
イ
ン
7

V

1

シ
ヨ
ン
時
代
ド
あ
つ
に
。

巨1.

~~~~ 

1，，;1: 

此
心
配
は
な
い
。
竿
民
替
に
て
は
此
場
合
、
政
府
が
盆
金
を
牧
め
る
こ
と
は
出
来
ぬ
が
、
併
し
必
十
し
も
此
舎
枇

に
補
給
す
る
と
い
ふ
に
は
及
ば
ぬ
。
官
替
と
な
る
と
、
何
と
し
て
も
か
か
る
場
合
、
一
般
舎
計
か
ら
膳
急
的
の
補

給
を
せ
r
d

る
を
待
ぬ
。
特
に
官
響
下
仁
は
平
生
か
ら
し
て
も
、
公
益
傘
重
に
重
き
を
置
き
て
、
無
純
益
、
或
は
闘

庫
よ
り
し
て
の
補
給
の
方
針
に
て
鰹
管
さ
る
る
こ
と
も
あ
る
。
此
は
時
と
し
て
大
局
上
巳
り
を
得
Y
る
も
の
と
せ

ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
実
は
出
来
る
ガ
け
之
を
制
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
其
は
負
携
の
分
配
の
上
か
ら
見
る

一
般
国
民
を
し
て
負
携
せ
し
め
る
こ
と
に
な
り
、
英
一
般
国
民
と
し
て

と
、
舗
道
利
用
者
を
有
利
な
ら
し
め
て
、

は
消
費
税
に
よ
り
て
負
ふ
も
の
の
少
か
ら
玄
る
に
於
て
、

4旦
し

大
に
不
公
卒
な
る
も
の
左
な
る
か
ら
で
あ
る
。

又
、
逆
に
、
官
替
蟻
蓮
に
て
あ
ま
り
に
多
大
な
る
利
盆
を
奉
げ
忍
と
す
れ
ば
、
業
は
盛
遁
利
用
者
が
園
庫
、
随
っ

て
一
般
国
民
の
矯
め
に
犠
牲
に
な
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
て
、
業
も
亦
慎
h
u

べ
し
と
鴻
す
c

闘
士
桐
鍛
造
の
民
替
化

第
三
十
六
巻

七
四
九

第
五
競

先ゐ
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固
有
畿
道
の
民
笹
化

第
三
十
六
巻

第
五
獄

七
五

O

O 

同
官
管
下
に
は
、
事
業
牧
入
が
園
庫
に
入
る
と
し
て
、
其
れ
だ
け
は
、
之
な
き
場
合
よ
り
も
経
費
の
支
出

に
つ
き
節
約
を
緩
め
る
こ
と
に
な
る
と
い
ふ
不
利
が
あ
る
。
民
響
下
に
租
税
収
入
に
よ
る
こ
と
の
大
い
場
令
の
方

却

が
一
層
闘
費
の
支
出
に
つ
き
用
心
深
い
こ
と
が
出
来
る
u

此
鮎
に
て
は
竿
民
管
は
中
間
的
の
地
位
を
有
つ
。
尤
も

我
園
の
官
管
儲
遣
に
て
は
其
純
盆
を
一
般
曾
計
に
繰
入
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
五
に
い
ふ
官
管
の
弊
害
は
な
い
の
で

は
あ
る
。

仇
判
官
轡
下
に
は
、

自
ら
錨
滋
の
斜
め
に
公
債
eT
鵡
寸
必
要
ゼ
生
や
る
が
、

共
は
一
般
財
政
に
於
C
非
募
債

又
は
減
憤
方
針
の
存
立
す
る
場
人
刊
日
に
、
叉
ほ
特
に
械
償
基
金
の
お
す
る
場
合
に
、
此
土
矛
盾
し
慨
糊
す
る
こ
と
に

な
る
。
然
る
に
民
替
又
は
竿
民
替
で
あ
れ
ば
、
此
に
於
け
る
起
債
と
、
政
府
財
政
に
於
け
る
一
般
方
針
と
し
て
の

非
募
債
乃
至
減
債
と
は
別
箇
の
も
の
と
し
て
並
行
し
符
る
。

に
政
治
上

向
官
替
ピ
と
、
現
に
我
国
に
て
見
ら
る
る
や
う
に
、
嘩
道
の
敷
設
に
つ
き
蓮
替
に
つ
き
政
黛
勢
力
が
入
り

込
ん
で
此
が
其
勢
力
構
張
の
矯
め
に
利
用
せ
ら
れ
、
政
治
を
腐
敗
せ
し
め
、
政
治
を
不
公
正
な
ら
し
む
る
こ
と
に

も
な

f
。
然
る
に
民
普
下
に
は
此
心
配
な
く
、
政
治
か
ら
し
て
鋪
道
を
解
放
せ
し
め
れ
o

宇
民
替
に
て
は
全
民
替

ほ
ど
で
な

ιと
も
、
或
度
ま
で
、
此
に
近
づ
く
。
尤
も
民
営
に
も
後
に
い
ふ
や
う
に
別
の
意
味
に
て
の
政
治
上
の

弊
害
が
め
る
か
ら
、
此
黙
に
於
け
る
民
替
の
長
所
は
あ
ま
り
強
い
も
の
で
は
な
い
。

糾
民
替
が
政
治
上
に
有
つ
今
一
つ
の
長
所
は
‘
此
に
て
は
圃
民
の
各
個
に
自
主
権
を
保
持
せ
し
め
て
、
園
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民
活
動
の
元
気
を
旺
盛
な
ら
し
め
得
る
の
に
、
他
方
、
官
替
に
て
は
、
人
民
の
敷
多
〈
の
も
の
を
投
入
と
な

V
草

目

指

な
る
使
用
人
た
ら
し
め
、
非
濁
立
的
の
人
た
ら
し
め
、
業
自
主
権
を
制
限
す
る
や
う
に
な
る
と
い
ふ
事
で
あ
る
。

そ
し
て
宇
民
畿
で
は
幾
ら
か
葉
弊
が
少
い
。
尤
も
官
管
が
此
非
自
主
的
な
る
官
僚
を
多
く
作
る
と
い
ふ
事
は
、
民

替
下
に
て
色
大
企
業
組
織
が
後
遺
し
、
特
に
蟻
遣
の
如
き
も
の
に
て
は
所
詮
、
大
規
模
の
も
の
と
な
る
傾
が
大
い

の
で
あ
る
か
ら
、
業
い
於
け
る
従
業
員
と
な
る
の
と
、
国
管
に
於
け
る
従
業
者
と
な
る
の
と
に
大
差
は
な
い
と
い

出

ふ
こ
と
も
め
り
て
、
官
業
の
特
別
の
映
賭
と
し
て
い
ふ
に
足
ら
ぬ
・
も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
は
あ
る
。

日
一
献
曾
政
策
上
|
|
官
構
干
に
ト
政
府

A

か
動
も
す
れ
ば
蛾
織
か
ら
大
ケ
一
枇
入
念
感
げ
や
う

t
し
て
、
民
皆
川
作

J
e

・

、

、

J

ら
ば
あ
る
べ
か
り
し
よ
り
も
、
よ
り
高
〈
質
料
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
て
、
其
賃
率
の
一
部
が
錨
遁
耽
の
買
を
備

mm 

へ
る
こ
と
に
な
り
、
大
衆
消
費
税
に
近
き
も
の
と
な
っ
て
、
反
枇
曾
的
と
な
る
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
。
併
し
之
に

劃
立
す
る
民
戯
画
.
竿
民
組
宮
村
い
か
ら
と
い
ふ
て
、
必
十
し
も
賃
宰
を
低
〈
定
め
る
と
は
限
ら
や
、
却
っ
て
其
に
て
其

濁
占
的
地
位
を
利
用
し
て
或
度
ま
で
高
〈
定
め
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
は
、
上
に
も
い
ふ
加
〈
で
あ
り
(
大
し
た

こ
と
は
あ
る
ま
い
が
て
若
も
民
替
に
で
同
じ
事
が
行
は
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
其
遁
高
部
は
少
数
の
資
本
家
の
懐

に
牧
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
、
其
よ
り
は
其
過
高
部
が
園
庫
に
入
つ
に
方
が
、
ま

rま
し
だ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
又
若
も
官
替
下
に
舗
道
に
つ
き
無
牧
盆
又
は
補
給
主
義
で
も
採
り
た
り
と
す
れ
ば
、
其
補
填
の
矯
め
に
は
政

府
が
別
に
租
税
を
取
旬
、
自
ら
民
衆
消
費
税
を
高
〈
と
り
で
、
鶴
遁
賃
率
に
よ
り
て
下
屠
民
を
重
座
す
る
よ
り
も

一
層
不
良
な
る
抑
塵
を
下
層
民
に
加
ふ
る
こ
と
に
も
な
り
得
る
。
そ
れ
に
比
し
て
は
、
官
管
下
に
稿
々
高
き
賃
率

国
有
織
道
の
民
鶴
一
化
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固
有
鍛
造
の
民
瞥
化

第
三
十
六
巻

第
五
時
抗

七
五

を
定
め
た
方
が
ま
し
ピ
と
も
見
ら
れ
る
。
此
賃
恋
一
・
は
固
よ
り
、
あ
ま
り
に
高
〈
し
で
は
な
ら
ぬ
が
、
併
し
又
、
あ

J

ま
り
に
低
く
し
で
も
な
ら
ね
と
い
ふ
の
は
、
其
が
今
い
ふ
花
や
う
な
反
科
舎
的
の
結
果
と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、

元
来
、
此
錨
道
の
利
用
が
園
民
の
各
箇
に
均
一
に
及
ぶ
の
で
な
〈
、
可
な
り
に
不
均
等
に
及
び
、
特
に
其
を
多
〈

利
用
す
る
者
が
之
に
よ
り
て
業
経
糟
上
の
刺
盆
を
多
〈
受
く
る
の

rか
ら
し
て
、
相
営
に
高
い
賃
料
を
取
っ
て
も

良
い
と
い
ム
こ
と
が
め
る
か
ら
で
あ
る
。

例
会
民
替
の
一
課
仁
し
て
全
日
目
俸
の
長
加
わ
い
る
も
の
|
刊
以
上
、
金
民
勝
目
の
一
長
則
金
官
官
~
一
組
所
ご
ふ
に
か

ら
、
火
ザ
ベ
C

は
は
奥
尻
封
伝
説
川
?
?
。

、J

叫

い
舗
道
の
性
質
上
l

|
錨
道
に
は
本
来
、
調
占
的
の
傾
が
あ
り
、
此
に
は
自
由
競
争
が
行
は
れ
悪
い
。
一
時

/
、

は
民
此
官
舎
枇
の
聞
に
自
由
競
守
が
行
は
れ
た
と
し
て
も
、
其
が
や
が
て
合
同
し
又
は
安
協
し
て
競
年
を
止
め
る
の

可
能
性
が
あ
る
。
尤
も
之
が
濁
占
を
侵
さ
れ
る
の
可
能
性
が
別
に
あ
る
。
之
に
つ
き
ロ
ヅ
吋
ノ
は
園
内
舶
舶
(
我
国

で
は
近
海
舶
舶
も
敷
へ
得
る
)
、
自
動
車
、
飛
行
機
、
克
斯
の
遠
距
離
輸
送
及
石
炭
液
化
の
潟
め
之
が
道
管
轍
迭
の

後
蓮
(
此
等
の
も
の
に
よ
る
石
炭
轍
迭
の
減
少
)
を
奉
げ
て
居
目
白
炉
、
我
園
に
て
は
此
外
に
電
車
を
も
教
へ
得
る
。

だ
か
ら
し
て
錨
道
は
箪
に
濁
占
的
な
も
の
だ
と
い
ふ
よ
り
は
、
準
猫
↑
向
的
な
も
の
古
と
い
ふ
が
営
っ
て
居
る
か
も

知
れ
な
い
。
か
や
う
な
調
占
的
、
準
濁
占
的
な
も
の
を
民
俸
と
し
て
居
る
と
、
今
い
ふ
や
う
に
合
同
又
は
妥
協
を

其
投
下
責
本
を
浪
費
に
踊
せ
し
め

4

る
こ
と
も
あ

或
は
之
に
反
抗
し
た
弱
き
競
争
線
を
敗
北
せ
し
め
て
、

h
J
、
同
事
は
合
同
又
は
妥
協
し
た
曾
枇
掠
の
中
に
も
起
る
。
そ
し
て
合
同
又
は
安
協
後
は
、
賃
宰
其
他
の
轍
詮
保

し
て
、
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件
を
舎
枇
側
の
勝
手
に
定
め
て
、
過
大
な
る
利
盆
を
貨
り
、
以
て
公
衆
を
搾
取
V
、
或
は
或
企
業
に
偏
頗
な
る
特

殊
利
益
を
輿
へ
ず
、
画
道
業
者
一
か
経
済
界
に
打
克
ち
難
き
勢
力
を
張
る
こ

E
に
も
な
る
。
勿
論
、
或
度
以
上
に
、

過
嘗
の
こ
と
を
す
れ
ば
幽
家
に
於
て
統
制
し
得
ピ
。
或
は
賃
峯
を
指
定
し
、
刺
盆
配
営
を
制
限
す
る
こ
'
と
も
出
事

る
け
れ
古
色
、
其
れ
ま
で
に
至
ら
守
し
て
過
大
不
営
の
刺
を
占
め
し
か
る
こ
と
が
め
る
。
か
や
う
な
満
占
的
な
も

の
は
之
を
民
間
の
手
に
置
〈
の
は
、
官
替
に
し
て
置
〈
に
比
し
て
一
暦
危
険
で
あ
り
、
其
利
盆
を
少
数
費
本
家
に

占
め
し
め
守
し
て
、
官
管
と
し
て
臨
ふ

τ国
民
一
般
に
蹄
せ
し
め
る
方
が
濯
h
u
ぺ
札
口
で
め
ん
uo

竿
民
替
に
て
は
官

時口ほ

E
比
拙
に
持
て
徹
底
し
得
ぬ
け
れ
ど
も
、
品
川
ぽ
、
時
管
に
比
し
て
立
ま
し
で
め
る
。

め
闘
防
上
|
|
嘩
這
は
闘
防
上
に
大
事
な
も
の
で
あ
か
。
一
朝
事
あ
る
と
き
に
は
軍
隊
の
矯
め
に
手
足
と
な

っ
て
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
だ
か
ら
仮
令
此
が
民
普
下
に
あ
っ
て
も
、
軍
事
上
必
要
な
る
隷
路
は
、
政
府
補
結

盟

の
下
に
敷
設
せ
ら
れ
、
戦
時
と
な
れ
ば
政
府
の
管
理
に
蹄
し
、
少
〈
と
も
軍
務
行
政
の
自
由
な
る
慮
理
に
膳
じ
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ

d
rか
ら
し
て
之
が
民
替
で
あ
つ
で
も
、
軍
事
上
か
ら
官
替
の
と
殆
ん
E
同
じ
に
使
は
れ
得
る
や

う
で
も
あ
る
。
け
れ
ど
も
比
が
官
替
で
あ
る
方
が
一
居
軍
事
上
に
は
好
都
合
で
あ
る
。
官
管
下
で
あ
れ
ば
、
軍
略

上
必
要
な
る
隷
踏
が
牧
盆
の
有
無
に
拘
ら
守
容
易
に
敷
設
せ
ら
る
る
は
勿
論
だ
が
、
其
車
輔
な
り
、
騨
の
設
備
な

り
に
も
一
層
、
軍
用
を
考
へ
て
施
設
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
容
で
普
魯
西
に
固
有
鋪
道
事
業
の
打
立
て
ら
れ
に
の

出

も
買
は
此
が
重
き
を
成
し
た
の
で
あ
る
。
竿
民
告
に
て
は
官
替
ほ
ど
に
は
往
か
ぬ
け
れ
ど
も
、
常
ほ
比
黙
に
つ
き

-
民
替
に
は
勝
る
も
の
が
あ
ら
う
。

国
宥
鍛
遁
の
民
笹
化

第
三
十
六
血
管

七
五
三

第
五
強
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第
三
十
六
巻

第
五
務

臨
宥
餓
道
の
民
瞥
化

ω公
安
上
|
|
官
管
下
に
は
、
円
公
安
を
考
へ
て
出
来
る
だ
け
十
分
な
る
設
備
を
す
る
傾
が
あ
る
が
、
民
営
だ

と
之
ぞ
等
閑
に
す
る
傾
が
あ
る
と
せ
ら
れ
る
。
尤
も
其
差
は
大
し
に
も
の
で
は
な
い
。
民
替
だ
と
て
も
、
岡
家
の

監
督
に
よ
り
て
之
を
脅
し
く
完
備
せ
し
め
る
こ
止
が
出
来
る
か
ら
で
私
る

3

宇
民
替
に
て
は
此
貼
に
つ
き
官
砦
に

凪

七
五
四

民
替
に
は
勝
る
で
あ
ら
う
。

は
劣
る
炉
、ω通

信
(
郵
便
)
政
策
上
l
i
t
通
信
事
業
は
圃
民
の
文
化
及
繭
枇
精
進
と
粧
梼
界
の
畿
達
と
の
上
に
大
事
な
も

の
だ
が
、

そ
し
て
通
例
、
岡
替
と
な
っ
て
居
る
が
、
此
が
錨
遣
と
の
問
の
契
約
に
て
有
利
な
傑
件
に
て
の
轍
迭
を

燃
し
特
な
り
れ
ば

h

事
諜
山
一
部
口
北
む
お
詑
一
れ
は
出
来
ね
ち
の
で
め
る
。
此
に
つ
・
ぃ
、
て
Jb
餓
誌
が
民
掛
の
場
合
よ
h
一

は
圃
替
で
あ
る
方
が
省
別
で
あ
る
。
竿
民
径
は
葉
中
間
に
あ
〆
る
。

ほ
交
通
政
策
上
ー
-

mw錨
道
は
内
拍
上
、
国
防
上
、
文
化
、
経
梼
及
枇
曾
上
重
要
な
る
も
の
で
、
園
の
会
開
利
益
と
し
て
は
、

そ
の
嘩
道
網
が
全
国
に
普
及
し
牧
盆
少
き
地
に
も
及
ぶ
こ
L
」
が
最
望
ま
し
い
。
特
に
業
が
統
一
あ
る
計
量
に
従
っ

て
統
一
あ
る
組
織
と
な
る
の
が
望
ま
し
い
。
此
に
よ
り
て
圃
の
経
梼
上
の
稜
蓮
が
進
め
ら
れ
、
僻
遠
の
地
方
の
開

設
も
行
は
れ
得
U
。
そ
し
て
此
事
は
国
管
に
よ
り
て
初
め
て
行
は
九
る
。
園
管
な
れ
ば
近
き
時
に
利
盆
な
き
線
路

で
も
現
に
利
盆
を
生
み
出
す
線
路
と
卒
準
し
て
之
を
普
及
す
る
け
れ

E
も
、
民
替
だ
と
、
利
盆
に
拘
る
か
ら
此
が

出

行
は
れ
争
、
利
盆
多
き
見
込
め
る
線
の
み
を
建
設
し
ゃ
う
E

と
す
る
J

尤
も
民
替
に
で
も
純
盆
薄
き
地
方
線
を
園
庫

補
給
に
よ
り
て
敷
設
す
る
こ
と
は
出
払
る
。
此
勤
に
で
も
竿
民
畿
は
、
官
経
由
と
民
替
と
の
中
間
的
地
位
に
あ
る
。
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開
園
管
鶴
遁
ピ
と
.
葉
自
身
の
利
盆
を
考
ふ
る
ば
か
り
で
な
く
、
実
と
の
競
争
線
た
る
水
陸
に
現
存
す
る

諸
の
交
通
路
に
も
存
立
の
借
地
を
奥
ふ
る
や
う
に
注
意
し
て
賃
牽
等
を
定
め
る
が
、
民
制
官

rと
其
自
身
の
潟
め
に

競
争
交
通
機
関
を
腫
倒
し
て
も
僻
せ
な
い
こ
と
に
な
り
得
る
町
竿
民
替
は
此
賠
に
て
も
官
管
、
民
替
の
中
庸
に
居

る

(へ)
(1)祉
従曾
業政
員策
に上
曽

る
こT1
4系

同
窓
(
侍
凋
唱
に
於
r
L

色
官
惨
下
に
は
民
轡
よ
り
山
川
大
煙
、

一
層
良
い
慨
が
め
る
。

民
楼
下
に
は
配
営
を
出

京
市
る
だ
け
多

t
し
ゃ
う
と
し
て
従
業
員
の
待
遇
を
出
来
る
だ
け
薄
く
す
る
傾
が
あ
る
の
に
、
官
替
で
あ
れ
ば
、
其

牧
盆
の
み
に
力
を
用
ゐ
子
、
使
用
人
の
生
活
を
保
障
す
る
こ
と
に
も
意
を
用
ゐ
打
。
傾
が
あ
る
。
瑞
西
に
於
け
る
舗

道
幽
有
の
理
由
に
此
を
奉
げ
て
民
る
勺
尤
も
民
替
下
に
で
も
、
少
数
高
経
使
用
人
に
は
厚
き
待
遇
を
す
る
け
れ
ど

一
般
の
使
用
人
は
大
瞳
、
官
管
下
よ
り
も
務
く
な
る
を
見
れ
ぬ
。
但
し
、
実
の
官
管
下
に
於
げ
る
一
般
従
業

も員
の
優
遇
は
、
其
使
用
人
の
矯
め
に
、
嘩
道
利
用
者
炉
、
園
庫
(
随
っ
て
一
般
国
民
)
か
の
利
益
を
犠
牲
に
し
た
も

の
だ
と
い
ふ
非
難
を
受
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
竿
民
管
下
に
は
此
酔
却
に
つ
き
民
営
.
官
替
の
中
聞
か
、
む
し
ろ
民

替
に
近
く
な
る
で
あ
ら
う
。

同
雇
傭
干
係
の
永
績
性
に
つ
い
て
色
、
官
管
下
に
民
替
下
よ
り
色
其
が
一
屠
大
い
と
い
ふ
こ
と
が
あ

る
。
竿
民
替
は
之
に
つ
き
で
は
民
砦
に
近
い
。

固
有
鍛
造
の
民
地
百
化

七
五
五

第
五
披

五

第
三
十
六
倉
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国
有
鍛
造
の
民
替
化

第
三
十
六
容

第
五
時
抗

一
六

七
五
六

同
仕
事
の
分
配
調
節
に
つ
い
て
も
、
官
替
ピ
と
、
業
建
設
改
良
工
事
ぞ
時
間
的
に
分
配
し
て
、
鰹
梼
昇

の
好
況
時
に
は
か
し
ろ
差
控
へ
、
不
況
時
に
之
を
進
め
て
、
失
業
救
済
を
行
ふ
の
に
、
民
業
に
て
は
、
好
況
時
に

漫
h
J
に
仕
事
を
憤
張
し
て
、
不
況
時
に
は
却
っ
て
中
止
し
、
業
矯
め
、
軽
梼
界
に
も
勢
働
界
に
も
不
良
の
影
響
を

来
た
す
と
い
ふ
傾
が
あ
る
。
此
貼
は
我
園
従
来
の
官
替
に
於
て
は
向
ほ
不
満
な
も
の
で
は
あ
つ
に
が
、
此
が
生
じ

特
る
と
し
て
、
竿
民
替
は
矢
張
り
此
に
つ
い
て
も
官
替
民
替
の
中
間
に
あ
る
。

間
利
用
者
に
封
す
る
干
係
に
於
て
色
、
例
之
、
旗
客
に
つ
き
要
救
掛
者
の
無
料
轍
語
、
勢
働
者
の
通
勤
特

別
賞
料

t

貨
駒
に
つ
R
新
鮮
な
る
生
附
則
口
仰
の
特
別
品
癌
輸
川
端
、
持
仙
生
活
必
鮮
品
輸
誌
に
闘
す
ら
特
川
賃
料
の

考
慮
の
如
き
は
、
民
替
下
よ
ち
は
、
官
管
下
に
一
層
良
〈
行
届
〈
傾
が
め
る
。
急
迫
時
の
低
減
賃
料
も
官
替
下
に

行
は
れ
易
い
。
ま
た
一
般
に
民
替
に
て
は
其
濁
占
的
地
位
を
利
用
し
て
遁
高
の
賃
料
を
要
求
す
る
こ
と
と
な
る
傾

の
あ
る
の
を
、
別
に
園
替
の
も
の
の
並
存
す
る
に
よ
り
て
牽
制
す
る
と
い
ふ
こ
と
も
あ
り
、
園
管
ば
り
し
ろ
賃
料

の
低
下
に
導
〈
傾
あ
り
と
も
見
ら
れ
る
。

n
公
正
に
な
る
と
い
ふ
こ
と
も
あ
る
。

そ
れ
か
ら
賃
料
が
官
替
に
よ
り
て
全
国
中
の
統
一
に
向
け
ら
れ
、

居

そ
し
て
竿
民
響
下
に
て
は
、
此
等
に
つ
き
政
府
の
統
制
作
用
に
よ
り
て
官
佳

ほ
ど
で
な
く
と
も
、
可
な
り
の
度
に
於
て
之
に
近
き
致
果
を
一
不
し
得
る
。

間
牧
盆
の
配
営
干
係

i
ー
か
ら
い
ふ
左
、
民
管
下
に
錯
道
利
盆
炉
、
業
も
前
に
い
ふ
や
う
に
し
て
濁
占
的

な
る
も
の
だ
が
、
其
が
少
敦
賀
本
家
の
手
に
臨
し
、
大
費
本
家
大
宮
豪
を
作
り
、
貧
富
の
騒
隔
を
大
な
ら
し
め
る

噌
と
い
ふ
こ
と
じ
な
る
が
、
官
管
下
に
は
某
が
凡
べ
て
政
府
に
蹄
し
、
随
ふ
て
一
般
国
民
の
矯
め
に
障
す
お
こ
と
に
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な
り
、
貧
富
の
懸
隔
を
少
〈
し
得
る
と
い
ふ
こ
と
が
め
っ
て
、
所
得
乃
至
富
の
分
配
上
、

す
る
。
竿
民
替
に
て
は
此
黙
に
つ
き
中
間
的
の
地
位
を
示
す
。

ハ
日
経
笹
上
|
|
民
聾
だ
と
分
散
分
立
す
る
と
せ
ば
、
各
世
間
に
諸
材
料
の
重
複
と
な
る
が
、
官
替
と
な
れ
ば

必
然
統
一
し
て
諸
材
料
の
節
約
を
生
十
日
Q

。
一
緒
に
津
山
買
ふ
矯
め
に
安
〈
つ
く
と
い
ふ
こ
と
も
あ
る
。
統
一
に

よ
h
て
人
を
節
し
得
る
と
い
ふ
髄
も
あ
る
炉
、
又
役
人
仕
事
な
る
が
震
め
に
人
を
多
〈
使
ム
と
い
ふ
こ
と
も
か
つ

一
層
望
ま
し
き
も
の
と

℃
諜
貼
は
一
一
概
い
い
レ
へ
な
い
け
れ
ど
も
、
少
〈
土
色
俸
給
は
大
閥
、
官
吏
な
る
が
斜
め
に
幾
ら
か
低
〈
て
も
岡
前

宰
の
人
伝
一
層
ぴ
得
る
と
1
p
h
'
日

L
戸
ち
り
跡
守
4

6

}

民
主
ト
ト
も
文
骨
り

J
J
3

日目司、

l
hソ
ピ
一
首
官
品
川
吋
こ
ど
司
目

J
H
f
u
M
L
-

J
J
，

a，
t
ド

1
プ
ノ
r
u
u併

t
r
u
n
d
-
-
J
l
h
B
j
f
L
ヨ
A
7
h
司

司

ぺ

l
ノ
1
1
五
Y

い
ふ
こ
と
が
あ
る
。
宵
又
‘
民
勝
目
下
に
、
業
濁
占
的
暴
利
を
制
し
ゃ
う
と
し
て
、
政
府
が
例
之
、
配
営
制
限
ぞ
指

定
し
た
と
す
れ
ば
、
民
替
営
事
者
は
其
鰹
替
を
放
慢
に
し
て
費
用
の
節
約
そ
忽
に
す
る
と
い
ふ
こ
と
も
あ
り
得

る
。
宇
民
器
に
て
は
官
瞥
た
る
が
矯
め
の
資
本
及
勢
力
の
安
き
使
用
の
刺
を
収
め
る
こ
と
は
出
来
ぬ
が
、
併
し
統

一
か
ら
生
?
る
節
約
又
は
合
理
化
の
利
益
だ
け
は
失
張
り
得
ら
れ
る
。

ち
園
民
経
済
上

l
i

向
園
民
経
済
愛
展
の
鴻
め
の
助
力
に
於
て
官
替
の
方
が
民
替
よ
り
も
一
層
熱
心
で
あ
る
。
民
替
に
て
は
業

管
業
利
益
を
大
に
す
る
こ
と
に
専
心
左
な
っ
て
、
園
民
経
済
の
稜
展
の
矯
め
に
な
る
や
う
に
或
貨
物
の
運
賃
を
引

下
げ
る
こ
と
に
は
躍
躍
し
、
む
し
ろ
業
濁
占
力
を
濫
用
し
て
高
き
蓮
賃
を
賞
る
傾
が
あ
れ
の
に
、
官
接
に
て
は
相

営
に
岡
民
経
済
の
愛
展
の
矯
め
に
意
を
用
ゐ
、
商
業
政
策
上
必
要
と
認
む
る
と
き
は
、
関
税
政
策
の
代
り
に
又
は

固
有
銭
遁
白
民
轡
化

第
三
十
六
巻

七
五
七
川
第
五
競

七

Dunn， 1. c. p・54・ 78) Dunn， 1. c. p. do.W"εenen， 1. c. p・33・
Moll. a. a. O. S. 2I1. 

Moll， a. a. o. S. 216. Terl叫 le，a. a. 0目 s.93-94. Eheberg， a. a. O. S. "3・
Wagenen， 1. c. P・42Dt1nn， 1. c. p. 75・
Dunn， 1. c. p. 108. 82) Dunn， 1. c・p.99・
Dunn， 1. c. p. 100. 

77) 
79) 
80) 

81) 
83) 



圃
宥
鍛
遁
D
民
雌
官
化

第
三
十
六
巻

第
五
披

i¥ 

七
五
八

之
と
相
並
ん
で
錨
道
運
賃
政
策
を
用
ゐ
る
こ
と
を
齢
し
ゲ
い
。
そ
し
て
官
傍
に
て
は
大
韓
出
来
る

rけ
賃
率
を
低

〈
す
る
こ
と
が
出
払
る
。
勿
論
官
告
と
て
牧
盆
に
も
考
慮
す
る
か
ら
此
国
民
経
梼
上
の
考
慮
が
十
分
と
は
な
り
難

い
げ
れ
ど
も
、
民
替
に
比
し
て
は
此
賠
に
つ
き
一
屠
多
〈
を
考
慮
す
る
。
又
、
民
管
下
に
て
は
永
遠
の
見
透
し
を

つ
け
て
一
時
の
不
利
を
忍
ん
で
質
事
を
低
〈
し
て
極
構
界
の
後
展
を
計
る
こ
と
も
あ
る
が
、
併
し
、
彼
は
兎
角
目

前
の
利
に
重
き
を
置

t
こ
と
と
な
り
、
か
か
る
こ
と
を
彼
に
期
す
る
の
は
六
っ
か
し
い
。
竿
民
管
だ
と
官
替
ほ

E

で
な

t
と
も
、
或
度
ま
で
圃
民
会
睦
の
刺
盆
じ
重
き
を
置
き
て
蕗
置
す
る
傾
が
め
る
。

間
艇
抑
制
仲
の
知
山
不
況
rf
調
怖
』
V
O
O
T
じ
に
色
、
官
慢
げ
M
B
勺
↑
ぽ
川
畑
仰
山
崎
に
雄
投
hr
差
院
へ
、
不
況
時
じ
瞭
張

を
行
ふ
こ
と
に
よ
り
て
、
経
済
界
の
好
不
況
を
緩
和
し
、
賛
金
需
要
を
も
調
節
し
得
る
の
に
、

民
笹

rと
、
好
況

時
に
却
っ
て
盛
に
建
設
を
行
ひ
、
不
況
時
に
中
止
し
て
、
軽
油
開
界
の
好
不
況
を
増
長
す
る
と
い
ふ
傾
が
ふ
る
。
竿

民
替
に
て
は
或
度
ま
で
官
替
の
如
語
、
調
節
を
行
か
易
い
。

民
替
が
行
は
れ
舗
道
株
が
存
す
る
と
き
に
、
此
が
公
債
に
比
し
て
一
層
、

投
機
市
場
の
愛
児
と
な
り
随
ふ
て
投
機
を
助
長
す
る
に
役
立
川

J

。
其
は
む
し
ろ
弊
害
の
一
に
敷
へ
て
良
か
ら
う
。

間
投
機
助
長
の
酷
か
ら
い
ふ
と
、

そ
し
て
宇
民
暑
に
て
も
一
部
此
事
が
嘗
る
。

凶
大
費
本
闘
の
経
済
界
聾
断
の
弊
と
い
ふ
こ
と
が
民
替
に
は
見
れ
な
い
。
第
一
、
民
替
鶴
道
が
行
は
れ
る

と
き
じ
、
自
ら
大
資
本
家
が
出
来
て
、
此
嘩
遁
業
ぞ
支
配
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
業
か
ら
出
費
し
て
其
か
ら
得
た

る
大
責
本
を
以
て
銀
行
業
他
の
産
業
に
も
手
を
延
ば
し
、
到
る
虞
に
業
勢
を
撞
に
し
、
民
衆
を
搾
取
す
る
や
う
に
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な
円
。
。
其
は
一
の
枇
曾
的
の
弊
害
だ
が
、
併
し
又
経
持
界
を
病
的
た
ら
し
む
る
も
の
で
も
あ
る
。
特
に
鶴
遣
が
、

軌
保
、
車
輔
、
機
関
、
木
材
、
石
山
頂
、
セ
メ
ン
ト
等
の
岡
内
に
於
け
る

E
大
需
要
者
で
あ
る
の
で
、
其
矯
め
民
骨

錨
遁
営
業
者
が
此
等
の
産
業
に
絶
大
の
勢
カ
を
振
っ
て
其
を
塵
抱
し
、
実
に
勢
力
ぞ
植
付
け
る
と
き
に
、
此
等
の

産
業
の
能
容
を
低
下
す
る
や
う
に
な
る
と
い
ふ
砲
も
あ
る
。
官
替
だ
と
先
づ
其
心
配
も
少
い
し
、
学
民
畿
で
も
民

替
は
ど
に
は
此
酷
に
於
け
る
心
配
は
な
い
。

9
 

り
財
政
上
ー
ー
に
は
官
管
下
に
は
鵠
道
よ
り
の
盆
金
炉
国
庫
に
入
り
来
り
、
其
れ
だ
け
国
民
の
租
税
負
携
を

，dn
、
3
J

軽
易
な
ら
し
め
、
又
い
和
税
官
軍
部
す
P
Q

の
必
要
な
か
ら
し
げ
る
と
い
ふ
の
に
、
民
蛇
目
下
げ
L

は
此
大
な
耽
入
は
特

ら
れ
字
、
唯
だ
其
よ
り
も
比
較
的
小
い
舗
道
業
へ
の
租
税
を
奉
ヤ
る
に
止
ま
る
。
尤
も
我
闘
に
て
は
国
壁
掛
道
、

が
其
利
盆
を
一
一
般
曾
計
に
繰
入
れ
な
い
か
ら
、
前
記
の
利
は
存
し
な
い
。
却
っ
て
民
替
で
あ
っ
た
方
が
租
税
の
取

れ
る
だ
け
で
色
ま
し
で
あ
る
。
竿
民
替
な
れ
ば
此
租
税
の
外
に
、
政
府
持
株
の
配
営
肱
入
が
得
ら
れ
る
。

ぬ
政
治
上
ー
ー
か
ら
は
、
民
替
下
に
は
大
資
本
家
炉
増
長
し
て
、
此
が
大
勢
力
と
な
り
、
園
家
内
の
園
家
と

h
h
h
、
政
治
家
を
買
肱
し
又
は
自
ら
英
代
表
者
を
議
舎
に
迭
り
て
議
院
及
政
府
を
左
右
し
、
新
聞
を
も
買
枕
し
て

輿
論
を
支
配

V
、
園
家
が
n
公
益
上
必
要
な
り
と
し
て
民
替
舗
道
に
指
定
し
た
る
法
規
又
は
契
約
を
も
回
避
す
る
や

う
に
も
な
り
、
政
府
は
之
を
如
何
と
も
し
得
な
い
や
う
な
事
に
な
ふ
。
つ
ま
り
政
治
の
腐
敗
を
鷲
ら

V
。
官
替
に

は
其
は
な
い
。
竿
民
替
な
れ
ば
、
其
が
甚
し
き
に
至
ら
ゴ
る
を
得
ゃ
う
。

固
有
鍛
造
の
民
替
化

第
三
十
六
巻

七
五
九

第
五
時
職

九
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固
有
鍛
遵
白
一
民
管
化

第
三
十
六
巻

第
五
時
制

O 

七
六

O

結

論

以
上
要
之
、
鶴
港
の
官
皆
に
も
民
替
に
も
一
利
一
害
あ
っ
て
、
何
れ
を
結
封
に
可
し
と
は
い
ひ
難
い
が
、
今
日

我
岡
の
官
替
錨
港
の
行
詰
bbι
打
開
し
、
特
に
今
日
の
財
政
窮
迫
を
救
ふ
の
一
助
と
す
3
矯
め
に
は
、
私
の
提
唱

す
る
宇
民
楼
主
義
に
依
る
経
替
と
し
、
郎
ち
固
有
錨
遣
を
曾
枇
組
織
に
改
め
、
其
過
竿
の
株
を
政
府
に
肱
め
て
他

竿
の
株
を
民
間
に
梯
下
げ
る
の
方
法
を
採
る
の
が
選
む
べ
き
も
の
の
如
く
で
あ
る
。

之
じ
よ
り
て
官
響
、

民
替
の

1
r
f
'
'
Fト、
f
s
〉
件
程

tず
句

t
r
i
p〉
、

館市町
U

，t
μ
V
1
4
J
j員
七
日
J
L
U

と
カ

L
U
二
〉
〉
〉
〉
主
己
同
庁
ナ
、
，

h
L
3
ノ

「

下

北札

r
h
U
J
:
ρ
じ
午
t
h
Hん
yハ
d
r
F
1
止
L
V
寸
1
1
1

山

γ
一
〈
と
4
b
停
の
も
の
の
有
つ
弊
害

を
緩
め
る
を
得
る
と
い
ふ
特
徴
を
後
揮
し
得
る
と
恩
ふ
。
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