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岡
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同

吏

明、
、ー

課

校

紳

戸

正

雄

緒

冨

高
に
官
・
一
応
と
課
耽
と
題
し
て
説
〈
川
の
も
の
は
、

間
家
の
課
税
構
伊
佐
賀
行
す
る
片
に
岱
る
所
の
官
吏
と
し
て
の
一

納
杭
義
務
者
と
し

t
、
被
課
税
者
と
し
て
の
い
日
直
伝
説
〈
の
で
あ
あ
り

止[，
σ) 

H
F
p
u
;
〉
、
『

h

M

)

三
二
・
ト
、

引
FW
満

v
t
J
し
可
当
山
w
p
t
R
6
1
ト

k
J
~

〈

如
き
意
味
に
於
て
の
官
吏
の
課
税
上
の
地
位
如
何
、
日
正
れ
私
が
蕗
に
説
明
し
ゃ
う
と
す
る
所
の
も
の
で
あ
る
。
ぞ

し
て
私
自
身
も
今
、

一
人
の
官
吏
で
あ
り
、
而
か
も
今
日
ま
で
長
い
時
の
間
、
官
吏
た
る
を
得
に
も
の
で
も
あ
る

が
、
そ
れ
に
で
今
夏
な
が
ら
に
も
痛
戚
す
る
事
は
、

h
u
し
ろ
官
吏
の
地
位
の
如
何
に
も
有
難
い
も
の

rと
い
ふ
こ

と
で
あ
る
。
現
在
、

一
部
の
岡
民
中
に
は
軍
需
景
気
、
轍
出
景
気
に
恵
ま
れ
て
居
る
者
が
あ
り
、
そ
れ
に
比
較
し

て
は
固
よ
り
共
の
哀
れ
さ
を
ぱ
戚
じ
な
い
需
に
牲
か
ぬ
け
れ
ど
も
、
其
等
は
む
し
ろ
少
数
人
の
事
で
、
多
数
の
同

胞
は
奮
闘
力
争
、
日
夜
管
々
と
し
て
生
活
の
矯
め
に
努
め
つ
つ
色
何
ほ
辛
う
じ
て
生
命
線
に
初
佳
し
つ
つ
め
る
の

を
見
る
の
で
あ
り
、
此
等
に
比
し
て
我
等
官
支
は
共
の
安
ら
か
な
る
今
一
活
を
奨
か
事
を
得
て
居
る
こ
と
に
於
て
、

限
り
な
き
戚
謝
の
念
に
充
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

此
ゐ
っ
き
天
忠
岡
息
に
劃
し
て
は
何
を
以
て
報
ゆ
ぺ
き

官

吏

と

課

税

第
四
十
一
容

第

披



官

吏

と

課

税

第
四
十
一
巻

第

務

か
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
唯
だ
/
¥
我
が
務
め
に
劃
し
て
の
努
力
の
足
ら
ゴ
る
を
恥
づ
る
の
み
で
あ
る
。
私
は
此
気

持
の
裡
に
、
官
吏
の
課
税
上
の
地
位
を
考
察
し
て
見
ゃ
う
と
息
ふ
。

第
一
段

官
吏
に
劃
す
る
謀
韓
の
嘗
否

舎
で
諸
の
聞
に
於
で
、
特
棋
階
級
、
随
ふ
て
ん
上
部
又
は
一
部
の
官
文
に
課
税
営
免
じ
た
も
の
で
め
る
が
、
仰
岡

0) 
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に
で
も
、

軍
人
従
軍
中
の
俸
給
手
常
へ
の
所
得
税
免
除
と
い
ふ
や
う
な
特
殊
の
場
合
以
外
に
は
、
官
吏
の
課
穂
上

の
特
権
と
認
む
べ
き
も
の
は
之
を
有
た
ぬ
の
で
あ
る
。
此
官
吏
を
ぱ
北
ハ
の
官
吏
な
る
が
矯
め
の
故
に
免
税
す
る
か

否
か
は
一
の
興
味
あ
る
問
題
で
あ
っ
て
、
其
賛
否
雨
論
と
も
に
共
々
尤
も
ら
し
き
志
の
を
有
つ
。
下
に
之
を
動
検

し
ゃ
う
。

ト
否
定
の
理
由
:
・
:
:
官
吏
課
説
否
定
の
理
由
、
却
も
之
を
免
税
す
る
の
理
由
と
し
て
は
左
の
二
の
も
の
を
主
た

る
も
の
と
す
る
。

川
根
本
的
否
定
理
由
官
克
が
課
税
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
と
す
る
根
本
の
考
は
、
彼
は
治
者
に
属
す
る
も
の

で
あ
っ
て
、
被
治
者
で
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
に
あ
る
。
租
税
は
政
治
の
費
用
を
ば
、
泊
者
か
ら
し
て
被
治
者
に
向

っ
て
取
立
て
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
官
吏
を
以
て
治
者
で
あ
っ
て
被
治
者
で
な
い
冒
と
す
る
と
き
に
、
官
吏
は
枕

金
を
取
立
て
る
地
位
に
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
視
を
諌
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
我
闘
の
維
新
前
の
官
吏
と
見



る
べ
き
階
級
の
特
権
色
、
恐
ら
く
は
此
趣
旨
に
で
生
じ
七
も
の
で
あ
ら
う
し
、
偽
蘭
西
草
命
前
の
仰
岡
に
で
も
特

つ
ま
り
此
の
治
者
階
級
と
し
て
積
を
負
は
な
か
っ
た
の
で
あ

L
。
肢
に
岡
現
に
つ
い
て
官
吏
が
闘
の

樺
階
級
は
、

治
者
階
紐
た
る
が
魚
め
の
故
に
之
に
課
税
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
が
定
ま
っ
た
と
き
に
、
岡
務
の
一
部
と
も

見
る
べ
き
地
方
事
務
の
鵡
め
の
費
用
色
亦
に
、
春
し
く
此
の
治
者
に
封
し
て
取
立
て
て
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
主
に

な
ら

5
る
を
得
ぬ
。

同
便
宜
上
の
否
定
理
由
:
:
:
:
私
は
守
て
一
仁
び
官
吏
俸
給
免
税
問
題
を
取
上
げ
て
論
じ
七
事
が
め
る
炉
、
共

金
宇
抵
酔
47huh-
つ
刀
泡
党
咽
占
ア
E
Z
比一

l

i
n
t
2
l
i
:
-
(
-
1
1
3
1
I
5
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根
本
的
の
も
の
と
い
ふ
よ
り
は
便
宜
土
の
も
の
?
あ
っ

τ.
北
九
主
た
る

も
の
は
立
4

管
制
附
寸
る
の
無
用
と
い
ふ
こ
と
で
め
つ
に

ζ

町
ら
附
誠
一
Y

一
方
仁
は
山
円
政
仁
支
給
し
札

他
方
じ
は
官
吏

か
ら
取
る
と
い
ふ
の
だ
か
ら
、
そ
し
て
官
吏
に
支
給
す
る
も
の
は
、
純
額
に
て
、
共
の
官
吏
の
働
き
に
相
営
の
報

酬
と
な
り
、
叉
は
共
地
位
に
相
賞
し
た
生
活
を
替
む
に
足
る
資
料
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
か

ら
、
官
吏
か
ら
積
を
取
立
つ
る
と
す
れ
ば
、
無
現
と
し
た
場
合
よ
り
も
積
だ
け
多
〈
を
俸
給
と
し
て
給
奥
し
な
け

耽
だ
け
俸
給
を
少
〈
し
て
樺
な
こ
と
に
色
な
る
の
で
あ

れ
ば
な
ら
ぬ
し
、
官
吏
か
ら
抵
を
取
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、

る
。
つ
ま
り
読
を
取
る
も
取
ら
ぬ
も
同
じ
結
果
に
踊
す
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
初
め
か
ら
読
を
取
ら
ぬ
と
し
て
、
俸

拾
を
低
く
し
た
方
が
、
同
一
結
果
を
ば
一
一
層
少
き
費
用
土
手
数
と
で
得
し

U
る
も
の
で
あ
り
、

り
便
宜
に
A
口
ふ
と
い
ふ
も
の
で
あ
る
。

二
肯
定
理
由
;
・
:
:
:
以
上
は
官
吏
課
税
否
定
の
盟
由
で
あ
右
が
、
之
を
肯
定
す
る
の
理
由
も
あ
る
。
却
も
下
の
如

一
層
買
際
的
で
あ

官

吏

と

諜

枕

第
四
十
一
巻

第

君主
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官

吏

と

謀

殺

第
四
十
一
巻

四

第
一
時
現

四

し。
例
根
本
的
な
る
肯
定
一
平
田
官
史
は
如
何
に
も
治
者
の
?
っ
に
も
見
ゆ
る
が
、
決
し
て
異
の
泊
者
で
は
な

い
。
真
の
治
者
は
悶
家
で
あ
り
、
又
は
我
が
特
殊
岡
家
か
ら
い
へ
ば
園
家
を
表
現
し
た
ま
ふ
所
の

天
皇
で
あ

る
。
官
吏
は
其
下
に
共
機
闘
と
な
る
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
治
者
で
は
な
い
。
凡
べ
て
被
治
者
で
あ
る
。
被
治

者
L
」
い
ふ
こ

E
に
於
て
、

一
一
般
廊
民
と
同
じ
で
あ
る
。
岡
家
が
人
民
の
権
利
を
伸
張
し
、
其
文
化
を
向
上
し
其
踊

引枇
eT
附
滋
せ

A
L
L
-
る
も
の
ピ
占
し
て
、
共
調
象
と
な
る
人
同
の
中
に
は
ん
は
市
民
ち
亦
常
然
に
入
つ
℃
肘
る
の
で
あ

り
、
官
吏
も
此
等
政
治
の
封
象
と
は
な
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。

た
JY
彼
等
が
廊
民
と
旦
(
る
所
は
、
岡
家
叉
は

天白

皇
の
政
治
の
賓
行
に
つ
い
て
の
補
助
に
賞
る
と
否
と
に
あ
る
。
共
れ
だ
け
に
於
て
治
者
の
助
手
と
は
な
る
が
、
併

し
飽
迄
も
治
者
と
な
る
の
で
は
な
い
。
被
治
者
の
地
位
を
去
る
の
で
も
な
い
。
官
吏
が
裁
判
官
左
し
て
は
、
岡
家

の
機
闘
と
し
て
人
民
権
利
の
伸
張
に
努
め
る
が
、
併
し
被
は
同
時
に
一
人
の
人
民
と
し
て
は
枇
自
ち
及
英
他
の
官

吏
に
よ
り
て
其
樺
利
子
』
保
護
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
り
、
更
に
諸
の
政
治
に
よ
り
て
衛
生
、
教
育
、
等
の
恩
揮
に

も
搭
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
c

彼
は
決
し
て
皐
に
官
吏
の
み
で
は
あ
り
得
な
い
。
同
時
に
一
般
の
人
民
で
あ
り
岡

民
で
め
り
臣
民
で
あ
る
。
共
の
官
吏
た
る
だ
け
に
於
て
も
決
し
て
其
矯
め
の
E

故
に
治
者
と
は
な
ら
な
い
。
彼
が
共

に
で
治
者
を
助
〈
る
の
機
闘
と
な
り
助
手
と
な
る
こ
と
は
あ
る
コ
共
の
働
き
乃
至
地
位
の
故
に
、
官
吏
は
俸
給
ぞ

受
〈
る
。
俸
給
は
決
し
て
彼
が
治
者
た
る
が
矯
め
に
受
〈
る
も
の
で
は
な
く
、
治
者
の
助
手
た
る
の
故
に
受
る
。

そ
し
て
彼
は
同
時
に
岡
民
た
る
ザ
け
に
て
は
、
他
の
一
般
廃
民
と
務
し
く
、
国
家
に
劃
し
園
務
の
費
用
を
負
轄
す



る
の
義
務
を
負
は
な
け
れ
ば
な
ら
争
、
共
限
hJ
に
於
て
納
積
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
此
闘
民
と
し
て
の
義
務

た
る
納
積
は
、
た
Y
官
吏
た
る
が
矯
め
に
之
を
菟
る
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
ま
た
其
は
官
変
色
亦
に
困
民
だ
と
い

ふ
の
白
売
を
促
す
上
に
も
、
此
納
税
を
行
ふ
と
い
ふ
事
が
必
要
な
の
で
あ
ふ
。
ま
し
て
地
方
税
に
つ
い
て
は
、
官

克
は
直
接
、
地
方
政
務
を
司
る
の
役
目
に
も
就
か
示
、
地
方
政
務
の
恩
揮
に
浴
す
る
射
に
於
て
一
般
地
方
氏
と
金

〈
同
等
で
あ
る
。
彼
も
地
方
民
の
一
人
と
し
て
は
必
然
に
共
地
方
麗
を
負
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

間
便
宜
上
の
否
定
に
劃
す
る
駁
撃
:
・
:
官
吏
の
俸
給
か
ら
積
を
掛
ふ
よ
り
も
既

rけ
俸
給
を
低
く
し
て
耽
を

拘
は
ぬ
や
う
に
し
た
万
が
一
層
費
用
少
く
し
て

M
事
に
蹄
す
る
や
う
に
も
見
ゆ
る
が
、

糾
併
し
共
昨
日
比
が
官
誌
の
体
料

rけ
や
}
北
(
所
得
止
す
み
な
ら
ば
、
4
4
(

一地
hJJ
で
め
る
と
し
て
も
、
杭
が
官
吏
伴

給
以
外
の
所
得
を
有
つ
こ
と
が
あ
る
し
、
彼
自
ら
は
官
吏
俸
給
の
み
を
所
得
と
し
て
も
、
彼
の
同
居
の
家
族
が
官

東
俸
給
以
外
の
所
得
を
有
つ
こ
と
が
あ
っ
て
、
綜
A
口
岡
県
建
所
得
税
の
下
に
於
て
は
、
此
等
を
凡
べ
て
一
一
緒
に
し
て

共
の
益
き
も
の
の
大
さ
に
従
っ
て
課
税
す
る
こ
と
が
嘗
然
で
あ
り
、
公
平
で
あ
る
正
銘
す
。
然
る
に
官
支
俸
給
を

無
税
と
す
れ
ば
、
右
の
会
き
大
さ
の
巾
か
ら
官
克
俸
給
だ
け
な
除
い
た
も
の
の
大
さ
に
鷹
じ
て
累
進
課
税
'
と
す
る

こ
と
も
出
来
る
が
.
然
h
と
す
れ
ば
共
は
確
に
不
公
一
弘
な
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
若
叉
、
枕
率
は
凡
べ

て
会
き
所
得
の
大
き
に
臆
じ
て
相
営
な
も
の
と
し
て
、
適
用
さ
る
る
課
税
標
準
中
か
ら
官
吏
俸
給
を
除
〈
Lι

し
て

暁
だ
け
低
い
俸
給
を
給
奥
し
つ
つ
此
の
刻
き
課
税
を
し
に
の
と
、
読
だ
け
高
い
俸
給
を
給
奥
し
つ
つ
前
記
る
一
瞳
の

所
得
の
大
さ
じ
臆
じ
た
累
進
課
税
を
し
た
の
と
で
は
、
是
亦
結
果
が
同
じ
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

r

官

吏

と

課

税

第

童話

ヨ'1:

第
凶
十
一
巻
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官

吏

と

課

税

第
四
十
一
巻

ムノ、

第
一
披

一一六

か
ら
費
用
が
多
少
、
多
く
か
か
っ
て
も
、
尚
ほ
官
吏
俸
給
課
税
を
棄
て
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

同
恒
り
に
叉
、
官
吏
が
共
所
得
を
ぱ
官
吏
俸
給
の
み
か
ら
得
て
居
り
、
他
に
何
等
の
所
得
を
有
た
争
、
其
家

族
も
何
等
所
得
ぞ
翠
げ
?
と
し
て
、
真
に
官
吏
所
得
に
劃
し
て
特
に
種
別
課
税
を
翁
す
も
の
と
(
綜
合
課
税
で
な

〈
し
て
)
仮
定
し
(
随
っ
て
叉
、
比
例
課
税
)
て
、
現
金
を
無
〈
し
て
官
吏
の
俸
給
佐
挽
金
だ
け
少
〈
支
給
す
る
の

ー
税
金
を
説
し
つ
つ
共
れ

rけ
俸
給
そ
多
く
支
給
す
る
の
と
で
は
同
事
に
な
る
や
う
に
も
見
ゆ
る
け
れ
ど
も
、
此

-一
u
h
E

司

、

川河

4
2仁
'
介
』
ヴ
i

、
点
目

一

-
P

比
一
一
の
も
の
が
求
時
航
に
於
て
ぽ
均
衡
を
得
て
庇
っ
た
の
が
官
、

ム

弘

'

-

H

F

P

ι

町、

E
3
正
、
み
じ
よ
り

t
‘
c

税
法
力

改
正
一
か
生
じ
又
は
俸
給
令
の
改
亙
が
生
じ
て
、
此
均
衡
を
破
る
こ
と
と
も
な
り
、
共
斜
め
夫
の
ニ
の
も
の

(
枕
金

を
無
く
し
て
官
吏
の
俸
給
を
少
く
し
た
の
主
、
税
金
を
課
し
つ
つ
俸
給
を
多
く
す
る
の
と
)
が
同
じ
と
は
な
ら
ぬ

や
う
に
な
る
と
い
ふ
こ
と
も
ゐ
る
。
印
ち
或
時
鮪
に
は
同
じ
で
あ
っ
た
の
，
か
、
他
H
、
き
う
で
な
い
こ
と
に
な
る

と
い
ふ
こ
と
が
J

の
る
の
で
あ
る
。

同
兎
に
枕
に
は
轄
嫁
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
暁
を
取
り
つ
つ
共
れ
だ
け
多
〈
俸
給
を
給
興
す
る
の
と
、

積
を
免
じ
つ
つ
共
れ
行
け
少
〈
俸
給
を
給
興
す
る
の
と
で
は
、
結
果
が
必
や
し
も
同
一
と
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と

-a
色
め
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
論
者
の
い
ふ
や
う
に
積

rけ
俸
給
を
少
く
す
る
の
と
、
耽
を
課
し
つ
つ
俸
給
を
多
く

す
る
の
と
が
同
一
に
障
す
る
と
の
前
提
は
営
ら
ぬ
の
で
あ
り
、
且
つ
別
に
耽
を
課
す
る
こ
と
自
身
に
積
極
的
の
理

尚
も
あ
る
以
上
は
、
官
吏
俸
給
に
於
け
る
課
税
は
之
を
無
用
と
し
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

mw其
他
・
:
:
:
官
吏
無
視
と
す
る
こ
と
は
、
官
吏
を
優
遇
す
る
や
う
に
も
見
ゆ
る
け
れ
ど
も
、
貸
は
彼
を
し
て



他
の
一
般
人
民
か
ら
嫉
親
し
敵
視
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
権
威
を
増
す
と
い
ふ
よ
り
は
、

む
し
ろ
却
っ
て
彼
の
樺
威
を
失
監
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
官
吏
俸
給
は
免
税
せ
ぬ
の
が
良
い

の
で
あ
る
。

第
二
段

官
吏
俸
給
の
課
税
方
法

官
吏
俸
給
い
い
は
免
税
せ
や
、
之
い
い
は
課
税
す
る
と
し
て
、
共
方
法
を
如
何
に
す
べ
き
か
、
次
の
問
題
で
あ
る
。

共
問
題
の
第
一
は
守
克
俸
給
と
い
ふ
課
院
物
件
を
捕
捉
す
る
方
法
で
あ
っ
て
、
第
二
は
共
へ
の
親
耽
の
高
さ
、
度

AMI-
日め
4

0

0

一
課
税
物
件
捕
捉
方
法
と
し
て
は
、
先
づ
以
て
源
泉
課
税
と
す
る
か
牧
拝
者
課
税
と
す
る
か
が
問
題
で
あ
り
、
之

が
-
牧
得
者
課
枕
と
す
る
と
し
て
、
更
に
種
別
課
税
'
と
す
る
か
綜
合
課
税
と
す
る
か
が
次
の
問
題
で
あ
る
。

一
円
源
泉
課
税
か
股
得
者
課
税
か

川
源
泉
課
税
を
可
と
す
る
理
由
E
i
-
-
・
:
官
吏
俸
給
は
岡
庫
か
ら
出
る
も
の
だ
か
ら
、
之
が
課
税
を
ぱ
其
源
泉

K
3
岡
庫
に
於
て
、
共
支
捕
に
際
し
て
天
引
し
て
課
税
す
れ
ば
、

一
番
簡
単
で
あ
り
、
且
つ
少
き
徴
税
突
に
で
樺

む
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
英
聞
所
得
税
に
で
も
官
吏
俸
給
に
つ
き
て
は
之
を
行
ふ
。

ろ
牧
得
者
課
耽
を
可
と
す
る
理
由

刊
所
得
税
に
て
種
別
課
税
と
い
ふ
牧
盆
積
的
な
る
課
税
方
法
を
採
る
な
ら
ば
、
源
泉
課
税
と
し
て
も
宜
し

官

吏

と

課

税

第
四
十
一
巻

第

競

七
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官

吏

k
課

税

第
四
十
一
港

li‘ 

第

就

丹、

い
け
れ
ど
も
、
所
得
税
に
て
は
出
来
れ
ば
.
叉
出
来
る
だ
け
多
く
綜
人
口
課
税
を
行
ふ
て
、
人
的
に
各
人
の
能
力
に

臆
じ
た
名
、
そ
し
て
官
吏
共
人
の
官
吏
俸
給
以
外
の
所
得
を
も
、
共
家
族
の
所
得
を
も
凡
べ
て
一
緒
に
し
に
所
の

会
主
』
大
さ
に
従
ふ
た
る
累
進
課
税
を
行
ひ
た
し

k
す
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
源
泉
課
税
で
は
駄
目
で
あ
り
、
是
非
と

も
収
得
者
に
つ
い
て
課
税
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
事
に
な
る
。
公
平
の
矯
め
に
必
要
な
る
綜
合
課
税
を
採
る

な
ら
ば
共
掛
川
め
仁
は
牧
科
者
課
税
と
す
る
こ
と
が
必
要
叫
ん
と
い
ふ
と
と
仁
な
あ
。

何
?
叱
し

τ此
官
吏
俸
給
仁
つ
い
て
は
町
泉
課
舵
と
し
な
け
れ
ば
行
ひ
難
い
と
い
ふ
技
術
上
の
理
由
zu
な

t
、
此
に
て
は
耽
梓
者
課
税
が
答
日
現
に
行
は
る
る
と
い
ふ
こ
と
も
あ
る
ο

夫
の
我
岡
所
得
税
の
第
二
種
と
な
っ
て

居
る
や
う
な
八
位
祉
償
、
銀
行
預
金
、
貸
付
信
託
と
い
ふ
や
う
な
も
の
に
は
源
泉
課
税
を
便
宜
と
す
る
の
み
で
な

〈
、
公
一
世
債
な
ど
に
て
は
無
記
名
が
多
〈
て
肱
得
者
課
税
を
殆
ん

E
不
可
能
た
ら
し
め
る
と
い
ふ
技
術
上
の
困
難

も
あ
る
の
だ
が
、
官
支
持
給
に
あ

h
て
は
、
枇
得
者
名
が
全
〈
政
府
に
於
て
明
か
で
あ
り
、
之
に
劃
し
容
易
に
枇

得
者
課
税
を
免
し
得
口
、
源
泉
課
税
に
依
る
の
を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
此
に
て
岡
庫
に
於
け
る
源
泉
課
耽

は
一
の
便
宜
な
方
法
と
は
い
へ
る
が
、
併
し
其
が
姦
に
は
必
要
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
第
一
理
由
に
て

い
ふ
や
う
に
、
此
に
は

b
し
ろ
之
を
採
ら
守
し
て
牧
得
者
課
税
を
行
っ
て
そ
し
て
綜
A
日
課
税
を
行
ふ
の
を
公
平
上

望
ま
し
と
す
る
の
で
も
あ
る
。

mw種
別
謀
説
か
綜
A
口
課
税
か
・
;
・
.

い
種
別
課
税
を
可
・
と
す
る
理
由
:
:
:
-
守
克
俸
給
に
つ
い
て
種
別
課
読
を
可
と
す
る
場
合
は
、
貫
は
卒
常
時

拙、所得税改造一実(騒祷論議三十七巻穴披w)9) 



で
は
な
く
し
て
、
臨
時
非
常
時
で
あ
る
。
か
か
る
相
場
合
に
は
牲
々
に
し
て
官
吏
俸
給
税
を
企
て
て
良
い
。
今
日
の

我
闘
が
真
に
非
常
時
だ
と
い
ふ
な
ら
ば
、
官
吏
俸
給
税
を
創
設
し
て
、
官
支
に
特
別
の
貢
献
を
要
求
し
て
良
い
。

か
か
る
色
の
と
し
て
は
勢
ひ
通
常
の
所
得
税
と
は
別
に
之
を
設
け
、
共
は
勢
び
種
別
課
積
的
の
も
の
と
な
り
、
叉

は
む
し
ろ
特
別
謀
説
と
な
る
の
で
あ
る
。
岡
家
非
常
時
に
際
し
て
岡
庫
が
窮
之
を
告
げ
た
と
き
に
は
、
官
吏
の
減

俸
き
へ
も
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
官
吏
の
俸
給
は
漸
く
彼
等
の
生
活
を
維
持
す
る
ぷ
止
ま
り
、
共
を
減
ぜ
ら

れ
で
は
共
生
活
が
立
往
か
ぬ
と
も
い
ふ
炉
、
生
活
方
法
に
は
屈
伸
カ
が
あ
っ
て
、
或
皮
ま
で
は
、
必
要
と
あ
ら
ば

一
一
騎
に
切
り
詰
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
岡
庫
一
か
窮
乏
す
れ
ば
、
官
吏
・
も
減
俸
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る

一
か
、
共
場
合
に
4
4
を
減
俸
L
し
す
る
か
、
戒
は
む
し
ろ
之
に
代
る
べ
き
宵
鹿
沼

t
し
十
“
引
決
く
は
司
い
伊
川
引
の
問

題
で
め
る
。
私
は
共
の
減
俸
と
官
吏
枕
止
で
は
同
割
合
、
同
頼
度
の
志
の
だ
と
す
れ
ば
、
，
一
日
東
税
と
し
た
方
が
、

官
吏
と
し
て
も
精
神
的
に
名
春
で
あ
り
浦
足
と
す
る
所
で
あ
る
と
思
ふ
。
彼
が
之
を
積
と
し
て
出
す
と
き
に
、
彼

は
快
巣
と
戚
じ
光
築
と
戚
じ
、
叉
誇
り
と
も
戚
中
る
こ
と
が
出
来
る
。
然
る
に
減
俸
さ
れ
た
と
き
に
は
、
共
は
何

か
特
に
制
裁
を
受
け
た
場
合
?
と
同
一
の
形
式
と
な
る
の
打
か
ら
、

一
の
恥
辱
と
戚
じ
、
逆
持
を
受
け
た
と
い
ふ
心

持
と
・
も
む
な
る
。
併
し
租
視
は
元
富
市
、
岡
氏
が
義
務
の
自
畳
に
於
て
道
義
的
な
る
経
済
負
携
と
し
て
出
す
色
の
な
の

で
あ
る
か
ら
、
官
吏
色
共
を
ぱ
務
し
〈
戚
じ
つ
つ
普
通
の
読
を
出
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
姦
に
官
吏
は

一
般
岡
民
よ
り
も
よ
り
以
上
に
、
岡
恩
を
受
く
る
と
戚
宇
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
い
か
非
常
時
に
際
し

官
克
特
別
粧
を
出
す
と
き
に
は
、

一
層
明
確
に
も
此
自
覚
を
持
つ
こ
と
を
符
て
、
官
吏
と
し
て
は
愉
快
に
之
に
任

管

支

と

課

税

第
附
十
一
巻

九

第

披

ブL



官

吏

と

課

税

第
四
十
一
巻

O 

第

)J}t 

O 

十
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
此
意
味
に
て
の
官
吏
読
は
綜
A
口
課
税
で
な
〈
し
て
、
種
別
課
説
的
に
課
す
る
を
至

嘗
と
す
る
の
で
あ
る
。

ろ
綜
合
課
税
を
可
正
す
る
理
由
:
・
・
:
:
以
上
の
や
う
な
臨
時
特
別
の
色
の
で
な
い
限
り
は
、
官
吏
俸
給
は
、

通
例
に
は
、
所
得
税
に
で
他
の
所
得
と
一
緒
に
人
的
に
綜
合
謀
説
'
と
な
る
の
が
、
最
も
自
然
的
で
あ
り
、
叉
最
公

平
で
め
，
h
ノ
、
夏
じ
主
ハ
は
技
術
上
に
も
格
別
の
困
難
む
く
し
て
計
び
得
る
の
で
あ
る
ο

一
一
保
明
の
商
会
又
峨
皮
会

::EE--
官
吏
俸
給
は
一
の
所
得
と
し
℃
は
勤
部
所
得
L
4
見
戸
コ
れ
5
0
比
六
拙
は
栄
一
は
い
所

yiE・1¥
だ
が
、
さ
て
之
を
勤
勢
所
得
と
し
て
他
の
勤
勢
所
得
と
劃
等
と
す
る
か
、
不
劃
等
の
も
の
と
す
る
か
、
不
劃
等
と

し
て
、

一
層
給
付
能
力
大
な
る
も
の
と
す
る
か
、

一
層
給
付
能
力
小
な
る
も
の
と
す
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
我
岡

所
得
税
に
て
は
之
を
ば
一
般
勤
捧
所
得
と
均
等
に
見
る
の
だ
が
、
果
し
て
共
が
趨
九
世
間
か
否
か
。
此
に
は
特
に
官
吏

俸
給
を
宥
却
す
べ
き
姐
由
と
、
重
課
す
べ
き
理
由
と
の
こ
の
方
面
が
あ
っ
て
、
共
の
何
れ
に
重
き
を
置
く
か
に
よ

り
て
或
は
之
を
一
一
層
重
課
す
る
こ
と
に
な
り
、
或
は
一
一
層
軽
課
す
る
こ
と
に
な
る
。
が
慨
に
双
方
に
相
官
の
理
由

の
あ
る
以
上
は
、
之
を
ぱ
傘
重
し
て
、
官
吏
俸
給
と
共
他
の
勤
勢
所
得
と
の
聞
に
差
等
を
附
せ
や
し
て
均
等
課
税

正
す
る
の
色
一
方
法
で
は
あ
る
。
併
し
私
一
一
箇
と
し
て
は
、
な
し
ろ
官
吏
は
納
税
に
つ
き
岡
民
に
範
を
垂
れ
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
上
か
ら
も
、
叉
、
貫
際
、

一
層
多
く
岡
恩
を
戚
子
べ
き
も
の
だ
と
い
ふ
上
か
ら
も
、
進
ん
で

一
一
層
重
き
負
擦
を
も
負
ふ
べ
き
も
の

rと
し
て
、
官
十
比
重
課
の
方
に
偏
す
る
と
い
ふ
考
方
を
魚
す
も
の
で
あ
る
。

次
ぎ
に
双
方
の
理
由
を
示
さ
う
。



一
円
官
吏
宥
恕
の
理
由

い
官
吏
俸
給
割
安
也
と
い
ふ
こ
と
|
|
凡
そ
官
吏
の
俸
給
は
、
官
吏
に
件
ふ
名
春
、
地
位
の
保
障
等
の
魚
め

に
、
同
等
の
公
民
吏
の
よ
り
も
割
安
に
な
っ
て
居
か
。
随
ふ
て
は
租
枕
に
つ
き
他
の
俸
給
者
な
ど
に
比
し
て
割
会

に
軽
い
負
措
営
し
な
い
と
、
共
経
済
生
活
が
一
一
盾
困
窮
に
陪
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
被
の
盤
情
上
不
利
な
る
馳
を

ぱ
積
の
負
携
の
慮
で
埋
合
せ
を
行
ふ
が
至
官
だ
と
い
ふ
こ
と
も
一
躍
は
い
ひ
得
る
。
如
何
に
も
官
吏
は
艇
掛
牧
λ

上
に
は
他
の
勤
努
者
に
比
し
て
割
合
に
不
利
と
な
っ
て
は
居
る
が
、
併
し
共
は
租
枕
に
於
げ
る
理
合
せ
を
待
た
十

と
色
、
前
記
、
名
春
、
地
位
の
保
障
な
ど
に
よ
り

τ十
分
に
現
合
が
つ
い
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
勺
防
つ

℃
祖
概
に

τ品
仙
沼
ゅ
の
一
岐
に
宥
恕
念
行
ふ
に
は
え
ば
川
L
-
寸
る
。
丸
、
国
漁
法
税
率
に
て
ち
誠
一
ぜ
ヨ

3
5
E
-
T
れ

ぱ
、
そ
し
て
貫
際
、
所
得
税
に
て
は
累
進
率
を
通
例
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
共
時
に
は
官
吏
に
は
却
っ
て
其
所
得

に
相
嘗
す
る
よ
り
は
一
段
づ
っ
位
は
一
一
暦
高
い
方
の
巴
卒
を
適
用
し
て
良
い
と
も
い
へ
る
の
で
あ
る
。
何
ぜ
と
な
れ

ぱ
彼
等
官
吏
の
俸
給
の
安
い
の
に
は
相
嘗
の
理
由
あ
っ
て
の
営
然
の
こ
と
と
し
て
、
例
之
‘
山
日
吏
俸
給
の
一
千
回

が
氏
支
一
千
五
百
倒
に
匹
敵
す
と
す
れ
ば
、
共
へ
の
累
進
率
の
趨
用
か
ら
い
ふ
と
、
此
二
の
も
の
に
同
等
の
率
を

至
営
と
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
し
て
共
は
官
克
に
は
民
支
よ
り
も
一
段
と
高
い
窄
を
摘
一
周
し
て
良
い
こ
と
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
此
見
地
か
A

り
し
て
は
別
に
官
吏
に
宥
恕
を
奥
へ
る
理
由
は
な
い
と
し
て
良
い
。

は
山
官
吏
俸
給
隠
匿
難
だ
と
い
ふ
こ
と
:
・
-
官
吏
俸
給
が
明
か
に
他
の
一
般
俸
給
等
勤
勢
所
得
に
比
し
て
納

枕
上
不
利
な
の
は
、

共
額
一
か
全
〈
政
府
に
明
白
で
あ
っ
て
、

一
一
阻
と
い
へ

E
も
隠
し
得
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ

官

吏

と

課

税

第
凶
十
一
血
管

第

披

拙、赤字時代の財政諸問題、 8510) 



官

吏

と

課

税

第
四
十
一
容

第
一
波

L
。
民
支
俸
給
は
之
と
異
hJ
、
可
な
ち
多
く
隠
匿
せ
ら
る
る
所
で
あ
り
、
替
業
所
得
、
財
産
所
得
な
ど
に
で
も
同

じ
で
あ
る
。
此
の
意
味
に
於
て
官
支
俸
給
の
不
利
そ
掛
酌
し
て
、
課
税
上
に
宥
恕
を
行
ふ
を
至
営
と
す
る
と
い
ふ

考
方
も
成
立
ち
、
又
貨
に
伊
太
利
所
符
耽
に
て
官
交
の
俸
給
及
恩
給
に
封
し
で
は
他
の
勤
労
所
得
に
比
し
寛
大
に

扱
っ
て
居
か
o

併
し
之
に
つ
い
て
も
私
は
之
を
理
由
と
し
て
官
克
を
軍
大
に
し
て
は
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
他

ω勤
持

'
h
-
-

、

t
己
主
ι
rト

正
営
な
る
方
法
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

常
に
然
り

t
し
C
前
提
』
す
る
の
は
常
伝
枠
な
い
。

之
を
ぱ
税
法
ぞ
定
め
る

者
一
か
共
所
件
ヤ
}
ぼ
す
と
い
ふ
こ
と
は
元
来
、

叉
彼
等
L
」
て
凡
ベ
ー
が
之
JT
隠
す
の
づ
い
は
な
く
、

中
に
は
正
直
に
申
令
す
る
も
の
も
あ
り
て
、
此
に
比
し
て
官
支
が
一
層
多
〈
正
直
だ
と
い
ふ
の
で
も
な
い
。
又
、

官
吏
の
正
直
に
申
背
す
る
と
い
ふ
の
も
、
被
が
進
ん
で
自
礎
的
に
之
を
し
亡
と
い
ふ
の
で
は
な
〈
、
事
物
の
性
質

上
き
う
な
っ
た
の
に
止
ま
っ
て
、
彼
の
特
別
な
る
態
度
に
劃
し
て
栴
揚
す
る
に
足
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
に
し
て

他
の
も
の
よ
り
も
一
層
多
〈
を
岡
家
に
貢
献
せ
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
他
の
勤
持
者
以
上
の
負
擦
診
も
見
す
べ
き
で

あ
り
、
ま
し
て
他
の
勤
持
者
同
等
の
負
鳴
に
は
謹
ん
で
任
十
べ
き
で
あ
っ
て
、
他
の
勤
持
者
以
下
の
負
携
を
し
て

は
糟
ま
ぬ
と
戚
A
Y
べ
き
も
の
で
あ
る
。
被
れ
官
吏
は
此
正
直
な
る
申
告
に
つ
い
て
は
、
他
の
勤
勢
者
中
の
正
直
者

と
同
等
に
考
へ
て
良
〈
、
共
め
る
の
故
を
以
て
、
他
勤
州
何
者
中
の
正
直
者
に
比
し
て
一
層
寛
大
に

3
れ
で
は
な
ら

ぬ
の
で
あ
る

J

然
る
に
も
拘
ら
中
、
此
鈷
か
ら
し
て
官
交
を
宥
恕
し
た
と
し
た
な
ら
ば
、
他
勤
勢
者
を
し
て
相
牢

ゐ
て
不
正
申
告
に
潅
ま
し
め
る
で
あ
ら
う
。

似
官
吏
に
は
副
牧
入
の
制
限
め
る
こ
と
|
|
官
吏
に
は
服
務
紀
律
が
あ
っ
て
、
本
局
長
官
の
許
可
を
得
な
く

MolI， a. a. O. S・349-Tesc:bemacher， a. 3.. O. S" 88.拙、組枕研究六巻、 J67・
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て
は
、
副
業
に
つ
き
副
牧
入
を
暴
ヤ
る
こ
と
が
出
来
ぬ
と
な
っ
て
居
る
。
(
我
岡
の
に
よ
れ
ば
、
官
吏
は
本
属
長
官

の
許
可
を
得
る
に
非
れ
ば
傍
業
合
祉
の
吐
長
又
は
役
員
と
な
る
こ
と
を
得
歩
、
一
砕
し
く
本
局
長
官
の
許
可
を
得
る

に
非
れ
ば
、
共
職
務
に
闘
し
慰
捧
又
は
謝
儀
叉
は
何
等
の
名
義
を
以
て
す
る
も
直
接
間
接
を
問
は
十
組
べ
て
他
人

の
婚
遣
を
受
〈
る
を
得
争
、
官
聴
の
工
事
を
受
負
ふ
者
等
と
直
接
に
閥
係
の
職
務
に
居
る
官
克
は
其
饗
燕
を
受
る

を
得
示
、
上
官
は
職
務
の
内
外
を
聞
は
十
所
属
官
吏
よ
り
贈
遣
を
受
〈
る
を
得
争
、

-
W
H
克
及
共
家
族
は
本
嵐
長
官

の
許
可
を
特
る
に
非
れ
ば
直
接
と
間
接
と
を
問
は
や
商
業
を
替
か
を
梓
子
、
ハ
ハ
克
は
取
引
相
場
命
日
枇
の
枇
員
た
る

ヤ
得
点
γ
、
同
捜
に
相
場
商
業
に
千
保
す
る
を
得
や
、
本
局
長
山
内
の
詐
可
念
特
る
に
非
れ
ば
本
職
外
に
給
料
役
得
て

仰
の
事
務
官
桁
ふ
佐
和
十
)
。
陥
ふ
て
宵

WJは
ホ
来
、

尊
心
職
務
仁
措
し
押
し
除
カ
な
〈
勺

文
俄
力
め
つ
で
も
立
に
で

副
牧
入
を
牧
め
で
は
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
民
支
な
ど
に
て
は
此
制
限
は
な
く
副
牧
入
を
得
る
こ
と
が
自

由
だ
か
ら
、
此
聞
に
差
別
を
つ
け
て
、
官
吏
の
不
利
な
る
健
件
に
あ
る
俸
給
に
は
課
枕
上
宥
恕
を
典
へ
て
良
い
と

い
ふ
こ
と
に
も
な
る
。
此
も
多
少
、
二
者
の
聞
の
差
異
と
は
見
ら
れ
る
が
、
併
し
共
が
貨
際
は
左
ま
で
著
し
い
差

異
を
成
す
も
の
で
は
な
く
、
官
吏
も
本
属
長
官
官
の
許
を
得
て
或
皮
ま
で
副
牧
入
を
牧
め
る
こ
と
炉
出
来
、
民
支
と

て
も
本
務
を
忽
に
し
て
副
牧
入
に
専
ら
と
な
れ
ば
共
地
位
を
保
つ
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
か
ら
、
之
を
以
て
貴
際

大
し
た
差
異
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
か
か
る
事
を
根
懐
と
し
て
二
者
の
負
携
に
差
等
を
附
す
る
に
は
及
ば
な
い
。

い
官
吏
俸
給
に
固
定
性
が
め
っ
て
趨
持
界
の
持
変
化
に
追
随
し
順
臆
す
る
性
質
を
敏
く
こ
と
・
:
:
:
俸
給
は
通

例
、
在
職
年
月
の
経
過
と
共
に
、
多
少
づ
っ
上
昇
し
て
往
く
も
の
だ
が
、
此
は
官
吏
共
人
の
家
族
事
情
の
襲
化
の

官

支

と

課

税

第
四
十
一
血
管

第

畳置
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官

吏

E
課

税

第
四
十
一
巻

第
一
披

四

四

大
瞳
に
順
臆
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
共
鮪
に
で
官
吏
俸
給
に
も
順
鷹
性
を
有
っ
と
は
認
め
ら
る
る
が
、
七
日
〉
官
吏

の
俸
給
の
土
豪
と
な
る
所
の
俸
給
令
は
固
定
い
て
、
改
正
が
容
易
に
は
行
は
れ
中
、
経
梼
界
，
か
典
型
化
し
で
も
永
〈

共
僅
に
据
置
か
れ
、
に
Y
大
な
る
襲
化
の
め
っ
た
と
き
に
、
漸
く
改
正
さ
る
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
其
も
其
襲
化
に

は
時
間
的
に
大
に
遅
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
か
る
c

叉
共
肱
正
も
麗
油
開
国
介
の
麗
化
の
度
令
に
臆
じ
で
は
不
満
足
勝

で
あ
っ
て
、
帥
ら
之
へ
の
順
鷹
の
度
合
が
低
い
の
で
む
る
。
か
く
し
て
物
債
騰
賞
、
貨
幣
債
値
下
落
の
行
は
れ
つ

つ
め
る
場
企
の
加
さ
い
い
は
、
ハ
日
犯
は
山
川
被
わ
ら
の
俸
給
の
下
に
生
活
上
非
常
な
る
団
難
に
4
b
出
命
は
ほ
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
特
に
か
か
る
場
合
に
は
、
閏
民
中

ω
一
部
の
も
の
が
据
景
気
を
亭
り
て
有
利
と
な
る
の
に
劃
し
て
は
、
相

封
的
に
一
一
暦
不
利
な
る
境
遇
に
置
か
る
る
こ
と
に
な
る
。
共
庭
で
か
か
る
場
合
に
は
、
官
吏
に
劃
し
て
特
別
宥
恕

を
至
営
と
し
必
要
と
す
る
と
も
見
ら
れ
る
が
、
併
し
反
面
に
は
、
物
債
下
落
、
貨
幣
債
値
上
勝
時
代
に
は
、
逆
に

官
吏
に
一
層
の
有
利
を
生
十
る
の
で
も
あ
る
か
ら
、
杢
艦
上
仁
は
叫
合
が
待
ら
る
る
と
も
見
ら
れ
る
の
で
、
彼
等

の
此
闘
係
を
理
由
と
し
て
、

一
般
的
に
平
時
に
於
げ
る
所
得
税
の
課
税
に
つ
い
て
官
克
俸
給
を
特
に
宥
恕
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
に
は
営
ら
な
い
の
で
あ
る
。

同
官
支
の
精
神
上
に
於
け
る
非
自
由
、
又
は
忍
従
の
状
態
j
i
-
-
前
記
の
も
の
は
凡
ペ
て
有
形
牧
入
に
闘
す

る
も
の
だ
が
。
姦
に
会
〈
精
神
上
の
も
の
が
あ
っ
て
、
官
吏
は
精
神
上
に
名
春
樺
戚
な
ど
の
伴
ふ
反
面
に
、
韓
両

を
重
じ
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
と
か
、
忠
誠
謹
直
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
か
、
罷
業
を
し
て
は
な
ら
ぬ
と
か
と
い
ふ
こ

と
が
あ
っ
て

(
官
克
服
務
紀
律
に
よ
れ
ば
、
官
吏
は

天
皇
陛
下
の
政
府
に
針
し
、
忠
順
勤
勉
を

天
皇
陛
下
及

拙、赤字時伐、 94・
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主
と
し
法
律
命
令
に
従
ぴ
各
共
職
務
を
謹
す
べ
し
、

職
務
の
内
外
を
問
は
十
廉
恥
を
茸
ん
じ
、
食
貯
の
所
停
め
る

べ
か
ら
子
、

職
務
の
内
外
を
聞
は
や
威
棋
を
濫
用
せ
争
、

謹
慎
懇
切
な
る
を
務
h
u
ぺ
し
等
)
、
彼
は
猫
立
自
由
、
意

の
偉
に
行
動
し
得
な
い
の
で
あ
り
、

此
輸
に
な
る
と
農

む
し
ろ
謹
み
深
く
、
窮
屈
な
る
境
遇
に
あ
る
の
で
あ
る
。

商
工
の
替
利
人
は
淘
に
自
由
で
あ
り
、

放
臆
な
る
行
動
を
魚
し
得
る
の
で
J

め
る
。
容
し
く
勤
穿
者
と
し
て
も
、
公

支
特
に
民
克
に
至
り
で
は
飴
程
自
向
な
昆
が
あ
る
。

だ
か
ら
官
克
に
は
共
俸
給
を
得
る
に
つ
い
て
の
か
か
る
特
別

の
苦
痛
の
件
ふ

rげ
、
課
税
上
に
色
宥
恕
し
て
可
い
と
も
見
ら
れ
る
。
併
し
此
精
神
七
の
苦
痛
は
貫
は
左
ま
で
大

し
た
色
の
で
は
な
い
の
み
な
ら
子
、

偲
り
に
之
を
考
慮
に
入
れ
る
と
し
て
も
、
元
来
、

官
吏
の
俸
給
な
る
も
の

士、

.1』
己
〉
包
い
孔
-
喝
b
r
L
P
E
u
h
s

、

L
4
E
E
U
訓
h
v
t
p
I
J
4
毛

h
H
L
L
1
〆
コ
ド
叫
ん
吋
件
、
ト
す

'
L
I
-
-

、

副
L
P
o
f
p
F
T
C
-
L
C
1
r
rト

此
鰐
加
を
も
凡
べ
て
併
せ
者
慮
し

τ市
共
上
に
て

拙
院
な
ら
必
と
し
て
見
め
川
ら
れ
て
居
る
の
で
め
芯
か
ら
、
・
立
を
ば
説
枕
上
に
特
じ
考
慮
し
て
宿
恕
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
と
い
ふ
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。

町
官
吏
重
課
の
理
由

、‘，，，い
地
位
、
随
っ
て
俸
給
の
保
障
、
即
ち
生
(
槌
繭
性
、
確
賞
作
・
・
:
・
:
行
支
は
司
法
官
と
行
政
官
、
文
官
と
武

官
と
で
多
少
の
差
異
差
等
は
あ
る
が
、
併
し
凡
べ
て
み
』
瞳
上
に
は
其
地
位
、
随
っ
て
俸
給
が
確
貨
な
も
の
で
あ

る
。
彼
は
重
大
な
る
不
都
合
を
せ
ぬ
限
り
先
づ
共
地
位
の
安
泰
な
も
の
で
あ
る
。
此
確
貫
性
及
、
克
ら
に
艦
績
性

と
い
ふ
も
の
に
つ
い
て
は
、
官
民
公
民
支
は
4
A
H

通
の
勢
働
者
に
は
勝
る
の
で
あ
る
が
、
共
中
に
で
も
官
交
が
概
し
て

最
も
勝
れ
て
居
る
。
か
く
し
て
ん
日
吏
は
地
位
左
俸
給
と
を
保
障
さ
る
る
か
ら
、
共
保
障
の
薄
弱
な
も
の
に
比
し
て

は
一
層
、
持
宮
本
の
絡
め
の
蓄
積
を
す
る
の
必
要
が
な
く
し
て
梼
h
u
。
果
し
て
然
り
左
す
れ
ば
、
課
税
上
、
官
吏
に

官

吏

と

課

税

第
四
十
一
巻

第

獄

五

五
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官

吏

正

課

税

第
四
十
一
巻

占
ノ、

ーノ、

第

務

は
非
官
吏
よ
り
も
一
層
重
課
し
て
良
い
と
い
ふ
こ
と
に
も
な
る
。
併
し
此
勤
に
つ
い
て
は
時
勢
の
麓
化
は
益
々
雨

者
の
隔
り
を
少
〈
し
、
民
支
に
で
も
又
州
労
働
者
に
で
も
相
嘗
共
地
位
の
保
障
を
増
し
つ
つ
あ
る
か
ら
、
そ
し
て
共

差
異
が
今
日
で
は
昔
日
ほ
ど
に
著
し
い
な
い
と
い
ふ
こ
と
も
あ
る
か
ら
、
此
鞘
を
ぱ
特
に
理
由
と
し
て
ん
日
変
重
課

を
主
張
し
品
兼
ね
る
と
い
ふ

f

」
と
も
あ
る
し
、
且
つ
又
、
官
吏
に
此
有
利
な
る
事
情
の
あ
る
だ
け
は
、
俸
給
額
が
割

合
に
安
〈
な
っ
て
刷
叫
ん
u
せ
が
つ
い
て
居
る
と
も
見
ら
る
か
ら
、
尚
更
に
之
pf
理
由

2
す
る
ん
同
支
重
識
は
主
張
し
党

ね
る
と
も
い
は
れ
お
。

ろ
恩
給
扶
助
料
等
に
よ
る
保
障
:
・
:
:
勤
傍
所
得
ほ
資
産
所
得
と
異
り
、
共
所
得
が
人
に
か
か
り
、
共
が
更
に

f
e
a
t

、

人
の
死
亡
疾
病
、
老
騒
な
ど
の
危
険
に
曝
さ
れ
る
と
い
ふ
弱
鮪
を
有
ち
、
共
矯
め
の
準
備
を
要
す
る
か
ら
、
給
付

能
力
の
一
一
暦
之
し
き
も
の
と
し
て
宥
恕
を
要
す
と
せ
ら
る
る
の

rが
、
一
砕
し
〈
勤
州
労
者
中
に
就
き
て
も
、
岡
家
官

克
は
此
鮎
に
於
て
確
賓
な
る
岡
家
よ
り
し
て
恩
給
扶
助
料
な
E
の
制
度
を
以
て
保
障
さ
れ
、
克
に
英
保
件
を
具
へ

や
と
も
退
職
賜
金
な
ぎ
も
あ
っ
て
相
営
に
此
等
の
危
険
に
卦
し
て
の
保
障
を
得
て
居
る
。
何
等
此
種
の
保
障
を
有

七
ぬ
民
束
、
州
労
働
者
に
比
し
て
は
確
か
に
一
層
有
利
で
あ
り
、
随
っ
て
官
吏
俸
給
に
は
、
他
の
勤
労
所
得
よ
り
も

重
識
し
て
良
〈
、
或
は
勤
持
所
得
宥
恕
の
特
典
を
官
吏
俸
給
だ
け
に
取
除
い
て
も
良
い
と
も
い
は
れ
得
る
A
t
y

併
し
此
等
の
制
度
は
官
克

rけ
の
制
度
で
は
な
く
し
て
、
公
文
に
も
出
来
て
居
り
、
民
克
労
働
者
に
も
段
々
と
多

平
準
さ
れ
た
と
い
ふ
て
良

此
賄
に
於
け
る
官
吏
と
他
の
勤
持
者
と
の
間
隔
は
徐
程
、

く
、
此
鮎
か
ら
官
吏
俸
給
と
他
の
勤
持
所
得
と
を
匝
別
し
て
取
扱
を
鍾
へ
る
と
い
ふ
こ
と
は
出
来
な
い
。
或
は
精

密
に
い
へ
ば
、
が
か
る
制
度
を
有
つ
勤
勢
者
所
得
と
共
他
と
に
て
な
ら
ば
一
組
別
し
て
も
良
い
で
あ
ら
う
。
又
吏
に

く
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
、

21) Terhalle， Fw. S・59
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進
ん
で
考
へ
る
と
、
此
等
の
保
障
の
あ
る
と
な
い
と
の
差
異
は
、
必
然
に
俸
給
給
料
共
も
め
に
も
影
響
し
て
居
り

此
保
障
の
み
つ
い
者
に
あ
ち
て
は
、
其
れ
だ
け
俸
給
給
興
が
一
層
低
く
な
っ
て
理
会
は
得
ら
れ
て
居
る
と
も
見
ら

る
る
か
ら
、
此
鈷
の
揖
酌
は
せ
ぬ
で
も
良
い
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
。

は
名
春
:
;
:
:
・
官
吏
に
は
大
韓
、
公
吏
、
氏
支
に
比
し
て
名
器
が
大
い
。
瓢
章
杭
階
な
ど
を
ぱ
比
較
的
容
易

/
1
 

に
克
ち
得
ら
れ
る
。
官
吏
は
剣
任
官
で
も
年
数
を
経
る
と
此
が
貰
へ
る
。
公
吏
で
は
貰
へ
ぬ
こ
と
は
な
い
が
、
飴

程
困
難
で
あ
る
。
民
吏
に
至
つ
て
は
之
を
受
〈
る
望
は
薄
い
。
枇
曾
一
一
般
の
隼
敬
も
大
瞳
定
克
に
一
層
厚
い
。
随

ふ
て
官
吏
は
共
あ
る
日
か
故
に
、
俸
給
が
割
合
に
低
く
と
も
、
共
他
精
神
的
に
は
窮
印
刷
で
あ
っ
て
も
、
之
を
辛
棒
す

沼

る
こ
と
が
出
府
る
。
噛
ふ
て
は
叉
、
此
名
山
替
の
見
杭
り
方
如
何
に
よ
り
て
は
、
ハ
U
W
(
に
他
劫
帥
究
者
J
h
J
6
一
階
設

さ
課
暁
を
し
て
も
良
い
と
も
見
ら
れ
る
。
が
併
し
叉
、
共
名
巻
だ
け
は
、
俸
給
共
も
の
の
低
い
こ
と
と
、
窮
屈
な

こ
左
と
で
十
分
埋
A
口
せ
が
つ
い
て
居
る
と
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
此
見
方
か
ら
い
ふ
と
、
最
早
、
名
春
を
ぱ
謀

説
上
に
特
別
考
慮
せ
や
と
も
可
と
も
い
は
れ
得
る
。

に
緊
張
度
の
弱
き
こ
と
-
j
i
-
-
一
般
に
い
ふ
て
は
務
し
く
勤
勢
者
中
に
て
色
、
精
神
的
勤
時
の
方
が
肉
鵠
的

勤
勢
よ
り
も
苦
痛
皮
の
軽
い
る
の
と
い
ふ
て
良
い
が
、
共
精
神
的
勤
持
者
中
に
で
も
特
に
岡
家
の
官
支
は
少
く
と

も
氏
支
に
比
し
て
は
緊
張
味
を
融
き
、
随
っ
て
苦
痛
度
低
く
、
随
っ
て
叉
同
一
量
の
仕
事
を
ぱ
割
合
に
多
人
数
で

行
ふ
や
う
に
な
る
傾
が
あ
る
。
或
は
官
吏
に
て
は
真
に
必
要
な
る
よ
り
色
コ
一
倍
多
〈
も
使
は
れ
る
と
も
い
ふ
。
共

度
舎
を
精
密
に
示
す
こ
と
は
六
っ
か
し
い
。
か
〈
の
如
〈
に
三
倍
多
〈
も
と
い
ふ
の
に
は
あ
ま
り
に
重
き
を
置
き

難
い
け
れ

E
色
、
多
少
多
〈
使
は
れ
て
居
る
と
い
ふ
こ
色
、
随
っ
て
彼
等
の
緊
張
度
の
弱
い
と
い
ふ
こ
と
は
事
貫

官

吏

k
課

税
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一
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七
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四
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一
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官
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課

税

第
四
十
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jl. 

jl. 

第
一
誠

で
あ
る
。
さ
う
す
る
と
、
此
か
ら
推
し
て
官
吏
俸
給
は
割
令
に
低
い
の
で
は
な
く
し
て
、
買
は
却
っ
て
割
高
に
排

は
れ
て
居
る
と
も
見
ら
れ
、
随
ふ
て
は
、
彼
の
俸
給
に
は
他
の
勤
持
所
得
よ

h
も
一
一
暦
重
課
し
て
可
と
も
い
ひ
得

る
。
併
し
か
か
る
緊
張
味
の
度
合
を
精
密
に
指
示
す
る
こ
と
は
六
っ
か
し
〈
、
官
克
俸
給
が
諸
の
事
項
を
も
併
せ

考
慮
し
て
、
来
し
て
割
高
か
割
安
か
を
断
定
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
装
だ
六
っ
か
し
い
こ
と
で
あ
る
。
此
に
い
ふ
議

論
も
一
の
参
考
'
と
は
な
る
け
れ
ど
も
、
あ
ま
り
に
之
に
重
き
を
置
く
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

、、、
.a''ほ

義
務
及
犠
特
戚
の
明
き
こ
と
:
・
官
タ
一
は
本
来
、
問
日
山
中
に
て
色
特
に

b

岡
家
の
公
僕
と

υて
岡
市
添
の
矯

め
に
は
有
ら
ゆ
る
犠
牲
を
掛
ひ
、
高
度
の
義
務
自
貨
を
有
つ
べ
き
も
の
で
め
る
。
叉
貨
慨
に
も
殆
ん
ど
凡
べ
て
の

官
吏
が
之
を
有
つ
で
も
居
る
。
可
〈
寅
際
之
を
有
っ
て
居
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
正
し
で
も
、
被
も
其
地
位
に
目
醒
め
た

る
と
き
は
明
に
之
な
意
識
す
る
こ
と
が
出
来
得
る
。
官
吏
は
直
接
、
岡
家
に
仕
へ
て
岡
務
に
蛍
る
に
於
て
、
一
一
般

岡
氏
よ
り
も
以
上
に
岡
市
訴
に
謹
す
べ
き
所
以
の
も
の
を
自
覚
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
恰
か
も
兵
卒
が
岡
市
殊
に
奉
仕

す
る
と
同
一
に
全
力
ぞ
献
げ
て
壷
す
べ
〈
、
岡
民
は
岡
家
の
必
要
と
す
る
限
り
は
兵
役
に
服
し
て
身
命
ま
で
も
賭

し
、
極
め
て
乏
し
き
給
典
に
も
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
官
吏
も
亦
岡
家
の
必
要
と
す
る
に
於
て
、
共
高
き
名

春
め
る
地
位
に
就
き
て
共
会
き
力
守
献
げ
て
懸
命
に
岡
務
に
査
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
岡
家
が
命
や
る
な
ら
ば
但

令
無
報
酬
に
で
も
共
務
め
に
従
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
も
共
に
劃
し
て
兎
に
も
角
に
も
俸
給
と
し
て
可
な
り
の

額
を
支
給
せ
ら
る
る
の
は
、
む
し
ろ
之
を
ぱ
岡
家
よ
り
の
特
別
な
る
思
恵
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
恩
給
を
恩
給

と
い
ふ
の
み
で
な
く
、
官
吏
の
俸
給
も
亦
た
、
一
の
同
家
よ
り
し
て
の
思
給
と
い
ふ
て
も
良
い
・
も
の
で
あ
る
、
官

吏
は
兵
役
服
務
者
に
比
し
て
は
泊
に
有
難
い
境
遇
に
あ
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
て
良
い
。
官
吏
げ
か
探
〈
此
鈷
を
考
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ふ
る
に
於
て
俸
給
に
つ
き
事
も
不
足
不
満
を
い
ふ
べ
き
で
な
〈
、
む
し
ろ
共
の
多
き
を
戚
謝
し
て
然
る
べ
き
で
め

り
、
此
戚
知
を
前
提
と
す
る
と
き
に
、
官
吏
俸
給
に
は
他
の
勤
勢
所
得
よ
り
も
確
か
に
一
一
層
重
課
し
て
良
い
と
い

ふ
こ
と
に
な
る
。
随
ふ
て
は
夫
の
官
吏
に
奥
へ
ら
る
る
勤
勢
所
得
な
る
が
矯
め
の
宥
恕
の
如
き
は
之
を
底
止
叉
は

軽
減
し
て
も
良
い
の
で
あ
る
。

結

論

以
上
英
之
、
悶
家
の
官
吏
の
俸
給
に
は
之
営
不
課
税
と
し
て
彼
に
特
椎
df
輿
へ
よ
と
の
考
方
も
あ
る
げ
れ
ど

も
、
此
は
か
し
ろ
十
砕
し

t
被
治
者
た
お
資
格
に
於
て
一
一
般
闘
民
間
岐
に
課
税
し
士
山
T
良
い
ー
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
又
之
を
無
視
と
し
て
は
課
抵
の
便
宜
に
も
ん
口
し
な
い
。
そ
れ
か
ら
之
に
劃
し
て
臨
時
特
別
の
虚
詮
と
し
て
官

吏
積
を
課
し
つ
つ
種
別
課
税
と
す
る
こ
と
の
謹
む
べ
き
こ
と
も
あ
る
が
、
正
常
時
の
置
と
し
て
は
種
別
税
を
せ
守

し
て
他
の
所
得
と
一
緒
に
綜
合
課
税
と
魚
し
、
叉
牧
科
者
課
税
と
も
す
る
の
が
一
一
層
公
平
で
も
あ
り
、
五
に
は
源

泉
課
枕
と
す
る
の
技
術
上
の
必
要
も
な
い
。
綜
合
枚
得
者
課
挽
と
す
る
と
し
て
、
助
努
所
得
中
に
つ
き
て
咋
吏
俸

給
に
他
の
も
の
よ
り
も
一
一
層
重
課
す
べ
き
理
由
と
、
一
一
暦
軽
課
す
べ
き
理
由
と
が
、
双
方
か
ら
成
立
ち
得
る
が
、

併
し
共
等
は
大
抵
め
ま
り
強
〈
は
主
張
し
粂
ね
る
も
の
で
あ
っ
て
、
之
等
を
論
擦
と
し
て
何
れ
左
色
決
定
し
粂
ぬ

る
の
で
あ
る
が
、
唯
一
つ
重
課
論
中
、
官
支
の
義
務
戚
よ
り
来
る
も
の
だ
け
は
有
力
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
之
を

論
擦
と
し
て
之
に
重
課
を
計
つ
で
も
良
〈
、
随
っ
て
此
賄
か
ち
し
て
、
勤
勢
所
得
宥
恕
の
恩
典
を
ぱ
、
官
吏
俸
給

に
つ
い
て
は
廃
止
し
又
は
軽
減
し
て
も
良
い
と
考
へ
ら
る
る
。

官

吏

と

課

税

第
四
十
一
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