
明

代

鈴

政

史

序

説

明
代
に
お
け
る
仕
官
の
方
途
に
は
大
略
三
つ
の
場
合
が
あ
り
、
之

を
三
途
と
稿
し
た
が
、
た
だ
そ
の
三
途
が
貫
際
に
何
々
を
指
す
か
に

つ
い
て
は
、
諸
室
百
の
記
載
が
必
ず
し
も

一
致
し
て
お
ら
な
い
。
し
か

し
総
じ
て
云
え
ば
、
正
統
以
前
に
あ
っ
て
は
薦
翠

・
進
士
奉
貢

・
吏

員
を
以
て
三
途
と
し
、
正
統
以
後
に
あ
っ
て
は
進
士
・
翠
貫

・
吏
員

を
以
て
三
途
と
す
る
よ
う
で
あ
る
。
蓋
し
園
初
に
お
い
て
は
官
吏
の

登
用
上
特
に
薦
翠
が
重
き
を
な
し
た
に
封
し
、
中
期
以
後
に
お
い
て

は
特
に
科
事
が
重
き
を
な
し
た
放
で
あ
る
。

さ
て
ま
ず
三
途
の
出
身
に
つ
い
て
述
ぺ
ん
に
、
薦
患
は
古
の
郷
翠

里
遺
で
あ
り
、
知
州

・
知
鯨
な
ど
地
方
有
司
の
官
が
境
内
の
番
老
を
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集
め
、
聴
明
正
直

・
賢
良
方
正

・
孝
弟
力
田
な
ど
、
徳
行
才
識
の
郷

谷

隆

光

里
に
著
わ
る
る
者
を
選
ん
で
、
こ
れ
を
中
央
に
推
薦
す
る
も
の
で
あ

る
。
之
を
国
家
の
側
に
立

っ
て
見
れ
ば
徴
聴
H
徴
昨
で
あ
り
、

薦
翠

と
徴
鮮
を
一
語
に
ま
と
め
れ
ば
薦
辞
で
あ
る
。
洪
武
十
五
年
九
月
己

酉
の
如
き
は
、
か
く
し
て
授
官
を
奏
請
さ
れ
た
者
の
数
が
三
千
七
百

徐
人
に
も
上

っ
て
お
り
、
園
初
薦
奉
に
よ
っ

で
登
用
さ
れ
た
官
吏
の

一 77ー

甚
だ
多
か

っ
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る。

し
か
し
太
租
は

一
面
重
法

土
庶
の
聞
に
は
進
ん
で
こ
の
新
政
機

下
に
仕
官
し
よ
う
と
す
る
者
が
少
な
く
、
父
兄
が
其
の
子
弟
を
訓
う

を
以
て
天
下
に
臨
ん
だ
た
め
、

る
に
も
、

よ
く
糧
長
に
充
て
ら
る
る
を
以
て
賢
と
な
し
、
科
第
の
築

を
慕
わ
な
か

っ
た
と
か
、
家
に
好
事
の
子
が
あ
れ
ば
郡
勝
の
知
る
と

こ
ろ
と
な
る
を
恐
れ
、
反
っ
て
之
を
し
て
田
畝
に
耕
せ
し
め
た
と
か

云
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
薦
翠
に
よ

っ
て
仕
官
す
る
者
は
多
く
「
朝

花
万
錨
を
摘
て
暮
に
冠
裳
を
擁
す
」
と
い
っ

た
無
頼
の
徒
で
、
太
祖
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が
し
ば
し
ば
有
司
の
脂
製
を
戒
め
て
い
る
の
も
、
此
の
間
の
消
息
を

反
映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ば
永
幾
以
後
官
吏
の
志
望
者
が
累

増
し
、
科
穆
や
戯
買
に
よ

っ
て
多
数
の
官
吏
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
と
、
薦
穆
は
も
は
や
そ
の
必
要
性
を
認
め
ら
れ
な
く
な
り
、
天
順

二
年
に
は
事
質
上
綴
止
さ
れ
る
に
至

っ
た
。
春
明
夢
徐
録
各
三
四
、

吏
部
徴
帥刊
の
僚
に
も
、
科
挙
と
徴
聯
と
は
正
統
・

景
泰
の
聞
に
至
る

ま
で
並
用
さ
れ
た
が
、
成
化
よ
り
後
は
科
穆
重
く
し
て
徴
聴
は
迭
に

販
典
と
な

っ
た
と
云

っ
て
い
る
。

科
製
は
洪
武
三
年
の
郷
試
と
翌
四
年
の
曾
試
よ
り
始
ま
り

十
七

年
以
後
は
三
年
に

一
度
施
行
せ
ら
れ
る
定
制
と
な

っ
た
。
郷
試
に
は

各
省
ご
と
に
取
土
の
定
額
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が

い
ま
そ
の
全
国

合
計
額
に
つ
い
て
見
る
に
、
洪
武
三
年
の
定
制
に
お
い
て
は
五

一
O

名
、
洪
照
元
年
の
そ
れ
に
お
い
て
は
五
四

O
名
、
正
統
五
年
の
そ
れ

に
お
レ
て
は
七
四

O
名
、
景
泰
四
年
の
そ
れ
に
お
い
て
は
一

一
四
五

名
と
な
っ
て
い
る
。
之
に
よ
れ
ば
洪
照
よ
り
景
泰
に
至
る
ま
で
の
櫓

額
が
最
も
着
る
し
く
、
印
ち
二
倍
と
な

っ
て
い
る
が
、
景
泰
以
後
の

費
更
に
は
者
る
し
い
も
の
が
な
い
。

一
方
、
郷
試
に
臨
ず
る
者
は
園

子
監
の
監
生
と
府
州
廊
開
干
の
照
膳

・
増
由
民
生
員
が
主
で

ほ
か
に
儒

土

・
未
入
流
官
な
と
も
あ

っ
た
が

正
徳
八
年
冨
揺
の
言
に
よ
れ

ば
、
天
下
の
康
膳
生
員
三
高
五
千
八
百
人
と
あ
る
か
ら
、
之
よ
り
推

算
す
れ
ば
郷
試
の
競
字
率
は
恐
ら
く
数
十
倍
に
上

っ
た
も
の
で
あ
ろ

ぅ。

曾
試
に
は
洪
武
以
来
定
額
を
設
け
な
か
っ
た
が
、
宣
徳
二
年
に

至
っ
て
こ
れ
を
百
人
と
定
め

正
統
七
年
に
は
百
五
十
人
に
増
額
し

た
。
景
泰
以
来
は
再
び
定
額
を
設
け
ず
、
成
化
以
後
に
お
レ

て
は
三

百
人
を
以
て
基
準
と
し
、

軍
恩
に
遇
え
ば
四
百
人
に
及
ぶ
こ
と
も
あ

っ
て
、
大
約
三
百
五
十
人
を
卒
均
と
し
た
。
之
に
よ
れ
ば
宣
徳
よ
り

成
化
に
至
る
ま
で
の
増
額
が
最
も
者
る
し
く
、
即
ち
三
倍
と
な

っ
て

い
る
が
、
成
化
以
後
の
増
減
に
は
者
る
し
レ
も
の
が
な
く
、
概
し
て

漸
増
の
傾
向
に
あ
る
。
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二
刀
、
命
日試
に
底
ず
る
者
に
は
郷
試
新
中
式

家
人
の
ほ
か
に
下
第
坐
監
翠
人
や
署
数
穆
人
な
ど
も
含
ま
れ
で
し
た

の
で

五
千
人
に
上
り
、
曾
試
の

こ
れ
ら
を
合
算
す
る
と
大
約
四
、

競
字
率
は
通
常
十
数
倍
に
及
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
郷
試
に
合

格
し
た
者
は
孝
人
と
云
う
。
唐
宋
以
来
翠
人
の
資
格
で
入
官
す
る
こ

と
は
な
か

っ
た
が
、
明
代
に
至
り
曾
試
下
第
三
次
に
及
、
ぺ
は
、
吏
部

に
赴
い
て
職
に
就
く
こ
と
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
曾
試
に
合
格
し

た
者
は
進
士
と
云
う

0

・
進
土
と
な
っ
た
者
は
ま
ず
在
京
の
九
卿
街
門

に
お
い
て
政
務
を
分
習
し
、
之
を
離
政
進
士
と
云
い
、

し
か
る
後
吏

部
の
還
に
就
い
た
の
で
あ
る
。



監
生
は
入
監
の
事
情
に
よ
っ
て
翠
監
・

貢
監

・
蔭
監

・
例
監
の
四

種
に
大
別
さ
れ
る
。
翠
監
は
下
第
翠
人
の
入
監
し
た
者
で
あ
り
、
'
は

じ
め
は
次
回
の
曾
試
に
備
え
る
た
め
の
意
味
が
あ
っ
た
が
、
成
化
の

頃
に
も
な
る
と
か
か
る
者
は
却
っ
て
原
籍
に
踊
っ
て
勉
撃
し
、
も
は

や
鹿
翠
の
志
を
捨
て
て
た
だ
ち
に
仕
官
を
希
望
す
る
に
至
っ
た
者
の

み
が
入
監
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

貢
監
は
歳
々
に
府

・
州

・
牒
事
よ
り
起
貢
さ
れ
る
生
員
で
あ
る

が
、
園
初
に
あ
っ
て
は
い
ま
だ
科
翠
の
制
度
が
十
分
に
護
達
し
て
い

な
か

っ
た
だ
け
に
、
歳
貢
は
薦
皐
と
共
に
官
吏
登
用
上
の
二
大
支
柱

と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

洪
武

・
永
築
の
頃
に
お
け
る
歳
貢
の
額
数

正
統
以
後
の
ほ
ぼ
倍
額
に
相
嘗
す
る
の
も
こ
の
た
め
で
あ
ろ

う
。
か
か
る
衣
第
で
歳
煮
は
は
じ
め
撃
業
成
績
の
優
秀
な
康
膳
主
員

カ1の
中
か
ら
起
貢
さ
れ
た
の
で
あ
る
が

や
が
て
科
翠
制
の
設
展
に
影

響
さ
れ
、
宣
徳
以
後
は
屡
皐
不
第
に
し
て
食
康
年
深
と
な
っ
た
生
員

さ
ら
に
成
化
以
後
に
な
る

の
中
か
ら
起
貢
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た。

と
、
康
膳
生
員
の
み
な
ら
ず
増
慶
生
員
や
附
撃
生
員
の
中
か
ら
も
種

々
の
ル
l
ト
に
よ

っ
て
入
監
す
る
者
が
あ
り
、

ま
た
三
氏
率

・
京
撃

-
衝
撃

・
都
司
翠

・
土
官
事
な
ど
よ
り
も
若
干
起
貢
さ
れ
た
の
で
、
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全
憧
と
し
て
は
む
し
ろ
表
老
都
猿
の
輩
が
多
数
を
占
め
る
に
至
つ

た
。
そ
こ
で
弘
治
末
年
以
来
は
常
貢
の
外
に
選
貢
の
法
を
設
け
、
異

に
皐
行
粂
備
の
生
員
を
簡
抜
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

膝
叙
の
特
典
は
洪
武
の
時

一
品
よ
り
七日
聞
に
至
る
文
官
の
子
孫
に

一
品
官
の
子
は
五
品
官
に
お
い
て
、
以
下
逓
減
し

こ
れ
を
附
興
し
、

て
七
品
官
の
子
は
未
入
流
下
等
職
内
に
お
い
て
叙
用
す
る
例
で
あ
っ

た
が
、
永
幾
に
至
っ
て
在
京
三
品
以
上
の
官
の
子
孫
に
制
限
し
、
こ

れ
を
官
生
と
云

っ
た
。
官
生
は
父
租
が
閣
臣
の
如
き
高
位
に
あ
る
場

合
、
た
だ
ち
に
尚
室
内
司
丞
(
時
ハ
)
・
光
雄
寺
寺
丞
縦
六
)
・
大
理

寺
評
事
(
柾
七
)
・
中
書
舎
人
(
縦

J
・
遇
政
司
知
事

(柾
八
)
等
と
な

る
者
も
あ

っ
た
が
、

む
し
ろ
多
く
は
園
子
監
に
入
監
し
て
藤
監
と
な
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り
、
そ
れ
よ
り
官
途
に
就
く
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
但
し
蔭
監
の
仕

官
は
元
来
科
目
出
身
に
よ
る
の
を
原
則
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
や
ヵ.，

て
科
患
が
盛
行
す
る
よ
う
に
な
る
と
、

一
般
に
撃
力
の
低
い
蔭
監
は

こ
れ
に
合
格
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
や
む
な
く
長
期
に
亙

っ
て
在
監

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
こ
れ
を
疏
通
す
る
た
め
に
、
正
統
の

時
に
は
入
監
後
十
年
以
上
を
経
過
し
た
者
に
封
し
、
権
宜
の
措
置
と

し
て
歴
事
出
身
に
よ
る
こ
と
を
許
し
た
が

」
の
方
式
は
成
化
に
至

っ
て
決
定
的
と
な
っ
た
の
で
あ
る。

，宣
徳

・
正
統
及
び
天
順
の
時
に
は
、
屡
鼠
争
不
第
の
ま
ま
に
府

・
州
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-
鯨
撃
に
在
家
し
て
い
た
四
十
歳
(
或
は
四
十
五
歳
)

以
上
の
康

膳
生
員
が
、
無
保
件
的
に
因
子
監
に
迭
監
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ

り

之
を
例
貢
と
も
云
っ
た
が
、

」
れ
と
は
別
に
景
泰
元
年
以
来

は
、
府
・
州
・
牒
撃
の
生
員
が
納
粟
・
納
馬
・
納
草
・
納
銀
な
ど
に

か
か
る
納
質
入
監
は
は

の
ち
軍
民
の
子
弟
に
も

よ
っ
て
因
子
監
に
入
監
す
る
例
が
起
っ
た
。

じ
め
生
員
に
限
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

及
び
、
彼
等
は
民
生
と
か
俊
秀
と
か
云
わ
れ
、
ま
た
例
監
と
も
呼
ば

れ
た
。
生
員
が
納
貨
に
よ
っ
て
入
監
す
る
場
合
が
納
貢
で
あ
り
、

軍

民
の
子
弟
が
納
貨
に
よ
っ
て
入
監
す
る
場
合
が
例
監
で
あ
る
と
の
説

も
あ
る
が
、

雨
者
の
聞
に
は
甚
だ
し
い
運
庭
が
な
い
。

生
員
の
場

合
、
納
貨
に
よ
っ
て
入
監
し
得
る
の
は
、
も
と
康
膳
及
び
増
慶
生
員

に
限
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
成
化
以
来
は
そ
の
規
制
が
緩
ん
で

次
第
に
凱
服
に
陶
り
、
附
皐
生
・
吐
翠
生
よ
り
さ
て
は
商
賀
・

輿
蓋

-
隷
役
の
類
に
至
り
、
中
に
は
自
に
一
丁
字
を
解
せ
ぬ
幼
童
ま
で
入

監
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
明
末
に
お
い
て
は
監
生
の
七
割
ま
で
が
か

か
る
例
監
で
あ
っ
た
と
も
云
わ
れ
、
そ
の
吏
部
に
注
還
す
る
者
も
数

高
人
の
多
き
に
及
ん
だ
と
云
う
。

次
に
監
生
の
出
身
に
つ
い
て
は
、
園
初
一
時
積
分
の
法
が
行
わ
れ

た
ほ
か
、
明
一
代
を
通
じ
て
歴
事
の
法
が
行
わ
れ
た
。
抑
々
園
子
監

に
お
け
る
数
撃
の
中
心
は
、
慶
業
・
崇
志
・
正
義
・
誠
心
・
修
道
・

率
性
の
六
堂
に
あ
り
、
度
業
堂
よ
り
升
っ
て
率
性
堂
に
至
れ
ば
毎
季

試
験
を
行
い
、

年
間
の
成
績
八
分
以
上
に
達
す
れ
ば
出
身
を
興
払
え

た
。
之
を
積
分
出
身
と
云
う
。
し
か
る
に
間
も
な
く
歳
貢
生
の
著
増

に
鑑
み
て
か
、
洪
武
二
十
九
年
以
後
に
ば
別
に
監
生
を
諸
司
に
分
援

し
て
政
事
を
歴
練
せ
し
め
、
費
次
に
循
っ
て
出
身
を
輿
え
る
こ
と
が

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
之
を
歴
事
出
身
と
云
う
。
そ
の
際
援
歴

の
序
次
は
入
監
年
月
の
先
後
を
以
て
基
準
と
し
た
が
、
正
統
三
年
以

後
に
あ
っ
て
は
坐
堂
年
月
の
深
曲
目
を
以
て
基
準
と
す
る
よ
う
に
な
っ
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た
。
ま
た
例
監
生
が
出
現
し
て
科
貢
監
生
が
出
身
の
途
上
に
墾
滞
す

る
よ
う
に
な
る
と
、

成
化
十
一
年
以
後
は
監
生
を
科
貢
と
援
例
に
分

け
て
正
行
・
雑
行
と
云
い
、
雨
者
の
聞
に
援
歴
・
取
選
上

一
定
の
比

率
を
設
け
た
。
嘉
靖
の
頃
に
は
六
分
と
四
分
を
以
て
そ
の
基
準
と
し

て
い
る
。
歴
事
を
了
れ
ば
通
常
さ
ら
に
郷
里
に
家
居
し
て
授
官
を
待

ち、

之
を
家
居
聴
選
監
生
と
云
う
が
、

明
代
中
期
以
後
に
お
い
て

は
、
入
監
よ
り
授
官
に
至
る
ま
で
、
此
の
間
卒
均
し
て
二
十
年
前
後

を
要
し
た
の
で、

結
局
監
生
出
身
者
の
仕
官
年
齢
は
、

一
般
に
五
十

歳
以
上
六
十
歳
前
後
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

吏
員
は
洪
武
三
十
一
年
の
出
身
事
例
に
よ
り
、
九
年
考
捕
の
後

ι



始
め
て
官
職
を
授
け
ら
れ
る
。
印
ち
在
外
諸
司
の
吏
員
は
六
年
を
経

さ
ら
に
三
年
を
経
て
後
叙
官
さ
れ
る
の

て
後
在
京
諸
司
に
時
屈
し
、

で
あ
る
。
こ
れ
は
吏
員
出
身
者
が
官
に
叙
せ
ら
れ
る
ま
で
の
原
則
的

過
程
で
あ
る
が
、
景
泰
以
来
は
監
生
の
場
合
と
同
様
輪
納
に
よ
っ
て

進
む
者
が
あ
り
、
彼
等
は
そ
の
多
寡
に
よ

っ
て
或
は
考
試
を
克
じ
或

は
排
事
を
克
じ
て
冠
帯
を
給
し
選
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
例

は
殊
広
成
化
以
後
に
お
い
て
盛
行
し
た
も
の
の
如
く
、
こ
れ
に
よ

っ

て
正
途
の
吏
員
が
出
身
の
途
上
に
翠
滞
す
る
に
至
っ
た
こ
と
も
、

た
監
生
の
場
合
と
同
様
で
あ
っ
た
。
卸
ち
冠
帯
を
給
せ
ら
れ
て
後
な

お
中
十
年
の
排
事
期
聞
を
経
て
一
日
一
郷
里
に
家
居
し
、
十
五
年
乃
至
二

十
年
の
後
再
び
上
京
し
て
還
を
聴
つ
こ
と
ま
た
牢
年
乃
至
一
年
の
後

に
選
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
此
の
期
聞
を
超
過
す
れ
ば
堅
選

H
議
選
を
行
.ぃ
、
其
の
合
格
者
に
封
し
て
の
み
官
職
を
授
け
た
の
で

あ
る
。
在
外
諸
司
の
吏
員
が
在
京
諸
司
に
分
接
さ
れ
て
後
は
耕
事
吏

と
よ
ば
れ
、
冠
帯
を
給
せ
ら
れ
て
後
は
排
事
官
と
よ
ば
れ
、
排
事
了

っ
て
後
は
聴
選
官
と
よ
ば
れ
る
が
、
始
め
て
吏
に
充
て
ら
れ
て
よ
り

絡
に
官
に
叙
せ
ら
れ
る
ま
で
に
は
、
前
後
概
ね
三
十
年
の
経
過
を
必

要
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
此
の
間
に
は
屡
次
の
考
悪
を
経
な
け
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れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
こ
れ
に
不
合
格
と
な
る
場
合
に
は
此
の
期
聞
は

さ
ら
に
延
長
さ
れ
る
。
特
に
輪
納
に
よ
ら
ざ
る
場
合
、
吏
員
出
身
者

の
入
仕
は
極
め
て
困
難
な
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
、

三
途
の
出
身
に
つ
い
て
そ
の
大
要
を
述
べ
た
が
、
此
の
間

特
に
注
意
す
べ
き
は
、
園
初
に
お
い
て
重
き
を
な
し
た
薦
翠

・
歳
貢

な
ど
他
薦
主
義
に
よ
る
官
吏
の
登
用
法
が
中
期
以
後
衰
退
し
、
之
に

代
っ
て
郷
試

・
曾
試
な
ど
自
薦
主
義
に
よ
る
官
吏
の
登
用
法
が
盛
行

し
た
こ
と
で
あ
る。

宣
徳
|
天
順
の
聞
は
云
わ
ば
そ
の
過
渡
期
で
あ

ま

り
、
明
代
官
吏
の
三
途
出
身
別
に
よ
る
質
的
量
的
饗
動
が
最
も
激
し

く
起
っ
て
来
た
の
が
此
の
時
期
で
あ
る
と
云
え
る
。
成
化
に
至
り
官

僚
組
織
の
内
部
に
、
出
身
に
よ
る
資
格
の
固
定
化
が
起
っ
た
の
は
こ

‘
m

の
た
め
で
あ
る
。

尤
も
こ
の
時
期
よ
り
龍
生
す
る
納
貨
入
監

・
納

質
補
官
の
事
例
は
、

ま
た
明
代
の
官
場
に
別
個
の
問
題
を
提
起
し
て

い
る
。園

初
は
官
吏
志
望
者
の
数
が
そ
の
賀
際
の
必
要
数
に
比
し
て
過
少

で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
を
任
用
す
る
上
に
お
い
て
は
、

一々

出
身
を

論
じ
資
格
を
云
々
す
る
遣
が
な
か
っ
た
。

し
か
る
に
中
期
以
後
は
官

吏
志
望
者
の
数
が
そ
の
貫
際
の
必
要
数
に
比
し
て
過
剰
と
な

っ
た
の
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で
、
出
身
は
白
か
ら
資
格
と
し
て
官
僚
組
織
内
に
お
け
る
各
人
の
地

位
を
決
定
し
、
成
化
以
後
に
お
い
て
は
殆
ん
ど
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る

銭
則
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
洪
武
の
時
薦
穆
に
よ

っ
て
任
用
さ
れ
た

官
吏
の
中
に
は
、
尚
書

・
侍
郎
の
如
き
高
官
に
陸
る
者
が
あ
り
、
太

間千生
H
園
子
生
と
て
も
勿
論
同
様
で
あ
っ
た
。

し
か
る
に
一
方
、
科

目
を
重
ん
ず
る
風
潮
は
、
氷
幾
の
時
よ
り
早
く
も
そ
の
兆
が
見
え
る
。

戸
部
侍
郎
焦
宏
は
永
築
の
進
士
で
あ
る
が
、
そ
の
父
は
己
が
科
目
出

身
に
非
ざ
る
こ
と
を
卒
生
の
恨
と
し
て
い
た
。
曾
て
洋
郷
の
丞
で
あ

一
日
僚
友
と
曾
し
て
酒
を
飲
ん
だ
と
こ
ろ
、
談
た
ま
た
ま

っ
た
時
、

出
身
の
高
下
に
及
ん
だ
の
で
、
我
身
を
顧
み
て
大
レ
に
慰
じ
、
錦
っ

て
そ
の
子
宏
等
に
向
っ
て
、
「
汝
兄
弟
慣
に
努
力
し
て
撃
に
務
め
、

科
目
出
身
を
求
め
て
汝
が
父
の
た
め
に
気
を
字
う
ベ
し
」
と
激
剛
し

た
の
で
、
宏
は
こ
れ
が
た
め
大
い

に
護
奮
し
て
途
に
進
士
と
な

っ
た

と
云
う
。
宜
徳

・
正
統
の
頃
に
も
な
る
と
、
部
院
の
堂
官
に
は
進
士

出
身
者
が
多
く
な

っ
て
い
た
が
、
出
身
の
相
違
か
ら
来
る
感
情
の
縫

れ
も
、
こ
の
頃
に
は
徐
程
酷
く
な

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
工
部
尚
書
石

瑛
(
正
統

二

丁
景
泰
六
)

・
左
都
御
史
冠
深
(天
順一

l
五
)
・
戸
部
尚

室
百
年
富
(
天
順
四
|
入
)
等
は
、

何
れ
も
進
士
出
身
で
な
い
と
こ
ろ

か
ら
進
士
を
喜
ば
ず
、
石
漢
は
観
政
進
士
に
謝
し
て
何
時
も
傍
若
無

人
の
態
度
を
示
し
、
年
富
は
考
満
の
主
事
三
人
の
論
策
を
考
査
し、

や
や
劣
っ
て
い
る
者
に
封
し
て
、

「
爾
進
士
、

此
の
文
を
震
る
邪
」

と
面
罵
し
た
と
云
い
、
冠
深
は
進
士
の
犯
罪
者
を
取
調
べ
る
時
に
は

屡
々
こ
れ
を
鞭
打
つ
こ
と
さ
え
あ
っ
た
が
、
監
生
に
謝
し
て
は
毎
々

温
言
を
以
て
こ
れ
を
導
い
た
と
云
う
。
こ
れ
等
の
挿
話
は
そ
の
反
面

に
お
い
て
、
首
時
既
に
科
目
就
中
進
士
の
資
格
が
甚
だ
重
ん
ぜ
ら
れ

て
い
た
こ
と
を
立
置
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い。

さ
て
進
士

・
翠
貢

・
吏
員
の
三
途
に
つ

い
て
、

そ
の
資
格
の
固

定
化
す
る
次
第
を
述
ぺ
ん
に
、

ま
ず
京
官
に
つ
い
て
云
え
ば
、
国
初

- 82一

は
翠
貫
出
身
者
の
中
か
ら
も
屡
々
科
道

・
部
腐
な
ど
の
職
に
就
く
者

F

ミ

・軒町
J

っ
こ
:
、

カ品
4

・7
カ

や
が
て
科
患
が
盛
行
す
る
よ
う
に
な
る
と
、

」
れ
ら

の
職
は
主
と
し
て
進
土
出
身
者
の
占
め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
即
ち
成
化
六
年
の
定
制
で
は
、
御
史
の
歓
が
科
目
出
身
で
三
年

考
満
の
者
の
中
か
ら
考
還
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
同
じ
く
科
目

出
身
と
云
っ
て
も
、
進
土
と
家
人
と
を
比
較
す
れ
ば
、

そ
の
大
多
数

が
進
士
出
身
者
で
あ

っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

し
か
も
御
史

と
給
事
中
と
を
比
較
す
れ
ば
給
事
中
が
清
官
と
さ
れ
、

ま
た
科
道
と

部
属
と
を
比
較
す
れ
ば
部
廊
が
要
職
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
既

に
御
史
の
歓
に
監
生
出
身
者
が
排
除
さ
れ
て
い
る
以
上
は
、
科
道

・



部
宙
局
の
何
れ
よ
り
も
同
様
に
排
除
さ
れ
て
い
f

る
も
の
と
見
倣
し
て
差

支
え
な
い
。
さ
れ
ば
成
化
六
年
の
定
制
は
、
翠
貢
出
身
者
が
科
道

・

部
屈
の
職
よ
り
原
則
的
に
排
除
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
推
測

せ
し
め
る
貼
に
お
レ
て
、

一
つ
の
指
標
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
掌
貢

出
身
者
が
科
道

・
部
属
の
職
に
就
く
場
合
、
最
も
普
通
に
行
わ
れ
る

の
は
推
官

・
知
鯨
よ
り
内
轄
す
る
場
合
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
進
士
出

身
者
の
場
合
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
例
は
極
め
て
少
な
く
、
そ
れ
で

も
翠
人
は
或
は
ま
ま
こ
れ
に
輿
か
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
貫
生
に
至

つ
て
は
全
く
こ
の
こ
と
が
な
か
っ
た
と
云

っ
て
よ
い
。

か
く
し
て
明

代
中
期
以
後
、
監
生
出
身
者
に
し
て
京
職
に
就
く
場
合
は
、
僅
か
に

部

・
院

・
府
、・
衛

・
司

・
寺
の
小
京
職
と
な
る
に
止
ま

っ
た
の
で
あ

る
。
一
方
、
進
士
出
身
者
は
そ
の
初
選
に
嘗
り
、
一
甲
の
第
一
は
翰

林
院
修
撰
に
、
第
二

・
第
三
は
編
修
に
、
二
甲
は
六
科
給
事
中

・
監

察
御
史

・
吏
部
を
除
く
五
部
の
主
事

・
知
州
等
に
、
三
甲
は
中
書
含

人

・
行
人
司
行
人

・
大
理
寺
評
事

・
太
常
寺
博
士

・
園
子
監
博
士

・

府
推
官

・
知
賂
等
と
な
る
の
が
常
例
と
な
っ
た
が
、
宣
徳

・
正
統
以

来
京
官
と
外
官
と
の
聞
に
は
、
そ
の
地
位
に
軽
重
の
差
を
生
じ
て
い

た
の
で
、

い
わ
ゆ
る
高
還
と
し
て
官
場
に
最
高
の
資
格
を
有
し
て
い
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た
進
士
は
、
終
始
京
職
に
あ
っ
て
陸
進
す
る
こ
と
を
望
み
、
た
と
い

登
科
後
初
還
の
時
に
知
州

・
知
院
の
よ
う
な
外
官
に
除
せ
ら
れ
る
こ

と
が
あ
っ
て
も
、
や
が
て
撫
按
の
薦
穆
や
部
院
の
行
取
が
第

一
に
之

に
及
ぶ
た
め
ー
数
年
後
に
は
科
道

・
部
属
な
ど
に
抜
擢
せ
ら
れ
る
の

が
常
で
あ
っ
た
。
既
に
科
道

・
部
腐
の
職
が
進
士
出
身
者
に
よ

っ
て

濁
占
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
京
堂
官
に
つ
い
て
は
論
ず

る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
尤
も
成
化
末
年
ま
で
は
、
尚
前
代
の

徐
勢
を
駆
っ
て
翠
人
出
身
者
が
六
部
の
尚
書
と
な
る
こ
と
も
皆
無
で

は
な
か

っ
た
が
、
弘
治
以
後
に
お
い
て
は
長
く
そ
の
例
が
組
え
た
の

さ
れ
ば
骸
徐
叢
考
巻
一
八
、

で
あ
る
σ

有
明
進
士
之
重
に
も
、

「
有

- 83-

明
一
代
、

終
に
進
士
を
以
て
重
し
と
な
す
。

凡
そ

京
朝
官
清
要
の

職
、
奉
人
皆
奥
か
る
を
得
ず
」
と
云

っ
て
い
る
。

次
に
外
官
に
つ
い
て
云
え
ば
、
園
初
監
生
出
身
者
は
府

・
州

・
鯨

の
官
は
も
と
よ
り
、
布
政
司

・
按
祭
司
の
官
に
も
・
賢
く
叙
用
さ
れ、

稀
に
は
初
任
の
際
よ
り
既
に
布
政
使

・
按
察
使
な
ど
の
高
官
に
擢
用

さ
れ
る
者
さ
え
あ
っ
た
が

そ
の
後
監
生
出
身
者
が
布
按
二
司
の
官

に
叙
用
せ
ら
れ
る
例
は
逐
次
減
少
し
、
成
化
の
頃
に
至
れ
ば
初
任
の

場
合
は
勿
論
、
陸
任
の
場
合
に
お
い
て
も
殆
ん
ど
皆
無
の
吠
態
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
卸
ち
こ
れ
よ
り
後
、
科
貢
監
生
は
世
間
西

・
雲
貴
の

般
に
謝
し
て
の
み
二
司
の
官
と
な
る
場
合
が
あ
っ
た
外
は
、
府
の
佐
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武
官

・
州
燃
の
正
官
と
な
る
を
以
て
限
界
と
し
、
陸
監
生
は
府
部
五

品
の
官
よ
り
雲
貴
の

知
府

・
臨
運
司
同
知
と
な
る
を
以
て
限
界
と

し
、
例
監
生
は
州
鯨
の
佐
武
官

・
都
布
按
三
司
及
び
府
の
首
領
官
と

な
る
を
以
て
限
界
と
し
た
。
市
し
て
布
政
司
の
布
政
使

・
参
政

・
参

議
、
按
察
司
の
按
察
使

・
副
使

・
余
事
、
及
び
知
府
の
献
は
、
殆
ん

ど
六
部

・
三
法
司
な
ど
の
司
官
よ
り
外
聴
し
た
進
士
出
身
者
に
よ

っ

て
摘
占
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
れ
ば
弘
治
十

一
年
何
孟
春
は
、
首
時

府
佐
及
び
知
州
・

知
鯨

・
佐
武
等
の
官
に
つ
い
て
、
進
士
出
身
者
が

十
の
三
四
、
監
生

・
吏
員
出
身
者
が
十
の
六
七
で
あ
る
と
云
っ
て
お

り
、
隆
慶
五
年
古
同
扶
は
、
首
時
州
腐
の
正
官
以
上
は
大
抵
科
目
出
身

者
で
あ
り
、
進
士
が
其
の
三
に
居
り
、
挙
人
が
其
の
七
に
居
る
と
云

っ
て
い
る
。

ま
た
明
初
以
来
外
官
の
考
選
に
あ
た
っ
て
腹
裏
と
遼
遠

と
の
匝
別
を
設
け
る
こ
と
は
な
か

っ
た
が
、
成
化
五
年
に
至

っ
て
聴

選
監
生
の
翠
滞
を
疏
通
す
る
た
め
に
始
め
て

遠
方
選
の
定
例
を
設

け
、
遼
東

・
山
西

・
快
西
及
び
四
川

・
雲
貴

・
雨
贋
の
遠
隔
地
方
に

之
を
選
補
す
る
途
を
聞
い
た
。
J

玄
う
ま
で
も
な
く
之
に
臨
ず
る
者

は
、
需
次
長
期
に
わ
た
り
腹
裏
に
仕
官
の
望
み
を
紹

っ
た
老
謹
の
監

生
が
多
か

っ
た
の
で
あ
る。

こ
の
遠
方
選
は
嘉
晴
四
十
五
年
を
以
て

療
止
さ
れ
た
が
、
高
暦
以
来
は
地
方
の
繁
簡
に
よ
っ
て
州
鯨
の
印
官

に
進
士
紋

・
翠
人
献

・
貢
生
献
の
別
が
定
ま
り
、
進
遠
地
方
に
は
依

然
雑
流

・
遷
諦

・
劣
考
の
者
が
選
補
さ
れ
た
の
で
あ
る。

な
お
監
生
の
中
で
も
歳
貢
生
の
場
合
に
は

一
般
に
数
織
に
就
く

習
い
が
あ
っ
た
。
尤
も
園
初
に
は
曾
試
副
拐
の
穆
人
が
こ
れ
に
就
く

例
で
あ
っ
た
が
、
府
撃
の
数
授
に
し
て
よ
う
や
く
流
官
の
末
位
に
あ

る
く
ら
い
で
あ
る
か
ら

正
統
の
頃
よ
り
翠
人
は
多
く
そ
の
卑
冷
を

厭
う
て
こ
れ
に
就
く
こ
と
を
願
わ
ず
、
代

っ
て
歳
貢
生
が
屡
々
そ
の

不
足
を
補
っ
て
来
た
。

か
く
し
て
歳
貢
生
が
教
職
に
就
く
事
例
は
年

と
共
に
普
遍
化
し

つ
つ
あ
っ
た
が

つ
い

に
景
泰
元
年
に
至

っ
て
歳
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貢
就
数
選
の
成
例
を
見
た
の
で
あ
る。

蓋
し
監
生
の
墾
滞
は
、
同

年
以
後
例
監
が
出
現
し
た
こ
と
に
立

っ
て
一
一
暦
そ
の
度
合
を
増
し
た

が
、
こ

の
間
年
老
ま
た
は
貧
困
の
た
め
に
長
期
需
次
す
る
こ
と
の
出

来
な
く
な

っ
た
監
生
は
、
多
く
教
職
に
就
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

弘
治
中
選
煮
の
法
が
聞
か
れ
て
か
ら
後
は
、
歳
貢
は
選
貢
に
座
倒
さ

れ
て
入
監
を
望
ま
す、

」
れ
ま
た
多
く
教
職
に
就
い
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
し
て
戯
貴
生
が
教
職
に
就
く
こ
と
は
、
明
代
中
期
以
後
の

常
例
と
な

っ
た
の
で
、

古
今
治
卒
略
巻
二
ハ
、

園
朝
鐙
選
に
も
、

「
科
を
以
て
興
る
者
は
郡
邑
を
受
け
、
貢
を
以
て
興
る
者
は
子
弟
を

ま
た
話
相

(献
一臥
)
は
本
来
吏
員
出
身
者

受
く
」

と
云

っ
て
い
る
。



か
就
く
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、

正
統
の
頃
か
ら
は
同
様
の
理
由
で
監

生
の
中
か
ら
も
之
に
就
く
者
を
生
じ
、
な
お
聴
選
出
仕
を
願
わ
な
い

監
生
が
散
官
を
遁
授
さ
れ
て
冠
帯
閑
住
し
、
雑
泥
差
揺
を
琵
除
さ
れ

る
例
も
屡
々
見
ら
れ
た
。

吏
員
出
身
者
も
園
初
に
お
い
て
は
尚
書
や
侍
郎
の
如
き
高
官
に
陸

る
者
が
ーあ
っ
た
が
、
永
襲
の
時
に
は
御
史
に
任
ず
る
こ
と
を
禁
じ
ら

れ
、
正
統
の
時
に
は
知
府
に
任
ず
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
、
成
化
以
後

に
お
い
て
は
そ
の
位
七
品
に
止
ま
る
を
常
と
し
た
。
府
で
は
推
官
以

下
、
州
で
は
判
官
以
下
、
牒
で
は
鯨
丞
以
下
が
之
に
相
首
し
、
府

・

街

・
運
司
の
首
領
官
、
中
外
の
雑
職
に
就
く
者
が
最
も
多
か
っ
た
の

通
経
信
用
更
に
、
「
吏
員
は
科
第
と
高
下

で
あ
る
。

日
知
録
各
一
七
、

天
淵
な
り
'」
と
云

っ
た
の
は
之
が
た
め
で
あ
る
。

次
に
、
出
身
の
差
遣
に
基
く
資
格
の
固
定
化
が
起
っ
て
来
た
に
つ

レ
て
は
、
宣
一
徳
l
天
順
の
間
特
に
盛
行
し
た
保
撃
と
の
闘
係
に
つ
レ

て
一
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
保
翠
と
は
官
吏
の
擢
用
に
あ
た

っ
て

ま
ず
行
わ
れ
る
上
司
の
推
薦
で
あ
る
。
そ
れ
は
洪
武
十
七
年
天
下
の

朝
頚
官
に
命
じ
て
廉
能
の
属
吏
を
挙
げ
し
め
た
こ
と
に
始
ま
る
と
云

わ
れ
る
が
、
洪
武

・
永
幾
の
聞
を
通
じ
て
間
々
行
わ
れ
、
永
築
九
年
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吏
部
尚
喜
'
華
裁
が
、
布
政
司

・
按
察
司
・
府

・
州

・
鯨
官
の
歓
に
封

し
、
在
内
の
文
職
七
晶
以
上
及
び
近
侍
の
官
、

在
外
の
五
回
間
以
上
及

び
豚
正
官
を
し
て
、
人
材
を
保
翠
せ
し
む
べ
き
こ
と
を
上
言
し
て
い

る
な
ど
は
そ
の
著
る
し
い
例
で
あ
る
。
永
幾
二
十
二
年
に
は
在
京
の

七
品

・
在
外
の
五
品
以
上
の
文
官
を
し
て
、

五
品
以
下
の
官
及
び
軍

民
の
中
よ
り
人
材
を
保
翠
せ
し
め
、
翌
洪
回一
元
年
に
は
在
京
の
五
品

以
上
及
び
監
察
御
史

・
給
事
中
、
在
外
の
布
政
司

・
按
察
司
正
佐
官

及
び
府
・
州

・
膝
正
官
を
し
て
、
見
任
官

・
軍
民
の
中
よ
り
人
材
を

保
奉
せ
し
め
て
い
る
が

」れ
ら
は
殆
ん
ど
前
記
永
築
九
年
の
制
を

復
し
た
も
の
で
、

明
史
に
は
特
に
保
奉
の
令
を
申
す
と

云
っ
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
宣
徳
元
年
に
は
宣
宗
が
布
政
司

・
按
察
司
及
び
府

・

州

・
牒
官
の
紋
に
封
し
、

F
h
υ
 

o
D
 

一
品
以
上
の
京
官
(
但
し
九
卿
街
門
に

て
、
尚
書

・
侍
郎

・
都
御
史
・
副
都
御
史

・
遇
政
使

・
大
理
寺
卿
が

之
に
首
る
)
を
し
て
人
材
を
保
翠
せ
し
め
る
こ
と
を
詔
し
べ
い
る。

但
し
そ
の
直
後
に
は
之
が
徹
底
し
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

宣
徳

七
年
再
び
同
様
の
令
が

あ
っ
て
よ
り
後
は
大
臣
の

保
翠
が
重
親
さ

れ
、
そ
の
結
果
吏
部
の
任
用
権
に
封
し
て
重
大
な
製
肘
が
加
え
ら
れ

る
こ
と
と
な

っ
た
。

即
ち
三
品
以
上
の
京
官
が
各
々

二
三
人
の
候
補

者
を
推
薦
す
る
と
、

吏
部
は
内
閣
を
曾
同
し
て
職
任
を
定
擬
す
る
こ

と
と
な

っ
た
の
で
、
官
吏
任
用
の
貰
植
は
こ
れ
よ
り
三
品
以
上
の
京
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官
、
就
中
そ
の
最
高
首
脳
た
る
内
閣
大
率
土
の
手
中
に
婦
属
す
る
こ

か
く
し
て
保
奉
の
法
は
、
宣
徳
・
正
統
の

聞
に
お
い
て
最
も
盛
行
を
見
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
中
知
豚
の
保
拳

と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

は
最
も
早
く
正
統
七
年
に
お
い
て
鹿
止
さ
れ
、

が
、
最
後
に
天
順
八
年
方
面
官
の
保
母
が
駿
止
さ
れ
る
に
至

っ
た。

つ
い
で
知
府
の
保
事

而
し
て
知
府
・
知
州
・
知
鯨
に
つ
い
て
は
、
吏
部
が
箪
濁
で
職
任
を

決
定
し
て
後
天
子
の
裁
可
を
請
い
、
方
面
官
に
つ
い
て
は
、
吏
部
が

二
人
の
候
補
者
を
並
推
し
て
天
子
の
簡
除
を
請
う
こ
と
と
な
っ
た
の

で
ム
あ
る
。

さ
て
保
母
の
法
が
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
所
以
に
つ
い
て
考
う
る

に
、
洪
武
・
永
幾
の
二
代
に
お
い
て
は
、
進
士
・
翠
人
の
如
き
科
目

出
身
者
は
未
だ
多
か
ら
ず
、
方
面
官
・
知
府
・
知
川
・
知
牒
等
の
官

級
に
封
し
て
も
、
薦
隼
人
材
や
因
子
生
が
多
く
用
い
ら
れ
て
レ
た
の

で
あ
る
。
し
か
る
に
前
述
の
如
く
宣
徳
よ
り
天
順
に
か
け
て
は
、
次

第
に
出
身
に
よ
る
資
格
の
固
定
化
が
馴
致
せ
ら
れ
、
成
化
の
頃
に
な

る
と
大
髄
、
方
面
官
・
知
府
は
進
士
紙
、
知
州
・
知
牒
は
穆
人
貢
生

散
と
な
っ
た
が
、
こ
の
宣
徳
よ
り
天
順
に
至
る
時
代
は
、

丁
度
保
翠

の
盛
行
し
た
期
間
と
相
符
合
す
る
の
で
、
雨
者
の
聞
に
は

一
種
の
相

閥
欄
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
園
初
官
僚
組
織

を
形
成
す
る
に
過
少
で
あ
っ
た
官
吏
の
数
は
、、永
築
末
年
以
来
概
し

て
過
剰
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

し
か
も
吏
部
の
選
除
は
こ
の
時

「
循
費
陸
授
」
、
卸
ち
能
力
本
位
に
よ

っ
て
で
は
な
く
年
功
序
列
に
よ

っ
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
、
情
勢
の
然
ら
し
む
る
と
こ
ろ
、
地
方
官

は
賢
否
混
治
し
て
人
民
の
盟
国
を
被
る
者
が
少
な
く
な
か

っ
た
の
で
あ

る

一
方
、
出
身
の
別
に
よ
る
能
力
の
差
は
、
こ
の
頃
か
ら
よ
う
や

く
顕
著
と
な
っ
て
来
た
の
で
、

」
の
新
し
い
事
態
に
日
廃
し
て
、

之
に

封
臨
す
る
官
吏
の
考
選
法
が
必
要
と
な

っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
保
掌

選
袋
三
に
、
「
其
の
奏
保
す
る
所
の
者
、

郎
中
・
員
外
・
御
史
及
び
司
務
・
行
人

・
寺
副
、
皆
興
に
常
調
に
依

の
法
は
、

明
史
巻
七
一
、
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ら
ざ
る
な
り
」

と
云
う
に
よ

っ
て
も
明
ら
か
な
る
如
く
、
官
吏
の

陸
任
を
年
功
序
列
よ
り
能
力
本
位
に
切
替
え
る
こ
と
に
外
な
ら
な
レ

が
、
そ
の
際
保
閥
単
の
封
象
と
な
る
者
は
自
然
、
進
士

・
翠
人

・
監
生

の
順
序
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
明
代
の
保
翠
が
問
題
と
な

る
の
は
、
買
質
的
に
は
宣
徳
七
年
以
後
で
あ
る
と
云
え
る
が
、
そ
の

時
九
卿
街
門
の
三
品
以
上
の
官
は
、
殆
ん
ど
進
士
出
身
者
に
よ
っ
て

占
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
明
史
の
宰
輔
年
表
・

七
卿
年
表
に

よ
っ
て
、
洪
照
元
年
よ
り
天
順
八
年
に
至
る
聞
の
内
閣
大
事
士
及
び

六
部
尚
書
・
都
察
院
都
御
史
の
出
身
を
検
べ

て
み
る
と
、

宣
徳
七
年



ま
で
は
園
子
生
出
身
の
者
が
か
な
り
見
受
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
後
は

殆
ん
ど
進
士
出
身
の
者
に
限
ら
れ
て
い
る
。

彼
等
が
保
翠
に
嘗
っ

て
、
そ
の
出
身
を
同
じ
う
し
て
い
る
僚
屈
を
推
す
の
は
、
ま
こ
と
に

自
然
の
成
行
き
で
、
六
部

・
三
法
司
の
司
官
よ
り
方
面
官

・
知
府
に

陸
遷
す
る
が
如
き
は
、
そ
の
最
も

一
般
的
な
例
で
あ
っ
た
。
之
を
要

す
る
に
、
園
初
の
薦
翠
は
官
僚
組
織
の
量
的
充
足
を
目
的
と
し
て
行

わ
れ
、
そ
の
必
然
的
結
果
と
し
て
出
身
を
重
視
し
な
か
っ
た
が
、

宣

徳
以
来
の
保
翠
は
官
僚
組
織
の
質
的
向
上
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ

そ
の
必
然
的
結
果
と
し
て
出
身
を
重
視
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
宣
徳
の
治
は
そ
の
産
物
で
あ
り
、
春
明
夢
歓
録
巻
三
四
、
吏
部

に
も
、

「明
の
人
を
得
る
は
洪
宣
を
盛
と
な
す
。

蓋
し
大
い
に
保
翠

の
法
を
行
え
ば
な
り
」
と
云
っ
て
い
る
が
、
こ
の
保
翠
の
法
は
、
明

代
の
官
僚
髄
制
に
質
的
量
的
費
動
が
最
も
激
し
く
起
っ
た
宣
徳
|
天

順
の
聞
に
お
い
て
、

正
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
必
然
の
課
題
で

し
か
し
李
賢
は
洪
回
一
元
年
以
来
の
保
穆
に
つ

あ
っ
た
と
云
え
よ
う
。

い
て
、
こ
れ
は
二
楊
(
士
奇

・
湾
)
が
天
下
の
土
を
己
の
意
志
に
よ

っ
て
進
退
せ
し
め
ん
と
し
た
も
の
で
、
現
に
嘗
時
知
府
以
上
は
二
楊

の
門
に
出
た
と
云

っ
て

い
る
が
、
保
翠
は

一
面
に
お
い
て
た
し
か
に
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故
嘗

・
門
下
な
ど
己
に
近
い
者
を
奉
げ
る
敏
黙
が
あ
り
、
「
官
を
公

朝
に
奔
し
、
恩
を
私
室
に
受
く
」
と
の
識
も
あ
っ
た
く
ら
い
で
、
勢

の
趨
く
と
こ
ろ
授
官
の
大
小
は
本
人
の
才
能
の
高
下
に
非
ず
し
て
翠

主
の
地
位
如
何
に
あ
り
、
之
が
た
め
私
謁
奔
競
の
弊
風
が
官
場
に
禰

漫
す
る
に
至
り
、
や
が
て
京
官
の
保
翠
は
鹿
止
さ
れ
て
吏
部
の
自
撞

と
な
っ
た
と
云
う
。

以
上、

明
代
の
官
場
に
お
け
る
資
格
の
固
定
化
に
つ
い
て
論
じ
た

が
、
か
く
の
如
き
資
格
の
固
定
化
は
、

一
面
に
お
い
て
官
僚
身
分
制

度
の
確
立
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
面
そ
の
封
鎖
性
に
も
と
づ
く
幾
多

の
弊
害
を
醸
成
せ
ず
に
は
置
か
な
か

っ
た
の
で
あ
る

0

・
嘉
靖
の
時
世

宗
が
、
「
今
隼
人
は
九
卿
の
望
み
な
く
、
歳
貢
は
方
面
の
陸
を
禁
じ
、

- 87一

田
野
保
奉
の
路
を
縄
つ
」
と
て
、
奮
に
復
し
て
科
穆

・
歳
貢

・
薦
翠

の
三
途
並
用
を
詔
し
た
の
も
こ
の
た
め
で
、
そ
の
他
資
格
を
破
る
こ

と
を
進
言
し
た
者
は
そ
の
跡
を
紹
た
な
か
っ
た
が
、

数
果
を
も
見
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

つ
い
に
何
等
の

吾
人
は
上
来
、
第
一
に
出
身
の
問
題
を
論
じ
、
第
二
に
資
格
の
問

題
を
論
じ
た
が
、
第
三
に
論
ず
べ
き
も
の
と
し
て
考
課
の
問
題
が
あ

る
。
蓋
し
考
課
の
問
題
は
、
出
身
・
資
格
の
問
題
と
闘
係
し
つ
つ
、
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殊
に
官
吏
の
任
期
制
度

・
移
動
現
象
の
上
に
密
接
な
閥
係
を
有
す
る

か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
明
代
に
お
レ
て
官
更
の
勤
務
成
績
を
評
定
し

そ
の
陸
降

を
決
定
す
る
に
は
、
考
満
と
考
察
の
二
方
法
を
用
い
た
。
考
満
と
は

官
吏
の
任
用
期
聞
が
三
年
を
以
て
一
期
と
し
て
い
る
の
で
、

一
期
の

的
和
る
毎
に
そ
の
聞
の
治
績
を
考
震
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
方
法

は、

任
用
後
三
年
に
し
て
首
該
官
吏
の
治
績
を
記
録
し
た
牌
冊
を
ま

ず
そ
の
所
嵐
長
官
が
考
開放
し、

撫
按
官
は
ま
た
之
を
考
哀
し、

つ
い
で
之
を
撫
按
官
に
柏
崎
迭
す
る。

つ
い
で
之
を
吏
部
考
功
清
吏
司
に
鞠

迭
す
る
。

一
方
、
首
該
官
吏
は
自
ら
吏
部
に
出
頭
し
、
撫
按
官
の
迭

致
し
た
考
語
と
封
照
し
つ
つ
最
後
の
考
援
を
受
け
、
十
史
部
は
こ
れ
に

封
し
て
或
は
稽
職
或
は
卒
常
或
は
不
稽
職
の
判
定
を
下
し
、
引
奏
し

て
裁
可
を
仰
ぎ
復
職
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
之
を
初
考
と
云
う
。
六

年
目
に
も
同
様
に
し
て
之
を
再
考
と
云
い
、
九
年
目
に
は
前
二
回
の

評
定
と
綜
合
し
て
始
め
て
陸
降
を
決
定
し
、
之
を
通
考
と
云
う
。
こ

の
と
き
稽
職

・
卒
常

・
不
稽
臓
の
三
等
に
よ
り
、
陸
運
は
二
級
を
過

ぐ
る
こ
と
な
く
、
降
遷
は
三
級
を
過
ぐ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る

の
が
定
則
で

い
わ
ゆ
る
「
三
載
に
し
て
考
績
し
、
三
考
に
し
て
幽

明
を
期
修
す
L

と
云
う
の
は
之
で
あ
る
(
京
堂
四
品
以
上
及
び
布
政

司
四
品
以
上

・
按
察
司
五
品
以
上
の
官
は
自
陳
に
よ

っ
て
上
裁
を
仰

ぐ
)
。
し
か
る
に
こ
の
九
年
考
満
の
制
度
は
、
明
代
中
期
に
至
っ

て
全

く
崩
壊
す
る
に
至
る
。

永
築
朝
の
名
臣
塞
義

・
夏
原
士
口は
、
入
仕
以

来
の
陸
進
が
殊
に
速
や
か
で
あ

っ
た
た
め
、
「
謹
夏
満
三
考
」
の
稽

が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
首
時
と
し
て
は
異
例
の
陸
進
で
あ
っ
た
こ
と

申
す
ま
で
も
な
い
。
か
く
の
如
く
考
浦
を
待
た
ず
し
て
陸
遷
す
る
の

正
統
以
来
は
保
翠
の
法
が
盛
行
し
た
こ
と
に
よ

り
、
大
臣
の
推
薦
あ
る
者
は
九
年
の
考
満
を
待
た
ず
、
在
任
四
、

五

を
推
陸
と
云
う
が
、

年
の
者
で
も
多
く
陸
遷
す
る
よ
う
に
な
り
、
成
化
の
頃
に
も
な
る
と

0
6
 

既
に
官
吏
の
遷
輔
は
相
嘗
速
や
か
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
殊
に
京
司

官

・
方
面
官
の
如
き
は
之
で

弘
治
の
時
に
は
「
部
に
五
年
以
上
の

郎
員
な
く
、
外
に
三
年
以
上
の
司
使
な
し
」

と
云
わ
れ
て
い
る。

弘

治

・
正
徳
以
後
に
な
る
と
、
三
歳
に

一
易
し
或
は
再
裁
に
一
易
す
る

の
は
む
し
ろ
常
態
で
、
甚
だ
し
き
は

一
歳
に
数
遷
す
る
者
さ
え
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
何
孟
春
が
「
百
官
の
差
除
、
曾
て
一

の
久
任
す
る
者

な
し
。
内
の
侍
郎
よ
り
し
て
下
員
外
よ
り
し
て
上
、
外
の
布
政
よ
り

し
て
下
知
鯨
よ
り
し
て
上
、

二
三
年
の
間
奔
競
す
る
者
必
ず
額
擢
せ

ら
れ
、
悟
退
す
る
者
玄
た
左
遷
す
」
と
云

っ
て
レ
る
の
も
こ
れ
で
あ

る
。
明
代
は
洪
武
元
年
よ
り
弘
治
十
八
年
に
至
る
ま
で
の
百
三
十
八



年
間
と
、
正
徳
元
年
よ
り
崇
顧
十
七
年
に
至
る
ま
で
の
百
三
十
九
年

間
で
前
後
二
期
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
大
鵬
眼
前
期
に
お
い
て

は
官
吏
に
久
任
の
風
が
盛
ん
で
あ
っ
た
に
封
し
、
後
期
に
お
い
て
は

遷
轄
の
風
が
著
し
い
。
明
曾
要
巻
四
四
、
職
官
久
任
の
僚
に
見
え
る

尚
室
田
は
全
ベ
て
二
十
六
名
で
あ
る
が
、
そ
の
中
二
十
名
が
弘
治
以
前

に
属
し
、
正
徳
以
後
に
属
す
る
者
は
僅
か
に
六
名
に
過
ぎ
な
い
。
ま

た
春
明
夢
徐
録
巻
三
四
、
吏
部
久
任
の
僚
に
は
、
永
築
元
年
よ
り
天

順
元
年
に
至
る
五
十
六
年
間
に
お
い
て
吏
部
尚
書
た
り
し
者
は
塞
義

・
郭
瑳
・
王
直
の
三
名
に
止
ま
る
が
、
弘
治
九
年
よ
り
嘉
靖
三
十
年

に
至
る
五
十
六
年
間
に
お
い
て
は
三
十
八
名
を
数
え
る
と
云
っ
て
い

る
元
来
九
年
考
満
の
任
期
制
度
は
、
在
任
九
年
で
稽
職
な
れ
ば
二
品

級
を
陸
し
て
上
司
に
就
く
と
い
う
進
階
制
度
と
不
離
一
鰹
と
な

っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
明
の
官
制
で
同
一
官
廊
の
官
織
が
多
く
二
品
級
を

隔
て
て
設
け
ら
れ
て
い
る
の
も
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
き
れ
ば
九
年

考
満
の
基
本
懐
制
が
山
間
れ
て
来
る
と
、
在
外
官
僚
の
聞
に
は
小
轄
法
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及
び
更
調
法
と
云
わ
れ
る
遷
轄
の
方
式
が
頻
繁
に
行
わ
れ
る
よ
う
に

「従
五
J

な
っ
た
。
小
轄
と
は
一
品
級
毎
の
陸
遷
で
あ
り
、
ヰ
ハ
州

(口
問
)

り
余
事

(
紅
五
)
と
な
る
が
如
き
こ
れ
で
あ
る
。
更
調
と
は

同
品
級

内
の
輔
任
で
あ
り
、

さ塑
て月す

よJ~ 話圭
早専 四f
法--
ヵ:ょ
最り
も型
代民

表五五
的四;

行に
わ轄
れず
たる
のが

如
き
こ
れ
で
あ
る
。

は
、
布
政
司
と
按
察
司
と
の
聞
に
お
け
る
場
合
で
あ

っ
た
。
も
と
も

と
布
按
二
司
は
、
行
政
と
監
察
と
い
う
別
個
の
系
統
に
属
す
る
官
臆

雨
者
の
聞
に
は
原
則
と
し
て
人
事
の
交
流
を
許
さ

共
に
同
一
系
統
内
に
お
い
て
陸
運
す
る
の
を
通
例
と
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
即
ち

布
政
司
の
参
議
(
縦
四
)
は
九
年
考
満
の
後
に

参
政
(
縦
一
一
一
)
と
な
る
こ
と
が
出
来
、
按
察
司
の
余
事
(
師
五
)
は
同

様
に
副
使
(
町
四
)
と
な
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に

中
期
以
後
九
年
考
満
句
制
度
が
次
第
に
崩
壊
す
る
よ
う
に
な
る
と
、

で
あ
る
か
ら
、

ず、

n
F
 。。

二
級
進
階
の
制
度
も
従
っ
て
崩
壊
せ
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
た
。
卸
ち

年
、
六
年
の
後
に
一

品
級
の
進
階
を
し
よ
う
と
す
る
と
、

い
き
お

い
外
轄
の
必
要
に
迫
ら
れ
る
が
、

こ
の
際
按
察
司
の
官
職
は
布
政
司

の
相
等
官
に
比
し
て
一
口
問
級
を
下
し
で
あ

っ
た
か
ら
、
布
政

・
按
察

二
司
の
聞
に
人
事
の
交
流
を
許
せ
ば
、
自
然
一
級
毎
の
陸
遁
が
可
能

と
な
る
の
で
あ
る
。

布
政
使

(
縦
一
一
)

参

政

へ
(
服
一
-
一)

参

議

ヘ
(
制
四
)

ノ
(柾一一
一)

按
察
使

「
正
四
J

ノ
r
品

」

副

使

ノ
(
町
五
)

余

事
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」
れ
が
小
樽
法
の
由
っ
て
出
づ
る
所
以
で
あ
っ
て
、
在
任
期
間
の
短

縮
に
伴
う
進
階
の
速
化
を
防
止
す
る
方
法
と
し
て
、
鐙
法
の
疏
通
を

助
け
る
上
に
利
黙
は
あ
っ
た
が
、
之
が
た
め
従
来
比
較
的
に
明
瞭
で

あ
っ
た
行
政
官
と
監
察
官
と
の
匝
別
が
、
こ
こ
に
お
い
て
全
く
混
清

し
て
し
ま

っ
た
か
ら
、
地
方
政
治
の
貫
際
に
お
け
る
弊
害
は
蓋
し
陥
一一

少
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
更
調
法
が
最
も
代
表
的
に
行
わ
れ
た
の
は
、
同
一
の
官
職
で

あ
り
な
が
ら
甲
府
の
同
知
よ
り
乙
府
の
同
知
へ
、
甲
牒
の
知
牒
よ
り

乙
鯨
の
知
鯨
へ
と
時
ず
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
そ
の
際
繁
劇
の
地

へ
の
縛
任
を
調
繁
、
簡
僻
の
地
へ

の
輔
任
を
調
簡
と
云
っ
た
が
、
蓋

し
府
・
州
・
鯨
に
は
賦
税
の
多
寡
に
感
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
繁
簡
の
匝
別

が
あ
っ
た
の
で
、
府
・
州
・
牒
官
に
も
そ
れ
ぞ
れ
上
下
の
冨
別
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
更
調
法
は
、
本
来
才
地
を
し
て
相
稽
え

し
め
る
所
に
目
的
が
あ
り
、
才
治
繁
に
堪
え
て
現
に
偏
僻
に
任
じ
、

才
治
簡
に
堪
え
て
現
に
繁
劇
に
任
ゆす
る
と
い
う
よ
う
な
不
均
衡
を
是

正
す
る
の
が
そ
の
趣
旨
で
あ
る
が
、
李
夢
陽
は
更
調
法
の
行
わ
れ
る

理
由
を

「
年
資
未
だ
鱒
に
醸
ぜ
ず
」
、

即
ち
在
任
期
聞
が
短
か
く
し

て
い
ま
だ
一
品
級
の
進
階
に
ま
で
到
達
せ
ぬ
者
に
謝
す
る
陸
運
の
方

式
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
恐
ら
く
寅
際
に
は
か
か
る
理
由
に
よ
る

場
合
が
一
般
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
に
か
く
小
持
法

・
更
調
法

が
盛
行
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
官
吏
の
遷
輔
は
之
が
た
め
に
一
一
層
拍

車
を
加
え
ら
れ
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
、
正
徳
の
と
き
羅
欽
順
は
、

「
頃
年
以
来
専
ら
資
格
を
用
い
、

一
資
牢
級
魚
貫
し
て
以
て
升
る
。

西
よ
り
東
に
祖
き
倹
ち
近
く
し
て
還
し
。
往
来
織
る
が
如
く
労
擾
多

端
、
奮
働
矯
す
あ
ら
ん
と
す
る
者
は
、
或
は
端
を
開
レ
て
未
だ
其
の

功
を
寛
え
ず
、
因
循
自
ら
便
に
す
る
者
は
、

た
だ
謹
守
以
て
坐
し
て

其
の
進
む
を
待
つ
」
と
云

点
て
い
る
が、

濯
轄
の
激
化
が
民
政
の
上

に
及
ぼ
し
た
悪
影
響
は
、
後
述
の
如
く
決
し
て
軽
視
す
る
こ
と
を
許

← 90一

さ
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
考
満
の
法
が
そ
の
貫
質
的
意
義
を
失
っ
た
明
代
中
期
以
後

に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
代
っ
て
考
察
の
法
が
甚
だ
重
要
な
意
義
を
有

す
る
も
の
と
な
っ
た
。
考
察
は
京
官
(
五
品
以
下
の
文
職
で
、
四
品

以
上
は
自
陳
に
よ
る
〉
に
あ
っ
て
は
、

五
年
に
一
度
十
年
に

一
度
行

わ
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
弘
治
以
後
に
お
レ
て
は
六
年
に
一
度
(
巳

-
亥
)
行
わ
れ
る
を
定
制
と
し
、
外
官

(布
按
二
司
・
府
・
州
・
鯨

官
)
に
あ
っ
て
は
、
洪
武
以
来
三
年
に

一
度
(
丑
・
辰
・

未

・
戊
)

行
わ
れ
る
を
定
制
と
し
た
。
前
者
は
之
を
京
察
と
云
い
、
後
者
は
之

い
ま
朝
頚
考
察
の
方
法
に
つ
レ
て
そ
の
大
要

を
朝
銀
考
察
と
云
う。



を
述
ぺ
ん
に
、
州
鯨
官
の
成
績
は
月
々
之
を
府
に
報
告
し
、
府
は
そ

の
一
年
間
の
集
計
を
以
て
之
を
布
政
司
に
報
告
し
、
撫
按
官
は
三
年

聞
の
成
績
を
綜
合
判
定
し
て
考
語
を
附
し
、

之
を
吏
部
に
迭
附
す

る
。
朝
現
官
は
別
に
三
年
間
の
治
績
を
記
入
し
た
牌
冊
を
持

っ
て
入

観
し
、
吏
部
は
都
察
院
と
曾
同
し
て
撫
按
官
の
報
告
書
と
朝
顕
官
携

来
の
牌
冊
と
を
照
会
し
つ
つ
最
後
の
評
定
を
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の

際
事
買
を
隠
蔽
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
科
道
官
が
糾
劾
し
、
之

を
拾
遺
と
云
い
、
そ
の
指
摘
を
受
け
た
者
は
犬
抵
罷
菟
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
績
通
典
巻
一
九
、
選
翠
三
に
よ
れ
ば
、
考
察
の
名
目
に
は
貧

・
酷

・
浮
醍

・
不
及
・
老
・
病
・
罷
・
不
謹
の
入
法
が
あ
り
、
』
随
分

の
則
例
に
は
致
仕
(
財
)
・
降
調
(
議
)
・
開
住

(
許
)
・

馬
民
(
醐
)

し
か
し
こ
れ
は
園
初
よ
り
の
定
制
で
は
な
い
。
成

の
四
例
が
あ
る
。

化
の
頃
に
は
老
疾
・
罷
軟
・
不
謹
・
貧
酷
の
四
法
が
あ
り
、

そ
の
庭

分
は
致
仕

・
冠
帯
閑
住

・
箆
民
の
三
例
に
分
れ
て
い
た
。
成
化
二
十

年
に
至
り
こ
の
四
法
に
才
力
不
及
の
一
法
が
増
加
し
、

弘
治
以
後

に
お
い
て
老
疾
が
老
と
病
に
、
貧
酷
が
貧
と
酷
に
分
離
し
、

さ
ら
に

浮
操
の
一
法
が
加
わ

っ
て

い
わ
ゆ
る
入
法
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
歴
朝
の
貫
録
に
よ
っ
て
朝
観
考
察
に
よ
る
降
勲
人
員
の
数
を
検
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べ
て
み
る
と
、
宣
徳
五
年
の
入

O
名
に
始
ま
り
隆
慶
二
年
の

一
六

一

王
名
以
上
に
至
る
ま
で
、

」
の
間
天
順
末
年
よ
り
そ
の
人
員
は
に
わ

か
に
増
加
し
、

成
化
1

嘉
靖
年
間
に
お
い
て
は
卒
均
二
、

三
千
名
、

嘉
靖
中
期
に
お
い
て
は
最
も
多
く
四
、

五
千
名
に
達
し
て
い
る。

朝

観
考
察
に
よ
る
降
知
人
員
の
数
に
は
ほ
ぼ

一
定
の
額
が
あ
り
、

そ
の

額
に
達
す
れ
ば
な
お
外
に
該
嘗
者
が
あ
っ
て
も
之
を
論
ぜ
ず、

そ
の

額
が
足
ら
な
け
れ
ば
た
と
い
外
に
該
嘗
者
が
な
く
て
も
強
い
て
之
に

充
て
る
と
ま
で
云
わ
れ
て
い
る
が
、

蓋
し
明
代
中
期
以
後
納
質
入
監

-
納
貿
補
官
の
事
例
が
頻
繁
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
、
大
い
に
之
に
閥

係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
改
め
て
摘
納
の
盛
行
す
る
所
以

の
も
の
を
考
う
る
に
、
園
初
比
較
的
に
軽
少
で
あ
っ
た

一
般
人
民
の

''A 
nu 

各
役
負
携
は
、
正
統
以
来
殊
に
成
化
以
後
頗
る
繁
多
と
な
り
、

里

十
年
の
中
に

一
歳
の
息
も
な
く
、
甚
だ

し
き
に
至
っ
て
は
一

家
三
五
役
応
首
り
、

の
中
に
一
戸
の
間
も
な
く
、

一
戸
三
四
庭
に
役
せ
ら
れ

る
と
い
う
吠
態
に
ま
で
な

っ
た
。
し
か
る
に
官
吏
に
は
官
品
に
慮
じ

て
優
克
の
規
定
が
適
用
さ
れ
、
現
職
右
吏
の
ほ
か
、
致
仕

・
閑
住
の

官
吏
、

さ
ら
に
監
生

・
生
員
に
も
及
ん
だ
が、

し
か
も
そ
の
規
定
は

現
買
に
お
い

て
は
遵
守
さ
れ
ず
、
規
定
以
上
の
濫
克
が
行
わ
れ
た
の

で
あ
る
。
唐
順
之
は
均
揺
の
賀
行
困
難
な
る
理
由
と
し
て
大
戸
の
詑

寄
J

好
婦
の
那
移
・
花
分
・
賄
買
、

官
戸
の
濫
菟
の
五
を
翠
げ
、
就
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中
官
戸
の
濫
克
を
以
て
最
大
の
弊
害
と
云
い
、

ま
た
山
東
の
枕
上
鯨

で

一
候
鞭
法
施
行
後
、
そ
の
弊
害
を
論
じ
異
議
を
唱
え
る
者
が
あ
っ

た
が
、
そ
の
主
な
る
理
由
が
、
在
官
者
が
従
来
の
如
く
濫
克
す
る
を

得
な
く
な
っ
た
た
め
の
不
卒
不
満
か
ら
で
あ
る
と
い
う
事
貫
が
あ
る

こ
と
な
ど
は
、
官
戸
に
謝
す
る
優
克
の
規
定
が
、
支
配
階
級
と
し
て

の
官
吏
の
経
済
的
特
織
と
し
て
、

い
か
に
大
な
る
意
義
を
有
し
て
い

た
か
を
想
像
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
大
戸
は
各
役
負
携
を

克
れ
る
た
め
に
競
っ
て
官
戸
に
詑
寄
し
た
が
、
さ
ら
に
自
ら
が
官
吏

の
身
分
を
取
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
層
積
極
的
に
そ
の
特
織
を

活
用
せ
ん
と
も
し
た
。

し
か
る
に
正
途
に
よ
る
仕
官
は
買
に
容
易
で

な
か
っ
た
か
ら

ち1

い
き
お
い
輪
納
入
賞
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た

一
方
、
買
官
密
情
に
よ
る
園
家
乃
至
帝
室
財
政
の
補
填
は
、

透

儲
の、
充
貫
・
災
傷
の
救
岨
・
替
建
の
工
費
な
ど
、
各
般
に
わ
た
る
支

出
の
増
大
と
共
に
そ
の
必
要
性
を
痛
感
さ
れ
て
い
た
の
で
、
摘
納
に

よ
る
授
官
は
、

人
民
・
園
家
の
艶
方
に
之
を
費
生
せ
し
め
る
契
機
が

存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
納
貨
を
行
う
者
は
官
吏
・
生
員
・

軍
民

何
れ
の
中
に
も
あ
り
、

一
般
に
官
吏
は
職
事
官
に
選
用
し
、
生
員
は

因
子
監
に
入
監
し
、
軍
民
に
は
散
官
を
遁
授
す
る
例
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
納
質
入
監
・
納
賀
補
官
の
事
例
が
頻
繁
に
行
わ
れ
た
こ
と

は
、
そ
の
首
然
の
結
果
と
し
て
官
吏
の
素
質
を
低
下
せ
し
め

h

貧
官
、

汚
吏
の
跳
梁
は
こ
れ
を
契
機
と
し
て
一
段
と
活
設
に
な
っ
た
が
、

ま

た
彼
等
は
正
途
の
監
生
の
入
仕
を
阻
み
、
聴
選
監
生
の
翠
滞
を
徐
儀

な
く
せ
し
め
る
原
因
と
も
な
っ
て
い
た
の
で
、
か
か
る
貧
官
汚
吏
を

一
掃
し
て
綱
紀
の
粛
正
を
圃
る
と
共
に
、
墾
滞
し
た
聴
選
監
生
を
疏

通
せ
し
め
る
こ
と
は
、
明
代
中
期
以
後
に
お
け
る
官
場
の
急
務
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
何
よ

り
も
内
外
官
の
考
察
を
巌
格
に
し
て
冗
漫
な
る
人
員
の
整
理
を
行
う

こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
弘
治
六
年
の
朝
観
考
察
は
、
孝
宗
が
人
材

を
愛
惜
す
る
と
い
う
意
固
か
ら
三
載
に
満
た
ず
し
て
賭
け
ら
れ
た
者

そ
の
結
果
は
や
は
り
候
選
官
の
翠
滞
と
、
貧

・-92ー

の
復
任
を
許
し
た
が
、

官
汚
吏
の
跳
梁
が
盆
々
甚
だ
し
く
な

っ
た
に
過
ぎ
な
か

っ
た
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で、

か
く
の
如
く
考
察
を
峻
巌
に
し
て
被
期
人
員
の
櫓

ま
た
官
吏
の
遷
轄
を
必
要
以
上
に
激
化
せ
し

蓑
褒
の
世
緯
巻
下
、

加
を
圃
っ
た
こ
と
は
、

め
る
要
因
と
な
っ
た
。

久
任
に
、
「
夫
の
暫
爵

の
例
数
々
開
け
し
よ
り
し
て
、

士
の
選
を
都
下
に
待
つ
者
日
に
以
て

停
童
、
衡
に
首
る
者
之
を
疏
通
せ
ん
と
欲
す
。
こ
れ
よ
り
長
吏
数
々

易
り
て
遁
輔
常
無
し
。
外
の
牧
守
・

丞
簿
、
内
の
蓋
諌
・
郎
署
、
率

ね
一
考
に
満
た
ず
し
て
卸
ち
叙
遷
す
。
か
く
の
如
く
せ
ざ
れ
ば
則
ち



人
多
く
歓
少
な
く
し
て
停
翠
す
る
者
盆
々
甚
し
。
甚
し
き
は
三
載
考

績
す
れ
ば
則
ち
令
丞
以
下
多
く
其
の
材
否
を
察
せ
ず
し
て
概
し
て
之

を
罷
め
、
以
て
待
選
の
士
を
鹿
す
。
下
す
で
に
数
々
易
う
れ
ば
則
ち

上
必
ず
遁
遷
す
。
曾
て
数
年
な
ら
ず
し
て
内
に
し
て
は
京
堂
官
に
奔

し
、
外
は
方
岳
伯
と
な
る
を
失
せ
ざ
る
者
往
々
是
あ
り
一
と
云
っ

て

レ
る
の
は
之
で
あ
る
。
官
吏
の
遷
輔
が
激
化
す
る
と
、
彼
等
は
民
情

土
俗
を
熟
察
し
て
郡
邑
の
利
病
を
輿
草
す
る
遣
も
な
く
、

ま
た
前
任

者
と
後
任
者
と
の
聞
に
は
、

互
に
所
管
事
項
特
に
徴
税
上
の
責
任
を

廻
避
す
る
風
が
盛
ん
と
な

っ
た
。
こ
の
間
土
着
脊
吏
唐
の
跳
梁
は
盆

々
甚
だ
し
く
、
殊
に
田
則

・
税
目
の
繁
多
は
愈
々
彼
等
に
暗
躍
の
機

曾
を
興
え
た
の
で
あ
る
。
大
戸

E
室
は
彼
等
と
通
じ
て
田
土
の
登
記

を
欺
踊
し
、
格
役
の
負
携
を
思
避
し
た
が
、
中
小
の
地
主
は
か
か
る

侵
欺
の
結
果
新
た
に
負
摺
を
徐
儀
な
く
さ
れ
た
賠
補
の
た
め
に
績
々

倒
産
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
宗
室

・
官
吏

・
内
官

・
軍
土
の
増

加
に
と
も
な
い
、
歳
出
が
年
々
膨
脹
の
傾
向
に
あ
っ
た
に
反
し
、
徴

視
の
貰
績
は
む
し
ろ
歳
々
低
下
の
傾
向
に
あ
っ
た
と
云
う
明
代
後
期

の
財
政
問
題
は
、

，上
述
の
如
き
官
僚
機
構
の
構
造
的
饗
化
と
関
係
点

く
論
ず
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
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〔
附
記
〕

本
稿
は
筆
者
が
橡
て
手
元
に
収
録
し
て
い
た
明
代
の
鈴
法
に
閥

す
る
若
干
の
資
料
を
整
理
し
、
そ
の
中
よ
り
二

三
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
、

そ
の
素
錨
を
試
み
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
も
と
も
と
研
究
の
成
果
と
云
わ
ん

よ
り
は
、

か
し
ろ
そ
の
準
備
と
も
云
う

べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
さ
ら
に
将

来
の
研
績
を
待
っ
て
、
推
論
の
過
誤
を
補
訂
し
た
い
考
え
で
あ
る
。
ま
た
紙

帽
の
関
係
か
ら
、

一
々
出
典
を
明
示
す
る
こ
と
も
し
な
か
っ

た
の
で
、
以
下

に
参
考
書
目
を
列
摩
し
て
塞
責
の

一
助
と
し
た
い
と
思
う
。

〔
参
考
書
目
〕

明
史
。
明
書
。
皇
明
賞
録
。
皇
明
従
信
録
。
雨
朝
従
信
録
。

大
政
官
割
安
。
昭
代
典
則
。
闘
機
。
明
通
鍛
。
皇
明
資
訓
。
大
明
曾
典
。
明
律

集
解
附
例
。
大
泉
街
義
補
。
園
朝
飯
章
類
編
。
皇
明
経
世
賞
用
編
。
王
折
綴

文
献
通
考
。
園
朝
典
索
。
西
園
閲
見
録
。
古
今
治
平
略
。
春
明
夢
徐
録
。
欽

定
敏
文
献
通
考
。
欽
定
線
通
曲
問
。
欽
定
綴
通
志
。
明
曾
姿
。
南
雄
志
。
日
下

替
問
。
天
下
部
闘
利
病
書
。
皇
明
文
衡
。
明
臣
奏
議
。
皇
朗
経
済
文
輯
。
皇

明
名
臣
経
済
録
。
明
朝
小
史
。
三
朝
聖
議
録
。
水
東
日
記
。
後
椀
一歳
紗
。
萩

園
雑
記
。
世
緯。

今
言
類
編
。
震
津
長
語
。

高
暦
野
獲
編
。
湧
憧
小
品
。
聞

書
編
。
紀
録
集
編
。
庚
百
川
容
海
。
資
顔
堂
秘
笈
。

日
知
録
。
防
限
徐
叢
考
。

廿
ニ
史
劉
記
。

作
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