
明
朝
官
僚
の
徴
税
責
任

－
考
成
法
の
再
検
討

谷

井

陽

子

【
要
約
】
　
明
朝
初
期
の
税
糧
徴
収
は
、
現
物
に
よ
る
長
距
離
輸
送
を
前
提
と
し
て
、
徴
税
に
特
化
し
た
機
構
が
握
っ
て
い
た
が
、
一
条
製
法
の
施
行
に
伴

い
、
州
県
掌
卑
官
を
窓
口
と
す
る
通
常
の
行
政
機
構
が
扱
う
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
明
中
期
に
は
働
蟻
徴
収
の
責
任
体
系
が
再
構
築
さ
れ
、
巡

撫
・
巡
按
が
監
督
す
る
と
い
う
鋼
度
が
確
立
し
た
。
こ
れ
は
撫
按
を
頂
点
と
す
る
行
政
機
構
の
再
組
織
化
の
一
環
で
も
あ
る
。
万
暦
期
の
滋
強
正
に
よ
る

考
成
法
は
、
こ
う
し
た
動
き
の
帰
結
で
あ
り
、
撫
按
に
よ
る
監
督
業
務
を
中
央
で
さ
ら
に
統
制
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
考
成
法
は
冠
注
正
以
後

も
一
貫
し
て
運
用
さ
れ
た
が
、
抜
け
道
が
多
く
、
実
際
の
人
事
と
の
結
び
つ
き
も
薄
弱
で
あ
っ
た
た
め
、
徴
税
実
績
の
向
上
に
与
え
た
効
果
は
疑
わ
し
い
。

税
糧
徴
収
の
徹
底
が
明
朝
政
権
を
支
え
る
績
紳
地
主
層
の
利
益
に
抵
触
す
る
も
の
で
あ
っ
た
以
上
、
実
効
を
上
げ
得
る
制
度
の
設
立
・
施
行
に
は
限
界
が

あ
っ
た
。
こ
の
限
界
は
明
清
交
替
に
伴
う
政
治
状
況
の
　
変
に
よ
っ
て
破
ら
れ
、
徴
税
に
関
す
る
官
僚
統
制
も
根
本
的
に
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
八
五
巻
三
号
　
二
〇
〇
二
年
五
月

明朝宮僚の徴税責任（谷井）

は
　
じ
　
め
　
に

　
明
末
清
初
期
、
中
央
集
権
的
な
官
僚
統
制
が
強
化
さ
れ
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
万
暦
期
に
張
居
正
が
開
始
し
た
考
成
法
は
、
画
期
的
な
意

義
を
も
つ
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
や
特
に
税
糧
徴
収
の
分
野
に
お
い
て
・
叢
法
は
張
居
正
の
財
政
上
の
成
功
と
結
び
つ
け
て
高
く
評
圃

価
さ
れ
、
馴
初
に
同
様
の
制
度
が
も
っ
と
洗
練
さ
れ
た
形
で
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
先
駆
け
を
な
す
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
さ
ら
に
清
　
3
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代
に
は
行
政
処
分
法
が
律
例
か
ら
分
離
し
て
体
系
化
さ
れ
る
こ
と
と
関
連
づ
け
て
、
人
格
主
義
の
統
治
理
念
か
ら
脱
人
格
的
・
機
械
的
な
行
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

理
念
に
移
行
し
て
い
く
趨
勢
さ
え
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
集
権
的
な
皇
帝
独
裁
体
制
が
内
実
を
備
え
て
い
く
上
で
、
考
成
法
の
施
行
が
＝
疋
の
意
味
を
も
つ
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
態
態
正
が

推
進
し
て
強
力
な
反
発
を
招
き
、
論
議
の
的
と
な
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
前
提
と
な
っ
た
制
度
変
革
の
流
れ
を
軽
視
さ
せ
、
豊
成
法
に
突
出
し
た

位
置
づ
け
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
清
朝
が
考
案
法
を
採
用
し
た
こ
と
か
ら
、
明
清
両
制
度
の
比
較
を
行
な
わ
ぬ
ま
ま
、
明

か
ら
清
へ
の
制
度
の
継
承
を
想
定
す
る
の
は
、
予
断
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
官
僚
人
事
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

人
事
制
度
の
基
礎
研
究
を
欠
い
た
ま
ま
論
じ
ら
れ
て
き
た
結
果
、
明
代
の
門
歯
法
に
関
す
る
従
来
の
研
究
に
は
、
基
本
的
な
点
で
少
な
か
ら
ぬ

誤
解
が
見
ら
れ
、
そ
れ
が
考
成
法
の
位
置
づ
け
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
明
末
の
考
成
法
を
そ
れ
だ
け
取
り
出
し
て
扱
っ
て
き
た
た
め
に
、

考
成
法
の
評
価
そ
の
も
の
に
も
問
題
を
生
じ
、
王
朝
国
家
に
よ
る
官
僚
統
制
の
流
れ
を
理
解
す
る
上
で
も
、
偏
っ
た
認
識
を
与
え
る
こ
と
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
税
糧
徴
収
と
い
う
国
家
に
と
っ
て
と
り
わ
け
重
要
な
職
務
に
つ
い
て
、
一
定
水
準
の
成
果
を
保
証
す
る
た
め
、
明
朝
国
家
が
官

僚
た
ち
を
ど
の
よ
う
に
管
理
統
制
し
て
い
っ
た
か
を
跡
づ
け
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
一
義
的
に
は
技
術
上
の
制
約
を
課
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
政
治

的
に
規
定
さ
れ
た
管
理
制
度
が
、
ど
の
よ
う
に
発
達
し
得
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
徴
税
業
務
に
関
す
る
官
僚
機
構
の
管
理
方

法
が
、
技
術
的
条
件
に
基
づ
い
て
変
化
し
、
改
め
て
組
織
化
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
、
考
成
法
は
こ
の
組
織
化
の
帰
結
で
あ
り
、
同
時
に
明
代
の

政
治
状
況
で
は
超
え
ら
れ
な
い
限
界
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
清
朝
入
関
後
の
制
度
は
、
明
々
の
単
な
る
修
正
版
で
は
な
く
、
表
面
的
に

は
似
て
い
な
が
ら
根
本
的
な
部
分
で
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。
明
清
交
替
を
境
に
し
た
制
度
の
連
続
性
と
断
絶
性
と
を
明
確
に
す
る
こ
と

は
、
明
清
を
通
し
た
政
治
体
制
の
流
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
も
必
須
の
作
業
と
な
る
筈
で
あ
る
。

①
豊
海
建
・
宋
堅
之
「
張
端
正
綜
核
名
実
的
思
想
和
他
岩
層
成
法
」
（
開
中
国
古
代

　
史
論
叢
』
一
九
八
～
年
第
二
輯
）
、
岩
井
茂
樹
門
田
居
正
財
政
の
課
題
と
方
法
扁

（
岩
見
宏
・
谷
口
規
矩
雄
編
曲
明
末
清
初
期
の
研
究
一
塁
都
大
学
人
文
科
学
研
究

所
、
一
九
八
九
年
。
以
下
門
岩
井
論
文
㈹
」
と
略
称
）
及
び
「
明
末
の
集
権
と
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「
治
法
」
主
義
…
考
成
法
の
ゆ
く
え
一
」
（
『
和
出
博
徳
教
授
古
稀
記
念
　
明

清
時
代
の
法
と
社
会
㎏
汲
古
書
院
、
｝
九
九
三
年
。
以
下
「
岩
井
論
文
㈲
」
と
略

称
）
。

②
前
掲
岩
井
論
文
㈱
。

明
初
の
収
糧
機
構
と
實
任
体
系

明朝官僚の徴税責’任（谷井）

　
ま
ず
、
明
初
に
定
め
ら
れ
た
十
二
徴
収
機
構
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
。
明
初
の
収
糧
機
構
は
、
一
般
に
里
節
制
と
組
長
制
を
軸
と
し

て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
糧
長
は
、
経
済
上
・
財
政
上
重
要
な
位
置
に
あ
っ
た
江
南
を
中
心
に
設
け
ら
れ
た
た
め
注
目
さ
れ
、
糧
長
薯
が
確
立
し

た
地
域
の
徴
税
業
務
は
、
一
般
に
糧
長
の
役
割
を
中
心
と
し
て
叙
述
さ
れ
る
。
糧
長
は
里
長
ら
を
監
督
し
て
民
戸
か
ら
税
糧
を
集
め
、
数
量
を

点
検
し
、
所
定
の
倉
ま
で
運
ぶ
役
割
を
負
っ
て
い
た
。
糧
長
の
下
部
組
織
に
つ
い
て
は
先
行
概
究
の
蓄
積
が
あ
る
が
、
尊
長
が
誰
に
ど
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
管
理
さ
れ
る
の
か
は
従
来
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
ず
、
共
通
理
解
を
得
て
い
な
い
。
梁
方
仲
の
古
典
的
な
研
究
は
、
群
長
が
中
央
政
府
の
直
接

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

管
理
下
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
、
糧
長
が
導
管
な
い
し
芦
部
に
赴
い
て
勘
合
を
受
領
（
後
に
南
京
戸
部
の
差
吏
が
各
省
に
出
向
い
て

配
布
）
し
、
倉
庫
に
納
入
す
る
際
に
そ
の
勘
合
に
証
明
を
受
け
、
戸
部
に
返
還
し
て
確
認
を
得
る
と
い
う
手
続
き
に
あ
る
。
こ
の
手
続
き
を
見

る
限
り
、
糧
長
と
戸
部
の
間
に
介
在
す
る
管
理
者
は
存
在
し
な
い
の
で
、
中
央
直
轄
と
い
う
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

方
で
、
糧
長
が
何
ら
か
の
形
で
府
州
県
の
監
督
を
受
け
て
い
た
こ
と
に
奮
及
す
る
研
究
も
あ
る
。
そ
の
場
合
、
府
州
県
が
ど
の
よ
う
に
徴
税
機

構
に
介
入
す
る
の
か
は
、
説
明
さ
れ
て
い
た
験
し
が
な
い
。
要
す
る
に
、
末
端
の
納
糧
戸
か
ら
然
る
べ
き
政
府
機
関
に
ま
で
至
る
徴
税
機
構
の

全
体
像
が
、
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
糧
長
は
確
か
に
「
有
司
が
税
糧
を
徴
収
す
る
の
は
不
都
合
で
あ
る
た
め
に
」
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
地
方
官
が
収
糧
業

務
と
無
関
係
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
糧
長
の
設
置
に
よ
っ
て
「
有
司
は
部
糧
宮
一
員
を
議
差
し
て
、
某
処
に
赴
い
て
交
焦
せ
し
む
る
に
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ぎ
ず
、
甚
だ
こ
れ
心
力
を
労
さ
ず
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
「
部
糧
官
」
を
遣
わ
し
て
何
か
を
さ
せ
る
必
要
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
部
職
官
と
は
正
規
の
官
名
で
は
な
い
。
「
部
糧
典
史
」
と
い
っ
た
呼
称
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
何
ら
か
の
官
に
あ
る
者
が
特
定
の
職
務
を
帯
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び
る
と
部
糧
宮
に
な
る
。
そ
の
職
務
に
つ
い
て
明
文
化
さ
れ
た
規
定
は
見
ら
れ
な
い
の
で
、
断
片
的
な
史
料
か
ら
再
構
成
す
る
し
か
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

「
粗
紙
」
の
語
は
宋
代
に
は
見
ら
れ
、
糧
米
の
管
理
・
輸
送
を
意
味
し
て
い
る
。
元
代
に
は
「
影
藤
宮
」
の
語
が
行
政
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ

⑦る
。
宣
徳
五
（
一
四
三
〇
）
年
か
ら
正
統
七
（
一
四
四
二
）
年
ま
で
蘇
州
府
知
府
を
勤
め
た
況
鍾
の
奏
疏
に
は
、
「
部
糧
官
」
と
明
記
し
て
は
い

な
い
も
の
の
、
部
糧
官
の
具
体
的
な
活
動
を
窺
わ
せ
る
以
下
の
よ
う
な
記
載
が
見
え
る
。

　
①
府
の
儒
官
が
上
司
に
「
差
高
秋
糧
」
さ
せ
ら
れ
て
い
て
、
訴
訟
の
審
理
に
当
る
官
が
な
く
不
都
合
で
あ
る
か
ら
、
早
知
・
通
判
各
一
員
を

　
　
増
設
し
て
「
催
芝
露
糧
・
軍
需
」
を
任
せ
、
仁
心
の
別
途
差
遣
を
許
さ
な
い
よ
う
に
し
て
欲
し
い
（
『
況
太
守
集
騙
巻
七
・
請
工
臨
官
員
十
六

　
　
鉄
奏
、
宣
徳
五
年
七
月
初
三
日
）
。

　
②
秋
糧
を
四
方
に
運
送
す
る
の
に
、
一
再
に
つ
き
三
員
の
官
を
遣
わ
し
て
「
分
留
三
景
」
さ
せ
て
い
た
が
、
手
が
足
り
な
い
の
で
、
「
治
農

　
　
県
丞
」
ら
を
遣
わ
し
て
附
近
の
南
糧
米
を
「
催
運
」
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
誓
言
刑
部
右
侍
郎
の
成
均
か
ら
、
彼
ら
に
「
差
部
秋
霧
」
さ
せ
る

　
　
の
は
許
さ
な
い
と
言
わ
れ
た
が
、
そ
れ
で
は
税
糧
完
済
は
難
し
い
（
噸
況
太
守
集
』
巻
七
・
治
農
宮
改
兼
催
糧
官
奏
、
宣
徳
五
年
十
一
月
）
。

　
③
「
催
星
羅
丞
」
が
「
臨
清
倉
糧
」
を
「
部
運
」
し
に
行
っ
た
ま
ま
、
い
ま
だ
に
帰
っ
て
来
な
い
（
『
況
太
守
蓋
巻
＋
・
提
取
貧
職
逃
避
官
員

　
　
奏
、
宣
徳
七
年
五
月
工
十
七
日
）
。

　
こ
れ
ら
「
秋
糧
」
「
霊
送
」
の
「
差
部
」
「
催
部
」
「
部
運
」
は
、
宋
以
来
の
「
部
曲
」
の
用
法
と
も
合
致
し
て
お
り
、
「
部
糧
」
の
語
を
引
き

伸
ば
せ
ば
こ
う
し
た
句
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
重
器
徴
収
に
伴
う
通
常
の
、
必
要
不
可
欠
な
業
務
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
し
か
も
専
従

の
官
が
設
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
府
県
の
属
官
が
随
時
委
任
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
表
わ
れ
た
よ
う
な
官
が
、
ま
さ
に
馬
糧
官
で
あ
る
と
考
え
て

よ
か
ろ
う
。
①
の
「
差
替
」
と
「
提
題
」
、
②
の
「
聖
運
」
と
「
差
部
」
の
言
い
換
え
か
ら
、
税
糧
の
催
促
徴
収
と
運
搬
、
殊
に
②
③
の
用
例

か
ら
、
然
る
べ
き
納
入
地
ま
で
随
行
す
る
こ
と
が
任
務
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
宣
徳
五
年
九
月
二
十
日
の
日
付
を
も
つ
況
鍾
の
榜

⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

示
は
、
二
面
・
船
戸
が
ど
こ
の
税
糧
を
ど
れ
だ
け
徴
収
し
た
か
を
用
紙
に
記
入
し
て
い
き
、
完
納
し
た
ら
「
部
糧
官
吏
処
」
に
持
っ
て
行
っ
て

「
査
考
」
を
受
け
よ
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
号
音
，
官
は
糧
長
ら
の
収
糧
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
催
徴
（
催
促
徴
収
）
を
行
な
う
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の
で
あ
る
。
徴
収
さ
れ
た
糧
米
は
、
積
み
出
し
に
便
利
の
よ
い
暫
定
的
な
集
積
所
に
保
管
さ
れ
、
徴
収
が
完
了
す
る
と
輸
送
に
向
か
う
。
同
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
在
京
各
衛
倉
に
関
す
る
規
定
で
、
廠
ご
と
に
牌
を
置
い
て
「
部
運
官
吏
」
以
下
の
姓
名
を
書
く
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
所
定
の
倉
に
納
入
す

る
ま
で
は
、
部
糧
官
が
最
高
責
任
者
と
な
る
。
納
入
が
終
わ
る
と
倉
官
か
ら
証
明
書
（
通
関
）
が
交
付
さ
れ
、
任
務
が
終
了
す
る
。
こ
の
よ
う

に
、
部
糧
宮
は
糧
長
ら
を
監
督
し
て
、
催
徴
か
ら
輸
送
ま
で
一
貫
し
た
形
で
収
糧
業
務
を
取
り
仕
切
る
も
の
で
あ
っ
た
。
宣
徳
屋
に
鎮
江
府
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

が
経
歴
を
勤
め
た
韓
盟
の
慰
留
を
求
め
た
際
、
「
連
記
部
害
し
て
措
置
に
法
あ
り
、
小
襟
安
ん
ず
る
を
獲
、
糧
に
薦
麗
な
し
」
と
評
し
て
い
る

よ
う
に
、
単
な
る
名
目
的
な
統
率
者
で
は
な
く
、
実
質
的
な
業
務
監
督
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
②
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
部
糧
官
は
「
四
方
の
輸
送
先
に
分
派
」
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
管
轄
区
分
は
輸
送
先
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
催
徴
と
輸
送
の
対
象
が
異
な
っ
て
い
て
は
不
都
合
で
あ
ろ
う
か
ら
、
自
分
が
担
当
す
る
輸
送
先
に
運
ぶ
べ
き
税
糧
を
催
徴
し
た
筈

で
あ
る
が
、
幡
羅
は
糧
長
を
通
し
て
行
な
う
の
だ
か
ら
、
臨
画
な
り
徐
州
な
り
特
定
の
輸
送
先
に
税
糧
を
運
ぶ
糧
長
ら
を
督
促
し
て
、
そ
の
管

下
の
税
糧
を
集
め
輸
送
す
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
一
斑
か
ら
派
遣
さ
れ
た
部
糧
官
が
全
県
の
税
糧
を
担
当
し
た
と
は
限
ら
な
い
し
、
州
県

の
境
を
跨
い
で
管
轄
区
分
を
も
っ
た
可
能
性
さ
え
排
除
で
き
な
い
。
　
般
に
は
一
県
に
一
人
の
部
遷
宮
が
普
逓
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
根
拠

　
　
　
⑫

が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
通
常
の
行
政
単
位
で
あ
る
州
県
が
、
そ
の
ま
ま
固
定
的
に
「
部
糧
」
の
単
位
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
史
料
で
確
認
で
き
る
限
り
、
部
厚
官
に
任
命
さ
れ
て
い
る
の
は
府
州
県
の
属
官
で
あ
る
が
、
命
じ
て
い
る
の
は
そ
の
府
州
県
の
掌
印
璽
（
長

官
）
と
は
限
ら
な
い
。
例
え
ば
②
で
は
、
知
府
の
況
鍾
が
県
の
属
官
を
直
接
差
配
し
て
い
る
。
①
で
蘇
州
府
通
事
に
部
糧
を
命
じ
た
「
上
司
」

は
、
駿
府
た
る
上
位
よ
り
も
上
級
の
官
で
あ
ろ
う
し
、
別
途
差
遣
を
「
許
さ
な
い
よ
う
に
」
と
い
う
請
願
は
、
知
府
よ
り
上
級
の
権
威
に
対
す

る
規
制
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
直
隷
に
は
布
政
司
が
な
い
の
で
、
こ
の
場
合
は
③
で
言
及
さ
れ
て
い
る
墨
差
侍
郎
を

　
　
　
　
　
　
⑬

指
す
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
部
糧
官
は
地
方
の
上
級
官
僚
に
よ
っ
て
差
配
・
委
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
そ
も
そ
も
、
遠
隔
地
輸
送
が
必
要
と
な
る
起
首
分
の
税
糧
は
、
各
布
政
司
（
直
隷
は
各
府
警
）
ご
と
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
。
現
物
主
義

を
原
則
と
す
る
当
時
の
財
政
シ
ス
テ
ム
で
は
、
布
政
司
が
腰
台
分
を
す
べ
て
一
箇
所
に
集
め
、
そ
れ
か
ら
納
入
先
ご
と
に
分
配
す
る
な
ど
と
い
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う
非
効
率
的
な
こ
と
は
で
き
な
い
。
ど
こ
で
徴
収
し
た
並
等
を
ど
こ
に
送
れ
と
、
布
政
司
レ
ベ
ル
で
あ
ら
か
じ
め
指
示
し
て
、
複
数
の
納
入
先

に
向
か
う
無
駄
な
く
遺
漏
の
な
い
経
路
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
現
地
で
指
揮
に
当
る
聴
器
嘗
の
指
定
ま
で
し
て
お
く
の
は
、

責
任
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
着
実
な
措
置
と
雷
う
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
地
方
の
他
の
業
務
に
支
障
を
来
さ
な
い
よ
う
に
、
府
県
が
自
ら
選

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

任
す
る
こ
と
を
特
に
定
め
る
場
合
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
地
方
の
収
糧
機
構
の
全
体
的
な
枠
組
み
は
、
布
政
司
や
直
隷
の
府
州
（
な
い
し

は
そ
の
範
囲
を
対
象
に
派
遣
さ
れ
た
申
央
官
）
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
部
百
官
の
任
務
遂
行
状
況
は
、
任
命
し
た
上
司
の
直
接
的
な
管
理
の
対
象
で
は
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
州
県
か
ら
布
政
司

に
至
る
掌
印
官
は
、
収
糧
の
成
果
を
直
接
確
認
す
る
機
会
を
も
っ
た
形
跡
が
な
い
。
収
糧
か
ら
輸
送
に
至
る
全
過
程
が
、
州
県
を
始
め
と
す
る

地
方
衙
門
と
離
れ
た
場
所
で
行
な
わ
れ
、
複
数
の
流
れ
を
形
成
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
報
告
に

よ
る
状
況
把
握
は
行
な
わ
れ
て
お
り
、
府
は
県
ご
と
に
、
県
は
都
ご
と
に
、
耳
管
（
完
済
）
・
未
完
（
未
済
）
が
各
々
い
く
ら
に
な
る
か
、
戸
房

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

を
介
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
た
め
、
期
限
を
過
ぎ
て
の
未
完
に
対
し
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
知
府
や
知
県
が
督
促
す
る
こ
と
が
あ

っ
た
。

　
基
本
的
に
以
上
の
よ
う
な
構
造
を
も
つ
収
糧
機
構
に
お
い
て
、
＝
疋
期
間
内
の
徴
収
高
に
不
足
が
生
じ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
措
置
が
講
じ

ら
れ
る
の
か
。
明
初
に
お
い
て
最
も
明
確
に
規
定
し
て
い
る
の
は
、
洪
武
三
〇
（
～
三
九
七
）
年
制
定
の
『
大
明
律
聴
勧
請
・
倉
庫
・
収
糧
二

丁
で
あ
る
。
所
定
の
期
限
を
過
ぎ
て
徴
収
不
足
の
場
合
、
「
其
れ
提
調
部
糧
官
・
吏
典
・
分
量
里
長
・
欠
糧
人
戸
は
、
各
々
十
分
を
以
っ
て
率

と
為
し
、
一
分
足
ら
ざ
る
者
は
杖
六
十
。
毎
一
分
、
一
等
を
加
え
罪
杖
一
壷
に
止
ま
る
」
と
し
、
一
年
以
上
た
っ
て
も
不
足
で
あ
れ
ば
「
人

戸
・
里
長
は
杖
～
百
・
遷
徒
。
提
調
部
糧
官
・
吏
典
は
処
絞
」
と
定
め
る
。

　
「
提
調
部
野
墓
」
は
「
提
調
（
特
定
業
務
の
管
理
に
充
当
）
さ
れ
た
部
糧
官
」
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
徴
収
不
足
の
責

任
を
問
わ
れ
る
の
は
部
士
官
以
下
の
み
で
、
そ
れ
以
外
の
地
方
官
は
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
明
代
前
半
に
広
く
流
布
し
た
註
釈
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

『
律
條
疏
議
』
は
該
当
個
所
を
「
提
調
帯
血
忌
官
」
と
解
し
て
お
り
、
確
か
に
『
大
明
律
』
に
は
「
提
調
官
」
の
語
も
現
わ
れ
る
。
こ
の
語
は

38　（320）



明朝官僚の徴税責任（谷井）

元
代
に
は
見
ら
れ
、
だ
い
た
い
倉
庫
・
科
挙
・
工
程
の
い
ず
れ
か
に
出
向
い
て
監
督
を
行
な
う
官
を
指
し
て
い
る
。
収
糧
に
即
し
た
用
例
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

特
定
の
官
が
倉
庫
に
派
遣
さ
れ
て
銭
糧
欠
損
の
有
無
を
監
査
す
る
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
の
意
味
な
ら
ば
こ
の
条
文
に
も
合
致
す
る
。
明
初

の
地
方
官
制
に
お
い
て
、
具
体
的
に
ど
の
官
に
相
当
す
る
か
と
一
醤
え
ば
、
管
下
の
税
糧
徴
収
を
一
応
把
握
し
て
い
る
府
州
県
の
調
印
宮
か
、
後

述
す
る
管
糧
官
か
、
ど
ち
ら
か
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
今
の
と
こ
ろ
判
断
す
る
決
め
手
を
欠
く
が
、
こ
の
条
文
が
「
提
調
官
」
を
も
対
象
に
し

て
い
る
と
す
れ
ば
、
府
州
県
の
掌
印
官
が
税
糧
徴
収
の
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
。
し
か
し
、
同
じ
『
大
明
律
』
戸
律
の

中
で
も
、
荒
蕪
田
地
条
に
お
い
て
は
「
県
官
」
の
「
長
官
」
と
「
佐
職
」
が
対
象
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
少
な
く
と
も

税
糧
徴
収
に
つ
い
て
は
、
州
県
宮
を
州
県
官
で
あ
る
が
故
に
責
任
主
体
と
み
な
す
意
図
が
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
唐
律
以
来
の
歴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

代
法
制
と
比
べ
て
特
異
な
点
で
あ
り
、
部
糧
官
以
下
の
機
構
設
定
と
同
様
に
、
明
初
の
政
権
が
収
載
に
関
し
て
は
通
常
の
行
政
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー

で
は
な
く
、
収
糧
機
能
に
即
し
た
責
任
体
系
を
想
定
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
こ
の
条
文
は
、
部
糧
官
と
里
長
の
問
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
管
長
に
言
及
し
て
い
な
い
が
、
況
鍾
の
宣
徳
五
年
八
月
初
耳
日
付
の
奏
疏
に

引
く
行
在
戸
部
筍
付
に
は
「
も
し
期
限
を
過
ぎ
て
も
不
足
で
あ
れ
ば
、
州
県
の
提
調
部
糧
官
吏
は
律
に
依
っ
て
罪
に
当
て
る
。
蔓
紫
・
納
戸
は

～
年
以
上
滞
納
す
れ
ば
直
ち
に
附
近
の
衛
に
発
し
て
充
軍
と
す
る
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
官
と
胃
吏
は
律
に
よ
っ
て
、
糧
長
と
納
戸
は
別
途
定

．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

め
た
例
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
概
し
て
罰
則
が
厳
し
い
の
は
前
代
の
法
制
と
比
べ
て
明
ら
か
で
あ
る
が
、
現
実
に
ど
れ
だ
け
適

用
さ
れ
た
か
は
疑
わ
し
い
。
税
糧
の
長
期
滞
納
は
、
常
に
あ
ま
り
に
も
あ
り
ふ
れ
た
現
象
だ
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
明
代
中
期
に
は
、
律
の
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

糧
壁
上
条
は
死
文
化
し
て
い
た
と
い
う
。
仮
に
明
初
に
は
厳
密
に
適
用
さ
れ
た
と
し
て
も
、
宮
吏
の
場
合
、
公
理
で
あ
れ
ば
軽
罪
以
上
は
罪
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

を
紀
録
さ
れ
て
、
九
年
思
考
の
際
の
評
定
材
料
と
さ
れ
る
に
止
ま
る
。
紀
録
さ
れ
た
公
辺
が
考
課
の
際
に
考
慮
さ
れ
る
と
の
規
則
は
前
代
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

あ
る
が
、
そ
の
有
効
性
に
は
多
大
な
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
る
。
律
例
に
よ
る
罰
則
規
定
が
、
収
糧
の
責
任
を
追
究
す
る
手
段
と
し
て
機
能
し
て

い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

　
①
小
山
正
明
「
明
代
の
糧
長
に
つ
い
て
…
と
く
に
前
半
期
の
江
南
デ
ル
タ
地
帯
　
　
を
中
心
に
し
て
1
扁
（
『
東
洋
史
研
究
魅
第
二
七
巻
第
四
号
）
は
「
県
下
の
行
政
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系
統
が
県
総
（
県
全
体
）
一
糧
長
・
扇
書
（
区
）
1
里
長
・
書
算
（
里
）
と

　
い
う
構
成
を
と
っ
て
い
た
」
と
す
る
が
、
そ
の
根
拠
と
し
て
は
県
・
区
・
里
の
各

　
行
政
区
画
に
対
応
す
る
職
役
が
そ
れ
ぞ
れ
遣
か
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
み
で
、

　
「
行
政
系
統
」
と
呼
べ
る
ほ
ど
の
統
属
関
係
や
業
務
上
の
連
繋
が
あ
っ
た
こ
と
は

　
実
証
さ
れ
て
い
な
い
。

②
梁
方
仲
㎎
明
代
糧
長
制
度
熱
（
上
海
人
民
繊
版
社
、
～
九
五
七
年
）
三
五
⊥
二

　
六
頁
。

③
例
え
ば
、
星
斌
夫
噸
明
代
漕
運
の
研
究
幅
（
日
本
学
術
振
興
会
、
一
九
六
三
年
）

　
一
五
五
頁
は
、
鼻
聾
の
不
正
が
甚
だ
し
か
っ
た
た
め
宣
徳
望
頃
に
そ
の
監
督
に
当

　
る
官
吏
が
設
け
ら
れ
た
と
し
、
後
述
す
る
治
農
官
の
設
置
に
触
れ
る
。
そ
の
他
、

　
「
官
僚
や
胃
吏
の
糧
長
に
対
す
る
搾
取
が
強
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
山
根
幸

　
夫
『
明
代
揺
役
制
度
の
展
開
幅
（
東
京
女
子
大
学
学
会
、
一
九
六
六
年
）
六
一

　
頁
と
な
ど
暗
に
官
吏
に
よ
る
監
督
を
示
唆
す
る
表
現
は
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
。

④
糊
御
製
発
想
続
編
臨
水
災
不
及
賑
済
第
八
十
五
。

⑤
闘
御
製
大
壁
輪
設
立
議
長
第
六
十
五
。

⑥
例
え
ば
『
続
資
治
通
鑑
長
編
睡
に
「
儀
州
推
宮
蔀
善
部
糧
白
青
州
（
巻
四
一
と

　
「
令
転
運
司
遣
一
貝
、
鉱
毒
随
軍
（
巻
三
二
九
）
」
、
『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
偏
に

　
「
恭
為
劉
晶
出
糧
至
澹
陰
県
、
遂
以
所
部
舟
十
五
艘
・
米
千
五
百
鮒
来
献
（
巻
八

　
五
）
」
な
ど
の
用
例
が
あ
る
。

⑦
例
え
ば
註
⑱
に
引
く
『
大
元
聖
政
国
朝
典
章
睡
（
以
下
騨
兀
典
章
』
と
略
す
）

　
所
載
の
条
画
な
ど
。

⑧
『
況
太
守
集
国
縫
＝
7
逓
禁
蘇
民
積
弊
榜
示
。

⑨
「
部
糧
官
」
で
は
な
く
門
部
費
官
憲
」
と
す
る
記
載
も
間
々
見
ら
れ
る
が
、

　
れ
は
部
掛
官
の
下
で
事
務
を
と
る
胃
奥
を
加
え
て
並
称
し
た
表
現
で
あ
ろ
う
。

⑩
正
徳
『
大
明
盛
典
蜘
巻
三
九
・
倉
庚
二
・
内
外
倉
廠
　
・
事
例
。

⑪
噸
明
実
録
幅
宣
二
六
年
正
月
己
掻
玉
の
巡
撫
直
隷
侍
郎
周
枕
奏
に
引
く
。

こ

⑫
洪
武
一
九
年
の
自
序
を
も
つ
墨
壷
『
律
解
辮
疑
』
が
戸
畑
・
倉
庫
・
収
糧
違
限

　
の
註
釈
の
中
で
「
提
調
部
糧
官
・
著
書
、
以
一
瓢
該
徴
之
数
、
約
為
十
分
」
と
需

　
い
、
コ
県
」
単
位
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
ら
し
い
た
め
。

⑬
宣
徳
三
年
、
早
漏
以
下
の
六
員
が
各
部
侍
郎
と
し
て
、
蟹
江
藤
布
政
罵
と
南
北

　
直
隷
府
州
県
に
、
税
糧
徴
収
を
総
督
す
る
た
め
派
遣
さ
れ
て
い
た
（
万
暦
『
大
明

　
会
厭
龍
巻
二
二
・
倉
瑛
二
）
。

⑭
『
況
太
守
集
臨
巻
七
・
治
農
官
改
兼
催
糧
宮
奏
に
引
く
大
理
寺
卿
胡
概
奏
で
は
、

　
治
農
官
を
置
く
際
に
門
府
県
自
行
器
官
部
運
、
不
許
別
項
国
画
偏
と
し
て
い
る
。

⑮
正
徳
『
大
明
会
典
幅
巻
＝
・
到
任
須
知
二
「
新
官
記
任
鼻
溝
供
報
須
知
式

　
様
」
に
、
戸
房
の
司
吏
が
新
官
に
提
節
す
る
永
楽
の
年
号
を
附
し
た
文
書
の
雛
型

　
が
載
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
「
未
完
事
件
」
と
し
て
夏
税
秋
糧
の
県
別

　
（
ま
た
は
都
別
）
未
完
状
況
を
記
す
部
分
が
あ
る
。

⑯
㎎
大
明
律
下
戸
律
の
戸
役
・
逃
避
差
役
、
倉
庫
・
虚
出
通
関
殊
紗
、
同
・
守
支

　
銭
糧
及
捜
開
官
封
、
隅
・
起
解
金
銀
足
色
、
同
・
転
解
官
物
な
ど
。

⑰
噸
元
典
章
匝
戸
部
巻
七
・
倉
庫
・
関
防
銭
糧
事
理
に
「
所
在
倉
庫
、
親
臨
上
司

　
呂
調
正
官
、
毎
季
藤
葛
計
点
、
但
有
短
少
、
随
即
難
問
追
出
」
「
令
提
調
官
輪
番

　
赴
庫
、
牽
照
～
切
勘
合
文
愚
、
比
対
赤
暦
単
状
、
計
点
取
有
見
在
」
な
ど
と
あ
る
。

⑱
『
故
唐
革
南
帯
輪
戸
婚
・
輸
課
税
物
議
期
の
隠
文
は
「
諸
部
内
輸
課
税
之
物
、

　
違
期
不
充
者
、
以
十
分
論
、
一
分
答
四
十
、
一
分
撫
一
等
」
と
定
め
（
疏
議
に
よ

　
れ
ば
「
輸
課
税
薄
物
」
と
は
「
租
・
調
基
準
、
地
租
、
雑
税
之
類
」
の
こ
と
）
、

　
注
に
「
州
県
皆
以
長
官
為
首
、
佐
職
以
下
節
級
連
坐
」
と
あ
る
。
こ
の
点
を
疏
議

　
は
門
鯛
史
・
県
令
、
竃
導
之
首
、
課
税
違
限
、
二
二
長
官
扁
と
解
説
す
る
。
両
税

　
法
以
後
の
租
税
未
収
・
未
納
に
関
わ
る
法
令
も
、
基
本
的
に
は
こ
の
律
の
変
形
と

　
言
っ
て
よ
い
。
南
宋
の
覗
慶
長
條
法
事
類
撫
巻
四
七
・
違
欠
税
租
に
引
く
戸
婚
勅

　
は
「
諸
税
租
来
限
満
、
欠
不
及
壱
分
、
県
吏
人
・
顎
髭
・
戸
長
、
答
馬
面
、
令
佐
、

　
罰
参
拾
直
。
壱
分
、
杖
陸
揚
、
議
論
、
罰
陸
拾
直
、
州
四
人
、
筈
騨
拾
、
都
孔
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目
・
副
都
孔
璽
官
、
笛
弐
捨
、
幕
職
官
、
参
拾
直
、
通
判
・
砂
州
、
弐
拾
直
。
毎

壱
分
、
各
加
弐
等
、
至
参
分
罪
止
。
…
…
」
と
す
る
。
元
の
至
元
三
十
年
以
前
の

条
画
は
「
税
糧
悪
騒
十
月
終
、
中
限
十
～
月
終
、
宋
限
十
二
月
終
。
違
限
者
、
初

事
答
四
十
、
再
犯
杖
八
十
。
…
…
若
有
失
陥
、
或
細
石
不
足
、
各
処
達
魯
花
赤
・

管
民
官
・
部
糧
官
、
不
分
首
従
、
一
同
断
罪
」
と
し
て
お
り
、
竈
元
三
十
年
に
は
、

こ
の
条
画
を
確
認
し
て
「
上
年
税
石
蟹
限
、
不
行
納
足
半
処
、
定
将
各
路
府
州
司

県
正
官
・
首
領
官
・
人
吏
、
依
條
断
罪
、
宣
罰
則
首
領
官
・
人
吏
違
慢
、
亦
行
断

罪
」
と
す
る
（
『
元
典
章
』
戸
部
巻
十
・
納
税
・
税
糧
違
限
官
員
科
罪
）
。

二
　
徴
税
促
進
の
た
め
の
政
策
的
措
置

⑲
『
況
太
守
集
晦
巻
七
・
経
管
会
議
奏
。

⑳
註
⑱
参
照
。

⑳
雷
夢
麟
『
読
律
遡
冨
畠
戸
律
・
倉
庫
・
収
糧
違
限
条
。

⑫
　
噸
大
明
律
』
古
例
・
文
武
累
犯
公
罪
、
及
び
『
諸
司
職
掌
』
吏
部
・
考
功
部
・

　
事
故
・
紀
録
。

⑬
　
梅
原
郁
「
宋
代
の
蹟
鋼
と
罰
銅
一
官
員
懲
戒
の
ひ
と
こ
ま
1
扁
（
梅
原
郁

　
編
『
前
近
代
軍
国
の
刑
罰
駄
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
九
六
年
）
ニ
ニ

　
⊥
ハ
～
ニ
ニ
七
頁
。

　
明
初
に
お
い
て
、
徴
収
不
足
の
際
、
関
係
者
に
圧
力
を
か
け
る
た
め
実
施
さ
れ
た
と
確
認
で
き
る
方
法
は
、
上
記
の
よ
う
な
罰
則
規
定
と
は

異
な
る
。
ま
ず
、
府
州
県
の
正
業
に
つ
い
て
言
え
ば
、
任
期
中
の
収
糧
延
滞
が
、
考
課
の
対
象
と
は
な
ら
な
く
て
も
、
考
課
を
受
け
る
条
件
に

抵
触
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
。
原
則
と
し
て
、
地
方
官
は
三
年
の
考
満
（
任
期
満
了
）
ご
と
に
証
明
書
を
発
給
（
門
訴
）
さ
れ
、
吏
部
に
赴
い
て
考

課
を
受
け
る
。
そ
の
結
果
が
「
平
常
」
「
称
職
」
で
あ
れ
ば
同
じ
激
騰
内
で
別
ポ
ス
ト
に
異
動
、
「
不
常
職
」
で
あ
れ
ば
降
格
さ
れ
、
い
ず
れ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

九
年
目
の
通
考
で
瓢
捗
さ
れ
る
。
『
明
実
録
』
宣
徳
五
年
十
月
癸
酉
条
に
引
く
山
西
按
察
使
張
政
の
上
奏
は
、
「
管
下
の
府
州
県
官
が
、
考
満
に

際
し
て
任
内
の
税
糧
を
全
額
徴
収
で
き
て
い
な
い
た
め
、
久
し
く
現
地
に
留
ま
っ
た
ま
ま
翌
翌
に
赴
く
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
た
め
ポ
ス
ト
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

空
け
て
後
任
の
配
属
を
行
な
う
（
作
善
質
量
）
の
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
多
く
は
雑
職
官
に
委
任
し
て
職
務
を
代
行
さ
せ
て
お
り
、
下

の
者
が
服
従
し
な
い
」
こ
と
を
訴
え
、
「
お
そ
ら
く
は
全
国
各
処
み
な
同
様
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
税
関
の
全
額
徴

収
を
考
課
の
前
提
条
件
と
す
る
の
が
、
こ
の
時
期
の
通
例
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
よ
う
な
明
文
規
定
が
洪
武
・
永
楽
期
の
史
料
に
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ら
れ
な
い
の
で
、
い
つ
始
ま
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
元
代
に
も
同
様
の
制
度
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
元
朝
よ
り
引
き
継
が
れ
た
と
も
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
条
件
の
た
め
に
人
事
異
動
が
進
ま
な
い
と
い
う
こ
と
は
ハ
か
な
り
厳
密
に
実
施
さ
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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と
こ
ろ
が
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
輪
重
は
、
「
お
よ
そ
天
下
の
官
で
三
年
・
六
年
の
考
満
を
迎
え
た
者
は
、
い
ず
れ
も
洋
弓
に
赴
か
せ
証
明

　
　
　
　
　
④

書
を
発
給
し
て
、
も
と
の
任
務
に
復
帰
さ
せ
よ
。
不
足
し
て
い
る
税
糧
は
、
期
限
を
決
め
て
追
徴
し
、
完
済
し
な
い
者
は
律
の
と
お
り
罪
に
問

う
。
九
年
の
考
満
を
迎
え
た
者
に
つ
い
て
は
、
た
だ
ち
に
後
任
の
配
属
を
行
な
い
、
任
内
の
銭
糧
を
完
済
し
て
は
じ
め
て
証
明
書
の
発
給
を
許

す
」
と
提
案
す
る
。
こ
れ
は
事
実
上
、
三
年
・
六
年
の
憂
欝
を
迎
え
た
者
は
、
税
糧
を
全
額
徴
収
で
き
な
く
て
も
、
官
歴
を
継
続
で
き
る
よ
う

に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
宣
徳
島
の
諭
旨
は
、
「
何
事
も
適
宜
が
大
事
で
あ
る
。
も
し
必
ず
税
糧
完
済
を
待
っ
て
考
課
に

赴
く
な
ら
ば
、
宮
職
が
空
に
な
り
職
務
が
疎
か
に
な
る
こ
と
が
多
か
ろ
う
。
張
政
の
言
に
従
う
が
よ
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
地
方
行
政
の

円
滑
な
遂
行
を
税
糧
徴
収
に
優
先
さ
せ
る
の
が
、
決
定
の
趣
旨
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
府
州
県
官
は
こ
の
時
点
で
、
三
年
ご
と
に
税
糧

の
完
全
徴
収
を
迫
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
と
解
さ
れ
る
。

　
九
年
目
の
考
満
に
際
し
て
は
、
従
来
と
同
じ
く
逸
士
完
済
が
考
課
を
受
け
る
条
件
と
な
る
。
実
際
、
宣
徳
八
年
三
月
の
蘇
州
府
首
府
況
鍾
の

　
⑤

奏
疏
に
、
蒲
江
県
知
県
の
費
忠
が
九
年
の
考
慮
に
際
し
て
「
現
に
任
内
の
未
完
の
税
糧
を
督
促
し
て
い
る
」
と
あ
る
な
ど
、
九
年
目
の
条
件
は

引
続
き
守
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
当
時
の
地
方
官
に
あ
っ
て
、
九
年
考
満
を
迎
え
る
こ
と
が
ど
れ
だ
け
～
般
的
で

あ
っ
た
か
が
問
題
で
あ
る
。
洪
武
一
九
年
現
在
の
こ
と
を
記
し
た
『
御
製
大
詰
続
編
』
松
江
逸
民
為
害
第
二
に
は
、
「
開
国
以
来
、
両
為
・
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

西
・
両
広
・
福
建
に
設
け
ら
れ
た
有
司
官
は
、
い
ま
だ
に
一
人
も
任
満
が
な
い
」
と
あ
り
、
正
統
六
年
正
月
二
五
日
付
の
総
踊
の
奏
疏
で
も
、

蘇
州
府
は
「
洪
武
年
間
に
衙
門
を
開
設
し
て
以
来
、
一
員
の
考
満
も
な
か
っ
た
」
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
地
方
官
が
、
任
満
を
待
た
ず
に
昇
進
し

て
い
っ
た
に
せ
よ
、
任
満
ま
で
も
た
ず
に
費
消
さ
れ
た
に
せ
よ
、
任
期
を
全
う
し
な
い
の
が
当
り
前
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
九
年
目
に
の
み
厳

し
い
条
件
を
課
し
て
も
影
響
は
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
収
糧
完
遂
を
考
課
の
条
件
と
す
る
制
度
は
、
こ
の
時
点
で
骨
抜
き
に
さ
れ
て
し

ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
恒
常
的
な
規
則
と
し
て
で
は
な
く
、
徴
収
不
足
が
累
積
す
る
と
、
政
治
的
措
置
と
し
て
臨
時
に
懲
罰
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
宣
徳

二
年
正
月
の
河
南
按
察
司
の
上
奏
に
よ
れ
ば
、
河
南
の
税
関
は
永
楽
二
〇
年
か
ら
二
二
年
分
ま
で
滞
っ
て
い
た
た
め
、
「
布
政
司
堂
上
官
・
府
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正
々
の
経
管
す
る
者
は
皆
責
状
、
布
政
司
首
領
官
及
び
府
営
以
下
、
井
び
に
州
県
官
吏
は
耳
翼
一
斗
、
卒
年
を
限
り
て
完
せ
し
む
」
と
い
う
措

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

置
が
と
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
宣
徳
五
年
正
月
に
は
、
行
在
刑
部
・
都
察
院
が
「
天
下
の
布
政
司
・
塁
壁
司
・
府
州
県
等
衙
門
官
」
の
「
税
糧

通
負
は
八
千
絵
万
石
、
公
事
不
完
は
軸
壁
を
も
っ
て
数
う
」
と
い
う
職
務
怠
慢
を
弾
劾
し
、
折
し
も
朝
煙
に
集
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
法
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
付
し
て
断
罪
す
る
こ
と
を
請
う
て
い
る
。
だ
が
、
前
者
は
所
定
の
期
限
を
半
年
超
過
し
て
も
な
お
「
税
糧
不
完
は
、
蓋
し
民
力
の
難
難
に
よ

る
」
と
し
て
さ
ら
に
期
限
の
延
長
を
認
め
、
後
者
は
「
朕
念
う
に
、
民
力
難
難
に
し
て
、
且
つ
郡
県
の
官
は
賢
な
る
あ
り
否
な
る
あ
り
」
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
ら

て
、
吏
部
に
「
其
の
任
に
称
わ
ざ
る
者
を
簡
び
導
く
」
ほ
か
は
み
な
赦
す
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
馬
糧
の
徴
収
不
足
を
理
由
に
地
方
官
を
処
罰
す
る
こ
と
は
、
「
県
官
、
職
は
墨
字
に
あ
り
。
集
り
に
此
を
も
っ
て
こ
れ
を
罪
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

を
得
ず
」
と
い
う
永
楽
帝
の
言
葉
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
あ
ま
り
芳
し
い
こ
と
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
地
方
官
の
考
課
の
対
象
が
、
ま
ず
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

口
・
田
土
の
増
大
で
あ
っ
た
の
も
、
民
生
の
安
定
と
繁
栄
を
図
る
こ
と
こ
そ
有
司
の
職
務
と
い
う
考
え
の
表
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
税
糧
徴
収
は
、

そ
の
不
足
が
公
罪
と
し
て
紀
録
さ
れ
て
、
考
課
に
何
が
し
か
影
響
を
与
え
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
僅
か
な
可
能
性
は
あ
る
も
の
の
、
基
本
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
は
考
課
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
。
連
年
の
徴
収
不
足
に
対
す
る
特
別
措
置
も
含
め
て
、
地
方
官
へ
の
懲
戒
処
分
は
熱
心
に
行
な
わ
れ
た
と

言
い
難
い
。
翌
夕
が
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
状
況
を
考
え
れ
ば
、
む
し
ろ
政
策
的
に
抑
制
さ
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
税
糧
徴
収
率
を
上
げ
る
た
め
に
、
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
た
の
か
。
ま
ず
、
徴
収
以
前
の
施
策
と
し
て
、

農
業
・
農
民
の
保
護
育
成
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
宣
徳
期
の
江
南
地
方
を
中
心
に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
、
詳
細
な
先
行
研
究
の
蓄
積
が

　
⑫

あ
る
。
こ
こ
で
行
論
に
必
要
な
点
の
み
改
め
て
指
摘
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。
第
一
に
、
こ
の
時
期
は
「
人
昆
の
逃
亡
」
が
主

要
な
問
題
に
む
つ
て
い
る
よ
う
に
、
生
産
段
階
で
危
機
的
状
況
が
生
じ
て
い
た
た
め
、
生
産
基
盤
の
立
て
直
し
か
ら
着
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
一
般
の
逃
民
招
撫
策
の
ほ
か
、
税
糧
減
額
や
折
色
な
ど
徴
収
方
法
の
改
善
、
輸
送
負
担
の
軽
減
な
ど
、
包
括
的
な
合
理
化
策
に
よ
っ

て
苛
酷
な
収
奪
を
和
ら
げ
、
一
定
の
収
取
が
確
保
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
徴
収
そ
の
も
の
を
強
化
す
る
よ
り
も
、
よ
り
多
く
の
徴
収
が
可

能
な
状
態
を
作
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
そ
う
し
た
方
針
に
沿
っ
て
具
体
的
な
施
策
を
立
て
、
実
行
す
る
た
め
に
、
中
央
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か
ら
特
命
を
受
け
た
官
僚
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
蘇
州
府
知
慮
況
鍾
ら
九
知
府
を
京
官
か
ら
抜
擢
し
て
与
格
待
遇
で
赴
任
さ
せ
た
こ
と
や
、
南

直
隷
巡
撫
周
枕
ら
六
人
の
大
官
を
主
要
地
域
に
遣
わ
し
て
「
総
督
税
糧
」
の
任
に
当
ら
せ
た
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
巡
撫
は
後
に
全
国
的
な
常

設
の
官
と
な
る
が
、
こ
の
長
点
で
は
特
に
重
要
な
地
域
に
の
み
、
臨
時
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
。
既
存
の
機
構
を
そ
の
ま
ま
一
律
に
運
営
す
る
の

で
は
な
く
、
薪
た
な
官
職
設
定
も
含
め
て
、
能
力
あ
る
人
材
を
直
接
送
り
込
み
、
各
々
実
地
に
即
し
た
施
策
を
取
ら
せ
て
状
況
を
改
善
し
よ
う

と
い
う
の
で
あ
る
。

　
徴
収
そ
の
も
の
に
関
わ
る
施
策
も
、
基
本
的
に
は
現
場
に
人
員
を
配
備
す
る
こ
と
に
尽
き
る
。
こ
の
方
針
は
、
郷
村
で
税
糧
催
徴
に
当
る
里

長
を
全
国
に
置
き
Y
地
域
に
よ
っ
て
は
里
長
の
上
に
糧
長
を
置
く
と
い
っ
た
課
役
か
ら
始
ま
る
。
里
長
の
よ
う
な
役
は
明
以
前
か
ら
あ
っ
た
し
、

県
内
で
～
定
立
石
ご
と
に
上
戸
一
名
を
出
し
て
行
客
の
監
督
に
当
ら
せ
る
と
い
っ
た
糧
長
に
相
当
す
る
役
も
、
少
な
く
と
も
元
代
に
は
設
定
さ

　
　
　
⑬

れ
て
い
る
。
部
糧
宮
が
民
戸
に
よ
る
輸
送
の
統
率
に
当
る
こ
と
も
、
「
富
戸
は
遠
倉
に
輸
し
、
下
戸
は
近
倉
に
輸
し
、
郡
県
各
々
正
角
～
員
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

差
し
て
こ
れ
を
部
せ
し
む
」
と
い
う
元
の
制
度
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
機
構
の
枠
組
み
を
設
定
す
る
に
当
っ
て
、

初
期
の
明
朝
政
権
が
特
別
な
独
自
性
を
発
揮
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
基
本
的
に
前
代
の
も
の
を
引
き
継
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
前
代
と

比
べ
て
特
徴
的
な
の
は
、
里
長
・
館
長
の
よ
う
な
機
構
末
端
の
設
定
に
、
中
央
政
権
が
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
殊
に
糧
長

制
は
、
洪
武
政
権
が
重
視
し
て
熟
考
を
重
ね
た
形
跡
が
明
ら
か
で
あ
る
。
糧
長
設
置
の
得
失
を
考
量
し
、
一
度
廃
止
し
て
み
て
ま
た
復
活
さ
せ

た
り
、
細
部
に
亙
る
問
題
点
を
指
摘
し
て
改
め
さ
せ
た
り
と
い
っ
た
試
行
錯
誤
を
、
中
央
レ
ベ
ル
で
継
続
的
に
行
な
っ
て
い
る
し
、
洪
武
帝
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

糧
長
ら
を
集
め
て
面
諭
す
る
な
ど
、
皇
帝
自
ら
彼
ら
を
鼓
舞
す
る
姿
勢
も
見
せ
て
い
る
。

　
こ
の
副
長
ら
を
監
督
す
る
の
が
前
述
の
部
糧
官
で
あ
る
が
、
地
域
に
よ
っ
て
は
そ
の
上
さ
ら
に
別
の
人
員
が
配
備
さ
れ
た
。
蘇
州
・
松
江
等

の
南
直
隷
六
府
で
は
、
宣
徳
二
年
に
通
塗
・
嬉
嬉
各
一
員
を
増
し
、
「
糧
長
を
督
領
し
、
治
農
に
専
一
し
、
秋
糧
を
催
徴
」
さ
せ
る
こ
と
が
定

　
　
　
⑱

め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
「
治
農
官
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
治
農
官
は
専
任
の
官
で
あ
り
、
「
部
運
」
な
ど
別
の
任
務
に
流
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ

と
に
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
糧
長
を
監
督
し
て
資
糧
を
催
徴
す
る
官
が
、
部
糧
宮
と
は
別
に
、
重
複
し
て
置
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
も
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つ
と
も
、
部
腹
黒
が
不
足
が
ち
で
あ
り
、
農
業
の
監
督
と
い
う
職
務
は
実
効
が
な
い
と
し
て
、
六
年
に
は
治
昇
官
を
催
雲
量
に
改
め
、
春
夏
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

「
提
督
農
務
」
に
当
る
が
、
秋
冬
は
「
胴
部
税
糧
」
し
て
所
定
の
倉
ま
で
納
入
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
実
質
的
に
部
糧
官
兼
任
と
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
明
代
中
頃
ま
で
に
広
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
類
似
の
官
に
、
管
糧
官
が
あ
る
。
正
徳
お
よ
び
万
暦
『
大
明
会
典
』
で
は
、
宣
徳
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

年
に
蘇
・
松
煙
六
府
で
治
農
官
を
、
「
催
古
池
」
で
は
な
く
「
管
糧
官
」
に
改
め
た
と
し
て
い
る
。
宣
徳
八
年
五
月
～
五
日
付
の
況
鍾
の
奏
疏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

に
も
「
各
県
額
設
井
管
糧
主
簿
等
宮
」
「
管
路
県
丞
」
と
い
う
呼
称
が
見
え
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
州
県
の
属
官
が
「
管
糧
」
の
任
務
に
専

従
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
は
聞
違
い
な
い
。
だ
が
、
こ
の
時
期
の
管
糧
官
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
史
料
を
欠
く
の
で
、
詳
し
い
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

わ
か
る
の
は
三
〇
年
ほ
ど
後
の
状
態
に
な
る
。
成
化
三
（
～
四
六
七
）
年
の
戸
部
尚
書
等
題
か
ら
は
、
当
時
ほ
ぼ
全
国
の
布
政
司
と
府
州
県
に

管
糧
官
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
や
は
り
各
々
の
属
官
が
充
当
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
府
州
県
の
管
中
宮
は
倉
で
税
糧
の
収
受
・
管
理
に

当
っ
て
い
た
ら
し
く
、
布
政
司
の
管
糧
官
は
管
下
を
遍
歴
し
て
「
催
徴
税
糧
」
を
行
な
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
明
代
中
期
以
降
に
は
、
部
糧

官
よ
り
も
雲
煙
官
の
名
が
収
糧
に
際
し
て
当
然
の
ご
と
く
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
漕
運
法
の
改
革
に
よ
っ
て
遠
距
離
毘
運
が
減
少
し
た
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

め
に
、
地
方
宮
が
「
部
運
」
す
る
必
要
が
減
り
、
適
当
な
倉
に
集
め
て
管
理
す
る
と
こ
ろ
ま
で
だ
け
扱
え
ば
よ
く
な
っ
た
の
で
、
か
つ
て
部
糧

官
に
任
じ
て
い
た
府
州
県
の
属
官
を
、
代
わ
り
に
管
糧
宮
に
任
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
軍
糧
な
ど
是
非
と
も
必
要
な
税
糧
が
滞
っ
て
い
る
時
に
、
中
央
か
ら
臨
時
の
人
員
が
別
途
派
遣
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
山
西
で
は
宣
徳
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

正
月
に
「
布
政
司
・
按
飽
食
の
堂
上
官
各
一
人
」
を
派
遣
し
て
、
累
積
し
た
未
上
分
を
督
促
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
六
年
二
月
の
時
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

で
は
、
さ
ら
に
巡
撫
子
謙
以
下
、
密
行
主
事
ら
が
手
分
け
し
て
催
徴
（
分
催
）
、
参
政
・
参
議
ら
が
行
き
来
し
て
督
促
（
往
来
質
倉
）
し
て
い
た
。

　
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
糧
長
は
里
長
ら
を
監
督
し
て
任
務
を
遂
行
す
る
が
、
単
に
里
長
を
介
し
て
だ
け
一
般
黒
戸
と
関
わ
る

の
で
は
な
い
。
滞
納
者
へ
の
督
促
や
納
め
ら
れ
る
糧
米
の
晶
質
検
査
な
ど
徴
収
業
務
に
自
ら
携
わ
り
、
輸
送
に
際
し
て
は
運
搬
の
手
配
と
費
用

　
　
　
　
　
　
⑳

の
工
面
も
行
な
う
。
部
糧
官
は
糧
長
ら
を
監
督
し
、
少
な
く
と
も
税
糧
を
積
み
出
し
て
所
定
の
倉
ま
で
運
ぶ
段
階
で
は
、
陣
頭
指
揮
を
取
っ
て

引
率
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
治
農
官
・
催
糧
官
は
、
自
ら
郷
村
に
出
向
き
、
「
郷
・
都
の
糧
長
・
大
戸
の
家
を
遍
歴
し
て
泊
ま
り
歩
く
」
と
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⑮

い
う
者
が
い
る
ほ
ど
、
糧
長
ら
と
じ
か
に
接
し
て
督
促
し
た
。
府
州
県
の
管
二
丈
は
、
平
素
か
ら
「
里
書
・
存
意
之
人
」
と
馴
れ
合
っ
て
い
る

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
収
糧
業
務
を
直
接
監
督
す
る
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
布
政
司
の
管
糧
官
で
さ
え
、
管
轄
区
域
が
広
す
ぎ
て
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

効
を
上
げ
ら
れ
な
い
と
言
わ
れ
つ
つ
、
管
下
を
巡
回
し
て
催
糧
を
行
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
ひ
た
す
ら
収
糧
の
現
場
で
あ
る
郷
村
や
倉
で
、

納
糧
戸
や
、
少
な
く
と
も
よ
り
納
糧
戸
に
近
い
位
置
に
あ
る
人
々
と
接
触
し
て
徴
収
を
促
す
業
務
を
担
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
ら
の
人
員
の
役
割
分
担
と
貴
嬢
体
系
は
明
確
で
な
い
。
府
州
県
の
上
に
さ
ら
に
布
政
司
の
管
深
濠
が
い
て
巡
回
し
て
来
た
り
、
常
設
の

催
徴
要
員
が
隈
な
く
配
置
さ
れ
て
い
る
上
に
さ
ら
に
臨
時
の
催
徴
要
員
が
送
り
込
ま
れ
る
な
ど
は
、
屋
上
屋
を
重
ね
る
と
し
か
み
な
し
得
な
い
。

収
量
に
対
す
る
責
任
も
、
部
極
官
は
と
も
か
く
、
州
県
の
蔵
置
官
に
つ
い
て
は
曖
昧
で
あ
る
。
義
血
官
な
ど
は
、
収
糧
状
況
に
対
し
て
責
任
を

問
わ
れ
な
い
の
で
、
ま
じ
め
に
督
促
せ
ず
、
糧
長
と
馴
れ
合
っ
て
包
掩
に
加
担
す
る
者
も
い
て
、
む
し
ろ
欠
損
を
出
す
原
因
に
な
る
と
言
わ
れ

　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

て
い
た
。
管
糧
官
も
同
じ
弊
害
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
帯
心
徴
収
の
た
め
催
糧
の
人
数
ば
か
り
む
や
み
に
増
さ
れ
る
こ
と
は
、
当
時
で
さ
え
無

益
と
喝
破
さ
れ
て
い
た
。
宣
徳
三
年
八
月
の
進
士
魏
淡
の
上
奏
は
、
他
の
任
務
に
よ
る
繭
玉
も
含
め
て
「
一
郡
の
問
、
凡
そ
数
百
人
、
謹
恪
な

る
者
は
多
く
無
給
を
費
や
す
に
止
ま
る
も
、
貧
酷
な
る
者
は
動
も
す
れ
ば
鞭
ち
軍
民
を
虐
害
す
」
、
六
年
二
月
の
山
西
巡
按
張
扇
の
上
奏
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
徒
ら
に
民
を
擾
し
、
事
に
益
な
し
」
と
断
じ
て
い
る
。

　
多
く
の
人
員
が
活
動
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
費
用
も
か
か
り
、
程
度
の
差
は
あ
れ
中
間
搾
取
も
必
ず
存
在
す
る
。
里
長
・
糧
長
か
ら
始
ま
っ

て
、
徴
収
に
関
わ
る
す
べ
て
の
人
員
に
つ
い
て
、
癒
着
と
不
正
取
得
の
弊
害
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
当
然
の
リ
ス
ク
と
謡
う
べ
き
も

の
で
あ
り
、
許
容
範
囲
を
超
え
な
け
れ
ば
黙
認
す
る
方
針
で
あ
っ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
人
員
を
増
せ
ば
そ
の
リ
ス
ク
も
増
え
る
こ
と
は

認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
初
の
政
権
は
、
税
糧
徴
収
の
実
績
を
上
げ
る
た
め
に
、
効
率
的
な
組
織
運
営
よ
り
も
、
人
員

の
増
加
投
入
と
い
う
方
法
を
取
っ
て
い
る
。
質
よ
り
は
量
に
偏
し
た
強
化
に
な
る
の
で
、
糧
長
に
せ
よ
、
心
慮
官
の
よ
う
な
仁
平
に
せ
よ
、
徴

収
を
確
実
に
し
た
い
地
域
に
限
定
し
て
の
設
置
に
な
る
が
、
非
効
率
で
あ
り
、
コ
ス
ト
高
は
避
け
ら
れ
な
い
。

　
だ
が
、
現
場
に
人
員
を
投
入
す
れ
ば
、
取
り
立
て
て
回
る
手
足
は
確
実
に
増
え
る
。
概
し
て
彼
ら
は
厳
し
い
催
促
を
行
な
っ
て
い
た
よ
う
で
、
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⑳

糧
長
・
里
長
を
鞭
打
つ
な
ど
苛
酷
な
督
促
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
長
洲
県
で
糧
長
が
群
衆
に
殺
さ
れ
た
と
い
う
事
件
も
、
「
上
司
の
徴
糧
緊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

急
」
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
糧
長
が
滞
納
者
を
引
き
出
し
て
責
め
た
て
た
結
果
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
拷
打
や
財
物
強
要
と
い
っ
た
問
題
は
、

そ
れ
と
表
裏
を
な
す
癒
着
・
馴
れ
合
い
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
人
員
が
現
場
に
密
着
し
て
活
動
し
て
い
た
証
拠
で
あ
る
。
と
も
か
く
催
糧
の
場

面
が
多
く
な
れ
ば
、
＝
疋
の
成
果
は
必
ず
上
が
る
。
明
初
に
あ
っ
て
は
、
納
税
者
に
じ
か
に
接
し
て
圧
力
を
か
け
る
監
督
者
が
お
り
、
そ
う
し

た
監
督
者
に
ま
た
じ
か
に
圧
力
を
か
け
る
者
が
い
る
こ
と
が
、
欠
点
は
あ
っ
て
も
信
用
で
き
る
徴
収
促
進
策
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
逆
に
言
え
ば
、
正
規
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
通
し
た
文
書
主
体
の
管
理
運
営
と
い
う
の
は
、
全
く
当
て
に
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

洪
武
二
〇
年
頃
成
立
の
『
御
製
大
詰
三
編
』
臣
民
衙
法
藍
屋
第
一
に
は
、
建
無
蓋
知
県
が
夏
税
の
延
滞
不
納
に
よ
っ
て
、
府
か
ら
文
書
に
よ
る

督
促
を
二
十
八
圓
に
亙
っ
て
受
け
た
が
答
え
な
か
っ
た
、
甘
泉
県
知
県
が
不
正
に
隠
匿
し
た
税
糧
を
、
同
じ
く
府
が
四
十
八
回
に
亙
っ
て
督
促

し
た
が
黙
殺
し
た
と
い
っ
た
実
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
地
方
官
は
上
司
を
徹
底
的
に
無
視
し
た
上
、
他
に
も
悪
事
を
重
ね
た
と
し
て
、

見
せ
し
め
的
に
厳
刑
を
蒙
っ
て
い
る
が
、
要
す
る
に
知
県
の
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
が
こ
こ
に
及
ぶ
ま
で
、
府
は
何
も
手
を
打
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

宣
徳
三
年
八
月
に
は
、
差
官
の
弊
害
を
取
り
上
げ
て
、
宮
を
派
遣
す
る
代
り
に
「
お
よ
そ
買
辮
・
催
徴
に
つ
い
て
は
す
べ
て
府
県
に
文
書
を
送

り
、
期
限
を
立
て
て
京
師
に
赴
き
輸
納
さ
せ
、
か
つ
巡
覧
監
察
御
史
・
按
察
器
官
に
時
期
が
来
た
ら
監
査
さ
せ
、
遅
延
し
た
者
は
罪
せ
よ
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
提
言
が
な
さ
れ
認
可
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
も
催
徴
の
た
め
の
蒼
黒
が
な
く
な
ら
な
い
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
実
効
を
上
げ
る
の
は
難
し
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
機
構
内
各
員
の
怠
業
を
防
ぎ
、
効
率
的
に
組
織
を
運
営
し
て
い
く
に
は
、
整
然
と
し
た
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
則
っ
た
管
理
統
制
の
方
法
と
、
そ

れ
が
成
り
立
つ
た
め
の
基
盤
が
必
要
で
あ
る
。
明
初
の
時
点
で
は
、
そ
れ
ら
が
整
っ
て
も
い
な
け
れ
ば
、
よ
く
理
解
さ
れ
て
も
い
な
か
っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
至
る
ま
で
は
、
人
と
人
と
の
直
接
的
な
接
触
に
よ
っ
て
圧
力
を
か
け
、
そ
の
場
で
何
が
し
か
の
成
果
を
引
き
出
す

以
外
、
頼
り
に
な
る
手
段
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
①
噸
諸
司
職
掌
㎞
吏
部
・
考
功
部
・
響
動
。
　
　
　
　
　
　
　
　
②
噌
諸
司
職
掌
腕
吏
部
・
選
部
・
選
官
に
は
「
作
訣
。
凡
内
外
官
員
、
考
満
・
侍
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親
・
致
仕
・
丁
憂
・
残
疾
・
極
刑
、
考
功
・
司
勲
来
付
案
呈
、
本
部
立
案
作
鋏
、

　
類
三
婆
本
、
萢
内
府
鐙
注
」
と
あ
る
。

③
『
元
典
章
』
戸
部
巻
十
・
納
税
・
税
糧
違
限
宮
員
科
罪
（
融
⑱
所
引
部
分
の
続

　
き
）
に
は
「
任
満
官
、
但
有
施
欠
税
石
、
無
得
給
由
。
如
有
益
旧
故
止
血
由
者
、

　
定
勒
陪
納
施
欠
税
石
、
更
行
断
罪
扁
と
あ
る
。

④
原
文
「
赴
部
給
由
扁
で
あ
る
が
、
一
般
に
給
由
は
基
部
で
考
駁
を
受
け
る
た
め

　
の
証
明
書
発
給
を
指
す
の
で
、
「
給
由
二
部
」
の
誤
り
か
と
思
わ
れ
る
。

⑤
『
況
太
守
集
駈
巻
十
・
為
民
保
留
邑
演
奏
。

⑥
『
況
太
守
集
臨
巻
十
丁
陞
授
按
察
使
職
街
署
府
事
理
。

⑦
『
明
実
録
撫
宣
徳
二
年
正
月
丙
午
条
。

⑧
『
明
実
録
隔
宣
徳
五
年
正
月
丁
巳
条
。

⑨
糊
明
実
録
撫
永
楽
元
年
＝
月
庚
辰
条
。

⑩
四
大
明
令
隔
吏
令
に
「
凡
各
処
府
州
県
官
員
、
任
内
以
戸
口
増
・
田
野
關
為
尚
、

　
所
行
事
蹟
、
従
監
察
御
史
・
按
察
司
考
籔
明
白
、
開
坐
実
跡
、
申
聞
以
愚
瓢
渉
扁

　
と
あ
る
。

⑪
㎎
春
明
夢
鹸
録
』
巻
三
四
・
吏
部
・
考
課
に
は
「
有
司
官
考
量
至
部
、
如
戸
口

　
不
輸
者
送
問
、
清
愚
論
三
分
以
上
者
脚
絆
、
其
鯨
錐
銭
糧
未
完
、
不
在
問
例
駄
と

　
あ
る
。

⑫
特
に
森
正
夫
『
明
代
江
南
土
地
制
度
の
研
究
睡
（
同
朋
舎
、
一
九
八
八
年
）
第

　
三
章
に
詳
し
い
。

⑬
楠
元
典
章
㎞
戸
部
巻
七
・
押
掛
・
糾
察
運
糧
選
民
。

⑭
槻
元
史
臨
巻
九
三
・
食
貨
志
一
。

⑮
こ
う
し
た
点
は
、
天
下
に
公
布
さ
れ
た
正
・
続
『
御
製
大
誰
臨
の
中
で
も
し
き

　
り
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。

⑯
魍
明
実
録
』
宣
徳
二
年
四
月
庚
申
条
、
及
び
『
況
太
守
集
徳
暴
論
・
治
農
官
改

　
兼
催
糧
官
奏
。

⑰
『
明
実
録
磁
宣
徳
六
年
二
月
己
亥
条
、
及
び
尾
錠
太
守
集
隔
巻
七
・
治
農
宮
改

　
兼
引
墨
官
奏
。

⑱
正
徳
噸
大
明
会
訳
出
巻
三
七
・
徴
収
　
・
税
糧
・
事
例
、
万
暦
『
大
明
会
典
臨

　
巻
；
一
・
倉
庚
二
。

⑲
『
況
太
守
集
㎞
諸
役
・
保
留
治
二
二
補
訣
奏
。

⑳
『
皇
明
記
法
事
類
纂
㎞
巻
一
四
・
責
限
住
俸
南
瓦
例
。

⑳
星
前
掲
書
第
一
章
第
三
節
参
照
。

⑫
『
明
実
録
㎞
富
徳
二
年
正
月
癸
丑
条
。

⑬
　
　
『
㎜
明
実
録
㎞
庸
旦
飾
悶
山
ハ
年
二
R
月
己
西
同
条
。

⑳
　
梁
前
掲
書
第
二
章
参
照
。

⑳
　
『
況
太
守
集
隔
巻
十
・
象
解
県
佐
津
官
奏
。

⑳
『
皇
二
選
法
事
類
纂
輪
巻
一
四
・
責
限
住
俸
徴
糧
例
。

⑳
　
凹
面
太
守
集
隔
巻
七
・
治
農
官
改
兼
霊
薬
官
奏
。

⑬
『
皇
明
條
法
郭
類
纂
㎞
巻
一
四
・
責
限
住
俸
徴
糧
例
。

⑳
　
『
明
実
録
㎞
宣
徳
三
年
八
月
甲
午
条
お
よ
び
六
年
二
月
己
酉
条
。

⑳
　
例
え
ば
、
府
経
歴
が
「
節
次
以
催
事
秋
対
等
項
帯
磁
、
非
法
墨
刑
拷
打
（
『
況

　
太
守
集
臨
巻
十
・
傘
解
佐
試
貧
官
奏
と
、
催
糧
県
丞
が
「
下
郷
催
糧
、
将
（
糧
長

　
揚
）
下
等
責
打
典
型
銀
両
（
同
・
提
取
貧
繊
逃
避
官
員
奏
）
」
な
ど
と
指
弾
さ
れ

　
て
い
る
。
拷
打
に
至
ら
ぬ
ま
で
も
「
有
糧
里
在
県
、
為
因
差
上
官
員
入
等
催
併
緊

　
急
、
着
令
借
辮
、
自
足
後
於
黒
甲
鞘
取
討
（
同
・
巻
九
・
請
建
立
義
役
倉
奏
）
」

　
と
い
っ
た
指
摘
も
あ
る
。

⑳
　
『
況
太
守
集
無
巻
十
・
彩
殺
辮
公
人
命
奏
。
森
前
掲
書
二
四
一
～
二
四
二
頁
が

　
取
り
上
げ
る
。

⑫
　
『
明
実
録
㎞
宣
徳
三
年
八
月
甲
午
条
。
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明朝官僚の徴税責任（谷井）

　
明
代
半
ば
に
な
る
と
、
税
糧
徴
収
に
関
わ
る
人
員
の
処
分
規
定
が
根
本
的
に
建
て
直
さ
れ
、
～
律
の
規
準
に
基
づ
く
成
績
不
良
者
の
摘
発
と

処
罰
が
、
機
構
統
制
の
基
軸
と
な
っ
て
い
く
。
そ
の
変
化
の
兆
し
が
最
初
に
見
ら
れ
る
の
は
、
成
化
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。
府
州
県
管
糧
官
の

怠
慢
・
腐
敗
の
理
由
と
し
て
「
二
面
の
方
（
業
務
監
査
の
手
段
）
が
な
い
上
に
、
羅
罰
の
例
（
懲
戒
の
規
則
）
も
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
遅
ま
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

な
が
ら
指
摘
さ
れ
、
改
め
て
全
面
的
な
処
分
規
定
が
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
磁
化
三
年
の
規
定
は
以
下
の
と
お
り
。
毎
年
末
の
納
入
期
限
の

後
、
次
年
二
月
ま
で
に
完
納
で
き
な
け
れ
ば
、
里
長
・
人
戸
が
細
見
（
首
枷
を
つ
け
て
さ
ら
す
）
・
杖
併
（
黒
血
を
科
し
て
催
促
す
る
）
を
受
け
、

六
月
に
な
っ
て
も
未
完
で
あ
れ
ば
、
州
県
の
「
管
糧
官
・
山
金
首
領
官
（
吏
ご
と
府
の
管
糧
官
が
住
俸
（
俸
給
停
止
）
、
州
県
の
管
糧
官
は
な

お
首
枷
を
科
し
つ
つ
催
徴
し
、
担
当
胃
吏
は
取
問
（
正
式
に
取
り
調
べ
て
処
罰
）
さ
れ
る
。
次
年
末
ま
で
に
完
納
で
き
な
け
れ
ば
、
布
政
司
管
三

郎
・
首
領
官
な
ら
び
に
各
府
正
佐
首
領
官
が
す
べ
て
住
俸
、
担
当
面
詰
は
取
問
せ
ら
れ
る
。
二
年
た
っ
て
も
未
完
で
あ
れ
ば
、
布
政
司
至
言
官

営
巡
官
お
よ
び
按
察
司
分
守
官
（
軍
儲
に
対
し
て
責
任
を
も
つ
）
が
、
調
書
を
取
ら
れ
て
督
促
さ
せ
ら
れ
、
巡
撫
・
巡
按
が
巡
回
し
て
き
た
日
に

監
査
を
受
け
る
。
さ
ら
に
布
・
油
鼠
司
の
分
巡
・
分
守
・
管
糧
官
は
毎
年
一
回
管
轄
区
内
の
督
催
状
況
を
巡
撫
・
巡
按
・
本
布
政
司
に
報
告
し
、

も
し
期
限
内
に
完
済
し
て
い
れ
ば
表
彰
し
、
能
力
不
足
で
催
促
調
達
で
き
ず
、
多
額
の
欠
損
を
出
し
、
長
期
に
亙
っ
て
未
完
が
続
け
ば
、
撫
按

が
黙
退
す
る
の
を
許
す
。

　
こ
の
規
定
に
積
極
的
な
意
義
が
見
出
せ
る
の
は
、
二
つ
に
は
布
政
司
掌
皇
位
以
下
、
関
係
す
る
各
官
の
責
任
を
明
確
に
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
収
糧
に
関
わ
る
地
方
官
を
、
単
一
の
処
分
規
定
を
も
っ
て
統
制
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
巡
撫
・
巡
按
の
摘
発

に
よ
っ
て
成
績
不
良
者
を
淘
汰
す
る
よ
う
定
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
総
合
的
な
人
事
評
価
の
一
部
に
加
え
る
形
で
は
あ
る
が
、
収
糧
状
況
に
つ

い
て
は
撫
按
が
地
方
宮
を
監
督
し
、
考
察
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
巡
撫
・
巡
按
は
本
来
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
る
監
察
官
で

あ
り
、
通
常
の
統
属
機
構
に
組
み
込
ま
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
こ
こ
で
撫
按
が
分
守
・
分
巡
道
ら
の
調
査
報
告
に
よ
り
評
価
す
る
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と
い
う
手
続
き
が
整
え
ら
れ
、
撫
按
を
頂
点
と
し
て
地
方
末
端
を
監
督
す
る
行
政
機
構
の
再
系
列
化
・
組
織
化
が
行
な
わ
れ
た
。

　
こ
の
時
期
に
は
、
収
糧
に
限
ら
ず
他
の
業
務
に
つ
い
て
も
、
中
央
政
府
が
里
言
・
巡
按
に
、
管
内
の
地
方
官
を
監
督
し
て
瓢
防
を
行
な
う
よ

う
指
示
を
出
し
て
い
る
。
巡
撫
・
巡
按
を
地
方
行
政
の
監
督
責
任
者
と
し
て
常
時
働
か
せ
る
体
制
が
成
立
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
な

っ
た
理
由
は
、
収
糧
以
外
の
問
題
も
多
分
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
。
た
だ
、
上
記
の
規
定
に
戻
っ
て
見
る
と
、

全
体
と
し
て
監
督
系
統
が
再
構
築
さ
れ
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
と
し
て
も
、
細
部
は
い
か
に
も
未
整
理
で
あ
る
。
州
県
に
つ
い
て
は
「
管

糧
・
提
調
（
官
）
」
を
挙
げ
て
他
の
正
佐
官
に
言
及
し
な
い
の
に
、
府
で
は
正
佐
首
領
官
が
す
べ
て
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ

う
し
た
点
は
、
地
方
官
制
の
中
で
、
個
別
の
業
務
に
即
し
た
責
任
体
系
を
構
築
す
る
ま
で
至
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

　
責
任
を
課
せ
ら
れ
た
諸
官
の
処
分
も
住
俸
に
止
ま
り
、
処
分
そ
の
も
の
の
圧
力
に
本
当
に
期
待
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。
住
俸
期

間
中
は
実
際
に
働
い
て
い
て
も
在
職
期
間
と
し
て
計
算
さ
れ
ず
、
そ
れ
だ
け
考
満
が
先
延
べ
に
な
る
の
で
、
名
目
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
俸
給

の
支
給
停
止
よ
り
は
、
も
う
少
し
重
み
の
あ
る
処
分
で
あ
る
。
だ
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
考
満
に
拘
ら
ず
昇
進
す
る
道
は
あ
る
し
、
昇
進
に
こ

だ
わ
ら
な
け
れ
ば
延
々
と
居
座
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
最
初
か
ら
わ
か
っ
て
い
た
の
で
、
「
虚
構
数
多
、
年
久
不
完
」
と
い
う

事
態
が
予
め
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
は
顯
退
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
規
準
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
未
納

額
が
「
数
多
」
で
滞
納
期
間
が
「
年
久
」
と
い
う
の
は
曖
昧
で
あ
る
し
、
「
黙
諾
を
許
す
」
と
い
う
の
は
撫
按
の
裁
量
次
第
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
管
下
各
官
の
実
績
評
価
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
人
員
淘
汰
を
裾
野
に
一
任
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
収
糧
に
関
す
る
責
任
体
系
の
整
理
と
、
よ
り
実
効
の
期
待
で
き
る
客
観
的
な
処
分
の
規
準
が
見
ら
れ
る
の
は
、
嘉
靖
期
に
な
る
。
嘉
靖
二
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

（｝

ﾜ
五
〇
）
年
の
戸
部
題
准
は
、
次
年
正
月
末
の
時
点
で
司
府
州
県
軍
官
の
施
欠
を
撫
按
が
摘
発
す
る
と
し
、
「
十
等
分
し
て
、
未
完
が
三
分

以
下
で
あ
れ
ば
、
管
糧
宮
の
俸
給
を
日
を
限
っ
て
停
止
す
る
。
五
分
以
上
で
あ
れ
ば
、
管
警
官
は
降
級
調
用
、
無
印
官
は
住
俸
と
し
て
完
済
の

日
に
支
給
を
再
開
す
る
。
七
分
以
上
で
あ
れ
ば
、
管
簾
官
は
革
職
閑
住
、
掌
印
官
は
降
級
調
用
と
す
る
」
と
定
め
る
。
考
満
の
際
に
銭
糧
を
完

済
し
た
者
の
み
給
由
を
許
す
と
い
う
規
定
も
、
そ
れ
ま
で
に
何
度
か
復
活
が
図
ら
れ
て
い
る
が
、
『
嘉
靖
新
例
』
に
引
く
戸
部
題
准
は
改
め
て
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明朝宮僚の徴税責任（谷井）

こ
れ
を
規
定
し
、
よ
り
実
効
を
上
げ
る
よ
う
条
件
を
課
し
て
い
る
。
各
府
管
糧
官
お
よ
び
州
県
掌
卑
官
・
管
糧
富
は
、
考
満
に
際
し
て
銭
糧
完

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

済
の
場
合
の
み
給
由
を
認
め
る
が
、
「
ま
だ
考
満
を
迎
え
て
い
な
い
者
は
、
特
別
に
能
力
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
推
陞
・
行
取
を
許
さ
な
い
」
。

地
方
官
が
考
満
を
待
た
ず
に
昇
任
し
て
い
く
こ
と
で
、
前
記
の
規
定
が
無
意
味
に
な
る
こ
と
を
警
戒
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
で
は
人

事
の
柔
軟
性
を
阻
害
し
て
不
都
合
と
い
う
こ
と
ら
し
く
、
続
く
題
准
で
「
本
当
に
特
別
な
能
力
が
あ
っ
て
、
軸
部
が
考
満
を
待
た
ず
に
計
ら
っ

て
婚
合
・
行
取
し
た
者
は
、
撫
位
官
が
同
じ
よ
う
に
き
ち
ん
と
監
査
す
る
の
を
認
め
、
も
し
施
欠
が
あ
れ
ば
追
徴
補
完
さ
せ
て
、
は
じ
め
て
離

任
を
許
す
」
と
改
め
て
い
る
。
考
満
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
銭
糧
を
完
済
し
な
け
れ
ば
離
任
で
き
な
い
よ
う
に
改
め
て
、
抜
け
道
を
防
ぐ

手
段
を
講
じ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
及
ん
で
、
収
糧
未
完
に
対
す
る
処
分
規
定
の
対
象
は
、
管
糧
官
と
掌
諸
官
に
限
定
さ
れ
、
特
に
州
県
掌
印
官
は
初
め
て
明
確
に
責
任

を
定
め
ら
れ
た
。
処
分
は
ま
だ
比
較
的
緩
い
が
、
離
任
時
に
完
済
を
求
め
る
規
定
を
厳
し
く
し
て
い
る
の
は
、
実
際
に
圧
力
を
か
け
よ
う
と
す

る
姿
勢
の
表
わ
れ
と
奮
え
よ
う
。
こ
の
両
者
に
対
象
が
絞
ら
れ
た
理
由
は
、
比
較
的
容
易
に
説
明
で
き
る
。
明
初
に
収
糧
責
任
者
と
し
て
規
定

さ
れ
た
の
が
、
部
糧
嚢
・
提
調
官
と
い
っ
た
税
糧
の
集
積
管
理
・
輸
送
に
直
接
携
わ
る
官
で
あ
っ
た
の
は
、
現
物
主
義
の
財
政
シ
ス
テ
ム
が
、

穀
物
の
形
で
徴
収
し
た
税
糧
を
穀
物
の
形
の
ま
ま
納
入
先
ご
と
に
配
送
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
か
ら
で
あ
る
。
漕
運
制
度
の
改
革
に
よ
っ
て
、

民
運
の
大
半
は
近
く
の
水
翻
倉
ま
で
の
集
積
に
変
わ
り
、
さ
ら
に
税
糧
の
銀
砂
化
が
進
ん
で
、
穀
物
の
管
理
・
輸
送
者
の
重
要
性
は
減
じ
た
。

だ
が
、
特
に
州
県
掌
印
官
が
収
糧
責
任
者
と
し
て
重
き
を
な
す
決
定
的
な
要
因
と
な
っ
た
の
は
、
一
条
鞭
法
の
普
及
で
あ
ろ
う
。
既
に
指
摘
さ

れ
る
よ
う
に
、
賦
役
が
銀
納
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
そ
の
徴
収
ル
ー
ト
は
受
け
取
り
先
に
よ
っ
て
細
分
化
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
最
終
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
一
本
化
し
た
の
が
一
条
鞭
法
で
あ
っ
た
。
受
け
取
り
窓
口
が
～
本
化
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
官
僚
機
構
上
最
宋
端
に
位
置
す
る
州
県
以
外

に
あ
り
得
な
い
。
一
部
の
税
糧
は
本
色
の
ま
ま
徴
収
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
分
は
豊
富
官
の
管
轄
と
し
て
残
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
事
納
化
さ
れ
た

大
半
の
税
糧
は
、
役
銀
と
と
も
に
州
県
衙
門
に
、
す
な
わ
ち
州
県
掌
印
富
の
も
と
に
納
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
に
及
ん
で
、
部
舌
革
の

よ
う
な
輸
送
監
督
者
が
徴
収
に
関
わ
る
必
要
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
る
。
各
州
県
に
割
り
当
て
ら
れ
た
税
糧
を
徴
収
す
る
責
任
が
、
州
県
の
長
官
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で
あ
り
現
に
自
分
の
手
許
に
集
め
て
い
る
掌
印
官
に
求
め
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

　
彼
ら
地
方
官
の
徴
収
実
績
を
把
握
し
、
不
足
が
あ
れ
ば
摘
発
し
て
処
分
を
求
め
る
の
は
撫
按
の
役
割
で
あ
る
。
悪
化
期
と
異
な
り
、
こ
の
時

期
に
は
撫
按
に
よ
る
摘
発
・
処
分
の
規
準
も
整
備
さ
れ
た
。
だ
が
、
撫
按
が
現
状
把
握
を
怠
っ
た
り
、
規
準
に
馴
っ
て
摘
発
し
な
か
っ
た
場
合

の
措
置
は
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
収
着
だ
け
で
な
く
、
他
の
業
務
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
遅
く
と
も
成
化
・
弘
治
期
に
は
、
皇
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
決
裁
を
経
た
地
方
で
の
業
務
の
多
く
が
、
判
で
捺
し
た
よ
う
に
「
各
処
撫
按
に
行
し
て
」
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
あ
ま
り
に
多

く
の
案
件
が
無
造
作
に
撫
按
に
任
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
す
べ
て
が
律
儀
に
実
施
さ
れ
た
と
は
と
て
も
信
じ
ら
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
実
施
状

況
を
把
握
・
監
視
す
る
制
度
な
し
で
は
、
命
令
を
受
け
取
っ
て
も
放
置
し
放
題
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
例
え
ば
、
嘉
靖
一
六
年
に
礼
部
尚

書
の
顧
鼎
が
言
明
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
租
税
負
担
公
平
化
の
た
め
の
課
税
状
況
清
査
に
つ
い
て
「
臣
は
往
年
に
両
次
具
奏
し
、
今
を
経
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

十
当
年
、
未
だ
一
人
も
勅
旨
を
遵
奉
し
て
よ
く
清
書
す
る
者
を
聞
か
ず
」
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
仮
に
も
命
令
を
下
し
た
以
上
、
命
令

の
垂
れ
流
し
に
終
わ
ら
ず
実
施
を
見
る
た
め
に
は
、
中
央
政
府
が
撫
按
の
働
き
を
監
視
し
て
、
詰
論
に
管
下
の
地
方
官
を
き
ち
ん
と
管
理
さ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

る
制
度
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
実
現
し
た
の
が
、
張
居
正
の
推
進
し
た
元
成
法
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
考
成
法
自
体
に
つ
い
て
は
既
に
詳
細
な
専
論
が
あ
る
が
、
議
論
を
進
め
る
過
程
で
誤
解
を
生
じ
な
い
よ
う
、
そ
の
骨
子
を
敢
え
て
確
認
し
て

お
く
。
万
暦
元
（
～
五
七
三
）
年
＝
月
の
張
居
正
の
上
奏
に
よ
り
成
立
し
た
仁
慈
法
は
、
六
部
・
都
察
院
が
上
奏
し
て
皇
帝
の
認
可
を
得
た

案
件
に
つ
い
て
、
期
限
を
設
け
た
上
で
定
期
的
に
実
施
状
況
を
点
検
す
る
制
度
で
あ
る
。
巡
撫
・
巡
按
に
遅
延
が
あ
っ
た
場
合
に
は
六
部
が
摘

発
し
、
六
部
が
隠
蔽
し
た
場
合
に
は
六
五
が
摘
発
し
、
六
経
が
隠
蔽
し
た
場
合
に
は
内
閣
が
摘
発
す
る
。
要
す
る
に
、
中
央
で
定
め
ら
れ
た
業

務
を
、
撫
按
が
遅
滞
な
く
処
理
し
て
い
く
よ
う
監
視
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
こ
こ
で
実
施
状
況
に
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は

撫
按
の
み
で
あ
り
、
下
部
組
織
は
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。
中
央
で
は
六
部
が
六
科
の
、
六
科
が
内
閣
の
監
視
を
受
け
る
が
、
正
し
く
摘
発
し

た
か
ど
う
か
を
問
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
実
施
の
如
何
を
で
は
な
い
。

　
撫
按
が
三
司
以
下
の
地
方
官
を
監
督
し
、
問
題
の
あ
る
者
を
摘
発
す
る
の
は
、
と
う
に
定
着
し
て
い
た
制
度
で
あ
り
、
摘
発
の
規
準
は
特
定
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の
業
務
ご
と
に
別
途
定
め
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
こ
で
始
ま
っ
た
直
島
法
が
定
め
る
も
の
で
は
な
い
。
確
か
に
一
般
の
地
方
官
に
つ
い
て
も
「
考

成
」
の
語
は
普
通
に
用
い
ら
れ
て
い
る
し
、
張
居
正
の
考
成
法
施
行
と
並
行
し
て
、
地
方
官
の
業
務
未
完
に
対
す
る
摘
発
・
処
分
の
規
準
が
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

訂
さ
れ
た
り
薪
た
に
設
定
さ
れ
た
り
も
し
て
い
る
。
税
糧
徴
収
に
対
す
る
処
分
規
定
は
、
万
暦
二
年
二
月
の
戸
部
題
准
で
改
訂
さ
れ
て
い
る
が
、

州
県
に
つ
い
て
だ
け
取
り
上
げ
る
と
、
見
徴
起
運
銭
糧
の
当
年
分
は
全
額
完
済
、
先
年
の
施
農
繁
を
帯
徴
（
分
割
追
徴
）
し
て
い
る
の
は
二
分

の
徴
収
を
原
則
と
し
、
総
計
し
て
未
完
二
分
以
上
は
住
俸
・
督
催
、
四
分
以
上
は
降
俸
二
級
・
戴
士
爵
催
、
六
分
以
上
は
降
二
級
・
調
用
、
八

分
以
上
は
革
職
為
民
と
さ
れ
て
い
る
。
州
県
に
つ
い
て
は
、
掌
印
官
と
管
糧
宮
の
区
別
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
区
別
が
あ
る
の
に
省
略
さ
れ

た
と
は
考
え
に
く
く
、
こ
れ
を
監
督
す
る
麗
麗
は
「
蔓
質
・
管
糧
官
」
が
「
一
体
に
査
参
（
監
査
弾
劾
）
」
さ
れ
る
と
あ
る
の
で
、
掌
印
官
も
管

糧
官
も
同
じ
く
処
分
さ
れ
る
の
尤
と
考
え
ら
れ
る
。
疲
弊
し
た
地
方
で
、
も
と
五
～
六
分
し
か
徴
収
で
き
な
か
っ
た
の
が
、
七
～
八
分
徴
収
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

き
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合
は
降
罰
を
免
じ
る
と
い
っ
た
補
足
規
定
は
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
そ
れ
以
前
よ
り
厳
し
く
な
っ
て
い
る
。
考
成
法
と

地
方
官
に
対
す
る
処
分
規
定
と
を
連
係
さ
せ
て
、
官
僚
機
構
の
上
か
ら
下
へ
圧
力
を
か
け
る
体
系
を
形
成
し
よ
う
と
い
う
構
想
を
見
て
取
る
こ

　
　
　
　
⑪

と
は
で
き
る
。

　
し
か
し
、
最
終
的
に
末
端
の
州
県
官
が
業
務
を
遂
行
す
る
よ
う
、
客
観
的
規
準
を
定
め
、
所
定
の
処
分
を
脅
し
に
圧
力
を
か
け
る
施
策
は
、

税
糧
徴
収
に
限
っ
て
も
最
低
二
十
年
以
上
は
行
な
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
考
成
法
の
導
入
に
よ
っ
て
実
効
に
違
い
が
出
る
と
す
れ
ば
、
撫

按
に
未
完
の
責
任
を
問
う
と
い
う
一
点
が
ど
れ
だ
け
影
響
を
及
ぼ
し
得
た
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
明
代
の
考
成
法
で
は
、
六
科
か
ら
撫
按
に
至

る
ま
で
、
処
分
の
規
準
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
撫
按
が
任
務
を
遅
延
し
た
場
合
に
は
「
六
部
が
こ
れ
を
挙
げ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ

る
。
ど
の
案
件
が
ど
の
程
度
未
完
で
あ
れ
ば
ど
の
よ
う
な
処
分
を
受
け
る
と
い
っ
た
細
則
が
、
別
途
定
め
ら
れ
て
い
た
形
跡
は
な
い
。
施
行
に

伴
っ
て
自
ず
と
形
成
さ
れ
た
大
ま
か
な
規
準
を
参
考
に
、
最
終
的
に
は
内
閣
と
皇
帝
が
事
情
を
勘
案
し
て
判
断
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
万
暦
一
四
年
正
月
に
、
内
閣
と
万
暦
帝
と
の
問
で
、
考
成
法
に
基
づ
く
処
分
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
生
じ
て
い
る
。
従
来
、
こ
れ
は
考
成
法
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

廃
止
も
し
く
は
形
骸
化
の
き
っ
か
け
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
く
、
考
成
法
の
正
常
な
運
用
を
反
映
し
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た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
六
科
が
練
成
法
に
基
づ
い
て
「
査
参
」
し
た
。
六
科
が
弾
劾
し
た
以
上
、
練
成
法
の
規
定
に
従
え
ば
対
象
は
六
部
と

い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
が
、
内
閣
の
発
言
は
未
完
案
件
の
件
数
を
問
題
に
し
て
い
る
し
、
「
も
し
こ
れ
を
以
っ
て
撫
按
を
重
責
せ
ば
」

云
々
と
の
言
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
撫
按
の
処
分
と
考
え
ら
れ
る
。
内
閣
は
処
分
を
罰
俸
と
票
擬
し
た
が
、

万
暦
帝
は
軽
す
ぎ
る
の
で
は
と
疑
義
を
呈
し
た
。
内
閣
に
よ
れ
ば
、
初
期
の
頃
に
比
べ
て
今
回
は
未
完
が
少
な
く
、
任
務
の
遂
行
状
況
は
ず
っ

と
ま
し
に
な
っ
て
い
る
。
「
其
の
尽
く
完
す
る
あ
た
わ
ざ
る
所
以
の
故
は
、
則
ち
請
う
、
皇
上
の
た
め
に
こ
れ
を
畢
陳
せ
ん
」
、
ま
し
に
は
な
っ

て
も
ゼ
ロ
に
は
で
き
な
い
理
由
を
説
明
す
る
。
要
約
す
れ
ば
、
努
力
し
て
も
完
遂
で
き
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
、
無
理
に
完
遂
を
要
求
す
る
と
、

弊
害
の
方
が
大
き
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
改
ま
っ
た
丁
寧
な
説
明
は
、
奄
々
法
の
欠
陥
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
親
政
を

始
め
て
間
も
な
い
万
暦
帝
に
対
す
る
配
慮
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
結
論
と
し
て
、
「
今
次
の
罰
治
は
傍
お
熟
年
の
明
旨
に
照
ら
し
て
当
と
な

す
偏
、
つ
ま
り
従
来
の
決
定
に
沿
っ
て
行
な
う
の
が
よ
い
と
述
べ
、
皇
帝
の
了
承
を
得
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
罰
俸
と
い
う
の
は
前
例
に

従
っ
た
処
分
で
あ
り
、
結
果
的
に
そ
れ
が
順
当
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
未
完
が
少
な
か
っ
た
こ
の
年
と
比
べ
て
、
数
倍
も
成
績
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

悪
か
っ
た
初
期
の
頃
で
さ
え
、
処
分
は
「
倶
に
罰
治
に
過
ぎ
ず
」
と
さ
れ
て
い
る
。
「
軽
き
は
則
ち
罰
治
、
重
き
は
則
ち
南
都
」
と
い
う
表
現

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
罰
治
と
は
左
遷
の
意
を
伴
う
配
置
転
換
よ
り
軽
い
罰
俸
の
よ
う
な
行
政
処
分
を
指
す
。
つ
ま
り
、
も
と
も
と
考
成
法
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

よ
っ
て
撫
按
が
重
大
な
処
分
を
受
け
る
こ
と
は
、
ま
ず
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
う
で
あ
れ
ば
、
撫
按
の
監
督
業
務
を
野
放
し
に
し
て
い
た
頃
よ
り
は
、
多
少
は
厳
密
な
実
施
が
期
待
で
き
る
と
し
て
も
、
画
期
的
な
改
善

を
予
測
す
る
の
は
難
し
い
。
考
成
法
が
財
政
上
も
た
ら
し
た
効
果
に
つ
い
て
、
張
至
正
自
身
は
目
覚
し
い
成
果
を
上
げ
た
と
誇
ら
し
げ
に
述
べ

て
い
る
し
、
反
対
派
は
考
成
法
に
よ
っ
て
有
司
が
苛
酷
な
催
徴
を
行
な
っ
た
た
め
逸
民
が
苦
し
む
こ
と
に
な
っ
た
と
、
逆
の
方
向
か
ら
財
政
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
成
功
と
の
関
連
を
示
唆
し
て
い
る
。
だ
が
、
張
居
正
が
財
政
改
善
を
自
分
の
政
策
の
成
果
に
し
た
が
る
の
は
当
然
で
あ
る
し
、
反
対
派
と
し

て
は
財
政
改
善
を
手
放
し
で
礼
賛
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
以
上
、
何
と
か
し
て
そ
の
負
の
側
面
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
両

者
の
主
張
と
も
文
字
ど
お
り
に
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
張
居
正
期
の
財
政
好
転
は
、
諸
般
の
状
況
に
照
ら
し
て
事
実
と
認
め
ら
れ
る
が
、
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ど
れ
だ
け
が
考
成
法
の
成
果
に
帰
せ
ら
れ
る
の
か
を
示
す
客
観
的
証
拠
は
薄
弱
で
あ
る
。

　
岩
井
茂
樹
は
、
雪
雲
正
の
財
政
再
建
策
の
中
心
課
題
を
税
影
藤
額
の
確
実
な
徴
収
と
し
、
そ
の
た
め
の
方
法
と
し
て
考
成
法
を
中
核
に
位
置

付
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
課
題
が
ど
れ
ほ
ど
達
成
さ
れ
た
か
を
示
す
の
に
、
税
糧
収
入
の
推
移
を
直
接
的
に
明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
な
史

料
が
な
い
こ
と
か
ら
、
北
京
・
通
州
に
輸
送
さ
れ
た
漕
糧
の
備
蓄
状
況
の
大
幅
な
改
善
を
取
り
上
げ
て
、
徴
収
実
績
向
上
の
間
接
的
根
拠
と
し

　
　
⑰

て
い
る
。
だ
が
、
例
え
ば
張
居
正
の
伝
を
書
い
た
王
世
貞
な
ど
は
、
漕
糧
備
蓄
の
増
加
を
漕
運
法
の
思
い
切
っ
た
改
革
の
結
果
と
し
て
記
述
し

　
　
⑱

て
お
り
、
必
ず
し
も
徴
収
増
加
の
反
映
と
ば
か
り
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
張
居
留
政
権
が
当
初
か
ら
綱
紀
粛
正
と
、
そ
の
一
環
と

し
て
の
税
糧
徴
収
の
強
化
と
を
、
一
種
の
政
治
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
し
て
行
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
た
と
え
徴
収
増
加
が
事
実
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
考
成
法
と
い
う
管
理
方
法
の
有
効
性
に
ど
れ
だ
け
帰
せ
ら
れ
る
か
は
評
価
し
難
い
。

　
管
理
方
法
と
し
て
の
考
成
法
に
有
効
性
を
認
め
る
の
は
、
主
と
し
て
「
楽
勝
法
に
よ
っ
て
、
租
税
の
徴
収
と
送
達
の
責
任
を
負
う
地
方
官
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

大
き
な
圧
力
が
か
か
ら
な
い
筈
は
な
い
か
ら
」
と
い
う
見
解
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
考
成
法
に
よ
っ
て
変
わ
っ
た
の
は
、
撫
按
以
上

が
管
理
対
象
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
布
政
司
以
下
は
そ
れ
以
前
か
ら
罰
則
規
定
を
も
っ
て
撫
按
に
管
理
さ
れ
て
い
た
。
地
方
官
を
留
滞
で
脅

す
こ
と
が
問
題
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
地
方
官
が
否
応
な
し
に
苛
敏
諜
求
に
走
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
の
批
判
は
、
考
成
法
を
待
つ
ま
で
も

な
く
嘉
靖
の
時
点
で
出
て
い
て
よ
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
実
際
、
本
成
法
に
よ
っ
て
直
接
影
響
を
受
け
る
の
は
六
科
・
六
部
・
撫
按
で
あ
る
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

彼
ら
自
身
が
管
理
を
嫌
が
っ
て
反
対
し
た
の
で
あ
り
、
苛
敏
諌
求
云
々
は
反
対
を
正
当
化
す
る
口
実
と
見
る
の
が
順
当
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
従
来
の
研
究
で
は
、
詳
言
正
の
死
後
、
老
成
法
が
廃
止
ま
た
は
骨
抜
き
に
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
同
時
に
財
政
状
況
も
再
び

悪
化
す
る
こ
と
か
ら
、
考
成
法
と
財
政
状
況
の
連
関
が
間
接
的
に
示
さ
れ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
張
言
書
以
後
、
考

成
法
が
施
行
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
見
る
の
は
誤
解
で
あ
る
。
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
万
暦
一
四
年
正
月
の
決
定
は
、
幌
成
法
の
廃
止
や
骨
抜
き

を
示
す
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
も
そ
も
問
題
と
な
っ
た
の
が
考
成
法
の
存
続
に
関
わ
る
こ
と
で
は
な
く
、
考
課
法
に
基
づ
く
処
分
の
軽
重

に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
も
結
局
は
従
来
ど
お
り
の
処
分
で
よ
い
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
む
し
ろ
何
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
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し
か
雷
い
よ
う
が
な
い
。

　
考
成
法
を
廃
止
し
た
と
明
確
に
述
べ
て
い
る
の
は
、
申
時
行
が
「
人
心
を
収
め
よ
う
と
し
て
張
居
正
の
行
な
っ
た
聖
上
法
を
や
め
た
」
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
『
明
史
臨
申
時
行
伝
の
記
載
の
み
と
一
蕎
っ
て
よ
い
が
、
こ
れ
が
同
時
代
史
料
で
裏
付
け
ら
れ
な
い
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
の

見
る
と
こ
ろ
、
㎎
明
史
』
の
説
は
、
こ
こ
で
特
定
で
き
な
い
筆
記
・
野
史
の
類
に
基
づ
い
た
の
で
な
け
れ
ば
、
万
暦
一
四
年
三
月
の
申
時
行
等

　
　
⑫

の
陳
奏
を
誤
解
し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
は
「
亜
科
急
迫
要
害
」
を
挙
げ
、
「
梢
文
法
を
寛
に
」
し
て
、
査
参
は
見
年
・
聖
運
を
基
準
に
、

帯
徴
・
存
留
を
後
回
し
に
す
る
よ
う
求
め
た
り
、
「
刑
獄
繁
多
之
害
」
を
挙
げ
、
撫
按
や
憶
刑
官
員
（
罪
囚
救
済
を
目
的
と
す
る
再
審
担
当
官
）
に

努
め
て
冤
罪
を
晴
ら
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
た
り
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
当
否
は
と
も
か
く
考
成
法
の
弊
害
と
し
て
反
対
派
が
取
り
上
げ
て
い
た

　
　
　
　
⑬

問
題
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
有
司
が
や
み
く
も
に
成
績
を
上
げ
よ
う
と
し
な
い
よ
う
圧
力
を
減
じ
る
施
策
を
講
じ
て
い
る
の

が
、
あ
る
い
は
誤
解
を
生
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
で
提
議
さ
れ
て
い
る
の
は
単
に
考
成
法
を
適
用
す
る
際
の
規
準

に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
翼
成
法
自
体
の
存
否
に
関
わ
る
こ
と
で
は
な
い
。
同
じ
奏
議
の
後
半
で
、
部
屋
の
題
覆
の
際
に
、
既
に
施
行
さ
れ
て

い
た
り
明
ら
か
に
実
行
困
難
で
あ
っ
た
り
す
る
案
件
を
、
み
だ
り
に
通
さ
せ
な
い
よ
う
提
案
し
て
い
る
の
と
同
じ
く
、
妥
当
か
つ
達
成
可
能
な

規
準
の
設
定
を
主
張
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
万
暦
一
九
年
九
月
に
引
退
し
た
申
時
行
の
執
政
期
間
中
、
考
成
法
が
存
続
し
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
十
分
に
あ
る
。
一
四

年
七
月
に
は
「
考
成
査
藪
未
完
事
件
」
に
よ
り
巡
撫
一
世
冑
等
が
罰
俸
処
分
を
受
け
、
一
五
年
七
月
に
は
戸
部
が
聡
慧
の
未
完
協
驚
風
を
「
考

選
簿
内
に
載
入
」
す
る
こ
と
を
提
議
し
て
認
可
さ
れ
て
い
る
。
一
六
年
三
月
に
は
溶
築
・
儲
蓄
な
ど
七
事
に
つ
い
て
巡
撫
が
府
州
県
の
実
施
状

況
を
毎
年
報
告
す
る
と
し
、
「
歳
証
文
冊
は
科
院
の
考
成
の
園
内
に
通
入
」
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
年
四
月
に
は
南
京
国
子
監
祭
酒
が
「
銀

笛
積
通
の
弊
を
査
べ
、
考
成
に
載
嘉
す
る
を
請
う
」
て
認
め
ら
れ
た
。
一
七
年
五
月
に
は
給
事
申
の
条
上
し
た
六
事
に
つ
い
て
「
考
成
法
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

っ
て
悉
曇
を
講
求
」
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
、
　
九
年
二
月
に
は
蘇
・
松
二
府
の
「
難
完
考
成
事
件
」
に
つ
い
て
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
事
案
か
ら
見
れ
ば
、
習
業
法
は
廃
止
な
い
し
は
「
事
実
上
の
廃
止
の
方
向
へ
進
ん
だ
」
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
積
極
的
に
運
用
さ
れ
て
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い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
確
か
に
、
万
暦
一
七
年
八
月
に
蒼
黒
薄
給
事
中
等
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
案
件
に
よ
っ
て
は
毎
年
の
報
告
を
怠
る
者
が
あ
る
と
い
う
「
考
成

玩
偶
の
弊
」
は
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
実
施
に
伴
う
手
続
き
違
反
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
実
施
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
い

る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
事
実
、
こ
の
時
に
は
「
前
の
ご
と
き
玩
草
指
樽
、
及
び
奏
報
期
を
懲
つ
者
は
参
究
せ
よ
」
と
の
諭
旨
が
丁
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
天
啓
・
崇
禎
期
の
「
考
成
法
の
復
活
」
を
示
す
と
さ
れ
る
史
料
は
、
い
ず
れ
も
現
行
手
続
き
の
遅
滞
・
怠
慢
を
戒
め

た
り
、
参
審
に
考
成
に
入
れ
る
項
目
を
定
め
た
り
し
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、
考
成
法
が
実
際
に
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
証
明
す

る
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
考
成
法
と
は
、
皇
帝
の
命
令
・
認
可
に
よ
り
義
務
付
け
ら
れ
た
業
務
を
き
ち
ん
と
果
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
検
査
す

る
制
度
で
あ
る
。
一
旦
成
立
し
た
以
上
、
こ
れ
を
放
棄
す
る
こ
と
は
、
皇
帝
の
命
じ
た
業
務
を
果
た
さ
な
く
て
も
構
わ
な
い
と
公
雷
す
る
に
等

し
い
。
逆
戻
り
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

明朝官僚の徴税責任（谷井）

①
噸
皇
明
室
法
事
類
纂
幅
巻
一
四
・
貴
誌
住
漂
然
糧
例
。

②
嘉
靖
『
問
刑
條
例
』
所
収
。

③
推
陞
は
ポ
ス
ト
を
埋
め
る
必
要
か
ら
考
満
を
待
た
ず
に
異
動
さ
せ
る
こ
と
、
行

　
取
は
推
官
・
知
県
か
ら
曲
道
官
に
抜
擢
す
る
こ
と
で
、
特
薦
が
あ
れ
ば
考
満
以
前

　
で
も
異
動
可
能
（
『
明
史
㎞
巻
七
一
・
選
挙
志
三
）
。

④
岩
井
茂
樹
「
宿
役
と
財
政
の
あ
い
だ
1
中
国
税
・
役
制
度
の
歴
史
的
理
解
に

　
む
け
て
一
（
四
・
完
）
」
（
『
経
済
経
営
論
叢
』
第
二
九
巻
第
三
号
）
参
照
。

⑤
州
燭
明
條
法
事
類
纂
』
所
収
の
決
定
事
項
は
、
多
く
が
こ
の
命
令
を
伴
う
。

⑥
噸
明
実
録
㎞
嘉
靖
一
六
年
九
月
戊
戌
条
。

⑦
張
居
正
は
考
成
法
を
建
議
す
る
際
に
「
言
園
圃
建
一
法
、
朝
廷
日
可
、
置
郵
而

　
伝
之
四
方
、
則
雷
諸
諸
責
若
夷
、
不
鴬
野
法
之
果
便
否
也
。
雪
解
議
蔽
一
弊
、
朝

　
廷
日
可
、
置
国
情
伝
之
四
方
、
則
量
器
之
責
無
実
、
不
必
其
弊
之
果
麗
否
也
一
と

　
指
摘
し
て
い
た
（
茅
・
宋
前
掲
論
文
参
照
）
。

⑧
「
は
じ
め
に
」
註
①
所
掲
論
文
、
及
び
小
野
和
子
『
明
経
党
社
考
㎞
（
同
朋
舎
、

　
一
九
九
⊥
ハ
和
干
）
第
一
章
・
。

⑨
糊
隻
脚
條
例
備
考
』
戸
部
巻
二
・
銭
糧
不
完
州
県
司
府
各
官
照
数
査
参
。
な
お
、

　
万
暦
『
大
明
会
典
臨
巻
二
九
・
徴
収
は
万
暦
元
年
諸
県
と
す
る
。

⑩
噸
増
修
條
例
備
考
』
戸
部
巻
筆
・
凋
疲
地
方
完
調
不
及
原
野
奏
奪
、
及
び
『
明

　
実
録
匝
万
暦
二
年
二
月
辛
亥
条
。

⑪
従
っ
て
、
こ
の
体
系
を
「
考
成
法
体
系
扁
と
呼
ぶ
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か

　
し
、
張
居
正
が
開
始
し
て
論
議
の
的
に
な
っ
た
考
成
法
は
六
科
・
六
部
・
撫
按
を

　
対
象
と
し
た
も
の
な
の
で
、
こ
こ
で
は
地
方
官
の
処
分
規
定
と
分
け
て
扱
う
。

⑫
噸
明
実
録
』
万
暦
一
四
年
正
月
癸
亥
条
。

⑬
小
野
前
掲
書
五
二
頁
及
び
同
註
團
、
岩
井
前
掲
論
文
㈹
。

⑭
山
事
嚢
敏
演
奏
議
』
巻
藁
・
懇
歌
選
一
筆
定
翻
謹
堅
強
安
田
疏
。

⑮
岩
井
前
掲
論
文
㈲
一
七
七
頁
は
「
「
未
完
」
を
出
し
た
と
し
て
査
参
さ
れ
た
官
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員
」
に
対
す
る
罰
俸
処
分
が
「
軽
き
に
過
ぎ
る
扁
と
疑
義
を
提
起
さ
れ
た
の
は

　
「
従
来
は
よ
り
厳
し
い
重
い
処
分
が
科
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
扁
と
す
る

　
が
、
疑
義
を
呈
し
た
の
は
経
験
を
積
ん
だ
官
僚
で
な
く
、
親
政
後
詰
も
な
い
万
暦

　
帝
で
あ
る
し
、
輔
臣
が
「
初
年
類
参
常
＝
一
百
件
、
摘
参
常
四
五
十
件
、
倶
不
過

　
罰
治
。
…
…
扁
と
釈
明
し
て
い
る
点
か
ら
し
て
不
適
当
な
推
論
で
あ
る
。
な
お
、

　
茅
・
宋
前
掲
論
文
は
張
居
正
期
に
撫
按
が
考
成
法
に
よ
っ
て
処
分
さ
れ
た
実
例
を

　
五
件
挙
げ
る
が
、
具
体
的
に
明
記
さ
れ
て
い
る
処
分
は
罰
俸
の
み
で
あ
る
。

⑯
岩
井
前
掲
論
文
㈲
参
照
。

⑰
同
右
二
五
六
～
二
五
七
頁
。

⑱
王
世
貞
「
張
公
居
正
伝
」
（
『
国
難
献
週
録
』
巻
一
七
）
。

⑲
岩
井
前
掲
論
文
囚
二
四
九
頁
。

⑳
張
居
正
の
死
後
に
出
た
明
確
な
考
成
法
廃
止
要
求
が
、
專
ら
内
閣
に
よ
る
管
理

　
へ
の
反
対
を
掲
げ
て
い
た
（
四
明
実
録
㎞
万
暦
一
一
一
年
三
月
己
亥
条
）
の
は
、
そ

　
の
意
味
で
示
唆
的
で
あ
る
。

⑳
岩
井
前
掲
論
文
㈹
一
七
四
頁
。

⑳
　
明
明
実
録
』
万
暦
～
四
年
三
月
庚
子
条
。

⑬
　
小
野
前
掲
書
函
一
章
第
一
節
（
二
）
（
～
二
）
参
照
。
な
お
、
決
囚
の
考
成
に
つ

　
い
て
の
反
対
派
の
批
判
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
、
拙
稿
「
明
器
運
用
の
統
一
過

　
程
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
第
五
八
巻
第
二
号
）
註
㈹
参
照
。

⑳
　
以
上
、
『
明
実
録
』
万
暦
～
四
年
七
月
壬
戌
条
、
一
五
年
七
月
乙
卯
条
、
一
六

　
年
三
月
己
亥
条
、
同
四
月
丁
巳
条
、
一
七
年
五
月
庚
下
条
、
一
九
年
二
月
乙
酉
条
。

⑳
　
咽
明
実
録
㎞
万
暦
一
七
年
八
月
戊
報
国
。

⑳
岩
井
前
掲
論
文
㈱
所
引
。
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四
　
明
代
の
考
成
法
と
そ
の
限
界

　
張
居
正
以
後
、
考
成
法
が
制
度
と
し
て
確
立
す
る
と
、
税
糧
徴
収
に
関
す
る
官
僚
機
構
統
制
は
ど
れ
だ
け
強
化
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
か
。

顛
末
の
財
政
状
況
を
見
れ
ば
、
影
響
な
し
と
即
座
に
断
定
し
た
く
な
る
が
、
財
政
窮
乏
は
軍
費
の
増
大
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
し
、
租
税
の

欠
損
も
戦
乱
や
増
税
に
よ
る
部
分
が
あ
る
の
で
、
必
ず
し
も
徴
税
が
厳
し
く
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
と
は
教
え
な
い
。
地
方
官
が
精
一
杯
努

力
し
て
も
成
果
を
上
げ
ら
れ
な
い
こ
と
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
考
成
法
と
地
方
官
に
対
す
る
処
分
規
定
は
、
地
方
官
の
努
力
を
最
大
限
に
引
き

出
す
効
果
を
与
え
得
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

　
ま
ず
、
処
分
規
定
の
網
の
目
を
く
ぐ
る
方
法
は
～
貫
し
て
存
在
し
た
の
で
、
あ
る
程
度
の
欠
損
が
見
逃
さ
れ
る
の
は
常
に
ど
う
し
ょ
う
も
な

か
っ
た
。
例
え
ば
、
正
式
に
燭
免
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
未
完
銭
糧
を
全
く
合
法
的
に
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
自
然
災
害
な
ど
や
む



明朝官僚の徴税責任（谷井）

を
得
な
い
事
情
で
全
額
徴
収
が
困
難
な
場
合
、
被
害
状
況
に
応
じ
て
＝
疋
の
桜
島
が
免
除
さ
れ
る
と
い
う
伝
統
あ
る
制
度
で
あ
る
が
、
被
害
の

認
定
が
現
場
の
裁
量
次
第
で
あ
る
の
は
常
に
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
張
居
正
執
政
以
前
の
隆
慶
四
年
に
は
、
全
額
徴
収
し
な
け
れ
ば
離
任
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

な
い
筈
の
地
方
官
が
、
八
分
を
徴
収
す
れ
ば
転
遷
で
き
る
と
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
災
害
に
見
舞
わ
れ
な
か
っ
た

と
し
て
も
、
毎
年
勝
乎
に
二
分
差
燭
免
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
と
い
う
。
張
居
正
期
に
は
審
査
を
厳
し
く
し
ょ
う
と
し
て
い
る
が
、
全
く
認
め
な

い
わ
け
に
は
い
か
ず
、
現
に
万
暦
六
年
度
の
歳
入
が
五
年
度
よ
り
大
幅
に
減
少
し
た
理
由
と
し
て
「
各
処
奏
留
錫
免
数
多
」
が
筆
頭
に
挙
げ
ら

　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

れ
て
い
る
。
万
暦
八
年
の
戸
部
題
准
は
、
蜀
免
の
根
拠
と
な
る
災
害
報
告
に
つ
い
て
、
地
方
官
が
「
無
を
も
っ
て
有
と
な
し
、
軽
き
を
も
っ
て

重
き
と
な
し
、
分
数
を
増
減
」
す
る
の
を
慮
っ
て
お
り
、
被
災
状
況
を
調
査
・
報
告
す
る
撫
按
が
分
限
を
侵
し
て
恩
を
売
る
（
侵
越
倉
番
）
の

を
処
罰
の
対
象
と
す
る
と
の
諭
旨
が
下
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
本
物
の
災
害
か
単
な
る
「
市
恩
」
か
を
確
認
す
る
方
法
は
事
実
上
な
い
の
で
、

現
実
に
識
別
す
る
の
は
無
理
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
ま
た
、
起
運
分
は
と
も
か
く
、
存
留
分
の
徴
収
実
績
を
上
司
が
把
握
す
る
こ
と
は
、
事
実
上
不
可
能
で
あ
っ
た
。
起
運
分
は
成
績
に
関
わ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
で
徴
収
を
心
が
け
る
が
、
存
留
分
は
欠
損
が
あ
っ
て
も
気
に
し
な
い
こ
と
は
、
こ
の
時
期
の
前
後
を
問
わ
ず
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
存
留
分
欠

損
の
綴
寄
せ
は
、
王
府
の
禄
糧
や
官
軍
の
俸
給
に
行
く
と
相
場
が
決
ま
っ
て
お
り
、
州
県
の
収
入
と
し
て
は
税
糧
へ
の
附
加
税
や
銀
納
化
し
た

倍
役
の
ほ
か
に
盆
景
な
ど
も
あ
っ
た
の
で
、
存
留
分
の
欠
損
で
立
ち
行
か
な
く
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
額
面
ど
お
り
の
全
完
が
達

成
で
き
な
く
て
も
、
適
当
な
水
準
ま
で
満
た
し
た
な
ら
ば
、
多
少
の
欠
損
は
追
究
さ
れ
ず
に
通
す
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
実
際
に
程
度
の
差
こ

そ
あ
れ
常
に
行
な
わ
れ
て
来
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
ご
ま
か
し
に
よ
る
未
完
は
、
未
完
と
し
て
表
面
に
出
な
い
だ
け
に
、
追
究
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
っ
た
ろ
う
。
追
究
で
き
る
の
は
、

正
式
に
未
完
と
し
て
上
司
に
把
握
さ
れ
た
分
だ
け
で
あ
る
が
、
未
完
が
把
握
さ
れ
、
処
分
を
受
け
て
も
、
降
格
や
免
職
は
お
ろ
か
昇
任
の
途
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

閉
ざ
さ
れ
る
と
も
限
ら
な
か
っ
た
。
崇
禎
期
に
は
、
銭
糧
に
関
す
る
処
分
を
厳
し
く
す
る
方
針
が
取
ら
れ
た
が
、
そ
れ
が
地
方
官
へ
の
圧
力
に

つ
な
が
っ
た
と
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
住
俸
や
降
級
処
分
を
受
け
た
地
方
官
は
、
処
分
の
対
象
に
な
っ
た
項
目
を
完
済
し
た
時
点
で
、
開
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復
（
処
分
取
り
消
し
）
を
願
い
出
る
こ
と
が
で
き
た
。
従
っ
て
、
度
重
な
る
処
分
を
受
け
て
も
、
一
々
完
済
し
て
い
け
ば
何
の
問
題
も
な
か
っ

た
。
崇
禎
七
（
一
六
三
四
）
年
に
江
南
巡
按
を
勤
め
た
祁
寸
書
の
耳
管
に
は
、
そ
う
し
た
地
方
官
が
何
人
も
登
場
す
る
。
常
熟
県
知
県
の
楊
三

幅
は
、
在
任
五
年
の
間
に
、
す
べ
て
銭
糧
に
よ
る
八
級
の
降
級
を
開
復
し
た
後
、
さ
ら
に
残
っ
た
十
三
級
の
降
級
分
を
、
該
当
項
目
の
完
済
に

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

よ
っ
て
開
復
し
て
い
る
。
銭
糧
考
成
の
処
分
規
定
は
、
項
目
ご
と
に
追
加
設
定
さ
れ
た
の
で
、
複
数
の
項
目
に
欠
損
を
出
す
と
、
し
ば
し
ば
現

実
に
は
あ
り
得
な
い
数
の
降
級
が
行
な
わ
れ
る
代
り
に
、
次
々
と
埋
め
て
い
け
ば
迅
速
な
開
復
が
可
能
で
あ
っ
た
。

　
補
填
に
際
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
他
の
項
目
か
ら
動
か
す
こ
と
が
行
な
わ
れ
た
が
、
そ
の
結
果
生
じ
る
欠
損
に
つ
い
て
、
責
任
の
所
在
は
極
め

て
曖
昧
で
あ
っ
た
。
歌
心
七
年
に
呉
県
知
県
で
あ
っ
た
楊
雲
鶴
は
、
無
二
県
知
県
在
任
中
の
天
啓
六
年
分
金
花
銀
の
欠
損
に
よ
っ
て
住
俸
処
分

を
受
け
た
が
、
こ
の
欠
損
四
〇
五
〇
両
は
、
さ
ら
に
先
任
の
知
県
の
万
暦
四
七
年
分
金
花
合
の
欠
損
を
埋
め
る
た
め
に
動
か
し
て
生
じ
た
も
の

で
あ
っ
た
。
欠
損
が
生
じ
た
の
は
楊
雲
鶴
の
着
任
以
前
で
あ
る
か
ら
、
帯
漸
悟
と
し
て
毎
年
十
分
の
二
に
当
る
八
百
両
だ
け
補
填
す
れ
ば
よ
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

無
二
を
離
任
す
る
に
当
っ
て
後
任
官
に
引
き
継
い
だ
在
庫
銀
両
は
八
百
両
に
足
り
る
か
ら
、
開
復
を
認
め
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
銭
糧

を
「
全
完
」
し
た
と
の
名
目
の
下
、
実
際
に
は
欠
損
が
次
々
と
引
き
継
が
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、
そ
れ
以
上
に
注
目
す
べ
き
は
、
そ
う
し
た

粉
飾
処
理
が
堂
々
と
公
開
さ
れ
、
仮
に
も
そ
れ
を
引
き
継
い
で
任
期
を
終
え
た
知
県
が
、
そ
の
こ
と
を
理
由
に
後
か
ら
責
任
軽
減
を
求
め
、
認

め
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
構
造
的
な
問
題
点
が
露
呈
し
て
い
て
も
、
表
面
的
に
辻
褄
が
合
っ
て
さ
え
い
れ
ば
、
平
然
と
見
過
ご
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

　
考
成
法
を
含
む
処
分
規
定
は
、
考
課
と
は
直
接
結
び
つ
い
て
い
な
い
の
で
、
降
級
が
何
十
級
に
及
ぼ
う
と
も
、
開
復
さ
え
で
き
れ
ば
人
事
評

価
に
影
響
は
な
い
。
上
掲
の
楊
鼎
煕
は
、
三
年
任
満
の
二
年
半
後
、
降
八
級
を
回
復
し
た
時
点
で
任
満
の
考
核
を
受
け
、
「
称
職
」
の
評
価
を

　
　
　
⑧

得
て
い
る
。
武
進
県
知
県
の
程
九
萬
も
、
任
満
の
｛
年
四
箇
月
後
に
す
べ
て
の
降
級
処
分
を
開
復
し
て
考
核
を
受
け
、
や
は
り
「
称
職
」
と
さ

　
　
　
⑨

れ
て
い
る
。
人
事
評
価
は
、
あ
く
ま
で
も
豊
満
時
や
定
期
的
な
考
察
に
お
け
る
総
合
的
な
（
反
面
、
不
明
瞭
な
規
準
に
基
づ
く
）
評
価
で
あ
り
、

こ
れ
に
基
づ
い
て
人
事
異
動
が
行
な
わ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
総
合
的
評
価
で
あ
る
以
上
、
も
ち
ろ
ん
税
糧
徴
収
が
重
視
さ
れ
て
も
よ
い
わ
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け
で
あ
り
、
現
に
万
暦
期
に
山
西
巡
撫
で
あ
っ
た
呂
坤
は
、
属
僚
に
対
し
て
「
も
し
富
遺
筆
欠
し
て
、
惟
だ
小
陰
に
の
み
こ
れ
厳
な
れ
ば
、
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

に
「
食
思
」
を
も
っ
て
罷
む
べ
し
」
と
か
、
銭
糧
の
送
付
が
遅
れ
た
場
合
「
廉
慈
の
道
府
に
係
る
と
錐
も
先
ず
「
才
力
不
及
」
を
も
っ
て
註
考

⑩す
」
と
通
達
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
通
達
が
な
さ
れ
る
こ
と
自
体
、
地
方
官
の
事
蹟
と
人
事
評
価
の
関
係
は
個
々
の
撫
按
が
そ
の
裁
量

で
適
宜
定
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
機
械
的
に
定
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
然
る
べ
き
時
期
に
「
全
完
」
の
体
裁
を
整
え

る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
税
糧
の
徴
収
不
足
が
恐
れ
る
に
足
る
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

　
さ
ら
に
考
え
る
べ
き
は
、
仮
に
地
方
官
が
処
分
を
恐
れ
て
苛
敏
諒
求
に
励
ん
だ
と
し
て
、
そ
れ
が
本
当
に
徴
収
量
の
増
加
に
つ
な
が
っ
た
の

か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
明
代
後
半
に
現
わ
れ
る
官
逸
書
に
は
、
税
糧
徴
収
の
方
法
を
指
南
し
た
部
分
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の

書
物
は
概
ね
州
県
掌
印
官
を
対
象
と
し
て
い
る
の
で
、
彼
ら
が
精
一
杯
努
力
し
て
ど
れ
だ
け
の
こ
と
が
で
き
た
か
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
雇
科
に
善
政
な
㎏
し
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
・
租
税
の
納
入
を
強
制
す
る
の
は
・
ど
う
し
て
も
抑
圧
的
な
仕
打
ち
に
な
ら
ざ
る
を
得
ず
督

促
す
る
ほ
ど
に
民
を
苦
し
め
、
吏
役
ら
の
中
飽
を
増
や
す
ば
か
り
で
税
収
は
上
が
ら
な
い
と
い
う
の
が
一
般
的
な
議
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
隈

ら
れ
た
条
件
の
中
で
、
実
践
的
改
善
策
が
模
索
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
主
た
る
特
徴
は
二
点
あ
り
、
ま
ず
徴
収
手
続
き
の
合

理
化
が
挙
げ
ら
れ
る
。
合
理
化
策
と
し
て
は
、
一
条
鞭
法
が
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
条
鞭
法
の
施
行
に
よ
っ
て
、
「
大
戸
重
圧
の
弊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

を
革
め
、
最
も
良
法
た
り
」
と
称
さ
れ
る
自
製
投
櫃
も
可
能
に
な
っ
た
。
も
と
も
と
現
物
で
の
個
別
納
入
も
不
可
能
で
は
な
い
し
、
そ
う
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

い
者
が
あ
れ
ば
優
遇
す
る
べ
き
だ
と
は
宋
代
の
官
隷
書
に
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
例
外
的
な
行
為
だ
か
ら
で
あ
り
、
現
実
に
は
何
ら
か

の
形
で
包
隠
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
が
常
識
で
あ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
包
撹
は
そ
の
後
も
延
々
と
必
要
と
さ
れ
存
続
す
る
し
、
自
封
投

櫃
の
弊
害
も
男
に
指
摘
さ
れ
て
は
撫
が
・
自
翼
翼
櫃
が
可
丸
彫
に
な
っ
て
・
怨
讐
の
個
別
納
入
が
格
段
に
現
実
的
に
な
・
た
の
は
確
か
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

る
。
そ
の
他
、
農
事
サ
イ
ク
ル
に
応
じ
た
受
領
期
間
の
限
定
、
人
役
の
見
直
し
と
削
減
な
ど
も
推
奨
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
不
要
な
手
続
き

に
よ
る
納
戸
の
消
耗
、
特
に
余
分
な
人
員
が
介
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
必
ず
生
じ
る
中
間
搾
取
を
減
ら
す
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
「
正
項
銭
糧

　
　
　
　
　
　
　
⑱

を
も
っ
て
妊
を
養
う
」
に
等
し
い
中
間
搾
取
を
な
く
す
こ
と
は
、
時
代
を
問
わ
ず
常
に
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
禁
止
を
言
う
ば
か
り
で
は
効
果
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が
な
い
の
は
明
白
で
あ
る
。
実
際
に
無
駄
を
省
く
具
体
策
が
打
ち
出
さ
れ
、
広
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
意
義
は
あ
ろ
う
。

　
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
と
し
て
、
高
額
納
税
者
の
滞
納
対
策
が
あ
る
。
明
末
の
税
糧
滞
納
の
多
く
が
、
紳
士
層
を
始
め
と
す
る
在
地
有
力
者
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
欠
多
き
人
戸
は
多
く
富
豪
に
係
る
」
こ
と
や
、
「
豪
民
・
学
覇
の
拒
通
」
が
徴
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

阻
害
の
有
力
要
因
で
あ
る
こ
と
は
、
当
時
に
お
い
て
も
認
識
さ
れ
て
い
た
。
富
戸
の
滞
納
の
鐡
寄
せ
が
小
民
に
回
っ
た
と
し
て
も
、
小
鼻
か
ら

搾
り
取
る
に
は
限
度
が
あ
る
し
、
そ
れ
が
特
権
層
へ
の
投
献
を
促
す
よ
う
に
な
る
と
、
益
々
有
力
老
か
ら
の
取
立
て
が
重
要
課
題
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
貧
民
を
責
め
た
て
る
な
ど
、
千
人
と
い
え
ど
も
何
の
益
も
な
い
」
と
明
言
さ
れ
る
よ
う
に
、
税
収
を
上
げ
る
に
は
富
民
か
ら
取
り
た
て
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
れ
を
実
行
す
る
の
は
難
し
い
。
紳
士
本
身
は
し
か
た
が
な
い
と
し
て
、
そ
の
親
族
・
家
憧
や
富
民
は
、
一
里
が
完
済
す
る
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

監
禁
・
枷
号
を
科
す
と
い
う
強
硬
策
も
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
勧
め
る
も
の
は
少
な
い
。
徴
収
開
始
の
告
示
を
出
す
際
に
「
糧
多
き
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

戸
」
は
あ
ら
か
じ
め
名
指
し
で
注
意
し
て
お
く
と
か
、
紳
士
が
来
謁
し
た
時
に
比
較
冊
を
公
開
し
、
や
む
を
え
ぬ
事
情
を
理
解
し
て
も
ら
う
と

か
、
果
て
は
滞
納
者
が
訴
訟
を
起
こ
そ
う
と
し
た
な
ら
ば
、
た
と
え
理
に
古
っ
た
訴
え
で
あ
っ
て
も
、
上
司
が
委
託
し
た
案
件
で
あ
っ
て
も
受

　
　
　
　
　
　
⑳

直
し
て
や
ら
な
い
と
い
う
苦
肉
の
策
ま
で
、
迂
遠
な
対
策
が
あ
れ
こ
れ
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
自
体
、
強
硬
手
段
で
効
果
を
上
げ
る

の
が
難
し
く
、
か
と
言
っ
て
決
定
的
な
策
を
欠
い
て
い
た
証
拠
と
考
え
ら
れ
る
。
名
指
し
で
き
る
ほ
ど
数
が
限
ら
れ
た
裕
福
な
納
税
者
か
ら
き

ち
ん
と
徴
収
で
き
な
い
の
は
、
ひ
と
え
に
政
治
的
な
力
関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
明
末
の
地
方
社
会
で
紳
士
階
層
が
ど
れ
ほ
ど
の
実
力
を
も
っ
て
い
た
か
は
、
繰
返
す
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
地
方
官
に
と
っ
て
彼
ら
を
怒
ら
せ

る
こ
と
は
得
策
で
は
な
く
、
危
険
で
さ
え
あ
っ
た
。
政
界
の
有
力
者
に
裏
か
ら
働
き
か
け
た
り
す
る
ま
で
も
な
く
、
虚
血
の
「
採
訪
」
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

正
規
の
制
度
に
よ
っ
て
、
紳
士
層
が
形
成
す
る
「
輿
論
」
が
人
事
評
価
に
直
接
的
な
影
響
を
与
え
得
た
の
で
あ
る
か
ら
、
な
り
ふ
り
構
わ
ず
徴

税
の
実
績
を
上
げ
る
こ
と
と
、
多
少
の
処
分
を
受
け
て
も
紳
士
層
の
評
判
を
よ
く
し
て
お
く
こ
と
と
、
ど
ち
ら
が
有
利
に
働
く
か
は
わ
か
ら
な

い
。
実
際
、
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
徴
税
未
完
の
た
め
降
数
十
級
の
処
分
を
受
け
た
と
言
わ
れ
る
知
行
が
、
地
位
を
失
う
ど
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⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

こ
ろ
か
昇
進
ま
で
し
て
い
た
り
、
富
戸
へ
の
督
促
を
熱
心
に
行
な
わ
せ
た
避
暑
が
講
議
の
的
に
な
っ
て
い
た
り
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
我
が
身

の
将
来
を
思
え
ば
む
し
ろ
督
促
に
励
ま
な
い
方
が
よ
い
と
い
う
状
況
も
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。

　
処
分
規
定
が
実
質
的
な
影
響
を
与
え
得
な
い
に
せ
よ
、
数
字
に
表
れ
る
実
績
追
求
が
積
極
的
に
評
価
さ
れ
な
い
に
せ
よ
、
制
度
上
の
不
備
に

過
ぎ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
容
易
に
改
善
可
能
で
あ
ろ
う
。
崇
禎
期
に
は
政
治
的
意
思
と
し
て
徴
税
重
視
が
一
貫
し
て
お
り
、
事
実
と
し
て
細
か

い
修
正
は
随
時
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
効
性
の
薄
い
制
度
が
保
持
さ
れ
た
の
は
、
政
策
上
の
不
手
際
よ
り
も
、
地
主

層
の
利
益
に
基
づ
い
て
徴
収
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
政
治
的
圧
力
に
よ
る
部
分
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
地
主
層
の
滞
納
が
判
型
未
完

の
元
凶
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
が
ら
、
こ
れ
に
対
処
す
る
制
度
が
ほ
と
ん
ど
形
成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
地
主
を
多

く
含
む
緒
紳
層
が
「
輿
論
」
を
通
し
て
地
方
官
に
製
肘
を
加
え
る
の
を
容
認
し
て
い
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
国
家
が
彼
ら
の
利
益
を
損
な
う

の
に
消
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
は
、
個
別
の
地
方
官
の
創
意
と
努
力
に
期
待
す
る
し
か
な
い
の

で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
、
地
方
官
が
完
全
に
責
務
を
果
た
す
よ
う
追
及
す
る
の
は
非
現
実
的
で
あ
る
か
ら
、
地
方
官
を
管
理
す
る
形
の
徴
税
促

進
策
は
、
不
備
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
国
家
が
在
地
の
緒
紳
層
を
つ
い
に
抑
え
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
明
代
に
あ
っ
て
は
、
制
度
の
改
善
に
も
限
界
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

①
『
明
実
録
』
隆
慶
四
年
二
月
戊
申
条
。

②
『
明
実
録
照
影
暦
七
年
三
月
戊
辰
条
。

③
『
増
修
條
例
備
考
』
戸
部
巻
二
・
撫
按
勘
報
頭
書
濡
鼠
宜
実
。

④
『
明
実
録
隔
嘉
靖
八
年
四
月
己
卯
条
に
門
導
管
司
府
州
県
催
徴
銭
糧
、
率
子
起

　
運
者
留
心
督
促
、
以
沽
才
名
、
而
存
留
豊
沼
不
為
意
。
故
華
府
禄
糧
・
官
軍
俸
給
、

　
釜
乏
為
多
」
と
あ
り
、
隆
慶
四
年
二
月
戊
申
条
の
保
定
巡
二
朱
大
器
条
陳
、
万
歴

　
元
年
十
二
月
長
薯
条
の
β
部
尚
書
王
国
黒
質
に
も
同
様
の
言
が
あ
る
。

⑤
万
暦
八
年
に
は
、
銭
糧
未
完
で
住
俸
処
分
の
解
け
て
い
な
い
知
県
が
、
い
つ
の

　
ま
に
か
抜
擢
さ
れ
て
い
た
の
が
摘
発
さ
れ
て
い
る
（
一
心
修
善
例
備
考
』
戸
部
巻

四
・
住
俸
未
経
開
復
不
許
行
取
消
遷
）
。
こ
れ
は
明
ら
か
な
「
違
例
」
で
あ
る
が
、

万
暦
一
一
二
年
正
月
の
戸
部
題
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
知
県
は
、
就
任
後
二
年
で

わ
ず
か
完
四
分
の
実
績
で
あ
り
な
が
ら
、
先
例
に
照
ら
せ
ば
丁
憂
を
理
由
に
放
免

さ
れ
る
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
（
『
増
修
條
例
備
考
』
戸
部
巻
二
・
査
参
税

糧
不
完
追
論
難
遷
官
員
）
。
結
果
と
し
て
、
鼻
翼
が
分
数
に
及
ば
な
い
官
は
、
今

後
「
致
仕
・
革
職
・
物
故
」
を
除
い
て
、
陞
遷
・
丁
憂
で
任
を
去
っ
た
場
合
、

「
果
し
て
経
管
日
浅
き
に
係
ら
ば
、
方
め
て
議
免
を
准
ず
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ

た
。
逆
に
言
え
ば
、
短
期
問
で
昇
任
・
転
任
し
て
ゆ
く
者
は
、
銭
糧
完
済
の
義
務

と
無
縁
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
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⑥
祁
彪
佳
『
宜
焚
全
稿
』
巻
～
四
・
題
為
遵
旨
墨
黒
開
復
事
（
崇
禎
七
年
九
月
初

　
二
日
題
）
。
㎎
祁
彪
佳
文
稿
日
』
（
書
目
文
献
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
で
は
五
一

　
九
～
五
二
二
頁
。

⑦
祁
彪
佳
㎎
宜
焚
全
稿
師
巻
一
〇
・
霊
媒
遵
難
題
明
開
復
事
（
崇
禎
七
年
七
月
一

　
六
日
題
）
。
前
掲
咽
祁
彪
佳
文
細
脈
臨
で
は
、
～
二
九
～
二
⊥
二
九
五
頁
。
。

⑧
祁
彪
佳
『
宜
焚
全
稿
』
巻
七
・
題
為
範
例
考
核
給
懸
官
員
事
（
屋
宇
七
年
四
月

　
二
七
日
題
）
。
前
掲
魍
祁
彪
佳
文
稿
8
輪
で
は
、
一
～
九
〇
～
二
九
一
頁
。

⑨
祁
彪
佳
明
宜
焚
全
稿
』
巻
七
・
題
為
遵
例
考
核
給
辞
官
員
事
（
崇
禎
七
年
三
月

　
一
七
日
題
）
。
前
掲
『
祁
彪
佳
文
稿
の
隔
で
は
、
二
六
八
～
二
六
九
買
。

＠　op　＠＠o＠＠
呂
坤
欄
実
政
認
許
民
務
巻
四
・
徴
収
税
糧
。

呂
坤
『
実
政
録
輪
民
務
巻
四
・
難
解
辺
飼
。

呉
遵
『
初
仕
録
島
戸
属
・
定
型
徴
。

呂
坤
『
実
政
録
歴
民
務
巻
四
・
徴
収
税
糧
。

『
州
県
提
綱
瞼
二
四
・
優
三
熱
入
戸
。

余
自
強
咽
治
譜
』
巻
五
・
銭
糧
門
・
斑
自
説
甲
山
弊
な
ど
。

呂
坤
噸
実
政
録
㎞
民
務
巻
四
・
徴
収
税
糧
。

⑰
呉
遵
『
初
仕
録
』
戸
属
・
定
催
徴
。

⑱
呂
坤
噸
実
政
四
輪
野
駆
巻
四
・
徴
収
税
糧
。

⑲
金
弘
吉
門
明
末
清
初
の
税
糧
滞
納
に
関
す
る
一
考
察
一
二
松
地
域
を
中
心
と

　
し
て
一
」
（
『
待
兼
山
論
叢
㎞
第
二
三
号
史
学
篇
）
。

⑳
呂
坤
『
町
政
録
』
民
意
二
四
・
徴
収
税
糧
。

⑳
余
至
急
『
日
輪
』
箆
矯
・
銭
糧
門
・
審
排
年
之
妙
。

⑫
　
呂
坤
『
実
政
録
腕
民
務
巻
四
・
徴
収
荒
淫
。

⑬
　
呂
坤
噸
実
選
録
瞼
民
終
巻
四
・
徴
収
二
念
。

⑳
　
責
了
糊
初
仕
録
㎞
戸
属
・
定
催
徴
。
．

⑮
　
余
自
強
㎎
治
譜
㎞
巻
五
・
銭
糧
門
・
比
較
処
紳
士
法
。

⑳
呂
坤
『
実
政
録
価
民
務
巻
四
・
徴
収
二
級
。

⑳
　
車
恵
媛
「
明
末
、
地
方
官
の
人
事
異
動
と
地
方
輿
論
」
（
『
史
林
暁
第
七
九
巻
第

　
一
号
）
参
照
。

⑳
　
井
上
進
「
撰
学
の
背
景
駄
（
㎎
東
方
学
報
臨
六
四
冊
）
三
一
一
三
～
三
二
四
頁
。

⑳
金
前
掲
論
文
四
四
～
四
五
頁
。
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結

び

　
清
代
に
入
る
と
、
政
治
状
況
は
も
ち
ろ
ん
全
く
異
な
っ
て
く
る
。
入
関
後
の
清
朝
政
府
が
、
特
に
緒
冷
血
に
対
し
て
、
容
赦
な
い
徴
税
を
行

な
っ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
そ
れ
も
徴
税
を
担
当
す
る
官
僚
た
ち
へ
の
圧
力
強
化
と
い
う
形
で
進
め
ら
れ
て
お
り
、
官
界
の
風
紀
は
こ
こ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

～
変
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
王
朝
が
交
替
し
、
軍
事
政
権
が
推
進
し
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
政
治
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
し
て
の
効
果

は
明
の
無
稽
正
期
以
上
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
清
に
関
し
て
言
え
ば
、
単
な
る
一
過
性
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
終
わ
っ
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。
官
と
在
地
の
紳
士
層
と
の
関
係
が
、
決
定
的
に
変
化
し
て
し
ま
っ
た
上
に
、
地
方
行
政
に
対
し
て
政
権
の
示
す
見
解
が
、
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明
代
と
は
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
が
制
度
の
中
に
定
着
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
順
治
・
康
煕
期
の
主
要
な
政
治
課
題
で
あ
っ
た
治
安
回
復
と
財
源
確
保
は
、
人
事
舗
度
の
再
構
築
に
際
し
て
、
中
心
的
指
標
と
し
て
盛
り
こ

ま
れ
る
。
考
満
・
大
計
の
評
価
が
、
画
～
的
な
規
準
を
も
た
な
い
総
合
評
価
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
と
は
い
え
、
大
計
は
「
自
ず
か
ら
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

さ
に
銭
糧
の
完
欠
を
も
っ
て
首
務
と
な
す
べ
し
」
と
吏
部
の
細
身
で
明
言
さ
れ
て
い
る
。
順
治
（
一
六
四
四
－
一
六
⊥
会
）
期
に
定
め
ら
れ
た
陞

補
の
優
先
順
位
は
、
逃
人
を
検
挙
し
た
官
・
前
任
者
の
不
足
さ
せ
た
銭
糧
を
徴
収
完
済
し
た
た
め
考
満
を
待
た
ず
に
即
時
陞
任
さ
せ
る
官
・

「
卓
異
」
の
評
価
を
得
た
官
が
一
番
で
、
次
に
白
糧
を
全
額
輸
送
し
た
た
め
考
満
の
後
で
規
定
に
従
っ
て
陞
転
さ
せ
る
官
、
そ
の
次
に
藁
薦
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

紀
録
に
応
じ
て
陞
し
、
保
革
・
登
録
の
な
い
者
は
歴
俸
期
間
に
応
じ
て
陞
補
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
三
年
大
計
の
最
高
評
価
で
あ
る
「
車

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

異
」
は
銭
糧
未
完
の
官
を
当
て
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
、
行
取
も
銭
糧
未
完
と
盗
賊
案
件
を
有
す
る
官
は
対
象
外
と
定
め
ら
れ
る
外
、
陞
補
に
関

す
る
規
定
で
は
「
銭
糧
・
盗
案
」
と
い
う
略
語
が
、
禁
止
条
項
の
中
に
頻
見
さ
れ
る
。
地
方
官
に
対
し
て
徴
税
実
績
を
最
重
視
す
る
こ
の
姿
勢

は
、
雍
正
（
一
七
二
三
－
一
七
三
五
）
期
の
『
賢
聖
州
県
事
宜
』
に
至
っ
て
「
州
県
の
司
る
所
は
刑
名
・
銭
穀
に
外
な
ら
ず
」
「
銭
穀
の
重
き
者

の
如
き
は
徴
収
に
あ
り
」
と
公
雷
さ
れ
、
清
朝
の
基
本
方
針
と
し
て
確
立
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　
こ
の
方
針
に
従
っ
て
、
実
際
に
徴
税
責
任
を
追
及
で
き
る
よ
う
に
、
康
煕
期
に
は
制
度
が
整
え
ら
れ
る
。
徴
税
実
績
を
粉
飾
す
る
常
套
手
段

で
あ
っ
た
他
項
目
か
ら
の
借
用
と
、
結
果
的
に
責
任
所
在
が
不
明
確
に
な
る
弊
害
に
対
し
て
は
、
交
代
に
関
す
る
規
定
の
確
立
が
行
な
わ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

い
る
。
交
代
の
際
に
借
用
・
流
用
を
見
つ
け
て
報
告
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
す
べ
て
薪
任
官
の
責
任
で
補
填
さ
せ
る
と
い
っ
た
「
交
盤
」
規
則

が
、
処
分
規
定
の
一
分
野
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
安
易
な
欠
損
の
引
き
継
ぎ
は
困
難
に
な
り
、
責
任
の
所
在
が
確
定
し

や
す
く
な
っ
た
。

　
一
方
、
全
体
構
想
な
く
次
々
と
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
各
種
銭
糧
の
未
完
に
関
す
る
処
分
規
定
は
、
康
煕
二
（
一
六
六
三
）
年
に
戸
部
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

「
考
成
」
と
し
て
統
合
・
整
備
さ
れ
る
。
以
後
、
銭
糧
だ
け
で
降
何
十
級
と
い
っ
た
非
現
実
的
な
処
分
は
生
じ
な
い
こ
と
に
な
る
。
降
級
や
革

職
の
処
分
を
受
け
て
も
降
級
留
任
・
劇
職
留
任
と
い
う
形
で
職
務
に
止
ま
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
変
わ
ら
な
い
が
、
処
分
取
り
消
し
に
は
条
件
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⑧

が
課
せ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
処
分
を
受
け
て
か
ら
過
な
く
し
て
三
年
を
賛
す
る
か
、
功
績
に
よ
る
紀
録
で
「
抵
鋪
（
相
殺
）
」
す
る
か
で
あ

る
。
何
に
よ
っ
て
何
次
の
紀
録
を
得
る
か
は
、
や
は
り
処
分
規
定
に
定
め
ら
れ
、
戸
部
の
考
成
規
定
の
中
に
も
含
ま
れ
る
。
康
煕
四
年
四
月
の

題
准
で
は
、
銭
糧
の
一
年
内
全
品
に
つ
い
て
、
州
県
宮
か
ら
巡
撫
ま
で
、
額
に
応
じ
て
紀
録
一
次
か
ら
三
次
（
巡
撫
・
布
政
司
は
最
高
が
加
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

一
級
）
の
議
叙
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
考
満
の
評
価
も
、
こ
れ
ら
の
処
分
規
定
と
連
繋
し
て
お
り
、
コ
等
称
念
」
で
あ
れ
ば
紀
録
一
次
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

後
に
降
一
級
を
抵
卸
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
に
始
ま
っ
て
、
「
不
及
」
が
降
一
級
調
用
、
「
不
鳶
職
」
が
六
畜
と
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
従
っ
て
機
械
的
に
昇
進
・
降
格
・
革
退
が
な
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
例
外
的
な
措
置
に
は
ま
た
　
々
細
則
が
定
め

ら
れ
、
不
明
朗
な
人
事
を
避
け
る
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
。
実
績
と
人
事
と
の
結
び
つ
き
が
現
実
性
を
も
つ
よ
う
、
考
課
と
処
分
に
関
す
る
規

定
が
、
全
面
的
に
構
…
築
し
な
お
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
制
度
の
大
枠
が
明
ら
か
に
明
か
ら
引
き
継
が
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
明
清
間
の
制
度
の
連
続
性
は
否
む
べ
く
も
な
い
。
し
か
し
、

地
方
官
に
対
す
る
清
朝
の
統
制
制
度
は
、
お
そ
ら
く
明
清
交
替
な
し
に
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
あ
な
が
ち
政
治
力
の
違
い
ば
か
り
と
も
考
え
ら

れ
な
い
。
漠
然
と
「
事
功
」
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
「
銭
糧
」
や
「
盗
賊
」
に
関
す
る
功
績
を
求
め
る
と
繰
り
返
し
明
摂
し
て
渾
ら
な
い
姿

勢
は
、
清
朝
政
権
が
明
朝
と
質
的
に
異
な
る
面
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
差
異
の
由
来
を
単
純
に
決
め
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
同
じ
軍
事
政
権
か
ら
出
発
し
た
王
朝
国
家
で
あ
っ
て
も
、
明
で
は
早
い
段
階
で
漢
人
の
地
主
官
僚
が
政
権
の
中
枢
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、

全
体
と
し
て
地
主
層
の
利
害
に
配
慮
す
る
傾
向
を
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
清
は
満
人
貴
族
が
皇
帝
の
側
近
と
し
て
確
固
た
る
位
置

を
保
ち
続
け
た
と
い
う
、
政
権
の
質
の
違
い
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
政
権
の
成
り
立
ち
の
根
本
的
な
部
分
に
関
わ
る
可
能
性
が
あ
る

以
上
、
表
面
上
よ
く
似
た
制
度
に
つ
い
て
も
、
明
清
の
間
の
断
絶
を
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
単
線
的
な
発
展
過
程
の
～
画
期
で
は
な
く
、

全
く
異
質
な
原
理
の
主
導
に
よ
る
変
化
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

①
岸
本
美
緒

　
第
六
章
。

四
明
清
交
替
と
江
南
社
会
腕
（
東
京
大
学
出
版
会
、
皿
九
九
九
年
）

②
隅
六
部
則
例
全
書
』
吏
部
則
例
・
薦
劾
・
大
計
造
銭
糧
冊
。

③
『
六
部
則
例
全
書
』
吏
部
則
例
・
陸
転
・
即
陞
先
解
逃
徴
欠
卓
異
。
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＠＠＠＠

『
六
部
濫
造
全
書
』
財
部
則
例
・
薦
劾
・
大
計
考
核
。

噛
六
部
上
例
全
書
』
吏
部
類
例
・
行
取
・
知
県
行
取
不
拘
定
数
。

噸
六
部
則
例
全
書
』
六
部
処
分
・
戸
部
・
交
盤
・
清
査
交
代
銭
糧
。

魍
六
部
則
例
全
書
臨
戸
部
則
例
・
考
成
・
銭
糧
統
帰
戸
部
考
成
。

⑧
『
六
部
則
例
全
書
』
六
部
処
分
・
吏
部
・
事
故
・
降
級
留
任
無
妙
工
復
。

⑨
東
京
大
学
乗
洋
文
化
賞
究
所
蔵
咽
六
部
制
定
新
例
』
寺
側
・
戸
部
・
考
成
・
銭

　
糧
全
納
紀
録
。

⑩
『
六
部
則
例
全
書
㎞
吏
部
則
例
・
保
題
・
三
年
考
翼
翼
例
。

（
天
理
大
学
文
学
部
講
師

）

明朝官僚の徴税責任（谷井）
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Govemment　Control　over　the　Bureaucracy　and　the　Collection

　　　　　　　　　of　the　Land　Tax　during・the　Ming　Period

by

TANII　Yoko

　　The　main　source　of　reveRue　for　the　Chinese　Empire　since　the　teRth　century

was　the　laRd　tax．　ln　the　begirming　of　the　Ming　dynasty　（1368－1644）　this　tax　had

been　collected　via　a　specialized　institution　because　of　the　difflculty　of　transporting

tax　grain　over　long　distance．　Nevertheless，　as　a　result　of　tke　Single　Whip　Reform

一条丁丁，Magistrates　and　Prefects，　the　heads　of　local　govemment，　came　to　be

yesponsible　for　the　coRection　of　this　land　tax．　By　the　time　of　the　mid－Ming　period，

the　responsibility　for　supervising　these　othcials　was　granted　to　the　Grand

Coordinator　and　the　Regional　lnspector．　This　led　to　a　reorganlzation　of　the

institutions　of　local　govemmeRt　under　these　two　othcials．　Consequently，　Zhang

Ju－zheng下居正，　the　Senior　Grand　Secretary，　enacted　an　examination　system　to

promote　admistrative　ethciency，　so　that　the　central　govemment　could

systematically　supervise　tlte　Grand　Coordinators　and　the　Regional　lnspectors．

Altkough　the　kao－cheng　fa考成法syste！n　continued　through　the　Ming　period，　it

could　not　adequately　coliect　revenue，　because　of　administrative　loopholes　and

conflicts　with　the　landed　elites，　which　continued　throughout　the　Ming　period．

After　the　destruction　of　the　Ming　Dynasty，　however，　this　sit囎tion　changed

completely．　Under　the　Qing　dynasty　（1644－1911）　govemment　control　over

othcials　improved　arid　tax　collectioR　and　other　adrrtirxistrative　tasks　becarne　rnore

explicit　and　methodical．

（431）




