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一
明
代
樒
役
の
銀
納
化
に
関
す
る
一
問
題
…
一
－
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ゾ

…　

@
【
要
約
】
明
代
の
漁
法
に
関
す
る
研
究
は
、
か
な
り
早
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
が
、
古
来
は
黒
甲
制
を
め
ぐ
る
研
究
が
多
く
、
黒
甲
の
役
以
外
の
雑
役
　
　
　

…
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
と
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
本
稿
は
雑
役
に
関
す
る
諸
鰻
の
　
ち
、
と
く
に
潔
に
お
け
る
銀
差
の
成
音
い
う
点
を
と
り
上
げ
一

…
た
．
響
岩
役
事
理
し
て
そ
の
離
方
法
を
合
理
化
・
た
も
の
で
、
渥
四
〇
年
無
ら
叢
れ
た
が
、
時
代
が
下
・
・
そ
の
建
銀
納
の
役
・
従
㎝

辮
霧
讐
塑
籍
噸
姓
疑
籔
無
縫
磁
繕
溢
馨
驚
縫
翫
㈱
鞭
…

　
明
代
の
役
法
に
つ
い
て
は
、
早
く
か
ら
研
究
が
進
め
ら
れ
、
こ
と

に
里
帰
制
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
詳
細
に
究
明
さ

　
　
　
　
①

れ
て
い
る
。
し
か
し
正
役
と
よ
ば
れ
た
降
誕
に
対
し
て
、
そ
れ
以
外

の
も
ろ
も
ろ
の
役
、
い
わ
ゆ
る
雑
役
に
つ
い
て
は
、
従
来
と
り
上
げ

ら
れ
る
こ
と
が
比
較
的
少
な
か
っ
た
。
、
た
だ
先
年
発
表
さ
れ
た
由
根

　
　
　
　
　
②

幸
夫
氏
の
研
究
は
、
明
代
の
役
法
、
と
く
に
雑
役
を
と
り
上
げ
て
、

そ
の
内
容
と
変
遷
を
全
面
的
に
考
究
さ
れ
た
好
論
文
で
あ
っ
た
。
そ

こ
に
提
轟
さ
れ
た
新
見
解
の
多
く
は
、
筆
者
も
ま
た
賛
意
を
表
す
る

に
吝
か
で
は
な
く
、
こ
と
に
隠
撮
法
成
立
の
当
初
に
は
、
思
差
と
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

差
の
別
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
点
な
ど
は
、
明
史
以
来
の
誤

解
を
訂
し
た
竜
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
申
に
は
筆
者
と

見
解
を
異
に
す
る
点
も
な
い
で
は
な
い
。
本
稿
で
筆
者
が
と
り
上
げ

た
悶
題
は
、
山
根
氏
の
論
文
で
は
そ
の
一
部
分
を
な
す
に
す
ぎ
な
い

が
、
し
か
も
明
代
役
法
の
変
遷
を
考
え
る
上
に
、
き
わ
め
て
重
要
な



銀差の成立をめぐって（岩見）

位
置
を
占
め
る
・
も
の
で
あ
る
q
し
た
が
っ
て
こ
れ
に
聞
し
て
や
や
異

っ
た
若
干
の
私
見
を
述
べ
る
こ
と
は
、
研
究
上
必
ず
し
竜
無
用
の
業

で
は
あ
る
ま
い
と
考
え
、
敢
て
一
篇
を
草
し
て
山
根
氏
は
じ
め
識
者

の
示
教
を
仰
ぐ
次
第
で
あ
る
。

一

　
論
を
進
め
る
に
当
っ
て
、
便
宜
上
ま
ず
明
代
役
法
の
概
要
を
略
述

し
、
銀
翼
が
そ
の
中
に
占
め
る
位
置
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

　
明
代
に
お
け
る
稲
役
は
、
大
き
く
礎
質
と
雑
役
と
に
分
け
ら
れ

る
。
正
役
と
は
里
甲
制
に
と
も
な
う
旧
冬
。
甲
首
な
ど
の
役
を
指
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

そ
れ
以
外
の
役
は
す
べ
て
雑
役
と
称
せ
ら
れ
た
。
雑
役
の
負
担
は
時

代
の
降
る
に
つ
れ
て
次
第
に
重
く
な
り
、
ま
た
負
担
の
不
均
衡
な
ど

の
弊
害
を
生
じ
た
。
そ
こ
で
こ
れ
を
改
革
し
て
割
当
方
法
を
整
備
し
、

負
担
の
均
衡
を
計
る
も
の
と
し
て
、
正
統
層
年
閤
（
一
四
三
六
i
四
九
）
に

均
衝
法
が
始
め
ら
れ
た
。
三
篠
法
は
江
西
か
ら
起
り
、
そ
の
後
次
第

に
全
国
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
と
と
も
に
均
鑑
法

に
よ
っ
て
割
り
当
て
ら
れ
る
雑
役
自
体
を
も
、
均
径
と
よ
ぶ
よ
う
に

な
っ
て
き
た
。
や
が
て
こ
の
均
篠
の
申
か
ら
一
叢
の
銀
経
化
さ
れ
た

役
目
が
生
じ
、
そ
れ
が
巌
壁
と
よ
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対

し
て
従
来
通
り
実
際
に
労
働
力
を
提
供
す
る
一
群
の
役
目
は
力
差
と

よ
ば
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
均
穏
中
に
三
差
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
生

じ
て
き
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
銀
流
通
の
公
認
と
拡
大
、
と
く

に
田
賦
に
お
け
る
銀
納
翻
の
広
汎
な
採
用
を
背
景
と
し
て
、
均
篠
中

の
相
当
数
の
役
目
が
銀
納
化
さ
れ
た
事
実
に
も
と
つ
い
て
い
る
。
銀

納
が
一
つ
二
つ
の
役
霞
に
つ
い
て
の
み
行
わ
れ
、
あ
る
い
は
臨
時
の

特
例
と
し
て
行
わ
れ
る
だ
け
で
は
、
銀
差
と
い
う
よ
う
な
概
念
は
成

立
し
え
な
い
し
、
ま
た
銀
差
と
い
う
五
葉
が
現
れ
る
の
は
、
事
実
に

お
い
て
銀
点
と
み
る
べ
き
も
の
が
成
立
し
て
か
ら
、
な
お
若
干
の
年

時
を
経
過
し
た
の
ち
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
篠
焦
熱
納
化
の
第
一
段
階
は
、
均
野
中
に
お
け
る
銀
差

の
成
立
と
い
う
形
で
実
現
さ
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
銀
健
男
の
傾
向

は
、
時
代
の
降
る
ど
と
屯
に
著
し
く
な
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
銀
差

に
属
す
る
役
が
増
加
し
、
力
差
に
属
す
る
役
が
減
少
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
は
、
　
一
条
鞭
法
に
至
っ
て
全
面
的
な
銀

納
化
が
達
成
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
と
薪
し
く
述
べ
る
ま
で
も
な
い
事

実
．
て
あ
ろ
う
。

　
本
繭
桶
ノ
」
第
㍗
者
が
胤
功
べ
よ
・
り
と
あ
，
る
の
一
ほ
、
　
右
の
よ
・
り
療
㎞
隠
隠
鞘
化
の

段
階
の
う
ち
、
主
と
し
て
第
一
段
階
に
つ
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
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銀
差
成
立
の
前
提
と
な
っ
た
特
定
の
役
目
に
つ
い
て
の
銀
納
化
の
事

情
を
明
か
に
し
、
同
時
に
そ
の
よ
う
な
銀
鉱
化
を
直
接
に
推
進
し
た

カ
が
何
で
あ
っ
た
か
を
考
察
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

二

　
さ
て
銀
差
成
立
の
前
提
と
な
る
よ
う
な
役
の
営
営
化
は
、
あ
る
と

き
あ
る
役
に
限
ら
れ
た
臨
時
的
な
例
で
は
な
く
て
、
　
一
定
の
役
目
に

つ
い
て
定
め
ら
れ
た
、
恒
久
的
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ

れ
を
明
か
に
す
る
た
め
に
は
、
　
一
方
で
は
地
方
志
に
見
濁
る
銀
差
の

内
容
を
比
較
検
討
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
こ
れ
に
関
す
る
規
定

を
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
地
方
志
の
記
載
か
ら
終
回
に
属
す

る
役
の
種
目
を
検
討
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
揚
合
銀
納
化
は
時
代

、
の
降
る
ほ
ど
進
行
し
て
お
り
、
ま
た
そ
の
進
行
速
度
は
一
様
で
は
な

く
地
方
に
よ
っ
て
遅
速
が
あ
っ
た
こ
と
、
従
っ
て
編
纂
時
期
の
異
る

種
女
の
地
方
志
を
検
討
す
る
と
、
そ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
段
階
の
形

が
禺
て
く
る
ぞ
あ
ろ
う
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
均
穣
の
内
容
を
な
す
役
の
種
目
の
う
ち
に
は
、
地
方
的
な

特
殊
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
が
、
な
る
べ
く
全
国
的

に
共
通
し
た
役
を
基
準
に
選
ん
だ
方
が
、
考
察
を
進
め
る
上
に
便
利

で
あ
る
。
　
そ
う
い
う
意
味
か
ら
指
摘
で
き
る
役
目
と
し
て
は
、
　
弓

兵
・
貰
子
・
斗
級
・
庫
子
・
館
夫
・
舗
兵
・
阜
隷
・
砥
候
・
馬
夫

（
馬
丁
）
・
斎
夫
。
膳
夫
。
母
子
（
獄
卒
）
・
巡
欄
な
ど
が
あ
る
。
と
く

に
銀
差
に
関
し
て
は
、
右
に
注
意
し
た
よ
う
な
多
様
性
の
予
想
に
拘

ら
ず
、
柴
薪
皐
隷
（
砥
候
）
・
馬
夫
・
斎
夫
・
膳
夫
の
四
者
は
、
い
ず

れ
の
地
方
に
お
い
て
も
、
ま
た
記
載
地
方
志
の
年
代
如
何
を
聞
わ
ず
、

銀
力
二
差
を
区
別
し
て
あ
る
限
り
、
全
部
然
諾
に
属
し
て
い
る
こ
と

　
　
　
　
④

が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
銀
差
響
差
を
分
け
て
記
載
し
て
い
る

地
方
志
の
う
ち
、
銀
差
に
属
す
る
役
目
の
最
竜
少
い
例
を
み
る
と
、

右
四
種
の
役
だ
け
で
そ
の
他
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
含
ま
れ
て
い
な

⑤い
。
従
っ
て
こ
の
四
種
の
役
が
み
・
な
銀
納
化
し
た
時
期
が
、
銀
差
と

い
う
名
称
は
と
も
か
く
と
し
て
、
ほ
ぼ
活
計
の
実
体
の
成
立
し
た
時

期
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
警
士
早
く
身
丈
化
し
た
と
み
な
さ
れ
る
右
四
種
の
役
に
つ

い
て
、
　
翻
四
々
に
そ
の
年
代
を
期
調
べ
て
み
・
よ
・
り
。
　
ふ
よ
謂
夕
柴
瀞
薪
節
点
隷
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

い
て
は
、
会
典
に
宣
徳
年
闇
の
令
が
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
宜
徳
の
聞
令
す
ら
く
、
随
従
阜
隷
の
応
当
を
願
わ
ざ
る
に
係
る
者
は
、

　
毎
名
月
に
身
動
銀
…
両
を
緋
ぜ
し
む
。

皐
隷
に
は
宮
員
個
人
に
醜
属
さ
れ
る
者
と
、
官
庁
に
醗
属
さ
れ
る
者
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と
の
二
種
が
あ
っ
て
、
随
従
皐
隷
と
い
う
の
は
そ
の
前
考
を
指
し
、

右
の
令
に
よ
っ
て
柴
薪
銀
を
納
…
め
て
実
役
を
免
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
こ
ろ
が
ら
、
柴
薪
卓
隷
な
ど
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
は
公
使
の
皇
－
隷
と
よ
ば
れ
、
ま
た
直
堂
、

直
庁
の
築
上
な
ど
と
も
呼
ば
れ
、
隷
兵
・
隷
卒
な
ど
と
よ
ば
れ
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
も
、
恐
ら
く
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
随
従
皐
隷
は
宮
品

に
応
じ
て
配
属
数
が
異
り
、
一
晶
二
晶
宮
の
十
二
名
か
ら
、
七
．
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

・
九
品
官
の
二
名
に
至
る
。
前
掲
宣
徳
聞
の
令
は
、
こ
の
よ
う
に
官

員
個
人
に
配
属
さ
れ
る
阜
隷
の
う
ち
、
服
役
を
顧
わ
な
い
者
に
は
、

毎
月
銀
一
爾
を
禺
さ
せ
て
笑
役
を
免
除
す
る
規
定
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
こ
れ
は
一
般
的
に
銀
納
を
規
定
し
た
も
の
ぞ
は
な
い
。
け
れ
ど

も
、
こ
の
規
定
の
で
き
た
事
惰
か
ら
考
え
る
と
、
む
し
ろ
事
実
と
し

て
は
こ
の
令
の
出
た
の
を
機
会
に
、
少
く
と
も
京
官
の
随
従
阜
隷
は
、

ほ
と
ん
ど
全
面
的
に
銀
納
化
し
た
と
考
え
て
も
、
さ
ほ
ど
ま
と
外
れ

と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
の
事
情
と
い
う
の
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
で

あ
る
。
当
時
都
御
典
の
顧
佐
は
、
憲
度
厳
明
を
以
て
聞
え
て
い
た
が
、

か
れ
が
阜
隷
か
ら
賂
を
と
っ
て
放
帰
し
て
い
る
と
訴
え
出
た
吏
が
あ

っ
た
。
帝
が
ひ
そ
か
に
そ
の
訴
状
を
楊
士
奇
に
示
し
た
と
こ
ろ
、
士

奇
は
そ
れ
が
事
実
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
属
官
は
俸
薄
き
寮
為
に
、

阜
隷
に
繋
累
の
費
を
戯
さ
し
め
、
半
数
を
帰
耕
さ
せ
て
い
る
の
が
実

状
で
、
自
分
も
ま
た
例
外
で
は
な
く
、
永
楽
以
来
そ
う
で
あ
っ
た
し
、

桜
蘭
も
す
で
に
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
旨
を
答
え
た
。
そ
こ
ぞ
帝

は
こ
れ
を
公
認
し
て
法
令
化
し
た
と
い
う
わ
け
ぞ
あ
る
。
そ
の
年
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

は
正
確
に
は
判
明
し
な
い
が
、
宣
徳
四
年
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
、
銀
納
化
が
何
よ
り
馬
ま
ず
官
僚
の
俸
給
の
補
い
と
し
て
起
っ

て
い
る
こ
と
に
注
意
七
な
け
れ
ば
な
あ
な
い
。
そ
の
上
こ
の
事
実
か

ら
、
当
時
は
交
易
に
お
け
る
銀
の
使
用
が
ま
だ
解
禁
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
実
際
に
は
少
く
と
も
北
京
市
中
で
は
、
か
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
程
度
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
離
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
柴
薪
皐
隷

の
公
認
は
、
通
常
江
南
の
田
賦
馬
糧
化
に
始
ま
る
と
さ
れ
る
銀
使
用

　
　
　
⑫

の
解
禁
が
、
す
で
に
こ
の
よ
う
な
形
で
、
宣
徳
年
闇
か
ら
な
し
く
ず

し
に
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
右
の
よ
う
に
随
従
余
煙
に
つ
い
て
些
事
の
途
が
開
か
れ

た
こ
と
は
、
人
民
の
側
か
ら
み
て
ど
ん
な
意
味
を
も
つ
た
で
あ
ろ
う

か
ρ
北
京
の
官
僚
に
阜
隷
を
提
供
し
た
の
は
ど
の
地
方
だ
つ
た
か
と

い
え
ば
、
北
薩
隷
各
府
の
ほ
か
、
山
東
。
山
西
。
河
南
の
三
省
が
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
割
当
を
う
け
て
い
た
。
表
。
面
的
に
は
銀
の
使
用
が
禁
止
さ
れ
て
い

た
当
時
、
こ
れ
ら
の
地
方
の
人
民
と
く
に
農
民
が
、
通
常
の
版
入
と
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し
て
一
般
的
に
銀
を
手
に
入
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
従
っ

て
竜
し
銀
納
が
強
行
さ
れ
た
な
ら
ば
、
こ
の
役
に
当
っ
た
農
民
は
、

ま
ず
銀
の
入
手
に
非
常
な
困
難
を
感
じ
た
筈
ぞ
あ
る
。
華
北
の
農
昆

は
、
銀
た
る
と
銭
た
る
と
を
問
わ
ず
、
あ
ま
り
多
く
の
現
金
収
入
を

得
て
い
な
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
騰
代
の
華
北
農
村
に
は
、

単
為
作
物
の
栽
培
は
ま
だ
あ
ま
り
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し

か
も
毎
月
一
両
、
年
に
十
二
両
と
い
う
銀
額
は
、
か
な
り
大
き
な
負

担
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
前
掲
の
規
定
に
、
と
く
に
希
望
す
る
者

に
つ
い
て
だ
け
銀
納
を
認
め
る
よ
う
な
表
現
を
と
っ
て
い
る
の
は
恐

ら
く
こ
の
よ
う
な
事
情
が
考
慮
さ
れ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か

し
す
で
に
承
事
の
側
に
銀
に
対
す
る
強
い
欲
求
が
あ
っ
て
み
れ
ば
、

規
定
の
上
で
は
任
意
だ
つ
た
銀
納
も
、
実
質
的
に
は
強
制
的
な
竜
の

，
へ
と
進
ん
だ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容
易
に
理
解
し
う
る
こ
と
で
あ
り
、

事
実
天
趣
の
頃
に
は
、
ほ
と
ん
ど
銀
順
化
し
て
し
ま
っ
て
い
た
と
み

　
　
⑪

ら
れ
る
。

　
右
に
述
べ
た
の
は
専
ら
京
畿
の
場
含
で
あ
る
が
、
さ
き
に
掲
げ
た

規
定
に
は
、
柴
薪
銀
を
出
す
卑
隷
を
京
窟
の
随
従
の
み
と
は
限
っ
て

い
な
い
か
ら
、
恐
ら
く
地
方
官
の
随
従
に
つ
い
て
も
、
次
第
に
銀
納

化
が
進
行
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
京
官
の
場
合
と
同

様
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
地
方
官
の
揚
合
に
つ
い
て
は
、

残
念
乍
ら
い
つ
頃
ど
の
程
度
に
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
指
摘
す
る
史

料
を
今
の
と
こ
ろ
持
っ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
つ
ぎ
に
示
す
公
使
の

卑
熱
に
銀
納
規
定
の
で
き
た
弘
治
三
年
頃
ま
で
に
は
、
一
応
銀
納
化

さ
れ
た
と
考
え
て
お
い
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
柴
薪
阜
隷
に
つ
い
て
当
面
必
要
な
こ
と
が
ら
は
、
お
よ
そ
右
の
よ

う
な
も
の
ぞ
あ
る
が
、
も
う
一
種
の
公
使
の
阜
隷
の
場
合
、
銀
納
が

ど
の
よ
う
に
進
ん
だ
か
に
つ
い
て
も
、
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。
こ

の
揚
合
も
や
は
り
最
初
は
応
当
を
願
わ
な
い
者
に
対
し
て
銀
納
を
認

め
る
、
と
い
う
形
の
規
定
が
出
て
い
る
。
そ
の
年
代
は
弘
治
三
年
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

銀
額
は
年
に
十
爾
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
規
定
の
上
で
正
身
応
当
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
が
は
っ
き
り
現
れ
る
の
は
弘
治
十
一
年
が
最
後
で
あ
る
か
ら
、
公

使
の
卑
隷
も
大
儲
分
は
、
そ
の
後
久
し
か
ら
ぬ
問
に
銀
納
化
さ
れ
た

も
の
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
公
使
の
阜
隷
の
場
合
に
は
、
少
数
な
が

ら
か
な
り
後
ま
で
銀
納
化
さ
れ
な
い
で
残
っ
た
例
が
、
地
方
志
の
申

　
　
　
　
　
⑰

に
見
患
さ
れ
る
か
ら
、
随
従
阜
隷
の
夢
合
と
は
や
は
り
区
別
し
て
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
随
従
阜
隷
の
銀
納
期
が
認
め
ら
れ

て
、
柴
風
車
隷
な
ど
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
の
事
情
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か
ら
し
て
、
そ
こ
に
は
人
民
の
便
宜
よ
り
も
、
官
僚
の
銀
に
対
す
る

強
い
欲
求
が
働
い
て
い
た
こ
と
は
、
疑
を
容
れ
な
い
事
実
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
公
使
の
卓
隷
の
方
が
還
納
化
の
遅
れ
た
事
実
は
、
少

く
と
も
形
式
的
に
は
、
そ
れ
が
官
僚
個
人
の
収
入
と
は
な
り
得
な
い

性
質
の
も
の
だ
っ
た
こ
と
と
、
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
つ
ぎ
に
馬
夫
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
馬
夫
竜
ま
た
随
従
の
阜

隷
と
同
じ
よ
う
に
、
官
員
個
人
に
配
属
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
点
が
注

目
さ
れ
る
。
も
と
も
と
こ
れ
は
馬
が
支
給
さ
れ
た
た
め
に
、
必
然
的

に
馬
夫
が
必
要
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
洪
武
二
十
四
年
夏
定
め
ら

れ
た
そ
の
初
制
で
は
、
布
按
二
兎
は
二
十
匹
、
府
は
十
匹
、
州
県
は

五
匹
を
与
え
、
　
馬
一
匹
を
十
戸
で
養
わ
し
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い

⑲た
。
さ
ら
に
景
泰
元
年
の
令
で
は
、
馬
夫
は
二
十
丁
で
馬
を
買
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

十
丁
で
養
い
、
と
も
に
市
民
か
ら
愈
寵
す
る
と
あ
っ
て
、
初
制
で
は

馬
自
体
は
官
給
で
あ
っ
た
の
が
、
馬
を
冒
∵
つ
こ
と
も
人
民
の
負
担
と

な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
三
十
丁
を
一
組
と
考
え
る
と
、
そ
の
中
の
二

十
丁
は
馬
夫
の
役
と
い
っ
て
も
馬
を
買
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

既
に
労
働
力
の
提
供
で
は
な
く
て
、
単
な
る
金
銭
的
な
負
担
で
あ
り
、

も
し
そ
れ
が
銀
で
支
払
わ
れ
る
な
ら
ば
、
銀
納
と
ほ
と
ん
ど
変
ら
な

い
わ
け
で
あ
る
。

　
制
度
墨
銀
納
の
事
実
が
は
っ
き
り
す
る
の
は
、
弘
治
七
年
の
令
に

つ
ぎ
の
よ
う
に
見
え
る
の
が
最
初
か
と
思
わ
れ
る
。

　
　
布
按
二
司
及
び
冬
府
官
の
馬
夫
は
、
所
属
の
州
県
に
お
い
て
お

　
の
お
の
申
等
の
一
二
丁
の
人
戸
を
愈
し
、
十
戸
あ
わ
せ
て
銀
四
十
両

　
を
出
さ
し
め
、
掌
印
官
の
処
に
送
り
て
各
官
に
分
給
し
、
自
ら
馬

　
を
買
い
て
鰹
養
す
る
を
行
わ
し
む
。
そ
の
州
県
な
る
者
は
、
隔
別

　
の
隠
分
に
お
い
て
高
齢
し
、
ま
た
銀
を
徴
し
て
各
掌
印
官
に
解
送

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
し
、
分
給
し
て
馬
を
買
い
て
倭
養
せ
し
む
。

こ
の
規
定
に
は
希
望
に
よ
っ
て
銀
納
を
許
す
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は

な
い
か
ら
、
　
一
律
に
銀
納
が
実
施
せ
ら
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
馬

は
個
人
の
乗
用
と
↓
て
給
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ

れ
を
養
う
馬
夫
も
官
僚
樋
人
に
配
属
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
が
右
の
よ
う
、
に
一
律
に
銀
納
化
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
随
従
阜

隷
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
馬
夫
の
場
合
に
も
官
僚
の
生
活
費
補
給

の
音
一
味
で
銀
納
…
化
さ
丸
た
、
す
な
わ
ち
官
僚
側
の
欲
求
に
よ
っ
て
銀

黒
化
が
促
進
さ
れ
た
、
と
い
う
推
定
を
成
り
立
た
し
め
る
で
あ
ろ

う
。
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つ
ぎ
に
斎
夫
と
膳
夫
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
儒
学
に
置
か
れ
た
も

の
で
、
事
典
に
載
せ
ら
れ
た
天
帝
六
年
の
規
定
に
よ
る
と
、
府
学
に

は
膳
夫
四
面
と
斎
夫
八
名
、
州
学
に
は
三
名
と
六
名
、
県
学
に
は
二

名
と
四
名
を
置
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
膳
夫
の
銀
納
に

つ
い
て
は
、
や
は
り
中
央
か
ら
出
た
規
定
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
弘
治

三
年
の
工
事
に
、
　
「
繕
夫
は
毎
名
谷
ご
と
に
柴
薪
銀
四
両
を
禺
し
て
、

以
て
会
撰
の
用
に
備
え
し
め
よ
」
と
あ
り
、
同
八
年
の
令
で
は
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

金
額
が
十
両
と
な
っ
た
。
地
方
志
に
記
載
さ
れ
た
膳
夫
の
銀
額
は
、

大
抵
一
役
に
つ
き
十
両
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
会
典
の
規
定
ぞ
は
そ

う
と
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
弘
治
八
年
か
ら
は

実
役
を
免
除
さ
れ
て
、
柴
薪
銀
を
負
担
す
る
だ
け
に
な
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
し
て
み
れ
ば
膳
夫
も
ま
た
中
央
の
規
定
に
よ
っ
て
、
　
一
律
に

銀
納
化
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
銀
は
儒
学
に
お

け
る
師
生
会
撰
の
用
に
充
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
野
合
も
ハ

事
惰
は
柴
薪
阜
隷
な
ど
の
揚
合
と
相
似
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が
察

せ
ら
れ
る
の
ぞ
あ
る
。

　
た
だ
軍
夫
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
こ
の
種
の
規
定
を
見
出
し

て
い
な
い
。
し
か
し
、
各
地
方
志
が
一
致
し
て
こ
れ
を
銀
差
に
入
れ
、

か
つ
そ
の
銀
額
が
十
二
両
に
一
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
み
る
と
、

こ
れ
も
中
央
で
規
定
さ
れ
た
も
の
と
推
定
し
・
て
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
と
に
斎
夫
の
数
が
教
官
の
数
と
関
連
す
る
こ
と
を
示
す
史
料
も
あ

る
の
で
、
そ
の
十
二
両
と
い
う
額
が
柴
薪
当
馬
の
そ
れ
と
一
致
す
る

こ
と
を
竜
考
え
併
せ
る
と
、
心
立
の
給
せ
ら
れ
な
い
教
宮
に
対
し
て
、

柴
薪
阜
隷
が
一
般
官
僚
に
対
し
て
も
っ
て
い
た
の
と
同
じ
意
味
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

黒
鼠
が
竜
っ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
右
に
述
べ
た
と
こ
ろ
に
大
過
な
け
れ
ば
、
膳
夫
と
斎
夫
の
揚
合
も

や
は
り
中
央
か
ら
禺
さ
れ
た
規
定
に
よ
っ
て
、
天
降
り
的
に
予
納
が

行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
意
味
は
、
納
め
ら
れ
た
銀
を
手

に
入
れ
る
官
僚
側
の
欲
求
に
そ
う
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。

　
以
上
の
考
察
を
通
じ
て
、
阜
隷
の
う
ち
で
官
員
個
入
に
配
属
さ
れ

た
者
、
、
阿
じ
く
官
員
個
人
に
配
属
さ
れ
た
馬
長
、
お
よ
び
儒
学
の
斎

夫
・
膳
夫
の
四
種
の
役
に
つ
い
て
は
、
そ
の
銀
納
言
が
官
僚
の
側
に

お
け
る
都
合
に
よ
っ
て
、
一
方
的
に
促
進
さ
れ
た
も
の
と
結
論
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
四
種
の
役
の
銀
納
化

が
出
そ
ろ
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
一
応
励
声
成
立
の
条
件
が
み
・
た
さ
れ

た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
騨
期
は
い
つ
ご
ろ
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
右
の
四
種
の
役
の
う
ち
で
銀
翼
化
の
最
も
遅
か
っ
た
も
の
の
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銀
納
化
し
た
時
と
い
う
こ
と
に
な
る
ひ
と
す
れ
ば
、
斎
夫
に
つ
い
て

は
明
か
で
な
い
か
ら
一
応
別
と
し
て
、
右
に
考
察
し
た
と
こ
ろ
で
は

柴
薪
皐
隷
が
最
も
早
く
、
芸
園
が
弘
治
七
年
、
膳
夫
が
同
八
年
と
、

弘
治
の
前
半
に
は
大
体
受
納
化
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ

し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
必
要
条
件
の
完
成
し
た
時
期
で
あ
っ
て
、
実
際

に
銀
襖
・
力
差
の
成
立
に
進
む
た
め
に
は
、
鞍
鼻
の
役
を
そ
の
他
の

役
と
匿
別
し
て
一
類
の
も
の
と
す
る
、
分
類
整
理
が
行
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
分
類
整
理
の
最
も
早
い
笑
例
の
一
つ
は
、

福
建
の
鐘
化
府
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
弘
治
十
六
年
編

纂
の
七
化
府
志
に
お
い
て
は
、
す
で
に
銀
玉
の
役
と
然
ら
ざ
る
も
の

と
を
、
丁
銀
夫
役
・
手
力
夫
役
と
い
う
名
称
で
区
別
し
て
い
る
。
し

か
竜
そ
の
お
の
お
の
が
ま
た
旧
額
と
年
額
の
二
項
に
分
れ
て
い
る
か

ら
、
偵
額
の
方
は
こ
の
府
志
が
編
纂
さ
れ
た
時
よ
り
、
更
に
何
年
か

以
前
か
ら
存
在
し
た
も
の
ぞ
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
お
そ
ら
く
さ

き
に
み
た
四
種
の
役
の
銀
納
化
が
そ
ろ
っ
た
時
期
を
さ
ほ
ど
へ
だ
た

ら
な
い
時
、
弘
治
十
・
年
前
後
に
は
こ
の
よ
う
な
形
に
整
理
さ
れ
て
い

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
旧
規
弁
銀
夫
役
に
属
す
る
の
が
、
さ
さ
に
述
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊤

た
四
種
の
役
だ
け
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
の
推
定
を
た
す
け
る
事
実
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
右
の
よ
う
な
銀
納
の
役
と
然
ら
ざ
る
役
と
の
整
理
分
類
は
、
他
の

地
方
で
も
こ
の
こ
ろ
か
ら
次
第
に
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
問
に
ど
こ
か
の
地
方
で
銀
差
・
力
差
と
い
う

名
称
が
用
い
ら
れ
、
や
が
て
こ
の
名
称
が
一
般
化
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
今
ま
で
に
筆
者
の
気
付
い
た
限
り
で
は
、
業
歴
と
い
う
名
称

は
武
宗
実
録
正
徳
元
年
十
一
月
乙
酉
の
条
に
記
さ
れ
た
順
天
巡
撫
柳

　
　
　
　
⑳

応
辰
の
上
言
申
に
見
え
る
の
が
最
も
早
い
。
こ
の
と
き
力
差
と
い
う

言
葉
も
一
緒
に
用
い
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
明
か
で
な
い
が
、
地

方
志
に
記
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
銀
玉
・
力
差
の
分
類
を
正
徳
年
闇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
成
立
し
た
と
し
て
い
る
竜
の
が
耳
触
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

整
理
分
類
の
事
奥
は
弘
治
年
問
か
ら
始
ま
っ
た
に
せ
よ
、
そ
れ
が
銀

差
・
力
差
と
い
う
名
称
を
伴
っ
て
一
般
化
し
た
の
は
、
正
徳
年
閤
の

こ
と
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

三

　
甜
銀
必
左
の
成
立
に
閣
即
す
る
管
無
腰
の
要
点
は
、
晶
帯
笛
岬
に
述
べ
た
と
こ
・
つ

で
ほ
ぼ
尽
き
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
筆
者
の
主
張
し
た
こ
と
の
｝

つ
は
、
年
差
の
成
立
に
は
官
僚
の
銀
に
対
す
る
欲
求
が
雷
奮
ズ
な
契
機

と
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
の
は
じ
め
に
、
筆
者
の
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見
解
は
山
根
氏
と
黒
川
る
点
が
あ
る
と
い
っ
た
・
の
は
、
実
は
こ
の
点
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
点
を
申
心
と
し
て
、
こ
ま
か
く
い
え
ば
さ
ら

に
二
三
の
相
違
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
ら
は
い
わ

ば
銀
差
の
成
立
拡
大
の
過
程
、
そ
の
聞
に
働
い
た
原
則
あ
る
い
は
基

準
と
い
っ
た
点
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
大
き
く
み
て
銀
納
化
が
次
第

に
広
く
進
行
し
て
い
っ
た
こ
と
、
銀
差
の
成
立
か
ら
さ
ら
に
銀
差
の

力
差
に
対
す
る
比
重
が
増
大
の
方
向
を
と
っ
た
と
い
う
点
で
は
、
筆

者
も
全
く
山
根
概
の
意
見
に
賛
同
す
る
。
た
だ
そ
の
為
書
化
進
行
の

し
か
た
を
ど
う
と
ら
え
る
か
と
い
う
点
で
は
、
必
ず
し
も
け
致
し
な

い
の
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
以
下
に
お
い
て
は
、
　
前
節
の
所
論
を
補
足

す
ワ
○
血
労
祖
に
お
い
て
、
　
り
て
の
よ
、
つ
帝
な
相
臨
遅
占
隔
わ
ら
…
朋
・
か
に
｝
レ
て
お
き
’
に

い
。

（
一
）
銀
納
の
「
社
会
政
策
的
な
意
味
」
に
つ
い
て

　
ま
ず
山
根
氏
は
雇
役
銀
箭
化
に
つ
い
て
内
在
的
契
機
と
外
的
契
機

と
を
指
摘
さ
れ
た
が
、
　
そ
の
う
ち
外
的
契
機
と
し
て
、
　
田
賦
銀
漏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
全
国
的
普
及
と
な
ら
べ
て
、
社
会
政
策
的
意
味
を
あ
げ
ら
れ
た
。

氏
に
よ
れ
ば
一
般
に
力
役
よ
り
銀
納
の
方
が
容
易
で
あ
り
、
小
農
民

は
銀
面
を
希
望
し
た
。
そ
こ
で
銀
納
は
は
じ
め
小
農
民
を
対
象
と
し

て
実
施
せ
ら
れ
た
。
つ
ま
り
〃
佃
煮
の
銀
納
化
に
は
負
抵
軽
減
の
意
味

が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
第
一
に

果
し
て
点
差
の
方
が
力
差
よ
り
も
負
担
が
軽
か
っ
た
か
ど
う
か
と
い

う
こ
・
こ
、
．
第
二
に
銀
差
は
果
し
て
小
農
民
を
対
象
涛
こ
て
考
え
ら
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
、
こ
の
二
点
で
あ
る
。
こ

の
こ
点
が
肯
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
山
根
氏
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
わ

け
で
あ
る
が
、
筆
者
の
見
解
で
は
必
ず
し
竜
肯
定
的
な
答
は
見
蝿
し

え
な
い
。
時
と
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
肯
定
的
、
否
定
的
さ
ま
ざ
ま
な
揚

合
が
考
え
ら
れ
、
と
く
に
篤
農
化
進
行
の
初
期
の
段
階
、
銀
差
。
力

差
の
別
が
成
立
す
る
前
後
ま
で
の
過
程
に
お
い
て
は
、
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
否
定
的
な
答
が
出
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
ま
ず
第
一
の
点
か
ら
述
べ
よ
う
。
前
節
で
も
少
し
ふ
れ
た
よ
う
に
、

銀
納
が
容
易
ぞ
あ
る
た
め
に
は
、
納
入
す
る
人
民
の
聞
に
銀
が
流
逓

し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
と
く
に
農
民
の
続
合
に
は
、
か
れ

ら
が
商
品
生
産
を
行
っ
て
現
銀
収
入
を
得
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

巨
視
的
に
み
て
、
明
代
の
租
税
・
得
役
に
お
け
る
論
叢
の
発
展
が
、

そ
の
よ
う
な
銀
の
流
通
と
相
表
裏
し
て
い
る
こ
と
は
疑
を
容
れ
な
い

が
、
問
題
は
そ
の
い
ず
れ
を
因
と
み
、
い
ず
れ
を
果
と
み
る
か
ぞ
あ

る
。
も
し
一
般
的
な
銀
の
流
通
を
前
提
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き

る
な
ら
ば
、
そ
し
て
銀
器
の
評
価
額
が
割
安
だ
つ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
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第
一
の
点
は
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
前
節
で
述
べ
た

四
種
の
役
、
な
か
で
も
宣
経
年
開
に
ま
で
点
る
随
従
阜
隷
の
銀
納
化

が
始
ま
っ
た
時
期
に
お
い
て
、
ご
く
限
ら
れ
た
地
方
を
除
い
て
は
、

農
村
に
お
け
る
一
般
的
な
銀
の
流
通
を
考
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ

う
。
銀
差
の
成
立
期
と
み
ら
れ
る
弘
治
か
ら
正
徳
に
か
け
て
の
頃
で

も
、
か
な
り
多
く
の
地
方
、
こ
と
に
華
北
農
村
に
つ
い
て
は
事
情
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

同
様
だ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
揚
合
に
は
、
銀
納
は
人
昆
に

と
っ
て
必
ず
し
も
負
担
軽
減
の
意
味
を
も
た
ず
、
か
え
っ
て
銀
を
手

に
入
れ
る
た
め
に
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま

た
銀
差
の
評
価
額
の
高
低
如
何
と
い
う
こ
と
は
、
甚
［
だ
困
難
な
問
題

・
で
は
あ
る
が
、
地
方
に
よ
る
経
済
事
情
の
差
異
を
認
め
る
限
り
、
中
央

ぞ
一
律
に
定
め
ら
れ
た
額
が
、
ど
の
地
方
で
も
同
じ
よ
う
な
意
味
を

竜
つ
と
い
う
こ
と
は
、
極
め
て
あ
り
に
く
い
こ
と
で
あ
る
。
少
く
と

も
前
節
に
述
べ
た
四
種
の
役
の
揚
合
、
笑
役
に
つ
く
よ
り
も
負
担
が

軽
く
な
る
よ
う
に
と
い
う
配
慮
か
ら
、
そ
の
世
銀
額
が
定
め
ら
れ
た

こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
地
方
志
の
中
に
は
、
力
差
に
つ
い
て
も
そ

の
評
価
額
を
銀
両
で
示
し
た
も
の
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
銀

差
と
力
差
と
の
一
役
当
り
平
均
額
を
算
出
　
比
較
し
て
み
る
と
、
右
の

事
情
が
一
層
は
つ
き
近
し
て
く
る
。
た
と
え
ば
鋏
酋
華
州
の
例
で
拡
、

銀
玉
の
平
均
が
六
両
一
銭
強
ぞ
あ
る
の
に
対
し
、
力
差
の
平
均
は
僅

か
に
二
両
五
銭
弱
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
地
方
に
お
け
る
労
働
力
が

低
廉
だ
つ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
同
職
に
銀
の
流
通
が
少
な

か
っ
た
こ
と
を
も
、
あ
る
程
度
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
と
に
か
く

右
の
数
字
を
み
れ
ば
、
同
じ
一
役
と
い
っ
て
も
、
力
差
の
方
が
遙
か

に
軽
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
南
方
の
例
で
は
両
者
に
こ
れ
ほ

ど
の
差
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
た
と
え
ば
漸
江
差
県
の
場
合
、
銀
差

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
平
均
七
両
四
銭
弱
に
対
し
て
力
差
の
方
は
四
両
九
銭
弱
で
あ
り
、

福
建
郡
武
府
の
例
で
は
銀
差
平
均
七
両
弱
、
力
差
の
平
均
四
両
三
銭

　
　
　
　
　
　
・
⑳

弱
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
数
字
に
つ
い
て
み
る
限
り
で
は
、
程

度
の
差
こ
そ
、
あ
れ
墨
差
の
負
担
よ
り
電
力
差
の
負
担
の
方
が
軽
か
っ

た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
も
っ
と
竜
右
の
数
字
は
、
そ
の
性
質
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

簡
単
に
比
較
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
面
が
あ
り
、
ま
た
中
に
は
漸
江

秀
水
県
の
例
の
よ
う
に
、
銀
差
と
力
差
と
の
関
係
が
逆
に
な
る
揚
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

も
見
出
さ
れ
な
い
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
一
般
的
に
い
え
ば
、
銀
差
・

力
差
を
と
竜
に
銀
に
換
算
し
た
と
き
、
平
均
し
て
前
者
の
方
が
高
く

な
っ
て
お
り
、
こ
の
面
か
ら
い
っ
て
屯
、
銀
製
が
よ
り
軽
き
も
の
と

し
て
、
社
会
政
策
的
意
味
を
も
つ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
鳳
困
難
で
あ
ろ
う
。
な
お
力
差
に
属
す
る
殺
の
中
に
は
、
そ

65　（417）



の
負
担
が
非
常
に
重
い
も
の
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
が
い
ぐ
つ

　
　
　
　
　
⑧

も
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
註
⑳
で
述
べ
た
よ
う
な
事
情
に
よ
る
も
の

で
、
制
慶
本
来
の
姿
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
第
二
の
問
題
は
、
果
し
て
銀
差
が
小
農
昆
を
対
象
と
し
て
考
え
ら

れ
た
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
第
一
の
問
題
に
つ

い
て
右
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ば
、
土
工
の
点
に
つ
い
て
は
も
は
や
多

言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
篠
役
の
負
担
が
資
産
人
丁

の
多
寡
に
応
じ
て
公
正
に
賦
課
さ
れ
る
な
ら
ば
、
当
然
小
農
民
は
軽

い
役
を
負
担
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
第
一
の
点
に
つ

い
て
の
結
論
か
ら
し
て
多
く
の
揚
合
力
差
を
負
担
す
べ
き
も
の
ぞ
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
実
際
問
題
と
し
て
小
農
民
が
掴
差
に
あ

て
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
銀
差
に
も
せ
よ
力
差
に
も
せ
よ
、
重
い
役

に
あ
て
ら
れ
た
り
し
た
事
実
は
い
く
ら
も
あ
っ
た
ぞ
あ
ろ
う
が
、
制

度
の
た
て
ま
え
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
を
追
求
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な

結
論
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
ぞ
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
山
根
氏

の
あ
げ
ら
れ
た
史
料
は
、
氏
の
意
図
に
反
し
て
筆
者
の
結
論
を
支
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

す
る
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
二
つ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
た
が
、
結
論
は
い
ず
れ
も
否
定

的
ぞ
あ
っ
・
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
鑑
血
忌
良
化
を
促
進
す
る
要
素
と

し
て
社
会
政
策
的
な
音
一
味
を
考
え
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
跡
職
の
成
立
を
前
節
に
述
べ
た
よ

う
に
考
え
る
筆
・
者
に
と
っ
て
は
、
当
然
の
結
果
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。

　
（
二
）
銀
緯
。
力
差
決
定
の
基
準

　
つ
ぎ
に
山
根
氏
は
銀
差
・
力
差
の
区
別
が
い
か
に
し
て
決
定
さ
れ

た
か
に
論
及
し
、
ま
ず
遠
役
（
服
役
場
所
の
遠
い
役
）
か
ら
銀
納
化

が
始
ま
り
、
近
い
役
の
申
で
は
軽
微
な
役
か
ら
銀
差
に
改
め
ら
れ
た

と
せ
ら
れ
た
。
既
に
前
節
に
述
べ
た
と
こ
ろ
が
ら
推
察
さ
れ
る
よ
う

に
、
こ
の
点
で
竜
筆
者
の
見
解
は
異
っ
て
く
る
。
ま
ず
遠
役
が
早
く

舞
納
化
さ
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
最
も
早
く
銀
納
化
し
た
も
の

と
し
て
筆
者
が
と
り
あ
げ
た
四
種
の
役
は
、
前
述
の
よ
う
に
種
目
別

に
．
天
下
り
的
に
銀
愛
甲
が
決
定
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
聞
に
服
役

場
所
の
還
近
と
い
っ
た
負
担
者
側
の
立
揚
が
考
慮
さ
れ
た
と
は
思
わ

れ
な
い
。
な
る
ほ
ど
そ
の
申
ぞ
京
官
の
随
従
車
隷
と
い
っ
た
屯
の
は
、

人
民
の
方
か
ら
す
れ
ば
遠
役
と
い
う
べ
き
も
の
に
属
す
る
。
し
か
し

随
従
皐
・
隷
は
地
方
官
に
も
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
毎
期
に
は
重
役
と
い

う
こ
と
に
な
る
筈
で
あ
る
。
ま
た
儒
学
の
斎
夫
。
膳
夫
と
い
っ
た
も

の
は
へ
府
州
県
だ
け
に
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
全
体
と
し
て
三
役
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と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
遠
近
混
合
し
た
役
や
近
役
が
、

そ
れ
ぞ
れ
一
律
に
銀
納
化
さ
れ
て
い
る
事
笑
は
、
要
す
る
に
銀
納
化

さ
れ
た
と
き
に
遠
近
と
い
う
こ
と
が
区
別
の
墓
門
と
は
な
ら
な
か
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
つ
ぎ
に
近
役
の
申
で
は
軽
微
な
役
か
ら
銀
差
に
な
っ
た
と
い
う
こ

と
も
、
　
一
概
に
は
い
い
え
な
い
事
実
で
あ
る
。
さ
き
に
み
た
よ
う
に
、

銀
差
と
力
差
の
評
価
額
を
比
較
し
て
、
銀
差
の
方
が
重
い
と
い
う
結

論
に
な
っ
た
点
か
ら
す
れ
ば
、
一
般
的
に
は
銀
納
化
の
遅
速
は
必
ず

し
も
役
の
軽
重
と
は
関
係
が
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
前

述
し
た
各
地
の
球
差
の
平
均
額
に
く
ら
べ
て
、
例
の
四
種
の
役
の
中
・

で
も
、
柴
薪
略
論
や
斎
夫
の
十
二
耐
、
膳
夫
の
十
両
な
ど
と
い
う
の

が
か
な
り
重
い
の
に
対
し
て
、
馬
添
の
一
戸
三
丁
で
四
両
と
い
う
の

は
非
常
に
軽
い
。
ま
た
力
差
の
中
・
に
も
、
　
一
役
に
つ
き
二
両
と
か
三

両
な
ぜ
と
さ
れ
て
い
る
軽
微
な
役
が
い
く
ら
も
存
在
す
る
。
山
根
氏

は
そ
の
第
二
褒
に
つ
い
て
、
官
庁
の
単
純
な
雑
役
に
…
服
す
る
も
の
は
、

殆
ど
銀
差
に
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
た
が
、
実
は
そ
の
表
で
銀
差
と
し
、

て
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
大
部
分
が
、
中
央
で
銀
納
化
の
決
定
さ
れ

た
四
種
の
役
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
だ
け
で
も
、
銀
差
の
決
定
が
役

の
軽
璽
と
は
無
…
関
係
な
別
の
原
則
か
ら
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
か
で
あ

ろ
う
α

　
も
っ
と
も
筆
者
は
、
山
根
氏
の
指
摘
さ
れ
た
遠
近
と
か
軽
重
と
か

い
う
基
準
を
、
全
く
否
定
し
て
し
ま
う
つ
も
砂
は
な
い
。
銀
鉱
化
進

行
の
第
二
段
階
、
す
な
わ
ち
、
既
に
成
立
し
た
銀
差
が
さ
ら
に
力
差

を
吸
収
し
て
拡
大
し
て
ゆ
く
過
程
に
お
い
て
は
、
恐
ら
く
あ
る
程
度

　
　
　
　
　
　
　
⑯

認
め
う
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
問
題
を
銀
差
の
成
立
期
前
後
に
限
る
揚

合
に
、
右
の
よ
う
な
見
解
に
達
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
以
上
の
小
論
か
ら
結
論
ら
し
い
も
の
を
6
1
き
出
す
な
ら
ば
、
均
揺

法
の
申
に
銀
差
と
よ
ば
れ
る
も
の
が
成
立
し
た
の
は
、
田
賦
に
お
け

．
る
銀
納
｝
化
発
展
の
幻
影
と
同
じ
よ
う
に
、
官
僚
の
銀
に
対
す
る
歓
求

を
直
接
の
契
機
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
社
会
政

策
的
な
意
味
を
汲
み
と
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
困
難
だ
と
い
う
こ
乏

で
あ
る
。
は
な
は
だ
不
充
分
な
も
の
で
、
…
独
断
的
な
と
こ
ろ
竜
あ
ろ

う
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
点
は
、
読
者
の
御
指
摘
を
お
願
い
し
て

筆
を
お
く
こ
と
と
す
る
。

　
誌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
邸

①
明
代
の
役
法
に
聾
す
る
研
究
の
皐
い
も
の
と
し
て
は
、
清
水
泰
次
「
明
初

　
　
の
賦
役
」
（
東
亜
経
済
研
究
十
八
一
二
）
、
同
「
明
代
に
お
け
る
役
法
の
変

　
　
遜
」
　
（
史
二
八
）
が
あ
り
、
和
照
清
編
「
支
那
地
方
霞
治
発
達
史
」
の
明
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代
の
部
分
は
、
非
常
に
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
里
甲
制
に
つ

　
い
て
は
、
宕
の
門
地
方
士
治
発
達
史
」
の
ほ
か
、
か
な
り
多
く
の
研
究
が

　
出
て
い
る
。
つ
ぎ
に
主
要
な
も
の
を
列
挙
し
て
お
こ
う
。

　
松
本
叢
町
海
「
上
代
に
お
け
る
里
制
の
創
立
」
　
（
東
方
急
報
、
東
京
十
二
一
－

　
一
）

　
小
畑
龍
雄
「
明
初
の
地
方
制
産
と
里
王
制
偏
（
入
丈
科
学
一
－
四
）
、
「
断

　
江
海
塩
県
の
黒
甲
」
（
東
方
学
報
、
京
都
十
八
）
、
「
明
代
趣
初
の
老
人
鋼
偏

　
（
山
砦
大
学
文
学
会
誌
一
）
、
「
㎎
代
郷
村
の
教
化
と
裁
判
」
（
東
洋
史
潮

　
究
十
一
一
五
・
六
）
　
「
江
南
に
お
け
る
塁
甲
の
編
成
に
つ
い
て
」
　
（
史
林

　
三
十
九
一
二
）

　
清
水
盛
光
「
中
国
の
郷
村
統
治
と
村
落
」
（
社
会
鍋
、
成
史
大
系
2
、
「
中

　
國
郷
村
社
会
論
」
判
取
）

　
山
根
幸
夫
「
明
代
黒
長
の
職
責
に
関
す
る
一
考
察
」
　
（
東
方
学
三
）

　
栗
林
宣
夫
「
五
葉
銀
に
関
す
る
考
察
」
（
中
国
の
社
会
と
宗
教
」
所
収
）

　
「
明
代
後
期
の
農
村
と
営
営
制
」
（
「
策
洋
史
学
論
集
第
四
」
所
収
）

　
拙
稿
「
明
代
地
方
財
政
の
一
考
察
」
　
（
研
究
三
）

②
　
山
根
幸
夫
「
十
五
、
六
世
紀
中
国
に
お
け
る
賦
役
労
働
鋼
の
改
革
i
均

　
茄
僑
法
を
中
心
と
し
て
一
」
　
（
皮
学
雑
誌
六
〇
1
㎝
　
｝
）

③
明
史
巻
七
八
食
貨
志
賦
役
の
項
に
は
、
役
を
分
け
て
里
甲
、
均
徳
、
雑

　
流
の
三
者
と
し
、
前
掲
「
地
方
霞
治
発
達
史
賦
に
は
こ
れ
を
解
説
し
て
、

　
雑
役
が
整
理
さ
れ
て
均
徳
と
な
っ
た
が
、
そ
の
後
の
臨
時
的
な
徴
発
そ
の

　
他
均
徳
に
含
ま
れ
な
い
雑
役
が
雑
浸
だ
と
し
て
い
る
。
し
か
し
食
貨
志
が

　
三
者
を
並
列
し
た
の
は
誤
解
で
、
雑
澄
は
雑
馬
差
役
す
な
わ
ち
正
役
（
里

　
甲
〉
以
外
の
諸
役
の
総
称
と
み
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
（
万
暦
大
明
会
典
巻
二

　
○
、
賦
役
の
項
参
照
）
。
地
方
志
な
ど
で
は
、
中
期
以
降
、
里
甲
・
均
籍
・

　
駅
転
・
艮
壮
と
い
う
よ
う
に
役
を
四
大
別
し
て
い
る
例
が
多
い
が
、
こ
れ

　
に
あ
て
は
め
る
と
雑
澄
は
後
三
者
の
総
称
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
な

　
お
均
樒
と
駅
伝
・
二
念
と
の
分
類
は
、
地
方
に
よ
っ
て
内
容
に
差
が
あ
り
、

　
駅
伝
麗
係
の
役
の
一
部
や
昆
壮
が
均
筏
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
。

④
山
根
氏
の
論
文
の
第
■
表
（
五
七
頁
）
で
は
、
い
ず
れ
の
地
方
で
も
銀

　
差
に
属
す
る
も
の
と
し
て
砥
候
が
あ
り
、
ま
た
阜
隷
の
中
に
は
地
方
に
よ

　
つ
て
力
差
の
も
の
が
混
還
し
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
阜
隷
に
は
随

　
従
と
公
使
の
二
種
が
あ
っ
て
、
前
者
は
皐
く
銀
納
化
し
て
柴
薪
阜
隷
と
よ

　
ば
れ
た
。
地
方
志
に
見
え
る
砥
候
と
い
う
の
は
、
こ
の
柴
薪
阜
隷
と
同
じ

　
も
の
と
構
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
弘
治
照
ハ
化
府
志
巻
一
…
一
戸
紀
偲
僑
役
志
に
は
、

　
柴
薪
鮒
皐
軋
隷
が
な
く
て
祇
候
が
あ
り
、
そ
の
数
が
碧
潭
鞍
掛
瓢
の
蜘
㎝
定
に
一
見
え

　
る
曲
馬
と
一
要
し
て
い
る
ほ
か
、
　
「
母
屋
銀
十
二
両
を
辮
ず
」
と
注
さ
れ

　
て
い
る
こ
と
も
、
柴
薪
卓
隷
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
万
暦
寧
国
府

　
志
巻
八
食
貨
志
の
記
載
で
は
、
府
全
体
に
㎜
関
し
て
は
砥
候
と
い
う
名
称
を

　
使
っ
て
い
る
が
、
昏
県
に
つ
い
て
は
砥
候
と
い
い
、
柴
薪
縦
線
と
い
い
、

　
あ
る
い
は
単
に
柴
薪
と
い
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
以

　
下
す
べ
て
柴
薪
上
口
と
い
う
名
称
だ
け
を
用
い
、
と
く
に
砥
候
と
い
う
名

　
称
は
使
卜
し
な
か
っ
た
。
な
お
祇
候
と
い
う
の
は
、
福
建
地
方
で
多
く
用

　
い
ら
れ
た
名
称
の
よ
う
で
、
山
根
氏
の
策
E
衷
に
挙
げ
ら
れ
た
六
例
の
う

　
ち
で
も
、
翫
例
象
で
が
福
建
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
ま
た
阜
隷
の
申
に
銀
差
と
力
差
と
が
混
在
す
る
例
は
、
冠
根
氏
の
衰
で

　
は
三
例
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
軽
罪
阜
隷
と
公
使
阜
隷
と
を
区
別
し
な

　
彫
れ
ば
そ
う
な
る
が
、
も
し
柴
愚
禿
隷
だ
姓
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
全
部
銀
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差
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
一
鳳
例
の
う
ち
謂
北
江
県
の
場
合
に
つ
い
て
い
う
と
、
慕
踏
呉
御
調
県
志
巻
一

　
〇
徳
役
に
は
、
均
田
価
に
つ
い
て
嘉
嬉
十
七
年
の
も
の
と
㎞
凹
三
十
五
年
の
も

　
の
と
、
二
通
り
の
離
船
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
後
の
も
の
で
は
阜

　
隷
は
全
部
物
差
に
な
っ
て
い
る
が
、
前
の
方
で
は
柴
薪
阜
隷
だ
け
が
銀
差

　
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

⑤
た
と
え
ば
藷
蜻
郡
武
府
志
巻
五
役
、
’
慕
蜻
寧
波
府
志
下
二
二
徳
役
、
慕

　
嬉
耀
州
志
巻
四
閏
賦
志
な
ど
で
は
銀
差
の
内
容
は
こ
の
圏
種
の
役
だ
け
で

　
あ
り
、
嘉
風
選
神
県
志
巻
四
食
貨
に
記
さ
れ
た
と
こ
ろ
は
、
四
種
の
う
ち

　
さ
ら
に
工
夫
を
欠
い
て
い
る
（
同
県
志
で
は
力
差
の
方
に
も
馬
夫
は
見
当

　
ら
な
い
）
。
　
た
だ
し
耀
州
志
と
青
神
県
憲
の
場
合
に
は
銀
差
の
申
に
歳
貢

　
銀
や
祭
霜
銀
な
ど
、
本
来
の
役
で
は
な
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、

　
そ
れ
ら
は
こ
の
場
合
一
応
除
外
し
て
考
え
て
い
る
。
ま
た
前
引
山
根
氏
の

　
第
■
表
で
も
、
銀
翼
に
属
す
る
の
は
四
種
の
役
だ
け
で
あ
る
場
合
が
多
く
、

　
そ
の
他
の
揚
合
で
も
一
種
多
い
五
種
程
礎
の
役
が
銀
差
に
な
っ
て
い
る
に

　
す
ぎ
な
い
。

⑥
こ
の
記
纂
は
正
徳
会
典
巻
＝
　
五
兵
部
費
隷
の
項
に
見
え
、
由
根
氏
も

　
引
用
さ
れ
た
が
（
荊
掲
論
丈
五
二
頁
）
、
万
暦
会
典
で
は
巻
｝
五
七
兵
部
阜

　
隷
の
項
に
見
え
る
。
な
お
こ
の
万
暦
事
典
の
詑
箏
は
、
か
つ
て
清
水
泰
次

　
「
中
国
近
世
社
会
経
済
史
」
に
対
す
る
書
評
（
東
洋
史
研
究
十
｝
一
二
）

　
の
申
で
も
指
摘
し
だ
こ
と
が
あ
る
。

⑦
地
方
に
よ
っ
て
は
砥
候
と
い
う
名
称
も
使
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
既
に
註

　
④
で
述
べ
た
。

③
た
と
え
ば
嘉
靖
正
中
通
志
巻
一
七
貢
賦
に
、
銀
差
の
中
に
直
増
隷
卒
、

ガ
藍
の
中
に
隷
兵
と
い
う
の
が
見
え
る
婆
阜
隷
と
い
う
名
称
は
見
拳
ら

　
な
い
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
こ
に
い
う
公
使
隠
球
と
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑨
　
万
暦
大
明
会
典
巻
一
五
七
、
兵
部
丹
心
の
項
に
よ
る
。

⑩
年
時
を
明
寵
し
た
記
録
と
し
て
は
、
大
政
纂
要
巻
一
九
と
陽
通
鑑
巻
二

　
〇
で
は
宣
徳
四
年
十
一
月
の
条
に
あ
り
、
明
書
の
本
紀
も
同
様
で
あ
る
。

　
ま
た
皇
明
従
信
録
巻
…
六
で
は
同
年
二
月
の
｛
粂
に
記
し
て
お
り
、
醸
朝
列

　
卿
三
州
七
二
の
顧
佐
の
行
実
に
は
、
単
に
四
年
の
こ
と
と
し
て
記
さ
れ
て

　
い
る
。

⑪
　
明
朝
は
釣
の
価
絡
を
維
持
す
る
た
め
、
銀
の
使
硝
に
対
す
る
禁
令
を
し

　
ば
し
ば
公
布
し
、
永
楽
の
は
じ
め
に
は
一
時
角
革
を
以
て
臨
ん
だ
こ
と
も

　
あ
る
が
、
銀
流
通
の
趨
勢
は
い
か
ん
と
も
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

・
こ
と
に
成
祇
の
北
京
遷
都
は
、
銀
の
流
通
を
必
然
的
に
拡
大
ざ
せ
る
要
素

　
を
も
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
現
物
で
支
給
さ
れ
て
い
た
官
僚
の
俸
給
は
、

　
月
に
一
石
の
食
米
を
除
き
北
京
遜
豊
後
も
南
京
で
支
給
さ
れ
た
。
そ
れ
で

　
は
心
入
的
に
受
領
に
赴
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
各
官
衙
ご
と
に
ま
と

　
め
て
代
表
者
が
受
領
し
、
し
か
も
受
領
後
［
は
た
だ
ち
に
処
分
し
て
銀
に
変

　
え
て
北
京
に
も
ち
帰
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
進
ん
で
は
、
北
京
で

　
す
ぐ
に
手
形
を
聴
入
に
売
り
渡
す
よ
う
に
も
な
っ
た
（
二
十
二
史
劇
認
巻

　
竃
二
、
明
官
僚
叢
薄
の
条
参
照
）
。
　
し
た
が
っ
て
、
宣
徳
の
頃
に
は
既
に

　
京
官
の
生
活
は
銀
で
賄
わ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
北
京
遜

　
都
の
銀
流
通
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
北
村
敬
直
「
出
代
の
時
代

　
的
位
置
偏
　
（
思
想
二
九
二
）
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
宣
徳
の
つ
ぎ
の

　
正
統
年
闘
に
お
け
る
政
府
官
僚
の
銀
に
対
す
る
欲
求
と
、
そ
れ
に
つ
い
て

　
か
れ
ら
の
と
っ
た
態
度
に
関
し
て
は
、
園
中
正
俊
・
佐
伯
有
　
「
十
五
世
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紀
に
い
脚
感
リ
ワ
0
塘
佃
灘
｝
の
農
民
叛
侃
」
　
（
臨
雌
史
灘
ず
研
究
一
一
ハ
七
）
　
に
詳
し
い
。

⑫
正
統
元
年
に
始
ま
る
国
賦
の
銀
納
、
い
わ
ゆ
る
金
花
銀
に
つ
い
て
は
つ

　
ぎ
の
よ
う
な
研
究
が
あ
る
。
清
水
泰
次
門
明
代
に
お
け
る
租
税
銀
納
の
発

　
達
」
（
東
洋
学
報
顕
爵
ー
三
）
、
同
「
申
国
近
世
祉
会
経
済
史
」
（
西
野
書

　
店
）
第
三
章
正
着
。

　
堀
井
…
雄
「
金
罪
過
の
臭
剥
㎏
　
（
東
洋
史
研
究
五
i
二
）
。

⑬
謎
⑨
に
同
じ
。

⑭
　
明
書
巻
一
二
〇
楊
士
奇
伝
に
随
従
阜
隷
の
こ
と
を
述
べ
て
、

　
　
宣
徳
開
始
有
態
銀
免
役
者
。
閣
土
奇
言
京
官
禄
薄
。
改
名
葭
柴
薪
銀
。

　
　
天
順
以
来
。
始
以
官
品
隆
卑
定
立
名
謝
。
毎
歳
解
銀
部
以
巨
万
計
。
者

　
　
々

　
と
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
こ
で
角
質
㎜
の
隆
卑
を
以
て
名
数
を
定
立
し
た
の
を
、

　
天
際
以
来
の
こ
と
と
す
る
の
は
誤
り
で
、
正
統
十
四
年
に
は
概
に
詳
細
な

　
定
員
が
定
め
ら
れ
て
お
り
　
（
前
掲
万
暦
大
明
会
典
参
照
）
、
　
し
か
も
そ
れ

　
は
以
前
か
ら
存
在
し
た
規
定
を
改
訂
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

⑮
　
蘭
掲
会
典
に
は

　
　
弘
治
初
。
令
。
凡
爾
京
公
使
弁
倉
庫
末
子
等
役
。
不
願
応
当
者
。
毎
名

　
　
歳
出
工
食
銀
十
爾
。

　
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
お
ワ
て
ら
く
孝
宗
実
「
川
鎌
弘
治
一
鳳
年
・
十
二
月
｝
内
子
の
条
に
、

　
　
詔
。
京
官
阜
隷
銀
両
軍
旧
。
余
爾
京
各
樒
門
西
堂
丼
守
門
皐
隷
看
倉
看

　
　
庫
称
子
等
夫
役
。
毎
名
止
銀
十
両
。
、
各
学
膳
夫
。
毎
名
止
銀
四
両
。
云

　
　
々
と
あ
る
の
と
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑯
会
典
前
掲
の
項
に
、

　
　
弘
治
十
一
年
題
准
。
昏
衙
門
朝
堂
看
監
等
項
阜
隷
。
正
身
応
当
。
　
一
年

　
　
戸
部
。
薪
撰
難
曲
〔
。
雲
々
と
あ
る
。

⑰
　
註
③
に
引
い
た
漸
江
通
志
に
見
え
る
隷
兵
も
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、
そ

　
の
ほ
か
嘉
事
広
東
通
志
巻
二
二
民
物
志
三
篠
役
に
は
阜
兵
、
蕪
嬉
郡
武
府

　
志
に
は
隷
兵
、
嘉
靖
呉
江
県
連
、
嘉
靖
青
神
繋
志
な
ど
に
は
阜
隷
が
い
ず

　
れ
も
力
差
の
申
に
含
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
し
呉
江
熱
の
揚
戸
は
、
識
④
で

　
述
べ
た
よ
う
に
謝
謝
三
十
五
年
の
制
で
は
力
差
の
阜
隷
は
な
く
な
っ
て
い

　
る
。

⑱
　
万
暦
会
典
巻
髪
〇
戸
部
賦
役
の
項
に
は
、
簡
単
に

　
　
（
洪
武
二
十
四
年
）
令
。
在
外
布
政
司
按
察
無
碍
州
衆
官
。
倶
給
官
鈍

　
　
買
馬
。
市
民
韓
流
看
養
。

　
と
記
す
だ
け
で
あ
る
が
、
太
祖
実
録
洪
武
二
十
圏
年
五
月
ア
亥
朔
の
条
に

　
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
詳
記
し
て
い
る
。

　
　
上
諭
兵
部
試
尚
書
茄
鎌
。
日
。
礼
莫
大
国
別
貴
膿
明
等
威
。
今
在
外
布

　
　
政
使
按
察
使
。
皆
方
響
重
臣
。
府
州
県
官
。
民
之
師
帥
。
初
到
任
。
多

　
　
無
馬
乗
。
有
鎗
確
出
入
者
。
非
所
以
示
異
也
。
或
仮
借
於
人
。
菌
被
浸

　
　
潤
。
不
能
挙
職
者
有
之
。
甚
乖
治
体
。
其
官
為
無
学
。
布
政
使
按
察
使

　
　
二
十
疋
。
府
議
全
域
。
州
県
降
監
府
之
半
。
…
馬
蝉
＋
野
飼
之
。
歳
終

　
　
則
更
其
役
。

　
こ
の
こ
と
は
斑
猫
一
（
紀
録
彙
編
巻
一
四
四
）
に
も
実
録
と
ほ
ぼ
同
丈
で

　
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
ど
う
し
た
こ
と
か
そ
の
年
を
己
巳
（
二
十
二
年
）

　
と
記
し
て
い
る
。

⑲
会
典
前
掲
条
。
な
お
こ
こ
で
馬
夫
を
市
属
か
ら
余
署
す
る
と
い
う
こ
と

　
が
見
え
る
点
は
注
意
を
要
す
る
。
銀
流
通
の
溌
展
の
裂
離
の
段
階
で
は
、

　
都
市
と
農
村
の
間
に
著
し
い
稲
違
の
あ
る
場
合
は
容
易
に
予
想
さ
れ
る
。
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銀差の成立をめぐって（岩見）

　
本
稿
で
は
役
の
負
担
者
を
主
と
し
て
農
罠
と
考
え
、
そ
の
上
で
銀
納
化
の

　
問
題
を
論
じ
た
。
し
た
が
っ
て
も
し
銀
嶺
化
さ
れ
た
役
の
主
要
な
負
担
者

　
が
市
毘
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
行
論
に
網
当
の
変
更
を
要
す
る

　
わ
け
で
あ
る
。
虚
そ
こ
で
こ
の
点
に
つ
い
て
一
書
し
て
お
く
と
、
明
代
の
役

　
法
で
は
一
部
特
定
の
役
穏
に
つ
い
て
は
、
市
戻
を
充
て
る
べ
き
こ
と
が
規

　
定
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
と
り
上
げ
た
急
雷
の
ほ
か
、
巡
欄
が
そ
れ
に
あ

　
た
る
（
万
歴
会
典
巻
二
〇
賦
役
、
四
面
二
十
一
年
令
）
。
　
こ
の
よ
う
に
特

　
に
規
定
さ
れ
た
役
以
外
は
、
無
風
一
般
を
対
象
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、

　
そ
の
場
合
に
は
お
の
ず
か
ら
農
民
が
主
体
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
盟

　
史
巻
七
八
食
貨
志
賦
役
の
項
に
は
、

　
　
凡
砥
応
丁
子
弓
兵
。
悉
愈
市
民
。
雛
愚
論
戸
。

　
と
い
う
記
述
も
見
出
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
何
か
の
誤
り
と
思
わ
れ
る
。
会

　
典
な
ど
で
は
こ
れ
に
類
す
る
規
定
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
￥
か
え
っ
て

　
糧
戸
を
差
点
す
る
と
い
う
規
定
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
（
万
歴
日
典
巻
一
五

　
七
、
兵
部
享
隷
、
鹸
派
徴
解
の
粂
に
見
え
る
洪
武
元
年
令
）
。
な
お
「
明

　
史
食
貨
志
訳
註
」
二
四
〇
頁
、
註
五
　
一
三
参
照
。

⑳
⑲
に
同
じ
。

⑳
以
上
膳
夫
・
斎
夫
に
関
す
る
規
定
は
、
万
暦
二
二
巻
七
八
、
礼
部
学
校

　
の
項
に
よ
る
。
な
お
弘
治
三
年
の
奏
准
と
い
う
の
は
、
⑮
に
か
か
げ
た
実

　
録
岡
年
十
二
月
乙
子
の
条
に
見
え
る
詑
嶺
の
う
ち
の
、
膳
夫
に
関
す
る
部

　
分
と
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑳
　
万
暦
会
典
巻
一
五
七
兵
部
阜
隷
の
釦
補
の
条
に
、

　
　
嘉
鱗
元
年
題
准
。
順
天
府
鉄
官
阜
隷
齎
〔
斎
〕
夫
銀
両
。
通
査
解
部
。

　
　
不
許
鋼
項
動
支
。
云
々
。

　
　
（
謝
靖
）
三
十
三
年
題
准
。
凡
球
差
戯
官
員
。
帯
家
小
住
劉
行
察
者
。

　
　
査
照
軍
官
乗
根
柴
薪
。
就
於
附
近
衙
門
。
知
除
鉄
革
綴
薪
馬
丁
斎
夫
銀

　
　
両
。
有
蝕
照
旧
解
還
本
部
。
鮫
二
身
西
下
臓
罰
銀
両
補
給
。
云
々
。

　
な
ど
の
記
載
が
あ
り
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
二
夫
は
柴
薪
阜
隷
や
馬
丁
と

　
同
列
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
慕
踏
青
神
県
志
（
こ
の
書
は
蕩
嬉
三
十
年

　
の
序
の
あ
る
刊
本
で
あ
る
が
、
記
事
の
内
容
に
は
万
暦
三
十
年
代
の
前
半

　
ま
で
の
こ
と
を
含
ん
で
い
る
）
巻
四
重
調
の
器
差
の
条
に
、
　
「
儒
学
斎
夫

　
心
々
＋
二
両
。
万
贋
三
＋
照
年
裁
減
訓
導
一
員
。
実
編
四
＋
八
両
」
と
あ

　
り
、
こ
れ
で
み
れ
ば
主
夫
の
数
は
教
官
の
数
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
て
い
た

　
の
か
と
患
わ
れ
る
。
な
お
儒
学
の
教
官
は
、
産
学
の
教
授
が
従
九
品
で
あ

　
る
の
を
除
き
、
他
は
み
な
未
山
流
で
あ
る
か
ら
、
柴
薪
阜
隷
は
給
与
せ
ら

　
れ
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
斎
夫
銀
が
そ
の
代
り
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な

　
お
海
瑞
が
蜘
弘
論
・
訓
導
毎
年
の
常
一
例
と
し
て
「
斎
膳
炎
毎
一
再
加
収
一
両
。

　
共
二
両
。
今
鼻
革
許
物
と
述
べ
て
い
る
の
も
、
右
の
推
定
を
助
け
る
も
の

　
と
思
わ
れ
る
。
　
（
海
忠
介
丈
集
巻
三
、
淳
安
曇
政
事
、
吏
属
の
条
）
。

⑧
　
嗣
府
窓
の
懲
額
辮
銀
夫
役
の
項
下
に
み
え
る
役
の
種
霞
は
砥
候
。
馬
夫
・

　
衛
夫
・
膳
夫
の
四
者
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
祇
候
が
柴
薪
皐
隷
と
同
一

　
物
で
あ
る
こ
と
は
、
④
に
述
べ
た
。

⑳
　
後
註
⑭
の
第
三
史
料
。

⑳
　
す
で
に
山
根
氏
が
天
下
郡
国
利
叢
雲
の
中
か
ら
広
東
蜜
州
府
、
、
広
州
將

　
の
例
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
が
、
な
お
嘉
靖
撫
州
府
志
巻
七
戸
賦
籍
に
も
、

　
　
均
徳
。
臨
川
県
。
霞
正
徳
年
闇
。
巨
編
銀
力
二
差
。
共
一
千
九
酉
竃
＋

　
　
七
両
六
下
。

　
と
児
え
る
。
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ゆ
　
前
掲
毛
根
氏
論
丈
、
嬉
聖
賢
。
以
下
に
乾
く
氏
の
諭
丈
に
み
な
阿
じ
・

⑳
　
後
述
の
陳
書
垂
葉
に
お
い
て
、
力
差
の
評
価
額
が
非
常
に
低
い
こ
と
な

　
ど
も
、
そ
の
一
例
証
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
な
お
清
水
泰
次
氏
の

　
指
摘
さ
れ
た
弘
南
海
気
県
の
慶
属
が
、
通
貨
と
し
て
は
主
と
し
て
鏡
を
用

　
い
、
銀
を
ほ
と
ん
ど
使
用
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
瑛
実
（
「
中
国
近
郷

　
社
会
経
済
史
」
一
九
二
頁
以
下
）
を
も
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
．

⑳
　
隆
慶
華
…
州
志
巻
八
田
賦
志
に
よ
っ
て
嫌
出
し
た
。
た
だ
し
嗣
書
の
銀
差

　
の
中
に
は
、
註
⑤
で
耀
州
志
や
青
神
早
早
に
つ
い
て
指
摘
し
た
の
と
同
じ

　
く
、
本
来
の
倍
役
で
な
い
も
の
も
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
役
数
で
か

　
ぞ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
こ
の
計
弊
か
ら
は
除
外
し
て
あ
る
。

⑳
　
嘉
鱈
寧
波
府
延
坪
＝
二
重
役
、
鄭
察
の
条
か
ら
御
出
。
た
だ
し
そ
こ
で
．

　
は
銀
差
・
力
差
と
も
原
額
と
新
増
の
こ
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ

　
で
は
原
額
の
方
だ
け
を
と
っ
て
計
黒
し
た
。

⑳
慕
靖
郡
武
府
志
巻
葉
、
役
よ
り
錬
出
。

⑧
　
地
方
志
の
中
で
力
差
に
銀
額
の
表
示
し
て
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
二

　
つ
の
場
合
が
あ
る
。
　
一
つ
は
山
根
氏
も
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
割
当
の
墓

　
準
之
し
て
そ
れ
が
お
よ
そ
銀
何
両
に
相
当
す
る
か
を
示
し
た
も
の
で
、
こ

　
の
場
合
力
差
は
や
は
り
実
際
に
労
役
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
。
今
｝
つ
は

　
全
面
的
な
銀
納
化
が
行
わ
肖
れ
た
の
ち
に
、
芸
表
に
存
し
た
区
別
を
名
目
だ

　
け
残
し
て
、
銀
差
・
力
差
と
い
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な

　
く
萬
者
が
よ
ゆ
古
い
形
で
は
あ
る
が
、
両
者
の
推
移
の
時
期
は
地
方
に
よ

　
つ
て
異
る
。
大
体
の
傾
向
と
し
て
は
、
嘉
壇
隆
慶
ご
ろ
の
地
方
志
に
は
両

　
種
混
在
し
、
万
暦
以
後
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
後
者
の
形
と
考
え
て
よ
い
で

　
あ
ろ
う
。

　
　
方
響
に
つ
い
て
の
銀
額
の
表
示
に
ば
、
こ
の
よ
う
に
二
戸
り
の
揚
合
が

　
あ
る
ほ
か
、
力
差
は
何
と
い
っ
て
も
直
接
官
衙
で
服
役
す
る
の
で
あ
る
か

　
ら
、
き
ま
り
の
仕
事
を
す
る
ほ
か
に
、
官
僚
や
膏
吏
の
謙
求
を
受
け
る
こ

　
と
が
多
い
。
従
っ
て
た
と
い
騙
馬
両
に
絹
当
「
す
る
と
い
う
基
準
が
定
め
ら

　
れ
て
い
て
も
、
実
際
の
負
担
は
そ
の
額
を
蓬
か
に
超
え
た
も
の
に
な
る
場

　
合
が
し
ば
し
ば
存
在
し
た
（
後
期
⑧
参
照
）
。
　
そ
う
い
う
事
情
を
考
慮
に

　
入
れ
る
と
、
本
田
に
か
か
げ
た
よ
う
な
微
字
の
地
較
は
、
あ
ま
り
慧
隊
が

　
な
い
と
い
う
考
え
方
も
な
り
立
つ
。
し
か
し
力
差
に
服
す
る
人
畏
に
対
し

　
て
官
吏
が
謙
求
を
行
う
と
い
っ
た
聯
態
は
、
そ
う
あ
る
べ
き
も
の
と
し
て

　
予
定
さ
れ
た
こ
と
で
は
な
く
、
付
随
的
に
起
つ
た
弊
害
で
あ
っ
て
、
測
塵

　
膚
合
と
は
　
応
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
な

　
ら
ば
本
丈
に
お
け
る
よ
う
な
銀
差
と
力
差
の
数
字
上
の
比
較
も
V
必
ず
し

　
も
無
意
味
な
も
の
で
は
な
く
、
髄
慶
の
本
来
の
意
園
あ
る
い
は
性
格
を
推

　
定
す
る
「
つ
の
材
料
に
層
な
る
も
の
と
患
わ
れ
る
。

⑳
　
万
潜
秀
水
県
志
巻
三
食
貨
殖
の
均
筏
の
条
の
前
文
に
は
、
　
「
銀
差
総
四

　
百
六
十
五
役
。
　
土
ハ
銀
㎝
千
・
八
｝
臼
九
十
一
篇
周
ぼ
一
銭
七
分
一
遊
五
竈
。
　
山
刀
差
総

　
二
百
九
十
三
役
。
共
銀
一
千
九
百
十
一
両
八
銭
」
と
あ
り
、
こ
れ
か
ら
一

　
尋
当
り
の
平
均
額
を
錬
出
す
れ
ば
、
銀
甲
は
約
四
両
、
力
差
は
六
両
五
銭

　
強
と
な
る
。
こ
の
銀
差
の
平
均
四
両
と
い
う
の
は
少
な
き
に
失
す
る
よ
う

　
に
思
わ
れ
、
数
字
に
誤
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
る
が
、
個
々

　
の
役
目
に
つ
い
て
の
記
載
が
な
い
の
で
、
そ
れ
を
確
め
る
こ
と
が
で
き
な

　
い
。

⑳
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
に
拙
稿
「
明
の
蕩
靖
前
後
に
於
け
る
賦
役
改

　
革
に
つ
い
て
」
（
東
洋
史
研
究
十
i
五
）
の
宋
尾
に
、
不
充
分
な
が
ら
詣
摘
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し
た
こ
と
が
み
る
。
山
根
民
の
引
書
さ
れ
た
万
暦
永
嬉
県
議
の
記
事
も
岡

　
様
な
例
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
力
差
は
「
額
外
に
溢
る
る
者
数
倍
な
り
砧
と

　
あ
る
の
は
、
㊥
）
で
述
べ
た
よ
う
な
力
差
評
価
の
競
落
州
額
が
や
は
り
定
ま
つ

　
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
現
実
に
は
そ
の
基
準
が
破
ら
れ
て
い
る
場

　
合
が
多
い
に
し
て
も
、
そ
れ
は
力
差
に
当
る
者
が
三
選
な
蘇
求
を
受
け
る

　
こ
と
が
、
最
初
か
ら
当
然
0
こ
と
と
し
て
予
定
さ
れ
た
場
合
と
は
、
意
味

　
が
違
っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

⑧
　
こ
の
点
を
立
証
す
る
た
め
に
山
根
氏
の
あ
げ
ら
れ
た
典
料
は
三
つ
あ
る
。

　
そ
の
第
一
は
万
麿
上
藁
箒
志
で
、
　
「
全
し
立
法
の
本
意
、
銀
差
は
貧
民
に

　
待
つ
所
以
に
し
て
、
力
差
は
富
室
に
縛
つ
も
の
扁
と
あ
れ
ば
、
な
る
砥
ど

　
由
源
氏
の
説
を
企
弼
的
に
支
持
す
る
史
料
で
あ
ろ
う
コ
け
れ
ど
も
こ
れ
は

　
こ
の
丈
章
の
筆
者
が
そ
う
考
え
た
と
い
う
だ
け
で
、
こ
の
こ
と
が
、
一
般

　
的
に
当
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
多
く
の
検
証
を
へ
な
け
れ
ば
明
か
に
な

　
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
こ
の
認
述
の
な
さ
れ
た
地
域
と
年
代
と
に

　
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
万
暦
年
闘
の
漸
江
の
紹
興
府
あ
た
り
で
あ
れ
ば
、

　
お
そ
ら
く
銀
は
一
般
に
流
通
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
力
差
に
は
前
述
の

　
よ
う
な
弊
害
が
と
も
な
っ
て
、
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
常
態
に
な
っ
て
い
た
と

　
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
環
境
か
ら
は
、
当
然
右
の
よ
う
な
判
断
が
出
て
く

　
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
筆
者
が
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
が
ら
考
え
る
と
、
銀

　
差
の
成
立
期
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
な
判
断
は
ほ
と
ん
ど
あ
て
は
ま
ら
な

　
い
で
あ
ろ
う
。
果
し
て
、
由
根
氏
の
あ
げ
ら
れ
た
、
よ
り
年
代
の
早
い
つ

　
ぎ
の
二
つ
の
史
料
は
、
君
の
上
蓋
県
志
の
記
述
と
は
逆
の
意
味
を
示
し
て

　
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
　
第
二
に
あ
げ
ら
れ
た
摂
生
の
上
言
と
い
う
の
は
、
孝
宗
実
録
弘
治
十
二

年
二
月
戊
戌
の
条
に
、
戸
離
が
幌
岳
ら
の
「
胃
つ
た
六
四
を
覆
奏
し
た
と
み

る
記
事
申
の
、

　
其
日
叢
叢
病
者
。
凡
天
下
有
司
。
編
愈
均
徳
。
威
令
下
戸
出
銀
。
及
受

　
理
詞
訟
。
濫
罰
紙
価
者
。
請
治
以
罪
。

と
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
「
下
戸
に
責
令
し
て
銀
を
出
さ
し
め

る
」
こ
と
が
三
二
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
な
く
す
た
め
に
、

そ
う
い
う
行
為
の
あ
る
地
方
官
を
処
罰
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の

議
論
の
裏
に
働
い
て
い
る
原
劉
は
、
　
「
下
戸
に
銀
を
出
さ
せ
て
は
な
ら
な

い
扁
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
瀦
の
㎝
冒
い
」
万
を
す
れ
ば
、
貧
謡
侃
に
は
実
役

を
あ
て
る
の
が
当
然
だ
と
い
う
考
で
鴛
わ
れ
た
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
画
算
氏
の
論
旨
と
は
反
対
の
慧
味
を
示
す

二
二
で
あ
る
。

　
三
番
目
の
柳
応
辰
の
上
雷
と
い
う
の
も
、
そ
の
二
三
は
齎
と
同
様
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
か
れ
は
「
差
役
不
均
」
の
実
状
を
述
べ
て
、

　
霧
戸
袋
有
三
等
九
則
之
名
σ
耐
上
汐
磯
魚
干
葉
免
。
礎
盤
錐
有
出
銀
出

　
力
之
異
。
而
下
戸
罷
免
予
銀
差
。

と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
「
下
戸
は
銀
差
を
免
れ
ず
」
と
い
う
の
は
、

本
来
下
戸
は
力
を
出
す
べ
き
で
あ
る
の
に
、
不
当
に
も
銀
差
を
免
れ
な
い

と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る
。

　
要
す
る
に
山
根
氏
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
あ
げ
ら
れ
た
史
料
の
う
ち
、

本
来
豊
野
が
貧
民
を
対
象
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
の
は
、

は
じ
め
の
一
例
だ
け
で
、
あ
と
の
二
例
は
逆
に
本
来
力
差
の
方
が
貧
艮
を

対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
矛
盾
し
た
認
述
が
史
料
の
中
に
見
綴
さ
れ
る
瑛
実
は
、
年
代
的
あ
る
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い
は
地
域
的
な
経
済
状
態
の
差
異
を
考
慮
に
入
れ
て
、
は
じ
め
て
理
解
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

⑳
　
こ
の
占
描
に
つ
い
て
も
、
山
根
氏
の
引
用
さ
れ
た
大
名
府
志
と
海
燃
欝
県
魍

　
経
の
記
述
は
、
確
か
に
氏
の
説
を
支
持
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
に

　
対
す
る
筆
者
の
解
釈
は
、
前
脚
⑭
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
地
方
志
の
申

　
に
は
、
時
と
し
て
ご
く
狭
い
視
野
か
ら
の
判
断
を
述
べ
て
い
る
も
の
が
あ

　
り
、
し
た
が
っ
て
地
方
に
よ
っ
て
嗣
一
事
物
に
対
し
て
異
っ
た
記
述
が
見

　
出
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
大
名
府
志
の
執
籔
・
者
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
地
方

　
で
京
官
の
柴
薪
阜
隷
な
ど
の
数
が
か
な
り
大
き
い
と
こ
ろ
が
ら
、
ご
く
大

　
ま
か
に
考
え
た
の
で
あ
っ
て
、
詳
し
く
調
べ
る
な
ら
ば
近
役
中
に
も
早
く

　
か
ら
銀
納
化
さ
れ
た
も
の
の
存
在
を
認
め
た
筈
で
あ
る
。
こ
の
大
名
府
志

　
に
は
役
の
細
目
が
出
て
い
な
い
の
で
（
原
本
に
は
出
て
い
た
の
を
、
利
病

　
書
に
載
せ
る
と
き
に
略
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
）
、
　
具
体
的
に
指
摘
す
る

　
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
上
来
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
が
ら
お
よ
そ
の
こ
と
は

　
察
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
大
名
府
志
の
記
述
は
、
時
闘
的
な
前

　
後
関
係
を
顧
慮
せ
ず
に
、
澱
的
に
概
括
し
た
言
い
方
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら

　
と
い
っ
て
近
役
に
銀
差
が
な
い
と
か
、
あ
る
い
は
近
役
だ
か
ら
必
ず
銀
納

　
化
が
遅
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
い
ま
一
つ
引
用
さ
れ

　
た
天
啓
恥
糠
塩
県
図
経
…
に
つ
い
て
も
、
同
じ
こ
と
が
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

⑭
　
こ
の
段
階
で
は
註
⑪
で
指
摘
し
た
よ
う
な
、
か
差
に
あ
た
る
人
昆
に
薄

　
す
る
官
僚
背
吏
の
謙
求
と
い
っ
た
現
象
が
、
同
時
に
は
な
は
だ
し
く
な
つ

　
て
い
っ
た
の
で
、
一
見
力
差
と
し
て
残
っ
た
役
が
重
役
で
あ
る
か
の
よ
う

　
に
見
え
る
が
、
そ
れ
は
制
度
本
来
の
性
格
と
は
一
応
区
別
す
べ
き
こ
と
は

　
前
救
述
べ
た
。
　
「
方
か
ら
い
え
繍
、
銀
差
が
で
き
た
た
め
に
、
官
僚
脊
更

の
蘇
求
の
挿
接
の
対
象
が
、
力
差
に
服
す
る
者
に
限
定
さ
れ
た
結
果
、
そ

の
よ
う
な
現
象
が
著
し
く
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
段
階

で
力
差
の
う
ち
の
あ
る
役
が
銀
差
に
変
る
場
合
を
考
え
れ
ば
、
確
か
に
そ

れ
は
比
較
的
軽
易
な
役
か
ら
油
差
に
変
っ
た
で
あ
ろ
う
。
出
根
氏
も
鷺
わ

れ
る
よ
う
に
、
重
難
の
役
は
、
銀
納
雇
役
化
し
よ
う
と
し
て
も
、
こ
れ
に

応
募
す
る
者
が
端
然
に
得
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
。

附
記
　
本
論
文
成
稿
後
、
東
洋
交
庫
か
ら
「
明
史
食
貨
窓
訳
識
」
が
出
版

　
　
さ
れ
た
。
当
然
参
照
す
べ
き
点
が
多
い
が
、
そ
の
暇
が
ほ
と
ん
ど
な

　
　
か
っ
た
の
で
、
露
複
そ
の
他
不
都
合
な
箇
所
の
あ
る
か
も
知
れ
な
い

　
　
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
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system　in　the　Recpnstruction　Gevernment．

　　Viewed　from　the　Negroes’　side，　it　may　safely　be　asserted　that

Reconstruction　was　a　democratic　movement　of　the　So“th　and　in　it

the　Negroes　acted　as　an　independent　force．

　　　On　the　for搬ation　of吻・oぬ’ai（銀差）

change　of　the　statute　labor　into　the　tax　in　silver　in　the

Ming　dynasty

by

Hiroshi　lwami

　　The　studies　e£　the　corvee　law　in　“ie　Ming　dynasty，　even　its　ear－

1ier　origin，　have　been　concentrated　on　the　li－chiα（里甲）system，　but

not魚iscellaneouS　services　except　the　Zi－chia（湯沸）services．　Here．

we　will　especially　investigate　the　formation　of　yin－ch’ai（銀山）in

cha’n一ニソao　（均稽），　or　reasonable　arrangement　of　statute　labo士，　among

£he’ 垂窒盾b撃?ｍｓ　of　m圭scellaneous　services．．In　chab’n－yao　（均径），　dated

from　1440s，　occurred　in　the　course　of　tlme　the　distinction　between

siervices　payed　in　silver　and　the　statute　labor・as　before；　these　are

抑一ch’ai（点差）「and〃一ch’αi（力差）。　The　pr三ncipal　object　of　this

paper　consists◎f　two　parts：（1）In　the　formation　of　yin－ch’ai　（銀：差＞

should　be　set　forth　as　premise　tax－payment　in　silver　for　special

services；　（2）　judging　from　the　details　of　the　transition　to　the　pay－

ment　in　silver，　the　impulse　of　its　formation　should　be・desire　of　the

bureaucracy　for　silyer．
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