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は
じ
め
に

法
は
そ
の
時
々
に
お
い
て
社
会
の
変
化
に
対
応
し
な
が
ら
自
身
も
ま
た
変
化
し
て

き
た
。
し
か
し
法
と
い
う
も
の
は
、
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
現
実
の
後
追
い
で
し
か

な
い
。
法
が
定
め
ら
れ
る
以
前
に
は
必
ず
そ
の
秩
序
を
乱
す
問
題
と
な
る
現
実
が
存

在
す
る
。
そ
う
し
た
問
題
に
対
応
し
秩
序
を
取
り
戻
す
た
め
に
法
は
編
纂
さ
れ
る
。

本
稿
は
、
筆
者
が
以
前
に
も
考
察
し
た
沿
海
社
会
に
お
け
る
法
整
備
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
時
代
に
お
け
る
ど
の
よ
う
な
現
実
を
反
映
さ
せ
た
も
の
な
の
か
を
考
察
す
る
。
こ

こ
で
は
弘
治
『
問
刑
条
例
』
が
制
定
さ
れ
る
前
の
時
代
と
、
そ
の
後
の
時
代
と
し
て

嘉
靖
年
間
に
起
こ
っ
た
二
つ
の
事
件
を
取
り
上
げ
る
。

弘
治
『
問
刑
条
例
』
以
前
の
時
代
と
い
う
の
は
、
そ
の
時
代
を
対
象
と
す
る
先
行

研
究
が
非
常
に
少
な
い
時
代
で
も
あ
る
。
海
禁
や
沿
海
地
域
を
テ
ー
マ
に
し
た
研
究

で
も
、
洪
武
、
永
楽
と
い
っ
た
明
初
か
、
あ
る
い
は
嘉
靖
以
降
の
「
長
い
明
末
」①

に

集
中
し
、「
間
の
時
代
」
で
あ
る
宣
徳
か
ら
正
徳
に
か
け
て
の
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な

い
。
あ
っ
た
と
し
て
も
簡
単
に
触
れ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
事
が
多
い②
。
こ
れ
は
注
目

さ
れ
る
よ
う
な
ト
ピ
ッ
ク
が
前
後
の
時
代
と
比
べ
て
少
な
い
こ
と
、
嘉
靖
以
降
と
比

較
す
る
と
詳
細
な
史
料
が
少
な
い
こ
と
が
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
近
年
こ
う
し
た
状
況
を
打
破
で
き
る
兆
し
が
現
れ
た
。
そ
れ
は
条
例
と

呼
ば
れ
る
史
料
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
は
東

京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
『
皇
明
條
法
事
類
纂
』（
以
下
『
事
類
纂
』）
が
デ
ジ
タ
ル
ア
ー

カ
イ
ブ
と
し
て
高
精
細
の
画
像
が
公
開
さ
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。
加
え
て

台
湾
の
中
央
研
究
院
傅
斯
年
記
念
図
書
館
蔵
『
皇
明
成
化
條
例
』『
皇
明
成
化

十
四
十
五
年
條
例
』『
皇
明
弘
治
條
例
』
な
ど
と
『
事
類
纂
』
の
比
較
、整
理
が
行
わ

れ
て
お
り
、
条
例
を
史
料
と
し
て
利
用
す
る
た
め
の
環
境
が
急
速
に
整
え
ら
れ
つ
つ

あ
る③
。
そ
の
ほ
か
に
も
同
じ
類
の
条
例
史
料
が
見
つ
か
っ
て
お
り④
、
研
究
の
発
展
が

期
待
で
き
る
分
野
で
も
あ
る
。
本
稿
で
も
そ
う
し
た
成
果
を
用
い
て
『
事
類
纂
』
所

収
の
条
例
を
用
い
る
。

一
方
で
嘉
靖
大
倭
寇
と
い
う
言
葉
が
示
す
通
り
、
嘉
靖
と
い
う
時
代
は
倭
寇
が
猖

獗
し
た
時
代
で
あ
る
。
こ
の
倭
寇
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
必
然
的
に
日
中
双
方
の
関
心

が
高
く
、
そ
の
た
め
に
研
究
の
蓄
積
も
分
厚
い
分
野
で
も
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
政
治
史
、
外
交
史
、
軍
事
史
、
経
済
史
な
ど
の
方
向
で
研
究
が

進
む
一
方
で
、法
秩
序
と
い
う
観
点
の
研
究
は
手
薄
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

日
本
に
お
い
て
は
三
木
聰⑤
が
万
暦
後
半
か
ら
崇
禎
年
間
に
か
け
て
の
事
例
に
つ
い
て

判
牘
を
用
い
て
論
じ
て
い
る
の
を
除
け
ば
、
皆
無
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
れ
は
中
国
に

お
い
て
も
同
様
で
、
海
賊
と
法
制
が
結
び
付
け
ら
れ
た
研
究
は
皆
無
で
あ
っ
た⑥
。

本
稿
が
、
こ
う
し
た
二
つ
の
時
代
の
事
件
を
取
り
上
げ
る
目
的
は
二
つ
あ
る
。
一

つ
目
は
、
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
法
整
備
の
背
景
と
な
る
現
実
を
明
ら
か
に
し
、
ま

た
法
運
用
の
あ
り
方
を
描
き
出
す
事
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
研
究
蓄
積
の
多

い
嘉
靖
と
、「
間
の
時
代
」
で
あ
る
成
化
・
弘
治
と
い
っ
た
明
中
期
の
事
件
を
比
較
す

る
事
で
、
明
中
期
か
ら
嘉
靖
に
か
け
て
そ
の
繋
が
り
と
変
容
を
み
る
こ
と
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
に
よ
り
「
間
の
時
代
」
に
光
を
当
て
る
と
と
も
に
、
嘉
靖
年
間
の
沿
海
に
法

秩
序
と
い
う
面
か
ら
新
た
な
知
見
を
得
る
事
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。

一　

前
提
条
件

二
つ
の
時
代
の
事
件
を
見
て
い
く
前
に
、
比
較
す
る
た
め
の
前
提
条
件
を
示
し
て

お
こ
う
。

史
料

二
つ
の
時
代
の
事
件
を
法
秩
序
と
い
う
面
か
ら
見
て
い
く
際
に
利
用
す
べ
き
史
料

は
、
判
牘
な
ど
裁
判
文
書
の
類
で
あ
ろ
う
。
幸
い
に
も
成
化
・
弘
治
年
間
と
嘉
靖
年

間
の
そ
れ
ぞ
れ
に
同
じ
形
式
の
裁
判
文
書
が
ほ
ぼ
原
型
を
残
し
た
状
態
で
残
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
が
「
招
」
と
呼
ば
れ
る
書
式
で
あ
る
。「
招
」
と
は
、裁
判
が
行
わ
れ
た

際
に
記
録
さ
れ
る
供
述
調
書
の
類
で
あ
る
。

こ
の
「
招
」
は
、
画
一
的
に
用
い
ら
れ
た
書
式
で
あ
り
、
条
例
の
中
に
入
り
込
ん

で
い
た
り
、
あ
る
い
は
官
僚
た
ち
の
文
集
の
中
に
引
用
さ
れ
て
い
た
り
す
る
こ
と
が

あ
る
。
明
中
期
で
は
、
府
州
県
の
単
独
で
処
理
で
き
る
案
件
は

罪
以
下
の
も
の
で

あ
り
、
徒
罪
以
上
の
案
件
は
上
司
で
あ
る
巡
按
御
史
や
巡
撫
に
報
告
す
る
必
要
が

あ
っ
た⑦
。
こ
の
際
に
作
成
さ
れ
た
文
書
に
は
供
述
調
書
で
あ
る
「
招
」
が
引
用
さ
れ

る
。
そ
の
た
め
巡
按
御
史
や
巡
撫
の
経
験
者
の
文
集
に
は
こ
う
し
た
「
招
」
が
見
ら

れ
る
。
今
回
用
い
る
史
料
の
う
ち
、
成
化
・
弘
治
の
事
件
は
、『
事
類
纂
』
所
収
の
条

例
の
な
か
に
入
り
込
ん
だ
も
の
を
用
い
て
い
る
。
嘉
靖
の
事
件
は
、
朱
紈
と
い
う
官

僚
が
残
し
た
『
甓
餘
雑
集
』
と
い
う
文
集
に
引
用
さ
れ
た
も
の
を
用
い
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
統
一
的
な
形
式
で
記
述
さ
れ
て
い
る
た
め
、
時
代
や
地
域
を
超
え
た
比
較
も

容
易
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
谷
井
陽
子
の
論
考⑧
に
依
り
な
が
ら
「
招
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を

簡
単
に
説
明
し
て
お
こ
う
。「
招
」
は
決
ま
っ
た
書
き
出
し
に
よ
っ
て
、大
き
く
三
つ

の
部
分
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
問
得
、
議
得
（
あ
る
い
は
問
擬
）、
照

出
で
あ
る
。

①
問
得
。「
一
問
得
」
と
い
う
書
き
出
し
始
ま
る
部
分
で
、事
実
認
定
を
記
し
た
部

分
で
あ
る
。
ま
ず
「
一
名
＊
＊
、
年
＊
＊
歳
、
係
＊
＊
縣
民
」
と
一
人
の
人
物
の
姓

名
・
年
齢
・
身
分
を
掲
げ
、
そ
し
て
発
端
か
ら
訴
え
に
至
る
事
件
の
経
緯
が
記
さ
れ

る
。
こ
こ
で
は
関
係
者
す
べ
て
の
事
件
に
関
わ
る
行
為
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
罪

に
当
て
罰
す
る
べ
き
行
為
に
は
「
不
合
」
と
い
っ
た
語
が
付
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
定

罪
に
関
わ
る
行
為
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
そ
の
た
め
、
ど
の
行
為
が
罪
に
問
わ
れ
て

い
る
の
か
、
問
題
意
識
を
明
確
に
見
る
事
が
で
き
る
。

②
議
得
。
基
本
的
に
は
「
一
議
得
」
と
い
う
書
き
出
し
で
始
ま
る
部
分
で
あ
る
が
、

『
事
類
纂
』
で
は
「
問
擬
」
と
い
う
書
き
出
し
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、関

係
者
そ
れ
ぞ
れ
へ
の
律
例
の
適
用
が
示
さ
れ
る
。
要
す
る
に
量
刑
が
示
さ
れ
る
部
分

で
あ
る
。

③
照
出
。「
一
照
出
」
か
ら
始
ま
る
部
分
で
、
紙
価
の
納
入
、
贖
罪
の
方
法
、
贓
物

の
返
還
な
ど
の
雑
処
理
が
記
さ
れ
る
。

本
稿
で
は
犯
罪
と
な
る
行
為
と
量
刑
と
い
う
点
を
中
心
に
論
じ
て
い
く
。
そ
の
た

め
「
招
」
の
書
式
の
う
ち
①
に
記
さ
れ
た
事
件
の
あ
ら
ま
し
と
②
に
記
さ
れ
て
量
刑

の
議
論
が
中
心
と
な
る
。

律
と
問
刑
条
例

　

犯
罪
行
為
と
量
刑
を
論
じ
る
に
は
、
当
時
の
法
が
何
を
犯
罪
行
為
と
し
て
見
て

い
た
か
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
明
代
の
基
本
法
典
は
な
に
よ
り『
大
明
律
』（
以
下『
明

律
』）
で
あ
る
。
罪
を
裁
く
際
に
は
必
ず
こ
の
『
明
律
』
の
条
文
を
引
か
な
く
て
は
な

ら
な
い⑨
。
沿
海
地
域
で
ま
ず
問
題
に
な
る
の
は
次
の
二
条
、（
Ａ
）「
私
越
冒
度
関
津
」

律
と
（
Ｂ
）「
私
出
外
境
及
違
禁
下
海
」
律
で
あ
ろ
う
。
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（
Ａ
）
凡
そ
文
引
無
く
し
て
、
關
津
を
私
に
度
る
者
は
、
八
十
。
若
し
關
は
門

に
由
ら
ず
、
津
は
渡
に
由
ら
ず
し
て
、
而
し
て
越
度
す
る
者
は
、

九
十
。
若
し

緣
邊
の
關
塞
を
越
度
す
る
者
は
、

一
百
・
徒
三
年
。
因
り
て
外
境
に
出
づ
る
者

は
、
絞
。
守
把
の
人
、
知
り
て
故
ら
に
縱
す
者
は
、
同
罪
。
盤
詰
に
失
す
る
者
は
、

各
三
等
を
減
じ
、
罪

一
百
に
止
む
。
軍
兵
は
又
た
一
等
を
減
じ
、
並
に
罪
と
し

て
直
日
の
者
を
坐
す
。〈
餘
條
は
此
を
准
す
。〉
若
し
文
引
有
る
も
、
名
を
冒
し
て

關
津
を
度
る
者
は
、
八
十
。
家
人
の
相
冒
す
る
者
は
、
罪
と
し
て
家
長
を
坐
す
。

守
把
の
人
、
情
を
知
る
は
與
に
同
罪
。
知
ら
ざ
る
者
は
坐
さ
ず
。
其
の
馬
騾
を
將

て
關
津
を
私
度
冒
度
す
る
者
は
、

六
十
。
越
度
は
、

七
十
。⑩

（
Ｂ
）
凡
そ
馬
牛
・
軍
需
・
鐵
貨
・
銅
錢
・
段
疋
・
紬
絹
・
絲
綿
を
將
て
私
に
外

境
に
出
て
貨
賣
し
及
び
海
に
下
る
者
は
、

一
百
。
挑
擔
馱
載
の
人
は
一
等
を
減

ず
。
物
貨
・
船
・
車
は
並
べ
て
官
に
入
れ
、
内
に
於
い
て
十
分
を
以
て
率
と
為
し
、

三
分
は
告
人
に
付
し
て
賞
に
充
つ
。
若
し
人
口
・
軍
器
を
將
て
境
を
出
て
及
び
海

に
下
る
者
は
、
絞
。
因
り
て
事
情
を
走
泄
す
る
者
は
、
斬
。
其
の
拘
該
官
司
及
び

守
把
の
人
は
通
同
し
て
夾
帶
せ
し
め
、
或
い
は
知
り
て
故
ら
に
縱
す
る
者
は
犯
人

と
同
罪
。
覺
察
に
失
す
る
者
は
、
三
等
を
減
じ
、
罪

一
百
に
止
む
。
軍
兵
は
又

た
一
等
を
減
ず
。⑪

簡
潔
に
言
え
ば
前
者
は
人
の
移
動
を
制
限
し
取
り
締
ま
る
も
の
、
後
者
は
モ
ノ
の

移
動
を
制
限
し
取
り
締
る
も
の
で
あ
る
。
細
か
い
規
定
や
語
句
の
意
味
な
ど
は
以
前

別
稿
に
て
述
べ
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
の
で
そ
ち
ら
を
参
考
に
さ
れ
た
い⑫
。

さ
ら
に
こ
れ
ら
の
律
に
当
て
は
ま
ら
な
い
行
為
で
あ
る
場
合
は
、
副
法
に
依
っ
て

裁
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
明
代
に
お
け
る
副
法
典
は
、『
問
刑
条
例
』
と
呼
ば
れ
る
も

の
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
二
つ
の
事
件
に
挟
ま
れ
た
弘
治
十
三
年
に
作
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
『
問
刑
条
例
』
の
う
ち
で
二
つ
の
事
件
に
関
わ
る
の
が
次
の
条
文
で
あ
る
。

一
、
官
民
人
等
、
擅
に
二

以
上
の
違
式
の
大
船
を
造
り
、
違
禁
物
貨
を
將
帶

し
て
下
海
し
、
番
國
に
前
往
し
て
買
賣
し
、
潛
に
海
賊
に
通
じ
、
同
に
謀
り
て
結

聚
す
、
及
び
嚮
導
を
為
し
、
良
民
を
劫
掠
す
る
者
は
、
正
犯
は
處
す
る
に
極
刑
を

以
て
し
、
全
家
は
邊
衛
に
發
し
て
充
軍
せ
し
む
。
若
し
止
だ
大
船
を
將
て
下
海
の

人
に
雇
與
し
、
番
貨
を
分
か
ち
て
取
る
の
み
、
及
び
曾
て
大
船
を
造
有
せ
ず
と
雖

も
、
但
だ
下
海
の
人
と
糾
通
し
、
番
貨
を
接
買
せ
る
の
み
な
れ
ば
、
俱
に
問
い
て

邊
衛
に
發
し
充
軍
せ
し
む
。
其
の
下
海
の
人
の
番
貨
の
到
來
せ
る
を
探
聽
し
、
私

下
に
販
賣
、
收
買
し
、
若
し
蘇
木
・
樹
椒
の
一
千
斤
以
上
に
至
る
者
は
、
亦
た
問

い
て
邊
衛
に
發
し
充
軍
せ
し
む
。
番
貨
は
官
に
入
る
。
若
し
小
民
の
單

の
小
船

を

使
し
、
海
邊
に
於
て
魚
蝦
を
捕
取
し
、
柴
木
を
探
打
す
る
者
は
、
巡
捕
せ
る

官
軍
兵
の
擾
害
を
許
さ
ず
。⑬

こ
れ
は
、
海
上
で
の
密
貿
易
や
海
賊
行
為
を
取
り
締
ま
る
条
例
で
あ
る
。

成
化
の
事
件
は
こ
の
条
文
が
完
成
す
る
以
前
で
あ
り
、
今
回
取
り
上
げ
る
事
件
も

こ
の
条
文
が
も
と
と
す
る
条
例
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
『
問
刑
条
例
』〔
弘V

…43

…8

〕⑭

が
完
成
す
る
ま
で
の
編
纂
過
程
も
ま
た
別
稿
に
て
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
の
で
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い⑮
。

一
方
で
、
嘉
靖
の
事
件
は
こ
の
条
文
が
副
法
典
の
一
条
文
と
し
て
機
能
し
て
い
る

時
代
で
あ
る
。
二
つ
の
事
件
を
比
較
す
る
事
で
、
ど
う
い
っ
た
行
為
を
犯
罪
行
為
と

理
解
し
、
ど
の
よ
う
な
取
締
り
を
行
う
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
の
か
、
す
な
わ
ち
問

題
意
識
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
ど
う
接
続
す
る
の
か
と
い
う
の
が

本
稿
の
目
的
の
一
つ
で
あ
る
。

以
上
の
前
提
条
件
を
踏
ま
え
た
上
で
、
実
際
に
事
件
を
見
て
い
こ
う
。
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二　

成
化
・
弘
治
年
間

ま
ず
は
、
弘
治
『
問
刑
条
例
』
編
纂
に
む
け
て
動
い
て
い
た
成
化
年
間
の
事
件
か

ら
見
て
い
く
。『
事
類
纂
』
巻
二
十
九
に
は
、「
招
」
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
収

録
し
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
私
出
外
境
及
違
禁
下
海
の
第
十
一
條
「
違
禁
通
番
接

買
番
貨
不
嘗
打
造
大
船
比
例
奏
請
充
軍
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
商
人
が
中
国
の
沿
岸

の
離
島
で
出
会
貿
易
を
行
い
、
こ
れ
を
販
売
す
る
た
め
に
軍
隊
に
随
行
し
よ
う
と
し

た
事
件
で
、
密
貿
易
を
行
っ
た
人
物
に
対
す
る
裁
き
に
つ
い
て
の
議
論
が
記
さ
れ
た

条
例
で
あ
る
。
た
だ
し
後
に
詳
し
く
述
べ
る
が
、
ほ
か
の
条
例
と
同
様
、
最
終
的
に

は
皇
帝
に
よ
る
判
断
で
締
め
括
ら
れ
て
い
る
た
め
、
照
出
か
ら
始
ま
る
部
分
は
記
さ

れ
て
い
な
い
。

事
件
の
あ
ら
ま
し
（
問
得
）

ま
ず
は
、
問
得
に
始
ま
る
部
分
を
史
料
に
依
り
な
が
ら
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
は
主

犯
の
人
物
の
姓
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

問
得
す
ら
く
、
犯
人
丘
九
重
の
招
に
「
潮
州
府
海
陽
縣
民
に
係
る
」
と
。⑯

こ
の
裁
判
文
書
で
裁
か
れ
て
い
る
の
は
、
潮
州
府
海
陽
県
民
の
丘
九
重⑰
と
い
う
人
物

で
あ
る
。
続
い
て
、
事
件
の
概
要
が
記
さ
れ
て
い
く
。

　

成
化
十
八
年
二
月
二
十
五
日
、
九
重
と
本
縣
民
人
の
蔡
三
例
有
り
て
、
軍
民

人
等
の
番
貨
を
接
買
す
る
を
許
さ
ざ
る
を
明
知
す
る
も
、
各
お
の
不
合
に
も
故

ら
に
、「
邊
關
を
越
度
す
る
」
に
違
ひ
、
潛
か
に
大
金
門
澳
へ
去
く
。
九
重
喇
哈

翁
宗
熙
に
蘇
木
二
百
擔
を
接
買
し
、
蔡
三
接
買
し
て
蘇
木
二
百
五
十
擔
を
得
、

合
に
要
ず
に
裝
し
て
南
京
等
の
處
に
往
き
發
賣
せ
ん
と
す
。⑱

丘
九
重
は
同
じ
く
海
陽
県
民
の
蔡
三
と
と
も
に
、
例
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

知
っ
て
い
な
が
ら
も
、
下
海
し
て
大
金
門
と
い
う
沿
海
部
の
離
島
へ
行
き
、
そ
こ
で

喇
哈
翁
宗
熙
と
い
う
人
物
か
ら
二
百
擔
の
蘇
木
を
購
入
し
て
い
る
。
恐
ら
く
こ
こ
で

い
う
大
金
門
澳
と
は
、
潮
州
府
近
海
の
島
嶼
部
に
あ
る
海
峡
の
名
称
で
あ
り
、
そ
こ

に
作
ら
れ
た
船
溜
り
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う⑲
。
ま
た
こ
こ
で
登
場
す
る
喇
哈
翁

宗
熙
な
る
人
物
が
ど
こ
の
誰
な
の
か
は
、
残
念
な
が
ら
こ
の
史
料
か
ら
知
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
恐
ら
く
は
東
南
ア
ジ
ア
方
面
か
ら
来
た
も
の
で
あ
ろ
う⑳
。
蔡
三
も
ま

た
同
じ
よ
う
に
蘇
木
二
百
五
十
擔
を
購
入
し
、
彼
ら
は
こ
れ
ら
を
南
京
で
販
売
し
よ

う
目
論
ん
だ
。
そ
こ
で
彼
ら
は
次
の
よ
う
な
行
動
に
出
る
。

　

本
月
一
十
六
日
、
李
雄
應ま

さ該
に
上
班
す
べ
く
、
仍
り
て
副
千
戸
翁
麟
等

五
百
二
十
三
員
名
に
、
船
三
十
隻
を
雇
は
し
め
、
守
備
封
川
縣
副
千
戸
韓
慶
等

一
百
二
十
九
員
名
に
船
五
隻
を
雇
は
し
め
、
各
お
の
衣
糧

甲
を
裝
し
て
起
程

を
伺
候
す
。㉑

ち
ょ
う
ど
折
良
く
現
地
の
官
軍
で
あ
る
李
雄
ら
の
部
隊
が
「
上
班
」
の
た
め
に
南

京
に
行
く
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
備
え
て
李
雄
は
、
管
轄
の
軍
人
で
あ
る
副
千
戸

翁
麟
等
、
守
備
封
川
縣
副
千
戸
韓
慶
に
命
じ
て
人
員
を
雇
わ
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
備

し
て
出
発
を
待
っ
て
い
た
。

　

黃
凱
・
陳
孔
先
に
吃
飲
し
、
銀
二
十
二
兩
を
將
て
正
し
、
黃
凱
等
各
お
の
不

合
に
も
過
送
す
る
を
依
聽
し
李
雄
も
亦
た
不
合
に
も
法
を
枉
げ
接
受
す
る
に
央つ

く
。
九
重
等
朽
船
三
隻
を
雇
到
し
、
蘇
木
を
裝
載
し
、
放
ち
て
下
水
門
の
河
邊

に
在
り
。㉒

こ
の
情
報
を
耳
に
し
た
丘
九
重
は
、
李
雄
ら
の
上
班
に
便
乗
し
て
南
京
へ
向
か
お
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う
と
企
て
る
。
そ
こ
で
丘
九
重
は
蔡
三
と
グ
ル
に
な
っ
て
李
雄
の
部
隊
に
近
づ
き
、

そ
の
部
隊
の
一
員
で
あ
る
黃
凱
・
陳
孔
先
を
接
待
し
た
。
彼
ら
は
銀
二
十
三
両
を
求

め
て
き
た
の
で
、
そ
れ
を
賄
賂
と
し
て
贈
る
こ
と
で
南
京
へ
の
旅
程
に
同
行
す
る
許

し
を
得
た
。
そ
し
て
李
雄
ら
と
同
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
南
京
へ
向
か

う
道
中
で
、
次
の
よ
う
な
事
故
が
起
き
て
し
ま
っ
た
。

　

本
月
十
一
日
、
李
雄　

翁
麟
等
を
帶
領
し
起
程
し
、
九
重
・
蔡
三
船
を
將
て

跟
隨
し
同
行
し
、
饒
平
縣
楊
桃
平
灘
に
至
り
て
被
水
し
、
九
重
等
の
船
隻
一
隻

を
將
て
打
ち
て
石
上
に
在
り

ち
て
爛
し
、漂
し
て
蘇
木
一
百
五
十
擔
を
去
る
。

薛
欽
軍
人
陳
玉
を
し
て
打

し
蘇
木
二
十
擔
を
得
、
名
を
知
ら
ざ
る
客
人
に
賣

り
與
え
、
銀
四
十
七
兩
を
得
た
る
有
り
。
李
雄
聞
知
し
て
瞋
怪
し
、
薛
欽
を
將

て
責
め
て
打
つ
こ
と
三
十
、
前
銀
を
追
出
し
蔡
三
に
給
與
し
、
船
二
隻
を
將
て

灣
泊
し
彼
に
在
り
て
發
賣
す
。
李
雄
等
官
軍
各
お
の
開
船
し
去
き
て
訖
は
る
。㉓

丘
九
重
の
船
は
饒
平
縣
の
楊
桃
平
灘
と
い
う
地
点
で
座
礁
し
て
し
ま
い
、
積
ん
で
い

た
蘇
木
も
百
五
十
擔
を
流
出
し
て
し
ま
っ
た
。
部
隊
の
一
員
で
あ
る
薛
欽
は
、
同
じ

く
軍
人
の
陳
玉
に
集
め
さ
せ
て
蘇
木
二
十
擔
を
取
り
戻
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、

名
を
知
ら
な
い
客
人
と
一
緒
に
な
っ
て
そ
れ
を
売
り
、銀
四
十
七
両
を
手
に
入
れ
た
。

そ
の
こ
と
を
耳
に
し
た
李
雄
は
激
怒
し
、
薛
欽
を
叱
責
し
三
十
回
殴
っ
た
。
そ
し
て

問
題
に
な
る
の
を
恐
れ
た
の
だ
ろ
う
か
、
薛
欽
の
得
た
銀
を
取
り
戻
し
て
、
そ
れ
を

蔡
三
に
返
却
し
た
。
そ
の
後
、
船
二
隻
を
停
泊
さ
せ
、
そ
こ
で
残
り
の
蘇
木
を
販
売

さ
せ
、
李
雄
ら
官
軍
は
船
を
出
し
て
行
っ
た
。

そ
の
後
、
次
の
よ
う
な
事
件
が
起
こ
る
。

　

本
年
十
二
月
内
、
薛
欽
の
父
の
致
仕
せ
る
副
千
戸
薛
聰 

李
雄
九
重
の
銀
兩
を

接
受
し
、
官
軍
水
脚
の
價
銀
を
侵
欺
せ
る
の
實
情
を
將
て
、
不
合
に
も
「
李
雄

拳
を
用
い
て
伊
の
男
を

打
し
、
致
傷
し
て
身
死
せ
し
め
る
」
の
虛
詞
を
添
捏

し
た
る
を
備
へ
、
具
狀
し
告
す
。㉔

こ
の
後
、
薛
欽
は
、
病
気
で
亡
く
な
る
の
だ
が
、
そ
の
父
親
で
あ
る
薛
聰
が
、
告

発
す
る
と
い
う
事
態
に
及
ぶ
。
こ
の
時
に
、
薛
欽
の
父
が
、
李
雄
ら
の
部
隊
が
丘
九

重
の
銀
両
を
受
け
取
り
、
官
軍
の
水
運
費
用
を
横
領
し
た
と
い
う
事
実
に
加
え
て
、

李
雄
に
殴
ら
れ
た
こ
と
で
薛
欽
は
死
ん
だ
の
だ
と
い
う
偽
り
の
事
実
を
書
き
連
ね
て

告
発
し
た
。
こ
の
告
発
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
一
連
の
事
件
が
明
る
み
に
出
る
こ
と
と

な
り
、
関
係
者
が
裁
判
に
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

量
刑
（
問
擬
）
と
そ
の
後
の
処
理
（
照
出
）

招
の
擬
得
と
記
さ
れ
る
部
分
は
、
こ
こ
で
は
問
擬
と
し
て
次
の
よ
う
に
さ
れ
て
い

る
。　

問
擬
す
ら
く
丘
九
重
の
犯
す
は
邊
關
を
越
ゆ
る
者
の
律
に
該
し
、

等
し

七
十
・
徒
二
年
半
、
黃
凱
・
陳
孔
先
俱
に
應
に
爲
す
を
得
べ
か
ら
ざ
る
も
而
れ

ど
も
之
を
爲
す
者
の
律
、
減
等
し

七
十
、
的
決
す
。㉕

こ
の
一
連
の
事
件
に
お
い
て
、
丘
九
重
が
犯
し
た
罪
は
、
①
下
海
し
て
、
喇
哈
翁

宗
熙
か
ら
蘇
木
を
購
入
し
た
こ
と
と
、
②
兵
士
の
黃
凱
と
陳
孔
先
に
賄
賂
を
贈
っ
た

こ
と
の
二
つ
で
あ
る
。『
明
律
』
の
中
に
は
、適
応
さ
れ
る
罪
が
二
つ
以
上
存
在
す
る

場
合
、
よ
り
重
い
罪
を
当
て
る
と
い
う
原
則
が
あ
る㉖
。
こ
こ
で
は
、
下
海
し
て
、
喇

哈
翁
宗
熙
か
ら
蘇
木
を
購
入
し
た
行
為
の
方
を
罪
と
し
て
、「
越
邊
關
者
律
」
の

七
十
・
徒
二
年
半
の
刑
罰
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。「
越
邊
關
者
律
」
と
は
、
前
提
条
件

で
示
し
た
（
Ａ
）「
私
越
冒
度
関
津
」
律
の
う
ち
の
「
若
し
緣
邊
の
關
塞
を
越
度
す
る

者
は
、

一
百
・
徒
三
年
。」
の
部
分
で
あ
る
。
た
だ
律
文
に
従
う
の
な
ら
ば
刑
罰
は
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一
百
・
徒
三
年
に
な
る
は
ず
で
、『
御
製
大
誥
』
を
所
有
し
て
い
た
た
め
に
一
等
減

じ
ら
れ
て
も
、

九
十
・
徒
二
年
半
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
、
こ
の
よ

う
な
刑
罰
は
存
在
し
な
い
の
で
、
こ
れ
は
『
事
類
纂
』
が
九
十
を
七
十
と
誤
っ
た
の

だ
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
賄
賂
を
受
け
取
っ
た
黃
凱
ら
は
、「
不
應

爲
」
律㉗
が
当
て
ら
れ
て

八
十
、
一
等
減
じ
ら
れ
て

七
十
と
な
っ
た㉘
。

前
提
条
件
の
部
分
で
述
べ
た
よ
う
に
徒
刑
以
上
の
刑
罰
が
適
当
と
判
断
さ
れ
た
場

合
は
、
法
適
用
の
原
案
と
身
柄
が
上
位
衙
門
で
あ
る
巡
撫
・
巡
按
に
送
ら
れ
、
も
う

一
度
審
議
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
た
め
廣
東
按
察
司
巡
視
海
道
副
使
の
趙
弘
が

審
理
判
定
を
行
っ
た
も
の
が
、
こ
れ
に
対
し
て
巡
按
御
史
の
廣
東
監
察
御
史
の
徐
瑁

に
送
ら
れ
て
い
る
。
後
の
議
論
か
ら
見
え
て
く
る
よ
う
に
死
刑
に
も
な
り
得
る
案
件

と
判
断
し
た
の
だ
ろ
う
。
皇
帝
に
ま
で
上
奏
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
し
て
皇
帝
か

ら
の
聖
旨
に
は
、「
都
察
院
知
道
せ
よ
。」
と
あ
っ
た
。
そ
こ
で
都
察
院
が
再
び
議
論

す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
、
都
察
院
右
都
御
史
の
屠
滽
の
議
論
が
行
わ
れ
る
。

そ
の
結
果
、
屠
滽
は
次
の
よ
う
に
提
案
し
た
。

　

合
に
該
前
因
、
巡
按
廣
東
監
察
御
史
徐
に
行
せ
ん
と
欲
し
、
丘
九
重
を
將
て

榜
例
に
照
依
し
、
處
す
る
に
極
刑
を
以
て
し
、
家
口
は
邊
遠
に
發
し
充
軍
せ
し

め
、
及
び
李
雄
・
薛
聰
を
行
提
し
官
に
到
り
、
律
に
依
り
て
問
擬
し
、
照
例
發

落
す
べ
し
。
但
だ
丘
九
重
止
だ
是
れ
番
貨
を
接
賣
す
る
の
み
、
嘗
て
違
式
大
船

を
打
造
せ
ず
、
比
す
る
に
方
敏
等
の
事
情
と
相
同
じ
け
れ
ば
、
具
題
す
。㉙

ま
ず
は
「
越
邊
關
者
律
」
で
は
刑
罰
が
軽
く
適
切
で
は
な
い
の
で
、
榜
例
に
照
ら

し
て
判
断
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
提
案
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
榜
例
と
は
恐

ら
く
成
化
七
年
の
も
の
を
指
し
て
い
る
。
そ
れ
が
次
の
も
の
で
あ
る
。

　

成
化
七
年
二
月
二
十
四
日
、
節
該
の
欽
奉
せ
る
憲
宗
皇
帝
聖
旨
に
「
近
ご
ろ

聞
く
な
ら
く
有
等
の
奸
頑
の
徒
、
擅
に
違
式
大
船
を
造
り
、
禁
に
違
う
物
貨
を

將
帶
し
、
番
國
に
前
往
し
買
賣
す
。
都
察
院
に
恁
き
て
便
ち
に
榜
を
出
さ
し
め

福
建
、
廣
東
、
浙
江
各
府
州
縣
に
去
き
て
常
川
張
掛
し
、
曉
諭
を
通
行
せ
し
め

よ
。
犯
し
了た

る
的も

の

有
ら
ば
、
即た

だ
ち便

に
擎
問
し
、
正
犯
は
死
を
處
す
る
に
極
刑
を

以
て
し
、
家
口
は
沿
邊
衛
所
に
發
し
充
軍
せ
し
め
よ
。」
と
。
此
を
欽
め
り㉚
。

た
だ
今
回
の
事
件
と
成
化
七
年
の
榜
例
で
は
事
情
が
少
し
異
な
る
。榜
例
で
は「
擅

に
違
式
大
船
を
造
り
、
禁
に
違
う
物
貨
を
將
帶
し
、
番
國
に
前
往
し
買
賣
す
」
る
行

為
に
対
し
て
極
刑
＝
死
刑
の
刑
罰
を
当
て
る
の
に
対
し
て
、
丘
九
重
は
番
貨
を
接
賣

し
た
だ
け
で
あ
る
。
違
式
の
大
船
は
造
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
で
は
刑
罰
が
重
す
ぎ
る
。

そ
こ
で
状
況
と
し
て
似
て
い
る
「
方
敏
の
例
」
に
照
ら
し
て
刑
罰
を
決
め
て
は
ど
う

だ
ろ
う
か
と
提
案
し
て
い
る
。「
方
敏
の
例
」
と
い
う
の
は
、成
化
十
五
年
の
事
例
で

あ
る
次
の
も
の
を
指
す
。

　

本
院
看
得
す
る
に
、
方
敏
等
番
貨
を
接
賣
す
る
と
雖
も
曾
て
自
ら
違
式
大
船

を
造
ら
ず
、
梁
大
英
自
ら
違
式
大
船
を
造
る
も
、
曾
て
番
貨
を
接
買
せ
ず
、
若

し
只
だ
徒
罪
に
照
ら
し
て
發
落
せ
ば
、
太は

な
はだ

輕
か
る
が
似ご

と

く
、
若
し
榜
例
に
依

り
て
處
治
せ
ば
、
太
だ
重
き
に
無
く
ん
ば
あ
ら
ず
。
伏
し
て
乞
う
ら
く
は
聖
明

裁
處
せ
ん
こ
と
を
。
具
題
し
て
奉
じ
た
る
聖
旨
に
「
方
敏
等
都
て
廣
西
の
邊
衛

に
押
發
し
充
軍
せ
し
め
、
家
小
は
隨
住
せ
し
め
よ
。」
と
。
此
を
欽
め
り
。㉛

こ
の
提
案
に
対
す
る
皇
帝
の
聖
旨
は
「
李
雄
・
薛
聰
は
提
問
せ
よ
。
丘
九
重
は
死

を
饒ゆ

る

し
、廣
西
邊
衛
に
押
發
し
充
軍
せ
し
め
、家
小
隨
住
せ
し
め
よ
。32
」
で
あ
り
、「
方

敏
の
例
」
に
照
ら
し
て
丘
九
重
は
充
軍
刑
に
処
さ
れ
広
西
の
衛
所
に
発
せ
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
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成
化
・
弘
治
年
間
の
沿
海

こ
こ
か
ら
は
、
こ
の
裁
判
文
書
か
ら
見
え
る
成
化
・
弘
治
年
間
の
沿
海
の
様
子
に

つ
い
て
論
じ
て
い
こ
う
。

こ
の
時
代
の
特
徴
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、第
一
に
密
貿
易
行
為
の
細
分
化
が
行
わ
れ
、

組
織
化
の
萌
芽
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
は
す
で
に
密
貿
易
が
活
発

化
し
て
お
り
、
よ
り
多
く
の
人
物
が
こ
れ
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に

伴
っ
て
条
例
も
活
発
に
議
論
さ
れ
、
よ
り
詳
細
な
規
定
へ
と
変
化
し
て
い
く
。
今
回

取
り
上
げ
た
事
件
も
、
こ
の
変
化
に
連
な
る
も
の
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
事
件
も
ま
た
、
成
化
十
五
年
の
事
例
以
前
の
議
論
と
同
じ
よ
う
に
、
違
法
な
大
船

を
作
っ
た
わ
け
で
は
な
く
下
海
し
た
の
み
と
い
う
行
為
が
、
徒
罪
＝
「
邊
關
を
越
ゆ

る
者
の
律
」
で
は
軽
く
、
そ
う
か
と
い
っ
て
も
死
罪
＝
弘
治
七
年
の
条
例
で
は
重
す

ぎ
る
た
め
、
よ
り
適
当
な
刑
罰
を
探
ろ
う
と
議
論
さ
れ
て
い
た
。

今
回
の
事
件
で
は
、
違
法
な
大
船
を
製
造
し
た
人
物
は
登
場
し
な
い
が
、
密
貿
易

の
協
力
者
が
多
数
登
場
し
て
い
る
。
そ
の
協
力
者
は
、民
間
人
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、

本
来
は
取
り
締
る
公
権
力
の
側
あ
る
べ
き
官
軍
に
ま
で
広
が
っ
て
い
る
。

張
燮
『
東
西
洋
考
』
巻
七
、
餉
税
考
が
「
成
・
弘
の
際
、
豪
門
巨
室
の
間
に
巨
艦

に
乘
り
て
海
外
と
貿
易
す
る
者
有
り
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
地
元
の
有
力
者
が
密

貿
易
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
事
例
で
は
登
場
す
る
の
は

官
軍
に
限
ら
れ
て
い
る
。密
貿
易
に
よ
っ
て
手
に
入
る
番
貨
が
生
む
大
き
な
利
益
は
、

そ
れ
だ
け
人
々
を
惹
き
つ
け
た
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
海
上
に
官
憲
の
管

理
の
行
き
届
か
な
い
無
秩
序
な
空
間
を
生
み
出
す
に
至
っ
た
。こ
う
し
た
無
秩
序
は
、

『
東
西
洋
考
』
に
「
嘉
靖
に
至
り
て
弊
極
め
り
」
と
あ
る
よ
う
に
嘉
靖
に
至
っ
て
中
央

も
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
態
へ
と
発
展
し
て
い
く
。
成
化
・
弘
治
年
間
に
は
、

す
で
に
そ
の
原
型
が
見
ら
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

第
二
に
既
に
蘇
木
・
胡
椒
等
の
番
貨
に
対
す
る
需
要
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
需
要
が

沿
海
の
諸
地
域
に
限
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。番
貨
を
仕
入
れ
た
丘
九
重
ら
が
、

そ
の
番
貨
を
販
売
す
る
た
め
に
、
目
指
し
た
の
は
南
京
で
あ
っ
た
。
南
京
を
含
む
江

南
は
、当
時
最
も
経
済
の
発
展
し
て
い
る
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
地
域
は
番
貨
の
一
大
消
費
地
で
あ
り
、
丘
九
重
の
ほ
か
に
も
絶
え
ず
客
商
が
南

京
へ
来
て
番
貨
を
販
売
す
る
と
い
う
事
態
は
か
な
り
多
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。実
際
に
、

第
十
二
條
の
「
禁
約
販
賣
番
貨
輕
重
等
則
擬
罪
」
で
は
、
南
京
で
商
売
を
す
る
広
東

か
ら
来
た
客
商
が
登
場
し
、
官
吏
の
親
戚
を
騙
っ
て
商
売
を
し
て
お
り
、
こ
う
し
た

商
人
に
対
す
る
処
罰
を
議
論
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、こ
う
し
た
番
貨
の
需
要
は
ど
の
く
ら
い
の
利
益
を
生
む
の
だ
ろ
う
か
。

史
料
中
で
は
、「
蘇
木
二
十
擔
を
得
、
名
を
知
ら
ざ
る
客
人
に
賣
り
與
え
、
銀
四
十
七

兩
を
得
。」
と
あ
り
、
蘇
木
二
十
擔
を
銀
四
十
七
兩
で
替
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
れ
を
計
算
す
る
と
蘇
木
一
擔
あ
た
り0.425

…
兩
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。事
故
に

遭
う
前
の
当
初
の
目
論
見
で
は
、
丘
九
重
と
蔡
三
は
合
計
し
て
四
百
五
十
擔
を
仕
入

れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
全
て
売
れ
ば
、
百
九
十
一
両
が
手
に
入
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
の
利
益
を
産
ん
だ
の
か
は
、
仕
入
れ
や
移
動
に
か
か
る
費
用
が
こ

の
史
料
か
ら
は
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
た
め
、
判
断
す
る
の
が
難
し
い
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
密
貿
易
業
者
が
後
を
絶
た
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
相
当
な
利
益
を
あ

げ
て
い
た
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

密
貿
易
で
中
国
に
入
っ
て
く
る
も
の
に
関
し
て
は
以
上
の
通
り
だ
が
、
持
ち
出
し

た
物
品
に
つ
い
て
は
、
史
料
中
に
明
言
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
を
補
完
す
る
も
の
と

し
て
、『
事
類
纂
』
巻
二
十
の
「
接
買
番
貨
」
を
見
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
。　

彼
に
在
り
て
敏
等
本
舡
の
磁
器
并
び
に
布
貨
を
將
て
兌
換
し
胡
椒

二
百
一
十
二
包
、
黃
蠟
一
包
、
烏
木
六
條
、

香
一
扁
箱
、
錫
二
十
塊
を
得
て

舡
を
過
ぐ33
。
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つ
ま
り
、
持
ち
出
し
た
の
は
、
主
に
磁
器
と
布
製
品
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

磁
器
は
律
で
禁
じ
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
密
貿
易
に
関
わ
る
事
例

で
度
々
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
明
初
と
明
中
期
で
海
外
に
お
け
る
中
国
産
の

奢
侈
品
に
対
す
る
需
要
の
有
り
よ
う
が
変
わ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
密
貿
易
行
為
の
組
織
化
や
、
番
貨
に
対
す
る
需
要
の
拡
大
と
い
う
特
徴

は
、
成
化
・
弘
治
年
間
に
お
い
て
、
ま
だ
後
の
嘉
靖
年
間
ほ
ど
大
き
な
問
題
に
な
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
問
題
を
統
一
的
に
制
限
す
る
必
要
が
あ
る

と
い
う
意
見
は
官
僚
た
ち
の
間
で
共
有
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
が
、
弘

治
十
三
年
（
一
五
〇
〇
年
）
に
完
成
し
た
『
問
刑
条
例
』〔
弘V

…43

…8

〕
で
あ
る
。

し
か
し
、『
問
刑
条
例
』
が
完
成
し
た
の
ち
に
も
拡
大
し
続
け
、
密
貿
易
を
は
じ
め
と

し
て
沿
海
の
状
況
は
、
中
央
も
無
視
で
き
な
い
事
態
へ
と
発
展
し
て
し
ま
う
。
そ
う

し
た
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
た
、
官
憲
は
、
ど
の
よ
う
に
秩
序
を
守
ろ
う
と
し
た

の
か
だ
ろ
う
か
。
次
節
に
て
見
て
い
こ
う
。

三　

嘉
靖
年
間

本
節
で
は
、
密
貿
易
が
拡
大
し
、
倭
寇
が
跳
梁
し
た
嘉
靖
年
間
を
確
認
し
て
い
く
。

先
ほ
ど
紹
介
し
た
張
燮
『
東
西
洋
考
』
で
は
、「
嘉
靖
に
至
り
て
弊
極
む
。34
」
と
記
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
密
貿
易
の
弊
害
が
頂
点
に
達
し
た
時
代
で
あ
る
。
そ
う
し
た
密

貿
易
を
行
う
海
賊
集
団
も
明
朝
の
法
秩
序
に
よ
っ
て
裁
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
伝
え

る
裁
判
文
書
が
存
在
す
る
。
そ
れ
を
み
な
が
ら
嘉
靖
年
間
の
沿
海
の
様
子
を
見
て
い

こ
う
。

こ
こ
で
用
い
る
史
料
は
、
朱
紈
の
『
甓
餘
雑
集
』
で
あ
る
。
朱
紈
は
、
徹
底
し
た

密
貿
易
の
取
り
締
り
を
行
っ
た
人
物35
で
あ
る
。朱
紈
は
巡
撫
を
努
め
た
人
物
で
あ
り
、

そ
の
文
集
で
あ
る
『
甓
餘
雑
集
』
に
は
、
海
賊
関
連
の
裁
判
の
原
案
と
し
て
挙
げ
ら

れ
る
「
招
」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
中
で
も
比
較
的
全
容
を
残
し

て
い
る
巻
三
「
三
報
海
洋
捷
音
事
」
に
引
用
さ
れ
た
「
浙
江
按
察
司
呈
」
を
用
い
て
、

嘉
靖
年
間
の
海
域
の
実
態
を
探
っ
て
い
こ
う
。

事
件
の
あ
ら
ま
し
（
問
得
）

こ
ち
ら
も
、
ま
ず
は
問
得
に
始
ま
る
部
分
か
ら
見
て
い
こ
う
。

　

問
得
す
ら
く
、
賊
犯
の
胡
勝
は
年
六
十
一
歳
、
直
隷
徽
州
府
歙
県
十
九
都
四

圖
民
な
り
と
。

こ
の
文
書
は
胡
勝
と
い
う
徽
州
府
歙
県36
出
身
の
海
賊
を
中
心
に
、
生
け
捕
り
に
し

た
海
賊
を
裁
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
胡
勝
の
ほ
か
、
胡
珏
、
呉
如
慶
、
車
再
一
、

譚
明
才
、
謝
洪
盛
、
徐
二
、
浦
進
旺
、
干
種
、
連
壽
和
尚
、
共
帥
羅
放
司
、
佛
德
全

比
利
司
、
鼻
昔
弔
、
安
朶
二
、
不
禮
舎
識
、
畢
哆
囉
、
哆
彌
、
來
奴
、
利
引
、
利
舎
、

利
壐
の
二
十
名
が
裁
か
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
連
壽
和
尚
は
大
隅
出
身
の
倭
人
、
共

帥
羅
放
司
、
佛
德
全
比
利
司
、
鼻
昔
弔
、
安
朶
二
、
不
禮
舎
識
、
畢
哆
囉
、
哆
彌
、

來
奴
は
仏
郎
機
人
、
利
引
、
利
舎
、
利
壐
は
暹
羅
人
で
あ
り
明
人
で
は
な
い
。

で
は
、
胡
勝
の
起
こ
し
た
事
件
を
文
書
か
ら
抜
粋
し
て
追
っ
て
い
こ
う
。

　

勝
と
胡
珏
、
呉
如
慶
、
車
再
一
、
譚
明
才
未
だ
獲
へ
ざ
る
賊
首
の
許
棟
、
伊

の
姪
許
十
五
、
即
ち
許
社
部
、
另
案
の
先
に
獲
へ
監
し
た
る
故
弟
許
六
、
見
に

監
し
た
る
紹
興
府
族
弟
許
四
と
同
に
各
お
の
不
合
に
も
先
に
獲
へ
ら
れ
監
し
た

る
故
林
燗
四
等
と
與
に
、
故
ら
に
「
擅
に
二

以
上
の
違
式
の
大
船
を
造
り
、

違
禁
物
質
を
將
帶
し
て
下
海
し
、
番
國
に
前
往
し
て
買
賣
し
、
潛
に
海
賊
に
通

じ
、
同
に
謀
り
て
結
聚
し
、
嚮
導
を
為
す
に
及
び
、
良
民
を
劫
掠
せ
る
者
は
、

正
犯
は
處
す
る
に
極
刑
を
以
て
し
、全
家
は
邊
衛
發
し
て
充
軍
せ
し
む
。」
の
事

例
に
違
ひ
、
各
お
の
三

の
大
船
を
造
り
、
節
年
結
夥
し
絲
錦
・
紬
段
・
磁
器
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等
貨
を
收
買
并
び
に
軍
器
を
帶
び
、
佛
郎
機
・
滿
咖
喇
等
國
を
越
往
し
て
叛
投

す
。37

は
じ
め
胡
勝
、
胡
珏
、
呉
如
慶
、
車
再
一
、
譚
明
才
は
、
海
賊
の
棟
梁
で
あ
っ
た

許
棟
ら
と
共
に
条
例
〔
弘V

…43

…8

〕
に
違
反
し
て
マ
ス
ト
が
三
本
の
大
船
を
作

り
、
集
ま
っ
て
絲
綿
、
紬
段
、
磁
器
な
ど
を
買
い
入
れ
、
そ
れ
に
加
え
て
武
器
を
持
っ

て
武
装
し
マ
ラ
ッ
カ
へ
向
か
っ
た
。

　

彼
の
胡
椒
・
蘇
木
・
象
牙
・
香
料
等
物
并
び
に
大
小
火
銃
・
槍
刀
等
器
械
を

領
し
て
及
び
陸
續
し
て
見
に
獲
へ
た
る
番
夷
の
共
帥
羅
放
司
、佛
德
全
比
利
司
、

鼻
昔
弔
、
安
朶
二
、
不
禮
舎
識
、
畢
哆
囉
、
哆
彌
、
來
奴
、
連
壽
和
尚
、
利
引
、

利
舎
、
利
壐
等
、
先
に
獲
ら
へ
た
る
見
監
の
沙
哩
馬
喇
等
、
倭
夷
稽
天
等
を
引

帶
し
て
俱
に
隨
同
し
て
下
船
す
。38

こ
の
時
に
、
中
国
か
ら
持
っ
て
来
た
物
品
を
胡
椒
、
蘇
木
、
象
牙
、
香
料
な
ど
に

交
換
し
て
い
る
。
さ
ら
に
鳥
銃
や
佛
郎
機
砲
と
い
っ
た
大
小
の
火
器
や
槍
刀
な
ど
を

得
て
さ
ら
な
る
武
装
を
行
っ
た
。
こ
こ
で
共
帥
羅
放
司
、
佛
德
全
比
利
司
、
鼻
昔
弔
、

安
朶
二
、
不
禮
舎
識
、
畢
哆
囉
、
哆
彌
、
來
奴
、
連
壽
和
尚
、
利
引
、
利
舎
、
利
壐
、

こ
れ
よ
り
以
前
に
捕
ら
え
ら
れ
て
い
る
沙
哩
馬
喇
や
倭
人
の
稭
天
な
ど
を
加
え
て
出

海
し
た
。

　

勝
と
許
棟
等
陸
續
と
し
て
先
に
獲
へ
た
る
陳
四
、
胡
霖
等
を
招
集
す
。
今
獲

へ
た
る
謝
洪
盛
・
徐
二
・
浦
進
旺
・
干
種
等
、
姓
名
を
記
さ
ざ
る
千
餘
人
各
お

の
不
合
に
も
已
に
斬
首
せ
る
來
童
・
陳
明
・
安
朶
二
放
司
・
琉
箇
哆
連
・
滿
渡

喇
等
、
已
に
死
せ
る
羅
畢
利
啞
司
等
、
と
與
に
、
故
ら
に
「
強
盗
の
積
む
に
百

人
以
上
に
至
る
は
、
曾
て
人
を
傷
ず
る
か
否
か
を
分
け
ず
、
梟
首
し
て
衆
に
示

せ
。」
の
事
例
に
違
ひ
て
、
浙
江
霩
衢
大
海
の
雙
嶼
港
内
に
盤
據
し
、
時
常
に
快

馬
・
哨
船
を
調
撥
し
て
出
港
し
、
浙
江
・
福
建
沿
海
の
居
民
を

虜
し
贖
銀
を

靭
要
し
殺
人
・
放
火
す
る
こ
と
起
數
を
計
え
ず
。39

さ
ら
に
続
け
て
陳
四
、
胡
霖
を
招
集
し
て
仲
間
を
集
め
る
。
ま
た
、
こ
の
文
書
が

作
成
さ
れ
た
時
点
で
既
に
捕
え
ら
れ
て
い
る
謝
洪
盛
、
徐
二
、
浦
進
旺
、
干
種
と
そ

の
ほ
か
名
前
の
分
か
ら
な
い
千
数
人
は
、雙
嶼
港
を
拠
点
と
し
て
、故
意
に
条
例
〔
弘

V
I

…13

…1

〕40

に
違
反
し
、
浙
江
・
福
建
沿
岸
地
域
の
略
奪
を
行
っ
た
。
こ
こ
で
密
貿

易
に
留
ま
ら
ず
海
賊
行
為
を
す
る
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
官
憲

も
、
軍
隊
を
出
動
さ
せ
た
。

　

嘉
靖
二
十
二
年
間
去
任
を
蒙
む
る
海
道
張
副
使
督
官
軍
・
船
隻
を
調
し
出
海

し
て
攻
勦
す
。
勝
と
許
棟
等
、
不
合
に
も
大
小
鉛
子
火
銃
を
用
い
、
本
道
の
官

船
を
拒
打
す
。
傷
殘
せ
る
官
軍
の
名
數
を
計
え
ず
。41

と
こ
ろ
が
、
胡
勝
と
許
棟
は
こ
の
際
に
、
恐
ら
く
マ
ラ
ッ
カ
で
手
に
入
れ
た
も
の

で
あ
る
火
器
を
使
用
し
て
反
撃
を
し
た
。
こ
の
戦
闘
に
よ
っ
て
傷
つ
い
た
官
軍
は
数

を
知
れ
な
い
ほ
ど
に
多
か
っ
た
。
こ
の
頃
の
官
軍
は
、
成
化
年
間
の
事
件
で
も
見
た

よ
う
な
腐
敗
が
蔓
延
し
続
い
て
お
り
、
実
態
と
し
て
治
安
維
持
で
き
る
よ
う
な
状
態

で
は
な
か
っ
た
。
流
石
に
こ
の
よ
う
な
事
態
は
中
央
で
も
問
題
に
な
っ
た
よ
う
で
、

こ
こ
で
巡
撫
と
し
て
朱
紈
が
抜
擢
さ
れ
、
腐
敗
の
是
正
と
沿
海
地
域
の
治
安
回
復
の

た
め
に
派
遣
さ
れ
る
。
朱
紈
は
か
な
り
強
硬
に
取
締
り
を
行
う
こ
と
に
な
る
が
、
今

回
の
裁
判
文
書
に
直
接
関
係
す
る
の
は
嘉
靖
二
十
七
年
（
一
五
四
八
）
の
密
貿
易
の
拠

点
で
あ
る
雙
嶼
港
へ
盧

を
派
遣
し
て
行
っ
た
攻
撃
で
あ
っ
た
。
こ
の
攻
撃
に
よ
っ

て
雙
嶼
港
は
破
壊
さ
れ
以
後
使
用
不
能
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
そ
の
後
の
「
倭
寇
」
の

活
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
事
件
に
な
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
記
さ
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れ
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い
る
。

　

嘉
靖
二
十
七
年
四
月
内
に
於
い
て
福
建
盧
都
司
の
兵
船
を
調
し
て
委
ね
、
林

燗
四
・
許
六
・
沙
哩
馬
喇
・
稽
天
等
を
擒
獲
す
。
勝
と
許
棟
等
抵
敵
す
る
こ
と

能
は
ず
。
本
月
初
六
日
五
更
時
分
に
於
い
て
、
雙
嶼
港
從
り
突
出
し
逃
げ
て
南

鹿
北
擔
に
到
り
、
不
合
に
も
漳
州
の
未
だ
獲
へ
ざ
る
李
老
賊
等
三
百
餘
人
と
糾

合
し
、
各
お
の
不
合
に
も
故
ら
に
前
項
の
梟
首
事
例
に
違
ひ
て
、
空
に
乗
じ
て

福
寧
州
七
等
都
不
在
官
の
王
徳
瑜
等
二
十
餘
家
の
財
穀
を
登
劫
し
、
清
灣
巡
検

司
の
弓
兵
郷
夫
を
將
て
殺
傷
す
る
こ
と
數
を
知
ら
ず
。
又
た
平
陽
縣
界
に
至
り

停
泊
す
。42

胡
勝
と
許
棟
は
、
官
軍
に
対
し
て
抵
抗
で
き
ず
に
逃
亡
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
逃
亡
先
で
も
、
李
老
賊
等
三
〇
〇
人
と
合
流
し
、
ま
た
略
奪
を
行
う
。

　

本
年
六
月
内
…
…
二
十
一
日
早
に
至
り
、
風
飄
に
遇
い
て
各
船
の
囉
畢
利
唖

司
等
四
十
餘
人
俱
に
溺
死
す
。
勝
と
胡
珏
・
連
壽
和
尚
・
徐
二
・
浦
進
旺
并
び

に
勝
の
先
に
虜
占
し
た
る
潮
州
迷
籍
の
今
在
官
の
婦
女
梁
亞
溪
各
お
の
山
に
爬の

ぼ
り
て
逃

す
。
陸
續
し
て
金
郷
衞
呉
指
揮
等
官
の
兵
に
擒
獲
せ
ら
れ
、
及
び

渰
水
姓
名
を
辯
た
ざ
る
賊
斬
首
三
顆
を
將
て
回
寨
し
連
壽
和
尚
・
徐
二
を
し
て

勝
を
平
素
稱
呼
す
る
老
朝
奉
と
識
認
さ
せ
し
む
。
勝
も
又
た
不
合
に
も
是
れ
許

二
な
る
を
妄
認
し
、
胡
珏
も
亦
た
不
合
に
も
是
れ
許
社
武
な
る
を
認
む
。43

そ
し
て
風
に
遭
い
陸
に
上
が
っ
た
と
こ
ろ
で
、
胡
勝
は
、
つ
い
に
金
郷
衞
の
指
揮

で
あ
る
呉
川
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
。
続
い
て
ほ
か
の
人
物
た
ち
も
官
軍
に
よ
っ
て

生
け
捕
り
に
さ
れ
る
。

こ
の
時
に
、
胡
勝
は
連
壽
和
尚
と
徐
二
に
自
身
を
普
段
老
朝
奉
と
呼
ん
で
い
る
人

物
で
あ
る
と
確
認
の
際
に
言
わ
せ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
胡
勝
は
許
二
＝
許
棟
で
あ
る

と
さ
れ
自
身
も
認
め
た
た
め
に
裁
判
の
中
で
混
乱
が
生
じ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
同
時

に
捕
ら
え
ら
れ
た
胡
珏
も
、
自
ら
を
許
棟
の
弟
で
あ
る
許
社
武
と
さ
れ
て
そ
れ
を
認

め
た
。
許
棟
で
な
い
こ
と
は
、
翌
月
に
許
棟
が
福
建
を
略
奪
し
、
そ
れ
が
報
告
さ
れ

る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
従
え
ば
、『
籌
海
圖
編
』
巻
八
に
見
ら
れ

る
「
嘉
靖
二
十
七
年
六
月
、弟
の
社
武
と
倶
に
指
揮
呉
川
の
執
ら
ふ
所
と
爲
る
。44
」
と

い
う
記
述
は
間
違
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
恐
ら
く
は
、
鄭
若
曽
は
温
州
府
の
文
書

の
み
を
参
照
し
、
福
建
の
文
書
を
確
認
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

量
刑
（
議
得
）
と
そ
の
後
の
処
理
（
照
出
）

擬
得
か
ら
始
ま
る
部
分
の
中
で
は
次
の
よ
う
な
判
決
を
下
し
て
い
る
。

　

胡
勝
・
胡
珏
・
呉
如
慶
・
車
再
一
・
譚
明
才
は
倶
に
謀
叛
律
に
依
り
、
謝
洪

盛
・
徐
二
・
浦
進
旺
・
干
種
・
連
壽
和
尚
・
共
帥
羅
放
司
・
佛
德
全
比
利
司
・

鼻
昔
弔
・
安
朶
二
・
不
禮
舎
識
・
畢
哆
囉
・
哆
彌
・
來
奴
・
利
引
・
利
舎
・
利

壐
倶
に
強
盗
得
財
律
に
依
り
、
與
に
胡
勝
等
皆
な
斬
決
し
、
時
を
待
た
ず
、
仍

お
例
に
照
ら
し
て
梟
首
し
衆
に
示
し
、
胡
勝
・
胡
珏
・
呉
如
慶
・
車
再
一
・
譚

明
才
の
妻
子
は
、
功
臣
之
家
に
給
付
し
て
奴
と
為
し
、
財
產
は
官
に
入
れ
、
父

母
祖
孫
兄
弟
は
、
籍
の
同
異
に
限
ら
ず
、
皆
流
二
千
里
に
し
安
置
す
。45

こ
こ
で
登
場
す
る
人
々
が
行
っ
て
い
る
犯
罪
行
為
は
、
①
密
貿
易
（
弘V

…43

…8

）、

②
略
奪
（「
強
盗
得
財
」
律46
・
弘V

I

…13

…1

47
）、
③
官
軍
に
対
す
る
抵
抗
（「
謀
叛
」
律
）

で
あ
る
。
や
は
り
こ
こ
で
も
、
重
い
方
の
罪
が
問
わ
れ
る
た
め
、
後
者
二
つ
の
罪
が

問
わ
れ
て
い
る
。
官
軍
に
対
し
て
抵
抗
し
た
胡
珏
・
呉
如
慶
・
車
再
一
・
譚
明
才
は
、

謀
叛
の
罪
に
当
て
ら
れ
、
本
人
は
斬
刑
と
な
り
、
家
族
は
律
の
通
り
に
処
理
さ
れ
た
。

残
り
の
人
物
も
強
盗
得
財
の
罪
に
当
て
ら
れ
斬
刑
と
な
っ
て
い
る
。
明
人
で
は
な
い
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十
二
名
も
『
明
律
』
の
原
則
に
従
っ
て
明
人
同
様
に
強
盗
得
財
律
に
当
て
ら
れ
て
い

る
。
外
国
人
の
海
賊
と
言
っ
て
も
明
朝
が
定
め
た
法
で
裁
か
れ
て
い
る
。
そ
う
言
う

意
味
で
は
、
等
し
く
明
朝
の
定
め
る
法
秩
序
か
ら
逸
脱
し
た
存
在
＝
犯
罪
者
と
捉
え

て
い
い
だ
ろ
う
。嘉

靖
年
間
の
沿
海

こ
こ
か
ら
は
、
こ
の
裁
判
文
書
か
ら
見
え
る
嘉
靖
年
間
の
沿
海
の
様
子
に
つ
い
て

論
じ
て
い
こ
う
。

ま
ず
、
こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
犯
罪
行
為
の
内
容
か
ら
考
え
た
い
。
こ
こ
で

登
場
す
る
人
々
が
行
っ
て
い
る
行
為
は
、
①
密
貿
易
、
②
略
奪
、
③
官
兵
へ
の
反
抗

で
あ
る
。
後
者
二
つ
は
後
に
述
べ
る
が
、
ま
ず
は
、
密
貿
易
の
内
容
に
関
し
て
は
言

え
ば
東
南
ア
ジ
ア
へ
持
ち
出
す
も
の
は
、
絲
錦
・
紬
段
・
磁
器
で
あ
り
、
一
方
持
ち

込
ん
で
い
る
も
の
は
、
胡
椒
、
蘇
木
、
象
牙
、
香
料
で
あ
り
、
成
化
・
弘
治
年
間
と

比
べ
て
大
き
な
変
化
は
な
い
。
た
だ
、
航
海
す
る
際
に
マ
ス
ト
が
三
本
以
上
の
所
謂

「
快
船
」
を
使
用
し
、
さ
ら
に
官
憲
の
規
制
や
ほ
か
の
海
賊
に
対
す
る
防
備
の
た
め

か
、
武
装
を
行
っ
て
い
る
。
中
に
は
、
佛
郎
機
砲
や
鳥
銃
な
ど
の
火
器
ま
で
も
が
装

備
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
船
の
規
模
や
武
装
の
状
態
か
ら
考
え
て

も
、
成
化
・
弘
治
年
間
よ
り
も
そ
の
集
団
の
規
模
が
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。

さ
ら
に
、
成
化
・
弘
治
年
間
と
明
ら
か
に
異
な
る
こ
と
は
、
取
り
締
ま
ら
れ
て
い

る
対
象
が
国
外
の
人
物
に
ま
で
拡
大
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
判
断
で
き
る

の
は
、
単
純
に
海
賊
の
構
成
員
の
中
に
国
外
の
人
物
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
同
時
に
当
時
の
密
貿
易
を
行
っ
た
集
団
が
、
い
か
に
国
際
的
で
あ
っ
た

か
を
物
語
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
「
華
夷
同
体
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
構
成
員
は
、
密

貿
易
を
通
し
て
よ
り
多
様
に
な
っ
て
い
く
。
史
料
中
で
裁
か
れ
て
い
る
佛
郎
機
人
た

ち
も
実
際
に
交
易
の
た
め
に
出
て
い
た
マ
ラ
ッ
カ
で
、
許
棟
の
一
党
に
加
え
ら
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
マ
ラ
ッ
カ
に
い
た
佛
郎
機
と
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
だ
け
で
は
な
い
、
中

に
は
黒
人
も
含
ま
れ
て
い
た48
。
ま
た
、
倭
人
や
暹
羅
人
も
含
ま
れ
て
い
た
。
生
け
捕

り
さ
れ
た
も
の
だ
け
で
、
こ
れ
だ
け
の
多
様
性
を
見
て
取
れ
る
。
こ
の
一
党
は
、
千

人
を
超
え
る
よ
う
な
集
団
で
あ
り
、
戦
闘
の
中
で
斬
獲
さ
れ
た
も
の
や
溺
死
し
た
も

の
の
中
に
は
、
さ
ら
に
多
様
な
出
自
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う

し
た
多
国
籍
で
大
規
模
な
集
団
は
、
成
化
・
弘
治
年
間
や
そ
れ
以
前
の
時
代
に
は
見

ら
れ
な
い
。

こ
う
し
た
集
団
に
対
す
る
取
り
締
ま
り
は
、
も
ち
ろ
ん
以
前
の
そ
れ
と
は
異
な
っ

て
く
る
。
条
例
に
違
っ
た
人
物
を
捕
ら
え
、裁
く
の
で
は
追
い
つ
か
な
い
。
一
方
で
、

沿
海
地
域
の
有
力
者
＝
郷
紳
は
、
一
緒
に
な
っ
て
密
貿
易
の
後
援
者
と
な
り
、
そ
の

犯
罪
行
為
を
隠
し
て
し
ま
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
。
そ
う
し
て
、
官
憲
の
手
が
及

ば
ず
に
、
ま
す
ま
す
無
秩
序
な
空
間
を
制
御
す
る
た
め
に
行
っ
た
取
り
締
ま
り
が
、

第
二
の
特
徴
で
あ
る
官
軍
の
出
動
で
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
海
賊
に
よ
る
叛
乱
は
古
い
時
代
か
ら
絶
え
ず
起
こ
る
。
官
軍
の
出
動
自

体
は
決
し
て
こ
の
時
代
だ
け
の
特
徴
で
は
な
い
。
し
か
し
取
り
締
ま
ら
れ
る
側
の
海

賊
が
、
こ
こ
ま
で
大
規
模
か
つ
国
際
的
な
集
団
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
集
団
は
火
器
な
ど
の
最
新
の
装
備
で
武
装
し
て
い
る
。
官
軍
に

対
す
る
戦
闘
を
行
う
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
の
「
謀
叛
」
で

あ
る
。
こ
れ
も
こ
の
時
期
の
特
徴
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
、
官
軍
に
対
抗
す
る
と
い
う
行
為
は
、「
謀
叛
」
律
で
裁
か
れ
る
と
い
う

事
態
を
作
り
上
げ
た49
。
密
貿
易
が
謀
叛
に
繋
が
る
と
い
う
万
暦
『
問
刑
条
例
』〔
萬V

…43
…4

〕
の
条
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
事
態
が
出
現
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う50
。

「
謀
叛
」
は
十
悪
に
数
え
ら
れ
る
大
罪
で
あ
る
。「
謀
叛
」
で
裁
か
れ
る
と
い
う
こ

と
は
、
最
早
た
だ
の
犯
罪
者
で
は
な
い
。
密
貿
易
、
さ
ら
に
は
略
奪
行
為
に
及
ぶ
こ

れ
ら
海
賊
集
団
は
、
明
朝
を
裏
切
り
敵
対
す
る
「
敵
」
に
準
ず
る
も
の
に
な
っ
た
と

み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。こ
こ
に
は
秩
序
を
守
る
た
め
の
取
締
り
は
最
早
存
在
せ
ず
、
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秩
序
を
回
復
す
る
た
め
の
軍
の
出
動
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

た
だ
し
、「
敵
」
に
準
ず
る
存
在
で
あ
る
と
は
言
っ
て
も
、
明
朝
の
定
め
た
法
で
裁

か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
当
時
の
海
賊
も
明
朝
の
定
め
た

法
秩
序
の
中
で
裁
か
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
い
が
倭
寇
の
首
領

と
し
て
悪
名
高
い
王
直
で
さ
え
も
、
明
朝
の
法
秩
序
の
中
で
裁
か
れ
て
い
た51
。
そ
う

い
う
意
味
で
は
、
こ
う
い
っ
た
海
賊
集
団
も
明
朝
の
法
秩
序
の
中
で
理
解
す
べ
き
犯

罪
者
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
こ
こ
で
、問
刑
条
例
〔
弘V

…43

…8

〕
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
は
指
摘
し

て
お
き
た
い
。
胡
勝
ら
は
、
略
奪
や
官
軍
へ
の
抵
抗
を
し
た
が
為
に
「
強
盗
得
財
」

ま
た
は
「
謀
叛
」
の
罪
が
当
て
ら
れ
て
い
る
が
、「
不
合
」
と
い
う
語
に
注
目
す
れ
ば

問
刑
条
例
〔
弘V

…43

…8

〕
も
彼
ら
の
犯
し
た
犯
罪
行
為
の
一
つ
と
認
識
さ
れ
て
い

る
事
が
わ
か
る
。
こ
の
史
料
で
は
見
ら
れ
な
い
が
『
甓
餘
雑
集
』
に
引
用
さ
れ
て
い

る
別
の
文
書
に
は
、問
刑
条
例
〔
弘V

…43

…8

〕
の
罪
が
当
て
ら
れ
て
い
る
も
の
も

存
在
す
る
。
成
化
か
ら
弘
治
に
か
け
て
整
備
さ
れ
た
法
は
、
嘉
靖
に
お
い
て
機
能
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
成
化
・
弘
治
年
間
と
嘉
靖
年
間
の
そ
れ
ぞ
れ
「
招
」
と
呼
ば
れ
る
裁
判
文

書
を
紐
解
き
な
が
ら
、
密
貿
易
と
そ
の
犯
罪
の
あ
り
か
た
を
見
て
き
た
。
こ
の
二
つ

を
見
比
べ
て
み
れ
ば
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。

第
一
に
、
犯
罪
行
為
の
組
織
化
の
流
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
成
化
の
事
件
で

は
、
造
船
と
下
海
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
別
の
人
物
が
行
っ
た
場
合
の
裁

き
が
検
討
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、そ
れ
ま
で
個
人
（
あ
る
い
は
極
め
て
少
数
）
で
行
っ

て
き
た
密
貿
易
と
い
う
犯
罪
行
為
が
、
組
織
化
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
密

貿
易
に
は
今
回
取
り
上
げ
た
事
件
の
よ
う
に
軍
人
も
参
加
し
て
い
る
こ
と
も
あ
れ

ば
、
地
元
の
有
力
者
が
参
加
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
れ
が
嘉
靖
の
事
件
に
な

る
と
よ
り
組
織
化
が
進
み
、
規
模
の
巨
大
化
さ
ら
に
は
国
際
化
も
進
む
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
れ
ら
を
つ
な
げ
て
考
え
れ
ば
密
貿
易
の
組
織
化
の
流
れ
を
指
摘
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
う
し
た
組
織
化
の
流
れ
は
先
行
研
究
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る

が
、
改
め
て
そ
の
連
続
性
は
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
問
題
が
表
面
化

す
る
嘉
靖
以
降
ば
か
り
に
目
が
行
き
が
ち
だ
が
、
明
中
期
と
い
う
「
間
の
時
代
」
に

そ
の
萌
芽
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
先
に
も
述
べ
た
が
、
ど
ち
ら
の
時
代
の
事
件
で
も
、
犯
人
は
明
朝
が
定

め
た
法
秩
序
の
中
で
裁
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、

密
貿
易
も
海
賊
行
為
も
行
う
も
の
は
犯
罪
者
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
が
現
実
に

行
っ
た
犯
罪
行
為
が
法
の
想
定
を
上
回
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
明
朝
は
法
を
明
確
に

適
応
さ
せ
て
裁
い
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
中
に
は
、
比
附
な
ど
の
操
作
を
し
て
新

た
な
犯
罪
行
為
を
規
定
す
る
こ
と
も
行
わ
れ
た
が
、
明
朝
に
お
け
る
法
運
用
の
標
準

に
従
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
現
場
の
実
態
と
そ
の
判
断
・
処
置
は
、
新
た

な
法
（
＝
『
問
刑
条
例
』）
と
な
っ
て
い
っ
た
。
成
化
の
事
件
は
、
ほ
か
の
条
例
と
同

様
に
、
弘
治
『
問
刑
条
例
』
の
条
文
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
し
、
嘉
靖
の
事
件
も
万

暦
『
問
刑
条
例
』
の
条
文
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
確
実
に
言
え
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
『
問
刑
条
例
』
の
条
文
は
万
暦
『
大
明
会
典
』
に
も

「
海
禁
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
『
大
明
会
典
』
の
記
す
「
海
禁
」
は
現
場

の
現
実
か
ら
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
法
秩
序
な
の
で
あ
る
。
理
念
の
現
実
化
と
し
て

ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
式
に
打
ち
出
さ
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ

式
、
言
う
な
れ
ば
「
下
か
ら
の
海
禁
」
で
あ
っ
た
。

注①　
檀
上
寛
『
陸
海
の
交
錯　

明
朝
の
興
亡
』
岩
波
書
店
、
二
〇
二
〇
年
、
一
一
〇
頁

②　

日
本
で
成
化
・
弘
治
年
間
の
沿
海
に
注
目
し
た
も
の
は
拙
稿
「
明
代
成
化
・
弘
治
年
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間
の
海
上
密
貿
易
を
め
ぐ
る
法
整
備
」（『
立
命
館
東
洋
史
学
』
四
十
二
号
、二
〇
一
九

年
）
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
な
い
。
中
国
で
は
劉
正
剛
「

成
化
時
期
海
洋
走
私
貿
易
研

究
」（『
暨
南
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）』
二
〇
一
九
年
）
が
拙
稿
と
ほ
ぼ
同
じ
条
例

を
用
い
て
こ
の
時
期
の
密
貿
易
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

③　

中
央
研
究
院
傅
斯
年
記
念
図
書
館
蔵
『
皇
明
成
化
條
例
』『
皇
明
成
化
十
四
十
五
年

條
例
』『
皇
明
弘
治
條
例
』
の
条
目
の
整
理
に
関
し
て
は
猪
俣
貴
幸
「
中
央
硏
究
院
傅

斯
年
圖
書
館
藏
明
鈔
本
『
條
例
全
文
』
殘
本
三
種
に
つ
い
て
」（『
立
命
館
東
洋
史
学
』

第
四
十
三
号
、
二
〇
二
〇
年
）
を
参
照
。

④　

中
央
研
究
院
傅
斯
年
記
念
図
書
館
蔵
『
大
明
九
卿
事
例
案
例
』、
天
一
閣
蔵
『
條
例

全
文
』（『
天
一
閣
蔵
明
代
政
書
珍
本
叢
刊
』
所
収
）、
北
京
国
家
図
書
館
蔵
『
皇
明
成

化
二
十
三
年
条
例
』（『
中
国
珍
稀
法
律
典
籍
集
成
』
所
収
）、『
明
代
档
冊
』（『
中
国
明

朝
档
案
総
匯
』
所
収
）
等
。

⑤　

三
木
聰
「
裁
か
れ
た
海
賊
た
ち
」
同
『
伝
統
中
国
と
福
建
社
会
』
汲
古
書
院
、

二
〇
一
五
年
、六
五
頁－

一
三
七
頁
（
初
出
は
山
本
英
史
編
『
近
世
の
海
域
世
界
と
地

方
統
治
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）

⑥　

密
貿
易
や
海
上
貿
易
管
理
と
い
う
問
題
と
絡
め
た
論
考
が
多
少
見
ら
れ
る
程
度
で

あ
り
、
侯
毅
項
琦
「
中
国
海
疆
史
研
究
評
述
」（『
中
国
辺
疆
史
地
研
究
』
第
二
九
巻
、

第
二
期
、二
〇
一
九
年
）
に
は
「
這
是
以
往
海
關
史
研
究
較
為
薄
弱
的
領
域
」
と
記
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、研
究
が
進
ん
で
い
な
い
分
野
で
あ
る
。
し
か
も
海
賊
の
犯
罪
行
為

と
い
う
点
に
注
目
し
た
論
考
は
皆
無
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

⑦　

谷
井
陽
子
「
明
律
運
用
の
統
一
過
程
」（『
東
洋
史
研
究
』
第
五
十
八
巻
、
二
号
、

一
九
九
九
年
）
二
五
二
頁

⑧　

谷
井
陽
子
「
明
律
運
用
の
統
一
過
程
」（『
東
洋
史
研
究
』
第
五
十
八
巻
、
二
号
、

一
九
九
九
年
）
二
五
五
頁－

二
五
六
頁

⑨　
『
明
律
』
巻
、
刑
律
、
斷
罪
引
律
令

 

　

凡
斷
罪
皆
須
具
引
律
令
。
違
者
、
笞
三
十
。
若
數
事
共
條
、
止
引
所
犯
罪
者
、
聽
。

○
其
特
旨
斷
罪
、
臨
時
處
治
、
不
爲
定
律
者
、
不
得
引
比
爲
律
。
若
輒
引
比
、
致
罪
有

出
入
者
、
以
故
失
論
。

⑩　
『
明
律
』
巻
一
五
、
関
津
、
私
越
冒
度
關
津

 

　

凡
無
文
引
、
私
度
關
津
者
、

八
十
。
若
關
不
由
門
、
津
不
由
渡
、
而
越
度
者
、

九
十
。
若
越
度
緣
邊
關
塞
者
、

一
百
、
徒
三
年
。
因
而
出
外
境
者
、
絞
。
守
把
之

人
、
知
而
故
縱
者
、
同
罪
。
失
於
盤
詰
者
、
各
減
三
等
。
罪
止

一
百
。
軍
兵
又
減
一

等
、
並
罪
坐
直
日
者
。〈
餘
條
准
此
。〉
若
有
文
引
、
冒
名
度
關
津
者
、

八
十
。
家
人

相
冒
者
、
罪
坐
家
長
。
守
把
之
人
、
知
情
與
同
罪
。
不
知
者
不
坐
。
其
將
馬
騾
私
度
冒

度
關
津
者
、

六
十
。
越
度
、

七
十
。

⑪　
『
明
律
』
巻
一
五
、
関
津
、
私
出
外
境
及
違
禁
下
海

 

　

凡
將
馬
牛
・
軍
需
・
鐵
貨
・
銅
錢
・
叚
疋
・
紬
絹
・
絲
綿
、
私
出
外
境
貨
賣
、
及
下

海
者
、

一
百
。
挑
擔
馱
載
之
人
、
減
一
等
。
物
貨
船
車
、
並
入
官
。
於
内
以
十
分
為

率
、
三
分
付
告
人
充
賞
。
若
將
人
口
・
軍
器
出
境
、
及
下
海
者
、
絞
。
因
而
走
泄
事
情

者
、
斬
。
其
拘
該
官
司
、
及
守
把
之
人
、
通
同
夾
帶
、
或
知
而
故
縱
者
、
與
犯
人
同

罪
。
失
覺
察
者
、
減
三
等
。
罪
止

一
百
。
軍
兵
又
減
一
等
。

⑫　

拙
稿
「
明
代
成
化
・
弘
治
年
間
の
海
上
密
貿
易
を
め
ぐ
る
法
整
備
」（『
立
命
館
東
洋

史
学
』
四
十
二
号
、
二
〇
一
九
年
）。

⑬　

弘
治
『
問
刑
条
例
』〔
弘V

…43

…8

〕

 

　

一
、
官
民
人
等
、
擅
造
二

以
上
違
式
大
船
、
將
帶
違
禁
物
質
下
海
、
前
往
番
國
買

賣
、
潛
通
海
賊
、
同
謀
結
聚
、
及
為
嚮
導
、
劫
掠
良
民
者
、
正
犯
處
以
極
刑
、
全
家
發

邊
衛
充
軍
。
若
止
將
大
船
雇
與
下
海
之
人
、
分
取
番
貨
、
及
雖
不
曾
造
有
大
船
、
但
糾

通
下
海
之
人
、
接
買
番
貨
者
、
俱
問
發
邊
衛
充
軍
。
其
探
聽
下
海
之
人
番
貨
到
來
、
私

下
收
買
販
賣
、
若
蘇
木
・
樹
椒
至
一
千
斤
以
上
者
、
亦
問
發
邊
衛
充
軍
。
番
貨
入
官
。

若
小
民

使
單

小
船
、
於
海
邊
捕
取
魚
蝦
、
探
打
柴
木
者
、
巡
捕
官
軍
兵
不
許
擾

害
。

⑭　

問
刑
条
例
の
条
文
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
条
目
に
名
称
が
つ
い
て
い
な
い
。『
問
刑
条

例
』
を
引
用
す
る
場
合
、
黄
彰
健
『
明
代
律
例
彙
編
』（
中
央
研
究
院
歷
史
語
言
研
究

所
、
一
九
七
九
年
）
の
整
理
番
号
で
示
す
。

⑮　

拙
稿
「
明
代
成
化
・
弘
治
年
間
の
海
上
密
貿
易
を
め
ぐ
る
法
整
備
」（『
立
命
館
東
洋

史
学
』
四
十
二
号
、
二
〇
一
九
年
）。

⑯　
『
事
類
纂
』
巻
二
十
九
、
私
出
外
境
及
違
禁
下
界
、
第
十
〇
條
、
違
禁
通
番
接
買
番

貨
不
嘗
打
造
大
船
比
例
奏
請
充
軍

 

　

問
得
、
犯
人
丘
九
重
、
招
係
潮
州
府
海
陽
縣
民
。

⑰　

丘
九
重
は
史
料
中
に
お
い
て
表
記
の
ゆ
れ
が
あ
り
、丘
九

と
も
表
記
さ
れ
る
。
ど

ち
ら
か
は
、『
事
類
纂
』
の
誤
り
で
あ
ろ
う
が
、
ど
ち
ら
が
誤
表
記
な
の
か
確
定
す
る

術
が
な
い
。
本
稿
で
は
丘
九
重
に
統
一
す
る
。
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⑱　
『
事
類
纂
』
巻
二
十
九
、
私
出
外
境
及
違
禁
下
界
、
第
十
〇
條
、
違
禁
通
番
接
買
番

貨
不
嘗
打
造
大
船
比
例
奏
請
充
軍

 
　

成
化
十
八
年
二
月
二
十
五
日
、
九
重
與
本
縣
民
人
蔡
三
明
知
有
例
、
軍
民
人
等
不
許

接
買
番
貨
、
各
不
合
故
違
、
越
度
邊
關
、
潛
去
大
金
門
澳
。
九
重
接
買
喇
哈
翁
宗
熙
蘇

木
二
百
擔
、
蔡
三
接
買
得
蘇
木
二
百
五
十
擔
、
合
要
裝
往
南
京
等
處
發
賣
。

⑲　

乾
隆
『
潮
州
府
志
』
巻
一
六
、
山
川

 

　

大
金
門
・
小
金
門
。
在
城
東
南
島
二
門
。

⑳　

S
ou

th
east A

sia in
 th

e age of com
m

erce

、1450-1680

、vol. 1: T
h

e lan
ds 

below
 th

e w
in

ds

、Yale U
n

iversity P
ress

、1988.

は
同
時
代
の
東
南
ア
ジ
ア
を

「
交
易
の
時
代
」（th

e A
ge of C

om
m

erce

）
と
し
て
お
り
、東
南
ア
ジ
ア
産
品
へ
の

需
要
の
増
加
は
一
四
〇
〇
年
頃
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。こ
の
原
因
の
一
つ

と
し
て
リ
ー
ド
は
、
一
四
五
七
年
か
ら
一
五
二
〇
年
代
の
間
、
公
式
な
海
禁
の
執
行
力

が
弱
か
っ
た
こ
と
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
期
間
は
、明
朝
の
元
号
で
言
え
ば
天
順
か
ら
正

徳
年
間
に
あ
た
る
。

㉑　
『
事
類
纂
』
巻
二
十
九
、
私
出
外
境
及
違
禁
下
界
、
第
十
〇
條
、
違
禁
通
番
接
買
番

貨
不
嘗
打
造
大
船
比
例
奏
請
充
軍 

 

　

本
月
一
十
六
日
、
李
雄
應
該
上
班
、
仍
令
付
﹇
副
﹈
千
戸
翁
麟
等
五
百
二
十
三
員

名
、
雇
船
三
十
隻
、
守
備
封
川
縣
副
千
戸
韓
慶
等
一
百
二
十
九
員
名
雇
船
五
隻
、
各
裝

衣
糧

甲
伺
候
起
程
。

㉒　
『
事
類
纂
』
巻
二
十
九
、
私
出
外
境
及
違
禁
下
界
、
第
十
〇
條
、
違
禁
通
番
接
買
番

貨
不
嘗
打
造
大
船
比
例
奏
請
充
軍

 

　

本
月
一
十
六
日
、
李
雄
應
該
上
班
、
仍
令
付
千
戸
翁
麟
等
五
百
二
十
三
員
名
、
雇
船

三
十
隻
、
守
備
封
川
縣
副
千
戸
韓
慶
等
一
百
二
十
九
員
名
雇
船
五
隻
、
各
裝
衣
糧

甲

伺
候
起
程
。
九
重
聞
知
李
雄
官
軍
起
程
、又
不
合
商
同
蔡
三
設
酒
請
到
跟
隨
李
雄
軍
伴

黃
凱
・
陳
孔
先
吃
飲
、
將
銀
二
十
二
兩
正
、
央
黃
凱
等
各
不
合
依
聽
、
過
送
李
雄
、
亦

不
合
枉
法
接
受
。
九
重
等
雇
到
朽
船
三
隻
、
裝
載
蘇
木
、
放
在
下
水
門
河
邊
。

㉓　
『
事
類
纂
』
巻
二
十
九
、
私
出
外
境
及
違
禁
下
界
、
第
十
〇
條
、
違
禁
通
番
接
買
番

貨
不
嘗
打
造
大
船
比
例
奏
請
充
軍

 

　

本
月
十
一
日
、
李
雄
帶
領
翁
麟
等
起
程
、
九
重
・
蔡
三
將
船
跟
隨
同
行
、
至
饒
平
縣

楊
桃
平
灘
、
被
水
將
九
重
等
船
隻
（
一
）
打
在
石
上

爛
、
漂
去
蘇
木
一
百
五
十
擔
。

有
薛
欽
令
軍
人
陳
玉
打

得
蘇
木
二
十
擔
、
賣
與
不
知
名
客
人
、
得
銀
四
十
七
兩
。
李

雄
聞
知
瞋
怪
、
將
薛
欽
責
打
三
十
、
追
出
前
銀
給
與
蔡
三
、
將
船
二
隻
灣
泊
在
彼
發

賣
。
李
雄
等
官
軍
各
開
船
去
訖
。

㉔　
『
事
類
纂
』
巻
二
十
九
、
私
出
外
境
及
違
禁
下
界
、
第
十
〇
條
、
違
禁
通
番
接
買
番

貨
不
嘗
打
造
大
船
比
例
奏
請
充
軍

 

　

十
本
年
十
二
月
内
、
有
薛
欽
父
・
致
仕
府
﹇
副
﹈
千
戸
薛
聰
備
將
李
雄
接
受
九
重
銀

兩
、
侵
欺
官
軍
水
脚
價
銀
實
情
、
不
合
添
担
李
雄
用
拳

打
伊
男
、
致
傷
身
死
虛
詞
、

具
狀
告
。

㉕　
『
事
類
纂
』
巻
二
十
九
、
私
出
外
境
及
違
禁
下
界
、
第
十
〇
條
、
違
禁
通
番
接
買
番

貨
不
嘗
打
造
大
船
比
例
奏
請
充
軍

 

　

問
擬
丘
九
重
犯
該
越
邊
關
者
律
、

等

七
十
・
徒
二
年
半
、
黃
凱
・
陳
孔
先
俱
不

應
得
為
而
為
之
理
重
者
律
、
減
等

七
十
、
的
決
。

㉖　
『
明
律
』
巻
一
、
名
例
律
、
二
罪
俱
發
以
重
論

 

　

凡
二
罪
以
上
俱
發
、
以
重
者
論
。
罪
各
等
者
、
從
一
科
斷
。
若
一
罪
先
發
、
已
經
論

決
、
餘
罪
後
發
、
其
輕
若
等
勿
論
、
重
者
更
論
之
。
通
計
前
罪
、
以
充
後
數
。

㉗　
『
明
律
』
巻
二
十
六
、
雑
犯
、
不
應
爲

 

　

凡
不
應
得
爲
而
爲
之
者
笞
四
十
。〈
謂
律
令
無
條
理
不
可
爲
者
〉事
理
重
者

八
十
。

㉘　
『
御
製
大
誥
』
に
は
、
そ
れ
を
所
持
し
て
い
れ
ば
一
等
減
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
規
定
が

あ
り
、
明
中
期
に
は
、
そ
の
有
無
に
限
ら
ず
定
例
的
に
一
等
減
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
こ
う
し
た
実
態
は
『
四
川
地
方
档
案
』
等
に
見
ら
れ
る
。

㉙　
『
事
類
纂
』
巻
二
十
九
、
私
出
外
境
及
違
禁
下
界
、
第
十
〇
條
、
違
禁
通
番
接
買
番

貨
不
嘗
打
造
大
船
比
例
奏
請
充
軍

 

　

合
該
前
因
、
欲
行
巡
按
廣
東
監
察
御
史
徐
將
丘
九
重
照
依
榜
例
、
處
以
極
刑
、
家
口

發
邊
遠
充
軍
、
及
行
提
李
雄
・
薛
聰
到
官
、
依
律
問
擬
、
照
例
發
落
。
但
丘
九
重
止
是

接
賣
番
貨
、
不
會
打
造
違
式
大
船
、
比
與
方
敏
等
事
情
相
同
、
具
題
。

㉚　
『
事
類
纂
』
巻
二
十
、
把
持
行
市
、
第
三
條
、
接
買
番
貨

 
　

欽
遵
抄
出
到
院
、
査
得
成
化
七
年
二
月
二
十
四
日
、
節
該
欽
奉
聖
旨
、「
有
等
奸
頑

之
徒
、
擅
造
違
式
大
虹
、
將
帶
違
禁
貨
物
、
前
往
番
國
買
賣
。
恁 

都
察
院
便
出
榜
通

行
曉
諭
禁
約
、
有
犯
了
的
、
即
便
拿
問
。
正
犯
處
以
極
刑
、
家
口
發
邊
衛
充
軍
。」
欽

此
。

㉛　
『
事
類
纂
』
巻
二
十
九
、
私
出
外
境
及
違
禁
下
界
、
第
十
〇
條
、
違
禁
通
番
接
買
番

貨
不
嘗
打
造
大
船
比
例
奏
請
充
軍
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本
院
看
得
、
方
敏
等
雖
接
買
番
貨
、
不
會
自
造
違
式
大
船
、
若
止
照
徒
罪
發
落
似
爭

太
輕
、
若
依
榜
例
處
治
不
無
太
重
、
具
題
。

32　
『
事
類
纂
』
巻
二
十
九
、
私
出
外
境
及
違
禁
下
界
、
第
十
〇
條
、
違
禁
通
番
接
買
番

貨
不
嘗
打
造
大
船
比
例
奏
請
充
軍

 

　

李
雄
・
薛
聰
提
問
。
丘
九
重
饒
死
、
押
發
廣
西
邊
衛
充
軍
、
家
小
隨
住
。

33　
『
事
類
纂
』
巻
二
十
、
把
持
行
市
、
第
三
條
、
接
買
番
貨

 

　

敏
等
將
本
舡
磁
器
并
布
貨
兌
換
得
胡
椒
二
百
一
十
二
包
、
黃
蠟
一
包
、
烏
木
六
條
、

香
一
扁
箱
、
錫
二
十
塊
過
舡
。

34　

張
燮
『
東
西
洋
考
』
巻
七
、
餉
税
考

 

　

至
嘉
靖
而
弊
極
矣
。

35　

朱
紈
に
つ
い
て
は
様
々
な
先
行
研
究
が
存
在
す
る
が
、山
崎
岳
「
巡
撫
朱
紈
の
見
た

海 

│
明
代
嘉
靖
年
閒
の
沿
海
衞
所
と
「
大
倭
寇
」
前
夜
の
人
々
│
」（『
東
洋
史
研
究
』

六
十
二
巻
、
一
号
、
二
〇
〇
三
年
）
が
詳
細
で
あ
る
。

36　

徽
州
府
歙
県
は
、許
棟
や
王
直
な
ど
倭
寇
の
棟
梁
と
し
て
有
名
な
人
物
た
ち
の
出
身

地
で
も
あ
る
。

37　

朱
紈
『
甓
餘
雑
集
』
巻
三
、
三
報
海
洋
捷
音
事

 

　

勝
與
胡
珏
、
呉
如
慶
、
車
再
一
、
譚
明
才
同
未
獲
賊
首
許
棟
、
伊
姪
許
十
五
、
即
許

社
部
、
另
案
先
獲
監
故
弟
許
六
、
監
紹
興
府
族
弟
許
四
、
各
不
合
與
先
獲
監
故
林
燗
四

等
故
違
「
官
民
人
等
、
擅
造
二

以
上
違
式
大
船
、
將
帶
違
禁
物
質
下
海
、
前
往
番
國

買
賣
、
潛
通
海
賊
、
同
謀
結
聚
、
及
為
嚮
導
、
劫
掠
良
民
者
、
正
犯
處
以
極
刑
、
全
家

發
邊
衛
充
軍
事
例
」
各
造
三

大
船
、
節
年
結
夥
、
收
買
絲
錦
・
紬
段
・
磁
器
等
貨
并

帶
軍
器
、
越
往
佛
郎
機
滿
咖
喇
等
國
叛
投
。

38　

朱
紈
『
甓
餘
雑
集
』
巻
三
、
三
報
海
洋
捷
音
事

 

　

領
彼
胡
椒
蘇
木
象
牙
香
料
等
物
并
大
小
火
銃
槍
刀
等
器
械
及
陸
續
引
帶
見
獲
番
夷
、

共
帥
羅
放
司
・
佛
德
全
比
利
司
・
鼻
昔
弔
・
安
朶
二
・
不
禮
舎
識
・
畢
哆
囉
・
哆
彌
・

來
奴
・
連
壽
和
尚
・
利
引
・
利
舎
・
利
壐
等
・
倭
夷
稽
天
等
、
俱
隨
同
下
船
。

39　

朱
紈
『
甓
餘
雑
集
』
巻
三
、
三
報
海
洋
捷
音
事

 

　

勝
與
許
棟
等
陸
續
招
集
先
獲
陳
四
・
胡
霖
等
。
今
獲
謝
洪
盛
、
徐
二
、
浦
進
旺
、
干

種
等
不
記
姓
名
千
餘
人
各
不
合
與
已
斬
首
來
童
・
陳
明
・
安
朶
二
放
司
・
琉
箇
哆
連
・

滿
渡
喇
等
、
已
死
羅
畢
利
啞
司
等
、
故
違
「
強
盗
積
至
百
人
以
上
、
不
分
曾
否
傷
人
、

梟
首
示

」
事
例
、
盤
據
浙
江
霩
衢
大
海
雙
嶼
港
内
、
時
常
調
撥
快
馬
・
哨
船
出
港
、

虜
浙
江
福
建
沿
海
居
民
、
靭
要
贖
銀
、
殺
人
放
火
不
計
起
數
。

40　

嘉
靖
『
問
刑
条
例
』
嘉V

I

…13

…1

（
黄
彰
健
『
明
代
律
例
彙
編
』
所
収
）

 

　

強
盜
殺
傷
人
、
放
火
燒
人
房
屋
、
奸
汚
人
妻
女
、
打
劫
牢
獄
倉
庫
、
及
干
系
城
池
衙

門
、
並
積
至
百
人
以
上
、
不
分
曾
否
傷
人
、
俱
隨
即
奏
請
審
決
、
梟
首
示
衆
。

41　

朱
紈
『
甓
餘
雑
集
』
巻
三
、
三
報
海
洋
捷
音
事

 

　

嘉
靖
二
十
二
年
間
蒙
去
任
海
道
張
副
使
督
調
官
軍
軍
船
隻
出
海
攻
勦
。
勝
與
許
棟

等
、
不
合
用
大
小
鉛
子
火
銃
、
拒
打
本
道
官
船
。
傷
殘
官
軍
不
計
名
數
。

42　

朱
紈
『
甓
餘
雑
集
』
巻
三
、
三
報
海
洋
捷
音
事

 

　

嘉
靖
二
十
七
年
四
月
内
調
委
福
建
盧
都
司
兵
船
、
擒
獲
林
燗
四
、
許
六
、
沙
哩
馬

喇
、
稽
天
等
。
許
棟
、
勝
與
許
棟
等
不
能
抵
敵
。
於
本
月
初
六
日
五
更
時
分
、
從
雙
嶼

港
突
出
逃
到
南
鹿
北
擔
、
不
合
糾
合
漳
州
未
獲
李
老
賊
等
三
百
餘
人
、
各
不
合
故
前
項

梟
首
事
例
、
乗
空
登
劫
福
寧
州
七
等
都
、
不
在
官
王
徳
瑜
等
二
十
餘
家
財
穀
、
將
清
灣

巡
検
司
弓
兵
郷
夫
、
殺
傷
不
知
數
。
又
至
平
陽
縣
界
停
泊
。

43　

朱
紈
『
甓
餘
雑
集
』
巻
三
、
三
報
海
洋
捷
音
事

 

　

至
二
十
一
日
早
、
遇
風
飄
各
船
囉
畢
利
唖
司
等
四
十
餘
人
俱
溺
死
。
勝
與
胡
珏
・
連

壽
和
尚
・
徐
二
・
浦
進
旺
并
勝
先
虜
占
潮
州
迷
籍
今
在
官
婦
女
梁
亞
溪
各
爬
山
逃

。

陸
續
被
金
郷
衞
呉
指
揮
等
官
兵
擒
獲
、及
將
渰
水
不
辯
姓
名
賊
斬
首
三
顆
回
寨
令
連
壽

和
尚
徐
二
識
認
平
素
稱
呼
老
朝
奉
。

44　

鄭
若
曽
『
籌
海
圖
編
』
巻
八

 

　

嘉
靖
二
十
七
年
六
月
、
與
弟
社
武
倶
爲
指
揮
呉
川
所
執
。

45　

朱
紈
『
甓
餘
雑
集
』
巻
三
、
三
報
海
洋
捷
音
事

 

　

胡
勝
・
胡
珏
・
呉
如
慶
・
車
再
一
・
譚
明
才
倶
依
謀
叛
律
、
謝
洪
盛
・
徐
二
・
浦
進

旺
・
干
種
・
連
壽
和
尚
・
共
帥
羅
放
司
・
佛
德
全
比
利
司
・
鼻
昔
弔
・
安
朶
二
・
不
禮

舎
識
・
畢
哆
囉
・
哆
彌
・
來
奴
・
利
引
・
利
舎
・
利
壐
倶
依
強
盗
得
財
律
、
與
胡
勝
等

皆
斬
決
、
不
待
時
、
仍
照
例
梟
首
示
衆
、
胡
勝
・
胡
珏
・
呉
如
慶
・
車
再
一
・
譚
明
才

妻
子
、
給
付
功
臣
之
家
為
奴
、
財
産
入
官
、
父
母
祖
孫
兄
弟
、
不
限
籍
同
異
、
皆
流

二
千
里
安
置
。

46　
『
明
律
』
巻
十
八
、
賊
盗
、
強
盗

 

　

凡
強
盜
已
行
而
不
得
財
者
、
皆

一
百
、
流
三
千
里
。
但
得
財
者
、
不
分
首
從
皆
斬

○
若
以
藥
迷
人
圖
財
者
、
罪
同
○
若
竊
盜
、
臨
時
有
拒
捕
、
及
殺
傷
人
者
、
皆
斬
。
因

盜
而
奸
者
、
罪
亦
如
之
。
共
盜
之
人
、
不
曾
助
力
、
不
知
拒
捕
殺
傷
人
、
及
奸
情
者
、
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止
依
竊
盜
論
○
其
竊
盜
事
主
知
覺
、
棄
財
逃
走
、
事
主
追
逐
、
因
而
拒
捕
者
、
自
依
罪

人
拒
捕
律
科
罪
。

47　

弘
治
『
問
刑
条
例
』
嘉V

I

…13

…1

（
黄
彰
健
『
明
代
律
例
彙
編
』
所
収
）

 

　

強
盜
殺
傷
人
、
放
火
燒
人
房
屋
、
奸
汚
人
妻
女
、
打
劫
牢
獄
倉
庫
、
及
干
系
城
池
衙

門
、
並
積
至
百
人
以
上
、
不
分
曾
否
傷
人
、
俱
隨
即
奏
請
審
決
、
梟
首
示
衆
。

48　

朱
紈
『
甓
餘
雑
集
』
巻
二
、
議
處
夷
賊
以
明
典
刑
以
消
禍
患
事

 

　

副
使
魏
一
恭
亦
稱
憑
海
賊
當
時
口
報
、次
日
報
者
一
切
不
准
至
於
所
獲
黑
番
。
其
面

如
漆
見
者
爲
之
驚
怖
、
往
往
能
爲
中
國
人
語
…

49　
『
明
律
』
巻
十
八
、
賊
盗
、
謀
叛

 

　

凡
謀
叛
、〔
謂
謀
背
本
國
、
潛
從
他
國
。〕、
但
共
謀
者
、
不
分
首
從
皆
斬
。
妻
・
妾
・

子
・
女
給
付
功
臣
之
家
爲
奴
。
財
產
並
入
官
。
父
母
・
祖
・
孫
・
兄
弟
、
不
限
籍
之
同

異
、
皆
流
三
千
里
安
置
。
知
情
故
縱
隠
藏
者
絞
。
有
能
若
捕
者
、
將
犯
人
財
產
、
全
給

充
賞
。
知
而
不
首
者
、

一
百
、
流
三
千
里
。
若
謀
而
未
行
、
爲
首
者
絞
、
爲
從
者
皆

一
百
、
流
三
千
里
。
知
而
不
首
者

一
百
徒
三
年
。
若
逃
避
山
澤
、
不
服
追
喚
者
、

以
謀
叛
未
行
論
。
其
拒
敵
官
兵
者
、
以
謀
叛
巳
行
論
。

50　

万
暦
『
問
刑
条
例
』
と
謀
叛
律
の
関
係
に
つ
い
て
は
別
稿
を
準
備
中
で
あ
る
。

51　

鄭
曉
『
鄭
端
簡
公
奏
議
』
巻
十
四
「
會
題
詳
議
賊
犯
王
直
等
疏
」

（
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


