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宋
代
の
脚
店
戸
と
唐
代
の
接
脚

及
び
「
う
け
う
り
」
の
慣
行

日

野

開

郎

唐
代
に
い
う
店
は
現
在
邦
訴
の
商
店
で
は
な
い
。
商
届
を
指
す
唐
代
の
用
語
は
県
、
も
し
く
は
舗
で
あ
っ
て
、
店
は
比
の
鰭
舗
と
区
別
し

て
使
用
せ
ら
れ
て
い
る
。
唐
代
の
店
は
泊
客
・
料
飲
・
倉
庫
の
三
業
務
を
兼
営
し
、
主
と
し
て
客
商
を
顧
客
と
し
て
そ
の
活
動
を
助
け
て
い
た

業
者
を
指
し
、
そ
の
規
模
の
大
き
な
も
の
を
時
に
邸
と
呼
ん
で
い
た
。
長
安
・
洛
陽
そ
の
他
の
大
都
市
に
は
時
舗
や
邸
店
を
多
数
兼
併
し
、
然

も
そ
の
兼
併
が
広
く
天
下
の
要
地
に
及
ん
で
い
る
富
買
が
少
く
な
か
っ
た

Q

太
平
広
記
泊
四
雑
録
部
・
都
鳳
蟻
の
項
に
、
西
京
記
に
出
づ
と
し

て

西
京
懐
徳
坊
南
門
之
束
。
有
富
ぃ
胸
部
一
鳳
織
。
帥
。
其
家
巨
富
。
金
賞
不
可
勝
計
。
常
輿
朝
貴
遊
。
邸
店
園
宅
。
遍
満
海
内
。
四
方
物
輩
為

所
収
。
雄
古
之
精
白
。
不
是
過
也
。

と
あ
り
、
全
唐
詩
話
畑
白
居
易
の
効
陶
潜
体
詩
十
六
首
の
「
東
隣
富
翁
」
の
詩
に

東
隣
有
富
翁
。
蔵
貨
偏
五
都
。
東
京
収
栗
吊
。
西
市
関
金
珠
。
朝
営
暮
計
算
。
叢
夜
不
安
居
。

と
あ
り
、
朝
野
食
判
長
何
速
明
の
項
に

定
州
何
遠
明
大
富
。
主
官
中
三
騨
。
毎
於
騨
謹
起
店
停
商
。
専
以
襲
胡
為
業
。
資
財
巨
高
。
云
云
。

と
あ
る
等
は
、
唐
代
の
富
買
が
遠
隔
地
に
在
る
邸
店
埠
舗
を
多
数
兼
併
し
、
そ
れ
ら
を
経
営
し
て
巨
利
を
収
め
て
い
た
こ
と
を
示
す
数
例
で
あ

る
。
こ
れ
ら
遠
隔
地
に
在
る
兼
併
の
邸
店
時
舗
は
所
有
者
で
あ
る
富
買
が
親
し
く
そ
の
管
理
経
営
に
当
り
得
な
か
っ
た
こ
と
、
更
め
て
い
う
ま

米
代
の
脚
店
戸
と
店
代
の
接
脚
及
び
「
う
け
う
り
」
の
慣
行

（
日
野
）



米
代
の
脚
店
戸
と
唐
代
の
抜
脚
及
び
「
う
け
う
り
」
の
慣
行

（
日
肌
円
）

で
も
な
い
。
か
く
て
広
域
遠
隔
の
地
に
跨
る
邸
店
時
舗
の
兼
併
、
そ
の
上
に
立
つ
富
買
の
発
展
を
考
察
す
る
に
は
、
そ
れ
ら
兼
併
店
幹
の
管
即

経
営
が
ど
の
様
に
行
わ
れ
て
い
た
か
を
併
せ
て
考
究
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
然
し
乍
ら
此
の
管
理
経
営
に
就
い
て
言
及
し
た
唐
代
の
史
料

は
未
だ
検
出
し
得
な
い
。
こ
う
し
た
場
合
の
研
究
方
法
と
し
て
は
、
史
料
が
格
段
に
豊
富
と
な
る
宋
代
に
就
い
て
検
討
し
、

そ
の
知
識
に
立
つ

て
唐
代
の
文
献
を
再
検
し
手
掛
り
を
求
め
て
行
く
と
い
う
の
が
常
道
で
あ
り
、
又
効
果
の
多
い
方
法
で
も
あ
る
の
で
あ
る
が
、
宋
代
の
店
却
問

題
に
就
い
て
は
殆
ん
ど
全
く
子
を
つ
け
て
お
ら
ず
、
さ
り
と
て
こ
こ
に
滅
に
宋
代
の
文
献
を
渉
猟
し
つ
く
す
馬
力
も
な
い
、
然
し
宋
代
の
文
献

に
見
え
る
脚
店
・
脚
店
戸
が
現
在
邦
語
の
支
店
に
該
る
と
い
う
在
来
の
説
は
、
兼
併
店
却
の
管
理
経
営
に
見
逃
し
得
な
い
も
の
で
、
も
し
此
れ

が
支
店
な
ら
ば
唐
代
に
も
此
の
制
捜
が
兼
併
家
に
取
入
れ
ら
れ
、
兼
併
の
促
進
に
大
き
く
役
立
っ
て
い
た
と
考
え
得
る
可
能
性
が
生
れ
て
く

る
ω

そ
こ
で
比
の
脚
店
戸
を
、
果
し
て
そ
れ
が
現
在
邦
語
の
支
店
に
該
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
検
討
を
中
心
と
し
て
再
考
察
し
、
そ
こ
か

ら
唐
代
に
於
け
る
兼
併
店
邸
の
管
理
経
営
を
究
明
す
る
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
追
及
し
て
見
る
こ
と
と
す
る
ο

一
、
宋
代
の
脚
店
戸
と
正
店

旅
宿
・
料
飲
・
倉
庫
の
三
業
務
を
営
業
と
す
る
店
に
於
い
て
、
そ
の
料
飲
業
に
重
要
な
酒
は
、
安
史
の
乱
後
、
中
央
財
政
の
窮
乏
対
策
と
し

て
専
買
制
の
下
に
お
か
れ
て
い
た
。
酒
の
専
売
、
即
ち
樵
砧
の
内
容
は
多
様
で
あ
り
、
そ
の
推
移
も
複
雑
で
あ
っ
て
、
そ
の
究
明
は
専
考
を
要

す
る
大
問
題
で
あ
る
が
、
五
代
・
宋
代
に
承
け
つ
が
れ
つ
つ
次
第
に
発
展
し
、
大
き
な
国
庫
財
源
と
し
て
関
係
法
規
が
厳
密
を
加
え
て
行
っ
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
店
が
使
用
す
る
酒
も
勿
論
専
売
品
で
あ
り
、
且
つ
店
は
そ
の
大
量
消
費
者
で
あ
る
所
か
ら
、
核
酷
制
の
中
に
於
け
る

店
の
役
割
は
自
ら
重
要
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
店
と
舷
砧
制
と
の
関
係
も
頗
る
襖
雑
な
推
移
を
辿
り
、
又
地
域
的
な
相
違
も
あ
っ
て
、
決
し
て

一
律
一
様
で
な
い
が
、
脚
店
戸
の
考
察
に
必
要
な
点
だ
け
を
取
出
し
て
概
説
し
て
お
く
。

店
で
自
ら
酒
を
醸
造
販
売
せ
ん
と
欲
す
る
者
は
当
然
専
売
税
を
納
め
て
公
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

一
方
、
国
家
と
し
て
は
専
売
税
の

収
入
を
縫
保
増
大
す
る
為
に
資
力
が
大
き
く
販
売
能
力
の
勝
れ
た
者
を
選
ん
で
公
認
す
る
方
針
を
採
る
こ
と
と
な
る
。

又
醸
造
に
は
設
備
や
人



件
費
そ
の
他
に
相
当
の
資
本
を
必
要
と
す
る
。
か
く
て
専
売
法
施
行
後
の
醸
造
者
は
少
数
の
大
企
業
に
絞
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
事
実
、
専
売

制
施
行
後
の
公
認
醸
造
者
は
富
戸
、
特
に
大
き
な
邸
店
戸
に
集
約
せ
ら
れ
、
大
邸
店
は
そ
れ
を
自
家
の
営
業
用
に
供
す
る
外
、
他
の
酒
量
や
消

費
者
に
も
先
っ
て
い
た
。
醸
造
機
を
も
た
な
い
店
は
そ
の
業
務
用
の
溺
を
醸
造
元
か
ら
請
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
専
売
税
を
納
め
れ
ば
誰
で
も

醸
造
を
許
さ
れ
る
と
い
う
の
が
原
則
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
都
会
地
の
醸
造
許
可
者
は
唐
宋
を
通
じ
て
多
く
店
一
戸
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
差
支

え
な
い
。
然
も
そ
の
許
可
者
は
、
醸
造
技
術
等
の
関
係
か
ら
自
ら
定
者
し
、
延
い
て
は
請
売
り
業
者
の
仕
入
先
も
定
着
的
で
あ
っ
た

Q

脚
店
戎

は
脚
店
戸
と
は
こ
の
様
な
う
け
酒
を
売
る
店
戸
を
い
う
。
脚
唐
と
い
う
以
上
、
そ
れ
は
躍
舗
（
邦
語
の
商
店
）
で
は
な
く
、
県
舗
と
区
別
せ
ら

れ
た
店
で
あ
り
、
従
っ
て
店
の
基
本
業
務
で
あ
る
宿
泊
・
料
飲
・
倉
庫
業
を
ザ
白
ん
で
い
た
筈
の
も
の
で
あ
る
。
酒
の
販
売
業
者
に
は
料
飲
業
を

併
せ
営
む
者
や
た
だ
販
売
す
る
だ
け
の
酒
屋
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
何
れ
も
酒
鼎
で
あ
っ
て
、
酒
店
で
は
な
い
。
酒
店
と
呼
ば
れ
て
い
た
の

は
宿
泊
・
料
飲
・
倉
庫
の
三
業
務
に
併
せ
て
消
費
者
へ
の
酒
の
販
売
を
も
行
う
も
の
で
、
い
わ
ば
酒
聾
兼
、
営
の
店
で
あ
っ
た
の
で
、
酒
店
が
時

に
酒
鼎
と
呼
ば
れ
て
い
る
例
は
あ
る
が
、
逆
に
酒
臨
時
で
あ
る
料
飲
業
者
や
販
売
だ
け
の
業
者
が
酒
店
と
呼
ば
れ
て
い
る
例
は
な
い
。
即
ち
脚
店

は
う
け
酒
の
店
戸
に
限
ら
れ
、
酒
砕
は
含
ん
で
い
な
い
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る

Q

う
け
酒
屋
を
指
す
宋
代
の
用
語
に
は
拍
戸
が
あ
っ
た
。
拍

戸
は
酒
障
も
酒
店
も
そ
の
営
業
の
酒
が
う
け
酒
で
あ
れ
ば
共
に
指
し
得
た
用
語
で
あ
る
が
、
脚
店
戸
は
必
、
ず
う
け
酒
の
店
戸
に
限
ら
れ
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
宋
代
の
専
売
運
営
制
で
は
各
脚
店
戸
が
酒
を
う
け
る
醸
造
元
は
決
め
ら
れ
て
い
て
、
勝
手
な
変
更
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
。
つ
ま
り
一
定
の
醸
造
元
に
問
看
さ
せ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
、
脚
店
と
は
此
の
醸
造
元
に
対
す
る
呼
称
で
あ
っ
た
。
詳
し
く
は
脚
店
酒
戸
と

も
い
わ
れ
て
い
る
。
宋
会
要
・
食
貨
民
酒
麹
雑
録
・
天
型
五
年
八
月
の
条
の
詔
に

三
司
白
林
野
楼
酒
店
。
如
有
情
願
資
撲
出
排
課
利
。
令
於
在
京
脚
店
酒
戸
内
。
摂
定
三
千
一
円
。
毎
日
於
本
店
取
酒
仙
売
。

と
あ
る
は
脚
店
酒
戸
の
一
例
で
あ
る
。
右
の
白
勢
楼
酒
店
は
官
有
の
大
楼
店
で
、
酒
造
権
を
存
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
官
は
比
の
楼
店
の
経

営
を
そ
の
酒
造
権
を
含
め
て
「
せ
り
」
で
民
聞
に
請
負
わ
せ
、
契
約
の
請
負
額
を
納
入
せ
し
め
る
こ
と
と
し
た
と
い
う
の
が
記
事
の
内
容
で
あ

る
が
、
請
負
者
の
利
益
を
保
護
す
る
為
に
在
京
の
脚
店
酒
戸
の
う
ち
か
ら
三
千
戸
を
抽
取
し
て
白
饗
楼
酒
店
の
脚
店
と
し
、
そ
の
酒
を
う
け
さ

宋
代
の
脚
店
一
戸
と
符
代
の
接
脚
及
び
「
・
づ
け
う
り
」
の
慣
行

（
日
野
）



山
本
代
の
脚
店
戸
と
山
川
代
の
岐
川
及
び
「
う
け
う
り
」
の
慣
行

（
日
時
）

E4 

せ
る
こ
と
と
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
三
千
の
脚
店
は
他
か
ら
酒
を
う
け
る
自
由
を
も
た
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
三
千
の
う
け
酒
の
店
戸
を
も

っ
白
勢
楼
酒
店
は
大
醸
造
元
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
よ
ほ
ど
の
富
戸
で
な
け
れ
ば
そ
の
経
営
を
請
負
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

H
I｝

i
k
j
 

し
た
脚
店
制
の
も
と
で
は
造
り
酒
屋
は
大
資
本
を
要
し
、
酒
造
権
を
も
っ
た
邸
店
は
宮
大
の
店
戸
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

が
一
定
の
醸
造
元
に
対
す
る
そ
の
う
け
酒
の
店
戸
を
い
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
支
店
と
速
断
す
る
こ
と
は
許
き
れ
な
く
な
る
。
脚
店
戸
も
店
戸

脚
店
戸

と
い
う
以
上
は
邸
店
業
者
に
外
な
ら
ず
、
そ
の
業
務
に
使
う
酒
を
一
定
の
醸
造
元
か
ら
う
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
け
か
ら
直
ち
に
そ
れ
を
醸

造
元
の
支
店
と
断
じ
得
る
も
の
で
な
い
と
と
は
寧
ろ
自
明
の
こ
と
が
ら
で
あ
ろ
う
。
う
け
酒
の
脚
店
戸
の
例
は
辺
境
の
諸
’
採
に
於
い
て
も
見
ら

れ
、
そ
れ
ら
の
脚
店
戸
は
店
と
し
て
泊
客
業
務
を
営
み
、
投
宿
し
た
客
商
の
取
引
に
斡
旋
の
労
を
と
り
、
利
あ
り
と
見
れ
ば
時
に
自
ら
仕
入
れ

に
乗
出
す
こ
と
も
あ
っ
た
様
で
あ
る
。

宋
代
の
楽
は
い
う
ま
で
も
な
く
軍
事
施
設
で
あ
り
、
辺
境
に
は
犬
小
幾
多
の
京
が
お
か
れ
て
い
る
所
が
あ
っ
た
が
、
家
主
は
同
時
に
そ
の
家

の
所
管
区
域
の
行
政
に
も
当
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
そ
う
し
た
場
合
、
そ
の
管
域
も
東
名
を
以
て
呼
ば
れ
、
そ
の
様
な
行
政
区
劃
と
し
て
の

案
も
少
く
な
か
っ
た
。
此
の
行
政
区
劃
と
し
て
の
業
は
、
小
な
る
も
の
は
郷
鎮
格
の
扱
い
を
う
け
、
犬
な
る
も
の
は
県
格
に
扱
わ
れ
、
同
じ
楽

と
い
う
も
そ
の
格
に
上
下
が
あ
っ
た
が
、
何
れ
に
し
て
も
辺
境
地
域
に
在
っ
た
関
係
か
ら
一
般
郷
鎮
や
県
に
比
し
て
雑
費
を
多
く
要
し
て
い
た

の
で
、
楽
に
そ
の
所
管
内
の
酒
造
専
売
権
を
与
え
、
そ
の
収
入
で
雑
費
を
補
わ
し
め
て
い
た
。
築
は
酒
庫
（
醸
造
所
）
を
お
き
、
そ
の
醸
酒
を

管
内
の
店
一
戸
に
う
け
さ
せ
て
利
益
を
あ
げ
て
い
た
。
此
の
場
合
の
店
戸
は
漢
の
〈
酒
庫
の
）
脚
店
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
宋
会
要
・
兵
二
貿

馬
・
紹
興
三
年
八
月
二
十
七
日
の
条
の
広
西
路
・
白
州
・
靖
遠
察
の
知
築
費
姐
の
一
一
一
一
口
文
に
よ
る
に
、
此
の
察
に
は
蛮
人
が
余
り
に
も
沢
山
の
馬

を
売
り
に
来
る
の
で
、
買
馬
用
に
準
備
し
た
案
の
宵
銭
を
使
い
果
し
て
も
尚
足
ら
ず
、
止
む
な
く
そ
れ
以
上
の
馬
は
蛮
人
に
又
牽
い
て
帰
ら
せ

て
い
る
が
、
そ
の
為
に
蛮
人
の
怨
嵯
の
戸
が
高
ま
勺
て
来
て
い
る
の
で
、
そ
の
対
策
、
と
し
て
、
民
間
の
有
力
者
や
そ
の
他
の
者
に
暫
時
寅
取
ら

せ
て
お
き
、
官
銭
が
補
充
で
き
次
第
、
官
が
引
取
る
こ
と
に
し
た
い
と
い
っ
て
い
る
。
そ
の
暫
時
買
取
ら
せ
て
お
く
と
い
う
部
分
の
原
文
は
次

の
如
く
で
あ
る

Q



乞
。
自
今
後
。
許
本
案
脚
店
戸
・
百
姓
及
渓
洞
官
典
・
頭
首
・
有
力
之
家
。
牌
銭
物
明
赴
。
官
専
差
編
欄
使
臣
一
員
監
劇
。
就
蕃
技
博
買

Q

こ
の
暫
時
買
取
人
の
中
に
あ
げ
で
あ
る
本
案
の
脚
店
戸
と
は
、
靖
遠
築
の
（
酒
庫
の
）
脚
店
戸
に
外
な
ら
ぬ
。
実
の
脚
店
戸
は
そ
の
酒
を
必
ず

築
（
の
酒
庫
）
か
ら
請
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
店
と
し
て
の
そ
れ
以
外
の
経
営
に
就
い
て
は
濃
か
ら
何
の
拘
束
も
受
け
な
い
筈
の
も
の
で
あ

る
。
然
し
店
に
取
っ
て
そ
の
営
業
に
大
切
な
酒
の
唯
一
の
元
締
め
で
あ
り
、

行
政
の
直
接
の
長
官
で
も
あ
る
築
主
の
要
請
に
協
力
す
る
こ
と

は
、
こ
う
し
た
立
場
の
商
人
と
し
て
拒
み
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
ω

か
く
て
蕃
馬
買
取
り
へ
の
協
力
が
押
し
つ
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ

の
脚
店
戸
の
買
入
れ
馬
は
早
晩
築
主
が
国
費
を
以
て
引
取
っ
て
く
れ
る
約
束
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
形
の
上
か
ら
い
え
ば
、
官
の
「
な
る
と
き

引
取
り
」
の
依
托
質
入
れ
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
邸
店
の
聞
に
見
ら
れ
た
客
商
の
為
の
依
托
購
入
の
変
形
と
も
い
え
る
も

の
で
あ
る
。
所
で
楽
の
脚
店
戸
の
買
馬
に
は
此
の
様
な
築
主
の
依
托
と
は
関
係
な
く
自
主
的
に
行
わ
れ
て
い
る
所
が
あ
っ
た

Q

同
巻
の
紹
興
三

年
二
月
八
日
の
条
の
枢
密
院
が
白
州
か
ら
受
け
た
進
状
の
内
容
に
依
れ
ば
、
此
の
州
の
横
山
楽
で
も
蛮
人
が
馬
を
売
り
に
来
て
塩
や
絹
を
購
め

そ
こ
の
監
官
は
塩
や
絹
の
価
を
高
く
し
て
馬
価
に
充
て
る
の
で
、
蛮
人
は
官
に
良
馬
を
売
る
こ
と
を
嫌
っ
て
い
る
と
あ

て
帰
っ
て
い
る
が
、

り
、
官
と
の
取
引
を
避
け
た
が
る
そ
れ
ら
蛮
人
の
馬
貿
易
に
就
い
て

蕃
一
世
将
馬
主
横
山
築
貨
費
。
被
洞
官
井
店
戸
等
人
衆
。
私
興
挫
人
交
易
。

と
述
べ
、
消
官
や
店
戸
等
の
者
が
私
に
買
取
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い
る
ω

こ
こ
に
い
う
湘
官
と
店
戸
と
が
先
の
靖
速
漢
の
記
事
に
い
う
渓
洞
官

と
脚
店
戸
と
に
当
る
べ
き
こ
と
は
一
見
し
て
明
か
で
あ
ろ
う
。
靖
速
楽
の
脚
店
戸
は
築
主
の
依
頼
に
応
じ
て
官
の
買
馬
に
協
力
す
る
と
い
う
立

場
に
於
い
て
蛮
馬
を
買
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
横
山
築
の
脚
店
戸
は
蛮
人
が
官
に
売
る
こ
と
を
嫌
っ
て
い
た
の
に
乗
じ
て
儲
け
の
多
そ
う
な
良

馬
を
官
を
出
し
抜
く
形
で
質
取
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
ω

然
し
店
戸
自
身
が
馬
を
特
に
必
要
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
蛮
人
か
ら
寅

入
れ
た
馬
は
儲
け
を
加
え
て
転
売
し
て
い
た
筈
で
あ
る
ω

転
売
先
に
就
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

一
部
を
個
人
の
需
要
に
供
す
る
外
、
大

部
分
は
馬
の
最
大
需
要
者
で
あ
る
官
に
売
込
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
横
山
察
の
貿
馬
は
蛮
人
か
ら
店
戸
に
売
ら
れ
た
の
を
買
上
げ
る

形
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
ω

実
の
監
官
が
馬
を
築
に
売
込
み
に
来
る
蛮
人
に
そ
の
代
価
と
し
て
支
払
う
塩
や
絹
の
評
価

米
代
の
脚
店
一
戸
と
山
川
代
の
按
脚
及
び
「
う
け
う
り
」
の
慣
行

（

H
野）



米
代
の
脚
店
戸
と
店
代
の
接
脚
及
び
「
う
け
う
り
」
の
慣
行

（
日
野
）

ーよーノ、

を
不
当
に
高
く
し
て
押
し
つ
け
た
の
は
、
結
局
、
蛮
馬
を
不
当
に
安
く
抑
買
す
る
こ
と
で
あ
り
、
蛮
人
を
官
貿
易
か
ら
逃
避
さ
せ
た
の
は
当
然

で
あ
る
が
、
監
官
が
比
の
様
に
不
当
な
安
値
の
抑
買
を
敢
で
し
た
の
は
、
一
つ
に
は
官
僚
の
属
性
と
し
て
の
私
腹
収
利
に
因
る
所
が
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
が
、
根
本
的
に
は
靖
速
築
の
例
に
示
さ
れ
て
い
る
如
く
、
蛮
人
の
売
馬
量
に
対
す
る
築
の
買
馬
予
算
総
額
の
過
少
に
因
由
し
て
い
た
と

見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
不
当
抑
買
の
結
果
、
蛮
馬
は
店
戸
に
売
ら
れ
、
店
戸
か
ら
案
に
売
ら
れ
る
と
い
う
廻
り
道
の
取
引
と
な
っ
た
わ
け
で
、

此
の
間
に
察
官
と
店
戸
と
の
提
携
通
情
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、

こ
の
も
っ
て
廻
る
横
山
案
の
様
な
買
馬
過
程
が
靖
速
築
の
脚
店
戸
中
間

買
取
策
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
何
れ
に
せ
よ
蛮
人
が
馬
を
売
り
に
来
る
邑
州
方
面
の
諸
察
で
案
の
店
戸
が
馬

の
売
買
に
乗
出
し
て
い
た
こ
と
は
紛
れ
な
い
。
恐
ら
く
店
戸
と
し
て
辺
境
貿
易
に
集
る
客
商
の
世
話
を
し
て
い
た
哀
の
諸
店
は
、
蛮
馬
取
引
の

利
に
目
を
つ
け
て
伯
楽
商
売
に
進
出
し
て
居
り
、
靖
遠
案
が
官
に
協
力
せ
し
め
る
立
場
で
店
戸
に
馬
の
一
時
的
買
取
り
を
さ
せ
た
の
は
、
既
に

そ
れ
以
前
か
ら
店
戸
の
蛮
馬
仲
買
が
行
わ
れ
て
い
た
の
を
利
用
し
、
箪
ろ
そ
の
仲
買
馬
の
買
上
げ
を
官
が
保
障
す
る
形
で
彼
等
の
利
益
を
守
つ

て
や
る
と
い
う
官
吏
と
商
人
と
の
通
同
的
策
略
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
蛮
馬
貿
易
に
就
い
て
は
別
に
詳
考
を
必
要
と
し
、
そ
の
上
で
蛮

馬
を
め
ぐ
る
築
と
店
戸
と
の
関
係
も
精
確
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
以
上
の
考
察
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
築
の
店
戸
が
そ
の
営
業
用
の
酒

を
案
の
酒
席
か
ら
う
け
る
関
係
に
あ
る
時
、
そ
れ
は
案
の
脚
店
戸
と
い
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
の
白
勢
楼
酒
店
の
脚
店
戸
と
併

せ
考
え
る
な
ら
ば
、
脚
店
戸
と
は
そ
の
酒
を
特
定
の
醸
造
元
か
ら
う
け
る
店
戸
が
そ
の
醸
造
元
に
対
し
て
呼
ば
れ
る
称
呼
で
あ
る
こ
と
が
明
白

と
な
る
で
為
ろ
う
＠
た
だ
う
け
酒
の
関
係
に
あ
る
だ
け
で
脚
店
戸
と
い
わ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
脚
店
戸
即
支
店
の
解
釈
は
考
え
直
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
る

Q

支
店
で
あ
る
脚
店
戸
も
あ
り
得
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
う
け
酒
の
脚
店
戸
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
脚
店

と
支
店
と
は
別
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

脚
店
戸
に
対
す
る
醸
造
元
と
し
て
の
酒
店
は
何
と
呼
ば
れ
た
か
。
先
の
白
馨
楼
酒
店
の
記
事
中
に
「
本
店
」
の
用
語
が
あ
る
が
、
此
の
「
本
」

近
い
邦
語
を
求
め
る
な
ら
ば
、
「
当
店
」
、
「
こ
（
そ
）
の
店
」
な
ど
で
あ
る
。

は
当
時
の
「
本
戸
」
や
現
在
邦
語
の
「
本
人
」
等
の
本
と
同
じ
く
「
そ
の
」
の
意
味
で
、
本
店
・
支
店
の
本
の
用
法
で
は
な
い
。
右
の
本
店
に

靖
速
案
の
記
事
中
に
見
え
る
「
本
案
」
の
本
も
同
様
の
用
法
で
あ



’い
a

－

る
。
脚
店
に
対
用
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
正
店
で
あ
る
ω

米
山
ぷ
夢
華
録
ゴ
刑
楼
の
項
に

在
京
正
店
七
十
二
戸
。
此
外
不
能
遍
数
。
共
除
皆
抑
制
之
脚
店
。

と
あ
る
は
、
正
店
が
脚
店
に
対
応
す
る
店
、
即
ち
醸
造
元
の
店
を
指
す
用
語
で
あ
っ
た
こ
と
を
簡
明
に
示
し
て
い
る
適
証
で
あ
る
。
此
れ
に
依

れ
ば
推
定
人
口
四
五
百
万
の
大
都
市
開
封
府
の
正
店
は
主
な
も
の
が
七
十
二
一
戸
で
あ
っ
た
と
い
う
。
先
に
あ
げ
た
白
勢
楼
酒
店
は
当
然
正
店
で

あ
る
が
、
そ
の
脚
店
戸
は
三
千
で
あ
っ
た
と
い
う
ω

こ
れ
は
特
別
に
脚
店
戸
の
多
い
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
醸

造
元
と
し
て
の
正
店
が
う
け
酒
の
脚
店
を
多
数
擁
し
て
い
る
の
は
一
般
的
で
あ
っ
た
と
見
て
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
四
五
百
万
人
の
都
市
に
七

八
十
戸
の
正
店
し
か
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
正
店
の
平
均
脚
店
数
は
当
然
多
か
っ
た
筈
で
あ
る

Q

そ
う
し
た
彩
し
い
脚
店
の
上
に
立
つ
正
店
は

何
れ
も
大
資
本
の
店
で
、
そ
の
所
有
者
は
大
宮
商
で
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

Q

続
資
治
通
鑑
長
一
編
崎
市
一
元
祐
五
年
十
月
戊
成
の
条
の
殿

中
侍
御
史
専
象
求
が
知
青
州
王
安
礼
の
汚
職
を
あ
ば
い
た
弾
刻
文
の
中
に
、
安
礼
の
瞥
て
の
門
下
で
現
在
は
開
封
府
に
店
を
経
営
し
、
王
安
礼

と
結
ん
で
そ
の
汚
職
の
手
先
を
つ
と
め
て
い
る
安
殿
直
な
る
も
の
の
こ
と
を
述
べ
て

其
美
殿
庫
。
ぷ
円
在
安
礼
門
下
。
出
入
安
礼
。
素
来
照
管
。
家
富
於
財

Q

見
闘
四
所
正
店
ω

云
云
。

一
人
で
正
店
を
四
箇
所
に
有
し
て
い
た
と
い
い
、
富
民
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
四
店
も
兼
併
し
て
い
た
彼
は
富
豪
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る

Q

開
封
府
の
正
店
七
八
十
の
う
ち
約
五

Mmを
も
っ
て

と
あ
り
、

一
正
店
の
所
有
で
さ
え
も
大
資
本
を
要
し
た
の

い
た
こ
と
に
な
る
。
各
正
店
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
脚
店
が
あ
っ
た
わ
け
で
、
そ
の
総
数
は
数
千
か
ら
万
に
も
達
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
こ
れ
ら
正
店
は
店
、
と
し
て
客
商
の
為
に
宿
泊
・
食
飲
・
倉
庫
の
一
一
一
業
務
を
併
せ
営
み
、
投
宿
客
商
の
為
に
そ
の
販
売
や
仕
入
れ
に
も
協
力

し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
右
記
事
を
扶
む
前
後
の
長
い
文
章
の
中
に
詳
し
く
言
及
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
比
所
に
は
直
接

の
関
係
が
な
い
の
で
省
略
す
る
。
委
殿
直
一
人
の
所
有
正
店
が
四
箇
所
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
正
店
が
本
店
・
支
店
の
本
店
の
意
味
を
も

つ
も
の
で
な
い
こ
と
の
一
証
に
な
る
と
い
え
よ
う
。
正
店
は
脚
店
に
対
応
す
る
酪
造
元
の
酒
店
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る

Q

此
の
様
に

正
店
と
脚
店
と
は
専
売
制
下
に
お
か
れ
た
酒
の
仕
入
れ
に
於
け
る
系
列
関
係
を
示
す
用
語
で
あ
っ
て
、
言
葉
と
し
て
は
そ
れ
以
上
の
意
味
は
有

山
本
代
の
脚
店
一
円
と
陪
代
の
法
脚
及
び
つ
つ
け
う
り
」
の
慣
行

（
日
野
）
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末
代
の
脚
店
戸
と
底
代
の
接
脚
及
び
つ
つ
け
う
り
」
の
慣
行

（
日
野
）

八

あた
るな

}l.. 。か
百東つ
吉京た
凶夢と
之筆解
家録せ
人五巻ら
皆民れ
盈俗る
門のの

工貰で
其をあ
正見る
酒るが
店に

戸実
J 際
民L と
脚し
店て
ニの
両正
次店
:f J と

湾 坦
便 X
敢の
｛昔関
奥係
三内
五 窓
百に
両は
墾比
商の。 雪量

以暴
至 以
貧上
下に
人緊
家密
。な

就も
j占の
日乎 が

巧あ
－っ

亦た
用様
銀で

器
供
送
。
有
連
夜
飲
者
。
次
回
取
之
。
諸
妓
館
只
就
店
呼
酒
而
己
。
銀
器
供
送
亦
復
如
此

Q

一
般
に
資
本
の
大
き
く
な
い
脚
店
が
吉
凶
之
家
か
ら
来
客
接
待
の
為
の
仕
出
し
の
注
文
を
受
け
た
場
合
、
そ
の
正
店
は
脚
店
に
三

五
百
両
（
一
両
は
十
匁
）
も
の
銀
器
を
貸
し
与
え
て
そ
の
仕
出
し
た
景
気
を
添
え
て
や
り
、
よ
っ
て
妓
館
か
ら
貧
下
の
戸
に
至
る
ま
で
銀
器
を

と
あ
っ
て
、

揃
え
て
客
を
接
待
し
得
た
と
い
う
。
こ
れ
は
脚
店
戸
の
商
売
繁
回
聞
を
通
し
て
正
店
自
身
の
醸
酒
の
売
上
げ
を
増
さ
ん
が
為
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し

た
営
業
上
の
相
互
扶
助
的
な
活
動
が
一
般
化
し
て
い
た
に
せ
よ
、
正
店
が
本
店
、
脚
店
が
支
店
と
い
う
関
係
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
所

詮
、
正
店
・
脚
店
は
酒
の
専
売
制
が
生
ん
だ
酒
取
引
の
系
列
関
係
を
示
す
用
語
と
見
る
べ
き
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
但
し
関
係
史
料
の
蒐
集
が

未
だ
充
分
で
な
い
の
で
、
精
細
詳
確
な
論
断
は
尚
今
後
の
史
料
博
捜
に
よ
る
補
考
に
侯
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
ら
ば
宋
代
に
は
支
店
制
は
な
か
っ

た
か
と
い
う
に
、
そ
う
は
断
定
で
き
な
い
。
支
店
制
の
有
無
内
容
は
脚
店
と
別
に
広
く
文
献
を
渉
猟
し
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
我
が
江
戸
時

代
に
「
で
み
せ
」
の
名
を
以
て
支
店
が
で
き
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
宋
代
に
支
店
の
で
き
て
い
た
こ
と
も
想
像
ぜ
ら
れ
な
く
は
な
い
。
筆
者

と
し
て
は
未
だ
宋
代
の
支
店
制
に
就
い
て
何
の
知
識
を
も
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
り
、
従
っ
て
末
代
の
知
識
を
基
に
し
て
唐
代

を
湖
及
推
想
す
る
手
だ
て
も
も
た
な
い
わ
け
で
、
切
に
大
方
の
御
高
教
を
希
う
所
で
あ
る
。

二

、

唐

代

の

接

脚

唐
代
の
接
脚
は
回
目
名
接
脚
も
し
く
は
接
脚
回
目
名
と
い
わ
れ
て
稀
に
文
献
に
見
出
さ
れ
る
。
現
在
ま
で
に
検
得
の
資
料
は
総
計
僅
か
に
四
例

で
、
そ
の
一
例
は
専
売
商
人
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
残
り
三
例
中
の
二
例
は
官
吏
法
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
例
は
寺
僧
に
関
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
全
く
分
野
を
異
に
す
る
三
群
に
分
れ
て
い
る

Q

実
は
此
の
接
脚
の
用
語
は
久
し
く
筆
者
の
問
題
意
識
の
中
に
登
場
せ
、
ず
、

h

－
e

h

一

千
J

J
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学
生
時
代
に
明
代
の
前
忠
則
の
中
に
脚
を
用
い
た
用
語
の
あ
る
こ
と
を
聞
い
た
記
憶
か
ら
唐
代
の
脚
に
も
多
少
の
注
目
を
惹
い
て
書
き
抜
い
て
お

い
た
も
の
の
中
に
接
脚
の
資
料
が
四
例
見
出
さ
れ
る
わ
け
で
、
も
し
初
め
か
ら
心
し
て
文
献
を
渉
猟
し
て
お
れ
ば
蒐
築
資
料
は
更
に
多
く
な
っ

て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
若
し
文
献
に
頻
出
す
れ
ば
当
然
早
く
か
ら
気
を
つ
け
た
筈
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
今
後
の
検
索
で
若
干
の
資
料

補
足
が
で
き
る
に
し
て
も
、
そ
の
数
は
恐
ら
く
多
く
な
い
で
あ
ろ
う
ω

何
れ
に
し
て
も
接
脚
冒
名
を
赴
明
に
論
究
す
る
こ
と
は
今
の
資
料
蒐
集

の
段
階
で
は
無
血
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
既
得
資
料
の
紹
介
を
か
ね
て
敢
て
未
熟
の
私
湾
を
陳
べ
、
大
方
の
御
示
教
を
乞
う
こ
と
左
す

る
。
按
脚
の
用
例
に
見
ら
れ
る
上
述
三
群
の
う
ち
、
経
済
史
の
立
場
か
ら
取
上
ぐ
べ
き
楼
脚
が
専
売
商
人
に
関
す
る
も
の
に
限
ら
れ
て
く
る
こ

と
は
容
易
に
察
見
し
得
る
所
で
あ
る
が
、
接
脚
の
用
例
総
数
が
少
い
現
状
で
は
、
接
脚
の
語
義
用
法
を
知
る
意
味
で
官
吏
法
や
寺
僧
に
関
す
る

も
の
を
も
取
上
げ
て
比
れ
を
有
力
な
参
考
と
す
る
方
法
に
依
ら
ざ
る
を
得
な
い
ω

便
宜
上
、
ま
づ
官
吏
法
関
係
の
接
脚
を
取
上
げ
、
次
に
寺
僧

関
係
の
接
脚
を
考
え
、
最
後
に
商
人
関
係
の
接
脚
に
及
ぶ
こ
と
と
す
る
し

通
典
唯
一
選
挙
・
雑
論
議
下
に
引
載
す
る
礼
部
員
外
郎
沈
既
消
の
選
挙
雑
議
凡
七
条
の
第
三
に

有
文
無
頼
者
じ
計
日
可
升
ω

有
用
無
文
者
。
終
身
不
進
む
況
其
書
判
多
是
骸
手
。
戎
他
人
替
入
ω

戎
努
坐
代
為
。
戎
臨
時
解
衣
＠
戎
宿
期

定
信

Q

才
侵
者
一
兼
四
五
。
自
製
者
十
不
二
一
二
ω

況
造
的
附
作
姦
・
冒
名
接
脚
。
又
在
其
外
。

と
あ
っ
て
、
官
員
任
院
の
中
に
見
ら
れ
る
大
き
な
弊
告
の
一
っ
と
し
て
冒
名
接
脚
を
あ
げ
て
い
る
。

冶
三

じ
選
挙
考
・
挙
官
・
貞
一
万
四
年
の
条
に

こ
の
冒
名
接
脚
に
就
い
て
は
文
献
通
考

吏
部
奏
。

娘
難
以
来
。

年
月
積
久
。
両
都
士
類
散
在
遠
方
ゐ

一
二
庫
勅
甲
又
抗
失
墜
心
国
比
人
多
間
冒
。
吏
或
詐
欺

Q

分
見
官
者
講
之
挙

名
じ
承
巳
死
者
謂
之
接
脚
。

と
の
説
明
記
事
が
見
え
る
ω

こ
れ
に
依
れ
ば
官
名
接
脚
と
は
死
亡
し
た
官
員
に
な
り
す
ま
し
て
そ
の
名
を
冒
し
て
い
る
を
指
す
用
語
で
あ
っ
た

こ
と
に
な
る
。
安
史
の
乱
後
の
記
録
散
失
・
記
綱
素
乱
に
釆
じ
た
不
正
の
官
資
獲
得
で
占
め
る
＠

寺
僧
の
冒
名
接
脚
に
関
す
る
管
見
の
記
事
は
た
だ
一
つ
で
、
冊
府
元
亀
雄
BK
帝
王
都
・
草
弊
門
・
聞
元
二
十
八
年
秋
七
月
庚
子
の
条
の
詔
に

山
本
代
の
仰
山
戸
と
山
川
代
の
抜
脚
及
び
「
う
け
う
り
」
の
慣
行

（
川
野
）
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末
代
の
脚
防
戸
と
府
代
の
後
胤
及
び
「
う
け
う
り
」
の
悩
行

（
日
野
）

0 

頃
縁
諸
州
寺
観
僧
道
尉
人
。
所
以
精
選
行
業
用
填
其
数

Q

如
聞
b

因
比
之
際
ω

私
度
者
多
接
脚
冒
名
。
側
類
非
一
。
遂
使
是
非
済
列
ω
同県

侃
難
分
。
若
不
誼
其
源
流
ω

何
以
卒
弦
頑
弊
ω

天
下
諸
州
寺
観
む
有
此
色
者
。
聴
勅
到
陳
首
免
罪
還
俗
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
ω

僧
道
私
度
の
弊
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
此
の
接
脚
回
目
名
を
た
だ
比
の
記
事
の
み
か
ら
探
り
出
す
に
は
当
然
私
度

の
弊
の
実
態
か
ら
見
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
寺
観
僧
道
の
制
度
的
な
諮
問
題
に
就
い
て
は
全
く
の
門
外
漢
で
あ
る
が
、
幸
に
当
時
の
私
度

の
弊
と
そ
れ
に
対
す
る
玄
宗
の
改
革
と
に
就
い
て
は
嘗
て
「
武
・
季
両
后
時
代
税
役
避
免
偽
度
の
盛
行
と
玄
宗
の
粛
清
」
と
題
し
て
専
考
し
た

こ
と
が
あ
る
の
で
、
そ
の
所
論
の
う
ち
か
ら
此
所
に
参
考
と
な
る
様
に
思
わ
れ
る
部
分
を
採
り
出
し
概
説
し
て
お
く
。

出
代
の
僧
侶
道
士
は
税
役
を
免
除
せ
ら
れ
て
い
た
＠
そ
こ
で
富
家
有
力
戸
は
た
だ
名
義
上
だ
け
僧
道
の
籍
に
入
っ
て
税
役
を
免
れ
、
然
も
常

同
家
に
在
っ
て
「
殖
貨
営
生
、
畜
妻
養
年
」
し
、
此
の
税
役
免
除
の
為
の
偽
装
得
度
が
武
・
章
両
后
の
腐
敗
時
代
に
横
行
を
極
め
、
そ
の
数
凡

そ
数
十
万
に
も
達
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
勿
論
、
得
度
が
無
制
限
に
公
認
せ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
各
寺
観
に
そ
れ
そ
れ
枠
が
設
け

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
全
く
守
ら
れ
ず
、
武
・
掌
両
后
や
そ
れ
を
取
巻
く
公
主
・
貴
族
等
の
盛
ん
な
造
寺
熱
に
煽
ら
れ
て
か
く
は

偽
濫
の
得
度
者
が
天
下
に
蔓
延
し
て
い
た
の
で
あ
る

Q

諸
弊
一
新
合
以
て
知
ら
れ
る
玄
宗
は
此
の
偽
度
に
対
し
て
も
執
政
直
後
か
ら
着
々
と
粛

清
の
手
を
打
っ
て
行
っ
た
。
造
寺
鋳
仏
の
制
限
、
試
験
に
よ
る
劣
悪
僧
道
の
淘
汰
、
偽
濫
僧
道
の
検
出
と
そ
の
強
制
還
俗
等
か
ら
更
に
一
時
は

新
度
の
一
切
禁
止
さ
え
も
試
み
て
い
る
。
又
全
国
の
寺
観
と
僧
道
と
の
籍
を
整
備
し
、
度
人
数
を
必
要
最
少
限
度
に
止
め
て
枠
を
定
め
、
新
な

得
度
に
は
監
官
を
立
会
わ
し
め
る
等
、
偽
濫
の
一
掃
と
そ
の
再
現
防
止
に
努
力
を
重
ね
た
が
、
然
も
あ
の
手
こ
の
手
の
偽
濫
は
跡
を
絶
た
な
か

っ
た
と
い
う
。
先
掲
の
勅
は
こ
う
し
た
巧
妙
な
偽
濫
私
度
の
一
つ
の
子
と
そ
の
対
策
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
れ
に
よ
る
と
、
私
度
の
接

脚
官
名
は
寺
観
に
僧
道
の
問
員
が
で
き
て
、
そ
の
数
を
補
唱
す
る
際
に
行
わ
れ
、
そ
れ
は
得
度
に
は
行
業
あ
る
も
の
を
精
選
す
べ
き
趣
旨
か
ら

全
く
外
れ
た
も
の
で
あ
り
、
又
真
度
で
は
な
く
偽
度
で
あ
り
、
勿
論
、
法
規
上
ゆ
る
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
此
の
偽
度
が
役
を

免
れ
る
為
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
推
想
せ
ら
れ
る
が
、
此
の
脱
役
偽
度
と
し
て
の
接
脚
冒
名
に
就
い
て
の
内
容
的
な
説
明
は
無
い
。

そ
こ
で
前
述
の
官
吏
制
の
中
に
生
じ
た
弊
害
と
し
て
の
援
脚
官
名
が
死
亡
官
員
の
名
を
冒
し
、
そ
の
死
亡
本
人
に
な
り
す
ま
す
こ
と
を
い
っ
て



い
る
例
に
依
っ
て
解
釈
を
加
え
る
と
、
死
亡
し
た
僧
道
の
名
を
冒
し
て
そ
の
本
人
に
な
り
す
ま
す
こ
と
を
い
っ
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
僧
道
の
接
脚
官
名
が
「
閥
人
填
充
」
の
際
に
行
わ
れ
る
と
あ
る
勅
文
中
の
一
句
は
此
の
解
釈
の
一
つ
の
支
え
と
な
る
。
中
に
は
貧
窮
僧
道

か
ら
そ
の
名
義
権
利
を
一
切
買
取
っ
て
そ
の
僧
道
に
な
り
す
ま
す
接
脚
官
名
も
居
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
主
体
は
や
は
り
死
亡
僧
道
の
名
を
ゆ

ず
り
受
け
て
本
人
に
な
り
す
ま
す
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
官
吏
制
と
僧
道
制
と
に
於
け
る
二
つ
の
接
脚
冒
名
を
検
討
し
た
結
果
と
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
接
脚
冒
名
と
は
死
亡
者
の
名
義
を
名

乗
っ
て
そ
の
死
亡
者
が
も
っ
て
い
た
国
家
的
特
典
を
不
当
に
享
受
す
る
不
正
行
為
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
接
脚
官
名
は
国
家
的
特
典
の

賦
与
と
そ
の
賦
与
の
厳
重
な
制
約
の
下
に
於
い
て
起
り
勝
ち
な
弊
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
む

そ
し
て
宋
代
脚
店
一
戸
の
脚
に
は
上
下
的
結

合
の
系
列
関
係
を
表
す
意
味
が
見
出
さ
れ
る
の
に
対
し
、
此
の
唐
代
接
脚
の
脚
に
は
そ
う
し
た
上
下
の
系
列
関
係
を
示
す
い
芯
味
は
見
出
せ
な

い
。
接
脚
は
「
あ
と
を
引
継
ぐ
」
の
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
こ
の
場
合
の
岬
は
邦
語
の
「
あ
と
」
の
意
味
に
於
け
る
使
用
と
見
る
外

な
い
。
専
売
商
人
に
関
す
る
接
脚
冒
名
の
検
得
史
料
が
唯
一
つ
に
止
ま
る
現
在
、
そ
の
解
釈
に
於
い
て
上
述
の
接
脚
の
用
法
は
当
然
大
き
な
参

考
主
す
べ
き
も
の
に
な
る
＠

文
袈
喜
一
議
編
制
・
会
晶
二
年
四
月
二
十
三
日
の
条
の
上
尊
号
赦
文
の
一
節
に

皮
支
・
塩
枕
・
戸
部
諸
色
所
由
・
茶
油
、
川
け
一
一
塩
商
人
ω

準
勅
例
候
免
戸
内
差
役
ω

役
。
或
有
違
犯
俊
法

Q

州
牒
不
追
呼
、
以
此
富
屋
皆
趨
倖
門
レ
貧
者
偏
賞
使
役
。
其
中
亦
有
影
庇
心
員
協
難
分
レ

疏
ω

陸
一
局
三
司
及
茶
塩
商
人
。
各
様
所
在
場
塩
川
約
一
正
額
人
名
Q

牒
報
本
貫
一
州
巧
準
勅
文
底
分
ω

其
茶
塩
商

Q

約
。
其
有
冒
名
接
脚
短
販
零
少
者
。
不
在
此
限
ω

一云云
ω

天
下
州
将
豪
宿
之
家
ω

皆
名
一
風
倉
場
境
問
一
は
院
以
避
絡

自
今
己
後
。
妥
本
司
依

何
定
斤
石
多
少
以
為
限

と
あ
る
は
、
専
売
商
人
に
関
す
る
菅
名
接
脚
の
管
見
唯
一
の
史
料
で
あ
る
む
頗
る
長
文
で
内
容
も
複
雑
な
問
題
を
字
ん
で
い
る
が
、
当
面
必
要
な

部
分
を
取
出
し
て
説
明
す
る
と
、
大
要
次
の
如
く
で
あ
る

Q

度
支
・
塩
鉄
・
戸
部
（
一
二
つ
の
機
関
と
い
う
意
味
で
三
司
と
い
う
）
の
統
制
下
に

あ
る
茶
・
塩
・
酒
の
商
人
は
三
司
所
属
の
各
地
の
監
院
場
務
に
そ
の
名
を
登
録
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
戸
内
の
者
の
州
県
の
差
役
を
免
除
せ

米
代
の
脚
山
円
し
」
市
川
代
の
後
間
及
び
「
う
け
う
り
」
の
慣
行

（
川
町
）



米
代
の
仰
山
μ
！
と
山
代
の
按
脚
及
び
「
う
け
う
り
」
の
悦
行

（
日
野
）

ら
れ
る
外
、
条
法
を
犯
す
こ
と
が
あ
っ
て
も
三
司
へ
の
遠
慮
か
ら
州
県
は
敢
て
と
が
め
な
い
の
で
、
富
豪
は
競
っ
て
そ
の
名
を
登
録
し
、

以
て

主
役
を
免
れ
て
お
り
、
そ
の
為
に
貧
者
が
敏
寄
せ
を
受
け
て
役
に
駆
り
出
さ
れ
て
い
る
。

又
監
院
場
務
の
登
録
人
員
に
は
正
額
が
あ
る
の
に
、

中
に
は
官
吏
に
通
じ
て
額
外
に
名
称
だ
け
の
商
人
に
登
録
し
て
貰
い
、
巧
に
役
を
免
れ
て
い
る
所
謂
影
庇
の
者
も
あ
っ
て
、
そ
の
真
偽
は
見
分

け
難
い
ω

こ
う
し
た
弊
害
を
正
す
為
に
次
の
対
策
を
行
う
べ
き
も
の
と
す
る
。

そ
の
第
一
は
各
監
院
場
務
に
登
録
し
て
あ
る
正
額
の
商
人
の
氏

名
を
そ
の
本
籍
地
の
州
県
に
燥
報
し
、
そ
れ
以
外
の
者
の
免
役
は
認
め
な
い
こ
と
、
そ
の
第
二
は
免
役
茶
塩
商
人
は
一
定
量
以
上
の
販
売
実
績

を
も
た
し
め
、
そ
れ
以
下
の
者
の
免
役
は
認
め
ず
、
以
て
形
ば
か
り
の
茶
塩
商
偽
装
を
正
す
こ
と
、
こ
う
し
た
粛
清
に
当
然
ひ
っ
か
か
っ
て
く

る
こ
と
が
予
想
せ
ら
れ
る
も
の
に
、
冒
名
接
脚
短
販
零
小
者
が
あ
る
が
、
勿
論
、
そ
れ
も
免
役
の
限
り
で
な
い
＠
以
上
が
赦
文
の
趣
旨
の
概
妥

で
あ
る
。
此
の
場
合
の
日
目
名
接
脚
に
就
い
て
知
ら
れ
る
所
は
、
先
づ
第
一
に
茶
塩
等
の
統
制
商
品
を
扱
う
商
人
の
中
に
見
ら
れ
る
者
で
あ
り
、

第
二
に
差
役
避
脱
の
仲
間
入
り
し
て
い
る
が
そ
れ
は
合
法
的
で
な
い
も
の
で
あ
り
、
第
三
に
短
販
零
小
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
あ
る
等
の

点
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
そ
の
正
体
は
ど
の
様
な
茶
塩
商
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
ω

」
こ
で
想
起
せ
ら
れ
る
の
が
官
員
及
び
僧
道
に
於
け
る

接
脚
官
名
が
何
れ
も
死
亡
者
の
名
を
名
来
っ
て
故
人
の
も
つ
特
権
を
そ
の
ま
ま
享
受
し
て
い
る
も
の
を
指
し
て
い
る
こ
之
で
あ
る
ω

き
す
れ
ば

官
名
接
脚
の
茶
塩
商
人
と
い
う
の
も
、
専
売
商
人
と
し
て
公
認
せ
ら
れ
て
い
る
者
が
死
亡
し
て
後
、
そ
の
姓
名
を
名
乗
り
専
売
商
人
と
し
て
の

特
権
を
そ
の
ま
ま
受
継
い
で
い
る
者
と
解
す
べ
き
で
あ
る
＠
そ
れ
は
明
か
に
不
正
で
あ
る
か
ら
、
先
掲
の
詔
文
に
合
法
的
で
な
い
と
い
っ
て
い

る
こ
と
が
ι
円
か
れ
る
。
比
の
場
合
の
特
権
は
専
売
品
を
扱
い
得
る
と
い
う
こ
と
の
外
に
本
人
及
び
戸
内
の
差
役
免
除
が
あ
る
。
差
役
は
富
戸
に

課
せ
ら
れ
、
そ
の
負
担
が
極
め
て
重
く
、
そ
の
為
に
破
産
す
る
者
さ
え
珍
し
く
な
か
っ
た
の
で
、
宮
戸
は
此
の
差
役
免
脱
に
百
法
策
を
弄
し
て

い
た
Q

専
売
商
人
は
本
人
及
び
戸
内
の
者
の
差
役
を
免
除
せ
ら
れ
て
い
た
む
富
豪
の
な
か
に
は
専
売
商
人
と
し
て
の
利
益
収
入
よ
り
も
寧
ろ
此

の
免
役
に
大
き
な
魅
力
を
感
ず
る
者
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
ω

茶
塩
の
商
人
も
他
の
一
般
商
人
と
同
様
に
商
品
を
地
郷
に
運
ん
で
そ
の
地
の
小
売

商
人
に
販
売
す
る
客
商
と
臨
時
舗
に
定
坐
し
て
消
費
者
に
小
売
り
す
る
坐
買
と
に
分
れ
、
大
量
の
商
品
を
捌
く
大
商
人
は
客
商
に
多
く
、
坐
買
に

は
小
商
人
が
多
く
雑
っ
て
い
た
と
忠
わ
れ
る
ω

然
し
共
に
茶
塩
商
人
と
し
て
免
役
の
特
典
を
得
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
然
し
そ
う
し
た
免
役
の



特
典
は
先
掲
の
詔
文
に
明
か
な
如
く
そ
の
名
を
監
院
場
務
に
登
録
し
て
公
認
を
受
け
た
者
に
限
ら
れ
、

E
っ
そ
の
公
認
数
に
は
正
額
と
呼
ば
れ

る
枠
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
従
っ
て
現
公
認
商
人
の
権
利
を
譲
り
受
け
る
か
、
新
に
正
額
の
枠
を
拡
げ
て
貰
う
外
に
正
当
な
新
規
開
業
の
途
は

な
い
。
そ
こ
で
商
売
に
不
慣
れ
の
富
豪
が
免
役
の
為
に
茶
塩
商
人
と
し
て
の
免
役
の
特
権
を
享
受
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
零
細
な
登
録
商
人
の

権
利
を
買
え
ば
突
く
そ
の
資
格
が
得
ら
れ
る
。
資
格
を
獲
得
し
て
後
の
彼
等
は
免
役
の
目
的
達
成
に
甘
ん
じ
て
専
売
品
の
売
上
げ
成
績
を
向
上

さ
せ
る
努
力
を
余
り
し
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
名
目
上
些
少
の
茶
塩
を
扱
い
、
そ
れ
で
免
役
の
大
負
担
を
免
れ
て
い
る
場
合
、
そ
れ

は
国
の
専
売
収
入
の
不
授
に
結
び
つ
い
て
来
る
。
又
こ
う
し
て
富
家
が
役
か
ら
免
れ
た
分
は
そ
れ
よ
り
貧
弱
者
に
割
振
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て

役
法
破
綻
の
因
を
形
成
す
る
ω

先
の
詔
文
に
冒
名
接
脚
短
販
一
零
小
を
取
締
っ
て
い
る
の
は
此
の
様
な
弊
害
へ
の
対
策
で
あ
ろ
う
。
回
目
名
接
脚
に

よ
る
権
利
の
取
得
を
官
民
や
僧
遣
の
例
か
ら
推
せ
ば
有
資
格
者
の
死
亡
の
際
に
限
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
専
売
商
人
の
場
合
、
此
の
様
に
扶

く
限
定
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ど
う
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
様
に
忠
わ
れ
る
。

茶
塩
商
人
の
免
役
規
定
は
本
人
の
外
に
戸
内
に
及
ん
で
い
る
。
当
時
に
い
う
戸
内
人
、
即
ち
家
人
は
、
主
人
と
そ
の
妻
子
の
外
に
家
籍
に
在

る
同
居
の
親
族
・
部
曲
・
客
女
・
奴
牌
等
の
一
切
を
含
ん
で
い
た
。
従
っ
て
茶
塩
の
販
売
に
従
事
す
る
使
用
人
も
一
族
も
し
く
は
隷
従
の
名
義

を
以
て
家
籍
に
入
れ
ば
免
役
の
特
典
を
受
け
得
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
免
役
を
希
う
当
人
は
名
籍
を
偽
っ
て
家
人
と
な
り
、

自
家
に
居
な
が

ら
若
干
の
商
品
を
扱
っ
て
い
れ
ば
そ
の
目
的
を
達
し
得
る
こ
と
と
な
る
。

こ
う
し
た
別
居
従
業
は
や
が
て
支
店
制
へ
の
発
展
に
連
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
も
し
此
の
様
な
冒
名
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
経
営
史
上
に
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
残
念
乍
ら
唐
代
の
接
脚
官
名
商
人
の
中
に
そ

う
し
た
者
の
居
た
こ
と
を
認
め
得
る
史
料
や
手
掛
り
は
今
の
所
見
出
せ
な
い
。

呼
称
の
上
か
ら
宋
代
脚
戸
の
制
度
に
関
係
が
あ
る
や
に
見
え
る
唐
代
官
名
接
脚
商
人
に
就
い
て
以
上
に
検
討
し
た
結
果
を
要
す
る
に
、
宋
代

脚
店
戸
の
脚
に
は
商
業
経
営
上
の
系
列
関
係
が
認
め
ら
れ
る
が
、
唐
代
接
脚
冒
名
商
人
の
脚
に
は
上
下
系
列
の
関
係
が
見
出
せ
ず
、
接
脚
の
脚

は
あ
と
を
つ
い
で
特
典
を
譲
り
受
け
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
然
し
乍
ら
接
脚
に
商
業
経
営
上
の
系
列
関
係
が
見
出
せ
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
系
列
的
な
商
業
経
営
が
無
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
ぬ
。
そ
の
有
無
は
脚
を
離
れ
て
別
に
考
う
べ
き
で
あ
る
ω

そ
こ

山
本
代
の
開
店
〆
と
川
代
の
扱
附
及
び
「
う
け
う
り
」
の
慣
行

〈
日
時
）



米
代
の
脚
川
い
と
別
代
の
一
件
以
脚
及
び
「
う
け
う
り
」
の
償
行

（
日
時
）

l'Y 

で
当
時
の
文
献
を
そ
の
つ
も
り
で
渉
猟
す
る
に
、
商
品
う
け
う
り
の
慣
行
が
自
に
つ
く
。

一
、
唐
代
商
業
に
於
け
る
「
う
け
う
り
」
の
慣
行

小
商
人
が
親
商
人
か
ら
商
品
を
分
け
て
貰
っ
て
商
売
す
る
場
合
、
そ
の
商
品
の
引
取
り
に
就
い
て
は
二
様
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
＠

そ
の
第

一
は
親
商
人
の
商
品
を
借
入
れ
の
形
で
受
取
り
、
販
売
を
了
え
て
か
ら
そ
の
収
入
で
代
価
を
支
払
う
様
式
で
、

い
わ
ゆ
る
「
う
け
う
り
」
の
形

で
あ
る

Q

此
の
場
合
、
親
商
人
と
小
商
人
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
大
き
な
要
素
は
相
互
間
の
信
用
関
係
で
あ
る
か
ら
、
親
商
人
と
小
商
人
と
の

取
引
関
係
は
自
ら
固
定
的
と
な
り
、
従
属
に
近
い
系
列
関
係
を
形
成
す
る
ω

第
二
は
小
商
人
が
親
商
人
か
ら
商
品
を
受
取
る
時
そ
の
代
価
を
支

払
い
、
小
商
人
自
身
の
所
有
商
品
と
し
て
販
売
を
営
む
様
式
で
あ
る
が
、
比
の
場
合
、
相
互
の
間
に
系
列
関
係
が
形
成
せ
ら
れ
る
の
は
特
別
な

条
件
の
も
の
に
限
定
せ
ら
れ
る
。
仕
入
れ
に
対
し
て
そ
の
場
で
代
仰
を
支
払
い
得
る
小
商
人
は
、
そ
の
仕
入
れ
先
を
固
定
さ
せ
る
必
要
は
無

く
、
安
く
て
有
利
な
所
に
自
由
に
変
史
し
得
る
か
ら
、
一
般
的
に
い
え
ば
此
の
場
合
の
仕
入
れ
取
引
は
元
売
卸
商
と
小
売
商
と
の
関
係
に
す
ぎ

然
し
た
と
え
即
時
支
弘
の
仕
入
れ
に
於
い
て
も
、
国
家
の
統
制
下
に
お
か

子
、
必
ず
し
も
そ
こ
に
系
列
関
係
を
置
い
て
考
え
る
必
要
は
な
い
。

れ
た
専
売
口
聞
の
場
合
に
は
事
情
が
大
き
く
変
っ
て
来
る

Q

専
売
商
人
は
当
然
乍
ら
専
売
税
を
納
め
て
官
の
公
認
を
受
け
た
者
に
限
定
せ
ら
れ
る

が
、
そ
の
公
認
者
は
専
売
制
運
営
の
都
合
か
ら
小
数
の
大
商
人
に
絞
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
場
合
、
専
売
品
の
元
締
め
は
限
定
せ
ら
れ
た

大
商
人
に
集
中
す
る
か
ら
、
そ
の
小
売
り
を
営
ま
ん
と
す
る
小
商
人
は
、
た
と
え
仕
入
れ
代
金
を
即
時
支
払
い
得
て
も
、
そ
れ
と
は
別
に
商

品
仕
入
れ
の
元
方
を
確
保
す
る
意
味
で
親
商
人
に
結
び
つ
い
て
い
る
必
要
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
系
列
関
係
が
生
れ
て
来
る
。
例
え
ば
宋
代
権
酒

制
の
下
に
於
け
る

E
店
と
脚
店
と
の
関
係
の
成
立
が
そ
れ
で
あ
る
が
、

一
般
商
品
に
於
い
て
は
信
用
借
り
の
う
け
う
り
の
場
合
に
於
い
て
の
み

そ
の
形
成
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

Q

そ
こ
で
系
列
経
営
研
究
の
立
場
か
ら
府
代
に
於
け
る
「
う
け
う
り
」
に
就
い
て
検
討
を
試
る
こ
と
と
す

司令。
欧
陽
文
忠
公
築
時
四
所
収
の
「
通
進
士
上
書
」
（
続
資
治
通
鑑
畏
一
耐
玲
ト
紫
康
定
元
年
十
二
月
一
ム
巴
条
）
の
一
節
に



夫
大
商
之
能
蓄
共
貨
者
。
立
共
釧
鉱
射
白
山
町
於
市
哉
。
必
十
初
版
夫
小
回
目
就
而
分
之
ω

販
犬
小
賀
無
利
則
不
必
ω

故
大
商
不
妬
販
夫
之
分
以

利
者
。
作
其
貨
博
。
雄
取
利
少
貨
行
流
速
ω

則
積
少
而
為
多
也

U

と
あ
っ
て
、
凡
そ
巨
資
を
擁
す
る
大
商
人
は
、
自
ら
市
場
で
あ
く
せ
く
小
売
り
し
て
儲
け
を
貯
え
る
の
で
は
無
く
、
多
く
の
販
夫
（
行
商
人
）

小
買
（
小
坐
賀
）
に
う
け
う
り
を
さ
せ
て
彼
等
と
利
益
を
分
ち
、
且
つ
彼
等
の
取
る
分
け
ま
え
を
苓
ま
な
い
で
そ
れ
だ
け
よ
く
稼
が
せ
、
従
っ

て
大
商
人
自
ら
の
利
益
率
は
低
く
な
る
が
、
い
わ
ゆ
る
薄
利
多
売
に
よ
っ
て
大
き
く
儲
け
て
行
く
と
い
っ
て
い
る
。
勿
論
、
こ
れ
は
宋
代
の
こ

と
で
あ
る
が
、
此
の
所
論
を
ふ
手
え
て
全
唐
文
池
山
山
李
商
隠
の
「
別
令
狐
拾
遺
書
」
に

4

一，ノ

今
一
大
買
坐
滞
貨
中
。
人
人
往
須
之
ω

甲
得
若
干
。
日
共
山
川
右
千
ω

丙
日
五
ロ
索
之
。
乙
得
若
干
。
回
其
耐
若
干
。
戊
日
五
日
索
之
。
既
欲
其

蕃
不
願
其
亡
失
。

と
あ
る
に
接
す
る
な
ら
ば
、
宋
代
の
文
献
に
見
ら
れ
る
大
商
人
と
そ
の
下
に
立
つ
う
け
う
り
商
人
と
の
結
合
的
商
販
は
唐
代
に
既
に
形
成
せ
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
舷
認
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
唐
代
の
小
説
に
は
こ
う
し
た
う
け
う
り
の
話
を
織
っ
た
も
の
が
若
干
見
出
さ
れ
る
。
太
平
広
記

長
a

口汁
い
川
川
雑
録
部
・
郭
使
君
の
項
に
、
南
楚
新
聞
に
出
づ
と
し
て

江
陵
有
郭
七
郎
者
＠
其
家
資
産
甚
段
。
乃
楚
城
官
民
之
首
。
江
れ
河
朔
問
。
悉
有
賀
客
杖
其
貨
貿
易
往
来
者
。
乾
符
初
年
。
有
一
珂
者
。

在
京
都
久
無
音
信
。
郭
氏
子
白
往
訪
之
。
既
相
遇
。
藍
獲
所
有
。
僅
五
六
寓
絡
。
云
云
。

と
あ
っ
て
、
江
陵
の
大
商
人
郭
使
君
の
商
品
を
請
け
て
商
売
す
る
商
人
が
江
れ
河
朔
の
間
に
広
く
居
た
左
い
っ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
一
人
が
京

都
で
商
売
に
成
功
し
た
が
、
郭
使
者
と
音
信
を
絶
っ
た
ま
ま
で
借
り
を
返
さ
な
か
っ
た
の
で
、
郭
使
者
の
子
が
此
の
商
人
を
探
し
出
し
て
、
ほ

と
ん
ど
五
六
寓
紺
に
も
達
す
る
そ
の
財
貨
を
悉
く
取
上
げ
た
と
記
し
て
い
る
ω

も
と
も
と
郭
使
君
の
商
品
を
も
と
で
に
し
て
然
も
久
し
く
元
利

の
清
算
を
し
な
い
で
儲
け
た
財
貨
で
あ
る
為
に
取
上
げ
ら
れ
て
も
仕
方
が
無
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
c

同
警
芝
医
部
・
主
布
の
項
に
、
西
陽
雑

週
に
出
づ
と
し
て

、
水
貞
中
。
東
市
百
姓
王
布
知
書
。
蔵
銭
千
寓
ω

商
旅
多
賓
之
ω

山
本
代
の
開
店
川
と
山
代
の
伎
脚
及
び
「
う
け
う
り
」
の
慣
行

（

H
昨）



主

山
本
代
の
脚
店
戸
と
山
代
の
抜
刷
及
び
「
う
け
う
り
」
の
慣
行

（
日
時
）

一六

と
あ
っ
て
、
長
安
の
東
市
の
富
商
玉
布
に
資
本
を
前
借
り
し
て
商
売
す
る
客
商
が
多
く
い
た
と
い
っ
て
い
る
が
、
此
の
前
借
り
を
常
態
的
に
反

覆
し
て
い
る
客
商
は
資
金
面
で
系
列
的
関
係
に
在
っ
た
も
の
と
見
る
を
得
ょ
う

Q

比
の
場
合
の
前
借
り
は
商
品
で
は
無
く
資
金
で
あ
る
か
ら
、

商
品
の
う
け
う
り
と
は
違
っ
た
性
質
を
も
っ
て
い
る
が
、
然
し
う
け
う
り
も
商
品
の
前
借
り
に
外
な
ら
ぬ
か
ら
、
前
借
り
の
点
で
類
同
の
一
例

、
と
い
え
よ
う
c

次
に
南
朝
の
懇
談
の
撰
と
い
わ
れ
る
塁
＆
一
に

晋
陵
曲
何
揚
娩
L
出
向
一
財
数
千
高
。
三
呉
人
取
其
直
為
商
買
治
生
。
服
得
倍
直
。
戎
行
畏
江
遇
暴
風
及
劫
者
。
若
投
腕
組
問
多
獲
桝
。

と
あ
っ
て
、
南
朝
時
代
に
晋
陵
（
庸
代
の
常
州
）
の
大
商
人
揚
挽
は
長
江
一
帯
に
劫
賊
を
も
威
圧
す
る
大
勢
力
を
も
ち
、
そ
の
銭
物
を
前
借
り

し
て
商
売
す
る
商
人
が
三
呉
一
帯
に
居
り
、
そ
れ
ら
前
借
り
の
客
商
は
揚
挽
の
勢
力
範
囲
で
あ
る
長
江
流
域
で
は
劫
賊
か
ら
も
安
全
に
活
動
し

得
た
と
い
う
。
こ
の
場
合
の
商
品
前
借
り
、
即
ち
う
け
う
り
の
客
商
は
揚
脱
の
系
列
商
人
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

冊
府
元
亀
鳩
山
一
将
帥
部
・
残
酷
門
の
五
代
・
後
漢
の
項
を
見
る
に

有
燕
人
何
福
段
者
。
以
商
版
為
業
。
嘗
以
銭
十
四
高
（
百
四
十
貫
）
市
得
五
枕
一
。
遼
家
佳
及
商
人
李
進
。
売
於
前
南
ε
大
得
若
。
一
五
一
で

と
あ
っ
て
、
河
北
の
一
大
商
人
が
そ
の
家
儲
と
商
人
と
を
准
南
に
遺
し
て
大
量
の
茶
を
質
入
れ
さ
せ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
そ
の
往
貨
と
し

て
持
参
し
た
も
の
は
価
が
百
四
十
貫
も
す
る
玉
枕
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
る
が
、
比
れ
は
往
貨
の
中
の
一
逸
品
を
い
っ
た
ま
で
で
、
そ
れ
が
往

貨
の
全
部
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
大
量
の
茶
を
仕
入
れ
る
為
に
は
他
の
商
品
を
も
多
く
持
参
し
て
い
た
筈
で
や
め
る
。
所
で
此
の
売
買

の
為
に
遺
し
た
の
は
家
僅
と
別
の
一
商
人
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。
家
僅
と
共
に
差
遣
せ
ら
れ
た
と
い
う
此
の
一
商
人
が
差
遣
主
で
あ
る
大
商
人

何
福
肢
と
ど
の
様
な
関
係
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
何
れ
に
し
て
も
平
素
か
ら
何
福
肢
と
特
殊
な
関
係
を
も
ち
、
そ

の
援
助
恩
顧
の
下
に
営
業
し
て
い
た
商
人
で
あ
る
こ
と
は
推
想
に
難
く
な
い
。
或
は
系
列
関
係
に
在
っ
た
者
で
は
な
い
か
と
息
わ
れ
る
。
五
代

の
う
け
う
り
史
料
は
未
だ
好
記
事
を
検
出
し
得
ず
、
些
か
関
係
あ
り
げ
に
思
わ
れ
る
白
人
料
は
右
の
一
記
事
に
止
ま
る
が
、
先
に
あ
げ
た
宋
代
の

史
料
か
ら
見
て
、
南
朝
よ
り
府
代
に
か
け
て
既
に
見
ら
れ
た
う
け
う
り
の
系
列
的
商
業
経
管
が
五
代
に
も
存
続
し
、
以
て
宋
代
に
及
び
、

の
発
展
を
と
げ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

段



以
上
を
要
す
る
に
、
大
資
本
を
も
っ
巨
商
の
下
に
小
商
人
が
依
存
的
に
集
っ
て
う
け
う
り
の
系
列
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
が
早
く
南
朝
か
ら

見
ら
れ
、
唐
代
か
ら
更
に
五
代
・
宋
代
に
発
展
し
て
い
た
こ
と
は
紛
れ
な
い
史
実
と
し
て
認
め
ら
れ
、
そ
れ
は
中
国
の
商
業
経
営
史
の
問
題
と

と
の
「
う
け
う
り
」
関
係
を
当
時
ど
の
様
な
専
門
用
語
で
表
し
て
い
た
か
は
未
だ
知
る
を
得
な

い
。
然
し
比
の
前
借
り
的
な
う
け
う
り
関
係
が
ど
の
様
に
普
及
し
、
系
列
関
係
が
ど
の
様
に
深
く
固
め
ら
れ
て
い
た
に
し
て
も
、
そ
れ
は
や
は

り
元
締
め
に
対
す
る
「
う
け
売
り
」
の
関
係
で
あ
っ
て
、
本
店
・
文
店
の
関
係
と
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
る

Q

本
・
支
店
制
の
存
在
は
今
の
所

唐
宋
を
通
じ
て
確
認
で
き
な
い
と
い
う
外
な
い
。
尤
も
本
支
店
制
研
究
の
立
場
に
立
つ
て
の
宋
代
の
文
献
に
対
す
る
筆
者
の
検
索
は
未
だ
全
く

手
を
つ
け
て
居
ら
ず
、
従
っ
て
文
献
が
大
い
に
豊
富
と
な
る
宋
代
に
就
い
て
は
、
史
料
を
丹
念
に
検
索
す
れ
ば
、
或
は
本
・
支
店
制
の
存
在
を

示
す
記
事
が
見
出
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
切
に
今
後
の
研
究
を
ま
ち
望
む
ω

唐
代
の
み
に
就
い
て
い
え
ば
、
系
列
的
営
商
は
「
前
借
の
う
け

う
り
」
が
認
め
ら
れ
る
の
み
で
、
本
・
支
店
制
の
存
在
は
徴
証
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

し
て
大
い
に
注
日
す
べ
き
も
の
と
い
え
る
。

唐
代
に
於
い
て
本
・
支
店
制
の
存
在
が
史
料
の
上
に
確
認
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
そ
れ
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
の
反
映
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
ぬ
。
本
・
文
店
制
が
存
在
し
乍
ら
文
献
に
そ
の
資
料
を
残
さ
な
か
っ
た
か
、
残
し
て
は
い
る
が
検
索
が
不
行
届
で
ゐ

る
と
い
う
こ
と
も
一
応
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
若
し
本
・
支
店
制
が
大
い
に
普
及
発
展
し
て
お
れ
ば
、
そ
の
所
伝
史
料
は
自
ら
多
く
な

り
、
又
此
の
制
度
を
指
す
用
語
も
で
き
て
い
た
に
相
違
な
い
か
ら
、
そ
う
し
た
資
料
が
な
か
な
か
見
出
せ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
此
の
制
度
が

未
だ
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
証
拠
に
は
な
ら
ぬ
に
し
て
も
、
そ
れ
が
当
時
の
大
商
人
の
経
営
形
態
と
し
て
重
要
な
地
位
を
占
め
る
ま
で
に

普
及
発
展
し
て
い
な
か
っ
た
こ
之
の
反
映
と
見
る
こ
と
は
許
さ
る
べ
‘
き
で
あ
ろ
う
。
も
し
本
・
支
店
制
が
未
発
達
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
多
数

の
店
躍
を
広
く
天
下
の
要
地
に
兼
併
し
て
い
た
大
商
人
の
そ
れ
ら
店
時
の
管
理
経
営
は
ど
の
様
に
し
て
行
わ
れ
て
い
た
か
と
い
う
問
題
は
未
解

決
の
ま
ま
に
残
さ
れ
る
わ
け
で
、
そ
れ
は
更
め
て
論
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ω

註

1 

宋
代
の
店
に
就
い
て
ば
未
だ
専
考
し
て
い
な
い
の
で
、
宋
代
に
於
け
る
店
と
却
と
の
関
係
、
宋
代
の
店
と
唐
代
の
応
と
の
異
同
等
は
別
に
詳
究
す
る
必
要

宋
代
の
脚
店
一
戸
と
唐
代
の
按
脚
及
び
「
う
け
う
り
」
の
慣
行

ハ
日
野
）

七



末
代
の
脚
店
一
戸
と
唐
代
の
接
脚
及
び
「
う
け
う
り
」
の
慣
行

（
日
昨
〉

J¥. 

が
あ
る
が
、
泊
客
・
料
飲
・
倉
庫
の
三
業
務
の
兼
営
を
基
本
条
件
と
す
る
賠
代
の
凶
の
姿
は
宋
代
に
も
濃
厚
に
残
っ
て
い
た
と
凡
て
誤
り
な
い
様
で
あ
る

0

2

機
は
二
階
以
上
の
高
層
建
築
を
い
う
。

3

北
宋
時
代
の
開
封
府
の
戸
数
に
就
い
て
は
、
拙
著
「
唐
代
邸
店
の
研
究
」
第
四
章
一
節
の
参
考
「
北
宋
の
首
都
開
封
府
の
胸
坊
と
戸
口
数
」
参
照
。

4

通
山
内
に
引
く
選
挙
雑
議
に
は
繋
年
が
な
い
。
所
が
資
治
通
鍛
巻
二
六
六
大
暦
十
四
年
八
月
の
条
に
、
協
作
郎
沈
既
憐
の
選
挙
時
弊
論
が
記
さ
れ
て
い
る
。

同
じ
沈
既
衝
の
同
じ
選
挙
に
関
す
る
論
議
で
あ
る
が
、
通
典
の
沈
氏
の
肩
書
き
は
的
部
員
外
郎
で
あ
り
、
資
治
通
鑑
は
協
律
郎
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
論
議
の

時
点
は
若
干
の
間
隔
を
お
い
て
考
え
な
け
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
同
一
人
の
同
一
間
加
に
就
い
て
の
時
論
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
年
代
は
相
近
い
も
の
と
の
見
当
が

立
て
ら
れ
る
。
即
ち
安
史
の
乱
が
収
ま
っ
て
か
ら
さ
ほ
ど
年
数
の
た
っ
て
い
な
い
凶
の
も
の
で
あ
る
。

5

佐
賀
龍
谷
短
大
の
の
龍
谷
学
会
紀
要
十
三
号
所
載
。

6
影
庇
の
内
界
は
複
雑
で
別
に
取
点
々
を
必
一
生
と
す
る
が
、
大
ま
か
に
い
う
と
山
内
・
公
民
が
縦
々
と
結
托
し
て
克
や
酬
州
立
の
ケ
引
を
受
け
、
巧
に
役
を
免
脱
し
て

い
た
不
正
行
為
で
あ
る
。



Kyaku-ten-ko JJJ;l]Jl;;=, of Sung 51~ Dynasty and 
Setsu-kyaku t~Jlf~ and Habitual Practice of 

"Retail on Credit" of Tang @ Dynasty 

Kaisaburo HINO 

In Tang dynasty "ten" )6 was not a shop, but a hotel serving 

both as a restaurant and a warehouse. In those days a shop 

was called "si" fi1! or "ho" @m. In Tang period there were big 

merchants who possessed many "si" and "ho" scattered at 

various places of the whole country. But we cannot find in 

documents any proof which indicates the existence of branch

shop system. In Sung period "sei-ten-ko" i[:Jtf p is often found 

in documents, but it was that sort of restaurant which distill

ed alcoholic drinks on sale for itself. Alcoholic drinks were 

controlled by governmental monopoly system, and the distilla

tion needed the governmental permission. The government 

granted those licenses only to the merchants of great capital. 

And so a sei-ten-ko was a big shop, Because small shops could 

not obtain the license of distillation, they must buy alcoholic 

drinks for sale from sei-ten-ko. Those shops which bought 

alcoholic drinks from sei-ten-ko were called "kyaku-ten-ko" Hl;JJJ;s 

p of the sei-ten-ko. In Tang dynasty there was no term of 

kyaku-ten-ko. In those days among the licensed merchants of 

salt there were ones who were called "setsu-kyaku" ~/]tjl mer

chants, But they were the merchants who took over the name 

of dead licensed merchants and carried on the business in their 

names, therefore, according to the law, they were to be placed 

under a ban. In the documents of Tang and Sung dynasties we 

find the habitual practice of "retail on credit". In this prac

tice small merchants borrowed commodities from big mer

chants and paid the price after the sale. Many retailers on 

-1-



credit gathered around famous big merchants. Those loans of 

commodities which such retailers received from their whole 

merchants were based entirely on relations of credit. Thus 

we can notice the development of credit combinations between 

the big merchants and small ones, but we cannot find up to 

now any proof which indicates the existence of branch-shop 

system in Tang period. 
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