
　
　
　
　
　
秩
禄
処
分
の
経
過
と
公
債
交
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
－
‐
‐
明
治
初
期
公
債
政
策
の
一
節
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
池
　
田
　
浩
　
太
　
郎

　
　
　
　
　
　
　
ま
　
え
　
が
　
き

　
一
、
本
稿
は
筆
者
の
明
治
初
期
公
債
政
策
研
究
の
一
節
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
「
秩
禄
処
分
と
公
債
交
付
」
を
め
ぐ
る
問

題
解
明
の
う
ち
、
そ
の
前
半
で
あ
る
「
秩
禄
処
分
の
経
過
と
公
債
交
付
」
の
み
に
論
及
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
後
半
で
か
つ
主
要
な

部
分
で
も
あ
る
「
秩
禄
諸
公
債
交
付
の
明
治
初
期
社
会
経
済
に
及
ぼ
し
た
影
響
」
の
分
析
は
本
誌
次
号
に
掲
載
す
る
予
定
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
本
稿
は
次
号
の
分
析
の
前
提
と
な
る
諸
事
実
の
紹
介
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
資
料
的
に
も
本
稿
に
は
と
り
た

て
て
論
ず
べ
き
も
の
が
す
く
な
い
。
本
稿
は
も
っ
ぱ
ら
筆
者
の
研
究
順
序
の
一
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
わ
け
で
本
稿
は
論
文
と
よ
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
ノ
ー
ト
欄
に
掲
載
し
て
い
た
だ
く
所
以
で
あ
る
。

　
　
　
　
秩
禄
処
分
の
経
過
と
公
債
交
付

研
究
ノ
ー
ト
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二
、
筆
者
の
明
治
初
期
公
債
政
策
の
研
究
順
次
と
し
て
は
さ
し
あ
た
り

　
一
　
わ
が
国
公
債
の
成
立
（
本
誌
八
・
九
合
併
号
掲
載
）

　
二
　
明
治
初
期
公
債
政
策
の
展
開
（
本
稿
序
論
）

　
三
　
藩
債
処
分
と
新
・
旧
公
債
の
交
付
（
井
藤
半
弥
博
士
記
念
論
文
集
所
収
）

　
四
　
秩
禄
処
分
と
交
債
交
付

　
　
イ
　
秩
禄
処
分
の
経
過
と
公
債
交
付
（
本
稿
）

　
　
ロ
　
秩
禄
諸
公
債
交
付
の
明
治
初
期
社
会
経
済
に
お
よ
ぼ
し
た
影
響
（
本
誌
次
号
掲
載
予
定
）

と
い
う
具
合
に
な
っ
て
い
る
。
本
稿
は
こ
の
う
ち
二
と
四
の
イ
の
み
を
と
り
あ
つ
か
う
。
こ
の
よ
う
な
変
態
的
な
形
を
と
っ
て
い
る

の
も
本
稿
を
論
文
と
せ
ず
に
ノ
ー
ト
と
し
た
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
序
論
　
明
治
初
期
公
債
政
策
の
展
開

　
明
治
三
年
の
九
分
利
付
外
債
の
成
立
は
公
債
利
用
の
便
利
な
所
以
を
新
政
府
に
知
ら
せ
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き
以
後
新
政

府
は
積
極
的
に
公
債
政
策
を
お
し
す
す
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
公
債
を
維
新
後
の
経
営
の
有
力
な
財
源
と
し
て
利
用
す

る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
公
債
財
源
を
も
っ
て
社
会
経
済
政
策
を
も
遂
行
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
明
治
三
年
よ
り
同
十
九
年
の
整
理
公
債
条
例
の
公
布
に
い
た
る
ま
で
の
約
十
五
年
間
に
政
府
が
発
行
交
付
し
た
公
債
の
総
額
は
お

よ
そ
二
億
七
千
万
円
に
も
達
し
て
い
る
（
こ
の
時
期
に
お
け
る
紙
幣
発
行
総
額
が
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
額
で
あ
る
こ
と
も
注
目
し
な
け
れ

266



ば
な
ら
な
い
て
あ
ろ
う
）
。
当
時
の
財
政
規
模
と
く
ら
べ
て
み
る
と
こ
の
金
額
が
い
か
に
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
は
っ
き
り
す

る
と
お
も
う
。
明
治
維
新
期
よ
り
日
清
戦
争
前
ま
で
の
わ
が
国
中
央
政
府
の
歳
出
入
額
を
み
る
と
、
経
常
部
と
臨
時
部
と
を
合
計
し

て
、
大
体
六
千
万
円
な
い
し
八
千
万
円
の
と
こ
ろ
を
上
下
し
て
い
た
年
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
多
額
の
公
債
が
明
治
初
期
の
社
会
経
済
一
般
に
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
そ
れ

で
は
こ
れ
ら
公
債
の
発
行
は
わ
が
国
資
本
主
義
経
済
の
生
成
に
た
い
し
て
如
何
な
る
意
味
と
役
割
と
を
も
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ

が
わ
れ
わ
れ
の
当
面
の
関
心
事
で
あ
る
。

　
明
治
政
府
の
努
力
の
目
標
は
日
本
の
後
進
性
を
克
服
し
、
近
代
的
社
会
経
済
体
制
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
明
治
初
期
の
諸
政
策
の
す
べ
て
は
究
極
的
に
は
日
本
の
近
代
化
、
資
本
主
義
化
と
い
う
目
標
へ
の
努
力
と
い
う

点
で
一
致
し
て
い
る
と
か
ん
が
え
て
よ
い
。
公
債
財
源
に
よ
る
諸
政
策
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
し
か
し
公
債
政
策
が
当
時
の
社
会

経
済
に
お
よ
ぼ
し
た
作
用
を
か
ん
が
え
る
場
合
に
、
公
債
の
意
義
を
た
だ
究
極
目
的
か
ら
の
み
理
解
す
る
こ
と
は
現
実
政
策
の
多
様

性
を
没
却
す
る
も
の
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
起
債
を
う
な
が
す
諸
事
情
は
そ
の
と
き
ど
き
に
こ
と
な
っ
て
い
る
。
公
債
発
行
に
は
つ

ね
に
そ
の
直
接
的
具
体
的
目
的
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
個
々
の
公
債
発
行
の
直
接
目
的
と
、
明
治
初
期
の
諸
政
策
の
す
べ
て

が
究
極
に
お
い
て
め
ざ
す
資
本
主
義
生
成
目
的
と
の
か
ら
み
あ
い
に
は
種
々
な
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ

は
明
治
初
期
に
発
行
さ
れ
た
諸
公
債
が
わ
が
国
資
本
主
義
の
生
成
の
う
え
に
果
し
た
役
割
を
と
く
に
問
題
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
ま

ず
こ
れ
ら
公
債
を
そ
の
直
接
の
起
債
目
的
と
、
諸
政
策
の
究
極
目
的
た
る
資
本
主
義
生
成
目
的
と
の
関
連
と
い
う
点
に
注
意
し
て
分

類
し
て
み
よ
う
と
お
も
う
。

　
こ
の
観
点
か
ら
明
治
初
期
に
発
行
さ
れ
た
公
債
を
概
観
す
る
と
、
こ
れ
ら
を
二
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
よ
う
に
お
も
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わ
れ
る
。
そ
の
第
一
は
社
会
的
安
定
の
た
め
に
発
行
さ
れ
た
公
債
群
で
あ
り
、
第
二
は
経
済
の
安
定
と
発
展
の
た
め
の
諸
公
債
で
あ

る
。

　
第
一
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
公
債
は
別
表
の
一
番
よ
り
七
番
ま
で
で
あ
る
。
こ
れ
ら
公
債
の
う
ち
に
は
、
社
会
制
度
の
近
代
化
を

す
す
め
る
た
め
の
補
償
と
し
て
発
行
さ
れ
た
も
の
（
一
番
よ
り
六
番
ま
で
）
や
、
政
治
的
安
定
を
直
接
目
的
と
し
た
も
の
（
七
番
）
、
な

ど
が
ふ
く
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
公
債
の
直
接
目
的
は
そ
れ
ぞ
れ
こ
と
な
っ
て
は
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
諸
直
接
目
的
を
果
す
こ
と
に
よ
っ

て
社
会
を
安
定
化
、
近
代
化
に
み
ち
び
き
、
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
が
国
資
本
主
義
成
立
へ
の
背
後
的
諸
条
件
の
一
環
を
つ
く
り
出
そ
う

と
す
る
点
で
は
同
一
性
格
の
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
公
債
に
は
貨
幣
価
値
の
安
定
の

た
め
の
公
債
（
八
、
九
番
）
や
、
経
済
発
展
の
た
め
の
諸
条
件
を
つ
く
り
出
そ
う
と
す
る
も
の
（
十
番
よ
り
十
二
番
ま
で
）
な
ど
が

ふ
く
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
は
わ
が
国
資
本
主
義
経
済
成
立
の
た
め
の
経
済
的
条
件
を
直
接
に
つ
く
り
出
そ
う
と
す
る
点
に
同
一
性
を
み

と
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
種
類
別
に
よ
っ
て
明
治
初
期
発
行
の
公
債
を
概
観
し
て
み
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
な
特
徴
が
み
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
（
。
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明
治
初
期
公
債
発
行
概
要
表

は
そ
の
背
後
地
盤
の
地
な
ら
し
を
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
仕
事
は
大
体
明
治
十
年
頃
を
も
っ
て
お
わ
り
を
つ
げ
た
よ
う
で
あ
る
。

つ
い
で
政
府
は
生
産
的
目
的
を
も
っ
た
公
債
を
発
行
し
、
も
つ
て
資
本
主
義
成
立
を
直
接
に
推
進
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

一
、
公
債
発
行
時
期
の
点
か
ら
考
察
し
よ
う
。
第

一
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
社
会
的
安
定
の
た
め
の
公

債
は
主
と
し
て
明
治
維
新
以
後
明
治
十
年
こ
ろ
ま

で
に
交
付
さ
れ
た
。
主
と
し
て
明
治
初
期
前
半
期

に
交
付
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
第
二
の

グ
ル
ー
プ
で
あ
る
経
済
の
安
定
と
発
展
の
た
め
の

公
債
は
大
部
分
明
治
十
年
代
に
な
っ
て
公
募
さ
れ

た
。
す
な
わ
ち
明
治
初
期
後
半
期
に
発
行
さ
れ
た

公
債
は
大
体
第
二
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
も
の
で

あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
明
治
初

期
公
債
政
策
の
推
移
の
大
筋
が
推
論
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
維
新
後
政
府
は
ま
ず
社
会
の
安
定
と
制
度

の
近
代
化
に
力
を
つ
く
し
、
そ
の
政
策
を
遂
行
す

る
財
源
と
し
て
第
一
の
グ
ル
ー
プ
の
公
債
を
交
付

し
た
。
こ
れ
は
わ
が
国
資
本
主
義
生
成
の
た
め
に
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二
、
公
債
発
行
額
の
観
点
よ
り
す
る
と
、
第
一
の
グ
ル
ー
プ
の
公
債
が
圧
倒
的
大
部
分
を
し
め
て
い
た
。
す
な
わ
ち
第
一
の
グ
ル
ー

プ
の
公
債
の
発
行
額
は
明
治
初
期
公
債
発
行
総
額
お
よ
そ
二
億
七
千
万
円
の
う
ち
八
割
以
上
を
も
し
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
第
一
の
グ
ル
ー
プ
の
公
債
の
重
要
性
を
し
め
す
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
政
府
が
社
会
の
安
定
と
制
度
近
代
化
に
た
い
し
て
異

常
な
努
力
を
は
ら
っ
た
こ
と
を
う
ら
が
き
す
る
も
の
で
あ
る
。
明
治
初
期
の
公
債
政
策
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
そ
の
力
点
は
第
一
に
社

会
安
定
と
制
度
の
近
代
化
に
お
か
れ
た
の
で
あ
り
、
資
本
主
義
生
成
の
た
め
の
直
接
推
進
政
策
は
第
二
の
目
標
だ
っ
た
と
か
ん
が
え

ら
れ
よ
う
。
勿
論
資
本
主
義
生
成
を
直
接
目
標
と
す
る
政
策
は
公
債
政
策
の
み
に
か
ぎ
ら
れ
ず
、
準
備
金
政
策
、
官
営
事
業
政
策
、

金
融
制
度
整
備
政
策
な
ど
に
よ
っ
て
も
推
進
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
制
度
近
代
化
、
社
会
安
定
の
た
め
の
政
策
は
主

と
し
て
公
債
政
策
に
よ
っ
て
な
し
と
げ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
明
治
初
期
の
政
策
全
般
と
し
て
考
え
る
と
き
、
制
度

近
代
化
と
資
本
主
義
成
立
と
の
両
目
的
の
う
ち
ど
ち
ら
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
た
か
を
問
う
こ
と
は
意
味
が
す
く
な
く
な
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
の
み
な
ら
ず
両
目
的
間
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
第
二
の
グ
ル
ー
プ
の
主
要
部
分
を
な
す
経
済
の
安
定
と
発
展
の
た
め
の
公
債
が
わ
が
国
資
本
主
義
の
成
立
に
た
い
し
て

果
し
た
役
割
を
追
求
す
る
こ
と
は
さ
し
あ
た
り
大
し
て
困
難
を
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
公
債
の
発
行
は
資
本
主
義
経
済
の

成
立
に
直
接
貢
献
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
事
実
そ
の
よ
う
に
機
能
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
明
治
三
年
発
行
の
九
分
利
付
英
貨
公
債
（
額
面
四
八
八
万
円
）
は
わ
が
国
鉄
道
建
設
の
端
緒
を
つ
く
っ
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
十

一
年
に
発
行
さ
れ
た
起
業
公
債
（
額
面
一
、
二
五
〇
万
円
）
の
収
入
金
は
鉄
道
建
設
や
築
港
、
新
道
、
水
路
を
つ
く
る
こ
と
、
勧
業

　
（
こ
れ
は
士
族
授
産
金
貸
下
、
お
よ
び
移
住
士
族
保
護
勧
業
費
貸
下
な
ど
を
ふ
く
ん
で
い
る
の
で
必
ず
し
も
資
本
主
義
成
立
を
直
接

推
進
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
）
、
鉱
山
の
開
発
、
改
良
な
ど
に
投
ぜ
ら
れ
た
。
起
業
公
債
収
入
金
の
約
半
額
が
鉄
道
建
設
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に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
と
く
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
明
治
十
七
・
十
八
年
の
発
行
に
か
か
る
中
山
道
鉄
道
公
債
（
額
面
二
、

〇
〇
〇
万
円
）
は
そ
の
名
と
ち
が
っ
て
東
海
道
線
お
よ
び
中
山
道
線
の
鉄
道
建
設
に
あ
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
金
札
引
換
公
債
は
紙

幣
整
理
の
目
的
の
た
め
に
発
行
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
わ
が
国
の
通
貨
安
定
や
金
融
機
構
の
整
備
に
一
役
買
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
経
済
の
安
定
お
よ
び
発
展
の
た
め
の
公
債
発
行
は
、
明
治
政
府
の
積
極
的
な
メ
ル
カ
ン
チ
リ
ズ
ム
政
策
の
一
翼
を
に
な
う
も
の
で

あ
っ
た
。
明
治
初
期
の
メ
ル
カ
ン
チ
リ
ズ
ム
政
策
は
主
と
し
て
金
融
（
銀
行
）
、
運
輸
（
鉄
道
、
造
船
、
築
港
な
ど
）
、
鉱
業
お
よ
び

諸
工
業
の
育
成
政
策
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
。
し
か
も
こ
の
政
策
の
対
象
と
な
っ
た
側
面
が
資
本
主
義
経
済
体
制
の
土
台
な
り
枠
な

り
に
あ
た
る
部
分
で
あ
っ
た
こ
と
は
と
く
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
お
も
う
。
わ
が
国
資
本
主
義
成
立
の
た
め
の
一
政
策
と

し
て
こ
れ
ら
公
債
の
発
行
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
公
債
で
な
し
た
事
業
の
う
ち
最
大
の
も
の
は
鉄
道
建
設
で
あ
っ

た
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
第
二
の
グ
ル
ー
プ
の
公
債
が
わ
が
国
資
本
主
義
経
済
の
成
立
に
直
接
貢
献
し
た
こ
と
は
疑
を
さ
し
は
さ
む
余
地
が
な

い
。
し
か
し
そ
れ
で
は
わ
が
国
資
本
主
義
の
成
立
は
ど
の
程
度
こ
れ
ら
公
債
の
貢
献
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
準

備
金
政
策
、
官
営
事
業
政
策
、
金
融
機
構
近
代
化
政
策
な
ど
の
諸
政
策
と
く
ら
べ
て
こ
れ
ら
公
債
の
わ
が
国
資
本
主
義
成
立
に
た
い

す
る
貢
献
度
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
、
総
じ
て
わ
が
国
資
本
主
義
を
成
立
せ
し
め
た
諸
条
件
の
解
明
、
お
よ
び

そ
こ
に
お
け
る
こ
れ
ら
公
債
の
重
要
性
の
検
討
の
問
題
は
後
に
論
ぜ
ら
る
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

　
社
会
安
定
の
た
め
の
諸
公
債
も
ま
た
わ
が
国
資
本
主
義
経
済
の
成
立
に
至
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
と
お
も
わ
れ
る
。
な
る

ほ
ど
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
公
債
の
直
接
意
図
す
る
点
は
社
会
の
安
定
、
制
度
の
近
代
化
で
あ
り
、
こ
の
目
的
達
成
の
た
め
に
諸
種
の
補

償
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
公
債
を
交
付
し
た
わ
け
で
あ
る
。
公
債
発
行
の
計
画
効
果
P
r
o
g
r
a
m
m
e
f
f
e
k
t
は
資
本
主
義
成
立
の
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促
進
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
社
会
の
近
代
化
は
資
本
主
義
成
立
の
た
め
の
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
公

債
の
交
付
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
資
金
供
給
状
況
の
変
化
、
公
債
受
領
者
の
諸
種
の
産
業
活
動
へ
の
参
加
な
ど
を
通
じ

て
わ
が
国
資
本
主
義
の
成
立
の
た
め
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
こ
と
と
お
も
わ
れ
る
。
い
わ
ば
公
債
交
付
の
支
出
効
果
A
u
s
-

g
a
b
s
n
e
f
f
e
k
t
と
し
て
は
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
公
債
は
資
本
主
義
の
成
立
に
い
ち
じ
る
し
く
貢
献
し
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
『
　
ま
し

て
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
公
債
の
発
行
額
は
非
常
に
多
額
で
あ
る
の
で
、
な
お
さ
ら
わ
が
国
資
本
主
義
成
立
に
お
よ
ぼ
し
た
影
響
力
は
大

き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
公
債
が
わ
が
国
資
本
主
義
の
成
立
に
お
よ
ぼ
し
た
作
用
は
あ
く
ま
で
間
接
的
で
あ
る
。
そ

れ
丈
に
作
用
形
態
は
、
多
少
複
雑
で
あ
り
、
追
求
が
む
づ
か
し
い
と
お
も
わ
れ
る
。
だ
が
こ
れ
ら
公
債
の
資
本
主
義
に
及
ぼ
し
た
作

用
ま
で
分
析
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
明
治
初
期
公
債
政
策
が
わ
が
国
資
本
主
義
成
立
に
及
ぼ
し
た
作
用
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
秩
禄
処
分
の
経
過
と
公
債
交
付

第
一
節
　
明
治
維
新
と
社
会
安
定
の
た
め
の
公
債
交
付
。
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明
治
維
新
遂
行
の
目
的
は
、
封
建
的
支
配
を
く
つ
が
え
し
、
近
代
的
社
会
経
済
体
制
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
こ

と
自
体
は
他
の
革
命
（
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
革
命
）
な
ど
と
く
ら
べ
て
特
に
明
治
維
新
を
特
徴
づ
け
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。
他

の
革
命
と
こ
と
な
る
明
治
維
新
の
特
質
は
革
命
遂
行
方
法
の
特
異
性
こ
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
明
治
維
新
に
お
い
て
に
旧

封
建
支
配
層
に
か
な
り
手
厚
い
補
償
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
革
命
を
平
和
裡
に
遂
行
し
、
ま
た
革
命
後
の
政
治
的
社
会
的
安
定
を
き

づ
き
あ
げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
旧
支
配
層
の
補
償
の
た
め
の
財
源
と
な
ら
た
も
の
が
ほ
か
な
ら
ぬ
社
会
安
定
の
た
め
の

公
債
で
あ
っ
た
。
ま
こ
と
に
新
・
旧
公
債
、
秩
禄
諸
公
債
の
交
付
は
明
治
維
新
の
平
和
的
完
成
を
保
証
す
る
基
礎
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
新
・
旧
公
債
は
明
治
五
年
に
旧
藩
内
国
負
債
の
政
府
肩
替
り
と
し
て
債
権
者
た
ち
に
交
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
債
務

者
た
る
旧
藩
主
た
ち
の
社
会
的
信
用
を
新
社
会
に
お
い
て
も
保
持
さ
せ
、
債
権
者
の
主
要
部
分
を
な
す
豪
商
の
経
済
的
補
償
を
も
な

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
秩
禄
諸
公
債
は
秩
禄
処
分
の
過
程
で
交
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
旧
支
配
者
層
た
る
武
士
階
層
の
革

命
に
と
も
な
う
損
害
を
経
済
的
に
補
償
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
旧
支
配
層
を
新
社
会
に
お
い
て
も
支
配

者
層
た
ら
し
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
廃
藩
置
県
は
ま
さ
に
維
新
遂
行
の
最
後
の
局
面
を
飾
る
も
の
で
あ
る
が
、
政
府
は
こ
の
よ

う
な
補
償
政
策
に
よ
っ
て
こ
れ
を
遂
行
し
た
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
秩
禄
処
分
（
と
こ
れ
に
と
も
な
う
公
債
交
付
）
は
藩
債
処
分

　
（
と
こ
れ
に
と
も
な
う
公
債
交
付
）
と
な
ら
ん
で
廃
藩
置
県
の
完
遂
を
さ
さ
え
る
二
本
の
柱
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
こ
の
特
異
な
補
償
方
法
こ
そ
が
よ
っ
て
も
っ
て
明
治
維
新
の
革
命
的
性
格
を
特
徴
づ
け
、
さ
ら
に
明
治
以
降
の
わ
が
国
社

会
経
済
の
あ
り
か
た
全
般
に
も
大
き
な
特
異
性
を
あ
た
え
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
新
・
旧
公
債
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
す
で
に
他
の
と
こ
ろ
で
論
及
し
た
「
井
藤
半
弥
博
士
記
念
論
文
集
所
収
、
拙
稿
・
旧

藩
債
の
処
分
と
新
・
旧
公
債
の
交
付
」
Ｉ
Ｉ
Ｉ
明
治
初
期
公
債
政
策
の
一
節
Ｉ
Ｉ
参
照
）
。
本
稿
で
は
秩
禄
諸
公
債
の
交
付
を
中
心
に
議
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論
を
す
す
め
て
ゆ
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
第
二
節
　
秩
禄
処
分
の
意
義

　
そ
も
そ
も
秩
禄
処
分
と
は
武
士
の
身
分
を
廃
除
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
封
建
的
支
配
者
層
を
廃
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
封

建
的
支
配
関
係
そ
の
も
の
を
な
く
す
こ
と
で
あ
る
。
旧
封
建
支
配
者
層
を
一
定
の
任
務
か
ら
解
放
し
、
ま
た
一
定
身
分
か
ら
も
解
放

す
る
こ
と
、
同
時
に
彼
等
の
身
分
に
と
も
な
う
収
入
（
家
禄
）
か
ら
も
解
放
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
秩
禄
処
分
を
政
治
的
側
面
よ

り
観
察
す
れ
ば
、
大
政
奉
還
、
版
籍
奉
還
、
廃
藩
置
県
な
ど
一
連
の
旧
政
治
体
制
打
破
に
結
末
を
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
秩
禄
処

分
を
社
会
的
側
面
よ
り
考
察
す
れ
ば
支
配
と
服
従
と
の
関
係
に
よ
る
旧
社
会
体
制
を
い
わ
ば
原
子
論
的
な
市
民
社
会
体
制
に
お
き
が

え
る
た
め
の
第
一
歩
た
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
こ
れ
を
経
済
的
側
面
（
と
く
に
財
政
的
側
面
）
よ
り
み
れ
ば
、
秩
禄
は
維

新
政
府
の
尨
大
な
る
財
政
需
要
の
う
ち
、
そ
の
三
分
ノ
一
な
い
し
四
分
ノ
一
を
し
め
る
非
生
産
的
経
費
で
あ
っ
た
そ
こ
で
こ
れ
が

廃
止
は
国
家
財
政
の
機
能
的
運
営
や
政
府
の
メ
ル
カ
ン
チ
リ
ズ
ム
政
策
の
遂
行
に
は
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
財
政
や
経
済
の
近
代
化
へ
の
出
発
が
で
き
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

秩
禄
処
分
に
お
い
て
政
府
の
と
っ
た
独
特
の
方
策
は
形
式
的
に
み
る
と
現
今
の
退
職
金
な
い
し
年
金
授
与
と
類
似
し
て
い
る
。
し
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か
し
秩
禄
処
分
の
意
義
は
こ
の
よ
う
な
消
極
的
な
補
償
に
つ
き
る
の
で
は
な
い
。
な

る
ほ
ど
政
府
は
直
接
に
は
旧
支
配
層
で
あ
る
武
士
階
級
を
新
社
会
の
混
乱
か
ら
社
会

的
経
済
的
に
救
済
し
、
彼
等
の
安
定
を
経
済
的
に
保
障
し
よ
う
と
意
図
し
た
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
政
府
の
意
図
を
つ
き
つ
め
る
と
、
そ
こ
に
は
新
社
会
に
お
い
て
も
旧

封
建
社
会
に
お
け
る
と
同
様
に
旧
支
配
層
が
政
治
的
、
行
政
的
、
精
神
的
、
経
済
的

指
導
者
た
り
う
る
よ
う
保
障
す
べ
き
だ
と
い
う
イ
デ
ー
が
脈
打
っ
て
い
た
と
い
え
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
極
端
に
い
え
ば
新
社
会
に
お
け
る
士
族
支
配
の
実
現
、
こ
れ

が
政
府
の
秩
禄
処
分
に
お
け
る
究
極
の
意
図
で
な
か
っ
た
か
と
さ
え
お
も
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
維
新
の
変
革
を
遂
行
し
、
維
新
後
の
運
営
の
中
心
に
住
設
し
た
人
々
も
ー

―
そ
れ
が
た
と
え
低
い
層
の
も
の
で
あ
っ
て
も
ー
と
も
か
く
旧
支
配
層
の
一
部
を

構
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
お
の
づ
か
ら
旧
支
配
階
層
を
遇
す
る
方
策
も
普
通
の
革

命
の
場
合
と
こ
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
意
図
と
意
義
と
を
も
つ
秩
禄
処
分
は
如
何
な
る
形
で
具
現
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
秩
禄
処
分
の
過

程
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
、
公
債
交
付
の
具
体
的
状
況
を
展
望
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
お
も
う
。

　
　
第
三
節
　
秩
禄
処
分
の
経
過
と
公
債
交
付

　
明
治
維
新
に
い
た
る
ま
で
の
わ
が
国
の
人
間
関
係
は
非
常
に
複
雑
な
も
の
で
あ
っ
た
（
。
こ
れ
を
旧
支
配
的
身
分
で
あ
っ
た
武
士
階

級
だ
け
に
ぎ
っ
て
み
て
も
、
そ
の
従
属
形
態
や
給
与
形
態
に
は
か
な
り
こ
み
い
っ
た
も
の
が
み
ら
れ
た
。
し
か
も
こ
れ
ら
は
各
藩
お
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の
お
の
独
自
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
の
で
、
武
士
階
級
の
身
分
関
係
の
複
雑
さ
は
非
常
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
明
治
維
新
は
政
治
革
命
の
後
に
社
会
革
命
を
と
も
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
維
新
の
社
会
革
命
と
し
て
の
意
義
は
身
分

社
会
か
ら
原
子
論
的
な
社
会
へ
の
移
行
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
原
子
論
的
社
会
は
わ
が
国
の
伝
統
的
な
言
葉
で
い
え
ば
四

民
平
等
の
社
会
で
あ
る
。
し
か
し
明
治
維
新
に
あ
っ
て
は
真
の
意
味
の
四
民
平
等
の
理
念
は
た
だ
ち
に
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
。
す

な
わ
ち
革
命
は
旧
支
配
階
級
の
名
実
と
も
な
る
廃
止
に
ふ
み
き
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
社
会
革
命
の
仕
事
は
旧
支
配
階
級
を
華
士

族
と
い
う
特
権
的
階
級
に
整
理
し
、
彼
等
を
平
民
と
の
対
立
に
お
い
て
身
分
的
に
安
定
さ
せ
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
明
治
維
新
を
き
わ
め
て
特
異
な
革
命
た
ら
し
め
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

　
旧
支
配
者
層
の
整
理
は
身
分
上
の
整
理
と
給
与
上
の
整
理
と
の
二
つ
の
側
面
か
ら
平
行
的
に
お
こ
な
わ
れ
た
。

　
身
分
上
の
整
理
は
維
新
直
後
か
ら
手
が
け
ら
れ
、
明
治
三
年
六
月
に
い
た
っ
て
彼
等
を
華
・
士
族
卒
の
三
つ
の
身
分
に
統
合
す
る

と
い
う
整
理
の
基
本
線
が
打
ち
だ
さ
れ
た
（
明
治
五
年
正
月
に
卒
は
廃
止
さ
れ
た
）
。

給
与
体
系
（
禄
制
）
の
整
理
は
ま
づ
明
治
元
年
旧
幕
臣
の
分
か
ら
は
じ
め
ら
れ
た
。
諸
侯
は
明
治
二
年
六
月
旧
封
地
歳
租
の
十
分
の

一
を
も
っ
て
家
禄
と
さ
だ
め
ら
れ
た
。
士
族
卒
は
藩
の
実
情
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
家
禄
の
削
減
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
こ
の

－一一276 一一一一



で
あ
る
。
明
治
二
年
十
二
月
に
は
士
族
の
禄
制
整
理
の
基
本
方
針
が
で
き
あ
か
っ
た
。
そ
の
後
も
禄
制
整
理
は
進
行
し
て
ゆ
く
の
で

あ
る
が
、
こ
の
整
理
は
結
果
的
に
は
秩
禄
の
大
幅
な
削
減
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
帰
　
農
　
奉
　
還

　
中
流
下
流
の
武
士
階
級
は
明
治
維
新
前
す
で
に
相
当
に
窮
乏
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
が
明
治
維
新
に
な
っ
て
革
命
の
渦
中

に
投
げ
こ
ま
れ
、
彼
等
の
社
会
的
地
位
も
ま
た
不
安
定
と
な
っ
た
。
し
が
も
彼
等
の
収
入
は
家
禄
削
減
方
針
に
よ
っ
て
日
を
追
っ
て

減
少
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
等
が
益
々
困
窮
と
絶
望
に
身
を
ま
か
し
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
こ
の
様
な
状
況
に
た

ち
い
た
る
と
彼
等
の
う
ち
に
は
士
族
の
身
分
に
見
切
を
つ
け
て
実
業
に
つ
こ
う
と
す
る
希
望
者
も
で
て
来
よ
う
し
、
ま
た
自
分
の
秩

禄
を
売
却
し
て
一
時
の
金
を
う
る
必
要
の
生
ず
る
も
の
も
で
て
こ
よ
う
。
新
政
府
は
こ
の
事
態
に
た
い
す
る
対
策
と
し
て
彼
等
の
転

業
を
自
由
に
し
か
つ
こ
れ
を
保
障
す
る
政
策
を
う
ち
だ
し
た
。
家
禄
を
奉
還
し
て
農
業
や
商
業
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
士
族
卒
に
た

い
し
て
資
金
と
し
て
一
時
賜
金
の
下
付
を
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
普
通
「
帰
農
奉
還
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
政
策
は
勿
論
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帰
農
奉
還
が
比
較
的
継
続
的
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
は
大
体
明
治
三
年
十
一
月
よ
り
翌
四
年
十
二
月
頃
ま
で
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ

る
。
士
族
卒
の
う
ち
家
禄
を
奉
還
し
て
帰
農
商
す
る
も
の
に
た
い
し
三
年
な
い
し
五
年
分
の
石
代
金
を
一
時
資
金
と
し
て
給
与
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
北
海
道
や
樺
太
え
開
拓
に
ゆ
く
者
に
た
い
し
て
は
七
年
分
の
石
代
金
が
与
え
ら
れ
た
（
・
明
治
四
年
一
二
月
廿

日
に
い
た
っ
て
帰
農
奉
還
者
へ
の
一
時
資
金
の
下
付
中
止
の
公
布
が
あ
っ
た
。
し
か
し
個
別
的
に
は
そ
の
後
も
折
々
こ
の
資
金
の
給

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

与
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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禄
制
廃
止
を
直
接
め
ざ
し
た
も
の
と
は
か
ん
が
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
さ
し
せ
ま
っ
た
現
実
の
必
要
か
ら
急
に
応
急
対
策
と
し
て
で

き
あ
が
っ
た
も
の
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。
し
か
し
、
結
果
か
ら
判
断
す
る
と
こ
れ
は
禄
制
廃
止
へ
の
第
一
歩
を
ふ
み
だ
し
た
も
の

で
あ
っ
た
・
「
帰
農
奉
還
」
は
明
治
二
年
に
は
や
く
も
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
・
し
か
し
こ
れ
が
こ
の
時
以
後
継
続
的
に
お

こ
な
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。



　
　
　
　
　
　
　
二
　
禄
巻
交
付
と
七
分
利
付
外
債
の
発
行

　
現
実
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
「
帰
農
奉
還
」
政
策
を
遂
行
し
て
い
た
維
新
政
府
は
、
明
治
五
年
の
初
頭
に
な
る
と
禄
制
廃
止
へ
と
ハ

ン
ド
ル
を
切
り
か
え
よ
う
と
し
た
。
ま
づ
華
士
族
卒
の
家
禄
を
三
分
の
一
だ
け
削
減
す
る
。
残
り
の
分
の
家
禄
の
う
ち
士
族
卒
の
分

に
た
い
し
て
六
ヵ
年
分
の
石
代
金
を
禄
券
と
し
て
一
時
に
交
付
す
る
政
策
を
た
て
た
の
で
あ
る
。
政
府
は
禄
券
交
付
以
後
六
年
間
に

こ
れ
を
買
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
家
禄
の
強
制
的
奉
還
が
実
現
す
る
と
考
え
た
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
政
策
の
遂
行
の
た
め
に
は
禄
券
買
上
の
資
金
を
用
意
す
る
こ
と
が
先
決
で
あ
る
。
政
府
に
余
裕
財
源
が
な
い
の
は
明
瞭
だ
っ
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た
の
で
、
こ
の
資
金
を
外
債
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
こ
と
に
し
た
。
明
治
三
年
の
九
分
利
付
英
貨
（
鉄
道
）
公
債
募
集
の
と
き
に
は

非
常
に
反
対
し
て
い
た
政
府
も
、
公
債
の
便
利
な
所
以
を
知
る
と
百
八
十
度
転
換
し
積
極
的
外
債
募
集
政
策
に
ふ
み
き
っ
た
の
で
あ

る
。
政
府
は
こ
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
一
千
万
円
の
資
金
の
ほ
か
、
鉱
山
、
鉄
道
経
営
の
た
め
の
資
金
二
千
万
円
、
合
計
三
千
万

円
ほ
ど
の
資
金
を
外
債
募
集
に
よ
っ
て
調
達
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
が
。
し
た
が
っ
て
外
債
収
入
が
秩
禄
処
分
の
当
初
の
資
金
と
な

る
は
づ
で
あ
っ
た
。
明
治
五
年
二
月
に
は
吉
田
清
成
が
外
債
募
集
の
理
事
官
に
任
命
さ
れ
た
。
そ
し
て
最
初
ア
メ
リ
カ
に
渡
つ
て
こ

の
仕
事
を
遂
行
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
外
債
募
集
は
起
債
原
因
が
秩
禄
廃
止
で
あ
る
だ
け
に
国
内
、
国
外
で
も
是
非
の
議
論
が
や
か
ま
し
か
っ
た
。
外
債
募
集
の
是

非
は
秩
禄
廃
止
の
是
非
を
中
心
に
争
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
吉
田
清
成
の
ア
メ
リ
カ
で
の
募
債
も
当
然
お
お
く
の
障
害
に
ぶ
つ
っ
か
っ

た
。
そ
の
う
ち
に
政
府
の
外
債
募
集
方
針
に
も
変
更
が
生
じ
た
。
こ
れ
に
応
じ
て
明
治
五
年
八
月
に
は
吉
田
に
た
い
す
る
委
任
条
件

も
改
訂
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
募
集
金
額
を
一
千
万
円
に
限
定
し
、
こ
の
収
入
を
も
っ
ば
ら
禄
券
買
上
の
資
金
と
す
る
こ
と
に
し
た
の

で
あ
る
。
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そ
の
後
秩
禄
処
分
に
た
い
す
る
政
府
の
政
策
の
変
化
に
よ
っ
て
禄
券
交
付
政
策
に
中
止
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
外
債
か
ら
得
た

収
入
金
は
禄
券
買
上
で
は
な
く
秩
禄
奉
還
者
へ
の
現
金
給
付
と
い
う
形
で
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
こ
の
こ
と
は
後
に
ふ
た
た
び
諭

ず
る
こ
と
に
す
る
）
。
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結
局
外
債
募
集
は
明
治
六
年
一
月
ロ
ン
ド
ン
で
完
了
し
た
。
七
分
利
付
英
貨
公
債
が
す
な
わ
ら
こ
れ
で
あ
が
。



　
　
　
　
　
　
　
三
　
秩
禄
公
債
の
交
付

　
家
禄
の
三
分
の
一
削
減
、
残
存
家
禄
の
禄
券
交
付
に
よ
る
廃
止
と
い
う
明
治
五
年
の
方
針
は
か
な
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
も
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
こ
れ
は
実
行
さ
れ
る
こ
と
な
く
し
て
お
わ
り
、
明
治
六
年
末
に
な
る
と
や
や
ゆ
る
や
か
な
実
行
案
に
変
更
さ
れ
た
。
す

な
わ
ち
政
府
の
政
策
は
保
税
賦
課
、
家
禄
奉
還
と
い
う
方
向
に
む
か
っ
た
の
で
あ
る
。
禄
税
賦
課
は
か
な
り
温
和
な
、
か
つ
合
理
的
な

家
禄
の
削
減
を
い
み
す
る
。
家
禄
奉
還
は
家
禄
の
強
制
的
廃
止
と
は
こ
と
な
っ
て
多
分
に
任
意
的
な
要
素
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

　
家
禄
税
賦
課
の
布
告
が
出
さ
れ
た
の
は
明
治
六
年
一
二
月
二
七
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
華
士
族
賞
典
禄
を
の
ぞ
く
の

外
家
禄
税
法
設
立
の
事
」
と
い
う
布
告
が
家
禄
税
の
根
拠
で
あ
が
。
こ
れ
に
よ
る
と
家
保
税
は
華
士
族
の
家
禄
を
石
高
に
し
た
が
っ

て
三
三
五
階
層
に
わ
け
、
各
階
層
に
は
一
定
量
の
石
数
を
賦
課
す
る
方
法
を
と
っ
た
。
し
か
も
賦
課
税
率
は
累
進
的
で
あ
っ
た
と
い
っ

て
よ
か
ろ
う
帥
。
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
う
ま
れ
る
家
禄
削
減
高
は
家
禄
総
額
の
約
一
割
に
な
っ
た
。
後
に
い
た
っ
て
保
税
賦
課
の
対
象

は
更
に
拡
張
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
平
民
の
有
禄
者
に
も
課
税
し
ヽ
か
つ
賞
典
禄
も
合
算
課
税
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
ｕ
・
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禄
税
賦
課
と
時
を
同
じ
く
し
て
家
禄
奉
還
も
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
治
六
年
一
二
月
二
七
日
に
政
府
は
「
家
禄
奉
還

の
者
へ
資
金
被
下
方
規
則
」
を
公
布
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
家
禄
の
高
が
百
石
未
満
の
者
で
農
商
に
従
事
す
る
た
め
に
家
禄
を
奉
還

し
よ
う
と
願
う
も
の
に
、
こ
の
奉
還
と
引
か
え
に
産
業
資
金
を
下
賜
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
家
禄
奉
還
を
「
仰

資
奉
還
」
と
普
通
呼
ん
で
い
る
。

　
家
禄
の
奉
還
者
を
何
故
百
石
未
満
の
も
の
に
制
限
し
た
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
理
由
は
第
一
に
薄
禄
の
者
ほ
ど
生
活
が

く
る
し
く
、
農
商
に
転
出
し
よ
う
と
思
う
も
の
が
多
か
っ
た
こ
と
。
さ
ら
に
薄
禄
者
は
と
く
に
転
業
資
金
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と

お
も
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
奉
還
者
が
多
い
場
合
高
禄
者
ま
で
に
無
制
限
な
資
金
下
賜
政
策
を
な
せ
ば
財
政
を
非
常
に
圧
迫

す
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
時
の
大
蔵
卿
大
隈
重
信
の
禀
議
が
ら
も
こ
の
推
測
は
大
体
正
当
と
お
も
わ
れ
る
（
明
治
財
政
史

第
八
巻
七
七
―
七
八
ペ
ー
ジ
参
照
）
。

　
　
「
仰
資
奉
還
」
に
あ
た
っ
て
は
家
禄
の
性
質
の
相
違
に
よ
っ
て
下
賜
額
算
出
の
基
礎
を
こ
と
に
し
た
。
す
な
わ
ち
永
世
禄
に
た
い

し
て
は
元
高
の
六
ヵ
年
分
の
石
代
金
、
終
身
禄
に
た
い
し
て
は
元
高
の
四
ヵ
年
分
の
石
代
金
を
下
賜
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
下
賜
額

は
明
治
六
年
の
各
県
の
貢
納
石
代
相
場
で
も
っ
て
石
代
金
を
算
出
し
、
そ
の
半
額
を
現
金
で
支
給
し
、
半
額
を
交
付
公
債
で
支
給
し

た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
に
交
付
さ
れ
た
公
債
が
す
な
わ
ち
秩
禄
公
債
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
時
に
「
産
業
資
本
の
た
め
に
官
林
荒
蕪

地
払
下
規
則
」
を
も
う
け
、
こ
れ
ら
帰
農
者
に
官
有
の
山
林
、
田
畑
、
荒
蕪
地
を
時
価
の
半
額
く
ら
い
で
払
い
下
げ
、
し
か
も
公
債

に
よ
る
支
払
を
み
と
め
た
。
も
っ
て
就
業
の
便
宜
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
「
資
金
被
下
方
規
則
」
は
後
に
い
た
っ
て
若
干
の
拡
充
を
み
た
。
た
と
え
ば
年
限
禄
の
奉
還
も
き
き
入
れ
ら
れ
る
よ
ぅ
に
な
っ
た

（
明
治
七
年
三
月
十
五
日
≒
ま
た
分
割
奉
還
も
み
と
め
ら
れ
、
五
石
未
満
の
も
の
は
全
部
現
金
で
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
た
っ
た
（
明
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治
七
年
三
月
二
四
日
）
。
さ
ら
に
禄
高
百
石
以
上
の
者
に
も
奉
還
が
み
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
（
明
治
七
年
一
一
月
五
目
）
、
賞
典

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鴎

禄
の
奉
還
も
み
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
明
治
七
年
十
一
月
二
九
日
）
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
仰
資
奉
還
」
は
追
々
上
そ
の
規
模

を
ひ
ろ
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
「
仰
資
奉
還
」
を
な
し
た
人
数
は
お
よ
そ
一
三
万
八
千
五
百
人
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
士
族
総
数
の
お
よ
そ
三
分
の
一
に
あ
た
る
。

彼
等
に
た
い
し
て
総
計
三
、
五
八
九
万
円
が
支
給
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
八
分
利
付
公
債
、
い
わ
ゆ
る
秩
禄
公
債
の
交
付
額

が
一
、
六
五
六
万
五
、
八
五
〇
円
、
現
金
支
給
額
は
一
、
九
三
二
万
六
、
八
二
九
円
で
あ
っ
た
。
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
現
金
支
給

額
の
う
ち
に
は
七
分
利
付
英
貨
公
債
の
収
入
金
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凶

　
　
「
仰
資
奉
還
」
は
自
由
意
志
に
よ
る
奉
還
で
あ
っ
た
。
し
か
も
主
と
し
て
薄
禄
士
族
が
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
加
う
る
に
分

割
奉
還
も
み
と
め
ら
れ
た
の
で
「
仰
資
奉
還
」
者
一
人
あ
た
り
の
平
均
受
取
額
は
大
変
小
さ
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
一
人
あ
た
り
平
均
受
取
額
は
公
債
交
付
一
二
二
円
、
現
金
支
給
分
一
四
二
円
、
計
二
六
四
円
で
あ
っ
た
。

「
仰
資
奉
還
」
制
度
は
明
治
八
年
七
月
一
四
日
づ
け
を
も
っ
て
廃
止
さ
れ
、
つ
ぎ
に
あ
ら
た
な
る
構
想
に
よ
る
秩
禄
処
分
が
お
こ
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な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
Ｍ
一

　
　
　
　
　
　
　
四
　
秩
禄
廃
止
と
金
禄
公
債
の
交
付

　
上
述
し
た
よ
う
な
曲
折
を
経
た
の
も
政
府
は
つ
い
に
秩
禄
廃
止
政
策
に
ふ
み
き
っ
た
。
明
治
九
年
八
月
五
日
、
政
府
は
家
禄
、
賞

典
禄
の
制
度
を
全
面
的
に
あ
ら
た
め
、
そ
の
す
べ
て
を
公
債
処
分
に
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
「
仰
資
奉
還
」
が
士
族
の
自
由

意
志
に
よ
る
奉
還
を
対
象
と
し
て
い
た
の
に
反
し
、
今
度
の
処
分
は
有
禄
の
華
士
族
平
民
の
全
員
に
お
よ
び
、
か
つ
強
制
的
な
性
格

を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
最
終
的
秩
禄
処
分
が
こ
こ
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
秩
禄
廃
止
の
た
め
に
は
家
禄
の
金
禄
化
と
い
う
準
備
段
階
を
必
要
と
し
た
。
従
来
の
禄
制
は
石
数
を
計
測
の
基
礎
と
し
て
い
た
の

で
あ
る
が
、
明
治
七
年
末
こ
ろ
よ
り
漸
次
家
禄
を
金
緑
化
す
べ
き
だ
と
い
う
議
論
が
政
府
部
内
で
生
じ
は
し
め
た
。
政
府
は
明
治
八

年
九
月
に
は
家
禄
を
金
禄
化
す
る
布
告
を
だ
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
従
来
の
禄
高
を
管
轄
地
の
三
ヵ
年
平
均
（
明
治
五
年
、
六

年
、
七
年
の
平
均
）
の
貢
納
石
代
相
場
に
よ
っ
て
貨
幣
額
に
換
算
し
、
こ
の
金
額
を
秩
禄
保
有
者
に
現
金
で
支
給
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　
家
禄
の
金
禄
化
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
想
像
以
上
に
重
要
で
あ
る
。
第
一
に
こ
れ
は
国
家
の
歳
入
出
体
系
の
近
代
化
に
と
っ
て
不
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可
欠
の
措
置
で
あ
っ
た
。
当
時
歳
入
の
中
心
で
あ
っ
た
地
租
が
地
租
改
正
に
よ
っ
て
漸
次
金
納
化
固
定
化
し
つ
つ
あ
っ
た
の
と
表
裏

し
て
主
要
な
歳
出
項
目
を
構
成
す
る
秩
禄
支
給
を
現
金
化
固
定
化
す
る
こ
と
は
歳
入
出
制
度
を
根
本
か
ら
近
代
化
す
る
も
の
で
あ
っ

た
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
第
二
に
こ
れ
は
政
府
財
政
の
安
定
の
た
め
に
重
要
で
あ
っ
た
。
米
価
は
当
時
追
々
と
上
昇
傾
向
を
み
せ

て
い
た
（
結
果
的
に
み
る
と
そ
の
後
も
米
価
上
昇
傾
向
は
止
ま
ら
な
か
っ
た
）
の
で
過
去
の
安
い
貢
納
石
代
金
の
平
均
で
禄
を
固
定

す
る
こ
と
は
、
政
府
支
出
の
重
要
項
目
を
低
い
線
で
固
定
し
、
し
た
が
っ
て
財
政
安
定
化
の
面
で
大
い
に
有
利
な
作
用
を
お
よ
ぼ
し

た
こ
と
と
お
も
わ
れ
る
㈲
。
第
三
に
は
こ
れ
が
秩
禄
廃
止
の
準
備
段
階
と
し
て
の
意
義
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。
家
禄
の
金
禄
化
を
提
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帥

し
た
禀
議
な
ど
に
は
こ
れ
が
家
禄
廃
止
え
の
準
備
段
階
と
は
明
言
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
秩
禄
の
固
定
化
、
金
禄
化
の

う
え
に
た
っ
て
は
じ
め
て
全
快
禄
が
整
理
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
繁
雑
を
き
わ
め
る
秩
禄
廃
止
の
補
償
処
分
を
何
と
か
遂
行
し

う
る
基
礎
と
な
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

明
治
九
年
八
月
五
日
つ
い
に
政
府
は
金
禄
公
債
条
例
を
公
布
し
た
。
華
士
族
平
民
の
秩
禄
の
す
べ
て
を
廃
止
し
、
こ
れ
に
か
わ
っ
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て
金
縁
公
債
を
交
付
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
施
行
は
明
治
十
年
度
を
も
っ
て
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
金
禄
公
債
証
書
交
付
に
よ
る
秩
禄
処
分
廃
止
の
方
法
を
こ
こ
で
簡
単
に
説
明
し
て
お
こ
う
。

　
こ
れ
に
は
ま
づ
金
禄
公
債
交
付
と
秩
禄
公
債
交
付
と
の
相
違
を
み
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
と
よ
い
。
両
者
の
相
違
の
第
一
は
金
禄

公
債
処
分
の
場
合
に
は
原
則
と
し
て
現
金
支
給
を
し
な
い
点
で
あ
る
。
金
禄
公
債
は
十
円
、
二
十
五
円
、
五
十
円
、
百
円
、
三
百
円
、

五
百
円
、
千
円
、
五
千
円
と
い
う
ハ
種
類
の
額
面
の
証
書
を
発
行
し
た
。
し
た
が
っ
て
十
円
未
満
の
端
敷
金
の
み
を
現
金
支
給
と
し

た
の
で
あ
る
（
金
縁
公
債
条
例
に
は
五
円
券
も
発
行
す
る
と
あ
る
が
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
）
。
明
治
廿
三
年
に
金
禄
公
債
の
処
分
は
一

応
の
完
了
を
み
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
ま
で
に
支
給
さ
れ
た
端
数
現
金
は
七
三
万
五
、
三
一
五
円
で
あ
っ
た
。
第
二
は
金
縁
公
債

に
お
い
て
は
利
率
の
こ
と
な
る
公
債
を
発
行
し
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
金
禄
公
債
交
付
額
が
小
さ
く
な
る
に
し
た
が
い
（
従
っ

て
元
禄
高
の
低
下
す
る
に
し
た
が
い
）
利
率
の
高
い
公
債
を
交
付
し
た
。
金
禄
公
債
交
付
額
の
算
出
は
元
禄
高
の
何
年
分
と
い
う
具

合
に
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
元
高
付
与
の
年
限
は
元
禄
高
が
ひ
く
く
な
る
に
し
た
が
っ
て
逓
増
さ
れ
た
。
い
ま
永
世
禄
に
た
い
す

る
金
縁
公
債
の
交
付
方
法
を
図
示
す
る
と
次
表
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
表
で
金
縁
公
債
交
付
方
法
の
概
要
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と

お
も
う
。
け
だ
し
終
身
禄
や
年
限
禄
の
場
合
に
は
永
世
禄
の
場
合
の
公
債
交
付
の
何
割
を
支
給
と
い
う
具
合
に
き
ま
っ
て
い
た
か
ら

で
あ
る
帥
ｏ

　
右
の
表
か
ら
あ
き
ら
か
に
な
る
よ
う
に
元
禄
高
が
減
小
す
る
に
し
た
が
い
加
算
年
限
を
増
し
、
同
時
に
よ
り
高
い
利
率
の
公
債
を

交
付
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
元
禄
二
五
円
以
下
の
場
合
は
金
縁
公
債
に
よ
っ
て
元
禄
の
ほ
と
ん
ど
百
パ
ー
セ
ン
ト
近
い
（
九
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八
パ
ー
セ
ン
ト
）
利
息
が
受
取
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
元
禄
が
七
万
円
以
上
の
場
合
に
は
公
債
利
子
の
元
禄
高
に

た
い
す
る
比
率
は
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
。
こ
の
間
元
禄
が
ふ
え
る
に
し
た
が
っ
て
元
禄
と
手
取
公
債
利
息
と
の
差
は
だ
ん
だ
ん

増
大
し
て
ゆ
く
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
公
債
交
付
に
あ
た
っ
て
は
若
干
の
社
会
政
策
的
考
慮
が
は
ら
わ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
か
も

し
れ
な
い
。

　
し
か
し
こ
の
よ
う
な
形
で
の
社
会
政
策
的
考
慮
が
実
際
に
効
を
奏
す
る
か
い
な
か
は
又
別
問
題
で
あ
る
。
く
わ
し
く
は
続
稿
で
究

明
す
る
予
定
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
元
禄
高
の
相
違
に
よ
っ
て
利
率
の
こ
と
な
る
公
債
が
交
付
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
同
一
公

債
利
率
の
表
示
が
大
体
公
債
受
領
者
の
同
一
階
層
の
所
属
を
し
め
す
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
五
分
利
付
公
債
の
交
付
を
受
け

た
も
の
は
元
禄
高
千
円
以
上
の
層
で
あ
り
、
上
流
階
級
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
六
分
利
付
公
債
の
交
付
を
受
け
た
も
の
は
元
禄
高
百

円
以
上
の
も
の
で
中
流
階
級
を
み
て
よ
い
。
七
分
利
付
公
債
の
受
領
者
は
元
禄
高
百
円
未
満
以
下
の
下
層
階
級
で
あ
る
。
上
層
階
級

は
大
体
華
族
が
し
め
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
中
下
層
が
そ
れ
ぞ
れ
士
族
平
民
の
中
層
下
層
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
い
ま
こ
こ
で
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帥

禄
公
債
の
利
率
別
構
成
割
合
を
み
る
と
次
ぺ
ー
ジ
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

　
こ
の
表
で
あ
き
ら
か
に
な
る
こ
と
は
人
数
的
に
み
る
と
秩
禄
処
分
を
う
け
た
大
部
分
の
も
の
が
下
層
士
族
で
あ
り
、
彼
等
の
受
け

た
公
債
額
は
平
均
し
て
四
二
〇
円
、
一
年
に
受
け
と
る
利
息
は
三
十
円
た
ら
ず
の
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
五
百
人
程
度
の
上

流
華
族
階
級
は
平
均
六
万
円
あ
ま
り
の
公
債
交
付
を
う
け
、
三
千
円
あ
ま
り
の
利
息
が
年
々
ふ
と
こ
ろ
に
入
る
勘
定
で
あ
る
。
こ
れ

で
は
政
府
の
社
会
政
策
的
意
図
は
ほ
と
ん
ど
現
実
に
は
反
映
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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国債沿革略第２巻155ページより作成。

１割利の公債は鹿児島藩のごとく旧藩時代に禄券の売買を許されて，これが

実行されていた家禄にたいし，その廃止にあたって家禄10ヶ年分を交付された

もの。

　
　
　
　
八
九
六
円
諸
侯
は
九
八
、
二
七
四
万
円
で
あ
っ

　
　
　
　
た
。

　
金
禄
公
債
の
交
付
は
明
治
二
三
年
に
い
た
っ
て
一

応
の
終
結
を
み
た
。
公
債
交
付
額
は
一
億
七
、
三
九

〇
万
二
、
九
〇
〇
円
、
端
数
現
金
の
支
給
高
七
三
万

五
ヽ
三
一
五
円
に
確
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
な
・
交
付
人

員
は
三
一
万
余
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
金
額
が
当
時
に

お
い
て
驚
異
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
説
明
を
要

し
な
い
と
お
も
わ
れ
る
（
当
時
の
財
政
規
模
の
約
三

倍
の
額
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
大
凡
の
想
像
が
つ
く
で

あ
ろ
う
）
。
も
っ
て
秩
禄
廃
止
、
金
禄
公
債
交
付
の

事
業
が
い
か
に
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
思
い
を

い
た
す
べ
き
で
あ
る
。
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五
　
旧
神
官
配
当
禄
公
債
の
交
付

　
旧
神
官
配
当
禄
公
債
は
維
新
後
神
職
を
は
な
れ
て
無
給
に
な
っ
た
旧
神
官
に
産
業
資
金
を
与
え
る
た
め
に
明
治
十
一
年
度
に
発
行

　
　
　
　
　
　
　
　
匈

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

■ 292

こ
の
処
分
も
秩
禄
処
分
の
一
種
と
み
て
よ
い
の
で
あ
る
が
、
華
士
族
の
処
分
と
く
ら
べ
て
規
模
は
非
常
に
小
さ
い
も
の
で
あ
っ



た
。

　
以
上
簡
単
で
は
あ
る
が
秩
禄
処
分
過
程
と
こ
れ
に
と
も
な
う
公
債
交
付
の
事
実
を
紹
介
し
て
き

た
。
秩
禄
処
分
過
程
は
多
く
の
曲
折
を
経
て
遂
に
完
了
を
み
た
の
で
あ
る
が
、
処
分
の
対
象
と
な

っ
た
人
員
は
約
四
十
万
人
に
の
ぼ
り
、
処
分
さ
る
べ
き
禄
の
種
類
、
性
質
に
も
雑
多
な
も
の
が
あ

っ
た
。
そ
の
結
果
処
分
様
式
も
非
常
に
複
雑
と
な
り
、
政
府
支
出
も
（
公
債
交
付
も
ふ
く
め
）
二

億
数
千
万
円
と
い
う
尨
大
な
金
額
に
上
っ
て
い
る
。
こ
れ
丈
の
大
き
な
犠
牲
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

秩
禄
処
分
が
可
能
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
が
明
治
初
期
の
社
会
経
済
に
あ
た
え
た

作
用
、
と
く
に
わ
が
国
資
本
主
義
の
成
立
に
あ
た
え
た
影
響
は
巨
大
な
も
の
と
お
も
わ
れ
ろ
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
を
分
析
し
、
も
っ
て
秩
禄
諸
公
債
交
付
の
意
義
を
探
究
す
る
こ
と
は
続
稿
に
課
せ

ら
れ
た
任
務
で
あ
る
。
最
後
に
秩
禄
処
分
で
政
府
が
明
治
初
期
に
支
出
し
た
金
額
の
概
要
を
表
示

し
て
お
こ
う
。
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