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頼

漠

志

百

官

受

容

例

考
再

論

わ
苦

し
は
'
か
つ
て

｢
績
漢
毒
白
骨
受
奉
例
考
｣
(根
笠

鳩
醐
讐

な
る
論
文
を
乱
1
夜
o豆

は
績
漢
志
の
-

愛

車
例
の
文
字
を
校
正
す
る
こ
と
＼

｢
年
鎖
年
数
｣
の
意
味
を

明
ら
か
に
す
る
の
が
目
的
で
あ
っ
た
｡
こ
の
二
鮎
は
密
切
な
関

係
が
あ
り
'
異
文
校
合
と
と
も
に
'
史
的
事
賢
を
背
景
と

才
る

内
容
の
敵
襲
的
校
正
が
必
要
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
後
者
に
つ
S

て
は
'
結
局
銭
‥
穀
-
七
-
三
と
い
う
比
例
が
存
在
す
る
こ
と

を
敬
見
し
た
｡

し
か
る
に
'
ち
か
ご
ろ
ア
メ
リ
カ
に
あ
っ
て
鹿
動
し
て
S
る

楊
聯
陛
氏
が

N
tl
m
berS
a
n
d
U
n
itin

C!h
in
eSe
E
c
on
om
ic

H
isto)･y

(肖
JA
S
VOIXI
I

p
p
･
2)6
-
22m)
な
る
論
文
を

書
き
'
そ
の
中
で
､
れ
た
く
し
の
論
文
を
批
判
し
､
1
｢
年
銭
学

祭
｣
は
決
し
て
'-
ブ
リ
イ
ド
な
数
字
な
の
で
は
な
く
し
て
､
サ

字
..

都

宮

清

音

-

ア
ル
な
数
字
で
あ
る
P
だ
か
ら
銭
‥
穀
=
七
-
三
の
比
例
が
存

在
す
る
と
い
う
説
は
正
し
く
な
い
｡
竜
の
理
由
は
'
こ
の
歌
で

は
'
皮
を
む
S
た
穀
物

(栄
)
と
'
皮
を
む
か
な
S
祭
物
(戟
)

と
の
相
違
が
見
お
と
さ
れ
て
S
る
か
ら
で
あ
る
q
I
と
い
わ
れ

た
｡♪こ

の
鮎
に
つ
い
て
､
楊
氏
の
指
摘
し
た
こ
と
は
'
た
し
か
に

正
し
S
｡
し
か
し
'
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
わ
た
-
し
の
結

論
も
ま
た
へ
決
し
て
訳
-
で
な
い
と
考
え
る
の
で
'
以
下
に
そ

の
理
由
を
の
.～''(
て
.
療
氏
の
再
批
判
を
こ
い
た
い
と
思
う
.

わ
た
く
L
が
'
皮
を
む
S
た
穀
物
と
皮
を
む
か
な
い
穀
物
に

つ
S
て
.
少
し
も
注
意
を
は
ら
わ
な
か
っ
た
の
k
､
･た
し
か
に

誤
り
で
あ
っ
た
.
た
し
か
に
'
娃
卒
中
の
受
奉
例
で
は

(米
)

と
こ
と
わ
つ
て
あ
る
の
に
封
し
て
､
建
武
二
十
六
年
度
の
受
奉
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例
に
は
何
の
規
定
の
譜
も
見
え
な
>
O
だ
か
ら
建
武
受
奉
例
で

は
'
は
た
し
て
皮
を
む
い
た
穀
物
が
支
給
さ
れ
た
の
か
'
政
を

む
か
な
S
穀
物
が
支
給
さ
れ
た
の
か
､
は
つ
き
-
し
な
い
｡
そ

れ
ゆ
え
今
第

1
に
'
こ
の
鮎
に
つ
S
て
'
考
え
て
見
る
必
要
が

あ
る
｡

楊
氏
は
'

｢
米
｣
を
皮
を
む
5
夜
穀
物
と
し
'

｢
穀
｣
を
皮
.

を
か
ぶ
っ
た
穀
物
と
し
た
｡
し
か
し
程
環
田
に
よ
れ
ば
'
｢
穀
｣

は
近
代
北
方
中
国
人
に
と
つ
て
は
､
皮
を
む
か
な
い
ア
ワ
｢
粟
｣

豊

味
す
る
が
,
(軌
穀
)
卦

中
国
人
に
と
つ
て
は
,
普
嵐
に

は
早
に
､
穀
物

1
被
の
絶
稗
と
し
て
用
い
ら
れ
て
5
た
語
で
あ

る
｡

(
五
襲

･
九
穀

･
百
穀
)
そ
し
て
漢
代
に
お
い
て
は
'
普

通
に
は
'
皮
を
む
か
奄
S
穀
物
は

｢
粟
｣
と
い
わ
れ
た
.
精
米

し
な
S
穀
物
を
た
べ
る
'
け
ん
や
-
な
生
活
を
し
た
公
孫
弘
の

こ
と
を
-
弘
は
す
1
ん
で
肉
は

1
5
ろ
'
め
L
は
挽
粟
(玄
米
)

と
い
う
生
警

し
た
｡

-
嘉

か
れ
､
(諸

蛸
駈
八
)
挽
粟
に

つ
い
て
顔
師
古
の
注
に
は
1
た
ゞ
'
皮
を
む
S
た
だ
け
で
精
米

し
な
S
も
の
を
い
う
ー
と
書
い
て
い
る
｡
こ
の
場
合
'
｢
粟
｣
は
.

む
し
ろ
祭
物
の
皮
の
意
味
に
さ
え
用
S
て
あ
る
の
だ
.
史
記
の

港
南
王
長
の
侍
に
は

1
1
尺
で
も
布
は
布
'

l
斗
の
粟
も
粟
は

粟
0
号

こ
と
も
つ
ぐ
こ

と
も
で
き
る
わ
S
｡(禁

)
と
あ
る
'

こ
れ
は
粟
が
'
皮
を
む
か
な
い
穀
物
で
あ
っ
た
明
澄
で
あ
る
｡

甲
骨
文
に
は
未
が
早
-
も
現
わ
れ
'
そ
の
野
で
あ
る
粟
は
古
小

時
代
か
ら
申
賢

の
常
食
で
あ
っ
海
.
(獅
雑
読

鮎

叢

榔
如

酢
恥
齢
郎
諾

経
)
程
塔
田
に
よ
れ
ば
∵
未
はノ

ア
ワ
豊

富

植

物
で
､

未
の
欝
が
粟
､
粟
の
賢
が
米
で
あ
っ
た
｡
漢
代
で
は
釆
L

と
い
え
ば
､
そ
れ
は
第

1
.に
粟
の
米
を
意
味
し
た
.
漢
代
の
盛

事
で
J49
FQ
氾
勝
之
音
に
そ
の
例
が
見
ら
れ
る
｡

(雛
関

数

)

か
-
て
｢.

皮
を
か
ぶ
っ
た
ア
ワ
'
つ
ま
-
粟
は
穀
物
の
代
表
と

し
て
'
ま
た
基
準
と
し
て
用
S
ら
れ
た
｡
采
の
李
籍
の
.作
っ
た

九
章
算
術
音
義
は
'
九
章
算
術
と
S
う
漢
代
に
成
立
し
た
算
数

書
の
第
二
番

｢
粟
米
｣
の
粟
米
な
ーる
譜
に
'
次
町
は
ぅ
な
音
義

を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
9
1
-TI
･

粟
米
｡
上
の
字
は
ソ
ク
'
下
の
字
は
メ
イ
と
い
う
菅
｡
粟
と

は
未
の
欝
の
ま
だ
つ
い
て
な
S
も
の
.
米
と
は
祭
物
の
賢
の

皮
の
な
い
も
の
｡
采
は
米
の
基
準
で
あ
る
.
諸
種
の
米
は
鐘

類
に
よ
′つ
て
量
が
ち
が
う
か
ら
'
粟
を
基
準
に
し
て
は
か
る

の
で
あ
る
｡
そ
れ
で

｢
東
米
｣
i
J
い
う
節
を
設
け
た
の
だ
｡

こ
の
よ
う
に
､
漠
代
で
は
粟
は
皮
を
む
か
な
い
穀
物
と
し
て
'
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諸
種
の
精
米
度
の
栄
の
療
準
と
さ
れ
た
し
'
他
種
の
穀
物
や
そ

の
加
工
品
の
量
目
の
基
準
と
も
さ
れ
た
.
九
章
算
術
に
は
､
を

の
割
合
を
粟
五
十
に
封
し
て
'
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
示
し
て

S
P
.

粟
五
十
を
基
準
と
し
て
､
嘱
米
些

二
十
.
粋
衆
望

7十
七
｡

撃
衆
望

一十
四
O
御
発
は
二
十

rl
｡
小
麹
は
十
三
年
｡
大
歯

は
五
十
四
O
塀
飯
は
七
十
五
｡
稗
飯
は
五
十
四
｡
繋
蟹
は
四

十
八
｡
御
飯
は
四
十
二
｡
衣
首
藤
歩
は
そ
れ
ぞ
れ
四
十
五
｡

相
は
六
十
｡
鼓
は
六
十
三
｡
稔
は
九
十
｡
熟
衣
は

1
百
三
年
｡

薬
は

1
百
七
十
五
と
S
う
割
合
に
な
る
.

皮
を
か
ぶ
っ
た
穀
物
と
し
て
の
粟
は
'
と

の
よ
う
に
祭
物
計
量

の
基
準
で
あ
っ
た
か
ら
'
古
代
中
歯
'
こ
と
に
漠
代
で
は
､
租

税
や
政
府

へ
の
寄
附
や
､
政
府
か
ら
支
給
さ
れ
る
奉
給
や
'
兵

士
の
給
輿
は
'
す
べ
て
粟
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
｡
漢
書
食
貨
志

上
に
前
三
世
紀
四
世
紀
の
こ
ろ
の
文
献
と
思
わ
れ
る
.'
李
性
の

こ
と
ば
を
の
せ
て
S
る
｡

こ
1
に
五
人
家
族
の
農
夫
が
S
る
｡
か
れ
は
､
首
畝
を
耕
作

i,
し
て
へ
年
に
'
畝
ご
と
に

1
石
年
を
収
穫
す
る
｡
仝
牧
積
は

粟
で
官
五
十
石
.
十
分
の
一
枚
の
十
五
石
を
の
け
る
と
'
官

三
十
五
石
あ
ま
る
｡

1
人
が
月
竺

石
牛
づ
-
昏

ノ
と
す
れ

･ば
'
五
人
で

一
ヶ
年
に
九
十
石
を
滑
費
す
る
｡
そ
こ
で
あ
ま

っ
た
四
十
玉
石
宅

1
石
三
十
銭
の
割
で
賛
れ
ば
千
三
百
五

十
鏡
が
え
ら
れ
る
｡
･.-
-
-
-

こ
れ
に
よ
れ
ば
'
租
税
も
牧
積
量
も
'
食
糧
の
豊
も
膏
少
だ
す

･
祭
物
も
'
す
べ
て
粟
で
な
さ
れ
て
S
る
｡
だ
か
ら
'
官
の
く
ら

O
.･車

の
穀
物
は

｢
く
ら
の
粟
｣
と
い
わ
れ
た
.

政
府
の
中
央
穀
物
ぐ
ら
の
粟
は
｢
､
ふ
る
く
な
っ
て
づ
ら
づ
ら

-
つ
つ
き
あ
S
.
外
に
あ
ふ
れ
だ
し
て
雨
ざ
ら
し
に
な
-
'

く
4i)つ
て
､
食
S
き
れ
な
S
控
ど
蓄
梼
せ
ら
れ
て
い
る
｡

(
轍
如

.
辛
)

わ
た
く
L
は
'
せ
ん
え
っ
な
が
ら
燭
断
の
権
限
を
も
っ
て
'

河
内
の
-
ら
の
粟
を
放
出
し
･.
貧
民
を
す
-
い
ま
し
た
｡

I
(
錯

讐

｡
)

こ
の
く
ら
の
中
の
穀
物
を
民
間
に
放
出
す
る
こ
と
を

｢
粟
を
賜

う
L

i
,
い
い
､
こ
の
鍬
は
漢
等
後
漢
書
の
本
紀
に
き
わ
め
て
多

-
み
ら
れ
る
｡
兵
士
に
支
給
す
る
食
糧
が
粟
で
あ

っ
た

こ
と

は
.
漢
代
の
木
簡
文
書
に
.
.い
く
つ
も
そ
の
例
が
み
え
る
Cr

的
粟

一
斗
二
界
以
食
使
捗
事
績
相
如
上
菩
良
家
千
二
人
八
月

68 - ･
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美
卯
ロ

(請

鵬
鯛
婚
酢

)

粟

一
斗
二
升
を
支
出
し
'
請
願
し
て
捗
革
に
行
-
良
家
子
の

綾
と
相
如
の
二
人
に
食
は
せ
た
｡
八
月
発
卯
□
･･-
･-

詳
-

と
S
つ
た
類
で
あ
る
0
官
吏
に
封
す
る
俸
給
も
粟
が
支
給
せ
ら

れ
た
｡
次
の
は
そ
の
二
例
で
あ
る
｡

小
び
と
蕃
人
'
そ
の
せ
5
些

二
尺
ば
か
-
｡
サ
ラ
サ
イ
は
粟

1
ふ
-
ろ
'
銭
二
百
四
十
.
わ
た
し
こ
と
束
方
朔
め
枚
せ
S

た
け
九
尺
以
上
も
虜
-
な
が
ら
･
サ
】㌃

イ
は
や
は
-
粟

1

良
-
ら
,
鎮
二
百
竿

｡

-
･:
･･(
諾

楯
鮮

)

そ
も
そ
も
'
願
の
長
官
は
､
む
か
し
な
ら
大
名
で
す
｡
に
も

か
1
わ
ら
ず
賢
は
門
香
の
サ
ラ
サ
イ
し
か
も
ら
っ
て
い
ま
せ

ん
.
･････二

ケ
月
の
サ
ラ
サ
イ
で
､
え
る
も
の
は
粟
二
十
鮒

と
銭
二
千
で
す
O

-
････(
脚
銅
器

巻
望

)

′･

た
ゞ
俸
給
の
場
合
は
'
右
の
例
の
よ
う
に
､
祭
物
と
鎮
と
が
支

給
せ
ら
れ
夜
の
で
あ
る
O
そ
し
て
､
そ
の
穀
物
は
粟

で
あ

っ

た
｡
緯
漢
志
百
官
受
奉
例
に
見
え
る
文
に
も
'

｢
年
銭
竿
穀
｣

と
あ

り
'
そ
の
数
字
的
内
容
は
と
も
か
-
'
奉
給
は
銭
と
穀
と

で
支
給
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
し
か
も
'
そ
の
穀
が
皮
を
か
ぶ

っ
た

｢
粟
｣
で
あ
っ
た
こ
と
も
'
前
に
引
い
た
二
例
か
ら
雷
然

に
推
測
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
夜
か
ら
建
武
二
十
六
年
度

愛
車
例
が
粟
に
よ
る
ラ
ン
キ
ン
グ
で
あ
っ
宛
こ
と
惟
'
巌
の
な

い
こ
と
と
し
て
信
じ
て
よ
S
.
女
ゞ
'
あ
と
で
も
の
.I(
Fq
よ
う

に
'
賢
は
湊
代
の
受
奉
例
㊨
法
文
は
､
特
殊
の
場
合
を
の
ぞ
S
,

て
は
､
そ
の
斜
数
は

｢
粟
｣

で
あ
つ
て
も

｢
釆
｣
で
あ
つ
て
も

全
然
同
株
に
通
用
し
た
の
で
あ
-る
O
そ
れ
は
'
漢
代

に
お
け

･

る
'

｢
穀
物
用
ま
す
｣
の
特
殊
な
用
法
に
よ
る
の
,で
あ
る
｡

し
か
る
に
'
延
卒
中
の
受
事
例
を
見
る
と
'
明
ら
か
に

｢
*

伺
斜
｣
と
し
て
あ
っ
て
､
こ
の
場
合
に
は
'
透
わ
め
て
異
例
な

こ
と
な
が
ら
'

｢
米
｣
が
支
給
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
米

は
お
そ
ら
-
.'
九
章
算
術
に
S
わ
ゆ
る
嘱
米
で
あ
ぜ
'
公
孫
弘

侍
に
見
え
る
挽
粟
で
あ
ろ
う
｡
禰
米
は
脱
穀
し
た
ゞ
け
打
も
の

で
,g
九
章
算
術

(璃
)
写

れ
ば
,
粟
の
射
撃､
で
は
,
そ
の
〇

･
六
に
あ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

九
茸
算
術
で
は

1
朝
の
計
算

を
'
基
準
と
し
て
の
采
の
射
数
で
あ
ら
わ
し
て
S
る
が
､
そ
れ

は
数
拳
的
計
算
と
い
う
特
魂
の
場
合
だ
か
ら
で
､

]
椴
的
事
務

的
の
場
合
に
は
'
そ
ん
な
換
算
を
し
な
-
て
も
便

利

な

よ
う
･

把
､

｢
ま
す
｣
の
用
法
が
存
在
し
､
か
つ
そ
れ
は
存
在
す
る
か

ぎ
-
は
'
厳
重
に
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
瞳
類
の
常
別
で
あ

･- 64-
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つ
た
｡
だ
か
ら
'
延
卒
中
の
受
奉
例
に
お
い
て
も
'
米
が
支
給

せ
ら
れ
た
限
-
は
'
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る

｢
何
斜
｣
と
い
う

斜
教
は
'
決
し
て
粟
の
斜
数
に
よ
る
換
算
で
は
な
-
'
文
字
ど

ヽ

お
-
米
の

｢
ま
す
｣
に
よ
る
斜
数
で
あ
る
べ
き
で
あ
.る
O

こ
1

で
､
漢
代
に
お
け
る

｢
ま
す
｣
の
用
法
に
つ
い
て
す
こ

し
く
考
え
て
み
よ
う
O
漢
代
に
お
い
て
は

｢
ま
す
｣
は
計
量
さ

れ
る
物
の
種
類
に
よ
っ
て
'
単
位
は
同

1
で
あ
つ
て
も
'
そ
の

大
き
さ
に
は
大
小
が
あ
っ
た
｡
そ
れ
は
仝
-
'
発
務
上
の
便
利

の
た
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
こ
の
鮎
に
関
し
て
は
'
棒
聯

陸
氏
も
前
掲
静
文
に
お
い
て
'
漢
代
の
木
簡
を
利
用
し
っ
J/

そ
れ
に
あ
ら
わ
れ
て
S
る
大
石

･
小
石
と
い
う
二
種
の
｢
ま
す
｣

の
存
在
隼
つ
S
て
'
次
の
よ
う
に
の
.べ
て
い
る
.
I

U
n

de

r
thel
輯
ttn,they
,
(*
剖

anL7.
,
7
剖
)
were
the
･

sam
e

nni.t,b
ttt
w
ere
c
a
lte
d
.
】tLt･ge

tin(1.

s
m
a,)1
ac
co･

-l
l･d
in
g

to

w
hat
w
a
t･
m
eaSu
red
.
E
siao･8h
ih
in
d
ic
at･

e
d

tin.h
u
ske
d

gt
･a

in

a
n
d

t
a･sh
ih
h
t)8吋e
d

g
r
a
in
,

T
h
e
ratio
betw
een
かF
e
m
w
a8
6
to
3
.

一

こ
れ
は
た
し
か
な
′こ
と
で
あ
る
｡
九
章
算
術
に
よ
る
と
'
粟

一

斜
を
は
か
る

｢
ま
す
｣
は
二
･
七

立
方
供
代
尺
で
あ
-
'
米

】

斜
を
は
か
る

｢
ま
す
｣
は

二
･
六
二
立
方
摸
代
尺
で
あ
り
..

衣

首

威
容
の
1
餅
を
は
か
る

｢
ま
す
｣
は
二
･
四
三
立
方
漢
代
尺

言

っ
た
｡
(綿
肺
)
っ
東
町
,
誉

す

一
射
纂

享

嘉

の

〇
･
六
で
あ
っ
た
.
そ
こ

で
漢
代
で
堪
､
恐
ら
-
形
の
大
き
い

粟
射
芙

斜
,
(讃

和
製

蒜

欄
ナ
)
妄

小
さ
完

警

小

斜

(欄
禁

断
宗

諸

す
)
と
い
わ
れ
窒

息
う
｡

そ
れ
ゆ
え
､

楊
聯
陛
氏
が
前
掲
文
で
小
石
を
乗
用
ま
す
と
し
'
大
石
を
米
用

ま
す
で
あ
N
'と
記
し
て
い
る
.の
は
'
恐
ら
く
何
か
の
誤
-
で
あ

①ろう.-
｢
ま
す
｣
･
の
種
類
は
大
小
の

一雇

｣
と
と.
も
に
.
生
れ

ぞ
れ
の
.
｢
斗
｣
も
存
在
し
R
f,
あ
ろ
う
.

(
批
欝

嘗

蓋

停
)

た
ゞ
'
ふ
し
ぎ
な
こ
と
に
は
'
漢
代
の
普
通
の
文
献
に
は
'
1
(

斜

･
小
鮒

･
大
斗

･
小
斗
な
ど
と

S
う
.

｢
ま
す
｣
の
存
在
が

ほ
と
ん
ど
あ
ら
わ
れ
て
こ
な
い
｡
漢
音
の
貨
殖
偉
咋

｢
漆
千
大

斗
｣
と
S
う
譜
が
あ
り
'
-史
記
貨
殖
侍
の
方
に
は
同
じ
と
こ
ろ

に
､
こ
の
語
が
見
え
な
い
｡
漢
等
貨
殖
俺
に
は
顔
師
古
が
､

-

大
斗
と
5
う
の
は
､
米
や
粟
を
は
か
る

｢
ま
す
｣

と
は
ち
が
う

の
だ
.
今
民
間
で
大
量
と
S
う

｢
ま
す
｣
が
あ
る
の
と
同
樫
の

も
の
だ

｡
｣
と
注
し
て
>
る
が
'
大
斗
が
は
た
し
て
米
菓
を
た

か
る

｢
ま
す
｣
と
同
じ
で
な
S
か
ど
う
か
は
明
密
が
偽
る
わ
れ

･一 ･66･-
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で
は
な
S
｡
九
章
算
術
に
も
漆
を
何
斜
何
斗
と
は
か
る
こ
と
が

見
え
る
が
,
(賢

､
)

｢
享

｣
の
J種
薪
は
不
明
富

る
｡
漠

代
の
ご
-
末
の
時
代
の
文
献
に
は

一
つ
磨
け
見
え
て
い
る
｡
す

な
わ
ち
'
圭

世
紀
の
は
じ
め
の
こ
ろ

(漢
末
)
活
動
し
た
人
'

魂
の
嘗
換
の
倦
を
等
S
海
曹
晴
嘗
な
る
書
物
が
､
三
国
志
の
注

に
引
か
れ
て
S
る
｡
左
に
引
用
す
る
の
は
そ
の
1･
つ
で
あ

る

が
'
そ
れ
は
太
平
御
覧
に
も
二
度
ば
か
-
引
用
さ
れ
て
S
て
'

欝

に
便
利
で
あ
る
｡
(触
押
畑
讐

設

駈
尉
)

〔太
組
〕
常
討
賊
liiiiZl
賊巻

日
如
何
｡

(

解
禁

禦

作目二八
何細字三
如何 作〇
三 戚o
字 討
血 ＼J

度
穀
不
足
-.
私
謂
主
著

と
聞
,S
た
｡
主
任
は
､
1

小
鮒
を
使
っ
て
数
字
の
不
足
を
ね

ぎ
な
う
こ
_と
が
で
き
ま
す
｣
と
答
え
渇
｡
曹
操
は

｢
モ
牡
で

よ
し
!
｣
-
と
判
定
し
た
'
し
ば
ら
-
し
て
部
隊
の
中
か
ら
'

｢
大
将
は
わ
れ
わ
れ
を
ご
ま
か
し
て
S
る
｡｣

と
S
う
聾
が

聞
え
て
き
た
｡
曹
操
は
主
任
を
よ
ん
で

｢
君
が
死
ん
で
く

れ
る
よ
り
他
に
､
兵
士
た
ち
を
満
足
4Tj.せ
る
造

が

な

S
ん

だ
｣
と
S
つ
て
､
さ
ら
し
首
に
し
て
し
ま
い
.
を
て
ふ
だ
を

発
て

二

｢
小
鮒
を
使
用
し
て
官
の
穀
物
を
ぬ
す
ん
だ
者
だ

､
か
ら
'
軍
律
に
よ
っ
て
首
を
き
っ
た
｣
と
書
か
せ
た
｡

0

斜
以
足
之
｡

(

巻
七
六
五
'
可
字
無
｡
巻
八

以
字
無
｡
以
足
二
字
作
畳

)

着

日
｡
可
以
小

三
｡
)

太
租
日
学
｡

後
軍
中
富
太
組
欺
衆
｡
太
租
謂
主
着
日
｡
特
嘗
借
君
死
｡

(鰯
鮒
忙
蒜

警

㌘
欝

特
.
)

以
霊

｡

不
然
事
不
解
･

乃
斬
之
｡
取
首
題
狗

日
｡

(
離
雛
僻
駈
軋
F
'.篭

完

講

義

｡

篭

柘
船
肇

)
行
小
鮒
｡
誉

穀
｡
斬
之
軍
門
｡
(警

諾

作
用
争
軍
事
｡

穀
字
下
有
故
字
)
-

(
詣

轡

慧

億

二
十
五
軒
健
)

(謬
)
曹
操
が
賊
を
討
伐
す
る
時
'
い
つ
も
穀
物
が
不
足
し

た
｡
か
れ
は
主
任
に
'

｢
ど
う
し
た
も
の
か
ね
-
｣
と
そ
つ

こ
の
小
斜
は
､
む
う
ん
漢
代
か
ら
行
わ
れ
た
も
の
で
.
米
を
は

_餌

か
る

｢
ま
す
｣
で
あ
っ
た
ろ
う
｡
粟
を
は
か
る
･kiは
必
ず
大
尉

l

が
用
S
ら
れ
､
米
を
は
か
る
に
は
必
ず
小
鮒
が
用
S
ら
れ
た
は

ず
で
あ
る
.
何
の
手
つ
ゞ
き
も
な
し
に
､
こ
の
原
則
を
や
ぶ
れ
r

ば
計
量
上
非
常
な
混
乱
が
生
ず
べ
き
で
あ
る
｡
上
引
の
曹
操
の

話
も
､
こ

の
混
乱
の
ゆ
え
に
､
軍
中
に
不
平
が
起
っ
た
の
だ
.

つ
む
Ei
.
官
倉
中
の
穀
は
租
税
と
し
て
の
穀
物
で
あ
る
か
ら
常

然
に
粟
で
あ
る
｡
だ
か
ら
'
そ
れ
は
本
来
粟
用
ま
す
'
つ
ま
-

大
尉
で
計
量
す
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
大
尉
で
は
か
つ
て
不
足
な

の
は
'
も
七
も
.と
く
ら
の
穀
物
が
不
足
な
の
だ
か
ら
'
そ
れ
と



9

､

′02

柵
う
に
は
､
く
ら
の
穀
物
を
ま
せ
ば
よ
い
｡
し
か
る
に
小
才
の

-
-
ら
役
人
は
'
こ
の
根
本
を
考
え
ず
に
'
小
形
の

｢
ま
す
'｣

つ
ま
-
米
用
の
小
斜
で
粟
を
計
量
し
て
'
数
字
の
表
面
だ
け
を

充
足
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡
結
果
は
常
然
'
兵
士
の
倫

輿
の
は
な
は
だ
し
S
減
少
と
な
る
か
ら
'
軍
申
S

r
大
将
は
ギ

マ
ン
す
る
!
｣
と
i
う
不
平
が
生
れ
た
の
で
あ
る
.
漠
代
以
前

の
文
献
に
も
'
大
斗
と
い
う
語
が
あ
っ
た
こ
と
が
見

ら

れ

る

が
､
そ
れ
は
穣
念
な
が
ら
漢
代
.の

｢
ま
す
｣
の
用
法
と
は
関
係

が
な
い
か
に
見
え
る
.

田
乞
が
帝
国
の
景
公
に
つ
か
え
'
そ
の
大
夫

と
な

っ
た
｡

(547
B
･CL
1
490
B
･

P
)
か
れ
は
民
に
稔
を
か
け
る
時
､
小

斗
で
う
け
入
れ
'
そ
の
粟
を
民
に
放
出
す
る
時
は
大
斗
を
用

い
た
｡
か
-
て
ひ
そ
か
に
民
間
に
徳
望
を
え
た
｡
-
-
-
-
-

〔
そ
の
子
の
〕
田
常
の
時
又
父
の
や
-
方
を
ま
ね
し
.
大
斗

㌻

間
に
か
し
出
し
･小
斗
違

却
さ
せ
た
盛

鴨
聖

ハ｡)

と
あ
る
は
そ
れ
だ
が
'
左
偉
昭
公
三
年

B
･
C
.
ort39
の
保
に
'

同
時
代
の
斉
の
田
氏
の
こ
と
を
記
し
て
､

｢
斉
ば

ど
う
な
る
と
息
S
ま
す
か
C･･｣
と
叔
向
が
き
く
と
｢
,

鼻
子
が

｢
も
う
長
-
孜
S
ね
｡
ど

う
洩
る
か
は
い
わ
ぬ
が
花

き
｡
帝
は
田
氏
の
園
に
な
る
さ
ね
O
と
の
さ
ん
は
政
治
に
不

熱
心
で
'
民
心
は
田
氏
を
し
た
つ
て
い
る
｡｣
と
こ
貰
え
た
｡

斉
に
.は
も
と
も
と
'
四
種
の

｢
ま
す
L
が
あ
っ
た
｡
豆
･
陰

･
釜

･
鐘
だ
.
-

個
升
が

1
豆
で
'
そ
れ
ぞ
れ
四
単
位
で

1
つ

上
の
T
ま
す
｣
に
な
-
'
釜
に
な
る
｡
釜
は
十
で

1
鐘
で
あ

､
つ
た
.
田
氏
は
前
の
三
つ
の

｢
ま
す
｣
を

1
単
位
づ
1
ふ
や

し
た
の
で
'
鐘
は
大
き
な

｢
ま
す
｣
に
な
っ
た
｡
陳
氏
は
こ

の
'
お
家
用
の

｢
ま
す
｣
で
民
間
に
か
し
出
し
'
従
衆
の
国

定

｢
ま
す
｣
で
返
却
さ
せ
た
の
で
あ
る
｡
-
-
‥
‥
‥

と
S
っ
て
5
る
｡
こ
れ
に
よ
れ
ば
'史
記
打
大
斗
は
左
侍
の

｢
お

家
用
の
ま
す
｣
で
あ
っ
て
'
計
ら
れ
る
物
に
よ
っ
て

｢
ま
す
｣

に
大
小
の
あ
っ
た
漢
代
の
用
法
と
は
異
っ
て
S
る
｡

｢
ま
す
｣

の
漢
代
的
用
津
は
'
お
そ
ら
-
漠
代
濁
特
の
も
の
で
あ
っ
た
よ

う
だ
｡
そ
れ
以
前
に
も
'
そ
れ
以
後
に
も
､漢
代
の
よ
う
な
意
味

㌔

に
を
け
る
大
斜
小
斜
の
凋
S
か
た
は
文
献
に
見
え
な
い
よ
う
で

あ
る
｡
し
か
し
'
こ
の
よ
う
に
'計
ら
れ
る
物
に
よ
っ
て
｢
ま
す
｣

●

の
大
小
が
ち
が
つ
て
S
る
場
合
に
は
､
々
の
用
法
は
特
に
厳
椿

に
.
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
で
な
け
れ

ば
'
曹
操
の
場
合
.〇
よ
う
な
'
不
正
と
混
乱
が
海
こ
つ
て
'を
の

67_-
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迷
惑
は
大
き
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
O
そ
れ
に
幹
を
か
え
'
も
し
､

こ
れ
を
厳
格
に
守
れ
ば

7
々
の
場
合
に
､
わ
ず
ら
わ
し
S
換
算

を
必
要
と
せ
ず
'
き
わ
め
て
能
率
的
に
計
量
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
.

1
斜
の
粟
は
つ
ね
に

1
斜
の
米
で
あ
り
'二

斜
の
寂
首

藤
歩
で
あ
貯
'
そ
の
容
積
の
比
率
は
昧
つ
き
-
し
て
い
る
.

･さ
て
'
前
に
の
べ
た
よ
う
柊
'
漢
代
の
官
史
の
俸
給
は
粟
が

支
給
さ
れ
る
の
が
'

1
般
的
で
あ
っ
た
.
だ
か
ら
､
を
の
計
量

.

⑨

に
は
必
ず
粟
を
按
か
る
大
衡
が
用
い
ら
れ
舞
に
ち
が
い
な
S

.

綬
漢
志
百
官
受
奉
例
の
月
奉
の
穀
数
も
嘗
然
に
粟
の

｢
ま
す
L
t

っ
ま
り
大
衡
の
斜
数
で
あ
る
按
す
で
あ
る
?
し
か
し
'
漠
代
に

お

け
る
大
尉
小
鮒
の
用
い
方
か
ら
す
れ
ば
､
賢
は
そ
れ
が
大
尉

の
数
字
で
あ
つ
て
も
､小
鮒
の
数
字
で
あ
つ
て
も
'少
し
も
さ
し

つ
か
え
は
起
ら
な
S
の
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
'
中
二
千
石
の
月

奉
は
百
八
十
斜
だ
が
､そ
れ
は
内
容
が
粟
で
あ
つ
て
も
'米
で
あ

っ
て
も
､
同
じ
-
百
八
十
斜
で
あ
る
｡
た
ゞ

'
｢
ま
す
｣
の
大
き

さ
が
'粟
の
時
に
は
大
斜
で
計
ら
れ
'米
の
時
に
は
小
鮒
で
新
ら

れ
る
か
ら
､健
棒
だ
け
か
ら
見
れ
ば
､米
は
粟
の
〇
･
六
に
し
か

営
む
な
､S
o
L
か
L
t俸
給
を
っ
け
と
る
側
か
ら
見
れ
ば
'
大
斜

で
う
け
と
っ
た
時
に
は
'そ
の
中

に
〇
･四
の
無
償
値
不
要
の
モ

和u

ミ
ガ
ラ
が
入
っ
て
-い
る
だ
け
の
ち
が
心
で
､
米
を
う
け
ど
う
た

時
と
資
質
上
何
の
ち
が
S
も
な
S
.
し
か
し
つ
こ
れ
は
計
量
す

る
場
合
に

｢
ま
す
｣
の
用
法
が
'
厳
格
に
守
ら
れ
な
け
れ
ば
､

･■

ナ
ン
セ
ン
ス
な
話
に
な
っ
て
し
ま
う
｡
月
奉
を
米
で
支
給
す
る

こ
と
は
､
一
般
に
は
ま
れ
な
こ
と
で
あ
っ
夜
と
思
わ
れ
る
か
ら
､

普
通

に

は
俸
給
は
必
ず
大
斜
で
計
っ
た
粟
が
支
給
せ
ら
れ
夜

と
思
わ
れ
ーる
が
'
娃
卒
中
の
受
奉
例
で
は
､
き
わ
め
て
特
殊
な

こ
と
で
は
あ
る
が
'
明
ら
か
に

｢
寒
何
斜
｣
と
し
て
凍
る
d
だ

か
ら
'
こ
の
場
合
そ
こ
把
用
S
て
あ
る
数
字
は
'
た
し
か
に
凍

用
ま
す
'
つ
ま
か
小
鮒
の
斜
数
を
不
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

聖

米
で
あ
る
に
も
か

わゝ
ら
ず
'
メ
斜
を
用
い
る
な
れ
ば
'

そ
れ
は
明
ら
か
に
混
乱
を
引
き
お
こ
す
?
そ
れ
は
決
し
て
康
代

に
お
け
る

｢
ま
す
｣
用
法
の
常
則
で
は
な
い
｡.
延
年
受
奉
例
の

一

場
合
'
も
し
建
武
二
十
六
年
度
の
受
奉
例
に
あ

る
よ
㌧
っ
に
'

･
｢
年
銭
年
崇
｣
を
文
字
ど
お
-
行
う
意
志
が
政
府
に
あ
っ
夜
の

,▲
怒
れ
ば
､
わ
ざ
わ
ざ

｢
米
何
斜
｣
と
指
定
す
る
必
要
は
決
し
て
.

な
S
P
た
と
え
ば
J.･
中
二
千
石
の
醤
合
'
そ
れ
は
月
奉
百
八
十

斜
だ
か
ら
'
早
に
そ
の
年
分
の
九
十
斜
と
だ
け
し
て
お
け
ば
'

･

粟
に
し
ろ
衆
を
支
給
す
る
に
し
ろ
､
九
十
射
撃
つ
け
と
る
こ

JJ

- 68
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が
や
き
る
｡
わ
ざ
わ
ざ
禾
九
十
斜
を
大
尉
で
計
算
し
て
五
十
四

料

(欄
謂

抑
舶
幣

詣

:
04Q
a
)

と
す
る
必
要
㌢

ら
に
な

い
.
変
か
ら
娃
卒
中
の
新
教
は
必
ず
や
小
鮒
の
斜
数
で
あ
る
と
▲

し
て
こ
を
意
味
が
あ
る
.
こ
の
場
合
に
特
に

｢
米
何
斜
｣
と
し

て
あ
る
の
は
つ
こ
の
時
政
府
に
文
字
ど

お
力
｢
年
額
年
裂
｣
を

賢
行
す
る
気
の
な
か
っ
た
こ
と
を
不
し
て
S
る
｡
こ

の
時
の
政

府
の
塵

意
は
'
米
を
指
示
し
た
発
射
の
斜
数
だ
け
支
給
す
る
に

あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
'
建
武
二
十
六
年
度
受
奉
例
と

廷
卒
中
受
奉
例
と
を
つ
き
あ
わ
せ
て
'
計
算
を
行
お
う
と
す
る

時
に
は
､
粟
に
も
米
に
'も
自
由
に
通
用
す
る
､
建
卦
受
奉
例
の

方
を
､
米
斜
に
よ
っ
て
米
を
支
給
す
る
場
合
の
ラ
ン
キ
ン
グ
で

あ
る
､
と
仮
定
し
て
計
算
す
る
時
に
こ
そ
へ
は
じ
め
て
-正
し
い

●

結
論
が
え
ら
れ
る
./(
き
fJ
あ
る
｡

以
上
の
考
欝
に
よ
っ
て
'
わ
た
ぐ
L
が
'

｢
碩
漠
志
百
官
受

奉
例
考
｣
に
お
S
て
え
た
､
鎮
‥
毅
-
七
‥
三
の
比
例
は
､
少

-
も
事
延
卒
中
の
受
奉
例
に
関
す
る
か
ぎ
-
は
絶
封
に
正
し
S

と
思
わ
れ
る
.
し
か
も
'
こ
の
七
‥
三
の
比
匿
よ
る
俸
給
の
支

給
望
剛
漢
時
代
に
も
行
わ
れ
た
こ
と
は
'
前
掲
論
文
で
わ
た
く

し
の
紫
野
し
た
と
お
-
で
あ
る
.
も
し
'
前
渡
時
代
に
｢
年
額

学
祭
｣
が
文
字
通
-
行
わ
経
て
い
た
と
す
る
と
'
ど
ん
な
こ
と

に
な
る
か

･,l･.
巽
南
は
漢
書
の
買
馬
借
に
よ
れ
ば
和
恵
五
年

r(44B･G)に
死
ん
雪

男
警

ら
れ
る
｡

(

那
議
員
漢
書

補
巻
四
四
班
)
こ
の

年
か
ら
二
年
あ
と
の
永
光
二
年

(蕗
B
.a
.･)
に
は
､
京
師
の
数
億

は

一
斜
約
二
百
鏡
と
な
っ
た
と
S
う
｡
こ
れ
は
'
数
年
衆
の
全

繭
的
不
作
に
よ
っ
て
､
次
第
に
穀
債
が
高
-
な
っ
た
極
限
の
時

代
の
記
録
で
ぁ
っ
孝
と
思
わ
れ
る
｡
と
こ
ろ
で
巽
南
は
初
元
五

年
'
を
の
死
の
年
に
年
俸
二
千
石
の
光
線
大
夫
に
な

っ
て

心

る
.
光
線
大
夫
は
地
方
官
で
な
く
T
首
都
に
勤
務
す
る
こ
と
の

多
い
官
で
あ
る
?
か
つ
そ
の
秩
は
比
〓
千
石
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
こ
と
は
'
す
で
に
前
掲
論
文
で
考
詳
し
夜
｡
比
二
千
石
の
前

漠
時
代
の
俸
給
按
､
建
武
二
十
六
年
度
の
額
よ
打

S
く
ら
か

高
か
っ
た
か
も
知
れ
な

い
と
し
て
ー
前
掲
論
文
参
考
-
首
斜
を

超
え
る
こ
と
大
で
は
な
か
っ
た
で
あ
る
う
｡
と
こ
ろ
で
'
冥
帝

が
う
け
た
月
奉
鏡
は
帯
二
千
で
あ
る
?
も
し

｢
琴
錦
年
毅
｣
が

文
字
ど
お
-
行
わ
れ
た
と
す
れ
ば
'
百
斜
の
年
分
五
十
斜
枚
挙

物
で
支
給
さ
れ
'
五
十
斜
に
臥
る
あ
と
の
年
分
は
鎖
奉
を
う
け

卑
こ
と
に
な
-
､
商
二
千
鎖
は
穀
五
十
射
.の
債
と
な
る
は
ず
で

あ
る
｡
し

か
ら
ば
撃
冗
五
年
の
常
時
毅

一
斜
の
債
は
二
百
四
十

･-69-,
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錦
と
な
る
｡
そ
れ
か
ら
二
年
あ
と
の
極
高
の
時
の
記
録
で
さ
え

二
百
銭
と
い
わ
れ
て
S
る
の
だ
か
ら
'
こ
れ
は
僚
少
に
も
高
億

に
過
ぎ
る
だ
ろ
う
｡
し
か
る
に
も
し
こ
れ
を
'
七
二
二
の
比
例

に
よ
っ
て
考
え
る
と
如
何
C1･

そ
れ
は
約
百
七
十

t
銭
と
な
る
.

こ
れ
は
へ
わ
た
-
L
が
'
永
初
五
年
常
時
の
首
都
の
穀
億
と
七

て
'
別
の
方
法
で
算
出
し
た
も
の
と
'
ほ
と
ん
ど

一
致
す
る
?

(
前
掲
論
文
参
考
)

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
'
建
武
二
十
六
年
の
受
奉
例
も
'
候

文
こ
そ

｢
年
鏡
年
数
｣
.Aと
し
て
あ
る
が
､
賢
は
延
年
の
例
の
よ

う
に
'

｢
七
鎮
三
穀
｣
で
支
給
せ
ら
れ
た
と
考
え
て
も
よ
さ
そ

う
に
思
わ
れ
る
｡

娃
卒
中
の
受
奉
例
が
七
-
三
の
割
で
'
穀
物
と
鎮
と
が
支
給

せ
ら
れ
た
こ
と
を
'
傍
琵
的
に
澄
明
す
る
め
は
'
そ
の
穀
債
で

あ
る
.
僕
代
に
お
け
る
穀
億
は
平
素
ど
の
-
ち
S
で
あ
っ
夷
か

-

､こ
れ
に
つ
S
て
は
､
多
-
の
人
が
各
稜
の
推
測
を
行
っ
て

い
て
'
今
そ
の
一
つ
1
つ
を
紹
介
す
る
こ
と
は
'
わ
ず
ら
わ
t

S
か
ら
や
め
に
し
て
お
-
｡
楊
聯
陛
氏
に
よ
渇
と
'
居
延
の
木

簡
に
考
欝
を
試
み
た
努
斡
氏
は
'
前
漢
の
粟
の
年
債
は

1
斜
に

つ
ぎ
'
七
十
鐙
か
ら
八
十
銭
で
あ
-
'
後
漢
の
そ
れ
は
約
百
銭

で
あ
っ
た
と
い
つ
て
S
る
｡

(
L
i
e
n
･
s
h
か
r
lg

Y
a
n

g
,:
･N
o
首

o
n

the
E
co
n
o
m
ic
H
isto
Z･y
o

ftheC
h
]'n
D
y

n
a
Bty
p
.)
4
岬

n.
47
1
1ZJA
S
.

io
t
I
X

t
9
4
6
)
,

H
拭
戊
も
後
漢
の
粟
債
を

官
銭
と
算
定
し
女
ら
し
S
.

(Ilien･shかng
Y
a
n
g

l:
N
tlm
bや

I
t

Its

a
n
d

U
n
jt8
in

C
h
in
e
Se
h

,o
n
o
m
山C

軒
is
to
t･y
.
p
-
2
)
9

1,･12)演
口
富

民
に
克

ば
,
西
紀

一
七

毒

,

(拷

),

西
紀

一
八
三
年

(需

)

の
二
つ
窟

稗
に
､
豊
軒
に
苦

る
′

粟

1
斗
の
膚
は
五
銭
で
あ
っ
た
と
S
ふ
文
献

が

卦

る
｡
つ
ま

か
'

1
射
五
十
錦
に
あ
た
る
.
ま
た
'
前
漢
の
西
紀
前
七
十
四

年
宜
帝
即
位
の
年
は
大
豊
作
で
'
穀
石
五
銭
と
あ
る
が
'1
王
鳴

1

盛
の
十
七
史
南
柏

(醸
し(3
1'鮎

)
に
よ
れ
ば
石
五
銭
と
S
う
の

は
'
た
ゞ
安
S
と
い
う
に
は
'
あ
ま
り
に
も
安
懐
に
す
ぎ
る
｡

そ
れ
は
恐
ら
く

｢
石

五
十
｣

の
誤
脱
で
あ
ろ
う

と

S
う
｡

(郎警
避
詔
鳩
蒜
詔
講

こ
れ
ら
三
つ
の
文
献
&
/ら

す
る
と
､
漢
代
で
は
Y
粟
は

1
斜
五
十
銭
で
あ
れ
ば
'
非
常
に

安
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
後
漢
雷
明
帝
本

紀

に
よ
れ

ば
,
西
賢

九
年

(
誇

十
)

㌢

と
､

こ
の
年
'
世
の
中
は
し
ご
-
平
和
で
'
義
務
労
働
も
な
-
1

連
年
の
豊
作
で
民
衆
は
ゆ
た
か
で
あ
っ
た
.
粟
は

1
斜
三
十

7-70.I-Tl
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鎖
｡
牛
豊

島

霊

あ
わ
㍑
ば
か
/S*

.(讃

J

と
あ
る
｡
こ
れ
は

一
斜
五
十
鐙
な
れ
ば
非
常
に
安
Ts
と
考
え
ら

れ
た
債
よ
-
は
つ′
さ
ら
に
安
S
穀
債
で
'

1
般
的
に
S
つ
て
､･

こ
ん
な
こ
と
は
前
後
に
比
を
見
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
｡

(

蛸
諾

僻
監

結
露

謂

純
oB)
演
口
】針
は
前
掲
論
文
書

結
論
と
し
.て
漢
代
の
粟
の
年
債
を
八
十
銭
か
九
十
銭
と
せ
ら
れ

た
｡
こ
れ
･は
少
し
高
-
は
な
い
だ
ろ
.う
か
｡
弊
斡
氏
が
前
漢
の

木
簡
か
ら
､
前
漢
の
粟
の
年
債
を
七
十
鐙
か
ら
八
十
銭
と
せ
ら

れ
た
の
こ
そ
'
僕
代
を
通
じ
て
の
斜
の
卒
億
で
は
な

か

つ
女

か
｡

｢
綬
漢
志
百
官
受
奉
例
考
｣
で
､
米

1
射
約
七

一
鐙
と
算

定
し
た
の
は
誤
-
で
は
な
い
で
あ
か
う
｡
し
た
が
っ
て
､
粟

1

斜
は
こ
れ
よ
-
や
1
安
か
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
る
｡
.廷
卒
は
西

紀
百
六
年
に
あ
た
-
'
そ
れ
は
比
較
的
長
い
和
帝
の
治
世
の
終

っ
た
翌
年
で
､
庭

は
な
お
平
静
と
S
つ
て
よ
-
､
地
方
的
に
は

不
作
の
年
も
S

-
ら
か
は
あ
-
t
か
つ
'
こ
の
年
も
か
な
り
な

不
作
に
見
ま
わ
れ
ば
し
て
い
右

が
,
(綿
棚
楯
鵬
四
)
崇
憤

一
斜

百
錬
に
も
上
る
全
観
的
不
作
と
も
見
え
な
い
O
非
常
に
安
い
と

思
わ
れ
た

一
斜
五
十
鏡
に
は
及
ば
な
い
が
､'
七
十

1
鏡
よ
り
や

.･̂
安
5
ぐ
ら
い
な
ら
'
時
代
的
な

1
般
情
勢
か
ら
見
て
'
ま
ず

普
通
の
心
だ
ん
と
し
て
よ
か
ろ
う
｡
だ
か
ら
.
こ

の
鮎
か
ら
考

え
て
も

｢
七
鐙
三
穀
｣
一が
正
し
S
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
.H
巾
と

⑨

思
う
｡

恵

ほ
'
唐

代
で
も
穀
債
は
つ
ね
に
奨
勤
し
'
.そ
の
時
々
に
鏡

奉
の
高
に
も
襲
更
が
行
わ
れ
た
と
思

う
｡

史
記

の
汲
館

侍

嶺

D

の
姦

以
諸
侯
相
秩
,
居
准
陽
｡
-
僕
の
億

に

如
浮
S
わ
i,
,
侯
王
の
事
務
長
は
郡
守
よ
-
上
席
で
'
年
俸

は
英
二
千
石
で
あ
る
.｡
法
律
上
県
二
千
石
の
月
俸

は
二
万

鎮
二

手

石
の
月
俸
は

一
万
六
千
で
あ
っ
た
｡

㌃

-
∵
同
じ
-
豊

の
同
倦

(増
五
)
の
同
僚
に
は

如
浮
い
わ
く
､
侯
王

q
事
務
長
は
郡
守
の
上
席
で
'
年
俸
は

英
二
千
石
で
あ
′る
｡
法
律
上
'
最
二
千
石
は
月
に
首
五
十
斜

を
え
へ
年
に
千
八
百
射
ば
か
-
を
手
に
す
る
だ
け
で
あ
る
｡

二
千
石
は
月
に
百
二
十
斜
を
え
､
,年
に

1
千
四
官
四
十
斜
ば

か
-
を
手
に
し
た
｡

と
あ
る
｡
･
同
じ
保
の
同
じ
人
の
睦
で
あ
-
な
が
ら
'
文
が
非
常

∫.
に
異
る
の
は
お
か
し
い
o
し
か
し
'_
こ
れ
は
旗
も
な
-
同

1
の

律
文
の
引
用
で
.
漢
苦
の
方
の
は
つ
ま
ぬ
け
な
わ
か
-
き
つ
夜

こ
と
を
の
べ
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
が
'
史
記
の
方
の
は
有
用
な

-71-.
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文
で
あ
る
.

た
ゞ
史
記
に
は
解
散
が
脱
落
し
て
い
る
が
'
漢
書

に
は
そ
れ
が
記
さ
れ
'
鎮
奉
の
高
が
脆
落
し
て
S
る
と
思
わ
れ

る
'
今
両
者
を
つ
き
合
は
し
て

一
文
と
す
る
と
'
そ
れ
は
明
ら

か
に
'
銭
と
穀
と
を
支
給
す
る
'
漢
の
あ
る
時
代
に
お
心
る
受

奉
例
の
フ
ラ
グ
メ
ン
ト
で
あ
渇
こ
と
が

知
ら

れ

る
O
す
な
は

ち
'
次
の
如
-
で
も
あ
ろ
う
か
｡

法
律
上
.
虞
二
千
石
打
月
俸
捻
百
五
十
斜
で
銭
の
方
は
月
二

万
｡
二
千
石
の
月
俸
は
官
二
十
斜
で
'
銭
の
方
は
月

一
万
六

千
で
あ
っ
た
｡

穀
奉
数
は
俸
給
の
全
額
を
不
し
て
S
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
'

こ
の
う
ち
何
割
か
が
指
定
の
銭
で
支
給
せ
ち
れ
る
と
す
べ
き
で

あ
る
.
果
し
て
何
割
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
か
.
そ
れ
は
と
の
文
だ

け
で
は
全
然
わ
か
ら
な
S
.
も
し
文
字
ど
お
-

･r
年
銭
年
数
｣

で
あ
っ
た
と
す
る
と
'二

斜
あ
た
-
の
穀
億
些

l百
六
十
七
鏡

と
駁
る
｡
こ
れ
按
非
常
な
高
儀
で
あ
る
｡
よ
ほ
ど
の
不
作
つ
ゞ

き
で
な
け
れ
ば
'･
こ
ん
な
高
債
は
め
ず
ら
し
い
で

あ

ろ
う
｡

ま
た
'
物
億
の
高
下
に
つ
れ
て
手
つ
ゞ

き
よ
ぐ
'
俸
給
令
の
改

正
さ
れ
る
よ
う
な
平
時
に
'
突
然
収
こ
ん
な
高
債
が
現
わ
れ
る

よ
う
な
不
作
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
'
必
ず
や
記
録
に
濁
さ
れ
た

で
あ
ろ
う
｡
し
か
ら
ば

｢
鏡
七
穀
三
｣
と
な
れ
ば
ど
う
か
?
･

そ
の
時
に
は
百

九
十
鏡

で
あ
る
｡
.こ
れ
で
も
高
債
で
は
あ
る

が
.
買
魂
の
時
代
の
前
引
の
文
献
か
ら
算
出
し
女
も
の
よ
-
か

･

や
去

い
ぐ
ら
い
で
,遍

讐

年

(議

)

首

都
の
雷

よ

り
は
や
上

向
い
.
こ
れ
な
れ
ば
前
例
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で

-

き
る
｡
･漢
代
の
鎖
車
は
こ
の
よ
う
に
'
時
代
の
祭
儀
に
よ
っ
て
~

奨
動
し
て
い
た
の
で
t
r決
し
て
不
動
と
考
え
て
は
な
ち
な
い
0

臥

(
竿

豊

の
時
代
に
は
三

種
.の
通
禁

足
と
で
-
S
.

う
べ
き
現
象
が
起
･つ
て
S
る
ら
し
い
｡
政
府
で
は
官
吏
の
俸
給

を
へ
ら
し
'
ま
た
膏
官
な
ど
に
よ
っ
て
鐙
を
吸
収
し
ょ
う
と
し

て
㌢

(

繊
細
舶
紬
詣

鮒
)
こ
の
時
代
諸

藩
の
芸

に
は
･

官
吏
の
俸
給
が
少
な
S
か
ら
引
上
げ
る
守
り
に
と
論

じ

て

い

る
O
(瑚
･#m露

悪

)

お
そ
ら
く
'
常
時
行
わ
れ
蒜

侍
に
封

す
る
批
判
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
.
む
の
文
中
に
'

そ
も
そ
も
へ
願
の
長
官
は
む
か
し
の
大
名
で
す
｡
し
か
る
に

賢
は
門
番
の
サ
ラ
サ
イ
し
か
受
け
て
い
な
い
の
で
す
.
ち
よ

1
つ
と

一
例
を
申
し
ま
す
と
t

T
ヶ
月
の
サ
ラ
サ
イ
は
粟
で
二
′

十
斜
'
錦
で
二
千
で
す
･.･･････/････o

と
あ
る
｡

撃

-I+
射
銭
二
千
の
月
俸
を
潜

り
る
願

の
長
官

と

I- 72 -
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は
､
ど
の
位
の
官
史
で
あ
ろ
う
か
｡
も
し

｢
竿
錦
年
襲
｣
を
文

字
ど
お
り
に
解
す
る
と
し
て
建
武
二
十
六
年
度
受
奉
例
と
延
卒

倒
と
に
よ
っ
て
考
え
る
と
'
そ
れ
は
年
俸
三
百
石
の
官
吏
で
あ

る
.
し
か
し
つ
こ
の
場
合
'
単
純
に
粟
二
十
封
鎖
二
千
を
年
鎖

等
崇
と
す
る
こ
と
は
二
つ
の
鮎
か
ら
警
戒
を
要
す
る
｡
sP
の
一

つ
は
､
栗
二
十
斜
を
受
け
る
官
史
は
'
禾
斜
で
は
米
二
十
斜
を

ケ
け
る
官
吏
で
あ
る
｡
か
-
考
え
れ
ば
娃
卒
中
の
受
奉
例
で
釆

二
十
射
-

げ
ろ
官
史
は
･′

真

上.ハ
百
石
で
あ
る
.

(

増
諾

ニ
)

そ
れ
を
無
傑
件
に

｢
年
銭
年
襲
｣
と
し
て
三
百
石
の
願
の
長
官

と
す
る
こ
と
は
即
断
で
あ
る
｡
後
漢
の
願
の
長
官
の
年
俸
は
､

｢
緯
漢
志
百
官
受
奉
例
考
｣
の
追
記
に
し
る
し
た
よ
う
に
'
千

石
､
大
官
石
､
閏
百
石
'
三
百
石
の
も
の
が
あ
っ
た
｡
埴
寛
は

そ
の
平
均
を
と

O
て
､
六
百
石
位
の
例
を
引
い
た
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
｡
だ
か
ら
粟
二
十
斜
と
あ
つ
て
も
'
そ
れ
を
直
ち

に
十
年
盛
年
穀
｣
に
お
け
る
粟
二
十
斜
と
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
.
次
に
'
前
に
澄
明
し
た
よ
う
に
'
漢
代
の
銭
奉
は
時
代
の

穀
債
の
高
下
に
よ
っ
て
'
忘

に
奨
動
美

S
た
｡
翠

(S
)

か
ら
四
五
十
年
以
上
も
た
っ
た
巻
帝
時
代
に
'
な
お
廷
卒
の
ラ

ン
キ
ン
･./Qtが
そ
の
ま
1
行
わ
れ
て
S
た
と
考
え
る
こ
と
捻
無
理

､で
あ
る
｡
前
に
も
S
つ
た
よ
う
に
'
明
帝
の
永
卒
十
三
年

(鍋}

か
ら
翠

(5
)
に
い
た
る
,
比
較
的
穀
債
に
奨
動
の
な
さ
そ
う

な
時
代
で
す
か
ら
'
斜
三
十
錦
か
ら
七
十

1
鎮
よ
り
や
1
安
S

程
度
に
と
び
あ
が
り
て
い
る
の
だ
｡
ま
し
て
や
'
娃
年
以
後
は

漢
の
社
食
に
は
'
よ
う
や
く
平
静
が
う
し
な
わ
れ
は
じ
め
'
義

ヽ

旗
の
大
侵
入
や
内
乱
の
緯
磯
や
不
作
の
年
の
連
綿
で
､
毅
債
の

襲
動
は
神
官
に
は
げ
し
か
っ
た
は
す
で
あ
る
｡
娃
卒
時
代
の
米

一
例
七
十

1
鎖
し
た
が
っ
て
粟

一
新
は
そ
れ
よ
-
や
1
安
い
と

思
わ
れ
.る
ね
だ
ん
が
,
ど
う
し
て
そ
の
ま
1
維
持
せ
ら
れ
た
と

考
え
え
ら
れ
る
か
｡
現
に
避
寒
が
俸
給
の
奨
更
を
要
求
し
て
い

る
の
で
あ
っ
て
'
二
千
鏡
で
は
す
で
に
時
代
の
数
億
に
つ
り
あ

わ
な
い
､の
で
あ
る
.
そ
し
て
.
そ
の
二
千
錦
の
月
奉
も
'
恐
ら

-
延
年
以
衆
す
で
に
何
度
か
の
改
正
を
経
た
も
の
で
あ
り
'
決

し
て
無
傑
件
に
娃
卒
中
の
受
奉
例
の
を
の
ま
L
で
は
な
S
と
思

わ
れ
る
｡
ノだ
か
ら
月
銭
二
千
を
'
た
ゞ
ち
略
延
卒
中
受
奉
例
の

三
百
石
の
月
奉
銀
と
す
畠
の
は
'
や
は
-
即
断
と
い
わ
ね
ば
な

ら
聖

も
し
･
わ
た
く
し
の
考
え
.る
よ
う
に
,
避
寒
の
月
俸
粟

二
十
斜
を

｢
年
鎮
年
数
｣
の
粟
二
十
斜
で
な
い
と
疑
え
ば
.
そ

･
れ
に
あ
た
る
発
の
二
十
二
I
)斜
を
受
け
る
年
俸
六
青
石
位
の
官

- 78
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束
の
月
俸
と
す
る
と
と
も
で
き
る
わ
け
で
あ
る
｡
従
っ
て
そ
の

月
額
俸
二
千
は
同
じ
-
年
俸
六
百
石
-の官
吏
の
月
鎮
俸
と
し
て

s
l

わ
け
で
あ
る
｡
す
る
と
'
そ
れ
は
銭
七
穀
三
の
二
千
銭
と

二
十
斜
と
な
-
'
'
米

一
斜
の
償
四
十
銭
と
な
る
｡
だ
と
す
れ

ば
'
こ
の
場
合
の
粟
債
は

1
斜
四
十
銭
よ
-
や
･̂
安
S
こ
と
に

な
る
｡
こ
れ
は
廷
卒
の
穀
憤
よ
-
は
る
か
に
安
債
で
あ
る
｡
し

か
し
避
寒
の
言
に
ょ
れ
ば
'
こ
れ
は
奉
給
が
不
雷
に
低
S
夷
め

に
出
て
-
る
穀
債
で
､
賢
は
昇
の
穀
物
は
'
は
る
か
に
高
い
時

債
で
あ
っ
た
か
,i)知
れ
な
い
｡
ま
た

1
万
で
は
､
前
に
い
つ
夜

よ
う
に

1
種
の
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
現
象
が
漆
っ
て
'
銭
が
不
足

し
て
.い
た
と
S
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
S
づ
れ
に
し
て
も
'

雀
寛
の
政
論
に
出
て
S
る
受
奉
例
は
あ
る
時
代
の
受
奉
例
の
傑

文
の
フ
ラ
グ
メ
ン
ト
と
考
え
る
よ
-
か
､

1
種
の
平
均
額
で
ぁ

-
.
そ
の
後
奉
高
も
決
し
て
'
そ
の
ま
1
娃
卒
の
そ
れ
に
あ
て

は
か
む
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
･0
穀
債
と
し

て
安
す
ぎ
る
の
は
､
S
ろ
い
ろ
の
事
情
も
考
え
ら
れ
る
が
'
単

純
に
三
百
石
の
年
鎮
年
穀
の
場
合
と
考
え
て
'･
た
ゞ
ち
に
穀
債

百
錦
と
算
出
す
る
よ
り
か
は
,
は
る
か
に
ま
さ
か
と
思
う
｡

∫

か
-
て
､
建
武
二
十
六
年
度
受
奉
例
は
'
し
ば
ら
-
間
わ
な

S
と
し
て
も
'
延
卒
中
受
奉
例
は
'
た
し
か
に
鎮
七
穀
三
で
あ

っ
た
こ
と
捻
'
す
で
に
澄
明
し
た
と
お
り
'で
あ
る
｡
そ
し
て
へ

そ
の
割
合
望
馴
漢
時
代
の
俸
給
制
度
'
お
よ
び
時
代
は
わ
か
ら

な
い
が
'
他
の
漢
代
の
あ
る
時
代
の
フ
ラ
グ
メ
ン
ト
の
受
奉
例

に
お
S
て
も
虚
立
す
る
こ
と
が
澄
明
さ
れ
た
｡
ま
た
'
桓
帝
時

代
の
避
寒
の
論
文
中
に
引
用
さ
れ
た
俸
給
高
も
'
錦
七
撃

こ
と

解
す
る
方
が
年
錦
年
穀
と
解
す
る
よ
-
も
つ
よ
守
正
し
い
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
?

だ
か
ら
'
恐
ら
-
建
武
受
奉
例
に
お
い

て
も
'
文
字
ど
お
-
年
錦
年
穀
と
解
す
る
よ
-
は
'
銭
七
穀
三

と
解
す
渇
方
が
正
し
S
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

し
か
ら
ば
'
こ
の
よ
う
に
鏡
七
穀
三
が
い
つ
の
時
代
に
も
行
･

わ
れ
た
と
考
え
う
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
何
故

｢
年
鏡
年
儀
｣

と
い
う
譜
が
建
武
受
奉
例
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
-

S
ま
そ
れ
を
考
え
る
前
に
'
建
武
二
十
六
年
度
受
奉
例
に
お
け

る
'
粟
の
斜
数
を
'
文
字
ど
お
-

｢
年
鎮
年
穀
｣
が
行
わ
れ
夜

と
し
て
'
廷
卒
中
受
奉
例
と
な
ら
べ
て
.
,1ー
っ
の
表
を
作
っ
て

見
よ
う
｡
表
中
晶

の
斜
驚

,
誉

す
(鮒
)
で
計
量
す
れ
ば
'

む
ろ
ん
A
段
と
同

一
数
字
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
｡

-74-･
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あ
と
の
三
ケ
ー
ス
も
t
D
の
数
字
を

｢
緯

漢
書

官
受
奉
例
考
｣
把
よ
っ
て
,(響

)

そ
れ
ぞ
れ

一
は
五
十
四
斜
に
､
三
は
三
十

斜
に
へ
JE
I望

1十
七
斜
に
修
正
す
れ
ば
'

と
れ
ま
た
完
全
に
C
の
数
字

と

一
致
す

′
る
｡
そ

と

で
次

の
こ
と
が
い
え
る
と
思

う
｡
つ
ま
や
､
娃
卒
中
の
受
奉
例
の
米
の

斜
数
は
先
金
に
建
武
二
十
六
年
度
受
奉
例

の
粟
の
鰍
数

(か
断
わ
ち
)
.e
o
･
エ
ハ.の
年

分
の
数
字
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
TJQ
の
で

あ
る
｡
だ
か
ら
延
卒
中
受
奉
例
の
券
の
斜

数
は
'
単
に
数
字
の
上
か
ら

だ
け
見

れ

ば
'
夜
し
か
に
'

｢
米
を
大
斜
で
計
量
し

,
た
も
の
の
年
分
｣
で
あ
旦

｢
年
穀
｣
と

④

･

.
5
う
こ
と
が
見
か
け
上
成
立
す
る
.
し
か

し
r
こ
の
場
合
も
し
政
府
に
虞
に
内
容
的

に
も

｢
年
毅
｣
を
支
給
す
る
意
志
が
あ
っ

-7与

九
つ
の
ケ
ー

ス
の
う
ち
'
二
つ
六
'
八
､
十
'
十
二
'
十
四
の

六
ケ
ー
ス
は
'
完
全
把
C
と
D
の
数
字
が

一
致
す
る
O
そ
し
て

た
の
な
れ
ば
'
何
も
わ
ざ
わ
ざ
こ
ん
な
換
算
を
行
う
必
要
は
な

い
｡
前
に
も
S
つ
た
よ
う
に
へ
漢
代
の
｣
ま
す
ト
の
用
法
か
ら
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す
れ
ば
'
単
に
建
武
二
十
六
年
度
受
奉
例
の
新
教
の
年
分
の
数

字
を
屈
せ
ば
そ
れ
で
よ
S
.
そ
う
す
れ
ば
'
政
府
の
の
ぞ
む
と

お
-
に
'
お
の
ず
か
ら
粟
に
し
て
も
米
に
し
て
も
､

｢
年
毅
｣

が
支
給
せ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
｡
粟
な
れ
ば
乗
用
大
尉
で

｢
学

費
｣
･む
つ
米
な
れ
ば
米
用
小
斜
で

｢
年
穀
｣
を
と
S
う
わ
け
で

あ
る
｡
し
か
る
に
､
延
年
受
奉
例
に
特
に

｢米
｣
と
こ
と
わ
つ

て
'
わ
ざ
わ
ざ
手
か
す
を
か
け
た
換
算
の
数
字
が
記
さ
れ
て
い

る
の
は
'
政
府
の
展
意
と
し
て
は
つ

｢米
を
支
給

す

る
限

-

は
'
こ
れ
だ
け
の
数
字
は
雷
然
米
斜
で
計
量
し
て
支
給
す
る
の

だ
｣
と
い
う
考
え
が
存
す
る
に
ち
か
S
な
い
｡
つ
ま
-
'
数
字

の
表
面
は
'
米
を
大
斜
で
計
量
す
る
と
S
う
常
別
で
な
S
や
-

方
を
す
る
限
-
は
'
た
し
か
に

｢
年
穀
｣
だ
が
'
常
則
ど
お
-

米
斜
で
計
量
す
れ
ば
'
決
し
て

｢
学
祭
｣
に
心
な
ら
ず
'
建
武

二
十
六
年
度
受
奉
例
の

｢
旦

10襲
｣
に
し
か
常
ら
な
S
わ
け
で

あ
る
｡
そ
し
て
こ
れ
が
政
府
の
展
意
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
政

府
と
し
て
は
'

｢年

銭
尊

影
｣
と
い
う

一
種
の
原
則
的
考
え
方

が
強
-
支
配
し
て
い
る
た
め
に
､
表
面
の
数
字
上
'
そ
の
原
則

を
生
か
し
.
事
務
上
の
操
作
で

｢
旦

川
穀
｣
を
支
給
す
る
こ
と

に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
.
こ

の
や
う
に
'
延
卒
中

ケ

･愛
車
例
に
お
い
で

｢
年
錦
年
数
｣
が
見
か
け
上
行
わ
れ
て
い
た

と
す
れ
ば
'
建
武
二
十
六
年
度
の

｢
年
錦
学
祭
｣
も
鵠
た
恐
ら

く
は
'
こ
の
よ
う
な
見
か
け
の

｢
年
税
年
穀
｣
で
は
な
か
つ
K
I

＼

か
と
S
う
推
測
が
成
立
す
る
の
だ
が
'
し
か
J
/そ
れ
枚
史
料
的

に
は
明
確
な
澄
明
が
あ
る
わ
け
で
は
な
S
｡

●.

楊
聯
陛
氏
に
よ
れ
ば
十
王
拭
氏
は
後
漢
の
穀
億
を
栗

山
尉
官

銭
と
し
た
｡
そ
の
よ
-
ど
こ
ろ
は
'
恐
ら
-
は
建
武
受
奉
例
の

数
字
を
粟
の
斜
数
と
見
､
.娃
卒
中
の
鏡
奉
は
'
そ
の
斜
数
の
年

分
を
銭
に
換
算
し
た
も
の
と
考
え
て
計
算
し
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
｡
ま
た
雀
寛
の
こ
と
ば
か
ら
'
そ
の

｢
1
ケ
月
の
サ
ラ
り

イ
は
粟
で
二
十
射
鎖
で
二
千
.P
す
oL
.
と
あ
る
の
を
建
武
受
奉

例
の
三
百
石
の
俸
給
と
し
て
計
算
し
'
文
字
ど
お
-
の

｢
年
銭

年

毅
｣
を
信
じ
て
い
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
｡
こ
の
考

え
方
が
正
し
-
な
い
こ
と
は
'
前
に
記
し
た
と
こ
ろ
で
'
充
分

う
な
ず
か
れ
る
と
思
う
が
､
強
い
て
こ
の
考
え
方
を
成
立
さ
せ

よ
う
と
す
れ
州y

どう
し
て
も
'
娃
卒
中
受
奉
例

の
斜

数

を

｢
大
尉
に
よ
る
斜
数
｣
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
5
.
も
L
t
耗

′

卒
中
受
奉
例
の
斜
数
を

｢
大
尉
に
よ
る
射
数
｣
と
す
れ
ば
'
た

し
か
に
王
拭
氏
の
計
算
は
成
立
す
る
が
.
し
か
し
､
こ
れ
揮
い

-76｢
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か
に
表
面
上
計
算
上
成
立
し
て
も
'
漠
代
に
お
け
る
'
｢
ま
す
｣

使
用
法
上
の
原
則

に反
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
'
正
し
い
と
は

認
め
が
た
い
.
前
に
.い
っ
た
よ
う
に
'
九
章
算
術
で
は
粟
が
標

準
に
な
っ
て
い
る
の
で

す
べ
て
の
鮒
数
が
乗
用
ま
す
の
射
数

で
示
さ
れ
て
S
る
が
'
賢
渉
上
そ
の
必
要
が
な
く
'
ま
た
､
そ

ぅ
す
る
こ
と
が
極
め
て
不
自
然
な
場
合
は
'
明
ら
か
に
本
爽
そ

れ
ぞ
れ
の
専
用
の

｢
ま
す
｣
が
使
用
さ
れ

て

S
る
｡
た
と
へ

ぼ
'
そ
の
巻
五

｢
商
功
し
に
次
の
よ
う
な
問
題
が
出
て
い
る
.

こ
1
に
､
平
地
虹
粟
を
つ
ん
で
で
き
た

一
山
が
あ
る
.
底
面

の
周
は
十
二
丈
で
､
高
さ
は
二
丈
で
あ
る
｡
鯉
横
は
い
-
ち

で
､
何
斜
舵
な
る
か
T
･･
答
｡
八
千
立
方
尺
｡

ま
す

目

は
.

2962%
斜
で
あ
る
｡

こ
れ
は
､
円
錐
形
に
つ
ま
れ
た
斜
の
鰻
積
と
斜
数
を
問
う
て
い

る
の
で
,
そ
の
答
か
き
わ
め
て
自
然
に
粟
斜
の
解
散
で
答
え
ら
-

れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
つ
ま
-
.
八
千
立
方
尺
の
粟
は
､
二
･

七
妾

尺
-

つ
三

*
JJ
す
る
粟
用
手

.(
請

)
蒜

量
す

れ
ば
､
正
に
296t2鱒

斜
と
な
る
署

あ
る
.

次
に

7

こ
1
に
､
か
.(
に
よ
せ
か
け
て
積
ま
れ
た
衣
の
牛

山

が
か

る
｡
底
面
の
周
些

二
丈
で
高
さ
は
七
尺
で
あ
る
｡
そ
の
他
横

と
寂
の
ま
す
目
は
ど
れ
だ
け
か
7
･
答
.
鰻
横
は

860立
方

尺
｡
書

目
竺

44師
警

あ
る
｡

.こ
れ
は
寂
を
計
量
す
る
の
で
あ
る
か
ら
へ
い
う
ま
で
も
な
-
衣

首
藤
変
用
ま
す
が
使
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
O
そ
れ
ゆ
え
三
高

五
十
立
方
尺
の
鰻
樽
を
も
つ
羨
望

1.･
四
三
立
方
尺
の
寂
用
ま

す
で
計
掌

る
と
､嘉

に

ー44師

斜
と
な
る
｡

･1

さ
ら
に
､
米
の
場
合
の
間
超
で
次
の

は
う
な
の
が
あ
る
｡

こ
｣

に
t
か
.I(
の
す
み
に
よ
せ
か
け
て
積
ま
れ
た
米
の
山
が

あ
る
0
底
面
の
周
は
八
尺
'
･高
さ
は
五
尺
あ
る
｡
そ
の
髄
横

と
米
の
ま
す
目

-

れ
だ
け
か
-
･
答
｡
鰻
梼
崎
.86%

立

方
尺
｡

-

目
は

旭
1縄

警

あ
る
｡

こ
れ
は
米
の
射
数
を
問
う
て
い
る
も
の
だ
か
ち
'
雷
然
に
米
用

ま
ザ

(
詣

)
で
計
量
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
.い
｡

だ
か
鼻

横

暴

立
方
尺
の
雷

一
･･
](
二
立
雇

の
若

ま
す

で
計

渇

と
'
正
に

2
1鏑

斜
と
な
-
'
九
章
慕

窟

2
1鞭

と
は

ほ
と
ん
ど

t
致
す
る
｡
ま
た
'
次
の
間
庵
も
栄
に
関
す
る
も
の

東

か
ら
ヽ
督
然
に
米
斜
が
用
い
ら
れ
て
5
る
.
す
な
わ
ち
'

77･-
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こ
1
に
円
形
の
-
ら
が
あ
る
.
高
さ
は

1
丈
三
尺
三
寸
と
三

分
の
一
寸
｡
二
千
斜
の
米
が
入
れ
ら
れ
る
｡
円
周
は
ど
れ
だ

け
に
な
る
か
cl･
答

6
,4
丈
で
あ
る
｡

二
千
斜
は
米
の
斜
数
だ
か
ら
'
米
用
ま
す
で
そ
の
鰻
積
を
不

匝
泌
1ji

す
七
)
.

6
2
×
2
0
0
0-
3240匝
叫
R
と
な
る
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
1

こ
の
円
形
の
-
ら
の
年
樫
を
求
め
る
と
､
八

･
八
尺
と
な
る
｡､

だ
か
ら
'
こ
の
円
形
の
-
ら
の
周
は
五
四

二

二
ハ
四
尺
と
な
り

原
典

の.答
と

一
致
す
る
｡

右
の
ご
と
-
考
え
る
と
'
延
年
受
奉
例
に
米
何
斜
と
あ
る
の

は
､
き
わ
め
て
事
務
的
な
場
合
で
あ
る
法
文
の
性
質
上
へ

ど
う

し
て
も
米
用
ま
す
に
よ
る
斜
数
で
あ
る
と
し
怒
け
れ
ぼ
な
ら
な

い
と
思
う
O
,
(
1
九
五
叫
･
二
･
7£
)

こ
の
論
文
の
主
旨
を
'
も
う

1
居
た
し
か
め
明
ら
か
に
す
る

の
把
は
'
長
近
中
国
の
弊
蘇
氏
が
著
わ
し
た
'
居
廷
漢
簡
発
揮

を
見
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
｡
た
ゞ
今
は
嬢
念
な
こ
と
に
r
日

本
で
は
こ
の
本
が
見
ら
れ
な
い
-｡
従
っ
て
私
の
主
張
は
カ
錫
S

も
の
と
な
っ
て
い
る
鮎
が
あ
る
｡
や
が
て
考
樺
を
見
た
あ
か
.つ

き
に
は
'
必
ず
や
も
つ
と
力
強
-
主
張
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

と
思
っ
て
S
る
｡

緯
漢
志
百
官
受
奉
例
考
捻
薮
内
済
博
士
と
の
共
作
に
な
っ
て

S
る
が
'
賢
捻
あ
の
論
文
が
で
き
る
ま
で
の
重
要
な
数
字
上
の

ヒ
ン
ト
枚
薮
内
博
士
が
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

少
'
他
の
考
産
と

作
文
は
私
が
や
っ
た
も
の
で
あ
っ
夜
｡
私
は
特
に
博
士
に
た
の

ん
で
共
同
執
筆
者
に
な
っ
て
い
た
ゞ

い
た
が
'
最
近
楊
氏.
か
ら

そ
の
欠
格
を
指
摘
せ
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
､
rこ
1
に
改
め

て
事
情
を
明
記
し
て
お
し
.
こ
の
論
文
は
む
ろ
ん
私
の
作
文
に

.
な
る
｡
薮
内
博
士
に
も
讃
ん
で
S
た
ゞ

小
夜
.
腐
-
に
記
し
て

感
謝
の
意
を
あ
ら
わ
す
｡

旺①

こ
の
鮎
に
鯛
し
て
'
近
着

の
歯
車
季
刊
帝
七
番

一
節
に
の
っ
て
い
る

楊
氏

の

｢
藻
代
丁
中

･
慶
紛

･
米
粟

･
大
小
石
之
制
｣
を
璃
む
と
'

こ
れ
は
氏
が
.無
意
織
に
誤

っ
て
い
る
の
で
な
し

氏
は

｢大
石

･
小

石
と
い
う

の
は
計
算
上
の
便
利

の
た
め
に
用
い
る
ノ
ミ
.ナ

ル

な

語

で
'
ま
す
が
二
種
あ
る
わ
け
で
は
な
い
｡
大
石
と
い
う
の
は
現
物
が

米
で
あ
る
TU
い
う
意
味
'
小
石
i
J
い
う
の
は
現
物
が
粟

で
あ
る
と
.i

･う
意
味
に
外
な
ら
な

い
｡
｣

と
し
て
い
る
の
が
わ
か
っ
た
.

た
!̂
氏

の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
'
九
章
算
術
に
明
ら
か
に
み
え
る
'
漠
代

の
三
種

の
ま
す
の
布
衣
を
無
祝
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
｡
ま

た
'
そ

の
よ
う
に
考
え
る
の
で
は
'
木
簡
中
に

1
々
手
か
ず
を
か
け
た

･
換
昇
が
記
入
せ
ら
れ
て
い
る
意
味
は
'
よ
-
わ
か
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡

②

こ
の
鮎
に
つ
い
て
へ
敢
近
台
潜
に
い
ら
れ
る
静
鞍
氏
が
大
陸
雑
誌
解

78_･
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7
番
鱒

二

期
に

｢大
右
奥
小
石
｣
と
い
ふ
文
を
背
き
'
大
石
は
民

間
用

の

｢
ま
す
｣
で
あ
sa
t
小
石
は
官
用

の

｢
ま
す
｣
で
あ
る

.

と

し
て
い
る
の
は
必
ず
し
も
常

O･て
い
な
い
と
思
う
O
氏

の
考
え
は
'

む
し
ろ
史
記
と
差
侍
に
見
え
る
大
斗

･
家
蛍

の
踊
係
に
は
協
て
は
ま

る

が
'
漠
代

の
串
賓
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
O

⑧
近
着

の
静
戟
氏

の
大
著

｢足
延
漠
簡
考
樺
｣
を
見
る
と
'
粟
や
廉
を

収
支
す
る
時
'
小
石
は
大
石
に
､
大
石
は
小
石
に
換
算
し
た
例
が
多

-
見
え
る
｡
こ
れ
は
へ
そ
の
時

の
便
宜
で
､
現
物
は
小
石
を
用
い
ね

ば
な
ら
ぬ
種
籾

の
も
の
で
も
t
か
sa
に
大
石
を
用
い
た
時
は
換
算
数

を
示
し
て
お
-
の
が
'
簿
記
記
入
上
の
て
い
ね
い
な
方
法
で
あ
っ
た

の
だ
と
思
う
.
反
対
に
大
石
を
用
い
か
べ
き
時
に
小
石

を
用

い
た

ら
へ
や
は
り
同
株

の
記
入
を
し
た
で
あ
ろ
う
.
換
算
は
現
物
と
そ
れ

に
用
い
る
べ
き

｢
ま
す
｣
と
が

7
.致
し
な
い
時
誓

い
つ
で
も
記
入

す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
し
ふ
.J
r
か
町

野
多
-
の
場
合
に
'
換
算

の
記
入
が
し
て
な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
も

あ
る
が
'
そ
れ
は
書
記
が
手
を
は
ぶ
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡

た
と
え
手

を
は
ぶ
い
て
も
､
穀
物

の
種
類
と
'
そ
れ
が
消
費

せ
ら
れ
る
日
数
'

滑
費
す
る
人
数
は
記
入
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
'
常
時

の
事
務
に
な
れ

3

た
書
記
な
ら
'
そ

こ
に
書

か
れ
て
い
る
石
数
が
'
粟
斜

(
大
石
)
杏

用
い
た
の
か
米
桝

(
小
石
)
を
用
い
た
の
か
は
'
す
ぐ
わ
か
っ
た
で

あ
ろ
う
.
な
お
次

の
注
を
参
考
せ
ら
れ
た
い
0

④
こ

の
場
合
'
雰
鞍
氏

の
考
え
の
よ
う
に
'
官
で
は
骨
に
小
鮒
が
用
い

ら
れ
た
の
だ
と
す
れ
ば
'

A
段

の
数
字
は
小
鮒
に
よ
る
粟

の
解
散
を

示
す
数
字
で
'

Fq段
は
同
じ
-
米

の
料
教
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡
す

れ
ば
t

D
段

の
数
字
は
す
べ
て
'

B
段

の
牛
分
を
示
し
た
も
.の
と
な

聖

文
字
ど
お
か

｢牛
錦
半
額
｣
が
行
わ
れ
た
と
い
う
解
樺
が
成
立

す
る
が
'
前
に
も
い
っ
た
よ
う
に
､
無
催
件
で
粟
を
小
鮒
で
計
蛍
す

･
る
こ
と
は
'
兵
士
の
不
満
を
買

い
'
主
任
の
死
刑
に
あ
せ
い
す
る
ギ

･
マ
ツ
行
虜
で
さ
え
あ
る
不
法
な
の
で
あ
る
.

(
前
引
曹
臓
停
)
小
鮒

は
決
し
て

｢官
用
ま
す
｣
で
は
な
-
'
｢米
用
ま
す
｣
な
の
で
あ
る
｡

莱
侍
で
あ
る
A
段

の
脚
数
を
小
斜
に
よ
る
数
字
と
す
る
こ
と
は
決
し

て
ゆ
る
き
れ
な
い
｡

(
1
九
五

一
･
七

･
二
大

束
大
人
文
科
畢
研
究
所
に
て
追
記
)

⑧
)
950に
P
ri
q
ceton
大
串
か
ら
出
版
さ
れ
た
N

ancy
L
ee
S
w
a
n
I1

女
史
の
漢
書
食
貸
志

の
英
葦
に
附
せ
ら
れ
た
コ
ソ
メ
ソ
グ
リ
ー
に
よ

/
る
と
､
女
史
も
王
拭
氏

の
論
文
に
賛
成
し
'

一
尉
官
錦
と
し
て
計
穿

し
て
い
る
｡
そ
し
て
半
銭
半
数
を
文
字
通
り
の
も
の
と
解
し
て
い
る
.

㌔(p.
4

9

)

そ
れ
は
正
し
-
な
い
で
あ
ろ
う
｡

二

九
五

]
･
九

･
1
五

名
大
研
究
室
に
て
)
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foundinVol.ⅠIofLian･huai-an･iu･ch'ao-is'un (繭推案膜砂存).Ch'iao

Sung･nien (喬玲年) was a high Governmentofncialwho becameI

governorofTung-ho(束河)･Heran,however,hisownenterprisein,∫
salttradeandmadeabiginvestmentinapawn･shop.An elder

brotherofLuTing-hs也n(虞定勃),ahigh Governmento氏cial,became

rich,takingadvantageofthe､po･sitionofhisbrother(accordingtoI
anotherversionthismanwasasonofLuTing-hsiin'selderbrother).

1
Thismanwasengagedin 甲1ttradeandbanking,andinvestedfunds

incotton-spinningindustry.

AGAINONTHESALARYOFTHEGOVERNMENT

OFFICIALSUNDERTHE由AN(漢)DYNASTY

Kl'yoyosiUisunomiyaL
t

ToTByolshiKenky元,Vol.4,1940,thepresentauthorcontributed

anarticleenditled"OntheSalaryoftheGovernmentO氏cilasunder

theHanDsnasty;'rnthatarticlehesaidthattheHanGovernment

o氏cialswerepaid70percentincoinandtherestinkindinspiteof

theedictof50A.D.whichprovidespaymentincoinand.kindheif,and

half,andthatthroughouttheHamperiodthe70-30percentpayment

wasarule.RecentlyinhisarticlesontheHammeasuresappearedin

HJAS,1950,andKuo-hs誠eh-chi･k'an,Mr.YangLien-Shengattackedthe

onthesamesubje〇ttoTa･lu･tsa-chih,トIT,1950 Thepresentauthor

triestocriticizetheviewsofthesetwoChinese卑uthors,anddevelops

hisownviewinthelightofsomepassa:富esintheBiography･ofTs'ao一

man(曹捕),whicharequotedinChiu-chang-swan-shy(九章算術)andin

anoteinVol.iof,theWeiAnnalsJ(魂志).Theauthorholdsthathis

viewstillholdsgood.
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