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て

の

鍛
鋼
の
技
術

中
園
の
織
の
歴
史
に
開
す
る
論
文
は
、
こ
こ
十
年
ぐ
ら
い
の
間

に
、
か
な
り
の
数
が
護
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
精
力
的
に

大
mm
「
中
園
科
皐
技
術
史
」
を
書
き
つ
づ
け
る
J
・

①

②
 

書
や
、
古
代
を
中
心
と
す
る
楊
寛
の
著
作
が
注
目
さ
れ
る
。
筆
者
も

@
 

ま
た
て
こ
の
論
を
書
い
た
。

一l
ダ
ム
の
一

い
ま
こ
れ
ら
の
諸
論
を
一
賀
す
る

と
、
文
献
的
資
料
は
も
う
ほ
と
ん
ど
捜
索
し
つ
く
さ
れ
た
よ
う
で
あ

り
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
資
料
を
い
か
に
解
縛
す
る
か
が
問
題
の
中
心

と
な
っ
て
き
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
中
園
の
織
の
歴
史
の
な
か
で
、
宋
代
は
ど
の

よ
う
な
位
置
を
し
め
る
の
だ
ろ
う
か
|
|
。

一
言
で
い
う
な
ら
ば
鍛

生
産
の
技
術
は
ほ
ぼ
定
型
化
し
安
定
し
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

光

手R

田

で
き
よ
う
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
銅
銭
に
射
す
る
技
術
も
ま
ず
完
成

の
域
に
達
し
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
需
要
と
供
給
の
原

則
に
し
た
が
っ
て
織
の
生
産
額
は
輿
慶
す
る
よ
う
に
な
る
。

い
う
ま

n
L
 

d
生

で
も
な
く
宋
代
で
の
最
も
大
き
な
鍛
の
用
途
は
硬
貨
で
あ
り
、
兵
器

で
あ

っ
た
。
園
家
の
通
貨
政
策
や
園
防
政
策
の
獲
化
に
封
臨
臆
し
て
織

生
産
は
隆
替
し
た
。

ら
れ
る
、

「
宋
史
」
食
貨
志
や
、

「
宋
曾
要
」
食
貨
に
み

し
ば
し
ば
の
織
山
の
輿
腰
は
、
す
べ
て
そ
れ
ら
嬰
轄
す
る

政
策
の
反
映
の
あ
と
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
ま
ず
ほ
ぼ
定
型
化
し
た
嘗
時
の
製
鍛
技
術
の
大
要
に
つ
い

て
記
し
て
み
よ
う
。
宋
代
の
織
は
そ
の
用
途
に
雁
じ
て
三
種
の
織
が

知
ら
れ
て
い
た
。
生
銭
、
柔
鏡
、
鋼
織
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
直

別
は
、
す
で
に
唐
の
「
新
修
本
草
」

(
巻
四
)
に
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
こ
で
は
、
生
織
は
「
鎗
釜
之
類
」
に
用
い
る
も
の
、
鋼
織
は



生
鏡
、
柔
銭
を
雑
錬
し
た
も
の
で
万
鎌
を
つ
く
る
も
の
と
さ
れ
て
い

る
。
柔
識
は
熟
鍛
と
も
い
わ
れ
る
も
の
。
生
鍛
を
く
り
か
え
し
鍛
錬

し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
生
銭
は
現
代
の
銑
鎖
、
柔
銭
は
そ
れ
を

脱
茨
し
た
錬
鎖
、
鋼
識
は
や
は
り
・今
日
の
鋼
織
に
相
嘗
す
る
。

銑
織
の
製
造
に
用
い
ら
れ
る
憧
は
竪
型
形
式
の
櫨
で
あ
る
。
こ
の

櫨
の
形
肢
は
-
一

l
ダ
ム
や
筆
者
が
ひ
い
た
よ
う
に
、
「
熱
波
園
詠
」

(
元
)
、
「
天
工
開
物
」
(
明
〉
、
「
庚
東
新
語
」
(
清
〉
あ
た
り
の
記
載

か
ら
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
二
者
は
下
方
に
熔
解
し
た
銑
織

の
流
出
孔
と
遺
風
孔
が
設
け
ら
れ
て
作
業
す
る
小
型
の
濯
で
あ
り
、

後
者
は
銑
銭
製
造
の
み
を
目
的
と
し
、
別
の
小
櫨
で
再
加
工
を
行
な

う
よ
う
に
作
業
を
分
離
し
て
用
い
ら
れ
た
壇
で
あ
る
こ
と
が
異

っ
て

い
る
。
ま
た

「
春
明
夢
品
開
録
」
(
清
)
の
も
の
も
同
様
の
系
列
に
入
り

深
さ
一
丈
二
尺
程
度
の
小
型
櫨
、
耐
用
日
数
は
九

O
日
(
一
日
四
回

操
業
)
と
さ
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
一
櫨
あ
た
り
の
操
業
量
は
ご
く
小

た
だ
し
こ
れ
は
同
文
が
明
の
「
湧
憧
小
口
問
」
に

さ
い
の
で
あ

っ
た
。

み
ら
れ
る
も
の
で
、
明
代
の
姿
を
停
え
る
も
の
と
し
て
よ
い
。

」
う
し
た
形
式
の
櫨
は
、
最
近
の
護
掘
報
告
に
よ
る
と
そ
の
由
来
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は
か
な
り
古
い
。
一
九
五
八
|
五
九
年
の
河
南
館
生
溝
の
護
掘
は
、

@
 

そ
の
貼
で
輿
味
を
ひ
く
。
そ
こ
で
は
十
八
個
の
櫨
跡
が
護
見
さ
れ
、

耐
火
煉
瓦
の
構
造
の
も
の
が
多
い
。

一
部
は
海
綿
織
を
製
造
す
る
自

然
通
風
の
櫨
で
あ
る
が
、
第
十
八
挽
の
櫨
は
直
径
一

・
六
メ
ー
ト
ル

の
圃
型
櫨
で
あ
る
。
憧
底
か
ら
は
長
さ
三
・
四

メ
ー
ト
ル
、
巾

O

九
メ
ー
ト
ル
の
捕
嵐
長
が
の
び
て
お
り
、
ま
た
フ
イ
ゴ
の
筒
先
も
知
ら

れ
て
い
て
、

フ
イ
ゴ
に
よ
る
迭
風
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ

れ
る
。

」
れ
は
筆
者
が
か
つ
て
記
し
た
河
南
信
陽
の
形
式
の
壇
が
、

半
地
下
式
と
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
に
相
嘗
す
る
。

つ
ま
り
圃
形

の
カ
タ
ラ
ン
壇
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
種
の
壇
で
は
直
接
製
錬

に
よ
っ
て
銑
識
が
製
造
さ
れ
る
が
、
時
と
し
て
は
錬
銭
、
ま
た
は
鋼

-143-

識
も
直
接
に
製
造
可
能
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
原
料
、
燃
料
、
迭
風
に

よ
る
温
度
上
昇
の
三
僚
件
が
う
ま
く
組
合
さ
れ
た
と
き
に
可
能
な
の

で
あ
る
。

た
だ
こ
の
遺
跡
で
反
射
櫨
と
推
定
さ
れ
た
第
十
五
挽
の
壇
に
は
問

題
が
残
る
。
全
韓
は
や
は
り
耐
火
煉
瓦
で
つ
く
ら
れ
、
熔
池
、
壇
雄
、

壇
門
、
煙
窓
の
四
部
に
分
れ
て
レ
る
。
こ
の
構
造
は
河
南
各
地
の
土

法
製
織
に
用
い
ら
れ
る
反
射
櫨
と
同
系
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
す

な
わ
ち
木
炭
を
燃
料
と
し
て
高
温
を
得
て
股
炭
し
錬
識
を
得
る
も
の

で
あ
る
。
事
賞
こ
こ
か
ら
護
見
さ
れ
た
一
片
は
、
炭
素
含
有
量

O

三
四
%
で
あ
っ
た
。

い
え
ば
こ
れ
は
さ
き
に
記
し
た
固
形
壇
で
つ
く
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ら
れ
た
銑
鍛
を
再
加
工
す
る
用
途
の
も
の
で
あ

っ
て
、
す
で
に
漢
代

め
ず
ら
し
い
事
賓

か
ら
こ
の
種
の
再
錬
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

で
あ
る
。
し
か
し
筆
者
は
こ
れ
は
反
射
燐
で
は
な
く
、
反
射
燈
の
熔

池
と
さ
れ
て
い
る
の
は

一
種
の
オ
ー
プ
ン
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で

あ
り
、
協
陛
と
解
さ
れ
て
い
る
部
分
が
燐
の
熔
解
部
に
相
賞
す
る
も

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

と
す
れ
ば
こ
れ
は
天
工
開
物
(
巻
十
四
)

に
み
ら
れ
る
方
塘
を
利
用
し
て
の
錬
鍛
の
製
造
が
行
わ
れ
た
と
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

」
の
遺
跡
に
は
そ
の
ほ
か
熔

憧
、
鍛
燐
の
よ
う
な
再
加
工
の
煉
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は

ご
く
単
純
な
圃
櫨
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
技
術
レ
ベ
ル
か
ら
み
て
、
反

射
櫨
式
の
存
在
は
い
さ
さ
か
問
題
で
あ
ろ
う
。
ま
た
木
炭
を
燃
料
と

し
て
反
射
櫨
で
鍛
熔
錬
で
き
る
か
ど
う
か

l
|
反
射
憧
形
式
で
は
石

長
を
用
い
な
い
限
り
、
熔
錬
は
き
わ
め
て
む
つ
か
し
い
の
で
あ
る
か

ら

こ
う
し
た
漢
代
の
カ
タ
ラ
ン
風
の
櫨
が
、
宋
代
に
は
熱
波
圏
一散
な

ど
に
み
ら
れ
る
地
上
築
き
あ
げ
の
高
櫨
形
式
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。
地
下
式
、

ま
た
は
牢
地
下
式
か
ら
地
上
に
な
る
に
は
、

で
は
フ
イ
ゴ
の
護
達
が
必
要
で
あ
っ
た
。

」
れ
に
比
べ
る
と
ヨ

J

ロ
ヅ

パ
の
櫨
は
別
の
型
式
を
も

っ
て
い

た
。
た
と
え
ば

一
五
五
六
年
の
ア

グ
リ
ユ
ラ
の
「
デ
レ

メ
タ
リ
カ
」

に
記
さ
れ
る
の
は
高
さ

0
・
五
フ

l
ト
、
縦
横
五
フ

l
ト
の
櫨
床
を

つ
く
り
、

そ
の
中
央
に
深
さ
一
フ

l
ト
、
直
径
一
・
五
フ

l
ト
の
ル

ツ
ボ
を
配
し
て
製
錬
を
行
う
式
と
な

っ
て
い
る
。
燃
料
は
木
炭
‘
煤

熔
剤
は
石
灰
で
あ
る
。
八
l
十
二
時
間
の
操
業
に
よ

っ
て
銑
銭
が
え

ら
れ
る
。

」
の
形
式
の
も
の
は
、
中
園
で
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
名

高
い
山
西
の
土
法
製
銭
は
ル
ツ
ボ
製
錬
で
あ
る
け
れ
ど
も
こ
の
類
で

は
な
い
。

た
だ
注
意
さ
れ
る
の
は
こ
の
憧
は
水
力
フ
イ
ゴ
で
、進
風
さ

れ
、
憧
か
ら
と
り
出
さ
れ
た
銭
は
水
力
槌
で
鍛
錬
さ
れ
た
こ
と
で
あ

-144一

る
。
こ
う
し
た
水
力
の
利
用
|

|
中
園
の
水
力
フ
イ
ゴ
、
水
排
は
早

く
か
ら
知
ら
れ
て
は
い
る
が
、

そ
れ
の
贋
い
麿
用
は
少
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

熱
波
圏
一訴
も
数
人
で
押
す
人
力
フ
イ
ゴ
の
迭
風
で
あ

る
。
日
本
の
タ
タ
ラ
製
錬
も
天
秤
フ
イ
ゴ
と
呼
ぶ
人
力
フ
イ
ゴ
を
な

が
く
使
用
し
、
水
力
に
代
っ
た
の
は
明
治
期
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ

p

-

。

中
h

東
西
の
技
術
の
性
格
の

一
は
自
然
カ
を
た
く
み
に
利
用
し
、

」う
し
た
黙
は
、

一
特
質
と
い
え
よ

う

一
は
人
力
の
極
度
の
集
中

一
方

利
用
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
製
鋼
技
術
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
す
で
に
新
修
本
草
に
み
え

た
よ
う
に
、
鋼
織
は
生
織
と
柔
銭
を
雑
錬
し
た
も
の
で
あ

っ
た。

イ〉



ま
り
炭
素
含
有
量
が
最
も
大
き
い
銑
織
と
、
き
わ
め
て
小
さ
い
錬
鍛

を
ま
ぜ
合
せ
て
鍛
錬
す
る
と
そ
の
中
間
程
度
の
炭
素
を
ふ
く
む
鋼
識

と
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

」
の
銑
識
は
燈
か
ら
直
接
製
錬
さ
れ

る
も
の
で
あ
り
、
錬
識
は
銑
織
を
櫨
か
ら
流
し
出
し
た
の
ち
に
こ
れ

を
手
早
く
揖
押
す
る
と
、
銑
鎖
中
の
茨
素
が
酸
化
し
つ
く
さ
れ
て
錬

織
と
な
る
。
或
い
は
銑
織
を
打
ち
た
た
い
て
腕
炭
し
で
も
錬
織
と
な

つ
ま
り
柔
織
を
つ
く
る
に
は
こ
の
二
方
法
が
併
用
さ
れ

た
ら
し
い
。
第
一
の
方
法
は
さ
き
の
銭
生
溝
の
第
十
五
蹴
櫨
が
そ
れ

る
。
錬
銭
、

で
あ
り
、
第
二
は
新
修
本
草
に
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
生
鎖
、
柔
織
を
雑
錬
す
る
方
法
の
設
見
は
、
さ
ら
に

時
代
を
さ
か
の
ぼ
る
こ

ιが
で
き
る
。

一l
ダ
ム
や
楊
寛
が
と
も
に

ひ
い
て
そ
の
誼
と
す
る
「
北
斉
書
」

(
巻
四
九
〉
に
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
次
の
文
が
あ
る
。

恭
母
懐
は
何
郡
の
出
身
者
か
分
ら
な
い
。
道
術
を
も

っ
て
高
祖
に

事
え
た
。
:
:
:
(
彼
は
〉
宿
銭
万
を
造

っ
た
。
其
の
法
は
、
生
鎖

精
を
焼
い
て
柔
織
の
俸
に
重
ね
合
せ
て
数
日
置
く
と
つ
よ
レ
も
の

に
な
る
。

柔
銭
で
万
背
を
つ
く
り、

五
種
の
獣
の
尿
に
ひ
た
し
、

ま
た
五
種
の
獣
の
脂
で
焼
入
れ
す
る
。
こ
の
万
で
甲
を
試
し
斬
り
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す
る
と
三
十
枚
以
上
も
斬
れ
る
。
今
の
裏
園
の
鍛
冶
屋
た
ち
が
つ

く
る
宿
柔
銭
と
い
う
の
は
そ
の
遣
法
で
あ
る
。
こ
れ
で
万
を
つ
く

る
と
な
か
な
か
鋭
利
だ
が
、
甲
三
十
枚
を
た
ち
切
る
こ
と
は
で
き

な
し、」

れ
か
ら
み
る
と
鋼
織
の
製
法
も
ま
た
他
の
中
園
系
技
術
と
同
じ

よ
う
に、

道
術
の
土
に
よ
っ
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
五
種
の
獣
の
尿
や
脂
を
用
い
る
と
い
う
呪
術
的
な
性
格
が

明
ら
か
に
存
在
す
る
。

し
か
し
尿
や
脂
を
も

っ
て
焼
入
れ
す
る
こ
と

は
、
現
代
風
に
み
て
も
な
か
な
か
合
理
的
な
こ
と
で
、
こ
の
方
法
を

と
れ
ば
た
し
か
に
竪
剛
な
万
が
製
作
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

た
だ
文
中
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で
は
、
生
鯨
精
と
柔
鎮
稼
を
重
ね
て
放
置
す
る
ご
と
く
に
記
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
や
は
り
重
ね
て
鍛
錬
し
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
裏

園
は
河
北
の
刑
蓋
に
嘗
る
。

」
の
種
の
製
鋼
法
は
北
方
で
誕
生
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
文
が
「
北
史
」

(
各
八
九
〉

に
も
の
せ
ら
れ
て
い
る
。

銑
織
と
錬
織
を
重
ね
合
せ
て
鍛
錬
す
る
方
法
が
、
北
方
で
盛
行
し

た
こ
と
は
、
鞍
山
附
近
で
護
掘
さ
れ
た
銭
遺
物
に
よ

っ
て
も
立
読
さ

@
 

れ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
重
さ
三
七

O
匁
弱
と
い
う
鍛
挺
で
、
炭
素

0

・
一
三
%
を
含
む
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
検
鏡
す
る
と
種
々
の
地
金

を
あ
ら
か
じ
め
鍛
錬
し
、

さ
ら
に
こ
れ
を
鍛
合
し
た
も
の
で
あ

っ
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た
。
そ
の
地
金
の
一
部
分
は
浮
鎖
を
さ
ほ
ど
含
ん
で
い
な
い
。
こ
れ

は
鍛
合
す
る
前
に
強
く
加
熱
し
た
も
の
で
あ
る。

ま
た
別
の
一
部
分

は
多
く
鎖
浮
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
ほ
か
全
然
炭
素
を
含
ま
ぬ
部
分

も
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
異
質
の
鍛
を
重
ね
て
鍛
接
し
、

さ
ら
に

折
り
返
し
て
鍛
錬
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

ま
た
別
の
織
鉱
が
あ
る
。
炭
素
は
卒
均

0
・
七
三
%
。
し
か
も
各

部
分
に
よ
っ
て
炭
素
の
含
有
量
が
異
な
り
、

或
る
部
分
で
は

0
・
三

%
程
度
ぐ
ら
い
で
あ
る
が
、

刀
部
に
は
こ
と
に
多
く
の
茨
素
を
含
ん

で
い
た
。

ま
た
そ
の
尖
端
は
焼
入
れ
が
行
わ
れ
、t
硬
化
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
組
織
を
検
鏡
す
る
と
こ
れ
も
ま
た
種
々
の
地
金
を
卒
に
鍛

合
し
て
打
ち
の
ば
し
た
も
の
と
み
と
め
ら
れ
る
。

こ
の
二
例
を
み
れ
ば
各
種
の
臭

っ
た
識
を
重
ね
て
鍛
錬
し
、

ま
た

焼
入
れ
硬
化
を
行
う
な
ど
の
加
工
法
が
、
北
方
で
は
寅
際
に
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
も

っ
と
も
こ
の
二
例
の
銭
は
十
分
に
そ

の
時
代
が
確
定
さ
れ
て
レ
な
い
の
は
惜
じ
い
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し

さ
き
の
北
斉
書
の
引
用
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
す
べ
て
の
作
業
が
、
貧

際
に
存
在
し
た
こ
と
の
誼
と
し
て
注
意
さ
れ
る
例
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
種
の
製
鋼
法
は
日
本
万
の
製
作
に
も
用
い
ら
れ
た
。

本
万
は
刀
部
に
炭
素
を
卒
均

0
・
七
%
ふ
く
み
、
他
の
部
分
は
種
々

の
量
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
や
は
り
異
質
の
鋼
を
重
ね
合
せ
て

鍛
接
し
、

か
っ
こ
れ
を
縦
横
各
方
向
に
何
度
も
折
り
返
し
て
鍛
錬
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
つ
く
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
原
料
と
な
る
鋼
を
つ
く

る
に
も
、
銭
卸
し
と
稀
し
て
銑
銭
を
強
熱
し
て
地
金
中
の
炭
素
を
燃

焼
し
て
除
去
す
る
も
の
、

鋼
卸
し
と
稀
し
て
地
金
を
加
熱
し
つ
つ

鍛
錬
し
、
部
分
的
な
不
整
一
を
均
一
に
す
る
も
の
、
庖
丁
鎮
卸
し
と

稽
し
て
地
金
中
に
炭
素
を
逆
に
吸
牧
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し

い
ず
れ
も
同
一
の
櫨
と
同

一
の
燃
料
、
木
炭
を
用
い
る
の
み
で
、
そ

の
差
異
は
工
匠
の
熟
練
と
経
験
に
の
み
よ

っ
て
い
る
。
熱
慮
理
と
鍛

-146一

錬
、
ま
た
異
種
の
織
の
鍛
接
に
よ
る
質
の
饗
化
、
こ
の
三
つ
が
結
局

は
か
つ
て
の
製
鋼
技
術
の
基
本
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
北
方
に
生
れ
て

一
は
日
本
に
ま
で
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
護

南
下
し

生
地
や
時
期
は
ま
だ
確
定
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
の
先
行
し
た
技
術
が
宋
代
で
は
い
か
に
寅
行
さ
れ
て
い
た

か
。
沈
括
の
「
夢
麗
筆
談
」
が
こ
の
種
の
記
載
を
い
く
つ
も
ふ
く
ん

で
レ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば

日

古
人
は
鋼
に
剤
し
て
刀
を
つ
く

っ
た
。
重
幹
は
柔
鎮
で
製
作
し

た
。
そ
う
し
な
い
と
よ
く
断
折
す
る
。
剣
が
鋼
ば
か
り
で
あ
る
と

刀
は
よ
く
破
損
す
る
。
:
:
:
だ
か
ら
剤
し
た
鋼
ば
か
り
で
つ
く
っ



て
は
い
け
な
い
(
巻
十
八
〉

と
あ
る
の
は
、
焼
入
れ
(
剤
〉
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、

ま
た
刀
部

と
室
部
と
は
異
質
に
し
た
方
が
い
い
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
誼

で
あ
る
。
刀
部
に
は
焼
入
れ
硬
化
し
た
鋼
を
用
い
、
童
幹
部
に
は
錬

舗
を
用
い
る
の
は
、

剣
法
で
あ
る
。

日
本
万
と
同
じ
よ
う
に
き
わ
め
て
合
理
的
な
造

沈
括
は
ま
た
別
の
巻
で
鋼
織
の
製
造
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
(
巻

三
)
。
そ
こ
で
は
世
間
の
法
と
し
て
錬
織
を
ま
げ
、
銑
織
を
そ
の
聞

に
か
ま
せ
、
全
瞳
を
泥
で
包
ん
で
鍛
錬
す
る
と
い
い
、
こ
れ
を
圏
鋼

ま
た
は
濯
鋼
と
い
う
。
濯
鋼
は
さ
き
に
記
し
た
焼
入
れ
硬
化
の
プ
ロ

セ
ス
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
彼
は
こ
れ
は
偽
鋼
で
あ
る
と

す
る
。
そ
し
て
沈
括
は
河
北
の
磁
州
の
鍛
坊
に
お
い
て
寅
見
し
た
一

例
を
あ
げ
る
。
そ
れ
は
銑
織
を
加
熱
し
て
は
鍛
え
る
こ
と
を
く
り
か

え
す
方
法
で
、
鍛
錬
ご
と
に
計
量
す
る
と
織
は
し
だ
い
に
軽
く
な
っ

て
ゆ
き
、

つ
い
に
は
い
く
ら
鍛
え
て
も
重
さ
が
愛
ら
な
く
な
る
。
こ

う
し
て
で
き
た
も
の
を
員
鋼
と
沈
括
は
考
え
て
い
る
。

彼
に
よ
れ
ば
銭
の
な
か
に
銅
が
あ
る
の
は
、
小
変
粉
の
中
に
数
質

が
あ
る
の
を
洗
い
出
し
て
と
り
出
す
の
と
同
じ
こ
と
だ
と
い
う
。
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ま
り
銑
鎖
中
に
ふ
く
ま
れ
る
鋼
を
し
ぼ
り
出
し
た
の
を
員
鋼
と
し

た
。
し
か
し
こ
れ
は
銑
銭
を
酸
化
精
煉
に
よ
っ
て
脆
炭
す
る
作
業
に

相
嘗
す
る
こ
と
は
、
筆
者
は
さ
き
に
注
意
し
て
お
い
た
。

こ
の
技
術
は
日
本
の
銑
識
か
ら
鋼
識
を
つ
く
る
銑
卸
し
法
に
近
似

す
る
、
俵
園
一
は
炭
素
含
存
量

0
・
一
五
、

0
・
0
五
%
の
庖
丁
鍛

@
 

と
、
三
・
七
六
%
の
銑
識
を
用
い
て
銑
卸
し
法
を
貫
験
し
て
い
る
。

は
じ
め
に
銑
織
の
み
を
強
熱
し
て
こ
れ
を
冷
却
、
破
碑
し
て
歩
留
り

つ
ぎ
に
こ
れ
を
庖
丁
織
と
混
ぜ
て
銑
卸
し
を
行

っ
た
。
操
業
は
約
三
O
分
で
、
加
熱
さ
れ
た
識
は
炭
素
を
放
出
す

九
五
%
に
減
量
し
、

る。

こ
う
し
て
歩
留
り
九
五
%
の
減
量
で
長
素
量
一
・
一
一
%
の
鋼

-147-

を
得
て
い
る
。
沈
括
の
い
う
磁
州
鍛
坊
の
法
も
こ
の
種
の
も
の
に
近

し、。
唐
代
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
「
夏
侯
陽
算
鰹
」

(
巻
中
稿
軽
重
〉

に
み
え
る
問
題
に
は
、
生
識
を
錬
し
て
黄
識
に
襲
え
、
責
識
を
錬
し

て
鋼
識
に
愛
え
る
問
題
が
の
っ
て
い
る
。
錬
の
過
程
が
示
さ
れ
て
い

な
い
の
で
明
言
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
生
銭
、
熟
識
を
交
え
て
で
な

ぃ
、
車
味
の
責
銭
(
錬
鎮
)
か
ら
鋼
を
得
る
プ
ロ
セ
ス
が
考
え
ら
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

」
の
時
毎
斤
三
雨
が
減
少
す
る
と
い
う
。

ペコ

約
二
O
%
の
消
耗
率
で
あ
る
。
錬
銭
を
鋼
に
す
る
に
は
提
素
が
吸
牧

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

す
る
と
こ
れ
は
日
本
の
庖
丁
鍛
卸
し
織
の
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①

、

技
法
に
相
賞
す
る
。
俵
園

一
の
質
駿
に
よ
る
と
炭
素
含
有
量

O

五
及
び

0
・
0
五
四
%
の
庖
丁
鍛
に
二
回
の
卸
し
作
業
を
行

っ
た
場

合
、
歩
留
り
は
七
五
%
、
つ
ま
り
二
五
%
の
消
耗
率
と
、

二
一
%
の

消
耗
率
の
二
種
を
得
て
い
る
。
こ
の
数
字
は
夏
侯
陽
算
鰹
の
そ
れ
に

甚
だ
ち
か
い
。
も
ち
ろ
ん
算
書
の
例
が
必
ず
し
も
寅
態
を
反
映
す
る

も
の
で
は
な
い
。

前
に
ひ
い
た
沈
括
の
言
で
も
、

磁
州
鍛
坊

カ，

は
毎
鍛
ご
と
に
そ
の
重
量
を
計
量
し
て
い
た
。
だ
か
ら
製
鋼
作
業
時

の
減
耗
の
数
量
は
案
外
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
と
も
み
ら
れ
る
。
そ
こ

で
算
艇
の
数
字
も
ま
た
賀
状
を
博
え
る
も
の

で
あ
る
か
も
し
れ
な

L、

以
上
の
こ
と
か
ら
宋
代
に
は
三
種
の
製
鋼
技
術
が
あ

っ
た
こ
と
が

知
れ
る
。
生
銀
、
熟
鍛
を
重
ね
合
せ
て
鍛
錬
す
る
方
法
|
|
日
本
万

の
鍛
錬
法
に
相
歯
す
る
1

1
、
銑
織
か
ら
炭
素
を
除
去
す
る
方
法

1
l
日
本
の
銑
卸
し
法
|
|
、
錬
織
に
炭
素
を
添
加
す
る
方
法
|
|

日
本
の
庖
丁
鍛
卸
し
法
、
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
製
鋼
法
の
原
理

は
こ
れ
以
外
に
は
な
い
。
あ
と
は
そ
の
工
程
を
精
密
化
し
、
ま
た
成

品
た
る
鋼
の
な
か
の
炭
素
の
分
布
を
で
き
る
だ
け

一
様
化
す
る
こ
と

だ
け
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
に
は
新
し
い
機
械
の
導
入
を
必
要
と
す

る
。
人
力
を
中
心
と
す
る
小
規
模
な
生
産
で
は
行
な
い
え
な
い
問
題

で
あ
っ
た
。

そ
の
ほ
か
宋
代
で
注
目
さ
れ
る
二
三
の
技
術
に
つ
い
て
記
し
て
お

こ
う。

同
じ
く
枕
括
は
鍛
甲
之
法
を
記
し
て
い
る
(
巻
十
八)。

そ
れ

に
よ
る
と
甲
を
つ
く
る
銭
材
は
は
じ
め
は
き
わ
め
て
厚
い
も
の
で
、

こ
れ
を
冷
し
た
ま
ま
で
鍛
錬
し
、
厚
さ
を
三
分
の
こ
ま
で
に
す
る
と

あ
る
。

ま
た
鍛
錬
の
度
合
を
示
す
た
め
に
一
部
分
は
鍛
え
な
い
ま
ま

で
残
し
て
お
く
と
い
う。

こ
の
部
分
を
嬢
子
と
い
い
、
今
の
人
は
こ

れ
を
一
種
の
装
飾
と
考
え
て
誤
用
し
て
い
る
と
す
る
。

」
の
加
熱
し

な
い
で
鍛
錬
す
る
方
法
は

か
つ
て
の
海
綿
銭
時
代
の
技
法
の
名
残

。。
A
品
4

1
Eム

で
あ
ろ
う
か
。

海
綿
鍛
は
そ
れ
自
身
で
は
あ
ま
り
利
用
で
き
ず
、

ー
、ーー

れ
を
よ
く
打
ち
叩
い
て
堅
め
て
か
ら
使
用
す
る
も
の
で
あ

っ
た。

北
方
の
製
鋼
技
術
に
劃
し
て
南
方
で
は
ま
た
特
殊
の
技
法
が
護
逮

し
て
レ
た
。
「
嶺
外
代
答
」
(
巻
七
〉
に
、

梧
州
の
銑
鍛
は
熔
解
す
る
と
水
の
よ
う
に
流
れ
る
。
そ
こ
で
こ
れ

で
器
物
を
鋳
造
す
る
と
、
紙
の
よ
う
に
薄
く
仕
上
っ
て
し
か
も
孔

が
あ
か
な
い
:
:
:
諸
郡
の
鍛
工
は
銅
細
工
を
す
る
時
に
は
、
梧
州

の
銑
鍛
を
ま
ぜ
て
鋳
造
す
る
と
、
堅
牢
と
な
る
。

ま
こ
と
に
天
下

の
優
秀
な
素
材
で
あ
る
。

と
み
え
て
い
る
。
同
じ
巻
に
、



梧
州
の
銑
織
は
良
質
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
賛
同
織
が
最
も

と
け
や
す
い
。
そ
こ
で
州
人
は
梧
州
の
銑
識
を
銅
に
ま
ぜ
、
責
崩

識
を
盤
に
は
さ
ん
で
強
く
火
で
焼
く
。
す
る
と
松
葉
文
様
と
か
糸

を
は
い
た
よ
う
な
文
様
、が
で
き
る
。

な
ど
の
文
も
み
ら
れ
る
。

し
か
し
こ
の
銅
に
識
を
交
え
て
流
れ
を
よ

く
す
る
の
は
疑
問
で
あ
る
。
銑
識
に
少
量
の
銅
を
加
え
る
こ
と
は
今

も
行
わ
れ
る
が
、

」
の
逆
の
こ
と
は
な
い
。

」
の
銅
は
青
銅
で
あ

り
、
青
銅
鋳
造
時
に
織
の
少
量
を
加
え
る
こ
と
と
み
る

‘べ
き
で
あ

る
。

」
の
穫
の
没
境
諸
部
族
の
も
つ
特
異
な
技
法
に
つ
い
て
は
、
唐
代

の
「
鐙
書
L

(

巻
七
)
に
も
一
例
が
あ
る
。
南
詔
で
は
貴
賎
を
問
わ
ず

人
び
と
は
い
つ
も
剣
を
帯
び
て
い
る
。
造
剣
の
法
は
生
識
を
鍛
え
て

流
れ
で
る
汁
を
取
り
去
る
。
こ
れ
を
く
り
か
え
す
こ
と
数
回
、
加
熱

し
て
鍛
錬
す
る
、

と
。
こ
れ
は
沈
括
が
記
し
た
員
鋼
の
方
法
と
同
じ

」
と
で
あ
る
。
汁
と
あ
る
の
は
鎖
浮
が
鍛
錬
す
る
と
し
ぼ
り
出
さ
れ

て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
を
い
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

ま
た
同
じ
個
慮
に

欝
万
は
毒
薬
虫
魚
之
類
を
も

っ
て
作
り
、
白
馬
の
血
で
焼
入
れ
す
る

の
で
、
十
数
年
た

っ
て
も
人
の
肌
に
ふ
れ
る
だ
け
で
、
人
が
死
ぬ
と
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俸
え
る
。
も
ち
ろ
ん
か
か
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

が
剣
の
製
作
に

あ
た

っ
て
焼
入
れ
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
に
針
す
る
呪
術
的

な
神
秘
性
の
付
興
が
注
目
さ
れ
る
。

曾
敏
行
の
「
濁
醒
雑
志
」

(
巻
四
〉
に
も
こ
の
種
の
記

事

が
あ

る

一l
ダ
ム
も
ひ
い
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
。

西
融
の
守
だ
っ
た
陸
済
の
子
揖
に
黄
銅
剣
が
の
こ

っ
て
い
る
が
、

融
人
が
こ
れ
を
作
っ
た
と
い
う
だ
け
で
、
子
揖
は
黄
銅
の
こ
と
を

知
ら
な
い
。
私
が
湘
に
居
る
時
に
各
人
は
毎
年
来
て
象
廟
を
奔
し

み
な
一
万
を
帯
び
て
い
た
。
こ
れ
が
責
鋼
で
あ
っ
て

て
い
た
が
、

-H9-

諸
鐙
の
み
が
製
作
す
る
も
の
だ
。
彼
等
の
習
俗
に
、
子
供
が
生
れ

る
と
親
族
た
ち
が
見
舞
に
や
っ
て
く
る
。
め
い
め
い
が
識
を
も
っ

て
き
て
そ
の
家
の
水
の
な
か
に
投
げ
こ
ん
で
ゆ
く。

子
供
が
成
長

し
結
婚
す
る
こ
と
に
な
る
と
大
宴
舎
を
開
く
。
そ
し
て
前
に
持
参

よ
く
鍛
錬
し
て
精
鋼
を
取

っ
て
一
本

し
て
き
た
織
を
取
出
し
て
、

の
万
を
つ
く
り
、
す
こ
し
も
除
さ
な
い
。
だ
か
ら
初
め
に
多
く
の

鍛
を
得
た
も
の
は
、

万
も
非
常
に
鋭
利
と
な
り
、

一
た
び
揮
え
ば

牛
の
腰
で
も
切
離
す
ほ
ど
だ
。
こ
れ
ほ
と
鋭
利
で
な
い
も
の
で
も

漢
人
は
と
て
も
作
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
:
:
:
近
く
の
郡
で
は
こ
の

に
せ
も
の
を
よ
く
作

っ
て
い
る
。
私
が
あ
る
時
訪
れ
る
と
老
鍛
冶
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よ
く
精
錬
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
の

人
は
生
織
と
熟
織
と
ま
ぜ
て
鋼
を
つ
く
っ
て
い
る
。
と
て
も
精
錬

は
、
こ
れ
は
到
鋼
と
い
い
、

し
た
な
ど
と
い
え
る
も
の
で
は
な
い
。
融
創
の
み
が
精
錬
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
、

と
言
っ
た
。

」
の
最
後
の
老
鍛
冶
の
言
は
沈
括
の
考
え
と
同
じ
で
あ
る
。
各
人

-
の
風
習
も
生
織
を
鍛
錬
の
み
に
よ
っ
て
股
炭
す
る
方
法
に
相
嘗
す

る
。
万
の
大
い
さ
は
ほ
ぼ
定
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
か
ら
、
原
料
の

生
織
が
多
い
ほ
ど
質
の
い
い
鋼
と
な
る
の
は
嘗
然
で
あ
る
。
こ
れ
ら

か
ら
み
て
、
首
時
の
製
鋼
は
一
般
に
は
生
、
柔
識
を
鍛
合
す
る
も
の

で
あ
り
、
生
織
を
鍛
錬
の
み
に
よ
っ
て
鋼
に
す
る
方
法
は
少
な
か
っ

た
ら
し
い
。

し
か
し
そ
れ
だ
け
に
後
者
を
員
と
す
る
考
え
も
強
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

」
れ
ら
の
製
鎖
、
製
鋼
技
術
の
燃
料
と
し
て
石
炭
は
ひ
ろ
く
用
い

ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
示
す
も
の
と
し
て
名
高
い
東
放
の
石
炭
の
詩

が
あ
る
。
そ
の
首
に
、

彰
城
に
は
も
と
石
炭
が
な
か
っ
た
。
元
豊
元
年
十
二
月
に
は
じ
め

て
人
を
汲
遺
し
て
調
べ
さ
せ
、
州
の
西
南
の
白
土
鎮
の
北
で
護
見

し
た
。
そ
こ
で
こ
れ
を
利
用
し
て
鎮
を
製
錬
し
て
兵
器
を
つ
く
っ

た
が
、
そ
の
鋭
利
さ
は
常
の
も
の
に
ま
さ
っ
て
い
た
。

と
記
し
、
詩
の
末
に
、

君
ガ
矯
ニ
百
錬
万
ヲ
鋳
作
シ
、
長
鯨
ヲ
要
斬
シ
テ
高
段
ト
ナ
サ
ン
。

と
あ
る
。

ま
た
そ
の
中
段
で
は
、

南
山
ノ
栗
林
ハ
漸
ク
息
ム
可
ク
、
北
山
ノ
頑
鎖
何
ゾ
鍛
ニ
勢
セ
ン
。

と
い
う
。
す
な
わ
ち
従
来
は
南
山
の
栗
林
を
木
炭
に
製
し
て
製
錬
し

て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
み
る
と
石
炭
は
か
な
り
ひ
ろ
く
燃

料
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

ふ
つ
う
石
炭
が
硫
黄
を

含
む
と
き
は
そ
の
ま
ま
製
織
に
は
用
い
に
く
い
。
良
質
の
石
炭
で
あ

れ
ば
利
用
で
き
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ

パ
近
代
で
は
コ
ー
ク
ス
製
織
法
が
瑳
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達
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
嘗
時
の
中
園
で
も
良
質

の
石
炭
が
護
見
さ
れ
た
時
に
の
み
、
石
炭
利
用
が
行
わ
れ
た
。

つ
ま

り
宋
代
に
は
石
炭
、
木
炭
が
卒
行
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ

た
。
最
近
知
ら
れ
た
耀
州
の
陶
窯
の
燃
料
に
も
石
炭
が
用
い
ら
れ
て

い
た
の
も
、
石
炭
使
用
の
普
及
し
て
い
た
一
例
で
あ
る
。

」
の
姿
は

以
後
も
蟹
ら
ず
、
の
ち
の
工
聞
物
で
も
織
の
製
錬
用
の
燃
料
と
し

て
堅
い
薪
、
石
炭
、
木
炭
を
あ
げ
南
北
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
利
便
に
従
う

と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

石
炭
の
護
見
に
よ
っ
て
栗
林
は
安
息
す
る
。
し
か
し
石
炭
の
採
掘

は
ま
た
自
然
を
破
壊
す
る
。
鍍
業
は
し
ょ
せ
ん
掠
奪
産
業
で
あ
る
。



寸
天
下
郡
園
利
病
書
」
(
巻
八
八
)
に
、

「
朗
編
較
記
じ
を
ひ
き
「
取

鎖
之
骨
一
白
」
を
の
べ
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

採
鎖
す
る
に
は
:
:
:
山
に
穴
を
う
が
ち
そ
の
深
さ
は
数
丈
、
長
い

も
の
は
一
里
に
も
な
る
。
鎖
石
が
量
き
る
と
叉
他
に
穴
を
う
が

っ
。
穴
に
入
る
前
に
は
ま
ず
紳
に
躍
拝
す
る
が
、
不
幸
に
し
て
匪

し
つ
ぶ
さ
れ
て
死
ぬ
者
も
い
る
。
鏡
石
を
採
掘
し
た
の
ち
は
、
ま

ず
一
日
一
焼
い
て
か
ら
燈
に
入
れ
る
。
フ
イ
ゴ
で
、
4
2
風
す
る
者
、
壇

の
工
合
を
看
る
者
、
鎖
石
を
入
れ
る
者
、
鍛
鈎
で
淳
を
ひ
き
出
す

者
、
製
煉
す
る
者
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
分
撞
が
あ
る
。
董
夜
を
通
じ

て
交
代
し
て
仕
事
に
嘗
り
約
四
五
十
人
が
働
く
。
採
鎮
夫
や
木
炭

一
一
燈
の
起
業
費
も
大
き

を
造
る
人
夫
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

ぃ
。
し
か
し
撞
を
造
っ
て
も
通
風
が
う
ま
く
い
か
な
く
て
、

ょ
く

熔
け
な
か

っ
た
り
、
通
風
は
し
て
も
う
ま
く
熔
け
な
か
っ
た
り
す

る
こ
と
も
あ

っ
て
、
困
難
が
倍
加
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
し
た

場
合
は
と
て
も
費
用
を
償
却
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

」
れ
か
ら
も
嘗
時
の
技
術
水
準
の
低
さ

ま
た
困
難
さ
が
う
か
が

わ
れ
る
。
こ
う
し
た
困
難
を
お
か
し
て
い
と
な
ま
れ
る
鎖
業
は
、
ま

た
た
え
ず
山
四
停
を
荒
贋
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
が
こ
の
一
例
に
も
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み
ら
れ
る
よ
う
に
労
働
者
四
、

五
十
人
と
い
う
鎖
業
マ
ニ
ユ
フ
ァ
ク

チ
ュ
ア
が
相
嘗
に
護
達
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
経
営
者
の
な

か
に
は
豪
富
を
得
た
も
の
も
み
ら
れ
た
。
「
程
史
」
(
巻
二
)
に
そ
の

一
例
が
あ
る
。
墓
江
の
陳
園
瑞
は
鍛
冶
を
も

っ
て
家
を
起
し
、
母
の

た
め
に
葬
地
を
い
と
な
ん
で
三
高
鎮
で
葬
地
を
買
い
、
ま
た
三
十
寓

で
買
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
鍛
冶
の
経
営
者
の
富
豪
ぶ
り
が

想
像
さ
れ
よ
う
c

け
れ
ど
も
一
般
に
は
生
産
規
模
は
ち
い
さ
い
も
の
で
あ
っ
た
。
さ

き
に
も
ひ
い
た
「
湧
憧
小
品
」
に
み
え
る
進
化
の
鎮
櫨
も
そ
う
で
あ

る
が
、
宋
史
食
貨
志
、
坑
冶
の
政
和
六
年
に
贋
東
漕
司
は
上
奏
し
て

4
E
a『

F
h
vι
 

噌
1
《

「
本
路
鎮
場
坑
冶
九
十
二
所
、
歳
額
牧
敏
二
百
八
十
九
寓
除
斤
」
と

い
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
坑
冶
一
個
所
の
年
産
は
ほ
ぼ
三

O
高

斤
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
八

0
ト
ン
。
月
産
十
五
ト
ン
と
な
る
。

月
に
つ
き
二
五
日
操
業
と
す
る
と
、

一
操
業
に
つ
き
六

0
0キ
ロ
、

ま
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
い
え
ば
ス
ト
ッ
ク
オ
ッ
フ
占
ン
煙
、
中
園
で
は

山
西
等
の
傍
統
的
な
技
術
と
し
て
記
録
さ
れ
る
も
の
に
相
鷹

@
 

す
る
の
で
あ
る
。

河
南
、

鎖

産

額

北
宋
時
代
の
織
の
産
額
に
つ
い
て
は
日
野
開
三
郎
氏
の
研
究
が
よ
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@
 

く
知
ら
れ
て
い
る
。
宋
舎
要
、
玉
海
、
績
賀
治
通
鑑
長
編
な
ど
か
ら
、

政
府
の
牧
餓
額
の
数
字
を
集
め
そ
れ
に
よ

っ
て
計
算
さ
れ
た
値
で
あ

る
。
し
か
し
識
は
銅
と
ち
が

っ
た
取
締
り
が
行
な
わ
れ
て
い
た
た
め
、

政
府
の
牧
餓
額
か
ら
全
産
額
を
算
出
す
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
。
そ

」
で
銭
坑
冶
の
制
度
、
牧
銅
額
表
と
牧
餓
額
表
と
の
比
較
、
鍛
禁
の
制

度
な
ど
に
よ

っ
て
全
鍛
産
額
を
推
定
す
る
よ
り
方
法
は
な
い
。
そ
し

て
氏
は
政
府
枚
鍛
額
以
外
に
こ
れ
に
数
倍
す
る
産
識
が
民
聞
に
よ
っ

て
経
営
さ
れ
た
と
結
論
さ
れ
る
。
元
町
畳
元
年
の
牧
鍛
額
は
五
五

O
寓

一
千
斤
除
、
す
な
わ
ち
約
三
、
三

0
0ト
ン
で
あ
る
。
こ
れ
を
数
倍

し
た
も
の
が
年
間
の
鍛
産
額
と
す
れ
ば
、
北
宋
時
代
は
治
卒
年
聞
の

よ
う
に
八
二
四
高
斤
と
い
う
多
量
の
政
府
牧
織
額
の
あ
っ
た
こ
と
も

ほ
ほ

二
五、

O
OO
J
一玉、

0
0
0
ト
ン
程
度
が
そ

考
慮
し
て
、

の
年
産
額
で
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。

⑪
 

こ
の
問
題
に
閲
し
て
最
近
ハ

l
ト
ウ
ム
ル
の
論
文
が
あ
る
。
彼
は

年
産
額
を
七
五
、

0
0
0ト
ン
か
ら
一
五

O
、

0
00
ト
ン
と
計
算

し
、
そ
の
量
は
十
七
世
紀
中
頃
の
英
園
及
び
ウ
エ
ル
ス
の
ニ

・
五

|

五
倍
に
相
嘗
す
る
と
し
、
ま
た
十
八
世
紀
初
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
ロ
シ

ア
を
含
む
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
鍛
産
額
に
近
い
と
し
て
レ
る
。
筆
者
も

さ
き
に
宋
史
食
貨
志
の
数
字
か
ら
大
略
三

O
、

0
0
0ト
ン
と
計
算

し
た
が
、
こ
れ
ら
の
諸
数
字
は
大
き
な
聞
き
を
み
せ
て
い
る
。
そ
こ

で
果
し
て
宋
の
餓
産
額
は
ど
の
程
度
の
も
の
だ

っ
た
か
を
改
め
て
検

討
し
て
み
た
い
。

ハ
ー
ト
ウ
ェ
ル
の
用
い
る
数
字
は
や
は
り
日
野
氏
と
同
じ
よ
う
に

宋
曾
要
食
貨
の
も
の
で
あ
る
。

で
は
同
一
の
材
料
に
よ
り
な
が
ら
、

な
ぜ
こ
の
よ
う
に
大
き
な
差
を
し
め
す
数
字
が
現
わ
れ
た
か
。
禽
要

⑪
 

食
貨
に
は
次
の
よ
う
な
数
字
が
あ
る
。

銭
坑
冶
組
額
泊
料
計
五
百
四
十
八
高
二
千
七
百
七
十
斤
、
元
幽
耳
元
年

牧
総
計
五
百
五
十
高

一
千
九
十
七
斤

-152一

」
の
組
額
は
元
額
と
も
い
わ
れ
官
営
事
業
に
興
え
ら
れ
て
い
た
標

準
産
額
で
あ
る
。

こ
の
数
字
は
日
野
氏
に
よ
れ
ば
照
寧
八
・九
・
十
年
三
年
間
の
卒
均

額
で
あ

っ
た
と
い
う
。
し
か
し
必
ず
し
も
そ
う
と
は
限
ら
な
か

っ
た

ょ
う
で
、
銀
の
商
州
洛
南
鯨
腕
地
稜
冶
場
は
八
年
に
置
か
れ
、
鎮
北
冶

場
は
九
年
に
置
か
れ
な
が
ら
と
も
に
元
額
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

ま

た
度
州
教
鯨
蛤
湖
場
は
十
年
に
置
か
れ
て
や
は
り
元
額
が
あ
る
。
だ

か
あ
さ
ほ
ど
巌
密
に
卒
均
値
に
よ
っ
た
り
し
な
い
で
、

一
年
稼
行
し

た
の
ち
に
つ
く
ら
れ
た
見
込
生
産
額
と
も
レ
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

」
の
五
百
五
十
蔦
斤
除
の
織
を
、

日
野
氏
は
官
営
の
製
織
業
の
産



額
そ
の
も
の
と
み
た
。

し
か
し
ハ

l
ト
ウ
ェ
ル
は
こ
れ
を
歳
課
と
す

る
。
宋
代
に
は
金
銀
の
よ
う
な
貴
金
麗
に
は
二
割
の
税
、
銅
銭
類
は

一
割
課
税
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
数
字
を
十
倍
し
た
も
の
が
員
の

産
額
と
な
る
。
従

っ
て
約
三
五
、

0
0
0ト
ン
の
数
字
が
出
る
。

宋
禽
要
食
貨
に
は
い
ま
ひ
と
つ
の
鎮
産
額
の
表
示
が
あ
る
。
そ
れ

は
「
凡
山
淳
之
入
」
と
記
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
み
ら
れ
る
も
の
で
、

錨
五
百
六
十
五
高
九
千
六
百
四
十
六
斤

と
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
部
分
は
園
朝
倉
要
か
ら
ひ
か
れ
た
こ
と
が
最

後
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
日
野
氏
は
こ
の
数
字
を
照
寧
年
聞
の

し
か
し
ハ

l
ト
ウ
ェ
ル
は
こ
れ
を
私

前
中
十
ご
ろ
の
産
額
と
考
え
た
。

管
鎖
業
か
ら
納
入
さ
れ
る
税
額
の
総
計
と
み
た
。

す
る
と
こ
れ
も
一

割
課
税
で
あ
る
か
ら
十
倍
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
「
山
淳
之

入
」
と
あ
る
も
の
は
官
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
て
い
な
い
私
企
業
の
税

を
現
わ
す
も
の
と
み
て
レ
る
。
そ
し
て
さ
き
の
歳
課
か
ら
導
い
た
数

量
を
加
え
て
、
ま
た
補
正
を
附
加
し
て
約
七
五
、

0
0
0ト
ン
と
い

う
数
字
に
到
達
す
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
歳
課
も
十
倍
す
べ
き
一

例
と
し
て
徐
州
が
元
豊
七
年
(
一

O
八
四
)
に
二
、
三
四

0
ト
ン
の

産
出
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
に
、
元
豊
元
年
の
元
額
は
二

O
六
ト
ン
、
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ち
ょ
う
ど
一
割
ぐ
ら
い
に
し
か
な

っ
て
い
な
い
こ
と
を
あ
げ
た
。

と
こ
広
が
前
引
の
慶
東
漕
司
の
上
奏
に
「
本
路
銭
場
坑
冶
九
十
二

し
か
し
元
盤
元
年
の

所
、
歳
収
額
畿
二
百
八
十
九
蔦
斤
」
と
あ
る
。

元
額
は
約
一
高
斤
、

ま
た
「
山
淳
之
入
」
に
記
さ
れ
た
数
量
は
三
高

斤
儀
で
あ
る
。
こ
れ
は
年
産
額
の
一
一
%
ま
た
は
そ
れ
以
下
の
小
さ
な

数
字
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
み
る
と
贋
東
の
銭
は
ご
く
一
部
し
か
中
央

政
府
に
は
牧
納
さ
れ
な
か

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
尤
も
こ
の
銭
は

ほ
と
ん
ど
浸
銅
作
業
の
材
料
と
さ
れ
て
い
た
の
で
、
中
央
に
牧
納
さ

れ
る
量
が
少
な
か
っ
た
こ
と
に
も
よ
ろ
う
。

し
か
し
と
に
か
く
ハ
1

ト
ウ
占
ル
の
い
う
ご
と
く
一

律
に
一

O
倍、

つ
ま
り
歳
課
の
量
と
し

F
町

υ
唱

i

て
元
豊
元
年
の
牧
納
額
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

筆
者
は
む
し
ろ

η
l
ト
ウ
ェ
ル
の
示
す
数
字
は
下
限
的
な
も
の
で
あ

ろ
う
と
考
え
る
。
か
つ
て
筆
者
も
二
割
課
税
と
み
て
宋
史
食
貨
志
の

@
 

数
字
か
ら
、
三
蔦
ト
ン
と
い
う
量
を
考
え
た
が
、
む
し
ろ
最
低
三
・

五
高
ト
ン
と
訂
正
し
た
い
。

一

問
題
は
「
山
淳
之
入
」
の
解
緯
で
あ
る
。
さ
き
に
記
し
た
よ
う
に

ハ
1
ト
ウ
ェ
ル
は
こ
れ
を
民
営
鎖
業
に
闘
す
る
別
性
格
の
税
租
と
考

し
か
し
こ
れ
は
や
は
り
日
野
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
別
時
期

え
た
。

の
歳
諜
の
牧
錨
額
で
あ
ろ
う
。
こ
の
数
字
は
税
租
之
入
と
弁
列
し
て

記
さ
れ
、
園
朝
合
閏
要
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
前
に
し
め
し
た
元
豊
元
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〔文献通考，宋曾要食貨より〉

|至道末年 |天穏年間 |皇紡年間 |治卒年間|元塑元年 |山海之入

金 14，000 15，095 5，439 10，710 1，048 
銀 145，000 883，000 219，829 315，223 215，385 129，460 
銅 4，122，000 2，675，000 5，100，834 6，970，000 14，605，969 21，744，749 
織 5，148，000 6，293，000 7，241，001 F 5，501，097 5，659，646 
鉛 793，000 447，000 98，151 F 9，197，335 7，943，350 
錫 269，000 291，000 330，695 1，330，000 2，321，"898 6，159，291 

水 銀 2，000 2，201 2，200 3，356 2，115 
朱 砂 5，000 2，800 3，646 2，708 
(軍位:斤〉

宋代政府枚鍛額

年
の
牧
は
績
園
朝
曾

要
の
引
用
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
数
字
は
そ

の
ま
ま
「
玉
海
」
(
巻

一
八

O
)
に
引
用
さ

れ
て
お
り
、
錨
を
産

す
る
の
州
は
十
三
で

あ
っ
た
。
し
か
し
こ

の
「
山
津
之
入
」
の

示
す
数
字
は
や
や
奇

妙
で
あ
る
。

「
文
献

通
考
」

(
巻
十
八
〉

に
宋
代
の
鏑
産
の
数

字
が
整
理
さ
れ
て
お

り
、
こ
れ
に
元
豊
元

年
の
数
字
と
山
淳
之

入
の
数
字
を
な
ら
ベ

て
み
る
と
上
表
の
よ

う
に
な
る
。

一
見
し
て
気
づ
か
れ
る
の
は
金
の
量
が
異
常
に
少
な
い
こ
と
と
、

銅
産
額
の

E
大
さ
で
あ
る
。

し
か
し
元
盟
の
一
寓
絵
柄
の
牧
額
は
、

質
は
登
州
が
四
千
七
百
雨
、

莱
州
四
千
八
百
雨
の
産
出
が
あ

っ
た
か

ら
で
あ
る
。
登
莱
二
州
が
開
設
さ
れ
た
の
は
天
聖
年
間
で
「
天
聖
中

登
莱
採
金
、
歳
盆
数
千
両
」
(
宋
史
食
貨
志
〉
と
い
わ
れ
て
い
る
。

鎖
山
の
輿
肢
が
直
ち
に
産
額
を
大
き
く
時
変
動
さ
せ
た
。
同
じ
こ
と
は

銅
の
産
出
に
つ
い
て
も
み
ら
れ
る
。
二
千
二
百
蔦
斤
と
い
う
数
字
は

宋
代
の
銅
牧
額
の
最
高
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
内
諾
を
み
る
と
贋
南
東

つ
ま
り
廉
東
の

路
で
二
千
百
高
斤
と
い
う
数
量
を
し
め
し
て
い
る
。

山
今
水
場
の
産
額
が
ほ
と
ん
ど
大
部
分
を
し
め
て
お
り
、
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そ
れ
に
よ

っ

て
銅
の
産
額
が
左
右
さ
れ
た
の
で
る
る
。
出今
水
場
は
至
和
二
年
に
開

鼓
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
産
額
は
や
は
り
か
な
り
の
動
揺
を
み
せ
て

い
る
。
例
え
ば
崇
寧
四
年
の
麿
東
漕
臣
玉
突
の
言
に
「
嘗
領
常
卒
、

講
求
山
淳
之
利
、
与
水
一
場
、
去
年
牧
銅
、
比
租
額
増
三
高
九
千

百
斤
、
較
之
常
年
亦
増
六
十
六
高
一
千
斤
」

(
宋
史
食
貨
志
〉
も
そ

の
一
例
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
う
し
た
数
字
の
異
常
さ
も
嘗
時
の
未
設

達
な
採
鎖
冶
金
技
術
で
は
嘗
然
の
こ
と
で
あ

っ
た。

ま
た
南
宋
の
張

端
義
は
同
地
の
銅
が
二
贋
で
は
ひ
ろ
く
使
用
さ
れ
、
曾
子
な
ど
は
全

た
く
用
い
な
い
こ
と
を
「
貴
耳
集
」

(
巻
下
〉
で
記
し
て
い
る
。
中



央
に
牧
納
さ
れ
な
い
銅
の
量
も
多
か
っ
た
。
政
策
に
よ
っ
て
牧
銅
量

は
か
な
り
動
揺
し
た
ら
し
い
。

そ
こ
で
こ
の
山
淳
之
入
の
数
字
の
異
常
さ
も
嘗
時
と
し
て
は
ふ
つ

う
の
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
民
営
鎖
業
の
歳

課
と
す
れ
ば
、
織
は
さ
て
お
き
、
銅
も
同
じ
く
十
倍
し
た
数
字
が
そ

の
産
額
と
な
り
、

ハ
ー
ト
ウ
ム
ル
の
ご
と
く
扱
か
え
ば
租
額
の
十
倍

を
加
え
て
銅
の
年
産
は
最
低
で
二
一
高
ト
ン
除
と
な
る
。

宋
が
銅
銭
の
絞
乏
に
な
や
ん
だ
の
は
名
高
い
こ
と
で
・あ
る
。
あ
い

つ
ぐ
銅
鎮
の
開
震
も
い
つ
も
銅
銭
の
絞
乏
を
お
ぎ
な
う
た
め
で
あ
っ

た
。
張
方
卒
の
諌
議
に
「
公
私
上
下
並
ビ
ニ
銭
ノ
乏
シ
キ
ニ
苦
シ

ム
、
百
貨
通
ゼ
ズ
人
情
磐
迫
ス
、
之
ヲ
銭
荒
ト
イ
ウ
:
:
:
十
銭
ヲ
錆

熔
シ
テ
精
銅
一
雨
ヲ
得
、
器
用
ヲ
造
作
ス
レ
パ
利
ヲ
穫
ル
コ
ト
五
倍

(
宋
史
食
貨
志
)
と
い
う
よ
う
な
情
況
は
常
に
展
開
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
多
く
の
例
は
日
野
氏
論
文
に
く
わ
し
い
。

⑮
 

さ
て
宋
初
の
デ
ー
タ
で
は
銅
八
十
一
高
斤
、
鉛
二
十
六
高
斤
、
錫

ス
L 

十
六
高
斤
を
用
い
て
銭
三
十
蔦
貫
を
鋳
造
し
て
い
る
。
こ
の
率
で
約

二
一
蔦
ト
ン
、
す
な
わ
ち
三
、
六
五

O
蔦
斤
を
用
い
て
銅
銭
を
つ
く

て

三

五

O
高
貫
の
銅
銭
を
鋳
造
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
す
れ
ば
、

~21 

る
。
し
か
も
歳
露
で
あ
る
。

し
か
し
食
貨
志
を
検
し
て
も
こ
れ
だ
け

多
量
の
銅
銭
を
鋳
造
し
た
例
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
き
び
し
い
銅
銭
の

流
出
の
禁
止
や
他
の
用
途
へ
の
使
用
禁
止
を
く
ぐ
っ
て
消
費
さ
れ
る

銅
の
量
を
考
え
て
も
、
こ
れ
だ
け
の
量
の
銅
生
産
は
十
分
硬
貨
を
供

給
す
る
分
は
あ
る
。
銭
荒
の
現
象
は
起
る
は
ず
が
な
い
。
銭
の
み
を

と
り
あ
げ
な
い
で
銅
と
卒
行
に
考
え
て
ゆ
く
と
こ
う
し
た
結
論
が
で

て
く
る
。
従
っ
て
山
淳
之
入
の
数
字
は
、

や
は
り
日
野
氏
の
い
う
ご

と
く
別
個
の
時
期
の
数
字
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
量
は
約
三
高
四
千

ト
ン
と
な
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
量
を
下
限
と
み
て
も
、
三
官
同
五
千
、
乃
至
四
高

F
D
 

r
D
 

噌

E
A

ト
ン
と
い
う
織
の
生
産
は
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
れ
が

い
わ
ゆ
る
産
業
革
命
の
原
因
と
な
ら
な
か

っ
た
こ
と
は
歴
史
の
し
め

す
如
く
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
中
園
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
異
な

っ
て
E
大

な
人
口
と
土
地
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
こ
と
は
筆
者
は
す
で
は
前
論
文
で
記
し
た
こ
と
が
あ
る
。

ま
た
宋
代
の
錨
の
用
途
は
大
別
し
て
硬
貨
の
製
造
、

造
、
混
一
式
牧
銅
の
原
料
で
あ

っ
た。

兵
器
の
製

こ
の
う
ち
錨
銭
の
需
要
と
供
給

に
つ
い
て
は
日
野
氏
も
論
じ
て
い
ら
れ
る
の
で

』
こ
で
は
く
り
か

え
さ
な
い
。

」
れ
に
つ
ぐ
も
の
と
し
て
兵
器
の
用
途
が
大
き
か
っ

た
。
宋
の
兵
器
は
な
か
な
か
豊
富
に
銭
を
利
用
し
た
よ
う
で
あ
る
。
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至
道
二
年
二
月
の
詔
に
「
光
明
細
鋼
甲
」
を
土
卒
に
給
し
て
い
た
こ

と
が
あ
る
。

一
種
の
鎖
か
た
び
ら
で
あ
ろ
う
。
天
聖
四
年
に
は
銭
槍

一
高
五
千
が
造
ら
れ
て
い
る
。
照
宮
「
五
年
に
は
鈍
の
長
さ
尺
除
、

長
三
尺
絵
、
首
は
大
環
と
な
る
と
い
う
斬
馬
万
と
呼
ぶ
大
刀
が
数
蔦

口
製
作
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
元
豊
元
年
の
短
刀
万
は
五
高
五
千
、

元
盟
五
年
七
月
の
邸
延
路
計
議
，
遂
事
所
の
奏
で
は

「
縛
銭
百
菌
、

工
匠
千
人
、
鍛
生
熟
五
禽
斤
、
牛
馬
皮
高
張
」
を
兵
器
材
料
と
し
て

ま
た
紹
興
三
年
の
甲
式
で
は

一
甲
の
重
さ
四
九
斤
十

二
雨
、
新
式
で
四
五
|
五

O
斤
と
な

っ
て
い
る。

こ
れ
ら
は
す
べ
て

給
し
て
い
る
。

錨
製
で
あ

っ
た
。

さ
き
の
五
高
斤

一
個
の
重
さ
三

0
キ
ロ
グ
ラ
ム
。

で
も
千
人
分
の
甲
し
か
で
き
な
い
。
そ
の
ほ
か
銭
愉
擁
揮
、
銭
巣
な

ど
銭
製
兵
器
の
種
類
は
多
い
。
こ
れ
ら
の
例
は
す
べ
て
宋
史
兵
志
、

武
経
総
要
前
集
な
ど
で
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

元
で
は
さ
ら
に
鍛
の
用
途
は
ひ
ろ
が
っ
て
レ
た
。
大
徳
三
年
、
鏑

鍛
局
で
は
丁
錦
子
、
銭
手
、
校
保
な
ど
の
製
造
に
東
餓

一
高
二
、

九
九
斤
、
南
鍛
四
、

五
五
九
斤
を
使
用
し
た
。
儒
道
像
の
塑
像
、
併

像
な
ど
の
製
作
に
も
豊
富
に
織
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
コ
充
代

重
塑
記
」
に
み
え
て
い
る
。

分

厚
さ
四
寸
五

二
、
三
十
石
入
り
と
い
う
大
鍛
鑑
十
個
と

そ
の
ほ
か
高
さ
四
尺
、

周
圏
一
丈
七
尺
、

か
、
澗
さ
六
尺
三
寸
、
高
さ
四
尺
三
寸
、
周
闇
二
丈
、
厚
さ
二
寸
四

分
の
銭
釜
、

長
さ
九
尺
二
寸
の
銭
棺
と
い

っ
た
も
の
が

「
湧
憧
小

刀

口
問
」

(各
四
)
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

E
大
物
の
鋳
造
も
よ
く
護
達

し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

」
れ
と
と
も
に
大
き
な
消
費
量
が
あ

っ
た
の
は
、
混
式
牧
銅
に
よ

る
鍛
の
使
用
で
あ
る
。
潟
式
牧
銅
で
は
鍛
板
の
表
面
に
銅
を
析
出
さ

せ
る
。
そ
の
た
め
に
畿
が
ぜ
ひ
と
も
必
要
で
あ

っ
た
。

紹
興
三
二
年

の
数
字
で
は
記
録
さ
れ
た
も
の
の
み
で
賞
に
八
三
高
斤
の
大
量
が
濃

@
 

式
牧
銅
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
宋
の
勢
威
の
衰
え
た
時
期
に
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し
て
な
お
こ
の
量
が
あ
る
の
は

い
か
に
そ
の
用
が
大
き
か

っ
た
か

を
推
測
さ
せ
る
。

ま
た
信
州
の
鉛
山
場
で
は
三
入
蔦
斤
、
凶
今
水
場
で

は
八
O
蔦
斤
の
銅
を
模
式
で
得
て
レ
る
。
潟
式
牧
銅
で
は
識
は
ほ
ほ

銅
の
三
倍
が
入
用
で
あ
る
。
鉛
山
場
、
与
山
場
の
濃
式
銅
の
た
め
に

は
、
前
者
は
一
一
四
寓
斤
、
後
者
は

二
四
O
高
斤
、
計
三
五
四
蔦
斤

と、

二
カ
所
で
も
大
量
の
識
が
必
要
だ

っ
た
。
し
か
も
三
倍
と
い
う

位
定
は
、
賓
の
と
こ
ろ
ま
だ
甘
い
か
も
し
れ
な
い
。
前
に

ひ
い
た
貴

耳
集
に
み
え
る
数
字
で
は
、
出
今
水
場
で
は
銭
百
蔦
斤
を
用
レ
て
銅

十
高
斤
と
記
し
て
い
る
。
こ

の
場
合
は
寅
に
五
倍
で
あ
る
。
こ
の
率

を
用
レ
る
な
ら
ば
、
織
の
必
要
量
は
さ
ら
に
大
き
い
も
の
と
な
る
。



硬
貨
の
不
足
の
た
め
に
宋
代
を
逼
じ
て
行
わ
れ
た
銅
の
増
産
に
、
き

わ
め
て
多
く
の
織
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

宋
代
、
大
量
に
生
産
さ
れ
た
織
は
こ
う
し
て
消
費
さ
れ
て
レ
た
の

で
あ
る
。
時
期
的
に
は
饗
化
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
大
き
な
用
途
は
硬

貨
、
兵
器
、
銅
生
産
の
た
め
の
媒
鐙
だ
っ
た
。
銅
生
産
の
媒
鐙
と
い

う
こ
と
は
、
間
接
的
に
は
通
貨

へ
の
使
用
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
銅

は
通
貨
用
に
集
中
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
。

従

っ
て
宋
代
の
識
は
、

い
わ
ば
通
貨
、
兵
器
と
い
う
政
治
鐙
制
の

維
持
と
強
化
の
材
料
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

ぅ。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
が
農
具
、

そ
の
他
各
種
の
道
具
に
も
用
い
ら

れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
そ
の
大
部
分
は
生
産
経
済

外
の
分
野
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
だ

っ
た
。
通
貨
に
よ
る
流
通
経
済

は
、
た
し
か
に
大
き
く
宋
代
に
は
護
展
し
た
。
曾
子
、
交
子
の
よ
う

な
手
形
の
流
通
は
、
商
業
資
本
の
成
長
を
し
め
し
て
は
レ
る
。

し
か

し
生
産
面
の
技
術
的
な
革
新
に
劃
し
て
銭
は
有
効
に
働
い
て
い
な

い
。
石
炭
も
銭
生
産
に
利
用
さ
れ
、
陶
磁
の
焼
成
に
も
用
い
ら
れ
て

い
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
べ
つ
に
燃
料
に
封
す
る
革
新
で
は
な
い
。

薪
炭
に
代
る
新
し
い
燃
料
と
し
て
の
着
目
に
す
ぎ
な
い
。
石
炭
の
高
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熱
や
焔
の
特
性
の
利
用
な
ど
は
全
た
く
無
視
さ
れ
て
い
た
。

銭
の
産
額
や
石
援
の
利
用
に
の
み
注
意
す
れ
ば
、

ヨ

l
ロ
ヴ

パ
資

本
主
義
の
誕
生
に
似
た
燦
件
は
み
と
め
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
を

E
大
な
面
積
と
人
口
を
も
っ
中
園
で
の
分
布
を
考
え
れ
ば
、

い
う
に

た
り
な
い
少
量
で
あ
る
。

し
か
も
二
、
三
の
技
術
的
な
革
新
は
、
決

し
て
産
業
革
命
や
資
本
主
義
を
生
む
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
も

土
地
、
資
本
、
務
働
の
自
由
な
活
動
が
は
る
か
に
大
き
な
意
味
と
役

割
を
も
っ
。
宋
代
に
資
本
主
義
の
芽
を
み
よ
う
と
す
れ
ば
、
技
術
的

な
面
よ
り
も
こ
の
面
に
お
い
て
で
あ
ろ
う。

な
お
ハ

l
ト
ウ
ム
ル
の

論
文
は
、
薮
内
先
生
の
御
一
市
教
に
よ

っ
て
知
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
記
し
て
、
感
謝
の
意
を
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
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① 注
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巾
ロ
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冊
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由
口
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円
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日
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戸
也
印
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・

中
国
古
代
冶
銭
技
術
的
登
明
和
愛
展
:
楊
寛
一
忌
勾

天
工
関
物
の
製
錬
・
鋳
造
技
術
一
呂
田

中
国
古
代
の
金
属
技
術
:
東
方
摩
報

N
f
s
g

明
師
牌
鍛
生
融
情
(
中
闘
田
野
考
古
報
告
集
丁
十
三
〉
一

s
s

満
洲
鞍
山
附
近

K
於
て
褒
掘
せ
る
古
代
の
鍛
具
類
:
俵
園
て
鍛
と
鋼

五
、
十
一
一

hss

鏑
卸
し
鍛
法
及
銑
卸
し
織
法
に
就
て
:
俵
闘
で
鍛
と
鋼
六
、
六
一

5
8

日
本
刀
の
原
料
と
し
て
庖
丁
鍛
卸
し
鍛
:
俵
圏
一
:
織
と
鋼
五
、
十
一

回
申
]
戸
也
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註
③
論
文

北
宋
時
代
に
於
け
る
銅
・
織
の
産
出
額
に
就
い

て
:
日
野
関
三
郎
〈
東

洋
撃
報
、

M
N〉

北
宋
時
代
に
於
け
る
銅
銭
銭
の
鋳
造
額
に
就
い
て
:
日
野
関
三
郎
(
史

謬
雑
誌
、
念
)

〉
河
内
〈

D
Z
t
oロ
E
F
刊
の
7
5叩
協
同
円
。
ロ
曲
目
門
目
。
D同
一
回
口
仏

C
2
2
2

⑬ 

唐
本
の
値
段

唐
船
が
長
崎
に
舶
載
し
た
唐
本
は
、
書
物
改
役
向
井
家
に
よ
っ
て

〔
除
白
録
〕

キ
リ
シ
タ
ン
禁
止
の
園
禁
に
ふ
れ
る
内
容
が
あ
る
か
な
い
か
検
閲
さ

れ
た
後
、
長
崎
曾
所
の
書
物
目
利
に
よ
っ
て
値
段
が
つ
け
ら
れ
、
唐

人
が
そ
の
値
段
で
寅
却
す
る
こ
と
を
承
知
す
る
と
入
札
に
附
さ
れ

る
。
書
物
目
利
の
こ
の
仕
事
を
値
組
(
直
組
と
書
く
)
と
い
い
、

の
値
段
が
元
代
で
あ
る
。
弘
化
二
年
の
例
で
あ
る
が
、
細
川
文
韻
府
一

貫
目
(
一
貫
七
百
十
匁
〉
、

五
編
通
鑑
四
百
目
(
一

貫
二
百
三
十
四

匁
〉
、
皇
朝
鰹
世
文
編
百
五
十
目
(
三
百
二
十
目
〉
、
明
史
稿
百
五
十

目

(
三
百
五
十
二
匁
一
分
〉
、
明
史
紀
事
本
末
三
十
目
(
六
十
目
)
な

ど
の
元
代
で
、
括
弧
の
中
は
落
札
値
で
あ
る
。
こ
の
年
の
米
債
卒
均

は
一
石
九
十
三
匁
三
分
五
厘
で
あ
っ
た
と
い
う
。
落
札
し
た
商
人
は

⑬ ⑬ ⑫@  

L
E
ユ
ロ
四

F
o
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D
2
7
0円ロ

ωz=m-
由
自

(
)
l
H
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M
O
〉
-
U・
一
出
血
ユ
毛
布
F

河
・
(
吋

7
0
』

O
Z『

E-
o『
〉

2
2
ω
Z
《
出
品
目
〈

D
-
-
N
r
s
a
H
|∞
凶
〉

宋
曾
要
輯
稿
、
食
貨
三
三

註
②
論
文

宋
史
食
貸
志
、
銭
幣

宋
曾
要
穏
柄
、
食
貸
三
三

諸
掛
り
に
利
潤
を
加
算
し
て
江
戸
や
大
阪
の
荷
請
問
屋
へ

、迭
り
、
更

に
利
潤
が
加
え
ら
れ
て
:
:
:
需
要
者
の
手
に
入
る
。
同
じ
年
、
阿
蘭

陀
船
の
持
っ
て
来
た
金
の
挟
時
計
が
元
代
一
貫
六
百
九
十
目
、
遠
目

鏡
が
元
代
四
百
三
十
八
匁
一
分
、
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コ
ー
ヒ
ー
豆
が
一
斤
五
分
一
厘

毛
五
弗
で
あ

っ
た
。
落
札
値
は
わ
か
ら
な
い
。

ま
た
こ
の
年
競
源
の

そ

聖
武
記
が
初
め
て
一
部
渡
来
し
た
が
元
代
二
十
五
匁
、
大
清
一
統
志

は
め
っ
た
に
来
な
い
が
、
嘉
永
五
年
子
二
番
船
に
二
部
積
ん
で
い
て

一
部
元
代
四
貫
目
、
聖
武
記
も
、

一
統
志
一
部
も
老
中
阿
部
伊
勢
守

正
弘
が
買

っ
た
。
老
中
や
若
年
寄
は
元
代
に
五
割
増
で
優
先
的
に
手

に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
洋
装
本
の
安
い
事
は

嬉
し
く
、
政
治
の
要
路
に
あ
る
者
が
勉
強
し
な
く
な
っ
た
の
は
悲
し

し、。

(
大
庭

備
'-' 


