
&
ト
リ
£
局
、
。
ル

第
二
十
七
巻
第
三
競
昭
和
四
十
三
年
十
二
月
稜
行

唐

代

月

俸

制

の

成

立

に

つ

い
て

|
|
唐
官
僚
俸
鵡
放
の

一
ーー
ー

横

山

裕

男

ま

え

が

き

-1-

惰
唐
の
社
舎
が
、
中
園
史
上
に
於
い
て
、
後
に
績
く
宋
以
後
の
新
し
い
社
曾
の
出
現
を
準
備
し
た
と
い
う
意
味
で
き
わ
め
て
注
目
さ
る
べ
き

祉
舎
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
否
定
さ
る
べ
く
も
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
社
舎
を
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
性
格
を
も
つ
も
の
と
し
て
中
園
史
上
に

位
置
づ
け
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
研
究
者
の
持
ち
出
す
答
は
さ
ま
、
ざ
ま
で
あ
る
。
惰
唐
の
歴
史
的
性
格
を
中
園
史
上
に
ど
う
位
置
づ
け

る
か
。

中
園
史
研
究
者
に
な
げ
か
け
ら
れ
つ
づ
け
る
古
く
し
て
新
し
い
こ
の
課
題
に
雁
う
ベ
く
、
多
く
の
研
究
者
が
さ
ま
ざ
ま
な
視
角
か
ら
遁

究
を
つ
づ
け
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
追
究
の
成
果
と
し
て
、
惰
唐
の
社
舎
が
も
っ
き
わ
め
て
特
徴
的
な
性
格
の
一
つ
と
し
て
、
こ
の
祉
舎
が
整

然
と
整
え
ら
れ
た
官
僚
制
秩
序
の
支
配
下
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
律
令
制
も
つ
ま
る
と
こ
ろ
は
官
僚
制
秩
序
維
持

の
た
め
の
施
策
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
律
令
が
規
定
す
る
官
僚
の
た
め
の
諸
特
権
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
官
僚
制
の
中
に
生
き
た
官
僚
と
い

う
も
の
の
性
格
を
探
る
こ
と
は
官
僚
制
秩
序
の
あ
り
方
を
解
き
ほ
ぐ
し、

そ
の
支
配
下
に
成
立
し
た
社
舎
の
歴
史
的
性
格
を
解
明
す
る

一
つ
の

方
法
で
あ
る
と
思
う
。
私
は
そ
の
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
、
唐
代
の
官
僚
を
支
え
る
経
済
的
制
度
の
一
つ
で
あ
る
俸
樵
制
を
分
析
し
た
い
と

247 
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思
う
。唐

代
の
官
僚
に
射
す
る
給
興
は
大
別
し
て
俸
融
と
色
役
及
ひ
職
固
と
か
ら
な
る
。
俸
蔽
は
現
物
給
興
の
株
米
と
貨
幣
給
興
の
俸
銭
で
あ
り
、

色
役
は
人
民
を
指
定
徴
渡
し
て
官
僚
の
使
役
に
供
す
る
特
殊
な
傍
働
力
で
あ
り
・、
職
回
は
一
定
量
の
土
地
を
指
定
し
て
人
民
を
募
っ
て
耕
作
さ

せ
、
牧
陛
物
の
一
定
部
分
を
租
と
し
て
官
僚
の
枚
入
と
す
る
た
め
の
団
地
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
官
僚
に
給
さ
れ
る
色
役
は
直
接
身
役
と
し
て

よ
り
も
、
身
役
に
か
わ
る
一
定
の
銭
額
(
資
課
〉
に
換
算
さ
れ
て
支
給
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
次
第
に
俸
銭
の

一
費
目
に
な
る
も
の
で
あ
り
、

本
来
の
俸
銭
よ
り
も
、
官
僚
の
貨
幣
牧
入
中
に
占
め
る
役
割
は
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、

同
じ
く
俸
銭
と
は
い
う
も
の
の
、

内

容
は
多
様
で
あ
り
、
は
じ
め
は
支
給
す
る
に
あ
た
っ
て
も
費
目
に
よ
司
て

別
途
に
支
給
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
に
給
付
手
摺
き
が
煩
雑
に
な

り
、
間
隙
に
乗
じ
て
種
々
の
不
正
が
生
ず
る
こ
と
も
い
な
め
な
か

っ
た。

そ
こ
で
、
開
元
二
十
四
年
六
月
に
至

っ
て
本
来
の
俸
銭
と
責
諜
換
算

給
付
の
色
役
の
特
定
の
も
の
を
す
べ
て

一
括
し
て
月
俸
と
し
て
給
付
す
る
こ
と
に
な
り
、
月
俸
制
が
成
立
し
た
。
俸
銭
支
給
が
月
俸
制
に
よ
司

て
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
唐
代
に
始
ま
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
曲
目
系
を
よ
り
複
雑
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
唐
代
の
官
僚
が
一
般
的
に
み
て
、
南
北

朝
の
私
的
な
経
済
力
に
生
活
の
基
盤
を
も
っ
た
官
僚
に
く
ら
べ
て
、
よ
り
い
ち
じ
る
し
く
経
済
的
基
盤
を
官
僚
制
秩
序
そ
の
も
の
の
中
に
求
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
寄
生
的
性
格
を
も
っ
存
在
で
あ
っ
た
一
面
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
月
俸
制
は
こ
の
後
、
大
暦
十
二
年
、

貞
元
四
年
の
二
回
に
わ
た
る
改
訂
を
程
て
整
備
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、

そ
の
た
び
ご
と
に
興
味
あ
る
問
題
を
提
供
し
て
い
る
。
本
稿
で

- 2 ー

は
、
開
元
二
十
四
年
に
お
け
る
月
俸
制
の
成
立
を
中
心
に
分
析
し
た
い
と
思
う
。

月
俸
制
成
立
前
の
俸
銭

俸

銭

こ
こ
に
い
う
俸
鋭
と
は
、
本
来
の
俸
銭
の
意
味
で
あ
る
。
俸
銭
は
、

通
血
ハ
巻
三
五
蘇
秩

開
元
二
十
四
年
六
月
の
僚
に
、
月
俸
制
の
成
立
を

記
し
た
の
ち
に
、



其
敷
目
、
園
初
以
来
、
即
有
中
開
色
目
、
或
有
加
減
。
今
方
篤
定
制
。

と
注
し
て
い
る
の
に
よ
れ
ば
、
唐
初
に
は
、
そ
の
費
目
に
も
種
々
あ
り
、
支
給
額
も

一
定
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
け

れ
ど
も
、
通
典
巻
三
五
融
秩
開
元
十
年
の
僚
の
殺
の
一
節
に、

防
閤
・
庶
僕
、
奮
制
季
分
。
月
俸
・
食
料
・
雑
用
、
即
月
分
諸
官
。
麿
月
位
向
。

ま
た
高
宗
治
世
の
こ
ろ
の
こ
と
と
し
て
、

凡
京
文
武
正
官
、
毎
歳
供
給
俸
食
等
銭
(
弁
防
閤
・
庶
)
線
一
十
五
寓
三
千
七
百
二
十
貫
。

F

僕
及
雑
銭
等
」

と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
本
来
の
俸
銭
が
月
俸
・
食
料

・
雑
用
な
ど
の
費
目
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
た
の
は
高
宗
治
世
(
六
四
九

i
六
八
二
)
の
こ

ろ
で
、
新
唐
書
巻
五
五
食
貨
志
が
高
宗
頃
の
も
の
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
費
目
の
月
額
を
遁
典
と
閉
じ
記
載
に
つ
づ
け
て
記
る
し
て
い
る
数
字
が

正
し
い
と
す
れ
ば
、
高
宗
治
世
に
は
俸
銭
の
各
費
目
は
す
で
に
月
給
と
さ
れ
て
開
元
十
年
に
は
費
目
額
も
一
定
額
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

@
 

る
。
新
唐
書
巻
五
五
食
貨
志
に
よ
れ
ば
、
京
官
及
び
行
署
が
一
ヶ
月
に
う
け
と
る
俸
鎮
の
各
費
目
別
の
銭
額
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

と
あ
り
、

雑 食 月

用 料 俸

一 八、、

i¥ 

8 え
一 ノ、、

8 0 8 
一

豆原て回蕃
8 
ー七

七0 0 
五 四

8 8 
、

_8_ 8 -8 Q-

五

、

四0 0 
-O Q四ー

~ 

iL 
ノ、

、

一 一 七 七
五

一五♀一
五。 。
一、

一 一一 八

五。。。」三
、

一 一 。九

I_B_ 五。五。
一
行署

/ 。0 四
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こ
の
表
で
三
品
の
欄
は
、
新
唐
書
に
は
、

三
口
問
。
月
俸
五
千
一
百
、
雑
用
九
百
。

と
あ
り
、
食
料
を
依
い
て
い
る
が
、
逼
鑑
巻
二

O
五
則
天
后
紀

-延
載
元
年
八
月
己
巴
の
僚
の
、
内
史
豆
直
欽
撃
が
突
厩
・
吐
蕃
の
侵
入
に
備

- 3ー
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え
る
軍
費
と
し
て
京
官
九
品
以
上
の
俸
料
二
ヶ
月
分
を
差
し
出
す
こ
と
を
請
う
た
記
事
の
胡
注
に
、
お
そ
ら
く
新
唐
書
食
貨
志
か
ら
と
思
わ
れ

る
唐
制
を
ひ
い
て
俸
料
数
を
あ
げ
て
い
る
が

そ
の
中
に
、

品
。
月
俸
五
千
一
百
、
食
料

一
千
一
百
、
雑
用
九
百
。

と
あ
る
の
と
見
く
ら
べ
る
と
、
新
唐
蓄
は
も
と
、

品
。
月
俸
五
千
(
食
料
一
千
)

一
百
、
雑
用
九
品
。

と
あ

っ
た
も
の
で
、
/、、

)
の
部
分
が
脱
落
し
た
の
で
あ
り
、
胡
注
の
月
俸
五
千
一
百
の

一
百
は
前
文
で
あ
ろ
う
。

よ
っ
て
表
の
ご
と
く
意
を

も
っ
て
正
し
た
。
高
宗
治
世
に
俸
銭
費
目
の
月
給
化
が
、

す
る
よ
う
に
、
開
元
二
十
四
年
(
七
三
六
)
、
月
俸
制
が
成
立
し
た
と
き
の
月
俸
の
費
目
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
、

績
し
た
と
思
わ
れ
、
通
典
の
注
に
記
す
よ
う
な
欣
態
は
、
太
宗
の
貞
観
年
聞
の
も
の
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。

開
元
十
年
前
に
は
そ
の
一
定
額
が
ほ
ぼ
定
ま

っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
後
に
検
討

月
俸
費
目
は
饗
更
な
し
に
存

貞
観
年
間
に
於
け
る
公
騨
本
銭
の
設

置
、
贋
止
の
次
第
に
つ
い
て
ふ
れ
た
が
、

そ
こ
に
表
れ
た
限
り
で
は
俸
銭
の
内
容
ま
で
を
知
り
得
る
史
料
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
先
引
の
通
典

官
僚
に
俸
銭
が
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
い
つ
か
ら
か
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、

@
 

ら
の
こ
と
と
す
る
の
が
遁
首
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

お
そ
ら
く
太
宗
治
世
に
入

っ
て
か

- 4 ー

私
が
以
前
、
捉
銭
戸
に
つ
い
て
分
析
し
た
時

の
文
は
、永

徽
元
年
。

悉
底
膏
士
等
、
更
以
諸
州
租
庸
脚
直
充
之
。

後
、
文
以
税
銭
魚
之
、

而
罷
其
息
利
。

其
後
、

又
令
薄
賦
百
姓

一
年
税
銭
、

(
中
略
〉
毎
月
牧
息
、

以
充
官
俸
。
其

と
あ
る
後
に
つ
づ
く
も
の
で
、
防
閤

・
庶
僕
等
の
色
役
資
課
も
俸
銭
と
同
じ
観
念
で
遇
せ
ら
れ
、

て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
杜
佑
も
後
の
月
俸
の
骨
子
に
な
っ
た
費
目
は
永
徽
元
年
以
後
に
於
い
て
は

っ
き
り
と
し
た
姿
を
あ
ら
わ
し
た
と
考
え
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
っ

と
も
、
こ
の
文
面
か
ら
推
し
て
月
俸

(
欄
一
位
計
畑
一
問
認
知
月
)
・
食
料
は
か
な
り
以
前
か
ら
俸
銭
の
主
要
な
費
目

雑
銭
と
は
、
そ
の
他
の
こ
ま
ご
ま
し
た
雑
多
な
費
自
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
も
こ
ま
ご
ま
し
た

他
に
月
俸

・
食
料

・
雑
銭
等
の
費
目
が
初
め

に
な

っ
て
い
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
り
、



費
目
を
い
ち
い
ち
掲
げ
る
煩
を
省
い
て
、
t

一
括
し
て
雑
銭
或
は
雑
用
と
い
う

一
費
目
に
し
た
の
が
，開
元
十
年
の
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
る
と
い
え
よ

ぅ
。
そ
の
意
味
で
、
新
唐
書
の
記
載
は
繋
年
は
と
も
か
く
と
し
て
か
な
り
信
用
度
が
高
い
と
判
断
し
て
差
支
え
な
い
と
思
う
。

以
上
は
京
官
の
場
合
で
あ
る
が
、
同
じ
く
俸
銭
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
の
費
目
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
し
か
も
支
給
に
あ
た

っ
て
は
別
途
に

な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
外
官
の
場
合
に
つ
い
て
ど
う
で
あ
っ
た
か
あ
ま
り
は
っ
き
り
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
お
そ
ら
く
同
じ
よ
う

な
事
情
の
下
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

)
 

O
L
 

(
 
責

課

は
し
が
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
官
僚
に
劃
す
る
給
興
の
一
項
目
に
一
般
人
民
を
義
務
的
に
指
定
徴
渡
し
て
そ
の
私
的
な
使
役
に
供
さ
せ
る

@
 

色
役
が
あ
っ
た
。
色
役
に
は
給
付
さ
れ
る
官
僚
の
身
分
に
よ

っ
て
防
閤

・
庶
僕

・
土
力

・
白
直
・
執
衣
等
の
名
稿
、が
あ
っ

た
が
、

」
れ
ら
は

定
額
以
内
の
貨
幣
を
納
付
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
身
役
か
ら
は
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
貨
幣
を
資
課
と
い
う
が
、

唐
書
食
貨
志
な
ど
に
そ
の
最
高
限
が
記
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
色
役
に
資
課
納
入
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
給
付
劉
象
た
る
官
僚
に
貨
幣

欲
求
が
強
け
れ
ば
、
色
役
提
供
者
た
る
人
民
の
意
向
と
は
開
り
な
く
資
課
徴
牧
の
方
に
力
が
傾
く
こ
と
を
意
味
す
る
。

通
典
巻
三
五
様
秩

貞

観
十
二
年
の
僚
に
、
そ
れ
ま
で
財
源
不
足
の
た
め
に
公
騨
本
銭
を
資
本
と
し
て
営
利
事
業
を
営
み
、
そ
の
利
盆
を
官
僚
の
俸
銭
に
ふ
り
む
け
て

六
典

・
通
典
・
新

- 5-

き
た
の
を
や
め
膏
土
の
納
課
に
き
り
か
え
た
こ
と
を
記
し
、

取
諸
州
上
戸
震
之
。
準
防
閤
之
制
而
牧
其
課
。

三
歳

一
更。

と
あ
り
、
唐
初
、
す
で
に
防
聞
は
身
役
よ
り
も
賀
課
の
方
に
重
黙
が
移

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
資
課
徴
牧
に
重
黙
が
移
る
と
そ
の
よ
う
な
色
'

役
は
俸
銭
の
一
費
目
と
し
て
観
念
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
想
像
に
か
た
く
な
い
。
通
典
巻
三
五
融
秩
に
記
さ
れ
た
高
宗
治
世
の

京
官
俸
銭
支
出
額
に
、

毎
歳
供
給
俸
食
等
銭
一弁
防
閤
・
庶
)
O

F

僕
及
雑
銭
等
」

ま
た
唐
禽
要
巻
九

て

内
外
官
料
銭
上

251 

と
見
え
る
の
も
、

乾
封
元
年
八
月
の
僚
に
、
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詔
。
京
文
武
官
腔
給
防
閤
・
庶
僕
・
俸
料
等
、
始
依
職
事
口
問
。
其
課
及
賜
、
各
依
本
品
。

と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
、
色
役
名
を
附
さ
れ
て
い
て
も
す
で
に
俸
銭
の
一

費
目
と
し
て
支
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
が
う
か
が
え
よ

う
。
ま
た
、
乾
封
元
年
の
詔
に
よ
れ
ば
、
俸
銭
化
し
た
色
役
の
責
課
は
官
僚
の
役
職
に
よ
っ
て
差
等
を
つ
け
て
給
付
さ
れ
、
そ
の
他
の
臨
時
的

な
目
的
の
た
め
に
給
さ
れ
る
役
(
資
課
〉
や
春
多
衣
な
ど
の
賜
物
が
散
官
の
口
問
秩
に
よ
っ
て
差
等
が
つ
け
ら
れ
る
の
と
は
取
扱
い
を
異
に
し
て

、
h

-

。

、iv
J
Iド資

課
は
俸
鎮
の
一
項
目
に
な
っ
た
が
、
こ
こ
に
そ
の
支
給
に
つ
い
て
の
問
題
が
生
じ
た
。
そ
れ
は
、
唐
曾
要
巻
九
一
内
外
官
料
銭
上

三
年
八
月
の
僚
に
叩

儀
鳳

詔
O
i
-
--
文
武
内
外
官
醸
給
俸
料
課
銭
、
及
公
騨
料
度
、
封
戸
租
調
等
、

遠
近
不
均
、
貴
賎
有
具
、
輪
納
筒
選
、
事
甚
銀
難
。

.

以
充
防
閤
・
庶
僕
・
脊
士
・
白
直
・
折
衝
府
伎
身
・
並
封
戸
・
内
〔
外
〕
官
人
俸
食
等
料
。

宜
令
王
公
己
下
・
百
姓
己
上
、
率
口
出
銭
、

と
あ
り
、
防
閤
・
庶
僕
等
の
資
課
と
し
て
給
さ
れ
る
銭
額
も
そ
の
財
源
は
王
公
己
下
に
課
さ
れ
る
税
銭
に
仰
い
で
い
て
、
色
役
の
指
定
は
な
く
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な
っ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
朝
廷
か
ら
官
僚
個
人
へ
の
過
程
に
於
い
て
で
あ
っ
て
、

人
民
か
ら
朝
廷
へ
は
依
然
と
し
て
身

役
菟
除
を
名
目
と
す
る
資
課
が
納
入
し
つ
づ
け
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

い
う
な
れ
ば
、

朝
廷
は
官
僚
へ
の
給
付
は
戸
税
に
よ

っ
て
す
ま
せ
、

人
民
か
ら
の
資
謀
そ
の
も
の
は
剰
徐
分
と
し
て
手
も
と
に
蓄
積
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
色
役
(
つ
ま
り
資
課
)

が
戸
税
の
中
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
史
料
に
は
っ
き
り
あ
ら
わ
れ
る
限
り
で
は
開
元
十
年
ま
で
は
色
役
名

目
の
俸
鏡
が
本
来
の
俸
銭
と
は
ち
が
っ
た
季
分
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
こ
れ
は
、
人
民
か
ら
の
資
課
徴
牧
が
毎
月
で
は
な
く
毎

季
一
回
づ
っ
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
原
因
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
戸
税
に
よ

っ
て
俸
銭
を
支
給
し
、

そ
の
中
に
特
定
の
資
課
換
算

の
色
役
を
ふ
く
む
こ
と
に
は
な
っ
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
色
役
で
あ
る
と
の
観
貼
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
支
給
を

同
じ
財
源
か
ら
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
各
費
目
が
支
給
の
方
法
を
別
に
し
て
い
る
こ
と
は
事
務
手
績
き
上
か
ら
も
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
は
な
く

な
る
。
開
元
十
年
、
防
閤
・
庶
僕
を
月
給
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
改
革
の
第

一
着
手
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
す
べ
て
め
費
目
を
一
括
支



、給
す
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
開
元
二
十
四
年
六
月
、
俸
銭
は
各
費
目
を
一
括
し
て
月
俸
の
名
稽
の
も
と
に
支
給
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

ニ

ー
月
俸
制
の
成
立

唐
舎
要
巻
九
一
内
外
官
料
鏡
上

開
元
二
十
四
年
六
月
の
僚
に
、

勅
。
百
官
料
鏡
、
宜
合
震
一
色
、
都
以
月
俸
錆
名
、
各
援
本
官
、
随
月
給
付
。

と
あ
り
、
官
僚
の
料
銭
は
月
俸
と
し
て
各
官
僚
の
職
を
根
擦
と
し
た
差
等
を
つ
け
て
給
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

考
察
し
て
み
よ
う
。

い
ま
京
官
・
外
官
の
別
に

)
 

4
E
A
・

(
 
京

官

月

俸

開
元
二
十
四
年
六
月
の
勅
の
後
に
附
さ
れ
た
京
官
月
俸
額
の
内
語
は
次
表

(
8
頁
〉
の

ω欄
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
官
僚
の
職
品
の

正
従
上
下
に
は
関
係
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
以
前
か
ら
確
定
し
て
い
た
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
表
が
外
宮
に
も
適
用
さ
れ
た
と
す

@
 

る
読
が
あ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
外
官
の
給
興
は
京
官
と
は
別
の
方
法
を
経
て
作
ら
れ
た
給
奥
盟
系
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
刺

史
・
鯨
令
等
の
月
俸
額
を
推
定
す
る
根
擦
と
す
る
の
は
あ
た
ら
な
い
ど
思
う
。
勅
文
中
の

「百
官
」
の
語
句
は
「
俸
料
を
月
俸
の
名
稽
に
よ
っ

て
一
括
支
給
す
る
こ
と
」
に
の
み
有
効
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
川
欄
に
つ
い
て
A
-
B
雨
欄
の
教
を
合
計
し
て
も
、
必
ず
し
も
C

欄
の
教
と
は
一
致
し
な
い
。
*
印
を
附
し
た
も
の
が
そ
れ
で
あ
り
、
各
費
目
の
中
に
あ
や
ま
り
が
あ
る
の
か
、
単
な
る
逼
計
の
あ
や
ま
り
な
の

か
ど
ち
ら
か
で
あ
る
と
思
う
。
い
さ
さ
か
煩
雑
に
な
る
が
、
各
費
目
ご
と
に
新
唐
書
巻
五
五
、
食
貨
志
に
記
る
す
数
字
を
刷
欄
に
示
し
、
検
討

@
 

を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
但
し
、
新
唐
書
は
防
閤
・
庶
僕
は
年
間
支
給
人
数
と
し
て
記
る
し
て
い
る
の
で
、
制
欄
の
防
閤
・
庶
僕
は
、
こ
れ
も

開
元
二
十
四
年
の
僚
に
組
額
だ
け
を
記
る
し
た
数
か
ら
A
欄
を
減
じ
た
散
を
記
し
た
。

253 
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A 

B 

C 

ノ弘、-

i立

雑

八
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七九

先
ず
、
防
閤
と
庶
僕
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
防
閣
は
五
品
以
上
に
、
庶
僕
は
六
品
以
下
に
給
さ
れ
る
も
の
で
、
名
稽
は
こ
と
な

っ
て
も
本

来
の
色
役
と
し
て
は
等
債
値
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
六
典
巻
三
戸
部
郎
中
員
外
郎
に
、
と
も
に
資
課
を
徴
牧
す
る
と
き
に
は
年
二
千
五
百

文
を
最
高
限
度
と
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
色
役
は
一
定
の
年
間
義
務
期
聞
を
有
し
、

資
課
は
義
務
期
間
に
提
供

月
に
つ
い
て
計
算
さ
れ
る
。
防
閤
・
庶
僕
に
つ
い
て
い
え
ば
、

さ
れ
る
傍
働
力
の
貨
幣
評
債
で
あ
る
と
い
え
よ
う
が
、
資
課
徴
牧
を
目
的
と
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
義
務
期
間
は

一
年
と
な
り
、

資
課
も
一

ケ

一
ヶ
月
二
百
八
文
強
が
傍
働
力
の
貨
幣
換
算
額
で
あ
る
。
い
ま
、
刊
欄
の
額
を

二
百
八
文
で
除
し
て
人
数
に
換
算
す
る
と
、

防
閣
は
一
品
九
六
人
、
二
品
七
二
人
、
三
品
四
八
人
、

四
品
三
三
人
、

五
品
二
四
人
、
庶
僕
は
六



品
十
人
、
七
口
問
七
人
、
八
品
三
人
、
九
品
二
人
と
な
る
。

こ
の
数
は
通
奥
及
び
新
唐
書
に
記
る
す
数
と
は
殊
に
庶
僕
に
お
い
て
く
い
ち
が
い
を

生
ず
る
。
む
し
ろ
、
六
典
巻
三
戸
部
郎
中
員
外
郎
に
、

凡
京
司
文
武
職
事
官
、
皆
有
防
閤
。

一
品
九
六
人
、

二
品
七
十
二
人
、

@
 

八
品
三
人
、
九
品
二
人。

品
三
(
嘗
作
四
〉
十
八
人
。

四
品
三
十
二
人
、

五
品
二
十
四

人
。
六
品
給
庶
僕
十
二
人
。
七
品
入
人
、

と
あ
る
数
に
近
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
こ
で
伺
欄
の

B
を
二
百
八
文
で
除
し
て
み
る
と
、
川
欄
と
く
い
ち
が
い
が
あ
る
四
品
、
六回
問
、
七
品

に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
三
十
二
人
、
十
二
人
、
八
人
と
い
う
数
が
得
ら
れ
、
少
な
く
と
も
開
元
二
十
四
年
に
於
い
て
は
六
典
の
記
述
が
信
用
す
べ

き
も
の
と
い
え
る
よ
う
で
あ
る
。
通
典
、
新
唐
書
の
記
述
が
全
く
根
接
の
な
い
も
の
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
数
は
開
元
二
十
四
年
以
前
光

宅
元
年
以
後
の
あ
る
時
期
に
於
い
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う。

通
典
巻
三
五
緑
秩

光
宅
元
年
九
月
の
篠
に
、

以
京
官
入
品
九
品
俸
料
薄
、
諸
入
品
、
毎
年
給
庶
僕
三
人
、
九
品
二
人
。

と
あ
る
が
、
光
宅
元
年
以
前
に
は
入

・
九
品
の
官
僚
に
庶
僕
は
給
さ
れ
な
か

っ
た
の
で
、
八

・
九
品
も
少
額
と
は
い
え
恩
典
に
興
る
よ
う
に
な
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っ
た
の
は
そ
れ
以
後
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
光
宅
元
年
と
い
う
年
は
則
天
武
后
に
よ
っ

て
唐
室
、
が
中
断
さ
れ
た
最
初
の
年
で
あ
る。

正

月
に
中
宗
が
即
位
し
て
嗣
聖
と
、
二
月
に
中
宗
が
慶
さ
れ
容
宗
が
即
位
し
て
文
明
と
、
そ
し
て
九
月
に
武
后
自
ら
が
即
位
し
て
光
宅
と
三
た
び

の
改
元
が
行
な
わ
れ
た
唐
、
武
周
ど
ち
ら
に
と
っ
て
も
紀
念
す
べ
き
年
で
あ
っ
た
。
改
元
と
同
時
に
、
官
名
の
饗
更
や
服
色
の
獲
更
が
行
な
わ

改
革
は
草
な
る
名
稿
や
服
色
の
蟹
更
に
の
み
と
ど
ま
ら

λ
・
九
品
官
に
劃
す
る
給
輿
上
の
恩
典
も
そ
の

一
環
で
あ
っ
た
わ
け
で
、

れ
た
が、

ず
、
下
層
官
僚
の
経
済
面
に
も
及
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
新
興
下
層
官
僚
層
の
人
気
誘
護
策
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
以
後
こ
れ
が
制
度

の
中
に
定
着
し
て
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
時
宜
を
得
た
施
策
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
今
度
は
六
奥
所
載
の
人
数
に
二
千
五
百
を
乗
じ
て
十
二
ヶ
月
で
除
す
と
い
う
ま
わ
り
く
ど
い
計
算
を
し
て
各
品
の

一
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ヶ
月
嘗
り
の
防
閤
・
庶
僕
給
付
額
を
算
出
す
る
と
、

千
六
百
六
十
六
強
、
六
品
、
二
千
五
百
、
七
品
、

一、
一一、
一一、
玉
、
入
、
九
の
各
品
は
問
題
な
い
が
、
他
の
各
口
聞
に
つ
い
て
、

四
品
、
六

一
千
六
百
六
十
六
強
と
い
う
数
が
出
る
。

」
の
数
で
制
欄
の
数
値
の
方
が
極
端
な
切
捨
て
を
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し
て
い
な
い
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
の
に
反
し
て
刊
欄
は
十
位
以
下
を
す
っ
ぽ
り
と
切
捨
て
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、

六
回
聞
に
つ
い
て

は
仰
欄
B
は
全
く
の
錯
誤
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
通
計
に
疑
問
が
の
こ
る
も
の
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

(a) 

二
品
に
つ
い
て
。
川
欄
の
ま
ま
で
は
通
計
は
二
高
三
千
五
百
と
な
り
、

判
欄
と

一
致
し
な
い
。
そ
こ
で
目
に
つ
く
の
は
A
欄
月
俸
の
数

で
、
こ
れ
を
刷
欄
の
数
値
に
お
き
な
お
す
こ
と
で
判
欄
C
は
有
効
に
な
る
。

(b) 

四
ロ
聞
に
つ
い
て
。

川
欄
C
は
こ
の
ま
ま
で
は
一
高
二
千
四
百
と
な
る
。
原
数
字
の
十
位
以
下
六
十
七
は
防
閤
責
課
の
計
算
に
よ

っ
て
生

じ
た
数
値
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
わ
か
り
、

B
欄
で
切
捨
て
ら
れ
た
も
の
が
C
欄
に
は
そ
の
ま
ま
の
こ
さ
れ
た
ら
し
い
。
そ
こ
で
、
い
ま
か
り

に
十
位
以
下
は
不
聞
に
し
て
判
例
南
側
を
通
計
比
較
す
る
と
、
九
百
の
差
が
生
ず
る
。
雑
用
費
目
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ

こ
の
差
は
月
俸
、

る
。
ま
た
刊
欄
C
と
例
制
C
の
も
と
も
と
の
差
は
僅
か
に
三
百
で
卯
欄
A
の
ど
れ
か
に
大
き
な
錯
誤
が
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
四
品
の
項
の
九
百

と
い
う
大
き
な
く
い
ち
が
い
は
生
じ
な
い
道
理
で
あ
る
。

ま
ず
月
俸
、
雑
用
費
目
に
錯
誤
あ
り
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

や
は
り
、
C
マ
イ
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ナ
ス

A
の
計
算
で
出
し
た
数
値
が
支
給
規
定
人
数
と
一
致
し
た
も
の
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
い
刊
欄
の
数
値
を
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(c) 

五
品
に
つ
い
て
。
川
欄
C
は
こ
の
ま
ま
で
は
九
千
百
と
な
る
。
こ
の
ち
が
い
は
、

雑
用
費
目
に
よ

っ
て
生
じ
た
も
の
で
伺
欄
の
そ
れ
に

従
う
こ
と
で
解
消
す
る
。

(d) 

七
品
に
つ
い
て
。
刊
欄
C
は
こ
の
ま
ま
で
は
四
千
五
十
と
な
る
。
他
の
費
目
に
庶
僕
費
目
を
除
い
て
差
異
は
見
嘗
ら
ず
、

判
欄
の
庶
僕

お
そ
ら
く
刊
欄
C

を
こ
の
場
合
に
限
っ
て
通
典
で
も
や
っ
て
い
る
よ
う
に
十
位
以
下
を
切
捨
て
る
と
C
は
雨
欄
と
も
四
千
五
十
で
一
致
す
る
。

は
四
千
五
十
を
四
千
五
百
と
う
つ
し
ち
が
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
何
故
に
、
他
の
史
料
は
四
、

八
、
九
品
の
場
合
に
切
捨
て
ず
に
お
い
た
十
位
以

下
の
数
を
こ
の
場
合
に
限
っ
て
切
捨
て
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
四
千
五
十
に
せ
よ
四
千
百
に
せ
よ
刷
欄
C
が
よ
り
信
用
す
べ
き
数
値
で

あ
る
こ
と
は
い
え
る
と
思
う
。

(e) 

六口
聞
に
つ
い
て
。

的
欄
C
に
は
疑
問
は
な
い
。

け
れ
ど
も
、

先
に
ふ
れ
た
よ
う
に

B
は
給
付
人
数
か
ら
考
え
て
制
欄
の
数
値
が
正
し



ぃ
。
と
す
る
と
、
連
鎖
的
に

A
の
費
目
の
中
、
月
俸
二
千
三
百
は
ど
う
し
て
も
二
千
で
な
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れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
次
表
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う
に
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。
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こ
の
表
か
ら
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
第
一
に
京
官
の
俸
料
は
官
品
の
正
従
上
下
や
職
の
繁
閑
に
は
関
係
し
な
い
こ
と
、
第

二
に
五
口
間
以
上
の
官
僚
に
於
い
て
は
、
俸
料
の
半
ば
以
上
は
、
資
課
名
目
の
部
分
に
よ

っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
一
の
貼
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
入
品
職
事
官
と
は
い
え
清
要
の
官
と
し
て
誇
り
を
い
だ
い
て
い
た
監
察
御
史
・
左
右
拾
遣
な
ど
の
職
に
あ

る
者
に
と
っ
て
は
、
他
の
閑
職
・
濁
職
と
同
列
に
扱
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
不
卒
の
種
に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
嘗
時
の
官
僚
気
質
と

じ
て
金
銭
を
汚
物
視
す
る
傾
向
が
あ
る
の
で
あ
か
ら
さ
ま
に
口
に
は
出
さ
な
い
に
し
て
も
。
や
が
て
、
劇
職
H
清
職
、
閑
職
H
濁
職
と
い
う
親

257 
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念
を
た
く
み
に
利
用
し
た
改
訂
が
行
な
わ
れ
る
。
大
暦
十
二
年
の
改
訂
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

俸
料
は
職
事
官
品
に
は
と
ら
わ
れ
ず
、
職
の
繁

閑
を
基
準
に
し
て
定
め
ら
れ
た
と
い
う
が
、
む
し
ろ
清
要
が
高
給
に
の
ぼ
せ
ら
れ
、
濁
職
は
低
給
に
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
。
六
朝
で
清
要
は
あ

ま
り
劇
職
に
つ
か
ぬ
も
の
と
さ
れ
た
の
に
く
ら
べ
て
清
濁
観
念
に
大
き
な
差
が
生
じ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

詳
し
く
は
別
稿
に
ゆ
ず
る
。

第
二
の
貼
に
つ
い
て
は
、
高
級
官
僚
と
し
て
の
臆
面
は
も

っ
ぱ
ら
防
閤
費
目
に
よ

っ
て
保
た
れ
た
観
が
あ
る
。
給
輿
は
何
人
分
の
資
課
額
と

し
て
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
被
給
興
者
は

そ
れ
に
見
あ
う
だ
け
の
人
数
を
傭
い
入
れ
る
必
要
は
な
く
、
さ
し
あ
た
っ
て
の
必
要
入
数
を
と

と
の
払
え
れ
ば
剰
除
分
は
ポ
ケ
ッ
ト
・
ア
不
l
に
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
以
前
、
防
閤

・
庶
僕
は
季
分
で
あ
っ
た
こ
と

と
、
七
品
以
上

へ
の
給
付
人
数
か
ら
考
え
て

防
閤

・
庶
僕
の
年
間
服
役
義
務
期
間
は
四
ヶ
月
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
八

・
九
ロ
聞
の
よ
う

な
半
端
な
数
が
加
え
ら
れ
る
と
ど
う
し
て
も
月
嘗
り
の
賀
課
額
を
は
じ
き
出
し
て
一
年
間
の
納
入
義
務
を
負
わ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、

他
に
は
見
あ
た
ら
な
い
新
麿
書
巻
五
五
食
貨
志
の
、

と
い
う
規
定
も
必
要
と
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に、

外
官
に
劉
ー
す
る
白
直
は
天
賓
五
載
を
最
後
に
色
役
と
し
て
は
姿
を
消
す

- 12ー

防
閤

・
庶
僕
、
皆
瀬
歳
市
代
。

が
防
閤

・
庶
僕
も
や
が
て
同
じ
運
命
に
陥

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

但
し
、
月
俸
を
構
成
す
る
費
目
と
し
て
は
の
こ
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
通
典
巻

三
五
線
秩

天
賀
十
四
裁
八
月
の
僚
に
、

制
日
。
文
武
九
品
以
上
官
員
、
既
親
職
務
、
可
謂
勤
心
。
自
今
己
後
、
毎
月
給
月
俸

・
食
料

・
雑
用

・
防
閤

・
庶
僕
等
、

宜
十
分
率
加
二

分

と
あ
り
、

ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
各
費
目
に
つ
い
て
一
律
に
二
割
ア
ッ
プ
で
あ
っ
た
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
示
さ

れ
て
い
る
。

(2) 

クト

官

月

俸

次
に
、
外
官
(
こ
こ
で
は
州
儒
官
〉
の
月
俸
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
前
に
も
ふ
れ
た
と
お
り
、
開
元
二
十
四
年
の
勅
を
そ
の
ま
ま
に



讃
め
ば
、
そ
の
後
に
附
さ
れ
た
表
は
州
鯨
官
等
の
外
官
に
も
適
用
さ
れ
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
防
閤

・
庶
僕
の
項
を
白
直
‘
執
衣
に
お
き
な
お

せ
ば
給
輿
額
が
引
き
出
せ
る
筈
で
あ
る
。
ま
た
、
開
元
二
十
四
年
に
は
、
外
官
月
俸
に
つ
い
て
特
に
ふ
れ
た
記
事
が
な
い
こ
と
も
こ
の
想
像
を

う
ら
ε
つ
け
る
要
素
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
逼
典
巻
三
五
稔
秩
に
は
、
先
件
の
高
宗
治
世
の
あ
る
時
期
に
京
官
俸
料
は
税
銭
で
賄
う

こ
と
に
な

っ
た
と
き
の
京
官
俸
料
必
要
経
費
を
記
し
た
後
に
、

叫

同

外
官
。
則
以
公
癖
田
牧
及
息
銭
等
、
常
食
公
用
之
外
、
先
以
長
官
定
数
。
其
州
豚
少
者
ノ
・
長
史

・
司
馬
及
丞
、

hw 

字
。
予

・
大
都
督
府
長
史

・
副
都
督

・
別
駕
及
剣
司
、
准
武
佐
、
以
職
回
数
篤
加
減
。
其
参
軍
及
博
士
滅
剣
司
、
主
簿

・
鯨
尉
減
丞
、
各

三
分
之

一
。

分
充
月
料
。

各
減
長
之

と
あ
る
。

つ
ま
り
州
豚
官
の
俸
料
は
公
騨
田
の
佃
租
牧
入
及
び
公
厩
本
銭
の
利
息
牧
入
で
嘗
該
州
豚
の
公
費
を
賄
っ

た
剰
除
分
で
ま
か
な
っ

た
。
こ
れ
で
は
地
方
の
各
々
の
事
情
に
よ

っ
て
法
的
に
は
同
一
の
品
秩
に
あ
る
上
州
A
州
の
官
僚
と
上
州
B
州
の
官
僚
の
聞
に
も
経
済
的
格
差

が
生
ず
る
の
は
い
た
し
方
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
現
寅
を
認
め
た
上
で
、
州
豚
等
外
官
の
月
料
は
、
先
ず
長
官
の
給
興
額
を

- 13ー

定
め
て
、
そ
れ
を
基
準
に
し
て
役
職
に
よ

っ
て
減
少
さ
せ
て
い
く
方
法
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
今
日
の
園
家
公
務
員
と
地
方
公
務
員
の
給
興

算
定
方
法
の
ち
が
い
に
似
た
も
の
で
あ

っ
た
と
思
う
。

こ
の
僚
は
、
通
典
で
は
い
つ
の
頃
の
も
の
か
わ
か
ら
な
い
し
、
唐
曾
要
に
は
全
く
姿
を
あ
ら
わ
さ
な
い
。
た
だ
、
加
府
元
亀
巷
五

O
五
俸
旅

に
は
、
乾
封
元
年
八
月
の
篠
に
、
京
官
の
俸
料
は
職
事
官
品
を
基
準
と
す
る
旨
記
し
た
詔
を
の
せ
た
綴
き
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
詔
は
唐
曾
要

①
 

に
も
引
か
れ
て
い
る
か
ら
、
開
元
元
年
に
初
め
て
あ
ら
わ
れ
る
筈
の
予
・
小
弔
ア
な
ど
の
名
稿
、
が
多
少
き
が
か
り
に
な
る
が
、

」
の
規
定
は
乾
封

元
年
詔
に
よ

っ
て
定
め
ら
れ
、

者
ノ
・
小
弔アの
名
稿
出
現
後
筆
を
加
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
れ
ば
加
府
元
亀
の
繋
年
を
認
め
て
も
よ
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
も
し
、
加
府
元
亀
が
巻
四
九
五
回
制
に
、
元
棋
の
同
州
均
田
奏
を
長
慶
四
年
の
も
の
で
あ
る
の
に
堂
々
と
元
和
四
年
十
二
月
、
監
察

御
史
裏
行
元
棋
の
奏
と
し
て
掲
載
す
る
よ
う
な
繋
年
の
誤
り
を
お
か
す
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
こ
と
に
慎
重
に
な
る
に
し
て
も
開
元
二
十
四
年
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以
前
の
あ
る
時
期
の
規
定
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
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』
の
規
定
に
は
月
料
と
あ
っ
て
そ
の
内
容
を
明
示
し
な
い
が
、

こ
の
段
階
で
は
、
州
牒
官
に
射
し
て
給
付
さ
れ
る
色
役
l
白
直
・
執
衣
は
ふ

く
ま
れ
な
い
と
解
し
て
よ
い
と
思
う
。
月
料
と
は
、
京
官
に
於
け
る
一
括
支
給
以
前
の
月
俸
に
あ
た
る
費
目
で
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
も
か
く
、
州
照
宮
の
俸
料
は
京
官
と
は
別
途
の
給
輿
鐙
系
を
も

っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
六
典
巻
六
比
部

郎
中
員
外
郎
に
、

凡
内
官
料
俸
、
以
品
第
高
下
篤
差
。
外
官
以
州
腕
府
之
上
中
下
震
差
。
:
:
:
開
監
之
官
、
以
品
第
鴛
差。

:
:
:
鎖
軍
司
馬
・
判
官
、
俸
稔

⑩
 

同
京
官
。
鎖
成
之
官
、
以
銀
成
上
下
篤
差
。

と
あ
り
、

官
僚
の
俸
料
の
給
興
桧
系
が
い
ろ
い
ろ
の
場
合
に
よ
っ

て
別
途
に
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
外
官
給
興
佳
系
の
別
建

て
は
大
暦
十
二
年
の
給
興
鐙
系
に
於
い
て
も
そ
の
ま
ま
に
ひ
き
つ
が
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
に
は
詳
し
く
は
述
べ
な
い
。

さ
て
、
州
牒
官
に
劃
し
て
は
京
官
に
於
け
る
肪
閤
・
庶
僕
と
類
似
の
性
質
の
色
役
|
白
直
・
執
衣
が
給
付
さ
れ
た
。

白
直
は
、
州
照
官
の
丸
品
以
上
の
職
事
に
任
ず
る
官
僚
に
給
さ
れ
る
も
の
で
、
六
典
巻
三
戸
部

三
品
三
十
二
人
、
四
日
間
二
十
四
人
、
五
品
十
六
人
、
六
品
十
人
、
七
品
七
人
(
雄
一
時
国)
、
八
品
五
人
、

課
最
高
二
千
五
百
文
を
納
め
て
身
役
を
兎
れ
得
た
が
、
白
直
も
防
閤
等
と
同
じ
く
早
く
か
ら
査
課
徴
牧
の
方
に
目
的
が
傾
い
て
い
た
こ
と
は
、

先
に
引
い
た
唐
曾
要
巻
九
一
内
外
官
料
銭
上
儀
鳳
三
年
八
月
の
僚
の
詔
文
に
、
白
直
費
目
も
料
銭
扱
い
を
受
け
る
一
部
門
と
し
て
あ
ら
わ
れ

て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
り
得
る
。
儀
鳳
八
年
の
詔
文
を
忠
買
に
貫
行
す
れ
ば
、
白
直
も
色
役
と
し
て
の
名
目
上
の
存
在
理
由
を
失
な
う
わ
け

で
あ
る
が
、
人
民
か
ら
は
依
然
と
し
て
色
役
資
課
と
し
て
徴
牧
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
の
代
償
と
し
て
租
調
庸
の
菟
除
措
置
を
と
ら
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
天
費
五
載
ご
ろ
に
は
由
直
だ
け
で
年
間
十
宮
内
に
の
ぼ
る
民
丁
が
徴
設
さ
れ
る
た
め
に
園
家
財
政
上
の

一
大
問

題
と
な
っ
た
。
唐
曾
要
巻
九
一
内
外
官
料
銭
上
天
賓
五
載
三
月
の
僚
に
、

邸
中
員
外
郎
に
よ
る
と
、
二
品
四
十
人
、

九
回
開
四
人
が
そ
の
規
定
額
で
あ
り
、
資
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詔
。
郡
勝
官
人
及
公
騨
白
直
、
天
下
約
計
、
一
載
破
十
寓
丁
己
上
。
一
丁
毎
月
嚇
銭
二
百
八
文
。
毎
至
月
初
、
嘗
虚
徴
一柄。

選
勝
往
来
、

数
日
功
程
、
在
於
百
姓
、
尤
是
重
役
。
其
郡
鯨
白
直
、
計
数
多
少
、
請
用
(
嘗
作
同
〉
料
銭
、
加
税
充
用
。
其
雁
差
丁
由
直
、
墓
請
並
停
。

一
克
百
姓
難
辛
、
二
省
園
家
丁
社
。



と
あ
り
、
由
直
に
は
官
僚
の
給
輿
の
一
部
に
充
賞
さ
れ
る
官
人
白
直
と
州
賑
官
衝
の
公
用
に
供
す
る
公
醜
白
直
と
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
責
課

輪
納
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
毎
月
初
め
に
な
る
と
月
割
に
す
る
と
僅
か
二
百
八
文
に
し
か
す
ぎ
ぬ
責
課
を
嘗
該
官
衝
に
わ
ざ
わ
ざ
出
向
い

て
納
入
せ
ね
ば
な
ら
ず
大
饗
な
勢
苦
で
あ
っ
た
上
に
、
園
家
か
ら
見
て
も
そ
の
た
め
全
園
で
十
寓
に
の
ぼ
る
批
丁
の
税
役
の
克
除
措
置
を
構
じ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
つ
い
て
は
白
直
も
個
人
的
に
丁
男
を
指
定
し
て
負
強
さ
せ
る
こ
と
は
や
め
て
料
銭
と
同
様
戸
税
の
中
に
ふ
く
め
て
必
要
分

を
徴
牧
し
た
ら
一
方
で
は
人
民
の
第
苦
を
と
り
除
き
、
一
方
で
は
園
家
に
と
っ
て
も
い
た
ず
ら
に
税
役
克
除
の
丁
批
が
ふ
え
る
こ
と
も
な
く
な

@
 

る
で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
て
い
る
。
自
直
費
目
が
白
直
一
人
嘗
り
一
年
の
責
課
最
高
額
二
千
五
百
文
を
見
込
ん
で
月
割
り
に
し
て
給
付
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
い
つ
の
こ
ろ
の
こ
と
な
の
か
き
め
て
に
な
る
材
料
は
な
い
が
、
開
元
十
年
、
京
官
の
防
閤
・
庶
僕
が
季
給
か
ら
月
給
に
な
っ

て
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
時
機
と
思
う
。
月
給
に
な
っ
た
と
同
時
に
財
源
に
乏
し
く
官
瞥
高
利
貸
の
利
息
牧
入
で
本
来
の
俸
料
さ
え
辛
う
じ
て
や

り
く
り
を
つ
け
て
い
た
州
豚
で
は
、
人
民
か
ら
の
徴
牧
も
月
割
り
で
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

z
u
 

少
し
傍
道
に
そ
れ
る
が
、
白
直
の
責
課
月
割
徴
牧
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
政
治
問
題
に
ま
で
護
展
し
た
の
か
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
人

民
に
負
措
に
な
っ
た
の
は
官
人
自
直
よ
り
も
公
騨
白
直
の
方
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ひ
と
え
に
数
字
が
生
ん
だ
魔
術
の
し
か
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
官
人
白
直
は
年
間
給
付
額
を
明
記
し
て
い
る
の
で
魔
術
が
生
ま
れ
る
間
隙
は
な
い
の
に
、
公
摩
白
直
は
一
番
嘗
り
の
給

付
額
し
か
記
し
て
い
な
い
こ
と
が
魔
術
を
生
ぜ
し
め
る
原
因
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

貧
例
に
即
し
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

西
域
文
化
研
究
所
編
「
敦
埠
・
吐
魯
番
祉
曾
経
済
資
料
(
下
〉
」
(
一
九
六
O
年
)
所
牧
『
唐
代
役
制
関
係
文
書
考
』
に
於
い
て
小
笠
原
宣
秀

・
西
村
元
佑
雨
氏
が
紹
介
検
討
さ
れ
た
文
書
中
に
大
谷
文
書
三
五

O
二
競
と
番
強
を
附
さ
れ
た
文
書
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
西
州
管
下
の
い
ず
れ

か
の
豚
の
公
騨
白
直
と
責
謀
の
集
計
帖
で
あ
る

J

今
こ
こ
に
借
用
し
て
み
る
と
、

-
合
公
騨
白
直
品
川
二
人
秋
季
多
季
雨
季
抱
嘗
課

2
銭
一
十
九
貫
九
豆
同
一
同
…
凶
凶
(
口
円
内
は
西
村
氏
に
よ
る
〉

と
あ
る
。
小
笠
原
・
西
村
両
氏
に
よ
れ
ば
、
銭
額
と
人
数
を
比
較
す
る
と
一
入
賞
り
一
ヶ
月
二
百
八
文
の
計
算
で
は
秋
冬
雨
季
つ
ま
り
六
ヶ
月
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で
三
ヶ
月
分
の
資
課
を
納
入
し
た
こ
と
に
な
る
と
し
、
六
典
巻
三
戸
部

凡
州
鯨
有
公
麻
白
直
及
雑
職
〔
注
〕
其
数
見
雨
番
上
下
。

州
豚
中

と
あ
る
の
を
引
か
れ
て
、
公
癖
白
直
は
商
番

(
年
六
ヶ
月
勤
務
)
だ
か
ら
責
課
も
半
額
で
済
ん
だ
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
文
書
の
数
字
だ
け
を

郎
中
員
外
郎
の
僚
に
、

見
れ
ば
た
し
か
に
そ
の
と
お
り
に
思
え
る
が
、

わ
た
く
し
は
疑
問
に
思
う
。

西
州
管
下
の
豚
は
、
前
庭
下
、
柳
中
下
、

交
河
中
下
、
蒲
昌
中
、
天
山
下
の
五
牒
で
あ
る
が
、
六

典
巻
三

O
天
下
諸
鯨
官
吏
に
よ
れ
ば
、
公
騨
白
直
数
は
い
ず
れ
も
八
人
で
雨
番
で
十
六
人
が
年
間
数
で
あ
る
。
本
文
書
の
三
十
二
人
と
は
大
き

先
、ず
、
新
唐
書
巻
四
O
地
理
志
に
よ
る
と
、

く
差
が
あ
る
。

一
番
の
法
定
数
入
人
、
年
間
十
六
人
を
定
数
と
し
て

一
年
の
責
課
納
入
義
務
額
を
計
算
す
る
と
そ
の
額
は
四
高
文
と
な
り
、

番
の
上
番
者
が
一
ヶ
月
に
負
措
す
べ
き
額
は
三
千
三
百
三
十
三
文
と
な
る
。

一
番

一
ヶ
月
の
定
員
入
人
に
割
り
嘗
て
る
と
一
入
賞
り
の
負
捲
課

資
額
は
四
百
十
六
文
と
な
る
。
こ
の
数
は
一
入
賞
り
の
白
直
資
課
年
二
千
五
百
文
を
月
割
り
に
し
た
場
合
の
負
権
額
の
倍
額
の
負
捨
に
な
る
。

そ
こ
で
一
人
一
ヶ
月
の
資
課
は
二
百
八
文
を
超
え
ら
れ
な
い
と
い
う
固
定
観
念
|
色
役
の
資
課
は
原
来
基
本
義
務
で
あ
る
色
役
に
つ
く
こ
と
を

⑫
 

菟
除
さ
れ
た
こ
と
に
劃
す
る
代
償
で
あ
る
か
ら
、
営
然
の
上
番
を
怠
れ
ば
倍
で
あ
ろ
う
と
最
高
限
度
の
範
圏
内
で
徴
さ
れ
る
の
は
あ
た
り
前
な

- 16一

の
で
あ
る
が
ー
か
ら
一
ヶ
月
嘗
り
の
人
数
を
倍
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
残
る
一
番
も
同
じ
よ
う
に
し
て
倍
に
さ
れ
る
と
、
年
間
三
十
二
人
と
い

う
人
数
が
必
要
に
な
る
勘
定
で
あ
る
。
従
っ
て
本
文
書
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、

某
豚
公
騨
由
直
、
毎
年
穂
計
三
十
二
人
。
彼
等
の
輪
納
す
べ
き
秋
多
雨
季
の
資
課
一
十
九
貫
九
百
六
十
八
文
は
両
番
に
分
ち

一
人
二
百
八

文
ず
つ
の
負
捨
で
完
納
し
た
。

一
入
二
百
八
文
と
し
て
一
番
十
六
人
の
三
ヶ
月
に
負
捻
す
べ
き
額
は
九
千
九
百
入
十
四
文
と
な
り

三
十
二
人
分
の
牢
額
で
あ
る
。
結
果
的
に
は
、
た
し
か
に
小
笠
原
・
西
村
雨
氏
の
指
摘
さ
れ
た
と
お
り
年
間

一
入
賞
り
の
負
揺
は
二
千
五
百
文

の
字
額
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
法
規
上
雨
番
は
字
額
で
よ
い
と
い
う
こ
と
か
ら
で
は
な
く
、
南
番
上
下
と
い
う
こ
と
と
、
資
課
は
二
百
八
文
を
超

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
固
定
観
念
に
と
ら
わ
れ
た
考
え
方
に
も
と

e
つ
い
た
計
算
上
か
ら
起
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
こ
う
し
て
年
十
六



人
で
す
む
は
ず
の
公
廟
白
直
は
倍
の
人
数
を
要
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

も
ゆ
ゆ
し
き
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

同
じ
現
象
は
各
地
に
あ
っ
て
、
人
民
巴
と
っ
て
も
、
園
家
に
と
っ
て

色
役
と
し
て
の
白
直
は
天
賓
玉
載
を
最
後
に
消
え
る
わ
け
で
あ
る
が
、
俸
料
費
目
と
し
て
は
後
に
も
名
を
残
し
、
唐
曾
要
各
九
一
内
外
官
料

銭
大
暦
十
二
年
五
月
の
僚
に
、
州
鯨
官
の
給
興
慢
系
を
記
し
た
後
に
、

其
嘗
准
令
月
俸
・
雑
料
・
紙
筆
・
執
衣
・
白
直
、
但
納
責
課
等
色
、
弁
在
此
数
内
。

と
い
い
、
依
然
と
し
て
白
直
を
納
責
課
色
目
だ
と
い
内
て
い
る
。
白
直
が
防
閤
・
庶
僕
と
同
じ
く
給
付
さ
れ
た
銭
額
分
の
人
数
を
必
ず
養
っ
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
性
質
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

・
次
に
執
衣
は
、
通
典
巻
三
五
旅
秩
に
注
し
て
、

随
身
騒
使
、
典
執
筆
硯
。

と
あ
り
、
績
く
本
文
に
、

初
以
民
丁
中
男
充
。
鴛
之
役
使
者
、
不
得
臆
境
。
後
皆
捻
其
身
、
而
牧
其
課
。
課
入
所
配
之
官
。
議
震
恒
制。

-17，ー

と
あ
り
、
初
め
は
官
僚
の
身
の
ま
わ
り
の
世
話
を
や
く
役
割
で
あ
っ
た
の
が
、

こ
れ
も
や
が
て
資
課
を
徴
し
て
配
属
主
の
牧
入
と
す
る
に
至

っ

一
口
間
十
八
人
、

三
品
十
五

た
の
で
あ
る
。
六
典
及
び
通
典
に
よ
る
と
、
執
衣
は
三
番
の
役
で
資
課
の
最
高
額
は
一
千
文
と
さ
れ
、
給
付
額
は
、

人
、
四
品
十
二
人
、
五
品
九
人
、
六
・
七
品
各
六
人
、
入
・
九
品
各
三
人
で
あ
る
が
、

三
番
(
三
交
替
)
に
分
け
る
に
は
ま
こ
と
に
都
合
の
よ

い
人
数
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
初
期
に
於
い
て
身
役
に
供
さ
れ
て
査
課
は
二
の
次
だ
っ
た
こ
と
の
名
残
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
初
め
か
ら
身
役

を
目
的
に
し
な
か

っ
た
庶
僕
な
ど
の
下
級
官
僚
へ
の
給
付
額
と
比
較
し
て
、
そ
れ
が
よ
く
わ
か
る
と
思
う
。
州
鯨
官
の
手
に
す
る
白
直
・
執
衣

賀
課
は
次
頁
の
表
の
と
お
り
に
な
る
。

左
の
表
の
数
値
に
月
料
そ
の
他
を
加
え
た
も
の
が
州
牒
官
が
一
ヶ
月
に
手
に
す
る
月
俸
額
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
い
ま
か
り
に
六
典
に
見
ゑ

る
上
州
の
官
僚
構
成
を
モ
デ
ル
・
ケ
l
ス
に
し
て
、
さ
き
の
月
俸
算
定
規
準
を
適
用
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
支
給
さ
る
べ
き
月
俸
組
額
を
算
出
す
る
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五
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0
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五
0
0
一

七

一
、

O
四
O
一

二
五
O
一

執

衣

と
次
の
表
の
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
、
月
料
そ
の
他
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
月
俸
の
項
に
入
れ
、
刺
史
の
月
俸
を
六
千
文
と
億
定
し
た
。
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こ
の
表
か
ら
う
か
が
え
る
こ
と
は
、
刺
史
・
別
駕
・
長
史
・
司
馬
は
同
品
の
京
官
に
比
し
て
敷
段
劣
る
が
、
七
品
以
下
の
州
豚
官
、

こ
と
に

加
八
・
九
ロ
聞
は
優
遇
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
州
懸
の
事
情
に
よ
円
て
月
俸
費
目
に
は
差
異
が
あ
る
と
し
て
も
、
白
直
・

- 19ー
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執
衣
費
目
で
は
、

八
・
九
白
山
州
牒
官
は
同
品
京
官
の
庶
僕
費
目
に
比
し
て
二

J
二
・
五
倍
の
額
を
支
給
さ
れ
る
の
で
、
相
嘗
の
貧
乏
州
鯨
で
も

総
額
に
於
い
て
は
お
さ
お
さ
ひ
け
を
と
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
う
。
官
僚
杜
舎
に
於
け
る
地
位
は
さ
て
お
き
経
済
的
に
は
か
な
り
優
遇
さ
れ

「
唐
制
内
外
官
軽
重
先
後
不
同
」
に
於
い
て
、
唐
初
は
京
官
が
重
ん
ぜ
ら
れ
衣
第
に
外
官

て
い
た
と
い
え
よ
う
。
越
翼
は
核
除
叢
孜
巻

一七、

の
方
が
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
く
次
第
を
説
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
地
方
長
官
級
官
僚
と
そ
れ
と
同
格
に
あ
る
京
官
と
の
封
比
に
於
い
て
の
論
で
あ

っ
て
、
下
級
官
僚
の
針
比
を
論
じ
た
も
の
で
は
な
い
。

地
方
官
僚
優
-
遇
の
方
針
は
大
暦
十
二
年
の
改
訂
に
あ
た
っ
て
さ
ら
に
つ

よ
く
つ
ら
ぬ
か

れ
て
い
る
。
こ
の
改
訂
で
は
、
州
鯨
官
は
州
牒
の
等
扱
に
し
た
が
っ

て
各
ポ
ス
ト

の
月
俸
額
が
定
め
ら
れ
、
各
州
豚
の
事
情
に
よ
る
こ
と
は
な

く
な
っ
た
。
上
州
の
録
事
参
軍
事
(
従
七
上
)
と
も
な
れ
ば
月
俸
は
四
十
貫
に
も
及
ぶ
が
、

こ
れ
に
比
し
て
同
品
の
京
官
で
し
か
も
清
要
と
さ

れ
た
補
闘
は
十
五
貫
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
は
、
州
儒
官
で
は
上
州
の
参
軍

(
正
九
上
)
の
月
俸
の
額
で
あ
る
。
詳
し
く
は
別
稿
に
ゆ
ず
ら
な
け
れ

⑬
 

と
り
あ
え
ず
上
州
・
上
将
官
の
す
べ
て
と
京
官
の
め
ぼ
し
い
も
の
を
拾

っ
て
十
九
頁
に
表
示
し
て
お
く
。
表
に
よ
る
と
、
州

ば
な
ら
な
い
が
、

に
あ
り
、
同
一
品
秩
の
官
僚
群
の
中
で
は
最
高
額
の
月
俸
を
給
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
、

こ
れ
は
同
一
額
の
月
俸
を
給
さ
れ
る
官
僚
群
の
中
で
は
品
秩
は
最
下
位

経
済
的
優
遇
を
示
し
て
あ
ま
り
あ
る
も
の
で
あ
る
。

- 20ー

豚
官
は
各
月
俸
額
の
最
下
段
、
嘗
該
品
秩
の
最
左
翼
に
位
し
て
い
る
。

お

わ

り

れ
た
委
を
さ
ぐ
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、

本
稿
で
は
、
開
元
二
十
四
年
の
官
僚
俸
銭
の
月
俸
制
移
行
を
手
が
か
り
に
唐
朝
最
盛
期
の
官
僚
の
生
活
を
支
え
た
俸
料
の
制
度
面
に
あ
ら
わ

そ
こ
に
描
き
出
さ
れ
た
官
僚
が
手
に
入
れ
る
俸
銭
は
開
元
天
賓
と
い
う
華
や
か
な
イ

メ
ー
ジ
と
は

う
ら
は
ら
な
ほ
ど
低
い
も
の
で
あ
っ
た
。
俸
銭
牧
入
に
し
か
た
よ
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
下
級
官
僚
の
手
に
す
る
俸
銭
額
は
と
り
わ
け
て
低

い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
低
額
の
俸
銭
で
と
に
か
く
生
活
を
維
持
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
や
は
り
太
宗
か
ら
玄
宗
に
か
け
て
の
唐
の
社
舎
の
安
定

そ
の
上
、
天
賓
十
四
載
八
月
に
京
官
に
射
し
て
は
二
割
の
増
俸
が
行
な
わ
れ
た
が
、
唐
朝
の
絶
頂
期

こ
の
盛
勢
と
安
定
が
下
り
坂
に
向

っ
た
と
き
、
官
僚
た
ち
の
生
活
は
ど

度
を
物
語
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

は
下
級
官
僚
の
生
活
面
か
ら
見
て
も
絶
頂
期
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。



の
よ
う
な
局
面
を
迎
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に
あ
た
っ
て
、
安
史
の
範
を
と
も
か
く
も
の
り
こ
与
え
た
時
期
に
官
僚
た
ち
が
俸
株
の
面
で
ゆ

き
あ
た
っ
た
局
面
の
概
略
を
の
ベ
て
、
別
稿
で
行
な
う
考
察
の
手
が
か
り
に
し
た
い
と
思
う。

唐
舎
要
巻
九
一
、
内
外
官
料
銭
上
の
記
録
か
ら
安
史
の
範
に
於
け
る
官
俸
へ
の
俸
料
支
給
欣
態
を
さ
ぐ
っ
て
み
る
と
、
凱
中
し
ば
ら
く
は
内

外
官
と
も
に
軍
費
調
達
の
た
め
に
俸
銭
支
給
の
途
を
た
た
れ
た
が
、
向
背
に
わ
か
に
断
じ
が
た
い
外
官
懐
柔
策
は
先
ず
経
済
面
の
動
揺
を
お
さ

え
る
こ
と
と
判
断
し
た
の
か
乾
元
元
年
に
至

っ
て
外
官
に
は
牢
料
を
給
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
料
銭
支
給
に
あ
ず
か
れ
ぬ
京
官
に
は
職
務
の
繁

闘
を
裁
量
し
た
上
で
、
元
来
は
官
僚
の
引
越
し
人
足
と
し
て
徴
註
さ
れ
る
雑
役
で
あ
る
手
力
の
資
課
と
い
う
名
目
で
い
さ
さ
か
の
貨
幣
を
給
興

⑬
 

し
た
。や

が
て
康
徳
元
年
史
朝
義
が
部
絡
李
懐
仙
に
殺
さ
れ
て
名
目
的
に
で
は
あ
る
が
唐
の
再
統

一
が
な
る
と
、

い
つ
ま
で
も
乾
元
の
紋
態
に
官
僚

を
沈
吟
さ
せ
て
お
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
永
泰
二
年
五
月
(
こ
の
年
十
一
月
大
暦
と
改
元
〉
史
上
有
名
な
青
苗
銭
課
税
と
い
う
無
理
を

@
 

お
し
て
財
源
を
か
き
あ
つ
め
て
百
官
俸
料
の
復
活
を
宣
し
た
。

こ
の
時
の
牧
税
見
込
は
四
百
九
十
高
貴
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
あ
ま
り
に
も
重

税
で
あ
る
と
い
う
非
難
か
ら
課
税
額
を
三
分
の
一
に
減
ぜ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
別
に
財
源
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
外

⑬
 

官
の
職
田
租
の
三
分
の
一
を
絹
に
か
え
て
長
安
へ
輔
迭
さ
せ
、
更
に
大
暦
二
年
京
兆
府
及
び
畿
鯨
官
の
職
田
租
に

つ
い
て
も
同
じ
措
置
を
と
る

⑫
 

な
ど
し
て
財
源
獲
得
じ
っ
と
め
た
。
け
れ
ど
も
せ
っ
か
く
か
き
あ
つ
め
た
財
源
も
官
僚
の
俸
料
を
規
定
ど
お
り
支
給
す
る
方
に
は
ま
わ
り
か
ね

た
ら
し
い
。
新
府
元
亀
倉
五

O
六
俸
様

- 21.-

大
暦
三
年
十
一
月
の
篠
に
、

十
一
月
。
加
廓
下
百
官
厨
料
、
増
五
分
之
一
。

是
年
通
計
、
京
城
諸
司
毎
月
給
手
力
資
銭
、
凡
四
高
七
千
五
百
四
十
六
貫
四
十
入
。

並
以
天
下
車
円
苗
銭
充
。

と
あ
り
、
十
一
月
に
在
京
官
僚
の
厨
料
(
蓋
所
費
用
)
の
二
割
増
額
を
行
な

っ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
他
な
ら
ぬ
手
力
資
課
名
義
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
ら
し
く
、
増
額
分
を
合
せ
通
計
し
て
も
年
間
四
蔦
七
千
五
百
貫
除
、
一
ヶ
月
嘗
り
三
千
九
百
六
十
貫
徐
で
高
宗
治
世
に
於
け
る
京
官
俸

料
の
年
間
穂
額
十
五
蔦
七
千
三
百
貫
除
の
三
分
の
一
に
も
及
ば
な
い
。
永
泰
二
年
の
百
官
俸
料
復
活
宣
言
は
未
だ
空
手
形
の
域
を
出
な
い
も
の

267 
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で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
上
、
大
暦
二
年
に
は
上
元
元
年
か
ら
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
京
官
の
職
田
租
も
連
年
の
吐
蕃
・
回

@
 

花
の
侵
冠
に
劃
す
る
軍
事
費
と
し
て
三
分
の
一
を
徴
牧
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
、
京
官
の
生
活
は
安
定
す
る
に
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
っ

た
。
け
れ
ど
も
、

そ
れ
を
見
す
ご
し
に
も
で
き
な
い
の
で
、
各
官
臆
が
公
層
本
鎮
の
利
貸
し
を
行
な

っ
て
そ
の
利
息
牧
入
を
所
属
官
僚
の
食
料

費
・
紙
筆
費
な
ど
に
ふ
り
む
け
る
こ
と
は
認
め
て
い
た
ら
し
い
。
唐
曾
要
巻
九
三
諸
司
諸
色
本
銭
大
暦
六
年
三
月
の
僚
の
勅
文
の
一
節
に
、

軍
器
公
騨
本
銭
三
千
貫
文
、
放
在
人
上
取
利
、

用。

充
使
以
下
食
料
紙
筆
。
宜
於
数
内
、
牧
一
千
貫
文
、
別
納
庖
舗
課
鏡
、
添
公
摩
、
牧
利
雑

と
あ
り
、
軍
器
使
で
は
三
千
貫
文
の
公
癖
本
銭
の
利
息
を
軍
器
大
使
以
下
の
属
官
の
食
料
費
、
紙
筆
費
に
ふ
り
む
け
て
い
た
が
、
こ

こ
に
至
つ

⑮
 

て
そ
の
中
一
千
貫
文
を
回
牧
し
て
別
途
に
役
立
て
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
公
廓
本
銭
は
食
料

・
紙
筆
の
た
め
に
の
み
あ
る
わ
け
で
は
な
い

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
ひ
と
り
軍
器
使
の
み
に
限
ら
ず
他
の
官
街
で
も
ひ
ろ
く
行
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
て
差
し
支
え
あ
る
ま

い
。
こ
の
場
合
食
料
・
紙
筆
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
の
額
は
開
元
二
十
四
年
制
定
の
月
俸
を
う
わ
ま
わ
る
も
の
に
な

っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま

か
ら
で
あ
る
。

軍
器
使
に
し
て
も
年
利
六
割
|
嘗
時
の
法
定
利
率
で
あ
っ
た
|
で
ま
わ
し
た
と
し
て
一
ヶ
月
賞
り
の
利
息
牧
入
は
百
五
十
貫
に
の
ぼ

一
使
内
の
官
僚
一
人
嘗
り
の
給
興
は
相
嘗
の
額
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
よ
い
こ
と
に
し
て
、
正
式
の
給
輿
と
し
て
は

依
然
と
し
て
臨
時
措
置
的
な
手
力
資
課
だ
け
と
あ
っ
て
は
朝
廷
の
威
信
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
月
俸
の
再
検
討
が
行
な
わ
れ
た

が
、
開
元
の
蓄
に
復
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
。
官
僚
は
各
官
街
猫
自
の
食
料
な
ど
高
額
の
牧
入
を
得
て
い
た
と
思
わ
れ
、
こ
れ
に
見
合
う

給
輿
髄
系
が
た
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
結
果
が
大
暦
十
二
年
四
月
の
新
給
輿
韓
系
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
要
馳
を
あ
げ
れ
ば
、

、、品。

l
v
占

μ

り
←ぅ

品
秩
の
枠
に
し
ば
ら
れ
ず
官
職
の
繁
闘
を
基
準
と
す
る
こ
と
。
文
武
を
別
建
に
し
た
こ
と
。

口

州
鯨
官
は
従
来
ど
お
り
別
建
と
し
高
額
に
査
定
さ
れ
た
こ
と
。

伺

京
文
官
は
最
高
(
百
二
十
貫
〉
と
最
低
(
一
千
九
百
十
七
文
)

の
間
の
格
差
が
大
き
か
っ
た
こ
と
。
ー
こ
の
最
低
額
は
開
元
の
九
品
官

- 22ー



月
俸
そ
の
ま
ま
で
あ
る
・
|

の
三
つ
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
ま
だ
不
満
を
生
じ
貞
元
二
年
に
武
官
の
、

四
年
に
は
文
官
の
給
輿
を
改
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、

後

の

課
題
と
し
た
い
。

①註

宋
本
通
奥
に
は
「
以
下
有
分
諸
宮
。
際
月
給
」
に
つ
く
る
。
し
か
し
冊

府
元
勉
容
五

O
六
俸
線
二
、
開
元
十
年
の
僚
に
同
じ
款
を
載
せ
る
が
、

防
閤
・
庶
僕
、
奮
制
季
分
。
月
俸
・
食
料
・
雑
用
、
郎
炉
か
静
争
。

態

月
給
。

と
あ
り
、
文
献
通
考
職
官
各
一
九
線
秩
同
年
の
篠
に
は
、
月
分
を
有

分
に
つ
く
る
。

款
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、

「
防
閤
・
庶
僕
は
奮
制
に
よ
る
と
毎
季
ご
と
の
支
給
で
あ
っ
た
が
、
月

俸
・
食
料
・
雑
用
は
月
ご
と
に
諸
官
に
分
給
し
て
い
る
の
で
、

〔今

後
〕
防
閤
・
庶
僕
も
月
給
に
す
べ
き
で
あ
る
」

と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
問
題
の
箇
所
は
「
月
分
」
に
つ
く
る
べ
き

で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

行
署
と
は
、
六
典
省
二
吏
部
郎
中
に
、

凡
未
入
仕
而
吏
京
司
者
、
復
分
気
九
ロ
問
、
通
謂
之
行
署
。

と
あ
り
、
流
外
勤
口
問
で
中
央
官
鹿
に
勤
務
す
る
者
の
通
稽
で
あ
る
。
ま

た
六
典
倉
一
向
書

都
省
の
掌
固
の
注
に
、

奥
亭
長
、
皆
篤
番
上
下
、
通
謂
之
番
官
。
縛
入
府
・
史
、
従
府
・
史
、

縛
入
令
史
。

と
あ
り
、
流
外
勅
品
は
所
謂
番
官
か
ら
始
ま
っ
て
寺
監
の
府
・
史
、
省

② 
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①③  

蓋
の
令
史
と
い
う
順
序
で
遷
捕
縛
す
る
。
こ
こ
で
月
俸
、
食
料
を
給
さ
れ

る
行
暑
の
範
囲
は
番
を
分
っ
て
勤
務
す
る
番
官
を
除
い
た
府
・
史
・
令

史
を
さ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

拙
稿
「
唐
代
の
捉
銭
戸
に
つ
い
て
」
(
東
洋
史
研
究
一
七
|
一
一
〉

色
役
に
つ
い
て
は
多
く
の
優
れ
た
研
究
が
あ
る
が
、
本
稿
作
成
に
あ
た

っ
て
左
記
の
先
撃
の
業
績
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
記
し
て
感
謝

す
る
次
第
で
あ
る
。

曾
我
部
静
雄
「
均
図
法
と
そ
の
税
役
制
度
」

潰
ロ
重
薗
「
唐
代
に
於
け
る
爾
税
法
以
前
の
筏
役
努
働
」
(
東
洋
皐
報

二
O
l四
、
二
一
|
一
〉

宮
崎
市
定
「
唐
代
賦
役
制
度
新
考
L

(

東
洋
史
研
究

一
四
|
四
〉

通
奥
谷
三
五
議
秩
に
制
と
し
て
ほ
ぼ
こ
の
詔
を
要
約
し
た
も
の
を
記
す

が
繋
年
は
儀
鳳
二
年
と
し
て
い
る
。

築
山
治
三
郎

「官
僚
の
俸
縁
と
生
活
」
(
「
唐
代
政
治
制
度
の
研
究
」

所
収
〉
は
、
刺
史
・
鯨
令
の
給
奥
額
を
引
き
出
す
際
に
、
こ
の
表
が
内

外
文
武
の
匿
別
な
し
に
行
な
わ
れ
た
と
剣
断
さ
れ
て
利
用
し
て
お
ら
れ

る
が
、
そ
れ
が
あ
た
ら
な
い
こ
と
は
後
述
す
る
ご
と
き
理
由
に
よ
っ
て

い
え
る
と
思
う
〈
本
稿
一
一
一
一
頁
参
照
〉。

通
奥
底
也
三
五
藤
秩
に
記
す
給
輿
額
及
び
内
誇
は

-
J三
品
に
大
き
な
混

税
が
あ
り
参
考
に
は
供
し
が
た
い
。

....，..23-
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通
典
出
世
三
五
蔽
秩
及
び
新
唐
蓄
倉
五
五
食
貨
志
に
記
す
給
付
額
は
、

防
閥
、
一
品
九
十
六
人
、
二
品
七
十
二
人
、
三
品
四
十
八
人
、
四
品

三
十
二
人
、
五
品
二
十
四
人
。
庶
僕
、

六回
間
五
人
(
新
麿
書
作
十
五

人
)
七
口
間
四
人
、
八
口
問
三
人
、
九
品
二
人

3

で
あ
る
。

唐
曾
要
谷
六
七
京
兆
現
ノ
に
よ
る
と
、
京
兆
府
に
少
号
ノ
が
置
か
れ
た
の
は

関
元
元
年
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
は
司
馬
と
抑
制
し
て
い
た
と
あ
り
、
同

容
六
八
河
南
罪
、
及
び
同
諸
府
予
に
も
、
少
箭
ノ
な
る
呼
叩
怖
が
用
い
ら
れ

た
の
は
開
元
年
間
で
あ
る
と
見
え
る
。

こ
こ
に
料
俸
と
あ
る
の
は
資
-
課
費
目
を
含
ま
な
い
部
分
で
あ
る
。
外
官

の
給
興
が
府
州
燃
の
行
政
上
の
等
級
底
分
に
よ
っ
て
生
ず
る
職
事
官
ロ
聞

の
差
等
ば
か
り
で
な
く
、
月
料
・
食
料
な
ど
に
於
い
て
は
該
州
賂
の
経

済
的
事
情
を
も
微
妙
に
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と

い
え
よ
う
。
な
お
州
燃
の
城
門
・
倉
庫
の
門
衛
た
る
門
夫
が
資
課
を
徴

牧
さ
れ
て
官
僚
の
給
輿
の
一
部
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
通
典
省
三
五
議

秩
に
、其

後
、
製
英
名
而
徴
其
賛
。
以
給
郡
勝
之
官
。
其
門
之
多
少
、
課
之

官
同
下
、
任
土
作
制
、
無
有
常
数
。

と
記
し
て
い
る
が
、
同
じ
く
資
課
で
も
個
人
的
な
用
に
供
す
る
色
役
か

ら
裂
し
た
も
の
と
は
ち
が
っ
て
い
る
門
夫
の
そ
れ
は
、
如
何
な
る
貧
乏

燃
の
官
僚
で
も
職
事
官
ロ
聞
に
よ
っ
て
定
ま
っ
て
い
る
白
直
な
ど
と
は
ち

が
っ
て
土
地
の
事
情
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

こ
の
係
、
曾
要
に

「
詔
云
云
L

と
あ
る
が
、
文
中

「
講
問
料
銭
」
と
か

「
望
講
誕
停
」
と
か
の
文
字
が
見
え
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う

か
d

遁
曲
問
答
三
五
議
秩
に
は
、

① ⑬ ⑪ 

制
。
郡
豚
白
士
院
、
計
数
多
少
、
同
料
銭
、
加
税
以
充
之
。
不
得
配
丁

潟
白
直
。

と
あ
り
、

通
典
出
也
六
賦
税
下
に
は
、
同
じ
こ
と
を
、

其
年
五
月
。
停
郡
勝
官
自
直
課
銭
。
(中
略
)
創
態
差
丁
充
白
直
弁

停
。

と
あ
っ
て
、
白
直
課
銭
の時四
止
は
五
月
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
一
二
月

に
臣
僚
の
奏
請
が
あ
っ
て
、
五
月
に
制
が
出
さ
れ
た
と
す
れ
‘
は
問
題
は

な
い
が
、
い
ま
は
疑
問
を
遺
す
に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
に
す
る。

宮
崎
市
定
前
掲
論
文
。

麿
禽
要
各
九
一

内
外
官
料
銭
上
大
麿
十
二
年
四
月
及
び
五
月
。

手
力
資
課
に
つ

い
て
。

手
力
と
は
、
元
来
は
、
六
典
出
恒
三
戸
部
郎
中
員
外
郎
に、

内
外
百
官
家
口
、
感
合
遁
迭
者
、
皆
給
人
力
車
牛
。

(注〉

一
品
、
手
力
三
十
人
、
車
七
乗
、
馬
十
匹
、
騒
十
五
頭
o

・e

・-:
八
品
九
品
、
手
力
五
人
、

車
一

一
来
、
馬
一
匹
、
騒
二
頭
。
若

別
勅
給
遮
者
、
三
分
加
一
。

と
あ
る
も
の
で
、
官
僚
の
家
族
ぐ
る
み
の
移
動
の
際
に
総
迭
の
任
に
供

す
る
も
の
で
あ
っ
て
常
時
給
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
臨

時
に
資
課
に
換
算
し
て
京
官
の
生
活
費
に

し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。
こ
の
際
、
手
カ
一
入
賞
り
の
資
謀
を
ど
の
く
ら
い
の
額
に
換
算
し

た
か
わ
か
ら
な
い
が
、
唐
命
国要
各
九

一
内
外
官
料
銭
上
貞
一元
二
年
の

僚
に
見
え
る
左
右
金
吾
及
十
六
術
の
料
銭
の
記
載
の
中
に
、

左
右
術
上
将
軍
。
:
;
:
本
料
各
六
十
千
。
加
糧
賜
等
。

(
注
)
毎
月
糧
米
中ハ斗
、
盟
七
合
五
勺
。

手
カ
七
人
、

(
百
〉
文
。
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諸
挫
靴
衛
将
軍

0

・
:
:
本
料
二
十
雫
。
績
加。

(
注
)
毎
月
手
力
三
人
資
四
千
五
百
文
。

と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
手
カ
課
が
官
僚
の
俸
線
の
中
に
定
着
し
て
か
ら

の
資
課
換
算
率
は
一
人
一
ヶ
月
千
五
百
文
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る。

お
そ
ら
く
乾
元
嘗
時
に
は
こ
れ
よ
り
少
な
い
こ
と
は
あ
っ
て
も
多
い
こ

と
は
な
か
っ
た
ろ
う
と
思
う
。
こ
れ
は
武
官
の
例
で
あ
る
が
、
文
官
に

つ
い
て
も
同
じ
原
則
が
あ
っ
た
の
で
は
る
る
ま
い
か
。
唐
曾
要
容
九

一
内
外
官
料
銭
上
貞
元
三
年
六
月
の
僚
に
、

中
書
侍
郎
李
泌
奏
。
加
百
官
俸
料
。
各
具口
問
秩
、
以
定
月
俸
。
随
曹

署
閑
劇
、
加
置
手
力
資
課
雑
給
等
。
議
者
穏
之
。

と
あ
り
、
李
泌
は
口
問
秩
に
よ
っ
て
月
俸
を
定
め
、
さ
ら
に
官
職
の
閑
劇

に
よ
っ
て
手
力
資
課
そ
の
他
の
雑
給
を
上
積
み
す
る
方
針
を
う
ち
出
し

て
大
方
の
務
調
酬
を
う
け
た
の
で
あ
る
。
貞
元
年
聞
に
至
っ
て
手
力
資
謀

が
月
俸
外
に
雑
給
の
一
大
費
目
と
し
て
の
地
位
を
占
め
た
の
で
あ
る
。

西
村
一
花
佑
「
唐
代
人
民
の
負
携
鵠
系
に
お
け
る
課
と
税
の
意
義」

(
史
林
四
六
l
四
〉
に
資
課
・
俸
料
に
つ
い
て
ふ
れ
ら
れ
た
部
分
が
あ

る
。
開
元
二
十
四
年
月
俸
制
が
成
立
し
て
以
後
、
再
び
手
力
資
課
そ
の

他
附
加
給
が
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
安
史
の
飢
後
の
こ
と
で
、

課
料
・
官
課
の
怠
味
は
私
に
は
、
氏
の
云
わ
れ
る
ご
と
く
武
周
政
権
時
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期
か
ら

一
貫
し
た
意
味
を
有
じ
て
い
た
と
は
思
え
な
い
が
、
い
ま
は
考

察
に
稗
盆
さ
れ
た
黙
が
多
か
っ
た
こ
と
を
感
謝
す
る
に
と
ど
め
卑
見
は

別
稿
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
す
る
。

醤
唐
書
倉
一
一
代
宗
本
紀
永
泰
二
年
五
月
。

葱
唐
書
省
二
代
宗
本
紀
永
泰
二
年
十
月
。

唐
禽
要
昌
也
九
二
内
外
官
職
回
大
暦
二
年
正
月
。

唐
曾
要
昌
也
九
二
内
外
官
職
回
大
暦
二
年
十
月
に
、

減
京
官
磯
田
、
一
分
充
軍
糧
、

二
分
給
本
官
。

と
あ
る
も
の
が、

冊
府
元
亀
谷
五

O
六
俸
識
に
は
コ
一
分
給
大
官
」
と

あ
る
。
話
と
し
て
は
面
白
い
が
出
来
す
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

軍
器
使
は
原
の
軍
器
監
で
、
唐
初
よ
り
天
質
六
裁
ま
で
置
廃
常
な
ら
な

か
っ
た
が
、
乾
元
元
年
六
月
宣
官
を
長
官
と
す
る
使
職
の
一
つ
に
な
っ

た
。
そ
の
構
成
は
唐
曾
要
各
六
六
西
京
軍
機
庫
に
、

軍
器
監
改
鋳
軍
器
使
。
大
使
一

員
、
副
使
一
員
、
剣
官
二
員
。
其
使

以
内
官
篤
之
。

と
あ
る
。
公
勝
本
銭
の
食
料
・
紙
筆
へ
の
充
嘗
は
長
官
が
宣
官
で
あ
っ

た
軍
器
使
の
み
に
認
め
ら
れ
た
と
い
う
の
で
は
あ
る
ま
い
と
思
う
。
た

だ
三
千
寅
文
と
い
う
数
が
如
何
に
も
多
す
ぎ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
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