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躍
忠
簡
と
徐
宗
簡
に
つ
い
て

|
|
卒
中
氏
の
算
賦
申
告
書
読
の
再
検
討
1

1

永

田

英

正

漢
代
史
の
研
究
は
居
延
漢
簡
の
護
見
に
よ
っ
て
大
き
な
飛
躍
を
と
げ
た
。
一
九
一
二

O
年
、
西
北
科
皐
考
察
圏
が
中
圏
西
北
漫
境
の
カ
ラ
ホ

ト
、
エ
チ
ナ
河
流
域
一
帯
で
護
見
し
た
一
高
数
百
黙
に
の
ぼ
る
、
い
わ
ゆ
る
居
延
漢
簡
は
、
漢
代
の
港
塞
屯
成
の
文
書
記
録
が
中
心
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
特
に
漢
代
の
兵
制
軍
事
面
で
の
研
究
に
著
じ
る
し
い
進
展
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
新
資
料
の
債
値
は
単
に
そ
れ
の
み
に
止
ま
ら

①
 

ず
、
贋
く
政
治
・
祉
曾
・
経
済
的
研
究
面
に
お
い
て
も
活
用
さ
れ
、
今
日
ま
で
多
く
の
斬
新
な
研
究
を
生
ん
だ
。
中
で
も
卒
中
苓
次
氏
の
「
居
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延
漢
筒
と
漢
代
の
財
産
税
」
(
立
命
館
大
皐
人
文
科
皐
研
究
所
紀
要
第
-
瞬
、
一
九
五
三
。
同
『
中
園
古
代
の
田
制
と
税
法
』
所
牧
)
は
筒
番

競
三
七
・
三
五
の
候
長
瞳
忠
の
筒
札
(
以
下
膿
忠
簡
と
呼
ぶ
)
と
筒
番
競
二
四
・
一
の
熊
長
徐
宗
の
筒
札
(
以
下
徐
宗
簡
と
呼
ぶ
〉
と
を
も
っ

て
財
産
税
・
人
頭
税
の
申
告
書
と
断
定
し
、
一
漢
代
の
財
産
税
制
度
全
般
に
わ
た
づ
て
論
じ
た
雄
篇
で
あ
る
。
こ
の
研
究
に
よ
り
漢
代
の
賦
税
制

度
、
就
中
財
産
税
の
問
題
は
大
い
に
明
ら
か
に
さ
れ
、
以
後
の
研
究
に
大
き
な
影
響
を
興
え
た
。
そ
の
貼
氏
の
功
績
は
多
大
な
も
の
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
躍
忠
筒
・
徐
宗
簡
が
い
ず
れ
も
財
産
税
(
貨
算
〉
・
人
頭
税
(
口
算
〉
を
含
む
算
賦
申
告
の
た
め
の

文
書
で
あ
る
と
す
る
見
解
に
は
、
な
お
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
論
は
、
特
に
そ
の
貼
に
焦
貼
を
し
ぼ
り
、
併
せ
て
算
賦
制
度
に
つ

い
て
検
討
し
て
み
た
い
。



卒
中
氏
の
引
用
に
か
か
る
躍
忠
筒
(
筒
1
〉
と
徐
宗
簡
〈
筒
2
〉
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

小
奴
二
人
直
三
高

大
稗
干
人
二
寓

轄
車
一
乗
直
高

簡

候
長
鱒
得
贋
昌
里
公
乗
躍
忠
年
品
川

簡
2 

二
樵
照
長
居
延
西
遁
里
公
衆
徐
宗
年
五
十

妻
妻

子
男
一
人

男
同
産
二
人

女
同
産
二
人

用
馬
五
匹
直
二
寓

牛
車
二
南
直
四
千

服
牛
二
六
千

宅
一
匡
直
三
千

田
五
十
畝
直
五
千

用
牛
二
直
五
千

宅
-
匿
高

田
五
頃
五
寓

・
凡
醤
直
十
五
寓

圏
三
ニ
七

活
四
五
五

二
八
二

O

(
三
七
・
三
五
)

妻
一
人

子
男
二
人

子
女
二
人

男
同
産
二
人

女
同
産
二
人
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②
 

圃
ニ
二

O
四
O
八
五

活
四
六
三
甲
一
八
一

B

@
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
躍
忠
簡
と
徐
宗
衝
を
最
初
に
問
題
に
し
た
の
は
陳
襲
氏
で
あ
っ
た
。
陳
氏
は
「
由
漢
筒
中
之
軍
吏
名
籍
読
起
」
に
お
い
て

こ
の
南
簡
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
ら
を
い
ず
れ
も
軍
吏
の
戸
籍
と
み
な
し
、
こ
の
戸
籍
こ
そ
は
軍
吏
の
「
集
簿
」
(
計
簿
)
の
一
部
を
な
す
も
の

で
、
そ
こ
に
資
産
や
家
族
を
記
し
て
い
る
の
は
、
戸
籍
が
算
賦

(λ
頭
税
)
や
財
産
税
徴
牧
の
基
礎
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。
但
、
人

(
二
四
・
一

B
)

頭
税
を
徴
牧
す
る
た
め
に
は
年
令
の
記
載
を
必
要
と
す
る
が
、
右
の
簡
に
妻
子
の
年
齢
を
記
し
て
い
な
い
の
は
、
軍
吏
の
戸
籍
に
も
そ
の
用
途

に
よ
っ
て
幾
種
類
か
が
あ
り
、
こ
の
場
合
は
年
齢
に
重
黙
が
お
か
れ
ず
、
便
宜
こ
れ
を
省
略
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
し
た
。

こ
れ
に
劃
し
て
卒
中
氏
は
、
前
記
「
居
延
漢
簡
と
漢
代
の
財
産
税
L

の
中
で
反
論
を
加
え
、
戸
籍
に
は
家
長
お
よ
び
家
族
の
本
籍
e

倭
位
・

氏
名
・
性
別
・
年
齢
・
、形
朕
・
繍
柄
等
が
記
さ
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
が
、
前
記
の
漢
簡
に
こ
れ
ら
を
記
し
て
い
な
い
こ
と
は
そ
れ
が
戸
籍
で
な
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か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
陳
氏
の
戸
籍
読
を
し
り
ぞ
け
た
。
そ
し
て
漢
代
に
は
貿
算
(
財
産
税
〉
・
口
算
(
人
頭
税
〉
・
絹
算
・

車
算
・
船
算
・
畜
算
な
と
銭
納
の
税
す
な
わ
ち
算
賦
が
施
行
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
納
税
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
戸
に
廃
す
る
資
産
や
口
数

な
ど
課
税
制
到
象
物
の
明
細
を
申
告
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。
こ
の
雨
簡
は
、
ま
さ
に
そ
の
申
告
書
で
あ
っ
た
と
す
る
。
但
、
徐
宗
の
筒
札
に

家
ロ
を
記
載
し
て
上
段
に
妻
お
よ
び
子
男
一
人
・
男
同
産
二
人
・
女
同
産
二
人
を
響
、げ
て
い
る
の
は
、
年
齢
十
五
歳
以
上
の
「
ロ
算
」
の
針
象

と
な
る
べ
き
者
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
下
段
に
そ
の
外
に
子
男
一
人
・
子
女
二
人
を
加
え
て
掲
げ
て
い
る
の
は
、
十
四
歳
以
下
の
者
で
「
口

銭
」
の
封
象
と
な
る
べ
き
も
の
を
併
せ
て
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
こ
れ
に
劃
し
て
躍
忠
の
筒
札
に
戸
口
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、

躍
忠
は
候
長
す
な
わ
ち
百
石
の
有
秩
の
軍
吏
で
一
般
の
民
に
課
せ
ら
れ
る
口
算
を
負
捲
せ
ず
、

ま
た
家
族
も
同
様
に
ロ
算
が
兎
除
さ
れ
て
い
た

か
ら
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

陳
氏
の
場
合
は
、
瞳
忠
簡
・
徐
宗
簡
の
解
樺
か
ら
始
っ
て
漢
代
の
戸
籍
制
度
、
上
計
制
度
、
責
産
登
録
制
度
、
比
戸
占
籍
制
度
、
輯
車
課
税

制
度
、
奴
牌
自
由
貰
賀
制
度
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
一
方
の
卒
中
氏
も
陳
氏
批
判
か
ら
出
渡
し
て
名
籍
の
意
味
、
上
計
簿
と
四

時
簿
の
匿
別
、
自
占
と
案
比
の
相
違
、
王
葬
の
貢
法
の
本
質
、
昭
車
・
奴
牌
の
評
債
額
な
ど
、
さ
ら
に
は
財
産
税
制
を
中
心
に
人
頭
税
を
含
む

漢
代
算
賦
制
度
全
般
に
わ
た
っ
て
論
及
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
雨
論
文
い
ず
れ
も
贋
範
園
な
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
た
だ
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モ
れ
ぞ
れ
の
論
接
と
な
っ
た
躍
忠
簡
・
徐
宗
簡
の
解
轄
に
つ
い
て
の
み
レ
え
ば
、
要
旨
は
お
よ
そ
以
上
に
紹
介
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
卒
中
氏
の
解
揮
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
に
い
く
つ
か
の
批
判
が
出
さ
れ
て
い
る
。
先
ず
最
初
は
米
田
賢
次
郎
氏
で
あ
る
。

@
 

氏
は
「
居
延
漢
簡
と
そ
の
研
究
成
果
L

に
お
い
て
、
卒
中
氏
の
陳
氏
に
射
す
る
批
判
は
是
認
し
な
が
ら
も
、
卒
中
氏
の
い
わ
ゆ
る
算
賦
の
た
め

の
申
告
書
と
す
る
こ
と
に
は
、
向
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
た
と
え
ば
財
産
の
申
告
書
が
護
見
さ
れ
て
い
る

地
貼
と
い
え
ば
民
治
に
関
係
あ
る
所
、
少
く
と
も
都
尉
以
上
の
治
所
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
が
、
果
し
て
筒
番
競
二
四
と
三
七
の
南
地
黙
が
居
延

或
は
張
披
の
地
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
南
簡
を
同
一
性
質
の
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
躍
忠
の
簡
に
も
同
じ
く
妻
子
同
産
が
書
か
れ
て
い
る
筈
ー

で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
徐
宗
の
簡
に
「
ロ
賦
」
(
卒
中
氏
の
い
わ
ゆ
る
口
算
)
を
納
め
る
者
と
「
口
賦
」
・
「
口
銭
」
を
納
め
る
者
と
の
中
間



に
財
産
を
話
し
て
い
る
記
述
の
順
序
に
も
疑
問
が
あ
る
。
ま
た
算
賦
に
関
係
あ
る
の
は
男
女
の
性
別
で
な
《
年
齢
で
あ
る
が
、
，
そ
の
記
載
が
な

d

い
の
も
理
由
が
わ
か
ら
ぬ
と
い
う
。
米
田
氏
は
主
と
し
て
以
上
の
よ
う
な
黙
を
あ
げ
て
卒
中
氏
の
申
告
書
設
に
も
遣
に
賛
成
で
き
な
い
と
し
、

陳
氏
の
言
う
よ
う
に
軍
吏
の
帳
簿
の
中
に
は
候
長
以
下
、
兵
土
達
の
身
上
調
査
簿
や
財
産
を
記
し
た
名
簿
が
あ
っ
て
も
よ
い
で
は
な
い
か
と
し

て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
米
田
氏
の
批
剣
は
核
心
を
つ
い
て
お
り
、
傾
聴
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
戸
口
調
査
の
面
か
ら
批
剣
し
た
も
の

@
 

に
佐
藤
武
敏
氏
が
あ
る
。
氏
は
「
漢
代
の
戸
口
調
査
」
に
お
い
て
「
口
算
」
・
「
口
銭
」
な
ど
人
頭
税
の
賦
課
は
戸
口
調
査
と
密
接
な
関
係
が
あ

っ
た
と
す
る
観
動
か
ら
、
卒
中
氏
の
よ
う
に
「
口
算
」
・
「
口
銭
」
の
調
査
が
戸
口
調
査
と
は
別
に
財
産
税
の
調
査
と
同
時
に
行
わ
れ
た
と
い
う

の
は
賛
成
し
難
い
と
し
て
い
る
。
筒
札
の
性
格
に
つ
い
て
は
特
に
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
戸
口
調
査
と
い
う
具
瞳
的
制
度
面
か
ら
卒
中
読
を
チ
ェ

@
 

ま
た
宇
都
宮
清
吉
氏
も
「
億
約
研
究
」
の
中
で
南
簡
を
引
用
し
て
い
る
が
、
徐
宗
簡
に
つ
い
て
は
記
載
は
す
こ
ぶ
る

ッ
ク
す
る
も
の
で
あ
る
。

や
は
り
一
種
の
財
産
簿
だ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
劃
し
て
徐
宗
簡
を
否
定
す
る
立
場
を
と
る
の
が
楠
山
修

@
 

作
民
の
「
漢
代
の
賦
の
意
味
に
つ
い
て
|
|
卒
中
読
批
剣
|
|
」
で
、
氏
は
主
と
し
て
算
賦
課
徴
の
封
象
お
よ
び
軍
賦
の
問
題
か
ら
批
剣
し
、

徐
宗
の
簡
札
は
卒
中
民
の
設
の
よ
う
な
財
産
の
調
査
記
録
で
も
な
く
、
ま
た
徴
税
の
た
め
の
記
載
で
も
な
い
と
す
る
。
詳
し
く
は
後
に
ゆ
ず
る

が
、
氏
の
軍
賦
の
解
揮
は
傾
聴
す
べ
き
で
あ
る
。

疑
問
が
多
い
と
し
な
が
ら
も
、
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撞
忠
筒
・
徐
宗
簡
を
引
用
し
た
論
文
は
他
に
も
あ
る
が
、
雨
簡
に
つ
い
て
の
陳
氏
お
よ
び
卒
中
氏
の
提
起
し
た
問
題
に
ふ
れ
た
も
の
は
、
私

の
知
る
か
ぎ
り
以
上
の
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
一
つ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
陳
氏
を
は
じ
め
、
卒
中
氏
以
下
す
べ
て
膿
忠
筒
・
徐
宗
簡
を

務
幹
氏
の
闘
再
文
に
し
た
が
っ
て
謹
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
居
延
漢
簡
が
護
見
さ
れ
て
か
ら
公
刊
に
至
る
ま
で
に
は
か
な
り
の

歳

月

を

要

し

、

第

斡

氏

に

よ

る

『

居

延

漢

筒

考

樟

』

@
 

た
。
こ
の
考
穫
は
一
九
四
九
年
に
は
活
字
本
と
な
っ
て
多
く
の
利
用
に
供
き
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
肝
心
の
圃
版
は
更
に
お
く
れ
、

始
め
て
公
刊
さ
れ
た
の
は
護
見
か
ら
十
三
年
後
の
一
九
四
三
年
、

(
油
印
本
)
で
あ
っ

ょ
う
や
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く
一
九
王
七
年
に
至
り
、
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
か
ら
『
居
延
漢
筒
園
版
之
部
』
と
し
て
出
版
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
唐
延
漢
筒
の
稜
見
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以
来
、
買
に
二
十
七
年
後
に
し
て
は
じ
め
て
我
々
は
そ
の
全
貌
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
従
来
の
諸
研
究
が
多
く
努
氏
の
韓
文
を
擦

り
ど
こ
ろ
に
し
た
の
は
‘
寅
際
上
、
止
む
を
待
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
今
日
、
宰
に
も
園
版
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
以
上
、
わ

れ
わ
れ
は
瞳
忠
筒
・
徐
宗
簡
の
問
題
を
、
先
ず
園
版
に
従
っ
て
第
氏
の
緯
文
を
粘
'検
す
る
こ
と
か
ら
出
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

今
、
園
版
並
び
に
そ
れ
に
よ
っ
て
訂
正
し
た
緯
文
を
示
す
と
、
・
次
の
通
り
で
あ
る
。
先
、
ず
膿
忠
簡
は
、

宅
一
医
高

田
五
頃
王
高

.
凡
誓
直
十
五
高

と
な
る
。
筒
1
で
「
帽
車
一
乗
」
と
あ
る
の
は
コ
一
乗
」
の
誤
り
で
あ
る
。
か
つ
て
陳
製
氏
は
前
記
論
文
の
中
で
武
帝
の
輯
車
に
劃
す
る
課
税

措
置
に
ふ
れ
、
昭
事
一
乗
の
寓
鋭
は
住
宅
な
ら
一
臣
、
固
な
ら
一
頃
、
牛
車
な
ら
五
雨
、
馬
な
ら
ば
二
匹
牢
に
相
賞
す
る
債
格
で
あ
り
、
嘗
時

で
は
奪
修
品
と
み
な
さ
れ
て
い
た
た
め
に
課
税
の
劃
象
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
軒
車
と
は
普
通
一
頭
立
の
小
さ
な
馬
車
を
い
い
、
そ

@
 

れ
は
漢
代
霊
像
石
の
中
で
も
常
見
す
る
と
こ
ろ
で
、
特
に
豪
高
官
な
車
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
漢
代
、
馬
車
は
確
に
貴
重
品
で
あ
っ
た
に
違
い

な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
一
乗
寓
銭
は
高
債
に
す
ぎ
る
。
こ
れ
は
傍
氏
の
誤
樟
に
も
と
づ
く
誤
解
で
あ
っ
て
、
一
乗
五
千
鏡
が
相
臆
の
債
格
で

?除

努ミ

強
皆
川

簡
l' 

侯
長
線
得
康
昌
里
公
衆
躍
忠
年
品
川

あ
る
。

i
川

T
w
i
A
2
2
Z

L

噌宝内
6
6

邑

ゐ
答
申
叩
械
を
弘

小
奴
二
人
直
三
高

大
蝉
一
人
二
高

昭
車
二
乗
直
寓

的
語
瓦
認
さ
ゑ
時
屯
岬
成
主

堅
議
s
e、す
ま
正
義

3
2
f
T
h
主
み
げぷ
第

九

用
馬
五
匹
直
二
寓

牛
車
二
両
直
四
千

服
牛
二
六
千
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つ
ぎ
に
、
徐
宗
簡
で
あ
る
が
、
同
様
に
闘
版
と
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
訂
正
し
た
樟
文
を
掲
げ
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。



勝
統
的
駅
伝
写
均
一足
立
競
奪

ゐ

h
v
m
f
i
b!
 

』

T吟日
夕
、

筒
2' 

*
 

三
様
黙
長
居
延
西
遁
里
公
乗
徐
宗
五
十

徐
宗
年
五
十

妻
妻子

男
一
人

男
同
産
二
人

女
同
産
二
人

宅
一
匡
直
三
千

田
五
十
畝
直
五
千

用
牛
二
直
五
千

妻男
子
一
人

妻
一
人

子
男
二
人

子
女
二
人

男
同
産
二
人

女
同
産
二
人

二
議
熊
長
は
三
機
熊
長
の
誤
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
徐
宗
簡
の
韓
文
を
筒
2
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
、
簡

g
の
方
が
第
二
段
に
「
徐
宗

年
五
十
」
、
第
五
段
に
「
妻
」
「
男
子
一
人
」
と
記
載
が
多
い
こ
と
に
気
づ
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
圃
版
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
第

二
段
の
「
徐
宗
年
五
十
」
は
明
ら
か
に
第
一
段
の
徐
宗
の
名
籍
の
姓
名
と
年
齢
の
と
こ
ろ
を
習
字
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
筒
札
の
左
上
宇
部

に
は
「
口
口
口
二
十
石
」
と
か
「
不
入
」
と
い
っ
た
文
字
が
剣
議
さ
れ
る
。
な
お
こ
の
徐
宗
簡
に
ば
裏
面
(
二
四
・
一

A
)
が
あ
り
、
そ
こ
で

も
中
央
上
部
に
コ
ニ
樵
熊
長
居
延
西
遁
里
公
乗
徐
宗
年
五
十
」
と
浄
書
す
る
ほ
か
、
筒
一
面
に
コ
ニ
燥
熊
長
」
「
長
丞
ー
」
「
伏
地
再
拝
」
「
足

下
現
惹
」
等
々
の
手
習
い
の
文
字
が
剣
議
さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
徐
宗
簡
そ
の
も
の
は
習
書
、
す
な
わ
ち
手
習
い
の
類
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
正

式
の
文
書
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
徐
宗
簡
は
習
書
の
筒
札
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
正
式
の
文
書
で
な
い
と
い
え
ば
簡
単
で
る
る
が
、
し
か
し
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
、
ず
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
い
っ
た
い
こ
こ
に
は
何
を
書
こ
う
と
し
て
い
た
の
か
。
も
し
も
そ
れ
が
完
全
で
あ
っ
た
な
ら

ば
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
種
類
の
文
書
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
で
あ
る
。

-19 -
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い
ま
徐
宗
簡
を
闇
版
で
見
る
か
ぎ
り
、
ま
た
明
ら
か
に
別
筆
に
か
か
る
と
思
わ
れ
る
「
口
口
口
二
十
石
」

そ
の
忠
買
な
る
緯
文
は
簡

g
に
か
か
げ
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
簡
札
は
一
九
五
九
年
に
中
園
科
泉
院
考
古
研
究
所
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
居
延

漢
簡
甲
編
』
の
中
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
緯
文
も
筒

γ
と
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
全
鐙
は
六
段
に
分
け
ら
れ
る
。
い
ま
便
宜
上
、
上

「
不
入
」
な
ど
の
文
字
を
除
き
、

か
ら
第
一
段
と
し
、
第
一
段
か
ら
第
六
段
ま
で
を
各
々

A
・
B
・
C
・
D
-
E
・
F
で
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に

B
の
「
徐
宗

年
五
十
」
が

A
の
下
宇
部
の
習
書
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
が
、
か
つ
て
第
斡
氏
が
こ
れ
を
筒
2
の
よ
う
に
緯
し
、

B
の
ほ
か
に

E
の

部
分
を
削
除
し
て
徐
宗
簡
を

A
C
D
F
の
四
段
か
ら
な
る
文
書
と
し
て
解
調
停
し
た
の
は
、

B
の
ほ
か
に

E
の
部
分
を
以
て
本
文
書
に
は
開
係
の

な
い
不
用
の
も
の
、
す
な
わ
ち
習
書
も
し
く
は
書
き
損
じ
た
も
の
と
判
断
し
た
か
ら
に
相
違
な
い
。
こ
こ
で

E
の
部
分
を
習
書
と
み
る
の
は

C

の
部
分
と
封
比
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
書
き
損
じ
と
み
る
の
は

F
の
部
分
と
封
比
し
た
場
合
で
あ
る
。
務
氏
は
恐
ら
く
後
者
の
判
断
に
立

い
ず
れ
に
し
て
も
第
氏
が
徐
宗
簡
を
簡
2
の
よ
う
に
欝
議
し
た
の
は
、
そ
れ
な
り
の
見
識
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
果
し
て
そ
う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
大
き
な
威
力
を
護
揮
す
る
の
が
園
版
で
あ
る
。
そ
こ
で
改
め
て
園
版

を
詳
細
に
観
察
す
る
と
き
、
先
ず
気
づ
く
こ
と
は
、

A
か
ら
D
ま
で
の
部
分
と
E
F
の
部
分
と
で
は
墨
色
が
異
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な

⑪
 

わ
ち
前
者
は
淡
く
、
後
者
は
明
ら
か
に
濃
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
第
氏
も
か
つ
て
注
意
を
向
け
て
い
た
よ
う
で
、

F
段
が
別
筆
で
あ
る
と

⑪
 

い
う
こ
と
で
雨
者
を
区
別
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
上
段
と
は
別
の
手
に
な
る
と
い
う
意
味
で
の
別
筆
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
な
お
問
題
で
、
私
見

つ
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

- 20ー

よ
り
す
れ
ば
、
む
し
ろ
全
盛
が
同
一
人
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
墨
色
か
ら
し
て
時
間
的
な
先
後
が
あ
り
、

る
も
の
と
判
断
す
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
と
も
に
同
じ
後
筆
に
か
か
る

E
と
F
と
の
関
係
を
、

E
F
の
部
分
は
後
の
筆
に
な

E
は
F
の
書
き
損
じ
で
、

F

の
み
が
完
全
な
も
の
と
み
て
も
、
或
は
ま
た

E
の
み
が

C
の
習
書
で

F
は
そ
れ
と
開
り
な
く
濁
立
し
た
完
全
な
も
の
と
み
る
に
し
て
も
、

し、

ず

れ
の
場
合
に
お
い
て
も
落
ち
着
き
が
悪
く
、
今
ひ
と
つ
説
得
力
を
も
た
な
い
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
後
に
も
鯛
れ
る
が
、
原
因
は
い
ず
れ
も
E

と
F
と
を
分
離
し
て
と
ら
え
、

E
を
削
徐
し
て

F
を
生
か
そ
う
と
す
る
と
ご
ろ
か
ら
き
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
こ

で
は
削
除
す
る
に
し
ろ
、
或
は
ま
た
そ
の
ま
ま
生
か
す
に
し
ろ
、

E
と
F
と
は
セ
ッ
ト
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
私
見
よ
り
す



れ
ば

E
も
F
も
と
も
に

C
の
部
分
に
闘
す
る
習
書
で
、
い
ず
れ
も
C
の
部
分
に
見
ら
れ
る
家
族
構
成
と
そ
の
人
数
を
適
宜
手
習
い
し
た
も
の
で

あ
り
、
削
除
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
そ
し
て
更
に
言
う
な
ら
ば
、

B
の
「
徐
宗
年
五
十
」
も
E
F
と
同
時
の
筆
で
は
な
か
っ
た
一
か
と
推
測
さ
れ

る
。
恐
ら
く
本
衆
の
徐
宗
簡
は
、
そ
れ
が
全
瞳
と
し
て
完
手
文
書
で
あ
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
簡
M
L

か
ら
B
E
F
を
削
除
し
た
残
り
の
部
分

A
C
D
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち

簡
2" 

三
増
熊
長
居
延
西
道
里
公
乗
徐
宗
年
五
十

妻子
男
一
人

男
同
産
二
人

女
同
産
二
人

宅
一
匿
直
三
千

田
五
十
畝
車
五
千

用
牛
二
直
五
千

で
あ
る
。
そ
し
て
何
ら
か
の
事
情
で
こ
の
簡
が
不
要
と
な
り
、
手
習
い
と
し
て
用
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

四
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以
上
、
圃
版
に
し
た
が
っ
て
従
来
の
躍
忠
簡
と
徐
宗
筒
の
樺
文
を
考
-
訂
し
た
。
そ
し
て
躍
忠
簡
は
筒
Y
と
す
る
も
、
徐
宗
の
簡

g
は
習
蓄
の

簡
札
で
あ
っ
て
、
本
来
の
姿
は
習
書
の
部
分
を
削
除
し
た
筒

γ
と
な
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
し
か
し
こ
れ
は
同
時
に
文
書
の
性
格
か
ら

も
併
せ
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
後
は
筒
Y
と
筒

γ
を
以
て
そ
れ
ぞ
れ
薩
忠
筒
、
徐
宗
簡
と
名
づ
け
、
次
一
に
そ
れ
ら
が
い
か
な
る
文

書
で
あ
っ
た
か
を
考
え
て
み
た
い
b

先
ず
瞳
忠
簡
で
あ
る
が
、
上
段
中
央
に
「
候
長
線
得
康
昌
里
公
乗
躍
忠
年
舟
」
と
記
す
。
候
長
と
は
漣
境
に
お
け
る
監
視
所
の
長
を
い
う
。

漢
代
河
西
国
郡
め
一
つ
張
披
郡
下
の
居
延
に
は
民
政
機
関
で
あ
る
牒
の
ほ
か
に
居
延
都
尉
府
が
お
か
れ
、
ま
た
エ
チ
ナ
河
流
域
に
は
別
に
肩
水

都
尉
府
が
お
か
れ
、
こ
れ
を
以
て
防
衛
の
二
大
中
心
基
地
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
数
個
の
侯
官
を
配
し
、
候
官
の
下
に
は
更
に
若
干
の
候
と
黙
と

が
お
か
れ
て
旬
奴
の
南
侵
を
防
ぐ
ベ
く
ま
も
り
を
固
め
て
い
た
。
監
視
所
と
し
て
の
熊
は
三

J
玉
名
、
候
に
な
る
と
一

O
名
前
後
の
成
卒
で
構
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⑫

e
 

成
さ
れ
、
そ
の
長
を
そ
れ
ぞ
れ
熊
長
・
候
長
と
よ
ん
で
い
た
。
瞳
忠
の
場
合
は
単
に
候
長
と
あ
る
だ
け
で
候
名
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
筒
札

の
出
土
地
に
よ
っ
て
統
轄
関
係
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
原
簡
に
つ
け
ら
れ
た
上
下
二
つ
の
整
理
番
競
の
う
ち
梱
包
番
披
で
あ
る

@
 

上
番
競
に
よ
っ
て
出
土
地
が
示
さ
れ
る
が
、
躍
忠
簡
の
上
番
競
三
七
は
地
湾
出
土
で
あ
り
、
地
暫
は
嘗
時
の
肩
水
都
尉
管
轄
下
の
肩
水
候
官
の

お
か
れ
た
地
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
瞳
忠
は
肩
水
候
官
所
轄
の
某
候
の
候
長
の
職
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
牒
得
慶
昌
里

は
張
披
郡
の
練
得
鯨
贋
昌
里
で
、
鵡
忠
の
本
籍
地
を
指
す
。

簡
3

肩
水
候
官
並
山
際
長
公
乗
司
馬
成
中
第
二
歳
八
月
十
四
日
能
書
禽
計
治
官
民
頗
知
律
令
武
年
品
川
二
歳
長
七
尺
五
寸
牒
得
成
漢
里
家
去

官
六
百
里
(
二
一
了
七
)
盟
日
九
甲
4
4酌

こ
れ
は
司
馬
成
の
勢
(
勤
務
日
数
)
を
記
し
た
い
わ
ゆ
る
伐
聞
の
筒
札
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
肩
水
候
官
と
練
得
牒
と
の
距
離
は
お
よ
そ

六
百
漢
里
(
約
二
四

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
)
前
後
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
公
乗
は
倭
位
の
名
稿
で
下
か
ら
数
え
て
第
八
番
目
に
嘗
る

が
、
民
爵
と
し
て
は
最
高
で
あ
る
。
以
上
の
鵡
忠
簡
の
上
段
の
部
分
は
、
嘩
忠
の
官
職
に
は
じ
ま
っ
て
本
籍
地
・
醤
位
・
姓
名
・
年
齢
を
記
し

つ
い
で
第
二
段
目
以
下
は
、
奴
・
稗
・
輯
車
・
用
馬
・
牛
車
・
服
牛
・
宅
・
田

た
も
の
で
、
嘗
時
の
い
わ
ゆ
る
名
籍
の
鐙
裁
を
と
っ
て
い
る
。
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の
そ
れ
ぞ
れ
の
敷
量
と
値
段
を
記
し
、
最
下
段
末
尾
に
「
.
凡
誓
直
十
五
寓
」
と
し
て
醤
す
な
わ
ち
財
産
の
純
計
額
で
し
め
く
く
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
列
挙
さ
れ
た
財
産
が
躍
忠
の
も
の
で
あ
り
、

ま
た
現
存
の
こ
の
瞳
忠
簡
は
幅
一
・
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
一
一
一
一
セ

γ
チ
メ
ー
ト
ル

ら
か
で
あ
り
、

で
標
準
簡
の
長
さ
か
ら
す
る
と
約
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
折
損
し
て
い
る
が
、
文
書
の
記
載
の
形
式
か
ら
い
っ
て
完
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明

し
た
が
っ
て
こ
れ
が
躍
忠
の
財
産
の
完
全
な
明
細
記
録
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
徐
宗
簡
で
あ
る
が
、
躍
忠
簡
と
同
様
に
中
央
上
段
に
徐
宗
の
官
職
と
本
籍
地
・
爵
位
・
姓
名
・
年
齢
を
記
す
。
徐
宗
簡
の
上
番
膿
二

四
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
地
貼
が
破
城
子
す
な
わ
ち
甲
渠
候
官
の
あ
と
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
三
樵
熊
と
は
居
延
都
尉
府
下
の

@
 

甲
渠
候
官
所
属
の
照
で
あ
る
。
本
籍
地
は
張
披
郡
下
の
居
延
賑
西
道
里
、
倭
位
は
躍
忠
と
同
じ
公
乗
で
あ
る
。
こ
の
熊
長
徐
宗
の
名
は
他
の
簡

札
に
も
見
ら
れ
る
ー
す
な
わ
ち
、



簡
4 

三
機
熊
長
徐
宗

自
言
故
覇
胡
亭
長
寧
就
舎
鏡
二
千
三
百
品
川
四
責
不
可
得

(
三
・
四
)

圃
五
二
七

活
五
一
七

八
二
六
四

な
る
自
言
愛
書
が
あ
り
、
同
一
上
番
暁
の

筒
5 

口
長
徐
宗

自
言
責
故
三
泉
亭
長
石
延
蕎
菱
銀
少
二
百
八
十
数
責
不
可
得

(
一
ニ
・
六
〉

圏
五
六
九

活
五
一
八

九
四
三
八

甲
三

も
同
一
人
と
み
て
き
し
っ
か
え
な
か
ろ
う
。
其
の
他
に

筒
6 

第
八
熊
長
徐
宗

傍
陽
書
不
鮮
明
卒
張
回
取
馬
矢
不
在
署
口

小
積
薪
一
上
僅
噴

以
牒
験
問
久
故
時
輿
源
道
丞
見
謹
震
吏
者
黙
長
徐
宗
知
語
故
矯
甲
渠
候
長
未
嘗
以
吏
賊
殴
揮
撃

(
一
三
五
・
一

O
、
三
一
七
・
七
〉

(
一
二
四
・
一

O
λ
〉

聞
四
四
九

活
二
一
九

七

四

簡
7 

と
あ
る
徐
宗
も
、

圃
二

O
四
三
九
二
四

活
五

O

甲
七
三
四

@
 

い
ず
れ
も
破
城
子
出
土
で
あ
り
年
代
も
近
い
と
こ
ろ
か
ら
し
て
恐
ら
く
同
一
人
と
み
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。

さ
て
徐
宗
簡
は
、
上
段
中
央
の
徐
宗
の
名
籍
の
記
載
に
つ
い
で
、
第
二
段
に
家
族
構
成
と
そ
の
人
数
を
記
し
、
第
三
段
に
お
い
て
宅
・
田
・

- 23一

用
牛
の
数
量
と
値
段
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
簡
は
幅
三
・
七
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
、
長
さ
二
二
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
躍
忠
簡
に
較
べ
て
三
倍

の
幅
を
も
っ
大
き
な
簡
札
で
あ
る
。

て
、
こ
れ
が
完
全
な
文
書
と
し
て
整
っ
た
も
の
か
ど
う
か
は
断
定
で
き
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
記
載
の
上
で
躍
忠
簡
と
比
較
し
た
場

ま
た
財
産
を
列
拳
し
た
の
ち
に
そ
の
穂
額
の
記
載
を
歓
い
て
い
る
こ
と

天
地
と
も
に
完
全
で
あ
る
が
、

一
部
損
傷
し
て
お
り
、

ま
た
の
ち
に
習
書
に
な
っ
た
と
い
う
貼
か
ら
し

合
、
最
大
の
相
違
黙
は
、
徐
宗
簡
に
は
家
族
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

の
二
黙
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
卒
中
氏
の
躍
忠
筒
・
徐
宗
簡
に
つ
い
て
の
見
解
の
あ
ら
ま
し
は
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
一
度
こ
こ
で
詳
し
く
引
用
し

て
み
る
と
、
先
ず
、

「
雨
名
の
筒
札
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
者
に
属
す
る
財
産
の
品
目
・
数
量
・
債
格
が
列
記
し
て
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
財
産
の
調

査
記
録
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
調
査
記
録
の
目
的
が
そ
れ
ら
の
財
産
へ
の
課
税
の
た
め
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う

149 

こ
と
も
容
易
に
察
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
し
ブ
ま
た
徐
宗
簡
に
見
え
る
家
族
の
記
載
に
つ
い
て
は
「
こ
れ
が
陳
氏
の
云
う
よ
う
な
戸
籍
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簿
の
類
で
な
い
こ
と
は
そ
れ
に
氏
名
・
年
令
な
ど
の
記
述
が
依
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
、
従
っ
て
、
こ
れ
は
別
の
目
的
の
篤
め
・

の
記
録
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。
上
記
の
財
産
記
録
が
課
税
の
盛
岡
め
の
も
の
と
す
れ
ば
、

こ
れ
も
恐
ら
く
同
様
の
目
的
の
も
の
と
認
め
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
家
族
員
数
の
記
載
は
お
そ
ら
く
人
頭
税
に
関
係
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
、
具
佳
的
に
は
「
上
段
に
妻
お
よ
び
子

男
一
人
・
男
同
産
二
人
・
女
同
産
二
人
を
奉
げ
て
い
る
の
は
、
恐
ら
く
年
齢
十
五
歳
以
上
の
「
口
算
L

の
針
象
と
な
る
べ
き
者
を
示
し
た
も
の

で
あ
り
、
下
段
に
そ
の
他
に
子
男
一
人
・
子
女
二
人
を
加
え
て
掲
げ
て
い
る
の
は
、
十
四
歳
以
下
の
者
で
「
口
銭
」
の
封
象
と
な
る
べ
き
も
の

を
弁
せ
て
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
た
。
ま
た
瞳
忠
簡
に
戸
口
の
記
載
を
依
い
て
い
る
理
由
と
し
て
「
勢
験
氏
の
『
居
延
漢
筒
考
樟
』
自

序
に
よ
れ
ば
候
長
は
百
石
の
有
秩
の
軍
吏
で
、
あ
た
か
も
郷
の
有
秩
の
畜
夫
に
比
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
彼
は
一
般
の
民
に
課
せ

ら
れ
る
と
こ
ろ
の
ロ
算
を
負
措
し
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
彼
の
戸
口
を
奉
げ
て
レ
な
い
の
も
同
様
の
理
由
に
よ
っ
て
家
族
の
口
算
が
兎
除
さ

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
そ
し
て
同
一
の
筒
札
の
上
に
財
産
税
と
人
頭
税
に
関
す
る
事
項
が
弁
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、

算
も
共
に
「
算
」
を
車
位
と
す
る
課
税
法
を
採
り
「
一
算
」
の
額
を
共
通
に
し
て
レ
た
貼
に
お
い
て
、
か
つ
ま
た
互
に
「
賦
」
た
る
性
質
を
同

「
ロ
算
も
貨

一 24ー

じ
く
し
て
い
た
黙
に
お
い
て
、
何
ら
相
違
は
無
か
っ
た
」
か
ら
で
、

し
た
が
っ
て
「
躍
忠
・
徐
宗
の
筒
札
は
そ
れ
ぞ
れ
の
戸
に
属
す
る
口
や
質

を
列
摩
し
た
戸
別
明
細
簿
で
あ
り
、
そ
れ
が
算
賦
に
関
す
る
帳
簿
(
算
簿
〉
、

若
し
く
は
申
告
書
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
も
は
や
説
明
を

要
し
な
レ
」
と
さ
れ
た
。

付 以
上
の
氏
の
見
解
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、

雨
簡
は
財
産
税
の
た
め
の
調
査
記
録
で
あ
る
。

徐
宗
簡
の
家
族
の
記
載
は
人
頭
税
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

。伺伺同

雄
忠
簡
に
家
族
の
記
載
が
な
い
の
は
彼
の
官
職
に
よ
り
人
頭
税
が
沼
加
除
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

財
産
税
も
人
頭
税
も
課
税
方
法
や
そ
の
性
格
か
ら
い
っ
て
算
賦
の
中
に
含
ま
れ
る
。

し
た
が
っ
て
爾
簡
は
算
賦
の
簿
録
(
算
簿
)
か
申
告
書
で
あ
る
。



と
い
う
-こ
と
に
な
る
σ

そ
こ
で
以
下
、
順
を
追
っ
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

先
ず
パ
円
雨
簡
が
財
産
税
の
調
査
記
録
で
あ
っ
た
と
す
る
黙
で
あ
る
。
漢
代
に
貸
算
と
よ
ば
れ
る
財
産
税
が
課
徴
さ
れ
た
こ
と
は
卒
中
氏
が
明

ら
か
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
躍
忠
簡
の
場
合
は
或
は
そ
う
で
は
な
い
か
と
推
測
し
う
る
。
す
な
わ
ち
躍
忠
簡
の
よ
う
に
所
有
す
る
財
産
名

と
そ
の
債
格
を
並
べ
、
最
後
に
そ
れ
ら
の
穂
額
を
あ
げ
て
し
め
く
く
っ
て
い
る
書
式
は
、
そ
れ
な
り
に
首
尾
一
貫
し
た
完
全
な
も
の
と
み
る
べ

き
で
あ
り
、
か
か
る
観
動
か
ら
し
て
も
躍
忠
の
簡
札
を
以
て
財
産
税
の
調
査
記
録
と
み
る
こ
と
は
い
ち
お
う
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
徐
宗

の
簡
で
あ
る
。
確
に
徐
宗
の
簡
札
に
お
い
て
も
曜
忠
の
簡
札
と
同
様
に
宅
・
田
・
用
牛
と
い
っ
た
財
産
の
品
目
・
数
量
が
記
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

⑮
 

債
格
が
記
入
さ
れ
て
い
る
勲
、
財
産
の
調
査
の
よ
う
な
感
じ
を
う
け
る
。
し
か
し
楠
山
修
作
氏
の
批
判
に
も
あ
る
よ
う
に
、
最
後
に
「
凡
醤
直

:
:
高
」
と
、
そ
の
純
計
を
記
す
書
式
を
と
っ
て
い
な
い
こ
と
は
問
題
で
あ
る
。
躍
忠
簡
の
例
か
ら
い
え
ば
、
徐
宗
簡
は
不
完
全
文
書
と
い
う

こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
徐
宗
簡
に
は
こ
の
ほ
か
に
家
族
構
成
と
そ
の
人
数
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
知
を
考
慮

す
る
と
、
雨
筒
は
同
一
性
質
の
文
書
で
は
な
く
、
書
式
を
異
に
す
る
別
個
の
文
書
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
も
、
ま
た
可
能
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
衣
に

O
家
族
の
記
載
が
人
頭
税
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
漢
代
に
は
算
賦
そ
し
て

ロ
賦
(
口
銭
)
と
よ
ば
れ
る
人
頭
税
が
徴
牧
さ
れ
て
い
た
。
算
賦
は
成
年
男
女
を
劉
象
と
し
た
人
頭
税
で
十
五
歳
以
上
五
十
六
歳
以
下
の
者
か

-25一

ら
年
額
百
二
十
銭
を
徴
牧
す
る
も
の
で
、
別
に
口
算
と
も
よ
ば
れ
た
。
こ
れ
に
劃
し
て
ロ
賦
は
未
成
年
者
の
人
頭
税
で
七
歳
以
上
十
四
歳
以
下

@
 

の
者
か
ら
年
間
二
十
三
銭
を
徴
牧
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
人
頭
税
を
課
徴
す
る
場
合
に
は
、
各
個
人
の
年
齢
が
何
に
も
ま
し
て
重

要
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
従
来
の
居
延
漢
筒
の
研
究
の
結
果
、
漢
代
に
は
一
定
の
年
齢
層
を
示
す
特
別
の
呼
稽
の
あ
っ
た
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
国
そ
れ
に
よ
る
と
十
五
歳
以
上
の
男
女
を
「
大
男
」
「
大
女
」
と
呼
び
、
七
歳
以
上
十
四
歳
以
下
の
男
女
を
「
使
男
」
「
使

ま
た
十
五
歳
以
上
の
「
大
男
」

女
」
と
呼
び
、
六
歳
以
下
の
男
女
を
「
未
使
男
」

以
下
の
者
を
「
小
男
」

「
未
使
女
」
と
呼
ん
で
い
た
。

「
小
女
」
と
呼
ぶ
場
合
も
あ
っ
た
。

一
例
を
示
す
と
、

「
大
女
」
に
劃
し
て
十
四
歳

151 
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筒
8 

第
五
照
卒
徐
誼

妻
大
女
職
年
品
川
玉

子
使
女
侍
年
九

子
未
使
男
有
年
三

見
署
用
穀
五
石
三
斗
一
升
少

(二

O
三
・
三
〉
圏
一
一
一
一
一
一
一

活
二
七
五

二
七
五
二

筒
9 

永
光
四
年
正
月
己
酉

棄
佑
呑
胡
熊
長
張
彰
租
符

妻
大
女
昭
武
高
歳
里
口
口
年
附
二

子
大
男
輔
年
十
九
歳

子
小
男
康
宗
年
十
二
歳

子
小
女
女
足
年
九
歳

輔
妻
南
来
年
十
五
歳

(
二
九
・
二
)
司
お
八
ト
ニ
吋
川

皆
黒
色

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
筒
8
は
卒
家
属
鹿
名
籍
、
筒
9
は
符
券
す
な
わ
ち
パ
ス
ポ
ー
ト
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
呼
稽
の
別
が
い
ず
れ
も
前
記

人
頭
税
の
負
捨
と
密
接
な
関
係
に
あ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
今
、
徐
宗
簡
を
見
る
と
、
家
族
を
記
し
て
「
妻
」
「
子
男
」
「
男

「
女
同
産
」
の
よ
う
に
区
別
し
て
い
る
。
し
か
し
子
男
と
は

筒
10 

図
該
年
五
十
三
名
詣
府

子
男
薩
強
年
十
五

(
一
四

O

一
九
)
澗
阻
ん
い
肱

六
六

O
四
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同
産
」

と
あ
る
子
男
が
ま
さ
に
そ
の
例
で
、
単
に
男
の
子
と
い
う
意
味
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
前
節
で
徐
宗
簡
の
簡
Z
の
標
文
に
お
い
て
第
五
段
目

E
の

「
男
子
一
人
」
の
記
載
を
以
て
第
三
段
目
C
の
「
子
男
一
人
」
の
習
書
と
み
た
の
は
、
貧
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
同
様
に
男
同
産
と
は
同
母
兄
弟

を
、
女
同
産
と
は
同
母
姉
妹
を
指
す
名
稿
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
徐
宗
簡
に
見
ら
れ
る
家
族
の
記
載
は
、
徐
宗
を
中
心
と
す
る
家

⑮
 

族
構
成
員
の
績
柄
と
性
別
が
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
あ
っ
て
、
年
齢
は
全
く
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
勲
、
米
国
賢
次
郎
氏
の
批
剣
に

も
あ
る
よ
う
に
、
徐
宗
簡
の
家
族
の
記
載
が
人
頭
税
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
は
、
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
徐
宗
簡
を
簡

g
で
い
え

ば
、
卒
中
氏
は
第
三
段
目
の
家
族
は
十
五
歳
以
上
で
口
算
の
劉
象
と
な
る
も
の
を
、
第
六
段
目
の
家
族
は
、
そ
の
ほ
か
に
十
四
歳
以
下
の
口
銭

の
封
象
と
な
る
も
の
を
加
え
て
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
第
六
段
は
明
ら
か
に
後
筆
に
か
か
る
も
の
で

あ
り
、
そ
う
な
る
と
氏
の
説
明
も
白
紙
に
か
え
し
て
検
討
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
ま
た
偲
り
に
こ
の
下
段
の
家
族
の
記
載
を
後
の
書
き
入
れ
と



す
る
と
、
上
段
の
子
男
一
人
の
時
黙
か
ら
更
に
子
男
一
人
と
子
女
二
人
の
ふ
え
た
時
鮪
ま
で
記
録
を
改
訂
せ
ず
に
放
置
し
て
お
い
た
こ
と
に
な

り
、
帳
簿
行
政
の
非
常
に
護
達
一
し
た
漢
代
で
は
甚
だ
理
解
に
く
る
し
む
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
黙
か
ら
も
、
下
段
す
な
わ
ち
第
六
段
目

の
家
族
の
記
載
は
正
式
文
書
の
一
部
を
な
す
も
の
で
は
な
く
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
上
段
の
習
書
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
以
上
を

綜
合
す
る
と
、
徐
宗
簡
に
見
え
る
家
族
の
記
載
は
、
人
頭
税
の
徴
牧
と
は
何
の
閥
係
も
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

で
は
日
開
躍
忠
簡
に
家
族
の
記
載
が
な
い
の
は
彼
の
官
職
に
よ
り
人
頭
税
が
兎
除
さ
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
の
か
。
す
な
わ
ち
卒
中
氏
に
よ
れ
ば

候
長
は
百
石
の
有
秩
の
軍
吏
で
、
彼
お
よ
び
彼
の
家
族
は
口
算
が
菟
除
さ
れ
て
レ
た
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
た
。
漢
代
、
官
吏
に
関
係
の
あ
る
税
役

菟
除
の
規
定
と
し
て
有
名
な
の
は
『
漢
書
』
恵
帝
紀
に
見
え
る
次
の
詔
で
あ
る
。

今
吏
六
百
石
以
上
父
母
妻
子
興
同
居
、
及
故
吏
嘗
侃
持
軍
都
尉
印
将
兵
、
及
保
二
千
石
官
印
者
、
家
唯
給
軍
賦
、
他
無
有
所
典
。

こ
れ
は
恵
帝
が
即
位
の
と
き
に
官
吏
を
優
遇
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
護
布
し
た
詔
令
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
詔
令
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら

多
く
の
解
需
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
近
年
で
は
卒
中
氏
と
楠
山
氏
の
劃
立
す
る
解
稗
が
護
表
さ
れ
て
い
る
。
先
ず
卒
中
氏
は
「
漢
代
の
官
吏
の

@
 

家
族
の
復
除
と
「
軍
賦
」
の
負
措
」
の
中
で
、
「
今
、
吏
の
六
百
石
以
上
な
る
も
の
の
父
母
妻
子
と
同
居
、
及
び
故
の
吏
の
嘗
て
持
軍
・
都
尉

の
印
を
侃
び
て
兵
を
賂
い
し
も
の
、
及
び
二
千
石
の
官
の
印
を
侃
び
し
者
の
家
は
、
唯
だ
軍
賦
を
給
せ
し
め
て
、
他
は
輿
る
と
こ
ろ
有
る
こ
と

無
か
ら
し
め
ん
」
と
讃
み
、
お
よ
そ
六
百
石
以
上
の
官
吏
の
父
母
妻
子
と
同
居
親
族
、
及
び
官
吏
の
前
歴
の
あ
る
者
で
賂
軍
や
都
尉
と
な
っ
て

土
卒
を
賂
領
し
た
者
や
二
千
石
の
官
吏
に
任
ぜ
ら
れ
た
者
の
家
族
は
、
軍
賦
だ
け
を
出
し
て
他
の
一
切
の
税
役
を
兎
除
す
る
の
意
に
解
さ
れ
た
。

@
 

こ
れ
に
劃
し
て
楠
山
氏
は
、
「
更
賦
と
軍
賦
」
に
お
い
て
、
先
の
詔
令
の
最
初
の
部
分
を
「
今
、
六
百
石
以
上
に
し
て
、
父
母
妻
子
の
(
之
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「
六
百
石
以
上
の
俸
縁
を
受
け
て
い
る
官
吏
で
、
家
族
(
父
母
妻
子
)
と
同
居
し
て
い
る
も
の
」
と

解
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
「
恵
帝
紀
の
詔
令
は
、
官
吏
、
元
官
吏
の
義
務
菟
除
の
規
定
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
。
こ
の
貼
、
卒
中
氏
が
恵
帝
紀
の

詔
令
を
以
て
官
吏
を
劃
象
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
彼
ら
の
家
族
を
謝
象
と
し
た
税
役
菟
除
の
規
定
で
あ
る
と
す
る
の
と
員
向
う
か
ら
封
立
す

る
。
今
、
雨
氏
の
解
揮
を
み
る
に
、
卒
中
氏
の
場
合
は
「
同
居
」
を
家
族
稽
呼
と
し
て
名
詞
と
解
す
る
の
で
あ
る
が
、
氏
も
述
べ
て
お
ら
れ
る

と
〉
と
も
に
同
居
す
る
も
の
」
と
譲
み
、

153 



154 

よ
う
に
嘗
時
の
「
同
居
」
に
そ
の
よ
う
な
用
例
が
全
く
な
い
貼
や
は
り
無
理
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
、

ま
た
楠
山
氏
の
よ
う
に
、
こ
の
詔
令
を
す

べ
て
官
吏
な
い
し
元
官
吏
の
み
の
税
役
兎
除
の
規
定
で
あ
る
と
解
す
る
の
も
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
思
う
に
こ
の
詔
は
「
今
、
吏
の

六
百
石
以
上
の
父
母
妻
子
に
し
て
、
(
之
と
)
と
も
に
同
居
す
る
も
の
、
及
び
故
の
吏
の
嘗
て
将
軍
・
都
尉
の
印
を
侭
び
て
兵
を
賂
い
し
も
の
、

そ
の
意
味
す
る
内
容

及
び
二
千
石
の
官
の
印
を
侃
び
し
者
は
、

は
、
今
よ
り
六
百
石
以
上
の
官
吏
の
父
母
妻
子
で
吏
と
同
居
し
て
い
る
者
、
及
び
嘗
て
賂
軍
や
都
尉
と
な
り
其
の
印
を
帯
び
て
士
卒
を
将
領
し

ま
た
嘗
て
二
千
石
の
官
吏
と
な
っ
て
其
の
印
を
帯
び
た
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
軍
賦
だ
け
を
負
捨
さ
せ
て
、
そ
の
他
は
い
っ
さ
い
税

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
詔
は
、
い
わ
ば
税
役
菟
除
の
範
園
を

家
、
こ
と
に
唯
だ
軍
賦
を
給
し
、

他
は
興
る
と
こ
ろ
有
る
無
し
」

と
訓
讃
し

た
者
、

役
を
菟
除
し
、

こ
れ
に
開
興
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
、

擦
大
し
た
も
の
で
、
元
来
、
現
任
官
に
は
税
役
が
菟
除
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
新
ら
し
く
官
吏
優
遇
措
置
と
し
て
六
百
名
以
上
の
官
吏
の
同
居

し
て
い
る
父
母
妻
子
と
か
、
ま
た
嘗
て
将
軍
・
都
尉
と
な
っ
た
者
と
か
、
或
は
ま
た
二
千
石
の
官
に
あ
っ
た
故
吏
広
ま
で
そ
の
適
用
範
園
を
抜

大
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
故
吏
に
ま
で
税
役
が
菟
除
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
現
任
官
は
嘗
然
兎
除
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
前
提
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と
な
っ
て
お
り
、
逆
に
そ
の
前
提
を
ふ
ま
え
て
は
じ
め
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
私
見
よ
り
す
れ
ば
、
こ
の
詔
令
に
よ
り
官
吏
優
遇
措
置

と
し
て
現
任
の
官
吏
に
つ
い
て
は
本
人
の
ほ
か
に
六
百
石
以
上
の
官
吏
の
同
居
し
て
レ
る
父
母
妻
子
、
元
官
吏
に
つ
い
て
は
将
軍
・
都
尉
・
二

千
石
の
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
者
が
税
役
兎
除
の
適
用
を
う
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
る
。

こ
の
軍
賦
に
つ
い
て
も
い
く
つ
か
の
読
が
あ
り
、

と
こ
ろ
で
恵
帝
紀
の
詔
で
今
一
つ
問
題
と
な
る
も
の
は
、
「
家
唯
給
軍
賦
、
他
無
有
所
興
」
と
あ
る
「
軍
賦
」
の
解
揮
で
あ
る
。
従
来
よ
り

た
と
え
ば
こ
れ
を
人
頭
税
と
し
て
の
算
賦
と
解
す
る
も
の
と
か
、
或
は
兵
役
に
服
す
る
義
務

@
 

そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
卒
中
氏
に
よ
れ
ば
、
氏
は

と
解
す
る
も
の
、
或
は
ま
た
軍
事
上
必
要
と
さ
れ
る
租
税
一
般
と
解
す
る
な
ど
は
、

如
淳
の
読
に
し
た
が
い
、
漢
代
「
漫
成
三
日
の
径
成
は
天
下
一
般
の
民
丁
が
す
べ
て
負
捻
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
義
務
と
せ
ら
れ
、
そ
の
菟
役
銭

た
る
更
賦
を
納
め
な
い
限
り
宰
相
の
子
と
い
え
ど
も
之
を
菟
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
も
の
で
あ
り
、
「
恵
帝
紀
の
此
の
詔
令
に
「
軍
賦
」

と
あ
る
の
は
恐
ら
く
「
更
賦
」
の
誤
字
と
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
劃
し
て
楠
山
氏
は
「
軍
賦
L

は
「
軍
」
と
「
賦
」
で



あ
り
、

「
賦
」
と
は
算
賦
を
主
と
す
る
軍
事
費
供
出
の
義
務
を
指
す
と
い
う
新
設
を
護
表
さ
れ
た
。
卒
中
氏

の
場
合
、
従
来
の
軍
賦
に
闘
す
る
諸
説
を
批
剣
し
て
軍
賦
H
更
賦
読
を
提
唱
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
楠
山
氏
の
反
論
に
も
あ
る
よ
う

@
 

に
、
漢
代
の
更
賦
に
つ
い
て
は
如
淳
設
を
否
定
し
て
服
度
設
を
と
る
漬
口
重
園
氏
の
有
力
な
設
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
に
言
及
さ
れ

て
い
な
い
動
、
氏
自
身
の
説
得
力
を
弱
め
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
も
ま
し
て
問
題
な
の
は
「
箪
賦
」
を
「
更
賦
L

の

「
軍
」
と
は
兵
役
従
事
の
義
務
、

誤
篤
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
黙
で
あ
ろ
う
。

「
軍
賦
」
は
や
は
り
そ
の
ま
ま
「
寧
賦
」

と
し
て
解
揮
す
べ
き
で
、
軽
が
る
し
く
改
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。
こ
れ
に
封
し
て
楠
山
氏
の
「
軍
・
賦
」
読
は
卓
見
で
あ
る
。
軍
賦

の
算
賦
読
に
し
ろ
、
兵
役
読
に
し
ろ
、
ま
た
軍
事
費
賦
課
設
に
し
ろ
、
い
ず
れ
も
軍
賦
の
一
面
な
い
し
は
一
部
分
し
か
と
ら
え
ら
れ
て
お
ら

ず
、
し
か
も
そ
れ
ら
を
以
て
軍
賦
の
す
べ
て
だ
と
す
る
た
め
に
今
一
つ
の
説
得
力
を
扶
い
て
い
た
。
楠
山
民
は
こ
れ
ら
を
す
べ
て
包
括
す
る
形

「
寧
賦
」
で
意
味
が
逼
じ
な
い
な
ら
ば
と
も
か
く
、

に
お
い
て
軍
賦
を
解
揮
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
氏
の
「
賦
」
の
解
棒
、
と
く
に
女
子
算
賦
不
課
設
な
ど
に
つ
い
て
は
尚
問
題
の
残
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
こ
の
「
軍
賦
」
の
解
韓
は
有
力
な
読
と
し
て
承
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
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司
漢
書
』
恵
帝
紀
の
詔
令
を
中
心
に
漢
代
官
吏
と
そ
の
家
族
の
税
役
菟
除
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
私
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で

は
バ
現
任
官
お
よ
び
現
任
官
で
六
百
石
以
上
の
者
に
つ
い
て
は
同
居
し
て
い
る
父
母
妻
子
と
、
ま
た
元
官
吏
で
は
将
軍
・
都
尉
と
二
千
石
以
上

の
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
課
せ
ら
れ
た
兵
役
義
務
と
算
賦
(
口
算
)
な
ど
の
軍
事
費
供
出
の
義
務
以
外
の
、
一
切
の
税
役
は
菟

除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
若
し
こ
の
解
躍
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
先
の
撞
忠
筒
に
家
族
の
記
載
が
な
い
の
を
口
算
が
菟
除
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う

と
解
韓
さ
れ
た
卒
中
氏
の
読
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
官
吏
の
家
族
で
税
役
兎
除
の
封
象
と
な
る
の
は
六
百
石
以
上
の
場
合

で
あ
る
の
に
、
候
長
と
い
え
ど
も
百
石
の
少
吏
に
す
、
ぎ
ず
、
ま
た
偲
り
に
兎
除
の
劉
象
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
算
賦
(
ロ
算
)
は
例
外
と
さ
れ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
薩
忠
簡
の
家
族
の
記
載
の
欽
除
を
官
吏
の
家
族
の
特
典
と
し
て
、
具
種
的
に
は
家
族
に
算
賦
〈
口
算
〉
兎

除
の
特
典
が
あ
っ
た
と
じ
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
卒
中
氏
の
上
述
の
解
樟
は
、
躍
忠
簡
と
徐
宗
簡
と
を
封
比
し
、
雨
者
と
同
一
範
腐
の

も
と
に
と
ら
え
よ
う
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
来
て
い
る
。
し
か
し
以
上
付
白
骨
の
諸
酷
か
ら
の
検
討
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
来
雨
者
は
別
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個
の
文
書
で
あ
り
、
南
者
を
同
一
性
格
の
も
の
と
し
て
取
扱
う
こ
と
に
は
大
き
な
無
理
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
に

次
に
伺
い
わ
ゆ
る
算
賦
と
い
う
中
に
質
算
と
ロ
算
が
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
卒
中
氏
の
、
算
賦
は
質
算
と
口
算
の
練
稀

で
あ
る
と
す
る
設
に
劃
し
て
、
楠
山
氏
は
算
賦
は
賦
す
な
わ
ち
兵
役
義
務
に
由
来
す
る
人
頭
税
(
口
算
〉
で
あ
っ
て
、
貸
算
は
ご
の
中
に
含
ま
れ

な
い
と
す
る
。
漢
代
に
賦
と
税
と
の
匡
別
が
あ
っ
た
と
主
張
す
る
の
は
宮
崎
市
定
氏
で
あ
る
。
氏
は
「
古
代
中
園
賦
税
制
ち
に
お
い
て
、
賦

は
卒
民
に
射
す
る
兵
役
を
菟
除
す
る
代
償
と
し
て
徴
鼓
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
が
後
に
は
人
頭
税
と
な
っ
て

レ
っ
た
こ
と
を
論
誼
さ
れ
た
。
そ

し
て
賦
が
そ
の
性
質
上
、
園
家
財
政
に
麗
し
、
軍
事
費
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
ど
ろ
で
あ
る
。
漢
代
の
人
頭
税

た
る
口
算
は
、
ま
さ
に
賦
の
典
型
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
と
れ
を
算
賦
ー
ー
ー
一
算
一
二

O
銭
を
堕
位
と
し
て
徴
牧
さ
れ
る
賦
ー
ー
ー
と
呼
ぶ

こ
と
に
は
異
論
は
な
い
。
問
題
は
貨
算
が
果
し
て
算
賦
と
よ
び
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
離
に
あ
る
。
卒
中
氏
が
貨
算
を
算
賦
だ
と
す
る
根
擦
は

口
算
も
賀
算
も
一
算
の
定
額
一
二

O
銭
を
共
通
し
て
い
た
こ
と
。
二
つ
に
は
そ
の
謹
擦
と
し
て
謹
忠
筒
の
「
大
稗
一
人

二
寓
」
の
記
事
と
漢
書
恵
帝
紀
の
臆
訪
の
注
に
引
く
と
こ
ろ
の
漢
律
に
「
人
出
一
算
、
算
百
二
十
銭
、
唯
買
人
輿
奴
牌
倍
算
」
と
あ
る
記
事
と

を
結
び
つ
け
、
「
漢
の
法
律
で
は
買
人
や
奴
稗
に
劃
し
て
は
特
に
二
算
の
人
頭
税
を
課
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
奴
稗
は
そ
の
持
主
に
属
す
る
財

物
と
し
て
之
を
二
世
間
錨
に
評
慣
し
て
ニ
算
の
税
額
を
持
主
か
ら
徴
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
」
と
み
る
。
し
か
し
後
者
に
閲
し
て
い
え
ば
、
大

蝉
の
債
格
が
二
高
銭
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
直
ち
に
漢
律
に
い
う
と
こ
ろ
の
人
頭
税
と
し
て
の
倍
算
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ

二
貼
あ
る
。

一
つ
は
、
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う
楠
山
氏
の
疑
問
も
首
肯
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
同
時
に
、

り
、
ま
た
こ
の
場
合
は
大
稗
す
な
わ
ち
成
人
女
子
奴
隷
で
あ
る
が
、
成
人
男
子
奴
隷
た
る
大
奴
の
場
合
も
果
し
て
二
高
銭
で
あ
っ
た
の
か
と
い

た
と
え
一
算
の
額
が
共
通
で
あ
っ
て
も
、
質
算
が
ロ
算
と
同
様
に
果
し
て
賦

と
呼
び
う
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
向
疑
問
で
あ
る
。
私
見
よ
り
す
れ
ば
、
漢
代
の
賦
の
大
宗
は
兵
役
兎
除
の
代
償
た
る
人
頭
税
で
あ
る

が
、
そ
れ
か
ら
涯
生
し
た
軍
事
費
負
措
も
賦
に
入
れ
て
よ
い
。
卒
中
氏
は
武
帝
の
元
狩
四
年
の
商
工
業
者
に
劃
す
る
算
絹
・
算
車
・
算
船
が
、

抑
商
重
農
の
意
聞
と
同
時
に
軍
費
補
給
の
目
的
を
も
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
賦
と
み
な
し
、
贋
く
貸
算
一
般
を
賦
と
解
揮
さ
れ
た
よ
う

こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
武
帝
期
の
特
殊
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
る

で
ー
あ
る
。

し
か
し
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、



る
。
漢
代
の
貸
算
が
本
来
的
に
賦
た
る
性
格
を
も
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
更
に
検
討
を
加
え
る

z

必
要
が
あ
ろ
う
。

最
後
に
伺
薩
忠
筒
・
徐
宗
簡
が
算
賦
の
簿
録
も
し
く
は
申
告
書
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
漢
代
の
税
制
に
お
い
て
占
租
と

よ
ば
れ
る
申
告
納
税
制
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
既
に
卒
中
氏
の
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
氏
の
大
き
な
功
績
で
あ
る
が
、
問
題
は

こ
の
商
簡
が
果
し
て
そ
の
よ
う
な
申
告
書
の
類
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
黙
に
あ
る
。
先
ず
徐
宗
簡
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
三
樵
照
長
徐
宗
の

名
の
も
と
に
、
家
族
構
成
員
お
よ
び
回
宅
な
ど
財
産
の
数
と
そ
れ
ぞ
れ
の
債
格
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
既
に
述
べ
た
よ
う
に
家
族
の
記
録

を
ロ
算
の
申
告
と
み
る
に
は
課
税
基
準
た
る
年
齢
別
の
記
載
が
な
く
、
ま
た
財
産
の
記
録
を
貨
算
の
申
告
と
み
る
に
は
穂
額
の
記
載
が
な
く
、

い
ず
れ
に
し
て
も
た
だ
単
に
家
族
構
成
員
と
財
産
を
列
馨
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
を
以
て
ロ
算
・
貸
算
の
申
告
書
と
み
る

ま
し
て
そ
の
簿
銀
の
断
片
と
も
考
え
ら
れ
な
・
い
。
既
に
み
て
き
た
よ
う
に
徐
宗
簡
は
そ
の
筒
番
競
二
四
・
一
か
ら
し
て
甲
渠

候
官
の
お
か
れ
て
い
た
破
城
子
出
土
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
徐
宗
簡
は
恐
ら
く
は
候
官
軍
位
で
ま
と
め
ら
れ
た
所
轄
の
吏
卒
に
閲
す
る

身
上
書
の
一
種
も
し
く
は
一
型
式
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
次
に
躍
忠
簡
で
あ
る
が
、
躍
忠
の
名
の
下
に
所
有
す
る
財
産
の
品
目
と

数
量
並
に
債
格
を
あ
げ
、
最
後
に
総
計
を
出
し
て
結
ん
で
い
る
貼
、
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
た
財
産
が
躍
忠
の
全
財
産
で
あ
り
、
こ
れ
を
以
て
財
産

税
の
申
告
書
と
み
る
こ
と
は
一
慮
は
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
躍
忠
簡
の
出
土
地
の
問

こ
と
は
で
き
ず
、
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題
で
あ
る
。
躍
忠
簡
の
筒
番
続
三
七
・
三
五
に
よ
っ
て
擬
せ
ら
れ
る
地
貼
は
地
潤
す
な
わ
ち
肩
水
候
官
の
地
で
あ
る
。
ま
た
瞳
忠
の
本
籍
地
は

肩
水
候
官
か
ら
お
よ
そ
六
百
漢
里
は
な
れ
た
張
披
郡
下
の
蝶
得
牒
康
昌
里
で
、
筒
札
に
列
奉
さ
れ
た
財
産
は
、
彼
の
本
籍
地
に
お
け
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
米
国
賢
次
郎
氏
の
批
剣
に
も
あ
る
よ
う
に
、
家
長
た
る
躍
忠
に
財
産
申
告
の
義
務
は
あ
る
に
し

て
も
、
責
際
に
彼
が
申
告
し
納
税
す
べ
き
と
こ
ろ
は
民
治
機
関
た
る
練
得
豚
で
は
な
か
っ
た
か
と
疑
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
書
式
や
内
容

は
と
も
か
く
と
し
て
、
も
し
そ
れ
が
異
に
財
産
税
の
申
告
書
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
接
見
さ
れ
る
の
は
民
治
機
関
た
る
勝
得
豚
治

な
い
し
は
張
按
郡
治
の
遺
祉
か
ら
で
あ
っ
て
、
薩
忠
簡
が
軍
の
前
線
基
地
た
る
肩
水
候
官
の
遺
祉
か
ら
出
土
し
た
こ
と
は
、
か
え
っ
て
腫
忠
簡

が
そ
の
よ
う
な
申
告
書
の
類
で
は
な
い
こ
と
を
裏
書
き
す
る
も
の
と
レ
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
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ま
た
こ
れ
と
関
連
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
卒
中
氏
は
簿
検
の
中
に

筒
11 

建
昭
四
年
正
月
壷

三
月
四
時

簿
算

(
一
二
四
・
二
二

A
、
3
J
間
四
七
三
、
四
七
四

E
¥
活
五

O

七
五
二
七
、
七
五
四
三

簡
12 

建
昭
元
年
十
月
童
二
年
九
月

大
司
農
部
丞
簿
録
簿

算

ハ
八
二
・
一
入

B
)
潤
E
ト
杭

五
二
六
O

と
あ
る
の
を
、

い
ず
れ
も
算
簿
す
な
わ
ち
算
賦
に
闘
す
る
帳
簿
と
解
さ
れ
た
。
な
る
ほ
ど
簡
ロ
の
場
合
に
は
、

し
か
し
漠
筒
の
用
例
を
み
る
に
「
算
」

「
大
司
農
」
と
あ
り
「
算
」
と

一
字
で
も
っ
て
貸
算
・
口
算
、
算
賦
と
解
す

あ
り
「
算
」
は
算
賦
と
解
せ
ら
れ
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、

る
も
の
は
一
つ
も
な
い
。

簡
13 

甲
渠
候
郭

大
賞
力
十
石
琴
一
右
深
強
一
分
負
一
算

入
石
具
湾
一
右
須
去
負
一
算

六
石
具
湾
一
空
上
費
負
一
算

六
石
具
湾
一
衣
不
上
負
一
算

一
鴇
上
墓
火
頭
三
不
見
所
墓
負
三
算

鳩
上
墓
火
頭
二
不
見
所
婆
負
二
算

口
拘
弦
一
院
負
ニ
算

凡
負
十
一
算
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(
入
二
・
一
五
)

(
五
二
・
一
七
)

圏
一
九
O

活
一
九
六

三
七
三
八

甲
三
六
二

録
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
算
」
は
一
種
の
評
債
の
単
位
で
、

こ
れ
は
漢
簡
に
見
ら
れ
る
「
算
」
の
用
法
を
示
す
一
例
で
、
簡
札
の
内
容
は
甲
渠
候
官
の
備
品
に
つ
レ
て
、
そ
の
整
備
賦
況
を
検
閲
し
た
記

た
と
え
ば
負
一
算
と
は
減
貼
一
黙
の
意
で
あ
っ
て
、
決
し
て
貸
算
・
ロ
算
、
算

賦
を
意
味
す
る
「
算
」
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
い
う
「
算
簿
」
と
は
定
期
的
に
行
わ
れ
る
検
閲
の
許
債
簿
、

性
も
あ
り
、
「
算
」
と
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
に
わ
か
に
算
賦
の
簿
録
と
は
断
定
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
躍
忠
簡
を
申
告
書
と
み

る
の
は
勿
論
の
こ
と
、
算
賦
の
簿
録
の
断
片
と
み
る
こ
と
も
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
私
見
よ
り
す
れ
ば
、
膿
忠
簡
も
質
算
の
申
告
書
や
算
賦
の
簿

い
わ
ば
減
貼
簿
の
可
能



録
の
断
片
で
は
な
く
、
む
し
ろ
漣
境
兵
士
の
身
上
調
査
蓄
の
一
つ
と
し
て
の
曜
忠
に
闘
す
る
財
産
記
録
と
み
る
の
が
穣
嘗
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

羅
布
津
爾
出
土
の
漢
代
木
簡
の
中
に

@
 

図
里
公
衆
史
隆
家
属
畜
産
衣
器
物
籍

と
い
う
の
が
あ
る
が
、
徐
宗
筒
・
躍
忠
筒
と
も
に
お
の
お
の
そ
の
類
型
と
考
え
ら
れ
る
。

筒
14 

五

以
上
、
膿
忠
簡
と
徐
宗
簡
に
つ
い
て
、
先
ず
園
版
に
よ
る
樟
文
お
よ
び
筒
札
の
形
賦
等
の
検
討
か
ら
出
渡
し
て
、
そ
の
書
式
と
か
内
容
に
わ

た
り
、
ロ
算
の
問
題
、
官
吏
と
そ
の
家
族
の
税
役
菟
除
の
問
題
、
算
賦
の
問
題
、
申
告
や
算
簿
の
問
題
な
ど
に
つ
い
て
、
疑
問
黙
を
提
示
し
な

が
ら
私
見
を
の
べ
て
き
た
。

-そ
し
て
南
簡
を
以
て
口
算
・
貸
算
を
ふ
く
む
算
賦
の
申
告
書
と
解
さ
れ
た
卒
中
苓
次
氏
の
従
来
の
見
解
を
否
定
し

て
、
い
ず
れ
も
漫
境
吏
卒
の
身
上
書
の
一
種
で
あ
る
と
考
え
た
。
卒
中
氏
が
こ
の
南
簡
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
従
来
か
ら
疑
問
の
多
か
っ
た
漢

代
財
産
税
制
度
を
究
明
さ
れ
た
の
は
、
大
き
な
，功
績
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
取
り
上
げ
ら
れ
た
雨
簡
の
解
緯
な
ら
び
に
性
格
に
つ
い
て
は
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修
正
を
加
え
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
誤
解
を
生
じ
た
原
因
は
、

一
つ
に
は
徐
宗
簡
に
闘
す
る
勢
氏
の
樟
文
を
す
べ
て
本
文
書
と
し
て
と
ら
れ
た

こ
と
、
二
つ
に
は
躍
忠
筒
・
徐
宗
簡
を
と
も
に
同
一
性
格
の
文
書
、
す
な
わ
ち
算
賦
の
申
告
書
と
し
て
理
解
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
私
見
よ
り

す
れ
ば
、

む
し
ろ
軍
吏
の
名
籍
(
名
簿
)
に
も
そ
の
用
途
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
っ
た
と
す
る
陳
提
氏
の
設
を
と
り
た
い
。

最
後
に
躍
忠
簡
と
徐
宗
簡
の
年
代
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
く
。
原
簡
に
付
さ
れ
た
上
番
競
は
梱
包
番
践
で
同
時
に
出
土
地
熱
を
一
示
す
も
の
で

@
 

あ
る
が
、
漢
簡
で
は
同
一
上
番
披
の
他
の
紀
年
簡
に
よ
っ
て
全
鐙
の
年
代
を
推
定
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
先
ず
躍
忠

筒
三
七
・
三
五
は
同
一
上
番
競
の
他
の
紀
年
筒
、
す
な
わ
ち
三
七
・
四

O
で
元
鳳
四
年
(
前
七
七
〉
、
三
七
・
一
八
で
元
鳳
六
年
(
前
七
五
〉
、

三
七
・
五
六
で
元
康
(
前
六
五
前
六
二
)
、
三
七
・
五

O
で
五
鳳
元
年
(
前
五
七
)
、
三
七
・
五
一
お
よ
び
三
七
・
二
六
で
甘
露
二
年

(前
五

二
〉
、
三
七
・
三
九
で
初
元
四
年
(
前
四
五
)
、
三
七
・
四
五
で
初
元
五
年
(
前
四
四
〉
の
年
代
が
興
え
ら
れ
、
綜
合
す
れ
ば
元
鳳
四
年
(
前
七

159 
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七
)
か
ら
初
元
五
年
(
前
回
四
)
ま
で
頃
の
も
の
と
な
る
。
同
様
に
徐
宗
筒
ニ
四
・
一
は
同
一
上
番
蹴
の
他
の
紀
年
筒
二
四
・
一
五
に
よ
っ
て

五
鳳
二
年
(
前
五
六
)
の
年
代
が
輿
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
雨
簡
と
も
に
お
よ
そ
宜
帝
期
(
前
七
四
|
前
四
九
〉
頃
の
も
の
と
み
て
誤
り
は

な
か
ろ
う
。

文
中
、
疑
問
貼
の
み
多
く
出
し
、

ま
た
私
自
身
誤
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
叱
正
を
乞
う
し
だ
い
で
あ
る
。

註①
居
延
漢
簡
の
護
見
か
ら
公
刊
に
い
た
る
ま
で
の
経
過
並
に
居
延
の
土
地

が
ら
に
つ
い
て
は
森
鹿
三
「
居
延
漢
筒
研
究
序
説
」
(
東
洋
史
研
究
二
一

|
三
、
一
九
五
一
ニ
〉
に
詳
し
く
、
ま
た
公
刊
さ
れ
た
資
料
、
お
よ
び
研
究

論
文
に
つ
い
て
は
大
庭
備
「
簡
膿
研
究
文
献
目
録
」
(
史
泉
二
二
、
一
九

六
一
〉
に
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

回
二
二

O

四
O
八
五

②
本
文
中
に
引
用
し
た
木
簡
に
は
(
二
四
・
一

B
〉
活
四
六
三
甲
一
八
一
B
の

よ
う
に
数
字
を
付
し
て
い
る
が
、
最
初
の
(
〉
内
の
数
字
は
原
簡
に
つ

け
ら
れ
た
簡
の
整
理
番
腕
、
圃
二
二

O
は
労
斡
『
居
延
漢
筒
岡
版
之
部
』

(
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
専
刊
之
二
十
一
、
一
九
五
七
)
の
頁
数
、

四
O
八
五
は
努
斡
『
居
延
漢
簡
考
稗
之
部
』
(
同
研
究
所
専
刊
之
四
十
、
一

九
六

O
〉
の
一
連
簡
番
放
、
活
四
六
三
は
労
採
『
居
延
漢
簡
考
稼
稼
文
之

部
』
(
上
海
商
務
印
書
館
、
一
九
四
九
)
の
頁
数
、
甲
一
八
一

B
は
中
園

科
皐
院
考
古
研
究
所
『
居
延
漢
筒
甲
編
』
(
考
古
皐
専
刊
乙
之
八
、
一
九

五
九
〉
の
圃
版
番
践
を
そ
れ
ぞ
れ
指
す
。
以
下
す
べ
て
こ
れ
に
準
ず
る
。

③
大
陸
雑
誌
二
|
八
、
一
九
五
一
。
陳
氏
の
引
用
す
る
稗
文
も
す
べ
て
筒

ー
、
筒
2
と
同
じ
で
あ
る
。

①
古
代
筆
三
|
二
、
一
九
五
回
。
木
稿
の
作
成
に
嘗
つ
て
は
も
氏
の
批
判
門

に
多
く
の
一
示
唆
を
得
た
。

①
集
刊
東
祥
事
一
八
、
一
九
六
七
。

⑤
名
古
屋
大
事
文
摩
郡
論
集
第
五
史
間
半
第
二
、

曾
経
済
史
研
究
』
所
段
。

⑦
和
歌
山
鯨
高
等
皐
校
駐
曾
科
研
究
協
曾
曾
報
二
一
、

③
注
①
森
論
文
を
参
照
。

①
林
巳
奈
夫
「
後
漢
時
代
の
馬
車
」
(
考
古
事
雑
誌
四
九
|
三
・
四
、

九
六
四
)
を
参
照
。

⑬
本
文
挿
闘
で
は
今
少
し
不
鮮
明
で
濃
淡
が
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
『
居

延
漢
簡
閲
版
之
部
』
で
は
明
ら
か
に
直
別
し
う
る
。

⑪
藤
枝
晃
「
稗
「
見
署
用
穀
L

ほ
か
|
|
『
長
城
の
ま
も
り
』
訂
誤
|

ー
」
(
東
洋
史
研
究
一
四
|
一
-
一
一
合
刊
践
、
一
九
五
五
〉
に
努
聡
氏
訪

日
の
際
の
説
明
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。

⑫
藤
枝
晃
「
長
城
の
ま
も
り
|
|
河
西
地
方
出
土
の
漢
代
木
簡
の
内
容
の

概
略

l
i」
(
自
然
と
文
化
別
編
E
所
枚
、
一
九
五
五
)
を
参
照
。

⑬
森
鹿
三
「
居
延
漢
簡
と
く
に
ウ
ラ
ン
・
ド
ル
ベ
ル
ジ

γ
出
土
筒

r
つ
い

て
』
(
史
林
四
四
|
三
、
一
九
六
一
)
を
参
照
。

⑬
拙
稿
「
居
延
漢
簡
燈
黙
考
|
!
と
く
に
甲
渠
候
宮
を
中
心
と
し
て
1
1」

一
九
五
三
。
同
『
漢
代
位

一
九
六
八
。
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(
東
方
圃
宇
報
京
都
一
三
ハ
、
一
九
六
四
〉
を
参
照
。

⑮
居
延
漢
簡
に
は
三
・
四
と
か
三
・
六
の
よ
う
に
上
下
二
つ
の
整
理
番
貌

'
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
整
理
番
践
が
ど
の
よ
う
な
過
程
の
も
と
に
誰

に
よ
っ
て
つ
け
ら
れ
た
も
の
か
、
今
日
で
は
十
分
に
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
た
だ
上
下
二
種
類
の
番
披
の
う
ち
上
番
鋭
は
梱
包
番
競
で
出
土
地
ご

と
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
下
番
披
は
同
一
樹
包
内
の
木
簡
を
適

宜
順
序
づ
け
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
同
じ
上
番
貌

を
も
つ
も
の
は
同
一
地
鮎
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
漢
簡
研

究
者
の
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
木
簡
の
年
代
に
つ
い
て

も
、
同
一
上
番
鋭
内
の
有
紀
年
簡
に
よ
っ
て
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
全
僅
の
年

代
を
推
定
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
く
る
。
先
ず
上
番
続
三
の
年
代
の

上
限
は
三
・
八
の
簡
で
五
鳳
三
年
〈
前
五
五
)
、
下
限
は
三
・
三
O
の
簡

で
緩
和
二
年
同
前
七
〉
の
年
代
が
奥
え
ら
れ
、
同
様
に
上
番
鋭
一
=
四
の

年
代
の
上
限
は
二
一
四
・
九
七
で
初
元
五
年
(
前
四
四
〉
、
下
限
は
二
一

四
・
二
ニ
二
で
元
延
三
年
ハ
前
一
O
Y
上
番
統
一
三
五
の
上
限
は
一
一
一
一

五
・
二
七
で
寛
察
元
年
(
前
三
三
〉
、
下
限
は
ご
ニ
五
・
七
で
河
卒
元
年

(
前
二
八
〉
、
上
番
統
一
一
二
七
の
上
限
は
三
一
七
・
三
で
建
昭
元
年
(
前

三
八
)
、
下
限
は
三
一
七
・
二
二
で
陽
朔
四
年
(
前
こ
ご
と
な
る
。

以
上
を
綜
合
す
る
と
、
上
番
蹴
二
一
四
、
二
二
五
、
三
一
七
と
も
に
そ
の

年
代
の
幅
は
全
て
上
番
鋭
三
の
前
五
五
年
J
前
七
年
の
中
に
包
括
さ
れ
た

近
似
性
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
い
わ
ゆ
る
徐
宗
簡
は
五

鳳
二
年
(
前
五
六
)
前
後
の
も
の
と
推
測
さ
れ
、
こ
れ
か
ら
し
て
も
居
延

漢
筒
中
の
徐
宗
は
同
一
人
物
で
あ
る
可
能
性
が
非
常
に
大
き
い
。

⑮
前
掲
楠
山
論
文
を
参
照
。
山
問
、
徐
宗
簡
の
場
合
、
一
部
損
傷
し
、
ま
た

全
館
と
し
て
完
全
な
文
書
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
も
疑
問
で
、
総
計
の
記
載

が
な
い
と
は
断
定
で
き
な
い
。
し
か
し
今
回
限
ザ
に
質
産
に
縛
計
が
つ
け

ば
、
上
段
の
戸
口
に
も
何
ら
か
の
ト
ー
タ
ル
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、

ぬこ
の

文
書
の
形
式
か
ら
い
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
付
け
ら
れ
た
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。

⑪
拙
稿
「
漢
代
人
頭
税
の
鼠
壊
過
程
|
特
に
算
賦
を
中
心
と
し
て
|
」

(
東
洋
史
研
究
一
八
|
四
、

一
九
六
O
)
を
参
照
。

⑬
注
⑫
藤
枝
論
文
を
参
照
。

⑬
前
掲
米
国
論
文
を
参
照
。

@
立
命
館
文
率
二
一
七
、
一
九
六
O
。
同

『中
国
古
代
の
田
制
と
税
法
』

所
枚
。

@
和
歌
山
町
府
立
海
南
高
等
事
校
研
究
報
告
二
、
一
九
六
八
。

⑧
軍
賦
を
算
賦
す
な
わ
ち
人
頭
税
と
解
す
る
の
は
加
藤
繁
「
算
賦
に
つ
い

て
の
小
研
究
」
(
史
林
四
|
四
、
一
九
一
九
。
同
『
支
那
経
済
史
t
考
護

上
』
所
牧
〉
が
あ
り
、
兵
役
義
務
と
解
す
る
も
の
に
は
宮
崎
市
定
「
古
代

中
園
賦
税
制
度
」
ハ
史
林
一
八
|
二
・
三
・
四
、
一
九
三
三
。
同
『
ア
ジ

ア
史
研
究
第
一
』
所
牧
)
が
あ
り
、
軍
事
上
必
要
な
租
税
一
般
と
解
す
る

も
の
に
吉
田
虎
雄
『
爾
漢
租
税
の
研
究
』
(
大
阪
屋
書
庖
、
一
九
四
二
)

等
が
あ
る
。

⑧
油
開
口
重
園
「
践
更
と
過
更
|
1
如
淳
設
の
批
剣
|
|
」
、
東
洋
事
報
一

九
l
三
、
一
九
三
一
。
「
同
補
選
」
同
二
O
|
二
、
一
九
三
二
。
同
『
秦

漢
階
唐
史
の
研
究
上
』
所
枚
。

⑧
注
@
を
参
照
。

@
黄
文
弼

『羅
布
津
爾
孜
古
記
』
(
中
園
科
皐
考
察
圏
叢
刊
之
て

四
八
)
木
簡
第
二
七
。
注
⑫
藤
枝
論
文
を
参
照
。

@
注
⑬
を
参
照

Q
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