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し
だ
さ
れ
て
い
る
。
プ
ラ
パ

l
カ
ラ
ミ
ト
ラ
の
入
唐
と
大
波
行
と
の
関
係
や

絹
、
金
銀
貨
の
経
済
的
地
理
範
囲
の
論
述
は
特
色
を
な
す
。
た
だ
得
。
度
と
銀
行

出
裂
の
時
期
は
断
定
で
き
な
い
が
、
隔
代
に
度
信
の
恒
久
的
制
度
が
な
く
、

「
慈
恩
侍
」
に
俄
而
有
救
於
洛
陽
度
二
七
倍
と
あ
り
、
(
道
宜
の
場
合
も
併

せ
て
〉
臨
時
的
に
殺
度
が
行
わ
れ
た
も
の
と
し
て
大
業
十
年
前
後
と
い
う
他
な

い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
出
愛
時
期
も
、
霜
災
に
よ
り
逐
盤
四
出
さ
せ
た
の
に
乗
じ

て
出
裂
し
た
事
情
ひ
と
つ
と
っ
て
も
災
害
の
頻
度
、
全
世
的
永
久
的
離
村
か
部

分
的
一
時
的
避
難
か
等
も
考
慮
す
れ
ば
、
こ
れ
だ
け
で
決
定
で
き
な
い
悩
み
が

あ
る
。
こ
の
黙
著
者
の
従
来
の
設
へ
の
整
理
と
批
剣
は
す
ぐ
れ
て
い
る
。

袴
谷
氏
の
「
例
数
史
の
中
の
玄
柴
」
は
、

数
理
史
と
く
に
唯
識
数
義
史
に
お

け
る
玄
笑
の
就
態
と
劉
謬
の
意
義
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
と
く
に
第
三
章
と
四
章

で
は
玄
笑
自
身
の
立
場
が
明
断
に
一
示
さ
れ
て
い
る
。
玄
奨
が
将
来
し
た
原
典
は

六
五
七
部
。
う
ち
誇
出
さ
れ
た
の
が
七
五
部
。
し
か
も
原
典
が
す
べ
て
散
逸
し

て
し
ま
っ
た
以
上
、
イ
ン
ド
留
皐
の
全
貌
は
剣
定
し
難
い
が
、
誇
出
さ
れ
た
分

だ
け
で
も
イ
ン
ド
併
数
の
朕
況
や
玄
突
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
う
か
が
う
こ
と

は
で
き
る
。
著
者
は
、
課
出
経
論
の
リ
ス
ト
を
作
り
、
玄
英
詳
の
特
徴
を
理
解

し
易
く
述
べ
ら
れ
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
有
意
義
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

成
唯
識

論
、
五
性
各
別
思
想
に
関
す
る
論
述
に
お
い
て
、
翻
誇
を
通
じ
て
の
玄
笑
唯
識

数
民
平
形
成
の
容
相
が
一
ホ
さ
れ
、
ま
た
そ
の
限
界
も
見
遇
さ
れ
た
。
玄
柴
は
ア
ピ

ダ
ル
マ
へ
の
志
向
を
強
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
中
園
を
離
れ
、
イ
ン
ド
の
ア
ピ
ダ

ル
マ
、
ヴ
ィ
バ

1
シ
ャ
を
身
に
つ
け
、
論
鐙

・
論
理
皐
を
皐
ん
で
鯖
園
し
た

が
、
五
性
各
別
の
奥
義
に
徹
し
き
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
は
ユ

ン

グ
の
理
論
に
依
て
、
外
向
的
思
考
タ
イ
プ
の
ダ
1
ウ
ィ
ン
が
内
向
的
思
考
タ
イ

プ
の
カ
ン
ト
を
負
っ
て
い
る
玄
突
を
想
定
さ
れ
た
が
、
ま
た
ユ
ン
グ
こ
そ
自
他

を
認
め
あ
う
優
し
い
魂
を
も
っ
た
現
代
の
「
五
性
各
別
」
論
者
で
あ
る
、
と
い

わ
れ
る
。
倶
如
と
ア
1
ラ
ヤ
識
の
同

一
を
認
め
な
い
、
そ
の
限
界
論
に
注
目
し

た
い
。
思
想
史
は
、
そ
の
傍
記
資
料
に
記
さ
れ
な
い
こ
と
を
も
推
理
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
玄
柴
自
身
の
著
書
が
な
い
故
に
、
な
お
そ
の
必
要
が
あ
る
。

玄
笑
の
傍
記
が
、
中
観
系
数
壌
に
劃
し
て
は
意
識
的
に
記
述
を
省
い
た
の
か

も
知
れ
な
い
。
し
か
し
中
観
系
研
究
の
商
も
加
味
さ
れ
れ
ば
、
さ
ら
に
具
鐙
的

な
す
が
た
が
設
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
欲
を
い
え
ば
惰
唐
併
敢
に
お
け
る
新
動

向
に
末
法
思
想
と
浄
土
数
の
形
成
、
玄
奨
修
皐
の
イ
ン
ド
論
理
風
午
、
犬
唐
西
域

記
に
一
示
さ
れ
る
玄
撲
の
世
界
観
の
記
ヰ
か
あ
れ
ば
、
と
思
う
次
第
で
あ
る
。

一
九
八
一
年
十
二
月

東

京

大

議
出
版
株
式
舎
祉

A
5
版

三

四

一

頁

二

五

O
O園

漬

島

敦

俊

著

明
代
江
南
農
村
社
曾
の
研
究

-180-

山

本

史

英

本
書
は
、
著
者
漬
島
敦
俊
民
が
一
九
六
九
年
以
来
震
表
さ
れ
て
き
た
論
考
一

二
篇
を
基
礎
と
し
て
そ
れ
に
全
面
的
な
改
稿
を
施
し
、
さ
ら
に
新
た
に
書
下
し

た
も
の
を
も
加
え
て

一
つ
の
鵠
系
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

著
者
は
本
書
に

お
い
て
「
十
六
・

七
世
紀
の
水
利
再
編
と
役
法
改
革
、
及
び
農
民
闘
争
の
分
析

を
通
じ
て
、

首
時
の
江
南
デ
ル
タ
の
農
村
に
つ
い
て
、
一
つ
の
具
盤
的
な
祉
曾

像
を
絞
注
す
る
こ
と
」
を
め
ざ
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
「
地
主
1

佃
農
の
封
抗

関
係
を
基
本
矛
盾
と
す
る
嘗
一
該
祉
舎
の
諸
々
の
祉
舎
関
係
ー
ー
と
り
わ
け
再
生
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産
構
造
と
階
級
制
到
立
と
ー
ー
に
占
め
て
い
た
権
力
〈
専
制
権
力
)
の
固
有
の
論

理
的
位
置
」
を
明
ら
か
に
さ
れ
よ
う
と
し
た。

筆
者
は
さ
し
あ
た
り
本
書
の
特
徴
と
そ
の
刊
行
の
意
義
を
次
の
一
一
一
慰
に
見
出

す。
第
一
黙
と
し
て
、
本
書
は
、
七

0
年
代
の
日
本
の
明
清
枇
曾
経
済
史
研
究
が

捻
っ
て
き
た
中
心
的
課
題
す
な
わ
ち
嘗
一
該
歴
史
段
階
に
お
け
る
園
家
権
力
お
よ

び
共
同
値
の
性
格
を
い
か
に
と
ら
え
る
か
、
江
南
デ
ル
タ
に
お
け
る
在
地
の
主

要
な
生
産
関
係
と
し
て
の
地
主
佃
戸
関
係
と
い
か
に
連
関
せ
し
め
る
か
と
い
う

課
題
を
正
面
か
ら
受
け
止
め
、
そ
の
解
決
を
企
画
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
周

知
の
よ
う
に
、
戦
後
日
本
の
明
清
祉
曾
経
済
史
研
究
は
中
園
史
に
お
け
る
自
生

的
内
在
的
渡
展
を
追
求
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
H

ア
ジ
ア
的
停
滞
咽
炉
を
克
服
す

る
こ
と
に
中
心
的
努
力
が
携
わ
れ
て
き
た
。
江
南
デ
ル
タ
を
中
心
と
す
る
地
主

佃
戸
関
係
の
分
析
は
そ
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
本

書
は
、
従
来
の
明
清
祉
曾
経
済
史
研
究
の
諸
成
果
、
と
り
わ
け
地
主
制
研
究
の

そ
れ
を
出
護
黙
と
し
、
小
山
正
明
氏
の
諸
論
を
批
刷
門
的
に
継
承
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
①
水
利
再
編
、
②
役
法
改
革
、
③
民
衆
闘
争
の
三
方
向
か
ら
絞
上
の
課
題

解
決
に
嘗
っ
た
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
七

0
年
代
の
日
本
の
明
清
祉
曾
経
済
史
研

究
を
領
導
す
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
貼
と
し
て
は
、
明
帯
賦
役
制
度
史
研
究
に
新
分
野
を
開
拓
し
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。
日
本
の
明
清
賦
役
制
度
史
研
究
は
清
水
泰
次
氏
の
一
連
の
研
究
以

来
、
限
ら
れ
た
史
料
か
語
る
複
雑
な
制
度
そ
の
も
の
の
質
誼
的
解
明
に
地
道
な

努
力
を
重
ね
て
き
た
。
著
者
は
そ
の
停
統
を
継
承
す
る
と
と
も
に
、
制
度
史
的

素
材
を
単
に
制
度
そ
の
も
の
の
分
析
に
と
ど
め
ず
、
土
地
所
有
構
造
や
生
産
関

係
と
の
閥
迷
、
さ
ら
に
は
政
治
史
、
社
曾
史
、
思
想
史
と
の
関
連
に
お
い
て
総

合
的
に
把
鐘
す
る
こ
と
を
試
み
ら
れ
て
い
る
。
「
従
来
の
枇
禽
経
済
史
の
研
究

で
は
、
明
末
清
初
を
中
心
と
す
る
経
済
史
の
問
題
を
、
同
じ
時
期
に
お
こ
る
賦

役
制
度
の
襲
化
、
園
家
の
支
配
櫨
制
の
繁
化
と
相
互
関
連
的
に
把
え
て
、
全
鐙

と
し
て
の
園
家
鐙
制
の
獲
質
を
全
構
造
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
貼
で
は
非
常

に
弱
黙
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
」
と
い
う
小
山
正
明
氏
の
指
摘
(
座
談
舎
「
中
園

の
近
代
化
」
『
世
界
の
歴
史
』
口
ゆ
ら
ぐ
中
華
一帝一
圏
、
筑
摩
書
房
、

一
九
六
一

年
〉
に
劃
し
て
そ
れ
を
貧
設
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
よ
う
と
し
た
意
義
は
大
き

、。
'
V
 第

三
貼
と
し
て
は
、
本
書
か
精
力
的
な
史
料
蒐
集
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
本
書
で
引
用
さ
れ
た
史
料
は
地
方
志
・
文
集
を
中

心
に
三

O
O徐
種
に
の
ぼ
り
、
な
か
で
も
文
集
の
渓
掘
・
整
理
は
特
筆
オ
べ
き

も
の
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
日
本
に
現
存
す
る
、
と
り
わ
け
明
代

の
江
南
デ
ル
タ
の
嘗
一
該
分
野
に
関
係
す
る
基
本
史
料
は
ほ
と
ん
ど
渉
狐
さ
れ
て

い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
本
書
は
そ
の
徹
底
し
た
分
析
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
本
蓄
に
は
『
按
臭
親
審
機
稿
』
を
は
じ
め
と
し
て
従
来
日
本
で

は
閲
覧
今か
不
可
能
で
あ
っ
た
史
料
が
随
所
に
引
用
さ
れ
、
そ
れ
が
著
者
の
嘗
設

を
補
強
す
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る。

日
中
園
交
回
復
以
後
、

一
般
的

な
日
本
人
に
も
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
史
料
の
活
用
が
試
み
ら
れ
て
い
る

黙
で
も
本
書
は
一
つ
の
特
徴
を
持
つ
。
史
料
蒐
集
と
い
う
こ
と
に
限
っ
て
い
え

ば
、
本
書
は
日
本
で
閲
覧
で
き
る
史
料
の
み
を
使
っ
て
行
っ
て
き
た
、
な
い
し

は
行
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
戦
後
日
本
の
明
清
佐
倉
経
済
史
研
究
の
到
達
慰
で

あ
り
、
か
つ
次
な
る
可
能
性
を
拓
く
出
設
貼
で
も
あ
る
。

以
上
の
諸
勲
は
先
に
刊
行
さ
れ
た
川
勝
守
氏
の
著
書
『
中
園
封
建
園
家
の
支

配
構
造
|
|
明
清
賦
役
制
度
史
の
研
究
』
(
東
京
大
皐
出
版
合
、
一
九
八

O
年〉

に
お
い
て
も
少
な
か
ら
ず
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
・
れ
ゆ
え
に
ま
た
本
書

は
川
勝
著
書
と
の
相
互
批
創
刊
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
も
特
徴
の
一
っ
と

-181一
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な
っ
て
い
る
。

具
健
的
な
検
討
に
入
ろ
う
。
ま
ず
本
書
の
篇
別
構
成
を
以
下
に
一
示
す
。
な

お
、
紙
幅
の
関
係
で
「
節
」
を
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

第
一
部
明
代
江
南
の
水
利
慣
行

第
一
章
明
代
前
半
の
水
利
慣
行

第
二
章
・
里
甲
制
の
解
偉
と
水
利
の
荒
腹

第
三
牽
個
別
末
以
降
の
水
利
償
行

第
二
部
明
清
江
南
の
均
回
均
役
法

第
四
章
明
末
の
役
困
1
l
l均
田
均
役
法
の
前
提
|
|

第
五
章
関
末
漸
江
の
均
回
均
役
法

第
六
章
明
末
南
直
隷
の
均
田
均
役
法

第
七
草
清
初
の
均
田
均
役
法

第
三
部
明
末
清
初
の
改
革
と
民
衆
闘
争

第
八
章
水
利
改
革
の
背
景

第
九
章
均
回
均
役
法
貨
施
の
背
景

第
十
章
明
末
清
一
初
江
南
の
農
民
闘
争

次
に
本
書
の
内
容
を
筆
者
の
理
解
の
範
聞
に
基
づ
い
て
要
約
す
る
。

第
一
部
で
は
、
江
南
デ
ル
タ
に
お
け
る
在
地
の
水
利
を
中
心
と
し
た
共
同
位

的
用
盆
を
め
ぐ
る
枇
禽
的
関
係
の
幾
遜
を
明
初
か
ら
清
初
に
至
る
時
期
に
お
い

て
検
討
す
る
。

以
下
第
一
章
で
は
、
明
代
前
期
の
江
南
デ
ル
タ
の
水
利
に
お
け
る
務
働
負
婚

と
そ
の
組
織
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず

(
i
〉
明
代
江
南
の
水
利

は
在
地
地
主
を
主
な
縫
い
手
と
す
る
里
甲
諸
役
の
督
率
の
下
、
里
甲
の
組
織
に

基
づ
い
て
質
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
(
い
と
そ
れ
は
里
甲
制
が
有
す
る
共
同
程

的
機
能
を
示
す
と
と
も
に
里
甲
が
在
地
地
主
の
農
村
・
農
民
支
配
を
領
粁
に
現

貨
の
村
落
に
重
ね
て
編
成
さ
れ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
の
二

貼
を
確
-認
す
る
。
次
に
、
溶
築
の
負
捻
原
則
の
内
、
坪
岸
・
ク
リ
ー
ク
の
溶
築

に
お
い
て
は
溝
渠

・
坪
岸
に
連
な
る
回
土
所
有
者
が
そ
の
連
な
る
部
分
の
長
さ

に
際
じ
て
費
用
と
傍
働
力
と
を
提
供
す
る
と
い
う
慣
例
(
著
者
は
こ
れ
を

「
田

頭
制
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
〉
が
明
代
前
牢
期
に
お
い
て
普
遍
的
に
存
在
す

る
こ
と
を
紹
介
し
、
そ
れ
は
郷
居
地
主
の
水
利
支
配
に
密
接
に
照
懸
す
る
合
理

的
な
負
鎗
法
で
あ
っ
て
、
里
甲
制
と
同
じ
基
盤
を
も
つ
も
の
と
評
債
す
る
。

第
二
章
一
で
は
、
明
代
後
期
、
郷
紳
的
土
地
所
有
の
展
開
に
よ
る
土
地
所
有
構

造
の
努
化
が
里
甲
制
の
崩
壊
を
促
し
た
結
果
、
正
徳

・
嘉
靖
に
か
け
て
江
南
デ

ル
タ
の
水
利
機
能
の
後
退
が
始
ま
り
、
水
利
の
荒
綾
が
著
し
く
な
っ
た
こ
と
を

述
べ
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
針
臨
隠
し
て
水
利
事
業
に
お
け
る
規
模
・
封
象

・
質
現

者
等
に
繁
化
が
生
じ
た
こ
と
や
坪
の
分
割
が
進
展
し
た
こ
と
を
併
せ
論
乙
て
い

る。
第
三
章
で
は
、
明
末
に
お
け
る
水
利
の
諮
関
係
に
生
じ
た
挺
化
と
そ
の
再
編

の
過
程
に
つ
い
て
追
求
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず

(

1
〉
在
地
地
主
の
波
落

に
仲
う
共
同
様
的
関
係
の
解
位
は
必
ず
し
も
佃
戸
の
自
立
し
た
地
縁
的
結
合
に

よ
っ
て
自
生
的
に
交
替
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
こ
に
は
一
定
の
空
白
が
生
じ

る
こ
と
に
な
り
、
水
利
機
能
の
後
退
-
か
見
ら
れ
た
、
(
日
)
か
か
る
状
況
に
制
到

し
て
公
権
力
が
介
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
慣
行
を
設
定
し
て
共
同
種
的

関
係
を
再
編
し
た
、
と
し
、
そ
の
新
た
な
慣
行
は
、
国
土
所
有
者
が
各
自
の
所

有
国
土
の
多
寡
に
臆
じ
て
水
利
費
用
と
拙
労
働
力
と
を
負
捻
す
る
こ
と

一〔照
田
波

役
〕
、
そ
れ
が
質
殺
を
場
げ
る
た
め
に
従
来
負
捻
菟
除
の
特
権
を
も
っ
て
い
た

郷
紳
地
主
を
も
そ
の
封
象
に
組
み
込
む
こ
と
〔
優
免
限
制
〕
、
具
鐙
的
な
貧
施

に
あ
た
っ
て
は
生
の
第
働
力
は
佃
戸
に
提
供
さ
せ
、
そ
れ
に
封
し
て
地
主
は
工

食
を
支
梯
う
こ
と
〔
業
食
佃
力
〕
、
の
三
黙
を
原
則
と
し
て
有
し
て
お
り
、
こ

-182ー
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れ
ら
は
高
暦
年
間
常
熟
鯨
知
豚
歌
橘
が
制
定
し
た
水
利
規
範
で
典
型
寅
施
を
み

た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

第
二
部
で
は
、
明
末
清
初
の
主
と
し
て
江
南
デ
ル
タ
に
施
行
さ
れ
た
役
法
改

革
と
し
て
の
均
田
均
役
法
に
つ
い
て
、
ま
ず
制
度
史
的
展
開
の
遁
跡
を
行
っ
て

い
る
。以

下
第
四
章
で
は
、
そ
の
改
革
の
前
提
た
る
、
明
末
に
お
け
る
役
困
す
な
わ

ち
里
甲
の
役
負
婚
の
、
豊
星
の
問
題
を
考
察
す
る
。
明
末
の
役
困
は
径
役
優
克
を

伴
う
郷
紳
的
土
地
所
有
の
形
成
に
よ
る
承
役
目
の
不
足
と
、
そ
れ
に
よ
る
徳
役

負
猪
者
の
零
細
化
と
を
基
本
的
原
因
と
し
て
褒
生
し
、
現
象
的
に
は
径
役
負
婚

の
内
容
を
不
均
等
な
ら
し
め
た
里
甲
聞
に
お
け
る
承
役
国
土
額
の
格
差
、
さ
ら

に
循
役
の
内
容
自
慢
の
相
射
的
な
負
檎
過
重
と
い
う
扶
況
を
生
み
出
し
て
お

り
、
そ
の
解
決
を
め
ざ
し
た
の
が
均
因
均
役
法
で
あ
一っ
た
と
い
う
。

第
五
章
で
は
、
明
末
漸
江
に
お
け
る
均
田
均
役
法
の
施
行
過
程
を
這
う
。
ま

ず
、
嘉
靖
年
聞
の
論
議
右
経
て
高
磨
九
年
に
賀
施
を
見
た
嘉
輿
府
海
趨
燃
の
改

革
に
焦
黙
を
あ
て
、
そ
こ
か
ら
〈
i
〉
畝
数
に
よ
る
星
甲
の
編
成
(υ
U

〉
従
来

無
制
限
で
あ
っ
た
郷
紳
等
の
優
苑
の
限
制
、

と
い
う
二
大
特
徴
を
抽
出
し
、
さ

ら
に
役
負
鎗
そ
の
も
の
の
経
減
を
は
か
る
改
革
が
同
時
進
行
し
て
い
た
こ
と
を

併
せ
て
述
べ
て
い
る
。
次
に
、
嘉
輿
府
下
の
他
豚
お
よ
び
湖
州
府
の
改
革
の
過

程
を
た
ど
り
、
そ
こ
で
も
基
本
的
に
は
同
様
の
改
革
が
寅
施
さ
れ
た
こ
と
、
た

だ
し
湖
州
府
の
そ
れ
は
嘉
輿
府
に
比
べ
て
郷
紳
の
抵
抗
が
大
き
く
、
賞
施
が
難
一

行
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

第
六
章
で
は
、
明
末
南
直
隷
に
お
け
る
均
田
均
役
法
の
過
程
を
追
う
。
明
末

の
南
直
隷
で
は
、

掘削
江
型
の
均
回
均
役
法
の
寅
施
の
企
園
は
優
現
限
制
の
故
に

郷
紳
の
執
助
な
抵
抗
と
妨
害
に
あ
っ
℃
す
べ
て
が
崩
壊
し
、
畝
教
に
よ
る
里
甲

の
編
成
は
定
着
し
な
か
っ
た
が
、
糧
役
に
つ
い
て
は
一
定
額
の
国
土
を
所
有
す

る
戸
に
波
役
し
、
こ
れ
を
貼
役
す
る
形
で
優
菟
限
制
・
照
田
波
役
を
雨
軸
と
す

る
改
革
が
行
わ
れ
、

本
質
的
に
は
漸
江
の
そ
れ
と
共
通
す
る
改
革
が
追
求
さ
れ

た
と
い
う
。

第
七
草
で
は
、
順
治
年
聞
に
お
け
る
糧
役
の
改
革
か
ら
戸
科
給
事
中
何
釜
の

係
議
、
江
南
巡
撫
韓
世
碕
の
指
示
を
経
て
康
照
五
i
六
年
の
松
江
府
婁
豚
知
豚

李
復
興
の
改
革
に
至
る
清
初
の
一
連
の
改
革
の
過
程
を
た
ど
る
。
本
章
の
趣
旨

は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(i
〉
順
治
年
聞
に
は
径
役
の
内

容
そ
の
も
の
の
負
捲
軽
減
の
た
め
の
改
革
が
さ
ら
に
進
行
し
、
里
甲
制
的
筏
役
ー

は
康
照
の
は
じ
め
ま
で
に
ほ
と
ん
ど
消
滅
し
た
。
(

-

U

)

桐
獲
の
僚
議
を
契
機
と

し
て
中
央
政
府
の
指
示
を
う
け
た
韓
世
碕
の
改
革
は
、
田
土
に
よ
る
里一甲
の
編

成
な
ら
び
に
優
兎
の
廃
止
を
主
な
内
容
と
し
て
も
ち
、
こ
れ
は
明
末
改
一革
の
傾

向
を
縫
承
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
(
…
川
)
李
復
興
の
改
革
は
、
地
域
性
を
喪
失
し

た
廃
人
的
な
里
甲
を
編
み
、
優
免
は
一
切
廃
止
さ
れ
、
税
糧
は
分
限
裁
票
・
自

封
投
慣
に
よ

っ
て
径
役
の
拙
労
働
力
に
依
ら
ず
徴
牧
す
る
等
の
内
容
を
も
ち
、
均

回
均
役
法
の
流
れ
を
一
一
挙
に
集
約
す
る
も
の
で
あ
っ

た。

'
第一一一部
で
は
、
以
上
の
制
度
史
的
分
析
を
ふ
ま
え
、
絞
上
の
二
つ
の
改
革
が

い
ず
れ
も
郷
紳
的
土
地
所
有
の
展
開
に
伴
う
土
地
所
有
構
造
の
繁
化
に
懸
じ
て

企
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
優
菟
限
制
(
廃
止
〉
を
不
可
歓
の
要
求
と
し
て
内

包
し
て
い
た
た
め
、
そ
れ
ら
は
江
南
郷
紳
の
利
盆
と
劉
立
し
、
そ
の
反
劉
・
妨

害
を
招
く
と
の
認
識
の
下
、
そ
れ
ら
が
寅
現
に
至
る
政
治
過
程
お
!よ
び
社
舎
的

背
景
の
分
析
を
行
う
。
ま
た
、
そ
の
鯖
結
と
し
て
明
末
清
初
江
南
農
村
に
お
け

る
民
衆
湖
毎

4

に
論
及
す
る
。

以
下
第
八
章
で
は
、
明
末
清
初
の
水
利
改
革
が
階
級
樹
立
の
尖
鋭
化
に
規
定

さ
れ
つ
つ
、
照
田
波
役
・
優
苑
の
廃
止
を
軸
と
し
て
貧
施
さ
れ
る
過
程
を
追

い
、
次
の
よ
ら
な
結
論
を
導
く
。
「
〔水
利
改
牟
〕
は
一
・
方
に
お
け
る
郷
一紳
的
土

十 183一
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地
所
有
の
展
開
、
他
方
に
お
け
る
佃
戸
な
ど
直
接
生
産
者
の
カ
量
の
向
上
の
狭

関
に
あ
っ
て
、
殺
落
の
危
機
に
瀕
し
て
い
た
在
地
の
非
郷
紳
地
主
暦
の
利
徐
に

直
接
に
叶
う
も
の
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
水
利
は
彼
等
の
愛
護
に
よ

っ
て
彼
等

の
督
率
の
も
と
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
郷
紳
に
と
っ
て
も
、

か
か
る
再
編
は
、
自
ら
は
保
誼
し
得
な
く
な
っ
た
牧
奪
針
象
の
再
生
産
を
保
詮

す
る
も
の
で
あ
り
、
究
極
に
お
い
て
は
そ
の
利
盆
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

さ

ら
に
ま
た
共
同
値
的
関
係
の
解
鐙
に
よ
る
水
利
機
能
の
後
退
が
祉
舎
不
安
に
つ

な
が
り
、
支
配

・
牧
奪
の
危
機
に
つ
な
が
る
こ
と
を
も
、
郷
紳
の
中
の
開
明
的

部
分
は
察
知
し
て
お
り
、
そ
の
故
に
公
権
〔
力
〕
の
介
入
に
よ
る
、
郷
紳
の
譲

歩
を
も
含
む
水
刺
慣
行
の
再
編
が
企
て
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
」
「
従
っ
て
そ
の

成
功
は
、
水
利
の
場
に
お
け
る
共
同
程
的
関
係
の
空
白
が
、
直
接
生
産
者
(
と

り
わ
け
佃
戸
〉
の
自
主
的
か
っ
自
律
的
な
結
合
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
の
で
は

な
く
、
在
地
の
非
郷
紳
地
主
層
を
主
た
る
捻
い
手
に
、
公
権
力
の
強
制
の
も

と
、
地
主
支
配
の
維
持
再
編
に
包
銭
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
新
た
な
水
利
慣
行

が
出
現
す
る
こ
と
を
一
意
味
す
る
。
」

第
九
一
軍
で
は
、

嘉
嫡
末
年
の
海
盤
勝
か
ら
康
照
初
年
の
婁
燃
に
至
る
お
よ
そ

一
世
紀
に
及
ぶ
均
回
均
役
法
の
質
現
過
程
を
追
跡
し
、
以
下
の
よ
う
な
結
論
を

導
く
。
均
田
均
役
法
の
施
行
を
最
も
強
く
要
求
し
た
の
は
重
役
を
負
抽
指
さ
せ
ら

れ
て
い
た
在
地
の
非
特
椛
地
主
層
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
嘗
時
循
役
負
捻
者
の
階

層
低
下
の
傾
向
の
中
で
事
質
上
佃
戸
屑
ま
で
が
径
役
負
捻
を
課
さ
れ
て
い
た
が

故
に
、
均
回
均
役
法
は
佃
戸
を
も
含
む
康
汎
な
農
民
の
要
求
た
り
え
た
。
郷
紳

の
大
多
数
は
彼
ら
の
特
権
を
直
接
的
に
は
侵
害
す
る
こ
の
改
革
に
射
し
て
反

射
・
妨
害
の
態
度
を
と
っ
た
が
、
無
制
限
な
牧
奪
が
支
配

・
牧
奪
の
基
盤
を
崩

綾
せ
し
め
る
こ
と
を
恐
れ
る
、
東
林
系
を
中
心
と
す
る
郷
紳
・

官
僚
が
一

般
郷

紳
に
謝
し
て
自
己
規
制
・
譲
歩
を
説
き
、
よ
う
や
く
貧
現
が
可
能
と
な

っ
た。

第
十
牽
で
は
、
ま
ず
十
六
世
紀
中
期
以
後
江
南
農
村
に
お
い
て
庚
汎
に
見
ら

れ
た
抗
租
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
こ
で
は
(i
〉
人
開
の
構
成
す
る
村
落
的
結

合
は
決
し
て
H

坪
μ

で
は
な
く
、
複
数
の
H

坪
H

を
領
域
と
し
て
も
つ

H

村
M

に
求
め
ら
れ
、
そ
れ
が
抗
租
の
思
位
組
織
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、

っ
と
抗
租
に

は
、
明
末
清
初
の
昂
揚
↓
清
中
期
の
H

相
針
的
安
定
H

↓
清
末
の
昂
揚
、
と
い

う
繁
遜
が
看
取
さ
れ
る
こ
と
、
(…
m
〉
抗
租
に
は
日
常
的
・

恒
常
的

・
篠
件
闘
争

的
な
も
の
と
非
日
常
的
蜂
起
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
も
の
と
の
二
種
分
化
の
傾

向
が
あ
り
、
す
で
に
明
末
に
雨
者
が
あ
り
、
清
末
に
後
者
が
ふ
え
る
こ
と
、
の

三
貼
に
よ

っ
て
抗
租
に
関
す
る
小
山
皐
設
の
再
検
討
を
迫
る
。

・次
に
、
抗
租
と

公
機
力
と
の
関
係
を
考
察
し
、
(

J

A

〉
明
末
に
お
け
る
抗
租
・

欠
租
の
増
加
と
照

感
し
て
豚
の
糧
街
が
欠
租
の
詞
訟
を
鎗
賞
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
、

〈口
口
)
江
南

デ
ル
タ
の
州
豚
の
牢
獄
は
従
来
「
監
」
の
み
で
あ
っ
た
が
、
明
末
か
ら
穂
罪
犯

や
読
人
を
拘
束
す
る

「
鋪
」
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
の
ニ
熱
か

ら
明
末
の
公
権
力
が
地
主
の
経
済
外
強
制
を
肩
代
り
す
る
に
至
っ
た
吠
況
を
設

く
。
鎖
い
て
、
震
汎
な
連
帯
に
よ
る
非
和
解
的
貧
カ
闘
争
を
展
開
し
て
い
る
抗

租
の
中
に
は
華
北
や
長
江
中
流
域
の
農
民
反
飢
と
の
連
関
を
推
測
せ
し
め
る
も

の
が
あ
る
と
し
、
民
衆
を
非
和
解
的
蜂
起
に
む
け
て
組
織
し
た
宗
教
結
祉
の
江

南
に
お
け
る
存
在
と
し
て
白
蓮
数
園
お
よ
び
そ
れ
が
指
導
し
た
民
飢
に
つ
い
て

分
析
す
る
。

以
上
、
牽
を
逐
っ
て
本
書
の
内
容
を
要
約
し
た
。
本
書
の
内
容
が
一
示
す
よ
う

に
、
著
者
の
研
究
開
心
が
及
ぶ
と
こ
ろ
は
多
岐
に
亙
り
、
導
き
出
さ
れ
た
結
論

も
豊
富
な
史
料
の
寅
設
分
析
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
著
者
の
研
究
を
出
褒
黙
と

し、

そ
の
問
題
関
心
の
ほ
ん
の
一
端
を
か
じ
っ
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
筆
者
に
と

っ
て
は
本
書
か
ら
改
め
て
多
大
な
啓
震
を
受
け
る
こ
と
こ
そ
あ
れ
、
本
書
を
論

評
す
る
こ
と
な
ど
、
も
と
よ
り
そ
の
資
格
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
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ぇ
、
以
下
七
貼
に
限
の
本
書
の
讃
後
に
生
じ
た
疑
問
を
中
心
と
す
る
所
惑
を
述

べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
責
任
を
果
た
し
た
い
。

〈

1
〉
著
者
は
水
利

・
役
法
雨
改
革
を
要
求
・
推
進
し
た
有
力
な
階
層
を
H

非

郷
紳
地
主
居
払
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
一
方
で
は
闘
家
権
力
の
賦
・

役
の
放
奪
を
受
け
、
と
り
わ
け
嘗
時
の
役
法
の
も
と
で
重
役
が
集
中
し
、
他
方

在
地
に
あ
っ
て
は
直
接
生
産
者
の
突
き
上
げ
を
受
け
、
波
落
の
危
機
に
絶
え
ず

瀕
し
て
い
た
か
の
郷
居
め

P
牒
民
地
主
H

H

非
身
分
制
地
主

ιと
定
義
さ
れ
て

い
る
。
と
こ
ろ
で
著
者
は
と
く
に
第
九
章
第
十
章
の
中
で
「
生
員
層
を
も
含
む

特
権
を
持
た
ぬ
中
小
地
主
層
」
「
生
員
屠
と
も
重
な
り
合
う
と
こ
ろ
の
非
郷
紳

地
主
暦
」
等
と
い
う
表
現
を
随
所
に
用
い
、
こ
れ
ら
の
改
革
に
関
興
し
た
室
員

を
、
そ
こ
に
一
定
の
差
異
を
考
慮
し
な
が
ら
も
H

非
郷
紳
地
主
屠
M

の
範
時
に

包
掻
さ
せ
て
お
ら
れ
る
。
生
員
の
生
計
が
必
ず
し
も
豊
か
で
な
い
こ
と
、
街
役

の
負
猪
義
務
を
課
さ
れ
て
い
た
こ
と
等
、

著
者
が
紹
介
さ
れ
る
事
例
を
み
る
か

ぎ
り
、
生
員
は
奉
人
以
上
と
は
一

一線
を
霊
す
存
在
で
あ
り
、
そ
こ
に
生
員

・
非

郷
紳
地
主
層
制
到
郷
紳
地
主
層
と
い
う
針
立
の
図
式
を
見
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
時
代
同
地
域
に
あ
っ
て
い
わ
ゆ
る
郷
紳
と
と
も
に
身

分
的
特
権
を
利
用
し
て
詫
寄
・
包
撹
を
質
現
し
、
役
困
の
直
接
的
原
因
の
一
端

を
捻
っ
た
の
は
生
員
で
あ
る
。
ま
た
、
明
中
期
以
降
生
員
の
数
が
急
増
し
た
背

景
に
生
員
の
資
格
を
保
有
す
る
こ
と
に
よ
り
何
ら
か
の
特
権
を
獲
得
し
て
役
因

を
兎
れ
よ
う
と
す
る
地
主
層
の
行
動
の
反
映
を
看
取
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ

る
。
生
員
の
行
動
様
式
は
多
様
か
つ
複
雑
で
あ
り
、
そ
れ
を
一
つ
の
H

層
H

と

し
て
評
債
し
、
範
時
を
規
定
す
る
に
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
恩
わ
れ

る
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

〈

2
〉著
者
は
、
照
田
波
役
・
優
免
限
制
を
求
め
る
隊
列
の
中
に
生
員
暦

・
非

郷
紳
地
主
屠
か
ら
佃
戸
ま
で
を
含
ま
せ
、
彼
ら
廉
汎
な
「
民
」
と
郷
紳
と
の
政

治
的
制
到
立
を
設
か
れ
る
。
た
だ
そ
の
場
合
、
水
利
改
革
を
積
極
的
に
請
願
し
た

の
は
「
公
正
」
で
あ
り
、
彼
ら
は
在
地
の
中
小
地
主
暦
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
中

に
生
員
を
ほ
と
ん
ど
含
ん
で
い
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
均
胆
均
役
法
に
お
け
る
生

員
の
役
割
に
比
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。
ま
た
著
者
は
、
佃
戸
が
街
役
を
負
抽摘さ

せ
ら
れ
て
い
る
現
貨
か
ら
均
田
均
役
法
の
賓
施
は
佃
戸
層
の
要
求
・
利
盆
で
も

あ
り
得
る
と
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
均
田
均
役
法
を
要
求
・
推
進
す
る

「
民」

の
有
力
部
分
に
佃
戸
を
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
積
極
的
に
示
す
史
料
が

乏
し
い
の
は
な
に
ゆ
え
か
。
水
利
・
役
法
の
雨
改
革
は
、
著
者
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
確
か
に
共
通
の
基
盤
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
の
若
干

の
差
異
を
ど
う
許
債
す
れ
ば
よ
い
か
。

〈

3
〉
著
者
は
、
明
末
清
初
に
お
け
る
新
た
な
水
利
慣
行
の
形
成
は
公
機
力
の

介
入
に
依
っ
て
始
め
て
可
能
で
あ
っ
た
、
と
い
わ
れ
る
。
明
末
清
初
以
降
の
公

権
力
は
郷
紳
の
利
盆
を
鐙
現
す
る
地
主
政
様
で
あ
る
と
み
な
す
の
が

一
般
的
で

あ
り
、
著
者
も

「清
朝
・
郷
紳
.フ
ロ

ッ
ク
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
そ
の
黙
を

否
定
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
こ
の
理
解
が
正
し
い
も
の
と
す
れ
ば
、
著
者

の
い
わ
れ
る
公
権
力
の
H

介
入
H

と
い
う
第
三
者
的
立
場
は
い
っ
た
い
何
を
意

味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
照
田
波
役

・
優
副
知
限
制
の
寅
現
に
お
い
て
、

た
と
い
そ
れ
が
大
局
で
郷
紳
地
主
暦
の
利
金
に
遁
う
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
公
権
力
は
H

プ
ロ
ッ
ク
H

の
一
方
で
あ
る
郷
紳
地
主
屠

と
銑
く
封
立
し
、
そ
の
抵
抗
・
妨
害
に
遁
遇
す
る
と
い
う
事
態
を
も
た
ら
す
こ

と
、
そ
の
結
果
直
接
か
つ
最
大
の
恩
恵
を
受
け
た
の
は
非
郷
紳
地
主
層
で
あ
っ

て
、
優
副
知
特
権
が
制
限
・
否
定
さ
れ
た
郷
紳
地
主
層
で
は
な
い
こ
と
を
ど
う
合

理
的
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
か
。

〈

4
〉そ
こ
で
清
初
の
均
回
均
役
法
に
お
け
る
優
苑
の
H

廃
止
H

の
問
題
に
つ

い
て
検
討
す
る
。
著
者
は
康
岡
山元
年
に
お
け
る
韓
世
埼
の
命
令
を
「
郷
紳
優
克

-185ー



752 

の
完
唆
を
指
示
し
て
い
て
輩
期
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
評
償
さ
れ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
筆
者
に
は
そ
の
論
践
に
用
い
ら
れ
た
康
照
『
蘇
州
府
士
山』
巻
三
七、

絡
役
、
所
放
の
「
務
純
霞
外
官
。障
自
免
附
戸
花
誌
等
項
窪
行
側
汰
一
惟
論
田
起

役
繊
造
不
許
繰
附
」
(傍
線
筆
者
)
の
記
事
か
ら
そ
れ
を
明
確
に
理
解
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。
ち
な
み
に
傍
線
部
分
は
「
雷
外
の
官
庫
、
自
免
、
附
戸
の

花
詑
等
の
項
」
と
解
得
さ
れ
て
い
る
が
、
「
箇
外
の
官
停
の
自
党
、
附
戸
の
花
詑

等
の
項
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
著
者
は
常
州
府
無
錫
燃
で
は
つ
官
・

惇

・
民
戸
を
論
ぜ
ず
、

一
例
に
里
甲
に
編
入
し
、
戸
に
無
回
の
役
無
く
、
固
に

不
役
の
人
無
し
u

と
い
う
優
先
度
止
を
貧
施
し
た
と
言
う
」
・
と
さ
れ
る
が
、
そ

の
典
械
が
一
示
さ
れ
て
い
な
い
。
優
弛
緩
止
の
方
向
が
明
確
な
の
は
李
復
興
の
改

革
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
現
寅
に
賀
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
薙
正
四

年
に
は
中
央
に
お
い
て
紳

・
衿
の
本
身
一
丁
分
の
優
副
知
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ

と
(
薙
正
『
大
清
食
山
内
』
各
三
一
、

落
正
四
年
覆
准
〉
か
ら
み
て
、
優
沼周
は
限

制
を
質
現
し
つ
つ
も
版
止
に
は
至
ら
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〈

5
〉
李
復
興
の
改
革
に
関
す
る
若
干
の
疑
問
を
述
べ
る
。
均
四
均
役
法
の
嘗

初
の
目
的
は
里
甲
正
役
を
中
心
と
す
る
循
役
負
捻
者
の
確
保
で
あ
り
、
そ
の
た

め
に
里
甲
聞
の
不
均
衡
の
是
正
日
均
等
面
積
に
よ
る
里
甲
編
成
が
行
わ
れ
、
そ

れ
が
質
殺
を
も
つ
た
め
に
さ
ら
に
郷
紳
等
の
優
到
の
限
制
が
寅
施
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
到
達
黙
と
し
て
の
李
復
興
の
改
革
に
よ
り
、
原
則
と

し
て
絡
役
は
ほ
と
ん
ど
消
滅
し
た
こ
と
が
停
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
ら
ば
絡
役

が
消
滅
し
た
今
、
な
お
も
畝
数
に
よ
る

H

完
全
な
属
人
的
な
里
甲
H

を
編
成

し
、
優
見
を
限
制
か
ら
さ
ら
に
進
め
て
悦
止
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
必

然
的
理
由
は
何
か
。
こ
の
駄
に
つ
い
て
本
奮
は
多
く
を
諮
っ
て
い
な
い
と
思
わ

れ
る
。

〈

6
〉著
者
は
里
甲
制
が
も
っ
再
生
産
の
た
め
の
共
同
種
的
機
能
と
税
・
役
牧

奪
機
能
と
い
う
こ
機
能
の
維
持
の
た
め
の
改
革
に
焦
熱
を
あ
て
て
江
南
農
村
社

命闘
を
分
析
さ
れ
て
い
る
が
、
里
甲
制
が
も
っ
第
三
の
機
能
|

|
治
安
維
持
の
機

能
も
ま
た
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
機
能
に
つ
い
て
も
里
甲
制
の
衰
退
と
と
も
に

前
二
者
と
同
様
、
類
似
の
背
景
を
も
っ
て
改
革
が
進
行
し
た
こ
と
が
殻
想
で
き

る
。
本
舎
は
こ
れ
に
つ
い
て
は
ご
く
簡
単
に
指
摘
し
た
に
と
ど
め
て
い
る
が
、

こ
の
研
究
封
象
の
分
析
の
深
化
は
前
二
者
の
改
革
過
程
の
理
解
を一

層
充
寅
さ

せ
る
で
あ
ろ
う
し
、
抗
租
・

白
蓮
数
飢
等
の
民
衆
闘
争
の
分
析
に
よ
り
豊
富
な

素
材
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

〈

7
〉
著
者
は

「自
践
」
に
お
い
て
御
自
身
が
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

一
九

八
一
年
十

一
月
か
ら
九
箇
月
中
閣
に
滞
在
さ
れ
、
北
京
な
ら
び
に
中
圏
各
都
市

で
史
料
蒐
集
に
従
事
さ
れ
た
(
そ
の
聞
の
事
情
は
、
漬
島
敦
俊
「
中
園
村
廟
雑

考
」
『
近
代
中
園
研
究
奨
報
』
五
続
、
一
九
八
=
一年
、
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
〉
。

本
書
の
股
稿
が
一
九
八
一
年
十
二
月
で
あ
る
た
め
、
そ
の
貴
重
な
成
果
が
本
書

に
全
面
的
に
は
生
か
さ
れ
て
い
な
い
の
が
惜
し
ま
れ
る
。
中
園
で
史
料
蒐
集
に

端
わ
っ
て
み
る
と
中
園
史
の

H

地
元
M

は
や
は
り
中
園
で
あ
る
と
い
う
極
め
て

蛍
然
の
こ
と
を
痛
感
す
る
。
史
料
、
そ
の
中
で
例
え
ば
地
方
志
を
と

っ
て
み
れ

ば
、
北
京
国
書
館
で

『
全
園
地
方
志
連
合
目
録
』
を
見
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
も

日
本
で
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
な
い
相
嘗
数
の
書
名
を
褒
見
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
し
て
や
各
地
方
都
市
に
は
省
市
豚
な
ら
び
に
集
委
員
禽
宣
博
部
に
お

い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
車
位
ご
と
に
図
書
館

・
楢
案
館

・
博
物
館
を
擁
し
、
地
元
の

無
名
で
か
つ
重
要
な
地
方
志
を
牧
蔵
し
て
い
る
。
そ
の
情
報
は
中
園
の
近
年
に

お
け
る
研
究
活
動
の
整
備
と
と
も
に
我
々
外
園
人
に
も
次
第
に
公
開
さ
れ
つ
つ

あ
る
。
史
料
と
い
う
黙
に
限
っ
て
も
日
本
の
明
清
社
合
経
済
史
研
究
は
新
局
面

を
迎
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
史
料
設
掘
機
舎
の
飛
躍
的
抜
大
は
従
来
定
設
と

さ
れ
て
い
た
も
の
を
修
正
す
る
機
舎
の
飛
躍
的
援
大
で
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
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以
上
、
非
常
に
簡
単
に
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
、
若
干
の
疑
問
黙
を
附
し
た

が
、
ひ
と
え
に
筆
者
の
力
量
不
足
か
ら
著
者
の
員
意
を
理
解
し
え
ず
、
誤
謬
を

重
ね
た
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
る
。
著
者
の
御
寛
恕
を
乞
い
た
い
。
な
お
、
本

書
に
つ
い
て
は
、
既
に
岸
本
美
緒
氏
の
論
評
が
公
け
に
さ
れ
て
い
る
(
『
史
皐

雑
誌
』
九
二
編
入
鏡
、
一
九
八
三
年
〉
。
本
稿
で
論
及
で
き
な
か
っ
た
諸
黙
に

つ
い
て
適
切
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
是
非
併
せ
参
照
さ
れ
た
い
。

著
者
の
次
な
る
課
題
は
清
代
中
期
江
南
農
村
祉
舎
に
お
け
る
枇
舎
諸
関
係
を

分
析
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
。
筆
者
は
著
者
の
研
究
意
欲
に
敬
服
す
る
。
今

後
の
一
一
層
の
御
活
躍
を
期
待
し
て
や
ま
な
い
。

一
九
八
二
年
二
月
東
京
東
京
大
祭
出
版
曾

A
5
版

七

四

O
頁
一
一
一

0
0
0園

五
回
運
動
の
研
究

第
一
函

囚

五
四
運
動
研
究
序
説

天
津
五
四
運
動
小
史

回図

日
本
一
一帝
園
主
義
と
五
四
運
動

片ー狭
間関

直
樹

藤
本

博
生

坂

野

良

京
大
人
文
科
皐
研
究
所
「
五
四
運
動
研
究
」
班
の
ほ
と
ん
ど
一

O
年
に
も
亙

る
共
同
研
究
が
結
貨
を
始
め
た
。
中
園
で
、
い
わ
ゆ
る
文
革
と
「
四
人
組
」
事

件
以
降
、

貧
事
求
是
を
モ
ッ
ト
ー
に
ブ
大
が
か
力
な
史
料
護
掘
と
大
幅
四
な
史
寅

の
見
直
し
が
進
み
、
従
来
の
制
約
を
思
い
切
っ
て
こ
え
よ
う
と
す
る
新
た
な
規

黙
で
五
四
運
動
六

O
周
年
、
辛
亥
革
命
七

O
周
年
等
が
記
念
さ
れ
た
矢
先
だ
け

に
、
こ
の
組
織
的
研
究
に
失
ぎ
な
関
心
と
期
待
が
集
ま
り
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
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周
知
の
通
り
で
あ
る
。
第

一
函
所
牧
の
三
著
か
ら
み
る
限
り
、
そ
の
い
ず
れ
も

が
ま
ず
最
大
限
に
原
史
料
に
た
ち
戻
り
、
そ
こ
か
ら
史
貨
を
再
構
成
し
よ
う
と

す
る
姿
勢
に
寅
か
れ
て
お
り
、
並
々
な
ら
ぬ
意
気
込
み
が
感
じ
ら
れ
た
。

一
連
の
研
究
は
、
や
が
て
五
函
二

O
加
徐
の
成
果
に
ま
と
め
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
の
で
、
本
来
そ
の
全
容
を
み
て
-評
す
べ
き
黙
が
少
く
な
い
と
思
わ

れ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
先
導
役
の
三
著
を
も
と
に
し
て
、
讃
後
感
を
若
干
述
べ

て
み
た
い
。

「本
書
の
な
り
た
ち
」
に
よ
れ
ば
、
五
回
運
動
期
の
時
期
区
分
や
し
た
が
っ

て
研
究
の
親
角
等
に
つ
い
て
、
無
理
に
統
一
を
は
か
ら
ず
、
各
執
筆
者
の
自
主

性
に
ゆ
だ
ね
た
と
あ
る
。
本
書
評
で
は
、
そ
の
趣
旨
を
ふ
ま
え
て
、
ま
ず
個
々

に
検
討
を
加
え
、
つ
い
で
共
通
す
る
と
恩
わ
れ
る
論
黙
を
特
に
い
抽
出
し
セ
議
論

す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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回
に
つ
い
て

一
忠

そ
の
副
題
「
五
四
運
動
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
役
割
」
が
端
的
に

示
す
よ
う
に
、
「
研
究
序
説
」
と
銘
打
た
れ
た
本
書
の
狙
い
は
、
い
わ

t

ゆ
る
五・

四
か
ら
六
・

三
を
経
て
、
ベ
ル
サ
イ
ユ
僚
約
調
印
担
否
に
至
る一

連
の
過
程

を
、
上
海
に
お
け
る
三
罷
闘
争
に
焦
黙
を
合
わ
せ
て
絞
逃
す
る
な
か
で
、
五
四

運
動
を
も
っ
て
「
新
民
主
主
義
革
命
」
へ
の
鴎
機
と
な
き
し
め
た
「
-新
し
い

質
」
を
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
よ
る
指
導
」
に
再
夜
見
し
よ
う
と
す
る
と

こ
ろ
に
あ
る
。
こ
こ
で
再
設
見
と
い
う
の
は
、
一
九
三

0
年
代
末
の
中
園
で
、

毛
津
東
ら
に
よ
っ
て
つ
か
み
だ
さ
れ
、
以
来
中
園
革
命
の
道
し
る
べ
と
な
っ
て

き
た
周
知
の
テ
ー
ゼ
を
、
首
時
の
生
の
史
料
を
く
ぐ
っ
て
新
た
に
倹
誼
し
直
そ

う
と
し
て
い
る
こ
と
を
指
す
。

本
書
は
三
章
で
構
成
さ
れ
、
第

一
章
で
は
五
四
の
歴
史
的
背
景
を
、
第
三
章

士
口


