
家
・
り
£
局
、
。
ル

第
四
十
七
巻
、
第
二
親

昭
和
六
十
三
年
九
月
蛮
行

『
瞳
銭
論
』

の
史
料
的
性
格

|
|
桓
寛
の
よ
っ
た
資
料
を
求
め
て
|
|

角

谷

常

子

-1-

は

じ

め

に

一
賢
良
・
文
拳
と
そ
の
記
録

二
集
議
に
お
け
る
記
録

三
種
織
の
議
の
背
景

む
す
び
に
か
え
て

tま

じ

め

tこ

「
盟
戴
論
」
は
昭
一
帝
時
代
に
行
な
わ
れ
た
聾
鎮
専
買
を
め
ぐ
る
議
論
を
、
-
次
の
宣
一
帝
時
代
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
議
論
は
政
府
側

(
1〉

代
表
と
し
て
丞
相
(
リ
車
千
秋
)
、
御
史
大
夫
〈
川
桑
弘
羊
)
、
丞
相
史
、
御
史
が
、
民
間
代
表
と
し
て
郡
園
か
ら
推
塞
噂
さ
れ
た
賢
良
と
ー文
皐
が
参

加
し
て
行
な
わ
れ
ー
そ
の
内
容
は
専
買
を
中
心
一に
封
外
政
策
、
一
事
術
バ
刑
罰
と
〉
多
方
面
に
わ
た
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
多
方
面
に
わ
た
る
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テ
ー
マ
は
バ
ラ
バ
ラ
の
も
の
で
は
な
く
、
互
い
に
関
連
し
あ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
議
論
が
行
な
わ
れ
た
時
代
の
前
の
皇
帝
、
即
ち
武
一
帝
は
、
銭
さ
し
が
く
さ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
豊
か
な
財
源
を
う
ち
つ
づ
く
封
外
戦
争
な

ど
で
す
っ
か
り
枯
渇
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
専
買
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
経
済
政
策
を
貫
施
し
て
な
ん
と
か
乗
り
き
ろ
う
と
し
た
。
社

舎
不
安
や
人
々
の
不
満
も
し
だ
い
に
つ
の
っ
た
が
、
そ
れ
に
射
し
て
政
府
は
酷
吏
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
刑
罰
を
以
て
臨
ん
だ
。
し
た
が
っ

て
、
専
買
に
つ
い
て
の
議
論
と
い
っ
て
も
嘗
然
そ
れ
に
関
連
し
た
政
治
的
、
社
合
的
問
題
に
及
ぶ
わ
け
で
、
い
わ
ば
武
一
帝
一
政
治
そ
の
も
の
を
議

論
し
た
と
も
い
え
る
の
が
、
こ
の
盟
鍛
の
議
論
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
内
容
を
も
づ
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
の
書
は
専
買
や
均
轍
・
卒
準
と
い
っ
た
制
度
に
関
す
る
研
究
や
、
そ
れ
ら
の
経
済
政
策

(
2〉

の
立
て
役
者
で
あ
り
、
武
帯
以
来
の
貫
力
者
で
あ
る
桑
弘
羊
の
思
想
的
研
究
に
お
け
る
史
料
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
桑
弘
羊
に
閲
し
て
は
、
漢

書
に
も
俸
が
た
て
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
研
究
者
に
と
っ
て
は
飲
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
盟
織
の
議
な
る
者
は
始
元
中
に
起
こ
る
。

文同学

・
賢
良
を
徴
し
て
問
う
に
治
飽
を
以
て
す
る
に
皆
封
う
ら
く
、

郡
園
の
盟
、

- 2 一

し
か
し
、
こ
の
書
の
成
立
及
び
編
者
で
あ
る
桓
寛
に
つ
い
て
は
、

ほ
と
ん
ど
次
に
掲
げ
る
史
料
に
よ
っ
て
知
り
う
る
の
み
で
あ
る
。

鍛
、
酒
権
、
均
職
を
罷
め
、
本
に
務
め
末
を
抑
え
天
下
と
利
を
争
う
こ
と
な
か
ら
ん
を
願
う
。

(
桑
)
弘
羊
以
漏
ら
く
、
此
れ
乃
ち
遺
寛
を
安
ん
じ
四
夷
を
制
す
る
所
以
に
し
て
、
園
家
の
大
業
な
り
、
底
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
と。

嘗

時
相
詰
難
し
頗
る
そ
の
議
文
有
り
。
宣
一
一
帝
の
時
に
至
り
、
汝
南
の
桓
寛
次
公
、
公
羊
春
秋
を
治
め
、

拳
げ
ら
れ
て
郎
と
な
り
塵
江
太
守
丞

に
至
る
。
博
く
逼
じ
善
く
文
を
属
り
盟
織
の
議
を
推
桁
し
候
目
を
増
贋
し
、
そ
の
論
難
を
極
め
敷
寓
言
を
著
わ
し
、
亦
た
以
て
治
範
を
究

め
一
家
の
法
を
成
さ
ん
と
欲
す
。
(
漢
書
巻
六
六
公
孫
劉
田
王
楊
奈
陳
鄭
停
賛
〉

こ
の
あ
と
班
固
は
「
盟
織
論
」
に
お
い
て
桓
寛
の
後
序
に
あ
た
る
雑
論
篇
の
文
を
ほ
ぼ
全
文
引
用
し
て
賛
を
お
え
て
い
る
。

「
盟
織
論
」
が
史
料
と
し
て
ど
の
よ
う
な
性
質
を
も
つ
の
か
に
つ
い
て
も
、
こ
の
記
述
、
特
に
筆
者
が
傍
黙
を
附
し
た
部
分
が
根
援
と
さ
れ

「撞
識
論
」
は
桓
寛
に
よ
っ
て
潤
色
附
加
さ
れ
た
桓
寛
の
書
で
あ
る
に
は

然
る
後
数
化
興
る
べ
し
と

0

・
御
史
大
夫

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
従
来
の
大
方
の
み
方
と
し
て
は
、



ち
が
い
な
い
け
れ
ど
も
、
彼
が
資
料
と
し
た
議
文
の
内
容
ま
で
は
改
獲
L
て
い
な
い
だ
ろ
う
、
つ
ま
り
大
夫
と
あ
れ
ば
桑
弘
羊
、
丞
相
と
あ
れ

ば
車
千
秋
な
の
で
あ
っ
て
、
」表
現
の
し
方
は
多
少
か
わ
っ
て
い
て
も
各
護
言
者
の
意
園
は
や
は
り
反
映
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
理
解
の
も
と
に
、
専
賓
制
を
中
心
と
す
る
制
度
史
研
究
、
賢
良
・
文
皐
及
び
桑
弘
羊
の
思
想
的
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
の

で
あ
る
。

い
く
ら
内
容
が
改
慶
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
桓
寛
の
手
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
は
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。
本
来
な
ら
そ
れ

が
ど
の
部
分
で
ど
の
程
度
の
も
の
な
の
か
を
明
確
に
し
た
上
で
研
究
を
進
め
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
桓
寛
の
創
作
附
加
部
分
を
以

て
あ
る
人
物
の
思
想
と
し
て
、
叉
昭
帝
時
代
の
事
象
と
し
て
扱
い
、
誤
解
す
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、

桓
寛
の
手
の

し
か
し
、

入
っ
た
と
こ
ろ
を
全
て
明
確
に
排
別
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
一
つ
一
つ
の
文
章
に
つ
い
て
ど
れ
が
附
加
で
ど

れ
が
原
資
料
の
文
か
を
識
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
と
も
、
桓
寛
が
も
と
，
つ
い
た
と
思
わ
れ
る
資
料
を
再
検
討
|
議
文
の
み
に
よ
っ
た
の
か
、

叉
議
文
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
の
検
討
ー
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
車
に

。議
文
を
も
と
に
潤
色
附
加
さ
れ
た
書
。
と
い
う

以
上
に
こ
の
書
の
性
格
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
占
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
広
残
り
う
る
記
録
に
注
目
じ
っ
ワ
検
討
を
進
め
て

ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

- 3一

賢
良
・
文
皐
と
そ
の
記
録

お
よ
そ
酒
の
専
賓
が
底
止
さ
れ
る
ま
で
の
大
ま
か
な
経
過
は
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
賢
良
・
文
拳
を
推
奉
し
、
彼
ら
に
民
の
疾
苦
す
る

所
を
聞
い
、
専
買
に
闘
す
る
議
論
を
経
た
後
、
酒
の
専
買
底
止
が
質
施
さ
れ
た
と
。
こ
れ
は
漢
書
昭
一
帝
紀
の
記
事
に
そ
っ
た
流
れ
で
あ
り
、
以

下
に
そ
れ
を
示
す
史
料
を
掲
げ
て
お
く
。

1 

始
元
五
年
六
月
一:
:
・
詔
し
て
日
く
、
朕
砂
身
を
以
て
宗
廟
を
保
つ
を
獲
、
戦
戦
栗
栗
と
し
て
夙
に
輿
き
夜
に
牒
ね
、
古
の
一帝
王
の
事
を

修
め
、
保
停
に
通
じ
、

一孝
程
・
論
語
・
向
書
を
停
え
る
も
未
だ
明
ら
か
な
る
こ
と
あ
り
と
云
わ
ず
。
そ
れ
三
輔
・
太
常
を
し
て
賢
良
を
各
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お
の
二
人
、
郡
園
を
し
て
文
準
高
弟
を
各
お
の
一
人
拳
げ
し
め
よ
と
。

2 

始
元
六
年
二
月
、
有
司
に
詔
し
て
郡
園
の
奉
げ
し
所
の
賢
良

・
文
撃
に
民
の
疾
苦
す
る
所
を
問
わ
し
む
。
盟
鍛
権
酷
を
罷
め
ん
こ
と
を

議
す
。始

元
六
年
秋
七
月
、
権
酷
官
を
罷
む
。

い
わ
ゆ
る
盤
織
の
議
は

2
の
段
階
に
あ
た
り
、
「
瞳
鍛
論
」
は
こ
の
時
の
議
論
の
記
録
を
も
と
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。
本
稿
は
「
盟
銭
論
」
が
基
い
た
資
料
を
再
検
討
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
の
で
、

2
の
段
階
だ
け
に
限
ら
ず
、
ー
よ
り
3
に
至

る
全
過
程
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
記
録
が
残
る
か
を
お
さ
え
て
ゆ
き
た
い
。
そ
こ
で
本
章
で
は
ま
ず
1
の
段
階
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
に
し
、
逼

3 
常
賢
良
・
文
撃
が
推
挙
さ
れ
て
か
ら
た
ど
る
経
過
を
追
い
、
そ
こ
で
残
り
う
る
記
録
と
「
盟
銭
論
」
と
の
関
連
を
み
る
こ
と
に
す
る
。

賢
良
あ
る
い
は
文
皐
と
い
っ
た
選
師
事
の
科
目
に
一
該
嘗
す
る
と
し
て
中
央
へ
推
奉
さ
れ
た
人
た
ち
は
、
以
後
ど
う
な
っ
て
ゆ
く
の
だ
ろ
う
か
。

彼
ら
に
は
ま
ず
皇
帝一
か
ら
問
題
が
出
さ
れ
、
そ
の
答
え
(
劉
策
)
を
提
出
す
る
。
そ
れ
ら
は
、

元
光
五
年
、
復
た
賢
良
・
文
撃
を
徴
す
。
弘
、
太
常
に
至
る
。
時
に
針
え
る
者
百
齢
人
。
太
常
、
弘
の
第
、
下
に
居
る
と
奏
す
。
策
の
奏

せ
ら
る
る
や
、
天
子
、
弘
が
封
を
擢
し
て
第
一
と
信
用
す
。

- 4 ー

(
漢
書
巻
五
八

公
孫
弘
俸
)

と
あ
る
よ
う
に
、
あ
ら
か
じ
め
審
査
順
位
づ
け
さ
れ
て
皇
帝
に
提
出
さ
れ
る
。
こ
こ
で
皇
一
帝
が
最
終
的
に
順
位
を
入
れ
か
え
た
り
、

天
子
、
其
の
封
を
賢
て
異
と
し
、
乃
ち
復
た
之
に
加
し
て
日
く
:
:
:
、
仲
脅
劃
え
て
田
く
:
:
:
。
是
に
於
て
天
子
復
た
之
に
加
す
。

漢

書
巻
五
六

董
仲
静
停
〉

の
如
く
、
特
に
注
目
さ
れ
る
者
に
は
重
ね
て
問
題
を
出
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
成
績
何
如
で
虚
遇
が
決
ま
る
わ
け
で
あ
る
。

で
は
そ
の
聞
い
と
答
え
を
も
う
少
し
詳
し
く
み
て
み
よ
う
。

a 

後
有
司
に
詔
し
て
賢
良
・
文
準
の
土
を
拳
げ
し
む
る
に
、
錯
、
選
中
に
あ
り
。
上
親
ら
こ
れ
に
策
詔
し
て
日
く
、
:
:
:
故
に
有
司
:
:
:

に
詔
し
て
各
お
の
そ
の
志
を
帥
い
て
以
て
賢
良
の
園
家
の
大
盟
に
明
ら
か
な
る
、
人
事
の
終
始
に
逼
ず
る
、
及
び
直
言
極
諌
を
能
く
す
る



者
を
選
ば
し
む
る
に
各
お
の
人
数
あ
り
:
:
:
と
。
錯
、
封
え
て
日
く
:
:
:
味
死
し
て
愚
封
を
上
り
て
日
く
、
詔
策
に
日
く
「
園
家
の
大
瞳

に
明
ら
か
な
り
」
と
。
愚
臣
籍
か
に
古
の
五
一
帝
を
以
て
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
:
:
:
。
詔
策
に
日
く
「
人
事
の
終
始
に
通
ず
」
と
。
臣
愚
縞

か
に
古
の
三
王
を
以
て
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
:
:
:
。
詔
策
に
日
く
「
言
右
直
く
し
諌
を
極
む
」
と
。
愚
巨
窮
か
に
五
伯
の
臣
を
以
て
こ
れ

を
明
ら
か
に
す
・
・
・
・
・
・
と
。

(
漢
書
巻
四
九

且
臨
錯
惇
)

上
、
諸
儒
に
策
詔
す
。
制
し
て
日
く
:
:
:
敢
え
て
子
大
夫
に
問
う
。
天
人
の
道
は
何
れ
の
所
に
か
本
づ
き
始
ま
る
。
土
日
凶
の
数
、
安
ん

，ぞ
期
す
る
所
あ
ら
ん
。
百
問
・
湯
の
水
皐
、
そ
の
答
何
に
か
由
ら
ん
ι
仁
義
躍
知
四
者
の
宜
、
嘗
に
安
く
に
か
設
施
す
べ
き
。
統
を
属
し
業

を
垂
れ
、
物
思
嬰
化
す
。
天
命
の
符
、
慶
輿
何
如
。
(
漢
書
巻
五
八
公
孫
弘
停
)

C

制
し
て
日
く
:
:
:
量
に
其
の
持
操
す
る
所
或
い
は
諒
謬
し
て
其
の
統
を
失
う
か
。
固
よ
り
天
、
命
を
降
し
復
た
反
す
べ
か
ら
ず
。
必
ず

之
を
大
衰
に
推
し
て
後
息
ま
ん
か
。
:
:
:
三
代
、
命
を
受
く
、
そ
の
符
安
く
に
在
り
や
。
災
異
の
饗
、
何
に
縁
り
て
起
き
ん
。

b 

(
漢
書
巻

- 5ー

五
六

董
仲
智
博
〉

d 

策
に
日
く
、
天
地
の
道
は
何
ぞ
貴
し
。
王
な
る
者
の
法
何

如
。
六
経
の
義
は
伺
を
か
上
ぶ
。
人
の
行
は
何
を
か
先
と
せ
ん
。
人
を
取
る
の
術
、
何
を
以
て
せ
ん
。
嘗
世
の
治
、
何
を
か
務
め
ん
。
各

そ
の
夏
、

上
蓋
く
直
言
の
士
を
召
し
て
白
虎
殿
に
至
り
て
劃
策
せ
し
む
。

お
の
経
を
以
て
劃
与
え
よ
、
と
。

(
漢
書
巻
六
十

杜
欽
停
)

ま
ず
形
式
的
な
こ
と
か
ら
み
て
い
く
と
、
皇
帝
一
が
問
題
を
出
す
こ
と
を
「
策
詔
す
」

(
a
、
b
〉
あ
る
い
は
単
に
「
加
す
」

(
四
頁
の
董
仲
野

俸
)
と
も
い
い
、
問
題
そ
の
も
の
は
「
詔
策
」

'
(
a
)
あ

る

い

は

畢

に

「

策

」

さ

ら

に

針

策

文

を

書

く

時

に

は

a
に
み

ら
れ
た
如
く
、
ま
ず
問
題
文
を
引
用
し
て
そ
れ
に
謝
す
る
答
え
を
か
く
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
た
こ
と
、
な
ど
が
わ
か
る
。
次
に
策
聞
の
内

(
d
〉
と
い
う
こ
と
、

容
で
あ
る
が
、
個
別
の
具
瞳
的
な
問
題
を
と
り
あ
げ
て
意
見
を
き
く
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
政
治
の
基
本
姿
勢
を
問
う
よ
う
な
も

'
D
 

の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る

(
a
、

c
、
d
〉。

も
ち
ろ
ん
策
聞
の
方
は
大
き
く
問
わ
れ
て
い
て
も
、

そ
れ
に
劉
え
る
方
は
嘗
時
の
政
治
的
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社
舎
的
朕
況
か
ら
具
腫
的
な
事
柄
を
と
り
あ
げ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
彼
ら
が
奏
し
た
針
策
は
ラ
ン
ク
を
つ
け
る
た
め
だ
け
の
も
の
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だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
闘
し
て
は
、
次
の
史
料
が
参
考
と
な
る
。

韓
延
寄
:
:
:
燕
人
な
り
。
・
:
・
:
父
の
義
は
燕
の
郎
中
た
り。

刺
王
の
逆
を
謀
る
や
、

義
、
諌
め
て
死
す
。
燕
人
こ
れ
を
関
れ
む
。
こ
の
時

昭
一
帝
春
秋
に
富
み
、
大
将
軍
霊
光
政
を
持
し
、
郡
聞
の
賢
良

・
文
皐
を
徴
し
て
問
う
に
得
失
を
以
て
す
。
時
に
魂
相
、
文
民
平
を
以
て
針
策

し
て
以
震
ら
く
、
賞
罰
は
善
を
勧
め
悪
を
禁
ず
る
所
以
に
し
て
政
の
本
な
り
。
さ
き
ご
ろ
燕
王
無
道
た
り
て
韓
義
身
を
出
し
て
彊
諌
し
、

王
の
殺
す
所
と
漏
る
。
義
は
比
干
の
親
な
く
而
れ
ど
も
比
干
の
節
を
臨
む
。
宜
し
く
其
の
子
を
額
賞
し
以
て
天
下
に
示
し
、
人
臣
た
る
の

義
を
明
ら
か
に
す
べ
し
。
光
、
そ
の
言
を
納
れ
、
因
り
て
延
需
を
擢
き
て
諌
大
夫
と
な
す
。

(
3〉

文
皐
に
あ
げ
ら
れ
た
貌
相
が
針
策
に
、
主
君
の
無
道
を
諌
め
て
殺
さ
れ
た
韓
義
の
子
、
延
需
を
と
り
た
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
臣
の
義
を
示
す

べ
き
だ
と
主
張
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
霊
光
に
よ
っ
て
と
り
入
れ
ら
れ
、
延
蕎
は
諌
大
夫
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
例
か
ら
も
わ
か

(
漢
書
巻
七
六

韓
延
蕎
俸
)

る
よ
う
に
、
針
策
は
皐
な
る
採
用
試
験
で
は
な
く
、
そ
の
内
容
に
よ
っ
て
は
貫
行
に
移
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
、
現
質
的
な
面
を
も
っ
て

以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
賢
良
・
文
恩
一
ち
は
推
奉
さ
れ
る
と
通
常
、
詔
策
と
い
う
問
い
を
う
け
、

針
策
を
提
出
す
る
と
い
う
段
階
が
あ
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い
た
の
で
あ
る
。

り
、
し
か
も
そ
の
針
策
は
現
質
的
な
意
味
あ
い
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
聞
に
残
り
う
る
記
録
と
し
て
は

嘗
然
、
詔
策
と
封
策
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
の
盟
織
の
議
に
参
加
し
た
賢
良
や
文
皐
も
通
常
の
場
合
と
同

様
、
策
聞
を
う
け
封
策
を
奏
し
て
い
た
こ
と
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
線
擦
と
し
て
ま
ず
「
針
策
」
な
る
語
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と

さ
て
、

こ
れ
ら
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
上
で
「
瞳
識
論
」
を
み
て
み
る
と
、

は
す
で
に
王
利
器
氏
に
指
摘
が
あ
る
の
で
そ
れ
を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。

盟
舗
の
議
が
行
な
わ
れ
た
時
、
同
時
に
針
策
も
行
な
わ
れ
た
、
即
ち
文
書
に
よ
る
意
見
の
提
出
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
復
古
篇
の

陛
下
聖
徳
を
宣
ベ
明
光
を
昭
ら
か
に
し
、
郡
園
の
賢
良
・
文
皐
の
士
を
し
て
:
:
:
安
危
利
害
の
分
を
朋
陳
せ
し
む
(
傍
黙
筆
者
)。

と
い
う
文
皐
の
一
言
、
及
び
利
議
篇
の



諸
生
の
封
策
路
を
殊
に
す
る
も
、
開
す
る
を
同
じ
う
す
:
:
:
故
を
以
て
今
に
至
る
ま
で
未
だ
決
せ
.す
。

と
い
う
こ
れ
も
文
皐
の
言
、

の
詞、
字是
よ tこ
り於
わて
か(遺
る4に
。)議

を
罷
めさ
詞。ら
をに
止取
む下
。篇

の

以
上
の
指
摘
は
、
議
文
以
外
の
資
料
の
存
在
を
示
唆
し
た
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
民
は
こ
の
よ
う
に
文
皐
ら
の
答
え
の
方
を
一示
さ
れ
た

わ
け
で
あ
る
が
、

責
は
聞
い
の
方
、

つ
ま
り
詔
策
も
み
与え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

あ
ま
ね

訪
両
策
に
自
く
、
候
、
字
内
の
土
を
嘉
み
す
、
故
に
四
方
の
豪
俊
文
拳
博
習
の
士
を
詳
く
延
き
、
官
乱脈
を
超
蓮
す
と
。

と
い
う
利
議
篇
の
記
事
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
文
拳
ら
は
徴
さ
れ
て
か
ら
い
き
な
り
丞
相
や
御
史
大
夫
主
議
論
す
る
と
い
う
不
自
然
な
こ
と
を
し
た
の
で
は
な
く、

や
は
り
策
問
、
針
策
と
い
う
過
程
を
経
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

「瞳
織
論
」
中
に
詔
策
の
一
部
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
桓
寛
が
彼
ら
が
提
出
し
た
封
策
文
を
利
用
し
て
い
た
可
能
性
は
き
わ
め
て
高
い
と
思
わ
れ
る
。
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そ
れ
で
は
針
策
と
議
論
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
王
氏
は
次
の
よ
う
に
の
べ
て
お
ら
れ
る
。

針
策
と
劃
話
は
同
時
並
行
だ
っ
た
が
、
制
到
策
は
ま
だ
曾
議
の
場
に
出
さ
れ
て
お
ら
.す
、
論
議
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
針
策
し
た
人
物
や
劉
策

文
は
「
盟
戴
論
」
中
に
は
み
え
な
い
。
「
瞳
織
論
」
は
あ
く
ま
で
も
劉
話
の
記
録
で
あ
り
、
班
固
の
い
う
議
文
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
、
と
。

こ
こ
で
王
氏
の
言
わ
れ
る
如
く
、
封
話
と
針
策
が
同
時
並
行
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。

‘な
ぜ
な
ら
、
も
し
そ
う

だ
と
す
れ
ば
、
同
じ
く
賢
良
あ
る
い
は
文
皐
と
し
て
奉
げ
ら
れ
な
が
ら
、
針
策
を
提
出
す
る
者
と
議
論
す
る
者
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら

れ
て
い
た
と
い
う
不
自
然
な
こ
と
に
な
る
し
、
叉
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
や
必
然
性
が
説
明
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
、
針
策

と
議
論
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
後
に
考
察
す
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
策
問
、
封
策
の
過
程
が
あ
っ
た
こ
と
と
、
そ
れ
ら
の
記
録
が
責
料
と
な
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り
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。



236 

集
議
に
お
け
る
記
録

本
章
で
は
酒
の
専
買
慶
止
決
定
ま
で
の
過
程
、
即
ち
通
常
あ
る
政
策
が
決
定
さ
れ
る
ま
で
に
は
ど
の
よ
う
な
段
階
を
経
、
ど
の
よ
う
な
記
録

が
残
る
の
か
を
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
は
政
策
決
定
に
至
る
一
般
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
み
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
で
は
漢
書
巻
七
十
陳
湯
俸
を
例
に
し
て
み
る
。

延
事
時
、
湯
上
疏
し
て
日
く
、
:
:
:
臣
延
毒
、
臣
湯
、
:
:
:
到
支
の
首
及
び
名
王
以
下
を
斬
る
。
宜
し
く
頭
を
菓
街
の
蟹
夷
の
邸
聞
に
鯨
け

以
て
高
里
に
示
し
、
彊
漢
を
犯
す
者
は
遠
し
と
雄
も
必
ず
訣
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
明
ら
か
に
す
べ
し
と
。
事
有
司
に
下
す
。
丞
相
匡
衡
、
御

史
大
夫
繁
延
蕎
以
焦
ら
く
:
:
:
宜
し
く
豚
く
る
こ
と
勿
か
る
べ
し
と
。
車
騎
将
軍
許
嘉
、
右
絡
軍
王
一商
以
漏
ら
く
:
:
:
宜
し
く
厭
く
る
こ

と
十
日
に
し
て
乃
ち
こ
れ
を
埋
む
べ
し
と
。
詔
有
り
、
将
軍
の
議
是
な
り
と
。

-8-

こ
れ
に
よ
る
と
ま
ず
単
子
の
首
を
さ
ら
す
べ
き
だ
と
の
上
奏
が
あ
り
、
皇
帝
一
は
そ
れ
を
関
係
官
僚
に
下
し
て
議
論
さ
せ
る
。
官
僚
は
議
論
の
結

果
を
上
奏
す
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
皇
帝
が
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
卸
ち
、
皇
帝
自
身
の
護
議
か
臣
下
か
ら
の
上
奏
か
に
関
係
な
く
、
と
に
か

く
議
案
の
提
出
が
あ
る
と
、
皇
帝
は
そ
れ
に
関
す
る
意
見
を
杏
間
す
ベ
く
集
議
を
聞
か
せ
る
、
と
い
う
の
が
普
通
で
あ
る
。

(

5

)

 

周
知
の
如
く
、
漢
代
に
お
い
て
集
議
は
重
要
な
役
割
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
閲
し
て
は
永
田
英
正
氏
に
研
究
が
あ
り
、

集
議
の
種

類
や
そ
の
性
格
、
構
成
メ
ン
バ
ー
及
び
議
事
内
容
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

漢
代
の
集
議
は
皇
帝
臨
席
の
朝
議
と

高
級
官
僚
の
み
に
よ
る
廷
議
の
二
つ
に
大
き
く
わ
け
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
、

よ
り
重
要
と
さ
れ
る
廷
議
も
ま
た
二
つ
に
わ
か
れ
る
。

一
つ
は
公

卿
の
議
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
こ
れ
は
丞
相
、
御
史
大
夫
、
列
侯、

二
千
石
、
博
士
等
、
有
資
格
者
全
員

(
そ
の
教
は
三
十
J
五
十
人
程
度
と

い
わ
れ
る
)
が
参
加
し
、
主
と
し
て
園
政
の
基
本
方
針
を
協
議
す
る
。
も
う
一
つ
は
有
司
の
議
で
、
専
門
的
知
識
や
経
験
・
技
術
を
要
す
る
問

題
に
つ
い
て
協
議
す
る
。
し
た
が
っ
て
参
議
者
は
そ
れ
に
適
し
た
専
門
家
や
関
係
者
が
慣
習
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

集
議
に
つ
い
て
以
上
の
こ
と
を
知
っ
た
上
で
、
次
に
集
議
の
段
階
で
残
り
う
る
記
録
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
第
一
に
議
事
録
が
あ



げ
ら
れ
よ
う
d

い
っ
た
い
漢
代
に
お
い
て
曾
議
の
際
に
議
事
録
が
と
ら
れ
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
わ
か
ら
な

い
。
と
は
い
う
も
の
の
古
く
か
ら
史
官
が
護
達
し
て
い
た
中
園
の
こ
と
で
も
あ
る
し
、
た
と
え
ば
漢
書
巻
五
二
韓
安
園
俸
に
、

上
乃
ち
公
卿
を
召
し
て
問
う
て
日
く
、
:
:
:
今
兵
を
奉
げ
こ
れ
を
攻
め
ん
と
欲
す
る
に
如
何
と
。
大
行
玉
俊
樹
之
で
臼
く
、
:
:
:
臣
痛
か

に
以
漏
ら
く
、
之
を
撃
つ
こ
と
便
な
り
と
。
御
史
丈
夫
韓
安
園
田
く
、
然
ら
ず
。
:
・
7

・
臣
痛
か
に
以
濡
ら
く
撃
つ
こ
と
勿
き
ζ

と
便
な
り

と
。
依
田
く
、
然
ら
ず
。
:
:
:
臣
故
に
之
を
撃
つ
こ
と
便
な
り
と
日
え
り
と
。
安
園
田
く
、
然
ら
ず
。
:
:
:
臣
故
に
撃
つ
こ
と
勿
き
こ
と

便
な
り
と
日
え
り
と
。
依
田
く
、
然
ら
ず
。
l

i
-
-
-
巨
故
に
之
を
撃
つ
こ
と
便
な
り
&
日
え
り
と
。
安
園
田
く
、
然
ら
ず
。
:
:
:
臣
故
に
撃

つ
こ
と
勿
き
こ
と
便
な
り
と
回
え
り
と
。
依
田
一く
。
然
ら
ず
。
:
:
:
上
回
く
、

善
し
と
。
乃
ち
依
が
議
に
従
う
。

と
あ
る
よ
う
に
、
御
前
に
お
い
て
一旬
奴
に
劃
し
て
主
戦
論
の
王
俊
之
和
理
論
の
韓
安
園
と
が
口
頭
で
や
り
と
り
し
て
い
る
様
子
を
停
え
て
い
る

こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
ち
全
く
記
録
が
と
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
一し
そ
の
記
録
と
い
っ
て
も
ご
く
大
ま
か
に
ポ

イ
ン
ト
を
記
し
た
だ
け
で
、
あ
と
は
記
憶
に
た
よ
る
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
も
そ
も
木
聞
に
議
事
を
速
記
す
る
の
は

技
術
的
に
も
限
界
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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で
は
議
事
録
の
他
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
残
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
集
議
の
結
果
報
告
が
あ
げ
ら
れ
よ
う。

次
に
そ
の
結
果
報
告
が
ど

の
よ
う
に
な
さ
れ
た
の
か
を
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
以
下
に
掲
げ
る
史
料
の
出
典
は
全
て
漢
書
で
あ
る
。

A 

御
史
中
丞
衆
等
奏
す
ら
く
、
:
:
:
臣
聞
く
な
ら
く
:
:
:
と
。
廷
尉
直
以
漏
ら
く
:
:
:
と
。

(
巻
八
三

蒔
宣
俸
)

B 

右
将
軍
矯
望
等
四
十
四
人
以
漏
ら
く
:
:
:
と
。
諌
大
夫
聾
勝
等
十
四
人
以
魚
ら
く
:
:
:
と
。

玄
成
等
四
十
四
人
議
を
奏
し
て
日
く
:
:
:
臣
愚
以
焦
ら
く
:
:
:
と
。
大
司
馬
車
騎
持
軍
許
嘉
等
二
十
九
人
以
震
ら
く
:
:
:
と
。
廷
尉
忠

以
魚
ら
く
:
:
:
と
。
諌
大
夫
予
更
始
等
十
人
人
以
漏
ら
く
:
:
:
と
。
(
巻
七
三
章
玄
成
停
)

衛
尉
雲
等
五
十
人
以
馬
、ら
く
:
:
:
と
。
議
郎
費
等
以
震
ら
く
:
:
:
と
。
永
信
少
府
孟
等
十
人
以
焦
ら
く
:
:
:
臣
等
大
義
を
知
ら
ず
、
唯

(
巻
八
三

朱
博
俸
〉

C D 
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だ
陛
下
鷲
を
察
せ
よ
と
。

(
巻
八
六

王
嘉
俸
〉
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E 

成
一
帝
初
め
て
位
に
即
く
や
、
丞
相
衡
、
御
史
大
夫
語
奏
言
す
ら
く
、
:
:
:
願
わ
く
ば
霊
臣
と
議
定
せ
ん
こ
と
を
と
。
奏
し
て
可
な
り
。

大
司
馬
車
騎
将
軍
許
嘉
等
八
人
以
焦
ら
く
:
:
:
と
。
右
賂
軍
王
一商
、
博
士
師
丹
、

議
郎
翠
方
準
等
五
十
人
以
信用
ら
く
:
:
:
と
。
是
に
お
い

て
衡
、

語
議
を
奏
し
て
日
く
:
:
:
臣
聞
く
な
ら
く
:
:
:
と
。
:
:
:
今
議
す
る
者
五
十
八
人
、
其
れ
五
十
人
嘗
に
徒
す
べ
き
の
義
を
言
う
に

皆
経
俸
に
著
わ
れ
上
世
に
同
じ
く
吏
民
に
便
な
り
。
八
人
経
塞
を
案
じ
古
制
を
考
え
ず
:
:
:
と
。

(
巻
二
五

郊
杷
志
下
)

以
上
の
五
例
に
加
え
、
す
で
に
示
し
た
史
料
で
は
あ
る
が
便
宜
の
た
め
再
び
、

F 

丞
相
匡
衡
、
御
史
大
夫
繁
延
書
以
矯
ら
く
:
:
:
と
。
車
騎
将
軍
許
嘉
、
右
将
軍
王
商
以
濡
ら
く
:
:
:
と
。

(
巻
七
十

陳
湯
俸
〉

を
あ
げ
て
お
く
。
具
種
的
な
検
討
に
入
る
前
に
以
下
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、

集
議
の
結
果
、
全
員
一
致
で
一
意
見
が
ま
と
ま
ら
ず
、
複
数
意
見
が
出
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
も
全
て
報
告
す
る
の
が
原
則
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
こ
に
と
り
あ
げ
た
の
は
そ
の
よ
う
な
複
数
一
意
見
が
覆
奏
さ
れ
た
場
合
ば
か
り
で
あ
る
。

る
こ
と
が
わ
か
る
が
、

き
て
、
こ
れ
ら
の
例
か
ら
、
漢
書
に
集
議
の
結
果
を
答
申
す
る
記
事
が
の
せ
ら
れ
る
際
、
某
某
等
某
人
以
篤
:
:
:
と
い
う
形
が
一
般
的
で
あ

A
、
C
、
E
の
よ
う
に
閉
じ
記
事
の
中
で
も
、
車
に
以
痛
を
羅
列
す
る
だ
け
で
な
く
、

奏
あ
る
い
は
奏
議
と
い
う
言
葉

一 10

も
用
い
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
以
下
に
一
意
見
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
同
じ
で
あ
る
が
、
以
震
と
奏
議
に
は
や
は
り
何
ら
か
の
区
別
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
匿
別
と
は
、
奏
は
議
せ
よ
と
の
詔
を
受
け
た
人
が
皇
帝
に
答
申
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
以
震
は
そ
の
他
の
参
議
者
の

意
見
を
書
く
時
に
使
用
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
が
最
も
よ
く
わ
か
る
の
は
E
で
あ
る
。
こ
れ
は
丞
相
の
匡
衡
と

御
史
大
夫
の
張
護
が
群
臣
と
議
定
し
た
い
と
申
し
出
た
の
が
認
め
ら
れ
て
聞
か
れ
た
集
議
の
答
申
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
議
せ

そ
し
て
そ
の
書
き
方
を
み
る
と
、
某
等
八
人
以
篤
:
:
¥

と
詔
を
下
さ
れ
た
の
は
匡
衡
と
張
露
で
あ
る
。

某
等
五
十
人
以
魚

と
あ
っ

て
、
最
後
に
詔
を
受
け
た
匡
衡
と
張
曹
が
自
ら
の
コ
メ
ン
ト
附
き
で
舎
議
の
結
果
を
上
奏
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
C
の
史
料
で
も
議
を
奏

し
て
い
る
章
玄
成
は
営
時
丞
相
で
あ
り
、
こ
の
時
お
そ
ら
く
は
彼
の
責
任
の
も
と
で
曾
議
が
行
な
わ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
廷
議

(
6〉

の
主
議
者
は
ふ
つ
う
丞
相
で
あ
っ
た
し
、
こ
の
上
奏
は
「
其
れ
将
軍
、
列
侯
、
中
二
千
石
、
二
千
石
、
諸
大
夫
、
-
博
士
と
議
せ
」
と
い
う
詔
に



制
到
す
る
も
の
で
、
将
軍
ら
と
議
せ
と
い
わ
れ
た
の
が
こ
の
俸
の
主
人
公
で
あ
り
丞
相
た
る
掌
玄
成
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
班
固
の
地
の
文
に
も

「
下
詔
日
」
と
し
て
、
「
下
詔
丞
相
日
」
と
は
書
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
後
漢
末
の
史
料
だ
が
、
績

漢
書
律
暦
志
中
の

果
卒
四
年
:
:
:
詔
書
三
府
に
下
し
:
:
:
。
以
て
霊
臣
司
徒
府
に
合
同
し
て
議
す
。
議
郎
察
邑
議
し
て
以
漏
ら
く
:
:
:
。
太
尉
耽
、
司
徒
瞬
、

円司
空
訓
邑
が
議
を
以
て
光
・
晃
を
一
刻
す
ら
く
:
:
:
と
。

ゃ
、
同
じ
く
律
暦
志
中
の

光
和
二
年
歳
は
己
未
に
在
り
c
:
:
:
そ
の
三
年
f
:
:
詔
書
太
常
に
下
る
。
・
:
:
・

(太
常
)
耽
、
設
等
の
議
を
以
て
奏
聞
す
。

と
い
っ
た
例
も
同
様
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
嘗
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
詔
を
受
け
た
者
が
答
申
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
史

料
の
上
で
は
奏
字
を
以
で
他
の
意
見
書
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
で
は
他
の
意
見
に
つ
い
て
も
答
申
す
る
者
が
す
べ
て
ま
と
め
て
上
奏
文
を
書
く
の
だ
ろ
う
か
。
即
ち
、
以
震
以
下
の
文
は
誰
が
書
く
の

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
意
見
の
主
唱
者
が
自
分
で
書
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
以
震
と
書
か
れ
た
文
中
に
も
臣

-11ー

字
が
使
しわ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
先
に
あ
げ
た
史
料
で
は
D
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
漢
書
に
お
い
て
は
わ
ず
か
に
こ
の
一
例
を
あ
げ
う
る
の
み

で
あ
る
が
、
主
唱
者
が
自
ら
書
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
史
料
と
し
て
は
、
後
漢
書
の
次
の
記
事
が
大
い
に
参
考
に
な
ろ
う
。

烹
卒
元
年
、
賓
太
后
崩
ず
。
:
:
:
絡
に
葬
せ
ん
と
す
る
に
及
び
、
節
等
復
た
太
后
を
別
葬
し
鴻
貴
人
を
以
て
配
耐
せ
ん
と
欲
す
。
公
卿
に

詔
し
て
朝
堂
に
大
舎
せ
し
め
中
常
侍
趨
忠
を
し
て
議
を
監
せ
し
む
。
:
:
:
既
に
議
す
。
:
:
:
球
日
く
:
:
:
と
。
忠
笑
い
て
言
い
て
白
く
、

陳
廷
尉
宜
し
《
便
ち
筆
を
操
る
べ
し
と
。
球
即
ち
議
を
下
し
て
日
く
・
:
:
:
と
。
忠
、
球
が
議
を
省
、
色
を
作
し
て
倹
仰
し
球
を
貴
い
て
日

く
:
:
:
と
。
球
日
く
:
:
:
と
。
公
卿
以
下
皆
球
が
議
に
従
う
。
(
列
惇
第
四
六
陳
球
俸
〉

陳
球
が
ま
ず
口
頭
で
一
意
見
を
の
べ
る
と
、
曾
議
の
監
督
官
か
ら
筆
を
操
れ
と
言
わ
れ
、
球
は
議
を
下
す
、
つ
ま
り
意
見
を
文
章
化
し
た
の
で
あ

る
。
文
一
軍
に
す
る
の
が
い
つ
な
の
か
|
|
舎
議
の
途
中
で
遁
時
書
く
の
か
、

一最
後
に
ま
と
め
、て
書
く
の
か
ー
ー
は
こ
の
例
だ
け
で
は
剣
断
で
き

239 
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陳
球
が
書
い
た
よ
う
な
も
の
、

な
い
が
、
主
唱
者
が
書
く
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
結
論
を
先
に
言

っ
て
し
ま
え
ば
、
班
固
の
い
う
議
文
と
は
議
事
録
で
は
な
く
、

(

7

)
 

つ
ま
り
意
見
を
書
い
た
文
を
さ
し
て
い
る
と
考
え
る
。
集
議
の
結
果
を
答
申
す
る
時
は
こ
の
よ
う
な
意
見
書
を

い
く
つ
か
そ
え
て
提
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
憶
に
議
事
録
な
る
も
の
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
決
し
て
議
事
録
そ
の
も
の
を
提
出
し
た
の
で
は
な

ぃ
。
こ
こ
に
そ
れ
を
示
す
史
料
を
一
例
あ
げ
て
お
く
。
す
で
に
み
た
績
漢
書
律
暦
志
の
記
事
で
あ
る
。

議
郎
察
凶
巴
議
し
て
以
漏
ら
く
:
:
光
・
晃
に
難
問
す
る
も
但
だ
園
識
を
言
う
の
み
に
し
て
言
う
所
服
わ
れ
ず
・:
・:と
。

こ
れ
は
蕪
卒
四
年
に
鴻
光
と
陳
晃
の
「
暦
嘗
用
甲
寅
魚
元
」
と
の
上
言
を
う
け
て
聞
か
れ
た
集
議
に
お
け
る
奈
畠
の
意
見
で
あ
る
。
こ
の
時
の

集
議
の
様
子
を
、
李
賢
注
に
引
く
奈
急
集
に
は
、

三
月
九
日
、
百
官
、
府
公
の
殿
下
に
曾
し
東
面
す
。
校
尉
は
南
面
し
、
侍
中
、
郎
勝、

大
夫
、
千
石
、

六
百
石
は
行
を
重
ね
て
北
面
し
、

議

郎

、

博

士

は

西

面

す

。

戸

曹

令

史

、

察

箇巴
前
み
て
侍
中
の
西
北
に
坐
し
、
公
卿
に
近

く
、
光
・
晃
と
是
非
を
相
難
問
す
。

坐
の
中
に
嘗
り
て
詔
書
を
讃
む
。

公
議
な
り
。

と
の
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
奈
川
邑
は
舎
議
の
席
上
、
鴻
光
・
陳
晃
と
議
論
を
相
交
え
た
の
で
あ
り
、

お
そ
ら
く
奈
川
邑
が
書
い
た
と
思
わ
れ
る
以
震
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以
下
の
意
見
書
に
「
難
問
光
・
晃
、

但
言
園
識
所
言
不
服
」
と
の
べ
て
い
る
の
は
そ
の
こ
と
を
き
し
て
い
る
。
し
か
し
答
申
の
際
に
は
難
問
の

内
容
、
即
ち
雨
者
の
や
り
と
り
の
い
ち
い
ち
を
報
告
す
る
の
で
は
な
く
、
先
程
み
た
よ
う
な
、
奈
邑
の
一
意一
見
書
と
い
う
形
に
ま
と
め
て
上
奏
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
考
察
よ
り
以
下
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
。
ま
ず
、
政
策
決
定
ま
で
に
は
皇
帝
の
濁
断
で
な
さ
れ
る
場
合
を
除
い
て
は
、

集
議
と

い
う
官
僚
の
曾
議
の
段
階
を
ふ
む
の
が
普
通
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
記
録
と
し
て
は
、
議
事
録
と
覆
奏
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
n
-

・"
-
J
、

7
7
L
 

前
者
に
つ
い
て
は
ど
れ
ほ
ど
護
言
を
忠
寅
に
博
え
て
い
る
か
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
と
思
わ
れ
、

し
か
も
覆
奏
の
際
に
は
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
こ
と
、
叉
後
者
に
つ
い
て
は
、
各
意
見
の
主
唱
者
が
自
ら
書
い
た
一
意
見
書
が
提
出
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
の
ベ
た
。

さ
て
、
以
上
の
こ
と
を
頭
に
お
い
た
上
で
今
一
度
「
盟
鍛
論
」
を
み
て
み
る
と
、
廷
議
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
一
万
す
記
事
が
み
い
だ
さ
れ
る



の
で
あ
る
。
そ
れ
は
取
下
篇
の
、

奏
し
て
日
く
、
賢
良
・
文
皐
は
鯨
官
の
事
に
明
ら
か
な
ら
ず
。
猿
り
に
聾
識
を
以
て
不
便
と
篤
す
。
請
う
ら
く
は
、
且
く
郡
園
の
権
油
、

関
内
の
銭
官
を
罷
め
ん
こ
と
を
と
。
奏
し
て
可
な
り
。

と
い
う
上
奏
文
で
あ
る
。
こ
れ
は
酒
と
鎮
の
事
責
腰
止
に
つ
い
て
の
上
奏
を
し
て
そ
れ
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
あ
た
か
も
賢

良
・
。文
皐
と
の
話
し
合
い
の
結
果
を
上
奏
し
た
如
く
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
に
は
理
解
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

そ
れ
は
こ
の
上
奏
文
の
内
容
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
た
だ
漠
然
と
専
買
は
や
め
た
方
が
よ
い
と
い
っ
た
程
度
の
も
の
で
は
な
く
、
盟
、

鎖
、
酒
の
う
ち
識
と
酒
、
織
と
い
っ
て
も
関
内
と
い
う
地
域
的
限
定
附
き
の
具
程
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
民
の
疾
苦
す
る
所
を
問

わ
れ
て
開
か
れ
た
議
論
の
報
告
に
し
て
は
、
い
さ
さ
か
不
遁
嘗
で
あ
り
、
こ
れ
は
む
し
ろ
廷
議
に
お
い
て
募
責
鹿
止
の
議
論
を
し
た
際
の
報
告

と
み
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
具
瞳
的
な
内
容
の
議
論
広
民
聞
か
ら
は
参
加
し
な
い
、
と
は
言
い
き
れ
な
い
。
次
の
例
の
如
く
、

民
聞
の
占有
識
者
が
あ
る
具
盤
的
な
事
柄
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
漢
書
律
暦
志
上
に
、

- 13ー

遂
に
卿
・
途
-
遷
に
詔
し
て
侍
郎
隼
・
大
典
星
射
姓
等
と
議
し
て
漢
暦
を
造
ら
し
む
。
:
:
:
姓
等
奏
す
ら
く
、

i

算
を
震
す
能
わ
ず
。
願
わ

く
ば
暦
を
治
む
る
者
を
募
り
:
:
:
以
て
漢
太
初
暦
を
造
ら
ん
こ
と
を
と
。
乃
ち
治
暦
郵
卒
及
び
長
祭
司
馬
可
:
:
:
及
び
民
聞
の
暦
を
治
む

る
者
を
選
ぶ
こ
と
凡
そ
二
十
徐
人
:
・

と
み
え
る
如
く
、
太
初
暦
を
つ
く
る
際
に
、
暦
に
精
通
し
た
者
を
民
聞
か
ら
選
ん
だ
例
や
、
溝
油
志
の
、

京
一
菅
の
初
め
、
卒
首
、
使
と
し
て
河
提
を
領
L
、
奏
し
て
言
え
ら
く
、
:
:
:
河
、
親
郡
よ
り
以
東
、
北
し
て
溢
決
多
く
水
遊
以
て
分
明
し

難
し
。
四
海
の
衆
謹
す
べ
か
ら
ず
e

宜
し
く
博
く
能
く
川
を
凌
い
河
を
疏
す
者
を
求
む
べ
し
と
。
丞
相
孔
光
・
大
司
空
何
武
に
下
す
。
奏

し
て
部
刺
史
、
三
舗
、
三
河
、
弘
農
太
守
の
吏
民
の
能
く
す
る
者
を
拳
げ
ん
こ
と
を
請
う
も、

書
に
鷹
ず
る
有
る
な

L
。

に
み
え
る
よ
う
に
、
寅
現
は
し
な
か
っ
た
も
の
の
治
水
に
通
じ
た
者
を
民
聞
か
ら
も
集
め
よ
う
と
し
た
例
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
聾
織
の

議
論
を
し
た
賢
良
や
文
撃
は
、
意
吏
登
用
制
度
に
の
っ
て
各
々
の
科
目
に
塵
じ
て
推
参
さ
れ
た
志
の
で
、
専
貰
制
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
と
し
て
集
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め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
暦
や
治
水
と
い
っ
た
専
門
的
知
識
を
か
わ
れ
て
召
さ
れ
た
人
々
と
は
同
一

に
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。

あ
り
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

つ
ま
り
、
あ
る
特
殊
な
目
的
で
徴
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
民
間
代
表
者
と
、
先
の
上
奏
の
よ
う
な
具
瞳
的
な
内
容
を
議
論
す
る
こ
と
は
や
は
り

し
た
が
っ
て
、
文
皐
ら
と
の
話
し
合
い
の
結
果
か
ら
即
酒
の
専
買
慶
止
が
決
ま
っ
た
の
で
は
な
く
、
腰

止
決
定
ま
で
に
は
通
常
の
如
く
官
僚
に
よ
る
廷
議
が
聞
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
上
奏
が
廷
議
の
結
果
報
告
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
上
奏
の
内
容
が
史
貫
と
く
い
違
っ
て
い
る
こ
と
は
ど
う
解
四
拝
す
れ
ば
よ

い
の
だ
ろ
う
か
。

(
8
)
 

大
庭
僑
氏
に
よ
れ
ば
、
奏
可
と
い
う
の
は
奏
請
に
劃
し
て
制
日
可
と
あ
っ
た
こ
と
を
簡
略
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
皇
帝
の
認
可
が

得
ら
れ
る
と
、

奏
上
し
た
内
容
が
そ
の
ま
ま
詔
書
と
な
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
、
酒
と
関
内
の
鍛
官
が
底
止
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
、

貫
際
は
、
昭
一
帝
紀
の
始
元
六
年
秋
七
月
の
僚
に

「罷
権
酷

- 14ー

官
」
と
あ
る
よ
う
に
、
織
官
は
慶
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
た
だ
推
測
す
る
の
み
で
あ
る
が
、
廷
議
に
お
い
て
出
さ
れ
た
意
見
で
あ
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

先
程
も
み
た
よ
う
に
、
覆

奏
に
あ
た
っ
て
は
少
数
一
意
見
で
あ
っ
て
も
同
じ
よ
う
に
上
奏
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
制
限
附
き
底
止
案
と
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
推
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、

上
奏
の
内
容
や
集
議
の
あ
り
方
か
ら
し
て
、
廷
議
の
あ
っ
た
こ
と
は
ほ

ぼ
ま
ち
が
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
桓
寛
が
利
用
で
き
た
資
料
と
し
て
廷
議
の
結
果
報
告
も
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
に
な
る
。

盟
織
の
議
の
背
景

通
常
と
ら
れ
る
経
過
と
記
録
を
み
て
き
た
。

と
、
賢
良

・
文
皐
が
針
策
を
提
出
す
る
段
階
(
①
)
、
専
貰
底
止
に
関
す
る
廷
議
の
段
階
(
③
)
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、

二
章
に
わ
た

っ
て
賢
良
・
文
向
学
の
推
挙
か
ら
酒
の
専
買
慶
止
に
至
る
ま
で
の
、

そ
れ
に
よ
る

盟
鎮
の
議
、
fW 
ち



民
の
疾
苦
す
る
所
を
問
う
た
段
階
は
そ
の
封
策
と
廷
議
の
聞
に
位
置
す
る
わ
け
で
あ
る
(
②
)
。
記
録
と
し
て
は
①
で
は
詔
策
及
び
針

策
、
②
で
は
議
事
-録
及
び
結
果
報
告
、
③
も
や
は
り
議
事
録
及
び
結
果
報
告
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
痘
寛
は
②
の
段
階
の
記
鋒
の
み
な
ら
ず
、
①

及
び
③
の
段
階
の
記
録
に
つ
い
て
も
資
料
と
し
て
利
用
で
き
た
と
思
わ
れ
、
寅
際
「
撞
織
論
」
中
に
詔
策
や
廷
議
の
覆
奏
の
一
部
か
と
思
わ
れ

る
上
奏
支
が
み
ら
れ
た
。

ま
た
、

以
上
の
よ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
桓
寛
は
民
の
疾
苦
す
る
所
を
問
う
た
時
に
行
な
わ
れ
た
議
論
の
記
録
と
い
う
瞳
裁
で
書
い
て
は
い
る

が
、
貨
は
そ
の
資
料
と
し
て
は
瞳
識
の
議
の
前
後
の
段
階
の
も
の
を
も
含
ん
で
お
り
、
決
し
て
盟
織
の
議
の
記
録
の
み
に
|
|
ま
し
て
議
事
録

に
|
|
基
い
て
い
一た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
①
、
②
、
③
す
べ
て
の
段
階
の
記
録
を
用
い
、
あ
る
い
は
人
か
ら
聞
い
た

話
な
ど
も
参
考
に
し
つ
つ
、
制
除
、
創
作
を
加
え
て
②
の
段
階
の
議
論
の
記
録
と
し
だ
編
集
し
た
の
が
「
盟
織
論
」
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
賢
良
や
文
皐
が
丞
相
や
御
史
大
夫
と
直
接
意
見
を
交
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
文
皐
ら
の
た
ど
る
逼
常
の
過
程
に
も
な
け
れ
ば
、

政
策
決
定
ま
で
の
、
過
程
巳
も
な
い
、
特
殊
な
事
例
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
事
が
行
な
わ
れ
た
の
か
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ

ろ
う
。
ま
ず
禽
議
の
開
催
に
至
る
具
盤
的
な
経
、
過
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
推
測
す
る
。

- 15-

。文

皐

ら

が

提

出

し

た

針

策

は

、

霊

光

に

よ

っ

て

目

が

逼

さ

れ

た

は

ず

で

あ

る

。
す
る
と
針
策
の
中
に
専
買
や
均

職
、
卒
準
な
ど
の
経
済
政
策
に
劃
す
る
不
満
を
の
べ
た
も
の
が
多
か
っ
た
た
め
、
こ
れ
に
目
を
と
め
た
塞
光
は
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
よ
う
な
両

容
の
割
策
を
し
た
者
を
集
め
)
今
度
は
丞
相
、
御
史
大
夫
と
い
っ
た
政
務
措
嘗
の
最
高
責
任
者
と
直
接
話
し
合
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
と
思
う
の

で
あ
る
。
す
で
に
の
ベ
た
如
く
、
策
聞
は
具
睡
的
な
こ
と
を
問
う
と
い
う
よ
り
も
政
治
や
駐
舎
全
睦
の
あ
り
方
を
問
う
よ
う
な
同
容
で
あ
り
、

先
の
貌
相
に
み
た
如
く
、

し
た
が
っ
て
そ
の
答
え
に
は
そ
の
時
々
の
賦
況
を
、反
映
し
た
様
々
な
事
柄
が
含
ま
れ
う
る
。
始
元
五
年
推
拳
の
文
拳
た
ち
の
答
え
も
お
そ
ら
く

そ
う
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
う
ち
経
済
政
策
に
ふ
れ
た
も
の
が
多
か
っ
た
た
め
、
そ
れ
が
署
光
の
注
意
を
ひ
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
さ
ら
に
、
震
光
は
先
に
み
た
如
く
貌
相
の
針
策
の
内
容
を
賓
行
に
移
し
た
の
だ
か
ら
、
議
題
と
L
て
と
り
あ
げ
る
ぐ
ら
い
は
-十
分
に
あ
り

う
る
こ
と
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
大
夫
ら
と
の
直
接
の
議
論
と
い
う
形
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
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嘗
時
は
周
公
に
擬
せ
ら
れ
る
ほ
ど
の
厚
き
信
任
を
以
て
幼
一帝
の
輔
佐
を
遺
喝
さ
れ
た
霊
光
が
「
政
事
萱
に
光
に
決
す
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の

貰
力
を
も
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
嘗
時
の
政
治
的
事
象
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、

霊
光
を
ぬ
き
に
し
て
は
説
明
し
難
い
こ
と
も
多
い
。
盟

織
の
議
に
つ
い
て
も
、
漢
書
巻
六
十
社
延
年
俸
に
、

(
延
年
)
数
し
ば
大
将
軍
光
の
痛
め
に
言
え
ら
く
:
:
:
宜
し
く
孝
文
の
時
の
政
を
修
む
べ
し
。
示
す
に
倹
約
寛
和
を
以
て
し
、
天
心
に
順

い
民
一
意
を
読
ば
し
む
れ
ば
年
歳
宜
し
く
腰
ず
べ
し
と
。
光
、

そ
の
言
を
納
れ
、

賢
良
を
奉
げ
、

酒
権
、

瞳
織
を
罷
め
ん
こ
と
を
議
せ
し

む
。
皆
延
年
よ
り
こ
れ
を
護
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
賢
良
を
翠
げ
、
盟
織
の
議
論
を
行
な
っ
た
の
は
、
嘗
時
の
最
高
責
力
者
の
一
人
で
あ
る
震
光
の
腹
心
た
る
杜
延
年

が
建
言
し
た
た
め
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
意
園
を
素
直
に
解
律
す
れ
ば
、
武
一帝
政
治
に
疲
れ
た
園
民
の
信
任
を
回
復
す
ベ
く
、
人

々
の
一
意
見
を
積
極
的
に
と
り
入
れ
る
と
い
う
姿
勢
を
示
す
た
め
に
文
事
の
推
奉
、
議
論
を
行
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
一
方
こ
れ
に
開

(
9〉

し
て
西
嶋
氏
に
次
の
よ
う
な
見
解
が
あ
る
。
内
朝
の
代
表
者
で
あ
る
霊
光
|
彼
は
領
尚
書
事
で
あ
っ
た
ー
は
こ
の
舎
議
を
聞
い
て
経
済
政
策
を

非
難
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
政
策
の
立
案
、
主
導
者
で
あ
り
、
外
朝
の
代
表
者
た
る
桑
弘
羊
|
彼
は
御
史
大
夫
で
あ
っ
た
ー
を
打
倒

せ
ん
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
曾
議
に
お
け
る
賢
良
、
文
皐
ら
の
堂
々
・
た
る
活
躍
ぶ
り
に
は
霊
光
と
い
う
後
ろ
楯
が
あ
っ
た
の
だ
、
と
し
て
内
朝

- 16ー

と
外
朝
の
封
立
と
い
う
政
治
史
の
流
れ
の
中
で
と
ら
え
て
お
ら
れ
る
。

瞳
織
の
議
の
よ
う
な
例
|
地
方
か
ら
推
奉
さ
れ
た
者
が
丞
相
や
御
史
大
夫
と
直
接
議
論
す
る
ー
は
と
に
か
く
こ
れ
一
例
の
み
で
あ
る
た
め
、

そ
の
目
的
や
背
景
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
そ
の
一
意
味
で
政
治
史
的
位
置
づ
け
を
さ
れ
た
西
嶋
氏
の
見
解
は
、

て
傘
重
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
震
光
の
存
在
は
無
視
で
き
な
い
に
し
て
も
、
盟
織
の
議
が
人
心
牧
揖
の
意
味
合
い
を
も
っ
一
一
種
の
デ
モ

一
つ
の
解
樟
と
し

つ
も
や
は
り
断
定
し
難
く
、

ン
ス
ト
レ
l
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
外
朝
攻
撃
の
一
手
段
で
あ
っ
た
の
か
は
、
南
者
と
も
に
そ
の
可
能
性
の
あ
る
こ
と
は
認
め

つ

し
た
が
っ
て
議
論
の
背
景
に
は
武
一帝
以
後
の
未
だ
不
安
定
な
情
勢
と
内
朝
・
外
朝
の
封
立
と
い
う
政
治
情
況
の
あ

っ
た
こ
と
を
示
す
に
と
ど
め
ざ
る
を
得
な
い
。



む
す
び
に
か
え
て

「
盟
織
論
」
を
ど
の
よ
う
に
扱
え
ば
よ
い
の
か
を
考
え
て
ま
と
め
に
か
え
た
い
と
思
う
。

桓
寛
は
瞳
織
の
議
に
闘
す
る
記
録
の
み
な
ら
ず
、

一そ
れ
と
は
異
な
る
段
階
の
記
録
を
も
利
用
し
、
さ
ら
に
人
か
ら
き
い
た
話
な
ど
も
参
考
に

し
て
削
除
、
附
加
、
創
作
を
ま
じ
え
て
「
撞
識
論
」
を
書
き
あ
げ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
し
て
こ
の
書
を
讃
め

ば
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
大
夫
側
と
文
皐
側
と
の
や
り
と
り
が
か
み
合
っ
て
い
な
い
部
分
が
多
く
、
ち
ぐ
は
ぐ
な
感
じ
が
す
る
の

も
あ
る
い
は
諸
資
料
の
つ
な
ぎ
合
わ
せ
の
故
か
と
も
思
わ
れ
る
。
ま
た
逆
に
、
あ
の
激
し
い
臨
場
感
あ
ふ
れ
る
議
論
の
慮
酬
の
場
面
も
、
桓
寛

流
の
演
出
で
あ
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
さ
ら
に
大
夫
は
桑
弘
羊
、
と
い
う
よ
う
に
護
言
者
に
固
有
名
詞
を
あ
て
、
そ
の
震
言
が
百
パ
ー

セ
ン
ト
そ
の
人
物
の
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
、

と
、
こ
の
よ
う
に
言
う
と
、

← 17 -

「
聾
織
論
」
は
史
料
的
債
値
が
な
い
か
の
如
く
感
じ
ら
れ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
い
ペ
ら
創
作
加

筆
部
分
が
あ
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
も
部
分
で
あ
っ
て
、
土
蓋
と
し
て
も
と
づ
く
詑
録
の
類
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
文
献
と
い
え
ば
正
史
に
た
よ
る

こ
と
の
き
わ
め
て
大
で
あ
る
古
代
史
に
お
い
て
は
貴
重
な
史
料
で
あ
る
に
は
ち
が
い
な
い
。
た
だ
強
調
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
思
想
史
に
せ
よ

制
度
史
に
せ
よ
、
「
瞳
織
論
」
を
扱
う
際
に
は
こ
の
書
の
性
質
、
つ
ま
り
議
論
の
記
録
で
は
な
く
、
桓
寛
の
著
書
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
大
夫
の
号
一
同
一に
っ
か
て
言
え
ば
、
|
|
一
方
で
寅
在
の
桑
弘
羊
が
賓
際
に
話
し
た
こ
と
だ
と
い
う
可

能
性
も
十
分
に
認
め
つ
つ
も
|
|
桓
寛
の
描
〈
「
桑
弘
羊
L

の
言
と
し
て
扱
う
と
い
っ
た
慎
重
さ
が
必
要
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
も
ど
こ
が
創
作
附
加
部
分
か
は
依
然
と
し
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
勝
手

に
解
圃
押
し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ど
の
よ
う
な
資
料
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
で
き
た
も
の
な
の
か
が
わ
か
れ
ば
)
そ
の
書
の
も
つ
性

質
に
そ
っ
た
扱
い
'を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
史
料
と
し
て
利
用
し
う
る
と
考
え
る
。
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さ
て
、

「
盟
識
論
」
が
桓
寛
の
創
作
を
含
む
諸
資
料
の
編
纂
物
だ
と
す
れ
ば
、
彼
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
本
を
書
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
執
筆
の



246 

意
園
を
考
え
て
お
く
こ
と
も
こ
の
書
の
性
質
を
知
る
参
考
と
な
ろ
う
。

彼
は
雑
論
篇
で
、

此
の
時
に
嘗
り
、
豪
俊
並
び
進
め
ら
れ
四
方
よ
り
輔
湊
す
。
賢
良
は
茂
陵
の
唐
生
、
文
皐
は
魯
圏
の
高
生
の
倫
六
十
徐
人
、
威
な
閥
庭
に

栗
り
、
六
事
の
風
を
皆
ベ
太
平
の
原
を
論
ず
。
智
者
は
そ
の
慮
を
賛
じ
、
仁
者
は
其
の
施
を
明
ら
か
に
し
、
勇
者
は
其
の
断
を
見
わ
し
、

鱒
者
は
其
の
詞
を
陳
ぶ
。
闇
闇
鷲
た
り
、
侃
侃
駕
た
り
。

と
、
朱
子
伯
な
る
人
物
が
語
っ
た
と
い
う
話
を
の
せ
て
賢
良
・
文
皐
ら
の
活
躍
ぶ
り
を
記
し
た
あ
と
、

然
る
に
雲
霧
に
蔽
わ
れ
、
終
い
に
慶
さ
れ
て
行
な
わ
れ
ず
。
悲
し
い
か
な
。

と
の
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
の
主
張
し
た
事
責
慶
止
を
は
じ
め
と
し
た
多
方
面
に
わ
た
る
一
意
見
が
ほ
と
ん
ど
賞
行
に
移
さ
れ
な
か

っ
た
こ
と
を
残
念
に
思
っ
て
書
い
た
、
と
理
解
さ
れ
る
が
、
た
だ
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
地
方
か
ら
集
め
ら
れ
た
文
拳
た
ち
が
丞
相
や

- 18ー

御
史
大
夫
を
相
手
に
一
意
見
を
交
え
る
と
い
う
こ
と
は
|
|
少
な
く
と
も
史
料
に
み
え
る
限
り
は

l
lそ
れ
ま
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
一
意
味
で
記
銀
を
残
し
て
お
く
だ
け
で
も
一意
義
の
あ
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
ほ
と
ん
ど
が
貧
行
さ
れ
な
か
っ
た
が
放
に
忘
れ
ら
れ
て
し

ま
う
で
あ
ろ
う
文
拳
ら
の
主
張
や
活
躍
ぶ
り
も
俸
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
車
に
忘
れ
ら
れ
な
い
た
め
に
書
い
た
の

で

は

な

い

だ

ろ

う

。

現

に

班

固

は

「

盟

織

論

」

を

単

な

る

記

録

で

は

な

く

、

つ

ま

り

あ

る

主

張

を

も

っ

た

桓

寛

の
著
書
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
筆
者
も
同
様
の
理
解
に
立
つ
も
の
で
あ
る
の
で
、
執
筆
の
一
意
一
国
を
雑
論
篇
の
記
述
以
外
に
う
か
が
っ
て

一
家
の
法
を
な
さ
ん
と
し
た
、

み
た
い
と
思
う
。

そ
れ
に
は
ま
ず
こ
の
本
が
書
か
れ
た
宣
一帝一
時
代
を
み
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
時
代
は
班
固
が
言
う
よ
う
に
、
中
興
と
稽
せ
ら
れ
た
時

代
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
評
債
さ
れ
る
理
由
の
一
つ
は
、
武
一
帝
一
時
代
に
つ
い
で
優
秀
な
人
材
が
輩
出
し
た
こ
と
、
特
に
治
民
に
お
い
て
カ
を
護

揮
し
た
人
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
宣
脅
が
、

庶
民
の
其
の
回
里
に
安
ん
じ
、
歎
息
愁
恨
の
心
な
き
所
以
の
者
は
、
政
卒
ら
か
に
し
て
訟
理
す
る
な
り
。
我
と
此
を
共
に
す
る
者
は
其
れ



唯
だ
良
二
千
石
の
み
か
。

(
漢
書
巻
八
九
♂
循
吏
停
)

と
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
地
方
を
治
め
る
に
は
良
き
地
方
長
官
が
必
要
だ
と
の
考
え
か
ら
、
優
秀
な
人
材
を
求
め
る
の
に
努
力
し
た
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
一
口
に
治
民
と
い
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
な
や
り
方
が
あ
る
が
、
宣
一
帝
時
代
の
治
民
の
特
徴
は
、
武
一帝一時
代
の
酷
吏
と
劉
照
さ
れ
る
循

吏
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
貧
窮
者
扶
助
と
富
民
を
基
本
方
針
と
し
、
き
め
細
か
な
指
導
を
旨
と
す
る
地
方
官
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
循

吏
の
あ
り
方
は
、
「
瞳
鎮
論
」
に
お
け
る
文
皐
ら
の
主
張
、
即
ち
人
民
を
経
済
的
に
安
定
さ
せ
、
撞
に
よ
り
、
激
化
を
及
ぼ
す
こ
と
に
よ
っ
て

治
め
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

し
か
し
、
現
貧
は
文
皐
ら
の
理
想
と
大
い
に
隔
た
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
周
知
の
如
く
宣
一
帝
政
治
は
王
覇
を
交
え
る
と
い
う
漢
家
の
制
度
を

踏
襲
し
た
も
の
で
、
そ
の
意
味
で
は
武
一
帝
一
的
色
あ
い
の
濃
い
も
の
で
あ
っ
た
。
循
吏
の
活
躍
の
如
く
、
い
わ
ば
儒
家
的
統
治
が
推
進
さ
れ
た
か

に
み
え
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
地
方
に
お
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
宣
帯
自
身
は
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
や
り
方
を
退
け
た
よ
う
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
準
聞
を
好
み
経
に
明
る
く
、

孝
廉

・
賢
良
に
あ
げ
ら
れ
、
宣
一
帝
一
の
時
に
は
博
士
諌
大
夫
に
な
っ
た
玉
吉
は
、

「
宣
一
帝
頗
る
武
一帝一
の
故
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事
を
修
め
、
宮
室
車
服
昭
一
帝
よ
り
盛
ん
な
り
。
時
に
外
戚
許
・
史
・
王
氏
貴
寵
せ
ら
れ
、
上
婦
ら
政
事
に
親
み
能
吏
を
任
用
す
」
と
い
う
現
肢

を
憂
い
、
官
僚
に
は
外
家
や
故
人
で
は
な
く
賢
者
を
用
い
る
こ
と
、
皇
帝
自
ら
倹
約
に
つ
と
め
天
下
の
範
と
な
る
べ
き
こ
と
、
そ
う
す
れ
ば
人

民
も
そ
れ
に
な
ら
っ
て
農
業
に
勘
む
で
あ
ろ
う
こ
と
を
の
ベ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
罰
す
る
宣
一
菅
一
の
評
債
は

「
其
の
言
迂
闇
」
、
つ
ま
り
非
現

質
的
だ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
宣
一
帝
一
政
治
に
不
痛
を
も
っ
官
僚
も
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
示
す
例
と
し
て
、

漢
書
巻
六
六
の
楊
惇
の
俸
を
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

彼
は
昭
帝
時
代
に
霊
光
の
後
ろ
楯
を
得
て
御
史
大
夫
さ
ら
に
丞
相
と
な
っ
た
楊
敵
の
息
子
で
、
母
は
司
馬
遷
の
娘
で
あ
る
。
皐
聞
の
才
能
も

あ
り
、
廉
潔
無
私
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
高
慢
で
刻
害
な
る
面
も
も
っ
て
い
た
た
め、

仲
の
悪
か
っ
た
戴
長
楽
な
る
者
の
言
が
き
っ
か
け

で
官
を
退
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
彼
は
「
家
居
し
て
産
業
を
治
め
、
室
宅
を
起
こ
し
て
財
を
以
て
自
ら
娯
し
」
ん
で
い
た
が
、
や
が
て
俸
の
兄
の

子
の
謹
が
、
ま
た
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ
う
と
慰
め
た
の
に
劃
し
て
惇
は
「
鯨
官
矯
め
に
力
を
壷
す
に
足
り
ず
」
と
答
え
、
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語
も
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「
鯨
官
貫
に
然
り
。
蓋
司
隷
・
韓
鴻
吻
皆
霊
力
の
吏
な
る
に
、
倶
に
事
に
坐
し
て
諒
せ
ら
る
」
と
共
感
し
て
い
る
。
結
局
俸
は
帝
の
怒
り
に
ふ

れ
て
虚
刑
さ
れ
、
語
も
官
を
菟
ぜ
ら
れ
庶
人
と
さ
れ
た
。

ま
ず
蓋
寛
鏡
は
剛
直
高
節
な
性
格
で
奉
公
を
志
と
し
た
と
い
わ
れ
、
班
固
も

「
詩
の
所
謂
る
園
の
司
直
と
難
も
以
て
加
う
る
無
き
な
り
」
と
評
し
て
い
る
が
、
宣
一
帝
が
刑
法
を
用
い
中
書
官
官
を
信
任
し
て
い
る
こ
と
を
諌

こ
の
話
の
中
に
で
て
き
た
人
物
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
と
、

め
る
上
言
を
し
た
と
こ
ろ
、
一
帝
一
は
彼
を
吏
に
下
し
、

つ
い
に
自
殺
し
た
。
ま
た
韓
延
需
は
難
治
と
し
て
有
名
な
頴
川
郡
の
太
守
と
な
る
や
刑
罰

で
は
な
く
数
化
を
以
て
治
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
後
に
左
鴻
坊
と
な
る
が
、
あ
る
人
が
彼
の
浪
費
ぶ
り
を
告
援
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
つ

い
に
棄
市
さ
れ
る
に
及
ん
だ
(
こ
れ
に
は
、
前
左
鴻
切
の
粛
望
之
が
延
需
の
名
聾
高
き
こ
と
を
恨
ん
で
罪
に
陥
れ
ん
と
し
た
と
い
う
み
方
が
あ

(

刊

)
る
〉
。
し
か
し
彼
を
慕
う
者
は
多
く
、
見
迭
り
の
吏
民
は
数
千
人
に
の
ぼ
り
涙
を
流
さ
ぬ
者
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

宣
帝
時
代
の
こ
う
し
た
朕
況
を
み
た
上
で
今
一
度
「
盟
織
論
」
に
目
を
縛
じ
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
は
全
篇
に
わ
た
っ
て
、
現
朕
を
巌
し
く
批

- 20ー

剣
し
つ
つ
儒
家
の
立
場
に
立
っ
て
自
ら
の
理
想
と
す
る
政
治
を
堂
々
と
の
ベ
大
夫
の
前
に
屈
す
る
こ
と
の
な
い
文
皐
ら
の
委
が
あ
る
。
こ
の
大

夫
と
文
筆
と
の
互
角
の
(
と
い
っ
て
も
か
み
あ
わ
な
い
部
分
は
多
い
が
〉
争
い
が
基
調
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
の
が

雑
論
篇
に
お
け
る
桓
寛
の
評
債
で
あ
る
。
桑
弘
羊
に
劃
し
て
は
「
博
物
逼
土
と
調
う
ベ
し
」
と
、
そ
の
買
力
は
認
め
て
い
る
も
の
の
「
然
る
に

ほ
し
い
ま
ま

卿
相
の
位
を
撮
る
に
準
縄
を
引
き
、
道
を
以
て
下
を
化
さ
ず
、
利
末
を
放
に
し
、
始
古
を
師
と
せ
ず
:
:
:
慮
は
其
の
位
に
非
ず
、
行
は
其
の

道
に
非
ず
。
果
し
て
其
の
性
を
慣
と
し
て
以
て
蕨
の
宗
に
及
ぶ
」
と
、
道
に
は
ず
れ
た
や
り
方
を
し
た
の
だ
か
ら
諒
さ
れ
て
嘗
然
だ
と
し
、
ま

た
車
丞
相
に
劃
し
て
は
「
周
・
呂
の
列
に
即
き
軸
に
嘗
り
中
に
慮
る
も
括
嚢
し
て
言
わ
ず
、
容
身
し
て
去
る
。
彼
を
や
彼
を
や
」
と
、

ま
る
で

り
ぶ
り
を
痛
烈
に
批
判
す
る
。

問
題
外
と
い
っ
た
評
債
の
し
方
で
あ
る
。
ま
た
、
雨
府
の
土
に
つ
い
て
は
「
斗
管
の
人
、
道
誤
の
徒
何
ぞ
算
う
に
足
ら
ん
や
」
と
上
司
へ
の
阿

い
ず
れ
も
非
常
に
厳
し
い
調
子
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
儒
家
的
政
治
を
強
く
主
張
す
る
と
同
時
に

政
務
櫓
賞
者
の
無
能
さ
、
阿
り
ぶ
り
を
批
判
す
る
の
は
、
王
吉
の
如
く
数
化
に
よ
る
政
治
が
迂
闘
と
退
け
ら
れ
、
楊
俸
を
し
て
「
鯨
宮
力
を
量

す
に
足
ら
ず
」
と
言
わ
し
め
た
宣
一
帝
一
政
治
に
射
す
る
不
満
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
宣
一
帝
時
代
と
い
っ
て
も
「
盟
鎮
論
」
が



い
つ
ご
ろ
書
か
れ
た
も
の
か
は
定
か
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
あ
げ
た
史
料
そ
の
も
の
は
、
あ
る
い
は
成
書
後
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
文
拳
ら
の
強
い
態
度
、
桓
寛
の
評
債
の
巌
し
さ
を
思
う
時
、
彼
が
こ
の
書
を
書
い
た
の
は
単
に
文
皐
の
活
躍
を
忘
れ
て
ほ
し
く
な
い

か
ら
程
度
の
こ
と
で
は
な
く
、
も
っ
と
彼
が
身
を
以
て
感
じ
る
不
満
の
ゆ
え
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
そ
の
意
聞
を
宣
帝
政
治
の
あ
り
方
に
求
め
て

み
た
。
こ
れ
も
一
つ
の
推
論
で
は
あ
る
が

「
瞳
織
論
」
を
謹
む
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
が
編
纂
物
だ
と
い
う
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
宣
一一
帝
時
代

と
い
う
背
景
の
も
と
に
書
か
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
も
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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註(

1

)

賢
良
、
文
撃
の
う
ち
賢
良
に
闘
し
て
は
福
井
重
雅
氏
に
研
究
が
あ
る

〈
「
漢
代
賢
良
方
正
科
考
」
東
洋
史
研
究
四
三
巻
三
貌
)
。
そ
れ
に
よ

る
と
賢
良
を
推
撃
す
る
主
な
目
的
及
び
規
準
は
、
秩
四
百
石
以
下
一の
官

吏
を
比
六
百
石
以
上
の
官
吏
に
抜
擢
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
と
す

れ
ば
、
賢
良
は
推
穆
さ
れ
る
時
貼
に
お
い
て
下
級
と
は
い
え
す
で
に
官

僚
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
少
な
く
と
も
賢
良
に
つ
い
て
は
民
間
代
表
者
な

る
語
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
一
方
の
文
皐
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て

は
今
の
と
こ
ろ
そ
の
貧
慢
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し

『
堕
銭

論
』
で
も
文
皐
を
園
家
の
政
治
な
ど
語
れ
ぬ
い
な
か
者
と
し
て
扱
う
場

面
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
俵
に
何
ら
か
の
官
職
に
つ
い
て
い
た
と
し
て

も
地
方
に
お
け
る
小
役
人
程
度
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
恩
わ
れ

る
。
政
治
と
は
全
く
無
縁
の
民
閲
人
だ
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
地
方

の
有
識
者
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
し
て
堕
織
の
議
に
参

加
し
た
六
十
徐
名
の
う
ち
八
名
の
賢
良
を
除
く
大
多
数
が
こ
の
文
拳
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
正
確
さ
は
歓
く
も
の
の
、
一
般
人
民
の
意

見
を
代
表
す
る
立
場
に
あ
る
者
と
い
う
い
み
で
、
賢
良
・
文
皐
を
ひ
っ

く
る
め
て
民
間
代
表
者
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
い
と
思
う
。

(

2

)

『堕
織
論
』
に
関
す
る
注
舞
書
、
翻
謀
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
史
料
に

用
い
た
研
究
は
多
数
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
そ
の
主
な
も
の
を
あ
げ
る
こ

と
に
す
る
。
ま
ず
、
注
四
梓
書
に
は
楊
樹
達
氏
「
堕
織
論
要
穆
」
、
郭
沫
若

氏

「堕
織
論
議
本
」
が
あ
る
が
、

王
利
器
氏
の
『
堕
織
論
校
注
』

(一

九
八
三
年
、
天
津
古
籍
出
版
社
〉
が
最
も
便
利
で
あ
る
。
翻
謬
に
は

『
堕
織
論
|
漢
代
の
経
済
論
争
』
ハ
佐
藤
武
敏
氏
誇
注
、
卒
凡
社
東
洋

文
庫
)、

『堕
織
論
』
(
山
田
勝
美
氏
、
明
徳
出
版
社
〉
が
あ
る
。
思
想

史
研
究
と
し
て
は
、

-町
田
三
郎
氏
「
堕
織
論
に
つ
い
て
ー
そ
の
付
」

(
集
刊
東
洋
皐
一
一
一
一
可
「
盟
織
論
に
つ
い
て
ー
そ
の
同
」
〈
文
化

二
九
巻
二
貌
)
、
日
原
利
園
氏
「
堕
織
論
の
思
想
的
研
究
」
(
東
洋
の
文

化
と
祉
舎
四
輯
、
同
氏
『
漢
代
思
想
の
研
究
』
所
牧
〉
、

同
氏

「『堕

織
論
』
所
引
「
春
秋
」
考
付
|
刑
罰
思
想
に
つ
い
て
|
」
(
森
三
樹
三

郎
博
士
頚
蕎
記
念
東
洋
皐
論
集
〉
が
あ
る
。
桑
弘
羊
に
つ
い
て
は
馬
元

材
氏
『
桑
弘
羊
年
譜
』
上
海
一
一
商
務
印
書
館
、
同
氏

『
桑
弘
羊
年
譜
訂
補
』

中
州
書
輩
社
、
呉
懇
氏
『
桑
広
羊
研
究
』

斉
魯
書
社、

安
作曲
埠
氏
「
論
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桑
弘
羊
」
(『漢
史
初
探
』
所
牧
)
、
高
木
友
之
助
氏
「
『
堕
銭
論
』
に
あ

ら
わ
れ
た
桑
弘
羊
の
経
済
思
想
に
つ
い
て
」
(
中
央
大
皐
文
庫
ナ
部
紀
要

哲
間
学
科
第
七
競
〉
、
稲
葉
一
郎
氏
「
桑
弘
羊
の
財
政
策
」
(
立
命
館
文
皐

四
一
八
J
四
一
二
合
併
貌

『
三
田
村
博
士
古
稀
記
今
ど
東
洋
史
論
叢
』
〉、

同
氏
「
桑
弘
羊
「
政
治
経
済
論
」
管
窺
」
(
人
文
論
究
三
十
各
三

披
〉
、
が
あ
る
。
制
度
史
で
は
、
卒
中
苓
次
氏
「
漢
代
の
公
団
の
俵
|
|

撞
織
論
園
池
篇
の
記
載
に
つ
い
て
」
(
同
氏
『
中
園
古
代
の
田
制
と
税

法
』
所
枚
)
、
影
山
剛
氏
『
中
園
古
代
の
商
工
業
と
専
寅
制
』
所
牧
の

諸
論
文
が
あ
る
。
そ
の
他
、
宇
都
宮
清
吉
氏
「
史
記
貨
殖
列
停
研
究
」

(
同
氏
『
漢
代
社
曾
経
済
史
研
究
』
所
牧
)
、
西
嶋
定
生
氏
「
武
帯
の

死
|
|
『
関
鍛
論
』
の
政
治
史
的
背
景
」
(
『
古
代
史
講
座
』
一
一
〉
が

あ
る
。

(

3

)

王
利
器
氏
は
註
ハ
2
)
の
著
書
の
中
で
、
首
時
推
翠
さ
れ
た
賢
良
・
文

皐
の
中
で
史
料
中
に
そ
の
名
が
み
え
る
の
は
貌
相
一
人
で
あ
る
と
い
わ

れ
る
。
彼
に
つ
い
て
は
漢
書
各
七
四
に
俸
が
た
て
ら
れ
て
お
り
、

「済

陰
定
陶
の
人
な
り
。
卒
陵
に
徒
る
。
少
き
よ
り
易
を
皐
ぴ
郡
の
卒
史
と

鋳
る
。
賢
良
に
翠
げ
ら
れ
針
策
高
第
を
以
て
茂
陵
の
令
と
な
る
。
」
と

警
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
に
よ
る
と
彼
は
始
元
五
年
六
月
の
認

で
徴
さ
れ
た
(
た
だ
し
韓
延
誇
俸
の
文
皐
を
以
て
針
策
す
と
い
う
の
は

誤
り
)
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
我
々
は

彼
が
提
出
し
た
針
策
文
の
一
部
を
み
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
内
容
は
あ

る
人
物
の
登
用
を
求
め
る
と
い
う
、
「
堕
鍛
論
」
で
展
開
さ
れ
て
い
る

議
論
の
内
容
と
は
か
な
り
趣
き
を
異
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
わ

か
る
。
彼
が
も
し
始
元
五
年
の
賢
良
な
ら
ば
、
あ
の
賢
良

・
文
曲
目
干
の
中

か
ら
後
に
丞
相
に
ま
で
な
っ
た
人
物
が
い
た
こ
と
に
な
り
、
し
か
も
後

述
の
如
く
霊
光
の
カ
が
働
い
て
い
た
と
み
ら
れ
る
由
貿
鍛
の
議
で
活
綴
し

た
人
物
が
、
後
に
窪
氏
政
権
を
崩
壇
に
追
い
や
っ
た
中
心
人
物
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
、
こ
れ
は
甚
だ
興
味
深
い
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、
彼
が
始
元
五
年
の
推
寧
だ

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
問

が
残
る
。
な
ぜ
な
ら
、
賢
良
は
始
元
元
年
間
月
に
も
推
摩
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
(
昭
一
帝
紀
、
始
元
元
年
閏
月
、
故
の
廷
尉
王
卒
等
五
人
を

遣
わ
し
節
を
持
し
て
郡
園
を
行
り
、

賢
良
を
奉
げ
、
民
の
疾
苦
す
る

所
、
菟
、
失
聴
者
を
問
わ
し
む
〉
。
し
か
も
韓
延
誇
を
登
用
す
る
理
由

と
し
て
、
延
蕎
の
父
親
が
燕
王
の
無
道
を
諌
め
た
が
逆
に
殺
さ
れ
た
こ

と
を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
始
元
元
年
の
認
の
菟
に
あ
た
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
決
め
手
を
飲
く
の

で
、
断
定
は
さ
け
、
こ
こ
で
は
始
元
五
年
の
賢
良
と
し
て
は
扱
わ
な
い

こ
と
に
す
る
。

(

4

)

王
氏
は

「議
」
が
口
頭
に
よ
る
封
話
を
表
わ
し
、
「
詞
」
が
書
面
に

よ
る
針
策
の
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

(
5
〉
永
田
英
正
氏
「
漢
代
の
集
議
に
つ
い
て
」
(
東
方
象
報

京
都

第

四
三
加〉
。

(
6
〉
周
道
済
氏
『
漢
唐
宰
相
制
度
』。

(
7
〉
こ
の
「
議
文
」
に
つ
い
て
は
一
般
に

多
議
事
録
の
よ
う
な
も
の
。
と

理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

「
議
文
」
の
内
容
を
詳
し
く
論
じ
た

も
の
は
み
あ
た
ら
な
い
が
、
山
田
勝
美
氏
は
前
掲
書
の
中
で
こ
れ
に
ふ

れ、

「
議
奏
が
天
子
に
上
奏
し
て
制
を
仰
ぐ
の
に
封
し
、

議
文
に
は
そ

の
こ
と
な
く
、
単
に
記
録
と
し
て
備
忘
に
資
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
」、

「
堕
銭
議
文
は
口
頭
で
行
な
わ
れ
た
議
論
の
筆
録
と
い
う
こ
と
に
な

る
」
と
の
べ
て
お
ら
れ
る
。

- 22ー



9 8 、J 、J
西宮大
嶋、百庭
定{街

l 生氏
'-" -可

漢
代
制
詔
の
形

警

251 

前
掲
論
文
。

〈
同
氏
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』

(
却
〉
顔
師
古
は
註
に
、
で
望
之
以
延
害時
代
己
a
m
胃
閥
均
而
有
能
名
出
己
之

上
、
故
忌
害
之
、
欲
陥
以
罪
法
」
と
の
べ
て
い
る
。
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THE CHARACTER OF THE TEXT Ｏ￥“ＴＨＥＳＡＬＴＡＮＤ

ＩＲＯＮＤＩＳＣＯＵＲＳＥＳ”―InSearch of the Materials Used

　　　　　　　　　　　

by Huan Kuan 桓寛

SUMIYA Tsuneko

　　

“Th≪　Ｓａｌt ａｎｄＩｒｏｎ１:discourses” has been understood to be ａ treatise

produced by Huan Kuan based on records of a discourse that existed in

his time and with his Own embellishments added｡

　　

However, even while it is acknowledged that Huan Kuan himself

added to the original tｅχt, it is not clear in which parts or to what

extent changes were made, with the result that it is difficult to determine

the historic value of the document. This essay intends to address this

problem by ａ ｒｅｅχamination of the discourses and ａ probe of the docu-

ments that were available to Huan Kuan. The results are as follows｡

　　

First : It is noted that the terms “countermeasure” （ｄｕｉｃｅ對策) and

“imperial decree”（ｚｈａｏｃｅ　詔策) appear in the text together with the

tｅχt of ａ memorial announcing the conclusions　of ａ court discussion.

These two points suggest that Huan Kuan used a draft of policies put

forth by regional officials, the Worthy and Ｅχcellent （ｘｉａｎｌｉａｎｇ賢良）

and the‘Instructors （ｌｉｉｅｒＬｔｔ£ｅ文學),and that he used the report of another

court discussion that took place after、the famous discourse on salt and

iron｡

　　

Second : It appears that the Discourses were not in fact the record

of

　

an

　

actual

　

debate. Rather, they　were　an　opinion　piece　presented

together with ａ memorial reporting on the results of ａ meeting on the

subject｡

　　

From these points it can be concluded that　Ｔｈｅ ＳａｌtａｎｄＩｒｏｎＤｉｓ-

ｃｏｕｒｓｅｓ

　

was

　

not

　

ａ record of a stage in the debate on salt and iron.

Rather the document was based on materials relating to matters ranging

from

　

recommendations

　

oi　ｘｉａｎｌｉａｎｇ　ａｎｄ■ｗｅｎ工ｕe　byprovincial officials

to the abolition of the wine monopoly.　These were　put into literary

form with embellishments added by the compiler.

－１－


