
年
四
回

(筋

=PJ1朋)挙
行

研 究 研 済 鍵 二EE.兼 買 奄 撃 習 嘉

濠 鈴 浄瓶 疎

戟 四 第 懸 崖 第

月 二 十 年 六 十 和 昭

(集

杜

や
)

支
部
の
田
賦
整
理
･J)
土
地
陳
報
-
････-
･･････蛋
畢
望

八

木

芳

之

助

悌
印
に
於
け
る
信
用
Ĵ,
其
の
性
格

,･･･････････霊
草
望

殻

岡

草

月

英
米
外
陰
平
準
基
金
の
封
法
幣
政
琴

･･･････････････-
-
十

免

盛

吹

中
晩
唐
時
代
に

於
け
る
轍
憧
地
方
…
=
…
.
…

墓

博

士

部

波

利

貞

儒
教
寺
院
の
凝

礎
麿
皆
に
就
き
.tJ

ニ
'Tt.-

･,,i
I-:1'
::,I.'="
.I.∵

'''''
''､‥
J
.･

'

.

;i
..;..(

浦
洲
合
作
運
動
の
襲
展
亡
交
易
場
の
蹄
趨
-
経
済
学
士

岡

倉

伯

士

華
人
新
癌
の
経
営
に
於
け
る
開
琴

･･････-
-
経
済
畢
士

西

藤

雅

夫

宋

代

貸

幣

放
･･･-
･･････････-
････-
好
評
孝
士

穂

積

文

雄

支
那
紡
績
労
働
請
負
制
度
の
蓉
達
･･････････
-
経

済
学

士

岡

部

利

良

支
那
近
代
工
業
の
性
格
･･･-
･････-
･････-
-
鮮
済
畢
士

菊

田

太

郎



瞥
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t
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米

代

貨

解

放

第

1
巻

九
三
八

第
四
紀

1
七
八

宋

代

貨

幣

故

1

-
宋
史
食
貨
志
に
見
ほ
れ
i
1
る
貨
醇

恩
根
に
耽

い
LL-J
I

･-

穂

積

文

雄

宋
史
食
貸
志
に
就
い
て
宋

一
代
の
貨
幣
思
想
を
う
か
が
は
ん
と
す
る
の
で
あ
る
が
'
凡
そ
思
想
は
寄
賓
と
表
裡
L
t
亭
茸
の
土
塊

の
上
に
思
想
の
花
が
嘆
く
も
の
と
す
れ
ば
'
末
代
貨
幣
思
想
を
う
か
が
は
ん
土
タ
る
吾
上
は
充
づ
退
い
て
宋
代
償
幣
事
情
を
明
か
に

す
る
と
こ
ろ
あ
ら
ね
ぽ
な
ら
ぬ
｡
そ
れ
で
尤
づ
宋
史
食
傭
志
に
よ
-
て
宋
代
貨
幣
事
情
を
眺
め
る
こ
と
と
す
る
O

宋
代
に
放
け
る
貨
幣
の
中
心
は
依
然
銅
鏡
で
あ
-
'
船
め
は
五
代
以
索
の
例
に
習
ひ
'
主
と
し
て
厨
の
銅
鐸
を
用
ゐ
て
わ
た
が
'

潮
-
泰
平
に
な
れ
'

経
済
活
動
括
溌
と
な
る
と
と
も
に
官
幣
に
封
す
る
需
要
増
大
L
t

太
組
の
建
隆
二
年

(西
紀
九
大
1
年
)
『宋
通

元
賀
』
な
る
銅
鏡
を
鋳
造
L
t
そ
の
流
通
を
確
保
す
る
駕
に
碓
前
の
営
鍔
の
流
通
を
禁
じ
て
'
こ
れ
を
官
府
に
迭
ら
し
め
.
そ
の
接

緒
方
に
藍
を
設
け
て
錯
鎖
を
篤
さ
し
め
'
藤
代
改
元
毎
に
新
女
の
鍔
を
鏡
通
し
て
ゐ
る
｡
然
し
宋
代
に
於
け
る
銅
鏡
に
存
す
る
根
本

的
事
賓
は
~
他
の
時
代
に
於
て
も
さ
う
で
あ
つ
た
や
う
に
､
や
は
-
'
鋼
不
足
し
て
銅
鏡
の
枕
適
親
の
少
い
と
い
ふ
JJ
と
で
あ
る
.



宋
代
銅
鏡
に
関
す
る
諸
々
の
事
象
は
殆
ん
ど

こ
の
事
賓
よ
り
覆
し
'
経
て
亦
こ
の
事
茸
に
鰐
し
得
る
が
如
-
で
あ
る
｡

先
づ
先
に
も
述
べ
た
如
-
太
紺
が
始
め
て

『
采
通
元
聾
』
を
鋳
造
し
た
時
'
胃
鏡
を
官
府
に
遥
ら
し
め
る
と
と
も
に
'
銅
鏡
の
汁

甫
'
塞
外
及
び
甫
蟹
諸
国
に
聞
出
す
る
を
禁
じ
て
ゐ
る
が
'
そ
れ
ら
は
何
れ
も
鋼
が
不
充
分
で
銅
鏡
に
飴
裕
の
無
い
こ
と
を
物
語
る

も
の
と
残
し
得
よ
う
｡
そ
し
て
そ
れ
ら
と
同
様
の
記
述
は
宋
史
食
貨
意
を
讃
む
と
稀
ら
し
か
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
､
銅
を
官
府
に
収
納

*

す
る
の
例
と
し
て
は
更
に
'
｢
京
城
の
居
民
に
し
て
銅
器
を
蓄
ふ
る
者
は
､
柄
月
を
限
-
て
悉
-
官
に
迭
ら
し

む

｣

と

あ
-
'
甚
し
き

は
｢
家
某
を
襲
き
派
合
を
填
る
に
至
る
｣
と
あ
る
が
如
き
を
あ
げ
る
と
と
が
で
き
'
銅
の
流
出
を
非
議
す
る
の
例
と
し
て
は
淳
疎
四

午

(西
紀
l
二
四
四
年
)
右
謙
譲
大
声
'
劉
背
之
が

に
課
の
仲
積
は
絹
は
H
T
･幣
摘
す
可
-
p
那
諒
の
郎
粥
は
泊
は
･B
で
-
滋
ヱ
:l
L
｡

唯
一た
rJ
梅
カ
に
人
ら
は
'
結
き
こ
し
而
し
て
u5B
ら
す

-tLJ
い
e
Lr
T,rJ
同
八
軒

(
西
村

二

甲
八
申
)
濫
禁
御
虹
紳
輔
静
が
.

息
は
組
の
荒
に
め
-

･

署
舶
巨
贈
'
形
山
緒
の
如
し
｡
風
に
薙
-
'
涼
に
烈
し
'
深
-
･追
取
に
.<
h
J
T
t
申
開
に
坂
ぐ
者
は
､
皆
な
搾
l
S

無
用

の
異
物
な
I｡
O
而
し
て
外
英
に
経
る
ゝ
膚
は
'
乃
ち
国
家

富
貴
の
撫
柄
な
-
0

Iu
論
じ
て
屈
-
'

同
十
年

(西
紀
三

五
〇
年
)
｢
下
梅
之
禁
｣
を
申
厳
し
'
成
淳
元
年

(西
紀
1
二
ハ
五
年
)､
復
た

｢
漏
雅
之
禁
｣
を

申
蕨
し
て
ゐ
る
の
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
.
そ
し
て
こ
れ
ら
を
読
む
時
､
書
々
は
宋

1
代
に
於
て
如
何
に
銅
鏡
の
素
材

･
原

料
た
る
鋼
の
存
在
量
が
社
食
の
需
要
に
此
し
て
不
充
分
で
あ
っ
た
か
を
う
か
が
ふ
に
足
る
か
と
思
ふ
が
'
更
に
食
貸
志
に
は
鋼
鍵
の

原
料
不
足
を
直
哉
簡
明
に
告
白
し
て

｢
銅
鉛
錫
'
常
に
給
ら
す
｣
と
い
ふ
記
述
を
す
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
.

攻
に
宋
見
食
貸
志
を
謹
む
と
'
宋
代
に
於
い
て
も
省
栢
即
ち
短
践
が
行
ほ
れ
た
こ
と
を
話
し
て
'

末

代
貨

解

放

第

1
巻

九
三
九

第
四
批

7
七
九

り 詩文は加瀬無博士監修,支那押流史大乗(英田),商学研究第六智'第~湖
に塘る｡以下特別の説明な至りI用の執 丈は皆同様である｡



先

代

貨

幣

拙

策

一
巻

九
四
〇

第
四
舵

一
八
〇

八{
の
初
'
凡
そ
官
に
輪
す
る
肴
は
亦
八
十
を
用
ひ
'
或
は
八
十
五
を
p
と
究
す
.
然
れ
ど

も
諸
州
の
私
用
は
剛
も
各
其

の
俗
に
随
ふ
｡
四
十
八
純

を
以
て
甘
と
JR
す
者
有
る
に
至
る
.
是

に
HiiI
T
t
紹
し
て
'
所
在
七
十
七
鎧
を
用
ひ
て
打
と
馬
き
し
む
.

と
あ
る
.
そ
し
て
そ
れ
は
も

_↑
よ
-
銅
錦
流
鵜
榊
の
小
た
る
に
因
る
も
の
で
､
枚
府
が
公
然
LJ
れ
む
認
む
る
所
以
の
も
の
は
'
充
分

L
一ヨ辞
L
l.Ft

=
一L
E
'T;
I-I
.ト
LLpn訂
1r̂
･1･J
r{J
l';
一一∫
′
=
q
,了
Ll
t
亡
.

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
と
息
ふ
O

そ
し
て
短
鏡
は
首
に
充
た
ざ
る
数
を
以
て
百
に
通
用
せ
し
む
る
の
で
あ
る
か
ら
'
そ
れ
は
例
へ
ぽ
三
価
を
以
て
十
個
に
通
用
せ
し

む
る
と
同
じ
理
で
あ
り
'
経
て
例

へ
ば

｢
小
銅
鏡
三
に
し
て
'
菅
十
大
銅
鏡

l
を
鋳
る
｣
と
こ
ろ
に
成
-
立
つ
斯
謂
大
任
と
理
を
問

う
す
べ
-
'
経
て
大
綾
の
出
硯
は
皇
た
鋼
'
徒
て
銅
鍔
存
在
量
の
充
分
な
ら
ざ
る
こ
と
を
不
す
も
の
で
な
け
れ
ば
た
ら
幻
｡

そ
れ
か
ら
宋
代
に
於
て
は
鎖
錠
や
砂
が
盛
に
行
は
れ
る
が
'
こ
れ
も
銅
韓
さ
へ
充
分
で
あ
れ
ば
そ
の
必
要
は
如
州い
と
考
へ
ら
れ
よ

う
か
ら
'
鈷
鐘
や
紗
の
出
現
は
銅
鏡
の
存
在
量
の
充
分
で
な
い
こ
と
の
詔
左
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
も
っ
と
も
砂
は
安
子
に
船
ま
-

安
子
は
罰
に
収
け
f心
敢
銭
の
慣
値
小
な
る
に
比
し
て
憲
貴
大
な
る
が
故
に
生
す
る
遥
擬
の
不
便
を
除
去
す
る
寓
に
生
れ
た
と
訊
か
れ

て
ゐ
る
け
れ
ど
も
'
そ
も
そ
も
萄
に
於
て
そ
の
や
う
な
織
鏡
の
不
便
を
生
じ
た
の
は
鋼
録
が
充
分
に
布
せ
す
局
に
流
通
せ
し
め
る
飴

裕
が
な
か
っ
た
こ
と
に
基
因
す
る
以
上
'
や
は
-
'
銅
鏡
の
不
足
に
厨
せ
し
め
得
る
｡
さ
う
い
へ
ば
或
は
紙
幣
の
出
現
は
貸
儒
教
展

の
必
然
の
産
異
で
あ
っ
て
'
必
ず
し
も
鋼
球
の
不
足
に
基
因
す
る
と
は
限
ら
ぬ
'
そ
の
許
嫁
に
は
鋼
嘩
不
足
の
問
題
に
基
因
せ
ず

し

て
､紙
幣
の
敬
生
せ
る
虜
例
は
世
界
に
於
け
る
貨
幣
史
上
稀
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
で
は
な
い
か
t
と
い
は
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
｡
そ
れ

は
そ
の
通
り
で
あ
る
｡
然
し
な
が
ら
未
の
場
合
に
於
て
は
紙
幣
濫
聾
の
結
果
経
済
界
の
大
混
乱
を
生
じ
'
篤
政
者
は
こ
れ
を
回
収
せ



ん
と
し
､
又
そ
の
難
の
甚
し
き
に
懲
り
て
紙
解
を
雁
せ
ん
と
欲
す
る
者
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
､
そ
れ
に
も
か
か
は
ら
す
'
交
子
そ

の
他
の
砂
よ
-
枕
却
で
き
な
か
っ
た
の
は
主
と
し
て
こ
れ
に
代
は
る
べ
き
銅
鐸
が
不
充
分
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
-
'
そ
し
て
そ
れ
は

鋼
の
不
足
に
よ
る
と
解
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
'
宋
に
於
け
る
紙
幣
の
存
在
の
国
を
銅
-
経
て
亦
鋼
錦
の
不
足
に
蹄
す
る
こ
と
は

許
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

鋼
の
存
在
量
が
充
分
で
な
く

経
て
銅
鐸
の
数
量
が
社
食
の
需
要
に
克
た
ぬ
ぼ
鋼
鍔
の
慣
倍
が
増
大
す
る
は
貨
幣
敷
畳
説
の
専
守

に
教
ふ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
O
従
て
今
宋
代
に
JS
rて
銅
鏡
の
僧
侶
大
に
し
て
物
慣
小
で
あ
れ
ば
'
そ
の
こ
と
rL5-
し
て
昔
々
は
亦
鋼
錆

の
不
足
を
推
理
し
得
る
'そ
し
て
曹
々
は
例
へ
ば
京
西
博
遣
使
異
姓
が
建
言
し
て

｢
監
k
J置
い
て
錐
を
錨
ば
O
以
て
鍔
或
き
の
紫
を
貯

j
.ElrL
｣
と

い
ひ
P
丈
は

一
崎
に
鋼
憎
讃
穴
翼
-
侶
庁

ご
な
ら
す
'
一〟T
々

｣
と
あ
る
に
放
て
そ
れ
を
う
か
が
払
得
る
e
然
し
さ
う
い
ふ

巾ゝ
ト

ノ
■

述
な
い
Ĵ

ま

jJ
と
に
そ
の
如
く
で
あ
る
｡
然
し
な
が
ら
'
そ
れ
は
主
と
し
て
銑
鐘
の
革
摘
､
妙
の
瀧
複
に
よ
る
も
の
で
zb
-
'
そ
し

て
そ
れ
ら
の
も
の
の
出
現
は
即
ち
銅
.
従
て
銅
鐸
の
不
足
を
立
語
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
欧
に
説
-
と
こ
ろ
の
如
-
で
あ
る
C
も
つ

と
も
簡
転
く
物
重
い
現
象
は
洞
-
栽
鍔
と
砂
許
-
に
限
ら
れ
た
現
象
で
は
な
い
｡
鋼
鍔
に
放
い
て
も
勿
論
見
ら
れ
る
D

然
し
そ
れ
が
銅
銭
に
&
'て
聾
規
す
る
場
合
は
'
銅
鏡
の
債
値
が
高
い
故
に
姦
鎧
が
行
は
れ
滞
謹
確
が
汎
漉
し
'
殊
に
大
領
の
名
目

慣
倍
が
飾
り
に
そ
の
貰
質
償
偶
を
越
え
て
高
い
が
故
に
償
達
劣
悪
鐘
が
横
行
す
る
に
因
る
o
そ
し
て
.
i(
鐘
の
名
目
僧
侶
が
資
質
傾

値
を
越
え
て
通
に
高
く
定
め
ら
れ
る
の
は
'
常
時
､
意
識
せ
る
か
せ
ざ
る
か
は
別
と
し
て
'
命
風
説
の
観
念
よ
-
脱
却
す
る
能
は
ぎ

-
し
時
代
に
於
て
は
'
鋼
不
足
に
困
る
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
祝
に
述
べ
た
る
と
JJ
ろ
の
如
-
で
あ
る
o
そ
し
tJ
鋼
錘
の
偵

米

代

他見
幣

攻

弟

一巻

九
m

i

第
四
批

1
八
Z



末

代

既

雅

致

第

1
奄

九

伯
二

第
E
l雛

)
八
二

倍
の
高
い
こ
と
が
鋼
錦
の
不
足
に
.
総
て
亦
鋼
の
不
足
に
通
す
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も

な
い
と
こ
ろ
で
あ
ら

う
｡
然
ら
ば
'
銅
鏡
に

於
て
慣
値
の
下
落
を
見
る
と
い
ふ
こ
と
に
於
て
逆
に
銅
鏡
の
.
経
て
亦
鋼
の
存
在
畳
の
不
充
分
な
る
事
牢
を
認
め
ざ
る
を
得
ぬ
結
果

L
IL
T:.;4rJ

･
J
･L
N
T
..
i

.

か

-
､
桐
の
伴
行
数
･G
不
放
す
祐
･1J
･程
は
鋼
の
偶
帖
は
必
然
に
騰
貴
せ
胎
ば
た
ら
ぬ
｡
然
る
に
鋸
絹
は
､
も

と
よ

-

数
巷
談

の
示

す
が

如
-
'
財
貨
･13
の
劉
人
口
に
於
て
を
の
流
通
量
小
で
あ
れ
ば
'
貨
幣
横
倍
時
貴
す
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
'

そ

れ

が
墳
髄
と
し
て
の
存
在
を
維
持
す
る
限

-
は
~
そ
の
限
度
を
越
え
て
騰
貴
す
る
と
と
は
で
き
ぬ
｡
そ
れ
で
今
鋼
が
こ
の
限
度
を
越
え

て
騰
貴
す
る
に
至
れ
ば
､
銅
鏡
の
素
利
慣
伯
と
貨
幣
慣
借
に
開
き
を
生
す
る
理
で
'
や
が
て
そ
こ
に
'
銅
銭
の
鏑
錆
な
る
現
象
が
見

ら
れ
る
こ
と
と
な
る
｡

か
-
て
例

へ
ば
張
方
平
を
し
て
-

民
間
の
釣
撃

複
Ll耕
す
可
き
無
し
｡
十
銭
を
鮒
錨
L
t
頼
鋼
1
両
を
待
て
'
券
用
を
造
作
せ
ば
'
利
を
積
る
こ
-
五
倍
す
o
比
の
如

-
ん
ば
'

則
ち
添
州
蛙
を
置
き
､
毎
鎖
敬
一曾
増
す
も
'
是
れ
猪
は
状
滑
の
益
に
し
て
而
し
て
尾
閏
の
池
に
供
す
る
が
ご
と
き
な
-
0

と
論
ぜ
し
む
る
こ
と
と
な
-
'
更
に
甫
宋
に
入
-
て
も
'
壁
九
二
年

(tE)紀

1
1
九
六
年
)'
｢
鎖
を
鏑
し
て
銅
器
を
偏
る
者
を
禁
じ
'

連
判
を
以
て
論
｣
す
る
と
と
と
し
'
浮
輪
四
年

(西
紀

1
1
t四
四
年
)
に
は
右
謙
譲
大
夫
劉
菅
之
が
'
｢
銅
器
の
紘
緒
は
櫓
ほ
以

て止
過

す
可
し
｣
と
い
び
'
同
じ
-
八
年

(西
紀
1
二
四
八
年
)
監
察
御
免
陳
求
魯
の
言
に

京
城
の
錦
金
.
術
信
の
銃
器
'
曜
泉
の
奨
具
'
皆
な
践
よ
-
出
づ
｡

鏡
の
器
物
に
壊
れ
ざ
る
背
光
も
無
し
0
今

京
邑
の
銑
鋼
器
用
の
短
都
巾

た
!･

に
筒
賀
公
布
す
.
幾
何
の
近
き
'
1
ilび
兆
す
に
韓
を
以
し
'
内
よ
-
外
に
及
び
'
槻
浩
幸
新
せ
ば
.
別
も
川
排
の

最
長

る
,,
を
知
る
.

と
迅
ぶ
る
を
見
る
に
至
る
所
以
で
あ
る
｡
亦
以
て
そ
の
盛
ん
な
-
し
こ
と
を
推
察
す
る
に
足
る
で
も
あ
ら
う
か
｡



又
鋼
の
存
在
竜
充
分
な
ら
す
'
銅
鐸
不
足
し
て
'
経
て
そ
の
慣
倍
大
な
る
結
果
と
し
て
.
慣
造
私
鉛
の
姦
悪
銭
が
世
に
行
は
れ
る

と
き
は
惑
甥
は
良
甥
を
駆
逐
す
る
と
い
ふ
所
謂
グ

レ
ー
シ
丁
ム
の
法
則
が
こ
こ
に
硬
現
し
て
E
j常
な
る
銅
銭
は
退
蔵
せ
ら
れ
る
こ
と

に
な
-
.
同
じ
関
係
は
餓
鐘
'
玄
妙
と
銅
鏡
の
間
に
も
見
ら
れ
､
鋭
鋒
ー
更
紗
が
銅
鏡
と
誰
び
行
は
れ
る
と
き
は
銅
鏡
は
流
通
界
か

ら
姿
を
栴
し
て
温
赦
せ
ら
れ
.
放
…
に
後
に
述
ぶ
る
如
-
餓
銭
'
交
妙
が
汎
泥
'
耗
獲
せ
ら
れ
て
そ
の
侶
佃
F･
謂
す
る
に
伴
仏
爺
よ
そ

の
勢
が
甚
し
-
な
る
D
そ
し
て
そ
れ
は
ー
例

へ
ば
赦
宗
の
時
代
'
一百
着
の
謂
ふ
と
こ
ろ
に

繊
細
重
滞
に
し
て
'
以
て
速
き
に
新
し
排
し
.
民
間
幣
な
碓
た
別
紙
を
用
か
ん
-J悶
ふ
O
公
私
撰
乏
.S
帖
に

竹=-
'
謂
蹄
州
願
の
甘
林
の
鋼
謂
'

積
昔
す
る
こ
と
掲
鞭
'
反
っ
て
用
ふ
る
所
顕
し
O

と
あ
る
に
よ
:,
て
も
う
か
が
ふ
こ
と
が
で
き
よ
う
e
莞
し
そ
れ
は
昔
時
滞
路
州
糊
に
於
て
'
官
払
Jtrも
忙
鋼
確
を
退
職
し
で
繊
錆
の

新
二
,t
や
も
の
に

外

r･Jtli
ら
船

と
解

せ
ら
才

l

る
か
ら
で
あ
る
け
そ
し
て
こ
か
打

よ
-

て

み
る
と
甘
自
ら
も
銅
鐸
kLJ
藩

赦

し

て

ゐ
JTQわ
け
で

あ
る
が
'
更
に
'
常
時
詔
し
て

｢
鋼
韓
は
止
だ
揮
質
に
用
ひ
し
む
Lp
と
あ
る
に
よ
-
て
み
れ
ば
政
府
は
原
則
と
し
て
は
官
の
支
出
に

銅
鐸
を
用
ひ
る
こ
と
を
紫
ぜ
る
こ
と
を
知
る
べ
-
.
そ
し
て
そ
れ
は
銅
鐸
を
支
出
す
れ
ば
そ
の
ま
1
民
間
に
於
て
銅
鐘
が
過
瓶
せ
ら

れ
て
し
ま
ふ
こ
と
か
･1認
む
る
に
出
づ
る
も
の
で
あ
-
'
よ
-
て
以
て
昔
時
如
何
に
民
間
に
於
て
銅
鐸
の
退
職
が
甚
L
か
つ
た
か
を
知

る
JJ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
､

か
-
の
如
き

環
則
そ
れ
白
身
は

亦
政
牌
の
側
に
於

け
る
鋼
球
の
過
減
を
示
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
｡
叉
降

っ
て
南
米
の
高
宗
の
紹
興
二
十
九
年

(西
紀

二

五
九
年
)
の
令
に

缶
家
の
家
は
見
昭
二
有
賀
を
留
め
'
艮
腔
は
之
に
申
す
o
飴
は
二
年
を
隈
-
て
.
i.歳

に
細
=ぺ
し
､
洪

視

野
欝

紗

引
の
輔
を-
常
講
す
る
こ
と
.官
鵬

す
.
敗
を
越
え
て
滞
闇
せ
ば
'
人
-3
培
ぐ
る
を
許
す
O

末

代
貨

稚

拙

第

一
巻

九
四
三

第
四
批

1
八
三



光

代

貨

幣

放

第

l
啓

九
四
四

第
四
郎

二
八
凹

と
あ
-
'
発

に

引
け
る
淳
赫
四
年

蒜

村
二
面
四
年
)
に
於
け
る
右
諌
議
大
夫
劉
菅
之
の
言

に

｢

王
家
の
停
横
は
狗

ほ
以
て
費
洩
す

可
し
｣
と
あ
-
.
又
同
じ
-
先
に
引
け
る
同
八
年

(西
紀
二
二
四
八
年
)
に
於
け
る
監
察
御
史
陳
求
骨
の
雷
に
も

識
懲
謂

へ
ら
-

､

緒
は
敷
掛
に
擬
す
･･J｡
･
･
就
職
を
映
し
て
以
て
人
の
間
奥
を
端
は
し
め
'
刑
は
お
暇

LILL
T
H

で八
m
g
,[紺
や
癒

す
る

い卜
∃
･y

と
い
ふ
と

と
ろ
あ
-
1.
そ
し
て
絡

-
の
二
者
は
何
れ
も
､
捉
取
を
賓
祝
せ
す
'
妹
に
脱
水
瀞

の
如
き
は
そ
の
識
者
を

｢
然
れ
ど
も
息

は
鏡
の
荒
に
あ
-
て
而
し
て
鏡
の
積
に
あ
ら
ざ
る
を
思
は
す
｣
と
許
し
て
は
居
る
が
'
然
し
'

そ
れ
に
し
て
も
こ
れ
に
よ
-
て
亦
如

何
に
温
寂
が
盛
行
せ
る
か
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ら
う
｡

か
-
て
'
銅
鏡
の
素
材
原
料
が
少
い
の
で
銅
鏡
の
流
通
量
不
足
し
､
経
て
銅
錆
の
慣
侶
騰
昔
L
t
そ
の
結
果
侶
辻
姦
霜
錦
汎
臆
し

て
物
慣
騰
貴
L
t
又
銅
鏡
の
不
畢
虹
補
ふ
篤
に
錬
鍔
や
紗
が
行
は
れ
る
JJt
銅
鏡
は
追
放
せ
ら
れl
て
益
々
そ
の
準
碧
富
を
減
じ
'
加

ふ
る
に
鋪
鉾
'
漏
池
の
事
あ
-
て
銅
銭
の
流
通
は
愈
減
少
し
.
達
に

｢
錯
覚
｣
の
語
さ
へ
用
ね
ら
る
る
を
見
る
に
至
る
｡

そ
こ
で
銅
鏡
の
流
通
愚
不
充
分
な
る
蝉
を
除
去
す
る
馬
に
'
先
に
述
べ
た
如
-
省
臆
短
鍔
も
行
は
れ
る
が
､
宋
代
に
在
-
て
は
'

こ
れ
亦
先
に
述
べ
た
る
如
-
､
大
鏡
特
に
常
十
大
韓
の
鋳
造
が
盛
に
行
は
れ
る
o
然
し
そ
れ
は
や
が
て
私
端
を
誘
致
し
､
結
局
'
そ

の
慣
値
の
下
落
を
招
奔
し
､
蓬
に
折
二
鍔
に
隔
液
す
る
｡

そ
れ
で
銅
鏡
と
放
ん
で
織
鐘
が
署
要
な
る
役
割
を
果
た
す
可
-
茸
場
す
る
こ
と
と
な
る
.
紋
錆
に
於
け
る
根
本
的
寄
寓
は
銅
鏡
に

於
け
る
場
合
と
は
反
封
に
そ
の
流
通
費
が
過
大
に
失
せ
る
こ
と
で
あ
る
｡
織
鍔
に
関
す
る
諸
4:

の
事
象
は
概
ね
こ
の
事
賓
よ
-
蔑
生

し
'
経
て
こ
の
事
賓
に
節
約
し
縛
る
が
如
-
で
あ
る
｡



蓋
し
'
織
錦
は
そ
の
慣
低
低
く
'
従
て
貨
物
の
交
易
安
男
の
量
が
増
大
し
'
そ
の
嫡
度
が
増
加
し
､
そ
の
範
域
が
拭
大
す
る
と
と

も
に
'
そ
の
道
報
の
不
便
が
加
重
さ
れ
る
.
勿
論
雪
質
慣
値
を
通
に
超
過
す
る
大
織
鍔
の
鋳
造
を
見
る
こ
と
宋
史
食
貸
志
に
畳
ま
詰

る
さ
る
る
と
JJ
ろ
で
あ
る
が
~
そ
れ
は
結
局
私
錆
姦
悪
蟻
の
汎
濃
を
結
果
し
貨
幣
慣
値
の
下
落
を
招
索
L
t
そ
の
効
果
を
失
す
る
の

み
な
ら
ず
却
て
逆
効
果
を
己
へ
も
た
ら
す
｡
そ
れ
で
'
そ
の
流
通
は
地
方
に
制
限
さ
れ
'
中
原
は
棚
方
の
犠
牲
に
於
て
銅
銭
の
流
通

梗
塞
を
複
利
せ
ん
と
せ
る
も
の
の
如
-
で
あ
る
っ
そ
し
て
宋
史
食
貨
意
を
見
る
と
織
曙
の
流
通
最
も
顕
著
な
る
は
萄
及
び
快
西
北
方

の
如
-
で
あ
る
が
'

こ
れ
ら
の
相
方
は
.
銅
鐸
の
流
通
流
入
を
禁
じ
'
尊
ら
餓
鐸
の
み
を
行
は
し
め
'

鰭
に
そ
の
鋳
造
を
行
払
'

加
ふ
る
に
､
姦
悪
侶
遠
浅
の
私
盗
錨
確
に
行
は
れ
､
経
て
'
躍
慣
日
に
満
ち
へ物
帰
日
に
騰
り
'
民
捷
潟
に
苦
し
む
記
述
は
宋
史
食
貨

嬰

だ
見
る
と
枚
韓
に
迫
が
な
い
は
で
､
東
に
拭
錦
の
他
項
へ
の
流
出
を
禁
止
づ
る
が
故
に
そ
の
流
通
が
狭
い
範
囲
に
極
眼
せ
ら
れ
-.

を
の
傾
向
に

一
婦
拍
車
教
か
け
.13
こ
し
JIJ二
㌦
O
P
L糧
に
は
純
綿
の
雅
冊
数
見
る
-∫
-L
寸
3iT
的
て
柵
iLi.1し
よ
せ
ざ
る
に
hkJiIl=n｡

勿
論
銅
鐸
と
織
鍔
の
流
通
粍
蝿
を
匠
列
す
る
と
は
い
っ
て
も
同
じ
範
園
内
に
於
て

そ
う
い
ふ
こ
と
が
完
全
に
脚
行
せ
ら
れ
得
る
筈

も
な
く

又
貨
幣
需
要
の
増
大
と
鋼
の
不
足
は
や
が
て
織
鍔
の
流
通
範
域
を
中
原
へ
と
損
大
す
る
と
と
も
に
'
適
墳
経
済
の
費
達
は
や

が
て
餓
鍔
の
不
便
を
痛
感
せ
し
め
'
そ
こ
に
鋼
韓
の
流
通
を
招
釆
す
る
に
至
る
｡
か
-
て
銅
銭
鏡
並
び
行
は
れ
る
時
は
必
邦
に
此
供

の
問
題
が
起
る
が
'上
述
せ
る
一
一幣
に
存
す
る
駄
本
的
事
茸
よ
り
し
て
'鋼
鍔
の
慣
伯
が
鎖
積
の
そ
れ
を
上
空
は
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で

も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
O
宋
初
覇
に
於
て
は
飼
鑓

一
が
鏡
韓
十
に
常
る
も
の
と
せ
ら
れ
て
ゐ
た
.
然
し
そ
の
後
は
銅
銭
鍔
と
も
に
大

小
諸
種
の
鍔
衛
生
す
る
と
と
も
に
'
流
通
量
の
嘩
化
'
私
鏡
姦
悪
鍔
の
横
行
乃
至
各
種
通
貨
の
公
斌
流
通
忙
掛
け
る
制
約
.
甚
し
き

は
貴
官
汚
更
が
換
貨
に
ょ
-
て
利
を
得
ん
と
す
る
に
州
づ
る
姦
計
等
に
よ
り
て
銅
鐸
や
織
鐘
の
各
々
の
円
に
存
り
て
さ
へ
そ
の
此
償

末

代
貨

解

放

第

一者

九
四
京

第
四
班

1
八
Y<



光

代

貨

幣

放

第

1
巻

九
四
六

第
四
凱

lL
八

六

は
複
雛
を
増
し
.

硬
化
を
秘
め
る
に
至
る
の
で
あ
る
か
ら
'
況
や
銅
銭
と
執
錐
の
此
横
堤
蓮
の
複
雑
多
岐
に
至
っ
て

は
叙
述
の
煩
に

堪

へ
ざ
る
も
の
が
あ
る
.
そ
し
て
末
代
墳
幣
に
於
け
る
こ
の
や
う
な
事
情
は
'
い
ふ
ま
で
も
な
-
宋
代
に
斡
け
る
財
政
の
不
建
全
'

政
治
の
腐
敗
の
反
映
に
外
な
ら
ぬ

｡

㌍
TI
.r
r鈍
稚
拙
樋
に
掛
け
る
L'･
偵
･･LJ
快
iJI'軒
ウt7
甥
に
r.
抑
裾
が
先
づ
織
機
の
雷
-
し
て
穫
取
の
不
性
'に
低
め
る
常
に
か
て
生
れ
}
=

ち
.
そ
れ
は
極
め
て
白
秋
州
の
径
路
と
い
へ
る
o
勿
論
先
に
も
述
.へ
た
如
-
紙
幣
は
貨
幣
敬
展
論
甥
に
於
け
る
必
然
の
産
物
で
あ
っ
て

筒
に
於
け
る
銑
錦
に
作
ふ
不
便
が
た
け
れ
ば
出
現
せ
ぬ
と
い
つ
た
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
o
然
し
'
だ
か
ら
と
い
っ
て
'
局
の
如
-

拭
鏡
の
不
促
を
感
す
る
と
こ
ろ
に
放
て
紙
幣
の
出
現
す
べ
き
は
極
め
て
自
然
の
符
絡
で
あ
る
と
い
ふ
を
妨
げ
ぬ
o
蓋
し
'
局
に
於
け

る
紙
幣
成
立
の
過
程
こ
そ
は
即
ち
貨
幣
襲
展
上
に
於
け
る
紙
幣
葡
現
の
論
理
以
外
の
何
物
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
o

局
に
敬
生
せ
る
紙
幣
は
即
ち
安
子
で
あ
る
O
交
子
は
先
づ
'
民
皆
に
始
ま
-
'
柊
官
営
に
移
る
.
そ
れ
で
そ
れ
が
'
織
鑓
重
-
し

て
貿
易
に
傭
な
ら
ざ
る
を
救
ふ
環
に
終
止
す
れ
ば
'
そ
れ
は
紙
幣
蓉
生
静
甥
の
必
然
の
産
物
以
外

の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら

恐
ら
く
効
あ
っ
て
嘗
な
き
を
得
た
か
と
も
恩
ふ
が
'

1
度
紙
幣
を
単
行
す
る
と

そ
れ
は
ま
さ
に
弼
利
子
の
余
を
､
飲
す
る
ま
ま
に

借
-
入
れ
る
と
同

l
の
効
果
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
'
や
が
て
最
初
の
交
易
の
佃
宜
と
い
ふ
目
的
を
超
え
て
'
財
政
上
の
支

出
の
鴛
に
頚
行
す
る
こ
と
と
な
り
'
鋼
技
等
に
於
け
る
が
如
き
素
材
原
料
の
制
約
よ
-
解
放
さ
れ
た
る
紙
幣
の
敢
行
節
は
た
だ
膨
脹

の
1
途
を
た
ど
る
可
能
性
が
あ
･S1
.
従
て
宋
代
の
不
達
重
な
財
政
と
結
合
す
る
峠
､]父
子
は
況
聾
に
陥
り
'
惜
佃
の
暴
落
を
釆
た
す
o

そ
し
て
宋
代
の
紙
幣
は
更
に
鎮
引
'
閲
子
ー

骨
子
等
程
々

の
も
の
が
出
現
す
る
が
'

そ
れ
が
紙
幣
乃
至
紙
幣
的
性
質
社
有
す
る
限

り
.
何
れ
も
交
子
と
同

1
の
運
命
を
た
ど
る
こ
と
と
た
る
｡

か
-
て
宋
代
に
於
け
る
紙
幣
の
根
本
的
事
宵
､は
そ
の
流
通
量
の
過
多
に



し
て
憤
触
小
と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
て
'
末
代
紙
幣
の
現
象
は
殆
ん
ど
こ
れ
に
因
せ
ざ
る
は
な
-
'
殆
ん
ど
こ
れ
に
弼
せ
ざ
る
は
な
い

と
い
ふ
も
甚
し
い
い
ひ
過
ぎ
で
は
な
い
と
恩
ふ
o

交
子
は
銅
鐸
等
と
異
た

-
.
素
材
原
料
の
制
約
よ
-
解
放
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
つ
た
が
'
然
し
.
そ
れ
は
不
換
紙
幣
と
し
て
発
行
せ

ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
て
見
鍔
の
免
換
算
で
例

へ
ば

｢
1
変
は

l
締
'
三
年
を
以
て
一
身
と
馬
し
て
而
し
て
it
を
娘

へ
｣
る
も
の
で

あ
る
O
だ
か
ら
期
限
が
到
釆
す
れ
ば
'
見
積
と
引
換

へ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
そ
の
限
り
に
於
て
鋳
喋
の
'
従
っ
て
そ
の
素
材
原
料
の
制
約

を
受
け
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
.
然
し
な
が
ら
､
財
政
的
澗
経
東
と
し
て
聴
行
さ
れ
る
に
至
っ
て
は
期
限
到
来
と
LJも
に
見
鎖
を
以

て
支
排
ふ
こ
と
は
困
難
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
そ
こ
で
食
貸
志
に

交
干
'
給
多
-
し
て
而
し
て
閑
足
ら
ず
｡
慣
太
に
硝
L
NJを
枚
す
0
既
に
し
て
溝
に
笥
娼
撫
L
D
活
け
ふ
吋
γ
わ
.･デ
｡

L
I.il
hr･dLh
什日計
こR
か
ハ川ト
ム
∃
丁半
.L
I.£
'n
｡

官
に
輸
す
る
の

引
'
十
分
を
山
で
率
と
馬

L
t

)1.L分
は
属
戸
の

有

す
る
所
を
周

ひ
'
而
し
て
七
分
は
官
場
に
赴
き
て
買
ひ
納
め
し
む
｡

と
あ
る
が
そ
れ
と
さ
れ
る
｡
然
し
割
引
金
換
は
ま
だ
よ
い
方
で
.
仝
然
見
鐘
の
支
梯
が
行
ほ
れ
ず
し
て
､
次
期
の
紙
幣
を
以
て
支
蹄

に
充
常
す
る
を
見
さ
へ
す
る
o
例

へ
ぼ
食
貨
志
に

五
年

(即
鱒
'
西
紀
1
〇
七
二
年
)
欠
千
二
十
二
界
鼎
に
易
へ
ん
IL,す
o
而
し
て
彼
界
の
給
用
己
に
多
L
C
許
し
て
艶
に
二
十
五
界
の
召
召
二
十

五
鴇
を
造
-
て
'
以
て
二十
三
界
の
数
を
償
は
し
む
O

と
あ
る
が
如
き
は
即
ち
そ
れ
で
'
そ
し
て
か
-
の
如
き
事
例
は
枚
拳
に
蓮
が
な
い
O
比
々
哲
郎
ら
ざ
る
は
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
位

で
あ
る
｡
そ
し
て
'
そ
れ
は
葦
に
紙
幣
が
財
政
滴
縫
賃
と
し
て
費
行
せ
ら
れ
る
こ
と
の
嘗
邦
の
締
結
で
あ
る
｡

JI.#
代

貨

解

放

第

1
潜

九
四
七

第
四
部

1
八
七



末

代

貨

僻

地

第

1J
巻

九
四
八

第
四
郎

1
八
八

そ
し
て
そ
れ

は
結
局
に
於
て
紙
衛
の
期
限
を

l
時
延
期
す
る
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
が
'

賓
際
'
泉
の
廷
展
を

行
へ
る
事
苦
も
食
貨
志

を
見
れ
ば
稀
ら
し
か
ら
す
'
例
へ
ば
淳
.dS
.:111年

(西
紀
二

七
六
年
)
詔
し
て
骨
子
の

｢
第
三
界
E
界
各
眼
≡
年
を
展
ば
し
｣
紹
堅
九

年

(押
紙
二

九
0
年
)
｢
謂
し
て
第
七
第
八
鼎
禽

千､
各
:二
年
｣紅
展
灯
す
｣
-
あ
る
が
如
き
は
即
ち
riJか
て
あ
る
C

罪
に
超
し
哲
に

七
畔

lt沖
鮎
F

押

純
一
∵
八
(3
年
)
十

八非
･･
,十
七
井
草
十
-
む

い
て
.
蘭

に
帆
を
十
.T
す
.

･水
漣
に
行
付
せ
し
む
｡

と
あ
る
を
見
る
に
よ
-
て
そ
れ
を
知
る
を
得
よ
う
｡

か
-
て
紙
幣
は
護
行
せ
ら
れ
て
も
允
換
準
備
が
伴
は
す
'
席
に
阿
収
が
充
分
に
行
は
れ
な
か
っ
た
り
'
全
然
行
ほ
れ
な
い
JJ
と
に

な
-
'
経
て
そ
の
信
用
地
に
詣
ち
'
慣
倍
は
暴
落
す
る
の
み
で
あ
る
o
そ
し
て
紙
幣
順
化
の
暴
指
は
紙
幣
の
額
行
都
の
柑
i(
を
不
可

避
な
ら
し
め
.
費
行
額
の
増
大
は
更
に
そ
の
僧
侶
の
暴
落
に
拍
車
づ
け
る
｡
か
-
て
紙
幣
の
惜
伯
は
暴
指
に
萱
浦
を
宴
ぬ
る
｡

然
る
に
先
に
も
述
べ
た
る
が
如
-
､
も
と
も
と
紙
幣
は
素
材
原
料
並
に
倍
化
の
拘
束
よ
-
離
脱
せ
る
貨
幣
と
な
し
得
べ
-
'
且

つ

そ
の
額
面
大
な
る
が
故
に
こ
れ
が
侶
進
は
最
も
有
利
な
る
べ
く
'
経
て
紙
幣
慣
姓
は
感
に
行
は
れ
､
侶
珪
紙
幣
の
汎
淀
を
見
る
こ
と

と
な
る
｡
そ
し
て
そ
れ
は
宋
史
食
貨
志
に
偏
辻
禁
止
の
こ
と
が
繰
り
返
へ
し
摘
げ
ら
れ
'
又
諸
家
の
奏
上
に
そ
れ
が
稔
ら
し
か
ら
ぬ

に
よ
-
て
JJ
れ
を
う
か
が
ふ
む
得
る
と
こ
ろ
の
如
-
で
あ
る
が
'
そ
れ
は
亦
紙
幣
の
慣
伯
皐
清
の
更
に
有
力
な

l
国
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
｡

か
-
紙
幣
の
債
伯
は
極
端
に
暴
落
し
'
或
は
大
観
二
年

(丙
紀
一
一
〇
八
年
)
八
月
､
知
威
州
張
特
の
零
中
に

｢
水
路
の
引
の

一
千

な
る
考

今
傍
に
十
の
1
忙
直
す
｣
と
あ
-
'
文
人
敵
中
.
｢
引

1
締
､
鍔
十
教
に
嘗
る
に
至
る
｣
を
も
見
る
｡
そ
し
て
甚
し
き
忙
至



っ
て
は
達
に
額
滞
行
は
れ
ざ
る
に
さ
へ
至
る
｡

か
-
て
吾
カ
は
未
に
於
け
る
紙
髄
が
財
政
的
禰
経
兼
に
利
用
せ
ら
れ
.
そ
の
費
行
放
襖
に
流
れ
'
本
領
伴
は
す
.
T食
換
'
回
収
行

ほ
れ
ず
'
徒
ら
に
そ
の
偵
値
の
下
落
'
従
て
物
債
の
騰
貴
を
誘
致
し
.
そ
し
て
そ
れ
は
慣
達
の
盛
行
に
よ
り
て
1
暦
拍
車
づ
け
ら
れ

る
を
見
る
.
勿
論
こ
の
事
情
に
直
面
し
て
'
襲
行
の
制
限
'
本
絹
の
用
意
'
食

塊
回
収
'
償
達
禁
止
の
努
力
が
且
つ
詮
か
れ
且
つ
行

ほ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
'
結
局
こ
の
勢
を
阻
止
す
る
に
は
至
ら
ず
し
て
采
の
衰
亡
に
遭
ふ
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
o

〓

以
上
昔
々
は
完
代
に

於け
る
貨
g
JL濁
情
を
う
か
が
っ
た
｡
そ
し
て
昔
々
は
末
代
の
骨
幣
は
主
と
し
て
鋼
錨
.
鱗
薙
及
び
紙
幣
よ
-

成
り
.
調
弦
は
そ
の
酔
-
に
少
い
こ
と
.
抜
錨
瀕
び
紙
幣
は
そ
の
静
･31
に
多
い
こ
t
lを
そ
の
特
徴
と
し
､
末
代
貨
幣
事
情
は
こ
れ
ら

O
的
･至
鞘
軒
敵
中
･J

′.t
て
L軒
=〃
づ
芯
か･uL札
か
C
黙
る
^
忙
八
*
lm.
椛
j
相
野
mlH
IL山=
iTLLL

増

額
に
よ
り
現
川
せ
ら
れ
.
従
.LiJ
姥
鞘
印
し

想
は
貨
幣
事
情
よ
-
生
ま
れ
'
貨
簡
事
情
の
制
約
を
読
る
.
故
に
宋
代
貸
髄
岨
蓮

は
こ
れ
ら

の
軍
港
の
上
に
成
立
し
'

こ
れ
ら
の
事

賓
に
よ
っ
て
制
約
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
そ
し
て
昔
際
采
史
食
貸
志
を
滞
-
と
き
昔
々
は
そ
れ
を
看
原
す
る
と
と
が
で
き
る
.
即
ち

そ
LJ
で
は
末
代
の
博
解
思
想
は
草
に
墳
髄
の
数
量
の
多
寡
及
び
'
従
て
生
す
る
貸
簡
憤
仲
'
従
っ
て
又
物
僧
の
騰
落
を
中
心
と
し
て

展
開

す
る
O
菅
際
宋
灸
食
貸
志
穫
常
及
女
紗
の
保
を
見
れ
ば
'
貨
幣
に
関
す
る
論
議
が
樺
山
集
め
ら
れ
て
ゐ
る
が
､
問
題
は
殆
ど
右

以
外
に
は
出
で
ぬ
と
い
へ
る
か
と
息
ふ
.
然
ら
ば
そ
れ
は
如
何
に
あ
る
か
O

先
づ
貨
幣
債
値
に
就
い
て
は
'
そ
の
物
債
と
表
裡
し
'
且
つ
逆
此
関
係
に
立
つ
こ
と
が
指
摘
せ
ら
れ
る
を
見
る
｡
例

へ
ば
'
政
和

元
年

(西
紀
1
1
7
年
)
の
詔
に

｢
鑓
量
け
れ
ば
則
ち
物
樫
-
'
鐘
授
け
れ
ば
則
ち
物
量
L
o
其
の
勢
然
る
な
-
｡｣
と
あ
る
が
如
き
が

末
代

農

解

放

第

1
巻

九
四
九

第
四
舶

丁

八九



㍗

宋

代

貨

伴

放

第

1
巻

九
五
〇

第
四
姫

一
九

〇

即
ち
そ
れ
で
あ

る
.
そ
し

て
か
-
の
如
き
は
采
史
食
貨
志
に
は
稀
ら
し
か
ら
ざ
る
と
と
ろ
で
あ
る
｡

そ
し
て
物
情
に
親
い
て
は
詔
を
以
て
塵
上
こ
れ
を
平
か
忙
せ
ん
と
す
る
を
見
る
.
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
物
債
は
人
馬
に
よ
り
て
こ

れ
む
左
右
し
得
や
lJ
の
放
想
の
上
に
成
-
｣日石

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
解
せ
ら
れ
-LD'う
｡
従
て
そ
の
皆
伐
に
統
制
主
義
思
想
を

う

か

が

い

粥

i-3
-

J
い
へる

か
よ
恩
ふ

"
射
し
こ
れ
に
射
し
て
物
偶
に
は
l
境
の
按
別
が
存
㌻
る
故
忙
iJ.の
総
則
に
経
つ
.7･l物
偶
数
し

て

そ
の
宜
し
き
を
待
し
む
る
の
外
な
し
と
す
る
思
想
も
出
て
葬
る
｡
吾
々
は
そ
れ
を
例
へ
ぽ
邸
姪
の
経
略
た
る
穫
即
の
枕
流
に
於
て

見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
.
PTT
-

紹
旨
に
謂
ム
'
地
組
復
た
行
ひ
'
火
錫
と
並
び
用
ふ
と
｡
姦
丘
の
芸
に
軽
重
を
作
す
を
路
る
0
維
蒋
碓
行
し
､
縫
物
を
し
て
相
直
ら
し
め
ん
と
欲

す
｡
威
力
を
以
て
盲
姓
を
旬
刺
し
.
頓
に
物
債
を
1
両
月
の
間
に
城
せ
し
め
ん
と
欲
す
る
に
非
ず
｡
今
､
宣
撫
司
'
米
穀
布
島
金
銀
の
僧
を
裁
祝

す
｡
殆
人
情
に
非
ず
｡
云
々

戯
ら
ぼ
'
物
慣
'
経
て
ま
た
貨
幣
慣
値
を
決
定
す
る
法
則
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ら
う
か
と
い
へ
ば
'
そ
れ
は
全
く
い
ふ
と
こ
ろ

の
貨
幣
数
量
説
に
鰐
す
る
も
の
の
如
-
'
昔
々

が
宋
史
食
貸
志
に
於
て
見
出
す
と
.U
ろ
は
殆
ん
ど
そ
れ
に
限
ら
れ
'
そ
の
故
で
も
あ

ら
う
か
'
そ
れ
の
例
は
樺
山
出
て
凍
る
｡
例
へ
ば
宋
史
食
貨
志
に

諦
路
の
縄
は
歳
ご
と
に
山=;肺
に
輸
す
.
四
方
'
此
れ
に
由
-
て
鐘
重
-
し
て
而
し
て
貨
軽
し
.

と
あ
る
が
如
き
は
即
ち
そ
の

1
例
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
蓋
し
'
そ
れ
は
地
方
語
路
の
鍔
が
京
師
に
遥
ら
れ
る
か
ら
地
方
の
銭
は
少

-
な
る
'
錐
が
少
-
な
る
か
ら
銭
の
債
値
が
大
と
な
-
財
貨
の
債
値
が
小
と
な
る
と
い
ふ
わ
け
で
'
従
て
そ
れ
は
貨
幣
数
量
詮
の
上

に
威

-
立
つ
重

一一昆

外
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
.
但
し
そ
れ
は
宋
史
食
貨
志
の
地
の
女
で
あ
JSl
t
宋
史
食
貨
史
は
元
末
に
な
る
も
の
で

あ
る
故
に
'
そ
れ
は
末
代
の
思
想
と
い
ふ
べ
き
で
な
い
と
い
は
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
｡
然
か
し
'
宋
史
賃
貸
志
は
末
代
に
於
け
る
実
刑



が
元
代
に
於
て
毛
理
編
成
せ
ら
れ
た
る
も
の
に
外
な
ら
ぬ
.
か
-
に
そ
れ
が
元
代
の
思
想
で
あ
る
と
し
て
も
'
な
ほ
そ
れ
が
采
史
寅

償
志
に
見
ほ
れ
た
る
貨
幣
思
想
で
あ
る
こ
と
に
は
壁
は
-
は
な
い
O

そ
れ
は
と
も
か
-
'
既
に
数
量
説
が
重
大
な
る
位
置
を
占
め
る
と
こ
ろ
に
於
て
は
'
貨
幣
数
量
が
京
大
硯
せ
ら
れ
る
は
嘗
然
で
あ

る
｡
そ
こ
で
そ
れ
が
論
議
の
偉
…鮎
を
形
成
す
る
｡
そ
れ
で
昔

々
は
宋
史
食
貨
志
に
於
て
貸
徴
の
量
に
関
し
て
種
々

の
誼
を
見
る
こ
と

と
な
る
.
今
そ
の
中
に
戯
い
て
韓
に
注
意
に
伯
す
る
と
恩
は
れ
る
も
の
を
拾
っ
て
見
る
.
す
る
と
蒐
づ
'
張
方
午

の
諌
言
が
あ
る
.

日
く
'比

年
､
公
私
上
下
､
地
に
ほ
の
乏
し
き
に
苦
し
み
'
百
貨
混
ぜ
や
'
人
情
薯
迫
す
O
之
を
鰻
荒
と
謂
ふ
.
知
ら
ず
'
歳
こ
と
に
鱒
る
所
の
繰
､
今

牌
に
凝
-
に
か
在
る
｡
太
れ
.
紹
L,q･,磁
p
鋼
を
禁
ヂ
る
の
注
優
し
a
令
奴
且
盲

に
徹
す
0
両
L
LJ難
事
i
]革
新
蚊
を
頒
布
し
て
よ
む
.
昏
幌
を

洲
話
し
.
紹
挙
11脚
除
㌻
｡
此
れ
･1rH
T
.
退
閑
話
埴
L
LJtE
L
L,出
だ
､
梅
相
場
俄
L
L/LE
L
LJ
F
る
0
周
-
､
泊
遠
州
竿
の
鰻
､
外
界
に
山

つ
る
や
'
胆
だ
毎
妊
規
紹
･-97,枚
]51
,{,の
み
cP
縄
は
本
と
中
国
の
p-'詣LJ
-
o
dr･や
巧
ち
川
炎
と
典

に絹ふ
O
又
､
洲
禁
を
願
濁
し
T
よ
-
'
曙
間

3
珊
穀
へ
碓
Ll耕
ず
可
JT･無
し
0
十
純
を
鏑
路
し
.
精
鋼

山
南
お
経
T
'
器
用
を
造
作
せ
は
､
利
を
堆
ス
J
Lと
五
倍
す
｡
此
の
如
1-ん
は
､
則
ち

迷
州
組
を
措
き

.
毎
鎗
数
を
樹
寸
も
.
足
れ
独
ほ
吠
滑
の
急
に‥
し
て
而
し
て
港
間
の
経
に
供
う
る
が
こ
と
き
C･b-
e

こ
れ
は
即
ち
銅
鏡
流
通
の
数
量
の
少
-
し
て
所
謂
金
融
梗
塞
状
態
を

硯
出
せ
る
に
劃
し
て
'
そ
の
原
因
を
究
明
し
て
そ
れ
を
鐘
造
額

以
外
に
求
め
て
､
海
外

へ
の
流
出
と
民
間
の
鏑
錆
に
在
り
と
す
る
の
で
あ
る
が
'
そ
の
際
鐙
の
秋
乏
状
態
を

先
年
磯
健
に
職

へ
て
鎧

先
と
呼
べ
る
,lJ
と
と
'
緯
荒
に
よ
-
人
情
賛
迫
す
る
.LJ
LJ
社
指
摘
せ
る
に
於
て
唯
物
論
の
片
鱗
を
管
見
せ
し

め
る
.AJ
と
と
は
亦
普
人

の
興
味
を
そ
そ
る
に
足
る
も
の
が
あ
る
｡

右
諌
議
大
夫
劉
膏
之
も
亦
銅
鏡
秋
乏
に
就
小
て

巨
家
の
停
積
は
櫓
は
⊥
L
.賛
油
寸
吋
･-
.
郎
港
の
紳
輔
は
猶
は
H
T
か

過
す
可
し
｡
唯

一
た
び
梅
に
人
ら
は
'
社
･き
て
.E
L
T
返
ら
ず
｡

末

代

貨

幣

政

男

l
巻

九

五
一

第
四
折

1
九

一
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と
い
っ
て
ゐ
る
.

彼
に
よ

れ
ば
銅
鏡
の
蚊
乏
の
原
因
と
し
て
甜
鋒
'
海
外
流
出
の
外
'

更
に
富
豪
の
退
蔵
が
挙
げ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と

と

'
そ
し
て
こ
れ
ら
の
原
因
の
中
'
海
外
流
出
が
最
も
重
大
で
あ
る
こ
と
が
張
調
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
注
意
を
要
す
る
｡
然
し
張

方
千
は
鍔
荒
の
原
因
の
除
去
は
法
律
に
供
っ
と
す
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
が
'
劉
背
之
は
何
等
そ
の
こ
と
に
ふ
れ
て
居
ら
ぬ
｡

識
弱
粥
へ
ら

～
.
棚
は
,LBThE轍
に
似
L
Sh
/fJ
朗
に
紐
は
洪
軒
に
擬

す

と
け
弼
誠
の
怯
敢
J㌫
-1
し
よ
･l
l
相
法
如
､児
と
な
る
｡
梢
を

挟
く
る
に
愈
な
る

名
は
､
盗
賊

を
.映
し
て
･3
て
人
の
闘
魂
を
鵜
は
し
め
'
別
技
を
蜂
に
L
T
u
T
人
の
苓
新
を
幣
す
る
に
要
る
O
黙
れ
と
も

忠
は
緒

の
先
に
あ
-
て

而
し
て
鰻
の
積
に
耗
ら
ざ
る
を
恩
は
す
｡
夫
れ
縫
真
け
れ
ば
別
も
物
宜
ん
-
娘
し
か
る
べ
L
o
今
物
と
縄
と
侭
に
重
し
O
此
れ

1
慨
の
共
に
憂
ふ

る
併
な
-
｡
番
舶
巨
扱
'
形
山
獄
の
如
し
0
風
に
乗
-
涙
に
成
し
'
深
-
,qJ
取
に
人
-
T
t
中
国

に
旺
ぐ
背
は
'
皆
な
浮
出
無
用
の
異
物
な
-
O

而
し
て
外
果
に
経
る
～
者
は
'
乃
ち
閑
寂
富
血且
の
拙
拭
け,
C1.

餌
る
所
期
何
ぞ
o

失
ふ
所
'

計
ふ
る
に
勝
ふ
可
か
ら
す
o

京
城
の
紳
金
､
衛
信

の
鍛
*
.
醒
泉
の
契
具
.
皆
な
鎧
よ
-
出
づ
｡
･-
･
紐
の
許
物
に
填
れ
ざ
る
新
発
も
無
し
｡
今
京
邑
の
銑
鋼
器
用
の
鮎
都
市
に
鴛
貴
公
行
す
｡
幾

/
A

付
の
折)
ラ
.

一
た
び
細
す
に
淀
を
山
で
し
.
内

J･6･I
外
に
及
び
'
観
聴

奉
新
せ
ば
'
則
ち
鮎
錦
の
姦
選
る
～
を
知
る
D
青
葉
象
伴
の
煩
異
物
の
珍

お
は

蚕
に
し
て
悦
ぶ
可
Jrt,者
は
.
本
-
適
用
の
茸
無
し
｡
服
御
の
間
昭
か
に
倫
徳
.竺
耶
し
'
上
よ
-

下を
化
し
'
風
俗
不
】
い
に
塗
せ
ば
､
別
ち
漏
油
の

弊
少
し
-
息
ま
ん
o
此
れ
本
を
端
し
源
を
滞
ま
す
の
道
な
-
｡

彼
は
劉
膏
之
と
は
異
な
-
､

過
寂
を
銅
錦
秋
乏
の
因
に
数
ふ
る
を
背
走
す
る
.
経
て
銅
鐸
の
紋
乏
の
国
を
鏑
鉛
と
流
出
に
於
て
の
み

見
る
わ
け
で
.
そ
の
鮎
張
方
平
と
重
く
同
じ
で
あ
る
｡
然
し
そ
の
国
を
除
去
す
る
手
段
と
し
て
は
鏑
錆
に
封
し
て
は
法
律
に
よ
る
可

L
と
し
て
張
方
千
と
同
意
見
を
示
す
が
~
流
失
に
封
し
て
は
梅
外
よ
-
の
珍
奇
無
用
の
晶
の
輸
入
を
験
す
可
L
と
L
t
そ
の
鳥
に
は

こ
れ
ら
を
胃
要
す
る
上
流
の
脅
傍
を
印
刷
し
て
倹
約
の
徳
を
示
す
が
根
本
策
で
あ
る
'
JJ
詮
-
と
こ
ろ
に

1
宴
隈
を
見
る
べ
き
で
あ

ら
う
｡

伯
し
彼
が
上
指
文
中
に
見
る
が
如
く

｢
汁

物
と
鎧
と
倶
に
重
し
.
此
れ

一
世
の
共
に
費
ふ
る
所
な
-
｣
と
い
へ
る
は
問
題
で
た
け
か



ぽ
な
ら
ぬ
.
何
と
な
れ
ば
物
慣
高
き
こ
と
は
鐙
慣
低
き
こ
と
で
あ
･C
/

鍔
慣
高
け
れ
ば
物
債
は
低
か
ら
ざ
る
を
得
ず
'
両
者

は
噴
へ

ば
シ
ー
ソ
ー
の
雨
端
の
如
-
'
共
に
低
き
を
得
ざ
る
と
同
時
に
亦
共
に
高
き
を
得
ぬ
管
で
'
椎
て
物
と
銭
と
共
に
箪
き
JJ
と

は
論
理

求

上
有
り
得
ぬ
と
考
へ
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る

o

然
し
こ
の
場
合
彼
は
｢
夫
れ
鍔
貴
け
れ
ば
則
ち
物
宜
し
く
周
し
か
る
べ
し
｣
と
右
の
事
理

を
明
か
に
認
識
し
て
居
り
な
が
ら
｢
今
物
と
鍔
と
倶
に
重
し
｣
と
い
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
誤
解
や
錯
覚
と
は
受
け
と
れ
ぬ
｡
香
受

■

け
取
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
.
必
ず
や
彼
を
し
て
し
か
-
解
せ
し
む
る
に
至
れ
る
事
象
が
存
在
し
た
も
の
と
考
へ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
｡
殊

に
彼
が

｢
此
れ

1
世
の
共
に
襲
ふ
る
新
た
-
｣
と
い
っ
て
ゐ
る
の
を
見
れ
ば
宗
上
さ
う
考
へ
ざ
る
を
得
ぬ
｡
然
る
に
そ
の
事
象
た
る

や
上
述
の
如
く
論
理
上
不
可
能
事
に
萄
す
る
O
然
ら
ば
そ
れ
は

T
娼
如
何
に
解
決
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
｡
そ
れ
に
就
い
て
私

は
か
う
考

へ
る
S
帥
ち
.13
の
場
合
式
と
い
ふ
の
は
い
ふ
ま
で
も
な
-
銅
鏡
､
市
も
良
質
の
銅
銭
と
解
す
べ
き
て
謹
ク
.If2

1uh.隈
所
謂

下
落
し
て
居
り
.
経
て
そ
れ
ら
の
貨
幣
慣
値
に
よ
り
て
許
慣
す
れ
ば
先
の
銅
鏡
も
物
も
二
つ
な
が
ら
高
償
と
な
る
｡
息
ふ
.に
陳
求
魯

は
こ
の
鮎
を
指
摘
せ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
.
私
は
さ
う
考

へ
る
.

と
L
)ろ
で
も
と
に
も
ど
っ
て
'
銅
銭
港
外
流
出
の
紫
を
匡
救
す
る
手
段
と
し
て
は
更
に
攻
の
二
つ
の
考

へ
方
が
見
ら
れ
る
こ
と
を

注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡

そ
の
l
は
､
銅
鏡
の
流
出
す
る
を
法
令
を
以
て
禁
じ
ょ
(γ
と
し
て
も
到
底
駄
目
だ
か
ら
寧
ろ
渉
外
地
帯
に
於
て
は
銅
鏡
を
用
ゐ
ず

し
て
代
は
-
に
繊
鏡
を
凧
ゐ
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
'
例

へ
ば
嘉
定
九
年

(西
紀
1
三

六
年
)
三
省
の
言
に
鑑
み
て

｢
沿
達
智
恵
鐘

鐘
を
用
ふ
｣
と
あ
る
が
如
き
に
於
て
そ
れ
を
う
か
が
払
得
る
｡

拙稲,明代貨幣払 東正人文輝部第--懸第二弧,11L～11Z頁参照O
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そ
の
l
盲

｢
便
換
｣
で

あ
る
.
便
換
は

｢
太
組
の
時
'
唐
の
飛
躍
の
故
事
を
取
-
て
'
民
の
錐
里
見
師
に
入
れ
て
､諸
州
に
於
て
便

換
す
る
を
許
｣
せ
る
も
の
で
'
も
と

｢
葛
巻
｣
に
外
な
ら
ぬ
.
従

っ
て
そ
れ
が
速
乾

へ
の
遠
金
に
盛
に
行
は
れ
た
る
と
と
は
賀
春
の

性
質
上
雷
然
の
こ
と
と
い
へ
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
.
そ
こ
に
中
央
の
鋼
繕
近
退
境
に
流
出
せ
し
め
ぬ
斎
囲
む
見

出
す
､J
と
が
で
計

ら
L
F･L
t
r
P

ii
･LZL
二
キ
邑

こ
ー
ー
･G
鯛
絹
e
弼
i
lm
H

の

佃

小
社

.(
-
･″三

瀬
方

畔
か
Et:L才
1J
l
>

T
Lh
レ
オ
･と
能
月
日

か
-Li

(I
..

同
1J
-
貨
幣
の
数
量
を
問
題
と
す
る
に
し
て
も
鉄
鎖
の
場
合
は
銅
銭
の
場
合
と
具

･Ll
t
そ
の
数
量
の
多
過
ぎ
る
と
と
を
園
ぐ
り
て

展
開
す
る
こ
と
と
な
る
｡

そ
し
て
そ
れ
は

晩
に
述
べ
た
末
代
貨
幣
事
情
よ
り
し
て
容
易
に
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
｡
今
そ
の
中
で
注
目
に
値
す
る
も
の
と
し
て
曹
火
は
馬
景
夷
の
そ
れ
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
O
彼
は
徴
宗
の
朝
の
鳳
州
の
過
剰

で
あ
っ
た
が
'
次
の
や
う
に
い
っ
て
ゐ
る
O

銅
鏡
天
下
に
流
拝
し
'
千
百
年
-
蹄
も
未
だ
着
て
軒
重
の
忠
毛
ら
ず
O
猫
-
'鈍
鐘
は
t
f
路
に
局
し
'
交
易
有
無
を
講
ず
可
き
所
の
者
'
限
る
に

十
州
の
地
を
以
で
す
O
滞
擬
無
か
ら
ん
-
欲
す
る
も
'
安
ん
ぞ
待
可
け
ん
や
o
又
.
諸
州
の
招
監
'
鼓
錆
己
ま
ず
｡
歳
月
に
増
多
す
｡
鼓
跨
窮
-

き･b

無
さ
の
紐
を
以
T
L
T
t
而
し
て
流
幡
限
-
有
る
の
用
に
供
す
｡
敬
十
年
を
鑑
で
､
1
隅
に
積
滞
L
t
暴

ら
す
こ
Il･耶
山
の
如
-
･な
ら
ば
'
公
私

寄
せ
ら
る
ゝ
こ
と
.
ヌ
'
今
日
に
倍
せ
ん
.
謂
ふ
に
'
宜
し
-
其
の
禁
界
を
弛
め
'
邦
近
隣
西
河
瀬
等
の
路
に
詐
す
べ
L
t

･
比
の
加
-
な
ら

ば
即
ち
'
流
荘
す
る
こ
と
無
窮
久
遠
に
し
て
､
自
ら
軽
重
の
愚
鈍
か
ら
ん
.

馬
景
夷

に
よ
れ
ば
'
鉄
鎖
の
慣
低
下
落
し
篤
に
そ
の
流
通
の
瞭
滞
す
る
因
を
そ
の
儀
多
な
る
こ
と
に
曝
し
'
そ
の
織
軽
焼
多
な
る

理
由
を
鼓
錆
盛
大
な
る
こ
と
に
求
む
る
と
と
も
に
'
更
に
鎖
錠
の
流
通
範
域
の
制
限
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
見
出
す
o
従
て
彼
に
よ
れ

ば
軌
鐘
の
債
値
を

暴
落
よ
-
救
ふ
の
策
は
､
こ
の
二
因
を
除
去
す
る
こ
と
.
即
ち
､
鼓
鏡
を
抑
制
し
､
据
通
区
域
を
横
大
す
る
に
在



る
は
自
明
の
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
そ
れ
か
ら
又
'
彼
が
'
織
鐘

の
債
値
暴
落

の
因
を
そ
の
儀
多
な
る
と
こ
ろ
に
求
む
る
は
数
量

詮
の
思
想
の
襲
規
に
外
な
ら
ぬ
JJ
と
は
い
ふ
ま
で
も
あ
る
ま
い
｡

貨
幣
の
数
量
が
過
多
に
し
て
'
そ
の
葛
に
そ
の
傾
値
が
暴
落
す
る
に
至
る
こ
と
は
紙
幣
に
於
て
最
も
甚
し
い
と
と
は
先
に
貨
幣
の

事
情
を
述
べ
た
と
こ
ろ
･LJ
-
し
て
容
易
に
椎
想
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
.
そ
れ
で
紙
幣
に
於
て
そ
れ
を
園
ぐ
る
論
議
を
宋
史
食
貸

志
に
見
出
す
は
不
思
議
で
な
い
.
そ
し
て
富
ま
は
そ
れ
に
於
け
る
代
表
的
な
も
の
と
し
て
'
例

へ
ぽ
宗
正
丞
韓
辞
の
そ
れ
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
る
.
彼
は
淳
県
二
年

(西
紀
二

七
五
年
)
奏
し
て
攻
の
如
-
い
っ
て
ゐ
る
.

槽
解
を
救
ふ
は
収
減
す
る
に
如
-
は
無
し
.

･
今
己
に
請
の
追
紙
屑
を
儲
め
'
･･喜
多
方
収
減
す
.
訓
も
相
慣
野
す
可
き
の
理
有
り
O

そ
し
て
さ
.っ
す
れ
ば
､
そ
こ
に
収
宛
は
如
何
に
し
て
行
は
る
･(.資
か
の
間
期
が
生
す
る
等
で
あ
る
が
..
そ
れ
に
就
い
て
は
鎖
.
釈

触
りで
れ
相
身
又
目
顔
-I,排
T
JiLJ
LS
僻
rS
t物
品
升
貧
食
禦

蒲
に
よ
る
回
牧
が
考

へ
ら
れ
た
る
,LJ
･l.E･は
前
節
に
紫
簡
吋p･情
を

î
,か
が
っ
た
1173

こ
ろ
よ
･〝1し

て
容
易
に
推
想
し
終
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
か
ら
.
今

山
々
こ
れ
を
引
-

の
煩
を
避
け
る
O

そ
し
て
紙
幣
数
量
の
増
加
を
い
(
ば
.
傷
造
券
の
増
加
が
問
題
と
な
ら
ぬ
ば
な
ら
ぬ
｡
も
っ
と
も
'
貨
幣
の
偽
造
の
問
題
は
碍
-

紙
幣
に
限
ら
ぬ
と
と
は
と
と
わ
る
ま
で
も
な
い
｡
そ
し
て
そ
れ
に
閲
す
る
思
想
と
し
て
は
'
例

へ
ば

浮
腰
三
年

(西
紀

二

七
六
年
)

臣
僚
の
い
へ
る
攻
の
如
き
も
の
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡

今
官
印
の
数
'祝
す
と
錐
も
'而
も
偽
造
の
券
愈
増
す
｡
且
-
十
五
'
十
大
界
骨
子
を
以
て
貫
は
ゞ
､其
の
入
る
俳
の
数
'宜
し
-
出
だ
す
所
の
敦
よ

り
減
す
べ
L
O
今
'収
換
の
際
'
元
額
既
に
溢
れ
て
'
塞
ぐ
る
巻
末
だ
己
ま
ず
o
若
し
偽
造
す
る
に
非
ん
ば
'
其
れ
何
ぞ
能
-
多
き
を
致
す
こ
と
是

の
如
-
な
ら
ん
｡
大
抵
ー朗
の
二
界
は
墨
-
州
紙
を
用
ふ

.
物料
既
に
精
に
L
T
H
製
苛
も
せ
ず
｡
民
'鰐
を
痔
ら
ん
と
欲
す
る
も
偽
は
或
は
之
を

難
ん
す
｡
十
七
界
の
更
印
に
追
び
､
以
て
州
札
の
紙
を
礁
月
す
.
十
八
界
に
至
･E,て
は
別
も
全
1
枚
紙
を
用
ふ
.
紙
既
に
以
て
自
ら
造
る
可
-
,'
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四
鮮

1
九

六

億
は
DIlは
前
に
五
倍
す
.
鞭
に
昔
S
低
を
造
る
有
は
離
し

今
の
低
を
造
る
者
は
易
し
O
人
心
の
利
に

循

ふ

は
法
を
亙
る
～
よ

-
甚し
.
況
ん
や

利
は
立
ち
ど
こ
ろ
に
致
す
べ
-
'
IrE
L
T
刑
は
未
だ
即
ち
加
は
ら
ざ
る
者
を
や
o
臣
愚
以
鳥
へ
ら
1
秒
榛
の
際
､
紙
料
を
骨
祷
L

t
工
程
を
覧
仮

し
'
努
め
て
精
敵
を
越
め
'
人
を
し
て
儀
を
寒
る
髄
は
さ
ら
し
ひ
る
は
上
な
-
.
禁
緒
の
緯
'
厚
-
之
が
勅
を
篤
し
'
腐
し
-
之
が
防
を
馬
L
t

人
を
し
て
敢
丁
偽
を
食
ら
ぎ
ら
し
む
る
は
次
な
･JI
C

そ
し
'iJそ

れ
ti'
試
崇
hA
.11
ゴ
ア山
TiI
汁
{1
-
つ
ま
T
E
if
Lh
Tf
L/

宥

F

二

且
'
ト

rl
TTTl
tこ
5

-.
)
～

･.J
･
･^

.4
)
.
^

J

れ

ば

民
鵬

撃

仕
出
ら
.ん
ノ
秋
づ
る
も
東
に
欄
'(.か
ら
ざ

ら

ん

1

ラ

モーも
の

で

あ
る

が
.

そ

の場
ム三

人
小
の
利
に
循
ふ
は
沈
む
選
る

る
よ
-
甚
し
｡
云

三

と
自
利
心
を
識
認
せ
る
と
と
'
且
つ
慣
達
容
易
な
る
事
情
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
改
め
ず
'
徒
ら
に
禁
令
に
よ

psL
て
JJ
れ
を
取
締
ら
ん
と
す
る
は
'
償
達
を
薦
す
能
は
ざ
ら
し
む
る
に
如
か
ず
と
す
る
鮎
は
t
か
の
孟
子
が

｢

罪
に
略
る
に
及

a

ん
で
..
然
る
後
従
て
之
を
刑
す
る
は
是
民
を
岡
す
る
な
-
.
蔦
ん
ぞ
仁
人
位
に
在
る
有
り
て
民
を
閏
し
て
篤
む
可
け
ん
や

O
｣

と
い
へ

る
忙
饗
鮮

一
瓢
の
相
瀧
す
る
も
の
あ
る
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
ぬ
｡
も
っ
と
も
､
孟
子
の
い
ふ
と
こ
ろ
は
人
の
経
済
生
宿
を
保
障
し
て
'

よ
-
て
そ
の
罪
に
陥
る
こ
と
な
か
ら
し
め
ん
と
す
る
放
本
塞
源
的
な
も
の
で
あ
り
､
こ
こ
に
い
ふ
と
こ
ろ
の
罪
そ
の
も
の
を
残
し
難

-
す
る
こ
と
に
上
-
て
民
を
し
て
罪
に
陥
る
な
か
ら
し
め
ん
と
す
る
局
部
軸
息
的
な
も
の
と
は
比
較
を
泥
し
て
ゐ
る
L)と
は
い
ふ
ま

叫し
.jJJ<.1)/

三

以
上
私
は
宋
史
食
貸
志
に
就
い
て
宋
代
貸
幣
事
情
を
う
か
が
払
.
そ
こ
に
成
立
す
る
貨
幣
思
想
を
rU
ぐ
る
と
こ
ろ
あ
つ
た
が
'
宋

代
に
於
け
る
種
々

の
貨
幣
事
情
の
中
で
t
と
の
時
代
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て
は
'
繊
鐘
､紙
幣
が
鰭
行
せ
る
こ
と
､
大
鍵
が
盛
ん

に
鋳
造
せ
ら
れ
た
る
こ
と
'
及
び
銅
鏡
が
盛
ん
に
海
外
に
流
出
せ
る
こ
と
が
あ
庫

ら
れ
る
か
と
息
ふ
｡
そ
し
て
こ
の
中
､前
の
二
者
は

孟子,叛意王章句_上O



銅
鏡
の
不
足
に
基
き
'
銅
鏡
の
不
足
は
亦
そ
の
貨
幣
解
釈
の
費
達
及
び
財
政
の
膨
脹
に
基
き
'
食
後
の
銅
鏡
の
海
外
流
出
は
そ
の
野

外
経
済
の
覆
展
に
蹄
せ
ら
れ
'
結
局
何
れ
も
末
代
経
解
語
達
の
反
映
に
外
な
ら
ぬ
と
い
へ
よ
う
と
息
ふ
が
'
そ
れ
は
と
も
か
く

既
に

宋
代
に
放
け
る
貨
幣
事
情
を
特
徴
づ
け
る
も
の
が
右
の
如
-
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
そ
こ
に
成
-
立
つ
官
幣
思
想
が
そ
れ
を
圏
ぐ
-
て

特
に
異
彩
を
放
つ
こ
と
先
に
述
べ
た
る
と
こ
ろ
に
於
て
見
得
る
如
-
で
あ
る
こ
と
は
む
し
ろ
常
然
で
あ
ら
ぬ
ぼ
な
ら
ぬ
｡
但
し
.
栄

見
食
貨
志
に
於
て
見
る
隈
-
に
於
て
は
り
そ
れ
ら
は
極
め
て
断
片
的
で
あ
･2
/

鱈
系
的
で
な
-
､
例

へ
ぽ
文
献
通
考
に
於
い
て
引
-

と
こ
ろ
の
呂
未
来
や
菓
水
心
の
債
簡
思
想
と
此
較
し
て
み
る
も
大
に
そ
の
趣
を
異
に
す
る
｡
所
詮
采
代
貸
幣
思
想
を
究
明
せ
ん
と
す

れ
ば
そ
の
や
う
な
も
の
は
も
と
よ
り
'
更
に
そ
れ
ら
を
経
て
進
ん
で
諸
家
の
文
集
に
人
ら
ね
ぽ
な
ら
ぬ
を
痛
感
す
る
｡
然
し
そ
れ
は

き
屈
む

逸
脱
す
iLf"

故
に
L
J
机
を
後
日
に
期
し
U
今
は
こ
1
に
蟹
を
梢
′＼
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放
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