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唐
代
の
貨
幣
思
想

第
三
番

八
八

第

1
折

八
八

目
次

一
'

二
'

唐

代

の

貨

幣

思

想

-

新
嘗
唐

音
食
貨
志
に
あ
ら
は
れ
た
る
貨
幣
鳳
翠
-

～

穂

積

烹

敵

背
麿
書
食
貨
志
に
あ
ら
は
れ
た
る
貨
幣
思
想
'
貨
幣
本
質
軌
､
造
幣
'
何
を
貨
幣
と
L･.
す
べ
き
か
'
誰
が
貨
幣
を
造
る
べ
き
か
-1
私
鋳

是
非
論
'
私
錯
容
認
思
桐
山'

張
九
齢
の
上
奏
'
諸
王
に
鐘
を
賜
ふ
'
置
様
罪
準
-
私
錆
公
認
'

私
鱒
否
認
思
想
'
黄
門
侍
即
･
輩
耀

脚
'
李
林
箭
'
河
南
少
宇

･
苛
.孜
等
の
思
想
､
引
接
の
上
奏
'
如
何
に
貨
幣
を
逸
る
べ
き
か
'
貨
幣
統

一
閉
経
､
布
島
と
公
鏡
'
公
鏡

と
公
鎧
､
公
歳
と
慰
袋
'
私

繕

禁
止
'
整
列
'
そ
a
EEL雛
'
悪
貨
禁
止
､
首
肯
へ
悪
鐘
買
上
'
置
桂
馬
準
､
除
tJITt;
の
統

一
'
貨
幣
価

値
'
貨
僻
原
価
-
吻
債
､
貨
幣
慣
促
の
騰
落
'
貨
幣
慣
低
を
席
貴
ぜ
し
む
る
も
の
と
し
て
の
雨
稗
按
'
貨
幣
原
価
を
下
落
ぜ
し
む
る
も

の
と
し
て
の
私
錆

読
雷
撃

貨
幣
警
塞
準

通
貨
網
節
電
仏
塔
量
荒
'
仙
鋼
の
堵
要

銅
坑
開
警

'
N;
銅
器
解
終
'
玲
葱
銀
敢
行
､
㈹

私
錦
禁
止
へ
ふ
錦
籍
製
碧

買

､
称
私
錆
容
認
'
忠

阿
蘇
非
議
.
ccTJ
鍍
所
有
額
制
限
.
軌
促
換
､
州
政
府
鐘
の
放
出
'
11
音
階
'
12
大

望

底

撃.
13
唐
桑
の
通
貨
調
節
(哲

買

鮪

･
促
換
)､
岬
減
量
策
'
･･･?
私
緯
防
嘩

抄
東
経
駆
除

新
宮
青
倉
貨
志
に
あ
ら
は
れ
た
る
貨
幣
思
想
､
は
し
が
草

私
錘
容
評
思
想
'
張
九
齢
'
信
妾
郡
王
稗
'
飛
琴

省
帽

l

番
唐
音
食
賃
志
に
あ
ら
は
れ
た
る
貨
幣
思
想

菅
唐
書

･
食
貨
志
を
縛

い
て
.
そ
こ
に
貨
幣
思
想
を
さ
ぐ
る
と
き
'
わ
れ
-

は
'
ま
づ
債
幣
の
本
質
が
交
易
の
手
段
た
る
流
通

財
な
る
と
こ
ろ
に
あ
-
･
従

っ
て
そ
れ
tf
B
{た
慣
値
の
尺
皮
た
る
役
目
を
も
具
し
,
重
要
不
可
軟
の
存
在
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
封



す
る
深
い
理
解
の
溺
れ
る
を
み
る
.
武
に
指
げ
れ
ば
攻
の
ご
と
-
で
あ
る
.

泉
布
の
興
る
.
そ
の
来
る
や
白
か
ら
久
し
､
賓
に
古
今
の
空
重
に
し
て
､
公
私
の
繁
用
Li-
'
(乾
軒
二
年
正
月
の
詔
)

頴
の
用
た
る
'
こ
れ
密
行
ふ
こ
と
す
で
に
久
し
'
公
私
の
要
便
こ
れ
よ
･C,は
な
は
だ
し
さ
は
な
し
'
(高
宗
の
語
)

古
は
甫
邦
の
貨
を
艶
物
'
九
府
の
法
を
設
け
'
も
っ
て
天
下
を
通
じ
､
も
っ
て
生
人
に
促
す
'
も
し
輯
重
中
を
得
は
す
な
は
も
利
知
る
べ
し

(開

元
六
年
二
月
の
勅
)

鑓
貨
の
用
'
有
筆
官
遍
ず
る
所
以
'
撃
里
の
樺
､
蹄
越
を
禁
ず
る
所
以
'
故
に
周
'
九
府
の
法
皇
止
て
'
漂
､
三
官
の
制
を
傭
ふ
.
永
く
促
に
秘

す
る
を
い
ふ
r
必
ず
淀
し
き
に
従
ふ
み
-
'
云
々
(天
智
十

1
載
二
月
の
勅
)

銭
貨
の
興
る
､
そ
の
琴

O
や
久
し
'
代
b,油
革
あ
･Cノ'
時
に
恵
境
を
な
す
.
周
､
九
府
を
興
し
.
軍
に
流
泉
の
利
を
啓
き
'
蕉
五
鉢
を
造
り
'
亦

改
鋳
の
準
智
弘
む
T
必
ず
小
犬
を
し
て
森
ね
親
b･U-し
め
､.
撃
十
相
模
-
'

串
､
公
私
に
金
ゐ
I
r

埋
宜
し
-
通
軽
に
循
ふ
へ
し
.
1言

(乾
lR
IR

年
七
月
の
.捕
)

T'

泉
旗
の
揺
鴇
は
流
通
に
め
-
.
.h
々
(
元
卿
三
年
｣へ
月
の
.hwT
J

Ilワ

鵜

妊
L3
硯
け
･J
.,伯
ゝ
や
b
版

r
常
硯
め
り
.
杵

て

由

諒
恕
し
て
･甘
;L
TTu
か
聯
tノ
げ
､
rJ
m
か
も
っ
て
放
散
節
め
-
､
必
デ
そ
の
攣
ど
通
じ
｢.
も

っ

て
人
に
利
あ
-
'
1育

(
.R
和
十
二
年
正
月
の
勅
)

泉
貨
の
妻
､
貴
ぶ
と
こ
ろ
は
通
流
ぢ
-
1
(長
収些
R
年
九
月
の
勅
)

す
で
に
.
貨
幣
の
本
質
が
理
解

さ
れ
'
そ
の
必
要
が
識
認
さ
れ
る
な
ら
ば
'
こ
ゝ
に
貨
幣
が
連
出
せ
ら
る
･̂
は
言
を
も
ち
払
ぬ
と

JJ
ろ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
.
し
か
ら
ば
貨
幣
の
造
出
に
つ
い
て
は
.

い
か
な
る
考

へ
が
み
ら
れ
る
か
｡
わ
れ
-
1
は
こ
れ
を
し
ば
ら

く
'
何
を
貨
幣
と
す
る
か
'
誰
が
貨
幣
を
造
る
か
T
如
何
.に
貨
幣
を
造
る
か
の
評
項
に
分
け
て
う
か
fJ
は
ふ
｡

ま
づ
何
を
貨
幣
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
'
鐘
'
と
-
忙
銅
銭
を
も

っ
て
貨
幣
と
な
す
ペ
L
と
考

へ
ら
れ
た
こ
と
は
あ
ら
た
め
て
説

-
ま
で
も
な
い
D
そ
れ
は
上
述
の
貨
幣
の
本
質
親

の
と
こ
ろ
に
お
け
る
貨
幣
が
ほ
と
ん
ど
い
づ
れ
も
鏡
を
意
味
し
て
ゐ
る
に
よ
り
て

も
明
ら
か
で
あ
ら
う
O
L
か
L
t
も
L
t
そ
こ
に
み
い
だ
さ
れ
る
思
想
が
'
た
Ẑ
鍔
を
も

っ
て
貨
幣
と
す
べ
L
JJ
す
る
も
の
に
と
ゞ

唐
代
の
貨
幣
思
想

第
三
番

八
九

第

1
班

八
九



野

際
･

唐
代
の
貨
幣
思
想

第
三
巷

九
〇

第

一
駅

九
C
.

ま
る
な
ら
ば
'

わ
れ
-

は
を
AJ
に
別
に
注
意
を
払
か
れ
る
も
の
を
み
ぬ
と
い
っ
て
よ

い
か
と
思

ふ
.
し
か
し
.

そ

こ

に
は
'
そ
れ

以
外
の
も
の
が
あ
る
D
そ
れ
で
わ
れ
-

は
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
ゝ
な
る
O
で
は
そ
れ
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る

カ

TT
オ
i:
｢
ノIriLi=･1
1才
占
いや
V
/一
｢
乍
細
目
と
Jj
(
t
よ
づ
る
紫

へ
lfJ
あ
る
O
例
む
あ
げ
か
ほ
7h
竺
′j
-～
-
で
あ
る
:

･T
D

〓
し
卜｣
1_
:
｣｣
rl
TL
lrl
:
I
)
l
･11r/
1J･.

ま
穀
..
元
卸
十
五
年
八

月
の
中
書
門
下
の
奏
に

今
も
し
南
棟
'
患
1
匹
段
を
約
め
京
.I

.と
あ
る
.
税
を
菅
物
で
納
付
す
る
JJ
と
は

一
般
的
に
い
へ
ぼ
必
ず
し
も
そ
の
も
の
が
贋
幣
と
な
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
せ
ぬ
C
し
か
し

爾
税
法
の
特
徴
は
鏡
柄
に
あ
る
｡
そ
し
て
と
の
錯
節
に
お
け
る
鐘
に
代
ふ
る
に
布
島
を
も
っ
て
す
る
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
.
と

1

忙
匹
段
を
用
ふ
る
の
は
'
そ
れ
が
銭
に
代
は
る
も
の
.
す
な
は
ち
貨
幣
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
る
も
の
と
解
し
て
よ
い
か
と
息
ふ
｡
も
っ

と
も
'
両
税
に
お
け
る
鍾
柄
の
弊
害
に
か
ん
が
み
る
と
こ
ろ
あ
-
て
物
税
に
か
へ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考

へ
ら
れ
か
る
が
'
し
か

し
､
そ
れ
な
ら
.
市
貝
よ
-
も
む
し
ろ
穀
物
'
す
-
な
-
と
も
穀
吊
が
用
ゐ
ら
れ
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
の
に
'
布
肖
の
み
を
意
味

す
る

｢
EJ段
｣
な
る
文
字
が
使
ほ
れ
て
牢
sl
t
そ
れ
に
'
前
禍
の
ご
と
-
'
そ
の
す
こ
し
市
に
'
す
で
に
'
交
易
の
手
段
と
し
て
布

昂
を

用
ゆ
べ
き
こ
と
が
い
ほ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
あ
は
せ
考
ふ
れ
ば
'
や
は
-
'
こ
れ
に
お
い
て
'
布
Q
E
を
も
っ
て
貨
幣
と
な
す
思
想

む
う
か
Z,
ひ
得
る
と
し
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
D

か
く
､
わ
れ
-

は
布
吊
を
も
っ
て
貨
幣
と
す
べ
L
と
す
る
思
想
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
.
だ
が
'
そ
れ
は
布
吊
を
も
っ
て
貨
幣

に
舟
よ
と
い
ふ
だ
け
で
'
別
に
銭
を
殿
し
て
布
烏
と
せ
よ
と
い
ふ
の
で
は
な
い
o
い
な
.
そ
れ
は
布
吊
を
鏡
と
乗
用
せ
よ
と
い
ふ
も



の
で
あ
る
.
そ
し
て
'
布
南
は
大
取
引
に
使
用
せ
･LLと
い
ふ
の
で
あ
る
o
だ
か
ら
.
こ

1
に
'
布
BE
を
も
っ
て
債
幣
と
た

す
べ
L
と

す
る
思
想
は
､
捜
藻
や
晋
や
北
親
に
お
い
て
み
た
る
が
こ
と
く
.
布
吊
と
鐘
の
優
劣
論
を
た
1
か
は
す
も
の
と
は
趣
を
異
に
す
る
C

し
か
し
な
が
ら
'
そ
れ
は
'
な
ほ
'
使
簡
経
滴
の
充
分
な
蔑
畢
乞
な
し
た
る
社
食
に
な
-
た
つ
貨
幣
思
想
と
は
い
ひ
難
5,
と
い
ふ
を

妨
げ
ぬ
で
あ
ら
う
｡

以
上
'
わ
れ
-

は
何
を
貨
幣
と
す
る
か
に
閲
す
る
思
想
を
う
か

ゞ
つ
た
の
で
あ
る
が
､
で
は
攻
に
､
そ
の
貨
幣
は
誰
が
達
る
べ

き
も
の
と
せ
ら
れ
る
か
.
貨
幣
は
誰
が
造
る
べ
き
か
の
問
題
は
換
一夏
ク
れ
ば
造
幣
椎
の
節
電
に
関
す
る
問
顕
で
あ
る
o
そ
し
て
.
こ

の
瑞
令
.
･lr正

は
何
日
に
つ
い
L,･'は
間
,S
lJ
た
ら
犯
か
ら
'
]-～

.ー
t
nUI.
(
/-
,uL
A
7<J
IL.;
口
,T
月
ぐ
,ノ
!
"

.t
ry
,
.
T
T
ト

か
な
る
意
見
を
W
J-
こ
と
が
で
き
る

か
｡
ま
づ
梨
鋪
容
認
論
か
ら
う
か
ゞ
つ
て
み
よ
う
0

私
錆
容
認
の
考

へ
は
'
開
元
二
十
二
年
'
中
音
侍
郎
･張
九
齢
が
'
｢
鎧
鐘
を
禁
ぜ
ざ
ら
ん
こ
と
を
奏
請
｣
せ
る
に
お
い
て
み
る
こ

と
が
で
き
る
.
そ
の
理
由
は
'
背
唐
音

小
食
賀
意
に
は
記
載
が
な
い
が
.
隣
陽
借
の
新
唐
書

･
食
貸
志
に
よ
れ
ば
'
造
幣
の
費
用
多

き
に
よ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
o
し
か
し
'
ま
た
.
後
で
引
-
と
こ
ろ
よ
-
し
て
う
か
ゞ
払
う
る
こ
と
-
'
鏡
の
不
足
に
よ
る
の
で
は

J岬し

な
い
か
と
察
せ
ら
れ
る
節
も
あ
る
っ
し
か
し
'
理
由
は
ど
う
で
も
よ
い
｡
右
に
引
け
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
私
鋳
容
認
の
思
想
が
み
ら

れ
る
こ
と
に
は
異
論
の
飴
地
は
あ
る
ま
い
と
思
ふ
.

つ
ぎ
に
思
想
そ
の
も
の
と
し
て
ゞ
は
な
-
と
も
等
葦
の
う
ち
に
こ
れ
を
う
か
ゞ
は
し
中
る
も
の
が
あ
る
.
例

へ
ば
'

寮
王
･
帝
王
'
各
々
三
組
を
賜
は
り
て
鰻
を
錆
'
右
僕
射
･
糞
寂
1
雄
を
賜
は
ら

唐
代
の
貴
簡
思
想

第
三
馨

九

1

第

1
洗

九

1



唐
代
の
貨
幣
思
想

第
三
巻

九

二

第

1
妨

九
二

と
あ
る
が
ど
と
き
'
す
な
は
ち
そ
れ
で
､
そ
こ
に
わ
れ
-

は
明
ら
か
に
私
錆
容
認
の
思
想
を

み
ざ
る
を
得
ぬ
｡
勿
論
そ
の
後
に
は

す
ぐ
'
｢
敢
て
盗
錨
す
る
者
あ
ら
ば
､

身
死
L
p

豪
口
は
配
浸
す
｣
と
あ
り
'
私
錨
禁
止
が

1
股
的
な
る
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡

し
か
し
'
だ
か
ら
と
い
っ
て
私
人
に
造
幣
柿
を
委
ね
る
の
等
質
に
お
い
て
私
錨
等
誰
の
恩
想
を
み
ぬ
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
.

ま
た
F
則
天
の
長
安
中

様
な
桁
に
糊
心け
し
め
'
甘
姓
か
し
｢】桔
Li=
借
り
て
fh
,:-J川
ひ
し
め

或
は
､

開
元

六
年
二
日
り
肋
こ

音
葦
を
申
明
し
'
諸
株
を
懸
設
し
､
云ヤ

と
あ
る
が
'
そ
れ
ら
は
.
様
に
合
は
ぬ
鎧
は
禁
す
る
と
す
る
も
の
で
あ
･jl

従
っ
て
'
私
鍔
鍔
を
拒
香
す
る
た
め
の
手
段
と
も
み
え

私
鍔
を
雷

写

る
思
想
の
あ
か
は
れ
で
あ
る
と
も
と
れ
る
や
う
で
は
あ
る
が
ー
幸
美

,
棟
に
令
払
TU
へ
す
れ
ば
そ
の
鍔
墓

等

ぬ
の

で
あ
っ

て
.
私
鎧
た
る
と
香
と
を
間
は
ぬ
も
の
だ
と
も
思
は
れ
'
さ
う
す
れ
ば
､
私
鋳
容
認
の
思
想
の
あ
ら
は
れ
で
あ
る
と
考
へ
る

と
と
も
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
､
そ
れ
は
と
も
か
く
'
や
は
り
'
則
天
の
と
き
'
勅
を
下
し
て
'

舞
･
錫
･
飼
'
譲
に
穴
&
,穿
一J
る
に
あ
ら
ざ
る
も
の
は
'
盟
な
行
用
を
許
す

と
私
鏡
鏡
を
公
認
し
て
ゐ
る
o
そ
し
て
そ
れ
が
私
錆
容
認
で
な
け
れ

ば

な
ら
ぬ
JJ
と
は
い
ふ
ま
で
も
あ
る
ま
い
｡

か
く

私
銘
容
認
の
思
想
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
が
'
そ
れ
は
む
し
ろ
例
外
的
で
'
主
流
を
な
す
も
の
は
や
は
り
私
鏡
禁
止

の
思

想
で
あ
る
O
そ
し
て
私
鎧
禁
止
の
思
想
と
し
て
は
'
さ
き
の
張
九
齢
の
私
錯
容
認
論
に
封
し
て
'
黄
門
倖
郎

･
架
耀
卿
'
李
林

甫
､
河
南
少
草

･
清
見
等
が
'



鏡
は
箕
を
通
じ
随

一官有
つ
の

確
な-
､こ

～

を
も
つ
て
席
代
こ
れ
を
禁
じ
'
も
っ
て
姦
濃
を
絶
つ
'
今

1
た
び
こ
の
門
を
啓
か
ば
'
た
ヾ
恐
ら

-

は
'
小
人
選
一で
琴

.Jゝ
利
を
漣
ひ
.
而
し
て

'
濫
悪
さ
ら
に
は
な
は
だ
し
-
､
こ
と
に
お
い
て
使
ti･･bら
ざ
ら
ん

と
い
へ
る
に
お
い
て
も
う
か
ゞ
ふ
こ
と
が
で
き
る
が
'

わ
れ
-
ト

は
同
じ
-
張
九
儀
の
議
に
反
封
せ
る
左
監
門
錦
事
巷
軍

･
劉
株
の

上
議
に
お
い
て
私
錆
否
認
論
の
最
高
峰
を
仰
ぐ
早
だ
す
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
ま
こ
と
に
堂
々

た
る

l
大
経
世
の
高
論
で
あ
る
ば

.
か
-
で
な
く
'
後
に
述
べ
る
つ
も
-
の
論
旨
に
も
わ
た
る
と
こ
ろ
が
多
い
か
ら
､
か
た

-ぐ
1こ
1
忙
そ
の
全
文
を
引
け
ば
攻
の
ご
と

く
で
あ
る
｡

伏
し
て
今
月
二
十

1
日
'
効
し
て
､
碍
頚
を
禁
ぜ
ざ
ら
ん
と
欲
し
'
盲
寮
を
し
て
可
否
を
評
議
ぜ
し
む
る
も
の
を
奉
ず
る
に
'
そ
れ
鰻
の
興
る
､

つLiJの
禿
る
や
餌
し
､
解
に
も
つ
て
耶
重
を
平
ら
か
に
し
'
而
し
て
本
末
を
鳩
か
ら
ん
と
す
､
賓
嶺
そ
の
衝
を
得
て
而
し
て
圃
も
っ
て
覇
た
-
.
用

品
そ
の
道
を
鞍
{j
T
l而
し
て
人
も
つ
て
塀
;fLる
F
こ
れ
を
域
倒
州
に
考
ふ
る
11
?
園
の
輿
⊥巧

茸
に
こ
れ
に
繋
が
る
'
陛
下
'
古
を
壁
じ
て
ら
っ
て

今
を
潜
は
ん
こ
と
を
思
f/

秤
に
反
き
て
も
っ
て
迫
に
台
ぜ
ん
こ
と
を
欲
し
∵
E
し
て
即
ち
改
作
せ
ず
.
こ
れ
を
宕
舅
に=
討
つ七

uii.素
魚
-
い
ハ

-
ち
.
刑
て

JJEん
街
甲
か
)鵜
め
irT,ら
tLLTJや

L
l
土
山か
E
p
..Jn
⊃
L
'ヒ
拝

.]£

ノ
､
ト1d
Lulp
]p
拭
P
L
一三

ノ
､

T'

JF1
.ど.F
啓
.A
T･･b▲少
'
峯.?
中
ヨ
く
'
r｢そ
㌧
1]T仙甘
'
こ
け
A
)是
iJ
bよ
す
hよ
王
ら
夏

に
輔
あ
る
に
非

ず
.
こ
れ
を
舎
つ
れ
ば
す
な
は
ち
絢
に
孤
あ
る
に
非

る
な
し

先
王
'
も
っ
て
財
物
を
守
-
'
も
っ
て
人
事
を
糾
し
.
而
し
て
天

下
を
平
ら
か
に
ぜ
-
'
こ
ゝ
を
,J
つ
て
'
こ
れ
に
存
じ
て
街
と
い
ふ
'
衝
は
物
を
し
て
､

t
高

1
下
'
常
あ
る
を
得
ぎ
ら
し
む
'
故
に
こ
れ
を
輿

ふ
る
も
君
に
あ
り
'
こ
れ
を
奪
ふ
も
器
に
め
ト
ノ'
こ
れ
を
貧
し
-
す
る
む
君
に
あ
-
'
こ
れ
を
富
ま
す
も
割
に
あ
-
'
こ
ヽ
を
も
つ
て
'
人
の
君

を
戴
-
こ
と
日
月
の
ご
と
･1
､
君
に
親
し
む
こ
と
父
母
の
ご
と
L
t』
と
'
こ
の
術
を
周
れ
ば
な
し

こ
れ
人
生
の
欄
た
-
'
今
の
銭
は
す
な
は

も
古
の
下
憐
な
-
､
階
下
も
し
こ
れ
を
捨
て
ゝ
人
に
任
き
は
す
な
は
ち
上
は
も
っ
て
下
を
御
す
る
な
し

下
は
も
っ
て
J1
に

等
ふ
る
な
か
ら
ん
F

そ
の
不
可
の

一
な
-
'

･L
I4I

そ
れ
物
娘
け
れ
は
す
な
は
ち
農
を
傷
-
'
銀
鱗
け
れ
は
す
な
は
ち
貫
を
傷
る
､
故
に
書
-
国
を

食

む

る
者
は
物
の
貴
旭

･
銭
の
蜂
重
を
蹴
る
.

そ
れ
物
重
け
れ
ば
す
な
は
ち
鑓
増
し
'
銀
紙
N
Jは
物
の
多
き
に
由
る
'
多
け
れ
ば
す
な
は
ち
法
を
作
IJ
/

こ
れ
を
収
め
て
.
少
か
ら
し
む
'
少
け

れ
は
す
Li･.
は
ち
重
し
､
重
け
れ
ば
す
ヘム
は
ち
準
好
l作
-
､
こ
れ
を
布
き
て
'
畔
か
ら
し
む
'
醒
確
の
本
必
ず
こ
れ
に
由
る
'
い
か
で
か
人
に
偉
さ

唐
代
の
貨
幣
思
想

第
三
巷

九

三

第

一
班

九
三

∵

-･さ
叫
､-



唐
代
の
貨
幣
思
想

第
三
者

九
四

第

一
新

九
四

ん
'
そ
の
不
可
の
こ
な
り
'

そ
れ
蓬
を
鋳
る
に
'
雑
ふ
る
に
釣
銭
を
,-IJ
つ
て
ぜ
ざ
れ
ば
'
す
な
は
も
利
な
し
.
粍
ふ
る
に
釦
鎖
を
も
っ
て
す
れ
ば
p
す
な
は

も
恋
し
､
悪
き

は
､
重
-
こ
れ
を
琴
せ
ざ
れ
は
,も
つ
T
懲
点
す
る
に
足
ら
ず
.
か
つ
.
方
今
そ
の
私
鎌
の
路
を
案
ぐ
も
､
人
な
は
死
を
冒
し
て
も

っ
て
こ
れ
を
犯

す
'
い
は
ん
や
そ
C
相
か
砕
い
て
一m
L
lr1
人
の
令
_‥
紋
は
∧
‥
-
合
歓
J-
O
を
助
j
.
こ
れ
問
罪
を
別化
け
て
而
L
T
-

れ
に
人
ら
ん
こ
と
を
誘
ふ
･p

の
'
そ
の
不
可
の
三
L
t-

そ
れ
'
人

に

紹
寸どS
=
号
.

と
か
.r討
･巧
も
;
糾
Li
13
わ
は
す
1仏
は
･r
人
絞
ら
･h
t
利
あ
れ
13
号
H
は
㌔
人
絹
的
･仰.i7.1J-丑
T.
黙
し
､
耐
融

か
串
{･名

車
い
れ
ば
す
な
は
も
草
.
鮎
｢り
す
､
華
､
郵
け
さ
れ
ば
ま
た
寒
鮫
に
隣
せ
ん
F
そ
の
不
可
の
四
な
,C1.

右
,れ
人
冨
浴
L
t
れ
ば
す

な
は
も
質
を
も
っ
て
勅
ま
す
べ
か
ら
ず
'
費
鞍
な
れ
ば
す
な
は
も
威
を
も
つ
て
禁
ず
.へ
か
ら
ず
'
法
令
行
ほ
れ
ず
､
人

ん1さ

の
領
土
から
ざ
る
は
､
皆
な
貧
富
の
斉
し

か
ら
さ
る
に
由
る
.
も
し
そ
の
錬
成
を
許
さ
ば
す
な
は
ち
賢
者
必
ず
秀
る
能
は
ず
'
臣
恐
る
'
貧
者
耐
JJ

賢
に
し
て
而
L
L
,富
室
に
服
役
で
ら
れ
'
富
室
こ
れ
に
乗
じ
て
而
し
て
ま
す
-

諮
tIbら
ん
こ
と
を
'
昔
洋
文
の
と
き
'
具
現
は
諸
侯
な
る
も
冨

コ
.lp

ン
.))

天
子
と
均

し
1
㌧
郡
通
は
大
夫
LJ･る
も
財
王
者
に
博

し
'
こ
れ
皆
な
鐸
銭
の
致
す
と
こ
ろ
な
-
'
必
ず
rBJ
の
私
転
を
詐
き
ん
と
欲
す
'
こ
れ
人
に

利
横
を
輿
へ
て
而
し
て
そ
の
柄
を
捨
つ
る
も
S
).
そ
の
不
可
の
五
な
-
o

陛

下
必
ず
鑓
蒐
-
し
て
1Tm
L
T
李

で
傷
-
､
工
学

三

･而
L
T
こ
利
夏
き
を
も
つ
て
す
れ
ば
.
す
LJ
は
ち
臣
節
は
-
は
そ

の
共
を
い
ひ
も
つ
て
愚
計

を
赦
さ
ん
'
そ
れ
鑓
一宇
一亡
は
な
は
人
目
に
前
よ
･E
由

-
'
而
し
て
姐
雷
よ
-
加

へ
ざ
る
が
ご
と
し
､
ま
た
公
鍾
重
し

銅

の
僻
と
す
こ
ぶ
る
等
し
.

故
に
盗
郎
す
る
も
の
重
謀
を
破
り
て
も
っ
て
軽
鐙
を

渇
く
-
'
粍
錨
'
禁

'
監
な
れ
ば
す
な
は
で上
付
は
爪
､
禁
'

炭
tIbれ
は
す
な
は
も
止
む
'
止

め
ば
す
な
は
一わ
霧
つ
'
こ
れ

損
の
少
き
所
以
な
-
'
そ

れ
席
題
の
用
瞭
ら
ざ
る
は
鋼
の
貴
き
に
あ
り
'
銅
の
貴
き
は
探
EE
す
る
者
衆
さ
に
為
･=
1.

ぞ
人
に
禁
せ
ざ
る
､
人
に
禁
ず
れ
ば
す
な
は
ち
鏑
用
ふ
る
と
こ
ろ
な
-
.
銅
ま
す
-

贈
け
れ
ば
誼
の
用
給
ろ
'
そ
れ
銅
下
に
布
か
ざ
れ
ば
す
な

は
ち
盗
錆
す
る
帝
国
上

J
冊
し
て
警

-
る
な
し
.
す
な
は
ち
公
鎮
破
れ
ず
'
人
死
刑
を
犯
さ
ず
'
学

長

日
に
増
し
'
末
種
た
利
ぜ
ん
I
,)れ

7

奉
に
し
て
附
し
て
四
黄
を
無
ぬ
る
な
-
'
た
tj1
.
陛
下
こ
れ
を
熟
察
ぜ
ん
こ
と
を
'

か
く
て
'
達
幣

の
楢
は
政
府
が
と
る
と
し
て
'

さ
て
そ
れ

で
は

い
か
に
造
幣
す
る
か
と
い
ふ
に
ー

こ
れ

に
つ
い
て
は
.
ま
づ
開
元

通
賓
鐘
を
鋳

て
を
-
'
そ
れ
は
-
I.軒
軍

i]
小
､
最
も
折
衷
を
な
し
'
遠
近
は
な
は
だ
こ
れ

を
傍
と
す
｣

JJ
あ
-
'
し
か
も
そ
の
鐘



賓
息
常
か警

義
警

L-蓄

窟
農

賓
.iEe襲

文
た
る
や
､
｢給

等

中

･

歓
陽
司

詞
を
制
し
及
び
苦
し
'

時

､

そ
の
功
を
解
す
'
云
〝
｣
と
あ
る
よ
-
み
れ
ば
'
南
斉
の
孔
頚
の
'

い
は
ゆ
る

｢
鋼
を
惜
し
ま
ず
､
工
を
愛
し
ま
す
｣
の
考

へ
方
を
そ
こ
に
み
い
だ
す
と
い
へ
よ
う
か
｡
し
か
し
'
乾
封
泉
賓
を
錆
し
て

こ
れ
を
も
っ
て
開
元
鐘
の
十
に
嘗
て
る
と
こ
ろ
'
ま
た
'
御
史
中
丞

･
第
五
錆
が
奏
許
し
て
常
十
鏡
の
畢

九
重
嚢
を
鋳
る
と
こ
ろ
に

は
､
そ
れ
と
反
す
る
思
想
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡

造
出
せ
ら
れ
た
る
貨
幣
は
流
通
す
る
O
し
か
ら
ば
貨
幣
の
流
通
に
つ
い
て
は
い
か
な
る
思
想
が
み
ら
れ
る
で
あ
ら
う
か
.
貨
幣
の

流
通
と
い
ぶ
と
き
ま
づ
､
鮮
幣
と
財
貨
の
軽
重
'
換
言
す
れ
ば
貨
幣
の
流
通
量
の
問
題
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で

屯

な

ハ｡
し
わ
>
y

軒
で
ア
ユ
y
'[
た
る
JJ
L
,tろ
よ
り
し
三
.,/E
見
に
浩
如
し
う
る
ご
と
く
｡
そ
こ
に
は
す
く
な
く
と
も
.
宙
lTijj-
女
帝

係
の
統

1
が
ま
づ
問
題
と
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
.
で
は
ー
そ
れ
に
お
い
て
な
-
た
つ
賃
簡
思
想
は
い
か
に
あ
る
か
.
ま
づ

そ
れ
か
ら

な
が
め
よ
う
｡

異
な
れ
る
億
常
闇
の
関
係
の
統

l
に
お
い
て
な
-
た
つ
貨
幣
思
想
を
な
が
め
る
の
で
あ
る
が
'
異
な
れ
る
貨
幣
と
い
っ
て
も
'
布

烏

･
公
鏡
及
び
私
鋳
鐘
で
あ
る
か
ら
.
布
烏
と
公
鐘
の
関
係
'
公
鐘
間
の
関
係
､
公
録
と
私
鍔
鐙
の
関
係
に
分
確
で
き
よ
う
G

公
鏡
と
布
昂
の
甜
係
に
虫
い
て
は
､
大
取
引
に
布
南
を
用
ゐ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
事
は
攻
に
引
-
と
JJ
ろ
で
も
知
れ
よ
う
.

公
私
の
交
易
を
削
す
'
十
貫
望
己
上
'
寸
へ1bほ
十り'
す
べ
か
ら
1
､
匹
段
を
無
用
す
.I(
し
､

そ
し
て
'
布
島
が
か
さ
ば
っ
て
道
教
に
不
便
で
あ
る
こ
と
ゝ
'
そ
れ
が
大
な
る
慣
低
を
旬
燕
し
う
る
こ
と
を
恩
へ
ぼ
､
こ
の
考

へ
が

唐
代
の
貨
幣
思
想

第

二呑

九
五

第

一
就

九
五



唐
代
の
貨
侍
思
想

第
三
馨

九
六

第

丁
虻

九

六

ど
-
T
自
然

で
あ
る
JJ
解

す
る
JJ
と
が
で
き
る
｡

公
確
聞
の
関
係
に
つ
い
て
は
~
そ
の
此
偶
を
定
む
る
と
い
ふ
考
へ
方
が
な
-
た
つ
｡
例
へ
ば
攻
の
こ
と
-
で
あ
る
O

乾
野
元
年
に
至
-
'

JT6L1改
め
て
新
琴

芝
｡hZる
､
丈
を
虹
打
泉
蟹
と
日
ふ

陸
棲
と
脳
ひ
け
は
る
､
新
は

!
文
は
幣
組
の
T
に
偽
る
=､

アポ
示
二

二
叫

≡
月

頃
-<
-
て
相
に
-
､
ま
に
'
定
に
潰
輸
率
P
.撃

で
璃
'

),
払
L
J洗
l
t=
慣
Lhん
こ
と
や
諦
ふ

召

tL
EB
,刀鮎
を
11r
げ
r
Jレ

一
を
も

つ
て
-
に
億
iJ
f
笹

雅
増
を
減
じ
て
7

m
や
も
つ
｢
･三
十
ー
堤
/

上
元
元
年
六
月
詔
し
て
日
-
1
､

-
tl
の
重
較
五
十
僻
鏑
.
よ
ろ
し
-
減
じ
て
三
十
文
_こ
作
-
不
用
す
べ
し
.
そ
の
開
元
零
時
の
銭
'
よ
ろ
し
-
'

一
も
て
十
丈
に
苫
て
行
用

す
べ
L

t
そ
の
乾
IR
十
倍岨
表
'
よ
ろ
し
-
前
に

ょ
-て
行
用
す
べ
し
'

(
上
元
元
年
)
七
月
'
勅
す
'
重
稜
五
十
鐘
借
.

先
に
畿
内
を
し
て
減
じ
三

二
十
倍
に
い
た
ら
し
め
て
行
ふ
'

そ
れ
天
下
諸
州
並
な
よ
ろ
し
-
こ

れ
T1
準
ず
べ
L
t

普
庶
元
年
四
月
■
乾
元
讃
.ぎ
改
め
行
ふ
､

1
も
っ
て
三
に
嘗
た
る
､
琴

P
.重
稜
小
鐙
'
亦

一
を
も
つ
て
二
に
普
つ
､
重
稜
大
鏡
'

一
も
っ
て
TJ1に

常
i1
る
'
畢
い
で
ま
た
紀
元
大
小
銭
を
改
初
市
ふ
､
艶
L.
Z
を
も
っ
て

1
に
雷
つ
二
言

こ
れ
も
亦
き
は
め
て
普
通
な
､

あ
た
-
ヰ
d
(
な
考
へ
方
と
い
へ
よ
う
｡

貨
幣
統

1
の
問
題
に
お
い
て
､
も
っ
と
も
問
題
と
な
る
の
は
.
何
と
い
っ
て
も
､
や
は
り
私
鏡
鐘
に
封
す
る
も
の
で
あ
る
.
で
は

そ
れ
に
お
い
て
は
い
か
な
る
考
へ
が
行
は
れ
る
か
｡

t

私
案
鎧
に
封
す
る
考
へ
方
と
し
て
は
'
こ
れ
を
排
除
･駆
逐
せ
ん
と
す
る
が
支
配
的
で
あ
る
｡
け
だ
し
.
私
鎧
が
達
法
と
せ
ら
れ
､

私
鋳
鍔
が
普
通
劣
悪
に
し
て
貨
幣
慣
値
の
下
落
を
招
釆
し
.
そ
し
て
貨
幣
慣
値
の
下
請
は
す
な
は
ち
物
債
の
騰
貴
で
'
物
償
騰
貴
は

民
衆
の
経
済
を
撹
乱
す
る
か
ら
で
あ
ら
う
｡
そ
し
て
.
私
錆
鏡
の
排
除

･
駆
逐
は
'
ま
づ
私
翁
の
禁
止
に
し
く
は
な
-
'
私
蕪
の
禁

止
は
私
鋳
者
の
所
罰
と
な
り
て
あ
ら
は
れ
る
は
怪
し
む
を
も
ち
ひ
ぬ
で
あ
ら
う
0
わ
れ
-

は
そ
の
や
う
な
考
へ
を
攻
の
ご
と
き
例



買漢→

∴

.･
i

､

に
み
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
.

武
徴
四
年
七
月
'
五
鋒
領
を
歴
し
開
元
通
軍
旗
を
行
ふ

敢
て
盗
錨
す
る
者
あ
ら
は
.
月
は
死
し
'
家
口
は
酎
沼
す
'

私
錆

が
禁

止
で
き
れ
ば

こ
れ

忙
し
-
も
の
は
な
い
o
L
か
L
p
そ
れ
は
き
は
め
て
む
づ
か
し
い
.
輯
罰
も
も

っ
て
こ
れ
を
絶
滅
す

る
に
足
ら
ぬ
o
わ
れ
-

は
そ
れ
を
攻
の
引
例
に
よ
り
て
も
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

讃
宗
'
誓
っ
て
軒
に
歩

け
倖
臣
に
謂
ひ
て
EE
-
'

･
･私
鱒
過
多
'
聞
-
が
ご
と
-
ん
ば
'
荊

･
揮
･
宣

･
衡
'
溝
を
犯
す
こ
-J
も
つ
と
･d
は
な

は
だ
し
'
送
に
舶
梢
を
･9
つ
て
江
中
に
宥
す
る
J9
-
'
師
部
の
官
人
も
覚
賓
す
る
能
は
ず
'
自
今
'
晩
に
禁
断
を
加
へ
ん
､

.

和̀
し
て
姦
濃
息

ま
ず
'

則
天
長
安
申
'

･

盗
窮
蜂
起
し
､
濫
富
ま
す
く

衆
L
t
江
漣
の
南
'
盗
錦
す
る
昔
､
或
は
苧

湖

･.
巨
洛

･
探
山
の
中
に
就
き
'
波
涛
険

峻
'
人
跡
雫
に
到
る
､
州
薪
能
-
禁
的
す
る
な
し
云
々

･(大
利
)
五
年
二
月
丁
鰻
誠
使
奏
す
､
湖
南
管
内
の
諸
州
'
百
億
光
に
鰻
を
鱒
注
し
た
-
'
伏
し
て
拡
み
る
に
.
衡
道
政
州
'
祷
揃
に
沌
接
し
､

山
洞
探
逢
､
好
姓
依
･リ
T
琵
司
の
錦
城
か
桟
し
.
斎
ひ
て
健
忘
の
姦
鰻
′ど
磁
達
し
に
-
.
-L小〟

か
-

て
7.
私
鏑

が
遂

に禁
粧
し
難

い
と
す
れ
ば
､
夷
に
は
じ
め
て
私
偉
滞
悪
錆
の
流
通
す
る
な
か
ら
し
む
る
こ
と
に
た
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
｡
そ
し
て
'
そ
れ

は'
ま
づ
悪
貨

の
流
通
を
禁
止
す
る
の
簡
明
な
る
に
し
か
ぬ
で
あ
ら
う
O

琴
冗
五
年
'
･･三
栄
稽
'
政
事
を
知
L
t
奏
し
て
悪
錦
を

一
切
禁
断
せ
ん
こ
と
を
請
ふ
'
六
年
正
月
'
ま
た
天
下
の
悪
頚
を
切
断
す
'

(
開
元
二
十
二
年
)
耶
麻
に
赦
し
て
愚
に
雷
故
を
断
つ
'

と
あ
る
が
ど
と
き
は
'
す
な
は
ち
.

こ
の
思
想
の
顧
班
に
ほ
か
な
ら
ぬ
｡
或
は
ま
た
'
た
ゞ
解
禁
ば
か
-
で
偲
故
-
'

大
聖

毒

六
月
'
中
書
門
下
奏
す
Jw
-
'
元
利
四
年
間
三
月
の
静
に
準
じ
､
ま
さ
に
釦
錫
歳
や

這

並
ゑ

ロ
は
ぜ
て
官
に
納
む
べ
し
.[
も

し
人
射

し
て
71鐘
を
得
る
あ
ら
は
盲
壁
を
賞
す
と
す
る
は
'
雷
時
'
勅
傑
'
貴
ぶ
と
こ
ろ
噴
切
に
あ
れ
ば
な
し

4r
革
賢
一ぞ
詳
に
す
る
に
'
必
や

や
行
ふ

べ
か
ら
す
.
Ll
ゞ
も
し

一
越
を
普
げ
れ
ば
盲
鐘
を
賞
す
れ
ば
'
す
汁
bは
ち
'
人

1
首
貫
の
錫
盟
を
告

ぐ
る

あ
ら
ば
'
靖
か
ら
-

i
帯
封
の

銅
鐘
を

唐
代
の
貸
借
思
想

第

三
番

九
七

第

1
放

九
七

＼



席
代
の
貨
幣
思
潮

第
三
者

九
八

第

一
鼓

九

八

賞
す
べ
-
.
LJ
れ
を
執
-
て
而
て
事
を
行
は
ゞ
呼
際
な
か
ら
ん
'
今
請
ム
'
銀
錫
銭
を
も
っ
て
交
易
す
る
番
い
7
貰
己
下
州
府

の常
和
を
も
っ
て

脊
杖
二
十
に
決
し
､
十
某
rl]下
'
六
十
に
決
し
'
徒
は
三
年
'
十
貰
己
上
'
所
在
衆
を
集
め
殺
に
決
L
t
そ
の
釦
錫
鎚
を
受
け
て
交
易
す
る
者
､

亦
こ
れ
に
準
じ
て
鹿
分
す
'
そ
の
用
ふ
る
釦
錫
鎖
は
す
な
は
ち
官
に
約
か
､
そ
の
能
-
和
算

-
る
者
は
'

!
箕
笹
に
五
千
文
を
賀
し
､
貫
_‥
漏
i1

ざ
る
者
は
ご

｣
れ
に
準
ず
'
賞
を
計
-
T
t
曳
ね
T
Zl.L百
千
に
至
る
は
'
㌻
1･.は
ら
1
Jvp-
に
前
腕
S
甘
gqiSを
取
-
て
対
句
｣㌦

そ
の
犯
す
と
こ
ろ

の
人
p
罪
死
ぜ
ざ
る
巻
は
､
家
資
を
徴
的
し
て
賃
領
に
売
咲
せ
ん

･iJ
あ
る
灯
よ
り
て
も
う
か

tl.払
う
る
11
..･L
･

.
方
に
犯
人
数
削
す
る
F･L
.1
も
S{

他
誌
に
こ
れ
紅
茸
聖

;芸

者

を
質
し
て
､
よ

っ
て
も

つ
て
詰
貨
の
流
通
h

-薙
城
せ
し
め
ん
こ
と
を
期
す
る
考

へ
も
あ
ら
は
れ
る
｡

し
か
し
､
ま
た
.
悪
銭
の
流
通
を
絶

つ
た
め
に
は
'
政
府
が
悪
鎧
藍

月
払
上
げ
る
法
も
行
は
れ
る
｡
け
だ
し
'
憲
鍔
使
用
挙

が)罰

す
る
が
EI[的
で
な
ノ＼

悪
銭

の
流
通
を
羅

つ
が
目
的
で
あ
れ
ば
､
そ
の
た
め
に
は
悪
鏡
の
使
用
者
に
食
は
す
に
利
を
も

っ
て
し
'
そ

の
悪
銭
を
徴
牧
す
る
も
亦

一
策
た
る
を
犬
は
な

い
わ
け
で
あ
る
o
す
な
は
ち
.

頻
度
五
年
九
月
､
赦
し
て
'
悪
銭
持
た
多
き
を
も
っ
て
'
斯
在
の
官
を
し
て
私
か
に
中
野
な
し
'
取
る
に
五
悪
銭
を
も
っ
て
し
て
一
好
鐘
を
酬
は

し
む
､
百
姓
'
悪
銭
の
慣
鰻
き
を
も
つ
て
私
か
に
白
か
ら
こ
れ
を
癒
し
'
も
っ
て
甘
栗
の
弛
む
を
偵
ふ
.
高
完
･一芸

好
鑓

一
文
を
も
っ
て
露
盛
両

文
を
買
は
し
む

と
あ
る
は
.
す
な
は
ち
そ
れ
で
あ
る
.
し
か
し
'
そ
れ
で
も
'
な
ほ

｢
弊
す
な
は
ち
息
ま
す
｣
と
い
ふ
の
で
あ
る
か
ら
･
悪
鎮
禁
止

の
難
き
こ
と
も
つ
て
知
る
べ
L
で
あ
る
｡

窓
鍔
を
禁
絶
す
る
こ
と
は
難
し
い
｡
し
か
し
'
悪
鍔
を
禁
絶
す
る
t
r
い
ふ
と
と
は
'
好
鋒
の
み
を
流
通
せ
し
む
る
た
め
の
も
の
に

ほ
か
な
ら
ぬ
.
そ
れ
で
'
こ
･･
･

に
'
好
銭
の
典
型
堅

不
し
て
こ
れ
に
合
致
す
る
鎧
の
み
流
通
せ
し
む
れ
ば
目
的
は
達
せ
ら
れ
る
わ
け

で
あ
る
｡

そ
し
て
.

そ
の
例
年

わ
れ
-
1
は
す
で
に
北
瓢
や
階
に
お
い
て
み
た
の
で
あ
る
が
'

こ
-.
花
も
亦
み
る
こ
と
が
で
き



る
.
す
な
は
ち
攻
の
ご
と
-
で
あ
る
.

別
天
長
安
中
'
ま
L
J棟
を
市
に
懸
け
し
め
'
百
姓
を
し
て
校
に
俵
-

て
領
を
用
ゐ
し
む
'

(開
元
六
年
)
二
月
Ll
い
た
-
'
ま
た
勤
し
丁
目
-
､

･･
唇
章
を
申

明
し
'
講
横
を
懸
設
し
吾
1

た
Ẑ
し
'
そ
の
結
果
は

｢
簡
韓
難
難
に
し
て
.
交
易
留
滞
｣
を
み
'
ま
た
そ
れ
は
か
つ
て
ふ
れ
た
ご
と
-
'
或
る
意
味
で
私
鎧

の
容

認
で
あ
る
故
'
は
た
し
て
'
｢
こ
れ
よ
り
盗
鋳
鋒
起
｣
L
t

盗
錆

の
行
は
れ
る
と
こ
ろ
必
然
に
'

鍔
は

｢
濫
窓
ま
す
-

衆
｣
-
な

′

り
'
所
期
す
る
と
こ
ろ
と
荘
反
封
の
'

い
は
ゆ
る
逆
効
果
を
す
ら
み
る
に
い
た
っ
た
^
)
と
あ
る
は
看
過
し
て
は
3
,け
な
い
｡

さ
ら
に
.

必
ず
し
も
悪
銭
で
は
な
い
と
し
て
も
'

悪
銭
と
同
1J
や
う
な
結
果
に
な
る

｢
除
阿
｣
の
問
題
が

あ
る
｡
｢
省
陀
｣
と
か

｢
短
銭
｣
と
呼
ぶ
が
撃

退
の
や
う
で
あ
る
が
F
菅
唐
書

･
食
貸
志
で
は

｢
除
陀
｣
と
か
.
｢
除
塾
｣
と
呼
ん
で
ゐ
る
.
こ
れ
は
本
葬
百

(
隔
)
に
足
ら
ざ
る
も
の
を
百
と
し
て
EE3
6̂
る
が
ご
と
k
rも
の
で
｣め
る
か
b
t
,tTlの
か
ぎ
-
に
お
い
lTJ
仙淡
の
素
材
を
貧
苦
化
す
る
と
相

通
す
る
も
の
が
あ
る
と
い
(J
ワt.Cわ
け
で
あ
る
C
で
すy

た
れ
に
対
し
て
い
か
に
考

へ
ら
れ
る
か
と
い
ふ
に
､
や
は
-
慧
鎧
に
甘
1.す
る

L
I司
山末
′
]ホ
.LT折
.L
I10
〕
L
J･ーiE.
∫
.IJ
′

I
･lr

Ill:
-W
=
召
ノLV
1-
-
:

拝
せ

.
L
J
グ
藷

へ
i<
も
み
ら
れ
I′Jが
..
結
局
.
帽
円
の
語
鍔
は
別
と
し
.
欠
錦
に
関
す
る
限
-
は
､
必

や

し
も

一
概
に
こ
れ
を
禁
ぜ
ず
､
た

ゞ
.
欠
録
の
数

の
届
々
と
し
て

T
足
せ
ざ
る
を
非

と
な
し
て
.
古
文
に
つ
き
二
十
文
Ju
な
し
'

こ
れ
を
過
ぎ
る
も
の
は
違
法
と
し
て
罰

す
る
JJ
と
1
す
る
.
そ
し
て
か
く
譲
歩
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
も
の
は
'
け
だ
し
､
錦
の
不
足
に

よ
る
と
こ
ろ
な
し
JJ
せ
ざ
る
べ
き
か
｡
そ
れ
は
と
も

か
く

｢
除
栢
｣
に
お
け
る
思
想
は
攻
に
引
-
と
こ
ろ
に
よ
-

て
こ
れ
を
許
に
す

る
と
と
が
で
き
よ
う
C

(
元
和
)
四
年
閏
三
月
'
京
城
時
に
錨
を
用
ふ
る
に
.
貫
毎
に
'
二
十
文
を
頭
除
L
t
隔
内
寧
曾
欠
き
､
及
び
封
錫
等
あ
-
､
貞
元
九
年
三
月
二

十
六
日
勅
す
ら
-
'
惜
内
の
欠
W
'
法
も
T
雷
に
禁
断
す
べ
し
'
,.

自
今
己
後
､

･
･･欠
階
鏡
を
用
ゐ
る
写
り
ら
ば
'
よ
ろ
し
-
た
.J
本
行
顧

及
び
居
停
主
人

･
牙
人
等
を
し
て
検
察
塗
官
ぜ
し
む
べ
し
'
も
し
.
容
隈
す
る
め
ら
ば
'
乗
ね
て
物
を
茸
-
'
銭
を
覇
す
る
人
の
糾
普
す

る
を
許

暦
代
の
貨
幣
思
刺
心

第

三
者

九
九

第

一
新

九
九



丁海

唐
代
の
貨
幣
思
想

し
､
そ
の
行
頭

･
主
人

･
牙
人
に
重
-
科
罪
を
加
ふ
､

第
三
番

100
第

一
抗

TOO

･.も

し
'
買
黄
に
因
る
に
非
ず
し
て
'
自
ら
銭
を
も
っ
て
'
街
陶

な
行-
者
は

1
切
問

ふ
こ
と
勿
れ
'

(
元
和
)十
四
年
六
月
､
抽
す
ら
-
'

臣
栢
内
撃

1.欠
き
'
及
び
銀
鉱
組
め
る
者
'

よろ
し
-
京
兆
甲

冒
し
て
､
榔
項

･
収
燕
し
､
本
革
本
仮

に
牒
軸
L
t
将
司
'
人
･笠

蒜

し
こ
叫
に
批
か
し
め
.
及
び
肴
決
J-
る
=
-
J
二
ij

も

Lp
情
拙
守

o
L
難
く

撃

L
道
拒
す
る
あ
る
者
は
す
な

は
ち
府
司
や
L
T
間
奏
A･ijL
む
'

長
嘩

叩
咋
九
八

和
す
･J
-
､
先
山拭
S茄
.
瑞
′ぷ
r-

し
･･=
は
.過
無
心
-
.
覗
-1
が
こ

し
′

-
･′日
は
､
比
叫

純
が
州

･;i
ln･'
川
jt
Ij

除
附

｣
な
ら
ず

銭
.
今
よ
-
以
裸
､
よ
ろ
し
-
貫
毎
に
､

7
例
に
陰
型

･八
+
.
九
号

手

交
を
も
っ
て
貫
を
な
す
べ
-
'
更
に
加
除
､
及
び
阿
内
欠
少
あ
る
を

得
ず
'

最
後
に
'
今
や
わ
れ
-

は
'
貨
幣
思
想
に
お
い
て
､
も
っ
と
も
重
要
な
る
も
の
J
.
T
に
つ
い
て
う
か
ゞ

ふ
べ
き
位
置
に
ま
で
到

達
せ
る
わ
れ
く

自
身
を
み
い
だ
す
(一
物
と
幣
と
の
軽
重
に
関
す
る
思
想
が
そ
れ
で
あ
る
｡
そ
れ
は
財
貨
の
例
rL6-
い
へ
ぼ
物
債
に

関
す
る
思
想
で
あ
-
､
貨
幣
の
側
よ
り
3
.
へ
ば
'
貨
幣
債
値
に
関
す
る
思
想
で
あ
る
｡
で
は
'
そ
れ
は
'
鷲
庸
苦

･
食
貸
志
に
お
い

て
は
い
か
に
あ
ら
ほ
れ
て
ゐ
る
か
｡

菅
唐
草

･
食
貸
志
に
あ
ら
は
れ
た
る
貨
幣
慣
借
の
思
想
は
い
か
に
あ
る
か
O
ま
づ
償
無
償
佃
と
物
債
が
逆
比
の
関
係
竺
且
ち
'
貨

幣
慣
借
の
騰
貴
は
物
借
の
下

落
で
あ
-
'
反
封
に
物
情
の
騰
貴
は
貸
借
借
の
下
落
で
あ
る
こ
と
の
誤
認
が
す
で
に
こ
･･1
に
も
み
ら
れ

る
こ
と
は
'
例

へ
ば
境
に
引
け
る
劉
稗
の
上
荒
の
中
に
あ
る
｢

物
の
貴
腐
'
鍔
の
趣
重
を
視
る
'
そ
れ
物
薫
け
れ
ぼ
す
な
は
ち
銭
軽

し
｣
と
あ
る
に
よ
り
て
も
あ
き
ら
か
な
る
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
.

つ
ぎ
に
.
貨
幣
横
倍
と
物
情
が
逝
比
の
関
係
竺
vTIQ
､
償
懲
倍
化
の
騰
貴
は
物
債
の
下
落
で
あ
-
､
物
偶
の
騰
貴
は
貸
簡
惰
借
の



溺

周

朝

健

勝

調

鯛

巨

と
蒜

詔
は
,
を

･
そ
も
〈

叢

慣
低
は
･い
か
に
し
て
讐

す
る
か
･
物
債
は
何
故
差

す
票

の
解
明

.

･-

･

に
進
む
べ
き
こ

と
'
け
だ
し
-
思
想
費
展
に
お
け
る
推
移
の
自
然
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
0
し
か
ら
ば
そ
の
到
達
せ
る
解
明
は
い
か

に
あ
る
か
｡

ま
づ
､
貨
幣
慣
値
の
騰
貴
の
理
由
と
し
て
は
'
両
税
法
を
あ
げ
る
も
の
に
禽
ふ
.
例

へ
ば
攻
の
ど
と
く
で
あ
る
｡

元
和
十
五
年
八
月
'
中
書
門
下
奏
す
ら
-
I

.･
今
'
群
官
楊
於
陸
等
の
議
に
揺
る
に
'
伏
し
て
講
ふ
､
天
下
爾
視

･
雁
購

.
晒
利
笥

恭
-
布

軌

･
頼
壁

土
の
産
す
る
と
こ
ろ
に
任
ず
る
も
の
を
も
っ
て
枕
に
充
て
'
並
な
見
銭
を
徴
ぜ
ざ
ら
ん
'
す
な
は
も
'
物
や
-
早
-
重
し

鏡
や
-

や
-
班
-
.
魔
人
匹
岳
を
膿
責
す
る
一で
兎
が
れ
し
め
ん
'

伏
し
て
お
も
ふ
に
､

軍
医
議
す

る
と
こ
ろ
の
事
は
皆
L
b至
坊
に
し
て
深
-
公
私
を
刺

す
､
静
ふ
ら
-
は
商
量
し
て
度
真
に
付
せ
ん
こ
と
を
'
諸
州
隼

｣き

に
徴
す
べ
.TJ術
硯

･
供
⊥
郡
及
び
常
州
留
任
の
奮
街
に
韓
-
､
元
利
十
六
年

よ
-
己
後
.
並
な
端
E
]斤
両
の
物
に
改
即
し
て
硯
と
Lu

p
輝
は
大
腰
rTJ
前
の
ご
-
し
'
糾
庸
誤
訳
鎌
′芝
計
ら
ず
.
そ
れ
な
し

て
折
的
せ
し
む
p

人
を
し
て
定
制
を
知
ら
し
む
れ
ば
'
供
朋
骨
一p
-
､
仇
は
元
利
十
五
年
封
的
い
市
乳
等
の
僻
贋
は
r
そ
の
罫
準
眉
借
物
は
輿
に
頒
借
物
li
供
I
T

狙
計
し
､

繁
的
茸
借
物
の
こ
と
き
は
締
ま

化
学

fo･L1
.

嶋
Ⅷ
芹

洞
の
た
.i
即
し
.･,付
僻
′.tlJ放
如
し
5
1前
,.J

.挺
鶴
は
･″･ゆ
物
佃
-!･基

ず
る
Li
の

=
ノ.
例
糸
ず
れ
.ii･JJ
.11
は
J=
泳
-
T公
私
を
刺
す
∵
耕
微
か
に
加
統
一の
I
～
J
い
へ
J
J
も
.

誰
和
は
る
れ
は
す
な
は
ち
ま
き
に
賓
に
就
-
べ

L
t
啓
の

給
刷
に
比
す
t
も
-
ILi
-
利
め
り
て
繋
あ
ら
ず
'
云
々

′

す
な
は
ち
'

そ
れ
に
よ
れ
ば
､
両
税

法
が
物
納
を
殿
し
て
環
綿
と
す
る
が
故
に
貨
幣
慣
値
の
騰
貴
を
み
な
と
し
､
常
然
の
錯
緒
と

し
て
.
物
納
を
復
せ
ば
物
偶
の
平
衡
を
期
し
得
べ
L
と
す
る
.
た
ゞ
し
､
禰
税
法
が
施
行
せ
ら
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
物
柄
は
仝
-
磨

さ
れ
鏡
桐
ぽ
か
り
に
止
っ
た
わ
け
で
は
な
い
｡
い
ち

大
部
分
の
既
視
は
な
は
布
柄
な
る
物
納
に
よ
っ
た
こ
と
は
凝
な
い
と
考
へ
ら

れ
る
o
し
か
し
､
両
税
浩
の
起
原
が
簡
約
を
建
前
と
す
る
戸
穂
及
び
青
苗
鏡
に
あ
-
､
か
つ
昔
時
に
お
け
る
諸
櫨
の
情
勢
が

鍔
柄
の

趨
勢
を
促
進
せ
し
む
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
右
の
こ
と
き
議
論
が
な
-
た
つ
わ
け
で
あ
る
.
そ
し
て
.
な
る
ほ
ど
'
両
税
法
が
貨
幣

僧
侶
を
騰
貴
せ
し
む
る
こ
と
は
そ
の
と
ほ
り
で
あ
ら
う
｡
そ
れ
は
間
違
あ
る
ま
い
.
し
か
し
'
そ
れ
は
両
税
洪
以
前
に
お
け
る
骨
髄

唐
代
の
貨
算
思
想

軍

二
審

7

07
第

一
節

7

01



h
j,･&
.
I

唐
代
の
貨
貨
思
想

第
三
番

Z

〇

二

第

7
款

一
〇
二

頂
値
の
騰
貴
を
説
明
せ
ぬ
｡
ま
た
禰
税
法
以
後
に
お
け
る
貨
幣
慣
伯
騰
貴
の
設
明
と
し
て
も

､すで
に
両
税
法
以
前
に
貨
幣
慣
値
騰

貴
の
因
子
が
あ
る
以
上
'
両
税
法
以
外
に
貨
幣
借
借
騰
貴
の
EEI子
な
し
と
は
い
へ
ぬ
o
換
言
す
れ
ば
両
税
法
は
貨
幣
償
値
を
騰
貴
h
'

し
む
る
が
､
し
か
し
'
旺
憤
慣
値
の
胎
は
必
や
し
私
闘
統
治
に
困
ら
ぬ

け

つ
ぎ
に
鱒
幣
偲
値
下
落
の
理
由-∃
-J
L
L
･は
貨
幣
素
榊
の
供
.T
柑
甘
化
を
､

樵U
､
粘
播
妃
指
摘
㌻
る
>
去

む
し
R.
昏
滴
の
･1-う
Lfj

か
る
い
か
れ
く

-は
か
-
El
p,LJ
と
き
華

,r,
む
例

へ
ば
攻
に
引
-
よ
と
ろ
よ
り

して
も
う
か
ゞ
ふ

)̂
と
を
得
よ
う
｡

新
座
五
年

百
姓
'
諜
鍍
倍
姫
き
を
も
つ
て
､
私
に
自
ら

こ
れ
を
蔽
す
'

上
元
元
年
六
月
詔
し
て
目
し

･
聞
-
が
こ
と
-
ん
は

･
-
栽
錯
す
こ
ぶ

る
多
-
I
.
騰
荘
辞
を
な
し
'
罪
に
凍
る
衆
L
と
い
へ
Luも
'
禁
貯

未
だ
柁

へ
ず
'
い
は
ん
や
'
物
慣
ま
す
-

越
-

云
々

ヌ

ク

リ
ス
1'
r(

貨
幣
の
素
材
が
劣
悪
と
な
れ
ば
貨
幣
僧
侶
が
下
落
す
る
の
は
怪
し
む
を
も
ち
ゐ
ま
い
.
そ
れ

は

金

愚

説

の

わ
れ
h

伝̂

教
ふ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
貨
幣
素
材
の
劣
悪
化
は
普
通
に
私
錆
の
結
果
で
あ
る
が
ー
私
鏡
は
濫
鏡
に
陥
り
が
ち

で
あ
る
.
従
っ
て

と
の
場
合
.
劣
悪
貨
幣
は
大
量
な
る
を
普
通
と
す
る
O
が
'
と
こ
ろ
で
'
こ
の
大
量
と
い
ふ
こ
と
は
貨
幣
慣
値
の
下
落
と
い
か
な
る

関
係
あ
-
や
も
亦
考
ふ
る
を
宴
す
る
で
あ
ら
う
｡
い
は
ん
や
'
賀
幣
の
素
材
が
劣
諾
化
せ
ぬ
と
こ
ろ
に
お
い
て
貨
幣
偵
低
の
F･落
す

る
こ
と
あ
る
に
お
い
て
お
や
.
し
か
ら
ば
'
貨
幣
素
材
の
劣
讃
化
は
貨
幣
慣
借
下
落
の
庶
封
で
は
あ
る
が
'
貨
幣
償
債
下
落
の
原
因

は
貨
幣
素
材
の
劣
悪
化
の
み
で
は
な
い
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ

｡

そ
と
で
'
こ
れ
ら
以
外
に
･l15-

一
般
的
な
貸
常
備
倍
騰
落
の
原
EEIを
求
む
る
も
の
あ
り
と
す
る
も
怪
し
む
を
要
せ
ぬ
わ
け
で
あ
る

が
'
し
か
ら
ば
そ
の
や
う
な
も
の
と
し
て
い
か
な
る
も
の
が
得
ら
れ
る
か
｡
わ
れ
-

は
そ
れ
を
た
づ
ね
て
'
い
は
ゆ
る
貨
幣
数
量

説
の
思
想
を
み
い
だ
す
｡
例

へ
ば
俵
鳳
年
間



1

Ⅶ

苛

響

講
肴
お
も
へ
ら
し

錆
:.㍍
や
-
早
-
多
し
､
鵠
鳩
-
し
て
而
し
て
物
責
き
所
以

と
あ
る
が
ご
と
き
.
ま
た
､
先
に
引
用
せ
る
劉
殻
の
上
議
中
に
､

践
控
Jrb
は
物

(錦
の
談
か
)
の
多
き
に
由
る
'
多
け
れ
は
す
L1.は
ち
津
を
作
-
'
こ
れ
を
収
め
て
.
少
か
ら
し
む
'
少
け
れ
は
す
Li･1は
も
重
し
'

重
け
れ
は
す
な
は
も
法
を
作
-
.
こ
れ
を
布
き
て
'
嘩
か
ら
し
む
'
軽
重
の
本
必
ず
こ
れ
に
由
る

と
あ
る
が
ご
と
き
は
'
す
な
は
ち
'
そ
れ
で
あ
る
.

し
か
る
に
'
貨
幣
慣
値
は
騰
貴
し
て
も
下
落
し
て
も
..

い
づ
れ
に
し
て
も
民
生
に
管
が
あ
る
｡
そ
fJ
で
貨
幣
償
値
の
構
借
を
克
服

L
t
墳
幣
慣
値
の
安
定
社
計
る
こ
JJ
が
企
囲
せ
ら
れ
る
AJ
と
IT･な
る
｡
そ
し
て
'
そ
れ
は
.
貸
幣
慣
値
の
饗
政
の
解
明
が
貸
偶
数
景

貨
幣
の
散
華

釘
減
少
せ
し
む
る
こ
と
に
お
い
て
な
-
た
つ
と
せ
ら
る
べ
き
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
あ
る
ま
い
O
か
-
'
官
幣
僧
侶
を
避

雷
に
碓
井
す
る
た
め
に
貨
幣
の
数
量
を
増
減
す
る
操
作
を
わ
れ
-

は
通
貨
調
節
と
よ
ぶ
の
で
あ
る
が
'
さ
て
通
貨
調
節
の
具
腰
的

方
法
､
換
言
す
れ
ば
.
貨
幣
の
数
量
の
増
加
乃
至
減
少
は
'
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
に
封
す
る
解
答
は
必
ず
し
も

1
棟
で
は
な

い
｡
で
は
簡
唐
音

･
食
貸
志
に
は
い
か
な
る
解
答
が
輿

へ
ら
れ
て
ゐ
る
か
｡
以
下
わ
れ
-

は
'
そ
れ
を
な
が
め
る
で
あ
ら
う
.6

ま
づ
貨
幣
償
倍
騰
貴
を
克
服
す
る
た
め
に
貨
幣
数
量
の
増
大
を
什i
:&
る
場
合
か
ら
み
て
ゆ
か
う
｡

貨
幣
数
量
と
い
っ
て
も
こ
の
場
合
'
そ
の
貨
幣
と
い
ふ
は
主
と
し
て
銅
鏡
を
指
す
が
､
そ
の
増
大
の
も
っ
と
も
素
朴
灯
し
て
.
か

つ
､
も
っ
と
も
有
効
な
る
は
貨
幣
の
連
出
､
す
竜
は
ち
鐘
の
鋳
造
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
｡
例

へ
ば
'
篭
居
書

･
食
貨
志
に

唐
代
の
貨
幣
思
想

弄

三
春

7
〇
三

第

7
競

1
〇
三
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唐
代
の
貨
幣
思
想

第
三
者

1
0
四

第

1
紋

1
0
四

一

鰻
重
-
幣
蟹
-
生
入
園
に
座
す
'
今
鼓
鱒
を
加
ふ
れ
は
必
ず
流
行
に
あ
ら
ん
､
壁
を
通
じ
'
時
を
救
ふ
.
こ
れ
よ
-
切
な
る
は
な

し
'
雪
,

と
あ
る
が
ど
と
き
'

す
な
1jT
ち
.

そ
の
適
例
で
あ
ら
う
o

L
か
L
F
鏡
を
増
錆
し
ょ
う
JJ
す
れ
ば
'
ど
う
し
て
も
そ
の
素
材
た
る
鋼
が
必
要
で
あ
る
C
そ
も
-
1
銭
の
数
量
小
で
貨
幣
償
値

が
騰
潰
す
吋･伯
と
い
ぶ
が
ご
と
in,は
銅
の
畳
の

小
な
る
に
因
す
る
の
で
は
な
い
か
と
き
へ
恩
は
れ
る
く
ら
ゐ
で
あ
る
｡
で
.
鏡
毅
増
結

ふ
恵
で
私
な
い
o
か
く
て
わ
れ
-

は
奮
唐
音

･
食
貨
志
に
'

元
和
三
年
五
月
'
原
敬
依

･
李
雲
上
冒
す
'
湖
南
院
の
申
を
得
た
る
に
耶
州
の
守
陽
蔓
草
爾
斯
界
'
平
陽
治
及
び
馬
跡
曲
水
等
の
盲
銅
坑
約
二
首

八
十
飴
井
め
-
､
官
を
差
し
て
槍
覆
す
る
に
茸
に
銅
錫
ゐ
-
'
今
請
ふ
'
耶
州
蕃
桂
陽
監
に
鍍
両
所
を
置
き
節
を
探
-
鐘
を
錯
ら
ん
こ
と
を
'
毎

日
約
二
十
貰
'
計

る
に
'

7
年
に
錆
;l･bる
こ
と
七
千
貰
､

人
に
轟
あ
-
'

と
あ
-
'
ま
た
'

(
IR
聖

二
年
)
大
月
'
記
し
て
口
-
'

天
下
鋲
あ
る
の
山
､
必
ず
鋼
儲
ゐ
-
'
鋼
は
鼓
侍
に
資
す
べ
き
も
'
銭
は
生
人
に
黍
な
し
.
そ
の
置
軽

を
様
-
'
務

め
て
専

l
な
ら
し
め
よ
'
そ
れ
､
天
下
は
五
嶺
よ
-
以
北
'
探
銀
の
坑
を
み
ば
'
並
な
よ
ろ
し
-
禁
防
.す
べ
L
t
恐
ら
-
は
厨
在
の
坑

戸
失

業
を
免
が
れ
じ
'
各
々
本
州
'
府
の
畠

寛
に
委
し
'
勧
課
し
て
.
そ
れ
を
し
て
鋼
を
抹
-
'
官
甲
を
戯
け
て
爵
作
ぜ
し
め
よ
'
す
L=bは
ら
､

磨
鼓
低
に
要
し
候
疏
間
奏
ぜ
し
む
､

と
あ
る
を
さ
へ
み
る
と
と
I
l
な
る
｡

し
か
し
'
銅
坑
の
蔑
見

･
閃
蚤
に
は
白
か
ら
限
度
が
あ
ら
う
.
そ
れ
で
'
つ
ぎ
に
は
'
す
で
に
存
在
せ
る
銅
'
換
言
す
れ
ば
種
々

の
銅
串
､
を
解
鏑
し
.V
P
そ
れ
を
も

っ
て
鋳
鐘
の
材
料
に
充
て
る
と
い
ふ
考
が
生
ま
れ
る
は
怪
し
む
に
も
あ
た
る
凄
い
.
そ
し
て
'

わ
れ
く

は
そ
の
例
を
'
攻
の
論
策
な
ど

に
お
い
て
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
｡

,寺
㍉
∵

-

･

-

･

∴

.

.



司

層

周

調

律

八
月
,
中
書
門
下
奏
す
,
伏
し
て
筈

等

華

る
と
こ
ろ
替

る
に
,
或
は
人
間
の
銅
物
最

市
し
･
州
郡
宣

誓

滴

ら
し
む
名
を
請
ふ
(も
の
あ
JI
)'
開
元
以
前
に
嘗
-
T
は
'
未
L
'塵
紙
促
を
置
か
ず
'
亦
州
郡
を
し
て
増
道
を
勾
雷
ぜ
し
む
､
今
も
し
'
南
棟
匹

段
を
柄
物
る
も
'
或
は
通
用
の
見
鎖
を
無
要
ぜ
ん
こ
と
を
慮
-
て
'
諸
道
公
私
の
銅
券
を
L
T
t
各
々
所
在
の
節
度

･
圃
棟
･
障
架

･
経
略
任
に

納
め
し
め
ん
と
欲
す
れ
ば
､
す
な
は
も
､
元
勅
に
襟
-
T
慣
直
を
給
興
し
'
並
な
雨
硯
に
折
L
t
仇
は
本
虞
の
軍
人
を
し
て
鉢
鋪
せ
し
め
'
そ
の

鱒
本
は
.
請
ふ
'
留
州
留
任
年
支
未
月
q
も
の
を
も
っ
て
克
て
'
錦
る
と
こ
ろ
の
盟
は
'
す
ぢ
は
ち
.
軍
雁
州
煤
の
公
用
に
充
て
よ
'
･･
･
1
年

の
後
を
待
ち
て
'
器
物
を
鋳
る
こ
と
は
墓
-
す
な
は
も
停
む
'
そ
の
州
府
鋼
釦
を
出
す
こ
と
あ
ら
ば
､
も
っ
て
鐸
虞
を
開
-
べ
L
t
有
司
に
具
申

し
､
す
な
は
も
諸
監
治
の
例
に
同
じ
-
'
毎
年
本
を
輿
へ
て
塙
に
充
て
し
む
､
そ
の
銅
港
を
収
市
す
る
G
廟
隈
血
に
鋼
物
姦

造
買
屠
す
る
こ
と

を
禁
ず
る
等
は
'
議
定
を
待
ち
'
す
.JJ
は
ち
有
司
を
L
T
t
傑
疏
間
奏
ぜ
し
む
､
そ
の
上
都
の
碍
鏡
及
び
収
め
Ll
る
鋼
券
は
､
繍
い
で
虞
分
し
､

婿
に
頭
行
ぜ
ん
と
欲
し
'
な
は
周
膚
に
貸
-
'
請
ふ
て
'
申
蕃
門
下
･
術
省
御
虫
垂
並
に
諸
司
長
官
を
し
て
､
商
量

･
重
議
･
聞
奏
せ
し
む
､

そ
し
で
≠
私
銘

仙

借
銭
む

錨
鐘
の
料
と
し
て
徴
収
す
る
が
ど
と
き
は
'
ま
た
こ
れ
Iだ
カ
テ
ゴ

リ
ー
敬

一
に
す
る
也
の
と
な
し
得
よ

う
G
そ
し
て
'
そ
れ
は
'
例

へ
ば
､
す
で

に

引
け
る
忠
誠
の
回
収
歓

計
る
･三
j
ツつ
な
ど
忙
お
い
て
こ
れ
む

う
か
ゞ
ふ
LJ
と
が
で
き
よ

う
か
D
け
だ
し
､
そ
れ
は
首
領
流
通
の
僻
を
絶

つ
近
本
議
と
せ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
が
F
か
-
て
収
得
せ
る
鋼
が
錯
鏡

の
料

に
充
て
ら
る
1
こ
と
は
も

っ
と
も
あ
-
う
べ
-
.
そ
し
て
.
そ
れ
が
殆
よ
-
考
慮
に
入
れ
ら
れ

て
ゐ
た
こ
と
も
容
易
に
推
想
し
う
る

か
と
思
ふ
か
ら
で
あ
る
｡

-

私
鏡
憲
鎧
は
別
と
し
て
'
か
つ
て
公
鍔
と
し
て
立
沢
に
通
用
せ
る
背
鍔
は
'
鍔
不
足
の
折
柄
'
わ
ざ
-
＼

こ
れ
を
甜
し
て
改
め
て

鋳
ず
と
も
､
そ
の
ま
1
流
通
を
許
し
て
は
ど
う
か
と
は
詣
L
も
考
ふ
る
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
が

昔
時
'
事
賓
か
-
考

へ
ら
れ
た
こ
と

が
あ
っ
た
こ
と
は
､
例

へ
ぼ
禽
昌
六
年

二
月
の
勅

に
'

す
べ
か
ら
-
膏
鐘
を
し
て
流
布
せ
し
め
よ

唐
代
の
貨
幣
思
想

第
三
番

1
〇
五

第

一
茄

一
〇
五

■
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唐
代
の
貨
幣
思
想

と
あ
る
に
お
い
て
こ
れ
を
う
か

ゞ
払
う
べ
-
'
ま
た
'
さ
ら
に
先
に
引
け
る
'

第
三
番

70
六

第

7
把

L
〇
六

標
を
市
に
か
け
し
め
'
官
姓
を
し
て
棟
に
依
-
T
鐘
を
用
ひ
し
む
'

と
あ
る
に
胎
い
て
は
'
私
錆
鏡
で
も
質
再
発
に
あ
ら
ざ
る
か
ぎ
-
は
そ
の
ヰ
T
T
こ
れ
⊥}･]用
ゐ
ん
と
す
る
も
の
と
解
し
う
べ
き
,L
ILJ.

す
で
に
論
じ
た
る
と
こ
ろ
rL15-
し
て
明
ら
か
で
あ
る
と
い
へ
よ
う
｡

し
か
し
.=
か
-
し
て
=
S
･つ
か
ノ＼
経
の
故
嶺
増
加
に
封
め
て
も
･.FS
範
ゼ
ら
か
ね
る
鍔
が

仙
方
か
ら
私
錯
せ
ら
れ
る
の
'fJ
は
､
塵
取

iTv,梢
に
水
紅
旗
む
と
同
じ
く
効
果
が
あ
が
ら
ぬ
;
そ
し
て
私
鏑
の
因
は
'
よ
っ
て
も
つ
て
銅
器
を
製
造
し
て
利
益
を
む
さ
ぼ
ら
ん
と

す
る
に
あ
る
は
容
易
に
理
解
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
｡
そ
JJ
で
私
錆
を
防
止
す
る
た
め
に
銅
辞
製
造
費
貫
の
禁
止
が
行
は
れ
る
に

い
た
る
は
昔
然
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
o
そ
し
て
そ
れ
は
先
に
引
け
る
元
和
十
五
年
八
月
の
中
書
門
下
の
奏
放
中
に
'

!
年
の
後
を
待
ち
T
t
器
物
を
鋳
る
こ
JJ
は
整
-
す
L.は
ち
停
む

と

か
'鍋

物
を
嘩
造
買
葦
す
る
こ
と
を
禁
デ

な
ど
い
ふ
文
句
あ
る
に
よ
-
で
も
す
で
に
こ
れ
を
う
か
il
ふ
と
と
が
で
き
よ
う
か
と
息
ふ
が
､
と
く
に
､
こ
れ
も
先
に
引
け
る
'
劉

萩
の
上
議
に
'

そ
れ
､
錯
盛
の
用
曙
ら
ざ
る
は
銅
の
貫
き
に
あ
-
'
鋼
貴
き
は
採
用
す
る
者
衆
き
に
あ
/

そ
れ
鋼
も
つ
て
兵
を
為
-

らは
す
な
は
も
鼓
に
し
か

ず
､
も
っ
て
器
を
楚
-
ら
ば
す
な
は
も
漆
に
し
か
ず
'
こ
れ
を
禁
ず
る
も
苦
汁bL
'
陛
下
何
ぞ
人
に
禁
ぜ
ざ
る
'言

と
あ
る
に
よ
り
て
'
も
っ
と
も
明
瞭
に

)̂れ
を
う
か
il
ふ
こ
と
を
得
よ
う
｡
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鳶

さ
ら
に

.衷
初
に
あ
げ
た
る
通
鏡
策
の

1
襲
型
に
入
れ
て
も
rLE
い
か
と
も
恩
は
れ
る
が
'
そ
の
あ
ま
-
忙
異
例
た
る
が
故
に
敢
て

さ
う
せ
ず
'
こ
1
に

1
の
考

へ
方
と
し
て
あ
げ
よ
う
と
恩
ふ
も
の
に
'
先
に
論
じ
た
こ
と
の
あ
る
私
鋳
容
認
静
'
換
言
す
れ
ば
自
由

､
儲
鐘
論
が
あ
る
｡

け
だ
し
'
私
錆
は
こ
れ
を
禁
止
し
て
も
よ
-
そ
の
日
的
を
達
せ
ず
､
私
錆
の
行
は
れ
る
と
こ
ろ
錦
解
の
汎
涯
を
招

釆
す
る
と
と
わ
れ
-

の
す
で
に
こ
れ
を
知
悉
す
る
と
こ
ろ
の
ご
と
く
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
今
鐘
の
増
量
を
計
る
に
と
れ
忙
よ
ら
む

と
と
を
老
ふ
る
は
必
す
L
も
不
思
議
と
す
る
に
も
あ
た
ら
ぬ
で
あ
ら
う
C
そ
し
て
わ
れ
-

は
そ
の
例
を
'
さ
き
に
引
け
る
と
JJ
ろ

の
中
書
侍
郎

･
張
九
齢
が
開
元
二
±

1牢

｢銘
鎖
を
禁
ぜ
ざ
ら
ん
こ
と
を
奏
講
｣
せ
る
に
お
い
て
み
る
と
と
が
で
き
よ
う
か
.
も
っ

と
も
光
に
論
ぜ
る
ご
JL
く

そ
の
理
由
は
.
新
暦
昔

･
食
賀
意
に
引
-
と
こ
ろ
よ
り
し
て
み
れ
ば
'
錨
造
硬
の
大
字
ふ
た
め
こ
れ
を

民
間
に
眉
替
り
せ
し
め
る
碩
膳
で
あ
っ
た
か
の
.ru
ょ
-
で
も
あ
る
が
p
し
か
し
劉
梢
等
の
庶
紋
に
よ
り
て
張
九
桝
の
上
奏
が
と
-
忠

け
ら
わ
な
カ
/一た
J

.r
ち

≠
や
1t･
L..
㍉U.JL
も
新
鮮
封

去

そ

よは
陀
よ
れ
ば

.
侶
妾
祁
王
神
が
楳
た
観
糊
足
ら
ず
.
誰
ふ
私
錆
を
縦

る
さ
ん
｣
と
い
っ
て

ゐ
る
の
を
み
る
と
､
常
時
頚
が
不
足
せ
る
こ
と
は
推
察
に
難
か
ら
す
'
さ
う
し
て
'
さ
う

だ
と
す
れ
ば
'
張
九

齢
の
上
奏
の
中
に
も
私
鏡
に
よ
-
て
鍔
の
増
量
を
意
国
す
る
と
と
が
な
か
つ
た
と
も
考

へ
ら
れ
す
'
す
な
は
ち
'
そ
れ
に
お
い
て
銭

の
稽
鏡
を
企
圃
す
る
思
想
を
う
か
Ẑ
払
得
る
と
な
し
え
ぬ
こ
と
も
あ
る
ま
い
.
す
-
な
-
と
も
t
と
･
.
に
引
け
る
信
安
部
王
神
の
言

が
こ
ゝ
忙
論
ぜ
ん
と
す
る
と
JJ
ろ
の
好
適
例
た
る
ヱ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
で
あ
ら
う
｡

以
上
は
'
要
す
る
に
､
鐘
の
数
量
を
増
加
せ
し
む
る
に
は
増
鋳
せ
よ
と
い
ふ
そ
の
増
鏡
の
た
め
の
方
策
で
あ
る
.
し
か
る
に
'
い

-
ら
櫓
錦
し
て
み
て
も
'
T.iJの
坤
銘
せ
ら
れ
た
る
鎖
が
､
滞
薙
せ
ら
れ
て
流
通
鼎
に
そ
の
姿
を
願
は
さ
ぬ
の
で
は
'
依
然
･U
し
て
鐘

唐
代
の
.貨
幣
思
想

第
三
者

7

〇七

第

7
款

7
〇
七
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唐
代
の
貨
幣
思
想

第
三
啓

一C)
八

第

1
既

7
〇
八

の
不
足
を

ま
ぬ
が
れ
ぬ
C
そ
れ
で
つ
ぎ
に
は
鐘

の
滑
液
を
非

と
す
る
考

へ
が
あ
ら
は
れ
ね
ぽ
な
ら

ぬ
｡
そ
し
て
､

そ
れ
は
例

へ
ば
次

に
引
-
と
し
ろ
の
ご
と
き
に
お
い
て
こ
れ
む
う
か

ゞ
ふ
と
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
.

其
年

(
元
利
三
年
)
六
月
'
記
し
て
日
ふ
'
炎
貨
の
撞
護
'
慌
ELTJ
に
在
-
'
も
し
'
絹
聖
人･
;<･
-
γ.ろ
あ
ら
ly

貨
ま
き
に
ま
す
-

臆
か
る
ペ

L
T
故
に
腰
を
封
す
る
も
の
､
称
で
人
の
念
に
乗
じ
'
･貨
を
眉
-
も
の
､
必
ず
己
の
資
を
蜘
:･tv;

今
1.轡
L.R
pL
垂

は
し
て
'
-
つ
て
.
滞
雛
か
い
だ

牌
､
刈
･"_1338.寸

心

に
非
で
/
b
L
=
'
-を
斗
iJ
石
に
糊
ITp
-
ん
は
.
恐
ら
-
は
入
朝
は
和
訳
鳳
せ
ん
i
天
下
の
画
質
､
先
に
見
鏡
を

雷
へ
し
も
の
'

所
在
の
長
安

に
委
し
'
見
物
.㌢
収
市
ぜ
し
む
'

こ
の
拭
追
-
行

はる
れ
ば
､
膜
ま
さ
に
別
に
新
規
を
立

て
'
繋
誠
の
禁
を
設
-
べ
し
吾
1

そ
し
て
鏡

の
滞
寂
を
禁
じ

て
こ
れ
を
据
通
鼻
に
放
出
せ
し
む
る
馬
に
は
或
は
各
人
の
所
持
す
る
と
と
の
で
き
る
環
都

の
限
度
を
定

め
'
そ
れ
以
上
は
所
持
す
る
を
許

さ
ず
､
JJ
れ
を
流
通
界
に
放
出
す
べ
き
も
の
と
す
る
｡
例

へ
ば
攻
の
ど
と
く
で
あ
る
｡

(元
卸
十
二
年
)
勅

す'
近
日
布
島
韓
L
!櫨
-
'
見
鍔
や
-
早
-
少
な
し
.
皆
な
併
呑
鯉
空
し
で
通
読
す
る
を
稗
ざ
る
に
よ
る
'
よ
ろ
し
-
京
城

内
に
合
し
'

文
武
官

軍
品
稗
の
高
下
か
,間
は
ず
'

邦
に
公
郡
願
主
中
佐
等
よ
り
'
下
士
庶
商
旋
苛
戟
堺
市
に
い
た
る
'
あ
ら
ゆ
る
私
肝
の
見

鏡
は
艶
な
五
千
貫
を
池
ぐ
る
を
樺
す
'
も
し
､
こ
れ
を
過
ぐ
る
あ
ら
ば
'
勅
の
出
で
し
ょ
-
後

一
月
内
を
隈
･JJ

も
つ
て
別
物
を
市
ひ
て
収
貯
に

任
ず
る
こ
と
を
許
す
'
も
し
鑓
数
枚
多
-
虞
置
未
ぎ
ー
ら
ざ
れ
ば
'
限
内
に
お
い
て
'
地
界
州
原
に
お
い
て
賊
を
悌
べ
夏
に
随
を
請
ふ
に
任
す
'

縦
ひ
こ
の
色
あ
そ
b
､
亦
酎
既
月
を
過
ぐ
る
を
得
ず
t
も
L

I
家
内
に
別
に
宅
舎

･
店
舗
等
の
貯
ふ
る
と
こ
ろ
の
銭
あ
ら
は
'

並
な
す
べ
か
ら

-
計
っ
て
も
つ
て
こ
の
取
に
あ
る
べ
し
'
そ
の
兄
弟
本
邦
異
月
し
'
官
て
分
析
を
経
た
る
も
の
は
､
こ
の
隈
に
あ
ら
ず
､
･d
L
限
満
ち
て
後
遺
反

す
る
も
の
あ
ら
ば
'
白
月
人
等
よ
ろ
し
-
所
司
を
し
て
痛
杖

一
頃
苑
に

虞
す
べ
し
､
そ
の
支
武
官
及
び
公
主
筆

並
汀
b有
司
の
間
奏
に
委
し
'
ま

き
に
重
科
既
成
す
べ
し
.
腰
中
位
も
亦
名
街
を
具
し
て
間
奏
せ
よ
.
そ
の
脹
好
の
鐘
は
多
少
に
限
ら
ず
'
並
な
官
に
鞠
約
す
､
数
内
五
分
に

1
分

を取
-
､
賞
鏡
に
克
つ
'
五
千
富
に
止
む
'
こ
の
外
賓
将
及
び
人
の
論
告
す
る
あ
る
-
亦
科
を
重
-
し
て
庭
分
し
､
井
に
官
省
に
畳
,I,給
す
'

し
か
し
'

こ
の
場
合
'
葦
は
.

時
に
京
肺
'
塁
間

･
尾
藷
'
積
む
と
こ

ろ
方
鏡
の
謹
多
L
r
王
鍔

･
韓
弘

･
李
憧
衝

少
な
き
ち
'
五
十
寓
貫
を
下
ら
ず
'
こ
～
に
お
い
LJ
.
表
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小
で
第
崖
を
買
ひ
'
も
っ
て
そ
の
盛
を
愛
ず
､
多
き
も
の
は
竜
に
里
巷
に
傭
解
し
'
も
っ
て
そ
の
道
に
蹄
L
t
而
し
て
高
安
大
貫
は
多
,l
左
右
軍

に
依
骨
し
'
官
錨
を
名
と
な
し
.
府
粁
窮
験
す
る
を
得
ず
'
法
覚
に
行
ほ
れ
ず
､

とある｡あ1すればかうと.いつもl方に法ができれば他方に津を挽ける遠が講ぜられ'しかも'往々にしでか

へつて寄舟の魚を逸すること昔も今も饗は-なき忙いさ1か苦笑を禁じ得ざるものがあるではないか｡

また'

(大和)凶年十1月'射すらし見鰻を私貯する家は､合貯の取を除-外は､1寓貫より十戒貫にいたるは'1周年内を限-て虞置し寧ろべ-'｢潟賃より二十滋箕にいたる以下のものは二周年を限･Oて施置し寧ろ.I(LtもLt期限を守らずしてF安於と
LLJ滞積､木偶に過ぐるあらば'すなはも､人の副管するに任し'及び.その儀寅に由るところ､その犯すところの家の鏡.皿な元利十二年の勅に準じて官に納妙.数に掘-.五分の1を取-て別号の<を賞するに克つ'賞銃の澱は五千賞にTgむ､絹托分犯す人の･LhTIlほに臆じLJ決断'料帖㌻Jt髄LjEE'印十二年の軌に嘩ひて庭草.㌔,1JG党案Li由る-ころ'亦l年を虫試す

とするOしかし.これも｢尊貴に行ほれず｣とあるO

或はまた'鏡の滞寂は便換(いはゆる｢飛紹｣のこと.楚啓の一積)の禁止にもとづ-とし'従って便襖を許容すれ

ば鏡の滞寂の輿が除去せらるべLとするものもある｡例へば次に引-ところのどと-である｡

(元和)七年五月'戸部･王締'度支･慮坦'盟餓･王膝等奏す､伏しておもふに'京都時に用多-風韻を貢んデ､官中の支計近日魂に少t･bLtけだし'このころ商人に匪換を許さず'これに同-家に滞癖あるによる､物慣増た高き所以は鱈の多
-出でざれはな-'臣等今商量し伏して請ふ'商人をして三司において便換に任すを許し'見錦はl切替に俵-て楽約ゼミ

伏しておもふにこのころ諸司･諸促等或は商人の銭多-城中に留まるを促とするあり.時を逐ひて収貯し､私室L!こ椅鼓し

て復た通暁するなし'伏して請ふ'自今己後'殿に禁約を加へよ.

鏡の滞痕は人民の問のみのこと･̂はいへぬ｡政府の側にも滞寂なしとはすまい｡しからば鐘少なきのときにあ
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唐
代
の
貨
幣
思
想

第

三
巻

1

10

舞

l
就

t
rO

た
-
て
は
政
府
の
鏡
を
屯
流
通
鼎
に
動
点
せ
し
む
べ
L
と
す
る
の
考
の
あ
-
得
べ
き
は
む
し
ろ
常
群
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
｡
そ
し

て
'
わ
れ
く

は
攻
の
F'こ
と
き
を
そ
の
例
と
し
て
あ
げ
る
と
と
が
で
き
よ
う
か
O

(元
利
十
二
年
)
正
月
'
乱
す
､
点
貨
の
設
け
ち
る
～
や
.
敬
-
常
現
あ
-
p
も
つ
て
謁
柁
な
し

て-d
ろ
し
き
を
絹
し
む
7
こ
れ
を
も
っ
て
､
敢

散
節
み
-
..
必
ず
そ
の
控
を
通
じ
.
も
っ
て
人
を
利
す
p
今
綿
尚
韓
た
櫓
-
'
公
私
供
に
卯
る
.
よ
ろ
し
′-乳
糖
∬
十
弼
竿
灯品

し
.
東
灘
府
を

同
株
の
,ifl.ビ日
は
ヮLjCJ
他
年
館
の
元
利
八
年
四
月
の
勅
に
も
う
か
ゞ
へ
る
｡
す

な
は
ち
攻
の
ご

JJ
-
で
あ
る
｡

磨
覇
-
貨
睦
き
を
も
つ
て
'
内
範
S
.践
五
十
寓
貫
を
出
だ
し
'
両
市
を
し
て
布
吊
を
収
市
ぜ
し
め
､
端
匹
ご
と
に
伯
十
の
一
を
加
ふ

以
上
あ
げ
た
る
と
こ
ろ
は
積
極

･
滑
塩
の
差
こ
そ
あ
れ
'
い
づ
れ
も
'
撃
退
す
る
鏡
の
数
量
を
増
大
せ
し
め
る
方
策
で
あ
る
紅
お

い
て
は

一
で
あ
る
と
い
へ
よ
う
｡
し
か
し
'
そ
れ
ら
は
い
づ
れ
も
自
ら
制
限
が
あ
る
を
兎
が
れ
ま
い
｡
し
か
る
に
経
碑
の
進
歩

･
貨

幣
経
稗
の
蚤
展
に
は
限
度
は
あ
る
ま
い
｡
そ
こ
で
銭
の
必
要
は
ま
す
-

加
は
る
｡
す
る
と
鏡
の
数
量
を
増
さ
ず
し
て
.
し
か
も
鐘

に
封
す
る
増
加
す
る
需
要
を
充
足
せ
ね
ば
な
ら
な
-
な
る
o
L
か
し
そ
の
や
う
な
JJ
と
が
'
は
た
し
て
可
qEJE,で
あ
ら
う
か
､
可
能
で

あ
る
と
す
れ
ば
'
そ
れ
は
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
ら
う
か
G
と
の

1
見
不
可
能
な
る
か
に
思
は
れ
る
も
の
を
可
能
な
ら
し
む
る
も
の

恵
わ
れ
-
1
は
先
づ

｢
省
陪
｣
に
お
L
て
み
い
潔
し
う
る
と
恩
ふ
o
省
棺
は
す
で
に
南
北
朝
時
代
衆
に
お
い
て
み
た
る
と
と
ろ
で
あ

･C
;

そ
れ
は
本
邦
胃
鏡
を
も
っ
て
錆
貫
を
な
す
べ
き
に
も
か
1
は
ら
す
､
首
に
欠
け
た
る
も
の
に
よ
-
鍔
貫
を
た
さ
ん
と
す
る
も
の

で
あ
る
故
'
違
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
O
し
か
し
'
政
府
が
こ
れ
を
公
認
す
る

)̂
と
1
な
れ
ば
'
そ
れ
は
百
に
足
ら
ざ
る
も
の
を
も

っ
て
首
と
し
て
踊
ゐ
る
こ
と
を
承
認
す
る
所
以
で
あ
り
'
す
な
は
ち
鐘
の
数
量
を
増
加
す
る
こ
と
た
く
し
て
増
加
せ
る
と
同
じ
効
果



l･:･111･:

Lj1,警
護塵

あ
ら
し
む
る
に
近
い
と
S
へ
よ
う
.
そ
し
て
唐
に
お
い
て
か
-
の
ど
と
き
公
認
を
な
せ
る
こ
と
は
'

暴
挙
R
年
九
月
'
勅
す
ら
-
'
衣
笠
の
茸
､
貴
ぶ
と
こ
ろ
は
通
読
..1b-
'
闇
-
か
ご
と
′＼
ん
は
比
衆
鐘
を
用
ふ
る
'
所
在
､
除
栢
7
な
ら
す
'

･

･
今
よ
-
以
後
､
よ
ろ
し
-
､
貫
毎
に
t
l
例
に
'
除
堂
八
十
･
九
軍

事
文
を
も
っ
て
貫
髪
lItす
べ
し
云
々

と
あ
る
に
よ
-
て
こ
れ
を
知
る
と
と
が
で
き
よ
う
｡

省
陣
は
鋒
百
枚
灯
満
た
ざ
る
も
の
を
も
っ
て
首
故
に
擬
す
る
も
の
で
あ
る
が
'
い
ま
こ
の
理
法
が

1
枚
の
頭
に
連
用
せ
ら
れ
る
と

普
.
そ
こ
に
い
は
ゆ
る
大
鏡
な
る
も
の
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
.
例

へ
ぼ
程

一
寸

･
撃

森

六
分
の
乾
封
泉
蟹

一
枚
を
も
っ
て
径
八

分

･
要

一錬
個
鳥
の
帽
元
通
頚
の
十
枚
に
常
る
億
十
銭
と
す
る
が
ご
と
き
は
す
な
は
ち
そ
れ
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
れ
が
通
貨
滞
節
に

お
い
て
も
つ
溝
毒
は
舗
帽
と
欄
,･LEJ
す
る
こ
A
rは
あ
ら
た
め
て
説
く
･染

dL
lも
あ
る
ま
い
｡
も
ら
γC･ん
｡
大
経
た

鋳
る
ノ
い
ふ
LJ
よ
は
"

政
府
が
財
政
収
入
た
企
甲
す
る
に
出
づ
る
こ
と
は
否
め
安
い
o
し
か
し
'
だ
か
ら
と
い
っ
て
t
を
,J
に
'
以
上
の
ご
JJ
き
理
路
'
政

党
を
う
か
ゞ
払

得
る
場
合
の
あ
る
こ
と
も
ま
た
必
ず
し
も
香
定
で
き
ぬ
で
あ
ら
う
｡
特
に
鎖
貸
欠
乏
し
､
鏡
債
騰
貴
せ
る
時
代
に
あ

わ
て
は
し
か
-
と
す
る
i
な
ほ
唐
代
大
鏡
を
鋳
る
場
合
は
右
の
外
に
･
乾
元
中
･
御
免
申
丞

壷

五
疎
が
首
十
鎮
た
る
乾
元
室
賀
を

島
､
さ
ら
に
昔
五
十
鎮
た
る
重
輪
乾
元
鏡
を
鋳

っ

て
ゐ
る
の
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
.
ま
た
'
賛
磨
年
中
に
は
撃

.g
鐘
を
改
行
し

/

て
p
乾
元
重
稜
小
鎮
'
撃
九
重
稜
大
鏡
を
鋳
る
o
瀞
者
は
軍

′轟

で
あ
-
'
後
者
は
嘗
三
鏡
で
あ
る
｡
こ
の
場
合
'
基
本
と
な
る
も

の
は
'
す
な
は
ち
閑
元
遁
聾
鏡
で
あ
る
こ
と
は
あ
ら
た
め
て
説
く
堂
で
も
あ
る
ま
い
O

唐
代
の
賃
簡
思
想

A

鼻
三
春

二

一

第

1
訴

一
二
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1
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1.

第

i新

二

〓

さ
ら
に
'
鏡
の
欠
一之
･
不
足
に
よ
-
て
生
す
べ
き
金
融
梗
塞
の
弊
を
救
済
す
る
た
め
に
は
'
銅
鏡
以
外
の
も
の
を
貨
幣
に
使
用
せ

ん
と
す
る
こ
と
､も
考

へ
ら
れ
う
る
｡
そ
れ
は
.
い
ぼ
ゞ
'
銅
鏡
の
質
的
頗
大
よ
で
も
い
ふ
べ
き
と
jJ
ろ
に
蚤
し
'
銅
銭
の
畳
的
増
大

で
は
な
い
.
従
っ
て
.
を
れ
は
､
銅
鏡
に
立
脚
し
て
諭
す
る
か
馨
り
T
通
貨
調
節
策
と
は
い
へ
ぬ
.
し
か
し
'
/.J
れ
た
蹄
-

1F
椴
に

拭
願
の
立
場
に
お
い
て
い
へ
ば
'
そ
れ
は
.
や
は
-
､
趣
貸
調
節
賃
以
外
の
屯
の
で
は
た
く

ま
さ
に
小
こ
L

に
.I
,ELお

膳

が

興

へ

払
れ
る
べ
き
も
の
･J
い
(I
-
買
ノ
｡
し
か
ら
ば
∵
で
れ
は
い
か
に
あ
る
か
G
こ
れ
を
驚
唐
菩

･
食
貨
志

に
つ
い

て
う

か

'-J･ふ
か

ぎ

i･Th
に

お
い
て
い
へ
ば
--
わ
れ
-

は
物
品
貸
幣
た
る
布
烏
と
紙
幣

的性
質
皇

伺
す
る
便
襖
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
.

I

布
Q
E
が
貸
幣
と
し
て
使
用
せ
ら
れ
'
そ
れ
だ
け
通
貨
の
数
量
を
増
大
せ
し
む
る
に
役
立
ち
L
JJ
と
は
'
先
に
も
引
け
る

元
和
六
年
二
月
'
公
私
の
交
易
を
刺
す
'
十
貰
鏡
己
上
'
す
,.J
は
ち
'
宛
ら
-
､
匹
段
を
繁
用
す
べ
し
云
+

な
ど
あ
る
に
よ
-
て
明
ら
か
で
あ
ら
う
.

便
襖
は
'
い
は
ゆ
る
飛
鐘
で
'
飛
躍
は
新
唐
音

･
食
賛
意
に
'

●

整

甲
鎧
少
さ
を
も
っ
て
､
獲
た
鋼
券
を
用
ふ
石
を
禁
ず
､
時
に
商
軍
属
師
に
'-,
た
る
'
鏡
を
譜
注
進
奏
探
及
び
諸
賢
､
講
使

･
富
家
に
委
し
t
TP

っ
て
軽
装
し
て
四
方
に
趨
き
'
券
を
合
は
ぜ
て
す
な
は
ち
こ
れ
を
取
-
'
飛
鎌
と
鮮
す

と
あ
る
に
よ
り
て
も
わ
か
る
通
-
'
す
こ
ぶ
る
現
代
に
お
け
る
薦
啓
に
近
い
も
の
で
あ
る
.
し
か
る
に
鴛
啓
は

一
の
信
用
券
で
あ
り

信
軸
券
は
そ
れ
だ
け
通
貨
の
数
量
を
増
大
せ
し
む
る
に
役
立
つ
こ
皇
一石
を
ま
た
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
と
-
に
､
鷲
青
書
に
う
か

はゞ

れ
る
か
ぎ
り
'
便
襖
の
禁
止
は
'
先
に
引
け
る
と
こ
ろ
に
よ
り
て
明
ら
か
な
る
が
ど
と
く
'
銭
貨
滞
麻
の
因
な
-
JJ
さ
れ
t
JJ
れ
を

許
可
す
る
こ
と
が
.
滞
穀
鏡
貨
を
放
出
せ
し
め
る
所
以
と
さ
へ
考
へ
ら
れ
る
事
情
あ
る
に
お
い
て
t
屠
そ
の
然
る
を
認
め
ざ
る
を
得

ぬ
で
あ
ら
う
｡



貨
幣
慣
伯

の
憶

苛
を
芋

川
す
る
た
め
に
.
頂
幣
栽
鳶
の
ゼ

ナ
'
'tJは
か
る
≒

J
ろ
与
L-
か
ゞ
は
れ
る
甲
癌

は
以
上
に
お
い
て
捜
2J
JJ

れ
を
つ
-
し
た
･1]
恩
ふ
.
そ
こ
で
今

や
わ
れ
′
＼

は
姥
幣

慣

｣牌
の
下
請
里

見
服
す
る
た
め
に
､
骨
常
習

軍

の減
少
を
は
か
る
と
こ
ろ

に
う
か
ゞ
は
れ
る
思
想
と
な
が
め
る
べ
き
位
雀
に
あ
る
日
己
を

け
い
だ
す
O
で
は
'
そ
れ
は
い
か
に
雪

?
で
あ
ら
う
か
O
貨

幣

頂

倍

の
下
草

里
九
服
す
る
た
め
に
そ
の
蕃

吉
を
戊
少
せ
し
む
る
･U
い
ふ
甥
ム
口
.
.ht,の
誉

耳
が
過
多
で
あ
る
こ
と
が
市
接

で
あ
る
こ
と
は
い

ふ
ま
で
も
な
い
.
し
か
る
に
こ
の
叫芸
nL.
そ
の
過
多
は
ほ
と
ん
ど
重
く
'
堅
実
に
も
と
づ
ノ
＼｡
搾

っ
て
.

こ
-
に
甥
幣

の
数
量
蕉
減

少
せ
し
む
る
と
い
ふ
こ
と
は
.
私
E,dr,蒲
の
防
壁
と
'
書
籍
の
張
漁
JJ.
錯
す
る
o
ュ
】し
て
.
,-t
れ
ら
は
'
す
で
に
F
横
領
の
統

一
の
･U
^
)

ろ
で
う
か
2･{
つ
た
･iJ
IJ
ろ
に
謝
す
る
O
朝
に
軍
び
望
す
る
を
さ
け
る
C

そ
れ
に
何
等
か
の
特
質
を
求
む
る
と
せ
ば
'
私

は
､
す
-
な
-
と
も
､
そ
れ
]蓬

語
気
謀
計
の
Bj'J想
が
上
述
せ
る
と
こ
ろ
の
ご
と
-
に

′

ま
と
め
ら
れ
う
る
と

こ

ろ

に
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
.
I思
ふ
.
ま
こ
と
に
'
そ
れ
は
鐘

に
関
す
る
か
ぎ
-
'
ほ
と
ん
ど
そ
の

後
歴
代
､
清
末
に
い
た
る
迄
に
通
す
る
｡
満
天
に
い
た
る
も
､
鐘

の
通
貨
調
節
は
ほ
と
ん
ど
こ
れ
を
出
で
ぬ
｡
そ
し
て
わ
れ
-
ト

は

そ
れ
に
お
い
て
'
こ
1
に
う
か
ゞ
は
れ
る
そ
の
思
想
の
覆
達
せ
る
を
知
る
と
1
も
に
'
ま
た
'
こ
れ
ら
思
想
を
生
み
出
せ
る
背
景
.

す
な
は
ち
'
･貨
幣
経
済
が
急
速
な
る
護
展
を
遂
げ
'
近
代
的
性
格
を
有
す
る
に
い
た
れ
る
に
よ

る
も
の
な
る
JJ
IU
を
想
棄
す
べ
き
で

あ
ら
う
｡

第
三
巻

l
二
二

第

l
披

二

三
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T

弗
一
新
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g
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新

暦
審

･
食
貸

志

に
あ

ら

ほ
れ

た
る
貨
幣

思
想

新
居
晋

･
食
甥
志
に
あ
ら
は
れ
た
る
貸
間
思
想
は
奮
唐
吾

･
食
貨
志

に
あ
ら
は
れ
た
る
貸
粘
息
準

1違

う
饗
は
る
IlJ
こ
ろ
あ
る
べ

き
は
ヰ

い

な

い
と
-u
r
あ
ら
た
め
て
こ
-lJ
は
る
攻
LfJ
･zP
あ
る
淡
い
.̂
そ
れ
.

i

;
i

I;毛

賀

庸

脊

･
食
封
Tp
-

の
ら
Tは
れ
督

還

解
放

想

社
な

が
め

た
る
後

に
お
い
て
.
新
唐
書

･
食
貨
志
に
あ
ら
は
れ
た
る
貨
幣
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