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一

穂

積

文

雄

董
卓
が
洛
陽
に
入
っ
て
鎮
漠
の
衰
亡
が
決
L
t
世
は
こ
画

封
立
し
て
兵
馬
連
な
り
て
解
け
ざ
る
戦
乱
の
時
代
と
な
る
｡
し
か
る
に

お
よ
そ
戦
乱

の
世
に
お
い
て
は
物
資
の
滑
耗

･
生
産
の
荒
贋
に
よ
る
財
貨
の
快
芝
と
軍
費
の
膨
脹
に
も
と
づ
-
紫
常
の
泥
韓
の
た
め

物
慣
騰
勢
し
.
幣
慣
下
儲
す
る
は
必
然
不
可
搬
の
頗
柘
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
か
-
て
'
蕃
卓
に
代
は
る
親
武
が
重

度

の
小
鍔
を

閉
め
て
王
銑
鉄
を
祝
し
た
瞭
こ
そ
.
そ
の
数
量
が
少
か
っ
た
た
め
も
あ
っ
て
穀
債
は
煩
か
っ
た
が
'
や
が
U
文
櫓
の
代
に
な
る
L
l穀

姦
邪
に
し
て
利
己
心
の
大
な
る
'
政
府
が
造
幣
特
権
を
把
持
し
て
私
錆
を
禁
塵
す
る
場
合
に
お
い
て
す
ら
'
姦
悪
鍔
を
私
鋒
す
る
を

み
る
位
で
あ
る
か
ら
.
今
必
ず
し
も
政
府
の
手
に
よ
り
て
造
ら
る
る
に
あ
ら
ざ
る
穀
d
E
を
以
っ
て
貨
幣
と
な
さ
ば
そ
こ
に
姦
悪
介
入

の
飴
芙

慧

べ
き
は
見
易
き
と
こ
ろ
で
告

れ
ば
-

ぬ
O
か
-
て
明
帝
の
世
笑

る
と

｢
人
間
F
償
漸
-
多
-
墓

を
翌

で

以
っ

て
利
を
要
め
､
薄
組
を
作
-
て
以
っ
て
市
を
属
し
'
薦
す
る
に
厳
刑
を
以
つ
.て
す
と
錐
も
禁
ず
る
能
は
ざ
る
.J
に
S
た
-
ー
ま

た
五
錬
鏡
を
立
て
'
以
っ
て
次
代
の
晋
に
及
ぶ
｡

戦
乱
の
結
果
鎮
慣
低
落
し
物
償
騰
貴
す
る
の
は
'
ひ
と
-
魂
に
お
い
て
の
み
見
ら
れ
る
事
象
で
は
な
い
｡
そ
れ
は
苛
で
も
'
臭
で

支
部
貨
幣
小
史

(
堅
剛
)
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支
那
貨
幣
小
史

(林
前
)

第
四
番

1
〇
二

帝

一
班

一
〇
二

も
同
じ
こ
と
で
あ
る
O

し
か
し
萄
と
英
の
そ
れ
に
封
す
る
策
は
魂
の
際
鐘
用
穀
と
趣
を
異
に
し
て
大
鏡
の
鋳
造
に
お
い
て
な
り
た
つ

を
見
る
O
す
な
は
も
'
局
に
あ
-
て
は
劉
備
が
建
帝
の
建
安
十
九
年
諸
物
債
を
平
ら
か
な
ら
し
め
る
た
め
に

｢
直
胃
磯
｣
を
鋳
て
を

31..
臭
に
お
い
て
は
滞
樺
が
嘉
禾
五
年
春

｢
昔
五
首
｣
の
大
鏡
を
錯
'
兼
鳥
元
年
春
に
は

｢
嘗
千
大
鐸
｣
を
鋳
て
を
る
｡
こ
れ
ら
の

大
鏡
は
間
の
景
ld
の
鋳
る
と
僻

へ
ら
れ
る
大
錐
と
は
諾
っ
て
､
鎧
の
単
位
横
倍
軒
増
大
せ
し
む
る
こ
と
に
は
な
ら
.申
躍
っ
て
曙
で
舞

･オ
ゼ
JL
l
lオ

TV
鞘
侶
b
lセ
F,I
-
lq
F

7
1ノ～
と
r
Tr･･-･O
-
ト
1
′

P

7

1

7

-

.
･

j
I
(
-
貞

(
t
･
.

+
J
で

あ
っ
た
こ
と
は
州
萎

す
る

と
と
が
で
き
.
経
っ
て
そ
れ
ら
の
鋲
に
よ
る
か
ぎ
り

物

偶

を
平
ら

か
に
す
る

こ

上
が
あ
る
稗
庶
壇
で

は
で
き
る
か
と
も
考
へ
ら
れ
よ
う
D
劉
備
が
直
首
大
鏡
を
錯
た
時

｢
旬
月
の
間
に
府
直
売
嘗
L
d
J
と
あ
る
が
ど
と
き
は
す
な
は
ち

＼

そ
れ
を
裡
書
す
る
も
の
と
な
し
得
よ
う
｡
だ
が
'
こ
れ
ら
大
鏡
は
鐘
槍
錆
の
必
要
に
も
拘
は
ら
す
鐘
の
素
材
た
る
鋼
が
そ
の
必
要

を

充
た
す
能
は
ざ
る
に
因
由
せ
る
も
の
で

従
っ
て
直
百
と
い
ひ
'
ま
た
は
普
五
首
と
か
普
千
と
い
っ
て
も
'
菅
質
的
に
常
通
の
鎧
の

百
倍
'
五
百
倍
'
千
倍
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
o
す
な
は
ち
'

葛
の
直
胃
鏡
は
笹
七
分

･
軍
四
鉄
で
あ
り
'
異
の

･･･[=
･
∵
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川

も
の
で
も
零
寸
五
分

･
重
十
二
鉄
六
参
で
あ
り
F
小
な
る
も
の
に
■い
た
っ
て
は
笹
寸
二
呑

･
重
七
錬
二
巷
に
す
ぎ
ぬ
.
故
に
､
こ
れ

ら
の
大
鏡
は
素
材
債
値
を
は
る
か
に
越
ゆ
る
名
目
償
値
を
付
輿
せ
ら
れ
た
る
も
の
で
あ
る
か
ら
､
そ
こ
に
'
私
錆
の
生
す
べ
き
禍
源

が
仏
そ
む
と
と
も
に
'
ま
た
'
名
章
の
相
癒
せ
ざ
る
と
こ
ろ
'
践
債
の
下
請
従
っ
て
物
債
の
騰
貴
を
招
来
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
見

易
き
道
理
で
あ
る
.
孫
権
が
嘗
五
官
を
鋳
る
や
'

｢
直
に
盗
鏡
の
科
を
設
け
i
rJ
る
が
ど
と
き
'
ま
た
'
孫
樺
の
大
鏡
が
'

｢
は
な

f

は
だ
貴
-
し
て
但
基
名
あ
-
.
人
間
JJ
れ
を
息

へ
｣
る
に
い
た
り
'
椎
｢
百
姓
の
以
っ
て
便
省
と
篤
さ
ゞ
る
を
聞
き
こ
れ
を
省
息
し
'

4) 洪道､泉志､馬蹄 臨,文願通考
5) 請 (4 参照
6) 洪遊.泉詰
7) 古今同書集成､食 貨典,第三百四十 五 奄



鋳
て
器
物
と

残
し
'
官
を
し
て
筏
た
出
だ
す
こ
と
勿
ら
し
め
'
私
家
の
有
す
る
者
は
並
に
以
っ
て
寂
す
る
を
輸
L
t
そ
の
直
を
千
早

に
し
､
柾
ぐ
る
と
こ
ろ
あ
る
勿
ら
し
め
｣
て
ゐ
る
が
ご
と
き
は
､
そ
の
ま
さ
に
必
然
の
掃
緒
と
す
る
と
こ
ろ
と
評
す

べ
き

で
あ
ら

'

ぅ
｡
曹
志
に
r
呂
室

刑
州
を
定
め
'
孫
構
鏡

一
億
を
賜
ふ
｣
せ
ぁ
り
'
或
は
そ
れ
が
其
の
大
鏡
の
下
請
の
因
な
る
や
を
息
は
し
め
る
か

の
ど
と
き
観
が
な
い
こ
と
も
な
5
が
､
そ
し
て
'
な
る
ほ
ど
鏡
の
濫
費
が
鏡
債
の
下
請
を
結
果
す
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
と
こ

ろ
で
は
あ
る
が
t
L
か
L
t
大
鍔
の
債
値
下
落
に
は
右
の
理
法
の
存
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
.
況
や
'
右
の
史
賓
は
孫
権

が
大
鏡
を
鋳
る
よ
-
以
前
の
,LJ
と
に
零
し
'
菅
志
の
記
述
に
錯
誤
あ
-
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
お
い
て
な
ほ
さ
ら
で
あ
ら
う
｡

三
園
の
樹
立
は
親
の
統
監
引
-
菅
忙
統

t
せ
ら
れ
る
O
雪
に
お
い
で
は
は
じ
め
規
の
五
錬
鐘
が
行
は
れ
る
こ
と
兼
に
ふ
れ
た
JU
と

A-
･
て
Tkj
U

し

ま

し

芋
･,<
∃
古
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F
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J
油
C
,
堕
柁

二

､
1
こ
.

)
T
l
こ

海
軍

二
ノ

-
'
た
め
に
孫
氏
の
嘗
鍔
が
行
は
れ
'
大
小
辞
重
が
難
行
す
る
｡
大
な
る
も
の
は
此
輪
と
い
ひ

F
中
な
る
も
の
は

四
文
と
い
ひ
.
小

な
る
も
の
は
沈
郎
鐘
と
い
ふ
O
沈
郎
鐘
は
呉
輿
の
沈
充
な
る
も
の
の
鋳
た
小
銭
で
あ
る
O
し
か
し
.
鏡
の
数
量
が
す
く
な
か
っ
た
の

＼1
＼

で
鏡
償
は
や
1
貴
き
を
得
た
o
し
か
る
に
11+
帝
の
世
に
入
る
と
内
外
多
事
'
物
債
や
う
や
く
貴
-
鏡
偵
輝
き
を
致
す
.
そ
こ
で
桓
玄

が
鏡
を
贋
し
て
敷
革
k
J用
ゐ
ん
こ
と
皇
止
議
す
る
を
見
る
に
い
た
d{.
し
か
し
'
そ
れ
に
封
し
て
は
孔
琳
之
が
堂
々

た
る
反
封
論
を

開
陳
L
t
朝
議
多
く
琳
之
に
賛
同
し
た
の
で
沙
汰
止
み
と
な
る
O
も
つ
と
も
桓
玄
が
鐘
を
擬
し
て
穀
を
用
ゐ
ん
と
し
た
理
由
に
就
い

て
岡
崎
文
夫
博
士
は
'

｢
思
ふ
に
桓
玄

一
流
の
考
に
ょ
れ
ぼ
貌
氏
は
穀
島
を
用
ゐ
て
互
寓
の
富
を
敦
し
た
と
耳
ふ
O
朝
廷
新
貨
を
鋳

造
せ
ず
'
却
っ
て
嘗
衆
の
貨
幣
の
一
般
的
流
通
を
禁
止
し
'
之
を
私
宝
に
吸
収
し
て
其
増
大
せ
る
貨
幣
の
債
値
を
褐
占
し
得
な
い
も
'

支
那
貨
幣
小
史
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前
)
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支
那
貨
幣
小
鬼

(
薪
前
)

第
四
巻

.
1
〇
四

第

一
戟

1
〇
四

の
で
も
な
い
.

殊
に
両
曹
時

代
に
あ
つ
て
は
､
朝
廷
は
殆
ん
ど
濫
賜
と
息
は
る
1
迄
の
三
森
の
金
銭
を
名
臣
達
に
輿

へ
て
居
'
又
昔

時
の
椿
力
者
は
金
銭
を
湯
水
の
如
く
使
っ
て
屠
る
.
こ
れ
ら
北
支
部
に
於
け
る
襲
態
的
の
現
象
は
恐
ら
く
銭
貨
は
そ
の
貨
幣
と
し
て

.i

の
性
貿
を
充
分
畿
揮
し
得
な
か
っ
た
に
ょ
つ
て
起
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
乎
e
今
夜
玄
は
北
支
那
の
制
度
を
そ
の
ま
･̂
長
江
流
域
に

行
は
ん
と
欲
し
た
｡
是
に
放
て
孔
琳
之
は
車
と
し
て
銭
貨
の
流
通
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
l
股
的
富
強
を
謀
る
べ
き
を
主
張
し

7
T,
｢
,e
Y
,
<
＼
ノ
.二
up仁
か
りlrJ･
1
,.
-

tth
...月

一て
･1,㌦
J.,3払
･.bJ
y
.炊
比
し
-
比
､J.･a=い
､軒
,･･TO慣
性
む
朋
占
計
も

･;し
い
i
L
i,

と
が
は
た
し
て
可
能
で
あ
ら
う
か
｡
鏡
を
磨
す
れ
ば
そ
の
慣
侶
は
な
-
な
る
か
､
す
-
な
く
と
も
暴
落
す
る
と
考

へ
ね
ば
な
ら
ぬ
か

ら
1

孔
琳
之
も
､

｢
1
朝
に
し
て
こ
れ
を
断
て
ば
す
な
は
ち
葉
物
と
な
る
｣
､と
い
っ
て
ゐ
る
-

こ
れ
を
私
宝
に
吸
収
す
る
は
無

メ

意
味
で
は
あ
る
ま
い
か
o
な
る
ほ
ど
北
支
那
に
饗
態
的
の
現
象
が
見
ら
れ
た
L
し
て
も
､
そ
れ
は
博
士
も

｢
恐
ら
く
鏡
貨
は
そ
の
貨

幣
と
し
て
の
性
質
を
充
分
喪
埠
し
得
な
か

っ

た
に
よ
っ
て
起
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
乎
｣
と
い
っ
て
ゐ
ら
れ
る
O
銭
貨
が

｢
そ
の

貨
幣
と
し
て
の
性
質
を
充
分
敦
揮
し
得
な
か
っ
た
｣
と
い
ふ
こ
と
と
鏡
が
蕨
せ
ら
れ
た
こ
と
と
は
同
じ
で
は
あ
る
ま
い
.
た
ゞ
L
t

そ
れ
が
無
意
味
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は

1
つ
の
JJ
と
で
あ
-
'
橿
玄
が
そ
れ
を
提
案
し
た
こ
と
は
他
の
こ
と
で
あ
る
.
だ
か
ら
そ
れ

が
無
意
味
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
か
ら
桓
玄
の
提
案
の
理
由
が
そ
れ
で
な
い
と
は
い
へ
め
で
あ
ら
う
｡
い
な
.
そ
れ
が
無
意
味
の
こ
と

な
れ
ば
こ
そ
孔
淋
之
の
一
撃
の
下
に
挫
折
し
た
と
さ
う
考
へ
ら
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
C

菅
に
お
い
て
は
上
述
の
ご
と
-
韓
鐘
は
あ
ま
-
行
は
れ
な
か
っ
た
｡
こ
れ
､
世
が
乱
れ
､

｢
余
よ
-
も
物
｣
の
時
代
に
も
か
1
は

ら
す
貨
幣
が
よ
く
そ
の
僧
侶
を
維
持
す
る
を
碍
1
時
と
し
て
は
貨
重
-
物
乾
き
を
か
こ
た
し
め
る
に
ju
へ
い
た
っ
て
ゐ
る
大
き
た
理

12) 岡崎文夫博士,南朝の践貸間密 (南北朝に於け1滴 や群押制度 P･126)
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由
で
あ
ら
う
O
し
か
る
に
菅
に
か
ほ
る
劉
宋
の
高
組
が
即
位
す
る
や
'
そ
の
初
め
'
銭
貨
減
少
し
'
圃
用
不
足
を
昔
げ
た
の
で
'
民

.;

間
の
鋼
藍

月
払
上
げ
て
夏
め
で
五
鉄
鎖
を
錯
ん
こ
と
を
建
議
す
る
者
が
あ
ら
は
れ
る
7;
し
か
し
'
こ
れ
は
苑
泰
の
反
封
諭
に
あ
っ
て

止
む
こ
Ju
l
な
る
O
花
泰
は

｢
倉
塵
の
充
た
ざ
る
を
息

へ
'
鎧
貨
の
な
ほ
寡
き
を
息
へ
｣
ぬ
｡
け
だ
し
彼
に
よ
れ
ば

｢
貨

(貨
幣
)は

貿
易
に
有
し
て
少
多
に
あ
ら
ず
｣
そ
の
教
が
少
け
れ
ば
物
情
賭
し
-
'
官
幣
の
情
値

(購
買
力
)
貴
-
'
こ
れ
に
反
し
'
そ
の
教
が
多
け

L

れ
ば
物
償
貴
く
貨
幣
の
慣
値
膿
し
い
の
で
あ

っ

て
'
だ
か
ら
'
昔
は
貸
背
の
債
値
が
貴
く
物
債
が
賠
し
か
っ
た
､
今
は
貨
幣
の
債
値

が
姥
し
く
物
債
が
貴
い
'
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
'
そ
れ
は
昔
旺
貨
幣
の
数
量
が
少
な
か
つ
た
が
今
は
貨
幣
の
数
量
が
多
い
tA
J
い
ふ
だ

け
の
こ
と
で
あ
-
'
従
っ
て
こ
れ
を
財
貨
が
人
の
欲
望
を
充
足
す
る
と
い
ふ
熊
本
的
立
場
よ
り
み
れ
ば
結
局

｢
昔
日
の
軍

今
日
の

.i

嘩

禎
比
こ
れ
を
共
に
す
'
そ
の
択

一
な
れ

L
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
｡
故
に
有
用
の
鋼
群
を
こ
は
し
て
燕
川
の
鏡
を
造
る
は
非
な
り

JJ
L
.i,-
｢
必
強
崇

笠
姦

し
I･r
･煉
端
の
燭
と
な
軒
･
曙
忙
IDv
い
て
功
は
常
態
桶
は
ず
,
用
忙
あ
り
で
は
君

.
頭
領
に
匪
し
む
･･
TJ
れ
を

校
す
る
に
賃
を
以
て
す
る
に
T
損
多
く
し
て
益
な
ト
j
と
い
ふ
の
で
あ
る
.

し
か
る
に
､
文
静
元
嘉
七
年
に
な
る
JJ
｢
賃
の
重
き
を
息
へ
て
E
Z鉄
鎖
を
鋳
る
j
こ
と
1
な
る
｡
こ
1
に
貨
と
は
昔
時
流
通
の
古

鏡
で
あ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
'
さ
て
い
か
な
る
古
鏡
を
意
味
す
る
か
と
い
へ
ば
岡
崎
文
夫
博
士
は

｢
意
を

以
て
慶
る
に
そ
の
形
質
漠
の
五
鉄
鎖
と
相
似
た
-
と
考
へ
ら
れ
る
比
輪
の
鮪
を
い
ふ
の
で
あ
ら
う
｣
と
い
っ
て
ゐ
ら
れ
る
｡
さ
う
す

れ
ば
そ
の
重
い
と
い
ふ
の
は
重
量
の
こ
と
で
'
す
な
は
ち
よ
り
重
量
の
小
で
あ
る
四
鉄
鎖
を
鏡
た
こ
と
1
事
理

一
貫
す
る
と
も
考

へ

ら
れ
る
が
'
し
か
し
.
五
鉄
鎖
は
重
量
の
遠
雷
な
も
の
と
定
評
の
あ
る
鏡
で
あ
る
の
に
急
に
重
き
を
息

へ
る
に
い
た
る
と
い
ふ
の
は

解
し
難
い
O
と
す
れ
ば
'
そ
れ
は
慣
値

(購
買
力
)
を
指
す
と
せ
ね
ば
な
る
ま
い
｡
そ
し
て
常
時
銭
貨
挟
乏
し
て
ゐ
た
と
考

へ
ら
れ
る

支
那
貨
幣
小
史

宗

野

第
四
令

10
五

第

i
戟

l〇
五

朱書,箔奉停
同 上
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l

支
部
寛
幣
小
塵

(
淋
前
)

第
四
番

1
0
六

第

7
既

10六

か
ら
鏡
債
が
大
な
の
を
息

へ
る
紅
い
た
つ
た
と
い
ふ
と
と
は
あ
-
う
る
こ
と
で
別
に
不
思
議
と
す

る
に
常
ら
ぬ
｡

そし

て
貸
常
傭
値

宗

き
下
げ
る
た
め
に

(
競

業

慣
)
素
材
姦

掌

る
.M

等

は
め
て
普
通
の
呈

あ
る
｡
特
に
い
は
ゆ
る
金
警

乗
の

思
想
の
支
配
よ
り
晩
印
し
て
ゐ
た
と
は
考
へ
ら
れ
ぬ
常
時
の
支
那
人
の
場
台
に
お
い
て
し
か
り
と
す
る
｡
も
っ
と
も
､
漢
和

｢
秦
錬

LIJJ

重
く
し
て
摘
仏
経
哲
が
た
め
究
め
て
民
社
し
て
鎖
h
L鎧
.レ
め
た
｣
暢
令
の
ど
と
き
を
想
定
て
き
ぬ
か
と
も
考
へ
ら
れ

る

か

･-̂
伽
外

相
"
し
か
し
､
そ
れ
は

朝
鮮
-
物
ま
き
情
勢
の
f･
に
溶
け
る
現
象
で
あ
る
｡
し
か
る
に
常
時
は
む
し
ろ
鑓
貨
乏
し
き
た
め
に
貸
普

く
物
姥
し
き
事
態
を
規
出
し
て
ゐ
た
と

息
は
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
さ
う
解
す
る
わ
け
に
も
ゆ
か
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
息
ふ
が

ど
う
で
あ
ら
う
か
O

さ
て
女
帝
が
四
鉄
鐘
を
鋳
た
と
こ
ろ
l
｢
民
間
す
こ
ぶ
る
盗
嬉
し
｣
ま
た
'
｢
舌
頭
を
蔚
整
し
て
以
っ
て
鋼
を
取
る
も
の
多
-
.)
古

鏡
漸
-
そ
の
影
を
消
す
に
い
た
っ
た
の
で
速
に
江
夏
王
養
恭
の
建
議
に
ょ
り
元
嘉
二
十
四
年
大
鋒

1.
を
以
っ
て
丙
に
督

つ

(大
鏡
の

僧
侶
至

高

か
定
む
)
る
こ
と
と
な
る
O
な
る
ほ
ど
膏
衆
の
五
錬
鏡
型
の
古
鏡
と
そ
れ
よ
-
軽
い
新
四
鉄
鎖
が
並
び
行
は
れ
る
時
は
そ

こ
に
い
は
ゆ
る
グ
レ
シ
ア
ム
の
法
則
が
滞
現
し
て
良
貨
た
る
古
鏡
は
弟
貰
し
て
銅
を
取
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
そ
の
葬
れ
隠
す
に
い
た

る
で
あ
ら
う
こ
と
は
考

へ
得
ら
れ
る
｡
し
か
し
'
四
鉄
鍔
も

｢
輪
郭
形
製
五
鉢
と
同
用
費
鋭
利
無
し
故
に
盲
姓
盗
解
せ
方

と
あ
る

を
以
っ
て
み
れ
ば
良
質
の
貨
で
あ
っ

た
こ
と
は
否
定
で
き
ぬ
｡
し
て
み
る
と
上
述
の
盗
錆
'
前
髪
の
繁
が
は
た
し
て
論
者
の
い
ふ
Ⅷ

ど
甚
し
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
り
得
る
わ
け
で
'
あ
る
ひ
は
t
it
鏡
を
多
く
所
有
す
る
朝
廷

･
並
に
衛
門
ご
昌
宏

.
の
利
益
を
諜
ら
ん
と
す
る
意
園
に
出
で
'

｢
そ
れ
に
理
由
を
輿

へ
ん
が
た
め
に
'
故
意
に
事
菅
を
誇
大
に
認
識
し
た
も
の
と
認
め
て

差
重

へ
参
る
ま
5

,｣
と
の
解
鐸
が
な
-
た

つ｡
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そ
れ
は
と
も
か
-
.
こ
の
大
鏡
の
政
策
に
封
し
て
'
何
伺
之
は
'
大
鏡

一
を
以
っ
て
寝
鐘
二
に
常
つ
る
も
葦
質
は
必
ず
し
も
そ
れ

珍

に
相
昔
せ
ぬ
が
故
に
大
鏡
の
慣
値
は
そ
れ
だ
け
虚
慣
と
な
る
ー
虚
債
を
設
定
す
る
は
人
情
の
自
然
に
も
と
る
､
凡

そ
人
情
の
自
然
に

も
と
る
こ
と
は
久
し
-
行
ふ
べ
き
法
で
は
な
い
'
そ
れ
に
'
大
鏡
を
定
め
る
と
銭
形
が
複
雑
多
岐
と
な
り
分
明
を
快
き
'
そ
の
結
果

･.I

Jj

混
乱
紛
糾
を
生
じ
'
季
訟
起
る
の
弊
む
き
た
す
'
と
い
っ
て
ゐ
る
が
'
事
軍

｢
環
形

l
な
ら
す
足
こ
れ
を
債
と
せ
ず
｣
'
ま
た

｢
時

JJ

.i]

を
経
て
公
私
便
忙
非
ら
す
｣
等

｢
元
嘉
二
十
五
年
五
月
己
卯
大
損
雷
雨
を
酌
む
｣
る
に
い
た
る
e

上
述
の
ご
と
-
､
元
嘉
の
E
錬
鐘
は
良
質
で
盗
鏡
す
る
も
利
が
な
く
後
に
た
る
と
盗
籍
を
見
な
か
っ
た
O
そ
こ
で
孝
武
帝
は
孝
建

元
年
春
吏
め
て
四
鉄
鎖
を

鋳
る
こ
と
と
な
る
O
こ
れ
が
い
は
ゆ
る
者
達
(
四
㌫
)
鏡
で
.
明
の
丘
婿
に
よ
れ
ば
錦
文
に
年
賦
社
用
･3
る

,_1

準
初
の
も
の
で
あ
る
.
し
か
し

｢
此
鐘
は
市
場
に
顧
は
れ
る
と
共
に
直
に
消
殿
せ
ら
れ
.
若
し
く
は
形
を
野

へ
て
器
物
と
た
.つ
た
も

年
に
な
る
と
徐
票
が
大
に
銅
を
納
れ
'
古
典
に
式
壇
し
て
錦
を
端
ん
と
し
､
そ
の
鋼
を
執
る
に
は
鋼
に
よ
る
賦
刑
を
す
す
め

る
｡

し

か
し
.
い
-
ら
償
小
な
ら
ざ
る
鎮
藍
碍
て
み
て
も
'
良
悪
二
幣
並
び
存
す
れ
ば
良
貨
が
姿
を
陪
く
す
こ
と
は
グ
レ
シ
フ
ム
の
津
別
の

喝
破
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
､
ま
た
た
Z,
そ
れ
於
け
で
盗
錆
が
止
む
と
も
考
へ
ら
れ
ぬ
O
い
な
､
良
質
で
従
っ
て
傾
値
の
高
い
鍔
な
れ

ば
と
そ
盗
鏡
の
利
が
得
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
と
き
へ
考

へ
る
こ
と
も
で
き
る
｡
は
た
し
て
'
彼
の
策
が
行
ほ
れ
て
も
'
依
然
と
し
て

'i:

薄
小

の貸が
行
は
れ

､
盗
錆
等
起
し
'

｢
召
物
踊
貴
し
月
人
こ

れ
を
麿
へ
苦
し
み
｣

速

に
品
格
を
立
て
薄
小
に
し
て
輪

郭
な

き
鍔
は

こ
と

人＼く
禁
断
を
加
へ
る
こ

と
と
な

も

㍑

し
か
し
な
が
ら
､
か
-

薄
小
無
輪
郭
鐘
を
禁
ず
れ
ば
な
る
ほ
ど

｢
賃
蒋
-
し
て
公
私
倶
に
困
し
む
J.
の
弊
は
こ
れ
を
避
け
る
こ
と

支
那
貨
幣
小
史

(
林
前
)

第
四
巻

1

0七

集

一
親

1
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七

l
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支
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旗
幣
小
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薪
前
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表
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八

が
で
き
る
か
も
知
れ
ぬ
が
'

そ
の
代
は
り
今
度
は
銭
貨
秩
乏
し
'
碇
通
阻
滞
す
る
の
息
が
生
す
る
｡
.そ
し

て
銭
貨
統
乏
し
流
通
阻
滞

す
れ
ば
公
私
の
幹
は
さ
ら
に
甚
だ
し
か
ら
う
.
そ
こ
で
沈
隆
之
が
鋒
貸
挟
乏
を
救
済
す
る
た
め
に

｢錆
を
禁
ず
れ
ば
則
ち
鋼
韓
じ
て

界
と
な
-
'
鏡
を
開
け
ば
串
化
し
て
財
(
A
n)
と
な
る
｣

と
し
て

｢

宜
し
-
民
の
銭
を
鋳
る
を
罪

す
べ

し
｣

と

い
ひt
か
つ
'

｢
去
春

禁

ず
る
と

ĴJ
ろ
L3
新

品

な

行

ふ
べ
し
4
Jの
祝
が

あ
ら
は
れ
'
前
顔

帝
の

｢
永

光
元
年

撃

方

庚
軍

二
妹
犠

む
緯
｣
改
兜
｢
景
和
瓦

川牛丸ET
戊

雪

甘
鮭

の
鈴
釦
む
閃
-
(私
部

の
門
奇
聞
-
)
r
広

い
た
る

が
'
細
鍵
乾
打
っ
た
締
蝦
は
､

;
そ
の
形
式
鞠
た
細
く

官
撰

の

出
づ
る
毎
に
ffTLJ間
即
ち
と
れ
を
梯
徹
し
"
両
も
大
小
厚
緒

は

潜
な
及
ば
ず
'
輪
郭
な

-
､
磨
髄
せ
ず
'
今
の
戟
著
し
た
る
も
の
の

如
き
は
こ
れ
-

と
い
3
'gi

r
も
つ
と
も
薄
-

も
の
こ
れ
-

と
い
悪

-

で
-

,
-

行
つ
露

針

｢
こ
れ
に
ょ
つ
て
鎮
貸
乱
放
し
'

1.
干
鏡
は
長
さ
三
寸
に
盈
た
す
'
大
小
こ
れ
に
稗
ふ
､
こ
れ
を
捲
眼
鏡
と
い
ふ
'
こ
れ
に
劣
る
も

の
こ
れ
を
矩
譲
鏡
と
い
ふ
'
水
に
入
る
も
沈
ま
ず
'
手
に
随
つ
て
破
辞
す
､
市
井
夜
た
教
を
料
ら
す
､
十
寓
韓
も

1
掬
に
盈
た
す
'

斗
米
は

l
寓
･
蘭
貸
行
は
れ
古

と
い
ふ
状
態
を
現
出
す
る

)̂
と
と
な
る
o

か
く
頗
貨
の
乱
敗

が
甚
だ
し
か
つ
た
の

で
'
明
帝
部
位
す
る
に
及
び
'

｢
初
の
唯
粕
眼

･
鳩
環
を
禁
じ
'
そ
の
飴
は
嘗
な
通
用
せ

し
む
る

]

が
'

や
が
て

｢
ま
た
民
鏡
を
禁
じ
.
官
署
亦
工
を
降
し
'
泰
始
l
亭

三
月
王
子
'
新
鏡
を
断
ち
.
尋
い
で
復
た
並
び
に
断

E3

/

ち
'
唯
専
ら
古
銭
を
用
ふ
｣
る
こ
と
と
な
る
が

'
さ
う
す
る
と
今
度
は
例
に
ょ
り
て
鋒
貨
の
秩
芝
を
惹
起
す
る
に
い
た
る
.

そ
と
で
'

攻の宿弊に
入
-
'
高
帝
の
世
に
な
る
と

｢
鎮
貸
韓
た
少
き
を
以
っ
て
更
に
鏡
を
辰
-
L
t
そ
の
鉄
雨
を
重
-
L
t
以

5

)

や

H

つ
て
軒
を
防
ぐ
べ

hJとの議
が
起
り
'
｢
太
岨
諸
州
部
を
し
て
大
に
銅
未
を
肝
は
し
め
る
｣
が
･
｢
た
ま
た
ま
量
駕
し
て
事
購
む
｣

･l

29)朱書､顔
凌俺に見ip石荘夏王義恭の沈慶之の韻を駁うる掛こよれば､細物一
細

繰-を指すものTJ.
-ることが知られる0

30)琵き､
野雷撃芸
,
'裏書チ晶歪孟契野路甥粘さ嘉姦
毒軌前断

36)来春､明
帝本紀37)同ヒ38)両帝書､劉陵侍3'
Jl,周140二l同上

菅著者濠警吏嘗'



に
い
た
る
｡
か
-
て
武
帝
の
代
に
は
鐘
の
択
乏
が
つ

ゞ
い
て
物
債
が
下
落
す
る

ノ

し
か
も
'
政
府
は
積
局
的
に
幣
制
の
改
革
に
乗
-

出
す
代
は
り
に
'
朝
廷
よ
り
鐘
床
高
を
出
だ
し
て
貨
物
を
和
男
す
る
と
と
忙
よ
-
て
こ
の
趨
勢
の
緩
和
を
甘
-
'
以
っ
て
局
面
を
糊

塗
す
る
拍
局
策
に
た
よ
ら
ん
と
す
る
｡
そ
れ
に
し
て
も
'

1
椴
に
鐘
貸
快
乏
忙
悩
む
中
に
あ
っ
て
朝
廷
の
み
か
1
る
互
額
の
鏡
の
貯

藤
が
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
O
そ
れ
は
租
税
の
徴
収
に
際
し
'
韓
貨
に
折
壁
せ
し
め
.
し
か
も

.
そ
の
鏡
賃
と

し
て
は
大
鏡
を
納
付
せ
し
め
'
さ
ら
に
'
物
偶
が
低
落
し
碓
q
て
折
壁
せ
ら
る
べ
き
錦
額
が
小
で
あ
る
べ
き
は
す
な
る
に
か
か
は
ら

す
'
な
性
嘗
時
の
高
い
物
債
の
比
率
で
折
愛
す
る
等
の
こ
と
に
よ
る
山
し
か
し
'
さ
す
が
に
'
か
ゝ
る
ひ
ど
い
こ

と
が
さ
う
つ
ゞ
け

Ln
L
L)
)
.L
.
lトL
)
ゝ
rJ
〉
)

.._
1
.L
)'

く
tTT1
｢り｢三
ヽ
lT
系
こ
ノヽ
]'F.1
′
lI
.L..一ヽ
F
P
L:
Ll知
J
[it).)
LL)ヽ
ノ
一
声
,4人̂
q

R
J
.r
Lリユハ｢ノ
L
Jr
こJ

Jti
rrqフ
Q.叶
い
ソル
ト
に
げへ
･R

J軌
ヰ
仁

J
Ll｢月
▲P(
｢
.刃
叫
ES1句

剖
戊項
ソb
L召
十匂
LJ
71U
｢
･r

JjDJハ
対
Lk=7r
こ
､
♂

一
三
レトル
1
一矧mT.cJIノ
/
｢
｢
二
1.

,Jl

こ
と

を
認
め
る
こ
･t.と
な
る

｡

に
粕

車
む
か
け
る
事
象
も
見
ら
れ
る
o
Tで
れ
は
'
永
明
五
年
の
詔
に
も
あ
る
と
は
り
;

流
通
通
貨
が
薄
小
JJ
な
る
た
め
大
韓
が
他
地

へ
流
失
す
る
に
い
た
る
こ
と
で
あ
る
.O
を
し
て
そ
れ
は
グ
レ
シ
ア
ム
の
法
則
の
必
然
の
蹄
結
以
外
の
何
物
で
も
な
い
と
観
す
る
を
得

る
J
そ
こ
で
結
局
･
さ
か
の
ぼ
っ
て
貨
幣
制
度
の
確
立
と
い
ふ
こ
と
が
重
大
と
な
る
.
か
-
て
入
違

孔
類
の
有
名
な
る
説
を
譜
く

こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
｡

一十

･

孔
頚
は
鎧
鍔
の
解
書
は

｢
賓
董
屡

々
襲
す
る
に
あ
不

一､
し
か
旦

重
鎮
は
用
ひ
難
-
醇
鏡
は
盗
薦
が
行
は
れ
､
い
づ
れ
も
隼
を
伴

ふ
.
だ
が
重
鎮
の
用
仏
経
き
の
葬
は
累
を
な
す
こ
と
軽
く
'
韓
鏡
の
盗
鏡
の
解
は
禍
を
な
す
こ
と
深
い
.
そ
し
て
民
の
盗
鋒
す
る
と

▲山

こ
ろ
簸
法
も
禁
ず
る
能
は
ざ
る
は
上
の
鏡
を
鋳
る
に

｢
鋼
を
惜
し
み
工
を
愛
し
む
に
よ
る
｣
､故
に
鋼
を
惜
し
ま
ず
工
を
愛
し
ま
す
形

支
那
貨
幣
小
史

宗

前
)

第
四
番

10
九

第

一
班

7
C
九

南野乱 王敬Rll侍に脚 桐 畑 ∃f=Fl･iの上流142)同上
岡崎文夫博士,前視書 P･136
同上書,なは東韮人文単軸錯iJit鰯 等--班併載拙臥 南朝初期の貨幣思想参照
南弊害､劉陵侍 45)同上



支
那
貨
幣
小
鬼

(
麻
前
)

第
四
啓

二

0

第

一銭

二

〇

質
良
好
の
定
評
の
あ
る
漢
の
五
鋒
銭
に
則
る
鎮
貨
を
行

へ
'
と
い
ふ
の
で
あ
fO.
.
し
か
し
な
が
ら
'
孔
頚
の
鋼
を
惜
し
ま
ず
工
を
愛

し
ま
ざ
る
良
貨
の
制
を
賢
硯
せ
ん
と
す
れ
ば
､
そ
こ
に
は
鋼
の
確
保
と
い
ふ
難
問
が
横
は
つ
て
ゐ
る
O
そ
こ
で
∵

氷
明
八
年
'
劉
懐

は
銅
山
を
政
府
に
お
い
て
監
現
し
.
以
っ
て
鋳
鋼
を
行
ふ
に
い
た
sQ.
が
;
如
何
せ
ん
'
こ
れ
が
成
功
を
見
る
に
は
甫
軒
の
勢
力
が
あ

痩
-
に
練
絹
に
す
ぎ
る
｡

か
く
て
鍵
の
鉄
芝
の
た
め
で
あ
ら
う
r
南
斉
の
朝
に
あ
つ
て
は
そ
の
嘩
過
範
城
の
縮
少
を
見
る
糾
す
な
は
ち

｢
梁
の
初
は
･
た

ゞ

京
師

(建
康
)
及
び
三
兵

･
荊

･
郡

･
江

･
湘

･
梁

･右の
み
銭
を
用
ひ
､
そ
の
飴
の
州
郡
は
則
ち
難
ふ
る
忙
穀
席
を
以
っ
て
し
て
交

9

易
し
'
交

･
麿
の
域
は
仝
-
金
銀
を
以
っ
て
貨
と
な

乙
あ
り
さ
ま
と
な
る
｡
そ
こ
で
梁
の
武
帝
は
二
種
の
鏡
を
鋳
る
｡

l
は
肉
好

に
郭
を
伺
ら
し
'
文
を
五
鉄
と
い
払
'
重
さ
を
文
の
如
-
し
た
も
の
で
あ
-
､
他
は
岡
部
を
除
い
た
も
の
で
あ
る
.
こ
の
後
の
も
の

5

は
こ
れ
を
女
銭
と
.い
ふ
｡
こ
の
二
品
は
並
び
行
は
れ
た
が
'
古
鏡
と
の
比
債
が
均
し
-
な
い
た
め
で
あ
ら
う
か
.

｢
百
姓
或
は
私
に

け

古
鏡
を
以
っ
て
交
易
L
J
t直
百
九
鉄

･
LF
鉄
女
鍔

･
太
平
百
撃

定
千

三

･
五
錬
碓
撃

五
鉄
封
鍔
等
が
い
づ
れ
も
行
は
れ
複
雑

i

.･.

を
極
め
る
こ
と
と
な
る
.
古
鏡
に
か
-

る
名
楢
が
生
す
る
は
或
は
軽
重
の
不

l
よ
り
釆
た
る

と

許

か
れ

>
O

.
〇

天
子
は
し
ぱ
く

詔
を

下
し
'
新
錆
の
二
榎
の
鏡
で
な
け
れ
ば

用
ゆ
る
を
許
さ
す
と
す
る
が
そ
の
効
な
く

利
に
遡
る
の
徒
の
私
用
す
る
と
と
韓
た
甚
だ
し

LT
i
.
.

そ
こ
で
蓬
に
普
通
四
年
十
二
月
戊
午
'
始
め
て
銅
蟻
を
罷
め
て
織
鏡
を
鋳
る

;

と
こ
ろ
が
'

｢
故
腰
し
く
し
て
待
易
き
を
以
っ

て
'
並
に
皆
な
私
錯
し
､
大
同
己
径
に
及
び
.
所
在
の
錬
鐸
速
に
丘
山
の
如
く

物
情
騰
貴
し
､
交
易
は
車
を
以
っ
て
鍔
を
載
せ
'

5

復
た
数
を
計
ら
ず
.
た

ゞ
貫
を
論
ず
る
の
み
､
商
旅
姦
詐
し
こ
れ
に
因
り
て
以
っ
て
利
を
求
む

｣

る
に
5
1た
る
｡
す
な
は
ち

｢
敬
嶺

46) 同上 47) 同上 4引 武仙郷､鉄管商北朝経済史 (棚阜')羅竜 P.154)
49) 障筈､食貨志 50)武仙郷､前梅香(前璃諸寄 P.]5∠l) 51)痛苦､食貨志
52) 同上苔 53)武仙郷､前桟零し前鴇詩P.155) 54)病臥 食貨志 55)同上･染昔

武帝本紀
56) 清書､食貴志

齢瓢嘗/雲量

漫

筆

-
追



よ
り
以
東
'
八
十
を
首
と
な
し
'
名
づ
け
て
宋
銭
と
い
仏
.
1江

･
都
己
上
'
七
十
を
古
と
な

し
'
名
づ
け
て
西
鏡
と
い
払
'
京

師
'

九
十
を
以
っ
て
百
と
な
し
'
名
づ
け
て
長
鎮
･L
rい
き

そ
し
て
そ
の
結
墾

｢
銭
減
す
れ
ば
則
ち
物
貴
く
､
栢
足
れ
ば
則
ち
物
腰

し
]

-
経
済
界
を
複
雑
化
し
､
混
乱
せ
し
め
る
こ
と
は
見
や
す
き
理
で
あ
る
｡
そ
こ
で
武
帝
は
中
大
同
元
年
'
詔
し
て

｢
徒
ら
に
王
制
を

e･

乱
し
て
民
財

.忙
益
た
し

｣

と
し
て
'
足
陀
峯
適
用
す
べ
き
こ
と
を
命
す
る
が
'

｢
詔
7
-
て
人
従
は
す
､
鐘
隔
ま
す
く

少
-
'
末

年
に
い
た
り
て
蕗
に
三
十
五
を
以
っ
て
百
と
な
す
と
い
ふ
｣
に
い
た
る
O

･
川

梁
で
は
さ
ら
に
元
帝

の
と
き
首
十
銭
を
鎧
'
僧
垣
に
十
寓
貫
を
賜
ふ
て
を

-

ぺ

敬
帝
も
亦
太
千
二
年
夏
四
月
巳
卯
.
四
柾
鐘
な
る

嘗

二
十
経
を
鋳
て
を
る
.
た
ゞ
L
t
こ
の
後
の
も
の
は
襟
首
十
鎖
に
改
め
ら
れ
る
｡
そ
し
て
紬
鍵
は
止
め
と
な
る
o
AJlれ
ら
大
錦
の

綜
連
は
絹
碩
快
乏
社
数
消
す
る
の

l.
遠
で
あ
る
所
以
と
解
す
る
を
得
よ
う
O
す
く
た
く
と
も
.
鍔
貨
の
放
乏
が
か
ゝ
る
大
鏡
を
EH
現

-

′r1･
Iノー-
L
一-1
,I
-
一亡
′
)′ブ
]:
]′l
ノ

?
･lL
f-｡LNld
llLb
tて
謹
rto
rJ
J
pナ8
-
,Lノ
t-‥
イ
･月
.i
ト
ー
レ
･Tt
P
)
,̀
-

陳
に
入
る
と
初
は
梁
喪
乱
の
後
を
承
け
て
.
鏡
鍔
行
は
れ
ず
'
両
桂
錆
及
び
鵜
眼
鏡
が
行
は
れ
る
が
.

二
軍

名
目
慣
値
は
同
じ

滋
の
に
草
質
は
雨
桂
鐘
重
く
鵜
眼
鏡
が
酔
い
故
に
､
人
々

多
く
雨
蛙
鐘
を
鋪
浴
し
て
粘
眼
鏡
に
改
鋳
す
る
を
見
､
ま
た
閉
止

錫
鎖
を

用
ひ
,或
は
乗
ね
る
に
粟
南
を
以
っ
て
す
る
叫
そ
こ
で
,文
帝
の
天
嘉
三
年
潤
二
月
甲
モ

改
JA
て
五
鉄
筏
を
錆
､
そ
の
1
を
以
っ
て

駁

r

鵡
眼
鏡
の
十
に
首
て
fQ
.O
そ
れ
は
十
七
年
間
苦
行
せ
ら
れ
る
が
そ
の
期
間
中
別
に
何
等

.の
問
菌
も
費
生
す
る

を

き
か
ぬ

.

宜
帝
ま
た

㈹

大
連
十

一
年
秋
七
月
辛
卯
､
大
貸

六
珠
を
錯
t

T
を
以
て
五
鉄
の
十

に
富

て.
五
鉄
と
並
び
行
は
し
む
る
が
'
こ
の
鎧
は

｢
製
作
精

川

妙
'
内

郭
皆
な
岡
部

あ
り

j

と
は

い
へ
'

｢径
寸
'
重
そ
の
文
の
如

し
｣
と

いふ
の
で
あ
る
よ
り
す
れ
ば
､
五
鉄
と
並
び
行
ふ
場
合

支
那
貨
幣
小
皮
(
璽

馴
)

第

四
番

t
二

第

1
戟

〓

1

同上 5Bl姓書､武帝.本紀 L59)措書..食貸志
北史､眺骨垣侍 6L)晴書､籍姥志 62)同上､陳著.文帝本紀､清志に天嘉
五年 とあるは靴 とせ られ る l∃･3)武仙郷､前視書 (前掲講書 P.155)
陳昔.宜帝本紀､宜帝本紀.隋等..食]賛意 65)洪遇,泉志 66)同上



支
那
貨
幣
小
鬼

(
承
前
)

第
四
番

二

二

第

7
㌍

1
〓
1

ド

五
鉢
と
の
比
債
を
十
割

一
に
維
持
す
る
は
不
可
能
で
あ
っ
た
に
相
違
な
-
､
後

｢
一
に
常

つ

｣

る
に
い
た
っ
て
を
る
.
レ
か
し
･
そ

れ
に
し
て
も
五
鉄
も
よ
ほ
ど
良
質
で
あ

っ

た
か
ら
こ
そ
で
あ
り
'
人
力

は
な
ほ
そ
れ
で
も
満
足
せ
ず

｢
皆
な
不
便
と
し
｣
'

あ
る
ひ

は

｢
六
鈍
鏡
は
願
官
に
不
利
あ
り
J
く
と

の
靴
富
ま
で
も
生
じ
'
｢
い
く
ぱ
く
も
な
く
し
て
願
せ
ら
れ
七
k
j錬
が
行
は
れ
る
｣
こ
と
と
な

I
.
そ
の
状
態
は
陳
朝
の
亡
滅
党
で
つ
づ
も

だ
が
'
常
時
'

｢髄
甫
諸
州
は
多
.く
矩
･

米

･
布
む
以
っ
て
交
為
し
･
倶
忙
絹
牡

用

il

-
,

L

･
1
･･-
･.メ
,

`
..
i

llノ
ー-
~
人.ま
′U
dp
一二
.ty
.
17
.
1･I
IL
J.t.A/.レI
tノ
･}1.
..T
パV
と
7ぺ
ーし
′汀･
.r′

上
述
の
如
く
'
南
朝
に
あ
カ
て
は
'
あ
る
ひ
は
錆
貨
の
快
乏
に
悩
み
'
あ
る
ひ
は
そ
の
過
剰
に
苦
し
み
.
吏
た
そ
の
復
権
混
乱
に

災
さ
れ
る
等
の
こ
と
は
あ
つ
て
も
'
と
も
か
-
秦
漠
以
来
の
貨
幣
経
済
が
依
然
と
し
て
運
行
を
つ
ゞ
け
'
時
に
例
外
あ
-
と
す
る
も

鎮
貨
そ
れ
も
五
鉄
鍔
が
そ
の
中
梶
を
形
成
す
る
を
見
う
る
が
､
晋
の
南
緯
後
'
壁
族
の
横
行
に
委
せ
ら
れ
た
北
方
に
お
け
る
貨
幣
の

状
況
は
い
か
に
あ
る
か
｡

思
ふ
虹
貨
幣
の
流
通
は
そ
の
慣
値
に
よ
-
I
そ
の
債
値
は
そ
の
信
用
に
も
と
づ
美

と
れ
造
幣
の
こ
と
が
信
用
の
y
な
る
著
の
千

に
向
仏
'
蓬
に
敢
骨
の
統
治
者
の
掌
中
に
掃
す
る
と
と
古
今
東
西
そ
の
按
を

l
に
す
る
所
以
で
あ
る
｡
故
に
統
治
者
の
樺
鹿
央
逢
し

社
命
の
安
寧
素
乱
し
'
信
用
地
を
梯
つ
て
基
し
き
に
い
た
れ
ば
'
貨
幣
の
流
通
ま
た
撃
滞
梗
塞
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
は
も
と
よ
り
常
然

の
綜
緒
で
あ
る
｡
し
か
ら
ば
今
五
胡
中
華
に
乱
入
L
t
壁
族
江
北
に
跳
梁
す
る
と
き
'
そ
こ
に
貨
幣
経
緯
が

一
大
打
撃
を
受
け
る
こ

と
と
な
る
は
･
ま
さ
に
そ
の
と
こ
ろ
で
な
け
れ
虹
な
ら
ぬ
｡
し
か
し
な
が
ら
常
時
壁
族
が
支
配
地
域
に
お
い
て
貨
幣
経
蹄
が
仝
戯
そ

の
運
行
を
停
止
し
'
世
を
あ
げ
て
物
々
交
易
の
昔
に
遠

へ
つ
た
と
す
る
は
あ
た
ら
ぬ
｡
と
い
っ
て
'
私
は

'
石
勘
が
公
私
に
鐘
を
行

陪書､食貨志 68)同上 69)同上 70)同1 71)l弓 上 7'2)同上67)



は
し
め
た
が
人
情
柴

ま
す
鍔
]j.終
に
行
は
れ
)だ
か
っ
だ

)̂
と
を
香
LtlJ
丁
子
も
の
で
も
Jf16に
れ
ぼ
.
ま
た
前
1.T,の
眼
靴
が
太
府

蓉

軍

･

索
輔
の
言
を
納
れ
'
五
鉄
鐘
を
用
払
､
大
に
行
ほ
れ
て
人
そ
の
利
に
額
る
と
い
ふ
畢
貰
か
よ
ら
ん
と
す
る
も
の
で
も
な
い
｡
昔
時
江

北
乱
髄
の
杜
合
に
お
い
て
銭
貨
は
殆
ど

そ
の
後
を
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