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経
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叢
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所申

雄

戸

正

緒

言

色
々
の
租
耽
ぞ
研
究
し
つ
つ
あ
る
と
き
に
、
税
質
の
多
様
多
角
な
も
の
と
し
て
は
、
先
づ
相
績
粧
を
推
す
こ
と

が
出
来
る
。
此
相
韻
税
こ
そ
は
、
買
に
色
々
の
面
を
有
っ
た
税
で
あ
る
。
一
腰
は
此
が
財
産
交
通
税
と
し
て
考
へ

ら
れ
、
不
捧
利
免
税
と
し
て
考
へ
ら
れ
、
そ
し
て
其
の
不
勢
利
得
の
課
税
と
い
ふ
こ
と
は
、
特
に
取
得
税
(
相
積
柱

は
取
得
税
と
遺
産
税
と
に
分
ち
得
る
)
に
営
る
け
れ

E
色
、
遺
産
税
と
て
も
、
之
に
営
ら
ぬ
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。

其
の
相
績
人
に
於
け
る
不
勢
利
得
と
い
ふ
も
の
が
、
所
得
の
意
義
の
つ
け
や
う
に
よ
り
で
は
、
所
得
の
中
に
入
れ
・

る
ζ

ど
が
出
来
、
随
っ
て
相
績
枕
を
一
一
般
所
得
税
の
中
に
入
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
出
来

ιが
、
其
れ
は
質
際
の
立

精
療
積
改
造
由
一
案

第
三
十
七
巻

第
二
競

一
五
三
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相
績
枕
改
造
の
一
案

第
三
十
七
巻

一
五
四

第

披

法
じ
て
は
ま

r行
は
れ
ぬ
所
で
あ
り
、
た
だ
之
と
闘
聯
し
工
相
績
税
の
性
質
は
つ
ま
り
、

得
税
に
外
な
ら
ぬ
と
せ
ら
作
、
或
は
還
元
し
た
る
所
得
の
牲
と
せ
ら
和
、
或
は
被
相
績
人
が
生
存
中
に
得
十
一
所
得

に
劃
す
る
相
績
時
ま
で
延
ば
さ
れ
た
る
所
得
税
と
も
見
ら
れ
、
叉
貫
際
に
も
、
被
相
績
人
が
生
命
保
険
を
利
用
す

る
こ
と
に
よ
り
て
、
相
績
税
が
彼
に
と
り
で
の
年
々
の
所
得
税
の
一
一
種
と
も
な
り
、
或
は
被
相
績
人
が
此
準
備
を

棋
き
、
業
の
矯
め
結
局
、
相
績
人
の
所
得
か
ら
梯
は
る
る
こ
と
に
も
な
り
得
る
コ
即
ち
業
財
産
の
鼎
来
に
於
け
る

所
得
か
ら
の
前
納
税
と
も
な
刊
日
。
そ
し
て
其
が
遁
高
で
な
い
限
ち
は
、
結
局
、
被
相
槙
人
か
相
槙
人
か
、
何
れ
か

の
所
得
か
ら
し
C
梯
は
る
る
こ
と
に
な
り
得
る
が
で
あ
る
。
ぞ
れ
か
ら
一
両
か
ら
い
ふ
と
、
此
が
一
の
財
産
税
と

見
ら
れ
、
特
に
遺
産
税
は
、
遺
産
と
い
ふ
特
殊
の
財
産
情
簡
に
課
す
る
も
の
左
見
ら
れ
、
或
は
一
被
相
練
人
の
最
後

の
財
産
税
と
見
ら
れ
、
遺
産
誌
に
せ
よ
、
取
得
税
に
せ
よ
、
特
に
正
常
な
る
財
産
税
の
な
い
こ
と
、
我
圃
の
や
う

一
の
特
別
な
、
非
常
所

な
場
合
に
は
、
此
相
韻
税
が
、
肱
盆
税
等
と
相
並
ん
で
、
所
得
税
を
補
完
す
る
作
用
を
有
つ
所
の
財
産
税
の
一
働
き

を
震
す
も
の
と
せ
p
h
れ
、
其
一
炉
補
低
き
奉
な
ら
ば
正
常
財
産
税
の
傍
に
も
、
向
ほ
此
意
味
に
て
存
立
し
得
レ
れ
、

か
く
し
て
此
就
が
所
得
及
財
産
税
の
補
完
枕
と
い
b
な
り
、
或
は
特
に
遺
産
税
の
み
を
以
て
財
産
的
な
る
所
得
を
重

課
す
る
方
法
だ
左
札
い
ふ
が
、
貫
は
遺
産
税
の
み
な
ら
一
示
、
取
得
税
も
一
緒
に
.
此
財
産
的
所
得
重
課
の
意
味
を

有
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
斯
く
考
へ
来
る
と
き
に
、
我
固
に
於
て
今
後
、
財
産
税
を
設
〈
る
や
う
に
な
れ
ば

兎
に
角
古
が
、
此
が
設
け
ら
れ
ぬ
と
す
れ
ば
、
崎
市
来
は
右
、
所
得
税
柿
完
の
意
味
に
て
、
財
産
税
に
代
る
べ
き
も

の
と
の
意
味
に
で
も
、
相
績
税
を
維
持
し
、
且
つ
之
を
蹟
張
す
べ
き
も
の

E
思
は
れ
る
。
其
に
、
時
世
は
段
々
と

Bela Fuldes， Fw. 2 Aufl. S. 470. 
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財
産
分
配
調
整
と
い
ふ
枇
舎
政
策
上
の
要
求
を
古
同
調
し
つ
つ
あ
っ
て
此
税
が
此
に
通
う
と
せ
ら
れ
る
の
で
、
此
勤

か
ら
し
で
も
之
が
慣
張
に
向
は
な
く
て
は
な
ら
示
、
其
上
に
も
今
日
、
我
国
の
財
政
は
赤
字
財
政
の
憎
み
を
受
け

新
財
源
の
要
求
の
切
な
る
も
の
が
あ
っ
て
、
之
に
臆
十
る
矯
め
に
も
此
相
績
税
が
高
人
の
着
目
す
る
所
で
あ
る
。

併
し
比
が
増
肢
を
計
る
と
し
て
も
、
主

(

a

か
軍
な
る
増
率
に
依
る
の
で
は
物
足
ら
や
、
必
Ar
や
之
佐
遺
産
税
と
取
得

税
と
に
分
別
し
て
課
す
る
の
適
切
な
る
こ
と
は
嘗
て
も
説
い
た
所
で
J

め
る
が
、
今
一
つ
、
之
が
増
悲
?
を
容
易
な
ら

し
め
る
の
方
叫
出
土
し
て
、
取
得
税
の
一
に
る
家
替
相
績
就
に
於
け
る
納
税
方
法
の
改
正
も
が
考
へ
得
ら
れ
る
の
で

現
は
避
に
此
冊
制
じ
っ
h
l

て
説
明
し
ゃ
う
色
町
山
ム
0
1一
は
蓋
し
附
務
に
何
等
か
の
出
掛
考
資
制
JVF
供
し
特
る
で
め
ら
う
。

第
一
段

相
繍
韓
改
撞
婁
其
も
の

遺
産
の
塊
に
課
す
る
遺
産
税
は
、
我
闘
に
は
ま
だ
出
来
て
居
ら
ぬ
か
ら
暫
ら
く
措
く
。
相
揖
財
産
取
得
税
の
中

に
就
き
て
も
、
遺
産
相
槙
積
の
方
は
、
遺
産
相
槙
の
起
る
度
毎
に
、
実
に
課
す
る
こ
と
、
従
来
週
り
で
良
い
。

だ
悲
に
家
督
相
績
積
の
納
税
方
法
に
於
て
大
な
改
革
ぞ
行
ふ
の
要
が
あ
る
。
業
は
、
之
を
実
相
績
の
行
は
れ
た
る

と
き
に
一
時
に
梯
は
し
な
る
の
原
則
を
改
め
、
相
績
人
を
し
て
其
生
存
期
間
中
(
隈
居
等
に
よ
り
家
督
を
譲
り
た

る
と
き
は
其
時
ま
で
)
年
々
、
業
営
該
税
額
の
二
十
五
分
一
づ
っ
抑
は
し
め
る
こ
と
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
従

来
行
は
れ
た
や
う
な
五
年
以
内
の
再
相
積
、
七
年
以
内
の
再
相
績
に
劃
す
る
宥
恕
、
並
に
七
年
以
内
の
年
賦
延
納

の
制
度
を
も
此
家
督
相
粛
に
閲
す
る
限
り
は
康
止
す
る
。
業
等
は
前
記
の
根
本
的
改
正
の
行
は
る
る
に
於
て
最
早

相
績
積
改
造
白
一
案

一
五
五

第
二
披

第
三
十
七
巻

ナこ
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相
績
積
改
造
白
一
案

第
三
十
七
巻

第

盟主

四

一
五
六

其
必
要
を
失
ふ
か
ら
で
あ
る
。
か

t
改
め
ら
る
る
こ
と
に
よ
り
て
、
此
家
督
相
鋪
税
は
、
恐
ら
く
一
の
交
通
耽
た

る
と
同
時
に
、
財
産
税
た
り
、
叉
、
所
得
税
の
一
種
た
る
の
性
質
を
も
若
し
く
備
へ
る
や
う
に
な
る
。
此
が
殆
ん

ピ
」
凡
べ
て
の
有
産
人
(
所
定
の
相
績
人
と
な
る
限
h
ノ
)
へ
の
正
常
な
る
財
産
税
に
近
き
も
の
と
も
な
り
、
其
も
大
抵

は
構
に
、
業
賦
産
か
ら
の
年
々
の
所
得
か
ら
し
て
梯
ぴ
得
ら
れ
て
、
特
殊
の
所
得
税
左
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で

あ
ら
う
。
そ
れ
か
ら
、
相
績
財
産
額
の
決
定
が
面
倒
で
あ
っ
て
、
其
が
急
に
決
定
し
難
き
場
合
に
は
、
先
づ
一
躍

の
決
定
ぞ
録
し
て
業
仁
基
き
第
一
年
目
の
納
税
ぞ
行
は
し
め
た
る

k
、
其
後
、
最
終
決
定
め
り
た
る
と
き
に
及
ん

で
、
既
納
の
分
の
過
不
足
を
精
算
す
る
こ
と
と
す
れ
ば
宜
し
い
。
又
、
前
記
の
改
正
に
附
帯
し
て
、
相
績
人
の
生

涯
に
於
け
る
税
額
二
十
五
分
一
づ
っ
の
分
納
と
、

一
回
納
付
と
を
義
務
者
に
於
て
選
捧
せ
し
め

(
尤
も
一
回
拐
の

と
き
は
分
納
の
も
の
に
比
し
利
子
だ
け
軽
〈
定
め
る
)
て
は
何
う
か
と
も
考
へ
ら
る
る
が
、
然
る
左
き
は
恐
ら
く

は
、
相
績
人
の
健
康
状
態
の
め
し
き
、
短
命
の
致
想
の
つ
〈
も
の
の
み
分
納
を
選
み
、
健
康
妖
態
良
好
に
し

τ長

命
を
聾
期
す
る
も
の
は
出
来
る
だ
け
一
回
梯
を
採
る
こ
と
と
な
ら
う
。
又
、
相
績
人
被
相
頼
人
の
鰹
梼
航
鵡
に
よ

っ
て
も
例
之
、
被
相
績
人
が
相
槙
人
の
矯
め
に
税
額
だ
け
の
生
命
保
険
を
か
け
て
置
い
て
畏
れ
た
な
ら
ば
、
相
績

人
は
一
回
抑
を
選
か
で
あ
ら
う
し
、
然
ら

e

さ
る
と
き
は
、
そ
し
て
相
績
人
の
手
許
も
不
如
意
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、

八
伊
納
を
採
る
の
外
な
き
こ
と
に
な
ら
う
。
何
れ
に
し
て
も
、
分
納
と
一
回
梯
k
'
T
選
寄
せ
し
む
る
T

と
き
に
、
不
釣

合
と
な
る
の
可
能
性
も
あ
り
、
且
つ
、
前
の
場
合
に
は
闘
庫
の
不
利
と
な
る
可
能
性
も
あ
る
か
ら
、
採
ら
ぬ
が
良

か
ら
う
。
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Buchner， a. a. O. S. 315 
Hommelshdm， a目 a.S. 19 
赤字財政、 187，MiIJs， 1. c. p. 6II・13uchner，江叫 OL. o. s・3'3TerhalJe， a. a 
u. s. 377・Moll，a.a. O. S・ 597Bela Foldes， a. a. o. S. 469・1日ommelsheim，
れ a. O. S.，7 

iij 



第
二
段

世
遁
棄
の
長
短

前
段
に
於
て
在
の
、
相
績
税
改
造
案
を
提
示
し
た
が
、

き
て
在
が
此
案
ぞ
考
へ
る
に
至
っ
た
理
由
、
即
ち
此
案

の
長
所
は
何
慮
に
あ
る
か
。
先
づ
之
を
準
げ
や
，
ヮ
。

一
本
案
の
長
所

州
枕
負
携
上
|
義
務
者
削
ち
相
績
人
ケ
し
て
、
本
税
の
芸
品
易
な
ら
し
め
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
其
の
第

一
の
理
由
で
め
る
。
元
来
、
暁
を
仕
組
れ
げ
に
つ
き
て
は
、
北
(
負
携
者
eT
し
て
出
来
る
だ
け
負
障
を
樫
易
は
ら
し
め

る
こ
と
に
力
を
用
ゆ
べ
き
も
の
で
あ
り
、
同
し
負
携
で
も
其
負
ひ
方
に
よ
り
苦
し
〈
も
あ
り
、
楽
で
も
あ
り
得
る

の
だ
か
ら
、
努
め
て
業
を
ば
一
層
集
に
躍
は
る
る
や
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
夫
の
直
接
税
に
劃
し
て
間
接
税

の
還
ま
る
る
の
も
、
之
が
潟
め
で
あ
り
、
軍
一
一
祝
日
か
行
は
れ
難
〈
、
む
し
ろ
複
敷
粧
の
採
ら
れ
る
の
も
之
が
矯
め

で
あ
る
。
そ
し
て
本
来
、
相
績
栓
な
る
も
の
は
、
税
質
上
、
何
れ
か
と
い
へ
ば
割
合
に
、
義
務
者
を
し
て
軽
易
に

負
櫓
せ
し
め
る
も
の
だ
が
、
本
案
は
、
義
務
者
を
し
て
一
層
に
も
此
が
負
携
を
轄
易
な
ら
し
む
る
こ
と
に
役
立
つ

の
で
あ
る
。
賓
際
、
今
も
し
、
此
案
一
か
行
は
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
従
来
の
家
督
相
績
税
率
を
ぱ
業
僅
と
し
て
も

義
務
者
の
一
年
間
の
納
額
は
最
低
、
僅
か
に
千
分
0
・
二
か
ら
し
て
、
最
高
で
も
千
分
六
・
四
に
止
ま
る
。
此
れ
し

き
の
枕
は
、
相
績
財
産
を
継
承
し
た
る
相
績
人
に
於
て
、
其
利
用
か
ら
し
て
優
に
給
付
し
得
ら
れ
る
で
め
ら
う
。

業
財
産
の
中
に
は
無
敗
盆
な
も
の
も
あ
る
で
は
め
ら
う
が
、
実
に
し
て
も
平
均
し
て
少
く
と
も
百
分
二
と
か
三
と

相
績
枕
改
造
の
一
案

第
三
十
七
巻

五

七

第
二
務

五
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相
績
枕
改
造
の
一
案

第
三
十
七
巻

五
八.

第

披

占/、

か
に
は
廻
る
で
あ
ら
う
か
ら
、
其
に
よ
り
て
千
分
六
・
回
以
下
の
積
は
優
に
権
ひ
得
ら
る
る
で
あ
ら
う
。
質
際
、

今
日
之
が
重
負
躍
に
つ
き
で
苦
情
あ
り
と
せ
ば
、
其
れ
は
之
'
グ
二
時
に
出
す
こ
と
に
劃
す
る
の
困
難
で
め
ト
、
其

を
此
案
に
て
は
年
々
二
十
五
分
一
づ
つ
に
す
る
の
だ
か
ら
し
て
、

一
屠
柴
に
な
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
勿
論
今
日

一
時
梯
の
原
則
ぞ

に
で
も
百
回
以
上
の
税
に
つ
き
で
は
擢
保
を
供
し
て
七
年
間
に
分
納
す
る
の
便
法
が
あ
っ
て
、

唖
愛
没
日
ノ
「
亡
唱
主
己
号
コ
7，33ミ，古〉、，
bむ
二

F
戸，:、‘
Ln
う
戸
σ-ま守子ま主主一匝E
古
こ
立
量
叫
恩
申

6J、，
3♀。

配お砲
4

草布
1l、
M
t
E川
J〈
?.J，
カ
刀
叫
』p
」晶〆韮
2
l
j〈
L
“
〈

'
t
ふ下ド

l
辛究A
!
L」

l
訂封刻

/

f

」才パ

3
本キ.』躍精
jノJ

刀

Gν
斗
f

血観布

A

;

I

L

-

-

↑
れ
と
も
見
ら
お

る
二
十
五
年
聞
に
分
納
ぜ
し
な
る
こ
と
と
し
、
尤
も
事
費
上
、
ニ
十
五
年
以
上
生
存
す
る
こ
と
も
め
ら
う
し
、
其

以
内
し
か
生
存
せ
ぬ
も
の
も
あ
る
が
、
兎
も
角
、
大
瞳
二
十
五
年
位
生
き
る
も
の
と
慌
定
し
て
、
本
税
額
の
二
十

五
分
一
づ
つ
を
英
一
生
涯
納
め
し
め
る
と
き
に
、
彼
と
し
て
は
負
携
が
一
層
嘆
に
な
る
の
で
あ
る
。

同
税
務
行
政
上
1
1
|前
に
い
ふ
や
う
に
し
て
、
義
務
者
の
負
躍
が
一
屠
柴
に
な
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
や
が
て
‘

人
々
の
蓮
税
の
潟
め
の
刺
戟
を
少
か
ら
し
め
る
こ
と
に
な
り
、
随
ふ
て
は
税
務
嘗
局
の
仕
事
を
し
て
一
居
巣
に
な

ら
し
め
る
。
元
来
相
績
枝
に
は
遇
税
の
震
め
の
一
方
法
が
種
々
あ
っ
て
、
其
工
夫
が
色
々
と
講
ぜ
ら
れ
つ
つ
あ
る
の

で
、
其
等
を
凡
ぺ
て
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
其
の
蓮
粧
の
多
い
と
い
ふ
の
も
、

畢
覚
す
る
に
、
税
が
重
い
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
若
も
此
枝
一
炉
本
案
に
よ
り
で
一
層
軽
易
と
な
る
こ
と
が
出
来
る

な
ら
ば
遇
税
と
い
ふ
こ
と
は
偉
程
少
く
な
る
で
あ
ら
う
。

仰
財
政
一
収
入
上

l
l

い
一
層
の
多
牧

l
l前
に
い
ふ
や
う
に
し
て
本
案
に
よ
り
て
此
税
が
、
従
来
よ
り
も
一
層
、
楽
に
曜
は
る
る

Moll， a， a目O.S. 600 
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こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
し
て
一
層
、
税
務
行
政
も
が
簡
易
と
な
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
在
来
と
同
一
税
率
と
し
て
も
、

牧
枕
上
の
成
横
は
一
屠
良
好
に
な
り
、
財
政
牧
入
を
ぱ
一
層
大
な
ら
し
め
る
。
の
み
な
ら
や
、
業
あ
る
が
故
に
、

此
税
の
一
層
の
増
峯
に
も
堪
へ
得
る
こ
と
に
な
り
、
業
よ
り
し
て
色
一
暦
の
増
耽
僻
地
が
あ
る
。
今
日
、
我
聞
に

て
此
叫
怖
を
引
上
げ
る
の
気
運
に
あ
る
と
し
て
、
之
を
単
純
に
増
率
す
る
の
で
は
、
恐
ら
く
之
が
謹
肱
工
夫
を
一
層

多
か
ら
し
め
て
、
行
政
を
ち
一
層
面
倒
多
費
と
な
ら
し
め
、
業
目
的
を
連
成
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
で
あ
ら
う
。

だ
か
ら
し
て
此
が
増
率
に
は
、
是
非
と
色
本
案
の
如
き
色
の
を
件
は
し
め
る
の
が
必
要
で
あ
ら
う
。

但
し
、

此
案

‘
，
区
h

‘伊
p

i

-

-

J

r

、、
.
F

，e
ヲ

a
h
a
-
h
b
h
F
Z
T
J

、ノヨ
t

』炉、、

を噛
F
4
J
1
Z
Lぐ
J
y
t
j
卜
L

E

4

L
引

μ

草
加
桔
H
今世

fν
四
川
い
じ

本
枕
枕
入
門
川
白
河
川
従
来
年
よ
れ
j
h
減
少
す
め
で
は
め
心
う

d

業
は
在
来
の
七
年
間
分
納
か
ら
二
十
五
年
分
納
に
代
っ
た
に
葬
し
い
か
ら
で
あ
る
。
併
し
実
も
嘗
初
の
こ
と
で
め

り
、
段
々
年
'g
経
る
に
従
ひ
増
牧
入
と
な
り
、
港
に
、
税
率
据
置
と
し
て
色
、
之
に
て
遁
脆
工
夫
の
少
〈
、
耽
務

費
の
少
〈
な
る
を
得
る
だ
け
に
で
も
、
増
牧
を
期
し
得
ら
れ
、
税
率
の
引
上
を
も
仲
ふ
な
ら
ば
、
実
に
準
じ
て
相

営
に
在
来
年
よ
り
も
一
層
の
多
肢
を
鷲
ら
す
で
あ
ら
う
。

ろ
牧
入
の
卒
準
|
|
一
疋
来
.
相
績
左
い
ふ
こ
と
は
各
家
に
と
り
で
は
、
突
接
的
に
後
生
し
て
、
規
則
正
し
く

現
は
る
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
全
国
に
平
均
し
て
見
る
と
、
自
ら
略
ぽ
某
卒
準
が
得
ら
れ
て
規
則
正
し
く
現

は
る
る
こ
と
に
な
り
、
美
穂
牧
入
る
年
々
略
ぽ
同
額
と
な
り
、
珠
算
し
得
る
や
う
に
な
る
の
モ
あ
る
。
ぞ
れ
で
も

向
ほ
此
に
あ
っ
て
は
、
年
に
よ
り
、
活
々

E
額
財
産
相
績
の
多
〈
現
は
る
る
と
否
と
に
よ
り
て
、
年
々
の
税
収
入

に
多
少
の
動
揺
を
免
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
本
案
の
や
う
に
所
定
額
の
二
十
五
分
一
づ
つ
を
長
年
に
亙
り

棺
減
税
改
造
白
一
案

第
三
十
七
巻

五
九

第

貌

七
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相
暗
開
校
改
造
由
一
案

一
六

O

i¥ 

第
二
放

第
三
十
七
巻

て
分
納
す
る
の
方
法
を
採
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
従
来
の
如
〈
一
回
梯
を
原
則
と
し
て
七
年
以
内
分
納
L
」
い
ふ
こ

k

一
層
に
、
前
記
の
平
準
作
用
を
増
長
す
る
こ
と
が
出
来
、
随
っ
て
此
枕
牧
入
の
議
算
を

を
認
め
た
と
き
よ
h
も、

一
層
容
易
な
ら
し
め
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。

例
園
民
粧
蹄
上

け
相
嬬
枕
白
煙
と
し
て

〆，‘、

田

町
資
本
の
増
殖
助
成

l
l元
来
、
相
繍
院
は
生
九
時
岬
め
、
人
の
努
力
、
特
に
貯
蓄
を
錨
ら
す
煩
あ
4
0
も
の

γ一

一
か
、
前
記
の
如
く
に
し
て
、
本
案
の
施
行
に
よ
り
て
、
相
績
人
の
負
擦
を
軽
易
主
な
ら
し
め
る
だ
け
で
は
、
圃
民

経
捕
に
と
り
て
大
切
な
る
資
本
の
充
質
増
殖
に
貢
献
す
べ
〈
、
貯
蓄
を
増
す
と
い
ふ
こ
と
仁
も
な
り
得
る
。
或
は

其
の
嘆
に
な
り
た
る
だ
け
浪
費
を
増
長
せ
十
や
と
も
い
ふ
炉
、
其
よ
り
も
貯
蓄
に
向
は
し
め
る
の
可
能
性
が
一
層

強
い
ゃ
う
で
め
る
。
人
は
本
案
の
や
う
に
、
年
々
一
定
額
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
き
に
は
、
其
れ
だ
け
多
〈

を
業
所
得
の
中
か
ら
別
途
に
取
っ
て
置
く
こ
と
に
慣
習
を
作
る
傾
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。

間
財
産
元
本
不
侵
蝕
1

1
元
来
、
相
績
暁
は
、
特
に
日
本
の
如
き
税
率
の
低
い
虞
で
の
其
は
、
財
産
業
も
の
を

取
る
の
趣
旨
か
ら
出
来
て
居
る
の
で
な
く
、
全
く
、
相
績
財
産
の
所
得
か
ら
出
さ
せ
あ
趣
旨
の
も
の
で
あ
り
、
其

色
被
相
績
人
が
注
意
深
け
れ
ば
、
業
所
得
か
ら
積
立
て
ら
れ
て
携
は
れ
、
さ
も
な
け
れ
ば
相
績
人
の
牧
め
る
勝
家

の
所
得
か
ら
の
、
い
は
ば
前
梯
と
し
て
梯
は
る
る
も
の
で
あ
る
。
慮
で
、
奮
京
市
の
相
績
枕

r
L』、
一
時
掛
か
、
七

年
以
内
分
納
か
で
あ
る
か
ら
、
相
営
ま
と
ま
っ
た
額
の
も
の
を
短
き
期
間
内
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
、
動

Viti de lV[arco a. a. O. S. 2'，81. 185・租枕研究十巻29) 



-
も
す
れ
ば
、
相
績
人
に
於
て
、
財
産
元
本
を
買
掛
ひ
て
得
た
る
代
金
に
て
、
又
は
之
を
携
保
に
高
利
を
揚
っ
て
借

入
れ
た
る
金
に
て
、
漸
〈
納
税
す
る
こ
と
が
起
る
。
然
る
に
此
設
だ
と
、
本
来
積
の
二
十
五
分
一
づ
つ
を
年
々
納

め
る
と
い
ふ
の
だ
か
ら
、
義
務
者
に
と
り
て
業
納
税
が
餅
程
業
に
な
り
、
財
産
元
本
を
買
掛
っ
て
納
税
す
る
こ
と

は
殆
ん

E
跡
を
断
つ
の
み
な
ら
宇
、
財
産
地
陥
保
の
下
に
納
枕
す
る
こ
と
も
稀
に
な
る
。
瞳
っ
て
此
案
は
財
産
元
本

を
侵
ず
の
恐
れ
殆
ん
ん
ど
之
な
く
、
此
粧
を
ば
、
財
産
か
ら
で
な
く
し
て
、
所
得
か
ら
納
め
し
め
ゃ
う
と
い
ふ
の

趣
旨
に
色
合
す
る
。

ろ

E
常
財
産
税
と
比
概
し
て

!
i
本
案
に
よ
る
と
き
に
、
相
績
税
一
か
相
繍
人
の
生
置
、
業
財
産
に
つ
き
年
々

納
税
せ
し
む
る
こ
と
ド
な
芯
の
で
、
此
が
齢
税
、
正
常
財
産
税
ド
近
づ
く
り
れ
ど
も
、
正
鵠
財
産
税
で
あ
れ
ば
、

業
営
時
の
財
産
債
値
の
大
小
に
臨
応
じ
て
、
穂
が
増
滅
す
る
の
に
、
本
案
に
よ
る
相
槙
枕
だ
と
、
相
績
人
の
納
め
る

税
額
は
、
相
領
し
た
営
時
に
一
た
び
定
め
ら
れ
た
る
財
産
債
値
に
膳
じ
た
る
も
の
に
て
止
ま
り
、
業
後
、
相
靖
人

が
一
層
の
努
力
及
貯
蓄
を
錯
し
て
茶
財
産
を
増
大
し
た
と
し
て
も
、
業
追
加
財
産
に
は
本
穂
が
か
か
ら
ね
か
ら
、

此
炉
、
正
常
の
財
産
税
に
比
駿
し
で
は
、
一
一
暦
各
人
の
盤
梼
上
の
努
力
を
刺
戟
す
る
の
致
果
が
あ
る
。

町
負
携
の
公
卒
上

川
一
の
交
通
積
(
不
勢
利
得
課
税
の
)
と
し
て
1
ー

川
か
く
し
て
相
績
穂
を
ぱ
、
相
購
入
の
一
生
涯
中
、
各
年
、
二
十
五
分
一
一
分
納
と
す
る
こ
と
は
、
相
績
粧

を
以
て
不
努
利
得
の
機
舎
に
其
利
得
者
に
課
税
す
る
色
の
と
す
る
の
趣
旨
と
は
離
れ
る
や
う
に
も
見
ゆ
る
が
、
併

相
嬢
積
改
造
白
一
案

第
三
十
七
巻

占
ノ、

第

披

九



相
績
税
改
造
白
一
案

第
三
十
七
巻
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占，、

第

務

し
現
行
我
邦
法
に
で
既
に
七
年
分
納
制
を
認
め
る
と
き
に
、
此
新
法
-
は
、
其
を
延
長
し
た
の
に
過
ぎ
ぬ
と
も
考
へ

ら
れ
、

一
時
に
梯
ふ
代
り
に
、
之
が
七
年
分
納
の
便
法
を
採
り
、
更
ら
に
之
を
讃
張
し
て
、
相
績
人
の
一
代
中
年

々
分
納
と
し
て
、
納
税
成
績
を
良
好
な
ら
し
め
ゃ
う
と
い
ふ
に
過
ぎ
宇
。
此
新
法
に
で
も
、
此
が
車
純
な
る
財
産

税
と
は
な
ら
中
、
相
槙
人
が
相
槙
財
産
含
取
得
し
た
る
の
故
に
納
め
る
も
の
だ
と
い
ふ
の
性
質
は
、
績
い
て
存
在

し
、
特
に
式
取
特
時
仁
於
け
る
業
相
鏑
人
の
取
特
額
及
相
頼
人
と
被
相
頼
人
と
の
頼
柄
の
差
異
仁
よ
る
税
の
大
小

山
川
、
引
横
き
再
在
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

こ
刀
交
画
党
2
し
て
(
乃
円
R
a
p
-
5
生
保
土
L
b
M
W
-
b
」
子
膚

J.E
去
る

η…で

4
i
:
-
f
d
i
l
l
-
-
4
m
-
J
1
l
 

あ
あ
。

間
特
に
従
来
は
一
相
槙
後
、
五
年
以
内
の
再
相
績
に
会
見
、
七
年
以
内
の
に
竿
見
の
特
典
を
輿
へ
て
居
る

炉
、
業
は
つ
ま
り
、
か
か
る
再
相
績
に
於
け
る
過
重
負
携
を
緩
和
す
る
の
趣
旨
に
出
ん
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
此

五
年
と
か
七
年
と
か
の
分
界
勤
を
適
切
に
定
め
る
事
が
六
っ
か
し
く
、
特
に
此
制
度
の
下
に
、
七
年
以
内
の
と
、

七
年
以
上
の
と
.
五
年
以
内
の
と
五
年
以
上
の
と
の
問
に
、
た
っ
た
一
日
の
相
違
に
て
負
措
に
著
し
き
相
遺
伝
来

た
す
の
は
、
大
に
不
公
平
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
本
案
の
や
う
に
、
か
か
る
玉
年
、
七
年
の
匝
劃
を
取

掛
ひ
、
五
年
以
内
の
と
き
に
も
、
七
年
以
内
の
と
き
に
も
、
七
年
以
上
の
と
き
に
も
、
凡
ペ
て
、
相
績
人
が
年
々

所
定
額
の
二
十
五
分
一
づ
っ
そ
抑
ふ
と
す
る
な
ら
ば
、
各
人
は
凡
ペ
て
均
衡
あ
る
相
営
の
負
携
を
翁
す
こ
と
に
な

り
て
、
前
に
い
ふ
や
う
な
不
一
公
卒
は
解
消
し
得
ら
れ
る
や
う
に
な
忍
。

ろ
所
得
枕
(
特
殊
な
る
)
と
し
て
|
|
相
積
粧
を
ぱ
前
に
も
い
ふ
や
う
に
還
元
し
た
る
所
得
税
と
見
倣
し
、
進
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ん
で
特
に
相
績
財
産
の
牌
来
に
於
け
る
所
得
か
ら
前
納
す
る
税
だ
と
す
る
と
き
に
は
、
従
来
の
や
う
に
一
度
に
取

ち
、
又
は
七
年
分
納
と
す
る
よ
り
も
、
本
案
の
や
う
に
、
相
護
人
の
生
涯
、
業
が
何
十
年
色
長
け
れ
ば
、
実
の
長

き
に
従
ぴ
、
短
け
れ
ば
ま
た
短
き
だ
け
、
其
年
々
の
所
得
か
ら
し
て
取
っ
た
方
炉
、
却
っ
て
一
層
、
各
人
の
異
に

牧
め
る
所
得
の
大
小
に
慮
中
る
こ
と
炉
出
来
る
と
い
ふ
色
の
で
あ
る
。

川
町
財
産
税
と
し
て
1

1
本
案
は
家
督
相
績
税
を
ぽ
一
の
取
得
税
、
所
得
控
と
し
て
の
み
な
ら
守
、
財
産
税
と

し
て
も
見
る
の
で
あ
る
炉
、
特
に
我
幽
特
有
の
家
督
相
績
枕
に
は
、
遺
産
相
槙
粧
の
却
〈
、
濯
に
人
一
炉
共
筒
人
的

利
益
の
矯
め
に
、
或
財
産
を
取
得
し
た
の
金
課
す
る
色
の
と
異
り
、
家
督
相
婿
人
が
式
相
璃
財
産
を
、
自
ら
の
得

、w
w
h咽
叩

め
と
同
時
に
、
家
の
矯
め
に
櫨
承
し
た
の
を
課
す
る
の
意
味
が
あ
る
。
其
れ
だ
け
に
で
は
、
彼
は
、
自
ら
取
得
す

る
ば
か
り
で
な
く
、
之
と
共
に
、
否
な
其
よ
り
色
む
し
ろ
、
主
と
し
て
は
、
其
家
に
属
す
る
財
産
の
番
人
、
管
理

者
の
役
目
に
就
き
た
る
も
の
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
、
ぞ
れ
か
ら
い
ふ
と
、
之
が
相
績
税
は
相
槙
人
へ
の
課
税
と
い

ふ
よ
り
は
、
な
し
ろ
其
の
家
に
属
す
る
財
産
へ
の
課
粧
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
其
れ
だ
け
に
て
は
又
、
此
耽
は
其

家
の
財
産
を
相
積
の
機
曾
に
其
相
績
と
い
ふ
事
買
を
捕
へ
て
課
税
す
る
も
の
に
外
な
ら
示
し
て
、
其
家
の
財
産
課

税
だ
と
い
ふ
勤
か
ら
す
れ
ば
、
相
績
の
機
舎
の
み
に
課
税
す
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
平
時
、
年
々
引
績
き
規
則
正
し

く
課
税
し
、
又
は
少
く
と
も
納
税
せ
し
め
た
方
が
一
層
公
卒
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
本
案
は
買
に
此
趣
旨
に
合
ふ

の
で
あ
る
。
業
の
家
に
属
す
る
財
産
に
課
す
る
も
の
と
す
る

E
き
に
、
実
相
積
の
婿
繁
に
行
は
れ
た
の
と
、
其
相

積
が
長
い
間
行
は
れ
な
い
色
の
と
の
聞
に
、
例
之
、
七
箇
年
一
筒
月
白
毎
に
相
積
一
か
行
は
れ
て
業
度
毎
に
課
税
せ

相
痕
稔
改
造
の
一
案

第
三
十
七
巻

ム
ノ、

第

競



相
暗
臨
枕
改
造
の
一
案

第
三
十
七
巻

一
六
四

第
二
裁

ら
れ
、
僅
か
に
二
十
二
年
間
に
四
度
も
相
槙
税
を
課
税
せ
ら
れ
た
の
と
、
此
二
十
二
年
間
に
唯
だ
一
度
し
か
相
績

一
度
し
か
課
税
せ
ら
れ
な
い
の
と
、
甚
し
き
は
七
十
年
八
十
年
聞
に
一
度
し
か
行
は
れ
ぬ
も
の
と

の
聞
に
、
従
来
の
課
税
法
で
は
負
擦
に
甚
し
き
相
違
を
生
十
る
の
不
公
平
が
あ
る
事
に
な
る
。
然
る
に
本
案
の
や

が
行
は
れ
争
、

う
に
各
相
績
人
の
一
生
涯
年
々
定
額
の
二
十
五
分
一
づ
つ
を
納
め
し
め
た
と
す
れ
ば
、
其
家
の
財
産
へ
の
課
税
と

し
て
は
前
者
よ
り
も
確
か
じ
↑
層
公
平
仁
な
り
得
る
。
若
も
成
家
に
属
す
る
財
産
が
前
後
同
一
で
止
ま
り
、

相
績

人，
F
何
岬
も
一
概
相
捜
人
の
直
系
山
中
一
鴎
げ
と
す
れ
f

片山、

主
、
司
ノ
日
昔
町
民

L
i
t、
目
高
周
寸

E
)書
〉
こ

F
F
i
れ
同
庁
〉

Z
t

j

J

L

V

北
品
川
J
/
込
山
寸
コ
ホ
ト
ト

i
日
川
町
山
山
V

京
1
O
l
d
-
7
1
J
，J

閉
山
口
抗
世
じ

常
に
同
一
で
め
り
得
る
。
尤
も
此
案
に
で
も
、
此
税
を
以
て
、
全
然
、
家
の
財
産
へ
の
税
と
見
る
こ
と
に
徹
底
は

し
て
居
ら
ぬ
。

一
面
、
同
時
に
取
得
税
、
交
通
暁
の
性
質
を
負
は
し
て
居
る
か
ら
、
税
額
が
、
財
産
額
の
大
小
の

み
に
よ
り
で
は
差
等
づ
け
ら
れ
守
、
相
績
人
と
被
相
績
人
と
の
績
柄
に
も
考
慮
し
て
、
差
等
づ
け
佐
し
て
居
る
。
克

ら
に
其
財
産
が
年
々
動
揺
し
た
と
き
じ
は
、
車
な
る
家
の
財
産
税
と
い
ふ
馳
か
ら
い
ふ
と
、
年
々
葉
動
揺
に
底
じ

て
税
額
を
上
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
け
れ
ど
も
、
此
に
て
は
交
通
税
の
性
質
を
夫
は
し
め
て
居
な
い
か
ら
、
相
績

事
官
費
生
営
時
の
財
産
額
を
土
壷
と
し
て
税
額
が
長
い
間
一
定
し
、
業
時
々
の
財
産
債
額
に
は
相
臆
せ
し
め
て
居

ら
ぬ
。
其
を
不
公
平
と
い
へ
ば
い
は
れ
る
け
れ
ど
も
、
其
は
稜
質
が
多
角
な
る
潟
め
に
己
む
を
得
ぬ
こ
主
で
あ
り
、

業
の
限
り
に
於
て
は
、
交
通
税

rと
い
ふ
見
地
か
ら
し
て
の
公
平
が
恰
か
も
其
に
よ
り
て
得
ら
れ
て
居
る
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

に
業
短
所

!
i本
案
に
は
前
記
の
長
所
が
あ
り
、
業
れ
あ
る
が
故
に
私
が
提
案
し
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
反
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面
に
之
に
避
〈
べ
か
ら
ゴ
る
の
快
貼
の
存
す
る
こ
と
を
見
逃
が
し
て
は
な
ら
ぬ
。
邸
ら
左
の
如
し
。

仏
財
政
牧
入
上

い
嘗
初
の
滅
牧
可
能
|
|
本
案
を
貫
施
し
た
営
初
若
干
年
の
聞
は
、
税
率
が
奮
来
通
、
り
だ
と
す
れ
ば
、
以
前

よ
り
も
却
っ
て
減
牧
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
大
韓
、
七
年
分
納
を
二
十
五
年
分
納
に
麗
じ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。
併
し
其
滅
牧
は
段
々
と
復
奮
に
向
び
、
結
局
、

一
暦
の
多
牧
に
蹄
す
る
か
ら
、
目
前
よ
り
色
永
遠
の
収
入

に
重
き
を
置
〈
と
す
れ
ば
、
金
韓
上
に
は
却
っ
て
前
よ
ち
色
一
層
の
増
牧
と
な
る
の
で
、
満
足
す
る
こ
と
が
出
来

る。

ろ
紙
出
危
険
の
増
大
|
|
本
識
は
在
亦
ゅ
の
七
年
分
納
f

見
は
一
時
抑
)
十
二
一
十
五
年
分
納
(
一
ぷ
は
業
以
上
又
は

業
以
下
の
分
納
)
と
す
る
の
で
あ
り
、
大
韓
、
分
納
期
聞
が
一
層
長
〈
な
る

rけ
、
営
事
者
の
能
力
の
減
退
す
る
機

舎
が
多
く
な
り
、
且
つ
此
場
合
に
、
七
年
分
納
の
現
行
制
の
や
う
に
政
府
に
向
っ
て
権
保
を
供
せ
し
め
る
も
の
で

E
、
，
〉
、

T
E
L
カ
CF

一
層
に
も
不
納
と
な
る
の
危
険
が
多
〈
、
此
黙
よ
ち
し
て
の
減
耽
可
能
性
L
」
い
ふ
も
の
が
あ
る
。
り

れ
ど
色
其
は
金
瞳
上
に
は
大
し
た
司
も
の
で
は
あ
る
ま
い
と
思
ふ
。
特
に
二
十
五
年
に
満
た
守
し
て
納
税
不
能
に
陥

る
志
の
は
あ
っ
て
も
、
中
に
は
二
十
五
年
以
上
に
亙
り
て
納
税
ぞ
績
け
る
も
の
が
め
っ
て
、
之
を
補
償
す
る
か
ら

そ
ん
な
に
心
配
す
べ
き
結
果
を
持
来
た
す
に
は
至
る
ま
い
。

例
会
卒
負
措
上
ー
ー
に
は
、
本
案
炉
、
家
替
相
績
税
を
以
て
、
軍
純
な
る
一
時
取
得
税
と
せ
や
し
て
、
家
の
財
産

へ
の
課
税
た
る
の
性
質
を
加
味
せ
し
め
た
虞
に
、
税
質
の
明
瞭
を
扶
き
、
自
ら
各
方
面
か
ら
し
て
の
見
地
よ
り
不

相
績
積
改
造
の
一
案

第
三
十
七
巻

一
六
五

第

競



相
績
枕
改
造
の
一
実

第
三
十
七
巻

~
ノ、

ーノ、

第
二
披

四

公
卒
'p-
戚
ぜ
し
め
る
。

ル
先
づ
家
の
財
産
税
と
い
ふ
酷
か
ら
い
ふ
と
、
財
産
額
の
大
小
の
み
か
ら
税
額
を
具
に
し
、
相
頼
人
と
被
相

績
人
と
の
縞
柄
を
考
慮
し
な
い
方
が
n
公
平
だ
の
に
、
此
案
で
は
取
得
税
た
る
見
地
に
捕
は
れ
て
此
璃
柄
を
も
考
慮

す
る
の
で
却
っ
て
不
必
卒
だ
と
も
見
ら
れ
る
。
又
、

其
の
家
の
財
産
税
と
い
ふ
粘
か
ら
い
へ
ば
、

其
家
の
財
産
げ
か

年
々
増
減
す
れ
ば
、

ー

:
-
:
l
E
回、
b

i

-

-

[

 

実
に
雁
じ
て
年
々
の
税
額
を
も
増
減
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

『

)
7
2
1
Z
!、E
1
:
》
「
=
，

3
T
、，
D

-

正
、
，

;
L
2
7
:
;
l
L

本
M

1
民
力
寸
A
1
G
-
4
1
t
さ
と
!
何
不
と
創
出
町
、
ド
斗
若

i
「

l

キ日
縞
，~~~ト

日 ~f

í:i~ 

r-

そ
の
年
々
の
増
減
に
底
4
7

る
こ

税
額
を
ば
、
相
靖
人
の
生
涯
中
永
〈
持
頼
し
、
業
の
潟
め
、
業
後
増
減
し
た
る
の
財
産
に
封
し
て
は
過
重
と
な
り

又
は
遁
轄
と
な
る
の
不
公
平
を
も
見
出
す
。

ろ
取
得
税
に
る
拙
か
ら
い
ふ
と
、
此
税
を
取
得
嘗
時
に
凡
べ
て
取
っ
て
し
ま
へ
ば
、
其
れ
其
れ
の
場
合
口
相

営
会
卒
な
る
課
税
と
な
る
け
れ
ど
も
、
本
案
に
て
は
、
相
績
人
の
存
生
中
、
其
所
定
額
の
二
十
五
分
一
づ
つ
を
納

め
し
め
る
の
だ
か
ら
、
例
之
、
彼
が
相
績
後
五
年
に
し
て
死
し
た
り
と
す
れ
ば
、
本
税
額
の
五
分
一
し
か
納
め
な

い
こ
と
に
な
り
、
彼
が
相
績
後
五
十
年
生
き
に
と
す
れ
ば
、
本
来
税
額
の
二
倍
大
の
額
を
納
め
る
こ
と
に
も
な
っ

て
、
取
得
税
の
立
場
か
ら
い
ふ
と
大
な
る
不
公
平
密
資
ら
す
こ
と
に
な
る
。

併
し
右
は
本
案
に
よ
る
此
税
の
性
質
が
多
角
的
な
る
潟
め
に
生
じ
た
こ
と
で
、
己
む
を
得
な
い
事
で
あ
り
、
忍

ぶ
べ
き
快
結
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
先
づ
財
産
税
の
見
地
か
ら
見
る
も
、
此
が
車
な
る
財
産
税
で
な
く
相
績
税

的
な
る
財
産
税
だ
と
思
へ
ば
忍
ば
れ
る
。
実
に
て
相
績
人
左
被
相
槙
人
と
の
績
柄
を
考
慮
す
る
の
も
営
然
で
あ
る

'Terhalle， a. a. O. S. 381. 32) 



し
、
又
貰
際
此
が
考
慮
さ
れ
た
と
し
て
色
、
最
多
く
の
場
合
に
は
此
家
督
相
模
が
直
系
串
麗
に
移
る
も
の
で
あ
ら

う
か
ら
、
績
柄
考
慮
の
ゑ
め
の
不
必
卒
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
ん
な
に
大
し
た
も
の
で
は
な
い
。
又
其
家
の
財
産
が

増
減
し
て
色
、
此
粧
が
其
家
の
財
産
其
色
の
の
矯
め
の
税
で
は
な
く
し
て
、
其
相
績
し
に
財
産
に
閥
す
る
だ
け
の

税
で
あ
る
以
上
は
、
其
相
績
財
産
に
相
営
な
る
積
営
長
き
年
に
亙
り
て
持
韻
す
る
の
も
己
む
を
持
ぬ
の
で
あ
る
。

ぞ
れ
か
ら
取
得
税
か
ら
い
ふ
と
、
相
績
人
が
他
の
事
情
同
一
な
れ
ば
、
其
生
存
期
間
の
長
短
に
拘
ら
十
、
同
一
一
枕

が
}
負
ふ
て
然
る
.
べ
き
で
あ
る
の
に
、
此
案
に
よ
る
と
、
短
命
な
る
も
の
は
其
れ
だ
け
少
く
し
か
負
は
字
、
長
命
な

る
司
も
の
は
、
不
相
官
に
多
く
も
負
ふ
や
う
に
な
る
の
が
不
公
平
だ
左
い
ふ
の
だ
が
、
其
の
短
命
な
る
る
の
に
謝
す

お
刀
有
州
都
は
涜
に
刑
判
一
げ
閣
ド
に
自
認
ゆ
っ
れ
る
汗
で
の
つ
、

-
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額
づ
つ
を
組
め
る
方
が
、
現
行
法
の
五
年
以
内
又
は
七
年
以
内
の
再
相
績
に
封
す
る
全
免
又
は
字
見
制
よ
り
も
一

屠
埴
切
公
平
で
あ
る
。
又
、
此
に
於
げ
る
長
命
し
た
る
者
の
負
曜
の
過
重
と
い
ふ
て
も
、
実
は
長
命
し
た
る
者
い
か

長
命
し
た
る
間
だ
け
相
営
年
額
を
梯
ふ
の
に
止
ま
り
、
彼
と
し
て
は
優
に
権
ぴ
得
る
程
度
の
も
の
で
あ
る
の
行
か

ら
、
格
別
に
過
重
と
い
ふ
も
の
で
は
な
く
、
不
一
公
平
と
い
ふ
に
・
ち
及
ば
な
い
。

向
園
民
鰹
樺
上

川
被
相
績
人
の
努
力
刺
戟
の
薄
弱
|
|
元
来
、
相
績
設
は
、
被
相
績
人
を
し
て
、
業
愛
す
る
所
の
相
績
人
へ

出
来
る
だ
け
多
く
を
残
さ
う
と
し
て
税
額
だ
け
の
も
の
を
、
よ
り
多
〈
蓄
積
せ
し
み
げ
る
の
刺
戟
を
有
つ
-
も
の
に
が
、

此
案
に
よ
る
と
相
績
人
が
容
易
に
其
生
涯
中
の
所
得
に
て
負
携
す
る
こ
と
が
確
か
と
な
る
の
で
、
被
相
績
人
が
実

相
描
掴
枕
改
造
の
一
案

第
」
一
十
七
巻

第

競

豆

一
六
七
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相
橋
杭
改
造
白
一
案

第
三
十
七
巻

一
六
八

第

競

六

に
安
心
し
て
其
努
力
を
鈍
ら
す
と
い
ふ
こ
と
が
生
じ
得
る
。
併
し
相
寝
入
を
愛
す
る
被
相
槙
人
の
人
情
の
存
績
す

る
限
り
は
、
其
に
も
拘
ら
や
、
際
限
も
な
く
、
彼
は
其
愛
す
る
者
の
潟
め
の
努
力
を
績
〈
る
で
あ
ら
う
し
、
椴
A
7

此
に
で
多
少
努
力
が
鏑
つ
で
も
、
其
れ
だ
け
は
、
他
方
、
相
績
人
と
し
て
自
ら
本
税
を
梯
ふ
の
途
が
聞
か
れ
た
の

ガ
か
ら
、
実
方
に
於
け
る
努
力
そ
刺
戟
す
る
こ
と
に
は
な
る
。
だ
か
ら
全
檀
上
、
そ
ん
な
に
心
配
せ
市
?
と
も
良
か

九ら'ヲ。、、、‘畠'"，ろ
相
蛸
人
の
努
ιb方刈刈
一
刺
戟
の
緋
叩
樹
物
|
l
皆
来
の
ド
行
九
と
、
被
相
続
人
に
於
て
不
用
武
?
め
つ
に
斜
め
に
、
相
棋
人

/
皿
唱
、

の
カ
に
て
納
税
す
る
外
な
き
場
合
に
、
彼
は
業
納
税
が
苦
し
い
の
で
大
に
勤
勉
努
力
、
蓄
積
を
す
る
や
う
に
も
な
っ

た
の
に
、
本
案
に
よ
る
と
.
相
績
人
が
柴
に
、

年
々
ポ
ヅ
ポ
ツ
と
納
め
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
し
て
、

そ
ん
な
に
努

カ
す
る
と
い
ふ
ほ
ど
の
必
要
も
な
く
、
鴻
め
に
彼
の
怠
慢
、
浪
臨
賀
を
準
め
る
や
う
に
な
る
と
も
い
ふ
。
炉
、
併
し

彼
と
て
、
其
年
所
得
の
中
か
ら
し
て
、
正
常
の
税
を
掛
っ
た
其
上
に
も
、
此
相
績
税
の
年
賦
額
を
掛
ふ
と
い
ふ
の

は
決
し
て
な
ま
や
さ
し
い
事
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
彼
が
其
の
潟
め
に
怠
慢
に
な
る
と
か
浪
費
に
な
る
と
か
い
ふ

ほ
ど
の
事
は
な
く
、
彼
は
自
ら
此
暁
を
梯
ふ
矯
め
に
相
営
に
努
力
を
す
る
で
あ
ら
う
。
或
は
之
と
関
聯
し
て
往
々

に
し
て
相
績
税
に
つ
き
、
此
が
相
績
人
に
と
り
で
は
其
自
身
の
努
力
に
よ
必
子
し
て
得
た
財
産
に
課
す
る
も
の
だ

旧

か
ら
、
之
が
課
税
の
震
め
仁
、
彼
の
努
力
を
刺
戟
す
る
カ
な
し
と
も
い
ふ
が
、
本
案
の
や
う
に
相
頼
人
に
よ

h
て

納
耽
す
る
の
に
襲
な
途
が
聞
か
る
る
と
き
に
彼
は
自
ら
之
を
納
な
る
矯
め
に
相
営
に
努
力
す
る
の
気
持
と
な
る
で

あ
ら
う
。
特
に
又
、
正
常
財
産
税
な
れ
ば
、
財
産
が
増
せ
ば
其
れ
に
臆
じ
て
耽
が
加
は
る
こ
と
に
な
る
の
に
、
本
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案
に
よ
る
本
税
で
は
、
相
績
し
た
る
後
、
相
積
人
の
努
力
に
よ
り
て
加
は
り
た
る
財
産
に
は
此
が
か
か
ら
ぬ
か
ら
、

其
に
刺
戟
せ
ら
れ
て
、
相
績
人
が
自
力
に
て
財
産
を
増
加
し
ゃ
う
と
い
ふ
こ
と
・
も
あ
る
。

結

論

以
上
要
之
、
私
は
我
邦
の
相
親
税
瀦
張
の
一
一
過
程
と
し
て
、
家
督
相
績
杭
を
改
造
し
て
、
相
頼
人
の
生
躍
中
、

年
h

司
、
所
定
税
額
の
二
十
五
分
一
-
づ
つ
を
納
め
し
む
る
こ
と
と
し
た
が
良
い
と
思
ム
。
此
改
造
案
に
ほ
、
枚
入
上
、

長
雫
上
、
経
持
上
、
若
干
の
換
知
念
有
つ
こ
と
台
無
鵡
し
で
は
な
ら
ぬ
が
、
公
平
負
憶
の
上
に
も
重
大
な
る
長
所

が
め
L

円
、
線
榔
上
山
一
蹴
協
同
服
地
捗

ω刺
戟
し
し
も
な
h
¥
そ
し
て
特
ド
人
の
負
槍
を
一
層
軽
易
な
ら
し
め
、
税
務
行
政

を
一
層
簡
易
な
ら
し
め
、
長
年
に
亙
り
て
見
れ
ば
財
政
牧
入
e

伊
二
層
増
大
な
ら
し
め
、
本
耽
の
増
率
を
し
て
一
層

容
易
に
行
は
れ
し
め
る
と
い
ふ
事
る
あ
る
か
ら
、
貰
際
立
法
に
於
て
も
之
を
取
入
れ
て
は
何
う
か
。

相
暗
掴
務
改
造
白
一
案

第
三
十
七
巻

ノ、
丸

第

披

七


