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題
は
後
者
で
、
こ
れ
は
内
容
の
重
複
し
た
点
、
本
文
に
あ
る
双
行
の
注
の
冤

　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
れ
な
い
点
、
　
な
ど
よ
り
質
思
灘
の
作
で
な
く
、
か
つ
巻
頭
雑
説
（
以
下
雑

　
周
知
の
如
く
斉
民
要
術
に
は
、
ニ
ケ
処
に
「
雑
説
」
な
る
項
潤
が
あ
る
。

一
は
雑
説
第
三
〇
で
あ
り
、
他
の
一
は
障
碍
巻
頭
雑
説
で
あ
る
。
前
者
は
他

の
無
目
と
異
な
り
、
三
無
の
生
活
i
但
し
農
耕
以
外
の
一
に
つ
い
て
種

々
の
心
得
、
工
夫
を
述
べ
た
も
の
で
、
特
に
大
半
は
後
漢
崔
寒
の
「
四
聖
月

光
」
の
引
窓
で
あ
る
。
こ
の
都
分
は
従
来
か
ら
い
わ
れ
て
い
る
如
く
、
要
衛

の
他
の
部
分
と
重
複
す
る
個
処
や
、
或
は
矛
癒
す
る
点
も
な
く
、
質
思
駕
の

筆
に
な
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
事
に
は
異
論
の
余
地
は
な
い
。
し
か
し
開

説
と
略
称
）
に
は
斉
飛
要
術
に
み
ら
れ
な
い
蕎
麦
・
茸
（
ち
し
ゃ
）
・
糧
な
ど

が
あ
る
た
め
、
賃
悪
説
以
後
の
作
品
で
、
飯
写
の
途
上
に
加
熱
さ
れ
た
も
の

と
み
ら
れ
て
い
る
。
雑
説
が
賀
思
総
の
著
作
で
な
い
、
と
の
説
は
疑
問
の
存

せ
ぬ
所
で
あ
る
が
、
私
は
、
雑
説
を
後
入
の
作
と
す
る
に
は
若
干
の
疑
念
を

持
ち
、
む
し
ろ
技
術
的
に
見
て
、
要
術
よ
り
古
い
段
階
に
あ
る
も
の
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
か
、
と
考
え
て
い
た
。
も
っ
と
も
農
業
技
術
は
、
そ
の
土
地
土
地
の
性
格

に
強
く
規
勧
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
雑
説
の
按
術
的
内
容
が
古
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い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
ま
ま
製
作
の
絶
対
年
代
が
古
い
、
と
い
う
理
由

に
は
な
ら
な
い
た
め
、
断
定
の
段
階
に
程
遠
い
も
の
で
あ
る
が
、
一
応
所
見

を
の
べ
、
先
学
の
御
教
示
を
求
め
て
、
研
究
の
資
と
し
た
い
の
で
あ
る
。

二

　
こ
の
雑
説
と
本
文
と
を
比
較
し
て
、
雑
説
が
璽
思
纒
の
著
述
で
な
い
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
、
最
も
詳
細
に
論
断
し
た
の
は
、
万
圏
鼎
氏
で
あ
る
。
氏
は
そ
の
論
拠
と

し
て
次
の
よ
う
な
諸
点
を
あ
げ
て
い
る
。

　
ω
雑
説
と
要
術
と
を
比
較
し
た
場
合
、
用
寧
、
語
句
、
文
輩
に
多
く
の
相

　
　
違
が
あ
る
こ
と
。

　
②
両
潜
の
間
に
は
、
作
物
の
重
要
性
に
対
す
る
価
値
判
断
、
播
種
量
の
差
、

　
　
播
種
時
期
の
差
が
あ
る
。
例
え
ば
、

　
　
　
G
り
耕
起
の
後
の
砕
土
・
鎮
圧
の
作
業
を
、
雑
説
で
は
蓋
磨
と
い
い
、

　
　
　
　
要
術
で
は
～
、
酒
量
」
と
呼
び
、
岡
～
作
業
で
、
名
称
を
異
に
す
る
。

　
　
　
㈲
雑
説
中
に
は
蕎
麦
の
事
に
、
　
一
再
な
ら
ず
言
及
し
て
い
る
の
に
、

　
　
　
　
一
徳
に
は
蕎
麦
が
全
く
み
ら
れ
な
い
。

　
　
　
㊨
穀
（
二
二
黍
・
襟
・
麻
な
ど
の
紬
粒
の
穀
物
）
の
播
種
量
を
雑
説
で
は

　
　
　
　
「
小
畝
一
升
」
と
い
い
、
弓
術
で
は
「
良
地
一
畝
、
用
子
五
升
、

　
　
　
　
薄
地
　
二
升
〕
　
と
山
人
き
な
畑
鯛
違
が
あ
る
（
こ
の
点
は
、
藪
積
の
変
化
も

　
　
　
　
注
膏
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
）
る

　
　
　
吟
雑
読
で
は
葱
は
四
月
に
種
え
、
要
術
で
は
七
月
に
種
を
納
む
、
と

　
　
　
　
播
種
期
の
差
が
大
き
い
。

　
　
等
々
で
あ
る
。

　
㈲
要
術
申
の
第
三
〇
に
雑
説
が
あ
る
か
ら
、
欝
前
に
も
雑
説
の
あ
る
の
は

　
　
書
の
体
例
に
舎
致
し
な
い
（
前
頁
上
段
参
照
）

　
ω
賀
写
譜
の
自
序
の
申
に
、
　
「
凡
九
十
二
編
、
分
為
十
巻
扁
と
あ
る
か
ら
、

　
　
雑
説
を
質
思
総
の
自
筆
に
入
れ
る
余
地
が
な
い
。

　
㈲
費
氏
は
知
識
人
で
あ
り
、
雑
説
の
藩
者
は
農
場
を
彊
接
経
営
す
る
憲
農

　
　
で
、
感
発
の
地
位
教
養
の
差
が
文
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
万
国
鼎
氏
の
論
ず
る
所
は
、
彼
自
身
の
目
標
と
す
る
、
　
「
巻
頭
雑

説
は
質
常
総
の
著
で
は
な
い
」
と
い
う
論
拠
と
し
て
は
、
い
ず
れ
も
妥
当
な

論
拠
で
あ
っ
て
、
反
論
の
余
地
は
な
い
。
し
か
し
聞
題
を
一
歩
す
す
め
て
、

こ
の
雑
説
が
、
要
術
に
比
較
し
て
宵
い
著
作
で
あ
る
か
、
新
ら
し
い
作
晶
で
あ

る
か
ど
う
か
、
或
は
、
縞
馬
の
技
術
二
段
階
に
比
べ
て
、
よ
り
高
い
も
の
か
、

低
度
の
も
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
問
題
に
な
る
と
ω
簡
㊥
㈲
は
、
何
等
の
解
答

を
提
示
す
る
も
の
で
は
な
く
、
②
だ
け
が
僅
か
に
闇
題
の
鍵
を
提
供
し
て
い

る
。
そ
の
中
、
G
D
は
、
私
見
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
雑
議
と
弓
術
の
前
後
関
係
を

検
討
す
る
上
の
最
も
重
要
な
傭
所
で
あ
る
が
、
万
園
鼎
氏
は
、
こ
の
点
全
く

溝
過
し
て
お
り
、
文
宇
の
差
を
指
摘
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
後
節
で
論

及
し
た
い
。
㊨
の
度
量
衡
の
差
異
は
年
代
決
定
の
上
の
重
要
な
手
懸
を
与
え
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る
場
合
も
あ
る
が
、
氏
は
ω
同
様
、
こ
れ
ま
た
全
く
そ
の
点
に
触
れ
て
い
な

い
の
で
、
次
節
で
検
討
す
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
矯
が
雑
説
を
後
人
の
作

と
す
る
、
最
も
重
要
な
論
拠
で
あ
る
蕎
麦
の
問
題
を
取
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

最
初
に
多
少
長
ぐ
な
る
が
、
黒
眉
に
関
す
る
琉
の
見
解
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
蕎
麦
は
妓
麦
と
も
い
わ
れ
た
よ
う
で
、
詩
経
（
陳
風
）
に
「
視
爾
如
肢
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

あ
る
が
、
こ
の
波
は
荊
葵
を
指
し
、
蕎
麦
で
は
な
い
。
ま
た
爾
雅
に
「
蒲
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

邦
鎧
窓
」
と
あ
る
が
、
こ
の
蕎
は
大
毒
で
あ
る
。
大
広
益
会
玉
響
の
巻
一
三
、

蕎
麦
に
、
　
「
居
銀
製
、
大
戟
也
。
音
梼
。
麦
也
」
と
黒
藻
の
外
に
蕎
麦
の
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
し
か
し
現
在
の
玉
篇
に
は
唐
土
人
の
増
改
が

あ
り
、
豊
野
王
の
原
書
と
思
わ
れ
る
古
竪
町
書
本
の
玉
野
の
艸
部
に
は
「
蕎
」

が
な
い
。
従
っ
て
梁
の
暁
代
に
蕎
麦
が
あ
っ
た
か
否
か
は
断
定
で
き
な
い
。

も
っ
と
も
ブ
レ
ッ
ト
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
は
、
　
「
古
書
で
蕎
変
の
み
ら
れ
る
の

は
聖
代
が
最
初
」
と
い
い
、
ド
・
カ
ン
ド
ル
は
蕎
麦
の
初
見
を
一
一
世
紀
に

お
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
間
違
で
、
唐
代
の
詩
人
、
侮
え
ば
白
居
易
の
詩
に
、

「
独
撫
扁
門
前
一
望
田
野
田
一
月
明
蕎
菱
花
如
レ
雪
二
と
あ
り
、
ま
た
七
世
紀
の

縫
製
魑
著
『
千
金
要
法
』
に
も
蕎
麦
の
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
別
と
し
て
、

中
国
の
古
代
に
は
蕎
麦
は
な
く
、
従
っ
て
当
然
普
以
前
の
学
田
に
は
乱
雲
が
見

ら
れ
な
い
か
ら
、
後
世
に
な
っ
て
中
国
に
伝
播
し
た
作
物
で
あ
る
。
原
産
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

は
バ
イ
カ
ル
湖
か
ら
無
龍
江
に
か
け
て
の
一
帯
で
、
南
北
朝
時
代
に
中
圏
に

入
っ
て
い
た
か
否
か
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
以
上
を
前
提
に
し
て
要
術
を
見

れ
ば
、
要
術
九
二
篇
中
に
蕎
変
は
な
い
の
で
、
嘉
時
は
ま
だ
黒
変
は
な
く
、

そ
れ
故
質
思
駕
は
こ
れ
を
知
ら
な
い
か
、
す
く
な
く
と
も
重
要
で
な
か
っ
た

か
で
あ
る
。
雑
説
で
蕎
菱
が
あ
の
よ
う
な
重
要
な
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
る

の
は
、
雑
説
は
賞
氏
の
文
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
、
雑
説
は
、
中
国
に
蕎
変

が
伝
来
し
、
更
に
言
え
ば
、
作
春
の
土
地
で
比
感
重
要
視
さ
れ
る
に
至
っ
て
「

か
ら
作
ら
れ
た
、
後
人
の
文
で
あ
ろ
う
。

　
即
ち
、
民
は
、
南
北
朝
時
代
に
は
蕎
菱
は
中
国
に
縁
来
し
て
い
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
と
の
推
定
の
下
に
、
雑
説
は
後
人
…
氏
の
胸
中
を
推
測
す
る
な

ら
ば
、
唐
代
…
の
添
加
し
た
著
述
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
万
国
鼎
琉
の
言
の
如
く
、
斉
斑
要
領
の
中
に
は
蕎
麦
な
る
編
貝
の
な
い
の

は
勿
論
、
蕎
菱
な
る
附
論
を
持
っ
た
編
鼠
も
存
さ
な
い
の
は
事
実
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
一
見
す
れ
ば
、
要
術
に
野
晒
が
論
及
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
南
北

朝
時
代
に
蕎
菱
が
中
国
に
伝
播
し
な
か
っ
た
と
い
う
、
氏
の
推
定
は
極
め
て

妥
当
性
の
高
い
結
論
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
一
つ
の
植
物
が
種
々
の
名
称

で
呼
ば
れ
る
事
は
決
し
て
珍
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
所
謂
蕎
麦
に
、
古
代

よ
り
蕎
麦
以
外
の
名
称
が
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
保
証
は
な
い
。
こ
の
前
提

に
た
っ
て
要
術
を
見
れ
ば
、
左
の
盟
愛
の
文
は
甚
だ
疑
念
の
残
る
文
で
あ
る
。

　
　
種
二
羅
愛
一
法
。
以
レ
伏
為
レ
時
。
〔
一
名
地
麺
。
織
地
一
畝
珊
一
一
子
鉱
升
刈
薄
田
箪
四
升
〕
畝
収

　
　
十
石
。
灘
蒸
曝
書
。
春
去
レ
皮
。
米
全
心
レ
砕
。
罪
作
レ
喰
甚
滑
。
細
磨
下
二
絹
縫
一

　
　
作
ゾ
餅
。
亦
滑
美
。
然
為
レ
性
多
戴
。
一
種
二
此
物
鴫
数
年
不
レ
絶
。
期
近
之
功
。
更
益
二
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鋤
労
｝
（
巻
網
　
大
小
麦
第
十
）

　
欝
気
は
、
現
在
で
は
普
通
「
な
で
し
こ
」
と
鰹
さ
れ
て
い
る
。
所
で
要
術

の
裡
麦
は
、
畝
ご
と
十
石
の
収
穫
が
あ
り
、
何
よ
り
も
質
思
鵬
が
、
こ
の
大

小
菱
の
項
で
採
り
あ
げ
て
い
る
以
上
は
、
ま
ず
重
要
な
食
物
で
あ
る
こ
と
が

大
前
提
で
あ
り
、
更
に
、
彼
は
こ
の
雀
麦
を
菱
の
一
種
と
考
え
て
い
た
筈
で

あ
る
か
ら
、
形
状
・
用
途
な
ど
、
何
等
か
の
点
で
麦
に
類
似
す
る
作
物
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
ら
ば
羅
麦
は
到
底
、
現
在
の
「
な
で
し
こ
」
で
は
あ

る
ま
い
。
こ
の
壁
麦
に
つ
い
て
葱
山
琉
は
、
　
「
こ
の
邊
麦
は
義
不
詳
。
内
容

か
ら
み
て
如
何
に
も
惹
薮
（
は
と
む
ぎ
）
に
に
て
い
る
が
、
慧
藪
で
は
、
要
術

の
「
伏
を
適
時
と
す
る
扁
の
と
合
わ
な
い
。
或
は
蕎
麦
が
雑
説
に
見
え
る
の

に
、
本
文
に
は
別
に
見
え
な
い
か
ら
、
其
れ
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
　
⊃
度

播
け
ば
数
年
絶
え
ず
」
の
句
は
蕎
麦
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
（
簑
春
要
約
）
」
と

述
べ
、
　
移
出
久
の
可
能
性
’
偲
榔
佃
摘
し
っ
っ
も
、
　
郎
断
庸
疋
を
避
け
て
　
「
義
不
詳
」
　
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

慎
重
な
態
度
で
臨
ん
で
い
ら
れ
る
。
確
か
に
「
一
度
播
け
ば
数
年
絶
え
ず
」

を
文
字
通
り
解
釈
す
れ
ば
、
蕎
麦
に
あ
て
は
ま
ら
ぬ
表
現
で
あ
る
。
さ
り
と

て
栽
培
植
物
で
あ
っ
て
、
し
か
も
麦
に
類
す
る
も
の
で
、
こ
の
条
件
を
満
足

さ
す
作
物
を
求
め
る
事
は
不
可
能
で
あ
る
。
要
術
の
世
界
に
存
在
し
て
、
そ

の
後
事
毒
し
た
作
物
も
想
定
で
き
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
　
「
数
年
云
々
」
は

繁
殖
力
の
旺
盛
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
可
能
性
も
ま
ず
な
い
。

と
す
れ
ば
、
こ
の
語
は
単
に
生
命
力
が
強
く
、
、
二
度
播
種
す
れ
ば
、
次
か

ら
次
へ
生
長
し
て
、
次
の
作
物
の
播
種
に
支
障
を
き
た
す
」
程
度
の
も
の
を

多
少
誇
張
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
、
と
解
せ
ら
れ
る
。
す
る
と
要
術
の
蕎

麦
の
有
す
る
条
件
は
、
ω
播
種
期
が
（
陽
暦
の
）
六
月
末
か
ら
八
月
に
か
け

て
、
②
畝
収
十
石
、
㈹
蒸
し
て
皮
を
取
る
、
ω
W
粉
食
、
㈲
繁
殖
力
が
強
い
、

㈲
重
要
穀
物
で
あ
る
、
と
い
う
事
に
な
る
。
以
上
の
条
件
を
具
備
し
た
穀
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
い
え
ぱ
、
蕎
麦
と
塗
膜
で
あ
る
。
．
両
者
と
も
重
要
な
、
特
に
凶
歳
用
と
し

て
重
視
せ
ら
れ
て
お
り
粉
食
に
も
適
し
て
い
る
。
繁
殖
力
、
即
ち
「
一
年
種

れ
ば
云
々
」
の
語
に
つ
い
て
も
、
蕎
麦
・
枝
麦
は
一
年
生
の
植
物
で
あ
る
が
、

共
に
脱
粒
性
が
強
く
、
子
実
が
熟
す
る
頃
に
な
る
と
、
脱
落
し
て
地
上
に
落

ち
、
翌
年
ま
た
成
長
し
て
来
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
語

も
あ
な
が
ち
、
不
当
の
言
で
は
あ
る
ま
い
。

　
で
は
蕎
麦
と
茂
麦
と
で
は
、
ど
ち
ら
が
要
術
の
羅
麦
に
よ
く
あ
て
は
ま
る

か
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
註
7
に
も
述
べ
た
如
く
、
　
「
腿
麦
は
一
稼

で
あ
る
」
と
い
う
の
が
私
の
推
定
で
あ
る
。
以
下
そ
の
理
蜘
を
列
挙
し
よ
う
。

　
ω
播
種
量
の
問
題
要
術
の
愛
憐
の
播
種
量
は
、
籏
麦
は
一
難
に
つ
き
、
上

　
　
時
二
升
半
、
中
蒋
三
升
、
下
時
三
年
半
乃
至
閥
升
、
小
麦
は
上
躇
一
升

　
　
半
、
中
時
二
升
、
下
時
二
升
半
と
な
っ
て
い
る
。
茂
（
燕
）
麦
な
ら
ば
、

　
　
大
略
遼
遠
と
同
じ
か
或
は
や
や
少
量
の
筈
で
あ
る
。
し
か
し
蕎
麦
な
ら

　
　
ば
子
実
が
火
き
い
た
め
、
播
種
の
量
も
そ
れ
に
準
じ
て
大
き
く
な
る
わ

　
　
け
で
、
漱
五
升
は
蕎
麦
の
播
種
量
と
考
え
る
方
が
適
当
な
数
宇
で
あ
る
。
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ま
た
収
量
を
見
て
も
青
裸
麦
が
畝
胆
石
な
の
に
対
し
、
提
麦
は
十
石
と

　
い
う
の
も
粒
の
大
き
い
蕎
麦
に
相
応
す
る
澄
で
あ
る
。

②
文
中
「
渾
一
曝
乾
。
春
季
レ
皮
。
米
全
量
γ
砕
」
と
い
う
語
で
あ
る
が
、
蕎

　
麦
は
、
そ
の
ま
ま
精
白
す
れ
ば
、
砕
け
て
飛
散
す
る
た
め
、
蕎
麦
米
を

　
作
る
場
合
は
一
且
蒸
し
て
携
く
。
丁
度
こ
の
文
と
適
合
す
る
わ
け
で
あ

　
る
。
穀
（
燕
）
麦
も
「
ふ
す
ま
」
を
除
く
た
め
に
蒸
し
て
掲
き
、
ま
た

　
は
「
ひ
き
わ
り
」
す
る
が
、
ふ
す
ま
の
場
合
は
、
同
じ
青
裸
蓑
で
「
獄
偏

　
と
い
う
字
を
使
用
し
て
い
る
か
ら
、
　
「
巻
去
皮
漏
の
「
皮
は
」
蕎
蓑
に

　
あ
た
る
語
で
あ
る
、
そ
の
上
「
ふ
す
ま
」
の
除
虫
は
大
麦
穣
菱
で
も
同

　
様
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
個
所
で
記
し
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。

㈲
特
に
燕
麦
に
つ
い
て
は
、
別
に
そ
れ
と
思
わ
れ
る
「
青
裸
笈
」
が
寵
せ

　
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ω
現
在
崔
麦
は
「
な
で
し
こ
」
を
指
す
事
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
即
物

　
的
語
彙
の
内
容
の
変
化
は
、
全
然
性
格
の
異
な
っ
た
植
物
に
転
化
す
る

　
事
は
考
え
難
い
こ
と
で
あ
り
。
栽
培
上
、
形
態
上
、
或
は
利
用
の
面
で

　
類
似
性
を
持
つ
植
物
に
転
化
し
て
ゆ
く
と
見
る
の
が
常
識
的
で
あ
る
。

　
こ
の
観
点
に
た
て
ば
、
現
在
穫
表
は
「
な
で
し
こ
」
と
解
さ
れ
て
い
る

　
か
ら
、
要
術
の
そ
れ
も
、
何
等
か
の
点
で
こ
れ
に
似
た
性
質
を
持
つ
も

の
で
あ
っ
た
霜
馨
㎎
・
そ
れ
で
コ
怯
で
し
三
と
「
糞
」
を
比

　
零
す
る
に
、
そ
の
笑
は
共
に
黒
褐
色
、
菱
形
で
、
そ
の
大
き
さ
も
大
体

　
　
同
じ
で
、
殆
ん
ど
区
別
が
出
来
な
い
程
で
あ
る
。
し
か
し
肢
愛
は
黄
褐

　
　
色
で
円
味
を
お
び
、
岐
菱
と
「
な
で
し
こ
」
で
は
色
・
形
・
大
き
さ
も

　
　
異
な
り
、
両
者
の
混
同
す
る
よ
う
な
類
似
性
は
な
い
。
こ
れ
は
分
類
の

　
　
上
か
ら
見
て
、
　
「
な
で
し
こ
」
と
「
蕎
麦
」
は
同
類
同
醤
で
あ
る
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
し
、
麦
は
類
鼠
と
も
異
に
す
る
点
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

以
上
の
諸
点
を
考
え
る
と
、
波
炎
と
蕎
菱
は
、
共
に
碁
聖
の
記
載
条
件

を
大
略
み
た
す
も
の
で
あ
っ
て
も
、
要
術
の
窪
麦
は
茨
変
に
比
定
す
る
よ

り
蕎
麦
に
比
定
す
る
方
が
よ
り
妥
当
性
の
強
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も
あ
る
ま

い
。　

さ
て
一
般
に
い
っ
て
、
植
物
は
野
生
種
に
近
い
程
脱
粒
性
が
強
い
も
の
で

あ
る
。
前
述
万
国
書
画
の
説
の
如
く
、
南
北
朝
頃
に
、
黄
河
下
流
地
帯
に
栽

培
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
な
ら
ば
、
当
時
の
蕎
麦
は
境
在
の
そ
れ
以
上

に
騰
器
性
が
強
く
、
輪
作
し
て
粟
や
大
・
小
麦
を
播
種
す
る
際
の
大
き
な
障

害
に
な
り
、
こ
れ
が
「
然
為
性
急
臓
。
一
種
此
物
。
数
年
云
々
扁
と
い
う
非

難
の
語
に
な
っ
た
の
で
あ
る
ま
い
か
。
閃
み
に
雑
説
中
の
蕎
炎
に
は

　
　
凡
蕎
炎
五
屑
耕
。
経
二
三
十
五
郵
商
才
得
レ
転
。
二
輪
耕
三
編
。
立
秋
箭
後
十
日

　
　
内
実
レ
之
。
仮
如
耕
ノ
二
三
鶴
。
製
二
重
著
レ
子
。
下
両
重
子
黒
。
上
童
一
重
子
白
。

　
　
皆
是
白
満
似
ひ
如
レ
濃
。
三
二
レ
版
罰
刈
之
刈
萱
対
レ
納
相
答
鋪
レ
之
。
三
白
潔
。
肝
溝

　
　
尽
変
為
・
黒
。
如
・
此
乃
為
・
得
一
所
。
砦
待
二
上
頭
総
三
明
男
雛
下
黒
子
尽
総
落
。

と
収
穫
蒔
魏
の
み
き
わ
め
を
詳
細
に
述
べ
て
い
る
の
は
濃
雷
と
し
て
異
例
で
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あ
徳
・
万
魏
氏
は
・
嚢
の
欝
の
比
鵠
詳
繍
な
諮
を
、
そ
の
垂

’
性
の
故
と
考
え
て
い
る
が
、
私
は
紋
穫
時
期
の
記
載
の
あ
る
点
よ
り
晃
て
、

蕎
麦
は
脱
粒
性
の
た
め
に
収
穫
時
期
の
判
定
が
困
難
で
あ
り
、
且
つ
比
較
的

新
来
の
作
物
な
る
が
故
に
、
そ
の
判
定
に
人
々
が
熟
練
し
て
い
な
い
の
を
考

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

慮
し
た
も
の
と
解
し
た
い
。
以
上
の
考
察
に
過
誤
が
な
い
な
ら
ば
、
万
国
鼎

氏
の
見
解
は
当
然
訂
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
然
し
、
要
術
で
は
「
蕎
麦
」
の
事
を
嬰
麦
と
い
い
、
雑
説
で
は
現
在
と
同

じ
く
「
蕎
麦
扁
と
い
う
文
選
を
使
冷
し
て
い
る
以
上
、
雑
説
が
後
人
の
作
で

あ
る
と
い
う
事
に
は
変
り
は
あ
る
ま
い
。
「
雑
説
が
要
論
よ
り
古
い
し
、
と
い

う
た
め
に
は
、
こ
の
点
を
あ
ら
た
め
て
論
ず
る
必
要
が
あ
る
が
、
両
様
の
用

語
に
つ
い
て
は
な
お
他
に
関
聯
す
る
事
項
も
あ
り
、
後
節
で
検
討
す
る
こ
と

に
し
た
い
。

三

　
箭
節
に
導
い
て
、
斉
艮
要
術
の
機
麦
を
「
蕎
麦
偏
と
想
定
し
て
、
万
麟
鼎

氏
の
議
論
に
再
考
の
余
地
の
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
本
節
に
お
い
て
、
雑

説
と
障
囲
に
使
用
さ
れ
て
い
る
度
量
衡
（
こ
こ
で
は
葡
積
）
を
手
懸
り
と
し
て
、

箇
者
の
先
後
関
係
を
検
討
し
て
み
た
い
。
倶
し
最
初
に
こ
と
わ
っ
て
お
き
た

い
事
は
、
前
述
の
細
く
度
壷
衡
の
検
討
は
、
年
代
決
定
の
上
の
一
方
法
に
は

蠣
違
な
い
が
、
こ
の
方
法
を
も
っ
て
間
題
の
核
心
を
求
め
る
に
は
、
本
質
酌

に
種
々
の
困
難
を
含
ん
で
い
る
。
と
い
う
の
は
㌦

　
ω
魏
晋
幣
北
朝
は
、
痩
量
衡
（
特
に
尺
度
・
為
銀
）
の
最
も
混
乱
し
た
時
代

　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
で
あ
る
こ
と
。

　
鋤
一
つ
の
尺
度
が
、
或
る
時
代
の
公
海
尺
度
と
認
定
さ
れ
た
蒔
が
、
そ
の

　
　
尺
度
の
使
用
さ
れ
た
上
限
時
期
を
示
す
も
の
と
は
限
ら
な
い
こ
と
、
そ

　
　
れ
ど
こ
ろ
か
、
往
々
民
間
に
使
用
さ
れ
て
い
る
尺
度
を
も
っ
て
公
定
尺

　
　
度
と
す
る
毛
脚
も
あ
る
こ
と
。

　
ω
従
来
か
ら
云
わ
れ
て
い
る
事
で
あ
る
が
、
地
積
の
単
位
は
必
ず
し
も
数
、

　
　
学
的
に
、
計
算
通
り
に
劉
一
的
に
矩
め
ら
れ
た
と
は
限
ら
ず
、
一
臼
の
．

　
　
耕
作
に
適
す
る
面
積
と
か
、
　
戸
塚
の
強
活
に
必
要
な
叡
穫
量
を
確
保
し

　
　
得
る
広
さ
を
も
っ
て
某
単
位
と
す
る
な
ど
、
実
用
納
な
立
揚
か
ら
も
定

　
　
め
ら
れ
る
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
の
で
（
例
え
ば
独
逸
の
モ
ル
ゲ
ソ

　
　
は
一
霞
の
耕
作
醐
積
か
ら
ハ
ジ
キ
掛
さ
れ
た
醗
釈
の
単
位
で
あ
る
）
、
　
隅
一
の

　
　
地
域
に
お
い
て
も
、
土
質
の
差
や
、
地
味
の
如
何
に
よ
っ
て
、
岡
じ
一

　
　
畝
（
ま
た
は
…
頃
）
と
い
っ
て
も
、
田
に
よ
っ
て
突
際
の
醗
積
が
異
な
つ

　
　
て
い
る
、
な
ど
の
理
由
で
あ
る
。

　
し
か
し
以
上
の
危
険
が
あ
っ
て
も
、
度
量
衡
が
年
代
を
知
る
上
の
一
つ
の

鍵
で
あ
る
な
ら
ば
、
危
険
を
承
知
で
、
一
慈
の
検
討
を
試
み
る
必
要
も
あ
る

で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
雑
説
に
は
、
次
の
よ
う
な
顧
積
に
訂
す
る
記
載
が
あ
る
、
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土
入
家
當
レ
田
須
レ
量
ユ
己
力
弔
攣
可
二
少
好
司
不
レ
可
二
多
悪
司
仮
如
…
具
牛
。
総

　
蛍
得
二
小
忌
三
芳
崎
拠
二
斉
地
大
畝
刈
一
越
三
十
五
畝
也
。

　
こ
の
文
に
は
二
つ
の
解
釈
が
あ
り
、
西
山
氏
は
「
一
具
牛
の
隼
が
あ
れ
ば
、

概
ね
小
輩
で
三
頃
（
三
百
畝
）
を
経
営
で
き
よ
う
。
斉
の
大
館
で
い
え
ば
、
小
面

一
頃
は
そ
の
三
十
五
畝
に
あ
た
る
」
と
解
し
て
い
る
。
賃
は
こ
の
小
山
を
後

魏
の
側
度
と
み
な
し
、
一
尺
を
呉
承
洛
に
従
っ
て
今
の
八
寸
と
し
、
一
歩
六
尺
、

二
四
〇
歩
一
畝
と
し
、
今
の
五
・
＝
一
軍
畝
（
狩
谷
披
斎
に
よ
れ
ば
鷹
，
…
一
六
畝
）

に
あ
た
る
も
の
と
想
定
さ
れ
た
。
従
っ
て
小
葉
三
三
を
鑓
本
の
単
位
に
ひ
き

な
お
し
て
、
約
一
五
町
（
扱
斎
…
六
町
、
耀
し
唐
の
鱗
度
と
す
れ
ば
一
七
町
）
と
計

算
さ
れ
た
の
で
あ
触
芳
姦
を
・
明
以
来
の
墨
で
あ
る
・
現
奮
東

雀
益
都
県
一
帯
で
土
地
を
量
る
に
胴
い
ら
れ
て
い
る
「
竿
子
法
」
を
あ
て
て

馳
・
明
暴
の
馨
と
い
う
の
で
は
・
北
魏
と
は
余
り
に
も
時
間
的
な
隔

差
が
あ
っ
て
、
そ
の
点
若
干
の
不
安
も
感
ず
る
が
、
こ
の
よ
う
な
面
積
の
定

め
方
は
、
案
外
古
い
俵
統
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
ち
｛
愈
こ
の
点
は
不
問
に

し
て
お
こ
う
。

　
こ
の
西
画
氏
の
見
解
に
対
し
て
、
著
し
く
異
な
る
兇
解
を
展
開
さ
れ
た
の

は
天
野
氏
で
あ
る
。
氏
は
、
前
の
「
大
喪
云
々
」
の
語
を
小
津
に
対
す
る
説

甥
文
と
み
て
、
　
「
小
忌
三
頃
は
斉
の
大
恥
一
頃
三
十
五
畝
で
あ
る
」
と
解
し

て
い
る
。
そ
し
て
小
唄
は
漢
の
一
〇
〇
歩
一
湿
球
、
大
貫
を
二
四
〇
歩
一
畝

糊
と
す
れ
ば
、
小
畝
三
瞬
は
大
畝
の
一
頃
二
十
五
畝
と
近
似
値
が
得
ら
れ
、

或
は
三
十
五
畝
は
二
十
五
畝
の
誤
写
か
も
知
れ
な
い
、
と
の
見
解
を
述
べ
ら

れ
恥
秀
説
に
従
え
ば
・
小
子
三
重
我
国
の
五
・
壽
歩
に
あ
た
る
。

い
わ
ば
西
山
氏
は
前
文
を
、
　
「
添
地
に
よ
れ
ば
、
小
畝
一
頃
は
、
大
畝
の
三

十
五
畝
」
と
解
し
た
の
に
対
し
、
天
野
氏
は
、
　
「
斉
地
の
大
喜
に
よ
れ
ば
、

一
頃
ヨ
十
五
畝
〕
ピ
読
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
解
釈
の
い
ず
れ
が

妥
当
で
あ
る
か
は
文
章
の
上
で
決
定
す
る
こ
と
は
嗣
難
で
あ
り
、
む
し
ろ
一

具
牛
一
撮
の
農
家
の
経
鴬
と
し
て
、
一
七
町
歩
が
妥
愚
で
あ
る
か
、
五
．
七

町
歩
が
妥
嵐
で
あ
る
か
が
、
両
蒋
の
是
非
を
検
討
す
る
鍵
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
点
に
関
し
て
天
野
氏
は
、
　
江
南
の
在
来
梨
と
、
　
晩
鷹
の
陸
亀
蒙
の

門
来
伽
藍
」
の
江
東
梨
が
、
大
差
の
な
い
点
か
ら
考
え
て
、
出
東
の
在
来
梨

も
、
あ
ん
が
い
変
化
が
な
か
っ
た
智
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
し
」
い
う
想
定
に
立

っ
て
「
雑
説
に
述
べ
る
一
具
牛
の
ニ
ケ
月
秋
耕
小
畝
三
頃
か
ら
、
一
白
の
秋

底
積
を
計
算
す
れ
ば
二
日
最
低
五
小
匙
と
な
り
、
そ
れ
管
畝
（
禽
小

畝
を
い
う
）
二
・
一
落
に
あ
た
る
わ
け
で
、
ま
た
上
掲
の
牛
二
頭
の
，
耕
地
面

積
に
だ
い
た
い
薮
す
る
ご
技
術
豪
ら
そ
の
妥
淫
・
論
・
て
い
秘

私
も
か
っ
て
牛
二
頭
を
用
い
る
趙
過
の
代
田
法
に
つ
い
て
、
一
家
に
割
影
て

ら
れ
た
土
地
は
大
略
一
頃
が
妥
嶺
な
適
正
規
模
で
あ
ろ
う
、
と
論
じ
た
事
が

あ
る
晦
・
そ
の
点
天
野
氏
と
大
鷺
蟹
同
㌢
す
る
わ
け
で
あ
る
。
雑
説

に
は
「
田
を
営
む
に
は
自
己
の
力
を
計
る
べ
し
、
蜜
ろ
馬
匹
な
る
を
可
と
し
、

多
悪
な
る
を
可
と
せ
ず
一
、
と
小
福
積
を
充
分
に
活
用
す
る
こ
と
を
奨
励
し
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て
い
る
か
ら
、
さ
ほ
ど
広
大
な
醐
積
を
対
象
と
し
て
は
お
る
ま
い
。

　
ま
た
家
地
農
法
の
成
果
を
決
定
す
る
播
種
後
の
土
地
管
理
に
畜
力
農
具
を

絹
い
ず
、
人
力
に
よ
る
鋤
の
み
を
あ
げ
て
い
る
点
よ
り
見
て
も
、
到
底
一
五

町
歩
を
適
正
規
模
と
し
て
い
る
農
法
と
は
推
測
し
が
た
く
、
私
も
天
野
氏
と

岡
様
に
、
小
畝
・
大
畝
を
、
漢
代
の
一
〇
〇
歩
一
畝
制
と
、
二
四
〇
歩
一
畝

制
と
理
解
し
た
い
。

　
さ
て
、
雑
説
の
地
織
を
漢
代
の
そ
れ
と
解
す
れ
ば
、
雑
説
の
「
無
レ
問
レ
穀
。

小
寒
　
翼
下
レ
子
。
則
稀
概
得
レ
所
」
と
、
要
術
の
「
良
地
　
畝
。
矯
子
五

升
。
薄
地
三
升
漏
を
比
較
し
た
思
至
、
同
じ
よ
う
な
播
種
密
度
に
な
り
得
る

か
否
か
の
検
討
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
は
要
術
と
雑
説
の
間
に
播
穣
量
に
三

～
五
倍
の
差
が
あ
る
と
は
理
解
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
雑
説
の
地
畝
が
漢
制
な
ら
ば
、
そ
の
容
量
も
側
廊
を
使
用
し
た
と
考
え
る

の
が
常
識
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
要
術
の
作
ら
れ
た
北
下
の
時
代
は
、
前
述

の
如
く
尺
度
・
容
量
に
変
化
が
あ
り
、
色
々
の
場
合
が
想
定
で
き
る
。
ま
ず

尺
度
（
趾
面
積
）
で
は
、
㈹
一
歩
六
尺
制
、
㈹
一
歩
五
尺
制
の
二
種
あ
り
、
㈱

制
に
よ
れ
ば
一
頃
は
七
・
コ
ニ
町
歩
、
B
制
に
よ
れ
ば
一
頃
は
五
・
二
六
町

歩
に
な
触
次
に
皆
制
で
墨
書
螢
（
弄
・
朶
の
工
璽
勺
）
・
北

魏
太
勲
量
（
一
升
は
一
倉
　
勺
、
簿
ち
漢
鮎
と
詞
じ
）
、
天
平
三
年
最
（
一
升
は
一

合
七
勺
）
の
三
通
り
が
あ
る
。

　
さ
て
、
，
雑
説
の
灌
制
、
即
ち
小
畝
を
一
・
九
二
畝
、
一
升
聾
一
・
一
計
と

し
て
、
同
密
度
で
播
種
す
る
に
は
、
北
魏
の
各
髄
制
で
は
、
ど
れ
だ
け
の
量

を
必
要
と
す
る
か
を
算
定
す
れ
ば
、
大
体
次
の
様
な
数
傭
が
で
る
。

t
i
％
．
．

A
舗

北
魏
大
量

一
・
九

B
制

太
和

三
・
八
○ 量

．
天
平
一
工
年
量

　
　
二
・
五
〇

丁
四
二
一
毛
三

一
・
八

右
の
表
を
己
れ
ば
、
要
術
の
「
良
酒
五
升
、
薄
地
三
升
」
の
条
件
に
適
う
も

の
は
、
㈱
制
・
編
制
…
い
ず
れ
に
せ
よ
太
守
母
と
い
う
事
に
な
る
。
数
字
の
上

で
は
、
詳
解
と
薄
地
の
中
間
の
数
値
を
と
る
偶
制
の
方
が
適
当
の
よ
う
で
あ

る
が
、
西
由
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
漢
魏
の
一
頃
は
約
四
・
五
穀
、

唐
の
そ
れ
は
五
・
四
町
歩
位
で
あ
る
の
に
、
其
の
中
閾
の
北
魏
の
み
七
・
二

町
と
い
う
広
さ
に
な
る
の
は
、
　
合
点
の
ゆ
か
な
い
事
で
あ
る
か
ら
、
　
（
前
掲

霞
観
照
○
頁
）
北
画
に
も
唐
の
五
尺
制
が
適
用
さ
れ
て
い
た
も
の
一
即
ち
⑧

制
ー
ー
と
兇
倣
さ
ざ
る
を
得
ま
い
。
働
継
・
太
純
量
と
考
え
た
場
合
の
二
・

七
五
升
は
、
雑
説
で
「
稀
概
言
レ
所
」
と
言
っ
て
い
て
も
、
要
術
に
比
し
稀

に
鈍
む
く
が
、
斉
民
馬
術
引
用
（
巻
二
黍
櫟
）
の
氾
勝
之
に
は
、

　
　
黍
奢
暑
也
。
種
者
測
算
レ
暑
。
帯
磁
夏
至
二
｛
十
目
。
此
鰺
窮
レ
菌
。
藤
土
可
レ
種
レ
黍
。

　
　
一
丁
三
升
。

　
と
あ
り
、
も
と
も
と
三
升
と
い
う
の
も
概
数
で
、
極
言
す
る
な
ら
ば
二
・

五
升
よ
り
三
・
五
升
の
聞
を
さ
す
数
字
で
あ
る
か
ら
、
二
・
七
五
升
は
あ
な
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が
ち
黙
坐
な
数
．
字
と
は
い
え
ま
い
。
だ
か
ら
私
は
要
術
は
太
藺
簸
に
よ
っ
て

い
る
も
の
と
み
た
い
。

　
西
由
氏
は
、
魏
晋
の
古
小
謡
掴
は
北
魏
の
末
期
、
な
お
民
問
に
一
般
に
鍵

用
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
推
定
の
も
と
に
、
要
術
は
魏
晋
の
古
小
話
を
蚕
棚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

し
た
も
の
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
論
拠
と
し
て

　
ω
要
術
が
氾
勝
之
の
尺
・
畝
・
斗
に
つ
い
て
別
段
の
譲
釈
を
附
し
て
い
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
い
の
は
、
要
術
の
度
壷
漿
と
の
闘
に
大
き
な
差
が
な
い
か
ら
で
あ
る
身

　
②
水
稲
の
播
種
量
を
要
術
が
「
畝
三
升
」
と
い
い
、
氾
氏
は
美
盟
な
ら
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
畝
に
賜
升
と
い
っ
て
ほ
ぼ
照
応
含
致
し
て
い
る
。

　
㈹
魔
術
巻
頭
雑
説
で
は
粟
黍
の
播
種
量
を
小
畝
一
升
と
即
し
、
要
急
本
文

　
　
は
「
畝
四
升
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
三
倍
関
係
を
考
え
る
と
、
要
術

　
　
は
魏
齋
の
齎
小
鍛
制
を
、
雑
説
は
晴
磨
の
新
三
倍
童
に
よ
っ
た
も
の
と

　
　
解
す
る
外
は
な
い
。
　
（
ω
②
㈹
筆
潜
要
約
）

　
等
の
点
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
論
拠
は
洌
と
し
て
、
魏
普
の
最
恵
と
太
和

量
（
陵
漢
量
）
と
は
殆
ん
ど
岡
一
で
あ
る
か
ら
、
数
字
の
上
で
は
私
の
見
解

は
、
氏
の
晃
解
と
一
致
し
て
い
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
要
術
が
魏
晋
の
古
小
蔭
に
拠
っ
て
い
る
と
い
う
筑
の
前
提
に
は

多
少
の
不
安
を
も
つ
。
勿
論
嶺
時
の
飛
問
に
は
多
く
の
度
量
衡
制
が
、
懸
魚

に
併
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
が
、
一
般

に
普
く
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
目
漂
と
し
て
作
ら
れ
、
農
書
に
採
用
さ
れ
る
程
、

魏
欝
の
古
小
側
が
当
時
民
闘
に
有
力
で
あ
っ
た
と
は
、
遽
に
考
え
が
た
い
。

と
い
う
の
は
、
こ
の
太
和
十
九
年
の
改
正
に
対
し
て
は
、
狩
谷
擁
斎
も
「
サ

レ
ド
モ
太
和
ニ
モ
、
・
氷
¶
学
ユ
モ
、
度
ヲ
改
メ
タ
レ
ド
モ
、
民
生
．
猶
…
澱
腕
後
尺
ヲ

用
ヒ
タ
リ
シ
ユ
㎞
拠
レ
バ
、
太
ぜ
諏
ノ
皿
凪
モ
漉
目
ク
斑
間
曲
ニ
目
窪
ピ
ザ
リ
シ
ナ
ル
ベ

シ
」
と
、
太
和
量
が
余
り
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
も

し
斑
闘
に
魏
晋
の
制
が
広
く
使
用
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
蕪
礎
に
し

た
太
和
量
も
、
普
く
使
胴
さ
れ
て
お
ら
ね
ば
な
ら
な
い
答
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
然
ら
ば
、
話
術
は
何
故
に
、
普
く
胴

い
ら
れ
な
い
太
和
量
を
採
絹
し
た
の
か
、
と
い
う
新
ら
し
い
沐
浴
が
提
起
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
私
は
、
　
「
太
和
寒
は
爾
思
偲
当
時
の
政
府

の
公
定
の
量
綱
で
あ
っ
た
か
ら
だ
」
と
解
し
た
い
。
日
常
生
活
で
ど
れ
程
使

用
さ
れ
て
い
た
か
は
不
陽
で
あ
っ
て
も
、
租
税
そ
の
他
、
政
府
を
対
象
と
す

る
場
合
は
、
　
一
応
公
式
の
度
量
衡
を
用
い
た
以
上
、
そ
れ
は
各
地
で
共
通
に

理
解
さ
れ
、
お
の
お
の
の
土
地
で
、
償
響
と
な
っ
て
い
る
舷
燈
衡
と
の
換
算

に
は
熟
練
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
更
に
ま
た
、
南
北
朝
の
よ
う
に
度
量
衡
の
複
雑
な
時
に
あ
っ
て
は
、
公
定

蟻
は
、
逆
に
よ
り
強
い
公
約
数
的
性
格
を
発
揮
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も

戯
画
鶴
は
純
然
た
る
斑
間
人
で
な
く
、
か
つ
て
は
東
平
太
守
に
ま
で
進
ん
だ

官
吏
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
当
時
の
公
定
量
を
採
用
し
た
と
い
う
可
能

性
が
更
に
強
ま
る
の
で
ぽ
な
い
か
。
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以
上
、
問
題
の
性
格
上
、
臆
断
を
重
ね
て
き
た
が
、
雑
説
は
地
畝
・
星
藻

と
も
漢
制
を
用
い
（
地
畝
の
漢
舗
は
動
か
し
難
い
）
、
要
術
も
轟
暗
の
公
定
の
地

畝
と
量
目
を
絹
い
た
と
前
提
し
て
門
雑
説
と
要
術
の
播
種
の
密
度
が
大
略
一

定
す
る
し
と
い
う
結
果
を
得
る
事
は
、
私
の
臆
断
の
口
兄
当
は
ず
れ
で
な
い
慕

を
議
明
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
少
な
く
と
も
凝
望
と
貴
制
と
、
更
に

著
述
の
時
期
と
を
別
個
の
時
期
に
考
え
る
よ
り
も
論
理
的
で
あ
ろ
う
。

　
私
の
、
「
地
畝
・
量
制
・
著
述
年
代
を
一
致
さ
す
」
と
い
う
考
え
方
が
認
め

ら
れ
る
な
ら
ば
、
雑
説
の
製
作
年
代
は
整
然
、
漢
か
ら
乱
撃
の
蒔
代
、
如
何

に
遅
く
と
も
、
均
田
制
施
行
以
前
の
も
の
、
と
い
う
推
定
も
ま
た
認
め
得
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
若
し
、
既
に
均
田
制
の
如
き
基
本
的
な
土
地
制
度
（
実
際

は
余
り
施
行
さ
れ
な
か
っ
た
ろ
う
が
）
が
公
布
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
雑
説
も
ま

た
・
北
新
の
度
量
衡
を
矯
い
て
い
た
に
梢
違
あ
る
ま
い
。
更
に
、
甚
だ
大
釜
な

推
測
で
あ
る
が
、
要
術
は
従
来
五
三
〇
1
五
五
〇
年
の
聞
に
作
ら
れ
た
も
の

と
見
働
れ
て
い
る
が
・
葦
三
年
（
五
毛
）
の
量
禦
使
用
さ
れ
て
い
な

い
点
に
着
屡
す
れ
ば
、
五
三
〇
1
五
三
七
年
の
聞
に
著
述
さ
れ
た
と
い
う
推

測
も
一
応
考
慮
に
入
れ
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

四

　
第
二
節
で
蕎
麦
の
問
題
、
第
三
節
で
は
度
蚤
衡
の
問
題
を
通
じ
て
、
雑
説

と
要
術
の
先
後
関
係
を
考
察
し
て
き
た
の
で
、
本
節
で
残
る
技
術
的
閣
題
、

即
ち
「
蓋
磨
」
と
「
紀
労
」
の
問
題
を
取
扱
い
た
い
，
技
術
曲
な
比
較
こ
そ
、

農
書
の
年
代
比
較
の
上
の
最
も
重
要
な
側
灘
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
万
圏
鼎

氏
は
「
蓋
磨
」
と
「
紀
労
祖
を
同
一
内
容
と
晃
散
し
て
い
る
が
、
鼠
壁
要
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

の
「
春
耕
妙
手
労
」
の
労
の
蕪
と
し
て
、

　
　
古
宇
レ
擾
。
今
田
レ
労
。
説
文
日
、
擾
摩
レ
田
器
。
今
人
学
名
レ
労
難
レ
摩
。
郡
語
日
。

　
　
耕
レ
照
摩
労
也
（
巻
一
　
耕
田
第
一
）

と
あ
っ
て
、
労
と
磨
（
摩
）
と
同
一
内
容
の
も
の
と
し
て
い
る
。
む
し
ろ
要

術
の
語
調
か
ら
見
て
、
労
は
磨
よ
り
漸
ら
し
い
語
で
あ
る
と
い
う
感
さ
え
す

鰯
蓋
は
西
毘
も
摩
し
て
い
る
㌍
現
房
撃
安
ケ
…
ハ
・

一
）
で
あ
っ
て
、
労
と
同
一
内
容
の
も
の
で
あ
る
。

　
然
し
紀
は
有
歯
の
農
具
で
、
西
洋
の
ツ
…
ス
・
ハ
ロ
ー
で
あ
り
、
磨
・
労
・

蓋
が
土
壌
の
鎮
駈
・
三
一
を
童
た
る
目
的
と
す
る
に
対
し
て
、
渠
疏
を
等
身

的
と
し
て
、
多
少
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
。
こ
の
薯
を
念
頭
に
お
い
て
、
以

下
要
術
と
雑
説
の
土
地
の
整
地
法
を
検
討
し
よ
う
。

へ
雑
説
）

　
ω
先
耕
二
蕎
麦
地
刈
次
耕
二
余
地
司
務
遣
一
深
細
叩
不
レ
得
レ
漣
レ
多
。
看
ユ
轄
湿
｝
随
レ
時

　
　
蓋
磨
。
〔
中
略
〕
　
徒
道
二
秋
耕
不
ワ
堪
二
下
種
叩
無
レ
問
三
耕
得
多
少
舶
紫
須
掌
旋
二
蓋

　
　
磨
…
如
上
法
。

　
回
陰
二
地
充
繍
後
。
但
所
レ
耕
地
。
随
レ
納
蓋
レ
之
。
待
二
一
段
総
転
了
魂
即
横
蓋
一
編
。

　
　
計
琵
月
二
月
衙
個
月
凶
又
転
一
編
。
然
後
夜
醜
施
逐
一
納
レ
粟
。
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の
然
後
転
下
所
工
糞
得
一
勧
告
上
。
耕
五
六
傭
。
毎
耕
一
籍
…
。
蓋
｝
陶
嬬
。
最
後
蓋
一
締
編
…
．
還
縦

　
　
書
髭
レ
之
。

　
ω
謡
言
黍
黙
黙
未
二
与
レ
襲
織
田
鋤
一
転
。
欝
欝
二
五
臼
鴫
更
銀
鱈
第
㎜
　
鰯
。
候
レ
未
二
蚕

　
　
老
畢
明
，
報
鋤
第
三
編
。
如
無
レ
カ
即
止
。
如
有
二
余
力
叩
箸
後
続
鋤
第
四
編
。
漁
麻

　
　
山
入
一
瓢
。
　
並
熱
願
荊
編
目
。
　
亦
不
レ
醗
レ
日
窄
。
　
鋤
レ
鮒
寂
第
一
傭
。
　
傭
帆
科
定
0
　
毎
科
ロ
ハ
即
田
一
翫
凹

　
　
選
一
要
レ
不
レ
得
レ
留
レ
多
。
毎
科
根
虫
　
赤
。
岩
盤
頭
笙
。
務
歓
二
深
靴
湘
第
一
鰯

　
　
鋤
未
レ
可
二
全
深
湘
第
二
癩
唯
深
藍
求
。
第
ヨ
偏
較
浅
一
於
第
工
偏
4
第
四
編
較
浅
。

　
右
の
文
中
、
G
D
㈲
の
は
耕
起
前
の
手
入
、
◎
は
耕
起
播
種
後
の
整
地
法
を

述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
両
方
合
す
る
と
、
雑
説
の
土
地
管
理
法
は
、

　
　
（
秋
耕
）
↓
蓋
警
手
裏
山
・
播
種
↓
鋤
　
と
い
う
過
程
に
な
る
。

　
此
の
過
程
を
文
字
通
り
に
受
取
れ
ば
、
乾
地
農
法
の
要
諦
と
も
い
う
べ
き

耕
起
後
の
鎮
圧
作
業
を
と
も
な
わ
な
い
、
非
常
に
レ
ベ
ル
の
低
い
農
法
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
一
歩
譲
っ
て
、
播
種
後
の
鎮
圧
作
業
を
輿
明
の
理

と
し
て
省
略
し
た
も
の
と
仮
定
し
よ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、

　
　
（
秋
耕
）
↓
絶
↓
蓋
磨
（
労
）
↓
耕
起
・
播
種
↓
蓋
磨
製
↓
↓
鋤

と
い
う
順
序
に
な
る
が
、
こ
の
耕
趨
の
後
直
ち
に
蓋
磨
を
す
る
過
程
は
、
天

野
氏
や
醤
面
詰
の
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
氾
勝
之
書
に
も
見
ら
れ
る
農
法

　
　
⑳

で
あ
る
。

　
次
い
で
要
術
の
田
の
管
理
法
を
み
よ
う
。

　
ω
（
耕
レ
荒
畢
）
以
二
鉄
歯
鋸
擾
一
再
篠
杷
レ
之
。
漫
コ
郷
歯
群
鴫
袖
山
再
偏
。
曝
年
乃

　
　
中
レ
為
二
穀
田
司

　
㈲
凡
耕
・
㎜
高
下
田
鴫
不
レ
問
二
春
秋
叩
必
須
二
燥
湿
得
レ
所
為
フ
佳
。
着
水
皐
不
レ
調
。
寧

　
　
燥
不
レ
湿
。
春
耕
羅
レ
手
労
。
秋
耕
待
二
由
背
槻
労
。
凡
秋
耕
欲
レ
深
。
春
夏
欲
レ
浅
。

　
　
黎
欲
レ
廉
。
無
欲
レ
再
。
秋
耕
掩
青
者
為
レ
上
。
初
耕
欲
レ
深
。
転
地
欲
レ
浅
。

　
の
春
種
欲
レ
深
。
宜
レ
帰
一
　
重
腱
喝

　
◎
長
生
如
二
馬
嚢
腫
鋼
鎌
鋤
。
稀
鵠
之
処
。
藤
野
補
ゾ
之
。
凡
五
穀
唯
小
引
為
レ
良
。
良

　
　
田
率
］
赤
留
二
一
科
司
　
（
中
略
）
苗
撚
レ
襲
刷
深
鋤
。
鋤
不
レ
鳳
レ
数
。
周
而
復
始
。

　
　
勿
二
以
レ
無
レ
草
蒲
暫
停
叩
鶏
糞
起
レ
地
。
夏
為
二
除
草
叩
故
春
雲
不
レ
用
レ
触
レ
湿
。
六

　
　
屑
巳
後
。
難
レ
湿
亦
無
レ
嫌
。
苗
既
出
レ
盤
　
毎
一
経
レ
構
。
白
背
時
。
轍
以
二
鉄
歯
錦

　
　
撰
畷
縦
横
杷
風
騒
レ
之
。
笛
高
「
赤
塗
レ
之
春
。
非
レ
不
レ
雍
レ
本
。
苗
深
壷
草
益
実
。

　
　
然
令
二
詩
評
硬
鱒
乏
レ
沢
難
レ
耕
。
壁
上
二
五
偏
以
上
脇
手
レ
煩
レ
舞
。

　
右
の
ω
㈲
ほ
耕
田
第
一
よ
り
、
の
の
は
種
穀
第
三
よ
り
、
共
に
要
術
の
総

論
と
も
云
う
べ
き
巻
一
よ
り
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
ω
・
㈲
は
播
種
前
の

手
入
で
、
の
・
㊥
は
播
種
後
の
土
地
管
理
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
播
種
の

前
後
を
合
す
と
、
要
術
の
要
求
す
る
土
地
管
理
法
は

　
（
秋
耕
）
毛
嚢
↓
労
↓
播
種
↓
重
檀
↓
鋤
↓
紀
↓
労
↓
鋒
（
鋤
）

の
よ
う
に
な
る
。
そ
の
中
播
種
前
の
手
入
は
、
耕
起
訴
、
鎮
圧
・
砕
土
の
作

業
で
あ
る
労
（
雑
説
の
蓋
磨
）
を
行
な
っ
て
い
る
か
ら
、
雑
説
と
変
る
所
が

な
い
。
た
だ
そ
の
圓
数
か
ら
見
る
と
、
要
術
が
「
労
欲
再
」
と
い
う
の
み
で

あ
る
の
に
対
し
、
雑
説
の
園
数
が
一
〇
回
を
越
え
て
い
る
か
ら
、
雑
説
ほ
ど

丁
寧
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
播
種
後
の
管
理
法
を
毘
る
と
、
要
術
で
突
施
さ
れ
て
、
雑
説
で
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み
ら
れ
な
い
も
の
は
、
細
と
重
樋
と
鋒
で
あ
る
。
鋒
は
鋤
の
鋭
利
な
も
の
で
、

本
質
的
に
鋤
と
差
が
な
い
。
燵
は
す
で
に
氾
勝
之
霞
に
も
み
え
、
労
と
同
じ

よ
う
に
鎮
圧
・
砕
土
を
主
動
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
一
粟
こ
れ
も
不

問
に
し
よ
う
。
す
る
と
問
題
と
し
て
残
る
の
は
、
雑
説
に
使
用
さ
れ
て
い
な

い
紀
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
西
由
氏
は
、

　
要
衛
本
文
で
は
整
地
過
程
は
、
耕
・
杷
（
ツ
ー
ス
・
ハ
ロ
ウ
）
、
労
（
．
バ
ス
ケ
ッ
ト
．
ハ

　
ロ
i
）
と
し
て
示
さ
れ
る
。
然
る
に
巻
頭
雑
説
は
耕
の
後
に
は
「
道
芝
漏
が
来
て
い
る
。

　
「
蓋
」
は
今
華
北
で
擦
子
と
同
義
に
用
い
ら
れ
、
要
術
の
「
労
」
に
あ
た
る
。
「
暦
」
は

　
後
出
、
氾
勝
之
の
摩
平
に
通
ず
る
も
の
。
即
ち
「
蓋
暦
隔
と
熟
語
し
て
、
小
術
の
労
、

　
氾
勝
之
の
摩
の
義
で
あ
ろ
う
。
笠
当
の
杷
の
過
程
は
こ
こ
で
は
（
雑
説
を
さ
す
。
筆

　
渚
）
抜
け
て
い
る
。
　
（
中
略
）
耕
・
肥
・
労
と
い
う
現
時
の
蕪
・
北
忌
地
農
法
に
お
け

　
る
三
段
の
整
地
過
程
は
、
氾
勝
之
（
乃
盃
巻
頭
雑
説
）
で
は
ま
だ
未
完
戒
で
あ
り
、

　
要
術
に
お
い
て
漸
く
確
立
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

と
述
べ
、
雑
説
が
ま
だ
二
段
階
の
整
地
過
程
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
、
要
術

が
現
在
と
岡
様
、
耕
↓
紀
専
労
の
三
段
階
の
過
程
を
踏
ん
で
い
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。
　
紀
は
前
述
の
如
く
、
　
渠
疏
の
義
で
、
　
土
を
か
き
た
て
る
作

凋
を
持
つ
農
具
で
あ
る
。
華
北
平
原
の
基
本
的
土
壌
で
あ
る
黄
土
は
、
自
然

状
態
で
は
単
粒
組
織
で
、
毛
細
管
を
有
す
る
た
め
、
下
部
の
水
分
は
毛
細
管

を
通
っ
て
蒸
発
す
る
。
蒲
も
単
粒
組
織
の
た
め
、
水
分
の
保
有
量
に
も
乏
し

い
。
更
に
ま
え
空
気
が
土
中
に
入
っ
て
土
壌
の
分
解
作
用
が
行
な
わ
れ
て
も
、

水
分
の
保
有
量
が
少
な
い
た
め
、
植
物
の
養
分
た
り
得
ず
、
そ
の
組
織
を
破

砕
し
な
い
か
ぎ
り
、
　
「
ヤ
添
地
」
の
範
購
か
ら
脱
乾
し
得
な
い
。
即
ち
肥
効

の
点
で
も
充
分
た
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
鯉
で
「
カ
キ
立
テ
扁

て
単
粒
組
織
を
賄
粒
製
織
に
か
え
る
こ
と
は
、
　
「
そ
の
結
果
容
水
量
と
容
空

気
最
を
増
加
さ
せ
、
土
壌
を
豊
か
に
す
る
一
土
壌
の
分
解
度
を
高
め
、
土

壌
の
成
分
を
吸
収
可
能
の
状
態
に
お
く
一
と
同
時
に
、
土
中
の
笙
胞
を
大

き
く
し
て
、
毛
細
管
現
象
を
土
中
の
適
当
な
深
さ
で
遮
断
し
て
保
水
上
重
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
役
割
を
果
す
」
、
と
い
う
働
き
を
す
る
。
従
っ
て
原
則
と
し
て
、
無
稽
の

耕
・
絶
・
労
の
三
段
階
を
持
つ
整
地
法
は
、
こ
の
雑
説
の
そ
れ
に
比
較
し
て

よ
り
進
ん
だ
段
階
の
技
術
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

　
然
し
、
以
上
の
一
般
論
で
も
っ
て
、
そ
の
ま
ま
要
徳
が
雑
説
よ
り
新
ら
し

い
と
断
定
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
q
D
爾
者
の
論
述
の
対

象
と
な
ぞ
い
る
地
点
の
差
が
あ
＆
し
な
い
⑲
劉
の
圓
王
冠
く
す

る
事
に
よ
っ
て
、
絶
の
作
業
を
代
行
し
て
い
な
い
か
、
と
い
う
検
討
が
必
要

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
Q
Q
か
ら
考
察
を
始
め
よ
う
。
四
顧
は
黄
河
下
流

の
平
原
一
帯
を
対
象
と
し
て
い
る
に
対
し
、
雑
説
は
万
圏
鼎
氏
も
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に
、
山
菓
の
一
地
区
を
対
象
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
雑
説
の
著
者

は
、
こ
の
山
東
省
の
中
の
絶
を
必
要
と
し
な
い
あ
る
地
区
を
念
頭
に
お
い
て

叙
述
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
細
を
必
要
と
し
な
い
地
区
と
は
、
乾
燥
地
帯

の
中
で
も
比
較
的
水
分
の
多
い
地
…
：
下
湿
田
－
か
、
逆
に
特
に
乾
燥
し
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⑳

た
地
域
か
で
あ
る
。
然
し
雑
説
の
中
に
は

　
　
先
種
二
黒
地
殉
微
帯
レ
下
地
三
種
二
撲
種
殉
然
後
種
二
高
壌
白
地
鴨
面
白
地
、
二
二
寒

　
　
食
後
目
隠
盛
時
一
納
レ
種
。

と
あ
っ
て
、
黒
地
と
下
輩
が
か
っ
た
土
地
か
ら
（
微
帯
下
地
）
、
高
燥
の
白
地

ま
で
を
対
象
の
範
闘
に
い
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
雑
説
は
主
穀
の
中
で
、
最
も

乾
燥
に
堪
え
る
蕎
麦
と
、
畑
作
の
中
、
最
も
水
分
を
多
く
要
求
す
る
小
麦
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

特
に
取
立
て
て
説
明
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
定
で
き
る
こ
と
で
あ
み
。
そ

れ
故
雑
説
は
、
或
る
比
較
的
狭
い
地
域
を
対
象
に
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
、
高
田
か
ら
下
湿
田
に
近
い
土
地
ま
で
の
、
種

々
の
土
地
を
考
慮
一
・
偏
入
れ
て
い
る
事
が
わ
か
る
。
緩
衝
の
性
早
上
、
狭
い
地

域
の
中
の
極
端
な
乾
燥
地
と
、
極
端
な
下
士
頒
と
の
み
を
頬
象
に
す
る
事
は

常
識
上
考
え
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
「
絶
を
必
要
と
し
な
い
条
件
の
土
地
の
み

を
対
象
と
し
た
」
と
い
う
懸
念
は
肉
か
ら
解
消
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か

も
雑
説
の
著
者
は
土
地
の
条
件
に
よ
っ
て
、
下
種
の
時
期
に
注
意
し
て
い
る

以
上
、
土
地
の
状
態
に
よ
り
、
　
一
部
に
紹
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
り
、
　
一
癖

に
艶
の
使
用
が
不
必
要
な
ら
ば
、
そ
の
区
別
を
注
意
す
る
だ
け
の
用
意
は
当

然
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
雑
説
に
紀
の
み
ら
れ
な
い
審
は
、
当

時
紀
の
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
次
い
で
第
二
の
開
題
点
、
鋤
と
紀
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
雑

説
で
は
、
四
回
の
鋤
の
臼
的
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
鎗
一

回
は
融
の
間
隔
を
定
め
る
の
で
あ
る
か
ら
・
必
ず
し
も
深
さ
を
求
め
な
い
。

窮
二
囲
自
は
、
出
来
る
だ
け
深
く
通
す
。
第
三
國
欝
は
二
葉
欝
よ
り
浅
く
、

四
門
凹
揖
は
軍
ハ
に
浅
く
て
噌
円
、
　
と
述
｝
べ
て
い
る
。
　
汎
や
り
く
島
隠
二
輪
門
目
は
境
擾
屡

を
作
る
の
が
目
的
で
、
第
二
一
㌔
四
回
は
寧
ろ
除
草
が
自
叙
で
あ
ろ
う
。
　
一
方

要
術
で
は
前
述
の
如
く
、
「
菌
出
レ
璽
鮒
深
鋤
。
鋤
不
レ
厭
レ
数
。
周
請
復
始
。

雪
転
以
レ
無
レ
草
蒲
暫
停
こ
と
あ
り
、
そ
の
燭
所
に
「
鋤
者
非
二
止
除
㌻
草
。
乃

地
瓦
弼
実
多
」
、
　
「
春
鋤
趨
レ
地
。
夏
為
昌
除
草
こ
と
注
し
て
い
る
。
こ
れ
を

見
れ
ば
、
要
術
で
も
初
期
の
鋤
は
深
く
し
て
地
を
起
す
に
あ
り
、
後
の
鋤
は

除
草
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
事
が
明
白
で
、
雑
説
の
主
張
す
る
所
と
少
し
も

変
ら
な
い
。
さ
ら
に
紀
の
用
法
を
見
れ
ば
、

　
　
杷
法
。
令
二
入
国
ワ
上
。
零
細
レ
手
断
去
レ
草
。
草
塞
レ
磁
製
傷
・
苗
。
如
レ
此
令
二
黒
総

　
　
軟
易
7
鋤
。
省
レ
カ
。
中
鋒
飯
。

と
注
し
、
要
術
で
は
絶
は
雑
草
の
除
去
、
鋤
の
補
助
手
段
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
る
。
む
し
ろ
細
と
鋤
は
蕪
が
襲
の
高
さ
を
越
え
た
時
と
、
大
略
同
｝
の

特
期
を
指
定
し
て
い
る
の
は
（
二
総
統
頁
下
段
㊥
参
照
）
斎
力
の
あ
る
者
は
鉄

歯
鋸
模
で
、
畜
力
の
な
い
者
は
鋤
で
、
と
“
う
意
味
か
も
知
れ
な
い
。

然
ら
ば
鋤
を
充
分
に
行
な
え
ば
、
紀
は
必
ず
し
も
必
要
で
な
い
わ
け
で
あ
る

が
、
絶
は
鋤
の
能
率
を
高
め
る
効
果
を
持
ち
、
著
し
く
労
力
を
節
減
す
る
か
ら
、

畜
力
を
有
す
る
者
に
は
極
め
て
有
利
な
こ
と
は
論
を
倹
た
な
い
。
雑
説
は
、

一
呉
牛
の
畜
力
を
有
し
、
三
頃
の
土
地
を
有
す
る
窟
農
経
営
を
対
象
と
し
て
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書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
当
時
祀
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
い
ち
は

や
く
採
用
さ
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
然
ら
ば
、
細
に
言
及
し
て
い
な
い
雑
説

は
、
少
な
く
と
も
、
斉
地
（
農
業
の
先
進
地
の
一
つ
で
あ
る
）
に
は
紹
が
な
か
っ

た
時
の
も
の
と
い
う
べ
く
、
こ
の
点
で
も
「
要
術
よ
り
古
い
」
と
い
う
こ
と

は
可
能
な
結
論
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
思
う
に
、
要
術
で
は
、
耕
・
鋤
・
鋒
・
趣
等
の
語
は
、
動
詞
に
も
名
詞
に

も
便
爾
さ
れ
、
い
わ
ば
機
具
と
、
そ
の
機
具
を
用
い
た
作
業
と
は
同
じ
よ
う

に
蓑
現
さ
れ
て
、
　
「
某
々
の
機
具
を
以
っ
て
偏
と
い
う
よ
う
な
機
具
の
説
明

の
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
鉄
敷
鋸
撰
を
使
用
す
る
場
合
は
、
鉄
歯
鋸
棲

を
以
っ
て
と
、
と
り
た
て
て
需
か
れ
て
い
る
の
は
、
潮
曇
氏
も
指
摘
す
る
如

く
（
前
掲
盤
量
三
四
頁
）
、
そ
れ
は
外
来
の
農
具
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

更
に
臆
測
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
鉄
歯
鐡
模
が
播
種
前
の
整
地
に
使
矯
さ
れ

ず
、
播
種
後
の
使
用
に
も
除
草
を
目
的
と
す
る
が
如
く
註
記
さ
れ
て
い
る
の

は
、
い
ま
だ
紀
の
持
つ
保
水
上
、
肥
効
上
の
利
点
を
充
分
に
認
識
し
て
い
な

い
使
用
法
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
す
れ
ば
、
熊
手
型
の
小
型
の
も
の
は

と
も
か
く
、
畜
力
用
の
紀
の
使
用
は
、
要
術
の
時
期
に
お
い
て
も
比
較
的
新

ら
し
く
採
用
さ
れ
た
工
程
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
要
す
る
に
、
土
地
整
地
法
よ
り
見
て
、
雑
説
が
要
術
よ
り
古
い
と
考

え
ざ
る
を
得
な
い
理
由
を
述
べ
て
き
た
。
い
わ
ば
、
第
二
節
で
度
量
衡
の
点

か
ら
導
旧
し
た
結
論
を
、
技
術
の
禰
か
ら
裏
付
け
し
た
わ
け
で
も
あ
る
。

　
尤
も
、
両
者
の
絶
対
年
代
の
み
を
論
ず
れ
ば
、
或
は
進
み
、
時
に
は
退
歩

し
て
、
進
歩
の
遅
々
た
る
農
業
に
お
い
て
は
、
技
術
的
段
階
の
低
い
も
の
は
、

必
ず
し
も
年
代
的
に
古
い
と
は
断
言
で
き
な
い
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
余

り
に
も
偶
然
性
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
、
ま
た
百
歩
譲
っ
て
そ
う

で
あ
っ
て
も
、
雑
説
を
古
い
時
代
の
、
狡
術
史
料
と
し
て
適
難
し
う
る
事
は

閾
違
い
あ
る
ま
い
。

五

　
こ
こ
で
、
今
迄
の
各
節
の
結
論
を
振
返
っ
て
み
る
と
、
第
二
節
で
は
、
雑

説
で
は
蕎
麦
と
い
う
現
在
と
同
じ
文
字
が
使
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
驚
麦
と

い
う
文
字
を
使
用
し
た
面
通
の
方
が
古
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
第
一
二
締
は
、

雑
説
が
漢
の
地
張
・
斗
量
制
を
使
用
し
、
要
衛
な
北
魏
の
太
和
制
を
使
用
し

て
い
る
か
ら
、
要
術
の
方
が
新
ら
し
い
。
第
四
節
は
、
雑
説
で
は
耕
↓
蓋
磨

の
二
段
工
程
で
あ
る
に
対
し
、
要
術
は
現
在
と
立
様
耕
－
紀
一
労
の
三
段
工

程
を
踏
ん
で
い
る
か
ら
、
要
術
の
方
が
後
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い

う
結
論
に
到
達
し
て
い
る
。
か
く
謡
え
ぱ
、
第
二
節
と
第
三
・
四
節
の
結
論

は
一
見
、
明
ら
か
に
矛
盾
し
た
如
く
に
晃
ら
れ
る
が
、
実
は
必
ず
し
も
そ
う

で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
雑
説
が
始
め
て
書
か
れ
た
時
と
、
現
在
我
々
が

見
る
雑
説
の
原
典
と
は
必
ず
し
も
同
一
．
時
期
で
な
く
と
も
よ
い
か
ら
で
あ
る
。

・
結
論
か
ら
言
え
ば
、
　
「
こ
の
雑
説
が
作
ら
れ
た
の
は
要
術
以
前
（
均
照
欄
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の
よ
う
な
は
っ
き
軽
し
た
土
地
鰹
度
が
施
行
さ
れ
て
い
れ
ば
、
当
然
そ
の
時
限
に
お
け

る
畝
制
を
使
塾
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
均
田
制
以
前
の
需
で
あ
ろ
う
）
で
あ
る

が
、
そ
の
後
転
写
を
経
て
、
我
々
が
現
在
利
用
し
て
い
る
雑
説
は
唐
人
の
手
に

な
る
も
の
で
あ
る
し
と
い
う
の
が
私
の
推
定
で
あ
る
。
転
写
の
際
に
、
止
む

を
え
な
い
誤
写
・
脱
落
は
別
と
し
て
も
廃
老
の
意
見
な
り
、
別
の
材
料
な
ど

が
附
潴
さ
れ
て
、
原
型
と
隔
た
る
事
は
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
最
も

敬
慶
な
気
持
で
書
写
さ
れ
た
に
違
い
な
い
儒
教
の
古
典
で
も
、
其
の
例
外
で

は
な
い
。
古
典
に
比
較
し
て
や
や
気
楽
に
転
写
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
濃
書
の
類

が
、
途
中
で
種
々
変
革
さ
れ
た
事
は
想
像
に
難
く
な
い
。
隠
題
要
術
．
は
刊
本

に
よ
り
種
々
の
差
の
あ
る
こ
と
当
体
が
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
が
、
要
項
の

「
巻
一
耕
田
」
中
の
趙
過
代
田
法
に
、
唐
の
顔
師
古
の
注
が
混
入
し
て
い
る

の
は
周
知
の
例
で
あ
る
。
今
雑
説
の
引
用
が
後
に
如
何
に
手
を
加
え
て
、
形

を
変
え
て
い
る
か
と
い
う
一
例
と
し
て
、
要
術
の
雑
説
と
王
禎
農
書
の
引
用

文
を
左
に
併
記
し
て
お
こ
う
。

　
　
其
踏
糞
法
。
凡
人
家
秋
収
治
レ
田
後
。
場
上
所
レ
有
穣
干
網
等
。
煎
須
レ
収
二
貯
一
処
哺

　
　
毎
日
布
二
牛
脚
下
三
寸
耀
司
毎
平
旦
収
聚
塩
コ
積
之
刈
還
依
レ
前
布
レ
之
。
経
レ
宿
。

　
　
蝉
堆
聚
。
計
経
レ
冬
。
一
具
牛
仁
山
二
一
工
十
車
糞
噌
至
二
十
二
月
蕉
月
之
渦
叩
訳
載
レ

　
　
糞
糞
レ
地
Q
　
醐
計
陥
高
畝
噸
敵
鋼
m
用
二
丁
車
叩
“
計
レ
糞
土
一
瓢
ハ
畝
一
（
雑
説
）

　
　
二
五
法
。
凡
入
門
秋
取
後
。
場
上
所
レ
有
穣
三
等
。
並
須
レ
収
二
貯
一
処
殉
毎
巳
塩
噌
牛

　
　
之
脚
下
三
寸
輝
魂
経
レ
宿
。
牛
以
二
躁
郵
便
溺
一
成
レ
糞
。
平
旦
収
聚
。
除
催
二
院
内
一
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
正
）

　
　
堆
韻
積
之
幻
影
揃
小
婦
帰
一
前
々
刈
至
レ
春
可
レ
得
二
糞
三
十
余
業
魂
至
二
五
月
之
間
一
心

　
　
載
レ
糞
糞
レ
地
。
畝
用
二
五
車
川
明
昌
二
二
十
蜜
夏
仔
レ
糞
一
翼
ハ
畝
殉
（
巻
三
軍
壌
篇
第
八
）

　
右
の
文
に
よ
れ
ば
、
王
禎
は
相
当
自
由
な
立
場
で
要
術
を
引
用
し
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
し
て
や
書
物
と
は
い
い
得
な
い
程
の
こ
の
雑
説

な
ど
は
、
筆
記
の
途
中
で
蟻
時
の
言
葉
に
、
当
時
の
状
況
に
渇
す
る
よ
う
に

適
宜
変
更
さ
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
唐
人
が
雑
説
を
筆
写
す
る

際
、
（
も
と
仮
り
に
）
羅
菱
・
枝
麦
と
あ
っ
た
も
の
を
、
当
時
の
言
葉
に
従
っ

て
、
わ
か
り
や
す
く
蕎
麦
と
改
た
め
た
と
考
え
る
こ
と
は
、
さ
ほ
ど
無
理
な

想
像
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
来
雑
説
が
要
術
よ
り
新
ら
し
い
と
考
え

ら
れ
て
い
た
他
の
点
、
例
え
ば
高
董
（
ち
し
ゃ
）
が
、
要
術
で
は
野
生
の
も

の
を
採
取
し
て
栽
培
す
る
低
い
段
階
で
あ
る
の
に
対
し
、
雑
説
で
は
重
要
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

物
と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
、
及
び
耳
掛
蒋
代
の
も
の
と
い
わ
れ
る
「
糧
種
」

と
い
う
鞠
が
雑
説
覧
ら
れ
る
点
奮
も
・
現
在
の
雑
説
が
唐
代
の
婁
の

も
の
と
解
す
れ
ば
、
た
と
い
そ
の
原
典
が
要
術
よ
り
古
く
と
も
こ
れ
も
矛
盾

な
く
受
取
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
以
上
の
如
く
、
私
は
巻
頭
雑
説
が
要
術
よ
り
古
い
も
の
と
い
う
根
拠
を
長

々
と
述
べ
て
き
た
が
、
今
こ
こ
で
改
め
て
こ
と
わ
る
ま
で
も
な
く
、
仮
設
と

臆
測
と
独
断
の
欄
所
も
決
し
て
少
な
く
は
な
い
。
あ
え
て
研
究
ノ
ー
ト
と
し

て
発
表
し
た
の
は
、
最
初
に
述
べ
た
如
く
先
学
諸
氏
の
御
教
示
を
得
て
研
究
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の
資
と
し
た
い
が
た
め
に
外
な
ら
な
い
。

①
拙
稿
「
斉
罠
要
術
と
工
年
三
毛
作
し
（
『
東
洋
史
研
究
』
一
七
の
圏
）
註
一
六
に

　
雑
説
が
要
術
よ
り
古
い
作
品
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
を
繊
し
た
こ
と
が
あ
る
。

②
準
歌
画
料
論
『
斉
民
選
五
目
…
鶴
甲
現
存
最
早
的
完
整
農
霧
」
（
『
歴
史
研
究
』

　
一
九
五
六
の
｝
）

③
　
現
在
の
「
こ
あ
ふ
い
・
ぜ
に
あ
ふ
い
」
。
広
雅
釈
蔦
に
は
「
荊
蟹
、
硬
也
」
と

　
あ
る
。

④
大
戟
は
現
在
の
高
燈
台
。

⑤
　
ブ
レ
ッ
ト
・
シ
講
ナ
イ
ダ
ー
や
ド
・
カ
ソ
ド
ル
の
意
［
見
は
境
在
で
は
否
定
さ
れ

　
て
お
り
、
「
濤
麦
」
の
賑
産
地
は
中
岡
で
あ
ろ
う
と
、
北
村
糊
郎
教
授
の
御
教
示

　
を
得
た
。
深
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

⑥
西
山
武
丁
熊
代
幸
雄
共
訳
『
弾
器
要
玉
上
』
九
八
頁
註
一
照
。

⑦
　
石
醜
漢
氏
は
雑
菱
を
燕
麦
に
比
定
し
て
い
る
。
理
由
は
燕
麦
は
時
に
雀
麦
と
も

　
書
か
れ
、
雀
と
蔑
は
字
形
が
似
て
い
る
の
で
間
違
っ
て
転
化
し
た
も
の
で
あ
る
と

　
い
う
。
燕
褒
は
分
類
学
的
に
言
え
ば
、
蔭
麦
と
岡
様
で
あ
る
。
然
し
同
じ
大
小
麦

　
の
項
に
「
青
裸
麦
」
が
あ
り
、
こ
れ
が
西
山
氏
の
説
く
如
く
、
膿
燕
麦
と
思
わ
れ

　
る
の
で
、
燕
麦
と
は
考
え
難
い
。
私
は
、
躍
は
説
文
に
も

　
　
讐
。
擁
隼
之
視
也
。
杁
二
舵
開
刈
朋
亦
臨
。
読
若
一
【
章
句
之
句
叩
又
膏
擶

　
と
あ
る
如
く
鷹
・
隼
の
目
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
鋭
い
瞳
と
、
犠
麦
や
「
な

　
で
し
こ
扁
の
実
が
色
や
形
が
似
て
い
る
の
で
墨
田
と
睡
ば
れ
た
も
の
と
考
え
る
。

　
（
石
声
漢
『
斉
民
要
術
今
釈
』
第
一
栂
一
〇
二
頁
。
）

⑧
広
群
差
押
に
は
「
陶
弘
漿
云
。
今
隅
瓦
近
道
叩
…
茎
生
二
細
葉
叩
花
紅
雪
下
可

　
ノ
愛
。
子
駆
詰
レ
炎
。
名
二
二
麦
」
　
（
巻
七
）
と
あ
る
。

⑨
植
物
分
類
の
上
か
ら
は
蕎
麦
は
竪
子
葉
類
、
な
で
し
こ
団
、
蓼
科
に
入
り
、
「
な

　
で
し
こ
」
は
隻
子
葉
類
、
な
で
し
こ
臼
、
な
で
し
こ
科
に
、
麦
は
単
子
葉
類
、
稲
撰
、

　
豊
科
に
入
る
。

⑩
農
諮
で
は
一
般
に
収
穫
時
期
に
は
説
明
が
な
く
、
要
言
で
も
、
飼
料
絹
の
青
刈

　
大
豆
の
場
倉
の
み
、
門
九
月
中
、
候
二
近
レ
地
葉
一
有
二
黄
落
磯
而
速
刈
レ
之
」
と
そ

　
の
時
期
を
説
明
し
て
い
る
。
青
刈
と
い
う
特
殊
の
審
情
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

⑪
　
斉
罠
要
術
を
引
用
し
た
王
禎
農
警
で
は
、

　
　
凡
蕎
麦
五
月
耕
レ
地
。
経
二
二
十
五
日
司
草
醐
得
レ
転
。
井
種
耕
三
遜
。
立
秋
前
後
。

　
　
皆
十
月
内
種
レ
之
。
待
二
霜
降
凹
収
刈
。
恐
二
其
子
粒
焦
落
崎
戸
用
二
津
蟹
欄
穫
レ
之
。

　
と
収
穫
時
期
を
簡
単
に
浮
付
け
て
い
る
。
当
時
で
は
と
り
た
て
て
注
意
す
る
必
要

　
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
な
お
王
禎
農
書
は
「
農
桑
輯
要
日
」
と
な
っ
て
い

　
る
が
、
輯
要
は
忠
笑
に
雑
説
を
引
場
し
て
、
簡
略
化
し
て
い
な
い
。

⑫
　
呉
承
洛
…
『
巾
糖
度
蟻
蚕
史
』
隔
本
甲
蔦
ハ
。

⑬
　
焼
山
裁
一
、
能
代
灘
雄
　
前
掲
勲
巳
四
頁
註
四
。
同
…
篇
四
〇
頁
。

⑭
西
山
氏
は
大
畝
に
つ
い
て
は
詳
し
い
事
は
述
べ
て
い
ら
れ
な
い
が
、
「
現
在
で

　
も
出
東
省
益
都
県
一
帯
で
は
通
常
土
地
を
量
る
に
は
竿
子
（
七
・
一
散
田
鰻
、
即

　
ち
一
・
四
四
造
語
）
を
単
位
と
し
、
三
六
〇
竿
を
以
っ
て
一
癖
と
す
る
。
一
竿
（
平

　
方
）
は
従
っ
て
約
こ
営
造
（
平
方
）
歩
に
あ
た
り
、
そ
の
｝
畝
は
七
こ
○
鴬
造
歩
、

　
即
ち
三
営
造
畝
に
あ
た
る
。
雑
説
の
い
わ
ゆ
る
斉
畝
に
ひ
と
し
い
。
清
、
芦
部
則

　
例
に
よ
れ
ば
、
有
は
山
東
明
藻
…
の
瞬
慣
な
り
」
と
い
う
熊
代
氏
の
註
を
載
せ
て
い

　
る
。
　
（
前
掲
雷
一
四
頁
註
記
）
従
っ
て
こ
の
漁
法
を
大
悪
に
あ
て
て
い
る
と
思
わ

　
れ
る
。
な
お
｛
臆
の
纏
搬
の
上
奏
に

　
　
　
小
蒲
歩
百
、
周
ウ
～
舗
也
。
轟
甲
畝
一
嵩
臼
闘
十
。
漢
ラ
」
田
上
也
。
ゐ
く
畝
四
一
噌
臼
山
二
十
。

　
　
　
斉
魯
之
三
社
。
今
所
レ
華
表
。
漢
之
中
出
（
鼎
府
元
亀
四
七
六
　
台
省
部
奏

　
　
　
議
七
）

　
と
あ
り
、
斉
・
魯
は
戦
歴
の
国
名
を
指
す
か
、
麿
の
時
の
斉
魯
の
地
方
を
指
す
か

　
疑
問
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
別
と
し
て
雑
説
の
小
宴
・
大
深
は
こ
の
数
宇
を
指
す
と

籍
え
ら
れ
・
が
・
そ
の
馨
小
畝
奪
還
し
て
は
・
大
畝
は
三
〇
畝
又
竺
鵡

　
五
畝
と
な
る
の
が
適
当
で
あ
り
、
か
つ
「
今
戸
用
事
漢
総
軍
畝
」
と
、
基
準
を
歩
・
（

募
小
畝
に
撃
藻
不
晦
然
で
あ
る
・
ま
た
小
畝
を
二
四
〇
蒲
と
考
え
る
な
轍



　
も
ば
、
大
畝
三
六
〇
歩
と
の
数
字
的
関
係
が
重
し
く
背
馳
す
る
。

⑮
天
野
元
之
助
「
中
隅
畝
戸
惑
」
束
亜
経
済
研
究
所
復
刊
三
。

⑱
　
天
野
元
之
助
　
前
掲
論
文
。

⑰
　
拙
稿
「
出
過
の
代
田
法
一
蒋
に
黎
の
性
格
を
中
心
と
し
て
一
」
　
『
史
搬
』
二
七

　
・
二
八
合
併
号
。

⑱
　
狩
谷
六
斎
に
よ
る
。

⑲
　
酉
則
武
㎝
・
熊
代
幸
雄
　
前
掲
欝
三
四
「
頁
。

⑳
要
術
に
は
鏡
制
に
関
聯
し
て
次
の
註
が
あ
る
。

　
　
禾
一
斗
有
高
万
一
千
余
粒
。
黍
亦
少
レ
此
少
許
。
大
豆
　
斗
一
万
五
千
余
織
（
巻

　
　
一
　
遠
山
第
三
）

　
門
衛
は
黍
の
火
き
さ
に
つ
い
て
は
っ
き
り
述
べ
て
い
な
い
が
、
我
圏
の
｝
合
で
は

　
大
体
二
面
○
○
○
…
二
五
〇
〇
〇
（
玄
黍
）
で
あ
る
か
ら
、
漢
（
又
は
太
和
議
〉
に
し

　
て
三
〇
〇
〇
〇
贈
位
に
な
り
、
こ
の
数
字
は
漢
燈
の
註
記
か
と
思
わ
れ
る
。
註
の

　
偲
所
か
ら
考
え
て
此
の
註
は
北
魏
の
量
を
注
す
べ
き
で
な
く
、
当
然
漢
量
を
註
記

　
す
べ
き
細
所
で
あ
る
か
ら
。
そ
れ
に
し
て
も
漢
量
と
こ
と
わ
っ
て
い
な
い
の
は
、

　
轍
時
の
公
定
燈
と
漢
滝
と
の
一
致
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
2

⑳
　
主
要
穀
類
に
関
し
て
氾
勝
之
と
要
術
と
の
播
種
量
を
比
較
す
れ
ば
次
の
よ
う
に

　
な
り
、
必
ず
し
も
離
歌
に
照
応
含
致
す
る
と
も
い
い
が
た
い
。
・

－
翫
一
氾
勝
之

黍
…
三
西
升

要
　
　
術

四
升

大
豆
　
　
五
升

八
升

A産
血

v

小
豆
一
五
升

斗
　
t

斗

升

水
稲
　
　
四
升

τ
弄

⑳
）
狩
谷
絞
斎
…
に
よ
れ
ば
、
周
知
の
如
く
漢
の
一
升
は
日
本
の
一
合
一
丸
受
寄
に
あ

　
た
り
、
魏
の
大
司
農
の
】
升
は
一
ム
且
早
撮
余
に
あ
た
る
か
ら
、
数
字
の
上
で
荷

　
旛
を
分
別
す
惹
こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
。

⑳
　
狩
谷
扱
斎
『
本
覇
度
量
権
衡
孜
』
附
録
巻
中
。

⑳
　
渡
辺
幸
三
門
斉
疑
要
術
概
説
L
　
『
溝
鉄
資
料
彙
報
　
』
隣
の
九
、
　
田
村
。

㊧
　
西
山
氏
は
土
壌
の
破
砕
・
携
擾
の
用
語
の
時
代
的
変
遷
を
次
の
よ
う
に
図
示
し

　
て
い
る
。

程
（
古
代
）
麟
壌
漢
氾
勝
之
）
［
馨
（
難
術
鶴
術
）
［
輪
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
前
掲
書
三
〇
頁
）

⑳
　
万
園
鼎
氏
が
蓋
摩
と
網
労
を
同
一
作
業
と
見
倣
し
て
い
る
か
ら
、
氏
は
摩
蛙
労
、

　
蓋
H
紹
と
考
え
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
王
禎
農
暑
に
は
、
「
労
無
歯
絶
也
。

　
至
親
挺
起
掛
用
二
条
木
一
編
レ
之
。
以
摩
レ
田
也
。
耕
漕
随
レ
耕
随
レ
労
　
又
無
二
乾
湿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
ゆ
　
　
ゆ
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
む

　
何
如
噌
但
務
レ
使
”
面
平
攻
土
潤
相
与
レ
絶
戸
異
。
縄
有
二
渠
疏
之
義
占
算
有
二
蓋
摩

　
む
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
り
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
り

　
最
近
一
也
。
斉
民
要
術
臼
（
ゆ
略
）
霧
鐘
名
レ
労
臼
レ
摩
。
又
名
レ
蓋
」
（
巻
一
二
）

　
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
文
の
憂
く
蓋
・
摩
・
労
は
圃
　
内
容
で
あ
る
が
麺
は
性

　
質
を
異
に
す
る
。

⑳
　
西
山
武
一
・
熊
代
掌
雄
　
前
掲
霊
　
三
四
頁
　
註
翫
九
。

㊧
　
酉
山
武
一
・
熊
代
翌
春
　
前
掲
欝
　
一
四
頁
　
註
一
〇
。

・
蜘
　
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
『
科
学
的
な
農
業
耕
作
』
撫
帖
業
科
学
並
置
所
編
…
（
帽
無
島
要
一
訳
、

　
薫
㎝
審
房
刊
　
五
七
一
七
七
頁
）

⑳
李
長
年
氏
は
雑
説
は
（
斉
の
）
北
方
地
区
を
対
象
と
し
た
も
の
と
理
解
し
て
い

　
る
。
李
長
年
『
斉
鋭
弓
術
研
究
』
　
（
二
八
貰
）
農
業
繊
版
社
刊
。

藪
　
劉
仙
洲
編
著
『
中
照
準
代
農
業
機
械
発
明
史
』
　
（
工
七
頁
）
に
も
湿
潤
松
散
の

　
土
壌
は
、
時
に
は
糟
を
使
乱
せ
ず
に
耕
起
工
戴
接
労
を
使
絹
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

⑫
　
蕎
麦
は
高
乾
地
に
播
種
す
る
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
小
茨
が
下
田
に
播

　
種
す
る
こ
と
は
要
術
（
巻
二
　
大
小
麦
一
〇
）
の
小
麦
宜
二
下
田
一
に

　
　
歌
眠
。
高
田
種
二
小
麦
崎
穣
穆
不
〃
成
レ
穂
　
男
児
在
”
他
郷
鱒
那
得
レ
不
二
鋤
檸
一

　
と
あ
っ
て
畑
作
中
、
最
も
水
分
を
必
要
と
す
る
作
物
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

⑳
　

眉
垂
戸
漢
　
晶
嗣
掲
書
第
一
二
観
猟
鰻
論
ハ
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
滋
賀
大
学
評
論
捜
）

K2 （142）



So－called　“　The　Commencement　Essays　oi

　　　　　　Chai－min－sha－shu　斉民要争時”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　Kenjir6　Yoneda

　　The　Commencement　essays　of“Chai－min－sha－shu”斉民要術were　not

by・‘Ku．szu．hsieh”費，思魏，　wrltor　of　the　book，　bttt　were　thought　to　be

．毛he　addition　by．posterity，　judging　from　the　terms　of‘‘Chiao，〃zai”蕎蓑i

、and“Ts’ao－chung”雛種which　were　not　found　in“Sha．shu”要術．

　　In　this　article，‘‘Ch’il－m2”　擢麦in‘‘Sha－shu”　要術　is　considered　as

’‘ 獅?ｉａｏ．mai”蕎麦，　and　from　the　technical　point　of．view　the　way　of

－cultivatioR　in　“Sha－shu”，　like　tkat　of　the　present　time，　consisted　in

．the　three－stage　system，』“　K2ng－pa－lao”耕一紹一労，　thought　in　the

・commencement　essays　in　the　two－stage　system，　“Keng－lao”　＊SF－trff’　；

therefore，　it．is　sensible　that　the　commencement　essays　were，　to　be

thought，01δer　than“Sha－shu”要術and　mixture　of　the　new　terms

like“Chao－mai”and‘‘Ts’ao－chung”雛種may　be　from　revision　of　the

’terms　to　the　then　idioms　in　transcxiption．
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