
明
末

･
楊
嗣
昌
の

｢剰
銅
｣
案
に
つ
い
て

は

じ

め

に

一

｢別
納
｣
設
置

へ
の
経
緯
と
そ
の
供
給
策
･･････-
五
九
七
真

二

捻
出
策
と
そ
の
特
徴
-
≡
-
-
-
-
-
-
-
-
-
･六
〇
三
頁

吉

尾

結
び
に
か
え
て
-

財
源
の
と
ら
え
方

よ
り
見
た

｢剃
納
｣
設
置
の
意
義
1

･･････六
二
二
貫

は

じ

め

に

明
末
の
華
北
民
衆
反
乱
､
所
謂
李
白
成

･
張
献
忠
の
乱
に
関
す
る
最
近
の
日
本
の
研
究
に
あ
っ
て
は
'
反
乱
の
展
開
過
程
全
般
'
並
び
に
所
謂
農

(-
)

民
政
樺
に
封
す
る
地
方
の
郷
紳
膚
の
動
向
を
中
心
に
'
賓
欝
的
作
業
に
も
と
づ
-
手
堅
い
成
果
が
公
に
さ
れ
､
更
に
は
研
究
史
上
初
の
専
著
も
車
刊

(2
)

さ
れ
る
に
い
た
っ
た
.
し
か
し
､
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
'
未
だ
な
お
研
究
の
大
き
な
空
自
部
分
を
馬
し
て
い
る
の
が
'
反
乱
の
鐘
歴
を
は
か
る
末

期
明
朝
中
央
の
動
向
で
あ
る
｡

但
し
'
晴
代
の
初
め
に
刊
行
さ
れ
た
史
書
に
お
い
て
は
'
こ
の
熊
の
際
立
っ
た
動
き
-

即
ち
明
朝
自
ら
を
滅
亡
の
淵
に
お
い
や
る
結
果
に
な
っ

た
と
許
さ
れ
る
､
中
央
政
府
主
導
に
よ
る
最
初
に
し
て
最
後
の
全
国
規
模
の
反
乱
平
定
策
の
賓
施
が
'
ほ
ぼ
共
通
に
記
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
策
と
は
'

(3
)

反
乱
軍
鏡
歴
に
要
す
る
兵
納
捻
出
の
為
の
附
加
祝
の
設
置
で
あ
る
.
そ
し
て
'
そ
の
兵
蝕
こ
そ
'
或
い
は
封
満
州
族
戦
用
の
兵
蝕

(｢
遼
蝕
｣
'
｢
練

(4
)

納
｣
)
と
も
屡
々
関
連
づ
け
ら
れ
て
記
載
さ
れ
る
所
の
'
｢剃
飼
｣
で
あ

っ
た
｡

明
末

･
楊
嗣
昌
の

｢別
納
｣
案
に
つ
い
て
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五
九
四

さ
ら

ヽ

ヽ

紳
宗
の
末
､
賦
を
増
す
こ
と
五
百
二
十
寓
'
崇
蔭
の
初
'
再

に

増
す
こ
と
百
四
十
寓
'
総
べ
て
遼
蝕
と
名
づ
-
｡
是
に
至
-
て
復
た
剃

納

･
練

あ
ふ

やす

鯛
を
増
せ
ば
'
額
'
之
れ
よ
-

溢

る

O
先
後
賦
を
増
す
こ
と
千
六
百
七
十
寓
に
し
て
､
民
'
生
に

聯

ん

ぜ
ず
'
益
JV
起
ち
て
盗
と
焦
る
な
-
｡

(『
明
史
』
巻
二
五
二
楊
嗣
昌
博
)

こ
の

｢
剰
飴
｣
の
設
置
を
'
前
記
の
｢
練
的
｣
と
と
も
に
計
量
し
た
の
が
'
昔
時
の
中
央
官
僚
'
本
稿
で
と
-
あ
げ
る
所
の
楊
嗣
昌
で
あ
る
｡
『
明

史
』
楊
嗣
昌
博
に
は

｢
剰
鯛
｣
に
つ
い
て
次
の
よ
-
に
あ
る
｡

〔崇
顧
十
年
四
月
〕
嗣
昌
乃
ち
議
し
て
大
馨
し
賊
を
平
ら
げ
ん
と
す
｡
-
-
因
-
て
兵
十
二
寓
を
増
し
'
納

(｢剃
鍋
｣
)
二
百
八
十
寓
を
塔
さ

た
つま
つ

ん
こ
と
を
議
す
｡
其
の
括
飴
の
策
に
四
有
-
.
因
糧
と
日
ひ
､
溢
地
と
日
ひ
'
事
例
と
日
ひ
'
罪
過
と
日
ふ
o
･･･-
議

上

れ

ば
､
帝
乃
ち
論
を

俸
ふ
.
｢
流
麗
延
蔓
L
t
生
民
塗
炭
す
る
も
'
兵
を
集
め
ざ
れ
ば
以
て
志
を
平
ら
ぐ
る
な
-
'

賦
を
増
さ
ざ
れ
ば
以
て
兵
に
鯛
す
る
な
し
.
勉

め
て
建
議
に
従
ひ
､
暫
-
吾
が
民
を
累
は
す
こ
と

l
年
'
此
の
腹
心
の
大
患
を
除
か
ん
｡
其
れ
因
糧
を
改
め
均
輪
と
為
し
て
'
天
下
に
布
告
L
t

のぞ

民
の
馬
に
害
を

去

-

の
意
を
知
ら
し
め
ん
｣
と
.

｢
困
糧
｣
･
｢
温
地
｣
･
r
事
例
｣
･
｢
騨
遮
｣
等

｢
剰
鯛
｣
の
捻
出
策
に
つ
い
て
の
具
髄
的
説
明
は
'
次
章
以
下
に
行
う
こ
と
と
し
て
'
こ
こ
で
は
先

(5
)

ず
'
楊
嗣
昌
の
履
歴
に
関
し
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
｡

楊
嗣
昌
'
字
文
弱
｡
湖
贋

(湖
南
)
常
徳
府
武
陵
粁
出
身
.
寓
暦
十
六

(
1
五
八
八
)
年
誕
生
｡
同
三
十
八
年
に
進
士
に
及
第
L
t
翌
三
十
九
年

(6
)

の
杭
州
教
授
就
任
を
最
初
に
'
以
後
官
吏
の
道
を
歩
む
｡
そ
の
間
'
寓
暦
四
十
五
年
頃
か
ら
天
啓
二

(
一
六
二

一
)
年
に
か
け
て
は
戸
部
属
官

(福

建
司
主
事
'
江
西
司
員
外
郎
'
郎
中
'
新
的
司
郎
中
)
を
次
々
と
歴
任
L
t
設
置
さ
れ
て
ま
も
な
い

｢
遼
鯛
｣
の
供
給
に
直
接
携
わ
る
｡
崇
砥
元

(
一
六
二
八
)

年
か
ら
同
三
年
に
か
け
て
は
華
北
の
地
方
官

(河
南
分
巡
道
'
覇
州
整
飯
兵
備
導

を
'

ひ
き
績
き
同
四
年
か
ら
八
年
に
は
北
遠
の
軍
務
官

(山
海
関
内
監
軍

整
筋
兵
備
道
'
永
平
山
海
巡
撫
'
宣
大
総
督
)
を
歴
任
し
､
と
-
に
北
連
鎖
の
賓
情

(屯
田
の
荒
贋
状
況
等
)
を
調
査
把
握
す
る
に
い
た
る
｡
そ
し
て
'
父
親
の
死

に
伴
い
こ
の
時
期

一
旦
官
界
か
ら
退
-
も
の
の
'
崇
積
十

(
〓
ハ
三
七

)

1

年
か
ら
同
十
二
年
八
月
に
か
け
て
は
中
央
の
高
官
'
兵
部
尚
書

･
東
関
大

学
士
に
就
-
ま
で
に
な
る
｡
常
該
の

｢
剰
鯛
｣
の
設
置
は
､
こ
の
時
楊
嗣
昌
が
行

っ
た
全
図
的
施
策
の
1
つ
で
あ
る
｡
そ
の
後
十
二
年
九
月
よ
-
'



｢督
師
｣
と
し
て
湖
北

･
四
川
方
面
の
封
流
賊
作
戦
の
最
前
線
に
赴
い
て
指
揮
に
普
た
る
が
､
十
分
な
戦
果
を
得
ず
'
崇
禎
十
四

(
一
六
四

一
)
午

三
月
朔
'
自
分
の
身
代
-
と
し
て
裏
王
朝
銘
が
張
献
忠
に
殺
さ
れ
た
事
件
の
責
任
を
と
-
'
自
殺
す
る
｡
時
に
五
十
四
歳
｡

さ
て
'
｢
刺
的
｣
策
に
封
し
て
は
'
｢
練
帥
｣
と
封
を
為
し
て
'
明
代
よ
-
既
に
多
-
の
批
判
が
出
さ
れ
て
い
た
｡
｢
民
怨
｣
を
甚
だ
し
く
惹
起
し

た
と
す
る
御
史
衛
周
胤
の
次
の
批
判
な
ど
は
'
そ
の
代
表
例
で
あ
-
､
後
世
の
史
家
た
ち
は
'
こ
う
し
た
批
判
に
依
接
し
て
'
｢刺
的
｣
(｢練
納
｣
)

の
設
置
を
'
所
謂
民
心
離
反
に
よ
る
明
朝
滅
亡
の
契
機
と
見
な
し
て
き
た
と
言
い
得
よ
う
｡

御
史
衛
周
胤
言
は
-
'
嗣
昌
'
毒
を
天
下
に
流
す
｡
剃

･
練
の
飴
'
多
き
こ
と
七
百
寓
に
至
れ
ば
'
民
の
怨
み
何
ぞ
極
ま
ら
ん
と
｡
(『明
史
』
亀

七
八

･
食
貨
二
賦
役
)

(7
)

ま
た
'
楊
嗣
昌
自
身
に
封
す
る
許
債
も
お
し
な
べ
て
低
い
｡
前
稿
で

既

に
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
'
そ
の
こ
と
は
清

･
康
照
年
間
に
お
け
る

『
楊

文
弱
先
生
集
』
吏
刊
の
意
固
か
ら
も
'
十
分
察
せ
ら
れ
る
｡
即
ち
'
奏
疏

･
書
信
等
だ
け
で
も

一
一
〇
〇
件
近
-
に
の
ぼ
-
'
明

･
崇
砥
年
間
(特
に

後
半
期
)
の
中
央
政
治
史
に
関
す
る
日
本
現
存
の
最
も
貴
重
な
研
究
資
料
の
一
つ
と
い
え
る
そ
の
文
集
は
'
抑
々
'
清
代
の
子
孫
た
ち
が
楊
嗣
昌
の
汚

名
を
返
上
す
る
為
に
編
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
｡

し
か
し
そ
の
傍
ら
で
'
後
世
に
は
'
僅
か
な
が
ら
も
確
賓
に
'
彼
の
政
策
論
に
つ
い
て
肯
定
的
な
見
方
を
と
る
人
々
が
い
る
｡
『
明
史
』
楊
嗣
昌

博
の
論
質
は
'
｢
明
李
の
士
大
夫
'
鎖
穀
を
問

へ
ば
知
ら
ず
'
甲
兵
を
問

へ
ば
知
ら
ず
｡
是
に
於
い
て
嗣
昌
'
才
を
以
て
顕
は
る
る
を
得
た
-
｣
と

記
し
て
お
-
'
楊
嗣
昌
の
財
政

･
軍
事
の
手
幌
に
つ
い
て

1
日
お
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
更
に
は
'
明
朝
の
滅
亡
を
措
い
た

『
明
季
遺
聞
』
等

の
纂
輯
者
で
清
初

･
呉
偉
業
の
弟
子
で
も
あ

っ
た
郷
蘭
は
'
嘗
該
の
増
税
兵
納
策
に
関
し
て
'
流
賊

･
満
州
族

へ
の
封
虞
の
為
の
己
む
を
得
な
い
必

要
措
置
と
見
な
し
t
か
つ
そ
れ
に
封
し
て
不
皆
に
低
い
評
贋
を
下
す
べ
き
で
な
い
と
'
昔
時
の
世
評
を
逆
に
批
判
し
て
い
る
｡

ち
か

はな
は

す

都
騎
日
は
-
'
世
の
武
陵

(楊
嗣
昌
)
を
議
す
る
者
'
指
摘
完
膚
無
き
に

幾

か

ら
ん
｡
予
心
に
以
て

太

だ

過

ぎ
た
-
と
為
す
.
其
の
中
枢
の
奏
議

あ
き
ら

わ
ず
ら

を
読
む
に
及
び
て
は
つ
又
未
だ
嘗
て
其
の
才
に
服
し
其
の
心
を

亮

か

に
せ
ざ
る
な
き
な
-
｡
-
-
飴
を
加
へ
民
を

狭

は

す
を
以
て
武
陵
の
罪
と

う

も
と

さき

す
で

為
す
に
至
-
て
は
'
則
ち
志
を
剃
つ
に
兵
を
需
め
'
兵
を
用
ふ
る
に
飴
を
需
む
る
も
の
に
し
て
､
前
の
督
師
慮
象
昇

早

に

己

に

建
議
し
て
行
ふ

明
末
･揚
嗣
昌
の
｢割
的
｣
案
に
つ
い
て

五
九
五
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六

お

や

を
請
ふ
も
の
な
-
｡
後
の
君
子
'
未
だ
嘗
て
身
に
設

き
地
に
虚
ら
ざ
る
に
'
苛
求
し
て
己

ま
ず
｡
恐
る
ら
ぐ
は
未
だ
定
論
と
為
す
可
か
ら
ざ
る

な
-
0
(典
偉
業
『絵
志
紀
略
』
巻
七
｢開
解
放
｣)

但
し
'
楊
嗣
昌
を
耕
護
す
る
こ
う
し
た
意
見
に
お
い
て
も
'
｢
剃
納
｣
(｢
練
的
｣
)
が

｢
民
｣
に
加
涯
す
る
も
の
と
い
う
見
方
は
依
然
と
し
て
う
か

が
わ
れ
る
｡

し
か
し
'
従
来
公
に
さ
れ
て
い
る
史
料

(『
明
史
』
楊
嗣
昌
俸

･
食
貨
志
等
)
の
範
囲
内
で
は
'

そ
の
捻
出
措
置
等
の
ご
く
簡
単
な
説

(8
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

明
が
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
ず
'
従
っ
て
'
彼
自
ら
が
常
初
よ
-

｢
民
｣
(土
地
所
有
農
民
等
)
を
主
た
る
課
税
封
象
と
見
な
し
'
｢
剃
納
｣
の
捻
出
を
は
か

ろ
う
と
し
て
い
た
と
ま
で
は
'
決
し
て
言
い
切
れ
な
い
｡
こ
の
黙
､
楊
嗣
昌
自
身
の
著
述
に
依
接
す
る
な
ら
ば
'
課
税
封
象
に
関
す
る
彼
の
考
え
方

は
'
常
時
の
明
末
の
社
台
に
支
配
階
層
と
し
て
普
遍
的
に
現
わ
れ
始
め
た
郷
紳
層
と
こ
そ
､
寧
ろ
関
連
づ
け
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
攻
の
史
料

は
､
｢剃
納
｣
に
関
す
る
嗣
昌
の
登
言
の

7
つ
で
あ
る
｡

而
れ
ど
も
此
の
項

(｢軌
的
｣
)
の
振
徴
は
田
地
の
糧

･
畝
よ
-
出
づ
｡
近
来
田
地
は
多
-
有
力
の
家
に
蹄
し
'
郷
紳
に
あ
ら
ざ
れ
は
則
ち
富
民

な
-
｡
毎
畝
分
蓮
を
振
徴
す
る
は
､
亦
是
れ
兼
併
を
裁
抑
す
る
の
法
な
-
｡
郷
紳

･
富
民
に
在
-
て
は
'
田
多
き
者
出
す
こ
と
多
-
､
田
少
な

き
者
出
す
こ
と
少
な
け
れ
ば
'
至
っ
て
均
平
な
-
｡
且
つ
急
公
楕
助
と
異
な
ら
ず
｡
夫
れ
窮
民
の
本
よ
-
立
錐
の
地
も
無
き
が
若
き
は
'
糧

･

畝
に
涯
徴
す
れ
ば
'
害
寓
寓
も
及
ぶ
能
は
ざ
る
な
-
｡
(『楊
文
弱
先
生
集
』
撃
二
二
｢鉄
率
上
俸
疏
｣
崇
蘭
十
二
年
四
月
初
四
日
題
)

即
ち
'
｢剃
納
｣
策
に
関
し
て
は
'

立
案
者
た
る
楊
嗣
昌
自
身
が
本
来
そ
の
捻
出
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
意
圏
を
有
し
て
い
た
の
か
､

と
-
わ
け

い
か
な
る
階
層
に
重
黙
を
お
い
て
'
｢剃
納
｣
の
銀
雨
を
徴
収
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
-

こ
の
黙
を
中
心
に
､
再
考
す
べ
き
飴
地
が
残
さ
れ
て

い
る
と
考
え
る
｡
と
同
時
に
'
前
掲
の

｢
因
糧
｣
そ
の
他
の

｢剣
的
｣
の
捻
出
策
の
内
容
は
､
か
か
る
課
題
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
'
楊
嗣
昌
自
身
の

叙
述
に
も
と
づ
い
て
い
ま

1
度
具
膿
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
.

以
下
'
本
稿
で
は
'
楊
嗣
昌
に
お
け
る

｢別
納
｣
立
案
に
い
た
る
経
緯
を
は
じ
め
と
し
て
'
兵
納
銀
の
供
給
方
法
'
な
か
ん
ず
-
捻
出
方
法
等
々
'

｢剃
飴
｣
の
設
置
計
墓
の
全
貌
を
可
能
な
限
-
復
元
し
'
さ
ら
に
は
､
そ
こ
に
映
し
出
さ
れ
る
嗣
昌
の
財
源
に
封
す
る
と
ら
え
方
に
留
意
し
て
'
普

該
施
策
の
も
つ
性
格
を
検
討
す
る
｡
主
に
掠
る
史
料
は
'
東
洋
文
庫
所
蔵
の
手
抄
善
本
'
楊
山
松
等
編
輯
'
前
掲
の

『
楊
文
弱
先
生
集
』
全
五
十
七



巻

･
三
十
二
筋
'
目
録

l
餌
で
あ
-
'
そ
こ
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
'
文
集
名
記
述
乃
至

｢
聖
旨
｣
の
年
月
日
等
に
閲
L
t
例
え
ば
次
の
よ
う
に

略
記
す
る
｡

○
『
楊
文
弱
先
生
集
』
巻
九

｢
犬
馬
十
年
遇
主
疏
｣
崇
顧
十
年
三
月
二
十
七
日
奉
聖
旨
1

巻
九

｢
犬
馬
十
年
遇
主
疏
｣
｢
聖
旨
｣
崇

一
〇
㌧
三
'

二
七

先
ず
'
｢剃
納
｣
の
設
置
に
い
た
る
直
接
の
経
緯
を
明
ら
か
に
す
べ
-
'
崇
砥
十
年
兵
部
尚
書
就
任
の
普
初
に
楊
嗣
昌
が
菜
表
し
た
主
な
戦
略
計

墓
を
と
-
あ
げ
t
か
つ
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
'
こ
れ
ま
で
全
-
ふ
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た

｢剃
納
｣
猪
白
の
兵
納
銀
の
供
給
方
法
に
つ
い
て
述
べ
る

こ
と
に
し
た
い
｡

一

｢刺
的
｣
設
置

へ
の
経
緯
と
そ
の
供
給
策

宣
大
総
督
任
官
中
に
父
楊
鶴
の
死
に
あ
い
'
そ
の
喪
に
服
す
る
馬
'
蹄
郷
し
て
い
た
楊
嗣
昌
の
も
と
に
､
中
央
よ
-
兵
部
尚
書
就
任
の
命
が
と
ど

(9
)

い
た
の
は
'′
崇
顧
九

(
一
六
三
六
)
年
十

一
月
十
九
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡
彼
は
そ
れ
に
封
L
t
数
回
節
過
の
意
を
表
し
た
も
の
の
'
そ
の
後
崇
砥

(10
)

帝
の
再
三
に
わ
た
る
召
還
の

｢
聖
旨
｣
を
受
け
る
や
'
つ
い
に
翌
十
年
三
月
'
京
師
に
赴
い
た
の
で
あ
っ
た
｡

時
に
反
乱
情
勢
は
'
次
の
よ
う
な
推
移
を
見
せ
て
い
た
.
天
啓
七

(
一
六
二
七
)
年
'
陳
西
北
部
に
端
を
棄
し
た
民
衆
の
蜂
起
は
'
崇
顧
四

(
一

六
三

一
)
年
に
い
た
っ
て
主
だ
っ
た
反
乱
軍
だ
け
で
も
三
十
六
を
教
え
る
ほ
ど
に
な
-
'
そ
の
勢
力
は
同
六
年
'
つ
い
に
黄
河
を
渡
-
中
原
に
進
攻

を
開
始
し
た
｡
そ
し
て
八
年
'
ほ
ぼ
倍
の
規
模
に
ふ
-
れ
あ
が
っ
た
反
乱
勢
力
は
'
指
導
者
高
迎
群
の
も
と
､
東
は
長
江
以
北
の
安
微
'
西
は
甘
藷

に
か
け
て
激
し
い
流
動
戦
を
展
開
し
､
そ
の
中
で
安
微
鳳
陽
府
の
皇
陵
を
も
焼
き
は
ら
う
｡
こ
れ
に
封
し
常
時
の
明
朝
中
央
は
'
総
督
洪
承
噂

･
経

理
慮
象
昇
ら
を
中
心
に
大
軍
を
以
て
常
た
-
'
よ
う
や
-
崇
顧
九
年
七
月
､
高
迎
群
を
逮
捕
庭
刑
す
る
の
に
成
功
し
た
｡
逆
に
'
こ
れ
以
降
'
反
乱

明
末

･
楊
嗣
昌
の

｢剃
鍋
｣
案
に
つ
い
て

五
九
七



東

方

軍

報

五
九
八

勢
力
は
中
枢
を
失

っ
た
形
と
な
-
'
翌
十
年
に
入
る
頃
に
は
'
張
願
意
を
中
心
に
河
南

･
湖
北
､
李
日
成
を
中
心
に
駅
西

･
甘
南
と
'
東
西
に
分
裂

縮
小
す
る
気
配
を
見
せ
始
め
た
｡
但
し
こ
の
時
､
河
南
等
で
は
流
賊
に
呼
鷹
す
る
土
賊
の
活
動
が
'
次
第
に
そ
の
勢
い
を
増
す
よ
-
に
な
る
｡

1
万
㌧
北
連
を
劫
か
す
満
州
族
に
も
新
し
い
動
き
が
お
こ
っ
て
い
た
.
崇
顧
二
年
に
北
京
周
遁
に
ま
で
迫

っ
た
満
州
族
は
'
そ
の
後
山
西
北
部
で

の
侵
犯
を
断
緯
的
に
-
-
か
え
し
て
い
た
｡
だ
が
同
九
年
十
二
月
'

一
持
し
て
朝
鮮

へ
の
侵
攻
を
開
始
し
'
翌
十
年

一
月
に
は
自
ら
の
属
国
と
し
て

(‖
)

完
全
に
朝
鮮
を
制
歴
し
､
そ
れ
に
よ
っ
て
明
朝
の
国
境
を
新
た
に
東
方
か
ら
劫
か
す
構
え
を
見
せ
る
｡

こ
の
よ
-
な
情
勢
を
背
景
に
'
楊
嗣
昌
は
'
中
央
に
山
積
す
る
内
外
の
諸
問
題
の
解
決
の
為
'
逸
早
-
三
つ
の
方
針
を
打
ち
出
す
0

い
ま

ただ

万
今
時
勢
多
難
な
る
も
'
微
臣
は
才
力
短
浅
'
中
枢
は
任
大
き
-
責
重
し
｡
-
-
惟

草

茅
よ
-
来
た
-
'
幽
陰
の
情
状
を
目
撃
L
t
次
第
の
エ

I.JJJj･
,･..
I.1･･･
言

､
･
1･､∴

∴
.･J
,･八
-
∴

,,..,./･･I
.
.
.
.
=

･.･
･,
1丁
:
･･.:.=･,I;
)
.し
･
.･･
:.I.
:l∵
･.
,A;:
]
]-J
:
-
L
･∵
I･.･二

･,～.七
一
.･､
:
.･
･
:

I.:.:･
･:]1

ゐ
ら

e

卦

固

執

｡

此
の
三
者
'
今
日
讃
治
の
切
'
根
本
の
固
た
る
が
似
し
.
(巻
九
｢犬
馬
十
年
遇
主
疏
｣
｢聖
旨
｣
崇
1
0
㌧
三
'
二
七
)

(12
)

第

1
の
方
針

(傍
線
部
a
)
は
'
｢
憂
去
｣
し
郷
里
に
居
た
時
後
任
の
重
大
総
督
染
延
棟
の
発
言
を
批
判
的
に
見
な
が
ら
構
想
し
た
も
の
で
あ
-
'

し
りぞ

ず
反
乱
を
鏡
歴
し
そ
の
後
満
州
族
を
退
け
よ
う
と
す
る
意
味
で
あ
る
.
し
か
も
同
時
期
の
別
の
疏
に
は

｢
外
を

撰

-

を
求
む
る
こ
と
之
れ
至
っ
て

(13
)

な
れ
ば
'
先
ず
内
を
安
ん
ぜ
ざ
る
を
得
ざ
る
の
み
｣
と
あ
-
'
楊
嗣
昌
と
し
て
は
'
-
-
か
え
し
侵
犯
を
績
け
る
満
州
族
の
動
き
を
封
じ
る
必
要
性

を
重
々
知
-
つ
つ
'
敢
え
て
先
ず
国
家
の
根
幹
に
関
わ
る
園
内
問
題
か
ら
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
｡
そ
し
て
'
か
か
る
第

一

の
方
針
途
行
の
為
の
留
意
黙
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
が
'
第
三
の
方
針

(傍
線
部
C
)

民
生
の
安
定
で
あ
る
O
こ
こ
に
お
い
て
は
'
彼
が
昔
時
の

衆
の
或
い
は
全
般
的
な
窮
乏
状
態
に
封
し
て
'
救
済
の
意
志
を
有
し
て
い
た
こ
と
も
う
か
が
わ
れ
る
｡

さ
て
'
第
二
の
方
針

(傍
線
部
b
)

で
あ
る
が
'
後
の
史
料

(六
〇
〇
苔

に
も
示
す
よ
う
に
､
こ
の
言
は
孔
子
の

｢
民
｣
｢食
｣
に
関
す
る
論
に
操

っ

て
い
る
も
の
の
'
賓
際
そ
の
意
味
す
る
虞
は
'

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

但
'
牌
を
遣
は
し
兵
を
調
す
る
こ
と
､
臣
部

(兵
部
)
の
職
掌
に
属
す
と
経
も
'
而
れ
ど
も
根
本
は
先
ず
飴
を
足
ら
は
す
に
在
-
'
綱
領
は
全

-
人
を
得
る
に
在
-
｡
(巻
九
｢敬
陳
安
内
第
1
要
務
疏
｣
｢聖
旨
｣
崇
1
0
'
四
㌧
二
)



と
兵
部
尚
書
就
任
の
言
に
も
あ
る
よ
-
に
'
兵
鈎
の
確
賓
な
供
給
で
あ

っ
た
と
見
な
さ
れ
る
｡
し
か
も
こ
の
考
え
方
は
'
楊
嗣
昌
の
中
に
か
な
-

以
前
か
ら
あ
-
､
そ
の
端
緒
は
､
既
に
寓
暦
末
の
戸
部
江
西
司
員
外
郎
時
に
お
け
る
次
の
謹
言
の
中
に
認
め
ら
れ
る
.

臣
'
庸
儒
の
書
生
に
し
て
'
戸
部
に
備
員
せ
ら
る
｡
-
-
軍
機
進
止
'
臣
未
だ
敦

へ
て
興
聞
せ
ず
と
経
も
'
然
れ
ど
も

一
兵
有
ら
ば
'
必
ず

一

せ

鯛
を
責

む
べ
し
｡
(巻
1
｢陳
言
兵
飴
疏
｣
寓
四
七
'
八
'
二
1
)

(14
)

常
時
'
｢
達
的
｣
の
供
給
に
携
わ
っ
て
い
た
彼
は
'
未
だ
そ
の
政
策
が
軌
道
に
の
ら
ぬ
内
か
ら
清
々
と
兵
部
等
よ
-
増
兵
案
が
出
さ
れ
る
事
態
の

よ

も
と
で
､
こ
の

〝
l
兵
に
は

一
紬
を
″

の
考
え
方
に
終
始
徹
し
て

｢
今
日
の
兵
'
徴
調
召
募
も
て
乃
ち
二
十
飴
寓
に
至
ら
ん
と
す
｡
帥
何
に
従
-
て

(15
)

出
だ
さ
ん
｣
と
主
張
し
'
｢
遼
飴
｣
供
給
の
限
界
を
考
え
な
い
無
謀
な
悪
案
と
し
て
強
-
増
兵
に
反
対
し
た
の
で
あ

っ
た
｡
結
果
的
に
は
こ
の
時
の

(16
)

論
争
に
敗
れ
つ
い
に
は
そ
の
十
分
な
供
給
も
為
し
得
な
い
ま
ま
職
を
辞
し
て
し
ま
-
彼
で
あ

っ
た
が
､
鉄
鍋
問
題
を
克
服
し
て
何
と
か
兵
鯛
の
完
全

供
給
を
計
ろ
う
と
す
る
意
国
は
'
そ
の
ま
ま
後
の
楊
嗣
昌
の
最
も
主
要
な
方
針
の

一
つ
と
な
っ
て
い
っ
た
と
言
え
る
｡
再
度
官
界
に
入
-
北
追
軍
務

官
と
な
っ
た
崇
薦
四

(
一
六
三

一
)
年
'
彼
は
'
北
連

一
帯
で

｢追
納
｣
の
敏
配
が
慢
性
化
し
っ
つ
あ
る
状
況
を
察
知
す
る
や
'
東
北
の
防
衛
の
馬

ば
か
-
で
な
-
'
登
生
し
て
ま
も
な
い
西
北
の
反
乱
軍

･
流
賊
の
鎮
歴
に
つ
い
て
も
'
務
め
兵
鈎
を
充
足
し
た
大
量
の
官
兵
の
投
入
こ
そ
が
肝
心
で

(17
)

あ
る
と
主
張
す
る
｡
常
時
駅
西
総
督
と
し
て
封
流
賊
戦
線
を
指
揮
し
て
い
た
父
鶴
の
任
務
に
つ
い
て
'
嗣
昌
は
次
の
よ
う
に
言
う
｡

遠
郡
窮
荒
し
'
軍
の
鏑
を
餓
え
し
む
る
こ
と
'
積
む
こ
と
漸
-
年
久
し
｡
西
に
生
ま
れ
西
に
死
す
べ
き
老
'
之
れ
を
訣
す
る
に
勝
ふ
可
け
ん
や
｡

就
し
諌
す
る
に
勝
ふ
可
-
ん
ば
'
必
ず
大
兵
大
鈎
を
用
ふ
べ
し
｡
先
ず
へ
数
十
寓
人
を
以
て
数
十
寓
人
を
食
ら
は
L
t
後
に
'
能
-
数
十
寓
人

を
以
て
数
十
寓
人
を
殺
さ
ん
｡
(巻
四
五
｢上
某
執
事
｣
崇
四
)

即
ち
楊
嗣
昌
は
'
こ
-
し
た
鰻
験

･
認
識
を
経
て
'
兵
部
尚
書
の
任
に
臨
ん
だ
の
で
あ
る
｡
事
賓
'
就
任
に
際
し
て
彼
は
､
そ
れ
ま
で
堅
持
し
て

き
た
兵
鯛
に
関
す
る
自
論
文
嘗
て
受
け
た
自
身

へ
の
批
判
を
も
ふ
-
か
え
-
､
〟

兵

･
納
不
分
″

と
も
言
い
得
る
立
場
を
と
る
必
要
性
を
改
め
て
自

覚
し
て
い
た
｡

次
の
史
料
は
'
彼
が
京
師

へ
の
途
上
に
認
め
た
書
簡
の

一
節
で
あ
る
｡

そ
し

昌
､
昔
鯛
司
た
-
L
と
き
つ
之
れ
を
讃

る

着
日
は
-
'
鯛
を
越
え
兵
を
談
ず
と
｡
今
未
だ
梶
署
を
望
ま
ず
し
て
'
又
兵
を
越
え
鯛
を
談
ず
る
な

明
末

･
楊
嗣
昌
の

｢別
納
｣

案
に
つ
い
て

五
九
九



東

方

学

報

六
〇
〇

-
｡
鳴
呼
'
兵

･
納
果
た
し
て
二
物
な
ら
ん
や
｡
細
を
為
す
能
は
ざ
れ
ば
'
則
ち
兵
を
為
す
能
は
ず
O
何
を
以
て
治
兵
の
任
を
冒
さ
ん
や
｡

(巻
四
六

｢輿
戸
兵
爾
科
｣
崇

一
〇
)

か
-
し
て
楊
嗣
昌
は
'
以
上
に
掲
げ
た
三
つ
の
基
本
方
針
に
も
と
づ
い
て
､
四
月
に
入
る
と
早
々
に

｢
敬
陳
安
内
第

一
要
務
疏
｣
と
題
し

(以
下

戦
略
計
喜
第

l
案
と
呼
ぶ
)
'
｢
十
面
の
網
｣
と
構
す
る

一
大
包
囲
作
戦
を
中
心
に
し
た
封
流
賊
戦
略
計
蓋
を
登
表
す
る
｡

｢
十
面
の
網
｣
と
は
'

長

江
流
域
以
北
の
ほ
ぼ
全
域
に
お
い
て
'
各
地
の
巡
撫
が
随
時
攻
撃

･
防
禦
を
行

っ
て
包
囲
網
を
つ
-
-
､
更
に
そ
の
中
で
総
督

･
総
理
の
官
軍
が
流

賊
を
徹
底
的
に
追
討
す
る
作
戦
を
い
う
｡

ま
さ

1
㌧
賊
を
困
る
の
勢
を
審
ら
か
に
す
.
議
し
得
た
る
に
'
･･･-
皆
に
駅
西

･
河
南

･
湖
贋

･
鳳
陽
を
以
て
四
正
面
と
為
し
'
此
の
四
巡
撫
'
之

た
め

にな

れ
が

輿

に

兵
を
計
-
紬
を
計
-
'
之
れ
に
責
め
て
分
か
ち
て
剣
を
任

は

し
め
而
し
て
専
ら
防
を
任
は
し
む
べ
し
｡
又
延
絞

･
山
西

･
山
東

･
庶

天

･
江
西

･
四
川
を
以
て
六
隅
面
と
為
し
'
此
の
六
巡
撫
､
其
の
見
兵

･
見
蝕
を
査
し
､
之
れ
に
責
め
て
時
に
分
か
ち
て
防
が
し
め
而
し
て
時

か
へ

に
協
は
せ
て
刺
せ
し
む
べ
L
o
是
-
の
如
-
し
て
十
両
の
網
張
る
な
-
.
却
-
て
総
督

･
経
理
の
二
臣
を
用
ひ
'
賊
の
向
か
ふ
所
に
随
ひ
専
ら

剃
穀
を
任
ふ
の
官
と
為
す
｡

ま
た
'
こ
の
よ
う
な
贋
域
的
作
戦
と
と
も
に
'
楊
嗣
昌
は
'
土
賊
の
蜂
起
'
緊
急
の
用
兵

へ
の
封
虚
の
為
､
各
地
域
に
お
け
る
民
兵

･
郷
兵
の
組

(18
)

織
化
を
も
計
量
す
る
｡
そ
し
て
彼
は
'
こ
れ
ら
の
作
戦
用
の
兵
力
と
し
て
t
と
-
わ
け
官
兵
に
お
い
て
は
綬
計
十
二
寓
が
新
た
に
必
要
で
あ
る
と
主

張
し
'
そ
の
上
で
'
次
に
示
す
よ
-
に
'
二
百
五
十
寓
を
超
え
る
銀
雨
を
官
兵
の
兵
鯛
と
し
て
要
求
す
る
の
で
あ

っ
た
｡

し
る

二

賊
を
平
ら
ぐ
の
蝕
を
虞
す
｡
議
し
得
た
る
に
'
兵
馬
未
だ
到
ら
ず
と
も
糧
草
は
先
に
行
か
し
む
る
こ
と
'
古
語
に
之
れ
を

志

す

Q
試
み
に

孔
子
の
子
路
と
政
を
論
ず
る
を
観
れ
ば
'
必
ず
先
に
食
を
足
ら
は
し
而
る
後
兵
を
足
ら
は
す
｡
己
む
を
得
ざ
る
に
至
-
て
は
､
必
ず
先
に
兵
を

ご
と

去
か
し
め
而
る
後
食
を
去
か
し
む
と
｡
理
'
至
っ
て
明
ら
か
な
-
｡
今
議
す
ら
-
'
官
兵
十
二
寓
'
歩
兵

一
名
毎
に
日
ご
と
五
分
を
給
し
､
兵

あ

あ

七
寓
四
千
名
を
計
る
に
へ
銀

一
百
三
十
三
寓
二
千
両
に
該

た
る
｡
席
兵

一
名
毎
に
草
料
を
連

は
せ
'
日
ご
と

一
歳
を
給
L
t
兵
三
高
六
千
名
を

め

計
る
に
'
銀

1
百
二
十
九
寓
六
千
両
に
該

た
る
.
以
上
共
に
銀
二
百
六
十
二
寓
八
千
両
な
-
｡



前
掲
第
二
の
方
針
に
明
ら
か
に
も
と
づ
-
こ
の
兵
細
葉
は
'

つ
づ
-
四
月
中
旬
の
補
正
案

(巻

1
〇
･
同
名
疏
'
｢
聖
旨
｣
四
月
十
六
日
｡
以
下

戦
略
計
董
第
二
案
と
呼
ぶ
)
に
お
い
て
'
鳳
陽

･
承
天
府
等
の
皇
陵
防
衛
の
官
兵

一
寓
を
追
加
し
て
十
二
寓
の
額
数
を
整
え
'
そ
れ
に
件
な
い
緒
計

二
百
八
十
寓
八
千
両
の
増
飴
案
と
し
て
確
定
す
る
.
こ
れ
が
楊
嗣
昌
の

｢剣
的
｣
に
関
す
る
最
初
の
謀
議
で
あ
る
O

但
し
'
こ
こ
で
筆
者
が
注
目
し
た
い
の
は
'
こ
の
二
百
八
十
除
寓
雨
の
兵
銅
鏡
の
供
給
に
関
し
て
'
楊
嗣
昌
が
従
前
の
増
納
策
に
な
い
行
政
的
な

措
置
を
講
じ
た
こ
と
で
あ
る
｡
措
置
の
経
緯
は
'
前
に
も
述
べ
た
が
､
彼
が
戸
部
官
の
時
に

｢
遼
鯛
｣
政
策
に
深
-
関
わ
-
'
し
か
し
不
本
意
に
も

そ
の
十
分
な
供
給
を
行
い
得
ず
任
を
辞
し
た
経
験
に
も
と
づ
-
と
思
わ
れ
る
｡
即
ち
楊
嗣
昌
は
'
動
も
す
れ
ば
供
給
不
足
に
陥
る
常
時
の

｢
遼
納
｣(19

)

策
に
つ
い
て
'
兵
的
銀
の
管
理

･
運
搬
の
面
で
は
'
衛
役
の
中
飽
の
甚
だ
し
い
布
政
使
司
を
経
由
す
る
方
式
に
封
し
て
は
非
常
に
否
定
的
で
あ
っ
た
｡

他
方
支
給
の
面
で
は
'
｢
賓
兵
｣
に
封
す
る

｢
賓
蝕
｣
の
支
給

(官
兵
の
量

･
質
を
確
定
し
た
上
で
然
る
べ
き
官
兵
に
兵
鯛
を
興
え
る
こ
と
)
を
原
則

(20
)

と
し
て
'
も
っ
と
徹
底
化
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
｡
つ
ま
-
'
｢
遼
納
｣
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
批
判
を
ふ
ま
え
た
形
で

｢剃
納
｣
の
設
置
は
は
か

ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
例
え
ば
楊
嗣
昌
は
'
｢
十
両
の
網
｣
に
お
い
て
各
地
に
配
属
さ
れ
る

｢
新

･
膏
｣
の
官
兵
の
教
を
務
め
詳
細
に
調
査
把
握
し
た
上

(21
)

で
'
｢
新
兵
｣
に
の
み

｢
剣
的
｣
を
絶
え
ず
支
給
し
績
け
る
よ
う
と
-
に
指
示
を
興
え
て
い
る
｡
そ
し
て
'
上
述
の
管
理
面
で
の
問
題
を
中
心
に
'

従
前
の
兵
鈎
の
供
給
機
構
の
抜
本
的
改
善
を
ね
ら
っ
て
計
墓
し
た
の
が
'
兵
帥
統
轄
の
尊
任
官
'
戸
部
よ
-
派
遣
さ
れ
る

｢督
鯛
大
臣
｣
の
設
置
で

あ
っ
た
｡
楊
嗣
昌
は
前
述
の
戦
略
計
量
第

一
案
の
中
で
'
成
化
元

(
一
四
六
五
)
年
に
お
け
る
雨
贋
の

｢
壁
窺
作
乳
｣
に
際
し
督
地
の
兵
納
整
理
の

鳥
戸
部
侍
郎
醇
遠
が
涯
遺
さ
れ
た
前
例
を
挙
げ
'
同
種
の
官
が
今
日
再
び
必
要
で
あ
る
と
説
-
O
そ
の
上
で
同
第
二
案
に
お
い
て
は
'
｢督
帥
大
臣
｣

(22
)

な
る
官
を
中
心
に
片
や
各
地
方
の
総
督

･
巡
撫

･
分
守
道
を
以
て
す
る
'
既
存
の
布
政
使
司
経
由
の
税
糧
徴
収
機
構
と
は
異
な
る
猪
白
の

｢剃
納
｣

の
集
積
経
路
を
つ
-
る
べ
き
旨
を
'
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
｡
史
料
冒
頭
の

｢
溢
地

･
困
糧
｣
は
'
｢剣
的
｣
の
捻
出
策
を
指
し
､
説
明
は
次

章
に
お
い
て
行
う
｡

い
ま

も
ち

即
今
溢
地

･
困
糧
の
議
'
確
督
な
ら
ば
'
轟
か
に
大
臣

l
員
を

須

ひ

督
理
せ
し
め
よ
.
加
ふ
る
に
専
勅
の
崇
衝
を
以
て
省
直
の
督
鯛
を
節
刺
せ

ま
さ

つ

ば
､
方

に

力
を
碍

-
し
責
成
せ
し
む
可
し
｡
其
の
駐
居
に
適
中
の
地
は
'
議
擬
す
る
に
'
湖
贋
の
黄
州

･
南
直
の
安
慶

･
河
南
の
汝
寧
三
府
に

明
末
･楊
嗣
昌
の
｢別
納
｣
案
に
つ
い
て

六
〇
一



東

方

学

報

六

〇
二

ゆ
る

ま
さ

し
て
､
督
飴
大
臣
の
自
ら
長
便
な
る
こ
と
を
酌
す
る
に
漁
る
を

聴

す

.
麿

に

用
ふ
べ
き
吏
書

･
承
差
門
鳥
等
の
役
は
､

三
省
撫
院
の
見
役
の
人

ペ
つ

お

あ
ら
ゆ
る

員
の
内
に
就
き
て
掩
給
L
へ
必
ず
し
も

男

に

工
食
を
措

か
ず
.
1

鷹

催
繭
の
事
宜
は
'
各
該
の
督
撫
に
通
行
す
る
を
除
-
の
外
'
仇
は
専
ら
省

直
の
守
道
に
責
め
て
革
主
承
行
せ
し
め
'
各
布
政
司
を
経
解
し
以
て
因
循
玩
誤
す
る
を
致
す
を
得
る
な
か
ら
し
む
｡
(巻
1
0
｢敬
陳
安
内
第
一
要
務

疏
｣
｢聖
旨
｣
崇
一
〇
､
四
､
二
ハ)

そ
し
て
'
兵
蝕
問
題
に
焦
っ
て
述
べ
ら
れ
た
'
戦
略
計
書
棄
三
案
と
も
呼
び
得
る

｢
兵
鯛
遵
旨
熟
商
疏
｣
(空

0
｢聖
旨
｣
崇
一
〇
'
四
二

二
)
に
は
'

こ
の
官

へ
の
戸
部
侍
郎
樽
淑
訓
の
推
挙
の
外
'
普
該
の
職
掌
の
具
鰹
的
内
容
が
列
記
さ
れ
る
｡
即
ち
楊
嗣
昌
は
'
次
章
で
説
明
す
る

｢寄
学
監
生
事

例
｣
を
初
め
､
次
の
史
料
に
示
す
よ
う
に
､
遠
隔
地
へ
の

｢剃
鯛
｣
銀
の
韓
蓮
､
新
設
の
薦
各
地
の
徴
収
額
に
不
揃
い
が
預
想
さ
れ
る

｢
剃
鯛
｣
の

支
給
調
整
'
並
び
に

｢鄭
飼
｣
と
'
｢
過
納
｣
及
び
各
府
州
願
の
自
衛
の
馬
の
官
兵
の
兵
鈎
と
の
姉
別
整
理
を
記
し
て
い
る
｡

た
だ

お
く

せ

必
ず
督
飴

〔
大
臣
〕
を
用
ふ
る
所
以
は
'
何
ぞ
や
｡
省
直
'
納
銀
を
措
虞
す
る
に
'
軍
前
を
去
る
こ
と
'
近
き
者
は
'
其
の

径

ち
に

解

る
を
責

め
'

つか

遠
き
者
は
'
須
-
韓
輪
せ
し
む
べ
し
｡
候
如
雲
南

･
贋
東
な
ら
ば
､
解
-
て
督
帥
衛
門
に
至
ら
し
め
'
総
督

･
経
理
に
容
合
し
て
官
を
差
は
し

ひき

領
遅
せ
し
め
'
随
ち
に
自
ら
兵
を
帯

ゐ

護
防
せ
ん
.
是
-
の
如
か
ら
ず
ん
ば
則
ち
達
す
る
能
は
ず
｡
須
-
督
鯛
'
之
れ
が
放
嘉
を
馬
す
べ
き
の

ひと

お
そ

1
な
-
O
鏡
糧
'
既
に
奮
額
に
あ
ら
ざ
れ
ば
'
各
虞
'
完
解
は

帝

し
か
ら
ず
'
-
-
督

･
理

･
各
撫
を
し
て
均
調
接
済
L
t
偏
敏
偶
断
の
虞
れ氏

無
か
ら
し
む
｡
須
-
督
飴
､
之
れ
が
剤
量
を
馬
す
べ
き
の
二
な
-
.
用
兵
の
虞
所
'
急
有
れ
ば
則
ち
解
部
の
銀
を
留
む
る
も
'
何
に
授
転
を
作

す
す

す
-

す
や
を
問
は
ず
ん
は
'
以
て
九
連
の
新

･
馨
の
二
的
'
遮
慎
し

前

ま

ざ
る
を
致
す
｡
･-
-
既
に
剃
賊
の
兵
を

済

ひ
'
九
遠
の
鈎
を
も
誤
た
ず
｡

も
と

ま
さ

須
-
督
飼
う
之
れ
が
剖
分
を
馬
す
べ
き
の
≡
な
-
｡
各
虚
'
零
星
な
る
自
守
せ
る
二
百
三
百
の
兵
は
'
原

よ

-

鷹

に

本
地
の
設
虞
供
給
す
べ
き

も
の
な
-
｡
寓

一
府
州
豚
'
任
便

(任
意
)
に
部
題
の
剃
鯛
を
那
用
L
t

一
概
に
膿
臆
と
し
て
報
ぜ
ず
ん
ば
'
正
項
の
軍
需
に
敏
乏
せ
ん
O
須
-

督
納
'
之
れ
が
登
用
を
為
す
べ
き
の
四
な
-
.

即
ち
'
｢剃
蝕
｣
二
百
八
十
飴
寓
雨
の
設
置
は
'

兵
部
尚
書
楊
嗣
昌
が
'

戸
部
属
官
の
時
か
ら
軟
銅
問
題
に
封
し
て
常
に
も
ち
績
け
て
い
た
〟

兵

･
飴
不
分
″

の
考
え
に
も
と
づ
い
て
'
巣
南
十
年
四
月
､
｢
十
面
の
網
｣
な
る
対
流
賊
大
包
囲
作
戦
の
賓
施
の
馬
の
官
兵
十
二
寓
の
兵
蝕
供
給
策
と



し
て
う
ち
出
さ
れ
た
も
の
と
言
い
得
よ
う
｡
そ
し
て
'
敢
え
て
-
-
か
え
す
な
ら
ば
'
彼
自
ら
の

｢
遼
納
｣
策

へ
の
批
判
に
立
っ
て
'
兵
鈎
の
専
任

官

｢督
帥
大
臣
｣
を
設
置
し
て
滞
日
の
経
路
で
供
給
を
行
う
べ
-
計
董
さ
れ
た
施
策
で
あ
っ
た
｡
因
み
に
'
前
述
の
戦
略
計
墓
第
三
案
に
封
す
る
崇(23

)

顧
帝
の
裁
可
が
下
る
や
'
普
該
の
官
職
は
'
｢
督
鈎
侍
郎
｣
と
名
稀
を
改
め
ら
れ
'
樽
淑
訓
､
張
伯
蘇
ら
に
よ
っ
て
賓
際
に
据
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
O

管
見
の
限
-
で
は
'
そ
れ
は
楊
嗣
昌
が

｢督
師
｣
と
し
て
対
流
賊
最
前
線
の
指
揮
に
嘗
た
っ
た
時
-

崇
顧
十
四
年
初
め
ま
で
は
'
前
記
の
諸
機
能

(24
)

を
果
た
す
べ
-
設
け
ら
れ
て
い
る
｡
つ
ま
-
'
｢剃
納
｣
の
設
置
は
'
こ
れ
ま
で
言
わ
れ
て
き
て
い
る
よ
う
な
'
｢
遼
飴
｣
の
如
き
兵
鯛
の
増
徴
の
み

を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
寓
暦
末
期
か
ら
の

｢
蓮
鯛
｣
の
鉄
配
と
い
う
事
態
に
直
面
し
う
そ
の
全
国
に
及
ぶ
'
よ
-
確
賓
な
供
給
を
期
し

て
､
具
鰹
的
な
行
政
的
措
置
-

即
ち

｢
督
飴
大
臣
｣
の
新
設
を
と
も
な
っ
た
曙
鈎
策
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

で
は
'
｢
督
鯛
大
臣
｣
の
統
轄
の
も
と
に
供
給
ざ
れ
る

｢剃
納
｣
の
銀
雨
そ
の
も
の
は
'

一
髄
い
か
に
し
て
捻
出
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
次
に
'

本
稿
の
中
心
的
課
題
で
あ
る

｢
剃
帥
｣
の
捻
出
策
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
｡

二

捻
出
策
と
そ
の
特
徴

楊
嗣
昌
が
は
じ
め
て

｢剃
飴
｣
の
捻
出
方
法
に
つ
い
て
語
っ
た
の
は
'
前
掲
の
戦
略
計
墓
第
二
案

｢
敬
陳
安
内
第

一
要
務
疏
｣
(｢聖
旨
｣
崇
l
〇
､

四
二

六
)
に
お
い
て
で
あ
っ
た
｡

こ
こ
で
'
本
捻
出
策
の
特
徴
を
よ
-
明
確
に
把
握
す
べ
-
'
｢
遼
鯛
｣
設
置
以
降
こ
の
時
に
至
る
ま
で
の
'
兵

飴

(25
)

捻
出
を
目
的
と
し
た

一
連
の
増
税
策
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う
｡

寓
暦
末
年
'
遼
東
地
方
に
お
い
て
満
州
族
と
の
戦
端
が
開
か
れ
'
し
か
も
そ
の
軍
費
が
日
を
逐
っ
て
嵩
む
よ
う
に
な
る
や
'
明
朝
中
央
は
'
寓
暦

四
十
六

(
一
六

一
八
)
年
か
ら
同
四
十
八
年
に
か
け
て
'
通
算
の
率
に
し
て
毎
畝
銀
九
麓
'
総
計
五
百
二
十
飴
寓
雨
の
田
土
に
封
す
る
加
派
を
断
行

L
t
兵
蝕
の
捻
出
を
は
か
っ
た
｡
こ
れ
が

｢
遼
納
｣
の
始
ま
-
で
あ
る
｡
そ
し
て
以
後
崇
頑
三

(
一
六
三
〇
)
年
に
い
た
る
ま
で
､
五
百
二
十
飴
寓

雨
な
る
額
を

｢歳
額
｣
と
し
て
毎
年
課
し
て
い
-
｡
だ
が
'
三
年
十
二
月
の
満
州
族
の
山
海
開
突
破
を
磯
に
'
兵
部
尚
書
染
廷
棟
の
要
請
の
も
と
'

明
末

･
楊
嗣
昌
の

｢別
納
｣
案
に
つ
い
て

六
〇
三



東

方

学

報

六

〇
四

翌
四
年
に
は
毎
畝
銀
三
塵
の
追
加
が
決
定
さ
れ
る
.
こ
の
時
'
天
啓
元

(
一
六
二

一
)
年
以
来
併
設
さ
れ
て
き
た
堕
課

･
関
税
の
加
派
に
関
す
る
増

徴
を
も
含
め
る
と
'
毎
歳
の
加
派
の
総
計
は
'
七
百
四
十
寓
丙
に
ま
で
連
し
た
と
い
う
｡･
さ
ら
に
栄
転
五
年
に
は
､
慮
象
昇
の
議
に
な
る
'
対
流
賊

戦
用
の
兵
飴
に
も
援
用
さ
れ
る
銀
雨
の
調
達
が
始
ま
る
｡
後
に

｢
助
鯛
｣
と
栴
さ
れ
る
こ
の
策
は
､
と
く
に
郷
紳
乃
至
富
民
暦
を
封
象
に
し
た
加
振

(26
)

即
ち

｢
宮
戸
の
田
賦
に
十
の
一
を
加

へ
'
民
の
糧
十
両
以
上
の
も
の
も
'
之
れ
を
同
じ
-
せ
ん
｣
と
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
｡
但
し
同
八
年
に

は
'
そ
の
徴
収
率
は
凡
そ
税
糧

1
両
に
つ
き
鏡

丁
鏡
に
お
ち
つ
い
た
と
い
わ
れ
る
｡

こ
の
よ
う
な
堵
納
策
が
既
に
賓
施
さ
れ
て
い
た
が
故
に
､
楊
嗣
昌
が
前
の
戦
略
計
董
第

一
案
に
て
さ
ら
に
新
た
な

｢
剃
納
｣
を
要
請
す
る
と
'
逸

早
-
朝
廷
内
部
で
は
論
議
が
お
こ
っ
た
｡
『
楊
文
弱
先
生
集
』
に
よ
れ
ば
'
｢剣
的
｣
の
捻
出
に
関
す
る
大
方
の
意
見
は
'
常
時
各
地
方
に
留
め
置
か

れ
て
あ

っ
た
視
程
た
る

｢
存
留
｣
銀
を
以
て
援
用
せ
よ
と
い
-
も
の
で
あ

っ
た
｡
例
え
ば
'
戸
部
尚
書
程
固
辞
は
'
内
帯
金
に
よ
る
補
助
も
無
-

｢
民
｣

へ
の
加
派
も
行
わ
な
い
の
で
あ
れ
ば
'
｢剃
納
｣
二
百
八
十
飴
寓
雨
の
緊
急
の
調
達
は
'

殆
ど

｢
存
留
｣
銀
に
依
る
は
か
な
い
と
い
う
｡

殊

に
'
各
地
方
の
官
兵
が
隊
伍
を
解
散
し
た
場
合
､
そ
の
飴
っ
た
分
の
兵
納

(｢存
留
｣
銀
を
以
て
充
て
ら
れ
た
兵
的
)
を

｢剃
納
｣
に
向
け
る
と
と
も
に
'
未

(27
)

だ
流
賊
の
害
を
被
む
ら
な
い
地
方
又
は
兵
の
調
用
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
な
い
地
方
か
ら
'
順
次

｢
存
留
｣
銀
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
-
｡
崇
砥

帝
も
'
同
様
な
見
解
を
も
っ
て
い
た
｡
次
の
史
料
は
や
や
後
の
も
の
で
あ
る
が
'
崇
砥
十
年
四
月
二
十
七
日
､
帝
は
楊
嗣
昌
を
召
し
て
'
｢
剃
飴
｣

の
捻
出
方
法
に
閲
し
次
の
よ
う
な
議
論
を
交
し
て
い
る
｡

(28
)

な

上
目
は
上

肢
'
赤
暦
の
候
鞭
を
覚
る
に
'
各
虞
の
存
留
俵
-
多
し
｡
以
て
地
を
借
る
る
こ
と

一
年
'
充
て
て
兵
鏑
と
作

す
可
け
ん
と
｡
臣
嗣

昌
奏
す
ら
-
'
各
虚
に
存
留
せ
る
鏡
糧
は
'
官
吏

･
師
生
の
俸
贋
を
除
-
の
外
'
惟
だ
宗
緑
の
一
項
多
き
を
為
す
有
る
の
み
と
｡
上
目
は
-
'

宗
疎
の
一
項
に
止
ま
ら
ず
と
｡
臣
嗣
昌
奏
す
ら
-
'
其
の
攻
は
即
ち
走
れ
軍
蝕
な
-
｡
乃
ち
各
虚
の
防
海

･
防
江

･
防
俵

･
防
腐
等
の
項
の
用

さ
ら

な
に

す
べ

あ
-
と
｡
上
目
は
-
'
遠

に
各
項
の

甚

の

多
き
有
ら
ん
と
｡
臣
嗣
昌
奏
す
ら
-
'
遼
専
有
-
し
よ
-
以
来
'
抽
拍

･
捜
括

･
損
助
は
'
都
て
是

う
ち

も
の

かな
ら

す
く

れ
存
留
の
裏

面

よ
-
出
来
す
る

的

な

-
｡
如
今
些
か
有
-
と
経
も
'
須

ず

や
大
事
を

済

ふ
な
か
ら
ん
と
｡
(巷
四
三
｢丁
丑
四
月
二
十
七
日
召
封
｣)

こ
の
史
料
に
は
'
崇
両
帝
の
意
向
と
と
も
に
'
嗣
昌
の

｢
存
留
｣
銀
援
用
に
つ
い
て
の
考
え
方
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
.
即
ち
嗣
昌
に
よ
れ
ば
'



｢
存
留
｣
銀
の
援
用
は
既
に
鷹
範
囲
に
行
わ
れ
て
お
-
､
そ
れ
は
宗
室
の
疎
糧
を
は
じ
め
と
し
て
､
海
域

･
河
川
域
'
又
倭
志

･
碗
盗
等
に
封
す
る

防
衛
用
の
軍
費
'
更
に
は
満
州
族
と
の
戦
役
の
馬
の
様
々
な
臨
時
の
費
用
の
捻
出

(｢抽
和
･
捜
括
･
摘
助
｣)
に
も
多
-
使
わ
れ
て
い
る
と
す
る
O
つ
ま

-
'
こ
の
上

｢
存
留
｣
銀
を

｢剃
鈎
｣
に
ま
で
活
用
で
き
る
飴
裕
な
ど
殆
ど
な
い
と
'
極
め
て
否
定
的
に
と
ら
え
て
い
た
の
で
あ
る
｡

か
-
て
楊
嗣
昌
は
'
自
ら
の
考
え
る

｢
剃
鯛
｣
の
捻
出
案
を
'
前
途
の

｢
督
納
大
臣
｣
の
新
設
に
か
ら
め
'
戦
略
計
墓
第
二
案
の
中
で
次
の
よ
う

に
提
示
す
る
｡

ヽ
ヽ

も
ち

該
臣

(楊
嗣
昌
)
等
覆
す
る
に
'
-
･･･即
今
添
地
'
因
糧
の
議
'
確
嘗
な
ら
ば
'
壷
か
に

〔督
鯛
〕
大
臣

一
員
を

須

ひ

督
理
せ
し
め
よ
o
加
ふ
る

つ

に
専
勅
の
崇
衝
を
以
て
省
直
の
督
紬
を
節
制
せ
ば
'
方
に
力
を
揮
-
し
責
成
せ
し
む
可
し
｡
･･････(前
掲
六
〇
1
頁
)

そ
れ
で
は
､
こ
の

｢
洛
地

･
国
権
｣
と
は
'

1
倍
ど
の
よ
う
に

｢剃
鯛
｣
銀
を
捻
出
す
る
方
策
な
の
で
あ
ろ
う
か
.
そ
こ
で
以
下
'
楊
嗣
昌
が
そ

れ
ら
に
つ
い
て
具
腔
的
に
説
明
し
て
い
る
戦
略
計
墓
第
三
案

｢
兵
納
遵
旨
熟
商
疏
｣
(巻
1
0
｢聖
旨
｣
琴
一
〇
'
四
㌧
二
1
)'
及
び
上
述
の
四
月
二
十
七

日
の

｢
召
封
｣
に
お
け
る
讃
言
を
各
々
適
宜
列
挙
L
t
そ
の
特
徴
を
指
摘
し
て
み
た
い
と
思
う
｡

先
ず
'
｢
困
糧
｣
と
稀
す
る
策
に
関
し
て
は
'
第
三
案
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
｡

と

も
と
も
と

則
ち
因
糧
の
一
項
の
如
き
は
'
臣
'
草
茅
よ
-
来
た
-
て
博
-
省
直
の
輿
論
に
諭

ふ
に
'
原

形

五

両
以
上
に
銀
若
干
を
加
ふ
と
｡
若
し
之
れ
を

ご
と

黄
昏

･
富
家
よ
-
取
ら
ば
'
以
て
餅
じ
易
し
と
為
す
と
経
も
'
知
ら
ざ
-
き
'
豪
垣
の
花
分
論
寄
'
久
し
-
己
に
査
し
難
し
｡

一
大
省
毎
に
算

な

お

も

あ
ま
ね

じ
来
た
る
も
､

四
､
五
寓
雨
に
過
ぎ
ず
'
能
-
済

す
こ
と
幾
何
な
ら
ん
｡
今

惟

へ

ら
-
'
〔視
程
〕
五
両
の
上
下
を
分
た
ず
'

一
例
も
て

通

-

よ

困
-
て
量
旅
す
れ
ば
'
則
ち
富
貴
竃
も
陰
漏
す
る
な
し
｡
而
も
窮
民
本
よ
-
立
錐
に
乏
し
け
れ
ば
'
何
に
従
-
'
涯
及
ぼ
ん
や
｡
此
れ
'
人
丁

も
て
加
涯
し
頭
脅
箕
赦
す
る
者
と
同
じ
か
ら
ず
'
灼
然
と
行
ふ
可
き
者
の
一
な
-
｡

こ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

あ
ま
ね

(
29
)

こ
れ
に
封
す
る
崇
両
帝
の

｢
聖
旨
｣
に

｢
這
の
因
糧
輪
鯛
'
五
両
の
上
下
を
論
ぜ
ず
'

一
例
も
て

通

-

乾
す
こ

と

｣

と
あ
る
こ
と
か
ら
'
｢
困
糧
｣

と
は
'
｢
因
糧
輪
的
｣
(糧
に
困
-
飴
を
醸
す
)
の
略
語
'
視
程
の
額
に
鷹
じ
て
兵
鈎
を
供
出
す
る
意
味
と
解
せ
ら
れ
る
｡
但
し
'
楊
嗣
昌
の
言
に
よ
れ
ば
'

五
両
以
上
の
納
税
者
を
封
象
と
す
る

｢
困
糧
輸
帥
｣
は
'
既
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
は
､
前
述
し
た
従
前
の
増
税
策
の
中
の
'
慮
象

明
末
･
楊
嗣
昌
の
｢別
納
｣
案
に
つ
い
て

六
〇
五



東
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六
〇
六

昇
の
｢助
納
｣
を
指
し
'
｢助
納
｣
が
賓
施
後
ま
も
な
-
戸
部
尚
書
侯
悔
ら
の
提
言
-

民
糧
に
関
し
て
は
五
両
以
上
の
納
税
者
,f
基
準
を
ひ
き
下
げ

(30
)

る
よ
う
提
言
し
た
事
情
に
も
と
..p
-
も
の
と
考
え
ら
れ
る
D
つ
ま
-
楊
嗣
昌
は
'
そ
れ
ま
で
の
T
助
細
｣
型
の

｢
因
糧
輪
的
｣
策
は
依
る
限
-
'
な

お
か
つ

｢花
分
散
寄
｣
(自
己
の
田
土
を
細
分
し
て
他
人
の
名
義
と
し
､
そ
れ
に
よ
っ
て
.税
役
の
負
槍
を
免
れ
よ
う
と
す
る
行
為
)

を
行
う

｢
豪
嘗
｣
乃
至

｢富
貴
｣
か
ら

の
徴
収
は
殆
ど
見
込
め
な
い
と
い
-
｡
そ
れ
故
'
五
両
以
上
と
そ
れ
以
下
と
の
間
に
線
を
引
-
従
前
の
方
式
を
改
め
'

1
律
に
全
て
の
土
地
所
有
者

か
ら
税
粒

(田
豊

の
多
寡
に
底
じ
て
兵
納
銀
を
供
出
さ
せ
る
方
式
を
探
る
よ
う
提
議
し
た
の
で
あ
っ
た
O
し
か
も
'
こ
の
方
式
が

｢
人
T
｣
を
封
象

と
L
t
そ
の
数
に
も
と
づ
い
て
徴
収
す
る
も

の
で
な
い
以
上
'
｢窮
民
｣

の
害
に
は
な
ら
な
い
こ
と
も
明
記
す
る
D

そ
し
て
'

加
涯
の
基
準
並
び
に

徴
収
総
額
の
具
膿
的
数
値
に
関
し
て
は
'
嗣
昌
の
郷
里
湖
磨
地
方
で
常
時
行
わ
れ
て
い
た
'
米
の
臨
時
徴
収
の
例
に
照
し
合
わ
せ
'
四
月
二
十
七
日

の

｢
召
封
｣
に
て
次
の
よ
う
に
鍵
示
す
る
｡

お
よ
そ

臣
嗣
昌
泰
ず
ら
-
､
････-
･
大

約

省

直
の
地
方
'
兵
荒
残
被
の
と
こ
ろ
は
渡
を
免
ず
る
を
除
-
の
外
'
其
の
飴
は
'
湖
贋
に
見
行
せ
る
洗
米
の
事

(3t
)

ご
と

ご
と

例
に
比
照
L
t
田

一
畝
毎
に
米
六
合
を
涯
L
t
米

1
石
毎
に
銀
八
歳
に
折
す
.
]
育
九
十
飴
寓
を
得
可
L
と
｡

ヽ
ヽ
ヽ

即
ち
'
楊
嗣
串
の
,こ
う
し
た

｢
困
糧
｣
策
の
特
徴
は
､
第

7
に
､
封
流
賊
戟
用
の
兵
飴
の
加
振
策
と
し
て
賓
質
的
起
黙
を
な
す

｢
助
納
｣
に
比
し

て
'
兵
飴
銀
の
負
轄
が
全
土
地
所
有
者
に
及
ぶ
よ
う
に
な

っ
た
黙
に
あ
る
O
嘗
て

｢
遼
鯛
｣
の
設
置
(田
土
一
畝
を
基
準
に
一1
律
に
加
派
す
る
)
に
際
し
て
税

率
の
事
賓
上
の
引
き
上
げ
が
行
わ
れ
た
が
'
こ
こ

｢剃
鯛
｣
の
段
階
に
い
た
っ
て
再
び
同
様
な
事
態
が
お
こ
っ
た
と
言
え
よ
う
｡
｢剃
飴
｣
策
に
か

か
る

.｢
困
糧
｣
の
内
容
が
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
､こ
ぞ
t
T.剣
的
｣
策
に
封
す
る
普
代

･
後
世
の
批
判
と
し
て
'
｢
民
怨
｣
等
'
｢
民
｣
(文
脈
か
ら
中
小
自
営

農
民
と
解
せ
ら
れ
る
)
を
め
ぐ
る
問
題
が
'
冒
頭
に
示
し
た
よ
う
に
'
強
-
指
摘
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
第
二
に
､
し
か
し
な
が
ら
'
な
ぜ
彼
に
お
い

て
は
こ
-
し
た

｢
困
短
｣
策
を
立
て
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
｡
そ
こ
に
は
'
郷
里
に
お
い
て
自
己
の
田
土
額
を
償

っ
て
不
常
に
税
役
を
免
れ
農
民

(32
)

に
負
接
を
韓
嫁
す
る

｢
豪
昏

･
富
貴
｣
(郷
紳
)

か
ら
､
絶
対
に
兵
鯛
銀
を
供
出
さ
せ
よ
-
と
す
る
強
い
意
志
が
看
て
取
れ
る
｡
つ
ま
-
'
楊
嗣
昌
は
'

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

か
か
る

｢
豪
昏
｣
を
は
じ
め
と
す
る
す
べ
て
の
郷
紳
か
ら
兵
飴
を
供
出
さ
せ
る
馬
に
､
敢
え
て
全
土
地
所
有
者
に
よ
る
税
額
に
鷹
じ
た

(賓
質
的
に
は

田
土
1
畝
を
基
準
に
涯
微
す
る
所
の
)L｢
因
糧
取
鍋
｣
を
行
お
う
と
し
た
と
思
わ
れ
る
｡

こ
の
黙
､
徴
収
方
式
と
は
反
対
に
'
捻
出
の
意
圏
か
ら
す
れ
ば
'



｢剃
鯛
｣
は
'
慮
象
昇
の

｢助
納
｣
の
主
旨
(｢宮
戸
｣
･
富
民
か
ら
の
供
出
)
を
よ
-
徹
底
す
べ
-
忠
賓
に
受
け
敵
い
だ
と
さ
え
言
い
得
よ
-
｡
第
三
に
'

直
接
捻
出
の
件
と
は
関
わ
ら
な
い
が
'
寧
ろ
楊
嗣
昌
の
施
策
全
鰹
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
､
彼
の
郷
里
湖
虞
地
方
と
の
蓮
閲
性
が
あ
げ
ら
れ
る
｡
嗣

昌
が
行
っ
た
全
国
的
規
模
の
施
策

･
計
蓋
と
し
て
は
'
｢
剃
鈎
｣
の
外
に
'
崇
煎
十

1
(
l
六
三
八
)
年
か
ら
の

｢
聖
旨
｣
に
も
と
づ
-
全
国
各
地
の

城
壁
補
修
計
量
､
及
び
冒
頭
で
も
ふ
れ
た
同
十
二
年
か
ら
の
所
謂

｢
練
納
｣
策
が
あ
る
｡
賓
は
､
こ
の
二
つ
は
'
楊
嗣
昌
の
郷
里
に
お
け
る
直
接

･

(33
)

間
接
的
経
験
を
ふ
ま
え
て
立
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
'
前
者
は
'
出
身
地
湖
贋
常
徳
府
城
の
改
修
計
量
(彼
自
身
の
起
草
)
を
下
地
と
L
t
後
者
は
'

(34
)

l
l

同
府
で
行
わ
れ
た
衛
所
の
屯
田
へ
の
加
振
策

が援
用
さ
れ
て
い
る
｡
｢剃
納
｣
に
つ
い
て
い
え
ば
'
｢
国
糧
｣
策
の
｢
湖
贋
に
見
行
せ
る
洗
米
の
事
例
｣

に
見
出
せ
る
の
で
あ
っ
て
'
彼
の
政
策
は
'
い
ず
れ
も
郷
里
に
お
け
る
経
験
を
基
礎
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
｡

以
上
の

｢
国
糧
｣
策
は
'
賓
施
決
定
と
同
時
に
崇
砥
帝
に
よ
っ
て

｢
均
輪
｣
と
名
を
改
め
ら
れ
る
｡
全
土
地
所
有
老
か
ら
の
供
出
と
い
う
黙
が
7

日
に
見
え
て
前
策

｢助
納
｣
と
異
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
し
か
も
帝
は
'
｢
は
じ
め
に
｣
の
史
料

(五
九
四
頁
)
で
も
示
し
て
お
い
た
よ
-
に
'のぞ

こ
の
策
に
よ
っ
て

｢
民
｣
(中
小
自
営
農
民
)
が
新
た
に
加
涯
の
封
象
枠
に
-
み
入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
慮
-
'
新
鯛
が
そ
の

｢
民
の
為
に
害

(洗
賊
)
を

去

-
の
意
｣
を
具
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
全
図
に
敢
え
て
布
告
し
て
い
る
O
し
か
し
な
が
ら
そ
の
反
面
'
崇
砥
帝
は
'
〝
｢

豪
寓
｣
を
は
じ
め
と
す
る

全
郷
紳
か
ら
兵
飼
銀
を
供
出
さ
せ
る
″

考
え
に
関
し
て
は
'
｢
均
輸
｣
の
｢
均
｣
に
そ
の
意
を
も
含
ま
せ
た
の
で
あ
ろ
う
が
'
結
局

一
言
も
そ
う
し
た

楊
嗣
昌
の
意
圏
に
言
及
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
｢
国
糧
｣
策
が
〝

専
ら

｢
民
｣
よ
-
兵
納
銀
を
供
出
さ
せ
る
政
策
″

と
す
る
誤
解
を
導
き
t
か
つ
そ

の
熊
に
つ
い
て
の
み
批
判
が
集
中
す
る
と
い
う
状
況
を
う
み
だ
し
て
い
っ
た
こ
と
の
背
景
に
は
'
こ
の
よ
う
な
事
情
も
関
係
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
｡

次
に
'
か
か
る
楊
嗣
昌
の
意
園
を
'

い
ま

一
つ
の

｢
剃
納
｣
の
捻
出
策
'
｢
港
地
｣
に
お
い
て
検
謹
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
｡

こ
の
策
に
つ
い

て
の
説
明
は
'
戦
略
計
室
第
三
案
の
中
に
'
次
の
よ
う
に
あ
る
｡

そ
ら

溢
地
の

一
項
'
臣
'
戸
菅
に
任
ぜ
ら
れ
し
日
'
頗
る
田
賦
の
陳
情
を

請

ん

ず
｡
大
抵
'
部
の
涯
せ
し
遼
鍋
は
'
寓
暦
六
年
の
省
直
の
田
土
に
照

し
て
加
編
し
､
藩
司
の
地
畝
は
'
寓
暦
九
年
の
通
行
せ
る
清
文
を
経
て
産
革
す
｡
地
の
涯
す
る
よ
-
多
き
を
有
す
る
者
'
地
は
乃
ち
清
文
す
れ

明
末
･楊
嗣
昌
の
｢鄭
飴
｣
案
に
つ
い
て

六

〇
七
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あふ

の
こ

ば
洛
る
る
有
-
'
振

〔額
〕
は
奮
額
に
困
れ
ば
遣
る
有
&
な
-
｡
臣
'
天
啓
元
年
七
月
十
七
日
に
於
い
て
'
庵
天
撫
按
胡
麿
董

･
田
生
金
等
の

州
糧
准
折
に
按
有
る
の

一
疏
を
擬
覆
す
｡
査
す
る
に
'
七
府
賦
役
全
書
に
操
れ
ば
'
内
に
'
太
平
府
層
の
田
土
多
出
す
る
こ
と

一
千
八
百
五
十

マ
マ
(微
)

三
頃
九
十
五
畝
零
に
し
て
､
績
き
て
加
振
す
る
こ
と
銀

一
千
六
百
六
十
八
両
零
な
-
｡
徴

州

府

属
の
田
土
多
出
す
る
こ
と
二
千
二
十
七
頃
に
し

た

て
'
績
き
て
加
振
す
る
こ
と
銀

1
千
八
草

1十
二
両
零
な
-
.
以
て
贋
徳
州
の
敦
ら
ざ
る
の
教
を
補
ふ
｡.
常
時
二
府
を
覆
准
す
る
も
'
今
に
至

る
も
異
な
ら
ず
｡
此
れ
､
即
ち
溢
地
の
明
徴
に
し
て
'
天
下
は
以
て
類
推
す
可
し
｡
近
-
贋
東
'
七
寓
四
千
着
奇
を
報
解
す
れ
ば
'
其
の
飴
の

省
直
'
安
ん
ぞ
把
と
し
て
報
解
す
る
な
き
を
得
ん
や
｡
此
れ
灼
然
と
し
て
行
ふ
可
き
者
の
二
な
-
｡

｢
溢
地
｣
な
る
策
の
内
容
は
､
彼
の
戸
部
官
の
時
の
経
験

-
こ
の
記
述
に
即
せ
ば
と
-
に
天
啓
元

(
1
六
二

一
)
年
の
南
直
隷
太
平

･
微
州
府

に
封
す
る
税
糧
の
追
加
徴
収
と
密
接
に
関
係
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
こ
で
'
天
啓
元
年
の
事
例
を
ふ
-
か
え
る
と
JP
太
平
府
'
微
州
府
い
ず

(35
)

れ
の
場
合
も
'
そ
の
加
振
率
は
'
毎
畝
約
八
麓
九
毒
飴
-
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
｡提
示
さ
れ
た
田
土
及
び
銀
雨
の
額
教
が
概
数
で
あ
る
こ
と
を
肴

慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
'
両
者
と
も
に
凡
そ
毎
畝
九
塵
'
即
ち
常
時
の

｢
遼
蝕
｣
の
加
振
率
に
は
ぼ

一
致
す
る
の
で
あ
る
｡
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
天
啓

元
年
戸
部
属
官
と
し
て
太
平

･
微
州
南
府
に
対
し
楊
嗣
昌
が
行
っ
た
こ
と
は
'
｢
遼
納
｣
の
追
加
徴
収
で
あ

っ
た
と
言
い
得
よ
-
｡

又
同
じ
-
右
の

｢
溢
地
｣
の
項
の
記
述
に
即
し
て
言
え
ば
'
徴
収
の
根
援
と
な
っ
た

｢
多
出
｣
分
の
田
土
額
と
は
'
普
初

｢
遼
鯛
｣
が
基
準
と
し
た
寓
暦
六

(
1
五

七
八
)
年
の
田
土
の
数
値
と
'
寓
暦
九
年
の

｢
清
文
｣
即
ち
張
居
正
に
よ
る
全
園
的
丈
量
の
数
値
と
の
差
額
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
こ
う
し
た
内
容

か
ら
'

常
該

｢
溢
地
｣
策
の
基
本
線
を
逆
に
類
推
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
O
｢
換
地
｣
と
は
'
■寓
暦
九
年
の
張
居
正
の
土
地
丈
量
に
よ
っ
て
革

暦
六
年
常
時
の
数
値
を
上
ま
わ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
田
土
額

(｢
溢
｣
)
に
も
と
づ
い
て
､
既
に
課
し
て
い
る

｢
遼
納
｣
の
賓
質
的
未
納
分

(｢遺
｣
)
を
徴
収
し
'
そ
れ
を
以
て

｢
剣
的
｣
に
充
営
す
る
策
で
あ
る
と
｡
但
し
'
従
来
の
日
本
の
研
究
成
果
に
よ
る
な
ら
ば
'
寓
暦
九

･
十
年
に

(36
)

各
地
か
ら
報
告
さ
れ
た
丈
量
に
伴
う
増
加
田
畝
数
の
合
計
は
'

一
'
四
七

一
､
九
四
〇
頃
三
四
畝
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
'
崇
砥
十
年
昔
時
､
戸

部
が
見
積

っ
て
い
た

｢
溢
｣
地
の
総
計
は
'
尚
書
程
固
辞
の
言
に

｢
温
地
の
1
案
に
至
-
て
は
､
各
布
政
司
筋
に
報
解
せ
る

一
百
九
十
飴
寓
頃
の
多

(37
)

き
有
-
｣
と
あ
る
こ
と
か
ら
'

7
九

〇
飴
寓
頃
乃
至
そ
れ
以
上
と
見
な
さ
れ
る
0
或
い
は
丈
量
は
寓
暦
九

･
十
年
以
降
も
戸
部
を
中
心
に
断
緯
的
に



(
38

)

行
わ
れ
た
と
思
わ
れ

る

.

つ
ま
-
､

こ
れ
ら
の
丈
量
に
よ
-
算
出
さ
れ
た
田
土
額
の
総
額
に
も
と
づ
い
て
'
｢
溢
地
｣
策
は
賓
施
さ
れ
る
に
い
た
っ

た
と
考
え
る
｡

一
方
'
｢
溢
地
｣
と

｢
遼
鯛
｣
を
結
び
つ
け
る
楊
嗣
昌
の
考
え
は
'
崇
顧
十
年
四
月
二
十
七
日
の
帝
の

｢
召
封
｣
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ
る
｡
嗣
昌

は
そ
の
中
で
'
｢
溢
地
｣
の
徴
収
濠
定
額
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
｡

つかさど

上
目
は
-
'
溢
地
の
一
項
は
如
何
｡
-
-
臣
嗣
昌
奏
す
ら
-
'
臣
'
昔
年
'
戸
部
に
在
-
て

〔遼
〕
蝕
を

管

-
'
頗
る
溢
地
の
詳
を
知
る
｡

お
よ
そ

ご
と

大

約

1

省
及
び

l
大
府

毎

に

計
る
に
'
陰
は
止
だ

1
､
二
寓
頃
以
上
の
み
｡
此
れ
は
走
れ
山
浮
の
遺
利
'
清
査
出
来
せ
ん
｡
原
よ
-
夏
税

･
秋

ま
さ

糧
の
中
に
在
-
て
'
止
だ
骨
て
遼
鈎
を
振
せ
ざ
る
の
み
な
れ
ば
､
今

該

に

補
涯
す
べ
き
こ
と
疑
ひ
な
し
｡
其
れ
或
い
は
毎
省
､
溢
六
㌧
七
寓
以

上
に
至
-
'
毎

〔
大
〕
府
'
溢
三
㌧
四
寓
頃
以
上
に
至
れ
ば
'
則
ち
常
に
其
の
平
日
の
肥
府
を
酌
し
以
て
差
等
を
分
つ
べ
し
.
肥
者
は
量
-
て

す

べ

一
年
を
渡
し
､
府
者
は
止
だ
lll分
の
l
を
振
す
の
み
｡
又
或
い
は
温
､
二
三
十
寓
頃
に
至
-
'
或
い
は
前
に
比
し
て
倍
を
加
へ
れ
ば
'
就
ち

全

もの

て
は
走
れ
溢
地
に
あ
ら
ず
｡
乃
ち
是
れ
丈
量
の
弓
口
同
じ
か
ら
ず
'
大
畝

･
小
畝
の
説
あ
ら
ん
｡
但
し
中
間
に
､
亦
完
熟
陸
科
す
る

的

有

ら
ば
'

マ
マ
(十
)

量
-
て
十
分
の
一
を
取
る
も
亦
過
ぐ
と
為
さ
ず
｡
此
の
項
'
僅
か
に
銀
四

千

除

幕

を
得
可
き
の
み
に
し
て
'
前
の
戸
部
の
通
算
せ
し
二
百
飴
寓

な
る
者
に
比
べ
､
大
い
に
相
径
庭
あ
-
と
.

即
ち
楊
嗣
昌
は
'

こ
の

｢
溢
地
｣
策
に
お
い
て
'
｢
溢
｣
地
分
に
封
す
る

｢
遼
納
｣
の
加
渡
を
'
そ
の
丈
量
を
も
含
め
て
賓
施
す
る
こ
と
を
主
張

し
'
徴
収
務
定
額
を
約
四
十
飴
寓
繭
と
述
べ
る
.
い
ま
､
こ
の
数
値
と
'
｢
添
｣
地
の
彼
の
見
積
-
基
準
-

〝毎
省
六
㌧
七
寓
頃
､
毎
(直
隷
属
)
府

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

三
㌧
四
寓
頃
″

を
手
が
か
-
と
し
て
算
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
総
額
と
の
間
の
相
関
関
係
を
さ
ぐ
っ
て
み
よ
う
.
｢
遼
鯛
｣
(毎
畝
九
整
)
の
加
涯
を
慣
足

(39
)

し
又

｢
肥

･
癒
｣
の
別
を
も
考
慮
し
た
場
合
の
そ
の
徴
収
額
は
､
凡
そ
最
低
額
三
十
七
寓
八
千
両
か
ら
最
高
額
七
十
寓
六
千
両
の
間
と
考
え
ら
れ
､

従
っ
て
'
予
定
額

｢
四
十
飴
寓
丙
｣
を
そ
の
内
に
含
む
値
七
な
る
｡

つ
ま
-
'
本
史
料
は
'
｢
遼
納
｣
の
補
足
徴
収
を
念
頭
に
お
い
て

l
質
し
た
解

梓
が
可
能
な
の
で
あ
る
o
今
後
傍
護
を
必
要
と
す
る
と
思
わ
れ
る
が
'

以
上
の
熊
か
ら
す
れ
ば
'
｢
剃
帥
｣
の
一
捻
出
策

｢
溢
地
｣
と
は
､
寓
暦
九

年
の
張
居
正
の
土
地
丈
量
及
び
そ
の
後
の
断
樺
的
な
丈
量
と
に
よ
っ
て
'
寓
暦
六
年
常
時
の
数
値
を
上
ま
わ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
田
土
額
に

明
末
･暢
嗣
昌
の
｢勤
的
｣
案
に
つ
い
て

六
〇
九
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も
と
づ
い
て
'
｢
遼
鈎
｣
の
補
足
徴
収
を
は
か
-
'
そ
の
銀
雨
を
以
て

｢
剣
納
｣
に
充
常
す
る
施
策
で
あ

っ
た
と
推
察
す
る
.

但
し
､
楊
嗣
昌
に
お
い
て
は
'
丈
量

･
補
足
徴
収
を
行
う
上
で
t
と
-
に
留
意
す
る
熊
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
前
の

｢
召
封
紀
事
｣
の
後
に
は
'

ひ
き
績
き
次
の
よ
-
な
彼
と
帝
と
の
合
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
｡

こと
ごと-
す
ペ

上
目
は
-
'
溢
地
'
儀

有

都

て
走
れ
豪
富
の
郷
紳
の
俊
占
せ
る
も
の
な
-
｡
〔清
〕
査

〔
出
〕
乗
す
る
を
肯
ん
ぜ
ざ
る
所
以
な
-
と
｡
臣
嗣
昌

泰
す
ら
-
'
皇
上
の
言
此
れ
に
及
ぶ
こ
と
'
虞
に
是
れ
寓
里
の
明
見
た
-
と
｡

楊
嗣
昌
は
'
｢
豪
富
の
郷
紳
｣
が
他
者
の
土
地
を
不
常
に
占
有
し
又
そ
れ
散
文
量

･
徴
収
に
抵
抗
し
て
い
る
こ
と
に
も
と
づ
-
の
が
'
｢
洛
｣
地
で

あ
る
と
い
う
崇
顧
帝
の
意
見
に
同
意
し
て
い
る
｡
こ
の
合
話
の
後
に
は
'
賓
は
'
前
述
の

｢
存
留
｣
の
議
論
(六
〇
四
京
〉

が
緯
い
て
い
る
｡
即
ち
嗣
昌

は
'
｢
存
留
｣
に
依
存
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
､

か
か
る
郷
紳
の
抵
抗
を
排
除
し
て
で
も
､

彼
ら
の
所
有
地
を
も
封
象
に
し
て

｢
溢
｣
地
に
封

す
る
徴
収
を
行
お
う
と
し
て
い
た
と
考
え
る
｡
先
の

｢
因
糧
｣
に
お
い
て
見
出
さ
れ
た
〝
｢

家
居
｣
を
は
じ
め
と
す
る
全
郷
紳
か
ら
の
兵
鯛
銀
の
供

出
〃

と
い
-
楊
嗣
昌
の
意
園
は
､
皆
該
の

｢
溢
地
一
に
も
深
-
貫
か
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

彼
は
こ
の
他
に
'
｢
困
糧
｣
･
｢
溢
地
｣
を
補
う

｢
剣
的
｣
の
捻
出
方
法
と
し
て
､
｢
寄
学
監
生
事
例
｣
な
る
も
の
の
賓
施
を
提
案
し
て
い
る
｡
前
章

で
掲
げ
た

｢
督
納
大
臣
｣
の
職
掌
に
関
す
る
史
料

(六
〇
二
貢
)
に
は
'
加
え
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
｡

な

マ
マ(允
)

困
糧

･
添
地
の
二
項
の
編
輪
'
仇

は
未
だ
議
を
充

さ

れ

ざ
る
を
慮
-
'
寄
学
監
生
事
例
を
開
-
｡
凡
そ
民
間
の
俊
秀
な
る
子
弟
'
及
び
廉

･
塔

な
ら

さ
ま
た

す
す

･
附
生
員
の
園
子
監
に
入
-
業
を
鼻

ふ

を
願
ふ
も
'
賊
に

梗

げ

ら
る
る
に
困
-
敬

(
て
金
を
携

へ
自
ら
前

ま

ざ
る
老
あ
ら
ば
'
各
J～
本
虞
に
於

い
て
文
を
起
こ
し
督
納
衝
門
に
赴
き
て
上
納
す
る
を
許
す
｡
照
身
文
引

(身
分
欝
)
を
給
興
し
'
学
院

･
道
に
題
し
て
通
行
せ
し
む
れ
ば
'
監
生

ま

さ

ら

の
服
色
を
以
て
暫
-
寧
宮
に
寄
す
る
を
許
す
｡
進
取
を
志
す
老
有
ら
ば

一
鰹
に
考
試
L
t
願
は
ざ
る
者
は
賊
の
平
ら
ぐ
の
後
を

侯

ち
'
偽

に

国

おも
む

ゆ
る

す
く

学
に
詣

き

業
を
費
ふ
を
赦

す

o

此
-
の
如
-
ん
ば
､

則
ち
富
寓
の
子
弟
'

風
を
聞
き
て
来
た
-
'

以
て
編
輪
の
及
ぼ
ざ
る
所
を

済

ふ

可
し
｡

す

べ
から

須

-

督
納

〔大
臣
〕
､
之
れ
が
招
約
を
馬
す
べ
き
の
五
な
-
.
(｢兵
納
遵
旨
熱
商
疏
｣
前
掲
)

つ
ま
-
､
｢
民
間
の
俊
秀
な
る
子
弟
｣
､
及
び
腰
膳
生

･
埼
腐
生

･
附
生
等
の
生
員
層
を
直
接
の
封
象
と
し
て
'
そ
れ
ら
の
中
で
園
子
藍
に
入
学
を



希
望
す
る
者
は
'
上
京
に
あ
た
-
流
賊
の
妨
害
が
濠
想
ざ
れ
る
爵
'
必
要
の
金
銭
を

｢督
蝕
大
臣
｣
の
街
門
に
約
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
監
生
の
服
装

で
各
学
校
に
暫
時
寄
留
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
と
い
-
も
の
で
あ
る
.

そ
し
て
'

そ
こ
で
得
ら
れ
る
銀
雨
を
以
て
'
｢
困
糧
｣
'
｢海
地
｣
が
認
め
ら

れ
な
い
場
合
も
含
め
て
そ
れ
ら
の
不
足
分
を
補
充
し
よ
う
と
す
る
の
が
'
こ
の

｢寄
学
監
生
事
例
｣
の
役
割
と
言
え
よ
う
｡
こ
う
し
た

｢事
例
｣
は
'

第

l
義
的
に
は
'
園
子
監
生
の
身
分
取
得
の
馬
の
銀
雨
を

｢督
納
衝
門
｣
に
て
集
め
る
も
の
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
.
従
っ
て
'
田
土
額
に
も
と
づ
き

鋸
南
を
徴
収
す
る
前
述
の

｢
困
糧
｣
･
｢溢
地
｣
と
は
こ
の
黙
で
明
ら
か
に
異
な
る
｡
し
か
し
他
方
'
そ
こ
に
見
通
さ
れ
て
い
る
財
源
に
目
を
向
け
る

な
ら
ば
'
楊
嗣
昌
は
'
上
述
の
諸
暦
の
内
で
も
と
-
わ
け

｢富
官
の
子
弟
｣
の
鷹
夢
に
期
待
を
よ
せ
て
い
た
こ
と
が
'
史
料
か
ら
う
か
が
え
る
｡
即

ち
､
｢寄
学
監
生
事
例
｣
に
お
い
て
も
'
楊
嗣
昌
の
眼
は
'

主
と
し
て
官
僚
を
輩
出
す
る
地
方
の
富
裕
層
た
る
郷
紳
に
注
が
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

正
に
,'

か
か
る
財
源
に
つ
い
て
の
見
方
こ
そ
は
'
｢
国
糧
｣
･
｢笹
地
｣
に
共
通
し
て
認
め
ら
れ
た
意
固
'
郷
紳
か
ら
の
兵
帥
銀
の
供
出
と
軌
を

1
に

す
る
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
る
｡

以
上
に
述
べ
た

｢
困
糧
｣
'
｢
添
地
｣
'
及
び

｢寄
学
監
生
事
例
｣
が
'
楊
嗣
日戸
が

｢剣
的
｣
を
提
議
し
た
雷
初
よ
-
は
つ
督
-
と
打
ち
出
し
て
い

た
所
の
そ
rQ
捻
出
策
で
あ
る
｡

従
来
'
営
該
の
捻
出
策
は
'
『
明
史
』
楊
嗣
昌
博
に
列
記
さ
れ
る

｢
困
糧
｣､
｢
添
地
｣
'
｢事
例
｣
'
｢
騨
遮
｣
の
四
種

と
し
て
説
か
れ
て
き
た
(｢は
じ
め
に
｣)｡
だ
が
'
『
楊
文
弱
先
生
集
』
に
よ
る
限
-
'
｢
騨
遮
｣
(静
遁
銀
の
創
減
と
そ
の
兵
飴
へ
の
充
督
)
は
嘗
時
期
の
楊
嗣
昌

(40
)

の
案
文
の
中
に
は
全
-
認
め
ら
れ
ず
'
次
年
度
の
案
の
内
に
か
ろ
-
じ
て
そ
れ
に
比
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
項
目
が
見
ら
れ
る
ほ
す
ぎ
な
い
.
筆
者
は
'

(41
)

既
に
崇
顧
二
年
に
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
施
策
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
て
J
楊
嗣
昌
は
､
後
に

｢剃
蝕
｣
の
供
給
が
滞
る
よ
う
/に
な
る
車
､
過
去

ヽ
ヽ

に
賓
施
さ
れ
た
騨
連
銀
援
用
策

｢
騨
遮
｣
を
再
度
行
お
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
.と
推
測
す
る
Q

従
っ
て
'
｢剃
納
｣
猪
白
の
捻
出
策
は
､
上
述
ど

ヽ
ヽ

お
-
'
｢
困
糧
｣
'
｢港
地
｣
'
｢寄
学
監
生
事
例
｣
の
三
種
と
考
え
ら
れ
'
し
か
も
い
ず
れ
に
も
'
〝
郷
紳
か
ら
の
真
鯛
銀
の
供
出
″

と
い
う
楊
嗣
昌
の

捻
出
の
意
園
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
､
こ
こ
に
改
め
て
記
し
て
お
き
た
い
｡

さ
て
rr
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
事
柄
を
も
と
に
'
崇
蔽
十

(
1
六
三
七
)
年
四
月
'
兵
部
尚
書
楊
嗣
昌
が
自
ら
の
〝

兵

･
納
不
分
〃

の
考
え
に
よ

明
末
･楊
嗣
昌
の
｢別
納
｣
案
に
つ
い
て

茶
〓



東

方

寧

報

六

一
二

っ
て
提
議
し
た
'
｢
十
両
の
網
｣
作
戦
の
為
の

｢剃
鍋
｣
二
百
八
十
寓
八
千
両
の
設
置
の
内
容
を
'
そ
の
銀
雨
の
供
給
'
捻
出
方
法
各
々
に
つ
い
て

ま
と
め
る
な
ら
ば
'
凡
そ
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
｡

〔供
給
方
法
〕
寓
暦
末
期
か
ら
北
遠
を
中
心
に

｢
達
的
｣
等
の
鉄
鍋
問
題
が
深
刻
化
し
た
原
因
が
'
そ
の
供
給
方
法
に
あ

っ
た
こ
と
に
鑑
み
'
｢執

鍋
｣
は
'
戸
部
よ
-
派
遣
さ
れ
る

｢
督
鯛
大
臣
｣
(｢督
納
侍
郎
｣
)
の
統
轄
の
も
と
に
'
更
な
る
確
寛
ぎ
を
期
し
て
供
給
す
る
よ
う
計
喜
さ
れ
た
｡

即
ち
各
地
方
か
ら
造
ら
れ
る
兵
銅
鏡
は
'
既
存
の

(布
政
使
司
を
経
由
し
た
)
税
糧
徴
収
機
構
を
利
用
す
る
こ
と
な
-
'
分
守
道
-
巡
撫

-
絶
膏
の
経
路

を
通
じ
て
'

7
旦

｢督
納
大
臣
｣
の
も
と
に
収
め
ら
れ
る
と
し
た

(但
し
近
距
離
の
供
給
に
関
し
て
は
直
迭
)｡
他
方
そ
の
支
給
も
'
｢督
納
大
臣
｣
の
手
を

経
て
行
わ
れ
､
殊
に
遠
隔
地
へ
の
輸
送
､
各
地
方

へ
の
兵
飴
銀
の
配
分
'
｢追
納
｣
等
と
の
新
別
整
理
な
ど
に
つ
い
て
重
黙
が
お
か
れ
た
｡

〔捻
出
方
法
〕
滞
日
の
具
鰹
的
方
策
些

二
つ
で
あ
る
O
第

1
は
'
凡
て
の
土
地
所
有
者
か
ら
税
額

(賓
質
的
に
は
田
土
額
)
に
鷹
じ
て
兵
飴
銀
を
供
出
さ

せ
る

｢
因
糧
｣
'
第
二
は
'
寓
暦
九

(
一
五
八

一
)
年
及
び
そ
れ
以
後
の
丈
量
に
よ
っ
て
'
寓
暦
六
年
常
時
の
数
値
を
上
ま
わ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
田
土
額
に
為
せ
づ
い
て

｢
遼
納
｣
を
補
足
徴
収
し
､
そ
の
銀
商
を
充
普
す
る
と
推
察
さ
れ
る

｢
添
地
｣
'
そ
し
て
第
三
が
'
国
子
監
生
の
身
分

取
得
の
為
の
銀
雨
と
し
て

｢督
鈎
衝
門
｣
に
約
め
さ
せ
､
畢
克
'
上
記
二
第
の
不
足
分
を
補
う

｢寄
学
監
生
事
例
｣
で
あ
る
｡
従
来

｢剃
鍋
｣
の
捻

出
策
に
つ
い
て
は
'
｢
因
糧
｣
に
お
け
る
〝

全
土
地
所
有
者
(中
で
も
｢民
｣)
か
ら
の
供
出
″

の
面
が
そ
の
賓
施
常
初
よ
-
非
常
に
大
き
く
と
-
あ
げ
ら

れ
た
為
､
そ
こ
に
ま
た
捻
出
策
全
鰹
の
意
園
も
恰
も
あ
る
か
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
き
た
｡

し
か
し
'
敢
え
て
-
-
か
え
す
が
'
｢
困
糧
｣
･
｢
溢
地
｣
･

ヽ
ヽ
ヽ

｢事
例
｣
に
は
'
そ
の
賓
､
共
通
し
て
〝
郷
紳
層
か
ら
の
供
出
〃

と
い
う
意
圏
が
は
つ
督
-
と
認
め
ら
れ
る
｡
即
ち

｢
因
糧
｣
に
お
け
る

｢豪
昏

･

ヽ
ヽ

富
貴
｣
'
｢
添
地
｣
に
お
け
る

｢豪
富
の
郷
紳
｣
､
｢
事
例
｣
に
お
け
る

｢
富
蟹
の
子
弟
｣
な
ど
で
あ
る
｡
故
に
'
｢剃
納
｣
の
捻
出
方
法
全
腔
に
及
ぶ
主

要
な
意
圏
は
'
寧
ろ
こ
の
黙
に
お
い
て
と
ら
え
る
べ
き
と
考
え
る
｡

(42
)

か
-
て
'
楊
嗣
昌
の

｢剃
納
｣
案
は
､
最
終
的
に
は
崇
砥
十
年
閏
四
月
上
旬
に
帝
の
裁
可
を
受
け
'
普
面

1
年
間
と
い
-
候
件
を
付
さ
れ
て
賓
施

(43
)

の
運
び
と
な
る
｡
こ
こ
に
､
｢剃
納
｣
を
物
的
基
礎
と
し

｢
十
面
の
網
｣
作
戦
を
主
軸
と
す
る
明
朝
の
大
攻
勢
-

賓
質
最
後
の
全
図
規
模
の
流
賊
に

封
す
る
反
撃
が
'
開
始
さ
れ
よ
-
と
す
る
の
で
あ
る
｡



し
か
し
な
が
ら
'
楊
嗣
昌
は
'
｢剃
鍋
｣
の
捻
出
に
あ
た
っ
て
何
故
上
記
の
如
-
各
地
域
の
郷
紳
暦
か
ら
-

や
や
た
ち
入
っ
て
言
え
ば
'
｢豪
昏
｣

･
｢豪
富
の
郷
紳
｣
と
呼
び
得
る
郷
紳
群
に
重
難
を
お
き
､
兵
納
銀
を
供
出
さ
せ
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
-
か
｡
筆
者
は
'
楊
嗣
昌
が
こ
の
よ
う

に

｢剃
蝕
｣
の
財
源
を
と
ら
え
る
契
機
を
'
彼
の
郷
紳
と
し
て
の
あ
-
方
I

と
-
わ
け
郷
里
に
あ

っ
て
流
賊
に
封
す
る
防
衛
を
中
心
的
に
括
っ
た

そ
の
活
動
の
中
に
見
出
せ
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
最
後
に
'
郷
里
湖
南
常
徳
府
に
お
け
る
郷
紳
楊
嗣
昌
の
か
か
る
活
動
の
一
端
を
示
し

な
が
ら
'
嘗
該
の

｢剃
納
｣
の
財
源
に
関
す
る
と
ら
え
方

(｢家
居
｣
を
は
じ
め
と
す
る
全
郷
紳
か
ら
供
出
さ
せ
る
こ
と
)
が
'
彼
自
身
の
中
で
う
み
だ
さ
れ
て

-
る
所
以
に
つ
い
て
考
え
､
か
つ
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
'
｢剃
納
｣
設
置
の
意
義
に
ふ
れ
る
こ
と
に
し
た
い
｡

結
び

に
か
え
て
1

財
源
の
と
ら
え
方
よ
-
見
た

｢
剃
納
｣
設
置
の
意
義
1

ヽ
ヽ

郷
紳
楊
嗣
昌
が
郷
里
に
お
い
て
最
も
精
力
的
に
流
賊
に
封
す
る
防
衛
に
営
た
っ
た
の
は
'
賓
は
'
本

｢剃
納
｣
設
置
の
前
年
､
崇
砥
九
年
父
鶴
の

喪
に
服
す
る
馬
蹄
郷
し
て
い
た
時
で
あ

っ
た
｡
彼
は
そ
こ
で
'
常
徳
府
城
の
改
修
工
事
に
自
ら
着
手
し
よ
う
と
す
る
｡
清

･
康
照
十

(
l
六
七

1
)

年
序
刊
本

『
鼎
修
常
徳
府
志
』
巻

一
｢
城
地
｣
の
項
に
は
'
そ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
｡

崇
顧
十
年
'
郡
人
楊
太
停
嗣
昌
'
常
徳
府
の
城
垣
'
井
び
に
各
門
の
城
榎

･
敵
重
を
鼎
建
す
｡
是
よ
-
先
'
流
賊
'
秦
中
由
-
蔓
延
L
t
河
南

ま
さ

いた

に
至
-
黄
河
を
過
ぎ
-
'
格
に
楚
界
に
抵
ら
ん
と
す
｡
時

(崇
顧
九
年
)
に
太
樽
楊
公
､
夜
'
坐
し
て
'
白
菊

一
道
'
直
に

(ま
っ
す
ぐ
)
質

た

･
敦
の
間
を
犯
す
を
見
る
｡
公
奮
起
し
て
日
は
-
'
賊
軍

渚
に
吾
が
郡
に
及
ば
ん
と
す
｡
急
ぎ
修
城
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
と
.
個
ま
た
ま
巡
方

いた

あ

御
史
白
土
琳
'
常

〔徳
〕
に

詰

る

｡
少
樽

(楊
#
)
の
難
に
丁

た
る
を
以
て
家
居
す
れ
ば
'
塁
稿
を
作
-
.
紳
衿
に
授
-
｡
〔紳
衿
〕
自
公
の
前

に
て
公
撃

(
一
同
で
申
し
出
る
)
す
ら
-
'
其
の
呈
稿
切
賓
に
し
て
'
載
せ
て
日
歴
の
内
に
在
-
｡
而
も
親
書

･
調
停
'
井
然
と
し
て
皆
な
貴

し
ら

所
を
成
す
と
｡
自
公
'
其
の
事
を
廉

べ

'
以
て
之
れ
を
奏
す
｡
太
停
'
貿
費
大
巨
な
る
を
以
て
'
鏡
遠

(地
名
)
の
総
税
を
撤
L
t
暫
-
河
の

つかさ
ど

ま

下
に
収
め
し
め
'
清
廉
の
司
理
陳
景
願
を
以
て
之
れ
を

管

ら
し
む
.
-
-
工
完
す
れ
ば
即
ち
河
税
を
撒
L
t
偽

た
鏡
遠
に
蹄
す
.
公
衛
を
費

明
末
･
楊
嗣
昌
の
｢剃
蝕
｣
案
に
つ
い
て

六

1

三



東

方

寧

報

や
き
ず
'
民
力
を
努
せ
ず
｡

ま
た
'
こ
の
修
城
の
件
に
つ
い
て
は
'
楊
嗣
昌
の
言
葉
と
し
て
も
'
次
の
も
の
が
残

っ
て
い
る
｡

臣
郷
'
常
徳

一
府
四
肝
は
'
養
爾
の
小
邦
な
-
O
･･･-
頃
者
'
南
征
北
討
あ
-
て
'
漢
土
の
官
兵
'
動
も
す
れ
ば
抑
ち
千
に
盈
ち
寓
に
盈
つ
o

其
の
間
を
出
入
す
る
に
'
轍
轍
と
し
て
晴
を
索
め
'
淘
淘
と
し
て
閑
を
思
ふ
｡
凡
そ
二
十
載
'
柴
藩
の
帯
嘱
､
悌
暢
し
寧
ん
ぜ
ず
'
士
農
工
商
'

(4

4
)

奔
避
す
る
に
所
無
し
｡
臣
'
前

(崇
砥
九
年
)
に
里
に
蹄
-
､
請
･V
の
紳
衿
を
率
ひ
'
撫

･
按
両
院
に
具
呈
し
'
本
衛
の
絶
海

屯

租

の

銀
雨
を

留
め
て
'
城
を
繕
-
兵
を
募
ら
ん
こ
と
を
請
ふ
o
(撃

云

｢修
練
屡
奉
勅
旨
疏
｣
｢聖
旨
｣這
雲

1
..
七
㌧
1
六
)

楊
嗣
昌
と
は
'
郷
里
常
徳
府
に
お
い
て
は
'
常
地
の
郷
紳

(｢
紳
衿
｣
)
層
の
中
心
に
位
置
し
'
又
地
方
政
治
に
封
し
て
も
大
き
な
護
言
力
を
も
つ

有
力
郷
紳
の
一､
人
で
あ

っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
｡
そ
-
し
た
繭
昌
に
あ
一つ
て
は
t.
流
賊
の
湖
贋
侵
攻
を
直
接
の
契
機
と
し
て
'
常
地
域
の
全
住

民

(｢
士
農
工
商
｣
)
及
び
宗
室

(｢柴
薄
｣
)
の
安
全
を
確
保
す
る
為
'
そ
の
基
礎
と
な
る
城
壁
等
の
改
修
工
事
の
計
墓
を
自
ら
精
力
的
に
立
案

･
起

草
し
た
rの
で
あ

っ
た
｡
但
し
'
こ
の
修
城
計
量

へ
の
彼
の
動
機
に
つ
い
て
付
し
て
お
-
と
'
嗣
昌
は
'
｢
岡
里
の
譜
郷
紳
｣
に
あ
て
た
こ
の
件
に
関
す

ち
かど
ろ

る
書
簡
の
中
で
｢
頃

'

聖
諭
あ
-
'
省
直
に
通
行
し
て
城
垣
を
槍
築
し
､
防
禦
の
根
本
と
為
さ
し
め
よ
と
｡
至
っ
て
要
著
な
-
｣
と
述
べ
t
か
つ
そ

(<LL,)

れ
に
も
と
づ
い
て
自
ら
府
城
の
破
損
状
況
を
調
べ
た
こ
と
を
記
し
て
い
＼る
｡
こ
の
難
か
ら
す
る
と
'
彼
の
動
機
は
､
地
域
白
燈
の
必
要
性
も
さ
-
な

が
ら
'
同
時
に
'
明
朝
中
央

(崇
疏
帝
)
を
中
心
と
す
る
国
家
全
鰹
の
防
衛
計
蓋
に
も
十
分
配
慮
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
と
見
な
さ
れ
る
｡

1
万
㌧
楊
嗣
昌
の
計
書
面
中
で
'
工
事
資
金
の
調
達
は
'
｢
河
税
｣
(河
川
の
通
行
税
)'
｢
絶
温
屯
粗
｣
(衛
所
の
屯
田
へ
の
加
涯
)
な
ど
'
直
接
地
域
の
｢
民
｣

が
負
跨
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
留
意
き
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
.と
言
え
ーる
.
そ
し
て
嗣
昌
に
お
い
て
は
､
寓

1
そ
こ
に
不
測
の
事
態
が
生
じ
て
も
'

そ
の
場
合
に
は
'
寧
ろ
地
域
の
郷
静
が
主
に
そ
れ
を
拾
う
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
よ
う
に
推
察
さ
れ
る
｡
攻
の
史
料
は
'
同
時
期
'
揚
嗣
昌
が
､
江

南

へ
の
流
賊
の
侵
犯
と
そ
れ
に
封
す
る
普
地
の
不
満
分
子
の
呼
鷹
を
慮

っ
て
'
専
ら
防
江
に
従
事
す
る
地
方
巡
撫
官
の
設
置
を
求
め
た
書
簡
で
あ
る
｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

彼
は
そ
の
巡
撫
の
経
費
を
'
郷
里
で
用
い
た
上
述
の
屯
田
へ
の
加
汲
と
と
も
に
'
江
南
の
郷
紳
の
税
糧
に
封
す
る
加
坂
に
よ
っ
て
捻
出
す
る
よ
う
提

言
し
､て
い
る
｡



吾
れ
恐
る
ら
-
は
'
江
南
の
愛
車
､
間
に
乗
じ
窃
か
に
棄
せ
ん
こ
と
を
｡
･･･-
然
ら
ば
虞
に
防
江
を
講
ぜ
ん
と
欲
せ
ば
'
必
ず
偏
撫
を
建
つ
べ

し
｡
-
-
郷
紳
の
民
糧
も
て
毎
商
銀
二
歳
を
加

へ
'
衛
所
の
屯
租
も
て
毎
畝
銀
lll分
を
加

へ
'
歳
JV
以
て
例
と
為
し
'
江
南
の
教
郡
'
之
れ
を

合
は
さ
ば
'
約
数
寓
金
を
得
可
し
｡
偏
撫
の
用
に
供
す
る
こ
と
'
亦
宜
し
か
ら
ざ
ら
ん
や
O
(巻
四
六
｢答
羅
太
史
噴
義
｣
崇
九
)

総
じ
て
'
楊
嗣
昌
は
'
地
域
社
台
に
お
け
る
郷
静
の
責
務
を
強
く
自
覚
し
て
い
た
人
物
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
し
て
そ
の
責
務
と
は
'
彼

の
場
合
'
流
賊
に
封
抗
す
べ
き
防
衛
計
蓋
の
立
案
'
及
び
そ
の
馬
の
他
者

(特
に
｢民
｣)
に
先
ん
じ
た
防
衛
費
用
の
供
出
と
し
て
想
起

･
賓
践
さ
れ
た

と
見
な
さ
れ
る
｡
し
か
も
'
嗣
昌
は
そ
う
し
た
地
域
防
衛
そ
の
も
の
を
'
中
央
の
打
ち
出
す
国
家
的
規
模
の
防
衛
計
墓
と
連
動
す
る
も
の
と
し
て
と

ら
え
て
い
た
｡
従
っ
て
彼
に
お
い
て
は
'
地
域
防
衛
の
か
か
る
要
を
為
す
郷
紳
は
､
そ
れ
自
鮭
ま
た
中
央
の
防
衛
政
策
を
賓
質
的
に
支
え
て
い
-
べ

き
存
在
で
あ
る
と
強
-
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

即
ち
'
楊
嗣
昌
自
身
に
以
上
の
よ
う
な
流
賊
に
封
抗
す
る
郷
紳
と
し
て
の
活
動
経
験
が
あ
れ
ば
こ
そ
､
自
ら
計

っ
た
1中
央
の
施
策
'
｢別
納
｣
の

設
置
に
あ
た
っ
て
'
彼
は
そ
の
主
要
な
財
源
を
郷
紳
暦
に
求
め
た
｡
そ
し
て
殊
更
に
'
｢
蒙
昏
｣
と
呼
ば
れ
る
郷
紳
群

(そ
れ
ま
で
税
糧
の
負
槍
な
ど
を
｢民
｣

に
韓
嫁
し
て
き
た
者
等
)
か
ら
は
､
よ
-
厳
格
に
普
該
の
兵
納
銀
を
供
出
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
よ
う
に
し
て
楊
嗣
昌
の

｢剃
鯛
｣
の

財
源
に
封
す
る
と
ら
え
方
が
う
み
だ
ざ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
'
常
該
の

｢剣
的
｣
の
設
置
と
は
､
地
域
敢
合
に
お
け
る
郷
静
の
責
務
を
自
覚
す
る
中

央
官
僚
楊
嗣
昌
が
､
対
流
賊
戦
用
の
軍
費
に
関
し
て
'
そ
れ
ら
郷
紳
の
力
量
を
凡
て
結
集
L
t
そ
れ
に
依
接
し
て
明
朝
の
存
練
を
は
か
ろ
う
と
し
た

軍
事
的
施
策
で
あ

っ
た
と
見
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
｡

し
か
し
な
が
ら
'
｢剃
鯛
｣
策
は
'
そ
の
客
観
的
役
割
と
し
て
'
｢
民
｣
(小
民
)
に
も
負
捨
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ

っ
た
｡
従
っ
て
'
民
生
の
安
定
を

(46
)

地
域
敢
合
の
第

一
義
的
課
題
と
見
る
郷
紳
た
ち
或
い
は
そ
の
政
治
的
薫
振
た
る
東
林
涯
か
ら
は
'
逸
早
-
批
判
の
封
象
と
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
『
楊

(47
)

文
弱
先
生
集
』
に
よ
れ
ば
'
そ
う
し
た
動
き
は
､
政
策
決
定
と
は
ぼ
同
時
に
始
ま

っ
て
い
る
｡
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
'
そ
の
後
崇
顧
十

1
･
二
年
に

か
け
て
'
中
央

･
地
方
を
問
わ
ず
本
格
的
に
展
開
さ
れ
る
楊
嗣
昌
に
封
す
る
批
判

(所
謂
｢奪
情
｣'
流
賊
の
招
撫
･
満
州
族
と
の
講
和
方
針
な
ど
に
封
す
る
批
判
)

(48
)

を
ひ
き
お
こ
す
'
重
要
な
素
地
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

明
末
･楊
嗣
昌
の
｢剃
飴
｣
案
に
つ
い
て



東

方

学

報

汰(1
)

谷
口
規
矩
雄

｢李
白
成

･
張
戯
息
の
乳
｣
(『中
国
民
衆
叛
乳
史
』
三

平
凡
社

一
九
八
二
)､
山
根
幸
夫
｢
大
西
政
権
と
紳
士
暦
の
封
鷹
｣
(『明
清
時
代
の
政
治

と
社
食
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所

一
九
八
三
)
等
｡

(2
)

佐
藤
文
俊
著

『
明
末
農
民
反
乱
の
研
究
』
(研
文
出
版

一
九
八
五
)0

(3
)

寓
暦
四
十
六

(
一
六
一
八
)
年
以
降
設
置
さ
れ
た
兵
飴
｡
本
文

｢
二

捻
出
策

と
そ
の
特
徴
｣
'
注
(25
)
を
参
照
さ
れ
た
い
｡

(4
).
崇
醸
十
二

(
〓
ハ
三
九
)
年
に
'
題
目
に
掲
げ
た
楊
嗣
昌
が
設
置
し
た
兵
的
｡

『
明
史
』
奄
二
五
二
楊
嗣
昌
博
｡

(5
)

依
探
し
た
史
料
は
'
『
明
史
』
楊
嗣
昌
博
'
及
び
彼
の
文
集

『楊
文
弱
先
生
集
』

に
お
け
る
子
楊
山
松
の
注
｡

(6
)

福
建
司
主
事
就
任
の
年
に
つ
い
て
は
'
未
だ
そ
れ
を
表
わ
す
史
料
を
得
な
い
.

但
し

『楊
文
弱
先
生
集
』
に
曹
時
の
奏
疏

l
件
が
収
め
ら
れ
て
お
-
'
そ
の
作

成
年
月
日
'
寓
暦
四
十
五
年
八
月
四
日
に
も
と
づ
き
'
本
文
の
よ
う
に
1
麿
記

し
て
お
い
た
｡

(7
)

｢『楊
文
弱
先
生
集
』
に
つ
い
て
-

張
蔚
清
の
所
説
に
よ
せ
て
-

｣
(『東
洋

学
報
』
六
五
-
三

･
四

1
九
八
四
)O

(8
)

『
明
史
』
楊
嗣
昌
侍
に
あ
る

｢別
納
｣
の
内
容
に
関
す
る
全
記
述
は

｢
嗣
昌
-

-
困
議
兵
十
二
寓
o
埼
納
二
百
八
十
寓
.
其
措
的
之
策
有
四
〇
日
田
糧
0
日
各

地
0
日
事
例
｡
日
騨
遮
o
困
糧
者
O
因
奮
額
之
榎
.
量
飽
加
涯
.
畝
輸
糧
六
合
｡

右
折
銀
八
鏡
｡
傷
地
不
興
O
歳
得
銀
百
九
十
二
寓
九
千
有
奇
O
島
地
者
｡
民
間

土
田
温
原
額
者
O
核
賓
輪
拭
.
歳
得
銀
四
十
寓
六
千
着
寄
｡
事
例
者
｡
富
民
輪

賓
爵
監
生
｡

1
歳
而
止
.
静
遺
著
O
前
此
郵
騨
裁
省
之
銀
O
以
二
十
寓
充
鈎
｡｣

で
あ
-
､
同
じ
-
食
貨
志
二
に
は

｢別
納
｣
の
捻
出
策
の
説
明
と
し
て

｢越
二

年
｡
復
行
均
輸
法
｡
困
糧
輸
鯛
｡
畝
計
米
六
合
｡
右
折
銀
八
銀
｡
又
畝
加
徴

一

分
四
馨
九
酢
｡｣
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
O

22 21 20 19 1817 1615141312

巻
九

｢驚
聞
召
命
非
常
潜
血
控
鮮
疏
｣
｢聖
旨
｣
崇
九
㌧

一
二
'

一
二
｡

巻
九

｢
微
臣
己
入
畿
内
疏
｣
｢聖
旨
｣
崇

1
0
'
三
'

1
1
0

以
上
'
拙
稿

｢李
白
成
童
頭
以
前
の
明
末

の
華
北
民
衆
反
乱
｣
(『史
林
』
六
三

3130 29′ 2827 26

六

1
六

-
五

l
九
八
〇
)'
同

｢
『楊
文
弱
先
生
集
』
に
つ
い
て
｣
前
掲
､
参
照
｡

巻
四
六

｢答
朱
少
司
窟
世
守
｣
崇
九
｡

巻
九

｢
敬
陳
安
内
第

1
要
務
疏
｣
｢
聖
旨
｣
崇

1
0
㌧
四
㌧
二
.

注
(3
)｡

巻

一
｢
陳
言
兵
納
疏
｣
前
掲
｡

巻
四

｢速
達
鯛
支
用
全
教
併
乞
罷
第

一
疏
｣
天
二
㌧

二

一
七
｡

『
明
史
』
巻
二
六
〇
楊
鶴
侍
｡

巻

1
0

｢敬
陳
安

内
第

1
要
務
疏
｣
｢聖
旨
｣
崇

一
〇
㌧
四
㌧

1
六
O

巻
三

｢覆
楚
撫
議
査
盤
各
虞
司
庫
稿
｣
天

1
'
五
､

二
㌧
等
｡

竜

一
｢講
立
兵
筋
清
査
遼
鯛
確
教
稿
｣
寓
四
七
へ
九
㌧
二
､
等
｡

巻
九

｢敬
陳
安
内
艶

一
要
務
疏
｣
｢聖
旨
｣
崇

一
〇
､
四
㌧
二
㌧
前
掲
｡

こ
こ
で
楊
嗣
昌
が

｢分
守
逼
｣
を
挙
げ
た
所
以

は
'
そ
の
職
掌
に

｢参
政

･
参

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

議
分
守
各
道
｡
及
涯
管
糧
儲

･
屯
田
･
清
軍

･
騨
停

･
水
利

･
撫
民
等
事
｡｣

(『明
史
』
亀
七
五

･
職
官
四
)
と
い
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
鳥
で
あ
ろ
う
O

巻
九

｢
欽
車
上
停
疏
｣
崇

〓
｢

四
㌧
四
'
前
掬
等
｡

巻
四
二

｢直
速
的
臣
啓
報
乞
賜
接
済
疏
｣
崇

1
四
'

1
㌧

1
八
.

依
接
し
た
研
究
は
'
｢遼
鯛
｣
に
関
し
て
は
清
水
泰
次
著

『
中
国
近
世
政
合
経

済
史
』
｢第
五
章

･
第
二
節
寓
暦
朝
の
軍
鯛
｣
(西
野
書
店

一
九
五
〇
)'
そ
の

後

｢別
納
｣
に
到
る
ま
で
の
過
程
に
つ
い
て
は
李
文
治
著

『
晩
明
民
襲
』
｢第
二

章

･
第

l
節
民
轡
興
起
的
幾
個
原
因
(加
涯
)｣
(速
東
園
書
公
司

1
九
六
六
)O

『
明
史
』
巻
七
八
･
食
貨
二
賦
役
｡

巻

1
0

｢
敬
陳
象
内
第

l
要
務
疏
｣
｢聖
旨
｣
崇

T
O
t
四
㌧

1
六
'
前
喝

一
俵
鞭
法
案
施
後
に
編
ぜ
ら
れ
た
各
地
税
榛
の
収
支
決
算
書
を
'
直
接
的
に
は

意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

亀

1
0

｢兵
的
遵
旨
熟
商
疏
｣
前
掲
｡

『
明
史
』
巻
二
六
五
王
家
彦
侍
｡

こ
の
外
'
戸
部
蘭
書
程
国
樺
ら
の
疏
文
の
中
に
も
､
次
の
如
き

｢湖
虞
涯
米
事

例
｣
な
る
語
句
が
見
出
さ
れ
る
｡
筆
者
は
'
そ
れ
が
ま
だ
正
式
決
定
さ
れ
る
以

前
'
湖
庶
巡
糎
を
中
心
に
普
地
で
賓
放
的
に

｢
困
糧
輪
的
｣
が
賓
施
さ
れ
'
そ



の
時
の
事
例
を
或
い
は

｢
湖
鷹
派
米
事
例
｣
と
呼
ん
だ
と
推
測
し
て
い
る
が
'

そ
れ
以
上
の
賓
態
に
つ
い
て
は
な
お
不
明
で
あ
る
｡
別
に
横
合
を
得
て
明
ら
か

に
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
｡

臣
国
幹
等
議
得
､
-
-
臣
計
良
薯
O
箆
之
蹟
蹄
｡
久
之
.
稀
有
困
経
験
的

1

議
｡
楚
撫
己
滞
輪
数
｡
改
渡
米
三
十
帯
金
｡
見
奉
愈
旨
｡
其
飴
督
撫
｡
宜
照

湖
虞
渡
米
事
例
酌
議
｡
具
奏
定
奪
｡
(巻

一
〇

｢敬
陳
安
内
第

一
要
務
疏
｣
｢聖

旨
｣
巻

1
0
'
四
'

1
六
㌧
前
掲
)

(
32
)

郷
紬
の
菰
名
寄
産
乃
至
そ
の
大
土
地
所
有
の
状
況
を
強
-
意
識
し
た
'
同
種
の

｢劇
的
｣
の
捻
出
に
関
す
る
撃
吉
は
､
そ
の
後
の
楊
嗣
昌
に
お
い
て
も
は
っ
き

-
と
見
出
さ
れ
る
｡
前
掲
の
史
料

(本
文
五
九
六
頁
)
に
あ
る
よ
う
に
､
崇
顧

十
二
年
四
月
'
彼
は
'
｢
近
来
田
地
｣
の
多
-
が

｢郷
紳
｣
'
又
は

｢富
民
｣
に

よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
る
と
し
た
上
で
'
｢糧

･
畝
｣
を
基
準
と
す
る
｢別
納
｣

銀
の
徴
収
は
'
｢郷
紳
｣
等
の
土
地
兼
併
を
抑
制
す
る
方
法
で
も
あ
る
と
語

っ

て
い
る
｡
そ
し
て
'
前
年
の
崇
砥
十

一
年
四
月
に
は
'
以
下
の
如
-
'
本
文
の

史
料
の
主
張
を
-
-
か
え
す
か
の
よ
う
に
､
｢
助
的
｣
塾
の
｢
国
堤
輸
鈎
｣
で
は

ヽ
ヽ

｢
飛
濯
詰
寄
｣
を
な
す

｢
琶
室

･
富
民
｣
か
ら
の
兵
的
銀
は
殆
ど
不
可
能
で
あ

る
と
述
べ
'
｢剣
的
｣
に
お
い
て
は
彼
ら
か
ら
の
供
出
を
是
が
非
で
も
賓
現
せ

ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
旨
を
'
再
び
明
ら
か
に
し
て
い
る
｡
筆
者
の
注
目
す
a

楊
嗣
昌
の
意
志
は
'
強
固
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

〔上
〕
困
開
聞
臣
｡
昨
輿
戸

･
兵
二
部
商
確
別
納
如
何
｡
諸

臣
･･･-
奏
教
語
.

-
-
大
抵
皆
是
困
線
輪
的
｡
分
別
貧
富
之
意
｡
臣
嗣
昌
奏
｡

田
糧
輸
鈎
｡
前

マ
マ
(額
)

此
慮
象
昇
奏
行

1
年
｡
不
能
魔
手
.
良
麻

居

室

･

富
民
O
従
来
飛
濃
詰
寄
.

以
避
大
戸
差
稀
｡
如
今
欲
分
貧
富
｡
其
幸
甚
難
｡
只
分
得
箇
巧
拙
而
己
｡
且

如
天
下
州
牒
至
多
｡
難
得
虞
塵
有
良
有
司
｡
精
明
洞
達
｡
不
遇
付
之
吏
背
｡

一
到
吏
有
事
裏
｡
倣
成
千
寓
弊
賓
｡
官
室

･
富
民
｡
有
司
不
畏
強
禦
0
滴
鰭

清
理
｡
惟
飛
雇
菰
寄
｡
於
吏
育

･
衛
役
之
下
｡
寓
寓
不
能
清
理
兵
｡
(宅
四
三

｢戊
寅
四
月
十
二
日
召
封
｣
崇

二

)

(
33
)

巻
二
五

｢修
練
屡
奉
勅
旨
疏
｣
｢聖
旨
｣
崇

一
一
㌧
七
'
二
六
｡

(
79cc
)

巻
四
四

｢
己
卯
四
月
初
四
日
召
封
｣
崇

〓
10

明
末

･
楊
嗣
昌
の

｢剃
鈎
｣
案
に
つ
い
て

(
35
)

具
腔
的
な
数
値
は
'
太
平
府
が
入
費
九
重
九
錐
七
忽
'
徽
州
府
が
八
驚
九
亮
八

孫
三
忽
で
あ
る
｡

(
36
)

清
水
泰
次
著

『
明
代
土
地
制
度
史
研
究
』
｢張
居
正
の
丈
量
に
つ
い
て
｣
(大
安

一
九
六
八
)｡
但
し
'
本
書
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
こ
の
数
値
に
は
'

駅
西
三
速
総
督
'
及
び
山
西

･
甘
粛

･
甫
嶺

･
郎
陽

･
雲
南
巡
撫
の
丈
量
報
普

に
よ
る
も
の
は
含
ま
れ
て
い
な
い
｡

(
3
)

巻

一
〇

｢敬
陳
安
内
第

一
葵
務
疏
｣
｢聖
旨
｣
崇

lO
'
四
'
〓
ハ
､
前
掲
.
｢臣

〔戸
部
尚
書
程
〕
固
辞
等
議
得
0
-
-
至
溢
地

l案｡各
布
政
司
伊
｡
開
報
有

1
百
九
十
除
幕
頃
之
多
o
業
奉
明
旨
｡
立
限
清
査
O
除
贋
東
省
奏
解
七
寓
四
千

二
百
四
十
八
両
零
｡
新
江
省
奏
解

一
千
二
百
両
零
｡
徴
州
府
報
解

一
十
六
両
零
｡

池
州
府
報
解
六
両
九
銭
零
｡
飴
君
江
西

･
山
東
｡
寧

･
太
二
両
｡
見
在
駁
査
0

其
飴
省
分
｡
席
末
奏
報
｡｣

(
38
)

本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
'
天
啓
元
年
楊
嗣
昌
は
微
州
府
に
封
す
る

｢
溢
｣
分
の

追
加
徴
収

(
一
八
二
一
両
零
)
を
行
っ
た
｡
し
か
し
注
(37
)
の
史
料
に
よ
る
と
'

そ
の
後
再
び
徽
州
府
に
つ
い
て
は
'

一
六
両
零
の
徴
収
が
賓
施
さ
れ
た
こ
と
に

な
る
O
こ
う
し
た
事
例
に
も
依
摸
し
本
文
の
よ
う
に
考
え
る
O

(39
)
こ
の
額
数
は
次
の
こ
と
を
も
と
に
し
て
算
出
し
た
O
省
の
数
は
､
全

1
三
省
の

内
か
ら
'
注
(37
)
に
お
い
て
既
に
補
足
徴
収
が
完
了
し
て
い
る
二
省
を
除
-

一

1
｡
府
の
数
は
'
北

･
南
直
隷
属
二
二
府
の
内
か
ら
'
同
じ
-
荏
(3
)
に
お
い

て
既
に
徴
収
が
完
了
し
て
い
る
二
府
を
除
-
二
〇
｡
こ
れ
ら
に
も
と
づ
い
て
数

値
の
最
下
限

(毎
省
六
寓
頃

(
×
11
)'
毎
府
三
高
頃

(
×
20
)
の

｢
温
｣
地
凡

て
が

｢痔
｣
地
の
場
合
｡

加
派
率

は
毎

畝
三
整

(九
驚
×
妬
)
〉
と
'
最
上
限

(
毎
省
七
寓
頃

(
×
11
)'
毎
府
四
寓
頃

(
×
20
)
の

｢溢
｣

地
凡
て
が

｢
肥
｣

地
の
場
合
｡
加
涯
率

は

毎
畝
四
葦
五
奄

(九
奮
×
RGq))
と
を
計
算
し
て
'
表

わ
し
た
｡

ヽ
ヽ

(40
)
臣
等
窃
見
｡
省
直
溢
地
銀
四
十
五
寓
六
百
七
十
除
南
｡
裁
鈷
二
十
寓
｡
督
的
再

開
事
例
十
寓
｡
楊
州
新
埼
堕
課

l
十
六
寓
｡
以
上
共
約
九
十
寓
南
.
(巻
二
三

｢
遵
旨
再
議
別
納
疏
｣
崇

二

'
四
㌧

1
1
)

(
41
)

清

･
計
六
奇

『
明
季
北
略
』
巻
五

｢劉
懇
請
裁
騨
遮
｣｡

六

1
七



東

方

学

報

(42
)

『
楊
文
弱
先
生
集
』
所
収
の
奏
疏
の
内
'
巻

7
三

｢
覆
衛
御
史
均
橿
原
非
聖
主

之
心
疏
｣
(｢聖
旨
｣
崇

一
〇
'
閏
四
二

六
)
が
'
｢別
納
｣
決
定
後
の
最
も
新

し
い
奏
疏
に
あ
た
る
為
'

本
文
の
よ
う
に
時
期
を
記
し
た
｡

(

43

)

但
し
'
そ
の
茸

｢劉
鯛
｣
は
年
々
更
新
さ
れ
る
形
で
経
緯
的
に
設
置
さ
れ
た
｡

『
明
史
』
琴
二
五
二
楊
嗣
昌
偉
｡

(44
)

屯
兵
不
在
の
屯
田
'
及
び
基
準
額
以
上
に
所
有
さ
れ
て
い
る
屯
田
に
射
し
て
加

涯
ず
る
施
策
｡

則
有
潮
薦
巡
按
余
鷹
桂
｡
査
絶

･
添
加
粗
之
法
｡
如
雁
軍
之
屯
東
撞
着
O
不

必
皆
軍
也
.
不
奪
其
屯
.
而
止
査
其
畝
敦
o
於
本
等
屯
糧
之
外
｡
月
酌
加
租
｡

其
見
在
官
軍
o
非
紹
軍
之
比
也
｡
査
｡
官
毎
員
｡
感
得
若
干
畝
｡
過
此
鳥
海
｡

軍
毎
名
｡
感
得
若
干
畝
o
過
此
飽
海
｡
亦
不
奪
其
屯
O
而
止
豪
其
畝
数
｡
於

六

一
八

本
等
屯
糧
之
外
.
同
絶
軍

1
起
加
粗
｡

(巻
二
五

｢
覆
鷹
按
兵
牡
鹿
有
英
名

疏
｣
｢
聖
旨
｣
崇

二

㌧
七
'
二
四
)

(
45
)

巻
四
六

｢答
羅
太
史
噴
義
｣
崇
九
｡

(
46
)

溝
口
雄
三

｢
い
わ
ゆ
る
東
林
涯
人
士
の
思
想
-

前
近
代
に
お
け
る
中
国
思
想

の
展
開
(上
)-

｣
(『東
京
大
挙
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
七
五

一
九
七
八
)

参
照
｡

(47
)

東
林
涯
人
士
衛
景
裏
の
｢困
糧
｣
批
判
に
封
す
る
楊
嗣
昌
の
反
論
と
し
て
､
｢
覆

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

衛
御
史
均
榎
原
非
聖
主
之
心
疏
｣
(巷
四
三

｢聖
旨
｣
崇

一
〇
'
閏
四
㌧

l
六
)

が
あ
る
.

(S
)

拙
稿

｢『楊
文
弱
先
生
集
』
に
つ
い
て
｣
前
掲
の

｢表
4

封
楊
嗣
昌
批
判

1
壁

表
｣
を
参
照
さ
れ
た
い
o




