
は
じ
め
に

人
と
人
が
何
か
を
交
わ
す
と
い
う
意
味
で
の
広
義
の�
交
換����

�����������
は
、
太
古
よ
り
つ
づ
く
人
類
の
営
為
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

人
び
と
は
言
葉
を
取
り
交
わ
し
、
こ
こ
ろ
を
く
み
交
わ
す
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て�
社
会�
と
い
う
も
の
が
形
成
さ
れ
る

(

１)

。
そ
れ
ゆ
え
、

あ
る
時
代
・
地
域
の
歴
史
を
解
明
せ
ん
と
す
る
ば
あ
い
に
は
、
そ
こ
に

存
在
す
る
個
別
具
体
的
な�
交
換�
の
あ
り
方
を
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
中
で
も
物
の
交
換
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
を
端
的

に
し
め
す
具
現
的
行
為
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
歴
史
研
究
の
有
力
な
手

が
か
り
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
現
代
社
会
で
も

行
わ
れ
て
い
る
営
為
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
内
実
を
検
討
す
れ
ば
、

各
時
代
・
地
域
特
有
の�
交
換�
の
特
性
と
、
そ
れ
に
基
づ
く�
社
会�

の
あ
り
方
を
理
解
し
、
そ
れ
ら
を
相
互
に
比
較
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
中
国
古
代
に
お
け
る
物
の
交
換
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、

い
か
な
る
歴
史
的
背
景
に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
か
。

こ
の
問
題
を
検
討
す
る
さ
い
に
従
来
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
て
き
た
の

は
、
中
国
古
代
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る�
貨
幣�
が
い
つ
形
成
・
展
開
し

た
の
か
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、�
貨
幣�
を
媒
介
と
す
る
交
換
と
そ

う
で
な
い
交
換
に
は
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
決
定
的
な
違
い
が
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
い
う�
貨
幣�

と
は
、
諸
々
の�
商
品�
と
の
直
接
的
交
換
可
能
性
を
独
占
的
に
有
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
多
く
の
人
び
と
か
ら
欲
せ
ら
れ
る
特
殊
な
物
財
を
意
味

す
る
。
一
方
、�
商
品�
と
は
そ
の
よ
う
な
性
質
を
も
た
な
い
物
財
を

意
味
す
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
二
者
が�
商
品�
を
交
換
す
る
ば
あ
い
、

両
者
は
互
い
に
相
手
の
欲
す
る�
商
品�
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
か
し
、�
商
品�
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
使
用
価
値
を
も
つ
の
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で
、
特
定
の�
商
品�
が
多
く
の
取
引
相
手
に
つ
ね
に
欲
せ
ら
れ
る
と

は
限
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
物
々
交
換
は
基
本

的
に
成
立
し
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て�
貨
幣�
は
、
他
の�
商
品�
と

い
つ
で
も
直
接
交
換
で
き
る
可
能
性
を
も
つ
の
で
、
取
引
相
手
に
受
領

さ
れ
や
す
い
。
取
引
相
手
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
欲
し
い�
商
品�
を
あ

と
か
ら
自
由
に
購
入
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、�
貨
幣�
を

媒
介
と
す
る
交
換
は
、�
貨
幣�
に
対
す
る
人
び
と
の
信
頼
が
揺
ら
が

な
い
限
り
、
そ
う
で
な
い
交
換
よ
り
も
円
滑
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
一
般
的
に
は
、
こ
れ
が�
貨
幣�
を
媒
介
と
す
る
交
換
と
そ
う
で

な
い
交
換
の
違
い
と
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の

�
貨
幣�
は
、
い
つ
展
開
し
た
の
か
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
従
来
多
く
の
先
学
は
、｢

貨
幣｣

の

｢

貨｣

字

に

｢

貝｣

字
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
甲
骨
文
・
金
文
の
中
に

｢

貝｣

が
一
種
の
財
貨
と
し
て
み
え
る
こ
と
、
殷
周
時
代
の
墓
葬
か
ら
宝
貝
が

多
く
出
土
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
殷
周
時
代
あ
る
い
は
そ
れ
以
前

か
ら
使
用
さ
れ
て
い
る
宝
貝
こ
そ
最
古
の�
貨
幣�、
も
し
く
は
そ
れ

に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
、
そ
こ
か
ら
当
時
の�
貨
幣
経
済�
の

存
在
を
推
測
し
て
き
た

(

２)

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、�
貨
幣�
の
起
源
は
、
周

代
以
前
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
近
年
、
と
く
に
日
本
の
学
界
で
は
、
宝
貝
の
も
つ
装
飾
品
・

呪
物
・
贈
与
物
・
身
分
制
的
支
払
い
手
段
と
し
て
の
役
割
を
強
調
し
、

そ
の�
貨
幣�
と
し
て
の
機
能
を
否
定
す
る
か
、
あ
る
い
は
限
定
的
な

も
の
と
解
す
る
傾
向
が
徐
々
に
強
く
な
っ
て
き
て
い
る

(

３)

。
そ
の
原
因
の

一
つ
は
、
カ
ー
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
経
済
人
類
学
が
日
本
に
導
入
さ
れ

た
こ
と
で
あ
る

(

４)

。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ま
で
宝
貝
を�
貨
幣�
と
み
な

し
て
き
た
多
く
の
研
究
者
は
、
中
国
古
代
の
人
び
と
が
饑
餓
の
回
避
や

利
潤
の
追
求
を
基
本
的
な
行
動
原
理
と
し
、
そ
の
よ
う
な
経
済
的
利
己

心
か
ら�
物
々
交
換
経
済�・�
貨
幣
経
済�
を
生
み
出
し
た
と
仮
定
し

て
き
た
が
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
そ
の
よ
う
な
人
間
像
を
近
代
市
場
経
済
以

外
の
場
に
お
い
て
仮
構
す
る
こ
と
自
体
に
問
題
が
あ
る
と
指
摘
し
て
お

り
、
こ
れ
が
従
来
の
通
説
を
揺
さ
ぶ
る
大
き
な
論
拠
と
な
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
饑
餓
の
回
避
や
利
潤
の
追
求
を
暗
黙
の

前
提
と
す
る�
自
給
自
足
経
済�・�
物
々
交
換
経
済�・�
貨
幣
経
済�

な
ど
の
概
念
は
、
殷
周
時
代
に
お
け
る�
交
換�
の
あ
り
方
を
説
明
す

る
上
で
、
必
ず
し
も
有
効
で
な
い
こ
と
に
な
る
。
む
し
ろ
、
殷
周
時
代

の
人
び
と
が
経
済
的
利
己
心
以
外
の
行
動
原
理
を
重
視
し
て
い
た
と
す

れ
ば
、
宝
貝
も
第
一
義
的
に
は
、
そ
の
よ
う
な
非
経
済
的
要
因
に
よ
っ

て
価
値
を
得
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
従
来
の
経
済
史
研
究
に
発
想
の
転
換
を
迫

る
も
の
で
、
た
し
か
に
高
く
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
筆
者
も
か
つ

て
殷
代
宝
貝
の
社
会
的
機
能
に
つ
い
て
検
討
し
た
さ
い
に
、
そ
の
意
義

を
次
の
よ
う
に
強
調
し
た
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
来
い
つ
貨
幣

が
誕
生
し
た
の
か
と
い
う
問
題
は
、
研
究
者
そ
れ
ぞ
れ
の
貨
幣
の
定
義

に
よ
る
の
で
、
そ
こ
に
統
一
的
見
解
を
見
出
す
こ
と
が
難
し
い
。
そ
れ

よ
り
も
、
殷
代
の
経
済
行
為
が
祭
祀
な
ど
の
非
経
済
的
要
素
の
中
に
埋

め
込
ま
れ
て
い
た
と
す
る
先
学
の
指
摘
を
ふ
ま
え

(

５)

、
ま
ず
は
宝
貝
の
有
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す
る
非
経
済
的
な
意
義
に
こ
そ
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
、
と

(

６)

。
そ
の
目

的
は
、
殷
代
〜
漢
代
の
経
済
を
、
人
び
と
の
経
済
的
利
己
心
を
支
柱
と

す
る
単
線
的
な
発
展
過
程
と
み
る
の
で
は
な
く
、
時
代
ご
と
に
特
殊
な

意
義
を
も
つ
も
の
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
に
あ
っ
た

(

７)

。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
殷
周
経
済
の
特
殊
性
に
注
目
す
る
あ
ま
り
、

�
貨
幣�
の
展
開
に
関
す
る
問
題
を
等
閑
視
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
も
ま

た
一
面
的
な
理
解
に
過
ぎ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

い
ず
れ
に
せ
よ
後
世
に
な
っ
て�
貨
幣
経
済�
が
台
頭
し
て
く
る
以
上
、

特
殊
な
性
質
を
有
す
る
殷
周
経
済
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
変
化
し
、

�
貨
幣
経
済�
の
展
開
に
繋
が
っ
て
ゆ
く
の
か
が
、
当
然
次
の
問
題
と

な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
小
論
で
は
、
ま
ず
関
連
史
料
に
み

え
る�
交
換�
の
用
例
を
収
集
し
、
そ
れ
ら
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

性
質
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
そ
の
中
か
ら
い
つ

ど
の
よ
う
に�
貨
幣�
が
展
開
し
た
の
か
を
検
討
す
る
。

こ
こ
で
前
も
っ
て
注
意
す
べ
き
点
が
二
つ
あ
る
。
一
点
目
は
、�
貨

幣�
の
直
接
的
交
換
可
能
性
の
及
ぶ
範
囲
に
つ
い
て
で
あ
る
。
既
述
の

ご
と
く�
貨
幣�
が�
貨
幣�
と
し
て
物
神
崇
拝
の
対
象
と
な
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て�
商
品�
と
区
別
さ
れ
る
に
は
、�
貨
幣�
が
多
数
の

�
商
品�
と
の
直
接
的
交
換
可
能
性
を
独
占
的
に
有
し
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
か
し
現
実
に
は
、
あ
ら
ゆ
る�
商
品�
に
対
し
て
直
接

的
交
換
可
能
性
を
も
つ
唯
一
万
能
の�
貨
幣�
と
い
う
の
は
、
現
在
に

至
る
ま
で
存
在
し
た
こ
と
が
な
い
。
た
と
え
ば
現
在
各
国
の
通
貨
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
外
で
は
ほ
と
ん
ど
通
用
せ
ず
、
国
際
通
貨
の
米
ド
ル

で
さ
え
、
日
本
な
ど
で�
商
品�
を
購
入
す
る
さ
い
に
常
時
使
用
で
き

る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
同
一
国
内
で
あ
っ
て
も
、
い
わ
ゆ
る
地
域
通

貨
の
よ
う
に
、
は
じ
め
か
ら�
商
品�
と
の
直
接
的
交
換
可
能
性
が
限

定
さ
れ
て
い
る
も
の
も
、
一
般
に�
貨
幣�
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て�
貨
幣�
と�
商
品�
を
区
別
す
る
指
標
で
あ
る
、�
貨

幣�
の�
商
品�
に
対
す
る
直
接
的
交
換
可
能
性
の
及
ぶ
範
囲
と
い
う

の
は
、
実
の
と
こ
ろ
曖
昧
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る

(

８)

。

二
点
目
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
交
換
の
特
性
を
把
握
・
分
類
す
る
こ
と
に

も
、
あ
る
程
度
の
限
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
近
年

の
研
究
に
従
い
、
殷
代
宝
貝
を
贈
与
物
と
捉
え
て
み
た
と
す
る
。
そ
の

ば
あ
い
、�
貨
幣�
が
自
ら
の
経
済
的
利
己
心
を
満
足
さ
せ
る
道
具
で

あ
る
の
に
対
し
、
本
来
贈
与
物
は
利
他
的
な
も
の
の
は
ず
で
あ
る
。
よ
っ

て
、
一
見
す
る
と
、
宝
貝
は
明
ら
か
に�
貨
幣�
と
は
異
な
る
も
の
で

あ
っ
た
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、�
貨
幣�
で
人
の
心
を

買
う
者
や
、
名
声
も
し
く
は
自
己
満
足
を
得
る
者
も
お
り
、
そ
れ
ら
は

必
ず
し
も
経
済
的
利
己
心
に
の
み
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
逆
に
、

宝
貝
な
ど
の
贈
与
物
は
、
基
本
的
に
返
報
や
返
礼
を
伴
う
も
の
で
、
そ

こ
に
経
済
的
打
算
が
働
く
こ
と
も
多
い
。
し
か
も
そ
の
ば
あ
い
、
贈
与

物
と
な
る
物
財
が
状
況
に
応
じ
て
変
化
し
、
と
き
に
は
た
っ
た
一
つ
の

物
財
が
贈
与
物
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
単
独
で
占
め
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。

つ
ま
り
特
定
の
物
財
が
、
経
済
的
利
己
心
を
含
む
人
び
と
の
集
合
表
象

を
背
景
に
、
実
質
的
に
は�
貨
幣�
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
し
か
し

建
前
上
は
贈
与
物
と
し
て
循
環
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
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る
と
、
そ
れ
と�
貨
幣�
を
峻
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
に
な

ろ
う
。
両
者
に
は
、
あ
る
程
度
の
連
続
性
が
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え

な
い
の
で
あ
る

(

９)

。

そ
れ
で
は
結
局
、
ど
の
よ
う
な
視
角
か
ら�
貨
幣
経
済�
の
継
起
的

な
展
開
過
程

(
／＝
生
成
過
程)

を
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で

求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な�
貨
幣
経
済�
の
展
開
を
し
め

す
指
標
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
指
標
は
、
各
史
料
の
書
き
手
の
経
済
に

対
す
る
個
人
的
見
解
や
、
そ
れ
ら
の
史
料
の
量
的
制
約
に
左
右
さ
れ
る

こ
と
の
少
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
小
論
で
は
、
大

多
数
の
人
び
と
の
漸
次
的
な
意
識
変
化
の
産
物
と
解
さ
れ
る
文
字
に
着

目
し
、
そ
の
中
で
も
と
く
に�
貨
幣
経
済�
に
お
け
る
典
型
的
な
交
換

行
為
を
意
味
す
る

｢

売｣

や

｢

買｣

な
ど
が
い
つ
登
場
し
た
の
か
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
に
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

一

売
買
の
成
立

本
節
で
は
ま
ず

｢

売｣

と

｢

買｣

の
二
字
が
い
つ
登
場
し
た
の
か
を

明
ら
か
に
し
、
売
買
に
対
す
る
中
国
古
代
の
人
び
と
の
一
般
認
識
が
ど

の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
を
確
認
す
る
。

い
わ
ゆ
る
売
買
行
為
と
い
う
の
は
、｢

甲
を
売
っ
て
乙
を
得
る
こ
と｣

と

｢

乙
に
よ
っ
て
甲
を
買
う
こ
と｣

と
い
う
二
つ
の
動
作
よ
り
な
る
。

そ
こ
で
は
形
式
上
、
甲
と
乙
が
交
換
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
あ
た

か
も
物
々
交
換
が
展
開
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
が
、｢

売｣

・｢

買｣

の
現
代
的
な
語
法
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
と
く
に
乙
が�
貨
幣�
で
あ
る

こ
と
を
前
提
と
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ふ
つ
う
、｢�
貨
幣�
で�
商
品�

を
買
う｣

と
は
い
う
も
の
の
、｢�
商
品�
で�
貨
幣�
を
買
う｣

と
は

い
わ
な
い
の
で
あ
る

(�)

。
そ
の
ば
あ
い�
貨
幣�
と
は
、
既
述
の
ご
と
く
、

諸
々
の�
商
品�
と
の
直
接
的
交
換
可
能
性
を
独
占
的
に
有
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
多
く
の
人
び
と
か
ら
欲
せ
ら
れ
る
特
殊
な
物
財
を
意
味
す
る
。

よ
っ
て
、�
商
品�
を
入
手
し
て�
貨
幣�
を
手
放
す
こ
と

(

＝
買
う

こ
と)

よ
り
も
、�
商
品�
を
手
放
し
て�
貨
幣�
を
入
手
す
る
こ
と

(

＝
売
る
こ
と)

の
方
が
、
基
本
的
に
は
困
難
を
伴
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る�
売
る�
と�
買
う�
の
違
い
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の

｢

売｣

・｢

買｣

は
い
つ
ご
ろ
登
場
し

た
の
か
。
両
字
が�
貨
幣�
と�
商
品�
の
交
換
を
あ
ら
わ
す
以
上
、

そ
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
文
字
の
成
立
時
期
を
確
定
す
れ
ば
、
そ
れ
を

�
貨
幣�
と�
商
品�
の
区
別
が
一
定
程
度
社
会
に
定
着
し
た
時
期
と

み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
に
、
そ
の
よ
う
な
意
味
の

｢

売｣

・｢

買｣

が
い
つ
登
場
し
た
の
か
を
確
認
す
る
。

そ
も
そ
も

｢

買｣

は
、
甲
骨
文
で

｢�
｣

・｢�
｣

な
ど
に
作
る
。
字

形
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
そ
の
構
成
要
素
は

｢�
｣

と

｢�
｣

に
絞
ら
れ
る
。｢�

｣

は
宝
貝
の
象
形
、｢�

｣

は
投

網
の
象
形
で
、
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
た
本
字
は
、
貝
に
従
い�
の
声

の
形
声
字

(�)
、
あ
る
い
は�
を
声
義
と
す
る
文
字
で
あ
っ
た
な
ど
と
さ
れ

て
い
る

(�)
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
現
在
残
さ
れ
て
い
る
甲
骨
文
の
文

例
か
ら

｢

買｣
の
形
成
過
程
と
そ
の
原
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
困
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難
で
あ
る
。｢

買｣

は
西
周
金
文
に
も
散
見
す
る
が
、
お
も
に
国
族
名
・

人
名
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

(�)
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
例
外
と
し
て
、
西
周
前
期
の
も
の
と
さ
れ
る

｢

亢

鼎｣

に
は

乙
未
、
公
大
保
、
大�
を�
亞
よ
り
買
す
。
才

(

財)

五
十
朋
。

公
、
亢
に
令

(
命)

じ
て�
亞
に
貝
五
十
朋
と��
・
鬯�
・
牛

一
を
歸お

く

ら
し
む
。
亞
、
亢
に�
冫(�)
・
金
二�(
鈞)

を
賓お
く

る
。

亞
の�(�た

ま
も
の)
に
對こ
た

え
て
用
て
父
己
を
作
る
。
夫
册
。

と
あ
り
、
西
周
中
期
の
も
の
と
さ
れ
る

｢

任
鼎｣

に
も

隹
れ
王
の
正
月
、
王
、�
に
才

(

在)

り
。
任
、�

(

蔑)�
(

歴)

せ
ら
る
。
爲
を
王
に
獻
ぜ
し
む
る
に
、�

(

則)

ち�
(

盡)

く
買
す
。
王
、
孟
聯
父
を
し
て�
(

蔑)�
(

歴)

せ
し

め
、�
牲
・
大
牢
と
、
又
た�
束
・
大�
・���
を
易

(

賜)

わ

し
む
。
敢
え
て
天
子
の
休

た
ま
も
の

に
對
揚
し
、
用
て
厥
の
皇
文
考
父
辛

の
寶�
彝
を
作
る
。(

後
略)

と
あ
り
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
動
詞
と
お
ぼ
し
き

｢

買｣

が
み
え
、
一
見

す
る
と�
買
う�
の
意
の
ご
と
く
で
あ
る

(�)
。
そ
こ
で
ま
ず

｢

亢
鼎｣
を

み
る
と
、｢

公
大
保｣

は

｢

才

(

財)

五
十
朋｣

の

｢

大�｣
を

｢

買｣

す
る
た
め
に

｢

貝
五
十
朋
と��
・
鬯�
・
牛
一｣

を

｢

歸お
く｣

っ
て
い

る
。
そ
れ
を
原
文
で
確
認
す
る
と

｢

貝
五
十
朋
以��
鬯�
牛
一｣

と

な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、｢

貝
五
十
朋｣

と

｢��
鬯�
牛
一｣

が
、
並
列
関
係
を
し
め
す

｢

以と｣

で
句
切
ら
れ
て
い
る
点

で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
お
そ
ら
く
、
前
者
が

｢

大�｣
の
対
価
を
あ
ら

わ
し
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
そ
れ
に
付
随
す
る
贈
与
物
を
さ
し
、

両
者
の
性
質
が
異
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
こ
の
点
を
ふ
ま
え
、

次
に

｢

任
鼎｣

を
み
る
と
、｢

買｣

の
反
対
給
付
と
し
て

｢�

牲
・
大

牢
と
、
又
た�
束
・
大�
・���
を
易

(

賜)

わ
し
む｣

と
あ
り
、
そ

こ
で
も

｢�

牲
・
大
牢｣

と

｢�
束
・
大�
・���｣

が

｢

又｣

で
句

切
ら
れ
て
い
る
。
し
か
ら
ば｢

任
鼎｣

で
も
、｢

買｣

の
対
価(�

牲
・

大
牢)

と
付
随
物

(�
束
・
大�
・���)

が
区
別
さ
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
よ
う
。｢

任
鼎｣

に
は
一
見
す
る
と

｢

買｣

の
対
価
に
関
す
る

記
載
が
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
如
上
の
考
察
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
そ
れ
は

｢�
牲
・
大
牢｣

で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
る
と

｢

買｣

の
対
価
は
、
宝
貝
に
限
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

両
器
の
銘
文
か
ら
特
定
の
排
他
的
な�
貨
幣�
の
存
在
を
立
証
す
る
こ

と
は
困
難
な
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
両
者
の
前
後
の
文
脈
は
い
ず
れ
も

贈
与
交
換
に
関
わ
り
、｢

買｣

の
対
価
も

｢

貝
五
十
朋｣

・｢�

牲
・
大

牢｣

と
さ
ま
ざ
ま
で
、
と
く
に
後
者
の

｢

大
牢｣

は
一
般
に
供
物
の
意

と
さ
れ
て
い
る
の
で
、｢

買｣

は
儀
礼
空
間
に
お
け
る
一
種
の
贈
与
交

換
を
し
め
す
も
の
と
解
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
は
建
前
上
、

交
換
当
事
者
に
よ
る
自
発
的
な
贈
与
と
返
報
の
形
を
と
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
に
特
殊
な
意
味
を
も
つ
と
解
さ
れ
る
二
つ

の
用
例
を
除
外
す
る
と
、｢

買｣

が
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
い

つ
ご
ろ
か
ら
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
次
に
、｢

買｣

を
動
詞
と
し
て
用
い
る
伝
世
文
献
上
の
早
期

の
例
を
確
認
す
る
と
、『

周
礼』

小
宰
・
泉
府
・
羊
人
、『

管
子』

法
禁
・
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重
令
・
小
匡
・
七
主
七
臣
・
明
法
解
・
軽
重
丁
・
軽
重
戊
篇
、『

春
秋

左
氏
伝』

昭
公
元
年
・
昭
公
一
四
年
、『

墨
子』

経
下
・
経
説
上
・
経

説
下
篇
、『

荘
子』

逍
遙
遊
篇
な
ど

(

以
上
、
順
不
同)

が
挙
げ
ら
れ

る
。
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
諸
篇
は
一
般
的
に
戦
国
時
代
以
後
の
作
と
い

わ
れ
て
い
る
の
で
、｢

買｣

が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

も
、
と
り
あ
え
ず
戦
国
時
代
前
半
ご
ろ
か
ら
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ

う

(

そ
の
具
体
的
な
意
味
に
つ
い
て
は
後
述)

。

こ
れ
に
対
し
て

｢

賣ば
い(
売)｣

は
、｢

買｣

か
ら
分
出
し
た
比
較
的
新

し
い
文
字
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
分
出
時
期
は
こ
れ
ま
で

判
然
と
し
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
白
川
静
氏
は
、｢

賣ば
い(

売)｣

・｢

買｣

を
漢
代
以
後
に
多
く
み
え
る
文
字
と
し

(�)
、
ロ
ー
ラ
ン
・
サ
ガ
ー
ル
氏
も
、

そ
の
具
体
的
な
時
期
を
後
一
世
紀
よ
り
も
少
し
前
と
す
る

(�)
。
一
方
、
た

と
え
ば

『

周
礼』

天
官
小
宰
に

官
府
の
八
成
を
以
て
邦
治
を
經
す
。
…
…
七
に
曰
く
、
賣
買
を
聽

す
に
質
劑
を
以
て
す
…
…
。

と
あ
り
、
同
書
地
官
司
市
に

量
度
を
以
て
賈
を
成
し
て�
す
る
も
の
を
徴
す
。
…
…
凡
そ
天
患

に
は
、
貴た

か

く�
す
る
者
を
禁
じ
て
、
恆
賈
有
ら
し
む
。
…
…
凡
そ

會
同
・
師
役
に
は
、
市
司
、
賈
師
を
帥
い
て
從
い
、
其
の
市
政
を

治
め
、
其
の
賣�
の
事
を
掌
る
。
…
…
凡
そ
賣�
す
る
者
は
質
劑

を
も
っ
て
す
。
…
…
其
の
詐
僞
・
飾
行
し
て�
慝
す
る
者
を
察
し

て
、
之
を
誅
罰
す
。
…
…
凡
そ
國
の
賣�
に
は
、
各
〃
其
の
屬
を

帥
い
て
、
嗣
い
で
其
の
月
を
掌
る
。

と
あ
り
、
そ
こ
に

｢

賣｣

と
い
う
字
が
み
え
、
一
般
に�
バ
イ�
と
音

読
さ
れ
て
い
る

(�)

。
こ
れ
に
よ
る
と

｢

賣ば
い(

売)｣

は
、『

周
礼』

の
成
書

以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、『

周
礼』

の
成
書

年
代
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
そ
の
中
に
は
戦
国
時
代
と
す
る
説
も
あ

る
の
で

(�)

、｢

賣ば
い(

売)｣

は
戦
国
時
代
か
ら
存
在
し
て
い
た
可
能
性
も
あ

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
現
に
、
西
周
後
期
の
金
文
と
さ
れ
る

｢�

こ
つ

鼎て
い｣

(

集
成����)
に

｢�｣

と
い
う
字
が
み
え

(�)

、
多
く
の
先
学
は
こ
れ
を

｢

賣ば
い(

売)｣

と
し
て
い
る

(�)

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、｢

賣ば
い(

売)｣

は
西
周
時

代
以
来
の
文
字
で
あ
る
可
能
性
さ
え
あ
る
こ
と
に
な
る
。

だ
が
、
睡
虎
地
秦
簡

｢

秦
律
十
八
種｣

金
布
律

(

第
一
三
六
簡)

に

(�)

買か

い
及
び
買う

る
も
の
有
ら
ば
、
各
〃
其
の
賈
あ
た
い

を
嬰つ
ら

ね
よ
。
小
物

の
各
〃
一
錢
に
能お

よ

ば
ざ
る
は
、
嬰
ぬ
る
勿
か
れ
。

と
あ
り
、
戦
国
秦
で
は�
売
る
″
と�
買
う
″
の
両
方
を

｢

買｣

で
あ

ら
わ
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
文
中
に

｢

買
Ａ｣

と
あ
る
ば
あ
い
、
そ

れ
は

｢(

相
手
に
対
価
を
渡
し
て)

Ａ
を
受
け
と
る
こ
と｣

あ
る
い
は

｢(

相
手
か
ら
対
価
を
受
け
と
っ
て)

Ａ
を
渡
す
こ
と｣

を
意
味
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
現
に
、
睡
虎
地
秦
簡
に
は

｢

賣ば
い(

売)｣

が
一
つ
も
み

え
な
い
。
ま
た
戦
国
各
国
の
金
文
・
簡
帛
・
陶
文
な
ど
に
も｢

賣ば
い(

売)｣

は
み
え
な
い

(｢�
鼎｣

の

｢�｣
に
つ
い
て
は
後
述)

。
よ
っ
て
、
戦

国
時
代
に
お
い
て

｢

賣ば
い(

売)｣

・｢

買｣

の
二
字
は
、
ま
だ
分
化
し
て

い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

(�)
。

こ
れ
に
対
し
て
、
統
一
秦
の
里
耶
秦
簡
や
、
漢
初
の
張
家
山
漢
簡
・

孔
家
坡
漢
簡
に
は｢
賣ば
い(

売)｣

が
み
え
る

(�)
。
そ
の
た
め
、｢

賣ば
い(

売)｣

・

― 7 ―

���������



｢

買｣

の
二
字
は
、
遅
く
と
も
秦
代
に
は
分
化
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
例
は
他
に
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、�
貸
す�・�
借
り
る�

の
両
方
を
含
意
す
る

｢�
｣

が
睡
虎
地
秦
簡
に
み
え
、
そ
れ
は
張
家
山

漢
簡
に
お
い
て

｢

貸｣

と

｢�
｣

に
分
化
し
て
い
る
。
ま
た
、�
賞
す

る�
と�
償
う�
の
両
方
を
含
意
す
る｢

賞｣

が
睡
虎
地
秦
簡
に
み
え
、

そ
れ
は
、
佐
々
木
研
太
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
統
一
秦
の
龍
崗
秦
簡

に
お
い
て

｢

賞｣

と

｢
償｣

に
分
化
し
て
い
る

(�)
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

よ
う
な
一
連
の
文
字
の
分
化
は
、
お
そ
ら
く
秦
末
漢
初
に
ま
と
め
て
起

こ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
ご
と
く
、
戦
国
文
字
は
統
一
秦
の
と
き

に
整
備
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で

(�)
、
こ
こ
で
い
う
文
字
の
分
化
も
、

あ
る
い
は
そ
れ
を
背
景
と
す
る
現
象
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
で
は
、｢�
鼎｣

の

｢�｣
は
、
ど
の
文
字
に
相
当
す
る
の
か
。

｢�
鼎｣

以
外
の
先
秦
出
土
文
字
資
料
に
、
従
来

｢
賣ば
い(

売)｣

に
釈
し

う
る
と
さ
れ
て
き
た
文
字
は
な
い
の
で
、｢�｣
も

｢
賣ば
い(

売)｣

以
外

の
字
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、『

説
文』

に
、
隸
書
や
楷
書
の

｢

賣｣

に
相
当
す
る
小
篆
が
二
種
類
み
え
る
点
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
出
部
に

�
、
物
貨
を
出
だ
す
な
り
。
出
に
从
い
買
に
从
う
。

と
あ
り
、
貝
部
に

�

、
衒
な
り
。
貝
に
从
い�
の
聲
。�
は
、
古
文
の
睦
。
讀
み
て

育い
く

の
若
し
。

と
あ
る
。
前
者
は

｢

賣ば
い

(

売)｣

字
。
後
者
は

｢

衒｣

を
意
味
す
る

｢

賣い
く｣

字
で
あ
る
。｢

衒｣

と
は
、
行
部
に

�

、
行
き
且
つ
賣
る
な
り
。
行
に
从
い
言
に
从
う
。�

、
或
い
は

玄
に
从
う
。

と
あ
り
、｢�
｣

字
の
或
体
で
、｢

歩
き
な
が
ら
売
る｣

こ
と
を
意
味
す

る
。
こ
れ
よ
り
、
後
漢
時
代
の

｢

賣ば
い(

売)｣

と

｢

賣い
く｣

は
類
義
語
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、｢

賣ば
い(

売)｣

と

｢

買｣

が
通
仮
す

る
の
に
対
し
、｢

賣い
く｣

と

｢

賣ば
い(

売)｣

・｢

買｣

は
通
仮
し
な
い

(�)

。
ま
た

両
字
の
小
篆
に
も
字
形
上
の
相
異
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、｢

賣ば
い(

売)｣

が

｢

出｣

と

｢

買｣

の
合
文
で
あ
る

｢�
｣

に
作
る
一
方
で
、｢

賣い
く｣

は

｢�(
省

(�))｣

と

｢

貝｣

の
合
文
で
あ
る

｢�
｣

に
作
る
。
よ
っ
て
、

両
字
は
本
来
別
の
語
源
を
も
ち
、
そ
れ
が
現
行
の
通
用
字
に
な
っ
て
ゆ

く
過
程
で
混
同
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
こ
れ

よ
り
、｢�
鼎｣

の

｢�｣
は

｢

賣い
く｣

で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
そ

こ
で
そ
の
字
形
を
確
認
す
る
と
、｢�

(

省)｣

と

｢�
(

貝)｣

よ
り

な
っ
て
お
り
、
た
し
か
に

｢

賣い
く｣

と
同
系
で
あ
る
。

以
上
の
検
討
に
よ
り
、
先
秦
時
代
に
お
け
る

｢

賣ば
い(

売)｣

の
存
在

を
し
め
す
出
土
文
字
資
料
は
一
つ
も
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

す
る
と
こ
れ
よ
り
、
前
掲『

周
礼』

な
ど
の
伝
世
文
献
に
み
え
る｢

賣｣

に
関
し
て
は
、
次
の
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る

先
秦
文
献
に

｢

賣｣

が
含
ま
れ
て
お
れ
ば
、
そ
れ
は

｢

賣ば
い(

売)｣

か

｢
賣い
く｣
の
ど
ち
ら
か
で
あ
り
、
も
し
前
者
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
統
一
秦

以
後
に
書
き
改
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い

(�)

。
一
方
、
そ
の

中
に�
売
る�
こ
と
を
意
味
す
る

｢

買｣

が
含
ま
れ
て
お
れ
ば
、
そ
の

史
料
は
先
秦
時
代
の
原
文
を
比
較
的
正
確
に
継
承
し
た
も
の
で
あ
ろ
う

(�)

。
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そ
れ
で
は
、｢

賣ば
い(

売)｣

以
前
に
交
換
を
意
味
す
る
文
字
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
た

｢

賣い
く｣

の
原
義
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

二

先
秦
時
代
の
贈
与
交
換

ま
ず
改
め
て
問
題
と
な
る
の
は
、｢�

(

賣い
く)｣

を
ふ
く
む

｢�
鼎｣

の
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
従
来
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
な
さ
れ

て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
松
丸
道
雄
・
松
井
嘉
徳
・�
山
明
諸
氏
の
見
解

に
ほ
ぼ
従
い

(�)
、
と
り
あ
え
ず
そ
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訓
読
す
る
。

隹
れ
王
の
四
月
、
既
生�
、
辰
、
丁
酉
に
在
り
。
井
叔
、
異
に
在

り
て
、
□
を
爲
す
。
【�
、】
厥
の
小
子�
を
し
て
、
限
と
以と
も

に
、

井
叔
に
訟
せ
し
む
。｢

我
、
既
に
汝
に
五
【
夫
】
を�

(

賣)

す

る
も
、【
效
】
父
、
匹
馬
・
束
絲
を
用
て
す
る
の
み｣

と
。
限
、

詁よ

み
て
曰
く
、｢� �
、
則
ち
我
を
し
て
馬
を
賞
せ
し
む
。
效
【
父
、

則
ち
】
厥
の
絲
束
を
復
せ
し
む｣

と
。� �
・
效
父
、
迺
ち
詁
□
し

て
曰
く
、｢

王
の
參
門
の
□
□
の
木
の
榜
に
お
い
て
用
賃�
、�

の
五
夫
を�

(

賣)

す
る
に
、
百�
を
用
て
す
。
五
夫
を
出
だ
す

に
非
ず
ん
ば
、
效
父
に
は�
を
、
迺
ち� �
に
は
又
た�
と
鼓
金
を｣

と
。
井
叔
曰
く
、｢

王
人
に
在
り
て
は
、
迺
ち�

(

賣)

□
□
、

逆
付
せ
ず
。�
よ
、� �

に
貳た
が

わ
し
む
る
毋
か
れ｣

と
。�
、
則
ち

拝
稽
首
し
、�
の
五
夫
の
陪
と
曰
う
も
の
・
恆
と
曰
う
も
の
・�
耒

と
曰
う
も
の
・
含
と
曰
う
も
の
・
省
と
曰
う
も
の
を
受
く
。【
井

叔
、】�
を
し
て
以
て� �

に
告
げ
て
曰
く
、｢

迺
ち�
の
酉
及
び
羊
・

絲
・
三�
を
以
て
□
せ
し
め
、
用
て�
の
人
に
致
す
べ
し｣

と
。

�

、
迺
ち� �

に
晦お
し

え
て
【
曰
く
】
、｢

汝
、
其
れ�
に
矢
五
秉
を

舎あ
た

え
よ｣

と
。
曰
く
、｢

必
ず
や
尚ひ
さ

し
く
厥
の
邑
に
處お

ら
し
め
、

厥
の
田
を
田

た
づ
く

ら
し
め
よ｣

と
。� �

、
則
ち
復
命
し
て
曰
く
、｢

諾｣

と
。

こ
れ
に
よ
る
と
本
文
は
、�

と
い
う
人
物
が
小
子�
を
代
理
人
と
し
て

限
・� �

・
效
父
を
訴
え
、
勝
訴
し
た
こ
と
を
顕
彰
し
た
も
の
で
あ
る

(

以
下
、�
側
は
原
告
、
限
側
は
被
告)

。
す
な
わ
ち
原
告
に
よ
れ
ば
、

原
告
は
被
告
に

｢

五
夫｣

を

｢

賣い
く｣

し
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
被
告
は

｢

匹
馬
・
束
絲｣

を
返
報
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
原
告
は
、

こ
の
返
報
を
不
十
分
な
も
の
と
訴
え
た
。
一
方
、
被
告
は
、
原
告
に

｢

匹
馬
・
束
絲｣

を
渡
し
た
こ
と
を
事
実
と
認
め
た
上
で
、
さ
ら
に
原

告
に
は

｢

百�(
銅)｣

を
も
渡
し
た
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
原
告

が
あ
く
ま
で
も｢

五
夫｣

を
渡
さ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
代
わ
り
に｢�
・

鼓
金｣

を
渡
し
て
ほ
し
い
と
請
願
し
た
。
し
か
し
、
結
局
被
告
は
敗
訴

し
、｢

五
夫｣

は
原
告
に
返
還
さ
れ
た
。

こ
こ
で
確
認
す
べ
き
が

｢

賣い
く｣

の
意
味
で
あ
る
。
既
述
の
ご
と
く
、

本
文
の

｢

賣い
く｣

は
、
従
来�
ウ
ル�・�
カ
ウ�
と
訓
読
さ
れ
て
き
た
。

す
な
わ
ち
原
告
が

｢

五
夫｣

を
売
り
、
被
告
が
そ
れ
を
買
っ
た
と
理
解

さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
ば
あ
い
、
被
告
か
ら
原
告
へ
と
支
払
わ

れ
る

｢
百�｣
は
、
い
わ
ゆ
る�
貨
幣�
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
。
た

し
か
に
そ
の
よ
う
に
解
し
て
も
、
文
意
は
通
じ
る
ご
と
く
で
あ
る
。
し

か
し
本
字
は

｢
賣ば
い(
売)｣

で
な
く

｢

賣い
く｣

な
の
で
、
厳
密
に
い
う
と
、
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そ
の
訓
読
に
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。｢

賣ば
い(

売)｣

と

｢

賣い
く｣

の
字
源

が
異
な
る
以
上
、
こ
こ
で
は
両
字
の
類
義
性
で
な
く
、
む
し
ろ

｢

賣い
く｣

の
有
す
る
独
自
の
意
義
を
こ
そ
究
明
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
前
掲

『

説
文』
を
み
る
と
、｢

賣い
く｣

は
歩
き
な
が
ら
売
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
で
は

｢�
鼎｣

の
内
容
を
整
合
的
に
解
釈
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
と
す
る
と
、｢

賣い
く｣

は
、
い
わ
ゆ
る
売
買
行
為
あ
る
い
は

｢

歩
き
な
が
ら
売
る
こ
と｣

以
外
の
交
換
行
為
を
原
義
と
し
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
現
に
本
文
に
は
、｢

賣い
く｣

以
外
に
も｢

賞｣

・｢

復｣

・｢

用｣

・

｢

逆
付｣

な
ど
の
交
換
行
為
を
意
味
す
る
動
詞
が
み
え
、
そ
の
中
の

｢

賞｣

は
先
秦
時
代
に
お
い
て

｢
賞

(
賞
賜)｣

と

｢

償

(

報
償)｣

の

両
方
を
意
味
し
、｢

復｣

・｢

用｣

・｢

逆
付｣
は
返
報
を
意
味
す
る
。
よ
っ

て
、
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も�
貨
幣�
と�
商
品�
の
交
換
を
意
味
し
な

い
。
ま
た
同
時
代
の
史
料
を
み
て
も
、
確
実
に
そ
の
よ
う
な
非
対
称
的

な
交
換
を
意
味
す
る
文
字
は
み
え
な
い

(�)
。
し
た
が
っ
て
本
文
を
、�
貨

幣�
と�
商
品�
の
交
換
を
意
味
す
る
も
の
と
み
る
こ
と
に
は
検
討
の

余
地
が
あ
る
。
で
は
本
文
は
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
か
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、｢

賣い
く｣

・｢� ��｣
・｢

贖｣

の
関
連
で
あ
る
。

｢� ��｣

は
、
大
徐
本
の

『

説
文』

人
部
に

�

、
賣
な
り
。
人
に
从
い�
の
聲
。

と
あ
り
、｢

賣い
く｣

の
同
義
語
で
あ
る

(�)

。
ま
た
先
学
に
よ
る
と
、｢

賣い
く｣

・

｢� ��｣

は

｢

贖｣

の
祖
形
に
あ
た
る

(�)

。
す
る
と
こ
れ
よ
り
、｢

賣い
く

・� ��
↓

贖｣

と
い
う
継
承
関
係
が
想
定
さ
れ
る
。
た
し
か
に

｢

贖｣

は
戦
国
時

代
の

｢

子
禾
子
釜｣
(

集
成�����)

に
初
見
の
字
な
の
で
、
そ
れ
以
前

は

｢

賣い
く｣

・｢� ��｣

が

｢

贖｣

の
原
義
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
西
周
穆
王
期
の
も
の
と
さ
れ
る

｢

君
夫�｣

(

集
成����)

を

み
る
と

(�)唯
れ
正
月
初
吉
乙
亥
、
王
、
康
宮
大
室
に
在
り
。
王
、
君
夫
に
命

じ
て
曰
く
、｢

乃
な
ん
じ

の
友
を�

(�
)

求
せ
よ｣

と
。
君
夫
、
敢
て

王
の
休

た
ま
も
の

に
敏
揚
し
て
、
用
て
文
父
丁�

彝
を
作
る
。
子
子
孫
孫
、

其
れ
永
く
之
を
用
い
よ
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
王
が
君
夫
の
友
事
・
友
正
の
罪
人
を
赦
し
た
こ
と

に
、
君
夫
が
感
謝
の
意
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る

(�)

。
す
る
と
本
文
の

｢� ��｣

は
、
財
に
よ
っ
て
罪
を
贖
う
こ
と
と
解
さ
れ
、｢

贖｣

と
意
味
が

通
じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
よ
り
、｢

賣い
く｣

・｢� ��｣

は

｢

贖｣

の
祖
形

で
、�
贖
う�
の
意
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

た
だ
し
、
前
掲

｢�
鼎｣

を
み
る
と
、｢

賣い
く｣

は
、
物
を
贖
い
取
る

行
為
の
み
な
ら
ず
、
物
を
渡
す
行
為
を
も
意
味
す
る
。
し
か
ら
ば
、

｢

賣い
く｣

・｢� ��｣
に
は
、｢

贖｣

以
外
の
意
味
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
な

ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
百
里
奚
の
伝
承
に
関
す
る
文
か
ら
も
窺
え
る
。
す

な
わ
ち
、
百
里
奚
は
春
秋
秦
の
穆
公
に
仕
え
た
賢
臣
で
あ
る
が
、
彼
が

ど
の
よ
う
に
登
用
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
。
た
と
え
ば
、

『
孟
子』

万
章
章
句
上

(

以
下
、
Ａ)

に

百
里
奚
、
自
ら
秦
の
牲
を
養
う
者
に
鬻ひ

さ

ぐ
に
五
羊
の
皮
【
を
以
て

し
】、
牛
を
食
い
て
以
て
秦
の
繆
公
に
要も

と

む
。

と
あ
り
、『

史
記』
巻
五
秦
本
紀

(

以
下
、
Ｂ)

に
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百
里�奚
、
秦
よ
り
亡
げ
て
宛
に
走
り
、
楚
の
鄙
人
、
之
を
執と
ら

う
。

繆
公
、
百
里�奚
の
賢
な
る
を
聞
き
、
重
く
之
を
贖
せ
ん
と
欲
す
る

も
、
楚
人
の
與
え
ざ
る
を
恐
れ
、
乃
ち
人
を
し
て
楚
に
謂
わ
し
め

て
曰
く
、｢

吾
が�
臣
百
里�奚
、
在
ら
ん
。
請
う
、
五�
羊
の
皮

を
以
て
之
を
贖
せ
ん｣

と
。
楚
人
、
遂
に
許
し
て
之
を
與
う
。

と
あ
る
。
Ａ
・
Ｂ
は
、｢

五

(�
)

羊｣

な
ど
の
語
を
共
有
し
て
お
り
、

同
一
の
故
事
か
ら
分
出
し
た
伝
承
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
Ａ
は
百
里

奚
が
自
ら
仕
官
を
申
し
出
た
話
、
Ｂ
は
穆
公
が
百
里
奚
を
贖
っ
て
登
用

し
た
話
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
Ａ
・
Ｂ
の
動
詞
で
あ
る｢

鬻｣

・｢

贖｣

の
意
味
を
確
認
す
る
と
、｢

鬻｣
は
百
里
奚
が
自
ら
を

｢

秦
の
牲
を
養

う
者｣

に
引
き
渡
す
行
為
、｢

贖｣

は
穆
公
が
百
里
奚
を
贖
い
取
る
行

為
を
意
味
し
て
い
る
。
す
る
と
両
字
は
、
正
反
対
の
方
向
性
を
も
っ
て

い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、『

大
広
益
会
玉
篇』

貝
部
に

�
、
衒
な
り
。
或
い
は
粥
・
鬻
に
作
る
。

と
あ
り
、｢

鬻｣

は

｢

賣い
く｣

の
或
体
と
さ
れ
る

(�)
。
ま
た

｢
贖｣

は
、
既

述
の
ご
と
く
、｢

賣い
く｣

か
ら
分
出
し
た
文
字
で
あ
る
。
す
る
と
、｢
鬻｣

・
｢

賣い
く｣

・｢

贖｣

は
相
通
じ
る
こ
と
に
な
り
、｢

賣い
く｣

は
人
・
物
を
渡
す
行

為
と
贖
い
取
る
行
為
の
両
方
を
含
意
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
よ

り
、｢

賣い
く｣

・｢� ��｣

に
は

｢

贖

(

贖
い
取
る
こ
と)｣

以
外
の
意
味
も
含

ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
両
字
の
意
味
す
る

｢

人
・
物
を
渡
す
行
為｣

と
は
、
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
行
為
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
戦
国
楚
の
郭
店
楚
簡

｢

窮
達

以
事｣

(

第
一
四
七
簡)

を
み
る
と

白

(

百)

里�旦(

奚)

、
五
羊
を�

(

賣お
く)

り
、�

(

伯)

の
爲

に
牛
を�(

牧か)

い
、
板��

を�

又(

擇と)

る
も
、
而
る
に�(

朝)

卿
と
爲
る
は
、
秦
穆
に�

(

遇)

え
ば
な
り
。

と
あ
り
、｢�｣

と
い
う
字
が
み
え
る
。
こ
れ
は

｢�｣

に
釈
さ
れ
、

｢

賣い
く｣

に
読
み
替
え
る
べ
き
文
字
で
、
文
脈
上�
贈
る�
の
意
に
解
さ

れ
る

(�)

。
と
す
れ
ば
、｢

賣い
く｣

・｢� ��｣

の
意
味
す
る�
人
・
物
を
渡
す
行

為
″
と
は
、
い
わ
ゆ
る�
売
る�
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
贈
与
を
さ
す

の
で
は
な
か
ろ
う
か

(�)

。

こ
の
点
を
立
証
す
る
上
で
注
目
す
べ
き
が
、
百
里
奚
の
伝
承
と
類
似

し
た
プ
ロ
ッ
ト
を
も
つ
伊
尹
の
伝
承
に
関
す
る
文
で
あ
る
。
伊
尹
は
殷

の
湯
王
の
賢
臣
と
さ
れ
る
人
物
で

(�)

、『

史
記』

巻
三
殷
本
紀
に

伊
尹
…
…
湯
に
奸も

と

め
ん
と
欲
す
る
も
由
無
く
、
乃
ち
有�
氏
の�

臣
と
爲
り
、
鼎
俎
を
負
い
、
滋
味
を
以
て
湯
に
説
き
、
王
道
に
致

る
。
或
ひ
と
曰
く
、｢

伊
尹
は
處
士
。
湯
、
人
を
し
て
之
を
聘
迎

せ
し
む｣

と
。

と
あ
り
、
百
里
奚
の
ば
あ
い
と
同
様
、
仕
官
に
ま
つ
わ
る
対
極
的
な
二

つ
の
故
事
が
知
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
伊
尹
が
自
ら
仕
官
を
申
し

出
た
話
と
、
湯
王
か
ら
伊
尹
を
登
用
し
た
話
で
あ
る
。
中
で
も
前
者
に

つ
い
て
は
、『

後
漢
書』

巻
二
九��軍
列
伝
に

(�)
昔
、
伊
尹
、
自
ら
鬻
ぎ
て
商
を
輔
す
。

と
い
う
類
似
の
異
文
が
み
え
、
伊
尹
が
自
ら
を
引
き
渡
す
行
為
は｢

鬻｣

と
称
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
百
里
奚
の
当
該
行
為
が

｢

鬻｣

と
称
さ
れ

て
い
る
の
と
ま
さ
し
く
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
伊
尹
の
自
薦
行
為
は

― 11 ―

���������



｢

負
鼎
之
衒

(『

後
漢
書』

巻
六
〇
蔡�
列
伝
下)｣

、
す
な
わ
ち
鼎
を
背

負
っ
て
自
己
を

｢

衒｣

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

｢

衒｣

は
、

既
述
の
ご
と
く
、｢

賣い
く｣

の
同
義
語
で
あ
る
。
す
る
と
こ
れ
よ
り
、
伊

尹
は
百
里
奚
と
同
じ
く
、｢

賣い
く｣

と
い
う
動
詞
の
被
対
象
者
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
桐
本
東
太
氏
も
指
摘
す

る
よ
う
に
、｢
賣い
く｣
の
被
対
象
者
で
あ
る
伊
尹
が

｢

伊
摯

(『

孫
子』

用

間
篇)｣

と
も
称
さ
れ
、
一
般
に

｢

摯
＝
贄

(

犧
牲
と
し
て
捧
げ
ら
れ

る
贈
与
物)｣

と
認
識
さ
れ
て
い
た
事
実
で
あ
る

(�)
。
こ
れ
は
、｢

賣い
く｣

・

｢� ��｣
が�
捧
げ
る�・�
贈
与
す
る�
を
意
味
し
、
そ
の
被
対
象
者
で

あ
る
伊
尹
が�
捧
げ
物�・�
贈
与
物�
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
し

め
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
百
里
奚
や
伊
尹
の
伝
承
は
、
単
な
る

�
商
品�
と
し
て
の
人
身
の
売
買
を
し
め
す
も
の
と
い
う
よ
り
、
む
し

ろ
当
時
の
社
会
に
通
底
す
る�
捧
げ
物�・�
贈
与
物�
の
慣
習
を
反
映

し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
当
該
字
に
含
ま
れ
る
贈
与
と
贖
罪
の
二
義
は
、
相
互
に

ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
か
。
本
字
の
原
義
を
闡
明
す
る
に
は
、
そ
れ

ら
を
統
合
的
に
解
釈
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
参
照
す
べ

き
が
、
マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
の
贈
与
論
で
あ
る

(�)
。
モ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、

未
開
社
会
の

｢

贈
与｣

は
返
報
の
義
務
を
伴
う
も
の
で
、
そ
の
背
景
に

は
、(

α)

何
か
を
も
ら
っ
た
ら
お
返
し
を
せ
ね
ば
な
ら
ず
、(

β)

何

か
を
送
っ
た
ら
見
返
り
を
も
ら
う
の
が
当
然
だ
と
す
る
二
つ
の
観
念
が

働
い
て
い
た
と
い
う

(�)

。
こ
の
解
釈
を
援
用
す
る
と
、｢

賣い
く｣

・｢� ��｣
に

含
ま
れ
る
贈
与
と
贖
罪
の
関
係
も
次
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
。
す
な
わ

ち
、｢

賣い
く｣

・｢� ��｣

の
意
味
す
る
贈
与
は
、(

α)

と

(

β)

の
観
念
を

伴
う
互
酬
的
な
も
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
贈
与
に
対
し
て
十
分
な
返
報
を
し

な
い
者
は
、
社
会
的
制
裁
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て

返
報
は
、
社
会
的
制
裁
の
対
象
と
な
る
罪
を
回
避
す
る
た
め
の
一
種
の

贖
罪
行
為
と
解
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
贈
与
と
贖
罪
は
、
表
裏
一
体
の

行
為
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
、｢�

(

賣い
く)｣

の
字
形
分
析
か
ら
も
傍
証
さ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
本
字
の
構
成
要
素
で
あ
る

｢�
(

省)｣

の
意
味
に
つ
い
て
小
倉

芳
彦
氏
は
、
①
巡
視
、
②
田
猟
、
③
征
伐
の
三
つ
が
あ
っ
た
と
す
る
聞

一
多
氏
の
説
を
引
い
た
上
で

(�)

、
王
者
が
地
方
に
対
す
る
権
威
を
確
立
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
地
方
か
ら
の
貢
納
を
獲
得
す
る
た
め
の
行
為
全
般
を
さ

す
と
す
る

(�)

。
す
る
と
、｢�｣
の
も
う
一
つ
の
構
成
要
素
で
あ
る

｢�
(

貝)｣

は
、
西
周
時
代
以
前
の
代
表
的
な
贈
与
物
な
の
で
、｢�

｣

・

｢�
｣

を
合
わ
せ
た

｢�｣
の
原
義
は
、
王
が
権
威
確
立
あ
る
い
は
秩

序
づ
け
の
た
め
に
宝
貝
な
ど
を
地
方
へ
贈
与
す
る
こ
と
と
推
測
さ
れ
よ

う
。
こ
れ
は
殷
代
宝
貝
の
社
会
的
機
能
と
も
ほ
ぼ
合
致
す
る

(�)

。
そ
し
て

そ
の
よ
う
な
原
義
が
の
ち
に
引
伸
さ
れ
、
贈
与
・
受
贈
・
返
報
を
意
味

す
る
包
括
的
な
概
念
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
み
て
ゆ
く
と
、
前
掲

｢�
鼎｣

の
内
容
も
次
の
よ
う
に

理
解
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、｢�
鼎｣

に
み
え
る｢

賣い
く｣

・｢

賞｣

・｢

復｣

・

｢

用｣
・｢
逆
付｣

な
ど
の
動
詞
は
、
い
ず
れ
も
贈
与
交
換
を
意
味
す
る

字
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
本
文
は
、
原
告
に
よ
る

｢

五
夫｣

の
贈
与

に
対
し
て
、
被
告
が

｢

匹
馬
・
束
絲｣

の
み
を
返
報
し
た
の
か
、
そ
れ
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と
も

｢

匹
馬
・
束
絲｣

と

｢

百�(
銅)｣

の
両
方
を
返
報
し
た
の
か

を
争
点
と
す
る
訴
訟
を
記
録
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、

｢

賣

(

贈
与
・
受
贈
・
返
報)｣

の
サ
イ
ク
ル
は
、
遅
く
と
も
西
周
後
期

に
は
、
慣
習
法
的
に
義
務
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う

(�)
。

以
上
の
考
証
に
よ
り
、
春
秋
時
代
以
前
に
は

｢

買｣
・｢
賣い
く｣

・｢� ��｣

な
ど
が
交
換
行
為
を
意
味
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判

明
し
た
。
そ
れ
は�
貨
幣�
と�
商
品�
に
よ
る
非
対
称
的
な
交
換
、

す
な
わ
ち
売
買
行
為
で
は
な
く
、
贈
与
交
換
に
お
け
る
物
財
や
贄に

え

の
授

受
を
意
味
す
る
語
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
中
の

｢

賣い
く｣

・｢� ��｣
か

ら
、
贖
罪
の
意
味
を
も
つ

｢

贖｣

が
特
化
・
派
生
し
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
戦
国
時
代
に
な
る
と
、
動
詞
と
し
て
の

｢

買｣

が
突
出
し
て

用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
そ
れ
は
当
初
、｢

賣ば
い(

売)｣

・

｢

買｣

両
方
の
意
味
を
包
括
す
る
文
字
と
し
て
用
い
ら
れ
、
必
ず
し
も

�
買
う�
と
い
う
一
方
的
な
意
味
は
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、

当
時
ま
だ�
売
る�
と�
買
う�
が
概
念
上
厳
密
に
は
区
別
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る

(

図
１)

。
し
か
し
、｢

買｣

が
の
ち
に

�
買
う�
の
意
と
な
り
、�
売
る�
を
意
味
す
る

｢

賣ば
い(

売)｣

の
対
義

語
と
な
る
文
字
で
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
よ
っ
て

｢

買｣

の
登
場

は
、
い
ま
だ
十
分
で
な
い
と
は
い
え
、
商
品
交
換
の
少
な
か
ら
ぬ
進
展

を
も
し
め
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
戦
国
時
代
以
後
さ
ら
に
発

展
し
て
ゆ
く
商
品
交
換
の
文
字
的
な
基
礎
は
、
ま
さ
に
こ
の
と
き
に
築

か
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
戦
国
時
代
の

｢

買｣

は
、
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
し
て
い
た
の
か
。
ま
た
統
一
秦
に
お
け
る｢

買｣

・

｢

賣ば
い(

売)｣

の
成
立
に
よ
っ
て
、
商
品
交
換
を
構
成
す
る�
商
品�
と

�
貨
幣�
の
区
別
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
。
次
に
こ
の
点
を
さ

ら
に
詳
細
に
検
討
し
て
み
た
い

(�)

。

三

戦
国
秦
漢
時
代
に
お
け
る�
売
買�と�
貨
幣�

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
戦
国
時
代
の

｢

買｣

は
物
の
授
受
を

意
味
す
る
文
字
で
あ
り
、
必
ず
し
も�
買
う�
と
い
う
一
方
的
な
意
味

だ
け
を
持
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、

そ
の
文
字
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
の
か
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
も
し
戦
国
時
代
の

｢

買｣

が�
貨
幣�
と�
商
品�
の
交
換
を

意
味
す
る�
売
る�
と�
買
う�
を
含
意
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、�
貨

幣�
と�
商
品�
の
区
別
は
、
こ
の
と
き
す
で
に
一
般
化
し
て
い
た
こ

と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
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図
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中
国
古
代
に
お
け
る
交
換
を
意
味
す
る
文
字
の
変
遷

買

市
也
。

買

�
出
物
貨
也
。

売

�
賣
也
。

�
衒
也
。

贖

貿
也
。

贖

殷

西
周

春
秋

戦
国

秦
漢

『

説
文』

現
在



そ
こ
で
ま
ず
伝
世
文
献
を
確
認
す
る
と
、
既
述
の
ご
と
く
、『

周
礼』

・

『
管
子』

・『

春
秋
左
氏
伝』

・『

墨
子』

・『

荘
子』

な
ど
に

｢

買｣

が
み

え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
後
世
の
校
訂
を
受
け
て
い
る
可

能
性
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
成
書
年
代
に
も
検
討
の
余
地
が
あ
る
の
で
、

そ
こ
か
ら
戦
国
時
代
の

｢

買｣

の
意
味
を
確
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
そ
の
た
め
次
に
、
睡
虎
地
秦
簡
の

｢

買｣

を
み
る
と
、
そ
れ
ら
が

基
本
的
に
銭
・
黄
金
と
他
の
物
財
と
の
交
換
を
意
味
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
つ
ま
り
戦
国
後
期
の

｢

買｣

は
、
た
ん
に
物
財
の
授
受
を
意

味
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、｢
銭
・
黄
金
を
支
払
っ
て
物
財
を
入
手
す

る
こ
と｣

も
し
く
は

｢

物
財
を
手
放
し
て
代
わ
り
に
銭
・
黄
金
を
入
手

す
る
こ
と｣
を
限
定
的
に
意
味
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
秦
律
を
み
る
と
、｢

買
Ａ｣

の
Ａ
の
位

置
に
銭
・
黄
金
が
入
る
例
は
な
い
の
で
、
銭
・

黄
金
と
そ
れ
以
外
の
物
財
の
こ
の
よ
う
な
非
対

称
的
関
係
は
、
基
本
的
に
不
可
逆
的
な
も
の
と

み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

(

図
２)
。
す

る
と
、
こ
れ
こ
そ�
貨
幣�
と�
商
品�
の
違

い
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、｢

買｣

が
、
使
用

価
値
の
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な�
商
品�
が
交
換

さ
れ
る
た
び
に
銭
・
黄
金
を
対
価
と
し
て
繰
り

返
し
用
い
る
と
い
う
循
環
運
動
を
意
味
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
交
換
に
お

け
る
銭
・
黄
金
の
使
用
頻
度
は
、
他
の�
商
品�
よ
り
も
相
対
的
に
高

い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
ば
あ
い
、�
商
品�
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
使
用

価
値
を
も
ち
、
そ
れ
ゆ
え
常
時
需
要
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
に
対
し
、

銭
・
黄
金
は
、
そ
の
材
質
的
使
用
価
値
を
欲
す
る
者
だ
け
で
な
く
、
他

の�
商
品�
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
も
、
徐
々
に
間
接
的
な
購

買
手
段
と
し
て
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

銭
・
黄
金
さ
え
あ
れ
ば
、�
商
品�
を
後
か
ら
自
由
に
購
入
で
き
る
か

ら
で
あ
る
。
現
に
、
拙
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
当
時
の
銭
は
立
法
上
、

材
質
的
な
使
用
価
値
を
伴
わ
ず
と
も
、
流
通
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た

(�)

。

こ
れ
は
ま
さ
し
く�
貨
幣�
の
機
制
に
相
当
す
る
。
し
か
も
睡
虎
地
秦

簡
を
み
る
と
、｢

買｣

に
よ
る
取
引
に
は
儀
礼
的
な
、
あ
る
い
は
贈
与

交
換
的
な
色
彩
が
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
。
こ
れ
よ
り
、
睡
虎
地
秦
簡

の
銭
・
黄
金
は�
貨
幣�
で
あ
り
、
戦
国
秦
の

｢

買｣

は
、
そ
れ
と

�
商
品�
と
の
非
対
称
的
交
換
を
意
味
す
る
特
殊
な
文
字
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
交
換
の
起
源
は
、
少
な
く
と
も
、

｢

買｣

が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
戦
国
初
期
に
ま
で
遡
り

う
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

で
は
そ
の
後
、
秦
漢
時
代
に
な
る
と
、�
貨
幣�
と�
商
品�
に
よ

る
交
換
の
あ
り
方
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
。
こ
こ
で
重
要
な
指

標
と
な
る
の
が
、
統
一
秦
に
お
け
る

｢

賣ば
い(

売)｣

の
登
場
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
こ
れ
に
よ
り

｢

賣ば
い(

売)｣

・｢

買｣

の
二
字
が
正
式
に

分
化
し
、
い
わ
ゆ
る�
売
る�・�
買
う�
の
概
念
上
の
区
分
も
よ
り
明

確
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、『

説
文』

を
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み
る
と賣

は
、
物
貨
を
出
だ
す
な
り

(

出
部)

。

買
は
、
市

あ
き
な

う
な
り

(

貝
部)

。

と
あ
り
、
両
字
の
意
味
す
る
交
換
が�
貨
幣�

に
よ
る
媒
介
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か

否
か
は
、
そ
こ
か
ら
は
必
ず
し
も
確
認
で
き
な

い
。
そ
れ
に
よ
る
と
、｢

賣ば
い(

売)｣

は
自
ら
の

有
す
る
物
財
を
出
す
こ
と
を
意
味
し
、｢

買｣
は

｢
市

(
商
売)｣

を
意
味
す
る
の
み
で
、
そ

の
と
き
に
交
換
さ
れ
る
の
が�
商
品�
か�
貨

幣�
か
は
、
文
中
に
は
と
く
に
明
記
さ
れ
て
い

な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
張
家
山
漢
簡

の｢

賣｣

・｢

買｣

の
用
例
を
み
て
も
、｢

買
Ａ｣

・

｢

賣
Ａ｣

の
Ａ
は
お
も
に
銭
と
交
換
さ
れ
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
も
の
と

さ
れ
て
お
り
、
逆
に
、
Ａ
の
位
置
に
銭
が
入
る
例
は
一
つ
も
な
い
。
こ

れ
よ
り
、
漢
初
の

｢

賣

(

売)｣

・｢

買｣

も
、
た
ん
に

｢

物
財
を
出
す

こ
と｣

・｢

商
売
を
す
る
こ
と｣

で
は
な
く
、
や
は
り
、
そ
れ
ぞ
れ

｢�
商
品�
を
手
放
し
て
銭
を
入
手
す
る
こ
と｣

・｢�
商
品�
を
手
に
入

れ
て
銭
を
支
払
う
こ
と｣

を
限
定
的
に
意
味
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

(

図
３)

。
と
す
れ
ば
、
漢
律
の
銭
は
、
秦
律
の
そ
れ
と
同
様
、
や
は
り

�
貨
幣�
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
特
別
視
さ
れ
て
い
た
と
解
す
べ
き

で
あ
ろ
う

(�)

。
こ
れ
よ
り
、�
売
る�・�
買
う�
の
概
念
は
統
一
秦
の
と

き
に
完
成
し
、
そ
れ
と
同
時
に�
貨
幣�
と�
商
品�
の
区
別
も
よ
り

一
般
化
し
た
と
結
論
付
け
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
戦
国
秦
漢
時
代
に
お
け
る
人
び
と
の
生
活
は
、
具
体
的

に
ど
の
程
度
、
銭
・
黄
金
な
ど
の�
貨
幣�
と
接
す
る
も
の
で
あ
っ
た

の
か
。
こ
れ
ま
で
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、｢

賣ば
い(

売)｣

・｢

買｣

の
分
化
が
起
こ
る
ほ
ど
に
は
一
般
化
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
当
時
の
人
口
の
多
く
が
識
字
率
の
低
い
農
耕

社
会
に
属
し
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る

(�)

。
そ
の
よ
う
な
人
び
と
の
多

く
は
、｢

賣ば
い(

売)｣

・｢

買｣

な
ど
の
文
字
を
知
る
こ
と
は
お
ろ
か
、
そ

れ
ら
の
商
業
関
係
の
語
を
話
し
た
り
聞
い
た
り
す
る
こ
と
さ
え
少
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
小
論
の
検
討
結
果
は
、
あ
く
ま
で
も
文
字
社
会

に
お
け
る�
貨
幣�
の
展
開
を
し
め
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

�
貨
幣�
の
受
容
に
つ
い
て
検
討
す
る
さ
い
に
、
当
時
の
人
び
と
の
階

層
性
に
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
こ
で
次
に
、
こ
の
点
を
ふ
ま
え
た
上
で
先
行
研
究
を
振
り
返
っ
て

み
る
と
、
そ
の
多
く
が
、
戦
国
秦
漢
時
代
に
お
け
る
銭
中
心
の�
貨
幣

経
済�
の
全
面
的
展
開
を
想
定
し
て
い
る
点
に
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
史

料
的
根
拠
と
し
て
、
た
と
え
ば
牧
野
巽
氏
は
、『

漢
書』

巻
二
四
食
貨

志
上
に
収
め
ら
れ
て
い
る
戦
国
魏
・
李�｢
盡
地
力
之�｣
に
、
銭
を

価
値
尺
度
手
段
と
す
る
農
民
の
生
計
モ
デ
ル
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
挙
げ
、
農
民
が
銭
と
不
可
分
の
生
活
を
営
ん
で
い
た
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る

(�)
。
こ
れ
に
対
し
て
佐
原
康
夫
氏
は
、
都
市
の
商
工
業
や
国
家
財

政
に
お
い
て
銭
が
あ
る
程
度
定
着
し
て
お
れ
ば
、
農
民
の
家
計
に
お
い

て
現
実
的
に
銭
が
あ
ま
り
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
と
も
、｢

盡
地
力
之�｣
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は
政
策
論
と
し
て
十
分
に
成
り
立
つ
と
し
、
戦
国
時
代
に
お
け
る
銭
の

実
質
的
普
及
率
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る

(�)

。
そ
し
て
、｢

半
兩｣

銭
が
漢

王
朝
の
成
立
と
と
も
に
急
速
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
れ

が
全
国
一
律
の
銭
納
人
頭
税
を
柱
と
す
る
財
政
制
度
の
成
立
を
背
景
と

す
る
現
象
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

(�)
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
銭
は
、

秦
代
以
前
に
は
あ
ま
り
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
漢
代
以
降
も
し
ば
ら
く

は
、
そ
の�
貨
幣�
と
し
て
の
実
質
的
普
及
率
が
低
か
っ
た
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
で
は
、
両
者
の
説
は
ど
ち
ら
が
妥
当
な
の
か
。

ま
ず
拙
稿
で
指
摘
し
た
と
お
り
、
漢
銭
が
国
家
的
支
払
い
手
段
と
し

て
の
性
格
を
強
く
有
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
他
の
出
土
文
字
資

料
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る

(�)
。
こ
れ
は
佐
原
説
の
妥
当
性
を
部
分
的
に
証

す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
睡
虎
地
秦
簡

｢

日
書｣

甲
種

｢

夢｣
(

第
八
八
三
簡
反
〜
八
八
二
簡
反)

に

人
に
惡�

(

夢)

有
り
て�
(

覺さ)

め
ば
、
乃
ち
髮
を
繹

(

釋と)

き
、
西
北
面
に
坐
し
、
之
に�(�い
の)

り
て
曰
く
、｢
皋あ
あ

、
敢
え

て�(
爾
な
ん
じ)

豸今�
に
告
ぐ
。
某
に
惡�

(

夢)

有
り
、
走
り
て

豸今�
の
所
に
歸
せ
ん
。
豸今�
は
強
飲
強
食
な
れ
ば
、
某
の
大
幅

(

富)

を
賜
わ
ん
。
錢
に
非
ず
ん
ば
乃
ち
布
、
繭
に
非
ず
ん
ば
乃

ち
絮
【
を
賜
わ
ん
】｣

と
。
則
ち
止
む
。

と
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と

｢

錢｣

・｢

布｣

は
、
す
で
に
戦
国
秦
の
と
き

に｢

大
幅(

大
富)｣

の
象
徴
と
な
っ
て
い
た
。
既
述
の
ご
と
く
、｢

錢｣

は�
貨
幣�
で
あ
り
、｢

布｣

も
、
多
く
の
先
学
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

�
貨
幣�
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

(�)
。
ま
た
、

同

｢

日
書｣

甲
篇

(

第
九
三
二
簡
正)

、
岳
山
秦
牘

｢

日
書｣

(����
��)

、
孔
家
坡
漢
簡

｢

日
書｣

(

七
貳)

な
ど
に

(�)

金
錢
良
日
。

と
あ
り
、
黄
金
・
銭
を
入
手
す
る
さ
い
の

｢

良
日｣

が
わ
ざ
わ
ざ
選
定

さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
も
当
時
の
人
び
と
の�
貨
幣�
に
対
す
る
欲

求
の
強
さ
が
窺
え
る

(�)

。
す
る
と
、
こ
れ
ら
の

｢

日
書｣

は
、
戦
国
秦
〜

漢
初
の
人
び
と
の
日
常
生
活
や
そ
れ
を
支
え
る
通
念
と
密
接
に
関
わ
る

史
料
と
さ
れ
て
い
る
の
で

(�)

、
こ
れ
よ
り
、
当
時
の
人
び
と
が
銭
・
黄
金
・

布
帛
を
非
常
に
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
銭
は
、
漢
代

に
国
家
的
支
払
い
手
段
と
し
て
上
か
ら
押
し
付
け
ら
れ
て
い
た
だ
け
で

な
く
、
す
で
に
戦
国
時
代
か
ら
民
間
で
も
、
黄
金
・
布
帛
な
ど
と
と
も

に
、�
貨
幣�
と
し
て
広
く
求
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
た
か
も
牧
野
説
を
裏
付
け
る
か
の
ご
と
き
結
論

で
あ
る
。
で
は
、
こ
れ
と
佐
原
説
は
結
局
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
が
、
次
の
二
点
で
あ
る
。
第
一
点
目
は
、

｢

日
書｣

に
銭
を
希
求
す
る
文
言
が
し
る
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、

｢

日
書｣

と
関
わ
り
を
も
つ
者
全
員
が
つ
ね
に
銭
を
有
し
て
い
た
と
は

限
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
の
者
は
、
普
段
は
銭
を
十

分
に
も
ち
え
な
い
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
求
め
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
現
に

｢

日
書｣

に
は
、
人
び
と
の
黄
金
・
布
帛
に
対
す

る
欲
求
も
投
影
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
銭
の
代
わ
り
に�
貨
幣�
と

し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
つ
ま
り

｢

日
書｣

と
関
わ
り
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を
も
つ
者
は
、
銭
の
み
な
ら
ず
、
黄
金
・
布
帛
を
も
要
素
と
す
る�
貨

幣
経
済�
の
も
と
で
生
活
を
営
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
戦
国
時
代
以
来
の
銭
が
す
で
に
物
神
崇
拜
の
対
象
で
あ
っ
た

と
い
う
見
方
を
肯
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
た
と
え
そ
れ
が
人

び
と
に
十
分
行
き
渡
ら
な
く
と
も
、
布
帛
・
黄
金
な
ど
が
そ
れ
を
代
替

す
る
こ
と
に
よ
っ
て�
貨
幣
経
済�
が
維
持
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。

第
二
点
目
は
、�
貨
幣�
の
受
容
と
人
び
と
の
階
層
性
に
つ
い
て
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
既
述
の
ご
と
く
、
当
時
の
人
口
の
多
く
は
無
文
字
社

会
に
属
し
、
そ
の
中
で
農
耕
を
営
ん
で
い
た
。
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な

農
民
が
、
現
実
に�
貨
幣�
中
心
の
生
活
、
す
な
わ
ち

｢

賣

(

売)｣

・

｢

買｣

中
心
の
生
活
を
し
て
い
た
と
は
想
定
し
に
く
い
。
そ
こ
で
改
め

て｢

日
書｣

を
み
る
と
、
そ
れ
も
一
つ
の
文
字
資
料
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
そ
こ
に
し
め
さ
れ
て
い
る
日
常
生
活
も
、
や
は
り
文
字
社
会
と
関

わ
り
を
も
つ
者

(

識
字
者
お
よ
び
そ
れ
と
関
係
の
あ
る
非
識
字
者)

の

も
の
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
逆
に
言
え
ば
、｢

日
書｣
に
み
え
る

�
貨
幣�
中
心
の
生
活
像
と
、
識
字
率
の
低
い
農
耕
社
会
と
は
、
比
較

的
関
係
が
希
薄
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
そ
の
よ

う
な
農
耕
社
会
の
人
び
と
も
、
銭
納
人
頭
税
を
納
め
る
た
め
、
あ
る
い

は
生
活
必
需
品

(

農
具
・
塩
な
ど)

を
購
入
す
る
た
め
に
、
前
も
っ
て

自
ら
の
生
産
品
を

｢

賣

(

売)｣

り
、
銭
な
ど
を
入
手
し
て
お
く
必
要

が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
彼
ら
が�
貨
幣
経
済�
に
あ
る
程
度

組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
事
実
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
そ

こ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
農
耕
社
会
に
お
け
る�
貨
幣
経
済�
の
全
面
的

展
開
を
想
定
す
る
こ
と
に
は
や
や
疑
問
が
残
る
。
む
し
ろ
佐
原
説
と
の

整
合
性
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
識
字
層
の
集
中
す
る
都
市
部
と
、
郊
外

に
散
在
す
る
農
村
部
で
は
、�
貨
幣�
の
使
用
度
に
相
当
の
差
が
あ
っ

た
と
み
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
も
あ
れ
、
以
上
の
二
点
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
銭
の
実
質
的
普
及
率
が

低
い
と
い
う
点
と
、｢

日
書｣

に
銭
な
ど
を
追
い
求
め
る
人
び
と
の
姿

が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
を
整
合
的
に
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
つ

ま
り
概
括
的
に
い
え
ば
、
戦
国
秦
〜
漢
初
の�
貨
幣�
は
、
銭
の
み
な

ら
ず
、
黄
金
や
布
帛
を
も
主
要
な
要
素
と
す
る
も
の
で
、
そ
れ
ら
は
と

く
に
識
字
層
の
集
中
す
る
都
市
部
を
中
心
に
受
容
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
経
済
状
況
は
い
つ
ま
で
続
い

た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

お
わ
り
に

小
論
で
は
、
中
国
古
代
の
人
び
と
の
交
換
行
為
に
対
す
る
一
般
認
識

の
歴
史
的
変
容
過
程
に
つ
い
て
、
ま
ず
古
文
字
学
の
観
点
か
ら
考
察
を

加
え
た
。
そ
の
結
果
、
先
秦
時
代
に
お
け
る
物
の
交
換
の
主
要
な
あ
り

方
が
、
春
秋
時
代
〜
戦
国
時
代
に
贈
与
交
換
的
特
質
を
徐
々
に
失
い
、

戦
国
時
代
〜
秦
漢
時
代
に
商
品
交
換
的
特
質
を
強
め
て
ゆ
く
傾
向
を
も

つ
こ
と
、
戦
国
時
代
を
境
に�
貨
幣�
と�
商
品�
の
概
念
上
の
相
異

が
よ
り
厳
密
化
し
た
こ
と
、
数
あ
る
物
財
の
中
で
も
と
く
に
銭
・
黄
金
・
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布
帛
が
、
識
字
層
の
多
い
都
市
部
を
中
心
に
、�
貨
幣�
と
し
て
定
着

し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
で
は
、
以
上
の
検
討
結
果
か
ら
何

が
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

第
一
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
秦
漢
貨
幣
経
済
の
成
立
背
景
が
、
従
来
の

研
究
と
は
異
な
っ
た
角
度
か
ら
、
よ
り
具
体
的
に
明
ら
か
と
な
っ
た
。

た
し
か
に
、
こ
れ
ま
で
に
も
多
く
の
先
学
が
、
戦
国
時
代
に
貨
幣
経
済

が
急
速
に
発
展
し
た
こ
と
、
そ
れ
が
秦
漢
貨
幣
経
済
の
成
立
背
景
と
な
っ

た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
小
論
の
冒
頭
で
も
指
摘
し
た
よ
う

に
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
検
討
対
象
と
な
る
史
料
の
量
的
制
約
に
よ
る

影
響
を
少
な
か
ら
ず
受
け
て
お
り
、
ま
た
理
論
的
に
み
て
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー

以
降
の
経
済
人
類
学
的
批
判
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
小
論
で
は
、
古
文
字
学
的
観
点
か
ら
こ
の
問
題
を
再
検
討
し
、
そ
の

論
証
を
試
み
た
の
で
あ
っ
た
。

第
二
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
物
の
交
換
に
関
す
る
比
較
史
的
検
討
が
可

能
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
小
論
で
は
、
物
の
交
換
に
関
す
る
文
字
の
時

代
的
変
遷
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
贈
与
交
換
を
特
色
と
す
る

社
会
か
ら
商
品
交
換
を
特
色
と
す
る
社
会
へ
の
漸
次
的
な
変
化
を
検
出

し
た
が
、
こ
れ
は
他
の
古
代
語
に
お
け
る
交
換
用
語
の
変
遷
に
も
当
て

は
ま
る
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
エ
ミ
ー
ル
・
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
に
よ

れ
ば
、
イ
ン
ド
＝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
系
の
い
く
つ
か
の
古
語
で
は
、�
贖

い�
を
背
景
と
す
る
宗
教
概
念
が
先
行
し
、
の
ち
に
商
品
交
換
を
意
味

す
る
売
買
概
念
が
生
ま
れ
た
と
い
う

(�)

。
ま
た
福
田
徳
三
氏
も
、
日
本
古

代
の
貨
幣
に
よ
る
支
払
い
と
宗
教
儀
礼
の
祓
除

は
ら
い

と
の
関
係
を
指
摘
し
た

上
で
、
売
買
概
念
の
淵
源
に
贖
罪
な
ど
の
ハ
ラ
イ
が
あ
っ
た
こ
と
を
推

測
し
て
い
る

(�)

。
こ
れ
ら
は
、
贖
罪
概
念
が
売
買
概
念
に
先
行
す
る
と
い

う
現
象
が
、
必
ず
し
も
中
国
古
代
特
有
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を

意
味
す
る
。
そ
こ
か
ら
析
出
さ
れ
る
の
は
、
小
論
で
検
証
し
た
中
国
古

代
に
お
け
る
社
会
の
変
化
と
同
様
、
や
は
り
贈
与
交
換
か
ら
商
品
交
換

へ
の
重
点
の
移
動
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
現
象
が
世
界

各
地
に
み
ら
れ
る
の
か
。
そ
の
原
因
を
今
後
探
っ
て
ゆ
く
こ
と
も
、
あ

る
い
は
人
類
史
的
に
み
て
意
義
の
あ
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
最
後
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
戦
国
時
代
以
降
も
贈
与
交
換
が
社
会
か
ら
完
全
に
な
く
な
っ

た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
戦
国
時
代
に

い
っ
た
ん
は
影
を
潜
め
た
か
の
ご
と
き
贈
与
交
換
が
そ
の
後
も
脈
々
と

残
存
し
続
け
、�
貨
幣
経
済�
の
台
頭
後
も
、
現
代
に
い
た
る
ま
で
随

所
に
登
場
し
て
く
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な

贈
与
交
換
は
、
戦
国
時
代
以
降
、
ど
の
よ
う
な
場
に
お
い
て
出
現
し
、

ま
た
そ
れ
と�
貨
幣
経
済�
と
は
具
体
的
に
い
か
な
る
関
係
に
あ
っ
た

の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い

(�)

。

注(
１)

理
論
的
な
研
究
と
し
て
、
ル
ー
マ
ン
・
Ｎ(

春
日
淳
一
訳)

『

社
会
の
経
済』

(
文
真
堂
、
一
九
九
一
年)

も
参
照
。

(

２)
西
周
以
前
に
お
け
る
貝
貨
の
存
在
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
推
測
さ
れ
て
き

た
が
、
二
〇
世
紀
に
入
る
と
、
こ
れ
を
伝
世
文
献
・
考
古
資
料
・
文
化
人
類

学
的
知
見
に
基
づ
き
詳
述
し
た
濱
田
耕
作

｢

支
那
古
代
の
貝
貨
に
就
い
て｣
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(

浜
田
耕
作
先
生
著
作
集
刊
行
委
員
会
編

『

濱
田
耕
作
著
作
集』

第
三
巻
、
同

朋
社
、
一
九
八
九
年
。
一
九
一
二
年
初
出)

や
、
甲
骨
学
・
金
文
学
・
古
文

字
学
の
成
果
を
ふ
ま
え
た
王
国
維

｢

説�
朋｣

(

同
氏

『

観
堂
集
林』

中
華
書

局
、
一
九
五
九
年
。
一
九
二
一
年
初
刊)

な
ど
が
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
、

彭
信
威

『

中
国
貨
幣
史』

(

上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
八
年)

、
王
毓
銓

『

王
毓
銓
史
論
集』

上
冊

(

中
華
書
局
、
二
〇
〇
五
年)

、
戴
志
強

｢

安
陽
殷

墟
出
土
貝
化
初
探｣

(

同
氏

『

戴
志
強
銭
幣
学
文
集』

中
華
書
局
、
二
〇
〇
六

年)

、
蕭
清

『
中
国
古
代
貨
幣
史』

(

人
民
出
版
社
、
一
九
八
四
年)

、
冷
鵬
飛

『

中
国
古
代
社
会
商
品
経
済
形
態
研
究』

(

中
華
書
局
、
二
〇
〇
二
年)

、
楊
升

南

｢

貝
是
商
代
的
貨
幣｣

(『
中
国
史
研
究』

二
〇
〇
三
年
第
一
期)

な
ど
が

｢

殷
代
宝
貝
＝�
貨
幣�｣
説
を
支
持
し
て
い
る

(

以
上
、
初
出
年
代
順)

。
ま

た
、
朱
活

｢

古
幣
探
源

試
論
我
国
古
代
貨
幣
的
問
題｣
(

同
氏

『

古
銭
新

探』

斉
魯
書
社
、
一
九
八
四
年)

、
黄
錫
全

『

先
秦
貨
幣
通
論』

(

紫
禁
城
出

版
社
、
二
〇
〇
一
年)

な
ど
は
、
殷
代
よ
り
も
前
か
ら
宝
貝
が�
貨
幣�
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
え
の
べ
て
い
る
。
そ
の
他
に
、
殷
代
宝
貝
を
単

な
る
装
飾
品
と
し
た
上
で
、
殷
末
周
初
以
降
の
宝
貝
の
み
を�
貨
幣�
と
す

る
郭
沫
若

『

卜
辞
通
簒』

(

科
学
出
版
社
、
一
九
八
三
年)
や
、
宝
貝
が�
貨

幣�
と
な
っ
た
時
期
を
、
西
周
晩
期
前
半
と
す
る
近
藤
喬
一

｢
西
周
時
代
宝

貝
の
研
究｣

(『

ア
ジ
ア
の
歴
史
と
文
化』

第
三
輯
、
一
九
九
八
年)
、
春
秋
戦

国
時
代
と
す
る
江
上
波
夫

｢

東
亜
に
お
け
る
子
安
貝
の
流
伝｣

(『
江
上
波
夫

文
化
史
論
集
２

東
ア
ジ
ア
文
明
の
源
流』

山
川
出
版
社
、
一
九
九
九
年)

な
ど
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
も
宝
貝
が
結
局
最
後
に�
貨
幣�
化
す
る
と
み
て

い
る
点
で
は
同
様
で
あ
る
。

(

３)

佐
原
康
夫

｢

貝
貨
小
考｣

(『

奈
良
女
子
大
学
文
学
部
研
究
年
報』

第
四
五

号
、
二
〇
〇
一
年)

や
、
宮
澤
知
之

『

中
国
銅
銭
の
世
界

銭
貨
か
ら
経

済
史
へ

』
(

思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
七
年)

は
、
宝
貝
は
身
分
の
高
い
者

専
用
の
財
貨
・
支
払
い
手
段
で
、
特
定
の
物
の
価
値
を
表
示
す
る
手
段
と
し

て
も
機
能
し
た
と
す
る
。
な
お
佐
原
康
夫

｢

中
国
古
代
の
貨
幣
経
済
論
と
貨

幣
史
認
識
を
め
ぐ
っ
て｣

(

中
国
史
学
会
編

『

中
国
の
歴
史
世
界

統
合
の

シ
ス
テ
ム
と
多
元
的
発
展』

東
京
都
立
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年)

は
、

宝
貝
が
か
つ
て
の�
貨
幣�
で
あ
っ
た
と
す
る
認
識
を
漢
代
以
後
の
も
の
と

す
る
が
、
睡
虎
地
秦
簡

｢

日
書｣

に

｢

貨
貝｣

と
あ
る
の
で
、
そ
れ
は
先
秦

時
代
に
淵
源
す
る
と
み
ら
れ
る
。

(

４)

ポ
ラ
ニ
ー
・
Ｋ

(

吉
沢
英
成
・
野
口
建
彦
・
長
尾
史
郎
・
杉
村
芳
美
訳)

『

大
転
換

市
場
社
会
の
形
成
と
崩
壊

』
(

東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九

七
五
年)

、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
・
Ｋ(

玉
野
井
芳
郎
・
平
野
健
一
郎
編
訳
、
石
井
溥
・

木
畑
洋
一
・
長
尾
史
郎
・
吉
沢
英
成
訳)

『

経
済
の
文
明
史』

(

筑
摩
書
房
、

二
〇
〇
三
年)

な
ど
。

(

５)

岡
村
秀
典

｢

中
国
古
代
王
権
と
祭
祀｣

(『

考
古
学
研
究』

第
四
六
巻
第
二

号
、
一
九
九
九
年)

。
な
お
、
こ
こ
で
い
う

｢

埋
め
込
み｣

は
経
済
人
類
学
の

概
念
で
、
親
族
関
係
・
宗
教
・
贈
与
儀
礼
な
ど
の
社
会
慣
習
の
中
に
、
表
層

に
は
意
識
さ
れ
な
い
付
随
的
な
も
の
と
し
て
財
の
生
産
・
配
分
な
ど
の
経
済

的
機
能
が
結
果
的
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

(

６)

拙
稿

｢

殷
代
宝
貝
の
社
会
的
機
能
に
つ
い
て

中
国
貨
幣
史
の
始
源
を

探
る
た
め
の
基
礎
的
検
討

｣
(『

歴
史
民
俗』

第
二
号
、
二
〇
〇
四
年)

。

(

７)

こ
れ
ま
で
に
も
宝
貝
の
呪
術
性
・
装
飾
性
な
ど
に
注
目
し
た
研
究
は
あ
っ

た
が
、
そ
の
大
半
が
、
宝
貝
の
そ
の
よ
う
な
性
質
を
単
な
る
使
用
価
値
の
残

滓
と
し
、
宝
貝
を
物
質
的
使
用
価
値
か
ら
分
離
し
き
れ
て
い
な
い
未
完
成
な

�
貨
幣�
と
解
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
、
宝
貝
の
特
殊
具
体
的
機
能

の
方
に
そ
の
本
質
的
意
義
を
求
め
る
私
見
と
の
相
異
が
あ
る
。
後
者
の
観
点

か
ら
漢
代
貨
幣
の
特
殊
性
に
注
目
し
た
も
の
に
、
拙
稿

｢

漢
代
に
お
け
る
銭

と
黄
金
の
機
能
的
差
異｣

(『

中
国
出
土
資
料
研
究』

第
一
一
号
、
二
〇
〇
七

年)

が
あ
る
。

(

８)
ハ
イ
エ
ク
・
Ｆ
・
Ａ

(

川
口
慎
二
訳)

『

貨
幣
発
行
自
由
化
論』

(

東
洋
経

済
新
報
社
、
一
九
八
八
年)

な
ど
も
、�
貨
幣�
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
の
あ

い
だ
に
本
質
的
な
違
い
が
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
れ
は
要
す
る
に

― 19 ―



�
貨
幣�
を�
貨
幣�
と
し
て
用
い
る
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
マ
ス
の
存
否
の
問

題
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
重
要
な
の
が
、
そ
の
ク
リ
テ
ィ

カ
ル
・
マ
ス
が
一
国
内
に
多
種
類
並
存
・
競
合
す
る
ば
あ
い
も
あ
る
と
い
う

点
で
あ
る
。
そ
れ
を
歴
史
学
的
に
実
証
し
た
も
の
に
、
黒
田
明
伸

『

貨
幣
シ

ス
テ
ム
の
世
界
史

〈
非
対
称
性
〉
を
よ
む』

(

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年)

が
あ
る
。

(

９)

ブ
ロ
ー
デ
ル
・
Ｆ

(

山
本
淳
一
訳)

『

物
質
文
明
・
経
済
・
資
本
主
義
一
五

一
八
世
紀
Ⅱ

１

交
換
の
は
た
ら
き
１』

(

み
す
ず
書
房
、
一
九
八
六
年)

参
照
。
ち
な
み
に
、
こ
の
点
を
理
論
的
に
考
察
し
た
も
の
と
し
て
、
吉
沢
英

成

『

貨
幣
と
象
徴』

(
筑
摩
書
房
、
一
九
九
四
年)

な
ど
も
あ
る
。

(�)
漢
語
大
詞
典
編
輯
委
員
会
・
漢
語
大
詞
典
編
纂
処
編

『

漢
語
大
詞
典』

(

漢

語
大
詞
典
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年)
の｢

買｣

条
に｢

①
購
進
。
以
銭
購
物｣

、

｢

売｣

条
に

｢

①
以
貨
物
換
銭
。
与�
買�
相
対｣

と
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
・
Ｋ

(

岡
崎
次
郎
訳)

『

資
本
論』

(

大
月
書
店
、
一
九
七
二
年)

は
売
る
こ
と
の
困

難
さ
を

｢

命
が
け
の
飛
躍｣

と
呼
ん
で
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の�
売
る�

と�
買
う�
の
違
い
が
ど
の
よ
う
に
生
じ
て
く
る
の
か
を
理
論
的
に
明
ら
か

に
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
し
て
は
、
宇
野
弘
蔵

『

宇
野
弘
蔵
著
作
集』

第
二

巻

(

岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年)

な
ど
が
有
名
で
あ
る
。

(�)
加
藤
常
賢

『

漢
字
の
起
源』
(

角
川
書
店
、
一
九
七
〇
年)

。

(�)
白
川
静

『

白
川
静
著
作
集
別
巻

説
文
新
義』

(

平
凡
社
、
二
〇
〇
二
〜
二

〇
〇
三
年)

。

(�)

徐
中
舒
主
編

『

甲
骨
文
字
典』

(

四
川
辞
書
出
版
社
、
一
九
九
八
年)

、
周

法
高
・
張
日
昇
・
徐�
儀
・
林
潔
明
編

『

金
文
詁
林』

(

香
港
中
文
大
学
、
一

九
七
五
年)

。

(�)
｢

任
鼎｣

と

｢

亢
鼎｣

に
つ
い
て
は
、
馬
承
源

｢

亢
鼎
銘
文

西
周
早
期

用
貝
幣
交
易
玉
器
的
記
録｣

(

同
氏『

中
国
青
銅
器
研
究』

上
海
古
籍
出
版
社
、

二
〇
〇
二
年)

、
黄
錫
全

｢

西
周
貨
幣
史
料
的
重
要
発
現

亢
鼎
銘
文
的
再

研
究｣

(『

中
国
銭
幣
論
文
集』

第
四
輯
、
二
〇
〇
二
年)

、
王
冠
英

｢

任
鼎
銘

文
考
釈｣

(『

中
国
歴
史
文
物』

二
〇
〇
四
年
第
二
期)

、
李
学
勤

｢

亢
鼎
賜
品

試
説｣
(

同
氏

『

中
国
古
代
文
明
研
究』

華
東
師
範
大
学
、
二
〇
〇
五
年)

、

董
珊

｢

任
鼎
新
探

兼
説
亢
鼎｣

(

陝
西
師
範
大
学
・
宝
鶏
青
銅
器
博
物
館

編『

黄
盛
璋
先
生
八
秩
華
誕
紀
念
文
集』

中
国
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年)

、

陳�
・
祖
双
喜

｢

亢
鼎
銘
文
与
西
周
土
地
所
有
制｣

(『

中
国
歴
史
文
物』

二

〇
〇
五
年
第
一
期)

、
佐
藤
信
弥

｢

任
鼎
銘
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題｣

(『

東

亜
文
史
論
叢』

特
集
号
、
二
〇
〇
六
年)

な
ど
参
照
。
ち
な
み
に
先
学
は
、

｢

亢
鼎｣

を
香
港
の
骨
董
店
で
購
入
し
た
も
の
と
し
、｢

任
鼎｣

の
入
手
先
お

よ
び
両
器
の
ス
ペ
ー
サ
ー
の
有
無
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
。
今
後
の
鑑
定
に
よ
る
裏
付
け
が
期
待
さ
れ
る
。
な
お
小
論
で
出
土
文
字

資
料
を
引
用
す
る
ば
あ
い
に
は
、
ほ
ぼ
次
の
凡
例
に
従
っ
て
書
き
下
し
た
。

原
字
が
別
字
の
異
体
字
や
仮
借
字
で
あ
る
ば
あ
い
、
あ
る
い
は
原
字
が
錯
字

で
あ
る
ば
あ
い
は
、
読
み
替
え
た
文
字
を

(
)

で
括
り
、
原
字
の
直
後
に

補
っ
た
。
原
文
に
脱
字
や
補
う
べ
き
字
が
あ
る
ば
あ
い
は
、
【
】
で
括
っ
て

補
っ
た
。
衍
字
・
置
字
は
適
宜
省
略
し
た
。
欠
字
が
あ
り
、
そ
れ
を
補
う
こ

と
が
困
難
な
ば
あ
い
は
□
と
し
た
。

(�)
白
川
静

『

字
統』

(

平
凡
社
、
一
九
九
四
年)

。

(�)���������(����)������������������������������������������
������������������������������������������� ��������������
���������������������������������������������

。

(�)
本
田
二
郎

『

周
礼
通
釈』

上
巻

(

秀
英
出
版
、
一
九
七
七
年)

。

(�)
平�
隆
郎

｢『

周
礼』

の
構
成
と
成
書
国｣

(『

東
洋
文
化』

第
八
一
号
、
二

〇
〇
一
年)

。
た
だ
し
平�
説
に
対
し
て
は
、
井
上
了

｢『

周
礼』

の
構
成
と

そ
の
外
族
観｣

(『

中
国
研
究
集
刊』

第
三
〇
号
、
二
〇
〇
二
年)

な
ど
の
批

判
も
あ
る
。

(�)
金
文
の
番
号
は
、
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
編

『

殷
周
金
文
集
成』

(

中
華
書
局
、
一
九
九
四
年)

に
よ
る

(

以
下
、
集
成
＋
番
号)

。

(�)
劉
心
源

『
奇
觚
室
吉
金
文
述』

巻
二

(

一
九
〇
二
年
刊)

に

｢�
、
舊
釋
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賣
、
非
。
賣
从
出
買
作�
、�
从
貝�
作�

｣

と
あ
る
が
、
そ
の
後
も
当
該

説
の
支
持
者
は
多
い
。
と
く
に
書
道
関
係
の
字
書
で
は
、
現
在
で
も
大
半
が

｢

賣

(

売)｣

を
貝
部
に
分
類
し
、
そ
れ
と

｢

賣い
く｣

(

後
述
す
る
よ
う
に

｢�｣
と
同
字)｣

を
区
別
し
て
い
な
い
。
な
お
松
丸
道
雄
・
竹
内
康
浩

｢

西
周
金
文

中
の
法
制
史
料｣

(

滋
賀
秀
三
編

『

中
国
法
制
史

基
本
資
料
の
研
究』

東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年)

も
、
当
該
字
を

｢

賣
る｣

・｢

買
う｣

に
読

み
替
え
て
訓
読
し
て
い
る
。

(�)
《
雲
夢
睡
虎
地
秦
墓
》
編
写
組

『

雲
夢
睡
虎
地
秦
墓』

(

文
物
出
版
社
、
一

九
八
一
年)

。

(�)
こ
の
よ
う
に
一
つ
の
字
に
反
義
対
立
す
る
二
訓
が
含
ま
れ
る
現
象
は
、
従

来

｢

反
訓｣

と
よ
ば
れ
、
古
く
か
ら
そ
の
存
在
が
推
測
さ
れ
て
き
た
。
小
島

祐
馬｢

中
国
文
字
の
訓
詁
に
於
け
る
矛
盾
の
統
一｣

(

同
氏『

古
代
中
国
研
究』

平
凡
社
、
一
九
八
八
年)

は
こ
れ
を
、
中
国
古
代
の
人
び
と
が
矛
盾
の
統
一

と
し
て
の
弁
証
法
的
生
活
を
営
ん
で
い
た
た
め
に
生
じ
た
現
象
と
解
し
て
い

る
。
し
か
し
白
川
静

｢

訓
詁
に
於
け
る
思
惟
の
形
式
に
つ
い
て｣

(『

白
川
静

著
作
集
１

漢
字
１』

平
凡
社
、
一
九
九
九
年)
に
よ
れ
ば
、
従
来

｢

反
訓｣

と
解
さ
れ
て
き
た
字
例
は
、
本
義
の
否
定
を
通
じ
て
直
接
反
義
を
も
含
む
よ

う
に
な
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
原
義
の
漸
次
的
な
派
生
転
移
に
よ
っ

て
結
果
的
に
正
・
反
の
二
義
を
含
む
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
、
厳
密
な
意
味

で
の

｢

反
訓｣

で
は
な
い
と
い
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
た
し
か
に

｢
買｣

も
、

一
般
に
は

｢

反
訓｣

と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
厳
密
に
は

｢

購
入
と
い
う
本
義

が
自
己
否
定
を
通
じ
て
売
却
の
意
を
連
想
・
誘
起
せ
し
め
、
そ
の
結
果
、
購

入
・
売
却
と
い
う
相
反
す
る
二
義
を
定
立
・
内
包
す
る
よ
う
に
な
っ
た
文
字｣

で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
交
換
行
為
を
原
義
と
し
、
そ
れ
が
後
に

｢

賣

(

売)｣

と

｢

買｣

に
分
化
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
と
か
ら
み
る
と
、
矛
盾

す
る
二
義
が
先
秦
時
代
の

｢

買｣

に
内
包
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
だ
け

で
あ
ろ
う
。

(�)

湖
北
省
文
物
考
古
研
究
所
編

『

里
耶
発
掘
報
告』

岳
麓
書
社
、
二
〇
〇
七

年)

、
張
家
山
二
四
七
号
漢
墓
竹
簡
整
理
小
組

『

張
家
山
漢
墓
竹
簡

[

二
四
七

号
墓]』
(

文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年)

、
湖
北
省
文
物
考
古
研
究
所
・
随
州

市
考
古
隊
編

『

随
州
孔
家
坡
漢
墓
簡
牘』

(

文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年)

。

ち
な
み
に
、
張
家
山
漢
簡

｢

奏�獻
書｣

案
例
一
七

(

第
一
〇
〇
簡)

に
は

�
売
る
″
を
意
味
す
る

｢

買｣

が
み
え
る
が
、
当
該
案
例
は
秦
王
政
二
年
の

も
の
な
の
で
、
そ
れ
は
戦
国
秦
の
言
葉
遣
い
を
踏
襲
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

(�)

佐
々
木
研
太

｢

龍
崗
秦
簡
を
め
ぐ
る
研
究
動
向

『

龍
崗
秦
簡』

の
刊

行
に
寄
せ
て｣

(『

二
松
学
舎
大
学
人
文
論
叢』

第
六
八
号
、
二
〇
〇
二
年)

。

な
お
、｢�｣

と

｢��｣

の
分
化
も
こ
の
時
期
に
な
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

(�)
た
と
え
ば

『

説
文』

叙
に

｢

秦
始
皇
帝
初
兼
天
下
丞
相
李
斯
乃
奏
同
之
罷

其
不
與
秦
文
合
者｣

と
あ
る
。

(�)
王
力
主
編

『

王
力
古
漢
語
字
典』

(

中
華
書
局
、
二
〇
〇
〇
年)

。

(�)
｢�
｣

は
、『

説
文』

貝
部
賣
条
に

｢

古
文
の
睦｣

と
あ
る
が
、｢

賣い
く｣

を
構

成
要
素
と
す
る

｢

贖｣

の
右
側
上
部
が
秦
簡
な
ど
で

｢

省｣

に
作
る
こ
と
か

ら
、｢

睦｣

で
な
く

｢

省｣

の
変
形
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

(�)
そ
の
史
料
自
体
が
後
世
の
偽
作
で
あ
る
可
能
性
も
否
め
な
い
。

(�)
前
掲

『

周
礼』

小
宰
の

｢

賣｣

を
例
に
と
る
と
、
そ
れ
は

｢

賣
買｣

と
い

う
熟
語
と
し
て
み
え
、
一
見
す
る
と
従
来
ど
お
り

｢

賣ば
い

買

(

売
買)｣

と
釈
す

べ
き
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、｢

賣ば
い(

売)｣

・｢

買｣

の
よ
う

に
相
反
す
る
文
字
が
連
結
し
て
熟
語
を
構
成
す
る
例
は
、
他
に
も
多
く
み
え

る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
か
り
に

｢

賣い
く

買｣

と
釈
し
た
ば
あ
い
、
第
一
字
目

の
上
古
再
構
音
の
声
調
は
入
声
、
第
二
字
目
は
上
声
と
な
る
が
、
丁
邦
新

｢

国
語
中
双
音
節
並
列
語
両
成
分
間
之
声
調
関
係｣

(『

中
央
研
究
院
歴
史
語
言

研
究
所
集
刊』

第
三
九
本
下
冊
、
一
九
六
九
年)

、
丁
邦
新

｢

論
語
、
孟
子
、

及
詩
経
中
並
列
語
成
分
之
間
的
声
調
関
係｣

(『

中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究

所
集
刊』

第
四
七
本
第
一
分
、
一
九
七
五
年)

に
よ
る
と
、『

詩
経』

・『

国
語』

・

『

論
語』
・『

孟
子』

に
み
え
る
熟
語
は
、
一
般
に

｢

上
声
＋
入
声｣

と
い
う
語

順
を
と
る
。
す
る
と
、
小
宰
は
時
代
的
に
み
て
こ
れ
ら
の
文
献
と
同
様
の
傾
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向
を
有
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
の
で
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
小
宰
の

｢

賣
買｣

は

｢

賣い
く

買｣

で
な
く

｢

賣
買

(

売
買)｣

で
あ
っ
た
ご
と
く
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
実
際
に
そ
の
よ
う
に
釈
し
た
ば
あ
い
、
第
一
字
目
は
去
声
、
第
二
字
目
は

上
声
と
な
る
が
、
丁
氏
に
よ
る
と
、
前
掲
諸
文
献
の
熟
語
に
は

｢

去
声
＋
上

声｣
で
な
く

｢

上
声
＋
去
声｣

が
非
常
に
多
い
と
い
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
の

解
釈
に
も
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
よ
り
、
小
宰

の

｢

賣｣
が
、｢

賣ば
い(

売)｣

・｢

賣い
く｣

の
ど
ち
ら
で
あ
る
の
か
は
い
ま
だ
不
明

で
、
そ
れ
が

｢
賣い
く｣
で
あ
っ
た
可
能
性
も
否
め
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
、

前
掲

『

周
礼』

司
市
の

｢

賣｣

を
例
に
と
る
と
、
こ
れ
は
以
下
の
理
由
に
よ

り
、｢

賣い
く｣

に
釈
さ
れ
る
。
第
一
に
、
司
市
に
は

｢

賣�
｣

と
い
う
熟
語
が
み

え
、
両
字
は
対
義
語
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、｢

賣ば
い(

売)｣

の
対
義
語
は
本
来

｢

買｣

の
は
ず
で
あ
る
。
第
二
に
、
司
市
に
は

｢

凡
そ
天
患
に
は
貴
く�
す
る

者
を
禁
じ
て
、
恆
賈
有
ら
し
む｣
と
あ
り
、
そ
の
中
の

｢�
｣

は
一
般
に

�
売
る�
の
意
に
解
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
す
る
と

｢

賣｣

に
は�
買
う�

の
意
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
司
市
に
は
、
物
の
授
受
を
意

味
す
る

｢

賣�
｣

と
い
う
熟
語
が
み
え
、｢

賣｣
と

｢�
｣

は
、
こ
の
文
脈
に

お
い
て
は
対
義
語
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、｢�

｣

が�
売
る�
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
も
う
一
方
の｢

賣｣
は
当
然�
買
う�

を
意
味
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
周
知
の
ご
と
く
、｢

賣ば
い(
売)｣

は
通

常�
売
る�
を
意
味
す
る
文
字
で
、
そ
の
中
に
売
買
両
方
の
意
味
は
含
ま
れ

な
い
。
こ
れ
に
対
し
て

｢

賣い
く｣

は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
物
の
交
換
に
お
け

る
出
入
両
方
の
意
味
を
含
む
。
し
た
が
っ
て
、
司
市
の
当
該
字
は
、｢

賣ば
い(

売)｣

で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
よ
り
当
該
字
は
、
残
る
も
う
一
方
の

｢

賣い
く｣

に
釈
さ
れ
る
。
な
お
小
論
で
論
じ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
文
字
を
指
標
と
し

て

『

周
礼』

の
成
書
年
代
に
再
考
を
迫
る
も
の
に
、
古
屋
昭
弘

｢

儒
教
と
中

国
語
学

出
土
文
献
と
上
古
音

｣
(

土
田
健
次
郎
編

『

近
世
儒
学
研
究

の
方
法
と
課
題』

汲
古
書
院
、
二
〇
〇
六
年)

が
あ
る
。

(�)
｢�

鼎｣

の
訓
読
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
、
松
丸
道
雄

｢

西
周
後
期
社
会
に

み
え
る
変
革
の
萌
芽�

鼎
銘
解
釈
問
題
の
初
歩
的
解
決

｣
(

西
嶋
定

生
博
士
還
暦
記
念
論
叢
編
集
委
員
会
編

『

西
嶋
定
生
博
士
還
暦
記
念

東
ア

ジ
ア
史
に
お
け
る
国
家
と
農
民』

山
川
出
版
社
、
一
九
八
四
年)

参
照
。
た

だ
し
、
そ
の
訓
読
に
基
づ
く
松
丸
氏
の
日
本
語
訳
に
つ
い
て
は
、
松
井
嘉
徳

｢(

書
評)

松
丸
道
雄

『

西
周
後
期
社
会
に
見
え
る
変
革』｣

(『

法
制
史
研
究』

第
三
五
冊
、
一
九
八
六
年)

、�
山
明

｢

春
秋
訴
訟
論｣

(『

法
制
史
研
究』

第

三
七
号
、
一
九
八
七
年)

の
批
判
が
あ
り
、
松
丸
道
雄
・
竹
内
康
浩

｢

西
周

金
文
中
の
法
制
史
料｣

(

滋
賀
秀
三
編『

中
国
法
制
史

基
本
資
料
の
研
究』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年)

も
、
そ
れ
を
受
け
て
訳
を
一
部
修
正
し

て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
新
訳
に
従
っ
た
。

(�)
甲
骨
文
・
金
文
・
簡
帛
・
陶
文
な
ど
に
は
、｢

賣い
く｣

・｢� ��｣

・｢

賞｣

・｢

復｣

・

｢

用｣

・｢

逆
付｣

・｢

買｣

以
外
に
も
、｢

錫

(

賜)｣

・｢

取｣

・｢�
｣

・｢

商｣

・

｢

市｣

・｢

貿｣

・｢

遺｣

・｢

歸｣

・｢

賈｣

・｢

沽｣

・｢

售｣

等
々
の
交
換
行
為
に
関

わ
る
動
詞
が
み
え
る
。
し
か
し
、
春
秋
時
代
以
前
の
そ
れ
ら
も
、
必
ず
し
も

�
貨
幣�
と�
商
品�
に
よ
る
非
対
称
的
な
交
換
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な

い
。
そ
れ
ら
の
具
体
的
な
意
味
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

(�)
小
徐
本
に

｢�
、
見
也｣

、
段
玉
裁
注
に

｢�

即

『

周
禮』

之�

字
。
今
之

鬻
字
。�
訓
見
。
即
今
之
覿
字
也
。
釋
詁
曰
、
覿
、
見
也
。
…
…
按
經
傳
今

皆
作
覿
。
覿
行
而�
廢
矣
。
許
書
無
覿
字
。
獨
存
古
形
古
義
於
此
也
。
…
…

大
徐
本
竊
取

『

周
禮』

、
改
見
爲
賣
、
非
是
。『

周
禮』�

訓
買
。『

玉
篇』

作

�
買
也
。
今
又
作
賣
。
則
誤
之
中
又
有
誤
焉｣

と
あ
る
。
し
か
し

｢�
｣

が

｢

賣｣

の
省
文
で
あ
る
こ
と
、
そ
こ
に

｢

見｣

以
外
の
意
味
が
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
な
の
で
、
こ
こ
で
は
大
徐
本
に
従
っ
た
。

(�)
高
田
忠
周

『

古
籀
篇』

巻
九
九
贖
条
に

｢

古
賣
・
贖
爲
同
字
、
貿
也
、�

也
。
元
一
義
之
轉
也｣

、
楊
樹
達

｢�
鼎
再
跋｣

(

同
氏

『

積
微
居
金
文
説』

中
国
科
学
院
出
版
、
一
九
五
二
年)

に

｢

銘
文
賣
字
作
贖
字
用
、
余
疑
即
贖

之
初
文
也｣

な
ど
と
あ
る
。

(�)
郭
沫
若

『
両
周
金
文
辞
大
系』

(

文
求
堂
書
店
、
一
九
三
二
年)

。
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(�)
白
川
静『

白
川
静
著
作
集
別
巻

金
文
通
釈
２』

(

平
凡
社
、
二
〇
〇
四
年)

。

(�)
高
享
纂
著

『

古
字
通
仮
会
典』

(

斉
魯
書
社
、
一
九
八
九
年)

も
例
示
す
る

と
お
り
、｢

鬻｣

・｢

賣い
く｣

は
通
仮
す
る
。

(�)
裘
錫
圭

｢

窮
達
以
事｣

篇
注
釈

(

９)
(

荊
門
市
博
物
館
編

『

郭
店
楚
墓
竹

簡』
文
物
出
版
社
、
一
九
九
八
年)

、
池
田
知
久
監
修

『

郭
店
楚
簡
の
研
究

(

一)』
(

大
東
文
化
大
学
大
学
院
事
務
所
、
一
九
九
九
年)

。

(�)
｢

原�
方
鼎｣

(

集
成����)
に

｢

唯
王
來
格
于
成
周
年
、
厚�
又

(

侑)

�
于��
公
。�
用
乍

(

作)

厥
文
考
父
辛
寶
尊�
。
其
子
子
孫
永
寶
。�

｣

、

｢��
蓋｣

(

集
成����)
に

｢

呉
。��

(

御)

。
弟
史�
馬
弗
左

(

差)

。

用
乍

(

作)

父
戊
寶
尊
彜｣
と
あ
る
。
林
巳
奈
夫

『

殷
周
時
代
青
銅
器
の
研

究』
(

吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
年)

に
よ
れ
ば
、
前
器
の
形
は
西
周
Ⅱ
に
特

徴
的
な
も
の
で
、
後
器
の
金
文
は

｢
寶
尊
彜｣

の
語
を
ふ
く
み
、
そ
れ
は
西

周
Ⅰ
〜
Ⅱ
の
金
文
に
多
く
み
え
る
と
い
う
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
前

器
に

｢�｣
、
後
器
に

｢�｣
が
み
え
る
こ
と
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
前
者
は

｢�｣
、
後
者
は

｢�｣
に
釈
す
べ
き
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
劉�

｢

釈

｢�
｣

及
相
関
諸
字｣

(

同
氏

『

出
土
簡
帛
文
字
叢
考』

台
湾
古
籍
出
版
、

二
〇
〇
四
年)

に
よ
れ
ば
、
両
字
の
構
成
要
素
で
あ
る

｢�｣
は

｢

目｣

と

混
同
さ
れ
る
ば
あ
い
が
あ
る
の
で
、
両
字
は

｢� ��｣
・｢�

｣
に
釈
し
、｢

賣い
く｣

に
読
み
替
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
か
り
に
そ
う
で
あ
れ
ば
、
本
文
は
い

ず
れ
も
賜
与
形
式
金
文
の
体
例
に
則
す
る
の
で
、
こ
れ
ら
も

｢

賣い
く｣
が
贈
与

物
や
贈
与
行
為
を
意
味
す
る
例
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

(�)

甲
骨
文
中
の
伊
尹
に
つ
い
て
は
、
赤
塚
忠

｢

甲
骨
文
に
見
え
る
神
々｣

(
同

氏

『

中
国
古
代
の
宗
教
と
文
化

殷
王
朝
の
祭
祀

』

角
川
書
店
、
一

九
七
七
年)

。

(�)
『

後
漢
書』

の
巻
数
に
つ
い
て
は
、『

続
漢
書』

志
を
除
い
た
通
算
巻
数
を

記
し
た
。

(�)

桐
本
東
太｢

中
国
古
代
の
服
属
儀
礼｣

(

同
氏『

中
国
古
代
の
民
俗
と
文
化』

刀
水
書
房
、
二
〇
〇
四
年)

。

(�)

モ
ー
ス
・
Ｍ

(

有
地
亨
・
伊
藤
昌
司
・
山
口
俊
夫
訳)

『

社
会
学
と
人
類
学

Ⅰ』
(

弘
文
堂
、
一
九
七
三
年)

。

(�)

返
報
の
な
い
純
粋
贈
与
の
不
可
能
性
に
つ
い
て
は
、����������

(����)
���������������������������������������

(������)�������������
���������������������

。

(�)

聞
一
多

｢

釈
省�省｣

(

同
氏

『

聞
一
多
全
集
乙
集

古
典
新
義』

上
海
開
明

書
店
、
一
九
四
八
年)

。

(�)

小
倉
芳
彦

｢『

左
伝』

に
お
け
る
覇
と
徳

｢

徳｣

概
念
の
形
成
と
展
開

｣
(

同
氏

『

春
秋
左
氏
伝
研
究

小
倉
芳
彦
著
作
選
Ⅲ』

論
創
社
、
二

〇
〇
三
年)

。
ち
な
み
に
、
小
南
一
郎

『

古
代
中
国

天
命
と
青
銅
器』

(

京

都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年)

は
、｢

省｣

を
構
成
要
素
に
も
つ｢

徳｣

が
秩
序
あ
る
生
命
力
を
意
味
す
る
こ
と
、｢

省｣

に
征
伐
・
巡
視
・
田
猟
の
意

が
あ
る
こ
と
か
ら
、｢

省｣

を
秩
序
づ
け
に
関
わ
る
字
と
す
る
。

(�)
拙
稿
注
６
前
掲
論
文
。

(�)
久
保
正
幡

｢

ゲ
ル
マ
ン
古
法
に
お
け
る
贈
与
行
為
の
有
償
性｣

(

同
氏

『

西

洋
法
制
史
研
究』

岩
波
書
店
、
一
九
五
二
年)

に
よ
る
と
、
ゲ
ル
マ
ン
古
法

で
も
、
受
贈
者
は
贈
与
物
を
受
領
す
る
と
同
時
に
、
贈
与
者
に
対
し
返
報
の

法
的
義
務
を
負
い

(

受
贈
者
の
報
償
義
務)

、
も
し
受
贈
者
が
こ
の
義
務
を
履

行
し
な
け
れ
ば
、
贈
与
者
は
す
で
に
与
え
た
物
を
受
贈
者
か
ら
取
り
戻
す
こ

と
が
で
き
た
と
い
う

(

贈
与
者
の
贈
与
物
取
戻
権)

。
こ
れ
は�
贈
与
の
有
償

性
″
が
法
的
拘
束
力
を
有
し
て
い
た
実
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

(�)
包
山
楚
簡

(

第
一
二
〇
簡)

に

｢����敖(
竊)

馬
於
下�蔡(

蔡)

、
耐

(

而)�
之
於
昜
城｣

、
同
簡

(

第
一
五
一
―
一
五
二
簡)

に

｢

左�午
番
戌�

人

田
於�巳��
邑
。
城
田
一
、
索
・
畔
苑
。
戌
死
、�
子
歩�
之
。
歩
死
無
子
、

�
弟
番��
之
。�
死
無
子
。
左
尹
士
命�
從
父
之
弟
番
素欠�
之
。
素欠�

人
田
、

�方
於
責
、
骨

(�
)�

之
。
左�午
遊�
骨

(�
)

賈
之
。
又

(

有)

五�｣
と
あ
り
、
戦
国
中
期
の
楚
で
は

｢�
｣

が�
売
る
″
を
意
味
し
て
い
た
ご
と

く
で
あ
る
。
た
だ
し

『

説
文』

で

｢

賣
・�

｣

と

｢

賣ば
い(

売)

・
買｣

が
区
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別
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
な
の
で
、
や
は
り
前
者
は
ま
だ｢

賣ば
い(

売)

・
買｣

と
異
な
る
語
感
を
残
す
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
前

掲
包
山
楚
簡
の

｢�
｣

に
つ
い
て
、
湖
北
省
荊
沙
鉄
路
考
古
隊

『

包
山
楚
簡』

(
文
物
出
版
社
、
一
九
九
一
年)

は

｢�｣
に
釈
し
て
い
る
が
、
李
学
勤

｢

包

山
楚
簡
中
的
土
地
売
買｣

(『

中
国
文
物
報』

一
九
九
二
年
三
月
二
二
日)

以

降
は

｢�
｣

と
す
る
の
が
有
力
な
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
従
っ
た
。

(�)
拙
稿

｢
秦
漢
時
代
に
お
け
る
物
価
制
度
と
貨
幣
制
度
の
構
造｣

(『

史
観』

第
一
五
五
冊
、
二
〇
〇
六
年)

。

(�)
戦
国
秦
〜
漢
代
の
黄
金
に
つ
い
て
は
、
従
来
そ
れ
を�
貨
幣�
と
す
る
説

が
あ
る
一
方
で
、�
貨
幣�
と
は
認
め
な
い
説
も
根
強
く
存
在
す
る
。
な
ぜ
な

ら
伝
世
文
献
に
は
、
戦
国
秦
〜
漢
代
に
黄
金
が�
貨
幣�
で
あ
っ
た
こ
と
を

明
示
す
る
実
例
が
ほ
と
ん
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
拙
稿
注
７
前
掲

論
文
で
も
論
じ
た
よ
う
に
、
黄
金
の�
商
品�
に
対
す
る
直
接
的
交
換
可
能

性
は
、
銭
の
そ
れ
よ
り
も
相
対
的
に
低
か
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
し

か
し
一
方
で
、『

史
記』

巻
三
〇
平
準
書
の
論
賛
に

｢

及
至
秦
中
、
一
國
之
幣

爲
二
等
。
黄
金
以
溢
名
、
爲
上
幣
。
銅
錢
…
爲
下
幣
。
而
珠
玉
・
龜
貝
・
銀

錫
之
屬
爲
器
飾
寶
藏
、
不
爲
幣｣

と
あ
り
、
稲
葉
一
郎

｢
秦
始
皇
の
貨
幣
統

一
に
つ
い
て｣

(『

東
洋
史
研
究』

第
三
七
巻
第
一
号
、
一
九
七
八
年)

が
指

摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
銭
と
黄
金
が
戦
国
秦
以
来
の

｢

幣

(�
貨
幣�)｣
で

あ
り
、｢

器
飾
・
寶
藏｣

の
類
と
は
異
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

(�)
国
務
院
人
口
普
査�
公
室
・
国
家
統
計
局
人
口
統
計
司
編

『

中
国
一
九
八

二
年
人
口
普
査
資
料』

(

中
国
統
計
出
版
社
、
一
九
八
五
年)

に
よ
る
と
、
一

九
八
二
年
の
中
国
で
さ
え
、
一
二
歳
以
上
の

｢

文
盲
・
半
文
盲｣

は
全
人
口

の
約
三
〇
％
で
、
六
〇
歳
以
上
な
ら
ば
約
八
〇
％
に
の
ぼ
る
と
い
う
。
こ
の

よ
う
な
非
識
字
者
に
つ
い
て
、
費
孝
通(

鶴
間
和
幸
・
市
来
弘
志
・
上
田
信
・

王
瑞
来
・
川
上
哲
正
・
武
内
房
司
訳)

『

郷
土
中
国』

(

学
習
院
大
学
東
洋
文

化
研
究
所
、
二
〇
〇
一
年)

は
、
彼
ら
が
ほ
ん
ら
い
文
字
の
必
要
な
い
生
活

を
営
み
、
逆
に
そ
こ
で
し
か
役
に
立
た
な
い
よ
う
な
局
所
的
知
識
を
用
い
て

生
活
し
て
い
る
点
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
は
中
国
古
代
で
も
同
様
で
あ
ろ

う
。
現
に
、
張
継
海

『

漢
代
城
市
社
会』

(

社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
〇

六
年)

は
、
漢
代
の
人
口
の
大
半
が
農
民
で
、
県
城
以
上
の

｢

城
市｣

で
さ

え
商
工
業
城
市
や
消
費
性
城
市
で
な
く
農
業
生
産
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
と
の
べ
て
い
る
。
し
か
ら
ば
、
商
工
業
関
連
の
文
字
を
知
ら
ず
、
ま
た
必

要
と
も
せ
ず
に
暮
ら
し
て
い
る
者
は
、
現
在
よ
り
も
は
る
か
に
多
か
っ
た
に

違
い
な
い
。

(�)

牧
野
巽

｢

中
国
古
代
の
家
族
は
経
済
的
自
給
自
足
体
に
非
ず

中
国
古

代
貨
幣
経
済
の
発
展

｣
(

同
氏

『

牧
野
巽
著
作
集

中
国
社
会
史
の
諸
問

題』

第
六
巻
、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
五
年)

。

(�)
佐
原
康
夫｢

漢
代
の
貨
幣
経
済
と
社
会｣

(

同
氏『

漢
代
都
市
機
構
の
研
究』

汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二
年)

。

(�)
佐
原
康
夫

｢

漢
代
貨
幣
史
再
考｣

(

同
氏

『

漢
代
都
市
機
構
の
研
究』

汲
古

書
院
、
二
〇
〇
二
年)

。
漢
代
の
銭
幣
経
済
が
国
家
の
財
政
と
密
接
に
関
連
し

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
木
村
正
雄

｢

中
国
古
代
貨
幣
制｣

(『

東
洋
史
学

研
究』

第
四
巻
、
一
九
五
五
年)

、
渡
辺
信
一
郎

｢

漢
代
の
財
政
運
営
と
国
家

的
物
流｣

(『

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告(

人
文)』

第
四
一
号
、
一
九
八
九
年)

、

足
立
啓
二

｢

専
制
国
家
と
財
政
・
貨
幣｣

(

中
国
史
研
究
会
編

『

中
国
専
制
国

家
と
社
会
統
合』

文
理
閣
、
一
九
九
〇
年)

な
ど
も
参
照
。

(�)
拙
稿
注
７
前
掲
論
文
。

(�)
趙
沛

｢

秦
幣
三
等
説｣

(『

秦
文
化
論
叢』

第
三
輯
、
一
九
九
四
年)

、
山
田

勝
芳

｢

秦
・
前
漢
代
貨
幣
史

東
ア
ジ
ア
貨
幣
史
研
究
の
基
礎
と
し
て

｣
(『

日
本
文
化
研
究
所
報
告』

第
三
〇
集
、
一
九
九
四
年)

な
ど
。

(�)
岳
山
秦
牘
に
つ
い
て
は
、
湖
北
省
江
陵
県
文
物
局
・
荊
州
地
区
博
物
館

｢
江
陵
岳
山
秦
漢
墓｣

(『

考
古
学
報』

二
〇
〇
〇
年
第
四
期)

。

(�)
睡
虎
地
秦
簡

｢

日
書｣

を
用
い
て�
貨
幣
経
済�
の
発
展
を
論
じ
た
研
究

に
、
呉
小
強

『

秦
簡
日
書
集
釈』

(

岳
麓
書
社
、
二
〇
〇
〇
年)

、
施
偉
青

｢

論
秦
自
商
鞅
変
法
後
的
商
品
経
済｣

(

同
氏

『

中
国
古
代
史
論
叢』

岳
麓
書
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社
、
二
〇
〇
四
年)

が
あ
る
。
た
だ
し
両
者
は
、�
貨
幣�
と
階
層
性
の
関
係

に
は
言
及
し
て
お
ら
ず
、
戦
国
秦
に
お
け
る�
貨
幣
経
済�
の
全
面
的
展
開

を
想
定
し
て
い
る
点
で
、
私
見
と
異
な
る
。

(�)
｢

日
書｣

が
官
民
に
共
有
さ
れ
た
精
神
世
界
を
編
み
こ
ん
だ
テ
ク
ス
ト
で
あ

る
こ
と
、
そ
の
占
辞
が
秦
や
楚
な
ど
の
特
定
地
域
と
必
ず
し
も
結
び
つ
か
ず
、

む
し
ろ
先
秦
社
会
の
通
念
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
工
藤
元

男『

睡
虎
地
秦
簡
よ
り
み
た
国
家
と
社
会』

(

創
文
社
、
一
九
九
八
年)

参
照
。

(�)
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
・
Ｅ

(

前
田
耕
作
監
修)

『

イ
ン
ド
＝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
制

度
語
彙
集
Ⅰ』

(

言
叢
社
、
一
九
八
六
年)

。
ち
な
み
に
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
は
、

�
買
う�
を
意
味
す
る
語
か
ら�
売
る�
を
意
味
す
る
語
が
派
生
す
る
現
象

も
、
イ
ン
ド
＝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
系
の
古
語
に
み
え
る
と
す
る
。
ま
た
西
郷
信

綱

｢

市
と
歌
垣｣

(

同
氏

『

古
代
の
声
〈
増
補
版
〉』

朝
日
新
聞
社
、
一
九
九

五
年)

は
、
日
本
語
の

｢

買
ふ｣

も

｢
交
ふ｣

・｢

替
ふ｣

と
同
源
で
、
そ
の

背
後
に
商
品
交
換
以
前
の
き
わ
め
て
深
い
生
活
史
が
隠
れ
て
い
た
と
推
測
し

て
い
る
。
す
る
と
、
秦
末
漢
初
に
お
け
る

｢
買｣
・｢

賣ば
い(

売)｣

の
分
化
も
、

世
界
史
的
に
み
て
必
ず
し
も
特
例
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

(�)
福
田
徳
三

｢

祓
除
と
貨
幣
の
関
係
に
就
い
て
の
愚
考｣

(『

国
家
学
会
雑
誌』

第
二
四
巻
第
七
号
、
一
八
八
九
年)

。

(�)
そ
の
よ
う
な
試
み
の
一
つ
が
、
拙
稿
注

(

７)

前
掲
論
文
で
あ
る
。

[

付
記
１]

早
稲
田
大
学
の
古
屋
昭
弘
先
生
か
ら
丁
邦
新
注

(�)
前
掲
論
文
の
存

在
を
御
示
教
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

[

付
記
２]

本
稿
は
、
二
〇
〇
六
年
三
月
一
八
日

(

土)

に
早
稲
田
大
学
東
洋
史
懇

話
会
で
行
な
っ
た
研
究
報
告

｢

中
国
古
代
に
お
け
る
物
の
交
換

互
酬
的

交
換
社
会
か
ら
商
品
交
換
社
会
へ

｣

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

[

付
記
３]

本
稿
は
、
平
成
一
九
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
特
別
研
究

員
奨
励
費

(

研
究
課
題

｢

中
国
古
代
貨
幣
史
の
研
究
―
中
国
古
代
の

｢

貨
幣｣

に
関
す
る
経
済
人
類
学
的
研
究
―｣)

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

(

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
在
籍
・

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員

(��
))
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