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1

一

近
世
史
料
の
特
徴

近
世
以
前
の
社
会
で
は
言
文
不
一
致
を
原
則
と
し
て
お
り
、
と
く
に
公
用
文
書
を
作
成
す
る
場
合
、
規
則
に
応
じ
た
書
き
言
葉
と
書
き
方
を
マ
ス
タ
ー
す
る
必

要
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
も
近
世
と
い
う
時
代
は
、
広
く
一
般
の
庶
民
階
層
ま
で
文
字
が
普
及
し
た
時
代
、
文
字
に
よ
る
支
配
を
前
提
と
し
た
社
会
で
あ
っ
た
か

ら
、
そ
の
書
体
も
文
体
も
高
度
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
方
法
を
学
べ
ば
、
比
較
的
容
易
に
近
世
の
史
料
が
読
め
る
よ
う
に
な

る
。Ⅰ

．
和
漢
混
淆
文
と
し
て
の
近
世
文
書

近
世
史
料
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
和
漢
混
淆
文
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
漢
文
を
基
礎
と
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
和
文
の
用
法
が
混
在
す
る
と
い
う

わ

か
ん
こ
ん
こ
う
ぶ
ん

様
式
で
、
変
体
漢
文
・
和
化
漢
文
な
ど
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
書
き
言
葉
の
世
界
で
は
、
一
方
に
正
当
な
漢
文
体
の
文
章
―
「
純
正
漢
文
」
が
あ
り
、
こ
れ
が
読

へ
ん
た
い
か
ん
ぶ
ん

わ

げ

か
ん
ぶ
ん

み
書
き
で
き
る
人
の
広
が
り
と
と
も
に
次
第
に
日
本
語
用
法
的
要
素
を
強
め
な
が
ら
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
じ
和
漢
混
淆
文
―
変
体
漢

文
と
い
っ
て
も
古
代
や
中
世
の
も
の
と
近
世
の
も
の
と
で
は
ず
い
ぶ
ん
と
異
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
そ
の
漢
文
的
用
法
は
簡
略
化
さ
れ
た
近
世
固
有
の
も
の
で
、

返
読
文
字
の
用
法
が
部
分
的
・
簡
略
的
と
な
っ
て
、
返
り
点
も
基
本
的
に
「
レ
」
点
と
「
一
」「
二
」
点
が
ほ
と
ん
ど
で
、
た
ま
に
「
上
下
」
点
が
あ
る
程
度
で
あ

る
。
再
読
文
字
も
な
い
。
私
た
ち
が
近
世
史
料
と
し
て
ま
ず
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
近
世
的
変
体
漢
文
（
和
化
漢
文
）
な
の
で
あ
る
。
近
世
的
変

体
漢
文
は
、
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
、
ま
ず
は
そ
の
基
本
と
な
る
定
型
を
マ
ス
タ
ー
す
れ
ば
よ
い
。
も
っ
と
い
え
ば
、
返
り
点
を
き
ち
ん
と
つ
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

Ⅱ
．
仮
名
交
じ
り
文
―
漢
字
・
平
仮
名
・
片
仮
名

近
世
史
料
の
文
体
は
漢
字
を
基
本
と
す
る
が
、
こ
れ
に
平
仮
名
と
片
仮
名
が
混
じ
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
仮
名
交
じ
り
文
で
あ
る
。
和
漢
混
淆
文
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
一
方
で
仮
名
交
じ
り
で
あ
る
こ
と
の
質
と
量
が
増
大
し
て
い
く
こ
と
で
も
あ
る
。
た
だ
し
、
一
口
に
仮
名
交
じ
り
文
と
い
っ
て
も
、
漢
字
を
主
体
と
し
た

も
の
、
平
仮
名
を
主
体
と
し
た
も
の
、
片
仮
名
を
主
体
と
し
た
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
使
用
目
的
に
よ
っ
て
書
き
分
け
ら
れ
る
。
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・
漢
字
主
体
の
文
体
…
と
く
に
公
的
に
作
成
さ
れ
る
文
書
は
、
漢
字
が
主
体
と
な
っ
て
お
り
、
平
仮
名
や
片
仮
名
は
送
り
仮
名
や
助
詞
程
度
し
か
使
わ
れ
な
い
。

近
世
文
書
と
い
う
場
合
は
、
通
常
こ
う
し
た
形
式
の
文
書
を
さ
す
。

・
平
仮
名
主
体
の
文
体
…
物
語
本
な
ど
の
書
籍
や
女
性
に
宛
て
た
手
紙
文
、
教
諭
書
な
ど
で
は
、
平
仮
名
が
多
用
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。
平
仮
名
が
主
体
と
な

る
こ
と
で
漢
字
の
比
率
が
下
が
り
、
漢
文
も
読
み
下
さ
れ
て
平
易
な
文
体
と
な
る
傾
向
が
あ
る
。

・
片
仮
名
主
体
の
文
体
…
仏
教
や
儒
学
関
係
の
書
籍
や
論
述
的
な
文
章
の
中
に
は
、
片
仮
名
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
場
合
も
部
分
的
に
漢

文
が
読
み
下
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
平
仮
名
主
体
の
文
章
よ
り
そ
の
比
率
は
低
い
。

【
文
体
の
特
質
】

・
原
文
書
に
は
句
読
点
が
打
た
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
を
白
文
と
い
う
。

げ
ん
も
ん
じ
よ

・
こ
う
し
た
原
文
書
（
古
文
書
）
を
翻
刻
す
る
場
合
、
解
読
者
が
任
意
で
入
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
場
合
、
基
本
的
に
は
読
点
の
み
で
あ
る
。
自
治
体
史
や
史

料
集
の
場
合
は
、
こ
の
読
点
だ
け
を
つ
け
た
も
の
が
多
い
の
で
、
ま
ず
は
実
際
に
、
自
分
で
返
り
点
を
打
っ
て
み
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

・
基
本
的
に
送
り
仮
名
が
つ
い
て
い
な
い
。

・
基
本
的
に
仮
名
に
は
濁
点
が
つ
い
て
い
な
い
。

・
助
詞
に
漢
字
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
。

・
誤
字
や
脱
字
・
当
て
字
が
多
い
。

・
尊
敬
の
意
を
表
わ
す
た
め
に
一
～
二
字
分
を
あ
け
た
り
（
闕
字
）、
改
行
し
た
り
（
平
出
）、
改
行
し
て
一
字
分
あ
げ
た
り
（
擡
頭
）
す
る
。

け
つ
じ

へ
い
し
ゅ
つ

た
い
と
う

・
差
出
人
と
宛
先
の
位
置
な
ど
で
身
分
や
階
層
の
差
が
表
現
さ
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
文
書
の
様
式
そ
の
も
の
に
意
味
が
込
め
ら
れ
る
場
合
が
多
い
の
で
、
レ

イ
ア
ウ
ト
に
も
気
を
配
る
必
要
が
あ
る
。

二

近
世
史
料
読
解
の
基
礎
知
識

（
１
）
近
世
的
な
漢
文
の
用
法
を
マ
ス
タ
ー
し
よ
う
（
基
本
の

文
字
）
↓
返
読
文
字

21
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★
助
詞
・
助
動
詞
系

①
可
レ

然
（
し
か
る
べ
く
）

②
可
二

申
上
一

候
（
も
う
し
あ
ぐ
べ
く
そ
う
ろ
う
）

③
可
二

相
心
得
一

候
事
（
あ
い
こ
こ
ろ
う
べ
く
そ
う
ろ
う
こ
と
）

④
可
レ

成
丈
（
な
る
べ
く
た
け
）

〔
れ
・
さ
れ
・
さ
る
〕
①
被
二

仰
出
一

（
お
お
せ
い
だ
さ
れ
）

②
可
レ

被
二

仰
出
一

候
（
お
お
せ
い
だ
さ
る
べ
く
そ
う
ろ
う
）

③
被
二

仰
渡
一

（
お
お
せ
わ
た
さ
れ
）

④
可
レ

被
二

仰
渡
一

候
（
お
お
せ
わ
た
さ
る
べ
く
そ
う
ろ
う
）

⑤
被
二

差
越
一

（
さ
し
こ
さ
れ
）

〔
ら
れ
・
ら
る
・
せ
ら
れ
・
せ
ら
る
〕
⑥
被
レ

為
二

仰
聞
一

（
お
お
せ
き
か
せ
ら
れ
）

⑦
可
レ

被
レ

得
二

御
意
一

（
ぎ
ょ
い
を
え
ら
る
べ
く
）

〔
た
め
〕
①
為
二

後
日
一

（
ご
じ
つ
の
た
め
）

②
為
二

後
証
一

（
ご
し
ょ
う
の
た
め
）

〔
せ
・
す
・
さ
せ
〕
③
為
二

読
聞
一

（
よ
み
き
か
せ
）

④
為
二

相
納
一

（
あ
い
お
さ
め
さ
せ
）

〔
と
し
て
〕
⑤
為
二

御
給
金
一

（
お
き
ゅ
う
き
ん
と
し
て
）

⑥
為
二

惣
代
一

（
そ
う
だ
い
と
し
て
）

〔
た
る
〕
⑦
可
レ

為
二

曲
事
一

者
也
（
く
せ
ご
と
た
る
べ
き
も
の
な
り
）

⑧
可
レ

為
二

越
度
一

事
（
お
ち
ど
た
る
べ
き
こ
と
）

①
不
レ

残
（
の
こ
ら
ず
）

②
不
レ

叶
（
か
な
わ
ず
）

③
不
レ

得
二

止
事
一

（
や
む
こ
と
を
え
ず
）

①
従
二

江
戸
一

（
え
ど
よ
り
）

②
従
二

公
儀
一

（
こ
う
ぎ
よ
り
）

①
乍
レ

恐
（
お
そ
れ
な
が
ら
）

②
乍
レ

去
（
さ
り
な
が
ら
）

③
乍
レ

然
（
し
か
し
な
が
ら
）

①
令
二

同
道
一

（
ど
う
ど
う
せ
し
め
）

②
令
二

不
足
一

（
ふ
そ
く
せ
し
め
）

可従乍令 不 被為
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★
動
詞
・
形
容
詞
系

①
有
レ

之
（
こ
れ
あ
り
）

②
有
レ

之
候
ハ
ヽ
（
こ
れ
あ
り
そ
う
ら
は
ば
）

③
不
レ

可
レ

有
二

御
座
一

候
（
ご
ざ
あ
る
べ
か
ら
ず
そ
う
ろ
う
）

①
無
レ

之
（
こ
れ
な
く
）

②
無
レ

謂
（
い
わ
れ
な
く
）

③
無
二

遅
滞
一

（
ち
た
い
な
く
）

④
無
二

相
違
一

様
（
そ
う
い
な
き
よ
う
）

⑤
無
レ

拠
（
よ
ん
ど
こ
ろ
な
く
）

①
致
二

油
断
一

（
ゆ
だ
ん
い
た
し
）

②
致
二

吟
味
一

（
ぎ
ん
み
い
た
し
）

③
致
二

了
簡
一

（
り
ょ
う
け
ん
い
た
し
）

①
以
二

書
付
一

（
か
き
つ
け
を
も
っ
て
）

②
以
二

御
慈
悲
一

（
お
じ
ひ
を
も
っ
て
）

①
難
レ

有
仕
合
（
あ
り
が
た
き
し
あ
わ
せ
）

②
難
二

相
勤
一

（
あ
い
つ
と
め
が
た
し
）

③
難
二

相
知
一

（
あ
い
し
れ
が
た
し
）

①
奉
二

申
上
一

候
（
も
う
し
あ
げ
た
て
ま
つ
り
そ
う
ろ
う
）

②
奉
二

願
上
一

候
（
ね
が
い
あ
げ
た
て
ま
つ
り
そ
う
ろ
う
）

③
奉
レ

畏
候
（
か
し
こ
み
た
て
ま
つ
り
そ
う
ろ
う
）

④
奉
レ

存
候
（
ぞ
ん
じ
た
て
ま
つ
り
そ
う
ろ
う
）

①
於
レ

有
レ

之

（
こ
れ
あ
る
に
お
い
て
は
）

②
於
二

彼
地
一

（
か
の
ち
に
お
い
て
）

①
如
レ

斯
・
如
レ

此
（
か
く
の
ご
と
し
）

②
如
レ

件
（
く
だ
ん
の
ご
と
し
）

①
雖
下

被
二

仰
聞
一

候
上

（
お
お
せ
き
か
さ
れ
そ
う
ろ
う
と
い
え
ど
も
）

有無致難奉於如 以雖
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②
雖
レ

有
レ

之
（
こ
れ
あ
る
と
い
え
ど
も
）

①
任
二

御
意
一

（
ぎ
ょ
い
に
ま
か
せ
）

②
任
レ

仰
（
お
お
せ
に
ま
か
せ
）

①
得
二

御
意
一

（
ぎ
ょ
い
を
え
）

②
可
レ

被
レ

得
二

御
意
一

候
（
ぎ
ょ
い
を
え
ら
る
べ
く
そ
う
ろ
う
）

①
不
レ

及
レ

申
（
も
う
す
に
お
よ
ば
ず
）

②
及
レ

申
候
（
も
う
し
お
よ
び
そ
う
ろ
う
）

①
遂
二

穿
鑿
一

（
せ
ん
さ
く
を
と
げ
）

②
遂
二

糺
明
一

（
き
ゅ
う
め
い
を
と
げ
）

①
入
二

御
聴
一

（
ご
ち
ょ
う
に
い
り
）

↓

達
レ

御
聴
（
ご
ち
ょ
う
に
た
っ
し
）

②
奉
レ

入
二

御
聴
一

候
（
ご
ち
ょ
う
に
い
り
た
て
ま
つ
り
そ
う
ろ
う
）

①
蒙
レ

仰
（
お
お
せ
こ
う
む
り
）

②
奉
レ

蒙
レ

仰
候
（
お
お
せ
こ
う
む
り
た
て
ま
つ
り
そ
う
ろ
う
）

※
特
殊
な
用
法

被
レ

仰
―二

付
之
一

候
（
こ
れ
を
お
お
せ
つ
け
ら
れ
そ
う
ろ
う
）

（
２
）
助
詞
を
覚
え
よ
う
。

※
文
書
中
の
助
詞
は
、
本
文
よ
り
も
小
さ
な
字
で
右
に
寄
せ
て
書
か
れ
、
し
か
も
漢
字
を
使
う
こ
と
が
多
い
。

に
―
ニ

①
ニ
而
（
に
て
）

②
ニ
者
（
に
は
）

て
―
而

①
追

（
お
っ
て
）

②
兼

（
か
ね
て
）

③
別

（
べ
っ
し
て
）

④
都

（
す
べ
て
）

⑤
惣

（
そ
う
じ
て
）

任得及遂入蒙
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④
被
二

仰
付
一

候
由

（
お
お
せ
つ
け
ら
れ
そ
う
ろ
う
よ
し
に
て
）

え
（
へ
）
―
江

①
江
戸

之
道
（
え
ど
へ
の
み
ち
）

②
名
主

差
出
（
な
ぬ
し
へ
さ
し
だ
し
）

＊
「
へ
」
も
多
く
併
用
さ
れ
る
。

も
―
茂

①
少

（
す
こ
し
も
）

②
何
方

（
い
ず
か
た
え
も
）

＊
「
も
」
も
多
く
併
用
さ
れ
る
。

は
―
者

①
申
候

（
も
う
し
そ
う
ろ
う
は
）

②
就

（
つ
い
て
は
）

③
仕
候
得

（
つ
か
ま
つ
り
そ
う
ら
え
ば
）

＊
「
ハ
」
も
多
く
併
用
さ
れ
る
。

と
―
与

①
篤

相
調
（
と
く
と
あ
い
し
ら
べ
）

②
可
レ

然

被
二

仰
渡
一

（
し
か
る
べ
く
と
お
お
せ
わ
た
さ
れ
）

＊
「
と
」
も
多
く
併
用
さ
れ
る
。

を
―
越

①
江
戸

越
（
え
ど
を
こ
え
）

②
被
二

仰
出
一

候

（
お
お
せ
い
だ
さ
れ
そ
う
ろ
う
を
）

＊
「
を
」
ま
た
は
「
ヲ
」
が
使
わ
れ
る
こ
と
の
方
が
多
い
。

（
３
）
接
頭
語
・
丁
寧
語
の
用
法
を
マ
ス
タ
ー
し
よ
う
。

相

―
①
相
聞
候
（
あ
い
き
け
そ
う
ろ
う
）

②
相
成
（
あ
い
な
り
）

差

―
①
差
上
申
候
（
さ
し
あ
げ
も
う
し
そ
う
ろ
う
）

②
差
出
置
（
さ
し
だ
し
お
き
）

罷

―
①
罷
在
（
ま
か
り
あ
り
）

②
罷
居
（
ま
か
り
お
り
）

打

―
①
打
越
（
う
ち
こ
し
）

②
打
揃
（
う
ち
そ
ろ
い
）

御

―
①
御
座
候
（
ご
ざ
そ
う
ろ
う
）

②
御
願
申
候
（
お
ね
が
い
も
う
し
そ
う
ろ
う
）

③
御
奉
行
所
（
お
ぶ
ぎ
ょ
う
し
ょ
）

貴

―
①
得
二

貴
意
一

（
き
い
を
え
）

②
貴
様
（
き
さ
ま
）

③
貴
所
様
（
き
し
ょ
さ
ま
）
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尊

―
①
尊
王
攘
夷
（
そ
ん
の
う
じ
ょ
う
い
）

②
尊
上
（
そ
ん
じ
ょ
う
）

（
４
）
と
く
に
覚
え
て
お
き
た
い
語
句
・
文
字

の

―

之

①
六
郡
之
内
（
ろ
く
ぐ
ん
の
う
ち
）

②
領
内
之
者
（
り
ょ
う
な
い
の
も
の
）

か

―

歟

①
仕
候
歟
（
つ
か
ま
つ
り
そ
う
ろ
う
か
）

や

―

哉

①
無
レ

之
哉
（
こ
れ
な
き
や
）

②
可
レ

被
二

申
付
一

候
哉
（
も
う
し
つ
け
ら
る
べ
く
そ
う
ろ
う
や
）

「
か
な
」
と
読
ま
せ
る
場
合
も
あ
る
。

の
み

―

而
已

①
可
二

申
上
一

候

（
も
う
し
あ
ぐ
べ
く
そ
う
ろ
う
の
み
）

よ
り

―

〔
合
字
〕

①
江
戸

小
田
原
迄

②
小
前
共

奉
二

願
上
一

候
（
こ
ま
え
ど
も
よ
り
ね
が
い
あ
げ
た
て
ま
つ
り
そ
う
ろ
う
）

（
５
）
と
く
に
覚
え
て
お
き
た
い
定
型
句

〔
仰
〕

①
被
レ

仰
（
お
お
せ
ら
れ
）

②
可
レ

被
レ

仰
（
お
お
せ
ら
る
べ
し
）

③
被
レ

蒙
レ

仰
（
お
お
せ
こ
う
む
ら
れ
）

〔
仰
出
〕①
被
二

仰
出
一

（
お
お
せ
い
だ
さ
れ
）

②
可
レ

被
二

仰
出
一

（
お
お
せ
い
だ
さ
る
べ
し
）

③
被
レ

為
二

仰
出
一

（
お
お
せ
い
だ
せ
ら
れ
）

④
可
レ

被
レ

為
二

仰
出
一

（
お
お
せ
い
だ
せ
ら
る
べ
し
）

〔
仰
聞
〕①
被
二

仰
聞
一

（
お
お
せ
き
か
さ
れ
）

②
可
レ

被
二

仰
聞
一

（
お
お
せ
き
か
さ
る
べ
し
）

③
被
レ

為
二

仰
聞
一

（
お
お
せ
き
か
せ
ら
れ
）

④
可
レ

被
レ

為
二

仰
聞
一

（
お
お
せ
き
か
せ
ら
る
べ
し
）

〔
仰
付
〕①
被
二

仰
付
一

（
お
お
せ
つ
け
ら
れ
）

②
可
レ

被
二

仰
付
一

（
お
お
せ
つ
け
ら
る
べ
し
）

③
被
レ

為
二

仰
付
一

（
お
お
せ
つ
け
さ
せ
ら
れ
）

④
可
レ

被
レ

為
二

仰
付
一

（
お
お
せ
つ
け
さ
せ
ら
る
べ
し
）

〔
仰
渡
〕①
被
二

仰
渡
一

（
お
お
せ
わ
た
さ
れ
）

②
可
レ

被
二

仰
渡
一

（
お
お
せ
わ
た
さ
る
べ
し
）

③
被
レ

為
二

仰
渡
一

（
お
お
せ
わ
た
せ
ら
れ
）

④
可
レ

被
レ

為
二

仰
渡
一

（
お
お
せ
わ
た
せ
ら
る
べ
し
）

〔
仰
上
〕①
被
二

仰
上
一

（
お
お
せ
あ
げ
ら
れ
）

仰
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〔
仰
下
〕①
被
二

仰
下
一

（
お
お
せ
く
だ
さ
れ
）

〔
仰
越
〕①
被
二

仰
越
一

（
お
お
せ
こ
さ
れ
）

〔
仰
達
〕①
被
二

仰
達
一

（
お
お
せ
た
っ
せ
ら
れ
）

〔
申
〕

①
被
レ

申
（
も
う
さ
れ
）

②
可
レ

被
レ

申
（
も
う
さ
る
べ
し
）

③
可
レ

申
（
も
う
す
べ
し
）
④
乍
レ

申
（
も
う
し
な
が
ら
）

⑤
不
レ

及
レ

申
〔
不
二

申
及
一

〕（
も
う
す
に
お
よ
ば
ず
）

〔
申
上
〕①
被
二

申
上
一

（
も
う
し
あ
げ
ら
れ
）

②
可
レ

被
二

申
上
一

（
も
う
し
あ
げ
ら
る
べ
し
）

③
可
二

申
上
一

（
も
う
し
あ
ぐ
べ
し
）

④
奉
二

申
上
一

（
も
う
し
あ
げ
た
て
ま
つ
る
）

⑤
不
二

申
上
一

（
も
う
し
あ
げ
ず
）

⑥
不
レ

及
二

申
上
一

（
も
う
し
あ
げ
に
お
よ
ば
ず
）

〔
申
出
〕①
可
二

申
出
一

（
も
う
し
で
る
べ
し
）

②
可
レ

被
二

申
出
一

（
も
う
し
で
ら
る
べ
し
）

〔
申
聞
〕①
被
二

申
聞
一

（
も
う
し
き
か
さ
れ
）

②
可
レ

被
二

申
聞
一

（
も
う
し
き
か
さ
る
べ
し
）

③
可
二

申
聞
一

（
も
う
し
き
か
す
べ
し
）

〔
申
付
〕①
被
二

申
付
一

（
も
う
し
つ
け
ら
れ
）

②
可
レ

被
二

申
付
一

（
も
う
し
つ
け
ら
る
べ
し
）

③
可
二

申
付
一

（
も
う
し
つ
く
べ
し
）

〔
申
渡
〕①
被
二

申
渡
一

（
も
う
し
わ
た
さ
れ
）

②
可
レ

被
二

申
渡
一

（
も
う
し
わ
た
さ
る
べ
し
）

③
可
二

申
渡
一

（
も
う
し
わ
た
す
べ
し
）

〔
成
〕

①
被
レ

成
（
な
ら
れ
）

②
可
レ

被
レ

成
（
な
ら
る
べ
し
）

③
難
レ

成
（
な
り
が
た
し
）

〔
相
成
〕①
可
二

相
成
一

（
あ
い
な
る
べ
し
）

②
難
二

相
成
一

（
あ
い
な
り
が
た
し
）

〔
成
下
〕①
被
二

成
下
一

（
な
し
く
だ
さ
れ
）

②
可
レ

被
二

成
下
一

（
な
し
く
だ
さ
る
べ
し
）

③
難
レ

被
二

成
下
一

（
な
し
く
だ
さ
れ
が
た
く
）

④
被
二

成
下
置
一

（
な
し
く
だ
し
お
か
れ
）

①
乍
レ

然
（
し
か
し
な
が
ら
）

②
可
レ

然
（
し
か
る
べ
し
）

③
然

〔
然
ハ
〕（
し
か
れ
ば
）

④
然
ル
上

〔
然
上

・
然
ル
上
ハ
・
然
上
ハ
〕（
し
か
る
う
え
は
）

申成然
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⑤
然
ル
処
〔
然
処
・
然
ル
所
・
然
所
〕（
し
か
る
と
こ
ろ
）

（
６
）
単
語
や
熟
語
の
下
に
続
く
慣
用
句

①
「
之
」
な
い
し
は
「
候
」
に
続
く
慣
用
句

之
（
候
）
上

之
（
候
）

趣

之
（
候
）
儀
〔
義
〕

之
（
候
）
刻

う
え

お
も
む
き

ぎ

き
ざ
み

之
（
候
）
事

之
（
候
）
筋

之
（
候
）
節

之
（
候
）
段

こ
と

す
じ

せ
つ

だ
ん

之
（
候
）
通

之
（
候
）
砌

之
（
候
）
旨

之
（
候
）
輩
〔
族
〕

と
お
り

み
ぎ
り

む
ね

や
か
ら

や
か
ら

＊
間
敷
〔
間
鋪
〕

ケ
間
敷
〔
ケ
間
鋪
〕

…
形
容
詞
の
用
法

ま
じ
く

が

ま
し
く

②
「
候
」
の
み
に
続
く
慣
用
句

候

間

候

処
〔
所
〕

候
共

候

付
〔
候
付
〕

候

〔
候

ハ
〕

そ
う
ろ
う
あ
い
だ

そ
う
ろ
う
と
こ
ろ

そ
う
ろ
う
と
も

そ
う
ろ
う
に

つ
き

そ
う
ろ
う
に

は

候

〔
候
ハ

候
は
〕

候

様

候
得
共
〔
候
へ
共
〕

候
得

〔
候
得
ハ

候
へ
ハ
候
へ

〕

そ
う
ろ
う
は

そ
う
ろ
う
よ
う

そ
う
ら
え
ど
も

そ
う
ら

え

ば

候
ハ
ヽ
〔
候
ハ
ヾ

候
は
ゝ
〕

そ
う
ら
は

ば

（
７
）「
候
文
」
に
慣
れ
よ
う
。

「

候

文
」
は
近
世
史
料
の
も
う
一
つ
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。「
候
」
は
、
文
章
を
丁
重
に
表
現
す
る
た
め
、
ま
た
文
章
の
調
子
を
整
え
る
た
め
に
、
語
句
の

そ
う
ろ
う
ぶ
ん

切
れ
目
や
終
了
の
部
分
に
つ
け
る
補
助
動
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
口
に
出
し
て
読
む
こ
と
で
、
丁
寧
な
意
味
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
調
子
が
整
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

（
８
）
史
料
を
読
む
と
い
う
こ
と
。

近
世
史
料
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
、
御
家
流
を
中
心
と
し
た
草
書
体
の
文
字
を
判
読
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
そ
う
し
て
判
読
さ
れ
た
史
料
は
、
そ
の

ま
ま
で
は
句
読
点
す
ら
な
い
一
群
の
文
字
の
固
ま
り
で
し
か
な
い
。
こ
れ
が
白
文
で
あ
る
。
こ
れ
に
適
宜
読
点
や
返
り
点
を
打
っ
て
み
る
。
こ
れ
を
釈
文
と
い
う
。

は
く
ぶ
ん

こ
う
し
て
釈
文
を
読
み
下
し
、
送
り
仮
名
を
つ
け
、
漢
字
の
種
類
を
確
認
し
、
誤
字
や
脱
字
を
補
う
こ
と
で
よ
う
や
く
「
読
む
」
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
上
で
、
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一
つ
ひ
と
つ
の
語
句
や
歴
史
用
語
な
ど
を
調
べ
、
史
料
が
書
か
れ
た
背
景
や
歴
史
的
な
状
況
を
判
断
し
て
現
代
語
に
訳
し
、
史
料
の
内
容
を
読
み
解
い
て
い
く
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
史
料
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
原
文
の
判
読
―
白
文
―
釈
文
（
読
点
や
返
り
点
の
把
握
）
―
書
き
下
し
文
（
読
み
下
し
文
）
―
現
代
語
訳
と

い
う
過
程
を
へ
た
上
で
解
読
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
論
文
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
し
て
得
ら
れ
た
知
見
を
従
来
の
研
究
の
成
果
と
照
ら
し
合
わ
せ

た
り
、
ほ
か
の
関
連
史
料
と
相
互
に
検
討
を
重
ね
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
具
体
的
な
論
旨
を
組
み
立
て
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

三

授
業
の
学
び
方

Ⅰ
．
授
業
の
目
的

史
料
を
読
め
る
よ
う
に
な
る
こ
と
、
分
析
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
。

そ
の
た
め
の
調
べ
方
を
マ
ス
タ
ー
す
る
こ
と
。

史
料
を
読
ん
で
い
く
中
で
、
近
世
（
江
戸
時
代
）
の
社
会
が
ど
う
い
う
社
会
で
あ
っ
た
で
あ
っ
た
か
を
考
え
る
。
今
回
の
授
業
の
場
合
は
、
幕
末
の
始
ま
り
と

さ
れ
る
ペ
リ
ー
来
航
の
背
景
と
そ
の
意
義
を
考
え
る
。

Ⅱ
．
レ
ジ
ュ
メ
を
作
成
す
る
。

※
以
下
の
項
目
に
つ
い
て
レ
ジ
ュ
メ
を
作
成
し
、
報
告
す
る

担
当
史
料
の
講
読
…
①
返
り
点
（
釈
文
）
↓
②
書
き
下
し
文
↓
③
用
語
解
説
↓
④
現
代
語
訳
↓
⑤
史
料
解
釈
（
考
察
）

関
連
事
項
の
解
説

※
関
連
年
表
の
作
成

※
レ
ジ
ュ
メ
作
成
の
注
意
点

①
担
当
史
料
の
講
読

書
き
下
し
文
に
つ
い
て

(a)・
書
き
下
し
文
に
つ
い
て
は
、
な
る
べ
く
送
り
が
な
を
多
く
す
る
。
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・
送
り
が
な
以
外
に
も
な
る
べ
く
平
仮
名
を
用
い
て
書
く
よ
う
に
す
る
。

用
語
解
説
に
つ
い
て

(b)・
歴
史
用
語
、
語
句
、
人
名
、
地
名
な
ど
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

・
史
料
に
注
番
号
を
つ
け
る
。

・
多
い
分
は
か
ま
わ
な
い
の
で
、
納
得
の
い
く
解
説
を
書
く
。

・
と
く
に
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
語
句
、
文
言
に
つ
い
て
は
詳
し
く
調
べ
る
。

・
と
に
か
く
自
分
が
疑
問
に
思
っ
た
こ
と
は
徹
底
的
に
調
べ
る
。

・
た
と
え
レ
ジ
ュ
メ
に
は
記
載
し
て
い
な
く
て
も
、
質
問
が
出
た
ら
す
ぐ
に
解
答
で
き
る
よ
う
に
準
備
す
る
。

現
代
語
訳
に
つ
い
て

(c)・
近
世
の
史
料
に
は
そ
も
そ
も
句
読
点
が
な
い
が
、
文
章
的
に
も
区
切
り
が
な
い
ま
ま
に
綿
々
と
続
い
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
文
章
を
ど
こ
で
区
切
る
か
も
重

要
な
要
素
と
な
る
。

・
と
に
か
く
日
本
語
の
文
章
と
し
て
意
味
が
通
じ
る
よ
う
に
心
が
け
る
。

解
釈
（
考
察
）
に
つ
い
て

(d)・
そ
の
史
料
は
ど
の
よ
う
な
状
況
で
、
何
を
契
機
と
し
て
作
成
さ
れ
た
の
か
。

・
何
を
言
い
た
い
の
か
。
そ
の
意
図
、
意
味
、
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
。

・
史
料
の
歴
史
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
述
べ
る
。

②
関
連
事
項
（
課
題
）
の
解
説
・
考
察

・
そ
の
史
料
に
関
連
し
て
重
要
と
思
わ
れ
る
事
項
を
検
討
し
て
報
告
す
る
。

・
関
連
事
項
の
解
説
は
、
史
料
解
釈
と
不
可
分
で
あ
る
の
で
、
適
宜
検
討
し
て
報
告
の
構
成
を
考
え
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
。

・
関
連
事
項
（
課
題
）
に
つ
い
て
は
、
必
ず
「
論
文
・
文
献
目
録
」
を
作
成
す
る
。

※
関
連
年
表

・
年
表
の
形
式
を
き
ち
ん
と
踏
ま
え
る
。
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元
号
（
西
暦
）
月
日
―
事
項
…
（
必
要
に
お
う
じ
て
出
典
）

元
号
を
最
初
に
持
っ
て
く
る
。
改
元
の
月
日
な
ど
に
注
意
す
る
こ
と
。
ま
た
、
閏
月
は
ち
ゃ
ん
と
区
別
す
る
こ
と
。

・
関
連
年
表
を
作
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
事
象
の
取
捨
選
択
が
必
要
と
な
る
が
、
何
を
取
り
上
げ
る
か
と
い
う
問
題
は
、
す
な
わ
ち
何

を
重
視
し
て
い
る
か
と
い
う
視
点
の
問
題
で
あ
り
、
年
表
の
作
成
自
体
が
各
人
の
問
題
意
識
の
表
現
で
あ
る
。
そ
う
し
た
問
題
意
識
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う

に
考
慮
し
て
作
成
し
て
ほ
し
い
。

＊
レ
ジ
ュ
メ
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
で
き
る
限
り
原
典
に
あ
た
り
、
参
考
文
献
・
論
文
、
史
料
の
出
典
な
ど
を
明
記
す
る
よ
う
に
心
掛
け
る
。

※
出
典
の
書
き
方

・
出
典
は
、
文
献
（
書
籍
や
事
典
・
辞
書
形
式
の
も
の
）
の
場
合
は
『

』（
二
重
カ
ッ
コ
）
と
し
、
論
文
か
ら
引
用
す
る
場
合
は
「

」（
一
重
カ
ッ
コ
）
と

す
る
。

四

資
料
の
調
べ
方

①
人
物
を
調
べ
る
。

『
国
史
大
辞
典
』

全
一
四
巻

索
引
三
冊
（
吉
川
弘
文
館
）

『
明
治
維
新
人
名
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
）

『
日
本
史
総
覧
』

全
九
冊
（
新
人
物
往
来
社
）

↓
コ
ン
パ
ク
ト
版
Ⅰ
・
Ⅱ

〔
旗
本
・
幕
臣
〕

『
江
戸
幕
府
旗
本
人
名
事
典
』

全
四
巻
・
別
巻
一
巻

小
川
恭
一
編
（
原
書
房
）

『
江
戸
幕
臣
人
名
事
典
』

全
四
巻

熊
井
保
・
大
賀
妙
子
編
（
新
人
物
往
来
社
）

②
歴
史
用
語
・
語
句
・
地
名
な
ど
を
調
べ
る
。

※
辞
典
・
辞
書
は
基
本
的
に
以
下
の
も
の
を
使
用
す
る
。
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〔
歴
史
辞
典
〕

『
国
史
大
辞
典
』
全
一
四
巻

索
引
三
冊
（
吉
川
弘
文
館
）

『
日
本
歴
史
辞
典
』（
河
出
書
房
）

『
新
版

日
本
史
辞
典
』

全
一
冊
（
角
川
書
店
）

『
日
本
史
広
辞
典
』

全
一
冊
（
山
川
出
版
社
）

『
岩
波
日
本
史
辞
典
』

全
一
冊
（
岩
波
書
店
）

〔
語
句
〕

『
日
本
国
語
大
辞
典
』

全
一
〇
巻
（
小
学
館
）

『
大
漢
和
辞
典
』

全
一
二
巻

索
引
一
（
大
修
館
書
店
）

〔
百
科
事
典
〕

『
世
界
大
百
科
事
典
』（
平
凡
社
）

『
日
本
大
百
科
全
書
（
ニ
ッ
ポ
ニ
カ
）』（
小
学
館
）

〔
地
名
〕

『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』（
角
川
書
店
）

『
日
本
歴
史
地
名
大
系
』（
平
凡
社
）

③
基
本
文
献

『
近
世
史
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』

全
一
冊

児
玉
幸
多
編
（
近
藤
出
版
社
）

『
日
本
近
世
史
研
究
事
典
』

全
一
冊

村
上
直
他
編
（
東
京
堂
出
版
）

『
史
籍
解
題
辞
典
』

下
巻
（
近
世
編
）

竹
内
理
三
他
編
（
東
京
堂
出
版
）

『
国
書
総
目
録
』

全
八
冊
（
岩
波
書
店
）

『
新
版

地
方
史
研
究
必
携
』（
岩
波
書
店
）

〔
通
史
〕
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『
講
座

日
本
近
世
史
』（
有
斐
閣
）

『
日
本
の
近
世
』

全
一
八
巻
（
中
央
公
論
社
）

『
新
し
い
近
世
史
』

全
五
巻
（
新
人
物
往
来
社
）

『
岩
波
講
座

日
本
歴
史
』
ー
第
二
～
三
次
ー
（
岩
波
書
店
）

『
岩
波
講
座

日
本
通
史
』（
岩
波
書
店
）

歴
史
学
研
究
・
日
本
史
研
究
会
編
『
講
座

日
本
歴
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
）

『
日
本
の
社
会
史
』

全
八
巻
（
岩
波
書
店
）

『
日
本
歴
史
大
系
』

普
及
版
全
一
八
巻
（
山
川
出
版
）

『
集
英
社
版

日
本
の
歴
史
』

全
二
一
巻

別
巻
一
（
集
英
社
）

『
大
系

日
本
の
歴
史
』

全
一
五
巻
（
小
学
館
）

④
主
要
研
究
会
と
研
究
雑
誌

歴
史
学
研
究
会
『
歴
史
学
研
究
』

日
本
史
研
究
会
『
日
本
史
研
究
』

歴
史
科
学
協
議
会
『
歴
史
評
論
』

東
京
大
学
史
学
会
『
史
学
雑
誌
』

日
本
歴
史
学
会
『
日
本
歴
史
』

地
方
史
研
究
会
『
地
方
史
研
究
』

関
東
近
世
史
研
究
会
『
関
東
近
世
史
研
究
』

明
治
維
新
史
学
会
『
明
治
維
新
史
学
会
報
』
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《
参
考
》
暦
・
方
位
・
時
刻
・
度
量
衡
・
年
代
表

※
年
号
や
月
日
・
干
支
は
古
文
書
を
読
む
上
で
基
本
的
な
事
項
で
あ
る
。
ま
た
、
度
量
衡

は
当
然
今
日
と
は
異
な
る
。
す
べ
て
を
一
度
に
覚
え
る
必
要
は
な
く
、
出
て
く
る
度
に

一
覧
資
料
で
確
認
す
る
よ
う
に
つ
と
め
、
徐
々
に
覚
え
て
い
く
よ
う
に
す
る
。
こ
こ
で

は
こ
れ
ら
の
知
識
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

（
１
）
陰
暦
と
干
支

ａ
．
陰
暦
と
閏
月

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
十
二
月
、
そ
れ
ま
で
暦
法
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た

太
陰
太
陽
暦
（
陰
暦
）
が
太
陽
暦
へ
と
切
り
換
え
ら
れ
た
。
陰
暦
で
は
月
の
み
ち
か
け

た
い
い
ん
た
い
よ
う
れ
き

い
ん
れ
き

に
し
た
が
っ
て
一
か
月
の
長
さ
を
定
め
、
一
年
の
長
さ
は
太
陽
の
め
ぐ
り
に
あ
わ
せ
て

い
た
。
太
陽
と
月
の
運
動
形
態
を
折
衷
し
て
い
た
わ
け
で
、
そ
う
す
る
と
太
陽
暦
で
は

一
定
で
あ
る
月
の
大
小
の
配
列
が
、
陰
暦
で
は
か
な
り
異
な
っ
て
く
る
。
新
月
を
朔
、
さ
く

満
月
を
望
と
い
う
が
、
朔
か
ら
望
、
あ
る
い
は
望
か
ら
朔
を
一
朔
望
月
と
呼
ぶ
。
一
朔

ぼ
う

望
月
は
一
定
で
は
な
い
が
、
平
均
す
る
と
二
九
・
五
三
〇
五
八
九
日
、
ほ
ば
二
九
日
半

と
な
る
。
そ
こ
で
陰
暦
で
は
一
か
月
を
大
（
三
〇
日
）、
小
（
二
九
日
）
に
分
け
て
調
整

す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
単
純
に
大
・
小
…
と
並
べ
た
の
で
は
実
際
の
月
の
み
ち
か

け
に
あ
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
毎
年
の
よ
う
に
大
小
の
配
列
が
か
わ
っ
た
。
た

と
え
ば
天
保
二
年
な
ど
の
よ
う
に
「
小
大
小
小
小
大
小
大
小
大
大
大
」
と
、
小
の
月
が

三
回
、
大
の
月
が
三
回
続
い
た
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
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仮
に
大
小
月
各
六
回
を
組
み
合
わ
せ
て
一
年
と
し
て
み
る
と
三
五
四
日
と
な
り
、
地
球
が
太
陽
を
一
周
す
る
の
に
要
す
る
三
六
五
・
二
四
二
二
日
（
一
太
陽

年
）
に
一
一
日
ほ
ど
足
り
な
い
計
算
と
な
る
。
そ
こ
で
こ
の
不
足
分
の
一
一
日
が
あ
る
程
度
た
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
、
ひ
と
月
分
を
増
や
し
、
一
年
を
一
三
か
月

と
す
る
こ
と
で
調
整
し
た
。
こ
う
し
て
増
や
し
た
月
を
閏
月
と
い
っ
た
。
平
均
す
る
と
三
二
、
三
か
月
に
一
度
の
閏
月
が
お
か
れ
る
計
算
と
な
る
が
、
こ
の
追

う
る
う
づ
き

加
の
一
か
月
が
一
年
の
ど
こ
に
入
る
か
は
季
節
と
の
ズ
レ
を
調
整

し
て
決
め
た
。

↓
巻
末
の
年
代
表
を
参
照
の
こ
と
。

ｂ
．
十
干
十
二
支

十
干
十
二
支
は
俗
に
い
う
「
え
と
」
の
こ
と
で
、
こ
れ
を
略
し

じ
っ
か
ん
じ
ゅ
う
に

し

た
も
の
を
干
支
は
と
い
う
。
甲
乙
丙
丁
…
な
ど
の
十
干
と
、
子
丑

か
ん

し

寅
卯
…
な
ど
の
十
二
支
と
を
一
つ
ず
つ
対
応
し
て
組
み
合
わ
せ
る

と
、
次
の
表
の
よ
う
に
六
〇
通
り
の
組
み
合
わ
せ
が
で
き
る
。
こ

れ
を
一
順
す
る
と
ま
た
も
と
に
も
ど
り
、
還
暦
と
な
る
。
こ
れ
を

年
・
月
・
日
を
表
す
の
に
用
い
、
十
二
支
は
方
角
や
時
刻
を
表
す

の
に
も
用
い
ら
れ
た
。
文
書
の
年
号
に
記
さ
れ
て
い
る
干
支
や
十

二
支
は
年
を
表
わ
す
も
の
で
、
た
と
え
ば
富
士
山
の
噴
火
が
あ
っ

た
宝
永
四
年
は
「
丁
亥
」、
明
治
維
新
を
迎
え
る
慶
応
四
年
（
明

治
元
年
）
は
「
戊
辰
」
で
あ
る
。
文
書
の
中
に
は
干
支
や
十
二
支

の
み
で
年
号
が
な
か
っ
た
り
、
年
号
が
破
損
し
て
確
認
で
き
な
い

場
合
も
あ
る
が
、
そ
の
際
も
「
子
年
」
と
あ
れ
ば
一
二
年
に
一
度
、

「
甲
子
年
」
と
あ
れ
ば
六
○
年
に
一
度
な
の
で
、
内
容
や
人
名
な

ど
と
あ
わ
せ
て
、
文
書
の
年
代
を
推
定
す
る
の
に
役
立
つ
。

（
２
）
時
刻
と
方
位



17

近
世
の
時
刻
法
は
、
昼
夜
の
時
間
の
長
さ
が
季
節
に
よ
っ
て
異
な
る
不
定
時
法
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
時
刻
の
呼
び
名
も
子
の
刻
、
丑
の
刻
な
ど
の
十
二
支
に

ね

こ
く

う
し

こ
く

よ
る
場
合
と
、
九
ツ
・
八
ツ
と
い
っ
た
鐘
や
太
鼓
の
打
数
に
よ
る
も
の
と
が
併
用
さ
れ
て
い
た
。

一
日
の
時
間
は
十
二
支
に
し
た
が
っ
て
十
二
等
分
さ
れ
、
こ
の
最
小
単
位
を
一
時
と
い
っ
た
。
一
時
の
長
さ
は
昼
夜
の
時
間
の
長
さ
が
等
し
い
と
き
に
は
二

い
っ
と
き

時
間
と
な
る
。
春
分
の
日
と
秋
分
の
日
が
こ
れ
に
該
当
す
る
わ
け
だ
が
、
通
常
は
夜
明
け
か
ら
日
暮
れ
ま
で
、
日
暮
れ
か
ら
夜
明
け
ま
で
を
そ
れ
ぞ
れ
六
等
分

し
た
か
ら
、
同
じ
一
時
で
も
そ
の
長
さ
は
季
節
に
よ
っ
て
随
分
と
違
っ
た
。
昼
夜
の
一
時
を
現
在
の
時
間
に
す
る
と
、
夏
至
が
二
時
間
四
〇
分
・
一
時
間
二
〇

い
つ
と
き

分
、
冬
至
が
一
時
間
五
〇
分
・
二
時
間
一
〇
分
で
あ
っ
た
。

方
位
の
呼
び
方
も
十
二
支
に
よ
っ
た
。
北
は
子
、
東
は
卯
、
南
西
は
未
と
申
の
間
で

坤

と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
現
在
で
も
、
北
と
南
を
貫
く
子
午
線
な

ひ
つ
じ
さ
る

ど
の
言
葉
に
当
時
の
呼
び
万
が
使
わ
れ
て
い
る
。

（
３
）
度
量
衡

度
量
衡
…
長
さ
、
面
積
、
容
量
お
よ
び
重
量
の
計
量
の
こ
と

ど
り
ょ
う
こ
う

度
…
長
短
を
計
る
こ
と

量
…
多
少
を
計
る
こ
と

衡
…
権
衡
と
も
い
う
。
権
＝
分
銅
、
衡
＝
秤
に
よ
っ
て
も
の
の
軽
重
を
知
る
こ
と

『
漢
書
』
律
歴
志(

中
国
に
お
け
る
度
量
衡
の
最
初
の
法
典)
よ
り

※
す
な
わ
ち
度
量
衡
は
、
商
取
引
き
や
徴
税
の
基
準
を
整
え
、
政
治
・
経
済
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
、
単
位
の
統
一
、
度
量
衡
器
の
検
査
・
取
締
り
な
ど

を
内
容
と
す
る
制
度
な
い
し
は
慣
習
で
あ
る
が
、
近
世
以
降
、
学
術
や
産
業
の
発
展
に
伴
い
、
度
量
衡
以
外
の
各
種
の
計
量
を
も
包
含
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（『
国
史
大
辞
典
』
第
一
〇
巻
）
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