
大

粮

考

相

曽

貴

志

は
じ
め
に

月
料
︑
要
劇
料
︑
大
粮
に
つ
い
て
︑
延
喜
式
に
以
下
の
よ
う
な
規
定
が
見
ら
れ
る
︵
太

政
官
式
119
条
︶
︒

凡
親
王
以
下
月
料
幷
諸
司
要
劇
及
大
粮
等
︑
毎
月
申
㆑

官
出
充
︑
其
月
料
物
者
︑
録
㆓

来
月
数
丕

毎
月
十
日
申
㆓

太
政
官
丕

十
七
日
官
符
下
㆓

宮
内
省
丕

廿
五
日
出
給
︑
要
劇

者
︑
録
㆓

前
月
応
㆑

給
官
人
及
物
数
丕

毎
月
四
日
申
㆑

官
︑
即
加
㆓

官
要
劇
丕

造
㆓

惣

目
丕

同
日
申
㆓

太
政
官
丕

五
日
官
符
下
㆓

宮
内
省
丕

十
三
日
出
給
︑
但
給
㆑

田
者
︑
下
㆓

符
勘
解
由
使
丕

大
粮
者
︑
毎
月
十
六
日
申
㆓

太
政
官
丕

廿
日
官
符
下
㆓

民
部
丕

廿
二
日

出
給
︑
若
逢
㆓

雪
雨
丕

臨
時
改
㆑

日
︑

こ
の
条
文
で
は
月
料
︑
要
劇
料
︑
大
粮
等
の
支
給
日
程
が
規
定
さ
れ
て
お
り(�
)

︑
延
喜
式
段

階
で
は
こ
れ
ら
を
支
給
す
る
太
政
官
符
で
︑
ま
と
め
て
﹁
公
粮
﹂
と
称
し
て
い
る
こ
と
か

ら
︵
太
政
官
式
�
条
︶
︑
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
︒
し
か
し
月
料
の
前

身
が
諸
司
に
勤
務
す
る
官
人
へ
の
給
食
で
あ
っ
た
り
︑
要
劇
料
は
本
来
的
に
は
劇
官
に
対

し
て
の
銭
の
支
給
で
あ
っ
た
も
の
が
︑
後
に
米
支
給
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
に
︑
米
支
給

に
至
っ
た
経
緯
は
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
っ
た
︒
月
料
や
大
粮
は
翌
月
分
を
︑
要
劇
料
は
前
月
分

を
申
請
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
が
︑
こ
う
し
た
申
請
日
程
も
そ
の
前
身
に
由
来
し
て
い

た
と
思
わ
れ
る
︒
申
請
先
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
︑
月
料
や
要
劇
料
は
宮
内
省
で
︑
大
粮

は
民
部
省
で
あ
り
︑
支
給
さ
れ
る
米
は
前
者
が
白
米
︑
後
者
が
黒
米
で
あ
っ
た
︒
支
給
対

象
と
し
て
は
︑
月
料
や
要
劇
料
が
官
人
等
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
大
粮
は
原
則
的
に
は
仕

丁
や
衛
士
等
で
あ
っ
た(

)

︒
こ
の
よ
う
に
月
料
︑
要
劇
料
︑
大
粮
は
︑
支
給
対
象
︑
支
給
さ

れ
る
米
の
種
類
や
そ
の
財
源
等
︑
性
格
や
歴
史
的
変
遷
も
多
様
で
あ
る
こ
と
に
気
を
つ
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

こ
れ
ら
の
う
ち
大
粮
に
関
し
て
は
︑
天
平
十
七
年
︵
七
四
五
︶
の
大
粮
申
請
文
書
が
残

さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
分
析
は
︑
鈴
木
貫
孝
︑
弥
永
貞
三
を
嚆
矢
と
し
て
︑
櫛
木
謙
周
の
精

緻
な
研
究
等
︑
語
り
尽
く
さ
れ
た
感
も
あ
る(�
)

が
︑
近
年
︑
市
川
理
恵
に
よ
っ
て
︑
特
に
天

平
宝
字
年
間
頃
の
写
経
所
の
仕
丁
の
大
粮
支
給
の
変
化
を
写
経
所
の
財
政
か
ら
考
察
し
た

興
味
深
い
解
釈
が
示
さ
れ
た(�
)

︒
私
は
こ
れ
ま
で
月
料
や
要
劇
料
の
関
し
て
︑
延
喜
式
に
見

え
る
よ
う
な
支
給
に
い
た
る
過
程
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
が(
)

︑
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
の
研

究
を
手
が
か
り
に
︑
大
粮
を
中
心
に
︑
八
世
紀
に
お
け
る
仕
丁
と
そ
の
周
辺
の
食
料
支
給

に
つ
い
て
考
察
し
て
行
き
た
い
と
思
う
︒
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一

天
平
十
七
年
大
粮
申
請
文
書
の
問
題
点

先
に
掲
げ
た
延
喜
太
政
官
式
119
条
と
同
民
部
式
上
68
条
か
ら
︑
大
粮
の
支
給
シ
ス
テ
ム

に
つ
い
て
見
て
み
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒
仕
丁
が
所
属
し
て
い
る
諸
司
が
毎
月
十
一

日
に
翌
月
分
の
民
部
省
に
請
求
す
る
︒
民
部
省
は
そ
れ
を
勘
録
し
て
十
六
日
に
太
政
官
に

申
す
︒
太
政
官
は
二
十
日
に
官
符
を
民
部
省
に
下
す
︒
こ
れ
を
受
け
て
二
十
二
日
に
民
部

省
が
翌
月
分
の
大
粮
を
支
給
す
る(�
)

︒
天
平
十
七
年
大
粮
申
請
文
書
︵
以
下
︑
大
粮
申
請
文
書

と
す
る
︶
は
延
喜
式
に
お
け
る
支
給
シ
ス
テ
ム
で
は
最
初
の
段
階
に
当
た
る
が
︑
文
書
の

発
給
の
日
を
見
て
み
る
と
︑
十
四
日
か
ら
二
十
四
日
と
あ
る
の
で
︑
延
喜
式
の
規
定
通
り

の
日
程
で
支
給
を
行
う
に
は
無
理
が
あ
る
︒
お
そ
ら
く
手
続
き
は
延
喜
式
の
規
定
に
近
い

も
の
で
あ
っ
た
が
︑
日
程
に
つ
い
て
は
︑
天
平
期
以
降
︑
整
備
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
︒

次
い
で
文
書
の
内
容
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
︒
ま
ず
支
給
物
に
関
し
て
は
︑
弥
永
貞

三
が
以
下
の
九
つ
に
分
類
し
て
い
る(�
)

︒

〔
第
一
類
型
︺
日
別
米
二
升
︑
塩
二
勺
︒

〔
第
二
類
型
︺
日
別
米
一
升
︑
月
別
塩
一
升
︒

〔
第
三
類
型
︺
月
別
米
四
斗
︑
塩
一
升
︒

〔
第
四
類
型
︺
月
別
米
四
斗
︑
塩
四
合
︒

〔
第
五
類
型
︺
日
別
米
一
升
五
合
︑
塩
一
・
五
勺
︒

〔
第
六
類
型
︺
日
別
米
一
升
五
合
︑
塩
一
勺
︒

〔
第
七
類
型
︺
日
別
米
一
升
五
合
︑
塩
な
し
︒

〔
第
八
類
型
︺
日
別
米
一
升
︑
塩
な
し
︒

〔
第
九
類
型
︺
月
別
布
一
段
ま
た
は
庸
綿
二
屯
︒

弥
永
に
よ
れ
ば
︑
第
一
類
型
か
ら
第
八
類
型
ま
で
が
︑
米
塩
を
支
給
す
る
パ
タ
ー
ン
で
︑

そ
の
な
か
で
第
一
類
型
が
標
準
的
な
支
給
量
で
︑
第
九
類
型
が
食
米
を
支
給
さ
れ
な
い
廝

丁
や
火
頭
へ
の
支
給
物
で
あ
る
と
す
る
︒
例
え
ば
第
二
類
型
は
標
準
的
な
第
一
類
型
に
比

し
て
塩
の
量
が
多
い
が
︑
こ
れ
は
最
も
労
働
の
激
し
い
と
思
わ
れ
る
飛
驒
工
で
あ
る
な
ど
︑

支
給
量
の
差
異
に
つ
い
て
︑
弥
永
は
労
働
条
件
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
す
る
︒
こ
の

支
給
量
の
違
い
は
後
で
検
討
す
る
写
経
所
や
造
東
大
寺
司
管
轄
下
の
諸
司
等
に
お
け
る
支

給
量
に
比
し
て
︑
変
化
に
富
ん
で
お
り
︑
大
粮
申
請
文
書
の
特
徴
と
も
い
え
る
が
︑
こ
こ

で
問
題
に
し
た
い
の
が
︑
支
給
の
単
位
と
し
て
日
別
と
月
別
が
あ
る
点
で
あ
る
︒
日
別
は

問
題
な
い
が
︑
月
別
で
あ
る
第
二
類
型
の
塩
一
升
︑
第
三
・
第
四
類
型
の
米
四
升
を
日
割

り
す
る
こ
と
は
難
し
く
︑
日
毎
の
支
給
を
想
定
し
た
場
合
︑
支
給
し
に
く
い
支
給
単
位
に

設
定
さ
れ
て
い
る
︒

大
粮
申
請
文
書
で
は
︑
二
例
の
み
逃
亡
等
に
よ
り
余
っ
た
大
粮
の
繰
り
越
し
や
返
上
が

見
え
て
い
る
︒
一
例
目
は
造
寺
所
解
︵
大
日
古
二
四
・
三
二
四
︶
で
︑
﹁
応
㆑

請
料
伍
斛
弐
斗

弐
升
︑
︹
転
㆑

請
㆓

先
月
料
六
斗
㆒

入
㆓

粮
文
丕

逃
走
仕
丁
一
人
料
者
︑
見
請
四
斛
六
斗
二
升
︺

塩
伍
升
弐
合
弐
夕
︹
転
㆑

請
㆓

六
合
丕

見
請
四
升
六
合
二
夕
︺
﹂
と
あ
る
︒
こ
れ
は
立
丁
九

人
分
の
料
米
五
石
二
斗
二
升
を
申
請
す
べ
き
と
こ
ろ
︑
立
丁
の
逃
亡
の
た
め
に
余
っ
た
一

ヶ
月
分
の
米
塩
を
翌
月
に
繰
り
越
す
形
に
し
て
︑
そ
の
分
を
差
し
引
い
て
申
請
し
た
も
の

で
あ
る
︒
二
例
目
は
木
工
寮
解
︵
大
日
古
二
・
四
六
三
︶
で
﹁
返
上
米
七
斛
八
斗
︑
／
右
︑

出
家
番
上
工
十
二
人
︑
飛
驒
匠
一
人
︑
幷
十
三
人
料
﹂
と
あ
り
︑
七
石
八
斗
を
﹁
返
上
﹂

と
い
う
形
に
し
て
︑
そ
の
分
を
差
し
引
い
て
請
求
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
二
例
の
繰

り
越
し
や
返
上
は
日
割
り
で
は
な
く
︑
い
ず
れ
も
一
ヶ
月
単
位
で
あ
る
点
に
注
目
し
た
い
︒

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
月
単
位
の
繰
り
越
し
・
返
上
が
生
じ
る
の
は
︑
前
月
に
翌
月

（ 2 ）
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分
の
申
請
文
書
を
作
成
し
た
日
の
段
階
で
は
︑
在
籍
し
て
い
た
仕
丁
が
︑
そ
の
後
大
粮
の

支
給
日
ま
で
の
間
に
逃
亡
し
た
り
︑
得
度
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
翌
月
に
大
粮
を
仕
丁
に

支
給
す
る
際
に
︑
そ
の
官
司
に
て
受
け
取
る
仕
丁
等
が
い
な
か
っ
た
場
合
が
想
定
さ
れ
る
︒

し
か
し
大
粮
申
請
文
書
に
は
︑
こ
の
二
例
の
他
に
も
︑
例
え
ば
大
膳
職
解
の
本
文
に
は

﹁
今
申
逃
亡
九
人
︑
︹
直
丁
五
人
︑
廝
丁
四
人
︺
﹂
︑
追
記
に
﹁
損
直
丁
五
人
︑
廝
四
人
︑

︹
並
逃
︺
﹂
と
あ
る
も
の
を
は
じ
め
と
し
て
︵
大
日
古
二
・
四
〇
〇
︶
︑
本
文
に
﹁
逃
亡
﹂

﹁
逃
﹂
﹁
死
去
﹂
と
あ
っ
た
り
︑
﹁
損
﹂
﹁
益
﹂
の
人
数
が
追
記
さ
れ
る
文
書
が
散
見
さ
れ
る(�
)

︒

そ
れ
ら
に
は
大
粮
が
余
っ
た
こ
と
や
︑
そ
れ
ら
を
繰
り
越
し
た
り
︑
返
上
し
た
よ
う
な
記

述
は
見
え
ず
︑
ま
た
そ
れ
を
う
か
が
わ
せ
る
よ
う
な
文
書
も
見
え
な
い
︒
彼
ら
の
逃
亡
は

決
ま
っ
た
日
で
は
な
く
︑
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
月
の
途
中
で
逃
亡
し
た
場

合
︑
大
粮
の
剰
余
分
は
生
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

次
に
注
目
し
た
い
の
は
民
部
省
の
仕
丁
で
あ
る
︒
民
部
省
か
ら
の
申
請
文
書
は
二
月
二

十
八
日
︵
大
日
古
二
・
三
九
六
︶
と
四
月
二
十
一
日
︵
大
日
古
二
・
四
二
八
︶
の
二
通
が
残
さ

れ
て
い
る
︒
職
員
令
の
規
定
で
は
民
部
省
の
仕
丁
は
直
丁
が
四
人
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
が
︵
職
員
令
21
︶
︑
天
平
十
七
年
の
文
書
で
は
二
月
︑
四
月
の
い
ず
れ
も
直
丁
五
人

分
の
大
粮
が
申
請
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
他
に
﹁
久
邇
宮
下
省
物
守
仕
丁
﹂
﹁
鶏
養
仕
丁
﹂

﹁
戸
籍
守
仕
丁
﹂
﹁
西
山
瓦
守
仕
丁
﹂
﹁
難
波
宮
物
守
仕
丁
﹂
︵
以
上
︑
四
月
︶
︑
﹁
権
置
民
部

仕
丁
﹂
﹁
今
且
来
越
後
国
仕
丁
﹂
︵
以
上
︑
二
月
︶
等
が
見
え
て
い
る
︒
こ
の
う
ち
﹁
久
邇

宮
下
省
物
守
仕
丁
﹂
か
ら
﹁
難
波
宮
物
守
仕
丁
﹂
ま
で
は
︑
特
定
の
業
務
を
持
っ
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
こ
れ
に
対
し
﹁
今
且
来
越
後
国
仕
丁
﹂
は
越
後
か
ら
上
京
し
た
ば

か
り
の
仕
丁
︑
﹁
権
置
民
部
仕
丁
﹂
は
国
名
が
見
え
な
い
と
こ
ろ
か
ら
︑
諸
司
に
派
遣
さ

れ
て
い
た
仕
丁
が
一
旦
民
部
省
に
返
還
さ
れ
て
︑
新
た
に
配
置
先
を
待
っ
て
い
る
仕
丁
で

あ
ろ
う
か
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
配
置
を
待
っ
て
い
る
だ
け
で
︑
特
定
の
業
務
を
持
っ
て
い

る
よ
う
に
は
見
え
な
い
が
︑
こ
う
し
た
仕
丁
も
大
粮
を
申
請
し
て
い
る
こ
と
に
気
を
つ
け

た
い
︒

最
後
に
大
粮
を
申
請
し
て
い
る
者
た
ち
に
つ
い
て
︒
大
粮
申
請
文
書
に
お
け
る
申
請
の

多
く
は
衛
士
︑
仕
丁
︑
采
女
︑
女
丁
︑
飛
驒
工
等
で
あ
り
︑
こ
の
う
ち
衛
士
︑
仕
丁
︑
采

女
︑
女
丁
に
関
し
て
は
︑
令
の
規
定
︵
賦
役
令

︶
に
則
っ
た
も
の
で
あ
り
︑
飛
驒
工
に

関
し
て
は
︑
令
の
規
定
で
は
︑
点
ぜ
ら
れ
な
か
っ
た
余
丁
が
米
を
輸
す
こ
と
に
な
っ
て
い

た
が
︵
賦
役
令
39
条
︶
︑
実
際
に
は
民
部
省
か
ら
大
粮
と
い
う
形
で
庸
米
が
充
て
ら
れ
る
形

が
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

こ
れ
ら
以
外
に
も
︑
令
の
規
定
に
大
粮
支
給
の
規
定
が
見
え
な
い
者
か
ら
の
大
粮
の
申

請
が
見
え
て
い
る
が
︑
こ
れ
ま
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
︑
大
舎
人
や
史
生
に
つ
い
て

で
あ
る
︒

早
川
庄
八
は
︑
こ
う
し
た
大
舎
人
や
史
生
は
︑
仕
丁
を
率
い
る
将
領
︑
あ
る
い
は
特
技

を
持
つ
匠
手
や
工
人
の
資
格
で
請
求
さ
れ
た
と
し
た(�
)

︒
鷺
森
浩
幸
は
﹁
早
川
は
月
料
と
番

上
粮
を
別
系
統
の
給
付
と
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
﹂
と
早
川
の
理
解
に
疑
問
を

投
げ
か
け
︑
そ
の
う
え
で
大
舎
人
や
史
生
は
劇
官
の
事
務
系
の
雑
任
と
と
ら
え
︑
劇
官
の

事
務
系
雑
任
に
月
料
の
代
わ
り
に
支
給
さ
れ
る
も
の
と
理
解
し
︑
番
上
粮
と
は
劇
官
の
事

務
雑
任
に
支
給
さ
れ
た
大
粮
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
し
た(10
)

︒
確
か
に
番
上
粮
は
翌
月
分
を

申
請
す
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
︑
月
料
と
同
じ
支
給
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
こ

と
か
ら
番
上
粮
も
番
上
官
に
対
す
る
給
食
が
前
身
で
︑
劇
官
に
支
給
さ
れ
る
要
劇
銭
が
前

身
で
あ
る
要
劇
料
と
は
異
な
る
の
で(11
)

︑
鷺
森
の
い
う
月
料
の
代
わ
り
に
と
す
る
点
に
は
大

い
に
魅
力
を
感
じ
る
︒
し
か
し
大
粮
は
民
部
省
か
ら
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
︑

月
料
や
番
上
粮
の
前
身
で
あ
る
常
食
は
大
炊
寮
か
ら
の
給
食
で
あ
る
︒
鷺
森
の
よ
う
に
理

解
し
た
場
合
︑
申
請
先
が
民
部
省
で
あ
る
大
粮
を
番
上
粮
と
す
る
点
に
つ
い
て
の
説
明
が
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足
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

以
上
︑
大
粮
申
請
文
書
の
問
題
点
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
︑
そ
れ
を
も
う
一
度
整
理
し

て
み
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒
支
給
に
関
し
て
は
︑
日
割
り
し
に
く
い
月
単
位
の
支
給

パ
タ
ー
ン
が
見
ら
れ
る
こ
と
︑
逃
亡
等
に
よ
る
支
給
対
象
者
の
増
減
が
見
ら
れ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
︑
申
請
文
書
の
な
か
に
逃
亡
等
に
よ
る
剰
余
物
の
繰
り
越
し
や
返
上
が
ほ
と
ん

ど
見
え
ず
︑
あ
っ
た
と
し
て
も
月
単
位
で
あ
る
こ
と
︑
特
定
の
職
務
が
な
く
︑
配
置
さ
れ

る
の
を
待
機
し
て
い
る
よ
う
な
仕
丁
も
申
請
対
象
で
あ
る
こ
と
等
で
あ
る
︒
一
方
︑
衛
士

や
仕
丁
以
外
の
支
給
対
象
者
に
つ
い
て
︑
特
に
大
舎
人
や
史
生
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
理
解

の
あ
り
方
に
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
こ
れ
ら
に
つ
い
て
︑
次
節
以
降

で
考
え
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
︒

二

写
経
所
等
に
お
け
る
仕
丁
へ
の
食
料
支
給
シ
ス
テ
ム

①
天
平
宝
字
三
年
に
お
け
る
造
東
大
寺
司
管
轄
下
の
諸
司
の
食
料
支
給

本
節
で
は
︑
帳
簿
等
か
ら
食
料
の
供
給
シ
ス
テ
ム
が
う
か
が
え
る
写
経
所
や
造
東
大
寺

司
管
轄
下
の
諸
司
の
検
討
を
行
っ
て
い
き
た
い
︒
な
お
︑
前
節
で
は
大
粮
申
請
文
書
の
検

討
だ
っ
た
の
で
﹁
大
粮
﹂
の
語
を
用
い
て
き
た
が
︑
本
節
以
降
で
は
︑
史
料
中
に
頻
出
す

る
﹁
粮
﹂
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
︒

ま
ず
こ
れ
ら
の
施
設
に
お
け
る
食
料
の
供
給
形
態
で
あ
る
が
︑
写
経
所
で
天
平
年
間
か

ら
︑
﹁
黒
飯
﹂
︵
大
日
古
二
四
・
一
一
七
︶
︑
﹁
湯
沸
料
﹂
の
薪
︵
大
日
古
七
・
二
七
五
︶
︑
﹁
料

理
供
養
優
婆
夷
﹂
︵
大
日
古
十
・
三
一
一
︶
が
︑
瓦
工
所
︑
山
作
所
等
と
い
っ
た
造
東
大
寺

司
管
轄
下
の
諸
司
も
︑
や
や
時
代
は
下
る
が
︵
天
平
宝
字
六
年
︵
七
六
二
︶
︶
︑
﹁
料
理
﹂
担

当
者
と
見
ら
れ
る
﹁
雑
工
等
廝
﹂
︵
大
日
古
五
・
一
九
一
︶
や
﹁
食
膳
﹂
︵
大
日
古
五
・
二
二

八
︶
と
あ
る
の
で
︑
給
食
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

こ
う
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
︑
ま
ず
天
平
宝
字
三
年
段
階
に
お
け
る
造
東
大
寺
司
管
轄

下
の
諸
司
に
勤
務
す
る
仕
丁
や
工
人
た
ち
の
食
料
供
給
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
︒

天
平
宝
字
三
年
六
月
に
︑
□
工
所
で
仕
丁
の
大
粮
を
申
請
す
る
文
書
は
以
下
の
よ
う
に

な
っ
て
い
た
︵
大
日
古
四
・
三
六
八
︶
︒

□
工
所
解

申
㆘

応
㆑

請
㆓

七
月
粮
点
加
仕
丁
㆒

事
㆖

□
壹
伯
陸
拾
陸
人
︑
立
丁
百
七
人
︑

于
五
十
九
人
︑

逃
走
一
人
︑
物
部
万
呂
烈
能
登
国
立
丁
船
木
部
積
万
呂
︑

坊
守
八
人
︑
並
于
︑

見
定
一
百
五
十
七
人
︑
立
丁
百
六
人
︑

于
五
十
一
人
︑

応
㆑

請
㆓

米
九
十
一
斛
六
升
丕

人
別
五
斗
八
升
︑

生
料
見
給
卅
八
石
八
斗
六
升
︑

四
石
六
升
南
寺
七
人
料
︑
別
五
斗
八
升
︑
立
丁
四
︑

于
三
︑

卅
四
石
八
斗
足
庭
百
五
十
人
料
︑
別
二
斗
三
升
二
合
︑
立
丁
百
二
︑

于
卌
八
︑

熟
料
折
留
五
十
二
石
二
斗
足
庭
一
百
五
十
人
料
︑
別
三
斗
四
升
八
合
︑

塩
四
升
六
合
南
寺
七
人
料
︑
別
五
合
八
夕
︑

(
中
略
)

□
前

(
以
カ
)

︑
応
㆑

請
㆓

来
七
月
粮
点
加
仕
丁
丕

見
定
幷
逃
走
等
如
㆑

件
︑
以
解
︑

天
平
宝
字
三
年
六
月
廿
八
日
案
主
日
置
広
庭

史
生
阿
刀
与
佐
弥

｢
奏
(
別
筆
)

案
勿
失
〃
〃

検
判
官
川
内
恵
師
祖
足

こ
の
文
書
は
︑
事
書
か
ら
﹁
七
月
粮
﹂
で
あ
る
米
塩
の
請
求
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
が
︑
﹁
点
加
仕
丁
﹂
と
あ
る
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
□
工
所
の
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仕
丁
と
し
て
︑
立
丁
と
于
︵
廝
丁
︶
の
総
計
一
六
六
人
を
あ
げ
て
お
り
︑
こ
こ
か
ら
逃
亡

者
︵
﹁
逃
走
﹂
︶
と
大
粮
を
支
給
さ
れ
な
い
坊
守
を
差
し
引
い
た
一
五
七
人
分
の
大
粮
を
申

請
し
て
い
る
︒
﹁
逃
走
一
人
﹂
は
︑
前
月
の
大
粮
の
受
け
取
り
以
降
︑
こ
の
文
書
の
発
給

ま
で
に
逃
亡
し
た
仕
丁
︵
立
丁
︶
が
一
人
︵
船
木
部
積
万
呂
︶
い
た
こ
と
意
味
す
る
︒
こ
の

段
階
で
は
積
万
呂
は
形
の
上
で
は
い
ま
だ
□
工
所
に
属
し
て
お
り
︑
今
回
の
申
請
を
機
に

□
工
所
の
仕
丁
か
ら
削
除
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
市
川
は
﹁
点
加
﹂
を
増
員
要
求
と
と

ら
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が(12
)

︑
こ
の
よ
う
に
前
月
に
比
し
て
︑
逃
亡
仕
丁
一
名
を
減
じ
た

数
と
な
っ
て
い
る
の
で
︑
増
員
要
求
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
﹁
点
加
仕
丁
﹂

の
文
言
が
あ
る
同
年
同
月
二
十
八
日
食
堂
所
解
申
可
請
七
月
粮
点
加
仕
丁
事
︵
四
・
三
七

一
︶
に
も
逃
亡
仕
丁
の
記
載
は
あ
る
が
︑
そ
れ
も
同
様
に
増
員
の
要
求
は
な
い
︒
市
川
が

検
討
し
た
同
年
同
月
三
十
日
鋳
所
解
申
応
請
七
月
粮
点
加
仕
丁
事
︵
四
・
三
七
三
︶
は
逃

亡
仕
丁
の
記
載
は
な
い
︒
□
工
所
や
食
堂
所
の
申
請
が
前
月
と
の
比
較
を
書
き
上
げ
て
い

る
こ
と
か
ら
︑
そ
う
し
た
記
述
の
な
い
鋳
所
の
場
合
は
︑
前
月
か
ら
の
増
減
が
な
か
っ
た

と
考
え
る
の
が
自
然
か
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
点
加
仕
丁
﹂
は
︑
増
員
で
な
い
別

の
意
味
で
考
え
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
︒

仕
丁
は
民
部
省
に
物
実
の
み
な
ら
ず
︑
仕
丁
と
い
う
人
間
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
集
中

的
に
管
理
さ
れ
て
い
た
と
す
る
理
解
が
あ
る(13
)

︒
こ
う
し
た
観
点
に
立
つ
な
ら
ば
︑
□
工
所

等
で
は
前
月
に
引
き
続
き
同
じ
仕
丁
が
勤
務
す
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
が
︑
毎
月
︑

米
塩
を
申
請
す
る
と
と
も
に
︑
仕
丁
の
派
遣
も
改
め
て
申
請
す
る
形
が
と
ら
れ
て
お
り
︑

そ
れ
を
﹁
点
加
仕
丁
﹂
と
称
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒
逃
亡
者
や
粮
が
支

給
さ
れ
な
い
坊
守
ま
で
報
告
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
そ
う
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
思
わ
れ

る
︒一

五
七
人
の
料
米
は
﹁
生
料
﹂
と
﹁
熟
料
﹂
に
分
類
さ
れ
て
い
る
︒
前
者
が
現
米
で
の

支
給
︑
後
者
が
共
同
炊
事
に
充
て
ら
れ
る
米
の
支
給
分
と
考
え
ら
れ
て
い
る(14
)

︒
﹁
生
料
﹂

が
支
給
さ
れ
る
﹁
南
寺
七
人
﹂
は
五
斗
八
升
︵
二
升
×
二
九
日
︑
天
平
宝
字
三
年
七
月
は
小

の
月
︶
で
︑
残
り
の
一
五
〇
人
は
二
斗
三
升
二
合
︵
八
合
×
二
九
日
︶
で
あ
る
︒
﹁
南
寺
七

人
﹂
は
︑
□
工
所
で
は
な
く
︑
南
寺
に
て
一
ヶ
月
業
務
を
行
う
予
定
で
あ
る
た
め
︑
共
同

炊
事
に
よ
る
食
事
の
供
給
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
︑
一
ヶ
月
︵
二
九
日
︶
分
生

料
で
支
給
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
︒
一
五
〇
人
分
の
日
別
八
合
の
現
米
の
支
給
が
︑
後
述
す

る
半
食
残
に
あ
た
る
︒
﹁
熟
料
﹂
の
月
別
三
斗
四
升
八
合
︵
一
升
二
合
×
二
九
日
︶
が
︑
共

同
炊
事
の
形
で
飯
と
し
て
消
費
さ
れ
る
分
で
あ
り
︑
こ
れ
と
先
の
日
別
八
合
と
を
合
わ
せ

て
︑
日
別
二
升
の
粮
と
な
っ
た
︒

こ
こ
で
□
工
所
に
お
け
る
粮
の
支
給
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
︒
も
し
大
粮
が
□
工
所

で
管
理
さ
れ
︑
例
え
ば
日
々
仕
丁
に
支
給
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
︑
逃
亡
し
た
仕
丁
の
支
給

さ
れ
な
か
っ
た
大
粮
が
残
り
︑
そ
れ
ら
が
繰
り
越
さ
れ
た
り
︑
返
上
さ
れ
て
い
る
は
ず
で

あ
る
が
︑
こ
の
文
書
で
は
満
額
申
請
さ
れ
て
い
る(15
)

︒
こ
う
し
た
申
請
の
形
は
原
則
的
に
大

粮
申
請
文
書
と
同
じ
で
あ
る
︒
た
だ
し
大
粮
申
請
文
書
と
異
な
る
の
は
︑
生
料
と
熟
料
に

用
途
が
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
︑
こ
の
よ
う
な
書
き
分
け
が
な
さ
れ
た
理
由
に

つ
い
て
は
後
ほ
ど
改
め
て
考
え
て
み
た
い
︒

同
時
期
の
造
東
大
寺
司
管
轄
下
の
造
瓦
工
所
の
瓦
工
た
ち
へ
の
粮
米
に
つ
い
て
見
て
み

て
み
よ
う
︵
大
日
古
四
・
三
七
二
︶
︒

造
瓦
所
解

申
㆘

請
㆓

粮
米
㆒

事
㆖

合
米
伍
斛
参
斗
参
升
陸
合
︑
瓦
工
別
二
升
︑

領
別
一
升
二
合
︑

一
斛
五
升
二
合
折
留
便
所
㆑

請
︑

三
斗
八
升
月
中
不
上
瓦
工
十
九
人
料
︑
七
升
二
合
領
六
人
料
︑

六
斗
恵
美
薗
充
㆓

瓦
工
卅
人
㆒

料
︑
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四
斛
二
斗
八
升
四
合
今
所
㆑

請
︑

(
中
略
)

合
請
粮
拾
人
︑
二
人
領
︑

八
人
瓦
工
︑

領
坂
本
上
万
呂
廿
五
︑
塩
屋
男
光
上
日
廿
九
︑
工
山
部
飯
万
呂
上
日
卅
︑

物
部
乙
万
呂
廿
五
︑
星
川
飯
万
呂
上
日
卅
︑
額
田
部
乙
万
呂
上
日
卅
︑

粟
田
乙
万
呂
上
日
卅
︑
若
湯
坐
牛
長
上
日
卅
︑
大
伴
葦
人
上
日
廿
九
︑

桑
原
人
足
上
日
十
七
︑

以
前
︑
起
㆓

来
七
月
一
日
㆒

迄
㆓

廿
九
日
丕

粮
米
所
㆑

請
如
㆑

前
︑
以
解
︑

天
平
宝
字
三
年
六
月
廿
九
日

塩
屋
男
光

坂
本
上
麻
呂

勘
主
典
葛
井
連
根
道

｢
粮
米
事
﹂
と
あ
る
が
︑
天
平
宝
字
六
年
の
造
東
大
寺
司
告
朔
解
で
﹁
料
理
瓦
工
等
食

物
﹂
と
し
て
功
三
〇
人
︵
日
別
一
人
︶
が
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
同
所
で
瓦
工
へ

の
給
食
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
︵
大
日
古
五
・
一
二
八
︶
︑
こ
れ
は
給
食
に

充
て
る
た
め
の
粮
米
と
み
ら
れ
る
︒
ま
た
同
告
朔
解
で
は
﹁
五
十
七
人
将
領
︑
二
百
廿
五

人
瓦
工
︑
五
百
十
一
人
仕
丁
﹂
︵
大
日
古
五
・
一
二
七
︶
と
あ
る
の
で
︑
瓦
工
所
に
仕
丁
が

勤
務
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
が
︑
こ
こ
で
掲
げ
た
造
瓦
所
解
は
将
領
と
瓦
工
の
粮
米
の

申
請
の
み
な
の
で
︑
仕
丁
の
粮
米
の
申
請
は
別
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
支
給
量
は
領

︵
将
領
︶
が
日
別
一
升
二
合
︑
瓦
工
が
二
升
で
あ
る
︒
﹁
一
斛
五
升
二
合
折
留
便
所
㆑

請
﹂

の
内
訳
を
見
て
み
る
と
︑
﹁
不
上
﹂
の
瓦
工
一
九
人
の
三
斗
八
升
は
山
部
飯
万
呂
以
下
の

欠
勤
分
︑
領
六
人
の
七
升
二
合
は
坂
本
上
万
呂
と
塩
屋
男
光
の
欠
勤
分
の
そ
れ
ぞ
れ
合
計

日
数
と
一
致
す
る
の
で
︑
欠
勤
の
た
め
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
料
米
で
あ
る
︒
恵
美
薗
の
六

斗
は
︑
同
薗
に
て
勤
務
し
た
瓦
工
一
人
分
︵
二
升
×
三
〇
日
︶
で
あ
ろ
う
︒
瓦
工
所
か
ら

離
れ
て
い
た
な
ど
︑
何
ら
か
の
事
情
で
恵
美
薗
で
は
瓦
工
所
か
ら
の
給
食
を
受
け
る
こ
と

が
出
来
ず
︑
そ
の
分
が
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
残
っ
た
と
み
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
不
支
給

分
を
翌
月
に
繰
り
越
す
こ
と
と
し
て
︑
こ
れ
を
翌
月
の
必
要
分
か
ら
差
し
引
い
た
分
を

﹁
今
所
㆑

請
﹂
の
分
と
し
て
計
上
し
て
申
請
し
て
い
る
︒

こ
こ
で
造
東
大
寺
司
管
轄
下
の
諸
司
に
お
け
る
仕
丁
と
瓦
工
︵
諸
工
︶
の
粮
米
の
扱
い

を
比
較
し
て
み
よ
う
︒
ま
ず
米
の
用
途
に
関
し
て
︑
□
工
所
で
は
生
料
と
熟
料
の
書
き
分

け
が
あ
る
の
対
し
︑
瓦
工
所
で
は
そ
れ
が
な
い
︒
欠
勤
に
つ
い
て
︑
□
工
所
で
は
︑
上
日

等
の
報
告
や
欠
勤
等
か
ら
生
じ
る
剰
余
分
の
記
載
が
な
い
が
︑
瓦
工
所
で
は
欠
勤
等
に
よ

り
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
剰
余
分
は
翌
月
に
繰
り
越
し
︑
そ
れ
を
差
し
引
い
た
分
を
申
請
し

て
い
る
︒
本
来
所
属
す
る
官
司
か
ら
別
地
に
出
張
す
る
際
に
︑
□
工
所
で
は
生
料
と
し
て

米
が
一
ヶ
月
分
計
上
さ
れ
た
が
︑
瓦
工
所
で
は
そ
の
分
は
支
給
せ
ず
剰
余
分
と
し
て
︑
欠

勤
分
と
あ
わ
せ
て
翌
月
に
繰
り
越
さ
れ
た
︒

こ
の
よ
う
に
□
工
所
の
仕
丁
と
瓦
工
所
の
瓦
工
で
は
粮
米
の
支
給
シ
ス
テ
ム
が
ま
る
で

異
な
っ
て
い
る
の
で
︑
ひ
と
つ
の
帳
簿
に
ま
と
め
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
︑

瓦
工
所
解
に
仕
丁
の
︑
ま
た
□
工
所
解
に
工
人
の
粮
の
申
請
が
見
え
て
い
な
い
の
は
︑
そ

の
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

②
写
経
所
に
お
け
る
食
料
支
給

天
平
期
か
ら
写
経
所
で
給
食
が
行
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
︑
写
経

所
の
帳
簿
で
食
米
を
計
上
さ
れ
て
い
る
の
は
写
経
生
以
下
雑
使
以
上
で
あ
っ
て
︑
仕
丁
は

見
え
て
い
な
い
︒
給
食
は
勤
務
に
応
じ
た
も
の
で
︑
欠
勤
す
れ
ば
支
給
さ
れ
ず
︑
そ
の
分

が
剰
余
分
と
し
て
残
り
︑
そ
れ
は
月
毎
に
精
算
さ
れ
て
返
上
さ
れ
る
か(16
)

︑
翌
月
に
剰
余
分

を
繰
り
越
し
︑
そ
の
分
を
差
し
引
い
た
額
を
翌
月
分
と
し
て
申
請
す
る
形
が
と
ら
れ
た
り

し
た(17
)

︒
こ
う
し
た
支
給
シ
ス
テ
ム
は
︑
瓦
工
所
に
お
け
る
瓦
工
の
粮
米
と
同
じ
で
あ
っ
た
︒
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写
経
所
の
帳
簿
に
仕
丁
の
食
米
は
計
上
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
︑
彼
ら
が
写
経
所
で
働

い
て
い
た
形
跡
は
見
ら
れ
る
︒
例
え
ば
天
平
宝
字
四
年
正
月
十
五
日
東
寺
写
経
所
解
申
請

応
奉
写
経
用
度
物
事
︵
大
日
古
一
四
・
二
九
二
︶
に
︑
仕
丁
﹁
十
五｢三
｣

〻

人
﹂
の
袍
袴
料
と
し
て

祖
布
が
請
求
さ
れ
︑
用
度
品
の
な
か
の
一
項
目
と
し
て
︑
﹁
刀
子
﹂
と
﹁
折
薦
畳
﹂
の
間

に
﹁
壱
拾
伍｢三
｣

〻

人
︹
六
人
紙
打
︑
六｢
四
｣

〻

人
膳
部
︑
二
人
雑
使
︑
一
人
湯
沸
︺
﹂
と
あ
る
ご
と
く

で
あ
る
︒
櫛
木
謙
周
は
仕
丁
が
用
度
物
の
一
項
目
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑

そ
の
労
働
力
が
申
請
の
対
象
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る(18
)

︒

そ
れ
で
は
写
経
所
の
仕
丁
の
粮
米
は
ど
の
よ
う
に
請
求
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
同
時

期
の
写
書
所
で
は
︑
以
下
の
よ
う
な
粮
の
申
請
が
行
わ
れ
て
い
た
︵
大
日
古
一
四
・
三
九

二
︶
︒

写
書
所
解

申
㆘

可
㆑

請
㆓

来
五
月
粮
仕
丁
㆒

事
㆖

合
仕
丁
六
人
︑
立
丁
四
人
︑

于
二
人
︑

之〻
中〻
逃〻
走〻
二〻
人〻

逃
走
二
人
︑
立
丁
一
︑

于
一
︑

立
丁
大
野
己
西
万
呂
︑
以
㆓

去
四
月
廿
六
日
㆒

請
︑

右
一
人
︑
以
㆓

今
月
五
日
㆒

逃
走
︑

于
佐
伯
新
治
︑
以
㆓

月
一
日
㆒

請
︑

右
一
人
︑
以
㆓

今
月
七
日
㆒

逃
走
︑

定
四
人
︑
立
丁
三
人
︑

于
一
人
︑

立
丁
金
指
辰
万
呂
︑
上
日
卅
︑
秦
入
鹿
︑
上
日
卅
︑
已
上
二
人
以
㆓

去
四
月
廿
六

日
㆒

請
︑

久
米
稲
人
︑
上
日
廿
二
︑

以
㆓

月
九
日
㆒

請
㆓

新
配
丕

于
左
為
古
麻
呂
上
日
卅
︑
見
日
廿

以
月

牛
屋
日
二
不
仕

︑

以
前
︑
仕
丁
等
上
日
幷
逃
走
︑
顕
注
申
送
如
㆑

件
︑
以
解
︑

天
平
宝
字
四
年
潤
四
月
廿
五
日
上
馬
養

小
治
田

こ
の
文
書
は
五
月
の
粮
を
申
請
す
る
と
同
時
に
︑
写
書
所
の
仕
丁
の
逃
亡
者
と
現
状
の
人

員
と
の
報
告
を
兼
ね
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
粮
を
申
請
す
る
文
書
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

粮
米
等
の
量
が
見
え
て
い
な
い
︒
同
じ
よ
う
な
文
書
は
何
通
か
残
さ
れ
て
お
り
︑
い
ず
れ

も
申
請
量
が
記
さ
れ
て
い
な
い
︵
大
日
古
一
四
・
三
九
六
︑
四
〇
四
︑
四
一
三
︑
四
一
四
等
︶
︒

上
日
数
が
記
入
さ
れ
て
い
る
か
ら
︑
そ
れ
に
基
づ
い
た
申
請
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
︑

そ
う
し
た
場
合
︑
ひ
と
り
あ
た
り
の
申
請
量
が
異
な
り
︑
よ
り
複
雑
な
申
請
量
に
な
る
た

め
︑
申
請
す
る
側
の
文
書
に
申
請
量
が
明
記
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

こ
の
文
書
に
は
具
体
的
な
申
請
量
が
見
え
な
い
の
は
︑
申
請
す
る
総
量
を
文
書
の
発
給
者

と
宛
所
が
承
知
し
て
い
る
為
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
︒
つ
ま
り
そ
れ
は
機
械
的
に
総
量
を

導
き
出
せ
る
と
い
う
こ
と
︑
す
な
わ
ち
上
日
数
と
関
係
な
く
︑
定
額
︵
一
ヶ
月
分
×
人
数
︶

を
申
請
す
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
こ
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
と
し

た
ら
︑
粮
の
申
請
の
あ
り
方
は
︑
大
粮
申
請
文
書
や
□
工
所
の
仕
丁
と
同
様
に
一
ヶ
月
満

額
を
申
請
す
る
形
と
同
じ
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

こ
の
文
書
で
も
︑
月
の
途
中
で
逃
走
し
た
仕
丁
の
こ
と
が
見
え
る
が
︑
彼
ら
の
粮
を
剰

余
分
と
し
て
返
納
し
た
り
︑
翌
月
に
繰
り
越
し
た
こ
と
は
同
文
書
か
ら
は
う
か
が
え
な
い
︒

こ
れ
も
大
粮
申
請
文
書
で
逃
亡
を
記
し
た
り
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
繰
り
越
し
や
返
納

の
例
が
ほ
と
ん
ど
見
え
な
い
点
と
同
じ
で
あ
る
︒

仕
丁
へ
の
食
料
に
つ
い
て
は
︑
天
平
宝
字
四
年
七
月
三
日
の
東
寺
写
経
所
解
申
請
応
奉

写
経
用
度
物
事
︵
大
日
古
一
四
・
三
四
九
︶
あ
た
り
か
ら
︑
写
経
所
の
財
政
に
組
み
込
ま
れ

る
よ
う
に
な
っ
た(19
)

︒
そ
の
頃
抜
出
仕
丁
と
坤
宮
仕
丁
と
い
う
語
が
散
見
す
る
︒

抜
出
仕
丁
は
天
平
宝
字
四
年
十
二
月
四
日
経
師
校
生
等
大
料
雑
物
充
用
帳
︵
四
・
四
五

四
︶
が
初
見
で
あ
り
︑
別
に
﹁
仁
部
抜
出
仕
丁
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︵
大
日
古
一
五
・
二
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九
︶
︑
仁
部
省
か
ら
派
遣
さ
れ
た
仕
丁
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
天
平
宝
字
五
年
二

月
七
日
奉
写
一
切
経
所
解
申
請
二
月
大
料
雑
物
事
︵
大
日
古
一
五
・
一
九
︶
に
︑

奉
写
一
切
経
所
解

申
㆘

請
㆓

二
月
大
料
雑
物
㆒

事
㆖

一
︑
合
請
米
六
十
八
斛
四
升
︑
白
五
十
九
斛
八
斗
八
升
︑

黒
八
斛
一
斗
六
升
︑

(
中
略
)

一
︑
米
十
四
斛
七
斗
五
升
九
合
︑
白
十
三
斛
一
升
五
合
︑

黒
一
斛
七
斗
四
升
四
合
︑

(
中
略
)右

︑
去
正
月
所
㆑

残
︑

一
︑
米
五
十
三
斛
二
斗
八
升
一
合
︑
白
卌
六
斛
八
斗
六
升
五
合
︑

黒
六
斛
四
斗
一
升
六
合
︑

(
中
略
)右

︑
今
更
所
㆓

請
加
丕

(
中
略
)

一
︑
校
生
十
一
人
︑
史
生
一
人
︑
雑
使
十
人
︑
膳
部
四
人
︑
単
七
百
八
十
人
︑

当
米
十
斛
六
斗
八
升
︑
校
生
三
百
卅
人
別
一
升
六
合
︑

史
生
雑
使
膳
部
四
百
五
十
人
別
一
升
二
合
︑

(
中
略
)

一
︑
抜
出
仕
丁
一
人
︑
火
頭
十
六
人
︑
単
五
百
十
人
︑

当
米
□
□
八

斛

一
斗
六
升
︑

(
中
略
)右

︑
依
㆑

例
勘
定
如
㆑

前
︑

以
前
︑
月
中
応
㆑

用
㆓

雑
色
物
等
丕

具
如
㆓

前
件
丕

謹
解
︑

天
平
宝
字
五
年
二
月
七
日
史
生
下
道
福
麻
呂

と
あ
る
︒
こ
こ
で
は
米
の
種
類
に
応
じ
て
︑
校
生
・
史
生
・
雑
使
・
膳
部
と
抜
出
仕
丁
・

火
頭
は
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
が
︑
白
米
・
黒
米
に
関
係
な
く
同
じ
帳
簿
で
処
理
さ
れ
て

い
る
︒
﹁
合
請
米
﹂
の
う
ち
の
黒
米
八
石
一
斗
六
升
が
︑
﹁
正
月
所
㆑

残
﹂
︵
一
石
七
斗
四
升

四
合
︶
と
﹁
今
更
所
㆓

請
加
㆒

﹂
︵
六
石
四
斗
一
升
六
合
︶
の
黒
米
の
部
分
の
和
と
一
致
し
︑

ま
た
こ
れ
は
抜
出
仕
丁
一
人
と
火
頭
一
六
人
分
の
計
一
七
人
分
︵
一
升
六
合
×
一
七
人
×
三

〇
日
︶
で
あ
る
﹁
当
米
□
□
八

斛

一
斗
六
升
﹂
と
も
一
致
す
る
︒
こ
の
よ
う
に
彼
ら
へ
の
食
料

は
黒
米
が
充
て
ら
れ
︑
奉
写
一
切
経
所
の
財
政
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
︒

こ
れ
に
対
し
︑
坤
宮
仕
丁
は
天
平
宝
字
四
年
八
月
後
一
切
経
料
雑
物
納
帳
︵
大
日
古
一

四
・
四
二
一
︶
の
同
年
十
二
月
三
日
条
︵
大
日
古
一
四
・
四
三
四
︶
に
見
え
て
い
る
︒
坤
宮

仕
丁
と
あ
る
の
で
︑
坤
宮
官
か
ら
派
遣
さ
れ
た
仕
丁
と
思
わ
れ
る
︒
天
平
宝
字
五
年
二
月

二
十
三
日
奉
写
一
切
経
所
解
申
仕
丁
幷
火
頭
等
事
︵
大
日
古
一
五
・
二
九
︶
に
は
︑
坤
宮
仕

丁
と
し
て
︑
宅
部
宮
万
呂
︑
佐
味
子
公
︑
玉
作
古
麻
呂
︑
大
伴
万
呂
︑
物
部
広
万
呂
︑
矢

作
宮
万
呂
︑
財
部
小
黒
が
︑
仁
部
抜
出
仕
丁
と
し
て
秦
稲
依
︑
火
頭
と
し
て
車
持
黒
万
呂

以
下
二
〇
名
が
﹁
惣
廿
八
人
﹂
と
同
列
に
報
告
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
う
ち
佐
味
子
公
︑
玉

作
古
麻
呂
を
除
く
︑
物
部
広
万
呂
︑
宅
部
宮
万
呂
︑
財
部
小
黒
︑
大
伴
万
呂
︑
矢
作
宮
万

呂
の
五
名
に
関
し
て
は
︑
天
平
宝
字
五
年
三
月
八
日
に
同
年
三
月
分
︵
大
日
古
一
五
・
三

八
︶
︑
四
月
一
日
に
四
月
分
︵
大
日
古
一
五
・
四
六
︶
の
粮
を
そ
れ
ぞ
れ
申
請
す
る
文
書
が

残
っ
て
い
る
︒
こ
の
文
書
に
も
申
請
量
が
な
い
の
で
︑
定
額
一
ヶ
月
分
の
申
請
か
と
思
わ

れ
る
︒
ま
た
先
に
見
た
天
平
宝
字
四
年
八
月
後
一
切
経
料
雑
物
納
帳
の
天
平
宝
字
五
年
四

月
四
日
条
に
︑
﹁
又
収
納
黒
米
壱
石
伍
斗
︑
︹
仕
丁
大
伴
万
呂
・
物
部
広
万
呂
・
宅
部
宮
万

呂
幷
三
人
月
粮
料
請
来
検
納
如
㆑

件
︺
﹂
と
あ
り
︑
黒
米
が
一
石
五
斗
収
納
さ
れ
て
い
る
︒

こ
れ
は
割
書
に
あ
る
よ
う
に
︑
先
の
仕
丁
五
人
の
う
ち
の
三
人
分
の
粮
︵
二
升
×
三
人
×

二
五
日
︒
二
十
五
日
分
な
の
で
︑
四
月
五
日
か
ら
二
十
九
日
ま
で
の
分
か
︶
で
あ
る
︵
大
日
古
一

四
・
四
四
一
︶
︒
同
じ
雑
物
納
帳
天
平
宝
字
四
年
十
二
月
三
日
条
に
︑
﹁
黒
米
肆
石
捌
斗

︹
坤
宮
仕
丁
八
人
之
月
中
粮
料
自
㆓

政
所
㆒

請
来
検
納
如
㆑

件
︑
但
不
㆑

可
㆑

入
㆓

告
朔
帳
㆒

︺
﹂
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︵
大
日
古
一
四
・
四
三
四
︶
と
あ
り
︑
坤
宮
仕
丁
の
粮
米
は
政
所
か
ら
収
納
さ
れ
た
こ
と
が

分
か
り
︑
こ
れ
は
告
朔
帳
に
入
れ
な
い
と
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
坤
宮
仕
丁
の
粮
料
は
写
経

所
の
財
政
に
入
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
先
に
見
た
抜
出
仕
丁
の
食
料
と
は
財
政
上

の
取
り
扱
い
が
違
う
こ
と
を
意
味
す
る
︒

こ
の
よ
う
に
抜
出
仕
丁
の
食
料
は
写
経
所
の
財
政
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
対
し
︑
坤

宮
仕
丁
の
そ
れ
は
写
経
所
の
財
政
に
入
れ
な
い
と
す
る
が
︑
こ
の
差
異
を
考
え
る
う
え
で

同
雑
用
帳
に
興
味
深
い
記
事
が
見
え
て
い
る
︒
天
平
宝
字
四
年
十
月
三
日
条
に
米
五
〇
石

︵
白
米
四
〇
石
︑
黒
米
一
〇
石
︶
が
﹁
島
﹂
院
政
所
よ
り
請
来
検
納
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
の

う
ち
黒
米
に
つ
い
て
︑
﹁
黒
十
斛
之
中
四
斛
八
斗
仕
丁
八
人
粮
料
︑
五
石
二
斗
常
食
料
﹂

と
あ
る
︵
大
日
古
一
四
・
四
三
〇
︶
︒
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
﹁
粮
料
﹂
と
﹁
常
食
料
﹂

の
書
き
分
け
で
あ
る
︒
粮
料
と
常
食
料
が
ど
の
仕
丁
へ
の
分
を
指
す
も
の
か
明
記
さ
れ
て

い
な
い
が
︑
粮
料
は
四
石
八
斗
と
あ
る
の
で
二
升
×
八
人
×
三
〇
日
分
︑
常
食
料
は
五
石

二
斗
と
あ
る
の
で
一
升
六
合
×
一
三
人
×
二
五
日
分
と
み
ら
れ
る
︒
こ
こ
で
日
数
が
両
者

で
異
な
る
点
が
や
や
気
に
な
る
が
︑
一
升
六
合
は
先
に
見
た
抜
出
仕
丁
︑
二
升
は
坤
宮
仕

丁
の
一
日
分
の
支
給
量
に
そ
れ
ぞ
れ
一
致
す
る
︒
常
食
料
が
抜
出
仕
丁
で
︑
粮
料
が
坤
宮

仕
丁
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
︑
前
者
は
写
経
所
の
財
政
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
給
食
︑

後
者
は
組
み
込
ま
れ
な
い
の
で
粮
米
で
の
支
給
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

坤
宮
仕
丁
に
つ
い
て
は
︑
天
平
宝
字
五
年
正
月
に
奉
写
一
切
経
所
か
ら
の
以
下
の
よ
う

な
二
通
の
解
が
見
え
る
︵
大
日
古
一
五
・
六
︶
︒

奉
写
一
切
経
所
解

申
㆘

返
㆓

上
駈
使
㆒

事
㆖

合
弐
人大

友
牛
麻
呂
︑
坤
宮
仕
丁
︑

藤
原
部
安
麻
呂
︑
左
勇
士
火
頭
︑

以
前
人
等
︑
依
㆓

今
月
廿
一
日
宣
丕

返
上
如
㆑

件
︑
以
解
︑

天
平
宝
字
五
年
正
月
廿
二
日
史
生
下
道
朝
臣
福
万
呂

造
東
寺
司
主
典
安
都
宿
祢(雄
足
)

奉
写
一
切
経
所
解

申
㆘

給
㆓

仕
丁
粮
㆒

事
㆖

坤
宮
仕
丁
大
友
牛
麻
呂
︑

給
米
壱
斗
弐
升
︑
塩
壱
合
壱
夕
︑
海
藻
拾
弐
両
︑

右
件
仕
丁
︑
自
㆓

月
廿
四
日
㆒

迄
㆓

廿
九
日
丕

幷
六
箇
日
料
粮
已
給
︑
返
上
如
㆑

前
︑

以
解
︑

五
年
正
月
廿
三
日
史
生
下
道
福
万
呂

造
東
寺
司
主
典
安
都
宿
祢

最
初
の
解
は
︑
坤
宮
仕
丁
の
大
友
牛
麻
呂
と
左
勇
士
火
頭
の
藤
原
部
安
麻
呂
が
返
上
さ
れ

る
と
い
う
文
書
で
あ
り
︑
次
の
解
は
返
上
さ
れ
る
仕
丁
や
火
頭
の
う
ち
︑
大
友
牛
麻
呂
は

正
月
二
十
四
日
か
ら
同
二
十
九
日
ま
で
の
六
日
間
の
米
・
塩
・
海
藻
を
支
給
済
み
で
あ
る

こ
と
を
報
告
し
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
坤
宮
仕
丁
の
粮
は
あ
ら
か
じ
め
支
給
さ
れ
て
お
り
︑

そ
の
粮
を
携
え
て
次
の
勤
務
場
所
へ
移
動
す
る
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
︒
こ
の
よ
う
に
粮
を
携
え
て
別
の
職
場
に
向
か
う
形
は
︑
□
工
所
で
南
寺
へ
派
遣
さ

れ
た
仕
丁
へ
の
粮
の
支
給
と
似
て
い
る
︒

天
平
宝
字
六
年
頃
に
な
る
と
︑
抜
出
仕
丁
の
よ
う
に
写
経
所
の
財
政
に
仕
丁
の
食
料
が

組
み
込
ま
れ
る
ケ
ー
ス
が
一
般
的
に
な
っ
て
く
る
︒
そ
こ
で
天
平
宝
字
六
年
頃
の
奉
写
一

切
経
所
の
仕
丁
へ
の
食
料
支
給
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
︒
天
平
宝
字
六
年
十
一
月
か
ら
十

二
灌
頂
経
︑
大
般
若
経
二
部
一
二
〇
〇
巻
の
書
写
が
続
け
て
行
わ
れ
て
お
り
︑
そ
の
際
の

経
師
以
下
へ
の
料
米
の
供
給
を
記
録
し
た
帳
簿
が
奉
写
灌
頂
経
所
食
口
案
帳
︵
大
日
古
一

六
・
二
五
︒
以
下
︑
食
口
案
と
す
る
︶
で
あ
る
︒
山
本
幸
男
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
食
口
案
は
︑
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そ
の
後
︑
仁
王
経
疏
︑
仁
王
経
疏
五
部
二
五
巻
等
の
書
写
に
従
事
す
る
人
々
の
食
口
を
記

録
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
に
と
も
な
い
写
経
の
実
務
も
改
変
し
た
よ
う
で
︑
書
式
に

も
変
化
が
見
ら
れ
る
帳
簿
で
あ
る
と
す
る(20
)

︒

ま
ず
十
二
灌
頂
経
書
写
に
つ
い
て
は
︑
天
平
宝
字
六
年
十
一
月
二
十
二
日
十
二
灌
頂
用

度
︵
大
日
古
一
六
・
一
一
三
︑
同
一
四
︒
以
下
︑
十
二
灌
頂
用
度
文
と
す
る
︶
で
︑
予
算
が
計

上
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
十
二
灌
頂
用
度
文
で
計
上
さ
れ
て
い
る
の
は
経
師
・
装
潢
︵
以
上
︑
日
別
二
升
︶
︑

校
生
︵
日
別
一
升
六
合
︶
︑
雑
使
︵
日
別
一
升
二
合
︶
で
あ
り
︑
別
筆
で
駈
使
丁
は
﹁
駈
使
四

人
単
一
百
八
十
人
︑
︹
卌
五
日
単
︺
﹂
と
あ
り
︑
経
師
以
下
雑
使
以
上
で
米
の
総
計
量
が
七

石
五
斗
五
升
六
合
と
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
︑
七
石
五
斗
の
部
分
を
一
一
石
一
斗
と
書
き
改
め

て
︑
一
一
石
一
斗
五
升
六
合
と
し
て
あ
る
︒
こ
の
総
量
は
駈
使
丁
の
分
を
加
え
た
も
の
で

あ
る
︒
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
駈
使
丁
の
支
給
量
は
日
別
二
升
︵
二
升
×
一
八
〇
人
︶
と
見

積
も
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
米
の
総
量
の
上
に
別
筆
で
﹁
大
炊
﹂
と
あ
り
︑
こ
れ

は
大
炊
寮
の
米
を
調
達
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る(21
)
︒
こ
の
他
に
米
の
別

に
つ
い
て
記
述
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
︑
駈
使
丁
の
料
米
も
大
炊
寮
か
ら
供
給
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
で
︑
白
米
を
想
定
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
︑
仕
丁
に
白
米
が
充
て

ら
れ
る
ケ
ー
ス
は
非
常
に
珍
し
い
︒
し
か
し
こ
の
用
度
文
の
末
尾
に
︑
食
料
品
を
列
挙
し
︑

小
豆
を
掲
げ
た
後
の
最
後
に
﹁
�
未
㆑

定
�
駈
使
丁
肆
人
�
今
可
㆑

申
�
﹂
と
あ
る
︒
こ
う
し

た
物
品
の
な
か
に
駈
使
丁
︵
仕
丁
︶
を
並
べ
る
書
き
方
は
︑
先
に
見
た
よ
う
に
︑
写
経
事

業
に
際
し
て
︑
労
働
力
と
し
て
仕
丁
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
︒
こ
の
駈
使
丁

四
人
と
い
う
数
は
︑
米
の
総
量
の
箇
所
に
別
筆
で
書
か
れ
た
人
数
と
一
致
す
る
︒
お
そ
ら

く
当
初
労
働
力
と
し
て
の
み
計
上
し
て
い
た
が
︑
あ
と
か
ら
駈
使
丁
四
人
分
の
食
料
を
予

算
に
組
み
込
も
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
末
尾
の
駈
使
丁
四
人
の
部
分
に
は
︑
別
筆
で

﹁
未
㆑

定
﹂
︑
﹁
今
可
㆑

申
﹂
と
あ
る
︒
﹁
未
㆑

定
﹂
は
供
給
に
つ
い
て
定
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
︑

﹁
今
可
㆑

申
﹂
は
再
度
の
請
求
の
意
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら(22
)

︑
こ
の
場
合
は
駈
使
丁
の
調

達
自
体
が
難
航
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
ち
な
み
に
十
二
月
十
九
日
に
は
白
米
六
石
︑

塩
一
斗
︑
海
藻
三
〇
斤
︑
滑
海
藻
二
六
斤
が
造
物
所
か
ら
納
入
さ
れ
て
い
る
︵
奉
写
二
部

大
般
若
経
料
雑
物
納
帳
︵
大
日
古
一
六
・
七
一
︶
︶
︒

一
方
︑
大
般
若
経
書
写
に
関
し
て
は
︑
天
平
宝
字
六
年
十
二
月
十
六
日
石
山
院
奉
写
大

般
若
経
用
度
雑
物
帳
︵
大
日
古
五
・
二
九
〇
︶
が
あ
り
︑
食
料
と
し
て
は
︑
経
師
︑
装
潢
︑

題
師
︵
以
上
︑
日
別
二
升
︶
︑
校
生
︵
日
別
一
升
六
合
︶
︑
膳
部
︑
雑
使
︵
以
上
︑
日
別
一
升
二

合
︶
︑
駈
使
丁
を
日
別
二
升
で
の
べ
一
四
四
〇
人
︵
一
六
人
×
九
〇
日
︶
を
計
上
し
て
い
る
︒

こ
の
用
度
雑
物
帳
で
は
米
の
白
黒
の
別
が
あ
り
︑
白
米
は
八
八
石
五
斗
六
升
八
合
で
あ
り
︑

黒
米
は
二
八
石
八
斗
と
な
っ
て
お
り
︑
こ
の
黒
米
は
駈
使
丁
の
計
上
分
︵
日
別
二
升
×
一

四
四
〇
人
︶
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
︑
こ
こ
で
の
駈
使
丁
は
黒
米
の
支
給
を
想
定
し
て
い

る
︒
ま
た
先
の
十
二
灌
頂
用
度
文
同
様
に
末
尾
に
﹁
駈
使
十
六
人
︑
︹
四
人
紙
打
︑
二
人

雑
使
︑
八
人
于
︑
二
人
温
沸
︺
﹂
と
あ
り
︑
駈
使
丁
の
労
働
力
を
請
求
す
る
形
に
な
っ
て

い
る
が
︑
先
の
十
二
灌
頂
用
度
文
と
は
異
な
り
︑
米
の
種
類
が
書
き
分
け
ら
れ
て
お
り
︑

石
山
院
奉
写
大
般
若
経
用
度
雑
物
帳
で
は
︑
当
初
か
ら
仕
丁
の
食
料
の
請
求
が
写
経
所
の

財
政
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

以
上
が
そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
の
予
算
で
あ
る
が
︑
実
際
に
写
経
所
で
支
給
さ
れ
た
記

録
で
あ
る
食
口
案
の
閏
十
二
月
七
日
条
︵
大
日
古
一
六
・
三
四
︶
の
﹁
雇
夫
八
人
﹂
と
あ
る

箇
所
の
内
訳
に
﹁
五
人
般
若
経
師
息
所
作(23
)

﹂
と
︑
大
般
若
経
写
経
に
関
す
る
記
述
が
見
え

る
︒
そ
し
て
こ
れ
以
降
十
二
灌
頂
経
写
経
と
の
書
き
分
け
が
見
え
て
い
る
︒

支
給
量
は
経
師
・
書
生
・
装
潢
は
日
別
二
升
︑
案
主
・
雑
使
・
夷
・
雇
女
は
日
別
一
升

二
合
︑
雇
夫
は
日
別
一
升
六
合
と
な
っ
て
い
る
︒
仕
丁
は
当
初
は
ほ
と
ん
ど
一
人
の
み
で
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雇
夫
と
と
も
に
︑
﹁
政
所
食
口
﹂
﹁
政
所
﹂
と
し
て
く
く
ら
れ
て
い
る
︒
仕
丁
は
十
二
月
十

二
日
ま
で
日
別
一
升
六
合
と
さ
れ
て
い
る
日
が
多
い
が
︑
十
三
日
か
ら
日
別
一
升
二
合
の

支
給
で
﹁
于
﹂
︵
廝
丁
︶
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
日
別
一
升
六
合
は
先
に
見
た
奉
写
一

切
経
所
の
抜
出
仕
丁
や
火
頭
へ
の
支
給
量
と
同
じ
で
あ
る
︒
こ
の
の
ち
一
人
の
仕
丁
は
閏

十
二
月
十
一
日
ま
で
﹁
政
所
﹂
と
あ
る
が
︑
同
月
十
二
日
よ
り
﹁
灌
頂
于
﹂
︵
十
二
灌
頂

経
︶
と
な
り
︑
同
月
二
十
二
日
か
ら
﹁
般
若
﹂
と
な
る
︒
こ
の
他
に
十
二
月
十
四
日
か
ら

十
七
日
︑
二
十
一
日
に
﹁
借
食
口
﹂
に
仕
丁
が
三
人
︑
二
十
二
日
か
ら
二
十
四
日
に
﹁
間

食
口
﹂
に
仕
丁
が
三
人
見
え
︑
支
給
量
は
二
十
四
日
の
み
日
別
八
合
で
︑
他
は
日
別
一
升

二
合
と
な
っ
て
い
る
︵
大
日
古
一
六
・
二
七
～
三
〇
︶
︒

こ
の
よ
う
に
十
二
月
二
十
一
日
ま
で
は
︑
﹁
政
所
﹂
に
一
人
見
え
る
他
︑
﹁
借
食
口
﹂
に

仕
丁
三
人
が
見
え
る
日
が
散
見
さ
れ
る
の
で
︑
一
部
借
米
で
賄
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
︒
一
方
︑
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
仕
丁
が
ま
た
一
人
と
な
り
︑
雇
夫
の
内
訳
に

﹁
于
﹂
や
﹁
紙
打
﹂
が
見
ら
れ
る
の
で
︑
本
来
は
仕
丁
が
想
定
さ
れ
た
業
務
を
雇
夫
に
割

り
当
て
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
︒
ち
な
み
に
閏
十
二
月
八
日
か
ら
十
一
日
を
見
る
と
︑

仕
丁
︑
雇
夫
へ
の
支
給
総
量
と
黒
米
消
費
量
が
一
致
す
る
の
で
︑
彼
ら
に
黒
米
が
支
給
さ

れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
︒

食
口
案
の
よ
う
に
︑
仕
丁
の
食
口
が
日
毎
に
記
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
︑
粮
を

仕
丁
に
先
渡
し
す
る
の
で
は
な
く
︑
奉
写
一
切
経
所
の
給
食
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
組
み
込

ま
れ
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

③
半
食
残
米
等
の
支
給

天
平
宝
字
三
年
の
□
工
所
の
仕
丁
等
は
共
同
炊
事
分
の
熟
料
と
そ
の
ま
ま
米
を
支
給
さ

れ
る
生
料
に
米
の
用
途
が
分
け
ら
れ
て
い
た
︒
後
者
の
生
料
が
︑
天
平
宝
字
六
年
造
石
山

寺
所
食
物
用
帳
︵
大
日
古
五
・
五
︑
大
日
古
一
五
・
三
七
八
︒
以
下
︑
食
物
用
帳
と
す
る
︒
︶
で

は
︑
半
食
残
と
い
う
名
称
で
支
給
さ
れ
て
い
る
︒
食
物
用
帳
は
造
石
山
寺
所
が
米
を
は
じ

め
と
す
る
食
料
を
出
給
し
た
際
の
帳
簿
で
あ
る
が
︑
こ
の
帳
簿
と
対
応
関
係
に
あ
る
造
石

山
寺
所
被
管
で
あ
る
山
作
所
の
報
告
で
あ
る
︵
山
作
所
解
申
四
月
告
朔
事
︵
大
日
古
五
・
二

二
一
︒
以
下
︑
山
作
所
四
月
告
朔
解
と
す
る
︶
︒

山
作
所
四
月
告
朔
解
の
米
の
収
納
と
そ
の
用
途
の
部
分
を
抄
出
し
て
み
る
︒

(
前
略
)

米
壱
拾
陸
斛
弐
斗
肆
升
陸
合
︑

一
石
三
月
廿
六
日
︑
一
石
廿
八
日
︑
二
石
四
月
一
日
︑
一
石
七
日
︑
一
石
十
日
︑

一
石
十
三
日
︑
五
斗
十
九
日
︑
五
斗
六
升
八
合
廿
一
日
︑
一
石
廿
三
日
︑
一
石
廿
六
日
︑

三
石
五
月
二
日
︑
五
斗
十
日
︑
一
石
十
三
日
︑
五
斗
十
六
日
︑
一
石
一
斗
七
升
八
合
去
三
月
残
︑

合
単
食
口
玖
伯
壱
拾
壹
人
︑
一
百
六
人
領
︑
二
百
九
十
九
人
雇
工
︑

一
百
廿
人
仕
丁
︑
三
百
八
十
六
人
雇
人
︑

四
斛
生
料
︑

十
一
斛
六
斗
九
升
熟
料
︑

得
在
乗
米
七
斗
一
合
︑
粉
作
酒
工
幷
夫
等
所
㆑

給
︑

用
壱
拾
伍
斛
陸
斗
玖
升
弐
合
︑

(
中
略
)

仕
丁
一
百
廿
人
︑
一
百
十
四
人
見
食
口
︑

六
人
不
食
口
︑

一
人
自
㆓

去
三
月
廿
五
日
㆒

迄
㆓

四
月
六

日
丕

二
人
自
㆓

去
三
月
廿
五
日
㆒

迄
㆓

五
月
十
八
日
丕

二
人
自
㆓

五
月
十
六
日
㆒

迄

十
八
日
丕

五
十
三
人
食
膳
︑
廿
九
人
採
㆑

菜
︑

四
人
於
㆑

京
役
使
︑
二
人
自
㆓

足
庭
㆒

充
遣
即
材
令
㆑

運
︑

五
人
漕
㆑

桴
︑

廿
一
人
川
津
材
守
便
綱
幷
桴
料
葛
令
㆑

採
︑

六
人
病
者
︑
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料
米
一
斛
三
斗
四
升
四
合
︑
一
百
八
人
別
一
升
二
合
︑

六
人
別
八
合
︑

残
伍
斗
伍
升
肆
合
︑
﹁
返
上
了
︑
﹂

(
下
略
)

四
行
目
︵
︵
前
略
︶
︵
中
略
︶
は
行
数
に
数
え
な
い
︶
に
﹁
三
月
残
﹂
と
あ
る
の
で
︑
三
月
の

残
り
分
を
ベ
ー
ス
と
し
て
︑
三
月
二
十
六
日
︵
二
行
目
︶
か
ら
五
月
十
六
日
︵
四
行
目
︶
ま

で
小
刻
み
に
米
の
収
納
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
の
山
作
所
四
月
告
朔
解
は
四
月

と
し
て
い
る
が
︑
仕
丁
の
勤
務
期
間
を
見
て
み
る
と
︑
五
月
十
八
日
ま
で
見
え
て
い
る
の

で
︵
一
三
行
目
︶
︑
三
月
分
が
締
め
ら
れ
た
日
︵
山
作
所
解
申
三
月
告
朔
事
︵
大
日
古
五
・
一

四
八
︶
︶
の
三
月
二
十
五
日
か
ら
五
月
十
八
日
ま
で
の
粮
分
と
い
う
こ
と
に
な
る(24
)
︒
こ
こ

に
見
え
る
米
の
収
納
で
︑
例
え
ば
二
行
目
の
﹁
一
石
三
月
廿
六
日
﹂
は
食
物
用
帳
の
﹁
廿

六
日
︵
中
略
︶
又
下
㆓

黒
米
壹
石
丕

／
右
︑
田
上
山
作
所
︑
附
㆓

三
島
豊
羽
㆒

充
遣
如
㆑

件
﹂

︵
大
日
古
一
五
・
三
八
七
︶
に
あ
た
る
な
ど
︑
一
致
す
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
︒
食
物
用

帳
に
は
米
の
種
類
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
︑
そ
う
し
た
な
か
で
山
作
所
に
も

た
ら
さ
れ
た
米
は
黒
米
が
多
く
︑
白
米
の
納
入
が
確
認
で
き
る
の
は
︑
五
月
十
日
︵
五
斗
︒

大
日
古
一
五
・
四
〇
五
︶
と
同
月
十
六
日
︵
五
斗
︒
大
日
古
一
五
・
四
〇
六
︶
の
み
で
あ
る
︒

な
お
︑
食
物
用
帳
は
造
石
山
寺
所
公
文
案
帳
︵
大
日
古
一
五
・
一
三
七
︶
に
収
め
ら
れ
て
い

る
山
作
所
へ
の
料
物
出
給
の
解
の
案
文
と
一
致
す
る
も
の
が
見
ら
れ
︑
よ
り
詳
し
い
出
給

の
様
子
が
う
か
が
え
る
︒

六
行
目
に
﹁
生
料
﹂
︑
七
行
目
に
﹁
熟
料
﹂
が
見
え
て
い
る
︒
天
平
宝
字
六
年
正
月
山

作
所
解
申
正
月
告
朔
事
で
は
﹁
一
石
六
斗
生
料
︑
／
様
工
八
十
人
料
︑
︹
人
別
二
升
︺
﹂
と

あ
り
︑
﹁
生
料
﹂
の
内
訳
と
し
て
︑
様
工
に
全
額
米
で
支
給
さ
れ
て
い
る
︵
大
日
古
一
五
・

三
四
四
︶
︒
山
作
所
四
月
告
朔
解
の
場
合
︑
内
訳
が
見
え
な
い
の
で
詳
細
は
分
か
ら
な
い

が
︑
﹁
熟
料
﹂
と
﹁
生
料
﹂
の
和
が
﹁
用
壱
拾
伍
斛
陸
斗
玖
升
弐
合
﹂
︵
九
行
目
︶
と
ほ
ぼ

同
じ
な
の
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
支
給
量
の
な
か
に
﹁
生
料
﹂
が
含
ま
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
︒

仕
丁
の
支
給
量
の
一
升
二
合
は
天
平
宝
字
三
年
の
□
工
所
の
仕
丁
の
熟
料
と
同
じ
量
な
の

で
︑
仕
丁
へ
の
支
給
米
に
は
﹁
生
料
﹂
分
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
︑
山
作
所
四
月
告
朔
解
に

見
え
る
生
料
は
︑
仕
丁
の
半
食
残
米
で
は
な
い
と
み
て
良
い
思
わ
れ
る
︒

一
〇
行
目
以
下
に
仕
丁
の
総
人
数
と
内
訳
が
見
え
︑
一
一
四
人
が
食
口
で
︑
六
人
が
不

食
口
と
あ
る
︒
こ
の
不
食
口
の
六
人
は
一
七
行
目
の
﹁
六
人
病
者
﹂
︑
一
八
行
目
の
﹁
六

人
別
八
合
﹂
と
人
数
が
一
致
す
る
の
で
︑
病
気
で
欠
勤
し
た
者
に
は
日
別
八
合
の
米
が
支

給
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る(25
)

︒
ま
た
一
四
行
目
か
ら
一
七
行
目
ま
で
の
内
訳
か
ら
︑
仕
丁
が

い
ろ
い
ろ
な
業
務
に
就
い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
こ
の
告
朔
解
は
明
記
さ
れ
て
い

な
い
が
︑
山
作
所
解
申
正
月
告
朔
事
で
は
病
欠
者
の
分
を
含
め
熟
料
の
分
に
入
っ
て
い
る

の
で
︵
大
日
古
一
五
・
三
四
七
︶
︑
病
欠
者
へ
は
現
米
で
は
な
く
︑
共
同
炊
事
に
よ
り
食
事

と
し
て
支
給
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
︒
こ
の
病
者
へ
の
粮
の
支
給
に
つ
い
て
は
賦
役
令
26
役

丁
匠
条
に
﹁
⁝
疾
病
及
遇
㆑

雨
︑
不
㆑

堪
㆓

執
作
㆒

之
日
︑
減
㆓

半
食
丕
﹂
に
由
来
す
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
が(26
)
︑
先
に
見
た
瓦
工
所
の
瓦
工
の
場
合
は
︑
欠
勤
に
際
し
て
は
食
料
を
供
給

さ
れ
て
い
な
い
の
で
︑
病
欠
者
へ
の
支
給
は
仕
丁
特
有
の
待
遇
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
︒

な
お
︑
写
経
所
で
も
病
者
等
へ
の
支
給
が
見
ら
れ
る
︒
例
え
ば
宝
亀
二
年
︵
七
七
一
︶

十
二
月
二
十
九
日
奉
写
一
切
経
解
申
請
雑
物
等
事
︵
大
日
古
六
・
二
二
三
︶
に
﹁
卌
九
人
不

役
︑
︹
六
人
不
仕
︑
卌
三
人
病
︺
﹂
と
あ
る
︵
大
日
古
六
・
二
四
六
︶
︒
こ
こ
に
見
え
る
四
九

人
は
︑
日
別
八
合
が
支
給
さ
れ
た
人
数
と
合
致
す
る
こ
と
か
ら
︵
大
日
古
六
・
二
三
〇
︶
︑

病
欠
者
や
そ
れ
以
外
の
不
仕
の
者
に
も
日
別
八
合
が
支
給
さ
れ
た
こ
と
が
見
え
る
︒
奉
写

一
切
経
所
食
口
案
帳
︵
大
日
古
二
三
・
一
八
五
︶
で
は
︑
理
由
は
見
え
な
い
も
の
の
︑
宝
亀

七
年
二
月
二
十
三
日
条
等
で
は
一
升
二
合
と
八
合
が
併
記
さ
れ
て
い
る
の
で
︵
大
日
古
二
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三
・
二
八
五
︶
︑
八
合
が
病
欠
者
へ
の
粮
と
思
わ
れ
る
︒
一
方
︑
同
年
三
月
二
十
二
日
条
で

は
﹁
不
仕
紀
部
塔
万
呂
﹂
と
あ
り
︵
大
日
古
二
三
・
二
九
三
︶
︑
こ
の
日
は
前
後
の
日
に
比

べ
て
仕
丁
の
数
が
一
人
少
な
い
こ
と
か
ら
︑
不
仕
で
あ
っ
た
彼
は
粮
の
支
給
に
預
か
っ
て

い
な
い
可
能
性
が
高
く
︑
支
給
の
基
準
が
厳
し
く
な
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

こ
の
山
作
所
四
月
告
朔
解
で
は
︑
仕
丁
へ
の
料
米
は
一
升
二
合
の
み
で
あ
る
が
︑
食
物

用
帳
は
こ
れ
と
は
別
に
半
食
残
米
が
支
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
そ
こ
で
造

石
山
寺
所
に
配
置
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
仕
丁
を
例
に
見
て
み
た
い
︒
三
月
二
日
に
は

﹁
又
下
㆓

黒
米
柒
斗
弐
升
丕
︹
額
田
部
広
浜
︑
私
部
広
国
︑
舂
米
水
取
︺
／
右
仕
丁
三
人
︑

三
月
半
食
残
米
︑
人
別
二
斗
四
升
︑
充
給
如
㆑

件
﹂
︵
大
日
古
五
・
一
九
︶
︑
五
月
二
日
に
は

﹁
又
下
㆓

黒
米
肆
斗
参
升
弐
合
丕

︹
私
部
広
国
上
日
廿
七
日
︑
舂
米
水
取
上
日
廿
七
日
︺
人

別
二
斗
一
升
六
合
︑
右
︑
件
二
仕
丁
︑
今
五
月
半
食
残
米
︑
下
給
如
㆑

件
﹂
︵
大
日
古
一

五
・
四
〇
一
︶
と
あ
る
︒
三
月
二
日
に
三
月
分
︑
五
月
二
日
に
五
月
分
と
あ
る
が
︑
五
月

分
に
は
上
日
が
見
え
て
お
り
︑
ま
た
他
に
五
月
二
十
四
日
刑
部
黒
人
が
﹁
今
五
月
加
米
給

米
﹂
と
し
て
二
斗
三
升
二
合
︵
大
日
古
一
五
・
四
〇
九
︶
︑
六
月
十
日
は
刑
部
小
広
が
﹁
今

月
半
食
料
﹂
と
し
て
四
升
︵
大
日
古
一
五
・
四
一
三
︶
と
あ
る
︒
こ
こ
で
五
月
二
十
四
日
に

刑
部
黒
人
が
五
月
分
の
半
食
残
米
を
支
給
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
︑

二
月
三
日
に
﹁
黒
米
捌
斗
陸
升
︑
︹
私
部
広
国
︑
額
田
広
浜
︑
山
鹿
栗
栖
︑
舂
米
水
取
︺

並
人
別
二
斗
四
升
︑
／
右
︑
仕
丁
等
去
正
月
上
日
卅
︑
所
㆑

役
半
食
残
米
下
給
如
㆑

件
﹂

︵
大
日
古
五
・
一
〇
︶
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
﹁
所
㆑

役
半
食
残
﹂
と
あ
る
の
で
︑
一
月

分
の
半
食
残
だ
と
す
れ
ば
︑
刑
部
黒
人
の
五
月
分
同
様
に
後
か
ら
支
給
さ
れ
と
い
う
こ
と

に
な
る
︒

こ
の
よ
う
に
食
物
用
帳
で
は
︑
仕
丁
は
告
朔
解
に
見
ら
れ
た
支
給
分
︵
一
升
二
合
︶
と

は
別
に
八
合
が
半
食
残
米
と
し
て
支
給
さ
れ
て
お
り
︑
ト
ー
タ
ル
で
二
升
を
支
給
す
る
形

が
見
ら
れ
た
︒
半
食
残
分
は
先
渡
し
さ
れ
る
大
粮
の
原
則
と
は
異
な
り
︑
先
渡
し
︑
後
渡

し
の
い
ず
れ
の
形
も
あ
り
︑
実
態
と
し
て
一
定
で
は
な
く
︑
不
安
定
な
支
給
状
況
で
あ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
熟
料
分
と
生
料
分
︵
半
食
残
米
︶
が
時
間

的
に
別
々
に
支
給
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
︑
天
平
宝
字
三
年
の
□
工
所
解
に
見
ら
れ

た
よ
う
な
︑
熟
料
と
生
料
の
書
き
分
け
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

ま
た
も
う
一
例
興
味
深
い
支
給
例
を
見
て
み
た
い
︒
宇
治
部
乙
万
呂
は
二
月
七
日
条
で

は
︑
﹁
下
㆓

黒
米
弐
斗
肆
升
丕

／
右
︑
仕
丁
宇
治
部
乙
万
呂
正
月
半
食
残
下
給
如
㆑

件
﹂
と

あ
り
︵
大
日
古
五
・
一
一
︶
︑
半
食
残
︵
二
斗
四
升
︵
八
合
×
三
〇
日
︶
︶
を
支
給
さ
れ
て
い
る

が
︑
﹁
正
月
﹂
と
あ
る
の
で
︑
後
渡
し
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
次
い
で
五
月
四
日
に
は

﹁
下
㆓

黒
米
肆
斗
弐
升
伍
合
丕
︹
宇
治
部
乙
万
呂
五
月
粮
料
︺
且
﹂
と
あ
り
︑
月
名
は
な
い

が
︑
四
斗
二
升
五
合
を
支
給
さ
れ
て
い
る
︵
大
日
古
一
五
・
四
〇
二
︶
︒
さ
ら
に
同
月
二
十

日
に
﹁
下
白黒
米
壱
斗
五
升
五
合
︑
／
右
︑
庄
守
仕
丁
宇
治
部
乙
万
呂
今
五
月
粮
料
︑
下
給

如
㆑

件
﹂
と
あ
り
︑
今
度
は
﹁
五
月
粮
料
﹂
と
し
て
一
斗
五
升
五
合
を
支
給
さ
れ
て
い
る

︵
大
日
古
一
五
・
四
〇
八
︶
︒
五
月
四
日
分
と
二
十
日
分
の
和
が
五
斗
八
升
と
な
る
︒
こ
れ
は

小
月
分
の
粮
の
総
量
︵
二
升
×
二
九
日
︶
な
の
で
︑
二
十
日
条
に
あ
る
よ
う
に
五
月
分
と

な
る
︒
ま
た
守
部
乙
万
呂
は
四
月
五
日
に
﹁
下
㆓

黒
米
伍
斗
︑
塩
肆
合
丕

／
已
上
︑
給
㆓

庄

守
仕
丁
守
部
乙
万
呂
四
月
料
㆒

﹂
︵
大
日
古
一
五
・
三
九
一
︶
と
四
月
分
と
し
て
五
斗
︵
二
升

×
二
五
日
分
︶
を
︑
さ
ら
に
同
月
二
十
五
日
に
﹁
下
㆓

黒
米
捌
升
丕

／
右
︑
庄
守
仕
丁
守
部

乙
万
呂
︑
今
四
月
粮
料
︑
去
五
日
五
斗
給
㆑

之
︑
加
下
給
如
□(
件
)

﹂
︵
大
日
古
一
五
・
三
九
九
︶

と
四
日
分
を
支
給
さ
れ
︑
四
月
︵
小
月
︶
分
を
満
額
生
料
で
支
給
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で

両
者
に
共
通
し
て
見
え
る
﹁
庄
守
﹂
は
寺
田
に
置
か
れ
た
庄
倉
を
守
る
役
目
と
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら(27
)

︑
米
を
支
給
し
て
い
る
造
石
山
寺
所
に
お
け
る
共
同
炊
事
で
食
事
が
支
給

出
来
な
い
勤
務
地
の
た
め
︑
生
料
が
満
額
支
給
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
つ
ま
り
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天
平
宝
字
三
年
□
工
所
解
に
見
ら
れ
た
南
寺
へ
の
派
遣
さ
れ
た
仕
丁
へ
の
支
給
パ
タ
ー
ン

と
同
じ
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

以
上
︑
造
東
大
寺
司
管
轄
下
の
諸
司
や
写
経
所
等
の
食
料
支
給
シ
ス
テ
ム
を
通
し
て
︑

仕
丁
へ
の
食
料
支
給
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
︒
そ
れ
に
よ
る
と
造
東
大
寺
司
管
轄
下
の

□
工
所
や
瓦
工
所
等
に
お
い
て
︑
仕
丁
と
瓦
工
へ
の
食
料
支
給
の
シ
ス
テ
ム
が
異
な
っ
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
た
︒
す
な
わ
ち
瓦
工
は
欠
勤
す
る
と
食
料
を
支
給
さ
れ
ず
︑
そ
の

分
は
剰
余
分
と
し
て
︑
翌
月
に
繰
り
越
さ
れ
る
形
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
︑
仕
丁
は
上
日

に
関
係
な
く
︑
人
数
分
満
額
を
申
請
す
る
形
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
大
粮
申
請
文
書
と
同
じ

形
で
あ
る
︒
そ
し
て
□
工
所
等
の
仕
丁
の
粮
の
請
求
に
は
︑
共
同
炊
事
に
よ
っ
て
食
事
を

得
る
分
と
し
て
の
熟
料
と
米
の
ま
ま
支
給
さ
れ
る
生
料
が
分
け
て
記
載
さ
れ
て
お
り
︑
後

者
は
そ
の
後
︑
半
食
残
米
と
い
う
名
称
で
食
口
帳
等
に
見
え
る
よ
う
に
な
る
︒
こ
う
し
た

用
途
の
書
き
分
け
は
︑
食
口
帳
等
に
見
え
る
支
給
時
期
か
ら
見
て
︑
別
々
に
支
給
さ
れ
る

こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
し
た
︒
ま
た
別
地
へ
派
遣
さ
れ
る
仕
丁
に
は
一

ヶ
月
分
の
粮
が
先
渡
し
さ
れ
て
い
た
︒

写
経
所
に
勤
務
す
る
仕
丁
は
︑
当
初
は
写
経
所
の
財
政
に
食
料
が
計
上
さ
れ
ず
︑
用
度

帳
等
に
は
労
働
力
と
し
て
の
み
記
載
さ
れ
る
形
が
と
ら
れ
︑
粮
の
申
請
は
そ
れ
と
は
別
に

行
わ
れ
︑
そ
の
際
に
申
請
額
が
記
さ
れ
な
か
っ
た
︒
こ
の
こ
と
は
満
額
の
申
請
を
意
味
し
︑

こ
う
し
た
申
請
の
あ
り
方
は
□
工
所
等
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
の
で

は
な
い
か
と
し
た
︒
し
か
し
そ
の
後
︑
抜
出
仕
丁
と
称
さ
れ
る
仕
丁
の
食
料
が
写
経
所
の

財
政
に
組
み
込
ま
れ
る
な
か
で
︑
写
経
生
等
と
同
様
な
給
食
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま
れ
る

よ
う
に
な
っ
た(28
)

︒

そ
の
他
に
仕
丁
へ
の
食
料
支
給
の
特
徴
と
し
て
︑
病
欠
や
不
仕
の
仕
丁
へ
の
食
料
支
給

が
あ
げ
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
賦
役
令
の
規
定
が
根
拠
に
な
っ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
お
り
︑

写
経
生
等
に
そ
う
し
た
待
遇
の
痕
跡
は
見
え
な
い
︒

写
経
生
等
と
仕
丁
の
食
料
支
給
シ
ス
テ
ム
の
違
い
は
︑
抜
出
仕
丁
の
よ
う
に
写
経
所
の

給
食
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま
れ
た
場
合
を
見
て
み
る
と
︑
米
の
種
類
︵
白
米
・
黒
米
︶
に

関
わ
ら
ず
︑
写
経
生
以
下
と
同
じ
帳
簿
で
処
理
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
米
の
種
類
に
よ
る
も

の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
写
経
所
の
給
食
シ
ス
テ
ム
と
異

な
り
︑
剰
余
分
の
返
納
や
繰
り
越
し
を
せ
ず
に
︑
か
つ
日
割
り
で
支
給
し
な
い
と
い
う
条

件
を
満
た
す
支
給
の
あ
り
方
を
考
え
て
み
る
と
︑
粮
を
先
渡
し
し
︑
そ
の
後
の
管
理
は
仕

丁
側
に
委
ね
る
形
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
一
旦
支
給
し
た
粮
の
返
上
は
想

定
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

三

支
給
範
囲
の
拡
大
と
支
給
物
の
変
化

①
支
給
物
の
変
化

大
粮
申
請
文
書
で
は
本
来
的
に
大
粮
を
支
給
さ
れ
る
衛
士
・
仕
丁
・
采
女
・
女
丁
等
の

他
に
も
い
ろ
い
ろ
な
階
層
の
人
た
ち
も
大
粮
を
申
請
し
て
い
る
︒
そ
れ
ら
の
な
か
で
特
に

問
題
に
な
っ
て
い
る
の
が
︑
史
生
や
大
舎
人
へ
の
支
給
で
あ
る
︒

そ
も
そ
も
史
生
の
食
料
は
︑
時
代
は
下
る
も
の
の
︑
延
喜
大
炊
式
35
条
に
よ
れ
ば
︑
中

務
省
︑
民
部
省
︑
宮
内
省
︑
春
宮
坊
等
が
大
炊
寮
か
ら
の
月
料
支
給
と
な
っ
て
お
り
︑
時

代
が
明
確
な
も
の
で
は
︑
大
同
四
年
︵
八
〇
九
︶
四
月
の
段
階
で
番
上
粮
が
充
て
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
史
生
が
見
え
て
い
る
︵
類
聚
三
代
格
巻
六
︑
大
同
四
年
四
月
一
日
応
給
時

服
幷
番
上
粮
米
事
︶
︒
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
大
炊
寮
か
ら
の
支
給
で
あ
る
の
で
︑
こ
れ
ら
の

前
身
は
給
食
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
大
舎
人
は
延
喜
式
段
階
で
は
番
上
粮
が
支

給
さ
れ
る
と
あ
り
︵
大
舎
人
式
11
条
︶
︑
そ
れ
を
資
に
熟
食
が
支
給
さ
れ
る
規
定
が
見
え
る
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な
ど
︵
大
炊
式
33
︑
34
条
︶
︑
や
は
り
大
炊
寮
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
食
が
前
身
で
あ
っ
た
可

能
性
が
高
い
︒

こ
の
よ
う
に
本
来
は
大
炊
寮
か
ら
給
食
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
史
生
や
大
舎
人
の
食
が

大
粮
と
な
っ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て

早
川
庄
八
は
﹁
史
生
で
あ
り
大
舎
人
で
あ
る
こ
と

に
よ
っ
て
大
粮
を
支
給
さ
れ
た
の
で
は
な
く
︑
仕
丁
を
率
い
る
将
領
と
し
て
︑
ま
た
あ
る

い
は
そ
れ
の
も
つ
特
技
に
よ
っ
て
匠
手
あ
る
い
は
工
人
の
資
格
で
支
給
さ
れ
た
﹂
と
理
解

す
る(29
)

︒
そ
こ
で
八
世
紀
に
お
い
て
︑
写
経
所
で
勤
務
し
た
大
舎
人
の
食
料
支
給
に
つ
い
て
見
て

み
た
い
︒
大
舎
人
少
初
位
下
信
濃
虫
万
呂
は
﹁
可
㆑

用
㆓

経
師
㆒

﹂
と
し
て
︑
天
平
宝
字
六

年
三
月
十
三
日
に
奉
写
石
山
院
大
般
若
所
か
ら
請
わ
れ
︵
大
日
古
五
・
一
四
一
︶
︑
同
年
九

月
二
日
の
奉
写
勅
旨
大
般
若
経
所
移
左
大
舎
人
寮
に
︑
﹁
上
日
一
百
卌
三
︑
夕
一
百
卌
二
︑

写
紙
五
百
五
十
張
﹂
と
左
大
舎
人
寮
に
経
師
と
し
て
の
勤
務
状
況
が
報
告
さ
れ
て
い
る

︵
大
日
古
一
六
・
一
︶
︒
さ
ら
に
大
般
若
経
料
絹
綿
布
下
充
帳
︵
大
日
古
五
・
四
八
八
︶
の
天

平
宝
字
八
年
八
月
二
十
四
日
条
に
も
﹁
経
師
信
濃
虫
万
呂
﹂
と
あ
り
︑
彼
は
い
ず
れ
も
大

舎
人
で
は
な
く
︑
﹁
経
師
﹂
と
し
て
写
経
所
で
勤
務
し
て
い
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
︒

一
方
︑
天
平
宝
字
六
年
十
二
月
十
六
日
石
山
院
奉
写
大
般
若
経
用
度
雑
物
帳
︵
大
日
古

五
・
二
九
〇
︶
に
は
︑
料
米
と
し
て
︑
経
師
︑
題
師
︑
校
生
︑
装
潢
︑
膳
部
︑
雑
使
︑
駈

使
丁
の
分
が
計
上
さ
れ
て
い
る
が
︑
大
舎
人
は
見
え
な
い
︒
こ
の
こ
と
か
ら
写
経
所
で
は
︑

信
濃
虫
万
呂
は
大
舎
人
で
は
な
く
︑
経
師
と
し
て
食
米
を
計
上
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
︒

こ
の
よ
う
に
出
向
者
は
︑
出
向
先
に
お
け
る
業
務
の
職
名
で
大
粮
が
請
求
さ
れ
た
考
え
ら

れ
る
の
で
︑
早
川
の
よ
う
な
理
解
は
成
り
立
た
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か(30
)

︒

こ
こ
で
大
粮
申
請
文
書
に
史
生
が
見
え
て
い
る
諸
司
の
史
生
の
員
数
の
変
化
や
粮
の
状

況
を
手
が
か
り
に
考
え
て
み
た
い
︒

木
工
寮
は
令
制
で
は
史
生
は
置
か
れ
て
お
ら
ず
︑
養
老
六
年
︵
七
二
二
︶
六
月
に
四
人

が
設
置
さ
れ
た
︵
続
日
本
紀
養
老
六
年
六
月
壬
寅
条
︶
︒
大
粮
申
請
文
書
で
は
︑
十
月
に
は

三
人
分
の
大
粮
を
申
請
し
て
い
る
︵
大
日
古
二
・
四
六
三
︶
︒
史
生
が
こ
の
当
時
一
人
欠
員

で
あ
っ
た
の
か
︑
四
人
の
う
ち
三
人
分
申
請
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
︒
延
喜
木
工
式
39

条
で
は
史
生
や
将
領
等
の
﹁
月
粮
﹂
は
寮
庫
物
を
用
い
る
と
す
る
︒
一
方
︑
木
工
寮
に
は

庸
米
が
一
〇
〇
〇
石
が
分
配
さ
れ
て
い
る
の
で
︵
延
喜
木
工
式
31
条
︶
︑
こ
れ
が
月
粮
に
充

て
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
︒
と
す
る
と
延
喜
式
段
階
で
も
︑
木
工
寮
の
史
生
の
月
粮
は
庸

米
由
来
の
黒
米
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
天
平
期
と
同
じ
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
ら
の

条
文
の
成
立
時
期
は
分
か
っ
て
い
な
い
が
︑
史
生
の
食
に
黒
米
が
充
て
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
え
て
興
味
深
い
︒

内
匠
寮
は
神
亀
五
︵
七
二
八
︶
年
八
月
に
設
置
さ
れ
︵
続
日
本
紀
神
亀
五
年
八
月
甲
午
条

他
︶
︑
そ
の
際
に
史
生
八
人
で
あ
り
︵
職
員
令
集
解
中
務
省
条
令
釈
︶
︑
大
粮
申
請
文
書
で
も

同
じ
で
あ
る
︵
大
日
古
二
・
四
五
八
︶
︒

造
宮
省
で
は
和
銅
七
年
︵
七
一
四
︶
十
月
に
八
人
か
ら
一
四
人
に
増
員
さ
れ
て
い
る
の

に
対
し
︵
続
日
本
紀
和
銅
七
年
十
月
辛
未
条
︶
︑
大
粮
申
請
文
書
で
は
天
平
十
七
年
四
月
に

二
人
︵
大
日
古
二
四
・
二
九
三
︶
︑
同
年
十
月
に
八
人
の
申
請
と
な
っ
て
い
る
︵
大
日
古
二
・

四
七
三
︶
︒
造
宮
省
の
場
合
︑
定
員
一
四
人
に
対
し
て
︑
同
じ
年
︵
天
平
十
七
年
︶
に
も
か

か
わ
ら
ず
二
人
と
八
人
と
あ
る
の
は
︑
造
宮
省
の
な
か
の
史
生
全
員
と
い
う
よ
り
︑
一
部

の
史
生
と
考
え
た
方
が
自
然
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

次
い
で
大
舎
人
に
つ
い
て
︒
大
舎
人
の
定
員
は
左
右
大
舎
人
寮
で
各
八
〇
〇
名
ず
つ

︵
職
員
令

条
︶
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
大
粮
申
請
文
書
で
は
内
匠
寮
に
左
右
合
わ
せ

て
六
人
し
か
見
え
て
い
な
い
︵
大
日
古
二
・
四
五
八
︶
︒
他
の
諸
司
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
者

や
大
舎
人
寮
で
待
機
し
て
い
る
よ
う
な
者
も
い
た
か
も
し
れ
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
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内
匠
寮
だ
け
し
か
大
舎
人
が
見
え
て
い
な
い
の
は
︑
大
舎
人
が
大
粮
を
申
請
す
る
の
が
一

般
的
な
の
で
は
な
く
︑
内
匠
寮
に
何
か
特
殊
な
事
情
が
あ
り
︑
そ
の
た
め
に
大
粮
が
申
請

さ
れ
て
い
る
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

そ
の
特
殊
な
理
由
に
つ
い
て
︑
鷺
森
浩
幸
は
劇
官
の
番
上
官
と
し
た
が
︑
私
は
別
地
で

勤
務
す
る
場
合
を
想
定
し
た
い
︒
木
工
寮
︑
内
匠
寮
︑
造
宮
職
は
職
務
の
内
容
か
ら
︑
官

司
と
は
別
の
現
場
で
勤
務
す
る
場
合
が
多
々
あ
っ
た
考
え
ら
れ
る
︒
こ
こ
で
瓦
工
所
と
□

工
所
の
ケ
ー
ス
を
思
い
出
し
て
み
る
と
︑
瓦
工
所
の
場
合
︑
恵
美
薗
へ
派
遣
さ
れ
た
瓦
工

は
給
食
さ
れ
な
か
っ
た
の
対
し
︑
□
工
所
の
仕
丁
が
南
寺
へ
派
遣
さ
れ
た
際
は
生
料
を
全

額
支
給
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
他
に
庄
守
も
生
料
が
全
額
支
給
さ
れ
て
い
た
例
が
見
ら
れ
た
︒

ま
さ
に
□
工
所
に
お
け
る
南
寺
や
庄
守
の
例
が
︑
内
匠
寮
等
に
お
け
る
大
舎
人
の
そ
れ
な

の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
お
そ
ら
く
史
生
に
つ
い
て
も
︑
同
じ
よ
う
に
作
業
が
行
わ
れ
る
現

場
の
立
地
的
な
都
合
に
よ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
彼
ら
は
本
司
で
の
勤
務
の
場
合
は
大
炊
寮

か
ら
の
給
食
で
あ
る
が
︑
別
地
に
派
遣
さ
れ
る
場
合
は
生
料
と
し
て
︑
大
粮
が
支
給
さ
れ

る
形
が
と
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

次
に
長
上
や
番
上
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
︒
番
上
工
は
延
喜
式
に
見
え
る
工
部
と
見

ら
れ
て
お
り(31
)

︑
職
員
令
41
木
工
寮
条
に
も
︑
﹁
工
部
廿
人
﹂
と
見
え
て
い
る
︒
同
条
の
古

記
に
﹁
給
㆓

衣
服
常
食
㆒

﹂
︵
職
員
令
集
解
41
条
︶
と
あ
る
の
で
︑
天
平
十
年
頃
は
大
炊
寮
か

ら
の
給
食
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
天
平
十
七
年
段
階
で
は
大
粮
申
請

文
書
で
大
粮
が
申
請
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
後
の
延
喜
式
で
も
︑
木
工
寮
と
内
匠
寮
の
工
部

は
黒
米
日
別
二
升
︵
木
工
式
36
条
︑
内
匠
式
38
条
︶
と
あ
る
の
で
︑
大
炊
寮
か
ら
の
給
食
か

ら
民
部
省
の
黒
米
に
変
化
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
そ
こ
で
工
部
︵
番
上
︶
の
人
数
を

見
て
み
る
と
︑
令
制
で
は
二
〇
人
で
あ
っ
た
も
の
が
︑
木
工
寮
の
場
合
︑
四
月
分
は
一
〇

七
人
︵
大
日
古
二
・
四
〇
一
︶
︑
十
月
分
は
九
一
人
︵
大
日
古
二
・
四
六
三
︶
と
な
っ
て
い
る
︒

四
月
か
ら
十
月
へ
の
人
数
の
減
少
も
急
激
で
あ
る
が
︑
そ
れ
以
上
に
令
制
の
定
員
を
大
き

く
こ
え
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
急
激
な
工
部
︵
番
上
︶
の
増
加
は

遷
都
等
に
伴
う
も
の
か
と
推
測
さ
れ
る
が
︑
こ
う
し
た
増
員
に
給
食
の
原
資
で
あ
る
白
米

や
従
来
の
給
食
施
設
で
対
応
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
︑
米
を
提
供
す
る
だ
け

の
大
粮
に
切
り
換
え
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
一
方
︑
長
上
は
寛
平
九
年
︵
八
九

七
︶
に
要
劇
料
と
し
て
官
田
が
充
て
ら
れ
る
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
︵
類
聚
三
代
格
巻
一
五
︑

寛
平
九
年
二
月
十
七
日
応
以
官
田
充
諸
司
要
劇
幷
番
上
料
事
︶
︑
八
世
紀
に
お
い
て
も
︑
彼
ら

は
有
位
者
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
り
︵
﹁
木
工
寮
長
上
正
六
位
上
猪
名
部
百
世
︵
大
日
古

四
・
二
九
四
︶
︶
︑
長
上
木
船
宿
奈
万
呂
に
白
米
が
一
斗
五
升
が
充
て
ら
れ
て
い
る
例
も
見

ら
れ
る
こ
と
か
ら
︵
大
日
古
一
五
・
四
〇
二
︶
︑
令
に
規
定
は
な
い
も
の
の
︑
番
上
が
そ
う

で
あ
っ
た
よ
う
に
︑
大
炊
寮
か
ら
の
給
食
が
一
般
で
あ
っ
た
と
す
べ
き
で
︑
や
は
り
何
ら

か
の
事
情
で
大
粮
が
申
請
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
︒
理
由
と
し
て
は
︑
や
は

り
給
食
で
き
な
い
環
境
で
の
勤
務
場
所
で
の
作
業
で
あ
る
可
能
性
を
あ
げ
て
お
き
た
い
︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
黒
米
か
ら
白
米
に
変
わ
っ
た
の
が
采
女
で
あ
る
︒
采
女
は
令
の
規
定

で
は
衛
士
や
仕
丁
同
様
に
庸
米
で
食
が
賄
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
︵
賦
役
令

条
︶
︑

大
粮
申
請
文
書
で
も
同
様
で
あ
っ
た
が
︑
延
喜
式
段
階
で
は
月
料
と
し
て
大
炊
寮
か
ら
白

米
が
日
別
一
升
五
合
が
支
給
す
る
こ
と
に
改
め
ら
れ
た
︒
改
め
ら
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は

よ
く
分
か
ら
な
い
が
︑
大
炊
式
35
条
に
采
女
四
七
人
料
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
総

量
︵
一
八
石
九
斗
︶
は
一
升
五
合
×
四
二
人
×
三
〇
日
分
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
︑
集
英
社
本
延
喜
式
下
補
注
︵
九
九
六
頁
︑
二
〇
一
七
年
︶
で
は
︑
類
聚
国
史
︵
巻

四
〇
︑
采
女
︶
大
同
二
年
︵
八
〇
七
︶
十
一
月
辛
丑
条
に
見
え
る
員
数
に
一
致
し
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
岡
島
陽
子
に
よ
れ
ば
︑
白
米
供
給
へ
の
変
化
は
︑
采
女
の
官
人
化

で
地
位
の
向
上
に
よ
る
と
し
て
い
る(32
)

︒
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支
給
さ
れ
る
食
料
は
︑
原
則
的
に
は
身
分
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
︑

官
司
の
勤
務
場
所
の
事
情
や
給
食
の
限
界
等
に
よ
り
︑
す
く
な
く
と
も
大
炊
寮
︵
白
米
︶

か
ら
民
部
省
︵
黒
米
︶
へ
と
変
更
す
る
こ
と
は
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
そ
の

場
合
︑
米
の
種
類
に
よ
り
保
管
さ
れ
る
官
司
が
異
な
る
た
め
︑
申
請
先
が
大
炊
寮
か
ら
民

部
省
に
移
っ
た
の
で
あ
り
︑
申
請
先
の
官
司
が
変
わ
る
の
は
︑
現
場
で
の
都
合
に
よ
る
支

給
物
の
変
化
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

②
黒
米
と
白
米

最
後
に
黒
米
と
白
米
の
関
係
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
少
し
考
え
て
み
た
い
︒
天

平
期
の
写
経
所
の
経
師
以
下
の
料
米
は
米
の
種
類
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
多
い
が
︑

天
平
十
一
年
頃
の
経
写
司
解
申
司
内
穏
便
事
︵
大
日
古
二
四
・
一
一
六
︶
に
﹁
装
潢
幷
校
生

食
麁
悪
事
／
右
︑
比
者
以
㆓

黒
飯
給
丕

請
㆔

改
給
㆓

中
品
精
食
㆒

﹂
と
い
う
記
述
が
見
え
て
い

る
︒
こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
装
潢
と
校
生
が
﹁
黒
飯
﹂
支
給
で
あ
り
︑
そ
れ
が
粗
悪
で
あ
る
こ

と
か
ら
︑
﹁
精
食
﹂
︵
精
米
し
た
白
米
︶
の
支
給
を
要
求
し
て
い
る
︒
こ
こ
に
経
師
が
見
え

な
い
こ
と
か
ら
︑
経
師
は
﹁
精
食
﹂
が
支
給
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒
天
平

十
一
年
の
写
経
司
解
申
八
月
行
事
事
︵
大
日
古
七
・
二
三
一
︶
に
﹁
白
米
六
石
︵
中
略
︶
以

上
廿
四
種
写
大
般
若
経
経
師
等
料
﹂
と
あ
る
が
︑
こ
れ
に
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

ち
な
み
に
天
平
期
の
写
経
所
の
文
書
で
︑
米
の
種
類
が
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
の
は
こ
れ

の
み
で
︑
こ
の
時
期
の
白
米
の
供
給
の
状
況
は
よ
く
分
か
ら
な
い
が
︑
装
潢
と
校
生
の
陳

情
か
ら
見
る
と
︑
白
米
の
ほ
う
が
上
位
と
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
︒

ま
た
難
波
之
時
御
願
大
般
若
経
の
写
経
の
際
の
料
米
は
︑
﹁
米
卌
九
石
一
斗
二
升
︑

︹
以
㆓

天
平
十
七
年
十
一
月
二
日
㆒

従
㆓

民
部
省
所
丐
請
︺
﹂
︵
天
平
二
十
年
七
月
十
日
東
大
寺
写

経
所
解
申
奉
写
大
般
若
経
所
用
幷
残
物
便
用
事
︵
大
日
古
一
〇
・
三
〇
四
︶
︶
と
あ
り
︑
そ
れ
に

は
料
米
が
民
部
省
か
ら
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
黒
米
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
︒
こ
の
写
経
事
業
は
国
家
財
政
で
賄
わ
れ
た
も
の
で
︑
写
経
所
の
財
源
と
し
て

は
異
例
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が(33
)
︑
そ
の
際
に
料
米
と
し
て
︑
黒
米
が
選
ば
れ
た
こ

と
は
興
味
深
い
︒
そ
れ
は
写
経
の
よ
う
な
臨
時
の
事
業
に
対
し
て
︑
先
に
見
た
番
上
の
増

員
と
同
様
に
︑
大
炊
寮
か
ら
の
給
食
シ
ス
テ
ム
で
は
賄
い
き
れ
ず
︑
黒
米
が
充
て
ら
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
生
料
で
の
支
給
に
対
応
す
る
た
め
に
︑
写
経
所

は
給
食
施
設
を
備
え
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
は
造
東
大
寺
司
管
轄
下
の
諸

司
も
同
様
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

そ
の
後
︑
写
経
所
の
文
書
に
白
米
が
見
え
る
の
は
︑
天
平
勝
宝
三
年
︵
七
五
一
︶
二
月

︵
大
日
古
一
一
・
四
八
五
︶
と
推
定
さ
れ
る
校
生
勘
出
法
幷
経
師
以
下
食
法
が
初
で
︑
年
次

が
確
実
な
も
の
と
し
て
は
天
平
宝
字
二
年
六
月
の
写
千
巻
経
所
食
物
用
帳
︵
大
日
古
一

三
・
二
八
四
︶
で
あ
る
が
︑
こ
の
頃
に
は
白
米
と
黒
米
の
両
方
が
写
経
所
で
食
米
と
し
て

使
用
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
︒
そ
の
後
︑
写
経
所
の
告
朔
等
で
白
米
・
黒
米
が
書
き
分

け
が
見
ら
れ
る
が
︑
全
体
的
に
は
白
米
が
多
く
︑
こ
れ
ら
は
経
師
以
下
雑
使
以
上
に
充
て

ら
れ
︑
黒
米
は
仕
丁
へ
の
食
料
と
し
て
充
て
ら
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
く
︑
支
給
さ
れ
る

料
米
に
よ
る
身
分
の
差
が
明
確
に
現
れ
て
い
る
︒
一
方
︑
先
に
見
た
山
作
所
の
告
朔
等

︵
大
日
古
五
・
二
二
一
︶
で
は
そ
う
し
た
書
き
分
け
が
あ
ま
り
な
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
食
物
用

帳
か
ら
実
際
の
収
納
の
状
況
を
見
て
い
く
と
︵
大
日
古
五
・
五
︑
一
五
・
三
七
八
︶
︑
白
米

よ
り
黒
米
の
供
給
の
ほ
う
が
多
く
︑
仕
丁
の
他
の
工
人
等
に
も
黒
米
が
支
給
さ
れ
た
可
能

性
が
が
う
か
が
え
る
な
ど
︑
支
給
の
明
確
な
区
別
が
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
︒

む
す
び

仕
丁
は
点
定
さ
れ
て
上
京
す
る
ま
で
に
粮
が
支
給
さ
れ
た
と
い
う
規
定
は
見
え
な
い
も
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の
の
︑
帰
還
に
際
し
て
は
路
粮
の
支
給
規
定
が
延
喜
式
に
見
え
る
の
で(34
)

︑
大
粮
が
支
給
さ

れ
る
の
は
︑
在
京
期
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
さ
ら
に
そ
の
開
始
時
期
は
︑
大
粮
申
請
文

書
に
は
越
後
か
ら
上
京
し
た
ば
か
り
の
仕
丁
の
申
請
が
見
え
る
の
で
︑
仕
丁
が
上
京
し
て
︑

民
部
省
で
身
柄
を
把
握
さ
れ
た
後
︑
諸
司
に
配
属
さ
れ
る
の
を
待
機
し
て
い
る
時
点
か
ら

と
み
ら
れ
る
︒
お
そ
ら
く
原
則
的
に
は
任
が
解
か
れ
る
ま
で
支
給
は
続
い
た
と
思
わ
れ
る
︒

そ
し
て
写
経
生
等
と
は
異
な
り
︑
仕
丁
は
病
欠
や
不
仕
に
際
し
て
も
︑
令
の
規
定
を
根
拠

と
し
て
大
粮
が
支
給
さ
れ
て
お
り
︑
民
部
省
で
配
属
を
待
つ
間
で
も
大
粮
の
申
請
が
行
な

わ
れ
た
︒
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
仕
丁
の
大
粮
は
︑
配
属
さ
れ
た
諸
司
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ

の
業
務
に
対
し
て
で
は
な
く
︑
本
来
的
に
は
仕
丁
と
い
う
役
に
付
随
す
る
食
料
で
あ
っ
た

可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
こ
れ
は
仕
丁
の
食
が
庸
物
で
︑
そ
の
前
身

が
仕
丁
の
資
養
物(35
)

で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
︒
そ
れ
故
に
あ
ら
か
じ
め
支

給
さ
れ
る
こ
と
が
原
則
と
な
っ
て
お
り
︑
返
上
さ
れ
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

の
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
供
給
が
不
安
定
な
場
合
で
も
︑
少
な
く
と
も
実
食
分
︵
熟
料
︶
だ

け
は
先
に
支
給
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か(36
)
︒
こ
の
よ
う
に
民
部
省
で
一
括
管
理
し
て

い
た
仕
丁
の
大
粮
で
あ
る
が
︑
仕
丁
の
食
が
写
経
所
等
の
食
料
支
給
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込

ま
れ
る
な
か
で
︑
そ
の
特
異
性
が
薄
れ
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
︒

一
方
︑
史
生
や
大
舎
人
に
対
し
て
大
粮
が
申
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
諸
司
の
勤
務

地
等
の
都
合
や
急
激
な
増
員
等
で
支
給
さ
れ
る
食
米
の
種
類
が
変
わ
る
可
能
性
を
考
え
て

み
た
︒
こ
の
こ
と
を
さ
ら
に
官
司
規
模
で
考
え
み
る
と
︑
大
炊
寮
か
ら
供
給
さ
れ
る
白
米

に
よ
る
給
食
は
︑
新
た
な
官
司
の
設
置
や
臨
時
の
事
業
の
展
開
に
伴
う
食
料
支
給
対
象
者

の
増
大
へ
の
対
応
に
は
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
︒
そ
う
し
た
状
況
に
際
し
て
︑

民
部
省
の
黒
米
が
充
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
写
経
所
や
造
東
大

寺
司
管
轄
下
の
諸
司
の
粮
米
の
供
給
先
は
民
部
省
か
ら
離
れ
て
い
く
が
︑
そ
の
後
も
原
則

的
に
は
大
粮
︵
黒
米
︶
が
︑
給
食
︵
白
米
︶
を
補
完
す
る
存
在
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

注(
�
)

こ
の
条
文
に
は
番
上
粮
の
支
給
規
定
が
見
え
な
い
︒

(


)

相
曽
貴
志
﹁
延
喜
式
に
見
え
る
大
炊
寮
か
ら
の
給
食
﹂
︵
﹃
延
喜
式
研
究
﹄
三
〇
︑
二
〇

一
五
年
︶
︒

(
�
)

弥
永
貞
三
﹁
仕
丁
の
研
究
﹂
︵
﹃
日
本
古
代
社
会
経
済
史
研
究
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
八
〇

年
︑
一
九
五
一
初
出
︶
︑
早
川
庄
八
﹁
律
令
財
政
の
構
造
と
そ
の
変
質
﹂
︵
﹃
日
本
古
代
の
財

政
制
度
﹄
名
著
刊
行
会
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
一
九
六
五
年
初
出
︶
︑
土
田
直
鎮
﹁
正
倉
院
文
書

正
集
第
三
巻
に
つ
い
て
袞
接
続
の
一
例
袞
﹂
︵
﹃
奈
良
平
安
時
代
史
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一

九
九
二
年
︑
一
九
六
九
年
初
出
︶
︑
山
田
英
雄
﹁
天
平
十
七
年
の
文
書
を
め
ぐ
っ
て
﹂
︵
﹃
日

本
古
代
史
攷
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
八
七
年
︑
一
九
七
六
年
初
出
︑
︶
佐
藤
信
﹁
米
の
輸
貢
制

に
み
る
律
令
財
政
の
特
質
﹂
︵
﹃
日
本
古
代
の
宮
都
と
木
簡
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
七
年
︑

一
九
八
三
年
初
出
︶
︑
櫛
木
謙
周
﹁
上
京
役
丁
の
給
養
シ
ス
テ
ム
袞
仕
丁
・
衛
士
を
中
心
に

袞
﹂
︵
﹃
日
本
古
代
労
働
力
編
成
の
研
究
﹄
塙
書
房
︑
一
九
九
六
年
︑
一
九
八
〇
年
・
一
九
八

四
年
初
出
︶
︒

(
�
)

市
川
理
恵
﹁
造
石
山
寺
関
係
文
書
か
ら
み
た
仕
丁
﹂
︵
﹃
正
倉
院
文
書
研
究
﹄
一
六
︑
二

〇
一
九
年
︶
︒

(
)

相
曽
貴
志
注
︵


︶
前
掲
論
文
︒

(
�
)

佐
藤
信
注
︵
�
︶
前
掲
論
文
︒

(�
)

｢
飛
驒
工
﹂
︵
弥
永
貞
三
注
︵
�
︶
前
掲
書
所
収
︑
一
九
七
一
年
初
出
︶
︒

(
�
)

『
大
日
本
古
文
書
﹄
二
巻
四
〇
〇
頁
︑
四
〇
三
頁
︑
四
〇
五
頁
︑
四
二
六
頁
等
︵
以
下
︑

大
日
古
二
・
四
〇
〇
と
表
記
す
る
︶
︒

(
�
)

早
川
庄
八
注
︵
�
︶
前
掲
論
文
︒

(
10
)

｢
造
石
山
寺
所
の
給
付
体
系
と
保
良
宮
﹂
︵
﹃
正
倉
院
文
書
研
究
﹄
一
二
︑
二
〇
一
一
年
︶
︒
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(
11
)

相
曽
貴
志
注
︵


︶
前
掲
論
文
︒

(
12
)

市
川
理
恵
注
︵
�
︶
前
掲
論
文
︒

(
13
)

森
公
章
﹁
民
官
と
部
民
制
袞
石
神
遺
跡
出
土
の
木
簡
に
接
し
て
袞
﹂
︵
﹃
弘
前
大
学
国
史

研
究
﹄
一
一
八
︑
二
〇
〇
五
年
︶

(
14
)

弥
永
貞
三
注
︵
�
︶
前
掲
論
文
︒

(
15
)

同
年
同
月
二
十
八
日
造
東
大
寺
司
食
堂
所
解
︵
大
日
古
四
・
三
七
一
︶
に
も
逃
亡
仕
丁

が
見
え
て
い
る
が
︑
繰
り
越
し
や
返
上
は
見
え
ず
︑
満
額
申
請
し
て
い
る
︒

(
16
)

天
平
十
一
年
七
月
七
日
写
経
司
解
申
請
経
師
等
月
食
料
事
︵
大
日
古
七
・
二
九
三
︶
で

﹁
食
料
米
﹂
を
請
求
し
た
が
︑
同
年
年
八
月
一
日
写
経
司
解
申
七
月
行
事
事
で
は
︑
そ
の
う

ち
﹁
残
九
斗
二
升
四
合
返
上
了
﹂
と
し
て
い
る
︵
大
日
古
七
・
二
二
八
︶
︒

(
17
)

天
平
十
一
年
十
月
二
十
九
日
写
経
司
解
申
月
料
物
用
事
に
﹁
残
一
石
八
斗
八
升
六
合
﹂

と
あ
り
︵
大
日
古
七
・
二
八
二
︶
︑
同
年
十
二
月
二
日
写
経
司
解
申
返
上
米
事
に
﹁
一
石
八

斗
八
升
六
合
先
遺
︑
十
九
石
七
斗
当
見
受
﹂
と
十
一
月
分
の
報
告
に
前
月
の
残
分
を
﹁
先

遺
﹂
と
し
て
繰
り
越
し
︑
足
り
な
い
部
分
を
﹁
当
見
受
﹂
を
充
当
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る

︵
大
日
古
七
・
二
八
〇
︶
︒

(
18
)

櫛
木
謙
周
注
︵
�
︶
前
掲
論
文
︒

(
19
)

櫛
木
謙
周
注
︵
�
︶
前
掲
論
文
︒

(
20
)

山
本
幸
男
﹁
天
平
宝
字
六
年
～
八
年
の
御
願
経
書
写
﹂
︵
﹃
写
経
所
文
書
の
基
礎
的
研

究
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
二
年
︶

(
21
)

山
本
幸
男
注
︵
20
︶
前
掲
論
文
︒

(
22
)

山
本
幸
男
注
︵
20
︶
前
掲
論
文
︒

(
23
)

栄
原
永
遠
男
は
﹁
般
若
経
師
息
所
﹂
を
経
師
の
宿
泊
施
設
と
し
︑
こ
れ
ら
の
建
設
に
仕

丁
が
従
事
し
た
と
す
る
︵
﹁
奉
写
大
般
若
経
所
の
写
経
事
業
と
財
政
﹂
︵
﹃
奈
良
時
代
写
経
史

研
究
﹄
塙
書
房
︑
二
〇
〇
三
年
︑
一
九
八
〇
年
初
出
︶
︶
︒

(
24
)

三
月
告
朔
事
の
最
終
日
と
四
月
告
朔
事
の
開
始
日
は
︑
ど
ち
ら
も
三
月
二
十
五
日
と
な

っ
て
い
る
︒
ま
た
仕
丁
の
の
べ
人
数
︵
一
二
〇
人
︶
と
勤
務
日
数
の
和
︵
一
二
四
人
︶
は
合

わ
な
い
︒

(
25
)

山
作
所
に
お
け
る
天
平
宝
字
六
年
正
月
か
ら
五
月
ま
で
の
仕
丁
の
変
遷
を
見
て
み
る
と
︑

正
月
は
五
三
人
が
一
升
二
合
︑
五
人
が
八
合
︵
病
欠
分
︶
と
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
人
数
の
和
は

五
八
人
で
あ
り
︑
正
月
は
大
の
月
︵
三
〇
日
︶
で
あ
る
の
で
︑
二
人
で
二
九
日
分
ず
つ
勤
務

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︵
大
日
古
一
五
・
三
四
七
︶
︒
二
月
は
三
人
が
三
〇
日
︑
一
人
が
八
日

と
あ
る
︵
大
日
古
五
・
一
二
二
︶
︒
こ
の
う
ち
一
人
×
八
日
は
病
者
八
人
と
一
致
す
る
の
で
︑

二
月
は
も
と
も
と
四
人
の
仕
丁
が
充
て
ら
れ
た
も
の
の
︑
一
人
が
八
日
分
病
欠
し
た
後
に
返

上
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒
三
月
は
一
日
か
ら
二
十
五
日
ま
で
引
き
続
き
三
人
で

︵
大
日
古
五
・
一
五
七
︶
︑
そ
れ
以
降
は
四
月
六
日
ま
で
が
そ
の
ま
ま
三
人
︑
四
月
七
日
か
ら

五
月
十
五
日
ま
で
が
二
人
と
な
り
︑
五
月
十
六
日
か
ら
十
八
日
ま
で
が
四
人
で
あ
っ
た
︒

(
26
)

弥
永
貞
三
注
︵
�
︶
前
掲
論
文

(
27
)

竹
内
理
三
﹃
奈
良
朝
時
代
に
於
け
る
寺
院
経
済
の
研
究
﹄
︵
著
作
集
一
巻
︑
角
川
書
店
︑

一
九
九
八
年
︑
初
出
一
九
三
二
年
︑
一
七
四
︑
一
七
八
～
九
頁
︶
︒

(
28
)

市
川
理
恵
に
よ
れ
ば
︑
食
米
が
写
経
所
の
経
費
に
よ
る
こ
と
に
な
り
︑
半
食
残
米
が
支

給
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
し
て
い
る
︵
市
川
理
恵
注
︵
�
︶
前
掲
論
文
︶

(
29
)

早
川
庄
八
注
︵
�
︶
前
掲
論
文
︒

(
30
)

大
粮
申
請
文
書
う
ち
︑
造
宮
省
か
ら
の
も
の
︵
大
日
古
二
四
・
二
九
三
︶
の
損
益
の
注

記
に
注
目
し
て
み
た
い
︒

損
長
工
一
人
︑
番
上
工
三
人
︑
飛
驒
工
三
人

相
折
益
十
六
人
︑
衛
士
十
五
人
︑

火
頭
一
人
︑

益
衛
士
十
五
人
︑
火
頭
八
人
︑

一
行
目
は
損
分
の
内
訳
で
︑
そ
れ
ら
を
合
わ
せ
る
と
七
人
に
な
り
︑
三
行
目
は
益
分
で
︑

同
様
に
総
計
す
る
と
二
三
人
に
な
る
︒
こ
れ
ら
を
差
し
引
き
し
た
も
の
が
二
行
目
の
﹁
相
折

益
十
六
人
﹂
に
当
た
る
︒
二
行
目
の
割
書
の
﹁
衛
士
十
五
人
﹂
は
三
行
目
の
﹁
益
﹂
の
衛
士

の
人
数
と
一
致
す
る
が
︑
﹁
火
頭
一
人
﹂
は
﹁
益
﹂
の
火
頭
の
人
数
よ
り
七
人
少
な
い
︒
そ

し
て
こ
の
七
人
は
﹁
損
﹂
の
長
上
工
以
下
の
人
数
の
和
に
等
し
い
︒
こ
の
こ
と
か
ら
補
充
さ

れ
た
火
頭
の
う
ち
七
人
は
︑
損
と
な
っ
た
長
上
工
以
下
分
の
人
員
に
充
て
ら
れ
た
可
能
性
が

考
え
ら
れ
る
︒
な
お
︑
文
書
本
文
中
の
火
頭
の
部
分
に
一
人
分
増
加
し
た
旨
の
追
書
が
見
え
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て
い
る
が
︑
こ
れ
は
注
記
に
見
え
る
損
益
の
総
計
の
﹁
相
折
益
十
六
人
︑
︹
衛
士
十
五
人
︑

火
頭
一
人
︺
﹂
に
お
け
る
益
分
の
火
頭
一
人
に
対
応
す
る
の
で
あ
ろ
う
︒
長
上
工
以
下
の
損

分
に
火
頭
が
充
て
ら
れ
た
と
し
た
場
合
︑
長
上
工
以
下
へ
は
米
塩
︑
火
頭
へ
は
庸
布
と
い
う

よ
う
に
支
給
物
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
彼
ら
が
ど
の
職
務
の
立
場
で
料
物
を
申
請
し

た
の
か
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
︒
私
は
﹁
相
折
益
十
六
人
﹂
と
あ
る
だ
け
で
は
な
く
︑
割
書

に
益
分
の
内
訳
が
見
ら
れ
︑
そ
こ
に
は
火
頭
一
人
と
あ
り
︑
残
り
の
火
頭
が
長
上
工
以
下
の

損
分
を
補
っ
て
い
る
よ
う
な
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
実
際
の
職
務
は
と
も
か
く

と
し
て
︑
長
上
工
以
下
七
人
の
分
と
し
て
︑
米
塩
を
申
請
し
た
と
考
え
た
い
︒
こ
う
し
た
理

解
が
可
能
な
ら
ば
︑
こ
れ
も
実
際
の
身
分
と
は
別
に
派
遣
先
の
職
名
で
申
請
が
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
の
ひ
と
つ
の
例
と
な
る
と
思
わ
れ
る
︒

(
31
)

『
訳
注
日
本
史
料
延
喜
式
﹄
中
︑
一
二
〇
八
頁
︵
集
英
社
︑
二
〇
〇
七
年
︶
︒
以
下
︑
集

英
社
本
延
喜
式
と
す
る
︒

(
32
)

｢
采
女
の
変
質
袞
資
養
制
度
の
側
面
か
ら
袞
﹂
︵
﹃
続
日
本
紀
研
究
﹄
四
二
九
︑
二
〇
二

二
年
︶
︒

(
33
)

市
川
理
恵
﹁
写
経
所
の
財
源
と
そ
の
変
遷
﹂
︵
﹃
正
倉
院
文
書
研
究
﹄
一
五
︑
二
〇
一
七

年
︶
︒

(
34
)

民
部
式
上
70
条
︒

(
35
)

森
公
章
前
掲
注
︵
13
︶
論
文
︒

(
36
)

半
食
残
米
の
他
に
も
︑
今
回
ふ
れ
ら
れ
な
か
っ
た
国
養
物
や
月
養
物
は
遅
配
気
味
で
あ

っ
た
︵
市
川
理
恵
注
︵
�
︶
前
掲
論
文
︶
︒
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