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お
き
た
い
。
そ
れ
は
漕
巡
の
後
遜
を
も
っ
と
財
政
あ
る
い
は
よ
り
底
く
祉
曾
経

済

一
般
と
密
接
に
関
聯
し
て
解
明
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え

ば
明
初
の
海
運
は
前
線
に
謝
す
る
軍
事
的
な
補
給
と
い
う
意
味
が
中
心
だ
っ
た

が
、
北
京
遜
都
以
後
は
全
く
別
の
意
味
、
が
加
わ
っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に

少
し
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
政
府
の
財
政
運
営
の
方
式
が
、
南
京
時

代
と
北
京
遜
都
以
後
と
で
は
、
か
な
り
縫
っ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
間
に
あ
っ

て
漕
濯
の
果
し
た
役
割
は
ど
う
だ
つ
た
の
か
。
ま
た
回
賦
銀
納
の
普
及
と
潜
運

と
の
関
係
は
ど
う
だ
つ
た
の
か
な
ど
、
も
う
少
し
ま
と
め
て
述
ベ
て
ほ
し
か
っ

た
。
別
の
方
か
ら
い
え
ば
、
北
京
へ
の
漕
運
は
首
都
の
食
糧
問
題
と
も
大
き
な

閥
聯
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
種
々
の
面
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
湾
運
と
い
う
大
き
な
制
度
の
、
充
分
な
意
味
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

心
せ
く
ま
ま
に
書
き
連
ね
た
の
で
、
あ
る
い
は
措
僻
笛
を
失
し
、
あ
る
い
は

言
う
所
的
を
外
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
著
者
な
ら
び
に
税
者
の
寛
容
を
願

う

次

第

で

あ

る

。
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岩
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古
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文
館
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九
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索
引
一
一
頁

本
書
が
公
け
に
さ
れ
て
か
ら
ま
だ
一
年
に
も
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
著
者

は
早
く
も
そ
の
聞
に
「
日
中
律
令
諭
」
(
日
本
歴
史
叢
書
、
吉
川
弘
文
館
蛮

行
〉
と
い
う
一
書
を
世
に
関
わ
れ
た
。
う
っ
か
り
し
て
い
る
と
、
紹
介
の
方
が

我

つ
い
て
い
け
な
い
ほ
ど
、
息
も
つ
が
せ
な
い
業
績
の
繍
出
に
、
ま
っ
た
く
わ
た

く
し
ど
も
後
皐
は
目
を
み
は
る
ば
か
り
で
あ
る
。
序
文
に
も
あ
る
よ
う
に
、
著

者
が
中
園
の
郷
村
機
構
の
出
現
遷
に
興
味
を
も
た
れ
た
の
は
す
で
に
二
十
年
も
前

の
こ
と
で
、
そ
れ
い
ら
い
ぞ
く
ぞ
く
と
登
表
さ
れ
た
数
々
の
論
文
か
ら
は
多
大

の
教
え
を
受
け
、
こ
れ
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
中

園
史
の
立
場
か
ら
日
本
古
代
史
の
研
究
に
も
視
野
を
ひ
ろ
げ
、
こ
の
問
題
に
つ

い
て
論
陣
を
は
ら
れ
た
こ
と
は
園
史
事
者
に
も
相
嘗
の
影
響
を
あ
た
え
た
に
相

違
な
い
。

中
園
の
郷
村
機
構
は
家
族
制
度
と
と
も
に
、
吐
曾
生
活
の
基
礎
を
な
す
も
の

と
し
て
き
わ
め
て
重
要
な
研
究
課
題
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
こ
れ
を
歴
史
的
に
み
た
ば
あ
い
、
文
献
の
上
で
は
も
っ
ぱ
ら
制

度
の
面
だ
け
が
強
く
あ
ら
わ
れ
、
賞
際
の
集
落
と
の
関
係
が
ど
う
な
っ
て
い
る

か
は
す
こ
ぶ
る
明
ら
か
で
な
い
の
で
あ
る
。
古
い
時
代
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
さ
か

の
ぼ
る
ほ
ど
そ
う
な
の
で
あ
っ
て
、
秦
漢
の
郷
亭
里
制
度
の
問
題
が
な
が
ら
く

紛
糾
し
た
の
も
、
唐
の
隣
保
制
度
の
賓
鰻
が
容
易
に
つ
か
め
な
か
っ
た
の
も
そ

の
た
め
で
あ
る
。
明
の
よ
う
な
資
料
の
と
と
の
っ
た
新
し
い
時
代
に
な
っ
て

も
、
星
甲
制
の
寅
施
吠
態
に
つ
い
て
は
疑
問
の
黙
が
少
く
な
い
。
お
そ
ら
く
中

園
の
よ
う
に
慶
大
な
、
地
域
差
の
は
げ
し
い
と
こ
ろ
で
は
、
こ
う
し
た
制
度
を

劃
一
的
に
考
え
る
こ
と
自
燈
が
無
理
な
の
か
も
知
れ
ず
、
従
っ
て
郷
村
機
構
の

獲
遜
を
歴
史
的
に
纏
系
づ
け
る
こ
と
な
ど
は
難
中
の
難
事
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
難
事
を
あ
え
て
試
み
ら
れ
た
著
者
の
努
力
は

高
く
許
債
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

ま
ず
表
題
の
郷
村
形
態
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
全
醐
躍
を
通
じ
て
感
じ
ら

れ
た
と
こ
ろ
で
は
自
然
集
落
そ
の
も
の
の
形
態
よ
り
も
、
政
府
が
そ
れ
を
ど
の

よ
う
な
形
で
把
揮
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
重
貼
が
か
か
っ
て
い
る
よ
う
で
あ

-94-



509 

る
。
つ
ま
り
政
府
が
徴
税
と
治
安
の
必
要
か
ら
、
自
然
集
落
を
人
篤
的
に
分
合

組
織
し
て
つ
く
っ
た
行
政
村
な
い
し
警
察
村
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
形
態
な
の

で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
文
献
資
料
を
中
心
と
す
る
以
上
や
む
を
え
な
い
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。
つ
ぎ
に
内
容
の
続
略
を
の
べ
る
と
、
第
一
章
「
中
国
古
代
の
集
落
形

態
」
で
は
、
古
代
の
自
然
集
落
と
し
て
基
本
的
な
も
の
は
二
十
五
家
卒
均
の
吐

で
、
こ
れ
に
封
す
る
人
篤
集
落
が
邑
で
あ
っ
た
が
、
春
秩
戦
闘
時
代
に
い
た
っ

て
新
し
く
郷
と
星
と
い
う
大
小
の
集
落
名
が
生
ま
れ
、
や
が
て
そ
の
上
に
蘇
と

郡
と
い
う
行
政
医
劃
が
設
け
ら
れ
て
地
方
制
度
が
整
備
さ
れ
た
と
す
る
。
第
二

章
「
秦
漢
及
び
均
団
法
時
代
の
郷
村
形
態
」
で
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
整
備
さ

れ
た
地
方
制
度
の
末
端
組
織
で
あ
る
郷
里
制
は
、
多
く
の
描
浸
透
を
へ
な
が
ら
も

約
千
三
百
年
に
わ
た
っ
て
生
命
を
維
持
し
つ
づ
け
て
き
た
と
説
き
、
濁
特
の
創

見
を
随
所
に
示
し
て
い
る
。

例
え
ば
郷
亭
里
の
制
度
で
、
い
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
漢
が
秦
か
ら
う
け
つ

い
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
賞
慢
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
と
も
か
く
、

普
通
に
こ
の
制
度
そ
の
も
の
は
漢
代
を
遁
じ
一
貫
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

た
の
に
封
し
、
著
者
が
前
後
漢
の
聞
に
一
線
を
劃
さ
れ
た
の
は
注
目
に
あ
た
い

す
る
。
す
な
わ
ち
前
漢
書
百
官
公
卿
表
に
み
え
る
「
十
旦
一
亭
」
の
里
は
距
離

で
あ
る
と
し
、
も
と
も
と
公
設
宿
泊
所
で
あ
る
と
と
も
に
治
安
維
持
機
関
で
あ

る
亭
を
中
心
と
し
て
、
前
漢
の
と
き
行
政
直
劃
を
設
定
し
た
の
は
戟
圏
、
秦
の

軍
政
を
う
け
つ
い
だ
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。
前
漢
の
行
政
直
劃
皐
位
は
面
積
を

基
準
と
し
た
郷
と
亭
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
後
漢
に
な
る
と
民
政
主
義
に
改
め
た

結
果
、
新
た
に
百
戸
一
塁
の
里
制
が
採
用
さ
れ
、
里
が
郷
に
直
属
し
て
亭
は
行

政
直
劃
畢
位
の
外
に
お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
郷
里
制
は
後
漢
に
い

た
っ
て
確
立
さ
れ
た
と
み
る
べ
く
、
後
漢
官
官
百
官
志
注
に
引
か
れ
た
感
動
の
風

俗
通
の
文
に
「
園
家
制
度
、
大
率
十
豆
一
郷
」
と
あ
る
皇
こ
そ
、
戸
数
に
よ
る

行
政
星
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
は
唐
代
の
こ
と
で
、
百
戸
を
一
塁
と
し
て
里
正
を
お
き
、
五
里
を
一
郷

と
す
る
郷
里
制
と
、
遁
典
の
食
貨
の
容
に
み
え
る
村
制
と
が
い
か
な
る
闘
係
に

あ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
田
野
に
あ
る
村
に
は
村
正
を
お

き
、
域
内
の
坊
に
は
坊
正
を
お
く
と
あ
る
が
、
星
正
と
の
職
掌
の
別
か
明
ら
か

で
な
い
。
著
者
は
こ
れ
を
規
定
し
て
、
主
と
し
て
星
正
は
租
税
徴
牧
に
、
村
正

ま
た
は
坊
正
は
治
安
維
持
に
あ
た
る
も
の
と
し
た
。
村
制
は
む
か
し
の
亭
の
復

活
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
つ
ま
り
郷
里
制
は
帳
簿
上
で
つ
く
ら
れ
た
あ
く
ま

で
人
潟
的
な
、
民
衆
の
資
生
活
と
は
遊
離
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
釘
し
、
自
然

集
落
で
あ
る
村
は
ま
と
ま
り
が
よ
く
、
治
安
維
持
の
た
め
に
は
こ
れ
を
車
位
と

し
た
方
が
適
嘗
だ
か
ら
で
あ
る
。
城
内
の
匿
劃
で
あ
る
坊
が
、
そ
の
鮎
に
お
い

て
同
様
で
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
従
来
は
副
私
的
な
存

在
で
あ
っ
た
村
が
公
的
な
制
度
と
し
て
認
め
ら
れ
、
郷
皇
制
と
併
立
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
や
は
り
通
典
の
同
じ
告
に
み
え
る
「
四
'
家

篤
隣
、
五
家
潟
保
」
と
い
う
難
解
な
一
文
に
つ
い
て
も
、
問
機
な
立
場
か
ら
き

わ
め
て
明
快
な
解
韓
を
下
し
て
い
る
。
こ
の
わ
ず
か
一
家
の
差
を
も
っ
て
つ
く

ら
れ
た
二
種
の
組
み
合
せ
が
、
何
の
必
要
か
ら
生
れ
た
の
か
不
可
解
と
さ
れ
て

い
た
が
、
著
者
に
よ
れ
ば
四
家
一
隣
は
里
に
、
五
家
一
保
は
村
ま
た
は
坊
に
崩

す
る
も
の
と
し
、
前
者
は
行
政
上
、
後
者
は
治
安
上
の
組
織
に
ほ
か
な
ら
な
い

と
結
論
す
る
。

第
三
章
「
宋
及
び
宋
以
後
の
郷
村
形
態
」
は
、
五
代
か
ら
現
代
に
い
た
る
期

聞
を
と
り
あ
つ
か
っ
て
い
て
、
本
書
全
僅
の
約
半
分
を
占
め
る
。
こ
の
時
期
は

前
に
く
ら
べ
る
と
文
献
が
は
る
か
に
豊
富
な
ば
か
り
で
な
く
、
地
方
志
と
い
う

根
本
資
料
が
そ
ろ
っ
て
い
る
か
ら
記
述
は
に
わ
か
に
複
雑
と
な
る
。
時
期
が
新

し
く
な
る
と
と
も
に
そ
の
数
が
ふ
え
る
の
は
嘗
然
で
、
著
者
は
長
年
に
わ
た
る

F
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苦
心
の
結
果
蒐
集
し
た
諸
大
な
資
料
を
縦
横
に
駆
使
し
て
、
時
代
と
地
方
に
よ

る
郷
村
形
態
の
種
々
相
を
例
示
し
て
い
る
。
そ
の
主
要
な
も
の
を
紹
介
す
る
こ

と
さ
え
こ
こ
で
は
不
可
能
に
近
い
の
で
、
副
変
遷
の
き
わ
め
て
概
略
を
の
べ
れ
ば

つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
五
代
か
ら
宋
に
か
け
て

唐
の
郷
里
制
は
厨
媛
し
た
が
、
郷
と
い
う
名
稽
だ
け
は
そ
の
ま
ま
残
り
以
後
な

が
く
臓
の
下
の
基
本
的
な
匿
劃
と
な
る
。
郷
の
下
の
組
織
に
は
、
北
宋
の
と
き

王
安
石
の
賞
施
し
た
保
甲
法
の
影
響
に
よ
っ
て
都
、
保
、
甲
と
い
っ
た
名
稽
が

用
い
ら
れ
、
南
宋
に
な
る
と
地
方
直
劃
の
名
と
し
て
贋
く
普
及
し
た
。
金
、
が
北

宋
の
制
度
を
う
け
つ
い
だ
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
元
は
金
と
南
宋
の
制
度
を

併
用
し
た
の
で
あ
っ
て
、
郷
の
下
に
都
と
い
う
匡
劃
が
確
立
し
た
の
は
こ
の
と

き
で
あ
る
。
明
の
末
端
行
政
組
織
と
し
て
の
里
甲
制
に
つ
い
て
は
、
地
方
志
を

み
る
と
里
は
闘
と
い
う
ば
あ
い
が
多
く
、
地
域
的
に
は
郷
ご
と
に
ま
と
ま
っ
て

燃
に
所
属
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
。
清
で
は
明
の
里
甲
制
に
よ
っ
て
租
税
徴
収

を
、
保
甲
制
に
よ
っ
て
治
安
維
持
を
行
う
と
い
う
三
木
建
て
を
採
用
し
た
が
、

康
照
末
年
か
ら
戸
口
朋
編
浩
の
必
要
が
な
く
な
る
と
と
も
に
、
里
甲
制
は
崩
れ

て
自
然
集
落
を
も
と
に
し
た
保
甲
法
が
全
櫨
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
。
滑
末
か
ら
民
園
に
か
け
て
行
わ
れ
た
新
制
度
に
つ
い
て
の
紹
介
は
こ
こ
で

は
省
略
す
る
。

第
四
章
「
中
関
郷
村
制
の
日
本
へ
の
影
響
」
は
、
大
化
の
改
新
前
後
に
お
け

る
日
本
の
郷
村
制
の
費
動
に
つ
い
て
の
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
著
者
の
力
説
さ

れ
る
の
は
つ
ぎ
の
諸
鮎
で
あ
ろ
う
。
第
一
は
成
務
天
皇
の
と
き
中
園
の
制
度
を

輸
入
し
て
地
方
制
度
の
大
改
革
を
行
い
、
と
く
に
西
膏
の
武
帝
の
占
回
、
課
田

法
の
影
響
に
よ
っ
て
こ
の
と
き
す
で
に
篠
里
制
を
質
施
し
た
も
の
と
考
え
る
。

第
二
は
そ
の
よ
う
な
改
革
の
一
連
と
し
て
、
戸
数
に
よ
る
行
政
直
劃
も
早
く
か

ら
行
わ
れ
、
少
く
と
も
安
閑
天
皇
の
こ
ろ
に
は
相
笛
普
及
し
て
い
た
で
あ
ろ

ぅ
。
第
三
は
郡
に
あ
た
る
行
政
臣
劃
で
あ
る
許
は
も
と
も
と
三
韓
に
行
わ
れ
た

名
稽
で
あ
る
が
、
三
韓
か
ら
の
蹄
化
人
が
増
加
す
る
に
し
た
が
っ
て
こ
の
名
は

日
本
に
も
普
及
し
、
大
化
の
改
新
に
さ
い
し
公
務
と
し
て
郡
の
字
を
用
い
る
こ

と
に
定
め
ら
れ
て
も
、
な
お
し
ば
ら
く
評
の
稽
呼
は
行
わ
れ
て
い
た
と
す
る
。

第
四
は
大
化
の
改
新
に
よ
っ
て
五
十
戸
一
塁
制
が
定
め
ら
れ
、
こ
の
里
は
の
ち

元
正
天
皇
の
盤
勉
元
年
に
郷
と
改
め
ら
れ
た
と
い
う
の
が
通
設
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
誤
り
で
あ
っ
て
、
こ
れ
よ
り
さ
き
す
で
に
和
銅
年
間
に
改
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
も
の
と
主
張
す
る
。
第
五
は
徐
戸
里
と
い
う
濁
特
の
制
度
が
生
ま
れ

た
原
因
に
つ
い
て
の
解
懇
で
、
こ
れ
は
日
本
で
五
十
戸
一
里
の
制
を
寅
施
す
る

に
あ
た
り
、
唐
の
村
制
の
傑
文
を
謀
り
引
用
し
た
結
果
お
こ
っ
た
現
象
で
あ
る

と
説
く
。

第
五
章
「
都
市
匝
劃
制
の
成
立
」
で
は
、
ま
ず
古
く
か
ら
里
と
稽
せ
ら
れ
た

都
市
内
部
の
直
劃
は
、
北
貌
の
こ
ろ
か
ら
坊
と
も
い
・
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、

坊
と
は
防
衛
の
意
味
で
、
は
じ
め
は
本
域
外
に
接
績
し
て
つ
く
ら
れ
た
里
が
、

そ
れ
自
趨
で
城
壁
を
も
ち
防
衛
的
に
で
き
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
い
う
。

こ
れ
は
惰
唐
以
後
ほ
と
ん
ど
都
市
内
部
の
医
劃
の
公
務
と
な
っ
た
。
唐
の
長
安

は
中
央
の
朱
雀
大
衝
に
よ
っ
て
左
街
と
右
街
の
二
大
直
域
に
分
け
ら
れ
た
が
、

五
代
に
な
る
と
ま
ず
後
梁
の
都
で
あ
る
開
封
に
お
い
て
廟
と
い
う
匿
劃
が
は
じ

ま
る
。
廟
と
は
も
と
も
と
軍
隊
の
編
成
直
分
名
で
あ
っ
て
、
そ
の
軍
隊
、
が
都
市

内
を
分
携
し
て
巡
察
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
分
措
匝
域
に
廟
の
名
が
つ
い
た
の
で

あ
る
。
宋
で
は
す
で
に
太
宗
の
と
き
か
ら
開
封
の
奮
城
内
に
二
府
、
新
域
内
に

六
廟
が
お
か
れ
て
い
た
が
、
同
県
宗
の
大
中
群
符
元
年
に
い
た
り
新
城
外
に
も
治

安
維
持
の
必
要
か
ら
新
た
に
八
腐
が
設
け
ら
れ
た
。
城
の
内
外
を
通
じ
て
廟
が

お
か
れ
た
の
は
注
意
す
ベ
く
、
廟
制
は
中
央
以
外
の
大
都
市
に
も
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
南
宋
で
は
臨
安
を
は
じ
め
各
都
市
に
隅
と
い
う
匡
劃
が
設
け
ら
れ
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た
が
、
こ
れ
は
諸
坊
の
隅
角
に
防
火
用
の
望
績
を
つ
く
り
こ
れ
を
中
心
と
し
た

消
火
匿
域
が
行
政
直
劃
に
設
展
し
て
痛
に
代
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
の

ち
主
と
し
て
南
方
各
地
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
は
本
書
の
内
容
の
き
わ
め
て
粗
雑
な
紹
介
で
あ
っ
て
、
あ
る
い
は
著
者

の
民
意
を
誤
っ
て
縛
え
、
重
要
な
貼
を
見
の
が
し
た
こ
と
も
少
く
な
い
か
と
思

う
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
ひ
と
え
に
わ
た
く
し
の
能
力
、
が
不
充
分
な

た
め
で
あ
っ
て
、
著
者
ば
か
り
で
は
な
く
護
者
に
も
深
く
お
わ
び
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
終
り
に
讃
了
し
た
結
果
、
心
に
残
っ
た
こ
と
を
少
し
ば
か
り
あ
げ

て
著
者
の
数
え
を
仰
、ぎ
た
い
と
思
う
。
例
え
ば
、
目
本
の
傑
夏
制
は
明
ら
か
に

中
国
に
な
ら
っ
た
も
の
で
、
古
代
中
園
に
は
肝
陪
の
制
度
が
行
わ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
、が
、
日
本
の
篠
里
集
落
の
よ
う
な
も
の
が
は
た
し
て
中
園
に
も
あ
っ
た

か
ど
う
か
。
な
か
っ
た
と
い
う
設
も
あ
る
が
、
そ
れ
で
よ
い
の
か
。
ま
た
新
し

い
と
こ
ろ
で
は
、
一
砿
曾
率
的
、
地
理
摩
的
に
調
査
さ
れ
た
現
賓
の
集
落
か
ら
さ

か
の
ぼ
っ
て
、
そ
の
歴
史
的
獲
遜
や
地
方
的
特
徴
を
し
ら
べ
る
考
慮
も
必
要
で

は
な
い
か
、
と
い
っ
た
問
題
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
は
わ
た
く
し
ど
も

後
皐
に
稼
せ
ら
れ
た
問
題
で
も
あ
っ
て
、
本
書
を
こ
そ
手
が
か
り
と
し
て
研
究

を

進

め

て

行

か

ね

ば

な

ら

な

い

の

で

あ

る

。

(

日

比

野

丈

夫

)

東
洋
枇
合
同
経
済
史
序
説

今

誠

著

堀
京
都

S11 

昭
和
三
十
八
年
九
月

A
5剣
二

O
二
頁

東
洋
の
枇
曾
経
済
史
を
概
括
的
に
と
り
あ
っ
か
「
た
書
物
が
、
皐
界
に
提
示

柳
原
書
庖

さ
れ
た
の
は
久
し
ぶ
り
の
こ
と
で
あ
る
。
編
集
委
員
曾
が
こ
の
書
物
の
批
評
・

紹
介
を
わ
た
く
し
に
依
託
さ
れ
た
の
は
、
数
年
前
に
明
清
時
代
の
吐
曾
経
済
史

研
究
の
動
向
を
ま
と
め
た
さ
い
に
、
わ
た
く
し
が
本
書
の
著
者
今
姻
誠
二
氏
の

「
共
同
纏
」
論
に
言
及
し
た
こ
と
が
あ
り
(
本
誌
二

O
ノ
一
)
、
ま
た
最
近
は

わ
た
く
し
自
身
が
土
地
問
題
研
究
へ
接
近
す
る
最
初
の
試
み
と
し
て
苅
仲
施
設

置
の
義
荘
の
嬰
遷
を
た
ど
っ
た
さ
い
に
、
ふ
た
た
び
宋
代
い
ご
の
共
同
慢
に
つ

い
て
風
見
を
の
べ
た
こ
と
か
ら
(
本
誌
一
一
一
の
四
て
中
国
に
お
け
る
共
同
僅

純
愛
の
線
括
的
絞
述
を
中
心
と
す
る
本
書
に
よ
っ
て
、
わ
た
く
し
の
共
同
髄
論

へ
の
関
心
を
さ
ら
に
啓
渡
し
て
や
ろ
う
、
と
の
ご
親
切
に
よ
る
も
の
で
あ
る

久
ノ
。

今
堀
氏
は
中
国
の
共
同
飽
研
究
に
お
い
て
つ
と
に
著
名
で
あ
る
が
、
民
の
共

同
種
研
究
へ
の
確
信
が
日
中
戦
宇
中
の
中
園
留
事
嘗
時
に
お
け
る
、
か
の
地
で

の
償
験
に
ふ
か
く
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
を
氏
は
序
文
で
回
践
的
に
明
か
に
さ
れ

て
い
る
。

本
書
は
中
国
の
共
同
健
論
に
お
い
て
す
で
に
先
騒
的
業
績
を
世
に
関
わ
れ
て

き
た
今
堀
氏
が
、
今
度
補
訂
さ
れ
た
銃
県
民
表
の
論
文
六
篇
と
新
た
に
書
き
加
え

ら
れ
た
二
篇
を
そ
れ
ぞ
れ
一
章
と
し
、
金
八
章
を

一
書
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
通
讃
し
て
み
て
こ
の

λ
章
は
三
部
に
分
か
た
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ

い
と
思
う
。
第
一
、
二
章
が
胃
頭
部
で
、
著
者
は
第
一
章
ア
ジ
ア
研
究
史
に
お

い
て
「
ア
ジ
ア
と
は
何
か
」
と
設
問
さ
れ
、
フ
ラ

γ
ス
啓
蒙
思
想
家
か
ら
マ
ッ

ク
ス
・
ウ
ェ

l
パ
I
に
至
る
諸
事
訟
を
批
列
さ
れ
た
の
ち
、
こ
の
疑
問
を
ひ
き

つ
い
で
、
第
二
章
ア
ジ
ア
史
の
基
本
問
題
に
お
い
て
著
者
み
ず
か
ら
の
基
本
課

題
を
設
定
さ
れ
る
。
第
二
部
は
第
三
、
四
、
五
の
三
章
で
、
こ
こ
で
著
者
は
第

一
章
村
務
「
共
同
健
」
に
お
い
て
秦
漢
か
ら
清
朝
ま
で
つ
づ
い
た
中
華
帝
闘
二

千
年
の
祉
曾
基
盤
と
し
て
の
村
落
共
同
種
の
展
開
諸
段
階
を
村
氏
族
共
同
館
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