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批

評

・

紹

介

秦
漢
階
唐
史
の
研
究

上
・
下
二
名

潰

重

園
著

口

昭
和
四
十
一
年
九
月
・
十
一
月
東
京
大
皐
出
版
曾

A
5剣
一

O
O八
頁
索
引
八
八
頁

本
書
は
、
昭
和
四
十
一
年
一
一
一
月
に
山
梨
大
撃
を
定
年
退
官
さ
れ
た
著
者
が
、

昭
和
四
年
に
東
京
帝
園
大
撃
を
卒
業
さ
れ
て
か
ら
昭
和
十
七
・
八
年
頃
ま
で
に

後
表
さ
れ
た
論
文
(
三
十
三
篇
〉
の
大
部
分
(
三
十
篇
)
と
、
敗
戦
後
夜
表
さ

れ
た
も
の
〈
十
八
篇
〉
の
内
、
前
の
論
題
と
縫
績
的
閥
係
に
あ
る
三
篇
と
を
牧

録
し
た
論
文
集
で
あ
る
。
各
篇
で
取
扱
わ
れ
て
い
る
時
代
に
ち
な
ん
で
秦
漢
陥

唐
史
の
研
究
と
名
付
け
ら
れ
、
そ
の
排
列
は
主
題
別
に
三
つ
の
部
門
に
大
別
さ

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
府
兵
制
度
よ
り
新
兵
制
へ
」
を
は
じ
め
と
す
る
漢
か

ら
唐
に
か
け
て
の
兵
制
な
い
し
兵
役
制
度
を
解
明
し
た
十
一
篤
の
論
文
が

「第

一
部
」
で
あ
り
、
兵
役
同
様
主
と
し
て
身
穏
を
も
っ
て
奉
仕
す
る
筏
役
持
働
、

お
よ
び
刑
徒
の
懲
役
を
中
心
と
す
る
刑
罰
制
度
を
と
り
扱
っ
た
十
一
篇
の
論

文
が
「
第
二
部
」
に
収
め
ら
れ
以
上
が
上
谷
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て

下
容
に
は
、
隔
の
君
纏
強
化
、
漢
の
地
方
官
の
任
用
方
式
と
い
っ
た
君
楢
の
あ

り
方
を
封
象
と
し
た
も
の
に
、
唐
の
地
税
と
漢
代
の
停
舎
を
テ
l
マ
と
し
た
も

の
を
含
め
た
十
一
篤
の
論
文
が
「
第
三
部
」
と
し
て
牧
め
ら
れ
、
す
で
に
雑
誌

に
掲
載
さ
れ
た
講
演
要
旨
や
書
評
、
恩
師
の
思
い
出
な
ど
の
短
文
七
篇
が
「
附

録
」
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
寸
唐
の
雑
衝
の
義
務
日
般
に
つ
い
て
」
の
み

が
今
回
新
た
に
書
き
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

本
書
と
ほ
ぼ
同
時
に
刊
行
さ

れ
、
す
で
に
本
誌
に
紹
介
、
批
評
さ
れ
た
(糊
配
畑

3
著
者
の
『
唐
王
朝
の
賎
人

制
度
』
は
、

戟
後
の
業
績
を
ほ
ぼ
集
大
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
枚
録

さ
れ
な
か
っ
た
著
者
の
既
設
表
の
全
論
文
が
本
書
二
冊
に
網
羅
さ
れ
た
こ
と
に

な
る
わ
け
で
あ
る
。

本
書
に
枚
め
ら
れ
た
諸
論
文
は
、

い
ず
れ
も
史
料
の
樽
捜
と
考
設
の
手
堅

さ
、
そ
れ
に
加
え
て
鋭
い
問
題
意
識
に
よ
っ
て
、
戦
前
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま

で
、
多
く
の
研
究
者
に
祷
盆
を
あ
た
え
つ
づ
け
、

研
究
の
方
向
を
大
き
く
決
定

し
て
き
た
。

秀
作
ぞ
ろ
い
で
あ
り
、
不
朽
の
業
績
で
あ
る
こ
と
は
、
何
人
も
異

論
は
あ
る
ま
い
。
筆
者
自
身
は
、
中
園
史
を
専
攻
し
て
以
来
、
著
者
の
惰
唐
時

代
を
封
象
と
さ
れ
た
諸
論
文
、
な
か
ん
づ
く
本
書
の
第
三
部
と
し
て
分
類
さ
れ

て
い
る
諸
研
究
か
ら
、
は
か
り
知
れ
ぬ
恩
恵
を
う
け
つ
づ
け
て
き
た
。
そ
れ
ら

の
論
文
を
掲
載
し
て
い
る
寸
史
事
雑
誌
」
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
な
ど
を
古
書
広

で
漁
つ
て
は
座
右
に
備
え
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
本
書
の
刊
行
に
際
曾
し
て、

心
か
ら
の
喜
こ
び
を
感
じ
て
い
る
次
第
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
六
朝
惰
唐
時
代
を
封
象
と
す
る
諸
研
究
を
、
皐
読
史
と
し
て
整

理
し
よ
う
と
試
み
る
時
、
著
者
演
口
氏
の
業
績
は
無
観
し
よ
う
に
も
無
視
し
え

な
い
。
と
く
に
、
こ
の
時
代
を
中
園
に
お
け
る
中
世
と
理
解
し
よ
う
と
す
る
筆

者
ら
の
有
志
の
者
に
と
っ
て
は
そ
う
な
の
で
あ
り
、
そ
の
観
鮎
か
ら
、
沼
口
氏

の
全
業
績
を
吟
味
再
検
討
す
る
こ
と
が
、
こ
こ
数
年
来
の
わ
れ
わ
れ
の
懸
案
で

あ
っ
た
が
、
あ
ま
り
に
も
各
種
の
雑
誌
、
紀
要
に
散
在
し
て
い
た
が
た
め
に
、

つ
い
億
劫
に
な
り
、
延
び
の
び
に
な
っ
て
今
日
に
至
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
た。

だ
か
ら
、
本
書
の
出
現
に
よ
り
、
『
唐
王
朝
の
賎
人
制
度
』
の
刊
行
と
相
ま
っ

て
、
紹
好
の
機
曾
に
め
ぐ
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

本
書
は
、
主
題
別
に
三
部
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
構
成
の
意
図
に
忠
賓
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に
そ
っ
て
、
配
列
順
に
讃
み
進
む
の
が
、
順
嘗
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
筆
者

は
、
か
つ
て
味
讃
し
た
論
文
を
も
含
め
て
、
全
論
文
を
護
表
年
代
順
に
讃
み
通

す
方
針
を
と
っ
た
。
そ
れ
は
、
著
者
の
研
究
を
謬
説
史
的
に
整
理
す
る
こ
と
を

一
つ
の
目
標
に
し
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
を
容
易
な
ら
し
め
た
の
は
、
本
書
の

末
尾
に
丁
寧
な
護
表
順
の
論
文
目
録
が
添
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
本
書
の
よ
う
な
、
一
つ
の
テ
l
マ
の
み
を
掲
げ
た
の
で
な
く
、

生
涯
に
わ
た
る
各
種
の
領
域
を
封
象
と
し
た
論
文
集
の
紹
介
・
批
評
と
い
う
の

は
、
は
な
は
だ
厄
介
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
文
事
者
や
哲
国
学
者

の
個
人
全
集
を
批
評
す
る
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
全
集
所
枚
の
作
品
を
十

全
に
理
解
す
る
に
は
、
撃
に
作
品
の
文
字
づ
ら
だ
け
を
追
う
だ
け
で
は
な
く
、

少
な
く
と
も
作
者
自
身
が
生
き
た
時
代
の
流
れ
、
個
人
の
生
活
環
境
や
経
歴
の

獲
化
に
も
目
を
注
ぐ
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
率
問
研
究
者
の
場
合
も

同
様
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
に
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
塵
界
の
動
向
が
影
響
を
あ
た

え
る
こ
と
が
多
い
も
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
筆
者
に
は
今
の
と
こ
ろ
、
本

書
を
正
し
く
批
評
す
る
だ
け
の
十
分
な
準
備
を
と
と
の
え
て
レ
な
い
こ
と
を
告

白
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
い
ま
は
一
慮
、
本
書
の
あ
ら
ま
し
を
紹
介

す
る
こ
と
で
責
を
ふ
さ
、
ぎ
た
い
。

著
者
が
最
初
に
震
表
し
た
の
は
、
卒
業
論
文
を
骨
子
と
し
た
と
こ
ろ
の
寸
府

兵
制
度
よ
り
新
兵
制
へ
」
(
昭
和
五
年
。
本
書
第

一
部
第
一
の
論
文
。

|

|
以

下、

I
1
の
ご
と
く
略
す
1
1
1〉
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
唐
の
府
兵
制
度
の
組

織
内
容
を
見
事
に
復
元
し
、
な
ら
び
に
そ
れ
が
如
何
な
る
経
路
を
へ
て
鼠
嬢
し

新
兵
制
に
移
行
し
て
い
っ
た
か
を
丹
念
に
周
到
に
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

唐
中
期
に
お
け
る
府
兵
制
の
崩
壊
と
、
そ
の
後
の
節
度
使
を
中
心
と
す
る
藩
鎮

の
出
現
は
、
兵
農
一
致
の
徴
兵
制
か
ら
募
兵
制
へ
の
切
換
え
と
し
て
戸
ど
の
紙

読
書
に
も
特
筆
大
書
さ
れ
て
い
る
史
貨
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
麿
の
府
兵
制
の
賓

態
と
崩
嬢
過
程
を
知
ろ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て、

い
ま
も
な
お
最
も
撮
る
べ
き

論
文
と
し
て
の
地
位
を
保
ち
つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
く
に
府
兵
の
徴
護

・
動
員
・
訓
練
な
ど
を
つ
か
さ
ど
る
折
衝
府
の
分
布
吠
態
を
調
査
し
、

折
衝
府

は
全
園
均
等
に
配
置
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
情
総
数
お
よ
そ
六
三
O
府
の
う
ち
、

長
安
・
洛
陽
爾
城
を
中
心
と
す
る
ご
く
狭
い
地
域
に
四
O
O府
ち
か
く
を
お
い

て
中
央
を
固
め
、
こ
の
二
都
を
東
北
よ
り
西
北
に
か
け
て
半
月
形
に
と
り
か
こ

む
透
境
近
く
の
諸
州
に
お
よ
そ
二

O
O
府
を
お
い
た
こ
と
を
明
確
に
指
摘
す
る

と
と
も
に
、
府
兵
た
る
べ
き
義
務
あ
る
者
の
範
箇
は
折
衝
府
の
設
置
さ
れ
て
い

る
州
民
に
限
る
と
い
う
制
限
の
あ
っ
た
こ
と
を
も
論
設
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
府
兵
制
度
崩
壊
の
原
因
を
、
制
度
上
に
内
在
す
る
因
子
と
外
的
因
子
と
に

分
っ
て
考
究
す
る
一
方
、
圏
結
兵
の
出
現
・

長
征
健
見
の
出
現
・
強
騎
の
出
現

を
史
料
的
に
整
理
し
、
新
兵
制
の
樹
立
に
い
た
る
経
過
を
跡
づ
け
た
も
の
で
あ

る
。
藤
田
堕
八
・
池
内
宏
雨
氏
の
考
設
的
皐
風
の
正
統
を
う
け
つ
い
だ
堅
貫
な

論
文
を
手
に
摩
界
に
デ
ビ
ュ
ー
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
ρ

氏
は
、
「
こ
の
こ
と
は
誰
で
も
そ
う
成
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
最
初
唐
の
兵
制

に
取
り
組
ん
だ
結
果
、
段
々
諸
前
朝
の
兵
役
制
度
の
研
究
に
手
を
延
ば
し
て
行

っ
た
一
方
で
は
、
兵
役
は
国
民
の
重
大
な
負
措
で
あ
る
か
ら
、
自
然
そ
の
徐
の

公
課
、
中
で
も
兵
役
向
緩
主
と
し
て
僅
を
も
っ
て
奉
仕
す
る
箔
役
労
働
を
も
併

せ
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
更
に
筏
役
の
こ
と
を
調
べ

て
い
る
と
官
努
働

一
般
と

い
う
鮎
か
ら
刑
徒
の
懲
役
と
し
て
の
勢
働
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
か
ら
刑
罰
制

度
を
も
見
る
と
い

っ
た
具
合
に
、
次
か
ら
次
に
問
題
が
波
生
し
て
臨
応
援
に
濯
な

い
吠
況
に
な
っ
て

了
っ
た
」
(
本
書
の
は
し
が
き
〉
と
回
顧
し
て
お
ら
れ
る

が
、
こ
れ
は
、
昭
和
六
年
に
護
表
さ
れ
た
第
二
作
「
践
更
と
過
更
l
如
淳
設
の

批
剣
」

(
E
1
)
か
ら
、
「
唐
の
地
税
に
就
い
て
」
(
七
年
。
E
8
)
・
「
庸

の
陵
・
墓
戸
の
良
践
に
就
い
て

」
(
七
年
。
賎
人
制
度
所
枚
)
・
「
践
更
と
過

-91一
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更
|
如
淳
設
の
批
判
l
補
選
」
(
七
年
。

E
2
)
・
「
唐
に
於
け
る
爾
税
法
以

前
の
筏
役
労
働
」
(
八
年
。

E
5
v
・
「
唐
の
玄
宗
朝
に
於
け
る
江
准
上
供
米

と
地
税
と
の
関
係
」

(九
年
。

E
9
)
・
「
秦
漢
時
代
の
箔
役
努
働
に
閥
す
る

一
問
題
」
(
九
年
。
E
3
)
・
「
正
光
四
五
年
の
交
に
於
け
る
後
貌
の
兵
制
に

就
い
て
」
ハ
十
年
。

I
2
〉
・
「
漢
の
徴
兵
適
齢
に
就
い
て
」
〈
十
年
。

E

4
〉
・
「
漢
代
の
脚
内
会
|
特
に
其
の
設
置
地
鮎
に
就
い
て

」
(
来
年
。

E
m
)

・
「
唐
に
於
け
る
雑
径
の
開
始
年
令
」
〈
十
年
。
E
6
)
・
「
漢
代
に
於
け
る

強
制
労
働
刑
そ
の
他
」
(
十
一
年
。

E
9
〉

・
「
東
貌
の
兵
制
」
〈
十

一年。

I
3
)

・
「
漢
代
の
将
作
大
匠
と
其
の
役
徒
」

ハ十

一年。

E
8
)
を
へ
て
、

十
二
年
の
「
漢
代
の
答
刑
に
就
い
て
」

(
E
m
)
に
い
た
る
矢
つ
ぎ
ば
や
の
一
連

の
論
文
の
執
筆
過
程
を
十
分
に
説
明
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
期
聞
は
ま

た
、
氏
自
身
の
手
記
に
も
と
づ
く
「
事
摩
」
(
山
梨
大
撃
事
襲
撃
部
研
究
報
告

第
二
ハ
挽
〉
に
、
「
昭
和
五
年
四
月
父
を
喪
い
自
立
の
要
を
感
ず
、
池
内
先

生
の
御
斡
旋
で
仙
台
の
東
北
皐
院
へ
赴
任
、
葱
に
七
年
い
て
東
北
大
事
の
岡
崎

文
夫
博
士
の
皐
夙
に
接
し
曾
我
部
静
雄
博
士
に
兄
事
し
得
た
」
と
あ
る
七
年
間

で
あ
り
、
そ
の
後
半
期
は
、
「
昭
和
九
年
四
月
市
村
粛
次
郎
博
士
の
推
暴
に

よ
り
率
土
院
か
ら
研
究
費
ハ
一
八

O
-
O箇
)
を
受
け
、
三
年
間
唐
宋
時
代
の
職

役
・
力
役
・
兵
役
の
研
究
に
従
う
、
撃
業
や
や
進
む
」
と
あ
る
よ
う
に
、
自
信

満
々
に
制
度
史
の
研
究
に
従
事
し
て
お
ら
れ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
ま
ず
、
こ
の
時
期
の
研
究
の
論
旨
を
辿
っ
て
み
よ
う
。

「
践
更
と
過
吏
」
で
は
、
漢
代
の
文
献
に
し
ば
し
ば
見
え
る
践
更
な
ら
び
に

週
一
史
と
い
う
特
殊
の
用
語
の
意
味
を
さ
ぐ
り
、
嘗
時

一
般
に
信
奉
さ
れ
て
い
た

如
淳
の
設
の
涙
を
訂
正
し
、
漢
代
の
更
卒
と
は
丘
(
籍
に
あ
ら
ざ
る
一
般
民
丁
が

毎
歳
一
ヶ
月
づ
っ
、
交
代
で
力
役
に
従
事
す
る
者
の
こ
と
で
あ
る
が
、
更
卒
が

賞
番
に
服
す
る
こ
と
を
跨
更
と
い
い
、
更
卒
の
嘗
番
者
が
三
百
銭
出
し
て
菟
番

す
る
こ
と
を
過
更
と
い
う
の
が
正
し
い
解
懇
で
あ
る
こ
と
を
論
詮
す
る
と
と
も

に
、
そ
の
「
補
選
」
で
は
、
お
そ
く
と
も
後
漢
の
順
帝
頃
に
は
、

更
卒
の
役
に

は
概
ね
更
賦

質
役
代
償
金
ー
を
徴
し
て
質
役
を
強
制
し
な
く
な
っ
た
こ
と
、

漢
代
の
更
卒
の
役
は
唐
代
の
雑
篠
|
地
方
的
径
役
に
比
す
べ
き
も
の
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た

「秦
漢
時
代
の
衝
役
労
働
に
関
す
る

一

問
題
」
で
は
、

秦
漢
時
代
に
更
卒
の
義
務
の
外
に
は
、
庸
の
役
に
該
賞
す
る
労

働
奉
仕
の
中
央
的
な
も
の
は
な
か
っ
た
こ
と
を
論
じ
ら
れ
た
。

「唐
の
地
税
に
つ
い
て
」
で
は
、

唐
の
地
税
が
、

も
と
も
と
義
倉
米
の
賦
課

に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
論
詮
す
る
と
と
も
に
、

義
倉
は
安
史
の
飢
後
に
は
大

い
に
衰
微
し
、
徳
宗
の
煩
に
は
殆
ん
ど
駿
紹
の
運
命
に
瀕
し
て
し
ま
い
、
か
く

て
元
和
の
初
年
に
は
、
地
税
は
義
倉
と
な
ん
ら
縁
な
き
一
税
目
と
化
し
去
っ
た

こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
「
唐
の
玄
宗
朝
に
於
け
る
江
准
上
供
米
と
地
税
と

の
関
係
」
は
、
玄
宗
の
開
元
天
賓
の
頃
、
江
准
地
方
よ
り
中
央
に
迭
ら
れ
た
多

額
の
上
供
米
の
財
源
を
探
究
し
、
同
地
方
の
地
税
に
そ
の
多
く
を
仰
い
で
い
た

事
質
を
考
霊
表
明
し
た
と
い
う
鮎
で
は
な
は
だ
重
視
さ
れ
る
べ
き
論
文
で
あ
る

が
、
そ
れ
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
論
述
の
過
程
に
お
い
て
、
開
元
二
十
一

年
頃
ま

で
の
漕
運
方
法
に
改
革
を
加
え
た
毅
耀
卿
の
潜
運
法
を
詳
述
す
る
一
方
、
唐
前

期
の
財
政
吠
態
の
襲
遷
を
も
概
観
し
て
い
る
。

「唐
に
於
け
る
雨
税
法
以
前
の
循
役
努
働
」
は
、

中
闘
の
役
法

一
般
が、

唐

の
後
牢
期
か
ら
北
宋
の
中
葉
に
い
た
る
聞
に
、
差
役
よ
り
雇
役
へ
の
重
大
な
獲

化
を
な
し
と
げ
た
が
、
こ
の
興
味
あ
る
推
移
過
程
を
闘
明
す
る
に
は
、
ま
ず
一
関

税
法
以
前
の
唐
に
お
け
る
役
法
の
あ
ら
ゆ
る
部
門
を
致
究
す
る
必
要
が
あ
る
と

し
て
、
役
と
雑
催
、
そ
れ
に
門
子
・

燦
子
・
牧
子
な
ど
の
雑
役
か
ら
防
閤
・
執

衣
と
い
っ
た
努
役
に
つ
い
て
、
義
務
や
労
働
形
態
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も

に
、
唐
初
に
設
定
さ
れ
た
役
・
雑
箔
・
門
夫
・
防
閤
等
の
循
役
努
働
が
、
年
と
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主
も
に
差
役
の
本
義
を
失
い
、
既
に
開
元
天
賓
の
交
に
至
つ
て
は
著
し
く
雇
傭

へ
の
兆
候
を
見
せ
て
き
た
こ
と
を
結
論
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
文
を
讃

み
返
し
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
雑
箔
の
義
務
年
限
に
関
し
て
、
授
回
と
賦
役
と

が
密
接
不
可
分
離
の
閥
係
に
立
つ
と
い
う
見
解
を
不
動
の
大
前
提
と
し
て
あ
ま

り
に
も
強
引
に
議
論
を
す
す
め
て
い
る
駄
が
目
立
つ
が
、
賢
明
な
る
著
者
は
、

間
も
な
く
そ
れ
に
気
づ
か
れ
、
や
が
て

「唐
に
於
け
る
雑
箔
の
開
始
年
齢
」
の

一
文
を
護
表
し
て
是
正
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
近
年
、
唐
律
令
上
の
謀
役
の
課

な
る
文
字
が
何
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
論
字
が
展
開
さ
れ
た
が
、
課
役
の
謀

は
租
と
調
と
の
二
者
を
指
す
こ
と
、
役
に
は
雑
衝
を
含
ま
な
い
こ
と
を
は
じ
め

て
明
確
に
指
摘
し
、
ま
た
課
口
三
不
謀
口
の
語
義
を
確
定
さ
れ
た
の
は
、

こ
の

「
唐
に
於
け
る
爾
税
法
以
前
の
径
役
労
働
」
の
注
に
お
い
て
な
の
で
あ
っ
た
。

「
正
光
四
五
年
の
交
に
於
け
る
後
貌
の
兵
制
に
就
い
て

」
と
は
、
一
見
奇
妙

な
題
目
で
あ
る
が
、
か
の
有
名
な
北
貌
六
鎮
の
大
反
凱
が
勃
裂
し
た
正
光
五
年

三
月
の
直
前
に
お
け
る
後
貌
の
近
衛
箪

・
四
中
府
軍
お
よ
び
北
迭
の
諸
銀
の
組

織
の
置
厳
に
つ
い
て
詳
細
綿
密
に
考
察
さ
れ
た
論
文
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、

府
兵
制
度
が
後
貌
よ
り
東
西
貌
に
か
け
た
北
中
園
の
大
混
蹴
を
契
機
と
し
て
編

み
出
さ
れ
た
こ
と
に
鑑
み
、
六
鎮
の
反
乱
の
歴
史
的
意
義
を
は
っ
き
り
と
見
定

め
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
「
東
貌
の
兵
制
」
は
そ
の
績
篇
で
あ
っ

て
、
北
鎮
の
反
乱
か
ら
東
貌
に
わ
た
る
兵
制
全
般
を
述
べ
て
い
る
。
孝
文
帝
に

よ
る
洛
陽
遜
都
に
よ
っ
て
北
透
の
軍
鎮
の
重
要
性
が
激
減
し
た
こ
と
も
あ
っ

て
、
も
と
も
と
鮮
卑
人

・
漢
人
の
良
家
豪
宗
の
人
々
が
移
鎖
、
氷
屯
し
て
銀
民
の

根
幹
を
な
し
て
い
た
の
に
、

時
の
政
府
か
ら
は
捨
て
て
顧
み
ら
れ
ず
粧
曾
か
ら

ば
軽
蔑
さ
れ
る
な
ど
、
甚
だ
み
じ
め
な
紋
態
に
隠
っ
て
き
て
、
北
鋲
に
不
卒
不

満
が
修
積
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
六
鎮
の
反
飢
の
火
の
手
が
あ
が
る
や
、
た
ち

ま
ち
に
、
北
鎖

・
北
逢
州
は
言
う
に
及
ば
ず
、
貌
の
過
半
域
を
枚
拾
す
べ
か
ら

ざ
る
混
飢
吠
態
に
陥
し
入
れ
た
次
第
を
論
じ
る
と
と
も
に
、
官
同
放
が
掘
起
し
て

よ
り
東
貌
一
代
を
通
じ
、
常
に
高
氏
の
親
軍
と
な
っ
で
創
業
守
成
の
大
功
を
全

と
う
せ
し
め
た
も
の
が
]
こ
の
北
鎖
・
北
海
州
の
遺
民
、
な
か
ん
づ
く
鮮
卑
部

民
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
漢

代
に
お
け
る
強
制
労
働
刑
や
役
徒

・
答
刑
に
つ
い
て
の
論
考
は
、
い
、ず
れ
も
官

邸
刀
働
の
一
部
と
し
て
の
観
鮎
か
ら
考
察
さ
れ
て
い
る
が
、
論
黙
が
細
か
い
こ
と

も
あ
り
、
省
略
し
て
お
こ
う
。

昭
和
五
年
か
ら
十
二
年
に
か
け
て
護
表
さ
れ
た
以
上
の
十
六
篇
の
論
文
は
、

ほ
ぼ
全
部
が
仙
台
で
執
筆
さ
れ
た
と
考
え
ら
'れ
る
が
、
い
ず
れ
も
質
登
を
線
本

に
お
い
た
も
の
で
、
そ
こ
に
は
岡
崎
文
夫
氏
の
撃
風
の
影
響
は
ま
っ
た
く
見
ら

れ
な
い
。
こ
こ
ま
で
を
氏
の
研
究
の
第
一
期
と
す
る
と
、
第
二
期
は
、
昭
和
十

二
年
に
東
方
文
化
事
院
東
京
研
究
所
へ
縛
じ
ら
れ
て
か
ら
、
十
八
年
に
東
京
大

事
を
退
官
さ
れ
、
研
究
を
一
時
中
断
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
で
あ
り
、
論
文
と
し

て
は
、

「高
費
出
自
考
|
高
放
の
制
覇
と
河
北
の
豪
族
高
乾
兄
弟
の
活
躍
」

〈
十
三
年
。

E
1
〉

・
「
西
貌
に
於
け
る
虜
姓
再
行
の
事
情
」
(
十
三
年
。
E

2
)
・
「
漢
代
の
欽
祉
刑
と
曹
貌
の
刑
名
」

(
十
三
年
。

E
U
〉
・
「
西
貌
の
一

一

十
四
軍
と
儀
同
府
」

(十
三
四
年
。
I
4
)
・
「
唐
に
於
け
る
雑
衝
の
義
務
年

限
」

(
十
三
年
。

H
7
)
・

「
前
漢
の
南
北
軍
に
就
い
て
」
ハ
十
四
年
。
I

5
)
・
「
雨
漢
の
中
央
諸
軍
に
就
い
て
」
(
十
四
年
。

I
6
〉

・
「
青
書
武
帝

紀
に
見
え
た
る
部
曲
将
・
部
曲
督
と
質
任
」
(
十
五
年
。
賎
人
制
度
所
牧
〉

・

「
後
漢
末
・

曹
操
時
代
に
於
け
る
兵
民
の
分
離
に
就
い
て
」
(
十
五
年
。

-
8
)

・
「
南
北
朝
時
代
の
兵
士
の
身
分
と
部
曲
の
意
味
の
出
現
化
に
就
い
て
」
(
十
六

年
。
賎
人
制
度
所
牧
)

・
「
爾
耳
目
南
朝
に
於
け
る
兵
戸
と
其
の
身
分
」
(
十
六

年。

I
9
)

・
「
所
謂
、
惰
の
郷
官
駿
止
に
就
い
て
」
(
十
六
年
。
E
4
)
・

「
階
の
天
下
一
統
色
君
縫
の
強
化
」

(
十
七
年
。

E
3
ν

・
「
漢
代
に
於
け
る

- 93一



224 

地
方
官
の
任
用
と
本
籍
地
と
の
関
係
」
(
十
七
年
。
E
5
)
・
「
貌
菅
南
北
朝

階
唐
史
概
説
」
(
十
七
年
。

E
7〉
・
「
漢
碑
に
見
え
た
る
守
令
・
守
長
・
守

丞
・
守
尉
等
の
官
に
就
い
て
」
(
十
八
年
。

E
6〉
・
「
光
武
帝
の
軍
備
縮
小

と
其
の
影
響
」
(
十
八
年
。

7
7〉
の
十
六
篇
が
そ
の
時
期
の
業
績
で
あ
る
。

論
文
題
目
と
本
書
で
の
配
列
順
を
一
見
す
れ
ば
、
第
一
期
か
ら
の
縫
綴
的
研
究

と
し
て
第
一
・
二
部
に
所
属
す
る
論
文
と
は
別
に
、
第
三
部
に
牧
録
さ
れ
て
い

る
一
群
の
新
ら
し
い
色
彩
の
特
徴
的
な
論
文
が
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
容
易
に

気
づ
く
で
あ
ろ
う
。

こ
の
時
期
の
研
究
生
活
を
振
返
っ
て
、
氏
が
本
書
の
は
し
が
き
に
、
「
(
岡

崎
〉
先
生
は
内
藤
湖
南
博
士
門
下
の
逸
材
で
あ
り
、
中
闘
の
歴
史
を
常
に
君
主

と
士
族
の
在
り
方
、
言
葉
を
換
え
れ
ば
政
治
の
風
と
い
う
、
今
に
し
て
悟
る
こ

と
で
あ
る
が
、
描
画
中
闘
が
最
も
中
図
的
で
あ
る
も
の
を
中
心
と
し
て
史
論
を
展

開
し
て
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
七
年
も
の
長
い
間
先
生
に
師
事
し
て
い
て

そ
の
撃
風
の
影
響
を
受
け
な
い
答
は
な
い
の
で
あ
る
。
然
し
、
妙
な
も
の
で
在

仙
中
は
そ
の
鮎
を
意
識
し
た
こ
と
は
全
く
無
く
、
却
っ
て
昭
和
十
二
年
東
京
生

活
に
舞
い
戻
る
に
及
ん
で
、
先
生
の
感
化
の
大
な
る
を
今
さ
ら
の
よ
う
に
驚
い

た
次
第
で
あ
る
。
本
書
に
牧
め
で
あ
る
高
費
自
身
考
、
隔
の
君
機
強
化
、
漢
の

地
方
官
の
任
用
方
式
な
と
は
み
な
そ
れ
で
あ
っ
て
、

、論
題
が
何
で
あ
ろ
う
と
沓

中
国
の
君
楢
の
在
り
方
を
今
後
の
研
究
の
主
目
的
と
な
す
べ
き
こ
と
を
自
覚
す

る
に
至
り
、
中
園
史
の
研
究
に
い
く
ら
か
目
を
開
き
得
た
と
回
顧
す
る
の
で
あ

る
」
と
書
い
て
お
ら
れ
る
の
が
、
こ
の
間
の
事
情
を
よ
く
説
明
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
つ
ぎ
に
こ
の
時
期
の
研
究
を

一
腹
ざ
っ
と
紹
介
し
て
お
こ
う
。

「
高
湾
出
自
考
」
で
は
、
東
貌
の
寅
檎
者
に
し
て
北
湾
朝
の
租
た
る
高
齢
臥

は
、
激
海
郡
の
豪
族
高
氏
の
出
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
寅
は
全
然
血

族
関
係
の
な
い
河
州
の
出
で
、
お
そ
ら
く
鮮
卑
人
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
を
論
霊

し
つ
つ
、
激
海
の
高
氏
を
詐
稽
す
る
に
至
っ
た
由
来
を
閥
明
す
る
目
的
で
、
嘗

時
の
政
局
の
推
移
を
、
相
嘗
く
わ
し
く
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
西

貌
に
於
け
る
虜
姓
再
行
の
事
情
」
で
は
、
西
貌
の
事
質
上
の
主
植
者
字
文
泰
が

最
も
信
頼
を
置
き
重
用
し
た
の
は
、
六
鎮
の
一
た
る
武
川
鋲
出
身
の
蕃
漢
な
ら

び
に
そ
れ
以
外
の
北
族
系
匡
僚
で
あ
っ
た
こ
と
、

字
文
泰
を
は
じ
め
か
れ
の
直

系
の
臣
僚
に
北
族
風
が
濃
厚
で
昔
な
が
ら
の
虜
姓
の
ま
主
で
あ
る
人
が
少
な
く

な
か
っ
た
と
い
う
貼
に
、
虜
姓
再
行
の
線
本
的
な
原
因
が
存
在
す
る
こ
と
を
論

じ
ら
れ
た
。
な
お

「
西
貌
の
二
十
四
軍
と
儀
同
府
」
は
陪
唐
に
行
な
わ
れ
た
府

兵
制
度
の
起
源
の
研
究
と
い
う
意
味
を
も
っ
、
西
貌
の
兵
制
を
論
じ
た
長
篇
の

力
作
で
、
西
貌
二
十
四
軍
の
常
的
兵
力
設
置
の
時
期
は
大
統
十
六
年
の
東
征
直

前
に
あ
る
こ
と
を
断
定
し
た
り
、
府
兵
に
つ
い
て
は
、
兵
民
一
致
が
字
文
泰
時

代
の
制
度
で
、
の
ち
兵
民
分
離
に
描
変
化
し
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
明
ら
か

に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
前
漢
の
南
北
箪
に
就
い
て
」
と
「
雨
漢
の
中
央
諸
寧
に
就
い
て
」

の
二
編

で
漢
代
の
京
師
の
中
央
諸
軍
の
構
成
を
略
述
さ
れ
て
か
ら
間
も
な
く
、
著
者
は

丘
(
戸
制
度
と
も
名
付
く
べ
き
特
殊
な
制
度
の
貫
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か

れ
、
ま
ず
「
後
漢
末
・
曹
操
時
代
に
於
け
る
兵
民
の
分
離
に
就
い
て
」
を
、
つ

い
で
「
雨
耳
目
南
朝
に
於
け
る
兵
戸
と
其
の
身
分
」
を
護
表
し
て
制
度
の
梗
概
を

述
べ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
前
漢
時
代
の
常
備
軍
兵
が

一
般
民
戸
を
徴
兵
の
封

象
と
し
て
い
た
に
封
し
、
後
漢
末
三
国
時
代
の
常
備
兵
は
し
だ
い
に
兵
戸
な
る

特
定
の
家
ん
べ
か
ら
出
る
よ
う
に
怠
り
、
こ
こ
に
兵
民
分
離
の
現
象
を
生
ず
る
に

至
っ
た
こ
と
を
論
愛
さ
れ
る
と
共
に
、
南
朝
に
お
い
て
は
丘
ハ
戸
の
枇
命
的
地
位

が
痛
く
下
落
し
て
官
奴
牌
に
近
い
も
の
に
な
っ
た
こ
と
を
岡
明
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
ま
た
「
光
武
帝
の
軍
備
縮
小
と
其
の
影
響
」
は
、
光
武
帝
に
よ
る
大
臓
に

し
て
徹
底
せ
る
軍
備
縮
小
が
、
暫
操
に
よ
る
兵
戸
制
度
の
創
設
を
み
ち
び
か
せ

-94一
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た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
た
だ
兵
戸
制
度
の
全
容
は
、
載
後
に
な
っ
て
纏
め

ら
れ
た
「
貌
菅
南
朝
の
兵
戸
制
度
の
研
究
」
(
三
十
二
年
。

I
m
)
と
「
臭

・

萄
の
兵
制
と
兵
戸
制
」
(
三
十
三
年
。

I
H〉
の
二
篇
に
い
た
っ
て
、
肉
付
け

さ
れ
、
再
編
成
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
叉
、
著
者
の
戦
前
に
お
け

る
兵
制
研
究
と
戦
後
の
賎
民
制
研
究
と
の
見
事
な
結
日
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。

「
所
謂
、
陪
の
郷
官
廃
止
に
就
い
て
」
は
、

『支
那
官
制
護
達
史
』
の
貌
耳
目

南
北
朝
惰
唐
時
代
の
部
分
を
分
据
執
筆
さ
れ
た

(
本
書
に
は
「
貌
耳
目
南
北
朝
惰

唐
史
概
説
」
と
題
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
)
際
の
副
産
物
で
あ
る
ら
し
い
。
し

か
し
こ
れ
は
大
勢
な
副
産
物
で
あ
っ
た
。
障
害
百
官
士
山
に
は
、
関
白
星
三
年
四
月

以
後
に
お
け
る
官
制
の
改
革
を
記
る
し
た
個
所
に
、
「
(
開
皇
u

十
五
年
。
罷

州
蘇
郷
官
」
と
あ
り
、
古
来
い
く
た
の
史
家
に
よ
っ
て
、
こ
の
僚
は
隔
に
至
っ

て
郷
無
間
皇
の
吏
職
を
腹
止
し
た
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
、
郷
築
制
度
上
の
重

大
出
現
革
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

日
知
鍛
谷
八
の

郷
亭
之
職
な
る
一
篇

も
、
そ
の
よ
う
な
認
識
の
う
え
で
議
論
を
た
て
て
い
る
。
こ
れ
に
始
め
て
疑
問

を
抱
か
れ
た
の
は
宮
崎
市
定
氏
で
あ
っ
て
、
「
讃
史
街
記
」
(
『
ア
ジ
ア
史
研
究

第
一
」
所
枚
)
の

4

漢
代
の
郷
制
。
の
篠
で
、
こ
れ
を
中
正
の
駿
止
と
解
し
、

い
わ
ゆ
る
郷
亭
之
職
の
郷
官
は
隔
を
待
た
ず
し
て
、
漢
末
郷
制
の
崩
壊
と
共
に

事
賓
上
消
滅
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
、
と
論
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

問
題
を
、
南
北
朝
お
よ
び
陪
代
の
地
方
官
制
一
般
に
関
す
る
正
確
な
知
見
を

も
と
に
、
見
事
に
解
明
さ
れ
た
の
が
潰
口
氏
で
あ
り
、
郷
官
の
巌
止
と
は
、
慶

く
州
鯨
の
嵐
官
の
跨
召
を
腹
止
し
た
こ
と
で
あ
り
、
郷
黛
閤
里
の
吏
職
と
は
全

然
閥
係
の
な
い
州
鯨
の
官
制
上
の
大
改
駿
で
あ
る
こ
と
を
考
設
し
、
こ
の
出
変
革

は
階
が
採
っ
た
中
央
集
機
的
政
策
と
も
密
接
な
閥
係
の
あ
る
こ
と
を
確
か
め
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
従
来
の
貴
族
制
度
に
お
い
て
、
州
郡
僚
腐
の
僻
召

制
度
こ
そ
、
貴
族
の
侍
む
牙
城
で
あ
っ
た
わ
け
で、
一
僻
召
を
駿
す
る
こ
と
は
、

貴
族
に
と
っ
て
は
大
打
撃
で
あ
る
が
、
君
植
に
と
っ

て
は
そ
の
ま
ま
強
化
を
意

味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
著
者
に
と
っ
て
正
に
曾
心
の
作
で
あ
ろ
う
。

「
簡
の
天
下

一
一
統
と
君
植
の
強
化
」
は
、

そ
の
成
果
に
も
と
づ
き
、
階
に
お

け
る
跨
召
制
廃
止
と
刺
史
か
ら
の
兵
植
の
剥
奪
と
が
、
い
か
に
君
機
の
強
化
に

貢
献
し
た
か
を
、
漢
代
に
お
け
る
地
方
官
の
任
用
規
定
と
比
較
検
討
し
つ
つ
、

卒
易
に
読
じ
た
講
演
要
旨
で
あ
る
。

「
漢
代
に
於
け
る
地
方
官
の
任
用
と
本
籍

地
と
の
関
係
」
で
は
、
そ
の
漢
代
に
お
け
る
賞
態
を
史
料
を
掲
げ
て
解
説
さ
れ

た
の
で
あ
り
、
「
漢
碑
に
見
え
た
る
守
令
・
守
長

・
守
丞
・
守
尉
等
の
官
に
就

い
て
」
で
は
、
漢
代
に
お
い
て
郡
豚
と
く
に
豚
政
に
劃
す
る
地
方
人
の
参
奥
の

度
合
が
は
な
は
だ
古
向
か
っ
た
こ
と
を
強
調
さ
れ
て
い
る
。

「
貌
菅
南
北
朝
階
唐
史
概
説
L

と
題
し
て
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、

『支

那
官
制
褒
逮
史
』
に
分
指
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
、

4

貌
否
及
び
南
朝
時
代
0

・

多
北
朝
。

・
0

陪
唐
時
代
。
の
三
ι
早
か
ら
な
り
、
各
章
と
も
歳
初
に

。王
朝
興

亡
の
跡
。
な
る
節
を
設
け
て
時
代
の
概
観
を
す
る
と
と
も
に
、

貴
族
と
君
主
権

主
の
勢
力
の
消
長
、
官
制
と
軍
制
の
袋
蓬
に
重
鮎
を
お
き
つ
つ
、
土
地
問
題
や

官
吏
登
用
制
度
に
も
言
及
し
た
、
戦
前
に
お
け
る
著
者
の
業
績
の
線
決
算
と
も

い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
非
常
に
す
ぐ
れ
た
官
制
後
遺
史
で
あ
り
、
こ
の
時
代

に
関
心
を
寄
せ
る
者
に
と
っ
て
は
、
宮
崎
氏
の
「
九
品
官
人
法
の
研
究
』
と
と

も
に
、
必
讃
の
文
献
で
あ
る
。

以
上
の
論
文
が
著
者
の
研
究
に
お
け
る
第
二
期
の
所
産
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

戟
後
に
お
け
る
精
力
的
な
賎
民
制
度
の
研
究
は
第
三
期
に
な
る
が
、
そ
の
時
期

の
論
文
は
、
ほ
と
ん
ど
『
唐
王
朝
の
賎
人
制
度
』
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、

こ
こ
で
は
燭
れ
な
い
。
本
書
の
附
録
に
牧
め
ら
れ
た
新
稿
の

「唐
の
雑
径
の
義

務
回
数
に
つ
い
て
L

は
、
す
で
に
「
唐
の
太
常
音
聾
人
と
袋
戸
、
特
に
雑
倍
加
及

F
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び
散
築
と
の
閥
係
」
〈
昭
和
三
十
七
年
。
山
梨
大
事
事
襲
事
部
研
究
報
告
第
十

三
貌
)
で
鼎
製
表
さ
れ
た
見
解
を
、
主
題
に
そ
っ
て
書
き
改
め
ら
れ
た
も
の
で
、

雑
箔
の
義
務
日
数
は
、
丁
男
・
中
男
と
も
一
律
に
五
十
日
で
あ
っ
た
こ
と
を
考

愛
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
書
に
政
録
さ
れ
た
論
文
を
執
筆
年
代
順
に
紹
介
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る

が
、
著
者
の
一
事
を
も
ゆ
る
が
せ
に
せ
ぬ
異
動
車
な
態
度
、
重
厚
な
考
設
的
暴
風

に
つ
ね
に
胸
う
た
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
勿
論
、
著
者
の
あ
ま
り
に
も
禁
欲

的
な
事
風
に
不
満
を
舞
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
本
番
の
あ
と
が
き

に
、
「
一
僅
、
私
の
中
園
史
研
究
の
歩
み
は
、
藤
田
堕
八
先
生
か
ら
府
兵
制
度

を
や
っ
て
み
て
は
と
勤
め
ら
れ
仁
こ
と
に
始
ま
り
、
中
途
に
し
て
主
と
し
て
岡

崎
文
夫
先
生
の
影
響
で
、
歴
史
は
矢
張
り
廃
い
意
味
で
の
政
治
史
を
中
心
と
す

べ
き
だ
と
い
う
至
極
剣
り
切
っ
た
事
柄
が
、
や
っ
と
心
の
底
か
ら
首
肯
さ
れ
か

け
て
き
た
。
了
度
仙
台
か
ら
東
京
に
舞
い
戻
っ
た
頃
の
こ
と
で
あ
る
が
、
或
る

目
、
碩
皐
市
材
攻
次
郎
先
生
を
お
訪
ね
し
て
自
己
の
現
在
の
心
境
を
申
し
上
げ

る
と
、
発
衝
と
し
て
ほ
ほ
え
ま
れ
た
そ
の
時
の
御
様
子
が
今
な
お
鮮
明
な
印
象

と
し
て
残
っ
て
い
る
。
想
え
ば
そ
れ
か
ら
幾
獲
遜
、
未
だ
に
省
時
の
志
を
果
た

し
得
、
ず
、
一
介
の
考
設
の
徒
で
し
か
な
い
己
を
恥
ず
る
」
と
番
か
れ
て
い
る
以

上
、
筆
者
に
は
言
う
べ
き
言
葉
を
も
た
な
い
。
た
だ
、
そ
の
貼
で
残
念
な
の

は
、
本
書
に
は
一
頁
そ
こ
そ
こ
の
史
事
舎
で
の
後
表
要
旨
ま
で
漏
れ
な
く
牧
め

ら
れ
て
い
る
の
に
、
「
佐
倉
経
済
史
拳
L

ハ
第
十
轡
十
二
抗
。
昭
和
十
六
年
〉

に
掲
載
さ
れ
た
「
枇
曾
経
済
史
皐
の
稜
逮
|
貌
・
否
・
南
北
朝
|
」
が
何
故
か

枚
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
車
な
る
研
究
論
文
で
は
な
く
て
秀

れ
た
事
界
動
向
・
事
界
展
望
で
あ
る
が
放
に
、
論
文
だ
け
か
ら
で
は
得
ら
れ
な

い
廃
い
鼠
野
を
も
っ
著
者
の
識
見
が
巧
ま
ず
に
吐
露
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
貌
膏
南
北
朝
時
代
の
研
究
史
に
お
け
る
岡
崎
文
夫
氏
の
領
導
者
と

し
て
の
諸
研
究
を
は

っ
き
り
と
位
置
づ
け
る
と
共
に
、
一
方
で
は
字
都
宮
清
士
口

氏
の
「
世
説
新
語
の
時
代
」
(
『
漢
代
位
曾
経
済
史
研
究
』

所
収
)
を
門
閥
士
族

の
生
活
理
念
を
把
握
し
再
現
し
よ
う
と
試
み
た
斬
新
な
研
究
と
し
て
高
く
許
債

し
、
他
方
で
は
宮
崎
市
定
氏
の
「
膏
武
帝
の
戸
調
式
」
〈
『
ア
ジ
ア
史
研
究
第

一
』
所
政
)
を
土
地
制
度
史
研
究
上
の
査
期
的
な
名
論
文
で
あ
る
と
認
定
す
る

な
ど
、
こ
の
時
代
の
枇
曾
史
研
究
の
動
向
を
見
遇
さ
れ
た
一
文
で
あ
っ
て
、
こ

れ
の
枚
録
漏
れ
は
、
本
笛
に
惜
し
ま
れ
て
な
ら
な
い
。

な
お
、
細
か
い
こ
と
で
あ
る
が
、
本
書
五
二
四
頁
で
、

唐
六
典
の
牧
長
・
牧

尉
の
篠
の
注
に
、

「補
長
。
以
六
回
阿
己
下
子
、
白
了
雑
色
人
。
篤
之
。
補
尉
。

以
散
官
八
品
巴
下
子。

震
之
。
ロ
問
子
八
考
。
白
丁
十
考
。
随
文
武
。
筒
試
。
輿

資
也
」
と
あ
る
の
を
引
用
し
、
六
品
己
下
子
を
六
品
以
下
の
勅
官
保
持
者
の
子

と
解
さ
れ
て
お
ら
れ
る
が
、

素
直
に
散
官
保
持
者
の
子
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
で
な
い
と
唐
曾
要
各
九
三
、
諸
司
諸
色
本
銭
の
僚
に
、
「
貞
観
十
二
年
叉

令
。
文
武
職
事
三
品
以
上
。
給
親
事
帳
内
。
以
六
品
七
口
問
子
矯
親
事。

以
八
口問

九
口
問
子
矯
帳
内
。
歳
納
銭
千
五
百
。
謂
之
ロ
問
子
課
銭
」
と
あ
る
の
を
解
穆
で
き

な
く
な
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

木
蓄
に
は
、
賓
に
詳
細
に
し
て
親
切
な
八
八
頁
に
わ
た
る
ご
般
人
名
及
び

引
用
列
傍
人
名
索
引
」
・
「
金
石
史
料
索
引
」

・「
事
項
索
引
」
・
「
地
名
索
引
」
が

附
せ
ら
れ
て
お
り
‘
検
索
に
多
大
の
便
を
提
供
し
て
い
る
。
本
書
の
刊
行
に
霊

力
さ
れ
た
関
係
者
各
位
に
深
く
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
後
皐
の
一
人
と
し

て
著
者
の
諸
業
績
を
建
設
的
に
掻
取
す
べ
き
責
務
を
改
め
て
痛
感
す
る
次
第
で

あ

る

。

(

砺

波

議
)
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