
隆
慶
高
暦
期
の
銭
法
の
新
展
開

漬

口

繭

毒

目

次

は

じ

め

に

一
弘
治
嘉
婿
期
の
銭
法

二
隆
慶
高
暦
期
の
銭
法

ω
隆
慶
期
の
銭
法
論

ω
高
暦
銭
法
の
成
立

三
高
暦
銭
法
の
展
開

む

す

び
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t土

じ

め

明
朝
の
銭
法
は
隆
慶
寓
暦
期
に
新
展
開
を
し
め
し
た
。
隆
慶
末
か
ら
高
暦
初
に
か
け
て
の
約
十
箇
年
は
張
居
正
の
政
治
改
革
の
時
期
に
あ
た

り
、
明
代
中
期
以
降
の
祉
舎
経
済
の
諸
矛
盾
の
激
化
に
封
躍
し
て
園
防
・
土
地
・
財
政
な
ど
諸
般
の
改
革
が
推
進
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
時
期
の

鏡
法
の
襲
革
も
亦
こ
れ
ら
諸
改
革
の
一
理
と
し
て
把
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
明
末
清
初
期
を
解
放
以
前
の
所
謂
奮
中
園
祉
舎
の
歴
史
的
起
鮎
と
し
、
唐
宋
以
来
の
南
税
法
鐙
制
か
ら
地
丁
銀
睡
制
へ
と
移
行
す
る
中

①
 

園
封
建
祉
曾
護
展
の
上
で
の
一
劃
期
と
す
る
「
郷
紳
支
配
」
論
は
今
や
遁
説
化
し
つ
つ
あ
る
。
嘗
時
の
地
主
制
の
設
展
に
は
い
ち
じ
る
し
い
も

381 
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の
は
あ
っ
た
が
、
全
中
闘
に
わ
た
る
支
配
性
は
も
ち
得
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
地
主
制
を
中
核
と
し
な
が
ら
、
そ
の
上
に
立
ち
、
自
作
農
な
ど
小

民
を
も
包
括
す
る
郷
紳
支
配
が
成
立
し
た
。
し
か
し
俸
統
的
な
政
治
倫
理
と
し
て
の
一
君
高
民
論
に
立
つ
専
制
園
家
権
力
は
、
郷
紳
の
よ
う
な

中
間
支
配
者
の
存
在
を
時
に
無
視
し
、
時
に
否
定
す
る
が
、
現
買
に
郷
紳
支
配
が
確
立
す
る
や
、
園
家
権
力
は
こ
れ
を
く
み
入
れ
て
新
支
配
瞳

制
を
樹
立
す
る
。
こ
の
郷
紳
支
配
成
立
に
か
か
わ
る
園
家
権
力
の
現
貫
劃
鷹
の
姿
勢
は
、
嘗
然
商
業
逼
貨
な
ど
流
通
面
に
も
投
影
し
て
、
い
わ

ば
流
通
支
配
に
お
け
る
郷
紳
的
支
配
の
成
立
が
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

本
稿
は
こ
の
観
黙
に
立
っ
て
、
隆
慶
寓
暦
期
の
銭
法
の
展
開
の
中

に
、
流
通
支
配
に
お
け
る
園
家
擢
力
の
現
質
調
躍
の
姿
勢
の
襲
化
を
見
、
そ
こ
に
中
間
支
配
と
し
て
の
郷
紳
的
支
配
成
立
の
情
況
を
析
出
し
ょ

う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

奮
来
の
明
代
銭
法
の
研
究
は
、
日
本
の
中
世
通
貨
史
の
背
景
と
し
て
の
関
心
か
ら
概
括
的
な
研
究
が
な
さ
れ
て
来
た
に
遁
ぎ
ず
、
明
代
の
祉

②
 

曾
経
済
の
設
展
の
中
に
銭
法
を
位
置
づ
け
る
研
究
は
全
く
空
白
で
あ
っ
た
。
明
代
の
基
本
通
貨
は
銀
で
は
あ
る
が
、
小
民
の
聞
に
流
通
し
た
も

@
 

の
は
鎮
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
明
代
の
通
貨
史
研
究
は
、
銀
と
銭
を
統
一
的
に
把
え
る
観
貼
も
今
後
は
必
要
と
さ
れ
る
。
本
稿
は
こ
の
よ
う
な

研
究
史
上
の
空
白
を
い
さ
さ
か
で
も
補
填
す
る
こ
と
を
志
向
し
つ
つ
も
、
今
は
流
通
支
配
に
お
け
る
明
朝
権
力
の
姿
勢
の
質
化
に
焦
貼
を
あ
わ

せ
て
、
隆
慶
寓
暦
期
の
銭
法
の
展
開
の
あ
と
を
も
と
め
て
見
る
こ
と
と
す
る
。

- 74ー

唐
宋
以
来
の
生
産
諸
力
の
設
展
は
中
園
の
貨
幣
経
済
の
著
し
い
稜
達
を
促
し
た
。
元
末
全
園
的
な
農
民
叛
範
の
結
果
、
一
時
的
に
現
物
経
済

@
 

が
復
活
し
た
が
、
明
朝
の
支
配
が
安
定
す
る
に
つ
れ
て
貨
幣
経
済
も
急
速
に
復
興
し
た
。
こ
の
貨
幣
経
済
の
中
心
は
銀
流
通
で
あ
っ
た
。
は
じ

め
明
朝
は
こ
の
基
本
通
貨
で
あ
る
銀
を
濁
占
す
る
た
め
に
、
元
代
の
妙
法
を
継
承
し
、
洪
武
八
年
大
明
賓
妙
を
印
造
し
て
銅
銭
と
共
に
行
使
さ

@
 

せ
た
。
し
か
し
不
換
紙
幣
で
あ
る
紗
の
債
格
は
下
落
し
て
紗
法
の
維
持
が
脅
さ
れ
る
と
、
銭
禁
や
銀
禁
を
断
行
し
て
紗
の
流
通
を
強
制
し
た
。

銭
禁
は
洪
武
二
十
七
年
に
は
じ
ま
り
、
宣
徳
十
年
英
宗
即
位
の
直
後
に
一
時
解
禁
さ
れ
た
が
、
正
統
十
三
年
・
景
泰
三
年
と
二
度
に
亘
っ
て
銭

禁
が
申
令
さ
れ
て
お
り
、
結
局
最
終
的
に
明
朝
が
こ
れ
を
解
禁
し
た
の
は
景
泰
四
年
で
あ
っ
た
。
一
方
銀
禁
は
銭
禁
に
少
し
お
く
れ
て
洪
武
三

十
年
に
護
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
解
禁
は
銭
の
場
合
よ
り
は
や
く
、
宣
徳
正
統
の
銀
納
の
護
達
に
よ
っ
て
事
貧
上
果
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
回
賦
の



銀
納
に
つ
い
て
は
、
宣
徳
八
年
周
伐
の
江
南
官
固
に
劃
す
る
田
賦
改
革
が
劃
期
と
な
り
、
正
統
元
年
在
京
武
官
俸
米
の
銀
支
給
を
契
機
に
華

中
・
華
南
の
回
賦
の
銀
納
化
が
準
展
し
、
ま
た
同
じ
正
統
の
頃
華
北
各
地
の
北
逸
民
運
糧
の
銀
納
化
も
す
す
ん
だ
。
得
役
の
場
合
は
、
銭
禁
が

解
か
れ
る
景
泰
の
頃
か
ら
ま
ず
銭
納
が
現
わ
れ
、
や
が
て
正
徳
嘉
靖
期
に
至
っ
て
銀
納
に
統
一
さ
れ
て
い
っ
向
。

要
す
る
に
、
明
朝
は
銀
流
通
の
根
強
い
力
に
封
抗
し
切
れ
ず
、
紗
の
流
通
強
制
を
断
念
し
、
一
轄
し
て
銀
納
に
よ
る
直
接
的
な
銀
の
牧
奪
に

猛
然
ふ
み
き

っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
妙
法
維
持
に
劃
す
る
明
朝
の
執
着
が
薄
れ
れ
ば
、
鎮
祭
も
亦
意
義
を
失
う
こ
と
に
な
り
、
民
便
に
従
う
こ

と
を
理
由
に
解
禁
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
宣
徳
か
ら
景
泰
に
至
る
聞
に
税
飲
に
お
け
る
現
物
主
義
の
後
退
、
貨
幣
経
済
の
著
し
い
復
興

の
兆
が
現
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。

た
だ
こ
う
し
た
貨
幣
経
済
の
護
達
の
中
で
も
、

明
朝
は
本
格
的
な
銭
政
策
を
も
た
やす、

弘
治
末
に
至
っ
て
漸
く
鋳
鏡
が
は
じ
ま
る
の
で
あ

る
。
弘
治
以
後
明
末
に
至
る
時
期
は
、
銭
法
に
つ
い
て
い
え
ば
前
後
二
つ
の
時
期
に
匡
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
前
期
と
は
弘
治
正
徳
嘉

靖
の
十
六
世
紀
前
半
を
中
心
と
す
る
時
期
で
あ
り
、
後
期
は
こ
れ
に
つ
ぐ
十
六
世
紀
後
半
の
隆
慶
寓
暦
を
中
心
と
す
る
時
期
で
あ
る
。
い
ず
れ

も
明
代
中
期
以
後
の
祉
禽
経
済
上
の
諸
費
動
に
劃
す
る
明
朝
擢
カ
の
封
麿
策
と
し
て
の
鋳
銭
や
銭
法
が
貫
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
前
期
即
ち

弘
治
嘉
靖
期
は
祉
曾
経
済
の
饗
動
に
劃
す
る
に
停
統
的
支
配
を
貫
こ
う
と
し
て
失
敗
し
、
後
期
即
ち
隆
慶
高
暦
期
の
新
支
配
樹
立
に
必
然
性
を

輿
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
新
し
い
支
配
こ
そ
流
通
支
配
に
お
け
る
郷
紳
的
支
配
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
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弘
治
嘉
靖
期
の
銭
法

明
朝
の
銭
銭
は
銭
禁
中
も
績
け
ら
れ
て
い
た
が
、
宣
徳
期
を
最
後
に
停
晴
晴
さ
れ
、
再
び
鋳
鏡
が
開
始
さ
れ
る
の
は
弘
治
十
六
年
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
先
立

っ
て
弘
治
二
年
に
重
慶
知
府
毛
泰
の
上
奏
を
契
機
に
、
一
時
鋳
銭
問
題
が
起
っ
た
が
、
結
局
第
銭
は
官
濫
紛
擾
の
種
で
あ
り
徒
費

①
 

無
盆
な
も
の
と
す
る
孝
宗
自
身
の
反
劃
で
し
り
ぞ
け
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
か
ら
僅
か
十
四
年
の
後
、
同
じ
孝
宗
が
自
ら
の

こ
の
鋳
銭
再
開
は
孝
宗
の
洛
意
と
は
考
え
る
べ
き

383 

強
い
意
向
と
し
て
批
剣
的
上
疏
を
一
蹴
し
て
、

一
一
轄
鐸
銭
再
開
に
ふ
み
き
っ
た
の
で
あ
る
。
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で
は
な
く

一
定
の
必
然
的
篠
件
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

⑤
 

鋒
銭
が
令
せ
ら
れ
た
の
は
弘
治
十
六
年
二
月
丙
辰
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
孝
宗
自
身
の
設
案
で
あ
っ
た
が
、
戸
部
は
あ
ま
り
歓
迎
も
せ
ず

政
策
、途
行
に
つ
い
て
も
慎
重
で
あ
っ
た
。
こ
の
情
況
の
中
で
翌
三
月
戊
子
に
工
科
給
事
中
張
文
に
よ
っ
て
集
銭
批
判
の
上
奏
が
行
れ
る
の
で
あ

@
 

る
。
こ
の
上
奏
は
諸
般
に
わ
た
っ
て
鋳
銭
の
難
黙
を
述
べ
た
あ
と
、
鍔
銭
の
理
由
に
蝿
れ
て
、

そ
れ
は
「
銭
幣
絞
少
」
に
あ
る
と
し
て
い
る
。

し
か
し
績
い
て
園
費
を
節
倹
す
る
な
ら
ば
、
銭
銭
せ
ず
と
も
園
用
は
足
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
か
ら
、
弘
治
の
盛
岡
銭
再
開
の
理
由
は
表
面
上
は

銭
幣
不
足
に
あ
っ
た
が
、
貫
際
は
鋳
銭
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
園
家
の
利
盆
即
ち
鋳
息
に
よ
っ
て
園
家
財
政
上
の
財
源
不
足
を
緩
和
し
よ
う
と
し

て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

明
朝
は
銀
総
討
を
景
泰
四
年
に
解
き
な
が
ら
、
そ
の
後
六
・
七
十
年
も
の
間
停
車
掃
を
績
け
て
来
た
の
で
あ
る
か
ら
貨
幣
経
済
の
旗
大
に
つ
れ
て

「
銭
幣
歓
少
」
が
質
感
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
景
泰
か
ら
成
化
に
至
る
時
期
の
銭
法
の
特
色
は
銅
銭
の
挑
棟
を
禁
じ
て
い
る
こ
と
に
あ

⑮
 

る
が
、
そ
の
背
景
に
あ
る
も
の
は
、
「
銭
幣
不
足
L

あ
る
い
は
「
銅
銭
澗
掲
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
前
出
の
張
文
の
上
奏
文
中

⑪
 

に
は
贋
汎
な
未
行
銭
地
域
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
、
時
代
は
少
し
下
る
が
未
行
銭
地
域
の
一
つ
と
さ
れ
た
江
西
の
貫
情
と
し
て
「
銅
銭
澗
埼
」
に

⑫
 

つ
い
て
の
憂
慮
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
篤
銭
を
「
足
園
使
民
」
の
急
務
で
あ
る
と
孝
宗
を
し
て
云
わ
し
め
た
も
の
は
、
簿
息
に
劃
す
る

財
源
的
期
待
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
十
六
世
紀
初
頭
と
い
え
ば
、
地
主
の
土
地
粂
併
が
進
展
し
、
強
豪
地
主
は
そ
の
土
地
を
歎
隠
し
て
税
糧
を
納

⑮
 

め
ず
、
園
家
財
政
の
困
難
の
原
因
と
な
っ
て
来
た
時
期
で
あ
る
。
ま
た
鋳
銭
の
令
せ
ら
れ
た
前
年
十
月
に
は
、
戸
部
は
「
災
害
頻
設
、
税
糧
減

少
、
財
政
困
難
」
を
上
奏
し
て
、
廷
臣
に
そ
の
劃
策
を
も
と
め
て
い
た
折
で
も
あ
っ
た
。
即
ち
こ
の
弘
治
鋳
銭
は
明
代
中
期
の
祉
舎
の
急
速
な
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饗
動
を
背
景
に
生
ま
れ
た
明
朝
の
財
政
的
危
機
感
の
下
で
、

明
ら
か
に
鋳
息
に
期
待
し
つ
つ
質
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
孝
宗
の
性
急
な
鋳
鎮

の
決
定
は
、
孝
宗
の
危
機
意
識
の
急
な
る
を
意
味
し
、
ま
た
嘗
時
の
祉
曾
蟹
動
の
急
な
る
を
窺
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

⑭
 

と
こ
ろ
で
こ
の
鋳
銭
に
よ
っ
て
一
鐙
所
期
の
鋳
息
は
獲
得
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
弘
治
十
六
年
に
は
じ
ま
っ
た
弘
治
通
費
銭
の
鋳
造
は
、
目

そ
れ
は
正
徳
二
年
に
至
る
も
な
お
完
祭
で
き
ず
、
迭
に
正
徳
四
年
に
は
停
鋳
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
停
鋳
の
際

標
額
を
三
十
除
寓
貫
と
し
た
が
、



に
豊
年
を
ま
っ
て
補
錯
す
る
と
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
第
鐘
量
も
不
十
分
で
あ
り
鐸
息
も
殆
ど
期
待
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ

い
で
嘉
靖
年
間
に
至
る
と
嘉
靖
六
年
以
後
嘉
靖
遁
賓
銭
の
鋳
造
が
は
じ
ま
り
、
こ
と
に
三
十
二
年
に
は
工
部
に
洪
武
等
九
競
銭
を
毎
競
百
高

錠
、
嘉
靖
銭
一
千
寓
錠
の
築
造
が
命
ぜ
ら
れ
、
積
極
的
な
贋
察
策
が
意
固
さ
れ
た
が
、
嘉
靖
三
十
四
年
の
股
正
茂
の
「
今
財
用
足
ら
ず
、
た
だ

鋳
銭
一
事
の
み
園
計
を
助
く
」
の
語
を
か
り
る
ま
で
も
な
く
、
こ
の
期
の
銭
鐸
は
鐸
息
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
か
っ
た
。
今
鐸
銭
額
に
封

⑬
 

す
る
銭
本
の
比
を
鋳
息
率
と
す
れ
ば
、
嘉
靖
康
鐸
期
の
簿
息
率
は
ほ
ぼ
二
・
三
を
目
標
と
し
た
が
、
貫
際
に
は
一
・
三
程
度
し
か
得
ら
れ
ず
に

停
鋳
が
命
ぜ
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
で
た
の
で
あ
る
。

嘉
靖
か
ら
隆
慶
寓
暦
に
か
け
て
は
、
弘
治
前
後
か
ら
の
土
地
集
中
、
農
村
破
壊
、
人
民
流
亡
に
よ
っ
て
里
甲
・
軍
衡
が
破
壊
さ
れ
、
盆
々
園

家
財
政
は
困
難
と
な
り
園
防
力
も
弱
化
し
た
。
更
に
世
宗
の
道
教
狂
信
、
官
僚
敷
の
増
大
、
ア
ル
タ

γ
汗
の
侵
入
や
倭
窟
に
よ
る
漫
用
補
助
の

年
例
の
増
加
や
加
波
に
よ
っ
て
一
一
暦
財
政
難
は
悪
化
し
て
い

っ
た
。
こ
の
時
に
あ
た
っ
て
弘
治
嘉
靖
期
の
鐸
銭
は
園
用
不
足
を
補
填
す
る
も
の

⑮
 

と
し
て
園
家
は
期
待
す
る
と
こ
ろ
大
き
か
っ
た
が
、
嘉
靖
末
に
は
つ
い
に
「
鋳
銭
利
少
費
多
」
の
議
論
が
現
わ
れ
、
所
期
の
鏡
獅
息
は
結
局
獲
得

で
き
ず
失
敗
に
終
っ
た
の
で
あ
る
。
孝
宗
は
弘
治
鐸
銭
に
あ
た
っ
て
、
第
鏡
は
足
園
便
民
の
急
務
と
い
?
た
が
、
察
息
に
浪
々
た
る
と
こ
ろ
は

ま
さ
し
く
足
園
専
一
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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こ
の
園
盆
中
心
の
鐸
銭
に
射
し
て
、
銭
流
通
に
つ
い
て
の
明
朝
の
政
策
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
陸
深
は
弘
治
嘉
靖
期
の
銭
流
通
の
情
況
を
次

@
 

の
よ
う
に
停
え
て
い
る
。
彼
の
幼
少
の
頃
に
は
宋
銭
を
は
じ
め
金
元
あ
る
い
は
唐
銭
を
含
む
好
銭
が
流
通
し
て
い
た
が
、
弘
治
末
こ
ろ
か
ら
は

好
銭
は
用
い
ら
れ
な
く
な
り
、
た
だ
新
鋳
の
劣
悪
銭
だ
け
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た。

す
る
倒
好
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
正
徳
中
に
は
倒
一
二
、
倒
四
が
現
わ
れ
、
嘉
靖
以
降
は
五
・
六
か
ら
九
・
十
に
至
る
も
の
が
あ
り
、

銭
流
通
は
全
く
混
鋭
し
た
。
陸
深
は
孝
宗
に
よ
る
鋳
銭
が
再
開
さ
れ
た
弘
治
末
を
劃
期
と
し
て
、
そ
れ
以
前
と
明
ら
か
に
区
分
し
て
弘
治
以
降

の
銭
流
通
を
把
え
て
い
る
が
、
陸
深
は
な
お
こ
の
中
で
「
鎮
の
逼
塞
は
す
こ
ぶ
る
人
倫
に
つ
な
が
る
に
と
述
べ
て
、

こ
の
劣
悪
銭
も
好
銭
一
文
と
二
文
を
以
っ
て
交
換

弘
治
期
を
祉
曾
全
般
の
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饗
革
期
と
前
提
し
て
、
そ
の
上
で
銭
流
通
の
劃
期
を
設
定
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

明
貫
録
に
も
折
二
鏡
、
倒
四
、
道
二
、
遁
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⑮
 

三
、
道
五
、
折
六
、
折
七
の
名
が
正
徳
、
嘉
靖
、
年
間
の
記
事
に
見
る
こ
と
が
で
き
、
陸
深
の
所
述
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
責
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

こ
の
よ
う
に
私
銭
銭
が
支
配
的
に
流
通
し
、
し
か
も
次
々
と
劣
悪
な
も
の
へ
と
悪
鋳
が
進
行
し
て
い
る
現
寅
を
ふ
ま
え
て
、
弘
治
嘉
靖
期
の

⑬
 

明
朝
の
銅
銭
行
用
規
定
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
弘
治
十
六
年
弘
治
銭
鋳
造
の
折
に
は
、

一
般
に
通
用
を
許
さ
れ
た
銅
銭
は
弘
治
銭
と
洪
武
等
の

制
銭
及
び
歴
代
蓄
銭
で
あ
っ
た
が
、
法
司
顧
罪
税
開
放
課
に
つ
い
て
は
洪
武
等
の
銭
と
歴
代
奮
銭
を
中
牢
粂
用
し
、
若
し
洪
武
枯
一
寸
の
制
銭
が
足

り
な
け
れ
ば
歴
代
替
銭
二
を
以
っ
て
折
納
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
嘗
時
洪
武
等
の
制
銭
は
ほ
と
ん
ど
流
通
し
て
い
な
い
か
ら
、
法

司
税
関
へ
の
銭
納
は
歴
代
奮
銭
を
二
倍
納
入
せ
ざ
る
を
得
ず
、

そ
の
人
民
に
輿
え
る
負
摺
は
大
き
か
っ
た
。

そ
こ
で
遂
に
正
徳
二
年
に
は
中
牟

粂
用
は
鹿
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
以
後
は
園
朝
制
銭
と
歴
代
奮
銭
を
一
律
に
毎
七
十
文
を
銀
一
銭
に
折
し
て
使
用
を
許
し
、

鎮
の
流
通
し
て
い
た
正
徳
六
・
七
年
に
お
い
て
も
こ
の
一
律
の
銭
債
で
流
通
す
べ
き
こ
と
を
申
明
し
て
い
る
。

折
二
・
倒
四
の
私
鋳

つ
い
で
嘉
靖
三
年
に
は
好
銭
は
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毎
七
十
文
を
銀
一
銭
に
折
し
、
低
銭
は
毎
回
十
文
を
銀
一
銭
と
す
る
こ
暦
の
銭
債
を
法
定
し
て
い
る
。
又
嘉
靖
三
十
三
年
に
は
、
ま
ず
嘉
靖
銭

は
七
文
を
銀
一
分
に
折
し
、
そ
の
他
は
十
文
・
十
四
文
・
二
十
一
文
と
し
、
つ
い
で
嘉
靖
銭
は
七
文
、
洪
武
等
慌
銭
は
十
文
、
前
代
奮
銭
は
三

と
こ
ろ
で
弘
治
正
徳
の
一
律
銭
債
を
法
定
し
て
い
た
頃
に
は
、

十
文
と
す
る
重
屠
の
銭
債
を
法
定
し
た
。

貫
際
に
は
倒
四
が
流
通
し
て
い
た

し
、
二
居
の
銭
債
を
法
定
し
た
嘉
靖
三
年
の
こ
ろ
に
も
、
現
買
に
は
も
っ
と
低
慢
な
小
銭
が
流
逼
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
推
測
で
き
る

し
、
重
麿
の
銭
債
の
法
定
さ
れ
た
嘉
靖
三
十
七
年
で
は
、
民
間
で
は
三
・
四
十
文
で
銀
一
分
に
折
す
る
銭
を
お
お
む
ね
用
い
、
甚
し
い
も
の
は

六
・
七
十
文
に
至
る
も
の
も
あ
っ
た
。
明
朝
の
銅
銭
行
用
規
定
と
し
て
の
銭
債
の
法
定
は
、
ど
の
場
合
も
現
貰
の
銭
流
通
と
は
蹴
伍
即
し
た
形
で

行
れ
て
い
る
。
そ
の
阻
麟
は
鏡
償
法
定
の
結
果
、
は
じ
め
て
現
わ
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
現
買
に
は
も
っ
と
低
偲
劣
悪
銭
が
流
通
し
て

い
る
こ
と
を
十
分
に
承
知
の
上
で
、
徒
ら
に
現
寅
に
劃
し
て
安
協
し
な
い
と
い
う
立
場
で
銭
債
の
法
定
が
行
れ
た
結
果
で
あ
る
。
嘉
靖
六
年
戸

部
尚
書
都
文
盛
は
世
宗
の
銭
法
に
開
す
る
諮
問
に
劉
奏
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
「
そ
も
そ
も
法
と
は
便
民
に
か
な
ら
ず
し
も
専
執
し
な
い
こ

@
 

と
を
良
と
す
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
い
や
し
く
も
園
法
は
便
民
即
ち
現
賓
の
姿
に
惑
さ
れ
、
こ
れ
に
徒
ら
に
安
協
す
べ
き
で
は
な
く
、



園
家
は
濁
自
の
立
場
で
制
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
立
場
で
流
通
末
端
に
ま
で
及
ぶ
煩
噴
な
銭
の
債
格
を
法
定
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
の
弘
治
嘉
靖
期
の
園
家
権
力
の
流
通
支
配
の
特
質
が
し
め
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
嘗
時
の
園
家
の
流
通
支
配
は
便
民
に

は
専
執
せ
ず
、
流
通
の
末
端
ま
で
直
接
に
支
配
を
診
透
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
流
逼
支
配
に
お
い
て
園
家
権
力
が
末
端
ま

一
切
の
中
間
的
支
配
者
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
し
、
ま
た
そ
れ

で
貫
徹
し
た
支
配
を
寅
現
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

は
俸
統
的
な
専
制
園
家
権
力
の
政
治
倫
理
で
あ
る
一
君
寓
民
に
還
元
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
期
、
明
朝
が
そ
の
存
在
を
認
め
な
い
流
通
に
お
け
る
中
間
支
配
者
が
ま
さ
に
育
ち
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
前
出
の
郷

文
盛
の
上
奏
に
よ
れ
ば
、
嘗
時
豪
商

E
買
は
勢
要
を
悼
ん
で
内
外
に
往
来
し
、
新
銭
を
牧
買
し
あ
る
い
は
好
銭
を
牧
積
し
て
、
そ
の
匿
歓
に
乗

じ
て
販
貰
し
、
銭
流
通
を
襲
更
し
展
轄
射
利
し
て
い
た
。
ま
た
嘉
靖
十
五
年
巡
視
五
城
御
史
閤
隣
の
上
言
に
よ
れ
ば
、
嘉
靖
八
年
に
禁
令
を
常

申
し
た
と
こ
ろ
嘗
時
の
好
黛
は
ひ
そ
か
に
相
結
約
し
て
各
銭
市
を
閉
じ
た
の
で
、
物
債
は
上
昇
し
、
迭
に
そ
の
禁
を
弛
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

と
い
句
。
こ
こ
で
い
う
豪
商
巨
買
と
好
黛
は
と
も
に
流
通
の
中
間
支
配
者
で
あ
る
。
こ
の
時
期
常
に
銭
法
不
通
が
報
ぜ
ら
れ
、
そ
の
最
大
の
理

由
は
私
鋳
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
が
、
そ
の
私
察
の
劣
悪
銭
が
流
通
す
る
場
合
に
は
、
首
然
一
時
的
に
し
ろ
各
市
場
に
は
一
定
の
流
通
秩
序
が
存
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在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
秩
序
の
保
持
者
が
貫
は
こ
こ
で
い
う
中
間
支
配
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
中
間
支
配
者

は
私
鋳
の
盛
行
と
共
に
生
れ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
こ
れ
が
贋
汎
に
成
立
し
て
来
た
の
は
弘
治
末
以
後
の
銭
法
混
見
期
と
推
測
さ
れ
る

つ
ま
り
各
地
の
豪
商
巨
買
は
、
弘
治
末
噴
か
ら
そ
の
地
の
流
通
秩
序
の
保
持
者
と
し
て
利
権
を
操
つ
り
、

に
あ
た
っ
て
同
時
に
自
ら
も
利
益
を
得
、
一
方
園
家
の
不
嘗
な
干
渉
や
強
制
に
あ
え
ば
相
謀
っ
て
抵
抗
し
、

市
場
で
の
銅
鎮
の
集
散

の
で
あ
る
。

か
つ
勝
利
を
得
る
こ
と
も
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

要
す
る
に
弘
治
嘉
靖
期
に
は
、
明
朝
は
財
政
上
の
立
場
か
ら
鍔
息
獲
得
へ
の
関
心
を
強
め
た
が
、
賞
際
は
鋳
銭
費
が
稜
想
外
に
か
さ
ん
で
所

期
の
目
的
を
と
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
一
方
流
通
面
で
は
、
弘
治
末
を
劃
期
と
す
る
銭
法
の
混
凱
の
中
か
ら
、
流
通
に
お
け
る
中
間
支

配
者
が
成
長
し
て
来
た
が
、
園
家
は
そ
の
存
在
を
否
認
し
、
流
通
の
末
端
に
ま
で
及
ぶ
園
家
の
直
接
支
配
を
お
し
す
す
め
た
。
し
か
も
そ
の
直
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接
支
配
は
現
貫
か
ら
遊
離
し
た
傍
統
的
立
場
に
基
づ
く
理
想
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、

銀
法
の
混
凱
は
一
一
麿
深
刻
な
も
の
と
な
っ
た
。

隆
慶
蔦
暦
期
の
銭
法

(1) 

隆
慶
期
の
銀
法
論

弘
治
嘉
靖
期
の
銭
法
は
、
鋳
銭
・
流
通
両
面
で
行
き
詰
っ
た
。

し
か
も
そ
れ
は
た
だ
鎮
法
の
混
乱
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
銅
銭
流
通
自
鐙
も

著
し
い
不
振
に
陥
っ
た
。
嘗
時
の
記
録
に
は
、
一
般
的
な
銅
銭
流
通
の
傾
向
と
し
て
中
園
の
北
方
に
は
行
わ
れ
て
い
る
が
南
方
で
は
振
わ
な
い

@
 

と
停
え
る
も
の
が
多
い
。
こ
の
銭
法
の
混
範
と
銭
流
通
の
不
振
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
べ
き
か
が
隆
慶
以
後
の
新
銀
法
の
第
一
の
課
題

そ
れ
は
ま
た
弘
治
嘉
靖
銭
法
か
ら
の
新
展
開
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

で
あ
っ
た
し
、

と
こ
ろ
で
糞
宗
義
は
、
そ
の
著
「
明
夷
待
訪
録
」
に
お
い
て
、

@
 

明
代
の
銭
法
阻
滞
の
原
因
を
六
項
列
奉
し
て
い
る
が
、

そ
の
中
の
二
項
は
嘗
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代
固
有
の
原
因
で
あ
る
と
し
て
銀
の
流
通
と
銀
納
の
護
達
を
嗣
挙
げ
て
い
る
。

そ
の
嘗
否
は
別
と
し
て
も
、
確
か
に
明
代
の
銭
法
に
と
っ
て
褒
達

し
て
来
た
銀
経
済
の
問
題
は
無
関
係
で
は
な
い
し
、
明
代
後
半
期
に
固
有
な
客
観
情
勢
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
嘉
靖
ま
で
の
銭
法
は
こ
れ
を
ま

と
も
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。

し
か
し
隆
慶
期
に
至
る
と
、

も
は
や
銀
経
済
と
の
闘
連
な
し
に
銭
法
は
成
立
し
得
な
く
な
り
、
銀

こ
う
し
て
隆
慶
以
後
の
新
銭
法
の
第
二
の

流
通
と
銭
流
通
を
ど
の
よ
う
に
結
合
す
る
か
が
新
し
い
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。

課
題
と
し
て
銀
流
通
を
も
包
括
し
た
通
貨
鐙
系
の
樹
立
と
い
う
こ
と
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。

@
 

さ
て
隆
慶
逼
賓
錨
が
新
鋳
さ
れ
た
の
は
隆
慶
四
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
課
題
を
解
決
す
ベ
く
嘗
代
の
銭
法
が
成
立
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。
た
だ
隆
慶
銭
法
自
盟
の
具
鎧
的
内
容
は
、
明
ら
か
に
で
き
な
い
の
で
、
こ
れ
に
さ
き
だ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
二
つ
の
劃
期
的
内
容
の
銭
法

@

@
 

論
に
つ
い
て
考
察
を
す
す
め
た
い
。
そ
の
銭
法
論
と
は
隆
慶
三
年
の
需
給
の
所
読
と
翌
年
の
新
皐
顔
の
所
論
で
あ
る
。
南
者
は
若
干
の
表
現
上

の
相
遣
は
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
そ
の
趣
旨
は
相
似
て
お
り
、
か
つ
相
補
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
爾
者
を
勘
案
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
嘗
時
の



銭
法
の
問
題
貼
が
浮
彫
り
に
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
護
表
の
時
期
や
内
容
か
ら
見
て
語
織
の
鏡
法
論
が
重
要
で
あ
る
。
斬
皐
顔
の
所
論

は
、
博
引
芳
置
の
長
文
で
理
路
整
然
と
し
て
い
る
黙
で
は
語
論
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
内
容
的
に
は
需
給
の
論
貼
の
一
部
を
敷
街
し
た

の
新
展
開
を
導
い
た
先
駆
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
意
味
で
需
給
は
隆
慶
以
後
の
銭
法

な
お
語
論
は
寓
暦
期
の
張
居
正
の
改
革
の
軍
事
面
で
の
推
進
者
と
し
て
著
名
で
あ
る

部
分
が
多
く
、
政
策
と
し
て
の
具
瞳
性
か
ら
い
っ
て
も
語
論
に
は
は
る
か
に
お
く
れ
を
と
ーっ
て
い
る
。

が
、
買
は
こ
の
よ
う
に
銭
法
の
改
革
に
つ
い
て
も
大
き
な
貢
献
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
弘
治
嘉
靖
期
の
鋳
銭
は
、
鐸
息
獲
得
を
強
く
も
と
め
て
な
さ
れ
た
が
、
寅
際
に
は
経
費
が
諜
想
以
上
に
か
さ
ん
で
所
期
の
目
的
は
果
せ

な
か
っ
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
新
皐
顔
は
、
鐸
息
に
固
執
す
る
の
は
民
間
の
算
で
あ
っ
て
天
賦
の
算
で
は
な
い
と
い
い
、
需
給
も
ま
た
俸

統
的
な
園
家
観
に
基
づ
い
て
察
息
の
多
寡
に
か
か
わ
ら
ず
、
鋳
銭
は
天
下
に
富
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
鋳
息
を
度
外
観
す
べ
き
こ
と
を
読
い

て
い
る
。
ま
た
新
皐
顔
は
、
む
し
ろ
鋳
銭
が
「
利
不
酬
本
」
で
あ
れ
ば
、
か
え
っ
て
私
鋳
も
止
み
銭
法
も
混
範
を
ま
ぬ
が
れ
る
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
俸
統
的
な
銭
法
理
論
に
よ
っ
て
鍔
息
無
視
を
提
唱
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
質
際
に
こ
の
考
え
方
に
導
か
れ
て
寓
暦
銭
法
が
展
開
し
て
い

る
こ
と
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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ま
た
弘
治
嘉
靖
期
に
は
、
私
鋳
相
繕
ぐ
中
で
園
家
は
流
通
の
末
端
ま
で
及
ぶ
直
接
支
配
を
園
り
煩
噴
な
銭
債
規
定
を
つ
く
っ
た
が
、
語
倫
は

こ
の
よ
う
な
煩
噴
な
園
家
権
力
の
介
入
を
排
し
て
、
鎮
の
行
用
に
つ
い
て
は
悉
く
民
便
に
任
す
べ
き
こ
と
を
唱
え
て
い
る
。
こ
の
民
便
主
義
が

や
が
て
流
通
支
配
の
構
造
費
化
に
瑳
展
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
弘
治
嘉
靖
期
の
銭
法
で
は
問
題
に
な
ら
な
か

っ
た
銀
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
需
給
は
鎮
は
銀
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
を
済
う
も
の
と

し
、
新
聞
学
顔
は
現
下
の
念
務
で
あ
る
銀
南
不
足
を
補
う
た
め
に
鎮
の
流
通
を
園
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
銭
を
包
括
す
る
銀
中

心
の
通
貨
瞳
系
の
樹
立
を
め
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
銀
銭
を
通
貨
と
し
て
結
合
し
、

銭
を
上
下
に
園
滑
に
流
通
さ
せ
る
こ
と
を
目
標

こ
れ
ま
で
も
銭
法
的
見
地
か
ら
銭
納
を
強
制
す
る
こ
と
は
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に
、
語
論
が
税
糧
の
一
部
銭
納
を
提
唱
し
て
い
る
こ
と
は
劃
期
的
な
こ
と
で
あ
る
。

あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
本
来
銭
紗
が
徴
牧
形
態
で
あ
っ
た
商
税
等
に
お
い
て
で
あ
る
。
税
糧
の
よ
う
に
す
で
に
銀
納
が
定
着
し
つ
つ
あ
る
、
最
も
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基
本
的
牧
奪
に
お
い
て
銭
納
が
提
案
さ
れ
た
の
は
、

ま
さ
に
こ
れ
が
最
初
で
あ
っ
た
。
語
論
は
具
盤
的
に
は
起
運
税
糧
は
銭
四
銀
六
の
割
合
で

徴
牧
し
、
存
留
税
糧
は
中
中
十
枚
銭
す
る
こ
と
を
提
言
し
て
い
る
。

て
は
銀
僚
に
し
て
一
銭
以
上
の
場
合
は
銀
銭
を
粂
使
し
、

@
 

な
お
こ
の
銀
と
銭
の
結
合
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
よ
り
さ
き
隆
慶
元
年
に
新
し
い
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
民
聞
の
買
買
に
つ
い

一
銭
以
下
は
銭
だ
け
の
使
用
を
許
す
こ
と
が
令
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
恐
ら
く
嘗
時
の

流
通
の
寅
態
か
ら
出
て
来
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
銀
の
流
通
が
銭
の
流
通
を
匪
倒
し
て
、

遂
に
銭
が
銀
の
補
助
貨
と
化
し
た
こ
と
を
公
認

し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
そ
れ
は
同
時
に
銭
・
銀
雨
貨
の
通
貨
機
能
上
の
特
質
を
考
慮
し
て
、

そ
の
流
通
に
お
け
る
競
合
を
避
け
、

並
行
的
流
通
を
推
進
す
る
た
め
の
施
策
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
雨
貨
の
機
能
を
分
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て、

南
貨
を
包
括
す
る
逼
貨
盟
系
を
確

立
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
隆
慶
期
の
銭
法
事
情
を
検
討
す
る
と
、
そ
こ
に
は
嘉
靖
ま
で
の
銭
法
と
は
質
的
に
異
る
嬰
革
的
内
容
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
停
統
的
な
鏡
法
理
論
に
も
と
づ
く
祭
息
無
視
の
贋
銭
は
別
に
し
て
も
現
賓
の
祉
曾
経
済
の
鑓
化
に
劃
醸
し
た
い
わ
ば
現
貫
主
義

的
新
銭
法
が
次
々
と
提
案
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
行
銭
に
お
け
る
民
便
主
義
、
銭
・
銀
逼
貨
鐙
系
を
樹
立
す
る
た
め
の
雨
貨
の
機
能
分
化
と
税
糧

の
一
部
銭
納
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
銭
法
第
革
に
射
す
る
諸
提
案
は
、
勿
論
隆
慶
年
間
の
銭
法
に
も
若
干
は
採
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

が
、
明
瞭
に
そ
の
貫
施
を
跡
づ
け
得
る
の
は
、
張
居
正
の
改
革
期
に
お
け
る
蔦
磨
銭
法
に
お
い
て
で
あ
る
。
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(2) 

高
暦
銭
法
の
成
立

高
暦
銭
法
と
は
、
張
居
正
の
改
革
期
の
後
半
に
あ
た
る
蔦
暦
四
年
か
ら
十
年
に
至
る
時
期
の
劃
期
的
銭
法
を
い
う
。

@
 

首
問
暦
通
賓
銭
の
大
量
盛
岡
造
が
戸
工
南
部
に
識
せ
ら
れ
た
の
は
寓
暦
四
年
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
と
き
金
背
銭
一
高
四
千
錠
、
火
漆
銭
六
千
錠

@
 

が
、
京
師
及
び
南
京
に
分
鋳
す
る
こ
と
が
令
せ
ら
れ
た
。
そ
の
後
ま
も
な
く
雲
南
の
鋳
銭
が
ゆ
る
さ
れ
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
各
地
で
開
局
鋳

@
 

銭
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
即
ち
同
年
四
月
に
は
鋲
遁
銭
を
贋
く
各
省
で
鋳
造
す
べ
き
こ
と
が
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
全
園
的
な
需



銭
再
開
に
よ
っ
て
、
各
省
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
流
通
の
寅
情
を
勘
案
し
な
が
ら
銭
法
を
個
々
に
制
定
し
た
の
で
あ
る
。
寓
暦
四
年
四
月
ま
ず
戸
部

@

。

@

に
よ
っ
て
銭
法
大
綱
が
打
出
さ
れ
、
そ
の
後
こ
れ
に
基
づ
い
て
各
省
銭
法
が
績
々
と
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
明
貫
録
に
よ
れ
ば
、
寓
暦
五
年
二

月
に
は
潜
季
訓
に
よ

っ
て
江
西
錨
法
が
、

同
年
間
八
月
に
は
鹿
向
鵬
に
よ

っ
て
一
踊
建
銭
法
が
、
同
年
十
一
月
に
は
高
文
春
に
よ

っ
て
山
西
銭
法

と
戸
部
に
よ
っ
て
京
城
内
外
銭
法
が
、
翌
六
年
七
月
に
は
陳
瑞
に
よ
っ
て
湖
贋
銭
法
が
そ
れ
ぞ
れ
成
立
し
て
い
る
。

さ
も
蔦
暦
銭
法
は
確
か
に
語
論
を
代
表
と
す
る
隆
慶
期
の
銭
法
論
を
指
導
理
念
と
し
て
い
る
。
張
居
正
の
言
に
よ
れ
ら
高
暦
銭
の
鋳
造
は

「
遁
幣
便
民
」
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
、
弘
治
嘉
靖
期
の
「
足
園
便
民
」
「
裕
園
便
民
」
で
は
な
い
。
つ
ま
り
前
代
銭
法
論
の
纏
承

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
園
家
の
鋳
銭
は
鋳
息
獲
得
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
採
算
を
度
外
視
し
て
精
美
な
制

銭
を
鋳
造
し
て
こ
そ
私
鋳
を
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
賓
際
に
こ
の
時
期
に
珠
想
さ
れ
た
集
息
率
は
き
わ
め
て
低
く
見
込
ま
れ
て
い

@
 

た
。
省
内
暦
四
年
の
工
部
の
議
想
鋳
息
率
は
一
・
一
八
で
あ
り
、
翌
年
の
一
隅
建
で
は
一
・

O
二
、
山
西
で
は
一
・
一
と
議
想
し
て
い
た
。
こ
れ
は

嘉
靖
末
に
鋳
息
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
停
鋳
が
命
ぜ
ら
れ
た
雲
南
の
一
・
三
二
に
比
べ
て
も
な
お
低
い
も
の
で
あ
り
、
高
暦
銭
法
が
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露
論
や
新
拳
顔
の
い
う
俸
統
的
な
鋳
息
観
を
そ
の
ま
ま
貫
行
に
う
つ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
し
め
し
て
い
る
。

ま
た
語
論
が
具
佳
的
に
銀
銭
の
比
率
を
し
め
し
て
提
案
し
た
税
糧
の
銭
納
も
寓
暦
銭
法
の
引
越
い
だ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
除
起
運
糧
銭
銀
・
及
聴
断
詞
訟
、
各
照
奮
折
穀
外
、
凡
存
留
銭
糧
、
各
不
拘
銀
銭
粂
納
」
と
し
、
一
隅
建
銭
法
で
は
、
「
除
起
運
銭
糧
・
及
秋

冬
膿
罪
、
伯
徴
銀
折
穀
外
、
其
存
留
銭
糧
・
及
春
夏
紙
頭
、
各
令
銀
銭
中
牢
上
納
:
:
:
若
一
時
多
寡
不
問
、
聴
従
民
便
。
」
と
し
、
山
西
銭
法

「
如
存
留
銭
糧
、
輿
夫
均
揺
・
騨
俸
・
里
甲
・
綱
銀
諸
役
工
食
等
、
倶
銀
銭
粂
支
、
随
其
蕨
語
、
以
震
牧
納
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。

銭
法
大
綱
で
は
、

で
は
、

一
般
に
起
運
銭
糧
は
奮
来
通
り
に
徴
銀
折
穀
し
て
い
る
が
、
存
留
銭
糧
に
つ
い
て
は
銀
銭
の
粂
使
と
し
て
い
る
。
た
だ
語
論
の
銀
六
銭
四
又
は

銀
銭
中
牢
の
比
率
は
こ
こ
で
は
骨
抜
、
き
さ
れ
て
、
比
率
は
明
言
さ
れ
て
は
い
な
い
。
賓
際
は
地
方
官
の
裁
量
に
か
か
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る。
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つ
ぎ
に
銭
流
通
に
つ
い
て
煩
墳
な
規
制
を
せ
ず
に
、
民
間
の
自
由
に
任
す
と
い
う
民
便
主
義
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。
銭
法
大
綱
で
は
、

』惟
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各
省
直
、
止
許
鋳
用
錠
港
、
毎
十
文
准
銀

一
分
。
其
行
使
前
代
奮
鏡
地
方
、
倶
従
民
使
。
」
と
い
い
、
一
幅
建
銭
法
で
は
「
但
必
須
古
銭
無
雑
低

偲
、
亦
止
許
行
之
民
間
。
若
銭
糧
膿
罪
、
倶
用
制
銭
、
子
粂
用
之
中
、
歎
定

一
等
之
法
。
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
税
飲
等
の
上
納
に
は
制
銭

を
用
い
る
こ
と
を
強
制
す
る
が
、
そ
の
ほ
か
の
民
間
の
流
通
に
つ
い
て
は
民
便
に
従
う
と
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
民

便
主
義
が
裂
展
す
れ
ば
、
嘗
時
の
銭
種
の
複
雑
多
様
さ
か
ら
、
流
通
末
端
に
は
流
通
の
秩
序
者
と
し
て
の
中
間
支
配
者
が
ま
す
ま
す
大
き
な
存

在
と
し
て
登
場
せ
ざ
る
を
得
な
い
し
、
園
家
と
し
て
も
こ
れ
を
く
み
入
れ
た
流
通
支
配
を
樹
立
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
。

家
権
力
の
聞
に
介
在
し
て
い
た
中
間
支
配
者
を
園
家
は
公
認
し
、
彼
ら
を
介
し
て
支
配
す
る
流
通
に
お
け
る
間
接
支
配
が
法
的
に
確
認
さ
れ
る

つ
ま
り
人
民
と
園

「賂
舗
行
誠
寅
有
身
家
者
、
聴
其
願
領
鋳
銭
。
存
留
官
銀
以
震
資
本
、
即
照
原
定
折
易
之
数
、
以
銭
還
官
。

蓋
在
官
散
銀

・
輿
舗
行
易
銭
、
在
舗
行
納
鏡
、
子
官
以
抵
銀
。
則
人
知
銭
興
銀
並
貴
、
而
舗
行
輿
民
乗
利
失
」
と
い
い
、

こ
と
に
な
る
。
一
幅
建
銭
法
で
は
、

ま
た
「
設
立
鋪
戸
、

奉
市
鎖
股
貫
之
家
充
之
、
随
其
資
本
多
寡
、
趨
官
買
銭
、
以
通
交
易
」
と
し
、
京
城
内
外
銭
法
に
お
い
て
も
「
編
舗
行
、
令
其
不
論
新
奮
鏡
、
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通
融
牧
買
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
に
出
て
く
る
舗
行
、
鋪
戸
は
元
来
は
市
鎮
の
殿
賓
の
家
で
あ
り
、
身
家
を
有
つ
者
で
、
す
で
に
嘉
靖
の

頃
に
成
長
し
つ
つ
あ
っ
た
流
通
に
お
け
る
中
間
支
配
者
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
今
そ
の
中
間
支
配
者
に
曾
っ
て
禁
じ
た
私
鐸
私
販
を
公
然
と
認
め

た
の
で
あ
る
。
も
は
や
中
間
支
配
者
は
、
園
家
か
ら
否
認
さ
れ
る
好
議
姦
豪
で
は
な
く
、
流
通
支
配
に
お
い
て
一
定
の
特
権
を
園
家
か
ら
賦
興

さ
れ
た
特
権
商
人
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
特
権
を
基
盤
に
中
間
支
配
に
お
い
て
一
一
暦
確
貫
に
私
利
を
獲
得
し
た
。
ま
た
園
家
は
彼

ら
を
介
し
て
の
み
流
通
支
配
を
成
就
し
得
る
と
認
識
し
た
の
で
あ
る
。

を
、
園
家
が
完
全
に
鹿
棄
し
た
こ
と
を
意
味
し
、
高
暦
銭
法
は
、
こ
こ
で
最
も
重
大
な
饗
革
を
な
し
と
げ
た
こ
と
に
な
る
。

」
の
中
間
支
配
者
の
法
的
確
認
は
奮
来
の
流
通
に
お
け
る
直
接
支
配

要
す
る
に
蔦
暦
銭
法
の
特
質
は
、
地
域
差
は
あ
る
が
、
総
艦
と
し
て
は
語
論
、
新
聞
学
顔
の
隆
慶
銭
法
論
を
繕
承
し
、

銀
納
、
行
銭
便
民
等
を
具
瞳
的
に
忠
買
に
寅
現
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
も
っ
と
も
重
要
な
新
展
開
は
、
隆
慶
銭
法
論
を
更
に
一
歩
す
す
め
て

流
通
の
中
間
支
配
者
を
法
的
に
確
認
し
た
こ
と
に
あ
り
、
特
権
商
人
の
出
現
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
嘉
靖
ま
で
の
園
家
権
力
の
流
通
末
端
に
及
ぶ

直
接
支
配
の
崩
壊
、
特
権
商
人
の
中
間
支
配
の
上
に
君
臨
す
る
流
通
の
間
接
支
配
の
成
立
と
い
う
、
園
家
権
力
の
流
通
支
配
の
姿
勢
に
つ
い
て

そ
の
鋳
息
無
視
、
税
糧



の
一
大
蟹
革
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

高
暦
銭
法
の
展
開

@
 

禽
暦
十
年
張
居
正
が
卒
す
る
と
、
僅
か
三
箇
月
で
地
方
の
察
銭
は
停
止
さ
れ
、
所
謂
寓
暦
銭
法
は
一
躍
終
荒
す
る
。
し
か
し
嬰
革
的
役
割
を

摺
っ
て
成
立
し
た
寓
暦
銭
法
は
、
そ
の
後
も
曲
折
は
あ
る
が
、
そ
の
特
質
は
一
定
の
歴
史
的
趨
勢
の
中
で
、
後
代
に
引
継
が
れ
て
い
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
も
と
も
と
こ
の
寓
暦
銭
法
の
成
立
の
背
景
と
な
っ
た
も
の
は
、
嘉
靖
ま
で
の
銭
流
通
の
混
凱
と
銀
流
通
の
袈
達
で
あ
っ
た
。
鐘
流

通
の
混
飢
に
劉
躍
し
て
特
権
商
人
の
公
認
と
民
便
主
義
の
採
用
及
び
鋳
息
無
視
の
鋳
銭
な
ど
が
寅
施
さ
れ
、
銀
流
通
の
護
達
に
封
躍
し
て
は
銀

銭
の
機
能
分
化
の
法
定
と
税
糧
の
一
部
銭
納
が
提
唱
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
各
項
に
つ
い
て
そ
の
後
の
展
開
を
た
ど

っ
て
見
た
い
。

先
ず
鋳
息
問
題
は
そ
の
後
ど
の
様
に
展
開
し
た
か
。
高
暦
十
年
地
方
の
停
鋳
の
詔
が
下
っ
た
が
、

そ
の
中
で
「
鋳
造
不
精
、
私
銭
滑
雑
」
と
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述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
所
調
高
暦
銭
法
の
下
に
お
い
て
も
、
し
だ
い
に
鍔
銭
は
精
美
さ
を
失
い
、
そ
の
故
に
あ
る
い
は
寅
際
に
獲
得
さ
れ
た

鋳
息
は
増
加
の
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
後
高
暦
中
期
以
後
は
次
第
に
内
外
多
端
と
な
り
、
高
暦
二
十
七
年
に
は
園
用
不
足

@
 

を
理
由
に
賓
源
局
が
聞
か
れ
、
園
家
の
鋳
息
に
劃
す
る
期
待
が
増
大
し
て
衆
た
。
ま
た
寓
暦
末
、
遼
鮪
が
は
じ
ま
る
こ
ろ
に
は
、
ま
す
ま
す
盛
時

@
 

息
獲
得
は
露
骨
に
な
り
、
蔦
暦
四
十
六
年
の
戸
科
官
醸
震
の
言
に
「
鋳
銭
一
法
の
み
一
時
の
救
助
が
可
能
で
あ
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
天
啓
以

後
に
お
い
て
も
更
に
そ
の
傾
向
を
増
大
さ
せ
て
い
っ
て
、
天
魯
五
年
戸
科
給
事
中
周
汝
護
の
言
中
に
も
東
西
棋
倒
を
補
う
財
源
と
し
て
鼓
鋳
郎

@
 

ち
鋒
銭
を
拳
げ
て
い
z
wo
寅
際
に
鋳
息
卒
を
計
算
す
る
と
、
高
暦
末
で
は
一
・
四
二
、
天
啓
二
J
四
年
で
は
一
・
七
J
一
・
八
、
天
啓
二
年
J

崇
頑
四
年
の
鋳
息
率
は
二
・

O
と
な
り
、
次
第
に
鐸
息
率
が
上
昇
し
て
行
く
献
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
鋳
息
率
が
増
加
し
た
こ

と
は
、
勿
論
蔦
暦
銭
法
の
纏
承
で
は
な
い
。
も
と
も
と
鐸
息
そ
の
も
の
は
非
歴
史
的
範
曙
で
あ
り
、
一
定
の
祉
曾
護
展
の
段
階
に
封
雁
す
る
と

い
う
も
の
で
は
な
い
か
ら
明
末
の
混
範
期
に
及
ん
で
は
鐸
息
要
求
が
強
ま
り
、
鐘
息
卒
が
上
昇
す
る
の
は
嘗
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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次
に
隆
慶
の
初
に
令
せ
ら
れ
た
銀
・
銭
の
逼
貨
機
能
の
分
化
に
つ
い
て
は
、

そ
の
後
ど
の
よ
う
に
経
過
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
機
能
分
化
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は
も
と
も
と
そ
れ
ぞ
れ
の
逼
貨
と
し
て
の
特
質
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
雨
貨
が
そ
の
後
も
流
通
を
つ
づ
け
る
限
り
は
機
能
分
化
も
そ
の

ま
ま
維
持
さ
る
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
銭
と
銀
の
分
化
の
境
界
に
つ
い
て
は
愛
動
の
齢
地
は
あ

っ
た
筈
で
あ
る
が
、
天
啓
山
宗
一
願
期
の

@
 

こ
ろ
に
は
、
江
南
で
は
そ
の
境
界
は
ほ
ぼ
銀
貨
に
し
て
一
銭
の
線
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
隆
慶
期
の
詔
令
は
明
末
で
は
そ
の
通
り

に
一
般
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

税
糧
銭
納
に
つ
い
て
い
え
ば
、

そ
の
設
端
は
隆
慶
銭
法
論
に
あ
っ
た
が
、

」
の
原
則
は
清
朝
に
も
継
承
さ
れ
て
い
旬
。
た
だ
税
糧
に
お
け
る

銀
納
と
銭
納
の
比
率
は
一
定
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
高
暦
銭
法
の
場
合
は
一
腰
一
幅
建
は
中
牢
粂
支
と
い
っ
て
い
る
が
、
貫
は
時
に
増
減
す
る
こ

@

@
 

と
が
許
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
事
質
上
は
定
制
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
の
ち
高
暦
十
八
年
、
二
十
二
年
に
存
留
銭
糧
の
銀
銭
粂
牧
が

建
言
さ
れ
裁
可
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
比
率
は
定
制
が
な
か
司
た
。
比
率
が
明
言
さ
れ
た
最
初
は
寓
暦
三
十
三
年
の
貴
州
の
例
で
あ
る

@

@
 

が
、
「
僚
折
権
税
等
は
三
分
納
銭
七
分
納
銀
」
と
あ
る
。
天
啓
期
で
は
、
ま
ず
天
啓
元
年
郡
邑
の
徴
牧
給
散
は
み
な
銀
六
銭
四
の
比
率
と
さ
れ
、

@
 

天
啓
三
年
に
は
四
川
で
税
糧
の
銀
銭
粂
支
は
各
半
ば
せ
よ
と
令
せ
ら
れ
て
い
る
。

は、

除
り
明
瞭
で
は
な
い
が
、

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
税
糧
銀
銭
並
納
の
比
率
の
問
題

は
じ
め
は
比
率
は
明
言
さ
れ
ず
、
次
第
に
割
合
を
定
制
化
し
て
い

っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
比
率
に
つ
い
て
は
銀
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優
位
の
形
は
崩
れ
は
し
な
か
っ
た
。

清
代
で
は
、
順
治
十
四
年
に
銭
が
翠
滞
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
税
糧
の
銀
七
銭
三
の
並
納
が
定
め
ら
れ
た
が
、

々
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
康
照
の
こ
ろ
ま
で
は
銭
納
も
あ
っ
た
が
、
薙
正
で
は
税
糧
は
ほ
と
ん
ど
銀
納
化
さ
れ
た
。

@
 

羨
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。

し
か
し
乾
隆
に
は
い
る
と
ま
た
銭
納
も
交
え
る
よ
う
に
な
っ

た
。

そ
の
後
は
そ
の
比
率
は
匿

そ
こ
で
銀
納
に
射
す
る
耗

こ
の
よ
う
に
し
て
税
糧
銀
銭
並
納
制
は
展
開
し
た
が
、
比
率
が
明
言
あ
る
い
は
定
制
化
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
質
態
は
把
握
し
が
た
い
け
れ
ど

も
、
そ
こ
に
お
け
る
銭
納
の
存
在
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
積
極
的
な
も
の
と
は
評
債
で
き
な
い
。
例
え
ば
高
暦
十
八
年
、
二
十
二
年
、
三
十
八
年

@
 

と
三
回
に
わ
た
っ
て
銀
銭
乗
納
を
重
ね
て
令
し
て
い
る
し
、
ま
た
蔦
暦
中
の
郁
敬
の
銭
法
議
に
次
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
こ
と
で
知
る
こ
と
が

で
き
加
。
都
敬
は
「
銭
法
が
行
れ
な
い
の
は
、
有
司
が
牧
銭
を
肯
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
官
吏
が
牧
銀
を
喜
ぶ
の
は
、
牧
銀
に
は
加
耗
、
稽
頭



ま
た
銀
は
軽
く
て
褒
め
や
す
く
、
鏡
は
重
く
て
携
え
難
い
か

ら
で
も
あ
る
。
し
か
も
こ
の
有
司
に
銭
の
牧
と
不
牧
の
擢
を
操
る
を
得
し
め
た
の
は
朝
廷
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
明
か

@
 

な
よ
う
に
銀
銭
の
比
率
の
明
示
が
な
け
れ
ば
、
有
司
は
擢
を
操
り
銀
納
に
傾
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
銀
の
秤
量
貨
幣
と
し
て
の
特
質
、

が
あ
り
、
牧
銭
に
お
い
て
は
羨
・
隠
を
期
す
る
こ
と
、
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

鎮
の
計
数
貨
幣
と
し
て
の
特
質
を
も
こ
の
郁
敬
の
言
は
正
し
く
把
え
て
い
る
。

た
だ
こ
の
こ
と
か
ら
た
だ
ち
に
税
糧
の
銭
納
が
銀
納
に
く
ら
べ

て
揖
税
者
の
負
携
を
軽
減
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
結
論
で
き
な
い
。
若
し
も
明
末
期
に
安
定
し
た
銭
流
、通
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
銀
納
か
ら
銭
納

へ
の
轄
化
は
、
ま
さ
し
く
税
負
措
の
軽
減
に
つ
な
が
る
意
味
を
も
ち
得
た
で
あ
ろ
う
が
、
現
賓
の
銭
流
、逼
は
複
雑
で
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
意
味
で
税
糧
銭
納
を
開
始
し
た
隆
慶
高
暦
期
の
銭
法
は
確
か
に
劃
期
的
な
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
銭
法
レ
ベ
ル

の
こ
と
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
も
有
司
の
牧
銭
忌
避
の
傾
向
が
あ
る
こ
と
か
ら
税
糧
銭
納
の
評
債
は
さ
ら
に
消
極
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
郁
敬
の
言
に
よ
れ
ば
、
有
司
は
鎮
の
牧
・
不
牧
の
擢
を
操
る
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
鎮
の
上
下
の
流
逼
に
つ
い
て
質
権
を
握
る

も
の
は
地
方
官
・
膏
更
で
あ
っ
た
。
一
方
市
鎖
な
ど
地
方
の
流
、通
の
秩
序
を
立
て
る
者
は
所
謂
中
間
支
配
者
で
あ
り
、
世
間
暦
以
後
は
特
権
商
人

で
あ
っ
た
。
嘗
時
銭
流
通
の
貫
態
は
、
時
と
所
を
異
に
す
れ
ば
流
通
す
る
銭
種
が
全
く
異
る
と
い
う
複
雑
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
時
と
は
敷
年

で
あ
り
、
所
と
は
鯨
城
、
市
鎮
と
い
う
局
地
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
嘉
矯
か
ら
寓
暦
に
か
け
て
の
一
隅
建
で
は
次
の
よ
う
な
流
通
の
朕
況
で
あ
つ

れ
ゆ
一
踊
建
で
は
一
踊
州
、
輿
化
、
汀
州
、
部
武
各
府
及
び
一
隅
寧
州
で
は
鏡
は
用
い
ず
、
建
寧
、
延
卒
、
泉
州
、
津
州
各
府
で
は
鎮
を
用
い
る
こ
と

が
あ
っ
た
。
ま
た
用
銀
の
各
府
で
用
い
る
銭
は
異
っ
て
い
た
。
津
州
府
で
も
所
属
十
鯨
の
う
ち
龍
巌
、
湾
卒
二
鯨
は
ま
た
銭
を
用
い
な
い
。
そ

の
他
の
龍
渓
以
下
八
鯨
の
所
用
の
銭
は
異
っ
て
い
て
、
詔
安
豚
は
も
っ
と
も
精
美
な
銭
を
用
い
濠
浦
牒
は
こ
れ
に
つ
ぎ
、
龍
渓
の
も
の
は
最
も

劣
悪
で
あ
る
。
そ
の
銭
は
ま
た
数
年
に
一
度
は
獲
る
。
撞
滞
鯨
に
つ
い
て
い
え
ば
、
嘉
靖
三
・
四
年
に
は
元
豊
銭
を
用
い
、

七
・
八
年
に
は
こ
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れ
を
麗
し
て
元
一筋
銭
と
し
、
九
・
十
年
に
は
元
聖
銭
に
蟹
り
、
十
三
・
四
年
に
は
崇
寧
の
嘗
三
及
び
照
寧
の
折
二
を
用
い
た
。
又
蔦
暦
三
年
に

は
崇
寧
銭
を
や
め
て
照
寧
銭
を
専
用
し
、
高
暦
五
年
に
は
寓
暦
制
銭
に
襲
る
も
ま
た
一
年
で
用
い
ず
、
低
銅
を
使
用
し
た
。
た
だ
短
い
期
間
で
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あ
れ
、
限
定
さ
れ
た
局
地
で
あ
れ
、
銭
流
通
は
無
秩
序
で
は
あ
り
得
ず
、

る
。
こ
の
中
間
支
配
者
は
、
嘉
靖
六
年
の
都
文
盛
の
上
奏
で
は
「
勢
要
を
た
の
む
豪
商
、
嘉
靖
十
五
年
間
隣
の
奏
言
で
は
「
操
権
の

@

@

 

好
民
」
、
ま
た
「
相
結
約
し
て
銭
市
を
閉
す
好
黛
」
、
高
暦
四
年
劉
鉱
の
一
言
で
は

「
諸
銭
を
隠
括
す
る
好
商
、
巨
買
」
、
蔦
暦
五
年
の
詔
で
は
「
勢

@

@

 

豪
射
利
」
、
高
暦
十
五
年
戸
部
題
に
は
「
富
商
、
大
買
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
で
、 そ

こ
に
は
流
通
の
秩
序
者
と
し
て
中
間
支
配
者
が
存
在
し
た
の
で
あ

@
 

巨
買
」
、

一
方
で
は
銭
法
を
阻
滞
し
私
利
を
追
究
す
る
好
商
好
業
で
あ

る
と
同
時
に
市
井
操
権
の
豪
右
、
勢
豪
、
豪
商
、
富
商
、
巨
賀
、
大
買
で
あ
っ
た
。

彼
ら
は
勢
要
を
た
の
ん
で
市
井
に
強
横
富
臆
す
る
勢
豪

「
銭
江
の
兇
徒
話
梓
等
は
私
銭
を
以
て
米
を
買
お
う
と
し
て
果
さ
ず
、
銀
法

不
通
は
官
府
の
責
任
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
黛
羽
を
糾
合
し
て
役
所
に
せ
ま
っ
て
柵
欄
を
破
壊
す
る
な
ど
暴
風
苧
に
及
ん
だ
。
役
所
は
こ
れ
を
読

で
、
時
に
は
相
謀

っ
て
銭
市
を
閉
じ
罷
市
す
る
中
心
と
な
り
、
地
方
官
を
も
塵
倒
牽
制
す
る
寅
力
さ
え
そ
な
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
高
麿
八
年

@
 

三
月
南
京
雲
南
等
御
史
楊
際
照
は
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
来
た
。

得
し
た
が
騒
擾
は
や
ま
な
か
っ
た
。
遂
に
役
所
は
官
銀
を
護
し
て
米
を
買
っ
て
や
り
、
破
壊
さ
れ
た
柵
欄
も
役
所
で
修
理
す
る
こ
と
を
約
し
た

-88ー

の
で
、
漸
く
民
衆
兇
徒
は
退
散
し
た
。
こ
の
よ
う
な
事
件
は
そ
の
ま
ま
に
放
置
す
べ
き
で
は
な
い
。
」
こ
れ
に
劃
し
て
紳
宗
は
た
だ
ち
に
官
府

@
 

を
恒
脇
す
る
も
の
と
し
て
慮
罰
し
た
と
い
う
。
こ
の
翌
月
直
隷
巡
按
御
史
田
繁
は
、
銭
法
に
関
す
る
上
奏
を
し
た
が
、
最
後
に

「
直
隷
撫
按
は

各
属
吏
に
勢
豪
の
強
横
富
隠
の
罪
を
カ
治
す
る
こ
と
を
巌
督
せ
よ
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
明
か
に
前
月
の
鎮
江
事
件
を
念
頭
に
お
い
て

の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
こ
の
よ
う
な
流
通
の
中
間
支
配
者
と
し
て
の
勢
豪
を
、
個
々
に
具
鐙
的
に
分
析
す
る
手
が
か
り
は
な
い
が
、

こ
の
こ
ろ
そ
の
存
在
を
顕

本
の
特
質
を
も
ち
、
地
方
官
に
劃
し
て
も
陪
然
た
る
影
響
力
を
有
し
、

然
さ
せ
て
来
た
所
調
郷
紳
支
配
と
そ
の
特
質
に
お
い
て
暗
合
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
e

郷
紳
は
そ
の
範
時
的
属
性
と
し
て
、
城
居
地
主
、
商
業
責

し
か
も
地
主
制
の
上
に
立
っ
て
包
括
的
な
地
方
支
配
を
樹
立
し
つ
つ
あ

っ
た
が
、
こ
こ
で
い
う
局
地
的
流
通
の
中
間
支
配
者
が
郷
紳
そ
の
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、

そ
の
支
配
は
包
括
的
な
郷
紳
支
配
に
規
制
さ
れ

包
含
さ
れ
る
も
の
と
把
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
意
味
で
こ
の
中
間
支
配
者
の
支
配
は
、

け
る
掛
紳
的
支
骨
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
こ
の
郷
紳
支
配
が
鐙
制
と
し
て
成
立
し
て
く
る
の
は
明
末
清
初
、
こ
と
に
一
候
鞭
法
か

流
通
に
投
影
さ
れ
た
郷
紳
支
配
で
あ
り
、
流
通
に
お



で
き
る
の
で
あ
る
。

ら
地
丁
銀
の
間
と
さ
れ
る
が
、
寓
暦
銭
法
に
お
け
る
中
間
支
配
者
の
特
権
賦
奥
は
、
流
通
に
お
け
る
郷
紳
的
支
配
の
瞳
制
化
と
把
え
る
こ
と
が

む

す

び

明
代
中
期
以
後
の
枇
曾
経
済
の
嬰
化
に
劃
臆
し
て
、
明
朝
の
銭
法
は
隆
慶
寓
暦
期
に
新
展
開
を
し
め
し
た
。
そ
の
襲
革
の
眼
目
の
第
一
は
、

銀
流
通
の
護
達
と
い
う
新
た
な
逼
貨
事
情
の
襲
化
に
劉
醸
し
て
銀
銭
の
包
括
的
通
貨
瞳
系
を
樹
立
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
隆
慶
期

に
鏡
銀
の
通
貨
機
能
の
分
化
が
法
定
さ
れ
、
ま
た
蔦
暦
期
に
は
税
糧
の

一
部
銭
納
が
責
施
さ
れ
た
。
第
二
の
眼
目
は
、
明
末
清
初
の
祉
舎
経
済

の
嬰
化
に
封
醸
し
て
支
配
笹
制
の
饗
革
が
推
進
さ
れ
る
が
、
そ
の
一
環
と
し
て
の
流
通
支
配
に
お
け
る
構
造
饗
化
に
あ
る
。
従
来
は
流
通
の
末

端
に
及
ぶ
園
家
権
力
の
直
接
支
配
が
行
れ
て
来
た
が
、
弘
治
以
来
の
銭
流
通
の
混
範
の
中
か
ら
、
人
民
と
園
家
権
力
の
聞
に
介
在
し
て
各
地
の

流
通
を
支
配
す
る
中
間
支
配
者
が
生
れ
、
こ
れ
に
射
し
て
な
お
直
接
支
配
を
纏
績
し
よ
う
と
し
て
失
敗
し
た
明
朝
は
、
高
暦
期
に
至
っ
て
迭
に

こ
の
中
間
支
配
を
法
的
に
位
置
づ
け
特
権
商
人
と
し
、
園
家
権
力
は
そ
の
上
に
君
臨
す
る
と
い
う
流
、通
に
お
け
る
間
接
支
配
を
樹
立
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
支
配
は
嘗
時
顕
在
化
し
つ
つ
あ
っ
た
所
謂
郷
紳
支
配
の
流
通
支
配
に
封
す
る
投
影
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
寓
暦
鏡
法
に
よ
っ

て
、
流
通
に
お
け
る
郷
紳
的
支
配
建
制
が
成
立
し
た
と
把
え
る
こ
と
で
が
き
る
。
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註①
重
田
徳
「
郷
紳
支
配
の
成
立
と
構
造
」
岩
波
講
座
世
界
歴
史
第
十
二

答
。

②

明

代
の
銭
法
、
銭
流
通
に
闘
す
る
論
文
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が

あ
る
。
小
葉
田
淳
「
明
代
に
於
け
る
銅
銭
流
通
」
『
日
本
貨
幣
流
通
史
』
。

市
古
宙
=
一
「
宋
元
明
時
代
に
お
け
る
中
園
銭
の
日
本
へ
の
流
出
と
明
代
に

お
け
る
貨
幣
制
度
概
説
」
柘
大
論
叢
九
。
穂
積
文
雄
「
明
代
貨
幣
孜
」
東

- 89-

直
人
文
事
報
一

l
二。

③
明
代
の
銀
紗
問
題
に
つ
い
て
は
主
要
な
研
究
を
奉
げ
れ
ば
次
の
通
り
で

あ
る
。
百
瀬
弘
「
明
代
の
銀
産
と
外
園
銀
に
つ
い
て
」
青
丘
拳
叢
十
九
。

小
竹
文
夫
「
明
清
時
代
に
お
け
る
外
園
銀
の
流
入
」
『
近
世
支
那
経
済
史

研
究
』
。
清
水
泰
次
「
明
代
に
お
け
る
租
税
銀
納
の
褒
遼
」
東
洋
事
報
第

二
二
容
第
三
続
。
田
中
正
俊

・
佐
伯
有
一
「
十
五
世
紀
に
お
け
る
福
建
の

農
民
叛
飢
」
歴
史
皐
研
究
第
一
六
七
説
。
岩
見
宏
「
銀
差
の
成
立
を
め
ぐ
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っ
て
|
|
明
代
径
役
の
銀
納
化
に
闘
す
る
一
問
題
」
史
林
第
四
十
容
第
五

腕
。
永
江
信
枝
「
明
代
紗
法
の
嬰
遜
」
史
論
九
。
た
だ
し
銀
銭
あ
る
い
は

紗
を
包
括
し
た
明
代
通
貨
の
線
種
的
把
握
に
闘
す
る
研
究
は
殆
ど
空
白
に

近
い
。
筆
者
は
本
文
に
お
け
る
よ
う
な
賢
い
視
野
に
立
っ
て
従
来
次
の
よ

う
な
研
究
を
つ
づ
け
て
来
た
が
、
本
稿
は
こ
れ
に
若
干
の
補
正
を
加
え
て

行
論
し
た
部
分
も
あ
る
。
拙
稿
「
明
朝
の
制
銭
帥
剛
造
に
お
け
る
鈴
息
に
つ

い
て

l
l明
代
通
貨
史
究
書
」
新
潟
中
央
高
等
皐
校
研
究
年
報
第
十
四

抗
。
拙
稿
「
明
代
の
米
債
表
示
法
と
銀
の
流
通
|
|
明
代
通
貨
史
覚
書

一
一
」
新
潟
中
央
高
等
向
学
校
研
究
年
報
第
十
五
放
。
拙
稿
「
明
朝
制
銭
流
通

策
と
銀
納
の
性
格
に
つ
い
て
」
新
潟
中
央
高
等
事
校
研
究
年
報
第
十
六

抗
。
拙
稿
「
乾
隆
期
河
南
に
お
け
る
聞
宇
田
租
の
形
態
襲
化
」
新
潟
豚
高
等

皐
校
教
育
研
究
曾
吐
曾
科
研
究
第
十
六
集
。

①
こ
の
部
分
の
線
鰻
的
記
述
は
小
山
正
明
「
賦
役
制
度
の
愛
革
」
岩
波
講

座
世
界
歴
史
第
十
二
谷
及
び
寺
田
隆
信
「
明
清
時
代
に
お
け
る
商
品
生
産

の
展
開
」
岩
波
講
座
世
界
歴
史
第
十
二
容
参
照
。

①

銭
禁
銀
禁
の
記
述
は
以
下
に
援
る
。
明
貫
録
.
洪
武
二
十
七
年
八
月
丙

戊
。
同
宣
徳
十
年
十
二
月
戊
午
。
向
正
統
十
三
年
五
月
庚
寅
。
同
景
泰
一
一
一

年
二
月
壬
寅。

世
間
暦
大
明
曾
典
谷
二
十
一
一
銭
法
景
泰
四
年
の
係
。
明
貫

録
、
洪
武
三
十
年
三
月
甲
子
。

@
前
註
①
小
山
論
文
参
照
。

⑦
明
質
銀
、
弘
治
二
年
八
月
甲
寅
。

①
明
貫
録
、
弘
治
十
六
年
二
月
丙
辰
。

③
明
貫
録
、
弘
治
十
六
年
三
月
戊
子
。

⑩
前
註
③
の
拙
稿
「
明
朝
制
銭
流
通
策
と
銀
納
の
性
格
に
つ
い
て
L

参

照。

⑬
前
註
①
の
張
文
の
鋳
銭
事
宜
の
中
に
「
叉
戸
部
言
、
警
未
行
銭
地
方
、

務
欲
設
法
摩
行
、
臣
以
潟
土
貨
之
産
殊
、
則
貿
易
之
情
異
、

雲
南
専
用
海

肥
、
四
川
貴
州
用
菌
香
花
銀
及
堕
布
、
江
南
湖
底
用
米
穀
銀
布
、
山
西
快

西
間
用
皮
毛
、
自
由
ホ
銭
法
不
通
駿
、
欲
後
之
難
失
」
と
あ
る
。

⑫

皇
明
経
世
文
編
省
三
六
て
楊
成
「
奥
諒
二
華
大
司
馬
書
」
中
に
「
但

所
慮
者
、
四
方
銭
商
未
集
、
以
致
各
都
府
脚
有
司
、
持
官
銀
求
之
曾
省
、
而
省

中
有
司
叉
耀
其
源
之
易
喝
、
不
敢
令
流
於
外
郡
、
幾
同
遁
纏
」
と
あ
る
。

⑬

明
清
の
土
地
制
度
に
闘
す
る
研
究
は
数
多
い
が
、
本
稿
が
特
に
示
唆
を

得
た
も
の
は
、
西
村
元
照
「
張
居
正
の
土
地
丈
量
」
東
洋
史
研
究
第
三
十

谷
第
一
腕
、
第
二
・
三
合
併
抗
。
川
勝
守
「
張
居
正
丈
量
策
の
展
開
」
史

事
雑
誌
第
八
十
編
第
三
・
四
抗
。
西
村
元
照
「
明
後
期
の
丈
量
に
就
い

て
」
史
林
第
五
十
四
谷
第
五
貌
。

⑬
以
下
の
弘
治
嘉
靖
期
の
鋳
息
に
つ
い
て
は
前
註
①
拙
稿

「
明
朝
の
制
銭

鍛
造
に
お
け
る
鈎
息
に
つ
い
て
」
参
照
。

⑬

鈴
息
及
び
鈴
向
甲山
率
と
は
次
式
に
示
す
通
り
で
あ
る
。

様
、市
'H
務
協
同
国
1

織
協
議
湖
(
務
執
)

都
知
機
H
糠
協
同
国
¥
¥
¥
総
蕗
潟
(
附
醐
斗
円
〉

従
っ
て
鋳
息
率
が
一
以
下
の
場
合
は
牧
支
相
補
わ
ず
、
鈴
銭
に
よ
っ
て
飲

損
が
の
こ
る
こ
と
に
な
り
、
一
以
上
は
そ
の
備
が
大
き
い
程
、

臨時
息
は
多

く
獲
得
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

⑬
明
貫
録
、
嘉
靖
四
十
四
年
五
月
戊
午
。

⑫
陸
深
「
河
扮
燕
開
銀
」

下
。
「
二
申
野
録
」
各
四
、
嘉
靖
丁
亥
八
月
の

僚。

⑬
明
貫
録
、
正
徳
六
年
二
月
庚
寅
に
は
折
二
銭
、
正
徳
七
年
春
正
月
庚
午

に
は
倒
四
、
嘉
靖
十
二
年
四
月
丙
子
に
は
道
二
・
道
三
以
下
折
七
ま
で
の

- 90ー
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劣
窓
鎮
の
名
が
見
え
る
。

⑬
明
朝
の
銅
銭
行
用
規
定
に
つ
い
て
は
前
註
③
の
拙
稿
「
明
朝
制
銭
流
通

策
と
銀
納
の
性
格
に
つ
い
て
」
参
照
。
な
お
本
稿
で
は
こ
れ
に
若
干
の
補

正
を
行
な
っ
て
い
る
。

⑧
明
賓
録
、
嘉
靖
六
年
十
二
月
甲
辰
朔
。

@
明
貫
録
、
嘉
靖
十
五
年
九
月
甲
子
。

@

経

済

成
書
各
六
、
茅
瑛
「
銭
格
」
に
「
雑
然
、
銭
紗
之
不
行
於
今
日
突
、

非
選
不
行
也
、
銭
之
用
於
民
者
、
止
北
而
不
及
南
」
と
あ
り
、
明
貫
録
、

嘉
靖
七
年
十
二
月
辛
丑
の
巡
撫
湖
底
都
御
史
朱
廷
撃
の
上
言
中
に
「
紗
貫

止
豪
於
都
下
、
銭
法
不
行
於
南
方
」
ま
た
春
明
夢
徐
録
品
位
四
十
七
、
寓
暦

中
耕
敬
銭
法
議
中
に
「
今
海
内
行
銭
、
惟
北
地
一
隅
、
自
大
江
以
南
、
強

学
用
銀
、
即
北
地
、
惟
民
間
貿
易
、
而
官
待
出
納
、
の
用
銀
、
則
銭
之
行

無
幾
」
と
あ
る
。

⑫
黄
宗
義
「
明
夷
待
訪
録
」
財
計
二
。
原
因
の
六
項
と
は
「
惜
銅
愛
工
、

制
度
不
常
、
銅
禁
不
厳
、
年
貌
異
文
、
行
用
金
銀
、
賞
賓
賦
税
上
行
於
下

下
不
行
於
上
」
で
あ
る
が
最
後
の
二
項
は
銀
流
通
と
銀
納
に
か
か
わ
る
も

の
で
あ
る
。

@
高
暦
大
明
曾
典
巻
二
十
一
一
銭
法
。

⑧
明
貫
録
、
隆
慶
三
年
七
月
辛
卯
。
皇
明
経
世
文
編
各
三
二
二
、
需
給

「
論
理
財
疏
」
。

⑫
明
貫
録
、
隆
慶
四
年
二
月
丙
寅
。
皇
明
経
世
文
編
容
二
九
九
、
新
事
顔

「
講
求
財
用
疏
」
。
皇
明
経
済
文
輯
容
六
、
新
皐
顔
「
銭
穀
論
」
。

@
前
註
③
拙
稿
「
明
朝
制
銭
流
通
策
と
銀
納
の
性
格
に
つ
い
て
」
参
照
。

@
明
貫
録
に
よ
れ
ば
蔦
暦
通
賓
銭
の
鋳
造
は
高
暦
四
年
二
月
乙
酉
に
は
じ

ま
る
が
、
後
註
@
に
よ
れ
ば
鋳
造
開
始
は
蔦
暦
二
年
で
あ
る
と
い
う
。

⑫
明
質
録
、
高
暦
四
年
三
月
庚
子
。

@
明
貫
録
、
高
暦
四
年
四
月
壬
申
。

@
前
註
@
参
照
。

@
明
賞
録
、
高
暦
五
年
二
月
戊
辰
、
同
年
間
八
月
辛
卯
、
同
年
十
一
月
甲

戊
、
同
年
十
一
月
乙
亥
、
高
暦
六
年
七
月
壬
申
。

@
明
貫
録
、
高
暦
七
年
四
月
甲
午
。
皇
明
経
世
文
編
省
三
二
五
、
張
居
正

「
講
停
止
輪
銭
内
庫
供
賞
流
」
。

@

前

註
①
拙
稿
「
明
朝
の
制
銭
鋳
造
に
お
け
る
鈴
息
に
つ
い
て
」
参
照
。

⑧
明
貫
録
、
高
暦
十
年
九
月
辛
酉
。

@
明
貫
録
、
禽
麿
二
十
七
年
四
月
庚
申
。

@
明
貫
録
、
高
暦
四
十
六
年
五
月
丙
辰
。

⑧
明
貫
録
、
天
啓
五
年
三
月
壬
申
。

@
前
註
⑧
参
照
。

@
前
註
@
参
照
。

@
前
註
@
に
お
い
て
こ
の
問
題
を
扱
っ
た
が
、
本
稿
は
こ
れ
に
大
巾
な
修

正
を
行
な
っ
て
い
る
。

@
明
賓
録
、
首
暦
十
八
年
六
月
了
酉
。

⑬
明
貫
録
、
高
暦
二
十
二
年
四
月
美
亥
。

@
明
賞
録
、
高
暦
三
十
三
年
七
月
丙
申
。

@
明
賞
録
、
天
座
元
年
秋
七
月
丁
卯
。

⑬
明
賞
録
、
天
啓
三
年
春
正
月
丙
午
。

@
照
朝
紀
政
各
六
「
紀
銀
銭
債
値
」
。
小
竹
文
夫
「
近
世
支
那
租
税
上
に

お
け
る
物
納
と
銭
納
」
近
世
支
那
経
済
史
研
究
、
弘
文
堂
書
房
。

⑬
前
註
@
、
@
参
照
。
明
質
録
、
高
暦
二
十
八
年
三
月
戊
申
。

@
春
明
夢
徐
録
昌
也
三
十
八
、
賓
泉
局
。
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@

銀

の
秤
量
性
に
つ
い
て
問
題
に
し
た
も
の
で
最
も
早
い
の
は
明
質
録、

正
統
五
年
三
月
乙
巳
の
兵
部
左
侍
郎
干
謙
の
上
奏
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
天

啓
鳳
陽
新
害
容
四
賦
役
篤
二
「
総
納
聴
投
樋
納
銭
之
便
」
、

皇
明
経
世
宏

僻
各
十
四
工
部
向
書
石
星

「疏
通
銭
法
疏
、
明
貫
録
商
暦
四
十
三
年
二
月

辛
丑
湖
底
巡
按
銭
春
の
上
疏
な
ど
が
あ
る
。

@

天
下
郡
図
利
病
害
容
九
四
幅
建
四
滋
浦
豚
の
項
。

@

前

註
@
参
照
。

「
東
洋
史
研
究
」
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
の
お
知
ら
せ
(
*
印

第
二
一
巻
第
一
一
瞬
*

第
二
一
巻
第
二
暁
*

第
二
四
巻
第
二
競
*

第
二
四
巻
第
三
披

第
二
四
巻
第
四
競

第
二
五
巻
第

一
一
瞬
*

第
二
五
巻
第
二
競
*

第
二
五
巻
第
三
暁

第
二
六
巻
第
四
続

二
O
O園

二
O
O園

二
七

O
園

二
七

O
園

三
九

O
園

二
七

O
園

二
七

O
園

二
七

O
園

三
九

O
園

第
二
七
巻
第
一
瞬

第
二
七
巻
第
二
暁

第
二
七
各
第
三
競

第
二
七
巻
第
四
披
*

第
二
八
巻
第
一
一
蹴

第
二
八
巻
第
二
・
三
競

第
二
八
巻
第
四
競

第
二
九
巻
第
一
蹴

第
二
九
巻
第
二
・
三
競

@ @⑧③~@ 

前
註
@
参
照
。

明
貫
録
、
高
暦
四
年
四
月
壬
辰
。

明
貫
録
、
高
暦
五
年
十
一
月
庚
申
。

明
貫
録
、
官
同
暦
十
五
年
六
月
辛
未
。

明
貫
録
、
高
暦
八
年
三
月
丁
己
。

明
貫
録
、
寓
暦
八
年
四
月
辛
己
。

残
部
僅
少
)

二
七

O
園

二
七

O
固

二
七

O
圏

三
九

O
園

二
七

O
国

三
九

O
圏

三
九

O
園

二
七

O
圏

三
九

O
園

第

二

九

巻

第

四

競

三

九

O
圏

第
三

O
巻

第

一

瞬

*

三

九

O
圏

第
三

O
巻
第
二
・
三
競
二
七

O
圏

第
三

O
巻

第

四

銃

三

九

O
圏

第
三
一
巻
第
一
一
続
三
六

O
圏

第

=

二

巻

第

二

競

三

六

O
園

穂
目
録
〈
第
一
巻
J
第
二
五
巻
〉

四
O
O園

京
都
市
左
京
医
吉
田
本
町
京
都
大
皐
文
皐
部
内

東

洋

史

研

究

禽

振
替
京
都
三
七
二
八
番
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