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唐
末
・
五
代
の
藩
銀
割
緩
慢
制
の
展
開
か
ら
再
統
一
へ
向
か
う
過
程
に
於
い

て
、
唐
朝
を
打
倒
し
て
樹
立
さ
れ
た
最
初
の
政
権
は
朱
全
忠
政
機
で
あ
る
。
こ

の
新
政
槍
は
、
周
知
の
通
り
、
生
産
力
の
顕
著
な
設
展
に
よ
り
そ
の
経
済
的
地

位
を
確
立
し
た
江
南
に
で
は
な
く
、
河
南
地
域
に
直
接
的
基
盤
を
置
い
て
成
立

し
た
。
そ
し
て
こ
の
基
盤
は
中
閣
の
再
統
一
を
遂
成
し
た
宋
朝
ベ
綴
承
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
統
一
政
櫛
を
生
み
出
し
た
河
南
地
域
の
歴
史

的
優
位
性
は
如
何
な
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
い
く
つ
か

の
側
面
か
ら
の
検
討
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
中
の
二
、
三
の
鮎
に

つ
い
て
考
察
を
加
え
た
い
。

安
史
の
飢
以
後
、
朱
全
忠
政
構
成
立
ま
で
の
河
南
地
域
に
特
徴
的
な
側
面

は
、
一
つ
に
、
貨
幣
経
済
の
一
層
の
浸
透
で
あ
り
、
ま
た
一
つ
に
は
、
そ
れ
と

切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
騎
兵
」
の
問
題
で
あ
る
。
却
ち
、
安

史
の
胤
に
よ
る
農
村
の
破
級
は
描
由
来
の
農
村
経
済
髄
制
の
尉
嬢
を
一
段
と
早
め

て
い
た
し
、
江
准
漕
運
路
に
象
徴
さ
れ
る
河
南
の
経
済
的
位
置
は
貨
幣
経
済
の

浸
透
を
必
然
的
に
し
て
い
た
。
こ
の
結
果
、
唐
末
を
通
じ
て
、
丘
ハ
曲
演
分
離
と
商

業
資
本
の
展
開
が
他
地
域
に
比
し
て
よ
り
推
進
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ

が
宣
武
箪
等
の
「
騎
兵
」
を
支
え
る
基
盤
と
も
な
っ
て
い
た
し
、
朱
全
忠
政
権

の
基
礎
と
な
っ
て
い
た
商
業
資
本
の
質
を
も
規
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま

た
、
率
先
用
等
の
議
集
圏
に
先
ん
じ
て
「
統
ご
政
権
を
作
り
あ
げ
た
要
因
と

も
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
十
世
紀
中
園
の
一
棉
作
農
村
に
お
け
る

農
民
屠
分
解
に
つ
い
て

士
ロ

法

田

第
一
次
大
戦
後
の
天
津
に
お
け
る
民
族
紡
績
工
業
の
設
展
と
棉
花
輪
出
の
増

大
と
に
よ
る
原
棉
需
要
の
高
ま
り
は
、
華
北
農
村
に
お
け
る
棉
花
栽
培
の
普
及

を
推
し
進
め
る
原
動
力
と
な
っ
た
。
後
進
的
な
華
北
農
村
が
世
界
市
場
に
組
み

込
ま
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
、
農
民
生
活
に
如
何
な
る
影
響
を
奥
え
た
の
か
、
よ

り
一
般
的
に
い
え
ば
、
半
植
民
地
中
十
封
建
的
と
い
わ
れ
る
中
国
農
村
経
済
と
は

如
何
な
る
構
造
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
今
日
依

然
と
し
て
重
要
な
研
究
テ
1
7
で
あ
る
。

中
国
革
命
の
原
動
力
で
あ
る
中
園
農

民
の
革
命
性
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
多
い
け
れ
ど
も
、
二
十
世
紀
の
農
民

生
活

l
l特
に
そ
の
土
肇
で
あ
る
経
済
生
活
に
つ
い
て
の
具
鐙
的
責
霊
的
な
研

究
は
、
意
外
に
立
ち
遅
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
る
る
。

こ
こ
で
は
、
河
北
省
東
北
河
棉
産
匿
の
中
心
に
位
置
す
る
盟
潤
鯨
米
廠
村
に

お
い
て
、
陸
地
棉
の
栽
培
が
農
村
経
済
の
動
尚
に
奥
え
た
影
響
を
、
以
下
の
順

序
で
考
察
し
た
い
。

付
金
村
が
ほ
ぼ
棉
作
専
業
農
家
へ
拙
開
化
し
た
米
廠
村
で
は
、
競
字
の
原
理

が
貫
徹
し
、
経
営
規
模
較
差
・
生
産
力
較
差
が
一
部
の
上
層
農
民
を
押
し
上
げ

て
富
農
に
縛
化
し
、
他
方
大
多
数
の
零
細
農
民
を
ま
す
ま
す
貧
掴
化
さ
せ
て
小
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，、、。
同
棉
作
の
導
入
は
商
人

・
高
利
貸
の
農
民
牧
奪
の
機
曾
会
披
大
し
)
農
民

の
債
務
奴
隷
化
が
進
行
す
る
。

回
こ
の
よ
う
な
農
民
経
済
の
嬰
化
は
、
不
可
避
的
に
地
主
制
に
新
し
い
封

感
を
と
ら
せ
る
こ
と
と
な
る
。
棉
作
地
で
は
前
納
定
額
貨
幣
地
代
が
支
配
的
と

な
り
、
従
来
の
大
地
主
の
ほ
か
に
、
新
た
に
商
人

・
高
利
貸
な
ど
か
ら
縛
身
し

た
小
地
主
群
が
形
成
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、
一
九
三

O
牛
代
の
河
北
省
の
一
農

村
で
は
農
民
層
分
解
の
基
礎
の
上
に
、
富
農
経
営
と
寄
生
地
主
化
と
が
農
民
搾

取
の
形
態
上
で
相
樹
立
し
な
が
ら
進
行
1
Y
て
い
く
。

唐
代
河
北
港
鎖
に
お
け
る
交
易
に
つ
い
て

畑

地
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唐
代
に
お
け
る
河
北
務
銀
(
虚
龍

・
貌
博

・
成
徳
等
三
節
度
使
)
の
反
朝

的
・
濁
立
的
動
き
に
つ
い
て
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
河
北
藩
鎮
の
濁
立

的
動
き
は
、
強
力
な
藩
軍
を
編
成
し
、
支
配
地
域
(
藩
道
〉
に
お
け
る
税
物
等

の
完
全
な
私
有
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
軍
事
・
財
政
等
の
側
面

に
つ
い
て
は
、
先
事
に
よ
っ
て
明
か
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
務
道
と
他
地
域
と
の
聞
の
交
易
に
よ
る
物
資
流
通
を
考
察
す
る

こ
と
は
、
河
北
藩
鎮
の
経
済
的
側
面
を
解
明
し
、
そ
の
地
域
性
を
明
か
に
す
る

上
で
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。

河
北
藩
銀
に
お
け
る
交
易
で
は
、
北
迭
に
お
け
る
も
の
と
海
上
交
易
と
を
主

要
な
も
の
と
し
て
あ
と
ず
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
河
北
に
お
け
る

「
行
」
の
成
立
や
、

海
上
交
易
で
の
新
羅
人
の
活
躍
、
藩
鎮
の
唐
朝
へ
の
進
貢

物
等
を
手
が
か
り
と
し
て
、
河
北
藩
鎮
に
お
け
る
交
易
の
問
題
を
考
察
す
る
。

叶
開
稽
用
丘
心
と
韓
佑
胃
政
権

衣

JII 

強

南
宋
第
四
代
皇
帝
寧
宗
の
開
嬉
二
年
三
二

O
六
)
、
四
十
除
年
に
わ
た
る

宋
金
雨
闘
の
卒
和
欣
態
が
崩
壊
し
、
戦
争
が
開
始
さ
れ
た
。
南
宋
の
権
力
者
韓

佑
宵
が
、
大
い
な
る
功
績
を
立
て
て
自
己
の
立
場
を
強
化
す
る
た
め
に
指
導
し

た
載
容
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
神
田
時
の
資
料
で
は
「
関
稽
用
丘
(」
と
記
録
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
戦
い
は
韓
佑
宵
を
謀
殺
し
、
そ
の
首
を
金
へ
迭
る
こ
と
に
よ
っ
て

終
結
し
、
宋
金
聞
に
五
回
目
の
講
和
が
成
立
し
た
。

韓
佑
麿
円
の
専
権
時
代
は
寧
宗
朝
の
前
半
に
嘗
る
。
そ
の
問
、
遊
撃
と
そ
の
由
学

者
の
潮
岬
盤
(
慶
元
熊
禁
〉
を
敢
行
し
、
つ
い
で
「
関
繕
用
兵
」
へ
突
入
し
て
い

っ
た
。
こ
の
二
つ
の
事
件
は
、
韓
佑
腎
を
悪
人
と
し
て
評
償
す
る
こ
と
を
決
定

し
た
。
し
か
し
、
政
治
の
動
き
と
し
て
と
ら
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
事
件
は
決
し

て
韓
佑
肩
一
人
の
活
躍
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
韓
佑
由
同
一
涯
と

そ
の
反
針
汲
の
聞
に
複
雑
な
抗
字
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
看
過
し
得
な
い
要
素

と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
撃
者
の
動
向
が
あ
る
。

韓
佑
由
円

一
源
が
、
開
戦
へ
進
む
た
め
に
ど
の
よ
う
な
人
物
を
い
か
に
配
置
し

た
の
か
。
反
制
到
波
は
、
ど
の
よ
う
な
経
過
で
そ
の
槌
力
を
失
っ
た
の
か
。
こ
れ

ら
の
問
題
を
、
中
央
政
界
の
動
き
を
軌
に
、
「
開
稽
用
丘
(」
を
め
ぐ
る
韓
佑
胃

政
権
の
人
前
構
成
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
し
。
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