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問

題

の

所

在

歴
史
的
事
賓
と
い
う
も
の
は
極
め
て
多
様
な
も
の
で
あ
る
。
放
に
そ
れ
ら
を
分
析
す
る
際
、

い
く
つ
か
の
間
題
を
自
明
の
こ
と
、
す
な
わ
ち

輿
件
と
し
て
扱
い
考
察
の
針
象
外
に
お
く
も
の
で
あ
る
。
殊
に
貨
幣
の
よ
う
に
、
我
々
自
身
が
日
常
の
な
か
で
そ
の
通
用
性
を
自
明
の
も
の
と

し
て
い
る
も
の
で
あ
れ
ば
尚
更
で
あ
る
。
清
代
史
に
つ
い
て
も
、
貨
幣
の
問
題
は
あ
ら
ゆ
る
事
象
と
閥
わ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
自
鐙

を
分
析
封
象
と
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
て
き
た
、
と
い
え
る
。

勿
論
、
貨
幣
を
め
ぐ
る
研
究
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
有
名
な
嘉
慶
後
半
以
降
の
銀
貴
銭
賎
問
題
の
よ
う
に
銀
銭
比
債
の

鑓
動
の
研
究
に
は

一
定
の
蓄
積
が
あ
る
し
、
太
卒
天
園
に
伴
う
威
豊
年
聞
の
財
政
危
機
に
よ
る
、通
貨
膨
脹
も
研
究
劉
象
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が

そ
れ
ら
の
闘
心
は
貨
幣
の
運
動
そ
の
も
の
よ
り
も
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
園
家
の
牧
奪
の
強
化
な
ど
と
い

っ
た
富
の
分
配
へ
の
影
響
を
主
眼
と



ま
た
貨
幣
の
機
能
に
着
目
す
る
姿
勢
に
乏
し
か
っ
た
こ
と
は
、
二
つ
の
貨
幣
の
相
封
相
場
で
あ
る
銀
銭
比
債
を
、
そ
の

(
2
)
 

素
材
で
あ
る
銀
と
銅
と
い
う
賞
金
属
の
比
債
と
混
同
す
る
こ
と
を
許
し
て
し
ま
っ
た
。

八

1
)

し
て
い
た
と
い
え
る
。

た
だ
、
非
鋳
貨
と
鋳
貨
と
い
う
形
態
の
差
異
も
あ
っ
て
、
銀
と
銭
が
別
の
機
能
を
果
た
す
貨
幣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
前
者
が
債

値
尺
度
と
し
て
の
役
割
が
強
く
同
時
に
高
額
取
引
に
割
腹
す
る
の
に
劃
し
て
、
後
者
は
専
ら
日
常
的
小
額
通
貨
と
し
て
の
性
格
が
強
い
と
い
う

よ
う
な
こ
と
は
、
認
識
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
そ
れ
は
解
か
れ
る
べ
き
問
題
の
出
護
黙
を
輿
え
て
く
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
も
そ
も
清
朝
は

こ
の
銀
と
銭
と
い
う
機
能
の
異
な
っ
た
二
つ
の
貨
幣
の
聞
に
固
定
相
場
を
設
定
し
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
銭
は
日
常
的
小
額
逼
貨
で
あ
り
な
が
ら

補
助
貨
幣
に
な
り
き
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
自
韓
特
異
な
こ
と
な
の
だ
が

清
朝
中
期
に
は
そ
の
制
銭
を
大
量
に
鋳
造
し
て
い

る
。
そ
れ
は
い
か
な
る
歴
史
的
意
味
を
有
す
る
の
か
。

銀
銭
比
債
の
費
動
は
租
税
納
入
に
影
響
を
及
ぼ
す
が
た
め
に
、
清
朝
は
そ
の
安
定
の
た
め
に
常
に
配
慮
を
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る

鋳
造
と
の
聞
に
因
果
関
係
が
あ
る
こ
と
は
容
易
に
予
想
し
う
る
。

し
か
し
こ
の
場
合
い
か
な
る
銭
「
貴
」
で
あ
っ
た
の
か
に
ま
で
注
意
せ
ね
ば
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が
、
清
朝
が
そ
の
統
治
の
前
半
に
お
い
て
最
も
苦
慮
し
た
の
が
銭
相
場
の
高
騰
、
す
な
わ
ち
銭
貴
で
あ
っ
た
。
こ
の
銭
貴
と
乾
隆
の
制
銭
大
量

な
ら
な
い
。
軍
一
の
通
貨
と
貧
物
と
が
相
劃
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
通
貨
で
あ
る
銭
の
「
貴
」
に
は
質
物
の
廉
債
が
劉
躍
す
る
は
ず
で
あ
る
。
だ

が
嘗
時
、
問
題
と
さ
れ
た
の
は
む
し
ろ
質
物
の
「
貴
」
、
例
え
ば
穀
貴
す
ら
が
封
雁
す
る
よ
う
な
銭
貴
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
銭
貴
は
車

(

3

)

 

純
に
銅
の
供
給
不
足
に
原
因
を
蹄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
銅
供
給
が
減
少
す
る
の
と
同
時
に
鐘
貴
は
銭
賎
に
碍
ず
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
一
見
不
可
解
な
現
象
を
仲
い
つ
つ
、
銭
貴
は
乾
隆
期
に
頂
黙
を
迎
え
る
の
で
あ
る
が
、
銭
貴
と
そ
れ
に
劃
す
る
清
朝
の
通
貨
政

策
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
首
時
の
貨
幣
流
通
構
造
、
ひ
い
て
は
ウ
エ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
以
前
の
中
園
の
経
済
構
造
の

一
端
に
燭
れ

た
だ
一
つ
留
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
経
済
過
程
が
貨
幣
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と

(

4

)

 

を
前
提
に
し
て
い
な
い
「
前
近
代
」
社
舎
で
は
、
貨
幣
そ
の
も
の
も
市
場
原
理
の
み
で
と
ら
え
る
の
は
危
険
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と

り
わ
け
公
財
政
が
既
に
成
熟
し
て
い
た
社
舎
で
は
園
家
に
よ
り
創
造
さ
れ
る
経
済
過
程
と
の
関
係
を
抜
き
に
し
て
は
、
貨
幣
の
機
能
を
理
解
す

ょ
う
と
す
る
の
が
本
稿
の
ね
ら
い
で
あ
る
。

693 



694 

(
5
〉

(

6

)

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
制
銭
は
質
は
そ
の
素
材
債
格
が
名
目
債
格
を
上
回
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
事
象
も
園
家
の

介
在
を
考
慮
し
て
こ
そ
理
解
し
う
る
。
逆
に
言
え
ば
中
園
の
よ
う
に

E
大
な
公
財
政
を
有
す
る
専
制
園
家
を
考
え
る
場
合
、

行
財
政
活
動
の
常

態
を
見
る
だ
け
で
は
見
え
て
こ
な
い
園
家
と
社
舎
の
経
済
過
程
と
の
有
機
的
関
連
が
、
貨
幣
を
通
じ
て
現
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
貨
幣

史
研
究
の
一
意
義
は
何
よ
り
も
そ
こ
に
あ
る
。

銭

貴

の

時

代

制
銭
の
鋳
造
鐙
制
と
そ
の
鋳
造
数
か
ら
し
て
、
乾
隆
の
六

0
年
聞
を
挟
ん
で
潅
正
か
ら
嘉
慶
ま
で
を
貨
幣
史
上
の
ひ
と
ま
と
ま
り
の
時
期
と

し
て
と
ら
え
る
の
は
、

ほ
ぼ
承
認
し
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
京
師
の
賓
泉
局
・
賓
源
局
と
並
ん
で
地
方
の
銭
局
の
鋳
造
が
本
格
化
し
、
そ
の
年

開
時
帰
造
額
は
百
寓
串
を
単
位
と
す
る
水
準
に
至
る
。
裏
返
し
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
は
雲
南
の
銅
産
が
盛
ん
で
波
は
あ
る
も
の
の
な
ベ

て
年
一
千
高
斤
以
上
の
銅
を
制
銭
鋳
造
の
た
め
に
供
給
し
て
い
た
こ
と
が
記
録
上
は
確
認
さ
れ
る
。
ま
ず
は
嘗
一
該
時
期
の
銅
銭
流
通
の
在
り
か

- 60ー

た
を
専
ら
政
策
の
分
析
を
通
し
て
歴
史
的
に
追
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
(
本
稿
で
銅
銭
と
記
述
し
た
場
合
、
制
銭
・
小
銭
後
方
を
含
む
)
。

順
治
か
ら
康
照
そ
し
て
潅
正
に
及
ぶ
清
初
の
貨
幣
政
策
は
、
明
ら
か
に
一
定
の
鐙
制
の
確
立
に
至
る
ま
で
の
試
行
錯
誤
の
時
期
と
位
置
づ
け

ら
れ
る
。
財
政
が
未
確
立
の
順
治
期
は
政
府
側
が

一
方
的
な
過
剰
支
出
を
強
い
ら
れ
た
時
期
で
あ
り
、
嘗
五
十
大
鐘
等
を
設
行
す
る
事
貧
上
の

デ
ノ

ミ
ネ
イ
シ
ョ
ン
や
順
治
八
年
か
ら
一
八
年
ま
で
行
わ
れ
た
よ
う
に
紗
護
行
の
復
活
ま
で
目
論
む
が
、
そ
れ
ら
は
一
時
的
な
施
策
に
終
わ

り
、
結
局
一
文
制
銭
を
基
礎
と
す
る
幣
制
に
戻
る
こ
と
に
な
る
。

清
初
に
お
け
る
そ
の
制
銭
の
鋳
造
政
策
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
二
つ
の
特
徴
が
浮
び
上

っ
て
く
る
。

一
つ
は
た
び
重
な
る
制
銭
重
量
の
獲

更
で
あ
る
。

制
銭

一
文
の
重
量
は
順
治
二
年
に
一
銭
二
分
と
定
め
ら
れ
た
後
、

順
治
年
聞
に
一
銭
二
分
五
厘
、

更
に
一
銭
四
分
と
重
量
化
す

る
。
そ
れ
が
康
照
二
三
年
に
は
一
一
挙
に
一
銭
(
三
・
七
三
グ
ラ
ム
)
に
軽
量
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
長
績
き
せ
ず
同
四
一
年
に
一
銭
四

分
と
な
り
、
難
正
一

二
年
に
は
と
う
と
う
一
銭
二
分
に
回
蹄
す
る
。
こ
こ
で
は
、

一
文
H

一
銭
の
場
合
は
私
鋳
の
弊
を
激
し
く
し
一
文
H

一
銭



四
分
の
場
合
は
私
錯
の
弊
す
な
わ
ち
制
鐘
を
溶
解
し
て
銅
そ
の
も
の
と
し
て
商
品
化
さ
せ
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
こ
と
だ
け
確
認
し
て
お

〈

7
)

く
。
つ
ま
り
重
量
饗
更
は
私
銭
と
私
舗
と
い
う
相
反
す
る
こ
つ
の
行
震
を
同
時
に
防
止
す
る
均
衡
黙
を
模
索
す
る
過
程
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

私
鋳
と
私
舗
は
互
い
に
密
接
な
関
係
に
あ
る
の
だ
が
、
本
論
で
こ
れ
か
ら
述
べ
ら
れ
る
諸
現
象
の
陰
に
お
い
て
も
常
に
作
用
し
て
い
た
の
で
あ

る
も
う
一
つ
の
特
徴
は
地
方
銭
局
の
存
腰
が
激
し
く
、
か
っ
そ
れ
ぞ
れ
の
鋳
造
期
聞
が
短
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
初
期
に
つ
い
て
は
な
お
不
明

難
正
年
聞
に
つ
い
て
は
そ
の
事
情
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
あ
る
が
、

務
正
期
の
通
貨
政
策
ハ
と
い
っ
て
も
銀
の
方
は
全
く
問
題
と
さ
れ
ず
専
ら

銅
銭
の
み
が
あ
っ
か
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
〉
を
逼
じ
て
一
貫
し
て
い
る
の
は
、

い
か
に
し
て
制
銭
の
地
方
通
用
を
園
る
か
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
。
制

鎮
の
地
方
通
用
と
い
っ
て
も
貨
幣
流
通
の
見
ら
れ
な
い
地
域
に
制
銭
を
流
通
さ
せ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
雲
南
の
場
合
の
よ
う
に
基
本
的

(

8

)

 

に
銀
使
い
が
優
勢
だ
っ
た
漫
境
地
域
を
結
果
と
し
て
銭
建
て
に
誘
導
し
た
例
も
一
方
で
は
あ
る
が
、
根
本
的
な
問
題
は
各
地
域
で
制
銭
と
並
行

(

9

)

 

し
て
通
用
し
て
い
た
私
篤
の
軽
質
銅
貨
す
な
わ
ち
小
銃
を
ど
の
よ
う
に
し
て
流
通
か
ら
排
除
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

小
銭
劉
策
は
い
く
つ
か
の
段
階
に
分
れ
る
。
ま
ず
第
一
に
採
ら
れ
た
方
策
は
現
賞
に
流
通
し
て
い
る
小
銭
を
強
制
的
に
官
債
で
買
付
け
(
枚

(

ω

)

 

貿
〉
そ
れ
を
現
地
で
の
制
銭
鋳
造
原
料
に
充
て
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
薙
正
六
年
に
甘
粛
で
は
質
行
に
う
つ
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
現
地
の

貨
幣
需
要
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
り
貫
数
あ
る
も
の
に
は
な
り
え
な
か
っ
た
。
高
い
銭
需
要
の
下
で
現
貫
に
流
通
手
段
と
し
て
機
能
し
て
い
る

小
銭
を
引
上
げ
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
か
な
り
の
規
模
の
代
替
通
貨
が
積
極
的
に
投
入
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
以
後

(

U

U

 

薙
正
中
は
各
督
撫
の
要
請
に
も
か
か
わ
ら
ず
小
銭
牧
買
策
は
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
。
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績
い
て
採
ら
れ
た
の
は
巌
格
な
民
聞
に
お
け
る
銅
の
使
用
禁
止
と
銅
器
の
官
買
上
げ
政
策
で
あ
っ
た
。
何
の
た
め
の
統
制
か
。
す
な
わ
ち
こ

れ
は
小
銭
騒
逐
の
た
め
の
代
替
通
貨
た
る
制
銭
の
鋳
造
原
料
の
各
地
域
で
の
確
保
全
企
画
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
各
省
の
銭
局
が
新

(ロ)

た
に
鋳
銭
を
開
始
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
原
則
と
し
て
原
料
を
現
地
で
の
銅
器
牧
買
に
仰
ぐ
構
想
で
あ
っ
た
。
清
朝
は
銅
器
納
入
を
も

っ
て
未
納

分
の
地
丁
銀
納
税
に
代
え
る
こ
と
を
許
可
す
る
と
い
う
よ
う
な
銅
器
供
出
奨
働
策
ま
で
打
ち
だ
し
て
い
る
(
そ
れ
は
殆
ど
意
味
を
持
た
な
か
っ
た

- 61-
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日

)

こ
う
し
た
民
聞
の
銅
ス
ト
ッ
ク
を
極
力
制
限
し
通
貨
需
給
の
管
理
を
容
易
に
し
よ
う
と
す
る
方
向
は
後
の
時
代
に
於
い
て
も
み
ら
れ
、

(

M

)

 

往
々
給
空
事
に
終
わ
る
の
で
あ
る
が
、
潅
正
期
の
銅
禁
は
確
か
に
貫
態
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

が、J。だ
が
銅
禁
策
は
問
題
の
解
決
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

一
つ
に
は
、
全
て
の
銅
の
園
家
管
理
が
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
る
以
上
、

銅
の
供
給
が

相
封
的
に
不
足
し
て
い
る
紋
況
で
の
銅
禁
は
か
え
っ
て
銅
相
場
の
上
昇
を
招
き
、
制
銭
の
素
材
債
格
を
名
目
債
格
か
ら
盆
々
事
離
さ
せ
る
こ
と

に
つ
な
が
る
。
も
う

一
つ
に
は
、
よ
り
重
要
な
の
だ
が
、
所
詮
民
間
「
退
蔵
」

分
の
吸
い
上
げ
で
は
地
方
の
通
貨
不
足
朕
況
の
抜
本
的
解
決
に

は
な
り
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
小
銭
を
牧
買
す
る
に
せ
よ
銅
器
を
供
出
さ
せ
る
に
し
ろ
現
存
の
銅
ス
ト
ッ
ク
に
依
擦
す
る
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
故
各
銭
局
の
鐸
銭
も
短
期
に
終
わ
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
事
態
は
よ
り
積
極
的
な
介
入
を
必
要
と
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
そ
の
薙
正
年
聞
に
お
い
て
鋳
造
さ
れ
て
い
た
の
は
一
文
H

一
銭
四
分
と
い
う
清
代
最
良
質
の
制
銭
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
識
別
の
容

易
さ
を
も
っ
て
小
銭
を
騒
逐
さ
せ
る
役
目
を
捻
っ
て
い
た
と
い
え
る
が
、

か
え
っ
て
慢
性
的
な
銅
貨
供
給
の
不
足
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。

一
銭
二
分
銭
に
改
鋳
す
る
潅
正
一
二
年
嘗
時
、

京
師
二
局
の
一
銭
四
分
の
銭

一
串

(一

O
O
O〉
文
の
鋳
造
コ
ス
ト
は
銀
一

(

お

)

一
両
H

七
O
O文
絵
が
生
産
費
に
見
合
っ
た
相
場
な
の
で
あ
る
。
清
初
設
定
さ
れ
た
一
雨
H

一
O
O
O文
の
官
定
の 四
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O
三
雨
と
さ
れ
て
お
り
、

相
場
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
既
に
銭
貴
が
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
市
中
の
銭
相
場
と
比
べ
て
も
か
な
り
割
高
の
生
産
費
で
あ
り
、
鋳
造
す
れ
ば
そ

れ
だ
け
飲
損
を
究
悟
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
背
景
に
銅
禁
策
と
同
時
に
原
料
銅
の
高
騰
の
影
響
も
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
京
師

二
局
が
専
ら
頼
っ
て
い
た
洋
銅
す
な
わ
ち
日
本
銅
は
康
照
五
四
年
(
一
七
一
五
年
)
の
長
崎
新
令
に
よ
り
職
入
額
が
減
少
し
、

(

日

)

け
債
格
も
康
照
五
六
年
に
は
毎
斤
銀
一
銭
か
ら
一
銭
四
分
五
厘
に
引
上
げ
ら
れ
て
い
る
(
康
隈
初
に
は
六
分
五
厘
で
あ
っ
た

)
0

南
銅
に
依
接
し
た
盛
岡
造
住
制
へ
の
移
行
は
必
然
の
趨
勢
に
な
っ
て
い
た
。

官
定
の
銅
買
付

圏
内
銅
、
殊
に
雲

そ
の
銅
産
地
た
る
雲
南
に
お
い
て
鋳
銭
す
る
の
は
合
理
的
で
あ
り
、
認
め
ら
れ
で
も
い
た
が
、

し
か
し
少
な
く
と
も
薙
正
の
初
期
ま
で
は
雲

南
銭
は
他
省
へ
の
流
出
を
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
清
朝
は
京
師
二
局
以
外
に
制
銭
供
給
の
中
心
を
つ
く
る
こ
と
に
蕗
賭
し
て
い
た
の
で
あ

し
か
し
や
が
て
郊
接
す
る
康
西
省
に
封
し
て
、

恒

る
。
そ
れ
故
、
雲
南
銭
に
京
師
局
の
銭
と
の
同
質
性
を
敢
え
て
は
要
求
し
て
い
な
か
っ
た
。



常
的
に
雲
南
銭
を
搬
入
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
貨
幣
需
要
を
ま
か
な
う
こ
と
を
認
可
し
て
お
り
、
さ
ら
に
薙
正
一
一
年
に
は
遠
隔
の
快
西
省
に

(

口

)

も
供
給
し
は
じ
め
る
。
雲
南
銭
は
け
っ
し
て
雲
南
だ
け
を
流
通
域
と
す
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
た
。
こ
の
事
は
見
方
を
換
え
る
と
小

銭
や
民
間
銅
の
牧
買
と
は
異
な
り
、
ま
だ
銭
形
態
で
は
あ
れ
、
現
地
外
の
銅
で
制
銭
を
供
給
す
る
こ
と
の
有
数
性
を

一
方
で
認
め
つ
つ
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

清
朝
は
一
銭
二
分
へ
の
改
鋳
の
僅
か
六
年
後
の
乾
隆
五
年
に
ま
た
改
鋳
に
踏
切
っ
て
い
る
。
と
は
い
っ
て
も
今
度
は
重
量
の
饗
更
で
は
な
く

合
金
成
分
を
襲
え
た
の
で
あ
る
。
従
来
は
銅
と
鉛
を
成
分
と
す
る
責
銭
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
時
か
ら
錫
を
混
ぜ
る
青
銭
と
い

(

時

)

う
も
の
に
な
る
。
こ
れ
自
瞳
は
私
銭
安
』
少
し
で
も
困
難
に
す
る
こ
と
を
目
的
に
す
る
も
の
で
あ
り
技
術
的
な
修
正
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
よ
り

(

川

口

)

着
目
す
べ
き
は
改
鋳
を
通
じ
て
京
師
二
局
と
雲
南
各
鍔
局
の
鋳
貨
成
分
の
重
一且
一
化
が
-
初
め
て
園
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
象
徴
的
な
一
意
味

を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
乾
隆
五
年
の
改
鋳
の
時
期
ま
で
は
、
四
川
等
を
除
き
地
方
局
は
銅
の
直
接
買
い
っ
け
に
よ
る
鋳
造
を
認
め
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
。
つ
ま
り
は

一
元
的
に
鋳
造
擢
を
も
っ
京
師
二
局
の
臨
時
補
助
の
役
割
を
果
た
す
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
同
年
の

一幅建

・
漸
江

・
江
蘇
の
鋳
造
開
始
を
皮
き
り
に
、
こ
れ
以
後
各
地
方
局
は
自
ら
原
料
を
調
達
し
現
地
の
通
貨
需
要
に
劉
躍
し
て
い
く
こ
と
に
な

(
初
)

る
。
そ
の
際
、
京
師
二
局
の
銭
の
式
様
に
合
致
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
乾
隆
五
年
の
改
築
に
伴
う
京
師
二
局
と
雲
南
鎮
の
成
分
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統

一
は
、
そ
う
し
た
地
方
局
の
自
律
化
に
際
し
で
も
統
一
性
を
保
持
す
る
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
示
し
た
と
い
え
る
。

各
省
の
制
銭
築
造
開
始
の
認
可
請
求
に
射
し
て
嘗
初
清
朝
が
不
安
視
し
た
の
は
、
は
た
し
て
原
料
こ
と
に
銅
を
安
定
的
に
供
給
す
る
こ
と
が

可
能
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
四
川

・
贋
西
の
よ
う
に
産
銅
が
見
込
ま
れ
る
省
で
は
雲
南
銅
で
補
い
つ
つ
も
自
給
を
目
指
し
た
が
、
他
の
省

は
ほ
と
ん
ど
洋
銅
す
な
わ
ち
日
本
銅
か
雲
南
銅
に
頼
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
鋳
造
材
料
の
集
散
地
を
抱
え
た
江
蘇
等
を
除
け
ば
銅
確
保
に
は
不
安
が

(

m
心

)

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
銭
不
足
が
ひ
ど
か
っ
た
江
西
省
な
ど
は
例
外
的
措
置
と
し
て
雲
南
か
ら
職
迭
中
の
京
銅
を
と
ど
め
原
料
と
し
て
鋳
造
を
開

(
幻
)

始
す
る
こ
と
を
認
め
さ
せ
て
い
る
。
京
師
二
局
の
原
料
銅
確
保
を
第
一
義
と
し
て
き
た
従
来
の
政
策
か
ら
す
る
と
極
め
て
異
例
の
こ
と
で
あ

(
m
A
)
 

る
。
し
か
も
、
清
朝
は
こ
の
措
置
を
先
例
と
し
な
い
と
し
な
が
ら
、
そ
の
後
湖
北
省
な
ど
に
も
認
可
し
て
い
る
。
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貨
幣
供
給
が
不
安
定
な
場
合
、
こ
の
よ
う
に
地
方
の
貨
幣
需
要
に
合
せ
現
地
で
通
貨
を
護
行
す
る
の
は

一
見
嘗
然
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る

が
、
貨
幣
鋳
造
権
を
濁
占
的
に
有
す
る
清
朝
中
央
に
と
っ
て
は
そ
の
貨
幣
政
策
の
根
幹
に
開
わ
る
よ
う
な
困
難
な
問
題
を
内
包
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
そ
も
そ
も
原
料
の
偏
在
の
も
と
で
の
貨
幣
鋳
造
の
分
散
は
、
地
域
ご
と
の
鋳
造

コ
ス
ト
の
差
異
を
も
た
ら
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
殊
に
銅

の
場
合
は
運
迭
費
に
よ
る
較
差
が
大
き
い
。
地
方
鋳
造
を
認
可
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
し
た
較
差
を
慮
理
し
た
上
で
向
旦
つ
貨
幣
の
統
一

性
を
保
ち
う
る
か
と
い
う
課
題
を
諜
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
も
な
け
れ
ば
そ
の
貨
幣
の
全
園
的
均
質
性
・
統

一
性
を
放
棄
す
る
と
い
う

手
段
を
講
ず
る
か
だ
が
、
後
で
踊
れ
ら
れ
る
よ
う
に
現
寅
に
そ
う
し
た
方
向
も
顔
を
覗
か
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
も
か
く
地
方
銭
局
の
自
律
的
な
制
鎮
護
行
の
道
が
聞
か
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、

そ
も
そ
も
の
契
機
が
各
地
方
で
の
銭
貴
の
進
行
で
あ

っ
た

こ
と
は
疑
い
な
い
。
薙
正

一
二
年
の
改
鋳
は
本
来
銭
相
場
を
軟
化
さ
せ
る
べ
き
な
の
に
、
銭
貴
は
一
向
に
お
さ
ま
ら
な
か
っ
た
。
い
や
む
し
ろ
準

行
の
歩
み
を
速
め
さ
え
し
た
。
更
に
乾
隆
一
帝
一
即
位
と
と
も
に
銭
貴
解
決
策
と
し
て
薙
正
の
銅
禁
令
を
解
除
す
る
が
事
態
は
嬰
わ
ら
な
か
っ
た
。

へM
)

ま
た
鋳
造
銅
貨
の
庭
質
に
も
ほ
と
ん
ど
関
わ
り
な
く
銭
貴
は
進
行
し
て
い
っ
た
。
し
か
も
そ
の
銭
貴
は
た
だ
全
健
と
し

て
の
銅
貨
供
給
を
増
加
さ
せ
れ
ば
済
む
の
で
は
な
く
、

地
方
的
な
封
躍
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
通
貨
不
足
な
の
で
あ
っ
た
。
特
徴
的
な
の
は
各
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銅
禁
令
の
存
般
に
も
、

省
と
も
銭
貴
を
銅
銭
需
要
の
扱
大
に
よ
る
と
と
ら
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
け
っ
し
て
銀
の
方
の
供
給
過
多
に
よ
る
比
債
の
上
昇
と
は
み
な
し

へ

お

)

〔

M

m

)

て
い
な
い
。
そ
れ
放
に
清
朝
は
銭
使
用
を
制
限
し
、
各
方
面
で
銀
使
い
へ
誘
導
し
て
銅
貨
の
用
途
を
縮
小
し
よ
う
と
す
る
が
、
大
勢
を
費
え
る

だ
け
の
質
始
以
性
を
持
た
な
か
っ
た
。

(

幻

)

(

お

)

で
は
地
方
的
針
雁
と
は
何
を
示
唆
し
て
い
る
の
か
。
こ
こ
で
参
照
す
べ
き
は
乾
隆
九
年
に
湖
北
省
、
二
六
年
に
江
蘇
省
で
見
ら
れ
た
小
制
銭

錨
造
問
題
で
あ
る
。
江
蘇
で
は
一
文
H

一
銭
の
、
湖
北
で
は
通
行
の
大
制
銭
の
三
分
の
こ
に
過
ぎ
な
い
一
文
H

八
分
の
護
行
を
計
重
し
た
の
で

あ
る
。
理
由
は
明
快
で
あ
る
。
銅
銭
需
要
が
高
ま
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
原
料
銅
の
供
給
が
不
足
し
た
か
ら
で
あ
る
。
雨
省
は
圏
内
流
通

の
二
大
結
節
貼
を
か
か
え
て
い
る
。

一
定
以
上
の
恒
常
的
商
品
流
通
総
量
に
は
そ
れ
に
封
醸
し
た
規
模
の
流
通
手
段
す
な
わ
ち
貨
幣
が
必
要
な

は
ず
だ
が
、
金
属
貨
幣
が
そ
の
流
通
を
支
え
て
い
る
前
提
の
下
で
は
、
貨
幣
需
給
の
逼
迫
に
際
し
て
と
る
べ
き
手
段
は
二
つ
し
か
な
い
。
貴
金



属
供
給
か
貨
幣
単
位
か
ど
ち
ら
か
に
弾
力
性
を
持
た
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
清
朝
の
貨
幣
政
策
に
お
い
て
主
流
を
占
め
た
の
は
前
者
の
方
で
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
貨
幣
単
位
を
あ
く
ま
で
全
圏

一
律
に
し
て
お
い
て
、
官
民
の
貨
幣
需
要
に
あ
わ
せ
て
貴
金
属
供
給
を
割
腹
さ
せ
よ
う
と
す
る
方

針
で
あ
る
。

一
方
こ
の
小
制
銭
鋳
造
の
場
合
は
明
ら
か
に
後
者
に
属
す
る
。
す
な
わ
ち
貨
幣
需
要
が

一
定
と
し
て
銅
供
給
量
の
嬰
化
に
貨
幣
皐

位
純
分
を
劃
臨
隠
さ
せ
よ
う
と
す
る
護
想
で
あ
る
。

結
局
幾
度
か
出
た
小
制
銭
鋳
造
案
は
立
消
え
に
な
る
か
、
質
施
に
う
つ
さ
れ
て
も
短
期
間
の
う
ち
に
底
止
と
な
っ
て
い
る
。
湖
北
の
例
が
一
示

す
よ
う
に
小
制
銭
は
大
銭
(
一
銭
二
分
の
制
銭
)
と
並
行
し
て
流
通
す
る
以
上
グ
レ
シ
ャ
ム
の
法
則
が
働
き
大
銭
を
流
通
か
ら
退
出
さ
せ
て
し
ま

う
か
ら
で
あ
る
。
既
に
我
々
は
問
題
の
核
心
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
。
こ
の
場
合
大
銭
は
章

一
的
な
全
園
通
貨
で
あ
る
の
に
封
し
、
小
制
銭
は
現

地
の
金
属
供
給
と
貨
幣
需
要
に
適
合
し
た
地
方
通
貨
な
の
で
あ
る
。
湖
北
の
事
例
は
地
方
通
貨
に
よ
る
、
相
劃
的
に
過
低
評
債
さ
れ
た
全
園
通

貨
の
騒
逐
を
表
現
し
て
い
る
。
地
方
銭
局
の
自
律
性
を
認
め
る
こ
と
は
究
極
的
に
は
重
一
的
貨
幣
制
度
の
放
棄
に
至
る
の
で
あ
る
。
だ
が
清
朝

は
そ
の
選
擦
肢
を
切
捨
て
、
現
地
の
貨
幣
需
給
か
ら
す
る
と
素
材
債
格
が
高
い
良
貨
を
ひ
た
す
ら
供
給
す
る
道
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
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制
銭
流
通
の
構
造

で
は
そ
も
そ
も
制
銭
は
ど
の
よ
う
な
原
理
で
流
通
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
銅
銭
一
般
の
機
能
を
具
睦
的
事
例
の
中
か
ら
抽
出
し
て

み
よ
う
。

乾
隆
六
・
七
年
か
ら
一
八
年
に
か
け
て
は
、
最
も
銭
貴
が
深
刻
な
問
題
と
さ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
京
師
で
は
銭
貴
が
昂
じ
て
一
雨
1
八
O

O
文
を
割
っ
て
し
ま
う
事
態
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
の
清
朝
の
原
因
認
識
及
び
針
策
に
は
特
徴
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
銭
の
供
給
量
の
少
な
き

に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
銭
貴
の
元
凶
は
「
富
戸
」
の
、
ま
た
後
に
は
盟
一
商一
の
銭
蓄
識
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
単
な
る
投
機
に
劃
す
る
批

判
の
類
い
で
あ
れ
ば
遁
時
的
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
時
の
銭
貴
に
劃
す
る
銭
蓄
臓
原
因
論
は
構
造
的
な
問
題
に
燭
れ
る
も
の
で

699 

あ
っ
た
。
こ
の
時
の
銭
貴
と
そ
れ
に
射
す
る
政
策
の
推
移
を
追
っ
て
み
よ
う
。
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乾
隆
一
七
年
山
東
巡
撫
の
上
奏
を
契
機
と
し
て
、
清
朝
は
先
ず
直
隷
に
お
い
て
一
定
の
額
を
限
度
と
し
て
そ
れ
を
超
過
し
た
分
を
官
が
牧
買

す
る
と
い
う
銭
の
保
有
制
限
令
を
出
す
。
乾
隆
初
年
以
降
、
盛
ん
な
圏
内
の
銅
産
に
支
え
ら
れ
て
か
つ
て
な
い
規
模
の
制
銭
を
鋳
造
し
て
お
り

な
が
ら
一
向
に
止
ま
な
い
銭
貴
に
、
貨
幣
供
給
を
増
加
さ
せ
る
の
で
は
な
く
て
、

い
わ
ば
貨
幣
の
稼
働
率
を
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
酎
庭
し
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
政
策
は
直
隷
で
は
一
躍
の
成
果
を
示
す
。
早
く
も
同
年
十
月
に
は
十
一
勝
か
ら
計
二
寓
除
串
の
提
出
が
民
聞
か
ら
あ

っ
た
こ
と
が
上
奏
さ
れ
て
い
る
。
州
懸
に
集
め
ら
れ
た
銭
は
市
集
に
投
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
市
中
の
銭
相
場
よ
り
低
い

交
換
レ

l
卜
を
設
定
し
て
相
場
の
沈
静
を
固
る
よ
う
に
し
た
。
十
二
月
に
も
通
州
だ
け
で
一
蔦
七
九

O
串
を
牧
買
し
た
等
、
各
州
蘇
の
枚
銭
額

を
上
奏
し
て
い
る
が
、
興
味
深
い
の
は
各
州
鯨
の
銭
相
場
が
低
く
な
っ
た
た
め
地
租
と
し
て
集
め
ら
れ
た
銭
を
よ
り
相
場
が
高
い
京
師
に
運
ん

で
免
換
す
る
動
き
が
あ
る
と
報
告
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
貫
際
こ
の
上
奏
で
は
地
域
に
よ
り
ば
ら
つ
き
が
あ
る
が
銭
相
場
は
八
百
三
四
十
文

か
ら
八
百
六
七
十
文
と
し
て
お
り
、
す
で
に
沈
静
し
つ
つ
あ
る
と
し
て
い
た
十
月
の
八
百
三
四
十
文
よ
り
も
更
に
下
落
し
て
い
る
(
た
だ
そ
れ

が
政
策
の
直
接
の
影
響
か
否
か
は
保
留
に
し
て
お
く
)
。
貨
幣
相
場
の
地
域
差
に
は
敏
感
な
反
雁
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
銘
記
し
て
お
く
必
要
が
あ

- 66ー

る
。
翌

一
八
年
三
月
の
上
奏
で
は
牧
買
銭
の
二
割
は
緑
斑
を
帯
び
た
康
照

・
薙
正
銭
で
あ
る
と
し
て
、
退
臓
分
が
出
て
き
た
の
で
あ
り
投
機
的

(
ω
)
 

蓄
臓
制
限
の
目
的
は
達
せ
ら
れ
た
と
の
主
張
を
し
て
い
る
。
と
も
か
く
施
策
の
有
数
性
は
と
も
あ
れ
供
出
可
能
な
銭
は
確
か
に
蓄
蔵
さ
れ
て
あ

っ
た
ら
し
い
。

直
隷
で
の
成
果
を
う
け
て
、
各
省
に
謝
し
て
同
様
の
銭
蓄
蔵
制
限
策
を
は
か
る
よ
う
上
識
が
下
り
、
約
中
十
年
の
内
に
十
五
省
が
そ
れ
に
つ
い

て
上
奏
し
て
く
る
。

共
通
し
て
い
る
の
は

自
省
の
銭
蓄
臓
の
弊
を
否
定
し
て
レ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
が
事
寅
を
反
映
し
て
い
る
か
否
か

は
、
こ
こ
で
は
不
聞
に
す
る
。
問
題
は
銭
蓄
臓
が
ほ
か
の
い
か
な
る
事
象
と
因
果
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
で
あ
る
。
直
隷
の
銭
賞
が
自
省
と
は
異

(
引
札
)

な
っ
た
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
は
多
く
の
外
省
督
撫
た
ち
が
共
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
具
観
的
に
そ
の
こ
と
に
言
及
し
て
レ

得
た
鎖
に
さ
し
た
る
運
用
先
も
な
い
の
で
銭
が
蓄
賦
さ
れ
た
の
だ
、

る
の
は
山
西
巡
撫
の
上
奏
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
直
隷
は
山
西
と
遣
い
穀
物
生
産
が
豊
か
で
あ
り
、
富
戸
に

と

っ
て
は
穀
物
代
債
と
し
て

(
m
M
〉

と
し
て
い
る
。

」
の
内
容
も
現
貫
(
例
え
ば
直
殺
の
穀
物
生
産
力
水
準
)
を



正
し
く
反
映
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
恐
ら
く
危
険
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
こ
こ
で
は
そ
れ
を
検
討
す
る
必
要
も
な
い
。
着
目
す
べ
き
は
穀
物

販
買
と
銭
蓄
識
に
因
果
関
係
が
あ
る
と
す
る
官
僚
た
ち
の
認
識
で
あ
る
。
寅
際
、
こ
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
直
隷
に
限
ら
れ
ず
、
例
え
ば
一隅

(

お

)

建
の
内
陸
部
に
つ
い
て
も
同
様
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
他
地
域
へ
の
穀
物
責
却
が
そ
の
地
域
に
銭
を
滞
留
さ
せ
る
と
い
う
護
想
は
、
少
な

く
と
も
違
和
感
を
も
た
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

穀
物
と
並
び
銭
蓄
識
と
の
因
果
関
係
を
問
わ
れ
た
の
が
堕
の
小
貫
で
あ
る
。
乾
隆

一
八
年
清
朝
は
な
お
や
ま
な
い
銭
貴
へ
の
針
策
と
し
て
、

盟
一
商
一
に
劃
し
て
生
産
者
か
ら
の
買
付
け
に
必
要
な
部
分
を
除
き
、
そ
の
他
の
除
剰
鏡
は
盟
を
買
却
し
た
そ
の
州
鯨
で
銀
に
免
換
さ
せ
る
よ
う
に

(

制

)

各
省
に
指
針
を
し
め
し
て
い
る
。
地
域
か
ら
引
上
げ
た
小
額
通
貨
は
、
直
隷
の
銭
保
有
制
限
と
同
じ
く
そ
の
州
鯨
の
市
集
で
再
投
入
す
る
方
針

で
あ
っ
た
。
だ
が
生
産
地
か
ら
遺
臣
離
の
消
費
地
を
受
持
つ
盟
一
商
に
と
っ
て
は
、
言
わ
れ
る
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
あ
る
程
度
必
然
の
こ
と
で

あ
る
。
湖
南
巡
撫
が
報
告
し
て
い
る
よ
う
に
、
湖
南
省
南
部
は
慶
東
の
盟
一
商
の
販
貰
領
域
で
あ
っ
た
が
、
彼
等
に
と
っ
て
贋
東
の
盟
場
で
盟
戸

(

お

)

に
支
排
う
の
に
必
要
な
銭
は
贋
東
で
調
達
す
る
の
で
、
湖
南
で
得
た
銭
を
省
外
に
持
出
す
こ
と
は
な
い
と
し
て
い
る
。

多
額
の
銭
の
移
動
に
は
す
く
な
か
ら
ぬ
運
迭
費
を
要
す
る
。
概
し
て
制
銭
で
あ
れ
小
銭
で
あ
れ
銭
相
場
の
地
域
差
に
は
た
し
か
に
敏
感
に
反

- 67ー

鷹
し
て
移
動
す
る
の
で
あ
る
が
、

贋
い
と
い
う
こ
の
構
造
は
、
穀
物
や
盟
と
い
っ
た
最
も
日
常
的
な
物
資
の
買
却
に
よ
り
流
入
し
て
き
た
小
額
通
貨
の
還
流
性
を
著
し
く
制
約
し

一
方
で
運
迭
費
を
超
過
す
る
だ
け
の
差
は
そ
う
容
易
に
は
起
こ
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
現
迭
黙
の
上
下
の
幅
が

て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
「
富
戸
」
針
象
の
銭
保
有
制
限
令
に
し
ろ
、
買
瞳
の
銭
の
現
地
免
換
奨
動
に
し
ろ
、
こ
の
時
の
銭
債
へ
の
介
入
政
策
は
外
部
か
ら
の
制

銭
の
追
加
供
給
を
考
え
る
よ
り
む
し
ろ
現
地
の
銭
ス
ト
ッ
ク
を
一
定
の
も
の
と
前
提
し
、

そ
の
中
で
公
的
手
段
を
通
し
て
退
蔵
分
ま
で
ひ
き
ず

り
だ
し
て
そ
の
流
通
速
度
を
高
め
る
と
い
う
調
整
方
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
追
加
供
給
も
せ
ず
流
出
を
防
ぐ
だ
け
で
、
回
轄
を
速
め

る
こ
と
に
よ
り
、
買
致
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
銭
且
貝
に
封
躍
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
は
何
ら
か
の
根
援
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

701 

う
か
。
別
の
材
料
を
参
考
に
供
す
る
必
要
が
あ
る
。
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や
や
時
代
が
下
る
が
乾
隆
三
八
年
安
徽
巡
撫
は
自
省
で
の
小
銭
の
流
通
に
つ
い
て
燭
れ
る
中
で

「
各
慮
の
舗
戸
(
一
商
庖
〉
は
節
(
金
融
節

期
〉
に
逢
う
ご
と
に
牧
支
の
勘
定
に
お
い
て
銀
建
て
が
少
な
く
銭
建
て
が
多
い
た
め
、

(

お

)

し
れ
な
い
」
と
し
て
い
る
。
小
錦
の
流
通
に
関
す
る
史
料
と
し
て
も
一意
味
が
あ
る
が
そ
れ
は
後
で
燭
れ
る
と
し
て
、

重
要
な
の
は
決
算
期
に
な

外
来
の
一商
人
が
小
銭
を
機
に
乗
じ
て
混
入
さ
せ
る
か
も

る
と
銭
需
要
が
高
ま
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
金
融
節
期
と
は
す
な
わ
ち
五
・
八
月
と
年
末
で
あ
る
が
殊
に
年
末
に
銭
相
場
が
高
騰
す
る
と
い

う
こ
と
は
ど
こ
で
も
共
通
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
特
別
な
針
策
が
必
要
な
問
題
と
し
て
意
識
は
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
直
隷
の
丘
(
制
の
銭
支
桝

(

幻

)

な
ど
も
多
季
を
選
ん
で
な
さ
れ
て
い
る
。

一
方
で
ま
た
散
見
す
る
の
は
徴
税
と
銭
債
嬰
動
の
関
連
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
徴
税
前
に
は
銀
需
給
が
逼
迫
し
て
銭
相
場
が
弱
気
に
な
り
、
納

(

叩

拍

)

税
期
が
遁
ぎ
る
と
回
復
す
る
と
い
う
別
の
周
期
の
動
き
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
う
す
る
と
銭
需
要
に
は
か
な
り
の
季
節
較
差
が
あ
っ
た
こ
と
に

な
る
。

し
か
も
較
差
分
に
嘗
た
る
銭
が
地
域
外
へ
流
出
す
る
ほ
ど
の
銭
相
場
の
地
域
差
は
通
常
で
は
考
え
に
く
い
。
既
に
穆
げ
た
直
毅
の
緑
斑

り
の

「
流
通
」

し
て
い
な
い
銭
が
存
在
し
て
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
園
家
に
よ
り
鋳
造
設
行
さ
れ
た
貨
幣
(
銭
)
の
徳
流
通

- 68ー

を
待
び
た
銭
の
例
の
よ
う
に
完
全
な
死
識
と
み
な
さ
れ
て
い
た
部
分
を
除
い
て
も
、
銭
需
要
の
周
期
の
山
場
以
外
の
あ
る
時
期
を
と
れ
ば
か
な

量
と
市
場
で
現
貨
に
機
能
し
て
い
る
貨
幣
の
純
流
通
量
と
の
聞
に
大
き
な
差
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

貨
幣
を
追
加
供
給
す
る
の
で
は
な
く
地
域
内
の
調
整
で
銭
需
要
を
充
足
さ
せ
る
と
い
う
政
策
は
右
に
述
べ
た
銭
需
要
の
季
節
性
と
い
う
現
質

と
符
合
す
る
。
寅
際
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
が
そ
れ
ぞ
れ
に
支
梯
い
な
い
し
は
送
金
の
義
務
を
負
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
例
え
ば
納
税

の
よ
う
に

一
'
年
の
内
の
あ
る
特
定
の
比
較
的
短
い
期
間
の
う
ち
に
履
行
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
貨
幣
需
要
の
繁
聞
は
、

そ
の

こ
と
に
お
い
て
は
銀
・
銭
と
も
程
度
の
差
は
あ
れ
事
情
は
お
な
じ
で
あ
る
が
、

一
方
で
退
裁
通
貨
を
構
造
的
に
う
み
だ
す
と
同
時
に
、
何
ら
か

の
信
用
機
関
が
介
在
す
る
後
件
と
な
る
。
先
の
各
省
の
上
奏
に
お
い
て
、
多
く
の
省
が
蓄
銭
の
最
た
る
も
の
と
し
て
典
嘗
を
翠
げ
て
い
る
が
、

(
鈎
)

そ
れ
は
そ
れ
な
り
の
現
質
を
反
映
し
て
い
た
と
考
え
て
良
い
。
既
に
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
清
代
中
期
に
隆
盛
を
迎
え
た
典
嘗
が
、
雨
替
を
業

と
す
る
銭
舗
と
共
に
地
域
の
遊
休
銅
銭
の
プ

l
ル
と
し
て
の
機
能
を
は
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
遊
休
銅
銭
の
主
要
部
分
が
そ
れ
ら
の
信



用
機
関
に
集
め
ら
れ
運
用
さ
れ
る
構
造
を
想
定
す
る
の
は
や
や
無
理
が
あ
る
。
多
く
は
運
用
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
周
期
的
に
や
っ
て
く
る
需
要

期
以
外
は
退
蔵
さ
れ
て
い
た
が
故
に
、
瞳
商
で
も
典
嘗
で
も
な
い
一
般
的
な
「
富
戸
」
の
蓄
銭
が
論
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
そ
う
す
る
と
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。
銅
銭
は
そ
の
重
さ
の
た
め
に
、
運
迭
費
を
越
え
る
だ
け
の
地
域
聞
の
銭
相
場
の
布
離
は
本

来
お
こ
り
づ
ら
く
、
あ
る
範
圏
内
に
沈
澱
す
る
傾
向
を
持
つ
。
ま
た
現
買
に
存
在
す
る
銭
と
機
能
し
て
い
る
銭
と
に
は
量
的
な
差
が
あ
り
、

し

か
も
そ
の
差
に
首
た
る
部
分
が
必
ず
し
も
銭
相
場
の
上
昇
に
連
動
し
て
流
通
部
面
に
再
登
場
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
先
の
安
徽

貨
幣
(
銭
)
市
場
が
硬
化
し
た
時
こ
そ
非
公
式
通
貨
た
る
小
銭
の
需
要
が
増
す
時
で
あ
っ
た
。
そ
の
篠
件
に
雁
じ
て

(

紛

)

採
算
の
と
れ
る
質

・
重
量
の
小
銭
で
あ
れ
ば
別
地
域
か
ら
も
流
入
し
う
る
。
も
ち
ろ
ん
清
初
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
よ
う
に
、

た
だ
銭
供
給
全

瞳
が
相
封
的
に
不
足
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
小
銭
は
そ
の
活
躍
の
場
を
得
る
の
で
あ
る
が
、
既
に
銭
が
充
溢
し
て
い
て
も
小
銭
は
受
容
さ
れ

の
史
料
に
言
う
ご
と
く
、

た
の
で
あ
る
。
故
に
小
銭
の
通
用
性
が
各
地
域
で
確
立
し
て
し
ま
う
の
を
あ
く
ま
で
拒
否
し
て
、
通
貨
の
専
一
の
護
行
主
健
で
あ
る
清
朝
が
銅

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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銭
の
重
一
性
を
保
と
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
銭
相
場
高
騰
に
封
し
て
外
部
か
ら
弾
力
的
に
制
銭
を
供
給
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
な
り
の
商
取
引
が
現
物
の
小
額
通
貨
で
お
こ
な
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
純
流
通
量
が
小
さ
い
と
い
う
こ
と
は
、
周
期
的
な
需
給

逼
迫
と
は
別
の
短
期
的
な
銅
銭
需
要
が
生
じ
た
場
合
に
は
相
嘗
な
混
凱
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
最
も
急
激
に
制
銭
需
要
を
高
め
た
の
は
軍

事
行
動
で
あ
る
。
例
え
ば
乾
隆
一
九
年
の
ジ
占
ン
ガ
ル
汲
兵
に
際
し
て
は
前
線
に
連
な
る
地
方
の
み
な
ら
ず
、
途
中
経
路
の
河
南
省
な
ど
に
も

(

H

U

)

 

制
銭
の
追
加
供
給
の
た
め
の
措
置
を
は
か
っ
て
い
る
。
ま
た
乾
隆
一
帝
の
南
巡
は
有
名
で
あ
る
が
、
や
は
り
そ
の
度
毎
に
江
蘇

・
断
江
は
制
銭
を

(

必

)

臨
時
に
増
鋳
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
非
日
常
的
な
人
的
移
動
が
珠
想
さ
れ
る
時
に
は
国
家
が
直
接
そ
の
移
動
先
に
通
貨
を
投
入
せ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
そ
れ
は
軍
事
・
巡
幸
の
ご
と
き
大
規
模
な
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
例
え
ば
郷
試
の
よ
う
な
水
準
の
人
の
集
中
で
も
銭
需
要
の
逼
迫
が

(

円

相

)

濠
想
さ
れ
て
い
る
。
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人
の
移
動

・
集
中
だ
け
で
は
な
く
、

農
作
物
の
豊
凶
も
鐘
需
要
の
逼
迫
に
繋
が
っ
た
。

凶
作
が
昂
じ
て
飢
僅
に
至
り
そ
の
救
済
を
講
ず
る
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時
、
現
地
で
銀
を
鐘
に
免
換
し
て
、
供
興
す
る
震
の
穀
物
を
購
入
す
る
の
で
は
現
地
の
銭
相
場
を
急
騰
さ
せ
る
の
で
、
改
め
免
換
し
た
銭
を
支

(

M

H

)

 

出
す
る
と
い
っ
た
配
慮
を
し
て
い
る
。
以
上
に
奉
げ
た
例
は
非
経
済
的
要
因
す
な
わ
ち
政
策
が
惹
起
し
た
質
物
需
要
が
介
在
し
て
い
る
も
の
で

(

必

)

た
だ
箪
に
あ
る
地
方
が
豊
作
に
な
っ
た
と
い
う
だ
け
で
銭
相
場
の
高
騰
は
お
こ
り
え
た
。

あ
る
。
そ
れ
と
は
別
に
、

つ
ま
り
貫
物
の
需
要
増
加

に
到
し
て
の
み
な
ら
ず
、
寅
物
の
供
給
増
加
に
射
し
て
も
貨
幣
(
銭
)
相
場
は
正
の
閥
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
結
果
と
し
て

一商
品
流
通
量
が
通
常
の
枠
を
越
え
た
な
ら
ば
、
銅
銭
は
追
加
供
給
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

で
は
公
式
上
は
唯

一
の
供
給
者
で
あ
る
清
朝
の
園
家
業
務
の
遂
行
に
お
い
て
は
、
制
銭
は
ど
の
よ
う
に
流
通
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
史

料
に
擦
る
か
ぎ
り
園
庫
に
制
銭
が
納
入
さ
れ
る
の
は
主
要
に
は
二
つ
の
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
。

一
つ
に
は
園
家
が
穀
物
債
格
調
整
の
た
め
に
米
な
ど
を
腹
貰
(
縄
米
)
し
た
時
の
代
憤
と
し
て
入
っ
て
く
る
。
謝
し
て
園
庫
か
ら
制
銭
が
支
出

一
つ
に
は
首
然
納
税
が
奉
げ
ら
れ
る
。
も
う

さ
れ
る
の
も
ほ
ぼ
こ
つ
で
あ
る
。

一
つ
に
は
兵
帥

・
官
俸
の
支
排
い
、
も
う
一
つ
は
種
々
の
物
資
の
園
家
に
よ
る
買
付
け
、
す
な
わ
ち
採
買
の

ん
で
い
る
。
京
師
二
局
並
び
に
各
省
銭
局
が
毎
年
新
た
に
鋳
造
す
る
制
銭
の
大
部
分
は
こ
れ
に
充
て
ら
れ
る
。

(

必

)

分
も
か
な
り
の
割
合
い
で
銭
に
免
換
さ
れ
た
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
。

た
だ
最
終
的
に
は
銀
支
梯
い
部
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代
慣
と
し
て
支
携
わ
れ
る
。
人
件
費
の
支
梯
い
は
兵
帥
搭
放
の
よ
う
に
そ
の
時
の
銭
相
場
を
考
慮
し
て

一
定
の
割
合
い
の
制
銭
支
梯
い
を
組
込

一
方
、
採
買
に
お
い
て
は
省
以
上
の
機
関
か
ら
制
銭
を
支
出
す
る
こ
と

ほ
と
ん
ど
は
採
買
す
る
現
地
で
銭
舗
な
ど
の
金
融
業
者
を
通
じ
て
銀
を
免
換
し
て
調
達
す
る
の
で
あ
っ
た
。
故
に
た
ま
た
ま
現

(

灯

)

地
の
銭
舗
の
銭
保
有
が
不
足
気
味
で
あ
っ
た
場
合
は
そ
の
執
行
が
遅
ら
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

は
ま
ず
な
い
。

歳
入
の
銭
は
ど
う
か
。
清
初
よ
り
州
豚
へ
の
田
賦
納
入
は
銀
七
銭
三
の
割
合
で
な
す
こ
と
を
成
例
と
し
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
州
懸
の
残

留
分
に
限
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
省
へ
の
起
解
分
は
全
て
庫
卒
銀
に
直
し
て
迭
金
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
銀
七
銭
三
の
例
自
践
は

(
必
)

一
方
で
園
家
側
の
支
梯
い
手
段
で
も
あ
る
制
銭
の
信
用
を
高
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
州

闘
庫
通
用
性
を
付
興
す
る
こ
と
に
よ
り

腕
糊
よ
り
上
級
で
鋭
の

0

ア
ー
ル
を
形
成
す
る
制
度
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
耀
米
の
銭
は
地
方
と
京
師
は
別
に
見
な
し
た
方
が
よ
い
。
地
方
で
は
耀

(

川

叩

)

米
銭
は
銀
に
免
換
の
上
、
牧
穫
期
に
常
卒
倉
の
補
填
費
用
に
供
さ
れ
る
。
京
師
で
は
穀
物
債
格
調
整
を
司
る
五
城
米
局
が
戸
部
を
通
す
な
ど
し



(

印

)

て
兵
制
や
土
木
費
用
(
工
程
)
に
銭
の
ま
ま
運
用
さ
れ
る
。

さ
て
そ
う
す
る
と
五
城
米
局
の
賭
米
銭
は
兵
制
等
の
搭
放
分
と
な
っ
て
還
流
し
て
い
る
が
、
納
官
さ
れ
た
鎮
の
ほ
と
ん
ど
は
園
庫
よ
り
支
出

さ
れ
る
制
銭
と
は
重
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
兵
制
な
ど
の
た
め
の
毎
年
の
新
制
銭
を
供
給
す
る
以
外
、
銅
銭
は
園
家
に
と
っ
て
も
や

は
り
州
懸
以
下
で
循
環
す
る
だ
け
の
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
業
務
の
上
か
ら
見
て
も
、
行
政
機
関
で
の
銅
銭
保
有
額
は
低
か
っ
た
と
い
え
る

州
懸
の
等
級
で
な
ら
存
留
分
の
あ
る
部
分
は
銅
銭
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
省
の
等
級
ま
で
い
く
と
、

(
勿
論
銭
局
は
別
だ
が
)
。

宮
中
楼
に
散
見
す

る
各
布
政
司
の
存
款
(
残
高
)
で
は
銭
款
目
が
そ
も
そ
も
な
い
か
、
勿
論
銭
勘
定
分
も
折
銀
し
て
い
る
と
い
う
可
能
性
は
常
に
あ
る
の
だ
が
、

(

日

)

あ
っ
て
も
非
経
常
的
な
も
の
で
し
か
も
全
鐙
の
敷
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
あ
る
。
京
師
す
な
わ
ち
清
朝
中
央
で
は
ど
う
か
。
王
慶
雲
が
集
め
た

乾
隆
三

O
年
に
お
け
る
京
師
で
の
経
費
報
告
を
見
る
と
銀
雨
建
て
が
約
八
三

O
高
雨
に
射
し
て
銭
建
て
が
約
一
二

O
高
串
と
な
っ
て
い
る
。
だ

が
そ
の
銭
款
目
は
兵
制
と
京
官
公
費
飯
食
銭
が
主
要
な
部
分
を
占
め
て
お
り
、

(
位
)

投
じ
ら
れ
て
い
な
い
制
銭
)
が
支
梯
わ
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

そ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
賓
泉
局
の
鋳
造
銭
(
す
な
わ
ち
ま
だ
流
通
に

-71ー

園
家
業
務
の
遂
行
に
お
い
て
も
上
か
ら
下
へ
制
銭
は
た
だ
沈
澱
し
て
い
く
の

み
で
あ
っ
た
。

園
家
業
務
の
遂
行
に
お
い
て
制
銭
が
た
だ
沈
澱
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、

一
方
的
追
加
供
給
を
求
め
る
現
買
の
貨

幣
流
通
と
適
合
す
る
が
ご
と
き
で
あ
る
。
だ
が
園
家
の
制
銭
支
給
は
市
場
の
欣
況
と
直
接
的
な
関
係
を
持
た
ず
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

品
目
園
初
清
朝
に
と
っ
て
通
貨
政
策
は
兵
制
の
搭
放
を
主
眼
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
乾
隆
初
期
各
省
が
鋳
造
を
開
始
し
た
時
も
兵
制
搭
放
に
足
り

る
こ
と
を
基
本
に
し
て
そ
の
銭
銭
教
を
設
定
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
兵
帥
へ
の
制
銭
搭
放
に
は
一
種
の
優
遇
策
と
し
て
の
意
味
が
あ

っ
た
。
銀

建
て
の
兵
制
を
制
銭
に
換
算
す
る
の
に
順
治
以
来
の
一
雨

u
一
O
O
O文
の
レ

1
ト
を
採
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
銭
貴
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け

受
取
る
側
に
は
有
利
と
な
る
。
嘗
然
そ
れ
は
清
朝
に
財
政
負
措
を
強
い
る
こ
と
に
な

っ
た
。

そ
の
た
め
乾
隆
八
年
に
は
江
蘇
省
が
兵
制
搭
放
に

つ
い
て
鋳
銭
数
が
足
ら
な
い
の
で
一
雨
一

C
O
O文
を
改
め
て
市
債
に
近
い
八
八

O
文
で
支
給
す
る
案
を
提
出
す
る
。
射
す
る
上
識
は
、
兵
丁
の

(

臼

)

給
料
は
食
用
に
足
り
る
だ
け
で
あ

っ
て
削
減
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
し
て
奮
来
の
率
を
遵
守
さ
せ
、
他
省
に
も
こ
れ
を
基
準
と
さ
せ
て
い
る
。
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毎
同
一

O
O
O文
支
給
の
原
則
は
そ
の
後
崩
れ
て
い
く
が
、

と
も
か
く
各
省
の
制
銭
鋳
造
開
始
の
頃
の
制
銭
供
給
は
市
場
の
銭
相
場
と
は
直
接

的
な
因
果
関
係
を
持
た
ず
、

園
家
が
義
務
を
負
っ

て
い
る
支
梯
い
の
維
持
を
第
一
義
と
し
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

一
般
に
貫
録
等
で
制
銭
な
い
し
は
大
銭
と
明
記
し
て
い
る
の
は
、
納
税
(
正
税
に
加
え
て
、
渡
掲
の
よ
う
な
臨
時
課
税
も
含
む
〉
や
兵
制
の
支
梯

(
臼
)

い
に
閲
す
る
記
事
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
つ
ま
り
制
銭
が
園
庫
通
用
性
を
排
他
的
に
有
す
る
通
貨
で
あ
る
と
い
う
幣
制
上
の
原
則
を
反
映
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
射
し
て
小
銭
は
あ
く
ま
で
非
公
式
通
貨
で
あ
り
、
例
え
ば
小
銭
を
使
用
し
た
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
十
分
刑
罰
封
象
た
り
え

(

日

)

た
の
で
あ
る
。
清
朝
に
と
っ
て
は
、
園
庫
通
用
性
を
有
す
る
制
銭
を
自
ら
の
財
政
支
出
を
通
し
て
上
か
ら
供
給
す
る
こ
と
に
よ
り
地
方
通
貨
た

る
小
銭
が
マ
適
用
す
る
の
を
排
除
し
よ
う
と
い
う
の
が
方
針
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

論
理
的
に
は
公
式
通
貨
た
る
制
銭
の
流
通
を
前
提
に
し
て
こ
そ
差
盆
を
得
る
た
め
の
私
銭
銭
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
が
、
現
貫
で
は
む
し
ろ

小
銭
の
地
方
で
の
流
通
の
方
が
前
提
と
な

っ
て
制
銭
の
追
加
供
給
に
よ
る
排
除
と
い
う
針
策
が
生
じ
た
と
い

っ
た
方
が
よ
い
。
そ
の
役
割
を
果

た
す
に
は
制
銭
は
ど
の
私
銭
銭
よ
り
も
良
質
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
ま
さ
し
く
良
質
ゆ
え
に
微
妙
な
問
題
が
附
随
せ
ざ
る
を
え
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な
か

っ
た
。
す
な
わ
ち
良
質
た
る
が
た
め
の
私
錯
の
弊
で
あ
る
。
私
錯
に
は
小
銭
の
製
造
を
目
的
に
す
る
も
の
と
銅
器
の
原
料
に
供
す
も
の
と

が
あ
る
が
、
情
代
は
非
常
に
銅
器
そ
の
も
の
の
需
要
が
た
か
ま

っ
た
時
代
で
あ
り
、
制
銭
を
原
料
と
す
る
銅
製
品
製
造
は
大
き
な
利
盆
を
生
む

(

日

山

)

も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
既
に
言
わ
れ
て
い
る
。
銅
自
践
の
買
手
優
位
の
状
況
は
銅
の
市
場
債
格
を
高
め
、
制
銭
の
素
材
債
格
を
相
劉

的
に
低
め
る
こ
と
に
な

っ
た
。

だ
が
銅
の
市
場
慣
格
が
高
か
っ
た
の
に
は
供
給
の
在
り
方
に
も
原
因
が
あ
る
。
膨
大
な
制
銭
の
鋳
造
を
園
る
に
は
賞
金
属
で
も
あ
る
銅
の
生

産
と
流
通
を
確
保
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
洋
銅
す
な
わ
ち
日
本
銅
の
職
入
減
少
が
銅
の
市
場
憤
格
を
吊
上
げ
た
の
は
確
か
な
事
で
あ
る
。
だ
が
制

銭
の
素
材
償
格
の
市
慣
と
比
べ
て
の
低
さ
は
別
の
要
因
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
雲
南
な
ど
の
圏
内
銅
の
官
買
上
げ
債
格
の
低
さ
が
あ
れ
ば

こ
そ
で
あ

っ
た
。
と
は
レ
っ
て
も
そ
も
そ
も
年
間

一
0
0
0寓
斤
以
上
の
銅
を
縫
績
し
て
生
産
す
る
の
に
は
嘗
時
と
し
て
は
莫
大
な
投
資
を
要

し
た
。
若
干
の
燃
料
費
等
を
除
け
ば
ほ
と
ん
ど
務
働
力
確
保
の
た
め
の
出
費
で
あ
る
が
、

「僻
遠
の
地
」
で
あ
る
た
め
米

・
盤
と
レ

っ
た
基
本



的
物
資
の
調
達
に
ま
で
園
家
が
配
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
少
な
く
と
も
紐
針
的
な
生
産
コ
ス
ト
を
無
視
し
た
買
上
げ
債
格
が
設

(

幻

)

定
さ
れ
る
事
は
な
か
っ
た
。
鋳
造
側
に
お
い
て
も
基
本
的
に
生
産
費
は
補
填
さ
れ
て
い
た
。
と
す
る
と
何
故
制
鎮
の
素
材
債
格
が
名
目
債
格
を

上
回
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
問
題
な
の
は
官
に
よ
る
買
上
げ
債
格
と
銅
の
市
場
債
格
の
相
針
的
関
係
で
あ
る
。

圏
内
銅
の
買
上
げ
の
在
り
方
は
省
に
よ
り
異
な
り
一
律
で
は
な
い
が
、
産
出
銅
の

一
定
額
を
税
と
し
て
控
除
し
て
、
残
り
を
買
上
げ
債
格
を

(

臼

)

設
定
し
て
官
が
牧
買
し
て
い
た
の
は
共
通
し
て
い
る
。
だ
が
銅
一
商
人
に
と
っ
て
は
官
定
の
債
格
を
受
取
る
だ
け
で
は
さ
ほ
ど
の
利
盆
に
な
ら
な

(

回

)

い
と
さ
れ
、

一
O
%
の
「
逼
商
」
す
な
わ
ち
自
由
販
買
を
ゆ
る
す
こ
と
に
な
る
。
ま
た
洋
銅
は
大
方
官
に
よ
る
牧
買
と
銅
商
の
自
由
販
買
を
牢

(

印

)

々
の
割
合
で
定
め
て
い
た
。
よ
っ
て
公
式
上
に
お
い
て
少
な
く
と
も
雲
南
銅
の

一
割
と
洋
銅
の
五
割
は
官
の
牧
買
か
ら
除
外
さ
れ
て
お
り
、
そ

れ
ら
が
銅
の
市
場
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
(
寅
際
に
は
よ
り
多
く
の
統
制
外
の
銅
が
参
加
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
〉
。
盛
岡
造
用
の
銅
の
供
給
が
不
安
定
に

な
る
と
、
各
省
と
も
必
ず
一商
銅
つ
ま
り
民
間
市
場
の
銅
を
牧
買
し
て
急
場
を
し
の
ぐ
と
い
う
議
論
が
現
れ
る
。
湖
北
省
の
場
合
な
ど
、
恒
常
的

- 73ー

に
費
武
局
の
原
料
銅
の
三
分
の
一
を
漢
銅
す
な
わ
ち
漢
鎮
(
漢
口
〉
の

一商
銅
か
ら
牧
買
す
る
こ
と
に
し
て
い
た
が
、
漢
銅
債
格
は
洋
銅
債
格
を

(

町

山

)

も
越
え
圏
内
銅
債
格
と
は
か
な
り
の
債
格
差
を
み
せ
て
い
る
。
無
論
雲
南
銅
の
官
牧
買
部
分
の
率
を
減
ず
れ
ば
全
瞳
と
し
て
銅
相
場
も
軟
化
す

る
は
ず
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
圏
内
銅
の
園
家
統
制
が
あ
る
た
め
に
幅
の
大
き
い
二
重
相
場
が
生
じ
、

ま
た
そ
れ
故
に
統
制
的
コ
ス
ト
盟
系
に
基

づ
い
た
制
銭
か
ら
市
場
原
理
に
左
右
さ
れ
る
銅
へ
の
融
解
と
い
う
傾
向
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

も
し
小
銭
と
お
な
じ
素
材
債
格
の
水
準
で
制
銭
を
供
給
し
て
い
た
な
ら
ば
(
論
理
的
に
は
い
く
ら
皮
質
さ
せ
て
も
私
鋳
は
あ
り
え
る
は
ず
だ
が
、
現

寅
に
は
貨
駒
市
需
給
に
自
ず
と
そ
の
下
限
が
規
定
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
)
、
事
買
上
の
自
由
鋳
造
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
制
銭
を
自
ら
の
支
排
い
手
段
と

し
て
い
た
清
朝
は
そ
れ
を
拒
否
し
て
い
た
。

一
方
で
銭
需
要
は
高
ま
り
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
に
鈎
麿
す
る
た
め
銅
を
濁
占
的
に
管
理
し
な
が
ら
、

大
量
の
制
銭
を
供
給
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
も
の
が
一
商
品
で
あ
る
銅
の
市
場
供
給
を
犠
牲
に
し
て
い
た
た
め
、
絶
え
ず
溶
解
さ
れ
な
が
ら
多

大
な
経
費
を
投
じ
て
供
給
し
て
い
く
と
い
う
甚
だ
矛
盾
し
た
構
固
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

707 
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四

制
銭
流
通
の
崩
援

各
省
が
盛
岡
銭
を
は
じ
め
た
と
い
っ
て
も
、

そ
の
出
荷
銭
数
が
丘
(
前
支
給
を
基
準
に
し
て
い
た
の
で
は
、
自
ず
と
そ
れ
ぞ
れ
の
本
来
の
銭
需
要
と

の
均
衡
は
難
し
か
っ
た
。
な
に
し
ろ
江
蘇
省
の
正
規
の
年
間
盛
岡
銭
数
は
僅
か
九
寓
五
三
一二
O
飴
串
で
あ
り
、
贋
西
省
の
そ
れ
と
殆
ど
愛
わ
ら
な

し
か
し
乾
隆
一
七
年
の
銭
貴
の
溢
り
を
境
に
し
て
朕
況
は
祭
わ
り
は
じ
め
る
。
湖
北
省
の
場
合
は
も
と
も
と
銅
四
十
寓
斤

(
臼
〉

分
の
み
を
正
規
の
鋳
銭
に
充
て
て
い
た
の
だ
が
、
漢
口
の
銭
相
場
沈
静
を
名
目
と
し
て
さ
ら
に
四
十
寓
斤
を
追
加
鋳
造
し
は
じ
め
る
。
貨
幣
相

(

日

)

場
へ
の
介
入
を
目
的
に
制
銭
を
供
給
す
る
時
は
市
中
の
相
場
よ
り
は
安
い
(
山
西
省
の
例
に
な
ら
っ
て
銭
一
串
蛍
り
銀
五
分
安
と
す
る
こ
と
が
多
か
っ

か
っ
た
の
で
あ
る
。

た
)
が
、

し
か
し
そ
れ
で
も
鋳
造
コ
ス
ト
よ
り
は
高
く
、
各
省
に
差
盆
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
差
益
は
そ
れ
ぞ
れ
臨
時
財
源
と
し
て
主
に
土
木
・
建
設
事
業
に
充
て
ら
れ
る
の
だ
が
、

や
が
て
そ
れ
が
目
的
と
な

っ
て
増
察
す
る
と
い

う
傾
向
が
現
れ
る
。
湖
北
省
は
護
岸
工
事
の
た
め
布
政
司
か
ら
支
出
し
た
こ
蔦
五
千
雨
を
補
填
す
る
た
め
に
、

五
蔦
雨
を
借
り
て
賓
武
局
に
乾

- 74ー

隆
一
七
年
か
ら
一
九
年
に
か
け
て
増
銭
さ
せ
、
そ
の
買
却
差
金
で
も
っ
て
完
済
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
次
に
は
剤
州
の
城
壁
修
理
な
ど
の
名

(

刷

)

自
を
掲
げ
ま
た
噌
鋳
さ
せ
る
。
か
く
し
て
本
来
臨
時
の
も
の
で
あ
っ
た
増
鋒
が
怪
常
化
し
て
い
っ
た
。

乾
隆
二

O
年
頃
か
ら
は
こ
う
し
た
地
方
公
費
財
源
の
捻
出
策
と
し
て
の
鋳
銭
数
増
加
が
目
立
っ
て
く
る
。
各
省
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
篠
件
の

良
い
財
源
で
あ
っ
た
。
政
想
さ
れ
る
支
出
規
模
に
あ
わ
せ
て
増
減
が
可
能
で
あ
る
し
、
何
よ
り
も
投
下
し
た
元
金
の
回
牧
が
早
い
の
が
特
長
で

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
他
の
財
源
を
切
捨
て
て
制
銭
鋳
造
に
回
す
事
例
も
で
て
く
る
。
乾
隆
三

O
年
四
川
省
で
は
元
本
の
還
元
が
遅
い
た
め
生
息

銀
〈
質
貸
利
息
)
に
充
て
て
い
た
四
高
雨
を
引
上
げ
て
賀
川
局
の
培
鋳
費
用
に
輔
ず
る
。

新
た
に
鋳
造
す
る
た
め
に
は
銅
の
確
保
が
必
要
で
あ

(

白

山

)

る
が
、
官
銅
の
確
保
が
不
可
能
な
場
合
は
コ
ス
ト
の
高
い
一商
銅
を
購
入
し
て
も
質
貸
よ
り
大
き
な
利
盆
が
見
込
ま
れ
る
と
し
て
い
た
。
そ
こ
か

ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
依
然
と
し
て
績
く
銭
貴
が
こ
れ
ら
の
増
鋳
の
前
提
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

各
省
銭
局
の
宿
銭
に
は
嘗
然
銅
供
給
の
増
加
が
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
乾
隆
二

O
年
前
後
か
ら
三

O
年
頃
に
か
け
て
は
ま
さ
し
く
雲
南



と
そ
し
て
四
川
の
鋼
生
産
が
波
は
あ
る
が
全
健
と
し
て
嫌
張
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
雲
南
で
は
湯
丹
・
大
磁
の
主
要
二
廠
に
加
え
て
中
小
の
銅

(

同

山

)

廠
の
生
産
が
増
し
一
一
一

0
年
代
前
牢
に
は
年
産
額
一
五
百
蔦
斤
に
も
及
ぼ
う
と
し
て
い
た
。
つ
ま
り
各
地
で
の
鎮
の
相
劃
的
不
足
と
嘗
時
の
技
術

水
準
で
の
鎖
山
開
護
の
ピ

l
ク
と
い
う
二
つ
の
篠
件
が
合
致
し
て
地
方
局
の
制
銭
鋳
造
は
増
加
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
こ
に
は
非
常

に
不
安
定
な
要
素
が
睡
臆
さ
れ
て
い
た
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
制
銭
は
幣
制
の
重
一
性
維
持
の
た
め
に
上
か
ら
下
へ
追
加
的
に
供
給
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
も

一
定
量
の
銅
の
確
保
が
必
要
で
あ
る
。

か
っ
一
日
一
機
大
し
た
各
省
の
制
銭
鋳
造
規
模
は
容
易
に
縮
小
で
き
る
も
の
で

は
な
い
。
も
し
原
料
銅
の
供
給
に
騎
り
が
み
え
て
き
た
な
ら
ば
、
章
一
一
間
幣
制
に
す
ぐ
に
も
亀
裂
が
生
じ
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

問
題
は
既
に
乾
隆
二

0
年
代
の
末
か
ら
起
こ
っ
て
い
た
。
こ
の
頃
か
ら
低
銅
す
な
わ
ち
純
分
の
低
い
(
鉛
な
ど
の
異
物
を
含
む
〉
銅
が
史
料
の

上
に
現
れ
て
く
る
。
例
え
ば
映
西
省
は
二
九
年
末
に
、
そ
れ
ま
で
供
給
を
仰
い
で
き
た
四
川
銅
が
減
少
し
て
き
た
こ
と
か
ら
雲
南
銅
へ
の
碑
換

(

同

町

)

を
は
か
る
が
、
純
分
の
高
い
高
銅
で
は
飲
損
が
生
じ
る
の
で
安
い
低
銅
を
混
入
す
る
こ
と
を
上
奏
し
て
い
る
。
こ
の
時
に
は
湖
北
・
江
西
も
高

- 75ー

銅
・
低
銅
の
配
鋳
に
既
に
ふ
み
き
っ
て
い
る
。
残
さ
れ
て
い
る
史
料
上
の
数
値
に
お
い
て
は
雲
南
銅
産
は
な
お
上
昇
局
面
に
あ
っ
た
が
、
賓
際

に
は
、
高
い
水
準
に
固
定
し
て
し
ま
っ
た
銅
需
要
に
麿
え
る
た
め
に
劣
質
な
鎖
服
に
ま
で
開
設
の
手
を
伸
ば
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
た
の

(

回

)

で
あ
る
。
洋
銅
も
減
少
傾
向
に
あ
り
、
ま
た
や
が
て
雲
南
銅
も
抜
大
の
頂
黙
を
す
ぎ
減
少
に
向
か
う
と
ま
す
ま
す
低
銅
問
題
は
深
刻
に
な
っ
て

く
る
。銅

産
数
率
の
悪
化
は
ま
ず
銅
産
地
域
で
の
銅
銭
流
通
を
次
第
に
無
秩
序
な
も
の
に
導
い
て
い
く
。
奮
来
の
銅
鎮
の
疲
弊
は
自
然
新
た
な
鎖
服

(

回

)

を
求
め
さ
せ
る
が
、
そ
れ
ら
は
ど
れ
も
よ
り
交
通
の
便
が
悪
く
従
っ
て
穀
物
等
の
必
需
品
の
搬
入
に
多
大
な
出
費
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま

(

刊

山

)

た
生
産
奨
勘
の
目
的
か
ら
も
と
も
と
低
か
っ
た
銅
の
牧
買
債
格
引
上
げ
の
要
求
に
次
第
に
雁
じ
て
い
っ
た
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
銅
の
牧
買
は
相

(

九

)

嘗
な
財
政
支
出
を
必
要
と
し
た
。
元
来
、
京
銅
の
経
費
だ
け
で
清
朝
は
百
寓
雨
を
投
じ
て
い
た
の
だ
が
、
慨
に
そ
れ
以
外
に
八
百
高
斤
と
し

709 

一
五
%
税
控
除
の
残
り
を
嘗
初
の
債
格
の
毎
百
斤
九

・
二
南
で
買
上
げ
る
と
し
て
も
六

O
高
南
強
が
必
要
と
な
る
。

(

η

)

 

は
五

O
蔦
雨
程
度
な
の
で
あ
る
か
ら
そ
の
規
模
の
大
き
さ
が
知
れ
よ
う
。
問
題
は
そ
の
引
上
げ
分
を
ど
こ
か
ら
引
出
す
か
で
あ
っ
た
。
増
産
嘗

一
方
雲
南
の
地
丁
銀

て
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初
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
結
局
増
産
し
た
銅
で
も
っ
て
現
地
の
鋳
銭
数
を
増
加
さ
せ
、
そ
の
臨
時
造
差
盆
を
銅
牧
買
債
格
に
充
て
る
と
い
う
方
法

(

向

日

)

を
採
用
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
だ
が
そ
れ
は
従
来
か
ら
非
銅
産
地
に
比
べ
て
低
か
っ
た
銅
産
地
の
銭
相
場
を
盆
々
低
下
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
も
銅
産
は
け
っ
し
て
そ
の
最
盛
期
に
回
復
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
四
川
の
場
合
で
も
、
乾
隆
四
七
年
の
上
奏
で
は
、
か
つ
て
は
賓
川

(

九

〉

局
は
六
高
雨
徐
り
の
鋳
造
差
盆
が
あ
っ
た
の
が
銅
産
の
減
少
で
鋳
櫨
を
減
ら
し
た
と
し
て
い
る
。
甚
だ
し
く
は
、
貴
州
の
よ
う
に
乾
隆
五
一
年

(

万

)

に
四
六
年
分
を
鋳
造
し
て
い
る
よ
う
な
扶
況
に
な
る
。
牧
買
代
債
と
し
て
の
銭
支
排
い
は
窮
地
に
陥
る
。
ま
た
そ
も
そ
も
相
次
ぐ
増
鋳
は
鋳
造

差
盆
の
根
抜
を
自
ら
切
崩
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
で
牧
買
債
格
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
と
、
最
終
的
な
手
段
、
す
な
わ
ち
官
自
身
に
よ
る

小
銭
の
護
行
と
い
う
方
法
を
用
い
る
こ
と
に
な
っ
た
。
遅
く
と
も
乾
隆
四
五
年
に
は
雲
南
の
制
銭
が
京
師
二
局
の
そ
れ
よ
り
軽
質
で
あ
る
こ
と

(

初

〉

が
上
誌
の
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
二
章
で
述
べ
た
乾
隆
五
年
の
規
格
統

一
は
も
は
や
有
名
無
責
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
制
銭
流
通
の
重
一
性
は
崩
れ
は
じ
め
る
。
非
産
銅
地
で
も
低
銅
問
題
は
そ
の
混
入
比
率
を
省
ご
と
に
不
揃
い
な
も
の
に
さ
せ
、
し

か
も
一
旦
混
入
を
認
め
る
と
、
以
後
統
一
を
園
る
に
は
よ
り
毘
質
な
も
の
を
標
準
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
や
や
下
っ
て
乾
隆
五
四
年
快
西
省
は

た
ま
た
ま
低
銅
が
不
足
し
、
そ
れ
ま
で
の
高
銅
七
低
銅
三
の
比
率
に
よ
ら
ず
、
費
快
局
に
蓄
積
の
あ
る
高
銅
だ
け
で
鋳
銭
し
よ
う
と
す
る
が
、

(
村
川
〉

私
錯
の
弊
害
が
生
じ
る
の
を
恐
れ
て
、
鉛
の
配
分
を
高
め
る
傑
件
で
許
可
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
京
師
二
局
の
制
銭
鋳
造
は
優
先
的
な
銅
供
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乾
隆
四
四
年
に
は
そ
の
京
銅
ま
で
遅
延
ぎ
み
に
な
り
、

(

市

)

同
様
に
原
料
銅
の
劣
質
化
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
は
や
は
り
こ
こ
も
各
省
鋳
銭
局
と

給
(
京
銅
)
で
支
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
が

何
よ
り
も
深
刻
な
問
題
は
官
自
ら
の
小
銭
鋳
造
が
私
鋳
銭
の
横
行
を
誘
設
し
た
こ
と
で
あ
る
。
乾
隆
の
末
年
に
は
ま
た
小
銭
の
牧
買
が
各
省

で
行
わ
れ
る
が
、
数
十
寓
斤
の
牧
買
額
を
教
え
る
省
も
少
な
く
な
く
、
四
川
な
ど
は
一
千
高
斤
と
い
う
信
じ
が
た
い
数
値
を
上
奏
し
て
き
て
い

(

乃

〉
る
。
湖
北
省
刑
州
よ
り
上
流
の
地
域
、
四
川
・
雲
南
・
貴
州
で
は
官
小
銭
・
私
鋳
銭
あ
い
み
だ
れ
て
他
地
域
と
は
全
く
異
っ
た
銭
流
通
園
が
出

(
如
山
)

現
す
る
。
同
時
に
制
銭
の
董
一
的
流
通
を
支
え
て
き
た
銅
統
制
も
既
に
揺
ら
い
で
い
た
。
雲
南
な
ど
で
は
官
の
不
正
も
か
ら
ん
で
銅
の
密
移
出

(
創
)

が
問
題
と
な
っ
て
き
て
い
た
。
そ
う
し
た
銅
の
「
地
下
」
流
通
も
ま
た
小
銭
横
行
の
僚
件
の

一
つ
に
な
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。



さ
て
以
上
で
は
銅
生
産
の
襲
化
を
原
因
と
す
る
問
題
を
検
討
し
た
が
、
銅
銭
そ
の
も
の
の
需
給
均
衡
の
嬰
化
に
つ
い
て
も
鰯
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
乾
隆
前
期
の
銭
貴
は
各
省
に
鋳
造
差
盆
を
も
た
ら
し
、
丘
ハ
飼
搭
放
分
を
越
え
る
新
規
盛
岡
造
鏡
は
市
中
の
銭
相
場
沈
静
の
た
め
銀
と
交

と
こ
ろ
が
乾
隆
三

O
年
を
過
ぎ
る
漫
り
か
ら
そ
れ
ら
の
銭
が
銭
局
に
滞
留
し
は
じ

め
る
。
そ
も
そ
も
銭
相
場
が
沈
静
の
方
向
に
向
か
っ
て
お
り
、
制
銭
を
投
下
し
て
貨
幣
市
場
に
介
入
す
る
根
擦
が
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら

〈

回

)

で
あ
る
。
四

0
年
代
な
か
ば
に
は
官
側
が
銀
銭
比
債
を
設
定
す
る
の
で
も
一
雨
H

九
五

O
文
前
後
に
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
四
三
年
の
江
西

〈

飽

)

省
で
は
九
九

O
文
と
い
う
官
債
を
設
定
し
て
い
る
。
も
と
も
と
銭
を
市
中
に
投
下
す
る
際
、
曾
計
的
に
は
統

一
的
に
一
雨
u

一
O
O
O文
を
基

準
と
し
て
そ
れ
よ
り
銭
貴
で
あ
る
分
を
差
盆
と
し
て
計
上
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
も
は
や
曾
計
上
の
差
盆
が
存
在
し
な
い
水
準
に
ま
で
銭

ま
た
寅
際
の
制
鎮
祭
造
の
生
産
費
か
ら
み
て
も
、
例
え
ば
斯
江
省
で
は
乾
隆
一
九
年
の
時
黙
で
制
銭
一

0
0
0

換
さ
れ
る
(
卒
減
出
易
銭
)
こ
と
に
よ
り
償
却
し
て
い
た
。

相
場
は
下
落
し
た
の
で
あ
る
。

文
の
生
産
費
を
銀
一

・
O
七
三
九
商
と
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
割
高
の
洋
銅
を
混
入
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
地
域
で
は
そ
の
後
毘
質
を
認
め
な

(

倒

)

け
れ
ば
、
採
算
割
れ
す
ら
お
こ
り
え
た
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
で
も
民
間
の
銅
器
の
相
場
を
基
準
に
換
算
す
れ
ば
な
お
制
銭
は
私
舗
の
封
象
た

り
う
る
良
貨
で
あ
っ
た
ろ
う
が
。
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興
味
深
い
の
は
以
前
の
銭
貴
の
時
に
う
ち
だ
し
た
針
策
、
例
え
ば
京
師
に
官
局
を
設
け
て
銭
の
投
機
的
蓄
識
を
取
締
ま
る
な
ど
が
、
そ
の
後

(

邸

)

の
銭
債
下
落
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
清
朝
側
も
認
識
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
現
存
の
銅
銭
の
回
轄
を
速
く
す
る
と
い
う
方
式
の

方
は
さ
ほ
ど
銭
相
場
沈
静
の
た
め
の
数
果
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
や
は
り
嘗
初
の
正
規
の
額
を
越
え
て
各
省
の
増
強
帽
を
認
め
た
こ
と
に
よ
る

貨
幣
供
給
の
増
大
こ
そ
が
乾
隆
前
期
の
銅
銭
需
給
の
逼
迫
を
押
え
こ
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
か
つ
て
銭
貴
の
下
で
は
銭
の
党
換

を
ひ
き
う
け
て
い
た
京
師
の
舗
戸
(
か
れ
ら
の
そ
う
し
た
爾
行
盛
岡
が
清
朝
の
銭
相
場
介
入
を
成
り
た
た
せ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
だ
が
)
な
ど
も
、
や
や
も

(

お

)

す
れ
ば
鎮
の
受
取
を
敬
遠
す
る
よ
う
に
な
る
。

さ
て
そ
う
す
る
と
乾
隆
後
期
の
銭
債
下
落
は
二
つ
の
要
因
の
複
合
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
第
一
に
は
、
還
流
す
る
事
の
な
い
制
銭

711 

の
あ
い
つ
ぐ
迫
加
供
給
が
各
地
で
の
銅
銭
の
ス
ト
ッ
ク
を
需
要
に
射
し
て
飽
和
朕
態
に
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
方
で
各
省
は
増
加
銭
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造
を
認
め
さ
せ
た
分
の
制
鎮
の
用
途
に
苦
慮
し
な
が
ら
も
即
座
に
は
減
銭
し
な
か
っ
た
。

一
度
膨
脹
さ
せ
た
「
財
政
支
出
」
規
模
の
下
方
硬
直

性
の
強
さ
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
に
は
、
銅
生
産
の
数
率
悪
化
が
、
制
銭
供
給
の
塵
縮
に
直
接
に
繋
が
ら
な
か
っ
た
た
め
、

む
し

ろ
銅
産
地
で
の
制
銭
を
庇
質
さ
せ
、

し
か
も
私
鋳
の
横
行
を
並
行
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
産
銅
地
で
造
ら
れ
現
地
で
は
用
途
に
乏
し
か

(肘む

っ
た
小
銭
が
、
そ
の
経
質
さ
も
手
俸
っ
て
非
産
銅
地
に
流
入
し
て
い

っ
た
こ
と
は
お
そ
ら
く
間
違
い
な
い
。

第

一
の
要
因
に
つ

い
て
の
針
策
は
各
省
銭
局
の
鋳
櫨
を
減
少
さ
せ
れ
ば
良
い
の
で
あ
る
か
ら
ま
だ
比
較
的
容
易
で
あ
る
。
貫
際
い
よ
い
よ
銅

の
安
定
供
給
を
確
保
で
き
な
く
な
る
と
進
境
諸
省
か
ら
銭
舗
を
閉
鎖
さ
せ
て
い
る
。
だ
が
第
二
の
小
銭
の
流
通
の
制
限
は
も
は
や
容
易
で
は
な

ぃ
。
既
に
銅
の
生
産

・
流
通
に
射
す
る
統
制
桂
制
は
崩
れ
だ
し
て
い
る
。
乾
隆
前
期
の
銭
貴
下
に
お
け
る
小
銭
針
策
の
如
く
、
良
貨
た
る
制
銭

を
供
給
す
る
こ
と
に
よ
り
排
除
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
。
従
っ
て
乾
隆
末
年
の
小
銭
針
策
は
専
ら
小
銭
牧
買
で
あ
っ

た
。

そ
の
結
果
各
省
か
ら
既
速
の
ご
と
く
多
大
な
数
値
の
上
奏
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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だ
が
こ
の
時
期
の
小
銭
牧
買
は
銭
貨
の
時
の
そ
れ
と
は
性
格
を
異
に
す
る
。
薙
正
の
牧
買
が
ほ
ぼ
銀
を
代
債
と
し
て

い
た
(
貴
重
な
鍋
資
源
と

(
∞
∞
〉

み
な
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
が
)
の
に
封
し
て
乾
隆
末
年
の
そ
れ
は
基
本
的
に
制
銭
で
あ
っ
た
。
し
か
も
代
債
す
ら
輿
え
ず
に
回
牧
す

(

m
出

)

る
と
い
う
非
現
質
的
な
方
針
さ
え
だ
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
牢
世
紀
を
隔
て
た
二
つ
の
時
期
で
、
貨
幣
流
通
全
践
に
お
け
る
小
銭
の
占
め
る
位

置
が
嬰
化
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
銭
の
相
射
的
不
足
と
い
う
候
件
で
の
小
銭
は
あ
く
ま
で
制
銭
流
通
に
附
障
し
た
形
で
、

つ
ま

り
、通
貨
や
田
局
が
封
躍
で
き
な
い
微
妙
な
貨
幣
需
要
の
饗
化
に
卸
躍
し
て
利
を
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
封
し
て
乾
隆
末
年
の
小
銭
は
大
量
の
事
貫

上
の
官
小
銭
を
含
み
、
非
公
式
通
貨
で
あ
り
な
が
ら
、
も
は
や
む
し
ろ
主
要
な
流
通
手
段
と
な
っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

乾
隆
末
年
か
ら
嘉
慶
初
に
か
け
て
銭
債
は
下
落
の
速
度
を
速
め
る
が
、
漸
江
で
は
代
わ
っ
て
同
じ
計
数
貨
幣
で
あ
る
銀
元
が
そ
の
相
場
を
上

昇
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
制
銭
の
重
一
的
流
通
が
崩
れ
た
こ
と
が
銅
銭
一
般
の
信
用
を
低
落
さ
せ
、
銀
元
建
て
へ
の
傾
斜

(

卯

)

を
強
め
た
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
た
。
そ
の
後
嘉
慶
五

・
六
年
に
銭
相
場
は
乾
隆
四

0
年
代
の
水
準
に
回
蹄
し
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
紋

況
は
す
で
に
不
可
逆
的
に
進
行
し
て
し
ま
っ
て
レ
た
。
次
の
嘉
慶
六
年
に
つ
い
て
の
記
述
は
事
態
を
如
貿
に
語
っ
て
く
れ
て
い
る
。



庫
紋
、
制
銭
九
百
文
に
直
す
る
こ
と
二
十
年
前
と
略
同
じ
。
惟
だ
市
爆
の
制
銭
の
み
稀
少
な
れ
ば
、
九
十
四
文
毎
に
足
銭
百
文
と
作
す
。

(

川

出

)

名
づ
け
て
大
銭
と
日
う
も
伺
お
私
銭
三
四
十
文
を
携
え
り
。

つ
ま
り
銀
銭
比
債
は
回
詰
問
し
て
も
制
鎮
の
重
一
的
流
通
は
戻
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
章
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、

一
つ
は
銀
の
問
題
で
あ

こ
れ
ま
で
敢
え
て
慣
れ
な
か
っ
た
問
題
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。

る
。
ま
ず
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
貿
易
に
伴
う
海
外
と
の
銀
牧
支
の
問
題
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
依
援
し
う
る
に
た
る
材
料
が
な
い
。
少

な
く
と
も
一
八
世
紀
前
中
十
の
銭
責
と
後
牢
の
鏡
賎
が
そ
れ
ぞ
れ
貿
易
に
よ
る
銀
の
流
入
と
流
出
に
よ
り
引
起
こ
さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
は
考
え

な
く
て
も
よ
い
よ
う
に
思
え
る
。
考
慮
す
べ
き
は
戸
部
の
銀
保
有
高
の
饗
動
と
の
開
連
で
あ
る
。
買
は
残
さ
れ
て
い
る
乾
隆
三
九
年
ま
で
の
戸

(

位

)

部
の
銀
保
有
吉
岡
と
銭
相
場
の
動
き
は
、
乾
隆
年
聞
に
開
し
て
は
、
お
お
よ
そ
の
傾
向
は
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
雨
者
の
聞
に
は
何
ら
か
の
因
果

し
か
し
乾
隆
四

O
年
頃
ま
で
な
ら
銭
相
場
は
雲
南
の
銅
産
額
の
動
き
と
も
割
腹
し
て
お
り
、
単
純
に
戸
部
銀
保
有
高

関
係
が
う
か
が
わ
れ
る
。

一79ー

の
方
だ
け
に
一
元
的
に
原
因
を
求
め
て
、
清
朝
の
銀
引
上
が
銭
賎
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

た
だ
嘉
慶
五
・
六
年
頃
の
銭
相
場
の
反
轄
に
つ
い
て
、
白
蓮
数
反
凱
の
鎮
座
の
た
め
銀
が
支
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
惹

(
m
m
)
 

識
は
嘗
時
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
既
速
し
た
ご
と
く
軍
事
支
出
と
銭
需
要
は
密
接
な
関
係
を
も
つ
の
で
あ
る
。
故
に
こ
の
場
合
も

E
大

な
軍
事
支
出
に
よ
る
銭
需
給
逼
迫
と
い
う
側
面
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
財
政
支
出
の
在
り
方
と
の
闘
連
が
問
わ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
が
、
本
論
で
は
保
留
に
し
て
お
く
し
か
な
い
。
そ
の
問
題
は
何
故
こ
う
ま
で
し
て
通
貨
の
重
一
性
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
と
い
う
、
本
論
か
ら
必
然
的
に
生
じ
る
問
〈
そ
れ
は
決
し
て
貨
幣
流
逼
に
内
在
す
る
論
理
だ
け
で
は
設
明
で
き
な
い
)
に
も
闘
わ
る
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
は
物
債
と
の
関
連
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
乾
隆
四

O
年
頃
か
ら
の
銭
建
物
債
高
騰
が
銅
銭
流
通
の
愛
化

(

川

目

)

す
な
わ
ち
銭
賎
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
本
論
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
た
だ
物
債
騰
貴
は
銭
貴
の
時
に
も
言
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
場
合
間

(

%

)

 

題
と
さ
れ
て
い
た
の
は
銀
建
債
格
で
あ
る
。
銭
建
で
牧
買
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
穀
物
の
場
合
な
ど
、
鏡
貴
の
進
行
は
銀
建
債
格
に
轄
嫁
さ
れ
ざ

つ
ま
り
銀
銭
並
行
本
位
制
の
下
で
は
、
貨
幣
相
場
が
ど
ち
ら
か
に
偏
向
し
た
場
合
、
よ
り
高
い
債
格
表
示
を

713 

る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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選
ぶ
傾
向
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
乾
隆
前
期
に
は
銀
表
示
で
、
乾
隆
後
期
に
は
銭
表
示
で
物
債
が
記

(
町
四
〉

さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
買
と
合
致
す
る
。
恐
ら
く
こ
の
こ
と
は
、
三
一
軍
で
ふ
れ
た
現
象
、
す
な
わ
ち
凶
作
が
農
作
物
相
場
を
吊
上
げ
る
の
は
日

常
茶
飯
事
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
逆
に
盟
作
は
農
作
物
債
格
を
お
し
さ
げ
る
よ
り
も
む
し
ろ
貨
鰐
(
銭
)
相
場
を
硬
化
さ
せ
る
と
い
う
、

。
世

紀
初
期
に
お
い

て
も
な
お
み
ら
れ
る
傾
向
と
も
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
。
自
給
部
分
に
射
し
て
販
質
部
分
が
規
定
的
な
も
の
に
な

っ
て
い
な
い

と
い
う
篠
件
の
下
で
は
、
小
農
は
不
利
な
相
場
を
受
入
れ
る
必
要
は
な
か
っ
た
し
、
ま
た
小
仲
買
一商一
と
し
て
も
そ
れ
で
も
買
買
差
盆
は
確
保
で

き
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

五

結

び

に

か

え

て

さ
て
こ
れ
ま
で
述
べ
た
如
く
園
家
業
務
に
お
い
て
は
銀
と
銭
は
上
下
に
分
業
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
で
は
銭
を
銀
に
リ
ン

ク
さ
せ
て
固
定
相
場

三且
一平
で
述
べ
た
一
五
省
の
上
奏
は
首
時
の
貨
幣
流
通
の
地
域
差
を
知
り
う
る
好
史
料
で
も
あ
る
が
、

そ
れ
に
よ
る
と
、
数
百
吊
の
不
動
産
買

- 80ー

を
設
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
か
。

買
ま
で
銭
建
で
行
っ
て
い
た
直
線

・
河
南
と
、
銀
使
い
の
東
南
沿
岸
部
殊
に
「
分
厘
」
ま
で
銀
建
で
あ
っ
た
と
レ
う
江
蘇
省
揚
州
・

通
州
が
好

(

巾

引

)

封
照
を
な
し
、
残
り
は
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
額
を
境
に
銀
銭
が
使
い
わ
け
ら
れ
て
レ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
高
額

・
小
額
と
い
う
こ
と
に
開

し
て
は
、
銀
と
銭
に
は
互
換
不
可
能
な
ま
で
の
機
能
上
の
分
業
は
な
か

っ
た
の
で
あ
り
、
銀
経
済
と
銭
組
済
は
別
々
の
貨
幣
鐙
系
を
形
成
し
え

た
上
で
互
換
性
を
保
っ

て
い
た
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
銀
使
い
と
銭
使
い
が
水
卒
的
に
交
差
す
る
関
係
は
、
銀
の
流
入
経
路
や

銀
の
使
用
頻
度
な
ど
に
合
せ
て
歴
史
的
に
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
候
件
の
下
で
は
、
も
し
官
定
の
銀
銭
比
債
を
強

制
し
た
と
し
て
も
、
別
の
事
質
上
の
鑓
動
相
場
が
生
じ
る
こ
と
は
避
け
よ
う
が
な
い
。
そ
の
場
合
官
債
よ
り
銭
賞
で
あ
れ
ば
銀
が
、
銀
賞
で
あ

れ
ば
銭
が
市
場
か
ら
退
出
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

か
か
る
朕
況
は
既
存
の
貨
幣
流
通
に
大
き
な
混
凱
を
も
た
ら
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
銀
銭
比
債
の
大
き
な
鑓
動
は
祉
曾
的
富
の
移
動
に
か
か
わ
る
し
、
何
よ
り
も
財
政
牧
支
を
不
安
定
に
す
る
の
で
、
制
御



が
必
要
と
さ
れ
る
が
、

そ
れ
は
非
常
な
困
難
を
伴
っ
た
。

一
般
に
貨
幣
相
場
の
繁
動
が
供
給
側
の
要
因
に
よ
る
か
需
要
側
の
要
因
に
よ
る
か
は
判
別
が
困
難
で
あ
る
が
、
少
な
く
と

ハ
鈎
〉

も
明
代
と
は
桁
違
い
の
制
銭
を
の
み
こ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
乾
隆
前
期
を
頂
貼
と
す
る
清
代
前
半
の
銭
質
朕
態
は
、
恐
ら
く
小
額
通
貨

こ
の
時
期
で
は
、

の
社
曾
的
需
要
に
射
す
る
相
射
的
不
足
を
意
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
際
清
朝
は
銀
と
鎮
の
機
能
を
分
離
さ
せ
て
、
銭
の
上
紐
行
財
政

機
関
へ
の
還
流
の
過
程
を
消
去
し
て
し
ま
い
(
明
並
び
に
順
治
で
は
銭
建
通
貨
と
し
て
の
紗
が
一
腹
還
流
す
る
こ
と
に
な
る
が
)
、

そ
の
上
で
大
量
の
銭

と
い
う
日
常
的
小
額
通
貨
を
投
下
し
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。
通
貨
嘗
局
た
る
清
朝
は
よ
り
多
く
の
通
貨
を
求
め
る
経
済
過
程
全
睦
の
上
昇
局
面

に
合
せ
た
逼
貨
の
供
給
を
園
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
同
時
に
二
つ
の
貨
幣
の
聞
の
均
衡
を
も
保
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
銀
は
海
外
か
ら
流
入

均
質
な
「
債
値
」
を
持
つ
も
の
と
し
て
受
容
さ
れ
る
が
(
し
か
も
一
八
世
紀
に
は
清
初
の
遜
界
令
や
嘉
慶
末
か
ら
の
大
幅
な

し
て
く
る
も
の
で
あ
り
、

貿
易
牧
支
の
「
入
超
」
と
い
う
よ
う
な
銀
の
蓄
積
に
大
き
な
獲
動
を
輿
え
る
よ
う
な
要
因
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
)
、
銭
は
そ
の
原
料
銅
の
供
給
元
が
そ

し
か
も
そ
の
職
迭
費
が
生
産
費
用
に
比
し
て
高
い
た
め
全
園
一
律
に
そ
の
「
債
値
」
の
重
一
を
は
か
る
の
は
至
難
の
こ

も
そ
も
多
様
で
あ
り
、

- 81ー

と
な
の
で
あ
っ
た
。

清
朝
は
統
一
的
通
貨
た
る
良
貨
、
制
銭
を
園
庫
通
用
性
を
テ
コ
に
し
て
各
省
で
大
量
に
一
方
通
行
で
投
下
し
、
地
方
通
貨
と
し
て
機
能
し
て

い
た
小
銭
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
。
制
銭
の
追
加
供
給
は
銭
不
足
を
解
消
し
て
い
く
が
、

一
度
規
模
を
援
大
さ
せ
た
貨
幣
供
給
は
、
や
が
て
訪

れ
る
需
要
自
鐙
の
充
足
並
び
に
原
料
供
給
の
減
少
に
即
躍
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
重

一
的
流
通
は
崩
れ
て
い
く
。
清
朝
に
よ
る
制
銭
の
重

一
的

流
通
政
策
は
自
己
の
過
重
に
耐
え
か
ね
て
瓦
解
し
た
の
で
あ
る
。
道
光
の
末
に
は
順
治

・
康
照
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
あ
れ
ほ
ど
投
下
し
た
薙

(

m

m

)

 

正
・
乾
隆
銭
も
は
や
私
錯
に
ふ
さ
れ
て
稀
見
に
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
制
銭
流
通
の
崩
壊
と
ほ
ぼ
時
期
を
同
じ
く
し
て
、
銭
舗
の
振

(
問
)

出
す
信
用
貨
幣
、
銭
票
が
土
地
買
買
の
媒
介
を
含
め
一
般
的
に
使
用
さ
れ
は
じ
め
る
。
か
か
る
債
権
の
祉
舎
化
、
並
び
に
非
公
式
通
貨
た
る
小

銭
流
通
の
盛
行
は
、
園
家
の
貨
幣
市
場
へ
の
介
入
を
既
に
不
要
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
中
園
圏
家
が
再
び
寅
数
あ
る
貨
幣
市
場
へ
の
介
入
を

715 

始
め
る
の
は
、

一
九
世
紀
末
か
ら
二

O
世
紀
に
か
け
て
の
時
期
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
世
界
市
場
へ
の
劉
躍
と
い
う
側
面
を
持
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(

川

)

つ
も
の
で
あ
り
、
登
場
す
る
貨
幣
も
制
銭
と
は
別
の
原
理
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

清
代
貨
幣
史
を
影
る
制
銭
と
小
銭
の
針
抗
は
、

い
い
か
え
れ
ば
非
市
場
原
理
よ
り
出
自
し
た
統
一
通
貨
と
市
場
原
理
よ
り
出
た
地
方
通
貨
と

の
せ
め
ぎ
あ
い
の
過
程
で
あ
っ
た
。
前
者
は
後
者
を
吸
牧
し
よ
う
と
し
た
が
、
結
局
後
者
の
中
に
溶
解
し
て
し
ま
い
、
制
銭
は
そ
の
最
後
の
歴

史
的
役
割
を
終
え
た
の
で
あ
る
。

註(

1

)

彰
津
盆
「
羽
片
戦
後
十
年
開
銀
貴
銭
賎
波
動
下
的
中
園
経
済
輿
階
級

関
係
」
『
歴
史
研
究
』

一
九
六
一

|
六
。
同
「

一
八
五
三
J
一
八
六
八

年
間
中
園
通
貨
膨
脹
」
『
中
園
祉
曾
科
事
研
究
院
経
済
研
究
所
集
刊
』

一
。
後
『
十
九
位
紀
後
半
期
的
中
園
財
政
興
経
済
』
一
九
八
三
年
。

(

2

)

ほ
と
ん
ど
の
研
究
が
銀
銭
比
債
を
銀
銅
比
債
に
置
換
え
て
、
そ
れ
に

疑
念
を
は
さ
む
こ
と
を
し
て
い
な
い
。
勿
論
雨
者
は
密
接
な
関
係
を
有

す
る
の
だ
が
、

一
方
の
銀
が
黄
金
廊
一商
品
そ
の
も
の
で
あ
る
の
に
射

し
、
銭
は
あ
く
ま
で
鋳
貨
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
成
分
は
可
繁
的
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
充
分
な
留
意
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
小

竹
文
夫
「
清
代
に
お
け
る
銀
・
銭
比
債
の
受
動
」
(
『近
世
支
那
経
済
史

研
究
』
一
九
四
二
年
〉
は
銀
銭
比
債
を
銀
と
銅
の
比
債
で
説
明
し
よ
う

と
し
た
初
期
の
研
究
で
あ
る
。
曾
我
部
重
太
郎

『清
初
に
お
け
る
銅
の

研
究
』
、
同
『
清
代
銅
史
概
説
』
は
詳
細
に
銭
の
生
産
と
流
通
を
叙
述

し
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
題
名
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
銅
の
生
産

と
流
、通
の
一
部
と
し
て
把
同
位
さ
れ
て
い
る
。

(

3

)

銭
の
需
給
を
銅
の
需
給
と
排
別
し
て
い
な
い
た
め
、
往
々
に
し
て
雲

南
銅
供
給
不
足
↓
銭
相
場
高
騰
と
い
う
説
明
に
止
ま
っ
て
し
ま

っ
て
い

る
。
例
え
ば
、
市
十
日
向
三

「清
朝
貨
幣
史
考
ll|
清
朝
の
康
照
乾
降

期
に
お
け
る
日
本
銅
の
輸
出
制
限
と
銀
・
銭
比
債
の
獲
動
」
『
拓
殖
大

皐
論
集
』
八
七
。

(

4

)

貨
幣
を
歴
史
的
に
分
析
す
る
時
、
貨
幣
か
そ
れ
自
身

「債
値
」
の
定

在
で
あ
る
と
い
う
槻
駐
に
囚
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
ポ

ラ
ン
一

l

(
玉
野
井
芳
郎

・
栗
本
恨

一
郎
誇
『
人
聞
の
経
済
』
一
九
八

O
年
)
な
ど
が
提
起
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、

J
-
R
・ヒ

ァ
ク
ス

も
中
園
の
貨
幣
に
つ
い
て
「
債
値
保
存
」
機
能
を
通
過
せ
ず
に
支
梯
い

手
段
と
な
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
い
る
(
新
保
博
謬
『
経
済
史
の
理

論
』
一
九
七

O
年
)
。
そ
も
そ
も

「
君
主
に
よ
る
貨
幣
鍛
造
」
が
「
現

代
に
至
る
ま
で
、
小
取
引
の
た
め
の
交
換
手
段
だ
け
に
限
ら
れ
て
」
い

る
こ
と
が
緩
め
て
特
異
な
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
M
・
ウ
ェ

l
パ

ー
な
ど
も
意
識
し
て
い
た
(
世
良
晃
志
郎
諜
『
支
配
の
祉
禽
皐

E
』一

九
六
二
年
三

(

5

)

佐
々
木
正
哉
「
阿
片
戦
争
以
前
の
通
貨
問
題
」
(
『東
方
事
』
八
)
は

「
制
銭
の
流
通
債
格
」
が
「
封
図
家
信
用
の
強
弱
に
よ
っ
て
も
か
な
り

左
右
さ
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
制
銭
の
機
能
ま
で
分
析
し
な
か

- 82ー
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っ
た
た
め
、
銭
貴
か
ら
銭
賎
へ
の
推
移
を
、
良
質
貨
幣
の
流
通
を
維
持

で
き
ず
私
鋳
銭
の
横
行
を
許
し
た
清
朝
の
弱
鐙
化
と
い
う
一
般
論
で
設

明
す
る
の
に
と
ど
ま
っ
た
。

(
6
〉
ま
た
そ
れ
は
中
園
史
全
鐙
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
現
象
の
よ
う
で
あ

る
。
清
代
の
制
銭
に
つ
い
て
は
佐
伯
富
「
滑
代
薙
正
朝
に
お
け
る
通
貨

問
題
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
一
八
|
一
二
〉
が
そ
の
こ
と
に
燭
れ
て
い
る
。

な
お
同
論
文
で
指
摘
さ
れ
た
諸
黙
を
縫
承
し
つ

つ
、
動
態
的
か
つ
構
造

的
に
と
ら
え
な
お
す
の
が
本
稿
の
ね
ら
い
で
も
あ
る
。
同
論
文
が
依
抽
嫁

し
た
『
潅
正
珠
批
論
旨
』
・

『
皇
朝
文
献
遁
考
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事

に
つ
い
て
は
殊
更
に
注
記
し
な
か
っ
た
部
分
が
多
い
。

(

7

)

『
皇
朝
文
献
逼
考
』
銭
幣
考
一

・二
。

〈
8
〉
『
大
清
高
宗
純
皇
帝
質
録
』
〈
以
下
「
高
宗
貫
録
』
)
乾
隆
九
年
五
月

半
丑
、
戸
都
議
准。

(
9
〉
江
西
を
と
っ
て
み
れ
ば
次
の
ご
と
き
紋
態
で
あ
る
。

臣
受
任
江
西
、
見
民
間
所
用
銭
文
、
倶
軽
薄
低
小
。
毎
市
銭
一
千
値

銀
五
銭
二
三
分
不
等
。
而
毎
千
中
模
糊
破
損
不
堪
上
串
者
、
十
居
其

図
。
貴
莫
緋
其
信
用
官
鋒
私
鋳
、
亦
不
知
始
自
何
年
来
於
何
慮
、
途
至

公
然
塊
雑
。

『
宮
中
指
濯
正
朝
奏
摺
』
第
九
時
明
、
潅
正
五
年
十
月
十
八
日
、
江
西
巡

撫
布
蘭
奏
。

(
凶
)
潅
正
五
年
甘
粛
巡
無
石
文
熔
は
銀
二
高
雨
を
投
じ
て
小
銭
を
牧
寅

し
、
そ
れ
を
大
銭
に
改
鋳
し
て
更
に
小
銭
を
牧
買
す
る
旨
、
上
奏
し
許

可
さ
れ
る
が
、
早
く
も
翌
年
に
は
破
綻
を
き
た
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
も

そ
も非

特
小
民
交
易
全
頼
銭
文
、
副
総
納
正
賦
亦
多
以
制
銭
代
納
。
若
民

閲
行
使
則
皆
係
大
小
粂
用
流
布
、
相
沿
積
有
年
。
所
合
計
通
省
小

銭
、
何
菅
百
高
。
今
僅
以
庫
銀
武
官
同
商
牧
鎗
之
大
銭
、
而
欲
全
校
遁

省
百
高
之
小
銭
。
安
能
魁
期
告
竣
。

で
あ
り
、
牧
買
債
格
も
廉
債
で
あ
っ
た
た
め
枚
買
の
寅
は
上
が
ら
ず
一

高
五
千
雨
弱
が
残
っ
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
官
小
銭
で
の

納
税
を
公
認
す
る
よ
う
上
奏
す
る
。
同
右
、
第
一
一
一
瞬
、
薙
正
六
年
十

一
月
十
六
日
、
署
理
甘
粛
巡
撫
西
安
布
政
使
張
廷
棟
奏
。

(
日
〉
贋
東
の
小
銭
牧
買
上
奏
に
針
し
、
次
の
よ
う
な
珠
批
が
輿
え
ら
れ
て

い
る
。

今
制
銭
不
敷
民
間
之
用
、
而
復
令
微
小
銭
、
況
枚
債
、
必
不
能
登
得

其
卒
。

同
右
、
第
十
四
輯
、
難
正
十
コ
一
年
五
月
十
六
日
、
王
士
俊
奏
。

(
m
u
〉
例
え
ば
、
江
蘇
省
は
潅
正
五
年
よ
り
収
買
し
た
銅
器
で
も
っ
て
、
八

年
七
月
か
ら
一

0
年
四
月
ま
で
十
五
蔦
串
徐
を
鋳
造
し
終
え
て
い
る
。

同
右
、
第
九
輯
、
残
正
十
年
三
月
一
一
一
一
一
目
、
箸
理
蘇
州
巡
撫
喬
世
臣

奏。

(
日
)

『大
清
仁
宗
容
皇
脅
貫
録
』
嘉
慶
十
七
年
三
月
己
亥
、
論
。

(

M

)

鄭
光
租
『
一
斑
録
』
雑
述
巻
五
の
「
銅
禁
」
に
よ
る
限
り
、
少
な
く

と
も
京
師
で
は
本
絡
的
に
寅
施
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

本
朝
薙
正
十
三
年
先
祖
上
京
秋
試
。
京
師
黄
銅
之
禁
正
殿
。
信
国
家

中
、
勝
典
内
衆
姓
己
紹
未
紹
銅
器
、
一
併
交
官
。

(
日
〉
『
皇
朝
文
献
逼
考
』
銭
幣
考
コ
一
、
潅
正
十
二
年
。

(
国
〉
同
右
、
銭
幣
考
二
。

〈
口
)
『
宮
中
格
獲
正
朝
奏
摺
』
第
二
二
輯
、
薙
正
十

一
年
九
月
一
一
一
一
目
、

雲
南
巡
撫
張
允
随
奏
。
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(
叩
出
)
掘
削
江
布
政
使
張
若
震
の
上
奏
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
背
銭
は
溶

解
し
て
も
鍋
鶴
製
造
に
困
難
が
あ
っ
た
と
い
う
。
麿
奥
山
崎

『
制
銭
通

考
』
巻
二
。

(日目〉

『白王
朝
文
猷
通
考
』
銭
幣
考
三
、
難
正
五
年
。

(
加
)
例
え
ば
乾
隆
十
年
の
庚
東
省
の
鋳
銭
開
始
に
お
い
て
も
、
戸
部
は

「所
有
噂
東
開
組
放
日
制
背
銭
、
所
帯
銅
鉛
錫
、
路
照
京
局
配
搭
」
と
し

て
い
る
。

『J
回
向
宗
貫
録
』
乾
隆
十
年
六
月
庚
戊
、
戸
部
議
剤
使
。

(
幻
)
同
右
、
乾
隆
八
年
十

一
月
、
戊
子
、
議
。

(mω

〉
同
右
、
乾
隆
七
年
七
月
丙
子
、
江
西
巡
撫
陳
宏
謀
奏
。

(
幻
)
同
右
、
乾
隆
十
年
八
月
乙
巳
、
署
湖
康
総
督
都
蒲
逮
奏
。

(

M

)

論
者
謂
泉
布
之
食
、
病
在
禁
銅
。
今
銅
禁
開
会
。
而
銭
債
拙
開
局
。
ス

調
物
料
之
賞
、
病
在
税
重
。
今
関
税
薄
失
。
而
物
価
損
未
減
。

『官
向
宗
寅
録
』
乾
隆
四
年
四
月
丁
丑
、
策
試
。

(
お
)
侠
西
巡
織
は
「
快
省
銀
少
銭
多
、
而
銭
債
亦
資
」
と
上
奏
し
て
い
る

令
官
同
宗
質
録
』
乾
隆
十
年
十

一
月
、
戸
都
議
稜
)
。
蛍
時
の
史
料
に
散

見
す
る
の
が
、

「
今
制
銭
之
所
以
日
資
者
、
以
行
使
之
虞
甚
庚
也
」
と

い
う
類
の
認
識
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
康
照
の
小
制
銭
や
古
銭
が
幅
を
き

か
せ
て
い
る
庚
東
等
の
状
況
に
封
し
て
も
柔
軟
な
姿
勢
で
臨
ん
だ
の
で

あ
る
。

族
意
不
若
聴
従
民
便
可
耳
。
若
必
定
以
法
令
、
使
之
議
使
制
銭
、
反

有
持
格
難
行
之
施
。

同
右
、
乾
隆
十
年
正
月
半
十
巳
、

A
叩
直
省
妓
銭
。

(

M

m

)

乾
隆
九
年
、
京
師
の
銭
貴
針
策
と
し
て
八
僚
が
上
奏
さ
れ
る
が
、
そ

の
中
に
京
師
の
穀
物
商
庖
が
雑
糧
を
枚
買
す
る
の
に
銭
を
使
う
の
を
禁

止
す
る
と
い
う
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
同
右
、
乾
隆
九
年
十
月
壬
子
、

大
闘
争
士
都
爾
泰
等
奏
。

(
幻
)
上
年
湖
北
因
銅
的
不
敷
後
銘
、
経
前
督
臣
那
粥
達
奏
准
、
暫
改
鈴
八

分
重
之
小
銭
、
搭
放
兵
前
。
今
査
小
銭
輿
大
銭
同
債
、
私
錆
私
鋳
二

弊
、
相
悶
而
起
。
臨
惜
の
遜
定
制
、
改
鋳
大
銭
。

『高
宗
貫
録
』
乾
隆
十
二
年
二
月
辛
亥
、
戸
部
議
准
。

(
お
)
及
今
二
十
除
年
、
局
銭
紹
不
見
其
有
徐。

按
此
情
形
、
好
民
之
錯
、

の
復
不
売
。
請
改
鋳
制
銭
一
文
重
一
銭
。

『
制
銭
通
考
』
単位二
。

(
勾
)
多
額
の
鋳
銭
を
し
て
い
る
の
に
銭
債
が
沈
静
し
な
い
の
は
「
因
由
行

使
銭
文
日
盆
庚
遼
、
而
富
戸
多
積
銭
文
之
弊
、
質
無
底
止
也
」
と
い
う

こ
と
に
よ
る
の
で
あ
り
、
既
に
乾
隆
三
年
御
史
明
徳
が

因
近
京
各
慮
富
戸
多
積
銭
文
:
:
縛
筋
地
方
官
勧
導
郷
曲
反
富
戸
、
格

堆
積
銭
文
悉
行
設
質
、
場
得
品
山
前
多
積
。

と
上
奏
し
て
い
る
が
、
各
省
に
も
言
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、

富
戸
貯
蔵
不
得
過
五
十
期
、
其
欝
時
多
積
銭
文
、
限
学
年
以
内
、
悉

行
設
出
貨
費
。

と
請
う
た
。
『
{呂
中
橋
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
三
橋
、
乾
隆
十
七
年
七
月
十

一
一
目
、
山
東
布
政
使
李
淘
奏
。

(

ω

)

同
右
、
第
四
瞬
、
乾
隆
十
七
年
十
月
五
日
、
十
二
月
二
十
日
、
十
八

年
三
月
二
七
日
、
直
線
線
督
方
観
承
奏
。

(
況
)
同
右
、
第
五
錦
、
乾
隆
十
八
年
七
月
十
二
日
、
著
理
四
川
総
督
責
廷

桂
奏
。

(
幻
)
臣
復
興
落
由
来
二
司
、
就
話
回
省
情
形
、
細
加
訪
察
。
査
直
線
地
底
紐

多
、
堕
牧
胞
賀
、
銭
無
別
用
、
途
計
牧
蔵
。

問
右
、
第
五
艇
、
乾
隆
十
八
年
四
月
二
八
日
、
者
理
山
西
巡
撫
侍
邸
胡
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賓
疎
奏
。

(
お
〉
惟
延
建
都
等
府
、
出
産
米
穀
之
医
、
有
等
不
善
経
営
、
専
以
農
田
信
用

利
之
富
戸
、
出
施
米
穀
、
銭
文
一
時
頓
貯
不
散
、
以
及
関
張
典
舗
之

家
、
積
貯
銭
文
、
待
時
出
易
者
、
質
所
不
同
月
。

同
右
、
第
五
輯
、
乾
隆
十
八
年
五
月
二
九
日
、
闘
掘
削
総
督
略
爾
吉
善
・

一
踊
建
巡
撫
陳
宏
謀
奏
。

(
鈍
〉
河
南
で
は
「
偏
僻
」
に
位
置
す
る
八
懸
の
み

態
令
酌
留
日
用
外
、
余
倶
准
在
邦
近
州
懸
百
里
以
内
之
集
銀
、
出
易

供
謀
。

と
し
た
が
、
他
は
現
地
の
大
集
鎮
で
免
換
さ
せ
る
旨
、
上
奏
し
て
い

る
。
同
右
、
第
六
韓
、
乾
隆
十
八
年
十
月
一
一
一
一
日
、
河
南
巡
撫
蒋
嫡

奏。

(
お
〉
在
鼠
ワ
爾
赴
場
買
堕
脚
債
腕
滞
等
項
、
需
用
銭
文
、
即
可
於
与
省
就
近

酌
留
敷
用
、
無
須
楚
省
銭
文
。

同
右
、
第
六
輯
、
乾
隆
十
八
年
八
月
十
八
日
署
理
湖
南
巡
撫
沼
時
綬
奏
。

(
お
〉
各
慮
舗
戸
逢
筒
、
枚
取
賑
目
、
銀
少
銭
多
。
恐
外
来
爾
販
筒
有
小

銭
、
乗
機
嫌
雑
、
勢
難
一
時
刻
輩
。

同
右
、
乾
隆
三
九
年
六
月
二
九
日
、
安
徽
巡
撫
装
宗
錫
奏
。

(
幻
〉
同
右
、
第
一

O
輯
、
乾
隆
十
九
年
十
二
月
十
七
日
、
直
隷
総
督
方
槻

承
奏
。ま

た
二
・
八
月
は
官
吏
俸
給
が
支
梯
わ
れ
る
月
で
あ
る
た
め
銭
僚
が

上
が
る
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
『
宮
中
橋
落
正
朝
奏
摺
』
第
二

五
輯
、
潅
正
十
三
年
十
二
月
二
日
、
張
廷
玉
奏
。

(
お
)
東
省
銭
文
市
債
弁
査
明
、
毎
年
於
州
鯨
徴
糧
時
銭
債
即
滅
、
停
徴
時

即
長
。

『
宮
中
槍
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
七
輯
、
乾
隆
十
九
年
三
月
七
日
、
山
東
巡

撫
楊
磨
璃
奏
。

ハ
ぬ
〉
安
部
健
夫
「
清
代
に
於
け
る
典
蛍
業
の
趨
勢
」
『
羽
田
博
士
額
害時記

念
東
洋
史
論
叢
』
〔
一
九
五

O
年
〉
。
後
、
安
部
『
清
代
史
の
研
究
』
(
一

九
七
一
年
)
。

各
典
嘗
内
、
零
星
出
入
、
或
有
数
至
二
一
百
串
者
、
亦
皆
旋
進
旋

出
、
何
復
質
散
民
開
。

『
宮
中
楢
乾
隆
朝
奏
摺
』
、
第
五
輯
、
乾
隆
十
八
年
五
月
二
九
日
、
瞥

署
湖
康
総
督
湖
北
巡
撫
怪
文
脆
奏
。

(
州
制
〉
侠
西
で
は
か
つ
て
は
な
か
っ
た
「
鷲
限
銭
」
等
が
銭
貴
と
と
も
に
外

省
か
ら
流
入
し
て
き
た
と
い
う
。
同
右
、
第
九
韓
、
乾
隆
十
九
年
九
月

二
八
日
、
侠
西
巡
撫
陳
宏
謀
奏
。

〔
川
出
〉
各
丘
ハ
は
銀
を
支
携
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
銀
一

一隅
に
つ
き

「大

制
銭
一
千
文
」
を
給
す
る
よ
う
配
慮
し
て
い
る
。
同
右
、
第
一

O
碑、

乾
隆
十
九
年
十
二
月
八
日
、
河
南
巡
撫
蒋
嫡
承
奏
。

(
必
)
二
九
年
江
蘇
は
支
出
が
見
込
ま
れ
る
九
高
五
千
徐
串
に
間
に
合
わ
せ

る
た
め
四
高
七
千
徐
串
を
櫓
錯
し
て
い
る
。
同
右
、
第
一
一
一
一
輯
、
乾
隆

二
九
年
十
月
二
日
、
江
蘇
巡
傑
荘
有
恭
奏
。

(
刊
叫
)
今
郷
試
周
期
、
士
子
雲
集
、
叉
値
民
間
枚
穫
、
減
郷
土
農
需
銭
絞

多。
同
右
、
第
一
五
輯
、
乾
隆
二
一
年
七
月
二
五
日
、
湖
南
巡
撫
陳
弘
謀

奏。

(
必
)
乾
隆
五
四
年
、
直
隷
の
四
十
徐
州
豚
に
わ
た
る
水
害
に
際
し
て
、
そ

う
し
た
施
策
が
と
ら
れ
て
い
る
。
『
高
宗
貫
録
』
乾
隆
五
四
年
九
月
、

直
隷
総
督
劉
畿
奏
。
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(
必
)
本
年
南
省
牧
成
堕
稔
、
商
買
額
鞍
、
現
周
歳
暮
、
銭
債
不
無
櫓
昂
。

『
宮
中
楢
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
一

O
輯
、
乾
隆
十
九
年
十
一
月
七
日
、
湖

南
巡
撫
胡
費
璃
奏
。

(
日
明
)
近
奉
恩
旨
、
賞
借
八
旗
丘
ハ
丁
資
生
銀
百
徐
寓
雨
。
在
兵
丁
多
係
免
銭

用
度
。

『
高
宗
貧
録
』
乾
隆
七
年
四
月
庚
子
、
蒋
捕
時
奏
。

(
円
む
同
右
、
乾
隆
四
四
年
三
月
葵
未
、
議
。

(
組
問
)
黄
六
鴻
『
一
隅
慰
金
書
』
巻
六
「
地
了
搭
銭
」
。

(
州
四
)
『
高
宗
寅
録
』
乾
隆
五
十
年
三
月
、
安
徽
巡
撫
書
麟
奏
。

(

ω

)

同
右
、
乾
隆
五
二
年
六
月
辛
亥
、
留
京
務
事
玉
大
臣
永
現
等
奏
。
銭

貨
の
時
に
は
官
銭
局
を
通
し
て
銭
舗
に
寅
却
さ
れ
て
い
た
。
同
右
、
乾

隆
三
年
三
月
己
巳
、
議
。

(
日
)
乾
隆
三
八
年
末
一
隅
建
布
政
司
庫
に
は
銀
二
二
五
高
二
二
二
三
雨
に
針

し
て
銭
八
二
串
徐
だ
け
が
、
庚
西
で
は
銀
一
七
七
蔦
四
四
雨
に
「
搭

配
兵
制
俸
工
銭
」
三
高
七
八
九
七
串
が
あ
っ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

『
宮
中
楢
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
三
四
輯
、
乾
隆
三
九
年
正
月
一
一
一
一
日
、
一
繭

建
巡
撫
余
文
儀
奏
。
三
九
年
二
月
六
日
、
署
庚
西
布
政
使
事
按
察
使
未

協
奏
。

(
臼
)
玉
慶
雲
『
石
渠
餓
記
』
巻
三
、
通
考
京
師
用
銀
。
京
銅
四
四
三
世
間
斤

で
計
算
す
る
と
京
師
二
局
の
鈎
銭
額
は
一
一
八
串
銭
湯
と
な
る
の
で
符

合
す
る
。

五
七

O
蔦
斤
な
ら
一
五
二
高
串
弱
。

(
臼
)

『
官
同
宗
寅
録
』
乾
隆
八
年
十
一
月
、
議
。

(
臼
)
多
々
あ
る
が
、
納
税
に
つ
い
て
は
例
え
ば
『
高
宗
貫
録
』
乾
隆
四
十

六
年
十
月
笑
未
、
稔
。

(
日
〉
兵
丁
と
吏
目
の
家
人
が
喧
嘩
を
し
、

一
方
が
相
手
を
小
銭
で
梨
を
買

『
高
宗
貧

っ
た
と
い
う
こ
と
で
罪
を
控
造
し
よ
う
と
し
た
例
が
あ
る
。

録
』
乾
隆
五
二
年
九
月
丁
亥
、
議
。

(
弱
)
前
掲
佐
伯
論
文
。
制
銭
に
よ
る
銭
相
場
支
配
が
溺
れ
る
と
更
に
事
態

は
進
行
し
た
よ
う
で
、
道
光
二
三
、
四
年
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
梁
章

鐙
『
勝
目
瑛
記
』
巻
二
の
「
請
鋳
大
銭
」
に
は
左
記
の
ご
と
く
記
す
。

又
如
大
小
鉦
鏡
、
輿
鼓
相
配
而
鳴
者
、
震
歳
首
戯
繁
之
具
。
従
前
惟

富
戸
乃
有
之
、
近
則
中
小
亦
多
有
之
。

(
幻
)
「
焼
民
」
か
ら
の
銅
の
貿
い
上
げ
債
格
引
上
げ
の
際
、
鎖
銅
の
深
化

と
い
う
篠
件
と
と
も
に
必
需
物
資
た
る
穀
物
・
油
・
木
炭
の
債
格
が
考

慮
さ
れ
て
い
た
。
『
宮
中
楢
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
一
四
輯
、
乾
隆
二
一
年

四
月
二
十
日
、
署
雲
貴
総
督
愛
必
逮
・
署
雲
南
巡
撫
郭
一
裕
奏
。

(
日
刊
)
乾
隆
三
年
の
定
例
で
は
銅
百
斤
毎
に
九
・
二
雨
を
支
給
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
に
は
雑
費
が
含
ま
れ
て
お
り
「
廠
民
」
が
受
取

る
の
は
六
雨
で
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
税
分
を
控
除
さ
れ
て
い
た
(
湯
丹

・

大
般
の
場
合
一
五
%
)
。

『皇
朝
文
献
逼
考
』
銭
幣
考
五
、
乾
隆
十
九

年。

(
関
)
「
一
商
銅
」
枠
を
設
け
る
の
は
、
銅
統
制
の
樹
嬢
を
避
け
る
安
全
鱒
で

あ
っ
て
、
乾
隆
末
に
牧
拾
が
つ
か
な
く
な
っ
た
私
鈎
へ
の
封
策
と
し
て

一両
銅
の
駿
止
案
も
で
た
が
、
裁
可
さ
れ
な
か
っ
た
。

『古
里
ポ
寅
録
』
乾

隆
五
六
年
七
月
辛
丑
、
議
。

(
印
)
『
皇
朝
文
献
逼
考
』
銭
幣
考
四
、
乾
隆
五
年
。

(

h

m

)

乾
隆
二
八
、
九
年
で
漢
銅
償
格
が
毎
百
斤
一
八
・
九
五
雨
、
洋
銅
償

格
が
定
例
は
一
七
・
五
雨
だ
が
市
債
は
一
九
雨
で
あ
っ
た
。
『
宮
中
楢

乾
隆
朝
奏
摺
』
第
二

O
瞬
、
乾
隆
二
九
年
正
月
十
日
、
大
間
学
士
管
新
関

紙
督
事
楊
廷
嘩
・
一
踊
建
巡
撫
定
長
奏
。
ま
た
雲
南
銅
は
二
七
年
頃
大
興
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廠
の
銅
で
一
一
一
問
、
金
奴
廠
で
九
雨
だ
っ
た
。
『
皇
朝
文
献
通
考
』
銭
幣

考
五
、
乾
隆
十
二
年
。

〔
臼
)
同
右
、
銭
幣
考
五
、
乾
隆
十
八
年
。
正
額
の
四

O
高
斤
が
兵
銅
支
給

用
で
、
増
鋳
分
が
銭
相
場
調
整
用
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
宮

中
橋
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
一
一
一
瞬
、
乾
隆
二
九
年
五
月
二
十
日
、
湖
北
巡

撫
常
鈎
奏
。

(
臼
)
同
右
、
第
一
四
輯
、
乾
隆
一
二
年
五
月
二
八
日
、
山
西
巡
撫
明
徳
奏
。

(
臼
)
同
右
、
第
九
輯
、
乾
隆
十
九
年
八
月
二
八
日
、
湖
庚
線
督
開
泰
・
湖

北
巡
撫
張
若
震
奏
。

(
山
山
)
同
右
、
第
二
四
鰐
、
乾
隆
三
十
年
四
月
二
六
日
、
四
川
総
督
阿
爾
泰

奏。

〈
問
山
)
殿
中
卒
『
清
代
雲
南
銅
政
考
』
(
一
九
四
六
年
)
に
附
載
さ
れ
て
い

る
『
銅
政
便
覧
』
等
を
整
理
し
た
数
値
に
よ
る
限
り
は
そ
う
な
る
が
、

『宮
中
楢
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
一
一
一
一
瞬
、
乾
隆
三
三
年
六
月
十
五
日
、
雲

南
巡
撫
明
徳
奏
、
に
よ
れ
ば
乾
隆
二
二
年
以
降
産
銅
が
盛
ん
で
年
産
千

二
三
百
高
斤
と
な
っ
た
が
「
今
二
三
年
」
七
八
百
蔦
斤
に
止
ま
っ
た
と

し
て
い
る
。
雲
南
銅
の
需
要
の
方
は
千
二
百
高
斤
徐
に
上
っ
て
お
り
、

そ
の
た
め
雲
南
の
加
卯
(
正
規
額
外
〉
の
鋳
銭
を
停
止
し
百
十
蔦
斤
除

を
節
約
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

〈
白
山
)
『
宮
中
橋
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
二
三
輯
、
乾
隆
二
九
年
十
一
月
十
九

目
、
侠
西
巡
撫
明
徳
奏
。

(
侃
)
江
西
は
以
前
二
年
毎
に
二
五
高
斤
の
洋
銅
を
枚
買
し
て
い
た
の
を
一

六
高
斤
に
減
少
さ
せ
た
が
、
そ
れ
も
不
安
定
で
あ
っ
た
。
同
右
、
三

O

輯
、
乾
隆
三
一
一
一
年
三
月
二
九
日
、
江
西
巡
撫
呉
紹
詩
奏
。

(
的
)
同
右
、
第
三

O
輯
、
乾
隆
三
三
年
四
月
四
日
、
雲
貫
総
督
都
寧
奏
。

(
刊
山
)
一
九
年
以
前
銅
百
斤
毎
に
五
・
二
悶
だ
っ
た
の
が
二
七
年
に
は
六
・

四
爾
に
な
る
〈
「
皇
朝
文
献
通
考
』
銭
幣
考
五
、
乾
隆
十
九
年
〉
が
、
な

お
不
足
と
さ
れ
た
。

(
冗
)
同
右
、
銭
幣
考
四
、
乾
隆
四
年
。

(

η

)

一
七
年
蛍
時
で
、
官
兵
俸
制
銀
に
九
O
高
齢
陣
雨
を
要
す
る
の
に
、
地

丁
一商
税
を
も
っ
て
し
て
も
二
、
三

O
首
門
商
不
足
す
る
と
さ
れ
て
い
た
。

『
高
宗
貧
録
』
乾
隆
十
七
年
五
月
甲
子
、
戸
都
議
覆
。

(

η

)

『
宮
中
橋
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
三

O
輯
、
乾
隆
一
一
一
一
一
一
年
四
月
四
日
、
雲

且
頁
抽
総
督
都
寧
奏
。
財
政
難
は
嘗
初
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
銭
貴
の
時
か
ら

銃
に
そ
う
で
あ
っ
た
。
向
右
、
第
一
四
瞬
、
乾
隆
一
二
年
四
月
二
十

日
、
署
雲
貴
線
督
愛
必
逮
・
署
雲
南
巡
撫
郭
一
裕
奏
。

(
叫
)
『
官
同
宗
貧
録
』
乾
隆
四
七
年
八
月
辛
未
、
四
川
総
督
一幅
康
安
奏
。

(
布
)
同
右
、
乾
隆
五
一
年
五
月
、
貴
州
巡
撫
李
慶
奈
奏
。

(
m
m

〉
同
右
、
乾
隆
四
五
年
五
月
戊
子
、
稔
。

(
作
)
同
右
、
乾
隆
五
四
年
十
二
月
丙
子
、
議
。

(
花
)
同
右
、
乾
隆
四
九
年
八
月
、
美
卯
、
議
。
だ
が
既
に
=
二
年
か
ら
三

九
年
の
聞
に
、
運
送
す
べ
き
京
銅
五
四
二
四
高
斤
内
三

O
八
蔦
斤
を
不

足
さ
せ
て
い
た
。
三
八
年
頃
や
や
銅
産
は
盛
返
し
た
も
の
の
低
銅
が
多

く
な
っ
て
い
た
。
『
宮
中
橋
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
一
一
一
八
輯
、
乾
隆
四
二
年

五
月
一
一
六
日
、
阿
桂
・
李
侍
桑
奏。

(
m
m
)

湖
北
は
二
年
程
の
聞
に
三

O
高
九
千
斤
を
枚
目
貝
し
た
と
し
て
い
る
。

『
高
宗
貫
録
』
乾
隆
五
八
年
五
月
庚
申
、
議
。
四
川
の
数
値
は
三
年
聞

の
累
積
額
。
同
右
、
乾
隆
五
九
年
二
月
己
巳
、
議
。

(
加
〉
鄭
光
租
『
一
斑
録
』
雑
逃
各
六
の
「
透
方
銭
弊
」
に
よ
れ
ば
、
武
昌

よ
り
東
で
は
官
板
(
制
銭
)
を
用
い
て
い
る
も
の
の
、

雲
南
で
は
鋳
銭
局
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の
あ
る
東
川
府
〈
こ
こ
で
は
銭
賎
で
あ
っ
て
も
銀
一
雨
H

大
銭
三
千
二

百
文
と
い
う
相
場
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
〉
か
ら
六
鰐
離
れ
れ
ば
小
銭
を

一一閑
H
五
千
徐
文
で
専
用
し
て
お
り
、
や
や
下
流
の
「

E
銀
」
副
官
村

で
は
「
銭
式
中
等
」
の
も
の
が
一

一例
H

四
千
文
の
相
場
を
形
成
し
て
い

た
。
こ
れ
よ
り
下
流
の
四
川
は
「
銭
輿
副
官
不
大
異
」
で
一

一同
日
二
千

四
五
百
J
三
千
二
三
百
文
、
貴
州
も
湖
南
の
常
徳
府
に
至
る
ま
で
は
「

銭
亦
中
等
、
制
何
有
更
袋
、
均
非
官
板
」
と
し
て
い
る
。
な
お
武
昌
と
四

川
の
中
聞
に
あ
た
る
、
す
な
わ
ち
産
銅
地
域
通
貨
閣
と
非
産
銅
の
そ
れ

と
の
境
目
に
あ
る
、
制
州
府
が
「
時
其
地
純
用
順
治
康
保
育
銅
銭
、
銀

一
一
問
先
八
百
徐
文
、
帯
地
正
乾
隆
銭
紹
少
」
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
の
は

興
味
深
い。

(
町
出

U

産
銅
額
の
担
造
が
か
な
り
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
『
宮
中
楢
乾
隆
朝

奏
摺
』
第
=
二
瞬
、
乾
隆
三
三
年
六
月
十
五
日
、

雲
南
巡
撫
明
徳
奏
。

(
位
)
例
え
ば
快
西
で
は
兵
制
分
等
を
除
き
毎
年
一
高
一
千
徐
串
が
徐
り
、

そ
れ
を
銭
仮
調
整
に
充
て
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
二
九
年
か
ら
四

二
年
の
聞
に
銭
債
は
八
五

O
文
か
ら
九
九

O
文
前
後
に
下
が
り
、
そ
の

た
め
八
高
二
千
徐
串
が
銭
局
に
滞
留
し
て
い
た
。
向
右
、
第
三
九
瞬
、

四
二
年
六
月
二
十
日
、
快
西
布
政
使
富
綱
脆
奏
。

(
出
)
『
古向
宗
貫
録
』
乾
隆
四
四
年
正
月
戊
氏
、
江
西
巡
撫
ポ
碩
奏
。

(
制
)

『宮
中
椴
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
九
瞬
、
乾
隆
十
九
年
七
月
十
六
日
、
設

理
掘
削
江
巡
撫
印
務
布
政
使
周
人
蚊
奏
。
二
八
年
の
江
蘇
で
は
銀
一
雨
で

制
銭
九
四
二
文
鈎
造
と
し
て
い
て
大
差
は
な
い
。
問
、
第
一
八
瞬
、
二

八
年
八
月
二
九
日
、
江
蘇
巡
獄
荘
有
恭
奏
。
ち
な
み
に
雲
南
で
は
一
千

文
の
鈴
造
費
用
が
銀
五
銭
五
分
で
あ
っ
た
。
問
、
第
一
一
瞬
、
二
十
年

四
月
十
日
、
雲
阜
県
総
督
碩
色
・
雲
南
巡
撫
愛
必
逮
奏
。

京
城
従
前
銭
費
時
、
曾
設
官
局
卒
筒
、
未
能
有
金
。

前
銭
僚
忽
然
卒
滅
、
直
室
於
今
。
並
非
官
震
務
理
。

『
高
宗
貫
録
』
乾
隆
四
三
年
十
二
月
乙
亥
、
議
。

(
肘∞
)
銭
貴
の
時
は
戸
部
が
五
城
米
局
の
姻
銭
を
鮪
戸
に
換
銀
さ
せ
て
い
た

が
、
引
受
け
な
く
な
っ
て
き
て

い
た
。
同
右
、
乾
隆
四
九
年
八
月
丁

卯
、
議
。

(
閉
山
)
そ
の
種
の
報
告
は
多
々
あ
る
が
、
例
え
ば
乾
隆
五
六
年
に
、
蘇
州
で

流
通
す
る
小
銭
が
雲
南
・
貴
州
方
面
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
の
上
奏
が
な
さ
れ
て
い
る
。

本
年
正
月
内
、

接
長
麟
奏
稿
、
在
蘇
州
地
方
訪
後
牧
滋
小
銭
、
訊
係

由
湖
底
雲
貴
流
行
到
蘇
。

同
右
、
乾
隆
五
六
年
三
月
丙
子
、
稔
。

(
∞
∞
)
例
え
ば
江
西
省
で
は
小
銭
五
文
を
制
銭
一
文
で
牧
買
し
て
い
た
。
し

か
し
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
市
場
相
場
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
っ
た
た

め
、
小
銭
三
文
で
制
銭
一
文
に
交
換
す
る
と
い
う
よ
う
な
別
の
レ
l
ト

を
民
閲
で
形
成
さ
せ
る
だ
け
で
あ
っ
た
(
同
右
、
乾
隆
五
六
年
三
月
丙

子
、
昭
事
江
西
巡
撫
銚
指
先
奏
U

。
小
銭
そ
の
も
の
が
雑
多
な
も
の
で
あ
る

た
め
、
重
量
車
位
で
換
算
率
を
定
め
て
い
た
例
が
多
い
。
山
東
省
で
は

小
銭
一
斤
毎
に
大
制
銭
九

O
文
と
し
て
い
る
(
同
右
、
乾
隆
五
六
年
七

月
、
山
東
巡
撫
惑
齢
奏
)
。
九

O
文
は
重
量
に
し
て

0
・
六
七
五
斤
。

た
だ
牧
買
の
効
果
を
あ
げ
た
庚
西
省
、が
「
給
銀
」
で
あ

っ
た
の
は
興
味

深
い
(
同
右
、
乾
隆
五
九
年
十
一
月
、
庚
西
巡
撫
挑
奈
奏
)
。

(
m
叩
)
政
買
に
よ
る
小
銭
排
除
が
効
果
を
示
さ
な
い
た
め
、

多
額
供
出
の
場

合
を
除
き
、
方
針
を
鱒
換
し
て
い
る
。
同
右
、
乾
隆
五
六
年
五
月
庚

策
、
議
。
だ
が
庚
西
で
は
無
給
の
年
だ
け
牧
買
額
が
極
端
に
落
込
ん
で

(
民
山

U

-
・
而
十
除
年
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い
る
。
同
右
、
乾
隆
五
九
年
十
二
月
、
庚
西
巡
撫
挑
奈
奏
。

〈

ω)
蓋
銭
態
易
鋭
、
債
無
一
定
。
自
由
馬
限
以
至
制
銭
九
数
等
。
・
・
:
以
銀

易
銭
、
相
銭
議
償
。
銭
鋭
参
銭
、
用
者
不
便
。
乃
計
所
易
之
銭
、
折

受
番
銀
。
故
番
銀
之
償
昂
於
庫
銀
。
余
年
四
十
歳
以
前
、
山
間
無
番
銀

之
名
。

涯
輝
租
『
病
楊
夢
痕
録
』
下
、
嘉
慶
元
年
。

(
川
目
〉
同
『
病
楊
夢
痕
録
徐
』
嘉
慶
六
年
。

(
位
)

法
式
善
『
陶
底
雑
録
』
巻
二
に
記
載
し
て
あ
る
戸
部
銀
庫
の
積
存
銀

数
に
よ
れ
ば
、
乾
隆
二
二
年
の
二
七
四
六
蔦
三
六
四
五
雨
が
乾
隆
期

(
三
九
年
ま
で
記
載
)
の
最
低
で
、
二
七
年
か
ら
上
昇
し
は
じ
め
、
三

六
年
に
は
七
八
九
四
高
一
一
同
を
記
録
し
て
い
る
。

(
回
)
近
日
銭
債
増
昂
:
:
:
或
加
卯
鼓
鏡
、
或
搭
放
俸
制
、
絵
未
能
減
落
。

推
原
英
故
、
皆
由
年
来
所
設
内
格
過
多
、
緩
縛
流
通
、
以
致
銀
債
日

賎
、
銭
償
日
槍
。

『
大
清
仁
宗
容
皇
帝
貫
録
』
嘉
慶
七
年
六
月
丁
卯
、
議
。

(
川
四
〉
前
掲
佐
々
木
論
文
。

(
白
山
)
註
(
川
崎
)
、
並
び
に
『
宮
中
槍
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
七
輯
、
乾
隆
十
八
年

723 

十
二
月
一
一
一
一
目
、
直
隷
総
督
方
観
承
奏
。

(
町
四
)
中
山
美
緒
「
清
代
前
期
江
南
の
米
償
動
向
」

九。

(

M

別
〉
『
宮
中
檎
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
五
輯
、
乾
隆
十
八
年
五
月
十
日
、
河
南

巡
撫
蒋
幅
削
奏
。
乾
隆
十
八
年
七
月
十
三
日
、
箸
南
江
健
督
町
郁
容
安

・
江

蘇
巡
撫
妊
有
恭
奏
。

(

m

m

)

山田市
禎
元
年
正
月
か
ら
九
月
一
五
日
ま
で
の
鋳
銭
高
は
一
一
一
一
蔦
串
弱
で

あ
っ
た
。
『
績
文
献
通
考
』
銭
幣
五
。

(

m

出
)
近
日
市
中
行
用
、
不
見
有
順
治
康
照
難
正
三
朝
之
銭
、
即
乾
隆
嘉
慶

銭
亦
甚
曲
軒
家
失
。
非
皆
綴
而
魚
器
之
故
乎

P

前
掲
『
錦
回
融
制
記
』
巻
二
「
請
錨
大
銭
」。

ハ
川
)
遅
く
と
も
乾
隆
四
十
年
頃
に
は
銭
票
が
か
な
り
普
及
し
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
『
一
斑
銭
』
雑
述
巻
六
、
「
洋
銭
」
。
土
地
質
賃
等
に
も
銭
禁

が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
『
林
則
徐
集
』
奏
稿
八
「
鄭
藩
等

私
鈴
案
審
明
定
擬
摺
」
遁
光
十
八
年
四
月
一
一
六
日
。

(
削
)
間
帯'
田
「
清
末
湖
北
省
に
於
け
る
幣
制
改
革
|
|
経
済
装
置
と
し
て
の

省
権
力
」
『
東
洋
史
研
究
』
四
一
|
三
。

『
史
拳
雑
誌
』
八
七
|
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Meanwhile, the unusual local conditions in Fuiian and the development

of cash cropping brought about ａ state of constant grain shortages. But

for Fujian rural society, with its developing commercial production, the

problem of grain was not so much its rising price but rather its actual

shortage. That is to say, for the tenant farmers, keeping rice in the local

area

　

became an urgent problem. Thus we can properly say that the

resistance of tｅｎ万antfarmers to paying rents t0 landlords was an aspect

of the struggle t０，prevent rice from leaving the local area　(i. e. grain

transport obstruction).

THE APPRECIATION OF COPPER CASH IN THE

　　　　　　　　　

QIANLUNG乾隆ERA

KURODA Akinobu

　　　

In the Qianlung era, the Qing government minted ａ great quantity

of copper cash which had not been done before. What made the govern-

ment do ｓｏ?

　　　

The

　

monetary

　

system under the　Qing dynasty was on ａ parallel

standard. There　was　no fiχedratio between silver and copper cash.

Although copper cash formed ａ large part of the　circulating　medium

for retail,generally most of the cash that was coined did not return to

the Mint, but stagnated in the local markets. In the firsthalf of the

Qing period, the rate of exchange for copper cash against silver kept

rising. Relative insu伍ciency of cash caused all kinc!ｓof“small cash”，

namely illegal cash, to be accepted. The government intended to use

good money, legal cash, to drive out bad money, small cash, and therefore

establishedlocal Mints to spread legal cash over the empire｡

　　　

Since minting needed vast copper supplies, the government had to

control the production and circulation of copper. This brought out a

strange phenomenon: the intrinsic value　of ａ piece of legal cash was

greater than its face value. Naturally some people melted down legal

cash. Nevertheless, the government contini再edto mint, so that apparently

- ３－



most of the small cash disappeared｡

　　　

But the ｕｎ妊ormityof copper cash collapsed in the second half of the

Qianlung era.　Ａ large quantity of small cash appeared again. As the

domestic output of copper decreased, the government could not keep up

ａ one way supply of legal cash. The essentialcause was as follows: while

small cash circulated according to the demand for ａ means of payment

in the local areas, legal cash was minted according to government ｅχ-

penditure. The government could not keep up with the upsurge in the

demand for local currency, and was thus prevented from unifying the

monetary system.

　　　　　　

●●

　　　　

Ｖ●●
THE INj･1M7/ FAMILY IN TURFAN UYGHUR SOCIETY

Umemura Hiroshi

　　

Recent studies of Uyghur society use civil documents as the historical

materials. In this study the author has tried to research the actual con･

ditions of the life of Uyghur landowners　by an analysis of three types

of Uyghur documents, USp. 107-113, USp. 114-123, 124-127 and SJ Kr.

4/638, and others, a11 0f which were discovered in the Turf an region and

date from the 13th to 14th century.

　　

We find that these documents speak of the large family of tnaﾀIll,

which lasted for at least three generations as recorded in SJ Kr. 4/638.

The supposed genealogy is shown in table VI.

　　

It is shown that some of the constituents of the family owned slaves,

and certain brothers bought and sold land to each other in order to ensure

that the land all remained within the family. Keeping land within the

family was one way to maintain the　social influence and prestige of the

family at ａ time when Uyghur society was politically unstable. It is

゛orthy of attention that the tnanit family used to borrow grain on the

occasion 0f funerals ゛1ｓrecorded in SJ Kr. 4/638. When ｉｎａｎＺｌdied, his

family borrowed grain to pay for the funeral from four
persons, whose

father was regarded as having connections with holders ｏｆｏ伍cial
power｡
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