
一
九
八
五
年
九
月
北
京

A
5
版
七
七
三
頁
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人
民
出
版
社

五
・
六
五
元

藤
原
利
一
一
郎
著

東
南
ア
ジ
ア
史
の
研
究

八

尾

生

隆

「序
言
」
に
よ
れ
ば
、
本
霊
園
は
著
者
の
過
去
三
十
数
年
聞
に
設
表
し
た
東
南

ア
ジ
ア
史
に
関
す
る
論
孜
か
ら
二
十
数
篇
を
選
び
、
三
部
に
分
け
て
牧
録
し
た

も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
研
究
の
進
展
に
件
い
、

・
な
る
べ
く
原
型
を
と
ど
め
つ
つ

若
干
の
訂
補
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

目
次
に
従
っ
て
本
書
の
内
容
を
記
せ
ば
左
記
の
如
く
で
あ
る
。

序
言

第
一
部
明
と
東
南
ア
ジ
ア
の
交
渉

一

明

初
に
お
け
る
遅
羅
と
の
交
渉

二

明
の
永
築
時
代
に
お
け
る
逗
羅
と
の
交
渉

三
明
・
器
開
刺
加
関
係
の
成
立
と
設
展
|
初
期
満
刺
加
闘
史
の
一
側
面
的

考
察
|

四
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
察
朝
前
期
の
明
と
の
関
係

五
中
園
資
料
か
ら
み
た
元
・
明
時
代
の
東
南
ア
ジ
ア
華
僑

第
二
部
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
歴
史
と
華
僑

一

康

南
王
庇
氏
と
華
僑
|
と
く
に
既
氏
の
劉
華
僑
方
針
に
つ
い
て
|

二
鄭
玖
の
庚
南
庇
氏
へ
の
錦
附
の
年
次

三

鄭

玖
事
蹟
考

四
察
朝
後
期
制
野
氏
の
華
僑
針
策

五
明
郷
の
意
義
及
び
明
郷
祉
の
起
源
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六
院
朝
治
下
の
明
郷
の
問
題
|
と
く
に
税
例
に
つ
い
て
|

七
庇
朝
治
下
に
お
け
る
米
の
密
輸
出
問
題

八

既

朝
の
ア
ヘ
ン
禁
令
に
つ
い
て

九

康

南

院
氏
及
び
既
朝
治
下
に
お
け
る
箆
鉛
銭
の
鉛
造
と
流
通

十
尻
朝
治
下
に
お
け
る
金
銀
償
の
問
題

十

一
ホ
イ
ア
ン
の
日
本
橋
碑
文
に
つ
い
て

第

三

部

ヴ

ェ
ト
ナ
ム
史
の
諸
問
題

一
安
陽
王
と
西
恒
|
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
古
代
史
小
孜

二
陳
朝
時
代
に
お
け
る
園
語
文
皐
の
勃
興

三
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
丁
賦
制
の
成
立

四
裂
朝
の
科
穆
|
聖
宗
の
科
服
申
制
篠
立
ま
で
|

五
裂
朝
前
期
の
間
学
校
|
と
く
に
科
穆
と
の
関
係
に
つ
い
て
|

六
裂
朝
翠
宗
の
官
制
改
革

七
致
朝
聖
宗
の
官
制
改
革
の
背
景

八

西

山
誕
の
飢
の
勃
設
事
情
に
つ
い
て
の
一
考
察

九

繋

末

史

の

一
考
察
1

鄭
氏
治
下
の
政
情
に
つ
い
て
|

十
清
併
戦
争
と
黒
旗
寧

資
料
解
題
の
第
一

部
五
と
資
料
紹
介
の
第
二
一部
十
一

の
二
篇
に
つ
い
て
は
割

愛
し
て
、
各
一
部
各
篇
の
内
容
紹
介
・
問
題
黙
提
起
等
を
行
な
っ
て
ゆ
き
た
い
。

第
一
部
で
は
、
主
と
し
て
明
質
録
を
も
と
に
、
原
地
史
料
(
の
欧
文
語
誇

本
)
や
欧
米
人
の
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
明
と
遅
羅
(
ア

ユ
タ
ヤ
l
)
・

尚
刺
加
(
マ
ラ
ッ
カ
〉

・
安
南

(
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
)
と
の
関
係
を
考
察
し
て
い
る
。

ま
ず
一
で
は
、
明
初
の
タ
イ
の
ア

ユ
タ
ヤ
l
朝
と
の
関
係
に
お
い
て
、
ア
ユ

タ
ヤ

l
H遅
羅

(
明
貫
録
中
の
)
と
い
う
名
稽
固
定
の
時
期
の
確
認
、
明
貫
録

中
の
ア
ユ
タ
ヤ
l
王
の
玉
名
と
、
ア
ユ
タ
ヤ
1
側
文
献
に
載
る
王
名
と
の
比
定

の
再
検
討
、
洪
武
-
帝
の
朝
貢
制
限
方
針
の
一
因
、
爪
庄
の
箆
頭
に
よ
る
明
の
こ

の
地
域
に
お
け
る
影
響
力
の
減
退
、
な
ど
が
設
か
れ
、
後
牢
部
に
附
さ
れ
て
い

る
二
つ
の
詳
細
な
朝
貢
表
が
、
読
者
の
本
文
理
解
の
一
助
と
な
っ
て
い
る
。

二
も
一
と
ス
タ
イ
ル
を
一
に
し
、
時
代
を
永
雌
末
期
に
限
っ
て
論
じ
て
い
る
。

内
容
と
し
て
は
、
永
祭
-
帝
の
積
極
外
交
へ
の
方
針
縛
換
の
経
緯
、
濯
羅
と
潟
刺

加
と
の
関
係
へ
の
介
入
(
こ
れ
は
三
で
詳
論
さ
れ
る
)
、

選
羅
に

い
る
流
寓
中

園
人
を
め
ぐ
る
中
園
側
の
覇
権
の
意
図
、
な
ど
が
設
か
れ
る
。
む
ろ
ん
主
た
る

史
料
は
明
貫
録
で
あ
る
。

三
は
十
五
世
紀
初
頭
に
勃
興
し
た
満
刺
加
図
に
つ

い
て
、
ま
ず
そ
の
成
立
年

代
が
明
貧
録
に
よ
り
一
四

O
三
年
以
前
で
あ
っ

た
こ
と
、
融
問
刺
加
や
爪
珪
、
蘇

門
答
刺
(
ス
マ
ト
ラ
の
サ
ム
ド
ラ
に
比
定
さ
れ
る
〉
等
へ
の
永
繁
需
の
遺
使

が
、
郷
和
の
西
征
の
先
駆
と
も
い
う
べ
き
規
模
と
意
義
を
有
し
た
と
い
う
重
要

な
指
摘
を
行
な
っ
て
い
る
。
次
に
明
の
意
園
(
港
市
と
し
て
重
要
な
マ
ラ
ッ

カ

を
遅
羅
の
支
配
か
ら
解
放
す
る
)
と
浦
刺
加
の
意
図
(
退
羅

・
爪
珪
と
い
う
こ

大
強
図
の
間
に
あ
っ
て
濁
立
を
保
つ
魚
、
明
の
カ
を
か
り
る
〉
と
が
合
致
し
て

商
圏
関
係
が
生
ま
れ
、
減
刺
加
の
そ
の
後
の
妥
展
を
政
治

・
経
済
的
に
支
え
た

の
が
こ
の
明
と
の
関
係
で
あ
っ
た
と
設
か
れ
る
。

以
上
の
三
篇
は
、
「
序
言
」
に
-記
さ
れ
て
い
る
氏
の
明
貫
録
か
ら
の
南
方
諸

図
関
係
記
事
抄
出
作
業
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
明
貫
録

と
い
う
い
わ
ば
柱
を
有
し
て
い
る
魚
、

論
旨
に
矛
盾
が
な
く
、
叉
容
易
に
先
行

研
究
の
誤
り
や
問
題
貼
を
指
摘
で
き
る
と
い
う
徐
裕
が
み
ら
れ
、
更
に
三
篇
す

べ
て
に
附
さ
れ
て
い
る
朝
貢
表
も
有
用
で
あ
る
。

明
貫
録
の
南
海
関
係
史
料
と
し
て
の
有
効
性
を
示
し
て
み
せ
た
の
が
上
記
一一一

篤
と
い
え
る
が
、

問
題
黙
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
、
貸
録
と
い
う
史
料
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的
性
格
の
魚
、
氏
自
身
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
通
り
、
交
易
・
交
渉
と
い
っ
て
も

オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
も
の
が
大
字
を
占
め
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
も
の
が
う
か
び
で

て
こ
な
い
。
こ
の
勲
、
原
地
史
料
の
再
検
討
や
新
資
料
の
設
見
が
必
要
で
あ
ろ

う
。
次
に
、
各
篇
の
タ
イ
ト
ル
が
示
し
て
い
る
通
り
、
論
述
は
明
と
嘗
一該
園
と

の
関
係
史
が
主
で
あ
っ
て
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
園
ど
う
し
の
交
渉
に
は
ほ
と
ん
ど

言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
遅
羅
や
満
刺
加
だ
け
で
な
く
、
例
え
ば
大
圏
爪
珪
や
三

油
開
講
用
に
闘
す
る
記
事
も
明
書
貝
録
に
は
数
多
く
あ
り
、
そ
れ
ら
を
比
較
・
綜
合
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
と
え
明
を
主
値
と
す
る
と
い
う
限
界
が
あ
る
に
せ
よ
、

こ
の
時
代
の
東
南
ア
ジ
ア
の
全
笹
像
が
描
け
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
(
こ
の

黙
、
脱
漏
は
多
い
も
の
の
『
明
貧
録
中
之
東
南
亙
史
料
』
一
九
六
八
、

一
九
七

六
、
香
港
、
は
重
賓
で
あ
る
〉
。

四
は
山
本
逮
郎
編
『
ベ
ト
ナ
ム
中
園
関
係
史
』
一
九
七
五
、
山
川
出
版
社
、

の
第
五
章
を
改
題
し
た
も
の
で
あ
る
。
抗
明
戦
争
勝
利
の
後
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
禦

朝
と
明
と
の
園
交
回
復
の
経
緯
、
園
境
の
確
定
、
加
封
規
定
な
ど
康
範
な
問
題

を
扱
っ
た
九
十
ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
長
篇
で
あ
る
。
前
三
篇
と
異
な
っ
て
い
る
の

は
、
他
園
に
比
し
て
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
は
原
地
史
料
(
と
い
っ
て
も
漢
籍
で
あ
る

が
〉
が
数
多
く
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
を
も
と
に
明
側
史
料
と
の
封
照
比
較
を

綿
密
に
行
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

第
二
・
三
部
に
は
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
史
に
関
す
る
論
孜
が
牧
め
ら
れ
る
。

第
二
部
で
は
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
、
特
に
新
興
の
庚
南
院
氏
王
園
(
一
五
五
八
|

一
七
七
七
、
フ
エ
を
首
都
に
中
・
南
部
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
を
領
有
し
た
)
と
そ
の
後

詣
で
あ
る
庇
朝
(
一
八

O
三
l
一
九
四
五
、
但
し
氏
の
論
述
の
時
代
は
そ
の
初

期
に
集
中
す
る
)
に
お
け
る
華
僑
(
庚
義
の
)
の
役
割
を
、
主
と
し
て
経
済
面

に
お
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
一
で
は
十
七
世
紀
後
学
の
明
の
徳
兵
棟
上
川
ら
の
院
氏
へ
の
踊
附
の
経

緯
を
設
き
、
新
興
で
園
力
の
不
足
す
る
院
氏
が
領
土
機
大
の
盛
岡
、
こ
れ
ら
中
園

人
を
有
効
に
利
用
し
、
華
僑
側
で
も
特
に
経
済
面
に
お
い
て
桓
要
の
位
置
を
占

め
る
よ
う
に
な
り
、
一
種
の
相
互
依
存
の
関
係
が
成
立
し
た
反
面
、
北
部
ヴ
エ

ト
ナ
ム
に
動
世
帯
を
戴
い
た
郷
氏
(
一
五
二
七
年
の
莫
氏
に
よ
る
築
奪
以
降
、
動常

帯
の
権
威
は
名
目
上
の
も
の
と
な
り
、

莫
氏
打
倒
に
最
も
功
の
あ

っ
た
鄭
氏
が

王
府
を
開
い
て
政
権
を
優
っ
て
い
た
〉
は
、
ヴ

ェ
ト
ナ
ム
と
中
園
の
停
統
的
な

緊
張
関
係
か
ら
、
華
僑
抑
墜
の
方
針
を
と
っ

た
と
い
う
封
比
が
描
か
れ
る
。

二
は
康
南
庇
氏
に
錦
附
し
た
華
僑
中
、
最
も
勢
力
の
あ
っ
た
鄭
氏
(
鄭
玖
)

の
錦
附
の
年
次
を
諸
史
料
、
特
に
先
行
研
究
者
が
ほ
と
ん
ど
用
い
て
い
な
か
っ

た
鄭
氏
家
譜
を
利
用
し
て
考
査
し
、
一
で

「一

七
二
ハ
年
以
降
」
と
し
た
自
設

を
「
一
七
一
一
年
以
前
」
と
正
し
た
も
の
で
、
一
の
価
額
編
と
吾一一
ロ
え
よ
う
。

三
・
四
は
、

一
で
描
い
た
庇
・
鄭
爾
氏
の
封
華
僑
針
策
の
釘
比
を
再
検
討
し

た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
三
で
は
、
前
述
鄭
玖
の
渡
越
以
前
の
中
園
に
お
け
る
事
蹟
と
、
メ
コ
ン

デ
ル
タ
の
ハ
テ
ィ
エ
ン
入
植
後
の
彼
の
開
設
事
業
の
設
展
状
況
を
説
き
、
後
の

活
躍
が
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
コ
l
チ
シ
ナ
支
配
の
確
立
に
つ
な
が

っ
た
と
さ
れ
た
。

次
に
四
で
は
、
制
御
氏
が
十
七
世
紀
中
頃
よ
り
華
僑
規
制
令
と
も
い
う
べ
き
法

令
を
出
し
、
ヴ
ェ

ト
ナ
ム
人
と
外
園
人

(
特
に
中
国
人
)
と
が
援
鰯
す
る
こ
と

に
神
経
を
と
が
ら
せ
、
更
に
外
園
人
の
中
で
も
一
時
滞
在
者
と
永
住
者
と
を
差

別
し
て
扱
わ
ん
と
し
た
こ
と
、
機
密
保
持
の
震
居
住
地
制
限
を
強
化
し
た
に
も

拘
ら
ず
、

華
人
の
特
に
鎖
山
開
設
に
お
け
る
活
動
が
活
設
と
な

っ
た
こ
と
な
ど

に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
嘗
時
あ
ま
り
利
用
さ
れ
た
こ
と
の
な
か
っ
た
大
南
寒
録
等
を
使
用

し
て
の
綴
密
な
考
歪
で
あ
り
、
鄭
・
庇
爾
氏
の
政
策
封
比
と
い
う
熟
で
重
要
で

あ
る
が
、
飾
・
侃
雨
氏
の
版
闘
を
併
せ
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
庇
朝
が
、
鄭
氏
の
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も
つ
反
中
図
的
政
策
を
克
服
し
え
た
の
か
ま
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
「
領

域
が
強
大
な
中
園
と
濁
土
を
援
し
、
紹
え
ず
そ
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
」
(
本
文

二
五
三
頁
)
る
よ
う
に
な
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
氏
の
既
朝
研
究
は
経
済
的
側
面

に
限
ら
れ
、
制
到
華
僑
政
策
に
及
ん
で
い
な
い
。

五
で
は
「
明
郷
」
な
る
言
葉
が
、
も
と
も
と
明
に
忠
誠
を
普
い
、

清
の
支
配

を
嫌
っ
て
出
図
し
て
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
蹄
化
し
た
中
園
人
〈
単
な
る
在
留
華
僑
と

は
別
)
及
び
そ
の
子
孫
を
明
呑
と
呼
び
、
明
命
期
に
郷
園
を
意
味
す
る
「
郷
」

を
以
っ
て
代
え
、
成
立
し
た
こ
と
、
そ
し
て
彼
ら
の
共
同
慢
を
明
郷
社
と
稽
す

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
南
ヴ
ェ
ト

ナ
ム
に
数
多
く
建
設
さ
れ
た
こ
と

が
設
か
れ
る
。

六
で
は
そ
の
明
郷
社
民
へ
の
課
税
に
関
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

華
僑
の
ヴ
ェ

ト
ナ
ム
へ
の
来
航
が
多
く
な
る
に
つ
れ
華
僑
開
の
税
制
の
不
統

一

が
甚
し
く
な
っ
た
局
、
明
命
年
聞
に
そ
の
統

一
が
は
か
ら
れ
、
そ
の
結
果
錦
化

人
た
る
明
郷
聞
及
び
明
郷
と
一

般
華
僑
聞
の
税
制
上
の
不
公
卒
〈
税
額
は
明
郷

の
方
が
か
な
り
軽
か

っ
た
)
が
改
め
ら
れ
た
と
す
る
。

し
か
し
、
氏
自
身
も
認

め
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
ま
ず
明
郷
を
優
遇
し
て
い
た
明
命
脅一
が
、
何
故
質
質

的
増
税
に
つ
な
が
る
政
策
を
う
ち
だ
し
た
か
に

つ
い
て
は
読
明
が
不
十
分
で
あ

る
。
単
に
税
制
問
題
と
し
て
こ
の
問
題
を
捉
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
駒
常
朝
翠
宗

と
並
ん
で
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
史
上
最
も
中
央
集
権
志
向
の
強
か
っ

た
明
命
脅
(
在
位

一
八
}
九
|
四

O
)
の
政
策
の
一
環
と
し
て
捉
え
る
必
要
が
な
か
ろ
う
か
。

ま

た、

六
の
起
稿
目
的
を
氏
は

「明
郷
の
法
律
的

・
祉
曾
的
特
殊
地
位
究
明
へ
の

一
道
程
」

(
本
文
二
七
四
頁
〉

と
し
て
い
る
が
、

五
に
よ
っ
て
そ
の
特
殊
性
は

述
べ
ら
れ
て
い
る
と
は
言
え
、
明
命
期
以
降
の
明
郷
の
盛
衰
に
ほ
と
ん
ど
言
及

し
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
そ
も
そ
も
明
郷

(
枇
〉
が
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
祉
舎
に
如
何

に
貢
献
し
た
か
に
言
及
し
て
い
な
い
以
上
、
こ
の
目
的
は
未
だ
達
成
さ
れ
て
い

な
い
と
言
え
よ
う
。

七
か
ら
十
は
庇
朝
治
下
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
経
済
問
題
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。

七
は
わ
ず
か
三
ペ

ー
ジ
の
小
論
で
あ
る
が
、
明
命
期
の
米
債
騰
貴
の

一
因

が
、
華
僑
に
よ
る
密
輸
出
(
劉
債
は
阿
片
〉
に
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
も
の
で

あ
る
。
た
だ
、
氏
の
関
心
が
こ
う
し
た
密
貿
易
に
華
僑
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と

に
重
黙
が
お
か
れ
て
い
る
震
か
、
密
貿
易
の
構
造
(
例
え
ば
物
の
流
れ
、
米
の

受
け
取
り
側
は
ど
こ
か
な
ど
)
は
こ
の
論
文
か
ら
は
全
く
わ
か
ら
な
い

(
八
に

言
及
が
あ
る
が
)。

八
は
七
と
封
を
な
す、

阿
片
の
密
貿
易
を
論
じ
た
も
の
で
、

ヴ
ェ

ト
ナ
ム
圏

内
〈
特
に
明
命
期
の
)
に
お
け
る
阿
片
吸
引
の
流
行
と
禁
令
の
設
布
、
阿
片
を

も
た
ら
し
た
者
が
主
と
し
て
筆
商
で
あ
り、

禁
制
品
の
米
を
劉
債
と
し
て
こ
れ

を
買
い
、
圏
内
に
憂
延
さ
せ
た
の
も
華
僑
及
び
明
郷
で
あ
っ
た
こ
と
が
設
か
れ

る
。
し
か
し
、
最
も
重
要
と
思
わ
れ
る
黙
に
言
及
が
な
い。

つ
ま
り
、
阿
片
流

行
が
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
経
済
に
如
何
な
る
影
響
を
輿
え
た
か
、
と
い

う
こ
と
で
あ

る
。
中
園
で
は
封
債
と
し
て
銀
が
流
出
し
、
震
に
小
農
民
が
困
窮
し
た
と
い
う

の
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
論
孜
で
は
米
債
騰
貴
が
お
こ

っ
た
こ
と
以

外
は
鮒
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
中
園
と
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
阿
片
貿
易
の
違
い
に
つ

い

て
是
非
と
も
論
じ
て
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

九
で
は
庚
南
既
氏
が
銅
産
を
所
有
せ
ぬ
震
に
亜
鉛
銭
の
夜
行
に

至
っ

た
こ

と、

タ
イ
ソ
ン
黛
の
飢
〈
第
三
部
八
・
九
で
論
ず
る
〉

の
後
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
全

版
闘
を
領
有
し
た
院
朝
も
、
銅
銭
鋳
造
を
め
ざ
し
な
が
ら
も
銭
荒
の
念
場
を
し

の
ぐ
震
に
亜
鉛
銭
を
流
通
せ
し
む
る
に
至
っ
た
こ
と
、
そ
の
過
程
に
華
筒
の
預

る
こ
と
大
で
あ
っ
た
こ
と
、
な
ど
が
設
か
れ
る
。
従
来
日
本
で
は
全
く
な
か
っ

た
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
貨
幣
制
度
に
関
す
る
好
論
で
あ
る
。

た
だ
、
オ
ラ
ン
ダ
か
ら

原
料
の
亜
鉛
を
買
っ
た
と
恩
わ
れ
る
史
料
を
示
し
て
お
ら
れ
る
以
上
、

今
後
豆
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鉛
入
手
の
経
路
や
貿
易
の
規
模
に
つ
い
て
、
西
洋
史
料
を
も
と
に
考
察
を
深
め

る
必
要
が
あ
ろ
う
。

十
は
金
・
銀
の
騰
貴
状
況
を
嗣
徳
(
一
八
四
八
|
八
=
一
)
期
ま
で
下
っ
て
諸

炉
科
で
跳
つ
け
、
そ
の
原
因
が
一
般
的
物
債
騰
貴
、
供
給
不
足
、
主
と
し
て
華

商
に
よ
る
退
蔵
・
海
外
持
出
し
に
あ
る
と
す
る
。
こ
の
論
孜
も
諸
史
料
を
徹
底

的
に
渉
磁
し
、
は
る
か
に
欧
米
人
の
研
究
を
凌
駕
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

「騰

貴
」
の
尺
度
が
銭
ハ
即
ち
亙
鉛
銭
〉
で
あ
る
以
上
、
亜
鉛
(
銭
)
の
暴
落
が
、

こ
の
よ
う
な
金
銀
や
米
の
相
罰
的
騰
貴
を
生
ん
だ
と
い
う
仮
設
も
た
て
ら
れ
る

の
で
は
な
い
か
。
こ
の
俵
設
の
正
否
を
明
ら
か
に
す
る
魚
に
も
九
で
述
べ
た

如
く
、
西
洋
史
料
の
検
討
が
不
可
鉄
で
あ
る
。

二
部
全
篇
を
通
じ
て
華
僑
及
び
錫
化
中
園
人
の
経
済
活
動
を
論
じ
て
こ
ら
れ

た
が
、
そ
の
非
合
法
の
活
動
を
設
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
園
家
サ

イ
ド
か
ら
見
た
場
合
、
積
極
的
な
役
割
と
言
え
ば
コ
l
チ
シ
ナ
開
設
に
功
が
あ

っ
た
こ
と
が
設
か
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
氏
の
設
か
れ
る
如
く
、
華
僑
が
庚
南
院

氏
や
院
朝
の
経
済
面
に
お
い
て
紹
大
な
影
響
力
を
有
し
て
い
た
と
す
る
な
ら

ば
、
院
氏
や
侃
朝
の
諸
政
策
、
例
え
ば
封
タ
イ
ソ
ン
封
策
や
均
田
制
施
行
に
お

け
る
華
僑
の
果
た
し
た
よ
り
積
極
的
な
役
割
を
研
究
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
で

な
け
れ
ば
い
た
づ
ら
に
華
僑
に
封
す
る
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
の
み
を
奥
え
て

し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

第
三
郡
は
「
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
史
の
諸
問
題
」
と
題
し
て
主
と
し
て
政
治
問
題
を

扱
っ
た
論
孜
が
絞
め
ら
れ
て
い
る
。

一
は
停
読
上
の
人
物
と
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
史
上
有
名
な
安

陽
王
に
つ
い
て
、
諸
史
料
に
よ
り
寅
在
の
人
物
で
あ
っ
た
と
し
た
上
で
、
他
の

貨
在
論
者
と
は
違
っ
て
、
安
陽
王
が
萄
よ
り
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
侵
入
し
た
と
い
う

所
俸
に
疑
義
を
は
さ
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
則
ち
、
氏
に
よ
る
と
嘗
時
局
と
ヴ
ェ

ト
ナ
ム
北
部
と
の
聞
に
は
夜
郎
な
ど
が
あ
っ
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
不
可
能
で

あ
り
、
史
料
に
「
萄
」
と
あ
る
の
は
、
西
喧
↓
西
子
(
ト
ン
キ
ン
デ
ル
タ
西
北

部
に
い
た
越
族
の
一
一
波
)
↓
西
句
↓
(
有
)
↓
窃
と
い
う
誤
篤
で
あ
る
と
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
考
古
拳
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
こ
の
時
期
は
所
謂
ド
ン
ソ
ン

時
代
に
あ
た
り
、

雲
南
石
泰
山
か
ら
庚
西
、
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
か
け
て
、
あ
る

程
度
の
文
化
的
ま
と
ま
り
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
氏
は
ど
う
考
え
て
お
ら
れ
る

の
だ
ろ
う
か
。
近
年
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
中
園
・
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
考
古
皐
的

知
見
を
入
れ
ぬ
限
り
、
氏
と
他
氏
と
の
論
争
も
水
か
け
論
に
終
わ
っ
て
し
ま
う

危
険
性
が
あ
る
。

二
は
陳
朝
期
〈

一
二
二
五
|
一
四

O
O
)
の
園
語
(
チ
ュ
ノ
ム
)
文
皐
の
勃

興
を
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
民
族
の
民
族
意
識
の
高
揚
に
よ
る
も
の
と
位
置
づ
け
、
そ

の
始
源
等
を
も
併
せ
て
考
査
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
銃
に

通
史
な
ど
で
も
設
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
チ
ュ
ノ
ム
が
西
夏
文
字
な
ど

と
同
様
に
漢
字
を
も
と
に
作
ら
れ
て
い
る
魚
、
漢
文
皐
の
興
隆
が
チ
ュ

ノ
ム
文

四
四
千
の
興
隆
の
背
景
に
あ
っ
た
と
い
う
、
忘
れ
ら
れ
が
ち
だ
が
重
要
な
指
摘
を
行

な
っ
て
い
る
。

三
は
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
了
賦
則
ち
人
頭
税
の
始
源
と
後
遷
に
つ
い
て
論

じ
た
も
の
で
あ
る
。
前
近
代
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
税
制
に
関
し
て
は
ま
と
ま
っ

た
史

料
が
十
九
世
紀
の
『
歴
朝
憲
章
類
志
』
ぐ
ら
い
し
か
無
く
、
氏
は
年
代
記
を
渉

御
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
陳
朝
末
期
の
十
四
世
紀
末
か
ら
十
五
世
紀
初
頭
の
一

時
期
人
頭
税
が
徴
収
さ
れ
、
そ
の
後
察
朝
聖
宗
の
洪
徳
二
年
(
一

四
七
一
)
に

再
び
復
活
し
、
以
後
手
を
加
え
ら
れ
な
が
ら
院
朝
に
至
っ
た
と
設
か
れ
る。

た

だ
、
残
念
な
こ
と
に
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
税
制
全
設
に
お
け
る
人
頭
税
の
位
置
付
け

が
策
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
人
頭
税
徴
収
に
不
可
紋
の
戸
籍
作
成
に
閥
し
、
村

落
H
祉
が
い
か
な
る
役
割
を
負
っ
て
い
た
の
か
、
十
五
世
紀
ま
で
人
頭
税
が
定
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着
し
な
い
の
は
園
家
権
力
の
弱
さ
に
よ
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
ま
で
言
及
が
欲

し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
か
ら
七
は
、

評
者
の
専
攻
に
も
深
く
か
か
わ
る
論
放
な
の
で
、
や
や
詳
し

く
論
じ
て
み
た
い
。

陳
朝
を
纂
奪
し
た
胡
氏
政
権
は
、
明
の
永
繁
一
帝
一
に
よ
る
遠
征
に
よ
り
滅
亡

し
、
中
園
に
よ
る
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
支
配
が
復
活
す
る
。
そ
の
明
を
武
力
で
う
ち
破

り
、
一
四
二
八
年
に
禦
朝
を
興
し
た
の
が
、

繁
利

(
太
租
〉
で
あ
る
。
こ
の
察

朝
は
五
代
雲
宗
の
代
に
最
盛
期
を
迎
え
る
の
だ
が
、
そ
の
最
盛
期
に
至
る
ま
で

の
過
程
が
四
J
七
で
描
か
れ
る
。

ま
ず
四
で
は
禦
朝
の
中
央
集
権
健
制
を
支
え
る
科
摩
の
寅
施
に
関
し
て
、
動
常

朝
以
前
の
前
史
、
太
租
の
科
翠
実
施
の
一
憲一
回、

太
宗
の
科
穆
法
の
制
定
、
太
租

か
ら
聖
喜一小
ま
で
の
科
翠
の
盛
衰
、
そ
の
試
法
・
科
目
、
合
格
者
の
呼
稽
や
と
り

扱
い
等
の
庚
範
囲
な
問
題
を
時
代
を
お
っ
て
詳
述
し
、
婁
宗
に
よ
っ
て
一
一
一
年
一

比
の
科
翠
制
度
が
確
立
、
整
備
さ
れ
た
こ
と
を
強
調
さ
れ
る
。

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
科
穆
制
度
に
つ
い
て
は
、
以
前
よ
り
い
く
つ
か
の
研
究
が
あ

る
が
、
一
次
史
料
と
も
言
う
べ
き
、
ハ
ノ
イ
の
文
廟
に
現
存
す
る
進
士
題
名
碑

を
フ
ル
に
利
用
し
、
紹
え
ず
同
時
代
の
明
の
制
度
を
考
慮
に
入
れ
た
蜜
期
的
な

論
放
で
あ
る
。

五
は
科
患
と
針
に
な
る
聞
学
校
制
度
(
特
に
園
率
)
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で

あ
る
。
ま
ず
勢
朝
に
お
け
る
園
祭
設
置
の
年
次
の
確
定
を
行
な
い
、
明
と
同
様

園
皐
H
H
園
子
監
と
な
っ
た
経
緯
が
述
べ
ら
れ
る
。
次
に
畢
生

・
数
師
の
庭
遇
に

つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
後
、
思
十
絞
が
い
わ
ば
科
患
の
受
験
強
備
校
化
し
、
思
十校
が

制
度
的
に
科
患
に
隷
属
し
て
ゆ
く
過
程
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

四

・
五
と
も
に
紹
え
ず
明
制
と
比
較
し
つ
つ
ヴ

ェ
ト
ナ

ム
の
制
度
の
明
制
と

の
類
似
性
や
逆
に
特
殊
な
駐
を
敏
多
く
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
す
ぐ
れ
た
制
度
史

研
究
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、

後
述
す
る
よ
う
に
六
・
七
で
設
か
れ
る

よ
う
な
嘗
時
の
政
治
献
況
を
考
慮
に
入
れ
た
場
合
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
黙
が
残

さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
禦
朝
創
業
の
功
臣
が
権
力
を
握
り
、
皇
一帝
権
力
が
未

だ
十
分
に
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
時
期
に
、
な
ぜ
科
翠
を
行
な
い
得
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
わ
っ
か
十

一
裁
の
太
宗
が
科
翠
法
を
制
定
し
た
一
四
三
四
年
は、

後

見
人
で
も
あ
る
権
臣
繋
察
の
権
力
が
日
ま
し
に
強
ま
っ
て
ゆ
く
時
期
に
あ
た

っ

て
お
り
、
繋
察
の
科
暴
に
到
す
る
態
度
が
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う。

ま

た、

科
摩
官
僚
と
功
臣
と
の
関
係
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

『大
越

史
記
金
書
』
に
よ
る
と
、
太
寅
三
年
(
一
四
四
二
)
第
三
甲
で
合
格
し
た
院
園

奈
は
、
大
和
六
年

(
一
四
四
八
)
に
「
世
豪
に
符
し
て
」
司
刑
大
夫
に
出
世

し
、
同
じ
く
繋
森
は
諌
官
で
あ
り
な
が
ら
、
同
七
年
の
功
臣
察
犬
の
男
貫
之
の

犯
罪
に
つ
い
て

「喋
ん
で
言
う
能
は
ず
L

と
い
う
朕
態
で
あ
っ
た
。
氏
が
設
か

れ
る
仁
宗
期
の
科
翠
衰
退
の
一
因
は
、
こ
の
よ
う
な
功
臣
と
科
剛
容
官
僚
の
力
関

係
に
も
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
四
五
二
頁

一
行
自
の
引
用
漢

文
に
「
洪
徳
十
五
年
」
と
あ
る
の
は
「
洪
武
十
五
年
」
の
誤
ま
り
で
あ
ろ
う
。

六
は
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
史
上
、
最
も
中
央
集
権
的
な
統
治
を
質
現
し
た
と
さ
れ
る

繋
朝
聖
宗

(在
位
一

四
六

O
九
七
〉
の
重
要
な
政
策
で
あ
る
官
制
改
革
に
つ

い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
聖
宗
以
前
の
官
制
を
概
抑
制
し
た
後
、
聖
宗
に

先
立
つ
察
宜
民

(
在
位
一
四
五
九
|
六

O
)
の
六
部
設
置
の
員
僑
を
論
じ
、
翠

宗
の
軍
制
改
革
、
地
方
制
度
改
革
、
宰
相
制
の
廃
止
等
、
官
制
改
革
の
中
味
に

つ
い
て
論
じ
、
こ
の
官
制
改
革
の
意
義
を、

「皇
帝
一
濁
裁
の
集
権
政
治
鐙
制
を

貧
現
さ
せ
た
黙
に
」
(
本
文
四
八
五
頁
)
あ
る
と
す
る
。

こ
の
論
文
に
お
い
て
も
、
氏
は
諸
史
料
を
比
較
吟
味
し、

結
論
を
出
す
と
い

う
手
堅
い
姿
勢
を
闘
し
て
お
ら
れ
な
い
。
叉
、
明
制
に
紹
え
ず
気
を
配
っ
て
お

ら
れ
る
の
も
四
・
五
同
様
で
あ
る
。
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七
は
六
の
改
革
以
前
の
政
治
状
況
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
動
常
朝
は
明
の
支

配
を
武
力
で
破
っ
て
成
立
し
た
震
に
、
有
功
の
武
人
が
宰
相
・
副
宰
相
職
を
濁

占
し
、
そ
の
専
権
が
政
治
の
沈
滞
・
綱
紀
類
陵
を
生
み
、
宜
民
の
ク
ー
デ
タ
を

ま
ね
い
た
。
逆
ク
ー
デ
タ
に
よ
り
擁
立
さ
れ
た
聖
宗
は
こ
の
政
治
沈
滞
を
破
る

潟
、
綱
紀
粛
清
に
努
め
る
か
た
わ
ら
、
宰
相
制
を
一
時
復
活
さ
せ
る
も
、
彼
ら

に
射
し
て
強
い
姿
勢
で
臨
み
、
科
患
の
復
活
と
相
ま
っ
て
六
の
改
革
を
準
備
し

た
、
と
氏
は
結
論
さ
れ
る
。

こ
の
二
論
孜
の
問
題
勲
は
、
ま
ず
武
人
専
権
が
な
ぜ
政
治
沈
滞
を
生
み
だ
し

た
の
か
に
つ
い
て
述
べ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
武
人
宰
相
は
、
ほ
と

ん
ど
が
駒
世
帯
と
出
身
地
(
タ
ィ
ン
ホ
ア
)
を
一
に
す
る
者
で
あ
り
、

彼
ら
の
主

導
に
よ
る
人
事
が
中
央
は
お
ろ
か
地
方
に
ま
で
及
び
、
庚
大
な
人
口
を
擁
す
る

紅
河
デ
ル
タ
民
の
反
援
を
生
ん
で
い
た
こ
と
に
政
治
沈
滞
の
根
源
が
あ
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
改
革
成
功
の
要
因
と
し
て
、
氏
は
専
ら
婁
宗
の
資

質
を
穆
げ
て
お
ら
れ
る
が
(
こ
の
黙
に
関
し
て
は
、
氏
と
は
濁
自
に
同
様
の
問

題
を
研
究
し
て
い
た
ウ
イ
ッ
ト
モ
ア
氏
も
同
様
で
あ
る
)
、
開
園
時
と
同
様
、
武

人
の
力
で
擁
立
さ
れ
た
聖
宗
が
、
車
に
そ
の
資
質
の
み
で
大
事
業
を
や
り
お
せ

た
と
結
論
す
る
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
墓
宗
の
濁
裁
君
主
と
し
て
の
資
質
は
認

め
る
と
し
て
も
、
太
租
よ
り
宜
民
に
至
る
ま
で
、
営
々
と
文
武
雨
面
に
わ
た
っ

て
集
権
園
家
貧
現
へ
の
礎
が
き
ず
か
れ
て
い
た
こ
と
な
し
に
は
、
聖
一
宗
の
成
功

は
あ
り
得
な
か
っ
た
と
評
者
は
考
え
る
の
だ
が
。

八
・
九
は
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
史
上
最
大
の
農
民
反
凱
と
さ
れ
る
タ
イ
ソ
ン
(
西
山
)

篤
の
蹴
(
一
七
七
一
l
l
一八

O
二
)
に
闘
し
、
八
で
は
そ
の
勃
衰
の
一
要
因

が
、
九
で
は
北
の
制
御
氏
が
タ
イ
ソ
ン
に
滅
ぼ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
内
的
要
因

が
、
そ
れ
ぞ
れ
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

八
で
は
庚
南
院
氏
の
支
配
階
級
が
院
氏
と
出
身
地
を
共
に
す
る
清
化
(
タ
ィ

ン
ホ
ア
〉
出
身
の
武
人
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
お
り
、
制
到
郷
戟
争
三
六
二
七

|

二
ハ
七
四
〉
後
の
政
治
素
鋭
か
ら
張
扇
慢
に
よ
る
苛
政
を
生
ん
だ
こ
と
、
ま

た
そ
れ
が
新
開
地
腸
仁
(
タ
イ
ニ
ョ

ン
)
に
お
け
る
タ
イ
ソ
ン
黛
奉
兵
の
原
因

と
な
っ
た
こ
と
を
設
か
れ
た
。
階
級
闘
争
史
観
か
ら
す
れ
ば
、
と
も
す
れ
ば
見

落
さ
れ
が
ち
な
貼
を
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
た
こ
と
は
評
債
で
き
る
が
、
反
観
勃

昨
伎
の
理
由
と
し
て
、
苛
政
を
奉
げ
る
の
み
で
は
あ
ま
り
に
も
通
俗
的
で
あ
る
。

ま
た
、

農
民
反
飢
に
は
し
ば
し
ば
経
済
的
要
因
が
あ
る
が
、
二
部
で
展
開
さ
れ

た
よ
う
な
華
僑
が
全
く
視
野
に
入
っ
て
こ
な
い
の
に
は
疑
問
を
感
じ
る
。

九
で
は
同
時
期
の
北
の
郎
氏
の
紋
況
が
描
か
れ
る
。
則
ち
、

タ
イ
ソ
ン
反
飢

に
よ
っ
て
弱
値
化
し
た
庚
南
院
氏
を
滅
ぼ
し
、

一
旦
は
タ
イ
ソ

ン
を
も
臣
従
さ

せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
鄭
氏
も
、
臣
下
の
権
力
争
い
に
制
御
森
の
後
縫
者
問
題
が

か
ら
み
、
敗
れ
た
方
が
タ
イ
ソ
ン
に
奔
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
北
進
を
促
し
た

と
設
か
れ
る
。

八
・
九
と
も
タ
イ
ソ
ン
に
滅
ぼ
さ
れ
た
側
の
政
治
欣
況
を
論
じ
た
も
の
で
あ

る
が
、
い
ま

一
つ
も
の
足
り
な
さ
を
感
じ
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
、
論
述
に
あ
た
っ

て
鄭
・
院
各
々
の
政
治
鐙
制
を
略
述
さ
れ
て
は
い
る
も
の

の
、
そ
の
権
力
構
造
が
は
っ
き
り
し
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
(
も
っ
と
も
こ
の
解

明
が
論
放
の
目
的
で
は
な
い
が
)。
従
っ
て
何
故
苛
政
が
お
こ
る
の
か
、
何
故

政
争
が
お
き
る
の
か
、
そ
う
い
っ
た
根
本
的
な
疑
問
に
八
・
九
は
十
分
に
答
え

て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
は
先
行
研
究
が
ろ
く
に
無
か
っ
た
こ

と
に
も
よ
る
の
だ
が
。

十
は
庇
朝
後
期
、

北
部
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
地
帯
に
勢
力
を
張
っ
た
黒
旗
軍
に
関
す

る
も
の
で
あ
る
。
第
二
次
サ
イ
ゴ

ン
倹
約
(
一
八
七
四
〉
で
認
め
ら
れ
た
フ
ラ

ン
ス
の
紅
河
航
行
権
に
抵
抗
し
た
の
が
黒
旗
軍
で
あ
り
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
宗
主

園
清
は
こ
の
係
項
を
認
め
ぬ
立
場
か
ら
、
も
と
中
園
の
土
匪
で
あ
る
と
い
う
不
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信
感
を
も
ち
つ
つ
も
黒
旗
軍
を
利
用
し
、

結
局
は
本
格
的
な
戟
争
へ
と
の
め
り

こ
ん
で
い
っ
た
と
設
か
れ
る
。
清
の
方
針
が、

直
接
戦
闘
は
避
け
た
い
が
、
グ

エ
ト
ナ
ム
に
糾
問
す
る
宗
主
権
も
失
い
た
く
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
黙
は
よ

く
理
解
で
き
る
が
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
問
題
に
絞
っ

て
中
園
の
状
況
を
論
じ
て
お
ら

れ
る
魚
、
何
故
清
が
こ
の
よ
う
な
消
極
策
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
の
か
が

不
鮮
明
で
あ
る
。
欧
米
列
強
の
中
園
進
出
、
洋
務
運
動
と
い
っ
た
問
題
を
も
考

慮
に
入
れ
た
マ
ク
ロ
な
視
野
か
ら
の
再
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
各
篇
に
わ
た
っ
て
紹
介
と
私
見
の
提
示
を
行
な
っ
た
が
、
且
絞
後
に
本

書
全
鐙
に
関
わ
る
問
題
黙
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
各
篇
紹
介
で
も
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
論
孜
の
多
く
が
考
誼
ど
ま

り
に
終
り
、
叉
、
各
論
孜
ハ
或
い
は
各
部
が
〉
総
合
さ
れ
て
理
論
の
鐙
系
化
に

ま
で
至
っ
て
い
な
い
こ
と
に
も
ど
か
し
き
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
二
部
で
扱

っ
て
い
る
経
済
問
題
と
三
部
で
扱
っ
て
い
る
政
治
問
題
と
が
ど
う
絡
み
あ
う
の

か
、
是
非
と
も
氏
の
考
え
を
聞
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
は
言
え
、
氏
の
史
料
渉
猟
の
塑
富
な
こ
と
、
考
誼
の
確
貧
な
こ
と
は
、
そ

の
不
満
を
補
っ
て
徐
り
あ
る
も
の
で
あ
る
。
現
在
で
す
ら
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
史
料
を

関
覚
す
る
に
は
多
く
の
困
難
を
伴
う
が
、
三
十
年
も
前
よ
り
種
々
の
史
料
を
渉

獄
す
る
に
は
ど
れ
程
の
御
苦
労
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
も
ど
か
し
き
の

徐
り
、
つ
い
無
理
な
注
文
を
多
く
出
し
て
し
ま
っ
た
事
を
御
容
赦
願
い
た
い
。

な
お
、
既
に
本
書
に
関
し
て
は
、
桃
木
至
朗
氏
の
簡
潔
な
紹
介
が
『
南
方
文

化
』
十
三
、
一
九
八
六
、
に
、
ま
た
氏
の
今
ま
で
の
業
績
に
関
し
て
は
、
そ
の

著
作
目
録
が
『
史
窓
』
四
十
三
、
一
九
八
六
、
に
そ
れ
ぞ
れ
掲
載
さ
れ
て
い
る

の
で
、
本
書
と
併
せ
て
お
讃
み
に
な
ら
れ
る
こ
と
を
お
勤
め
す
る
。
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