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岸
本
美
緒
著

清
代
中
園
の
物
債
と
経
済
繁
動

足

立

啓

「
世
界
史
の
基
本
法
則
」
と
い
う
戟
後
歴
史
皐
の
理
論
的
枠
組
み
が
、
中
園

史
研
究
に
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
が
如
何
な
る
理
論
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
把

え
か
た
自
身
が
、
そ
の
理
論
へ
の
封
膝
と
関
わ
っ
て
い
た
。
質
詮
を
通
じ
て
具

鰻
化
を
図
る
べ
き
理
論
で
あ
る
の
か
、
時
期
区
分
論
の
誤
っ
た
遁
用
で
あ
る
の

か
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
モ
デ
ル
の
皐
系
設
展
理
論
で
あ
る
の
か
、
固
定
的
な
直
線
的

設
展
図
式
で
あ
る
の
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
多
く
の
研
究
は
、
大
な
り
小
な
り
そ

の
克
服
を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
理
論
と
の
位
置
関
係
で
自
己
の
方
法
を

認
識
し
て
き
た
。

近
年
、
か

つ
て
の
出
設
貼
が
殆
ど
意
識
さ
れ
な
く
な
る
に
つ
れ
て
、
克
服
の

過
程
そ
の
も
の
が
存
在
感
を
失
い
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
は
一
面
で

は
研
究
の
具
鐙
的
豊
富
化
で
あ
る
と
と
も
に
、
他
面
で
は
鐙
系
な
い
し
は
方
法

へ
の
関
心
の
低
下
で
あ
る
。
し
か
し
自
覚
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
全
て
の
研
究

が
固
有
の
方
法
を
も
っ
て
い
る
以
上
、
新
し
い
方
法
が
質
り
多
い
も
の
に
な
る

た
め
に
も
、
質
置
が
盟
系
を
作
り
出
す
た
め
に
も
、
方
法
な
い
し
枠
組
み
へ
の

自
売
が
必
要
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

本
書
の
著
者
の
岸
本
氏
が
、
戦
後
歴
史
暴
の
枠
組
み
を
克
服
す
る
こ
と
を
、

方
法
的
に
も
最
も
自
質
的
な
か
た
ち
で
進
め
て
こ
ら
れ
た
研
究
者
の

一
人
で
あ

り
、
研
究
の
視
角
と
手
法
に
お
い
て
新
し
い
研
究
動
向
を
開
拓
し
て
こ
ら
れ
た

こ
と
は
、
庚
く
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

本
書
は
氏
の
諸
業
績
の
内
で
、
経
済
過
程
に
関
す
る
論
考
を
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。
本
書
に
よ
っ
て
一
連
の
業
績
の
到
達
黙
と
と
も
に
、
氏
の
経
済
史
に

お
け
る
方
法
が
一
党
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
先
の
よ
う
な
研
究
状
況
に
鑑
み

て
も
、
喜
ば
し
い
こ
と
と
言
え
よ
う
。

全
世
の
序
に
お
い
て
は
、
経
済
史
に
お
け
る
氏
の
方
法
が
簡
潔
に
示
さ
れ

る
。
経
済
現
象
を
人
々
の
行
震
の
集
合
的
結
果
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
動
機
と

意
闘
と
を
分
析
す
る
こ
と
が
提
起
さ
れ
る
。
具
鐙
的
に
は
、
非
可
逆
的
な
設
展

段
階
と
し
て
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
済
獲
境
へ
の
人
々
の
劉
態
を
、
通
じ
て

清
代
中
園
経
済
を
分
析
す
る
こ
と
、
小
農
経
済
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
市
場
の
性
格
な

ど
人
々
の
行
動
を
規
定
す
る
経
済
の
型
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
こ
う
し
た
経

済
の
型
に
射
し
て
人
々
が
作
り
上
げ
た
経
済
観
を
分
析
す
る
こ
と
が
課
題
と
し

て
掲
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
課
題
に
従
い
、
以
下
の
よ
う
な
五
つ
の
篇
だ
て
に
研
究
成
果
が
整

理
さ
れ
る
。

第
一
篇
で
は
、
研
究
史
の
整
理
と
問
題
関
心
と
方
法
の
提
示
が
、

第
二
篇
で
は
、
経
済
環
境
の
長
期
獲
動
に
関
す
る
諸
論
文
が
、
第
三
篇
で
は
、

長
期
鑓
動
と
し
て
区
分
さ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
経
済
局
面
に
お
け
る
経
済
環
境

・

経
済
行
動

・
経
済
思
想
の
分
析
が
、
第
四
篇
で
は
、
『
恒
産
漬
言
』
と
『
租
穀
』

と
い
う
二
つ
の
著
作
を
通
じ
た
前
記
問
題
の
分
析
が
、
第
五
篇
で
は
、
物
債
を

中
心
と
す
る
経
済
環
境
に
関
わ
る
文
書
の
史
料
的
検
誼
と
分
析
が
な
さ
れ
る
。

各
章
と
も
に
、
原
論
文
の
形
を
基
本
的
に
残
し
な
が
ら
、
現
段
階
で
の
見
解

は
、
注
懇
の
補
強
と
幾
つ
か
の
章
の
末
尾
に
附
さ
れ
た
補
論
の
形
で
し
め
さ

れ
、
原
論
文
の
飽
裁
を
残
し
つ
つ
、
全
僅
の
統
一
性
が
明
示
さ
れ
る
よ
う
、
か

っ
著
者
自
身
の
認
識
の
設
展
が
一
示
さ
れ
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で

は
先
ず
、
補
論
も
含
め
て
一
九
に
及
ぶ
各
章
を
、

概
略
紹
介
す
る
。
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第
一
篇
第
一
章
、

「
清
代
物
慣
史
研
究
の
現
欽
」

清
代
物
債
史
に
関
わ
る
諸
研
究
を
整
理
す
る
形
で
、
物
償
史
研
究
の
劉
象
の

庚
が
り
と
方
法
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
清
代
物
債
資
料
の
諸
ジ
ャ
ン
ル
と
そ
れ
ら

を
用
い
た
研
究
が
紹
介
さ
れ
た
後
、
物
債
の
長
期
動
向
を
分
析

・
許
債
す
る
枠

組
み
と
し
て
の
債
値
法
則
論

・
貨
幣
数
量
設
に
か
わ
り
、
諸
要
因
の
相
互
規
定

関
係
を
ふ
ま
え
た
経
済
幾
動
論
が
提
示
さ
れ
る
。
ま
た
、
非
可
逆
的
な
設
展
を

前
提
と
し
、
外
在
的
要
因
を
そ
れ
に
劃
す
る
阻
害
物
と
み
る
立
場
に
到
し
、
経

済
行
動
を
外
部
保
件
へ
の
封
態
と
し
て
と
ら
え
る
拙
変
動
論
的
立
場
が
封
比
さ

れ
、
こ
の
よ
う
な
観
粘
か
ら
、
物
債
を
規
定
す
る
市
場
の
構
造
的
問
題
と
し
て

閣
際
関

・
遠
隔
地
閲
分
業
と
局
地
的
分
業
の
問
題
、
小
農
経
済
の
行
動
様
式
と

市
場
と
い
っ
た
問
題
が
示
さ
れ
る
。

補
論
1
、

「
近
十
年
来
の
清
代
物
債
史
研
究
」

奮
稿
以
降
の
研
究
の
進
展
が
、
資
料
整
理
の
進
行
と
市
場
統
合
の
問
題
を
中

心
に
鎮
め
ら
れ
る
。

第
二
章
、
「
モ
ラ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
論
と
中
国
祉
曾
研
究
」

モ
ラ
ル
エ
コ
ノ
ミ
ー
論
と
い
う
表
題
の
も
と
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
諸
問
題
、

具
鐙
的
に
は
、
小
農
の
生
存
維
持
経
済
、
経
済
に
お
け
る
倫
理
と
宗
敬
、
規
範

の
成
り
立
つ
場
の
構
造
と
い
っ
た
問
題
を
、
中
園
史
研
究
が
ど
の
様
に
扱
っ
て

き
た
か
に
つ
い
て
の
論
評
で
あ
る
。
論
黙
は
多
岐
に
わ
た
り
、
紹
介
は
容
易
で

は
な
い
が
、
人
々
の
行
動
を
規
定
す
る
経
済
的

・
倫
理
的

・
祉
曾
的
関
係
に
注

目
す
る
研
究
を
、
「
内
面
的
理
解
L

の
俸
統
と
し
て
と
ら
え
、
総
じ
て
そ
れ
ら

の
注
目
す
る
固
定
的
な
秩
序
の
な
い
競
争
的
な
中
園
祉
舎
が
、
同
じ
く
小
農
経

済
を
基
礎
と
し
つ
つ
も
、
西
欧
の
モ
ラ
ル
エ
コ
ノ
ミ
ー
論
者
の
前
提
と
す
る
祉

舎
と
は
異
な
る
個
性
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

第
二
篇
第
三
量
、

「
清
代
前
期
江
南
の
米
側
動
向
」

米
債
に
関
わ
る
諸
資
料
の
性
格
に
つ
い
て
の
検
討
を
ふ
ま
え
、
私
的
な
観
察

を
中
心
と
す
る
多
数
の
数
値
資
料
を
総
合
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を
米
債
獲

動
に
関
す
る
嘗
時
の
人
々
の
貧
感
的
記
述
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
江
南
の
米
債
の
長
期
的
な
値
動
き
が
跡
づ
け
ら
れ
る
。
高
暦
末
に
起
源
を

も
っ
順
治
期
の
高
米
債
、
順
治
末
の
急
落
に
績
く
康
照
時
代
の
低
迷
、
乾
隆
初

期
の
急
騰
と
二

0
年
代
以
降
の
漸
騰
と
い
う
、
米
償
獲
動
の
大
勢
が
明
ら
か
に

さ
れ
る
。

第
四
章
、
「
清
代
前
期
江
南
の
物
慣
動
向
」

第
三
章
の
米
債
に
績
き
、
同
時
期
の
他
の
諸
物
債
の
動
向
が
、
同
様
な
手
法

で
も
っ
て
賃
設
さ
れ
る
。
綿
花

・
生
糸

・
棉
布

・
国
産
・
賃
金
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
に
利
用
可
能
な
史
料
範
圏
で
値
動
き
が
跡
づ
け
ら
れ
、
大
勢
と
し
て
は

米
債
と
似
通
っ
た
顔
動
が
確
認
さ
れ
る
と
と
も
に
、
賦
役
負
猪
の
動
向
と
回

産
、
米
な
ど
の
主
殺
総
資
が
も
た
ら
す
棉
布
等
の
需
要
縮
小
な
ど
、
商
品
ご
と

の
特
性
に
つ
い
て
も
、
必
要
な
指
摘
が
行
わ
れ
る
。

第
五
輩
、
「
清
代
前
期
の
国
際
貿
易
と
経
済
嬰
動
」

以
上
の
物
僚
の
長
期
祭
動
を
規
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る
要
因
の
う
ち
で
、
筆

者
が
と
く
に
重
視
す
る
園
際
貿
易
の
動
向
を
、
内
外
の
先
行
研
究
の
き
わ
め
て

網
羅
的
な
整
理
を
、
逼
じ
て
復
元
し
た
も
の
で
あ
る
。
復
元
さ
れ
た
園
際
貿
易
の

盛
衰
の
リ
ズ
ム
が
、
圏
内
経
済
の
諸
現
象
と
如
何
に
整
合
す
る
か
が
時
代
を
追

っ
て
示
さ
れ
る
。
明
末
に
お
け
る
大
量
の
銀
流
入
と
、
園
家
財
政
を
通
じ
た
北

透
へ
の
流
出
と
都
市
上
層
へ
の
環
流
、
農
村
の
貧
困
と
都
市
の
繁
栄
。
明
末
に

お
け
る
富
の
偏
在
を
基
礎
と
す
る
地
方
の
牢
自
立
的
勢
力
の
形
成
、
そ
れ
を
封

じ
込
め
る
た
め
に
行
わ
れ
た
清
代
初
期
の
海
禁
が
も
た
ら
し
た
物
債
の
急
落
と

連
鎖
的
困
窮
。
二
ハ
八
四
年
の
海
禁
解
除
以
降
の
安
定
。
乾
隆
一

O
J二
O
年
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代
に
始
ま
る
園
際
貿
易
の
活
性
化
と
農
村
を
中
心
と
す
る
活
況
。
こ
う
し
た
時

代
性
を
も
っ
た
諸
局
面
に
つ
い
て
の
見
取
り
図
が
提
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
海

外
貿
易
と
連
動
す
る
経
済
の
背
景
と
し
て
、
開
放
的
で
地
域
連
絡
的
な
市
場
の

問
題
が
提
示
さ
れ
る
。

第
三
篇
第
六
一章、

「
明
末
の
国
土
市
場
に
闘
す
る
一
考
察
」

主
要
に
は
同
時
代
人
の
認
識
を
記
し
た
記
述
資
料
に
よ
り
な
が
ら
、
明
代
の

田
土
市
場
の
動
向
を
跡
，
つ
け
る
。
正
徳
の
頃
か
ら
賦
役
負
捻
の
増
大
に
よ
っ
て

低
下
し
た
田
債
が
、
隆
慶

・
首
阿
暦
初
期
以
来
上
昇
に
縛
ず
る
が
、
農
村
部
で
は

依
然
と
し
て
農
産
物
質
格
は
低
迷
し
て
い
た
こ
と
、
そ
の
背
景
に
は
園
際
貿
易

を
通
じ
て
流
入
し
た
銀
が
、
園
家
財
政
を
通
じ
て
北
迭
に
流
出
し
、
都
市
部
に

環
流
し
て
い
た
と
い
う
事
貨
の
存
在
す
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
、
第
五
章
の
立
論

の
基
礎
の

一
部
と
な
っ
て
い
る
。

第
七
輩
、

「
康
照
年
聞
の
穀
賎
に
つ
い
て
」

一ニ

・
四
議
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
康
隈
年
閲
の
不
況
的
現
象
に
つ
い
て
、
同
時

代
人
が
い
か
に
認
識
し
て
い
た
か
の
分
析
か
ら
、
嘗
時
の
経
済
強
制
の
特
質
が

鋪
納
さ
れ
る
。
物
債
下
落
期
で
あ
る
康
際
初
期
は
、
圏
際
貿
易
の
枚
縮
と
戸
部

銀
庫
へ
の
蓄
積
を
通
じ
て
、
民
聞
に
お
け
る
銀
流
通
の
減
少
し
て
い
く
時
期
で

あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
こ
の
時
期
、
全
般
的
な
物
債
下
落
と
市
場
の
牧
縮
を

ふ
ま
え
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
貨
幣
供
給
議
論
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
。
家
計
維

持
目
的
の
商
品
生
産
は
物
侵
低
落
局
面
で
供
給
を
増
加
さ
せ
る
た
め
、
内
的
に

需
給
均
衡
の
機
能
の
働
か
な
い
不
安
定
な
経
済
鐙
制
の
も
と
で
、
圏
内
市
場
に

た
い
し
海
外
需
要
や
園
家
財
政
等
の
外
部
的
需
要
が
重
要
性
を
も
っ
た
こ
と
、

開
放
的

・
非
完
結
的
な
構
造
の
市
場
に
お
い
て
強
い
教
果
を
設
揮
す
る
地
域
外

需
用
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
、
市
場
開
交
易
を
媒
介
と
す
る
銀
が
認
識
さ
れ

た
こ
と
を
、
康
照
不
況
に
お
け
る
有
数
需
要
を
貨
幣
と
同

一
視
す
る
議
論
の
前

提
と
し
て
認
め
る
。

第
八
量
、

「
清
朝
中
期
経
済
政
策
の
基
調
」

一
七
四

0
年
代
に
お
け
る
長
期
的
構
造
的
な
米
債
の
上
昇
に
直
面
し
て
、
階

層
閲
利
筈

・
地
域
開
利
害
と
い
司
た
デ
ィ
レ
ン

マ
の
中
で
、
清
朝
が
採
用
し
た

経
済
政
策
の
特
質
が
分
析
さ
れ
る
。
遇
雑

・
採
買
・
積
儲

・
錨
克

・
滅
租
と
い

っ
た
内
的
に
針
立
を
含
む
諸
政
策
は
、
そ
の
決
定
に
お
い
て
一
貫
性
を
飲
い
て

お
り
、
扶
況
に
感
じ
て
最
も
質
殺
を
得
る
こ
と
が
剣
断
原
則
で
あ
り
、
中
央
の

決
定
も
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
す
ぎ
ず
、
僚
例
や
舎
典
も
試
行
錯
誤
の
軌
跡
で
あ
る

と
す
る
。

第
九
一
章
一
、
「
清
代
の

『
七
折
銭
』
慣
行
に
つ
い
て
」

銅
銭
で
あ
り
な
が
ら
雨
・
銭
と
い
っ
た
銀
の
重
量
車
位
で
表
示
す
る
貨
鰐
慣

行
に
つ
い
て
の
、
江
南
の
「
七
折
銭
」
を
中
心
と
し
た
研
究
で
あ
る
。

一
一問七

O
O文
と
い
う
相
場
が
績
い
た
後
に
、
銀
使
用
か
ら
銭
使
用
へ
と
鱒
換
し
た
た

め
に
生
ま
れ
た
償
行
と
理
解
さ
れ
、
こ
う
し
た
慣
習
が
江
南
デ
ル
タ
北
部

・
東

部
を
中
心
と
し
た
地
域
に
庚
が
っ
て
お
り
、
不
動
産
費
買
を
中
心
と
し
て
何
が

し
か
の
通
時
的
に
固
定
的
な
性
格
を
も
っ
た
用
途
に
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
示

さ
れ
る。

補
論
2
、
「
清
代
の
不
動
産
費
買
に
お
け
る
貨
幣
使
用
L

計
数
単
位
表
示
方
法
に
お
け
る
貨
幣
種
類
の
媛
遜
が
、
不
動
産
費
買
契
約
文

書
の
統
計
的
分
析
に
よ
っ
て
、
蘇
州
・

北
京

・
山
東

・
徽
州
・
一
幅
建
に
つ
い

て、

一
覧
可
能
に
整
理
さ
れ
、
大
き
な
方
向
と
し
て
、
銅
銭
な
い
し
銀
元
と
い

っ
た
計
数
貨
幣
の
使
用
の
増
加
が
見
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
単

純
で
均
質
的
な
安
定
し
た
貨
幣
制
度
の
全
図
的
な
成
立
に
は
結
び
つ
い
て
い
な

い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る。
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第
四
篇
第
十
量
、
「
『恒
産
瑛
言
』
に
つ
い
て
」

『
恒
産
甫
明
言
』
の
著
者
張
英
の
土
地
集
積
と
経
営
を
復
元
す
る
と
と
も
に
、

同
書
が
商
業
資
本
の
本
格
的
侵
入
や
抗
租
風
潮
に
み
ま
わ
れ
な
い
農
村
に
お
け

る
安
定
し
た
経
済
生
活
を
背
景
に
、
郷
居
生
活
を
す
す
め
る
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
を
論
じ
る
。

補
論
3
、
「
明
末
清
初
に
お
け
る
土
地
集
積
の
動
向

1
l
『城
居
地
主
』
の

問
題
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」

第
二
篇
・
第
三
篇
の
諸
論
孜
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
、
城
居
と
郷
居
の
問
題
が

と
ら
え
直
さ
れ
る
。

明
末
に
お
け
る
城
居
の
盛
行
は
、
山
富
時
の
軍
事

・
財
政
構

造
が
生
み
出
し
た
都
市
上
層
へ
の
資
金
集
中
の
結
果
と
し
て
理
解
さ
れ
、
他

方
、
清
代
前
期
に
お
け
る
張
英
の
ご
と
き
郷
居
の
す
す
め
は
、
土
地
所
有
の
安

定
の
放
で
は
な
く
、
農
産
物
市
場
の
危
機
的
枚
縮
の
も
と
に
お
け
る

一一商
品
経
済

か
ら
の
撤
退
の
主
張
と
し
て
理
解
さ
れ
、
乾
隆
期
は
明
末
と
は
逆
に
農
村
部
に

資
金
と
土
地
所
有
が
流
れ
込
む
時
期
と
し
て
評
領
さ
れ
る
。

第
十
一

一章一、「『
租
寂』

の
土
地
所
有
論
」

ユニ

ー
ク
な
滅
租
論
で
著
名
な
陶
照
の
『
租
畷
』
の
理
論
的
特
質
の
分
析
が

な
さ
れ
る
。
土
地
の
王
有
論
と
私
有
論
は
、
土
地
私
有
の
事
寅
と
大
土
地
所
有

の
弊
害
と
を
前
に
、
い
ず
れ
も
祉
舎
の
安
寧
維
持
の
た
め
に
主
張
さ
れ
る

一
種

の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
存
在
す
る
が
故
に
、
清
代
土
地
所
有
論
に
し
ば
し
ば
併

存
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、

家
計
維
持
の
た
め
の
小
農
的
合
理
性
が
高
い
図
面

債
格
を
生
み
出
し
て
お
り
、
共
同
出
資
的
共
有
関
係
と
の
類
比
で

一
回
雨
主
制

を
理
解
し
よ
う
と
い
う
理
論
に
は
破
綻
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
導
か
れ
る
。

第
十
二
章
一
、
「
『
租
寂
』
市
場
論
の
経
済
思
想
史
的
位
置
」

商
工
業
部
門
へ
の
需
要
形
成
の
観
貼
か
ら
減
租
の
数
用
を
論
じ
る
陶
照
の
市

場
論
が
、
光
絡
の
不
況
に
際
し
、
購
買
力
媛
大
を
海
外
貿
易
や
園
家
財
政
な
ど

に
求
め
る
改
良
波
の
議
論
を
逝
醐
押
し
、
減
租
の
論
銭
を
求
め
て
富
者
と
区
別
さ

れ
る
農
民
の
消
費
を
購
買
力
の
源
と
し
て
位
置
づ
け
る
な
か
で
渡
見
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
解
明
す
る
。

補
論
4
、

「
明
末
清
初
の
銀
本
思
想
」

経
費
語
部
門
閲
の
市
場
を
通
じ
た
連
関
に
注
目
す
る
向
照
と
の
関
わ
り
で
、

俸
統
的
な
農
本
思
想
の
構
造
を
解
明
し
た
補
論
で
あ
る
。
勤
労
農
民
か
ら
の
牧

奪
と
、
牧
奪
階
層
の
高
官
修
的
消
費
に
依
存
す
る
商
工
業
と
い
う
、
垂
直
的
な
経

済
構
造
の
貫
在
を
基
礎
と
し
て
、
解
寝
袋
置
と
し
て
の
農
本
モ
デ
ル
が
存
在
し

て
お
り
、
曲
炭
本
論
も
工
商
本
業
論
も
、
貧
富
の
差
の
抜
大
を
批
剣
す
る

上
で

の
、
文
脈
依
存
的
な
議
論
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
。

第
五
篇

第
十
三
章、

「
清
代
戸
都
銀
庫
責
婦
に
つ
い
て
」

清
朝
中
央
に
お
け
る
財
政
ス
ト
ッ
ク
の
中
稼
で
あ
っ
た
戸
部
銀
庫
の
動
態
を

示
す
黄
加
の
資
料
的
債
値
を
検
詮
す
る
と
と
も
に
、
内
閣
大
庫
を
へ
て
現
在
第

一
歴
史
捲
案
館
を
中
心
に
保
存
さ
れ
て
い
る
寅
加
の
原
文
書
に
分
析
を
加
え
る

こ
と
に
よ
り
、
戸
部
銀
庫
の
牧
入
と
ス
ト
ッ
ク
の
枠
組
み
が
示
さ
れ
る
。
時
代

と
と
も
に
戸
部
銀
庫
収
入
の
紹
封
額
が
減
少
す
る
と
と
も
に
、
地
丁
の
構
成
比

が
急
減
す
る
な
ど
の
特
徴
が
指
摘
さ
れ
る
。

第
十
四
一
章
、

「
清
末
江
蘇
省
太
湖
鹿
の
晴
雨
糧
債
報
告
に
つ
い
て
」

督
撫
や
布
政
使
司
に
よ
る
穀
物
債
格
報
告
書
で
あ
る

「糧
債
清
皐
」
「
糧
債

細
加
」
作
成
の
た
め
の
州
豚
に
よ
る
報
告
書
作
成
過
程
を
示
す
、
園
舎
図
書
館

所
蔵
の
太
湖
脱
文
書
の
紹
介
と
分
析
で
あ
る
。
報
告
書
作
成
の
た
め
の
草
稿

と
、
報
告
書
の
様
式
に
関
す
る
上
級
官
廊
か
ら
の
指
示
文
書
の
文
書
的
検
討
を

通
じ
て
、
清
末
に
お
け
る
糧
債
報
告
作
業
の
事
例
が
復
元
さ
れ
る
。

第
十
五
章
、
「
国
立
国
曾
園
書
館
蔵

『
河
南
銭
糧
般
』
に
つ
い
て
」

図
曾
図
書
館
に
所
磁
さ
れ
る
清
朝
最
末
期
に
お
け
る
河
南
省
か
ら
の
財
政
報
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告
書
一

O
七
二
加
に
つ
い
て
、
そ
の
構
成
と
内
容
上
の
特
徴
を
'明
ら
か
に
す

る
。
総
括
報
告
書
で
あ
る
「
丁
地
省
総
清
加
」
と
「
春
秋
援
加
」
を
基
軸
に
、

各
種
報
告
書
の
位
置
づ
け
が
示
さ
れ
、
清
末
に
新
た
に
形
成
さ
れ
て
き
た
財
政

項
目
に
つ
い
て
充
分
反
映
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
奏
鈴
制
度
が
か
な
り
の
程

度
、
規
定
に
従
っ
て
運
用
さ
れ
、
財
政
を
反
映
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
る
。以

上
、
盟
富
な
論
旨
の
概
略
の
み
を
紹
介
し
て
き
た
。
一
読
し
て
感
心
さ
せ

ら
れ
る
の
は
、
本
書
の
論
述
が
康
範
な
資
料
と
研
究
論
文
、
と
り
わ
け
内
外
の

諸
研
究
へ
の
網
羅
的
な
目
配
り
の
も
と
に
進
め
ら
れ
て
い
る
貼
で
あ
る
。
中

園
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
近
年
の
研
究
の
進
展
の
結
果
、
国
路
大
化
し
た
先
行
研

究
を
消
化
す
る
こ
と
そ
の
も
の
が
既
に
困
難
な
作
業
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
本

書
は
そ
れ
ら
を
庚
く
基
礎
に
し
て
研
究
が
始
め
ら
れ
て
お
り
、
敬
服
の
か
ぎ
り

で
あ
る
。
こ
の
周
到
な
目
配
り
に
裏
附
け
ら
れ
て
、
大
路
な
俵
設
は
仮
設
と
し

て
提
示
し
つ
つ
も
、
事
寅
認
識
に
お
け
る
論
旨
の
展
開
は
、
慎
重
で
無
理
の
少

な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

最
初
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
岸
本
氏
の
業
績
は
、
経
済
現
象
を
人
々
の
行
潟

の
集
合
的
結
果
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
動
機
と
意
圃
と
を
分
析
す
る
と
い
う
方

法
を
つ
う
じ
て
、
固
定
的
で
非
可
逆
的
な
渓
展
段
階
論
に
か
わ
る
、
諸
事
象
の

相
互
関
係
を
重
視
し
た
「
嬰
動
分
析
的
」
な
経
済
史
理
解
を
示
す
も
の
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。
こ
の
方
法
は
第
一
篇
で
明
示
的
に
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
各
章

の
質
詮
で
生
一
か
さ
れ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
経
済
認
識
に
関
す
る
記
述
史
料
の

扱
い
に
お
い
て
、
そ
の
力
を
開
設
揮
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

資
料
分
析
は
つ
ね
に
認
識
す
る
側
の
親
貼
に
立
っ
た
資
料
理
解
で
は
あ
る

が
、
設
展
段
階
理
論
は
と
り
わ
け
既
成
の
理
論
的
枠
組
み
の
尺
度
で
資
料
を
許

債
し
が
ち
で
あ
っ
た
。
大
衆
的
市
場
論
、
農
本
主
義
、
土
地
王
有
論
な
ど
と
い

ア
た
諸
議
論
の
分
析
に
お
い
て
、
岸
本
氏
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
日
本
流
の
祉
曾

認
識
の
理
論
枠
組
み
か
ら
自
究
的
に
自
由
で
あ
る
。
史
料
の
語
る
経
済
認
識

は
、
類
型
化
さ
れ
た
表
現
も
含
め
て
、
そ
れ
が
主
張
さ
れ
る
具
盤
的
脈
絡
の
中

で
位
置
づ
け
ら
れ
、
論
理
の
成
立
す
る
背
景
の
中
で
論
理
が
理
解
さ
れ
る
。
中

閣
の
皐
術
な
い
し
俸
統
的
認
識
論
は
、
封
稽
そ
の
も
の
の
理
論
的
構
造
性
を
分

析
す
る
よ
り
は
、
便
宜
な
い
し
は
寅
用
に
従
っ
て
議
論
を
組
み
立
て
る
と
い
う

性
格
を
強
く
持
っ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
う
い
っ
た
針
象
を
分
析
す
る
際

に
は
、
氏
の
方
法
は
と
り
わ
け
力
を
褒
揮
す
る
。
個
別
に
は
矛
盾
す
る
論
結
や

劉
立
す
る
政
策
の
寅
用
主
義
的
に
併
存
す
る
構
成
が
、
柔
軟
に
、
個
々
の
意
味

関
連
の
中
に
位
置
づ
け
を
輿
え
ら
れ
、
解
き
明
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

本
書
の
寅
設
的
中
心
を
な
す
物
債
史
研
究
の
面
で
は
、
資
料
操
作
と
い
う
一
意

味
で
の
狭
義
の
方
法
に
つ
い
て
み
る
と
、
一
方
で
数
値
的
な
物
債
資
料
を
整
理

し
つ
つ
、
そ
れ
ら
を
一
定
の
主
観
性
を
持
っ
た
個
人
的
認
識
の
記
述
と
結
び
つ

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
債
動
向
把
握
そ
の
も
の
の
確
定
性
を
高
め
る
と
と
も

に
、
物
債
繁
動
を
諸
現
象
の
連
闘
の
中
で
と
ら
え
る
と
い
う
、
中
園
物
債
史
に

と
っ
て
の
相
射
的
に
安
定
し
た
手
法
が
、
成
果
を
枚
め
て
い
る
と
い
え
る
。
数

値
資
料
の
統
計
的
庭
理
だ
け
に
頼
っ
た
研
究
が
、
マ
ク
ロ
な
動
向
を
知
る
上
で

は
意
義
を
持
つ
も
の
の
、
行
政
的
な
資
料
の
場
合
に
は
数
値
の
持
つ
信
頼
度
の

低
さ
に
よ
っ
て
、
雑
多
な
資
料
か
ら
の
総
合
で
あ
る
場
合
に
は
サ
ン
プ
ル
の
も

つ
祉
曾
的
脈
絡
や
地
域
性
の
面
で
の
一
貫
性
の
乏
し
さ
に
よ
っ
て
、
多
く
が
モ

デ
ル
を
提
示
す
る
と
い
っ
た
限
界
を
持
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
に
比
べ
て
、

手
法
上
の
新
し
い
充
寅
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
手
法
に
依
り
な
が
ら
、
本
書
諸
論
文
を
通
じ
て
、
明
代
後
期
か
ら

清
末
に
至
る
諸
物
債
の
動
向
の
長
期
的
ト
レ
ン
ド
が
整
備
さ
れ
、
異
な
る
経
済

-194ー



895 

局
面
を
特
徴
づ
け
る
襲
化
黙
の
幾
っ
か
が
特
定
さ
れ
た
。
そ
の
上
に
立
っ
て
、

物
債
の
嬰
動
と
し
て
表
現
さ
れ
る
経
済
禦
動
が
、
園
際
貿
易
と
闘
家
財
政
に
よ

っ
て
作
り
出
さ
れ
る
貨
鰐
需
給
、
も
し
く
は
そ
れ
と
表
裏
の
関
係
を
な
す
物
資

の
需
給
と
、
密
接
な
関
連
を
有
す
る
こ
と
が
、
高
い
蓋
然
性
で
も
っ
て
示
さ
れ

た
。
従
来
か
ら
個
別
に
注
目
さ
れ
て
き
た
部
分
も
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
の
全
面

的
展
開
が
、
本
書
の
寅
誼
的
な
功
績
の
内
の
最
大
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

季
節
性
を
も
っ
た
短
期
努
動
ゃ
、
農
産
物
の
作
柄
等
を
原
因
と
す
る
短
期
受

動
と
は
こ
と
な
る
、
物
僚
の
長
期
的
動
態
は
、
こ
れ
ま
で
貨
幣
数
量
設
な
い
し

は
努
働
債
値
読
を
基
礎
に
説
明
さ
れ
て
き
た
が
、
か
な
り
に
急
激
な
襲
化
貼
を

へ
て
大
幅
な
努
動
を
示
す
物
債
を
、
そ
れ
ら
の
理
論
で
は
少
な
く
と
も
全
面
的

に
は
設
明
で
き
な
か
っ
た
。
園
際
貿
易
と
園
家
財
政
と
い
う
市
場
に
と
っ
て
は

外
在
的
な
因
子
の
規
定
性
を
認
め
た
上
で
、

そ
れ
ら
が
生
み
出
す
需
要
供
給
関

係
と
い
う
諸
要
因
聞
の
相
互
規
定
関
係
を
硯
野
に
入
れ
た
本
書
の
分
析
に
よ
っ

て
、
清
代
経
済
史
の
理
解
の
範
園
は
康
げ
ら
れ
た
。

清
代
中
園
に
お
い
て
、
園
際
貿
易
の
園
民
純
枚
入
に
封
す
る
割
合
は
、
氏
も

指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
と
い
う
園
際
的
に
見
て
も
低
い

水
準
に
あ
る
。
園
家
財
政
の
規
模
も
、
清
代
の
後
期
を
と
る
な
ら
ば
、
園
際
貿

易
の
比
重
と
甚
だ
し
く
は
逮
わ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

貿
易
と
園
家
財
政
が
も
っ
と
想
定
さ
れ
る
圏
内
経
済
に
封
す
る
強
い
影
響
力
の

根
嬢
を
、
氏
は
、

中
園
の
経
済
の
持
つ
市
場
の
開
放
性
、
な
い
し
は
開
放
的
な

市
場
の
連
結
構
造
と
、
家
計
維
持
を
旨
と
す
る
小
農
経
済
と
い
う
も
の
の
も
つ

固
有
の
特
性
と
に
も
と
め
る
。
開
放
的
市
場
構
造
と
小
農
経
済
が
、
園
際
経
済

を
は
じ
め
と
す
る
外
部
要
因
に
過
敏
な
反
臨
胞
を
示
す
で
あ
ろ
う
と
い
う
指
摘

は
、
論
理
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
性
格
規
定
は
、
事
態
を
説
明
す
る
上
で
、
未
だ
な
お

一
般

的
で
は
な
か
ろ
う
か
。
開
放
的
な
市
場
の
連
結
構
造
と
封
比
さ
れ
る
局
地
的
市

場
闘
な
い
し
は
地
域
内
分
業
構
造
は
、
モ
デ
ル
と
し
て
は
と
も
か
く
、
現
貨
に

は
存
在
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
設
展
段
階
論
」
の
作
り
出
し
た
戯

叢
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
家
計
維
持
を
基
準
と
し
て
行
動
す
る
小
農
経
済

は
、
大
経
営
が
支
配
的
と
な
る
歴
史
段
階
に
先
行
し
、
世
界
史
的
に
み
て
普
通

的
な
現
象
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
氏
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
た
経
済
鎚
動
が、

具
鐙
的
な
経
済
行
動
を
通
じ
て
完
結
的
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
針

象
の
性
格
の
具
陸
化
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
。

小
農
的
普
通
性
を
基
礎
と
し
つ
つ
、
中
園
の
秩
序
構
造
が
モ
ラ
ル
エ
コ
ノ
ミ

ー
論
の
前
提
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
祉
舎
の
そ
れ
と
劉
照
的
に
異
な
る
こ
と
は
、

氏
も
第
二
章
で
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
経
済
現
象
を
人
々
の
行
震
の
集

合
的
結
果
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
動
機
と
意
闘
と
を
分
析
す
る
と
い
う
本
書
で

成
果
を
牧
め
て
い
る
氏
の
方
法
が
、
「
経
済
行
動
の
型
」
な
い
し
は
「
経
済
の

型
」
を
分
析
す
る
と
い
う
氏
の
課
題
の
一
つ
に
ど
の
よ
う
に
生
か
さ
れ
る
の

か
、
興
味
深
い
。
封
象
を
分
析
す
る
に
際
し
て
、
諸
事
象
・
諸
行
管
局
の
聞
の
関

係
を
意
味
づ
け
て
い
く
と
い
う
立
場
と
、
封
象
自
身
に
構
造
性
を
認
め
る
立
場

に
は
、
認
識
論
的
に
も
尚
一
一
か
相
蓬
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
氏
自
身
も
そ
の
相
濯

を
肯
定
的
に
位
置
づ
け
て
お
ら
れ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

物
債
と
い
う
マ
ク
ロ
な
現
象
を
分
析
針
象
と
す
る
本
書
の
寅
設
か
ら
す
る

と
、
市
場
構
造
と
小
農
経
済
の
問
題
は
周
遊
的
な
課
題
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
本
警
が
、
貧
詮
的
成
果
と
と
も
に
、
方
法
の
提
起
の
上
で
持
つ
大
き
な
位

置
づ
け
の
故
に
、
資
言
し
た
次
第
で
あ
る
。一
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