
朝
鮮
初
期
に
お
け
る
経
済
構
想

須

ー

l
 

'E，，， 

英

徳

は

じ

め

に

一
十
四
世
紀
高
麗
社
曾
の
獲
化

二

朝
鮮
王
朝
の
新
政
策

付

科

回

法

同
物
流
へ
の
園
家
的
統
制

む
す
び
に
か
え
て
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は

じ

め

本
稿
は

朝
鮮
初
期
(
王
朝
創
始
か
ら
十
五
世
紀
牢
ば
す
ぎ
ま
で
〉
に
お
い
て
選
揮
さ
れ
た
園
家
主
導
の
経
済
運
営
構
想
が
ど
の
よ
う
な
背
景
の

も
と
で
形
成
さ
れ
、

そ
の
後
の
朝
鮮
時
代
の
一
商
業
に
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
を

素
描
し
て
み
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ

る。
高
麗
か
ら
朝
鮮
初
期
へ
の
王
朝
交
替
期
に
つ
い
て
、
政
治
史
と
土
地
制
度
史
研
究
を
皮
切
り
に
、
身
分
制
度
や
新
興
儒
臣
層
な
ど
の
研
究
へ

と
針
象
は
披
散
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
に
比
し
て
商
業
分
野
の
研
究
は
ほ
と
ん
ど
進
展
し
て
い
な
い
。
史
料
が
乏
し
い
と
い
う
事
情
も

あ
る
が
、
買
は
、
こ
れ
ま
で
の
朝
鮮
史
研
究
の
関
心
動
向
も
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
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朝
鮮
初
期
の
経
済
運
営
機
構
が
な
ぜ
問
題
と
な
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
、
解
放
後
の
大
斡
民
園
と
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国

に
お
け
る
商
業
史
分
野
へ
の
研
究
動
向
と
そ
の
成
果
を
か
ん
た
ん
に
振
り
返

っ
て
お
こ
う
。
ま
ず
、

一
九
六
0
年
代
に
は
ま
ず
共
和
園
か
ら

つ
い
で
韓
園
か
ら
、
朝
，
鮮
後
期
の
一商
工
業
に
つ
い
て
の
研
究
が
績
々
と
設
表
さ
れ
、

な
か
で
も
十
八
世
紀
に
お
け
る
急
速
な
一商
業
の
成
長
が
貫

設
的
に
確
認
さ
れ
て
い
る
。

十
五
世
紀
末
頃
に
南
部
地
域
か
ら
設
生
し
た
場
市
(
地
方
の
定
期
市
場
。
震
生
首
初
は
場
門
あ
る
い
は
市
門
と
稽
さ
れ
た
)
は
し

だ

い
に
全
土
に
接

大
し
、
十
七
世
紀
末
に
は
全
園
で
千
除
箇
所
を
数
え
る
に
至
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
地
方
場
市
の
成
長
は
田
植
え
法
の
普
及
な
ど
の
農
業
生
産
力

の
上
昇
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
農
民
の
小
商
品
生
産
を
刺
激
し
た
。
十
八
世
紀
に
入
る
頃
に
は
、
政
治
都
市
で
あ
り
最
大
の
消
費
地

で
も
あ
る
首
都
漢
城
へ

の
一商
品
職
迭
が
抜
大
し
、
漢
城
城
内
を
接
貼
と
し
た
蓄
衆
か
ら
の
市
盛
一
商
人
と
周
遊
の
場
市
や
浦
口
を
燦
貼
と
す
る
新

興
一商
人
と
の
首
都
一
商
閣
を
め
ぐ
る
，
U
T

い
が
展
開
し
た
。
他
方
、
隔
地
聞
の
物
流
を
に
な
う
水
上
交
通
と
場
市
を
結
ぶ
陸
上
交
通
の
結
節
貼
と
な

漢
城
一
商
人
の
な
か
に
は
、
手
工
業
者
に
た
い
す
る
問
屋
制
的
支
配
を
行
な
う
者

(
1〉

も
出
現
し
、
金
属
加
工
業
な
ど

一
部
の
分
野
で
は
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ

ュ
ア
の
出
現
も
見
ら
れ
た
。

(
客
商
一
主
人
)
が
各
地
で
官
許
の
も
と
に
成
立
し
て
い

っ
た
。
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る
地
方
浦
口
の
一商
業
披
黙
と
し
て
の
成
長
も
著
し
く
、
委
託
販
貰

・
金
融
・
宿
泊

・
倉
庫
な
ど
の
一断
業
に
関
わ
る
諸
業
務
を
推
賞
す
る
客
主

こ
の
よ
う
な
研
究
成
果
に
よ
り
、
植
民
地
時
期
か
ら
一
九
五

0
年
代
ま
で
支
配
的
で
あ

っ
た
、
朝
鮮
時
代
に
は
な
ん
ら
の
設
展
的
措変
化
は
な

か
っ
た
と
す
る

い
わ
ば
絶
射
的
停
滞
論
は
、
貫
謹
的
に
否
定
さ
れ
た
。

し
か
し
、
六
0
・
七

0
年
代
の
研
究
は、

朝
鮮
後
期
社
舎
と
く
に
十

八
世
紀
以
後
の
朝
鮮
祉
舎
に
は
外
来
で
は
な
く
自
生
的
に
資
本
主
義
を
成
長
さ
せ
ら
れ
る
だ
け
の
資
本
主
義
的
諸
要
素
が
存
在
し
て
い
た
と
考

ぇ
、
そ
の
質
詮
的
検
出
に
関
心
の
重
心
を
置
く
資
本
主
義
萌
芽
論
や
そ
の
影
響
を
受
け
て
進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
朝
鮮
後
期

枇
舎
に
つ
い
て
は
盟
富
な
事
例
を
と
も
な
う
有
意
義
な
知
見
を
得
た
の
だ
が
、
西
欧
吐
舎
と
同
質
の
車
線
的
設
展
を
暗
黙
の
前
提
と
し
て
、

「
封
建
末
期
」
に
時
期
を
あ
わ
せ
て
資
本
主
義
的
要
素
を
抽
出
す
る
と
い
う
方
法
的
限
界
の
た
め
、
研
究
方
法
の
上
で
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
残

し
た
と
言
え
よ
う
。



そ
の
一
つ
は
、
朝
鮮
後
期
の
-
商
業
を
扱
う
う
え
で
も
、
朝
鮮
枇
舎
を
特
徴
づ
け
て
い
た
は
ず
の
園
家
あ
る
い
は
諸
擢
力
機
関
に
よ
る
商
業
上

(

2

)

 

の
特
権
の
付
興
や
身
分
的
特
権
の
経
済
的
優
位
へ
の
特
化
と
い
う
問
題
が
捨
象
さ
れ
て
考
察
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
朝
鮮
後
期
に
限
定
し
て
一
園
史
的
設
展
の
解
明
に
主
眼
が
置
か
れ
た
た
め
に
、
朝
鮮
後
期
に
お
け
る
一商
業
の
成
長
が
、

た
と
え
ば
地

方
定
期
市
(
場
市
〉
の
出
現
が
十
五
世
紀
末
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
事
寅
に
し
め
さ
れ
る
よ
う

に、

日
本
近
世
枇
舎
や
中
園
明
清
代
社
舎
の
そ

れ
に
比
し
て
相
針
的
に
貧
弱
で
あ
っ
た
事
寅
に
は
あ
え
て
燭
れ
ら
れ
ず
、
そ
の
理
由
に
も
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
歴
史
的
前
提
僚
件

で
あ
る
朝
鮮
前
期
の
一
商
業
に
つ
い
て
、
先
行
す
る
高
麗
時
代
に
比
較
し
て
も
園
家
の
抑
匪
政
策
が
原
因
で
沈
滞
し
て
レ
た
と
認
め
な
が
ら
も、

そ
の
原
因
解
明
は
、
設
展
的
様
相
で
は
な
く
沈
滞
の
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
で
も
あ
る
た
め
か
、
進
ま
な
か
っ
た
。
儒
敬
的
抑
末
論
や
一扇

工
業
賎
業
親
と
い
う
漠
然
と
し
た
説
明
の
域
か
ら
出
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、

八
十
年
代
後
牟
か
ら
急
速
に
進
展
し
た
郷
村
枇
舎
(
在
地
位
舎
)
研
究
の
流
れ
の
な
か
で
、

十
五
J
十
七
世
紀
に
お
け
る
在
地

雨
班
の
成
長
を
明
ら
か
に
し
た
宮
嶋
博
史
は
、
十
五
世
紀
以
後
、

な
か
で
も
十
六
世
紀
に
急
速
に
進
行
し
た
在
地
雨
班
に
よ
る
農
地
開
設
と
彼

ら
の
邑
治
を
離
れ
た
農
村
部
で
の
自
給
的
生
活
、
そ
し
て
雨
班
相
互
や
地
方
官
と
の
贈
答
経
済
が
、
市
場
や
貨
幣
経
済
の
設
達
を
抑
制
し
た
と

(
3〉

見
た
。
し
か
し
、
こ
の
議
論
は
、
支
配
階
層
の
存
在
形
態
に
注
目
し
て
十
六
世
紀
以
降
に
お
け
る
日
本
・

中
園
と
比
較
し
て
の
相
調
的
沈
滞
を

説
明
す
る
に
は
適
切
で
あ
る
が
、
な
ぜ
十
五
世
紀
に
園
家
に
よ
る
抑
座
政
策
が
と
ら
れ
た
の
か
を
説
明
で
き
な
い。

他
方
、
園
家
に
よ
る
経
済
へ
の
政
策
的
統
制
や
園
家
機
関
・
特
権
階
層
の
管
利
行
痛
に
注
目
し
て
、
朝
鮮
枇
舎
に
お
け
る
一
商
業
譲
展
の
特
性

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
研
究
が
九
十
年
代
牢
ば
か
ら
提
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
白
承
哲
は
、
十
七
世
紀
に
お
け
る
商
業
政
策
の
基
本

思
想
を
、
強
力
な
王
様
の
も
と
に
園
家
が
直
接
に
一
商
業
を
掌
握
す
べ
き
と
考
え
る
南
人
系
の

「
利
権
在
上
論
」
と
、
地
主
商
班
階
層
や
彼
ら
と

結
ん
だ
一
商
人
の
権
益
を
擁
護
し
つ
つ
間
接
的
に
一
商
業
に
介
入
し
よ
う
と
す
る
西
人
系
の

「財
富
民
散
論
」
の
二
つ

に
分
け
、
そ
の
封
立
過
程
か

(

4

)

 

ら
種
々
の
政
策
が
立
案
さ
れ
た
と
論
じ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
利
権
在
上
論
」
は
朝
鮮
後
期
に
出
現
し
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
。

朴
卒

699 

績
は
、
高
麗
末
に
撞
頭
し
た
新
進
官
僚
た
ち
が
性
理
皐
に
基
づ
い
た
政
治
・
経
済
改
革
を
企
園
し
た
た
め
に
、
農
業
中
心
の
経
済
構
造
へ
の
再
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編
を
進
め
る
務
本
抑
末
策
が
採
ら
れ
、
園
家
が
一商
業
を
は
じ
め
と
す
る
種
々
の
経
済
活
動
を
統
制
管
理
す
べ
き
だ
と
考
え
る

「利
権
在
上
論
」

(
5〉

が
貫
施
さ
れ
た
と
論
じ
た
。
だ
が
、
性
理
皐
そ
の
も
の
か
ら
一商
業
抑
監
の
論
理
が
た
だ
ち
に
具
鐙
的
な
政
策
と
し
て
導
き
出
さ
れ
た
と
は
言
い

難
い
。
た
し
か
に
高
麗
末
の
改
革
波
は
性
理
拳
の
素
養
を
身
に

つ
け
崇
儒
排
併
を
主
張
し
た
者
た
ち
で
あ
る
か
ら
、
諸
施
策
の
な
か
に
性
理
率

的
な
根
按
附
け
と
表
現
を
見
い

だ
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、

そ
れ
以
上
に
十
四
世
紀
高
麗
祉
舎
の
諸
事
情
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と
見
る
べ

き

で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
同
じ
く
性
理
準
的
素
養
を
身
に
つ
け
た
者
た
ち
が
、
時
代
の
愛
化
と
と
も
に
「
以
末
補
本
論
」
・
「
財
富
民
散
論
」
を

主
張
す
る
こ
と
を
説
明
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(
6
〉

さ
て
、
筆
者
は
す
で
に
別
稿
に
て
、
高
麗
末
期
か
ら
制
朝
鮮
初
期
に
か
け
て
の
劉
外
通
商
と
貨
幣
護
行
に
つ
い
て
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ

の
結
果
、
封
外
通
一商
に
つ
い
て
は
封
元
服
属
期
以
来
、
権
勢
家
や
王
族
に
よ
っ

て
さ
か
ん
に
封
外
交
易
が
展
開
さ
れ
て

い
た
が
、

高
麗
最
末
期

の
恭
譲
王
代
に
な

っ
て
私
的
通
商一
や
使
臣
が
行
な
う
交
易
が
禁
断
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
貨
幣
設
行
に
つ
い

て
は
恭
思
王
代
に
提
起
さ
れ
た
貨
権

在
上
論
が
朝
鮮
王
朝
第
三
代
太
宗
代
に
は
利
権
在
上
の
手
段
と
し
て

の
緒
貨
震
行
に
思
想
的
に
連
な

っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

と
す
る
考
え
が
撞
頭
し
、

こ
れ
ら
の
研
究
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
高
麗
末
に
な

っ
て
経
済
活
動
や
経
済
政
策
に
た

い
し
て
園
家
が
な
ん
ら
か
の
統
制
を
加
え
る
べ
き
だ

そ
れ
が
朝
鮮
第
三
代
太
宗
の
時
代
に
思
想
的
・
政
策
的
に
さ
ら
に
展
開
さ
れ
た
と
見
て
よ

い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ

- 60ー

れ
が
形
を
出
現
え
な
が
ら
も
朝
鮮
後
期
の
商
業
政
策
に
も
色
濃
く
影
響
し
つ

ずつ
け
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
ま
ず
、
高
麗
十
四
世
紀
に
生
じ
た
経
済
的
饗
化
が
ど
の
よ
う
な
新
施
策
を
行
な
わ
せ
た
の
か
、

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
獲
化
が
高
麗

最
末
期
か
ら
朝
鮮
初
期
の
経
済
政
策
に
ど
の
よ
う
に
受
け
継
が
れ
て
展
開
さ
れ
た

の
か
を
、
近
年
の
研
究
成
果
を
利
用
し
つ
つ
跡
附
け
て
み
る

こ
と
に
し
た
い
。

十
四
世
紀
高
麗
祉
舎
の
襲
化

十
四
世
紀
前
牢
の
高
麗
は
、
針
モ

ン
ゴ
ル
抗
戦
の
疲
弊
か
ら
回
復
し
た
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
元
皇
帝
の
尉
馬
と
し
て
世
界
一帝
園
た
る
そ
ン



ゴ
ル
の
一
地
方
王
園
の
地
位
を
得
る
こ
と
で
、
封
元
変
易
の
急
速
な
擦
大
と
圏
内
一
商
業
の
外
か
ら
の
活
性
化
が
進
ん
だ
。
こ
の
時
期
、

一商
業
に

参
加
し
た
集
圏
は
、

主
と
し
て
園
王
・

王
族
や
そ
の
側
近
を
は
じ
め
と
す
る
権
勢
家
た
ち
、

さ
ら
に
高
利
貸
し
な
ど
で
富
を
貯
え
て
い
た
寺

院
、
そ
し
て
彼
ら
の
手
足
と
な
っ
て
質
務
に
閥
わ
る
商
工
業
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
武
臣
政
権
期
か
ら
横
大
し
は
じ
め
て
い
た
私
田
は
権

勢
家
や
園
王
側
近
に
興
え
ら
れ
た
賜
給
回
や
功
臣
田
を
中
心
に
十
三
世
紀
末
以
降
に
急
速
に
披
大
し
は
じ
め
、
園
家
機
関
の
牧
租
地
で
あ
る
公

回
奪
占
の
擦
大
や
一
つ
の
田
地
に
複
数
の
私
田
主
が
田
租
を
徴
牧
す
る
な
ど
、
種
々
の
弊
を
生
じ
て
い
た
。

従
来
は
、
高
麗
最
末
期
の
重
要
な
田
制
改
革
で
あ
る
科
回
法
や、

そ
の
前
提
で
あ
る
土
地
制
度
に
関
心
が
集
中
し
が
ち
で

あ
っ
た
。

し
か

し
、
高
麗
末
期
の
王
室
お
よ
び
権
勢
家
た
ち
の
経
済
基
盤
は
、
彼
ら
の
保
有
す
る
慶
大
な
私
田
に
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
だ
が
、

そ
れ
と
同
時
に

針
外
受
易
や
圏
内
交
易
に
も
経
済
基
盤
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
十
四
世
紀
高
麗
枇
舎
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
が
改
革
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
と
意
識
さ
れ
て
い
た
の
か
を
見
て
い
こ
う
。

- 61ー

と
こ
ろ
で
、
高
麗
時
代
を
研
究
す
る
た
め
の
根
本
史
料
で
あ
る
『
高
麗
史
』
百
三
十
九
巻
と
『
高
麗
史
節
要
』
三
十
五
巻
は
、
朝
鮮
王
朝
開

(

7

)

 

創
後
ま
も
な
く
か
ら
編
纂
が
開
始
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
一
四
五
一

年
と
一
四
五
二
年
に
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
史
書
は
と
も
に
次
の

王
朝
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
正
史
で
あ
る
た
め
、
こ
と
に
前
王
朝
で
あ
る
高
麗
末
期
の
記
述
に
は
そ
の
祉
舎
的
矛
盾
を
際
立
た
せ
る
こ
と
で
、

王
朝
交
替
を
正
嘗
化
す
る
意
園
、
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
は
己
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
む
し
ろ
そ
れ
ゆ
え
に
、
威
化
島
田
軍
後
の

李
成
桂
を
支
持
し
た
改
革
涯
儒
臣
層
の
自
に
映
じ
た
十
四
世
紀
高
麗
祉
舎
の
矛
盾
を
浮
彫
り
に
し
、
さ
ら
に
十
五
世
紀
前
半
に
お
け
る
高
麗
史

編
纂
嘗
時
の
債
値
意
識
を
も
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

す
で
に
忠
烈
王
二
十
二
年
(
一
二
九
六
〉
に
は
、

「
豪
勢
の
家、

州
豚
に
人
を
遣
わ
し
て

銀
瓶
等
の
物
を
以
て
民
聞
の
細
布
・

綾
羅

・
葦
席

等
の
物
を
強
市
す
。
質
に
民
弊
と
鋳
る
」

権
勢
家
た
ち
に
よ
る
地
方
で
の
抑
買
が
問
題
覗
さ
れ
て
い
る
。

(
『
高
麗
史
』
巻
八
十
四
、
刑
法
志
一
職
制
、
忠
烈
王
二
十
二
年
五
月
)
と
述
べ
ら
れ
て
、

王
京
に
居
住
す
る
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一三
O
八
J
一
一
一
一
年
〉
と
忠
粛
王
〈
位

一
一一一

一一一一
J
一一一一一一一
O
、
一一一一一
J
三
九
年
)
の
時
代
に
は
元
と
の
政
治
的
関
係
や
高
麗
王
位
を
め
ぐ
る
暗
闘
の
た
め
、
二
人
と
も
元
の
大
都
で
長
期
間
生

あ
る
い
は
、

忠
宣
王
(
位

一
二
九
八、
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そ
の
費
用
は
高
麗
か
ら
多
額
の
布

・
米

・
銀
な
ど
が
轍
逸
さ
れ
て
充
や
因
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
園
王
た
ち
の
側

近
に
は
一
商
人
出
身
の
者
や
一
商
業
に
通
じ
た
者
が
い
て
園
王
や
自
ら
の
蓄
財
の
た
め
に
高
麗
圏
内
や
元
と
の
交
易
に
従
事
し
て
い
た
の
で
あ
る。

活
し
て
い
る
が
、

さ
ら
に
、
忠
恵
王
(
位
二
三
ニ
0
1
=
一
二
、
三
九
J
四
四
年
)
の
場
合
は、

「
南
宮
信
を
遣
し
布
二
寓
匹
及
び
金
銀
等
物
を
賛
し
元
に
市
す
:
:
:
時

に
王
は
貨
殖
を
以
て
事
と
筋
す
」

ま
た
「
一商
財
の
利
を
計
る
に
於
い
て
は
絡
事
を
分
析
し
、
常
に
経
営

(『
高
麗
史
節
要
』
忠
惑
王
後
四
年
三
月
)
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
に
自
ら
交
易
に
携
わ
っ
た
園
王
で
あ
っ
た。

(『
高
麗
史
節
要
』
忠
憩
王
後
三
年
三
月〉、

を
事
と
す
」

長
期
に
わ
た
る
園
王
の
元
で
の
生
活
や
往
復
の
放
費
、
さ
ら
に
高
麗
園
王
位
を
め
ぐ
る
暗
闘
に
費
や
さ
れ
る
多
額
の
賂
物
な
ど
の
臨
時
出
費

は
、
権
勢
家
に
よ
る
私
田
の
搬
大
と
園
庫
牧
入
の
減
少
、

さ
ら
に
高
麗
で
の
産
銀
の
減
少
と
あ
い
ま

っ
て
、
忠
粛
王
代
か
ら
急
速
に
悪
化
し、

忠
恵
王
が
削
位
す
る
頃
に
は
園
家
財
政
は
破
綻
朕
態
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
放
縦
な
私
生
活
を
理
由
に
麿
位
さ
れ
た
忠
恵
王
は
、
王
室

の
私
庫
で
あ
る
質
輿
庫
を
新
設
し
て
凹
土

・
奴
鮮
を
所
属
さ
せ
、
文
武
官
に
課
し
た
職
税
や
船
税
・
山
海
税
な
ど
の
雑
多
な
税
を
新
設
し
た
貧
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欲
な
園
王
と
し
て
悪
評
を
得
て
い
る
が
、
彼
の
鰹
済
活
動
へ
の
並
は
ず
れ
た
関
心
と
貧
欲
さ
は
他
面
で
は
王
室
の
財
政
基
盤
を
披
充
す
る
た
め

の
行
震
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

王
室
と
権
勢
家
に
よ
る
交
易
へ
の
参
加
ば
か
り
で
は
な
い
。
十
三
世
紀
末
か
ら
は
闘
家
財
政
の
運
営
も
出
炭
化
し
て
い
た
。
そ
の

一
つ
が
現
物

貢
納
制
の
蹟
大
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
盟
の
専
費
制
度
創
始
に
見
ら
れ
る
園
家
に
よ
る
一商
行
矯
へ
の
直
接
的
闘
興
で
あ
る
。

官同麗
前
期
の
郡
勝
民
に
は
租
・
布
(
調
)
・
役
が
課
せ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
雑
多
な
現
物
や
労
役
で
は
な
く
、
布
や
穀
物
で
納
め
ら
れ
て

い
た
。
こ
れ
に
た
い
し
一
般
郡
勝
民
と
は
区
別
さ
れ
る
部
曲

・
所
な
ど
の
居
住
民
に
は
侍
遁
・
漕
運
な
ど
の
特
殊
な
傍
役
や
海
産
物

・
鍍
産

物
な
ど
の
生
産
と
上
納
が
課
さ
れ
て
お
り
、
郡
鯨
民
が
布
納
・

穀
納
す
る
役
負
擦
を
具
躍
的
な
献
労
働
に
よ
っ
て
負
捨
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
と
こ
ろ
が

十
二
世
紀
以
後
に
は
、

一
般
郡
豚
民
よ
り
も
賎
観
さ
れ
て
過
重
な
負
措
を
負
わ
さ
れ
て
い
た
部
曲

・
所
は
、
住
民
の
逃
亡

な
ど
に
起
因
し
て
、

し
だ
い
に
解
臨
し
て
い
っ
た
。

こ
の
た
め
、

以
前
、

部
曲
・
所
な
ど
の
住
民
が
負
っ
て
い
た
種
々
の
労
役
や
物
品
上
納

は
、
し
だ
い
に
郡
勝
民
に
課
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、

従
来
の
租

・
布
(
調
)
・
役
は
三
税
と
一
括
さ
れ
(
枚
取



内
容
が
異
な
る
=
一
種
の
税
目
が
一
括
し
え
た
背
景
に
、
布
・
役
と
も
に
国
税
化
あ
る
い
は
戸
布
化
が
進
行
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
)
、
そ
れ
と
は
別
に
新

た
に
常
徳

・
雑
貢
が
、
賞
際
の
鉱
労
役
提
供
や
種
々
の
現
物
貢
納
と
し
て
課
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
三
税
・
常
徳
・
雑
貢
と
い
う
三
種
の
税
目
が
文

(
8〉

献
に
て
確
認
さ
れ
る
の
は
、
高
宗
十
三
年
(
二

三

六
)
か
ら
で
あ
る
。

郡
勝
に
種
々
の
現
物
貢
納
を
課
し
は
じ
め
た
こ
と
は
、

貢
物
代
納
や
そ
の
捨
嘗
官
吏
に
よ
る
過
大
徴
牧
と
い
う
新
し
い
聞
け
題
を
設
生
さ

せ

た
。
貢
物
代
納
と
は
、
各
郡
鯨
が
指
定
さ
れ
た
物
品
を
自
ら
調
達
し
中
央
官
司
に
納
入
す
る
の
で
は
な
く
、
官
吏
や
そ
れ
と
結
ん
だ
商
人
が
物

品
を
納
入
し
、
そ
の
代
債
を
郡
勝
民
か
ら
徴
放
す
る
行
痛
で
あ
る
。
と
き
に
は
各
郡
鯨
が
準
備
で
き
る
も
の
さ
え
も
強
い
て
代
納
し
、
安
嘗
な

債
額
に
彼
ら
の
利
益
を
上
乗
せ
し
て
過
大
に
請
求
す
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
問
題
が
あ
っ
た
。
は
や
く
も
忠
烈
王
二
十
二
年
(
一
二
九
六
〉
に
は
、

「
近
来
、
外
方
は
多
放
に
し
て
納
貢
の
時
を
失
う
。
諸
司
官
吏
及
び
謀
利
之
人
、

己
れ
の
物
を
先
納
し
て
其
の
文
患
を
受
け
、
下
郷
し
て
其
の

直
を
剰
取
す
。
民
は
寅
に
堪
え
ず
。
誠
に
宜
し
く
之
を
禁
ず
ベ
し
」

忠
粛
王
五
年
(
一
三
一
八
)
の
下
教
に
は
、

ハ
『
高
麗
史
』
巻
八
十
四
、
刑
法
志
て
職
制
僚
)
と
の
中
賛
江
子
藩
か
ら
の

上
書
が
あ
る。

「
事
大
以
来
、

園
用
は
煩
劇
に
し
て
諸
道
に
遁
使
し
て
貢
物
を
徴
牧
す
。
其
の
職
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に
任
ず
る
者
、
公
を
湿
し
て
私
を
替
ず
」

(
同
右
)
と
あ
り
、

さ
ら
に
、

「一
一
帝
に
別
準
す
る
所
の
海
産
に
て
蝦
・
蛤
等
の
如
き
物
、

都
津
丞
申

短
が
年
例
の
外
に
撞
に
其
の
数
を
加
え
、
其
の
蓄
額
に
並
べ
て
之
を
貢
案
に
載
せ
、

に
別
準
な
ど
の
名
目
で
高
麗
特
産
品
が
年
々
、
逸
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
海
産
物
な
ど
の
特
産
品
が
貢
物
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
額
数
を
定
め

た
貢
案
が
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
。
元
へ
の
事
大
以
来
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
貢
物
談
求
が
増
大
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
過
大

元
と
の
安
易
や
首
都
開
城
で
の
代
納
の
原
資
に
轄
用
さ
れ
て
彼
ら
の
牧
入
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い

大
い
に
民
害
を
帰
す
」

(
同
右
〉
と
の
記
事
か
ら
は
、

フじ

に
徴
牧
さ
れ
た
物
品
が
、

だ
ろ
う
。

十
四
世
紀
に
は
盟
の
専
貰
制
度
も
創
始
さ
れ
て
い
る
。
高
麗
前
期
に
お
い
て
は
、
各
地
に
盟
所
が
設
置
さ
れ
て
、

そ
の
住
民
が
賦
役
に
よ
る

703 

盟
の
生
産
と
上
納
を
捨
嘗
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
嘗
時
の
流
通
事
情
は
史
料
の
依
如
に
よ
り
解
明
で
き
な
い
が
、
民
聞
で
の
流
通
や
製
盟

に
別
段
の
統
制
が
加
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
も
無
い
。
思
う
に
、
園
用
の
臨
は
盟
所
か
ら
供
給
さ
れ
た
が
、
盟
所
以
外
で
製
臨
す
る
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こ
と
が
禁
じ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
盟
所
以
外
の
臨
盆
で
製
聾
さ
れ
た
も
の
が
民
間
で
流
通
し
て
レ
た
の
で
あ
ろ
う
。

忠
烈
王
十
四
年

(
一
二
八
八
)
か
ら
権
瞳
制
を
開
始
し
て
い

る。

こ
れ
は
各
地
の
産
盟
地
域
に
盟
税
別
監
を
涯
遣
し
て
現
物
の
盤
を
盟
税
と

忠
宣
王
元
年
(
二
ニ
O
九
)
、
首
時
、
王
族

・
寺
院

・
権
勢
家

し
て
徴
牧
し
、
園
用
に
充
借
問
す
る
も
の
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、

従
事
さ
せ
、

た
ち
が
支
配
し
て
い
た
盟
盆
を
す
べ
て
民
部
の
所
有
と
す
る
措
置
が
採
ら
れ
た
。
こ
の
と
き
、
郡
豚
民
を
徴
援
し
て
盟
戸
と
帰
し
て
盟
焼
き
に

で
き
た
盟
は
各
地
に
設
置
し
た
盟
倉
に
貯
蔵
し
、
盟
を
求
め
る
者
に
は
銀

一
斤
に
盟
六
十
四
石
、
布

一
匹
に
盤
二
石
の
公
定
債
格

で
官
か
ら
販
賀
す
る
も
の
と
し
、
盟
の
私
買
買
は
厳
禁
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
る
盟
債
布
の
歳
入
は
四
蔦
匹
に
達
し
た
令
官
同
麗
史
』
径
七
十
九
、
食

貨
志
二
、
盤
法
僚
)
。
こ
の
よ
う
な
盟
の
事
買
制
度
は
、

中
園
の
そ
れ
を
見
て
着
想
さ
れ
、

園
家
財
政
の
補
填
手
段
と
し
て
質
施
さ
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

し
か
し

忠
粛
王
五
年
〈

一
三
二
ハ
〉
に
は

「
諸
道
の
存
撫

・
提
察

・
盟
場
等
の
使
は
、

内
出
の
銀
幣
を
買
る
を
以
て
名
と
掃
し
、

私
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権
貴
に
所
属
す
る
銀
倣
巾
を
資
し
て
高
慣
に
抑
買
し
、

以
て
其
の
私
を
済
す
」

令
官同
麗
史
』
巻
八
十
四
、
刑
法
志

て

職
制
篠
)
、

忠
粛
王
八
年

(

二
一
)
に
は
、

「
京
中
の
四
盟
鋪
の
買
る
所
の
盟
は
皆
権
勢
の
親
故
に
蹄
し

疎
賎
に
及
ば
ず
」

令
官
同
麗
史
』
単
位
七
十
九
、

食
貨
志
二
、
盤
法

燦
)
と
あ
り

民
部
か
ら
販
賀
さ
れ
る
盟
は
権
勢
家
に
よ
っ
て
濁
占
的
に
購
入
さ
れ
て
し
ま
い
、

そ
れ
が
彼
ら
に
よ
っ

て
私
販
さ
れ
る
に
至
つ

Tι 
こ
の
様
盟
制
の
事
例
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
生
産
手
段
で
あ
る
盟
盆
を
官
有
化
し
官
設
の
盟
鋪
で
販
賀
す
る
措
置
が
採
ら
れ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
流
通
の
段
階
で
権
勢
家
と
そ
の
意
に
迎
合
す
る
官
吏
や
商一
人
の
介
入
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
レ
か
ぎ
り、

専
買
制
度
の
寅
施
は
、
園
家

財
政
の
補
填
に
は
一
助
と
な
っ
て
も
、

買
は
民
弊
を
増
す
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

ま
た
、

そ
の
よ
う
な
弊
害
が
重
ね
て
指
摘
さ
れ
な
が
ら
、

そ
れ

に
た
い
す
る
有
数
な
手
立
て
を
取
り
得
な
か
っ
た
。
む
し
ろ

一
三
二

六
年
の
記
事
は
、
内
出
の
銀
、
す
な
わ
ち
王
室
私
庫
か
ら
支
出
さ
れ
た

銀
で
あ
る
な
ら
ば
盟
の
買
い
占
め
が
で
き
る
よ
う
に
解
穫
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
り
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
園
王
自
身
が
最
大
の

権
勢
家
・
権
貴
と
し
て
瞳
の
買
い
占
め
を
利
得
源
と
す
る
こ
と
も
あ
り
え
た
の
で
あ
る
。



権
瞳
制
の
運
用
の
貫
際
は
、
販
買
時
黙
に
お
け
る
擢
勢
家
の
介
入
を
防
止
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、
盟
を
専
頁
化
し
て
園
家
財
政
に
充
蛍
し

よ
う
と
す
る
財
政
上
の
意
圃
は
質
現
さ
れ
た
の
だ
が
、
盟
の
民
間
へ
の
供
給
と
い
う
面
で
は
、
樺
勢
家
に
よ
る
買
占
め
を
横
行
さ
せ
た
こ
と
で

繭
根
を
残
し
た
。

し
か
し
、
園
家
に
よ
る
生
産
と
物
流
の
掌
握
が
計
重
さ
れ
て
寅
施
さ
れ
た
と
い
う
面
に
お
い
て
は
、
そ
れ
以
前
に
は
存
在
し

な
か
っ
た
物
流
へ
の
園
家
管
理
と
い
う
新
し
い
護
想
を
讃
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
権
盟
制
の
問
題
貼
と
し
て
史
料
上
に
指
摘
さ
れ
る
の
は
、

盟
盆
の
牧
公
で
は
な
く
、
流
遁
段
階
で
の
権
勢
家
の
買
占
め
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

恭
感
王
五
年
〈
二
二
五
六
〉
九
月
、

百
司
を
し
て
貨
幣
褒
行
に
つ
い
て
議
論
さ
せ
、

買
は
、
こ
の
貨
幣
論
議
は
、
こ
の
年
の
五
月
以
来
、
元
皇
帝
の
姻
戚
と
し
て
勢
威
を
振
る
っ
て
い
た
奇
氏
が
訣
滅
さ
れ
る
と
と
も
に
、
元
の
出

さ
て
、

そ
の
結
果
を
諌
官
が
園
王
に
献
議
し
て
い
る
。

先
機
闘
と
し
て
高
麗
へ
の
お
目
附
け
役
で
あ
っ
た
征
東
行
中
書
省
理
問
所
を
慶
止
し
、
元
の
直
轄
領
と
さ
れ
て
い
た
西
北
部
の
奮
高
麗
領
を
回

復
す
る
と
い
う
、

い
わ
ゆ
る
反
元
改
革
の
直
後
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
は
元
の
意
向
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
園
王
の
麿
立
が
行
な
わ
れ

て
お
り
、
高
麗
王
に
卸
位
し
そ
の
地
位
に
留
ま
る
た
め
に
は
元
か
ら
の
支
持
が
不
可
依
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
復
位
を
固
る
前
玉
、
王
位
を
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窺
う
王
子
、

そ
し
て
そ
の
側
近
や
権
勢
家
な
ど
、

た
の
で
あ
り
、
高
麗
王
位
は
元
と
の
親
密
な
関
係
が
績
く
か
ぎ
り
不
安
定
で
あ
る
こ
と
を
克
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
高
麗
王
位
を
安
定
さ

さ
ら
に
高
麗
王
族
で
あ
る
溶
王
、

い
ず
れ
も
王
位
を
め
ぐ

っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
元
に
働
き
掛
け

せ
、
さ
ら
に
園
王
擢
力
の
強
化
が
圃
ら
れ
て
い
た
と
き
に
、
そ
の
一
環
と
し
て
貨
幣
制
度
の
新
た
な
確
立
が
論
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
論
議
で
は
、
嘗
時
、

民
間
で
鋳
造
さ
れ
た
砕
銀
や
品
質
の
低
下
し
た
銀
瓶
、

さ
ら
に
粗
悪
な
布
が
流
通
し
て
い
る
朕
況
を
前
提
と
し

て
、
銀
銭
の
新
設
行
と
布
へ
の
官
印
捺
印
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
砕
銀
の
流
、
通
に
た
い
し
て
、

「
民
聞
に
散
出
し

標
誌
無
し
、
則
ち
貨
幣
の
擢
は
上
に
在
ら
ず
」

ハ
『
高
麗
史
』
各
七
十
九
、
食
貨
士
山
二
、
貨
幣
僚
)
と

園
王
に
よ
る
貨
幣
護
行
権
の
掌
握
が
初
め

て
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
意
識
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
寅
に
は
銀
銭
の
素
材
と
な
る
銀
の
不
足
の
た
め
銀
銭
は
試
鋳
に
終
わ
っ

た
。
布
へ
の
官
印
捺
印
は
そ
の
後
も
低
質
な
布
の
使
用
が
問
題
観
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
質
施
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
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周
知
の
よ
う
に
高
麗
で
は
十
二
世
紀
に
は
銀
瓶
が
園
家
に
よ
っ
て
鋳
造
さ
れ
流
通
し
て
い
た
の
だ
が
、
こ
れ
は
針
北
宋
変
易
の
4
e速
な
讃
大
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に
と
も
な
い
、
針
外
的
な
通
用
力
を
有
す
る
銀
を
規
格
化
し
刻
印
を
施
し
て
品
質
を
保
護
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
銀
織
は
針
外
交
易
ば

か
り
で
は
な
く
、
財
政
上
の
債
値
保
存
や
支
携
い
手
段
と
し
て
、
あ
る
い
は
園
王
か
ら
臣
下
へ
の
下
賜
物
と
し
て
も
さ
か
ん
に
用
い
ら
れ
た
。

そ
の
よ
う
な
財
政
上
の
用
途
は
貨
幣
護
行
権
の
園
王
に
よ
る
掌
握
と
い
う
「
貨
権
在
上」

の
理
念
に
裏一
附
け
ら
れ
て
の
も
の
と
い
う

よ
り
は
、
銀
と
い
う
素
材
自
睡
の
債
値
と
、
規
格
化
さ
れ
た
と
い
う
使
用
上
の
便
盆
か
ら
涯
生
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
こ
で
、
先
述
の
椎
盟
制
が
、
園
家
に
よ
る
既
存
の
物
流
へ
の
開
興
と
掌
援
で
あ
っ
た
こ
と
と
思
い
合
せ
る
な
ら
ば
、
十
四
世
紀
高
麗
に

は
、
園
家
・
園
王
に
よ
る
物
流
の
掌
握
や
貨
幣
護
行
権
掌
握
を
肯
定
的
に
捉
え
る
思
想
が
生
じ
つ
つ
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か。

恭
思
王
以
前
、

十
四
世
紀
前
中
十
に
即
位
し
た
闘
王
た
ち
で
も
、
即
位
や
復
位
な
ど
の
機
舎
に
教
書
を
護
布
し
、
改
革
の
意
志
を
表
明
す
る
こ

と
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
忠
宣
王
の
即
位
教
書
(
一
二
九
八
〉
、

復
位
教
書
(
二
ニ
O
八
〉
、
忠
粛
王
五
年
ハ

一一一一一

八
)
と
十
二
年
(
一一一一一一五
)

の
数
書
、
忠
穆
王
即
位
年

三

三
四
四
)
の
数
書
な
ど
が
あ
る
。
忠
穆
王
の
場
合
は
即
位
醤
時
僅
か
八
歳
で
あ
っ
た
た
め
彼
自
身
の
程
論
が
あ

(

9

)

 

っ
た
は
ず
は
な
い
の
だ
が
、
新
王
の
即
位
に
仲
う
諸
政
一
新
と
人
心
掌
握
と
い
う
意
味
合
い
で
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
権
門
世
族
の
保
有
す
る
私
回
が
団
地
と
人
民
を
贋
占
す
る
こ
と
を
問
題
視
し
、
流
移
民
の
農
荘
へ
の
投
託
と
隠
匿
、
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賜
牌
の
冒
受
に
よ
る
新
た
な
私
回
の
抜
大
、
こ
れ
ら
の
田
地
か
ら
の
貢
賦
の
不
納
な
ど
を
園
家
財
政
窮
乏
と
人
民
へ
の
過
嘗
な
牧
奪
と
い
う
親

(
印
)

恥
か
ら
非
難
す
る
。
ま
た
、
郡
豚
貢
賦
の
不
均
衡
や
過
重
負
捨
に
起
因
す
る
人
民
の
流
亡
、
貢
物
代
納
の
弊
、
権
勢
家
に
よ
る
物
流
へ
の
介

入
、
地
方
官
に
よ
る
規
定
外
の
特
産
物
牧
奪
と
園
王
や
擢
勢
家
へ
の
上
納
、
官
吏

・
権
勢
家

・
寺
院
に
よ
る
高
利
貸
し
と
、過
大
な
利
子
徴
牧
な

ど
、
是
正
す
べ
き
諸
問
題
を
多
岐
に
わ
た
っ
て
列
翠
し
、
改
革
の
意
志
が
あ
る
こ
と
を
表
明
し
て
き
た
(
な
お
、
忠
穆
王
の
数
書
は
停
え
ら
れ
て
い

ない)。し
か
し
、
質
際
に
は
権
勢
家
た
ち
の
既
得
権
盆
を
大
き
く
侵
害
す
る
改
革
に
は
着
手
す
る
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
。

せ
い
ぜ
い
新
王
の
即
位
と

と
も
に
失
脚
し
た
前
主
側
近
の
賜
給
回
を
牧
公
し
た
り
、
郡
豚
貢
賦
の
不
均
衡
を
手
直
し
す
る
よ
り
以
上
の
施
策
を
行
な
う
こ
と
は
で
き
な
か

〈

江

)

っ
た
の
で
あ
る
。



元
の
製
肘
を
売
れ
得
な
い
高
麗
王
権
に
由
来
す
る
限
界
も
存
在
し
た
。

忠
穆
王
三
年
ハ
ご
ニ
四
七
)
に
元

皇
帝
の
支
持
を
得
て
鶏
林
郡
公
王
照
・
左
政
丞
金
永
岡
ら
が
剣
事
に
任
じ
ら
れ
て
設
置
し
た
整
治
都
監
は
、
属
官
を
諸
道
に
振
遣
し
て
不
嘗
に

あ
る
い
は
、

一
例
を
奉
げ
れ
ば
、

奪
占
さ
れ
た
団
地
の
本
主
へ
の
回
復
に
あ
た
っ
た
。

し
か
し
そ
の
過
程
で
元
の
奇
皇
后
の
一
族
で
そ
の
威
勢
を
借
り
て
不
法
に
国
土
を
奪
占
し

(

ロ

)

て
い
た
奇
三
高
を
杖
し
て
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
か
え
っ
て
整
治
都
監
の
官
員
た
ち
が
征
東
行
省
理
問
所
に
虚
罰
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

逆
に
、
暴
虐
な
王
で
あ
っ
た
と
記
録
さ
れ
る
忠
恵
王
の
よ
う
な
場
合
は
、
そ
の
よ
う
な
現
献
を
既
成
の
前
提
と
し
て
受
け
入
れ
、
最
大
の
権

勢
家
と
し
て
王
室
の
倉
庫
に
附
属
す
る
回
土
と
奴
稗
を
増
や
し
、
自
ら
一
商
行
痛
に
積
極
的
に
参
入
す
る
こ
と
で
、
流
、
通
部
面
か
ら
も
利
得
を
抜

大
し
よ
う
と
し
た
と
理
解
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
圏
王
が
公
と
し
て
の
側
面
よ
り
も
最
高
の
擢
貴
と
し
て
私
的
な
利
得
を
追
求
す
る
こ
と
は、

首
時
の
高
麗
の
祉
舎
的
獄
況
下
で
も
反
震
を
招
く
行
震
だ

っ
た
。
彼
が
新
設
し
た
私
庫
で
あ
る
賓
輿
庫
・

徳
寧
庫
は
、
鹿
位
後
た
だ
ち
に
鹿
止

ま
た
、
彼
が
造
営
し
た
新
宮
般
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
た
布
四
千
匹
蝕
り
は
、
園
家
の

さ
れ
て
所
属
し
て
い
た
田
土
と
奴
鱒
は
本
主
に
返
還
さ
れ
、

恭
思
王
の
改
革
は
、
元
か
ら
の
内
政
へ
の
干
渉
を
断
ち
切
る
こ
と
で
、
新
た
に
自
ら
の
政
治
的
基
盤
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、
元
末
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倉
庫
で
あ
る
贋
輿
倉
に
移
さ
れ
て
い
る
(
『
高
麗
史
節
要
』
忠
恵
王
後
五
年
六
月〉。

の
紅
巾
寧
の
度
重
な
る
侵
入
と
倭
窟
の
激
化
と
い
う
困
難
な
軍
事
的
情
勢
の
な
か
で
、

立
ち
消
え
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
軍
事
的
緊
張
が

一
段

落
し
た
恭
慰
王
十
四
年
(
二
ニ
六
五
)
、
素
性
も
知
れ
な
い
僧
辛
略
を
師
俸
に
抜
擢
し
て
園
政
に
参
興
さ
せ
、
翌
年
に
は
新
設
の
田
民
排
正
都
監

剣
事
に
任
じ
て
改
革
の
中
心
に
据
え
た
。
し
か
し
、
辛
略
自
身
に
政
治
的
基
盤
が
あ

っ
た
の
で
は
な
く
王
の
絶
大
な
信
任
だ
け
が
彼
の
権
力
基

盤
で
あ
っ
た
た
め
、
恭
慰
王
二
十
年
に
反
封
涯
か
ら
反
逆
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
て

一
議
が
慮
断
さ
れ
る
と
、

王
の
信
任
を
失

っ
て
諒
さ
れ
た
。

恭
感
王
の
改
革
方
式
は
側
近
政
治
の
枠
を
越
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
怪
借
を
恭
慰
王
が
抜
擢
し
た
事
情
に
つ
い
て
『
高
麗
史
』
は
、
「
初
め
王
は
在
位
す
る
こ
と
久
し
く
し
て
宰
相
は
多
け
れ
ど
志

を
穣
さ
ず
。
嘗
て
以
漏
ら
く
、
世
巨
大
族
は
親
黛
根
連
し
互
い
に
掩
蔽
を
掃
す
。
草
野
の
新
進
は
情
を
矯
め
て
行
を
飾
り
以
て
名
を
釣
り
、
貴
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顕
に
及
ぶ
や
門
地
の
草
案
を
恥
じ
て
大
族
と
連
姻
し
牽
く
其
の
初
を
奔
つ
。
儒
生
は
桑
儒
に
し
て
剛
は
少
な
く
、
叉
、
門
生
座
主
を
稀
し
同
年
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は
議
比
し
て
情
に
伺
う
。
三
者
は
皆
用
い
る
に
足
ら
ず
。

思
う
に
離
世
濁
立
之
人
を
得
て
大
い
に
之
を
用
い

以
て
因
循
の
弊
を
革
め
ん
」

令
官
向
麗
史
』
巻
亘
二
十
二
、
列
停
第
四
十
五
、
反
逆
六
、
辛
時
)
と
の
意
聞
か
ら
で
あ
っ
た
と
停
え
て
い
る
。

上
越
の
よ
う
に
、
十
四
世
紀
前
牢
の
闘
王
た
ち
も
私
田
の
機
大
と
園
庫
の
窮
乏
や
権
勢
家
に
よ
る
物
流
の
把
握
に
た
い
し、

な
ん
ら
か
の
改

そ
れ
ら
の
矛
盾
は
、
賓
は
高
麗
の
建
園
以
来
、
形
を
獲
え
な
が
ら
も
縫
績
し
て
き
た
私
因
分
給
制
度
や

(
日
)

聞
か
れ
た
劉
外
関
係
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
不
首
に
兼
併
さ
れ
た
由
民
の
推
制
を
機
舎
を
見
て
行
な
う
と
い

っ
た
一
時
し

革
を
必
要
と
感
じ
て
は
い
た
の
だ
が
、

の
ぎ
の
施
策
で
は
、

そ
の
よ
う
な
枇
舎
嬰
化
を
押
し
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
威
化
島
回
箪
後
に
李
成
桂
を
支
持
し
て
私
田
改
革
に
乗

り
出
す
改
革
涯
儒
臣
、
そ
し
て
新
王
朝
で
あ
る
朝
鮮
は
、
新
た
な
園
王
様
力
と
支
配
構
造
の
あ
り
方
を
積
極
的
に
政
策
と
し
て
提
示
し
、
新
し

い
圏
内
膿
制
に
適
合
的
な
針
外
関
係
を
再
構
築
す
る
こ
と
で
王
朝
交
替
の
正
賞
性
と
権
力
基
盤
の
確
立
を
固
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る

朝
鮮
王
朝
の
新
政
策
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本晶
一草
で
は
、

ま
ず
、
高
麗
最
末
期
に
寅
施
さ
れ
た
私
回
改
革
で
あ
る
科
団
法
に
つ
い
て
そ
の
経
済
思
想
上
の
意
義
を
考
察
す
る
。
次
い
で
、

朝
鮮
初
期
に
質
施
さ
れ
た
諸
施
策
に
つ
い
て
、

そ
の
思
想
的
背
景
を
明
ら
か

に
し
て
い

こ
う
。

(一)

不十

回

法

科
団
法
の
制
定
は
恭
譲
王
三
年
(
二
ニ
九
乙
で
あ
る
。

そ
の
概
要
は
、
時

・
散
を
問
わ
ず、

官
位
・

官
職
の
高
下
に
雁
じ
て、

十
人
科
に

分
け
た
科
閃
を
(
第
一
科
百
五
十
結
J
第
半
八
科
十
結
〉
、

京
畿
に
限
っ
て
雨
班
官
僚
層
に
分
給
す
る
も
の
で
あ
り
、

守
信
田
・
値
護
団
の
名
目
で

例
外
と
し
て
地

(

M

)

 

方
在
住
の
閑
良
官
吏
に
は
品
階
の
高
下
を
問
わ
ず
本
田
の
多
寡
に
雁
じ
て
軍
国
と
い
う
名
目
で
十
給
ま
た
は
五
給
を
支
給
す
る
も
の
と
し
た
。

受
困
者
の
控
後
に
も
妻
子
が
権
利
を
縫
承
す
る
こ
と
を
許
容
し
た
。
な
お
、
外
方
で
の
科
回
受
給
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、



h-
・"
-
J
、

ふ

J
+
'
、L

科
目
を
雨
班
官
僚
層
に
分
給
す
る
と
い
っ
て
も
土
地
そ
の
も
の
が
輿
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、

嘗
一該
団
地
を
耕
作
し
て
い
る
農
民

〈
佃
客
)
が
地
税
と
し
て
園
家
に
納
め
る
租
を
、

受
田
者
が
園
家
に
代
わ
っ
て
徴
牧
す
る
権
利
、

す
な
わ
ち
牧
租
擢
だ
け
が
分
給
さ
れ
た
の
で

あ
る
。こ

の
科
団
法
は
、

そ
の
後
、

新
た
な
受
田
資
格
者
に
た
い
し
て
科
田
が
不
足
す
る
な
ど
の
問
題
が
生
じ
た
た
め
、

世
粗
十
二
年
〈

一
四
六

六
〉
に
は
現
職
者
に
限
る
職
団
法
に
襲
え
ら
れ
、
さ
ら
に
成
宗
一
年
〈
一
四
七
O
〉
に
は
受
困
者
が
自
ら
牧
租
す
る
の
で
は
な
く
国
家
が
牧
租
し

て
一
該
嘗
量
を
支
給
す
る
官
牧
官
給
へ
と
代
わ
り
、
十
六
世
紀
牟
ば
に
は
、
そ
れ
さ
え
も
事
質
上
慶
止
さ
れ
る
に
至
る
。

し
た
が

っ
て
、
制
定
嘗

時
の
ま
ま
に
運
用
さ
れ
た
の
は
八
十
年
に
満
た
な
い
期
聞
で
あ

っ
た。

さ
て
、
科
田
法
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
個
別
研
究
や
論
議
が
存
在
す
る
。

し
か
し
、
高
麗
か
ら
の
土
地
制
度
史
的
な
連
綾
性
の
な
か
で

考
え
る
と
き
、
高
麗
後
期
の
私
固
に
お
け
る
牧
租
権
的
支
配
と
科
団
法
に
お
け
る
牧
租
権
的
支
配
が
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
、
さ
ら
に
、
牧

租
樺
と
い
う
法
制
度
的
概
念
は
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
の
か
と
い
う
よ
う
な
基
本
問
題
に
つ
い
て
、
十
分
な
考
察
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い

〈

M
M
)

と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
こ
で
は
、
最
近
、
六
反
田
豊
に
よ

っ
て
提
示
さ
れ
た
新
見
解
に
し
た
が

っ
て
土
地
制
度
史
上
の
意
義
に
つ
い
て
ま
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と
め
て
お
こ
う
。

(

日

目

)

ま
ず
高
麗
後
期
の
私
田
に
お
け
る
牧
租
権
的
支
配
の
成
立
は
、
演
中
昇
の
研
究
に
依
援
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
高
麗
前
期
に

お
け
る
回
柴
科
で
分
給
さ
れ
る
団
地
は
も
と
も
と
被
支
給
者
の
所
有
地
な
の
で
あ
り
、

私
田
の
分
給
と
は
父
祖

・
親
族
か
ら
相
績
し
た
団
地

〈
永
業
田
)
や
開
設
な
ど
に
よ
っ
て
新
た
に
獲
得
し
た
団
地
に
つ
い
て
、
有
資
格
者
か
ら
の
申
請
に
よ

っ
て
そ
の
回
に
課
せ
ら
れ
た
田
租
を
官

(

げ

〉

位
官
職
に
麿
じ
て
上
限
を
定
め
て
亮
除
し
て
や
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
私
田
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
経
営
が
行
な
わ
れ
て

い
る
の
か
に
つ
い
て
は
園
家
の
開
興
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
が
、

自
作
農
民
に
た
い
し
て
年
々
小
作
人

(
佃
戸
)
を
募
り
、

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
、
園
家
に
田
租
を
納
め
る
べ
き
田
地
が
公
団
(
民
団
〉

で
あ
っ
た
。

し
か
し
、

牧
穫
を
折
半

農
業
生
産
力

709 

の
上
昇
を
背
景
と
し
て
従
来
の
自
小
作
農
が
自
作
農
へ
と
成
長
す
る
と
と
も
に
、
小
作
人
の
確
保
が
し
だ
い
に
困
難
に
な

っ
て
不
安
定
な
小
作
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制
に
よ
る
私
回
経
営
は
行
き
詰
ま
り
、

農
民
を
そ
の
土
地
に
定
着
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
定
額
の
租
を
徴
牧
す
る
も
の
へ
と
、
十
二
世
紀
前
傘

に
は
経
営
方
式
が
輔
換
し
て
い
っ
た
。
私
回
の
性
格
は
、
永
業
回
に
た
い
す
る
克
明
制
特
権
受
給
か
ら
賜
牌
な
と
に
よ
る
牧
租
権
受
給
へ
と
繁
化

(
刊
日
)

し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
六
反
田
に
よ
れ
ば
、
高
麗
後
期
に
な
っ
て
私
回
の
経
営
方
式
が
小
作
制
か
ら
牧
租
方
式
に
碍
換
し
た
か
ら
と
い

っ
て
、

そ
れ
は
や同
時

の
枇
舎
経
済
的
要
因
に
よ
っ
て
自
然
襲
生
的
に
生
じ
た
後
化
な
の
で
あ
っ
て
、
闘
家
の
側
が
牧
秘
方
式
を
奨
動
し
採
用
し
た
か
ら
で
は
な
く
、

後
期
の
私
田
も
ま
た
前
期
同
様
に
被
支
給
者
の
申
請
に
し
た
が

っ
て
克
租
特
権
を
興
え
る
と
い
う
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
さ
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
高
麗
時
代
の
私
回
は
後
期
に
お
い
て
も
、

国
主
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
つ
ね
に
排
他
的
な
占
有
権
を
行
使
し
う
る
自
己
の
所
有
地
で

あ
る
こ
と
を
闘
家
か
ら
保
護
さ
れ
た
土
地
で
あ
る
と
観
念
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
私
国
内
部
の
経
営
に
つ

い
て
も
園
家
の
開
興
す
る

と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
私
田
内
の
農
民
戸
口
に
つ
い
て
も
園
家
は
十
分
に
は
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
私
田
主

る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
り
、

あ
る
い
は
回
租
徴
牧
に
さ
い
し
て
在
京
の
私
田
主
か
ら
振
遣
さ
れ
た
奴
輩
が
、

さ
ま
ざ
ま
な
名
目
の
附
随
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は
私
田
内
部
に
定
着
し
た
農
民
か
ら
回
租
だ
け
で
な
く
戸
口
把
揮
を
前
提
と
す
る
席
調
相
首
分
ま
で
も
、

不
法
行
箆
で
は
あ
っ
た
が
、
徴
牧
す

的
な
牧
奪
を
行
な
い
え
た
の
で
あ
る
。

園
家
に
よ
る
牧
租
権
分
給
と
い
う
方
式
で
の
私
自
設
定
が
初
め
て
行
な
わ
れ
た
の
は
、
モ
ン

ゴ
ル
と
の
戦
争
が
櫨
績
し
て
い
た
高
宗
四
十
四

年
(
一
二
五
七
〉
の
こ
と
で
あ
り
、
江
議
島
に
一
時
遜
都
し
て
い
た
高
麗
政
府
は
戦
時
下
の
措
置
と
し
て
島
内
の
団
地
の
牧
租
権
を
分
給
し
た
。

モ
ン
ゴ
ル
と
講
和
し
て
開
京
に
遷
都
し
た
の
ち
、

(

四

)

百
官
の
椋
俸
を
補
う
た
め
に
田
地
を
給
し
た
旅
科
田
制
か
ら
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、

そ
れ
が
制
度
化
さ
れ
た
の
は
、

元
宗
十
二
年
三
二
七
一

〉
に
京
畿
入
豚
を
支
給
地
と
し
て

田
租
徴
牧
に
限

っ
て
権
利
た
分
給
す
る
こ
と
が
意
識
さ
れ

て
賀
施
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な

一
部
の
田
地
に
過
ぎ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

利
回
法
寅
施
に
い
た
る
高
麗
最
末
期
の
田
制
改
革
で
は
、

全
国
的
な
規
模
で
公
団

・
私
田
を
問
わ
ず
量
田
が
貫
施
さ
れ
、
私
田
に
お
レ
て
も

農
民
と
そ
の
所
緋
田
が
一
筆
ご
と
に
園
家
に
把
握
さ
れ
た
(
己
巳
量
回)。

さ
ら
に
、

辛
昌
が
印
位
し
た
二
二
八
八
年
か
ら
三
年
聞
に
わ
た
り
私



田
田
租
は
公
牧
さ
れ
、
恭
譲
王
二
年
(
一
一
一
一
九
O
)
に
は
そ
れ
ま
で
の
公
私
国
籍
が
す
べ
て
焼
却
さ
れ
た
。

せ
た
う
え
で
、
恭
譲
王
三
年
(
二
二
九
二
)
に
科
目
の
支
給
が
寅
施
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

私
田
主
の
権
利
を
完
全
に
消
滅
さ

科
団
法
の
土
地
制
度
史
上
の
意
義
は
、
第
一
に
公
田
・
私
回
を
併
せ
た
全
園
の
土
地
が
牧
租
擢
の
配
分
と
い
う
形
式
で
園
家
機
関
や
個
人
に

振
り
分
け
ら
れ
、
受
田
者
の
擢
利
は
牧
租
擢
だ
け
に
限
定
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
牧
租
擢
と
い
う
皐
一
の
基
準
を
以
て
全
園

の
田
地
が
園
家
管
理
の
も
と
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
耕
作
に
あ
た
る
農
民
〈
佃
客
〉
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
田
主
が
佃
客
の
所
耕
回

(

m
訓

)

を
奪
っ
た
場
合
の
罰
則
規
定
を
定
め
る
の
み
で
あ
り
、
私
的
土
地
所
有
や
そ
こ
で
行
な
わ
れ
る
経
営
に
つ
い
て
そ
れ
以
上
に
は
積
極
的
に
規
定

す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
高
麗
末
か
ら
私
的
土
地
所
有
に
基
礎
を
置
い
て
成
長
し
て
き
た
地
方
の
品
官
土
豪
に
よ
る
農
荘
経
営

し
た
が
っ
て
科
団
法
貫
施
以
後
に
お
い
て
も
、
農
妊
で
は
奴
舛
を
使
役
し
て
の
直
営
地
経
営
と
小
作
制
に
よ

〈幻〉

い
ず
れ
も
法
制
上
は
地
主
が
所
耕
田
の
耕
作
者
に
な
っ
て
い
た
。

に
つ
い
て
も
関
知
し
な
か
っ
た
。

る
「
並
作
牢
牧
」
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
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次
に
指
摘
し
て
お
く
べ
き
科
団
法
の
思
想
史
的
意
義
は
、
園
家
に
よ
る
団
地
管
理
や
牧
租
櫨
分
給
が
改
革
の
過
程
で
首
然
の
こ
と
と
観
念
さ

れ
賓
行
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
園
家
財
政
や
牧
租
さ
れ
る
農
民
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
高
麗
末
の
私
田
に
多
く
弊
害
が
あ

っ
た
こ
と
は
確

か
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
無
頼
座
食
之
徒
」
と
ま
で
極
言
さ
れ
た
私
国
主
た
ち
に
と

っ
て
み
れ
ば
、
私
田
は
父
祖
か
ら
受
け
縫
い
だ
世
業
団
・

〈幻〉

租
業
団
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
公
私
国
籍
が
す
べ
て
焼
き
捨
て
ら
れ
た
と
き
恭
譲
王
は
嘆
息
流
沸
し
て
「
組
宗
私
田
之
法
、

寡
人
之
身
に

威
化
島
回
軍

至
っ
て
還
に
革
ま
る
。
惜
し
い
哉
」
と
述
べ
た
と
停
え
ら
れ
る
(
『
高
麗
史
』
巻
七
半
八
、
食
貨
志
一
、
糠
科
回
、

恭
譲
玉
二
年
九
月
)
。

後
の
辛
踊
十
四
年
七
月
に
は
大
司
憲
趨
凌
を
は
じ
め
と
し
て
私
回
改
革
を
求
め
る
上
書
が
績
々
と
寄
せ
ら
れ
、
そ
こ
で
は
高
麗
前
期
の
田
制
が

依
る
べ
き
模
範
と
さ
れ
た
が
、
事
賓
は
す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

ま
っ
た
く
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
私
田
内
部
で
の
経
営
方
式
に
園
家
が

閥
輿
し
な
い
だ
け
で
な
く
、
園
家
に
よ
る
回
土
把
握
の
前
提
で
あ
る
全
園
的
な
量
国
事
業
は
、
高
麗
前
期
に
は
二
度
し
か
寅
施
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
。

初
め
て
の
全
園
的
な
量
回
は
後
三
園
の
統
一
後
二
十
年
ほ
ど
経
っ
た
光
宗
六
年
(
九
五
五
〉
の
こ
と
で
あ
り
、

〈一

O
六
四
〉
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
高
麗
前
期
に
寅
施
さ
れ
た
二
次
の
量
回
は
、

二
度
目
は
文
宗
十
八
年

回
柴
科
の
始
定
と
文
宗
代
の
改
訂
の
た
め
の
基
礎
調
査
に
な

711 
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っ
た
で
あ
ろ
う
。

以
後
の
量
出
は
針
モ
ン
ゴ
ル
戦
に
よ
る
荒
廃
か
ら
の
復
興
が
進
ん
だ
忠
粛
王
一
年

(
一
一
一
一
一
四
)
の
甲
寅
量
回
を
待
た
ね
ば

(
お
〉

そ
の
次
に
質
施
さ
れ
た
の
は
科
団
法
制
定
へ
と
繋
が
る

二
二
八
九
年
の
己
巳
量
回
な
の
で
あ
る
。
園
家
に
よ
る
田
地
の
掌
握
が
そ
の

な
ら
ず
、

程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
公
私
回
に
わ
た
っ
て
一
筆
ご
と
の
所
耕
回
と
そ
の
佃
客
を
掌
握
し
た
己
巳
量
田
に
よ
っ

て

は
じ
め
て
、
園
家
に
よ
る
全
閣
団
地
の
事
質
上
の
掌
握
が
可
能
に
な
っ
た
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

加
え
て
、
佃
客
が
所
耕
田
を
勝
手
に
賓
却
し
た
り
贈
興
し
た
り
す
る
こ
と
も
科
団
法
制
定
と
同
時
に
禁
止
さ
れ
た
(
「
佃
客
は
絡
に
所
耕
田
を
別

戸
之
人
に
撞
賀
撞
興
す
る
を
得
る
母
か
れ
」
。
『
高
麗
史
』
巻
七
十
八
、
食
貨
志

て

旅
科
田
、
恭
譲
玉
三
年
五
月
)
。
こ

の
規
定
は
佃
客
に
よ
る
所
耕
田
の
勝

手
な
買
買
を
禁
じ
た
も
の
で
あ
り
、
佃
客
の
引
越
し
は
と
く
に
禁
ず
る
も
の
で
は
な
い
た
め
に
(
そ
の
規
定
に
引
き
績
い
て
「
如
し
死
亡

・
移
徒
し

て
戸
紹
す
る
者
、
多
く
徐
田
を
占
め
て
故
に
荒
蕪
せ
し
め
し
者
有
ら
ば
、
其
の
回
は
回
主
の
任
意
に
匿
庭
す
る
を
聴
す
」
と
あ
る
)、

必
ず
し
も
佃
客
を
所
耕

回
に
緊
縛
す
る
規
定
で
は
な
く
、
科
回
受
回
者
の
牧
租
を
確
質
に
す
る
た
め
の
規
定
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、

質
際
に
は
い

っ
さ
い
の
所
耕
田
貰

買
が
禁
止
さ
れ
、

父
母
の
葬
儀
な
ど
巳
む
を
え
な
い
事
情
で
買
却
し
で
も
そ
の
事
買
が
護
費
す
れ
ば
代
金
は
官
に
混
牧
さ
れ
た
。

世
宗
六
年

-72ー

(
一
四
二
四
)
に
な
っ
て
よ
う
や
く
団
地
の
頁
買
が
許
可
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
納
税
の
た
め
、

る
と
い
う
巌
し
い
限
定
が
附
さ
れ
た
の
で
あ
る
(
『
世
宗
貫
録
』
世
宗
六
年
三
月
己
亥
僚
、
京
畿
監
司
啓
〉
。

あ
る
い
は
徐
っ

て
レ
る
田
地
の
場
合
に
限

私
田
改
革
を
は
じ
め
と
し
て
王
朝
交
替
に
も
深
く
閥
わ
り

そ
の
後
も
思
想
的
な
影
響
を
残
し
た
鄭
道
俸
が
太
租
三
年
(
一
三
九
四
〉
に
著

し
た
『
朝
鮮
樫
園
地
ハ
』
賦
典
経
理
僚
に
は
、
彼
の
抱
い
て
い
た
田
制
に
つ
い
て
の
理
念
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

古
者
、

回
は
官
に
在
っ
て
之
を
民
に
授
く
。
民
の
耕
す
所
は
皆
其
の
所
授
の
回
な
り
。

天
下
の
民
に
田
を
受
け
ざ
る
者
無
く
、
耕
さ
ざ
る

者
無
し
。
故
に
貧
富
強
弱
、
甚
だ
し
く
は
相
過
せ
ず
。
而
し
て
其
の
回
の
出
す
所
は
皆
公
家
に
入
り
、
市
し
て
圏
は
又
富
む
:
:
:
。
前
朝

の
田
制
は
、
苗
爾
回
・
役
分
回
・
功
蔭
回
・
登
科
回

・
軍
国

・
閑
人
固
有
り
e

以
て
其
の
田
租
の
入
る
を
食
ら
う
。
而
る
に
民
の
耕
す
所

は
則
ち
其
の
自
墾
自
占
を
聴
し
、
而
し
て
官
は
之
を
治
め
ず
:
:
:
。

こ
こ
で
は
、
古
代
に
霞
託
さ
れ
た
理
想
の
田
制
と
し
て
、
官
に
よ
る
回
の
民
へ
の
直
接
分
配
が
語
ら
れ
る
。
逆
に
高
麗
の
田
制
は
官
が
回
の



分
配
に
閥
輿
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
力
の
有
る
者
は
多
く
の
団
地
を
占
め、

さ
ま
ざ
ま
な
弊
端
が
生
じ
た
と
い
う
。

殿
下

〔
太
租
李
成
桂
〕

は
潜
邸
に
在
り
て
親
し
く
其
の
弊
を
見
、
慨
然
と
し
て
私
回
を
革
む
る
を
以
て
己
れ
の
任
と
矯
す
。
蓋
し
壷
く
境

内
の
田
を
取
り
、
之
を
公
家
に
属
し
、
計
民
授
回
せ
ん
と
欲
す
。
以
て
復
古
す
る
は
田
制
の
正
な
り
:
:
:
。
然
る
に
二
三
大
臣
の
志
を
同

じ
く
す
る
者
と
前
代
の
法
を
講
求
し
今
日
の
宜
を
参
酌
す
。
境
内
の
回
を
打
量
し
、
得
し
田
は
結
を
以
て
計
り
、
幾
ら
か
を
上
供
の
回
、

園
用
軍
資
の
回
、
文
武
役
科
の
回
に
分
か
つ
。
市
し
て
閑
良
の
京
城
に
居
し
て
王
室
を
衛
る
者
、
寡
婦
の
節
を
守
る
者
、
郷
・
騨

・
津

・

渡
の
吏
、
以
て
庶
民

・
工
匠
に
至
る
ま
で
、
有
も
公
役
を
執
る
者
は
亦
た
皆
な
回
有
り
。
其
の
民
に
田
を
以
て
授
け
る
は
古
人
に
及
ば
ず

と
難
も
、

而
し
て
団
法
を
整
斉
し
以
て
一
代
の
典
と
震
す
e

こ
こ
で
は
科
団
法
に
至
る
私
回
改
革
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
古
代
の
よ
う
な
官
に
よ
る
団
地
の
民
へ
の
直
接
分
給
を
理
想
と
し
、

園
家
の
役
に
服
す
る
者
に
田
が
支
給
さ
れ
る
と
も
い
う
。
す
で
に
科
団
法
に
つ
い
て
概
述
し
た
と
き
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
貫
際
は
園
家
か
ら

団
地
が
支
給
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
こ
で
鄭
道
俸
が
強
調
し
て
い
る
の
は
、
園
家
へ
の
奉
仕
の
代
償
と
し
て
回
は
分
給
さ
れ
る
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べ
き
で
あ
り
、

そ
の
中
聞
に
存
し
て
座
食
す
る
者
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
園
家
と
民
の
中
開
で
座
食
す
る
者
の
存
在
を
認
め
よ
う

と
し
な
い
護
想
は
、
同
じ
く
田
制
改
革
を
強
く
主
張
し
た
越
淡
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

団
地
の
分
配
の
方
式
だ
け
で
な
く
、
地
方
在
住
の
品
官
郷
吏
が

一
種
の
小
作
制
で
あ
る

「
並
作
牢
牧
」
に
よ
っ

て
経
営
し
て
い
た
農
荘
ま
で
糾
弾
の
封
象
と
さ
れ
た
。
地
方
に
居
住
す
る
品
官
郷
吏
た
ち
は
世
襲
的
な
吏
と
し
て
地
方
行
政
の

質
務
に
携
わ

中
間
牧
奪
排
除
の
思
想
は
、

り
、
あ
る
い
は
雁
試
し
て
中
央
官
僚
に
進
出
す
る
こ
と
も
あ
り
、
甲
士
・
騎
兵
と
し
て
軍
事
力
の
中
一
筏
を
捻
う
存
在
で
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、

太
宗
六
年
〈

一
四
O
六
〉
に
左
政
丞
河
漏
ら
が
民
弊
と
そ
の
針
策
に
つ
い
て
上
唇
し
た
な
か
で
、

前
朝
〔
高
麗
〕
之
季
、
民
鮮
は
多
端
な
り
。
我
朝
に
至
り
て
漸
次
革
去
す
れ
ど
民
聞
に
は
向
お
徐
弊
有
り
:
:
:
、

品
官
郷
吏
は
土
田
を
贋

占
し
て
流
亡
を
招
納
し
並
作
牢
牧
す
。
其
の
弊
は
私
回
よ
り
甚
だ
し
。
私
田
一
一
結
は
盟
年
に
只
二
石
を
牧
む
れ
ど
、
並
作

一
結
は
多
く
十
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徐
石
を
取
る
。
流
移
者
は
此
に
托
し
て
避
役
し
、
影
占
者
は
此
に
托
し
て
容
隠
す
。
賦
役
の
均
し
か
ら
ざ
る
は
専
ら
此
に
在
り
:
:
:
。

回
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地
の
並
作
は
眼

・
耳
・
孤

・
制
御
・
無
子
息
・
無
奴
俳

・
一二
凹
紡
以
下
を
作
す
る
者
を
除
い
て

の
外
は、

一
行
禁
断
す
(
『
太
宗
貧
録
』
太
宗
六

年
十
一
月
己
卯
燦
〉

と
あ
り
、

田
地
を
耕
作
す
る
傍
働
力
に
依
け
る
者
が
所
新
田
を
並
作
し
て
も
ら
う
場
合
を
除
い
て
、
口
問
官
郷
吏
の
よ
う
に
禽
強
な
者
が
肢
占
し

た
田
地
に
流
亡
民
を
招
き
入
れ
て
並
作
さ
せ
、
欣
穫
を
折
半
す
る
行
矯
は
禁
断
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
彼
ら
は
奴
伯
仲
を
使
役
し
て
の
直
営
地

艇
替
の
他
に
、
並
作
牛
牧
も
兼
倍
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
高
臨
末
以
来
と
さ
れ
る
並
作
中
十
枚
制
は
私
田
の
よ
う
に
法
制
度
に
起
因
す

る
も
の
で
は
な
く
、
飢
蝕
な
ど
に
よ
る
流
亡
民
の
誕
生
や
首
時
の
農
業
技
術
に
規
定
さ
れ
て
の
も
の
で
も
あ

っ
た
た
め
、
禁
止
法
令
に
よ

っ
て

だ
け
で
は
禁
断
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る。

そ
う
で
あ
る
と
は
い
え
、
在
地
枇
舎
の
慣
行
に
反
し
て
ま
で
も
、
園
家
の
目
の
周
か
な
い
と
こ
ろ

閲
出
家
か
ら
課
さ
れ
る
役
を
克
れ
よ
う
と
す
る
行
爵
を
禁
断
し
よ
う
と
す
る
強
聞
な
立
志
を
讃
み
取
る
}
」
と
が
で
き

で
中
間
牧
奪
す
る
行
筋
や
、

ょ
う
。尚

臨
最
末
期
の
田
制
改
革
が
、
闘
家
に
よ
る
団
地
と
民
の
直
接
的
拳
揮
、

そ
し
て
闘
家
と
民
の
直
接
的
な
牧
受
闘
係
の
川
町
立
を
是
と
し
、
中

そ
の
よ
う
な
改
革
の
方
向
は
、
他
の
分
野
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
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山
的
欣
奪
の
存
在
を
否
定
す
る
志
向
に
貨
か
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、

た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
間
制
と
な
ら
ん
で
尚
腿
末
に
弊
官
官
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
針
外
交
易
や
地
勢
家
に
よ
る
閥
内
交
易
は
ど
う
で
あ

っ
た
の

か。

仁〉

物
流
へ

の
閥
家
的
統
制

-
川
腿
末
か
ら
朝
鮮
初
期
に
か
け
て
質
施
さ
れ
て
い

っ
た
物
流
側
辿
の
施
策
は
、

王
朝
交
替
の
前
後
と
十
五
世
紀
初
の
太
宗
代
に
集
中
し
て
い

ぁ
。
そ
れ
を
判
外
交
易
と
闘
内
変
易
へ
の
統
制
、
そ
し
て
新
た
た
貨
幣
鼓
行
政
策
と
い
う
三

つ
の
分
野
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。

(
川
品
〉

ま
ず
針
外
変
臼
仰
に
つ
い
て
、
元

へ
の
服
厩
以
後
、
高
血
と
元
の
あ
い
だ
で
は
人
と
物
の
佐
来
は
陸
路
・

海
路
と
も
に
制
限
を
う
け
な
か

っ
た

の
で
あ
り
、

そ
の
た
め
自
由
貿
易
と
も
す口
え
る
欣
態
を
現
出
し
て
、

正
肢
を
は
じ
め
と
す
る
搬
貨
の
経
済
基
盤
の

一
つ
と
な

っ
て
い
た
。
ま
た



王
命
に
よ
っ
て
元
に
涯
遣
さ
れ
る
商
人
に
は
将
軍
な
ど
の
官
職
も
授
興
さ
れ
て
い
た
(
『
高
麗
史
節
要
』
忠
恵
王
後
四
年
九
月
僚
)
。

恭
思
王
五
年

(
一
三
五
六
〉

に
断
行
さ
れ
た
反
元
改
革
お
よ
び
遼
東
を
占
接
し
て
い
た
紅
巾
軍
の
た

め
に
元
と
の
変
易
は
一
時
断
絶
す
る
。

し
か
し
、

恭
思

王
九
年
に
は
元
へ
の
陸
路
が
復
通
し
征
東
行
省
も
復
設
さ
れ
、
同
十
三
年
〈

一三
六
四
〉
に
は
元
へ
の
事
大
も
再
開
す
る
。
恭
思
王
十
八
年
(
一

高
麗
は
大
陸
の
情
勢
を
観
望
し
て

六
九
)
に
明
の
正
朔
を
奉
じ
た
に
も
拘
ら
ず、

北
元
と
の
人
と
物
の
往
来
は
縫
績
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
短
期
間
で
は
あ
っ
た
が
、
辛
繭
玉
三
年
か
ら
四
年
に
か
け
て
は
北
元
元
披
を
復
用
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

し
か

し、

明
の
支
配
領
域
の
抜
大
の
た
め
、
辛
調
十
年
を
も

っ
て
北
元
か
ら
の
遁
使
は
最
終
的
に
断
絶
し
た
。

他
方
、

明
に
波
遣
さ
れ
る
高
麗
の
使
臣
も
ま
た
商
買
を
仲
い
交
易
を
目
的
の
-
つ
と
し
て
い
た
。
明
は
高
麗
に
た
い
し
諸
侯
の
躍
に
則
り
三

年
一
勝
を
指
示
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
高
麗
か
ら
は
年
に
撒
次
の
使
臣
が
来
朝
し
た
の
で
あ
る
。
事
大
の
劉
象
が
元
か
ら
明
に
替
わ
っ
た
と
は
い

え
、
権
勢
家
に
と
っ
て
は
事
大
の
遁
使
は
新
た
な
交
易
の
機
舎
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
明
の
側
も
そ
の
よ
う
な
来
朝
日
的
を
苦
々
し
く
思

っ
て

所
托
し
た
も
の
で
あ
り
、

「
中
園
の
以
信
用
ら
く
、

高
麗
人
は
事
大
に
偲
り
貿
易
を
貧
り
て
来
る
耳
と
」

ハ
『
高
麗
史
節
要
』
辛
昌
即
位
年
六
月
)
と
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い
た
よ
う
で
、
辛
昌
即
位
年
(
一

三
八
八
〉
に
も
た
ら
さ
れ
た
躍
部
の
姿
で
は
、

高
麗
か
ら
の
使
節
が
持
ち
込
む
荷
物
の
十
分
之
九
は
櫨
貴
が

酷
評
し
て
い
る
。
劉
明
交
易
は
使
館
を
介
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
園
境
で
あ
る
義
州
で
の
互
市
が
金

・
銀

・
牛

・
馬
を
除
い
て

辛
調
十
年
(
一
三
八
四
〉
に
許
可
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
こ
れ
も
ま
た
権
勢
家
の
利
源
と
な

っ
て
い
た
。

変
易
の
利
を
求
め
て
の
封
明
遁
交
は
、
李
成
桂
に
よ
る
国
軍
ク
ー
デ
タ
ー
以
後
、

大
き
く
嬰
化
す
る
。

ま
ず
使
臣
の
一
商
行
痛
は
、
躍
部
の
警
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
中
闘
に
辱
め
を
う
け
る
行
矯
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
明
に
歳
貢
と
し
て
要
求
さ

れ
な
が
ら
も
そ
の
定
額
を
準
備
で
き
な
い
で
い
る
金
銀
や
馬
を
持
ち
込
ん
で
貰
買
す
る
な
ら
ば
、
明
の
疑
惑
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
と
論
じ
ら
れ

が
厳
し
く
弾
劾
さ
れ
、
恭
謹
王
三
年
に
は
、

た
。
そ
し
て
、
李
崇
仁
ら
反
李
成
桂
涯
に
た
い
す
る
攻
撃
材
料
と
し
て
、
か
つ
て
使
臣
に
任
じ
ら
れ
た
者
の
商
行
痛
や
一繭
買
を
徽
同
し
た
行
鶏

(

お

)

ま
っ
た
く
跡
を
断
つ
に
至
っ
た
。
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互
市
に

つ
い
て
は
、
辛
昌
印
位
年
(
一
三
八
八
)
八
月
、

国
制
改
革
涯
の
急
先
鋒
で
あ

っ
た
大
司
憲
趨
淡
が
提
出
し
た
長
文
の
隙
時
務
で
、
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西
北
面
で
の
現
朕
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

西
北
一

面
は
園
家
の
藩
扉
な
れ
ど
頃
者
姦
兇
が
園
を
撞
に
し
私
人
を
元
帥

・
薗
戸
に
際
置
し
て
蓄
額
に
加
う
:
:
:
。一
商
買
之
徒
は
権
門
に

競
托
す
る
に
千
戸
の
任
を
以
て
し
、
侵
漁
措
克
し
て
至
ら
ざ
る
所
腕
し
・
・
:
。
擢
勢
之
家
、
競
い
て
互
市
を
爵
す
の
紹
皮

・
松
子

・
人
参

-
蜂
蜜

・
黄
蝋
・

米

・
豆
之
類
、

放
せ
ざ
る
は
無
く
、

民
は
甚
だ
之
を
苦
と
し

老
を
扶
け
幼
を
携
え
て
江
を
渡
る
。

痛
央
と
属
す
可

し
。
願
わ
く
ば
今
白
り
は
抑
寅
之
弊
を
一
切
禁
止
せ
ん
(『高
麗
史
節
要
』
辛
昌
即
位
年
八
月
)
。

園
境
地
帯
で
あ
る
西
北
面
で
は
武
官
職
で
あ
る
元
帥

・
高
戸
・
千
戸
が
濫
設
さ
れ
、

な
か
で
も
千
戸
に
は
権
勢
家
に
取
り
入

っ
た
一商
買
が
任

じ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
権
勢
家
が
紹
の
毛
皮

・
松
の
貫
・
朝
鮮
人
萎
・
蜂
蜜
な
ど
の
古同
債
な
特
産
品
を
園
境
交
易
で
買
買
し
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
は
民
か
ら
徴
徴
し
た
か
抑
買
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
牧
奪
に
耐
え
ら
れ
ず
多
く
の
者
が
鴨
緑
江
を
越
え
て
流
亡
し
て
い
る
と
レ
う

も
の
で
あ
る
。

ま
た
同
月
に
憲
司
の
上
疏
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
禁
令
で
は
、

「
権
勢
之
家
、

反
同
に
名
を
稀
し
て
競
い
て
互
市
を
爵
す
e

(
『
高
麗
史
』
巻
八
十
五
、
刑
法
志
二
、
禁
令
僚
)
と
あ
る。

凡
そ
珍
異
之
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物
、
数
せ
ざ
る
無
し
。
今
自
り
は
一
切
禁
止
し
違
う
者
は
法
を
以
て
痛
縄
せ
ん
L

~ 
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こ
で
反
同
と
い
う
の
は
、
遊
手
之
僧
・
無
頼
之
人
が
併
事
に
托
し
て
権
勢
家
の
書
献
を
得
、
州
郡
の
許
可
の
下
に
米

・
布
を
民
に
貸
し
附
け
て

そ
れ
に
数
倍
す
る
米

・
布
を
取
り
立
て
る
行
潟
の
こ
と
で
あ

っ
た
(
『
高
麗
史
』
巻
百
三
十
五
、
列
停
第
四
十
八
、

辛
綱
九
年
八
月
。
こ
れ
は
李
成
桂
が

献
じ
た
「
安
卒
之
策
」
の

一部
で
あ
る
)
。

こ
れ
ら
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
恭
思

・
辛
絹
王
代
に
は
、
義
州
互
市
や
越
境
安
易
の
た
め
に
権
勢
家
が
商
貰
ら
に
軍
職
を
授
け
た
り
反
聞
を

行
な
わ
せ
た
り
し
て
西
北
面
に
て
種
々
の
交
易
物
資
を
調
達
し
、
競
っ
て
封
明
交
易
の
利
に
群
が
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
貫
情

に
た
い
し
、

ま
ず
、

田
制
改
革
の
着
手
と
同
時
に
、
反
同

・
抑
買
と
い
っ
た
権
力
を
用
い
て
の
強
制
貸
附
け
や
強
制
買
上
げ
か
ら
禁
止
さ
れ
て

西
北
面
で
の
商
業
や
互
市
そ
れ
自
瞳
は
、
金
銀
牛
馬
と
い
う
禁
制
品
目
を
除
け
ば
、

た
。
そ
の
た
め
恭
譲
王
三
年
の
時
貼
で
あ
っ
て
も
、

い
っ
た
。
し
か
し
、

い
ま
だ
禁
止
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ

「征
爾
之
徒
は
什
伍
成
群
し
、
牛
を
牽
き
馬
を
憎
し
、
金
を
懐
き
銀
を
挟
み
、

日
に
異
域



に
撞
く
」

(『
高
麗
史
節
要
』
恭
譲
玉
三
年
三
月
僚
)
、
あ
る
い
は
「
一
商
買
之
徒
、
牛
馬
金
銀
苧
航
布
を
持
ち
て
遼
渚
に
潜
往
し
買
買
す
る
者
は
甚
だ

漫
吏
叉
た
巌
し
く
禁
ぜ
ざ
れ
ば
、
輿
販
に
往
来
す
る
は
道
に
絡
縛
す」

〈
『
高
麗
史
』
巻

衆
し
。
園
家
は
之
を
禁
ず
と
雌
も
未
だ
著
令
有
ら
ず
。

四
十
六
、
世
家
四
十
六
、
恭
譲
王
三
年
五
月
己
酉
篠
〉
と
い
う
朕
況
で
あ
っ
た
。

遼
東
や
藩
陽
ま
で
も
往
来
す
る
一
商
一
買
が
道
筋
に
絡
揮
す
る
と
形
容
さ
れ
て
い
た
互
市
や
越
境
交
易
は
、
恭
譲
王
三
年
五
月
に
な

っ
て
巌
禁
方

針
が
と
ら
れ
た
。
ま
ず
郎
舎
許
躍
ら
の
上
疏
に
し
た
が
っ
て
互
市
が
禁
止
さ
れ
た
(
『
高
麗
史
節
要
』
恭
譲
玉
三
年
五
月
篠
)
。

お
そ
ら
く
互
市
禁
止

と
と
も
に
一
商
買
の
越
境
も
禁
止
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
さ
ら
に
同
月
中
に
は
軍
資
少
安
安
魯
生
が
西
北
面
察
訪
別
監
に
任
じ
ら
れ
て
西

北
面
で
の
互
市
禁
断
措
置
を
推
賞
す
る
が
、

彼
は
一
商
買
の
頭
目
十
数
名
を
み
せ
し
め
に
慮
刑
し
、

そ
の
他
の
商一
買
も
荷
物
を
混
放
し
杖
し
て

水
寧
に
配
し
、
州
郡
官
吏
の
禁
遁
し
な
か
っ
た
者
を
杖
刑
に
慮
す
る
な
ど
し
た
と
こ
ろ
、
再
び
禁
を
犯
そ
う
と
す
る
者
は
い
な
く
な
っ
た
と
い

(お〉
よ
ー
ノ
。

し
た
一
連
の
措
置
は、

こ
の
強
硬
策
が
断
行
さ
れ
た
恭
譲
王
三
年
五
月
は
、
買
は
科
団
法
が
施
行
さ
れ
た
の
と
同
じ
月
で
あ
り
、

権
勢
家
に
よ
る
封
外
交
易
を
禁
断

己
巳
量
回
の
開
始
か
ら
科
団
法
制
定
ま
で
と
時
間
的
進
行
を

一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
使
臣
の
一商
行
矯
禁
断
の
場
合
は
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明
か
ら
の
指
摘
が
あ
っ
た
の
だ
が
、

互
市
の
禁
断
は
必
ず
し
も
明
の
要
求
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
高
麗
側
か
ら
の
措
置
だ
っ
た
こ
と
に
注

意
し
た
い
。
科
団
法
の
寅
施
と
封
外
交
易
の
禁
断
は
、
二
つ
な
が
ら
趨
凌
ら
の
田
制
改
革
涯
の
意
圃
す
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
王
家
を

は
じ
め
と
す
る
世
家
大
族
が
自
家
の
替
産
を
目
的
に
既
得
権
盆
と
し
て
保
持
し
権
力
的
に
営
ん
で
き
た
私
固
と
変
易
は
、
高
麗
最
末
期
の
改
革

に
よ
っ
て
、
完
全
に
解
睦
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

附
言
す
る
な
ら
ば
、
十
四
世
紀
に
は
、

王
室
財
政
は
濁
自
に
回
土
や
奴
舛
を
所
属
さ
せ
、
最
高
の
権
勢
家
で
あ
る
王
の
私
生
活
を
支
え
る
も

の
と
し
て
特
権
的
に
運
営
さ
れ
、
園
王
権
力
を
財
政
的
に
保
障
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
園
家
財
政
の
窮
乏
を
よ
そ
に
王
室
の
私
庫

を
出
納
管
理
す
る
箆
官
ら
は
富
貨
を
楽
し
め
た
の
で
あ
り
、
忠
恵
王
の
ご
と
く
交
易
に
力
を
注
い
で
自
ら
の
借
産
を
園
る
こ
と
も
可
能
だ

っ
た

717 

の
で
あ
る
。

し
か
し
、

そ
れ
を
放
置
し
て
お
い
た
の
で
は
王
室
財
政
を
隠
れ
蓑
と
し
て
園
家
の
管
理
下
に
は
な
い
中
間
的
牧
奪
の
根
は
残
さ
れ
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た
ま
ま
に
な
る
。
李
成
桂
即
位
直
後
、

王
室
財
政
さ
え
も
、

(

幻

)

園
家
機
闘
の
監
察
下
に
お
か
れ
た
の
で
あ
る
。

カミ

し さ
て
、
圏
内
交
易
に
た
い
し
て
は
、

具
瞳
的
に
ど
の
よ
う
な
禁
断
措
置
が
採
ら
れ
た
の
か
、
高
麗
末
の
記
録
で
は
詳
細
を
知
り
得
な
い
。

し

中
国
か
ら
の
者
修
的
物
資
の
験
入
が
止
め
ら
れ
、
反
同
・
抑
買
と
い
う
権
力
的
な
物
資
入
手
が
禁
断
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
あ
わ

せ
れ

ば
、
か
つ
て
の
よ
う
に
権
勢
家
や
そ
れ
に
連
な
る
一
商
人
た
ち
の
需
要
と
供
給
に
よ
っ
て
活
況
を
呈
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
首
都
一
商
業
は
、
沈
滞
の

様
相
を
示
し
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
新
王
朝
の
設
足
に
あ
た
っ
て
、
高
麗
後
期
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
現
物
貢
納
で
あ
る
雑
貢
を
残
し
、
戸

布
を
廃
止
し
た
こ
と
は
(
『
太
租
寅
録
』
太
租
元
年
七
月
了
未
傑
)
、

園
家
財
政
を
い

っ
そ
う
現
物
主
義
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
現
物
主

義
の
採
用
は
、
恭
一誠
王
三
年
〈
一
三
九
一
)
七
月
に
印
造
が
決
定
さ
れ
た
高
麗
通
行
橋
貨
が
、
京
外
倉
庫
で
の
各
種
税
貢
の
納
入
に
さ
い
し

て

現
物
の
代
わ
り
に
納
め
得
る

(
折
納
)
と
し
た
構
想
(
『
高
麗
史
』
各
七
十
九
、
食
貨
志
第
二
、
貨
幣
僚
)
と
は
、

ま
っ
た
く
逆
で
あ
る
。

翌
年
四
月

に
反
李
成
桂
涯
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
鄭
夢
周
と
そ
の
一
涯
が
粛
清
さ
れ
る
と
と
も
に
椿
貨
設
行
は
質
施
さ
れ
な
い
ま
ま
に
中
止
さ
れ
た
の
だ
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が
、
高
麗
通
行
緒
貨
の
護
行
中
止
と
新
王
朝
に
よ
る
戸
布
駿
止
に
は
、
李
成
桂
を
支
持
し
た
田
制
改
革
涯
が
、
財
政
需
要
の
商
業
的
な
調
達
を

必
要
篠
件
と
す
る
格
貨
や
布
に
よ
る
税
貢
の
折
納
を
否
定
し
、
現
物
徴
牧
を
以
て
園
家
財
政
を
運
営
し
よ
う
と
す
る
意
固
を
明
ら
か
に
讃
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
。

加
え
て
、
新
た
に
開
創
さ
れ
た
朝
鮮
王
朝
で
は
、

一商一
人
は
土
・
農
の
下
に
あ
る
も
の
と
位
置
附
け
て
「
工
一商
賎
穀
」
と
一

括
し
た
。
十
四
世

紀
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
よ
う
に
商
人
が
園
王
の
側
近
と
し
て
王
の
家
産
管
理
の
任
に
あ
た
り
王
室
の
た
め
に
一
商
業
的
な
営
利
活
動
を
管
む
こ

「工
一商
賎
隷
」
が
官
位
官
職
を
得
た
り
、
科
目
法
に
よ
る
田

と
は
お
ろ
か
、
新
王
朝
の
開
創
に
功
績
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
さ
え
、

地
の
分
給
を
受
け
る
こ
と
も
い

っ
さ
い
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
農
が
本
で
あ
っ
て
粛
は
末
で
あ
る
と
し
「
務
本
抑
末」

が

重
要
で
あ
る
と
い
う
一
商
業
末
業
貌
に
基
づ
く
一
商
人
賎
硯
は
、
儒
数
的
な
典
擦
に
依
援
す
る
表
現
を
と
っ
て
は
い
る
が
、

た
ん
に
儒
教
的
援
想
が

し
か
ら
し
め
た
と
い
う
よ
り
は
、

田
制
改
革
を
求
め
た
者
た
ち
の
政
治
的
意
一
闘
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
科
団
法
の
制
定
意
固
に

見
る
ご
と
く
、
生
産
者
で
あ
る
農
民
を
園
家
が
直
接
に
掌
握
し
、
生
産
物
の
分
配
を
も
園
家
で
把
握
し
つ
を
つ
け
る
た
め
に
は
、

そ
の
聞
に
位
置



し
て
管
産
す
る
存
在
は
極
力
排
除
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
意
固
を
身
分
的
に
固
定
化
す
る
た
め
の
表
現
が

「工
一商
賎
隷
」
な
の
で
あ

る
政
治
的
意
圃
は
そ
う
で
あ

っ
て
も
、
現
買
の
経
済
生
活
に
お
い
て
、
非
自
給
的
な
物
資
を
供
給
す
る
一商
業
は
不
可
依
な
存
在
で
あ
っ
た
。
李

成
桂
の
後
縫
者
を
め
ぐ
る
武
力
闘
争
に
勝
ち
残
っ
て
即
位
し
た
太
宗
は
、
園
王
に
様
力
を
集
中
さ
せ
る
新
し
い
統
治
世
制
作
り
に
手
腕
を
震
揮

す
る
が
、
圏
内
一
商
業
に
た
い
す
る
統
制
は
そ
の
一
環
と
し
て
進
め
ら
れ
て
い
く
。

漢
城
は
太
組
李
成
桂
が
二
二
九
四
年
に
新
王
朝
の
首
都
に
定
め
た
が
、

世
子
の
地
位
を
め
ぐ
っ
て
の
二
度
に
わ
た
る
骨
肉
の
争
い
が
繰
り
康
げ
ら
れ
た
た
め
、

造
営
牢
ば
の
ま
ま
定
宗

一
年
〈

二
ニ
九
九
〉
に
は
古同
麗

の
奮
都
開
城
に
戻

っ
て
い
た
。
再
遜
都
と
と
も
に
開
城
で
の
営
業
は
禁
止
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
新
都
で
は
し
ば
ら
く
の
聞
は
一商
業
地
域
の
巌
密

な
指
定
は
な
く
、
東
西
に
は
し
る
大
路
で
あ
る
今
日
の
鍾
路
に
沿
っ
て
品
目
ご
と
に
自
然
震
生
的
な
市
場
が
形
成
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
ず
、

太
宗
五
年
(
一
四
O
五
)
に
は
再
び
漢
城
に
遜
都
し
た
。

王

年
三
月
丙
午
傑
)
。

太
宗
十
年
二
月
に
は
嘗
京
の
制
に
倣
い
品
目
ご
と
に
分
け
て
管
業
さ
せ
る
こ
と
と
し
、

市
塵
の
物
債
も
日
々
監
察
す
る
こ
と
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太
宗
九
年
三
月
に
は
、

漢
城
へ
の
移
住
を
希
望
す
る
一商
人
を
募
り

開
城
に
残
留
す
る
者
に
も
管
業
再
闘
を
許
し
た
(
『
太
宗
貫
録
』
太
宗
九

と
し
た
。
さ
ら
に
太
宗
十
一
年
か
ら
十
四
年
に
か
け
て
三
次
に
わ
た
る
官
設
の
市
塵
行
廊
建
設
工
事
が
行
な
わ
れ
、
組
二

O
ニ
七
聞
の
行
廊
が

完
成
し
た
。
行
廊
は
鍾
路
に
沿
っ
て
景
福
宮
の
南
に
あ
る
恵
政
橋
か
ら
宗
廟
前
の
棲
門
ま
で
の
東
西
の
部
分
と
、
鍾
路
十
字
街
か
ら
南
大
門
に

向
か

っ
て
康
通
橋
ま
で
の
南
北
の
部
分
か
ら
成
り
、
取
り
扱
い
品
目
ご
と
に
匿
域
を
定
め
て
営
業
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

こ
の
太
宗
十
年
は、

五
月
に
緒
貨
護
行
が
決
定
さ
れ
た
年
で
あ
る
ハ
緒
貨
に
つ
い
て
は
後
述
)
。

さ
ら
に
十
月
に
は
漢
城
府
と
外
方
の
一商
買
を

す
べ
て
居
所
で
登
録
し
、

行
一
商
(「行
貨
」
)
か
ら
戻

っ
た
と
き
に
米
二
石
を
納
め
た
な
ら
ば
次
回
の
行
一商
を
許
可
す
る
「
行
肢
」
を
瑳
給
す
る

も
の
と
し
、

行
肢
を
持
た
ず
に
行
商
す
る
こ
と
を
禁
止
す
べ
き
こ
と
が
司
諌
院
左
司
諌
大
夫
柳
伯
淳
ら
か
ら
上
疏
さ
れ
、

質
施
さ
れ
て
い
る

719 

(
『
太
宗
貨
録
』
太
宗
十
年
十
月
壬
戊
傑
)
。
行
商
に
た
い
す
る
許
可
制
度
は
、
す
で
に
国
境
地
帯
で
あ
る
西
北
面
に
つ
い
て
は
、
密
貿
易
を
防
止
す

る
目
的
で
太
組
六
年
(
一
三
九
七
)
か
ら
質
施
さ
れ
て
お
り
(
『
太
租
貫
録
』
太
租
六
年
三
月
庚
午
篠)、

太
宗
七
年
(
一
四
O
七
〉
に
は
卒
壌
府
安
否
ノ
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穆
か
ら
東
北
面
・
西
北
面
へ
の
行
商
人
の
立
ち
入
り
を
禁
ず
べ

し
と
の
意
見
が
提
出
さ
れ
た
が
、
議
政
府
で
は
漢
城
府

・
各
道
に
て
印
信
行
献

を
設
給
さ
せ
行
欣
を
持
た
な
い
者
が
東
北
面
・
西
北
面
で
行
商
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
に
止
め
た
(
『
太
宗
貫
録
』
太
宗
七
年
十
月
己
丑
篠
〉
。
従
来
は

密
貿
易
防
止
と
箪
糧
備
蓄
を
目
的
と
し
て
園
境
地
帯
に
限
定
さ
れ
て

い
た
行
朕
制
度
が
、
太
宗
十
年
を
も

っ
て
全
園
に
抜
大
さ
れ
た
わ
け
で
あ

(お〉
ヲ心
。

こ
の
太
宗
十
年
に
相
前
後
し
て
質
施
さ
れ
た
漢
城
で
の
市
塵
整
備
と
行
一
商
へ
の
行
朕
制
度
は
、
柳
伯
淳
ら
の
上
疏
に
よ
る
と
、

「逐
末
す
る

者
の
多
け
れ
ば
、
則
ち
塵
以
て
之
を
抑
う」

た
め
で
あ
り
、
行
欣
制
度
は
「
以
て
盛
朝
の
務
本
抑
末
之
治
を
成
す
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

ィコ

ま
り
、
漠
城
の
商
人
は
市
塵
制
度
を
も

っ
て
、
地
方
の
行
一
商
人
は
行
朕
制
度
を
も
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
把
握
し
て
税
を
課
し
、
か
つ
商
業
従
事
者
の

増
大
を
押
さ
え
こ
も
う
と
す
る
意
固
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
施
策
に
は
、
日
用
の
物
品
を
供
給
す
る
一商
業
の
存
在
自
鐙
を
否
定
す
る
の
で
は

な
い
が
、
圏
内
の
一商
行
痛
を
あ
く
ま
で
も
岡
家
の
管
理
下
に
置
レ
て
お
こ
う
と
す
る
意
闘
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
一意
固

回
換
と
は
、

園
境
地
帯
で
あ
る
西
北
面

・
東
北
面
で
軍
糧
穀
を
確
保
す
る
た
め
に
質
施
さ
れ
て
い
た
制
度
で
あ
り
、
嘗
該
地
域
で
穀
物
を
官

(
m

)

 

そ
の
代
わ
り
に
京
畿
を
は
じ

め
と
す
る
他
地
域
の
官
倉
か
ら
穀
物
を
受
け
取
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

回
換
の
本
来
の
目
的
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か
ら
、
も
っ
と
も
重
要
な
一
商
品
で
あ
る
米
に
つ
い
て
は
回
換
あ
る
い
は
換
米
と
稿
さ
れ
る
濁
自
な
制
度
が
行
な
わ
れ
た
。

に
納
穀
し
、

は
、
卒
安
道

・
戚
鏡
道
に
農
荘
を
持
ち
な
が
ら
王
京
に
従
仕
す
る
官
吏
の
た
め
に
便
宜
を
園
る
と
と
も
に
軍
糧
穀
物
と
賑
値
原
査
を
確
保
す
る

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、

回
換
は
そ
の
一
意
固
と
は
異
な

っ
て
、
穀
物
債
格
の
地
方
差
を
利
用
し
た
営
利
行
潟
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
例
え
ば、

京
中
の
一
商
人
が
絹
織
物
な
ど
を
卒
安
道
に
持
ち
込
ん
で
穀
物
に
換
え
、

こ
の
場
合
、

そ
れ
を
卒
安
道
で

納
穀
し
て
京
中
で
穀
物
を
受
け
取
る
こ
と
が
あ

っ

TこL

手
工
業
品
・
穀
物
の
債
格
差
を
利
用
し
て
二
重
に
利
盆
を
奉
げ
る
だ
け
で
な
く
、
卒
安
道
か
ら
の
穀
物
総
選
費
も
か
か
ら

ず
、
相
嘗
な
利
盆
が
見
込
め
る
。
そ
の
た
め
、
卒
安
道
は
民
聞
の
穀
物
が
不
足
す
る
に
い
た
り
、
一
商
人
が
卒
安
道
で
回
換
を
行
な
う
こ
と
は
禁

止
さ
れ
た
(
『
太
宗
質
録
』
太
宗
十
七
年
五
月
壬
辰
篠
)
。

」
の
頃
の
穀
物
債
格
の
地
方
差
は
卒
安
道
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、

世
宗
七
年
(
一
四
二



五
)
四
月
全
羅
道
に
お
い
て
全
羅
道
監
司
が
緒
貨
一
高
二
三
九

O
張
で
米
四
一
三
石
を
買
い
入
れ
て
義
倉
米
に
充
て
て
お
り
ハ
『
世
宗
貧
鎌
』
世
宗

七

年

四

月

了

卯

僚

〉

、

同

年

五
月
に
は
椿
貨
に
代
わ
る
銅
銭
が
護
行
さ
れ
る
が
、
銅
銭
一
文
が
緒
貨
一
張
と

橋
貨
一
張
が
米
五
升
に
相
嘗
す
る
。

交
換
さ
れ
、
京
中
で
は
米
一
升
に
つ
き
鏡
三
文
ま
で
銭
債
が
下
落
し
て
い
た

q
世
宗
寅
録
』
世
宗
七
年
五
月
丁
丑
僚
)
。
こ
の
変
換
比
率
で
は
、
全

羅
道
と
漢
城
で
は
米
債
は
十
五
倍
の
差
に
な
る
。
京
中
の
富
居
人
の
希
望
で
は
米
一
升
で
銅
銭
一
文
が
安
嘗
で
あ
る
と
さ
れ
、
政
府
も
そ
の
よ

う
に
公
定
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
五
倍
の
債
格
差
で
あ
る
。
営
利
目
的
で
あ
っ
て
も
回
換
が
利
用
さ
れ
え
た
前
提
燦
件
と
し
て
、

各
地
に
園

家
の
倉
が
存
在
し
、
穀
物
が
備
蓄
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

高
麗
時
代
で
は
、
飢
鐘
な
ど
に
際
し
て
の
賑
岨
は
園
家
が

行
な
う
も
の
で
は
な
く
、
寺
院
や
官
司
が
質
物
を
取
っ
て
、
あ
る
い
は
高
利
を
取
っ
て
穀
物
貸
附
け
を
行
な

っ
て
い
た
。
こ
れ
に
た
い
し
朝
鮮

で
は
各
地
に
賑
他
用
の
義
倉
と
軍
糧
備
蓄
用
の
軍
責
倉
を
設
置
し
、
還
上
と
稿
さ
れ
る
飢
民
へ
の
穀
物
分
配
と
国
政
、
あ
る
い
は
箪
糧
穀
物
の

備
蓄
を
寅
施
し
、
徐
剰
穀
物
の
園
家
管
理
と
備
蓄
に
努
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
世
宗
五
年
(
一
四
三
二
)
に
は
各
道
義
倉
の
備
蓄
米
豆
の
定
数

が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
綿
量
は
全
闘
で
一

O
六
高
九
六

一
五
石
に
達
す
る
ハ
『
世
宗
貫
録
』
世
宗
五
年
九
月
甲
午
僚
。
朝
鮮
の
一

石
は
八
九
・
六

(

鈎

)

四
H
M

で
あ
り
日
本
の

0
・
五
石
に
ほ
ぼ
等
し
い
〉
。

つ
ま
り
、

回
換
は
園
家
に
よ
る
徐
剰
穀
物
の
掌
握
を
前
提
と
し
て
成
立
す
る
制
度
で
あ

っ
た
の

- 81ー

で
あ
る
。

(
川
乱
〉

さ
て
、
太
宗
十
年
に
貫
施
さ
れ
た
格
貨
震
行
は
、
貫
は
太
宗
年
聞
に
お
い
て
二
度
目
の
試
み
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
高
麗
の
恭
感
王

代
に
は
「
貨
権
在
上
」
が
一
意
識
さ
れ
、
貨
幣
護
行
が
計
量
さ
れ
た
が
貧
現
せ
ず
、
恭
譲
王
代
に
も
高
麗
通
行
緒
貨
の
護
行
が
計
聾
さ
れ
た
が
政

治
的
第
動
の
た
め
に
中
止
さ
れ
て
い
る
。

朝
鮮
に
入
り
、

太
租
三
年
三
=
一
九
五
〉
に
戸
曹
典
書
李
敏
道
が
銭
幣
の
設
行
を
請
う
た
が、

取

上
げ
ら
れ
な
か

っ
た
(
『
太
租
貧
録
』
太
租
三
年
七
月
乙
卯
篠
)
。

そ
し
て
、

太
宗
一
年
(
一
四
O
一
〉
四
月
、

右
政
丞
河
嵩
の
献
議
に
従
い
、
彼
を

領
三
司
事
に
任
じ
、
司
臆
署
を
設
置
し
て
格
貨
を
護
行
し
た
。

護
行
賞
初
は
園
俗
に
な
じ
ま
な
い
と
反
劃
し
て
い
た
司
憲
府
で
あ
っ
た
が
、

太

宗
三
年
に
な
っ
て
不
人
気
の
た
め
に
緒
貨
を
麿
そ
う
と
す
る
と
き
に
な
っ
て
、
つ
よ
く
反
射
し
た
。
「
人
主
之
利
権
は
一
日
と
し
て
鹿
す
る
可

か
ら
ず
;
:
:
。
園
人
は
自
ら
管
産
す
る
を
以
て
利
と
震
し
、
唯
だ
租
賦
を
出
し
て
以
て
軍
国
の
需
を
出
す
を
知
り
、
利
権
の
人
主
に
在
る
を
知

721 
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ら
ざ
る
也
。
窺
い
惟
う
に
、
園
家
の
創
業
は
未
だ
久
し
か
ら
ず
し
て
臆
下
は
守
文
之
主
を
以
て
政
兵
之
権
を
抱
し
、
而
し
て
利
権
の
行
な
わ
れ

ざ
る
を
慮
う
・
:
:
伏
し
て
惟
う
に
、
股
下
、
利
権
の
巌
す
可
か
ら
ざ
る
を
念
は
れ
よ
」
(
『
太
宗
貫
録
』
太
宗
三
年
八
月
乙
亥
僚
)
、
つ
い
で
「
布
貨

は
皆
民
従
り
出
る
、

叉
た
指
期
し
て
樹
ず
可
か
ら
ず
。

有
も
緩
急
の
糧
納
有
ら
ば
何
に
由
り
て
給
せ
ん
、

賞
賜
何
に
従
り
て
出
さ
ん
。

此
を

慮
ざ
る
可
か
ら
ず
:
:
・伏
し
て
惟
う
に
、
殴
下
、
利
権
の
鹿
す
可
か
ら
ざ
る
を
念
は
れ
よ
」

(
問
、
九
月
庚
辰
篠
)
と
鹿
止
に
再
三
反
射
し
て
い

る
。
鹿
止
が
決
定
さ
れ
た
さ
い
に
も
河
掃
は
、

「
我
が
園
は
土
は
痩
せ
、
民
は
貧
し
く
、
園
用
は
毎
に
贈
ら
ざ
る
を
虞
る
。
功
賞
有
り
と
難
も

其
れ
何
を
以
て
之
を
待
せ
ん
。
況
ん
や
利
権
在
民
は
不
可
な
り
」

(
問
、
九
月
乙
酉
僚
)
と
述
べ
て
鹿
止
反
封
の
意
を
示
し
た。

太
宗
初
年
の
緒
貨
護
行
は
短
期
間
賞
施
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
か

っ
た
が
、

「
利
権
在

上
」
と
い
う
考
え
が
前
面
に
出
て
き
た
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
こ
で
「
利
権
」
と
い
う
の
は
、
貨
幣
護
行
と
そ
の
需
給
を
園
家
、が
掌
握
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
物
債
を
調
整
し
、
あ
る
い
は
物
資
の
買
附
け
や
放
出
を
遁
じ
て
物
流
に
積
極
的
に
閥
輿
し
、

さ
ら
に
租
税
牧
入
だ
け
に
依
存
せ

そ
の
摩
止
直
前
に
な
っ
て

「
人
主
之
利
権
」
あ
る
い
は

ず
に
弾
力
的
に
財
政
運
用
を
行
な
う
手
段
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。
民
間
で
織
造
さ
れ
そ
れ
を
税
と
し
て
牧
納
し
蓄
識
す
る
布
貨
な
ど
の

し
か
し
、
す
で
に
確
認
し
た
財
政
上
の
現
物
主
義
と
緒
貨
護
行
は
矛

現
物
に
依
存
し
て
い
た
の
で
は
、
望
み
得
な
い
財
政
運
用
な
の
で
あ
る
。

- 82ー

盾
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
首
時
の
痛
政
者
の
感
魔
の
中
で
は
、
園
家
が
よ
り
強
力
に
経
済
運
営
に
主
導
権
を
護
揮
で
き
る
手
段

を
創
造
し
た
と
い
う
理
解
で
あ
ろ
う
か
ら
、

一
商
一
人
の
手
元
に
若
干
の
椿
貨
が
貯
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、

経
済
運
営
の
主
導
権
を
握
っ
て
い
る

以
上
、
そ
れ
は
何
程
の
も
の
で
も
な
い
は
ず
で
あ

っ
た
。
現
物
主
義
も
拷
貨
護
行
も
、
園
家
が
た
や
す
く
統
制
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
富
が
貯
え

ら
れ
、
そ
れ
が
経
済
運
営
を
左
右
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
と
い
う
黙
で
は
、
同
一
の
護
想
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
次
の
一
節
は
史
官
に
よ

っ
て
技
み
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
嘗
時
の
人
々
が
格
貨
護
行
の
意
固
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
の
か
を
停
え
て
く
れ
る
。

E

田
山
府
院
君
河
嵩
の
献
議
し
て
日
く
、
園
家
の
民
に
用
い
る
所
は
格
貨
、
而
し
て
民
の
園
家
に
納
む
る
所
は
米
穀
と
な
さ
ば
則
ち
園
は
以

て
富
む
可
し
。

且
つ
凶
年
は
則
ち
緒
貨
を
赦
し
て
倉
を
瑳
し
、
豊
年
は
則
ち
緒
貨
を
散
じ
て
粟
を
放
す
れ
ば
、
官
民
に
便
た
る
可
し
と。

太
宗
、
之
に
従
い
て
乃
ち
緒
貨
之
法
を
立
て
り
(
『
世
宗
貫
録
』
世
宗
四
年
十
二
月
丁
亥
篠
〉
。



こ
こ
で
は
、
園
家
と
民
の
債
値
の
や
り
と
り
の
媒
介
物
で
あ
る
こ
と
が
第
一
義
的
に
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
格
貨
が

一一商
品
流
通
の
媒
介
物
で
あ
る
か
ど
う
か
は
副
次
的
な
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

太
宗
十
年
に
再
度
の
椿
貨
護
行
を
決
定
す
る
と
き
、
緒
貨
が

「利
権
在
上
」
の
手
段
で
あ
る
こ
と
は
共
通
認
識
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
前
回
の

失
敗
に
鑑
み
、
首
都
漢
城
の
市
塵
一
商
人
を
把
握
し
、
さ
ら
に
行
商
人
も
掌
握
し
行
一
商
行
魚
ま
で
も
許
可
制
に
し
て
、
緒
貨
の
再
護
行
と
使
用
縫

績
を
推
し
進
め
た
。
さ
ら
に
、
楯
貨
を
用
い
な
い
で
買
買
し
た
者
に
は
慮
罰
が
加
え
ら
れ
て
、
強
制
的
な
流
通
が
園
ら
れ
た
。
し
か
し
、
現
貫

に
は
緒
貨
債
の
下
落
に
よ
り
、
今
回
も
ま
た
不
人
気
で
あ
っ
た
こ
と
に
か
わ
り
は
な
か

っ
た
。
世
宗
四
年
(
一
回
二
二
)
に
太
宗
が
注
す
る
と
、

銅
銭
鋳
造
論
が
提
起
さ
れ
、
格
貨
と
銅
銭
、
銅
銭
と
布
貨
の
乗
用
論
、
あ
る
い
は
銅
銭
専
用
論
な
ど
が
議
さ
れ
は
じ
め
る
。

文
吉
甫
な
る
者
有
り
。
布
二
匹
を
終
ち
て
私
奴
元
躍
の
馬
と
易
う
。
緒
貨
を
用
い
ざ
る
を
以
て
、
其
の
家
を
籍
せ
ら
る
。
老
年
を
以
て
徒

罪
を
崩
せ
し
む
。
是
れ
に
先
だ
っ
て
格
貨
は
日
に
賎
に
し
て
、
其
の
債
は
升
米
が
三
張
に
至
る
。
故
に
緒
貨
を
用
い
ず
。
他
物
を
以
て
貿

易
す
る
者
は
其
の
家
を
籍
せ
ら
る
。
然
れ
ど
も
、
罪
を
犯
す
者
は
皆
な
外
方
飢
寒
之
人
に
し
て
、
富
一商
大
買
の
罪
に
躍
る
者
無
し
。
格
貨

之
賎
な
る
こ
と
前
に
異
な
る
無
し
。
故
に
用
銀
之
論
は
此
自
り
起
こ
る
ハ
『
世
宗
貧
録
』
世
宗
四
年
十
二
月
丁
亥
僚
)
。
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債
値
の
裏
附
け
の
な
い
ま
ま
に
、
園
家
に
よ
る
経
済
運
営
の
便
利
さ
を
眼
目
と
し
て
護
行
さ
れ
た
緒
貨
の
毒
命
は
、
十
数
年
聞
の
も
の
で
し

か
な
か
っ
た
。

む
す
び
に
か
え
て

高
麗
か
ら
朝
鮮
へ
の
王
朝
交
替
は
、
例
え
ば

分
立
し
た
地
方
政
権
の
勝
ち
残
り
や
、

異
民
族
の
侵
入
な
ど
と
い
う
兵
蹴
の
結
果
で
は
な

ぃ
。
た
し
か
に
威
化
島
国
軍
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
る
王
の
廃
立
と
側
近
の
失
脚
・
慮
刑
と
い
う
武
力
闘
争
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
李
成
桂
涯
の
渡

言
力
は
飛
躍
的
に
増
大
し
、
田
制
改
革
と
外
受
の
轄
換
が
行
な
わ
れ
た
の
だ
が
、

恭
一
殻
王
の
譲
位
と
李
成
桂
の
即
位
は
、
す
で
に
進
行
し
て
い

た
改
革
を
逆
行
さ
せ
な
い
た
め
の
不
可
逆
な
中
間
黙
と
い
う
性
格
が
強
い
。
改
革
涯
の
目
指
し
て
い
た
も
の
は
、
科
団
法
制
定
と
私
的
封
外
交
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易
禁
止
に
見
る
よ
う
に
、

園
家
の
統
制
下
に
な
い
と
こ
ろ
で
の
私
的
器
産
や
中
開
放
奪
の
排
除
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
園
家
が
人
民
を

直
接
に
掌
握
し
、

そ
の
南
者
の
聞
で
の
み
物
資
や
拙
労
働
力
の
や
り
取
り
が
行
な
わ
れ
、
園
家
に
よ
っ
て
財
富
の
再
分
配
が
寅
現
さ
れ
る
瞳
制
の

構
築
を
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
究
駆
的
な
表
現
が
「
利
権
在
上
」
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
園
家
に
よ
る
財
富
の
再
分
配
を
掘
り
崩
す
お

そ
れ
の
あ
る
一
商
業
は
「
務
本
抑
末
」
の
名
の
下
に
そ
の
自
律
性
を
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
貨
幣
設
行
も
ま
た
、
商
品
流
通
の
た
め
の

媒
介
物
と
し
て
で
は
な
く
、
第
一
義
的
に
は
園
家
と
直
接
生
産
者
た
る
民
と
の
聞
で
の
債
値
の
や
り
と
り
の
手
段
の
創
出
を
目
的
に
構
想
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

敢
え
て
言
う
な
ら
ば
、
現
買
の
必
要
性
だ
け
で
な
く
、
そ
の
よ
う
な
思
想
的
な
蛍
痛
が
儒
教
的
表
現
を
借
り
て
政
策
を
引

っ
張
っ
た
時
期
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

世
宗
代
以
後
、

田
地
寅
買
の
解
禁
や
緒
貨
に
か
わ
る
銅
銭
護
行
、
さ
ら
に
布
貨
の
許
可
な
ど
、

い
わ
ば
行
き
す
ぎ
た
部
分
の
手
直
し
が

そ
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の
時
々
の
必
要
に
雁
じ
て
進
め
ら
れ
て
い
く
が
、

「
利
権
在
上
」
的
護
想
自
障
が
捨
て
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

朴
卒
植
に
よ
れ
ば
、
十
六
世

紀
に
入
る
と
そ
れ
ま
で
の
「
務
木
抑
末
」
に
た
い
し
て
「
以
末
補
本
」
の
夜
想
が
現
わ
れ
、
商
業
に
た
い
し
て
も
「
貿
遜
有
無
」
を
許
慣
し
て

(

M

M

)

 

あ
な
が
ち
に
禁
座
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
議
論
が
提
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
商
業
活
動
に
よ
る
財
の
再
分

配
を
積
極
的
に
評
慣
し
た
と
い
う
よ
り
は
、

あ
く
ま
で
も
農
が
本
な
の
で
あ
っ
て

末
で
あ
る
一
商
は
そ
れ
を
補
う
べ
き
存
在
で
し
か
な
か
っ

た
。
依
然
と
し
て
園
家
に
よ
る
穀
物

・
盤
と
い
う
重
要
な
物
流
へ
の
闘
興
が
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
現
物
主
義
に
基
づ
い
て
再
定
立
さ
れ

た
現
物
貢
納
制
は
、
貢
債
の
数
倍
を
徴
牧
す
る
と
い
う
代
納
の
弊
を
指
摘
さ
れ
な
が
ら
も
鍛
練
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

官
権
と
結

び
つ
い
て
の
貿
設
や
貿
盟
、
貢
物
代
納
が
多
大
な
利
盆
を
も
た
ら
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
園
家
的
に
組
織
さ
れ
る
物
流
に
寄
生
す
る
こ
と
が
て

っ
と
り
ば
ゃ
い
致
富
の
道
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
方
で
は
、
村
落
を
巡
っ

て
日
用
品
を
買
り
歩
く
零
細
な
行
一
商
人
た
ち
の
活
動
と
農
村
住
民
た
ち

が
必
需
品
を
入
手
す
る
た
め
の
地
方
場
市
が

い
わ
ば
消
極
的
に
黙
認
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。

朝
鮮
儒
摩
を
代
表
す
る
大
儒
李
退
渓
(
一
五
O
一
J
一
五
七
O
ア
が
長
子
に
宛
て
た
家
書
に
は
、

治
産
理
財
に
つ
い
て
の
事
細
か
な
注
意
が
記



(お〉

さ
れ
て
お
り
、
姿

・
木
綿
・
盟
・

ワ
カ
メ
な
ど
の
買
附
け
に
つ
い
て
購
入
場
所
ま
で
詳
し
く
指
示
さ
れ
て
い
る
。
儒
事
者
た
ち
は
必
ず
し
も
一商

業
に
無
関
心
だ

っ
た
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
営
利
の
た
め
と
言
う
よ
り
は
、

非
自
給
的
必
需
品
の
確
寅
な
入
手
の
た
め
で
あ
り
、
基

本
的
な
必
需
品
は
自
給
自
足
や
贈
答
に
よ

っ
て
満
た
さ
れ
て
い
た
。

高
麗
最
末
期
か
ら
朝
鮮
-
一
初
期
に
か
け
て
の
諸
改
革
に
規
定
さ
れ
た
朝
鮮
前
期
の
祉
曾
朕
況
が
、
社
合
的
分
業
の
深
化
に
た
い
し
て
き
わ
め
て

抑
制
的
に
作
用
し
、

一商
業
機
構
の
自
律
的
設
展
を
大
き
く
妨
げ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
政
治
中
心
地
で
あ
り
王
族

・
政
府
高
官

や
官
司
の
集
中
し
て
レ
た
漢
城
は
別
と
し
て
、
地
方
で
は
物
流
と
一
商
工
業
の
援
貼
と
し
て
周
迭
の
農
村
と
は
経
済
的
機
能
が
区
別
さ
れ
る
よ
う

な
都
市
も
ま
た
十
八
世
紀
に
至
る
ま
で
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る。
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註(

1

)

土
地
制
度
な
ど
も
含
め
た
経
済
史
研
究
全
鐙
の
動
向
に
つ
い
て
は
、

李
祭
事
黒
「
朝
鮮
社
舎
経
済
史
研
究
剖
「
現
況
斗
課
題
」
(
『
朝
鮮
時
代
研

究
史
』
韓
闘
精
神
文
化
研
究
院
、
一
九
九
九
年
〉
が
手
際
良
く
ま
と
め

て
い
る
の
で
、
個
々
の
著
書
と
論
文
は
そ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

2

)

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
須
川
英
徳
『
李
朝
商
業
政
策
史
研
究
』
東

大
出
版
舎
、

一
九
九
四
年
。

〈
3
)
宮
嶋
博
史
『
爾
班
』
中
公
新
書
、
一
九
九
五
年
、
一
一
五
J
一
一
九

頁
、
岸
本
美
緒
・
宮
嶋
『
明
清
と
李
朝
の
時
代
』
中
央
公
論
社
、
一
九

九
八
年
、
二
八
九
J
二
九
一
頁
。

(
4
〉
白
承
哲
「
朝
鮮
後
期
商
業
論
斗
一
商
業
政
策
」
延
世
大
大
事
院
文
皐
博

士
論
文
、
一
九
九
六
年
。

〈
5
)
朴
卒
植
「
朝
鮮
前
期
剖「
一
商
業
ヰ
商
業
政
策
」
延
世
大
大
皐
院
文
皐
博

士
論
文
、
一
九
九
七
年
。

(
6
〉
須
川
英
徳
「
高
麗
後
期
に
お
け
る
商
業
政
策
の
展
開
」

『靭
鮮
文
化

研
究
』
第
四
鋭
、
東
京
大
畢
文
皐
部
朝
鮮
文
化
研
究
室
、

一
九
九
七

年
。
須
川
「
高
麗
末
か
ら
朝
鮮
初
に
お
け
る
貨
幣
論
の
展
開
」

武
田
幸

男
編

『朝
鮮
祉
舎
の
史
的
展
開
と
東
ア
ジ
ア
』
山
川
出
版
社、

一
九
九

七
年
三
月
。

(
7
〉
朝
鮮
王
朝
関
創
ま
も
な
く
の
太
租
四
年

(
一
三
九
五
)
に
編
年
鐙
の

「
高
麗
園
史
」
が
編
纂
さ
れ
、
そ
れ
を
改
修
し
た
「
鋭
校
高
麗
史
」

が

世
宗
六
年
(
一
四
二
四
)
に
撰
進
さ
れ
て
い
る

〈
い
ず
れ
も
今
日
に
は

停
わ
ら
な
い
)
。
そ
の
後
、
世
宗
二
十
年
に
は
紀
停
鐙
の
高
麗
史
を
撰

修
す
べ
き
だ
と
の
議
が
輿
り
、
世
宗
三
十
年
成
立
の
「
高
麗
本
史
L

(
停
わ
ら
ず
〉
、
さ
ら
に
そ
の
改
修
を
経
て
『
吉
岡
麗
史
』
と
し
て
定
着

し
た
。
紀
俸
鐙
の
高
麗
史
が
完
成
し
た
文
宗
一
年
〈
一
四
五
一
)
に
、

己
撰
の

「餓
校
高
麗
史
」
を
改
修
し
て
垣間
年
睡
の
高
麗
史
も
撰
修
す
べ

き
と
決
定
さ
れ
、
そ
れ
が
翌
年
完
成
し
た
『
高
麗
史
節
要
』
で
あ
る
。

(
8
〉
李
恵
玉
「
高
麗
後
期
政
取
健
制
判
費
化
」
『
十
四
世
紀
高
麗
剖
「
政
治
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斗
枇
合
同
』
(
民
一
音
社
、
一
九
九
四
年
〉
所
枚
。

(

9

)

忠
穆
王
の
削
位
に
あ
た
り
、
判
三
司
事
李
湾
賢
が
改
革
を
求
め
て
上

書
し
て
お
り
、
前
王
で
あ
る
忠
憩
玉
が
新
設
し
た
税
や
私
庫
の
駿
止
な

ど
は
質
施
に
移
さ
れ
て
い
る
。
『
高
麗
史
節
要
』
忠
穆
王
即
位
年
五
月

僚。

(
印
)
高
麗
後
期
の
私
田
は
、

側
近
や
権
勢
家
が
牧
租
植
を
園
王
か
ら
の
賜

牌
に
よ
っ
て
特
別
に
下
賜
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
賜
給
回
が

大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
私
回
の
存
在
自
陸
は
賜

牌
な
ど
に
よ
っ
て
保
註
さ
れ
た
合
法
的
な
も
の
で
あ
り
、
回
租
は
私
国

主
に
納
入
さ
れ
る
が
調

・
庸
は
園
庫
に
納
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
十
四
世
紀
に
鍍
大
し
そ
の
弊
害
が
指
摘
さ
れ
る
私
田
は
、
多
く

耕
作
者
の
い
な
い
閑
田
で
あ
る
こ
と
を
名
目
に
賜
牌
を
得
、
農
民
を
佃

戸
と
し
て
招
き
入
れ
て
開
墾
、
耕
作
さ
せ
て
田
租
を
徴
し
た
だ
け
で
な

く
、
図
家
の
把
握
か
ら
漏
脱
し
た
私
囲
内
の
農
民
か
ら
調

・
庸
を
も
徴

牧
し
た
。
ま
た
山
川
を
以
て
四
標
と
な
す
と
言
わ
れ
た
私
固
に
は
、
賜

牌
な
ど
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
庚
さ
を
超
え
た
田
地
や
民
田
も
不
嘗
に

含
ま
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
高
麗
閣
家
は
基
本
的
に
は
私
田
内
部
の
枚

取
関
係
に
は
立
ち
入
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
私
田
内
に
隠
匿
さ
れ

た
農
民
や
剰
占
さ
れ
た
団
地
、
他
の
私
回
主
か
ら
権
力
的
に
櫛
奪
さ
れ

た
回
地
に
つ
い
て
は
、
闘
家
に
よ
る
戸
口
把
握
や
本
主
へ
の
返
還
が
折

り
に
ふ
れ
て
質
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
高
麗
後
期
の
私
回
に
つ
い
て

は
、
演
中
昇
『
朝
鮮
古
代
の
経
済
と
祉
舎
』
第
七
章

(
一
九
八
六
年
、

法
政
大
接
出
版
曾
)
に
よ
る
。

(
U
〉
権
寧
園

「
十
四
世
紀
前
半
改
革
政
治
判
内
容
斗
ユ
性
格
L

紀
高
麗
叫「
政
治
斗
祉
舎
』
(
前
掲
)
所
枚
。
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『
十
四
世

(
ロ
)
整
治
都
監
を
め
ぐ
る
こ
の
事
件
は

『高
麗
史
』
巻
百
十
王
照
俸
に
詳

し
い
。
な
お
、
王
照
は
元
は
権
載
と
い
う
姓
名
で
あ
っ
た
が
、
忠
宣
王

に
気
に
入
ら
れ
て
養
子
と
な
り
、
王
向
山の
姓
名
を
奥
え
ら
れ
て
忠
宣

・

忠
粛
の
二
王
に
側
近
中
の
側
近
と
し
て
仕
え
た
人
物
で
あ
る
。

(
日
)
さ
ら
に
、
高
麗
王
朝
が
傍
数
を
傘
崇
し、

寺
院
に
多
大
な
田
地

・
奴

仰
を
附
属
さ
せ
、
俳
教
的
卒
等
概
念
の
も
と
に
王
権
ま
で
も
相
封
化
さ

せ
て
い
た
こ
と
と
、
会
議
制
的
な
意
志
決
定
機
構
の
存
在
を
附
け
加
え

て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

(
M
〉
軍
国
の
場
合
は
、
地
方
土
豪
で
あ
る
閑
良
品
官
の
所
有
す
る
土
地
に

軍
田
支
給
と
い
う
形
式
で
克
税
特
権
を
輿
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(
日
)
六
反
田
盟
「
科
団
法
の
再
検
討
」
(
九
州
大
摩
文
曲
学
部

『史
淵
』
第

一
一
一
一
四
鋭
、

一
九
九
七
年
三
月
)
。
な
お
、
こ
の
六
反
田
論
文
で
は
近

年
の
韓
図
に
お
け
る
研
究
方
向
と
そ
の
問
題
黙
に
つ
い
て
も
手
際
良
く

整
理
さ
れ
て
い
る。

(
日
山
)
演
中
昇
、
前
掲
書
、
第
六
議

・
第
七
章
。

(
げ
〉
官
同
麗
に
お
け
る
土
地
分
給
制
の
原
型
で
あ
る
役
分
田
制
は
太
租
二
十

三
年
(
九
四

O
)
に
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
「
朝
臣
軍
士
に
官
階
を
論

ず
る
勿
く
人
の
性
行
善
悪
・
功
努
大
小
を
硯
て
之
に
給
す
る
こ
と
差
有

り
」

(
守高
麗
史
』
巻
七
十
八
、
食
貨
志
一
、
田
柴
科
〉
と
あ
り
、
形

式
上
は
王
が
群
臣
に
困
地
を
給
し
て
い
る
が
、
賓
際
に
は
後
三
閣
の
動

飢
の
な
か
で
彼
ら
が
形
成
し
た
田
地
支
配
を
事
後
承
認
し
た
措
置
と
見

る
べ
き
で
あ
る
。
回
柴
科
は
、
景
宗
元
年
(
九
七
六
〉
に
制
定
さ
れ
る

が
、
こ
の
と
き
も

「官
口
問
の
高
伍
を
論
ず
る
勿
く
、
但
だ
人
品
を
以
て

之
を
定
む
」
(
同
〉
と
あ
り
、
穆
宗
元
年
(
九
九
八
)
の
改
訂
を
以
て

は
じ
め
て
官
職
と
連
動
し
て
分
給
地
の
面
積
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
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る
。
以
後
、
徳
宗
三
年
(
一

O
三
四
〉
、
文
宗
三
十
年
(
一

O
七
六
)

と
数
次
に
わ
た
る
改
訂
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

(
叩
四
〉
経
借
方
式
の
費
化
に
吹
租
権
受
給
の
起
源
を
も
と
め
る
見
解
に
く
わ

ぇ
、
本
来
牧
租
率
な
ど
異
質
で
あ
っ
た
公
田
と
私
固
に
た
い
す
る
園
家

の
閥
興
が
、
私
田
で
も
公
聞
と
同
じ
枚
租
率
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
(
演
中
は
十
二
世
紀
後
半
の
武
臣
政
構
成
立
前
後
に
は
そ
う
な
っ
て

い
た
と
推
定
〉
、
十
一
世
紀
に
は
私
固
に
も
租
の
他
に
公
団
同
等
の
回

税
・
義
倉
米
を
賦
課
し
て
い
く
な
ど
施
策
が
行
な
わ
れ
て
い
っ
た
結

果
、
私
回
と
公
国
が
同
質
化
し
て
い
っ
た
こ
と
も
、
政
策
的
な
要
因
と

し
て
穆
げ
て
お
き
た
い
〈
李
鵬
県
蕪
コ
局
麗
佃
戸
考
」
『
歴
史
皐
報
』
第

二
ハ
一
瞬
、
一
九
九
九
年
三
月
、
六
五
J
七
二
頁
)
。
ま
た
、
社
曾
的

な
要
因
と
し
て
、
嘗
初
は
在
地
豪
族
た
る
私
回
主
が
自
ら
私
国
経
営
に

関
興
し
て
い
た
も
の
が
、
し
だ
い
に
首
都
に
在
住
す
る
官
人
貴
族
化
し

て
い
き
在
地
支
配
を
弱
め
て
い
わ
ば
寄
生
地
主
と
化
し
た
こ
と
も
、
翠

げ
ら
れ
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
獲
化
を
前
提
に
し
て
、
十
三
世
紀
後
半
に

は
賜
牌
の
賜
奥
に
よ
る
典
型
商
な
枚
租
構
受
給
型
の
私
田
で
あ
る
賜
給

田
が
愛
生
す
る
。

(

ω

)

枚
組
権
分
輿
の
開
始
に
つ
い
て
は
、
六
反
田
は
朴
園
相
「
高
麗
時
代

の
土
地
分
給
と
田
口
問
」
(
『
緯
園
史
論
』
十
八
、
一
九
八
八
年
)
の
見

解
を
援
用
す
る
。
し
か
し
、
六
反
田
は
明
宗
二
十
六
年
(
一
一
九
六
〉

の
記
事
に
依
蟻
し
て
、
そ
の
時
貼
で
す
で
に
私
田
田
租
の
枚
租
権
問
徴

牧
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
牧
租
権
は
園
家
主
導
で
私
固
に
導
入
さ
れ
た

の
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

(
初
)
「
国
主
奪
佃
客
所
耕
回
一
負
至
五
負
、
答
二
十
、
毎
五
負
加

一
等

罪
、
至
杖
八
十
、
職
牒
不
枚
、
一
結
以
上
其
丁
許
人
遜
受
」
。
『
高
麗

史
』
巻
七
十
八
、
食
貨
士
山
て
厳
科
回
、
恭
譲
玉
三
年
五
月
係
。
な

お
、
丁
と
い
う
の
は
、
十
結
・

二
十
結
な
ど
の
団
地
を
土
地
裏
帳
(
国

籍
〉
の
作
成
に
際
し
て
ひ
と
ま
と
ま
り
の
土
地
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

己
巳
量
田
で
は
、
邑
ご
と
に
千
字
文
を
附
し
て
丁
を
医
別
し
、
さ
ら
に

丁
の
な
か
の
一
筆
ご
と
の
土
地
に
地
番
を
附
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
丁

に
国
主
の
名
を
附
け
て
い
た
慣
行
を
援
し
、
田
地
と
特
定
人
の
結
び
つ

き
を
否
定
し
た
。

(
幻
)
耐
震
廷
に
つ
い
て
は
、
演
中
昇
「
高
麗
末
期
の
田
制
改
革
に

つ
い
て
」

『
朝
鮮
史
研
究
曾
論
文
集
』
十
三
、

一
九
七
六
年
三
月
。

(
幻
)
「
無
頼
之
徒
、
安
座
其
家
、
不
知
征
役
之
音
、
以
其
先
世
私
授
之

回
、
謂
之
祖
業
、
食
至
千
百
結
、
不
以
篤
図
家
之
回
、
而
以
魚
父
母
之

徳
、
百
無
報
園
之
心
」
。
『
高
麗
史
』
巻
七
十
八
、
食
貨
士
山一

、
放
科

回
、
辛
綱
十
四
年
七
月
、
典
法
剣
書
趨
仁
沃
等
上
書
。

〈
幻
〉
潰
中
昇
、
前
掲
書
、
第
九
・
十
章
。

(川台

詳
し
く
は
、
須
川
「
高
麗
後
期
に
お
け
る
商
業
政
策
の
展
開
」
〈
前

掲
〉
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
お
〉
使
臣
が
密
か
に
一
商
買
を
帯
同
し
た
り
金
銀
を
持
ち
込
む
行
筋
は
新
王

朝
で
も
縫
績
し
て
禁
止
さ
れ
た
。
し
か
し
、
早
く
も
太
宗
五
年
ハ

一
四

O
五
〉
十
月
に
は
従
事
官
ら
の
反
封
を
押
し
切
っ
て
爾
買
を
随
員
に
加

え
よ
う
と
し
た
慈
文
館
提
皐
金
漢
老
が
頚
劾
さ
れ
て
い
る
ハ
『太
宗
貧

録
』
太
宗
五
年
十
月
甲
申
僚
)
。
こ
の
事
件
を
受
け
て
翌
年
正
月
に
は、

入
朝
使
臣
が
中
園
へ
の
進
献
物
と
礎
材
な
ど
公
用
物
資
の
買
附
け
の
た

め
に
所
持
す
る
銀
の
他
に
、

一商
買
を
帯
同
し
た
り
私
的
に
金
銀
布
を
持

ち
込
ん
で
寅
買
す
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
禁
じ
て
い
る
(
『
太
宗
貫
録
』

太
宗
六
年
正
月
乙
未
俊
)
。
し
か
し
、
貧
際
に
は
使
行
に
便
乗
し
た
密
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貿
易
は
そ
の
後
も
扱
大
し
て
い
く
。
他
方
、
中
園
か
ら
来
る
使
臣
も
ま

た
十
五
世
紀
に
入
る
と
公
然
と
大
量
の
商
品
を
持
ち
込
ん
で
お
り
、
一

四
二
六
年
に
は
戸
曹
を
中
心
と
す
る
朝
鮮
側
の
官
司
で
は
買
い
切
れ

ず
、
開
城

・
漢
城
の
富
簡
に
買
わ
せ
て
も
ま
だ
倣
っ
た
と
の
記
録
が
残

さ
れ
て
い
る
〈
『
世
宗
貫
録
』
世
宗
八
年
四
月
乙
亥
僚
)
。

(

m

m

)

『
高
麗
史
』
各
四
十
六
、
世
家
四
十
六
、
恭
譲
王
三
年
五
月
己
酉

保
。
な
お
、
十
五
・
十
六
世
紀
に
は
義
州
で
の
互
市
は
再
開
さ
れ
な
か

っ
た
が
、
十
七
世
紀
に
は
清
と
の
聞
で
柵
門
貿
易
が
開
始
さ
れ
る
。
ま

た
、
東
北
面
で
は
、
太
宗
六
年
(
一
四

O
六
)
か
ら
鏡
城

・
慶
源
で
貿

易
所
が
設
置
さ
れ
て
女
員
族
と
の
あ
い
だ
に
盤
銭
な
ど
の
互
市
が
開
始

さ
れ
て
い
る
(
『
太
宗
貫
録
』
太
宗
六
年
五
月
己
亥
篠
)
。

(
幻
)
「
銭
穀
経
費
、
有
園
之
常
法
、
義
成
・
徳
自
民
等
諸
倉
庫
宮
司
、
仰
一一一

司
曾
計
出
納
之
数
、
懲
司
監
察
如
堕
儲
・
庚
輿
倉
例
」
『
太
租
貫
録
』

太
租
元
年
七
月
丁
未
僚
。

(
お
)
十
四

・
十
五
世
紀
の
地
方
商
業
の
成
長
に
つ
い
て
は
、
朴
卒
植
、
前

掲
論
文
第
N
章
第
二
節
。

(
明
日
)
回
換
に
つ
い
て
は
、
朴
卒
植
「
朝
鮮
前
期
雨
界
地
方
判
，
回
換
制
'

斗
穀
物
流
通
」

『
象
林
』
十
四
、
一
九
九
二
。

(

ω

)

な
お
、
備
蓄
穀
物
の
確
保
の
た
め
に
、
軍
資
倉
で
は
官
盆
で
煮
盤
さ

れ
た
脳
血
を
穀
物
と
交
換
に
護
資
し
、
そ
れ
を
充
て
た
。

(
泊
)
朝
鮮
初
の
貨
幣
夜
行
論
に
つ
い
て
は
、
須
川

「
高
麗
末
か
ら
朝
鮮
初

に
お
け
る
貨
幣
論
の
展
開
」
(
前
掲
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

M

M

)

朴
卒
植
「
朝
鮮
前
期
判
商
業
斗
商
業
政
策
」
(
前
掲
)
、

第
百一
章
。

(
お
)
李
樹
健

『嶺
南
皐
汲
判
形
成
斗
展
開
』

一
潮
閣
、

一
九
九
五
年
、
二

六
四
J
二
六
七
頁
。
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and Bai Can was adopted for the rank holders implies that the aristocra-

ticrank was also,though barely, effectiveto protectthem from fallinginto

slavery in case the labor punishment was imposed.

THE FORMATION OF THE SENIORITY-BASED

　　　　　　　

PROMOTION SYSTEM

　　　　　　　　　　　　　　　

Sato Tatsuro

　　

It has already been known that most of the officialswere promoted by

completing ａ certain term of service in the Han period.　This paper

investigatesthe process of formation of thissystem, through which eχplains

the specificcharacter of the seniority system of Han dynasty compared

with similar systems of later periods, and intends to clarify its historical

significance｡

　　

At first,the recent view that an officialgained one ｇｏｎｇ功(merit)

for promotion through ａ four-year term of service in the Han period is

reconfirmed. The author supposes that the ｇの7g was originally the unit

to count severed heads, and hence surveys the historicalprocess through

which the gong changed its meaning from the unit counting sevｅｒedheads

to the four-year term of service. We can see traces of this process in the

Han system｡

　　

The establishment of the seniority system through such ａ process can

be considered to have stabilizedbureaucracy and have 石χedthe officials'

promoting routes,and can be estimated to be one of the factors forming

aristocraticbureaucracy later.

ECONOMIC POLICIES IN THE CHOSUN DYNASTY

SUKAWA Hidenori

　　

This report attempts toｅχplainthe economic and politicalreasons that

contributed to the comparatively sluggish trade in the Chosun dynasty. I

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

― 34 ―



will make clearthe contradictionsthat the 14th century Koryo societyheld.

Next l will discussthe policy of reformers through following three aspects:

land policy,overseas trade policy and domestic trade policy.

　　

l argue that: first,the land holdings （）fthe descendant potentates

expanded in the 14th century, and itｅχertedpressure on national finances.

Then external trade and domestic trade became one of their important

economic foundations.　　Inresponse to these circumstances, the reformers

who supported the coup by Sung-gae-Lee, carriedout the redistributionof

land-ownership rights under the management of the government. Further-

more, they displayed ａ hostile attitude towards commercial profiteering.

Their way of thinking involved the obligatory management by the govern-

ment in the redistributionof property and distribution of goods.

　　

Due to the reasons mentioned above, the trade in the Chosun dynasty

of 15th century was enlarged through the accumulation and transfer of

goods by the government. However, as ａ result of ａ reduction in goods,

due to pressures on distribution in the agricultural districts, trade stagnated.

THE RELATIONSHIP BETWEEN FORMATION OF THE

　　

“ＳＡＪＯＫ”（ＬＯＣＡＬELITE) LINEAGE AND ”ＵＰ”

　

(REGIONAL SPACE) IN EARLY MODERN KOREA ：

　　

Ａ CASE STUDY OF ＡＮ･DONG KWON FAMILY

　　　　　　　　　　　　

INＴＡＮＳＥＯＮＧ

YOSHIDA Mitsuo

　　

In this paper, the author attempts to analyse the process of formation

of the An-dong Kwon family and its lineage, which was known as ａｓaiok

based on　７αnseong area in south part of the Korea　peninsula in the

seventeenth and eighteenth centuries. Mainly by studying four kinds

of nominal sources, the “hoi ｏｋ”（hoｕsehold register book), the“ｃｈｏｋｐｏ゛

(genealogical

　

book), the “hｙａｎｅａｎ”(list　of　regional　elite) and　the

anthologies ｏt ｓａｊｏｆｅmembers, the author　comes to the conclusion　as
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