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マ
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ク
ス
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徐

剰

償
値
説

｡
評
論

･

我
邦
の
所
得
祝
を
静
ず

･

奴
隷
制
と
質
労
働
制
･

累
進
税

の
根
接

に
就

い
て

植

民

政

策
上
よ
り

耽
-

委
任
統
治

･

小
作
制
と
小
作
法

･

融
合

の
囲
符
の
減
衰

･

洛
遇
に
放
け
る
競
争
と
滞
占

･

背
尾
張
藩
に
放
け

る
地
割
制

度
.I

財
産
祝
-

国

富

統
計

･

開

城

輯

記
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起
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に
就

て

･
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山
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学
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肝
城
簿
記
り
趣
汝
に
放
て

解
十
出
番

(節

l
祝

二
三
六
)

二

三

夫

開

城

簿

記

の
起

漣

に
鹿

い
て

大

森

研

造

開
城
簿
記
技
は

7
に
四
介
松
都
沿
路
法
亡
も
云
ひ
'
圭
,yJ
し
て
剃
肝
の
開
城
清
人
が
自
己
の
愈
計
を
整
理
㌻

る

た
め
に
倣
用
す
る
特
殊
の
蹄
記
法
で
あ
っ
て
.
我
国
在
来
の
大
浦
帳
制
度
な
ぞ
と
は
同
日
の
給
で
な
-
殆
ん
で
今

日
の
洋
式
維
記
･＼)Bj
Y1'な
る
研
が
な

い
程
進
捗
し
た
も
の
で
あ
る
が
'
そ
の
訳
憎
の
概
念
'
仕
評
の
原
理
､
御
荘
科

目
の
設
定
'
帳
蹄
の
組
紅
梅
軒
並
に
決
井
手
舶
称
に二
就
い
て
は
別
ー二
桁
を
改
め
て
郁
介
す
る
T)
.fJ
,
L
t
亥
に
は

闘
地
銀
記
投
に
つ
い
て
長
も
興
味
あ
･I
且
つ
等
息
学
術
罪
の

一
疑
問
で
あ
る
所
の
共
担
漁
に
就
い
て
多
少
の
考
索

を
隙

ペ
て
見
た
い
ご
恩
ふ
｡

誌
の
【
､
現
止
朔
冊
.ト
S
LrJti凹
布
の
訴
訟
法
か
行
Ti
れ
L.J
尉
ろ
｡
即
ち
其
の
)
げ
伽
行
其
他
新
郎
の
神
社
が
採
用
T

O
肝
の
洋
式
統
認
諾
で
か
つ
て

ニ
ーl
仰
鵬
据

入
り
用
ふ
ろ
開
城
甜
記
法
､

(但
し
関
城
L1
於
./
tJ
u
み
た
Jh
す
､
｣.LT城
の
経
路
､
釜
=_
'大
部
､仁
川
竿
に
於
て
･1
関
城
掬
人
の

迎
撃
-
ろ
筒
折
に

於でJは凡
て
此
珊
記
法
に
依
っ
て
骨
汁
を
洪

埋
し
て
出

る
)
､
二
.け
･小
師
入
り
用
ふ
ろ
帥
地
の
六
両
帳
式
の
朝
鮮
式
簿
記
結
､

.
凹
は
此
の
,.I
E=
脚
式
.i
脚
城
式
も
加
捜
し
た
新
来
式
珊
記
法
で
み
ろ
｡

机
も

開

城
簿

記

の
起

源

に
就

い
て
は

碓

氷

節

々

の

口
碑

依
託
が
存
す
る
'
そ
の
中
の
第

l
は
開
城
籍
記
故
は
高

渡
の
廿
に
創
始
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
,jJ
の
祝
で
あ
っ
て
.
罪
二
は
jE_r
J.規
の
末
料
李
朝
の
始
に
関
城
商
人
が
夜
明



し
た
､こ
の
説
'
夢

二
は
今
よ
-
数
百
年
前
開
城
商
人
が
平
安
逆
よ
り
憐
習
し
其
後
幾
多
の
改
善
を
加

へ
て
今
日
t

.h
'つ
た
も
の
FJ
あ
る
三
石
ふ
訟
'
第
四
は
耶
蘇
教
の
剛
鮮
倦
衆
亡
共
に
丸
首
哀

師
が
洋
式
鐸
記
を
跳
躍
し
て
之
を

開
城
商
人
に
触
探
し
た
も
の
だ
亡
の
祝
で
あ
る
｡
そ
こ
で
以
J･!の
四
所
f
･来
し
て
就
れ
が
正
し
い
か
'
或
は
四
詮

と
も
凡
て
問
追

っ
て
は
居
な

いか
に
就
い
て
は
'
文
献
の
徴
す

べ
き
も
の

～Jな
-
又
懲
記

者
帳
の
残
存
す
る
も
の

が
ハ仏
い
か
ら
遠
に
そ
の
具
否
を
裁
断
す
る
こ
と
は
拙
家
た
い
が
､
若
し
諦

一統
の
か
-
高
髭
階
代
に
放
て
既
に
現

在
の
如
き
紡
記
法
が
存
在
し
て
ゐ
た
亡
す
る
な
ら
は
'
そ
恨
骨
計
畢
界
の
由
々
し
き
大
串
で
あ
っ
て
､
今
日
複
式

辞
記
杜
の
濫
勉
は
十
四
世
紀
中
葉
以
後
の
伊
大
利
の
自
由
都
iE
で
あ
る
U
)-ftふ
通
説
に
動
旅
を
氷
た
し
.
複
式
滞

訂

没
の
車
生
地
は
伊
大
利
の
自
由
都
市
に
非
す
し
て
朝
鮮
の
開
警

-
芸

ひ
管

こ
r,,
ゝ
も
LI
D
,
智
に
朝
鮮

文
北
の
.誘
亡
す
る
に
足
る
の
み
な
ら
す
'
世
界
合
計
血
上
に
も

1
大
変
革
を
釆
托
す

こ
と
1
な
る
の
で
あ
る
｡

乍
併
元
衣
如
何
な
る
畢
術
制
度
と
継
も
偶
然
にこ
鞍
展
進
歩
す
る
も
の
で
は
L
I,い
O
必
す
aI
そ
の
由

っ
て
凍
る
原

囚
が
な
-
て
は
な
ら
ぬ
.
例

へ
ば
今
打
の
洋
式
籍
記
故
が
十
村
世
紀
の
小
葉
以
後
伊
大
利
の
自
由
都
tE
に
敏
速
し

た
の
も
其
嘗
特
の
四
国
の
串
晴
好
にこ
人
民
の
Y心
理
淋
態
が
自
然
に
愈
新
制
度
の
進
歩
葎
展
を
促
す
や
う
に
出
水
て

居
た
か
ら
で
あ
る
9

即
ち
中
世
紀
の
初
年
は
所
謂
ゲ
ル
マ
ン
人
の
位
曙
'
政
教
両
極
の
衝
突
'

封
建
制
度
の
政

治
的
分
裂
等
が
あ
っ
て
'
古
き
文
･S
国
民
の
凡
て
の
無
形

的

労
作
の
果
h
rを
砿
痕
し
未
-
'
碗
業
及

安
治
は
勿

論
峯
術
利
率
笹
も
絶
て
未
開
墾
の
ま
＼
E.E<来
さ
れ
た
'
払

っ
て
禽
討
組
織
の
如
き
も
永
ら

く
の
問
簸
達

し
得

べ
き

開
城
簿
記
り
越
流
に
跳
て

節
十
円
容

(析
一概
二
三
七
)

二
二.七



関
城
雄
記
の
過
振

_こ就
て

節
十
四
塘

(珊
一視
二
三
八
)

l
二
二
八

通
常
の
土

地

を

見

出

し
得

L
=8
か
つ
LJが
'
南
北
招
来
交
通
の
互
市

場

た

る

伊
大
利
の
都
市
共
和

国

の

勃
興
だ
共
に

･を

極
ひ
る
に
至
っ
た
O
詳
言
す
れ
ば
常
時
禽
計
制
度
の
鎗
展
に
物
質
的
街
軌
普
輿

へ
た
も
の
は
商
業
掛
に
銀
行
別

す

-

刺
-

し
,
-

古
の
-

稗
せ
-
る
ゝ
ヴ
ユ
ニ
毎

晩
に

二

-

-

せ
･ら

.れ

'十
四
放
免
に
は
フ
ロ
レ
ン
ス
に
於
け
る
ノ
ジ
シ
家

の非行
が
財
政
及
商
業
の
中
心
と
な
-
､

7
四
〇
七
年
に

訂

セ
ノ
ア
君

が
設
苦

ら
れ
た
,
節
-
若

が
複
警

る
薯

窟

妥

讐

帳
警

記
苧

る
必
要
壷

怨

三

亡
で
あ
る
'
之
亡
同
時
に
此
時
代
に
骨
社
組
織
の
共
同
企
業
の
利
益
な
る
こ
と
が
認
め
ら
る
1
に
至
り
之
に
閲

了

る
特
殊
の
凌
達
を
助
長
し
た
こ
と
も
看
過
し
得
な
い
吟
で
あ
る
9
次
に
骨
計
制
度
の
形
式
的
形
成
に
貢
献
し
tJ

7
舵
にこ
羅
馬
数
字
を
使
用
せ
L
が

L
cL"
.a
r(10
B
o-1aCi
の

L
1-,e
r
A
h
cl
(
7
二
〇
二
年
)
u
lL茶
ふ
晋
物
に
依
つ

.て
ア
ラ
ビ
ア
記
数
故
が
始
め
て
伊
大
利

に
値

へ
ら
れ
'

各
種
の
倉
計

に

之

を

使
用
す
る
に
至
っ
た
0
倍
此
朴
暫
時

‥る
D
月
上
準

(
た
る
が
如
き
外
界
の
物
質
的
榛
件
と
彼
等
の
旺
盛
な
る
特
利
心
亡
が
結
合
し
て
合
計
制
度
の
発
達



_二
者
し
き
刺
戟
を
輿
へ
'
速
に
数
学
の
F

.
C
L
L

.at10-,
の
原
理
を
鷹
用
し
て
今
R
の
如
き
完
重
な
る
複
式
錐
記
技
の

最
%
lを
見
る
に
至
っ
た
の
で
み
ろ
J
是
に

由
っ
て
配
る
も
開
城
銘
記
弘
に
就
い
て
も
同
様
に
そ
の
起
源
に
関
す
る

I
I
.

I

.

I
I

I

二

し
r
甑
宜
は
先
山
(仝
羅
造
全
州
)に
接
っ
て
後
百
折
と
輔
し
争
覇
を
争
ふ
て
恰
も
鼎
沸
の
如
き
有
様
で
あ
っ
た
｡

.変
に
松
猫
山
下
の

一
布
衣
王
建
は
父
子
共
に
弓
商
に
蹄
し
暫
-
商
の
幕
下
に
馳
儒
し
て
居
た
が
'
資
性
寛
厚
に
し

所
亡
な
る
に
迫
ん
で
推
さ
れ
て
専
yJ
な
り
'
圃
空
馬
鹿
W
耽
し
都
を
松
獄
山
の
陽
に
定
め
'
仝
-
半
島
統

1
の
業

を
大
成
し
雪

王
姪
は
即
ち
高
麗
の
太
配
で
あ
っ
て
松
獄
は
今
の
開
城
で
あ
る
｡
太
祖
王
姓
の
国
を
肇
む
る
や
毅

田
城
韓
託

の
匙
嘘
に
就
∪

約
十
Eq
盤

(節
丁批
二
三
九
)

二
三
九



開
娘
簿
把
り
蓮
瀕

に雄
て

餌
十
四
怨

(節

7
朋

二
幽

○
)

二
四
〇

面

ビ
し

て
大

周
に

琴

与

拡

準

還

っ
て
千
年
穿
根
の
新
縦
の
勢

力

を

掃
蕩

し

.
新

進

勃

興
の

弓
商

甑
宜
里

蹴

"し
て
高
魔
の
天
下
を
築
い
た
'如
ち
盛
徳
無
地
の
英
雄
で
は
あ
つ
た
が
探
-
価
に
蹄
伏
し
'
僧
逆
説
の
国
論
を
信
じ

｢

崇
法
,
菅
原
,
相
葦

の
碧

に
芸

塞

け
,･
文
至

は
興
毒

姦

て
蔓

吾

祝
し
て
讐

苦

慮
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二
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督

重

五
年
に
は
妖
倍
喋
可
望

､
妖
術
を
以
呈

女
姦

守

る
あ
｡
'
或
は
手

元

芸

王
の
朝
Ji
は

寺

讐

乱
あ
そ

男

日
々
に
蓋

し
去

警

侠
讐

流
れ
.警

天
命
は
孟

去

る
に
至
つ
t
Q
lで
あ
る
'

-
.･
'
'-
;
.'
･
.･

'

･
.

‥
.･.
_I
.
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･
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T
L

に
値
す
る
建
築
及
製
糖
物
事
の
多
-
は
暫
時
の
遣
物
で
あ
っ
て
'
沸
教
は
高
鍵
を
亡
す
の

7
動
機
で
あ
っ
tJt
･d
同

時
に
光
輝
を
千
歳
に
放
つ
の
機
骨
を
典

へ
た
の
で
あ
る
｡



市
輿
を
開
城
に
立
て
1
妨
里
を
非
せ
し
め
'
成
崇
十
五
年
に
は
銭
鎖
を
鎮
造
し
た
C

斯
の
如
き
美
術
工
垂
の
費

達
殊
に
商
業
取
引
の
繁
盛
は
速
に
進
歩
し
わ
る
記
帳
法
を
衷
明
せ
し
む
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
ダ
ニ
試
ふ
の
が
弟

1

説
の
諭
櫨
で
あ
る
｡
然
-
高
麗
時
代
に
於
で
は
各
種
の
美
術
工
重
大
にこ
発
達
し
文
運
の
頗
る
見
る
べ
き
も
の
が
あ

-
'
商
業
も
亦
市
塵
の
設
立
.
銭
鏡
の
鋳
造
等
が
あ
っ
て
'
後
世
の
人
を
し
て
賛
L1こ
朝
鮮
の
文
明
は
百
贋
1こ
芽
し

て
新
羅
に
花
瞬
き
高
麗
に
要
れ
･L,
亡
迄
叫
ば
し
む
る
にこ
至
っ
た
の
.で
あ
る
が
'
今
少
し
-
仔
細
に
之
を
考
察
す
れ

ば
飴
程
誤
謬
が
あ
る
や
う
に
恩
は
れ
る
0
先
ゴ
普
時
の
開
城
の
有
様
井
に
交
易
に
関
し
て
伝
授
し
得
べ
主
局
麗
園

籍
を
播
い
て
見
る
に
'
常
時
の
坊
市
の
有
機
を
叙
し
て
日
-
､

｢
王
城
本
無
坊
市
'
惟
白
贋
北
門
'
至
雁
及
飴

皆
璃
長
廊
以
蔽
艮
屈
蒋
於
郷
間
梼
'
其
妨
門
日
永
通
日
辰
徳
日
興
書
目
通
商
日
存
信
日
資
着
日
孝
義
日
行
遜
'
其

中
茸
銀
街
衝
市
井
至
有
断
崖
絶
壁
寮
芥
崇
'
燕
嘘
不
拾
之
地
'
特
外
戻
税
美
云
耳
｣
亡
あ
-
｡
又
貿
易
篇
に
は
'

｢
其
俗
無
届
揮
惟
以
日
中
満
塘
'
男
女
老
幼
官
吏
工
伎
各
以
某
所
有
用
以
交
易
'
無
泉
貨
之
槙
'
惟
貯
布
親
類
以

頁
直
､
重
日
用
徴
物
不
及
匹
両
者
側
以
沢
計
婿
鎌
両
横
之
､
然
民
久
安
英
俗
白
以
席
放
血
｣
亡
あ
る
'是
に
由
て
親

㌃
も
暫
時
開
城
の
人
口
百
苗
に
し
て
大
店
小
錦
櫛
此
し
て
商
葉
の
段
賑
を
極
め
た
三
石
ふ
俗
説
は
信
じ
難
い
,
秩

二
種
の
御
用
商
人
鞄
店
舗
棟
牌
た
る
に
止
ま
-
.

7
放
人
民
を
顧
客
と
す
る
も
の
に
非
ざ
る
こ
じ
は
疑
哲
容
れ
な

…い
'
文
末
鎖
の
輸
入
及
戯
鎖
錠
造
の
企
が
め
つ
た
三
石
ふ
も
､
之
も
贋
-
7
億
に
流
通
せ
す
多
-
は

7
唖
の
商
品
W

陶
城
簿
誰
の
過
渡
Li裁
て

弟
十
四
巷

(弟
一紙
二
四
T)

二
四
一



開
城
輯
託
の
起
源

に裁
て

節
十
四
盤

(弟

l
凍

二
四
二
)

二
四
二

し
て
取
扱

は
れ
､
交

換
の
媒

介
物
)J
し
て
は
依
然
と
し
て
貯
布
若

-

は
米

が
重
要

の
地

位

を
占

め

て
居
た
の
で
あ

る
'
斯
の
如
-
何
日
足
軽
所
の
城
を
祝
し
な
い
嘗
特
に
放
て
､貨
幣
鮭
所
伝
何
程
済
登

別
提
))
し
て
完
全
せ
ら
る
べ

き
進
歩
せ
る
合
計
制
度
の
寮
生
を
里
む
も
得
ら
れ
な
い
の
は
瞭
か
で
あ
る
｡
蓋
し
鮎
済
生
箔
の
技
術
は
そ
が
敢
倉

的
要
件

(T
cch
n.k
a
Ts
F
JlerI.e--t
d
t
s
s.Z.aLen
I･eb
e-1)
た
る
に
於
て
始
め
て
意
味
が
あ
り
交
通
経
済
を
前
提
こ

し
て
こ
そ
非

億
に
驚

く
べ
き
進
歩
を
遂

ぐ
る
こ
亡を
得
る
も
の
で
あ
っ
て
'
単
に
技
術
其
物
E
L
で
は
徒
ら
に
年

所
を
陛
る
亡
も
決
し
て
其
れ
白
髄
に
於
て
著

大
〝bる進
歩
夜
達
の
動
源
を
見
杜l
す
も
の
で
は
な
い
O
加
之
高
麗
時

代
の
文
化
は
朝
鮮
鹿
上
に
於
て
こ
ぞ
燦
欄
た
る
光
雄
を
辛
し
た
る
が
如
き
雛
あ
る
も
こ
れ
ご
て
勿
論
相
動
的
の
話

で
あ
る
'蓋
し
高
麗
の
文
塾
制
度
は
殆
ん
.I/J仝
-
支
那
(宋
元
)
よ
-
輸
入
し
た
外
凍
文
化
で
あ
っ
て
'高
究
澗
特
の

垂
蓮
進
歩
を
見
た
も
の
は
殆
ん
.Ir/J無
い
三
石
っ
て
も
好
い
位
で
あ
る
｡
例

へ
は
現
今
賞
翫
せ
ら
る
1
所
の
高
足
魔

の
如
き
も
薄
ま
-
其
技
術
は
朱
か
ら
椿

へ
た
も
の
で
あ
っ
て
唯
薬
品
陶
土
其
他
の
都
合
で
か
ゝ
る
立
板
な
も
の
が

出
訴
た
笠
石
ふ
に
過
ぎ
な
い
'
而
か
も
こ
れ
と
て
僅
か
に
王
室
附
の
二
三
名
工
の
製
作
に
か
ゝ
･Jl
其
技
術
普
及
の

範
囲
は
極
め
て
狭
小
で
あ
っ
た
O
筒
音
す
れ
ば
高
麗
の
文
化
は
外
茶
文
化

E
x
o
tLSCh
eK
ultu
r
で
あ
っ
て
'
寧
ろ

菅
に
文
壷
の
み
L･4
ら
す
制
度
迄
も
支
那
か
ら
輸
入
し
た
艶
が
高
麗
樽
代
の
特
徴
で
あ
る
O
購
っ
て

7
部
人
士
の
悟

ふ
る
か
細
さ
暫
時
の
文
化
隆
盛
の
必
然
的
凝
結
t'J
し
て
今
日
の
如
き
開
城
韓
記
を
創
始
せ
し
む
る
に
至
っ
たJ
三
石

ふ
祝
に
は
疑
を
持
主
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
'
加
之
朝
鮮
に二
放
て
最
近
に
至
る
迄
敷
革
が
天
地
問
の
秘
密
を
振



る
極
の
て
神
秘
的
の
智
試
･yJ
し
て
取
扱
は
れ
'
之
を
以
て
吉
凶
を
ト
し
疾
槽
を
醤
す
る
の
具
に
使
ほ
れ
て
ゐ
た
こ

亡
に
想
到
す
る
な
ら
ば
'
か
の
教
撃
の
等
層
方
程
式
を
基
礎
芭
し
て
成
立
す
る
複
式
簿
記
技
が
高
麗
の
昔
に
創
始

さ
れ
た
亡
は
菩
人
の
屑
せ
ん
芭
欲
し
で
も
信
じ
番
:け
い
朗
で
あ
る
0

ノ

三

次
に
筆

意

で
あ
る
が
裏
七
も
池

べ
た
や
う
に
'高
麗
は
太
組
王
建
以
後
世
々
の
国
王
は
大
紋
の
遺
訓
に
依
-
I

或
は
宮
中
に
祭
壇
を
設
け
､
或
は
国
王
自
ら
寺
院
に
外
車
し
て
進
悠
逸
楽
に
耽
-
'
八
閲
骨
首
座
倉
の
如
き
厳
粛

な
る
.(
き
敦
海
の
機
関
も
高
麗
の
宋
葉
に
至
っ
て
は
君
王
飲
宴
遊
柴
の
機
閲
亡
化

し
風
俗
旗
麿
の
振
泉
W
な
っ

た
'
加
之
保
護
に
放
れ
た
る
僧
侶
は
宮
中
府
中
を
撹
乱
し
都
郡
を
横
行
し
て
話
煙
塵
な
き
の
有
様
で
あ
っ
た
O
此

時
に
潜
っ
て
酉
に
は
束
元
韓
の
中
原
に
麟
超
し
て
大
明
亡
改
し
北
元
と
争
ふ
あ
-
､
南
に二
は
倭
矯
猶
源
を
極
オ
'

北
に
は
紅
巾
の
賊
起
り
又
女
臭
の
迫
埠
を
窺
ふ
ゐ
-
て
内
外
頗
る
多
事
で
あ
っ
た
'
時
に
高
麗
の

1
武
将
李
成
梗

な
る
も
の
あ
-
博
件
に
し
て
能
く
戦
ふ
'即
ち
先
づ
氾
女
臭
を
剃
討
し
て
壁
城
等
の
地
を
回
復
し
'
又
紅
巾
の
城
を

開
城
に
攻
め
て
奇
功
を
奏
し
p
尋
で
共
婿
李
.a-蘭
等
と
共
に
倭
冠
を
軍
峯
善
州
等
に
討
っ
て
之
を
掃
落
し
､
又
能
-

親
元
坂
を
抑
制
し
て
大
明
に
附
服
し
田
中〃
の
顧
慮
を
絶
ち
､
か
-
し
て
武
威
嚇
々
百
億
を

凌駕
し
て
枢
機
を
掌
握

す
る
に
至
っ
た
が
､常
時
武
人
盤
は
李
成
棟
の
婿
野
を
敬
基
し
て
そ
の
下
に
在
っ
て
功
業
を
席
さ
ん
･J
欲
し
'
圃
隠

先
生
郷
夢
周

1
派
の
文
臣
は
程
朱
の
性
理
を
主
奉
し
あ
-
ま
で
理
義
を
重
じ
て
必

ず三
成
の
後
を
存
せ
ん
と
欲
し

開
城
簿
記
の
適
嘘
.1
就
て

筋
十
四
巷

(貞
一鞭
二
四
三
)

HE
[

三



阿
城
簿
寵
の
起
源

に就
て

虜
十
四
巷

(第

7
耕

二
四
四
)

二
四
四

だ
.
こ

ゝ
に
放

て
弾

劾
上

寿
は
互
に
投
出
せ
ら
れ
'李
稽
以
下

の重
臣

皆

放

逐

せ
ら

れ

'
ひ

芭
-
邸

夢

周
そ
の
癖

辞

を
以
て
甲
は
朝
に
立
ち
成
桂
と
相
並
ん
で
憤
然
両
堂
の
魁
た
る

の枕
が
ゐ
つ
た
が
､
李
成
桂
は
遂
に
夢
周
を
苦
竹

橋
畔
に
噺
-
'市
議
王
の
四
年
遂
に
浪
椎
を
擁
し
て
主
家
を
覆
没
し
'恭
韓
王
を
原
州
に
放
ち
三
年
の
後
之
を
殺
槌

し
都
を
今
の
京
城
に
移
し
て
李
朝
五
百
年
の
基
礎
を
作
っ
た
O賛
成
桂
は
即
ち
韓
国
の
始
粗
大
組
高
皇
帝
で
あ
る
O

如
斯
李
成
桂
は

一
介
の
ノ武
卵
よ
-
過
-
東
伐
西
討

7
時
にこ
人
心
を
収
概
し
て
送
に
高
意
の
天
下
を
奪
っ
た
が

督
て
鄭
夢
周
等
に
依
っ
て
覇
は
れ
だ
大
義
名
分
の
士
は
李
民
の
大
逆
を
解
り
無
道
の
臣
た
る
こ
と
を
肯
せ
ず
'
或

は
白
蓮
党
を
被
-
て
幽
谷
に
陰
逃
し
'

或
は
李
朝
の
秩
錨
を
食
む
を
潔
亡
せ
ず
し
て
社
門
洞
不
朝
岨
啓
に
返
避

し
て
快
々
ミ
し
て
育
英
にこ
雌
ひ
'
或
は
供
に
李
朝
の
天
を
戴
か
す
と
科
し
て
過
密
に

廻れ
或
は
明
に
走

っ
た
者
も

あ
っ
た
､
然
し
高
麗
の
遺
臣
の
大
多
教
は
此
肺
断
然
仕
官
の
念
を
断
っ
て
中
人
又
は
常
民
に
降
-
'
朝
衣
官
服
を

鹿
ぎ
棄

て1
前
垂
を
掛
け
'
劣
や
式
を
持

つ
手
に
弁
盤
を
握
っ
た
.
か
-
し
て
政
給
的
欲
望
を
棄
て
新
ら
し
-
敬

質
鞄
新

生
命を
開
拓
せ
ん
と
し
て
立
っ
た
彼
等
は
'
開
城
を
中
心
に
捧
州
白
川
の
間
に
散
益
し
て
鎖
鎌
に
身
を
巽

ね
た
'
こ
れ
が
所
謂
開
城
商
人
の
超
-
で
あ
る
と
｡
開
城
商
人
の
起
瀬
が
右
に
地

べ
た
や
う
な
理
由
か
ら
だ
u
し

た
だ･tら
ば
'
其
意
気
込
に
於
で
初
か
ら
日
本
内
地
の
商
人
な
ぞ
亡
は
雲
泥
の
相
違
が
あ
る
'
打
ち
彼
等
の

生
命己

す
る
堺
は
唯
沓
判
耽
念
の

1
つ
あ
る
の
み
で
あ
る
､
帥
ち
彼
等
は
或
は
開
城
梅
州
白
川
の
閲
に
'
或
は
貸
株
商
亡

な
つ
で
半
島
の
各
地
に
行
商
し
'
.T小
境
不
屈
あ
ら
ゆ
る
辛
酸
を
尊
め
括
掘
皆
々
奮
陶
し
た
結
果
今
日
難
林
八
道
到



る
虞
に
大
勢
力
主
唱
す
る
所
謂
開
城
商
人
の
地
喝
な
る
も
の
を
開
拓
し
た
の
だ
ど
も
見
ら
れ
得
る
.
惰
っ
て
彼
等

が
畑
列
字

心
督
利
的
精
神
を
満
足
せ
し
む
る
必
然
の
結
典
と
し
て
'
其
資
産
負
債
損
失
利
益
を
開
明
す
る
tこ
足
る

べ
き
整
斉
完
備
せ
る
収
支
計
昇
の
方
法
を
美
山
し
た
の
で
ん
る
ビ
想
怪
し
得
･hL.
い
こ
亡
は
LT･.
い
｡
こ
れ
第
二
説
を

主
張
す
る
着
の
主
た
る
叔
瀕
で
あ
る
.

乍
併
』
上
の
諭
旗
は

7
鷹
首
肯
し
得
る
が
如
き
も
借

7
層
流
-
軒
究
す
る
時
は
娩
多
の
誕
蓑
偶
作
の
分
子
が
船

飾
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
｡
先
づ
李
成
桂
が
式
場
を
擁
し
て
王
家
を

7
妹
の
F
･
に
覆
捜
し
'
ノ質
臣
を
惨
殺
し
君
主

を
殺
越
し
た
こ
,,J
は
確
か
に
大
義
名
分
の
人
士
を
し
て
悼
慨
悲
憤
せ
し
め
た
に
は
異
ひ
な
い
'
例
へ

ば
高
尭
鹿
記

に
は

｢
高
旗
の
薩
儀
利
害
金
封
明
に
如
い
て
節
を
賀
し
還
っ
て
鴨
誰
江
Lこ
到
-
李
太
祖
の
開
園
を
聞
き
書
を
夫
人

柳
氏
uこ
寄
せ
て
日
-
'
忠
臣
二
君
に
仕
へ
す
喜
れ
江
を
汝
る
も
其
身
を
容
る
ゝ
所
L=t
L
E
其
朝
衣
及
び
靴
か
p,W
り

』
て
信
と
な
し
逸
っ
て
明
陶
tこ
去
れ
b
｣
と
あ
る
を
見
て
も
そ
の
7
班
か･J

窺ひ得
る
が
'
辛
柏
の
乱
邸
夢
周
の
斬

殺
等
に
就
て
も
正
鹿
W
値
諦
亡
の
問
に
非
常
t･t錯
誤
が
あ
る
の
み
な
ら
す
'
か
の
杜
門
洞
の
串
原
の
如
き
も
金
-

席
橋
の
誕
吉
で
あ
る
O
即
ち
俗
体
に
依
れ
ば
杜
門
洞
は
高
魔
の
遥
臣
瞥
養
生
以
下
杯
先
昧
孟
某
等
七
十
二
人
李

朝

の
治
にこ
遁
は
す
鋳
門
節
守
し
て
憤
死
を
速
げ
た
朋
で
あ
る
と
榊
し
て
居
る
が
'
今
西
碓
民
の
朝
鮮
書
希
解
題
に
依

る
も

'此
は
垂
-
地
名
に
附
曾
し
て
曹
義
生
の
八
世
の
孫
と
補
す
る
曹
臣
俊
が
庸
構
せ
し
妾
説
で
あ
る
こ
と
が
判

る
｡
又
開
城
商
人
の
起
源
に
就
い
て
も
之
空
重
茂
の
道
学
f)政
琴
f)
の
関
係
に
求
む
TO
の
は
飴
り
に
穿
ち
過
ぎ
た

開
城
簿
記
の
遮
汝
Li出
て

約
十
四
番

(節
丁艇
二
四
五
)

二
四
五



開
城
簿
光
り
抱
汝

に就
て

男
十
四
盤

宗

J
甥

二
四
六
)

二
四
六

議
論
の
や
-

に
恩

は

れ
る
'

開
城
の
人
士
が
李
朝
に
反
戚
H=q･,抱
い

て
居

だ

亡

は

後

位

の
偶

作
で
あ

っ

て
開
城
商
人

の
夜
達
も
こ
れ
を
市
座
又
は
人
盛
の
飯
野
にこ
求
む
る
が
穏
宵
で
は
な
い
か
ご
惟
ふ
｡
諭
老
或
は
日
は
ん
然
ら
ば
古

屋
の
設
立
'
人
達
の
版
責
等
よ
り
し
て
開
城
両
人
が
特
種
の
括
記
法
を
昔
時
案
出
し
た
の
で
は
な
い
か
或
は
又
八

番
商
人
か
支
那
内
地
よ
り
侍
習
し
た
も
の
で
は
L･1
い
か
ミ

然
し
高
麗
制
の
始
め
に
放
て
市
塵
の
設
立
を
見
た
亡

は
云
へ
此
等
市
塵
は
畢
ド
官
牌
の
貫
進
物
の
資
質
を
業
亡
す
る
御
用
商
人
の
塀
で
あ
っ
て
未
だ

1
故
人
を
相
手
方

芭
す
る
程
度
に
発
達
し
な
か
っ
た
,J
E
は
文
献
に
徴
-‥て
も
隣
か
で
あ
る
.
又
<
巷
は
音
-
･Li-
朝
鮮
特
有
の
産

物
こ
し
て
支
S
･に
編
出
せ
ら
れ
'
か
の
三
国
史
記
(淵
嘩
冗
免
)
JJ
も

｢
新
羅
聖
徳
王
三
十
三
年
番
正
月
戯
小
編
価

･･
･
い
.･

['
･

〓
-
.
.
■

〓

-
･
一･

-

I/
､
.
〓
'･

･

･

肝
.:

‥い八･･.I
.I
,･
､
l
:･･
.･
-

.瀕
も
極
め
て
少
チ

-
之
が
放
資
の
抑
き
･J
馬
鹿
聴
代
に
放
て
は
ま
さ
し
て
潜
時
支
那
交
通
の
要
路
.J｡
番
っ
て
居
た

地
か
ら
特
種
の
簿
記
牡
を
俸
習
し
凍
っ
た
亡
は
想
像
し
損
な
い
.
殊
に
開
城

に於
け
る
商
人
が
如
何
に
瞥
利
の
概

念
に
鏡
-
恰
も
滑
大
人
の
如
-
物
贋
翰
方
向
に
の
み
不
屈
の
治
効
を
開
始
し
た
亡
は
云
へ
新
鮮
歴
朝
の
苛
欽
課
求

ま
義
の
義
政
は
彼
等
商
人
を
し
て
自
由
に
酒
勘
せ
し
む
る
の
幹
也
を
輿

へ
な
か
っ
た
の
め
る
'
唯
開
城
が
他
に
此



よ
-
･も
比
較
的
暴
麿
手
段
の
壌
漠
.1}
-
L
に
因
る
も
の
と
思
惟
す
る
の
か
穂
首
で
あ
る
0
従
っ
て
高
麗
末
期
の
政

準
に
聯
想
し
て
起
-
し
開
城
摘
人
の
超
振
託
に
開
城
韓
記
の
過
振
を
求
む
る
が
如
き
琴

表

は
過
に
屈
し
難
い
の

で
あ
る
っ

E
)

次
は
夢

二
祝
た
る
今

よ
-
数
百
年
前
開
城
商
<
が
平
安
道
よ
り
俸
習
し
た
･こ
の
説
で
あ
る
が
'
年
安
定
は
現
今

に
於
で
も
畠
城
､
狸
川
､
畳
.川
.
益
城
､
楚
山
'
厚
昌
'
赤
川
'
洞
喝

室
山
等
の
講
金
銀
が
あ
っ
て

多
量
の
腕
金

又
は
砂
金
を
産
出
し
て
店
る
如
-
古
-
か
ら
金
を
産
出
し
て
居
た
.経
っ
て
衛
貿
易
は
粕
常
に
行
ほ
れ
て
ゐ
た
が
'

平
安
道
に
特
に
商
業
が
盛
ん
で
あ
っ
た
形
跡
は
な
い
'
渦
っ
高

麗
朝
李
朝
の
政
朱
は
共
に
平
安
蓬
を
可
成
鞄
貧
困

の
状
態
に
置
-
の
方
針
を
採
り
官
吏
採
用
を
も
避
け
た
の
で
あ
る
'
蓋
し
平
安
道
は
人
心
浮
薄
に
し
て
事
大
思
想

に
富
み
支
那
の
勢
力
盛
な
る
時
は
直
ち
にこ
支
部
に
碓
巌
す
る
か
ら
年
旗
以
北
にこ
瀞
し
て
は
殊
更
に
碩
磨
手
段
を
施

し
た
の
で
あ
る
'
従
っ
て
商
業
の
常
連
す
る
飴
地
は
な
か
っ
た
.
但
し
朴
祉
源
の
熱
河
日
記
を
見
れ
ば
'
義
州
の

商
人
へ特
に
滞
商
u
J石
ふ
)は
古
-
か
ら
朝
鮮
の
使
節
に
樋
伴
し
て
宋
元
明
等
に
入
込
ん
だ
や
う
で
あ
る
が
'
彼
等

の
間
に
特
に
記
帳
計
算
の
舜
展
せ
し
航
跡
を
見
拭
し
得
な
い
の
で
あ
る
'
又
彼
等
の
社
流
せ
し
支
那
が
現
4T.に
至

る
も
備
単
式
簿
記
の
域
を
既
し
な
い
極
め
て
原
始
的
の
記
帳
技
に
依
っ
て
居
る
の
を
見
て
も
'
被
等
澗
商
が
支
那

か
ら
完
備
せ
る
薄
記
法
を
移
入
し
た
と
は
伝
ず
る
こ
U
を
褐
L･t
い
'
よ
し
日
歩
を
譲

っ
て
昔
時
支
那
の
簿
記
鋲
が

相
笛
に
夜
達
し
て
居
て
之
を
韓
帝
が
移
入
し
た
と
す
る
花
ら
ば
'
開
城
よ
り
も
寧
ろ
蓋
州
に
於
て
其
痕
跡
を
存
す

べ
き
筈
で
あ
る
'
然
る
に
4r･日
義
州
に
放
て
竃
も
そ
の
形
跡
な
き
を
』
て
見
て
も
第
三
説
の
信
頼
し
得
L･1
い
こ
),



開
城
溝
誰
の
起
源
に
就

て

が
明
瞭

亡
な

る
｡

餌
十
四
巷

(帝

丁
懸
叫
二
四
八
)

二
四

八

最
後
に
耶
麻
教
悼
凍
bJ
共
に
音
義

師
が
洋
式
鉾
記
韓
を
跳
躍
し
て
之
を
開
城
潜
入
に
俸

へ
た
三
石
ふ
欝
四
読
で

あ
る
が
'
之
れ
も
験
程
の
詮
索
を
要
す
ろ
O
蓋
し
朝
鮮
に
は
相
常
吉
-
か
ら
耶
麻
教
が
俸
は
っ
て
居
た
即
ち
彼
等

は
耶
麻
教
を
西
嬰
亡
稀
し
支
那
に
留
学
し
て
習
っ
た
も
の
で
あ
る
が
.
然
し
彼
等
碓
畢
生
の
巣
窟
は
京
城
又
は
開

城
で
は
な
-
し
て
虚
構
道
の
古
皐
で
あ
っ
た
'
宣
教
師
が
初
め
て
半
島
に
入
っ
た
の
は

G
-･i襲
S
民
の

C
DrCa

o
r
th
e
l]elnlrt
N
atton

19
0
2
に
依
れ
ば
西
暦

1
七
九

一
年
二
月
で
あ
っ
て
柑
萄
牙
人

learl
d
os
R
e
m
ed
10S
を

以
て慣
欠
亡す
る'
然し
其
隆盛
を
見
る
に
至
っ
た
の
は
明
治
十
四
五
年
以
後
の
こ
亡
で

即
ち啓
韓
国
亡欧
米各

国
亡
の
間
に
通
宿
億
的
な
締
結
し
て
債
的
制
限
地
域
を
取
･ct布
教
の
自
由
を
得
て
か
ら
各
国
競
ふ
て
宣
教
師
を
派

遣
し
て
布
教
に
従
事
せ
し
め
た
の
で
あ
る
､
そ
れ
は
兎
に
角
亡
し
て
'

R
em
ed
nlS
以
蘇
今
日
迄
約
百
三
十
年
間

に
於

て果
し
て
仰
年
頃
何
人
が
洋
式
簿
記
睦
を
緋
躍
し
て
之
を
開
城
商
人

に侍へ
た

か
に
就
い
て
は
仝
-
文
献
の

徴
す

べ
き
も
の
が
な
い
か
ら
判
然
し
な
い
'
然

し
若
し
耶
麻
灘
宣
教
師
が
銅
鐸
し
て
之
を
開
城

商
人
に
偉

へ
た
も

の
亡
す
る
な
ら
ば
'
其
記
帳
が
現
金
仕
鐸
法
の
形
式
を
探
っ
て
居
る
梨
に
放
て
.
今
日
の
複
式
簿
記
法
に
放
け
る

現
金
仕
帝
式
が
最
近
に
考
案
せ
ら
れ
た
る
に
徴
し
て
も
極
最
近
の
も
の
で
あ
る
と
推
断
し
得
る
の
で
あ
る
O

そ
こ
で
最
後
に
現
に
磯
存
せ
る
商
業
帳
簿
の
茸
除
に
就
て
諸
説
の
典
否
を
枚
す
る
に
'
余
が
開
城
の
昏
商
家
金

茶
珪
及
開
城
敵
か
ら
得
た
帳
簿
に
つ
い
て
見
ろ
に
'
大
止
二
年
以
後
の
も
の
は
頗
る
完
傭
し
た
も
の
で
そ
の
内
容

は
殆
ん
..,J
複
式
薄
記
汝
に
等
し
い
三
石
っ
て
も
好
い
位
の
も
の
で
あ
る
が
'
光
武
玖
年
即
ち
今
よ
-
約
二
十
年
前

の
帳
錐
は
其
内
容
に
著
し
き
相
違
が
あ
る
'
打
ち

貸
借
を
表
は
す
に
は
前
者
亡
同
じ
-
･､
入
'
達
籍
'
捧
次
'
還



上
の
四
記
紀
を
用
ゐ
て
ゐ
る
が
'
其
取
引
の
相
手
方
を
八
は
勿
論
人
以
外
の
物
又
は
革
質
(損
益
)
にこ
も
人
格
を
輿

･
へ
で
人
同
様
に
仕
琵
す
る
所
謂
複
式
轡
記
法
の
特
色
た
る
流
人
法
は
既
に
此
帳
錐
に
於
て
葎
見
し
得
な
い
の
で
あ

工
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に
酷
似
す
る
完
全
t･t
ろ
辞
記
怯
存
在
せ
り
亡
麺
宿
し
て
之
を
他
人
に
吹
聴
し
'
他
人
は
更
に
之
を
他
人
に
椿

へ
'

其
間
に
或
は
高
琵
揖
代
の
文
聾
の
隆
盛
､
高
麗
末
期
の
政
壁
に二
聯
放
し
て
超
-
し
関
城
商
人
遇
源
訣
或
は
義
川
鱒

商
の
情
動
等
の
諸
事
情
が
之
に
纏
綿
し
て
蒼
然
た
る
古
色
を
苛
び
凍
-
'

一
波
高
波
送
に
今
日
の
如
き
誕
音
量
説

の
流
布
を
見
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ら
う
U
思
ふ
｡

余
督
て
恰
も
之
に
穎
似
の
革
安
を
見
甜
し
た
こ
亡
が
あ
る
'
そ
は
屋
島
道
古
迎
日
に
就
い

ての
憶
説
で
み
る
'

過
日
は

I
に
延
日
亡
も
書
き
新
羅
の
岱
滞
金
城
へ現
在
の
座
州
)
の
東
方
梅
岸
に
沿
ふ

1
小
輔

であ
っ
て
'
新
羅
時

代
に
は
斤
鳥
支
牒
叉
は
臨
汀
u
l耳
ふ
て
居
た
が
高
薙
朝
に
至
っ
て
初
め
て
過
日
と
改
め
た
'
こ
の
週
日
の
迎
'J
日

TFJ
の
二
字
が
妙
に
日
本
人
の
戚
情
を
動
か
し
て
'此
迎
日
こ
そ
昔
日
本
,J
新
羅
亡
の
交
渉
地
で
あ
っ
て
､紳
劫
皇
后

三
碍
征
伐
に
は
此
地
に
御
上
陸
遊
ば
し
た
の
で
め
も
う
と
惟
思
せ
る
に
至
り
'
そ
の
憶
測
を
某
日

本
人が
7
朝
鮮

人
に
佑

へ
し
虚
､
此
物
語
が
土
人
m
t二
在
る
こ
と
嗣
三
年
に
し
て
忽
ち
古
来
よ
-
の
口
碑
な
る
が
如
き
古
色
を
瀞

び
第
-
､
此
迎
日
の
出

へ
太
古
日
本
の
強
き
女
王
上
陸
せ
-
亡
の
説
が

7
俄
土
人
間
に
普
及
す
る
に
至
っ
た
'
之

を
鯨

へ
聞
き
し
斯
界
の
畢
者
達
は
葉
上
-
出
所
を
怪
し
み
な
が
ら
彼
地
に
到
り
て
其
憶
説
の
枚
派
を
順
次
に
探
究

開
城
簿
記
の
起
,5
.1
戯
て

節
十
四
盤

(節
1戟
二
四
九
)

二
田
九



菅
し
結

果

者

の
事
情

が
明
白

し
た
U
二A
ふ
こ
寸｣
が
あ
る
ひ
之
･亡
同

株

に
朝

鮮

に
於

で

は

有
形
の
物

も

無
形
の
も
の

盲
数
年
に
し
て
忽
ち
古
色
を
帯
ぶ
る
二
･i,
は
其
例
LJ乏
し
J
,け

い
の
で
之
は
朝
鮮
の
軒
究
者
に
と
っ
て
最
も
注
意

音
質
す

べ
き
黙
で
あ
っ
て
開
城
簿
記
の
起
源
の
如
き
も
多
分
は
此
迎
日
の
類
で
花
か
ら
う
か
'
督
て
蒔
田
博
士
も

言

っ
た
如
し

朝
鮮
人
は
順
庵
&
J蕃
確
と
し
て
括
確
々
地
の
精
勤
ビ
努
力
亡
を
暁
鐘
す

べ
き
欲
望
の
輝
度
を
有
し

亮

か
つ
た
の
で
あ
る
.
既
往
に
S
rげ
ろ
朝
鮮
の
学
術
文
墾
及
絹
業
の
程
度
は
今
日
開
城
簿
記
に
存
す
る
が
如
き
整
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放
て
此
校
的
他
よ
-
も
早
く
合
計
簿
記
が
舜
達
し
て
ゐ
･,lrJ
三

rT
ふ
こ
と
は
或
は
想
像
し
得
な
い
こ
と
も
な
い
が
'

今
日
の
所
網
開
城
滞
記
に
放
て
見
る
が
如
き
完
備
せ
る
禽
訂
方
式
が
或
は
既
に
南
海
聴
代
よ
り
或
は
李
朝
や
初
期

にこ
於
て
開
城
商
人
に
依
っ
て
米
田
せ
ら
れ
セ
三

石
ふ
読
｡
惹

い
て
は
串
遊
席
代
r1
複
式
簿
記
あ
り
U
.IFI
ふ
談
の
如

き
は
到
底
之
を
認
む
る
こ
亡
が
相
談
な
い
'
否
な
開
城
薄
記
の
如
き
も
失
脆

7
舷
の
準
術
工
費
等
己
同
じ
-
外
凍

時
文
化

(TCx
.
tiscI.e
K
uTtru
)
で
あ
っ
て
.
而
か
も
現
に
残
存
せ
る
古
帳
か
ら
推
し
て
も
lLJ=j確
な
る

年
代
は
判
明

し
な
い
が

極
-
虐
近
の
も
の
で
あ
る
W
推
断
し
得
る
の
で
あ
る
｡

‥の
見
聞
に
止
ま
る
の
糊
は
余
の
甘
じ
て
受
け
る
所
で
あ
る
,
只
之
か
導
因
U
な
っ
て
後
旦

盾
探
-
研
究
す
る
人

士
の
出
で
～
､
或
は
頚
存
す
る
背
記
音
場
に
依
･J,
､
或
は
信
放
し
得
べ
き
文
献
に
放

っ
て
英
反
頚
を
示
さ
れ
'
誕

音
量
祝
多
き
段
々
昔
々
た
る
半
島
畢
術
界
に
7
っ
の
光
明
を
投
下
せ
ら
る
ゝ
な
れ
ば
本
稿
の
目
的
は
概
ね
達
し
得

ら
れ
た
の
で
あ
る
O
(写


