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中

国

金

融

の

特

殊

性

小

島

昌

太

郎

七 六 五 四 三 ニ 一

一
國
金
融
の
特
殊
性
は
、

的
の
事
情

で
あ
る
。

融

の
取
引
も
,
凡
そ
金
融
機
構

の
あ
ら
ゆ
る
事
柄
は
、

中
国
金
融
の
特
殊
性

一
國
金
磁
の
特
殊
性

資
金
の

「
般
的
性
質

實
罷
儂
値
の
上
に
成
立
す
る
資
金
と
、
肚
會
秩
序
の
下
に
成
立
す
る
資
金

金
融
の
特
殊
性
を
決
定
す
る
所
の
資
金

銀
本
位
制
に
よ
っ
て
賦
興
せ
ら
れ
カ
る
中
国
金
融
の
特
熱
性
一

海
外
よ
り
の
流
入
資
金
に
よ
っ
て
賦
興
せ
ら
れ
た
る
中
国
金
融
の
特
殊
性

紙
幣
に
よ
っ
て
賦
興
せ
ら
れ
た
る
中
国
金
融
の
特
殊
性

一

一

國

金

融

の

特

殊

性

基
本
的
に
は
、
二
つ
の
事
柄

に
よ

っ
て
醸
成
せ
ら
れ
る
。

一
つ
は
精
神
的

の
事
柄

で
あ
り
、
他
は
物
質

す
な

は
ち

一
つ
は
、
國
民
性
で
あ
り
、
他
は
、
資
金

の
性
格

で
あ
る
。
金
融

の
制
度
も
,
金
融
の
機
關
も
、
金

す

べ
て
そ
こ
に
活
動
す
る
国
民
の
性
格
と
、
そ

の
金
融
市
場
に
於

て
活
動
す

第

】
巻

二
一

第

一
號

二
一



●

中
國
金
融
の
特
殊
性

第

　
巻

二
二

第

一
號

二
二

る
資
金
の
性
格

と
に
ま
っ
て
規
制

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
ゑ
に
、
中
國
に
於
け
る
金
融
の
特
殊
性
を
把
握
す
る

に
は
、
中
國
人
の
金
融

に
關
す
る
國
民
性
の
現
は
れ

と
、
中
國
金
融

市
場

に
於
け
る
資
金
の
性
格
と
を
、
先
づ
明
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
國
民
性
に
關
す
る
こ
と
は
、
後
日
に
譲
り
、

こ
」
に
は
、

専
ら
、
資
金

の
性
格

の
上
よ
り
、
中
國
金
融

の
特
殊
性
を
概
論

せ
ん
と
す
る
の

'5
あ
る
。

然
る
に
、
資
金

の
性
格
を
具
艦
的
に
闡
明
す
る
に

つ
い
て
は
、
多
少
、
原
理
的
に
資
金
そ

の
も

の
」
本
質
よ
り
設
き
起
さ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
す
な
は
ち
、
資
金
は
、
資
金
と
し
て
の

一
般
的
性
格
を
も

つ
と
共
に
、

一
國
金
融
市
場
に
於
け
る
資
金
と
し
て
の
特
殊

的
性
格
を
も

つ
も

の
で
あ
っ
て
、

こ
x
に
述

ぶ
る
所

の
.
中
國

金
融
の
特
殊
性
と
い
ふ
が
如
き
、

一
國
金
融
の
特
殊
性
に
關
す
る
も

の
は
、
資

金
の
特
殊
的
性
格

に
規
定
せ
ら
る

」
所

の
も

の
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。

資
金
の
特
殊
的
性
格

は
、
次

の
四
種
の
資

金
の
稜
生
態
様

と
そ
の
目
的
と
に
よ
っ
て
賦
興

せ
ら
れ
る
。

一
、
金
属
本
位
制
度

の
下
に
於
て
は
、
そ

の
金
属
本
位
貨
幣

の
生
成
態
様

二
、
外
国
資
金

の
流

入
態
様

三
、
政
府
資
金

の
支
佛
ぴ
ま
た
は
貸
出

の
目
的

四
、
獲
券
銀
行
に
於
け
る
資

金
の
支
辨
ひ
ま
た
は
貸
出

の
目
的

金
融
市
場

に
於
て
は
,

こ
れ
ら
の
資
金
を
基
礎
と
し
て
、
更
に
、
そ
の
上
に
、
金
融
取
引
關
係

に
よ

っ
て
、
襲
生
す

る
所
の
資
金

が
あ
る
の
で
あ
る
。
併

し
な
が
ら
,
.
一
國
金
融

の
特
殊
性
を
賦
興
す
る
所

の
も

の
は
、
前
述
四
種

の
資
金

の
獲
生
態
様
そ

の
も

の
で

あ

っ
て
、
金
融
取
引
關

係
に
よ

っ
て
獲
生
す
る
所
の
資
金
は
、
直
接

に
こ
の
特
殊
性

の
賦
與

に
異
る
所
は
な

い
。
す
な
は
ち
、
金
融●
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取
引
に
よ

っ
て
生
す
る
資
金
は
、

こ
れ
ら
四
種
の
資
金
が
.

一
般

の
銀
行
に
預
金

と
し
て
預
け
入
れ
ら
れ
、
そ
れ
が
貸
出
さ
れ
、
更

に
ま
た
預
金

と
し

て
預
け
入
れ
防
れ
る
と
い
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
、
護
生
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
特
殊
的
性
格
は
、
前
述
の
基

本
た
る
資
金

の
性
格
を
傳
承
す
る
に
過
ぎ
な
い
も

の
で
あ
る
。

私
は
、

こ
玉
に
、
中
国
金
融

の
特
殊
性
を
.
中
國

に
於
け
る
前
述
四
種

の
資
金
の
獲

生
態

様
に
昭
…合
し

て
、
把
握
せ
ん
と
す
る
も

の
で
あ
る
が
,
そ
れ

に
は
先
づ
、
金
融

の
特
殊
性
を
賦
興
す
る
も

の
と
し

て
、
何
故

に
、

こ
の
四
種
の
も

け
が
選
び
出

さ
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
か
を
明
に
し

て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。

二

資
金
の

一
般
的
性
質

或
る

一
図

民
経
済

に
於
け

る
資
金

の
特
殊
性
を
捕

へ
て
、

こ
れ
を
闡
明
す
る
が
た
め
に
は
,
先
づ
資
金
な
る
も

の
」

一
般
的
獲
生

態
様

と
,

一
般
的
性
格

と
を
明
か
に
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

資
金
と
は
、
本
質
的
に
と
れ
を
言

へ
ば
、
一
般
的
購
買
力
に
外
な
ら
ぬ
も

の
で
あ
る
。

一
般
的
購
買
力
が
、
資
本
た
る
性
質
を
も

つ

と
き

に
、
資
金
と
言
は
る
」
喝
の
な
る
は
、
今
更
、

述
ぶ
る
ま
で
も
な

い
。
併
し
,
こ
の
こ
と
が
、
資
金
な
る
も

の
」

一
般
的
な
、

そ
し

て
根
本
的
な
性
格

で
あ
る
。

一
般
的
購
買
力

は
.
要
す
る
に
、
肚
會

の

一
般
的
認
識

に
よ

っ
て
生
す

る
。
歴
史
的
獲
生
的

に
言

へ
ば
、

一
般
的
購
買
力
と
し
て

承
認
せ
ら
れ

た
る
も

の
は
、
具
腿
的
有
形

の
物
艦

に
於
て
で
あ
っ
た
。
貝
殻
、
穀
物
、
布
帛
、
砂
金
等
が
、
原
始
経
済

の
時
代
に
於

て
、
貨
幣
と
し
て
、
各
民
族
に
よ

っ
て
用

ひ
ら
れ
た

の
は
、
史
上
に
明
か
な
る
所
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
も

の
は
、
そ

の
時
代
に
於

中
国
金
融
の
特
殊
性

第

一
巻

二
三

第

「
號

二
三
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中
国
金
融

の
特
殊
性

第

　
巻

二
四

第

一
號

二
四

て
,

そ

の
場

所

に
於

て
、

何
人
も

一
般

に
こ
れ

を

も

っ
こ
と
を
好

む
も

の
で
あ
り
、

一
般

人

の
欲

望

の
樹

象

と
な

っ
た

か
ら
、

こ
れ

ら
が

一
般

的

交
換

の
媒

介
た

る
役

目

を

つ
と
む

る

こ

と

二
な

り
、

一
般

的
購

買

力
を

帯

有
す

る
も

の
と
な

っ
た

の
で
あ

る
。

す

な
は

ち
.

そ
れ

ら

の
も

の
が
、

一
般

人

の
欲
望

の
対
象

で
あ
る

と

い
ふ

こ
と
よ

り
し

て
、

そ
れ
ら

の
も

の
に

射

し

て
、

一
般

的
購

買

力
た

る
認

識
が
賦

興

せ
ら

れ

る

ご
と

』
な

っ
た

の
で
あ

る

。

一
般

人

の
欲
望

の
封
象

た

る
も

の
、

換

言

せ
ぱ

,
総

て

の
人
が

も

っ
こ

と
を

子
,ノ
も

う
乞
何

レー-
㌦

ボ
・

二
㌃
セ

夙

ご
・

他

人

つ
育

呵
る

也

D
昏

重

り
も

り
を

、
そ

し

と
文

典
r

る

こ
と
.醇
犯
液

る
.
い
ら

6
あ
る
。

責
.ヨ
.
1
6
;
」
一ノ
一

角
に

・.し
、qハ
・曙
1」
.
「

.イ

.(
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牛

{

γ'
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、(

.(
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い
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、1
!.r
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い

1

一
般

的
購

買

力

の
か
く

の
如

き
叢

生

は
、
貝
殻

、
穀

物
、
布
畠

、
砂

金
等

が
、
本

来
帯

有

す

る
債

値
を

基
礎

と
す

る
も

の
で
あ
り
、

或

は
、

そ

の
償

値

の
別
表

現

で
あ

る

と
見

て
も

よ

い
。
貨

幣

が
鋳

造

せ
ら

る

玉
こ
と

玉
な

り
、

金
貨
若

し

く
は

銀
貨

が
、
本

位
貨
幣

と
し

て
採

用

せ
ら
れ

る

や
う

に
な

っ
て
も

、

事
情

は
全
く

同

一
で
あ

る
。

本

位
貨
幣

と

い
ふ
制
度
自

腿

が
、

そ

れ

の
素

材
金

属

の
債

値

と
、

そ
れ

に
於
け

る

一
般
的
購

買

力

と
を

,
常

に

一
致

せ
し

め

ん
と
す

る
制
度

な

の
で
あ

る
。

人
智

の
幼

稚
な

る
時

代

に

あ
り

て
は
、

一
般
的

購

買

力

の
認
識

は
、

具
盟

的
有

形

の
物
盟

に
於

け
る

、

そ

の
も

の
」
債
値

を

基
礎

と
す

る

の
外

は
な

か

っ
た

。
然

る
に
、

人
智

が
進

歩

し
、

壮
會
秩

序
も

整
備

し
、

経
済

も
獲

達
す

る

に

及

ん
で

は
、

一
般

的
購

買
力

な

る

も

の
は
、

具
盟

的
有

形

の
物
罷

に
於
け

る
領

値

を
基

礎

と
す

る

の
要
は
な

く
な

り
.
杜

會

秩
序

そ

の
も

の
に
信
頼

し
、
そ

れ

に

依

存
し

て
成
立

し

得
る

こ
と

」
な

っ
た
。

す

な

は
ち
、

赴

會
秩
序

が
確

立
す

る

に
至

れ
ば

、

そ

の
秩
序

に
封

ず

る
信
頼

に
よ
n
、

一
葉

の
紙
片

で
さ

へ
も
、

一
般
的
購

買
力

を
も

つ
に

至
る

こ

と
が

可
能

と
な

る
。

元
来

、
貨

幣

の
貨

幣

た
る

は
、

そ

の
も

の
自

膿

が
、

目
的

と
し

て
持
た

る

」
の

で
は
な

く

し

て
、

そ
れ

を

以

て
、

他

の
何

等

か

の
も

の
を

獲
得

す

る

の
手

段

と
せ
ら

れ

る
殿

で
あ

る
。
從

っ
て
、

他

人
が
、

こ

の
手
段

た
る
所

の
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成

る
も

の
に
射
し

て
、
支

障
な

く
、
自

分

の
好
む

所

の
も

の
を
與

へ
て
呉

れ

る
な
ら

ば
、

そ

の
或

る
も

の

は
、

如

何
な

る
も

の
で
あ

っ
て
も
よ

い
。
言

ひ
換

ふ
れ

ば

.
社
倉

一
般

が
、

或

る
も

の

に
封

し

て
、

そ

の
提

供
者

の
好

む
も

の
を
、

そ

れ
と
引

換

に
與

へ
る

と

い
ふ
事
態

が

成
立

す
る

な
ら

ば
、

そ

の
も

の
は
貨
幣

に
外
な
ら

ぬ

の
で
あ
る

。

」
各
自

が
信
頼

し

得

る
所

の
社

會

の
秩

序

が
、
未

だ

確

立
し

な

い
時

代

に
於

て
は
、

他

人
が

支
障
な

く
自

分

の
好
む

も

の
を
與

へ
て

呉
れ

る
た

め

に
は
,

そ

の
他

人

の
好
む
も

の
を
提
供

し
な

け
れ

ば
な
ら

ぬ
。
そ

の
外

に
方

法

は
な

い
。

そ

し

て
、

緬

て

の
他
人

に
射

し

て
、
か

く

の
如
く

に
役

立

つ
も

の
は

、総

て

の
人

が
も

っ
と

と
を
好

む
も

の
で
な
け

れ

ば
な
ら

ぬ
。

す
な

は
ち

、
と

の
場
合

に
は
、

一
般

的
購

買

力
な

る
も

の
は

,
そ
れ

ら

の
も

の
自
腿

に
依

存
す

る

の
外

は
な

い
。
併

し

な
が
ら

、
杜
會

の

秩
序

が
確

立

し

て
、
各

人

が

そ

の
秩
序

に
射

し

て
信

輯

を
も

ち
.

そ

の
軼
事

D
下

で
於

て
ま
,

二
漿

乃
概
㌣

と
堆

も
,

よ
ノ
＼

可
ぺ

も
.

そ

一
と
封
典

＼
こ
,

.

F
I
I
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♂
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そ

の
好

む
も

の
を
與

へ
て
呉
れ

る

乙
と

」
な

る
な
ら

ば
、

}
般

的
購

買
力

な

る
も

の
は
、

何
等

か

の
も

の
自
罷

の
償

値

に
依
存

す
る

の
必
要

は
な

く
な
り

、
肚

會

の
秩
序

に
依

存

し

て
成

立

し
得

る
こ

と

」
な

る
。

●

一
般

的
購

買

力

は
、

か
ぐ

て
、
第

二

の
獲

生
態

様

を
も

つ
と
と

玉
な

っ
た

の

で

あ
る
。
す

な

は
ち
、
第

一
の
獲

生
態

様

が
.

具
盟

的
有

形
物

の
債
値

に
依
存

す

る

も

の
と

せ
ぱ
、
第

二

の
稜

生
態
檬

は
、

肚
會

秩
序

と
い

ふ
、

謂

は

穿
無

形

の
關

係

に
依

存
す

る
も

の

で
あ

る
。

政
府

紙
幣

や
銀

行

券

の
如
き
も

の
が

、

一
般

的
購

買

力
を
も

ち

得
る

の

は
、

こ

の
第

二

の

獲

生
熊

様

に
よ

る
も

の
で
あ

る
。

三

實

燈
償
値

の
上

に
成

立
す

る
資

金
と
、
肚
會

秩
序

の

下

に
成

立
す

る
資

金

中
国
金
融
の
特
殊
性

第

一
巻

二
五

第
[號

二
五



中
國
金
融
の
特
殊
性

第
二
巻

二
六

第

一
號

二
六

資

金
は
、
資
本
た
る
所

の

一
般
的
購
買
力
で
あ
る
。
ゆ
ゑ
に
、

】
般
的
購
買
力
の
獲
生
に
於
け
る
二
つ
の
態
様
は
、
資
金
の
蛮
生

に
於

て
も
、
も
と
よ
り
、
同
様

に
認
め
得

べ
き
所
た

る
は
言
ふ
ま
で
も
な

い
。
而
し

て
,
資

金
襲
生

の
第

一
の
態
様
た
る
も
の
は
・

貨
幣
制
度
と
し
て
、
我
が
國
の
如
く
、

金
本
位
制
を
採
用
す
る
國

に
あ
っ
て
は
.
商
品
的
金
が
、
貨
幣
的
金
と
な

る
こ
と
で
あ
る
。

民
国
ご

十
四
年
.
(昭
和
十
年
,
　
九
三
五
年
)
の
幣
制
改
革

の
行
は
る
L

以
前

の
中
國
の
如
く
、

銀
本
位
制
度

の
下

に
あ
っ
て
は
.
商

.嗣

禦

甚

的
讐

な
る
と
と
で
あ
る
。
例

へ
ば
、
合
足

於
て
は
、
そ
の
適
用
が
停
止
せ

ら
れ

て
居
る
け
れ
ど
も
憂

が
羃

法
第

+
四
條

の
規
定

の
如
く
、
『
鑑

金
ヲ
輸
鱒

、
書

警

製
導

請

暑

ア

ル
‡

ハ
、
其

・
請
求

藤

・
へ
・
』
と
い
ふ
金

貨
幣

の
自
由
委
託
讐

の
如
き
、
ま
た

は
、
中
国

に
於
け
る
購

売

以
前

に
於

て
、
錘

に
於
け

る
馨

(
馬
蹄
讐

葦

)
の
錨

造

の
如
き
は
、
商
.叩
的
金
ま
た
は
銀
の
、
墓

的
金
ま
た
は
銀

へ
の
韓
換

で
あ

っ
て
、

・
れ

に
よ
つ
三

宝
金
額

の
資
金
暴

生
す

る
の
で
あ
る
。
か
く

の
如
き
、
墓

書

質
的
資
金
と
い
ぴ
、
か
く

の
如
き
資

金
の
撃

を
、
資
金
の
喜

的
襲

生
と
い
ふ
・

資

金
の
第

二
の
笙

態
様
た

る
所

の
、
肚
會
秩
序

に
依
存
す
養

生
と
い
ふ
は
、
言
ひ
塗

れ
ば

霜

互
負
債
」
(景

=
四
=
。
尋

け。
」
目
。
、.
)
と
し

て

の
稜

生

で
あ

る
。

こ
れ

に
は

貨
幣

主
樺

に
よ
る

所

の
も

の
と
、

任
意
契

約

に
よ
る

所

の
も

の
と

の
二

つ
が
む

る
。

幕

主
催

よ
る
所
霜

互
農

と
し
て
の
資
金
の
獲
生
・
い
ふ
は
、
政
府
馨

寮

行
の
場
合
で
あ
る
・
政
府
馨

は
・
そ
の

馨

に
よ
っ
て
、
政
府
自
ら
が
債
讐

し
て
、
讐

力
を
獲
得
し
、
資
金
を
調
達
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
併
し
政
府
は
・
そ
の
蓉

額
だ
け
債
務
を
負
憺
す
る
と
と

瓦
な
る
の
で
あ
る
。
貨
幣
主
権

の
委
譲
を
受
け
た
る
獲
舞
銀
行
が
,
銀
行
券
を
獲
行
ず

る
場
合

も
、

。
れ
。
同
様
で
あ
る
。
暮

割
引
に
よ
っ
て
、
馨

銀
行
よ
り
鉄
案

の
轟

を
受
け
馨

も
の
は
、
馨

銀
行
縛

し
て
・
霧

を
負
憺
す
る
こ
と
去

る
の
で
碧

が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
馨

銀
行
も
亦
、
そ
の
銀
幕

の
所
書

に
封
し

て
・
同
額
の
霧

を



負
澹
す
る
こ
と

在

る
の
で
あ
・
.
而
も
,
暮

割
引
を
受
け
た
・
も

の
は
・
そ
れ
だ
け

の
零

を
達

し
得
蓮

で
あ
智

任
意
契
約
に
よ
.。
所

の
望

負
債
・
し
て
の
墓

の
塞

・
い
ふ
は
、

一
碧

銀
行
が
、
そ
の
取
引
先

に
封

し
て
・
貸
付
割
引
を

な
し
,
そ

の
轟

を
預
金
・
な
し
た
・
場
A
・
で
あ
る
。
・
の
場
合
に
於

て
は
、
そ

の
取
引
先
は
、
預
金
金
額
だ
け

の
資

書

調
管

た

の
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
銀
行

無

す
る
負
債
・
し

て
存
在
し
、
銀
行
も
亦
、
そ

の
預
金
金
製

け
、
取
引
先

嬉

し
て
霧

と
し

て
負
推
す
る
所
で
あ
る
。

相
互
農

。
し
て
の
資
金
が
塞

す
藷

の
、
・
の
二
つ
の
場
倉

於
け
る
相
違
覧

る
に
、
そ
れ
が
嬉

主
倦

よ
る
場
倉

あ
っ
て
は
、
そ
の
馨

櫻

、
軍
・
幕

法
蓮

は
銀
行
炎

・
・
ふ
葎

の
範
鰹

於
て
裂

が
あ

る
に
止
ま
　

從
っ
て
・
法

律
の
幣

、延
行
、ぜ
G
・ご
讐

つ
・て
農

振

大
し
得
・
養

し
て
、任
華

約
に
・
青

倉

あ
っ
て
は
・銀
た君
銭

茎

額
よ
軟

珍
、の
引
出
に
繋

る
準
舞

盗

除
し
た
る
残
響

以
て
、
明
に
そ
の
限
馨

す
る

も
の
で
あ
り
、
如
何
に
し
て
も
・
と
の
限
度
を

超
ゆ
る
こ
と
を
得
ざ
る
も
の
な

る
黙
に
あ
る
。

前
に
述
べ
た
る
所
の
、
資
金
の
喜

的
撃

の
場
ム是

あ
っ
て
は
、
商
品
的
金
建

は
築

,
箒

的
金
ま
た
は
銀
舞

摸
す

る

こ
と
に
よ

っ
て
、
資
金
が
獲
生
す
る
こ
と
曳
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
護

生
に
當

り
、
人
的
に
何
等

の
相
手
方
を
要
す
る
の
で
は

な
ぺ

從

っ
て
そ
の
撃

に
霧

青

き

・
な
く
、
資
金
・
し
て
暴

養

生
す
・
の
で
あ
る
。
然
る
に
・
祉
會
秩
序

俵

存
す

る
所
の
資
金
の
撃

の
場
A・
に
あ
っ
て
は
、
・
の
秩
序
・
下
・
侏
離

ら
で

所
の
繧

・
確
保
す

な
は
ち
霧

の
履
行
を
以
て
基

礎
。
す
る
の
で
脅

、
二
人
の
人
磐

田薯

の
存
奮

前
提
と
し
、
そ
窩

當
薯

の
了
蟹

よ
つ
て
生
す
る
の
で
あ

る
・
す
な
は

ち
、
書

的
笙

の
場
△.
の
恕

、
金
若
し
く
は
銀
・
い
ふ
羅

奮

債
値
著

す
・

も
の
が
存
在
し
て
・
そ
れ
を
叢

と
し
て
贅

中
國
叢

の
特
殊
性

第

悪

二
七

整

號

二
七



・

中
國
金
融
の
特
殊
性

第

一
巷

二
八

第

一
號

二
八

金
が
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
雨
當
事
者

の
輩
純
な
る
了
解

に
よ

っ
て
創
作
せ
ら
る

」
の
で
あ
る
。
ゆ
ゑ
に
、

こ
の
場
合
の
資
金

の

獲
生
を
そ

の
創
作
的
獲

生
と
言

ぴ
、
か

x
る
資
金
を
、
前

の
實
質
的
資
金

に
封
し
て
,
創
作
的
資
金
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
。

囚

金
融

の
特
殊
性
を
決
定
す
る
所

の
資
金
.

じへ
く
し
を

ロ

ロコロ
コ
ドトし
ヘドコ

ヘ
ヨ
も
へ
　た

ロヨ
ロ
コとしコトヘ

レ
やム
コ

も
　コ
ロ　
コ
　ト　り
　

ラ
　　
コ
コ

ロ
セロ

し

ロ

　
リ

ユ
コ

コ
　

レ

コ

オ
碁

書
面

仔
宅

垂

と

V
国

宝

栄

に
副

直

ぞ
力

丸
く

.陣
荏

華
零

贋

¢
荘

五
貨

債

と

レ
ふ
了
鯖

に

よ

!'
て
戴
立
す

る
も

の
を
言

ふ
べ
き

で
あ

る
。
然

る

に
,
創

作
的

資
金

に

あ

っ

て
は
、

貨
幣
主

権

に

よ
る
も

の
と
、

任

意
契
約

に
よ

る
も

の
と
は
,

金
融

機
構

に

封
ず

る
關

係

に
於

て
、

全
く
異

る
所

が
あ
る
。

す

な

は

ち
、
後
者

は
、

金
融
市

場
そ

の
も

の

」
裡

に
於

て
,

金
融

取
引

と
し

て
畿

生

す

る
も

の

で
あ
る
が
、

前
者

は
,

金
融
市

場

の
外

に
あ

る
所

の
、

貨

幣
主

椹

の
作
用

と
し

て
、

金
融
市

場

に
謝

し

て
、

注

ぎ
込

ま
る

玉
も

の
で
あ

る
。

政
府

及

び
獲

券
銀

行

は
、

金
融

市

場

の
外

に
在

っ
て
、

金
融

市
場

に
封

し

て
、

そ

の
貨

幣
主

催

に
よ
り
、

資

金
を

供
給

し
、

ま

た

は
、

吸
取
す

る

の
立
場

に
在

る
。

一
般

の
銀
行

と
そ

の
取
引
先

と
は
、

金
融
市

場

の
裡

に
あ

っ

て
、

そ

の
市
場

的
活

動

と

し

て
、

貸

付
割
引

及
び
預
金

を
な

す

の

で
あ

っ
て
、

そ

の
と

と
が
、

資

金
を
産

み
出

す

こ
と

」
な

る

の
で
あ
る

。

か

く

の
如
く
、

資

金

の
畿

生
に
あ

っ
て
も

、
貨

幣

主
権

に
よ

る
も

の
と
、

任

意
契

約

に
よ
る
も

の
と

は
、

金
融
市

場

に
封
ず

る
關

係

に
於

て
、

全

く
異

る
所

が

あ
る
。

然

る
に
、

い
ま
、

資

金

の
實

質

的
獲

生

の
場

合

た

る
所

の
、

商
品

的
金

ま

た
は
銀

が
、
貨

幣

的

金

ま

た

は
銀

と
な

る
場

合

に

つ
い
て
考
察
す

る

に
、

そ
れ

が
、
商

品

的
な

る
間

は
、

ま
だ

金
融

の
埒

内

に
在

ら
ざ

る
も

の
で
あ

る
か

ら

、

そ
れ

が
貨
幣

的
な

る
も

の
と
な

る

に
於

て
、

初

め

て
金
融
市

場

に

入
り
込

み
た

る
も

の
と
言

は
な

け
れ

ば
な
ら

ぬ
。
.

こ

の
關

係

に
於

て
は
,

貨
幣

主
権

に
よ

っ
て
資

金

が
獲

生

せ
し
め

ら

る

L
場

合

と
、

商
品

的
金

ま

た

は
銀

が
.
貨

幣

的

金
ま
た

は



欝

バ葦

雷

w
講

・.、、

イ
.
.
門

・
、
邦

㌦
玉

0

・銀

と
な
る
場
合

と
は
、
金
融
市
場

に
射
し
、
そ

の
外
部
よ
り
、
資
金
と
し
て
入
り
來
る
も
の
な
る
の
貼
に
於
て
、
そ

の
軌
を

一
に
す

る
も
の
で
あ
る
。
從

っ
て
、
貨
幣
主
椹

に
よ
る
所

の
資
金
の
稜
生
は
、
本
来
、
創
作
的
資
金

の
稜
生
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
金
融
市
場

.

よ
り
見
れ
ば
、
金

の
實
質
的
獲
生
と
異
ら
ざ
る
も

の
と
な
る
。
こ
の
意
味

に
於
て
.
私
は
、
金
融
市
場
に
於
け
る
資
金
の
増
減
伸
縮

を
観

察
す
る
立
場
に
於
て
は
,
こ
の
貨
幣
主
樺
に
よ
る
資
金
の
襲
生
を
以
て
、
商
品
的
金
ま
た
は
銀
が
、
貨
幣
的
金
ま
た

は
銀
と
な

る
場
合
と
同
様
に
、
資
金

の
貧
質
的
獲
生
と
し

て
取
扱

ひ
、

一
般

の
銀
行
と
そ
の
取
引
先
と
の
間

の
任
意
契
約

に
よ
.っ
て
惹
き
起
さ

.

る

」
所

の
、
資
金
の
創
作
的
獲
生

の
場
合
と
旺
別
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

然
る
に
,
こ
」
に
、
資
金
の
實
質
的
叢
生
と
し
て
取
扱

ふ
べ
き
も
う

一
つ
の
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
爲
替
關
係
に
よ

っ
て
、
資

金
が
.
外
国

よ
り
流
λ
し
来
る
場
合
で
あ
る
。

元
来
、
資

金
が
外
囲
よ
り
流
入
し
来
る
場
合

に
於
て
隈
、
流
入
國
の
本
位
制
度

に
慮

じ
て
、
金
ま
た
は
銀

と
し

て
輸

入
せ
ら
る

』

の
が
本
則
で
あ
る
。

と
の
場
合
に
於
て
は
、
流

入
國

に
於
て
、
そ
の
輸
入
の
金
ま
た
は
銀
が
、
商
品
的
性
質

よ
り
貨
幣
的
性
質

に
韓

換

せ
ら
る
」
こ
と
に
よ

っ
て
,
資

金
と
し
て
の
實
質
的
獲
生
と
な
る
の
で
あ
る
。
爲
替

に
よ
る
資
金
の
流
入
は
、
結
局
に
於
け
る
そ

の
流
出
を
前
提
と
す

る
も

の
で
あ

っ
て
、
そ
の
範
園
内
に
於

て
は
、
全
脳

と
し
て
相
殺
せ
ら
る

」
も

の
で
あ
り
,
然
ら
ざ

る
と
き
は

・そ
の
差
額
は
、

金
ま
た
は
銀
の
流

入
に
よ

っ
て
決
済
せ
ら
る

」
も
の
で
あ
る
。

併
し
な
が
ら
、

そ
の
全
艦
的
相
殺
以
前
、

若
し
く

・は
、

金
ま
た

は
銀
を
以
て
す
る
決
済
以
前
に
於

て
は
、
個

々
の
爲
替

の
流
入
は
、
や
は
り
資
金

の
流
入
に
外
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
、
こ

の
場
合
に
於
て
は
、
金
ま
た
は
銀

の
輸
入
に
代

る
も

の
で
あ
り
、
金
融
市
場

の
外
部
よ
り
、
流

入
し
来
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、

か
」

る
資
金
は
、

琶
質
的

に
獲
生
し
た
る
も

の
と
し
て
取
扱
は
る
べ
き
で
あ
る
。

螺

中
国
金
融
の
特
殊
性

第

一
巻

二
九

第

一
號

二
九
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猶

こ
れ

を
要

す

る
に
、「
資

金

の
稜

生

に
は
、
實

質

的
な

る
も

の
と
、

創
作
的

な

る
も

の
と

の
.

二

つ
の
態
様

が
あ
り
、

金
融

市
場

に

於

け

る
資

金

の
増
減

伸
縮

と

い
ふ
立
場

よ
り

言

へ
ば
、

ω
商

品
的

金

ま
た

は
銀

の
貨

幣

的
金
ま

た

は
銀

と
な

る
こ

と
、

②

外
國

爲

替

に

よ

る
受

取

勘
定

の
受

入

れ
、

⑧

貨
幣

主
権

に

よ
る
資

金

の
供

給

の
三
者

が
、

そ

の
琶

質
的
成

立

で
あ

り
、

且

つ
こ

の
爾

は
、

政
府

嵌
た

は
稜

舞
銀

行

の

(
イ
)
支
梯
.と
,

(
つ
)
貸

付
割

引

と

に
細

別

す

る
こ

と
が
謁
来

る
。

そ
し

て
、

…
般

の
銀
行

と
そ

の
取
引

先

と

の

　ロト
ロ　コロ　

コ
　
も

コ

コ
ニ
ココ
　

　

レ
　ロ
ド
ロ
ロココ
リ
コし

ヒ　コ

ロヒ

ノ

　

ラ
コ
ね

　
コ
コ

ロと
　
ロ
ロ
　
　

　　ヘヘ

ロ
し
　コ
　

　ヨ
コ
き
り
コ

ロコロ　

の
任

意
薬
瓶

を

以

て
す
る

貸
.付
害

弓
と

そ

の
手

増
金

の
務

金

と
は

こ
血

に
よ

!
'
て

拝
重
質
債

主

る
廃

併

に
茂

て

蓼

盆
を

金

融

.

市

場

に
供
給

す

る
こ

と

」
な

る

の
で
あ

る
が
,

こ
れ

が
、
資

金

の
創
作
的

焚
主

た
る

の
で
あ
る

。

資
金
の
護

生
に
關
す
る
原
理
的
研
究

と
し
て
は
、
爾
ほ
、
多
く

の
事
柄
を
説
明
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、

と
X
に
は
、
當

面

.

の
記
述
に
必
要
な
る
範
園
に
限
定
し
て
、
以
上

の
難

に
こ
れ
を
止
め
.
直
ち
に
、
本
論
た
る
中
國
金
融
の
性
格
に
つ
い
て
述
べ
な
け

」れ
ば
な
ら
ぬ
。
た
.虻
、

こ
の
豫
備

的
記
述
に
於

て
、
読
か
ん
と
し
た

る
目
標
は
、

一
図
資
金

の
特
殊
性
な
る
も

の
は
、
實
質
的
資
金

に
つ
い
て
專

ら
見
る
べ
き
も

の
で
あ
る
と
い
ふ
貼
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
を
、

こ
」
に
明
ら
か
に
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

す
な
は
ち
、
資
金

の

一
般
的
性
格
を
決
定
す
る
所

の
畿
生
態
様

と
し
て
は
、
前
述
の
實
質
的
稜
生
と
、
創
作
的
護
生
と
の
甚
別
が

.

根
本
的

で
あ
る
。
創
作
的

に
獲
生
す
る
資
金
は
、
必
ず
實
質
的
に
獲
生
し
た
る
資
金
の
存
在
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ

っ
て
.
換
言

ナ

れ
ば
、
創
作
的
資
金
は
、
實
質
的
資
金

の
基
礎

の
上
に
、
獲
戻
し
膨
脹
す
る
も

の
で
あ
る
。
蓋
し
、
創
作
的
資
金
は
、
銀
行
の
貸

出

を
以

て
出
襲
す
る
も

の
で
あ
る
が
、

一
般

の
銀
行

に
あ
っ
て
は
,
貸
出
は
預
金
に
依
存
し
て
行
は
る
」
の
外
な
き
も

の
で
あ
り
,



　　

ヒ

懸

灘
灘

肇

横
難

冷
夏
ぞ

・ヨ
.桑
、

■

・そ

の
預
金
は
、
煎
じ
詰
む
れ
ば
,
前
述

の
四
つ
の
實
質
的
獲
生
に
よ
る
資
金
が
、
基
本

た
る
か
ら
で
あ
る
。

.

か
く

の
如
く
、
創
作
的
資
金
は
,
實
質
的
資

金
に
依
存
す
る
。
從

っ
て
資
金
の
特
殊
的
性
格
な
る
も

の
は
、
創
作
的
資

金
に
於

て

「特

別
に
賦
興
せ
ら
る

」
も

の
で
は
な
く
、
實
質
的
資
金
に
於

て
賦
興

せ
ら
る
」
も

の
で
あ

っ
て
、
そ
の
性
格
が
、

そ
の
ま

玉
に
と
れ

.

よ
り
膨
脹
焚
撰
す
る
所

の
創
作
的
資
金

に
傳
承
せ
ら
る

」
に
過
ぎ
な
転

の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
或
る
國
に
於
け
る
資
金
の
特
殊
性
を
.

'極
め
ん

と
す
る
場
合
に
は
阪
専
ら
、
そ

の
國
に
於
け
る
實
質
的
資
金

の
獲

生
態
様

に
つ
い
て
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
以
下
、

こ

・の
襯
黙
よ
P
、
中
国

に
於
け
る
資
金
の
特
殊
性
を
研
究
す
る
で
あ
ら
う
。

五

銀
本
位
制

に
よ

っ
て
賦
興
せ
ら
れ
た
る
中
国
金
融

の
特
殊
性

　

ココ

ロ

ロヒロ
ラ

コヘ
ロ
コ
ロ
　
　

コ

民
國

二
十
四
年

(昭
和
十
年

・
一
九
三
五
年
)
中
國
は
,
幣
制
改
革
を
行
ひ
、
銀
を
國
有
と
ず
る
と
趾
ハ
に
、
從
沫
の
銀
本
位
葡
を
厳
止

し

た
。
ゆ
ゑ
に
今
日
に
於
て
は
、
銀
は
中
國
の
貨
幣

で
も
な
く
.
ま
た
勿
論
、
本
位
貨
幣

で
は
な
い
け
れ
ど
も
,
現
に
流
通
し

て
み

る
法
幣

の
或
る
部
分
は
、
従
前
、
貨
幣
と
し
て
存
在
し

て
居

っ
た
銀

に
替

っ
て
働

い
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、
滑
革
的

に
見
れ
ば
、

中

国
の
資
金
の
或
る
部
分
は
、
銀
が
貨
幣

と
し

て
生
る

」
に
至
っ
た
態
様

に
よ

っ
て
賦
興
せ
ら
れ
た
性
格
を
帯
有
す
る
の
で
あ
る
。

…
銀
が
本
位
貨
幣
的
な
地
位
を
占
む
る
に
至
る
ま
で
に
於
て
も
、
中
国

に
於
て
は
,
貨
幣
と
し

て
幾
多
の
鍵
貨
が
存
在
し
た
。
併
し

.

こ
れ
ら
鑓
貨

の
時
代

に
は
、
そ
れ
ら
は
軍
に
.
貨
幣
と
し
て
の
役
目
を
つ
と
め
て
居

っ
た
だ
け

で
、」

未
だ
資
本

と
し
て
の
働
き
を
し

.

て
居

っ
た

の
で
は
な

い
。
す
な
は
ち
、
そ
れ
ら
は
、
貨
幣

で
は
あ
る
が
、
資
金

で
は
な
か

っ
た
。
ゆ
ゑ
に
、
こ
玉
に
資
金

の
性
格
を
問

題

と
す

る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
は
,
こ
の
研
究

の
埒
外

に
あ
る
こ
と
L
な
る
の
で
あ
る
。
貨
幣
た
る
も
の
が
資
金
た
る
の
性
質
を
も

中
國
金
融
の
特
殊
性

第

一
巷

三
一

第

一
號

三

「
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二

つ
や
う

に
な

っ
た
の
は
、
銀
が
貨
幣
と
し

て
用
ゐ
ら
る

」
に
至

っ
た
後

の
と
と
で
あ
る
。

銀

は
、
中
国

に
於
て
は
、
殆
ん
ど
産
出
し
な

い
。
殆
ん
ど
総

て
の
そ
れ
は
、

海
外
よ
り
輸

入
せ
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
す
な
は
も
,

貿
易
關
係
に
よ

っ
て
輸
入
せ
ら
れ
た
銀

が
,
貨
幣

と
し
て
用
ゐ
ら
れ
る
や
う
に
な
り
、
そ

の
結
果
、
野
中
國
貿
易

に
於
て
は
.
銀
が

國
際
通
貨
と
な

っ
た
蔀

で
あ
る
。

併
し
な
が
ら
.

こ
の
貿
易
は
.
中
國

の
側

に
放

て
は
自
主
的
に
行
は
れ
た
も

の
で
は
な
い
。
初
め
は
、
専
ら
,
後

に
は
、
主

と
し

で
外
國
商
館
の
手
に
よ

っ
て
行

は
れ
た

の
で
あ
る
。
殊
に
中
国
は
、
當
初
、
そ
の
産
物

の
國
外
輸
出

に
は
消
極
的
で
あ

っ
た
。
外
商

の
執
拗
な
強
要
に
よ

っ
て
、
已
む
な
く
輸
出

に
慮
じ

て
居

っ
た
猷
態
で
あ

っ
た
。
從

っ
て
,
か

玉
る
状
態

の
下
に
於

て
輸
入
し
た
銀

が
、
貨
幣
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
た
と
い
ふ
の
は
、
中
国
産
物
を
引
出
さ
ん
が
.た
め
に
、
そ

の
所
要
に
磨
じ
外
部
よ
り
注
入
せ
ら
れ
た
も

・の
で
あ
る
。

從

っ
て
、
か

」
る
銀
よ
り
成
る
所

の
資
金
は
、
主
と
し
て
外
国
貿
易

の
場
面
に
活
動
す
る
も
の
で
あ
り
、
産
物
の
調
達
が
奥
地
に

.延
び

る
に
從

っ
て
、
次
第

に
奥

地
に
於

て
も
通
用
す
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
、
社
倉
秩
序
が
確
立
し
な

い
状
態

の
下
に
於

て
は
、
資

金

の
蓄
積
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
財
産

の
蔵
匿
と
し
て
益
々
銀
が
重
用
せ
ら
れ
、
今
日
に
於
て
も
、
そ

の
秘
藏

せ
る
も

の
は
、

相

當

の
且
額
に
上
る
と
推
定
せ
ら
れ
て
居

る
軌
而
し
て
、
銀

が
貨
幣

古
し

て
、
ま
た
は
財
産
と
し
て
重
用
せ
ら
る

玉
に
つ
い
て
は
,

そ

の
品
位

の
保
護

が

重
覗
せ
ら
れ
る
の
は

當
然

の
こ
と
で
あ
る
。

と
の
銀

へ
の
両
替

と

そ
の
品
位

の
保
護
に
當

る
も

の
と
レ
て
,
ま

た
、
外
國
銀

の
流
入
す

る
機
關

と
し
て
、
資

金
的
信
用
の
強
大
な

る
銭
荘
が
獲
生
す
る
と
と
x
な

っ
た

の
で
あ
る
。

銀

は
、
本
来
、
外
囲
貿
易
に
よ
り
て
流
出
入
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
貿
易

の
盛
衰
に
よ
り
て
、
増
減
す
る
の
傾
向
に
あ
っ
た
。



懲

響

…嚢

響

蓬拶、.嚢

響
ゾ

■
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併

し
な
が
ら
、
自
国

に
銀
を
産
出
し
な
い
中
國

に
於
て
は
,
そ
の
国
際
牧
支
が
銀

の
債
格

に
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
な
く
.
.却

っ
て
,

.

世
界
銀

償
の
攣
動
が
、
爲
替
相
場
を
動
か
し
、
そ
れ
が
園
内

の
銀
債
、
す
な
は
ち
貨
幣
便
値
に
直
映
し
、
物
償

の
攣
動
を
左
右
す
る

程

度
が
甚
だ
し
か
っ
た
の
守
あ
る
。
す
な
は
ち
、
中
國

の
貨
幣
債
値
は
,
中
國
自
ら

の
経
済
が
直
接
交
渉
す

る
所
な
き
,
在
外
的
原

.

因
に
よ
.つ
て
,
動
か
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
ゑ
に
、
世
界
市
場
が

一
般
に
好
景
氣
で
あ
る
場
合

に
、
銀
償
だ
け
が
世
界
市
場
に
於
て
下
落
し
た
場
合
に
於
て
は
、
中
國

の
物
償

は
騰
貴
の
傾
向
を
見
る

の
で
あ
る
か
ら
、
外
人

の
中
国
に
於
け
る
経
済
活
動

の
た
め
の
外
資

の
流
入
を
來
す
と
共
に
、
在
外

・華
僑

の
途
金
も
燃
・
加
す
る
こ
と

』
な
り
,
通
貨
の
膨
脹
を
來
す
の
で
あ
る
。

一
九

二
九
年
以
前
は
,
暫
く
か
く

の
如
き
時
期
で
あ

っ

・た
か
ら
、
銀

の
流
入
夥
し
く
,

…
九

一
入
牢
か
ら
三
〇
年
ま

で
に
、
凡
そ
十
二
億
元
に
達
し
,
そ

の
中
,

}
九
二
七
年
よ
一7
三
Q
年

ま

で
の
匹
ケ
年
・闇
に
於
て
、
凡
そ
そ
の
年
額
の
五
億

一
千
六
百
萬

元
で
あ

っ
た

と
い
ふ
。

併
し
な
が
ら
、
世
界
景

気
が
沈
潴
し
て
、
各
國
物
償
も
下
落
す
る

の
時

に
於
て
,
銀
債
も
亦
下
落
し
た
る
場
合

に
於
て
は
,
中
国

経

済

の
受
く
る
影
響
は
、

そ
の
銀
償
の
下
落
が
、
物
償
下
落

の
程
度
よ
り
も
、
甚
だ
し
き
か
然
ら
ざ
る
か
に
よ
っ
て
異

る
。
銀
償
下

・落
が
物
債
下
落
よ
り
も
甚

だ
し
き
と
き
は
、
銀
を
以
て
計
算
し
た
る
世
界
物
債
は
、
相
封
的
に
は
、
す
な
は
ち
中
國

の
側
よ
り
見
れ

ば
、
止
昂
し
た

の
で
あ
る
か
ら
,
貿
易
關
係
に
於

て
は
、
輸
出
を
刺
戟
せ
ら
れ
、

そ
の
關
係
に
於
て
は
、
銀

の
流
入
を
見
る
傾
向
に

あ
る
の
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
、

か
」
る
時
期

に
於

て
は
、
海
外
に
活
動

せ
る
華
僑
は
,
そ

の
事
業
収
益
も
減
少
す
る
の
で
あ
る
か

・ら
、
從

っ
て
、
そ

の
逡
金
も
減
少
し
,
そ
の
關
係
に
於
て
、
中
国

へ
の
資
金

の
流
入
は
減
少
す
る
も

の
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ
れ

に
反
し
て
、
世
界
物
償
の
下
落
が
甚
し
く
し
て
、
銀
償
の
下
落
を
超
ゆ
る
場
合

に
あ
り
て
は
、
中
国
に
と
り
て
は
、
相
封
的

中
國
金
融
の
特
殊
性

茎

巷

三
三

第

一
號

一=
三

・
∴

じ

』
.
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中
国
金
融
の
特
殊
性

第

暮

三
四

第

一
號

三
四

に

銀
債
は
騰
貴
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
外
囲
貨
物
籔

す

る
購
買
力

の
増
加
を
来
し
、
輸
入
の
馨

と
な
り
,
入
超
が
奨

毛
、
國

.

際

牧
支

に
於

て
不
利

益

の
立
場

に
立

つ
こ
と

」
な

る

の
で

あ
る

。

.

一
九
三

一
年

の
英
國

及

び
日
本

の
金
本
位

離
脱

後

の
情

勢

は
.

梢

六
こ

の
例

謹

と
な

す

に
足

る
で
あ
ら

う
。
英
図

の
金

本

位
離

脱

)
墨

、

}

)
里

)
狂
騒

よ
幡

量

ノ
乞
っ
o
ら

る
ド
,

畏

ワ
虻
京
輯

易

ま
、

そ
江

よ
り
も

多
く

蒲
貴

し
た
。

金
を

以

て
計

算

し
た
銀

の

σ
.釜

r、唄
σ
匡

σ
生
存

仁
腔
、」、L
.「」
.ア
σ

「
.二

〆
冒メ

!コ
`
」
.
i
-
!,月

」」
一

{」

1
1

債

格

は
、

低

落

し
た
け

れ

ど
も

、
英

吉

荊
爲

替

に
敵

て
計
算

し
た

鉦
債

は
謄
桔

し
た

¢
て
凍

り.。

峠吃
¢
濡

募

金

7
浦
ざ
魑〆
f
筐

肚
臣

に

封
ず

る
購

買
力

は
増

加
す

る

こ

と

x
な
り

、

こ
れ
ら

の
諸
國

に

封
ず

る
中
國

の
輸

出

は
減

退
し

て
、

輸

入
は
増

加
す

る

こ
と

L
な

っ

た

。

ま

た

.
金
本

位
國

に
於

て
は
、
往

々
物

償

の
週
期

攣
動

の
中

に

あ

っ
て
、

時

々
銀

の
債
格

は

先
駆
的
攣

動
を

す

る
も

の

で
あ

っ
た

か

ら
,
然

る
場
合

に
は
、

一
般

物

債

の
下
落

に
先

ん
じ

て
、
銀

償

が
下
落

す

る

こ
と

に
よ
り
、

中
国

の
購

買

力

は
減

退

し

、

そ

の
逆

に
、

一
般

物

債

の
騰

貴

に
先
ん

じ

て
、
銀

償

が
騰
貴

す

る

こ
と

に

よ
り
、
・中
國

の
購

買
力

は
櫓

進
ず

る

こ
と

玉
な

る
。

こ

の
關

係

に
.

.

於
て
は
、
中
国
は
金
本
位
國

に
謝
し
て
、
物
竿

落

の
場
合

に
は
、

一
層

の
不
利
益
の
立
場
に
あ
り
.
そ
の
婁

の
場
合
に
は
.

一

.暦

の
利
益
を
蒙
る
立
場

に
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

中
國

の
銀
本
位
制
度

に
封
し

て
,
決
定
的

の
打
撃
を
與

へ
た
も

の
は
.
北
米
合
衆
國

の
銀
政
策
で
あ
っ
た
。
A自
選
國

の
銀
の
債
格

釣

上
げ
政
策

は
、
中
国

に
劃
し

て
は
,
そ

の
購
買
力
を
増
加
せ
し
め
る
影
響
を
與

へ
る
も
の
と
考

へ
ら
煎
た
。
資
金
の
國
際
的
移
動

・な
る
も

の
が
、
常

に
、
貨
物
貿
易
と
の
み
關
嚇
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
左
様
な
結
果
を
招
来
し
た
か
も
知
れ
な

い
。
併
し
、
實

際

に
於

て
は
、
資
金
は
,
輩
に
、
資
金
と
し
て
、
海
外
に
投
下
せ
ら
れ
、
ま
た
は
逃
避
す
る
も
の
で
あ
る
。
合
衆
國

の
銀
便
釣
上
策



謬
.

.

.響

.

.

ド

、凱

・

ぱ
、
中
国

の
銀
資
金
を
し
て
、
米
弗

に
韓
摸
せ
し
め
る
結
果
を
招
来
し
た

の
で
あ
る
。

元
來
、
國
際
的
な
資
金
の
移
動
が
行
は
れ
る
場
合

に
、
爲
替
相
場
が
正
貨
輸
邊
難
を
超
ゆ
る
な
ら
ば
、
現
銀

の
輸
途
を
惹

き
起
す

.

も

の
で
あ
る
か
ら
.
資
金
の
海
外
逃
避
の
際
に
、

現
銀
が
輪
途

せ
ら
れ

る
に
至
れ
ば
、
爲
替

と
現
銀
と
の
相
場

は
,
調
節
せ
ら
れ
て

一
致
す
べ
き
筈

で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
、
北
米
合
衆
国

に
あ
り

て
は
、
一
定

の
債
格

に
於
て
、
銀

の
買
上
げ
を
行

ふ
の
で
あ
る
か
ら
.

銀
を
輸
逸
す
れ
ば
、
そ

の
債
格

の
米
弗
を
獲
得
し
得
る
け
れ
ど
も
.
爲
替
を
以
て
し

て
は
.
そ
れ
だ
け
の
米
弗
を
獲
得
す
る
と
と
は

出
来
な

い
。
銀

は
,

こ
の
場
合
、

こ
の
特
殊

の
償
格
を
目
的
と
し
て
動
く

の
で
あ
っ
て
、
爲
替
を
以

て
し

て
は
、
そ

の
目
的
を
達
成

す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ

の
結
果
、

こ
㌧
に
.
銀
償
と
爲
替
相
場
と

の
間
に
大
な
る
開
き
を
生
す
る
こ
と

、
な
り
、
銀
の
園
外
逃

避

は
夥
し
き
量

に
上
る

こ
と
」
な
り
、
銀
を
以

て
本
位
制

と
す

る
中
國
鱈
制
に
根
本
的
な
る
攣
革
を
孫
た
さ

罵
る
を
得
ざ
る
に
至
っ

た

の
で
あ
る
。

銀
を
産
出
せ
ざ
る
中
画

の
銀
本
位
制
は

途

に
銀
座
國

の
國
内
政
策

に
よ

っ
て
壊
滅
に
録

せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

六

海

外

よ
り

の
流

入
費

金

に

よ

っ
て

賦

興

せ
ら

れ

た

る

中

國

金

融

の
特

殊

性

中
国

に
於
け
る
外
國
爲
替
關
係
に
於
て
流
入
す

る
外
資
は
、
結
局
は
、
前
述

の
銀
を
以

て
決
済

せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
今

日
に

於

て
は
、
在
外
資
金
と
し

て
保
留
せ
ら
れ
、
外
国
物
贅

の
購
入

に
充
て
ら
れ

て
居
る

の
で
あ
る
。

爲
替
關
係
に
よ
り

て
流
入
す

る
資
金
の
主
た
る
も

の
は
、
外
國
よ
り

の
投
資
と
、
華
僑

の
邊
金

で
あ
る
。
外
国
よ
り
の
投
資

に
は

中
国
金
融
の
特
殊
性

第

一
巻

三
五

第

一
號

三
五



中
国
金
融
の
特
殊
性

第

巻

~ ノ、

第
一
拡

プて

調
は
ゆ
る
政
治
的
借
款
と
利
楼
獲
得
借
款
と
、
商
業
資
合
の
流
入
と
が
あ
る
。

い
づ
れ
に
し
て
も
、

か
も
込
る
資
金
の
活
動
陀
随
伴
す

る
も
の
と
し
て
外
園
銀
行
の
勢
力
が
、
中
園
の
経
済
界
に
於
て
強
大
な
る
も
の
と
な
っ
た
。
而
し
て
・

租
界
の
特
権
的
立
場
と
結
ん

で
・
外
国
幽
銀
行
は
、
中
国
金
融
市
場
の
樫
に
あ
り
な
が
ら
，
政
治
上
に
除
、
て
は
、
中
園
々
曜
の
川
汁
に
あ
る
所
の
、
特
殊
の
地
位
を
縫

州
押
し
た
の
で
あ
る
。

殊
に
、

外
因
資
金
が
借
款
と
し
て
流
入
す
る
や
う
に
な
っ
て
か
ら
は
‘
外
図
銀
行
は
、

政
治
利
権
関
係
の
投
資
般
開
化
す
る
と
止

L
な
り
、
各
本
園
の
資
本
主
義
的
活
動
の
代
表
機
関
と
な
り
、
単
に
、
中
園
金
融
機
構
の
中
に
於
て
中
心
的
地
位
を
占
め
る
に
止
ま

ら
や
、
鎖
山
決
山
の
開
後
楼
を
獲
得
し
、

交
遁
機
闘
を
専
有
し
、

そ
れ
ら
の
経
営
に
直
接
に
参
輿
し
.
借
款
の
権
保
た
る
関
税
薩
税

の
抑
留
保
管
を
注
し
、
迭
に
は
中
閣
の
園
家
財
政
に
重
大
怠
る
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
の
地
位
を
獲
得
し
.
各
本
園
の
中
闘
に
劃
す
る

ー
政
治
的
進
出
の
背
助
機
関
た
る
の
観
を
呈
す
る
と
と
L
な
っ
た
。

外
園
銀
行
の
か
く
の
如
き
性
格
は
、
流
入
外
国
資
金
の
性
格
の
反
映
で
あ
る
が
、

軍
閥
、
官
僚
、
富
商
が
、
集
積
し
た
る
所
の
資

金
が
.
と
れ
に
預
け
入
れ
ら
れ
る
に
及
ん
で
外
園
銀
行
は
、
夏
げ
札
、
各
本
園
政
府
の
封
華
政
策
の
一
翼
た
る
の
働
き
を
な
す
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
.
各
外
園
銀
行
は
、
各
園
資
本
の
競
合
に
際
し
て
は
、

相
互
に
競
手
排
撃
す
る
と
共
に
、
ま
た
、
各
園
費

本
が
、
共
同
防
禦
を
必
要
と
す
る
と
き
に
至
つ
て
は
、
相
協
同
す
る
と
と
も
あ
っ
た
。

一
九
一

O
年
の
英
米
濁
働
の
謂
は
ゆ
る
四
園

銀
行
圏
、

一
九
一
二
年
の
日
英
米
濁
備
露
の
請
は
ゆ
る
六
圏
銀
行
圏
、

一
九
二

O
年
の
日
英
米
併
の
四
園
銀
行
圏
の
如
き
は
、

と
の

協
同
の
例
で
あ
る
。



送
金
が
、
中
国
へ
の
外
資
の
流
入
と
し
て
重
要
な
る
地
位
を
占
む
る
も
の
な
る
と
と
は
、
今
更
号
口
ふ
ま
で
も
な
い
。
事
師
堤

前
市
川
好
景
策
時
代
に
は
、
毎
年
凡
そ
一
億
五
千
寓
弗
乃
至
二
億
弗
と
推
定
せ
ら
れ
て
居
り
、
最
近
・
同
盟
通
信
に
よ
れ
ば
、
香
港
中

央
営
局
の
統
計
と
し
て
、
南
僑
総
曾
の
稜
表
す
る
所
は
、
日
支
事
境
以
来
、
一
九
四

O
年
十
月
ま
で
に
、
海
外
華
僑
が
、
政
府
各
機

a
，
 

開
及
び
中
園
銀
行
を
経
て
、
本
閣
に
迭
金
し
た
る
金
額
は
・
法
幣

κて
二
億
九
千
四
百
寓
一
冗
に
達
す
る
と
い
ふ
と
・
と
で
あ
る
。

元
来
、
外
図
資
金
の
流
入
は
.
前
述
の
如
く
、
外
園
銀
行
の
司
る
所
で
あ
る
か
ら
、
華
僑
の
送
金
も
、
営
初
は
、
外
圏
銀
行
の
取

扱
ふ
所
で
あ
っ
た
。
併
し
左
が
ら
、
銀
資
金
の
蓄
積
に
よ
る
中
国
民
放
資
金
の
撞
頭
、
は
・
と
の
謀
僑
の
送
金
と
呼
廃
し
て
、
新
式
銀

行
の
設
立
し
f
一
皮
っ
て
現
は
れ
る
と
と
L
な
っ
た
。
而
し
て
、
と
の
新
式
銀
行
た
る
も
の
L
金
融
上
の
勢
力
を
助
長
し
た
る
も
の
は
、

中
央
及
び
地
方
政
府
の
財
政
政
策
と
し
て
の
新
式
銀
行
の
利
用
を
児
遁
ず
と
と
必
品
一
滑
な
h
け
ル
ど
も
、

yr
れ
は
，
後
に
治
ぶ
る
所

り、

5.
昨
亡

l
、
っ
て
武
但
、
「
う
る
1
ド
刑
制
民

r，融叶
J
4
F
ん
ポ
↓
~
コ
ノ
二
一
札

p
u
-
-
も、
J

h

什
:
〉

yuo

u

u

f

l

f

j

L

1

1

3

一両

h
v
A
寸
ヂ
十

C

1

3

4

J

E

t

-

4

楽
的
の
逸
A
況
は
事
費
後
は
、

全
く
政
府
の
海
外
よ
り
の
軍
需
購
入
資
金
と
じ
て
用
ひ
ら
れ
る
と
と
L
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
事

建
前
に
於
て
は
、

と
の
資
金
は
、
純
粋
に
園
内
に
集
積
せ
ら
れ
た
る
民
族
資
金
と
し
て
、
前
述
の
新
式
銀
行
の
盛
期
に
際
し
、

そ
の

資
本
と
し
て
用
ひ
ち
れ
た
る
の
み
友
ら
や
・
各
種
の
事
業
に
用
ひ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
活
動
し
た
。
元
来
、

と
の
資
金
は
、
中
闘
の

取
扱
ひ
銀
行
に
於
て
は
、
在
外
資
金
、
震
替
資
金
と
し
て
保
有
す
る
と
と
L
友
り
、
受
取
人
に
於
て
は
、

そ
の
銀
行
に
於
け
る
顎
金

と
す
る
の
で
な
け
れ
ば
.
銀
若
し
く
は
銀
行
努
を
受
取
る
と
と
L
な
る
の
で
あ
る
。

と
れ
ら
の
受
取
人
の
得
た
る
資
金
は
、
次
第
に

各
間
の
事
誌
に
投
下
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
事
業
の
た
め
に
、
外
園
資
財
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、

そ
の
貫
入
に
謝
し
て
、

4

リ
読
の
在
外
資
金
一
が
用
び
ら
る
k

こ
と
L
な
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
華
僑
途
金
と
し
て
、
中
同
聞
に
集
積
せ
ら
れ
た
資
金
は
、
事
出
変

中
岡
金
融
の
特
殊
性

第
一
巻

七

第

1虎

七



中
間
金
融
の
特
殊
性

第

巻

i¥ 

第

披

^ 

前

K
あ
A
J

て
は
、
上
海
に
於
け
る
銀
行
、
曾
祉
、

工
場
等
の
資
本
の
凡
そ
一

O
M
を
占
む
る
も
の
と
し
て
・
活
動
し
た
も
の
で
あ
ヲ

て
、
か
の
永
安
紡
績
公
司
、
永
安
公
司
、
南
洋
兄
弟
煙
草
公
司
、
先
施
公
司
、
新
身
公
司
、
友
ど
は
.

い
づ
れ
も
華
僑
資
本
に
よ
る

事
業
で
あ
り
‘
更
に
、
潮
川
犠
路
.
宮
中
陽
織
路

b

同
州
建
餓
路
、
程
渓
軽
便
鍛
路
の
如
き
も
.
諜
僑
資
本
に
よ
る
建
設
で
あ
り
、

と
に〉

外
『
憤
京
幅
建
阿
川
唱
に
於
て
は
，

ーと「、

盆
Fぃ

R 
!iJfr 

自
動
車
そ
の
他
各
程
。
工
業
は
.
治
ん
J
L

、
す
〈
亡
華
僑
安
ボ
に
よ
あ
と
三
日
つ
℃

も
よ
い
位
で
あ
る
。

華
僑
設
金
と
し
て
中
閣
に
流
入
し
た
る
資
金
は
、

か
や
う
に
、
自
由
な
る
産
業
資
金
'
と
し
て
・
活
動
し
待
る
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、

と
の
釜
金
が
、
何
等
か
の
経
済
活
動
を
な
し
た
る
後
に
於
て
も
、
そ
れ
が
海
外
に
流
出
す
る
と
と
友
く
、
中
園
陀
留

ま
る
限
り
は
、
常
陀
産
業
的
に
自
由
に
活
動
し
得
る
の
で
あ
る
。

七

紙
幣
に
よ
っ
て
賦
奥
せ
ら
れ
た
る
中
園
金
融
の
特
殊
性

中
閣
に
於
て
近
代
的
紙
幣
を
初
め
て
褒
行
し
た
も
の
は
、
外
園
銀
行
で
あ
る
と
い
ふ
と
と
で
あ
り
、

中
園
側
銀
行
は
、
営
初
と
れ

陀
倣
ヲ
た
も
の
で
、
光
緒
二
十
二
年
(
一
八
九
六
年
〉
設
立
の
中
園
通
商
銀
行
が
、

最
初
の
紙
幣
の
褒
行
を
な
し
た
と
い
は
れ
、
次
い

で
中
閣
の
新
式
銀
行
は
次
第
に
、
そ
の
褒
行
を
な
す
も
の
が
増
加
し
た
の
で
あ
る
。

外
園
銀
行
が
、
紙
幣
の
蛮
行
を
し
た
の
は
、
そ
の
外
園
脊
本
を
背
景
と
す
る
所
の
信
用
に
基
く
も
の
で
あ
り
、
中
園
側
の
新
式
銀

い
づ
れ
の
場
舎
に
於
て

行
が
と
れ
に
倣
っ
た
の
は
、
そ
の
業
務
の
利
日
最
多
き
と
と
に
着
目
し
た
る
が
た
め
で
あ
る
。
併
し
左
が
ら
、

も
紙
幣
の
愛
行
と
い
ふ
と
と
が
可
能
と
危
う
た
の
は
、
貨
幣
需
要
の
増
田
却
に
感
じ
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
併
し
左
が
ら
、
銀
行
紙
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釦

φ 

J

折、
i
山

4
F

幣
が
貨
幣
的
地
位
を
占
む
る
に
つ
い
て
、

更
に
、
有
力
な
る
背
景
を
た
し
た
も
の
は
、

政
府
財
政
と
銀
行
の
夜
祭
業
務
と
の
聯
結
で

あ
る
。清

朝
に
代
っ
て
、
北
京
政
府
の
時
代
と
な
り
、
財
政
賛
金
の
調
達
は
外
債
よ
り
内
債
に
特
化
す
る
の
傾
向
を
帯
ぶ
る
に
至
っ
た
け

れ
ど
も
、
近
代
的
銀
行
組
織
の
成
立
し
て
居
左
い
嘗
時
に
あ
っ
て
は
.
内
債
は
、

十
分
に
そ
の
目
的
を
遣
す
る
と
と
が
出
来
な
か
っ

た
。
圏
民
政
府
の
成
立
の
後
、
中
園
に
於
て
も
、
近
代
的
金
融
市
場
の
形
貌
が
粕
々
恐
ふ
に
至
り
、
民
図
三
年
の
上
海
股
高
官
商
業
公

曾
の
設
立
、

民
園
七
年
の
北
京
誇
朱
交
易
所
の
開
始
・
民
闘
九
年
の
上
海
設
雰
物
品
交
易
所
の
成
立
等
に
よ
れ

J

て
、
有
償
設
第
布
場

も
、
と
も
か
く
も
出
来
上
る
と
と
L
な
り
、

内
債
消
化
の
這
も
開
か
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

阜
市
町
攻

と
の
情
勢
の
下
に
於
て
、

府
も
ほ
方
政
押
も

内
債
の
茶
集
及
び
借
上
金
の
機
闘
と
し
亡
、

新
式
銀
行
在
利
渇
す
る
と
〈
む
有
利
ん
に
以
し
、
そ
れ
ら
に
到
し
て

松
山
河

C
強
行
曲
作
一
認
容
す
る
と
共

κ
公
債
を
い
い
て
そ
の
後
布
油
備
と
取
さ
し
む
る
に
至
。
た
の
で
め
る
。

か
く
て
、
銀
行
紙
幣
は
、
利
率
の
高
く
、

割
引
E
歩
合
の
犬
な
る
公
債
を
以
て
褒
行
準
備
と
す
る
所
の
、
頗
る
有
利
な
る
保
件
の
干

に
稜
行
せ
ら
れ
る
と
と
L
な
り
、
増
犬
し
た
る
貨
幣
需
要
陀
慮
じ
っ
L
、
旦
ヲ
近
年
に
は
銀
の
海
外
流
出
に
よ
る
通
貨
の
埋
め
合
せ

と
し
て
、
庚
く
流
通
を
見
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

と
L
陀
於
て
・
中
闘
に
於
て
も
、
貨
幣
主
権
に
よ
る
研
の
貨
幣
の
供
給
及
び
任

意
契
約
に
よ
る
所
の
通
貨
の
創
作
と
し
て
の
・
資
金
の
供
給
が
存
在
す
る
こ
と
L
な
っ
た
の
で
あ
る
。

い
ま
、
中
闘
に
於
け
る
銀
行
紙
幣
の
痩
蓬
品
川
革
の
記
述
は
、

こ
れ
を
省
略
す
る
と
と
L
す
る
け
れ
ど
も
、
紙
幣
が
通
貨
と
し
て
軍

要
な
る
地
位
を
占
む
る
に
従
っ
て
、
そ
の
整
備
統
制
の
必
要
が
次
第
に
加
は
り
、
高
院
第
銀
行
の
波
立
と
紙
幣
の
滋
褒
と
は
必
然
に
抑

制
せ
ら
れ
ざ
る
を
得
ざ
る
と
と
与
な
り
、
そ
の
整
備
機
関
と
し
て
中
央
銀
行
の
設
立
を
促
す
陀
至
。
た
の
で
あ
る
。
と
の
機
運
の
下
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陀
、
民
閣
十
七
年
(
昭
和
三
年
・
一
九
二
八
年
)
十
月
五
日
、
中
央
銀
行
保
例
を
制
定
し
て
、
周
年
十
一
月
一
目
、
園
立
銀
行
と
し
て
、

上
海
に
中
央
銀
行
が
設
立
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

中
央
銀
行
設
立
以
来
、
高
収
歩
制
度
の
統
制
の
傾
向
は
愈
々
具
程
的
に
促
誰
せ
ら
れ
‘
ぞ
の
目
的
の
下
に
、
中
央
銀
行
紫
の
全
闘
的

通
州
'
己
、
省
銀
行
五
び
地
方
銀
行
陀
於
け
る
そ
の
領
用
制
度
と
を
確
立
し
た
。
ず
な
ば
ち
、
従
前
の
中
閣
の
各
授
山
孫
娘
行
ば
、
分
限

務
行
の
制
度
を
と
り
、
紙
幣
の
表
面
に
土
海
・

ー
へ
津
‘
漢
口
等
の
モ
れ
ぞ
れ
の
流
通
直
域
を
標
記
し
て
、
そ
の
稜
行
準
備
b
L
専
ら
そ

れ
ら
標
記
の
土
地
に
存
置
し
て
、

A
-
換
も
亦
そ
の
地
に
於
て
の
み
行
ふ
の
で
あ
っ
た
が
、
中
央
銀
行
雰
は
、
か
L
る
地
名
努
制
度
乞

疲
止
し
て
、

流
通
直
域
を
標
記
せ
守
、

中
央
銀
行
法
を
以
て
全
園
に
豆
り
流
通
使
用
す
べ
き
旨
を
規
定
し
た
。

領
用
制
度
と
い
ふ
は
、
夜
行
機
を
有
せ
ざ
る
銀
行
が
、
帯
血
朱
銀
行
に
封
し
て
、
現
金
準
備
六
割
・
保
詮
準
備
四
割
を
以
て
.
槍
保

を
提
供
し
、

金
額
の
銀
行
券
を
無
利
息
に
て
受
領
し
、
契
約
期
間
内
は
、
褒
行
者
と
同
一
の
泣
場
に
於
て
.
と
れ
を
使
用
し
得
る
制

度
で
あ
る
。
中
央
銀
行
設
立
以
来
、
銀
行
先
換
朱
蛮
行
税
法
を
公
布
し
て
、
中
央
銀
行
以
外
の
各
褒
朱
銀
行
の
愛
行
を
抑
制
す
る
と

と
に
し
た
の
で
あ
る
が
、

恰
も
、

宣
額
の
銀
の
流
出
退
毅
等
に
よ
り
、
紙
幣
の
流
通
範
園
は
擦
大
し
て
、

各
褒
努
銀
行
の
後
行
高
が

各
咋
増
加
す
る
と
と
L
怠
っ
た
か
ら
、
と
れ
が
抑
制
止
統
一
の
た
め
に
、
「
設
立
省
銀
行
或
地
方
銀
行
及
領
用
或
議
行
先
換
券
智
行
排

法
一
な
る
も
の
を
公
布
し
て
、

省
銀
行
及
び
地
方
銀
行
に
は
、

一
元
乃
至
一
元
以
上
の
犬
額
先
換
雰
の
蛮
行
を
禁
止
し
て
、

と
れ
ら

は
、
領
用
に
止
っ
て
中
央
銀
行
雰
を
使
用
せ
し
む
る
と
と
L
し
た
の
で
あ
る
。

民
園
二
十
四
年
(
昭
和
十
年
・
一
九
三
五
年
)
の
幣
制
改
革
は
、

愈
均
紙
幣
の
統
一
を
企
闘
し
て
行
ば
れ
た
。

同
年
十
一
月
四
日
以

後
は
、
中
央
，
中
園
、
交
通
の
三
銀
行
委
行
の
紙
幣
を
以
て
・
法
幣
と
な
し
・
租
税
の
納
付
及
び
一
切
の
公
私
の
金
銭
授
受
は
、
す



ペ
て
法
幣
の
み
を
以
て
す
べ
く
、
銀
を
行
使
す
る
と
と
を
禁
止
し
.
右
三
銀
行
以
外
の
銀
行
に
し
て
、
骨
日
て
財
政
部
の
許
可
を
得
て

夜
行
せ
る
紙
幣
に
し
て
現
在
流
通
せ
る
も
の
は
、
従
前
遁
り
そ
の
行
使
を
認
め
ら
れ
る
が
、

そ
の
費
行
額
は
十
一
月
三
日
現
在
の
流

過
額
を
以
て
限
度
と
し
.
世
田
稜
す
る
と
と
は
許
さ
れ
や
ヘ
且
つ
財
政
部
は
適
宜
期
限
を
定
め
て
、

逐
失
中
央
銀
行
稼
を
以
て
と
れ
を

田
川
刊
す
る
。
法
幣
準
備
金
の
保
管
及
び
法
幣
の
後
行
凹
牧
事
項
は
、
護
行
準
備
委
員
曾
を
設
置
し
て
庭
理
し
、
そ
の
信
用
を
確
保
す

る
。
銀
行
.
銭
荘
、
商
応
及
び
そ
の
他
の
公
私
の
機
関
ま
た
は
個
人
陀
し
て
銀
本
位
幣
ま
た
は
そ
の
他
の
銀
貨
銀
地
金
等
を
所
有
す

る
も
の
は
、

十
一
月
四
日
以
降
、
愛
行
準
備
委
員
曾
ま
売
は
そ
の
指
定
す
る
銀
行
陀
と
れ
ら
を
交
付
し
て
、
法
幣
に
A
L
換
し
な
け
れ

ぽ
友
ら
ぬ
。
従
前
の
銀
貨
車
位
に
よ
っ
て
締
結
し
た
る
契
約
は
、

各
A

嘗
一
初
の
金
額
遇
り
、
期
日
に
於
て
す
べ
て
法
幣
を
以
て
決
憐

f
J
Z
士
ル
一

L
T
る。

法
幣
の
対
外
相
場
を
現
在
の
慣
格
ほ
於
℃
安
定
せ
し
な
る
た
め

中

中
間
湖
、
交
通
ハ
リ
一
二
銀
行
は

E
、リヨ一

知
市
川
昨

忙
外
間
判
川
村
ψ

世
間
町
民
主
」
F
V
と
?
と

h
h

じ
た
め
で
あ

E
。

さ
の
幣
制
改
革
は
、
銀
の
貨
幣
性
を
概
奪
し
て
.
紙
幣
を
以
て
全
面
的
に
と
れ
に
代
は
ら
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
且
っ
そ

の
紙
幣
の
後
行
は
政
府
の
機
関
た
る
三
銀
行
に
限
定
し
て
，
管
理
通
貨
の
制
度
を
作
ら
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

乙

L
に
於
て
、
法

幣
た
る
紙
幣
は
、
最
早
や
.

金
属
貨
幣
の
代
表
物
で
は
友
く
し
て
、
貨
幣
主
権
に
基
き
て
褒
行
せ
ら
れ
た
る
強
制
通
用
力
を
も
っ
所

の
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
銀
は
、

と
の
幣
制
改
革
に
よ
っ
て
、
流
通
貨
幣
た
る
地
位
を
失
ふ
と
と

L
な
れ

J

た
け
れ
ど
も
、
品
同
ほ
、
紙
幣
の
褒
行
準

備
と
し
て
、
詞
は
日
準
備
貨
幣
た
る
地
位
を
保
ヲ
と
と
L
友
っ
た
。
そ
れ
は
、

一
般
民
衆
に
於
て
は
、
未
判
入
金
属
主
義
的
貨
幣
観
を

脱
却
し
符
ぎ
る
た
め
、
そ
の
信
用
宣
繋
ぐ
必
要
の
あ
っ
た
と
と
、
護
行
額
の
調
節
の
基
礎
と
す
る
必
要
の
あ
っ
た
と
と
、
園
際
牧
支

中
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融
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殊
性
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融
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第
一
就

四

の
決
済
ま
だ
は
篤
欝
統
制
の
手
段
と
し
て
、

と
れ
が
保
有
を
必
要
と
し
た
が
た
め
で
あ
る

D

法
幣
は
前
述
の
如
く
、
営
】
初
.
中
央
、
中
園
.
交
通
の
三
銀
行
の
紙
特
に
限
定
さ
れ
た
の
で
あ
う
た
が
、
後
、
中
関
農
民
銀
行
も

一
億
元
の
法
幣
護
行
が
許
可
せ
ら
れ
た
。
法
幣
の
封
外
債
値
は
.
必
や
し
も
一
定
の
安
定
射
に
粍
射
的
に
維
持
せ
ん
と
し
た
も
の
で

如
何
な
る
特
定
閣
の
通
貨
に
も
リ
ン
少
す
E
も
わ
で
も
な
ノ
¥
子
局
羽
心
土

aqE不
L
b
f

便
宜
上
、
他
閣
の
通
貨
陀
劉
し

a

資
質

は
b
d
/
¥

:
A
E
 

f
-
-〈

Y

他
政
C
よ
阪
と

~r限
と
を
定
め
て
屈
っ
た
に
遡
ぎ
む
か
っ
た
ο

併
し
な
が
ら

法
特
の
封
外
債
値
と
し
て
は
‘
劃
英
一
志
二
片
停
の

相
場
を
維
持
し
た
も
の
で
あ
づ
た
。

法
幣
を
基
本
と
す
る
中
国
の
金
融
は
、

支
那
事
畿
の
稜
展
に
よ
っ
て
、
幾
多
の
餐
革
bz
蒙
る
と
と
L
な
っ
た
。
ぞ
れ
が
、
す
ぺ
て
、

中
園
金
融
に
活
動
す
る
所
の
資
金
が
、
貨
幣
主
穫
に
よ
る
所
の
紙
幣
の
形
に
於
て
存
在
す
る
資
金
た
る
性
格
よ
り
生
や
る
所
で
あ

る
。
本
稿
に
於
て
は
詳
細
に
と
れ
を
記
述
す
る
の
飴
裕
な
き
を
以
て

と
れ
は
他
日
に
譲
る
の
外
な
さ
と
と
で
は
あ
る
が
、
た
E
そ

の
要
領
の
み
を
一
不
す
と
と
与
す
る
。

す
な
は
ち
、
法
絡
は
、

軍
費
支
排
の
財
政
手
段
と
し
て
利
用
せ
ら
れ
た
る
が
た
め
、

政
府
側
忙
於
て
は
、
埼
稜
を
行
び
・
な
が
ら
、

民
間
金
融
界
に
於
て
は
J
7
7

レ
政
策
を
行
ひ
た
る
と
と
、
資
金
の
海
外
逃
避
を
防
止
す
る
た
め
に
、

民
園
二
十
六
年
(
一
九
三
七
年
)

に
は
非
常
時
期
安
定
金
融
弊
法
を
以
て
‘
民
園
二
十
入
年
〈
一
九
三
九
年
)
に
は
新
安
定
金
融
制
開
法
を
以
て
、
預
金
引
出
の
制
限
、
ず

な
は
ち
・
謂
は
ゆ
る
第
一
次
及
び
第
二
次
の
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
を
行
ひ
た
る
と
と
、
そ
の
制
限
外
の
預
金
は
、
同
業
匿
劃
を
以
て
す
る

に
あ
ら
ざ
れ
ば
引
出
す
と
と
を
待
ざ
ら
し
め
、
と
の
同
業
医
劃
な
る
も
の
は
、
法
幣
を
以
て
支
梯
は
る
L
と
と
な
く
、
且
つ
外
圏
第

替
を
買
得
し
得
ざ
る
も
の
た
ら
し
め
た
る
と
と
、
法
幣
の
外
園
翁
替
買
入
の
自
由
に
制
限
を
加
へ
て
、
割
嘗
制
を
設
け
た
け
れ
ど
も

主lli1rfl曇l照。拙著「支那に於tt7.>特殊蓮貨の軒先」第三章第三，四，1) 



費
行
力
な
く
、
篤
替
相
場
の
暴
落
を
来
し
た
と
と
.
そ
の
封
外
債
値
の
維
持
の
た
め
に
、
外
因
政
府
と
の
共
同
に
よ
り
潟
替
平
衡
資

金
を
設
け
た
る
と
と
、
更
に
そ
の
た
め
に
外
園
借
款
の
援
助
を
求
め
た
る
と
と
を
拳
げ
な
け
れ
ば
左
ら
ぬ
。

更
に
支
那
事
鑓
は
、

北
支
に
於
て
は
.
聯
合
準
備
銀
行
、
中
支
に
於
て
は
、
華
興
商
業
銀
行
の
設
立
と
友
り
.
そ
れ
ぞ
れ
の
銀
行

品
持
が
帯
血
行
山
市
一
ら
れ
、

北
支
に
於
て
は
法
幣
は
駆
逐
せ
ら
れ
‘
聯
銀
朱
の
流
通
範
圏
が
確
立
せ
ら
れ
、
中
南
支
に
は
軍
票
が
流
通
す
る

と
と
L
た
り
、
更
に
南
京
に
園
民
政
府
が
蹄
遣
す
る
に
及
ん
で
、
中
央
儲
備
銀
行
の
調
設
と
共
に
、
華
興
銀
行
朱
の
稜
行
が
廃
止
せ

ら
れ
て
、
中
央
儲
備
銀
行
雰
が
法
幣
と
し
て
褒
行
せ
ら
れ
る
と
と
L
な
り
、
営
分
奮
法
幣
と
併
行
的
に
流
通
す
る
と
と
1
泣
っ
た
。

か
く
の
如
く
に
し
て
、
紙
幣
本
位
と
た
れ
る
中
国
の
金
融
界
は
、

今
や
、
東

E
新
秩
序
の
建
設
の
経
済
的
基
本
た
る
べ
き
日
系
遇

貨
と
、
管
秩
序
の
夢
肉
眼
め
ざ
る
重
度
政
権
O
抗
日
通
貨
と
の
封
立
混
交
の
状
態
乞
口
五
レ
コ

k
ゐ
る
の
モ
あ
る
。
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中
園
金
融
の
特
殊
性

第
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