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最
近
悌
簡
印
度
支
那
作
制
に
於
け
る
二
つ
の
改
革

第
二
番

二
二

第

1
班

二
二

最
近
価
額
印
度
支
那
幣
制
に
於
げ
ろ
二
つ
の
改
革

]
:

間

･(･

-
･.

幣
制
は
そ
の
園
の
経
碑
財
政
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
が
'
ま
た
こ
れ
と
同
時
に
そ
の
経
輯
財
政
に
探
甚
な
る
影
牡
を
興
る
へ
O
こ

の
意
味
に
於
い
て
係
印
幣
制
の
改
革
は
埠
の
経
済
財
政
の
蓉
展
と
密
接
な
閑
聯
を
有
た
ざ
る
を
得
な
い
.
然
る
に
ま
た
偽
印
幣
制
は

東
洋
に
於
け
る
諸
国
の
経
済
従
っ
て
は
ま
た
そ
の
幣
制
と
も
無
関
係
で
は
あ
-
得
な
-
'
か
-
て
備
印
の
幣
脚
は
ま

た
常
に
東
洋
的

な
立
場
に
於
い
て
考
察
吟
味
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
｡
以
下
論
述
せ
ん
と
す
る
併
印
幣
制
の
改
革
は
原
則
と
し
て
こ
れ
ら
.e
二
つ
の
立

場
に
於
い
て
そ
の
最
近
の
幣
制
改
革
を
考
察
せ
る
も
の
で
あ
る
｡

現
行
係
印
幣
制
に
於
け
る
ビ
ヤ
h'
ト
ル
は
悲
多
の
改
革
壁
選
を
経
て
今
日
に
至
っ
て
ゐ
る
が
'
そ
の
譜
展
は
大
槻
之
を
攻
の
三
時

期
に
劃
す
る
こ
と
が
で
き
や
う
｡

1
.

一
八
七
八
年
-

1
九
三
〇
年
間
の
銀
ビ
ヤ
ス
ト
ル
制
期

二
'

一
九
三
〇
年
-

一
九
三
六
年
間
の
余
ビ
ヤ
ス
ト
ル
刑
期

三
'

1
九
三
六
年
後
の
金
フ
ラ
ン
璃
替
ビ
ヤ
ス
ト
ル
制
期
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こ
こ
で
は
今
日
こ
の
俳
即
幣
制
上
梓
に
重
要
窒

息
義
を
も
つ
と
認
め
る
二
つ
の
改
革
即
ち
金
本
位
制
の
搾
用
を
決
定
せ
る
l
九
三

〇
年
の
幣
制
改
革
及
び
現
行
制
度
た
る
金
フ
ラ
ン
薦
替
本
位
制
の
株
用
を
決
定
せ
る

1
九
三
六
年
の
幣
制
改
革
を
中
心
と
し
て
論
述

を
試
み
た
い
と
息
ふ
｡

l

一
九
三
〇
年
の
幣
制
改
革

A

金
本
位
制
採
用
の
機
運

弟

1
攻
世
空

(
灘
に
際
し
て
騰
貴
し
た
銀
債
は
i(
戦
後
再
び
下
請
し
始
め
た
｡
即
ち
世
鼎
の
三
十
山
ケ
閲
は

山
九

山
四
年
乃
W

.

九
二
九
年
に
.nT-
虎
は
餌
場
の
通
用
把
障
止
し
戒
は
銀
僻
の
品
倍
虻
切
tl
げ
た
｡
,J
の
,J
｣
這

一
方
銀
貨
錯
連
用
銀
の
減
少
紀
牌
凍

す
る
と
共
に
'
他
方
手
持
襲
行
準
備
銀
の
市
場
投
出
し
を
惹
起
し
､

こ
れ
ら
の
事
情
は
相
備
-
相
供
つ
て
銀
債
暴
落
に
拍
車
を
か
け

た
の
で
あ
る
｡
加
ふ
る
に
十
九
世
紀
の
第
二
両

年
期
以
後
資
本
主
義
制
経
済
に
於
け
る
生
産
過
剰
は
著
し
-
物
債
に
摩
迫
を
輿

へ
t

と
の
こ
と
は
ま
た

一
席
篇

1
攻
世
界
大
磯
間
は
媛
和
さ
れ
た
が
平
和
克
復
後
に
は
再
び
加
速
度
的
と
な
-
､
列
園
幣
制
は
と
の
世
界

的
不
況
下
に
管

主
し
た
そ
の
謁
鮎
の
匡
正
に
或
は
狂
奔
し
或
は
協
議
す
る
に
至
っ
た
.
こ
の
こ
と
は
東
丑
に
於
い
て
も
同

一
傾
向
を

示
し
た
｡
即
ち

l
九
二
六
年
に
は
英
領
印
度
は
ル
ウ
ピ
イ
慣
値
を
ぽ

三
賞

片
に
維
持
す
る
折
衷
的
金
塊
本
位
制
を
'
ま
た

1
九
二

八
年
に
は
泰
国
が
印
度
に
憤
っ
て
金
塊
本
位
制
を
夫
々
採
用
す
る
こ
と
1
な
っ
た
の
で
あ
る
.

然
る
に
悌
即
に
は
何
ら
の
饗
付
も
蘭
さ
れ
な
か
っ
た
.
尤
も
い
く
つ
か
の
封
策
は
講
ぜ
ら
れ
'
い
く
つ
か
の
提
案
は
主
張
さ
れ
た

の
で
あ
る
｡
併
し
な
が
ら
嘗
局
の
試
案
も
本
圃
政
府
の
反
封
に
よ
っ
て
中
絶
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
.
こ
れ
ら
の
鮎
に
つ
い
て
は
今

最
近
併
領
印
度
支
那
幣
制
に
於
け
る
二
つ
の
改
革

第

二
審

二
三

第

1
舵

二
三



二1

最
近
仰
領
印
度
支
那
解
剖
に
於
け
る
二
つ
の
改
革

第

二
塔

二
四

韓

一
班

二
四

こ
こ
で

1
々
ふ
れ
る
飴
裕
は
な
い
の
で
別
の
横
合
に
ゆ
づ
ら
う
｡
然
る
に

l
九
二
八
年
六
月
t
l+
五
日
に
は
こ
れ
ま
た
大
戦
後
論
議

を
委
ね
て
低
た
フ

ラ
ン

ス
木
綿
が
超
に
金
フ
ラ
ン
本
位
制
を
決
定
す
る
こ
と
1
な
っ
た
｡
そ
の
た
め
悌
印
の
幣
脚
改
革
も
漸
-
規
賓

的
と
な
-
､
そ
の
改
革
の
た
め
に
努
力
が
排
は
れ
る
や
う
に
な
っ
て
来
た
C

常
時
の
仰
印
の
滴
東
萩

腿
に
っ
い
て
は

三
号

も

必
非
が
努
め
)
光
づ
郎
朽
群
に
r(I,.t
｢
は
常
時
助
け
7
.7
:芸

が
仲
川
へ
銀
行

券
社
格
爽
し
た
後
散
著
な
変
展
を
遮
げ
~
そ
れ
は
如
何
な
る
遮
境
に
於
い
て
も
使
和
さ
れ
て
ね
た
の
で
あ
る
が
'
銀
貨
に
至
っ
て
は

l
部
地
方
に
の
み
僅
か
に
流
通
し
て
ゐ
た
だ
け
で
凍
る
｡
攻

に
国
際
貸
借
に
つ
い
て
云
へ
ば
'
そ
の
主
要
部
門
た
る
貿
易
収
支
は
受

取
勘
定
jk11不
し
て
ゐ
た
.
凡
そ
国
際
貿
易
勘
定
が
受
澱
勘
定
で
あ
る
こ
と
は
金
本
位
制
採
用
の
第

1
保
件
で
あ
る
.
係
印
に
は
上
述

せ
る
如
く
と
の
金
本
位
制
の
採
伺
候
件
が
備
は
っ
て
ゐ
た
が
'
こ
の
梓
用
は
ま
た

一
軒
に
は
封
支
席
巻
を
犠
牲
に
す
る
と
と
に
も
な

る
｡
換
言
す
れ
ば
悌
印
の
金
本
位
制
採
用
は
す
べ
て
の
金
本
位
制
固
､
即
ち

1
九
三
C
年
昔
時
に
於
け
る
世
界
の
殆
ん
ど
す
べ
て
の

園
に
封
す
る
席
巻
安
定
を
目
指
す
こ
と
と
な
る
代
-
に
'
銀
本
位
制
諸
閲
と
の
葛
香
安
定
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
.
従
っ
て

賛
際
こ
の
間
題
の
重
鮎
は
ビ
ヤ
ス
ト
ル
を
ば
若
干
の
外
囲
貨
幣
に
対
し
て
安
定
さ
せ
る
と
い
ふ
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
て
'
金

本
位
制
の
制
定
に
よ
っ
て
ビ
ヤ
ス
ト
ル
薦
啓
の
全
面
的
安
定
を
求
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
-
'
同
時
に
ま
た
フ

ラ
ン
ス
本
圃

へ

の
協
力
を
ぽ

一
骨
茸
国
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

佃
は
吏
竺
且
ち
入
っ
て
云
へ
ば
.
た
と
払
金
本
位
制
採
用
の
時
機
は
黙
し
て
ゐ
る
と
し
て
も
'
新
制
度
の
制
定
に
際
し
て
は
多
く

の
礁
備
催
件
を
蛸
足
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
即
ち
第

7
に
は
財
政
に
打
率
を
輿
へ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
フ
ラ

ン
で
計
上
さ
れ
て
ゐ
た
収
入
及
支
出
は
す
べ
て
新
制
慶
に
よ
-
直
接
撃
動
を
受
け
る
に
相
蓬
な
い
し
'
ま
た
ビ
ヤ
ス
ト
ル
の
図
円
騰
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章
力
が
下
落
し
た
場
合
に
は
植
民
地
円
で
契
約
さ
れ
決
済
さ
れ
る
支
出
の
大
部
分
は
収
入
に
照
慮
せ
ず
に
増
加
す
る
こ
と
に
な
る
.

従

っ
て
貨
幣
改
革
が
頚
算
に
及
ぼ
す
影
響
は
慎
重
に
研
究
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
｡
第
二
に
は
'
新
官
幣
の
干
傍
に
於
け
る
賀
春
相
場

が
如
何
な
る
場
合
で
も
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
O
こ
の
た
め
に
は
金
或
は
金
属
啓
の
ス
ト
ッ
ク
せ
有
つ

必
要
が
あ
っ
た
｡

是
に
於
い
て
印
度
支
那
銀
行
の
金
準
備
は

重
要
な
役
割
を
潰
す
る
と
と
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
第
三
に

は
.
清
音
な
期
間
事
賓
上
の
安
定
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
JJ
の
安
定
期
間
中
に
ビ
ヤ
ス
ト
ル
相
場
の
最
高
及
び
最
低
安

男
慣
格
を
定
め
'
之
を
銀
塊
相
場
か
ら
更
に
は
香
港
弗
か
ら
全
面
的
に
切
放
す
べ
き
で
あ
る
｡
事
賓
上
の
安
定
相
場
は
か
-
し
て
定

め
ら
れ
る
｡
こ
の
相
場
は
謂
ふ
ま
で
も
な
く
之
を
基
準
と
し
て
更
に
決
定
さ
れ
る
港
席
上
の
安
定
を
Tml
標
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡

か
く
乃
如
き
傑
作
が
茄
邑
さ
.1
年
と
す
る
i
T..
蔭
を
こ
葺
き
rj
hJ
罰
重
夫
巨
Eh
r
二
㌢
/JEkJ･,TL
…
L､h.[∃
TRlク
.
･巨
壬
A.T
二
)
.1･h
l書

1

L･･-
I-
三
l̀
ノ･コ--∫
...
Ei
'7･･,ノハイr
-′∨
/｢̀
とノ
.山ムり

瑞
kiI!.こ
心
だ
け
JiJ
あ
る
e
従
っ
て
フ
ラ
ン
･tJ
の
鮒
保
を
紫

慮
し
な
が
ら
期
骨
髄
単
位
の
純
東
急
tEE
牡
決
定
す
る
,tJ
と
7
鶴
賛
相
場
襲

動
の
限
界
を
定
め
る
こ
と
､
席
巻
相
場

･
聾
行
額

･
園
内
信
用
状
態
問
の
関
係
を
規
定
す
る
こ
と
'
悌
ulE:
忙
流
通
さ
せ
る
銀
貨
の
品

位
量
目
を
選
定
し
､
そ
の
法
定
通
用
力
と
金
顧
と
を
決
定
す
る
こ
と
等
の
み
で
あ
る
O
然
ら
ば
茸
際
上
か
か
る
幣
制
改
革
の
企
割
は

如
何
に
し
て
賛
現
さ
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
｡

B

幣
制
改
革
の
筆
硯
過
程

1
九
二
九
年
四
月
三
十
日
貨
簡
改
革
の
預
備
行
動
に
関
す
る
協
定
案
は
悌
印
嘗
局
と
印
度
支
部
銀
行
と
の
問
に
認
め
ら
れ
'
銀
行

は

一
ヶ
年
の
期
間
円
に
そ
の
在
外
銀
資
金
及
び
準
備
銀
を
金
乃
至
金
鴛
啓
に
引
換

へ
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
嘗
局
は
か
か
る
措
置
よ
り

盆
ず
る
虞
あ
る

一
切
の
危
験
は
之
を
引
受
け
'
銀
行
に
は
二
つ
の
総
督
府
勘
定
即
ち
ビ
ヤ
ス
ト
ル
特
別
勘
定
と
金
男
替
特
別
勘
定
と

最
近
悌
領
印
度
支
那
幣
制
に
於
け
る
二
つ
の
改
革

第

二
審

二
五

第

f蚊

l言



最
近
併
研
印
度
支
那
怖
制
に
於
け
る
1
つ
の
改
革

第
二
審

二
六

第

i就

二
六

が
設
定
さ
れ
'
前
者
に
は
金
篤
替
買
入
に
あ
て
る
純
銀
横
顔
が
ビ
ヤ
ス
ト
ル
で
借
方
に
記
入
さ
れ

'

後
者
に
は
在
外
銀
教
条
及
び
準

備
銀
に
し
て
余
引
換
か
ら
得
ら
オ1
る
金
満
啓
額
が
貸
方
に
記
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
･C
/

満
更
に
こ
れ
ら
の
禰
勘
定
の
清
算
に
関
す
る

事
項
が
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
o
然
る
に
フ
ラ
ン

ス
本
威
政
舵
は
.1J
の
協
定
案
の
煎
誰
と
週
巡
し
た
O
･Lj
の
問
に
紙
偶
は
下
落
し
改

革
は
危
粒
に
脚
す
る

に
空
っ
♭｣o
し

か

も

興

諭
は
十1?忙
-
ポ
･

Li･
T
31.讃
S
t

掛
LtJ

頚
Tq･小
林
b
l部
員
を
奔
当
し
柔
の
で
あ
る

い
伺
叔

忙

休
閑
政
府
が
か
く
の
如
-
淀
巡
し
た
か
と
い
ふ
と

.
そ
れ
は
本
国
政
船
が
印
鑑
安
部
敢
行
課
行
柿
更
新
問
題
を
簡
即
改
革
に
関
聯

さ
せ
.
こ
の
更
新
債
件
が
決
定
さ
れ
る
ま
で
は
改
革
苦
行
を
見
合
は
せ
や
う
と
考
へ
た
か
ら
で
あ
る
"
か
-
し
て
l
九
二
九
年
十

1

月
十
六
日
.
二
十
五
ケ
年
間
の
喪
行
樺
更
新
に
関
す
る
協
定
が
調
印
さ
れ
る
に
及
ん
で

悌
印
幣
制
改
革
の
章
現
は
漸
-
そ
の
第

一

歩
を
確
み
出
す
こ
と
1

な
っ
た
の
で
あ
る
.

IL
九
二
九
年
十

)
月
十
八
日
t
i(
燕
大
臣
及
び
植
民
大
臣
は
印
度
支
部
銀
行
と
の
協
定
に
署
名
し
た
｡
こ
の
協
定
は
先
に
定
め
ら

れ
た
四
月
三
十
日
附
協
定
と
唯
細
目
に
於
い
て
異
な
る
の
み
で
あ
っ
た
.
か
く
て
銀
の
賛
却
は
同
年
十

l
月
二
十
二
日
か
ら
｡
ン
ド

ン
及
び
上
海
市
場
で
行
は
れ
'

一
九
三
〇
年

一
月
四
日
に
は
在
外
銀
資
金
の
八
分
の
七
が

一
〇

フ
ラ

ン
一
五
の
平
均
相
場
で
金
に
引

換

へ
ら
れ
た
O
同
年

l
月
九
日
に
は
事
賓
上

〃
安
定
期
に
入
-
'
ビ
ヤ
ス
ト
ル
の
公
定
相
場
は
諸
々

の
危
険
に
も
拘
ら
ず

1
0

フ

ラ

ン
に
決
定
さ
れ
た
｡

銀
章
卸
に
つ
い
て
二
言
す
る
と
'
悌
印
昔
局
の
引
凝
る
べ
き
分
七
六
三
･
Ui'ヤ7
〝の
在
外
鎌
資
金
の
金
引
換
は
'
急
速
に
'
精
密

に
'
し
か
も
巧
妙
に
行
は
れ
'
ま
た
園
内
準
備
銀
の
金
資
金
へ
の
引
換
も
植
民
地
金
牌
の
危
険
を
賭
し
て
行
ば
れ
た
の
で
あ
る
｡
銀

準
備
と
し
て
は
四
五

･貢
ぎ

ス
ト
ル
が
残
さ
れ
た
が
'
之
に
は
政
府
の
持
分
と
な
る
も
の
'
新
小
量
員
ビ
ヤ
ス
ト
ル
に
改
鋳
さ
れ
る
も



●

の
'
熔
解
さ
れ
る
も
の
等
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
｡
か
-
て
銀
行
を
外
賓
金
及
び
銀
準
備
刺
飴
は
数

回竺
且
つ
て
鹿
介
さ
れ
た
結
果
.

一

九
三
〇
年

T
月
末
に
は
悌
uIE=
常
局
は
上
海
市
場
に
於
け
る
債
樺
は
之
を
金
で
所
有
す
る
こ
と
と
な
-
.
磨
汎
な
銀
資
金
の
金

へ
の
韓

換
は
極
め
て
平
安
視
に
完
了
}
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
操
作
の
成
功
に
よ
-
,
紙
督
府
及
び
銀
行
が
準
備
し
た
金
薦
替
手
持
は
銀
行
券

に
封
し
て
充
分
な
保
誰
と
な
-
'
し
か
も
そ
の
金
額
も
絶
え
ず
増
加
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
｡

革
賛
上
の
安
定
相
場
は

山
C
)ブ
ラ
ン
と
規
定
さ
れ
た
が
'
撒
督
府
は

一
九
三
〇
牛

山
月
十
四
日
こ
の
鮎
に
関
し
て
次
の
や
う
な

コ

ミ
ュ
ニ
ケ
を
獲
表
し
て
ゐ
る

｡｢
昨
年
十

1
月
締
結
せ
る
協
定
に
基
き
.
印
度
支
那
銀
行
は
所
定
の
偉
件
が
備
は
れ
ば
直
ち
に
前
以
っ

て
該
銀
行
に
指
定
さ
れ
た

1
定
基
数
よ
-

一
パ
ア
セ
ン
ト
以
上
離
れ
な
い
珊
場
で
'

フ
ラ
ン
の
パ
リ
向

l
覚
沸
直
物
安
男
を
賛
行
す

る
こ
と
に
よ
-

璃
梓
川
場
の
貨
絹
に
庶
す
る
こ
と
を
契
約
し
た
O

最
は
敷
ヶ
月
間
に

大
農
の
金
満
智
ス
ー
ツ
ク
が
準
備
垂
れ
た
LIj

i.,
I.
譜

妹

銀
行
に
は
踊

規

だ

に
雌
13
二
r
l
h
.ア
リー桐
｡ifTが
指
だ
Tu
舟
7.<
n
伽
印
ビ
ヤ

ス
-
ル
の
寄
賀
｣
ti
気
先
は
カ
-
し

て
笥
期
さ

れ

た

｣

㌔

南

郊
衆
も
不

利
な
場
合
に
於
い
て
さ

へ
輸
入
盤
着
は
墳
低
九
フ
ラ
ン
九

〇
で
フ
ラ

ン
を
買
払
得
た
L
t
輸
出
業
者
は
最

高

1
0
フラ
ン
1
0
で
フ
ラ
ン
を
茸
-
得
た
の
で
あ
る
O
と
の
制
度
は
金
に
封
す
る
植
民
地
貸
僻
の
饗
動
を
極
め
て
僅
少
に
止
め
得

と
の
故
に
本
制
定
は
期
待
さ
れ
得
空
荷
変
の
安
垂
と
安
定
と
を
茸
現
し
得
た
と
言
へ
る
の
で
あ
る
｡

然
る
に

一
般
に
は
と
の

ll
ビ
ヤ
ス
ト
ル
一
〇
ブ
ラ
ン
な
る
安
定
相
場
は
餅
-
に
も
低
す
ぎ
る
と
考

へ
ら
れ
｢

1
0
フ
ラ
ン

安
定
に

封
す
る
反
封
諭
が
擾
頭
し
た
｡
例

へ
ば
あ
る
論
者
は

l
ビ
ヤ
ス
ト
ル
を
ば

〓

フ
ラ
ン
'
更
に
は

一
二
フ
ラ
ン
の
相
場
に
定
め
る
こ

と
を
主
張
し
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
｡
併
し
な
が
ら
こ
の
反
封
論
は
必
ず
し
も
安
富
で
な
い
｡
晩
に

1
九
三

〇
年

1
月
に
於
い
て
膏
銀

ビ
ヤ
ス
ト
ル
に
含
ま
れ
た
純
銀
蛍
日
慣
佃
は
八
フ
ラ
ン
七
五
を
藤
え
得
な
か
っ
た
G
礎

っ
て
ビ
ヤ
ス
ー
ル
相
場
が
安
定
さ
れ
な
か
つ

最
近
俳
領
印
雌
支
那
幣
制
に
於
け
る
二
っ
の
改
革

第

二
審

二
七

第

7戟

二
七



最
近
僻
領
印
度
支
那
幣
制
に
於
け
る
二
つ
の
改
革

第
二
審

二
八

第

一
統

二
八

た
な
ら
ば
.
恐
ら
く
九
フ
ラ
ン
二
〇
を
超
え
得
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
｡
か
る
が
故
に
普
局
の
規
定

せ
る

1
0

フ
ラ
ン

と
い
ふ
割
合
は

寧
ろ
ビ
ヤ
ス
ト
ル
相
場
の
低
落
を
防
止
し
'
係
印
へ
の
投
下
資
本
を
保
護
す
る
と
謂
ふ
こ
と
が
で
き
る
.

事
茸
上
の
安
定
は

1
時
的
な
性
格
し
か
有
ち
得
な
い
｡
経
っ
て
新
貨
幣
状
桜
が

】
定
期
間
怖
印
経
済
に
適
齢
せ
る
EJ
と
聖
が
し
た

.]lI
J.(
-]̂

+]
l

後
に
は
,U
の
事
賢
上
C
L安
定
を
T
IT槽
J
LJ
笈
定
⊥｣
L
f
伽

印

蝉
暗

弾
性
た
淡

律
的

忙
決

兜
し

放

け

れ
ば
怒
ら
.た
い

C

山
九
三
〇
年

二

月
沫
印
廉
が
純
輸
入
桝
を

…併

陀相
加
し
煎
紀
環

既
に
低
佃
と
な
(;..1た
銀
相
場
は
更
に

低
下
し
i
加

ふ
る
に
支
部
の
銀
輸
入
税
課

徴
の
風
説
は
香
港
.
上
海
市
場
に
勤
務
を
輿

へ
'
熔
解
の
た
め
に
す
る
の
ビ
ヤ
ス
ト
ル
現
送
は

l
盾
拍
車
か
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡

′
然
る
に
銀
債
の
下
落
は
･
ビ
ヤ
ス
ト
ル
安
定
相
場
と
そ
の
素
材
償
値
と
の
間
に
二
〇
パ
ア
セ
ン
ト
の
打
歩
を
生
じ
･
こ
の
こ
と
は
ビ

ヤ
ス
ト
ル
再
輸
入
の
危
険
を
生
ぜ
し
め
た
の
で
あ
JO
が
'
新
貨
幣
法
襲
布
ま
で
は
絶
封
に
之
を
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡

そ
こ
で

1
九
三
〇
年
五
月
三
日
附
粗
督
命
に
偲
-
ビ
ヤ
ス
ト
ル
銀
貸
輸
入
禁
止
命
が
公
布
さ
れ
'
こ
れ
に
よ
っ
て
事
賛
上
の
安
定
は

穏
摸
し
'
引
摸
き
浩
律
上
の
安
定
が
賓
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
O

金
本
位
制
採
用
の
た
め
の
準
備
は
総
督
府
に
よ
っ
て
逐
次
進
め
ら
れ
て
行
っ
た
O
ま
づ
貨
幣
制
度
で
あ
る
.
即
ち
､
(
l
)
金
本
位

に
よ
る
貨
幣
慣
偲
畢
位
の
添
律
上
の
制
定
'
(
二
)国
内
に
流
通
さ
せ
る
貨
幣
の
金
展
'
品
位
'
量
目
の
選
定
'
(
≡
)貨
幣
慣
値
安
定

上
必
要
と
す
る
諸
準
備
~
(
四
)
為
替
運
用
上
必
要
と
す
る
諸
規
定
'
(
五
)
獲
行
機
関
の
国
内
紙
常
襲
行
額
を
規
整
す
る
諸
侯
件
'
之

だ
け
は
新
貨
幣
制
定
と
し
て
は
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
第

1
に
新
ビ
ヤ
r(
ト
ル
の
純
金
量
目
に
つ
い
て
は
.

1
九

二

八
年
六
月
二
十
五
日
附
フ
ラ
ン
ス
新
貨
幣
法
に
依
る
フ

ラ
ン
の
含
有
純
金
量
目
の
十
倍
と
定
め
ら
れ
た
｡
植
民
大

臣
P
i6triは
新

ビ

ヤ
ス
ト
ル
を

T
O
フ
ラ
ン
に
定
め
る
理
由
を
次
の
や
う
に
説
明
し
て
ゐ
る
｡
即
ち

1
ビ
ヤ
ス
ト
ル
1
0
フ
ラ
ン
と
い
ふ
相
場
は
他
の



如
何
な
る
相
場
よ
-
も
フ
ラ
ン

ス
貸
博

へ
の
引
換
計
算
を
容
易
な
ら
し
め
'
且
つ
俳
印
貨
幣
と
本
圃
貨
幣
と
の
結
合
を
可
能
な
ら
し

め
る
と
.
要
す
る
に
こ
の
相
場
に
よ
る
利
益
は
金
ビ
ヤ
ス
ト
ル
が
フ
ラ
ン
ス
幣
制
の
軌
道
に
来
っ
て
ゐ
る
こ
と
に
あ
る
｡
第
こ
に
は

国
内
流
通
硬
貨
で
あ
る
が
'
神
助
貨
は
別
と
し
て
代
表
貨
幣
は
銀
ビ
ヤ
ス
ト
ル
と
す
べ
L
と
さ
れ
'
こ
の
品
位
.
量
目
の
決
定
に
常

っ
て
は
諸
般
の
危
険
を
考
慮
し
各
方
面
の
情
況
を
斜
酌
し
て
'

従
乗
の
二
七
瓦
の
ビ
ヤ
ス
ト
ル
銀
貨
に
代
ふ
る
に
量
目
二
〇
瓦

(但

し
品
億
は
何
れ
も
千
分
の
九
百
)
の
ビ
ヤ
ス
･1
ル
貨
幣
を
以
っ
て
之
に
あ
て
る
案
が
認
め
ら
れ
た
0

第
三
に
は
正
貨
準
備
で
あ
る
が
.

之
に
は
俳
印
及
び
フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
金
'

フ
ラ
ン
ス
銀
行
預
金
'
外
国
駕
啓
が
あ
げ
ら
れ
､
佃
ほ
こ
の
準
備
の
割
合
に
つ
い
て
は

如
何
な
る
場
合
に
於
い
て
も
教
行
額
の
三
分
の

一
以
下
に
下
ら
ざ
る
こ
と
を
要
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
｡
第
四
に
は
薦
替

遊
用
に
っ
い
て
は
封
外
満
替
標
準
社
ピ
i･
ス
ト
ル
に
含
生
れ
た
金
竜
田
に
よ
っ
て
決
定
す
べ
き
こ
と
lが
永
試
.Ju,れ
た
｡

一
-u二
ごーノ/.(]=
[J
火
n:
-a.･hRL

か
く
て

山
九
三

〇
年
五
月
三
十

l
日
'
俳
印
新
幣
制
を
定
め
る
大
統
領
令
は
公
布
さ
れ
た
"
前
項
に
述
べ
た
簡
制
改
革
の
眼
目
は

昔
邦
こ
の
規
定
に
含
ま
れ
た
｡
そ
の
内
容
は
大
腰
攻
の
如
-
で
あ
る
｡

第

1
健

｢印
度
支
那
聯
邦
の
貨
幣
単
位
Llる
ビ
ヤ
ス
ト
ル
は
品
仕
千
分
の
九
首
､
量
目
六
五
五
",-
グ
ラ
ム
の
金
よ
･Jl
成
る
｡
即
も

一
九
二
八
年

六
月
二
十
五
日
附
法
律
の
規
定
に
依
る
1
0
フ
ラ
ン
の
封
債
を
有
つ
.｣

第
二
備

｢印
度
支
部
銀
行
は
そ
の
銀
行
券
の
持
参
人
に
射
し
'

1
電
桝
に
依
り
金
と
の
免
換
を
保
諾
す
る
義
務
を
有
つ
O
同
行
は
こ
の
先
換
を

一

ビ
ヤ
ス
ト
ル
に
つ
き
品
位
千
分
の
九
百
'
豊
里

ハ
五
五
",リ
グ
ラ
ム
の
割
合
を
以
っ
て
そ
の
銀
行
券
と
金
と
の
免
換
を
偶
語
す
る
｡
免
漁
の
場
所
は

同
市
の
選
樺
に
よ
-
璽
且
又
は
巴
星
と
J
,.
後
の
場
合
に
は
西
京
'
巴
愚
問
の
現
送
賓
及
び
保
険
料
を
控
除
す
る
O
銀
行
は
最
小
限
度
額
に
射
し
て

の
み
免
換
を
茸
行
す
る
機
隈
を
有
っ
0
こ
の
先
換
限
度
は
大
藩
大
臣
と
相
席
大
臣
と
を
7
方
と
し
'
印
度
支
那
銀
行
を
他
の
1
万
と
す
る
両
者
の
協

定
に
依
-
定
ま
る
も
の
と
す
o

最
近
悌
領
印
度
支
那
幣
制
に
於
け
る
二
つ
の
改
革

第
二
審

二

九

第

T
班

二
九



最
近
仰
領
刊
度
支
那
伴
別
に
於
け
る
二
つ
の
改
革

撃

呑

三
〇

第

一
紙

三
〇

印
度
支
那
銀
行
は
西
京
支
肪
皆
米
所
に
於
い
て
一
ビ
ヤ
ス
-
ル
に
つ
き
品
位
千
分
の
九
百
'
量
目
六
五
五
r"
-
ク
ラ
ム
を
基
準
と
し
て
余
買
入
の

哉
瀕
を
有
つ
o
但
し
利
息
は
之
を
控
除
し
棉
な
い
o
銀
行
は
パ
-
造
幣
局
の
所
定
率
に
従
っ
て
錯
親
裁
用
を
鷲
手
よ
-
控
除
徴
収
す
る
械
隈
を
有

つ
.
錯
化臥
試
験
墳
用
は
貿
手
の
髄
櫓
と
す
る
｡｣

*
J.二怖

｢
印
伯
東
淋
朝
市
1fii賓
支
族
に
あ
っ
て
は
銀
行
券

の拭
渦
鞭
LL･1-･=L座
脚
光
賃
方
托
高
と
の
令
計
郡
に
射
し
'
少
-
-
･d
そ
の
三
牙
の
1
に

相
常
叶
;S
惟
小堺
I･-,小竹
rLtT
わ
も
L.I-
1･で
川:･
寸
A,･1

J･㌃
準
例

日朝
=-
lム
7邦
に
.弐
丸
久
は
束
軸
糸
と

¶
紫
封
に
よ
る
実
換
謂
劣
-
か
ら
成
る
U｣

絹
rlq
は

｢
2
1.化H
t｡
ヤ
･!1
･･
ル
は
那

机

起
り
軒
別
快
_
､拙
光
熱
凡
カ
を

菰
つ
｡
釦
九
は

印
怯
支
那
6;懸
案
何
に
畢

耶
せ
ら
る
る
こ
と
あ
る
へ
洋
画
化n

ビ
ヤ
ス
ト
ル

を

蔽
制
限
に
受

入

れ
る
こ
と
を
揮
す
る
O
銀
行
は
こ
の
党
人
硬
化良
を
組
督
肝
に
交
附
し
.
そ
の
ビ
ヤ
フ
-
ル
劉
備
を
ば
絶
督
雁
勘
定
の

借
方
に
記
入
す
る
O｣

第
五
惟

｢
本
令
に
抵
鯛
す
る
一
切
の
規
定
は
之
を
磨
れ
す
る
O｣

ビ
ヤ
ス
ト
ル
は
こ
の
大
統
領
今
の
覆
令
昔
日
か
ら
銀
貨
で
は
な
-
な
り
'
そ
の
慣
価
は
金
に
結
合
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
｡

こ
の
金
本
位
制
抹
相
に
関
し
て
注
意
を
要
す
る
第

l
鮎
は
'
前
記
大
統
領
令
が
金
地
金
本
位
制
を
採
用
し
た
こ
と
で
あ
る
｡
金

貨

が
驚
際
に
流
通
し
な
い
場
合
は
､
金
が
地
金
と
し
て
褒
券
準
備
と
し
て
保
有
さ
れ
る
方
が
寧
ろ
馬
替
安
定
に
有
利
で
あ
る
と
考

へ
ら

れ
ー
金
貨
本
位
制
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
.
又
金
属
替
本
位
制
に
つ
い
て
も
'

1
見
せ
る
と
こ
ろ
は
蟹
券
校
閲
に
金
属
替

準
備
を
保
有
す
る
樵
隈
を
興

へ
相
曽
床
机
に
こ
の
制
度
を
逆
用
す
る
が
如
-
見
え
て
は
ゐ
る
が
'
原
則
と
し
て

1
唐
金
蔑
称
本
位
制

は
避
け
ら
れ
て
ゐ
る
.
注
意
を
畢
す
る
第
二
鮎
は
'
採
用
さ
れ
た
金
地
金
本
位
制
に
於
い
て
敢
券
銀
行
は
環
小
限
度
額
に
封
し
て
の

み
允
換
を
苦
行
し
得
る
･tp淀
め
た
だ
け
で
'
金
発
熱
の
催
件
を
決
定
的
な
も
の
に
し
な
か
つ
た
こ
と
で
あ
る
.

免

換
準
備
の
内
容
に
つ
い
て
云
へ
ば
'
金
準
備
と
銀
行
券
流
通
額
及
常
座
預
金
残
高
合
計
釦
と
の
比
率
は
三
分
の
二
に
走
れ
ら
れ

た
｡

こ
れ
は
従
来
の
も
の
が
銀
行
券
敢
行
額

の
五
分
の

1
と
TU
れ

て
ゐ
た
の
に
此
し
て
著
し
-
堅
賓
で
あ
る
.
柿
艮
大
臣
は
と
の
金



準
備
の
内
容
に
閲
し
て
'
銀
行
は
そ
の
金
準
備
を
金
地
金
や
金
貨
で
保
有
す
る
責
務
は
な
く

唯
草
に
金

資
金
.又
は
金
属
菅
で
保
有

す
る
竜
緒
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
と
説
明
し
て
ゐ
る
.
要
す
る
に
と
の
説
明
に
依
れ
ば
､
悌
印
に
適
用
さ
れ
た
幣
制
は
原
則
と
し
て
表

面
金
地
金
本
位
制
の
様
相
を
量
す
る
が
賢
質
は
金
駕
替
本
位
制
で
あ
る
と
結
諭
し
得
る
o
佃
ほ
賞
初
は
準
備
中
に
銀
を
含
め
て
ゐ
な

か
つ
た
が
~
其
後
諸
般
の
情
勢
に
影
響
さ
れ
て
銀
を
も
含
む
に
至
っ
た
｡
比
の
場
合
銀
は
銀
地
金
そ
れ
白
鱈
と
し
て
取
扱
は
れ
て
ゐ

る
も
の
で
は
な
-
て
'
金
に
よ
っ
て
許
償
さ
れ
た
銀
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
は
嘗
然
で
あ
る
｡

第
四
億
に
依
れ
ば
､
銀
貨
ビ
ヤ
ス
ト
ル
に
無
制
限
法
定
通
用
力
が
輿

へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
'

之
は
植
民
大
臣

P
i6tr
i
が

｢
硬
貨
ビ

ヤ
ス
ト
ル
は
土
民
の
慣
習
に
何
ら
の
混
乱
も
惹
起
せ
ざ
る
や
う
無
制
限
法
定
慣
値
を
欄
槻
さ
せ
る
｣
と
断
っ
て
ゐ
る
や
う
に
'
感

情

的
な
哩
由
に
基
い
て
ゐ
る
屯
の
で
あ
る
｡
半
世
紀
以
前
の
規
時
代
な
ら
ば
i
ざ
紬
ら
中
'
牛

T
T

I
で

は

悌

印

で

,?
･
非

醐

7

T

リ

ソ

nl;
;,

潔
は
中
碑
贈
樋
で
牡

計
祁
溺
巾
･lJ
L
IT･.の
鎌
5
1は
流
浪
し
て
は
み
ろ
い
｡

月
つ
史
充
理

論
的
に見
れ

ば
.
金
本
仲

卸

で

は
唯

余

餌

の
み
が
舛
制
限
法
定
通
用
カ
を
も
ち
得
る
だ
け
で
あ
る
｡
従
っ
て
若
し
か
-

の
如
く
銀
貨
に
金
属
性
銀
行
券
即
ち
計
算
紙
幣
的
性
格

を
輿

へ
'
之
に
無
制
限
通
用
力
を
附
輿
す
る
な
ら
ば
.
そ
こ
に
問
題
を
生
す
る
こ
と
は
火
を
見
る
よ
り
も
際
か
で
あ
ら
う
.
事
軍

と
の
銀
貨
に
何
ら
の
不
安
を
も
感
ぜ
し
め
ざ
る
が
如
-
す
る
た
め
に
は
'
ビ
ヤ
ス
ト
ル
に
含
ま
れ
る
鎌
債
値
が
常
に
金
六
五
五
ミ
リ

グ
う
ム
の
慣
値
に
等
し
-
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
.
こ
の
こ
と
は
電
烈
不
可
能
の
こ
と
で
あ
る
.
ま
た
と
の
場
合
若
し
悌
印
が

銀
貨
に
流
通
紙
幣
的
性
格
を
輿
へ
ん
と
す
る
な
ら
ば
､
問
題
は
銀
よ
-
も
む
し
ろ
白
銅
を
採
用
す
べ
き
で
あ
ら
う
O
蓋
し
白
銅
の
素

材
偵
値
は
勉
め
て
低
-
､
如
何
な
る
場
合
に
も
そ
の
貨
幣
の
法
定
償
値
に
達
す
る
が
如
き
と
と
な
-
ー
し
か
も
ま
た
白
銅
の
冶
金
は

甚
だ
姻
経
だ
か
ら
で
あ
る
｡
併
し
賛
際
に
は
か
か
る
解
決
方
貨
は
考
へ
ら
れ
な
か
っ
た
｡
其
の
理
由
と
す
る
･1rこ
ろ
は

｢
東
洋
で
は

最
近
俳
領
印
席
支
那
幣
制
に
於
け
る
二
つ
の
改
革

第
二
巻

三
1

第

7班

三
T

→

▲､



最
近
価
領
印
度
支
那
幣
制
に
於
げ
ろ
二
つ
の
改
革

第
二
懲

三
二

第

一
班

三
二

銀
が
重
要
で
あ
-
､
従
っ
て
偽
印
も
銀
を
担
税
す
べ
き
で
な
い
｣
と
い
ふ
簡
単
な
見
解
が
人
々
わ
脳
裡
に
刻
み
こ
ま
れ
て
ゐ
た
た
め

で
あ
る
.
要
す
る
に
悌
印
に
於
け
る
銀
貨
磨
止
は

1
九
三
〇
年
昔
時
か
ら
既
に
可
能
で
あ
っ
た
や
う
で
あ
る
｡
菅
際
に
は

1
九
三
四

年
十
月
.
旗
想
し
な
い
事
情
の
た
め
鉄
骨
は
殿
止
TUれ
舟
が
..
こ
の
場
合
に
も
何
ら
懲
戒
す
べ
湾
反
動
は
放
ら
な
か
っ
た
や
う
で
あ

_･1.E】為
替
に
つ
い
て
は
¶
金
轍
金
本
位
制
が
採
用
さ
れ
.
銀
行
券
に
封
し
て
は
直
接
金
魚
換
が
行
は
れ
る
や
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
か

ら
'
明
か
に
制
度
と
し
て
は
自
動
的
な
も
の
が
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
金
地
金
の
免
換
及
び
そ
の
輸
出
入
を
自
由
と
L
t
封
外
葛

巻
標
準
も
ビ
ヤ
ス
ト
ル
の
金
分
量
に
ょ
る
こ
と
と
な
っ
た
結
果
'
膏
制
度
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
制
限
は
撤
殿
さ
れ
る
こ
と
と
な
-
'
同

時
に
偶
印
の
金
貨
国
に
封
す
る
関
係
と
銀
貨
国
に
封
す
る
関
係
と
は
仝
く
そ
の
位
置
を
顧
倒
す
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
即
ち
従
市
銀
ビ

ヤ
ス
ト
ル
の
変
動
は
香
港
及
び
上
海
市
場
に
依
存
し
て
わ
た
の
忙
封
し
.
新
制
変
以
後
は
全
然
反
射
関
係
に
立
つ
に
至
っ
た
.
か
か

る
自
動
的
制
度
の
成
立
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
'
倫
ほ
ま
た
希
三
保
に
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
に
印
度
支
部
銀
行
は
品
位
千
分
の
九
百

の
金
六
五
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
単
位
で
全
損
す
る
義
務
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
'
大
統
領
令
は
印
度
支
部
銀
行
が
係
印
に
金
準
備
を
保
有
す

る
兼
務
の
規
定
を
無
税
し
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
､
こ
の
こ
と
は
責
に
俳
印
幣
制
の
賛
贋
が
金
環
替
本
位
制
で
あ
る
と
と
を
基

音
す
る
も
の
で
あ
る
｡

1
九
三
〇
年
五
月
三
十

1
日
附
大
統
領
令
に
引
績
い
て
'

l
九
二
tO
年
八
月
十
二
日
附
大
統
領
令
が
公
布
TlJれ
た
｡
こ
の
大
統
領

令
は
新
ビ
ヤ
ス
･L
ル
貸
鋳
造
と
補
助
貸
iJ
に
つ
い
て
規
定
し
て
ゐ
る
.
即
ち
係
印
の
嘗
銀
貨
ビ
ヤ
ス
ト
ル
は
'
前
大
統
領
令
第
四
俵

の
規
定
に
伐
-
そ
の
ま
1
法
定
通
用
力
を
輿
へ
ら
れ
て
は
ゐ
た
が
'
之
は
暫
定
的
な
代
表
貸
髄
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
'
早
晩
新
規



}㌔
;
壁

一

定
に
基
-
ビ
ヤ
ス
ト
ル
貨
に
代

へ
6
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

1
九
三
〇
年
八
月
十
111日
附
大
統
領
令
は
こ
の
新
硬

貨
の
鋳
造
傭
件
を
ば
第

7
僕
に
次
の
如
く
規
定
し
て
ゐ
る
O
即
ち
そ
の
銀
貨
は
直
撃

二
五
ミ
リ
メ
エ
ト
ル
'
品
位
千
分
の
九
百
'
公

差
千
分
の
三
上
下
､
量
目
二
〇
瓦
'
公
差
千
分
の
五
上
下
と
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡

新
ビ
ヤ
ス
ト
ル
銀
貨
は
無
制
限
法
定
通
用
力
を
有
す
る
｡
そ
の
第
二
億
は
､
菅
フ
ラ
ン
ス
･
ビ
ヤ
ス
ト
ル
が
接
定
通
用
力
を
共
ふ

期
日
に
関
し
て
は
組
督
に
そ
の
期
日
教
組
督
令
に
伐
っ
て
定
め
る
構
眼
を
興

へ
て
ゐ
る
e
ま
た
そ
の
第
≡
保
は
､
現
規
定
に
依
っ
て

定
め
ら
れ
て
ゐ
る
ビ
ヤ
ス
ー
ル
補
助
貨
の
法
定
通
用
力
を
雛
持
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
ゐ
る
が
'
但
し
之
が
軽
重
を
要
す
る
場
合
に

は
総
督
の
権
限
に
於
い
て
行
は
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
定
め
て
ゐ
る
｡
こ
の
大
統
領
令
に
定
め
ら
れ
て
ゐ
る
錯
連
騰
伸
に
従
っ
て

I.
I
.jI.
卜
･.㌔

新
ビ
ヤ
ス
-
ル
銭
貨
が
決
定
さ
れ
た
以
上

啓
銀
貨
の
整
理
は
で
き
る
だ
け
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
'
こ
こ
に
l
の
難

問
題
が
生
じ
た
｡
そ
れ
は

一
九
三
〇
年
五
月
肘

一
日
附
大
統
領
令
第
四
候
の
規
定
に
経
っ
て
回
収
さ
れ
た
鷲
銀
貨
を
'
蟹
券
準
備
の

一
部
と
す
る
こ
と
は
絶
督
府
及
び

印
度
支
那
銀
行
が
之
を
希
望
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
'
之
に
封
し
て
+
(栽
大
臣
及
植
民
大
臣
は
之

を
総
督
脚
拙
走
に
入
れ
る
こ
と
敵
軍
訳
し
た
b
Lと
で
あ
っ
た
O
印
度
支
部
銀
行
と
し
て
は
､
賛
際
植
民
地
に
流
通
し
て
居
な
い
ビ
ヤ

ス
ト
ル
銀
貨
の
背
任
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
JJ
の
こ
と
は
既
に
同
行
が

1
九
三
〇
年
五
月
三
十

1
日
附
大
統
領
令
に
基
き
'

圏
外
よ
-
の
金
串
供
に
封
し
て
も
同
行
債
緒
期
の
三
分
の
l
に
等
し
い
金
準
備
を
保
有
し
､
更
に
之
と
併
行
的
に
幽
内
よ
-
の
銀
免

換
む
も
供
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
･｡
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
.
か
な
り
資
格
の
重
3
,義
持
で
あ
る
O
か
-
の
如
き
過
大

最
近
価
額
印
度
支
那
幣
制
に
於
け
る
二
っ
の
改
革

第
二
審

三
三

第

r凱

三三

態



最
近
併
簡
印
度
支
那
幣
制
に
於
け
る
二
つ
の
改
革

第
二
審

三
四

第

丁既

三

四

な
負
猪
は
そ
れ
だ
け
同
行
の
蟹
行
橋
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
解
決
方
策
は
費
券
銀
行
の

保
有
す

る
銀
ビ
ヤ
ス
ト
ル
を
ば
そ

の
名
目
償
低
に
於
い
て
で
は
な
-
'
そ
の
墳
幣
の
合
有
す
る
純
銀
の
素
材
借
値
に
於
い
て
金
準
備
中
に
繰
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
認
め

る
こ
と
で
あ
っ
た
｡
か
･.
る
頒
傾
忙
し止
で
ぼ
､
銀
行
は
そ
の
保
有
す
る
銀
ビ
ヤ
ス
ト
ル
‥
八
ト
ツ
ク
と
殆
ん
ど
等
鯛
の
鈍
行
教
を
賓

山

九

叫三

句
二
頂

三
十

山
口
附

大
枚
慣
命
は
右
の
如

き
見
解
を

林
部
し
た
も
の
LfJあ
る
e
こ
の
大
観
餌
令
は
敦
命
皆

日
よ
り､
五
ヶ

年
問
蟹
行
準
備
と
し
て
の
鋲
の
採
用
を
認
め
て
ゐ
る
.
金
準
備
の

1
部
を
銀
で
構
成
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
晩
に
英
領
印
度
'
海
峡
植

民
地
及
び
泰
国
が
夫
Jr
同

T
の
理
由
に
よ
･51
採
用
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
o

D

一
九
三
〇
年
幣
制
改
革
に
封
す
る
反
封
論

l
九
三
〇
年
の
幣
制
改
革
に
は
土
着
民
大
衆
は
重
く
無
関
心
で
あ
っ
た
｡
莞
し
こ
の
金
本
位
制
採
用
に
よ
る
ビ
ヤ
ス
ト
ル
安
定
策

は
土
着
民

大
衆
の
利
益
を
害
さ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
.

大
部
分
の

ヨ
オ
ロ
ソ
バ
人
も

亦
こ
の
改
革
に
は
満
足
の
意
を
表
し
て
ゐ

る
｡
併
し
な
が
ら

1
九
三

一
年
世
界
恐
悦
の
影
響
が
悌
印
に
先
づ
硯
は
れ
始
め
る
と
'

1
九
三
〇
年
の
幣
制
改
革
に
封
す
る
反
封
遥

動
が
起
っ
て
釆
た
｡
か
か
る
連
動
の
主
唱
者
は
更
地
支
部
米
倖
業
者
を
代
表
す
る
人
達
乃
至
は
園
憶
で
あ
っ
た
.
此
等
ビ
ヤ
pへ
ト
ル

安
定
に
反
封
す
る
人
達
の
目
的
は
'
ビ
ヤ
ス
ト
ル
の
単
位
購
買
力
を
引
下
げ
る
こ
と
に
あ
っ
た
｡
尤
も
こ
の
目
的
達
成
の
た
め
の
方

策
に
至
っ
て
は
必
ず
し
も
同
様
で
は
な
か
っ
た
｡
安
定
反
射
者
達
の
主
張
は
攻
の
三
種
に
分
つ
と
と
が
で
き
る
｡

1
.
素
朴
な
る
銀
本
位
制
復
蹄
論

二
.
ビ
ヤ
ス
ト
ル
金
比
率
定
期
更
改
論



･こ.,小

ニ
｢

ビ
ヤ
ス
ト
ル
平
借
切
下
論

頻
ら
ば
こ
れ
等
の
人
達
は
如
何
な
る
理
由
に
よ
っ
て
と
の
幣
制
改
革
に
反
封
じ
た
の
で
あ
ら
う
か
｡

第

7
に
は
.
政
府
の
本
位
建
更
は
合
法
的
で
な
い
と
言
ふ
の
で
あ
る
｡

1
九
三
O
年
以
前
の
債
務
者
は
'
今
や
ビ
ヤ
ス
ト
ル
が
安

定
し
偵
伯
が
腐
骨
し
た
結
果
.
現
在
の
ビ
ヤ
ス
ト
ル
を
以
っ
て
前
と
同

l
額
を
支
梯

へ
ば
損
失
を
招
く
こ
と
に
な
る
.
か
1
る
政
府

の
本
位
摩
更
は
フ
ラ
ン
ス
民
津
の
規
定

〓

<
九
五
傭
)
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
｡
併
し
な
が
ら
か
-
の
如
き

見
解
は
貨
幣
論
上
金
野
王
義
的
偏
見
に
捉
ば
れ
て
居
-
'
ビ
ヤ
ス
ト
ル
が
閤
家
格
力
に
ょ
つ
て
官
幣
と
し
て
の
棟
能
を
購
興
さ
れ
て

ゐ
る
こ
と
を
忘

却
せ
る
も
の
で
あ
る
｡
ビ
ヤ
ス
ト
ル
は
幣
制
改
革
以
前
に
於
い
て
も
紙
に
粍
制
限
鮭
定
通
用
力
を
有
L
t
そ
の
慣
値

わ
た

の
tL.-,l=
T3･｡
経
つ
.r
-.r
の
時
の
蝶
倍
ほ
的

余
よ
し
て
右
ru
わ
た
も
の
て

-は

な
-
粁
幣
と

し

て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
-
.
そ
の

故

に
硯
衣
の
退
却
も
亦
項
鞘
と
し
て
即
ち
そ
の
名
目
僧
侶
に
於
い
て
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
.

第
二
に
は
'
償
簡
革
位
の
債
値
が
騰
号
し
て
居
れ
ば
､
輸
出
上
種
々
の
不
利
を
生
す
る
O
帥
ち
ビ
ヤ
ス
ト
ル
が
ル
ウ
ピ
イ
や
パ
ア

ト
に
比
し
て
高
慣
な
た
め
外
囲
商
品
市
場
獲
得
に
不
利
で
あ
-
'
碓
っ
て
米
の
輸
出
を
ば
不
振
な
ら
し
め
る
と
主
張
し
て
ゐ
る
｡
け

れ
ど
も
空

風
レ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
米
の
み
が
傍
訓
の
夏
姿
輸
出
品
で
は
な
.い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
o
米
に
の
み
極
端
な
重

要
性
を
輿

へ
.
そ
の
即
か
ら
結
論
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
O
更
に
'
官
幣
僧
侶
経
っ
て
璃
替
相
場
が
下
落
す
れ
ば
必
然
的
に
掃
出

が
盛
ん
に
な
る
と
考

へ
る
こ
と
も
錯
覚
で
あ
る
｡
璃
啓
の
下
落
は
輸
出
に
影
響
を
及
ぼ
し
は
す
る
が
そ
れ
は

l
時
的
の
'も
の
で
あ
っ

て
'
他
の
反
封
要
素
が
作
桶
す
れ
ば
直
ち
に
滑
滅
す
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
故
に
毎

春
を
下
落
せ
し
め
る
こ
と
に
伐
っ
て
の
み
輸
出

最
近
価
層
印
度
支
那
幣
制
に
於
け
る
二
つ
の
改
革

第
二
審

三
五

第

1
淑

三
五



最
近
側
頭
印
煙
支
那
幣
制
に
於
け
る
二
つ
の
改
革

第

二
番

三
六

第

T
班

三

六

の
拡
照
を

圏
ら
ん
と
す
る
こ
と
は
無
駄
な
努
力
の
反
覆
と
な
る
に
過
ぎ
な
い
｡

第
二
に
は
'
金
本
位
制
は
支
那
と
の
取
引
を
妨
げ
る
と
冨
ふ
の
で
あ
る
O
銀
本
位
制
復
蹄
論
者
は
次
の
や
う
に
主
張
す
る
｡
即
ち

支
部
は
世
鼎
危
大
の
米
の
需
要
者
で
あ
-
銀
本
位
制
園
で
あ
る
o
米
債
の
奨
励
は
銀
債
の
摩
鋤
と
併
行
し
て
居
久

雄
っ
て
銀
本
位

別
封
こ
れLrブ
N-j粒
質
D
rh.=J
功
十
6
七
交
勺
ト
b
b
S
｡
巨
-ト
⊥止
州
匂
こ
<,,
(
二
A･<
L
LL
IIJ

/
ム､
)
J5i
･-J
LJLTI
F

つ
㌧
‥

が
鎌
伐
に
退
院
す
る

よ
い

ふ
g
LPTは
哨
殊
を
軸

へ
て

L

船
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
明
か
に
猫
断
で
あ
る
｡
そ
れ
が
誤
謬
で
あ
る
;J
と
は

統
計
が
之
を
立
詮
し
て
ゐ
る
｡

金
本
位
制
は
支
部
と
の
取
引
を
妨
げ
る
と
い
ふ
論
按
は
要
す
る
に
攻
の
鮎
に
於
い
て
間
違
っ
て
ゐ

る
リ
即
ち
支
那
市
場
を
徐
わ
に
重
大
現
し
た
こ
と
'
＼
貨
幣
本
位
が
共
通
で
あ
れ
ば
取
引
が
盛
ん
に
な
る
と
い
ふ
錯
覚
を
懐
い
て
ゐ
た

こ
と
'
悌
印
に
は
輸
出
す
べ
き
飴
剰
米
が
い
-
ら
で
も
あ
る
と
考

へ
て
ゐ
た
こ
と
是
れ
で
あ
る
｡

第
四
に
は
､
銀
は
慣
侶
尺
度
と
し
て
避
雷
で
あ
-
且
つ
利
益
が
あ
る
と
5
ふ
の
で
あ
る
.
銀
本
位
制
復
蹄
論
者
の
主
張
す
る
と
こ

ろ
に
よ
れ
ば
'
銀
の
慣
格
は
他
の
原
料
品
慣
格
と
併
行
し
て
奨
動
す
る
か
ら
物
債
安
定
に
有
利
で
あ
る
皇

コロ
ふ
o
併
し
こ
の
鋲
慣
格

と
原
料
品
慣
格
と
の
併
行
関
係
も
亦
物
債
の
安
定
を
確
保
し
得
る
腔
ど
に
正
確
な
も
の
で
は
な
い
｡

第
五
に
'
各
国
の
貨
幣
横
倍
が

1
蝦
に
下
落
し
て
ゐ
る
裡
に
あ
っ
て
､
係
印
の
骨
髄
茸
位
は
飴
-
に
も
高
債
で
あ
-
'
そ
の
た
め

諸
般
の
不
利
を
蘭
ら
し
た
と
安
定
反
封
諭
者
達
は
主
張
し
て
ゐ
る
.
従
っ
て
速
か
に
ビ
ヤ
ス
ト
ル
の
購
買
力
を
切
下
げ
'
各
国
の
貨

幣
債
低
と
同
じ
水
準
に
筏
蹄
す
べ
き
で
あ
る
と
言
ふ
の
で
あ
る
.
併
し
貨
幣
操
作
把
よ
っ
て
永
棟
的
な
改
善
や
繁
栄
が
将
来
さ
れ
る

I

も
の
で
は
な
い
.
且
つ
ま
た
各
園
は
各
国
の
経
済
状
態
に
従
っ
て
白
ら
政
策
も
臭
っ
て
秀
な
け
れ
ば
放
ら
な
い
｡
伸
印
は
悌
即
に
最

も
適
合
し
た
政
策
を
選
ぶ
べ
き
で
あ
る
｡



第

六には
'
金
本
位
制
の
探
用
に
よ
-
ビ
ヤ
ス
ト
ル
の
購
買
力
が
高
め
ら
れ
た
結
果
'

フ
ラ
ン
ス
本
圃
及
び
支
那
方
面
に
莫
大
な

草
本
が
流
出
し
'
張
度
の
通
貨
牧
縮
現
象
を
惹
起
し
た
と
の
理
由
を
以
っ
て
貨
幣
改
革
に
反
封
す
る
者
が
あ
る
o
併
し
資
本
の
流
出

は

1
澱
に
貨
幣
旦
柁
償
伯
の
低
い
と
き
に
起
る
も
の
で
あ
っ
て
高
い
と
き
に
起
る
も
の
で
は
な
い
.
金
本
位
制
の
採
用
さ
れ
る
に
及

ん
で
資
本
流
出
が
超
り
'
通
墳
収
縮
が
生
じ
た
こ
と
は
正
に
寄
算
で
は
あ
る
が
'
こ
れ
ら
の
現
象
は
金
本
位
制
の
韓
用
と
何
ら
の
因

･
県
関
係
が
あ
る
も
の
で
は
な
い
o
賓
本
流
出
の
原
因
と
な
っ
た
も
の
は
経
済
恐
悦
で
あ
っ
て
'
即
ち

1
方
で
は
俳
印
に
於
い
て
収
益

性
を
決
っ
た
香
木
は
強
力
な
フ
ラ
ン
を
求
め
て
フ
ラ
ン
ス
へ
流
入
し
'
他
方
で
は
支
那
と
の
取
引
減
少
の
た
め
機
能
を
失
っ
た
資
本

が
支
那
に
躍
っ
た
の
で
あ
.N3
0
通
横
の
根
絹
も
亦
維
碑
恐
慌
の
影
噂
に
よ
る
政
府
支
出
の
引
締
め
.
取

引
不
振
'
物
慣
下
浦
か
ら
衆

I.'
-
､
ぐ

..･.

.､
=｢
∵
･
1

.

∵∴

.

Ir
..
,
;L
.
I
I
.IH
r
･_

I
)

,..
,r

･
,

1.
日
十
.-

:･トJ,ん.I.

邦
七
に
は
'
ビ
ヤ

ズ
ー
ル
祁
場

の
騰
貴
は
物

情
下
落
を
惹
起
し
.
祢
つ
て
は
米
債
を
も
F･
搭
さ
せ
た
O
そ
の
た
め
米
作
柴
着
払
い

て
は
俳
印

1
股
に
不
利
爺
を
滑
ら
し
た
の
で
あ
る
か
ら
'
ビ
ヤ
ス
ト
ル
の
平
借
切
下
を
行
払
米
債
の
騰
貴
を
囲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
政

い
｡
他
の
東
洋
語
団
は
干
借
切
下
を
行
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
悌
LuZ=
も
そ
れ
を
行
ふ
必
要
が
あ
る
と
い
ふ
の
が
千
倍
切
下
論
者
の

･Hi張
で
あ
る
｡
併
し
か
1
る
主
張
は
断
乎
排
斥
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
･.
蓋
し
米
借
問
冠
を
考
察
す
る
場
合
に
は
常
に
大
衆
の
利
益

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
が
'
彼
等
安
定
反
封
諭
者
達
は
､
こ
の
大
衆
を
ぽ
自
己
の
土
地
を
耕
作
し
責
出
際
剰
米
を
も
つ
米
作
業
者
と

解
し
'
虞
の
係
印
大
衆
た
る
濃
実
額
働
者
及
び
貧
農
を
ば
見
浦
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
｡
係
印
に
於
い
て
虞
に
備
印
大
衆
と
呼
ば
れ

得
る
も
の
は
決
し
て
自
己
の
計
算
に
於
い
て
土
地
を
開
墾
す
る
米
作
業
者
で
は
な
い
｡
か
や
う
な
も
の
の
中
に
は
そ
の
豪
族
室
賛
ふ

た
め
に
白
身
米
を
貫
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
さ
へ
も
あ
る
｡
年
債
切
下
は
極
め
て
少
数
の
富
裕
米
作
業
者
を
利
す
る
だ
け
で
あ
っ

最
近
併
領
印
度
支
那
惜
別
に
於
け
る
二
つ
の
改
垂

第

二
番

三
七

第

一班

三
七



最
近
俳
餌
印
度
支
那
幣
制
に
於
け
る
二
つ
の
改
革

第
二
審

三
八

第

一
批

三
八

て

1
般
大
衆
の
利
品
は
埼
外
に
置
か
れ
る
傾
向
に
あ
る
｡

第
<
に
は
'
金
ビ
ヤ
ス
ト
ル
脚
の
F･
で
は
米
の
生
産
費
が
そ
の
鞭
賛
慣
格
を
上
廻
Ic
/

従
っ
て
多
数
の
土
地
所
有
者
を
綬
諸
さ
せ

た
と
主
張
す
る
も
の
が
あ
る
が
.
か
1
る
主
張
は
全
′＼
根
鳩
の
な
い
も
の
で
あ
る
o
常
時
土
地
聖

霊
巾
姥
は
相
常
の
服
椎
を
得
て
居

な
か

っ
た
C
か

1

る
地

盤

が
畢
な

る

斌
解
操
作
に
よ
っ
て
左
右
さ
か
る
も

の

と

は

思

は
れ
な
い
｡

第
九
に
は
'
金
本
位
制
ぷ
用
の
結
果
米
作
柴
者
達
の
租
稚
負
措
'特
に
債
務
負
拓
が
加
苦

れ
た
と
非
難
す
る
も
の
が
あ
る
が
'雷

局
は
と
の
加
重
負
績
む
軽
減
す
る
た
め
に
大
い
に
減
税
し
た
の
で
あ
っ
て
t
か
1
る
鮎
七
-
す
か
反
封
は
到
底
微
力
で
あ
る
O

第
十
に
は
'
金
本
位
制
採
用
に
よ
る
物
慣
下
請
は
農
家
負
櫓
を
加
重
さ
せ
支
林
を
困
難
な
ら
し
め
て
ゐ
る
と
反
封
す
る
も
の
が
あ

る
が
'
之
に
封
し
て
は
総
督
府
は
長
期
土
地
貸
付
部
の
設
置
'
農
豪
の
負
債
晴
耕
､
債
務
者
の
免
債
能
力
に
廠
す
る
支
朔
期
限
の
調

盤
等
の
諸
方
策
を
探
り
'
債
務
者
の
救
済
を
園
る
と
共
に
債
樺
者
に
封
し
て
も
そ
の
損
失
を
補
償
し
て
ゐ
る
.

以
上
に
於
い
て

一
九
三
0
年
幣
制
改
革
に
封
す
る
反
封
諭
の
要
旨
を
述
べ
夏
に
之
に
批
判
を
加
へ
た
が
'
こ
の
反
封
諭
に
は

一
九

三
三
年
六
月
十
六
日
附
総
督
令
に
伐
-
創
設
さ
れ
た
委
月
食
も
同
じ
見
解
に
た
づ
意
見
を
襲
表
し
て
ゐ
る
｡
同
委
月
食
の
結
論
を
要

■

約
す

れば次
の
如
-
で
あ
る
｡

一'
ビ
ヤ
ス
ト
ル
の
千
横
切
下
に
は
反
封
で
あ
る
｡

二

'銀
ビ
ヤ
ス
ト
ル
制
度
復
師
に
も
反
射
で
あ
る
O

三
､
ビ
ヤ
ス
ト
ル
食
止
率
定
期
更
改
論
も
弥
不
通
富
で
あ
る
と
組
め
る
｡



鷲

轡

闘
mm
削
感

'
四
'
貨
幣
操
作
の
外
に
経
済
的
諸
方
策
を
行
は
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
｡

本
委
月
骨
の
報
昔
に
よ
-
昔
局
の
態
度
は
明
瞭
に
決
定
し
'
反
封
論
も
低
調
と
敵
つ
た
が
､
更
に
1
九
三
五
年
末
に
於
け
る
中
華

民
園
の
銀
本
位
制
放
棄
は
完
全
に

一
九
三
C
)牢
幣
制
改
革
に
封
す
る
最
後
の
反
封
論
を
打
倒
し
勺
か
-
て
幣
制
改
革
反
封
の
火
の
手

は
全
-
滑
え
て
し
ま
ふ
や
う
に
な
っ
た
｡

E

一
九
三
〇
年
幣
制
改
革
の
影
響

T
九
三
〇
年
の
幣
制
改
革
は
こ
れ
と
前
後
し
て
世
界
を
席
持
し
た
経
済
恐
慌
に
遭
遇
し
'
改
革
の
安
昔
性
を
批
判
さ
る
べ
き
重
要

な
試
練
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
が
'
比
の
間
に
於
い
て
そ
の
幣
制
改
革
の
受
け
た
諸
影
響
は
次
の
や
う
な
も
の
で
あ
っ
た
｡

(

こ

閣
内
綻
碑
に
及
ぼ
せ
る
影
響

金

棒
伸
矧
の
拭
絹
は
,tJ
の
結
胡
･lJ
し
て
ビ
ヤ
ス
-
ル
荊
場
教
戦
肘
の
和
親
に
此
L
頂
五
分
の
.i
だ
け
低
い
水
準
に
安
定
せ
し
め
る

と

と
･̂
な
っ
た
の

で

'
必
然
的
に
物
慣
騰
貴
の
将
葬
を
論
ず
る
者
も
あ
つ
た
や
う
で
あ
る
｡
然
る
に
賛
際
ビ
ヤ
ス
ト
ル
建
物
債
指
数

の礎
動

に

つ

い

て
之
を
考
案
す
れ
ば
'
そ
れ
は

1
つ
の
紀
要
に
過
ぎ
な
か

っ
た
O
次
表
は
正
に
と
の
ご
と
を
語
っ
て
ゐ
る
｡

第

1
表
に
見
る
通
-
ビ
ヤ
ス
ト
ル
の
債
値
切
下
は
何
ら
物
債
を
高
め
て
は
ゐ
な
い
O
と
の
表
で
は
唯

1
九
三

丁
年
以
後
の
恐
る
べ

物
情
下
落
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
｡
か
-
ビ
ヤ
ス
ト
ル
の
部
下
に
鄭
麿
す
る
物
偶
騰
貴
が
轟
然
惹
き
起
さ
れ
な
か
つ
た
と
い

ふ
こ
と
は
､
之
を
他
の
東
洋
諸
国
の
物
償
指
数
と
比
較
す
る
こ
と
に
於
い
て
更
に
1
骨
明
瞭
と
な
る
O
例

へ
ば

1
九
二
九
年
か
ら

1

九
三
六
年
の
間
に
千
億
を
切
下
げ
て
ゐ
な
い
国
､
例

へ
ば
蘭
領
印
度
の
物
儒
指
数
と
悌
慣
印
度
の
物
慣
指
数
と
を
比
較
す
れ
ば
撃

I

未
の
通
-
で
あ
る
｡

最
近
俳
領
印
度
支
那
幣
制
に
於
け
る
二
つ
の
改
革

第
二
懸

三
九

第

一
流

三
九



最
近
仲
間
印
度
成
那
幣
制
に
於
け
る
二
っ
の
改
革

策

1
1番

四
C
)

第

7
既

四

U

弟

t
表

】
九
二
九
年
1

聖

六
年
ビ
ヤ
ス
-
ル
建
物
慣
霊

計
器

数
芳

墨

脚
最

謂

篭

帆
最

新

仰
lE
)

T1-一三 ⊂)八 八 六 ITE]

登 看 貫 至 宝 突 き悠 弓敗慣生

物地

輸

入

品

dF
L

附託

畏

竺

ほ

成

鳥

.h

LKL㍑
座
付

欄淵
敷

%
j
･

慰
i

n階細

物
詣

軌

範

･綿

球

卜
仰
町

｢
矧汗

開
･

｢

嘩

･
悔

生
面
･

d

･

司-

J
I
,

fr一
七
一

九 八 九 九 〇 一二
⊂)九 四 九 六 Ft.ゴ二

九 九 九 〇 一 二三
⊂)二 九 七 八

八 八 九 九 一 一
六 九 二 八一九二

1
二
二

1
二
一

七 七 七 八 九
-JT 7＼ 7し 帯 二

･

三

･
･

-

･
-

I

-
･

･

I
.
-

I.

,'
･

.
I

可

竹

危

局

l
l
i<
J
末
年

LI
l
空

〇
年

1t
j
ie
..=

年

'F
-

三
年

lI
.
九
…

l年

i
7
九

=
..Bq
完

三

五
年

F
完

三

六
年

蘭

領

印
度

併
預
印
度
支
那

即
ち
柄
者
は
略
t,
同
じ
傾
向

の
11
指
堅

不
し
て
ゐ
る
こ
と
が
習
解
さ
れ
る
.

生
計
饗
指
数
に
つ
い
て
見
て
も
.
前
捕
第

1
衣
ビ
ヤ
ス
ト
ル
建
指
数
襲
劉
東
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
迎
-
'

1
九
二
九
年

か
ら

1
九
三



六
年
に
亘
っ
て
約
三
C
)ペ
ア
セ
ン
ト
乃
至
三
五
パ
ア
セ
ン
ト
税
匿
の
下
請
が
示
さ
れ
て
屠
-
'
努
賃
に
関
し
て
も
帝
三
乗
に
見
る
通

-

T
九
二
九
年
か
ら

1
九
三
六
年
に
亘
っ
て
生
計
費
指
数
と
同
程
度
の
F･
指
を
示
し
て
ゐ
る
.

第

三

表

一
九
二
九
年
-

一
九
三
六
年
悌
印
労
賃
奨
軌
浜

一

-

･

･

･

‥

二

1.HL

:

.1.I;ll

二

に
1

二
1.7;l

八 ｣L.一 一
7T I J /1 )七

七七t.八九(〕∃土′し′■l ft

六 t 八 rJ
l九 7 八 二

二 t- 1 ,Lr::

尚
ほ
国
内
経
緯
宿
割
を
示
す
指
数
と
し
て
は
鋳
造

収
入
及
び
商
品
輸
送
統
計
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る

が
.
こ
れ
ら
は
何
れ
も
兵
ヱ
肌
着
は
料
金
率
の
修
正

に
よ
り
.
後
者
は
甥
幣
的
原
因
以
外
の
原
因
に
よ
っ

て
轡
動
し
て
ゐ
る
か
ら
'
こ
の
場
合
論
誼
の
釈
嬢
と

は
な
り
持
た
い
く

/.;
I,
I
.

I:･
∵

.

.い
㌧
日
.;
:;
(..‖
㍉
什
･
･.
･1
.,
･=;
･];

.
∵

I/
I
.-
.､

FJ:-/I
;;...L=
;
二
つ
･Jj
いJ･･lr
TH･
/
r
L､二
:r]工
JT

ら
不
朽
な
影
響
は
滴
ら
き
な
か
っ
た
や
う
で
あ
る
o

(二)

対
外
貿
易
に
及
ぼ
せ
る
影
準

山

林
出
品
慣
格
に
及
ぼ
せ
る
影
弊

主
要
輸
出
品
の
慣
格
は

l
九
二
九
年
か
ら

一
九
三
六
年
に
至
る
問
暴
箔
を
示
し
て
ゐ
り㌔

米
'
王
萄
黍
､
ゴ
ム
の
三
主
要
輪
川
品

慣
格
に
つ
い
て
見
れ
ば
'
左
表
の
通
-
六
八
パ
ア
セ
ン
ト
乃
至
七
C)パ
フ
セ
ン
ト
の
下
請
で
あ
っ
た
｡

こ
の
暴
落
が
紹
僻
恐
慌
に
基
因
し
て
ゐ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
何

人
も
異
存
が
な
い
.
問
題
は
怖
印
が
諸
外
国
と
同
等
ま
た
は
そ
れ

第

1
班

四

l

-

遼



最
近
俳
筋
印
度
支
那
幣
制
に
於
け
る
二
つ
の
改
革

第

二
審

第

四

轟

一
九
二
八
年
1
一
九
三
六
年
主
零
輸
出
品
慣
格
式

7
九
三

毒

⊥

九
三
六
年
三
大
米
輸
出
国
光
慣
襲
新
来

(叫
幣

キ
)

四
二

第

1
就

四
二

-

以
上
の
下
落
に
苦
し

ん

だ

か

ど
う

か
､
ま
た
そ
の
飴
分
の
苦
痛
が
金
本

位

制
輯
相
の
た
め
で
あ
っ
た
か
ご
う

か
よ
い
ぶ
鮎
■

f

:･あ
る
｡
粁
し
な
や
Li
.

争
こ
こ
に
米
の
三
大
輸
出
閲
た
る
備

印
､
ビ
ル
マ
~
奉
園
に
於
け
る
米
債

嬰
動
を
見
る
と
､
米
の
金
債
格
は

1.

九
三

一
年

か
ら

一
九
三
四
年

に
か
け

て
何
れ
も

一
様
に
下
落
を
示
し

て
ゐ

る
｡
即
ち

第
五
表
の
如
-
で
あ
る
.

ビ
ヤ
ス
,L
ル
即
ち
余
憤
格
に
裁
て

見
れ
ば
'
梯
即
に
於
い
て
五
〇
パ
ア

セ
ン
-
'
ビ
ル
マ
に
於
い
て
五
〇
パ

フ
セ
ン
･L
弱
-
泰
園
に
於
い

て
は
瓦

○
バ
ア
セ
ン
ト
張
と
夫
々
略
々
同
率

の
下
落
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡



伊

か
-
て
各
国
で
行
ほ
れ
た
小
規
模
の
貨
幣
模
作

～
悌
印
の
金
本
位
制
採
用
'
ビ
ル
マ
･
泰
園
の
平
慣
例
下
I

も

栄
傍
の
上
位
は

殆
ん
ど
影
響
を
輿
へ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
｡
蓋

し
米
慣
に
は
本
来
国
際
傾
格
が
あ
-
'
右
の
三
国
の
米
個
は
何
れ
も
こ
の
国
際
偵
柊

に
徒
は
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
.
従
っ
て
こ
れ
ら
三
大
輸
出
米
園
の
米
の
金
傾
格
は
慣
簡
裸
作
が
行
ほ
れ
た
以
前
と
殆
ん

ど
同
じ
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
-
-
こ
の
故
に
ま
た
悌
印
の
金
本
位
制
探
用
も
ま
字

で
の
輸
出
米
者
を
し
て
そ
の
外
国
市
場
に
於
け

る
親
率
上
特
段
た
不
利
な
立
場
に
陥
れ
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
?

物

貿
易
に
及
ぼ
せ
る
影
響

l
九
二
八
年
よ
-

1
九
三
六
年
ま
で
の
悌
印
外
観
貿
易
は
次
の
通
り
で
あ
る
.

第

六

袈

?
九
二
八
年
-
Z九
三
六
年
棚
印
外
欄
家
筋
議

.!,
､
.17
､

脂
.

I/

‥.

TLj
･(
.

.
i;

i.i
(ト
ン
)

i
慣
街
(
千
プ
ラ
･n

i

最
近
怖
領
印
度
支
那
幣
制
に
於
け
る
二
っ
の
改
革

第
二
番

四
三

第

1
沈

四
三



最
近
仰
辞
印
度
支
那
解
剖
に
於
け
る
二
つ
の
改
革

第
二
審

四
四

弟

一
班

四
四

即
ち
侶
棚
の
上
で
は
恐
慌
年
間
に
不
振
を
示
し
､
一
九
≡

奉

に
は

一
九
二
九
年

聖

二
ハ
克

.(
ア
セ
ン
ト
に
減
少
し

て
ゐ
る
が
'

数
量
の
上
で
は
殆
ん
ど
壁
ら
な
い
数
字
を

不
し
て
ゐ
る
の
み
な
ら
ず
.
更
に

1
九
三
六
年
に
は
幣
制
改
革
以
前
の
数
字
を
壌
駕
さ

へ

す
る
に
至
っ
て
ゐ
る
｡
こ
れ
ら
の
鮎
よ
-
す
れ
ば
米
は
規
則
Lt
L
-
輸
出
さ
れ
て
ゐ
た
と
考

へ
ら
れ
る
o
佃
は
AJ
の
悌
印
外
国
貿
易

i

の如
拙
た
苑

地
の
鯛

の
r
lL)れ

に
比
撃

レ
て

見
る
･
;

珊
外
賢
格
は

…
力
1.
.
刀
I
を

-
′
､こ
1

｣
1
-
7

.
ゎ
｡
…
LJ-
に
=
放
漫
に

レ

二

五

五

バ
ア
セ

ン

ト
'
余

憤

節

に

し

て

二

五

圭

パ
ア
セ
ン
ト
に
減
少
し
て
ゐ
る

(国
際
聯
即
統計

月

聖

九

三
七
年
二
月
■ト
掠
る
)O
徒
つ

て
俳
印
の
外
観
貿
易
状
態
は
世
界
貿
易
状
態
に
較
べ
る
と
不
成
績
だ
っ
た
ど
こ
ろ
で
は
な
く

む
し
ろ
優
れ
て
ゐ
た
と
さ

へ
見
ら
れ

る
｡
か
く
し
て
係
印
の
封
外
貿
易
は
簡
制
改
革
に
よ
っ
て
妨
昔
さ
れ
る
JJ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
と
れ
に
よ
れ
ば

1
園

の
貿
易

は
明
か
に
そ
の
国
の
貨
幣
単
位
整

貝
力
の
変
化
に
よ
っ
て
は
長
-
彩
響
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
や
う
で
あ
る
｡
特
に
人
&
'の
生
存
に

挟
-
こ
JJLの
で
き
な
い
米
の
や
う
な
穀
物
の
輸
出
に
封
し
て
は
貨
幣
上
の
問
題
は
殆
ん
ど
影
響
を
簡
ら
さ
な
い
や
う
で
あ
る
o
従
っ

て
悌
印
の
如
-
坪
山
が
殆
ん
ど
農
業
生
産
物
叉
は
国
際
債
稀
を
有
す
る
原
料
品
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
ゐ
る
関
で
は
'
貸
髄
の
単
位

購
買
力
が
牽
化
し
て
も
輸
出
金
耕
及
び
輸
出
数
量
上
に
著
し
い
戊
動
を
起
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
.

か
く
の
如
-

1
九
三
〇
年
の
幣
制
改
革
は
園
内
駐
韓
及
び
封
外
貿
易
に
勤
し
貨
幣
方
面
よ
-
す
る
影
響
は
殆
ん
ど
野
さ
れ
な
か
っ

た
や
ら
.で
あ
る
が
'金
ビ
ヤ
ス
ト
ル
制
そ
の
も
の
は
ど
う
な
つ
た
で
あ
ら
う
か
｡
先
づ
国
際
収
支
を
見
る
に
､
.I
九
三
〇
年
以
後
は
最

初
の
う
ち
は
粕
昔
な
支
鞘
勘
定
で
あ
っ
た
が
'

1
九
三
三
年
後
に
は
受
取
勘
定
は
逓
増
L
t

t
九
三
五
年
に
は
祁
骨
な
超
過
初
を
示

す
に
至
っ
て
ゐ
る
｡
攻
に
金
準
備
を
見
る
と
t

t

九三

〇年
に四

七

音

ビ
ヤ
ス
ト
ル
あ

った
金
及
び
余

震
春

は
'

1
九
三
二
年
に
は
逃

避
の
持
些

宍

二
二
市
警

ヤ
ス
ト
ル
に
激
減
し
て
ゐ
る
O

そ
こでJJの逃避
食

前
を

肺

蝶
す
る

た

め
に
本

団
と
の
間
に
借
款
が

成
立
し
'



%

之
に
よ
っ
て
危
機
に
頻
せ
る
収
支
の
均
衡
が
維
持
さ
れ
た
｡

か
か
る
政
策
に
よ
-
紙
幣
準
備
率
は
約
四
五
パ
ア
セ
ン
･L
に
維
持
さ

れ
.
や
が
て
閲
際
収
支
勘
定
の
故
等
と
共
に
ビ
ヤ
ス
ト
ル
は

1
九
三
六
年
十
月

一
日
ま
で
の
間
に
世
界
に
於
い
て
最
も
輩
固
な
金
貨

幣
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

銀
相
場
は

山
九
三

一
年
に
は
小
騰
貴
を
示
し
た
が
'
そ
の
後
再
び
下
落
を
績
け
た
D
こ
の
た
め

l
九
三
〇
年
八
月
十
二
日
附
大
統

領
令
に
伐
る
新
銀
貨
ビ
ヤ
ス
ト
ル
の
素
材
慣
低
は
乾
定
慣
値
の
二
.分
の
T
と
な
-
'
そ
の
結
果
繁
治
銀
貨
が
横
行
し
'
流
通
関
係
は

甚
だ
し
く
害
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
o
是
に
於
い
て
昔
局
は

一
九
T二
四
年
十
月
十

1
日
.

1
九
三
〇
年
銀
貨
の
l
時
的
回
収
む
決

定
し
､
之
に
代

へ
て
銀
行
券
を
流
通
さ
せ
た
O
こ
の
方
策
は
信
用
確
保
の
た
め
稽
桁
に
し
か
も
漸
次
に
推
進
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
｡

か
-
て
｡i
九
三
四
年
末
に
は
賛
際
流
過
し
て
ゐ
る
紐
解
は
俳
LLi
E=
全
裸
で
七
五
(.)汀
ぎ
ヤ
て
ル
に
減
少
し
-.

銀
貨
柵
通
停
止
問
題
は
攻

婿
に
7て
の
解
決
過
程
に
周
っ
て
行
っ
た
の
仁)
,O
る
G

二

一
九
三
六
年
の
幣
制
改
革

A
一
貨
幣
の
世
界
的
混
乱

俳
ulE=
が
金
本
位
制
を
採
用
し
た

l
九
二
iO
年
以
後
'
世
界
の
債
懲
状
態
に
は
著
し
い
壁
化
が
起
つ
た
が
'
そ
の
1
つ
は
東
洋
に
於

け
る
銀
本
位
制
の
経
蔦
で
あ
る
o
中
華
民
閥
は
東
洋
の
l
i/
銀
本
位
制
国
と
し
て
そ
れ
ま
で
銀
を
標
準
慣
借
物
憶
と
し
て
認
め
て
ね

た
が
'

1
九
三
五
年
十

1
月
二
首

途
に
銀
本
位
制
を
放
棄
L
t
余
席
替
本
位
制
を
探
用
し
た
の
で
あ
る
｡

尤
も
こ
の
間
の
事
情
に
は
少
し
く
注
目
す
る
を
要
す
る
も
の
が
あ
る
.
中
華
民
間
の
幣
制
が
貨
幣
単
位
の
不
統

l
や
外
国
貨
幣
の

最
近
俳
領
印
姥
支
那
開
削
に
於
け
る
二
つ
の
改
革

第

二
番

四
五

第

一
波

四
五



最
近
俳
蘭
印
度
支
那
幣
制
に
於
け
る
二
つ
の
改
革

第
二
番

四

六

箱

1
親

四
六

流
入
等
の
こ
と
か
ら
甚
し
い
脆
乳
状
態
に
陥
っ
て
ゐ
た
こ
と
は
周
知
の
事
賢
で
あ
っ
た
.

勿
論
中
華
民
酷
は
決
し
て
こ

れ
に
満
足
し

て
ゐ
た
も
の
で
は
な
く
'
幣
制
改
革
の
試
案
は
改
変
か
計
劃
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
｡
清
朝
時
代
は
勿
論
園
民
政
府
の
時
代
に
な
っ
て

も
T
i
九

1
四
年
の
閲
簡
保
倒
r
l
九
毒

二
年
の
殿
嗣
改
元
等
幾
多
の
幣
制
改
革
案
の
牒
出
は
こ
の
間
の
消
息
を
語
る
も
の
で
あ
る
｡

燃
乙
に
か
か
る
頒
怜
制
度
樹
山止
忙
封
lヱ
′?
中
韓
民
蛸
の
餅
カ
陀
仏
的
,=in
す
T
其
m
城
雛
は
州
鵜
の
捌
淡
地
米
に
潔
･jJ肌
で
J･:'#
掛
に

期
待
し
得
な
か
っ
た
｡
殊
に
甚
し
い
影
響
を
噺
ら
し
た
も
の
は
ア
メ
-
カ
の
銀
買
上
法
で
あ
る
｡

1L
九
三
四
年
六
月
十
九
日
の
こ
の

銀
買
上
法
は
銀
慣
格
の
引
上
又
は
宴
定
に
よ
-
原
料
相
場
の
騰
貴
乃
至
は
妥
定
を
求
め
'
ま
た
同
時
に
中
華
民
国
の
購
買
力
を
高
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
漸
-
世
界
農
業
恐
慌
に
捲
き
こ
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
中
重
民
国
経
緯
を
回
復
せ
し
め
よ
う
と
す
る
に
あ
っ
た
o
併
し

な
が
ら
こ
の
政
策
は
中
華
属
園
の
外
国
市
場
に
封
す
る
購
買
力
が
そ
の
貯
蔵
慣
幣
に
依
存
す
る
と
い
ふ
か
の
背
い
て

ア
カ
ン
テ
イ
リ

ズ
ム
的
思
想
を
至
周
的
に
受
入
れ
た
鮎
に
於
い
て
誤
謬
に
陥
っ
て
ゐ
た
o
銀
買
上
政
策
は
直
ち
に
銀
債
椿
騰
貴
を
若
き
起
し
た
け
れ

ど

も
'
こ
れ
と
共
に
大
量
の
鋲
は
中
華
民
園
を
去
-
t

l
九
三
四
年
の
後
年
期
に
つ
い
て
見
て
も
二
六

〇
葺

R
の
銀
が
流
出
し
て
行

っ
た
の
で
あ
る
O
こ
の
結
果
中
華
民
国
の
締
人
は
促
進
さ
れ
､
反
対
に
輸
出
は
阻
害
さ
れ
て
激
し
い
物
情
皐
清
を
惹
き
起
し
た
｡

更
に
好
ま
し
か
ら
ぬ
こ
と
は
'
こ
の
事
情
の
た
め
中
華
民
陶
が
英
米
両
国
勢
力
角
逐
の
地
盤
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
.
ア
メ
リ
カ

が
ル
ウ
ピ
イ

を
通
じ
て
樽
を
鮎
迫
せ
ん
と
し
た
の
に
封
L
t

イ
ギ
リ
ス
は

中
華
民
国
の
幣
制
改
革
を
指
導
し
て
之
を
支
配
し
ょ
う

と
し
た
｡

l
九
三
五
年
支
那
幣
制
改
革
は
萱
に
か
か
る
情
勢
の
下
に
行
ほ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
｡

こ
の
改
革
は

イ
ギ
11
ス
人
顧
問

S
ir
F
re
d
e
rik
L
e
itr.･
?

o

ss
の
後
援
に
rLi
つ
て
行
は
れ
､
榛
名
替
本
位
制
が
探
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
.
桔
封
弗
を
適
す
る
英
栄
の

封
立
は
窮
極
に
ま
で
は
即
し
進
め
ら
れ
す

ー
や
が
て
は
桐
著
聞
に

1
種
の
協
定
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ら
う
と
い
ふ
と
と
は
見
透
さ
れ



て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
が
'
併
し
そ
れ
迄
は
中
華
民
国
は
こ
の
対
立
の
犠
牲
と
な
-
'
今
日
に
於
い
て
見
る
や
う
な
同
圃
貨
幣
の
前
途

に
最
も
不
昔
不
安
な
刻
印
を
押
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
｡

か
-
の
如
き
中
華
民
団
幣
制
の
経
緯
を
見
る
と
き
'
悌
印

1
九
三
〇
年
の
銀
本
位
制
離
脱
こ
そ
は
是
に
機
宜
を
得
た
措
置
と
い
ぶ

べ
き
で
あ
る
｡

中
華
民
閥
が
銀
本
位
制
を
離
晩
す
る
や
香
港
も
直
ち
に
之
に
退
院
し
た
｡
香
港
は
中
華
民
国
の
仲
介
者
で
あ
り
傑
硯
倉
庫
で
あ
る

か
ら
.
香
港
の
利
益
あ
る
立
場
か
ら
し
て
香
港
弗
が
支
部
弗
と
歩
調
を
合
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
.
従
っ
て
1
九
三
五
年
十

1

月
三
日
附
中
華
民
国
の
幣
制
改
革
が
語
末
さ
れ
る
と
直
ち
に
十
二
月
五
日
香
港
は
銀
の
貨
幣
と
し
て
の
通
用
を
停
止
し
'
傍
鴛
替
本

位
制
,nLJ
碓
用
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
の
で
あ
る
D
か
-
て
東
洋
に
於
け
る
敢
後
の
銀
本
位
制
観
た
-
し
中
輩
民
間
と
脊
梅
と
は
t

〟

九≡

r,lノJL
J

.奉

,ノ1
b
怠
TT
Jl
滞

請
ij37fFF
L

TTT,イi.Si
.Pq
レ
て
は
や
Tli=
r
劃
オ
14
抑
回
に
召
初
L
SC･レ
こ
-J
よ
お
/.旅

こ
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
､
も
し
飾
即
が

i
九
三
r3
年
に
釦
本
位
制
を
放
棄
し
な
か
つ
た
と
し
て
も
､
恐
ら
く

i
九
三
五
年
に
は
之

を
放
乗
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
O
尤
も

1
九
三
五
年
に
之
を
行
ふ
と
す
れ
ば
､
悌
印
は

T
暦
多
-
の
苦
痛
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
｡
蓋
し

1
九
三
五
年
と
い
へ
ば
悌
印
に
と
つ
て
は
世
界
恐
慌
の
影
響
を
う
け
た
直
後
で
あ
り
､
大

事
柴
又
は
国
庫
の
必
要
の
た
め
に
互
+
(な
負
債
を
負
う
た
後
で
あ
-
.
賓
に
ま
た
銀
賓
金
の
大
部
分
を
海
外
に
逃
避
さ
せ
て
し
ま
っ

た
後
だ
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
鮎

l
九
三
〇
年
に
金
本
位
制
を
採
用
し
た
こ
と
は
機
宜
を
得
た
方
策
で
あ
っ
た
と
言
ふ
べ
き
で
あ
る
｡

1
九
三
〇
年
以
後
世
界
貨
幣
状
態
の
上
に
滑
ら
さ
れ
た

l
つ
の
重
大
壁
化
は
'
金
本
位
制
諸
国
に
於
け
る
金
免
挨
停
止
及
び
之
に

件
ふ
平
慣
切
下
で
あ
っ
た
｡
か
か
る
政
策
は
各
国
政
府
に
よ
っ
て
自
ら
進
ん
で
探
ら
れ
た
も
の
で
は
な
-
'
む
し
ろ
四
国
の
情
勢
に

最
近
俳
領
印
度
支
那
幣
制
に
於
け
る
二
っ
の
改
革

第

二
番

四
七

第

1
既

四
七

13-



ノ

最
近
俳
餌
印
は
支
那
幣
制
に
於
け
る
二
つ
の
改
革

第
二
審

四
八

第

一蹴

四
八

迫
ら
れ
て
止
む
な
-
行
ほ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
'
そ
れ
は

1
の
管
理
貨
幣
の
思
想
に
裏
付
け
ら

れ
た
も
の
で

あ
っ
た
｡

貨
幣
の
操
作

政
策
は
晩
に
以
前
に
も
経
験
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
つ
た
が
'
そ
れ
が
新
貨
幣
理
論
に
基
礎
付
け
ら
れ
て
再
び
用
払
ら
れ
る
に
至
っ
た

ノヽ
E',.
>
)
○
,L｢
ノ
hリ
｢リ
L1し
く-I)
F⊥
l1
･､
⊥･
1
ノJ
､LJl
)

♂
Lて
謹
フ
q

伊
し
曇
･tE
甘
/戦
げ
L,TRT月
･TIH
flq
郎
日
常
プ
アて
れ
よ
-
ほ
穏
か
に
根
柵
で
あ
-
ヂ
-
ケ
エ
ト
で
あ
る
G
従
っ
て
数
ヶ
国
で
賀

部
さ
れ

た
懲
印
.朝
鮮
の
紙
筒
は
柑
ん
ど
城
坑
し
て
は
ゐ
な
い
や
う
だ
あ
る
T3

一
九
≡

.L年
九
月
一
十

i
日
コ
イ
ギ
リ
F(
は
英
蘭
銀
行
の
金
免
披
蕪
務
を
停
止
し
た
.
こ
の
事
件
は
全
世
界
仁

一
L
/衝
擬

を
及
ぼ

し
､
東
洋
に
於
い
て
も
イ
ギ
リ
ス
の
政
策
に
追
随
す
る
国
を
生
じ
た
の
で
あ
る
.
先
づ
英
領
印
度
は
イ
ギ
リ
ス
が
金
免

襖
を
停
止
し

た
日
に
ロ
ン
ド
ン
政
府
よ
り
の
命
令
に
佐
-
金
食
塊
を
停
止
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
印
度
の
金
地
金
本
位
制
教
案
は
印
度
の
立
津
議

骨
で
何
等
論
試
さ
れ
る
JJ
と
な
く
し
て
認
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡
攻
に
泰
園
も
亦
イ
ギ
リ
ス
の
貨
幣
政
策
に
追
随
し
た
.

春
闘
は
元
釆
猫
立
の
貨
幣
政
策
を
資
行
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
ゐ
た
に
も
拘
ら
ず
'
諸
般

の
障
碍
1
㌧
ハ
7
1､
の
敢
行
準
備
は
硬
で

あ
っ
た
こ
と
'
春
闘
の
外
国
貿
易
は
多
-
棒
に
よ
っ
て
行
ほ
れ
て
ゐ
た
こ
JJ.
預
算
が
恒
常
的
赤
字
で
苦
し
ん
で
ゐ
た
こ
と
-

の

た
め
結
局
棒
に
基
礎
を
お
-
貨
幣
政
策
を
採
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
.

一
九
三
二
年
五
月
十
日
の
泰
囲
債
簡
更
新
酷
は

せ(
ア
ト
と
樽
と
の
交
換
を
規
定
L
t
そ
の
比
容
を

l
啓

二

パ
ア
ト
と
定
め
て
ゐ
る
｡
之
に
rL盲

バ
ア
ト
は
柑
○
パ
ア
セ
ン
ト
の
千

倍
切
下
が
行
ば
れ
た
こ
と
に
な
っ
た
.
佃
ほ
日
本
風
も
亦
こ
の
確
の
下
落
に
追
随
し
た
.
か
-
の
如
-
襟
の
金
魚
換
停
止
は
東
洋
諸

国
の
貸
髄
に
甚
大
な
影
饗
を
簡
ら
し
た
の
で
あ
る
｡

近
代
貨
幣
史
上
特
筆
す
べ
き
こ
の
硬
の
没
落
こ
そ
は
昔
に
ア
ン
グ
ロ
･
サ
グ
ソ
ン
系
通
甥
に
封
す
る
従
衆
の
信
用
を
攻
帯
に
共
は

し
め
'
ア
メ
リ
カ
弗
を
も
亦
同
じ
道
命
を
辿
ら
し
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
｡

l
九
三
三
年
四
月
十
九
日
ワ
シ
ン
ト
ン
政
府
は
弗
の
金



免
塊
を
停
止
し
'
新
平
債
は
そ
の
郡
安
教
義
す
る
こ
と
と
し
た
｡
か
-
て
フ
イ
リ
ツ
ピ
ン
･
ペ
ソ
は
弗
と
の
連
帯
に
よ
っ
て
不
可
避

的
に
そ
の
影
響
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
昔
時
フ
イ
リ
ツ
ピ
ン
の
経
済
財
政
状
態
は
ア
メ
リ
カ
と
は
庶
封
に
全
く
健
全
で

め
,C
:

.へ
ソ
は
亦
世
界
の
貨
幣
中
最
も
竪
琴
な
る
も
の
の
1
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
'
弗
の
道
命
に
追
隠
し
約
四
〇
｡ハ
ワ
セ
ン
ト
の

千
僧
切
下
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
′
フ
イ
リ
ソ
ピ
ン
･
ペ
ソ
の
午
慣
切
下
後
､
東
洋
に
於
い
て
は
悌
印
ビ
ヤ
ス
ト

ル
と
蘭
領
印
度
ギ
ル
ダ
ア
と
の
二
つ
の
み
が
金
地
金
本
位
制
に
伐
る
貨
幣
で
あ
っ
た
｡
爾
貨
幣
の
地
位
は
塁
茸
で
は
あ
つ
た
が
そ
れ

が
墾

止
状
態
に
お
か
れ
た
こ
と
は
逐
次
そ
の
地
位
を
危
く
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
ら
れ
た
o
即
ち
殆
ん
ど

凡
て
の
囲
し
か
も

世
界
最
大
の
経
済
力
を
も
つ
と
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
イ
ギ
リ
ス
で
さ
へ
平
借
切
下
を
行
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
'
悌
LilE=
･
ビ
ヤ
ス
ト
ル
に

し
て
も
.
も
し
フ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
譲
講
至
れ
な
か
っ
た
yLj･ら
ば
恐
ら
-
不
安
諸
な
も
の
と
な
ら
な
い
か
と
い
ぶ
こ
と
が
考
慮
さ
れ

た
'tr
て
正
｢ノた
ー
磨
る
に
等
皆
は
た
れ
ど
r
ろ
で
は
た
/＼
F
lも
な
-

7
テ
ソ
r<
そ
の
も
の
の
相
性
が
倍
･-･放
つ
L.J
l雅
た
の
eJ
め
る
O

菅
際
'

1
九
三
三
年
に
は
五
十
ヶ
国
が
貨
幣
の
干
慣
切
下
を
行
っ
た
結
果
'
フ
ラ
ン
ス
｡
フ
ラ

ン

は
外
囲
の
購
買
者
に
封
し
て
高

債
な
貨
簡
と
な
h
J

そ
の
た
め
フ
ラ
ン
ス
の
外
国
貿
易
は
著
し
-
不
振
に
格
つ
て
木
た
｡
と
こ
に
於
い
て
フ
ラ
ン
ス
で
も
千
倍
切
下

論
が
超
-
'

フ
ラ
ン
を
ば
切
下
を
行
っ
た
他
の
強
大
国
債
闇
と
同
列
に
お
か
う
と
す
る
主
張
を
生
じ
た
｡
然
る
に
銀
行
業
者
株
式
仲

買
人
等
は
干
慣
切
下
に
は
賛
成
で
あ
つ
て
も
'
金
利
生
晴
着
'
商
工
業
者
等
は
之
に
反
封
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
か
る
が
故
に
恐
慌

勃
硬
後
成
立
し
た
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
何
れ
も
干
慣
切
下
反
封
を
聾
明
し
'
頭
韻
に
金
ブ
ロ
ッ
ク
を
指
導
し
預
け
た
の
で
あ
る
｡
然
る

に

一
九
三
四
範
以
後
に
な
る
と
事
態
は
潮
-
恵
廻
し
て
来
た
.
即
ち
フ
ラ
ン
は
政
治
的
経
済
的
邦
迫
を
受
け
､
激
し
S
試
練
に
直
面

し
た
の
で
あ
も
｡
そ
し
て
こ
の
願
力
は
政
府
の
意
思
よ
り
張
力
か
た
｡

最
近
僻
爾
印
度
支
那
幣
制
に
於
け
る
二
つ
の
改
革

第
二
審

四
九

第

一
班

四

九



最
近
俳
領
印
度
支
那
幣
制
に
於
け
る
二
つ
の
改
革

第

二
審

五
〇

第

一
就

五

〇

か
く
て

一
九
三

ハ
年
秋
に
は
'

四
囲
の
情
勢
の
下
に
-

フ
ラ
ン
ス
銀
行
の
金
保
有
高
は

八
三
〇
億
か
ら
五

C
O
億
ポ
ア
ン
カ

レ
÷

ラ
ン
に
減
少
し
た
-

フ
ラ
ン
ス
政
府
は
ソ
ラ
ン

JJ
金
と
の
連
繋
を
断
ち
切
っ
た
｡

フ
ラ
ン
の
第
二
次
千
倍
切
TF･を
決
定
ん

た

1L
九
重

ハ
年
十
月

一
日
附
法
律
は
試
合
で
可
決
luJ
れ
た
.
こ
の
淡
律
は

一
九
二
八
年
六
月
二
十
五
日
の
貨
幣
法
を
停
止
し
.
フ
ラ

ン
の
新
鹿
令
婿
瀧
は
爾
後
十
読

領
命
に
伐
つ
[T
E=
｡
｢【リ
〝
ラム-｡四
九
''.リ
〟
■7
.1
:品
位
千
分
S
九
甘
露

聞
け
批
･Ln
J-
い
る
L
j
と
げ
恕
√右

の
で
あ
る
.
こ
の
法
律
は
ま
た
同
時
に
価
印
に
封
し
て
二
つ
の
重
要
な
規
定
を
含
ん
で
ゐ
た
｡

一
つ
は
.
額
舞
銀
行
の
金
準
備
及
び

外
国
馬
啓
の
許
慣
換
及
び
こ
の
評
慣
換
よ
り
生
す
る
利
益
は
大
赦
大
臣
と
敬
券
銀
行
と
の
協
定
す
る
使
件
に
従
っ
て
国
庫
に
輸
柄
す

る
こ
と
(第
五
使
)
で
あ
-
.
も

1
つ
は
'
費
券
銀
行
が
反
封
規
定
が
あ
る
に
拘
ら
ず
フ
ラ
ン
ス
･
フ
ラ
ン
を
保
有
し
得
る

(第
七
候
)

と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
｡

か
-
し
て
金
ブ
ロ
ッ
ク
は
蓬
に
崩
旗
し
た
の
で
あ
る
｡
オ
ラ
ン
ダ
~

ス
イ
ス
'
ベ
ル
ギ
イ
'
イ
ク
リ
ヤ
も
亦
フ

ラ
ン
ス
の
貨
幣
政

乗
に
追
随
し
た
.
フ
ラ
ン
ス
於
右
の
平

債
切
下
に
よ
-
帯
出
の
進
展
を
期
待
し
て
ゐ
た
.
然
る
.に
貿
易
は
却
っ
て
蒲
化
し
･
資
本
の

輸
出
が
促
進
さ
れ
'
金
の
流
出
は
百
億
フ
ラ
ン
に
達
し
た
｡
か
く
て
政
策
は
韓
換
の
必
要
が
認
め
ら
れ
'

1
九
二
毛

年
六
月
三
十
日

附
大
統
領
令
に
伐
-
~
浮
動
フ
ラ
ン
(fran
e
f)ottant)に
関
す
る
規
定
が
設
定
さ
れ
た
o
即
ち
該
大
統
領
令
に
依
-
'

1
九
三
六
年

十
月

1
日
の
貨
簡
法
に
定
め
ら
れ
て
ゐ
る
フ
ラ
ン
金
量
目
四

二
乃
至
四
九
.､
'
グ
ラ
ム
の
限
界
は
抱
贋
さ
れ
'

フ
ラ
ン
は
こ
の
限
界
を
越

え
て
無
制
限
に
襲
勤
し
得
る
こ
と
と
な
っ
た
｡

B

l
九
三
六
年
の
幣
制
改
革

悌
印
に
仝
フ
ラ
ン
駕
替
本
位
制
の
採
用
を
決
定
し
た

1
九
三
六
年
十
月
二
日
附
大
統
領
令
の
規
定
は
攻
の
如
く
で
あ
る
｡



ぷ
▲
7r

第

1

億

r
印
度
支
部
貨
幣
制
度
を
決
定
せ
る
7
九
三
〇
年
五
月
三
十

i
zlE附
大
統
領
令
･第

7
億
及
第
二
候
の
規
定
の
適
用
は
之
を
停
止
す
｣

第
二
億

｢印
度
真
郡
貨
幣
単
位
た
る
i,ヤ
ス
-
ル
の
朝
食
含
有
畳
は
今
後
相
良
大
臣
及
大
済
大
臣
の
報
告
に
基
-
大
統
領
令
に
供
-
決
定
さ
れ
る

も
の
と
す
｣

一

第
三
偵

｢前
傾
に
規
定
せ
る
大
統
領
令
の
公
布
さ
れ
る
ま
で
印
度
支
那
銀
行
は
一
印
度
支
那
ビ
ヤ
ス
-
ル
に
つ
き
7
0
フ
ラ
ン
ス

･
フ
ラ
ン
を
基

準
と
.し
て
向
銀
行
券
の
フ
ラ
ン
ス
･
フ
ラ
ン
へ
の
究
換
を
保
詑
す
べ
し
｣

か
-
て
ビ
ヤ
ス
ト
ル
は
フ
ラ
ン
に
連
繋
し
'

フ
ラ
ン
の
遥
命
に
従
っ
て
平
債
を
切
下
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
､
,.J
の
こ
と
は

常
時
ビ
ヤ
ス
ト
ル
と
フ
ラ
ン
と
の
間
に
は
具

っ
た
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
'
携
っ
て
ビ
ヤ
ス
ト
ル
は
フ
ラ
ン
の
平
慣
切
下
と
同
じ
理
由

で
切
下
げ
ら
れ
る
必
要
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
'
そ
れ
に
も
踊
ら
す
速
に
同

〓
山
場
で
ビ
ヤ
ス
ト
ル
の
平
借
切
下
を

行

っ
た
と
い
ふ
こ
と
は
'
こ
こ
に
問
茄
を
残
し
た
こ
と
に
た
っ
た
の
で
あ
る
D

ljj
に
L
lの
大
統
餌
食

に

依
り
､
価
即
げ
で
プ
ト
ル
は
フ
ープ
ン
L.>-l中
心
･t_計

る

i
e
梢
路
的
甥
鞘
と
な
っ
た
の
ご
仇
･11
.
TY
望

月
妹

に
於
い
て
そ
れ
は
ま
た
同
痔
に

7.
の
浮
動
ビ
ヤ
ス
｣
ル
(P
12Stre
ftG
.L.LarLte
)
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
G

l
ビ
ヤ
ス
ト
ル
は

l
O
フ
ラ
ン

と
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
､
ビ
ヤ
ス
ト
ル
は
殆
ん
ど
フ
ラ
ン
ス
の
貨
幣
と
言
っ
て
も
よ
-
.
ビ
ヤ
ス
ト
ル
葛
巻
は
十
の
係
数
を

附
け
た
フ
ラ
ン
属
巷
と
同
じ
や
う
に
挙
動
す
る
こ
と
に
な
っ
た
.
し
か
も
か
か
る
改
革
が
梢
民
地
の
如
何
な
る
行
政
磯
紺
に
も
p
ま

た
如
何
な
る
代
表
者
合
議
に
も
諮
ら
れ
る
こ
JJ
な
-
本
圃
政
府
の
弼
断
に
よ
っ
て
断
行
さ
,れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
O

一
九
三

〇
年
の
幣
制
改
革
以
東
ETT度
支
那
銀
行
は
園
値
の
要
請
に
従
ひ
･
そ
の
金
準
備
を
少
し
つ
つ
フ
ラ
ン
資
金
に
碑
換
し
て
Tte

た
｡
国
庫
が
か
か
る
要
請
を
な
し
'
印
度
支
部
銀
行
が
フ
ラ
ン
ス
銀
行
金
準
備
強
化
の
フ

ラ
ン
ス
垂
鰹
に
輿

へ
る
利
益
を
考
慮
し
て

之
に
従
っ
た
と
い
ふ
こ
と
は
試
論
の
緑
地
も
あ
ら
う
が
､
と
も
か
/
､
印
度
東
邦
銀
行
の
硬
界
金
準
備
が
雷
棒
金
に
兜
摸
し
得
る
7

ラ

最
近
俳
領
印
度
支
那
幣
制
に
於
け
る
二
つ
の
改
革

第

二
肴

五
T

第

7
評

五
i



最
近
偶
訳
印
腔
支
那
幣
制
に
於
け
る
二
つ
の
改
革

第

二
懸

垂

一

席

!
第

五
ll.

ン
で
構
成
さ
れ
て
ゐ
る
JJ
と
は

l
九
三

1
年
三
月
三
十

1
日
の
規
定
に
は
違
反
し
て
は

ゐ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
併
し
こ
の
金
準
備

の
変
化
は
ビ
ヤ
ス
ト
ル
の
フ
ラ
ン
へ
の
照
接
な
結
ムロ
を
開
音
し
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
賛
際

l
九
三
六
年
十
月
'
本
圃
政
府

が
剛
毅

文
部
鈍
行
の
フ
ラ
ン
ー(
鈍
行
に
封
す
る
そ
の
敬
券
金
準
備
の
金
Jで
の
引
換
を
認
め
な
い
場
合
は
'
そ
の
JJ
と
は
印
度
支
部
銀

･tLlを
し
て
㌣
)の
幣
制
批
ば
./
ノ
/
瑞
賛
不
仲
榊
に
柿
ぜ
し
め
･-l7
よ
ゎ
列
に
比
が
な
い
の
で
あ
る
C
光
も
政
府
の
見
解
-J
L
T
は
,I(
肘

汝
革
ま

一
存
的
な
も
D
で
あ
っ
て
'
惇
帝

フ
ラ
ン
が
そ
の
金
慣
値
を
見
出
す
と
き
は
ビ
ヤ
ス

ト
ル
も
ホ
箸
然
臣
F
葺
lu
Jim,見
卜
,JI
L,J

ノ
.
l/ノ.I-
Jクノ
/コ
l∠
.小L
Fノ̀
LTLLAt一･十⊥一)
./T
l~

あ
あ
う
と
考

へ
て
ゐ
た
か
も
し
れ
な
い
O
併
し
そ
の
昔
現
期
に
至
っ
て
は
仝
-
確
定
し
得
な
か
っ
た
｡

l
九
三

ハ
年
の
幣
制
改
革
は
貨
幣
的
見
地
の
み
か
ら
見
れ
ば
確
か
に
問
題
は
あ
る
が
'
併
し
ま
た

1
面
経
輝
的
見
地
か
ら
見
れ
ば

群
議
さ
れ
得
る
鮎
も
な
い
で
は
な
い
｡
蓋
し
併
印
ビ
ヤ
ス
-1
ル
が
そ
の
午
債
を
切
下
げ
ら
れ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
'
他
の
東
洋
措
_

の
す
べ
て
の
貨
幣
に
封
し
て
悌
印
ビ
ヤ
ス
ト
ル
は
高
い
讐

且
力
を
も
つ
唯

一
の
貨
幣
と
な
-
I
JJ
の
こ
と
は
ま
た

1
両
ビ
ヤ
ス
ト
ル

に
と
っ
て
不
利
と
な
っ
た
に
遣
払
な
い
か
ら
で
あ
る
.
こ
の
意
味
で
は

l
九
≡

ハ
年
の
改
革
も
亦
与
然
利
右
が
た
か
っ
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
｡

C

一
九
三
六
年
幣
制
改
革
の
影
響

(

1

)
悌
印
綬
僻
に
及
ぼ
せ
る
影
響

㈲

生
産
に
及
ぼ
せ
る
影
響

先
づ
濃
紫
生
産
に
つ
い
て
見
る
に
'
農
業
生
産
に
関
し
て
は
使
印
し
縛
る
統
計
が
な
い
の
で
'
三
主
要
皐
造
物
の
仰
山
統
計
か
ら

.
そ
の
生
産
を
許
債
し
て
見
る
｡
(俳
印
外
聞
貿
易
年
表
に
櫨
る
)



第

七

衷

7
九
三
四
年
･
⊥

九
三
八
年
二
王
穿
農
産
物

輸
出
表

(苛
比

千
-
ン
)

一
九
二
九

年-
山
九
三

八
年

に封
す
る

iJヤス

･L･
ル

年
頃

･

由
M盛
｢

最
近
悌
領
印
度
支
那
幣
制
に
於
け
る
二
つ
の
改
革

米
及
び
副
産
物
の
輸
出
は

l
九
三
七
年
に
は

一
九

三
六
年
よ
り
減
少
し
t

T
九
三
八
年
に
は
更
に
前
年

よ
り
三
分
の
一
も
減
少
し
て
ゐ
る
｡
玉
萄
黍
'
ゴ
ム

は
数
年
来
増
加
し
て
ゐ
る
が
､
ゴ
ム
は
接
木
さ
れ
た

新
木
が
ゴ
ム
姥
を
出
す
に
至
っ
た
か
ら
で
あ
る
.
か

-
て
玉
萄
黍
の
場
合
を
除
い
て
は
貨
幣
単
位
の
干
借

切
下
に
蹄
し
碍
べ
き
農
業
生
産
の
改
良
を
見
出
す
と

と
は
で
き
な
い
u

ln〆.に
悦

し
て

≡
-
堅
･ii･告
知
つ
で
iI
く

,
レ
H.h.

rノ
ー小L

格
の
碍
勤

に
至
っ
て
は
切
下
の
影
邸
は
棋

力
に
蕃
は

れ
て
ゐ
る
｡
(B
u
lletin
かcon
omi
que
d
e
tJh
do
c
h
in
e

の
附
蹄
統
計
に
揺
る
)

第
八
表
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
に
'
米
債
は

一
九

三
七
年
か
ら

1
九
三
<
年
に
か
け
て
騰
貴
し
た
が
､

佃
ほ

1
九
三
〇
年
の
水
準
に
は
快
復
し
な
か
つ
た
｡

し
か
も
こ
の
米
債
は
生
産
者
に
利
挙
だ
l滑
ら
さ
な
か

第

二
懸

聖

二

第

7
㍍

璽

ニ
ー



最
,tIJ
休
部
印
度
支
那
幣
制
に
於
け
る
二
つ
の
改
革

第
l
惑

五
四

第

7
就

五
Em
1

っ
た
｡
何
故
か
と
言

へ
ば
慣
柊
が
決
定
さ
れ
る
侍
に
は
既
に
米
は
生
産
者
の
手
を
離
れ

て
ゐ
た
か

ら
で
あ

る
.

玉
萄
黍

の
域
A
n
は
平

I,
.ノ
､に
L斤
l
ユ
1]LL)
r
1
⊃
(II
.1
.J
O
r,h
J
ノヽ
コTrTI■ロ
トJ
.]J
日野
トヒ
]rLr
])
,[
)
II
J

)
i-
J]･

...(

.
1
.
;
;∵
;
I-;

‥J
.
I
..;
Jp∴
∴

-;
.

.Jv

.

..r
LTr;

.,
:
=T

=r
.:∴

..
∴

:,
:
.
.
I

.㍉
こ
,-
∴

.IJ:-

･･

･,..,
･･,_
∴
:
.I∵
...準

j
L.
.;
誌
.･

問

熊
山紙
の

キ

ン

ク
ル
常

-
平

均
偵

格
が
好
ま
し
い
例
で
あ
る
o
(同
上
に
呼
と

第

九

衆

T
ij
]二
六
年
⊥

九
貢

年
に
於
け
る

第
九
麦
に
依
る
と
米
債
は
香
港
に
於
い
て
.L
iH
の
安
定
を
保
っ
て
ゐ

西
頁
米
慣
略
表

た
こ
と
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
o
今
香
港
弗
姓
相
場
と
ビ
ヤ
ス
ト
ル
逮
相
場

と
を

一
九
三
六
年
及
び

1
九
三
八
年
に
つ
い
て
比
較
す
る
と
き
は
､
ビ

ヤ
ス
ト
ル
に
依
る
も
の
は

一
九
三
八
年
に
於
い
て
l
九
三

ハ
年
に
此
し

米
の
同

1
量
に
封
す
る
金
許
偶
に
は
変
化
が
な
い
が
紙
幣
で
は
二
倍
飴

と
な
る
の
で
あ
る
｡
か
-
の
如
く
金
フ
ラ
ン
名
著
本
位
捌
ビ
ヤ
ス
ト
ル

の
下
落
に
は
確
賓
な
眼
界
が
な
い
の
で
'
米
の
生
産
業
者
及
び
輸
出
業
者
に
も
不
安
を
輿

へ
る
に
至
っ
て
ゐ
る
.

攻
に
工
業
生
産
に
関
し
て
は
統
計
は

l
骨
不
完
全
で
あ
り
/

殊
に

1
九
三
七
年
及
び

山
九
三
八
年
の
数
字
は
殆
ん
ど
な
い
皇

l日
つ

て
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
｡
故
に
こ
こ
で
は
諸
般
の
原
料
か
ら

1
の
推
定
を
な
す
に
止
め
る
｡
即
ち
工
業
生
産
は
農
業
と
同
じ
く
悌
印
粧

蹄
の
考
慮
は
大
鰐
世
泉
景
気
の
襲
動

(
一
九
二
九
年
-
T
九
三
三
年
間
の
不
況
'
1
九
三
四
年
-
1
九
三
八
年
間
の
好
況
)
に
照
臆
し
て
ゐ
乙

と
と
を
1ポ
す
も
の
の
如
-
で
あ
る
｡
従
っ
て
こ
の
鮎
か
ら
云
へ
ば

1
九
三
四
年
頃
か
ら
輪
ヰ
三

価
即

の
好
況
は
之
を
ビ
ヤ
ス
ト
ル
の



千
僧
切
下
の
影
響
に
蹄
せ
し
め
る
こ
と
は
柳
か
困
難
な
や
う
に
思
は
れ
る
｡

仰

治
費
に
及
ぼ
せ
る
影
響

栴
費
に
つ
い
て
は
殆
ん
ど
利
用
し
得
る
統
計
が
な
い
O
従

っ
て
こ
れ
に
封
し
て
は
賛
際
に
賓
質
さ
れ
た
商
品
量
を
示
す
外
聞
貿
易

統
計
に
よ
っ
て
補
ふ
こ
と
と
す
る
｡

外
聞
貿
易
に
つ
い
て
見
れ
ば
.
左
表
に
示
す
や
う
に
苧
慣
切
下
は
輸
出
入
の
名
目
償
額
に
直
接
の
影
響
を
輿

へ
て
ゐ
る
.
(俳
印
外

囲
貿
易
年
表
に
塘
る
)第

十

表

7
九
二
九
年
1
7
九
三
八
年
輸
出
八
乗

第
十

1
表

一九
三
五
年
-
一
九
三
七
年
名
目
輸
出
入
慣
衛
表

-最
近
併
朝
印
度
支
那
幣
制
に
け
於
ス
こ
ち

の
改
革

第
二
番

五
五

第

】
鮮



最
近
怖
領
印
度
支
那
僻
制
に
於
け
る
l言

の
改
革

第
二
巻

LFl六

第

11
㍍

rgL六

名
目
輸
出
入
額
は

1
九
三
七
年
に
は

1
九
三
六
年
に
此
し
大
飛
躍
を
途
げ
た
｡
尤
も
と
の
増

加
は
之
を
余
ビ
ヤ
ス
ト
ル
で
評
慣
す

れ
ば
極
め
て
僅
少
な
も
の
で
は
あ
る
｡

1.55
ち
輸
出
に
し
て
も
輸
入
に
し
て
も
余
憤
節
と
し
て
の
相
加
は

一
九
三
六
年
か
ら

一
九
三
七
中
に
か
け
て
約
六
パ
丁
七
ン
ト
に
過

軒

た

い
O
妃
に
放
漫
に
っ
い
て
-FTg
れ
ば
第
卜
二
一㍍
の
ホ

1-
や
う

仁
･/;.S
八
十
二

･j
パ
■ノ
iL
ソ

セ

ン

rl
減
少
し
て
ゐ
る
o
(悌
印
外
国
賞
品
年
表
に
掠

る
)

第
十
二
表

1
九
三
六
年
1
E
九
三
八
年
輸
出
入
畳
表

(畢
位
ー
ン
)

輸

入

一

輪

出

一

路

計

一
九
三
六
年

1
九
三
七
年

一
九
三
九
年

四
三
九
,七

〇
〇
一

E
t･
四
七
.九
､
0

00E
四
,九

1
LR
.〇

〇
C
j

五
二
六

四
九
二

二

四
三

五
七
､〇

00E
四
'
八
八
三
'
0
0
0

;
..
.

.

.

._.
･....I...
･
..._
....

yL.
カ
L

鮎
川H
H
JLr.
,
(

"
rT.
/
.∫

か
-
て
午
慣
切
下
は
'

1
九
三
七
年

に
於
い
て
も
ま
た

1
九
三
八
年
に
於
い

て
も
'
そ
れ
が
散
畳
で
示
さ
れ
た
俳
印

外
聞
貿
易
の
か
ぎ
-
何
等
著
し
い
影
響

は
筒
ら
き
な
か
っ
た
O
ビ
ヤ
ス

ト
ル
の

切
rL･は
革
に
本
圃
と
の
取
引
の
不
自
然
な
膨
脹
を
舶
辞
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
O

要
す
る
に
'

フ
ラ
ン
に
連
繋
さ
れ
た
ビ
ヤ
ス
ト
ル
の
午
慣
切
下
は
植
民
地
に
繋
柴
が
再
爽
し
始
め
た
と
き
に
行
ほ
れ
た
の
で
あ
っ

て
'

1
九
三
四
年
に
硯
は
れ
始
め
た
景
気
上
昇
縫
勤
の
第

1
理
由
を
平
借
切
下
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
0

億
幣
の
面
か
ら
見
る
と
'

1
九
三
六
年
金
フ
ラ
ン
篤
啓
本
位
制
の
探
用
に
伐
っ
て
ビ
ヤ
ス
ト
ル
の
購
買
力
に
は
照
著
な
髪
化
が
起

っ
た
｡
他
の
東
洋
語
園
の
貨
幣
と
比
較
し
て
'
ビ
ヤ
ス
1､
ル
は
二
九
三
五
年
に
は
蘭
領
LllE=虞
ギ
ル
ダ
ア
と
共
に
他
の
東
洋
簡
幣
よ
-

二
五
乃
至
五
〇
パ
ア
セ
ン
ト
も
高
い
単
位
購
叩風
力
を
有
っ
て
ゐ
た
が
'

1
九
三
八
年
に
は
最
後
か
ら
二
節
目
即
ち
単
位
購
買
力
の
危



も
低
い
中
葉
民
陸ー
弗
の

1
つ
上
に
ヰ
石

落
ち
て
し
ま
っ
た
｡
か
か
る
ビ
ヤ
ス
ト
ル
の
低
諸
は
債
締
着
の
地
位
を
大
い
に
改
著
し
た
｡

ゴ
ム
及
び
別
誹
栽
培
者

へ
の
培
付
は
こ
の
時
に
そ
の
四
分
の
三
以
上
慣
遺
さ
れ
た
.
危
機
に
期
し
て
ゐ
た
長
期
土
地
貸
付
部
'
安
雄

支
那
土
人
農
業
相
三
信
欄
組
合
L､
保
拍
領
舵
民
は
付
銀
行
等
が
常
態
に
復
挿
し
得
た
の
も
重
く
JJ
の
平
借
切
下
の
影
響
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
た
｡

杜
骨
的
見
地
か
ら
見
て

1
九
二
11六
年
幣
制
改
革
の
維
鮎
は
生
計
費
の
騰
貴
で
あ
っ
た
O
奉
賛
生
計
費
は
お
安
の
示
す
如
く
に
騰
貴

し
た
｡

第
十
三
衣

丁
九
三
六
年
･-
T
九
三
八
年
娃
計
苅
指
敗
読

一]

lノヾ
＼

-

1ー
L-ヽ
/
ノ

F

士
人

に
判
す

る

ビ
ヤ

ス
ト

ル
担

砧
計
硯
指
数

け

〉リノ
__ー

日.'

･?:

-

･-

.7:

由

.出

ビ
ヤ
ス
ト
ル
の
干
慣
部
下
か
ら
著
し
い
別
品
を
樟
得
し
た
者
は
中
産
階
紋
及
び
富
裕
階
級
で
あ
ら
う
｡
莞
し
祖
等
の
収
入
は
生
計

費
の
増
加
よ
り
も

急
激
に
増
加
し
た
か
ら
で
あ
久

し
か
も

彼
等
は
ま
た
信
用
を
利
用
し
得
る

立
場
に
置
か
れ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ

る
｡
努
働
者
も
同
盟
飛
業
に
よ
っ
て
彼
等
の
貸
賃
を
生
計
費
に
演
慮
さ
せ
て
行
-
こ
と
は
不
可
能
で
な
か
つ
舟
｡
唯
農
民
大
衆
-

各
榎
の
要
素
よ
り
な
っ
て
ゐ
る
が
何
れ
も
敢
骨
的
に
は
峯
-
無
力
で
あ
る

1
の
み
は
重
視
と
し
て
ビ
ヤ
ス
･L･
ル
切
下
に
基
-
生
計

最
,Li)俳
領
印
度
支
那
帽
刑
に
於
け
る
二
っ
の
改
革

第

二
審

五
七

第

1
就

五
七



最
近
俳
郡
印
度
支
那
幣
制
に
於
げ
ろ
二
っ
の
改
革

第
二
審

五
八

第
】
舵

が
八

費
の
蓮
損
的
騰
貴
に
根
も
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
に
あ
っ
た
｡

(
二
)

併
印
財
政
に
及
ぼ
せ
る
影
響

一

九
三
⊃
J

d･
り
特
別
牧
革
ま

ご
i･
ス
ト
ル
の
購
買
力
む
安
定
さ
せ
'

併
印
財
政
の
健
全
化
む
促
光
さ
せ
た
D

異
常
な
努
力
の
満

1

(
J
ノ1
′---∩-
LトL
~
･･--
1
一
.

=
ノ
】
4

f

i

T
l
J
6

1
.
不

買
L+
牽

く
オ

ブ

男
･Y
M

h
,TI/三

/
句
b
.簡
鮪
fhi
q･ri
=
3JT
プ
-1
刀
を
qP.ブ
ラ
ン
為
替
に
連
繋

き

せ
た

の

で

.

,LJ

の
金

フ
ラ
ン
が
浮
動

的
で
あ
っ
た
こ
と
は
同
時
に
ビ
ヤ
ス
rl
ル
を
も
辞
勤
的
な
ら
し
め
､
俳
.li
財
政
に
複
難
な
問

題
を
持
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
の
影
響
は
晩
に

1
九
三
七
年
度
預
草
案
の
説
明
中
に
早
-
も
二
二

二
の
不
安
と
し

て
規
は
れ
始
め
て
ゐ
る
｡

午
慣
切
下
の
必
然
的
結
果
た
る
物
情
騰
貴
は
預
貸
に
不
利
な
影
響
を
輿

へ
て
ゐ
る
和
そ
れ
は
殆
ん
ど
直
接
税
で
賄
ほ
れ
て
ゐ
る
碓

方
識
算

(b
u
d
ge
t
J.ca))
に

1
屠
大
き
な
負
接
を
加

へ
る
も
の
で
あ
る
o
即
ち
直
接
稗
率
の
助
走
し
て
ゐ
る
と
と
は
通
貨
の
購
買
力

の
奨
動
が
少
い
と
き
に
は
好
都
合
で
あ
る
が
､
そ
の
購
買
力
の
不
安
定
な
と
き
に
は
不
利
だ
か
ら
で
あ
る
.
之
に
反
し
て
間
接
税
で

賄
ほ
れ
て
ゐ
る

1
般
漁
算

(b
udg
et
g
かn
6ra))
は
地
方
預
貸
怜
ど
の
悪
影
響
を
受
け
て
ゐ
な
い
o
蓋
し

1
殻
に
1
九
二
毛

年
の
景
慕

回
復
に
よ
っ
て
間
接
税
収
入
は
あ
る
程
度
増
加
を
示
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
｡
併
し
何
れ
に
し
て
も
物
償
騰
貴
は
各
般
の
費
用
'
維

持
費
､
人
件
費
'
補
助
金
等
の
増
加
'
新
事
業
の
信
用
膨
脹
等
を
若
き
起
し
頚
算
の
編
成
を
困
難
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
｡
悌
印

預
算
の
経
費
中
'
物
偵
騰
貴
の
影
響
を
直
接
免
れ
得
る
も
の
は
木
組
に
封
す
る
債
務
及
び
分
梅
金
の

1
項
目
の
み
で
あ
.r<O｡

l
般
藷
算
及
び
地
方
破
算
を
通
す
る
純
計
譲
貨
を
作
っ
て
見
る
と
'

T
九
三
七
年
度
経
費
甲
で
貨
幣
駄
賃
力
の
奨
動
に
伴
は
な
い

も
の
は
約

二
ハ
パ
ア
セ
ン
･L
'
轡
勤
に
伴
ふ
も
の
は
八
四
バ
ァ
セ
ン
ト
と
な
-
'
ま
た
同
収
入
中
物
情
に
照
癒
し
て
襲
勤
し
な
い
も



の
約
八
六
パ
フ
セ
ン
ト
'
饗
動
す
る
も
の

T
四
パ
ブ
セ
ン
ト
と
な
っ
て
ゐ
る
｡
か
-
の
如
き
此
蚕
を
見
た
だ
け
で
係
印
積
算
が
物
償

昭
費
か
ら
受
け
る
影
響
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
自
ら
明
か
で
あ
ら
う
｡
か
か
る
状
態
で
は
さ
ほ
ど
長
い
時
間
を
待
た
ず
し
て

増
穂
は
避
け
ら
れ
な
い
も
の
と
な
っ
て
乗
る
こ
と
は
必
定
で
あ
る
｡

(
≡

)

悌
印
通
甥
に
及
ぼ
せ
る
影
響

l
九
三

ハ
年
の
幣
制
改
革
は
ビ
ヤ
ス
ト
ル
の
貨
幣
慣
値
を
金
量
目
六
五
五

ミ｡〝三
か
ら
四
九
〇
乃
至
四
三
C

r.｡グ
ラ
ム
へ
切
下
げ
た

が

､

1
九
三
七
年
六
月
三
十
日
附
大
統
領
令
は
こ
の
四
三
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
の
最
低
限
界
を
頗
止
し
､
そ
の
結
果

l
九
三
八
年
五
月
六
日
に

は

フ
ラ
ン
ス
琴
E
襲
表
の
フ
ラ
ン
相
場
か
ら
の
計
算
で
ビ
ヤ
ス
ト
ル
は
金
二
五

〇
,/リ
筈

ム
の
相
場
に
ま
で
下
溝
し
た
の
で
あ
っ
た
o

こ
の
慣
低
下
箔
に
ト
∴
ノ
U
ビ
ヤ
ス

ト
ル
で
兼
は
5jJ
れ
た
綿
僻
鞍
は
旅
費
し
た
が

.
か
か
る
劫
蛸
の
硝
演
も
今
日
ヰ
6で
の
と
,LJ
ろ
で

:
仰
引
胡
郎
=J
小
.㍗に
77.i:,し
か
常

等
iLjr
j1こ
て
壬
パ
J,
･

竿
二
.
笹
フ
ラ
ン
ス
･
ピ
,Lt･
T(
ト
ル
lh
Jの
津
定
相
場
は

l
九
三

二
4･1
'
1

月
三
十

l
z

臼
以
緯
距
来
さ
れ
て
み
た
の
雪

布
引俳
別
融

解
の
解
幣
苛
仕
は
賛
際
に
は
貨
幣
の
役
割
を
し
な
-
な
っ
て
居
-
'
単
に
地

余
と
し
て
の
み
問
題
と
な
っ
て
ゐ
た
に
す
ぎ
ず
'
従
っ
て
一
ビ
ヤ
ス
･1
ル
以
上
に
貫
入
相
場
が
択
定
さ
れ
た
と
し
て
も
何
等
不
都
合

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
.

1
九
三
〇
年
八
月
十
二
日
附
大
統
領
令
に
伐
る
新
傭
印
ビ
ヤ

ス
ト
ル
喋
は
賓
際
に
は
流
通
し
て
ゐ
な
い
｡

ま
た
五
〇
セ
ン
ト
銀
貨
は
ビ
ヤ
ス
ト

ル
の
慣
肺
下
請
が
起
っ
た
と
き
に
湖
-
語
行
さ
れ
た
ば
か
-
で
あ
つ
た
か
ら
'
こ
れ
ら
の
鋲
甥
に

も
影
響
は
殆
ん
ど
な
か
つ
た
.

唯
ビ
ヤ
ス
ト
ル
の
僧
侶
下
落
が

一
犀
甚
し
-
な
れ
ば
'

1
0
セ
ント
'

二
〇
三
L
銀
貨
の
素
材
横
倍
も
名
目
慣
伯
を
越
え
'
と
れ
ら

の
銀
貨
は
退
蔵
ま
た
は
熔
解
の
封
象
と
な
-
､
併
即
に
於
け
る
日
常
瀬
引
に
必
要
な
通
貨
が
影
を
払
そ
め
る
虞
が
あ
る
｡
尤
も
か
か

最
近
俳
研
印
婚
支
那
開
制
に
於
け
る
二
つ
の
改
革

第
二
審

五
九

第

7
雛

五

九



最
近
側
領
印
度
支
那
幣
制
に
於
け
る
二
つ
の
改
革

罪
.I巻

六〇
第

一班

六

〇

る
慣
定
的
場
合
は
之
を
強
調
す
る
必
要
は
な
い
o

D

l
九
二
天

年
幣
制
改
革
と
輿
論

.

悌
印
の
輿
請
は

山
九
≡

ハ
牛
十
月
二
=
附
大
統
領
令
に
掛
し
て
は
山
桜
が
衿
南
で
あ
っ
た
が
T

山
九
r.r七
郎
六
月
三
十
日
的
大
紋

の
試
句

即
ち

ビ
ヤ
ス
ト
-rl
の

邦
制
限
な
下
弦
が
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
C

昔
時
の
輿
論
を
大
別
す
る
と
.
低
い
購
買
力
の
貨
幣
に
利
益
を
認
め
て
ゐ
る
取
出
業
者
即
ち
生
産
業
者
は
概
し
て
硯
欺
維
持
裾
で

あ
-
'
高
い
購
買
力
の
簡
幣
に
利
系
を
認
め
て
ゐ
る
輸
入
業
者
即
ち
商
人
は
大
慣
ビ
ヤ
ス
ト
ル
の
リ
ン
ク
離
耽
派
で
あ
っ
た
｡

-
ン
ク
離
脱
蓮
動
の
起
服
は
悌
即
に
筒
品
を
輸
出
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
生
産
業
者
達
で
あ
っ
た
O
悌
即
の
繰
入
業
者
は
直
ち
に
之
に

退
院
し
た
｡
安
い
フ

ラ
ン
で
作
っ
て
高
い
ビ
ヤ
ス
-
ル
で
責
れ
ば
そ
れ
だ
け
は
利
益
が
あ
る
と
考

へ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
｡
併
し
こ

の
見
解
は
ビ
ヤ
ス
ト

ル
物
伐
が
下
請
し
な
い
と
い
ふ
と
と
豊

肌
操
と
し
て
ゐ
る
鮎
に
誤
謬
が
あ
っ
た
｡
フ
ラ
ン
ス
で
は
フ
ラ
ン
ス
船

舶
共
著
中
央
雪
月
合

の
み
が
-
ン
ク
離
脱
準
で
あ
っ
た
o
フ
ラ
ン
ス
外
国
貿
易
諮
問
委
良
禽
及
び
其
他
の
諸
機
関
は
現
状
維
持
派
で

あ
っ
た
｡
柁
民
地
公
骨
は
現
批
縦
特
を
是
と
す
る
も
'
フ
ラ
ン
の
地
位
が
危
く
な
っ
た
と
き
は
ビ
ヤ
ス
ト
ル
の
猫
立
を
考
慮
す
る
要

あ
-
と
し
て
ゐ
た
｡
か
-
の
如
-
フ
ラ
ン
ス
本
観
に
於
け
る
こ
の
間
題
に
封
す
る
意
見
に
は
統

一
が
な
か

っ

た
｡
係
印
委
月
食
の
調

l査
は
這
般
の
事
情
を
よ
-
示
し
て
ゐ
る
.
即
ち
二
十
七
の
意
見
中
'
十

1
は
規
枇
維
持
'
十
二
は
リ
ン
ク
離
喝

其
他
は
不
明
JJ
蟹

蓑
qt)れ
て
ゐ
る
｡

偽
印
で
は
､
｣父
比
支
那
の
米
作
柴
者
は

1
九
二
1iO
午
の
幣
榔
改
革
に
は
反
封
し
た
が

1
九
三

ハ
年
に
は
現
状
維
持
を
王
張
し
て
ゐ



る
O
彼
等
の

1
貰
し
て
求
む
る
も
の
は
ビ
ヤ
ス
ト
ル
物
眉
の
騰
貴
で
あ
っ
た
o
西
買
商
業
合
議
所
は
充
に
は
不
安
定
な
貨
幣
を
是
な

り
と
し
て
ビ
ヤ
ス
ト
ル
物
慣
の
騰
貴
を
火
め
た
が
'
今
は
物
債
の
大
騰
貴
を
怖
れ
て
リ
ン
ク
離
脱
を
利
な
-
と
し
安
定
債
幣
を
要
求

し
て
ゐ
る
｡

か
-
の
如
く
輿
論
は
本
圃
植
民
地
を
通
じ
て
個
人
的
利
益
を
追
及
し
'

小
股
的
利
益
と
は
著
し
-
か
け
離
れ
た
し
か
も
著
し
く
客

観
性
急

-
意
見
の
み
で
あ
っ
た
.
こ
の
新
S
v
提
出
さ
れ
て
ゐ
る
ビ
ヤ
ス
ト
ル
問
題
に
封
し
考

へ
得
ら
れ
る
解
決
の
型
は
･
無
傭

件
現
状
維
持
第
-
億
件
付
現
状
維
持
案
.
リ
ン
ク
離
晩
案
の
三
つ
で
あ
る
.
以
下
順
攻
此
等
三
つ
の
型
の
内
容
を
述
べ
速
攻
槍
討
を

加
へ
る
こ
と
と
す
る
｡

(こ

加
藤

件
現
状
維
持
策

.

頼
伯

仲
現
状
維
持
韓
は
ア
ラ
ン

･､
EL
.は
外
聞
璃
脇
甜
悶
讃
申
珂

梯
祁
亡
は
Tf正

文
郡
山描
光
骨
満
期
及

び

f
!･･･2･C
･L
ie
l･T3_
州
牽
満
に

よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

フ
ラ
ン
ス
本
圃
に
於
け
る
こ
の
主
張
は
政
治
的
理
由
と
経
済
的
理
由
と
に
基
い
て
ゐ
る
.
ま
づ
政
治
的
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て

ゐ
る
こ
と
は
'
フ
ラ
ン
ス
帝
関
内
の
競
合
的
傾
向
か
ら
判
断
す
れ
ば
'
統

l
簡
偶
の
賓
鵜
は
昔
然
で
あ
る
と
い
ふ
に
あ
る
｡
ま
た
経

済
的
理
由
と
し
て
は
'

悌
印
経
済
が
次
第
に
フ
ラ
ン
ス
的
な
も
の
と
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
.
ビ
ヤ
ス
ト
ル
と
フ
ラ
ン
と
Tの
問

に

1
定
の
結
合
関
係
の
存
す
る
こ
と
が
開
園
経
済
の
た
め
に
も
ま
た
胴
囲
通
貨
の
た
め
に
も
好
都
合
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
｡

係
印
に
於
け
る
こ
の
主
張
に
は
理
論
的
道
徳
的
理
由
が
認
め
ら
れ
な
い
o
何
と
な
れ
ば
規
欺
維
持
を
要
求
す
る
人
達
の
考
方
は
'

フ
ラ
ン
が
下
落
し
溝
け
て
ビ
ヤ
ス
･L
ル
の
下
落
を
誘
致
す
る
こ
と
に
利
益
を
期
待
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
｡
茸
際
ビ
ヤ
ス
･L･
ル
問
題

最
近
俳
領
印
腔
支
那
稚
刑
に
於
け
る
二
つ
の
改
革

第

二
番

六
7
第

1
次

大

1



最
妊
休
街
印
度
支
那
節
制
に
於
3=
る
二
つ
の
改
革

第
二
塔

六
二

第

7
㍍

六

二

が
姐
上
に
上
-
始
め
た
の
は

l
九
三
七
年
七
月
後
で
あ
-
'

フ
ラ
ン
席
巻
の
変
動
眼

鼎
が
撤
廃

さ
れ
ビ
ヤ

ス
ト
ル
購

買
力
に
下
落
可

能
性
が
生
じ
て
か
ら
で
あ
っ
た
｡

ま
た
現
状
維
持
派
に
よ
れ
ば
'
綿
状
維
持
は
財
政
に
有
利
で
あ
る
と
言
ふ
t.
伸
し
ビ
ヤ
ス
ト
ル
の
平
慣
例
下
に
よ
-
公
倍
免
楯
は

畑

減

さ

せ

ら

隼
?

か

"

:し

才
,<
し
カ

-tLJが
カ

j
蹴
糸
賀
中
に
占
め
る
割
ム
日
は
怖
少
た
た
め
1r;L
構
切
F
の
収
J
it
叫

へ
石
目
H粘
1

.だ

.

1′
1

h

-

l

′

-

●1
r

J
Yppl
.
1′､‥

衝

が

J
J
れ

な

い
で
あ
ら

う

｡

ま

た

千

借
切
下
の
紙
果
起
る
生
計
費
の
騰
貴
は
土
民
大
衆
に
と
っ
て
塔

へ
難
い
負
措
LJ
屯
な
る
で
あ

ら

う
｡
彼
等
は
長
い
間

1
相
封
的
な
も
の
で
は
あ
る
が

-

1
原
物
低
の
安
定
に
慣
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
｡

ビ
ヤ
ス
ト
ル
旬
下
に
よ
る
輸
出
の
促
進
も
決
し
て
期
待

で
き
な
い
.
ビ
ヤ
ス
ト
ル
須
容
は
下
落
し
て
も
輸
出
の
進
展
は
見
ら
れ
な

い
｡
蓋
し
係
印
の
輸
出
内
容
は
'

元
葬
耕
稚
面
積
に
よ
り
極
度
に
制
約
さ
れ
て
ゐ
る
農
産
物

(米
､
玉
畢
雫

ゴ
ム
)
と
､
投
術
的
理

由
に
よ
-
急
激
に
生
産
を
増
加
し
得
な
い
鏑
産
物

(
石
炭
'
錫
､
B
l銀
)
と
か
ら
成
立
っ
て
ゐ
る
か
ら
'
ビ
ヤ
ス
ト
ル
の
慣
伯
下
落
よ

り
生
す
る
と
と
あ
る
べ
き
締
出
の
増
加
は
之
を
暫
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
輸
入
で
は
同

T
の
賃
簡
制
度
を
有
つ
圃

(
フ
ラ
ン
ス
及

び
そ
の
柏
属
地
)
か
ら
の
斡
八
が

大
部
分
を
占
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
'

本
国
生
産
物
の
騰
貴
は
常
然

甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｡
こ
れ
ら
は
弼
使
件
現
状
維
持
案
の
映
鮎
〆
あ
る
.

(二)

候
件
付
現
状
維
持
案

この

主
張
は
フ
ラ
ン
ス
で
は
印
度
支
部
蚕
貞
卑

係
印
で
は
交
比
支
部
植
民
地
合
試
'
■豊
貝
商
業
骨
諸
所
'
東
京
集
光
脅
講
所
等

に
依
っ
て
支
持
さ
れ
て
ゐ
る
｡

と
の
意
見
は
次
の
や
う
に
要
約
し
得
る
｡
即
ち

｢
ビ
ヤ
ス
ト
ル
と
フ
ラ
ン
と
の
連
紫
が

一
定
水
準
に
ま
で
ビ
ヤ
ス
ト
ル
葛
巻
を
下



;'!J

落
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
隈
-
'
こ
れ
ら
桐
貨
幣
の
密
接
な
結
合
は
認
め
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
水
準
と
は
他
の
東
洋
諸
国
の

貨
幣
に
封
し
て
14
昔
な
-
と
息
は
れ
'

且
つ
こ
れ
に
よ
っ
て
取
引
は
有
利
に
行
は
れ
得
る
水
準
で
あ
る
｡
併
し
ビ
ヤ
ス
ト
ル
属
啓
の

下
落
が
過
大
と
な
れ
ば
痢
償
髄
の
連
繋
は
も
は
や
認
め
難
-
'
気
ま
ぐ
れ
に
浮
動
す
る
フ
ラ
ン
と
は
そ
の
連
鎖
を
断
つ
こ
と
が
要
求

さ
れ
る
｣
と
.

要
す
る
に
'
候
件
付
現
状
維
持
派
の
態
度
は
希
望
的
態
度
に
終
始
す
る
｡
貨
幣
現
象
の
展
開
に
つ
れ
て
彼
等
は
そ
の
態
度
を
琴
更

す
る
も
の
で
あ
-
'
殊
に

1
九
三
八
年
フ
ラ
ン
の
新
規
切
下
が
行
ば
れ
た
後
は
リ
ン
ク
離
脱
状
に
樽
換
し
っ
つ
あ
る
｡

∫
(
≡

)

リ
ン
ク
離
脱

(
ビ
ヤ
ス
･L･ル
自
動
制
)
莱

,ヽ
.

.

.l.Zih
｢一
ノヽ
好])
左｢･h
_LJ
.こ
に
r｣
5

ビ

ヤ
,(
卜
八
と
フ
ラ
ン
と
に
満
や
闘
坪
が
雪
ハエ

に
フ
ラ
ン
が
遡
航
的
に
下
称
す
る
N
･iJIi=

,lu
,U
K
僻
日
b
素

顔
妊
氾
Fq
こ
TY

L=l姓
塔
者
柄
埋
者
の
個
人
駅
利
話
に

l
G
liHJ衡
朋
態
を
jij
ぜ
し
祈
る
に
憩
LJ
.売
方

リ
ン
ク
割
振
流
は
賓
に
カ
IF,a-lF北
矧

.を

和

利
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
賓
際
浮
動
ビ
ヤ
ス
ト
ル
を
以
っ
て
し
て
は
こ
の
均
衡
状
態
は
何
時
破
綻
す
る
か
も
解
ら
な
い
Q

そ

れ

む

未
然
に
防
が
う
と
す
る
の
が
JJ
の
裾
の
目
襖
で
あ
っ
た
o

l
般
的
に
言
っ
て
悌
印
の
控
済
状
態
は
良
好
で
あ
り
､
預
算
も
貿
易
も
順

調
で
あ
る
｡
然
る
に
本
固
及
び
植
民
地
の
た
め
に
敢
え
て
か
か
る
悌
印
の
貨
幣
を
破
壊
し
そ
の
繋
条
を
妨
専
せ
ん
と
す
る
'
凡
そ
か

か
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
ら
う
か
と
JJ

の
論
者
は
い
ふ
o

政
府
側
か
ら
は
ビ
ヤ
ス
ト
ル
日
勤
部
に
反
対
し

感
情
的
窒

息
兄
が
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
即
ち
フ
ラ
ン
か
ら
の
離
晩
は
ア
ラ
ン
に
封

す
る
不
信
を
刺
戟
す
る
で
あ
ら
う
し
'
ま
た
他
の
植
民
地
に
と
っ
て
前
例
と
な
る
で
あ
ら
う
と
｡
何
人
も
フ
ラ
ン
が
下
落
傾
向
に
あ

る
こ
と
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
従
っ
て
こ
の
フ
ラ
ン
か
ら
ビ
ヤ
ス
J･
ル
を
救
払
出
す
こ
と
は
決
し
て
フ
ラ
ン

に
新
に
不
信

長
,LLJ怖
蘭
印
度
支
那
幣
制
に
於
け
る
二
つ
の
改
革

第
二
審

六
三
第

1
波

六
三



盈
■tJ悌
領
印
度
支
那
幣
制
に
於
け
る
二
っ
の
改
革

第
二
番

六

円

鰐

】
批

六
四

を
叫
ぶ
も
の
で
は
な
く

む
し
ろ

1
の
賢
明
な
策
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
ま
た
他
の
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
へ
の
前
例
と
な
る
と

い
ふ
も
'

フ
ラ
ン
ス
植
民
地
中
に
価
価
の
や
う
に
繁
栄
し
猫
立
の
貨
幣
を
も
ち
得
る
も
の
は
今
日
で
は

一
つ
も
な
い
の
で
あ
る
e

個
人
解
析
の
見
地

竺
止

り

な
ら
ば
'
ビ
ヤ
ス
ト
ル
JmLiJl副
即
は
個
人
購
買
力
の
安
宅

生
宿
水
準
の
安
淀
従
っ
て
は
社
命
平
和
の
供

託
と
レ
ふ
長
L付
髭
も

っ'(J
あ
ら
う
e
糊

慣
服
地Lnl'が
悲

粧

し

碓
･̂
-仙
骨
的

政

治

約

位
除
け
.

r

ー
ノ

六
年
の
第
四
四
半
期
に
は
生
盾
必
常
品
の
騰
貴
を
理
由
と
し
て
多
-
の
労
働
率
議
が
起
っ
て
ぬ
る
o
か
か
る
批
骨
的
政
治
的

危
院
は

あ
ら
ゆ
.Q
犠
牲
を
梯
つ
て
も
回
避
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
O

フ
ラ
ン
催
促
の
漸
次
的
下
落
と
共
に
'
ビ
ヤ
ス
ト
ル
自
動
制

へ
の
主
張
を
認
め
る
者
が
次
第
に
多
く
な
っ
て
き
て
ゐ
る
｡
併
し
な

が
ら
リ
ン
ク
を
離
脱
し
た
後
の
ビ
ヤ
ス
ト
ル
が
如
何
な
る
貨
幣
制
度
に
於
い
て
遣
梢
せ
ら
る
べ
き
か
に
関
し
て
は
窟
兄
は
必
ず
し
も

l
敦
し
な
い
.

そ
の
傾
向
は
四
つ
に
分
れ
て
ゐ
る
.

銀
本
位
制
へ
の
復
掃
'

管
理
ビ
ヤ
ス
ー
ル
の
創
設
'

碑
金
満
蕃
漆
位
脚
の
採

用
'
金
本
位
制

へ
の
復
蹄
こ
れ
で
あ
る
.
更
に
立
入
っ
て
説
明
を
加
へ
る
.

m

銀
本
位
制

へ
の
復
蹄
～

と
の
傾
向
に
つ
い
て
は

｢
T
方
で
は
ア
.I,h
ヤ
の
す
べ
て
の
貨
幣
が
銀
,{LJ放
来
し
'
他
方
で
は
ア
メ

リ
カ
が
銀
の
市
債
を
支
配
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
､
銀
に
結
び
つ
け
る
と
い
ふ
こ
と
は
基
底
で
あ
-
'
ま
た
同
時
に
危
険
の
ヤ
う

で
も
あ
る
｣
と
西
貢
商
業
合
議
所
は
蟹
表
し
て
ゐ
る
.
こ
の
新
に
つ
い
て
輿
論
は

1
致
し
て
ゐ
る
｡

∽

管
理
ビ
ヤ
ス
ト
ル
の
創
設
-

JJ
の
傾
向
に
つ
い
て
は
北
部
安
甫
商
真
倉
試
朋
は
､
ビ
ヤ
ス
ト
ル
が
フ

ラ
ン
か
ら
準

止
し
葛

巻
平

衡
資
金
に
よ
っ
て
で
き
る
だ
け
香
港
弗
に
近
-
管
理
さ
る
べ
L
と
い
ふ
希
望
を
表
明
し
て
ゐ
る
｡
相
帯
南
光
密
議
所
'
璽

尽
盛

業
合
議
所
､
印
度
支
那
民
主
寛
等
も
と
の
方
策
を
推
奨
し
て
ゐ
る
が
'
唯
こ
れ
ら
の
園
鱒
は
フ

ラ
ン
の
下
落
が
甚
し
く
な
っ
た
場
合



の
み
を
候
件
と
し
て
ゐ
る
｡

こ
の
意
見
は
征
に
香
港
に
探
絹
さ
れ
た
方
法
の
影
響
を
強
く
受
け
て
ゐ
る
が
'
併
し
香
港
の
地
位
と
悌
印
の
そ
れ
と
は
決
し
て
同

じ
で
は
な
い
o
香
港
は
単
な
る
仲
縄
貿
易
港
に
過
ぎ
な
い
｡
之
に
反
し
て
悌
Lli
は
固
有
の
経
僻
地
紫
を
も
ち
'
固
有
の
経
済
坐
晴
を

営
ん
で
ゐ
る
.
更
に
'
香
港
弗
の
制
度
は
必
ず
し
も
自
動
的
管
理
紙
幣
で
は
な
-
'
む
し
ろ
樺
の
衛
星
的
場
幣
と
し
て
見
ら
る
べ
き

も
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
香
港
の
t.C
替
平
衡
賓
金
機
構
は
イ
ギ
リ
ス
そ
の
他
諸
大
観
の
機
構
と
何
等
異
っ
て
ゐ
な
い
｡

蒐
づ
イ
ギ
-
ス
が
環
替
平
衡
資
金
の
操
作
に
成
功
し
た
JJ
と
は
.

ロ
ン
ド
ン
が
最
も
完
備
し
た
市
場
で
あ
-
'
そ
の
ロ
ン
ド
ン
向

賛
金
移
動
の
あ
っ
た
と
き
に
行
ほ
れ
た
か
ら
で
あ
る
.
そ
の
後
長
-
は
帝
の

下請
を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
む
拝
意

｢
く
AllLr'J,う
5
0
か
､
こ
r
丈
J
i,
つ
等
蒙
1禿
山
HIV
.Ail〓
1d
⊃
二
王
LLl
iTT
芦
iT弔

uLJlTl
⊃
LIg
F
JE
L
r
ZJL
亡
巨
･0
5
1邑
良
二
1,.･⊃
PtJ川

′]Jq
ニ

る
と
.
箔

林
安
定
賓
金
制
度
は
如
何
に

巧
妙

た

も
S
で
あ

つ

て
も
F
元
結
的

に
鶏

群

の
不
均
衡
⊥虻修
推
す
る

た
め
和
制

限
に
利

用
さ

れ
得
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
｡
故
に
ビ
ヤ
ス
ト
ル
の
璃
替
平
衡
資
金
を
設
定
し
管
預
ビ
ヤ
ス
ト
ル
制
度
を
樹
立
せ
ん

と
す
る
と
と
は
'
係
印
の
現
箕
を
佃
閥
し
て
ゐ
る
か
然
ら
ず
ん
ば
之
を
忘
却
し
て
ゐ
る
も
の
‖三
lGは
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

佃
は
具
視
的
な
見
地
に
立
っ
て
考

へ
て
見
て
も
'
悌
印
は
如
何
に
し
て
ビ
ヤ
ス
ト
ル
訓
に
必
要
な
最
初
の
操
作
資
金
を
手
に
入
れ

る
か
が
問
題
で
あ
る
｡
悌
LJIE=
の
金
庫
に
は
か
か
る
駿
裕
は
到
底
な
い
｡
フ
ラ
ン
ス
銀
行
に
し
て
も
'
本
国
名
辞
平
衡
資
金
を
定
期
的

に
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
す
'
し
か
も
既
に
印
度
支
那
銀
行
か
ら
余
及
び
金
属
啓
を
借
入
れ
て
ゐ
る
ほ
ど
で
あ
る
｡
況
ん
や
資
金
を

揖
供
す
る
や
う
な
こ
と
は
到
底
困
難
で
あ
る
｡
か
-
て
先
づ
操
作
雀
金
の
調
達
は
不
可
能
の
や
う
に
思
は
れ
る
｡
偶
に
こ
の
資
金
が

最
近
仲
間
印
度
支
那
幣
制
に
於
け
る
二
っ
の
改
革

第
二
審

六
五

第

l
班

六
五

it淋轍H



最
近
価
額
印
度
支
那
幣
制
に
於
け
る
二
っ
の
改
革

第
二
懲

六
六

第

1
拡

大
六

得
ら
れ
た
と
し
て
も
､
何
人
が
こ
れ
を
管
理
す
る
で
あ
ら
う
か
｡
ま
た
如
何
な
る
方
向
に
ビ
ヤ
ス
･1
ル
を
管
理
し
ょ
う
と
す
る
の
で

あ
ら
う
か
｡
澱
後
に
'
悌
即
で
は
何
題
に
短
期
資
本
市
場
が
あ
る
の
で
あ
ら
う
か
｡
こ
の
最
後
の
簡
見
な
問
題
が
解
決
し
に
-
い
困

難
を

含
む
以
上
､
管
理
ビ
ヤ
ス
ト
ル
榔
変
の
准
懐
が
充
た
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
に
は
恩
は
れ
怒
い
.

I,-./
:相
姦

::･杖
]
:･小
ト
‥
㌧
.･想

.=･p･-

印
ビ
ヤ
r(
ト
ル
の
蜂
動
は
フ
ラ

ン

の
礎
勤
と
弼
立
し
'
過
去
に
於
け
る
が
如
-
植
民
地
の
金
融
..
穣
第
､.

商
業
状
態
に
よ
っ
て
規
塾

さ
れ
る
こ
と
及
び
採
用
さ
れ

る

新
貨
幣
は
東
洋
の
貨
幣
で
あ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
貨
幣
で
な
い
こ
と
が
望
ま
し
い
｣
と
｡

こ
の
希
望
は
明
か
に
ビ
ヤ
ス
･L
ル
を
ば
7
.I,リ
ヤ
の
貨
幣
即
ち
主
と
し
て
香
港
弗
や
上
海
弗
と
の
闇
に

1
定
比
率
を
設
定
し
之
を
維

持
さ
す
べ
L
と
い
ふ
意
見
で
あ
る
｡
併
し
こ
れ
ら
の
裾
h
J
,Lq
通
貨
は
既
に
洞
立
の
僻
解
lで
は
な
く

樺
を
中
心
と
す
る
衛
兵
的
存
在
な

の
で
あ
る
か
ら
'
こ
の
見
解
を
お
し
す
す
め
る
と
き
は
へ話
意
見
は
結
局
樗
金
男
窄
本
位
制
の
採
用
に
外
な
ら
な
-
な
る
の
で
あ
る
.

か
か
る
制
定
は

一
見
す
れ
ば
そ
の
見
解
に
考
慮
し
得
る
も
の
あ
る
を
感
ぜ
し
め
る
が
'
再
考
す
れ
ば
そ
の
意
味
す
る
啓
の
政
治
的
経

済
的
見
地
の
意
味
す
る
内
容
か
ら
し
て
絶
封
的
に
邦
斥
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
IiJが
理
解
TU
れ
る
e

㈱

金
本
位
制

へ
の
復
蹄

-

ビ
ヤ
ス
ト
ル
問
題
に
関
す
る
激
し
い
論
字
の
複
'
悌
LuE=
に
於
け
る
経
併
上
条
大
.の
利
害
関
係
を
代

表
す
る
諸
国
鱈
が
金
本
位
制
に
立
戻
っ
た
こ
と
は
興
味
の
あ
る
事
賓
で
あ
る
｡
癌
防
商
集
合
論
所
は
明
瞭
に
金
本
位
制

へ
の
復
蹄
を

主
張
し
'
佃
ほ
そ
の
場
合
に
金
本
位
制
の
逮
捕
に
伴
ふ
危
険
を
さ
け
る
こ
と
'
ビ
ヤ
ス
ト
ル
の
新
帰
化
が
取
引
を
有
利
な
ら
し
め
る

如
-
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
し
て
ゐ
る
.
河
内
商
業
骨
議
朗
が
リ
ン
ク
離
脱
に
関
し
て
述
べ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
も
金
本
位
制

へ
の
復

蹄
を
意
味
し
て
ゐ
る
｡

西
買
而
柴
合
議
朗
も

7
膿
は
こ
れ
ま
で
の
態
度
に
拘
束
さ
れ
て
徹
底
せ
る
結
論
に
ま
で
は

行
っ
て
ゐ
な
い



簡

儒

嘗

吾

郎

再

に

か
く
金
本

位
酢
に
賛
成
で
あ
る
旨
裏

明
し
て
ゐ
る
｡

金
本
位
制

へ
の
復
蹄
が
個
人
購
買
力
の
安
定
と
社
食
的
均
衡
の
見
地
と
か
ら
見
れ
ば
た
と
払
明
白
な
利
益
は
認
め
る
と
し
て
も
若

干
の
不
利
益
な
し
に
は
行
は
れ
得
な
い
｡

先
づ
理
論
的
な
見
地
か
ら
加

へ
ら
れ
る
批
判
と
し
て
は
､
金
本
位
制

へ
の
復
蹄
は
不
可
能
で
あ
-
馬
鹿
げ
た
こ
と
で
さ
へ
あ
る
と

の
主
張
が
行
は
れ
て
ゐ
る
o
鮒
ち
金
本
位
制

へ
の
後
節
は
'
頓
や
弗
で
さ
へ
金
と
の
連
繋
を
断
っ
て
ゐ
る
と
き
に
ビ
ヤ
ス
ト
ル
を
金

に
結
び
付
け
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
-
'
ま
た
ビ
ヤ
ス
-
ル
を
ば
金
と
の
連
繋
を
も
つ
唯

一
の
貨
幣
ベ
ル
ギ
イ

･
フ
ラ
ン
と
同
列
に
雇

か
う
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
皇

LIE
ふ
の
で
あ
る
｡
併
し
な
が
ら
'
こ
の
金
本
位
制
抹
用
に
封
す
る
異
論
は
章
質
的
と
い
ふ
よ
り

も
寧

ろ
外
見
上
の
意
漬
里
伺
つ
に
過
ぎ
な
い
｡
浩
し
､
ア
メ
1-
カ
'

ス
イ
ス
等
の
各
閥
政
府
は
､
た
と
払
中
侶
切
下
は
行
っ
た
と
し

t
I
､ノ
11/
.
)
L1_ヽ
.v-
ノヽ
J-I
.･･ー

′
･
､ノ
]′7
I
:

よ
う
と
し
て
ゐ
る
に
遣
ひ
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
僻
印
の
如
-
貿
易
勘
定
が
貸
方
で
あ
る
園
は
明
か
に
jJ
の
傑
伸
を
備

へ
で
ゐ
る
と
も

息
は
れ
る
.

次
に
金
本
位
制
の
採
用
に
よ
i
,
ビ
ヤ
ス
ト
ル
が
フ
ラ
ン
に
此
し
て
高
い
購
買
力
を
も
て
ば
･
本
圃
及
び
フ
ラ
ン
ス
帝
園
内
の
市

場
を
失
払
､
し
か
も
そ
れ
に
代
は
り
得
る
販
路
を
蔑
見
し
得
な
い
で
あ
ら
う
と
い
ふ
非
難
が
あ
る
｡
併
し
な
が
ら
､
あ
ら
ゆ
る
閲
が

安
全
な
自
給
自
足
制
を
探
れ
ば
と
も
か
-
'
さ
も
な
け
れ
ば
怖
.JIE=
の
主
要
輸
出
商
品
は
閲
際
的
に
金
慣
格
を
有
す
る
原
料
で
あ
る
か

ら
そ
の
虞
は
な
い
と
も
言

へ
る
｡

更
に
'
金
本
位
制

へ
の
復
蹄
に
封
す
か
菅
際
的
皇

洞
股
が
あ
る
｡
そ
れ
は
金
本
位
制
に
筏
錨
す
る
と
す
れ
ば
'
金
準
備
と
し
て
7

最
,tm
併
讃
印
度
支
那
幣
制
に
於
け
る
二
っ
の
改
革

第
二
番

六
七

第

一
敗

六
七



最
近
悌
領
印
度
支
那
幣
制
に
於
け
空

言

の
改
革

第

二
奄

六
八

第

7
班

六
八

ラ
ン
ス
銀
行
か
ら
係
印
銀
行

へ
の
相
雷
金
額
が
引
渡
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
､

こ
の
フ
ラ
ス

ン
銀
行
の
金
準

備
よ
り
抵
除
さ
れ

る
会
期
は
'

フ
ラ
ン
ス
銀
行
の
金
準
備
日
鰹
を
減
少
さ
せ
る
と
と
に
な
る
か
ら
､
恐
ら
-
承
認
を
得
る
JJ
と
は
勉
め
て
困
難
で
あ
ら

う
と
い
ふ
見
解
で
あ
る
｡
JJ
の
JJ
と
は
礎
か
忙
無
硯
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
茸
で
あ
る
o
尤
も
そ
の
理
由
か
蕗

浜
す
る
必
弊
は
あ

_-J7-凄

い
e
託
し
.

ワ
ッ
ン
ス
粥
皆
安
,h
朝

食
が
数
日
間
に
1
.C
億

一/
.Tl
./
の
揖
共
む
如
い
た
､､
-J
は
難
教
も
あ
り
′小
と
如
何
の
食
掛

を
悌
即
経
済
の
鰭
共
及
び
政
治
の
安
定
の
た
め
に
供
給
す
る
こ
･U
は
曙
拷
さ
る
Y(.き
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
O
且
つ
ま
た
ビ
ヤ
ス
ト

ル
日
動
制
を
採
用
す
る
と
す
れ
ば
'
金
本
位
制
以
外
の
如
何
な
る
制
度
を
採
用
す
る
と
し
て
も
同
額
の
金
額
を
フ
ラ
ン
ス
銀
行
か
ら

引
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
と
い
ふ
と
と
は
と
れ
ま
た
睦
意
す
る
必
要
が
あ
る
｡

1
九
三
六
牢
の
幣
制
改
革
が
惹
き
超
し
た
輿
論
の
動
向
は
以
上
の
如
く
で
あ
る
｡

.r
九
二
二
ハ
年
の
幣
制
改
革
は
果
し
て
傭
印
に
と
っ

て
維
持
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
か
｡

係
印
の
現
行
幣
制
を
決
定
す
る
に
至
っ
た

1
九
三
〇
年
及

一
九
三
六
年
の
幣
制
改
革
と
傍
訓
経
済
と
の
諸
関
係
及
び
之
に
封
す
る

輿
論
の
動
向
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
'
結
局

l
九
三
〇
年
の
改
革
で
フ
ラ
ン
ス
本
圃
フ
ラ
ン
に
結
合
せ
る
ビ
ヤ
ス
ト
ル
は

7
九
三

K
年
の
改
革
に
よ
-
ビ
ヤ
ス
ト
ル
の
フ
ラ

ン
へ
の
リ
ン
ク
を
切
断
す
る
こ
と
に
概
ね

1
致
し
て
来
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
｡

l
九
三
六

年
の
金
フ
ラ
ン
馬
替
本
位
制
の
採
用
は
悌
印
の
た
め
と
い
ふ
よ
-
は
む
し
ろ
フ
ラ
ン
ス
本
閲
自
身
の
都
合
に
rl･盲

決
定
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
そ
の
昔
時
に
於
い
て
は
こ
の
改
革
は
悌
印
に
さ
ほ
と
の
影
響
を
輿

へ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
'
そ

の後
フ
ラ
ン



の
下
落
が
甚
し
-
な
る
に
及
び
'

ビ
ヤ
ス
ト
ル
を

之
に
結
合
さ
せ
て
ゐ
る
こ
と
に
よ
っ
て
悌
印
に
多
大
の
苦
痛
を
興

へ
る
に
至
っ

た
｡
そ
れ
故
に
俳
印
の
紫
柴
を
周
る
た
め
に
は
ビ
ヤ
ス
ト
ル
と
フ
ラ
ン
と
の
連
繋
を
断
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o
か
か
る
意
見
が
悌

印
側
に
於
い
て
支
配
的
JJ
な
-
つ
つ
あ
る
o

然
ら
ば
ビ
ヤ
ス
ト
ル
は
フ
ラ
ン
か
ら
リ
ン
ク
を
股
し
た
後
如
何
な
る
簡
制
の
下
に
畳
か
る
べ
き
で
あ
る
か
.
こ
の
即
に
貢
要
な
問

題
が
残
さ
れ
て
ゐ
る
｡
惟
ふ
に
係
印
は
そ
の
出
超
経
緯
地
盤
の
上
に
立
ち
猫
白
の
償
幣
制
度
を
襲
展
せ
し
め
得
や
う
.
け
れ
ど
も
こ

の
間
題
を
飼
決
す
る
も
の
は
も
は
や
純
貨
幣
的
乃
至
は
純
経
済
的
な
理
由
で
は
な
-
て
'
む
し
ろ
政
治
経
襟
的
勢
力
関
係
で
あ
る
O

こ
こ
に
も
亦
貨
幣
又
は
維
桝
が
政
治
経
済
的
な
勢
力
関
係
に
ょ
つ
て
影
響
さ
れ
る
と
い
ふ
現
代
傾
向
の
顕
著
な

一
例
を
見
る
の
で
あ

る
｡呪

妊
C
l閉
講
1
..
ノ

U
は
.
(
.Tl
や
日
本
･.忙
中
心

≡
-一りつ甘
/･En
/
旭
弦
荘
埠
よ
話
･･-
Jt,.A.1T=請
い
.i
,月
t
.
ノ=

イ
印
以
外
の
洩
僻
は
今
や
あ
げ
て
筒
hn
閑
散
食
膳
の
振
る
JJ
/AJ
ろ
と
な
っ
て
ゐ
る
ば
か
-
で
な

-
p
日
本
と
.悌
即
と
の
間
に
は
ま
た

1
種
の
濁
慧

買

協
暴

威
立
し
て
ゐ
る
o
fJ
e
間
の
事
情
は
某
に
ビ
ヤ
ス
工

の
将
頚
を
規
定
す
る
上
に
基
準
と
な
る
保
件
で
通

る
｡

承
近
併
蘭
印
度
支
那
僻
制
に
於
け
る
二
っ
の
改
革

第
二
審

六

九

第

1
班

六
九
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