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【
要
約
】
　
一
八
世
紀
中
山
で
は
空
前
の
規
模
の
穀
物
備
蓄
が
清
朝
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
。
制
度
的
に
は
穀
物
鱈
場
の
調
整
を
中
心
機
能
と
し
な
が
ら
、
移

入
地
域
で
も
穀
物
の
消
費
・
鼻
糞
を
現
地
で
完
結
さ
せ
る
指
向
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
通
時
的
に
み
ら
れ
る
社
会
政
策
的
様
相
を
伴
い
は
す
る

が
、
客
観
的
に
は
、
在
庫
更
新
を
通
じ
で
穀
物
と
地
域
通
貨
た
る
銅
銭
と
の
相
互
代
替
性
を
高
め
、
そ
の
結
果
と
し
て
両
者
を
超
地
域
資
産
形
態
た
る
銀

に
対
し
て
過
高
評
価
さ
せ
る
構
造
を
造
り
あ
げ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
安
定
が
謳
わ
れ
た
豊
隆
の
治
世
と
は
、
市
場
経
済
の
展
開
を
非
開
放
的

な
地
域
資
産
形
成
へ
誘
導
さ
せ
る
機
能
が
作
用
し
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
料
七
一
巻
六
号
　
一
九
八
八
年
＝
月

一
　
問
題
の
所
在

清代備蓄考（黒N）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
「
民
は
升
斗
を
得
て
、
官
は
夏
山
を
費
や
す
」
と
は
嘉
慶
年
間
に
行
政
的
備
蓄
制
度
を
振
り
返
っ
て
の
雷
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
の
ご
と
く
乾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

隆
年
間
は
中
国
史
上
最
大
規
模
の
穀
物
備
蓄
が
形
成
さ
れ
た
時
期
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
何
故
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
解
明
さ

れ
て
い
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
そ
も
そ
も
関
心
が
向
け
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　
も
ち
ろ
ん
有
史
以
来
、
制
度
化
さ
れ
た
備
蓄
は
常
に
存
在
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
農
業
社
会
と
は
、
収
穫
の
季
節
性
そ
し
て
作
柄
の
豊
凶

と
い
う
二
つ
の
条
件
の
克
服
を
宿
命
づ
け
ら
れ
た
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
中
国
史
に
お
い
て
も
、
備
蓄
制
度
は
歴
代
王
朝
の

政
策
の
中
で
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
一
貫
し
て
“
る
。
穀
物
需
給
の
不
均
衡
は
、
行
政
権
力
に
よ
る
公
的
な
備
蓄
形
成
を
恒
常
的
に
要
請
し
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て
い
た
の
で
あ
る
。
備
蓄
翻
度
が
歴
史
研
究
の
対
象
と
さ
れ
る
揚
合
、
本
来
も
っ
て
い
る
そ
う
し
た
社
会
政
策
的
側
面
が
着
目
さ
れ
る
の
は
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

然
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
成
果
は
規
範
ど
お
り
の
食
糧
安
定
供
給
に
着
評
す
る
「
救
荒
史
」
も
し
く
は
「
社
会
福
祉
史
」
研
究
か
、
あ
る
い
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

裏
返
し
に
国
家
に
よ
る
地
主
一
佃
戸
関
係
の
維
持
安
定
手
段
と
し
て
の
意
味
を
主
張
す
る
見
解
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
う
し
た
研
究

視
角
は
、
国
家
政
策
の
通
時
的
な
性
格
を
摘
出
し
て
は
く
れ
て
も
、
歴
史
的
特
殊
性
を
と
ら
え
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
一
八
世
紀
の
こ
の
空

前
の
規
模
の
穀
物
備
蓄
の
達
成
に
つ
い
て
も
、
そ
の
表
層
に
現
わ
れ
た
官
治
的
性
格
の
強
さ
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
こ
こ
で
言
う
備
蓄
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
穀
物
備
蓄
で
あ
り
、
よ
っ
て
備
蓄
は
穀
物
市
場
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
こ
れ
ま
で

の
穀
物
市
場
分
析
は
、
清
代
社
会
が
穀
物
需
給
の
調
整
の
た
め
に
あ
る
程
度
緊
密
な
地
域
間
分
業
を
有
し
た
こ
と
、
か
つ
市
場
が
「
開
放
的
」

で
あ
り
他
地
域
の
価
格
変
動
へ
の
連
動
性
が
強
い
が
、
「
底
の
浅
い
商
品
流
通
」
で
あ
る
た
め
需
給
逼
迫
が
容
易
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
性
質
を
提
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
中
で
倉
穀
墨
字
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
需
給
調
整
の
一
要
件
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
市
場
構
造
分
析
の
成
果
は
、
面
戸
膏
薬
と
そ
れ
に
対
す
る
槍
米
風
潮
と
い
う
現
象
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、

そ
こ
か
ら
「
省
外
消
費
」
と
「
省
内
消
費
」
の
競
合
関
係
を
み
い
だ
し
て
く
れ
て
い
る
。
だ
が
局
地
市
場
圏
の
有
無
の
問
題
に
直
接
つ
な
げ
よ

う
と
し
た
り
、
あ
る
い
は
市
場
構
造
に
地
主
小
作
関
係
そ
の
も
の
を
妙
印
す
る
こ
と
で
処
理
し
て
し
ま
い
、
そ
も
そ
も
の
発
端
で
あ
る
、
倉
穀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

も
含
む
と
こ
ろ
の
穀
物
在
庫
形
成
そ
の
も
の
の
歴
史
的
意
味
を
解
こ
う
と
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
在
庫
と
純
流
通
部
分
、
す
な
わ
ち
ス
ト
ッ
ク
と
フ
ロ
ー
と
が
統
一
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
市
場
の
構
造
的

分
析
と
し
て
の
不
備
を
物
語
る
。
同
時
に
清
朝
中
期
を
特
徴
づ
け
る
行
政
的
穀
物
在
庫
形
成
が
、
単
に
一
般
的
な
備
蓄
に
官
治
的
様
相
が
与
え

ら
れ
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
は
、
行
財
政
政
策
と
経
済
実
体
の
同
時
代
的
な
栢
互
関
連
が
見
通
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　
行
論
で
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
各
誌
年
間
を
頂
点
と
す
る
行
政
に
よ
る
穀
物
在
庫
の
形
成
は
、
け
っ
し
て
何
時
で
も
見
ら
れ
る
歴
史
貫
通
的

な
も
の
で
は
な
く
、
一
八
世
紀
の
中
国
社
会
の
経
済
構
造
を
歴
史
的
に
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
如
く
、
同
時
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⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

期
は
米
価
も
含
め
て
物
価
水
準
が
漸
進
的
に
上
昇
し
つ
づ
け
た
時
期
で
あ
り
、
そ
の
穀
物
を
最
大
の
質
物
と
す
る
典
当
業
が
隆
盛
を
迎
え
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

た
正
解
外
の
財
源
捻
出
に
よ
る
行
政
執
行
が
多
く
な
る
時
期
で
も
あ
る
。
そ
し
て
備
蓄
総
額
の
時
系
列
グ
ラ
フ
の
山
は
や
は
り
こ
の
時
期
に
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

量
鋳
造
さ
れ
る
制
銭
鋳
造
額
の
そ
れ
と
か
な
り
一
致
す
る
。
清
朝
の
と
っ
た
行
政
的
穀
物
備
蓄
形
成
の
政
策
は
、
歴
代
の
災
害
予
防
す
な
わ
ち

救
荒
政
策
の
一
こ
ま
と
し
て
独
立
さ
せ
て
位
置
づ
け
る
べ
き
な
の
で
は
な
く
、
同
時
代
の
関
連
す
る
他
の
経
済
事
象
と
不
可
分
な
構
造
を
な
す

も
の
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
備
蓄
制
度
と
同
様
に
他
の
諸
現
象
も
、
分
断
さ
れ
て
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
通
時
的
あ
る
い
は
外

的
要
因
に
よ
る
偶
発
的
事
象
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
相
互
の
間
に
成
り
た
つ
構
造
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
個
性
が
か

い
ま
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

清代備蓄考（黒田）

①
　
『
西
江
政
要
』
巻
四
二
、
嘉
慶
九
年
、
「
嗣
後
民
間
富
戸
質
押
山
石
、
諭
令
倣
照

　
当
舗
款
式
、
任
聴
貧
民
以
衣
物
質
押
」
。
『
皇
朝
経
世
文
編
』
巻
四
十
、
戸
政
、
倉

　
門
下
、
に
泰
重
恩
「
勧
民
間
古
謡
諭
」
と
し
て
節
録
。

②
　
『
清
実
録
』
に
は
乾
隆
六
年
以
降
、
年
末
に
そ
の
年
の
倉
穀
残
高
総
数
を
記
載

　
す
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
乾
隆
末
年
の
四
五
〇
〇
万
石
台
を
頂
点
に
乾
隆
・
伽
茄
慶

　
・
道
光
三
代
は
三
〇
〇
〇
万
以
上
の
数
値
を
残
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
『
万
暦
会

　
計
録
』
巻
四
三
に
記
述
す
る
倉
町
数
は
一
一
五
万
石
余
に
す
ぎ
な
い
。
隷
下
仲
編

著
『
中
騒
歴
代
戸
口
、
田
地
、
田
賦
統
計
騙
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
○
年
、

　
二
五
マ
⊥
一
五
四
頁
。
右
書
に
簡
便
な
表
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
出
本
進

　
氏
に
教
え
ら
れ
た
。

③
　
戦
前
中
国
で
は
、
歴
代
の
災
害
救
済
あ
る
い
は
望
事
供
給
安
定
政
策
を
概
括
・

　
整
理
す
る
著
作
が
数
多
く
出
さ
れ
て
い
る
。
郵
雲
特
『
中
国
救
荒
史
』
一
九
三
七

　
年
、
上
海
。
郎
撃
轡
『
申
国
民
食
史
』
一
九
三
四
年
、
上
海
。
薦
柳
堂
『
中
国
歴

　
代
畏
食
政
策
史
』
一
九
三
四
年
、
上
海
、
な
ど
。

④
　
清
代
の
行
政
的
穀
物
備
蓄
の
制
度
的
側
面
を
包
括
的
に
検
討
し
た
も
の
が
、
星

　
斌
夫
『
中
国
社
会
福
祇
政
策
史
の
研
究
1
清
代
の
賑
済
倉
を
中
心
に
一
』
国
書
刊

　
行
会
、
一
九
八
五
年
。
同
属
は
清
代
地
方
志
を
博
捜
し
た
う
え
の
も
の
で
あ
り
、

　
本
考
察
は
そ
の
成
果
に
依
拠
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
ま
た
義
倉
に
つ
い
て
は
村

　
松
裕
次
「
清
代
の
義
倉
」
霊
橋
大
学
研
究
年
報
　
人
文
科
学
研
究
』
一
一
。
山
名

弘
史
「
清
末
江
蘇
省
の
義
倉
i
蘇
州
の
難
処
義
倉
の
懸
命
⊥
『
東
洋
学
報
』
五
八

　
一
一
・
二
。

⑤
　
森
正
夫
コ
六
一
一
八
世
紀
に
お
け
る
留
連
と
地
主
佃
戸
関
係
」
『
東
洋
史
研

　
究
』
二
七
一
四
、
同
「
一
八
－
二
〇
世
紀
の
江
西
省
農
村
に
お
け
る
社
倉
・
義
倉

　
に
つ
い
て
の
一
検
討
」
『
東
洋
史
研
究
』
三
三
－
四
。

⑥
安
部
健
夫
「
米
穀
需
給
の
研
究
；
『
雍
正
史
』
の
一
章
と
し
て
み
た
一
」
『
東
洋

　
史
研
究
』
一
五
一
一
、
同
『
清
代
史
の
研
究
島
創
文
社
、
一
九
七
一
年
所
収
、

　
出
き
山
冨
護
Ω
μ
爵
二
㊤
邑
家
。
冨
a
＞
’
穴
冨
g
ω
丸
§
糺
6
ミ
薦
ミ
融
』
§
斗
恥
熾
仇

　
ミ
ミ
↓
ミ
譜
％
箆
遷
肉
題
奪
簿
、
ミ
題
ミ
亀
。
蔓
．
〇
四
聖
σ
凱
£
①
罵
欝
。
・
ω
●
帥
＆

　
回
6
＆
。
旨
頃
碧
く
p
乙
ご
暴
く
⑦
門
ω
門
馬
℃
器
ω
・
。
■
一
㊤
誤
●
を
は
じ
め
と
し
て
中
村
治

　
兵
衛
「
清
代
湖
広
米
流
通
の
一
面
－
南
京
の
湖
南
会
館
よ
り
み
た
…
」
『
社
会
経

　
済
史
学
』
一
八
1
三
、
松
田
吉
郎
「
広
爽
広
州
府
の
米
価
動
向
と
米
穀
需
給
調
整

　
－
明
末
よ
り
清
中
期
を
中
心
に
一
」
『
中
国
史
研
究
』
（
大
阪
市
立
大
学
）
八
、
則
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松
彰
文
「
雍
正
期
に
お
け
る
米
穀
流
通
と
米
価
変
動
－
蘇
州
と
福
建
の
連
関
を
中

　
心
に
i
」
『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
一
四
参
照
。

⑦
本
考
察
に
最
も
関
係
す
る
の
は
重
田
徳
「
清
初
に
お
け
る
湖
南
米
市
場
の
一
考

　
察
」
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
〇
、
同
『
清
洲
社
会
経
済
史
研
究
』
岩
波
書

　
店
、
一
九
七
五
年
所
収
。
ま
た
三
木
聡
「
抗
租
と
阻
米
－
明
確
清
初
期
の
福
建
を

　
中
心
に
一
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
四
五
i
四
）
も
米
穀
が
「
本
境
に
在
る
」
か
否
か

　
が
緊
要
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
論
及
し
て
い
る
。

⑧
　
言
及
し
て
い
る
も
の
は
多
い
の
で
列
記
し
な
い
が
、
物
価
史
研
究
に
つ
い
て
は
、

　
岸
本
美
緒
「
王
代
物
上
製
研
究
の
現
状
」
『
中
国
近
代
史
研
究
』
五
、
参
照
。

⑨
　
安
部
健
央
「
清
代
に
於
け
る
典
当
業
の
趨
勢
」
『
羽
田
博
土
頚
寿
記
念
爽
洋
史
論

　
叢
』
一
九
五
〇
年
、
同
『
清
代
史
の
研
究
』
所
収
。

⑩
岩
井
茂
樹
「
中
国
専
制
国
家
と
財
政
」
（
未
刊
行
）
。

⑪
黒
田
「
乾
隆
の
銭
貴
」
『
東
洋
史
研
究
』
四
五
i
四
。
な
お
本
考
察
に
お
い
て

　
も
鋼
銭
流
通
が
大
い
に
関
係
し
て
く
る
が
、
右
論
文
に
お
い
て
既
に
言
及
し
た
こ

　
と
に
つ
い
て
は
、
注
記
し
な
か
っ
た
点
が
多
い
。

4　（S32）

二
　
行
政
的
穀
物
備
蓄
の
形
成

　
穀
物
を
行
政
が
主
体
と
な
っ
て
備
蓄
さ
せ
よ
う
と
す
る
清
朝
の
姿
勢
そ
の
も
の
は
清
初
よ
り
一
貫
し
て
い
る
が
、
康
煕
年
閾
は
そ
の
賑
憾
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

お
い
て
「
為
銀
無
事
」
と
回
顧
さ
れ
て
も
い
る
よ
う
に
、
ま
だ
必
ず
し
も
穀
物
現
物
の
在
庫
に
こ
だ
わ
ら
な
い
態
勢
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ

れ
が
雍
正
か
ら
乾
隆
に
か
け
て
の
時
期
、
捕
納
を
穀
物
で
納
め
さ
せ
る
、
す
な
わ
ち
掴
穀
を
ま
で
も
奨
励
し
な
が
ら
各
地
に
常
平
倉
を
普
及
さ

せ
て
い
き
、
さ
ら
に
は
常
平
倉
の
不
備
を
補
う
と
し
て
社
倉
を
行
政
側
が
資
金
を
提
供
し
な
が
ら
増
設
さ
せ
て
い
る
。
骨
質
初
年
、
清
朝
は
一

方
で
穀
物
の
過
剰
在
庫
す
な
わ
ち
欝
積
を
禁
止
し
な
が
ら
、
一
方
で
行
政
に
よ
る
備
蓄
制
度
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
で
、
民
間
の
分
散
し
て
い
る

穀
物
ス
ト
ッ
ク
を
移
転
集
中
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
時
期
の
備
蓄
拡
大
政
策
は
、
単
な
る
食
糧
確
保
と
い
う
動
機
に
よ
る
の
で
は

な
く
、
「
熟
荒
」
す
な
わ
ち
「
穀
賎
」
が
「
傷
農
」
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
へ
の
対
策
と
し
て
の
意
義
が
付
与
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
特
色
が
あ

②
る
。　

だ
が
そ
う
し
た
行
政
に
よ
る
穀
物
在
庫
形
成
政
策
は
、
や
が
て
障
害
に
突
き
当
た
る
。
乾
隆
即
位
当
初
、
各
省
の
積
穀
を
進
め
て
い
く
が
、

こ
の
時
期
は
同
時
に
、
短
期
的
・
局
地
的
で
は
な
い
構
造
的
な
物
価
の
上
昇
が
社
会
的
危
機
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
時
で
も
あ
っ
た
。
物
価

の
高
騰
は
一
三
年
に
至
っ
て
米
要
求
の
暴
動
を
各
地
に
引
起
こ
し
、
移
出
地
域
で
は
地
方
官
を
も
巻
込
ん
で
、
他
地
域
へ
の
出
荷
を
強
制
的
に
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停
止
さ
せ
る
、
い
わ
ゆ
る
遇
羅
の
事
態
を
も
た
ら
す
。
対
応
を
迫
ら
れ
た
清
朝
が
と
っ
た
対
策
は
、
穀
物
の
行
政
買
上
げ
す
な
わ
ち
採
買
の
制

限
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
定
額
を
越
え
た
採
買
や
掲
穀
が
停
止
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
行
政
に
よ
る
民
間
在
庫
の
吸
い
上
げ
が
米
価
を
高
騰
さ
せ

て
い
る
と
の
論
に
従
っ
た
の
で
あ
る
。
行
政
在
庫
形
成
が
、
そ
も
そ
も
「
穀
賎
」
対
策
を
動
機
づ
け
に
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
相
場

が
逆
に
緊
張
し
て
し
ま
っ
た
以
上
、
論
理
と
し
て
は
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
。
そ
の
方
針
に
基
づ
き
当
時
四
八
○
○
万
年
石
あ
っ
た
と
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

各
省
の
常
平
倉
額
が
、
総
計
三
三
七
〇
万
石
に
定
額
を
下
方
修
正
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
米
貴
現
象
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
単
に
銀
流
入
に
帰
因
さ
せ
る
素
朴
な
貨
幣
数
量
説
や
人
口
増
加
に
よ
る
需
要
過
多
説
な
ど
が
出
さ
れ

て
は
い
る
が
、
前
者
は
こ
の
時
期
殊
に
乾
隆
十
年
代
に
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
後
者
は
富
士
の
常
套
的
説
明
に
す
ぎ
な
い
。
言
及
さ
れ
て

い
る
要
因
の
中
で
、
こ
の
時
期
固
有
の
条
件
で
あ
る
と
特
定
で
き
る
の
は
倉
穀
過
剰
説
で
あ
る
。
清
朝
は
そ
の
説
を
是
と
し
て
対
策
を
講
じ
た

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
康
生
定
額
の
下
方
修
正
に
よ
っ
て
直
ち
に
米
貴
重
題
が
解
消
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
そ
も
そ
も
影
響
後
期
に
は

再
び
四
千
万
石
水
準
に
上
昇
し
、
物
価
水
準
も
む
し
ろ
こ
の
時
期
を
上
回
る
の
だ
が
、
そ
の
時
に
は
も
は
や
乾
隆
十
年
代
ほ
ど
の
深
刻
な
社
会

問
題
と
な
る
よ
う
な
米
貴
問
題
は
生
じ
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
こ
の
乾
隆
二
二
年
の
米
貴
は
こ
れ
ま
で
も
研
究
対
象
と
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
年
が
清
朝
の
食
糧
政
策
の
画
期
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
実

は
ほ
ぼ
同
様
の
現
象
が
そ
の
三
・
四
年
後
す
な
わ
ち
乾
隆
一
六
・
七
年
に
も
お
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
態
が
最
も
深
刻
で
あ
っ
た
揚
子
江

下
流
域
で
は
、
豊
作
で
収
穫
期
を
迎
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
穀
が
市
場
に
現
わ
れ
て
後
も
穀
物
相
場
が
軟
化
し
な
い
と
い
っ
た
状
況
さ
え

呈
し
て
い
る
。
乾
隆
初
期
の
米
点
問
題
と
は
、
少
な
く
と
も
単
な
る
採
買
一
般
の
制
限
に
よ
る
穀
物
在
庫
の
下
方
修
正
だ
け
で
は
即
座
に
解
決

し
え
な
い
現
象
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
別
の
要
件
が
認
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
乾
隆
一
七
年
七
月
九
日
、
「
土
瓶
委
員
採
買
」
す
な
わ
ち
他
地
域
で
の
行
政
買
上
げ
を
停
止
す
る
上
諭
が
下
だ
る
。
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
の
よ

う
な
一
時
的
な
便
法
と
し
て
下
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
結
果
と
し
て
以
後
半
世
紀
に
わ
た
る
方
針
と
な
る
。
以
降
、
倉
穀
補
填
は
現
地
吾
等
が

基
本
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
他
地
域
で
の
叢
誌
停
止
は
、
当
然
穀
物
移
入
地
域
に
と
っ
て
需
給
調
整
手
段
の
選
択
を
狭
め
る
こ
と
に
も
な
る
。

5　（833）



一
六
年
に
も
漸
江
と
江
蘇
は
漕
米
の
蔵
留
措
置
を
う
け
て
い
る
が
、
一
八
年
か
ら
二
七
年
の
間
に
、
巡
幸
な
ど
に
よ
る
も
の
を
除
い
て
五
四
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

万
石
が
載
留
さ
れ
て
い
る
。
清
朝
は
漕
米
の
中
央
移
転
分
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
で
、
現
地
採
買
の
方
針
を
貫
く
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
米
貴
聞

題
は
沙
汰
や
み
と
な
っ
て
い
く
。

　
以
上
の
よ
う
な
現
地
採
買
の
態
勢
が
固
ま
る
乾
隆
十
年
代
末
ま
で
が
、
行
政
的
穀
物
備
蓄
制
度
の
形
成
過
程
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
倉

穀
の
現
地
採
買
が
ど
の
よ
う
に
し
て
食
糧
需
給
問
題
に
中
期
的
な
安
定
を
も
た
ら
す
画
期
た
り
え
た
か
と
い
う
問
題
は
、
経
済
溝
造
全
体
に
か

か
わ
る
の
で
、
そ
の
検
討
は
後
に
す
る
と
し
て
、
先
に
こ
う
し
た
行
政
的
穀
物
在
庫
の
形
成
を
も
た
ら
し
た
動
機
を
も
う
少
し
分
析
し
て
お
き

た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
康
煕
年
間
に
「
穀
賎
」
が
い
わ
ば
有
効
需
要
不
足
と
し
て
社
会
問
題
化
し
て
い
た
こ
と
は
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
清
初

よ
り
そ
う
し
た
「
穀
賎
」
的
局
面
は
、
ま
た
一
面
で
「
救
荒
」
と
結
付
け
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
金
死
」
と
「
穀
死
」
と
表
現

　
　
　
　
　
　
　
⑧

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
外
地
売
却
に
よ
る
「
穀
賎
」
閥
題
の
解
決
は
、
備
蓄
分
確
保
ま
で
見
越
し
た
現
地
穀
物
需
給
の
安
定
と
矛
盾
し
、
そ
れ

は
ま
た
「
富
戸
」
と
「
貧
民
」
と
の
利
害
対
立
と
し
て
表
面
化
す
る
。
行
政
買
上
げ
に
よ
る
備
蓄
形
成
は
、
穀
物
購
買
需
要
を
創
造
し
て
在
庫

保
有
者
の
可
処
分
所
得
を
保
証
し
、
ま
た
社
会
各
層
へ
の
食
糧
の
雛
霰
の
た
め
の
手
段
と
も
な
る
。
い
わ
ば
「
穀
賎
」
対
策
と
「
救
荒
」
対
策

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

と
い
う
背
反
す
る
論
理
を
止
揚
す
る
も
の
と
し
て
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
常
に
基
本
的
な
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
民
間
備
蓄
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
消
費
さ
れ
な
い
余
剰
米
全
般
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

く
、
小
農
が
自
己
の
生
活
を
保
障
す
る
為
の
額
、
例
え
ば
「
両
年
の
口
耳
を
計
り
て
蹴
り
以
外
」
に
更
に
備
蓄
さ
れ
る
も
の
の
扱
い
で
あ
る
。

穀
物
需
給
の
自
然
的
要
因
に
基
づ
く
不
安
定
性
は
、
な
ん
ら
か
の
形
態
で
の
在
庫
形
成
を
不
可
避
と
さ
せ
て
い
る
。
国
章
を
通
じ
て
行
政
官
僚

た
ち
の
発
想
の
中
で
一
つ
の
規
範
と
し
て
脈
う
っ
て
い
る
の
が
、
保
富
論
と
で
も
い
う
べ
き
民
間
在
庫
形
成
論
で
あ
る
。
保
富
と
は
「
富
戸
」

を
「
保
全
」
す
る
こ
と
で
あ
る
。
官
早
書
の
類
い
で
は
次
の
よ
う
な
論
理
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
災
害
等
に
対
処
す
る
に
は

資
金
が
必
要
だ
が
、
富
戸
こ
そ
が
財
政
支
出
窮
乏
の
時
の
頼
み
の
綱
で
あ
り
、
貧
民
も
ま
た
彼
等
の
施
し
に
頼
る
の
で
あ
る
、
と
。
硬
直
し
た

6　（834）
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常
平
倉
・
社
倉
制
度
で
は
手
の
回
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
を
、
「
能
く
有
司
の
急
を
佐
す
け
」
か
つ
「
百
姓
の
水
書
の
憂
を
紆
げ
る
」
二
重
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

機
能
を
果
た
す
も
の
と
し
て
、
富
戸
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
富
戸
は
も
ち
ろ
ん
大
口
の
在
庫
を
も
つ
典
商
も
含
め
て
、
上
奏
で
し
ば
し
ぼ
描
か
れ
る
如
く
、
彼
等
の
在
庫
形
成
が
市
場
の
正
常

な
機
能
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
問
題
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
穀
物
在
庫
を
長
期
に
保
持
す
る
こ
と

は
、
必
ず
し
も
彼
等
の
利
得
を
保
証
し
な
い
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
保
管
経
費
を
要
す
る
こ
と
で
あ
り
、
か
つ
最
も
相
場
が
堅
調
と
な
る
八
月
か

ら
新
穀
が
登
場
す
る
九
・
十
月
に
か
け
て
の
相
場
の
下
落
が
急
激
で
あ
る
た
め
、
売
り
残
し
は
そ
の
ま
ま
大
き
な
損
失
と
な
る
。
視
角
を
変
え

る
な
ら
ば
、
批
判
さ
れ
る
「
圃
積
」
す
な
わ
ち
投
機
行
為
こ
そ
が
、
年
間
を
通
じ
て
の
穀
物
供
給
を
と
も
か
く
も
成
立
さ
せ
て
い
る
と
い
え
る

　
　
　
⑫

の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
市
場
の
在
り
方
が
保
富
論
に
反
映
し
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
方
で
、
そ
の
同
じ
富
戸
が
し
ば
し
ぼ
「
居
奇
」
を
ね
ら
い
「
糧
価
低
昂
之
権
」
を
操
作
す
る
も
の
と
し
て
非
難
の
対
象

と
な
る
の
で
あ
る
。
殊
に
厚
歯
が
社
会
問
題
化
す
る
乾
隆
一
三
年
な
り
一
七
年
に
は
、
典
舗
・
商
舗
と
な
ら
ん
で
富
戸
の
投
機
的
行
為
が
米
穀

需
給
を
逼
迫
さ
せ
て
い
る
と
の
論
調
の
上
奏
が
優
勢
を
占
め
る
。
保
富
論
的
な
論
理
を
推
し
す
す
め
る
と
、
現
実
的
な
調
整
機
能
を
担
っ
て
い

る
三
生
の
在
庫
を
こ
そ
重
視
す
る
視
点
が
生
じ
る
は
ず
で
あ
り
、
実
際
に
そ
う
し
た
見
解
も
表
明
さ
れ
は
す
る
の
だ
が
、
少
数
意
見
に
止
ま
つ

　
　
⑬

て
い
た
。
乾
隆
期
に
お
い
て
は
、
富
戸
の
穀
物
在
庫
は
あ
く
ま
で
官
治
の
補
助
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
嘉
慶
期
に
な
る
と
論
調
は
変
化
す
る
。
そ
こ
で
は
行
政
備
蓄
の
効
率
の
悪
さ
が
強
調
さ
れ
、
典
舗
と
富
戸
を
切
離
し
て
、
後
者
の
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

庫
形
成
が
む
し
ろ
積
極
的
に
奨
励
さ
れ
る
。
そ
れ
は
や
が
て
義
倉
中
心
の
備
蓄
政
策
へ
の
傾
斜
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

に
し
て
み
る
と
、
救
荒
政
策
の
中
で
の
民
間
在
庫
の
位
置
付
け
が
微
妙
に
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
乾
隆
時
期
の
行
政
的
穀
物
備
蓄

形
成
は
、
倉
糧
備
蓄
と
い
う
も
の
が
本
源
的
に
も
つ
公
的
性
格
を
最
も
具
体
化
し
た
も
の
の
如
く
映
る
。
だ
が
清
朝
一
代
を
と
っ
て
み
る
と
、

そ
れ
に
よ
る
民
間
備
蓄
の
相
対
的
軽
視
の
方
が
む
し
ろ
特
殊
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
他
に
も
動
機
が
存
在
す
る
に
違
い
な
い
。

　
留
意
す
べ
き
は
備
蓄
が
ど
の
よ
う
に
分
布
さ
れ
て
い
た
か
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
常
平
倉
だ
け
で
三
千
万
石
を
越
え
る
備
蓄
穀
物
は
地
域
的
に
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ど
の
よ
う
に
分
布
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
乾
隆
二
二
年
の
下
方
修
正
さ
れ
た
各
省
の
定
額
を
み
る
と
、
あ
る
一
つ
の
傾
向
が
お
の
ず
と
う

か
が
わ
れ
る
。
各
省
が
軒
並
に
百
万
石
を
越
え
て
設
定
さ
れ
て
い
る
中
、
湖
北
省
が
五
二
万
、
湖
南
省
が
七
〇
万
余
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
。

四
川
も
一
〇
二
万
余
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
甘
粛
の
三
二
八
万
余
を
筆
頭
に
広
東
・
青
苔
・
陳
西
・
福
建
と
い
う
西
北
辺
境
と
東
南
沿
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

地
方
は
二
五
〇
万
石
以
上
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
湖
南
・
四
川
は
常
に
濫
額
状
態
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
漸
落
は
か
な
り
下
回

る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
軍
事
的
前
線
で
あ
り
駐
在
緑
営
兵
数
の
多
い
陳
甘
地
域
と
恒
常
的
に
穀
物
需
給
が
逼
迫
し
て
い
る
地
域
に
穀
物
ス
ト

ッ
ク
を
集
中
さ
せ
よ
う
と
い
う
行
政
的
意
図
が
明
白
で
あ
る
。
実
は
同
じ
よ
う
に
各
布
政
司
の
年
歯
の
銀
残
高
で
も
、
乾
隆
四
二
年
を
例
に
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

る
と
、
湖
北
＝
一
四
万
両
に
対
し
甘
粛
二
八
一
万
両
・
貴
州
二
一
一
万
両
と
辺
境
の
財
政
ス
ト
ッ
ク
が
相
対
的
に
大
き
い
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。

銀
と
倉
穀
の
分
布
状
況
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
が
、
銀
穀
共
に
そ
の
ス
ト
ッ
ク
形
成
に
は
、
行
政
遂
行
の
た
め
の
全
国
的
な
残
高
調
整
の
意

図
が
強
力
に
働
い
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　
そ
の
行
政
支
出
の
最
大
の
も
の
は
兵
馬
支
給
で
あ
る
が
、
常
平
倉
と
兵
餉
支
出
と
は
緊
密
な
関
係
が
あ
っ
た
。
一
例
を
示
そ
う
。
乾
隆
二
九

年
の
江
西
巡
撫
の
上
奏
に
よ
る
と
、
同
省
南
部
山
嵐
営
に
は
兵
三
六
七
七
名
が
駐
屯
し
、
支
出
さ
れ
る
べ
き
兵
米
は
一
万
三
二
三
六
愚
弄
で
あ

っ
た
が
、
現
地
の
鞍
県
に
割
当
て
ら
れ
て
い
る
漕
米
兵
米
六
五
〇
膏
石
で
は
足
ら
ず
、
不
足
分
は
遠
方
の
寧
都
州
の
糧
米
兵
器
が
充
て
ら
れ
て

い
た
。
兵
営
に
は
鳴
丘
と
い
う
畑
鼠
米
請
求
切
符
が
配
給
さ
れ
て
は
い
た
も
の
の
、
寧
都
か
ら
の
運
搬
費
用
が
、
そ
の
た
め
に
指
定
さ
れ
て
い

た
財
源
を
超
過
す
る
た
め
、
現
実
に
は
兵
自
ら
を
輪
番
で
派
遣
し
て
搬
入
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
実
際
に
は
振
出
さ
れ
た
米
票
は

頼
州
で
売
却
さ
れ
、
し
か
も
米
の
品
質
が
悪
い
こ
と
も
あ
っ
て
半
値
に
買
い
た
た
か
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
非
効
率
的

な
在
り
方
は
、
清
初
の
定
制
の
時
、
該
当
県
に
移
転
可
能
な
漕
米
兵
米
が
な
く
、
か
つ
「
未
だ
積
貯
の
法
を
講
せ
ざ
る
」
た
め
で
あ
っ
た
。
上

奏
時
に
は
現
地
に
も
既
に
備
蓄
制
度
が
施
行
さ
れ
、
し
か
も
盗
額
が
生
じ
て
い
た
の
で
、
当
該
県
常
平
倉
の
三
割
分
の
斎
米
か
ら
支
給
す
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

う
改
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
例
は
、
消
費
地
と
供
出
地
が
「
六
百
里
」
も
離
れ
て
い
る
こ
と
や
倉
米
利
用
へ
の
改
定
が
遅
い
な
ど
や
や
極
端
な
も
の
で
あ
る
が
、
兵
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米
と
常
平
倉
と
の
関
係
を
よ
く
表
し
て
く
れ
て
い
る
。
兵
営
へ
の
穀
物
支
給
は
現
地
に
お
い
て
は
か
な
り
大
口
の
需
要
を
形
成
す
る
こ
と
に
な

る
。
安
定
的
に
供
給
す
る
た
め
に
は
駐
屯
地
だ
け
で
は
な
く
他
地
域
に
も
供
出
さ
せ
、
負
担
を
地
域
的
に
均
質
さ
せ
る
方
法
が
と
ら
れ
る
。
し

か
し
か
つ
て
の
悪
役
の
よ
う
に
、
原
価
計
算
が
不
要
な
運
搬
手
段
を
と
る
の
で
な
い
か
ぎ
り
は
、
移
動
費
用
の
捻
出
が
不
可
避
と
な
る
。
他
の

場
合
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
行
政
的
大
口
需
要
に
よ
る
現
地
穀
物
需
給
逼
迫
を
避
け
る
た
め
の
周
辺
へ
の
分
担
強
制
が
、
運
送
費
用
の

負
担
を
さ
け
る
た
め
に
か
え
っ
て
周
辺
州
県
が
駐
屯
地
で
買
付
す
る
の
を
呼
込
み
、
逆
に
穀
物
需
給
の
逼
迫
を
加
速
す
る
事
態
に
も
な
る
の
で

　
⑲

あ
る
。
無
理
に
穀
物
供
出
負
担
を
拡
散
さ
せ
て
短
期
的
に
収
支
調
整
す
る
よ
り
は
、
大
口
支
出
が
見
込
ま
れ
る
当
該
県
に
長
期
的
備
蓄
を
形
成

す
る
こ
と
の
方
が
効
率
的
で
あ
る
の
は
明
白
で
あ
る
。

　
な
お
現
地
の
穀
物
相
場
の
需
給
に
影
響
を
与
え
ず
に
兵
餉
を
給
付
す
る
た
め
の
方
法
が
も
う
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
官
側
が
買
い
つ
け
ず
に
、

個
々
の
兵
丁
に
通
貨
を
支
給
し
自
弁
さ
せ
る
や
り
方
で
あ
る
。
大
口
需
要
を
小
口
に
分
散
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
清
朝
は
各
地
の
穀
物
相
場
の
硬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

軟
に
応
じ
て
、
穀
物
現
物
支
給
と
通
貨
代
替
支
給
と
を
選
択
す
る
方
式
を
と
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
貨
幣
評
価
基
準
が
市
場
相
場
に
対
応
す

る
う
ち
は
有
効
な
施
策
と
い
え
る
。
し
か
し
通
貨
支
給
が
選
択
さ
れ
る
の
は
、
往
々
に
し
て
穀
物
相
場
の
上
昇
に
行
政
側
の
買
付
け
経
費
が
つ

い
て
い
け
な
い
時
で
あ
っ
た
。
墨
染
期
を
通
し
て
進
行
す
る
漸
進
的
物
価
上
昇
は
、
結
局
兵
餉
の
不
足
分
を
常
平
倉
穀
か
ら
恒
常
的
に
転
用
さ

せ
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。
償
還
さ
れ
る
保
証
な
し
に
。

　
以
上
の
よ
う
に
一
八
世
紀
中
国
に
お
け
る
行
政
的
穀
物
備
蓄
の
肥
大
化
に
は
、
異
な
る
動
機
が
混
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
全
て
の

動
機
の
さ
ら
に
背
後
に
あ
る
の
は
、
結
局
市
場
の
不
完
全
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
穀
賎
半
農
対
策
で
あ
れ
、
そ
れ
と
一
見
相
反
す
る
富
戸
等

の
投
機
的
在
庫
形
成
へ
の
対
応
で
あ
れ
、
ま
た
兵
餉
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
行
政
支
出
を
短
期
的
な
空
間
的
振
替
か
ら
長
期
的
貯
蓄
に
改
変
す

る
志
向
も
み
な
同
じ
条
件
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
発
達
し
た
市
場
構
造
に
お
い
て
は
非
貨
幣
資
産
の
通
貨
へ
の
代
替
性
が
問
題

と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
逆
で
あ
る
。
貨
幣
資
産
が
必
ず
し
も
食
糧
確
保
を
保
証
し
え
な
い
前
提
の
下
で
、
通
貨
の
方
が
ど
れ

だ
け
穀
物
に
代
替
し
う
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
「
穀
賎
」
問
題
も
け
っ
し
て
清
初
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
行
政
備
蓄
が
普
及
し
、
か
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⑳

つ
穀
物
相
場
が
長
期
的
に
上
昇
傾
向
に
あ
っ
た
時
期
で
も
「
穀
歪
面
農
」
の
事
態
は
出
現
す
る
。
一
方
で
潜
在
的
な
需
要
が
有
り
な
が
ら
一
方

で
仁
心
的
な
供
給
過
剰
現
象
が
起
こ
っ
て
い
る
状
況
と
は
、
こ
れ
も
別
の
意
味
で
の
講
造
的
な
市
場
の
不
完
全
性
を
表
現
し
て
い
る
も
の
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
二
重
の
形
態
を
も
っ
て
現
わ
れ
る
不
完
全
市
揚
を
前
提
に
し
て
、
需
要
を
一
方
で
喚
起
し
つ
つ
、
一
方
で
食
糧
の
各

層
へ
の
均
需
を
図
り
、
加
え
て
行
政
機
構
内
の
食
糧
支
給
を
も
保
障
し
よ
う
と
す
る
と
、
公
権
力
自
体
が
行
政
的
に
穀
物
備
蓄
を
分
散
形
成
さ

せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
ど
の
よ
う
な
機
構
の
下
で
備
蓄
制
度
は
運
営
さ
れ
て
い
た
の
か
。

①
　
乾
隆
＝
一
　
年
の
米
費
の
際
、
各
省
督
撫
へ
の
乾
臨
帝
の
諮
問
に
対
し
て
雲
貴
総

　
督
は
、
京
師
と
西
北
辺
境
は
と
も
か
く
、
水
運
の
発
達
し
た
東
南
地
域
で
は
全
て

　
倉
穀
に
た
よ
ら
ず
と
も
銀
給
付
と
併
用
で
も
よ
く
、
康
熈
年
間
に
は
「
有
銀
無
米
、

　
製
鋼
未
始
不
辮
」
だ
っ
た
と
上
奏
し
て
い
る
。
『
渣
実
録
』
乾
隆
コ
ニ
年
三
月
是

　
月
、
雲
貴
総
督
張
允
随
覆
奏
。

②
　
　
王
鍵
盤
需
『
石
拒
欄
籐
記
』
壷
皿
、
紀
擢
。
　
『
自
狙
朝
文
献
阻
桶
～
考
』
一
巻
一
二
六
、
　
幽
叩
…
継
五

　
乾
隆
元
年
。

③
『
石
越
除
記
』
巻
四
、
紀
常
平
倉
額
。

④
　
全
漢
昇
「
乾
肉
十
三
年
的
米
貴
問
題
」
『
慶
祝
済
先
生
七
十
歳
論
文
集
』
台
北
、

　
一
九
六
五
年
、
同
『
中
国
経
済
史
論
叢
』
第
二
冊
、
香
港
、
一
九
七
二
年
、
所
収
。

　
岸
本
美
緒
「
清
朝
中
期
経
済
政
策
の
基
調
i
…
七
四
〇
年
代
の
食
糧
問
題
を
中
心

　
に
t
」
『
近
き
に
在
り
て
』
一
一
。
前
掲
星
論
著
も
一
三
年
を
重
く
位
置
づ
け
て

　
い
る
。
そ
の
こ
と
自
体
誤
り
で
は
な
い
が
、
行
論
の
よ
う
に
、
現
地
ス
ト
ッ
ク
で

　
の
調
整
に
政
策
が
転
換
し
て
い
く
こ
と
へ
の
留
意
が
稀
薄
で
あ
る
。

⑤
　
前
年
の
大
学
世
高
斌
の
上
奏
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
各
省
倉
貯
尚
多
有
備
、
至
愚
有
需
亦
可
於
附
近
掻
給
、
所
有
存
貯
実
数
得
十
分

　
　
之
三
四
、
即
可
不
必
亟
資
買
補
。
其
動
幣
委
員
採
買
之
処
、
似
可
概
行
停
止
。

　
『
宮
中
橿
融
資
朝
威
摺
』
第
三
輯
、
十
七
年
七
月
ご
十
八
B
、
直
隷
総
督
方
観
承

　
奏
。
『
清
実
録
』
は
乾
隆
十
七
年
七
月
丙
寅
、
諭
軍
機
大
臣
等
、
に
記
載
。

⑥
『
石
渠
除
記
』
巻
四
、
紀
官
倉
。
こ
れ
自
体
は
「
年
来
魚
倉
之
濫
用
支
二
三
年
、

　
此
亦
足
夷
」
と
い
う
乾
隆
年
間
の
財
政
的
条
件
が
あ
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。

⑦
岸
本
美
緒
「
康
煕
年
間
の
穀
賎
に
つ
い
て
一
清
初
経
済
思
想
の
一
側
面
－
」

　
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
八
九
。

⑧
魏
禧
『
魏
叔
子
文
集
』
外
篇
巻
三
、
「
救
荒
策
」
（
愈
森
『
荒
政
叢
書
』
巻
七
に

　
も
採
録
さ
れ
て
い
る
）
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
一
日
、
酌
遠
鵜
之
禁
。
本
地
産
殻
有
足
支
数
年
者
、
以
遠
方
鯉
運
過
多
、
遂
致

　
　
産
業
之
地
頓
成
古
説
。
然
栗
禁
遠
耀
、
則
一
方
粟
死
、
一
方
二
死
、
交
困
之
道

　
　
也
。

⑨
　
漸
江
省
南
部
の
平
陽
県
で
は
、
元
来
米
穀
を
海
運
を
通
し
て
移
出
入
し
て
い
た

　
が
、
「
穀
米
有
余
而
銭
不
足
則
貧
与
冨
両
妨
」
と
い
う
構
造
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で

　
以
下
の
よ
う
に
回
顧
ざ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
莫
如
地
方
集
有
公
職
積
倉
儲
、
使
之
供
給
有
余
。
然
後
聴
以
余
穀
自
由
営
運
、

　
　
庶
富
民
無
銭
荒
之
歎
、
貧
民
無
絶
食
之
虞
。

　
民
国
一
四
年
刊
『
平
陽
叢
濃
』
巻
一
三
、
食
貨
志
二
　
倉
儲
。

⑩
魏
禧
「
救
荒
策
」
。

⑪
　
余
廷
燦
「
密
民
」
『
皇
朝
経
世
竣
工
隔
巻
三
九
、
戸
政
、
倉
献
上
。
『
牧
令
書
』
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巻
一
二
に
も
所
収
。
注
世
祖
『
学
治
二
二
』
保
富
。

⑫
　
o
「
．
o
℃
■
o
一
鉾
瓢
き
－
。
・
9
コ
σ
q
O
剛
毎
雪
雪
低
搾
〉
」
⇒
窪
ω
”
o
募
冥
實
塾
。
。

⑬
　
米
貴
誌
策
の
答
申
に
お
い
て
、
保
富
論
を
持
す
策
娚
は
な
ん
ら
受
入
れ
ら
れ
ず
、

　
「
田
帰
窟
戸
」
を
原
閃
の
一
つ
に
あ
げ
る
揚
錫
絨
の
上
奏
に
は
「
汝
此
満
州
覚
留

　
心
。
非
尋
常
敷
盤
之
文
也
。
」
と
の
批
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
『
清
実
録
』
乾
隆
十

　
三
年
三
月
頃
皐
月
。

⑭
　
前
掲
、
泰
承
恩
「
勧
民
間
質
穀
田
」
。

⑮
　
陶
樹
『
陶
文
毅
公
全
集
』
巻
六
、
奏
疏
、
倉
庫
、
「
勧
設
豊
備
義
倉
摺
子
」
。
『
皇

　
朝
経
世
文
編
』
巻
四
十
、
戸
政
、
倉
儲
下
に
も
所
収
。

⑯
　
　
『
皇
朝
文
献
再
考
』
瀬
踏
ゴ
聖
代
、
半
巾
擢
五
、
乾
干
十
一
二
年
。

⑰
　
『
宮
中
福
二
隆
朝
議
摺
』
第
四
一
輯
、
四
三
年
正
月
十
日
、
映
甘
総
督
勒
爾
奏
、

　
正
月
十
五
日
、
貴
州
巡
撫
覚
羅
國
思
徳
奏
、
四
三
年
正
月
二
五
日
湖
広
総
督
三
賓

　
奏
。

⑱
『
宮
中
楢
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
一
二
輯
、
二
九
年
四
月
二
二
日
、
江
西
巡
旛
輔
徳

　
奏
。

⑲
直
隷
省
で
は
保
定
の
関
防
驚
動
調
達
が
物
価
上
昇
の
た
め
困
難
に
な
り
、
周
辺

　
州
県
に
割
当
て
る
が
、
雄
県
を
除
き
他
は
全
て
保
定
で
購
買
し
て
運
送
費
を
省
こ

　
う
と
し
た
た
め
、
か
え
っ
て
保
定
の
相
場
を
高
騰
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
『
宮
中
榴
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
六
輯
、
十
八
年
十
月
二
四
n
口
、
直
隷
総
督
方
観
承
奏
。

⑳
『
宮
中
橿
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
三
輯
、
十
七
年
七
月
四
日
、
福
建
水
師
提
督
李
有

　
用
奏
。

⑳
　
乾
隆
二
一
年
映
西
省
で
は
麦
穀
が
豊
作
で
あ
っ
た
た
め
「
穀
本
麻
農
」
の
恐
れ

　
が
あ
る
と
し
、
地
三
十
十
万
両
を
支
出
し
て
相
場
の
低
い
地
域
で
収
記
す
る
こ
と

　
を
上
奏
し
、
認
め
ら
れ
て
い
る
。
『
宮
中
樒
乾
隆
議
奏
摺
』
第
十
六
輯
、
一
二
年

　
十
二
月
四
日
、
署
玉
笹
三
眠
撫
盧
遅
番
。

三
　
穀
物
備
蓄
制
度
の
構
造

清代備蓄考（黒田）

　
備
蓄
制
度
そ
れ
自
体
は
諸
規
定
の
集
合
で
あ
る
が
、
他
の
制
度
同
様
に
そ
れ
ぞ
れ
に
は
形
式
的
合
理
性
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
間
に
は

相
互
を
補
完
し
あ
う
対
称
性
が
み
て
と
れ
る
。

　
一
八
世
紀
に
肥
大
化
す
る
備
蓄
は
、
常
平
倉
・
社
倉
・
義
倉
と
に
わ
け
ら
れ
て
蓄
積
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
は
機
能
上
の
分
業
が
割
当

て
ら
れ
て
い
る
。
常
平
倉
は
基
本
的
に
は
平
曲
を
手
段
と
し
て
穀
物
相
場
の
安
定
維
持
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
対
し
て
西
倉
・
義
倉
は

貸
穀
を
主
業
務
と
し
て
、
貧
民
・
被
災
民
へ
の
賑
給
を
目
指
す
も
の
と
さ
れ
る
。
前
者
が
「
以
官
爵
之
」
の
性
質
が
あ
る
の
を
、
後
鼻
が
「
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

間
自
便
」
の
役
割
を
以
て
補
う
と
の
論
理
で
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
社
倉
は
郷
村
に
、
義
倉
は
市
鎮
へ
、
と
の
地
理
的
分
業
も
設
定
さ
れ
て
い
る
。

あ
る
倉
で
は
「
及
ば
ざ
る
の
所
」
が
あ
る
の
を
前
提
に
し
た
上
で
、
別
の
形
態
の
備
蓄
を
準
備
・
対
応
さ
せ
る
機
構
で
あ
っ
た
。
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常
平
倉
の
平
準
は
、
平
常
時
の
売
却
と
穀
物
市
場
逼
迫
期
の
売
り
さ
ば
き
を
区
別
す
る
。
そ
の
際
、
例
え
ば
乾
留
七
年
の
上
諭
に
基
づ
く
、

平
時
は
穀
一
石
あ
た
り
銀
五
分
、
穀
貴
時
は
一
銭
を
下
げ
て
行
う
と
い
う
よ
う
な
定
例
が
、
現
地
で
の
価
格
設
定
の
た
め
の
基
準
と
な
る
。
湖

南
省
の
場
合
、
乾
隆
一
七
年
以
降
、
穀
毎
石
拳
七
銭
以
上
を
一
銭
廉
売
の
標
準
と
し
、
九
銭
以
上
は
減
一
銭
五
分
、
逆
に
五
銭
ま
で
は
二
分
五

厘
、
五
銭
か
ら
は
五
分
減
と
い
う
よ
う
な
設
定
に
な
っ
て
い
る
が
、
藁
蕎
地
で
あ
る
だ
け
に
設
定
相
場
が
他
書
よ
り
低
く
な
っ
て
い
る
。
中
央

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

か
ら
は
規
範
と
し
て
一
律
に
減
価
の
幅
が
定
め
ら
れ
、
相
場
設
定
は
現
地
の
裁
量
に
ゆ
だ
ね
る
と
い
う
や
り
か
た
で
あ
る
。

　
し
か
し
わ
ず
か
な
幅
の
廉
売
で
は
救
荒
の
用
を
十
分
な
し
え
な
い
。
た
し
か
に
平
羅
で
も
飢
態
時
は
死
者
が
出
る
ほ
ど
人
々
が
殺
到
し
た
ら

　
④

し
い
。
だ
が
現
金
の
な
い
も
の
に
と
っ
て
の
対
策
に
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
平
羅
で
は
な
く
借
給
を
業
務
と
す
る
社
倉
が
政
策
の
な
か
で
位
置

付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
社
倉
は
本
来
の
「
民
間
自
便
」
の
理
念
か
ら
し
て
掲
穀
で
元
本
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
借
給
も
や
は
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

平
常
時
と
栄
転
時
が
区
別
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
有
利
子
と
無
利
子
と
さ
れ
る
。
災
害
を
受
け
た
場
合
、
公
平
を
期
す
た
め
予
め
配
署
し
て
実
施
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

好
商
た
ち
が
利
鞘
稼
ぎ
に
利
用
し
な
い
よ
う
有
田
の
民
の
み
を
対
象
と
す
る
、
な
ど
本
来
の
救
荒
対
策
の
目
的
に
沿
っ
て
運
用
さ
れ
る
た
め
の

細
目
が
附
随
す
る
。

　
さ
て
借
給
の
場
合
は
収
穫
を
待
っ
て
償
還
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
市
場
は
介
在
し
な
い
は
ず
に
な
っ
て
い
る
。
対
し
て
羅

売
の
場
合
そ
の
分
を
買
補
す
な
わ
ち
購
買
し
て
補
填
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
原
則
と
し
て
市
集
で
相
場
ど
お
り
に
購
買
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
た
だ
山
間
の
地
な
ど
で
市
集
の
無
い
県
で
は
派
買
、
す
な
わ
ち
田
賦
に
応
じ
て
割
り
あ
て
て
買
い
上
げ
る
方
法
も
や
む
を
え
ず
と
さ

れ
て
い
た
。
勿
論
定
期
市
も
な
い
県
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
あ
っ
て
、
「
市
集
な
し
」
と
は
官
の
大
口
の
買
い
上
げ
に
た
え
う
る
市
場
が
な
い

　
　
　
　
　
　
　
⑦

こ
と
の
表
現
で
あ
る
。

　
だ
が
実
際
に
は
各
地
の
固
有
の
経
済
諸
条
件
や
豊
凶
に
よ
り
穀
物
需
給
は
異
な
る
の
で
あ
り
、
右
の
よ
う
な
個
々
の
県
で
の
調
整
を
越
え
て
、

よ
り
広
域
な
地
域
的
偏
差
の
調
整
に
も
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
こ
と
の
た
め
、
羅
売
に
よ
っ
て
得
た
代
価
は
原
則
と
し
て
銀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
聖
王
し
て
各
州
県
か
ら
布
政
司
に
送
金
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
収
穫
期
に
な
る
と
省
は
そ
の
羅
銀
を
余
剰
の
多
い
県
に
回
し
て
需
給
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逼
迫
地
域
に
送
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
省
が
、
一
応
州
県
間
の
需
給
調
整
を
図
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
備
蓄
制
度
そ
れ
自
体
は
完
結
し
た
体
系
を
な
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
の
機
能
に
お
い
て
右
の
よ

う
に
見
事
な
ま
で
の
対
称
的
な
分
業
が
成
立
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
別
で
あ
る
。
た
し
か
に
欄
島
上
の
分
業
が
空
文
だ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

例
え
ば
湖
南
省
で
は
常
平
倉
は
当
初
規
定
ど
お
り
平
羅
業
務
専
用
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
常
平
倉
も
社
倉
も
実
際
に
は
、
多
く
は
平
羅
・

借
款
の
両
方
の
機
能
を
兼
ね
て
い
る
。
本
来
社
倉
は
貸
与
分
の
償
還
で
補
填
さ
れ
る
建
前
だ
が
、
現
実
に
は
行
政
に
よ
る
買
補
が
行
わ
れ
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

り
、
「
民
間
自
便
」
と
は
な
か
な
か
い
か
な
か
っ
た
。
ま
た
当
時
の
義
倉
は
む
し
ろ
農
村
部
に
普
及
し
社
倉
と
の
別
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と

　
　
　
　
⑪

い
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
三
倉
の
機
能
は
か
な
り
混
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
特
に
社
倉
も
羅
売
・
貿
補
機
能
を
担
っ
て
い
た
こ
と
に

注
意
し
て
お
き
た
い
。

　
歴
代
の
備
蓄
政
策
と
比
べ
て
清
朝
の
そ
れ
は
羅
売
に
重
き
を
お
い
て
い
た
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
市
場
経
済
に
依
拠
し

な
が
ら
食
糧
の
均
揺
を
は
か
る
志
向
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
売
買
の
形
態
を
と
り
な
が
ら
も
指
令
経
済
的
要
素
が
潜
在
す

る
派
買
を
避
け
よ
う
と
す
る
。
ま
た
兵
米
飯
買
に
お
い
て
も
そ
う
だ
が
、
倉
穀
の
千
倉
採
買
に
際
し
て
は
、
大
口
買
上
げ
に
よ
る
需
給
の
逼
迫

を
極
力
避
け
よ
う
と
す
る
規
範
が
働
い
て
い
る
。
一
方
で
寒
湿
に
お
い
て
は
決
し
て
大
幅
な
廉
売
は
し
な
い
。
相
場
の
急
落
は
か
え
っ
て
在
庫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

保
有
者
の
売
却
を
ひ
か
え
さ
せ
流
通
を
阻
害
す
る
と
の
観
点
に
よ
る
。
つ
ま
り
そ
こ
に
は
市
場
に
介
在
し
つ
つ
も
中
立
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、

と
の
規
範
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
述
べ
た
制
度
の
な
か
で
最
も
実
現
が
困
難
だ
っ
た
の
が
買
補
で
あ
る
。
倉
穀
殊
に
常
平
倉
穀
の
補
填
分
を
ど
こ
で
確
保
す
る
の
か
が

備
蓄
問
題
の
焦
点
に
な
っ
て
い
た
。
一
方
に
は
余
剰
米
は
地
域
を
越
え
て
流
通
さ
れ
る
べ
き
で
、
地
方
官
な
ど
も
含
め
て
地
域
的
利
害
の
た
め

に
移
出
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
遇
羅
は
厳
し
く
禁
止
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
の
観
点
が
あ
る
。
実
際
に
玉
壷
か
ら
乾
溜
初
期
に
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

け
て
遇
羅
の
禁
は
災
害
・
飢
歳
に
対
す
る
賑
憧
や
言
言
対
策
に
お
い
て
し
ば
し
ぼ
講
じ
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
底
の
浅
い
商
品
流
通
で
あ
る
た
め
、

他
地
域
か
ら
の
大
口
の
買
付
け
が
現
地
の
穀
物
相
場
を
高
騰
さ
せ
る
の
も
事
実
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
倉
穀
貿
補
は
現
地
で
行
う
、
い
わ
ゆ
る
就
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地
五
官
の
原
則
が
一
方
で
は
当
為
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
邊
耀
の
禁
に
象
徴
さ
れ
る
外
地
買
補
と
現
地
需
給
で
備
蓄
を
形
成
し
よ
う
と
す
る

就
地
買
補
と
は
並
存
し
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
二
章
で
触
れ
た
よ
う
に
乾
隆
初
か
ら
同
十
年
代
末
ま
で
の
米
貴
問
題
の
進
行
は
、
遂
に
清
朝
の
方
針
を
し
て
、
官
金
を
支
出
し
て
委
員
を
派

遣
し
て
採
鉱
さ
せ
る
外
地
痴
態
を
制
限
す
る
よ
う
転
換
さ
せ
る
。
そ
れ
は
一
過
性
の
も
の
で
は
な
く
、
以
後
嘉
慶
初
ま
で
約
半
世
紀
続
く
方
針

と
な
る
。
遡
江
は
瀟
山
県
の
潜
在
輝
祖
は
次
の
よ
う
に
回
顧
し
て
い
る
。
瀟
山
で
は
同
質
二
十
年
よ
り
以
前
は
外
江
（
江
蘇
そ
し
て
湖
心
ま
で
の

地
域
を
指
す
）
か
ら
倉
穀
を
採
署
し
て
い
た
が
、
二
十
・
二
一
年
よ
り
現
地
で
採
買
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
は
嘉
慶
四
年
秋
に
外
地
採
買
を
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

め
る
上
蔀
が
出
さ
れ
る
ま
で
続
く
。
当
時
の
督
撫
の
上
奏
を
見
る
と
、
漸
江
省
で
は
北
部
の
人
口
綱
蔭
地
た
る
杭
嘉
定
三
熱
の
み
外
江
市
買
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

し
、
他
地
域
は
す
べ
て
就
地
頭
買
を
指
針
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
杭
州
に
近
く
而
立
採
買
指
定
区
域
の
最
北
端
た
る
蒲
山
県
で
も
指
令
は

徹
底
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
も
と
も
と
移
入
に
食
糧
供
給
を
頼
っ
て
い
た
商
都
寧
波
府
郵
県
で
さ
え
、
常
平
倉
穀
は
「
就
本
立
採
買
谷
倉
」

　
　
　
　
　
　
⑯

と
な
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
嘉
慶
四
年
の
上
諭
と
は
、
倉
穀
買
補
は
近
隣
の
豊
作
の
県
に
お
い
て
市
価
で
買
上
げ
る
べ
き
で
、
現
地
で
派
齢
す
る
こ
と
を
許
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
嘉
慶
七
年
、
作
柄
良
好
の
た
め
薫
山
知
県
は
現
地
で
の
採
買
を
望
む
が
、
富
戸
た
ち
は
上
諭
を
盾
に
と
っ
て
上
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
動
き
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
上
諭
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
乾
隆
期
の
就
地
採
薬
と
は
現
実
に
は
富
戸
へ
の
派
買
と
等
し
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

穀
物
移
入
地
域
な
ど
で
、
市
場
相
場
を
混
乱
さ
せ
ず
に
現
地
で
昏
鐘
を
補
填
し
よ
う
と
す
る
と
、
富
戸
手
持
ち
分
か
ら
切
崩
す
し
か
な
い
の
で

　
⑲

あ
る
。

　
画
地
買
補
と
い
え
ぼ
、
社
倉
穀
は
ま
さ
し
く
現
地
ス
ト
ッ
ク
で
形
成
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
殊
に
常
平
倉
穀
の
場
合
は
宮
銀
と
同
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

く
酌
擾
の
対
象
と
も
な
る
も
の
で
あ
り
、
現
地
消
費
に
限
定
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
社
穀
は
「
別
霜
に
移
さ
ず
」
が
原
則
で
あ
り
、
そ
の
消
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
現
地
に
限
ら
れ
て
い
た
。
漸
江
省
な
ど
の
場
合
、
心
血
の
外
地
買
補
が
制
限
さ
れ
る
の
と
同
じ
乾
隆
二
十
年
頃
設
立
さ
れ
た
と
明
示
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

い
る
社
倉
も
少
な
く
は
な
い
。
し
か
も
平
羅
を
規
定
に
明
記
さ
え
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
乾
隆
十
年
代
官
に
、
元
来
外
向
性
の
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清代備蓄考（黒田）

強
い
地
域
も
含
め
て
、
現
地
で
蓄
積
し
て
現
地
で
消
費
す
る
事
を
原
則
と
す
る
体
制
が
つ
く
ら
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
な
現
地
指
向
を
理
解
す
る
に
は
、
心
心
さ
れ
た
穀
物
代
価
の
循
環
に
つ
い
て
も
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
に
述
べ
た
ご
と

く
羅
銀
は
布
政
司
に
送
金
集
中
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
通
常
州
県
で
の
羅
売
は
銭
単
位
で
実
施
さ
れ
、
市
暴
虐
買
に
お
い
て
も
同
様
で

あ
る
。
倉
穀
売
却
代
価
は
銭
形
態
で
は
州
県
に
残
っ
て
も
直
営
さ
れ
た
も
の
は
省
へ
集
中
す
る
仕
組
み
で
あ
っ
た
。
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
そ

の
銀
も
あ
る
制
約
を
帯
び
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　
年
末
並
び
に
督
撫
・
布
政
使
交
替
時
に
は
藩
庫
の
実
存
銀
額
を
報
告
す
る
の
で
あ
る
が
、
乾
隆
二
十
年
六
月
の
福
建
の
報
告
で
は
実
存
下
総

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

額
三
七
八
万
余
徳
の
な
か
に
、
留
備
兵
餉
銀
漢
の
項
目
と
並
ん
で
提
儲
暴
落
米
穀
価
六
八
万
余
両
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
福
建
の
倉
穀
定
額
二

五
六
万
余
丁
が
満
た
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
規
範
の
如
く
三
割
が
銀
換
算
六
銭
八
分
で
騒
売
さ
れ
て
い
だ
と
す
る
と
仮
定
す
る
と
、
そ
の
代
価
は

五
〇
万
両
強
と
な
る
。
六
八
万
両
余
が
短
期
の
収
入
な
の
か
長
期
の
残
高
な
の
か
不
明
だ
が
、
羅
銀
解
司
の
原
則
は
け
っ
し
て
全
く
の
空
文
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
と
こ
ろ
で
そ
の
省
管
轄
の
銀
残
高
は
一
様
の
形
態
で
保
管
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
同
じ
銀
在
庫
で
も

元
宝
銀
と
大
鷺
銀
・
砕
土
あ
る
い
は
全
霊
銀
・
小
野
銀
と
区
別
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
藩
庫
は
元
宝
と
中
錠
を
主
と
し
て
小
々
も
含
む
が
、

糧
道
庫
は
中
錠
を
専
ら
保
有
、
塩
道
庫
の
場
合
は
州
県
送
金
の
売
塩
代
価
は
中
置
、
塩
商
納
付
の
代
価
は
小
錠
と
、
納
入
さ
れ
た
形
態
の
ま
ま

　
　
　
　
　
㊧

保
有
し
て
い
た
。
京
鮪
・
協
鮪
と
い
っ
た
嚢
外
送
金
は
原
則
と
し
て
南
平
五
十
両
単
位
の
元
宝
銀
が
用
い
ら
れ
、
他
の
銀
は
用
い
ら
れ
な
い
。

財
政
支
出
手
段
と
し
て
省
外
に
全
国
画
一
に
通
用
す
る
元
宝
銀
は
、
省
財
政
内
で
は
正
供
す
な
わ
ち
田
賦
の
送
金
手
段
と
し
て
使
用
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

対
し
て
そ
の
他
の
収
入
即
ち
雑
項
は
元
宝
銀
以
外
の
形
態
で
送
金
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
省
財
政
に
組
込
ま
れ
る
銀
は
、
送
金
さ
れ
た
時

点
か
ら
し
て
そ
の
還
流
に
便
宜
を
供
す
る
た
め
用
途
別
に
形
態
を
異
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
銀
純
分
が
一
致
し
て
い
た
と
し
て
も
、

異
種
形
態
相
互
の
交
換
に
は
改
鋳
経
費
が
そ
の
都
度
伴
う
か
ら
、
同
じ
省
財
政
の
中
で
あ
り
な
が
ら
、
極
め
て
互
換
性
に
乏
し
い
資
産
形
態
と

な
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
羅
売
代
価
は
も
ち
ろ
ん
雑
項
に
分
類
さ
れ
る
。

　
そ
も
そ
も
穀
物
と
い
う
現
物
形
態
で
資
産
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
そ
の
も
の
が
、
典
舗
な
ど
へ
の
行
政
資
産
の
運
用
を
防
ぐ
と
い
う
意
味
合
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い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
上
、
そ
の
穀
物
の
償
却
並
び
に
補
填
を
地
域
通
貨
と
し
て
の
属
性
が
強
い
銭
で
循
環
さ
せ
、
さ
ら
に
そ
の
銭
代

価
を
党
換
送
金
し
た
銀
も
還
流
を
前
提
に
し
た
形
態
で
保
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
行
政
に
よ
る
穀
物
在
庫
形
成
と
そ
の
維
持
・
調
整

に
伴
う
貨
幣
循
環
の
全
体
が
、
移
転
性
・
互
換
性
に
乏
し
い
資
産
形
態
を
と
る
よ
う
な
講
造
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
倉
穀
の
野
地
買
補
の

原
則
は
、
倉
穀
売
却
代
価
の
銭
そ
し
て
窯
元
宝
銀
と
い
う
貨
幣
形
態
に
よ
る
二
重
の
還
流
指
向
と
適
合
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
①
　
　
『
福
恵
全
書
』
巻
二
七
、
倉
儲
。
『
皇
朝
文
献
通
考
』
巻
三
五
、
市
擢
四
、
雍
正
　
　
　
　
　
　
況
湖
南
常
平
倉
額
、
歴
年
盆
供
平
門
、
原
不
出
借
。
四
郷
農
民
専
管
、
借
領
社

　
　
四
年
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
穀
、
接
済
春
耕
。

　
②
『
棚
曇
徐
記
八
前
四
、
紀
社
倉
義
倉
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
例
え
ば
乾
隆
八
年
山
西
布
政
使
は
司
旗
の
銀
を
支
出
し
て
三
三
州
の
社
穀
を
買

　
　
　
案
康
熈
十
八
年
詔
郷
村
立
社
倉
、
市
凝
立
義
倉
、
皆
留
本
村
鎮
鐙
瓦
、
免
其
強
　
　
　
　
　
補
す
る
こ
と
を
上
奏
し
許
可
さ
れ
て
い
る
。
同
右
、
第
三
韓
、
一
七
年
七
月
九
日
、

　
　
　
力
協
済
外
郡
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
西
巡
撫
兼
管
提
督
事
務
阿
思
恰
奏
。

③
湖
南
に
つ
い
て
は
『
湖
南
省
例
成
案
』
戸
幽
霊
障
、
巻
二
閥
、
那
移
出
納
、
「
平

　
縣
倉
穀
分
別
豊
年
漱
歳
増
減
価
値
」
。
江
蘇
…
の
場
合
は
米
（
曲
寂
の
二
倍
）
一
石
一
両

　
四
銭
以
下
で
一
銭
、
　
一
両
六
七
銭
以
内
で
二
銭
廉
売
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
『
宮

　
中
橘
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
＝
瓢
輯
、
二
一
年
三
月
四
日
、
江
蘇
思
慕
荘
有
恭
奏
。

④
　
注
輝
祖
『
醜
痕
録
除
』
嘉
慶
九
年
。

　
　
去
冬
市
米
石
値
三
千
文
。
入
春
漸
貴
、
至
夏
至
毎
石
四
千
五
六
百
文
。
官
為
平

　
　
羅
、
於
祇
園
寺
設
廠
給
湿
。
二
十
九
日
郷
民
赴
寺
領
票
、
擁
発
婦
女
六
十
余

　
　
人
…
…
。

⑤
　
　
『
宮
中
種
無
隆
重
奏
摺
』
第
三
輯
、
十
七
年
五
月
二
九
日
、
貴
影
響
撫
開
泰
奏
。

　
　
民
網
倉
糧
定
例
、
収
去
在
捌
分
以
上
、
即
芯
加
息
双
倉
。

⑥
　
同
右
、
第
一
五
輯
、
二
一
年
閾
九
月
十
八
日
、
河
南
巡
事
々
爾
嫡
阿
奏
。

⑦
『
湖
南
省
例
成
案
』
戸
律
倉
庫
、
巻
二
三
、
那
移
出
納
、
「
各
府
庁
州
県
買
補

　
倉
穀
及
地
方
帯
鎮
水
次
章
程
情
形
」
。
前
掲
重
田
論
文
参
照
。

⑧
　
『
宮
中
椹
乾
信
濃
奏
摺
』
第
二
三
輯
、
二
九
年
十
一
月
十
一
日
、
漸
江
巡
撫
熊

　
学
鵬
奏
。

⑨
　
同
右
、
第
十
五
輯
、
二
一
年
九
月
二
九
日
、
湖
南
巡
撫
陳
弘
謀
奏
。

⑬
例
え
ば
、
直
隷
総
督
方
観
承
の
「
畿
輔
義
倉
図
」
に
は
義
倉
は
郷
村
に
も
細
か

　
く
配
置
し
て
あ
っ
た
。
前
掲
村
松
論
文
参
照
。

⑫
　
例
え
ば
、
『
清
実
録
』
乾
隆
三
年
五
月
、
是
月
、
両
広
総
督
邪
智
達
・
広
東
巡

　
撫
王
蕃
遵
旨
議
奏
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
至
平
羅
之
価
不
宜
頓
減
。
蓋
平
巳
時
市
価
必
貴
、
若
官
価
与
市
穂
懸
殊
、
布
倫

　
　
惟
有
累
積
以
待
羅
。

　
前
掲
、
魏
禧
「
救
荒
策
」
一
日
不
降
米
穀
之
価
、
に
も
同
様
の
論
理
が
み
え
る
。

⑬
『
皇
朗
文
献
通
考
』
巻
三
五
、
市
轍
四
、
雍
正
元
年
。
ま
た
、

　
　
査
震
州
各
属
本
係
産
米
之
郷
。
丁
年
亦
朱
被
災
。
不
随
園
価
値
昂
貴
、
郷
頓
無

　
　
知
愚
民
韓
自
私
立
禁
牌
、
不
許
米
穀
田
境
。
又
向
有
価
漢
家
紛
紛
索
借
。

　
と
い
う
よ
う
な
事
態
が
頻
発
し
て
い
た
。
『
宮
中
橿
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
一
輯
、
八

　
年
三
月
二
二
日
、
江
西
巡
撫
三
二
謀
奏
。

⑭
『
夢
痕
録
除
』
嘉
慶
四
年
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ヤ

　
　
吾
郡
倉
穀
眠
赴
外
江
古
平
。
丁
亥
三
子
間
始
買
自
嘲
。
今
糠
南
上
諭
。
買
補
倉

　
　
穀
、
在
豊
稔
隣
梁
、
案
照
時
価
公
平
採
辮
、
不
許
向
本
地
派
買
。

　
丙
子
は
乾
隆
二
一
年
だ
が
、
丁
亥
は
康
照
四
六
年
と
な
り
非
訟
祖
の
出
生
よ
り
も
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か
な
り
前
に
な
る
。
乙
亥
す
な
わ
ち
乾
隆
二
十
年
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
な
お
光
緒

　
刊
の
江
蘇
雷
害
本
は
も
と
よ
り
、
岡
治
元
年
の
序
が
あ
る
粟
京
大
学
東
洋
文
化
研

　
究
所
仁
井
田
文
庫
所
蔵
の
望
三
益
斎
一
撮
板
『
注
重
土
先
生
遺
書
』
、
丙
宙
〔
（
同
治
六

　
年
か
～
）
刊
と
書
さ
れ
て
い
る
同
じ
く
大
木
文
庫
所
蔵
『
病
葉
夢
痕
録
』
と
も
に

　
丁
亥
と
刻
さ
れ
て
い
る
。

⑮
『
宮
中
楢
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
一
五
輯
、
二
一
年
九
月
九
日
、
漸
江
巡
撫
楊
廷
環

　
奏
。

⑯
乾
熱
刊
『
尊
邸
志
』
巻
繊
、
倉
儲
。

⑰
　
　
『
清
実
録
』
嘉
慶
四
年
八
月
丙
午
、
諭
内
閣
。

⑱
『
夢
痕
日
除
』
嘉
慶
七
年
。

　
　
吾
郡
秋
成
尚
稔
…
…
署
県
尊
堅
欲
採
買
倉
穀
。
富
戸
遵
四
年
諭
旨
、
紛
紛
上
控
。

⑲
福
建
な
ど
で
は
市
場
で
の
倉
穀
の
確
保
が
函
直
な
こ
と
か
ら
、
「
預
買
」
と
い

　
っ
て
「
田
多
穀
多
之
家
」
に
予
め
代
価
を
給
し
、
収
穫
後
納
入
さ
せ
る
方
法
ま
で

　
を
と
っ
て
い
た
。
『
宮
中
楢
乾
隆
謹
奏
摺
』
第
六
輯
、
　
一
八
年
八
月
六
日
、
闘
漸

　
総
督
喀
爾
吉
善
・
福
建
巡
撫
陳
弘
謀
奏
。
ま
た
湖
南
省
で
も
乾
隆
二
一
年
、
そ
れ

　
ま
で
の
田
籍
基
準
の
派
買
を
や
め
て
、
有
田
五
十
畝
の
戸
を
対
象
と
す
る
土
地
所

　
有
基
準
に
改
め
て
、
現
地
の
反
発
を
招
い
て
い
る
。
移
出
地
域
で
も
乾
飯
二
十
年

　
頃
に
変
化
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
『
湖
南
省
例
成
案
』
戸
律
倉
庫
、
巻
二
四
、

　
那
移
出
紬
、
「
採
買
倉
穀
按
地
方
惰
形
拠
実
査
票
由
画
面
詳
以
菟
酌
量
奏
辮
」
。

⑳
省
内
で
豊
作
の
州
県
か
ら
不
作
の
州
県
へ
端
境
期
に
倉
穀
を
移
転
さ
せ
平
雑
、

　
雑
踏
を
布
政
司
に
保
管
し
て
秋
に
買
補
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い

　
た
。
運
送
費
が
問
題
だ
が
、
平
癒
差
益
を
あ
て
こ
ん
で
い
る
。
『
宮
中
椴
乾
隆
覇

　
奏
達
』
第
四
二
輯
、
四
三
年
工
月
工
日
、
広
西
巡
撫
呉
聖
柄
奏
。

⑳
『
湖
南
嘉
例
成
案
』
戸
律
倉
庫
、
巻
二
十
、
多
収
税
糧
餅
面
、
「
各
号
社
穀
出

　
借
各
条
規
」
。

　
　
一
、
某
郷
里
士
民
所
捕
之
穀
、
即
帰
其
郷
里
社
倉
、
画
調
其
郷
里
出
戸
、
不
許

　
　
移
貯
別
社
。

⑫
　
そ
も
そ
も
開
設
年
を
明
示
し
て
い
る
地
方
志
は
少
な
い
が
、
漸
江
省
の
一
部
だ

　
け
で
も
郵
県
、
乾
隆
三
三
年
（
前
掲
）
、
麗
水
県
、
二
十
年
（
同
治
『
麗
水
県
志
』

　
巻
帯
）
、
松
陽
葉
、
二
三
年
（
光
緒
『
松
陽
県
志
』
巻
二
）
、
雲
壮
齢
、
二
三
年

　
（
同
治
『
雲
和
猛
士
心
』
巻
三
）
が
該
当
す
る
。
『
雲
和
県
士
心
』
に
は
当
時
の
知
県
陳

　
立
一
二
の
「
社
穀
条
約
」
な
る
も
の
を
記
載
し
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
次
の
よ
う

　
に
あ
る
。

　
　
一
、
社
穀
向
来
所
放
者
穀
、
所
収
者
亦
穀
。
今
易
穀
以
羅
銭
、
而
銭
之
如
何
存

　
　
貯
、
不
能
不
斜
酌
甚
善
。
亦
拠
公
議
、
平
綴
後
配
銭
即
存
貯
掲
磯
之
家
、
出
具

　
　
領
字
、
交
董
事
収
存
報
県
。
倹
秋
収
後
、
将
銭
若
干
買
穀
若
干
、
存
貯
倉
中
。

⑳
〉
　
『
宮
南
丁
揖
憎
乾
噛
隆
臆
瑚
即
奏
摺
』
第
一
　
一
輯
、
　
二
十
年
六
月
十
三
R
【
、
闘
隙
倒
総
督
喀
爾

　
吉
善
・
福
建
巡
撫
鐘
音
奏
。

⑳
　
搬
銀
解
司
に
は
二
通
り
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
縄
墨
で
は
鰻
銭
を
区
別
な
く
、

　
「
随
浮
図
易
」
越
し
て
送
金
す
べ
き
と
し
て
い
る
よ
う
だ
が
（
注
⑧
）
、
乾
隆
四
二

　
年
の
福
建
布
致
司
庫
に
は
「
平
羅
盈
余
穀
価
」
と
い
う
名
目
で
一
二
万
余
両
が
ス

　
ト
ッ
ク
さ
れ
て
い
て
（
『
宮
中
拙
認
識
朝
講
摺
』
第
四
十
輯
　
、
四
二
年
十
一
月
福
建

　
布
音
使
銭
轡
奏
）
、
実
際
、
湖
南
で
は
即
売
差
額
だ
け
を
省
に
送
金
す
る
と
し
て

　
い
た
ふ
し
が
あ
る
。
零
陵
県
で
生
員
ら
が
知
県
が
価
格
を
抑
え
て
派
要
し
た
と
訴

　
え
て
い
る
が
、
知
県
の
方
は
彼
等
が
沖
売
差
益
銀
を
布
政
司
に
送
金
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
の
を
知
ら
な
い
の
で
、
誤
解
し
た
の
だ
、
と
し
て
い
る
。
『
湖
南
省
例

　
成
案
』
戸
律
倉
庫
、
巻
二
五
、
那
移
出
納
、
「
秋
成
買
補
禁
止
急
派
」
。
ま
た
銀
遣

　
い
が
少
な
く
銭
遣
い
が
多
い
た
め
、
糧
銭
を
一
時
に
易
銀
す
る
こ
と
は
困
難
な
の

　
で
、
「
封
貯
」
し
て
収
穫
期
に
ま
た
銭
で
買
補
す
る
と
の
記
事
も
あ
る
。
同
右
、

　
巻
二
四
、
那
移
出
納
、
「
各
属
酌
留
穀
価
、
趣
此
秋
成
価
平
、
上
緊
全
数
買
足
貯

　
倉
、
拠
励
磁
鎖
、
有
余
縁
解
、
不
足
請
挨
」
。
ま
た
送
金
先
も
布
政
司
ば
か
り
で

　
は
な
く
、
省
城
か
ら
遠
隔
の
州
県
の
場
合
な
ど
は
所
属
の
府
州
庫
に
封
陣
す
る
こ

　
と
も
あ
っ
た
。
『
福
建
省
例
』
巻
三
、
倉
懸
軍
、
「
獣
行
買
補
穀
価
、
提
貯
司
道
府

　
州
各
庫
」
。
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⑳
　
　
『
宮
中
穗
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
一
一
輯
、
二
十
年
六
月
三
日
、
署
理
湖
南
巡
撫
楊

　
錫
紋
奏
。

⑳
　
湖
南
省
の
場
合
、
州
県
か
ら
布
政
司
へ
の
起
解
に
お
い
て
、
雑
項
は
全
て
中
錠

　
銀
で
お
こ
な
わ
れ
た
。
た
だ
地
丁
銀
は
元
宝
の
鵠
合
い
を
、
雍
正
～
二
年
の
三
割

か
ら
乾
隆
二
九
年
の
八
罰
へ
と
増
隙
さ
せ
て
い
っ
て
い
る
。
『
湖
南
省
例
成
案
』

戸
律
倉
庫
、
巻
二
八
、
起
解
金
銀
足
色
、
「
各
属
起
解
地
丁
銭
糧
毎
千
両
内
傾
元

宝
八
分
中
興
二
分
」
。
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四
　
穀
物
備
蓄
制
度
の
社
会
的
効
用
と
矛
盾

　
さ
て
そ
も
そ
も
こ
の
行
政
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
穀
物
備
蓄
は
、
中
国
社
会
全
体
の
な
か
で
ど
れ
程
の
比
重
を
有
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
呉
承
明
の
概
括
的
な
推
計
を
借
り
る
と
、
霊
代
に
お
い
て
商
品
化
さ
れ
た
米
穀
は
年
間
一
六
三
三
三
万
石
で
あ
り
、
そ
れ
は
全
米
穀
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

産
量
の
一
〇
％
を
占
め
た
と
い
う
。
豊
隆
五
十
年
代
頂
点
を
迎
え
た
轟
轟
残
高
は
数
値
上
は
穀
四
千
五
百
万
石
を
越
え
る
が
、
そ
の
数
値
は
米

換
算
で
は
二
千
数
百
万
石
で
、
商
品
穀
物
年
間
フ
ロ
ー
の
一
割
強
に
あ
た
る
。
し
か
し
倉
穀
の
う
ち
全
て
が
供
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
仮
に

三
割
羅
売
が
実
行
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
四
パ
ー
セ
ン
ト
弱
と
な
る
。
ま
し
て
中
国
社
会
の
総
生
産
量
あ
る
い
は
総
需
要
量
と
比
べ
る
と
占

有
率
は
か
な
り
極
少
の
値
に
な
っ
て
し
ま
う
。
い
ざ
救
荒
と
な
る
と
、
ど
れ
程
の
効
用
が
あ
っ
た
か
は
、
た
し
か
に
疑
わ
し
い
と
い
え
る
。

　
量
的
な
問
題
を
除
い
て
も
、
そ
の
実
際
の
運
用
を
み
る
限
り
、
救
荒
手
段
と
し
て
効
用
は
さ
ほ
ど
高
い
も
の
と
は
い
え
な
い
。
貧
窮
対
策
と

し
て
望
ま
れ
る
の
は
羅
売
よ
り
む
し
ろ
借
給
の
方
で
あ
る
が
、
借
給
は
と
も
す
れ
ば
手
続
き
が
繁
項
で
申
請
し
て
許
可
が
お
り
る
ま
で
に
二
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ケ
月
を
要
し
、
肝
腎
の
端
境
期
に
は
間
に
合
わ
な
い
の
で
、
結
局
富
戸
か
ら
借
受
け
る
と
い
う
よ
う
な
状
況
す
ら
語
ら
れ
て
い
る
。
地
方
官
た

る
も
の
の
倉
儲
は
実
音
す
べ
し
と
訓
戒
し
て
い
る
注
牧
野
で
す
ら
、
一
方
で
は
旨
い
話
に
み
え
て
も
官
の
羅
売
そ
し
て
息
借
に
は
応
ず
る
な
と

　
　
　
　
　
　
　
③

家
族
に
戒
め
て
い
る
。
ま
た
備
蓄
制
度
の
特
徴
と
も
言
え
る
が
、
一
方
で
補
填
が
ま
ま
な
ら
ぬ
地
域
が
あ
り
な
が
ら
、
一
方
で
は
三
十
年
に
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

た
っ
て
使
用
さ
れ
ず
に
い
た
な
ど
と
い
う
全
く
の
死
蔵
と
な
っ
た
例
も
少
な
く
な
い
。
ま
さ
し
く
社
会
政
策
と
し
て
の
効
用
は
、
「
民
は
升
斗

を
得
て
、
官
は
邸
山
を
費
や
す
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
目
を
当
時
の
清
朝
の
財
政
規
模
に
向
け
て
み
る
と
、
年
間
穀
千
数
百
万
石
の
売
却
は
け
っ
し
て
無
視
し
う
る
規
模
で
は
な
い
。
全
体
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で
銀
五
・
六
千
万
両
程
度
の
財
政
主
体
が
三
千
万
両
程
の
現
物
資
産
を
財
政
難
に
保
有
し
、
そ
の
中
か
ら
八
・
九
百
万
両
相
当
の
穀
物
の
新
陳

代
謝
を
維
持
し
て
い
る
勘
定
で
あ
る
。

　
も
と
よ
り
右
に
述
べ
た
商
品
穀
物
中
の
占
有
率
の
低
位
は
、
行
政
的
穀
物
流
通
の
社
会
的
影
響
が
小
さ
い
こ
と
に
は
、
必
ず
し
も
つ
な
が
ら

な
い
。
総
量
と
し
て
は
巨
大
で
も
各
地
域
経
済
に
な
ら
す
と
所
詮
底
の
浅
い
商
品
流
通
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
条
件
の
も
と
に
お
い
て
、
当
時
と

し
て
は
無
比
の
規
模
で
各
地
の
穀
物
在
庫
を
急
激
に
減
少
さ
せ
る
行
政
的
穀
物
流
通
の
、
市
場
へ
の
影
響
力
は
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
。
採
買

が
米
穀
需
給
を
混
乱
さ
せ
る
と
し
て
し
ば
し
ば
抑
制
さ
れ
た
の
は
、
正
し
く
そ
の
た
め
で
あ
り
、
常
平
倉
の
欠
額
を
埋
め
る
方
法
と
し
て
地
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

官
が
掲
穀
を
用
い
る
の
を
志
向
す
る
の
も
、
そ
れ
に
よ
り
「
富
戸
を
し
て
一
石
之
有
余
を
出
さ
し
め
、
即
ち
市
上
一
石
之
採
買
を
免
る
べ
き
」

だ
か
ら
で
あ
る
。

　
乾
隆
十
六
年
に
起
こ
っ
た
漸
江
省
南
部
の
凶
作
は
、
同
省
北
部
を
通
り
越
し
て
江
蘇
の
米
価
を
翌
十
七
年
に
か
け
て
高
騰
さ
せ
つ
づ
け
、
さ

ら
に
賑
来
翰
採
買
に
よ
り
江
西
の
米
穀
需
給
を
逼
迫
さ
せ
、
そ
の
た
め
同
省
南
部
に
穀
物
供
給
を
仰
い
で
い
た
福
建
省
の
内
陸
部
の
米
価
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

高
騰
さ
せ
て
い
る
。
漸
江
南
部
の
凶
作
が
揚
子
江
・
韓
江
を
駆
抜
け
南
隣
の
省
ま
で
猛
襲
の
波
を
一
巡
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
米
穀

相
場
高
騰
の
地
域
連
鎖
を
現
象
さ
せ
る
商
品
流
通
の
底
の
浅
さ
は
、
先
に
述
べ
た
遇
羅
問
題
の
よ
う
に
、
地
域
的
利
害
と
超
地
域
的
調
整
と
の

対
立
を
不
可
避
に
し
て
い
た
。
一
方
で
、
中
国
社
会
全
体
の
漸
進
的
物
価
上
昇
の
状
況
に
お
い
て
も
、
地
域
経
済
に
と
っ
て
は
穀
裂
傷
農
の
危

惧
は
常
に
潜
在
し
て
い
る
。
二
章
で
述
べ
た
ご
と
く
、
そ
れ
ら
の
条
件
が
、
酌
穀
の
よ
う
な
移
転
に
よ
る
短
期
的
な
フ
ロ
ー
調
整
よ
り
も
長
期

的
な
ス
ト
ヅ
ク
形
成
を
選
好
さ
せ
る
動
機
な
の
で
あ
っ
た
。

　
乾
隆
期
に
頂
点
を
迎
え
る
行
政
的
備
蓄
制
度
の
中
心
は
常
平
倉
で
あ
り
、
常
平
倉
の
本
来
的
機
能
は
穀
物
相
場
の
安
定
に
あ
る
。
そ
し
て
市

場
と
行
政
備
蓄
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
の
は
市
集
で
あ
る
。
そ
の
同
じ
市
集
を
舞
台
に
し
て
行
政
の
介
入
を
う
け
た
の
が
銭
相
場
で
あ
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
両
者
、
穀
物
相
場
と
銭
相
場
の
動
き
に
は
相
関
性
が
見
受
け
ら
れ
る
。
上
幸
の
よ
う
な
短
期
間
の
う
ち
に
人
的
移
動
が
あ
る
時
、
ま
た
単
に

　
　
　
　
　
　
⑧

端
境
期
で
あ
る
時
、
二
つ
の
相
場
は
し
ば
し
ば
同
時
に
緊
張
す
る
の
で
あ
る
。
無
論
、
こ
の
際
の
相
場
と
は
銀
建
相
場
で
あ
る
。
需
給
逼
迫
時

19 （847）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

に
は
対
銀
三
五
五
分
廉
売
し
て
市
場
を
軟
化
さ
せ
る
方
法
、
あ
る
い
は
富
戸
の
保
有
分
を
引
出
そ
う
と
す
る
方
策
な
ど
、
行
政
に
よ
る
相
場
安

定
策
も
類
似
す
る
。

　
つ
ま
り
銀
・
銭
・
米
の
三
者
の
相
対
価
格
の
動
き
は
、
銀
・
銭
対
米
と
い
う
比
価
よ
り
も
銀
対
銭
・
米
と
い
う
比
価
に
規
定
的
性
格
を
帯
び

さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
貨
幣
対
実
物
の
比
率
よ
り
、
い
わ
ば
銀
と
い
う
超
地
域
資
産
に
対
す
る
米
・
銭
と
い
う
流
動
性
に
や
や
乏
し
い
限
地

的
資
産
と
の
間
の
比
率
が
よ
り
大
き
な
意
味
を
持
つ
構
造
な
の
で
あ
っ
た
。

　
既
に
歌
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
三
婆
期
は
ま
た
大
量
の
銅
銭
を
地
域
に
追
加
投
入
し
続
け
た
時
期
で
も
あ
る
。
が
、
一
度
投
下
さ
れ
た
銅
銭

は
地
域
に
滞
留
し
や
す
い
。
散
給
さ
れ
た
小
額
通
貨
は
放
任
す
る
と
死
蔵
さ
れ
が
ち
に
な
る
。
流
動
性
を
維
持
す
る
た
め
に
は
退
蔵
通
貨
を
引

出
す
誘
因
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
着
目
す
べ
き
が
倉
穀
羅
売
で
あ
る
。
行
政
側
で
は
羅
売
価
格
は
銀
換
算
で
基
準
を
設
定
す
る
が
、
現

実
の
売
却
は
ほ
と
ん
ど
銭
払
い
で
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
仮
に
年
間
穀
千
二
百
万
石
が
羅
売
さ
れ
だ
と
す
る
と
、
乾
鳥
中
期
の
相
場
で
七
五
〇

万
串
程
の
銅
銭
が
市
場
か
ら
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
三
章
の
福
建
省
の
例
で
見
る
と
、
毎
年
兵
餉
支
給
の
銭
払
い
部
分
等
を
通
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

五
万
串
弱
の
制
銭
を
追
加
供
給
し
な
が
ら
、
一
方
で
四
〇
万
乗
ほ
ど
の
銭
を
七
〇
万
六
呂
の
米
穀
の
移
転
を
通
し
て
行
政
的
に
流
通
さ
せ
て
い

た
と
い
う
概
観
に
な
る
。
小
額
通
貨
の
み
を
法
貨
と
し
て
大
量
に
発
行
す
る
と
い
う
世
界
史
的
に
も
ま
れ
な
政
策
を
、
行
政
的
備
蓄
政
策
が
、

銭
需
要
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
に
よ
り
下
支
え
し
て
い
た
側
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
江
蘇
省
無
点
は
綿
業
生
産
を
産
業
と
し
て
有
し
、
当
時
の
商
品
経
済
の
最
先
進
地
域
で
あ
る
。
無
錫
の
米
価
は
康
煕
四
六
・
四
七
年
の
大
井

饒
の
時
で
も
一
石
二
両
に
至
ら
ず
、
雍
正
期
は
一
両
を
越
え
な
か
っ
た
の
が
、
等
等
即
位
以
後
さ
し
た
る
災
害
に
見
舞
わ
れ
て
い
な
い
の
に
上

が
り
続
け
、
乾
隆
一
三
年
か
ら
一
五
年
に
か
け
て
二
両
以
上
と
な
り
、
さ
ら
に
一
六
年
冬
か
ら
は
豊
作
に
も
か
か
わ
ら
ず
米
価
は
高
騰
を
続
け
、

二
両
五
銭
か
ら
翌
一
七
年
春
に
は
三
両
に
至
っ
た
と
い
う
。
当
時
の
観
察
者
は
、
人
口
増
加
な
ど
で
は
な
く
、
湖
広
・
江
西
か
ら
の
移
入
が
減

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

じ
て
い
る
の
に
漸
江
な
ど
へ
の
私
学
が
多
い
た
め
と
し
て
い
る
。
ま
た
同
地
は
以
前
は
銀
遣
い
が
銭
遣
い
よ
り
多
く
、
雍
正
年
間
で
も
銀
銭
併

用
で
あ
っ
た
の
が
、
乾
隆
五
・
六
年
か
ら
銀
が
減
少
し
銭
が
多
く
な
り
、
今
日
（
乾
隆
一
七
年
）
で
は
皆
銭
遣
い
に
な
っ
た
と
い
う
。
し
か
も
以
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前
銀
一
両
八
四
〇
文
だ
っ
た
比
価
が
七
百
文
へ
と
い
う
銭
相
場
の
硬
化
を
伴
い
な
が
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
康
煕
期
で
は
私
鋳
銭
や
細
小
銭
は
用

い
ら
れ
な
か
っ
た
の
が
、
今
日
で
は
鉛
錫
銭
を
除
け
ば
、
歴
代
の
旧
銭
や
果
て
は
日
本
の
寛
永
通
宝
ま
で
二
塁
に
通
用
」
す
る
よ
う
に
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
⑫

た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
上
奏
や
筆
記
類
で
は
別
々
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
乾
隆
初
期
の
善
悪
と
銭
貴
が
、
実
は
同
時
的
現
象
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
無
韻
と
い
う
一
地
方

に
限
定
し
た
記
述
を
通
し
て
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
観
察
者
は
推
測
を
加
え
て
く
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
現
象
を
、
米
貴
も

銭
遣
い
へ
の
移
行
も
そ
れ
ぞ
れ
不
可
解
な
も
の
と
し
て
意
識
し
て
い
る
。
だ
が
そ
の
衷
面
的
な
不
可
解
さ
の
な
か
に
事
態
の
本
質
が
隠
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
乾
溜
五
年
と
い
う
年
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
こ
の
五
年
こ
そ
江
蘇
省
が
、
他
省
も
続
く
が
、
省
独
自
に
本
格
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

愚
稿
鋳
造
を
開
始
し
た
年
な
の
で
あ
る
。
銭
投
下
を
増
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
果
的
に
銭
遣
い
へ
地
域
経
済
を
誘
導
し
、
し
か
も
銭
相
場
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

さ
ら
に
引
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
乾
隆
五
年
は
江
蘇
省
の
指
令
に
よ
り
無
錫
で
も
社
倉
を
設
立
し
よ
う
と
し
た
年
で
あ
り
、
言
句
が

本
格
化
す
る
の
も
ほ
ぼ
こ
れ
よ
り
以
降
な
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
通
貨
供
給
が
増
加
す
る
と
そ
の
通
貨
の
相
対
価
値
が
低
下
す
る
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
貨
幣
数
量
説
は
通
用
し
な
い
。
事
態
は

逆
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
不
可
解
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
。
追
加
投
入
さ
れ
て
流
通
総
量
が
増
加
し
た
小
額
通
貨
た
る
銅
銭
が
、
並
行
本
位
性
を

成
立
さ
せ
て
い
る
も
う
一
方
の
通
貨
た
る
銀
を
地
域
か
ら
駆
逐
し
つ
つ
そ
の
比
価
を
高
め
て
い
る
。
後
世
の
も
の
が
推
測
す
る
よ
う
な
銀
過
剰

　
　
　
　
⑮

が
で
は
な
く
、
こ
の
時
期
の
場
合
で
は
、
銭
供
給
増
加
こ
そ
が
銭
を
過
密
評
価
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
か
か
る
現
象
を
成
り
立
た
せ
る

背
景
に
は
、
小
額
取
引
中
心
で
商
品
経
済
が
発
達
し
つ
つ
も
、
信
用
貨
幣
が
市
民
権
を
得
ず
金
属
通
貨
が
相
対
的
に
不
足
状
態
に
あ
っ
た
と
い

う
経
済
状
況
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
か
つ
市
場
経
済
が
か
な
り
の
季
節
性
を
刻
印
さ
れ
て
い
る
た
め
と
も
す
れ
ば
退
蔵
さ
れ
か
ね
な
い
小
額

通
貨
を
、
同
じ
く
小
口
で
米
穀
を
売
却
す
る
こ
と
で
還
流
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
備
蓄
形
成
が
、
も
と
よ
り
あ
っ
た
穀
物
と
銭
の

代
替
性
を
な
お
強
固
な
も
の
に
し
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。
相
互
に
代
替
性
に
と
む
銭
と
穀
物
と
い
う
地
域
的
資
産
が
、
超
地
域
資
産
た
る
銀

に
対
し
て
過
高
評
価
さ
れ
る
構
造
を
、
穀
物
備
蓄
制
度
と
制
銭
の
追
加
供
給
が
造
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
富
豪
初
期
に
社
会
問
題
化
し
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た
米
貴
と
銭
貴
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
地
域
資
産
の
過
高
評
価
の
梅
造
は
、
外
地
買
補
と
違
い
銀
建
売
買
を
必
ず
し
も
要
し
な
い
就
地
買
備
の
原
則
に
よ
っ
て
よ
り
固
定

さ
れ
た
も
の
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
だ
が
同
時
に
こ
の
構
造
に
は
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
矛
盾
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
現
実
の
羅
売
や
穀
物
買
置
の
た
め
の
送
金
な
ど
は
銅
銭
や
種
々
の
非
元
宝
銀
が
媒
介
し
て
い
る
の
だ
が
、
行
政
機
構
内
部
で
は
見
積
り
か
ら

決
箪
ま
で
全
て
庫
平
銀
を
単
位
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
湖
南
で
は
庫
平
銀
建
て
の
採
買
価
格
を
基
準
に
し
て
、
羅
売
で
諸
経
費
を
控

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

除
し
え
る
差
額
を
え
ら
れ
る
か
否
か
を
判
断
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
就
学
図
画
の
原
則
に
よ
り
事
実
上
派
買
が
不
可
避
と
な
る
州
県
の
照

合
、
庫
平
銀
を
標
準
に
し
て
買
上
げ
支
出
が
決
定
さ
れ
る
の
で
現
地
の
黒
黒
米
価
の
変
動
と
間
隙
が
必
然
的
に
生
じ
、
そ
れ
が
短
価
す
な
わ
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

購
買
価
格
を
お
さ
え
こ
む
弊
害
の
土
壌
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
富
戸
層
は
派
買
さ
れ
る
の
を
当
然
忌
避
す
る
こ
と
に
な
り
、
贈
賄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

に
よ
っ
て
自
ら
は
ま
ぬ
が
れ
よ
う
と
す
る
傾
向
す
ら
で
て
く
る
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
周
知
の
よ
う
に
、
清
朝
の
行
財
政
業
務
に
は
も
と
も
と
、
「
逆
弾
力
性
脇
と
で
も
表
現
す
べ
き
、
行
政
側
の
設
定
し
た
定
額
を
揺
る
ぎ
な
い

基
準
と
し
て
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
運
賃
や
納
税
手
数
料
等
の
諸
経
費
を
逆
算
し
て
現
場
で
加
算
し
て
い
く
方
式
が
支
配
し
て
い
る
。
そ
の
際
、

墨
黒
価
格
の
決
定
は
事
実
上
現
地
の
裁
量
に
属
す
る
。
田
賦
徴
収
機
構
等
は
そ
う
し
た
典
型
と
い
え
る
。
備
蓄
制
度
に
お
け
る
庫
平
銀
建
の
宮

価
設
定
も
同
様
の
溝
造
な
の
だ
が
、
こ
う
し
た
行
財
政
機
構
内
に
お
け
る
画
一
的
な
価
格
設
定
と
現
地
経
済
の
市
場
価
格
と
が
介
離
す
る
傾
向

を
、
さ
ら
に
助
長
さ
せ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
穀
物
在
庫
の
補
填
を
通
し
て
、
行
政
機
構
自
体
が
公
地
的
性
格
の
強
い
小
額
通
貨
の

流
通
を
下
支
え
す
る
こ
と
に
よ
り
、
銭
建
て
経
済
を
現
地
に
形
成
さ
せ
て
お
き
な
が
ら
、
国
家
財
政
そ
の
も
の
の
会
計
の
中
か
ら
小
額
通
貨
を

排
除
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
羅
銀
解
司
は
空
文
で
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、
も
と
よ
り
無
理
が
あ
る
制
度
で
あ
っ
た
。
穀
物
相
場
の
季
節
変
動
か
ら
生
じ
る
売
買
差
額

は
、
規
定
ど
お
り
総
見
換
の
う
え
布
政
司
に
送
金
す
る
と
し
て
も
、
郷
地
買
手
に
必
要
な
部
分
の
精
農
代
価
は
現
地
に
銭
形
態
で
保
管
す
る
ほ

　
　
　
　
　
　
⑳

う
が
効
率
が
よ
く
、
そ
の
場
合
県
庫
に
半
年
は
退
蔵
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
現
地
の
正
当
な
ど
の
金
融
機
関
に
融
通
運
用
し
よ
う
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と
す
る
傾
向
が
生
じ
て
く
る
の
は
避
け
よ
う
が
な
い
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
乾
隆
期
は
典
欝
欝
が
隆
盛
を
迎
え
た
時
期
と
も
さ

れ
て
い
る
。
実
態
と
し
て
は
、
そ
れ
は
営
業
税
を
払
っ
て
登
録
さ
れ
た
典
当
の
数
が
前
後
の
時
代
と
比
べ
て
非
常
に
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な

　
　
　
　
⑳

の
で
あ
る
が
、
分
散
し
て
い
る
畏
聞
穀
物
ス
ト
ッ
ク
を
行
政
的
在
庫
に
吸
い
上
げ
る
機
構
自
体
が
、
同
じ
く
穀
物
を
最
大
の
担
保
物
件
と
す
る

金
融
機
関
、
典
当
業
の
成
長
に
有
利
な
条
件
と
な
っ
た
蓋
然
性
は
高
い
。
備
蓄
制
度
は
地
域
へ
の
還
流
性
の
強
い
資
産
形
成
を
促
し
た
が
、
地

域
で
の
資
産
運
用
志
向
ま
で
を
抑
制
す
る
は
至
難
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
も
う
一
つ
こ
の
備
蓄
制
度
は
根
本
的
な
矛
盾
を
志
度
内
部
に
か
か
え
て
い
た
。
前
述
の
よ
う
に
こ
の
制
度
が
保
持
で
き
る
か
否
か
は
、
買
補

し
て
新
陳
代
謝
を
継
続
し
て
い
け
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
移
転
・
管
理
経
費
な
ど
を
捻
出
す
る
た
め
に
は
稲
場
の
季
節

性
を
利
用
し
た
売
買
差
額
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
売
買
差
額
は
「
舌
早
の
年
」
に
こ
そ
多
く
、
「
尋
常
の
年
」
に
は
少
な
い
と
い

う
よ
う
に
、
穀
物
需
給
逼
迫
が
あ
っ
て
こ
そ
十
分
な
額
と
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
産
穀
地
帯
の
湖
南
な
ど
で
は
必
要
な
売
買
差
額

を
確
保
で
き
な
い
た
め
、
平
常
椙
場
に
属
す
る
年
に
は
羅
書
せ
ず
と
の
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
梢
場
の
安
定
を
園
的
と
す
る
も
の

で
あ
り
な
が
ら
、
相
場
の
幅
広
い
年
較
差
を
前
提
に
し
た
機
構
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
年
較
差
が
広
く
な
い
た
め
新
陳
代
謝
で
き
ず
、
備
蓄
の
陳
薫
化
が
問
題
と
さ
れ
る
地
域
が
あ
る
。
一
方
で
ま
た
、
物
価
水
準
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

漸
進
的
上
昇
も
、
不
売
代
価
の
み
に
よ
る
備
蓄
の
補
填
を
困
難
に
さ
せ
る
要
因
と
な
る
。
そ
の
マ
イ
ル
ド
・
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
ま
た
硬
直

的
な
財
政
支
出
を
目
減
り
さ
せ
る
が
、
常
平
倉
に
現
物
引
出
し
分
を
確
保
し
て
い
る
熱
帯
は
、
し
ぼ
し
ぼ
額
を
越
え
て
備
蓄
資
産
を
自
己
の
支

出
財
源
に
組
入
れ
、
結
果
と
し
て
兵
学
へ
の
転
用
は
各
地
の
備
蓄
を
徐
々
に
食
い
つ
ぶ
し
て
ゆ
く
。
そ
の
他
宗
給
分
が
償
還
さ
れ
な
い
な
ど
と

い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
古
来
備
蓄
制
度
の
宿
命
と
も
い
う
べ
き
現
象
で
あ
る
。
穀
物
需
要
が
恒
常
的
に
高
い
地
帯
で
は
、
買
補
が
な
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

れ
な
い
、
兵
餉
に
転
用
さ
れ
る
、
さ
ら
に
借
給
分
未
償
還
が
重
な
っ
て
、
定
額
は
そ
の
ま
ま
に
し
な
が
ら
実
貯
分
が
減
少
す
る
の
が
一
般
的
趨

勢
と
な
っ
て
い
く
。

　
以
上
の
よ
う
な
矛
盾
は
行
政
的
穀
物
備
蓄
制
度
を
徐
々
に
切
り
崩
し
、
乾
隆
か
ら
嘉
慶
へ
の
交
替
を
経
て
、
つ
い
に
改
変
に
至
ら
し
め
る
。
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先
ず
は
就
地
買
補
の
原
則
の
廃
棄
で
あ
る
。
何
よ
り
も
派
買
を
禁
止
す
る
こ
と
を
優
先
に
し
て
、
外
地
の
軟
調
の
市
場
で
採
買
す
る
方
針
に
戻

し
た
の
で
あ
る
。
や
が
て
道
光
か
ら
威
豊
に
か
け
て
備
蓄
政
策
の
中
心
は
。
官
金
を
一
部
元
手
に
仰
ぎ
つ
つ
も
基
本
的
に
は
民
間
募
捕
を
主
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

す
る
義
倉
に
変
わ
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
代
表
が
大
都
市
蘇
州
の
豊
備
義
倉
で
あ
る
が
、
備
蓄
は
銀
形
態
で
保
持
し
て
お
き
必
要
時
に
産
穀
地
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

購
買
す
る
制
度
と
な
っ
て
お
り
、
し
か
も
か
な
り
の
資
産
が
積
極
的
に
銭
舗
等
に
融
通
運
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
常
平
倉
・
社
倉

穀
に
お
い
て
も
豊
隆
時
期
か
ら
す
で
に
ス
ト
ッ
ク
の
貨
幣
化
は
進
行
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
民
間
の
余
剰
を
自
弁
で
備
蓄
さ

せ
、
し
か
も
そ
の
資
産
を
貨
幣
形
態
で
保
有
し
、
運
用
し
つ
つ
維
持
し
て
い
く
と
い
う
の
が
趨
勢
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
乾
隆
年
間
を
通
じ
て
進
行
す
る
諸
行
政
業
務
の
形
骸
化
や
正
規
の
財
政
収
入
以
外
の
財
源
の
増
大
は
、
同
時
に
進
行
す
る
物
価
上

昇
に
硬
直
的
な
財
政
構
造
が
適
応
で
き
な
か
っ
た
た
め
と
み
な
す
の
が
穏
当
な
理
解
な
の
だ
が
、
で
は
何
故
か
く
も
硬
直
的
で
あ
っ
た
の
か
、

と
の
疑
問
を
必
然
的
に
生
じ
さ
せ
る
。
本
考
察
に
従
う
な
ら
ば
、
清
朝
は
自
ら
の
財
政
の
計
算
単
位
と
し
て
い
る
超
地
域
資
産
た
る
銀
を
、
穀

物
と
い
う
必
需
品
を
含
む
地
域
資
産
に
対
し
て
過
低
評
価
、
す
な
わ
ち
目
減
り
さ
せ
る
構
造
を
造
り
あ
げ
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ

う
し
た
理
解
は
さ
ほ
ど
実
際
の
物
価
動
向
と
矛
盾
し
な
い
。
乾
隆
後
期
に
進
行
す
る
米
価
上
昇
は
銭
建
て
主
導
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
そ
の
こ
と

は
行
政
に
よ
る
銭
供
給
の
過
剰
と
い
う
貨
幣
的
要
因
を
無
視
で
き
な
い
が
、
銭
の
対
銀
相
場
は
下
落
傾
向
で
は
あ
る
も
の
の
、
米
価
の
上
昇
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ど
の
速
度
は
見
せ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
銭
の
購
買
力
が
下
落
し
て
い
る
ほ
ど
に
は
銀
の
対
銭
比
価
は
好
転
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

①
　
仮
定
総
人
口
四
億
人
に
一
人
当
り
五
八
○
斥
を
乗
じ
て
総
需
要
額
と
し
、
推
定

　
非
農
業
人
口
二
千
万
人
が
一
人
当
り
五
百
斤
、
商
・
㎎
作
物
生
産
地
域
人
口
五
千
万

　
人
が
一
人
当
り
二
五
〇
斤
購
買
す
る
と
し
て
、
そ
れ
に
醸
造
推
計
を
加
算
し
た
数

　
値
。
「
論
清
代
前
期
我
国
岡
内
市
場
」
『
歴
史
研
究
』
一
九
八
三
年
一
期
、
呉
承
明

　
『
中
毒
資
本
主
義
与
國
内
市
場
』
中
国
社
会
科
学
雲
版
社
、
一
九
八
五
年
、
所
収
。

②
陳
弘
謀
「
舘
辮
蹟
賠
情
形
疏
」
乾
隆
十
年
『
皇
覇
経
世
毛
編
』
巻
四
十
、
戸
政
、

　
倉
儲
下
。

　
映
西
省
常
平
倉
穀
、
毎
年
存
芽
出
三
。
需
借
者
多
、
需
羅
禁
男
…
…
如
州
察
於

　
一
一
三
月
間
難
行
詳
借
、
由
府
而
司
而
院
、
及
至
仁
行
到
達
県
、
己
在
暮
春
初
夏
。

　
民
間
不
能
緩
待
、
早
経
貸
於
富
室
。

③
注
輝
祖
『
学
治
臆
説
』
下
、
倉
儲
宜
実
。
『
双
節
堂
聖
訓
』
巻
三
、
官
項
不
宜

　
借
。
な
お
初
め
は
代
価
を
県
庫
に
保
管
し
て
い
て
も
、
や
が
て
は
そ
れ
も
無
く
な

　
っ
て
し
ま
う
の
が
趨
勢
で
あ
っ
た
。
圧
中
陰
が
幕
友
で
あ
っ
た
時
、
実
貯
を
雇
主

　
に
進
言
し
て
も
と
り
あ
っ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
と
い
う
。

④
例
え
ば
、
嘉
慶
年
間
漸
江
省
平
湖
県
で
は
、
社
倉
に
一
万
石
余
存
貯
さ
れ
て
い

　
る
は
ず
な
の
に
、
頭
部
に
銀
無
数
百
両
を
残
す
の
み
で
、
九
千
石
余
は
社
長
に
握
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清代備蓄考（黒田）

　
ら
れ
、
三
十
年
来
羅
売
も
借
給
も
な
か
っ
た
と
い
う
。
王
鳳
生
『
学
治
体
行
録
』

　
下
、
倉
備
。

⑤
　
　
『
宮
中
福
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
二
五
輯
、
三
十
年
八
月
二
四
日
、
福
建
巡
国
定
長
奏
。

⑥
蘇
州
で
は
九
月
一
日
か
ら
十
一
月
八
日
ま
で
に
か
っ
て
な
い
規
模
の
二
三
万
石

　
余
を
漸
江
「
小
商
」
に
売
却
し
、
江
西
で
は
地
丁
　
両
落
に
穀
六
石
を
派
買
し
、

　
官
吏
は
時
価
よ
り
四
五
銭
安
い
六
銭
で
あ
っ
た
と
い
う
。
同
右
、
第
二
輯
、
十
六

　
年
十
一
月
二
三
罠
、
江
蘇
急
設
荘
有
恭
爽
。
十
六
年
十
一
月
二
十
目
、
暫
署
両
広

　
総
督
強
弩
将
軍
新
落
掌
。

⑦
　
乾
隆
一
一
二
年
春
の
南
巡
を
前
に
江
蘇
・
三
江
両
省
に
銅
十
万
斤
、
漕
米
五
万
石

　
を
載
留
の
上
、
燧
売
さ
せ
て
い
る
。
同
右
、
第
一
五
輯
、
二
一
年
十
月
十
九
日
閲

　
断
総
督
喀
爾
雲
離
・
漸
江
巡
撫
揚
廷
璋
奏
。

⑧
　
同
論
、
第
四
二
輯
、
四
三
年
四
月
十
一
艮
、
陳
西
巡
撫
追
陪
奏
。

　
　
蕪
当
青
黄
不
接
之
際
、
民
間
擢
買
糧
食
、
需
銭
較
多
。
現
在
省
誠
銭
価
毎
市
平

　
　
銀
一
両
換
勧
銭
八
百
九
十
文
…
…
二
歳
増
昂
。

⑨
　
『
福
建
省
例
』
巻
二
十
、
銭
法
例
。
「
厳
禁
富
戸
典
聴
罪
商
園
積
銭
文
、
稽
察

　
好
漁
私
設
皇
運
出
直
、
旅
賞
兵
餉
搭
配
官
銭
」
。
福
建
の
銭
相
場
が
軟
化
す
る
と

　
「
好
望
」
が
他
山
に
販
売
し
て
差
額
を
得
よ
う
と
し
、
そ
れ
を
行
政
側
が
禁
止
し

　
よ
う
と
す
る
点
も
米
穀
の
場
合
と
類
似
す
る
。

⑩
　
同
仁
、
第
五
輯
、
十
入
年
五
月
二
九
日
、
福
建
巡
撫
睡
蓮
謀
奏
。

⑭
応
護
『
錫
金
走
塁
録
』
巻
～
、
備
参
上
、
米
価
。

　
　
雍
正
以
前
邑
米
未
嘗
不
出
境
。
…
…
襟
当
蹴
歳
而
米
不
甚
貴
者
此
也
。
近
鋼
他

　
　
省
之
米
軍
至
、
而
私
販
出
銭
者
滋
多
、
則
米
日
少
、
価
安
得
不
増
。
至
灌
省
大

　
　
荒
、
反
訴
足
占
蘇
常
之
米
、
価
高
三
倍
当
惑
莫
。
始
邑
令
猶
建
学
米
之
禁
、
及
漸

　
　
省
需
米
墨
、
上
官
有
遇
鯉
静
劇
。
奉
文
官
鯉
総
覧
之
一
、
私
販
嵐
三
者
什
四
九
。

　
こ
の
記
述
は
注
⑥
の
江
蘇
巡
撫
の
上
奏
と
符
合
す
る
。
無
手
で
は
か
っ
て
な
い
需

　
給
逼
迫
だ
っ
た
ら
し
い
。

　
　
誤
審
邑
田
羽
重
稔
、
而
冬
底
米
価
石
二
両
五
銭
、
於
出
米
之
時
価
昂
。
若
此
難

　
　
奇
荒
之
歳
、
亦
山
守
有
也
。

　
阿
、
備
参
下
、
祥
異
。

⑫
　
同
右
、
備
参
上
、
交
易
銀
銭
。
小
銭
．
旧
銭
も
通
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も

　
「
十
年
以
内
」
（
乾
隆
十
七
年
以
前
の
）
に
お
こ
っ
た
現
象
だ
と
い
う
。
な
お
黄
叩

　
は
、
以
前
は
銭
が
少
な
い
の
に
銭
根
場
が
安
定
し
、
今
は
逆
に
多
い
の
に
相
場
が

　
高
い
こ
と
か
ら
、
以
前
銀
遣
い
だ
っ
た
の
は
「
銀
之
留
於
尋
者
」
が
多
か
っ
た
か

　
ら
で
「
呈
上
」
か
ら
で
は
な
く
、
ま
た
現
在
専
ら
銭
遣
い
な
の
は
「
銀
之
留
於
下

　
老
」
が
少
な
い
か
ら
で
銭
が
充
足
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
、
と
観
察
し
て
い
る
。

⑬
前
掲
黒
田
「
乾
隆
の
銭
貴
」
参
照
の
こ
と
。

⑭
『
上
金
二
丁
録
』
巻
…
、
備
参
上
、
社
米
。

⑮
そ
も
そ
も
威
量
の
人
王
慶
雲
が
そ
う
で
あ
り
（
『
石
渠
無
記
』
巻
五
、
紀
銀
銭
価

　
値
）
、
そ
の
後
の
研
究
者
も
そ
れ
を
基
本
的
に
引
継
い
で
い
る
。
例
え
ば
、
楊
端

　
六
『
強
暴
貨
幣
金
融
轟
轟
陳
（
三
聯
書
店
、
一
九
六
二
年
）
第
三
篇
第
二
章
。

⑯
『
湖
南
省
例
成
案
』
戸
律
倉
庫
、
巻
二
四
、
那
移
出
納
、
「
倉
穀
耀
価
、
各
按

　
地
方
情
形
核
計
、
秋
後
歯
補
、
用
過
庸
愚
、
拠
実
詳
明
、
本
管
稀
府
核
詳
」
。

⑰
前
掲
の
湖
南
省
零
陵
県
の
短
価
派
買
問
題
で
は
、
滋
雨
三
五
年
、
端
境
期
の
五

　
月
一
日
に
開
窮
し
て
毎
宝
石
銭
六
六
〇
文
で
羅
聾
し
、
　
方
で
毎
石
四
二
〇
文
先

　
渡
し
し
秋
成
米
穀
を
先
物
買
い
す
る
こ
と
を
皆
示
し
た
こ
と
か
ら
起
こ
っ
て
い
る
。

　
知
県
側
は
買
捕
価
格
は
庫
平
銀
五
銭
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
則
っ
て
現
物

　
引
渡
し
の
後
、
八
○
文
を
補
っ
て
清
算
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
と
し
て
い
る
。
前
掲

　
『
湖
南
省
例
成
案
』
「
秋
成
当
絵
禁
止
勒
派
」
。

⑯
　
同
調
、
巻
二
五
、
車
田
出
納
、
「
厳
禁
採
否
倉
穀
短
価
勒
買
」
。

⑲
　
こ
の
表
現
は
、
前
掲
岸
本
「
借
書
年
間
の
穀
賎
に
つ
い
て
」
注
六
九
よ
り
。

⑳
　
も
と
よ
り
全
国
的
に
羅
銀
解
司
が
行
わ
れ
て
い
た
と
は
思
え
な
い
が
、
一
時
的

　
に
銀
馬
銭
賎
と
な
っ
た
嘉
慶
元
年
、
つ
い
に
羅
売
代
価
の
銭
を
そ
の
ま
ま
採
買
に

　
用
い
る
の
が
至
便
で
あ
る
と
し
て
、
基
本
方
針
そ
の
も
の
も
転
換
し
て
い
る
。

　
『
清
実
録
』
嘉
慶
元
年
四
月
戊
子
、
諭
軍
機
大
臣
等
。
ま
た
前
掲
の
零
陵
県
で
は
、
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知
県
は
、
毎
日
数
千
張
の
洋
裁
の
平
…
羅
に
よ
り
官
に
「
積
銭
孔
多
」
と
な
り
、
「
銭

　
価
昂
貴
、
民
無
銭
用
」
と
な
っ
た
た
め
預
買
を
し
た
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し

　
て
粛
軍
は
、
書
差
の
中
間
搾
取
を
招
い
て
反
っ
て
「
累
昆
」
と
な
る
と
の
批
を
世

　
し
て
い
る
。
注
⑯
前
掲
。

⑳
　
前
掲
安
部
「
清
代
に
於
け
る
典
麗
業
の
趨
勢
」
。

　
直
隷
正
定
府
で
は
協
営
の
奨
金
財
源
捻
出
の
た
め
雍
正
八
年
府
城
に
官
典
を
開
設

　
し
た
が
、
そ
の
利
益
が
大
き
か
っ
た
た
め
、
当
臨
は
二
店
で
あ
っ
た
民
間
の
典
当

　
が
、
原
画
二
十
年
頃
に
は
十
徳
店
を
数
え
る
よ
う
に
な
り
、
府
下
の
州
県
で
も
ほ

　
と
ん
ど
に
十
・
二
十
の
典
当
が
あ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　
『
宮
中
悩
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
一
一
輯
、
ご
十
年
六
月
十
四
日
、
直
隷
総
督
堂
上
承
奏
。

⑫
少
な
く
と
も
典
当
が
地
方
官
か
ら
米
穀
買
付
け
を
請
負
わ
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ

　
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
も
っ
と
も
そ
の
場
合
廉
売
を
強
制
さ
れ
も
し
た
よ
う
で

　
あ
る
。
『
備
掴
建
省
例
』
巻
十
山
ハ
、
当
税
例
、
　
「
・
氷
藤
ホ
当
課
詰
問
貝
米
穀
」
。

⑱
　
『
宮
中
償
乾
隆
期
五
緒
』
、
第
一
五
輯
、
二
一
年
閏
九
月
七
日
、
福
建
巡
撫
鐘

　
音
奏
。

⑳
江
北
で
は
乾
隆
三
五
年
目
定
め
た
撃
墜
六
銭
八
分
で
は
そ
の
後
の
新
米
登
場
時

　
の
七
銭
～
七
銭
二
三
分
と
い
う
相
場
に
つ
い
て
い
け
ず
欠
額
を
買
補
し
て
い
な
い
。

　
問
右
、
第
四
十
輯
、
四
二
年
九
月
十
九
日
、
鰯
雲
布
政
姦
智
易
奏
。

⑳
　
例
え
ば
、
乾
隆
五
二
年
叡
旨
祖
が
着
任
し
た
湖
南
省
寧
難
儀
で
は
常
平
倉
定
額

　
穀
八
千
石
余
、
「
社
倉
之
在
県
者
二
千
石
」
の
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
常
平
倉
の
実

　
際
の
貯
穀
は
千
九
百
余
石
で
、
二
千
石
は
兵
餉
に
給
せ
ら
れ
、
他
は
「
累
年
民
欠
」

　
で
あ
り
、
社
穀
も
歴
任
の
知
県
が
貨
幣
化
し
て
受
継
ぎ
し
て
い
た
と
い
う
。
圧
輝

　
祖
『
病
搦
醜
痕
録
』
下
、
乾
隆
五
二
年
。

⑳
　
白
蓮
教
の
乱
に
た
い
す
る
軍
糧
供
出
も
拍
車
を
か
け
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、

　
湖
南
は
嘉
慶
元
年
各
州
県
の
倉
穀
六
六
万
石
を
供
出
し
て
い
る
。
『
清
実
録
』
嘉
慶

　
元
年
十
一
月
、
是
月
。

⑳
嘉
慶
初
年
に
社
倉
・
義
倉
の
運
営
を
一
律
に
「
帰
罠
」
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　
『
石
渠
除
記
』
巻
四
、
紀
社
倉
義
倉
。
成
豊
年
間
以
降
の
残
存
痙
・
は
他
平
倉
に
対

　
し
て
義
倉
の
そ
れ
は
か
な
り
高
い
よ
う
で
あ
る
。
前
掲
星
論
著
、
二
八
九
頁
。

⑱
　
前
掲
村
松
・
山
名
論
文
。

⑳
物
価
数
値
の
サ
ン
プ
ル
数
が
少
な
い
た
め
確
定
的
と
は
い
え
な
い
が
、
傾
向
と

　
し
て
は
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
全
漢
昇
「
美
州
白
銀
与
十
八
世
紀
中
国
物
価
革
命
的

　
関
係
」
『
申
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
二
八
、
同
『
中
国
経
済
史
論
叢
』

　
所
収
。
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五
　
穀
物
備
蓄
制
度
の
終
焉
と
歴
史
的
意
義

　
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
行
政
的
穀
物
備
蓄
制
度
が
ど
の
よ
う
な
推
移
を
み
せ
た
か
、
玉
江
省
南
部
の
平
陽
県
を
例
に
見
て
み
よ
う
。
同
県
の

倉
穀
は
康
煕
末
年
に
は
掲
穀
を
中
心
に
三
万
石
園
で
あ
っ
た
が
、
乾
田
一
五
・
一
六
年
の
大
凶
作
時
に
湖
広
か
ら
救
済
米
を
う
け
て
八
千
石
弱

を
定
額
に
組
込
み
、
二
十
年
に
は
五
万
石
に
定
額
を
上
方
修
正
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
が
威
豊
初
年
に
は
未
徴
収
と
兵
糧
支
給
で
、
実
際
の
穀
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

在
庫
は
八
千
石
垢
と
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
対
太
平
天
国
の
軍
需
穀
と
し
て
送
付
し
た
た
め
遂
に
実
存
四
五
石
の
み
に
な
っ
た
と
い
う
。
乾
隆

十
年
代
半
ぱ
の
救
荒
が
契
機
と
な
っ
て
、
二
十
年
頃
に
備
蓄
規
模
を
拡
大
さ
せ
、
や
が
て
補
填
が
継
続
せ
ず
、
太
平
天
国
時
に
消
滅
す
る
と
い



清代備蓄考（黒田）

う
経
過
は
、
一
地
方
の
推
移
の
中
に
一
般
的
な
趨
勢
を
明
示
し
て
く
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
一
九
世
紀
前
半
、
行
政
的
備
蓄
制
度
の
形
骸
化
が
進
む
中
、
清
朝
は
な
お
地
丁
銀
を
支
出
し
て
買
補
す
る
な
ど
し
て
、
尚
そ
の
維
持
継
続
を

企
図
す
る
が
、
か
な
り
の
常
平
倉
が
身
繕
年
間
に
つ
い
え
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
後
も
尚
残
存
し
た
も
の
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
江
蘇
省
は
光
緒
一
八
（
一
八
九
二
）
年
、
陳
穀
を
銭
に
換
え
典
範
に
あ
ず
け
い
れ
る
省
例
を
発
し
て
い
る
。
若
干
と
は
い
え
ま
だ
残
存
し
て

い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
や
は
り
終
着
点
は
貨
幣
資
産
化
と
積
極
的
な
運
用
で
あ
っ
た
。
た
だ
そ
の
時
点
で
も
、
算
当
側
の
資
金
受
入
れ
能
力
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

限
界
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
遊
休
資
産
運
用
は
当
然
の
趨
勢
と
は
い
え
、
歴
史
的
制
約
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
を
留
意
し
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
傾
向
の
一
方
で
、
米
穀
移
出
地
帯
の
四
川
省
成
都
と
も
な
る
と
、
清
末
で
も
住
民
の
数
年
分
を
賄
え
る
く
ら
い
の
倉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

穀
が
な
お
存
在
し
て
い
た
と
い
う
。
つ
ま
り
米
穀
移
出
地
帯
で
は
滞
留
し
、
移
入
地
帯
で
は
現
物
在
庫
が
貨
幣
化
し
て
い
く
と
い
う
構
造
は
最

後
ま
で
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
穀
物
備
蓄
政
策
は
そ
の
後
南
京
国
民
政
府
の
統
治
下
に
お
い
て
復
活
が
企
て
ら
れ
て
い
る
。
種
々
の
政
治
状
況
が
絡
ん
で
も
い
る

の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
で
も
湖
南
省
が
か
な
り
の
額
の
備
蓄
を
達
成
し
て
い
る
の
に
対
し
、
江
蘇
省
な
ど
で
は
さ
し
た
る
数
値
を
残
し
て
い
な

や
復
活
が
企
図
さ
れ
る
こ
と
自
体
・
二
＋
世
紀
に
お
い
て
も
穀
物
備
蓄
の
行
政
に
よ
る
形
成
に
・
社
ム
病
効
用
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を

示
す
と
も
い
え
る
が
、
同
時
に
、
二
十
世
紀
で
も
一
八
世
紀
と
同
様
の
地
域
差
が
う
か
が
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
穀
物
余
剰
の
地
域
移
転
に
よ
る

需
給
調
整
が
、
倉
穀
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
も
い
か
に
成
就
し
が
た
か
っ
た
か
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
。

　
結
局
、
一
八
世
紀
後
半
に
頂
点
を
迎
え
る
行
政
的
穀
物
備
蓄
は
、
前
後
の
時
代
に
も
共
通
す
る
階
層
間
や
地
域
間
の
食
糧
需
給
調
整
と
い
っ

た
社
会
政
策
的
様
相
を
持
ち
な
が
ら
、
客
観
的
に
は
地
域
へ
の
還
流
性
が
強
い
非
互
換
的
な
資
産
を
形
成
さ
せ
る
構
造
を
な
し
て
い
た
と
い
え

る
。
そ
こ
で
は
備
蓄
さ
れ
た
穀
物
が
、
同
じ
く
地
域
的
性
格
を
付
与
さ
れ
た
通
貨
で
あ
る
銭
と
の
強
い
代
替
性
を
通
し
て
、
地
域
的
資
産
全
体

を
超
地
域
資
産
で
あ
る
銀
に
対
し
て
過
高
評
価
さ
せ
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
で
明
ら
か
に
し
た
構
造
は
、
備
蓄
政
策
に
お
い
て
み
ら
れ
る
諸
々
の
規
範
そ
の
も
の
か
ら
直
接
に
導
か
れ
た
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
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む
し
ろ
行
政
主
体
の
主
観
、
経
世
思
想
な
ど
か
ら
は
一
線
を
画
し
た
運
動
の
結
果
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。
市
場
の
均
衡
と
行
政
諸
業
務
遂
行

を
直
接
的
に
目
的
と
す
る
通
時
的
に
み
ら
れ
る
政
策
が
、
迂
回
的
に
、
還
流
性
指
向
の
地
域
経
済
を
導
く
と
こ
ろ
に
一
八
世
紀
的
特
質
を
見
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

だ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
清
初
に
意
識
さ
れ
た
「
穀
盗
」
が
市
場
経
済
の
本
来
的
な
開
放
性
ゆ
え
の
危
機
を
反
映
し
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
清

代
中
期
は
「
米
倉
」
と
「
銭
貴
」
と
い
う
現
象
を
象
徴
的
に
伴
い
つ
つ
、
市
場
経
済
の
展
開
を
非
開
放
的
な
地
域
資
産
形
成
に
誘
導
さ
せ
る
機

能
が
作
用
し
て
い
た
時
代
と
い
え
る
。
そ
の
安
定
と
繁
栄
が
謳
わ
れ
た
乾
熱
の
治
世
と
は
、
か
か
る
構
造
の
上
に
築
き
あ
げ
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
そ
の
構
造
が
徐
々
に
自
己
崩
壊
し
つ
つ
、
や
が
て
世
界
経
済
に
よ
る
包
摂
に
よ
る
転
換
を
迎
え
る
、
と
い
う
の
が
清
代
経
済
史
の
基
本

的
な
動
態
と
理
解
で
き
よ
う
。

　
最
後
に
今
一
つ
付
言
す
る
と
、
同
じ
十
八
世
紀
、
朝
鮮
で
も
米
穀
貢
納
の
金
納
化
と
並
行
し
て
、
や
は
り
銭
貴
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

か
も
備
蓄
穀
物
で
あ
る
社
期
米
の
最
大
値
は
一
八
〇
七
年
に
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
状
況
に
差
異
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
一
定
の
小
商

品
生
産
の
展
開
と
海
禁
政
策
の
二
つ
の
条
件
の
結
合
と
い
う
矛
盾
、
そ
し
て
そ
れ
へ
の
一
つ
の
対
応
の
結
果
と
し
て
、
近
世
東
ア
ジ
ア
全
体
に

共
通
す
る
性
格
が
君
取
で
き
る
の
や
も
し
れ
な
い
。

①
前
掲
『
平
陽
県
憲
』
倉
儲
。

②
　
例
え
ば
『
溝
実
録
』
道
光
二
年
十
二
月
乙
已
、
に
は
次
の
と
お
り
。

　
福
建
巡
急
難
世
悼
奏
、
内
地
庁
県
未
補
習
穀
、
請
於
司
庫
地
丁
銀
内
、
動
支
買

　
足
、
以
資
備
蓄
。
従
之
。

③
『
江
蘇
省
例
』
芝
山
十
八
年
、
詳
定
陳
穀
羅
詩
評
杜
銭
款
私
讐
章
程
。

　
　
但
近
年
典
舗
貿
易
目
凹
清
淡
、
所
領
公
聴
已
多
。
若
駒
加
以
積
穀
変
価
、
存
款

　
　
益
形
擁
据
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
九
十
年
代
の
貿
易
伸
長
直
前
の
経
済
状
況
を
反
映
し
た
史
料

　
で
も
あ
る
が
。
乾
隆
四
十
年
頃
の
状
況
を
記
述
し
た
前
掲
『
福
建
省
例
』
「
永
禁
当

　
舗
領
買
米
穀
」
で
も
小
資
本
の
た
め
閉
業
が
あ
い
つ
い
で
い
た
と
し
て
い
る
。

④
　
光
緒
平
年
で
も
総
計
穀
六
十
万
石
を
城
内
に
備
蓄
し
て
い
た
と
い
う
。
周
訥

　
『
芙
蓉
話
旧
録
』
巻
二
、
倉
儲
。

⑤
　
一
九
三
四
年
、
湖
南
は
六
一
八
万
余
石
を
備
蓄
し
、
漸
江
の
二
一
六
万
余
石
が

　
続
い
て
い
る
。
江
蘇
は
二
八
万
余
石
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
実
施
さ
れ
て
い
な
い
省

　
も
多
い
。
漸
江
の
場
合
、
国
民
政
府
の
地
方
行
政
建
設
の
重
点
地
域
だ
っ
た
と
い

　
う
事
憐
も
反
映
し
て
い
る
。
前
掲
『
中
園
救
荒
史
臨
四
六
ニ
ー
三
頁
。

⑥
前
掲
岸
本
「
康
熈
年
悶
の
穀
賎
に
つ
い
て
」
、
同
「
明
末
羅
初
の
地
方
社
会
と

　
『
世
論
』
一
松
江
府
を
中
心
と
す
る
素
描
一
」
『
歴
史
学
研
究
』
五
七
三
。

⑦
　
安
達
義
博
「
十
八
世
紀
一
十
九
世
紀
前
半
の
大
同
米
・
木
・
布
・
銭
の
徴
収
・
支
出

　
と
国
家
財
政
」
『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
一
三
。
朝
鮮
総
督
府
中
枢
院
編
『
社
還

　
米
制
度
』
一
九
三
〇
年
、
四
七
置
頁
。
文
献
の
存
在
は
宮
嵩
博
史
氏
に
教
え
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
阪
教
育
大
学
講
師
　
枚
方
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A　Study　of　the　Granary　System　under　the　Qing　Dynasty

：　An　Analysis　of　the　Economic　Structure　of　18th　Century

China　from　the　Point　of　View　of　Local　Asset　Formation

by

Akinobu　Kuroda

　　During　the　18th　century，　stock　in　the　official　granaxies　had　increased

to　an　amount　which　had　not　been　seen　before．　Hitherto　historians　have

simply　taken　the　granaries　to　be　a　socia1　welfare　system，　whose　ultimate

purpose　was　ior　famine　prevention　as　in　former　dynasties．　But　they

could　not　explain　why　tke　dynamic　expaltsion　of　grain　stock　occured，

especially　in　the　Qianlong　period．　lt　is　true　that　the　main　purpose

of　the　system　was　for　price　stabilization，　but　we　should　pay　attention

to　another　feature．

　　In　those　days　the　Qing　government　tended　to　restrict　the　importation

of　grain　from　outside　districts　to　make　up　local　shortages．　That　is，　even

grain　deficit　districts　were　compelied　to　form　their　own　grain　stocks．

The　renewal　of　grain　stocks　was　done　by　paying　and　receiving　copper

cash，　the　local　surplus　of　which　was　also　expanding　during　this　period．

The　granary　systeエ皿created　a　situation　of　easy　exchange　between　gra呈n

and　copper　cash，　so　that　a　structure　was　created　whereby　both　local

assets，　grain　and　copper　cash，　were　overvalued　against　silver，　the　inter－

regional　currency．　Thus　we　know　that　economic　policy　iエ1　the　Qianlong

period，　known　as　an　era　of　prosperity　and　stability，　functioned　so　as　to

lead　to　the　development　of　a　market　economy　and　to　encourage　iocal

assets　which　had　low　lilquidity　beyond　the　local　area．

（1016）




