
明

代

の

票

法

i
明
代
塩
政
の
一
勧
…
i

佐

白イ

出鵬
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【
要
約
】
　
宋
代
以
後
の
近
世
強
国
社
会
に
お
い
て
は
、
塩
の
導
売
収
入
は
国
家
の
財
政
面
に
お
い
て
最
も
重
要
な
塩
竃
を
演
ず
る
。
近
世
に
お
け
る
独
裁
慰

僧
綱
も
こ
の
塩
の
専
売
収
入
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
過
信
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
の
塩
の
専
売
収
入
の
う
ち
そ
の
大
饗
を
占
め
る
の
は
両

潅
塩
で
あ
る
。
こ
の
両
潅
の
塩
政
が
清
朝
に
お
い
て
嘉
腿
か
ら
道
光
時
代
に
か
け
て
崩
超
す
る
。
時
宛
も
西
洋
め
勢
力
が
中
国
に
侵
入
し
、
阿
片
戦
争
が
勃
発

し
た
疇
代
に
相
当
る
。
国
家
は
財
政
的
に
困
窮
し
、
歳
入
の
増
頽
を
計
る
た
め
に
両
潅
黒
鍬
の
改
箪
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
敬
革
に
際
し
て
取
上
げ
ら
れ
た
の
が

こ
こ
に
問
題
と
す
る
票
法
で
あ
る
。
清
代
票
法
の
起
原
と
そ
の
発
生
の
審
情
と
を
考
察
し
よ
5
と
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
固
め
る
た
め
に
実
施
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
塩
商
が

　
　
　
　
剛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
塩
引
を
独
占
す
る
と
、
塩
を
販
売
す
る
権
利
！
こ
れ
を
根
窩
、
窩

　
明
代
万
暦
の
末
年
に
成
立
し
た
い
わ
ゆ
る
綱
法
は
清
朝
に
な
っ
て

も
そ
の
ま
ま
継
承
せ
ら
れ
、
両
准
行
塩
地
に
お
い
て
道
光
時
代
ま
で

施
行
せ
ら
れ
た
。
元
来
、
憲
法
は
滞
積
し
た
塩
3
1
を
消
化
す
る
た
め

に
塩
商
を
優
遇
し
て
塩
引
の
独
占
を
認
め
、
且
つ
国
家
財
敵
の
基
礎

　
　
　
　
　
明
｛
代
の
票
法
（
佐
伯
）

底
、
窩
な
ど
と
い
う
一
が
そ
の
塩
商
に
独
占
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な

り
、
そ
の
塩
の
販
売
独
占
権
が
あ
た
か
竜
今
口
の
株
の
如
く
、
子
肉

孫
々
に
ま
で
継
承
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
は
塩
を
販

売
す
べ
き
地
域
1
一
こ
れ
を
引
地
と
い
う
。
6
1
地
は
、
某
電
場
の
塩
は
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明
代
の
票
法
（
佐
伯
）

某
塩
商
が
某
引
地
に
販
売
す
る
と
い
ふ
風
に
政
府
か
ら
決
定
せ
ら
「
れ

て
い
る
一
竜
亦
特
定
の
塩
湯
だ
け
が
販
擁
し
う
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
塩
3
一
と
引
地
と
の
独
占
は
自
然
に
塩
価
の
独
占
価
務
を
生
ぜ
し

め
る
結
果
を
も
た
ら
し
、
民
衆
が
塩
価
の
高
騰
に
苦
し
む
の
み
な
ら

ず
、
政
府
の
方
で
も
豫
期
し
た
塩
の
収
入
を
得
る
こ
と
が
禺
来
な
く

な
っ
た
。
こ
ご
に
綱
法
の
改
革
が
企
図
せ
ら
れ
、
清
朝
の
道
光
年
闇
、

陶
樹
に
よ
っ
て
塩
煙
の
改
革
が
断
行
せ
ら
れ
、
塩
商
の
特
権
、
即
ち

塩
引
と
引
地
と
の
独
占
権
を
剥
奪
し
、
塩
の
販
売
を
い
か
な
る
入
に
馳

対
し
て
も
開
放
す
る
所
の
票
法
が
実
施
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

票
法
は
最
初
潅
北
塩
の
販
売
地
域
に
実
施
し
て
成
功
を
収
め
、
後
、

潅
南
塩
の
販
売
地
域
に
も
陸
建
礁
に
よ
っ
て
実
施
せ
ら
れ
効
を
収
め

つ
つ
あ
っ
た
が
、
太
平
天
国
の
叛
乱
に
よ
っ
て
販
売
地
域
が
躁
踊
せ

ら
れ
た
た
め
に
遂
に
挫
折
の
巳
む
な
き
に
至
っ
た
、
陶
…
樹
の
票
法
は

当
時
、
漸
江
、
山
東
等
の
一
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
票
法
に

範
を
採
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
地
方
に
お
い
て
実
施

せ
ら
れ
て
い
た
票
法
は
已
に
明
代
か
ら
引
続
き
行
わ
れ
て
い
た
も
の

で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
陶
樹
の
塩
政
改
革
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
わ

け
で
あ
る
。
曾
て
私
は
丁
寧
の
票
法
に
つ
い
て
、
東
方
史
論
叢
第
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

輯
に
論
稿
を
掲
載
し
よ
う
と
し
た
が
、
同
論
叢
が
廃
刊
に
な
り
、
校

正
…
欄
を
そ
の
ま
ま
魚
心
に
蔵
し
て
い
る
。
そ
の
当
時
か
ら
票
法
の
起

原
を
考
え
た
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
最
近
そ
の
機
会
を
得
て
ま
と
め

た
も
の
が
本
稿
で
あ
る
。

二

　
塩
の
収
益
が
國
家
の
財
政
上
占
め
る
地
位
は
明
代
に
お
い
て
竜
変

り
は
な
い
。
万
暦
時
代
に
お
い
て
は
臨
賦
に
匹
敵
す
る
収
入
が
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

歳
入
面
に
お
い
て
は
誓
事
と
共
に
国
家
の
ご
大
財
源
で
あ
っ
た
。
そ

こ
で
明
代
の
塩
蒸
は
国
初
か
ら
確
立
し
て
い
た
。
明
の
太
祖
の
制
覇

屯
塩
政
の
整
備
に
負
う
所
が
大
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
明
の
塩
政

は
大
別
す
る
と
適
中
法
と
戸
口
食
塩
法
と
に
分
れ
る
。
後
者
は
永
楽

帝
の
始
め
に
制
定
せ
ら
れ
た
方
法
で
、
　
人
口
数
に
応
じ
て
政
府
寮

　
　
　
　
　
　
　
②

自
ら
塩
を
配
給
す
る
。
そ
の
代
価
と
し
て
、
原
則
と
し
て
郷
村
で
は

米
糧
を
敦
府
に
納
め
る
。
こ
れ
を
塩
糧
と
称
す
る
。
主
と
し
て
軍
糧

を
調
達
す
る
の
が
そ
の
目
的
で
あ
っ
た
。
　
一
方
都
会
地
で
は
塩
糧
の

代
り
に
紗
即
ち
紙
幣
を
徴
収
し
た
。
だ
ぶ
つ
い
た
砂
を
吸
収
し
て
妙

価
の
暴
落
を
防
ぎ
、
紗
の
流
通
を
円
滑
な
ら
し
め
る
通
貨
政
策
か
ら
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来
た
方
策
で
あ
’
つ
た
、
こ
の
戸
口
食
塩
法
は
生
産
、
運
搬
、
販
売
す

べ
て
政
府
の
手
に
よ
っ
て
行
う
所
の
塩
の
専
売
法
で
あ
る
が
、
こ
う

い
う
あ
ら
ゆ
　
る
趨
勢
を
政
府
の
手
に
引
受
け
て
や
る
と
い
う
こ
と
は

絵
程
困
難
な
こ
と
で
永
続
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
已
に
憲
宗
の

成
化
の
頃
に
は
入
民
に
は
塩
が
配
給
さ
れ
ず
、
そ
の
代
価
だ
け
が
徴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

収
せ
ら
れ
る
面
様
で
、
一
種
の
税
と
化
し
て
い
る
。

　
開
商
法
は
太
祖
の
豊
頃
に
制
定
せ
ら
乳
た
も
の
で
、
こ
れ
も
主
と

し
て
軍
糧
を
調
達
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
商
人
が

軍
糧
を
国
境
方
面
の
駐
屯
地
に
納
入
す
る
と
倉
妙
と
称
す
る
証
明
書

を
交
付
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
露
骨
地
に
設
麗
せ
ら
れ
塩
務
を

掌
管
す
る
憂
身
司
も
し
く
は
塩
課
提
挙
司
に
持
参
す
る
と
塩
引
即
ち

塩
の
販
売
許
可
証
が
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
塩
引
を
塩
油
島
ち
塩
の
生

塵
場
に
持
参
し
て
塩
引
に
記
載
せ
ら
れ
た
額
の
塩
を
受
領
し
、
政
府

の
指
定
し
た
行
脚
地
即
ち
塩
の
販
売
地
域
に
運
搬
し
て
塩
を
販
売
す

畑
こ
紮
開
中
法
の
糞
で
あ
る
・
砂
中
法
は
そ
の
制
屡
変
遷

は
あ
っ
た
が
、
明
初
か
ら
明
末
ま
で
一
貫
し
て
施
行
せ
ら
れ
明
の
軍

糧
調
達
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
。
明
代
の
財
政
問
題
申
、
最
も
重

要
な
も
の
は
軍
糧
の
問
題
で
あ
る
が
、
塩
法
は
こ
の
軍
糧
調
達
に
利

　
　
　
　
　
明
代
、
の
薫
ρ
法
（
佐
伯
μ

用
せ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
ゆ

　
一
体
、
壌
引
は
南
京
の
戸
部
に
お
い
て
発
行
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る

が
、
最
初
商
人
が
塩
運
司
も
し
く
は
塩
課
提
挙
司
に
お
い
て
塩
引
の

交
付
を
受
け
る
と
き
、
塩
6
1
一
引
毎
に
一
枚
の
紙
を
塩
害
胃
、
（
も
し

く
は
鑑
課
提
挙
司
）
に
納
付
し
、
之
を
南
京
戸
部
に
発
送
し
て
塩
引

の
印
刷
用
紙
に
充
当
し
て
い
た
。
た
だ
陳
西
・
四
川
∵
雲
南
の
商
人
だ

け
は
紙
を
納
付
す
る
こ
と
を
免
ん
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
董
し
、
ζ
れ
ら

の
地
方
か
ら
紙
を
南
京
戸
部
ま
ぞ
再
転
す
る
の
が
困
難
で
あ
っ
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
制
度
は
英
主
の
正
統
三
年
（
酉
面
一
四
三
八
）

に
定
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
　
景
泰
帝
の
景
泰
五
年
（
一
囲
五
四
）

に
至
砂
官
吏
の
俸
妙
が
不
足
し
、
妙
（
紙
幣
）
が
回
収
さ
れ
な
い
た

め
に
、
改
制
が
加
え
ら
れ
た
。
即
ち
当
時
は
塩
引
印
刷
用
の
紙
は
充

分
鯨
裕
が
あ
っ
た
の
ぞ
両
准
・
由
東
・
長
麓
塩
商
に
命
じ
、
紙
を
納

付
す
る
こ
と
を
免
じ
、
そ
分
代
り
塩
引
一
引
に
対
し
紙
幣
一
貫
を
納

め
て
俸
妙
の
不
足
を
補
足
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
後
更
に
憲
宗
の

成
歯
十
九
年
（
一
四
八
三
）
に
は
塩
6
1
の
紙
代
と
し
て
塩
類
か
む
塩

引
百
枚
に
つ
き
、
銀
一
銭
を
徴
収
し
、
こ
れ
を
南
京
戸
部
に
発
送
し
、

紙
が
不
足
し
た
鱒
に
は
商
人
に
命
じ
て
収
買
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
露

（313）



　
　
　
　
萌
代
の
票
法
（
佐
伯
）

盛
代
の
磐
は
官
軍
の
俸
費
し
て
流
用
薄
れ
や

　
こ
の
塩
3
1
は
塩
運
司
も
し
く
は
塩
課
提
斎
館
か
ら
宮
吏
冠
し
く
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

商
人
を
南
京
戸
部
に
差
遣
し
て
こ
れ
を
受
領
す
る
が
ヤ
　
一
度
に
や
っ

て
来
て
は
混
雑
し
た
り
、
叉
あ
る
者
は
長
く
待
っ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
の
で
、
全
国
を
四
組
に
分
け
て
交
々
受
領
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
た
。
　
先
ず
両
准
塩
運
司
が
受
領
し
、
　
両
漸
が
こ
れ
に
次
ぎ
、
　
長

麓
・
山
東
・
河
南
こ
れ
に
次
ぎ
、
福
建
・
広
東
。
四
川
は
最
後
に
受

領
し
た
。
受
領
の
時
期
に
先
だ
つ
こ
と
半
年
前
に
各
塩
運
気
か
ら
所

要
の
塩
引
数
を
南
京
戸
部
に
通
知
す
る
。
南
京
戸
部
は
応
天
府
に
通

達
し
て
紙
を
買
わ
せ
て
印
刷
さ
せ
る
。
印
畏
し
終
っ
た
も
の
は
十
枚

毎
に
ま
と
め
て
一
封
と
し
、
帯
心
庫
に
収
善
し
、
順
次
に
支
給
す
る
。

印
刷
に
は
印
匠
が
当
る
が
、
降
し
手
不
足
の
時
に
は
臨
時
に
工
役
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

増
し
、
こ
れ
に
は
口
糧
を
支
給
し
た
、

　
塩
引
を
粛
…
京
戸
部
で
受
領
す
る
…
場
合
に
は
係
の
官
吏
や
胃
萸
、
牙

行
騰
に
相
当
額
の
賄
賂
を
つ
ぎ
こ
ま
ぬ
と
垂
々
塩
引
を
交
付
し
て
く

れ
ず
薮
議
題
待
た
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
細
ま
た
塩

引
を
交
付
す
る
時
に
は
無
籍
の
棍
徒
が
色
々
と
蓮
動
し
、
時
に
は
役

所
の
役
人
を
脅
撮
し
て
塩
引
を
入
手
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
幌
徒
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
ガ
ミ

流
言
を
飛
ば
し
、
匿
名
の
帖
紙
を
し
た
毒
し
て
自
分
の
希
望
を
遂
げ

る
。
官
僚
は
ま
た
そ
の
流
言
に
動
か
さ
れ
て
、
そ
の
計
に
陥
る
者
も

あ
れ
ば
、
詐
欺
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
も
故
ら
に
そ
の
計
に
乗

る
者
屯
あ
る
、
か
か
る
際
に
そ
の
羽
翼
と
な
っ
て
暗
躍
し
、
甘
い
汗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

を
吸
わ
ん
と
す
る
の
が
牙
倫
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
両
准
塩
鱒
は
南
京
に
近
い
た
め
に
塩
引
を
印
刷
す
る
工
匠
と
結
托

し
て
塩
引
を
預
め
印
刷
さ
せ
た
り
、
或
い
は
申
込
数
以
上
に
持
帰
る

　
　
　
　
⑩

者
が
あ
っ
た
。
勿
論
不
正
利
得
を
計
っ
た
わ
け
で
は
あ
る
が
、
一
方

で
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
塩
引
の
交
付
に
は
諸
種
の
必
要
以
上
の
経

費
が
か
さ
む
の
で
そ
の
費
用
を
捻
出
す
る
上
か
ら
も
、
こ
う
い
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

不
正
を
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
艶
情
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
か
よ
う
に
壌
引
の
交
付
に
際
し
て
は
種
々
の
不
正
が
行
わ
れ
る
の

で
南
京
戸
部
で
は
官
吏
を
遣
わ
し
て
臨
検
す
る
。
こ
れ
が
た
め
に
受

領
し
た
塩
引
を
塩
場
に
も
ち
帰
る
こ
と
が
遅
延
す
る
。
恐
ら
く
臨
検

の
際
に
も
贈
賄
が
行
わ
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
か
く
塩
引
受
領
の

際
に
は
諸
種
の
運
動
が
行
わ
れ
た
た
め
に
塩
引
価
が
次
第
に
騰
貴
し

⑫
た
。　

塩
引
価
が
騰
貴
す
る
と
早
春
が
高
く
な
っ
て
一
般
民
衆
が
困
る
の

1の



み
な
ら
ず
、
堪
商
自
身
も
塩
引
を
悶
尽
つ
こ
と
を
手
控
量
る
よ
う
に
な

る
の
ぞ
、
そ
の
結
果
は
軍
糧
の
国
境
納
入
が
滅
嘱
す
る
。
こ
の
軍
糧

の
調
逮
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
は
塩
引
価
を
引
下
げ
て
塩
商
が
利
益

を
得
る
よ
う
に
し
て
や
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
事
情
か
ら
穆

宗
の
隆
慶
五
年
に
は
両
准
塩
引
価
を
毎
引
五
分
値
下
げ
す
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
み
砂

　
と
も
あ
れ
塩
は
朗
代
専
売
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
販
売
許
可
を
得

た
者
は
非
鴬
な
利
益
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
、
塩
引
の
獲
得
に

つ
い
て
色
女
の
猛
運
動
が
展
開
せ
ら
れ
、
そ
の
弊
の
極
ま
る
と
こ
ろ

延
い
て
は
塩
政
の
崩
壊
を
導
く
原
因
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

①
　
麻
明
夢
像
録
巻
三
五

　
　
圏
家
財
賦
。
所
称
塩
法
屡
牛
考
。
蓋
歳
計
所
入
止
四
百
万
。
傘
妻
達
賦
。

　
　
其
牛
酬
川
取
給
於
壌
策
。

　
　
臭
明
経
世
丈
編
巻
四
七
四
震
世
振
「
西
潅
塩
政
疏
理
成
編
三
戸
部
題
行

　
　
十
議
疏
」
に
も
略
嗣
じ
艶
事
あ
り
。

＠s
二
丈
献
通
考
巻
二
〇
「
征
権
考
塩
辛
」
永
楽
二
年
八
月
粂

同
店
二
化
六
年
八
月
条

戸
口
食
搬
之
法
。
既
験
口
取
鉛
。
即
当
験
口
亥
塩
。
今
砂
入
於
官
。

塩
不
藻
草
。
…
…
後
逸
漸
條
鞭
法
行
。
遂
編
入
正
心
。

七
惰
類
藁
巻
一
〇

　
　
明
代
の
票
法
（
佐
伯
）

町

④＠＠＠＠＠＠＠＠＠
明
裏
巻
八
○
食
貨
志
螺
法
〔
浜
武
〕
圏
年
条

粋
向
開
中
腎
に
つ
い
て
は
卿
膿
井
宏
氏
「
明
代
塩
商
の
一
考
祭
・
一
辺
｛
間
・
内

商
。
轟
小
商
の
研
究
i
」
（
史
瀞
ず
雑
動
ゆ
櫨
罪
五
四
颯
脚
綴
埋
五
．
山
ハ
．
七
鼠
ン
）
参
昭
…

続
文
献
通
考
巻
二
〇
「
三
権
考
塩
鉄
」

明
穆
宗
実
録
巻
二
四
　
隆
慶
二
年
九
月
養
成
、
神
宗
実
録
巻
四
七
　
万

膝
一
四
年
二
月
翁
島
の
ん
粂

同
書
春
八
四
　
万
暦
七
年
二
月
庚
子

穆
宗
実
録
巻
二
七
　
隆
慶
二
年
十
二
月
戊
戌

神
一
図
｛
夷
鞘
巻
「
ニ
ニ
ニ
　
　
万
暦
二
十
山
ハ
年
五
月
戊
エ
2

伺
書
巻
紙
七
　
万
暦
四
年
二
月
藁
辰

巳
巻
四
一
一
　
万
暦
三
十
三
年
七
月
垂
寅

穆
宗
実
録
巻
六
囚
　
隆
慶
五
年
十
二
月
丙
辰

嗣
右

神
宗
実
録
巻
四
七
　
万
麿
四
年
二
月
壬
辰

穆
艀
が
実
p
右
巻
六
瞬
　
　
隆
慶
五
年
十
二
月
｝
内
辰

三

　
塩
引
を
商
人
が
受
領
す
る
手
続
き
は
上
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
商

人
が
塩
引
を
受
取
る
と
弓
場
の
政
府
設
立
の
塩
倉
に
行
き
て
塩
を
受

領
し
、
こ
れ
を
政
府
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
行
新
地
に
逮
卸
し
て
販

売
す
る
。
所
に
よ
っ
て
は
更
に
塩
を
そ
の
土
善
…
商
人
に
転
売
す
る
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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明
代
の
票
法
（
佐
伯
）

合
も
あ
る
。
河
東
行
塩
地
で
は
こ
の
土
嚢
商
人
を
土
商
と
称
し
て
い

る
。
土
商
は
塩
を
運
搬
し
て
来
た
客
商
か
ら
壌
を
買
い
取
っ
て
、
更

に
塩
を
小
売
り
す
る
塩
店
、
鋪
戸
に
讃
し
て
販
売
さ
せ
た
よ
う
で
あ

①る
。
こ
の
塩
の
運
搬
販
売
の
方
法
も
各
壌
場
に
よ
り
相
内
曝
か
あ
る
が
、

段
々
時
代
が
降
る
に
従
っ
て
次
第
に
分
化
し
て
来
る
よ
う
で
あ
る
。

例
え
ば
、
両
准
行
霊
地
の
黍
餅
方
法
に
つ
い
て
見
る
と
、
爾
准
行
藁

紙
は
そ
の
範
園
が
非
常
に
広
大
で
あ
る
か
ら
、
塩
商
が
自
ら
塩
場
に

行
き
、
塩
を
買
取
っ
て
行
壌
地
の
末
端
地
方
に
運
搬
し
て
販
売
す
る

と
い
う
こ
と
は
到
底
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
塩
の
販
運
組
．
織

が
幾
段
階
に
竜
分
れ
て
分
業
化
し
て
い
る
。
両
潅
行
塩
湯
は
後
に
准

南
と
准
北
と
に
分
離
し
、
准
南
行
無
地
に
は
准
南
塩
を
森
北
行
塩
地

に
は
惟
北
塩
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
今
中
国
最
大
の

行
管
地
を
擁
す
る
准
並
塩
の
販
運
組
織
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　
灘
南
行
管
地
に
お
い
て
は
巳
に
早
く
か
ら
塩
商
の
分
化
が
行
わ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

辺
商
、
内
蓋
、
水
商
と
に
分
れ
た
。
辺
商
は
国
境
方
面
に
軍
糧
を
納

入
し
、
禽
紗
の
交
付
を
受
け
た
商
人
で
あ
る
が
、
国
境
に
近
い
地
方

の
出
身
者
が
多
く
、
愈
妙
を
交
付
さ
れ
塩
引
を
買
受
け
て
も
自
ら
塩

…
場
に
行
き
塩
の
払
下
げ
を
受
け
て
塩
を
販
売
す
る
こ
と
は
稀
ぞ
、
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
響

く
は
塩
引
を
准
安
、
揚
州
等
東
爾
地
方
の
塩
商
即
ち
内
帯
に
転
売
し

た
、
内
商
は
辺
商
か
ら
塩
引
を
収
帯
し
こ
れ
を
塩
場
に
持
参
し
て
塩

を
受
領
す
る
、
こ
の
塩
を
塩
場
河
そ
の
他
の
河
に
よ
っ
て
揚
州
の
儀

真
ま
で
運
ん
ぞ
来
る
。
こ
こ
に
は
批
萱
所
が
あ
り
、
塩
引
に
記
載
せ

ら
れ
た
数
量
と
運
搬
し
て
来
た
塩
の
斤
量
と
が
合
致
す
る
か
否
か
を

検
査
す
る
。
こ
れ
を
禦
験
竜
し
く
は
薫
製
と
い
う
が
、
禦
験
が
終
ら

な
け
れ
ば
塩
を
運
搬
し
て
販
売
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
。
禦
験
の

場
合
、
塩
引
に
記
入
せ
ら
れ
た
事
訳
以
外
の
壌
は
私
署
パ
闇
塩
）
で

あ
っ
て
、
原
則
と
し
て
政
府
に
没
収
す
る
立
前
に
な
っ
て
い
る
。
こ

の
没
収
し
た
私
塩
を
割
干
塩
と
称
す
る
。
僅
か
の
量
で
あ
れ
ば
超
過

塩
斤
に
対
し
て
膝
価
に
照
し
て
銀
を
納
付
さ
せ
、
そ
の
群
論
を
許
可

　
⑤

す
る
、
併
し
、
後
に
は
趨
過
斤
量
の
僅
か
の
も
の
に
対
し
て
は
欝
欝

罰
銀
一
分
、
多
量
の
も
の
に
対
し
て
は
罰
銀
三
分
と
額
を
定
め
て
い

④る
。
因
み
・
に
こ
の
嵐
窓
塩
銀
は
醸
塩
（
塩
の
生
産
者
竃
戸
が
薄
塩
即

ち
割
当
生
産
額
以
外
に
生
産
し
た
塩
）
を
収
買
し
、
運
河
を
聖
慮
し
、

或
い
は
寝
際
の
際
に
米
を
買
入
れ
て
賑
憶
を
行
う
な
ど
の
資
金
と
し

て
、
地
方
に
存
呈
し
て
使
用
す
る
こ
と
な
許
さ
れ
た
地
荒
誕
で
あ
る

が
、
車
．
央
政
府
の
財
政
が
次
第
に
蓬
慌
し
て
来
る
に
従
っ
て
車
・
央
に
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⑤

引
掲
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
批
町
所
で
畢
験
を
受
け
る
際
に
は
牙
行
の
手
を
経
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
血
行
は
内
証
か
ら
種
々
と
賄
賂
を
貧
っ
た
ら
し

ぐ
、
こ
れ
が
塩
の
原
価
を
騰
貴
せ
し
め
る
一
つ
の
原
因
に
な
っ
た
よ

　
　
　
⑥

う
ぞ
あ
る
。
こ
の
禦
験
は
春
秋
二
季
も
し
く
は
四
季
毎
に
行
わ
れ
た

痴
・
段
孟
引
に
対
応
す
る
塩
斤
の
票
契
す
る
と
能
面
の
霧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

が
渋
滞
し
て
進
捗
し
な
く
な
る
。
又
…
批
験
所
の
官
隻
や
胃
吏
は
賄
賂

を
受
け
た
商
人
の
塩
は
早
く
禦
験
し
て
や
る
が
、
普
通
の
商
人
に
対

し
て
は
故
意
に
遅
延
す
る
の
で
、
中
に
は
数
年
竜
禦
験
を
し
て
も
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

え
ず
待
期
し
て
い
る
商
人
が
い
た
。
こ
れ
が
た
め
に
資
本
の
大
き
い

商
人
は
皆
賄
賂
を
使
っ
て
順
，
番
を
待
た
な
い
で
禦
験
を
受
け
る
。
こ

れ
を
超
禦
と
い
う
。
趨
禦
は
厳
に
禁
止
せ
ら
れ
て
い
た
が
、
実
際
に

　
　
　
　
　
　
　
⑩

は
遵
守
せ
ら
れ
な
い
。
内
商
は
い
つ
ま
で
竜
難
験
を
受
け
ず
に
待
つ

こ
と
は
、
資
金
を
ね
か
せ
て
お
く
こ
と
に
な
る
の
で
、
少
女
無
理
を

し
て
　
禺
来
る
だ
け
早
く
否
応
を
受
け
よ
う
と
遮
動
を
す
る
。
す
べ

て
の
姦
商
が
超
製
を
や
り
撮
す
と
、
超
攣
が
そ
の
効
力
を
失
う
の
で
、

画
商
は
更
に
多
額
の
賄
賂
を
使
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
た
め
に
富

商
の
諸
経
費
が
膨
脹
し
て
結
局
こ
れ
は
塩
価
に
影
響
し
て
官
懸
想
が

　
　
　
　
　
明
代
の
票
法
（
佐
伯
）

高
く
な
る
。
こ
れ
が
塩
政
を
崩
壊
さ
せ
る
一
つ
の
原
因
に
な
っ
た
。

　
揚
州
で
攣
験
が
終
る
と
内
商
は
自
ら
塩
を
江
西
、
湖
広
（
湖
北
・

湖
南
）
等
に
販
運
す
る
著
も
あ
る
が
、
多
く
は
こ
Σ
で
待
ち
う
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

い
る
水
商
に
塩
を
売
り
渡
す
。
水
商
は
多
く
江
西
、
湖
広
野
の
本
地

の
人
が
多
い
。
因
み
に
明
代
の
内
商
は
清
代
の
場
商
に
梢
当
し
、
水
．

商
は
富
商
に
当
る
．
尤
も
清
代
に
も
水
商
が
あ
り
、
水
販
と
竜
称
す

る
が
、
こ
れ
は
運
商
が
揚
州
か
ら
塩
を
江
西
、
湖
広
に
運
ん
で
行
く

と
、
そ
の
塩
を
買
い
と
っ
て
各
州
県
に
販
蓮
す
る
地
方
商
人
で
あ
る
。

そ
の
資
本
は
編
纂
に
比
べ
る
と
鵬
程
小
さ
か
っ
た
。
併
し
、
明
代
の

水
商
は
心
当
資
本
も
大
き
か
っ
た
ら
し
く
、
幅
広
、
江
西
か
ら
揚
州

ま
で
塩
を
買
い
に
幽
か
け
て
ゆ
く
だ
け
の
資
本
を
も
つ
て
い
た
わ
け

で
あ
る
が
、
内
心
の
資
本
が
段
々
大
き
く
な
り
、
内
心
が
霞
ら
塩
を

揚
州
か
ら
江
酉
・
湖
広
ま
で
逮
果
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
江
西
・
湖

広
の
水
商
は
次
第
に
そ
の
活
躍
の
舞
壷
を
狭
め
ら
れ
、
地
方
的
商
人

に
転
落
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
の
内
商
と
水
商
と
の
勢
力
の
交

代
は
明
の
万
暦
の
末
年
に
成
立
し
た
綱
法
の
発
展
と
密
接
な
関
係
が

あ
る
よ
う
で
あ
る
。
綱
法
の
発
展
は
安
徽
。
山
西
両
省
特
に
徽
州
嵩

身
の
揚
州
塩
商
の
発
展
に
基
く
も
の
で
あ
る
が
、
揚
州
塩
商
は
明
末

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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明
代
の
票
法
（
佐
伯
）

か
ら
清
初
に
か
け
て
大
発
展
を
な
し
、
乾
隆
蒔
代
に
は
天
下
に
そ
の

富
揚
州
厄
難
の
右
に
出
ず
る
者
は
な
い
と
い
わ
れ
る
程
の
発
展
を
遂

げ
た
、
灘
南
行
歩
地
に
お
け
る
内
商
と
水
商
と
の
勢
力
の
更
迭
は
明

末
か
ら
清
初
に
お
け
る
綱
法
の
発
展
期
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
、

　
さ
て
水
商
は
内
商
か
ら
塩
を
買
受
け
る
と
大
き
な
塩
袋
を
小
さ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

塩
包
に
包
装
し
か
え
る
。
蓋
し
、
江
西
。
湖
広
等
の
地
方
州
県
は
地

勢
が
険
阻
で
河
の
水
深
が
浅
い
の
で
大
き
な
塩
袋
を
船
に
積
載
し
て

は
不
便
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
揚
州
で
小
包
に
改
装
す
る
と
、
叉
壌

包
に
対
し
て
税
が
か
け
ら
れ
る
。
湖
広
向
け
の
塩
包
に
対
し
て
は
毎

包
四
縫
課
税
せ
ら
れ
、
そ
の
税
額
は
す
べ
て
中
央
の
戸
部
に
葬
送
せ

ら
れ
た
、
こ
の
改
装
の
た
め
に
、
儀
真
の
人
民
は
職
に
あ
り
つ
く
こ

と
が
禺
来
た
、
こ
の
塩
包
は
高
々
県
か
ら
送
ら
れ
て
来
た
も
の
で
あ

る
。
元
来
高
命
で
は
聖
地
が
湖
水
に
洗
わ
れ
て
水
没
し
、
田
地
を
失

っ
た
農
民
が
湖
辺
に
生
ず
る
草
で
塩
煙
を
製
造
し
、
こ
の
代
価
を
以

て
税
金
や
差
役
に
充
当
し
て
い
た
、
万
暦
四
年
（
一
五
七
六
）
に
こ
の

改
装
に
は
手
数
と
経
費
が
か
か
り
、
諸
語
の
弊
害
が
生
じ
た
の
で
禁

止
し
よ
う
と
し
た
が
、
上
述
の
よ
う
に
こ
の
改
装
に
よ
っ
て
生
計
を

立
て
て
い
る
者
が
多
く
、
且
つ
こ
の
改
装
を
停
止
す
れ
ば
中
央
へ
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

送
す
る
調
革
が
減
少
す
る
の
で
　
遂
に
従
来
通
り
継
続
す
る
こ
と
に

　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

な
っ
た
、
と
こ
ろ
で
こ
の
改
装
の
際
に
は
官
吏
や
胃
吏
或
い
は
労
働

者
が
塩
を
盗
み
と
っ
て
斤
量
を
誤
解
化
す
た
め
に
土
砂
を
塩
田
に
混

入
す
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
叉
商
人
が
壌
包
に
規
定
斤
量
以
外
に
多

量
の
塩
を
入
れ
る
の
竜
や
は
り
改
装
の
場
合
に
多
い
。
塩
政
の
改
革

を
や
る
場
合
に
は
か
か
る
弊
害
の
生
ず
る
機
会
を
少
く
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
っ
て
、
政
府
と
し
て
屯
こ
う
い
う
立
場
か
ら
改
装
を
廃
止

し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
一
部
の
官
僚
の
反
対
に
あ
っ
て
実

現
出
来
な
か
っ
た
。
こ
・
の
改
装
問
題
は
清
朝
の
道
光
年
聞
に
も
起
り
、

弊
害
を
除
去
す
る
た
め
に
改
装
を
中
止
し
よ
う
と
し
た
が
、
之
に
従

事
し
て
い
る
多
数
の
労
働
考
が
失
業
し
、
不
穏
な
形
勢
を
惹
起
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

危
険
が
あ
っ
た
の
で
実
現
禺
な
か
っ
た
ら
し
い
。
恐
ら
く
明
代
に
お

い
て
も
改
装
を
中
止
す
る
と
多
数
の
労
働
者
が
失
業
し
、
大
き
な
社

会
問
題
を
惹
き
起
す
の
で
諸
種
の
弊
害
が
あ
る
の
を
知
妙
つ
つ
も
之

を
断
行
す
る
こ
と
が
尊
来
な
か
っ
た
よ
う
ぞ
あ
る
。
申
楽
に
お
け
る

諸
種
の
制
度
の
改
革
に
は
労
働
者
の
失
業
問
題
が
伴
う
の
で
、
制
度

の
改
革
が
痛
感
せ
ら
れ
な
が
ら
も
こ
れ
を
笑
施
し
え
ぬ
所
に
近
世
中

国
祉
会
の
悩
み
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
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禦
験
は
儀
真
の
み
な
ら
ず
、
南
京
の
龍
江
関
塩
愈
批
験
所
で
も
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
文
武
官
に
支
給
す
る
塩
や
、
光
禄
寺
に
供
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

き
塩
を
調
達
す
る
た
め
に
商
人
か
ら
絵
塩
を
徴
収
し
た
。
こ
こ
に
は

把
頭
・
老
虎
。
白
下
等
の
無
頼
漢
が
巣
喰
っ
て
お
り
、
塩
商
が
翠
験

を
待
っ
て
い
る
聞
に
、
種
女
と
難
癖
を
つ
け
て
は
塩
鮭
を
脅
迫
し
て

　
　
　
　
　
　
　
⑰

財
物
を
ま
き
上
げ
た
。
こ
の
外
、
揚
子
江
上
で
轍
中
央
か
ら
官
吏
を

派
遣
し
て
禦
験
を
行
う
．
こ
れ
を
京
禦
と
い
う
。
官
萸
は
故
意
に
禦

験
を
遅
延
さ
せ
る
の
で
、
か
」
る
官
萸
に
対
す
る
塩
商
の
賄
賂
も
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

当
期
か
っ
た
に
相
違
な
い
。
こ
の
塩
の
検
査
は
批
験
所
だ
け
で
は
な

い
。
塩
法
道
は
塩
船
を
検
査
し
、
布
政
司
が
塩
引
を
検
査
す
る
。
藻

塩
を
調
べ
る
た
め
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
か
こ
つ
け
て
運
搬
を
遅
滞
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

せ
る
の
で
、
か
か
る
際
に
も
民
商
は
賄
賂
を
必
要
と
し
た
ぞ
あ
ろ
う
。

又
揚
子
江
上
に
は
九
江
そ
の
他
に
妙
関
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
関
税
を

徴
収
せ
ら
れ
た
が
、
無
事
砂
関
を
通
過
さ
せ
て
も
ら
う
た
め
に
宮
吏
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

腎
吏
に
対
す
る
賂
賂
が
必
要
な
と
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
更
に
水

商
は
目
的
地
の
江
西
、
湖
広
行
忌
地
に
到
着
し
、
塩
を
各
府
州
県
に

運
搬
し
て
販
売
す
る
が
、
各
号
州
県
で
も
や
は
り
、
船
税
、
逓
関
税

が
徴
収
せ
ら
れ
た
．
そ
の
際
、
水
商
が
賄
賂
を
要
求
せ
ら
れ
た
こ
と

　
　
　
　
　
明
代
の
票
法
（
佐
伯
）

　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
想
像
に
難
く
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
水
商
は
多
く
の
批
験
所
や
鉾
関
等
で
多
額
の
税
金

と
賄
賂
と
を
使
わ
な
け
れ
ば
塩
を
販
遮
す
る
こ
と
が
年
来
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
の
経
費
を
償
う
た
め
に
は
廉
価
を
吊
の
上
げ
る
か
私
塩
を
爽

帯
す
る
よ
り
外
に
方
法
が
な
い
。
そ
こ
で
水
商
は
臆
見
や
湖
広
で
塩

が
餓
具
す
る
の
を
待
つ
た
め
に
、
故
意
に
運
搬
を
遅
ら
せ
よ
う
と
し

た
。
こ
れ
が
た
め
に
江
西
・
湖
広
で
は
塩
が
払
底
し
露
霜
が
騰
貴
し

て
人
昆
が
函
難
し
た
の
で
政
府
で
は
水
商
が
儀
真
か
ら
夫
々
の
行
塩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

地
に
塩
を
運
搬
す
る
期
限
を
定
め
て
い
る
。
叉
政
府
で
は
水
商
が
改

装
を
故
意
に
遅
延
し
て
塩
価
を
騰
貴
さ
せ
る
の
を
防
止
し
、
改
装
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

監
督
し
、
促
進
さ
せ
る
た
め
に
特
別
に
官
吏
を
任
命
し
て
い
る
。
又

塞
を
販
売
す
る
値
段
も
政
府
が
制
隈
を
加
え
、
む
や
み
に
吊
上
げ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
水
商
は
塩
の
運
搬
や
販
売
に
対
し
て
政
府
か
ら
色
女

の
制
限
を
加
え
ら
れ
る
の
で
、
普
通
の
手
段
を
以
て
し
て
は
利
潤
は

お
ろ
か
、
投
資
し
た
原
価
さ
え
も
回
収
が
む
ず
か
し
く
な
る
。
そ
こ

で
水
商
は
塩
を
政
府
に
よ
っ
て
憶
測
せ
ら
れ
た
魚
塩
地
に
は
運
搬
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ず
、
揚
子
江
上
で
私
事
と
し
て
売
捌
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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明
代
の
纂
法
（
依
伯
）

　
水
商
が
行
堪
地
で
塩
を
販
売
す
る
こ
と
を
揮
っ
た
も
う
一
つ
の
原

因
は
、
江
西
・
湖
広
で
は
王
府
や
肉
厚
人
等
が
塩
を
屯
塗
し
て
高
価

で
売
り
出
し
た
の
で
、
水
商
は
か
か
る
権
力
者
と
競
争
す
る
こ
と
が

轟
来
ず
、
塩
の
運
搬
を
中
止
し
た
た
め
に
儀
真
批
験
所
は
一
時
薫
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
し
て
さ
び
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

①
世
宗
実
録
巻
五
〇
～
嘉
靖
二
十
年
九
月
甲
午

　
　
両
灘
・
河
東
行
塩
地
方
。
…
…
宜
建
地
里
遠
近
。
戸
口
多
寡
。
分
上
中

　
　
下
蕊
劉
。
某
府
幾
何
。
派
完
成
徽
。
倉
出
商
運
慕
。
分
画
某
地
。
有
司

　
　
饗
土
商
転
夷
。

　
　
神
宗
箋
録
巻
七
八
　
万
腰
六
年
八
月
丁
霊

　
　
同
轡
巻
四
一
一
　
万
贋
三
十
三
拓
、
七
月
辛
卯

②
続
丈
献
通
考
巻
二
〇
「
征
参
考
塊
鉄
」
二
化
七
年
条

　
　
な
お
前
掲
藤
井
氏
論
文
参
照

＠＠＠⑥

続
文
献
遜
考
巻
二
〇
「
三
権
拶
塩
鉄
し
並
徳
十
四
年
条

穆
宗
実
録
巻
二
四
　
隆
慶
二
年
九
月
甲
戊

慕
靖
実
録
巻
三
九
三
　
慕
踏
三
＋
二
年
正
月
辛
丑

同
霧
巻
五
五
〇
　
鎌
蜷
四
十
四
年
九
月
庚
串

穆
宗
実
録
巻
二
四
　
隆
慶
二
年
九
月
甲
戊

同
霧
巻
四
九
　
隆
慶
四
年
九
月
戊
寅

紳
宗
実
録
巻
一
三
五
　
万
暦
十
一
年
三
月
丁
酉

准
南
准
北
二
（
批
験
）
所
。
直
積
厚
着
帖
充
行
。
科
斗
商
人
。

濾
。
毎
多
春
燈
。
不
二
万
澗
。

置
綿
供

⑦＠＠＠＠⑫（fD　dyQD　＠＠＠・・＠　＠＠＠＠＠

一
〇

潤
霧
巻
四
一
九
　
万
贋
三
十
卿
年
三
月
乙
未

穆
宗
実
録
巻
三
五
　
隆
慶
三
年
七
月
三
二
〔

同
書
三
二
五
二
　
万
腰
二
十
年
九
月
丙
寅

英
宗
実
録
巻
二
〇
七
　
景
泰
二
年
八
月
聴
込

紳
虐
が
実
録
巻
四
割
ニ
　
　
万
．
㎝
鞍
三
十
四
年
六
【
月
己
｛
木

穆
宗
実
録
巻
二
四
　
隆
慶
二
年
九
月
二
七

神
宗
実
録
巻
二
一
〇
　
万
暦
十
七
年
照
月
庚
辰

紳
宗
牽
ハ
録
巻
五
登
　
万
暦
四
年
八
月
乙
欝

偲概

鼬
｣
通
考
巻
二
〇
「
狂
糠
｝
考
壌
鉄
」
万
暦
閥
舘
・
八
月
置

晶円

@
実
録
巻
五
三
　
万
三
四
年
八
・
刀
乙
術
桝

盛
康
畠
朝
経
世
丈
続
編
巻
五
μ
銚
笙
「
潅
南
変
塩
法
議
」

同
雀
依
徳
淵
「
塩
嚇
場
癒
議
」

漁
憲
虐
が
実
欄
隊
巻
晶
ハ
ゐ
ハ
　
由
二
化
｝
血
二
四
ロ
刀
山
半
｝
幽

英
糸
実
録
巻
二
八
一
　
策
阻
元
年
八
月
甲
午

｛
憲
慶
ホ
麟
火
M
蝋
轟
谷
六
七
　
　
成
化
五
年
五
日
〃
丁
出
小

神
宗
実
録
巻
三
一
〇
　
万
暦
二
＋
五
年
五
月
壬
寅

岡
書
巻
鋤
照
一
　
万
暦
三
十
五
年
十
二
月
丙
寅

穆
宗
実
録
巻
二
二
　
隆
慶
二
年
九
月
甲
域

神
宗
実
録
巻
一
三
五
　
万
贋
＋
一
年
三
月

同
右

同
書
巻
八
四
　
万
贋
七
年
二
月
庚
子

同
轡
巻
一
二
〇
　
万
暦
十
七
年
四
月
辰
庚

構
弥
費
熟
旧
二
山
ハ
○
　
　
耐
刀
購
桝
ご
十
一
年
五
月
号
コ
虚
ハ
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⑳
　
穆
宗
実
録
巻
二
四
　
隆
慶
二
年
九
月
甲
国

払
　
神
糸
実
録
巻
藁
ニ
　
万
暦
二
年
二
月
壬
申

四

　
以
上
述
べ
た
よ
う
に
水
商
は
内
商
か
ら
塩
を
買
い
受
け
て
之
を
販

売
地
域
に
運
搬
す
る
。
販
売
地
域
に
は
鋪
戸
或
い
は
塩
噌
が
あ
り
、

水
商
は
こ
れ
ら
の
店
懸
に
塩
を
卸
し
て
販
売
さ
せ
る
が
、
そ
の
際
売

買
の
媒
介
役
と
し
て
牙
行
が
屠
り
、
一
切
の
売
買
契
約
の
手
続
を
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

受
け
て
売
買
を
成
立
さ
せ
た
。
鋪
戸
に
は
善
良
に
し
て
資
産
あ
る
者

が
選
ん
で
充
て
ら
れ
た
。
王
座
や
勢
豪
の
人
戸
は
幅
出
と
な
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
禁
止
せ
ら
れ
て
い
た
。
蓋
し
権
勢
の
あ
る
者
が
塩
を
販
売
す
る
と
、

ζ
か
く
政
府
の
統
制
に
服
従
せ
ず
、
塩
蒸
を
吊
上
げ
て
塩
利
を
独
占

し
、
商
人
か
ら
賄
賂
を
搾
取
し
て
塩
の
配
給
統
制
を
困
難
に
す
る
か

ら
ぞ
あ
る
。
已
に
前
章
で
指
摘
し
た
如
く
、
湖
北
・
江
西
で
は
王
愚

智
豪
が
塩
を
高
価
に
販
売
し
た
為
に
、
水
商
が
塩
の
運
搬
を
中
止
す

る
ほ
ど
の
重
大
事
件
が
勃
発
し
て
い
る
位
で
あ
る
か
ら
、
王
府
や
勢

豪
の
三
戸
を
経
営
す
る
者
が
相
当
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

塩
店
も
全
く
鋪
戸
と
同
じ
も
の
で
、
全
国
で
数
量
あ
り
、
帝
室
、
政

　
　
　
　
…
閉
代
の
察
法
（
佐
伯
）

府
民
閥
経
営
の
も
の
が
あ
っ
た
。
帝
室
経
営
の
も
の
は
皇
店
と
い
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

敵
府
経
営
の
も
の
は
官
店
と
称
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
民
間
経
営
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

竜
の
は
民
店
と
称
せ
ら
れ
た
。
こ
の
塩
店
は
相
当
利
益
が
あ
る
の
で

帝
室
、
政
府
の
み
！
な
ら
ず
、
王
府
権
三
等
も
競
っ
て
投
資
し
経
営
し

た
。
　
一
例
を
挙
げ
る
と
、
神
宗
の
万
暦
十
二
年
（
一
五
八
四
Y
灘
王

は
成
国
公
朱
墨
臣
。
錦
衣
衛
指
揮
銭
世
龍
の
所
有
に
係
る
塩
鯨
二
箇

所
を
賃
借
り
し
て
い
た
が
、
万
暦
十
七
年
に
瀦
王
が
封
ぜ
ら
れ
た
任

地
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
之
を
原
所
有
著
に
返
却
し
た
。
こ
、

の
江
海
王
は
租
銀
と
し
て
爾
家
に
七
三
二
百
爾
支
払
っ
て
い
る
。
即

ち
万
暦
十
二
年
か
ら
十
七
年
ま
ぞ
で
あ
る
か
ら
、
仮
に
之
を
満
六
ケ

年
と
す
る
と
、
平
均
両
家
に
対
し
て
千
二
百
両
の
租
銀
を
即
ち
瞬
家

に
対
し
て
は
六
百
両
の
租
銀
を
支
払
つ
た
こ
と
に
な
る
。
．
一
ケ
年
に

塩
店
の
租
銀
と
し
て
六
百
両
を
支
払
う
と
す
れ
ば
、
売
上
高
は
こ
の

数
倍
あ
っ
た
わ
け
で
、
仮
に
租
銀
を
売
上
高
の
半
分
支
払
う
と
し
て

も
、
少
く
と
竜
六
百
両
の
収
入
が
あ
っ
た
わ
け
ぞ
あ
る
。
こ
れ
は
塩

店
三
ケ
所
の
収
入
で
あ
る
か
ら
、
　
一
ケ
所
と
し
て
は
三
百
両
あ
っ
た

わ
け
で
あ
る
。
こ
の
利
益
は
非
常
に
控
え
目
な
見
積
如
で
あ
．
る
か

ら
、
実
際
に
は
遙
か
に
こ
れ
以
上
の
利
潤
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
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代
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伯
）

る
、
か
よ
う
に
塩
店
や
鋪
戸
の
経
営
に
は
大
き
な
利
益
が
あ
っ
た
の

で
、
帝
室
政
府
は
い
う
に
及
ば
ず
、
王
業
や
権
豪
等
の
特
権
階
…
級
の

者
が
競
っ
て
之
に
投
資
し
た
の
で
あ
る
が
、
塩
の
配
給
の
末
端
組
織

が
こ
う
い
う
特
権
階
級
に
よ
り
多
数
占
め
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、

塩
価
を
吊
上
げ
、
斤
量
を
誤
摩
化
し
、
或
い
は
泥
砂
を
混
ぜ
る
等
あ

ら
ゆ
る
不
正
な
こ
と
が
権
力
を
背
景
に
し
て
行
わ
れ
、
消
費
者
た
る

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

一
般
昆
衆
が
そ
の
し
わ
よ
せ
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い
。
こ
う
い
っ
た
所
に
私
塩
が
喰
い
こ
む
隙
が
あ
っ
た
わ
け
で
、

こ
の
こ
と
が
、
憲
政
を
崩
壊
に
導
く
一
つ
の
原
因
と
も
な
っ
た
の
で

あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
塩
店
や
鋪
戸
は
都
会
や
人
籔
の
密
集
し
た
所
に
は
あ

る
が
、
僻
遠
の
農
村
に
は
殆
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
農
村
で
は
農
民
は
い
か
に
し
て
塩
を
入
手
し

た
か
と
い
う
に
、
商
人
が
州
県
等
の
都
会
ま
で
塩
を
運
ん
で
ゆ
く
と
、

里
長
等
が
之
を
そ
こ
ま
で
取
り
に
行
き
運
搬
し
て
饗
民
に
配
給
し
た
、

元
来
、
　
戸
臼
食
塩
法
は
先
に
も
述
べ
た
如
く
、
　
政
府
が
生
塵
・
運

搬
・
配
給
等
す
べ
て
政
府
の
手
で
行
う
立
前
で
あ
っ
た
が
、
実
際
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

運
搬
。
配
給
等
は
入
罠
の
役
と
し
て
課
せ
ら
れ
た
よ
う
で
、
里
長
等

　
　
　
　
　
　
　
⑤

が
之
に
当
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
戸
口
食
塩
法
が
実
際
上
廃
止

に
な
っ
て
竜
里
長
が
商
人
の
塩
を
遮
搬
配
給
す
る
こ
と
は
依
然
と
し

て
続
い
て
い
た
。
か
か
る
慣
習
が
何
故
起
つ
た
か
を
考
え
る
た
め
に

は
、
戸
口
食
塩
法
と
開
中
法
と
の
関
係
を
も
う
少
し
立
ち
入
っ
て
考

察
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
明
代
塩
政
の
研
究
で
は
こ
の
霜

が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
卑
見
を
述
べ
て
見
た
い
。

　
戸
口
食
塩
法
は
敷
府
が
人
民
の
口
数
に
応
じ
て
大
入
は
月
に
一
斤
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

小
蔭
は
そ
の
半
額
の
塩
を
配
給
し
て
や
る
立
前
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ

で
入
聞
の
壌
の
消
費
量
は
大
体
大
人
は
年
に
十
二
斤
乃
至
十
五
斤
と

い
う
の
が
原
剰
で
あ
る
。
塩
は
吾
々
に
と
っ
て
は
縄
対
不
可
歓
の
必

需
嶺
で
は
あ
る
が
、
食
料
と
し
て
の
壌
は
こ
れ
以
上
の
額
は
あ
ま
り

必
要
で
な
い
。
現
今
の
如
く
工
業
塩
が
必
要
な
時
代
で
あ
る
な
ら
ば

問
題
は
別
で
あ
る
が
、
明
代
に
関
す
る
限
り
、
工
業
用
の
塩
を
考
慮

に
入
れ
る
必
要
は
あ
ま
り
認
め
ら
れ
な
い
、
と
す
れ
ば
食
料
と
し
て

の
塩
は
戸
口
食
塩
法
に
よ
る
配
給
に
よ
っ
て
充
分
で
あ
る
筈
で
、
人

民
は
商
人
か
ら
塩
を
巧
い
求
め
る
必
要
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
実
際
は
、
戸
口
食
塩
法
と
並
ん
で
同
時
に
開
申
法
が
行
わ
れ
、
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政
府
は
開
中
潮
の
盛
行
を
竜
む
し
ろ
奨
励
し
て
い
る
。
尤
も
戸
口
食

塩
法
は
憲
宗
の
成
化
の
頃
に
は
有
名
無
実
と
な
り
一
種
，
の
税
と
化
し

て
い
た
こ
と
は
前
に
電
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
永
楽
か

ら
宣
徳
に
か
け
て
は
塩
の
配
給
も
実
施
せ
ら
れ
て
い
た
。
然
ら
ば
以

上
の
矛
盾
は
い
か
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
戸
口
食
塩
法
の
規
則
の
上
か
ら
考
え
る
と
、
入
塾
の
必
要
と
す
る

食
塩
は
政
府
か
ら
配
給
せ
ら
れ
、
そ
れ
で
日
常
生
活
に
必
要
な
量
は

充
分
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
当
初
か
ら
規
則
通
り
の
額

塩
が
配
給
さ
れ
な
か
っ
た
の
ぞ
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば

福
建
の
興
化
府
で
は
大
人
に
一
年
闘
に
塩
三
皇
を
配
給
し
、
二
二
八

升
を
納
め
さ
せ
て
い
る
。
大
人
は
一
年
聞
に
塩
三
斤
で
は
足
ら
な
い

の
で
、
少
く
と
も
九
斤
は
商
人
か
ら
買
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

筈
で
あ
る
。
後
に
は
興
化
府
で
亀
政
府
は
塩
を
配
給
せ
ず
に
塩
糧
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

’
依
然
と
し
て
徴
収
し
て
い
る
。
況
ん
や
先
に
も
近
べ
た
如
く
戸
口
食

塩
は
政
府
が
運
搬
配
給
す
る
と
は
い
い
な
が
ら
、
そ
の
負
担
は
人
民

に
課
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
里
長
等
が
諸
種
の
役
の
負
担
に
堪

え
兼
ね
て
没
落
す
る
と
、
塩
の
運
搬
配
給
竜
政
府
の
所
期
す
る
よ
う

に
円
滑
に
は
行
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
叉
人
民
が
逃
亡
し
た
り
、

　
　
　
　
　
賜
代
の
票
法
（
佐
伯
）

絶
戸
等
が
出
来
る
と
戸
目
食
塩
の
代
価
は
当
然
里
長
が
賠
償
し
た
に

相
違
な
い
。
か
よ
う
に
考
え
る
と
、
戸
口
食
塩
法
は
当
初
か
ら
規
則

通
り
に
は
実
施
さ
れ
ず
、
塩
の
配
給
量
も
規
定
量
の
何
割
か
に
す
ぎ

ず
、
そ
れ
が
後
に
は
全
く
配
給
さ
れ
な
く
な
砂
、
一
種
の
税
と
化
し

去
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
事
実
を
推
測
せ
し
め
る
も
の

は
塞
翁
の
発
行
数
で
あ
る
。

　
一
体
、
戸
口
食
塩
法
が
実
際
に
施
行
せ
ら
れ
た
の
は
永
楽
二
年

（
一
四
〇
四
）
で
あ
る
が
、
こ
の
年
の
塩
引
の
発
行
数
は
太
宗
実
録

巻
三
二
に
よ
る
と
、
百
二
十
九
万
二
千
八
百
六
十
二
6
1
に
な
っ
て
い

る
。
こ
の
頃
は
大
3
1
で
あ
る
か
ら
、
一
引
に
つ
き
四
百
斤
を
支
給
す

る
。
即
ち
こ
れ
だ
け
の
塩
引
で
支
給
す
る
塩
は
五
億
一
千
七
百
十
囎

頑
強
絵
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
永
楽
二
年
の
人
口
数
は
太
宗
実
録
巻
露

ご
に
よ
る
と
五
干
九
十
五
万
四
百
七
十
口
で
あ
る
。
こ
の
統
計
は
小

人
を
含
ん
だ
竜
の
で
あ
る
か
ら
、
仮
に
一
人
の
塩
の
消
費
量
を
九
斤

と
し
て
計
算
す
る
と
、
四
億
五
干
八
百
五
十
五
万
斤
鹸
政
府
が
戸
口

食
塩
と
し
て
配
給
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。
と
こ

ろ
で
塩
引
に
よ
る
塩
立
読
は
こ
の
額
を
は
る
か
に
上
ま
わ
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
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の
で
戸
口
食
塩
を
配
給
す
る
絵
地
が
な
い
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
尤

も
こ
れ
ら
の
統
計
は
官
吏
が
政
府
へ
報
告
す
る
た
め
の
机
上
の
数
字

で
あ
る
か
ら
そ
の
ま
ま
信
用
し
か
ね
る
が
、
併
し
、
大
体
の
傾
向
は

こ
れ
ら
め
統
計
に
よ
っ
て
推
測
し
う
る
と
思
う
。
即
ち
こ
れ
ら
の
統

計
か
ら
、
考
え
る
と
、
民
衆
の
消
費
す
る
塩
は
殆
ん
ど
塩
6
1
に
よ
る

塩
商
に
依
存
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
戸
口
数
は
税
金
や
役
法

の
関
係
か
ら
特
に
脱
漏
が
多
く
、
実
在
入
口
…
数
は
こ
れ
よ
り
遙
か
に

多
か
っ
た
竜
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
戸
目
食
塩
を
配
給
す
べ
き
絵
地

は
多
少
あ
っ
た
竜
の
と
思
う
。
併
し
、
上
掲
の
塩
引
額
並
に
興
化
府

の
実
例
か
ら
考
え
る
と
、
戸
口
食
壌
を
配
給
す
べ
き
絵
地
は
ほ
ん
の

僅
か
に
す
ぎ
ず
、
当
初
か
ら
戸
厩
食
塩
法
は
あ
ま
り
行
わ
れ
ず
、
民
・

衆
は
主
と
し
て
商
人
か
ら
塩
を
購
買
し
た
も
の
と
思
う
。

　
さ
て
、
も
と
に
か
え
っ
て
、
戸
口
食
塩
法
が
実
際
上
廃
止
に
な
っ

た
後
に
お
い
て
も
、
里
長
が
商
人
の
蜜
を
運
搬
配
給
し
た
の
は
戸
目

食
塩
法
時
代
の
慣
習
が
そ
の
ま
ま
継
承
せ
ら
れ
て
残
っ
て
い
た
竜
の

で
あ
ろ
う
。
商
人
は
州
県
等
の
大
き
な
都
会
ま
で
は
塩
を
運
搬
し
て

ゆ
く
が
、
農
村
等
は
交
通
が
不
便
で
而
も
利
益
が
少
い
の
で
、
農
村

に
販
売
す
べ
き
塩
は
、
州
県
の
官
吏
と
結
托
し
て
里
長
等
に
都
会
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
心

で
取
り
に
来
さ
せ
た
．
里
長
は
こ
れ
を
野
村
に
運
搬
し
、
人
口
数
に

応
じ
て
配
給
し
、
そ
の
代
価
ま
で
竜
里
長
が
徴
収
し
・
て
商
人
に
渡
し

⑨た
。
商
人
の
塩
価
の
取
立
て
は
苛
刻
で
国
家
の
税
金
の
徴
収
よ
り
竜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

甚
だ
し
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
叉
繭
入
は
官
吏
と
結
托
し
、
泥
砂
の

混
つ
た
不
良
塩
を
配
給
し
、
而
も
人
民
が
要
り
も
し
な
い
に
も
拘
ら

ず
、
必
要
以
上
の
塩
を
一
年
聞
に
何
團
も
人
気
に
割
砂
つ
け
強
制
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

に
配
給
し
て
人
民
を
困
ら
せ
る
こ
と
屯
屡
女
あ
っ
た
。

　
商
人
が
塩
を
臆
測
す
る
に
は
始
め
か
ら
塩
の
生
、
産
地
と
そ
の
塩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

を
販
売
す
べ
き
州
県
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
商
人
は
交
通

が
便
利
で
、
利
益
の
あ
る
地
方
に
は
塩
を
販
運
す
る
が
、
交
通
が
不
．

便
で
利
益
の
少
い
地
方
に
は
行
き
た
が
ら
な
い
。
例
え
ば
山
東
地
方

で
は
利
益
が
少
い
の
で
商
界
は
山
東
塩
を
収
買
し
て
販
早
し
な
か
っ

た
た
め
に
、
塩
場
で
は
生
産
塩
が
滞
積
し
て
い
る
が
、
一
方
人
賦
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

食
塩
が
鹸
乏
し
て
困
窮
す
る
と
い
う
現
象
が
起
っ
て
い
る
。
文
北
直

隷
や
山
東
で
は
県
の
下
の
里
を
単
位
に
し
て
塩
引
を
発
行
し
、
農
村

ま
で
・
も
商
人
が
塩
を
聖
運
す
る
よ
う
に
計
画
を
立
て
て
い
た
が
、
商

人
は
自
分
の
指
定
す
る
地
方
に
だ
け
塩
を
販
売
し
た
の
で
、
他
の
地
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方
で
は
塩
を
買
う
こ
と
が
嵐
来
ず
、
こ
れ
が
、
北
直
隷
や
山
東
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

け
る
塩
政
を
崩
壊
せ
し
め
る
一
つ
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
。

　
か
よ
う
に
、
大
き
な
商
人
は
あ
ま
り
利
益
の
な
い
地
方
に
は
塩
を

販
売
し
な
か
っ
た
が
、
か
か
る
地
方
に
お
け
る
人
民
に
塩
を
配
給
し

て
や
ら
な
け
れ
ば
、
そ
う
い
う
關
隙
を
衝
い
て
坦
坦
即
ち
闇
塩
の
密

売
者
が
蹟
魑
す
る
。
こ
の
防
犯
を
放
置
し
て
お
く
と
次
第
に
漫
陣
し

て
大
き
な
社
会
問
題
を
惹
き
起
す
危
険
が
あ
る
の
で
、
政
府
で
は
か

か
る
塩
配
絵
の
盲
撃
を
衝
か
れ
な
い
よ
う
に
立
案
し
た
の
が
こ
こ
に

と
り
あ
げ
た
票
塩
法
で
あ
る
。

　
こ
の
票
理
法
（
略
し
て
票
法
と
い
う
）
の
発
生
を
理
解
す
る
に
は

も
う
一
度
塩
引
の
性
絡
を
検
討
し
て
見
る
必
要
が
あ
る
。
先
に
述
べ

た
よ
う
に
塩
引
の
受
領
並
に
塩
引
に
よ
る
三
園
は
手
続
が
面
倒
な
上

に
多
額
の
経
費
を
要
し
た
。
そ
の
複
雑
な
手
続
に
乗
じ
て
諸
種
の
弊

害
が
生
じ
た
。
文
塩
引
は
各
行
糊
地
に
よ
っ
て
そ
の
額
が
政
府
に
よ

っ
て
堅
め
決
定
さ
れ
て
い
る
。
元
来
こ
の
塩
引
の
額
は
人
口
の
増
減
、

生
産
塩
の
増
減
等
に
よ
っ
て
毎
年
増
減
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
宮

吏
は
そ
の
調
整
が
面
倒
で
あ
る
か
ら
、
塩
6
1
額
は
一
度
決
定
せ
ら
れ

る
と
、
そ
れ
が
い
つ
ま
で
竜
固
定
化
す
る
傾
向
が
あ
る
。
叉
塩
引
に

　
　
　
　
　
明
爪
代
・
の
票
法
（
佐
伯
）

は
塩
を
販
売
す
る
商
人
の
姓
名
。
塩
釜
・
販
売
す
べ
き
地
域
が
書
き

ヒ
ま
れ
て
い
て
、
他
入
が
之
を
使
用
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
尤
竜

後
に
は
本
人
が
死
亡
し
た
時
に
は
そ
の
父
母
、
妻
子
、
孫
兄
弟
に
限

っ
て
本
人
に
代
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
許
可
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ

⑪た
。
以
上
の
規
定
か
ら
竜
分
る
よ
う
に
、
塩
引
に
書
か
れ
た
斤
量
以

外
の
塩
を
販
売
す
る
こ
と
も
禺
来
な
け
れ
ば
、
塩
引
に
示
さ
れ
た
地

蟄
外
の
勢
に
塩
を
販
売
す
る
こ
と
轟
さ
れ
ψ
な
幡
・
そ
薯
あ

る
地
方
で
塩
が
売
れ
な
く
て
残
り
、
あ
る
地
方
で
は
塩
が
足
ら
な
く

て
人
罠
が
塩
を
買
い
た
く
て
も
、
直
ち
に
あ
り
呉
れ
る
塩
を
不
足
せ

る
地
方
に
竜
っ
て
行
っ
て
販
売
す
る
こ
と
が
爵
来
な
い
。
も
し
政
府

の
許
可
な
く
し
て
越
境
販
売
し
た
場
合
に
は
統
制
を
破
っ
た
と
い
う

廉
で
厳
罰
に
処
せ
ら
れ
る
。

　
か
よ
う
に
塩
引
に
よ
る
塩
の
販
売
は
、
壌
の
受
領
か
ら
末
端
地
方

に
お
け
る
販
売
に
至
る
ま
で
、
こ
と
細
か
く
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

の
わ
く
を
こ
え
る
こ
と
が
禺
来
な
い
。
塩
引
に
よ
る
塩
の
販
売
は
非

常
に
窮
窟
で
融
通
が
き
か
な
い
よ
う
に
礁
来
て
い
る
。
こ
う
い
う
よ

う
に
厳
重
に
し
な
け
れ
ば
、
す
ぐ
私
塩
が
蹴
弔
し
て
官
壌
即
ち
政
府

の
塩
が
売
れ
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
政
府
と
し
て
は
禺
来
る
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
心
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賜
代
の
累
法
（
佐
伯
）

多
く
の
塩
を
売
り
、
利
益
を
挙
げ
た
い
の
は
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
併

し
販
売
方
法
を
緩
め
た
り
、
自
由
に
す
る
と
、
部
っ
て
私
塩
の
販
売

を
助
長
す
る
こ
と
に
な
る
。
塩
の
専
売
収
入
は
最
初
か
ら
額
が
歩
め

決
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
額
を
確
保
す
る
た
め
に
厳
重
な
藩
法
が
制

定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
規
則
が
固
定
化
し
て
う
ま
く
運

用
さ
れ
ぬ
と
、
却
っ
て
色
々
の
弊
害
が
続
出
す
る
。
私
塩
が
宮
塩
の

販
売
さ
れ
ぬ
地
方
に
滲
透
し
て
終
戦
が
次
第
に
塾
滞
し
て
来
た
の
は

そ
の
た
め
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
塩
3
1
に
よ
る
官
塩
の
販
売
方

法
が
非
常
に
煩
蜜
な
と
こ
ろ
が
ら
生
じ
た
結
果
に
外
な
ら
な
い
。
か

か
る
弊
害
を
除
喪
し
、
或
い
は
少
く
と
も
減
少
す
る
た
め
に
生
れ
た

の
が
票
法
ぞ
あ
る
。

①
　
憲
宗
実
録
巻
四
〇
　
成
化
三
年
三
月
癸
未

②
　
穆
宗
巽
録
巻
慧
五
　
隆
慶
三
年
七
月
壬
辰

　
　
倉
選
審
昆
。
為
接
塩
二
戸
。
鎖
陰
承
買
転
販
。

　
　
神
宗
実
録
巻
一
九
〇
　
万
口
十
五
年
九
月
差
卯

　
　
蓮
司
移
文
二
府
。
回
報
殿
実
三
戸
。
紬
銀
給
票
。
運
回
折
売
。

　
　
同
轟
轡
巻
二
山
ハ
○
．
　
甲
刀
暦
二
十
一
年
五
月
丁
田

　
　
金
酬
善
市
畏
。
充
二
戸
。
二
院
水
商
運
塩
。
接
買
収
圃
。
以
毛
細
毘
。

　
　
惟
王
府
勢
要
人
家
不
許
。

③
　
神
宗
爽
録
巻
三
〇
七
　
万
暦
二
十
五
年
二
潟
甲
戊

④⑤＠＠＠⑨＠＠＠＠＠＠

＝
甲

高
轡
巻
五
二
畷
　
万
暦
四
十
二
年
九
兄
丙
寅

河
南
所
属
地
方
。
向
有
雛
売
「
官
壌
災
店
。

天
下
郡
国
利
病
書
巻
六
一

艮
支
葉
書
官
。
里
長
総
車
運
之
。
車
牛
同
行
。
毎
歳
不
過
銀
三
分
。
両

一
家
之
食
塩
職
権
。
而
不
買
塩
衙
食
也
。
赦
公
私
皆
利
。

太
宗
実
録
巻
尺
○
　
永
楽
二
年
八
月
庚
寅

重
刊
二
化
府
志
巻
一
一
塩
糧

神
宗
実
録
巻
一
二
四
　
万
暦
十
年
五
月
癸
未

商
人
往
歳
引
塩
。
喜
泣
有
理
。
分
派
塁
逓
。
総
価
還
商
。

天
下
郡
国
利
病
書
巻
三

至
万
鷹
九
年
間
。
…
…
商
塩
到
本
県
（
秀
河
県
）
按
丁
派
散
。

同
書
巻
四

従
来
簸
法
之
行
。
砥
有
禁
私
販
以
通
式
商
量
。
二
色
（
文
安
県
）
則
按

口
而
給
如
期
。
而
徴
急
商
課
。
厳
於
国
賦
。
是
非
通
商
以
裕
浅
。
乃
属

民
以
悪
商
也
。

紬
押
ψ
ホ
実
録
巻
一
ご
二
山
ハ
　
　
万
藤
脳
十
九
年
一
門
月
己
卯

岡
書
巻
㎎
門
五
九
　
　
万
贋
一
二
十
七
年
山
ハ
月
一
」
卯

太
祖
実
録
巻
八
七
　
洪
武
七
年
二
月
乙
巳

山
東
艮
乏
食
塩
。
面
官
話
久
蟹
。
商
曹
一
部
逼
。

穆
宗
実
録
巻
五
三
　
隆
慶
五
年
正
月
一
子

孝
宗
実
録
巻
一
〇
　
弘
治
元
年
閏
正
月
二
酉

軸
押
捨
ホ
｛
夷
録
巻
四
［
五
九
．
　
万
暦
一
二
∴
「
七
年
ム
ハ
月
丁
目
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五

　
票
法
が
最
初
に
行
わ
れ
た
の
は
両
辺
行
塩
地
方
で
あ
る
。
両
型
塩

運
司
の
塩
は
漸
江
省
の
全
部
と
愚
直
隷
の
蘇
。
松
・
常
・
鎮
・
徽
州

府
、
江
西
省
の
広
信
府
等
百
二
十
五
州
県
に
販
売
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
が
、
出
発
地
帯
や
海
岸
の
交
通
不
便
の
地
方
は
運
搬
が
困
難

な
上
に
、
販
釣
替
額
が
少
く
利
益
が
少
い
の
で
商
人
は
販
売
に
行
か
な

い
。
実
際
商
人
が
販
売
し
た
の
は
百
二
十
五
州
県
中
僅
か
に
三
十
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

処
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
他
の
州
県
に
は
私
塩
が
蹟
琶
し
て
い
た
。
私
塩

は
官
塩
に
比
べ
る
と
値
段
が
安
い
上
に
質
が
よ
い
の
で
営
々
官
塩
が

圧
倒
さ
れ
る
。
こ
れ
が
た
め
に
商
人
の
塩
が
益
々
売
れ
な
く
な
り
滞

積
す
る
。
こ
う
い
つ
充
藻
塩
の
攻
勢
か
ら
商
人
の
塩
が
圧
迫
を
蒙
り
、

商
人
が
困
窮
し
て
来
、
商
人
が
壌
を
販
売
ず
る
こ
と
を
好
ま
な
く
な

る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
共
に
、
已
に
述
べ
た
如
く
、
開
中
費
即
ち

塩
引
を
入
手
す
る
に
要
す
経
費
が
あ
ま
妙
に
多
額
に
上
っ
た
た
め
に
、

商
人
が
塩
の
販
売
を
差
控
え
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
は
塩
の
収

」入

ｪ
激
減
し
、
國
境
の
軍
糧
調
達
が
困
難
に
な
っ
て
来
た
。
か
か
る

情
勢
に
対
処
す
る
た
め
に
こ
れ
が
打
解
策
を
構
ぜ
ざ
る
を
え
な
く
な

　
　
　
　
　
明
代
の
票
法
（
佐
伯
）

り
、
世
宗
の
嘉
靖
八
年
（
一
五
二
九
）
遂
に
両
漸
行
旧
地
に
票
法
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

実
施
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
．

　
両
漸
行
西
翠
に
お
け
る
塩
致
の
崩
壊
は
政
府
や
官
二
巴
、
賢
吏
の
商

人
に
対
す
る
収
奪
が
大
き
か
っ
た
こ
と
と
私
塩
の
蹴
麗
に
よ
る
商
塩

の
圧
迫
が
大
き
な
原
因
と
思
わ
れ
る
。
尚
こ
の
外
に
、
嘉
靖
の
頃
は

い
わ
ゆ
る
倭
冠
が
漸
江
地
方
を
荒
し
た
た
め
に
販
路
が
掩
乱
さ
れ
販

運
に
危
険
が
あ
っ
た
こ
と
竜
一
つ
の
原
因
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
出

　
　
　
　
　
③

来
る
で
あ
ろ
う
。
兎
に
角
以
上
の
よ
う
な
原
因
か
ら
商
人
が
段
女
没

落
し
塩
引
が
売
れ
な
く
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
政
府
と
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幼

し
て
竜
大
き
な
商
人
ば
か
り
を
対
象
と
し
て
販
，
塩
を
考
え
る
こ
と
が
　
⑱

酪
来
な
く
な
り
、
僅
少
の
資
本
に
よ
る
塩
の
販
売
を
も
許
可
せ
ざ
る

を
え
な
く
な
り
、
こ
こ
に
票
に
よ
る
塩
の
販
耐
熱
、
即
ち
票
法
が
生
れ

た
の
で
あ
る
。

　
票
は
塩
引
の
如
く
そ
の
交
付
に
む
ず
か
し
い
手
続
を
要
す
る
こ
と

な
く
、
塩
運
司
も
し
く
は
そ
の
分
司
に
税
課
を
納
入
し
穿
さ
え
す
れ
ば
、

い
か
な
る
者
で
も
、
寒
い
か
な
る
僅
少
の
塩
の
販
売
に
対
し
て
竜
直

　
　
　
　
　
　
①

ち
に
発
行
さ
れ
た
。
票
に
よ
っ
て
塩
を
販
売
す
る
商
人
は
塩
3
一
に
よ

っ
て
塩
を
販
売
す
る
商
人
に
比
べ
る
と
、
そ
の
資
本
は
概
し
て
小
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
七



　
　
　
　
明
代
の
票
法
（
姦
白
｛
イ
）

い
者
が
多
か
っ
た
よ
う
で
、
特
に
そ
の
土
魂
の
商
人
が
多
い
の
で
土

　
　
　
　
　
　
　
　
■
　
　
　
⑤

商
も
し
く
は
山
商
と
称
せ
ら
れ
た
。
尚
票
法
に
お
い
て
は
税
課
さ
え

納
入
す
れ
ば
販
売
を
許
可
せ
ら
れ
る
の
ぞ
、
商
人
の
み
な
ら
ず
一
般

人
民
の
中
に
も
票
塩
を
販
売
す
る
者
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
山
東
省
の

青
・
登
・
簾
の
三
脚
で
は
牡
丁
（
塩
の
生
産
者
）
で
竜
銀
を
納
付
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

れ
ば
票
を
給
し
て
塩
を
販
売
す
る
こ
と
を
許
可
し
て
い
る
。
叉
漸
江

の
黄
巌
・
杜
漬
・
長
亭
の
三
塩
場
に
お
い
て
屯
交
通
が
不
便
で
商
人

が
塩
を
買
い
に
来
な
い
の
で
三
戸
や
軍
人
一
般
人
民
が
票
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

塩
を
販
売
す
る
こ
と
を
許
可
し
て
い
る
。

　
然
ら
ば
票
法
は
、
い
か
な
る
地
域
に
お
い
て
行
わ
れ
た
か
と
い
う

と
、
明
代
に
お
い
て
は
、
山
西
省
の
太
原
府
・
湯
・
実
益
、
北
京
地

方
、
山
東
省
の
青
・
登
。
莱
地
方
、
河
南
の
開
封
・
帰
黙
思
地
方
、

直
隷
の
准
安
。
揚
州
・
松
江
府
地
方
、
漸
江
地
方
、
福
建
地
方
、
江

西
雀
の
南
安
・
吉
言
、
臓
州
府
地
方
等
で
あ
る
。

　
今
こ
れ
ら
の
地
方
が
ど
う
い
う
理
由
か
ら
票
法
が
行
わ
れ
る
に
至

っ
た
か
を
考
察
し
よ
う
。
太
原
・
溌
州
等
山
西
省
の
北
部
地
方
は
曲

路
が
酸
し
く
蓮
搬
が
困
難
な
る
上
に
こ
の
地
方
に
は
土
野
が
あ
り
、

民
衆
は
好
ん
ぞ
私
讐
の
卑
湿
を
食
い
、
官
塩
が
売
れ
ぬ
た
め
、
商
人

一
八

欝着e
顯

　　　　　だ隅一　　一

隔

明代票法関係略図

は
こ
の
地
方
に
塩
を
士
犯
り
に
来
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
政
府
で
は
土

商
に
票
を
給
し
土
塩
を
販
売
す
る
こ
と
を
許
可
し
た
．
地
の
利
を
得

て
い
る
た
め
に
土
塩
の
販
売
が
公
然
と
許
可
に
な
る
と
、
愚
女
と
官

塩
を
駆
点
し
、
土
塩
の
販
売
区
域
が
拡
大
さ
れ
、
山
西
省
の
北
部
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

殆
ん
ど
一
塩
の
販
売
区
域
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
北
京
地
方
の
宰
領
法
も
官
塩
が
行
か
ず
、
私
讐
が
盛
行
し
た
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

に
行
わ
れ
た
屯
の
で
あ
り
、
山
東
の
青
。
轡
丁
莱
地
方
も
私
塩
が
盛
行

し
て
商
人
が
来
な
い
た
め
に
燈
戸
ら
を
し
て
票
塩
を
販
売
す
る
こ
と

　
　
　
　
⑩

を
許
可
し
た
。
漸
江
で
も
山
寄
り
の
州
県
、
或
い
は
勢
州
等
三
方
が
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山
に
囲
ま
れ
一
面
が
海
に
製
し
、
交
通
が
不
便
で
塩
の
運
搬
が
困
難

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

な
地
方
に
は
商
人
が
行
か
な
か
っ
た
の
で
票
法
が
行
わ
れ
た
。
尤
も

漸
江
地
方
で
は
先
に
屯
ふ
れ
た
如
く
、
嘉
靖
年
聞
、
い
わ
ゆ
る
聖
慮

が
跳
梁
し
て
塩
の
生
塵
が
掛
来
ず
、
積
引
百
五
十
万
道
に
竜
及
び
、

商
人
が
販
塩
を
行
わ
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
竜
葵
江
に
票
法
が
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

施
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
一
つ
の
原
因
の
よ
う
で
あ
る
。

　
南
無
隷
の
松
江
府
の
票
法
実
施
の
理
由
も
殆
ん
ど
灌
江
と
同
じ
く
、

倭
冠
に
よ
っ
て
商
人
が
塩
を
販
売
し
な
か
っ
た
た
め
に
票
法
を
行
わ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
ら
し
い
。
た
だ
松
江
府
は
塩
の
生
産
地
で
あ
る

か
ら
野
塩
を
入
手
し
易
く
、
従
っ
て
商
人
か
ら
塩
を
買
う
必
要
が
な

い
た
め
に
、
商
人
が
塩
を
販
売
し
な
か
っ
た
と
い
う
黒
鴨
竜
、
同
時
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

併
せ
考
え
る
必
要
が
あ
る
、

　
上
述
の
如
く
、
票
法
は
商
人
が
あ
ま
夢
販
売
に
行
か
ぬ
地
方
、
即

ち
一
つ
は
交
通
が
不
便
で
運
搬
が
困
難
な
地
方
、
二
つ
に
は
交
通
が

便
利
で
あ
っ
て
竜
、
鰐
鳥
地
方
は
私
塩
が
戯
属
す
る
の
で
商
人
が
行

か
ず
、
叉
私
塩
に
対
抗
す
る
必
要
か
ら
票
法
が
実
施
せ
ら
れ
た
。
受

認
塩
地
方
で
な
く
て
竜
、
搬
器
地
方
に
近
く
、
塩
の
集
散
す
る
地
方

に
お
い
て
竜
私
塩
が
氾
濫
す
る
の
で
響
岩
に
対
抗
す
る
必
要
上
票
法

　
　
　
　
　
明
．
焦
代
の
票
法
（
佐
伯
）

が
行
わ
れ
た
。
例
え
ば
准
北
塩
・
車
身
　
擦
の
藥
散
地
、
准
安
善
。
揚

州
府
に
は
票
法
が
行
わ
れ
た
。
元
来
、
こ
れ
ら
の
地
方
に
お
い
て
は

壌
引
が
割
当
．
て
ら
れ
、
塩
引
に
よ
る
壌
が
販
売
さ
れ
て
い
た
が
、
産

塩
纏
に
近
く
且
つ
塩
の
集
散
地
で
あ
る
た
め
に
、
私
製
が
氾
濫
し
て

上
灘
の
塩
が
売
れ
な
い
の
で
、
商
入
が
販
売
を
好
ま
な
か
っ
た
、
そ

こ
で
遂
に
穆
宗
の
隆
慶
二
年
（
一
五
六
八
）
票
法
を
実
施
し
票
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
・

つ
て
絵
壌
を
販
売
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
蓋
し
、
治
安
、
揚
州
は

そ
の
立
地
条
件
か
ら
ど
う
し
て
も
私
塩
が
氾
濫
し
易
く
、
普
通
の
手

証
で
官
塩
を
販
売
し
よ
う
と
し
て
竜
無
理
で
あ
る
。
票
塩
を
販
売
す

れ
ば
、
後
で
ふ
れ
る
や
う
に
、
そ
の
値
段
は
3
1
塩
に
比
べ
る
と
退
園

安
く
な
る
。
塩
の
生
産
地
と
消
費
地
と
の
中
聞
に
こ
う
い
う
値
殺
の

安
い
地
帯
を
設
け
て
生
産
地
の
私
塩
が
消
費
地
に
ど
し
ど
し
流
れ
て

行
く
の
を
喰
い
と
め
る
た
め
に
、
い
わ
ば
塩
価
の
緩
衝
地
帯
を
設
け

た
の
で
あ
る
。
漕
…
朝
に
な
る
と
、
こ
の
や
り
方
が
制
度
化
し
て
生
産

地
と
消
費
地
即
ち
綱
欝
欝
と
の
中
闇
、
灘
安
・
揚
州
府
等
を
申
心
地

と
す
る
地
帯
に
食
塩
地
な
る
も
の
を
設
定
し
て
菅
縫
を
綱
塩
鮎
よ
り

も
低
く
し
て
生
産
地
の
私
訴
が
綱
塩
地
に
優
号
す
る
の
を
防
止
せ
ん

　
　
　
⑱

と
し
い
る
。
…
公
安
。
揚
州
府
の
票
塩
法
も
主
と
し
て
か
か
る
臼
酌
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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縮
男
代
の
藥
法
（
佐
伯
）

た
め
に
実
施
せ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
・
と
こ
ろ
が
絵
堪
を
票
に

よ
っ
て
こ
れ
ら
の
地
方
に
公
然
と
販
売
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
却
っ

て
私
壌
の
氾
濫
が
劇
し
く
な
り
、
隆
慶
四
年
（
一
五
七
〇
）
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

遂
に
票
法
を
廃
止
し
塩
引
を
復
活
し
よ
う
と
し
た
．
と
こ
ろ
が
塩
引

を
復
活
し
て
取
締
り
を
厳
重
に
し
て
竜
、
こ
の
や
り
方
は
こ
れ
ら
の

地
方
で
は
已
に
試
験
済
み
で
問
題
は
解
決
し
な
い
。
万
暦
七
年
（
…

五
七
九
）
に
は
塩
引
を
復
活
し
た
が
一
部
分
に
止
め
、
残
り
は
捕
獲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

し
た
私
塩
を
安
く
売
っ
て
補
足
し
て
い
る
。
准
安
、
揚
州
府
の
壌
の

配
給
法
は
こ
の
後
も
屡
々
変
遷
を
池
る
が
、
清
朝
に
至
り
食
塩
地
と

し
て
落
面
し
た
。
要
す
る
に
、
明
代
は
壌
政
の
上
で
は
一
つ
の
過
渡

・
の
博
代
で
、
清
朝
の
塩
政
が
固
定
す
る
ま
で
に
は
何
回
と
な
く
制
度

上
の
変
更
が
加
え
ら
れ
た
の
ぞ
あ
る
。

　
以
上
は
産
下
地
も
し
く
は
塩
の
集
散
地
に
お
い
て
実
施
せ
ら
れ
た

票
塩
法
の
概
要
で
あ
る
が
、
更
に
票
塩
法
は
行
塩
地
の
改
属
が
行
わ

れ
、
塩
引
数
の
変
更
が
あ
り
、
改
属
の
手
続
が
終
ら
ぬ
場
合
、
臨
時

の
処
置
と
し
て
人
民
に
塩
を
配
給
す
る
た
め
に
実
施
せ
ち
れ
た
。
例

え
ば
万
暦
十
七
年
（
一
五
八
九
）
開
封
府
・
帰
厳
暑
が
河
東
滑
滑
地

か
わ
、
長
蔵
・
山
東
の
行
塩
地
に
改
属
さ
れ
た
際
、
臨
時
に
票
を
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

忙
し
て
塩
を
販
売
さ
せ
て
い
る
。
叉
万
暦
三
十
七
年
（
｝
六
〇
九
）
に

は
江
西
省
の
南
安
、
仁
安
、
戦
州
、
醜
態
、
“
臨
江
、
瑞
州
の
六
府
に

票
法
を
実
施
し
た
。
前
の
三
府
は
先
に
広
東
に
叛
乱
が
勃
発
し
、
そ

の
兵
餉
を
賄
う
た
め
に
広
東
行
塩
地
と
な
っ
た
・
も
の
ぞ
あ
り
、
後
の

三
面
も
亦
殆
ん
ど
広
東
の
私
塩
が
占
め
て
い
た
。
こ
れ
が
た
め
に
、

両
准
行
請
地
の
商
入
は
大
き
な
販
売
地
域
を
失
い
、
屡
々
致
府
に
運

動
し
て
行
塩
地
の
園
復
を
陳
状
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
時
あ
た
か

も
満
洲
民
族
が
侵
入
し
、
遼
東
の
兵
餉
が
急
を
要
し
た
の
で
、
両
准

商
人
を
し
て
山
海
関
に
銀
を
預
め
納
入
せ
し
め
、
然
る
後
、
両
准
に

お
い
て
塩
を
支
給
し
、
そ
の
壌
を
上
記
の
六
府
に
販
面
す
る
こ
と
を

許
可
し
た
。
こ
れ
ら
の
六
府
に
両
准
の
塩
3
一
を
以
て
塩
を
配
給
す
る

こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
手
続
が
面
倒
で
、
遼
東
の
兵
餉
を
直
ち
に
調

達
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
か
ら
、
臨
時
の
措
置
と
し
て
手
続
の
簡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

単
な
票
法
を
実
施
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
上
述
の
諸
例
に
よ
っ
て
票
法
は
商
人
の
販
運
を
好
ま
ぬ
交
通
不
遜

の
地
域
、
亀
し
く
は
産
斜
地
並
に
産
翻
案
に
近
接
せ
る
塩
の
集
散
地
、

及
び
行
薄
地
の
改
属
が
行
わ
れ
た
時
、
臨
時
の
措
置
と
し
て
施
行
せ

ら
れ
た
こ
と
が
開
ら
か
と
な
っ
た
。
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と
こ
ろ
で
、
こ
の
票
法
は
「
正
塩
は
給
す
る
に
、
引
目
を
以
て
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
か
ル

（
塩
）
場
に
下
り
て
之
（
塩
）
を
関
（
領
）
す
。
飴
塩
は
給
す
る
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

小
票
を
以
て
し
、
商
自
ら
収
買
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
元
来
、
楽
譜

の
発
売
に
由
来
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
正
字
は
殆
ん
ど
国

初
か
ら
開
中
法
に
使
用
さ
れ
、
塩
引
に
よ
っ
て
販
売
さ
れ
て
い
た
が

絵
塩
は
商
人
が
銀
を
壌
運
司
も
し
く
は
塩
課
提
題
司
に
納
入
し
さ
え

ず
れ
ば
、
容
易
に
剛
貝
入
れ
る
こ
と
が
禺
来
た
。
商
人
が
蝕
塩
を
販
売

す
る
時
に
そ
の
販
売
許
可
証
と
し
て
交
付
さ
れ
た
も
の
が
票
で
あ
る
。

塩
引
は
戸
部
か
ら
発
行
さ
れ
、
塩
引
受
領
の
手
続
は
先
に
述
べ
た
よ

う
に
非
常
に
繁
雑
で
あ
る
が
、
票
は
各
地
の
塩
運
司
も
し
く
は
塩
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

提
挙
司
か
ら
発
行
さ
れ
、
そ
の
交
付
の
手
続
も
簡
便
で
あ
っ
た
。
そ

こ
で
商
人
は
後
に
は
政
権
も
し
く
は
宗
室
と
結
托
し
、
専
ら
蝕
幅
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

買
に
全
力
を
注
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
。
爾
准
塩
の
一
塩
引
引
は
七
十
万

道
に
過
ぎ
な
い
が
、
嘉
靖
七
年
（
一
五
二
八
）
に
は
蝕
塩
竃
百
万
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

即
ち
正
引
の
四
倍
絵
の
絵
塩
を
発
売
し
て
い
る
。
こ
の
飴
塩
の
濫
発

が
正
塩
を
圧
追
し
、
二
重
法
を
崩
壊
に
導
く
最
も
大
き
な
原
因
の
一

つ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
と
も
角
と
し
て
、
票
法
は
そ
の
起
原
を
鯨
塩

発
売
の
票
に
発
す
る
竜
の
ぞ
あ
っ
て
、
塩
政
が
次
第
に
崩
壊
し
て
塩

　
　
　
　
　
明
代
の
獅
が
油
（
佐
伯
旧
）

引
が
滞
積
し
て
来
る
と
、
之
を
補
強
す
る
た
め
に
、
従
来
は
築
三
販

売
に
用
い
ら
れ
た
方
法
が
、
そ
の
ま
ま
野
塩
の
販
売
に
も
適
用
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
票
法
で
あ
る
。

＠＠＠o＠．　CD＠＠＠　c）　＠＠＠＠＠

世
宗
実
録
巻
一
〇
三

岡
右

神
宗
実
録
巻
五
七
五

二
丁
①

世
宗
実
録
巻
～
七
二

世
字
突
野
相
二
〇
〇

同
書
巻
四
八
八

穆
宗
実
録
巻
五
三

世
宗
実
録
巻
二
〇
〇

穆
宗
実
録
巻
三
五

野
臥
巻
照
八

神
宗
実
録
二
二
〇
四

神
宗
実
録
巻
三
一
一
二

穐
宗
実
録
巻
四
四
八

岡
書
巻
二
〇
〇

神
宗
実
録
巻
五
七
五

岡
書
巻
四

穆
宗
実
録
巻
二
四

蕪
蜷
八
年
七
月
丁
贋

万
暦
四
十
編
ハ
年
十
月
｝
内
ワ
丁

孫
靖
十
四
年
二
月
丙
辰

三
脚
自
助
十
六
葬
五
一
月
垂
辰

　
　
　
　
　
　
蕪
靖
三
十
九
年
九
月
丙
子

　
　
　
　
　
　
　
隆
慶
五
年
正
月
丙
子

　
　
　
　
　
　
　
　
嵐
洲
僻
弔
十
山
一
年
五
月
辛
丑

　
　
　
　
　
　
　
隆
晦
晒
三
年
七
月
丁
亥

　
　
　
　
　
隆
慶
囚
年
八
月
客
亭

　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
十
山
一
年
十
R
刀
蕪
目
申

　
　
　
　
　
　
　
　
｝
刀
騨
輝
二
十
ゐ
ハ
年
五
月
戊
エ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
轟
蜻
三
十
九
年
九
月
丙
子

　
　
　
　
　
　
宙
難
靖
十
ぬ
一
年
五
月
銀
玉

　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
刀
麻
二
心
州
十
点
ハ
加
や
十
珀
〃
煎
童
子

　
　
　
　
隆
慶
轟
ハ
年
一
八
臼
〃
嘉
－
爵
小

　
　
　
　
　
　
　
隆
慶
工
山
九
．
月
日
戌

畠
朝
経
世
野
馬
巻
四
九
勉
某
「
椎
塩
三
策
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
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＠＠＠＠＠＠＠⑳

　
　
明
翫
代
の
翼
法
（
佐
伯
…
）

澗
書
巻
五
〇
朱
賦
「
請
定
塩
法
硫
」

穆
宗
実
録
巻
四
九
　
隆
慶
四
年
九
月
弄
瓦

神
宗
実
録
巻
八
四
　
万
縛
七
年
二
月
庚
子

夙
書
巻
二
〇
九
万
暦
＋
七
年
三
月
音
響

続
田
幡
通
考
巻
二
〇
「
征
擁
考
簾
嘉
し
　
評
論
三
十
七
年
四
月

世
宗
実
録
巻
一
六
二
嘉
靖
＋
三
年
四
月
乙
巳

伺
轡
巻
四
〇
山
ハ
　
蘂
憾
弔
三
十
二
年
一
止
日
〃
紳
ギ
丑

中
山
八
郎
氏
「
明
代
に
お
け
る
億
二
丁
売
の
起
原
」
　
（
伽
藤
博
士
還
暦

記
念
東
洋
史
集
説
）

塩
政
志
巻
七
　
鎚
総
「
准
塩
利
弊
議
し

幽A

　
然
ら
ば
票
法
が
こ
れ
ま
で
の
塩
引
に
よ
る
販
売
法
の
患
害
を
救
済

す
る
た
め
に
施
行
ぜ
ら
れ
た
の
は
ど
う
い
う
理
由
に
塞
く
も
の
で
あ

ろ
う
か
．
そ
の
第
一
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
票
の
交
付
が
塩
引

の
交
付
の
如
く
む
つ
か
し
い
年
・
続
を
要
せ
ず
、
い
つ
ぞ
も
銀
を
塩
運

司
も
し
く
は
塩
課
為
事
司
に
納
入
し
さ
え
ず
れ
ば
直
ち
に
票
が
交
付

　
　
　
①

せ
ら
れ
る
。
且
つ
僅
少
の
塩
の
販
売
も
許
可
せ
ら
れ
、
大
き
な
資
太
・

を
擁
し
て
い
な
く
て
も
、
塩
の
生
産
者
、
軍
人
、
　
一
般
の
民
衆
も
容

易
に
僅
か
の
資
本
で
も
つ
て
票
の
交
付
を
受
け
、
塩
を
藩
士
劃
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ

と
が
禺
来
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
国
境
方
面
に
軍
糧
を
納
入

し
、
倉
鋤
を
入
手
し
な
け
れ
ば
壌
引
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
出
来

な
か
っ
た
、
即
ち
塩
の
販
売
許
可
を
う
る
た
め
に
は
先
ず
倉
紗
を
え

る
と
い
う
こ
と
が
絶
対
的
な
必
要
条
件
で
あ
っ
た
。
然
る
に
、
国
境

に
軍
糧
を
納
入
す
る
こ
と
は
大
資
本
の
商
人
で
な
け
れ
ば
到
底
不
可

能
な
こ
と
ぞ
、
塩
の
販
売
許
可
は
い
わ
ば
軍
糧
納
入
の
商
人
に
対
す

る
政
府
の
優
賞
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
塩
の
販
売
が

一
般
民
衆
に
開
放
さ
れ
た
た
め
に
、
僅
少
の
資
本
を
有
す
る
者
ま
で

が
塩
の
販
売
に
乗
り
臓
し
て
、
こ
れ
ま
で
大
し
て
利
益
が
な
い
た
め

に
塩
商
が
塩
の
販
運
を
行
わ
な
か
っ
た
山
閥
や
海
辺
の
交
通
の
不
便

な
州
県
に
ま
で
屯
塩
が
販
食
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
尤
も
票
壌

の
販
．
士
男
区
域
屯
亦
初
め
か
ら
政
府
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
お
り
、
塩

引
の
販
売
区
域
と
は
裁
然
と
区
別
さ
れ
、
塩
引
の
販
売
匿
域
・
に
境
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
越
え
て
磁
土
解
す
る
ζ
と
は
厳
禁
さ
れ
て
い
た
。
塩
の
よ
く
売
れ
る

地
域
に
は
依
然
と
し
て
大
き
な
商
人
が
塩
引
に
よ
っ
て
塩
を
販
売
し

て
い
た
の
ぞ
あ
っ
て
、
票
法
の
実
施
せ
ら
れ
た
地
方
は
大
き
な
商
入

の
販
運
を
憐
つ
た
地
方
で
あ
り
、
従
っ
て
票
法
の
行
わ
れ
た
地
方
に

お
い
て
巨
利
を
博
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
票
法
の
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限
界
が
あ
っ
た
こ
と
．
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
ご
に
塩
引
の
発
行
数
は
毎
年
人
口
の
増
減
に
よ
り
て
変
化
す
べ

き
筈
で
あ
る
が
、
そ
の
手
続
が
面
倒
で
あ
る
か
ら
　
一
度
決
定
せ
ら

れ
た
塩
引
の
本
数
は
い
つ
ま
で
も
固
定
化
す
る
傾
向
が
あ
り
、
明
初

に
決
定
せ
ら
れ
た
塩
引
の
発
行
数
は
そ
の
後
な
が
く
そ
の
ま
ま
承
け

継
が
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
か
よ
う
に
塩
引
の
発
行
数
は
一
定
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
の
に
対
し
て
、
票
の
発
行
に
は
定
数
が
な
い
。
こ
こ
か
ら
商
人
は

嵩
来
る
だ
け
票
を
多
数
に
買
入
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
票
価
は
塩
引
価
に
比
べ
て
遙
か
に
安
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

普
通
票
は
百
斤
が
一
単
位
に
な
っ
て
い
た
。
票
税
は
動
画
に
つ
き
大

体
銀
二
分
乃
至
三
分
位
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
台
州
黄
巌
等
望
診
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

命
索
は
三
百
斤
二
分
を
徴
収
し
て
お
り
、
太
原
等
で
は
三
分
を
直
心

　
　
　
⑤

し
て
い
る
。
又
漸
江
で
も
山
商
の
票
税
は
毎
張
三
銭
で
あ
る
が
、
こ

れ
に
対
し
て
干
斤
の
塩
が
支
給
せ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
百
船
と
す
れ
ば

三
分
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
塩
引
は
毎
張
叢
銭
五
分
、
こ

れ
に
対
し
て
二
百
斤
の
塩
が
支
給
せ
ら
れ
る
。
即
ち
百
斤
の
塩
の
支

給
に
対
し
て
税
銀
一
銭
七
分
五
縫
を
徴
収
せ
ら
れ
る
。
即
ち
票
税
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

塩
引
の
税
の
約
六
分
の
一
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う

　
　
　
　
明
代
の
票
法
（
佐
伯
）

い
う
よ
う
に
藝
税
は
…
塩
引
の
税
課
に
比
べ
て
遙
か
に
低
か
っ
た
の
で

票
に
よ
る
塞
の
販
売
は
有
利
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
鎖
縫
法
は
豪
商

が
販
漉
し
な
い
利
潤
の
少
い
地
方
に
塩
を
販
売
さ
せ
よ
う
と
す
る
の

で
あ
る
か
ら
噂
籐
程
政
府
が
保
護
し
な
い
と
採
算
が
立
た
な
い
。
山

東
等
の
票
塩
に
対
し
て
そ
の
牙
税
を
免
除
し
て
い
る
の
も
有
権
販
運

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

者
奨
励
の
た
め
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
、

　
第
四
に
票
塩
に
対
し
て
は
販
運
中
諸
種
の
役
所
の
検
査
が
な
か
っ

た
こ
と
で
あ
空
虚
に
述
べ
た
如
く
・
塩
票
塩
6
1
墨
領
し
て
塩

を
販
売
す
る
際
に
、
最
も
迷
惑
に
感
じ
た
の
は
、
所
々
に
塩
を
検
査

す
る
役
所
が
あ
っ
て
塩
引
と
携
帯
せ
る
塩
と
を
取
調
べ
た
こ
と
で
、

そ
の
度
に
塩
商
は
多
額
の
賄
賂
を
搾
取
せ
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
票
法

ぞ
は
販
売
者
を
特
に
奨
励
し
て
販
蓮
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
、
叉
そ
の

額
も
大
し
て
大
き
く
な
か
っ
た
の
ぞ
、
役
所
が
一
女
検
査
す
る
の
は

面
倒
で
も
あ
り
、
且
つ
旧
事
の
途
中
で
屡
々
検
査
を
施
行
す
れ
ば
、

そ
の
度
に
官
吏
や
背
箆
が
販
売
者
か
・
り
賄
賂
を
徴
直
す
る
危
険
が
あ

る
。
そ
う
い
う
弊
害
を
未
然
に
防
ぐ
立
場
か
ら
竜
藥
塩
の
検
査
を
や

ら
な
か
っ
た
の
か
屯
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
後
に
は
票
法
の
弊
害
も

こ
こ
か
ら
生
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
三
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①＠＠＠＠＠＠＠

賑
刀
代
の
票
法
（
催
伯
）

世
宗
実
録
巻
一
七
二
　
蕪
蝦
十
四
年
二
月
丙
辰

神
宗
実
録
巻
藁
四
一
　
万
暦
三
十
五
年
十
二
月
丙
寅

世
宗
実
録
巻
一
〇
三
　
辮
蜻
八
年
七
月
丁
酉

同
書
巻
一
六
三
舞
靖
＋
三
紐
，
五
月
辛
卯

嗣
書
巻
二
〇
〇
蕪
靖
＋
六
年
五
月
辛
丑

穆
宗
実
録
巻
三
五
　
隆
慶
三
年
七
月
誤
配

世
一
が
実
”
録
巻
二
〇
〇
　
　
慕
捕
増
十
山
ハ
年
五
月
野
辺

穆
宗
匠
録
巻
一
三
　
隆
慶
元
年
十
月
庚
戌

世
艀
ホ
実
録
巻
二
〇
〇
　
　
慕
鹸
弔
十
山
ハ
＃
†
五
こ
口
辰

七

　
以
上
の
よ
う
に
票
法
は
諸
種
の
黙
で
塩
引
に
よ
る
宮
塩
の
販
売
方

法
に
比
べ
る
と
、
有
利
な
黙
が
あ
っ
た
の
で
最
初
は
か
な
り
順
調
に

笑
施
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
時
が
経
過
す
る
に
従
っ
て
諸
種
の
弊

害
が
ま
た
表
面
に
あ
ら
わ
れ
て
来
た
、
已
に
述
べ
た
よ
う
に
、
票
塩

に
は
定
額
が
な
く
且
つ
票
の
入
手
が
容
易
で
あ
り
、
叉
動
転
は
販
町

中
検
査
が
な
か
っ
た
の
で
、
商
人
は
票
法
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
多
量
の
私
塩
を
販
売
し
よ
う
と
し
た
ら
し
い
。

単
票
塩
は
そ
の
販
売
地
域
が
預
め
決
定
さ
れ
て
い
て
塩
引
に
よ
る

販
売
地
域
に
越
境
販
売
す
る
こ
と
は
厳
禁
さ
れ
て
い
た
が
、
禁
令
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

破
っ
て
票
壌
地
か
ら
私
讐
が
盛
ん
に
塩
3
1
販
売
地
に
侵
入
し
て
行
き
、

塩
引
を
墾
滞
せ
し
め
る
に
歪
っ
て
い
る
。
例
え
ば
世
宗
の
嘉
靖
十
六

年
（
一
五
ゴ
一
七
）
漸
江
の
台
州
で
は
「
票
塩
行
わ
れ
て
（
塩
）
引
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

め
て
困
し
む
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
同
…
様
の
こ
と
は
各
地
に
起
つ
た

現
象
で
あ
っ
て
、
漸
江
に
お
い
て
は
無
塩
が
塩
引
地
域
に
侵
入
し
た

結
果
、
塩
商
の
税
課
が
未
納
と
な
り
、
滞
引
ご
百
万
引
に
も
及
ん
で

　
②

い
る
．
漸
江
の
額
引
は
四
十
四
万
引
で
あ
る
か
ら
五
年
聞
ば
か
り
の

鑑
引
が
墾
滞
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
従
来
引
塩
が
行
わ
れ
て
い
た
地
域
に
票
法
を
実
施
す
る
こ
と
に
な

る
と
、
そ
の
区
別
が
む
つ
か
し
く
、
取
締
が
困
難
で
あ
っ
た
。
河
東

行
寒
地
で
は
票
と
塩
引
と
が
兼
行
し
て
い
た
が
、
そ
の
稽
査
が
困
難

な
た
め
に
す
で
に
票
法
を
改
め
て
全
部
塩
3
1
の
地
域
に
し
ょ
う
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

う
議
論
が
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
取
締
り
が
困
難
な
難
に
つ
け
こ
ん

で
商
人
が
不
正
を
働
く
。
漸
江
で
は
票
塩
が
色
々
と
優
遇
せ
ら
れ
る

の
に
乗
じ
て
山
商
が
判
事
を
な
し
、
私
塩
が
盛
行
し
て
弊
盤
鍔
が
続
戯

し
た
の
で
、
嘉
靖
十
九
年
（
一
五
四
〇
）
に
は
早
く
竜
一
二
十
・
四
脚
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

山
芋
を
や
め
さ
せ
て
い
る
。
漸
江
で
は
最
初
票
法
が
実
施
せ
ら
れ
た

時
に
は
絹
当
広
範
囲
に
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
嘉
靖
四
十
年
頃
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に
は
票
法
地
区
が
大
分
縮
小
さ
れ
た
ら
し
い
。
漸
江
で
は
こ
の
頃
、

引
塩
・
翼
塩
。
捕
塩
の
三
種
の
塩
が
販
士
男
さ
れ
て
い
た
伊
水
陸
交
通

の
便
利
な
七
十
六
県
に
は
引
壌
が
行
わ
れ
、
仁
和
・
崇
明
等
塩
を
生

産
す
る
二
十
一
県
に
は
甲
羅
即
ち
捕
獲
さ
れ
た
私
塩
が
配
給
さ
れ
て

い
た
が
、
容
認
が
行
わ
れ
た
の
は
山
路
の
険
阻
な
薪
昌
等
の
九
県
に

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

す
ぎ
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
次
に
重
職
の
税
課
も
、
始
め
は
販
懸
者
を
優
遇
奨
励
す
る
意
味
か

ら
低
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
後
に
は
次
第
に
高
く
な
っ
た
。
山
東
の

青
・
登
。
策
州
府
の
票
税
屯
も
と
は
山
道
三
分
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、

穆
｛
示
の
隆
慶
五
年
（
一
五
七
一
）
に
は
、
正
課
の
外
に
別
に
一
銭
を

　
　
　
　
⑥

加
え
て
い
る
、
か
よ
う
に
府
税
が
段
々
高
く
な
っ
て
ゆ
く
と
、
票
法

設
立
の
目
的
は
次
第
に
失
わ
れ
て
、
僅
少
の
資
本
の
販
売
者
は
脱
落

せ
ざ
る
を
え
な
い
。
又
票
法
の
諸
種
の
特
権
に
乗
じ
て
好
商
が
之
を

利
用
し
て
大
量
の
私
塩
を
運
ぶ
手
段
に
用
い
る
よ
う
に
な
る
。
塩
引

地
域
が
票
塩
地
域
・
か
ら
の
私
塩
の
虚
し
い
侵
入
を
蒙
っ
た
の
は
そ
の

証
左
ぞ
あ
る
。
蘂
税
は
塩
引
の
税
課
と
共
に
国
境
方
面
に
解
資
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

軍
儲
を
接
済
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
増
税
は
そ
の

　
　
　
　
明
代
り
の
．
漂
法
（
佐
伯
）

額
は
僅
少
に
し
て
国
家
の
財
政
面
に
は
大
し
て
御
益
な
き
に
拘
ら
ず
、

私
塩
を
助
長
す
る
こ
と
重
し
く
、
塩
政
の
弊
害
を
な
す
こ
と
が
大
で

あ
っ
た
た
め
に
、
之
を
廃
止
せ
よ
と
い
う
議
論
が
屡
女
繰
り
返
さ
れ

　
　
⑧

て
い
る
。
遡
江
に
お
け
る
票
法
区
域
が
縮
小
さ
れ
た
の
は
票
法
の
弊

害
が
続
崩
し
た
た
め
に
外
な
ら
な
い
。
併
し
、
斜
度
新
し
い
職
事
が

作
ら
れ
る
と
、
そ
の
制
度
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
る
心
意
禺
来
る
の

で
、
弊
害
が
続
回
し
て
竜
直
ち
に
之
を
廃
止
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し

い
。
票
法
は
明
代
に
お
い
て
は
政
府
の
所
期
し
た
効
果
は
あ
ま
り
あ

げ
る
こ
．
と
は
嵩
来
ず
、
却
っ
て
私
塩
を
助
長
す
る
結
果
と
な
っ
た
。

蓋
し
明
代
票
法
の
笑
施
せ
ら
れ
た
区
域
は
狭
い
地
域
に
限
ら
れ
て
い

る
。
漸
江
の
如
く
省
内
の
多
数
の
州
県
に
実
施
さ
れ
た
と
し
て
亀
票

塩
地
域
は
塩
引
地
域
内
に
散
在
し
て
お
り
、
広
大
な
票
塩
地
域
が
一

処
に
か
た
ま
っ
て
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
翼
塩
地
域

か
ら
塩
引
地
域
に
侵
入
し
て
来
る
私
塩
を
取
締
る
こ
と
は
雰
常
に
困

難
で
、
塩
引
地
域
は
四
方
の
藥
転
地
か
ら
私
意
の
侵
入
に
悩
ま
さ
れ

た
、
従
っ
て
明
代
に
お
い
て
票
法
は
藩
政
史
上
あ
ま
り
大
き
な
役
割

を
果
さ
な
か
っ
た
。
併
し
票
法
は
細
女
な
が
ら
以
後
ず
っ
と
継
続
し

て
行
わ
れ
、
漕
…
朝
に
ま
で
続
い
て
い
る
。
そ
し
て
票
法
は
道
光
時
代
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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明
代
の
纂
法
（
佐
伯
）

両
三
に
お
け
る
三
法
の
弊
害
の
極
ま
る
と
こ
ろ
、
三
戸
・
一
一
癌
に

よ
っ
て
両
准
行
量
地
に
大
々
的
に
施
行
せ
ら
れ
、
財
政
的
に
竜
大
き

な
成
果
を
憎
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
世
代
の
票
法
は
清
朝
に

お
け
る
票
法
の
先
例
を
開
い
た
所
に
そ
の
意
義
を
認
む
べ
き
で
あ
ろ

㌔
つ
。①

神
霊
実
録
巻
五
七
五
万
暦
瞬
十
六
年
十
月
丙
子

②
明
史
鰯
飯
○
食
貨
志
に
淑
髪
票
塩
に
つ
い
て
述
べ
た
後

　
　
其
後
多
侵
奪
正
引
。
官
商
鹸
課
。
引
獲
二
百
万
唇
面
必
五
六
載
。

　
　
歎
。

　
と
見
ゆ
。

③
神
宗
実
録
巻
四
五
九
万
暦
三
＋
七
年
六
月
遅
卯

④
世
宗
実
録
巻
二
三
囚
嘉
靖
十
九
年
二
月
戊
寅

⑤
同
書
巻
四
九
九
蕪
蜷
四
＋
年
七
月
己
丑

⑥
穆
宗
実
録
巻
五
三
隆
慶
五
年
正
月
丙
子

⑦
世
家
実
録
巻
一
〇
三
二
蜻
八
年
七
月
丁
酉

　
　
神
庸
総
記
襯
隊
面
一
〇
閃
門
　
万
暦
十
山
ハ
年
十
月
｝
内
申

　
　
三
百
巻
三
七
一
　
万
暦
三
十
年
四
月
丙
午

⑨
世
宗
実
録
巻
三
七
二
慕
鱗
三
十
年
四
月
丙
戌

酉

（
附
詑
）
本
稿
は
昭
和
二
＋
九
年
度
、
丈
部
省
科
学
研
究
費
の
交
付
に
よ
る

研
究
畢
国
制
炭
班
語
彙
の
編
墾
進
行
中
の
一
副
産
物
で
あ
る
。

二
六

…
》
…
与
一
（
1
一
…
｝
》
》
≧
》
～
一
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
≧
～
》
》
、
～
》
》
｝
一
》

へ

　
　
　
　
不
　
管
　
　
地

　
　
近
世
中
墨
祉
会
で
は
独
裁
聖
主
の
権
力
が
伸
張
す
る
に
反
比
例
し

　
て
宮
窪
の
権
隈
は
著
し
く
縮
小
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
宮
僚
は
そ
の
職

　
資
に
対
し
て
は
無
責
任
と
な
り
、
こ
れ
が
近
世
政
治
を
半
身
不
随
に

　
陥
れ
た
。
こ
の
事
を
最
も
嬬
的
に
示
す
も
の
が
主
管
地
で
あ
る
。
清
・

　
代
で
は
二
つ
或
い
は
三
つ
以
上
の
省
或
い
は
府
州
県
が
夫
々
互
に
そ

　
の
境
界
を
鍍
し
て
い
る
地
方
が
不
管
地
と
称
せ
ら
れ
、
三
つ
の
場
合

　
に
は
三
不
管
、
四
つ
の
場
合
に
は
四
慢
罵
と
い
わ
れ
た
。
　
（
宜
宗
墾

　
訓
巻
八
四
靖
妊
究
）
こ
の
三
管
地
に
は
常
に
多
数
の
盗
賊
が
集
結
し

　
て
盗
藪
を
な
し
た
。
近
世
に
お
け
る
叛
乱
は
か
か
る
不
慮
地
が
温
床

　
と
な
っ
て
勃
発
し
た
場
合
が
多
い
。
三
方
官
は
盗
賊
を
討
伐
し
て
逮

　
捕
す
る
の
は
稔
険
で
も
あ
り
、
叉
面
倒
で
あ
る
か
ら
、
出
来
る
だ
け

　
自
分
の
管
轄
外
に
追
い
払
い
、
畳
任
を
他
の
管
轄
の
地
方
官
に
転
嫁

　
し
て
処
分
を
免
れ
た
。
そ
こ
で
盗
賊
は
客
地
で
追
わ
れ
る
と
乙
地
に

　
逃
れ
、
乙
地
か
ら
旧
地
へ
、
更
に
丙
地
か
ら
甲
勉
へ
と
順
々
に
逃
れ

　
て
唐
り
さ
え
す
れ
ば
永
久
に
逮
捕
さ
れ
み
こ
と
が
な
か
っ
た
。
蒔
に

　
は
地
方
官
は
手
ご
わ
い
盗
賊
に
対
し
て
は
賄
賂
を
与
え
て
自
分
の
管

　
轄
外
へ
移
動
し
て
も
ら
う
場
合
も
あ
っ
た
。
満
代
に
は
か
か
る
不
管

　
地
が
随
処
に
あ
り
、
盗
賊
の
巣
屈
と
な
っ
て
い
た
。
例
え
ば
毒
悪
店

　
は
河
南
・
山
東
・
直
隷
の
三
瀬
の
境
界
線
の
交
る
地
点
に
あ
り
、
三

　
不
管
と
称
せ
ら
れ
、
張
標
と
い
う
盗
賊
の
綴
拠
地
で
あ
っ
た
。
（
仁

∴雌?
三
三
麺
鵡
棚
飾
鎮
一
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The　Outpdt　’　of　Silver　in　the．　Innai．（院内）Silver　Mine

　　　by

A．　Kobata

The・utput・f　s11・er・f　theエ・謡si1・eμnl・・e．rα・cheαitS　s面mit　in

a　few　years　after　its　．exploitation　in　1607　and　de¢lined　gradi！ally　’in　tlie

thi・ti…f・h・c・1・乞・・ア・Thi・p・・ce・・田i・魚11y　．d・・c曲¢d　i・癒・dl・li’・・

of　U皿ezu漁s批kage（梅庫政景），　t　kn1畠ht．of．．　the　Akita－haili（秋闘藩）．．

During　these　thirty　years　niany　of　the　ptts　were　abolished　becaitse　of

tlie　floodings　and　the　mtLlaflinipistration　’on　the　part　oii　the　1，dyd．・　The

manageihent　of　the　inine　in　thos’e　days　was　to　auction　or－f　the　pits　tmiong

the　entrepreneurs　xvho　exploited　ih　their　tttrn　only　the　rich　pi　trs，　exhaus－

ting　the　veins　of　the　in　ine．　Tlie　output　of　tlie　ln’nai’　is’　not　kiiiowi｝　to

us　till’@the　end　of　the’eighteenth　cvanttiry，　but　froiin　tl｝e　calculation　of

taxatlon　and　of　the　lead　for　refinery　’ 翌?　can　esthnate　the．　output’of　silver

at　the　be．cr’innlng　of　the　niine　to　be　as　inuch　as　20，000　lcilog．　ramnits　a’

year．　・　・　　一
　　　　　　　　　　　　Letters　Patent　in　the　Ming　Dynasty

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T．　Saeki

　　In　the　succesive　i｝eriodg　after　the　Stvng　dynasty　th6　incoines　k’om　tlie

monopo／y　of　s乙し1t　Pltしye窪註grαしt　role　in　the　State　f正nance．　It　量s　盤o

exasr．tr・　eratiop，　there，　fore，　to　say　／that　the　absolute　monarchies　characteris－

tlc　of　the　modiern．’erti　of　thE｝　Chinese　were　all　baseti1　upon　this　sonrce

of　revenue．　．　The　nionopolistic　income　of　salt　from　Liang　huai　（de：ff＃．）

occupied　a　1’）alf　of．　the　total　revenue，　bt｝t　since　the　latter　part　of　the

eighteenth　c・vantui’y　it　witne3se5　in’／Lladml．nistrtztions　in　the　salt　inanage一一

ment．　About　this　time，　on　the　other　h！xnd，　XVestern　powers　begall　to

permiL’ite　andi　the　Chibese　stLxv　the　ou　tbrc？ak　of　the　Opiuin　NVar．　IFacing

this　difficult　finan6ial　sitrn・Lt　ion　the　Sttite　tried　to　reforin　the　sal＃　ad－

in2nistration　of　Lit｝ng　hut・“　and　inaugtirate5　tl｝e　systein　’of　letters　paten　t

…11ed　P‘i…一魚（粟法）．　My． wi4・　thi…ti・1・三・t・i・lv・・七19・・te　tl・e

・・ゆ・・f・the　pate・t・and　tl・・cf・c蟷亡蹴e・in　whi・h　i庶・・b・…．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（．　49．2　〉


