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清
代
盤
政
の
研
究

　
本
書
は
八
章
か
ら
な
り
、
ほ
か
に
宮
崎
教
授
の
序

文
と
著
者
の
は
し
が
き
と
を
巻
頭
に
膚
皿
し
、
索
引
を

巻
末
に
そ
な
え
て
い
る
。
第
一
章
と
第
八
章
と
は
そ

れ
ぞ
れ
序
説
と
結
語
と
に
あ
で
ら
れ
、
第
二
章
か
ら

第
六
章
ま
で
は
両
潅
試
刷
の
制
度
お
よ
び
そ
れ
の
弊

壊
の
過
程
や
原
因
の
研
究
に
あ
て
ら
れ
て
い
て
、
第

七
章
の
陶
樹
に
よ
る
一
二
改
革
の
研
究
と
対
応
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
二
章
塩
場
問
題
、
第
三
章
行

旧
地
問
題
、
第
四
章
私
署
問
題
、
第
五
童
官
塩
価
の

昂
貴
、
第
六
章
適
当
の
没
落
と
塩
蒸
の
弊
壊
、
第
七

章
両
説
塩
政
の
改
革
と
い
う
講
成
を
も
っ
て
い
み
。

　
は
し
が
き
・
序
説
お
よ
び
結
語
は
、
研
究
の
概
略

に
つ
い
て
ま
た
本
書
の
思
想
と
い
う
か
著
蕾
の
立
場

忙
つ
い
て
の
論
述
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
た
だ
本
書

の
狸
解
の
た
め
ぽ
か
り
で
な
く
、
既
に
発
表
さ
れ
て

い
る
著
者
の
他
の
多
く
の
論
文
の
理
解
の
た
め
に
も

膚
益
で
あ
る
。
こ
の
愚
物
は
ま
た
特
殊
か
つ
複
雑
な

対
象
に
つ
い
て
の
高
度
な
研
究
を
内
容
と
し
な
が
ら

も
、
そ
の
構
成
な
り
叙
述
な
り
の
点
に
ゆ
き
と
ど
い

た
配
慮
が
は
ら
わ
れ
た
せ
い
か
、
わ
れ
わ
れ
に
無
益

な
抵
抗
感
を
与
え
ず
理
解
を
容
易
に
し
て
い
る
。
特

殊
難
解
の
黒
馬
が
ペ
ー
ジ
ご
と
に
出
置
す
る
の
は
対

象
の
性
質
上
や
む
を
得
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
大
部

分
に
つ
い
て
は
本
文
や
謡
に
お
い
て
解
説
が
加
え
ら

れ
て
い
る
か
ら
、
巻
末
の
索
引
を
活
用
す
れ
ば
、
一

種
の
辞
典
な
い
し
盛
典
の
役
割
を
も
こ
の
書
物
は
果

す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
本
書
は
ま

た
と
な
い
塩
…
法
の
概
説
書
に
し
て
ま
た
研
究
入
門
書

を
兼
ね
た
貴
重
な
存
在
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ

う
。
あ
の
難
解
な
塩
法
の
諸
問
題
を
か
く
ま
で
明
快

に
整
理
解
明
し
て
現
代
的
理
解
を
可
能
な
ら
し
め
た

著
者
に
対
し
て
後
学
と
し
て
心
か
ら
の
尊
敬
と
感
謝

を
衷
鴫
す
る
と
と
も
に
、
本
書
を
中
国
史
ア
ジ
ア
史

の
専
攻
者
に
は
無
論
の
こ
と
、
ひ
ろ
く
一
般
の
研
究

者
各
位
に
推
薦
し
た
い
と
思
う
。

　
さ
て
以
下
内
容
の
一
端
を
紹
介
し
た
い
。
章
節
の

す
べ
て
に
亘
っ
て
も
れ
な
く
圧
縮
し
て
紹
介
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
、
こ
の
書
の
特
色
と
も
愚
え
る

部
分
に
限
定
し
た
こ
と
、
な
お
ま
た
興
部
は
人
に
よ

っ
て
異
な
る
か
ら
こ
の
紹
介
の
仕
方
、
は
お
そ
ら
く
適

当
な
も
の
と
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
、
著

者
ま
た
読
人
諸
賢
に
あ
ら
か
じ
め
お
詫
び
し
た
い
。

　
は
し
“
か
き
や
序
説
は
ま
ず
塩
法
が
近
世
中
国
社
会

に
濡
し
て
も
つ
古
謡
を
、
し
た
が
っ
て
塩
法
の
研
究

が
中
国
の
史
附
研
究
に
対
す
る
意
味
を
説
い
て
い

る
。
そ
れ
は
同
時
に
こ
の
著
述
に
お
け
る
研
究
視
蜀

な
り
そ
の
関
連
性
な
り
を
示
し
て
い
る
。
本
書
は
直

接
に
は
清
代
の
潅
北
塩
・
潅
南
塩
に
関
す
る
嶽
政
の

諸
問
題
を
扱
っ
て
い
る
が
こ
れ
は
中
国
の
塩
政
の
凡

て
を
か
た
る
の
に
も
ひ
と
し
い
。
両
潅
一
場
の
名
は

す
で
に
漢
代
か
ら
あ
ら
わ
れ
、
降
っ
て
宋
代
に
は
全

園
【
産
塩
額
の
半
ば
を
占
め
、
塩
の
専
売
収
入
の
三
分

の
二
を
負
担
し
た
。
こ
の
賦
課
の
総
収
入
は
全
財
政

収
入
の
二
分
の
一
に
達
し
て
い
た
か
ら
、
国
の
財
政

に
お
け
る
両
潅
鑑
課
の
ウ
ェ
イ
ト
は
容
易
に
推
察
で

き
る
。
清
に
な
っ
て
も
両
潅
の
壊
課
は
国
の
財
賦
の

四
分
の
一
を
占
め
た
。
絶
対
値
に
し
て
清
の
中
頃
で

は
大
体
六
・
七
百
万
両
前
後
に
達
し
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
行
塩
地
界
（
指
鑓
販
売
地
区
）
の
広
さ
に
お
い

て
も
蓮
塩
の
量
に
お
い
て
も
全
国
塩
場
の
首
位
を
占

め
て
い
た
。
ゆ
え
に
両
知
勇
政
は
全
国
塩
政
の
閤
題

を
代
表
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
塩
課
は
宋
代
以
降
発
達
し
た
慰
主
独
裁

制
の
財
政
的
支
柱
で
あ
っ
た
。
雪
主
独
裁
制
は
近
世

四
国
社
会
の
性
絡
を
決
定
す
る
も
の
と
し
て
、
す
べ

で
の
問
題
に
閣
連
を
も
つ
て
い
る
。
例
え
ば
中
国
の

近
代
化
の
達
滞
と
か
植
民
地
化
の
問
題
も
要
は
こ
れ

に
起
因
す
る
。
か
よ
う
な
君
主
独
裁
制
制
の
幕
盤
・
、
」
な
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評欝

る
も
の
は
軍
隊
と
官
僚
で
あ
る
が
、
君
主
は
か
れ
ら

に
給
与
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
種
々
の
理

由
か
ら
そ
の
数
は
増
加
す
る
一
方
で
あ
る
か
ら
、
雪

主
は
財
源
の
捻
出
に
不
断
の
努
力
を
要
し
た
。
塩
諜

が
そ
の
主
要
財
…
源
と
し
て
君
主
独
裁
危
な
い
し
社
会

に
対
し
大
き
な
関
連
を
有
し
た
こ
と
は
お
の
ず
か
ら

理
解
さ
れ
よ
う
。

　
中
国
で
は
あ
ら
ゆ
る
面
に
請
負
制
的
関
係
が
発
達

し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
塩
課
の
納
入
に
つ
い
て
も

塩
辛
が
請
負
い
、
あ
ら
か
じ
め
塩
釜
を
納
め
た
上
で

官
選
を
受
領
し
販
売
す
る
と
い
う
形
が
と
ら
れ
た
。

こ
こ
に
独
裁
鼠
賊
と
塩
商
と
の
特
別
な
関
係
が
生
じ

た
。
　
（
地
利
を
め
ぐ
る
両
者
の
相
互
依
存
と
薄
立
の

矛
盾
に
つ
い
て
は
宮
崎
教
授
の
序
丈
に
興
昧
深
く
述

べ
ら
れ
て
あ
る
。
）
　
と
こ
ろ
で
同
一
の
塩
斤
に
つ
い

て
国
家
と
混
入
の
双
方
が
利
益
を
追
求
す
る
の
で
あ

る
か
ら
、
自
然
官
塩
の
価
格
は
高
騰
す
る
。
例
え
ば

潅
南
塩
に
つ
い
て
い
え
ば
消
費
者
価
格
は
一
斤
に
つ

ぎ
四
十
丈
か
ら
九
十
文
に
な
り
生
産
者
尉
面
の
一
斤

一
・
二
丈
な
い
し
十
段
に
比
べ
て
十
倍
か
ら
百
倍
に

も
上
昇
し
た
。
ま
た
官
塩
に
は
種
々
の
雑
物
が
混
入

さ
れ
た
。
こ
・
）
し
た
不
当
な
利
益
追
求
は
筑
豊
を
安

価
で
良
質
の
無
塩
に
依
存
さ
せ
る
結
果
、
反
っ
て
官

塩
は
駆
遂
さ
れ
、
堂
々
は
大
き
な
損
失
を
こ
う
む

り
、
次
回
の
塩
諜
を
藷
…
負
う
こ
と
が
不
可
能
に
な

る
。
塩
の
生
産
者
の
竃
戸
は
塩
商
が
来
な
く
な
る
の

で
滞
貨
に
く
る
し
む
。
そ
こ
で
二
戸
は
塩
を
密
売
し

塩
商
は
そ
の
私
嵐
を
官
女
と
と
も
に
漕
運
す
る
よ
う

に
な
る
。
こ
う
し
て
一
層
野
塩
が
増
加
す
る
一
方
、

政
府
は
歯
面
の
減
収
分
を
、
業
者
は
前
回
の
損
失
分

を
、
次
回
の
並
塩
の
販
売
で
補
証
し
よ
う
と
す
る
な

ら
ば
、
官
倉
の
価
格
は
ま
た
も
つ
り
あ
げ
ら
れ
な
お

さ
ら
私
塩
に
薄
抗
で
き
な
く
な
る
。
こ
う
な
れ
ば
戸

政
は
悪
循
環
に
陥
る
。

　
塩
政
を
損
う
も
の
は
結
局
塩
価
の
つ
り
あ
げ
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
種
々
の
関
係
で
塩
商
の
呼
塩
に
要
す

る
費
用
な
い
し
は
資
本
（
成
本
と
い
う
）
が
過
大
と

な
っ
た
が
た
め
で
あ
る
。
燃
料
費
の
高
騰
な
ど
に
よ

る
塩
の
生
産
者
価
絡
の
騰
貴
、
運
搬
費
の
値
上
り
な

ど
の
ほ
か
、
財
政
的
必
要
や
官
吏
の
恐
る
べ
き
収
輩

な
ど
が
運
塩
の
成
本
を
増
大
さ
せ
た
庭
面
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
私
ど
も
の
特
に
関
心
を
ひ
く
こ
と

は
、
成
本
過
大
化
の
原
因
と
し
て
、
塩
辛
の
間
に
お

け
る
独
占
と
寄
生
化
が
も
た
ら
し
た
収
奪
の
問
題
と

外
圏
貿
易
の
新
な
展
開
に
つ
れ
て
生
じ
た
銀
価
の
騰

費
や
金
利
の
引
上
げ
の
問
題
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
点

で
あ
る
。

　
清
代
の
塩
法
の
諸
問
題
は
両
雨
雲
政
の
上
に
典
型

的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
著
者
に
よ
れ

ば
、
清
代
と
い
う
時
期
は
中
国
の
問
題
に
関
し
て
世

界
史
的
関
連
性
の
も
と
に
考
察
す
る
こ
と
を
は
じ
め

て
可
能
に
し
て
い
る
コ
こ
の
点
は
本
書
に
お
い
て
は

例
の
広
州
に
お
け
る
英
清
畠
の
茶
銀
貿
易
の
発
展

が
、
島
島
の
塩
政
ま
た
は
塩
豆
の
破
滅
に
関
連
づ
け

ら
れ
て
い
る
点
に
具
体
化
さ
れ
た
。
周
知
の
よ
う
に

十
八
世
紀
申
葉
に
は
こ
の
貿
易
に
於
い
て
清
朝
は
銀

の
国
外
流
出
に
苦
し
む
立
場
に
転
じ
て
い
た
。
そ
れ

は
申
團
の
銀
相
場
を
吊
上
げ
、
銀
沙
の
金
利
を
引
上

げ
さ
せ
る
と
と
も
に
、
一
方
で
は
申
国
に
不
景
気
を

も
た
ら
す
原
因
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
塩
商
を
二
重
に

苦
し
め
た
。
清
の
初
期
か
ら
乾
隆
あ
た
り
ま
で
は
銀

一
両
に
つ
き
銅
銭
一
千
文
が
平
均
の
相
場
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
後
銀
価
が
昂
騰
し
道
光
三
十
年
に
は
工
千

丈
と
二
倍
に
達
す
る
程
で
あ
っ
た
。
正
課
は
銀
納
で

あ
る
か
ら
塩
商
は
実
質
的
に
二
倍
に
塩
課
を
増
徴
さ

れ
た
こ
と
に
な
っ
た
。
一
方
、
道
光
年
間
に
は
さ
し

も
の
両
面
塩
原
も
資
本
が
枯
渇
し
、
運
搬
費
（
率
土
）

な
ど
は
大
部
分
借
款
に
頼
っ
て
い
た
の
で
、
金
利
の

引
上
げ
は
銀
価
騰
貴
と
と
も
に
岩
塩
の
成
本
を
大
き

く
し
利
益
を
失
わ
せ
た
。
し
か
も
販
参
し
た
塩
の
代

価
と
し
て
運
商
が
受
取
つ
た
も
の
は
暴
落
し
た
銅
銭

で
あ
っ
て
、
銀
両
で
う
け
と
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
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か
っ
た
の
で
、
運
商
は
利
益
ど
こ
ろ
か
資
本
の
園
収

す
ら
困
難
と
な
っ
た
。
塩
課
を
請
負
つ
た
の
は
彼
等

憲
章
で
あ
る
か
ら
、
雪
嵐
の
疲
弊
は
直
ち
に
財
政
問

題
と
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
運
商
の
成
本
を
過
大
に
し
利
益
率
を
低

下
さ
せ
た
重
要
な
原
因
は
塩
商
自
身
に
内
在
し
て
い

た
。
独
占
的
寄
生
福
塩
商
の
存
在
が
そ
れ
で
あ
る
。

か
れ
ら
の
種
々
の
搾
取
が
”
他
の
原
因
と
と
も
に
鋸
商

を
破
産
に
ま
で
追
い
や
っ
た
。
潅
商
に
は
職
場
に
お

い
て
樺
戸
か
ら
購
入
し
た
塩
を
運
商
に
転
売
す
る
場

商
、
行
悪
地
に
お
い
て
運
商
か
ら
買
入
れ
た
塩
を
末

端
の
塩
店
に
転
売
す
る
再
販
な
ど
が
あ
っ
た
が
、
こ

の
う
ち
塩
課
を
請
負
い
塩
を
産
地
か
ら
消
費
地
に
ま

で
運
搬
す
る
運
商
が
も
っ
と
も
重
要
か
つ
有
力
な
存

在
で
あ
っ
た
。
官
塩
を
一
定
の
引
地
（
行
塊
地
界
）

に
販
解
す
る
に
は
塩
引
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
塩
引

は
官
に
四
宝
を
納
め
れ
ば
何
人
で
も
受
領
で
き
る
筈

の
も
の
で
あ
る
が
、
事
実
は
こ
の
塩
引
の
引
受
が
次

第
に
権
利
（
引
窩
な
ど
と
い
う
）
と
化
し
、
少
数

特
定
の
有
力
商
（
翼
賛
）
に
集
中
独
占
さ
れ
た
た

め
、
蓮
華
は
こ
の
権
利
金
を
交
払
う
か
、
窩
を
買
取

る
か
し
な
け
れ
ば
、
塩
引
の
受
領
が
不
可
能
と
な
っ

た
。
窩
商
は
窩
の
取
引
の
方
が
実
際
に
販
運
す
る
よ

り
有
利
と
知
っ
て
帯
締
に
従
わ
ず
も
つ
ば
ら
蕪
雑
に

よ
る
取
騨
を
こ
と
と
し
た
。
窩
の
癸
生
は
明
の
中
葉

轟醸

ｻ
愚
闇
凹
に
山
の
る
が
こ
の
頃
は
奮
燃
た
ザ
て
の
住
融
張
り
の

権
利
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
引
窩
の
独
占
あ
る
い
は
引

地
の
独
占
が
出
置
化
し
た
の
は
万
暦
四
十
五
年
の
無

法
の
実
施
以
来
の
こ
と
で
そ
れ
ば
誌
代
に
も
継
承
さ

れ
た
。
綱
…
法
と
は
過
去
の
未
消
佑
の
塩
引
を
十
綱
つ

ま
り
十
組
に
分
ち
そ
れ
ぞ
れ
新
規
発
行
の
塩
引
に
抱

合
せ
て
十
ケ
年
計
画
で
全
部
消
化
さ
せ
る
目
的
で
、

一
部
有
力
な
塩
商
に
限
っ
て
引
窩
を
独
占
世
襲
さ
せ

た
も
の
で
あ
る
。

　
運
商
を
な
や
ま
し
た
他
の
纂
情
に
工
商
に
よ
る
収

懇
が
あ
っ
た
。
総
商
（
商
総
・
綱
商
）
は
特
に
馬
力

な
運
商
を
え
ら
ん
で
、
散
商
と
よ
ぶ
一
般
の
蓮
商
と

政
府
の
中
間
に
あ
っ
て
種
々
翰
旋
す
る
た
め
に
設
け

ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
魚
商
が
納
め
る
べ
き
塩
課
そ
の

ほ
か
種
々
の
公
費
の
取
立
を
政
府
に
請
負
っ
て
い

た
。
彼
が
立
替
え
た
金
額
を
は
る
か
に
上
廻
る
法
外

な
金
額
が
後
に
な
っ
て
散
商
か
ら
取
立
て
ら
れ
た
。

彼
は
ま
た
多
額
の
塩
引
を
引
受
け
た
。
こ
れ
ら
の
独

占
が
も
た
ら
す
利
益
は
大
き
く
総
商
は
運
塩
を
や
め

プ
ロ
マ
カ
ー
と
し
て
ま
た
利
貸
業
者
と
し
て
寄
生
的

臨
界
を
し
た
の
は
窩
商
の
場
含
と
同
様
で
あ
る
。
以

上
の
よ
う
な
独
占
は
何
れ
も
蓮
商
の
成
本
を
増
大

し
、
警
急
を
つ
り
あ
げ
、
塩
政
を
弊
壊
さ
せ
る
因
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
乾
留
期
ま
で
の
盛
時
に
は
妊
景
気
に
織
れ
て

い
た
諸
種
の
弊
害
は
、
銀
の
外
国
流
出
に
よ
る
不
景

気
が
到
来
す
る
と
重
大
化
し
、
官
娠
は
売
れ
残
り
、

運
商
の
資
本
ば
枯
渇
を
告
げ
た
。
そ
こ
で
道
光
の
初

年
以
来
塩
政
改
革
の
議
が
盛
に
興
り
、
一
部
の
改
築

も
試
み
ら
れ
た
。
道
光
十
年
江
蘇
巡
撫
の
陶
謝
が
両

面
総
督
に
抜
擢
さ
れ
、
し
か
も
両
江
総
督
に
両
論
議

政
の
責
務
を
移
す
行
政
改
革
も
実
行
さ
れ
て
本
絡
的

敢
革
の
機
が
到
来
し
た
。
総
督
と
い
う
強
力
な
地
位

を
背
景
に
彼
は
先
ず
馬
面
藩
政
の
改
革
か
ら
着
手
し

た
。
そ
の
基
本
原
則
は
官
塩
の
価
絡
…
を
私
塩
の
線

（
官
痘
の
半
額
）
に
ま
で
引
下
げ
て
そ
れ
と
対
抗
す

る
こ
と
で
、
そ
れ
に
は
ま
ず
運
商
の
成
本
を
軽
減
す

る
こ
と
を
企
図
し
た
。
具
依
篇
的
に
は
官
の
雑
多
な
公

費
の
負
担
を
裁
歯
し
、
引
窩
の
値
を
抑
制
し
、
総
監

の
制
度
を
廃
止
し
、
運
本
の
軽
減
を
行
う
こ
と
な
ど

を
方
針
と
し
た
。
彼
は
漁
業
塩
の
引
地
の
う
ち
、
特

に
運
商
が
販
運
を
や
め
指
事
の
欠
如
し
た
州
県
に
つ

い
て
票
法
を
実
施
し
た
。
こ
の
票
法
の
特
色
は
独
占

が
撤
廃
さ
れ
引
馬
が
一
般
に
囎
放
さ
れ
た
点
に
あ

る
。
こ
の
票
法
は
た
ち
ま
ち
成
功
を
お
さ
め
た
の

で
、
残
余
の
勝
運
の
不
振
な
従
来
の
方
式
の
地
域
を
・

票
法
地
域
に
切
り
か
え
て
、
遂
に
潅
北
島
の
面
謝
地

so （16S）



評

の
全
部
に
票
法
が
施
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
細
書
行
塩

地
の
内
部
で
は
す
で
に
引
地
の
制
が
廃
止
さ
れ
、
引

地
独
占
に
終
止
符
を
う
っ
た
も
の
と
し
て
重
要
な
意

義
が
あ
る
。
潅
北
官
塩
の
価
絡
は
半
分
に
下
る
二
二

潅
北
嗜
酒
の
塩
課
収
入
は
定
額
の
三
倍
に
達
し
、
さ

ら
に
は
潅
南
塩
課
の
欠
を
補
い
さ
え
し
た
。

　
つ
い
で
彼
は
潅
南
塩
政
の
改
革
に
手
を
つ
け
た

が
、
旧
制
を
利
と
す
る
豪
商
・
官
僚
ら
の
反
対
が
あ

り
、
資
金
難
の
運
商
は
カ
を
失
い
販
塩
に
消
極
的
で

あ
っ
た
の
で
、
成
績
を
あ
げ
な
い
う
ち
に
病
を
以
て

辞
任
し
た
。
し
か
し
道
光
三
十
年
に
は
後
継
者
の
手

で
潅
南
に
も
票
法
が
布
か
れ
、
つ
い
で
一
塩
場
に
塩

政
改
革
・
が
行
わ
れ
た
と
き
は
そ
の
準
則
と
な
っ
た
。

　
し
か
し
票
法
に
も
問
題
は
あ
っ
た
。
独
占
の
廃
止

は
群
小
塩
商
の
競
争
を
よ
び
、
塩
場
の
塩
価
を
吊
上

げ
販
売
価
格
を
引
下
げ
る
傾
向
が
生
じ
た
。
乱
売
は

経
費
の
大
き
い
大
商
人
に
多
少
不
利
で
あ
っ
た
ら
し

い
。
ま
た
一
部
に
は
塩
の
買
占
め
な
い
し
は
再
独
占

の
お
そ
れ
す
ら
み
え
た
。
他
方
、
紅
熱
の
請
璽
方
式

は
言
主
独
裁
制
に
適
合
し
て
い
る
。
強
力
な
独
占
的

塩
商
に
塩
物
を
請
負
わ
せ
る
こ
と
は
、
そ
の
時
々
の

経
済
変
動
の
影
響
か
ら
塩
課
を
護
り
、
常
に
一
定
の

収
入
を
保
証
す
る
途
で
あ
っ
た
。
　
（
思
う
に
塩
課
な

る
も
の
は
消
費
税
的
性
絡
を
と
う
に
失
っ
て
」
種
の

営
業
税
な
い
し
は
権
利
金
的
存
在
と
化
し
て
い
た
、

だ
か
ら
塩
諜
収
入
は
官
塩
の
販
売
の
成
績
と
は
無
関

係
の
も
の
で
、
合
理
酌
経
営
を
助
長
し
、
塩
の
生
産

と
消
費
の
拡
大
に
よ
っ
て
塩
課
の
増
収
を
企
て
る
こ

と
は
本
来
の
宇
戸
の
在
り
方
で
は
な
い
と
さ
れ
た
の

で
も
あ
ろ
う
か
）
果
し
て
同
治
年
間
に
は
潅
南
塩
に

綱
法
的
な
請
負
制
が
復
活
す
る
に
い
た
っ
た
。
こ
れ

ら
の
こ
と
は
当
時
の
独
占
の
意
味
を
考
え
る
た
め
の

好
材
料
で
あ
る
。
最
後
に
、
壌
商
の
性
絡
に
つ
い
て

著
者
は
い
ま
ひ
と
つ
興
味
あ
る
問
題
を
提
供
し
て
お

ら
れ
る
。
明
禾
か
ら
清
の
盛
時
に
か
け
て
の
揚
州
塩

商
の
発
展
の
さ
ま
は
か
れ
ら
に
よ
る
産
業
の
近
代
化

の
推
進
を
さ
え
思
わ
せ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
終
始

商
業
資
本
・
利
貸
資
本
に
と
ど
ま
り
、
つ
い
に
産
業

資
本
に
転
化
し
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
塩
業
が

君
主
独
裁
制
と
の
特
殊
関
係
か
ら
う
け
た
強
い
統

制
、
独
占
的
政
商
的
性
格
が
も
た
ら
し
た
経
営
の
不

合
理
、
企
業
の
合
理
化
能
率
化
を
妨
げ
た
安
価
な
労

働
力
の
存
在
と
資
本
・
経
営
・
労
働
・
技
術
の
分
裂
、

浪
費
に
よ
る
資
本
蓄
積
の
不
可
能
な
ど
で
あ
る
。

　
こ
の
ほ
か
生
産
者
と
し
て
の
竈
戸
の
問
題
な
ど
も

紹
介
す
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
紙
数
が
尽
き
た
の
で
、

寛
恕
を
お
食
し
て
筆
を
聴
き
た
い
。
　
（
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古
代
地
申
海
世
界
に
繁
栄
し
た
商
業
と
貨
幣
経
済

は
都
市
と
市
晟
を
形
成
し
た
が
、
ロ
ー
マ
の
滅
亡
は

こ
れ
ら
機
能
の
多
く
を
失
い
、
そ
の
復
活
を
み
た
の

は
申
世
元
期
で
あ
る
。
　
商
業
の
存
在
と
貨
幣
経
済

の
消
長
と
い
う
観
点
か
ら
、
官
ー
マ
崩
壊
後
の
社

会
。
経
済
の
発
展
に
ゴ
つ
の
段
階
を
設
定
し
、
都
市

の
成
立
と
中
世
当
期
に
お
け
る
商
業
復
活
へ
の
見
通

し
図
を
変
え
よ
う
と
す
る
の
が
、
こ
の
論
文
の
主
旨

で
あ
る
。
段
階
と
は
、
フ
ラ
ン
ク
王
国
建
設
後
、
九

世
紀
末
の
崩
壊
に
い
た
る
時
期
と
も
う
一
つ
は
新
た

な
活
力
が
歴
史
発
展
の
墓
底
部
た
る
祉
会
・
経
済
の

決
定
的
な
形
成
に
加
わ
る
十
二
世
紀
に
い
た
る
ま
で

の
時
期
。
こ
の
二
つ
の
段
階
に
経
済
発
展
が
翠
煙
す

る
。
た
だ
し
こ
の
段
階
（
O
Q
響
け
）
の
内
包
す
る
も
の

は
、
国
民
経
済
掌
（
＜
〇
一
犀
の
項
帥
邑
け
の
O
び
Q
｛
け
）
や
歴
史

理
論
上
論
じ
ら
れ
る
よ
う
な
観
念
的
抽
象
で
は
な
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